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瀧
口
修
造
研
究
・
批
評
の
分
析

｜
瀧
口
は
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
来
た
か
（
２
）
｜

秋

元

裕

子

詩
人
・
美
術
批
評
家
瀧
口
修
造（
一
九
〇
三
〜
一
九
七
九
）に
対
す
る
評
価
は
、
昭
和
初
期
か
ら
始
ま
っ
た
が
、
戦
後
、
フ
ラ
ン
ス
の
シ
ュ
ー

ル
レ
ア
リ
ス
ト
た
ち
に
対
す
る
日
本
の
文
壇
・
論
壇
か
ら
の
評
価
の
高
ま
り
を
受
け
、
瀧
口
の
戦
時
中
の
諸
芸
術
活
動
に
対
し
て
光
が
当
て

ら
れ
、
主
と
し
て
近
代
芸
術
・
近
代
精
神
の
擁
護
者
と
し
て
の
側
面
か
ら
賞
賛
さ
れ
た
。
六
〇
年
代
後
半
に
な
っ
て
、
瀧
口
の
昭
和
初
期
に

お
け
る
代
表
的
な
詩
と
評
論
が
ま
と
め
ら
れ
て
、『
瀧
口
修
造
の
詩
的
実
験
１
９
２
７
〜
１
９
３
７
』（
思
潮
社
、
一
九
六
七
年
）
と
し
て
出

版
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
瀧
口
の
作
品
が
世
に
広
く
読
ま
れ
始
め
、
様
々
な
分
野
か
ら
、
瀧
口
本
人
や
そ
の
作
品
に
対
し
て
論
じ
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
瀧
口
を
巡
る
論
点
は
多
様
化
し
て
い

１
）

っ
た
。

本
稿
で
は
、
瀧
口
の
没
後
（
一
九
七
九
年
）
か
ら
二
〇
一
〇
年
代
ま
で
に
現
わ
れ
た
瀧
口
論
の
検
証
を
行
い
、
瀧
口
研
究
・
批
評
の
系
譜

の
分
析
を
示
し
た
い
。

３

一
九
七
九
年
〜
一
九
八
九
年

一
九
七
九
年
七
月
一
日
に
、
瀧
口
は
満
七
五
歳
で
歿
し
た
。
こ
の
年
に
は
、
彼
の
身
内
や
親
交
の
あ
っ
た
様
々
な
人
た
ち
が
思
い
出
を
回

（

）
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想
し
て
い
る
。

瀧
口
の
妻
綾
子
は
「
終
焉

２
）

の
記
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
に
お
い
て
、
夫
の
臨
終
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
綴
っ
た
。「
一
瞬
大
き
く
見
開
い
た
目

が
じ
っ
と
私
を
み
つ
め
る
そ
の
ま
な
ざ
し
は
つ
よ
く
、
臨
終
の
表
情
と
は
思
え
ず
澄
ん
で

３
）

い
た
」
と
、
対
象
を
凝
視
す
る
こ
と
に
お
い
て
ま

だ
飽
き
足
ら
な
い
か
の
よ
う
な
表
情
を
、
瀧
口
は
そ
の
最
期
に
見
せ
た
の
だ
っ
た
。

瀧
口
と
大
学
時
代
か
ら
親
交
が
あ
っ
た
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
研
究
者
佐
藤
朔
（
一
九
〇
五
〜
一
九
九
八
）
は
、
そ
の
エ
ッ
セ
イ
「
始
祖
鳥
タ

キ

４
）

グ
チ
」
に
お
い
て
、
昭
和
初
期
か
ら
瀧
口
を
間
近
で
見
て
い
た
文
学
仲
間
の
一
人
と
し
て
、
学
生
時
代
に
西
脇
順
三
郎
教
授
を
取
り
巻
い

て
い
た
こ
ろ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
、
戦
災
に
遭
っ
た
瀧
口
を
見
舞
っ
た
際
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
語
っ
た
。
佐
藤
は
瀧
口
の
芸
術
に
つ
い
て
、「
い
ろ

い
ろ
な
詩
想
が
文
字
や
図
形
や
造
型
を
と
お
し
て
ば
ら
ま
か
れ
」る
傾
向
が
あ
っ
た
と
み
な
し
て
お
り
、「
こ
の
傾
向
は
ど
う
も
生
涯
を
通
じ

て
変
わ
ら
な
か
っ
た
」
と
、
瀧
口
の
芸
術
的
な
特
性
に
つ
い
て
述
べ
て

５
）

い
る
。

画
家
浜
田
浜
雄
（
一
九
一
五
〜
一
九
九
四
）
は
「
あ
の

６
）

こ
ろ
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
に
お
い
て
、
彼
が
画
学
生
だ
っ
た
一
九
四
〇
年
代
を
回

想
し
て
、
瀧
口
と
の
交
流
に
お
け
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
綴
っ
た
。

そ
し
て
、
戦
後
、
編
集
者
と
し
て
も
活
躍
し
た
美
術
評
論
家
田
辺
徹
（
一
九
二
五
〜
）
は
、「
ア
ー
ニ
ー
・
パ
イ
ル
か
ら
『
ミ
ロ
の
星
と
と

も
に
』

７
）

ま
で
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
に
お
い
て
、
批
評
家
と
し
て
の
瀧
口
の
言
葉
の
特
徴
に
つ
い
て
回
想
し
、「
ど
ん
な
時
で
も
言
葉
を
き
び
し

く
選
び
、
心
の
な
か
で
み
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
に
か
た
ち
を
与
え
る
努
力
を
惜
し
ま
な
か

８
）

っ
た
」
と
述
べ
、
そ
の
こ
と
に
関
係
し
て
、「（
瀧
口

が
｜
引
用
者
に
よ
る
）
も
っ
と
も
愛
し
た
と
思
わ
れ
る
ウ
イ
リ
ヤ
ム
・
ブ
レ
ー
ク
の
よ
う
な
幻
視
者
（
ヴ
イ
ジ
ョ
ナ
リ
ー
）
の
資
質
の
歴
史

家
、
批
評
家
で
あ

９
）

っ
た
」
と
瀧
口
を
捉
え
て
い
る
。
ま
た
、
な
ぜ
瀧
口
が
六
〇
年
代
に
「
批
評
や
解
説
の
筆
」
を
折
り
、
線
描
や
デ
カ
ル
コ

マ
ニ
ー
な
ど
の
創
作
に
没
頭
し
た
か
、
そ
の
理
由
を
「
自
身
の
幻
視
者
（
ヴ
イ
ジ
ョ
ナ
リ
ー
）
と
し
て
の
資
質
を
か
け
て
、
自
身
の
内
部
に

沈
潜
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
」
行
為
だ
っ
た
と
認
め
た
の
で
あ
る
。
瀧
口
の
資
質
に
つ
い
て
語
っ
た
こ
れ
ら
の
田
辺
の
証
言
は
、
非
常
に
貴
重

な
も
の
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
と
い
う
の
は
、
田
辺
は
瀧
口
の
編
集
者
と
し
て
、
ま
さ
に
瀧
口
の
創
作
行
為
を
傍
ら
で
直
に
目
に
し
て
、
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そ
の
芸
術
的
な
資
質
に
肉
薄
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
ら
、
身
近
な
人
々
に
よ
る
瀧
口
の
貴
重
な
回
想
が
語
ら
れ
る
一
方
で
、
八
〇
年
代
に
は
、
実
証
的
な
文
献
調
査
に
基
づ
い
て
瀧
口
の

詩
を
検
証
し
た
研
究
も
現
わ
れ
た
。
比
較
文
学
研
究
者
千
葉

10
）

宣
一
（
一
九
三
〇
〜
）
は
、
瀧
口
に
よ
る
「
七
つ
の
詩
」（
一
九
三
六
年
）
と
い

う
総
題
が
つ
け
ら
れ
た
七
編
の
詩
の
中
か
ら
、「
サ
ル
ウ
ア
ド
ル
・
ダ
リ
」
と
題
さ
れ
た
詩
を
取
り
上
げ
て
、「
創
作
詩
学
の
立
場
か
ら
の
、

作
品
分
析
を
め
ぐ
る
外
向
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の

11
）

素
描
」
を
試
み
た
。
瀧
口
は
「
七
つ
の
詩
」
に
お
い
て
「
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
絵
画
の
世
界

を
オ
ブ
ジ
ェ
に
（
対
象
と
し
て
の
意
味
｜
引
用
者
に
よ
る
）
詩
的
追
創
造
を
試
み
て

12
）

い
る
」
と
千
葉
は
認
め
、
な
か
で
も
「
サ
ル
ウ
ア
ド
ル
・

ダ
リ
」
と
い
う
詩
に
は
「
方
法
的
モ
デ
ル
」
と
し
て
、
ダ
リ
の
い
わ
ゆ
る
「
偏
執
狂
的
批
判
的
方
法
」
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、「
ダ
リ
的
世
界

の
絶
対
の

13
）

探
求
」
を
志
向
し
て
い
る
と
指
摘
し
た
の
だ
っ
た
。

ま
た
、
瀧
口
没
後
十
年
に
当
た
る
一
九
八
九
年
頃
か
ら
は
、
テ
ク
ス
ト
論
、
テ
ク
ス
ト
生
成
論
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
瀧
口

論
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

日
本
文
学
研
究
者
林
浩
平
（
一
九
五
四
〜
）
は
、
評
論
「
死
の
ひ
と
・
瀧
口

14
）

修
造
」
に
お
い
て
、「
瀧
口
氏
の
テ
ク
ス
ト
内
部
組
織
自
体
が

死
の
意
識
に
よ
っ
て
染
め
あ
げ
ら
れ
た
性
格
を

15
）

持
つ
」
と
規
定
し
た
上
で
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
言
え
る
の
か
、
理
由
を
論
じ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
林
は
、
モ
ー
リ
ス
・
ブ
ラ
ン
シ
ョ
を
、「
文
学
の
空
間
と
死
の
空
間
と
の
類
縁
性
に
つ
い
て
倦
む
こ
と
な
く
語
り
続
け
て

16
）

き
た
」
思
想
家

で
あ
る
と
捉
え
て
、
そ
の
よ
う
な
ブ
ラ
ン
シ
ョ
と
瀧
口
と
の
「
思
想
的
な

17
）

通
底
」
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
瀧
口
の
作
品
を
論
じ
、
瀧
口
の
詩
に

お
い
て
「
物
質
」
と
「
行
為
」
の
双
方
に
対
す
る
同
時
的
な
志
向
を
探

18
）

っ
た
。
そ
の
上
で
そ
の
同
時
的
な
志
向
を
「
言
語
を
抹
殺
す
る
こ
と
」

で
あ
る
と
み
な
し
た
の
だ
が
、
こ
の
「
言
語
を
抹
殺
す
る
こ
と
」
と
い
う
点
に
お
い
て
、
林
は
瀧
口
の
作
品
の
な
か
に
「
死
の
意
識
」
を
読

み
取
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

フ
ラ
ン
ス
文
学
研
究
者
大
平
具
彦
（
一
九
四
五
〜
）
は
「
瀧
口
修
造
論

19
）

ノ
ー
ト
」
と
い
う
評
論
に
お
い
て
、『
瀧
口
修
造
の
詩
的
実
験
』
を

読
む
と
き
、
読
者
は
「『
何
』
に
立
ち
会
っ
て
い
る
の
で
あ

20
）

る
か
」
と
い
う
問
題
意
識
に
基
づ
き
、「

21
）

生
成
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
て
瀧
口
の
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詩
を
論
じ
た
。
意
識
と
イ
メ
ー
ジ
が
「
一
体
的
」
に
生
成
す
る
の
で
な
く
、
言
葉
が
「
一
体
的
生
成
（
イ
メ
ー
ジ
作
用
）
に
先
立
つ
何
物
か

と
し
て
突
出
」
す
る
こ
と
を
、「
言
語
の
『
物
質
態
』」
で
あ
る
と
大
平
は
み
な
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
「
主
格
的
統
辞
性
と
し
て
現
象
す
る

『
表
象
』
機
制
」
に
対
し
て
、
瀧
口
は
「『
物
質
』（
イ
メ
ー
ジ
に
先
立
っ
て
突
出
す
る
言
葉
と
し
て
の
｜
引
用
者
に
よ
る
）
を
対
立
命
題
と
し

た
」
と
捉

22
）

え
て
、
瀧
口
の
詩
に
つ
い
て
「
詩
に
と
っ
て
最
も
根
底
的
か
つ
現
在
的
な
『
表
象
を
超
出
す
る
詩
言
語
』
を
産
み
出
す
に
い
た

23
）

っ
た
」

と
評
価
し
た
。

そ
し
て
日
本
文
学
研
究
者
澤
正
宏
（
一
九
四
六
〜
）
は
「
瀧
口
修
造
論
｜

テ
ク
ス
ト
を
生
成
す
る
言
葉
の

24
）

試
み
」
と
い
う
評
論
に
お
い

て
、
瀧
口
の
詩
を
、「
い
か
な
る
対
象
も
な
ぞ
ら
な
い
、
言
葉
自
体
に
よ
っ
て
純
粋
に
生
成
し
て
い
く
よ
う
な
表
現
対
象
の
創
造
を
試
み
た
」

も
の
だ
と
み
な
す
立
場
か
ら
、「
創
造
の
内
実
、
す
な
わ
ち
、
瀧
口
修
造
の
、
テ
ク
ス
ト
を
生
成
す
る
言
葉
が
試
み
た
こ
と
と
は
何
で
あ
っ
た

の
か
」
と
い
う
問
い
を
立
て
、
澤
が
言
う
と
こ
ろ
の
、
瀧
口
の
「
初
期
テ
ク
ス
ト
」
の
読
み
を
試

25
）

み
た
。

千
葉
、
林
、
大
平
、
澤
は
、
作
品
の
分
析
を
中
心
に
し
て
、
瀧
口
の
芸
術
的
特
質
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
の
だ
が
、
一
方
で
八
〇
年
代

に
は
、
日
本
の
一
九
三
〇
年
代
を
思
想
史
の
上
で
重
要
な
期
間
で
あ
っ
た
と
捉
え
る
観
点
か
ら
、
そ
の
年
代
の
瀧
口
の
思
想
的
な
変
化
を
探

ろ
う
と
し
た
評
論
や
研
究
も
見
ら
れ
る
。

近
代
思
想
史
研
究
者
小
沢
節
子
（
一
九
五
六
〜
）
は
「
思
想
形
成
期
の
瀧
口
修
造

シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
受
容
と

26
）

展
開
」
と
い
う
論
文

に
お
い
て
、「
没
後
十
年
、
瀧
口
修
造
の
存
在
は
、
日
本
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
再
検
討
す
る
上
で
も
無
視
で
き
な
い
指
標
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
私

も
ま
た
、
瀧
口
の
姿
を
一
九
三
〇
年
代
の
思
想
史
の
な
か
で
と
ら
え
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
五
年
戦
争
期
の
文
化
的
・
芸
術
的
営
み
に
つ

い
て
の
様
々
な
問
題
の
所
在
が
鮮
明
に
浮
か
び
上
が
っ
て
来
る
、
と
い
う
思
い
を
禁
じ
え
な
い
。
小
論
で
は
、
こ
の
よ
う
な
課
題
に
近
づ
い

て
い
く
た
め
に
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
と
の
出
会
い
を
経
て
美
術
批
評
家
と
し
て
出
発
す
る
ま
で
の
、
彼
の
思
想
的
な
足
取
り
を
追
い
か
け

て
い
き

27
）

た
い
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
ま
さ
に
瀧
口
の
三
〇
年
代
に
お
け
る
芸
術
活
動
・
批
評
活
動
を
焦
点
に
し
て
、
瀧
口
を
思
想
史
の

な
か
に
位
置
づ
け
た
。
瀧
口
の
三
〇
年
代
に
お
け
る
芸
術
・
批
評
活
動
を
実
証
的
に
検
証
し
て
、
そ
れ
ら
を
思
想
史
に
置
い
て
考
察
す
る
伝

― ―147

（

）

三
二

北海学園大学人文論集 第59号(2015年８月)



記
的
研
究
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
研
究
は
、
実
証
に
基
づ
く
本
格
的
な
瀧
口
の
研
究
と
し
て
、
初
め
て
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
思

