
三
木
露
凪
は、
い
く
つ
か
の
ま
と
ま
っ
た
詩
論
集
を
残
し
て
い
る
が、

そ

．
の
中
で
も
詩
の
韻
律
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
こ
と
が
非
常
に
多
い。
特
に
露

風
の
韻
律
論
が、

単
に
詩
の
外
面
的
な
リ
ズ
ム
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い

の
に
は
注
目
で
き
る。
韻
律
つ
ま
り
リ
ズ
ム
と
は
一
般
的
な
定
義
か
ら
い
う

と、

時
間
的
に
等
拍
な
音
の
紐
り
返
し
と
い
う
こ
と
に
な
る。
し
か
し
露
風

は、

韻
律
と
時
間
的
な
も
の
だ
け
で
は
な
く
空
間
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
て

い
た。
そ
れ
は、

韻
律
が
音
楽
だ
け
で
は
な
く、

絵
面
ゃ
彫
刻
に
も
あ
る
と

し
て
い
る
所
か
ら
も
窟
え
る。
そ
こ
で、
露
風
の
作
品
に
見
ら
れ
る
彫
塑
的

な
面
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
と
思
う。
な
お
露
風
の
作
品
の
引
用
は
雑
誌

以
外
す
ぺ
て
「
三
木
露
風
全
集
j

に
従
っ
た。

・

露
風
の
詩
は、

第
二
詩
集
「
廃
園」
が
永
井
荷
風
に
よ
っ
て
最
も
よ
く

．
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
の
而
影
を
伝
え
て
い
る
と
肝
さ
れ
た
よ
う
に
音
楽
的
な
も
の

．
で
あ
っ
た。
も
ち
ろ
ん
露
風
の
詩
に
は
音
数
律
に
か
な
っ
た
も
の
も
多
く
あ

る
が、
こ
こ
で
い
う
音
楽
性
は、

抒
情
的
流
動
的
な
も
の
で、
ヴ
ェ
ル
レ
ー

三
木
露
風
の
詩
と
韻
律

ーー
そ
の
彫
塑
的
な
面
に
つ
い
て

—|

い

み

か

げ

ft
-

ヌ
の
「
詩
法」
の
中
で
「「
色
彩」
に
は
あ
ら
ず
た
だ
陰
臀
を
の
み。」
と
歌

わ
れ
る
よ
う
な
か
す
か
な
も
の
で
惜
関
象
徴
で
あ
っ
た
と
日
え
る。
そ
れ
が、

大
正
二
年
発
行
の
「
白
き
手
の
猟
人」

所
収
の
詩
飴
「
芭
蕪」
の
中
で
「
僕

は
た
だ
音
楽
の
暗
示
と
い
ふ
だ
け
で
は、

そ
こ
に
は
ま
だ
憔
ら
な
い
も
の
が

あ
る。」
と
し、
「
深
い
物
を
涙
は
す
力」
が
必
要
で
あ
る
と
述
ぺ
て
い
る。

露
風
は、
こ
の
辺
り
か
ら、
詩
に
対
し
て
音
楽
的
に
滑
ら
か
に
流
れ
る
美
し

さ
と
は
述
っ
た
も
っ
と
重
み
の
あ
る
も
の
を
求
め
だ
し
た
と
言
え
る。
そ
れ

を
は
っ
き
り
と
定
義
し
た
の
が、

大
正一
四
年
発
行
の
詩
論
集
『
詩
歌
の

道
で
あ
る。
そ
の
中
の
「
待
の
目
的」
の
中
で
露
凪
は
次
の
よ
う
に
述
ペ

て
い
る。か

や
う
に
詩
は、

音
楽
に
移
る
こ
と
に
よ
っ
て、
一
部
の
目
的
を
達
す

ブ
9ス＋，
＇

る
や
う
に
な
る
が、

又一
面
に
は、

特
が
彫
塑
的
に
な
る
に
随
つ
て、

9
9シ．，

威
紋
を
加
へ
る
も
の
で
あ
っ
て、

古
典
の
立
派
な
美
は、
つ
ね
に
そ
こ

に
あ
る。
古
代
に
其
例
を
求
め
る
ま
で
も
な
く
近
代
の
詩
に
就
て
見
て
も、

本
年
我
邦
に
於
て
も
百
年
記
念
祭
を
行
は
う
と
し
て
ゐ
る
ポ
オ
ド
レ
エ
ル

ブ
9スト，
＇

の
詩
は
こ
の
彫
塑
的
な
詩
の
傾
向
を
表
は
す、
最
も
深
酷
な、
ま
た
擾

西

J 11 

紀

子
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も
美
し
い、

代
表
的
な
も
の
で
あ
る。

ポ
オ
ド
レ
エ
ル
の
詩
は
エ
ル
レ
エ
ヌ
の
如
く
音
楽
的
で
な
い
。
ち
ゃ
う

ど
彼
は
煉
瓦
工
の
や
う
に、
一
っ
―
つ
の
言
葉
を
積
み
上
げ
る。
さ
う
し

て
そ
の
た
っ
た
ー
つ
の
言
葉
に
も
瓜
い
彼
の
心
笠
が
注
が
れ
て
ゐ
る。
ポ

め
人

オ
ド
レ
エ
ル
の
特
に
は、

彫
刻
の
や
う
な
面
と
か
た
ま
り
と
が
あ
る。

明

暗
と
均
斉
と
が
あ
る。

乱
が
あ
る。

観
照
洞
察
の
鋭
い
詩
人
は、

其
感
情
を
幽
韻
綿
祀
た
る
声
と
し
て
う
たっ

と

ふ
よ
り
も、

感
情
の
姿
を、

さ
な
が
ら
描
き
出
し
て
表
現
せ
ん
こ
と
を
カ

め
る。
（
中
蛯）

プ
ラ
ウ
ニ
ン
グ
も
亦
感
情
の
姿
を、

さ
な
が
ら
自
ら
の

脹
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
ゃ
う
に
す
る
こ
と
を
よ
ろ
こ
ん
だ
詩
人
で
あ
る。

詩
致
も
立
体
に
し、

力
あ
る
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
詩
人
で
あ
る。
（
後

略）「
彫
製
的」
と
い
う
言
菜
が
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
露
風
は
詩
に
透
明
な

塊
の
よ
う
な
形
あ
る
も
の
を
求
め
た
と
言
え
る。

音
楽
的
に
流
れ
る
リ
ズ
ム

で
は
な
く
て
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
よ
う
に
結
品
す
る
リ
ズ
ム
と
い
っ
た
も
の
で

