
一
、
詩
人
の
帰
郷

安
堵
の
灯
を
無
数
に
つ
み
か
さ
ね
て

夜
が
故
郷
を
む
か
え
る

み
よ　

す
べ
て
の
戸
口
に
あ
ら
わ
れ
て

声
を
の
む
す
べ
て
の
寡
婦

驢
馬
よ　

権
威
を
地
に
お
ろ
せ

お
と
こ
よ

そ
の
毛
皮
に
時
刻
を
書
き
し
る
せ

私
の
権
威
は
狂
気
の
距
離
へ
没
し

な
ん
じ
の
権
威
は

安
堵
の
故
郷
へ
漂
着
す
る

《
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
帰
郷
》
読
解 

―
石
原
吉
郎
と
三
井
葉
子

斉
藤　

毅

一

《
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
帰
郷
》
読
解



驢
馬
よ　

と
お
く

怠
惰
の
未
明
へ
蹄
を
か
え
せ

や
が
て
私
は
声
も
な
く

石う
ま
ず
め女
た
ち
の
庭
へ
む
か
え
ら
れ

お
な
じ
く　

声
も
な
く

一
本
の
植
物
と
化
し
て

領
土
の
壊
滅
の
う
え
へ

た
し
か
な
影
を
お
く
で
あ
ろ
う

驢
馬
よ　

い
ま
よ
り
の
ち

つ
つ
ま
し
く
怠
惰
の
主
権
を

回
復
す
る
も
の
よ

も
は
や　

な
ん
じ
の
主
人
の
安
堵
の
夜
へ

何
も
の
も
の
こ
し
て
は
な
ら
ぬ

何
も
の
も
の
こ
し
て
は
な
ら
ぬ
（
Ⅰ
三
九
―
四
一（
１
））

こ
こ
に
掲
げ
た
石
原
吉
郎
の
第
一
詩
集
『
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
帰
郷
』（
一
九
六
三
）
の
表
題
作
《
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
帰

郷
》（
一
九
五
五
）
は
、
い
わ
ゆ
る
「
難
解
さ
」
で
知
ら
れ
る
石
原
の
詩
の
中
で
も
、
と
り
わ
け
理
解
が
難
し
い
も
の
と
受
け
取
ら
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れ
て
い
る
よ
う
な
ふ
し
が
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
詩
は
石
原
の
（
シ
ベ
リ
ア
抑
留
か
ら
帰
国
後
の
）
詩
業
の
最
初
期
に
属
す
る
も
の
で

あ
り
、
そ
の
初
出
時
期
は
、
詩
集
『
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
帰
郷
』
の
中
で
は
末
尾
に
（
あ
た
か
も
ア
ン
コ
ー
ル
の
よ
う
に
し
て
）

置
か
れ
た
《
夜
の
招
待
》（
一
九
五
四
）
に
次
ぐ
早
さ
で
あ
る
。《
夜
の
招
待
》
は
『
文
章
倶
楽
部
』
一
九
五
四
年
十
月
号
に
投
稿
詩

の
特
選
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
、
石
原
の
デ
ビ
ュ
ー
作
で
あ
る
が
、《
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
帰
郷
》
は
同
誌
の
翌
五
五
年
四
月
号
に

第
二
回
詩
コ
ン
ク
ー
ル
次
席
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
（
同
号
に
は
、
や
は
り
『
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
帰
郷
』
所
収
の
《
狙
撃
者
》
も

掲
載
さ
れ
て
い
る
）。
こ
の
時
点
で
一
九
五
三
年
十
二
月
の
石
原
の
帰
国
か
ら
ま
だ
二
年
も
経
っ
て
い
な
い
。

詩
の
主
題
自
体
も
シ
ン
プ
ル
で
あ
り
、
石
原
の
詩
作
の
出
発
点
に
シ
ベ
リ
ア
抑
留
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
読
者
か
ら
す
れ
ば
、
表

題
の
「
帰
郷
」
の
意
味
も
い
た
っ
て
明
瞭
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
詩
集
『
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
帰
郷
』
の
全
体
的
構
成
の
中
に
こ

の
詩
を
位
置
づ
け
て
み
る
と
、
さ
ら
に
は
っ
き
り
と
す
る
。
こ
の
詩
集
の
前
半
は
、
少
な
く
と
も
三
つ
の
連
作
グ
ル
ー
プ
か
ら
な
る

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る（
２
）。
ま
ず
、《
位
置
》、《
条
件
》、《
納
得
》、《
事
実
》
と
い
う
漢
字
二
文
字
の
表
題
を
持
つ
冒
頭
の
四
篇
は
、

詩
集
（
な
い
し
石
原
の
詩
作
全
体
）
の
綱
領
を
示
す
最
初
の
連
作
を
な
し
、《
馬
と
暴
動
》、《Gethsem

ane

》、《
葬
式
列
車
》
の

三
篇
を
経
て
、
続
く
五
篇
、《
デ
メ
ト
リ
ア
ー
デ
は
死
ん
だ
が
》、《
そ
の
朝
、
サ
マ
ル
カ
ン
ド
で
は
》、《
脱
走
》、《
コ
ー
カ
サ
ス
の

商
業
》、《
や
ぽ
ん
す
き
い
・
ぼ
お
ぐ
》
は
明
示
的
に
シ
ベ
リ
ア
抑
留
体
験
を
扱
っ
て
い
る
点
で
第
二
の
連
作
を
な
す
。《
葬
式
列
車
》

は
、
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
情
景
が
ソ
連
の
強
制
収
容
所
へ
の
囚
人
輸
送
列
車
を
彷
彿
と
さ
せ
る
た
め
、
第
二
の
連
作
へ
の
序
を
な

す
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
る
。
ま
た
、
第
二
の
連
作
に
続
く
詩
篇
《
そ
の
日
の
使
徒
た
ち
》
は
、《Gethsem

ane

》
と
同
様
、
新
約

聖
書
か
ら
題
材
を
得
て
い
る
こ
と
か
ら
、
第
二
の
連
作
の
前
後
に
は
縁
取
り
の
構
造
が
形
づ
く
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

《
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
帰
郷
》
は
、《
そ
の
日
の
使
徒
た
ち
》
に
続
く
四
篇
か
ら
な
る
第
三
の
連
作
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
詩
篇
は
、《
最
後
の
敵
》（
一
九
五
七
）、《
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
帰
郷
》
が
「
お
と
こ
」、《
耳
鳴
り
の
う
た
》（
一
九
五
九
）、

《
五
月
の
わ
か
れ
》（
一
九
五
五
。「
死
ん
だ
男
に
」
と
い
う
副
題
を
持
つ
）
は
「
男
」
を
中
心
形
象
と
し
て
い
る
。
ま
た
、《
耳
鳴
り

三

《
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
帰
郷
》
読
解



の
う
た
》
で
は
「
お
れ
が
忘
れ
て
来
た
男
は
／
た
と
え
ば
剥
製
の
驢
馬

0

0

が
好
き
だ
／
た
と
え
ば
赤
毛
の
た
て
が
み
が
す
き
だ
／
た
と

え
ば
銅
の
蹄0

鉄
が
好
き
だ
」（
Ⅰ
四
二
。
傍
点
は
引
用
者
）
と
い
う
詩
行
に
《
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
帰
郷
》
と
共
通
の
形
象
が
見

ら
れ（
３
）、
さ
ら
に
《
五
月
の
わ
か
れ
》
に
は
「
あ
あ　

騎
士
は
五
月
に
／
帰
る
と
い
う
の
か
」（
Ⅰ
四
五
）
と
い
う
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ

を
連
想
さ
せ
る
詩
行
が
あ
り
、
連
作
内
の
詩
篇
間
の
緊
密
な
結
び
つ
き
が
窺
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、《
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
帰

郷
》
に
つ
い
て
は
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
「
お
と
こ
」
の
形
象
の
意
味
（「
驢
馬
」
と
い
う
獣
、
そ
し
て
「
寡
婦
」、「
石
女
」
と
い
っ

た
女
た
ち
に
対
立
す
る
）
を
よ
く
よ
く
考
え
る
こ
と
が
重
要
に
な
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
追
々
考
察
を
進
め
て
ゆ
き
た
い
。

《
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
帰
郷
》
に
お
け
る
「
帰
郷
」
の
主
題
に
戻
る
な
ら
、
こ
の
詩
が
詩
集
の
中
で
、
シ
ベ
リ
ア
抑
留
体
験
を

扱
っ
た
第
二
の
連
作
に
続
く
、
第
三
の
連
作
に
属
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
主
題
は
な
に
よ
り
も
ま
ず
詩
人
の
シ
ベ
リ
ア
か
ら
の

帰
国
に
関
わ
っ
て
い
る
と
見
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
石
原
自
身
は
こ
の
詩
の
執
筆

時
に
そ
の
よ
う
な
意
識
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
彼
は
一
九
七
三
年
に
行
な
わ
れ
た
鮎
川
信
夫
と
の
対
談
で
《
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の

帰
郷
》、
お
よ
び
同
時
期
に
書
か
れ
た
《
葬
式
列
車
》
に
つ
い
て
「
シ
ベ
リ
ア
の
こ
と
を
書
い
て
い
る
と
思
わ
な
か
っ
た
」
と
述
べ

て
い
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
「
た
だ
夜
歩
い
て
、
街
の
ネ
オ
ン
サ
イ
ン
な
ん
か
見
て
た
ら
、
あ
あ
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
出
て
き
て
書

い
」
た
の
で
あ
り
、「
ず
っ
と
後
に
な
っ
て
か
ら
」「
自
分
の
詩
の
シ
ベ
リ
ア
の
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
つ
い
た
」
と
い
う
。
示
唆
的
な
の

は
、「
こ
れ
が
シ
ベ
リ
ア
の
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
つ
い
て
い
る
ん
だ
と
自
分
が
納
得
で
き
る
時
期
に
な
っ
た
と
き
、
今
度
は
意
識
し
て

シ
ベ
リ
ア
の
も
の
を
書
き
は
じ
め
た
」
と
い
う
述
懐
で
あ
る
（
Ⅲ
一
〇
六
―
一
〇
七
）。「
シ
ベ
リ
ア
の
も
の
」
と
は
詩
集
『
サ
ン
チ

ョ
・
パ
ン
サ
の
帰
郷
』
で
第
二
の
連
作
を
な
し
て
い
る
詩
群
の
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
ま
ず
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ

と
い
う
文
学
形
象
に
託
し
て
人
間
存
在
に
と
っ
て
の
「
帰
郷
」
に
つ
い
て
意
味
づ
け
る
こ
と
な
し
に
、
詩
人
は
自
ら
の
帰
国
の
意
味

を
自
覚
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
な
お
か
つ
自
ら
の
シ
ベ
リ
ア
体
験
と
創
作
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
右
の
石
原
の
証
言
は
、
彼
の
詩
作
と
抑
留
体
験
と
の
関
わ
り
方
を
む
し
ろ
際
立
た
せ
て
い
る
の
だ
と
言
え
る（
４
）。
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石
原
に
と
っ
て
の
帰
国
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
は
、
例
え
ば
「
一
九
五
九
年
十
月
」
と
い
う
日
付
を
持
つ
散
文
『
肉

親
に
あ
て
た
手
紙
』
で
赤
裸
々
に
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
実
際
に
詩
人
が
肉
親
に
宛
て
て
書
い
た
手
紙
の
本
文
で
あ
る
が
、「
シ

ベ
リ
ア
帰
り
」
が
「
赤
」（
共
産
主
義
者
）
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
か
ら
、
就
職
に
際
し
て
は
社
会
か
ら
差
別
さ
れ
、

自
身
、
郷
里
静
岡
に
帰
っ
て
も
、
肉
親
か
ら
厄
介
者
扱
い
さ
れ
る
と
い
う
そ
の
待
遇
に
、
石
原
は
相
当
に
厳
し
い
調
子
で
抗
議
し
て

い
る
。
つ
ま
り
、「
帰
郷
」
し
た
先
の
そ
の
「
故
郷
」
は
、
彼
に
と
っ
て
は
も
は
や
故
郷
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
石
原
に
と
っ
て
の
帰
郷
は
失
望
と
い
う
結
果
に
終
わ
っ
た
と
、
ひ
と
ま
ず
は
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
例
え

ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
で
は
、
あ
る
結
果
を
表
す
の
に
目
的
を
表
す
副
詞
句
を
用
い
る
と
い
う
語
法
が
あ
る
。「
彼
は
失
望
す
る
た
め
に

