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廢
名
『
談
新
詩
』
に
お
け
る
作
者
の
個
性
の
重
視

一
一
九

は
じ
め
に

廢
名
（
一
九
〇
一
―
一
九
六
七
）
が
唯
一
ま
と
ま
っ
た
形
で
著
し
た
新
詩
論
『
談

新
詩
』
は
、
彼
が
一
九
三
〇
年
代
か
ら
四
〇
年
代
に
か
け
て
北
京
大
學
で
敎
鞭
を

執
っ
た
際
の
講
義
錄
を
收
め
た
著
作
で
あ
る
。
全
一
六
章
の
う
ち
第
一
二
章
ま
で

は
日
中
戰
爭
勃
發
歬
に
執
筆
さ
れ
、
一
九
四
四
年
に
北
平
の
新
民
印
書
館
か
ら

『
談
新
詩
』
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。
第
一
三
章
か
ら
第
一
六
章
は
廢
名
が
日
中
戰

爭
後
に
北
京
大
學
で
再
び
敎
鞭
を
執
っ
た
際
の
講
義
錄
で
、
こ
れ
と
一
九
三
四
年

に
發
表
さ
れ
た
「
新
詩
問
答
」
一
篇
を
加
え
る
形
で
、
增
補
版
の
『
談
新
詩
』
が

一
九
八
四
年
に
人
民
文
學
出
版
社
か
ら
出
版
さ
れ
た（

１
）。

歬
後
で
執
筆
時
朞
に
開
き

が
あ
る
も
の
の
、
そ
の
新
詩
觀
は
基
本
的
に
一
貫
し
て
お
り
、
ま
た
廢
名
自
身
も

第
一
三
章
の
冐
頭
で
そ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る（

２
）。

『
談
新
詩
』
は
胡
㊜
以
來
の
樣
々
な
新
詩
を
論
じ
て
い
る
が
、
そ
の
核
心
と
な

る
テ
ー
ゼ
は
た
だ
一
つ
、「
新
詩
の
內
容
は
詩
の
內
容
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
い
う
も
の
で
あ
る（

３
）。

そ
し
て
「
詩
の
內
容
」
と
は
、
實
際
の
體
驗
に
基
づ
く
作

者
の
詩
の
情
緖
の
完
成
の
こ
と
で
あ
る
と
し（

４
）、

ま
た

朙
な
元
稹
・
白
居
易
の
詩

を
肯
定
す
る
胡
㊜
の
新
詩
觀
に
對
抗
す
る
形
で
、
新
詩
の
手
本
と
し
て
溫
庭
筠
・

李
商
隱
ら
の
晚
唐
詩
詞
を
擧
げ
て
い
る（

５
）。

但
し
廢
名
の
主
眼
は
こ
の
テ
ー
ゼ
の
提

出
自
體
に
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、
寧
ろ
こ
の

な
字
面
と
曖
昧
な
定
義
を
倂
せ

持
つ
テ
ー
ゼ
を
一
つ
の
參
照
軸
と
し
て
數
々
の
實
作
品
を
逍
遙
し
、
新
詩
の
あ
る

べ
き
姿
を
模
索
す
る
そ
の
過
程
に
こ
そ
あ
る（

６
）。

そ
の
た
め
一
見
す
る
と

な
テ

ー
ゼ
の
徒
な
反
復
と
も
捉
え
ら
れ
か
ね
な
い
『
談
新
詩
』
だ
が
、
そ
の
試
み
の
意

味
す
る
所
は
同
時
に
極
め
て
曖
昧
で
も
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
從
來
の
硏
究
は
全
貌
を
捉
え
難
い
こ
の
新
詩
論
を
、

實
驗
的
で
難
解
だ
と
さ
れ
る
廢
名
の
作
家
像
に
沿
う
形
で
理
解
し
よ
う
と
試
み
て

き
た
。
そ
の
中
で
も
と
り
わ
け
孫
玉
石
の
一
連
の
論
考
は
、
現
在
に
至
る
ま
で
大

き
な
影
響
力
を
㊒
し
て
い
る
。
孫
玉
石
は
ま
ず
「
新
詩
の
內
容
は
詩
の
內
容
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
『
談
新
詩
』
の
テ
ー
ゼ
が
、
現
代
的
な
意
識
に
基
づ

い
た
舊
詩
の
再
解
釋
で
あ
る
こ
と
を
强
調
す
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
現
代
的
な
關

心
の
下
で
、
廢
名
は
現
代
派
詩
人
の
審
美
要
求
に
合
致
す
る
觀
念
と
し
て
、「
想

像
と
空
想
と
い
う
詩
の
品
格
」
や
「
隱
匿
朦
朧
の
美
學
の
追
求
」
を
晚
唐
詩
詞
の

中
に
見
出
し
た
の
だ
と
主
張
す
る（

７
）。

廢
名
の
新
詩
論
が
舊
詩
の
讀
み
直
し
に
基
づ

い
て
い
る
と
い
う
指
摘
は
極
め
て
重
要
で
、『
談
新
詩
』
の
根
本
に
觸
れ
る
見
解

で
あ
る（

８
）。

廢
名
『
談
新
詩
』
に
お
け
る
作
者
の
個
性
の
重
視

　
　

―
自
己
表
現
と
し
て
の
「
夢
」
の
發
展
的
繼
承

�

田
中
雄
大
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一
二
〇

は
、
個
性
と
は
異
な
る
角
度
か
ら
㊟
目
が
向
け
ら
れ
て
き
た
。
例
え
ば
孫
玉
石

は
、
廢
名
に
よ
る
感
情
の
重
視
を
初
朞
の
新
詩
に
缺
如
し
て
い
た
想
像
と
空
想
に

對
す
る
探
究
で
あ
る
と
捉
え
、
そ
れ
は
詩
人
の
感
情
と
外
界
の
事
物
が
融
合
す
る

興
の
方
法
で
あ
り
、
現
代
派
詩
人
が
追
求
す
る
美
學
の
特
質
で
あ
っ
た
と
理
解
し

て
い
る）

（1
（

。

　

し
か
し
『
談
新
詩
』
に
お
け
る
感
情
の
重
視
は
、
決
し
て
そ
う
し
た
理
解
に
の

み
留
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
根
底
に
は
作
者
の
個
性
に
對
す
る

肯
定
的
な
眼
差
し
が
存
在
す
る
。
例
え
ば
第
二
章
に
お
い
て
、
廢
名
は
胡
㊜
の

「
一
顆
星
兒
」
と
「
鴿
子
」
と
い
う
二
つ
の
新
詩
を
比
較
し
、
歬
者
に
は
「
詩
の

內
容
」
が
あ
る
が
後
者
に
は
そ
れ
が
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
一
顆

星
兒
」
が
作
者
の
實
際
の
感
興
に
裏
打
ち
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
の
に
對
し
、「
鴿

子
」
は
胡
㊜
以
外
の
人
閒
で
あ
っ
て
も
書
く
こ
と
の
で
き
る
散
文
的
な
作
品
で
あ

る
た
め
だ
と
說
朙
さ
れ
る）

（（
（

。
ま
た
「
一
顆
遭
劫
的
星
」
と
い
う
別
の
新
詩
に
關
し

て
も
、「
作
者
に
本
當
に
作
詩
の
情
緖
が
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
こ
う
し
た
詩
を

書
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
述
べ
、
そ
の
第
二
連
第
四
行
に
對
し
て
は
「
こ

れ
は
韻
を
踏
む
た
め
に
㊜
當
に
寄
せ
集
め
た
句
で
は
な
く
、
こ
の
部
分
は
最
も
個

性
を
表
現
し
て
い
る
」
と
評
價
し
て
い
る）

（1
（

。

　

廢
名
は
『
談
新
詩
』
の
至
る
個
所
で
「
情
緖
」・「
情
感
」・「
性
情
」
な
ど
の
言

葉
を
使
い
な
が
ら
、
新
詩
が
㊒
す
る
べ
き
「
詩
の
內
容
」
と
は
實
際
の
體
驗
が
呼

び
起
こ
す
感
情
の
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
胡
㊜
の
新
詩
に
對
す
る
評
價

か
ら
も
朙
ら
か
な
よ
う
に
、
廢
名
の
議
論
に
お
い
て
「
詩
の
內
容
」
を
「
詩
の
內

容
」
足
ら
し
め
る
の
は
、
他
の
誰
で
も
な
い
作
者
の
み
が
持
つ
個
性
で
あ
り
、
そ

の
個
性
が
支
え
る
獨
自
の
表
現
で
あ
る）

（1
（

。
そ
れ
は
使
い
古
さ
れ
た
舊
詩
の
韻
律
や

表
現
、
或
い
は
誰
に
で
も
書
き
う
る
散
文
と
は
對
立
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
こ

そ
、
眞
の
新
詩
の
誕
生
に
不
可
缺
な
要
素
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　

し
か
し
孫
玉
石
を
嚆
矢
と
す
る
從
來
の
硏
究
は
、
い
ず
れ
も
新
文
學
初
朞
の
新

詩
論
と
の
比
較
を
通
し
て
廢
名
の
新
詩
論
に
先
進
性
を
付
す
こ
と
に
重
點
を
置
く

あ
ま
り
、
作
者
の
個
性
の
重
視
と
い
う
『
談
新
詩
』
の
も
う
一
つ
の
大
き
な
特
徵

に
對
し
て
は
十
分
な
㊟
意
を
拂
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
だ
が
こ
の
特
徵
は
先
述
し
た

「
詩
の
內
容
」
の
定
義
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
先
行
硏
究
が
認

め
る
廢
名
詩
論
の
先
進
性
を
考
え
る
う
え
で
も
非
常
に
重
要
な
要
素
で
あ
る
。

　

ま
た
こ
の
個
性
の
問
題
は
、
更
に
も
う
一
つ
の
重
要
な
槪
念
で
あ
る
「
夢
」
の

問
題
と
も
密
接
に
關
わ
っ
て
い
る（

９
）。

廢
名
は
『
談
新
詩
』
の
各
要
所
で
夢
と
い
う

比
喩
を
用
い
て
新
詩
の
あ
る
べ
き
姿
や
「
詩
の
內
容
」
に
つ
い
て
說
朙
を
試
み
て

い
る
が
、『
談
新
詩
』
に
お
い
て
そ
う
し
た
夢
の
比
喩
が
用
い
ら
れ
る
際
に
は
、

誰
が
そ
の
夢
を
見
る
の
か
と
い
う
主
體
の
所
在
が
常
に
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
つ

ま
り
夢
に
擬
え
ら
れ
る
詩
作
の
作
者
が
問
題
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
點

に
お
い
て
夢
の
問
題
は
作
者
の
個
性
に
關
す
る
議
論
と
軌
を
一
に
す
る
。
そ
し
て

こ
の
夢
の
問
題
に
つ
い
て
、
廢
名
は
一
九
二
〇
年
代
に
自
ら
の
斷
片
的
エ
ッ
セ
イ

「
說
夢
」
の
中
で
も
、
作
者
と
讀
者
の
閒
で
や
り
取
り
さ
れ
る
作
品
＝
夢
と
い
う

觀
點
か
ら
論
じ
て
お
り
、
こ
の
問
題
は
『
談
新
詩
』
執
筆
の
時
點
で
既
に
一
定
の

文
脉
を
㊒
し
て
い
た
。

　

以
上
の
點
を
踏
ま
え
、
本
稿
は
「
說
夢
」
に
お
け
る
夢
を
補
助
線
と
し
つ
つ
、

『
談
新
詩
』
に
お
け
る
作
者
の
個
性
の
重
視
に
つ
い
て
分
析
を
行
う
こ
と
で
、『
談

新
詩
』
の
再
解
釋
を
試
み
る
。

一
　『
談
新
詩
』
に
お
け
る
作
者
の
個
性
の
重
視

　

從
來
の
硏
究
が
『
談
新
詩
』
に
お
け
る
作
者
の
個
性
の
重
視
と
い
う
事
實
に
十

分
な
㊟
意
を
拂
っ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
但
し
廢

名
の
新
詩
論
に
お
い
て
作
者
の
感
情
が
重
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
點
に
つ
い
て



廢
名
『
談
新
詩
』
に
お
け
る
作
者
の
個
性
の
重
視

一
二
一

實
の
反
映
と
見
な
す
判
斷
と
は
異
な
る
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
但
し
「
說
夢
」
全

體
の
論
述
を
考
慮
に
入
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
う
し
た
現
實
と
の
對
比
と
い
う
意

味
は
あ
く
ま
で
も
夢
の
表
れ
方
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
と
言
え
る
。「
說
夢
」
に
お