想
の
側
か
ら
昭
和
初
期
に
お
け
る
瀧
口
の
芸
術
を
捉
え
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
花
田
、
針
生
、
鶴
岡
ら
が
五
、
六
〇
年
代

に
形
成
し
た
瀧
口
論
の
潮
流
に
属
す
る
も
の
だ
と
み
な
さ
れ

28
）

よ
う
。

思
想
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
で
は
な
い
が
、
美
術
研
究
者
島
敦
彦
（
一
九
五
六
〜
）
は
、「
瀧
口
修
造
と
一
九
三
〇

29
）

年
代
」
と
い
う
評
論
で
、

瀧
口
の
芸
術
に
と
っ
て
の
三
〇
年
代
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
島
は
三
〇
年
代
に
お
け
る
瀧
口
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
す
る
と
き
に
、
必

ず
「『
写
真
』
の
問
題
が
避
け
て
通
れ
な
い
問
題
と
し
て
必
ず
わ
れ
わ
れ
の
前
に
立
ち
現
わ
れ
て

30
）

く
る
」
の
だ
と
み
な
し
、
そ
の
上
で
、
三
〇

年
代
に
瀧
口
と
親
交
が
深
か
っ
た
、
阿
部

31
）

芳
文
（
一
九
一
三
〜
一
九
七
一
）
と
瑛
九
（
一
九
一
一
〜
一
九
六
〇
）
と
い
う
二
人
の
芸
術
家
の

写
真
へ
の
接
近
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
瀧
口
の
参
加
し
て
い
た
「
前
衛
写
真
協
会
」
を
取
り
上
げ
て
、
そ
れ
を
「
写
真
を
め
ぐ
る
ジ
ャ
ン

ル
を
超
え
た
交
流
の
一
頂
点
」で
あ
っ
た
と
評
価

32
）

し
た
。
ま
た
、
島
は
、
三
〇
年
代
に
書
か
れ
た
瀧
口
の
写
真
論
に
つ
い
て
、「（
瀧
口
は
｜
引

用
者
に
よ
る
）
詩
（
言
語
）・
絵
画
・
映
画
・
デ
ザ
イ
ン
・
建
築
な
ど
の
他
の
領
域
と
の
関
連
に
お
い
て
写
真
を
位
置
づ
け
比
較
、
検
討
を
加

え
て
い
る
」
が
、
そ
こ
に
は
こ
う
い
っ
た
ジ
ャ
ン
ル
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
時
代
を
超
え
た
「
普
遍
的
な
テ
ー
マ
」
が
提
示
さ
れ
て
い
る

と
主
張

33
）

し
た
。

４

全
集
刊
行
｜

一
九
九
〇
年
〜
一
九
九
九
年

瀧
口
の
著
作

34
）

全
集
の
刊
行
が
開
始
さ
れ
た
一
九
九
一
年
に
は
、
彼
の
昭
和
初
期
に
お
け
る
詩
作
を
、
必
ず
し
も
近
代
文
学
史
の
な
か
に
置

い
て
評
価
し
き
れ
な
い
も
の
だ
と
み
な
す
見
方
が
現
わ
れ
て
い
る
。

詩
人
鶴
山
裕
司（
一
九
六
一
〜
）は
、
そ
の
評
論「
一
瞬
の
黎
明
｜

瀧
口
修
造
試
論

ブ
ル
ト
ン
か
ら
戦
後
詩
、
散
文
詩
か
ら
行
わ

35
）

け
詩
」

に
お
い
て
、「
日
本
に
お
い
て
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
、
特
に
ブ
ル
ト
ン
の
受
容
が
正
当
な
手
続
き
で
可
能
と
な
っ
て
来
る
一
九
五
〇
年
代
以
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降
に
、
私
達
の
詩
史
、
あ
る
い
は
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
を
含
む
一
連
の
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
芸
術
の
潮
流
の
中
で
、（
瀧
口
が
｜
引
用
者
に
よ

る
）
消
去
法
的
に
唯
一
の
切
り
札
と
し
て
い
わ
ば
再
発
見
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
、
あ
る
意
味
で
は
必

36
）

然
で
」
あ
っ
た
と
み
な
し
、
五
〇
年

代
以
降
に
お
け
る
瀧
口
へ
の
高
い
評
価
の
理
由
を
認
め
る
一
方
、「
瀧
口
修
造
に
お
い
て
、日
本
の
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
芸
術
、あ
る
い
は
シ
ュ

ル
レ
ア
リ
ス
ム
と
呼
ば
れ
る
、
イ
ズ
ム
と
し
て
の
文
学
潮
流
を
語
ろ
う
と
す
る
試
み
は
、
私
達
に
は
遂
に
無
為
に
終
わ
る
で
あ
ろ
う
」
と
捉

え
て
、
瀧
口
の
詩
を
「
イ
ズ
ム
と
し
て
の
文
学
潮
流
」
か
ら
峻
別
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
鶴
山
は
、
瀧
口
の
「
辿
っ
た
軌
跡
は
、
イ
ズ
ム
と

呼
ば
れ
る
、
本
来
的
に
は
相
対
的
で
あ
る
に
せ
よ
、
一
つ
の
様
式
、
ま
た
は
通
底
す
る
思
想
性
の
表
出
の
持
続
に
賭
け
ら
れ
た
試
み
と
は
、

本
来
的
に
徹
底
し
て
無
縁
」
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
日
本
の
近
現
代
詩
史
に
お
け
る
「
問
題
系
」
と
、
瀧
口
の
「
問

題
系
」
と
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
鶴
山
は
指
摘
し
て
、
瀧
口
の
詩
の
独
自
性
を
強
調

37
）

し
た
。

五
〇
年
代
半
ば
か
ら
の
瀧
口
論
に
見
出
せ
る
あ
る
傾
向
、
い
わ
ば
瀧
口
に
お
い
て
近
代
精
神
の
体
現
を
読
み
取
っ
た
上
で
そ
れ
を
賞
賛
す

る
一
方
で
、
瀧
口
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
浮
き
彫
り
と
な
っ
た
、
前
世
代
の
詩
人
・
文
学
者
の
近
代
精
神
の
未
熟
さ
を
批
判
す
る
と
い

う
傾
向
が
、
鶴
山
に
よ
っ
て
無
効
に
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
比
較
す
る
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
比
較
す
る
も
の
と
さ
れ
る

も
の
と
が
、
区
々
た
る
考
え
方
の
違
い
を
超
え
た
、
大
局
的
な
価
値
観
を
共
有
す
る
な
ど
し
て
、
比
較
の
土
台
が
整
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
だ
ろ
う
が
、
鶴
山
の
見
方
で
は
「
問
題
系
」
を
初
め
か
ら
共
有
し
て
い
な
か
っ
た
瀧
口
と
他
の
詩
人
・
文
学
者
と
の
比
較
自
体
が

成
り
立
た
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

一
方
、
一
九
九
一
年
に
は
、
瀧
口
の
芸
術
に
お
け
る
影
像
、
物
質
、
物
体
に
つ
い
て
、
深
く
考
察
さ
れ
た
論
が
現
わ
れ
た
。
な
か
で
も
、

影
像
の
点
を
重
視
し
て
書
か
れ
た
評
論
と
し
て
、
詩
人
瀬
尾
育
生
（
一
九
四
八
〜
）
の
評
論
「
影
像
の
イ
ノ
セ
ン
ス

瀧
口
修
造
の

38
）

詩
法
」

が
挙
げ
ら
れ
る
。

瀬
尾
は
瀧
口
の
詩
に
お
い
て
「
自
国
語
で
他
国
語
を
書
く
こ
と
」
と
い
う
、「
常
数
の
よ
う
に
潜
在
し
な
が
ら
動
い
て
い
る
衝
動
」
を
見
出

し

39
）

た
が
、
こ
の
「
他
国
語
」
と
は
、「
言
語
が
そ
の
統
覚
機
能
を
捨

40
）

て
て
」
し
ま
う
こ
と
だ
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
文
と
し
て
の
構
造
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を
失
う
こ
と
に
よ
っ
て
、「（
言
語
が
｜
引
用
者
に
よ
る
）
退
化
し
て

41
）

い
く
」
状
態
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
態
を
瀬
尾
は
「
失
語
」
だ
と
み

な
し
て
、「
瀧
口
は
そ
の
生
涯
の
中
で
何
度
も
失
語
、
つ
ま
り
統
覚
す
る
言
語
の
喪
失
を
繰
り
返
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ

42
）

れ
る
」
と
主
張
し
、

そ
の
「
失
語
」
に
至
る
過
程
に
つ
い
て
言
語
の
機
能
と
影
像
を
焦
点
に
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
考
察
し
た
。

す
な
わ
ち
、「『
瀧
口
修
造
の
詩
的
実
験
』
に
収
め
ら
れ
た
初
期
の
詩
篇
（
一
九
二
七
年
か
ら
三
一
年
頃
に
か
け
て
瀧
口
が
作
っ
た
詩
｜
引

用
者
に

43
）

よ
る
）」
は
「
人
称
構
造
を
と
て
も
端
正
に
保
存
し
て
」
お
り
、
そ
こ
で
は
言
語
の
統
覚
機
能
が
保
た
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
の
反
面
、

こ
れ
ら
の
詩
に
お
い
て
「
イ
メ
ー
ジ
の
攪
乱
性
」
が
強
く
見
ら
れ
る
と
も
瀬
尾
は
指
摘
し
て
い
る
。

し
か
し
、「『
詩
的
実
験
』
の
な
か
で
も
、
や
が
て
さ
ま
ざ
ま
な
画
家
た
ち
の
名
を
表
題
に
す
る
短
い
作
品
群
（
瀧
口
修
造
「
七
つ
の
詩
」、

一
九
三
六
年
作
｜
引
用
者
に
よ
る
）
に
な
る
と
人
称
代
名
詞
は
急
速
に
数
を
減
ら
し
て
」
し
ま
い
、
一
方
影
像
の
点
で
は
「
詩
が
造
形
作
品

と
同
じ
堅
固
で
簡
潔
な
存
在
を
も
つ
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
」
い
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
瀧
口
の
「
初
期
の
詩
編
」
か
ら
「
七
つ
の
詩
」
へ
と

至
る
過
程
に
お
い
て
、
言
語
の
統
覚
機
能
が
失
わ
れ
て
い
く
と
と
も
に
、
言
語
に
取
っ
て
代
わ
る
か
の
よ
う
に
、
影
像
が
「
詩
的
造
形
の
材

料
」
と
な
り
、
そ
れ
と
同
時
に
「
イ
メ
ー
ジ
の
攪
乱
性
」
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

な
ぜ
瀧
口
が
影
像
を
「
詩
的
造
形
の
材
料
」
と
し
た
の
か
、
そ
の
理
由
と
し
て
瀬
尾
は
瀧
口
の
「
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
も
の
へ
の
信
憑
の
と

び
抜
け
た
強
度
」
を
挙
げ
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
分
析

44
）

し
た
。「
瀧
口
の
詩
の
言
葉
」
の
特
徴
と
は
「
言
葉
は
イ
メ
ー
ジ
に
、
イ
メ
ー
ジ
は
生

命
へ
戻
っ
て
ゆ
く
」
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
変
化
に
お
い
て
、
瀬
尾
は
瀧
口
の
詩
の
な
か
に
「
言
語
が
言
語
で
な
く
な
る
生
成
、
言

語
が
そ
の
統
覚
の
機
能
を
捨
て
て
イ
メ
ー
ジ
へ
、
生
命
へ
、
つ
ま
り
よ
り
原
始
的
な
状
態
へ
帰
っ
て
ゆ
く
よ
う
な
、
マ
イ
ナ
ス
の
生
成
」
を

読
み
取
っ
た
の
で
あ
る
。

哲
学
者
で
あ
り
詩
人
で
あ
る
篠
原
資
明
（
一
九
五
〇
〜
）
も
、
影
像
の
点
か
ら
瀧
口
に
よ
る
日
本
美
術
論
の
特
徴
を
捉
え
よ
う
と
し
た
。

篠
原
は
「
瀧
口
修
造
の
日
本
美
術
論

詩
か
ら
写
真
、
絵

45
）

画
へ
」
と
い
う
評
論
で
、「
瀧
口
が
西
洋
美
術
か
ら
取
り
出
し
た
枠
組
み
」
を
「
抽

象
と
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
」
で
あ
る
と
認
識
し
、
そ
の
上
で
、「
自
分
の
専
門
」
に
つ
い
て
、「『
近
代
イ
マ
ー
ジ
ュ
（
映
像
マ
マ

）
の
遍
歴
』
と
い
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う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
言
っ
た
瀧
口
の

46
）

言
葉
を
受
け
て
、
瀧
口
の
芸
術
的
な
理
念
を
、「
創
造
と
い
う
近
代
的
な

47
）

理
念
」
で
あ
る

と
み
な
し
た
。「
い
け
ば
な
」・「
北
斎
」・「
光
琳
」・「
絵
巻
」・「
仏
像
」・「
土
器
」・「
土
偶
」な
ど
の
、
日
本
的
か
つ
言
わ
ば
非
近
代
的
な
対

象
に
つ
い
て
瀧
口
が
評
論
す
る
場
合
も
、「
創
造
性
の
重
視
」
と
い
う
「
近
代
的
な
理
念
」
に
基
づ
い
て
論
じ
て
い
る
の
だ
と
、
篠
原
は
捉
え

た
の
だ
っ
た
。

フ
ラ
ン
ス
文
学
研
究
者
で
あ
り
詩
人
の
守
中
高
明
（
一
九
六
〇
〜
）
は
、「
透
明
と
痕
跡

瀧
口
修
造
の

48
）

場
処
」
と
い
う
評
論
に
お
い
て
、

瀧
口
の
言
う
「
物
質
」
に
注
目
し
、
そ
の
機
能
を
重
視
し
て
、「
物
質
」
つ
ま
り
「
瀧
口
の
求
め
る
透
明
性
」
を
、「
主
観
性
の
夢
が
『
物
質
』

的
に
非
人
称
化
さ
れ
る
絶
対
的
に
異
質
な
環
境
」
で
あ
る
と
述
べ
、「
主
観
性
」
と
「
物
質
」
を
対
立
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
、
そ
の
こ
と

を
「
表
象
化
作
用
」
に
対
す
る
「
抵
抗
」
に
結
び
つ

49
）

け
た
。
言
い
換
え
れ
ば
「
物
質
」
と
は
「
主
観
」
と
い
う
心
の
働
き
と
は
無
関
係
で
あ

り
、
何
物
を
も
「
表
象
」
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
に
お
い
て
「
透
明
」
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
で
、
瀧
口
が
主
に
六
〇

年
代
以
降
に
描
い
た
「
独
特
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
を
、
文
字
で
も
絵
で
も
な
い
「
痕
跡
」
で
あ
る
と
み
な
し
て
、
そ
れ
を
あ
る
意
味
で
の
「
物

質
」＝

「
透
明
性
」
に
関
連
さ
せ
て
い
る
。「
透
明
性
に
憑
か
れ
た
書
き
手
」
で
あ
り
「
描
き
手
」
で
も
あ
っ
た
瀧
口
が
、
な
ぜ
「
イ
マ
ー
ジ
ュ

と
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
が
曖
昧
に
移
行
し
合
う
中
間
領
域
に
惹
き
つ
け
ら
れ
」
た
の
か
、
守
中
は
そ
の
理
由
を
「
両
者
（
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
エ

ク
リ
チ
ュ
ー
ル
｜
引
用
者
に
よ
る
）
が
未
分
化
な
、
あ
る
い
は
や
が
て
融
合
し
よ
う
と
す
る
場
面
」
に
対
す
る
瀧
口
の
「
偏
執
」
に
求
め
、

瀧
口
を
「
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
か
ら
イ
マ
ー
ジ
ュ
へ
の
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
か
ら
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
へ
の
翻
訳
者
」
で
あ
る
と
み
な

50
）

し
た
。

そ
し
て
、
美
術
史
研
究
者
松
浦
寿
夫
（
一
九
五
四
〜
）
は
、「
物
体
」
に
対
す
る
瀧
口
の
意
識
に
注
目
し
て
、
戦
後
の
瀧
口
の
芸
術
活
動
を