帰
郷
し
た
」
と
い
う
文
が
、「
彼
が
帰
郷
し
た
の
は
、
た
だ
失
望
す
る
た
め
で
し
か
な
か
っ
た
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
場
合
で

あ
る
。
こ
の
論
理
に
敢
え
て
従
う
な
ら
、
石
原
の
帰
郷
が
失
望
に
終
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
彼
の
帰
郷
は
失
望
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
行
な
わ
れ
た
の
だ
と
い
う
見
方
も
成
り
立
つ
こ
と
に
な
る
。

そ
も
そ
も
「
帰
郷
」
の
前
提
を
な
す
「
故
郷
」
と
い
う
も
の
が
逆
説
的
な
概
念
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

人
が
故
郷
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
け
っ
し
て
な
い
の
で
あ
れ
ば
、「
故
郷
」
と
い
う
語
は
必
要
な
い
は
ず
で
あ
る
。「
故
郷
」
と
い
う

概
念
は
そ
こ
か
ら
の
離
別
を
内
包
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
故
郷
と
は
そ
れ
自
体
、
失
わ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
だ
。
マ
ル
テ
ィ
ン
・

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
一
九
三
五
年
に
行
な
わ
れ
た
講
義
『
形
而
上
学
入
門
』（
刊
行
は
五
三
年
）
に
お
い
て
ソ
ポ
ク
レ
ス
の
悲
劇
『
ア

ン
テ
ィ
ゴ
ネ
』
中
の
最
初
の
コ
ロ
ス
の
歌
を
読
解
す
る
際
、
そ
の
冒
頭
に
あ
る
人
間
の
定
義
、「
人
間
以
上
の
不
思
議
は
な
い（
５
）」

と

い
う
一
節
の
「
不
思
議
な
（deinon

）」
と
い
う
ギ
リ
シ
ア
語
（「
強
力
な
も
の
（Gew

altige

）」
を
も
意
味
し
う
る
）
を
「
不
気
味

な
＝
非
故
郷
的
な
（unheim

lich

）」
と
解
釈
し
て
い
る
。「
制
圧
的
（überw

ältigend

）」
な
も
の
と
し
て
の
存
在
者
、
海
と
大
地
、

「
自
然
（physis

）」
の
中
へ
、
や
は
り
「
制
圧
的
」、「
暴
力
―
行
為
的
（gew

alt-tätig

）」
に
切
り
込
ん
で
ゆ
く
人
間
は
、
こ
う
し

て
自
ら
の
限
界
を
つ
ね
に
超
え
出
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
が
た
め
に
、
結
局
「
国
を
滅
ぼ
す（
６
）」（
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
解
釈
で
は
「
居
所

五

《
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
帰
郷
》
読
解



を
失
っ
て
し
ま
う
」）。
人
間
が
故
郷
を
失
う
の
は
、
こ
う
し
た
自
ら
の
「
非
故
郷
」
性
に
よ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
故
郷
は
失

わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
故
郷
に
な
る
以
上
、
人
間
は
「
非
故
郷
的
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
故
郷
を
持
つ
の
だ
と
言
う
こ
と
も
で

き
よ
う
。
た
だ
、『
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
』
の
コ
ロ
ス
は
そ
れ
を
人
間
の
愚
か
さ
と
し
て
と
い
う
よ
り
は
、
人
間
存
在
の
定
義
と
し
て
歌

っ
て
い
る
の
で
あ
る（
７
）。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
講
義
が
行
な
わ
れ
た
一
九
三
五
年
は
、
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
の
総
統
就
任
と
盧
溝
橋
事
件
の
間
に
位
置
す
る

が
（
ち
な
み
に
、
当
時
の
ソ
連
で
は
ヨ
シ
フ
・
ス
タ
ー
リ
ン
に
よ
る
大
テ
ロ
ル
が
猖
獗
を
き
わ
め
、
多
く
の
市
民
が
収
容
所
へ
送
ら

れ
て
い
っ
た
）、《
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
帰
郷
》
に
お
い
て
、
そ
こ
に
は
け
っ
し
て
現
前
せ
ぬ
ま
ま
の
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
が
、
日
中

戦
争
へ
と
突
き
進
ん
で
い
っ
た
日
本
の
隠
喩
で
あ
り
、
詩
人
は
「
主
人
」
に
従
っ
て
旧
満
州
へ
渡
っ
た
自
身
の
姿
を
サ
ン
チ
ョ
・

パ
ン
サ
に
見
て
い
る
と
い
う
解
釈
は
、
十
分
に
妥
当
で
あ
る
だ
ろ
う（
８
）。

第
二
連
に
あ
る
「
狂
気
」
と
は
、（
文
学
形
象
と
し
て
の
ド

ン
・
キ
ホ
ー
テ
を
も
含
む
）
人
間
の
「
不
気
味
＝
非
故
郷
的
」
な
あ
り
方
の
こ
と
で
あ
り
、「
狂
気
の
距
離
」
と
は
、
そ
の
よ
う
な

人
間
が
踏
破
せ
ん
と
す
る
距
離
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
に
人
間
は
む
し
ろ
自
ら
の
場
所
を
失
い
、
結
局
そ
の
「
権
威
は
…
…

狂
気
の
距
離
へ
没
」
す
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、「
狂
気
」
の
果
て
に
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
は
帰
郷
す
る
。「
狂
気 

（kyo-ki

）」
と
「
帰
郷 

（ki-kyo

）」
が
音
韻
的
に

シ
ン
メ
ト
リ
ッ
ク
な
関
係
に
あ
る
の
は
、
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
石
原
の
場
合
、
帰
郷
に
よ
っ
て
故
郷
が
取
り
戻
さ
れ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
詩
人
は
そ
こ
で
何
を
見
い
だ
し
た
の
か
、
そ
れ
を
語
っ
た
の
が
、
詩
篇
《
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ

の
帰
郷
》
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
大
陸
に
渡
る
以
前
か
ら
詩
人
と
し
て
の
資
質
を
持
っ
て
い
た

で
あ
ろ
う
石
原
が
、
帰
国
後
、
詩
を
書
い
て
ゆ
く
た
め
に
、
ど
う
し
て
も
経
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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二
、
主
体
の
諸
層

こ
の
詩
全
体
は
四
連
か
ら
な
る
。
各
連
の
内
容
は
、
第
一
連
が
「
故
郷
」
の
描
写
、
第
二
連
が
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
と
見
な
せ
る

「
お
と
こ
」、
お
よ
び
「
驢
馬
」
へ
の
呼
び
か
け
と
命
令
、
第
三
連
が
「
お
と
こ
」
た
る
「
私
」
の
描
写
、
第
四
連
が
「
驢
馬
」
へ
の

呼
び
か
け
と
命
令
と
い
う
よ
う
に
ほ
ぼ
要
約
で
き
る
。
行
数
は
、
第
一
連
が
四
行
、
第
二
連
が
八
行
、
第
三
連
と
四
連
が
六
行
で
あ

り
、
第
二
連
で
呼
び
か
け
ら
れ
る
「
お
と
こ
」
＝
「
私
」
と
「
驢
馬
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
第
三
連
と
四
連
が
振
り
分
け
ら
れ
て
、
両
連

は
同
数
行
に
な
っ
て
い
る
。

先
に
触
れ
た
こ
の
詩
の
「
難
解
さ
」
は
、
お
そ
ら
く
最
も
行
数
の
多
い
第
二
連
で
の
呼
び
か
け
と
命
令
に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
ず
、
こ
の
詩
に
お
け
る
主
体
が
多
層
的
で
あ
り
、
第
二
連
の
「
私
」
は
表
題
の
「
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
同

連
で
は
「
お
と
こ
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
お
と
こ
よ
」
と
は
、
詩
の
主
体
の
自
ら
に
対
す

る
呼
び
か
け
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
注
意
す
べ
き
は
、
同
連
の
第
四
、
五
行
の
行
頭
で
並
列
す
る
「
私
／
な
ん
じ
の
権
威
」
と
い
う

語
句
に
お
け
る
助
詞
「
の
」
が
持
つ
二
重
性
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
私
／
な
ん
じ
」
が
有
す
る

0

0

0

0

「
権
威
」
と
も
、「
私
／
な
ん
じ
」
に0

と
っ
て
の

0

0

0

0

「
権
威
」
と
も
解
し
う
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
五
行
の
「
な
ん
じ
」
は
、
連
冒
頭
で
続
け
て
呼
び
か
け
ら
れ
る
「
驢
馬
」

で
あ
る
と
も
、「
お
と
こ
」
で
あ
る
と
も
と
り
う
る
が
、「
の
」
の
二
義
性
の
た
め
に
、
ど
ち
ら
の
解
釈
も
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

た
だ
、
い
ず
れ
の
可
能
性
を
と
る
に
し
ろ
、「
私
の
権
威
」
と
「
な
ん
じ
の
権
威
」
が
同
じ
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
。

「
私
（
＝
主
体
）
の
権
威
」
は
「
狂
気
の
距
離
へ
没
」
す
る
、
つ
ま
り
、
そ
の
「
不
気
味
＝
非
故
郷
的
」
な
企
図
は
破
綻
し
、
そ
の

結
果
、「
な
ん
じ
の
権
威
」（
主
体
が
有
す
る
権
威
／
驢
馬
に
と
っ
て
の
権
威
）
は
「
安
堵
の
故
郷
へ
漂
着
す
る
」
の
で
あ
る
か
ら
、

論
理
的
に
は
矛
盾
が
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
の
、
第
二
連
で
三
度
に
わ
た
り
言
及
さ
れ
る
「
権
威
」
は
、
第
四
連
の
「
主
人
」
に
対
応
す
る
。
第
四
連
全
体
は
驢
馬
に
対
す

七
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る
呼
び
か
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
の
「
な
ん
じ
の
主
人
」
と
は
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
こ
と
で
あ
り
、
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
と
驢

馬
が
主
従
関
係
に
あ
る
。
一
方
で
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
は
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
に
対
し
て
主
従
関
係
に
あ
り
、
彼
、
す
な
わ
ち
詩
の
主

体
た
る
「
私
」
が
故
郷
を
離
れ
た
の
も
、
主
人
に
従
っ
て
の
こ
と
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
両
者
は
、
ち
ょ
う
ど
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
と

驢
馬
が
「
人
／
獣
」
と
し
て
差
異
化
さ
れ
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、「
主
／
従
」
と
し
て
差
異
化
さ
れ
て
お
り
、
け
っ
し
て
同
質

的
な
人
間
同
士
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
差
異
化
を
行
な
う
力
、
な
い
し
境
界
（
／
）
を
引
く
力
が
「
権
威
」
な
の
で
あ
り
、
例
え
ば
、

第
三
連
に
あ
る
「
領
土
」
も
ま
た
、
連
続
的
な
「
地
」（
第
二
連
）
が
そ
う
し
た
力
に
よ
り
差
異
化
さ
れ
、
境
界
づ
け
ら
れ
た
も
の

な
の
で
あ
る
。
こ
の
「
権
威
」
は
無
論
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
言
う
人
間
の
「
制
圧
的
」
本
性
に
由
来
す
る
も
の
で
も
あ
る
。

こ
う
し
て
、
詩
の
主
体
、
一
人
称
た
る
「
私
」（
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
）
は
、
驢
馬
に
対
し
て
は
主
、
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
に
対
し

て
は
従
の
関
係
に
あ
る
が
、
そ
う
す
る
と
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
と
驢
馬
は
、
同
じ
く
従
の
位
置
を
占
め
て
い
る
と
い
う
点
で
は
同
等

で
あ
る
と
言
え
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
第
二
連
の
「
な
ん
じ
」
は
詩
の
主
体
と
も
、
驢
馬
で
あ
る
と
も
と
り
う
る
が
、
こ
の
二
人

称
に
お
け
る
重
な
り
あ
い
に
お
い
て
「
私
」
は
「
驢
馬
」
の
う
ち
に
、
か
つ
て
従
で
あ
っ
た
も
の
と
し
て
の
自
ら
を
見
て
い
る
の
だ

と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
セ
ル
ヴ
ァ
ン
テ
ス
の
小
説
で
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
は
主
人
の
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
か
ら
つ
ね
に
「
驢
馬
」