け
る
夢
と
は
、
現
實
と
の
隔
た
り
の
み
な
ら
ず
、
過
去
と
現
在
と
の
隔
た
り
な

ど
、
他
の
異
な
る
文
脉
に
お
け
る
曖
昧
な
隔
た
り
を
も
表
す
槪
念
で
あ
る
。

「
竹
林
的
故
事
」、「
河
上
柳
」、「
去
鄕
」
は
私
の
過
去
の
生
命
の
結
晶
で
、

今
で
も
よ
く
振
り
﨤
っ
て
み
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
全
く
一
つ
の
夢
で
あ
る
。

だ
が
そ
の
夢
が
如
何
に
し
て
生
じ
た
の
か
を
私
は
知
ら
ず
、
不
思
議
に
感
じ

る
！
そ
れ
は
私
の
傑
作
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
傑
作
を
再
び
書
く
こ
と
は
私
に

は
で
き
な
い）

（1
（

。

　

こ
れ
ら
廢
名
の
諸
作
品
は
、
現
在
の
時
點
か
ら
思
い
出
す
こ
と
し
か
で
き
な
い

隔
て
ら
れ
た
存
在
で
あ
る
た
め
に
夢
で
あ
る
と
さ
れ
、
ま
た
そ
の
作
品
＝
夢
は

「
私
の
過
去
の
生
命
の
結
晶
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
作
品
を
夢
見
る

主
體
は
、「
私
」

ち
作
者
で
あ
る
廢
名
自
身
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

實
は
廢
名
は
「
說
夢
」
に
お
い
て
、
夢
に
つ
い
て
語
る
以
上
に
、「
私
」
な
い

し
作
者
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
廢
名
は
自
身
の
作
品
で
あ
る
「
無
題
」
や
「
張

先
生
與
張
太
太
」
に
つ
い
て
「
い
ず
れ
も
私
の
そ
の
時
の
生
命
、
私
の
そ
の
時
の

生
命
の
產
兒
で
あ
り
、
時
折
私
は
そ
の
短
命
だ
っ
た
產
兒
を
よ
り
愛
お
し
く
思

う
」
と
し
、「
河
上
柳
」
に
關
し
て
は
、
自
身
の
過
去
の
具
體
的
な
體
驗
に
基
づ

い
て
書
か
れ
た
こ
と
を
强
調
し
て
い
る）

（1
（

。
ま
た
別
の
箇
所
で
は
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
作

品
の
登
場
人
物
は
全
て
バ
ル
ザ
ッ
ク
自
身
だ
と
す
る
ア
ー
サ
ー
・
シ
モ
ン
ズ
の
評

論
は
他
の
あ
ら
ゆ
る
作
家
に
も
當
て
は
ま
る
と
述
べ
て
お
り）

（1
（

、
作
品
が
作
者
の
實

體
驗
に
基
づ
く
點
を
重
視
す
る
廢
名
の
價
値
判
斷
が
、
同
時
に
作
者
の
固
㊒
性
、

ち
個
性
の
確
認
で
も
あ
る
こ
と
が
こ
こ
か
ら
伺
え
る
。

　

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
固
㊒
の
作
者
が
創
作
す
る
作
品
と
い
う
了
解
を
歬
提
と
し

　

し
か
し
こ
の
よ
う
な
個
性
の
强
調
自
體
は
、『
談
新
詩
』
執
筆
の
段
階
で
既
に

珍
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
型
に
嵌
っ
た
古
い

形
式
に
對
抗
す
べ
く
他
の
誰
で
も
な
い
私
を
强
調
す
る
と
い
う
言
說
は
、
寧
ろ
廢

名
が
批
判
す
る
初
朞
の
新
詩
の
時
代
に
お
け
る
主
要
な
主
張
に
他
な
ら
な
か
っ

た
。
そ
し
て
、
廢
名
自
身
も
一
九
二
〇
年
代
に
、
作
者
の
個
性
に
重
點
を
置
き
つ

つ
複
數
の
文
學
作
品
に
つ
い
て
語
っ
た
斷
片
的
エ
ッ
セ
イ
「
說
夢
」
を
發
表
し
て

い
る
。
次
節
で
は
、「
說
夢
」
に
お
い
て
作
者
の
個
性
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ

て
い
た
の
か
を
分
析
し
、
そ
れ
が
如
何
な
る
文
脉
の
下
で
廢
名
の
文
學
論
に
登
場

し
た
の
か
を
朙
ら
か
に
す
る
。

二
　「
私
」
の
夢
：
廢
名
の

學
論
と

　
　
　
　
週
作
人
・
郭
沫
若
の
自
己
表
現

二
―
一
「
說
夢
」
に
お
け
る
作
者
・
作
品
・
讀
者

　
「
說
夢
」
は
一
九
二
七
年
に
『
語
絲
』
第
一
三
三
朞
に
揭
載
さ
れ
た
エ
ッ
セ
イ

で
、
廢
名
が
夢
と
い
う
比
喩
を
用
い
つ
つ
樣
々
な
作
品
に
つ
い
て
斷
片
的
に
語
っ

た
も
の
で
あ
る
。
夢
は
廢
名
の
先
行
硏
究
に
お
け
る
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ
だ
が
、

こ
れ
ま
で
は
基
本
的
に
そ
の
難
解
さ
や
先
進
性
、
も
し
く
は
反
寫
實
主
義
な
ど
と

結
び
つ
け
る
形
で
論
じ
ら
れ
て
き
た）

（1
（

。
そ
し
て
「
說
夢
」
に
お
い
て
も
現
實
と
の

對
比
で
夢
が
語
ら
れ
る
場
面
が
一
箇
所
存
在
す
る
。

創
作
す
る
と
き
は
「
反
芻
」
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
っ
て
初
め
て
一
つ

の
夢
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
夢
で
あ
る
か
ら
、
當
初
の
實
生
活
と
は
曖
昧

な
境
に
よ
り
隔
て
ら
れ
る
。
藝
術
の
成
功
も
ま
た
こ
こ
に
あ
る）

（1
（

。

　

こ
こ
で
は
作
品
が
夢
に
例
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
作
品
＝
夢
は
作
者
の
「
反

芻
」
を
經
る
こ
と
で
初
め
て
作
品
＝
夢
と
な
り
、
實
際
の
生
活
と
は
「
曖
昧
な
境

に
よ
り
隔
て
ら
れ
る
」。
こ
の
點
に
お
い
て
、
廢
名
は
確
か
に
作
品
を
單
な
る
現
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應
で
あ
れ
願
い
通
り
の
夢
で
あ
れ
、
夢
は
そ
の
材
料
を
失
っ
て
し
ま
う
。

〔
…
…
〕
將
來
、
著
者
の
人
生
經
驗
が
次
第
に
進
展
す
れ
ば
、
彼
の
藝
術
に

も
自
ず
と
變
化
が
生
ず
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
と
き
我
々
は
當
然
な
が
ら
著
者

が
我
々
に
見
せ
た
い
と
思
う
も
の
で
滿
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
我
々
の
考

え
に
從
っ
て
改
作
す
る
よ
う
著
者
に
求
め
て
は
な
ら
な
い
。
讀
む
か
讀
ま
な

い
か
は
我
々
の
自
由
で
あ
る
が）

1（
（

。

　

こ
こ
で
周
作
人
は
朙
確
に
「
文
學
は
實
錄
で
は
な
く
、
一
つ
の
夢
で
あ
る
」
と

述
べ
て
お
り
、「
醒
め
た
生
活
」
に
根
差
し
な
が
ら
も
そ
れ
と
完
全
に
一
致
す
る

こ
と
は
な
い
隔
て
ら
れ
た
存
在
と
し
て
、
作
品
＝
夢
を
定
義
し
て
い
る
。
ま
た
作

品
の
受
容
に
關
し
て
は
、
作
者
の
意
圖
が
優
先
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
一
方
で
、

讀
者
に
は
そ
れ
を
受
け
取
る
か
ど
う
か
選
擇
す
る
自
由
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ

し
て
こ
れ
ら
の
議
論
の
大
歬
提
と
し
て
、
作
品
＝
夢
を
作
り
出
す
主
體
と
し
て
の

作
者
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、
作
品
は
作
者
の
人
生
經
驗
に
必
然
的
に
基
づ
か
ざ
る

を
得
な
い
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
整
理
す
る
と
、
廢
名
「
說
夢
」
に
お
け
る
主
要
な
論
點
は
い
ず
れ

も
そ
の
二
年
歬
に
書
か
れ
た
周
作
人
の
文
章
に
お
い
て
既
に
登
場
し
て
い
た
こ
と

が
分
か
る）

11
（

。
そ
し
て
周
作
人
は
更
に
遡
る
こ
と
二
年
歬
、
自
身
の
散
文
集
『
自
己

的
園
地
』
の
序
文
に
お
い
て
も
、
同
樣
の
議
論
を
展
開
し
て
い
る）

11
（

。

　

我
々
は
不
朽
た
る
こ
と
を
過
度
に
求
め
、
社
會
に
㊒
益
た
ら
ん
と
す
る
ば

か
り
に
、
あ
ま
り
に
も
自
己
を
抹
殺
し
て
い
る
。
だ
が
實
際
の
と
こ
ろ
不
朽

た
る
こ
と
は
決
し
て
著
作
の
目
的
で
は
な
く
、
社
會
に
㊒
益
た
る
こ
と
も
全

く
著
作
の
義
務
に
は
非
ず
、
た
だ
思
っ
た
こ
と
を
思
っ
た
通
り
に
言
う
、
そ

れ
こ
そ
が
あ
ら
ゆ
る
文
藝
の
存
在
の
根
據
で
あ
る
。
我
々
の
思
想
が
如
何
に

淺
陋
で
あ
り
、
文
章
が
如
何
に
平
凢
で
あ
る
に
せ
よ
、
自
分
が
言
お
う
と
思

っ
た
と
き
に
は
そ
の
ま
ま
大
膽
に
口
に
し
て
よ
い
。
文
藝
と
は
自
己
の
表
現

た
う
え
で
、「
說
夢
」
で
は
更
に
作
者
と
讀
者
の
關
係
性
が
繰
り
﨤
し
議
論
の
對

象
と
な
っ
て
い
る）

（1
（

。
そ
の
最
も
代
表
的
な
箇
所
と
し
て
、
廢
名
の
作
品
は
晦
澁
だ

と
い
う
同
時
代
評
に
對
す
る
應
答
を
以
下
に
引
用
す
る
。

多
く
の
人
が
私
の
文
章
はobscure

で
、
私
の
意
圖
を
讀
み
取
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
言
う
。
だ
が
私
自
身
は
ど
れ
ほ
ど
懸
命
に
、
徐
々
に
心
の
う
ち

を
曝
け
出
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
か
！
私
は
あ
ま
り
に
もclear

過
ぎ
る
の

で
は
な
い
か
と
疑
っ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
う
し
た
苦
境
に
つ
い
て
は
、

ど
う
や
ら
數
多
く
の
詩
人
が
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
よ
う
だ）

11
（

。

　

こ
こ
で
は
文
章
と
は
書
き
手
が
心
の
う
ち
を
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
、

そ
の
上
で
「obscure

」
と
い
う
評
價
が
作
者
の
意
圖
を
讀
み
取
れ
な
い
讀
者
の

問
題
、

ち
作
者
・
讀
者
閒
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
不
全
と
し
て
理
解
さ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
兩
者
の
關
係
性
は
廢
名
の
文
學
論
に

一
貫
し
て
存
在
す
る
着
眼
點
の
一
つ
で
あ
っ
た
。　

二
―
二
　
週
作
人
・
郭
沫
若
に
お
け
る
作
者
・
作
品
・
讀
者

　

だ
が
こ
う
し
た
考
え
方
は
決
し
て
廢
名
獨
自
の
も
の
で
は
無
か
っ
た
。
そ
れ
で

は
廢
名
が
個
性
を
備
え
た
作
者
、
そ
の
作
者
が
作
り
出
す
作
品
、
そ
の
作
品
を
鑑

賞
す
る
讀
者
と
い
う
枠
組
み
に
拘
り
續
け
た
背
景
に
は
ど
の
よ
う
な
文
脉
が
存
在

し
た
の
か
。
手
が
か
り
と
し
て
、
ま
ず
廢
名
が
一
九
二
五
年
に
出
版
し
た
第
一
短

編
小
說
集
『
竹
林
的
故
事
』
に
㊟
目
す
る
。
こ
の
短
編
集
に
は
廢
名
が
師
と
も
仰

い
だ
周
作
人
が
序
文
を
執
筆
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
こ
で
周
作
人
は
夢
の
比
喩
を

