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争
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釈
稿

(
十
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抄

録

森
鴎
外
と
坪
内
遁
逼
に
よ
る
、
近
代
文
学
史
上
最
大
の
論
争
と
い
わ
れ
る

「
没
理
想
論
争
」
に
つ
い
て
の
注
釈
の
う
ち
、
迫
逼
の
鴎
外
へ
の
反
論
で
あ

に
つ
い
て
の
注
釈
の
続
き
。

「
烏
有
先
生
に
答
ふ
」

〆'、、

一
'--" 

「
没
理
想
論

る争
」
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
論
が
細

部
の
読
み
の
共
通
理
解
の
上
で
な
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ

う
と
は
い
え
ず
、
や
や
も
す
れ
ば
机
上
の
空
論
に
な
り
か
ね
な
い
現
状
が
あ

る
。
ま
た
、
注
釈
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
は
語
釈
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
り
、

視
点
も
個
別
作
家
の
文
学
論
と
し
て
の
見
方
に
限
定
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。

烏
有
先
生
に
答
ふ

(
前
号
よ
り
の
続
き
)

夫
れ
没
理
想
と
い
ふ
造
語
は
頗
る
不
穏
な
る
造
語
に
は
あ
れ
ど
も
、
わ
が
当
初

の
意
見
に
よ
れ
ば
、
「
衆
理
想
を
容
る
h

に
足
る
」

の
調
ひ
に
し
て
、
畢
寛
は
不

文
学
部
論
集

第
八
十
三
号
(
一
九
九
九
年
コ
一
月
)

坂

井

健

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
語
句
の
注
釈
か
ら
出
発
し
て
、
解
釈
に
ま
で
踏
み
込

み
、
両
者
の
文
学
論
争
を
総
合
的
に
捉
え
る
こ
と
を
第
一
の
目
的
と
す
る
。

さ
ら
に
時
代
を
代
表
す
る
両
者
の
論
争
を
通
し
て
、
当
時
の
文
学
思
潮
を
探

り
、
論
争
の
後
の
文
学
史
に
対
す
る
影
響
に
つ
い
て
も
考
察
を
試
み
、
「
没

理
想
論
争
」
を
文
学
史
の
中
で
新
た
に
位
置
づ
け
る
こ
と
を
第
二
の
目
的
と

す
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

森
岡
聞
外
、
坪
内
迫
遣
、
没
理
想
、
イ
デ
l
、

ハ
ル
ト
マ
ン

見
理
想
即
ち
理
想
の
お
ぼ
ろ
げ
な
る
を
評
し
た
る
詞
な
り
き
。
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ

ワ
ン
・
ア
ス
ペ
ク
ト
〔

3
)

が
傑
作
の
一
面
相
を
指
せ
る
詞
に
し
て
、
近
松
が
傑
作
の
一
面
相
を
指
せ
る
調

な
り
き
。
さ
る
か
ら
に
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
近
松
が
、
悉
皆
の
作
の
一
面
相
に
も

あ
ら
ね
ば
、
勿
論
悉
皆
の
戯
曲
の
一
面
相
に
も
あ
ら
ず
。
わ
れ
未
だ
嘗
て
、
総
て

五
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の
ド
ラ
マ
は
没
理
想
な
り
、
と
は
い
は
ざ
り
し
な
り
。
花
形
の
宝
鏡
の
磨
け
る
一

面
は
、
森
羅
万
象
を
映
す
と
同
時
に
、
無
形
な
る
妖
怪
の
相
を
も
映
せ
り
。
こ
れ

は
こ
れ
宝
鏡
の
威
徳
な
り
。
わ
れ
宣
に
此
の
い
や
ち
こ
な
る
大
威
徳
を
、
他
の
破

こ
か
V
み
(
6
)

璃
製
の
小
鏡
に
望
ま
ん
や
。
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
は
、
警
へ
ば
花
形
の
宝
鏡
な
り
、

か
る
が
ゆ
ゑ
に
、
其
の
一
面
に
能
く
万
理
想
の
影
を
映
す
。
他
の
千
万
の
戯
曲
家
、

宣
に
悉
く
花
形
の
宝
鏡
な
ら
ん
や
。
恐
ら
く
は
、
残
れ
る
戯
曲
家
の
多
数
は
破
璃

鏡
に
喰
ふ
ベ
く
、
曇
り
た
る
破
鏡
に
喰
ふ
べ
し
。
彼
等
い
か
で
か
は
万
理
想
を
映

さ
ん
。主

(1)
没
理
想
と
い
ふ
造
語
は
頗
る
不
穏
な
る
造
語
に
は
あ
れ
ど
も
・
「
没
理
想
」
は

「
無
理
想
」
だ
と
鴎
外
が
誤
解
し
た
こ
と
を
指
す
。
治
迄
の
意
図
は
、
「
無
理
想
」

で
は
な
く
、
理
想
が
隠
れ
て
見
え
な
い
の
意
。
な
お
、
初
出
に
は
、
句
読
点
は

ほ
と
ん
ど
な
い
。

(2)
「
衆
理
想
を
容
る
、
に
足
る
」
の
謂
ひ
に
し
て
、
畢
寛
は
不
見
理
想
即
ち
理
想

の
お
ぼ
ろ
げ
な
る
を
評
し
た
る
詞
な
り
き
・
初
出
「
不
見
理
想
の
謂
に
し
て
理

想
の
お
ぼ
ろ
げ
な
る
を
評
し
た
る
詞
な
り
き
」
。
「
衆
理
想
を
容
る
、
に
足
る
」

は
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
を
当
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
る
、
の
意
。
泊
迄
の
い
う
理