と
罵
倒
さ
れ
、
自
ら
を
驢
馬
と
同
一
視
す
る
に
到
る
こ
と
を
柴
崎
聰
が
指
摘
し
て
い
る
が（
９
）、

石
原
の
詩
《
シ
ベ
リ
ア
の
け
も
の
》

（
一
九
六
四
）
に
お
い
て
、
シ
ベ
リ
ア
の
収
容
所
の
囚
人
が
「
け
も
の
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
思
い
出
さ
れ
る）

（1
（

。
と
も
あ
れ
、
第

四
連
で
の
驢
馬
へ
の
呼
び
か
け
に
お
け
る
「
な
ん
じ
の
主
人
」
も
ま
た
「
私
」
を
指
す
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
詩
に
お
い
て
主
体
は

一
、
二
、
三
人
称
の
す
べ
て
の
形
で
現
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
主
体
の
あ
り
方
の
多
層
性
が
、
詩
に
お
い
て
は
声
の
乱

反
射
の
よ
う
な
も
の
を
生
み
だ
し
て
お
り
、
例
え
ば
、
詩
末
尾
の
「
何
も
の
も
の
こ
し
て
は
な
ら
ぬ
」
の
反
復
も
ま
た
、
そ
の
結
果

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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三
、
権
威
を
地
に
お
ろ
す

以
上
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
以
下
で
あ
ら
た
め
て
詩
の
構
成
を
初
め
か
ら
た
ど
っ
て
み
た
い
。
第
一
連
は
詩
の
舞
台
を
な
す
「
故

郷
」
の
描
写
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
の
主
体
は
む
し
ろ
「
夜
」
で
あ
る
。「
夜
が
故
郷
を
む
か
え
る
」
と
い
う
文
は
、「
故
郷
が
夜
を
む

か
え
る
」
と
い
う
慣
用
的
表
現
の
主
客
を
逆
転
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
が
、
石
原
の
作
品
に
特
徴
的
な
こ
の
手
法
が
、
す
で
に
こ
の
最

初
期
作
品
に
も
現
れ
て
い
る）

（（
（

。「
安
堵
の
灯
を
無
数
に
つ
み
か
さ
ね
て
」
と
い
う
冒
頭
行
は
、
第
一
義
的
に
は
各
々
の
家
に
灯
が
点

っ
て
い
る
こ
と
の
描
写
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
こ
の
文
の
主
体
（
主
語
）
が
「
夜
」
で
あ
る
こ
と
（
つ
ま
り
、「
つ
み
か
さ
ね
」
る

の
は
「
夜
」
で
あ
る
）、
ま
た
「
無
数
に
」
と
い
う
様
態
の
表
現
か
ら
し
て
、
星
々
を
指
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
（
先
に
引
い

た
鮎
川
信
夫
と
の
対
談
で
は
石
原
は
、
こ
の
詩
に
関
し
て
「
ネ
オ
ン
サ
イ
ン
の
街
」
に
言
及
し
て
い
た
）。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
天
の

星
と
地
の
灯
、
す
な
わ
ち
「
夜
」
と
「
故
郷
」
は
互
い
の
う
ち
に
反
映
し
あ
っ
て
お
り
、
そ
の
関
係
に
お
い
て
主
導
権
を
有
し
て
い

る
の
は
「
夜
」
の
ほ
う
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
詩
の
時
間
が
夜
で
あ
る
の
は
、
詩
全
体
の
主
体
た
る
「
私
」
の
存
在
が
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
主
従
関
係
に
よ
っ
て

規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
関
係
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
主
従
関
係
は
原
初
的
に
は
労
働
（
奴
隷
、
家
畜
の
労
役
）
に
関
わ
る

も
の
で
あ
り
、
こ
の
詩
に
お
い
て
「
故
郷
」
で
起
こ
る
出
来
事
は
、
そ
う
し
た
主
従
関
係
の
解
除
、「
権
威
を
地
に
お
ろ
す
」
こ
と

で
あ
る
と
見
な
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
夜
は
労
働
の
時
間
た
る
昼
に
対
置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
第
四
連
で
「
安
堵
の

夜
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
詩
で
三
度
繰
り
返
さ
れ
る
「
安
堵
」
と
い
う
語
も
、
そ
こ
に
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
三
行
の
「
み
よ
」
は
、
読
者
に
注
意
を
促
す
慣
用
表
現
と
も
見
な
せ
る
が
、
そ
れ
は
故
郷
を
眼
前
に
し
た
「
私
」
の
自
ら
に
対

す
る
促
し
で
も
あ
り
、
第
二
連
で
の
呼
び
か
け
を
す
で
に
準
備
し
て
い
る
。
そ
こ
で
「
私
」
が
目
に
す
る
の
は
「
す
べ
て
の
戸
口
に

あ
ら
わ
れ
」
た
「
す
べ
て
の
寡
婦
」
で
あ
る
。「
故
郷
」
に
お
け
る
「
寡
婦
」
と
い
う
存
在
自
体
、
失
わ
れ
る
べ
き
「
故
郷
」
と
い

九
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う
あ
り
方
を
体
現
し
て
い
る
が
、
さ
ら
に
、
こ
こ
で
は
「
す
べ
て
の
戸
口
」
に
「
す
べ
て
の
寡
婦
」
が
「
あ
ら
わ
れ
」
る
。
こ
れ
は
、

あ
る
面
で
は
敗
戦
直
後
の
日
本
社
会
の
誇
張
法
的
表
現
で
あ
り
、「
私
」
が
帰
郷
し
て
き
た
の
を
遠
く
に
認
め
、
自
分
の
夫
が
帰
っ

て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
、
寡
婦
ら
が
こ
ぞ
っ
て
（「
す
べ
て
の
寡
婦
」）「
戸
口
」
に
出
て
き
た
情
景
を
描
い
て
い
る
の
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
、「
す
べ
て
の
戸
口
に
」
と
い
う
の
は
、
そ
こ
に
は
「
寡
婦
」
し
か
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
や
は
り
特
異
な

状
況
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
中
へ
「
私
」
は
た
だ
一
人
、「
お
と
こ
」
と
し
て
帰
郷
す
る
の

で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
こ
で
一
人
の
「
お
と
こ
」
と
「
す
べ
て
の
寡
婦
」
は
、
生
物
学
的
に
も
（
男
性
／
女
性
）、
法
的
に
も
（
夫
／
妻
）、

対
称
的
な
関
係
に
は
な
い
。「
寡
婦
」
と
は
、
男
と
対
を
な
す
限
り
で
の
「
女
」
と
い
う
集
合
の
部
分
集
合
を
な
す
の
で
は
な
く
、

男
と
の
関
係
が
否
定
的
刻
印
と
し
て
の
み
残
さ
れ
て
い
る
存
在
で
あ
る
か
に
見
え
る
。
例
え
ば
、
石
原
が
散
文
作
品
で
描
い
た
ソ
連

の
強
制
収
容
所
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
は
、
男
子
と
女
子
は
厳
格
に
区
別
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
男
子
し
か
い
な
い
領
域
、
女
子
し
か
い

な
い
領
域
と
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
男
子
と
女
子
を
差
異
化
す
る
の
は
、
主
従
関
係
を
差
異
化
す
る
の
と
同
様
の
「
権
威
」
の
力
で
あ

り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
内
で
の
男
子
・
女
子
の
同
質
性
も
、
そ
う
し
た
力
か
ら
生
じ
て
い
る
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
男

子
と
女
子
は
、
は
っ
き
り
と
二
項
対
立
的
関
係
を
な
す
が
、
詩
の
中
で
は
そ
の
よ
う
な
関
係
は
な
い
。
そ
こ
で
は
、
男
は
「
お
と

こ
」
と
平
仮
名
で
表
記
さ
れ
て
お
り
、
象
形
文
字
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
男
女
を
区
別
す
る
標
識
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
漢
字
の
「
男
」

が
忌
避
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、「
寡
婦
」
た
ち
は
「
声
を
の

0

0

0

」
ん
で

0

0

「
戸
口
に
あ
ら
わ
れ
」
る
。
消
息
不
明
で
あ
っ
た
者
の
突
然
の
帰
還
は
、
多
か

れ
少
な
か
れ
こ
う
し
た
驚
異
の
感
情
を
呼
び
起
こ
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
感
情
は
「
帰
郷
」
し
た
者
に
「
異
郷
」
的
性
質

を
付
与
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
帰
還
者
は
、
た
と
え
「
故
郷
」
の
者
ら
に
と
っ
て
同
胞
で
あ
る
と
は
い
え
、
窺
い
知
れ
ぬ
と
こ

ろ
か
ら
不
意
に
訪
ね
て
き
た
存
在
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
な
い
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
石
原
が
『
肉
親
に
あ
て
た
手
紙
』
で
告
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発
す
る
「
シ
ベ
リ
ア
帰
り
」
に
対
す
る
差
別
も
、
共
産
主
義
者
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か

0

0

0

0

0

0

と
い
う
、
単
な
る
疑
い
に
よ
る
差
別
で

あ
り
、
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
理
由
だ
け
で
は
説
明
の
つ
か
な
い
不
自
然
さ
が
あ
る
（「
赤
」
と
い
う
記
号
的
呼
称
が
使
わ
れ
て
い

た
こ
と
に
注
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
）。
そ
こ
に
は
帰
還
者
の
「
異
郷
」
性
に
対
す
る
禁
忌
の
感
情
が
伴
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
詩
の
場
合
、
帰
還
者
は
、
あ
た
か
も
年
の
更
新
の
際
に
各
々
の
家
の
「
戸
口
」（
石
原
が
よ
く
知
っ
て
い
た
ド
イ
ツ
語
に
お
け

る H
eim

［
家
］
とH

eim
at

［
故
郷
］
の
関
係
を
参
照
）
を
訪
ね
る
客
神
の
よ
う
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
あ
る
儀
式
性
が
感
じ
ら
れ

る
。
そ
し
て
実
際
、
事
態
は
そ
の
よ
う
に
進
行
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
続
く
第
二
連
以
下
を
見
て
み
よ
う
。

第
二
連
で
描
か
れ
る
帰
郷
後
の
「
私
」
の
行
な
い
は
、
そ
れ
自
体
、
儀
式
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
単
な
る
描
写
で
は

な
く
、
連
全
体
が
叙
法
的
に
は
命
令
か
ら
な
っ
て
い
る
た
め
、
さ
ら
に
儀
式
性
が
強
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
言
え
る
。
そ
こ
で
「
私
」、

す
な
わ
ち
驢
馬
に
乗
っ
て
き
た
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
が
行
な
う
の
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。（
１
）
驢
馬
か
ら
降
り
る
（「
驢
馬
よ　

権
威
を
地
に
お
ろ
せ
」）。（
２
）
驢
馬
の
「
毛
皮
に
時
刻
を
書
き
し
る
」
す
。（
３
）
驢
馬
を
返
す
（「
驢
馬
よ
…
…
蹄
を
か
え
せ
」）。

（
１
）
驢
馬
か
ら
降
り
る
行
為
は
、
驢
馬
が
「
権
威
を
地
に
お
ろ
す
」
こ
と
と
し
て
表
現
さ
れ
る
。
こ
の
「
権
威
」
は
「
人
／
獣
」

を
差
異
化
し
、
両
者
の
主
従
関
係
を
打
ち
立
て
る
力
で
あ
り
、
ま
た
『
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
』
の
コ
ロ
ス
が
歌
う
人
間
の
「
非
故
郷
」
性

の
顕
れ
で
も
あ
る
。
当
該
の
コ
ロ
ス
の
歌
に
も
、
人
間
に
つ
い
て
「
馬
さ
え
も
、
項え
り

に
軛く
び
きを

つ
け
て
慣
ら
す
も
、
／
疲
れ
を
知
ら
ぬ

山や
ま
す
み棲
の
牡
牛
を
も
ま
た）

（1
（

」
と
あ
る
通
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、「
地
に
お
ろ
す
」
と
い
う
表
現
を
字
義
通
り
の
意
味
で
と

る
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
主
人
と
驢
馬
の
主
従
関
係
に
お
い
て
、
主
人
は
実
際
に
「
地
」
に
足
を
つ
け
て
お
ら
ず
、
主
人
の

足
の
地
か
ら
の
分
離
こ
そ
が
、
主
従
関
係
を
生
じ
さ
せ
る
の
だ
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
地
上
に
棲
む
動
物
が
移
動
す
る
た
め
に
は

地
に
足
が
つ
い
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、「
非
故
郷
的
」
存
在
で
あ
る
人
間
は
、
肉
体
と
い
う
自
ら
の
物
質
的
実
存
の
限
界