読
み
解
こ
う
と
し
た
。
松
浦
は
「
こ
の
震
え
る
手

瀧
口
修
造
の
美
術

51
）

批
評
」
と
い
う
評
論
に
お
い
て
、
戦
後
美
術
批
評
に
お
い
て
瀧
口
が

示
し
た
「
集
団
性
の
オ
プ
セ
ッ
シ
ョ
ン
」
を
、
瀧
口
の
芸
術
理
念
で
あ
る
と
認
め
た
。
そ
の
上
で
、
瀧
口
が
な
ぜ
「
集
団
性
の
理
念
」
を
た

び
た
び
語
り
つ
づ
け
る
の
か
、
そ
の
理
由
と
し
て
「（
瀧
口
に
お
け
る
「
集
団
性
の
理
念
」
と
は
｜
引
用
者
に
よ
る
）
表
現
の
次
元
に
お
け
る

綜
合
性
の
夢
、
諸
芸
術
の
相
互
換
入
的
な
夢
へ
と
結
実
し
て
い
く
側
面
」の
表
わ
れ
で
あ
る
こ
と
を
挙

52
）

げ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
物
体
を
介
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し
て
、
物
体
の
自
発
性
に
立
ち
合
い
、
そ
れ
に
触
媒
と
し
て
作
用
し
、
こ
の
自
発
性
を
押
し
進
め
る
と
い
う
（
瀧
口
が
戦
前
に
示
し
た
｜
引

用
者
に
よ
る
）『
向
物
性
』
の

53
）

意
志
」
が
強
く
関
わ
っ
て
、
戦
後
の
瀧
口
が
「
個
人
的
な
感
情
の
発
露
の
場
を
無
化
し
、
む
し
ろ
、
誰
の
も
の

で
も
な
い
、
そ
の
意
味
で
複
数
的
な
場
を
押
し
拡
げ
て

54
）

い
く
」
こ
と
に
な
っ
た
と
、
松
浦
は
捉
え
た
の
だ
っ
た
。

さ
て
、
一
九
九
〇
年
代
に
は
、
瀧
口
論
の
論
点
は
以
前
に
比
し
て
ま
す
ま
す
多
様
化
し
て
い
っ
た
。
そ
の
中
で
、
外
国
人
の
目
か
ら
瀧
口

の
「
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
」
を
考
察
し
た
評
論
と
し
て
、
美
術
史
研
究
者
ヴ
ェ
ラ
・
リ
ン
ハ
ル
ト
ヴ
ァ
（
一
九
三
八
〜
）
著
、
小
沼
純
一
訳

「
瀧
口
修
造
小
論

シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の

55
）

信
頼
」
が
あ
る
。

こ
こ
で
リ
ン
ハ
ル
ト
ヴ
ァ
は
瀧
口
を
、
日
本
に
お
い
て「
全
体
性
の
う
ち
で
」「
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
運
動
の
理
念
を
理
解
し
、
そ
の
真

の
規
準
に
従
っ
て
そ
れ
ら
を
解
釈
し
た
、
た
だ
ひ
と
り
の
人
」で
あ
る
と
み
な

56
）

し
た
。
そ
の
一
方
で
、「
瀧
口
だ
け
に
し
か
属
し
て
い
な
い
諸
々

の
ア
ク
セ
ン
ト
」
を
指
摘
し
、
そ
れ
ら
の
「
ア
ク
セ
ン
ト
」
の
一
つ
と
し
て
オ
ブ
ジ
ェ
を
取
り
上
げ
て
、「
瀧
口
に
と
っ
て
オ
ブ
ジ
ェ
は
人
間

の
創
造
的
活
動
に
答
え
る
自
然
の
創
造
的
力
を
開
示
す
る
」
も
の
で
あ
る
と
評
し
た
の
で

57
）

あ
る
。

ま
た
、
翻
訳
者
の
立
場
か
ら
瀧
口
作
の
外
国
語
に
よ
る
詩
を
考
察
し
た
、
澤
田
直
（
一
九
五
九
〜
）
の
「
瀧
口
修
造
と
他
国
語

稀
有
な

他
国
語

58
）

詩
人
」と
い
う
評
論
も
あ
る
。
こ
こ
で
澤
田
は
、「
瀧
口
が
詩
の
よ
う
な
言
葉
を
他
国
語
で
書
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
五
八
年
の
欧

行
が
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

59
）

れ
る
」
と
い
う
推
論
に
基
づ
き
、「
日
・
英
・
仏
・
独
・
伊
・
西
・
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
語
の
七
ヶ
国

語
で
記
さ
れ
た
」
瀧
口
の
『
手
づ
く
り
諺
』
を
「
他
国
語
で
表
現
す
る
書
き
手
と
し
て
、
ツ
ェ
ラ
ン
や
ナ
ボ
コ
フ
と
同
じ
く
言
語
の
境
界
を

通
り
抜
け
た
」
も
の
だ
と
評
価
し
て

60
）

い
る
。

さ
ら
に
、
瀧
口
の
写
真
論
に
つ
い
て
考
察
し
た
評
論
も
見
ら
れ
る
。
美
術
評
論
家
高
島
直
之
（
一
九
五
一
〜
）
は
、
そ
の
評
論
「
主
観
と

客
観

瀧
口
修
造
の
写

61
）

真
論
」
に
お
い
て
、
瀧
口
に
つ
い
て
「
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
や
戦
争
画
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
三
〇
年
代
、
そ
の
焼
き

直
し
版
と
い
う
べ
き
五
〇
年
代
前
半
の
戦
後
的
な
主
題
主
義
を
批
判
的
に
み
よ
う
と
し
て

62
）

い
た
」
と
捉
え
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
一
九
五
〇

年
代
に
お
け
る
瀧
口
の
写
真
論
に
つ
い
て
取
り
上
げ
、
い
か
に
瀧
口
が
「
日
本
の
伝
統
的
版
画
の
マ
チ
エ
ー
ル
に
み
る
、
触
覚
的
な

63
）

記
憶
」

― ―142

（

）

三
七

瀧口修造研究・批評の分析 (秋元)



を
重
視
し
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
、「
オ
ブ
ジ
ェ
を
発
見
・
啓
示
す
る
写
真
は
、
触
覚
的
で
あ
り
、
そ
れ
は
絵
画
的
な
視
覚
的
効

果
と
は

64
）

違
う
」
と
い
う
瀧
口
の
主
張
を
高
く
評
価
し
た
。

一
九
九
三
年
に
は
、
六
〇
年
代
に
お
け
る
瀧
口
の
創
作
的
試
み
の
、
全
体
を
俯
瞰
し
た
評
論
が
現
わ
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
文
学
研
究
者
巖
谷

國
士
（
一
九
四
三
〜
）
に
よ
る
「
瀧
口
修
造
と
デ
カ
ル
コ
マ

65
）

ニ
ー
」、
美
術
評
論
家
土
渕
信
彦
（
一
九
五
四
〜
）
に
よ
る
「
彼
岸
の
オ
ブ

66
）

ジ
ェ
」

と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
の
評
論
が
挙
げ
ら
れ
る
。

ま
ず
、
瀧
口
が
一
九
六
〇
年
に
「
自
動
デ
ッ

67
）

サ
ン
」
を
試
み
た
こ
と
を
端
緒
と
し
て
、
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
、
デ
カ
ル
コ
マ
ニ
ー
、
バ
ー
ン
ト
・

ド
ロ
ー
イ
ン
グ
へ
と
、
創
作
的
な
試
み
を
「

68
）

移
行
」
さ
せ
て
い
っ
た
こ
と
を
巖
谷
は
重
視
し
て
、
そ
の
「
移
行
」
の
過
程
に
お
い
て
、「
書
く

こ
と
と
描
く
こ
と
。
こ
の
ふ
た
つ
の
言
葉
の
あ
い
だ
に
、
瀧
口
修
造
は
な
ん
ら
か
の
連
続
性
を
求
め
よ
う
と
し
て

69
）

い
た
」こ
と
を
指
摘
し
た
。

そ
の
上
で
巖
谷
は
、
瀧
口
に
と
っ
て
デ
カ
ル
コ
マ
ニ
ー
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
た
か
を
論
じ
、「（
瀧
口
に
と
っ
て
の
デ
カ
ル
コ
マ
ニ
ー

と
は
｜
引
用
者
に
よ
る
）
そ
れ
自
体
が
『
実
在
』
で
あ
り
う
る
言
葉
、
ま
た
『
行
為
を
拒
絶
す
る
』
行
為
と
し
て
の
一
種

70
）

の
詩
」
で
あ
っ
た

と
み
な
し
て
い
る
。

ま
た
、
土
渕
信
彦
は
、
瀧
口
に
よ
る
六
〇
年
代
の
創
作
的
な
試
み
を
、「『
実
験
』
と
し
て
の
線
描
」、「
ロ
ト
デ
ッ
サ
ン
と
『
水
』
の
使
用
」、

「『
吸
取
紙
』
の
両
義
性
」、「『
火
』
の
作
用
に
よ
る
オ
ブ
ジ
ェ
化
」、「
パ
ピ
エ
・
コ
レ
の
系
譜
」、「
言
葉
の
オ
ブ
ジ
ェ
化
（
諺
）」、「
オ
ブ
ジ
ェ

の
店
」
の
七
つ
に

71
）

分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
試
み
が
瀧
口
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
か
に
つ
い
て
論
じ
た
。「
瀧
口
氏
に
よ
る
言
葉
、

影
像
、
オ
ブ
ジ
ェ
の
す
べ
て
は
遍
く
、
彼
岸
と
此
岸
と
の
結
節
点
に
配
置
さ
れ
、
自
在
に
去
来
し
な
が
ら
、
我
々
の
日
常
を
瞬
時
に
彼
岸
へ

と
転
換
す
る

72
）

触
媒
」
で
あ
る
と
捉
え
、
瀧
口
に
お
け
る
「
彼
岸
と
此
岸
」
を
媒
介
す
る
も
の
と
し
て
の
「
言
葉
、
影
像
、
オ
ブ
ジ
ェ
」
の
重

要
性
を
主
張
し
た
。

そ
し
て
、
一
九
九
〇
年
代
の
末
期
に
は
、
瀧
口
の
詩
作
全
体
を
取
り
上
げ
て
、
そ
れ
ら
を
総
合
的
に
論
じ
た
批
評
も
現
わ
れ
た
。
詩
人
で

あ
り
日
本
文
学
研
究
者
で
あ
る
岩
崎
美
弥
子
（
一
九
六
二
〜
）
は
、
そ
の
著
書
『
瀧
口
修
造

沈
黙
す
る

73
）

球
体
』
に
お
い
て
、
瀧
口
の
詩
に
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見
ら
れ
る
「
言
葉
の
オ
ブ
ジ
ェ
」
に
注
目
し
、
二
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
に
亘
っ
て
書
か
れ
た
瀧
口
の
詩
と
批
評
全
体
を
通
底
し
て
い
る
物

体
へ
の
指
向
を
指
摘
し
た
。
瀧
口
の
詩
が
、
膨
大
な
長
編
か
ら
形
態
を
短
く
し
て
い
き
、
つ
い
に
俳
句
か
諺
の
よ
う
な
、
タ
イ
ト
ル
の
な
い

「
断
片
」
と
な
っ
て
い
っ
た
そ
の
変
遷
に
岩
崎
は
着
目
し
て
、
そ
こ
に
「
言
葉
の
オ
ブ
ジ
ェ
」
化
の
過
程
を
見
出
し
た
の
で

74
）

あ
る
。
一
方
で
岩

崎
は
「
瀧
口
に
は
い
ま
だ
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
多
す
ぎ
る
の
で
あ
る
。
瀧
口
を
既
存
の
詩
に
あ
き
た
ら
な
い
言
葉
の
前
衛
主
義
者

と
見
な
し
て
、
詩
の
言
葉
を
『
オ
ブ
ジ
ェ
』
の
よ
う
に
扱
っ
た
と
い
う
面
や
、
前
衛
芸
術
の
擁
護
者
と
い
う
部
分
ば
か
り
を
強
調
す
る
の
で

は
、
瀧
口
の
詩
の
仕
事
に
隠
れ
て
い
る
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
触
れ
る
こ
と
は
で
き

75
）

な
い
」
と
述
べ
、
先
行
研
究
・
批
評
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら

れ
て
き
た
、
あ
る
一
側
面
だ
け
が
強
調
さ
れ
た
瀧
口
像
に
対
し
て
、
異
を
唱
え
た
。

５

瀧
口
修
造
世
界
の
細
分
化
（
二
〇
〇
〇
年
代
前
半
ま
で
）

二
〇
〇
三
年
、
瀧
口
の
生
誕
百
年
を
記
念
し
て
、
詩
雑
誌
『
現
代
詩
手
帖
』
は
「
生
誕
百
年

瀧
口
修
造

実
験
・
絶
対
・
現
実
」
と
題

さ
れ
た
特
集
を
組
ん
だ
。
こ
の
特
集
で
は
、
瀧
口
を
、
彼
と
同
時
代
的
な
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
人
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
瀧
口
の
詩
の
特

徴
を
際
立
た
せ
よ
う
と
す
る
論
じ
方
が
見
ら
れ
る
が
、そ
の
一
方
で
六
〇
年
代
前
半
に
顕
著
だ
っ
た
、前
世
代
批
判
の
意
識
は
覗
え
な
く
な
っ

た
。詩

人
中
村
鐡
太
郎
（
一
九
五
三
〜
）
は
「
瞬
時
の
危
機

瀧
口
修
造
と
西
脇
順

76
）

三
郎
」
と
い
う
評
論
で
、
瀧
口
の
芸
術
的
出
発
に
お
け
る

西
脇
順
三
郎
の
役
割
を
強
調
し
、「（
瀧
口
に
と
っ
て
西
脇
が
｜
引
用
者
に
よ
る
）
精
神
分
析
者
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
は
な
か
っ

た
ろ
う
か
」
と
い
う
仮
説
を
立
て
た
上
で
、
西
脇
と
の
交
流
に
よ
っ
て
、
い
か
に
瀧
口
が
「
文
学
的
脆
弱
、
そ
れ
か
ら
く
る
未
決
状
態
」
か

ら
「
過
剰
な
決
断
状
態
へ
押
し
出
さ
れ
た
」
の
か
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
「『
詩
的
実
験
』
の
十
年
、
一
九
二
七
年
｜
三
七
年
」
に

お
い
て
瀧
口
の
詩
観
を
形
作
っ
て
い
た
も
の
を
、「
西
脇
順
三
郎
を
鏡
と
し
て
起
っ
た
反
動
と
過
剰
な
自
己

77
）

純
化
」
だ
と
断
じ
た
。
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ま
た
、
評
論
家
金
澤
一
志
（
一
九
五
九
〜
）
は
、
評
論
「
馥
郁
た
る
火
夫
ら

北
園
克
衛
と
瀧
口

78
）

修
造
」
に
お
い
て
、
北
園
克
衛
と
瀧
口

が
昭
和
初
期
に
「
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
グ

79
）

ル
ー
プ
」
の
詩
誌
『
衣
裳
の

80
）

太
陽
』
と
『L

e S
u
rrea

lism
e

81
）

In
tern

a
tio
n
a
l

』
に
お
い
て
活
躍

し
て
い
た
こ
と
を
ふ
ま
え
、
北
園
と
瀧
口
の
「
差
異
」
と
「
等
質
」
な
点
を
捉
え
た
。
両
者
の
詩
に
つ
い
て
「
瀧
口
修
造
は
堆
積
し
た
イ
メ
ー

ジ
と
時
間
の
地
層
を
掘
り
進
ん
で
止
ま
る
こ
と
を
し
な
い
。
圧
力
の
か
か
っ
た
深
部
で
な
か
ば
石
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
に
有
機
の
視

線
を
注
ぐ
た
め
で
あ
る
。
一
方
で
北
園
は
イ
メ
ー
ジ
の
質
量
を
そ
ぎ
落
と
し
て
飛
行
船
の
よ
う
に
浮
揚
を
求
め
る
」
と
論
じ
、「
イ
メ
ー
ジ
」