想
は
多
義
で
暖
昧
な
面
を
持
つ
が
、
お
お
む
ね
作
者
の
人
生
観
を
指
し
、
そ
の

人
生
観
が
さ
ま
ざ
ま
に
解
釈
で
き
、
固
定
さ
れ
な
い
さ
ま
を
い
う
。

(3)
傑
作
の
一
面
相
・
あ
る
一
つ
の
面
の
あ
り
さ
ま
。
後
の
「
そ
の
作
の
全
局
が

酷
だ
造
化
の
無
底
無
辺
な
る
に
似
た
り
と
い
ふ
意
な
り
。
」
に
呼
応
す
る
。
あ
ら

ゆ
る
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
作
品
が
「
没
理
想
」
だ
と
い
う
の
で
も
な
い
し
、
傑

作
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
人
物
に
い
た
る
ま
で
す
べ
て
が
「
没
理
想
L

だ
と
い
う

の
で
も
な
い
。
傑
作
の
う
ち
の
、
あ
る
一
定
の
点
に
つ
い
て
い
っ
て
い
る
の
だ
、

と
い
う
限
定
。

(4)
森
羅
万
象
を
映
す
と
同
時
に
、
無
形
な
る
妖
怪
の
相
を
も
映
せ
り
・
目
に
見

五
四

え
る
字
宙
全
般
を
映
す
だ
け
で
は
な
く
、
日
に
見
え
な
い
あ
や
し
い
も
の
の
姿

を
も
映
す
。
単
純
な
写
実
で
は
な
く
、
も
の
ご
と
の
本
質
を
突
い
て
い
る
、
と

い
・
つ
こ
と
。

(5)
い
や
ち
こ
・
き
わ
だ
っ
た
、
の
意
。

(6)
破
璃
製
の
小
銃
・
ガ
ラ
ス
製
の
小
さ
な
鏡
。
凡
庸
な
戯
曲
家
を
指
す
。

(7)
其
の
一
面
・
初
出
「
其
一
面
」
。
以
下
、
こ
の
用
字
の
異
同
は
一
不
さ
な
い
。

わ
れ
先
き
に
没
理
想
の
語
義
を
弁
じ
て
、
其
の
序
に
、
没
理
想
と
は
活
き
た
る

差
別
相
の
表
面
に
し
て
、
活
き
た
る
差
別
相
は
活
き
た
る
没
理
想
の
裏
面
な
る
由

を
い
ひ
き
。
こ
の
弁
は
な
は
だ
漠
然
た
れ
ど
も
、
わ
が
所
調
没
理
想
の
、
大
ド
ラ

マ
に
伴
ふ
べ
く
し
て
、
小
ド
ラ
マ
に
は
伴
は
ざ
る
こ
と
を
い
ひ
た
る
も
の
な
り
。

(
此
の
理
は
他
日
別
に
弁
明
す
べ
し
。
)
詞
を
換
へ
て
い
へ
ば
、
大
な
る
ド
ラ
マ

ー
ー
活
き
た
る
差
別
相
の
具
れ
る
も
の
ー
ー
ー
は
、
没
理
想
な
れ
ど
も
、
悉
皆
の
ド

ラ
マ
は
没
理
想
に
あ
ら
ず
、
即
ち
没
挿
評
の
詩
(
ド
ラ
マ
)
は
必
ず
し
も
没
理
想

の
作
に
あ
ら
ず
、
と
の
義
な
り
。
案
ず
る
に
、
先
生
は
わ
が
没
理
想
の
例
謹
と
し

て
、
鬼
貫
の
俳
句
と
宗
吾
が
略
伝
を
引
き
た
る
を
見
て
、
没
挿
評
即
没
理
想
の
意

と
解
せ
ら
れ
た
る
な
ら
ん
が
、
わ
が
本
意
は
然
ら
ず
。
鬼
貫
の
句
と
宗
吾
の
伝
と

は
、
詩
論
の
例
証
と
し
て
引
き
た
る
に
は
あ
ら
ず
し
て
、
解
の
自
在
な
る
べ
き
例

に
引
け
り
。
わ
れ
は
俳
句
の
尋
常
の
叙
情
詩
た
る
こ
と
を
思
は
ざ
る
に
あ
ら
ず
、

は
た
ま
た
実
伝
の
曲
ぐ
べ
か
ら
ざ
る
由
を
知
ら
ざ
る
に
も
あ
ら
ず
、
し
か
る
に
尚

ほ
是
れ
ら
を
引
き
た
る
は
、
叙
情
詩
、
実
伝
の
曲
ぐ
可
か
ら
ざ
る
も