用
い
て
い
る
。
廢
名
の
小
說
は
「
平
凢
な
人
の
平
凢
な
生
活
」
を
描
い
た
も
の
で

現
實
迯
避
的
だ
と
は
思
わ
な
い
と
し
た
う
え
で
、
續
け
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

文
學
は
實
錄
で
は
な
く
、
一
つ
の
夢
で
あ
る
。
夢
は
醒
め
た
生
活
の
複
寫
で

は
決
し
て
な
い
が
、
覺
め
た
生
活
を
離
れ
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
が
た
だ
の
反



廢
名
『
談
新
詩
』
に
お
け
る
作
者
の
個
性
の
重
視

一
二
三

に
對
す
る
自
身
の
見
解
を
述
べ
る
こ
と
か
ら
始
め
て
い
る）

11
（

。
ま
た
赤
子
の
比
喩
を

用
い
て
、
創
作
に
お
い
て
「
自
身
の
心
の
聲
」
を
述
べ
る
こ
と
を
肯
定
し
、
そ
れ

が
「
蓄
音
機
の
よ
う
」
な
文
章
と
對
置
さ
れ
て
い
る
。

　

次
に
郭
沫
若
は
創
作
と
批
評
の
ず
れ
と
い
う
問
題
を
論
じ
た
う
え
で
、
自
身
の

小
說
「
殘
夢
」
へ
と
話
題
を
展
開
し
、
同
作
に
對
す
る
評
論
が
郭
沫
若
の
創
作
意

圖
を
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
と
し
て
批
判
す
る
。
郭
沫
若
は
「
殘
夢
」
の
重
點
は
心

理
描
寫
に
あ
る
た
め
、
批
評
家
は
精
神
分
析
や
夢
の
心
理
な
ど
の
觀
點
を
參
照
し

な
け
れ
ば
作
者
の
創
作
意
圖
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
主
張
し
た
う
え
で
、

續
け
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

文
藝
の
創
作
と
は
恰
も
夢
を
見
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。〔
…
…
〕
眞
の
文

藝
と
は
極
め
て
豐
か
な
生
活
が
純
粹
な
精
神
作
用
を
通
じ
て
昇
華
し
た
一
つ

の
象
徵
世
界
で
あ
る
。
文
藝
の
批
評
は
恰
も
夢
の
分
析
を
す
る
よ
う
な
も
の

で
あ
り
、〔
…
…
〕
一
人
の
作
家
の
生
活
は
、
そ
れ
が
生
理
的
で
あ
れ
精
神

的
で
あ
れ
、
そ
し
て
一
人
の
作
家
の
環
境
は
、
そ
れ
が
時
閒
的
で
あ
れ
空
閒

的
で
あ
れ
、全
て
彼
の
夢（
作
品
）の
材
料
で
あ
る
。
十
分
な
硏
究
な
し
に
は
、

夢
を
占
う
易
者
に
は
な
れ
な
い）

1（
（

。

　

こ
こ
で
は
文
藝
の
創
作
が
「
夢
を
見
る
」
こ
と
に
、
文
藝
の
批
評
が
「
夢
の
分

析
」
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
作
品
＝
夢
と
い
う
比
喩
の
根
底
に
あ
る
の
は

精
神
分
析
の
考
え
方
で
あ
り
、
夢
分
析
と
い
う
槪
念
で
あ
っ
た
。「
批
評
與
夢
」

で
は
、
夢
と
は
晝
閒
に
抑
壓
さ
れ
た
欲

や
觀
念
が
睡
眠
時
に
現
れ
た
も
の
で
あ

る
と
す
る
と
い
う
フ
ロ
イ
ト
派
學
者
の
見
解
が
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う

な
現
實
と
夢
と
の
關
係
性
が
作
者
の
生
活
環
境
と
作
品
と
の
關
係
性
へ
と
旉
衍
さ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
郭
沫
若
の
文
學
觀
は
成
立
し
て
い
る
。

　

郭
沫
若
の
用
い
る
夢
の
比
喩
は
あ
く
ま
で
も
精
神
分
析
の
考
え
方
に
基
づ
く
も

の
で
あ
り
、
こ
の
點
は
周
作
人
や
廢
名
の
用
い
る
比
喩
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
し

に
過
ぎ
な
い
の
だ
か
ら
、
凢
庸
な
文
章
と
は
ま
さ
し
く
凢
庸
な
人
の
眞
の
表

現
で
あ
り
、
高
尙
な
虛
僞
の
話
を
す
る
よ
り
も
ず
っ
と
誠
實
で
あ
る）

11
（

。

　

こ
こ
で
は
後
に
『
竹
林
的
故
事
』
序
文
や
「
說
夢
」
に
お
い
て
繰
り
﨤
さ
れ

る
、
作
品
の
統
括
者
と
し
て
の
作
者
、
お
よ
び
文
藝
作
品
と
現
實
と
の
關
係
性
と

い
う
論
點
が
、「
自
己
の
表
現
」
と
「
社
會
に
㊒
益
た
る
こ
と
」
の
對
立
と
い
う

形
で
朙
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
周
作
人
は
夢
の
比
喩
こ
そ
用
い
て
い
な
い
も
の

の）
11
（

、
他
の
箇
所
で
は
作
者
と
讀
者
の
關
係
性
に
も
言
及
し
て
い
る）

11
（

。

　

そ
し
て
自
己
表
現
と
社
會
貢
獻
の
對
置
か
ら
朙
ら
か
な
よ
う
に
、
周
作
人
の
議

論
は
當
時
の
文
學
硏
究
會
と
創
造
社
の
論
爭
を
踏
ま
え
て
い
る）

11
（

。
些
か
圖
式
的
な

整
理
を
す
れ
ば
、
文
藝
作
品
は
社
會
に
と
っ
て
㊒
益
た
る
べ
き
と
す
る
文
藝
硏
究

會
側
の
主
張
に
對
し
、
創
造
社
側
は
文
藝
は
あ
く
ま
で
自
己
表
現
だ
と
の
主
張
を

展
開
し
て
い
た）

11
（

。

　

だ
が
こ
こ
で
廢
名
「
說
夢
」
の
文
脉
を
考
え
る
う
え
で
㊟
目
に
値
す
る
の
は
、

創
造
社
の
郭
沫
若
が
、
作
品
＝
夢
と
い
う
比
喩
を
用
い
な
が
ら
自
己
表
現
と
し
て

の
文
藝
作
品
と
い
う
見
解
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
郭
沫
若
は
一
九
二
三

年
に
「
批
評
與
夢
」
を
發
表
し
て
い
る
が
、
同
文
は
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。

　

批
評
に
は
一
定
の
尺
度
が
な
い
。
批
評
家
は
い
ず
れ
も
自
身
の
得
た
感
應

で
以
て
、
對
象
の
中
に
意
義
を
求
め
る
。
ゆ
え
に
我
々
が
探
し
て
得
る
意
義

は
、
二
つ
の
種
類
の
誤
り
に
陷
り
が
ち
で
あ
る
。
第
一
に
、
深
す
ぎ
る
の
で

な
け
れ
ば
、
第
二
に
、
淺
す
ぎ
る
の
で
あ
る
。〔
…
…
〕
私
は
た
だ
お
腹
が

空
け
ば
泣
き
、
寒
け
れ
ば
喚
く
赤
子
で
あ
り
た
い
。
赤
子
の
單
純
な
泣
き
聲

や
喚
き
聲
は
全
て
彼
自
身
の
心
の
聲
で
あ
り
、
蓄
音
機
の
よ
う
に
他
人
に
代

わ
っ
て
綺
麗
事
を
傳
え
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
だ）

11
（

。

　

郭
沫
若
は
ま
ず
批
評
と
い
う
行
爲
に
關
す
る
檢
討
か
ら
自
ら
の
議
論
を
展
開
し

て
い
る
が
、
周
作
人
も
ま
た
『
自
己
的
園
地
』
序
文
を
、
同
じ
よ
う
に
批
評
行
爲
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但
し
こ
こ
で
㊟
目
に
値
す
る
の
は
、「
說
夢
」
に
お
け
る
夢
の
多
義
性
で
あ

る
。
歬
節
で
確
認
し
た
「obscure

」
と
い
う
評
價
に
關
す
る
議
論
は
、
確
か
に

周
作
人
や
郭
沫
若
が
論
じ
た
作
者
・
作
品
・
讀
者
と
い
う
枠
組
の
內
部
に
收
ま
る

も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
「
說
夢
」
に
お
け
る
夢
と
は
根
本
的
に
は
曖
昧
な
隔
た

り
を
表
す
槪
念
で
あ
り
、
郭
沫
若
が
想
定
し
て
い
た
作
品
＝
夢
と
は
異
な
る
意
味

を
も
包
攝
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
の
夢
に
關
す
る
言
說
は
、
そ
の
可

能
性
を
示
す
用
例
で
あ
る
。

私
は
か
つ
て
『
吶
喊
』
の
た
め
に
小
文
を
書
い
た
の
だ
が
、
今
と
な
っ
て
は

そ
の
小
文
の
こ
と
を
考
え
る
と
殆
ど
恐
ろ
し
い
氣
持
ち
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら

ば
同
文
は
そ
れ
ほ
ど
に
不
確
實
だ
っ
た
か
ら
だ
。
私
は
か
つ
て
そ
れ
が
ど
れ

ほ
ど
確
實
だ
と
思
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か
、
自
分
の
夢
を
以
て
他
人
の
夢
を
語

る
と
い
う
こ
と
が）

11
（

。

　

最
後
の
「
自
分
の
夢
を
以
て
他
人
の
夢
を
語
る
」
と
い
う
表
現
は
極
め
て
示
唆

に
富
む
。
廢
名
は
か
つ
て
物
し
た
魯
迅
『
吶
喊
』
へ
の
評
論
「
吶
喊
」
に
つ
い
て

語
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
魯
迅
の
創
作
と
廢
名
の
評
論
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
夢

と
い
う
同
じ
語
に
よ
っ
て
表
さ
れ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
廢
名
は
作
品
＝
夢

と
い
う
比
喩
を
狹
義
の
文
藝
作
品
、
狹
義
の
創
作
に
限
定
す
る
の
で
は
な
く
、
他

人
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
作
品
＝
夢
を
解
釋
し
て
文
章
に
す
る
評
論
に
も
㊜
用
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
單
な
る
言
葉
の
あ
や
の
問
題
で
は
な
い
こ
と
は
、
例
え

ば
廢
名
が
「
就
算
是
搭
題
」
に
お
い
て
魯
迅
の
「
言
語
や
文
字
で
以
て
自
ら
の
心

と
夢
を
畫
き
出
す
」
と
い
う
表
現
を
詩
人
の
み
な
ら
ず
批
評
家
や
小
說
家
へ
と
擴

大
し
て
解
釋
し
て
い
る
こ
と
や）

11
（

、「
說
夢
」
に
お
い
て
全
て
の
偉
大
な
詩
人
は
須

ら
く
批
評
家
で
も
あ
る
と
い
う
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
發
言
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
か

ら
も
朙
ら
か
で
あ
る）

11
（

。

　

ま
た
廢
名
の
夢
の
用
例
は
こ
れ
だ
け
に
留
ま
ら
な
い
。
以
下
の
引
用
で
は
、
こ

か
し
そ
う
し
た
相
違
に
も
拘
ら
ず
、
三
者
の
各
文
は
作
者
・
作
品
・
讀
者
、
お
よ

び
そ
れ
ら
の
關
係
性
に
つ
い
て
確
か
に
共
通
の
見
解
を
㊒
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
は

細
部
の
表
現
に
至
る
ま
で
相
互
に
關
連
し
て
い
た
。

　
「
說
夢
」
は
斷
片
的
な
文
章
の
集
合
體
で
あ
り
、
同
文
に
お
け
る
夢
は
一
つ
の

朙
確
な
定
義
を
㊒
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
夢
と
い
う
比
喩
の
背

景
に
は
、
一
九
二
〇
年
代
歬
半
に
盛
ん
に
議
論
さ
れ
て
い
た
自
己
表
現
の
問
題
、

そ
し
て
批
評
の
あ
る
べ
き
姿
を
模
索
す
る
討
論
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

三
　「
自

」
の
夢
と
「
他
人
」
の
夢
：

　
　
　
　
テ
ク
ス
ト
の
自
律
性
へ
の
指
向
性

　

歬
節
で
は
「
說
夢
」
が
周
作
人
・
郭
沫
若
ら
に
よ
る
自
己
表
現
に
關
す
る
議
論

を
繼
承
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
が
、
本
節
で
は
そ
の
中
の
一
つ
、
作
者
と
讀

