
一
　
詩
集
『
斧
の
思
想
』
の
位
置

石
原
吉
郎
は
そ
の
生
涯
で
、
死
後
ま
も
な
く
刊
行
さ
れ
た
『
満
月
を
し
も
』
も
含
め
、
八
冊
の
詩
集
を
残
し
て
い
る
が
、
そ
の
う

ち
第
二
詩
集
『
い
ち
ま
い
の
上
衣
の
う
た
』、
第
三
詩
集
『
斧
の
思
想
』
の
成
立
過
程
は
や
や
不
明
瞭
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ

の
二
冊
は
単
行
本
と
し
て
は
一
度
も
刊
行
さ
れ
た
こ
と
が
な
く
、
一
九
六
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
第
一
詩
集
『
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の

帰
郷
』
と
七
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
第
四
詩
集
『
水
準
原
点
』
の
間
に
書
か
れ
た
諸
詩
篇
が
、
そ
の
後
の
作
品
集
の
中
で
徐
々
に
「
詩

集
」
と
い
う
名
の
も
と
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
っ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る（

一
）。

一
九
六
四
年
度
の
Ｈ
氏
賞
を
受
賞
し
た
第
一
詩
集
は
、
石
原
の
詩
人
と
し
て
の
資
質
は
勿
論
の
こ
と
、「
帰
郷
」
と
い
う
語
を
含

む
そ
の
タ
イ
ト
ル
に
よ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
シ
ベ
リ
ア
帰
り
」
で
あ
る
彼
の
創
作
の
原
点
に
抑
留
体
験
が
あ
る
こ
と
を
も
世
に
印
象
づ

け
た
。
実
際
、
こ
の
詩
集
で
は
ソ
連
収
容
所
で
経
験
さ
れ
た
出
来
事
を
直
接
題
材
と
し
た
詩
篇
が
ほ
ぼ
連
作
の
形
で
収
め
ら
れ
て
い

る（
二
）。
一
方
、『
水
準
原
点
』
で
は
、
や
は
り
そ
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
そ
う
し
た
生な
ま

の
素
材
か
ら
は
距
離
を
と
り
、

よ
り
抽
象
的
な
主
題
を
扱
う
傾
向
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。

石
原
の
第
二
、
第
三
詩
集
は
、
こ
う
し
た
創
作
上
の
推
移
の
中
間
期
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
考
え
な
く
て
は
な
ら

な
い
の
は
、
こ
の
中
間
期
に
書
か
れ
た
諸
詩
篇
が
二
冊
の
詩
集
に
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
詩
集
は
ほ
ぼ
六
四
年
か
ら

斧
の
思
想 

―
石
原
吉
郎
の
詩
に
お
け
る
斧
の
形
象
に
つ
い
て
⑵

斉
藤　

毅
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六
七
年
に
書
か
れ
た
も
の
、
第
三
詩
集
は
ほ
ぼ
六
七
年
か
ら
七
〇
年
に
書
か
れ
た
も
の
を
集
め
て
い
る
が
、
一
部
例
外
も
あ
る
他
、

両
者
と
も
詩
篇
の
配
列
は
編
年
体
を
な
し
て
い
な
い
。
詩
人
が
な
ぜ
第
二
詩
集
と
第
三
詩
集
の
年
代
的
切
れ
目
を
六
七
年
に
設
定
し

た
の
か
、
な
ぜ
諸
詩
篇
の
配
列
が
今
あ
る
よ
う
な
形
で
な
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
単
に
詩
集
一
冊
に
適
し
た
詩
篇
数
と
い
っ
た

動
機
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
、
構
成
的
な
原
理
が
そ
こ
に
働
い
て
い
た
の
だ
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。

一
つ
の
指
標
と
な
る
の
は
、
第
三
詩
集
に
収
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
諸
詩
篇
の
執
筆
期
に
、
石
原
は
自
身
の
収
容
所
体
験
を
一
連

の
散
文
と
し
て
書
き
始
め
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
の
最
初
の
も
の
、『
確
認
さ
れ
な
い
死
の
中
で
』
は
一
九
六
九
年
の

『
現
代
詩
手
帖
』
二
月
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
執
筆
は
遅
く
と
も
六
八
年
に
は
始
ま
っ
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
ら
は
ま
ず
一
九
七
〇
年
刊
の
詩
文
集
『
日
常
へ
の
強
制
』
に
収
録
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
同
じ
詩
文
集
の
中
で
「『
斧

の
思
想
』
か
ら
」
と
題
し
た
章
が
設
け
ら
れ
、
詩
集
と
し
て
の
『
斧
の
思
想
』
が
初
め
て
形
を
と
る
の
で
あ
る
（「
…
…
か
ら
」
と

あ
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
す
べ
て
の
詩
篇
は
収
め
ら
れ
て
い
な
い
）。
そ
の
後
、
散
文
の
ほ
う
も
執
筆
が
続
け
ら
れ
、
七
二
年
刊
の
散

文
集
『
望
郷
と
海
』
で
最
終
的
な
形
を
と
る
が
、
こ
れ
は
第
四
詩
集
『
水
準
原
点
』
の
刊
行
と
同
年
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
第
一
詩
集
と
第
四
詩
集
の
間
の
中
間
期
、
と
り
わ
け
第
三
詩
集
の
創
作
期
は
、
詩
人
が
自
ら
の
体
験
を
詩
と
し
て
直

接
表
出
す
る
の
で
は
な
く
、
散
文
と
い
う
形
で
対
象
化
し
て
い
た
時
期
で
あ
り
、
そ
の
傾
向
は
詩
集
自
体
に
も
表
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
仮
定
す
る
こ
と
も
で
き
る（

三
）。
本
論
は
、
そ
う
し
た
観
点
か
ら
、
こ
の
石
原
の
第
三
詩
集
『
斧
の
思
想
』
か
ら
表
題
作

（
一
九
六
八
）
の
分
析
を
試
み
た
い
。
彼
の
第
一
詩
集
に
お
い
て
は
「
斧
」
の
形
象
は
何
よ
り
も
シ
ベ
リ
ア
で
抑
留
者
た
ち
が
労
働

の
た
め
に
手
に
す
る
道
具
で
あ
り
、
収
容
所
連
作
の
《
コ
ー
カ
サ
ス
の
商
業
》（
一
九
五
九
）、《
や
ぽ
ん
す
き
い
・
ぼ
お
ぐ
》

（
一
九
六
〇
）
な
ど
で
は
確
か
に
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
現
れ
て
い
る（

四
）。

そ
れ
が
第
四
詩
集
の
《
兇
器
》（
一
九
六
五
）
の
よ
う
な

詩
篇
に
な
る
と（

五
）、「
斧
」
の
形
象
は
よ
り
抽
象
的
な
扱
い
を
受
け
、
そ
れ
が
詩
人
の
収
容
所
体
験
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
と
し
た
ら
、

そ
れ
は
読
者
が
彼
の
伝
記
を
知
識
と
し
て
知
っ
て
い
る
場
合
だ
け
で
あ
ろ
う
。《
斧
の
思
想

0

0

》（
六
）と
い
う
タ
イ
ト
ル
、
及
び
そ
れ
が
詩
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集
の
表
題
作
と
さ
れ
た
こ
と
が
示
し
て
い
る
の
も
、
そ
れ
ら
の
中
間
的
性
格
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る（
七
）。

二
　
詩
《
斧
の
思
想
》
の
構
成

詩
《
斧
の
思
想
》
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
（
行
番
号
は
引
用
者
に
よ
る
）。

１
森
が
信
じ
た
思
想
を

２
斧
も
ま
た
信
じ
た

３
斧
の
刃
を
わ
た
る

４
風
も
ま
た
信
じ
た

５
森
へ
た
わ
ん
で

６
声
と
な
る
均
衡
が

７
た
わ
や
か
な
黙
殺
を

８
め
ぐ
り
に
め
ぐ
り

９
一
枚
の
刃
と
な
っ
て

10
自
立
す
る
衝
動
を

11
圧
倒
す
る
静
寂
の

12
み
ど
り
が
迎
え
る
と
き

13
斧
に
は
蒼
白
な

二
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14
横
顔
が
あ
る
と

15
お
よ
そ
こ
の
森
の

16
深
み
に
あ
っ
て

17
起
っ
て
は
な
ら
ぬ

18
な
に
も
の
も
な
い
と
（
Ⅰ
一
九
二
―
一
九
三
）

ま
ず
全
体
の
構
成
か
ら
確
認
し
て
ゆ
き
た
い
。
こ
の
詩
は
全
体
で
一
つ
の
文
を
な
し
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ

が
さ
ら
に
統
辞
論
的
に
い
く
つ
か
の
部
分
に
分
か
れ
て
ゆ
く
。
最
初
の
四
行
は
「
思
想
を
…
…
信
じ
た
」、「
信
じ
た
」
と
い
う
パ
ラ

レ
リ
ズ
ム
に
よ
り
第
一
―
二
行
、
三
―
四
行
で
二
行
連
句
を
な
す
（
Ａ
）。
残
り
の
十
四
行
は
、
第
十
四
行
と
十
八
行
末
尾
の
「
と
」

と
い
う
格
助
詞
に
よ
り
、
Ａ
で
「
信
じ
た
」
と
言
わ
れ
る
も
の
の
内
容
が
示
さ
れ
る
（
Ｂ
）。
こ
の
「
と
」
は
二
度
現
れ
る
の
で
、

Ｂ
の
部
分
は
第
五
―
十
四
行
（
Ｂ
１
）
と
十
五
―
十
八
行
（
Ｂ
２
）
に
分
か
れ
る
。
第
十
四
行
と
十
八
行
は
「
…
…
あ
る

0

0

と
」、

「
…
…
な
い

0

0

と
」
と
い
う
形
で
対
を
な
し
、
Ｂ
１
と
２
の
両
部
分
の
形
式
的
等
価
性
を
強
め
て
い
る
。
Ｂ
１
の
主
文
は
十
三
―
十
四

行
で
あ
り
（
Ｂ
１
ｂ
）、
そ
れ
以
前
の
八
行
が
「
…
…
と
き
」
と
い
う
従
属
文
を
な
す
（
Ｂ
１
ａ
）。

こ
の
従
属
文
の
構
文
は
か
な
り
複
雑
で
あ
る
。「
衝
動
を
」「
み
ど
り
が
（
迎
え
る
）」（
第
十
、十
二
行
）
が
文
の
目
的
語
と
主
語

で
あ
り
、
目
的
語
の
「
衝
動
」
を
修
飾
す
る
の
が
、
そ
れ
以
前
の
第
五
―
十
行
の
六
行
で
、
そ
れ
は
さ
ら
に
二
行
ず
つ
の
三
部
に
分

か
れ
る
。
つ
ま
り
「
…
…
均
衡
が
」（
主
語
。
第
五
―
六
行
）、「
…
…
め
ぐ
り
」（
動
詞
１
。
第
七
―
八
行
）、「
…
…
と
な
っ
て
／
自

