
は
じ
め
に

和
歌
の
中
心
を
占
め
る
恋
歌
は
︑
恋
心
を
ナ
イ
ー
ブ
に
詠

ん
だ
り
︑
屈
折
し
て
詠
ん
だ
り
︑
ま
た
は
景
色
と
な
い
交
ぜ

に
詠
ま
れ
た
り
︑
あ
る
い
は
仏
教
的
真
理
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と

し
て
詠
ま
れ
る
も
の
ま
で
︑
幅
が
あ
る
︒
私
は
不
惑
の
歳
を

過
ぎ
た
こ
ろ
︑
あ
る
こ
と
を
き
っ
か
け
に
︑
ナ
イ
ー
ブ
な
恋

歌
を
詠
み
始
め
た
︒
ど
う
し
よ
う
も
な
い
状
況
を
︑
和
歌
を

集
中
的
に
詠
む
こ
と
で
や
り
過
ご
し
な
が
ら
︑
し
だ
い
に
和

歌
を
詠
む
こ
と
自
体
が
主
目
的
と
な
っ
て
き
て
間
も
な
く
︑
恋

歌
に
交
じ
っ
て
︑
た
だ
叙
景
歌
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
和

歌
が
︑
生
ま
れ
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

﹁
生
ま
れ
て
く
る
﹂
と
言
っ
た
の
は
︑﹁
詩
の
最
初
の
一
節

は
天
上
か
ら
く
る
﹂
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も
︑
私
の
場
合
︑
自

然
観
照
が
習
慣
と
な
る
に
つ
れ
︑
周
囲
の
景
色
か
ら
︑
空
か

ら
大
地
か
ら
︑
木
々
や
草
花
か
ら
︑
風
や
音
か
ら
︑
ま
た
古

来
の
和
歌
や
古
語
の
全
体
か
ら
︑
歌
の
断
片
が
降
り
か
か
っ

て
く
る
感
じ
が
し
た
か
ら
で
あ
る
︒﹁
古
へ
の　

言
霊
な
れ
や

　

あ
や
歌
の　

揺
ら
く
羽
風
と　

降
り
か
ゝ
り
く
る1

﹂
と
は
︑

そ
の
よ
う
な
事
情
を
詠
み
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
︒

ソ
フ
ト
フ
ォ
ー
カ
ス
な
﹁
雰
囲
気
﹂
を
詠
ん
だ
自
作
の
叙

景
歌
に
︑
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
︒

芽
ぐ
む
木
に　

赤
ら
む
森
の

う
す
青
き
空
に　

ふ
く
ら
む

風
の
た
め
い
き

現
代
語
の
ま
ま
で
鑑
賞
で
き
る
こ
の
歌
は
︑
春
先
の
う
す

い
青
空
を
背
景
に
︑
風
が
た
め
息
の
よ
う
に
吹
き
す
ぎ
て
︑
赤

ら
ん
だ
森
が
ふ
わ
り
と
膨
ら
む
︑
と
い
う
感
じ
を
︑
私
の
実

感
ど
お
り
︑
気
分
ど
お
り
に
詠
め
て
い
て
︑
思
い
返
す
た
び

に
︑
と
き
め
き
を
覚
え
る2

︒

こ
れ
は
︑
私
の
言
葉
で
言
え
ば
﹁
ア
ト
モ
ス
ケ
ー
プ
﹂
を

詠
ん
で
い
る
の
だ
が
︑
自
分
は
そ
れ
に
よ
っ
て
何
を
し
て
い

る
の
か
︑
と
い
う
の
が
︑
こ
の
エ
ッ
セ
イ
の
出
発
点
に
あ
る

問
い
で
あ
る
︒

1
ア
ト
モ
ス
ケ
ー
プ
の
提
案

﹁
雰
囲
気
の
景
観
︑
ア
ト
モ
ス
ケ
ー
プ
︵atm

oscape

︶﹂
と

い
う
の
は
私
の
造
語
で
︑
五
感
す
べ
て
と
そ
の
基
盤
に
か
か

わ
る
景
観
認
知
の
モ
ー
ド
と
し
て
︑
一
九
九
五
年
に
拙
著
の

一
部
で
提
案
し
て
み
た
も
の
で
あ
る
︒
発
想
や
言
葉
の
由
来

は
︑﹁
音
の
景
観
︑
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
﹂
と
い
う
音
楽
︵
教

育
︶
用
語
を
直
近
の
ヒ
ン
ト
と
し
︑﹁
匂
い
の
景
観
︑
ア
ロ
マ

ス
ケ
ー
プ
﹂
と
い
う
商
業
用
語
を
経
由
し
て
い
る3

︒

こ
の
タ
ー
ム
を
考
え
付
い
て
︑
す
ぐ
思
っ
た
の
は
︑﹁
誰
か

す
で
に
提
案
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
﹂
と
い
う

こ
と
で
︑﹁
ア
ト
モ
ス
ケ
ー
プ
︵atm

oscape

︶﹂
を
検
索
語
に

し
て
︑
和
英
の
著
書
や
論
文
︑
エ
ッ
セ
イ
︑
ブ
ロ
グ
な
ど
を

探
し
て
み
た
が
︑
該
当
す
る
も
の
は
な
か
っ
た
︒

最
も
近
い
捉
え
方
と
し
て
は
︑﹁
雰
囲
気
的
景
観︵atm

ospheric 

ア
ト
モ
ス
ケ
ー
プ
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・
序
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landscape

︶﹂
と
い
う
タ
ー
ム
が
流
通
し
て
お
り
︑
こ
の
語
で

ウ
ェ
ブ
検
索
を
か
け
る
と
︑
い
く
つ
か
の
サ
イ
ト
が
ヒ
ッ
ト

し
︑
タ
ー
ナ
ー
や
印
象
派
の
︵
よ
う
な
︶
絵
画
︑
ま
た
山
水

画
︵
の
よ
う
な
絵
画
︶
や
︑
そ
う
し
た
風
景
画
の
よ
う
な
風
景

写
真
︑
そ
れ
を
デ
ジ
タ
ル
処
理
し
た
作
品
︑
な
ど
が
ア
ッ
プ

さ
れ
て
い
た
︒
共
通
の
特
徴
は
︑
湿
っ
た
大
気
や
光
や
色
が

散
乱
し
浸
透
し
て
輪
郭
が
ぼ
や
け
︑
被
写
体
は
エ
ー
テ
ル
的

で
︑
奥
行
き
が
深
く
︑
一
言
で
言
え
ば
ま
さ
に
雰
囲
気
的
で

あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
タ
ー
ム
の
提
案
を
別
に
す
れ
ば
︑
私

が
ア
ト
モ
ス
ケ
ー
プ
に
つ
い
て
述
べ
︵
よ
う
と
し
︶
て
い
る
内

容
が
︑
そ
れ
ほ
ど
独
創
的
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
︒
む
し
ろ

す
べ
て
︑
幽
玄
︑
余
情
︑
余
白
︑
余
韻
︑
暗
示
な
ど
︑
日
本

美
の
主
流
に
あ
る
キ
ー
ワ
ー
ド
に
つ
な
が
っ
て
く
る
︒
そ
し

て
そ
の
よ
う
に
﹁
陳
腐
な
こ
と
﹂
と
受
け
取
ら
れ
る
こ
と
は
︑

造
語
者
の
手
柄
︵
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
︶
を
さ
ら
に
高
め
る
こ
と

に
な
る
︒
多
く
の
人
が
す
で
に
予
感
し
て
い
る
事
柄
に
︑
ま

さ
に
端
的
な
表
現
を
与
え
た
第
一
歩
で
あ
る
こ
と
が
︑
浮
き

彫
り
に
な
る
か
ら
で
あ
る
︒

こ
う
し
て
︑﹁
ア
ト
モ
ス
ケ
ー
プ
﹂
と
い
う
流
行
ら
な
い
タ

ー
ム
を
用
い
て
い
る
の
は
︑
一
九
九
五
年
に
発
表
し
て
以
来
︑

長
ら
く
造
語
者
た
る
私
一
人
し
か
い
な
か
っ
た
︒
と
き
お
り
︑

友
人
や
学
生
に
﹁
ア
ト
モ
ス
ケ
ー
プ
︵atm

oscape

︶﹂
で
検
索

し
て
も
ヒ
ッ
ト
し
な
い
と
い
う
デ
モ
を
得
意
げ
に
行
な
っ
て

い
た
が
︑
二
〇
一
〇
年
代
に
な
っ
て
︑
い
つ
も
の
よ
う
に
デ

モ
を
し
て
い
た
ら
︑
相
手
か
ら
﹁
ヒ
ッ
ト
し
た
﹂
と
言
わ
れ

て
驚
い
た
︒
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
拠
点
を
置
くIM

O
V

IE

の

サ
イ
ト
が
︑
こ
の
タ
ー
ム
を
用
い
始
め
て
い
た
の
で
あ
る
︒
日

本
語
の
本
の
数
ペ
ー
ジ
で
論
じ
た
だ
け
の
私
見
が
︑
英
語
圏

の
用
語
に
採
用
さ
れ
た
と
は
言
え
ま
い
が
︑
プ
ラ
イ
オ
リ
テ

ィ
が
私
に
あ
る
こ
と
だ
け
は
︑
強
調
し
て
お
き
た
い
︒

ア
ト
モ
ス
ケ
ー
プ
の
造
語
の
ヒ
ン
ト
に
な
っ
た
﹁
サ
ウ
ン

ド
ス
ケ
ー
プ︵soundscape

︶﹂
は
︑
カ
ナ
ダ
人
の
音
楽
家
︑
R
・

マ
リ
ー
＝
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
に
よ
っ
て
一
九
六
〇
年
代
に
着
想