あ
っ
た。
「
彫
塑
的
J

に
立
体
と
し
て
初
彿
し
て
く
る
よ
う
な
そ
ん
な
音
律

を
目
指
し
た
の
で
あ
ろ
う。
で
は
「
彫
塑
的」
な
詩
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
た
の
か、
ま
ず
露
凪
の
詩
論
を
手
掛
か
り
と
し
な
が
ら
見
て
い
き
た

、
。露

風
が
眼
律
を
時
間
的
な
も
の
だ
け
で
は
な
く
空
間
的
に
捉
え
て
い
た
こ

と
は
す
で
に
述
べ
た。
こ
の
よ
う
な、

時
問
的
空
間
的
な
述
い
を、

露
風
は

表
記
の
上
で
も
示
し
て
い
る。

大
正
七
年
一
月
一
日
発
行
の
雑
誌
「
国
民
文

学」
の
中
で
露
風
は、

平
仮
名
を
柔
軟
で
流
れ
一
方
に
面
白
み
が
あ
る
も
の、

淡
字
を
形一
方
で
造
工
性
が
あ
る
も
の
と
し、

前
者
を
時
冊
的、

後
者
を
空

問
的
と
述
ぺ
て
い
る。
こ
の
よ
う
な
表
記
に
関
す
る
迎
い
に
つ
い
て
は
「
詩

歌
の
追
j

所
収
の
「
甘
業
と
律
と
の
精
神」
の
中
で
も
述
ぺ
て
お
り、

仮
名

を
竪
へ
の
美、

淡
字
を
横
へ
の
美
が
あ
る
も
の
と
し、

特
に
漢
字
が
「
あ
る

姓
め
し
さ
と
立
体
的
な
深
み
を
加
へ
る」
も
の
で
「
造
形
的
な
建
築
的
な
特

徴」
を
持
っ
て
い
る
も
の
と
述
べ
て
い
る。
こ
れ
ら
は
「
詩
の
目
的」
で
見

た
「
彫
塑
的」
「
威
設」
と
い
う
言
菜
に
通
じ
る
も
の
が
あ
り、

露
風
が
耳

に
訴
え
る
言
葉
ば
か
り
で
は
な
く、

視
党
に
訴
え
る
言
葉
の
美
を
大
切
に
し

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る。
こ
の
視
従
に
訴
え
る
言
葉
も
韻
律
と
深
く
関
わ
り

が
あ
る
と
言
え
る。

岡
井
陸
氏
は

日共
詩
型
文
学
論」
の
中
で
「
画
数
の
多

い、

画
線
の
大
き
い

ーー＇
つ
ま
り
密
度
の
大
き
い
漢
字
が、

視
線
の
流
れ
を

停
滞
さ
せ
る」
こ
と
が
き
っ
か
け
で
生
じ
る
「
目
の
リ
ズ
ム
」
が
あ
る
と
さ

れ、
「
表
意
（
淡
字）

か
ら
表
音
（
仮
名）
へ
表
音
か
ら
表
意
へ
と、

次
々

に
め
ま
ぐ
る
し
く
移
っ
て
い
く、

そ
の
リ
ズ
ム
が
お
の
ず
か
ら
照
文
の
リ
ズ

ム
を
形
成
す
る。」
と
述
ぺ
ら
れ
て
い
る。
つ
ま
り
漢
語
は
罪
風
の
言
う
よ

う
に
流
れ
を
切
断
す
る
横
へ
の
美
が
あ
り、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
あ
る
歎
し

さ
と
立
体
的
な
深
み
を
加
え
る
こ
と
に
な
る。
つ
ま
り
露
風
の
い
う
領
律
か

ら
す
れ
ば、

時
間
的
流
動
的
な
も
の
か
ら
立
体
的
彫
剪
的
な
も
の
へ
移
り
変

わ
っ
て
い
っ
た
と
言
え
る。
で
は、

淡
字
の
使
用
が
詩
を
彫
塑
的
な
も
の
に

す
る
か
と
言
う
と、
や
は
り
そ
れ
だ
け
で
は
不
完
全
な
も
の
で
あ
る。

漢
字

の
使
用
は
一
要
因
に
す
ぎ
ず、

や
は
り
内
容
的
に
彫
塑
的
に
な
る
必
要
が
あ
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る。
「
詩
歌
の
道』
所
収
の
「
詩
に
就
て」
の
中
の
「
立
体
心」
の
中
で
露

凪
は、
「
概
括
的
説
明
的
で
は
な
く
物
を
あ
ら
は
す
こ
と
に
於
て
美
は
生
ず

る。
立
体
心
は
即
ち
さ
う
い
ふ
詩
致
を
生
む。」
と
述
ぺ
て
い
る。
こ
れ
は

．
詩
人
の
観
照
服
や
凝
集
力
と
も
深
く
関
わ
り
あ
っ
て
い
る。
感
情
の
趣
く
ま

ま
を
述
ぺ
る
の
で
は
な
く
沈
潜
し
き
っ
た
感
惜
の
中
心
点
を
捉
え
る
こ
と
が

必
要
で、
そ
れ
が
時
代、
空
間
を
越
え
た
古
典
美
と
し
て
の
価
伯
を
生
ず
る

の
だ
と
思
わ
れ
る。
こ
の
立
体
心
が
生
む
詩
致
を
霧
凪
は一
方
で
「
律
感」

と
呼
ん
で
い
る。
「
律
惑」
つ
ま
り
律
の
感
じ
と
は
露
凪
が
述
ぺ
る
と
こ
ろ

で
は、
「
詩
に
陰
形
を
与
へ、
平
面
で
は
な
く
立
体
に
し、
意
を
遼
か
ら
し

：
め、
詩
句
に
瞑
味
を
つ
ぐ
る」
も
の
で
あ
り、
「
心
の
汲
も
梢
妙
な
観
察
に

よ
っ
て、
視、
触
れ、
捉
へ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る」
（
坪上
巳
畑
＄
仰

忍」
）
も
の
で
あ
る。
つ
ま
り
感
じ
る
だ
け
で
は
な
く、
そ
れ
と
同
時
に
見

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
こ
こ
に
も
露
風
の
韻
律
論
の
深
み
を
感
じ

さ
せ
ら
れ
る。

．．
 露
風
の
詩
論
を
中
心
に
し
な
が
ら、
表
記
と
内
容
と
い
う
二
つ
の
点
に
つ

い
て
見
て
き
た
が、
実
際
に
＂
風
が
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て、
彫
塑
的
な