を
超
え
て
「
距
離
」
を
踏
破
せ
ん
と
志
向
す
る
た
め
に
、
獣
を
自
ら
に
従
わ
せ
る
。
こ
う
し
て
足
が
地
か
ら
離
れ
る
や
、
主
人
に
お

け
る
「
距
離
」
は
抽
象
化
さ
れ
、
踏
破
へ
の
志
向
が
増
長
し
て
「
狂
気
」
に
ま
で
至
る
の
で
あ
る
。「
狂
〔kyo

〕
気
の
距
〔kyo

〕

一
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離
」
と
い
う
音
反
復
に
も
、
こ
こ
で
注
意
を
促
し
て
お
き
た
い
。

（
２
）
し
た
が
っ
て
、「
権
威
を
地
に
お
ろ
す
」
と
い
う
表
現
に
お
い
て
は
、
主
人
の
足
が
地
に
つ
く
と
い
う
字
義
的
な
意
義
と
、

主
人
の
権
威
が
失
効
す
る
と
い
う
比
喩
的
な
意
義
と
が
、
同
一
の
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
（
こ
の
点
で
、
詩
の
中
に
見
ら
れ

る
「
地
」、「
安
堵0

」、「
領
土0

」、「
壊0

滅
」
と
い
う
文
字
に
含
ま
れ
る
「
土
」、
お
よ
び
「
距0

離
」、「
蹄
」
と
い
う
文
字
に
含
ま
れ
る

「
足
」
は
、
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
）。
そ
し
て
、
こ
の
驢
馬
か
ら
降
り
た
と
い
う
出
来
事
が
、
第
四
連
冒
頭
で
「
い
ま
よ

り
の
ち
」
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
以
前
と
以
後
と
を
決
定
的
に
分
か
つ
裂
け
目
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
が
「
時
刻0

」
と
し
て
「
書

き
し
る
」
さ
れ
る
。
そ
れ
ま
で
「
主
人
」
で
あ
っ
た
者
は
、
今
度
は
自
ら
を
「
お
と
こ
」
と
呼
ぶ
。「
時
刻
」
が
「
毛0

皮
」、
つ
ま
り

人
と
獣
（
け0

も
の
）
と
を
根
本
的
に
分
か
つ
も
の
の
上
に
「
し
る
」
さ
れ
る
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。

（
３
）
こ
う
し
て
主
人
と
驢
馬
が
分
離
し
、
主
従
関
係
が
解
除
さ
れ
た
後
、「
私
」
は
驢
馬
に
「
蹄
を
か
え
せ
」
と
命
ず
る
。
驢
馬

は
も
と
来
た
ほ
う
へ
と
戻
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
無
論
、
こ
れ
は
単
に
引
き
返
す
こ
と
で
は
な
い
。
第
二
連
で
は
「
狂
気
の
距

離
」、「
安
堵
の
故
郷
」、「
怠
惰
の
未
明
」
と
い
う
、
漢
字
二
文
字
を
助
詞
の
「
の
」
で
繋
い
だ
語
結
合
が
三
つ
見
ら
れ
る
が
、
主
従

関
係
に
あ
る
主
人
と
驢
馬
が
目
指
し
た
「
狂
気
の
距
離
」
に
対
し
、
両
者
の
分
離
後
、
主
人
は
「
安
堵
の
故
郷
へ0

漂
着
」
し
、
驢
馬

は
「
怠
惰
の
未
明
へ0

」
帰
っ
て
ゆ
く
と
い
う
よ
う
に
、
正
反
対
の
ベ
ク
ト
ル
へ
向
か
う
こ
と
に
な
る
。「
主0

人
」
の
「
権0

威
を
地
に

お
ろ
」
し
、
労
役
か
ら
解
か
れ
た
驢
馬
は
、
第
四
連
に
あ
る
よ
う
に
「
怠
惰
の
主
権

0

0

」
と
呼
ば
れ
る
べ
き
も
の
を
自
ら
に
「
回
復
」

し
、
毛
皮
に
時
刻
を
し
る
さ
れ
た
ま
ま
、
か
つ
て
の
主
人
の
「
故
郷
」
を
離
れ
る
。「
と
お
く
」
と
平
仮
名
で
記
さ
れ
た
そ
の
道
の

り
は
、
漢
字
で
記
さ
れ
た
「
距
離
」
の
抽
象
性
と
は
ま
っ
た
く
次
元
を
異
に
し
て
い
る
。

驢
馬
が
向
か
う
先
は
「
未
明
」
で
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
詩
末
尾
の
「
も
は
や
な
ん
じ
の
主
人
の
安
堵
の
夜
へ
／
何
も
の
も
の
こ
し

て
は
な
ら
ぬ
」
と
関
係
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
詩
の
時
間
を
な
し
て
い
た
「
夜
」
は
、
驢
馬
が
去
っ
て
ゆ
く
先
の
未
来
で
は
、

や
が
て
「
明
」
け
ゆ
く
よ
う
で
あ
る
が
、
帰
郷
し
た
か
つ
て
の
「
主
人
」
の
も
と
で
は
、
そ
の
「
夜
」
は
留
ま
り
続
け
る
か
に
見
え
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る
。
そ
し
て
「
主
人
」
の
ほ
う
も
、「
安
堵
の
故
郷
」
に
帰
っ
た
と
は
い
え
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
か
つ
て
の
故
郷
を
取
り
戻

せ
た
わ
け
で
は
な
く
（
し
か
も
、
第
二
連
の
「
漂
着
」
と
い
う
語
は
、
自
ら
の
意
志
に
よ
ら
ず
故
郷
に
偶
然
辿
り
着
い
た
か
の
よ
う

な
印
象
を
与
え
る
）、
彼
自
身
の
存
在
も
以
前
と
は
異
な
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
事
態
で
あ
る
の
か
を
語
る

の
が
、
第
三
連
で
あ
る
。

四
、
位
置

こ
の
《
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
帰
郷
》
第
三
連
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
ぜ
ひ
こ
こ
で
参
照
し
た
い
の
が
、
三
井
葉
子
に
よ
る
随

筆
『
石
原
吉
郎
へ
―
―
遅
れ
た
手
紙
の
う
ち
』（『
つ
づ
れ
刺
せ
』［
一
九
八
七
］
所
収
）
で
あ
る
。
三
井
と
石
原
は
一
九
六
二
年
に

知
り
合
っ
た
と
い
う
が）

（1
（

、
こ
の
文
章
自
体
に
書
か
れ
て
い
る
通
り
、
三
井
は
六
四
年
暮
れ
に
自
ら
の
第
二
詩
集
『
白
昼
』
を
石
原
に

送
り
、
翌
年
一
月
に
記
名
さ
れ
た
詩
集
『
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
帰
郷
』
と
共
に
石
原
か
ら
返
信
を
得
た
と
い
う
。
六
三
年
に
刊
行

さ
れ
た
石
原
の
こ
の
第
一
詩
集
は
、
六
四
年
五
月
に
Ｈ
氏
賞
を
受
賞
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
両
詩
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
創
作
の
初
期
か

ら
交
流
を
持
っ
て
き
た
。
一
九
七
二
年
に
石
原
は
『
す
れ
ち
が
い
の
美
学
』
と
い
う
三
井
論
を
書
い
て
い
る
が
（『
海
を
流
れ
る
河
』

［
一
九
七
四
］
所
収
）、
三
井
の
『
石
原
吉
郎
へ
』
は
そ
れ
へ
の
返
答
と
い
う
側
面
も
あ
る
。

こ
の
『
石
原
吉
郎
へ
』
の
前
半
は
、
シ
ベ
リ
ア
抑
留
体
験
を
綴
っ
た
石
原
の
散
文
そ
の
他
か
ら
の
引
用
と
、
筆
者
が
生
後
ま
も
な

く
叔
父
夫
婦
の
も
と
に
養
子
に
や
ら
れ
た
こ
と
か
ら
く
る
蟠
り
を
め
ぐ
る
半
生
の
述
懐
が
交
替
す
る
と
い
う
構
成
を
と
る
が
、
後
半

で
石
原
の
詩
《
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
帰
郷
》
全
篇
が
引
用
さ
れ
た
後
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
解
釈
が
展
開
さ
れ
る
。
そ
の
出
だ
し
は

こ
う
で
あ
る
。

一
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男
が
帰
っ
て
く
る
。
主
人
を
乗
せ
て
い
た
驢
馬
が
帰
っ
て
く
る
。

男
は
そ
の
時
刻
を
印
す
。
男
に
在
っ
た
権
威
が
狂
気
の
距
離

0

0

0

0

0

に
か
く
れ
て
し
ま
い
、
驢
馬
に
あ
っ
た
主
人
（
権
威
）
は
、
故
郷

に
帰
っ
て
き
た
。〔
傍
点
は
原
文）

（1
（

〕

こ
こ
で
三
井
は
第
二
連
に
つ
い
て
、「
私
」
と
男
（「
お
と
こ
」）
を
同
一
視
し
（「
男
に
在
っ
た
権
威
が
狂
気
の
距
離

0

0

0

0

0

に
か
く
れ
て

し
ま
い
」）、
な
お
か
つ
「
な
ん
じ
」
は
驢
馬
を
指
す
も
の
と
見
て
い
る
が
（「
驢
馬
に
あ
っ
た
主
人
（
権
威
）
は
、
故
郷
に
帰
っ
て

き
た
」）、
こ
の
読
み
は
本
論
で
の
そ
れ
と
一
致
す
る
。
ま
た
、「
男
に
在0

っ
た
権
威
」（「
私
の
権
威
」）、「
驢
馬
に
あ0

っ
た
主
人
（
権

威
）」（「
な
ん
じ
の
権
威
」）
と
、
漢
字
と
平
仮
名
を
使
い
分
け
て
い
る
の
も
、
先
に
論
じ
た
「
の
」
の
二
義
性
を
的
確
に
読
み
取
っ

て
い
る
証
左
で
あ
ろ
う
。

右
の
く
だ
り
の
後
に
、
今
度
は
第
二
連
か
ら
三
連
に
か
け
て
の
解
釈
が
続
く
が
、
そ
れ
が
こ
の
詩
の
読
解
に
決
定
的
な
視
点
を
与

え
て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

権
威
を
お
ろ
し
た
あ
と
で
は
怠
惰
が
回
復
す
る
。
位
置
を
決
め
る
（
一
本
の
植
物
と
化
し
て
）。
そ
れ
が
安
堵
で
あ
る
。
そ
れ

が
帰
郷
で
あ
る
。

時
刻
を
印
し
た
、
ペ
ン
の
先
（
植
物
の
よ
う
な
）
が
、
位
置
で
あ
る
。
彼
は
去
勢
す
る
。
い
ま
ま
で
持
っ
て
き
た
権
威
を
地
に

お
ろ
し
、
―
―
沈
黙
に
た
ど
り
つ
き
、
原
点
を
問
い
直
す
―
―
視
座
を
手
に
入
れ
る）

（1
（

。

ま
ず
、「
い
ま
ま
で
持
っ
て
き
た
権
威
を
地
に
お
ろ
し
」
と
い
う
文
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
と
、
こ
の
文
の
主
語
は
「
彼
」、
す

な
わ
ち
「
男
」（「
お
と
こ
」）
で
あ
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
こ
の
詩
に
お
い
て
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
た
る
「
私
」
は
驢
馬
に
対
し
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て
主
人
で
あ
る
と
同
時
に
、
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
に
対
し
て
は
従
者
で
あ
り
、
こ
の
従
者
と
い
う
位
置
に
お
い
て
驢
馬
の
内
に
自
ら
を

も
見
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、「
い
ま
ま
で
持
っ
て
き
た
権
威
」
と
は
、
驢
馬
が
荷
っ
て
き
た
権
威
で
あ
る
と
も
、
主
人
が
有
し
て

き
た
権
威
と
も
解
す
る
こ
と
が
で
き
、
後
者
で
あ
る
な
ら
ば
、
主
人
が
自
ら
お
の
れ
の
権
威
を
「
地
に
お
ろ
す
」
と
い
う
こ
と
に
な

り
、
こ
の
く
だ
り
で
は
三
井
は
そ
の
よ
う
に
読
ん
で
い
る
。
そ
れ
で
は
、
三
井
は
そ
う
し
た
行
為
を
「
去
勢
」
と
呼
ん
で
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
つ
い
て
は
保
留
し
て
お
く
こ
と
に
し
て
、
と
り
あ
え
ず
第
三
連
を
見
て
み
よ
う
。