の
す
ら
、
時

に
解
釈
の
自
在
な
る
は
、
本
人
の
評
釈
な
き
が
為
な
り
、
ま
し
て
大
戯
曲
の
精
妙

な
る
に
至
り
て
は
、
理
想
か
く
れ
て
見
る
こ
と
難
き
が
故
に
、
種
々
の
解
釈
を
も

生
ず
べ
し
、
と
の
意
な
り
。
こ
は
常
識
の
談
に
し
て
秋
事
の
不
思
議
も
無
き
こ
と



な
り
。

わ
れ
平
生
此
の
理
を
、
鬼
貫
の
句
に
於
て
よ
り
も
、
百
蕉
の
句
に
於
て

認
め
、
芭
蕉
の
句
に
於
て
よ
り
も
、
東
西
の
但
諺
に
於
て
認
め
た
り
き
。
さ
れ
ど

も
、
わ
れ
未
だ
夢
に
だ
に
、
芭
蕉
を
大
な
る
戯
曲
家
と
も
せ
ざ
れ
ば
、
僅
諺
を
戯

曲
な
り
と
信
じ
た
る
こ
と
も
な
し
、
わ
が
本
意
は
、
没
挿
評
即
大
戯
曲
に
あ
ら
ね

ば
な
り
。
没
挿
評
即
没
理
想
な
ら
ぬ
由
も
、
上
文
の
中
に
明
か
な
ら
ん
。

注

(1)
わ
れ
先
に
没
理
想
の
語
義
を
弁
じ
て
、
其
の
序
に
、
没
理
想
と
は
活
き
た
る

差
別
相
の
表
面
に
し
て
、
活
き
た
る
差
別
相
は
活
き
た
る
没
理
想
の
裏
面
な
る

由
を
い
ひ
き
・
「
わ
れ
先
に
」
は
、
初
出
「
わ
れ
前
号
に
」
。
「
没
理
想
の
語
義
を

弁
ず
し
(
『
早
稲
田
文
学
』
八
号
、
明
治
二
五
年
一
月
)
に
「
活
き
た
る
差
別
相

と
は
、
個
々
の
人
物
、
お
の
/
¥
、
そ
の
特
質
を
有
し
、
作
家
の
性
情
を
脱
離
し

て
云
為
す
る
を
い
ふ
。
活
き
た
る
平
等
相
と
は
、
取
り
も
直
さ
ず
、
活
き
た
る

差
別
相
の
裏
面
を
い
ふ
も
の
に
て
、
作
家
の
性
情
を
脱
離
す
る
と
い
ふ
こ
と
に

外
な
ら
ず
。
即
ち
没
理
想
な
り
。
L

と
あ
る
。

(2)
は
な
は
だ
・
初
出
「
甚
だ
」
o

(3)
大
な
る
ド
ラ
マ
ー
ー
活
き
た
る
差
別
相
の
具
れ
る
も
の
|
|
は
・
初
出
「
大

な
る
ド
ラ
マ
(
活
き
た
る
差
別
相
の
具
れ
る
も
の
)
は
」
。

(4)
没
挿
評
・
作
者
が
登
場
人
物
に
つ
い
て
、
直
接
評
価
を
さ
し
は
さ
ま
な
い
こ

と
。
「
没
挿
評
の
詩
(
ド
ラ
マ
)
は
必
ず
し
も
没
理
想
の
作
に
あ
ら
ず
」
と
あ
る

の
は
、
作
者
が
直
接
人
物
評
(
生
ま
れ
つ
い
て
の
悪
人
で
あ
る
と
か
、
正
直
も

の
で
あ
る
と
か
)
を
さ
し
は
さ
ま
な
い
場
合
で
も
、
戯
曲
全
体
か
ら
見
る
と
、

は
っ
き
り
作
者
の
人
生
観
・
価
値
観
が
窺
え
る
場
合
も
あ
る
わ
け
で
、
そ
の
こ

と
を
い
っ
て
い
る
。

(5)
先
生
は
わ
が
没
理
想
の
例
詮
と
し
て
、
鬼
貫
の
俳
句
と
宗
吾
が
略
伝
を
引
き

た
る
を
見
て
、
没
挿
評
即
没
理
想
の
意
と
解
せ
ら
れ
た
る
な
ら
ん
が
・
「
シ
ェ
ー

ク
ス
ピ
ヤ
脚
本
評
註
緒
言
」
(
「
早
稲
田
文
学
』
創
刊
号
、
明
治
二
四
年
一

O
月
)

で
、
迫
遁
が
鬼
貫
の
「
な
ん
で
秋
の
来
た
と
も
見
え
ず
心
か
ら
し
の
句
と
、
佐

文
学
部
論
集

第
八
十
三
号
(
一
九
九
九
年
三
月
)