．
詩
を
目
指
し
た
の
か、
作
品
を
見
な
が
ら
考
察
し
て
い
く。

ま
ず
第一
に
表
記
の
面
か
ら
見
て
い
く
と、
時
間
を
経
る
に
つ
け、
い
く

・
つ
か
の
変
化
し
た
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る。
『
溌
図」
に
所
収
さ
れ
た

作
品
を
見
る
と、
か
な
り
の
割
合
で
淡
府
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る。

そ
れ
ら
の
中
に
い
く
つ
か
の
特
徴
的
な
漢
語
が
あ
る。
例
え
ば
「
月
光
と
慌

憬」
の
中
に
「
消
歓」
と
表
記
し
「
よ
ろ
こ
ぴ」、
「
硲
愁」
と
表
記
し
「
う

れ
ひ」
と
読
ま
せ
て
い
る
も
の
が
あ
る。
こ
れ
ら
は
正
藉
な
餃
み
方
で
は
な

く、
独
特
な
読
み
方
で
あ
る。
こ
の
よ
う
な
読
み
方
は
多
く
見
ら
れ
る
が、

特
徴
的
な
も
の
を
挙
げ
て
み
る
と、

「
黄
な
る」
「
美
し」
（「
雨
ふ
る
日」）
「
想
」
（「
冑
色
の
役」）
「
情
寂」

（「
夜
と
な
る
前
の
ひ
と
、
き」）
「
白
8」
「
寺
院」
「
蜜
蜂」
（「
五
月
ひ

る
す
ぎ」）
「
熟
睡」
「
消
眸」
（「
市
方
の
五
月」）
「
追
憶」
「
悲
愁
J

あ

り

か

（「
古
径」）
「
在
所」
（「
月
夜
の
悲
し
み」）

な
ど
が
あ
る。
こ
れ
ら
は
和
梧
を
淡
語
で
表
し
た
も
の
で、
詩
を
鑑
貸
す
る

時
に
耳
で
聞
く
「
音」
と
目
で
見
る
「
意
味」
の
両
方
を
味
ゎ
う
こ
と
に
な

る。
和
語
に
淡
語
を
当
て
る
こ
と
で
意
味
を
明
確
に
し、
限
定
し
た
も
の
に

し
て
い
く。
特
に
「
よ
ろ
こ
ぴ
J

で
は
「
歓
楽」
「
歓
喜」
「
菩
悦」、
「
し
ゞ

ま」
で
は
「
沈
黙」
「
無
首」、
「
み
て
ら」
で
は
「
堕
党」
「
会
堂」
な
ど、

露
風
の
作
品
を
通
し
て
み
る
と、
他
の
数
種
類
の
淡
語
を
当
て
た
も
の
も
あ

り、
そ
れ
ぞ
れ
微
妙
に
述
っ
た
意
味
を
持
た
せ
て
い
る。
こ
れ
ら
の
甜
は、

意
味
を
区
別
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
「
音」
の
方
は
も
っ
ば

ら
和
語
の
読
み
に
頼
っ
て
い
る。
そ
れ
は
例
え
ば
「
南
方
の
五
月
J

の

9

1

ム

2
●

2

み

う

1

ゐ

「
熟
睡」
や
「
消
眸」
と
い
っ
た
師
が、
「
熟
睡
に
円
き」
「
消
眸
を
や
見
け

む、」
と
い
っ
た
具
合
に
迎
な
っ
て
い
く
こ
と
か
ら、
音
読
し
た
場
合
に
は、

栢
の
つ
な
が
り
に
よ
る
滑
ら
か
な
リ
ズ
ム
を
損
な
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る。

つ
ま
り
初
期
の
漢
語
使
用
の
特
徴
は、
ほ
と
ん
ど
が
漢
語
の
持
つ
意
味
に
砥

- 246-



•
Ii
t"ti

iiiii

AT"”ーょ
叡厨

点
を
霞
き、
音
の
リ
ズ
ム
は
和
語
の
読
み
を
と
り、
滑
ら
か
な
リ
ズ
ム
を
生

・

じ
さ
せ
て
い
た
と
言
え
る。
ま
た、
使
用
す
る
淡
語
も
感
情
を
表
す
語
が
多

く、
叙
情
的
な
漢
語
を
使
用
し
て
い
る。
感
情
の
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
漢

語
に
よ
っ
て
際
立
た
せ、
あ
ま
り
イ
メ
ー
ジ
に
含
み
を
持
た
せ
な
い
よ
う
に

し
て
い
た
の
で
あ
る。
こ
の
こ
と
は、
後
に
確
実
な
も
の
を
志
向
し
て
い
く

様
子
を
窺
わ
せ
る。

和
語
を
漢
語
で
表
す
と
い
う
初
期
か
ら
見
ら
れ
た
特
徴
は、
露
風
の
作
品

を
通
じ
て
見
ら
れ
る
が、
そ
れ
ら
の
語
は
少
し
ず
つ
少
な
く
な
っ
て
い
き、

抽
象
的・
観
念
的
な
語
が
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く。
そ
れ
が
最

も
顕
著
に
表
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が、
大
正
四
年
発
行
の
「
良
心
j

で

あ
る。
「
良
心」
は
露
風
が
同
年
七
月
に、

北
海
道
ト
ラ
ピ
ス
ト
修
道
院
を

初
め
て
訪
れ
て、
三
週
間
滞
在
し
た
時
の
詩
作
を
ま
と
め
た
も
の
で、
修
道

院
長
に
献
じ
た
も
の
で
あ
る。
露
風
の
宗
教
体
験
が
全
而
に
で
た
作
品
で
あ

り、

宗
教
詩
集
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い。
そ
の
冒
頭
に
骰
か
れ
た
作
品