の
点
か
ら
両
者
の
「
差
異
」
を
指
摘

82
）

し
た
。

他
方
、
二
人
の
詩
人
の
「
等
質
」
な
点
に
つ
い
て
金
澤
は
、
瀧
口
と
阿
部
芳
文
共
著
の
『
妖
精
の

83
）

距
離
』
と
、
北
園
の
デ
ザ
イ
ン
に
よ
る

詩
人
村
野
四
郎
著
（
一
九
〇
一
〜
一
九
七
五
）『
体
操

84
）

詩
集
』
を
取
り
上
げ
、「
ど
ち
ら
も
書
か
れ
る
も
の
と
描
か
れ
る
も
の
の
関
係
性
を
近

代
的
な
解
釈
の
も
と
に
物
質
化
し
よ
う
と

85
）

し
た
」
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
一
例
を
挙
げ
れ
ば
鶴
岡
善
久
が
六
〇
年
代
前
半
に
「
エ
セ
・
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ト
」
と
呼
ん
で
、
瀧
口
と
は
明
確
に
区
別

し
て
批
判
し
て
い
た
西
脇
や
北
園
に
対
し
て
、
中
村
も
金
澤
も
決
し
て
低
い
評
価
を
与
え
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
六
〇
年
代
前
半
に
お
い
て

顕
著
に
見
ら
れ
た
、
瀧
口
評
価
の
反
面
と
も
言
え
る
、
前
世
代
の
詩
人
・
文
学
者
の
近
代
精
神
の
未
熟
さ
に
対
す
る
批
判
は
、
二
〇
〇
〇
年

代
に
入
っ
て
消
え
た
と
も
言
え
る
。

詩
人
と
し
て
の
瀧
口
の
再
評
価
が
行
わ
れ
る
一
方
、
詩
人
田
野
倉
康
一
（
一
九
六
〇
〜
）
は
、
そ
の
評
論
「
美
術
は
詩
を
欲
し
て
い
る

視

覚
作
品
を
語
り
得
る
言
語
と
は

86
）

何
か
」
に
お
い
て
、
瀧
口
を
素
材
に
し
て
美
術
批
評
論
を
展
開
し
た
。
田
野
倉
は
、
瀧
口
の
美
術
批
評
家
と

し
て
の
側
面
に
焦
点
を
あ
て
、
批
評
家
と
対
象
と
の
距
離
や
、
批
評
家
と
言
葉
や
物
体
と
の
か
か
わ
り
方
を
示
唆
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
田
野
倉
は
「
モ
ノ
を
語
る
こ
と
、
た
と
え
ば
『
う
し
』
と
い
う
語
彙
が
な
ぜ
四
ツ
足
の
『
牛
』
を
指
示
す
る
の
か
、
と
い
っ

た
根
源
的
な
問
題
に
ま
で
い
き
な
り
立
ち
入
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
場
に
身
を
置
い
て
、な
お
そ
れ
を
語
ろ
う
と
す
る
の
が
美
術
批
評
で
あ
る
」

と
規
定
し
た
上
で
、「
瀧
口
修
造
と
は
近
代
以
降
、（
略
・
引
用
者
）
現
代
美
術
に
お
い
て
、
そ
れ
（
作
品
｜
引
用
者
に
よ
る
）
を
語
る
こ
と
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の
困
難
と
そ
れ
ゆ
え
の
至
福
を
と
も
に
実
践
し
た
稀
有
の
詩
人
で
は
な
か
っ
た
か
」
と
述
べ
て

87
）

い
る
。
そ
し
て
「
な
ぜ
ひ
と
り
瀧
口
修
造
の

み
が
、
早
く
か
ら
そ
の
よ
う
な
場
所
に
立
ち
得
た
の
だ
ろ
う
か
」、
言
い
換
え
れ
ば
瀧
口
だ
け
が
な
ぜ
「
モ
ノ
」
を
語
る
こ
と
の
「
困
難
」
と

そ
れ
ゆ
え
の
「
至
福
」
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
た
の
か
と
田
野
倉
は
問
い

88
）

か
け
、
そ
の
答
え
と
し
て
、「
モ
ノ
に
対
し
て
そ
れ
を
必
ず
し
も
言

語
に
よ
っ
て
解
釈
し
、
既
成
の
世
界
観
の
内
に
組
み
込
も
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
／
組
み
込
み
の
不
可
能
性
を
前
提
と

し
て
、
対
象
に
等
価
の
言
葉
を
ぶ
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
あ
る
い
は
そ
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
対
象
を
把
捉
し
よ
う
と
し
た
」
こ
と
を
挙

げ
、「
モ
ノ
」と
言
葉
と
の
緊
密
な
関
係
性
を
重
視
し
た
瀧
口
の
美
術
批
評
の
独
自
性
を
強
調
し
た
。
田
野
倉
に
よ
る
と
、
瀧
口
の
美
術
批
評

と
は
、「『
わ
か
る
』
以
前
に
人
が
官
能
を
全
開
に
し
て
感
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
感
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
ひ
ろ
が
る
、
根
源
的

な
自
由
の

89
）

体
験
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
、
瀧
口
を
素
材
に
し
て
、
た
と
え
ば
美
術
批
評
論
の
よ
う
な
形
で
、「
モ
ノ
」と
言
葉
の
関
係
性
と
い
う
大
き
な
問
題
を
論
じ

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
と
し
て
、
瀧
口
の
全
集
刊
行
が
完
結
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
資
料
が
あ
る
程
度
出
揃
っ
た
と
み
な

さ
れ
る
事
実
を
挙
げ
て
も
間
違
い
で
は
あ
る
ま
い
。
だ
が
、
そ
の
一
方
で
、
新
し
い
資
料
の
発
掘
も
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

鶴
岡
善
久
は
、
新
資
料
の
調
査
報
告
で
も
あ
る
エ
ッ
セ
イ
「
瀧
口
修
造
に
つ
き
、
拾
遺

90
）

三
件
」
に
お
い
て
、
瀧
口
の
「
自
筆
年
譜
」
の
事

実
関
係
を
検
証
し
補
う
形
で
、「
学
籍
簿
の
少
年
瀧
口

91
）

修
造
」
と
、「
警
視
庁
特
高
検
挙
日
時

92
）

再
考
」
と
い
う
二
つ
の
事
実
を
述
べ
る
と
と
も

に
、
一
九
八
一
年
六
月
二
八
日
に
、
富
山
市
に
あ
る
曹
洞
宗
龍
江
寺
に
お
い
て
営
ま
れ
た
、
瀧
口
の
納
骨
式
の
様
子
を
素
描
し
た
。
こ
の
う

ち
、「
学
籍
簿
の
少
年
瀧
口
修
造
」に
関
し
て
、
鶴
岡
は
瀧
口
の
寒
江
尋
常
小
学
校
時
代
の
学
籍
簿
を
取
り
上
げ
、
尋
常
小
学
校
時
代
の
瀧
口

に
つ
い
て
、「
よ
く
勉
強
が
で
き
て
お
と
な
し
い
、
医
者
の
家
の
子
供
に
ふ
さ
わ
し
い
利
発
な
少
年
」
と
し
て
の
面
影
を
読
み
取
っ
て
い
る
。

ま
た
、
富
山
県
立
富
山
中
学
時
代
の
瀧
口
の
学
籍
簿
を
調
査
し
て
、
そ
の
学
籍
簿
に
、
成
績
は
「
中
の
下
」
で
、「
長
所
『

93
）

不

』」、「
短
所

『
身
体
稍
弱
』」
と
記
載
さ
れ
て
い
た
事
実
を
つ
き
と
め
た
の
だ

94
）

っ
た
。

ま
た
、
岩
崎
美
弥
子
の
エ
ッ
セ
イ
「
記
録
と
記
憶

『
稲
妻
と
徘
徊
抄
』
草

95
）

稿
考
」
も
、
新
資
料
に
基
づ
く
報
告
に
な
っ
て
い
る
。
岩
崎
は
、
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瀧
口
の
詩
篇
『
稲
妻
と
徘
徊
抄
』
の
草
稿
ノ
ー
ト
を
検
証
し
て
、
瀧
口
に
と
っ
て
「
徘
徊
」
と
は
、「
う
つ
ろ
う
瀧
口
自
身
の
考
え
や
想
い
、

96
）

計
画
」を
も
意
味
す
る
と
み
な
し
た
。
そ
の
上
で
、「
何
か
ひ
と
つ
の
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
れ
ば
、
瀧
口
の
連
想
は
さ
ま
ざ
ま
な
方
向
に
飛

ん
で
い
き
、
時
間
や
空
間
の
へ
だ
た
り
を
も
跨
ぎ
越
し
て
し

97
）

ま
う
」
こ
と
の
一
例
を
示
し
、
瀧
口
の
連
想
の
上
で
の
「
徘
徊
」
ぶ
り
を
指
摘

し
た
。

さ
ら
に
、
旧
制
富
山
中
学
時
代
に
詠
ま
れ
た
瀧
口
の
短
歌
（
八
首
お
よ
び
、
瀧
口
作
と
推
定
さ
れ
る
四
首
）
が
、
元
射
水
市
中
央
図
書
館

長
萩
野
恭
一
（
一
九
四
七
〜
）
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
、『
洪
水
』
第
七
号
（
二
〇
一
一
年
一
月
）
に
掲
載
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
父
の
死
（
一

九
一
五
年
）
を
中
心
と
し
た
少
年
時
代
の
瀧
口
の
周
囲
の
状
況
と
、
短
歌
の
内
容
と
が
重
ね
合
わ
さ
れ
て
解
説
さ
れ
て
い
る
。
瀧
口
が
詩
を

作
る
以
前
に
短
歌
を
詠
ん
で
い
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
の
短
歌
の
発
見
に
よ
っ
て
、
彼
の
文
学
的
出
発
の
よ
り
深
い
検
証
が

可
能
と
な
っ
た
。

必
ず
し
も
新
し
い
資
料
の
発
掘
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
佐
谷
画
廊
代
表
の
佐
谷
和
彦
（
一
九
二
八
〜
二
〇
〇
八
）
は
、
二
〇
〇
三
年

「
瀧
口
先
生
と
の
三
十
年

『
オ
マ
ー
ジ
ュ
瀧
口
修
造
展
』
を
ふ
り
か
え
り
な

98
）

が
ら
」
と
題
さ
れ
た
講
演
を
行
っ
た
。
佐
谷
は
そ
の
講
演
記
録

に
お
い
て
、
一
連
の
「
オ
マ
ー
ジ
ュ
瀧
口
修
造
展
」
を
主
催
し
て
い
た
佐
谷
画
廊
の
主
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
展
覧
会
を
を
回
顧
し
つ
つ
、
戦

後
に
お
け
る
瀧
口
の
、
現
代
美
術
に
関
わ
る
仕
事
を
評
価
し
た
。

二
〇
〇
五
年
に
は
、「
瀧
口
修
造

夢
の
漂
流
物
」と
題
さ
れ
た
展
覧
会
が
、
同
年
二
月
五
日
か
ら
四
月
一
〇
日
ま
で
の
期
間
に
は
世
田
谷

美
術
館
、
ま
た
同
年
五
月
二
八
日
か
ら
七
月
三
日
ま
で
の
期
間
に
は
富
山
県
立
近
代
美
術
館
に
お
い
て
開
催
さ
れ
て
い
る
。
杉
山
悦
子
他
編

集
に
よ
る
、
こ
の
展
覧
会
の

99
）

図
録
に
は
、
一
八
の
エ
ッ
セ
イ
が
書
き
下
ろ
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
エ
ッ
セ
イ
の
題
を
見
る
と
、
瀧
口
論

が
よ
り
一
層
多
様
化
さ
れ
、
テ
ー
マ
も
細
分
化
さ
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

小
沢
節
子
「
瀧
口
修
造
と
時
代
｜
『
昭
和
の
日
本
』
と
い
う
現
実
の
な
か
で
」、
谷
昌
親
「
窓
辺
の
邂
逅
｜

瀧
口
修
造
と
ア
ン
ド
レ
・

ブ
ル
ト
ン
」、
林
浩
平
「『
絶
対
』
探
求
者
の
非
望
｜
『
瀧
口
修
造
の
詩
的
実
験
１
９
２
７
〜
１
９
３
７
』
に
お
け
る
言
語
意
識
」、
林
道
郎
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「『
近
代
芸
術
』
｜

批
評
の
契
機
と
し
て
の
」、
藤
井
亜
紀
「
瀧
口
修
造
と
前
衛
芸
術
｜

新
し
い
芸
術
を
育
む
場
を
め
ぐ
る
態
度
と
そ
の
変

容
」、
手
塚
美
和
子
「
サ
イ
ナ
ジ
ー＝

瀧
口
修
造
と
実
験
工
房
｜

永
続
す
る
創
造
の
絆
」、
高
島
直
之
「
物
質
の
夢
｜

瀧
口
修
造
と
前
衛

写
真
」、
矢
野
進
「
瀧
口
修
造
と
映
画
｜

Ｐ
・
Ｃ
・
Ｌ
映
画
製
作
所
か
ら
美
術
映
画
『
北
斎
』
へ
」、
小
沼
純
一
「
瀧
口
修
造
と
作
曲
家
｜

音
楽
に
見
る
夢
の
か
た
ち
」、
國
谷
和
子
「『
こ
の
狂
お
し
い
美
貌
の
青
空
』
｜

瀧
口
修
造
と
土
方
巽
」、
稲
塚
展
子
「
デ
ザ
イ
ン
へ
の
ま
な

ざ
し
｜

美
術
と
い
う
場
所
か
ら
」、
野
田
尚
稔「
瀧
口
修
造
と
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
｜

ジ
ョ
ア
ン
・
ミ
ロ
、
マ
ル
セ
ル
・
デ
ュ
シ
ャ
ン
と
」、

光
田
由
里
「
あ
る
疑
問
符
｜

瀧
口
修
造
の
『
造
形
的
実
験
』」、
土
渕
信
彦
「
透
明
な
部
屋
｜

瀧
口
修
造
の
『
オ
ブ
ジ
ェ
の
店
』
を
開
く

構
想
の
余
白
に
」、
笠
井
裕
之
「
慶
應
義
塾
大
学
ア
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
｜

瀧
口
修
造
ア
ー
カ
イ
ブ
か
ら
」、
恩
蔵
昇
「
西
落
合
の
書
斎
か
ら

の
漂
着
物
｜

多
摩
美
術
大
学
図
書
館
・
瀧
口
修
造
文
庫
」、
杉
野
秀
樹
「
謎
を
残
し
た
ま
ま
の
、
夢
の
漂
流
物
｜

富
山
県
立
近
代
美
術
館

の
瀧
口
修
造
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」、
杉
山
悦
子
「
瀧
口
修
造
と
い
う
場
｜

そ
の
存
在
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
」。

こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
エ
ッ
セ
イ
に
見
ら
れ
る
、
多
ジ
ャ
ン
ル
に
お
け
る
多
岐
に
わ
た
っ
た
テ
ー
マ
は
、
そ
の
ま
ま
、
瀧
口
の
芸
術
活

動
の
複
雑
さ
と
豊
穣
さ
を
物
語
っ
て
い
る
と
み
な
さ
ざ
る
を
え
な
い
。

以
上
、
本
論
文
に
お
い
て
は
、
先
行
研
究
・
批
評
に
つ
い
て
、
主
と
し
て
大
き
く
五
つ
の
時
期
に
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
特
徴
と

傾
向
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
き
た
。

第
一
期
（
一
九
五
五
〜
一
九
六
七
年
）
は
、
評
論
家
花
田
清
輝
や
針
生
一
郎
ら
に
よ
っ
て
高
く
評
価
さ
れ
、
ま
た
詩
人
鶴
岡
義
久
、
大
岡

信
や
飯
島
耕
一
ら
に
よ
っ
て
賞
賛
さ
れ
る
な
ど
、
主
に
人
間
と
し
て
の
瀧
口
に
つ
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
瀧
口
の
芸
術
の
自
由
へ

の
擁
護
と
、
時
代
に
追
随
し
な
い
主
体
的
な
生
き
方
が
重
視
さ
れ
る
一
方
、
と
り
わ
け
彼
と
影
像
と
の
関
係
が
、
明
確
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
（
岡
田
隆
彦
）。
第
二
期
（
一
九
六
七
〜
一
九
七
九
年
）
は
、
瀧
口
へ
の
批
評
が
よ
り
多
様
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
澁
澤
龍
彦
（
評