倉
宗
吾
の
略
伝
と
を
例
に
上
げ
て
、
本
人
の
注
釈
や
詳
伝
が
な
い
た
め
に
、
か

え
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
、
と
述
べ
た
こ
と
に
対
し
て
、

鴎
外
が
「
早
稲
田
文
学
の
没
理
想
」
(
『
柵
草
紙
』
二
七
号
、
明
治
二
四
年
二
一

月
)
で
、
「
「
キ
ン
グ
、
リ
ヤ
ア
」
の
悲
劇
は
馬
琴
の
作
に
似
て
勧
懲
の
旨
意
い

と
著
く
見
え
た
れ
ど
も
、
作
者
み
づ
か
ら
が
評
論
の
詞
、
絶
え
て
篇
中
に
な
き

ゅ
ゑ
、
見
る
も
の
〉
理
想
次
第
に
て
強
ち
勧
懲
の
作
と
も
見
倣
す
を
要
せ
ず
、

別
に
解
釈
を
加
ふ
る
こ
と
自
在
な
り
。
」
、
「
早
稲
田
文
学
が
八
犬
伝
に
あ
き
た
ら

ざ
る
所
あ
り
と
す
る
は
、
宣
馬
琴
が
叙
事
の
聞
に
評
を
挿
み
し
を
以
て
な
ら
ず

や
。
わ
れ
は
其
意
を
取
り
て
其
言
を
取
ら
ず
。
没
理
想
は
没
理
想
に
あ
ら
ず
し

て
、
没
挿
評
な
れ
ば
な
り
。
L

と
難
じ
た
の
を
受
け
る
。

(6)
引
け
り
・
初
出
「
入
け
り
」
。

(7)
尚
ほ
是
れ
ら
を
・
初
出
「
尚
こ
れ
ら
を
」
。

(8)
曲
ぐ
可
か
ら
ざ
る
も
の
す
ら
・
初
出
「
曲
ぐ
可
ら
ざ
る
も
の
す
ら
」
で
、
「
も

の
す
ら
」
に
圏
点
。

(9)
理
想
か
く
れ
て
・
初
出
「
理
想
埋
没
し
て
」
。

(
印
)
平
生
此
の
理
を
・
初
出
「
平
此
代
理
を
」
。
初
出
は
単
純
な
誤
植
で
あ
ろ
う
。

(
日
)
芭
蕉
の
句
・
迫
迄
は
、
「
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
脚
本
評
註
緒
ヨ
一
回
」
で
、
「
古
池
や
」

の
匂
を
引
い
て
い
る
。

(
ロ
)
上
文
・
こ
れ
ま
で
の
文
章
。
こ
の
段
は
、
鴎
外
が
「
没
理
想
」
は
「
没
挿
評
」

に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
な
じ
っ
た
こ
と
に
対
す
る
反
論
。

わ
れ
巳
に
没
挿
評
即
没
理
想
と
い
は
ざ
れ
ば
、
叙
情
詩
と
小
説
と
は
没
理
想
に

至
る
こ
と
能
は
ず
、
と
い
ひ
し
こ
と
も
無
し
。
挿
評
の
理
想
を
見
え
し
む
る
謹
援

に
曲
亭
が
作
を
引
用
し
た
る
こ
と
は
、
小
説
が
没
理
想
た
る
能
は
ず
、
と
い
ふ
論

の
謹
と
は
な
ら
ず
。
曲
亭
は
小
説
家
の
随
一
人
な
れ
ど
も
、
小
説
家
の
全
体
に
あ

ら
ざ
れ
ば
な
り
。
わ
れ
嘗
て
『
梅
花
詩
集
』
を
評
せ
し
時
、

触
れ
て
い
ひ
け
ら
く
、

い
さ
L

か
此
の
点
に

「
詩
人
の
筆
に
上
る
世
界
二
つ
あ
り
、

心
の
世
界
と
物
の

五
五
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井

健

ア
イ
デ
ア

世
界
と
な
り
。
甲
は
虚
の
世
界
に
し
て
理
想
な
り
、
乙
は
実
の
世
界
に
し
て

ネ

l
チ
ュ
ア

(3)

む

ね

も

の

さ

し

自
然
な
り
。
理
想
を
宗
と
す
る
者
は
、
我
れ
を
尺
度
と
し
て
世
間
を
度
り
、
自

然
を
宗
と
す
る
者
は
、
我
を
解
脱
し
て
世
間
相
を
写
す
。
前
者
は
総
称
し
て

ド

ラ

マ

チ

ス

ト

叙
情
詩
人
と
い
ふ
べ
く
、
後
者
を
総
称
し
て
世
相
詩
人
と
い
ふ
べ
し
。
前
者
能
く

プ
ロ
ヘ
ッ
ト

(5)

大
な
る
こ
と
を
得
ば
、
或
ひ
は
天
命
を
釈
し
得
て
、
一
世
の
予
言
た
ら
ん
。
後

者
能
く
大
な
ら
ば
、
或
ひ
は
造
化
を
壷
中
に
縮
め
て
、
長
永
に
不
言
の
救
世
主

(
6
)