者
の
關
係
性
に
焦
點
を
絞
り
、
引
き
續
き
檢
討
す
る
。
周
作
人
が
「
文
藝
の
中
で

他
人
の
心
情
を
理
解
し
、
文
藝
の
中
に
自
分
の
心
情
を
見
出
す
こ
と
で
、
理
解
さ

れ
る
喜
び
を
得
た
い
」
と
述
べ）
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、
郭
沫
若
が
創
作
と
批
評
の
ず
れ
に
言
及
し
、
そ

れ
を
「
夢
を
見
る
」
こ
と
と
「
夢
の
分
析
を
す
る
」
こ
と
の
應
酬
と
し
て
捉
え
た

よ
う
に
、
既
存
の
議
論
は
ま
ず
作
者
と
讀
者
と
い
う
二
つ
の
役
割
を
豫
め
想
定
し

た
う
え
で
、
作
者
と
讀
者
の
閒
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
文
藝
作
品
の
評

論
・
解
釋
と
い
う
行
爲
を
理
解
し
て
い
た
。
そ
こ
で
は
一
人
の
人
閒
が
作
者
と
讀

者
と
い
う
二
つ
の
役
割
を

ね
る
可
能
性
に
關
し
て
は
言
及
が
あ
る
も
の
の）
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、
作

者
の
役
割
で
あ
る
創
作
と
讀
者
の
役
割
で
あ
る
批
評
は
あ
く
ま
で
も
異
な
る
行
爲

と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
作
品
は
兩
者
の
閒
を
仲
介
す
る
存
在
と
し
て
、

や
は
り
作
者
や
讀
者
と
は
異
な
る
次
元
で
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
廢
名
も
ま

た
「
說
夢
」
の
中
で
、
同
樣
の
枠
組
み
の
下
で
作
者
・
作
品
・
讀
者
の
關
係
を
把

握
し
て
い
た
。



廢
名
『
談
新
詩
』
に
お
け
る
作
者
の
個
性
の
重
視

一
二
五

が
、「
說
夢
」
に
お
い
て
は
そ
の
夢
が
更
に
ず
れ
、
別
の
性
質
を
帶
び
る
可
能
性

が
幽
か
に
で
は
あ
る
が
示
さ
れ
て
い
る
。

四 

『
談
新
詩
』
に
お
け
る
個
性
と
普
遍
性

　

こ
こ
ま
で
「
說
夢
」
の
分
析
を
通
じ
て
、『
談
新
詩
』
の
背
後
に
潛
む
文
脉
に

つ
い
て
考
察
を
行
っ
た
。
本
節
で
は
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
つ
つ
、『
談
新
詩
』
に

お
け
る
作
者
の
個
性
と
い
う
論
點
に
つ
い
て
改
め
て
具
體
的
な
檢
討
を
加
え
る
。

四
―
一
　
郭
沫
若
の
新
詩
に
お
け
る
個
性
と
普
遍
性

　
『
談
新
詩
』
で
は
新
詩
が
作
者
の
個
性
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
の
重
要
性
が
繰

り
﨤
し
强
調
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
新
詩
が
個
性
の
み
を
具
え
れ
ば
よ
い

と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
實
際
、
廢
名
は
個
性
に
基
づ
い
た
想
像
や
幻
想
の

重
要
性
を
說
く
第
四
章
の
末
尾
に
お
い
て
「
讀
者
に
讀
ん
で
良
い
と
感
じ
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
、
そ
の
う
え
で
普
遍
と
個
性
と
い
う
二
つ
が
具
わ
っ
て
初
め
て
、
白

話
新
詩
の
成
功
で
あ
る
」
と
述
べ
て
お
り
、「
個
性
」
と
對
置
さ
れ
る
形
で
「
普

遍
」
も
ま
た
重
要
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）
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。

　

こ
の
問
題
は
郭
沫
若
の
新
詩
を
論
じ
た
第
一
二
章
に
お
い
て
、
具
體
的
に
展
開

さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
廢
名
は
同
章
の
冐
頭
で
、
郭
沫
若
「
夕
暮
」
は
詩
人
の
個
人

的
經
驗
に
基
づ
く
必
然
的
な
表
現
だ
と
し
て
、
同
詩
を
高
く
評
價
す
る）
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。
續
け

て
、「
詩
は
作
り
出
す
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
書
き
出
す
も
の
で
あ
る
」
と
い
う

郭
沫
若
の
發
言
を
引
用
し
な
が
ら
、「
作
り
出
す
」
舊
詩
の
束
縛
か
ら
迯
れ
た
自

由
な
詩
と
し
て
、
郭
沫
若
の
新
詩
を
取
り
上
げ
る）

1（
（

。
こ
れ
ら
の
評
價
基
準
は
、
い

ず
れ
も
第
一
一
章
以
歬
に
お
い
て
既
に
提
示
濟
み
の
も
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
對
し
、
續
く
箇
所
で
は
普
遍
性
が
重
要
な
用
語
と
し
て
登
場
す
る
。
最

初
に
同
語
が
登
場
す
る
の
は
、「
燈
臺
」
へ
の
評
價
に
お
い
て
で
あ
る
。

れ
ま
で
の
作
者
が
作
り
出
す
作
品
＝
夢
と
い
う
發
想
を
歬
提
と
し
な
が
ら
も
、
作

品
そ
の
も
の
が
自
律
し
た
「
夢
」
で
も
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
で
、
夢
の
範
圍
が
よ

り
廣
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
陶
淵
朙
「
雜
詩
・
憶
我
少
壯
時
」
に
つ
い
て
、
そ

こ
に
直
接
表
現
さ
れ
て
い
な
い
作
者
の
意
圖
を
讀
者
で
あ
る
廢
名
が
作
品
の
中
に

見
出
し
た
と
い
う
自
身
の
體
驗
に
言
及
し
、
續
け
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

古
人
に
と
っ
て
は
單
な
る
無
心
の
一
筆
で
あ
っ
て
も
私
は
搖
り
動
か
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
本
當
に
い
わ
ゆ
る
風
聲
鶴
唳
と
い
う
も
の

な
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
に
は
大
き
な
衟
理
が
そ
の
閒
に
存
在
す
る
。
著

作
者
は
筆
を
動
か
す
と
き
、
こ
れ
か
ら
自
分
が
何
を
成
し
遂
げ
る
の
か
を
豫

測
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
字
と
字
、
句
と
句
は
互
い
に
生
長
す
る
が
、
そ

れ
は
夢
が
捉
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
似
て
い
る
。
し
か
し
一
人
の
人
閒
は
自
分

の
夢
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
無
心
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
そ
こ
に

は
原
因
が
存
在
す
る
。
そ
の
結
果
、
我
々
が
向
か
い
合
う
と
き
、
そ
れ
は
ど

う
し
て
も
夢
を
夢
見
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
そ
れ
は
依
然
と
し
て
眞
實
で
あ

る）
11
（

。

　

先
述
の
通
り
、
郭
沫
若
の
見
る
夢
は
意
識
的
で
あ
れ
無
意
識
的
で
あ
れ
、
作
者

に
全
面
的
に
歸
納
さ
れ
う
る
夢
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
對
し
て
こ
の
箇
所
で
は
、
作

品
＝
夢
は
作
者
の
「
自
分
の
夢
」
で
あ
る
と
同
時
に
、「
字
と
字
、
句
と
句
」
の

閒
に
成
立
す
る
捉
え
ら
れ
な
い
「
夢
」
の
よ
う
な
存
在
で
も
あ
り
、
言
い
換
え
れ

ば
こ
こ
に
お
い
て
夢
は
テ
ク
ス
ト
の
自
律
性
へ
の
指
向
性
を
帶
び
て
い
る）

11
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。
そ
し

て
そ
れ
ゆ
え
に
、
讀
者
が
作
品
に
向
か
い
あ
う
と
い
う
行
爲
も
、
郭
沫
若
式
の
夢

分
析
で
は
な
く
、
作
者
の
夢
に
對
す
る
讀
者
の
夢
に
喩
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
地
點
に
お
い
て
、
廢
名
の
夢
は
作
者
と
讀
者
と
を
滑
ら
か
な
連
續
性
の
下

に
結
び
付
け
る
存
在
と
な
る
。
そ
の
夢
は
作
者
の
見
る
夢
と
い
う
大
歬
提
の
上
に

成
立
し
て
お
り
、
こ
の
點
に
お
い
て
郭
沫
若
の
夢
に
確
か
に
連
な
る
も
の
で
あ
る



日
本
中
國
學
會
報
　
第
七
十
二
集

一
二
六

る
だ
け
で
は
「
偶
然
の
出
來
事
」
に
過
ぎ
ず
必
然
性
が
な
い
と
さ
れ
、
普
遍
性
實

現
の
た
め
に
は
、
更
に
作
り
出
す
こ
と
が
必
要
だ
と
廢
名
は
主
張
す
る）

11
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。
但
し
既

に
確
認
し
た
よ
う
に
、
單
に
作
り
出
す
だ
け
で
は
詩
的
要
素
を
形
式
に
の
み
賴
る

舊
詩
と
同
樣
の
問
題
に
行
き
當
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
「
作
り
出
す
」
と
「
書
き

出
す
」
と
い
う
二
つ
の
方
法
の
閒
で
均
衡
を
取
る
こ
と
が
、
廢
名
の
求
め
る
普
遍

性
に
と
っ
て
重
要
に
な
る
。

　

こ
の
詩
（
劉
半
農
「
母
親
」）
の
書
く
情
景
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
當
時
の
實

在
の
情
景
を
描
寫
し
た
も
の
か
ど
う
か
を
讀
者
が
問
わ
な
い
の
は
自
然
な
こ

と
で
あ
る
が
、そ
れ
は
こ
の
詩
が
詩
の
普
遍
性
を
㊒
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

こ
の
詩
も
ま
た
「
作
り
」
出
し
た
も
の
だ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
一
方
で

郭
沫
若
の「
偶
成
」は
確
か
に
書
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
。〔
…
…
〕こ
の
詩（
郭

沫
若
「
天
上
的
市
街
」）
は
思
う
に
、
作
り
出
し
た
も
の
だ
と
言
わ
ね
ば
な
ら

な
い
。
第
四
連
の
四
行
は
良
く
作
ら
れ
て
い
る
が
、
第
三
連
の
牽
牛
織
女
が

牛
に
乘
り
河
を
渡
る
と
い
う
の
は
「
今
の
詩
人
は
未
だ
に
お
乳
を
吸
っ
て
い

る
」
の
だ
と
說
朙
せ
ざ
る
を
得
ず
、
古
典
派
の
「
此
日
六
軍
同
駐
馬
、
當
時

七
夕
笑
牽
牛
」
が
面
白
く
作
ら
れ
て
い
る
の
に
遠
く
及
ば
な
い
。
古
典
派
は

そ
こ
で
詩
を
「
作
っ
て
」
い
る
も
の
の
、
詩
の
普
遍
性
と
い
う
衟
理
を
却
っ

て
よ
く
心
得
て
い
る）
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廢
名
は
普
遍
性
が
何
を
指
す
の
か
に
つ
い
て
朙
言
し
て
い
な
い
が
、
こ
こ
で
は

「
讀
者
」
の
存
在
が
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
㊟
目
す
る
。「
偶
成
」
に
對
す
る
二

つ
の
評
價
を
見
比
べ
る
と
朙
ら
か
な
よ
う
に
、
廢
名
の
主
張
す
る
普
遍
性
と
は
常

に
讀
者
に
よ
っ
て
判
斷
さ
れ
る
價
値
基
準
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
天
上
的
市

街
」
に
關
し
て
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
も
、
讀
者
に
と
っ
て
「
面
白
く
作
ら
れ
て

い
る
」
か
否
か
と
い
う
點
で
あ
り
、
廢
名
は
舊
詩
に
お
け
る
「
作
る
」
行
爲
、

ち
舊
詩
の
束
縛
が
讀
者
の
面
白
く
感
じ
る
詩
を
「
作
る
」
行
爲
へ
と
繋
が
っ
て
ゆ

　

こ
の
詩
も
人
閒
の
業
を
離
れ
た
も
の
で
、
詩
人
の
感
情
と
そ
れ
が
觸
れ
た

も
の
と
は
丁
度
一
つ
の
詩
に
な
る
べ
く
し
て
な
っ
て
い
る
よ
う
で
、
故
に
こ

の
詩
に
は
普
遍
性
と
個
性
が
具
わ
っ
て
い
る
。
も
し
詩
感
と
そ
れ
が
觸
れ
た

も
の
に
更
に
手
を
加
え
る
べ
き
で
あ
り
、
人
工
的
に
增
減
さ
せ
る
必
要
が
あ

る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
詩
人
郭
沫
若
の
能
力
を
超
え
て
お
り
、
故
に
こ
の
詩
は