さ
れ
︑一
九
八
〇
年
代
日
本
に
輸
入
さ
れ
︑
音
楽
や
景
観
論
に

大
き
な
影
響
を
与
え
た
︒
た
だ
し
︑
こ
の
外
来
語
か
ら
事
新

し
く
学
ぶ
ま
で
も
な
く
︑
日
本
文
化
の
中
心
を
貫
く
美
︵
微
︶

意
識
は
︑
遠
近
の
自
然
音
や
微
小
な
生
活
音
へ
の
気
付
き
︑

気
配
り
と
し
て
︑
途
切
れ
る
こ
と
な
く
伝
わ
っ
て
い
る
︒
情

景
に
融
け
込
む
こ
と
︑
聴
覚
的
に
は
音
に
融
け
込
む
こ
と
は
︑

日
本
人
の
自
然
美
観
の
最
も
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

聴
覚
的
に
情
景
に
融
け
込
む
と
は
︑
一
方
で
は
大
き
な
音

に
浸
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
︑
他
方
で
は
聞
こ
え
る
か
聞
こ
え

な
い
か
の
境
に
あ
る
微
細
な
音
に
耳
傾
け
る
こ
と
で
も
あ
る
︒

先
端
科
学
の
知
見
を
援
用
し
た
つ
ぎ
の
指
摘
の
よ
う
に
︑
微

細
な
音
を
聞
く
と
き
︑
私
た
ち
は
そ
れ
と
共
振
し
︑
同
調
し

て
い
る
︒

耳
が
受
動
的
な
共
鳴
モ
ー
ド
で
作
動
す
る
の
は
大
き
な
信

号
の
と
き
だ
け
で
あ
る
︒
小
さ
な
信
号
に
な
る
と
︑
耳
は

み
ず
か
ら
振
動
を
発
生
さ
せ
︑
入
っ
て
く
る
信
号
を

﹁
自ロ

ッ
ク
オ
ン

動
追
尾
﹂
す
る
の
だ
︒
つ
ま
り
︑
微
細
な
音
を
感
受
す

る
場
合
に
は
︑
外
部
か
ら
の
信
号
と
︑
耳
自
身
が
発
生
す

る
信
号
と
が
相
互
に
作
用
し
て
い
る
︒
人
間
の
聴
覚
は
︑

耳
の
外
部
の
振
動
体
と
内
部
の
振
動
体
と
の
あ
い
だ
の

位フ
ェ
イ
ズ
・
コ
ヒ
ー
レ
ン
ス

相
一
貫
性
を
分
析
し
た
結
果
生
じ
る
の
で
あ
る4

︒

微
細
な
も
の
︑
彼
方
な
る
も
の
︑
未
知
な
る
も
の
を
感
じ

よ
う
と
す
る
と
き
︑
私
た
ち
の
知
覚
の
モ
ー
ド
が
変
わ
り
︑
常

な
ら
ぬ
﹁
知
覚
の
扉
﹂
が
開
き
︑
別
の
コ
ー
ド
が
動
き
だ
す
︒

あ
ま
り
に
鮮
や
か
な
感
覚
︑
と
く
に
視
覚
は
︑
隔
た
り
を
作

る
︒
隔
た
り
の
な
い
未
分
節
の
視
覚
︑
す
べ
て
を
一
望
す
る

視
覚
︑
聴
覚
以
下
の
嗅
覚
︑
味
覚
︑
触
覚
︑
そ
し
て
共
感
覚

が
︑
ア
ト
モ
ス
ケ
ー
プ
の
入
り
口
に
な
る
︒
身
心
が
固
ま
り
︑

大
気
が
固
ま
っ
た
と
き
︑
暖
か
い
想
像
に
よ
っ
て
︑
歌
に
よ

っ
て
︑
瞑
想
に
よ
っ
て
︑
触
れ
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
︑
身
心

が
緩
み
︑
内
と
外
が
融
け
合
う
︒
蒸
気
と
な
っ
て
膨
ら
ん
だ

雰
囲
気
を
呼
吸
し
︑
気
分
が
雰
囲
気
に
融
け
込
む
こ
と
で
︑
ア

ト
モ
ス
ケ
ー
プ
が
立
ち
上
が
る
︒

2
印
象
派
の
ア
ト
モ
ス
ケ
ー
プ

印
象
派
と
ま
と
め
ら
れ
る
絵
画
の
中
に
︑
ア
ト
モ
ス
ケ
ー

プ
と
捉
え
る
こ
と
で
理
解
が
深
ま
る
︑
そ
の
よ
う
な
作
品
群

が
あ
る
︒
ア
ト
モ
ス
ケ
ー
プ
を
集
中
的
に
描
い
て
い
る
と
思

わ
れ
る
の
は
︑
と
く
に
モ
ネ
と
ピ
サ
ロ
︑
そ
し
て
か
な
り
異

な
る
雰
囲
気
だ
が
︑
セ
ザ
ン
ヌ
や
ゴ
ッ
ホ
で
あ
る
︒

室
内
画
︑
と
く
に
人
物
画
が
ア
ト
モ
ス
ケ
ー
プ
に
な
り
に

く
い
の
は
︑
固
体
や
肉
体
が
画
面
を
占
め
て
い
て
︑
流
れ
動

く
気
体
や
液
体
と
は
異
な
る
か
ら
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
人
間

の
﹁
ふ
る
ま
い
﹂
の
詩
学
を
論
じ
た
坂
部
恵
は
︑﹁
ひ
と
の
ふ

る
ま
い
に
は
︙
︙
匂
い
立
つ
詩
︵
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
︶﹂
が
あ
る

と
述
べ
て
︑﹁
詩
学
︵
ポ
エ
テ
ィ
カ
︑
ポ
イ
エ
テ
ィ
カ
︶
の
次

元
﹂
を
﹁
人
間
の
ふ
る
ま
い
の
場
﹂
に
求
め
て
い
る5

︒
こ
れ

と
は
異
な
り
︑
ア
ト
モ
ス
ケ
ー
プ
の
詩
学
は
︑
人
間
の
次
元

で
は
な
く
︑
そ
れ
を
大
き
く
包
み
込
む
環
境
の
次
元
に
お
い

て
︑
展
開
す
る
︒
こ
の
違
い
は
︑
和
辻
哲
郎
の
言
葉
を
借
り

れ
ば
︑﹁
風
土
﹂
論
と
﹁
間
柄
﹂
論
と
の
違
い
で
あ
る
︒
和
辻

は
︑
自
然
環
境
と
人
の
間
に
な
り
た
つ
も
の
を
﹁
風
土
﹂︑
人

と
人
の
間
に
な
り
た
つ
も
の
を
﹁
間
柄
﹂
と
呼
ん
だ
︒
坂
部

恵
が
論
じ
た
﹁
ペ
ル
ソ
ナ
﹂
や
木
村
敏
が
論
じ
た
﹁
人
と
人

と
の
間
﹂
な
ど
は
︑
和
辻
の
﹁
間
柄
﹂
に
連
な
る
も
の
で
あ

り
︑
他
方
︑
ア
ト
モ
ス
ケ
ー
プ
は
﹁
風
土
﹂
に
連
な
る
︒

印
象
派
︑
表
現
主
義
と
い
う
﹁
近
代
美
術
の
ふ
た
つ
の
﹁
イ

ズ
ム
﹂
を
先
取
り
し
た
﹂
と
評
さ
れ
る
タ
ー
ナ
ー
は
︑﹃
国
会

議
事
堂
の
火
災
﹄
以
来
︑
最
も
有
名
な
晩
年
の
作
品
︑
未
来
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派
に
す
ら
先
立
つ
よ
う
な
﹃
雨
︑
蒸
気
︑
速
度
︱
グ
レ
ー