ア
イ
デ
ア
リ
ス
ト

た
ら
ん
。
理
想
家
の
作
の
大
な
る
に
は
、
作
者
著
大
に
し
て
乾
坤
を
呑
み
、

ナ
チ
ュ
ラ
リ
ス
ト

造
化
派
の
作
の
大
な
る
に
は
、
造
化
活
動
し
て
作
者
其
の
聞
に
消
滅
す
。
さ
れ

ば
、
叙
情
詩
人
に
は
理
想
の
高
大
円
満
な
ら
ん
こ
と
を
望
む
べ
く
、
世
相
詩
人
に

は
理
想
の
全
く
影
を
隠
し
て
、
単
へ
に
世
態
の
著
か
ら
ん
こ
と
を
望
む
べ
し
。
又

甚
だ
小
な
ら
ば
、
二
者
共
に
現
在
を
離
れ
得
ず
し
て
、
叙
情
家
は
一
身
の
哀
観
を

歌
ひ
、
世
相
派
は
管
見
の
小
世
態
を
描
か
ん
。
(
中
略
)
要
す
る
に
、
理
想
派
の

諸
作
に
は
、
作
者
の
極
致
と
な
せ
る
所
躍
然
と
し
て
毎
に
飛
動
し
、
造
化
派
の
傑

作
に
は
作
者
の
影
全
く
空
し
。
叙
情
詩
人
の
大
な
る
は
、
猶
ほ
雲
に
沖
る
高
獄
の

如

く

、

猶

ほ

辺

無

き

蒼

漏
え
高
う
し
て
禰
ミ
著
く
、

海
の
如
く
、
浦
ミ
大
に
し
て
禰
ミ
苦
々
た
り
。
前
者
は
猶
ほ
万
里
の
長
堤
の
如
く
、

遠
う
し
て
更
に
遠
し
と
い
へ
ど
も
、
詮
す
る
に
、
踏
破
し
が
た
き
に
あ
ら
ず
、
後

者
は
猶
ほ
底
知
ら
ぬ
湖
の
如
し
、
深
く
し
て
更
に
深
く
、
終
に
其
の
底
を
究
む
可

世
相
詩
人
の
大
な
る
は
、

か
ら
ず
。
是
れ
を
二
者
相
違
の
要
点
と
す
L

と
。
こ
れ
実
に
迫
迄
が
理
想
中
に
あ

る
叙
情
詩
人
と
ド
ラ
マ
チ
ス
卜
と
を
わ
き
ま
へ
た
る
も
の
な
り
。
此
の
文
を
昧
は

ん
人
は
、
わ
が
叙
情
詩
家
を
庇
せ
、
さ
る
こ
と
を
察
知
す
る
に
余
り
あ
ら
ん
。
先
生

の
現
身
同
町
外
漁
史
、
嘗
て
此
の
論
の
是
非
を
弁
析
せ
し
こ
と
あ
り
、
わ
れ
、
よ
り

て
覚
る
所
あ
り
き
。
「
世
相
詩
」
と
い
ふ
杜
撰
の
造
語
の
、
甚
だ
不
穏
な
る
を
覚

五
六

る
と
同
時
に
、
わ
が
解
の
不
足
に
し
て
誤
解
せ
ら
る
べ
き
を
感
じ
、
且
つ
叙
情
を

虚
と
し
、
世
相
を
実
と
し
、
二
者
を
裁
然
と
虚
実
の
左
右
に
分
離
せ
し
こ
と
の
非

な
る
を
も
覚
り
き
。
然
り
、
我
が
当
初
の
理
想
は
、
幾
分
か
漁
史
が
教
へ
に
よ
り

て
変
移
し
た
り
。
わ
れ
は
も
は
や
虚
実
と
い
ふ
漠
然
た
る
詞
を
も
て
二
者
を
分
か

た
ず
、
大
い
に
我
が
見
処
を
改
め
た
り
。
さ
も
あ
ら
ば
あ
れ
、
叙
情
詩
人
の
極
大

な
る
は
、
我
れ
今
も
尚
ほ
予
言
者
と
信
じ
、
ド
ラ
マ
チ
ス
卜
の
極
大
な
る
を
ば
、

は
た
旧
に
依
り
て
、
不
言
の
救
世
主
と
信
ぜ
り
。
救
世
主
と
予
言
者
と
、
其
の
聞

に
差
別
は
あ
る
べ
き
が
、
大
叙
情
詩
家
あ
る
こ
と
を
認
め
た
る
や
明
か
な
り
。
わ

れ
い
は
ず
や
、
叙
情
詩
家
の
大
い
な
る
は
、
作
者
著
大
に
し
て
乾
坤
を
呑
む
、
と
、

即
ち
有
理
想
即
無
理
想
の
謂
な
り
。
是
れ
宣
に
大
叙
情
詩
家
は
た
没
理
想
家
た
る

こ
と
を
得
と
一
五
ふ
に
同
じ
か
ら
ず
や
。
若
し
夫
れ
小
説
と
ド
ラ
マ
と
の
関
係
、
井

び
に
小
説
が
没
理
想
た
る
べ
き
か
あ
ら
ぬ
か
に
就
い
て
は
、
わ
れ
曾
て
説
き
し
こ

し
か
ら
ず

と
無
け
れ
ば
、
不
然
と
い
ひ
し
こ
と
も
無
し
、
管
々
し
け
れ
ば
こ
h

に
て
は
弁
ぜ

ず
。
先
生
が
詰
聞
に
対
し
て
は
、
前
文
答
へ
得
て
余
り
あ
る
べ
し
、
と
思
ふ
故
な

h
り
。

注

(
1
)
わ
れ
己
に
没
挿
評
即
没
理
想
と
い
は
ざ
れ
ば
、
叙
情
詩
と
小
説
と
は
没
理
想

に
至
る
こ
と
能
は
ず
、
と
い
ひ
し
こ
と
も
無
し
・
鴎
外
が
「
早
稲
田
文
学
の
没

理
想
L

で
「
主
観
の
情
を
卑
み
て
、
客
観
の
相
を
尊
む
。
是
に
於
て
乎
、
今
の

叙
事
詩
す
く
な
き
世
に
あ
り
て
は
戯
曲
を
し
て
第
一
位
に
居
ら
し
め
ざ
る
こ
と

あ
た
は
ざ
る
べ
し
。
こ
れ
を
早
稲
田
文
学
が
没
理
想
を
説
き
て
戯
曲
を
噌
む
所

以
と
す
。
」
と
難
じ
た
の
を
受
け
る
。
同
町
外
の
理
解
は
、
「
没
理
想
」
と
は
、
作

者
の
主
観
が
現
れ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
、
作
者
が
登
場
人
物
に