に
「
修
道
士
達
に」
が
あ
る。
こ
の
作
品
に
も
か
な
り
多
く
の
淡
器
が
使
用

さ
れ
て
い
る
が、

初
期
の
抒
情
的
な
作
品
に
見
ら
れ
た
も
の
と
は
違
っ
て

「
瑯
距」
「
初
即」
「
平
liu」
「
叫
配‘
聟
翫‘
恋
釈」
「
加
要‘

翫
翫‘
釈
J

な
ど、
漢
語
を
租
み
上
げ
る
か
の
よ
う
に
か
な
り
抽
象
的
観
念
的
な
語
を
使

用
し
て
い
る。
そ
の
多
く
が
音
読
さ
れ、
韻
律
の
上
か
ら
も
弾
力
性
が
増
し、

竪
に
滑
ら
か
に
流
れ
る
も
の
で
は
な
く、
横
に
向
か
っ
て
切
断
さ
れ
て
い
く

よ
う
な
饗
き
が
生
ず
る。
そ
れ
が
視
従
の
印
象
と
相
ま
っ
て
か
な
り
の
堅
さ

を
増
し
た
作
品
と
な
る。
し
か
し、
あ
ま
り
に
抽
象
的
な
漢
語
を
使
用
し
た

序
詩

自
画
像

の
で
は、
詩
の
美
し
さ
を
損
な
う
も
の
と
な
る。
詩
が
彫
塑
的
に
な
る
た
め

に
は、
漢
語
の
使
用
も
大
切
な
要
因
と
考
え
ら
れ
る
が、
逆
に
漢
語
が
多
く

な
り
す
ぎ
る
と、
彫
塑
的
で
な
く
な
る
と
言
え
る。
つ
ま
り、
漢
栢
を
パ
ラ

ン
ス
よ
く
使
用
す
る
こ
と
が
大
切
で、
そ
の
パ
ラ
ン
ス
が
と
れ
て
い
る
時
が

彫
塑
的
に
な
り
う
る
時
と
考
え
ら
れ
る。

図
心」
よ
り
四
か
月
前
に
発
行
さ
れ
た
「
幻
の
田
面」
に
は
「
善
根」

「
不
断」
「
虚
無」
「
燕
際
限」
等、
観
念
的
な
語
が
増
え
て
は
い
る
も
の
の

「
良
心
j

ほ
ど
甚
だ
し
く
は
な
く、
観
念
的
な
語
を
多
く
使
用
す
る
の
は、

キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
を
伝
え
よ
う
と
し
た
り、
ま
た
思
想
的
な
作
品
を
作
ろ

う
と
し
た
時
に、
簡
索
に
掛
け
る
淡
語
が
力
を
発
揮
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る。
形
の
上
か
ら
も
堅
さ、
骰
め
し
さ
が
備
わ
っ
た
淡
語
は、
滑
ら

か
に
流
れ
る
音
と
は
述
い、
思
想
的
な
こ
と
を
述
ぺ
る
の
に
は
適
し
て
い
る。

よ
っ
て
淡
話
の
も
つ
特
徴
と
内
容
と
が
う
ま
く
均
衡
が
と
れ
る
こ
と、
つ
ま

り
内
容
と
形
式
が一
致
し
た
と
き
に、
彫
塑
的
な
威
敲
を
加
え
た
作
品
と
な

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。

そ
れ
を
具
体
的
に
自
党
し
た
の
が、
大
正
七
年
発
行
の
「
直
間
の
幻
影
j

所
収
「
序
詩
自
画
像」
で
あ
る。
「
序
詩
自
西
像」
は
姐
の
示
す
通
り、

序

の
代
わ
り
に
詩
集
の
冒
頭
に
置
か
れ
た
作
品
で
あ
る。
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わ
れ
は
諸
物
に
「
我」
を
混
ず
る
困
竿
細

＊
も
かIf

わ
れ
願
ふ、
わ
が
面
影
を

ょ
ろ
づ万
の
上
に
観
ん
こ
と
を、

こ
の
故
に
わ
れ
は
己
れ
の
像
を

^
，

.

 

・

言
葉
の
裡
に
刻
ざ
む。

し
＊

わ
れ
は
造
る、
主
に
に
せ
て

わ
が
心
よ
り
し
た
た
る
も
の
を

具
体
の
歌
を

わ
が
死
の
墓
に
知
か
ん
た
め

わ
れ
描
き、
つ
く
る。

．
わ
れ
は
贋
造
の
詩
人

主
に
に
せ
て
つ
く
る、

さ
ゅ
しe

わ
れ
は
競
銀
者

神
聖
の
垣
根
に
拠
る。

ま
た
忍
苦
の
大
胆
の
勇
気
や

ぃ
C

ら

よ
ろ
―;U

ま
た
生
命
の
歓
喜
や
を

9
じ

諸
物
の
中
に
冗
な
ふ。

か
ら

し
ほ
絨
き
人
の
苦
み
や、
は
げ
し
き
い
き
ど
ほ
り
の
心
や

わ
れ
は
技
巧
の
中
の
技
巧

髄
の
髄、

酋
葉
の
言
葉、

煕如
の
紺
fJ

ひ
せ
し
め

と
れ
ざ
る
仮
面
を
つ
け
し
め

不
動
の
中
に
こ
れ
を
置
く。

わ
れ
は
哲
葉
の
鈍
金
士

黄
金
を、
粗
鉱
を
ま
ぜ
て
つ
く
る
て
ふ
玄
義
に
開
か
ん

そ
は
言
業
も
煮
沸
す
れ
ば

し
＾
て
●
上
っ
し
つ

心
的
物
質
な
れ
ば
な
り。

わ
れ
は
首
薬
の
大
工

幻
想
を
建
築
す、

鉗
綜
し、
渾
融
し、
厚
き、
瓜
き

;
＂"

 