ト
・
ウ
ェ
ス
タ
ン
鉄
道
﹄
に
い
た
る
ま
で
︑﹁
光
と
空
気
が
物

体
に
勝
利
す
る
光
景
﹂
を
︑﹁
か
た
ち
を
曖
昧
に
し
︑
線
で
は

な
く
面
︑
と
い
う
よ
り
も
色
彩
で
﹂
描
き
続
け
て
︑
西
洋
絵

画
史
の
画
期
と
な
っ
た6

︒

印
象
派
の
先
駆
け
と
な
る
タ
ー
ナ
ー
に
つ
い
て
︑
同
時
代

の
批
評
家
た
ち
の
困
惑
と
驚
き
は
︑﹁
色
彩
に
付
与
し
た
役
割

の
根
本
的
な
難
解
さ
︙
︙
作
品
の
﹁
未
完
﹂
の
よ
う
な
外
見

へ
の
疑
義
︙
︙
ぼ
や
け
た
輪
郭
線
へ
の
戸
惑
い
︙
︙
多
様
な

解
釈
の
可
能
性
﹂
を
め
ぐ
る
も
の
だ
っ
た
︒
そ
の
後
に
起
こ

っ
た
﹁
流
行
の
思
潮
と
し
て
の
レ
ア
リ
ス
ム
﹂
に
つ
い
て
︑
美

術
史
家
の
ガ
ン
ボ
ー
ニ
は
︑﹁
写
真
の
よ
う
な
﹂
イ
リ
ュ
ー
ジ

ョ
ン
の
方
向
と
︑﹁
知
覚
の
主
観
性
を
訴
え
︑
明
確
な
形
態
や

構
図
を
解
体
さ
せ
る
﹂
方
向
と
の
二
つ
を
切
り
分
け
︑
後
者

が
印
象
派
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
︑
さ
ら
に
印
象
派
は
二

つ
の
方
向
に
分
か
れ
て
い
る
こ
と
を
︑
指
摘
し
て
い
る
︒﹁
印

象
﹂
と
い
う
概
念
の
も
つ
﹁
主
体
と
客
体
の
区
別
が
な
さ
れ

る
以
前
の
段
階
︙
︙
未
分
化
の
ま
ま
融
合
し
て
い
る
状
態
﹂

や
そ
の
﹁
動
的
で
瞬
間
的
な
絵
画
表
現
﹂
が
︑
一
方
で
は
知

覚
の
主
体
性
と
い
う
意
味
で
の
﹁
レ
ア
リ
ス
ム
の
展
開
の
ひ

と
つ
の
到
達
点
﹂
と
も
な
り
︑
他
方
で
は
﹁
レ
ア
リ
ス
ム
か

ら
象
徴
主
義
へ
の
移
行
﹂
の
道
を
辿
る
か
ら
で
あ
る7

︒
ガ
ン

ボ
ー
ニ
の
こ
の
見
取
り
図
は
︑
印
象
派
の
絵
画
の
中
で
も
︑
も

っ
ぱ
ら
風
景
画
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
明
確

な
形
や
固
体
が
融
け
て
︑
色
や
塊
︑
液
体
や
気
体
に
な
る
印

象
派
が
︑
知
覚
論
と
し
て
は
一
種
の
リ
ア
リ
ズ
ム
を
め
ざ
し

つ
つ
︑
そ
の
多
義
性
は
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
に
続
い
て
い
る
︑
と

い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒

こ
の
よ
う
な
タ
ー
ナ
ー
と
印
象
派
の
位
置
付
け
と
比
べ
た

と
き
︑
中
国
の
山
水
画
︑
水
墨
画
︑
そ
の
流
れ
を
受
け
た
日

本
絵
画
で
は
︑
は
る
か
以
前
か
ら
今
日
ま
で
︑
線
や
面
︑
色

彩
ま
で
曖
昧
に
し
た
風
景
画
が
︑
一
つ
の
主
流
を
成
し
て
い

る
︒
近
代
日
本
の
朦
朧
体
︑
縹
緲
体
は
︑
西
洋
近
代
画
の
影

響
で
は
な
く
︑
そ
の
画
論
で
理
論
武
装
し
た
︑
中
国
︑
日
本

の
伝
統
の
再
生
で
あ
る
︒
日
本
で
印
象
派
が
好
ま
れ
る
の
は
︑

輪
郭
線
の
曖
昧
な
風
景
画
と
い
う
共
通
点
に
よ
る
と
も
指
摘

さ
れ
て
い
る
︒

若
く
し
て
点
描
を
完
成
さ
せ
た
ス
ー
ラ
は
︑
ち
ょ
う
ど
︑
原

子
論
や
量
子
論
が
世
界
観
を
変
え
た
よ
う
に
︑﹁
光
学
的
理
論

を
絵
画
の
色
彩
に
と
り
い
れ
︙
︙
点
の
集
合
で
描
く
﹂
技
術

を
確
立
し
︑
絵
画
の
見
方
を
変
え
た
︒
そ
の
こ
ろ
の
ピ
サ
ロ

は
︑
す
で
に
﹁
こ
ま
か
い
タ
ッ
チ
を
重
ね
て
描
く
方
法
を
試

み
て
い
た
﹂
が
︑
年
少
の
ス
ー
ラ
の
技
法
を
み
て
︑﹁
こ
れ
が

自
分
の
求
め
て
い
る
も
の
だ
と
考
え
た
﹂
と
い
う
︒
光
学
理

論
は
点
描
そ
の
他
の
具
体
的
な
テ
ク
ニ
ッ
ク
や
理
論
的
裏
付

け
を
提
供
す
る
が
︑
点
描
で
描
か
れ
る
だ
け
で
は
︑
必
ず
し

も
ア
ト
モ
ス
ケ
ー
プ
に
な
ら
な
い
︒
ス
ー
ラ
の
作
品
は
ど
れ

も
︑
有
名
な
﹃
グ
ラ
ン
ド
・
ジ
ャ
ッ
ト
島
の
日
曜
日
の
午
後
﹄

も
︑
輪
郭
線
は
な
い
が
︑
形
は
は
っ
き
り
し
て
お
り
︑
遠
近

感
や
空
気
感
も
な
く
︑
す
べ
て
が
固
ま
っ
た
ま
ま
で
︑
私
に

は
ア
ト
モ
ス
ケ
ー
プ
に
は
見
え
な
い
︒

こ
れ
に
対
し
て
︑
ピ
サ
ロ
の
作
品
︑
た
と
え
ば
﹃
テ
ア
ト

ル
・
フ
ラ
ン
セ
広
場
︑
雨
﹄
は
︑﹁
わ
れ
わ
れ
の
吸
っ
て
い
る

空
気
が
︑
こ
れ
ら
の
絵
の
な
か
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
い
る
﹂

﹁
軽
や
か
で
︑
動
き
の
あ
る
︑
奥
深
い
︑
無
限
の
︑
生
き
て
い
る

空
に
輝
く
夢
の
よ
う
に
美
し
い
光
を
彼
は
描
い
た
﹂
と
鑑
賞

さ
れ
る
よ
う
に
︑
ア
ト
モ
ス
ケ
ー
プ
が
作
品
化
さ
れ
て
い
る8

︒

ピ
サ
ロ
が
こ
の
よ
う
な
ア
ト
モ
ス
ケ
ー
プ
を
描
い
た
一
つ

の
偶
然
的
な
理
由
と
し
て
︑
視
力
の
問
題
が
あ
る
︒﹁
晩
年
の

彼
は
︑
目
が
少
し
悪
く
な
っ
た
た
め
︑
戸
外
で
描
く
こ
と
が

で
き
ず
︑
部
屋
の
窓
の
前
に
座
っ
て
描
い
た
︒
窓
の
向
こ
う

側
に
は
︑
煙
︑
も
や
︑
太
陽
︑
船
︑
港
︑
動
き
︑
ざ
わ
め
き
︑

光
な
ど
が
見
え
た
﹂
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
︑
し
ば
し
ば
言

及
さ
れ
る9

︒

印
象
派
の
旗
揚
げ
と
な
っ
た
モ
ネ
の
﹃
印
象
︑
日
の
出
﹄

は
︑﹁
日
の
出
﹂
の
﹁
印
象
﹂
を
﹁
雰
囲
気
﹂
と
し
て
描
き
出

し
た
︑
知
覚
モ
ー
ド
の
革
命
に
よ
る
︑
典
型
的
な
ア
ト
モ
ス

ケ
ー
プ
の
作
品
化
で
あ
り
︑
視
力
と
は
無
関
係
で
あ
る
︒
し

か
し
︑
ピ
サ
ロ
の
作
品
が
視
力
の
弱
さ
と
関
係
し
て
い
る
エ

ピ
ソ
ー
ド
は
︑
本
質
的
で
は
な
い
も
の
の
︑
重
要
な
こ
と
を

示
唆
し
て
い
る
︒
と
い
う
の
は
︑
私
が
ア
ト
モ
ス
ケ
ー
プ
と

い
う
こ
と
を
考
え
る
一
つ
の
き
っ
か
け
と
し
て
︑
近
視
で
あ

り
な
が
ら
あ
ま
り
メ
ガ
ネ
を
か
け
な
い
癖
が
︑
景
色
を
ぼ
ん

や
り
と
眺
め
る
習
慣
に
つ
な
が
っ
て
い
る
︑
と
自
覚
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
︒
風
景
を
雰
囲
気
と
し
て
見
る
と
き
︑
ア
ト