こ
の
連
で
は
、
第
一
連
の
「
す
べ
て
の
寡
婦
」
が
「
石
女
〔
う
ま
ず

0

0

0

め
〕
た
ち
」
に
変
じ
、
彼
女
ら
の
「
庭
」
に
「
私
」
は
「
む

か
え
ら
れ
」
る
。
第
一
連
で
は
「
夜
」
が
故
郷
を
「
む
か
え
」
て
い
た
が
、
同
じ
「
む
か
え
る
」
主
体
と
し
て
「
夜
」
と
「
石
女
た

ち
」
は
通
じ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
こ
こ
で
も
故
郷
は
（
帰
還
者
を
）「
む
か
え
る
」
主
体
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

で
も
あ
る
。「
生
ま
れ
」
と
い
う
日
本
語
に
も
見
ら
れ
る
通
り
、
故
郷
は
「
生
む

0

0

」
こ
と
と
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
が
（
石
原

が
よ
く
知
っ
て
い
た
ロ
シ
ア
語
に
お
け
る родить

［
生
む
］
と родина

［
故
郷
］
の
関
係
も
参
照
）、
そ
の
意
味
で
も
「
石
女
た

ち
」
は
故
郷
を
代
理
す
る
も
の
で
は
な
い
の
だ
。
そ
し
て
、
や
は
り
こ
こ
で
も
一
人
の
「
お
と
こ
」
た
る
「
私
」
と
「
石
女
た
ち
」

は
非
対
称
性
を
保
っ
た
ま
ま
で
あ
る
。

「
私
」
が
「
む
か
え
」
ら
れ
る
先
は
「
庭
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
彼
が
そ
こ
で
「
一
本
の
植
物
と
化
す
」
か
ら
で
あ
る
と
同
時
に
、

そ
こ
が
神
事
の
よ
う
な
儀
式
が
執
り
行
わ
れ
る
空
間
で
あ
る
か
ら
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
第
一
連
か
ら
一
貫
し
て
、
こ
の
詩
で
は
儀
式

性
で
際
立
っ
て
い
る）

（1
（

。
第
三
連
で
二
度
繰
り
返
さ
れ
る
「
声
も
な
く
」
は
、
い
ず
れ
も
「
私
」
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見

え
る
が
、
最
初
の
そ
れ
は
「
声
も
な
く
…
…
む
か
え
ら
れ
」
と
い
う
繋
が
り
か
ら
、「
む
か
え
る
」
側
の
ほ
う
を
言
っ
て
い
る
よ
う

に
も
と
れ
る
（
そ
の
場
合
、
二
度
め
の
そ
れ
は
「
お
な
じ
く
〔
私
も
〕
声
も
な
く
」
と
い
う
意
味
に
な
る
）。
と
も
あ
れ
、
こ
の
連

全
体
で
は
あ
た
か
も
パ
ン
ト
マ
イ
ム
劇
が
演
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
そ
れ
が
出
来
事
の
儀
式
性
を
さ
ら
に
強
め
て
い
る
と
言

え
る
。
他
方
で
こ
の
「
声
も
な
く
」
は
、
第
一
連
の
「
声
を
の
む
」
か
ら
来
て
お
り
、「
私
」
の
異
郷
性
が
与
え
た
驚
異
が
持
続
し

一
五

《
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
帰
郷
》
読
解



て
い
る
の
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
三
井
は
そ
れ
を
「
沈
黙
に
た
ど
り
つ
き
」
と
形
容
し
、「
原
点
を
問
い
直
す
」
と
続
け
て
い
る
。

こ
の
「
原
点
を
問
い
直
す
」
は
、
右
の
く
だ
り
で
は
第
二
文
の
「
位
置
を
決
め
る
」
を
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

結
局
、
第
三
連
の
中
心
的
出
来
事
で
あ
る
「
一
本
の
植
物
と
化
す
」
と
関
わ
る
こ
と
に
な
る
。
三
井
が
こ
こ
で
「
位
置
」
と
い
う
語

を
も
ち
い
て
い
る
の
は
、
詩
集
『
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
帰
郷
』
の
冒
頭
に
置
か
れ
た
詩
篇
《
位
置
》
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
石

原
の
創
作
全
体
に
見
ら
れ
る
「
位
置
」
の
主
題
を
念
頭
に
置
い
て
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
「
位
置
」
の
主
題
を
、
詩
《
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
帰
郷
》
の
文
脈
に
即
し
て
敷
衍
す
る
な
ら
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
主

従
関
係
に
あ
る
人
間
と
獣
を
区
別
し
て
い
る
の
は
、
二
足
か
四
足
か
と
い
う
体
勢
の
違
い
で
あ
る
。
人
間
は
直
立
す
る
こ
と
に
よ

り
、
ま
ず
天
地
を
差
異
化
し
、
さ
ら
に
歩
行
す
る
こ
と
に
よ
り
地
を
前
後
、
左
右
に
差
異
化
す
る
。
そ
こ
か
ら
座
標
軸
と
し
て
分
節

化
、
象
徴
化
さ
れ
た
空
間
が
成
立
す
る
が
、
先
に
見
た
「
狂
気
の
距
離
」
の
抽
象
性
も
そ
こ
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
し
、
そ
う
し

た
空
間
の
象
徴
性
の
中
で
「
権
威
」、「
故
郷
」、「
領
土
」
と
い
っ
た
人
間
の
共
同
性
も
体
現
さ
れ
る
。
石
原
は
そ
う
し
た
共
同
性
を

「
条
件
」
と
も
呼
ん
で
い
る
が
（
詩
集
『
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
帰
郷
』
で
《
位
置
》
に
続
く
詩
は
《
条
件
》
と
名
づ
け
ら
れ
て
い

る
）、
そ
う
し
た
空
間
的
共
同
性
の
関
係
の
中
で
占
め
ら
れ
る
場
で
は
な
く
、
そ
れ
に
先
立
ち
、
そ
れ
す
ら
も
相
対
化
す
る
よ
う
な

「
原
点
」
を
、
石
原
は
「
位
置
」
と
呼
び
、
詩
に
お
い
て
そ
れ
を
見
い
だ
す
こ
と
を
求
め
た
の
だ
っ
た）

（1
（

。

先
に
見
た
『
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
』
の
註
解
の
中
で
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
「
非
故
郷
的
」
存
在
と
し
て
の
人
間
が
「
国
を
滅
ぼ
す

（apolis

）」
の
を
「
居
所
を
な
く
す
」
と
解
釈
し
て
い
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
ギ
リ
シ
ア
語
の polis 

は
国
家
で
あ
る
前
に
、
ま
ず
居

所
を
意
味
し
、
そ
れ
は
「
そ
の
中0

で
、
そ
こ
か
ら

0

0

、
そ
の
た
め

0

0

に
歴
史
が
生
起
す
る
」（
強
調
は
原
文
）
よ
う
な
「
所
（D

a

）」
で

あ
る
。
し
か
し
、
人
間
が
そ
れ
を
失
う
の
は
、「
彼
ら
こ
そ
創
造
者
と
し
て

0

0

0

こ
れ
ら
す
べ
て
の
も
の
〔
規
則
、
限
界
、
構
造
、
秩
序
〕

を
そ
の
つ
ど
ま
ず
基
礎
づ
け
し
て
か
か
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
で
あ
る
」（
強
調
は
原
文）

（1
（

）。

石
原
の
詩
の
場
合
、
自
ら
の
「
非
故
郷
」
性
か
ら
帰
結
し
た
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ッ
ク
な
「
領
土
の
壊
滅
」（
こ
れ
は
無
論
、
敗
戦
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後
の
日
本
の
こ
と
で
も
あ
る
）
の
後
に
、
そ
う
し
た
「
領
土
」
や
「
故
郷
」
に
先
立
つ
「
位
置
」
―
―
「
権
威
」
に
よ
り
占
め
ら
れ

る
場
と
は
異
な
る
「
位
置
」
が
求
め
ら
れ
て
い
る）

（1
（

。
こ
う
し
て
「
私
」
は
「
一
本
の
植
物
と
化
す
」。
つ
ま
り
、
主
人
と
し
て
四0

足

の
驢
馬
に
乗
り
、
地
か
ら
分
離
し
て
い
た
人
間
は
、「
地
に
お
ろ
さ
」
れ
た
後
、
も
は
や
二0

足
歩
行
に
よ
り
地
を
差
異
化
す
る
の
で

は
な
く
、「
一0

本
の
植
物
」
と
し
て
地
に
根
づ
く
の
で
あ
る
。「
一
（ichi

）」（
こ
れ
は
「
位
置
（ichi

）」
に
通
じ
る
だ
ろ
う
）
で
あ

る
と
い
う
こ
と
は
、
占
め
る
の
が
点
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
座
標
軸
上
の
抽
象
的
点
で
は
な
く
、
土
に
根
ざ
し
た
、

い
わ
ば
物
質
的
点
で
あ
る
。
地
の
上
に
「
た
し
か
な
影
を
お
く
」
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
不
可
入
性
を
有
し
た
物
質
だ
け
な
の
で

あ
る）

11
（

。

五
、
去
勢
と
は
何
か

こ
こ
で
先
ほ
ど
は
保
留
に
し
て
お
い
た
問
い
、
す
な
わ
ち
三
井
が
こ
の
詩
の
解
釈
で
「
去
勢
」
と
呼
ぶ
も
の
に
つ
い
て
立
ち
戻

っ
て
み
た
い
。
彼
女
は
「
時
刻
を
印
し
た
、
ペ
ン
の
先
（
植
物
の
よ
う
な
）
が
、
位
置
で
あ
る
。
彼
は
去
勢
す
る
」
と
書
い
て
い
る
。

つ
ま
り
、「
私
」
が
「
植
物
と
化
し
」
て
「
位
置
を
決
め
る
」
行
為
は
、
驢
馬
の
「
毛
皮
に
時
刻
を
書
き
し
る
す
」
行
為
と
同
一
視

さ
れ
て
い
る
。「
一
本
の
植
物
」
は
「
時
刻
を
書
き
し
る
す
」
ペ
ン
で
も
あ
る
の
だ
。
確
か
に
、
こ
の
「
時
刻
」
は
主
人
の
「
権
威
」

が
「
地
に
お
ろ
さ
」
れ
た
こ
と
を
、
い
わ
ば
記
念
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
一
つ
の
行
為
の
二
つ
の
表
れ
は
、
ど
の

よ
う
に
し
て
去
勢
と
結
び
つ
く
の
か
。
ま
ず
、
生
殖
能
力
を
欠
い
た
「
石
女
た
ち
」、
家
畜
と
し
て
の
「
驢
馬
」
と
い
っ
た
形
象
が
、

去
勢
を
連
想
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
表
題
の
「
帰
郷0

」、
第
一
連
の
「
故
郷0

」
か
ら
第
二
連
の
「
狂0

気
の
距0

離
」

（
三
井
は
こ
の
語
句
に
傍
点
を
付
し
て
い
た
）
に
到
る
音
反
復
も
、
同
様
に
去0

勢
と
の
連
想
を
生
む
。
ま
た
、
第
二
連
で
は
「
権

威
」
と
い
う
語
が
三
度
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
子
音k

の
響
き
が
顕
著
で
あ
り
、
特
に
問
題
の
「
そ
の
毛
〔ke

〕
皮
に
時
刻

一
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〔koku

〕
を
書
き
〔kaki

〕
し
る
せ
」
の
行
で
は
、
そ
れ
が
際
立
っ
て
い
る
（
こ
の
行
で
は
、
か
行
の
す
べ
て
の
音
が
使
わ
れ
て
い

る
）。一

方
、
三
井
自
身
に
よ
る
説
明
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

去
勢
、
と
い
う
言
葉
を
わ
た
し
は
不
用
意
に
使
っ
た
が
、
時
刻
を
刻
す
る
、
と
い
う
行
為
に
は
、
煮
詰
め
ら
れ
た
も
の
が
遂
に

煮
詰
め
た
も
の
に
渇
く
よ
う
な
撞
着
が
あ
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

彼
は
す
で
に
一
人
前
の
男
だ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
兵
役
に
行
き
、
剥
奪
の
経
過
は
一
枚
、
ま
た
一
枚
と
剥
ぎ
取
ら
れ
て
行
く
の