浮
彫
こ
そ
我
が
詩
の
王。

万
物
を
鋳
改
し

悲
哀
の
紋
章
を
極
印
す。

神
型
の
火
を
た
く
は
へ
て

わ
れ
は
古
代
の
廊
断
工
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お
お、

我
が
詩
よ

形
式
と
心
霊
と
は
同
一

そ
は
闇
黒
に
鏡
を
架
け
て

お
の
れ
が
俊
を
観
る
な
り。

わ
れ
は
悩
め
る
心
の
旗
手

わ
れ
は
苦
痛
の
福
音
の
宜
伝
者

わ
れ
は
主
の
迎
命
の
模
倣
者

わ
れ
は
我
が
運
命
を
つ
く
る
者。

あ
あ
わ
が
詩、

わ
が
碑

つ
か

わ
が
束
ね
た
る
花
よ

ム
し

ど

わ
れ
は
そ
の
中
に
死
の
臥
床
を
用
意
す
ぺ
し

か
11

そ
の
花
も
て
面
を
覆
ひ、

埋
も
れ
て
。

自
画
像
と
は
明
ら
か
に
絵
画
を
指
す
語
で
あ
る
。

そ
れ
を
露
凪
は
言
禁
で

も
っ
て
浮
彫
に
し
よ
う
と
し
た
。

第
一

述
に
は、

露
風
が
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の

よ
う
に
酋
葉
に
心
霊
を
注
ぎ、

彫
塑
的
な
詩
を
作
り
た
い
と
い
う
願
望
が
表

さ
れ
て
い
る。

第
二
巡
で
は
具
体
的
に
表
現
し
た
い
事
柄
が
挙
げ
ら
れ、

第

三
連
か
ら
は
「
わ
れ
は．．．．．．
 」

と
い
っ
た
具
合
に
自
己
と
対
面
し、

詩
人
と

く

ム
9

-
-

あ
ら
ゆ
る
工
夫
を
凝
ら
す
者
の
祝
藉
者。

し
て
の
役
割、

立
場
を
浮
彫
り
に
し
て
い
く。

特
に
「
具
体
の
歌」

を
「
造

る
」

と
し
て
い
る
の
は、

い
か
に
も
彫
刻
を
造
る
か
の
よ
う
で
あ
る。．

第
四

連
か
ら
は
「

わ
れ
」

は
「
贋
造
の
詩
人」

で
あ
り、
「
被
金
師」
「
錬
金
士」

「
鍛
冶
エ」
「
大
工
」

と、

物
を
作
り
上
げ
る
者
に
仕
立
て
て、

詩
を
作
り

上
げ
る
様
子
を
描
き
出
し
て
い
る
。

心
よ
り
し
た
た
る
も
の
を
奥
深
く
し
ま

い
こ
み、

表
面
を
飾
っ
た
り、

言
菜
を
純
枠
に
浄
化
し、

幻
想
の
世
界
を
建

築
し
て
い
く
の
で
あ
る。

し
か
し
そ
れ
は
露
風
の
願
望
で
も
あ
る
の
で
「
祝

社
者」

と
も
な
り、

ま
た
身
分
不
相
応
な
神
の
な
せ
る
技
を
う
か
が
い
狙
う

さ

ゆ

し
ゃ

「
猥
銀
者」

と
も
な
り
う
る
の
で
あ
る
。

こ
の
顧
望
が
第
十
述
で
感
情
の
高

ま
り
を
見
せ、
「
形
式
と
心
霊
は
同

こ

と
い
う
境
地
に
達
し
た
と
酋
え
る
。

「
序
詩
自
画
像」

に
は
r
良
心」

の
流
れ
を
く
む
宗
教
的
要
素
も
含
ま
れ
て

い
る
が、

そ
れ
よ
り
も
天
地
創
造
の
神
と
詩
人
と
を
同
一

化
し
よ
う
と
し
て

い
る
よ
う
で、

そ
れ
ほ
ど
詩
を
神
聖
な
も
の
へ
窃
め
よ
う
と
し
て
い
る。

形
式
の
面
か
ら
見
る
と、

適
度
に
堅
さ
を
惑
じ
さ
せ
る
程
度
に
仮
名
と
淡

語
の
バ
ラ
ン
ス
が
と
ら
れ
て
お
り、

露
風
の
決
意
の
堅
さ
を
思
わ
せ
る
。

使

用
さ
れ
て
い
る
漢
語
も
独
特
な
も
の
が
多
く、

奇
抜
さ
を
与
え
て
お
り、

エ

夫
の
跡
を
感
じ
さ
せ
る。

ま
た
「

わ
れ
は
：．．．．
 」

の
繰
り
返
し
が、

露
風
自

身
の
内
部
へ
と
奥
深
く
掘
り
さ
げ
て
い
く
様
子
を
暗
示
さ
せ、

詩
に
犀
味
を

与
え
て
い
る
。

そ
の
際、

行
の
末
尾
の
多
く
を
体
言
止
め
に
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
流
れ
る
よ
う
な
リ
ズ
ム
を
遮
り、
一
っ
―
つ
を
か
み
し
め
な
が
ら
読

み
進
ん
で
い
か
せ
る
。

こ
の
よ
う
な
形
式
上
の
工
夫
は、

詩
の
内
容
と
う
ま

く
マ
ッ
チ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
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四

「
序
詩
自
画
像」

で
は、

霧
風
の
言
業
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
が
所
々
に
表

さ
れ
て
い
る
が、

そ
れ
は
や
は
り
詩
が
言
菜
の
芸
術
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え

る
と、

当
然
の
こ
と
で
あ
る。

言
葉
そ
の
も
の
を
純
枠
と
し、

心
よ
り
し
た

た
る
も
の
を
は
っ
き
り
と
歌
い
上
げ
る
こ
と
に
詩
の
本
質
を
見
出
し
て
い
た

と
言
え
る。
た
だ
言
葉
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
は、

も
っ
と
以
前
か
ら
述
ぺ
ら

れ
て
い
た。
そ
し
て
心
の
奥
底
か
ら
何
か
し
ら
の
浮
上
し
て
く
る
様
子
を
歌

い
上
げ
た
作
品
も
見
ら
れ
る。
つ
ま
り、
R

薩
間
の
幻
影」
へ
と
至
る
過
程

が、

た
だ
突
如
と
し
て
現
れ
た
の
で
は
な
く、

徐
々
に
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
っ
た
と
言
え
る。
「
序
詩
自
画
像」

で
の
「
形
式
と
心
盆
は
同
こ

と
い

う
境
地
に
至
る
ま
で
の
過
程
を、

次
に
見
て
い
き
た
い
と
思
う。

E

幻
の
田
園」

の
自
序
に
は
「
詩
は
心
の
表
象
で
あ
る。」

と
述
べ
ら
れ

て
い
る。
つ
ま
り
露
風
は
具
体
的
に
心
が、

詩
を
創
作
す
る
こ
と
で
浮
か
ぴ

上
が
っ
て
く
る
こ
と
を
求
め
た
の
で
あ
る。
「
幻
の
田
園」

は
岡
崎
義
恵
氏

に
よ
っ
て、

汎
神
論
的
自
然
観
に
よ
っ
て
幻
と
化
し
た
束
京
の
西
郊
の
田
園h二

の
写
生
で、

写
生
に
し
て
も
は
や
象
徴
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
た
も
の
で
あ
る。