論
家
）
や
澁
澤
孝
輔
（
詩
人
）
に
よ
る
瀧
口
修
造
論
に
お
い
て
、
瀧
口
を
近
代
思
想
史
と
文
学
史
に
お
い
て
位
置
づ
け
る
よ
う
に
な
る
。
そ

の
一
方
、
瀧
口
に
お
け
る
影
像
を
論
じ
た
も
の
を
中
心
に
数
多
く
の
批
評
が
現
わ
れ
た
。
そ
こ
で
は
澁
澤
龍
彦
を
は
じ
め
、
武
満
徹
（
作
曲
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家
）、
吉
増
剛
造
（
詩
人
）、
鍵
谷
幸
信
（
日
本
文
学
研
究
者
）、
渡
辺
広
士
（
フ
ラ
ン
ス
文
学
研
究
者
）、
岡
田
隆
彦
（
評
論
家
）、
谷
川
晃
一

（
画
家
）ら
の
よ
う
に
、
広
範
な
ジ
ャ
ン
ル
に
わ
た
っ
て
多
様
な
批
評
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
共
通
認
識
と
し
て
主
に
、
瀧
口
の
芸
術
的
な
特

質
が
影
像
・
物
質
・
物
体
に
お
い
て
見
出
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
俳
人
、
歌
人
、
舞

踏
家
、
劇
作
家
、
写
真
家
ら
も
瀧
口
の
総
合
的
芸
術
性
に
注
目
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ジ
ャ
ン
ル
か
ら
論
じ
た
の
だ
が
、
そ
れ
ら
を
通
し
て
瀧
口

の
超
ジ
ャ
ン
ル
的
な
、
総
合
芸
術
へ
の
指
向
が
顕
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
第
三
期
は
、
瀧
口
が
歿
し
た
一
九
七
九
年
か
ら
一

〇
年
後
の
八
九
年
頃
ま
で
で
あ
る
。
こ
の
時
期
は
瀧
口
の
芸
術
全
体
が
よ
り
高
く
評
価
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
追
想
、
回
想
、
記
念
が
行

わ
れ
、
人
間
と
し
て
の
瀧
口
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
作
品
と
芸
術
性
に
つ
い
て
も
注
目
さ
れ
た
。
そ
こ
で
瀧
口
の
「
幻
視
者
（
ヴ
イ
ジ
ョ
ナ

リ
ー
）」
と
し
て
の
天
分
と
特
質
が
発
見
（
田
辺
徹
）
さ
れ
、
そ
の
作
品
の
特
殊
性
に
関
心
が
持
た
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
テ
ク
ス
ト
論
に
よ
る
分
析
が
展
開
さ
れ
た
研
究
（
林
浩
平
、
大
平
具
彦
、
澤
正
宏
）
が
見
ら
れ
る
一
方
、
資
料
に
基
づ
い
た
実
証
的
な

作
品
研
究
（
千
葉
宣
一
）
も
現
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
瀧
口
の
芸
術
思
想
を
近
代
日
本
思
想
史
に
お
い
て
位
置
づ
け
、
再
評
価
し
た
伝
記
研
究

（
小
沢
節
子
）も
現
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
、
特
に
瀧
口
の
一
九
三
〇
年
代
に
お
け
る
芸
術
活
動
と
批
評
活
動
に
つ
い
て
の
再
評
価

が
、
こ
の
時
期
か
ら
始
ま
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

第
四
期
（
一
九
九
一
年
〜
一
九
九
九
年
）
に
は
、
一
九
九
一
年
に
瀧
口
の
全
集
『
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
瀧
口
修
造
』（
全
一
三
巻
お
よ
び
別
巻
）

が
刊
行
さ
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
瀧
口
芸
術
全
体
へ
の
批
評
の
視
野
が
広
が
っ
た
。
実
際
九
〇
年
代
末
期
ま
で
、
批
評
と
研
究
は

よ
り
精
緻
化
さ
れ
、
瀧
口
に
お
け
る
影
像
・
物
質
・
物
体
が
鮮
明
な
概
念
・
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
影
像
と

言
葉
の
翻
訳
者
と
し
て
、「
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
か
ら
イ
マ
ー
ジ
ュ
へ
の
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
か
ら
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
へ
の
翻
訳
者
」（
守
中
高
明
）

と
し
て
も
指
摘
さ
れ
、
そ
の
一
方
、
松
浦
寿
夫
を
は
じ
め
、
巖
谷
國
士
、
土
渕
信
彦
ら
が
、
瀧
口
の
創
作
の
源
泉
に
触
れ
る
よ
う
に
な
る
。

松
浦
寿
夫
は
、
専
ら
瀧
口
の
戦
前
の
作
品
に
お
い
て
「
物
体
を
介
し
て
、
物
体
の
自
発
性
に
立
ち
合
い
、
そ
れ
に
触
媒
と
し
て
作
用
し
、
こ

の
自
発
性
を
押
し
進
め
る
と
い
う
『
向
物
性
』
の
意
志
」
を
指
摘
し
て
お
り
、
そ
の
「『
向
物
性
』
の
意
志
」
を
、
瀧
口
の
「
集
団
性
」
へ
の
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志
向
お
よ
び
戦
後
の
瀧
口
の
芸
術
活
動
全
体
へ
敷
衍
し
て
い
く
こ
と
に
お
い
て
、
瀧
口
の
芸
術
全
体
に
一
貫
性
を
認
め
た
。
巖
谷
國
士
は
、

瀧
口
の
芸
術
の
技
法
に
つ
い
て
注
目
し
、
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
、
デ
カ
ル
コ
マ
ニ
ー
、
バ
ー
ン
ト
・
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
へ
と
「
移
行
」
し
て
い
っ
た

こ
と
に
つ
い
て
「
瀧
口
修
造
は
な
ん
ら
か
の
連
続
性
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
た
」
と
主
張
し
、
一
方
、
土
渕
信
彦
は
瀧
口
の
一
九
六
〇
年
代

の
創
作
的
な
試
み
を
分
析
し
て
、「
瀧
口
氏
に
よ
る
言
葉
、
影
像
、
オ
ブ
ジ
ェ
の
す
べ
て
は
遍
く
、
彼
岸
と
此
岸
と
の
結
節
点
に
配
置
さ
れ
、

自
在
に
去
来
し
な
が
ら
、
我
々
の
日
常
を
瞬
時
に
彼
岸
へ
と
転
換
す
る
触
媒
」
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
五
期
は
、
二
〇
〇
〇

年
か
ら
、
二
〇
〇
〇
年
代
半
ば
ま
で
の
間
で
あ
る
。
瀧
口
の
生
誕
百
年
（
二
〇
〇
三
年
）
を
迎
え
た
こ
の
時
期
に
は
、
彼
の
再
評
価
の
機
運

が
高
ま
り
、
分
野
と
テ
ー
マ
が
ま
す
ま
す
細
分
化
さ
れ
、
瀧
口
論
は
よ
り
豊
穣
に
な
っ
て
く
る
。
そ
の
な
か
、
瀧
口
と
同
時
代
的
に
活
躍
し

た
、
い
わ
ゆ
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
人
と
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
詩
人
と
し
て
の
瀧
口
を
再
評
価
し
よ
う
と
し
て
い
る
批
評
（
中
村
鐡
太

郎
、
金
澤
一
志
）
が
現
わ
れ
た
。
そ
の
一
方
で
、
新
資
料
の
発
掘
も
行
わ
れ
て
お
り
（
鶴
岡
善
久
）、
少
年
期
の
短
歌
の
発
見
（
萩
野
恭
一
）、

ま
た
瀧
口
の
草
稿
ノ
ー
ト
の
検
証
も
な
さ
れ
て
い
る（
岩
崎
美
弥
子
）。
こ
の
よ
う
に
、
二
〇
一
〇
年
代
の
現
在
に
至
っ
て
瀧
口
の
再
評
価
に

向
け
て
準
備
が
整
い
、
多
様
な
ジ
ャ
ン
ル
お
よ
び
テ
ー
マ
に
亘
っ
て
深
め
ら
れ
た
瀧
口
論
の
登
場
が
待
た
れ
て
い
る
。

６

瀧
口
研
究
・
批
評
の
系
譜
と
展
望

こ
こ
ま
で
、
主
に
一
九
五
〇
年
代
後
半
以
後
の
、
瀧
口
を
巡
る
論
点
を
中
心
に
辿
っ
て
き
た
。
前
述
の
と
お
り
、
瀧
口
は
二
〇
年
代
か
ら

七
〇
年
代
の
後
半
に
至
る
ま
で
、
多
岐
の
ジ
ャ
ン
ル
に
亘
り
様
々
な
作
品
を
生
み
出
て
お
り
、
数
多
く
の
評
論
を
も
書
い
て
き
た
。
自
身
の

芸
術
活
動
ば
か
り
で
は
な
く
、
戦
前
・
戦
後
を
通
し
て
若
い
芸
術
家
た
ち
の
精
神
的
、
理
論
的
な
支
柱
の
役
割
を
果
た
し
て
も
い
た
。
こ
の

よ
う
に
、
瀧
口
が
生
涯
に
行
っ
て
き
た
、
広
範
な
芸
術
・
批
評
活
動
に
つ
い
て
、
論
者
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
論
じ
ら
れ
、
テ
ー
マ
が
多
様

化
し
て
い
く
と
と
も
に
細
分
化
さ
れ
て
い
っ
た
傾
向
は
、
必
然
的
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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と
は
い
え
、
複
合
的
な
論
点
を
含
み
つ
つ
も
、
瀧
口
論
は
主
に
二
つ
の
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
、
展
開
さ
れ
て
き
た
と
み
な
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
そ
の
一
つ
目
は
、
瀧
口
の
作
品
や
評
論
を
い
わ
ゆ
る
思
想
の
側
か
ら
捉
え
、
戦
時
中
の
瀧
口
に
お
い
て
、
抑
圧
し
て
く
る
権
力

に
対
す
る
「
抵
抗
」
の
姿
を
見
出
そ
う
と
す
る
観
点
で
あ
る
。
五
〇
年
代
後
半
に
お
け
る
花
田
清
輝
、
六
〇
年
代
前
半
に
お
け
る
針
生
一
郎

お
よ
び
鶴
岡
善
久
に
よ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
瀧
口
論
は
、
ま
さ
に
こ
の
観
点
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
七
〇
年
代
の
久
保
覚
も
、
思
想
を
重
視

す
る
論
者
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
唯
物
論
哲
学
者
の
戸
坂
潤
と
瀧
口
の
交
流
を
強
調
し
た
と
言
っ
て
も
間
違
い
で
は
あ
る
ま
い
。

二
〇
〇
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
、
小
沢
節
子
著
『
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
戦
争
体
験

松
本
竣
介
、
瀧
口
修
造
そ
し
て
画
学
生

100
）

た
ち
』
も
ま

た
、
思
想
の
面
か
ら
昭
和
初
期
か
ら
戦
時
中
に
か
け
て
の
瀧
口
の
思
想
と
芸
術
の
軌
跡
を
辿
っ
て
い
る
。
瀧
口
が
戦
時
中
に
権
力
に
圧
さ
れ

て
い
わ
ゆ
る
「
転
向
」
を
体
験
し
た
の
だ
と
小
沢
は
捉
え
、「
転
向
」
以
前
と
以
後
に
お
け
る
瀧
口
の
思
想
と
芸
術
の
断
絶
を
前
提
と
し
て
、

い
か
に
瀧
口
が
「
転
向
体
験
」
を
内
面
化
し
た
か
を
論
じ
た
の
で

101
）

あ
る
。

そ
し
て
二
つ
目
は
、
瀧
口
の
作
品
や
言
論
を
芸
術
的
な
立
場
か
ら
捉
え
て
、
そ
の
独
自
性
を
見
出
そ
う
と
す
る
観
点
で
あ
る
。

六
〇
年
代
前
半
に
お
い
て
、
瀧
口
の
昭
和
初
年
代
に
お
け
る
詩
を
戦
後
の
新
し
い
芸
術
の
指
針
と
し
て
捉
え
る
と
と
も
に
、
日
本
の
近
代

詩
史
に
お
け
る
瀧
口
の
独
自
性
を
強
調
し
た
の
は
大
岡
信
で
あ
っ
た
。

特
に
、
大
岡
、
飯
島
耕
一
、
そ
し
て
思
想
的
な
視
点
を
持
つ
鶴
岡
も
含
め
て
、
彼
ら
は
あ
る
意
味
で
戦
前
の
価
値
観
が
崩
壊
し
た
戦
後
に

お
い
て
、
新
し
い
時
代
に
即
し
た
詩
を
目
指
し
て
い
た
詩
人
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
新
し
い
時
代
の
芸
術
の
指
針
と
も
な
る
べ
き
理
想
の
姿

を
瀧
口
の
中
に
見
つ
け
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

一
方
で
、
瀧
口
を
戦
前
の
日
本
の
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
運
動
に
お
け
る
例
外
的
に
優
れ
た
詩
人
だ
と
認
め
て
賞
賛
し
、
逆
に
そ
の
こ
と

を
通
し
て
前
世
代
の
詩
人
の
近
代
的
な
精
神
の
未
熟
さ
を
批
判
し
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
大
岡
な
ど
に
は
思
想
側
と
の
共
通
性
す
ら
う
か

が
え
る
。
も
っ
と
も
、
六
〇
年
代
前
半
は
、
思
想
と
芸
術
と
の
総
合
が
主
張
さ
れ
た
時
代
で
も
あ
っ
た
ゆ
え
に
、
そ
の
時
代
に
お
い
て
は
必

然
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
か
。
あ
る
意
味
で
、
六
〇
年
代
前
半
に
お
い
て
は
、
思
想
と
芸
術
と
が
混
交
し
て
語
ら
れ
た
と
も
言
え
る
。
い
ず
れ
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に
し
て
も
瀧
口
は
、
ま
さ
に
思
想
側
か
ら
も
芸
術
側
か
ら
も
語
り
得
る
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

六
〇
年
代
の
前
半
に
お
い
て
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
瀧
口
の
昭
和
初
期
か
ら
戦
時
中
に
か
け
て
の
芸
術
・
批
評
活
動
を
、
既
成
の
近
代
文
学

史
や
近
代
思
想
史
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
す
る
傾
向
に
は
、
や
む
を
え
な
い
側
面
が
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
あ
る
意
味
で
瀧
口
は
戦
後
の

眼
に
よ
っ
て
再
発
見
さ
れ
て
、
高
く
評
価
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
瀧
口
は
二
〇
年
代
後
半
以
来
、
詩
や
評
論
を
雑
誌
に
発
表
し

続
け
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
戦
前
す
で
に
『
超
現
実
主
義
と

102
）

絵
画
』、『

103
）

ダ
リ
』、『

104
）

ミ
ロ
』、『
近
代
芸
術
』
な
ど
の
美
術
批
評
が
出
版
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
前
衛
芸
術
に
関
心
が
深
い
人
た
ち
な
ど
の
間
で
著
名
な
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
う
と
は
い
え
、
様
々

な
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
瀧
口
の
戦
前
の
詩
や
評
論
は
、
六
〇
年
代
前
半
に
な
っ
て
も
散
逸
し
た
ま
ま
の
状
態
に
置
か
れ
、
ま
と
ま
っ
た
形
で

読
ま
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
主
と
し
て
戦
前
の
詩
や
文
学
を
巡
る
議
論
、
と
り
わ
け
文
学
者
の
戦
争
と
の
関
わ
り
方
に
対

す
る
議
論
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
、
五
〇
年
代
後
半
か
ら
六
〇
年
代
前
半
に
か
け
て
、
瀧
口
を
、
一
人
の
詩
人
も
し
く
は
思
想
家
と
し
て
、

近
代
日
本
の
思
想
史
や
文
学
史
の
な
か
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
批
評
界
に
と
っ
て
急
務
で
あ
り
、
至
極
当
然
な
こ
と
だ
っ
た
と

み
な
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
思
想
的
な
観
点
か
ら
瀧
口
を
論
じ
る
か
、
芸
術
的
な
観
点
か
ら
論
じ
る
か
と
い
う
こ
と
の
ほ
か
に
、
二
〇
年
代
後
半
か
ら
三

〇
年
代
後
半
ま
で
に
瀧
口
が
書
い
た
詩
を
取
り
上
げ
て
、
そ
れ
ら
の
詩
を
年
代
順
に
分
類
し
て
特
徴
を
見
出
し
、
幾
つ
か
の
期
間
に
分
け
た