立
す
る
」（
動
詞
２
。
第
九
―
十
行
）
で
あ
る
。
こ
う
し
て
Ｂ
１
ａ
の
八
行
は
統
辞
論
的
に
は
二
行
ず
つ
の
四
つ
の
対
句
に
分
か
れ
、

そ
れ
ら
は
文
の
目
的
語
を
な
す
五
―
十
行
（
Ｂ
１
ａ
１
）
と
主
語
と
動
詞
部
分
の
十
一
―
十
二
行
（
Ｂ
１
ａ
２
）
に
大
き
く
分
か
れ

る
こ
と
に
な
る
。
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さ
ら
に
Ｂ
１
ａ
１
の
内
部
で
は
、
第
六
行
の
「
声
と
な
る

0

0

」
と
九
行
の
「
刃
と
な
っ
て

0

0

0

」
の
重
畳
、
同
じ
く
第
六
行
の
「
均
衡
」

と
十
行
の
「
衝
動
」
の
「
衡
」、「
衝
」
と
い
う
文
字
の
類
似
的
反
復
、
お
よ
び
「
均
衡こ

う

」、「
衝
動ど
う

」
と
い
う
、
い
わ
ば
遠
隔
押
韻
が

起
こ
っ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
で
き
る
。
ま
た
第
十
行
「
自
立
す
る
衝
動
を
」、
十
一
行
「
圧
倒
す
る
静
寂
の
」
は
、
そ
の
間
に
（
従

属
文
Ｂ
１
ａ
中
の
）
修
飾
文
と
主
文
の
切
れ
目
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
が
、「
自
立
す
る
」、「
圧
倒
す
る
」
と
い
う
文
法
的
パ
ラ
レ
リ

ズ
ム
、
お
よ
び
「
衝
動ど

う

」、「
圧
倒と
う

」
と
い
う
音
的
反
復
に
よ
っ
て
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
Ｂ
１
、
と
り
わ
け
Ｂ
１
ａ
の
部

分
は
、
統
辞
論
的
、
音
韻
論
的
な
様
々
な
構
成
が
幾
重
に
も
重
な
り
あ
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
こ
の
部
分
に
動
的
な
性
格
を
与
え
て

い
る
。

Ｂ
２
の
部
分
は
統
辞
論
的
に
は
第
十
五
―
十
六
行
と
十
七
―
十
八
行
の
二
つ
に
分
か
れ
、
全
体
は
「（
も
）
り
の
（rino

）」、「（
あ

っ
）
て 

（te

）」、「（
な
）
ら
ぬ 

（ranu
）」、「
と
（to

）」
と
い
う
ふ
う
に
、
疑
似
的
な
交
差
韻
を
な
し
て
い
る
。
こ
れ
は
Ａ
の
部
分

で
「
信
じ
た
」
で
終
わ
る
行
が
交
互
す
る
の
と
相
似
的
で
あ
る
。
こ
の
四
行
の
中
心
で
あ
る
第
十
六
行
か
ら
十
七
行
に
か
け
て
の

「
あ
っ
て

0

0

」、「
起
っ
て

0

0

」
と
い
う
内
部
押
韻
に
も
注
意
し
た
い
。
拍
数
は
第
十
六
行
が
七
拍
、
そ
れ
以
外
は
八
拍
で
統
一
さ
れ
て

い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
詩
全
体
は
統
辞
論
的
に
は
Ａ
＋
Ｂ
（
１
＋
２
）
と
い
う
構
成
を
と
る
が
、
形
式
的
に
は
安
定
し
た
「
静

的
」
構
成
を
も
つ
最
初
の
四
行
Ａ
と
最
後
の
四
行
Ｂ
２
に
挟
ま
れ
て
、
複
雑
な
「
動
的
」
構
成
を
も
つ
Ｂ
１
の
十
行
と
い
う
構
造
に

な
る
。
Ａ
は
主
題
の
提
示
、
Ｂ
２
は
そ
の
結
論
で
あ
り
、
そ
の
結
論
に
い
た
る
主
題
の
展
開
を
な
す
の
が
Ｂ
１
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
こ
と
は
、
提
示
部
Ａ
の
冒
頭
、
展
開
部
Ｂ
１
の
冒
頭
、
そ
し
て
結
論
部
Ｂ
２
が
始
ま
る
第
十
五
行
に
、
そ
れ
ぞ
れ
「
森
」
の
語

が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
確
認
で
き
る
。

一
方
で
、
初
め
に
確
認
し
た
通
り
、
詩
全
体
は
次
の
よ
う
な
一
つ
の
文
に
還
元
で
き
る
。
ま
ず
、「
森
が
信
じ
た
思
想
を
／
斧
も

ま
た
信
じ
た
」、（
そ
の
思
想
を
）「
風
も
ま
た
信
じ
た
」、（
つ
ま
り
）「
斧
に
は
蒼
白
な
／
横
顔
が
あ
る
と
」、（
そ
し
て
）「
起
っ
て

二
五

斧
の
思
想



は
な
ら
ぬ
／
な
に
も
の
も
な
い
と
」。

三
　
提
示
部
：
森
、
斧
、
風

そ
れ
で
は
あ
ら
た
め
て
、
詩
の
主
題
の
提
示
部
で
あ
る
Ａ
か
ら
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。
こ
こ
で
「
思
想
を
…
…
信
じ
た
」
と
言
わ

れ
る
の
は
「
森
」、「
斧
」、「
風
」
の
三
者
で
あ
り
、
通
常
「
思
想
」
を
担
う
と
さ
れ
る
人
間
は
そ
こ
に
い
な
い
。
こ
れ
は
修
辞
的
に

は
擬
人
化
と
言
え
る
が
、
む
し
ろ
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
そ
こ
で
そ
れ
ぞ
れ
の
行
の
冒
頭
に
、
漢
字
一
文
字
の
形
（
そ
し
て
、
音
韻

的
に
は
い
ず
れ
も
二
拍
で
あ
る
）
で
提
示
さ
れ
る
三
者
間
の
関
連
で
あ
り
、
そ
の
関
連
の
中
で
「
斧
」
の
形
象
の
う
ち
に
体
現
さ
れ

て
い
る
「
思
想
」
が
、
表
題
の
言
う
と
こ
ろ
の
「
斧
の0

思
想
」
な
の
だ
と
考
え
ら
れ
る（
八
）。

実
際
、「
斧
」
の
形
象
に
は
、
そ
れ
を
も
ち
い
る
人
間
が
暗
示
さ
れ
、
さ
ら
に
Ｂ
１
で
「
斧
に
は
…
…
横
顔
が
あ
る
」
と
言
わ
れ

る
。
人
間
は
気
配
と
し
て
は
そ
こ
に
現
前
し
て
お
り
、
Ａ
で
提
示
さ
れ
る
三
者
の
う
ち
で
中
心
を
な
す
の
は
、
表
題
に
あ
る
通
り
、

三
者
の
中
央
に
配
置
さ
れ
、
第
二
―
三
行
の
冒
頭
で
反
復
さ
れ
る
「
斧
」
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
Ａ
に
お
け
る
三
者
の
関
係
と
は
い
か
な
る
も
の
な
の
か
。
第
一
行
の
「
森
が
信
じ
た
思
想
」
に
は
、「
し0

ん
じ
た
・
し0

そ
う
」
と
い
う
一
種
の
頭
韻
が
踏
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
冒
頭
の
「
森
」
と
い
う
文
字
の
「
シ
ン
」
と
い
う
音
読
み
も
背
後
で

響
い
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
響
き
は
と
く
に
第
十
一
―
十
二
行
の
「
静
寂
の
み
ど
り
」
と
の
関
係
か
ら
、「
森
閑
」
と

い
う
語
、
お
よ
び
「
森し

ん

と
し
た
」
と
い
う
当
て
字
を
連
想
さ
せ
る
。
こ
う
し
て
、
こ
の
詩
に
お
け
る
「
森
」
の
主
要
な
表
徴
は
、
そ

の
視
覚
面
に
表
れ
て
い
る
「
木
」
で
あ
る
と
同
時
に
、「
静
寂
」
で
あ
る
と
言
え
る
。

第
二
行
に
現
れ
る
「
斧
」
は
、
自
然
と
し
て
の
「
森
」、
な
い
し
「
木
」
に
道
具
と
し
て
関
わ
る
。
し
か
も
、
そ
こ
に
暗
示
さ
れ

る
人
間
が
握
る
斧
の
柄
自
体
、（
そ
の
文
字
に
も
表
れ
て
い
る
よ
う
に
）
す
で
に
木
か
ら
な
っ
て
お
り
、
斧
が
存
在
す
る
た
め
に
は
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斧
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
循
環
構
造
を
な
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
木
を
伐
る
た
め
に
偶
々
そ
れ
に
適
し
そ
う
な
石
が
使
わ
れ
る
と
い

う
の
と
は
ま
っ
た
く
異
な
り
、
道
具
と
し
て
の
斧
と
自
然
と
し
て
の
木
の
関
係
は
構
造
と
し
て
確
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

だ
か
ら
こ
そ
「
斧
の
思
想
」
と
い
う
こ
と
も
言
い
う
る
の
で
あ
る（

九
）。

続
い
て
第
四
行
に
現
れ
る
「
風
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
修
飾
す
る
第
三
行
の
「
斧
の
刃
を
わ
た
る
」
が
ま
ず
問
題
で
あ
る
。
本

来
な
ら
こ
れ
は
（
森
の
）「
葉0

を
わ
た
る
」
と
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
（
お
そ
ら
く
は
「
刃
渡
り
」
と
い
う
語
と
の
連
想
も

あ
り
）「
葉
」
か
ら
「
刃
」
へ
の
同
音
異
義
語
の
移
行
が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
移
行
に
は
さ
ら
に
、
木
製
の
柄
を
木

の
幹
と
見
な
し
、「
刃
」
を
「
葉
」
と
見
な
す
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
上
の
比
喩
作
用
が
働
い
て
い
る
だ
ろ
う
し
、
ロ
シ
ア
語
と
並
び
、

石
原
が
専
門
と
し
て
い
た
外
国
語
、
ド
イ
ツ
語
に
お
い
て
、Blatt 

と
い
う
名
詞
が
「
葉
」
と
共
に
「
刃
」
を
指
す
こ
と
も
関
与
し

て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

斧
の
刃
が
自
然
と
し
て
の
森
、「
木
」
へ
の
道
具
に
よ
る
人
間
の
介
入
を
象
徴
す
る
と
し
た
ら
、
葉
を
渡
る
風
は
、
森
が
体
現
す