「
幻
の
田
園
j

に
は
時
間
的
広
が
り
よ
り
も
む
し
ろ
空
間
的
広
が
り
を
感
じ

さ
せ
る
詩
が
多
く、

ま
た
激
し
い
感
惜
の
起
伏
を
歌
っ
た
も
の
も
な
く、

安

定
感
の
あ
る
詩
が
多
い
と
言
え
る。

心
の
奥
底
か
ら
何
や
ら
浮
か
ぴ
上
が
っ

て
く
る
様
子
を
歌
っ
た
も
の
に
「
廃
園
j

の
「
か
た
ち」、
「
白
き
手
の
猟

人」

の
「
寺」
「
反
影」

等
を
先
が
け
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る。

特
に

こ
•

み

く
2

か

か
た
ら

は
“

•

「
か
た
ち」
の
第
二
辿
「
さ
ま
よ
へ
る
心
の
隈
に
／
彼
の
象
、

花
は
織
り

い
づ．
；
：」
と
歌
わ
れ
る
花
に
は、
マ
ラ
ル
メ
が
詩
論
「
詩
の
危
機」
の
中

ttl-―
 

で
述
ぺ
て
い
る
イ
デ
ア
と
し
て
の
花
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る。

ま
た

「
寺」

も
岡
崎
義
恵
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に、

ポ
ー
ド
レ
ー

ル
の
「
交
感」

に
似
て
い
る。

自
然
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
が、

融
合
し、

無
言

の
中
か
ら
醸
し
出
さ
れ
る
寺
は
ま
さ
し
く
「
交
感」
の
中
で
歌
わ
れ
る
神
の

"
Ŵ

 

宮
と
し
て
の
自
然
と
言
え
る。
「
反
影」
に
も
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
混
沌
と
し

て
結
合
し
て
い
く
様
子
が
描
か
れ、

や
は
り
「
交
感」

で
の
万
物
照
応
の
影

弊
を
思
わ
せ
る。

こ
の
よ
う
に
心
の
奥
底
か
ら
祐
彿
し
て
く
る
も
の
を
表
象
と
し
て
さ
ら
に

具
体
化
し
た
の
が
「
幻
の
田
園
j

で
あ
っ
た。
「
小
窟」

に
現
れ
て
く
る

「
野
良
に
む
か
ひ
て
閲
け
る
門」
（
第
一
辿）

や
「
深
深
と
開
き
し
門。」

（
第
四
述）

と
い
っ
た
形
象
に
は
威
圧
感
が
あ
り、
「
門」
と
い
う
語
の
意

味
と
響
き
に
も
不
動
の
安
定
感
が
あ
る。
「
近」

に
は
「
序
詩
自
画
俊」
の

「
そ
は
冊
黒
に
鏡
を
架
け
て
／
お
の
れ
が
像
を
観
る
な
り。」
（
第
十
連）

と

歌
わ
れ
る
よ
う
な
観
照
の
深
さ
に
よ
っ
て
初
め
て
姿
を
現
す
「
は
る
か
な
る

き
し

ペ

岸
辺」
が
浮
か
ぴ
上
が
っ
て
き
て
い
る。
「
晩」
と
は
露
凪
の
凝
集
力
の
大

き
さ
を
表
す
言
業
で
も
あ
り、

あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
透
視
す
る
か
の
よ

う
に
迫
っ
て
く
る。
「
森
J

と
い
う
作
品
に
は
現
実
世
界
と
幻
想
世
界
と
を

ど

う

わ

2
ピ

つ
な
ぐ
場
で
あ
る
よ
う
な、

か
な
た
に
開
く
「
童
話
の
窓」
が
描
か
れ、

外
界
と
内
界
と
が
統一
し
て
い
く
様
子
が
窺
え
る。
こ
の
よ
う
に
「
序
歌
自

画
像」

に
至
る
ま
で
の
内
面
的
沈
潜
化
が、

徐
々
に
行
わ
れ、

流
動
的
抒
情

- 250-



露
風
が
自
党
し
て
立
体
的
表
現
を
求
め
た
作
品
と
し
て、

先
に
挙
げ
た

「
序
詩
自
画
像」
の
他
に
「
解
笞」
と
「
生
け
る
宮」
を
挙
げ
る
こ
と
が
で

き
る。

解
雷

硲
間
は、

胸
上
げ
て
か
く
は
云
ふ

（
洪
水
の
水

か
ピ
か
ど

角
角
し
き
雪

見
よ
硲
間
の
春
の
来
る
と
こ
ろ

そ
の
胸
廓
は
と
ど
ろ
け
り

そ
の
心
臓
は

射

肋
骨
を
圧
し
上
げ
つ
つ、

叫
ぴ
た
り

火
の
征
矢
の
カ

一
時
に
き
た
る）

五

的
な
も
の
か
ら
脱
皮
し
て
い
っ
た
と
言
え
る。
そ
し
て
空
間
に
立
体
的
に
浮

が
ぴ
上
が
る
流
れ
な
い
不
動
の
律
感
を
求
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る。

そ
れ
は

ち
ょ
う
ど
情
悶
象
徴
か
ら
観
念
象
徴
へ
と
移
り
変
わ
っ
て
い
っ
た
と
言
う
こ

と
が
で
き
る。

「
解
野」
は、

詩
人
と
自
然
と
の
会
話
の
よ
う
な
形
式
で
構
成
さ
れ
て
い

盆合1
ん
か
な、

我
は

5
か
L

よ

栄
あ
る
者
の
過
ぎ
る
時

酔
は
ん
か
な
我
は

く
る
し
み
の
感
謝
を
も
つ
て）

か
く
硲
間
は
さ
け
ぶ。

硲
間
が
箸
け
し
雛
菊
の

そ
の
上
に
し
も
瑠
璃
紺
の
空
か
か
る

い
か
に
う
る
は
し
き
消
澄
の

頭
巾
の
母
の
限
を
も
つ
て。

さ
れ
ど
鉛
間
は
ど
よ
め
け
り

腕
と、

頭
と、

心
臓
と

（
酔
へ
、

酔
へ、

酔
へ、

は
こ
ぺ、
は
こ
べ、
は
こ
ぺ）
。

す
ひ
か
つ
ら
と

ま
づ
神
前
に
拶
げ
な
せ）
。

，

 