モ
ス
ケ
ー
プ
を
見
よ
う
と
す
る
と
き
は
︑
視
力
の
良
い
人
も
︑

目
を
細
め
た
り
︑
焦
点
を
甘
く
し
た
り
し
て
︑
視
覚
像
を
和

ら
げ
る
の
が
︑
う
ま
く
い
く
コ
ツ
で
あ
る
︒

3
雰
囲
気
と
気
分

ジ
ン
メ
ル
の
論
文
﹁
景
観
の
哲
学
﹂︵
一
九
一
三
年
︶
は
︑
切

れ
目
な
き
自
然
の
全
体
か
ら
ひ
と
つ
の
統
一
あ
る
景
観
像
が

い
か
に
切
り
取
ら
れ
得
る
か
と
い
う
美
学
的
課
題
に
応
じ
た

も
の
で
︑
景
観
が
統
一
あ
る
も
の
と
し
て
直
観
さ
れ
る
と
き

﹁
気
分
﹂︵Stim

m
ung

︶
が
生
じ
る
︑
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
そ

し
て
︑﹁
気
分
と
い
う
︑
人
間
の
感
情
の
プ
ロ
セ
ス
に
限
ら
れ

た
も
の
が
︑
風
景
と
い
う
︑
生
命
の
な
い
自
然
物
の
複
合
体

の
特
質
と
し
て
通
用
す
る
﹂
の
は
︑
風
景
が
﹁
心
の
持
つ
統

一
を
形
作
る
力
に
よ
っ
て
﹂
生
き
る
か
ら
︑﹁
世
界
と
人
間
の

創
造
性
と
の
も
つ
れ
合
い
と
し
て
存
在
す
る
﹂
か
ら
と
さ
れ

る10

︒
こ
の
説
明
を
ナ
イ
ー
ブ
に
読
む
と
︑
人
間
の
﹁
心
の
持

つ
統
一
を
形
作
る
力
﹂﹁
創
造
性
﹂
が
︑︵
生
命
の
な
い
自
然
物

の
︶
景
観
の
統
一
を
直
感
し
︑
そ
れ
を
見
る
こ
と
で
︵
人
間

の
︶
気
分
が
生
じ
る
と
い
う
︑
双
方
向
的
な
プ
ロ
セ
ス
が
語
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ら
れ
て
い
る
︒
な
お
︑﹁
風
景
﹂
の
﹁
気
分
﹂
と
い
う
捉
え
方

は
︑﹁
雰
囲
気
﹂
と
読
み
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒

他
方
︑
精
神
病
一
般
を
﹁
雰
囲
気
︵A

tm
osphäre

︶﹂
の
現

象
学
的
観
点
か
ら
考
察
し
た
テ
レ
ン
バ
ッ
ハ
は
︑﹁
雰
囲
気
﹂

は
香
り
の
よ
う
に
人
に
吸
い
こ
ま
れ
︑
あ
る
い
は
人
を
包
み

こ
み
︑
個
人
の
内
的
な
雰
囲
気
で
あ
る
﹁
気
分
﹂
を
気
分
づ

け
︑
そ
う
す
る
こ
と
で
︑
外
的
雰
囲
気
と
内
的
気
分
の
間
に

﹁
同
調
︵Einstim

m
ung

︶﹂
が
起
こ
る
︑
と
い
う
︒
こ
の
説
明

の
な
か
の
﹁
同
調
﹂
と
い
う
言
葉
は
︑
内
外
融
合
の
あ
り
方

を
よ
く
表
わ
し
て
い
る
︒
先
の
ジ
ン
メ
ル
の
説
明
と
異
な
り
︑

こ
こ
で
は
︑
外
的
﹁
雰
囲
気
﹂
が
︑
内
的
﹁
気
分
﹂
に
先
立

つ
と
い
う
︑
一
方
向
的
な
プ
ロ
セ
ス
が
注
目
さ
れ
て
お
り
︑
内

的
気
分
が
外
的
雰
囲
気
に
働
き
か
け
る
プ
ロ
セ
ス
は
︑
強
調

さ
れ
て
い
な
い
︒
た
だ
し
︑
逆
の
方
向
性
を
持
つ
も
の
と
し

て
︑
自
己
臭
︵
恐
怖
︶
が
内
か
ら
外
へ
発
散
し
︑﹁
自
己
雰
囲

気
﹂
と
い
う
狭
い
円
環
を
作
り
出
す
症
例
は
検
討
さ
れ
て
い

る
が
︑
身
体
に
ま
と
わ
り
つ
く
そ
の
狭
い
雰
囲
気
は
︑﹁
外

的
﹂
と
は
言
え
な
い
︒

テ
レ
ン
バ
ッ
ハ
は
︑
雰
囲
気
的
な
も
の
の
危
機
的
状
態
を
︑

精
神
病
理
学
の
伝
統
に
従
い
︑﹁
妄
想
気
分
﹂
と
す
る
︒
そ
し

て
こ
れ
は
﹁
危
機
的
変
転
﹂
で
は
あ
る
が
︑
こ
の
危
機
は
単

に
病
的
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
︑
よ
り
大
い
な
る
健
康
︑
よ

り
高
次
の
形
態
へ
の
可
能
性
を
も
開
く
︑
と
い
う
︒
こ
れ
は
︑

ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ
論
や
聖
俗
論
︑
そ
の
ほ
か
宗
教
学
・
宗
教
心
理

学
の
諸
理
論
で
公
約
数
的
に
言
わ
れ
る
よ
う
な
︑
宗
教
的
体

験
の
両
義
性
を
述
べ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
︑
特
に
目
新
し
い
示

唆
は
な
い
が
︑
た
だ
し
︑﹁
妄
想
気
分
﹂
や
そ
の
癒
や
し
は
︑

外
界
か
ら
内
界
へ
の
雰
囲
気
の
流
入
に
よ
る
と
す
る
︑
方
向

性
の
確
定
し
た
発
想
が
明
瞭
に
認
め
ら
れ
る
︒
気
分
と
は
内

的
な
雰
囲
気
で
あ
る
こ
と
︑
周
囲
の
雰
囲
気
は
人
に
吸
い
込

ま
れ
︑
あ
る
い
は
人
を
包
み
込
む
こ
と
︑
こ
う
し
て
雰
囲
気

は
人
の
気
分
を
気
分
づ
け
る
こ
と
︑
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て

身
近
な
外
の
雰
囲
気
と
内
の
気
分
の
あ
い
だ
に
﹁
同
調
﹂
が

起
こ
る
こ
と
な
ど
︑
テ
レ
ン
バ
ッ
ハ
の
観
察
は
身
心
論
的
で

あ
り
︑
身
心
か
ら
離
れ
な
い11

︒

こ
れ
に
対
し
て
︑﹁
風
景
・
景
観
の
哲
学
﹂
に
お
け
る
ジ
ン

メ
ル
の
主
題
は
︑
内
的
﹁
気
分
﹂
よ
り
は
︑
遠
い
外
的
﹁
雰

囲
気
﹂
に
あ
る
︒
関
心
は
身
体
を
離
れ
て
遠
く
ま
で
広
が
っ

て
お
り
︑
そ
の
よ
う
な
距
離
の
あ
る
内
外
が
融
合
す
る
に
は
︑

﹁
心
の
持
つ
統
一
を
形
作
る
力
﹂﹁
創
造
性
﹂﹁
直
感
﹂
と
い
っ

た
︑
い
わ
ば
遠
隔
的
な
強
い
力
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

内
的
﹁
気
分
﹂
と
外
的
﹁
雰
囲
気
﹂
に
関
し
て
︑
症
例
を

扱
う
テ
レ
ン
バ
ッ
ハ
と
︑
美
学
を
論
じ
る
ジ
ン
メ
ル
を
︑
相

補
的
に
扱
う
こ
と
で
明
ら
か
に
な
る
の
は
︑
気
分
と
雰
囲
気

の
双
方
向
性
で
あ
る
︒
風
景
画
家
が
自
ら
の
美
的
﹁
気
分
﹂

で
﹁
雰
囲
気
﹂
を
作
り
出
す
こ
と
︑
身
心
の
弱
化
し
た
人
の

﹁
気
分
﹂
が
﹁
雰
囲
気
﹂
に
覆
わ
れ
る
こ
と
は
︑
そ
の
双
方
向

的
な
プ
ロ
セ
ス
の
︑
そ
れ
ぞ
れ
一
面
な
の
で
あ
る
︒

4
迢
空
短
歌
の
中
の
ア
ト
モ
ス
ケ
ー
プ

﹁
叙
景
詩
﹂
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
は
︑﹁
抒
情
詩
﹂﹁
叙
事

詩
﹂
がlyric , epic
の
翻
訳
語
で
あ
る
の
と
は
事
情
が
異
な
り
︑

そ
れ
ら
翻
訳
語
と
の
連
想
で
作
ら
れ
た
︑
近
代
日
本
の
オ
リ

ジ
ナ
ル
の
タ
ー
ム
で
あ
る
︒
そ
の
証
左
に
︑
西
洋
諸
語
に
は

座
り
の
悪
い
説
明
語
︵landscape poetry

な
ど
︶
し
か
な
い
︒
ま

た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
絵
画
史
で
は
︑
風
景
画
は
近
代
に
な
っ
て

成
立
し
た
こ
と
︑
か
つ
て
自
然
︵
の
風
景
︶
は
む
し
ろ
恐
怖

の
対
象
で
あ
っ
た
こ
と
が
︑
定
説
で
あ
る12

︒

折
口
信
夫
の
叙
景
詩
論
に
よ
れ
ば
︑
日
本
で
も
︑
自
然
は

畏
怖
や
恐
怖
に
満
ち
た
も
の
だ
っ
た
が
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
発