る
「
静
寂
」
に
対
す
る
音
響
の
発
生
を
意
味
し
、「
葉
」
か
ら
「
刃
」
へ
の
同
音0

異
義
語
の
移
行
は
、
両
者
の
対
応
関
係
を
示
し
て

い
る
。
こ
の
と
き
風
の
音
響
は
、
人
間
に
よ
る
言
葉
、
つ
ま
り
第
六
行
冒
頭
で
「
声
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
に
通
じ
て
い
る
と
言

え
る
。「
風
」
は
、
あ
る
方
向
性
を
持
っ
た
大
気
の
運
動
と
定
義
で
き
る
が
、
現
実
に
は
そ
の
運
動
が
直
接
に
現
象
す
る
こ
と
は
稀

で
あ
り
、
多
く
の
場
合
、「
葉
を
わ
た
る
」
と
い
う
表
現
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
例
え
ば
葉
の
そ
よ
ぐ
運
動
、
そ
の
響
き
と
し
て
、

間
接
的
に
知
覚
さ
れ
、
そ
れ
が
「
風
」
と
し
て
名
づ
け

0

0

0

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
名
づ
け
と
し
て
の
「
風
」
と
い
う
主
題
は
、
後
の
第
五
詩
集
『
禮
節
』（
一
九
七
四
）
に
お
い
て
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
《
名
称
》（
一
九
七
三
）
の
前
半
部
分
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
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風
が
流
れ
る
の
は

輪
郭
を
の
ぞ
む
か
ら
だ

風
が
と
ど
ま
る
の
は

輪
郭
を
さ
さ
え
た
か
ら
だ

な
が
れ
つ
つ
水
を
名
づ
け

な
が
れ
つ
つ

み
ど
り
を
名
づ
け

風
は
と
だ
え
て

名
称
を
お
ろ
す
（
Ⅰ
三
三
一
）

こ
の
詩
で
は
「
風
」
が
「
名
づ
け
」
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
度
は
そ
の
「
風
」
自
体
が
、
自
ら
が
知
覚
さ
れ
る
際
に

媒
質
と
な
る
「
水
」、「
み
ど
り
」
を
「
名
づ
け
」
て
ゆ
く
。
こ
の
詩
に
お
け
る
「
風
」
―
「
名
づ
け
」
―
「
み
ど
り
」、
お
よ
び

《
斧
の
思
想
》
に
お
け
る
「
風
」
―
「
声
」
―
「
み
ど
り
」
と
い
う
語
連
鎖
の
相
似
性
は
、
両
詩
篇
の
直
接
的
血
縁
を
示
し
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る

（
一
〇
）。

「
刃
＝
葉
」
と
い
う
同
音
異
義
語
を
軸
と
す
る
道
具
的
「
斧
」
と
言
語
的
「
風
」
と
の
、
こ
う
し
た
対
応
関
係
は
、
続
く
Ｂ
１
の

叙
述
の
中
に
も
表
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
「
な
る
」
と
い
う
動
詞
の
重
畳
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。「｟
森
｠
へ
た
わ

ん
で
／ 

声 

と
な
る

0

0

均
衡
が
／
（
略
）
／
一
枚
の 

刃 

と
な
っ
て

0

0

0

／
自
立
す
る
衝
動
を
／
圧
倒
す
る 

静
寂 

の
｟
み
ど
り
｠
が
迎
え
る

と
き
」。
つ
ま
り
、「
森
」
へ
の
働
き
か
け
と
し
て
の
「
風
」
は
「
声
」
と
「
な
り
」、「
声
」
は
「
刃
」
と
「
な
り
」、
そ
れ
を
「
迎

え
る
」
の
が
「
み
ど
り
」、
す
な
わ
ち
「
森
」
の
「
静
寂
」
な
の
で
あ
る
。
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こ
う
し
て
、
Ａ
に
提
示
さ
れ
た
三
者
の
関
係
は
、
⑴
自
然
と
し
て
の
「
森
」
に
道
具
と
し
て
介
入
す
る
「
斧
」、
⑵
「
森
」
が
体

現
す
る
「
静
寂
」
に
対
す
る
音
響
、
す
な
わ
ち
「
声
」、
言
葉
と
し
て
の
「
風
」、
そ
し
て
⑶
「
斧
」（
刃
）
と
「
風
」（
声
）
と
の
対

応
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
詩
に
お
け
る
「
思
想
」
の
内
実
は
、
そ
う
し
た
三
者
の
関
係
自
体
で
あ
る
と
言
え
る
が
、
そ
れ
は
主

体
に
よ
り
「
信
じ
」
ら
れ
る
し
か
な
い
。
つ
ま
り
、
客
観
的
に
真
で
あ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
Ｂ
で
述
べ
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。

四
　
展
開
部
⑴
：
声

Ｂ
１
は
Ａ
で
提
示
さ
れ
た
三
者
の
う
ち
、
最
後
に
提
示
さ
れ
た
「
風
」
の
形
象
を
引
き
継
い
で
展
開
さ
れ
る
。
こ
の
形
象
を
ま
ず

引
き
継
ぐ
の
は
、
前
項
で
見
た
通
り
、「
声
」
の
形
象
で
あ
る
。
そ
れ
は
風
と
同
様
、
呼
気
と
い
う
大
気
の
運
動
に
し
て
、
言
葉
で

あ
る
。
第
八
行
の
「
め
ぐ
り
に
め
ぐ
り
」
と
い
う
動
詞
が
示
し
て
い
る
の
は
、
普
通
に
考
え
る
な
ら
声
の
運
動
性
と
い
う
よ
り
は
、

む
し
ろ
風
の
そ
れ
で
あ
ろ
う

（
一
一
）。

こ
の
「
め
ぐ
り
に
め
ぐ
り
」
と
い
う
表
現
は
、
そ
う
し
た
運
動
性
と
同
時
に
、
そ
れ
自
体
で
反
復
性
を
体
現
し
て
い
る
が
、
そ
れ

は
第
五
行
の
「
た
わ

0

0

ん
で
」、
第
七
行
の
「
た
わ

0

0

や
か
な
」
と
い
う
同
語
根
の
語
に
お
け
る
音
韻
的
反
復
と
も
呼
応
し
て
い
る
。
意

味
の
胚
と
し
て
の
語
根
は
、
こ
の
よ
う
に
ま
ず
音
韻
的
反
復
と
し
て
現
象
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
意
味
的
単
位
（
形
態
素

の
よ
う
な
）
と
し
て
同
定
さ
れ
る
、
つ
ま
り
「
輪
郭
」
を
得
る
の
で
あ
る
。「
め
ぐ
る
」
と
い
う
円
環
的
運
動
の
完
結
性
を
考
え
て

み
て
も
よ
い
。

さ
ら
に
こ
の
「
た
わ
」
の
音
韻
的
反
復
は
、
第
三
行
の
「
わ
た

0

0

る
」
か
ら
発
し
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
第
三
行

か
ら
一
行
お
き
に
「
刃
（
葉
）
を
わ
た

0

0

る
／
風
」、「
森
を
た
わ

0

0

ん
で
／
声
と
な
る
」、「
た
わ

0

0

や
か
な
黙
殺
」
と
い
う
反
復
が
な
さ
れ

二
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て
い
る
の
で
あ
る
。
第
三
行
か
ら
五
行
へ
の
「
わ
た
」
か
ら
「
た
わ
」
へ
の
転
換
は（
一
二
）、「

風
」
か
ら
「
声
」
へ
の
そ
れ
と
並
行
し
て

お
り
、
第
七
行
の
「
黙
殺
」
は
「
黙
」
が
「
声
」
に
、「
殺
」
が
「
刃
」
に
関
係
す
る
。
そ
し
て
、
実
際
、
第
九
行
で
は
「
声
と
な

る
均
衡
」
は
「
刃
と
な
る
」。
こ
う
し
て
、
Ａ
の
「
風
」
か
ら
Ｂ
１
に
引
き
継
が
れ
た
形
象
的
連
鎖
は
、
最
終
的
に
再
び
「
斧
」
の

形
象
へ
回
帰
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

以
上
を
確
認
し
た
う
え
で
、
あ
ら
た
め
て
Ｂ
１
に
お
け
る
形
象
の
連
鎖
を
辿
り
直
し
て
み
よ
う
。
第
五
行
の
「
森
へ
た
わ
ん
で
」

と
い
う
語
結
合
は
明
ら
か
に
変
則
的
だ
が
、「
へ
」
と
い
う
格
助
詞
が
「
森
」
へ
の
何
ら
か
の
作
用
を
表
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で

あ
る
。「
た
わ
む
」
と
は
、
何
か
に
力
が
加
え
ら
れ
て
曲
が
る
こ
と
、
本
来
の
状
態
か
ら
の
偏
差
が
生
じ
る
こ
と
で
あ
り
、
第
七
行

の
（
森
の
）「
た
わ
や
か
」
さ
は
、
そ
う
し
た
「
た
わ
み
」
が
生
じ
る
た
め
の
条
件
で
あ
る
。

続
く
第
六
行
の
「
均
衡
」
は
、
そ
う
し
て
加
え
ら
れ
た
力
と
そ
れ
に
拮
抗
す
る
力
が
等
し
く
な
り
、「
た
わ
み
」
が
一
つ
の
形
、

詩
《
名
称
》
の
語
彙
に
よ
る
な
ら
「
輪
郭
」
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
た
わ
み
」
と
い
う
偏
差
を
そ
れ
と
し
て
認
識
し
、

あ
る
契
機
に
お
け
る
「
均
衡
」
を
一
つ
の
形
と
し
て
捉
え
る
の
は
、
そ
れ
自
体
、
自
然
に
介
入
す
る
精
神
の
作
用
で
あ
る

（
一
三
）。

そ
し
て
、

そ
の
よ
う
に
し
て
形
を
な
す
「
均
衡
」
が
、
こ
の
行
で
は
「
声
と
な
る
」
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
Ｂ
１
の
部
分
が

Ａ
か
ら
「
風
」
の
形
象
を
受
け
継
い
で
い
る
と
考
え
る
な
ら
、（
葉
を
）「
わ
た
る
風
」
が
一
つ
の
音
的
形
象
を
な
す
「
声
」
と
な
る

こ
と
と
見
な
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
音
的
形
象
と
は
、
右
に
見
た
よ
う
な
、
反
復
の
中
で
同
定
さ
れ
る
「
た
わ
」
と
い
う
語
根
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

そ
の
「
声
」
は
完
結
し
た
「
輪
郭
」
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
第
十
行
に
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
「
自
立
す
る
」。
そ
こ
に
は
「
一

枚
の
刃
と
な
っ
て
」
と
い
う
第
九
行
の
限
定
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
「
刃
」
に
は
「
葉
」
が
響
い
て
お
り
、「
自
立0

」
と
い
う

語
に
垂
直
性
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
声
」
自
体
が
木
（「
森
」
と
い
う
文
字
を
構
成
す
る
）
の
似
姿
と
な
る
。「
一
枚
」

の
「
一
」
と
い
う
次
元
を
、
そ
れ
は
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。
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五
　
展
開
部
⑵
：
刃