母
の
ま
な
こ
は
か
く
言
へ
り

（
ひ
な
菊
と、

鈴
関
と
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る
。

露
風
は
こ
の
頃
プ
ラ
ウ
ニ
ン
グ
の
「
サ
ウ
ル
」

に
か
な
り
傾
倒
し
て
お

り、

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
と
並
ん
で、

彫
刻
的
な
詩
を
作
る
詩
人
に
数
え
て
い
る
。

「
詩
歌
の
道」

所
収
の
「
「
サ
ウ
ル
」

を
読
む
」

の
中
で、
「
サ
ウ
ル
」

を

・
「
古
典
的
体
大」

で
あ
る
と
し、

詳
し
く
特
を
分
析
し
そ
の
一

節
を
「
立
体

甘
い
●
人

の
厚
味
と
瓜
さ
と
を
持
っ
た
渡
惨
な
句」

と
し
て
い
る
。

こ
の
表
現
を
試
み

た
作
品
と
し
て
「
逗
間
の
幻
彩」

の
三
作
品
を
挙
げ
て
い
る
。

表
現
の
上
か

ら
も
こ
の
三
作
品
は
「
サ
ウ
ル
」

の
影
閣
を
受
け
て
い
る
が、

特
に
「
解

省」

で
は
言
薬
の
み
で
は
な
く
形
式、

内
容
に
影
符
が
見
ら
れ
る
。
「
解
ぢ」

の
会
話
体
は
「
サ
ウ
ル
」

の
ダ
ピ
デ
に
よ
る
劇
的
独
白
に
倣
っ
た
と
思
わ
れ

．
る
。
「
サ
ウ
ル
」

は
宗
教
詩
で
あ
っ
て
神
の
愛
は
永
遠
の
生
命
を
与
え
る
と

い
う
真
理
を
啓
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
解
省」

の
第
一
、

二
述
の
冬
が
過

ぎ、

春
へ
と
移
り
変
わ
る
様
子
は
「
サ
ウ
ル
」

の
次
の
部
分
の
形
柳
を
受
け

て
い
る
。

春
の
女
神
の
矢
の
や
う
に
疾
き

l

と

召
喚
の
声
そ
の
目
的
に
当
り
て

．，

彼
女
に
あ
ら
が
ふ
最
後
の
も
の
な
る
―
つ
の
山

（
谷
は
自
由
と
花
と
の
間
に
笑
め
ど
も、

山
の
み
は）

宏
大
な
る
石
を
胸
と
し
て

そ
の
上
に
胸
あ
て
に
も
と
積
み
な
せ
る

と＂

一

年
の
白
笞
を
よ
ろ
ひ
居
た
る
に

柱
六

そ
の
鎧
を
ぬ
ぎ
菜
つ
る
時
を
見
し
こ
と
あ
り
や

こ
の
部
分
は
露
風
が
「
サ
ウ
ル
」

の
中
で、
「
最
も
英
な
る
（
最
も
真
な

る
と
言
っ
て
も｛
且
い
）
」

表
現
と
述
ぺ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。

ち
ょ
う
ど
サ

ウ
ル
が
党
醒
す
る
場
面
で
あ
る
が、

露
風
は
そ
れ
を
冬
か
ら
春
へ
と
季
節
が

生
ま
れ
変
わ
る
特
に
し
て
い
る
。

し
か
し
「
解
雷」

に
も
自
然
を
写
生
し
た

だ
け
で
は
な
い
人
間
と
の
共
通
点
が
見
ら
れ
る。

そ
れ
は
谷
冊
を
擬
人
化
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く、

生
命
と
い
う
―
つ
の
真
理
に
つ
な
が
る
普

遥
的
な
も
の
だ
と
お
も
わ
れ
る
。
「
解
笞」

に
も
ど
っ
し
り
と
し
た
安
定
感

が
あ
る
が、

そ
れ
以
上
に
巨
大
な
も
の
が
動
き
出
す
壮
大
な
リ
ズ
ム
が
感
じ

ら
れ
る
。

形
式
の
上
か
ら
も
胚
と
語
の
つ
な
が
り
に
よ
る
沿
ら
か
さ
は
な
く、

む
し
ろ
一

gg
-

gg
を
確
実
に
ふ
ま
え
さ
せ
て
い
く
。

そ
れ
は、
「
：・・
り」

で

終
わ
る
行
の
末
尾
や、
一

行
の
長
さ、

句
読
点
等
の
工
夫
の
た
め
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。

内
容
的
に
は、

前
述
し
た
よ
う
に
「
サ
ウ
ル
」

の
影
閤
を
か
な

り
受
け
て
お
り・

甜
凪
の
独
創
と
は
言
い
難
い
。

し
か
し
そ
の
こ
と
が
逆
に

露
凪
が
ど
れ
程
立
体
的
な
詩
を
求
め
て
い
た
か
を
裏
．つ
け
る
こ
と
に
な
る。

統
い
て
「
生
け
る
宮
」

を
見
て
い
き
た
い
と
思
う。

鋒
嵩
き
岩
角
と
岩
角
と
の
間
よ
り

孤
状
な
す、

そ
が
胸
を
横
へ
ぬ、

い
と
も
厳
し
く
煎
く、

ふ
く
ら
か
に

生
け
る
宮

今
し
も
天
は
滴
ち
沿
ち
て
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あ
あ
天、

こ
の
日
に
折
た
た
む
屎

須
央、

こ
こ
に
憩
は
ん
と

望
み
見
て
翔
り
き
た
れ
る
如
く
な
り。

折
昼
む
片
側
は
光
に
あ
ふ
れ
輝
き

u
・

又
他
の
一

方
面
は
杏
か
の
陰
に
向
け
て

へ
し
曲
り
突
き
入
り
ぬ
。

い
U
か
ど

蜂
に
黒
め
る
岩
角
は

0暴

し
た

天
の
真
下
に
駄
駄
罷
ふ
む

（
あ
あ
雄
々
し
き
プ
ロ
メ
シ
ュ
ー
ス）

紺
め
ら
れ
て
括
ら
れ
て

し
か
と
突
き
張
る、

そ
の
胸
を
。

蜂
に
馬
め
る
岩
角
を

天
は
優
し
く
眺
め
け
り

じ
ん
つ
う

神
通
の
光
を
以
て
温
め
て

か
←

力
と、

天
の
香
り
と
を
以
て
守
ら
せ
て
。

か
く
て
見
よ、

山
山
は

生
け
る
殿
堂
と
寄
く
な
り

善
き、

大
い
な
る
硲
隈
は

陣
痛
の
唸
き
を
以
て

あ
あ
急
げ、

創
れ、

プ
ロ
メ
シ
ュ
ー
ス

9
》

思
き
悲
は
迅
ら
ん

夕
日
の
光、

早
も
今

ぅ
ら
こ

っ
ば
さ

鱗
な
す
天
の

猥
に
流
れ
た
り

ヽ》

凪
は
蜂
を
ぱ
吹
き
布
け
り。

こ
の
作
品
に
も
「
サ
ウ
ル
」

の
影
碑
が
色
浚
く
見