達
し
な
か
っ
た
叙
景
歌
が
︑
日
本
で
は
早
く
か
ら
作
ら
れ
︑

﹁
日
本
の
歌
の
中
で
︑
最
も
眼
を
着
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も

の
﹂
と
な
っ
た
の
は
︑
景
色
を
歌
う
こ
と
で
︑
夜
や
旅
先
で

不
安
に
な
っ
た
魂
︑
遊
離
し
よ
う
と
す
る
魂
を
︑
鎮
め
る
た

め
︑
鎮
魂
の
呪
術
の
た
め
で
あ
っ
た
︑
と
い
う
︒

そ
の
よ
う
な
呪
術
的
な
鎮
魂
歌
謡
と
は
別
に
︑
折
口
は
ま

た
︑﹁
瞑
想
的
叙
景
詩
﹂
と
呼
ぶ
べ
き
ジ
ャ
ン
ル
を
想
定
し
た
︒

折
口
の
言
葉
遣
い
で
説
明
す
れ
ば
︑
そ
の
方
法
は
︑
具
体
的

な
姿
か
た
ち
を
﹁
歌
っ
て
ゐ
る
内
に
﹂︑﹁
外
界
と
内
界
と
の

結
合
﹂﹁
自
然
内
界
と
の
結
合
﹂
が
実
現
す
る
︑
そ
こ
か
ら

﹁
自
然
の
核
心
﹂
に
迫
る
︑
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
他
方
︑
瞑

想
的
叙
景
的
な
釈
迢
空
短
歌
を
私
の
言
葉
遣
い
で
説
明
す
れ

ば
︑
身
心
の
内
外
を
濃
厚
な
﹁
水
﹂
や
﹁
音
﹂︵
的
な
も
の
︶

で
満
た
す
こ
と
で
︑
外
界
と
内
界
を
融
合
さ
せ
︑
結
果
と
し

て
︑
身
心
の
動
揺
や
不
安
定
︑
内
外
の
不
安
定
や
非
対
称
を
︑

克
服
す
る
営
み
で
あ
る13

︒

瞑
想
的
叙
景
的
な
迢
空
短
歌
に
お
い
て
︑
内
・
外
の
融
合

は
︑
一
つ
に
は
内
と
外
が
同
質
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ

る
が
︑
そ
の
同
質
化
を
促
す
も
の
は
︑
折
口
に
お
い
て
は

﹁
水
﹂
と
﹁
音
﹂
で
あ
る
︒
こ
れ
に
︑
あ
る
種
の
流
体
的
な
も

の
の
力
動
的
な
動
き
を
加
え
れ
ば
︑
迢
空
短
歌
を
貫
く
モ
チ

ー
フ
は
明
ら
か
に
な
る
︒
つ
ま
り
こ
れ
ら
は
︑
稀
薄
さ
の
対

極
に
あ
る
も
の
︑
濃
厚
さ
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
そ
れ
が
ど

う
ア
ト
モ
ス
ケ
ー
プ
に
つ
な
が
る
か
︑
論
じ
て
み
る
︒

つ
ぎ
の
迢
空
短
歌
は
︑
ま
さ
に
水
の
音
を
詠
ん
で
い
る
︒

心　

ふ
と　

も
の
に
た
ゆ
た
ひ
︑
耳
こ
ら
す
︒
椿
の
下し

た

の

暗
き
水
お
と
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﹁
音
﹂
は
聴
覚
の
器
官
﹁
耳
﹂
を
通
じ
て
﹁
外
か
ら
内
へ
﹂

入
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
そ
の
回
路
は
︑
通
常
は

徹
頭
徹
尾
受
動
的
で
あ
る
︒
何
も
音
が
聞
こ
え
な
い
場
合
︑

聴
覚
的
空
間
は
空
無
で
あ
る
︒
そ
し
て
い
っ
た
ん
そ
こ
に
音

126

第四部 ❖芸術・武術というワザ学



が
立
っ
た
場
合
︑
振
動
は
内
界
に
そ
の
ま
ま
反
響
し
て
く
る
︒

本
来
受
動
的
で
あ
る
聴
覚
が
受
動
性
を
強
め
れ
ば
︑
そ
の
聴

覚
刺
激
は
よ
り
深
部
に
ま
で
達
す
る
こ
と
に
な
る
︒

一
方
視
覚
は
︑﹁
外
か
ら
内
へ
﹂
と
い
う
方
向
性
の
み
な
ら

ず
︑
時
と
し
て
は
﹁
内
か
ら
外
へ
﹂
と
い
う
逆
方
向
を
も
と

る
︒
視
覚
が
も
っ
ぱ
ら
受
動
的
に
働
く
場
合
︑
そ
の
視
線
は
︑

完
全
に
﹁
内
か
ら
外
へ
﹂
は
向
か
っ
て
お
ら
ず
︑
器
官
上
に

と
ど
ま
る
か
︑
あ
る
い
は
半
ば
内
へ
す
ら
向
い
て
い
る
が
︑
視

覚
が
能
動
的
に
働
き
何
ら
か
の
物
を
注
視
す
る
場
合
︑
そ
こ

に
は
多
か
れ
少
な
か
れ
対
象
の
選
択
作
用
が
起
こ
り
︑
そ
の

対
象
と
内
界
と
は
︑
凝
縮
し
た
一
筋
の
﹁
内
か
ら
外
へ
﹂
の

視
線
に
よ
っ
て
緊
密
に
連
結
さ
れ
て
い
る
︒
つ
ぎ
の
短
歌
は
︑

そ
の
よ
う
な
状
態
を
詠
ん
で
い
る
︒

綠
葉
の
か
ゞ
や
く
森
を
前
に
置
き
て
︑
ひ
た
す
ら
と
あ
る

く
ひ
と
り
ぞ
︒
わ
れ
は
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上
の
二
つ
の
迢
空
短
歌
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
︑
聴
覚
と
視
覚
に

よ
る
︑
内
外
の
連
結
を
詠
ん
で
い
る
︒
聴
覚
的
に
音
源
の
定

ま
っ
た
音
を
聞
く
状
態
で
の
内
外
融
合
と
︑
視
覚
的
に
注
意

野
の
狭
窄
し
た
状
態
で
の
そ
れ
と
は
︑
内
界
・
外
界
が
管
状

に
つ
な
が
っ
た
状
態
と
し
て
︑
重
ね
て
考
え
て
み
る
こ
と
が

で
き
る
︒
た
だ
し
︑
注
意
の
向
か
う
方
向
は
両
者
で
逆
に
な

っ
て
い
る
︒

上
の
二
首
を
離
れ
て
︑
聴
覚
が
拡
散
し
た
音
源
を
聴
く
状

態
で
の
内
外
融
合
と
︑
視
覚
が
無
指
向
的
に
な
っ
た
状
態
で

の
そ
れ
も
︑
図
式
的
に
重
ね
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
し
て
こ

の
場
合
︑
両
者
は
形
式
的
に
重
ね
ら
れ
る
ば
か
り
で
な
く
︑
方

向
性
も
共
通
し
て
い
る
︒

こ
う
し
て
内
外
の
融
合
を
︑
図
式
化
し
て
み
る
と
︑
折
口

が
﹁
音
に
よ
る
写
生
﹂
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
た
理
由
の
一

つ
が
︑
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
く
る
︒
視
覚
を
通
じ
た
二
つ
の

融
合
は
︑
注
意
の
方
向
が
逆
に
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
両
者
が

同
時
に
起
こ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
︒
他
方
︑
聴
覚
を
通
じ

た
二
つ
の
融
合
は
︑そ
の
注
意
の
方
向
が
一
致
し
て
い
る
︒
そ

の
た
め
︑
そ
の
二
つ
の
融
合
の
仕
方
は
必
ず
し
も
相
互
に
排

斥
せ
ず
︑
交
替
し
や
す
く
︑
む
し
ろ
相
乗
し
︑
時
と
し
て
同

時
に
起
こ
る
︒
つ
ぎ
の
聴
覚
的
な
迢
空
短
歌
は
ま
さ
に
そ
れ

で
︑
管
状
に
収
束
し
た
融
合
と
︑
周
囲
に
拡
散
し
た
融
合
が
︑

連
続
し
て
い
る
︒﹁
音
に
よ
る
写
生
﹂︑
す
な
わ
ち
聴
覚
像
に

よ
る
内
外
融
合
は
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
起
こ
り
や
す
く
︑
か

つ
加
速
度
的
に
深
ま
る
︒
収
束
と
拡
散
が
相
乗
す
る
聴
覚
的

な
迢
空
短
歌
は
︑
ア
ト
モ
ス
ケ
ー
プ
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
︒

木
々
と
よ
む
雨
の
な
か
よ
り　

鳥
の
聲　

け
た
ゝ
ま
し
く

し
て
︑
や
み
に
け
る
か
も
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他
方
︑
視
覚
に
つ
い
て
は
︑
視
野
の
収
束
・
狭
窄
と
︑
集