上
で
瀧
口
の
詩
の
変
化
を
捉
え
よ
う
と
す
る
論
じ
方
も
あ
る
。

鶴
岡
善
久
は
「
太
陽
へ
の
希
求

瀧
口
修
造
」（
一
九
六
二
年
）
と
い
う
評
論
に
お
い
て
、「
彼
の
詩
は
、
そ
の
詩
論
と
は
多
少
の
ず
れ
は

み
せ
な
が
ら
も
三
つ
の
時
期
に
分
け
ら
れ
る
実
験
的
変
化
を
と
も
な
い
な
が
ら
書
き
つ
が
れ
て
い
っ
た
。
三
つ
の
時
期
と
は
独
断
的
分
類
だ

が
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
」
と
し
た
上
で
、
そ
の
分
類
を
「

ⅰ

＋×
作
品
『
地
球
創
造
説
』
の
時
代
。
一
九
二
八
年
」、「

ⅱ

＋×
作
品

『
仙
人
掌
兄
弟
』、『T

E
X
T
E
S

』、『
絶
対
へ
の
接
吻
』、『
花
籠
に
充
満
せ
る
人
間
の
死
』
そ
の
他
の
時
代
。
一
九
二
八
年
〜
一
九
三
二
年
」、

「

ⅲ

＋×
作
品
『
地
上
の
星
』、『
岩
石
は
笑
っ
た
』、『
五
月
の
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
』、
詩
集
『
妖
精
の
距
離
』
の
時
代
。
一
九
三
二
年
〜
以
後
」
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だ
と
提
示

105
）

し
た
。

一
方
、
詩
人
入
沢
康
夫
（
一
九
三
一
〜
）
は
そ
の
評
論
「
瀧
口
さ
ん
の
『
転
機
』
に
つ
い
て
の
走
り

106
）

書
き
」（
一
九
六
八
年
）
に
お
い
て
、

鶴
岡
の
提
示
し
た

ⅰ

、

ⅱ

、

ⅲ

の
分
類
に
対
し
て
異
論
を
唱
え
て
い
る
。

入
沢
は
、
一
九
三
一
年
に
発
表
さ
れ
た
瀧
口
の
詩
論
「
詩
と
実
在
」
を
、「
瀧
口
さ
ん
の

詩
的
実
験

の
お
そ
ら
く
最
大
の
危
機
、
そ
し

て

107
）

転
機
」
で
あ
る
と
み
な
し
て
お
り
、
そ
の
「
詩
と
実
在
」
と
同
時
期
に
書
か
れ
た
詩
「
絶
対
へ
の
接
吻
」
を
、「
語
調
の
一
種
の
安
定
感
そ

の
も
の
」
か
ら
受
け
る
印
象
を
根
拠
と
し
て
、「
絶
体
絶
命
の
る
つ
ぼ
の
中
心
を
一
瞬
通
過
（
あ
る
い
は
擦
過
）
し
た
直
後
の
作
品
」
で
あ
る

と
捉

108
）

え
た
。
そ
の
上
で
「
絶
対
へ
の
接
吻
」
は
「
詩
作
品
」
に
よ
っ
て
「
実
在
」
を
把
持
し
続
け
ら
れ
な
い
と
い
う
「
挫
折
感
」
お
よ
び
、

つ
い
に
「
詩
作
品
」
を
「
ふ
り
切
り
え
な
か
っ
た
」
こ
と
に
よ
る
「
二
重
の
挫
折
感
」
を
瀧
口
に
与
え
た
と
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て

「
絶
対
へ
の
接
吻
」
以
後
の
瀧
口
の
詩
に
つ
い
て
、「
再
び
か
つ
て
の
熱
度
に
到
達
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
」
と
結
論
し
て

109
）

い
る
。

以
上
の
分
析
に
基
づ
い
て
入
沢
は
、
鶴
岡
が
提
示
し
た
分
類
に
関
し
て
、「
三
〇
年
か
ら
三
一
年
に
か
け
て
発
表
の

110
）

作
品
」
を
、「
そ
れ
以

前
の
作
品
と
区
別
」す
る
こ
と
を
提
示
し
、「（
鶴
岡
が
分
類
し
た
｜
引
用
者
註
）
ⅱ

に
属
す
る
作
品
は『
詩
的
実
験
』の
中
で
は
、『T

E
X
T
E
S

（

・

・

）』、『
実
験
室
に
お
け
る
太
陽
氏
へ
の
公
開
状
（

・

）』、『
絶
対
へ
の
接
吻
』
の
三
篇
お
よ
び
、
詩
論
詩
篇
と
で
も
呼
べ
る

か
も
し
れ
な
い
『
夢
の
王
族
』
と
『
詩
と
実
在
』
の
二
篇
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
以
前
の
作
品
は
、
こ
と
ご
と
く

ⅰ

と
し
て
分
類

さ
れ
る
」
と
み
な

111
）

し
た
。

ま
た
、
詩
人
岩
成
達
也
（
一
九
三
三
〜
）
は
「

瀧
口
修
造
の
詩
的
実
験
１
９
２
７
｜
１
９
３
７

に
つ
い
て
の
二
、
三
の

112
）

メ
モ
」（
一
九

七
四
年
）
と
い
う
評
論
に
お
い
て
、「
転

113
）

換
節
」
と
い
う
項
目
を
立
て
、
分
類
を
さ
ら
に
細
分
化
し
た
。
岩
成
は
『
瀧
口
修
造
の
詩
的
実
験
１

９
２
７
〜
１
９
３
７
』
に
お
け
る
「
作
品
の
展
開
ぐ
あ
い
」
に
つ
い
て
「
論
理
的
と
で
も
よ
び
た
い
ほ
ど
の
整
然
と
し
た
緊
密
な
構
成
秩
序
」

に
従
っ
て
い
る
と
み
な
し
た

114
）

上
で
、
瀧
口
の
詩
の
作
品
群
を
成
立
の
順
序
に
従
っ
て
四
つ
の
群
に
大
別
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
群
の
特
徴
を

主
に
品
詞
と
統
辞
法
の
観
点
か
ら
分
析
し
て
、
そ
の
特
徴
を
瀧
口
の
詩
論
に
よ
っ
て
跡
づ
け
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。
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岩
成
は
、「
第
１
群
」
を
「

L
IN
E
S

よ
り

断
片

ま
で
。（
１
９
２
７
〜
１
９
２
８
）」
で
あ
る
と
し
、「
第
１
群
」
と
「
第
２
群
」
の

間
に
「
転
換
節
」
と
し
て
「

地
球
創
造
説

（
１
９
２
８
）」
を
位
置
づ
け
た
。
そ
し
て
「
第
２
群
」
を
Ⓐ
と
Ⓑ
の
二
つ
に
分
け
、「
第
２
群

Ⓐ
」
を
「

仙
人
掌
兄
弟

よ
り

M
IR
O
IR D

E M
IR
O
IR

ま
で
。（
１
９
２
８
〜
１
９
２
９
）」
と
し
、「
第
２
群
Ⓑ
」
を
「

T
E
X
T
E
S

（
１
９
３
０
）、

実
験
室
に
お
け
る
太
陽
氏
へ
の
公
開
状

（
中
絶
・
１
９
３
０
）
お
よ
び

夢
の
王
族

（
中
絶
・
１
９
３
０
）

詩
と
実
在

（
１
９
３
１
）」
と
し
た
。
ま
た
「
第
２
群
」
と
「
第
３
群
」
の
間
に
「
転
換
節
２
」
と
し
て
「

絶
対
へ
の
接
吻

（
１
９
３
１
）」
を
置
い
た
。

そ
し
て
「
第
３
群
」
を
「

地
上
の
星

よ
り

五
月
の
ス
フ
ィ
ン
ク
ス

ま
で
。（
１
９
３
２
〜
１
９
３
３
）」
で
あ
り
、「
第
４
群
」
は
「

七

つ
の
詩

（
１
９
３
６
）、

白
の
上
の
千
一
夜

（
１
９
３
７
）
お
よ
び

妖
精
の
距
離

（
１
９
３
７
）」
で
あ
る
と

115
）

し
た
。

そ
し
て
、
と
く
に
年
代
的
な
期
間
の
分
類
は
し
て
い
な
い
も
の
の
、
詩
人
安
藤
元
雄
（
一
九
三
四
〜
）
は
そ
の
評
論
「
白
衣
の

116
）

太
陽
」（
一

九
七
四
年
）
に
お
い
て
、
瀧
口
の
「
詩
的
実
験
」
を
段
階
的
に
分
類
し
、
そ
の
段
階
を
、「
伝
統
的
に
言
葉
が
身
に
ま
と
っ
て
来
た
さ
ま
ざ
ま

な
思
念
や
情
緒
の
半
透
明
な
ね
ば
ね
ば
し
た
靄
を
そ
ぎ
落

117
）

と
す
」段
階
、「
語
法
を
透
明
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
言
葉
の
硬
い
裸
身
を
つ
か
ま

え
る
」
段
階
、「
単
語
そ
れ
自
体
の
も
つ
意
味
を
語
法
に
よ
っ
て
空
洞
化
」
す
る

118
）

段
階
、「
言
葉
と
い
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
膨
大
な
積
み
上
げ
に

よ
っ
て
成
り
立
つ
『
燃
焼
ぶ
り
』」
を
見
せ
る

119
）

段
階
だ
と
み
な
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
つ
い
て
分
析
し
た
。
そ
の
分
析
を
基
に
し
て
瀧
口

の
「
詩
的
実
験
」
を
、「
す
き
と
お
っ
た
裸
体
と
し
て
の
言
葉
を

120
）

措
定
」
し
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
と
捉
え
、
そ
れ
を
「
決
し
て
到
達

で
き
な
い
白
熱
の

121
）

一
点
」
を
目
指
す
「
白
熱
へ
の

122
）

詩
法
」
で
あ
る
と
結
論
づ
け
た
。

こ
れ
ら
四
名
は
瀧
口
の
詩
の
変
化
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

鶴
岡
は
彼
の
分
類
し
た
「

ⅲ

」
の
作
品
に
つ
い
て
、「
一
九
三
二
年
以
後
の
数
篇
の
作
品
お
よ
び
そ
の
傾
向
の
後
退
的
執
着
と
で
も
い
う

べ
き
詩
集
『
妖
精
の
距
離
』
の
諸
作
品
を
ふ
く
め
て
第
三
期
と
し
て
彼
の
作
品
を
区
分

123
）

す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の

ⅲ

の
詩
篇
の
特

徴
を
「
そ
の
（
瀧
口
の
｜
引
用
者
註
）
傾
向
の
後
退
的
執
着
」
だ
と
み
な
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
鶴
岡
が
あ
ま
り
そ
れ
ら
を
高
く
評
価

し
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
入
沢
は
、「
絶
対
へ
の
接
吻
」
を
瀧
口
の
実
験
の
頂
点
と
み
な
し
た
上
で
、「
絶
対
へ
の
接
吻
」
に
お
け
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る
瀧
口
の
「
挫
折
感
」
を
指
摘
し
て
お
り
、
ま
た
「
絶
対
へ
の
接
吻
」
以
後
の
瀧
口
の
詩
に
つ
い
て
、「
再
び
か
つ
て
の
熱
度
に
到
達
す
る
こ

と
は
な

124
）

か
っ
た
」
と
み
な
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
入
沢
も
「
絶
対
へ
の
接
吻
」
以
後
の
瀧
口
の
変
化
に
つ
い
て
あ
ま
り
高
く
評
価
し
て

い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
岩
成
に
つ
い
て
も
、「
第
４
群
の
特
徴
、
そ
れ
は
あ
き
ら
か
に
、
作
品
の
言
語
作
品
と
し
て
の
自
立
性
の

不
足
と
い
う
こ
と
で

125
）

あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
言
語
作
品
と
し
て
の
自
立
性
」
に
注
目
し
た
場
合
、「
第
４
群
」
に
分
類
し
た
作

品
を
評
価
し
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
ら
に
対
し
て
安
藤
は
、「
絶
対
へ
の
接
吻
」
に
お
い
て
瀧
口
の
詩
的
な
「
実
験
は
終

126
）

わ
っ
た
」
の
だ
が
、「『
妖
精
の
距
離
』
の
リ
リ
カ

ル
な
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
、
た
と
え
ば
『T

E
X
T
E
S

』
の
そ
れ
に
比
べ
て
後
退
し
て
い
る
と
考
え
る
の
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
」
と
み
な
し
た

上
で
、「
瀧
口
修
造
は
か
つ
て
の
彼
の
は
な
ば
な
し
い
実
験
に
新
た
な
角
度
か
ら
の
光
を
あ
て
、
そ
の
影
を
い
っ
そ
う
濃
く
長
く
引
か
せ
る
こ

と
に
成
功
し
た
。
こ
の
危
う
い
均
衡
は
、
ど
ん
な
詩
人
に
も
生
き
抜
け
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
」
と
述
べ
て

127
）

お
り
、
瀧
口
の
詩
の
変
化
に

つ
い
て
、
敢
え
て
肯
定
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
ま
で
も
、
少
な
く
と
も
容
認
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
入
沢
・
岩
成
・
安
藤
は
、「
絶
対
へ
の
接
吻
」（
一
九
三
一
年
）
を
、
い
わ
ば
瀧
口
の
詩
作
の
転
換
点
だ
と
認
識
し
て
い

る
こ
と
に
お
い
て
一
致
し
て
い
る
。
一
方
、
転
換
点
と
な
る
具
体
的
な
作
品
名
こ
そ
挙
げ
て
い
な
い
も
の
の
、
鶴
岡
が
瀧
口
の
詩
を
一
九
三

二
年
以
前
と
以
後
と
で
区
別
し
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
鶴
岡
も
ま
た
一
九
三
一
、
二
年
頃
に
瀧
口
の
詩
の
転
換
点
を
認
め
て
い
た
と
言

え
よ
う
。
ま
さ
に
一
九
三
一
、
二
年
頃
の
瀧
口
は
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
に
心
酔
し
て
お
り
、
そ
の
事
実
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
鶴
岡
、
入
沢
、

岩
成
、
安
藤
と
い
う
詩
人
た
ち
は
、
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
に
熱
中
し
、
そ
の
手
法
を
盛
ん
に
用
い
て
い
た
頃
の
瀧
口
の
詩
を
、
高
く
評
価

し
て
い
る
と
み
な
さ

128
）

れ
る
。

他
方
、
詩
人
三
好
豊
一
郎
（
一
九
二
〇
〜
一
九
九
二
）
は
見
方
が
異
な
っ
て
い
る
。
三
好
は
、
そ
の
評
論
「
瀧
口
修
造
の
『
生
の

129
）

意
味
』」

（
一
九
七
四
年
）
に
お
い
て
戦
前
か
ら
戦
後
ま
で
に
か
け
て
の
瀧
口
の
詩
の
変
化
に
言
及
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
詩
を
「
人
間
生
活
に
お
け
る

精
神
活
動
の
所
産
」
で
あ
る
と
み
な
し
、「
詩
の
『
言
語
』」
を
「
意
識
の
混
沌
に
つ
き
さ
し
た
直
感
の
針
先
に
ひ
っ
か
か
っ
て
水
面
に
浮
き
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上
が
る
」
も
の
で
あ
る
と
認
識
し
た
上
で
、
戦
前
の
瀧
口
の
詩
を
単
な
る
「
シ
ュ
ー
ル
・
レ
ア
リ
ス
ム
の
修
辞
学
」
と
み
な
し
て
価
値
を
認

め
て
い
な
い
。
し
か
し
三
好
は
そ
の
一
方
で
、
戦
後
の
瀧
口
の
詩
を
「
文
字
は
個
性
的
な
発
語
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
充
実
し
、
詩
的
感
応
の
根

源
を
つ
き
と
め
つ
つ
あ
る
」
と
評
価

130
）

し
た
。

こ
こ
で
、
戦
前
の
瀧
口
の
詩
を
す
べ
て
「
シ
ュ
ー
ル
・
レ
ア
リ
ス
ム
の
修
辞
学
」
と
言
え
る
か
ど
う
か
は
問
わ
な
い
。
だ
が
、
い
ず
れ
に