こ
の
「
一
枚
の
刃
」
と
い
う
表
現
に
関
し
て
は
、
第
一
詩
集
『
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
帰
郷
』
中
の
詩
《
伝
説
》（
一
九
六
三
）

を
参
照
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
最
初
の
八
行
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

き
み
は
花
の
よ
う
な
霧
が

容
赦
な
く
か
さ
な
り
お
ち
て

つ
い
に
一
枚
の
重
量
と
な
る
と
こ
ろ
か
ら

あ
る
き
出
す
こ
と
が
で
き
る

き
み
は
数
知
れ
ぬ
麦
が

い
っ
せ
い
に
し
ご
か
れ
て

や
が
て
ひ
と
す
じ
の
声
と
な
る
と
こ
ろ
か
ら

あ
る
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
（
Ⅰ
九
三
）

《
斧
の
思
想
》
の
「
一
枚
の
刃
」（
こ
れ
は
「
一
枚
の
葉
」
で
も
あ
る
）
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は
「
花
の
よ
う
な
霧
」
が
「
一
枚
の

重
量
と
な
る
」
と
さ
れ
る
。「
花
の
よ
う
な

0

0

0

0

霧
」
と
は
、
本
来
「
花
」
は
「
霧
」
の
よ
う
に
非
物
質
的
な
性
質
を
持
つ
か
の
よ
う
な

言
い
方
で
あ
る
が
（「
霧
」
と
い
う
語
は
、
視
界
が
霞
む
こ
と
を
表
す
動
詞
「
霧
る
」
の
名
詞
形
で
あ
り
、
け
っ
し
て
大
気
中
の
水

蒸
気
を
指
す
も
の
で
は
な
い
）、
そ
れ
が
「
一
枚
の
」
花
弁
と
な
っ
て
、
物
質
性
の
主
要
な
指
標
で
あ
る
「
重
量
」
を
得
る
と
い
う

ふ
う
に
、
こ
れ
ら
の
行
は
読
め
る
。
こ
れ
を
逆
に
言
う
な
ら
、
何
か
を
切
断
し
、
そ
れ
に
よ
り
「
輪
郭
」
を
与
え
る
「
刃
」
が
そ
の

三
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機
能
を
果
た
す
に
は
、
そ
の
物
質
性
だ
け
で
な
く
、
な
に
よ
り
も
そ
の
理
念
（idea

）
的
な
形
、
す
な
わ
ち
質
料
に
対
す
る
形
相

（eidos

）
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
な
る
（
一
四
）。

こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
物
質
的
な
も
の
と
非
物
質
的
な
も
の
の
接
点
な
の
で
あ
る
（
一
五
）。

こ
の
《
伝
説
》
と
い
う
詩
は
、
詩
集
中
で
は
最
後
か
ら
二
番
め
の
位
置
に
置
か
れ
て
い
る
が

（
一
六
）、

続
く
第
二
詩
集
『
い
ち
ま
い
の
上

衣
の
う
た
』
所
収
の
《
花
で
あ
る
こ
と
》（
一
九
六
五
）
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
詩
は
全
篇
を
引
こ
う
。

花
で
あ
る
こ
と
で
し
か

拮
抗
で
き
な
い
外
部
と
い
う
も
の
が

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

花
へ
お
し
か
ぶ
さ
る
重
み
を

花
の
か
た
ち
の
ま
ま

お
し
か
え
す

そ
の
と
き
花
で
あ
る
こ
と
は

も
は
や
ひ
と
つ
の
宣
言
で
あ
る

ひ
と
つ
の
花
で
し
か

あ
り
え
ぬ
日
々
を
こ
え
て

花
で
し
か
つ
い
に
あ
り
え
ぬ
た
め
に

花
の
周
辺
は
適
確
に
め
ざ
め

花
の
輪
郭
は

鋼
鉄
の
よ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
（
Ⅰ
一
一
三
）
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こ
こ
で
「
花
」
は
、
力
動
（「
お
し
か
ぶ
さ
る
」、「
お
し
か
え
す
」）
の
「
拮
抗
」（「
均
衡
」）
と
し
て
の
「
輪
郭
」、
物
質
（「
重

み
」、「
重
量
」）
に
お
け
る
精
神
の
受
肉
で
あ
る
「
か
た
ち
」
の
顕
れ
そ
の
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
に
し
て
「
花
で
あ

る
こ
と
」
は
「
宣
言
」、
す
な
わ
ち
発
語
に
等
し
い
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
最
終
二
行
の
「
花
の
輪
郭
」（
花
弁
を
暗
示
し
て
い

る
）、「
鋼
鉄
」
と
い
う
語
か
ら
は
、
や
は
り
「
刃
」
が
想
起
さ
れ
る
。《
伝
説
》、《
花
で
あ
る
こ
と
》、《
斧
の
思
想
》
の
間
に
は
、

「
花
」（
は0

な
）
―
「
葉
」（
は0

）
―
「
刃
」（
は0

）
と
い
う
音
韻
上
、
か
つ
イ
メ
ー
ジ
上
の
連
想
が
働
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

《
斧
の
思
想
》
の
「
刃
」
の
ほ
う
に
戻
る
な
ら
、
一
方
で
「
刃
」
に
よ
る
切
断
と
は
自
然
の
中
に
空
虚
を
導
入
す
る
こ
と
で
あ
り
、

刃
の
形
自
体
、
そ
の
一
辺
（
第
三
行
の
「
斧
の
刃
を
わ
た
る
」
に
暗
示
さ
れ
る
「
刃
渡
り
」）
の
厚
さ
が
ゼ
ロ
と
な
る
こ
と
が
、

現ア
ク
チ
ュ
ア
ル

実
的
に
は
不
可
能
で
あ
る
に
せ
よ
、
理ア
イ
デ
ィ
ア
ル

念
的
に
は
求
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
物
質
性
を
持
ち
な
が
ら
も
、
限
り
な
く
ゼ
ロ
に
近

い
薄
さ
で
あ
る
こ
と
、
い
わ
ば
幾
何
学
上
の
直
線
と
な
る
こ
と
が
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
刃
」
と
は
、
す
ぐ
れ
て
物
質
性
と
精
神
性
、

な
い
し
虚
構
性
（
ゼ
ロ
の
概
念
の
よ
う
な
）
の
接
点
を
な
す
物
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。《
伝
説
》
に
お
い
て
き
わ
め
て
非

物
質
的
な
物
質
で
あ
る
「
霧
」
が
物
質
性
の
指
標
で
あ
る
「
重
量
」
を
得
、
そ
れ
が
薄
さ
を
表
す
「
一
枚
」
と
い
う
語
で
表
現
さ
れ

て
い
る
こ
と
の
意
味
も
、
そ
う
し
た
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
《
伝
説
》
で
は
そ
れ
が
、「
数
知
れ
ぬ
麦
」
の

脱
穀
さ
れ
る
音
が
「
ひ
と
す
じ
の
声
」
と
な
る
様
と
並
置
さ
れ
て
い
る
。《
斧
の
思
想
》
で
も
「
風
」、
す
な
わ
ち
「
霧
」
と
同
様
、

や
は
り
非
物
質
的
な
物
質
で
あ
る
大
気
の
運
動
が
「
声
」、
す
な
わ
ち
大
気
の
振
動
と
な
り
、
そ
れ
が
「
一
枚
の
刃
」
と
い
う
極
限

的
な
形
を
と
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る

（
一
七
）。

こ
う
し
て
、
こ
こ
ま
で
追
っ
て
き
た
諸
形
象
の
連
鎖
は
、
最
終
的
に
は
第
十
行
の
「
衝
動
」
に
集
約
さ
れ
る
。
Ｂ
１
が
始
ま
る
第

五
行
か
ら
十
行
ま
で
（
Ｂ
１
ａ
１
）
は
、
こ
の
「
衝
動
」
と
い
う
語
を
修
飾
す
る
部
分
で
あ
り
、
す
で
に
見
た
通
り
、
そ
こ
に
お
い

て
「
均
衡
」
と
「
衝
動
」
が
音
韻
的
、
視
覚
的
に
対
応
し
、
統
辞
論
的
に
は
「
均
衡
が
…
…
す
る
衝
動
」
と
い
う
関
係
を
な
し
て
い

る
。「
声
」
の
「
輪
郭
」
は
静
的
な
も
の
で
は
け
っ
し
て
な
く
、
力
動
的
な
「
均
衡
」
の
結
果
な
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
力
動
が

三
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「
衝
動
」
と
呼
ば
れ
る
と
き
、
そ
こ
に
は
力
動
の
主
体
性
（「
自0

立
」）」
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
第
七
行
で
自
足
的
な
存
在
と
し
て
の

自
然
、「
森
」
の
あ
り
よ
う
が
「
黙
殺
」
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
、「
声
」
の
主
体
性
を
暗
に
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
道
具
に
よ
り
自
然
に
介
入
し
、
そ
れ
を
変
形
し
、
自
ら
を
中
心
に
世
界
を
再
編
成
す
る
人
間
の
主
体
性
は
、「
刃
」
と
い

う
形
象
に
象
徴
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
物
質
性
と
虚
構
性
の
接
点
で
あ
る
「
刃
」
は
、
自
然
へ
の
介
入
と
そ
の
変
形
そ
の
も
の
で
あ

る
か
ら
こ
そ
、
道
具
と
し
て
そ
れ
が
も
ち

0

0

い
ら
れ
る
際
、
そ
れ
を
持
つ

0

0

人
間
の
手
の
自
然
性
が
傷
つ
け
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、

柄
が
必
要
と
さ
れ
る
（
柄
の
機
能
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
が
）。
通
常
、
そ
れ
は
木
で
出
来
て
お
り
木
を
変
形
す
る
斧
自
体
に
、
す

で
に
変
形
さ
れ
た
木
が
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
も
、
斧
は
人
間
に
よ
り
再
編
成
さ
れ
た
世
界
を
す
ぐ
れ
て
象
徴
す
る
物
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、「
声
」
も
ま
た
「
刃
と
な
っ
て
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、「
声
」
に
よ
り
自
然
に
与
え
ら
れ
る
名
、
概
念

が
、
そ
う
し
た
再
編
成
さ
れ
た
世
界
の
虚
構
性
を
担
う
も
の
だ
か
ら
な
の
で
あ
る
。

六
　
展
開
部
⑶
：
静
寂
、
み
ど
り

続
く
Ｂ
１
ａ
２
は
、
Ｂ
１
ａ
１
を
目
的
語
と
す
る
文
の
主
語
と
動
詞
か
ら
な
る
が
、
両
部
分
は
明
確
な
対
照
を
な
し
て
い
る
。
先