中
の
あ
と
の
拡
散
は
︑
非
連
続
に
︑
反
転
し
て
の
み
起
こ
り

得
る
が
︑
そ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
詠
ん
だ
作
品
は
︑
視
覚

的
な
迢
空
短
歌
に
は
み
ら
れ
な
い
︒

5
雰
囲
気
的
想
像
力

五
感
に
即
し
て
想
像
力
を
考
え
て
み
れ
ば
︑
視
覚
の
ほ
か

に
︑
聴
覚
的
︑
嗅
覚
的
︑
味
覚
的
︑
触
覚
的
︑
な
ど
の
想
像

力
が
あ
り
得
て
︑
さ
ら
に
﹁
共
感
覚
﹂
に
よ
る
共
感
覚
的
想

像
力
も
考
え
得
る
︒
私
は
こ
の
延
長
線
上
で
︑
も
っ
と
融
合

が
進
ん
だ
︑﹁
雰
囲
気
的
想
像
力
︵atm

ospheric im
agination

︶﹂

と
い
う
考
え
方
を
提
案
し
て
み
た
い
︒
そ
こ
で
目
指
さ
れ
る

の
は
︑
自
と
他
︑
身
体
と
精
神
︑
人
間
と
環
境
︑
そ
の
他
の

区
切
り
を
融
か
し
て
内
外
が
融
合
す
る
想
像
力
で
あ
り
︑
ア

ト
モ
ス
ケ
ー
プ
は
︑
そ
こ
か
ら
発
生
し
て
く
る
︒

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
﹁
ア
ウ
ラ
﹂
に
つ
い
て
︑
そ
れ
は
﹁
空
間

と
時
間
の
織
り
な
す
不
可
思
議
な
織
物
﹂
で
あ
り
︑﹁
ど
れ
ほ

ど
近
く
に
で
あ
れ
︑
あ
る
遠
さ
が
一
回
的
に
現
わ
れ
て
い
る

も
の
で
あ
る
︒
夏
の
真
昼
︑
静
か
に
憩
い
な
が
ら
︑
地
平
に

連
な
る
山
な
み
を
︑
あ
る
い
は
眺
め
て
い
る
者
の
上
に
影
を

投
げ
か
け
て
い
る
木
の
枝
を
︑
瞬
間
あ
る
い
は
時
間
が
そ
れ

ら
の
現
わ
れ
方
に
か
か
わ
っ
て
く
る
ま
で
︑
目
で
追
う
こ
と

︱
こ
れ
が
こ
の
山
々
の
ア
ウ
ラ
を
︑
こ
の
木
の
枝
の
ア
ウ

ラ
を
呼
吸
す
る
こ
と
で
あ
る
﹂
と
述
べ
て
い
る
の
も
︑
こ
れ

に
つ
な
が
る14

︒
こ
の
﹁
ど
れ
ほ
ど
近
く
に
で
あ
れ
︑
あ
る
遠

さ
が
﹂
と
い
う
部
分
を
︑﹁
ど
れ
ほ
ど
遠
く
に
で
あ
れ
︑
あ
る

近
さ
が
﹂
と
す
る
と
︑
私
の
実
感
に
な
る
が
︑
い
ず
れ
に
し

て
も
︑
遠
さ
と
近
さ
が
融
合
す
る
の
が
﹁
ア
ト
モ
ス
ケ
ー
プ
﹂

な
の
で
あ
る
︒

中
国
系
ア
メ
リ
カ
人
︑
イ
ー
フ
ー
・
ト
ゥ
ア
ン
の
現
象
学

的
記
述
は
︑﹁
場
所
に
そ
の
場
所
ら
し
さ
を
あ
た
え
る
の
は
︑

そ
こ
の
雰
囲
気
﹂
で
あ
る
と
い
う
表
現
に
注
目
し
て
読
み
直

す
と
︑﹁
雰
囲
気
の
景
観
﹂﹁
ア
ト
モ
ス
ケ
ー
プ
﹂
に
つ
な
が

る
説
明
が
︑
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
の
に
気
付
く15

︒
た
と
え

ば
︑
中
国
語
で
景
観
を
表
わ
す
﹁
山
水
﹂
を
描
い
た
山
水
画

に
つ
い
て
︑
西
洋
人
は
そ
の
﹁
エ
ー
テ
ル
の
よ
う
な︵ethereal

︶

美
﹂
に
衝
撃
を
受
け
る
と
い
う
︒
こ
の
一
節
は
︑
索
引
語
で

は
﹁
空
気
の
風
景
︵aerial landscape

︶﹂
の
項
目
に
入
れ
ら
れ

て
い
る
︒﹁
近
接
︵proxim

ate

︶
感
覚 

﹂﹁
触
覚
的
な
︵tactile

︶

感
覚
﹂
の
喜
び
が
あ
り
︑﹁
触
覚
︵touch

︶
の
風
景
﹂
が
あ
る
︑

な
ど
と
強
調
さ
れ
る
の
は
︑
遠
く
の
景
物
を
す
ぐ
近
く
に
感

じ
る
美
学
に
ほ
か
な
ら
な
い16

︒

こ
の
よ
う
に
︑
遠
近
の
環
境
を
︑﹁
視
覚
﹂
と
そ
の
他
の

﹁
近
接
感
覚
﹂
が
融
合
し
た
﹁
共
通
感
覚
﹂
に
よ
っ
て
︑﹁
多

感
覚
的
な
経
験
﹂
と
し
て
捉
え
る
と
こ
ろ
に
現
れ
る
︑
内
外
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融
合
的
な
﹁
審
美
的
﹂
な
世
界
は
︑
私
の
い
う
﹁
ア
ト
モ
ス

ケ
ー
プ
﹂
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒

あ
る
詩
論
を
整
理
し
た
図
式
を
参
照
す
れ
ば
︑
詩
は
二
つ

の
タ
イ
プ
に
分
か
れ
︑
一
方
に
は
︑
自
然
世
界
を
力
づ
く
で

支
配
し
︑
爆
発
︑
燃
焼
︑
奔
出
す
る
万
物
の
イ
メ
ー
ジ
を
統

一
し
よ
う
と
す
る
﹁
膨
張
性
の
詩
﹂
が
あ
り
︑
他
方
に
は
︑
イ

メ
ー
ジ
を
﹁
中
心
か
ら
噴
出
﹂
さ
せ
る
の
で
は
な
く
﹁
中
心

に
吸
着
﹂
さ
せ
る
﹁
収
縮
性
の
詩
﹂
が
あ
る
︒
そ
し
て
後
者

は
︑
イ
メ
ー
ジ
の
運
動
に
即
し
て
言
い
換
え
る
と
﹁
外
か
ら

内
へ
﹂
の
﹁
求
心
力
﹂
で
あ
り
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
特
性
で
言

い
換
え
る
と
﹁
女
性
的
な
受
動
性
﹂
と
な
る
︑
と
い
う17

︒
誰

の
考
え
か
︑
そ
の
整
理
が
適
切
か
ど
う
か
︑
な
ど
は
問
わ
な

い
と
し
て
︑
少
な
く
と
も
こ
の
よ
う
に
対
比
さ
れ
る
二
タ
イ

プ
の
う
ち
︑
ア
ト
モ
ス
ケ
ー
プ
を
誘
導
し
や
す
い
の
は
︑﹁
外

か
ら
内
へ
﹂﹁
女
性
的
な
受
動
性
﹂﹁
求
心
性
﹂﹁
収
縮
性
﹂

等
々
と
言
わ
れ
る
想
像
力
で
あ
り
︑
そ
れ
は
雰
囲
気
的
想
像

力
の
特
徴
で
も
あ
る
︒

こ
の
よ
う
な
ア
ト
モ
ス
ケ
ー
プ
が
︑
文
学
史
や
美
術
史
か

ら
み
て
︑
日
本
的
美
意
識
の
主
流
に
あ
る
な
ら
ば
︑
そ
の
美

意
識
そ
の
も
の
が
︑
雰
囲
気
的
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
︒
美

意
識
は
美
的
実
践
の
み
な
ら
ず
︑
生
活
実
践
︑
知
的
実
践
に

も
か
か
わ
る
の
で
︑
も
の
の
作
り
方
や
︑
科
学
の
進
め
方
に

も
︑
深
浅
に
反
映
す
る
は
ず
で
あ
る
︒
じ
っ
さ
い
︑
日
本
の

地
理
学
の
景
観
・
風
景
研
究
に
は
︑
ア
ト
モ
ス
ケ
ー
プ
へ
の

感
受
性
が
み
ら
れ
る
︒﹁
移
ろ
い
﹂
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
︑﹁
雨

や
雪
な
ど
の
気
象
と
季
節
の
移
ろ
い
﹂
や
︑﹁
天
気
︑
つ
ま
り

﹁
天
﹂
の
﹁
気
﹂
に
よ
っ
て
充
た
さ
れ
︑
季
節
と
と
も
に
循
環

す
る
有
情
の
実
在
﹂
を
主
題
と
し
た
︑
小
林
享
の
景
観
論
な

ど
は
︑
そ
の
典
型
で
あ
る
︒
そ
の
序
文
で
︑
こ
の
テ
ー
マ
は

志
賀
重
昻
﹃
日
本
風
景
論
﹄
以
来
︑
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ

て
関
心
を
持
た
れ
な
が
ら
︑
中
心
テ
ー
マ
に
な
る
こ
と
は
な

か
っ
た
と
︑
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
一
節
は
︑﹁
雰
囲
気
﹂

に
感
応
す
る
研
究
者
が
︑
一
定
の
割
合
で
存
在
し
つ
づ
け
て

き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る18

︒
地
理
学
の
岩
田
慶
治
が
︑﹁
原
風

景
﹂
と
い
う
価
値
語
を
用
い
て
︑﹁
あ
る
種
の
エ
ク
ス
タ
シ
ー

の
な
か
で
︑
つ
ま
り
︑
個
と
し
て
︑
観
察
者
と
し
て
の
存
在

を
消
去
し
た
上
で
︑
風
景
の
近
景
と
遠
景
と
が
一
体
化
し
︑
そ

れ
が
忘
れ
難
い
原
風
景
と
し
て
か
ら
だ
に
刻
み
こ
ま
れ
る
﹂

と
語
っ
て
い
る
の
も
︑
ア
ト
モ
ス
ケ
ー
プ
の
表
現
で
あ
る19

︒

お
わ
り
に

人
間
同
士
の
心
理
や
生
理
が
通
い
合
う
よ
う
に
︑
人
間
と

環
境
の
間
の
心
理
や
生
理
︑
さ
ら
に
物
理
は
通
い
合
う
︒
ア

ト
モ
ス
ケ
ー
プ
は
︑
外
の
景
色
が
融
け
た
雰
囲
気
と
︑
身
心

が
融
け
た
気
分
が
︑
同
調
し
て
出
現
す
る
の
で
︑
ま
た
融
け

合
う
と
き
の
感
情
は
︑
苦
さ
や
悲
し
み
や
不
安
が
含
ま
れ
る

に
せ
よ
︑
基
調
と
な
る
の
は
親
密
さ
な
の
で
︑
場
所
の
違
い

に
応
じ
て
︑
都
市
の
ア
ト
モ
ス
ケ
ー
プ
︑
大
自
然
の
ア
ト
モ

ス
ケ
ー
プ
︑
飼
い
な
ら
さ
れ
た
自
然
の
ア
ト
モ
ス
ケ
ー
プ
な

ど
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
が
あ
る
︒

和
歌
を
詠
む
こ
と
を
使
命
と
し
た
中
世
貴
族
に
つ
い
て
︑そ

の
生
活
は
文
芸
に
捧
げ
ら
れ
た
﹁
数
寄
の
生
活
﹂
で
あ
り
︑

﹁
花
鳥
風
月
を
愛
で
る
風
流
﹂
の
実
感
に
即
す
態
度
が
極
ま
っ

た
頂
点
に
︑﹁
一
層
念
を
入
れ
︑
一
層
細
か
く
自
然
を
見
る
﹂

歌
が
生
ま
れ
た
と
い
う
指
摘
が
あ
る20

︒

﹃
玉
葉
﹄﹃
風
雅
﹄
に
完
成
し
た
自
然
歌
は
︑
あ
り
き
た
り

の
風
物
を
︑
つ
ね
に
天
象
の
変
化
と
結
び
つ
け
て
眺
め
る

︙
︙
多
く
は
模も

糊こ

た
る
水
蒸
気
の
へ
だ
て
の
中
か
ら
見
る

か
︑
雲
霧
の
流
れ
に
一
部
は
か
く
れ
︑
一
部
は
現
わ
れ
た

も
の
を
見
る
︙
︙
光
線
の
中
で
陰
影
と
と
も
に
見
る
︙
︙

大
気
と
外
光
と
の
陰
影
を
伴
っ
た
自
然
を
歌
に
し
よ
う
と

し
は
じ
め
た
の
で
あ
る
︒

自
然
を
見
て
歌
を
詠
む
と
い
う
伝
統
を
︑
さ
ら
に
﹁
念
入

り
に
︙
︙
こ
ま
か
く
﹂
突
き
詰
め
る
詩
法
が
求
め
た
の
は
︑
馴

染
み
深
い
景
色
の
奥
に
︑
緊
張
や
集
中
に
よ
っ
て
分
け
入
ろ

う
と
す
る
︑
あ
る
い
は
計
り
知
れ
な
い
深
み
を
探
ろ
う
と
す

る
︑
観
照
の
冒
険
で
あ
る
︒
そ
の
よ
う
な
未
知
の
世
界
に
触

れ
る
予
感
か
ら
︑
新
手
の
親
密
さ
が
立
ち
上
が
っ
て
く
る
︒
そ

の
代
表
作
の
一
つ
と
さ
れ
る
の
が
︑
京
極
為
兼
の
つ
ぎ
の
有

名
な
和
歌
で
あ
る
︒

し
づ
み
は
つ
る
入
り
日
の
き
は
に
あ
ら
は
れ
ぬ
霞
め
る
山

の
な
ほ
奥
の
峰

 

︵﹃
風
雅
和
歌
集
﹄
春
上
︶

こ
の
和
歌
で
は
︑﹁
天
象
の
変
化
﹂
に
つ
れ
て
視
野
の
集
中

と
拡
散
が
交
替
し
︑
ぼ
ん
や
り
し
た
雰
囲
気
の
中
に
︑
細
部

が
鮮
明
に
晴
れ
上
が
っ
て
く
る
︒
こ
れ
は
た
と
え
て
言
え
ば
︑

印
象
派
の
風
景
画
の
一
角
に
︑
写
真
の
よ
う
な
断
片
が
描
か

れ
る
よ
う
な
も
の
で
︑
ア
ト
モ
ス
ケ
ー
プ
と
い
う
ヴ
ェ
ー
ル

が
破
れ
て
︑
視
覚
像
が
露
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

他
方
︑
つ
ぎ
の
歌
︵
伏
見
院
御
製
︶
は
︑
あ
ま
り
有
名
で
は

な
い
が
︑
拡
散
し
た
嵐
の
中
に
︑
時
雨
の
音
が
粒
立
つ
と
い

う
﹁
天
象
の
変
化
﹂
の
中
で
︑
聴
覚
的
な
ア
ト
モ
ス
ケ
ー
プ

が
途
切
れ
な
く
詠
ま
れ
て
い
る
佳
作
で
あ
る
︒
為
兼
の
歌
と

見
比
べ
る
こ
と
で
︑
鮮
や
か
な
視
覚
は
ア
ト
モ
ス
ケ
ー
プ
を

破
り
︑
聴
覚
は
ア
ト
モ
ス
ケ
ー
プ
を
保
つ
こ
と
が
わ
か
る
︒

夕
暮
れ
の
雲
と
び
み
だ
れ
荒
れ
て
ふ
く
嵐
の
う
ち
に
時
雨

を
ぞ
き
く
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こ
こ
で
私
作
に
つ
い
て
述
べ
れ
ば
︑
細
部
に
フ
ォ
ー
カ
ス

し
︑
あ
る
い
は
ズ
ー
ム
し
て
︑
景
物
を
細
密
に
詠
む
歌
も
多

い
が
︑
こ
れ
は
ア
ト
モ
ス
ケ
ー
プ
の
歌
で
は
な
い
︒
し
か
し

そ
の
集
中
の
あ
と
に
︑
拡
散
す
る
景
色
と
自
分
の
膨
ら
む
気

分
が
︑
融
け
合
う
段
階
を
詠
む
歌
が
あ
り
︑
こ
ち
ら
は
ア
ト

モ
ス
ケ
ー
プ
の
歌
で
あ
る
︒
こ
の
集
中
と
拡
散
は
︑
ヨ
ー
ガ

階
梯
に
お
け
る
︑
集
中
と
三
昧
の
関
係
に
似
て
い
る
︒
三
昧

の
前
に
は
何
ら
か
の
集
中
や
瞑
想
が
必
要
で
あ
り
︑
そ
れ
は

少
な
い
字
数
の
和
歌
の
表
現
に
は
︑
敢
え
て
詠
ま
れ
な
い
︒
冒

頭
で
示
し
た
︑﹁
芽
ぐ
む
木
に
︙
︙
﹂
の
和
歌
で
は
︑﹁
芽
ぐ

む
木
﹂﹁
う
す
青
い
空
﹂﹁
風
﹂
に
一
瞬
集
中
し
た
あ
と
に
︑
雰

囲
気
と
な
っ
て
膨
ら
み
︑
そ
れ
が
気
分
と
融
合
し
て
い
る
︒

想
像
力
に
﹁
形
式
的
︵form

elle

︶
想
像
力
﹂
と
﹁
物
質
的

︵m
atérielle

︶
想
像
力
﹂
と
の
二
つ
を
区
別
す
る
バ
シ
ュ
ラ
ー

ル
に
よ
れ
ば
︑
五
感
の
う
ち
﹁
形
式
的
想
像
力
﹂
に
つ
な
が

る
の
は
視
覚
の
み
で
︑
聴
・
嗅
・
味
・
触
の
各
感
覚
は
価
値

的
な
﹁
物
質
的
想
像
力
﹂
に
つ
な
が
る21

︒

こ
の
ほ
か
に
も
︑
価
値
的
に
説
か
れ
る
も
の
と
し
て
﹁
力

動
的
︵dynam

ique

︶
想
像
力
﹂
が
あ
る
︒
ア
ウ
ラ
や
雰
囲
気

は
︑
気
体
︑
蒸
気
︑
風
を
語
源
と
す
る
よ
う
に
︑
地
・
水
・

火
・
空
︵
風
︑
大
気
︶
の
四
大
元
素
の
う
ち
﹁
大
気
﹂
を
主
調

と
す
る
も
の
で
あ
る
︒
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
﹁
大
気
﹂
と
い
う