を
、
経
過
と
し
て
見
て
い
た
の
だ
と
、
わ
た
し
は
思
っ
た
。

も
っ
と
も
そ
れ
は
体
験
よ
り
も
資
質
に
あ
る
こ
と
か
も
知
れ
な
い
が
、
の
ち
も
ず
っ
と
彼
に
あ
る
特
有
の
リ
ズ
ム
は
、
剥
奪
を

踏
み
返
す
音
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

強
制
収
容
所
か
ら
帰
国
し
た
石
原
吉
郎
が
、
自
ら
を
強
制
し
、
規
範
し
な
が
ら
強
制
に
立
ち
向
か
っ
て
い
る）

1（
（

。

「
煮
詰
め
ら
れ
た
も
の
が
遂
に
煮
詰
め
た
も
の
に
渇
く
」
と
い
う
の
は
理
解
し
づ
ら
い
表
現
で
あ
る
が
、
煮
詰
め
ら
れ
水
気
を
失

っ
て
ゆ
く
も
の
が
、
そ
の
果
て
に
自
ら
を
煮
詰
め
て
い
る
も
の
に
「
渇
く
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
右
の
く
だ
り
の
末
尾
に
あ

る
よ
う
に
、「
強
制
に
立
ち
向
か
」
う
た
め
に
「
自
ら
を
強
制
し
、
規
範
」
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
勿
論
、
こ
こ
で
も
三
井
は

「
強
制
〔kyosei

〕」
と
「
去
勢
〔kyosei

〕」
の
響
き
あ
い
を
聴
き
と
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
）。
収
容
所
に
お
い
て
位
置
を
強
制
さ

れ
た
者
が
、
そ
こ
か
ら
解
放
さ
れ
た
後
に
「
位
置
」
を
求
め
る
と
い
う
よ
う
に
、「
権
威
を
地
に
お
ろ
」
し
た
後
も
な
お
、
詩
の
主

体
は
「
権
威
」
を
な
ぞ
り
返
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
四
連
の
「
怠
惰
の
主
権
」
に
関
し
て
見
た
通
り
、
主
従
関
係
が
解
除
さ
れ
た

後
、
権
威
は
自
ら
に
対
す
る
自
ら
の
権
威
と
な
る
の
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
。
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「
時
刻
を
書
き
し
る
す
」
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
言
え
ば
、
時
刻
と
は
反
復
的
秩
序
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
う
し
た
秩
序
か
ら

逃
れ
去
る
一
回
的
な
出
来
事
を
も
、
時
刻
に
よ
っ
て
印
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
「
撞
着
」
が
あ
る
。
こ
の
点
で
《
サ
ン
チ
ョ
・

パ
ン
サ
の
帰
郷
》
と
対
を
な
す
と
思
わ
れ
る
示
唆
的
な
例
が
、
同
詩
集
に
所
収
の
《
脱
走
》
に
見
ら
れ
る
。
先
に
述
べ
た
通
り
、
こ

の
詩
篇
は
詩
集
の
中
で
シ
ベ
リ
ア
抑
留
体
験
を
描
く
連
作
に
属
す
る
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
こ
に
次
の
よ
う
な
行
が
あ
る
。

す
で
に
銃
口
は
地
へ
向
け
ら
れ

た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
の
よ
う
に

腕
を
あ
げ
て　

彼
は

時
刻
を
見
た

驢
馬
の
死
産
を
見ま

守も

る

商
人
た
ち
の
真
昼
（
Ⅰ
二
八
）

こ
れ
は
収
容
所
で
脱
走
を
試
み
た
者
が
警
護
兵
に
撃
た
れ
た
直
後
の
光
景
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
脱
走
の
失
敗
が
「
驢
馬
の
死

産
」
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
の
が
興
味
深
い
が
、
肝
要
な
の
は
、
警
護
兵
が
腕
時
計
を
見
て
、
出
来
事
の
時
刻
を
確
認
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
上
司
へ
の
報
告
の
た
め
で
、
こ
こ
で
時
刻
は
権
威
、
法
の
側
に
あ
る
の
だ）

11
（

。
権
威
か
ら
逃
れ
去
ろ
う

と
い
う
行
為
は
時
刻
に
よ
り
捕
え
ら
れ
る
の
だ
と
、
比
喩
的
に
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、《
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
帰
郷
》
で
は
、

権
威
か
ら
逃
れ
去
る
者
が
、
自
ら
そ
の
記
念
に
時
刻
を
印
す
の
で
あ
り
、「
怠
惰
の
主
権
」
を
取
り
戻
し
た
驢
馬
が
「
権
威
」
の
代

わ
り
に
今
度
は
そ
れ
を
担
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
最
後
に
残
る
問
題
は
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
事
態
が
「
去
勢
」
と
呼
ば
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題

一
九

《
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
帰
郷
》
読
解



を
考
え
る
に
は
、
や
は
り
人
間
の
存
在
に
お
け
る
去
勢
の
意
味
を
理
論
的
に
位
置
づ
け
た
ジ
グ
ム
ン
ト
・
フ
ロ
イ
ト
を
参
照
す
る
必

要
が
あ
る
。
彼
の
精
神
分
析
理
論
に
よ
れ
ば
、
幼
児
は
男
女
の
生
物
学
的
性
差
を
自
覚
し
て
お
ら
ず
、
す
べ
て
の
人
に
は
陰ペ
ニ
ス茎

が
あ

る
は
ず
だ
と
考
え
る
。
そ
の
た
め
、
女
性
は
本
来
あ
る
は
ず
の
陰
茎
を
失
っ
た
の
だ
と
考
え
、
男
児
な
ら
ば
、
自
分
の
陰
茎
も
ま
た

誰
か
に
よ
り
去
勢
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
可
能
性
に
思
い
至
る
。
こ
の
過
程
で
、
陰
茎
は
現
前
／
不
在
と
い
う
二
項
対
立
の

中
で
現
れ
る
象
徴
、
す
な
わ
ち
男フ
ァ
ル
ス根
と
な
り
、
言
語
的
秩
序
の
発
端
と
な
る
。
一
方
、
フ
ロ
イ
ト
の
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク

ス
の
図
式
で
は
、
幼
児
に
と
っ
て
去
勢
は
、
母
親
と
の
一
体
化
を
父
親
か
ら
（
父
親
の
存
在
に
よ
り
）
禁
止
さ
れ
る
こ
と
、
つ
ま
り

他
者
性
の
介
入
に
よ
る
自
然
的
連
続
性
の
分
断
と
し
て
現
象
す
る
。
そ
の
た
め
、
男
児
な
ら
ば
、
父
親
に
体
現
さ
れ
る
禁
止
を
受
け

容
れ
、
そ
れ
を
超
自
我
と
し
て
自
ら
の
う
ち
に
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
禁
止
、
法
、
言
語
と
い
っ
た
象
徴
的
秩
序
の
中
に
入
っ
て
ゆ

く
。
こ
れ
は
、
幼
児
が
自
然
的
、
自
己
完
結
的
な
自
体
愛
、
お
よ
び
そ
れ
を
支
え
る
陰
茎
を
諦
め
（
石
原
の
語
彙
を
用
い
る
な
ら
、

「
断
念
」
し
）、
つ
ま
り
去
勢
を
甘
受
し
、
男
児
な
ら
ば
、
他
者
と
し
て
の
父
親
に
同
一
化
す
る
こ
と
で
、
男
根
を
言
語
的
に
分
節
さ

れ
た
も
の
と
し
て
有
す
る
こ
と
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る）

11
（

。

つ
ま
り
去
勢
と
は
、
言
語
の
よ
う
な
差
異
化
さ
れ
た
象
徴
的
秩
序
が
人
間
に
お
い
て
成
立
す
る
た
め
に
必
要
な
他
者
性
の
介
入
、

連
続
的
自
然
に
入
れ
ら
れ
た
裂
け
目
な
の
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
裂
け
目
は
様
々
な
形
で
現
象
し
、
例
え
ば
、
ハ
イ

デ
ッ
ガ
ー
は
前
述
し
た
制
圧
的
な
自
然
と
、
同
じ
く
制
圧
的
で
、
か
つ
「
非
故
郷
的
」
な
人
間
と
の
拮
抗
に
つ
い
て
、
人
間
は
知

と
し
て
の
技
術
（technē

）
を
も
っ
て
自
然
の
中
に
入
り
込
み
、「
存
在
を
存
在
者
の
中
へ
と
（「
裂
け
目
〔Riß

〕」
を
つ
く
っ
て
）

裂
き
取
る
〔reißen

〕」
と
述
べ
て
い
る）

11
（

。
男
女
の
性
差
も
言
語
的
に
分
節
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
多
く
の
場
合
、
人
は
そ
の
い
ず

れ
か
に
同
一
化
す
る
こ
と
で
性
的
同
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

一
性
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
男
女
の
言
語
的
分
節
化
は
、
収
容
所
に
お
け
る
男
女
の
隔
離
に
如
実
に
表
れ
て
い
た
が
、
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
す
で

に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
「
男
／
女
」
と
い
う
分
節
化
が
な
さ
れ
た
後
は
、「
男
」
に
属
す
る
も
の
、「
女
」
に
属
す
る
も
の

マ
テ
シ
ス
・
ウ
ニ
ウ
ェ
ル
サ
リ
ス
　
第
二
十
三
巻
　
第
二
号

二
〇



は
す
べ
て
同
質
で
あ
る
と
い
う
、
あ
た
か
も
連
続
的
自
然
が
取
り
戻
さ
れ
た
か
の
よ
う
な
見
か
け
が
生
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
同
様
の

こ
と
が
「
故
郷
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
そ
れ
は
「
生
む
」
と
い
う
概
念
と
結
び
つ
く
こ
と
で
、
人
間
の
自
然
的
生
が

営
ま
れ
る
場
で
あ
る
よ
う
な
見
か
け
を
得
る
が
、
そ
の
場
自
体
、
連
続
的
地
か
ら
人
間
が
「
奪
い
取
っ
た
（reißen

）」
も
の
で
あ

り
、「
生
む
」
と
い
う
行
為
も
親
族
関
係
の
言
語
的
構
造
の
中
で
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。「
石
女
」
と
は
、
そ
う
し
た
親
族
関
係

の
形
成
に
は
資
さ
な
い
と
い
う
、
権
威
の
視
点
か
ら
の
呼
び
名
で
あ
り
、「
故
郷
」
の
自
然
的
見
か
け
も
「
石
女
」
の
異
質
性
を
排

除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

詩
《
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
帰
郷
》
の
主
体
も
、「
男
」
と
い
う
弁
別
的
記
号
と
し
て
の
漢
字
を
拒
否
し
て
、
自
ら
に
対
し
て

「
お
と
こ
よ
」
と
呼
び
か
け
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
詩
で
は
、「
権
威
を
地
に
お
ろ
し
」
た
後
も
な
お
、
自
ら
の
上
に
自
ら
の

「
権
威
」
を
な
ぞ
り
返
し
、
帰
り
着
い
た
「
故
郷
」
す
ら
も
疑
問
に
付
す
こ
と
で
、
権
威
の
起
源
に
あ
っ
た
他
者
性
、
結
局
は
自
ら

の
他
者
性
の
追
求
が
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
三
井
は
そ
れ
を
「
去
勢
」
と
呼
ん
だ
の
で

あ
る）

11
（

。

六
、
位
置
も
動
く

三
井
は
『
石
原
吉
郎
へ
』
で
こ
の
よ
う
に
《
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
帰
郷
》
の
解
釈
を
一
通
り
終
え
た
後
、「
い
ま
す
こ
し
語
り

進
も
う
」
と
し
た
う
え
で
、
前
述
の
石
原
に
よ
る
三
井
論
『
す
れ
ち
が
い
の
美
学
』
か
ら
の
一
節
を
引
用
し
て
い
る
。

あ
る
と
き
の
三
井
葉
子
の
手
紙
に
、「
か
く
ご
を
き
め
る
の
は
、
い
や
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
あ
っ
た
。
お
よ
そ
む
な
し
い
と
承

知
の
ま
ま
、
な
お
日
常
へ
の
姿
勢
と
い
う
偏
見
に
執
し
つ
づ
け
て
来
た
私
は
、
置
き
わ
す
れ
る
よ
う
に
し
て
、
覚
悟
の
枠
を
ぬ
け

二
一
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チ
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出
て
く
る
さ
ま
に
、
足
も
と
を
す
く
わ
れ
る
想
い
を
し
た
。
―
―
男
の
む
ざ
ん
は
さ
ら
さ
れ
て
、
人
の
踏
む
ま
ま
で
あ
る
。
お
ん