に
見
た
十
行
と
十
一
行
の
「
自
立
す
る
」、「
圧
倒
す
る
」
と
い
う
パ
ラ
レ
リ
ズ
ム
に
は
、
さ
ら
に
「
自
立0

」、「
圧
倒0

」
と
い
う
対
照

が
見
ら
れ
る
。「
刃
」
は
「
自
立
す
る
」
こ
と
に
よ
り
、
立0

っ
て
い
る
木
を
倒0

す
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
こ
こ
で
は
逆
に
「
み
ど
り
」

に
よ
り
「
圧
倒
」
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
逆
転
に
つ
い
て
考
え
る
に
は
、
も
う
一
つ
の
対
照
を
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
第
七
行
に
あ
る
「
た
わ
や
か
な
黙
殺
」
と
い

う
語
句
は
、
Ｂ
１
ａ
２
で
は
「
静
寂
の
／
み
ど
り
が
迎
え
る
」
と
い
う
文
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
「
た
わ
や
か
な
」
森
、

す
な
わ
ち
「
み
ど
り
」
に
つ
い
て
言
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
第
七
行
の
「
黙
」
に
当
た
る
の
が
十
一
行
の
「
静
寂
」
で
あ
る
の
に
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対
し
、「
殺
」
に
は
十
二
行
の
「
迎
え
る
」
が
対
応
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
「
声
」
に
対
す
る
自
然
の
対
応
が
逆
転
し
て

い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
逆
転
は
、
そ
れ
以
前
（
Ａ
と
Ｂ
１
ａ
１
）
で
は
「
森
」（
す
な
わ
ち
視
覚
的
に
は
「
木
」
の
集
ま
り
）、
そ
し
て
「
刃
」
の
背

後
で
「
葉
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
が
、「
み
ど
り
」
と
呼
び
換
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
対
応
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
木
」
は
そ
の

視
覚
的
形
態
に
よ
り
同
定
し
う
る
客
体
で
あ
る
こ
と
を
止
め
、「
み
ど
り
」、
す
な
わ
ち
新
芽
と
い
う
元
来
の
意
味
で
も
、
光
の
波
動

と
し
て
の
色
彩
の
意
味
で
も
、
何
ら
か
の
力
の
顕
れ
と
化
し
て
い
る
の
で
あ
る

（
一
八
）。

こ
の
「
圧
倒
す
る
静
寂
の
み
ど
り
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
石
原
の
収
容
所
体
験
か
ら
き
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
彼
は

一
九
七
〇
年
に
発
表
さ
れ
、
そ
の
後
、
詩
文
集
『
日
常
へ
の
強
制
』
に
収
録
さ
れ
た
散
文
『
沈
黙
と
失
語
』
の
中
で
、
シ
ベ
リ
ア
の

収
容
所
の
情
景
（
お
そ
ら
く
石
原
が
一
九
四
九
年
か
ら
五
〇
年
ま
で
を
過
ご
し
た
バ
ム
鉄
道
の
収
容
所
で
あ
る
）
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
書
い
て
い
る
。

禿
鷹
も
、
禿
鷹
に
つ
い
ば
ま
れ
る
死
体
も
、
そ
の
か
ぎ
り
で
は
自
然
な
の
だ
。
／
シ
ベ
リ
ヤ
の
密タ

イ
ガ林

は
、
つ
ん
ぼ
の
よ
う
な
静
寂

の
か
た
ま
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
耳
を
聾
す
る
ば
か
り
の
轟
音
で
あ
る
と
も
い
え
る
。（
Ⅱ
三
三
）

こ
の
一
節
は
「
そ
の
静
寂
の
極
限
で
強
制
さ
れ
る
も
の
、
そ
の
静
寂
に
よ
っ
て
容
赦
な
く
私
た
ち
へ
規
制
さ
れ
る
も
の
は
、
お
な

じ
く
極
限
の
服
従
、
無
言
の
ま
ま
の
服
従
で
あ
る
」
と
続
き
、
収
容
所
で
の
権
力
関
係
の
主
題
に
接
続
さ
れ
て
ゆ
く
の
だ
が
、
右
の

部
分
だ
け
に
限
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
意
味
を
含
ん
で
い
る
。

果
て
し
な
く
続
く
シ
ベ
リ
ア
の
密
林
の
「
圧
倒
す
る
静
寂
」
は
、
そ
れ
が
ど
ん
な
「
声
」
を
も
無
に
帰
す
る
よ
う
に
思
え
る
が
ゆ

え
に
、「
耳
を
聾
す
る
轟
音
」
と
い
う
反
対
物
に
転
化
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
転
化
が
起
こ
る
の
も
、
そ
こ
に
「
声
」
を
発
し
、「
耳
」
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を
傾
け
る
主
体
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
主
体
性
を
脅
か
す
と
い
う
一
点
で
「
静
寂
」
と
「
轟
音
」
は
等
価
と
な
り
う
る
の
で
あ

り
、「
静
寂
」
そ
れ
自
体
は
「
自
然
」
の
一
状
態
に
す
ぎ
な
い
。
禿
鷹
が
餌
を
つ
い
ば
む
の
も
、
同
様
に
自
足
的
自
然
で
あ
り
、
そ

こ
に
「
死
体
」
と
い
う
死
の
次
元
が
導
入
さ
れ
る
の
は
、
あ
く
ま
で
主
体
の
主
体
性
に
よ
っ
て
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
人
間
は
「
斧
」
の
よ
う
な
道
具
、「
声
」
の
名
づ
け
に
よ
る
概
念
に
よ
り
、
自
ら
を
中
心
に
、
す
な
わ
ち
主
体
的
に

「
自
然
」
を
世
界
へ
と
再
編
成
す
る
と
言
っ
て
も
、
自
然
が
そ
う
し
た
主
体
の
不
可
能
性
と
し
て
現
出
す
る
こ
と
は
あ
り
う
る
の
で

あ
り
、
む
し
ろ
自
然
の
再
編
成
と
は
、
そ
の
よ
う
な
不
可
能
性
の
克
服
の
こ
と
だ
っ
た
の
だ
と
言
え
る
。
死
と
は
い
わ
ば
、
自
然
の

不
可
能
性
を
主
体
が
自
ら
の
う
ち
に
取
り
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
収
容
所
に
体
現
さ
れ
る
よ
う
な
権
力
の
権
力
た
る
ゆ
え
ん

は
、
人
間
を
そ
う
し
た
不
可
能
性
に
直
面
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。

詩
の
ほ
う
に
戻
る
な
ら
、「
圧
倒
す
る
静
寂
」
の
「
圧
倒
」
と
は
以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
指
し
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
と

き
「
森
」
は
主
体
に
対
す
る
も
の
と
し
て
の
客
体
性
を
失
い
、
力
の
顕
れ
と
し
て
の
「
み
ど
り
」
と
化
す
と
い
う
の
も
理
解
で
き
る
。

そ
し
て
、「
森
」
は
「
み
ど
り
」
と
な
っ
て
初
め
て
、「
声
」
な
い
し
「
刃
」（「
声
と
な
っ
た
」、「
刃
と
な
っ
て
」）
を
「
黙
殺
」
す

る
、
つ
ま
り
、
そ
れ
に
対
し
て
自
足
的
な
存
在
に
留
ま
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
「
迎
え
る
」
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の

「
迎
え
る
」
と
い
う
語
は
「
み
ど
り
」
を
擬
人
化
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
そ
こ
で
「
み
ど
り
」
が
二
人
称
化
し
て
い
る
、
す
な

わ
ち
、
そ
れ
に
対
し
て
主
体
が
何
ら
か
の
応
答
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
存
在
と
な
っ
て
い
る
の
だ
と
見
た
ほ
う
が
よ
い
。
つ
ま
り
、

「
迎
え
る
」
と
は
「
向
か
え
る
」
で
あ
り
、
主
体
と
自
然
は
対
面
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
と
き
主
導
権
を
握
る
の
は
「
圧
倒
す
る
」

自
然
の
ほ
う
な
の
で
あ
る
。
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七
　
結
論
部
⑴
：
斧
の
顔

こ
の
対
面
関
係
に
お
い
て
主
体
は
変
容
し
、
道
具
と
名
、
言
葉
、
概
念
は
別
の
様
相
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
、
言
葉
に
つ

い
て
言
え
ば
、
こ
の
詩
で
は
た
だ
「
声
」
と
し
か
名
指
さ
れ
て
お
ら
ず
、
言
葉
の
間
投
詞
的
本
性
（
不
可
能
な
も
の
に
直
面
し
た
と

き
に
思
わ
ず
漏
ら
す
よ
う
な
）
は
一
貫
し
て
保
た
れ
て
い
る
。
概
念
に
間
投
詞
、「
声
」
は
な
い
と
定
式
化
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

道
具
、「
斧
」
に
つ
い
て
言
え
ば
、
Ｂ
１
ｂ
に
辿
り
着
い
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
に
は
「
横
顔
が
あ
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の

隠
喩
に
は
複
数
の
意
味
の
層
が
あ
る
。
一
つ
は
、
こ
の
詩
に
お
い
て
主
体
性
を
体
現
す
る
道
具
で
あ
る
「
斧
」
は
、
こ
こ
で
自
然
と

一
人
称
―
二
人
称
的
に
対
面
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
顔
の
形
象
が
現
れ
る
と
い
う
こ
と
。
も
う
一
つ
は
、「
斧
」
は
「
圧
倒
す
る
」

自
然
の
前
で
、
主
体
に
従
属
す
る
道
具
と
し
て
の
意
義
を
失
い
、
そ
れ
自
体
が
自
足
的
な
物
と
な
っ
て
お
り
、
人
物
的
比
喩
形
象
も

そ
こ
に
由
来
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
横
顔
」
と
い
う
の
は
、
手
に
さ
れ
て
も
ち
い
ら
れ
ず
に
、
そ
こ
に
置
か
れ
て
い
る
斧
が
、
通
常
は
横
向
き
に
さ
れ
る
こ
と
か
ら

く
る
。
そ
れ
が
「
蒼
白
」
で
あ
る
と
い
う
の
は
、「
刃
」
の
鉄
の
色
を
そ
の
よ
う
に
形
容
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
言

う
ま
で
も
な
く
、
自
然
の
力
の
顕
れ
と
し
て
の
「
み
ど
り
」
と
、
そ
の
中
で
道
具
と
し
て
の
機
能
を
失
う
斧
の
「
顔
」
色
と
の
対
比

で
も
あ
る
。
し
か
し
、
一
方
で
「
蒼
白
」
の
「
蒼
」
の
字
は
、
ま
さ
に
「
シ
ベ
リ
ア
の
密タ

イ
ガ林

」
の
ご
と
き
を
形
容
す
る
「
鬱
蒼
」
と

い
う
語
に
見
ら
れ
る
通
り
、
本
来
は
植
物
の
茂
る
さ
ま
を
表
す
も
の
で
あ
り
、
ま
た
血
の
気
の
な
い
さ
ま
を
表
す
そ
の
語
は
、
逆
に