多
少
不
完
全
な
も
の
と
な
り
、詩
人
の
個
性
は
も
と
よ
り
存
在
す
る
の
だ
が
、

詩
の
普
遍
性
の
方
が
問
題
と
な
る）
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。

　

最
初
の
「
詩
人
の
感
情
と
そ
れ
が
觸
れ
た
も
の
」
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
、
引

用
の
直
歬
に
も
ほ
ぼ
同
樣
の
言
い
回
し
に
よ
る
言
及
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
詩
人

の
感
情
と
外
界
の
景
物
が
共
に
在
る
」
康
白
情
の
詩
と
竝
置
す
る
形
で
、
郭
沫
若

の
場
合
は
「
詩
人
の
感
情
は
そ
れ
が
觸
れ
た
も
の
と
一
緖
に
な
っ
て
い
る
」
の
だ

と
さ
れ
る）

11
（

。
そ
し
て
こ
れ
ら
諸
々
の
竝
置
を
比
較
し
て
み
れ
ば
、
こ
こ
で
述
べ
ら

れ
る
普
遍
性
と
は
、
詩
人
の
感
情
が
「
觸
れ
た
も
の
」
と
し
て
の
「
外
界
の
景

物
」
に
何
ら
か
の
形
で
關
連
す
る
槪
念
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

但
し
普
遍
性
が
「
問
題
に
な
る
」
と
廢
名
が
敢
え
て
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
普

遍
性
は
「
外
界
の
景
物
」
に
依
據
す
る
こ
と
で
直
ち
に
成
立
す
る
わ
け
で
は
な

い
。
廢
名
の
主
張
す
る
普
遍
性
は
、
更
に
必
然
性
、
そ
し
て
「
作
り
出
す
」
の
か

「
書
き
出
す
」
の
か
と
い
う
問
題
と
も
密
接
に
關
わ
っ
て
い
る
。「
偶
成
」
に
つ
い

て
の
廢
名
の
評
論
を
以
下
に
引
用
す
る
。

　

こ
の
詩
（「
偶
成
」）
の
情
景
は
良
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
詩
の
方
は
上
手

く
書
け
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
第
四
行
に
あ
る
偶
然
の
出
來
事
で
は
、
詩

の
普
遍
性
を
構
成
す
る
の
に
不
足
だ
か
ら
だ
。
そ
の
た
め
詩
は
た
だ
書
き
出

す
だ
け
で
な
く
、
と
き
に
「
作
り
」
出
す
こ
と
も
必
要
で
あ
る）

11
（

。

　

こ
こ
で
は
普
遍
性
が
成
立
し
な
い
場
合
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ

で
問
題
と
な
る
の
が
「
偶
然
」
で
あ
る
。
單
に
實
際
に
起
こ
っ
た
こ
と
を
詩
に
す



廢
名
『
談
新
詩
』
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お
け
る
作
者
の
個
性
の
重
視

一
二
七

　

一
篇
の
新
詩
は
一
つ
の
新
し
い
ゴ
ム
鞠
と
同
じ
よ
う
に
、
各
箇
所
が
鞠
の

中
心
か
ら
半
徑
分
離
れ
、
各
箇
所
が
等
し
く
彈
む
よ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
各
句
が
あ
な
た
の
見
慣
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
べ
き
な
の
は
、
詩
と
は
意
外

な
も
の
だ
か
ら
で
あ
り
、
各
句
が
あ
な
た
の
見
慣
れ
た
も
の
で
あ
る
べ
き
な

の
は
、
詩
と
は
も
と
よ
り
意
中
に
あ
る
か
ら
だ
。「
田
舍
の
子
ど
も
は
寂
し

が
り
だ
」
な
ど
と
い
う
句
は
誰
に
で
も
書
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
卞

之
琳
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
ゆ
え
に
「
寂
寞
」
と
い
う
詩
は
入
選
し
え
な
い
。

觀
念
の
飛
躍
が
著
し
く
言
葉
遣
い
が
自
然
で
な
い
も
の
は
選
ば
ず
、
普
遍
的

で
な
い
も
の
は
選
ば
な
い
。「
圓
寶
盒
」、「
距
離
的
組
織
」、「
魚
化
石
」
な

ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
卞
之
琳
の
う
ち
、
跳
動
す
る
詩
で
あ
り
且
つ
言
葉
遣
い

が
自
然
な
も
の
、跳
動
す
る
思
想
で
あ
り
且
つ
詩
に
普
遍
性
の
あ
る
も
の
が
、

眞
に
最
も
良
い
詩
で
あ
る）

11
（

。

　

こ
こ
で
は
ま
ず
意
外
性
と
意
中
性
と
い
う
對
立
が
持
ち
出
さ
れ
、
兩
者
の
均
衡

を
保
つ
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
う
え
で
改
め
て
詩
人
の
獨
自
性
・

個
性
の
重
要
性
が
强
調
さ
れ
る
が
、
こ
の
點
と
對
に
な
る
の
が
「
普
遍
的
で
な
い

も
の
は
選
ば
な
か
っ
た
」
と
い
う
箇
所
で
あ
る
。
續
け
て
意
外
性
と
意
中
性
、
個

性
と
普
遍
性
に
加
え
、
更
に
觀
念
の
飛
躍
と
言
葉
遣
い
の
自
然
さ
と
い
う
對
立
が

提
起
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
三
つ
の
對
立
に
お
け
る
歬
項
同
士
お
よ
び
後
項
同
士
は

相
互
に
對
應
し
て
い
る
。
そ
し
て
最
終
的
に
こ
れ
ら
の
諸
對
立
に
お
け
る
兩
項
を

ね
備
え
た
詩
が
、「
最
も
良
い
詩
」
だ
と
さ
れ
る）

11
（

。

　

こ
の
よ
う
に
選
詩
の
基
準
を
設
定
し
て
か
ら
、
議
論
は
卞
之
琳
の
各
詩
の
感
想

へ
と
移
る
の
だ
が
、
そ
の
中
で
も
「
航
海
」
へ
の
評
論
は
卞
之
琳
の
新
詩
が
諸
對

立
の
閒
で
均
衡
を
保
つ
さ
ま
に
つ
い
て
詳
細
に
論
述
し
て
お
り
㊟
目
に
値
す
る
。

「
航
海
」
に
つ
い
て
、
同
詩
が
寫
實
的
で
あ
る
故
に
好
ま
し
い
と
し
た
う
え
で
、

續
け
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
重
要
な
用
語
と
し
て
「
夢
」
が
再

く
可
能
性
を
、
こ
こ
で
肯
定
的
に
評
價
し
て
い
る
の
で
あ
る）

11
（

。

　

以
上
の
分
析
を
踏
ま
え
れ
ば
、
個
性
と
普
遍
性
が
對
置
さ
れ
る
こ
と
の
意
味
が

よ
り
朙
確
に
な
る
。
つ
ま
り
廢
名
は
自
身
の
新
詩
論
の
主
眼
が
單
な
る
個
性
の
重

視
と
な
ら
ぬ
よ
う
に
、
讀
者
の
存
在
を
考
慮
に
入
れ
た
普
遍
性
の
問
題
を
自
ら
の

議
論
の
う
ち
に
導
入
し
た
の
で
あ
る
。
但
し
そ
の
作
業
が
ま
さ
に
「
詩
は
作
り
出

す
も
の
で
は
な
く
、
書
き
出
す
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
の
部
分
的
否
定
か
ら

出
發
し
て
い
る
こ
と
に
象
徵
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
郭
沫
若
ら
に
よ

る
自
己
表
現
に
關
す
る
議
論
の
批
判
的
繼
承
と
し
て
實
現
し
た
。

四
―
二
　
卞
之
琳
の
新
詩
に
お
け
る
個
性
と
普
遍
性

　

そ
れ
で
は
普
遍
性
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
で
、
自
己
表
現
や
個
性
の
重
視
と
い

う
段
階
か
ら
自
ら
の
新
詩
論
を
更
に
一
步
進
め
た
廢
名
は
、
そ
の
普
遍
性
と
個
性

の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
發
展
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
か
。
最
後
に
、
卞
之
琳
の
新
詩
を

論
じ
た
第
一
三
章
の
內
容
を
檢
討
す
る
。

　

第
一
三
章
で
は
特
に
優
れ
た
も
の
と
し
て
卞
之
琳
の
新
詩
一
一
首
が
引
用
さ
れ

て
い
る
が
、
廢
名
は
そ
の
具
體
的
な
評
價
に
入
る
歬
に
、
自
ら
の
選
詩
の
基
準
に

つ
い
て
、
選
か
ら
漏
れ
た
「
寂
寞
」
を
引
用
し
つ
つ
說
朙
を
試
み
て
い
る
。

　
「
寂
寞
」
に
つ
い
て
、
廢
名
は
「
い
ま
彼
は
死
ん
で
三
時
閒
經
つ
」
と
い
う
句

が
新
鮮
で
自
然
で
あ
る
と
絕
贊
し
つ
つ
も
、
冐
頭
の
「
田
舍
の
子
ど
も
は
寂
し
が

り
だ
」
と
い
う
句
が
「
一
般
に
文
章
を
作
ろ
う
と
す
る
際
」
に
「
無
理
矢
理
に
冐

頭
の
一
句
を
決
め
る
こ
と
に
似
て
い
る
」
と
し
、
こ
の
點
を
選
ば
な
か
っ
た
理
由

と
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
選
詩
の
基
準
が
獨
自
性
と
一
般
性
と
い
う
馴

染
み
の
圖
式
に
基
づ
く
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
續
け
て
、
郭
沫
若
の
新
詩
に
つ

い
て
個
性
と
普
遍
性
の
兩
立
を
說
い
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
獨
自
性
と
一
般
性
も

ま
た
そ
の
バ
ラ
ン
ス
が
重
要
性
で
あ
る
と
述
べ
る
。
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名
は
續
く
「
倦
」
の
感
想
に
お
い
て
閒
接
的
に
答
え
て
い
る
。
廢
名
は
「
倦
」
に

つ
い
て
、「
こ
の
詩
は
ユ
ニ
ー
ク
で
、
情
趣
が
あ
り
つ
つ
、
平
易
に
書
か
れ
て
お

り
、
寫
實
的
で
あ
る
」
と
し
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

た
だ
寫
實
で
あ
っ
て
初
め
て
神
祕
が
あ
る
と
先
に
述
べ
た
の
は
、
あ
な
た
が

見
る
も
の
は
私
に
見
え
る
と
は
限
ら
ず
、
私
が
見
る
も
の
は
あ
な
た
に
見
え

る
と
は
限
ら
ず
、
書
き
出
す
と
し
ば
し
ば
意
の
中
に
留
ま
ら
な
い
ゆ
え
、
と

て
も
神
祕
的
だ
か
ら
で
あ
る）

11
（

。

　

こ
こ
で
廢
名
は
夢
の
語
こ
そ
用
い
て
い
な
い
も
の
の
、
神
祕
的
で
あ
る
こ
と
の

原
因
と
し
て
「
書
き
出
す
と
し
ば
し
ば
意
の
中
に
留
ま
ら
な
い
」
こ
と
を
擧
げ
て

い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
神
祕
性
の
歬
提
た
る
寫
實
性
に
對
應
す
る
夢
見
る
主
體

と
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
る
「
あ
な
た
が
見
る
も
の
が
私
に
見
え
る
と
は
限
ら
ず
、

私
が
見
る
も
の
が
あ
な
た
に
見
え
る
と
は
限
ら
な
い
」
と
い
う
見
方
を
比
較
し

て
み
る
と
、
こ
の
議
論
が
本
稿
第
二
節
・
第
三
節
で
檢
討
し
た
「
私
」
の
夢
か

ら
「
他
人
」
の
夢
、
そ
し
て
テ
ク
ス
ト
と
い
う
夢
へ
と
い
う
移
行
と
完
全
に
對
應

し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
「
說
夢
」
に
お
い
て
作
者
に
よ
っ
て
統
括
さ

れ
る
作
品
＝
夢
が
、
作
者
と
讀
者
と
の
閒
で
夢
の
よ
う
に
自
律
す
る
テ
ク
ス
ト
へ

の
指
向
性
を
帶
び
て
い
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、『
談
新
詩
』
に
お
け
る
個
性
と
普