な
の
む
ざ
ん
は
踏
ま
れ
も
せ
ず
に
、
置
か
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
―
―
覚
悟
は
き
め
ぬ
と
つ
ぶ
や
く
と
き
、
情
念
は
そ
の
位
置
で
安

堵
す
る
。〔
文
中
の
ダ
ッ
シ
ュ
は
省
略
を
表
し
て
い
る）

11
（

〕

こ
の
「
か
く
ご
を
き
め
る
の
は
…
…
」
と
い
う
言
葉
が
ど
の
よ
う
な
文
脈
で
書
か
れ
た
も
の
な
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

「
日
常
へ
の
姿
勢
と
い
う
偏
見
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
が
、
本
論
で
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
石
原
の
創
作
に
お
け
る
「
位
置
」
の
主

題
を
指
す
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、「
か
く
ご
を
き
め
る
」
と
は
、
少
な
く
と
も
石
原
に
と
っ
て
は
、
三
井
が

《
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
帰
郷
》
に
つ
い
て
言
っ
た
「
位
置
を
決
め
る
」
と
同
義
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
石
原

は
自
ら
と
三
井
と
の
立
場
の
違
い
を
「
男
」
と
「
お
ん
な
」
の
違
い
（
こ
の
漢
字
表
記
と
平
仮
名
表
記
の
非
対
称
性
に
注
意
し
て
い

た
だ
き
た
い
）
と
捉
え
て
い
る
が
、
結
局
、「
覚
悟
は
き
め
ぬ
」
と
い
う
「
お
ん
な
」
の
発
語
す
ら
が
「
位
置
で
〔
の
〕
安
堵
」
と

さ
れ
る
。

一
方
、
三
井
が
「
い
ま
す
こ
し
語
り
進
も
う

0

0

0

」
と
言
っ
て
い
る
の
に
は
、《
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
帰
郷
》
で
定
め
ら
れ
た
「
位

置
」
が
最
終
的
地
点
で
は
な
い
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
右
の
『
す
れ
ち
が
い
の
美
学
』
か
ら
の
引
用
の
後
で
、

三
井
は
そ
れ
へ
の
返
答
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
特
に
次
の
箇
所
で
は
《
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
帰
郷
》
の
解
釈
に
再
度
戻
っ
て
い
る
。

生
き
て
い
る
の
は
動
く
こ
と
な
の
だ
。
石
原
吉
郎
の
帰
郷
の
位
置
も
、
沈
黙
も
原
点
も
、
断
念
さ
え
動
く
。
確
然
と
意
志
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
精
神
が
育
つ
の
が
〔
般
若
心
経
で
言
わ
れ
る
〕
無
明
で
あ
る
。
そ
こ
を
動
か
ぬ
と
言
っ
た
と
き
か
ら
、
精
神
が
、

剥
奪
の
と
き
と
同
じ
よ
う
に
肉
体
を
置
い
て
出
て
行
っ
た
の
だ）

11
（

。
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こ
こ
で
三
井
が
「
精
神
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
権
威
が
確
立
す
る
と
き
に
獲
得
さ
れ
る
抽
象
性
の
謂
い
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
抽
象
性
が
肉
体
の
物
質
性
を
超
え
て
増
長
し
、「
狂
気
の
距
離
」
を
志
向
し
た
果
て
に
「
没
す
る
」
顛
末
が
、
仏
教
的
に
「
無

明
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
石
原
の
詩
に
お
け
る
「
位
置
」
の
追
求
も
、
そ
れ
が
お
の
れ
に
対
し
て
権
威
を
な
ぞ

り
返
す
「
去
勢
」
で
あ
る
以
上
、
肉
体
が
置
き
去
り
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
三
井
は
石
原
の
自
死
を
そ
の
帰

結
と
見
な
し
て
い
る
（「
そ
れ
で
も
、
帰
る
と
き
あ
な
た
を
乗
せ
た
驢
馬
の
よ
う
に
、
あ
な
た
の
あ
と
か
ら
主
人
に
つ
き
従
っ
た
肉

体
が
行
っ
た）

11
（

」）。

し
か
し
、
詩
《
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
帰
郷
》
に
お
い
て
、
権
威
は
「
地
に
お
ろ
」
さ
れ
、「
私
」
は
「
植
物
」
と
し
て
そ
の
地

に
根
づ
く
の
だ
か
ら
、
そ
の
「
位
置
」
が
純
粋
な
る
抽
象
性
で
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
見
た
通
り
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
詩
に
お
け

る
主
体
は
多
層
性
を
な
し
て
い
る
た
め
、「
私
」
が
「
一
本
の
植
物
と
化
し
た
」
と
い
う
こ
と
で
、
主
体
の
位
置
が
そ
こ
に
固
定
さ

れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
改
め
て
詩
の
テ
ク
ス
ト
を
見
て
み
よ
う
。

着
目
し
た
い
の
は
、
第
二
連
か
ら
第
三
連
の
移
行
に
見
ら
れ
る
二
つ
の
形
象
、「
蹄
」
と
「
石
女
た
ち
」
の
関
係
で
あ
る
。
両

者
は hidsum

e

／um
adsum

e 

と
い
う
音
反
復
に
よ
り
結
び
つ
い
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
反
復
に
よ
り
後
者
で
分
離
さ
れ

る um
a- 

の
部
分
が
驢
馬
の
「
馬
」
と
呼
応
す
る
。
主
従
関
係
に
よ
り
一
体
化
し
て
い
た
主
人
と
驢
馬
は
離
反
す
る
が
、
そ
の
際
、

「
私
」
は
二
足
歩
行
に
戻
る
の
で
は
な
く
、「
一
本
の
植
物
と
化
す
」。
そ
し
て
、
三
井
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
そ
の
「
植
物
」
が
ペ
ン

と
な
っ
て
驢
馬
に
「
時
刻
を
書
き
し
る
」
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
図
式
化
す
る
な
ら
次
の
よ
う
に
な
る
。

植
物
：
一0

本
―
ペ
ン　

←
（
人
間
：
二0

足
）
→　

驢
馬
：
四0

足
―
時
刻

そ
し
て
、「
私
」
が
「
植
物
」
と
し
て
根
づ
く
の
は
「
石
女
た
ち
の0

庭
」
な
の
で
あ
る
。
驢
馬
は
「
故
郷
」
か
ら
異
郷
へ
向
か
う
が
、

二
三
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「
石
女
た
ち
」
は
「
故
郷
」
に
お
い
て
異
質
性
、
他
者
性
を
な
す
こ
と
か
ら
、
両
者
は
通
じ
あ
っ
て
い
る
。「
私
」
が
「
植
物
」
＝
ペ

ン
と
化
し
て
「
時
刻
」
を
印
す
行
為
は
、
無
論
、
詩
を
書
く
行
為
の
こ
と
で
あ
る
が
、
驢
馬
は
そ
れ
ま
で
の
「
権
威
」、「
主
人
」
の

代
わ
り
に
、
今
度
は
「
時
刻
」
を
担
い
、
引
き
返
し
て
ゆ
く
。
こ
れ
ま
で
何
度
か
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
驢
馬
は
あ
る
面
で
は
、

か
つ
て
の
従
者
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
た
る
「
私
」
の
分
身
で
も
あ
る
の
だ
（
こ
の
詩
の
執
筆
と
同
時
期
に
発
足
し
た
石
原
ら
の
同
人

の
名
が
「
ロ
シ
ナ
ン
テ
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
当
初
、
石
原
が
第
一
詩
集
の
タ
イ
ト
ル
と
し
て
考
え
て
い
た
も
の
だ
っ
た
と
い
う
事
実

が
、
や
は
り
思
い
浮
か
ぶ
。
こ
こ
で
驢
馬
と
ロ
シ
ナ
ン
テ
は
、
お
そ
ら
く
換
喩
的
関
係
に
あ
る
だ
ろ
う
）。
こ
う
し
て
、
詩
を
書
く

行
為
は
、
主
人
と
驢
馬
の
分
離
と
解
放
で
あ
る
と
同
時
に

0

0

0

、「
石
女
た
ち
の
庭
」
に
根
づ
く
こ
と
で
あ
り
、
両
者
は
同
じ
も
の
の
二

つ
の
表
れ
な
の
で
あ
る
。

石
原
の
創
作
に
お
け
る
「
位
置
」
の
探
究
は
、
こ
う
し
た
複
層
的
空
間
の
中
で
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
単
な
る
一
点

へ
の
固
執
で
な
い
こ
と
を
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
し
か
し
、
我
々
は
石
原
の
そ
の
探
究
を
往
々
に
し
て
、
三
井
の
言
葉
を
借
り
れ

ば
「
精
神
」
化
し
て
見
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
し
、
な
に
よ
り
も
石
原
自
身
が
（
い
わ
ゆ
る
私
生
活
に
お
い
て
）
そ
の
よ
う
な
姿
勢

か
ら
自
由
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
三
井
の
『
石
原
吉
郎
へ
』
の
副
題
は
「
遅
れ
た
手
紙
の
う
ち
」
と
な
っ
て

い
る
が
、「
遅
れ
」
て
で
も
そ
れ
は
言
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
石
原
吉
郎
の
詩
に
つ
い

て
は
い
ま
だ
言
い
尽
く
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
あ
る
、
す
な
わ
ち
そ
こ
に
は
い
ま
だ
未
来
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

注（
１
）　

石
原
吉
郎
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
、
Ⅲ
』、
花
神
社
、 

一
九
七
九
、
八
〇
、
八
〇
年
。

（
２
）　

こ
の
詩
集
の
連
作
構
造
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

マ
テ
シ
ス
・
ウ
ニ
ウ
ェ
ル
サ
リ
ス
　
第
二
十
三
巻
　
第
二
号

二
四



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
四
頁
。

（
３
）　

こ
の
よ
う
に
、「
驢
馬
」
は
一
般
に
詩
集
『
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
帰
郷
』
で
散
見
さ
れ
る
形
象
で
あ
る
。《
貨
幣
》（
一
九
六
二
）
に
は
「
だ
が
驢

馬
の
刻
印
の
あ
る
貨
幣
と
／
貨
幣
の
刻
印
の
あ
る
驢
馬
と
は
／
と
き
に
／
ひ
と
つ
の
旅
程
で
す
り
代
わ
る
の
だ
」（
Ⅰ
八
〇
）
と
い
う
行
が
あ
る
。

（
４
）　

石
原
は
《
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
帰
郷
》
執
筆
の
前
年
、
一
九
五
四
年
に
『
信
濃
町
教
会
会
報
』
に
《
帰
郷
》
と
い
う
詩
を
掲
載
し
て
お
り
、
い
ず

れ
に
し
ろ
、
帰
国
直
後
の
石
原
の
詩
作
に
お
い
て
「
帰
郷
」
の
主
題
が
一
定
の
比
重
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
柴
崎
聰
『
石
原
吉
郎　

詩
文

学
の
核
心
』、
新
教
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
、
二
五
三
―
二
五
四
頁
を
参
照
。

（
５
）　
『
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
Ⅱ　

ソ
ポ
ク
レ
ス
』（
松
平
千
秋
訳
）、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
六
年
、
一
六
七
頁
。

（
６
）　

同
書
、
一
六
九
頁
。

（
７
）　

マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
『
形
而
上
学
入
門
』（
川
原
栄
峰
訳
）、
平
凡
社
、
一
九
九
四
年
、
二
四
〇
―
二
七
〇
頁
。
引
用
で
は
訳
文
に
ル
ビ
で

示
さ
れ
て
い
る
ド
イ
ツ
語
の
原
語
を
括
弧
内
に
示
し
た
。

（
８
）　

冨
岡
悦
子
『
石
原
吉
郎
と
パ
ウ
ル
・
ツ
ェ
ラ
ン
』、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
四
年
、
一
九
頁
。

（
９
）　

柴
崎
『
石
原
吉
郎　

詩
文
学
の
核
心
』、
二
七
六
頁
。

（
10
）　

こ
の
詩
の
最
後
の
二
行
は
「〈
忘
れ
る
な
シ
ベ
リ
ア
の
け
も
の
に
は
／
毛
深
い
腋0

が
四0

隅
あ
る
こ
と
を
〉」（
Ⅰ
一
三
二
。
傍
点
は
引
用
者
）
と
い
う

も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
シ
ベ
リ
ア
の
囚
人
は
人
間
で
あ
り
つ
つ
「
け
も
の
」
で
あ
る
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
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
』
二
二
巻
二
号
、
獨
協
大
学
国
際
教
養
学
部
言
語
文
化
学
科
、