つ
い
て
説
明
を
さ
し
は
さ
ま
な
い
「
没
挿
評
」
で
あ
る
べ
き
だ
、
と
の
主
張
に

他
な
ら
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
必
然
的
に
ジ
ャ
ン
ル
の
優
劣

論
に
結
び
つ
く
。
鴎
外
の
「
没
理
想
」
理
解
に
し
た
が
え
ば
、
「
没
理
想
」
の
作

品
は
、
戯
曲
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
、
戯
曲
こ
そ
が
、
最
上
の
文

芸
ジ
ャ
ン
ル
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
治
迄
が
反
論

し
た
も
の
。

(2)
わ
れ
嘗
て
『
梅
花
詩
集
』
を
評
せ
し
時
・
「
梅
花
詩
集
を
読
み
て
」
(
『
読
売
新

聞
』
明
治
二
四
年
コ
一
月
二
二
日

1
二
四
日
)
を
指
す
。
「
梅
花
詩
集
を
読
み
て
」

は
、
中
西
梅
花
『
新
体
梅
花
詩
集
』
(
明
治
二
四
年
、
博
文
館
)
に
対
し
て
、
梅

花
は
老
荘
思
想
を
歌
っ
た
主
観
的
な
詩
人
で
あ
る
と
断
じ
、
造
化
本
来
空
と
唱

え
る
老
荘
思
想
と
、
自
己
の
主
観
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
梅
花
の
態
度
と
の
矛

盾
を
難
じ
た
も
の
。

(3)
詩
人
の
筆
に
よ
る
世
界
ニ
つ
あ
り
、
心
の
世
界
と
物
の
世
界
と
な
り
。
甲
は

虚
の
世
界
に
し
て
理
想
な
り
、
乙
は
実
の
世
界
に
し
て
自
然
な
り
・
伝
統
的
な

虚
実
論
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
二
葉
亭
の
『
小
説
総
論
」
に
お
け
る
虚

実
の
概
念
と
の
対
応
も
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
「
虚
」
は
、
鴎
外
の
用
語
で
は

「想
L

に
あ
た
る
。

(4)
理
想
を
宗
と
す
る
者
は
、
我
を
尺
度
と
し
て
世
間
を
度
り
、
自
然
を
宗
と
す

る
者
は
、
我
を
解
脱
し
て
世
間
相
を
写
す
・
「
梅
花
詩
集
を
読
み
で
し
に
お
い

て
迫
迄
は
、
理
想
詩
人
と
自
然
、
詩
人
と
の
別
を
立
て
、
両
者
を
対
立
的
に
捉
え

た
。
迫
迄
に
よ
れ
ば
、
梅
花
は
理
想
詩
人
で
あ
る
一
方
で
、
そ
の
理
想
は
老
荘

思
想
で
あ
る
。
老
荘
思
想
は
、
我
を
解
脱
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
梅
花
の
態

度
は
矛
盾
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

(2)
参
照
。

(5)
予
言
た
ら
ん
・
初
出
「
予
言
者
」
。
「
梅
花
詩
集
を
評
す
」
で
は
「
予
言
者
」

な
の
で
、
本
注
釈
底
本
の
『
迫
迄
選
集
』
の
誤
植
。

(6)
造
化
を
壷
中
に
縮
め
て
、
長
永
に
不
言
の
救
世
主
た
ら
ん
・
文
学
作
品
は
字

宙
・
世
界
の
似
姿
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
声
高
に
主
張
を
訴
え
る
こ
と
無
し
に
、

暗
暗
裏
に
人
生
・
社
会
を
批
判
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
迫
迄
の
考
え
は
、

『
小
説
神
髄
」
に
、
す
で
に
「
造
化
の
翁
が
造
り
倣
し
た
る
活
世
界
ハ
極
め
て
広

大
無
辺
に
し
て
規
模
の
あ
ま
り
に
大
な
る
か
ら
凡
庸
稚
蒙
の
眼
を
以
て
は
原
因

結
果
の
関
係
を
パ
察
り
得
る
こ
と
い
と
/
¥
難
か
り
し
か
る
を
我
党
小
説
作
者

が
其
因
果
の
理
の
要
を
摘
み
て
一
小
冊
子
の
う
ち
に
蔵
め
て
点
検
取
捨
す
る
便

に
供
ふ
其
任
宣
に
重
か
ら
ず
や
」
と
あ
る
よ
う
に
、
一
貫
し
て
い
た
。

(7)
隠
し
て
・
初
出
「
蔵
し
て
」
。
「
梅
花
詩
集
を
評
す
」
も
「
蔵
し
て
」
。

(8)
造
化
派
の
傑
作
・
初
出
「
傑
作
L

に
圏
点
。
「
梅
花
詩
集
を
評
す
し
も
同
様
。

(9)
猶
ほ
雲
に
沖
る
高
巌
の
如
く
・
初
出
「
猶
雲
に
沖
る
高
獄
の
ご
と
く
」
。
「
梅

花
詩
集
を
評
す
」
も
同
様
。
以
下
も
同
様
。
『
迫
洛
選
集
』
収
録
に
あ
た
っ
て
、

用
字
を
改
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
沖
る
」
は
そ
び
え
立
つ
。