し
て
も
鶴
岡
・
入
沢
・
岩
成
・
安
藤
の
四
詩
人
と
三
好
と
の
違
い
は
、
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
手
法
に
よ
る
瀧
口
の
詩
（
あ
る
い
は
一
見

シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
風
の
詩
）
を
評
価
す
る
か
否
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
見
出
せ
よ
う
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
人
の
詩
観
の
反
映
で
も

あ
ろ
う
し
、
ま
た
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
に
対
す
る
好
悪
感
に
根
ざ
し
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
と
言
え
よ
う
か
。
と
も
あ
れ
、
鶴
岡
・
入
沢
・

岩
成
・
安
藤
・
三
好
は
、
瀧
口
の
詩
の
変
化
に
関
心
を
向
け
、
そ
の
変
化
の
意
味
を
読
み
取
っ
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
瀧
口
の
詩
の
変
化
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
単
に
表
面
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
み
な
す
批
評
も
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
文
学
研
究
者

で
あ
り
詩
人
の
朝
吹
亮
二
（
一
九
五
二
〜
）
は
、
一
九
九
一
年
に
発
表
さ
れ
た
「
永
遠
の
未
完

瀧
口
修
造
の
詩
的

131
）

行
為
」
と
い
う
評
論
に

お
い
て
、
瀧
口
の
詩
が
「
未
完
」
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
与
え
る
こ
と
に
注
目
し
た
。
朝
吹
は
、
瀧
口
の
詩
に
お
け
る
変
化
に
つ
い
て
「
オ
ー

ト
マ
テ
ィ
ス
ム
の
断
念
か
ら
抒
情
詩
へ
と
回
帰
、
後
退
」
し
て
い
っ
た
と
い
う
従
来
の
見
方
を
退
け
て
、「（
瀧
口
は
｜
引
用
者
に
よ
る
）
積

極
的
に
詩
の
未
完
性
を
ひ
き
う
け
て
い
っ
た
」
と
認
識
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
「
戦
後
の
瀧
口
修
造
の
詩
的
行
為
は
、『
詩
的
実
験
』
の

そ
れ
と
様
相
は
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
て
も
、
お
そ
ら
く
根
本
的
な
と
こ
ろ
で
は
何
も
か
わ
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と

断
じ
た
の
だ

132
）

っ
た
。
あ
る
意
味
で
、
瀧
口
の
詩
に
お
け
る
変
化
そ
の
も
の
を
重
視
し
て
、
そ
こ
に
詩
的
な
あ
る
い
は
精
神
的
な
変
貌
を
読
み

取
り
、
そ
れ
ら
を
評
価
も
し
く
は
批
判
す
る
こ
と
が
、
朝
吹
に
よ
っ
て
無
効
に
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
瀧
口
の
詩
や
芸
術
の
諸
相
を
貫
く
特
質
的
な
も
の
を
捕
捉
す
る
た
め
に
は
、
何
に
注
目
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

確
か
に
、
瀧
口
が
生
涯
を
通
し
て
行
な
っ
て
き
た
、
多
様
・
多
岐
に
亘
る
芸
術
活
動
を
、
一
つ
の
領
域
に
括
っ
て
み
る
こ
と
は
き
わ
め
て

困
難
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
瀧
口
と
影
像
イメージ

と
の
関
係
に
関
し
て
は
、
実
に
数
多
く
の
批
評
家
・
論
者
が
読
み
取
っ
て
お
り
、
一
種
の
系
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譜
学
的
輪
郭
さ
え
示
し
て
い
る
。
瀧
口
と
影
像
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
た
研
究
・
批
評
に
は
、
お
お
よ
そ
の
と
こ
ろ
三
つ
の
系
統
が
見
出

せ
る
。

そ
の
系
統
の
一
つ
と
し
て
、
瀧
口
の
資
質
で
あ
る
想

像

力

イマジネーション
を
強
調
し
て
い
る
傾
向
が
挙
げ
ら
れ
る
。

「
影
像
の
自
発
的
な
機
能
に
憑
か
れ
て
し
ま
っ
た
」こ
と
を
強
調
し
た
岡
田
隆
彦
、
瀧
口
を「
も
っ
と
も
愛
し
た
と
思
わ
れ
る
ウ
イ
リ
ヤ
ム
・

ブ
レ
ー
ク
の
よ
う
な
幻
視
者
（
ヴ
イ
ジ
ョ
ナ
リ
ー
）
の
資
質
の
歴
史
家
、
批
評
家
で
あ
っ
た
」
と
捉
え
た
田
辺
徹
、「
自
分
の
専
門
」
に
つ
い

て
「（
瀧
口
自
身
が
｜
引
用
者
註
）『
近
代
イ
マ
ー
ジ
ュ
（
映
像
マ
マ

）
の
遍
歴
』
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
言
っ
て
い
る
」
こ
と
を

重
視
し
て
、
瀧
口
が
い
か
に
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
と
「
創
造
」
の
点
か
ら
「
い
け
ば
な
」・「
北
斎
」・「
光
琳
」・「
絵
巻
」・「
仏
像
」・「
土
器
」・

「
土
偶
」
を
捉
え
よ
う
と
し
た
か
に
つ
い
て
提
示
し
た
篠
原
資
明
が
、
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

二
つ
目
の
系
統
と
し
て
、
瀧
口
が
希
求
し
て
い
た
影
像
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
何
ら
か
の
原
初
性
を
強
調
す
る
傾
向
が
挙
げ
ら
れ
る
。

そ
の
例
と
し
て
、
瀧
口
の
デ
ッ
サ
ン
に
「
創
世
記
的
な
沈
黙
の
瞬
間
」
を
見
た
武
満
徹
、
瀧
口
の
詩
の
な
か
に
、
詩
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ

る
「
始
原
の
風
景
」
を
認
め
た
吉
増
剛
造
、「
眼
の
探
索
者
は
、
常
に
事
象
の
発
生
現
場
へ
と
降
り
て
ゆ
く
」
と
述
べ
、「
言
葉
の
発
生
、
意

味
の
生
成
、
イ
メ
ー
ジ
の
火
花
を
注
意
ぶ
か
く
見
つ
め
、〞
私
を
超
え
る
も
の
〝
の
到
来
を
、
氏
は
敬
虔
な
信
徒
の
よ
う
に
待
つ
」
と
み
な
し

た
谷
川
晃
一
、
瀧
口
の
線
描
に
、「
疾
走
し
つ
づ
け
る
も
の
の
命
の
つ
な
が
り
の
線
と
た
わ
む
れ
る
」
性
質
と
し
て
の
「
幼
児
性
」
を
見
た
土

方
巽
、
瀧
口
の
「
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
も
の
へ
の
信
憑
の
と
び
抜
け
た
強
度
」
を
前
提
に
、
瀧
口
の
詩
が
「
言
語
が
言
語
で
な
く
な
る
よ
う
な

生
成
、
言
語
が
そ
の
統
覚
の
機
能
を
捨
て
て
イ
メ
ー
ジ
へ
、
生
命
へ
、
つ
ま
り
よ
り
原
始
的
な
状
態
へ
帰
っ
て
ゆ
く
よ
う
な
、
マ
イ
ナ
ス
の

生
成
を
示
し
て
い
る
」
と
捉
え
た
瀬
尾
育
生
が
挙
げ
ら
れ
る
。

三
つ
目
の
系
統
と
し
て
、
瀧
口
の
影
像
が
、
詩
に
お
い
て
、
い
か
に
し
て
物
体
・
物
質
と
し
て
現
わ
れ
る
か
を
強
調
し
て
い
る
傾
向
が
挙

げ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
は
、
瀧
口
の
詩
の
言
葉
が
、
い
わ
ば
意
味
を
放
棄
し
、
そ
の
点
に
お
い
て
物
体
化
を
指
向
し
て
い
る
と
み
な
す
も
の
も

含
め
て
い
る
。
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瀧
口
の
詩
に
お
い
て
、「
物
質
」
と
「
行
為
」
の
双
方
に
対
す
る
「
志
向
」
を
読
み
取
っ
た
林
浩
平
、「
主
格
的
統
辞
性
と
し
て
現
象
す
る

『
表
象
』
機
制
」
に
対
し
て
「（
瀧
口
は
｜
引
用
者
註
）『
物
質
』
を
対
立
命
題
と
し
た
」
と
捉
え
た
大
平
具
彦
、
瀧
口
の
言
う
「
物
質
」
を
「
表

象
化
作
用
」
に
対
す
る
「
抵
抗
」
に
結
び
つ
け
た
守
中
高
明
、「
物
体
を
介
し
て
、
物
体
の
自
発
性
に
立
ち
合
い
、
そ
れ
に
触
媒
と
し
て
作
用

し
、
こ
の
自
発
性
を
押
し
進
め
る
」
と
い
う
瀧
口
の
「『
向
物
性
』
の
意
志
」
を
「
個
人
的
な
感
情
の
発
露
の
場
を
無
化
」
す
る
こ
と
に
結
び

つ
け
た
松
浦
寿
夫
が
そ
れ
に
あ
た
る
。

瀧
口
の
生
涯
に
亘
る
諸
芸
術
活
動
は
、
ま
さ
に
媒
体
を
変
え
た
詩
だ
と
言
っ
て
差
し
支
え
あ
る
ま
い
。
し
か
し
、
瀧
口
が
媒
体
を
様
々
に

変
え
つ
つ
ど
の
よ
う
な
詩
を
描
い
た
か
を
、
体
系
的
か
つ
詳
細
に
論
じ
た
研
究
は
、
目
下
の
と
こ
ろ
現
わ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
瀧
口
の

全
「
詩
的
行
為
」
と
も
言
え
る
、
彼
の
生
涯
の
芸
術
活
動
全
体
を
貫
く
特
質
を
探
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
瀧
口
論
を
提
示
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。
瀧
口
を
巡
る
議
論
は
、
今
後
も
一
層
細
分
化
さ
れ
つ
つ
も
、
影
像
が
焦
点
と
な
っ
て
い
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
の

際
に
、
影
像
と
瀧
口
と
は
、
そ
の
芸
術
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
関
係
を
結
ん
で
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
間
違
い
な
く
重
要
な
観
点
と
な
ろ

う
。

（
完
）

注

１
）

詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
瀧
口
修
造
研
究
・
批
評
の
分
析
｜

瀧
口
は
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
来
た
か
（
１
）
｜

」（『
北
海
学
園
大
学
人
文
論

集
』
第
五
八
号
、
二
〇
一
五
年
三
月
）
参
照
。

２
）

瀧
口
綾
子
「
終
焉
の
記
」『
み
す
ず
』、
一
九
七
九
年
九
月
〜
一
〇
月
。

３
）

瀧
口
綾
子
「
終
焉
の
記
」
大
岡
信
他
監
修
『
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
瀧
口
修
造

別
巻
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
八
年
（
六
七
七
頁
）。
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４
）

佐
藤
朔
「
始
祖
鳥
タ
キ
グ
チ
」『
文
学
界
』、
一
九
七
九
年
九
月
。

５
）

前
掲
書
、
佐
藤
朔
「
始
祖
鳥
タ
キ
グ
チ
」『
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
瀧
口
修
造

別
巻
』（
五
九
四
頁
）。

６
）

浜
田
浜
雄
「
あ
の
こ
ろ
」
初
出
『
み
す
ず
』、
一
九
七
九
年
九
月
〜
一
〇
月
。

７
）

田
辺
徹
「
ア
ー
ニ
ー
・
パ
イ
ル
か
ら
『
ミ
ロ
の
星
と
と
も
に
』
ま
で
」『
み
す
ず
』、
一
九
七
九
年
九
月
。

８
）

前
掲
書
、
田
辺
徹
「
ア
ー
ニ
ー
・
パ
イ
ル
か
ら
『
ミ
ロ
の
星
と
と
も
に
』
ま
で
」『
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
瀧
口
修
造

別
巻
』（
六
六
四
頁
）。

９
）

同
書
（
六
六
五
頁
）。

10
）

千
葉
宣
一
「
滝
口
修
造
」『
國
文
學
』

臨
時
増
刊
「
現
代
詩
の
一
一
〇
人
を
読
む

、
一
九
八
二
年
四
月
。

11
）

同
書
（
七
五
頁
）。

12
）

同
書
（
七
四
頁
）。

13
）

同
書
（
七
五
頁
）。

14
）

林
浩
平
「
死
の
ひ
と
・
瀧
口
修
造
」『
非
』
三
号
、
一
九
八
九
年
。

15
）

同
書
（
二
〇
頁
）。

16
）

同
書
（
二
六
頁
）。

17
）

同
書
（
二
八
頁
）。

18
）

同
書
（
二
六
頁
）。

19
）

前
掲
書
、
大
平
具
彦
「
瀧
口
修
造
論
ノ
ー
ト
」『
非
』
三
号
。

20
）

同
書
（
三
〇
頁
）。

21
）

同
書
（
三
一
頁
）。

22
）

同
書
（
三
四
頁
）。

23
）

同
書
（
三
六
頁
）。

24
）

澤
正
宏
「
瀧
口
修
造
論
｜

テ
ク
ス
ト
を
生
成
す
る
言
葉
の
試
み
」『
日
本
の
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
』
世
界
思
想
社
、
一
九
九
五
年
。
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25
）

同
書
（
一
〇
六
頁
）。

26
）

小
沢
節
子
「
思
想
形
成
期
の
瀧
口
修
造

シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
受
容
と
展
開
」『
非
』
三
号
、
一
九
八
九
年
。

27
）

同
書
（
七
〇
頁
）。

28
）

拙
稿
「
瀧
口
修
造
研
究
・
批
評
の
分
析
｜

瀧
口
は
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
来
た
か
（
１
）
｜

」
参
照
。

29
）

前
掲
書
、
島
敦
彦
「
瀧
口
修
造
と
一
九
三
〇
年
代
」『
非
』
三
号
。

30
）

同
書
（
九
一
頁
）。

31
）

阿
部
芳
文
は
阿
部
展
也
と
も
名
乗
っ
て
い
る
。

32
）

前
掲
書
、
島
敦
彦
「
瀧
口
修
造
と
一
九
三
〇
年
代
」『
非
』
三
号
（
八
八
頁
）。

33
）

同
書
（
九
〇
頁
）。

34
）

『
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

瀧
口
修
造
』（
一
三
巻
お
よ
び
別
巻
）
は
、
み
す
ず
書
房
か
ら
、
一
九
九
一
年
一
月
〜
一
九
九
八
年
七
月
に
亘
っ
て
刊
行
さ