ら
れ
る。

特
に
第
一

述

は
、

霧
風
が
「
サ
ウ
ル
」

の
中
で
「
立
体
的
厄
味
と
重
さ
と
を
持
っ
た
凄
惨

な
句」

と
評
し
た
部
分
を
受
け
て
い
る
。

日
は
ゆ
る
や
か
に
丘
に
春
き

丘
々
は
欣
か
に
寂
然
と
し
て
決
意
し

互
に
力
を
合
せ
て
更
に
強
く
な
る
た
め

麓
に
詑
を
か
さ
ね
か
ら
む、

し
か
こ
そ
サ
ウ
ル
は
腕
を
紐
み
てfE七

鼓
動
止
み
た
る
胸
の
上
に
霞
き
ぬ

一

読
し
た
だ
け
で
も
わ
か
る
よ
う
に
か
な
り
類
似
し
た
も
の
で
あ
る
。

第

三
連
に
出
て
く
る
プ
ロ
メ
シ
ュ
ー
ス
と
は
「
先
見
J

を
意
味
す
る
神
で
あ
り、

ゼ
ウ
ス
に
よ
っ
て
岩
山
に
紺
ら
れ、

鷲
に
そ
の
肝
臓
を
文
ぺ
ら
れ
る
が、

肝

●
よ

1

11
ら

型
き
其
洞
を
造
る
な
り。
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臓
は
夜
毎
に
元
通
り
に
な
り、
永
い
間
の
苦
し
み
の
末、
つ
い
に
解
放
さ
れ

•

た
と
い
う
神
で
あ
る。
こ
の
神
の
物
託
が
第
三
連
で
生
か
さ
れ
て
い
る。

「
生
け
る
宮」
は
「
解
雪」
以
上
に
堅
さ
の
感
じ
ら
れ
る
作
品
で、
滑
ら
か

な
リ
ズ
ム
は
あ
ま
り
感
じ
ら
れ
な
い。
特
に
第
五
連
の
「
生
け
る
殿
堂」
は

EA

せ

い

「
交
惑」
で
の
「
自
然
は
神
の
宮
に
し
て、
生
あ
る
柱」
に
通
じ
る
も
の
が

あ
り、
荘
朕
さ
が
あ
る。
ギ
リ
シ
ャ
の
古
代
建
築
を
も
思
わ
せ
る
こ
の
「
生

け
る
殿
堂」
は
自
然
の
作
り
出
す
神
の
宮
で
も
あ
り、
主
題
そ
の
も
の
と
言

え
る。
「
殿
堂」
と
い
う
語
は
す
で
に
「
修
道
士
達
に」
の
中
で
「
苦
良
な

る

精神
の
殿
堂
J

と
歌
わ
れ
て
お
り、
自
然
の
原
理
を
理
解
す
る
精
神
で
も

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る。
「
陣
痛」
と
い
う
語
は
「
サ
ウ
ル」
の
中
で
使
用
さ

れ
て
い
る
語
で
あ
る
が、
人
間
が
誕
生
す
る
の
に
伴
う
苦
し
み
と
自
然
と
の

統一
が
見
ら
れ、
崇
裔
な
英
を
惑
じ
さ
せ
る。

こ
の
よ
う
に
露
風
が
自
ら
立
体
的
表
現
を
試
み
た
と
す
る
三
作
品
に
つ
い

て
見
て
き
た
が、
こ
れ
ら
の
詩
を
通
し
て
共
通
し
て
い
る
こ
と
は、
初
期
の

作
品
に
見
ら
れ
た
内
面
の
リ
ズ
ム
が
あ
ふ
れ
で
る
流
動
性
が
な
く
な
り、
内

面
的
に
沈
潜
し
た
様
子
が
窺
え
る
こ
と、
表
現
が
淡
字
の
も
つ
堅
さ
を
表
す

た
め
に
音
読
さ
れ、
実
際
に
読
ん
で
み
た
時
に
語
と
語
の
つ
な
が
り
に
よ
る

‘

滑
ら
か
さ
を
あ
ま
り
感
じ
さ
せ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と、
そ
し
て
何
よ
り
も

作
品
を
鑑
貨
し
て
い
く
上
で
「
生
け
る
宮」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
表
象
と

し
て
あ
る
物
の
浮
か
ぴ
上
が
っ
て
く
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る。

こ
の
よ
う
に
露
風
は、
音
楽
的
な
韻
律
か
ら、
絵
画
的、
彫
刻
的
な
リ
ズ
ム

を
求
め
て
い
っ
た
と
言
え
る。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
抒
情
的
な
も
の
か
ら
内
省

注一
「
世
界
文
学
大
系
43
マ
ラ
ル
メ・
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ・
ラ
ン
ポ
ー」
（
筑
限
由
房）

参
照

注
二
「
日
本
詩
歌
の
象
徴
精
神
現
代
暦」
（
宝
文
館）
参
照

注
三
「
私
が

「花j
と
召
う
時、
私
の
戸
は、
は
っ
き
り
し
た
袷
郭
を
何
も
あ
と
に

の
こ
さ
ず、
す
ぐ
に
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
う。
が、
同
時
に
わ
れ
わ
れ
の
知っ
て
い

る
花
と
は
ち
が
っ
た、
現
実
の
ど
ん
な
花
束
に
も
な
い、
に
お
や
か
な、
花
の
観

念
そ
の
も
の
が
酋
菜
の
も
つ
音
楽
の
拗
き
に
立
ち
の
ぼ
る
の
で
あ
る。」
（「
世
界

文
学
大
系
43
マ
ラ
ル
メ・
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ・
ラ
ン
ボ
ー」）
と
あ
る。

注
四

注
二
に
同
じ

注
五
「
世
界
文
学
大
系
33
ポ
ー
ド
レ
ー
ル
・
ポ
ー

j

参
照

注
六

斉
藤
iTJ
訳、
最
近
の
も
の
と
し
て
は
大
底
干
玲
訳
の
も
の
を
見
る
こ
と
が
で
き

る。

注
七

同
右

注
八

注
五
同
じ

注

（
兵
郎
県
立
姫
路
別
所
窃
校）

的
な
も
の
へ
の
移
り
か
わ
り
で
あ
り、
惰
網
象
徴
か
ら
観
念
象
徴
へ
の
移
り

か
わ
り
で
あ
っ
た。
た
だ
露
風
本
来
の
持
ち
味
か
ら
す
る
と、
や
は
り
前
期

の
作
品
の
方
が
本
領
で
あ
り
彫
塑
的
な
詩
は
露
風
が
自
分
に
な
い
も
の
を
求

め
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る。
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