二
〇
二
一
年
、
四
五
頁
。

（
11
）　

こ
の
石
原
の
主
客
逆
転
の
手
法
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
斉
藤
「
石
原
吉
郎
の
詩
に
お
け
る
他
者
の
ト
ポ
ロ
ジ
ー
」、
二
五
七
―
二
五
九
頁
。《
サ

ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
帰
郷
》
第
一
連
の
主
客
逆
転
に
つ
い
て
は
、
野
村
喜
和
夫
も
以
下
で
指
摘
し
て
い
る
。
野
村
喜
和
夫
『
抒
情
と
証
言　

石
原
吉

郎
と
私
た
ち
』、
白
水
社
、
二
〇
一
五
年
、
一
〇
二
頁
。

（
12
）　
『
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
Ⅱ　

ソ
ポ
ク
レ
ス
』、
一
六
八
頁
。

（
13
）　
「
三
井
葉
子　

年
譜
」、『
び
ー
ぐ
る
』
二
四
号
、
二
〇
一
四
年
、
五
一
頁
。

（
14
）　

三
井
葉
子
『
つ
づ
れ
刺
せ
』、
編
集
工
房
ノ
ア
、
一
九
八
七
年
、
一
一
三
頁
。

（
15
）　

同
書
、
一
一
三
頁
。

（
16
）　

石
原
の
詩
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
儀
式
性
は
、
彼
が
礼
拝
を
生
活
の
中
心
に
置
く
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
っ
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

安
西
均
は
こ
の
詩
の
驢
馬
に
乗
っ
た
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
と
、
や
は
り
驢
馬
に
乗
っ
た
イ
エ
ス
の
エ
ル
サ
レ
ム
入
城
と
の
関
わ
り
を
指
摘
し
て
い
る

二
五

《
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
帰
郷
》
読
解



が
（
安
西
均
編
著
『
石
原
吉
郎
の
詩
の
世
界
』、
教
文
館
、
一
九
八
一
年
、
九
七
頁
）、
こ
の
解
釈
を
延
長
す
る
な
ら
、「
一
本
の
植
物
」
の
形
象
が

イ
エ
ス
の
磔
刑
と
結
び
つ
く
可
能
性
も
排
除
で
き
な
い
。

（
17
）　

石
原
に
お
け
る
「
位
置
」
の
主
題
と
二
足
歩
行
に
よ
る
空
間
の
分
節
化
と
の
関
わ
り
、
ま
た
詩
《
位
置
》
に
お
け
る
そ
の
主
題
の
表
れ
の
詳
細
に

つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
斉
藤
「
う
ず
く
ま
る
」、
四
四
―
四
九
頁
。
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
。　

（
18
）　

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
『
形
而
上
学
入
門
』、
二
五
一
―
二
五
二
頁
。

（
19
）　
『
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
帰
郷
』
の
第
二
の
連
作
に
あ
る
《
や
ぽ
ん
す
き
い
・
ぼ
お
ぐ
（
日
本
の
神
）》（
一
九
六
〇
）
に
は
「
シ
ベ
リ
ア
は
だ
れ
の

／
領
土
で
も
な
い
」（
Ⅰ
三
三
）
と
い
う
行
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
当
然
、「
領
土
の
壊
滅
」
と
い
う
事
態
と
関
わ
っ
て
い
る
。
斉
藤
「
石
原
吉
郎
の
詩

に
お
け
る
他
者
の
ト
ポ
ロ
ジ
ー
」、
二
八
三
頁
を
参
照
。
ま
た
、
註
23
も
参
照
。

（
20
）　

石
原
は
こ
の
「
い
わ
ば
物
資
的
点
」
を
す
で
に
抑
留
時
代
に
、
シ
ベ
リ
ア
の
ア
ン
ガ
ラ
河
の
ほ
と
り
で
「
う
ず
く
ま
る
」
と
い
う
体
験
の
中
で
獲
得

し
て
い
た
。
石
原
が
散
文
の
中
で
繰
り
返
し
語
っ
て
い
る
、こ
の
「
う
ず
く
ま
る
」
体
験
に
つ
い
て
の
詳
細
は
以
下
を
参
照
。
斉
藤
「
う
ず
く
ま
る
」、

三
七
―
六
四
頁
。
例
え
ば
、
散
文
《
海
を
流
れ
る
河
》（
一
九
七
四
）
で
石
原
は
、
こ
の
ア
ン
ガ
ラ
河
の
ほ
と
り
を
「
か
つ
て
安
堵
し
た
位
置
」（
Ⅱ

二
五
〇
）
と
呼
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
は
詩
《
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
帰
郷
》
で
三
度
に
わ
た
り
繰
り
返
さ
れ
る
「
安
堵
」
と
通
じ
て
い
る
も
の
と
思

わ
れ
る
。
ま
た
、
散
文
《
沈
黙
と
失
語
》（
一
九
七
〇
）
で
は
同
じ
場
所
が
「
原
点
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
（
Ⅱ
三
四
）、
こ
の
観
念
は
彼
の
第
四
詩
集

『
水
準
原
点
』（
一
九
七
二
）
の
タ
イ
ト
ル
に
も
表
れ
て
い
る
。
三
井
が
『
石
原
吉
郎
へ
』
の
中
で
「
原
点
」
と
い
う
語
を
も
ち
い
て
い
る
の
も
、
お

そ
ら
く
は
以
上
を
踏
ま
え
て
の
こ
と
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
野
村
喜
和
夫
は
『
抒
情
と
証
言
』
に
お
い
て
、
石
原
の
ア
ン
ガ
ラ
河
体
験
を
エ
マ
ニ
ュ

エ
ル
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
哲
学
と
の
関
わ
り
で
論
じ
て
い
る
が
（
一
〇
二
―
一
一
〇
頁
）、
石
原
の
詩
作
に
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
体
験
を
踏
ま
え

た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
的
現
象
学
の
批
判
的
展
開
と
並
行
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
は
確
か
で
あ
る
。

（
21
）　

三
井
『
つ
づ
れ
刺
せ
』、
一
一
三

−

一
一
四
頁
。

（
22
）　
《
脱
走
》
の
当
該
詩
行
の
詳
細
に
つ
い
て
は
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
』
二
十
巻
二
号
、
獨
協
大
学
国
際
教
養
学
部
言
語
文
化
学
科
、
二
〇
一
九
年
、
一
七
―
一
八
頁
。

（
23
）　

ジ
グ
ム
ン
ト
・
フ
ロ
イ
ト
「
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
消
滅
」（
吾
郷
晋
浩
訳
）、『
フ
ロ
イ
ト
著
作
集
６
』、
人
文
書
院
、
一
九
九
四
年
、

三
一
〇
―
三
一
五
頁
。
石
原
の
詩
に
お
い
て
は
、『
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
帰
郷
』
で
シ
ベ
リ
ア
抑
留
を
扱
っ
た
第
二
の
連
作
の
最
後
に
置
か
れ
た

《
や
ぽ
ん
す
き
い
・
ぼ
お
ぐ
（
日
本
の
神
）》
で
す
で
に
去
勢
の
問
題
が
主
題
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
以
下
を
参
照
。
斉
藤
「
石
原
吉
郎
の
詩
に
お
け

る
他
者
の
ト
ポ
ロ
ジ
ー
」、
二
七
四
―
二
八
七
頁
。
こ
の
詩
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、「
日
本
の
神
」
の
似
姿
で
あ
っ
た
詩
の
主
体
が
、
シ
ベ
リ
ア
の

マ
テ
シ
ス
・
ウ
ニ
ウ
ェ
ル
サ
リ
ス
　
第
二
十
三
巻
　
第
二
号

二
六



収
容
所
で
「
去
勢
」
を
経
て
、
一
人
の
「
お
れ
」
に
変
容
す
る
過
程
と
言
え
る
。
こ
う
し
て
、
詩
集
『
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
帰
郷
』
に
お
い
て
、

第
二
の
連
作
と
、「
お
と
こ
・
男
」
を
中
心
形
象
と
す
る
第
三
の
連
作
は
「
去
勢
」
の
主
題
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
る
。

と
も
あ
れ
、
石
原
に
と
っ
て
「
去
勢
」
と
は
、
収
容
所
に
お
い
て
、
日
本
へ
の
帰
国
に
お
い
て
、
繰
り
返
し
経
験
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

（
24
）　

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
『
形
而
上
学
入
門
』、
二
六
四
頁
。

（
25
）　

三
井
は
こ
の
詩
に
お
け
る
「
去
勢
」
の
行
為
に
つ
い
て
、「
と
り
も
な
お
さ
ず
そ
れ
は
、
人
間
の
復
権
、
つ
ま
り
誰
も
何
者
も
手
を
触
れ
る
こ
と
が

で
き
な
い
は
ず
の
不
可
侵
の
領
域
に
手
を
掛
け
ら
れ
た
者
の
、
復
権
の
た
め
で
あ
る
」（『
つ
づ
れ
刺
せ
』、
一
一
三
頁
）
と
述
べ
て
い
る
が
、「
不
用

意
」
と
言
う
な
ら
ば
、
こ
こ
で
の
「
人
間
」
と
い
う
語
の
使
用
の
ほ
う
が
、
む
し
ろ
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
彼
女
自
身
、

こ
の
文
章
の
冒
頭
で
引
い
て
い
る
石
原
の
友
人
、
鹿
野
武
一
の
言
葉
、「
も
し
あ
な
た
が
人
間
で
あ
る
な
ら
、
私
は
人
間
で
は
な
い
。
も
し
私
が
人

間
で
あ
る
な
ら
、
あ
な
た
は
人
間
で
は
な
い
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
人
間
」
と
い
う
観
念
は
通
常
、
あ
ら
ゆ
る
主
体
を
同
質
的
要
素
に
還
元
し
、

他
者
性
を
糊
塗
す
る
の
に
利
用
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
斉
藤
「
石
原
吉
郎
の
詩
に
お
け
る
他
者
の
ト
ポ
ロ
ジ
ー
」、
二
八
九
―
二
九
〇
頁
を

参
照
。
し
た
が
っ
て
、
三
井
の
右
の
く
だ
り
に
お
い
て
、
よ
り
適
切
な
の
は
「
他
者
性
の
復
権
」
と
い
う
言
葉
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
26
）　

三
井
『
つ
づ
れ
刺
せ
』、
一
一
四
―
一
一
五
頁
。

（
27
）　

同
書
、
一
一
六
頁
。

（
28
）　

同
書
、
一
一
六
頁
。

二
七

《
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
帰
郷
》
読
解



В этой статье разбирается стихотворение японского поэта Йосиро Исихары 
«Возвращение Санчо Пансы» со ссылкой на комментарии к нему поэтессы 
Йоко Мицуи. После окончания Второй мировой войны Исихара провел 8 лет 
в советских лагерях как военнопленный, и вернулся на родину только в 1953 
году. «Возвращение Санчо Пансы» написано в 1954 году, через год после 
возвращения поэта, и можно считать, что в этом стихотворении отражено его 
собственное испытание. В стихотворении лирический герой сравнивается 
с Санчо Пансой на осле в сервантесовском романе. Его «власть» «гибнет 
в безумном расстоянии», и по его возвращении на родину «сложена на 
землю» — как пишет Мартин Хайдеггер в его «Введении в метафизику», 
господин-человек (по отношению к рабу-зверю), перейдя пределы своего 
существования из-за своей «жуткой-неродной» (unheimlich) сущности, сам 
лишается своего места. Лирический герой, повергнутый на землю, «на 
шкуре осла записывает время» своего возвращения. Это означает, что он 
отмечает распад своего властного порядка цифрами времени, которое само 
является символическом порядком. В этом Йоко Мицуи видит своего рода 
«противоречие», и истолковывает его как «кастрацию» (оскопление себя). 
Согласно психоаналитической теории Зигмунда Фрейда, кастрация обозначает 
вторжение Другого, воплощеного в отце, в природный континуум (единство 
матери и ребенка), что тем самым становится началом символического порядка. 
Приезд на родину — для Исихары, который прошел войну и лагеря — не могло 
быть простым возвращением в свое изначальное лоно: он был вынужден видеть 
свою родину как нечто «другое», или... чужое. Похоже, такое испытание поэта 
стало отправным пунктом его творчества.

«Возвращение Санчо Пансы»
― разбор одного стихотворения Йосиро Исихары
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