(
叩
)
後
者
は
猶
ほ
底
知
ら
ぬ
湖
の
如
し
・
「
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
脚
本
評
注
」
に
も
、

「
げ
に
や
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
は
空
前
絶
後
の
大
詩
人
な
ら
ん
。
其
の
造
化
に
似

て
際
涯
無
く
、
其
の
大
洋
に
似
て
広
く
深
く
、
其
の
底
知
ら
ぬ
湖
の
如
く
、
普

く
衆
理
想
を
容
る
〉
所
は
、
ま
こ
と
に
空
前
絶
後
な
る
べ
し
。
」
と
あ
る
。

(
日
)
察
知
す
る
に
・
初
出
「
察
す
る
に
」
。

(
ロ
)
先
生
の
現
身
鴎
外
漁
史
・
鴎
外
は
、
「
早
稲
田
文
学
の
没
理
想
」
で
、
「
こ
こ

に
烏
有
先
生
と
い
ふ
談
理
家
あ
り
け
り
。
理
を
談
ず
る
こ
と
を
旨
と
す
る
一
大

文
学
雑
誌
を
発
行
せ
む
と
お
も
へ
ど
も
未
だ
果
さ
ず
。
」
と
述
べ
て
、
「
烏
有
先

生
L

は
、
あ
た
か
も
『
柵
草
紙
』
発
行
以
前
の
自
分
で
あ
る
か
の
よ
う
な
書
き

方
を
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
迫
迄
は
「
烏
有
先
生
L

は
、
鴎
外
が
自
身
を
仮

託
し
た
存
在
と
理
解
す
る
の
だ
が
、
「
迫
迄
子
と
烏
有
先
生
と
し
(
『
柵
草
紙
』
一
一
一

O
号
、
明
治
二
五
年
三
月
)
で
、
「
烏
有
先
生
と
は
誰
ぞ
。
答
へ
て
い
は
く
。
独

逸
の
人
カ
ル
〉
、
ロ
オ
ベ
ル
ト
、
エ
ヅ
ワ
ル
ト
、
フ
ォ
ン
、
ハ
ル
ト
マ
ン
な

り
o
」
と
は
ぐ
ら
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

(
日
)
嘗
て
此
の
論
の
是
非
を
弁
析
せ
し
こ
と
あ
り
・
鴎
外
は
、
「
迫
迄
子
の
諸
評

語
L

(

『
柵
草
紙
』
二
四
号
、
明
治
二
四
年
九
月
)
で
、
「
迫
迄
子
が
叙
情
、
世
相

の
二
派
は
、
ハ
ル
ト
マ
ン
が
審
美
学
上
、
叙
情
詩
、
叙
事
詩
の
二
門
に
当
れ

り
。
」
、
「
わ
れ
お
も
ふ
に
所
謂
理
想
主
義
を
叙
情
詩
の
門
の
占
有
に
帰
し
、
所
謂

実
際
主
義
を
叙
事
詩
の
門
の
占
有
に
帰
す
る
如
き
は
恐
ら
く
は
妥
な
ら
ざ
る
論

な
ら
む
o
」
と
述
べ
て
お
り
、
こ
れ
を
指
し
て
い
る
。

(U)
「
世
相
詩
」
と
い
ふ
杜
撰
の
造
語
の
、
甚
だ
不
穏
な
る
を
覚
る
・
「
梅
花
詩
集

を
評
す
し
で
は
「
叙
情
詩
人
L

に
「
リ
〉
カ
ル
・
ポ
エ
ト
」
、
「
世
相
詩
人
」
に

文
学
部
論
集

第
八
十
三
号
(
一
九
九
九
年
三
月
)

五
七



没
理
想
論
争
注
釈
稿
(
十
)

(
坂
井

健

「
ド
ラ
マ
チ
ス
ト
」
の
ル
ビ
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
梅
花
詩
集
を
評
す
」
の

「
世
相
詩
」
は
、
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
叙
事
詩
を
指
す
よ
う
で
い
な
が
ら
、
戯
曲

を
も
含
む
よ
う
で
も
あ
り
、
し
か
も
、
迫
洛
の
論
の
中
で
は
、
自
己
の
主
観
を

抑
制
し
て
創
作
に
当
た
っ
た
作
品
に
対
し
て
も
使
わ
れ
て
い
る
の
で
、
「
社
撰
の

造
語
」
と
い
っ
た
。

(
日
)
叙
情
を
虚
と
し
、
世
相
を
実
と
し
、
ニ
者
を
載
然
と
虚
実
の
左
右
に
分
離
せ

し
こ
と
の
非
な
る
を
も
覚
り
き
・
初
出
「
虚
」
、
「
実
」
に
圏
点
。
「
梅
花
詩
集
を

評
す
」
に
お
け
る
虚
実
二
元
論
的
態
度
へ
の
反
省
。

(4)
参
照
。
た
だ
し
、
当

の
鴎
外
も
、
想
実
二
元
論
的
な
批
評
を
展
開
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
迫
迄
の
没

理
想
論
は
そ
う
し
た
当
時
の
批
評
の
あ
り
方
へ
の
批
判
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
。
(
坂
井
健
「
没
理
想
論
争
の
背
景
|
|
想
実
論
の
中
で
|
|
」
『
稿
本