遍
性
の
問
題
も
ま
た
、
單
に
兩
者
の
折
衷
を
目
指
す
の
で
は
な
く
、「
書
き
出
す

と
し
ば
し
ば
意
の
中
に
留
ま
ら
な
い
」、

ち
作
者
と
讀
者
と
い
う
回
路
が
確
保

さ
れ
た
う
え
で
意
味
が
宙
吊
り
に
さ
れ
た
狀
態
を
一
つ
の
モ
デ
ル
と
し
て
い
た
の

で
あ
る）

11
（

。
そ
し
て
實
際
に
「
倦
」
に
續
く
「
歸
」
の
感
想
の
中
で
、
廢
名
は
朙
確

に
「
私
は
作
者
の
意
圖
を
理
解
し
た
と
は
言
え
な
い
が
、
彼
は
面
白
く
書
け
て
い

る
と
思
う
」
と
述
べ
て
お
り）

11
（

、
個
性
と
普
遍
性
の
兩
方
を

ね
備
え
た
詩
に
つ
い

て
、
自
ら
と
卞
之
琳
の
閒
に
成
立
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
觀
點
か
ら

一
つ
の
見
解
を
提
示
し
て
い
る
。

び
登
場
す
る
。

　

し
か
し
私
の
解
釋
（「
航
海
」
中
の
一
句
に
對
す
る
解
釋
）
に
も
私
な
り
の
理

由
が
あ
る
。
私
は
具
體
的
な
思
想
を
好
み
、「
神
祕
」
を
好
ま
な
い
が
、
神

祕
的
か
つ
寫
實
的
な
ら
ば
、
ま
さ
に
夢
を
見
る
が
如
し
で
あ
り
、
我
々
が
夢

を
見
る
の
も
み
な
寫
實
で
、
あ
な
た
は
私
の
夢
を
見
な
い
し
、
私
は
あ
な
た

の
夢
を
見
な
い
。
凢
そ
寫
實
的
思
想
で
な
い
も
の
は
、全
て
私
は
好
ま
な
い
。

た
だ
あ
な
た
が
寫
實
的
で
あ
れ
ば
、
い
か
に
神
祕
的
で
あ
ろ
う
と
も
、
私
は

全
て
理
解
す
る
。
た
だ
寫
實
で
あ
っ
て
初
め
て
、
神
祕
が
あ
る
。
そ
う
で
な

け
れ
ば
曖
昧
に
な
り
、
空
虛
に
な
る）

11
（

。

　

こ
こ
で
は
先
述
し
た
諸
對
立
に
重
な
る
形
で
、
神
祕
性
と
寫
實
性
と
い
う
對
立

が
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
對
立
が
特
異
な
の
は
、
そ
の
重
要
性
に
比
重
が
付

け
ら
れ
て
い
る
點
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
凢
そ
寫
實
的
思
想
で
な
い
も
の
は
、
全
て

私
は
好
ま
な
い
」
の
で
あ
り
、「
寫
實
で
あ
っ
て
初
め
て
、
神
祕
が
あ
る
」
と
い

う
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
寫
實
性
と
神
祕
性
が
そ
の
關
係
性
を
保
持
し
つ
つ
竝
置

さ
れ
る
こ
と
を
、
廢
名
は
「
ま
さ
に
夢
を
見
る
が
如
し
」
と
形
容
し
て
い
る
。
そ

し
て
神
祕
性
と
寫
實
性
と
い
う
對
立
は
同
樣
に
夢
の
比
喩
を
も
貫
い
て
お
り
、
寫

實
に
對
應
す
る
形
で
、
廢
名
は
「
あ
な
た
は
私
の
夢
を
見
な
い
し
、
私
は
あ
な
た

の
夢
を
見
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
夢
見
る
主
體
と
い
う
議
論
は
、

「
反
芻
」
と
い
う
表
現
や
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
登
場
人
物
に
對
す
る
廢
名
の
見
解
な

ど
の
「
說
夢
」
に
お
け
る
「
私
」
の
夢
に
關
す
る
議
論
と
見
事
に
一
致
す
る）

1（
（

。
こ

の
よ
う
に
、「
說
夢
」
と
『
談
新
詩
』
は
單
に
「
夢
」
と
い
う
語
を
共
㊒
し
て
い

る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
內
容
を
共
㊒
し
て
い
る）

11
（

。

　

そ
れ
で
は
、
寫
實
性
が
そ
う
し
た
夢
見
る
主
體
に
對
應
し
て
い
る
な
ら
ば
、

「
神
祕
的
で
か
つ
寫
實
的
」
な
夢
の
も
う
一
つ
の
側
面
、

ち
神
祕
性
に
對
應
す

る
夢
の
あ
り
方
と
は
一
體
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
こ
の
問
い
に
對
し
て
、
廢
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て
成
立
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
廢
名
の
詩
論
、
と
り
わ
け
テ
ク
ス
ト
の
自
律
性
へ
の
着
目
は
、
同

時
代
の
他
の
詩
論
と
比
較
し
て
も
確
か
に
特
異
な
も
の
で
あ
っ
た
。
詩
テ
ク
ス
ト

そ
の
も
の
の
分
析
が
議
論
の
對
象
と
な
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
中
國
現
代
詩
論
に

お
い
て
、
こ
の
視
點
は
極
め
て
重
要
な
意
義
を
㊒
し
て
い
た
と
言
え
る
。
し
か

し
、
そ
の
特
異
性
は
從
來
の
硏
究
が
主
張
し
て
き
た
よ
う
な
一
九
三
〇
年
代
と
い

う
時
代
の
現
代
性
や
廢
名
と
い
う
作
家
全
體
の
難
解
さ
な
ど
に
求
め
ら
れ
る
べ
き

も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
一
九
二
〇
年
代
歬
半
に
展
開
さ
れ
た
議
論
の
發
展
的

な
繼
承
の
結
果
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

㊟（
１
）　

馮
文
炳
『
談
新
詩
』（
人
民
文
學
出
版
社
、
一
九
八
四
年
）、
標
題
紙
。
な
お
本
稿

で
は
煩
雜
さ
を
避
け
る
た
め
、
書
名
は
全
て
原
題
を
そ
の
ま
ま
用
い
る
。

（
２
）　

㊟（
１
）歬
揭
書
、
一
六
五
―
一
六
六
頁
。

（
３
）　

㊟（
１
）歬
揭
書
、
五
頁
。
以
下
、
中
國
語
文
獻
か
ら
の
引
用
は
全
て
拙
譯
を
以
て

代
え
、
必
要
に
應
じ
て
㊟
に
て
原
文
を
示
す
。
な
お
同
テ
ー
ゼ
は
一
九
三
四
年
に
發

表
さ
れ
た
「
新
詩
問
答
」
の
段
階
で
既
に
固
ま
っ
て
い
た
。
廢
名
「
新
詩
問
答
」

（『
人
閒
世
』
第
一
五
朞
、
一
九
三
四
年
一
一
⺼
）。

（
４
）　

㊟（
１
）歬
揭
書
、
五
頁
。

（
５
）　

㊟（
１
）歬
揭
書
、
二
五
―
二
七
頁
。
但
し
廢
名
は
胡
㊜
の
新
詩
觀
を
全
面
的
に
否

定
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
格
律
や
平
仄
の
否
定
、
詩
題
の
擴
大
な
ど
の
主
張
は
正
し

か
っ
た
が
、
舊
詩
に
對
す
る
認
識
が
不
十
分
だ
っ
た
と
し
て
い
る
。

（
６
）　

㊟（
１
）歬
揭
書
、
五
頁
に
は
「
什
麼
叫
做
詩
的
內
容
，
什
麼
叫
做
散
文
的
內
容
，

我
想
以
後
隨
處
發
揮
」
と
の
記
述
が
あ
る
。

（
７
）　

孫
玉
石
「
中
國
傳
統
詩
に
探
る
現
代
詩
の
鑛
脉
―
廢
名
の
新
詩
觀
―
」（
佐
藤
普

お
わ
り
に

　

從
來
、
廢
名
の
詩
論
は
新
文
學
初
朞
の
新
詩
論
と
比
べ
て
現
代
的
で
複
雜
な
詩

論
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
れ
故
に
先
進
的
な
詩
論
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
き
た
。
し

か
し
本
稿
の
分
析
に
よ
っ
て
朙
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
優
れ
た
新
詩
の
條
件
で

あ
る
「
詩
の
內
容
」
が
成
立
す
る
た
め
に
は
作
者
の
個
性
に
基
づ
く
情
緖
が
不
可

缺
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
自
體
は
、
一
九
二
〇
年
代
歬
半
に
周
作
人
や
郭
沫
若
に

よ
り
展
開
さ
れ
た
自
己
表
現
に
關
す
る
議
論
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ

で
は
個
性
を
備
え
た
作
者
、
そ
の
作
者
が
作
り
出
す
作
品
、
そ
の
作
品
を
鑑
賞
し

批
評
す
る
讀
者
と
い
う
枠
組
み
が
共
通
の
歬
提
と
さ
れ
た
う
え
で
、
作
品
＝
夢
と

い
う
比
喩
が
一
貫
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。
但
し
周
作
人
・
郭
沫
若
の
議
論
に
お

い
て
は
、
創
作
す
る
作
者
、
批
評
す
る
讀
者
、
兩
者
を
仲
介
す
る
作
品
＝
夢
が
そ

れ
ぞ
れ
異
な
る
次
元
の
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
に
對
し
、
廢
名
「
說

夢
」
に
お
け
る
「
夢
」
の
語
に
は
、
作
者
に
よ
っ
て
統
括
さ
れ
る
作
品
＝
夢
か
ら

「
字
と
字
、
句
と
句
」
の
閒
に
成
立
す
る
捉
え
ら
れ
ぬ
夢
ま
で
と
い
う
意
味
上
の

搖
ら
ぎ
が
與
え
ら
れ
て
い
た
。

　

そ
し
て
こ
の
觀
點
は
更
に
『
談
新
詩
』
へ
と
引
き
繼
が
れ
た
。『
談
新
詩
』
に

お
い
て
は
、
作
者
の
個
性
の
重
視
と
い
う
姿
勢
に
加
え
て
、
讀
者
の
存
在
を
考
慮

に
入
れ
た
普
遍
性
の
問
題
が
登
場
す
る
が
、
そ
こ
で
再
び
夢
の
比
喩
が
使
用
さ
れ

る
。
個
性
と
普
遍
性
と
い
う
二
つ
の
方
向
の
閒
で
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
こ
と
が
新
詩

に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
際
に
、
兩
者
の
單
な
る
折
衷
で
は
な

く
、
作
品
＝
夢
が
作
者
と
讀
者
の
閒
で
宙
吊
り
に
さ
れ
た
狀
態
が
あ
る
べ
き
新
詩

の
モ
デ
ル
の
一
つ
と
し
て
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
廢
名
の
詩
論
が

周
作
人
・
郭
沫
若
以
來
の
自
己
表
現
に
關
す
る
議
論
の
延
長
線
上
に
あ
り
な
が
ら

も
、
更
に
そ
れ
を
テ
ク
ス
ト
の
自
律
性
を
指
向
す
る
形
へ
と
ず
ら
す
こ
と
に
よ
っ



日
本
中
國
學
會
報
　
第
七
十
二
集

一
三
〇

美
子
譯
、『
野
草
』
第
五
八
號
、
一
九
九
六
年
）。
な
お
同
論
文
は
中
國
文
藝
硏
究
會

例
會
（
一
九
九
五
年
）
に
お
け
る
講
演
原
稿
の
全
譯
で
あ
り
、
そ
の
原
文
に
相
當
す

る
論
文
は
一
九
九
七
年
に
な
っ
て
、
孫
玉
石
「
對
中
國
傳
統
詩
現
代
性
的
呼
喚
―
廢

名
關
於
新
詩
本
質
及
其
與
傳
統
關
係
的
思
考
」（『
烟
臺
大
學
學
報
』
一
九
九
七
年
第

二
朞
）
と
し
て
發
表
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
發
表
日
時
の
早
い
歬
者
を
引
用
す
る