れ
た
。

35
）

鶴
山
裕
司
「
一
瞬
の
黎
明
｜

瀧
口
修
造
試
論

ブ
ル
ト
ン
か
ら
戦
後
詩
、
散
文
詩
か
ら
行
わ
け
詩
」『
現
代
詩
手
帖
』

特
集
瀧
口
修
造
・
新
読

解

、
一
九
九
一
年
三
月
。

36
）

同
書
（
六
〇
頁
）。

37
）

同
書
（
六
四
頁
）。

38
）

前
掲
書
、
瀬
尾
育
生
「
影
像
の
イ
ノ
セ
ン
ス

瀧
口
修
造
の
書
法
」『
現
代
詩
手
帖
』

特
集
瀧
口
修
造
・
新
読
解

。

39
）

同
書
（
三
〇
頁
）。

40
）

同
書
（
三
四
頁
）。

41
）

同
書
（
三
六
頁
）。

42
）

同
書
（
三
五
頁
）。

43
）

同
書
（
三
三
頁
）。
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44
）

同
書
（
三
四
頁
）。

45
）

前
掲
書
、
篠
原
資
明
「
瀧
口
修
造
の
日
本
美
術
論

詩
か
ら
写
真
、
絵
画
へ
」『
現
代
詩
手
帖
』

特
集
瀧
口
修
造
・
新
読
解

。

46
）

同
書
（
八
八
頁
）。

47
）

同
書
（
八
九
頁
）。

48
）

前
掲
書
、
守
中
高
明
「
透
明
と
痕
跡

瀧
口
修
造
の
場
処
」『
現
代
詩
手
帖
』

特
集
瀧
口
修
造
・
新
読
解

。

49
）

同
書
（
六
八
頁
）。

50
）

同
書
（
六
九
頁
）。

51
）

前
掲
書
、
松
浦
寿
夫
「
こ
の
震
え
る
手

瀧
口
修
造
の
美
術
批
評
」『
現
代
詩
手
帖
』

特
集
瀧
口
修
造
・
新
読
解

。

52
）

同
書
（
五
五
頁
）。

53
）

同
書
（
五
六
頁
）。

54
）

同
書
（
五
七
頁
）。

55
）

前
掲
書
、
ヴ
ェ
ラ
・
リ
ン
ハ
ル
ト
ヴ
ァ
著
、
小
沼
純
一
訳「
瀧
口
修
造
小
論

シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
信
頼
」『
現
代
詩
手
帖
』

特
集
瀧
口
修
造
・

新
読
解

。

56
）

同
書
（
九
二
頁
）。

57
）

同
書
（
九
四
頁
）。

58
）

前
掲
書
、
澤
田
直
「
瀧
口
修
造
と
他
国
語

稀
有
な
他
国
語
詩
人
」『
現
代
詩
手
帖
』

特
集
瀧
口
修
造
・
新
読
解

。

59
）

同
書
（
九
〇
頁
）。

60
）

同
書
（
九
一
頁
）。

61
）

前
掲
書
、
高
島
直
之
「
主
観
と
客
観

瀧
口
修
造
の
写
真
論
」『
現
代
詩
手
帖
』

特
集
瀧
口
修
造
・
新
読
解

。

62
）

同
書
（
八
二
頁
）。

63
）

同
書
（
七
九
頁
）。
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64
）

同
書
（
八
二
頁
）。

65
）

巖
谷
國
士
「
瀧
口
修
造
と
デ
カ
ル
コ
マ
ニ
ー
」『
太
陽
』
四
月
号
、
平
凡
社
、
一
九
九
三
年
四
月
。

66
）

前
掲
書
、
土
渕
信
彦
「
彼
岸
の
オ
ブ
ジ
ェ
」『
太
陽
』
四
月
号
。

67
）

前
掲
書
、
巖
谷
國
士
「
瀧
口
修
造
と
デ
カ
ル
コ
マ
ニ
ー
」『
太
陽
』
四
月
号
（
二
二
頁
）。

68
）

同
書
（
二
五
頁
）。

69
）

同
書
（
二
二
頁
）。

70
）

同
書
（
二
七
頁
）。

71
）

前
掲
書
、
土
渕
信
彦
「
彼
岸
の
オ
ブ
ジ
ェ
」『
太
陽
』
四
月
号
（
八
五
頁
〜
九
〇
頁
）。

72
）

同
書
（
九
一
頁
）。

73
）

岩
崎
美
弥
子
『
瀧
口
修
造

沈
黙
す
る
球
体
』
水
声
社
、
一
九
九
八
年
。

74
）

同
書
（
一
九
頁
）。

75
）

同
書
（
一
七
三
頁
）。

76
）

中
村
鐡
太
郎
「
瞬
時
の
危
機

瀧
口
修
造
と
西
脇
順
三
郎
」『
現
代
詩
手
帖
』

生
誕
百
年

瀧
口
修
造

実
験
・
絶
対
・
現
実

、
二
〇
〇
三
年

一
一
月
。

77
）

同
書
（
七
五
頁
〜
八
一
頁
）。

78
）

前
掲
書
、
金
澤
一
志
「
馥
郁
た
る
火
夫
ら

北
園
克
衛
と
瀧
口
修
造
」『
現
代
詩
手
帖
』

生
誕
百
年

瀧
口
修
造

実
験
・
絶
対
・
現
実

。

79
）

同
書
（
八
五
頁
）。

80
）
『
衣
裳
の
太
陽
』
は
、
Ｌ
Ｅ
Ｓ
社
か
ら
、
一
九
二
八
年
一
一
月
〜
二
九
年
七
月
に
亘
っ
て
、
全
六
冊
発
行
さ
れ
て
い
る
。
編
集
兼
発
行
者
富
士
原

清
一
。
瀧
口
修
造
の
他
に
、
西
脇
順
三
郎
、
上
田
保
、
北
園
克
衛
、
上
田
敏
雄
他
、
総
勢
十
一
名
の
詩
人
が
結
集
し
、「
超
現
実
主
義
雑
誌
」を
名
乗
っ

て
い
る
。

81
）
『L

e S
u
rrea

lism
e In

tern
a
tio
n
a
l

』は
、
一
九
三
〇
年
一
月
に
、
発
行
者
富
士
原
清
一
、
編
集
者
瀧
口
修
造
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。『
衣
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裳
の
太
陽
』を
改
題
し
た
雑
誌
で
あ
り
、
富
士
原
、
瀧
口
の
他
に
、
原
研
吉
、
北
園
克
衛
、
三
浦
孝
之
助
、
佐
藤
直
彦
、
上
田
保
、
上
田
敏
雄
、
山
田

一
彦
の
詩
を
掲
載
し
て
い
る
。「
超
現
実
主
義
機
関
誌
」
を
標
榜
し
て
い
る
。

82
）

前
掲
書
、
金
澤
一
志
「
馥
郁
た
る
火
夫
ら

北
園
克
衛
と
瀧
口
修
造
」『
現
代
詩
手
帖
』

生
誕
百
年

瀧
口
修
造

実
験
・
絶
対
・
現
実

）（
八

六
頁
〜
八
七
頁
）。

83
）

瀧
口
修
造
が
詩
を
書
き
、
阿
部
芳
文
が
絵
を
描
い
た
詩
画
集
『
妖
精
の
距
離
』
は
、
春
鳥
会
か
ら
一
九
三
七
年
一
〇
月
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

84
）

村
野
四
郎
『
体
操
詩
集
』
ア
オ
イ
書
房
、
一
九
三
九
年
一
二
月
。

85
）

前
掲
書
、
金
澤
一
志
「
馥
郁
た
る
火
夫
ら

北
園
克
衛
と
瀧
口
修
造
」『
現
代
詩
手
帖
』

生
誕
百
年

瀧
口
修
造

実
験
・
絶
対
・
現
実

（
八

七
頁
）。

86
）

前
掲
書
、
田
野
倉
康
一
「
美
術
は
詩
を
欲
し
て
い
る

視
覚
作
品
を
語
り
得
る
言
語
と
は
何
か
『
現
代
詩
手
帖
』

生
誕
百
年

瀧
口
修
造

実

験
・
絶
対
・
現
実

。

87
）

同
書
（
九
六
頁
）。

88
）

同
書
（
九
七
頁
）。

89
）

同
書
（
一
〇
二
頁
）。

90
）

前
掲
書
、
鶴
岡
善
久
「
瀧
口
修
造
に
つ
き
、
拾
遺
三
件
」『
現
代
詩
手
帖
』

生
誕
百
年

瀧
口
修
造

実
験
・
絶
対
・
現
実

。

91
）

同
書
（
五
四
頁
）。

92
）

同
書
（
五
六
頁
）。

93
）

鶴
岡
の
註
記
に
よ
る
と
、「

」
は
「
お
そ
れ
る
さ
ま
」
で
あ
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、「
不

」
は
、
お
そ
れ
を
知
ら
な
い
と
い
う
意
か
。

94
）

前
掲
書
、
鶴
岡
善
久
「
瀧
口
修
造
に
つ
き
、
拾
遺
三
件
」『
現
代
詩
手
帖
』

生
誕
百
年

瀧
口
修
造

実
験
・
絶
対
・
現
実

（
五
五
頁
〜
五
六

頁
）。

95
）

前
掲
書
、
岩
崎
美
弥
子
「
記
録
と
記
憶

『
稲
妻
と
徘
徊
抄
』
草
稿
考
」『
現
代
詩
手
帖
』

生
誕
百
年

瀧
口
修
造

実
験
・
絶
対
・
現
実

。

96
）

同
書
（
一
〇
三
頁
）。
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97
）

同
書
（
一
〇
五
頁
）。

98
）

前
掲
書
、
佐
谷
和
彦
「
瀧
口
先
生
と
の
三
十
年

『
オ
マ
ー
ジ
ュ
瀧
口
修
造
展
』
を
ふ
り
か
え
り
な
が
ら
」『
現
代
詩
手
帖
』

生
誕
百
年

瀧
口

修
造

実
験
・
絶
対
・
現
実

。

99
）

杉
山
悦
子
他
編
集
『
瀧
口
修
造

夢
の
漂
流
物
』
世
田
谷
美
術
館
、
富
山
県
立
近
代
美
術
館
、
二
〇
〇
五
年
。

100
）

小
沢
節
子
『
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
戦
争
体
験

松
本
竣
介
、
瀧
口
修
造
そ
し
て
画
学
生
た
ち
』
青
木
書
店
、
一
九
九
四
年
。

101
）

同
書
（
二
四
〇
頁
）。

102
）

ア
ン
ド
レ
・
ブ
ル
ト
ン
著
、
瀧
口
修
造
訳
『
超
現
実
主
義
と
絵
画
』
厚
生
閣
書
店
、
一
九
三
〇
年
六
月
。

103
）

瀧
口
修
造
『
ダ
リ
』
ア
ト
リ
ヱ
社
、
一
九
三
九
年
。

104
）

瀧
口
修
造
『
ミ
ロ
』
ア
ト
リ
ヱ
社
、
一
九
四
〇
年
。

105
）

前
掲
書
、
鶴
岡
善
久
「
太
陽
へ
の
希
求

瀧
口
修
造
」『
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
瀧
口
修
造

別
巻
』（
二
八
九
頁
）。

106
）

入
沢
康
夫
「
瀧
口
さ
ん
の
『
転
機
』
に
つ
い
て
の
走
り
書
き
」『
現
代
詩
手
帖
』、
一
九
六
八
年
一
〇
月
。

107
）

入
沢
康
夫
「
瀧
口
さ
ん
の
『
転
機
』
に
つ
い
て
の
走
り
書
き
」『
現
代
詩
手
帖
』
一
〇
月
臨
時
増
刊
号
、
一
九
七
四
年
一
〇
月
（
三
二
五
頁
）。

108
）

同
書
（
三
二
六
頁
）。

109
）

同
書
（
三
二
七
頁
）。

110
）

同
書
（
三
二
五
頁
）。

111
）

同
書
（
三
二
六
頁
）。

112
）

前
掲
書
、
岩
成
達
也
「

瀧
口
修
造
の
詩
的
実
験
１
９
２
７
｜
１
９
３
７

に
つ
い
て
の
二
、
三
の
メ
モ
」『
現
代
詩
手
帖
』
一
〇
月
臨
時
増
刊
号
。

113
）

同
書
（
九
八
頁
）。

114
）

同
書
（
九
三
頁
）。

115
）

同
書
（
九
八
頁
）。

116
）

前
掲
書
、
安
藤
元
雄
「
白
衣
の
太
陽
」『
現
代
詩
手
帖
』
一
〇
月
臨
時
増
刊
号
。
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117
）

前
掲
書
、
安
藤
元
雄
「
白
衣
の
太
陽
」『
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
瀧
口
修
造

別
巻
』（
四
九
二
頁
）。

118
）

同
書
（
四
九
三
頁
）。

119
）

同
書
（
四
九
四
頁
）。

120
）

同
書
（
四
九
二
頁
）。

121
）

同
書
（
四
九
六
頁
）。

122
）

同
書
（
四
九
五
頁
）。

123
）

前
掲
書
、
鶴
岡
善
久
「
太
陽
へ
の
希
求

瀧
口
修
造
」『
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
瀧
口
修
造

別
巻
』（
二
九
五
頁
）。

124
）

前
掲
書
、
入
沢
康
夫
「
瀧
口
さ
ん
の
『
転
機
』
に
つ
い
て
の
走
り
書
き
」『
現
代
詩
手
帖
』
一
〇
月
臨
時
増
刊
号
（
三
二
七
頁
）。

125
）

前
掲
書
、
岩
成
達
也
「

瀧
口
修
造
の
詩
的
実
験
１
９
２
７
｜
１
９
３
７

に
つ
い
て
の
二
、
三
の
メ
モ
」『
現
代
詩
手
帖
』
一
〇
月
臨
時
増
刊
号

（
九
八
頁
）。

126
）

前
掲
書
、
安
藤
元
雄
「
白
衣
の
太
陽
」『
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
瀧
口
修
造

別
巻
』（
四
九
五
頁
）。

127
）

同
書
（
四
九
七
頁
）。

128
）

瀧
口
の
詩
を
巡
っ
て
、
影
像
と
ユ
ー
モ
ア
と
の
関
係
に
つ
い
て
言
及
し
た
評
論
も
あ
る
。
詩
人
和
合
亮
一
は「
瀧
口
修
造
に
、
鮮
や
か
な
紅
梅
を

充
塡
し
て
み
た
い
の
だ
が
」（『
現
代
詩
手
帖
』

生
誕
百
年

瀧
口
修
造

実
験
・
絶
対
・
現
実

、
二
〇
〇
三
年
一
一
月
）
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
に
お
い

て
、
瀧
口
の
詩
に
お
け
る
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
に
注
目
し
、「
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
潜
り
続
け
て
い
く
ほ
ど
、
私
た
ち
は
内
な
る
象
徴
の
方
へ
と
向
か
い
続
け

て
い
く
。
ひ
い
て
は
象
徴
主
義
へ
と
傾
き
、
想
像
す
る
当
事
者
だ
け
の
秘
密
事
へ
と
陥
る
」と
認
識
し
た
上
で
、
瀧
口
の
詩
の
場
合
は「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」

が
「
ユ
ー
モ
ア
セ
ン
ス
と
直
結
し
て
い
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
「
想
像
す
る
当
事
者
だ
け
の
秘
密
事
へ
と
陥
る
」
と
い
う
弊
を
逃
れ
、「
読
み
手
と
の
関

係
性
を
ぎ
り
ぎ
り
で
切
ら
な
い
」、「
特
異
な
試
み
」
を
行
っ
て
い
る
と
評
し
て
い
る
。

一
方
、
土
渕
信
彦
は
、「『
瀧
口
修
造
の
詩
的
実
験
』
の
構
造
と
解
釈

（
一
）〜（
三
）」（『
洪
水
』
六
〜
八
号
、
二
〇
一
〇
〜
一
一
年
）
に
お
い
て
、

『
瀧
口
修
造
の
詩
的
実
験
』
所
収
の
「
詩
的
テ
ク
ス
ト
」
を
制
作
年
代
別
に
分
類
し
、
各
年
代
の
詩
的
原
理
の
変
遷
を
検
討
し
、
そ
の
詩
法
の
特
質
を

明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
ま
た
岩
崎
美
弥
子
は
、「
瀧
口
修
造
の
『
安
全
週
間
』」（『
実
践
国
文
学
』
七
五
号
、
二
〇
〇
九
年
三
月
）
に
お
い
て
、
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「
対
象
を
即
物
的
に
扱
う
」
と
い
う
瀧
口
の
詩
的
特
質
を
重
視
し
て
、
瀧
口
の
フ
ォ
ト
・
エ
ッ
セ
イ
「
安
全
週
間
」（
一
九
三
九
年
）
を
分
析
し
、
瀧
口

と
同
時
代
の
詩
人
と
を
比
較
し
た
上
で
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
「
細
心
の
注
意
を
は
ら
っ
て
書
か
れ
た
軍
事
批
判
」
だ
と
み
な
し
、「
状
況
的
に
追
い
詰

め
ら
れ
た
」
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
姿
を
見
出
し
た
。

129
）

前
掲
書
、
三
好
豊
一
郎
「
瀧
口
修
造
の
『
生
の
意
味
』」『
現
代
詩
手
帖
』
一
〇
月
臨
時
増
刊
号
。

130
）

同
書
（
一
八
〇
頁
）。

131
）

前
掲
書
、
朝
吹
亮
二
「
永
遠
の
未
完

瀧
口
修
造
の
詩
的
行
為
」『
現
代
詩
手
帖
』

特
集
瀧
口
修
造
・
新
読
解

。

132
）

同
書
（
四
五
頁
）。

付
記

本
論
文
は
、
二
〇
一
二
年
度
北
海
学
園
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
に
提
出
し
た
博
士
論
文
「
瀧
口
修
造
研
究
｜
『
影
像
人
間
』
の

系
譜
」
よ
り
、
第
一
章
を
加
筆
・
訂
正
し
、
独
立
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
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