物
質
・
元
素
は
﹁
開
か
れ
た
想
像
力
﹂﹁
一
切
を
あ
げ
て
四
周

の
雰
囲
気
の
現
実
性
を
渇
望
す
る
想
像
力
﹂
の
﹁
良
導
体
﹂

で
あ
り
︑﹁
大
気
の
力
動
性
は
︙
︙
や
さ
し
い
気
息
の
力
動
性

で
あ
る
﹂
と
い
う22

︒
私
作
の
﹁
空
に
ふ
く
ら
む
風
の
た
め
息
﹂

と
い
う
感
じ
を
︑
こ
れ
以
上
う
ま
く
説
明
し
て
い
る
一
節
は
︑

ほ
か
に
な
い
︒

注1　
日
守
麟
伍
﹃
く
り
ぷ
と
む
ね
じ
あ
歌
物
語
﹄

︵http://book.geocities.jp/him
ringo/kuriuta.htm

︶
二
〇
一

二
年
著
作
︒

2　
﹃
日
守
麟
伍
の
和
歌
日
記
﹄︵http://blog.goo.ne.jp/him

ori-
ringo

︶
二
〇
一
四
年
四
月
二
日
︒

3　
津
城
寛
文
﹃
日
本
の
深
層
文
化
序
説

︱
三
つ
の
深
層
と
宗

教
﹄
玉
川
大
学
出
版
部
︑
一
九
九
五
年
︑
二
三
三
―二
三
七

頁
︒
津
城
寛
文
﹁
折
口
鎮
魂
説
か
ら
「
ア
ト
モ
ス
ケ
ー
プ
」

論
へ
﹂﹃
現
代
思
想
﹄︵
総
特
集　

折
口
信
夫
︶︑
二
〇
一
四

年
五
月
臨
時
増
刊
号
︒

4　

ア
ー
ヴ
ィ
ン
・
ラ
ズ
ロ
︑
野
中
浩
一
訳
﹃
創
造
す
る
真
空

︵
コ
ス
モ
ス
︶

︱
最
先
端
物
理
学
が
明
か
す
︿
第
五
の

場
﹀﹄
日
本
教
文
社
︑
一
九
九
九
年
︵
原
書
は
一
九
九
六
年

刊
行
︶︒

5　

坂
部
恵
﹃︿
ふ
る
ま
い
﹀
の
詩
学
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
九
七

年
︒︿
ペ
ル
ソ
ナ
﹀
を
論
じ
る
と
き
は
と
く
に
︑
人
間
関
係

が
詩
学
の
焦
点
と
さ
れ
て
い
る
︒
坂
部
恵
﹃
ペ
ル
ソ
ナ
の
詩

学

︱
か
た
り　

ふ
る
ま
い　

こ
こ
ろ
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九

八
九
年
︒

6　
藤
田
治
彦
﹃
タ
ー
ナ
ー

︱
近
代
絵
画
に
先
駆
け
た
イ
ギ
リ

ス
風
景
画
の
巨
匠
の
世
界
﹄
六
耀
社
︑
二
〇
〇
一
年
︒

7　
ダ
リ
オ
・
ガ
ン
ボ
ー
ニ
︑
藤
原
貞
朗
訳
﹃
潜
在
的
イ
メ
ー
ジ

︱
モ
ダ
ン
・
ア
ー
ト
の
曖
昧
性
と
不
確
定
性
﹄
三
元
社
︑

二
〇
〇
七
年
︵
原
書
は
二
〇
〇
二
年
刊
行
︶︒

8　
ク
レ
ー
ル
・
デ
ュ
ラ
ン
＝
リ
ュ
エ
ル
・
ス
ノ
レ
ー
ル
︑
藤
田

治
彦
監
修
︑
遠
藤
ゆ
か
り
訳
﹃
ピ
サ
ロ

︱
永
遠
の
印
象

派
﹄
創
元
社
︑
二
〇
一
四
年
︵
原
書
は
二
〇
一
二
年
刊
行
︶︒

9　
中
野
京
子
﹃
印
象
派
で
﹁
近
代
﹂
を
読
む

︱
光
の
モ
ネ
か

ら
︑
ゴ
ッ
ホ
の
闇
へ
﹄
N
H
K
出
版
︑
二
〇
一
一
年
︒

10　

ゲ
オ
ル
ク
・
ジ
ン
メ
ル
﹁
風
景
の
哲
学
﹂
川
村
二
郎
編
訳

﹃
ジ
ン
メ
ル
・
エ
ッ
セ
イ
集
﹄
平
凡
社
︑
一
九
九
九
年
︵
原

書
は
一
九
一
三
年
刊
行
︶︒

11　
フ
ー
ベ
ル
ト
ゥ
ス
・
テ
レ
ン
バ
ッ
ハ
︑
宮
本
忠
雄
・
上
田
宣

子
共
訳
﹃
味
と
雰
囲
気
﹄
み
す
ず
書
房
︑
一
九
八
〇
年
︵
原

書
は
一
九
六
八
年
刊
行
︶︒

12　
イ
ー
フ
ー
・
ト
ゥ
ア
ン
︑
金
利
光
訳
﹃
恐
怖
の
博
物
誌

︱

人
間
を
駆
り
立
て
る
マ
イ
ナ
ス
の
想
像
力
﹄
工
作
舎
︑
一
九

九
一
年
︵
原
書
は
一
九
八
〇
年
刊
行
︶︒
實
川
幹
朗
﹃
心
の

近
代

︱
三
筋
の
結
界
と
メ
ス
メ
ル
︿
支
度
の
段
﹀﹄
北
大

路
書
房
︑
二
〇
一
三
年
︒

13　
津
城
寛
文﹃
折
口
信
夫
の
鎮
魂
論

︱
研
究
史
的
位
相
と
歌

人
の
身
体
感
覚
﹄
春
秋
社
︑
一
九
九
〇
年
︒

14　

ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
﹁
写
真
小
史
﹂
久
保
哲
司
訳

﹃
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン　

1　

近
代
の
意
味
﹄
ち

く
ま
学
芸
文
庫
︑一
九
九
五
年︵
原
書
は
一
九
三
一
年
刊
行
︶︒

15　
イ
ー
フ
ー
・
ト
ゥ
ア
ン
︑
山
本
浩
訳
﹃
空
間
の
経
験

︱
身

体
か
ら
都
市
へ
﹄
ち
く
ま
学
芸
文
庫
︑ 

一
九
九
三
年
︵
原
書

は
一
九
七
七
年
刊
行
︶︒

16　

イ
ー
フ
ー
・
ト
ゥ
ア
ン
︵
段
義
孚
︶︑
阿
部
一
訳
﹃
感
覚
の

世
界

︱
美
・
自
然
・
文
化
﹄
せ
り
か
書
房
︑
一
九
九
四
年 

︵
原
書
は
一
九
九
三
年
刊
行
︶︒

17　
市
倉
宏
祐
﹃
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
サ
ル
ト
ル
と
詩
人
た
ち
﹄
日
本

放
送
出
版
協
会
︑
一
九
九
七
年
︒

18　
小
林
享
﹃
移
ろ
い
の
風
景
論

︱
五
感
・
こ
と
ば
・
天
気
﹄

鹿
島
出
版
会
︑
一
九
九
三
年
︒

19　

岩
田
慶
治
﹃
風
景
学
と
自
分
学

︱
未
来
学
の
土
台
﹄﹃
岩

田
慶
治
著
作
集
八
﹄
講
談
社
︑
一
九
九
五
年
︒

20　
風
巻
景
次
郎
﹃
中
世
の
文
学
伝
統
﹄
岩
波
文
庫
︑
一
九
八
五

年
︒

21　
ガ
ス
ト
ン
・
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
︑
及
川
馥
訳
﹃
水
と
夢

︱
物

質
的
想
像
力
試
論
﹄
法
政
大
学
出
版
局
︑
二
〇
〇
八
年
︵
原

書
は
一
九
四
二
年
刊
行
︶︒

22　

ガ
ス
ト
ン
・
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
︑
宇
佐
見
英
治
訳
﹃
空
と
夢

︱
運
動
の
想
像
力
に
か
ん
す
る
試
論
﹄法
政
大
学
出
版
局
︑

一
九
六
八
年
︵
原
書
は
一
九
四
三
年
刊
行
︶︒
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