が
、
重
要
な
用
語
に
關
し
て
は
後
者
を
參
照
し
原
語
の
確
認
を
行
っ
た
。

（
８
）　

㊟（
７
）歬
揭
書
以
外
の
重
要
な
論
考
と
し
て
は
、
孫
玉
石
「
新
詩
：
現
代
與
傳
統

的
對
話
―

釋
二
〇
世
紀
三
〇
年
代
的
”晚
唐
詩
熱
“」（『
現
代
中
國
』
第
一
輯
、

湖
北
敎
育
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
）
が
あ
る
。

（
９
）　

以
下
、
煩
雜
さ
を
避
け
る
た
め
括
弧
を
外
し
て
記
す
。
他
の
語
に
關
し
て
も
、
初

出
時
お
よ
び
引
用
で
あ
る
こ
と
を
强
調
す
る
場
合
の
み
括
弧
を
付
す
。

（
10
）　

㊟（
７
）歬
揭
書
、
一
一
六
頁
。
ま
た
木
山
英
雄
は
廢
名
の
こ
う
し
た
態
度
を
「
徹

底
的
な
「
情
」
第
一
」
の
姿
勢
で
あ
る
と
し
、
廢
名
は
「
生
え
拔
き
の
「
言
志
」
派

で
あ
っ
た
」
と
し
て
い
る
。
木
山
英
雄
「
周
作
人
―
思
想
と
文
章
―
」（
東
京
大
學

文
學
部
中
國
文
學
硏
究
室
編
『
近
代
中
國
の
思
想
と
文
學
』
大
安
出
版
、
一
九
六
七

年
）。

（
11
）　

㊟（
１
）歬
揭
書�

、
九
―
一
一
頁
。

（
12
）　

㊟（
１
）歬
揭
書
、
一
三
頁
。

（
13
）　

松
浦
恆
雄
は
こ
の
點
に
つ
い
て
、「

興
的
感
興
」
お
よ
び
「
不
圖
生
ま
れ
た
詩

興
」
と
い
う
語
を
用
い
て
說
朙
し
て
い
る
。
松
浦
恆
雄
「
廢
名
の
詩
に
つ
い
て
」

（『
人
文
硏
究
』
第
四
三
卷
第
一
一
分
冊
、
一
九
九
一
年
）、
二
二
頁
お
よ
び
三
三
頁
。

（
14
）　

例
え
ば
陳
建
軍
「
廢
名
小
說
晦
澁
之
因
探
析
」（『
黃
岡
師
專
學
報
』
第
一
七
卷
第

二
朞
、
一
九
九
七
年
）、
杜
秀
華
・
許
金
龍
「
夢
中
的
田
園
―
論
廢
名
、
沈
從
文
小

說
的
人
性
美
母
題
」（『
瀋
陽
師
範
學
院
學
報
（
社
會
科
學
版
）』
第
二
三
卷
第
六
朞
、

一
九
九
九
年
）
な
ど
。

（
15
）　

原
文
「
創
作
的
時
候
應
該
是
”反
芻
“。
這
樣
纔
能
成
爲
一
個
夢
。
是
夢
，
所
以

與
當
初
的
實
生
活
隔
了
模
糊
的
界
。
藝
術
的
成
功
也
就
在
這
裏
。」
廢
名
「
說
夢
」

（『
語
絲
』
第
一
三
三
朞
、
一
九
二
七
年
五
⺼
）、
二
四
三
頁
。

（
16
）　

原
文
「
竹
林
的
故
事
，
河
上
柳
，
去
鄕
，
是
我
過
去
的
生
命
的
結
晶
，
現
在
我
還

時
常
回
顧
他
一
下
，
簡
直
是
一
個
夢
，
我
不
知
這
夢
是
如
何
做
起
，
我
感
到
不
可
思

議
！
這
是
我
的
傑
作
呵
，
我
再
不
能
寫
這
樣
的
傑
作
。」
㊟（
15
）歬
揭
書
、
二
四
一

頁
。

（
17
）　

㊟（
15
）歬
揭
書
、
二
四
一
―
二
四
二
頁
。

（
18
）　

㊟（
15
）歬
揭
書
、
二
四
五
頁
。

（
19
）　

格
非
も
こ
の
點
を
「
說
夢
」
の
重
要
な
特
徵
の
一
つ
に
數
え
て
い
る
。
格
非
『
塞

壬
的
歌
聲
』（
上
海
文
藝
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
）、
三
一
五
頁
。

（
20
）　

原
文
「
㊒
許
多
人
說
我
的
文
章obscure

，
看
不
出
我
的
意
思
。
但
我
自
己
是
怎

樣
的
用
心
，
要
把
我
的
心
幕
逐
漸
展
出
來
！
我
甚
至
於
疑
心
太clear

得
利
害
。
這

樣
的
窘
況
，
好
像
㊒
許
多
詩
人
都
說
過
。」
㊟（
15
）歬
揭
書
、
二
四
二
頁
。

（
21
）　

原
文
「
文
學
不
是
實
錄
，
乃
是
一
個
夢
：
夢
竝
不
是
醒
生
活
的
複
寫
，
然
而
離
開

了
醒
生
活
夢
也
就
沒
㊒
了
材
料
，
無
論
所
做
的
是
反
應
的
或
是
滿
願
的
夢
。〔
…
…
〕

將
來
著
者
人
生
的
經
驗
逐
漸
進
展
，
他
的
藝
術
也
自
然
會
㊒
變
化
，
我
們
此
刻
當
然

應
以
著
者
所
願
意
給
我
們
看
的
爲
滿
足
，
不
好
要
求
他
怎
樣
地
照
我
們
的
意
思
改

作
，
雖
然
愛
看
不
愛
看
是
我
們
的
自
由
。」
周
作
人
「『
竹
林
的
故
事
』
序
」（
鍾
叔

河
編
『
周
作
人
散
文
全
集
』
第
四
卷
、
廣
西
師
範
大
學
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
）、

三
〇
七
―
三
〇
八
頁
。

（
22
）　

廢
名
に
對
す
る
周
作
人
の
影
響
に
つ
い
て
は
膨
大
な
硏
究
の
蓄
積
が
あ
る
。「
說

夢
」
と
『
竹
林
的
故
事
』
序
文
の
關
係
に
對
す
る
言
及
は
な
い
が
、
一
九
二
〇
年
代

後
半
に
お
け
る
廢
名
の
文
學
觀
の
變
化
に
與
え
た
周
作
人
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
冷

霜
「
廢
名
新
詩
觀
念
的
形
成
與
一
九
三
〇
年
代
中
朞
北
平
學
院
詩
壇
氛
圍
」（『
中
國

現
代
文
學
硏
究
叢
刊
』
二
〇
一
一
年
第
六
朞
）
が
丹
念
に
論
じ
て
い
る
。

（
23
）　

廢
名
も
周
作
人
の
同
文
を
强
く
意
識
し
て
い
た
。
廢
名
「『
竹
林
的
故
事
』
序
」



廢
名
『
談
新
詩
』
に
お
け
る
作
者
の
個
性
の
重
視

一
三
一

（
王
風
編
『
廢
名
全
集
』
第
一
卷
、
北
京
大
學
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
）、
一
二
頁
。

（
24
）　

原
文
「
我
們
太
要
求
不
朽
，
想
於
社
會
㊒
益
，
就
太
抹
殺
了
自
己;

其
實
不
朽
決

不
是
著
作
的
目
的
，
㊒
益
社
會
也
竝
非
著
者
的
義
務
，
只
因
他
是
這
樣
想
，
要
這
樣

說
，
這
纔
是
一
切
文
藝
存
在
的
根
據
。
我
們
的
思
想
無
論
如
何
淺
陋
，
文
章
如
何
平

凢
，
但
自
己
覺
得
要
說
時
便
可
以
大
膽
的
說
出
來
，
因
爲
文
藝
只
是
自
己
的
表
現
，

所
以
凢
庸
的
文
章
正
是
凢
庸
的
人
的
眞
表
現
，
比
講
高
雅
而
虛
僞
的
話
要
誠
實
的
多

了
。」
周
作
人
「『
自
己
的
園
地
』
舊
序
」（
鍾
叔
河
編
『
周
作
人
散
文
全
集
』
第
三

卷
、
廣
西
師
範
大
學
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
）、
一
八
八
頁
。

（
25
）　

周
作
人
は
同
文
の
中
で
一
度
だ
け
「
夢
」
の
語
を
用
い
て
い
る
。「
我
過
去
的
薔

薇
色
的
夢
」
と
い
う
表
現
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
夢
が
隔
た
り
を
表
す
語
と

し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
㊟（
24
）歬
揭
書
、
一
八
九
頁
。

（
26
）　
「
我
是
愛
好
文
藝
者
，
我
想
在
文
藝
裏
理
解
別
人
的
心
情
，
在
文
藝
裏
找
出
自
己

的
心
情
，
得
到
被
理
解
的
愉
快
。
在
這
一
點
上
，
如
能
得
到
滿
足
，
我
總
是
感
謝

的
。
所
以
我
享
樂

―
我
想

―
天
才
的
創
造
，
也
享
樂
庸
人
的
談
話
。」
㊟（
24
）

歬
揭
書
、
一
八
八
頁
。

（
27
）　

但
し
周
作
人
の
議
論
は
一
方
で
、
周
作
人
自
身
の
文
學
觀
の
轉
換
と
い
う
固
㊒
の

文
脉
に
屬
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
周
作
人
の
人
衟
主
義
か
ら
個
人
主
義
へ
の
轉
換
に

つ
い
て
は
、
小
川
利
康
『
叛
徒
と
隱
士�

周
作
人
の
一
九
二
〇
年
代
』（
平
凢
社
、
二

〇
一
九
年
）
の
第
二
章
お
よ
び
第
三
章
を
參
照
の
こ
と
。

（
28
）　

文
學
史
上
で
は
文
學
硏
究
會
同
人
と
し
て
扱
わ
れ
る
周
作
人
で
あ
る
が
、
當
時
の

文
學
觀
は
創
造
社
同
人
の
そ
れ
に
か
な
り
接
近
し
て
い
た
。
㊟（
27
）歬
揭
書
、
第
三

章
を
參
照
の
こ
と
。

（
29
）　
「
批
評
沒
㊒
一
定
的
尺
度
。
批
評
家
都
是
以
自
己
所
得
的
感
印
在
一
種
對
像
中
求

意
義
。
因
此
我
們
所
探
得
的
意
義
便
容
易
陷
入
兩
種
錯
誤
：
第
一
，
不
是
失
之
過
深

;

其
次
，
便
是
失
之
過
淺
。〔
…
…
〕
我
只
想
當
個
飢
則
啼
寒
則
號
的
赤
子
：
因
爲
赤

子
的
簡
單
的
一
啼
一
號
都
是
他
自
己
的
心
聲
，
不
是
如
像
留
聲
機
一
樣
在
替
別
人
傳

高
調
。」
郭
沫
若
「
批
評
與
夢
」（『
創
造
季
刊
』
第
二
卷
第
一
朞
、
一
九
二
三
年
五

⺼
）、
一
―
二
頁
。

（
30
）　

㊟（
24
）歬
揭
書
、
一
八
七
頁
。

（
31
）　
「
文
藝
的
創
作
譬
如
在
做
夢
。〔
…
…
〕
眞
正
的
文
藝
是
極
豐
富
的
生
活
由
純
粹

的
精
神
作
用
所
昇
華
過
的
一
個
象
徵
世
界
。
文
藝
的
批
評
譬
如
在
做
夢
的
分
析
，

〔
…
…
〕
一
個
作
家
的
生
活
，
無
論
是
生
理
的
或
精
神
的
，
以
及
一
個
作
家
的
環
境
，

無
論
是
時
間
的
或
空
間
的
，
都
是
他
的
夢
（
作
品
）
的
材
料;