そ
こ
か
ら
「
刃
」
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
る
流
血
を
連
想
さ
せ
る
と
い
う
面
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
物
と
化
し
た
斧
は
両
義
的
存
在
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
こ
こ
に
お
い
て
「
斧
」
と
は
世
界
を
再
編
成
す
る

道
具
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
自
然
の
不
可
能
性
に
直
面
す
る
場
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
来
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
と
き
同
様

に
言
葉
は
、
や
は
り
世
界
を
再
編
成
す
る
概
念
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
こ
か
ら
不
可
能
な
自
然
が
開
け
る
通
路
と
も
な
る
の
で
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あ
る
。

こ
の
詩
に
お
け
る
「
斧
の
思
想
」
の
内
実
を
一
度
め
に
語
る
Ｂ
１
の
部
分
は
、
こ
の
「
横
顔
が
あ
る
と
」
と
い
う
行
で
終
わ
り
、

続
く
十
五
―
十
八
行
の
Ｂ
２
が
二
度
め
を
語
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
二
つ
の
内
実
は
「
横
顔
が
あ
る
と
」、「
な
に
も
の
も
な
い

と
」
と
（
接
続
詞
等
で
結
ば
れ
な
い
）
同
格
関
係
を
な
し
て
い
る
た
め
、
詩
の
結
論
部
で
あ
る
Ｂ
２
は
Ｂ
１
の
言
い
換
え
、
あ
る
種

の
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
で
は
Ｂ
２
に
お
い
て
、「
斧
に
は
…
…
横
顔
が
あ
る
」
こ
と
が
、
ど
の
よ

う
に
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
の
か
。

す
で
に
見
た
通
り
、
Ｂ
２
全
体
は
統
辞
論
的
関
係
は
き
わ
め
て
分
か
り
や
す
い
。「
こ
の
森
の
／
深
み
」
と
は
「
圧
倒
す
る
」
自

然
の
た
だ
中
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、「
森
」
と
い
う
漢
字
も
、「
深
」
と
い
う
漢
字
も
「
静
寂
」
を
表
す
「
し
ん
と
」
と
い
う
言

い
回
し
の
当
て
字
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
起
っ
て
は
な
ら
ぬ
／
な
に
も
の
も
な
い
」
と
い
う
の
は
、
石
原
が
『
沈

黙
と
失
語
』
で
言
う
「
禿
鷹
に
つ
い
ば
ま
れ
る
死
体
も
、
そ
の
か
ぎ
り
で
は
自
然
な
の
だ
」
と
い
う
状
況
を
指
し
て
い
る
と
考
え
る

こ
と
も
で
き
る
が
、
問
題
は
Ｂ
１
の
「
斧
の
横
顔
」
と
の
関
係
で
あ
る
。

ま
ず
確
認
し
た
い
の
は
、
客
体
を
見
る
眼
、「
声
」
を
発
す
る
口
の
あ
る
「
顔
」
は
す
ぐ
れ
て
主
体
の
象
徴
で
あ
り
、
か
つ
「
横

顔
」
と
い
う
表
現
は
、
そ
れ
自
体
で
そ
う
し
た
主
体
間
の
関
係
、
眼
差
し
を
暗
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
る

「
顔
」
を
側
面
か
ら
見
て
い
る
別
の
「
顔
」
を
前
提
と
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
両
主
体
は
対
面
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、

両
主
体
が
対
面
し
た
場
合
、
ど
う
な
る
の
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
一
つ
は
、
斧
の

「
顔
」
と
正
面
か
ら
対
峙
す
る
と
い
う
の
は
、
そ
の
「
刃
」
が
ま
と
も
に
こ
ち
ら
に
向
け
ら
れ
る
事
態
で
あ
る
こ
と
。
一
つ
は
、
す

で
に
見
た
よ
う
に
、「
刃
」
と
は
理
念
的
に
は
、
切
断
す
る
そ
の
一
辺
の
厚
さ
が
ゼ
ロ
と
な
る
わ
け
だ
か
ら
、
そ
の
意
味
で
斧
の

「
顔
」
を
正
面
か
ら
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
い
わ
ば
斧
は
そ
の
「
横
顔
」
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
も
す
で
に
見
て
き
た
通
り
、
斧
と
は
何
よ
り
も
主
体
が
自
然
に
介
入
し
、
そ
れ
を
世
界
へ
と
再
編
成
す
る
た
め
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に
手
に
す
る
道
具
な
の
で
あ
り
、
そ
の
「
刃
」
が
他
の
主
体
に
向
け
ら
れ
る
と
い
う
事
態
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
「
斧
に

は
…
…
横
顔
が
あ
る
」
と
い
う
言
明
、
つ
ま
り
、
斧
自
体
を
一
つ
の
主
体
と
し
て
形
容
す
る
言
明
は
、
そ
う
し
た
事
態
を
可
能
な
も

の
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
石
原
自
身
の
語
彙
を
使
う
な
ら
、「
斧
」
が
「
兇
器
」
と
な
り
、
隣
人
が
「
敵
」
に
な
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る

（
一
九
）。
そ
の
と
き
、
普
段
は
互
い
が
同
類
で
あ
る
こ
と
を
保
証
す
る
鏡
像
的
な
「
顔
」
は
消
え
、
い
わ
ば
見
え
な
い
「
顔
」
が
顕

わ
に
な
る
の
で
あ
る
。

Ｂ
２
の
「
起
っ
て
は
な
ら
ぬ
／
な
に
も
の
も
な
い
」
は
、
以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
指
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
行
で

「
な
ら
ぬ
」
と
い
う
禁
止
、
命
令
の
連
語
が
も
ち
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
「
な
ら
ぬ
」
が
「
な

い
」
と
否
定
さ
れ
る
こ
と
で
、
法
的
な
も
の
の
効
力
が
失
わ
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
は
、
先
に
述
べ
た
斧
と
の
対
面
、
す
な
わ
ち
斧

の
刃
が
直
接
こ
ち
ら
に
向
け
ら
れ
る
事
態
と
い
う
の
が
、
法
に
抵
触
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
も
対
応
し
て
い
る
。

八
　
結
論
部
⑵
：
第
一
詩
集
の
ほ
う
か
ら

た
だ
、
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
も
し
こ
の
詩
の
情
景
が
石
原
の
収
容
所
体
験
に
由
来
し
て
い
る
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
う
し
た

自
然
、「
こ
の
森
の
／
深
み
」
に
ま
で
人
間
を
連
れ
て
き
た
の
は
、
ま
さ
に
法
に
依
拠
す
る
権
力
の
リ
ゴ
リ
ズ
ム
だ
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
、
石
原
の
第
一
詩
集
『
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
帰
郷
』
所
収
の
収
容
所
連
作
か
ら
、《
コ

ー
カ
サ
ス
の
商
業
》（
一
九
五
九
）
の
前
半
部
分
を
見
て
み
た
い
。

そ
の
と
き
君
は
斧
の
刃
に

も
た
れ
て
い
た

三
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あ
る
い
は
こ
う
い
っ
て
も

い
い
だ
ろ
う　

斧
が

君
の
背
に
も
た
れ
て
い
た

斧
の
刃
に
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い

盾
の
よ
う
な
そ
の
背
を

斧
よ
り
ほ
か
の　

だ
れ
が

そ
の
よ
う
に
愛
し
た
だ
ろ
う
か

そ
れ
は
ど
ん
な
日
の
朝
で
も
い
い

石
の
な
か
に
風
が
立
つ
た
め
に
は

斧
の
な
か
で
斧
の
刃
が

め
ざ
め
れ
ば
よ
か
っ
た

朝
だ
け
に
し
か
起
り
え
な
い

も
の
ご
と
の
価
値
の

は
じ
ま
り
の
な
か
で

斧
は
幹
か
ら
ひ
き
は
ず
さ
れ

や
さ
し
く
ま
っ
す
ぐ
に

君
の
背
へ
打
ち
こ
ま
れ
た

斧
に
は
麺
棒
の
よ
う
に

き
ま
じ
め
な
柄
が
あ
り
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柄
に
は
金
色
の
む
く
毛
の
手
が
あ
っ
た
（
Ⅰ
三
〇
―
三
一
）

「
あ
る
報
復
か
ら
」
と
い
う
副
題
を
持
つ
こ
の
詩
は
、
ソ
連
の
収
容
所
内
に
お
い
て
囚
人
の
間
で
起
こ
っ
た
、
斧
を
も
ち
い
た
傷

害
事
件
を
描
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
（
二
〇
）。
こ
の
詩
で
特
徴
的
な
の
は
、
斧
自
体
が
一
つ
の
主
体
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
実
際
に
そ

れ
を
も
ち
い
る
人
間
に
つ
い
て
は
、
そ
の
「
手
」
に
し
か
言
及
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、「
斧
に
は
〔
…
…
〕
／
き
ま

じ
め
な
柄
が
あ
り
／
柄
に
は
〔
…
…
〕
手
が
あ
っ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
「
手
」
は
「
柄
」
を
介
し
て
間
接
的
に
斧
に
関
わ
る

の
で
あ
り
、
斧
自
体
の
主
体
性
は
あ
く
ま
で
そ
の
「
刃
」
に
体
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。「
斧
の0

思
想
」
と
い
う
よ
う
に
、

斧
自
体
を
主
体
化
し
て
見
る
視
点
は
、
す
で
に
一
九
五
〇
年
代
の
収
容
所
詩
篇
か
ら
表
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
場
面
で
斧
は
「
背
へ
打
ち
こ
ま
れ
」
て
い
る
の
で
、
斧
と
の
対
峙
で
は
な
い
も
の
の
、
斧
の
「
顔
」
が
別
の
主
体
に
正
面
か

ら
（「
や
さ
し
く
ま
っ
す
ぐ
に
」）
向
け
ら
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
れ
が
こ
の
詩
で
は
「
君
は
斧
の
刃
に
／
も
た
れ
て
い
た
」、

「
斧
が
／
君
の
背
に
も
た
れ
て
い
た
」
と
、
二
主
体
が
寄
り
添
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。
世
界
の
道
具
的
連
関
か

ら
の
逸
脱
に
も
か
か
わ
ら
ず
（「
斧
は
幹
か
ら

0

0

0

ひ
き
は
ず
さ
れ
／
〔
…
…
〕
／
君
の
背
へ

0

0

打
ち
こ
ま
れ
た
」）、
人
間
の
「
背
」
を

「
斧
の
刃
に
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
」
と
形
容
さ
せ
て
い
る
の
は
、
や
は
り
「
起
っ
て
は
な
ら
ぬ
／
な
に
も
の
も
な
い
」
と
い
う
「
思
想
」

で
あ
る
と
言
え
る
。

こ
こ
で
問
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
人
間
に
よ
る
世
界
へ
の
自
然
の
再
編
成
は
、
自
由
な
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
勿
論
、
そ
こ
で
は
主
体
的
自
由
が
行
使
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
う
し
て
世
界
が
編
成
さ
れ
る
や
、
今
度
は
そ
の
道
具
的
連
関