近
代
文
学
』
二
三
集
、
一
九
九
八
年
一
一
月
)
参
照
。
)
し
た
が
っ
て
、
迫
迄
の

自
己
反
省
は
、
鴎
外
に
対
す
る
攻
撃
の
矢
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
日
)
わ
れ
は
も
は
や
虚
実
と
い
ふ
漠
然
た
る
詞
を
も
て
ニ
者
を
分
か
た
ず
、
大
い

に
我
が
見
処
を
改
め
た
り
・
虚
実
、
主
観
客
観
の
対
立
を
止
揚
す
る
概
念
が

「
没
理
想
L

す
な
わ
ち
、
隠
れ
て
見
え
な
い
理
想
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、

偏
っ
た
主
観
で
も
な
け
れ
ば
、
純
客
観
で
も
な
い
の
だ
。
こ
う
し
た
考
え
方
は
、

後
の
自
然
主
義
の
成
立
に
も
受
け
継
が
れ
て
行
く
。
(
坂
井
健
「
没
理
想
論
争
と

田
山
花
袋
|
|
『
野
の
花
』
論
争
に
お
け
る
『
審
美
新
説
』
の
受
容
を
め
ぐ
っ

て
|
|
」
「
稿
本
近
代
文
学
』
二
五
集
、
一
九
九
八
年
二
月
発
行
予
定
、
お
よ

び
、
同
「
田
山
花
袋
と
高
瀬
文
淵
|
|
花
袋
の
ハ
ル
ト
マ
ン
受
容
を
め
ぐ
っ
て

|
|
」
『
京
都
語
文
』
=
一
号
、
一
九
九
八
年
一

O
月
、
参
照
。
)

(
日
)
有
理
想
即
無
理
想
の
謂
な
り
・
主
観
客
観
の
対
立
の
止
揚
統
合
。
(
日
)
参
照
。

(
凶
)
先
生
が
詰
問
に
対
し
て
は
、
前
文
答
ヘ
得
て
余
り
あ
る
べ
し
、
と
思
ふ
故
な

り
・
岡
崎
外
は
、
「
没
理
想
」
を
「
没
主
観
L

、
「
没
挿
評
」
と
誤
解
し
た
た
め
に
、

ジ
ャ
ン
ル
の
優
劣
論
に
踏
み
込
み
、
「
小
説
と
ド
ラ
マ
と
の
関
係
、
井
び
に
小
説

が
没
理
想
た
る
べ
き
か
あ
ら
ぬ
か
」
を
勝
手
に
問
題
に
し
て
、
自
分
を
詰
っ
た

の
だ
け
れ
ど
、
自
分
の
い
う
「
没
理
想
」
は
、
「
没
主
観
」
で
も
「
没
挿
評
」
で

も
な
い
の
だ
か
ら
、
鴎
外
の
批
判
は
外
れ
て
い
る
、
と
の
主
張
。

(1)
参
照
。

「
前
文
」
は
本
段
を
指
す
。
な
お
、
中
村
完
氏
注
釈
(
角
川
日
本
近
代
文
学
大
系

五
八

『
坪
内
迫
迄
集
』
)
は
、
「
前
文
」
を
「
没
理
想
の
語
義
を
弁
ず
」
と
注
釈
す
る
が
、

不
適
。
直
前
の
「
管
々
し
け
れ
ば
こ
、
に
て
は
弁
ぜ
ず
」
に
対
し
て
、
そ
の
理

由
の
説
明
と
し
て
、
「
前
の
文
章
で
十
分
に
答
え
て
い
る
思
う
か
ら
だ
」
の
文
脈

に
あ
り
、
小
説
が
没
理
想
に
な
り
う
る
か
ど
う
か
は
、
こ
の
段
の
官
頭
で
問
題

に
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

先
生
ま
た
叙
事
詩
の
旨
の
純
粋
な
る
客
観
相
た
る
こ
と
を
い
ひ
て
、
わ
が
叙
事

詩
的
没
理
想
を
取
ら
ざ
る
由
縁
を
怪
し
ま
れ
き
。
是
れ
も
ま
た
先
生
が
、
わ
が
好

尚
す
る
唯
一
点
を
ば
没
理
想
な
り
、
と
思
は
れ
た
る
よ
り
生
じ
た
る
誤
解
な
ら
ん
、

こ
は
弁
ず
べ
き
必
要
な
し
。

主

(
1
)
先
生
ま
た
叙
事
詩
の
旨
の
純
粋
な
る
客
観
相
た
る
こ
と
を
い
ひ
て
、
わ
が
叙

事
的
没
理
想
を
取
ら
ざ
る
白
縁
を
怪
し
ま
れ
き
・
「
早
稲
田
文
学
の
没
理
想
」
に

「
叙
事
詩
の
旨
は
純
粋
な
る
客
観
相
に
あ
れ
ば
、
そ
の
没
理
想
に
至
り
易
き
こ
と

廻
に
戯
曲
の
上
に
あ
ら
む
に
、
没
理
想
を
説
く
人
の
戯
曲
を
取
り
て
叙
事
詩
を

取
ら
ざ
る
は
何
故
ぞ
。
」
と
あ
る
の
を
受
け
る
。

(2)
唯
一
点
・
初
出
圏
点
。

(
以
下
次
号
に
続
く
。
)

(
さ
か
い

た
け
し

国
文
学
科
)

一
九
九
八
年
一

O
月
一
四
日
受
理