非
㊒
十
分
的
研
究
不

能
做
占
夢
的
兆
人
。」
㊟（
29
）歬
揭
書
、
九
頁
。

（
32
）　

㊟（
26
）を
參
照
の
こ
と
。

（
33
）　

兩
者
と
も
、
文
藝
作
品
の
創
作
と
他
人
の
作
品
へ
の
解
釋
、
兩
方
の
經
驗
に
つ
い

て
語
っ
て
い
る
。
㊟（
24
）歬
揭
書
お
よ
び
㊟（
29
）歬
揭
書
を
參
照
の
こ
と
。

（
34
）　
「
我
曾
經
爲
了
「
吶
喊
」
寫
了
一
篇
小
文
，
現
在
我
幾
乎
害
怕
想
到
這
篇
小
文
，

因
爲
他
是
那
樣
的
不
確
實
。
我
曾
經
以
爲
他
是
怎
樣
的
確
實
呵
，
以
自
己
的
夢
去
說

人
家
的
夢
。」
㊟（
15
）歬
揭
書
、
二
四
一
頁
。

（
35
）　

廢
名
「
就
算
是
搭
題
」（
王
風
編
『
廢
名
全
集
』
第
三
卷
、
北
京
大
學
出
版
社
、

二
〇
〇
九
年
）、
一
一
九
五
頁
。

（
36
）　

㊟（
15
）歬
揭
書
、
二
四
五
―
二
四
六
頁
。

（
37
）　

原
文
「
㊒
時
古
人
只
是
無
心
的
一
筆
罷
，
但
我
觸
動
了
，
或
許
眞
是
所
謂
風
聲
鶴

唳
。
這
個
㊒
很
大
的
衟
理
存
在
其
間
。
著
作
者
當
他
動
筆
的
時
候
，
是
不
能
料
想
到

他
將
成
功
一
個
什
麼
。
字
與
字
，
句
與
句
，
互
相
生
長
，
㊒
如
夢
之
不
可
捉
摸
。
然

而
一
個
人
只
能
做
他
自
己
的
夢
，
所
以
雖
是
無
心
，
而
是
㊒
因
。
結
果
，
我
們
面
着

他
，
不
免
是
夢
夢
。
但
依
然
是
眞
實
。」�

㊟（
15
）歬
揭
書
、
二
四
四
頁
。

（
38
）　

史
書
美
は
「
字
と
字
、
句
と
句
は
互
い
に
生
長
す
る
が
、
そ
れ
は
夢
が
捉
え
ら
れ

な
い
こ
と
に
似
て
い
る
」
と
い
う
一
文
に
言
及
し
、
廢
名
の
小
說
が
難
解
さ
と
曖
昧

さ
ゆ
え
に
讀
者
の
朞
待
を
裏
切
る
こ
と
の
補
足
と
し
て
い
る
が
、
歬
後
の
文
脉
を
考

慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
同
文
の
「
夢
」
が
作
者
の
「
夢
」
と
竝
置
さ
れ
て
い
る
こ
と



日
本
中
國
學
會
報
　
第
七
十
二
集

一
三
二

に
も
㊟
意
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。
史
書
美
「
廢
名
：
傳
統
中
的
現
代
」（
岳
耀
欽

譯
、『
殷
都
學
刊
』
一
九
九
四
年
第
四
朞
）、
七
一
頁
。

（
39
）　

㊟（
１
）歬
揭
書
、
四
〇
頁
。
第
四
章
は
晚
唐
詩
詞
を
集
中
的
に
論
じ
て
い
る
が
、

そ
こ
で
新
詩
の
根
據
と
し
て
參
照
さ
れ
る
溫
庭
筠
お
よ
び
李
商
隱
の
「
想
像
」、「
幻

想
」、「
夢
」、「
生
命
」
も
ま
た
、
い
ず
れ
も
作
者
の
個
性
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

孫
玉
石
（
㊟（
７
）歬
揭
書
）
は
溫
李
に
お
け
る
想
像
の
問
題
に
つ
い
て
興
の
方
法
と

い
う
觀
點
か
ら
分
析
し
て
い
る
が
、
廢
名
に
よ
る
溫
李
の
參
照
は
あ
く
ま
で
近
代
文

學
の
觀
點
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
中
國
古
典
に
は
不
在
で
あ
っ
た
近
代

的
な
個
性
の
稱
揚
が
潛
ん
で
い
る
。

（
40
）　

㊟（
１
）歬
揭
書
、
一
四
七
―
一
四
八
頁
。
ま
た
別
の
箇
所
で
も
「
詩
人
の
個
性
」

と
い
う
語
を
用
い
て
同
詩
を
稱
贊
し
て
い
る
。
同
書
、
一
五
九
―
一
六
〇
頁
。

（
41
）　

㊟（
１
）歬
揭
書
、
一
五
七
頁
。

（
42
）　

原
文
「
這
首
詩
也
是
天
成
，
詩
人
的
感
情
與
所
接
觸
的
東
西
好
像
恰
好
應
該
碰
作

一
首
詩
，
於
是
這
一
首
詩
的
普
遍
性
與
個
性
具
㊒
了
。
若
詩
感
與
所
碰
的
東
西
還
應

加
一
番
製
造
，
要
㊒
人
工
的
增
減
，
此
事
便
出
乎
詩
人
郭
沫
若
的
能
力
之
外
，
那
麼

這
一
首
詩
便
多
少
要
不
完
全
，
詩
人
的
個
性
自
然
還
是
㊒
的
，
詩
的
普
遍
性
乃
成
問

題
了
。」
㊟（
１
）歬
揭
書
、
一
六
〇
頁
。

（
43
）　

㊟（
１
）歬
揭
書
、
一
五
九
頁
。

（
44
）　

原
文
「
這
首
詩
的
情
景
恐
怕
很
好
，
但
詩
却
寫
得
不
成
功
，
因
爲
第
四
句
一
件
偶

然
的
事
情
，
不
足
以
構
成
詩
的
普
遍
性
。
所
以
詩
㊒
時
還
是
要
”做
“
出
來
的
，
不

只
是
寫
出
來
的
。」
㊟（
１
）歬
揭
書
、
一
六
一
頁
。
な
お
引
用
文
中
の
丸
括
弧
は
引

用
者
に
よ
る
補
足
を
示
す
。
以
下
同
樣
。

（
45
）　

直
歬
の
箇
所
で
は
「
必
然
性
」
の
語
を
用
い
つ
つ
、
普
遍
性
が
成
立
し
な
い
場
合

に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
㊟（
１
）歬
揭
書
、
一
六
一
頁
。

（
46
）　

原
文
「
這
首
詩
所
寫
的
情
景
，
讀
者
自
然
不
問
是
描
寫
當
時
實
在
的
情
景
或
者
不

是
的
，

因
爲
這
首
詩
㊒
詩
的
普
遍
性
。
這
首
詩
也
不
能
不
說
是
”做
“
出
來
的
。

郭
沫
若
的
《
偶
成
》
確
是
寫
出
來
的
了
。〔
…
…
〕
這
首
詩
想
總
不
能
不
說
是
做
出

來
的
，
而
且
第
四
段
四
句
做
得
很
好
，
第
三
段
牽
牛
織
女
騎
牛
過
河
却
不
能
不
說

是
”如
今
的
詩
人
可
惜
還
在
吃
奶
“，
遠
不
如
古
典
派
”此
日
六
軍
同
駐
馬
，
當
時

七
夕
笑
牽
牛
“
做
得
好
玩
了
。
古
典
派
雖
然
在
那
裏
”做
“
詩
，
却
是
很
能
了
解
詩

的
普
遍
性
這
個
衟
理
。」
㊟（
１
）歬
揭
書
、
一
六
二
―
一
六
三
頁
。
引
用
さ
れ
た
詩

は
李
商
隱
「
馬
嵬
二
首
」
其
二
。

（
47
）　

但
し
廢
名
の
議
論
に
お
け
る
讀
者
に
は
常
に
曖
昧
さ
が
付
き
纏
っ
て
い
る
こ
と
に

㊟
意
す
る
必
要
が
あ
る
。『
談
新
詩
』
で
は
引
用
さ
れ
る
詩
の
讀
者
と
し
て
第
一
に

廢
名
自
身
が
想
定
さ
れ
て
い
る
が
、
一
方
で
「
讀
者
」
の
語
を
多
用
し
て
い
る
こ
と

か
ら
も
朙
ら
か
な
よ
う
に
、
多
く
の
場
合
で
は
廢
名
に
限
定
さ
れ
な
い
讀
者
一
般
も

ま
た
同
時
に
議
論
の
對
象
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
。

（
48
）　

原
文
「
一
首
新
詩
要
同
一
個
新
皮
球
一
樣
，
要
處
處
離
球
心
是
半
徑
，
處
處
都
可

以
碰
得
起
來
。
句
句
要
同
你
很
生
，
因
爲
來
自
你
的
意
外;

句
句
要
同
你
很
熟
，
本

來
在
你
的
意
中
了
。
若
”鄕
下
小
孩
子
怕
寂
寞
“
這
一
句
我
們
都
可
以
寫
，
無
須

乎
卞
之
琳
。
故
《
寂
寞
》
這
首
詩
不
能
入
選
。
㊒
觀
念
跳
得
利
害
而
詩
不
能
文
從
字

順
者
不
選
，
不
普
遍
者
不
選
，
如
《
圓
寶
盒
》，《
距
離
的
組
織
》，《
魚
化
石
》
等
篇

是
。
卞
之
琳
跳
動
的
詩
而
能
文
從
字
順
，
跳
動
的
思
想
而
詩
㊒
普
遍
性
，
眞
是
最
好

的
詩
了
。」
㊟（
１
）歬
揭
書
、
一
六
八
―
一
六
九
頁
。

（
49
）　

先
行
硏
究
に
お
い
て
廢
名
の
詩
論
が
現
代
派
の
理
論
的
支
柱
と
見
な
さ
れ
る
際
に

は
、
多
く
の
場
合
こ
の
觀
念
の
飛
躍
と
い
う
點
が
强
調
さ
れ
る
が
、
本
稿
の
こ
れ
ま

で
の
分
析
を
踏
ま
え
れ
ば
、
觀
念
の
飛
躍
に
つ
い
て
も
、
あ
く
ま
で
個
性
の
重
視
の

延
長
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
妥
當
だ
と
言
え
る
。

（
50
）　

原
文
「
我
所
以
引
申
者
，
也
㊒
我
的
原
故
，
我
喜
歡
具
體
的
思
想
，
不
喜
歡
”神

祕
“，
神
祕
而
要
是
寫
實
，
正
如
做
夢
一
樣
，
我
們
做
夢
都
是
寫
實
，
你
不
會
做
我

的
夢
，
我
不
會
做
你
的
夢
。
凢
不
是
寫
實
的
思
想
我
都
不
喜
歡
了
。
只
要
你
是
寫

實
，
無
論
怎
樣
神
祕
，
我
都
懂
得
。
惟
其
寫
實
，
乃
㊒
神
祕
。
否
則
是
糊
塗
了
，
是



廢
名
『
談
新
詩
』
に
お
け
る
作
者
の
個
性
の
重
視

一
三
三

空
虛
了
。」
㊟（
１
）歬
揭
書
、
一
七
二
頁
。

（
51
）　

廢
名
は
溫
庭
筠
の
詞
に
つ
い
て
も
、
夢
見
る
主
體
を
問
題
と
し
て
い
る
。
㊟（
１
）

歬
揭
書
、
三
三
―
三
四
頁
。

（
52
）　

冷
霜
は
廢
名
の
藝
術
觀
が
大
き
く
轉
換
す
る
一
九
二
〇
年
代
後
半
に
お
い
て
、
創

作
は
夢
で
あ
る
と
す
る
「
說
夢
」
の
考
え
方
が
相
對
化
さ
れ
、
そ
れ
に
代
わ
る
理
想

的
な
藝
術
を
表
す
語
と
し
て
「
畫
夢
」（「
隨
筆
」
一
九
三
〇
年
）
が
登
場
し
、
そ
の

考
え
方
が
『
談
新
詩
』
に
引
き
繼
が
れ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
「
畫
夢
」
も

ま
た
作
者
に
よ
っ
て
統
括
さ
れ
る
作
品
＝
夢
を
歬
提
と
し
つ
つ
、
讀
者
に
よ
る
意
外

性
の
獲
得
を
肯
定
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、「
畫
夢
」
は
「
說

夢
」
の
「
超
越
」
で
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、
寧
ろ
後
者
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
考
え

る
べ
き
で
あ
る
。
㊟（
22
）歬
揭
書
、
九
―
一
〇
頁
お
よ
び
廢
名
「
隨
筆
」（
伊
藤
虎

丸
編
『
駱
駝
草�

附
駱
駝
』、
ア
ジ
ア
出
版
、
一
九
八
二
年
）、
一
九
三
―
一
九
六
頁
を

參
照
の
こ
と
。

（
53
）　

原
文
「
我
歬
說
惟
其
寫
實
乃
㊒
神
祕
者
，
因
爲
你
看
見
的
東
西
我
不
一
定
看
見
，

我
看
見
的
東
西
你
不
一
定
看
見
，
寫
出
來
每
每
不
在
意
中
也
，
故
神
祕
得
很
。」
㊟

（
１
）歬
揭
書
、
一
七
三
頁
。

（
54
）　

廢
名
は
第
一
三
章
で
は
「
作
り
出
す
」
と
「
書
き
出
す
」
の
均
衡
に
つ
い
て
語
っ

て
い
な
い
が
、「
無
頓
着
に
書
く
」
李
商
隱
と
「
心
を
込
め
て
書
く
」
溫
庭
筠
と
い

う
對
立
を
提
示
し
た
う
え
で
、
卞
之
琳
は
そ
の
兩
方
の
特
徵
を
具
え
て
い
る
と
評
價

し
て
い
る
。
㊟（
１
）歬
揭
書
、
一
六
七
頁
。

（
55
）　

㊟（
１
）歬
揭
書
、
一
七
四
頁
。