に
主
体
が
従
属
す
る
こ
と
に
な
る
ば
か
り
か
、
そ
こ
に
主
体
間
の
権
力
関
係
が
導
入
さ
れ
る
と
き
、
主
体
自
体
が
、
不
可
能
性
と
し

て
の
自
然
に
直
に
接
す
る
道
具
と
化
す
こ
と
に
も
な
る
。
労
働
を
人
間
的
主
体
性
の
顕
現
と
見
な
し
、
鎌
と
ハ
ン
マ
ー
と
い
う
道
具

（
い
ず
れ
も
斧
と
相
似
的
な
形
態
を
有
す
る
）
の
意
匠
を
そ
の
国
旗
に
あ
し
ら
っ
た
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
と
い
う
国
家
に
お
け
る
収
容
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所
の
現
実
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。

《
コ
ー
カ
サ
ス
の
商
業
》
で
は
、
そ
う
し
た
世
界
の
拘
束
性
か
ら
の
解
放
と
し
て
、
こ
の
傷
害
事
件
が
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
解

放
は
「
石
の
な
か
に
風
が
立
つ
」
と
い
う
、
絶
対
的
不
動
性
の
中
の
可
動
性
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。「
石
」
は
そ
の
不
貫
入
性

か
ら
、
す
ぐ
れ
て
物
質
的
な
物
質
と
も
言
え
る
が
（
そ
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
斧
の
「
刃
」
と
し
て
も
も
ち
い
ら
れ
る
の
だ
が
）、
こ
の

場
合
は
や
は
り
権
力
に
よ
る
拘
束
性
の
隠
喩
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
精
神
の
介
入
を
受
け
入
れ
る
自
然
は
「
た
わ
や
か
」
さ
を
本
性

と
す
る
も
の
で
あ
り
、
人
間
的
機
構
の
ほ
う
が
そ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
鞏
固
な
の
で
あ
る
。

そ
の
「
石
」
の
中
に
起
こ
る
「
風
」
は
、
単
に
自
由
の
隠
喩
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
後
年
に
書
か
れ
た
《
斧
の
思
想
》
の
側
か
ら

の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
た
「
声
」、
概
念
と
し
て
凝
固
す
る
以
前
の
間
投
詞
的
な
そ
れ
に
通
じ
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で

き
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、「
風
」
と
「
斧
」
と
の
連
関
が
こ
の
詩
で
す
で
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

そ
の
「
風
」
が
「
立
つ
」（「
起
る
」
と
言
っ
て
も
よ
い
）
た
め
の
条
件
は
、「
静
寂
の
み
ど
り
」
に
「
迎
え
」
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

斧
が
道
具
と
し
て
の
斧
で
あ
る
こ
と
を
止
め
、
そ
の
中
で
斧
の
「
刃
」
と
し
て
の
本
性
が
「
め
ざ
め
る
」、
つ
ま
り
潜
勢
的
に
な
っ

て
い
た
も
の
が
再
び
顕
在
化
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
「
刃
」
と
は
、
人
間
的
主
体
が
不
可
能
性
に
直
面
し
、
な
お
も
留
ま
る
た

め
に
そ
こ
へ
向
け
る
「
衝
動
」
と
し
て
の
「
刃
」
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
の
不
可
能
性
と
は
、
自
然
の
そ
れ
で
は
な
く
、「
石
」
の

形
象
（
そ
れ
自
体
は
自
然
的
形
象
で
あ
る
）
と
し
て
表
れ
た
、
権
力
に
よ
る
拘
束
性
の
こ
と
で
あ
る
。

《
斧
の
思
想
》
に
お
い
て
「
起
っ
て
は
な
ら
ぬ
／
な
に
も
の
も
な
い
」
と
い
う
「
思
想
」
が
生
ま
れ
る
の
は
、
斧
の
道
具
的
連
関

も
、
権
力
の
体
現
す
る
法
も
「
圧
倒
す
る
」、「
静
寂
の
／
み
ど
り
」
に
主
体
が
「
迎
え
」（
向
か
え
）
ら
れ
る
と
き
で
あ
っ
た
。
権

力
は
人
間
的
主
体
を
も
道
具
と
化
す
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
を
自
然
の
不
可
能
性
に
直
面
さ
せ
る
。
し
か
し
、
主
体
が
道
具
と
化
し
な
が

ら
も
な
お
主
体
で
あ
る
限
り
、
い
わ
ば
主
体
性
な
き
主
体
で
あ
る
限
り
、
そ
の
不
可
能
性
は
ま
た
解
放
へ
の
通
路
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。
石
原
吉
郎
の
創
作
の
原
点
に
抑
留
体
験
が
あ
る
と
言
う
と
き
、
そ
の
意
味
は
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

マ
テ
シ
ス
・
ウ
ニ
ウ
ェ
ル
サ
リ
ス
　
第
二
十
五
巻
　
第
二
号

四
二



石
原
自
身
は
そ
れ
に
関
し
、
詩
集
『
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
帰
郷
』
の
「
あ
と
が
き
」
の
中
で
、
次
の
よ
う
な
一
見
逆
接
的
な
仕

方
で
語
っ
て
い
る
。

私
に
と
っ
て
人
間
と
自
由
と
は
、
た
だ
シ
ベ
リ
ア
に
し
か
存
在
し
な
い
（
も
っ
と
正
確
に
は
、
シ
ベ
リ
ア
の
強
制
収
容
所
に
し
か

な
い
）。
日
の
あ
け
く
れ
が
じ
か
に
不
条
理
で
あ
る
場
所
で
、
人
間
は
初
め
て
自
由
に
未
来
を
想
い
え
が
く
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。（
Ⅰ
五
四
三
）

と
い
う
の
も
、
自
由
と
は
単
な
る
制
限
、
障
害
の
不
在
な
の
で
は
な
く
、
詩
《
斧
の
思
想
》
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
世
界
が
な
す

構
造
の
中
で
、
そ
の
挟
間
に
お
い
て
顕
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
右
の
よ
う
な
言
明
が
当
時
、
ど
れ
だ
け
の
人
に
理
解
さ
れ
た
の

か
は
分
か
ら
な
い
。
無
論
、
そ
う
し
た
「
思
想
」
は
つ
ね
に
暫
定
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
、「
信
じ
る
」
し
か
な
い
も
の
で
あ
り
、

だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
は
石
原
の
詩
作
に
お
い
て
は
段
階
を
踏
ん
で
追
求
さ
れ
て
い
っ
た
。
た
と
え
そ
の
段
階
は
終
わ
り
の
な
い
も
の

で
あ
っ
た
と
し
て
も
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
そ
の
成
立
か
ら
し
て
「
中
間
」
的
な
も
の
で
あ
っ
た
詩
集
『
斧

の
思
想
』
は
、
そ
の
「
中
間
」
性
自
体
を
基
調
と
す
る
作
品
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
展
望
の
も
と
で
の
石

原
の
創
作
全
体
の
再
考
は
、
い
ま
だ
緒
に
就
い
た
ば
か
り
で
あ
る
。

注（
一
）　

こ
の
経
緯
の
詳
細
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
斉
藤
毅
「
石
原
吉
郎
の
詩
に
お
け
る
他
者
の
ト
ポ
ロ
ジ
ー
」、
岩
野
卓
司
編
『
他
者
の
ト
ポ
ロ
ジ
ー

人
文
諸
学
と
他
者
論
の
現
在
』、
書
肆
心
水
、
二
〇
一
四
年
、
二
六
〇
―
二
六
一
頁
。

（
二
）　

『
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
帰
郷
』
に
お
け
る
収
容
所
連
作
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
斉
藤
、
前
掲
書
、
二
七
二
―
二
七
四
頁
。

四
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（
三
）　

例
え
ば
、
こ
の
詩
集
中
の
《
姓
名
》（
一
九
七
〇
）
に
あ
る
「
風
が
め
ぐ
る
脊
柱
／
雲
の
と
ど
ま
る
頭
蓋
」（
Ⅰ
二
三
七
）
と
い
う
行
は
、
石
原
が

シ
ベ
リ
ア
抑
留
中
に
作
っ
た
詩
《
雲
》
か
ら
の
引
用
で
あ
る
（
Ⅰ
五
〇
二
）。
そ
れ
が
こ
こ
で
は
ま
っ
た
く
異
な
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
に
置
か
れ
、

別
の
詩
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
石
原
の
作
品
か
ら
の
引
用
は
以
下
か
ら
行
な
い
、
巻
数
と
頁
数
を
括
弧
内
に
示
す
。『
石
原
吉
郎
全
集

Ⅰ
、
Ⅱ
』、
花
神
社
、
一
九
七
九
、八
〇
年
。
詩
篇
、
散
文
名
の
次
に
括
弧
内
で
示
す
の
は
、
す
べ
て
発
表
年
で
あ
る
。

（
四
）　

《
コ
ー
カ
サ
ス
の
商
業
》、《
や
ぽ
ん
す
き
い
・
ぼ
お
ぐ
》
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
以
下
を
参
照
。
斉
藤
毅
「
兇
器
の
時
―
―
石
原
吉
郎
の
詩
に
お

け
る
斧
の
形
象
に
つ
い
て
」、『
マ
テ
シ
ス
・
ウ
ニ
ウ
ェ
ル
サ
リ
ス
』
第
二
〇
巻
第
二
号
、
獨
協
大
学
国
際
教
養
学
部
言
語
文
化
学
科
、
二
〇
一
九

年
、
一
九
―
二
二
頁
。
斉
藤
「
石
原
吉
郎
の
詩
に
お
け
る
他
者
の
ト
ポ
ロ
ジ
ー
」、
二
七
二
―
二
八
八
頁
。

（
五
）　

こ
の
よ
う
に
こ
の
詩
篇
は
執
筆
年
代
が
一
九
六
五
年
、
す
な
わ
ち
第
二
詩
集
成
立
期
の
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
四
詩
集
に
収
め
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
詩
集
の
「
あ
と
が
き
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
が
あ
る
。「
詩
集
の
Ⅰ
は
、「
日
常
へ
の
強
制
」
以
後
〔
す
な
わ
ち
『
斧
の
思
想
』

の
詩
集
と
し
て
の
成
立
以
後
―
―
引
用
者
〕
の
作
品
を
、
Ⅱ
は
こ
れ
ま
で
の
詩
集
に
洩
れ
た
も
の
で
、
い
ま
な
お
私
に
、
意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
作
品
を
収
録
し
た
。
初
期
の
こ
ろ
の
作
品
数
篇
も
、
こ
れ
に
含
ま
れ
る
」（
石
原
吉
郎
『
水
準
原
点
』、
山
梨
シ
ル
ク
セ
ン
タ
ー
出
版
部
、

一
九
七
二
年
、
一
一
八
―
一
一
九
頁
）。《
兇
器
》
も
Ⅱ
の
部
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
選
択
は
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
集
に
対
す
る
作
者
の
構

成
的
意
思
を
示
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。《
兇
器
》
の
場
合
、
そ
れ
は
第
二
詩
集
よ
り
も
第
四
詩
集
に
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
六
）　

作
品
の
テ
ク
ス
ト
に
付
さ
れ
た
強
調
の
傍
点
は
す
べ
て
引
用
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

（
七
）　

同
様
の
こ
と
は
、『
斧
の
思
想
』
で
表
題
作
の
直
前
に
置
か
れ
た
二
詩
篇
、《
河
》
と
《
落
差
》（
い
ず
れ
も
一
九
六
八
）
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
両

詩
篇
と
も
、
や
は
り
『
日
常
へ
の
強
制
』
に
収
録
さ
れ
た
散
文
『
オ
ギ
ー
ダ
』、『
沈
黙
と
失
語
』（
い
ず
れ
も
一
九
七
〇
）
で
石
原
が
繰
り
返
し
語

っ
て
い
る
、
シ
ベ
リ
ア
の
ア
ン
ガ
ラ
河
支
流
の
ほ
と
り
で
の
体
験
に
由
来
す
る
も
の
と
推
測
で
き
る
が
、
そ
の
題
材
が
第
四
詩
集
の
表
題
作
《
水

準
原
点
》
で
は
、
よ
り
抽
象
的
主
題
に
転
化
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
経
緯
の
詳
細
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
斉
藤
毅

「
う
ず
く
ま
る
―
―
石
原
吉
郎
の
作
品
に
お
け
る
河
と
時
間
」、『
マ
テ
シ
ス
・
ウ
ニ
ウ
ェ
ル
サ
リ
ス
』
第
二
二
巻
第
二
号
、
獨
協
大
学
国
際
教
養
学

部
言
語
文
化
学
科
、
二
〇
二
一
年
、
三
七
―
六
五
頁
。

（
八
）　

『
斧
の
思
想
』
所
収
の
《
支
配
》（
一
九
七
〇
）
に
は
「
拳
の
位
置
ま
で
は
き
み
が
思
考
し
／
そ
こ
か
ら
さ
き
は
／
斧
が
思
考
す
る
」（
Ⅰ
二
二
三
）

と
い
う
詩
行
が
あ
る
。
こ
の
詩
に
つ
い
て
は
、
斉
藤
「
兇
器
の
時
」、
一
―
三
頁
を
参
照
。

（
九
）　

斉
藤
「
兇
器
の
時
」、
二
四
頁
（
註
一
四
）
も
参
照
。

（
一
〇
）《
名
称
》
を
含
む
石
原
の
詩
に
お
け
る
「
風
」
の
形
象
の
言
語
的
性
格
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
斉
藤
毅
「
風
の
顕
れ
―
―
石
原
吉
郎
の
詩
に
お

け
る
風
の
形
象
に
つ
い
て
」、『
マ
テ
シ
ス
・
ウ
ニ
ウ
ェ
ル
サ
リ
ス
』
第
二
一
巻
第
二
号
、
獨
協
大
学
国
際
教
養
学
部
言
語
文
化
学
科
、
二
〇
二
〇

マ
テ
シ
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ウ
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年
、
六
五
―
八
九
頁
。
ま
た
、「
名
づ
け
」
の
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
は
『
斧
の
思
想
』
中
の
《
姓
名
》
も
参
照
の
こ
と
。
冒
頭
か
ら
引
用
す
る
な
ら
、

「
朝
は
一
条
の
姓
名
と
な
る
／
姓
名
を
恥
じ
る
／
さ
ら
に
一
条
の
姓
名
と
な
る
／
名
づ
け
が
た
い
静
寂
の
ゆ
え
に
／
わ
た
し
は
／
そ
れ
を
名
づ
け
た

／
空
へ
尖
塔
を
ゆ
る
す
よ
う
に
」
と
あ
り
、
そ
の
後
に
註
三
で
言
及
し
た
「
風
が
め
ぐ
る
脊
柱
」
と
い
う
行
が
続
く
（
Ⅰ
二
三
六
―
二
三
七
）。

（
一
一
）『
斧
の
思
想
』
の
《
契
約
》（
発
表
年
不
明
）
に
は
以
下
の
よ
う
な
行
が
あ
る
。「
森0

が
お
れ
を
め
ぐ
っ
て

0

0

0

0

も
／
お
そ
ら
く
解
決
に
は
な
ら
ぬ
／
だ
が

／
お
れ
が
歩
く
だ
け
で
／
森0

は
展
開
す
る
／
深
い
み
ど
り

0

0

0

0

0

の
ま
ま
」（
Ⅰ
二
一
二
―
二
一
三
）。

（
一
二
）『
斧
の
思
想
』
中
の
《
海
を
わ
た
る
》（
一
九
七
〇
）
に
も
同
様
の
転
換
が
見
ら
れ
る
。「
愛
す
る
こ
と
は
／
海
を
わ
た
る

0

0

0

こ
と
だ
（
二
行
略
）
水み

お尾

の
行
く
手
へ
／
た
わ
ん
だ

0

0

0

0

ま
ま
」（
Ⅰ
二
三
五
）。

（
一
三
）
石
原
の
詩
に
お
け
る
「
輪
郭
」
の
モ
チ
ー
フ
の
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
斉
藤
「
風
の
顕
れ
」、
六
七
―
六
九
頁
を
参
照
。

（
一
四
）「
質
料
」
を
表
す
ギ
リ
シ
ア
語
のhylē

が
、
本
来
は
「
木
、
森
」
を
意
味
す
る
と
い
う
事
実
は
示
唆
的
で
あ
る
。

（
一
五
）
こ
う
し
た
精
神
性
と
物
質
性
と
の
関
わ
り
は
、
一
般
に
『
斧
の
思
想
』
に
お
い
て
一
つ
の
主
題
系
を
な
し
て
い
る
と
言
え
る
。《
重
量
》（
発
表
年

不
明
）（「
銀
に
／
あ
る
重
量
を
ゆ
る
す
と
き
／
銀
は
は
げ
し
く
／
ひ
と
つ
の
意
志
と
な
る
」）、《
物
質
》（
一
九
六
九
）（「
悲
し
み
は
か
た
い
物
質

だ
／
剛
直
な
肩
だ
け
が
／
そ
の
重
さ
に
拮
抗
す
る
」）
と
い
っ
た
詩
を
参
照
の
こ
と
（
Ⅰ
二
〇
一
―
二
〇
二
、二
二
八
）。

（
一
六
）
ち
な
み
に
『
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
帰
郷
』
の
最
後
に
置
か
れ
た
詩
は
《
夜
の
招
待
》（
一
九
五
四
）
で
あ
る
が
、
知
ら
れ
る
通
り
、
こ
の
詩
は
詩

誌
『
文
章
倶
楽
部
』
に
投
稿
さ
れ
て
特
選
に
入
選
し
た
、
石
原
の
詩
人
と
し
て
の
デ
ビ
ュ
ー
作
で
あ
り
、
当
然
、
詩
集
中
で
最
も
早
く
に
書
か
れ

た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
経
緯
か
ら
、
こ
の
詩
集
の
中
で
《
夜
の
招
待
》
は
い
わ
ば
「
ア
ン
コ
ー
ル
」
の
よ
う
な
性
格
を
有
し
て
お
り
、
実
質

的
な
最
後
の
詩
は
《
伝
説
》
で
あ
る
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

（
一
七
）「
い
か
な
る
声
よ
り
も
／
錐
は
声
で
あ
る
」（
Ⅰ
二
〇
〇
）
と
い
う
行
を
持
つ
『
斧
の
思
想
』
中
の
《
錐
》（
一
九
六
八
）
も
参
照
。
錐
の
先
端
も
ま

た
、
理
念
的
に
は
幾
何
学
上
の
点
と
な
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
そ
し
て
自
然
に
空
虚
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。

（
一
八
）
石
原
の
詩
に
お
け
る
「
み
ど
り
」
の
形
象
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
斉
藤
「
風
の
顕
れ
」、
七
〇
―
七
二
頁
。

（
一
九
）
石
原
語
彙
と
し
て
の
「
兇
器
」
に
つ
い
て
は
、
斉
藤
「
兇
器
の
時
」
を
、「
敵
」
に
つ
い
て
は
、
斉
藤
「
石
原
吉
郎
の
詩
に
お
け
る
他
者
の
ト
ポ
ロ

ジ
ー
」、
二
六
四
―
二
七
一
頁
を
参
照
。

（
二
〇
）
こ
の
推
測
の
詳
細
に
関
し
て
は
、
斉
藤
「
兇
器
の
時
」、
一
八
―
一
九
頁
を
参
照
。
そ
こ
で
述
べ
て
あ
る
よ
う
に
、
石
原
は
《
コ
ー
カ
サ
ス
の
商

業
》
で
描
か
れ
て
い
る
の
と
類
し
た
収
容
所
内
で
の
事
件
に
つ
い
て
散
文
『
終
り
の
未
知
』（
一
九
七
一
）
の
中
で
語
っ
て
お
り
、
こ
の
散
文
は
第

四
詩
集
『
水
準
原
点
』
と
同
年
に
刊
行
さ
れ
た
散
文
集
『
望
郷
と
海
』
に
収
録
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
、
詩
《
コ
ー
カ
サ
ス
の
商
業
》（『
サ
ン
チ
ョ
・

パ
ン
サ
の
帰
郷
』）、《
斧
の
思
想
》（『
斧
の
思
想
』）、《
兇
器
》（『
水
準
原
点
』）
は
一
つ
の
系
譜
を
な
し
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

四
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想



Japanese poet Yoshiro Ishihara’s third collection of poetry, The Thought of the 
Axe （1970）, belongs to a transitional period in his growth as a poet. This collection 
of poems is situated between his first work, The Homecoming of Sancho Panza  

（1963）, which draws much of its inspiration from Ishihara’s experiences in the 
Soviet prison camps, and his fourth collection, Datum of Leveling  （1972）, which 
deals with more abstract subjects. Furthermore, The Thought of the Axe  was 
created at a time when Ishihara had begun to objectively describe his own 
experiences in the concentration camps, in prose, rather than poetry. This essay 
examines the title piece of The Thought of the Axe  from the above perspective. 
In The Homecoming of Sancho Panza,  the “axeˮ is employed, above all, as a 
tool used by prisoners in forced labor in Siberian gulags. However, in The 
Thought of the Axe,  the figure of the “axeˮ takes on a symbolic meaning and is 
philosophically used to explore the relationship between man and the world. In this 
essay, through a structural analysis of the poem “The Thought of the Axeˮ we 
explore this shift in perspective in the depiction of the figure of the “axe.ˮ

The Thought of the Axe
— The Image of the Axe in the Poetry of Yoshiro Ishihara

SAITO Takeshi 
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