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昭
和
三
年
か
ら
始
ま
る
詩
誌
「
詩
と
詩
論
」
を
対
象
と
し
た
い
わ

ゆ
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
研
究
に
は
、
日
本
語
の
文
献
を
重
視
し
て
評
価

す
る
、
と
い
う
一
種
の
奇
妙
な
歪
み
が
存
在
し
て
い
る
。
日
本
文
学

を
対
象
と
し
た
研
究
な
の
だ
か
ら
日
本
語
の
文
献
を
重
視
す
る
の
は

当
然
の
こ
と
、
と
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
の
だ
が
、
初
期
の
「
詩

と
詩
論
」
で
は
特
に
そ
の
事
情
が
異
な
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
「
詩

と
詩
論
」
の
中
心
で
あ
っ
た
春
山
行
夫
が
、
外
国
の
詩
や
小
説
の
あ

り
方
を
英
仏
語
で
書
か
れ
た
文
献
を
中
心
と
し
た
資
料
に
よ
っ
て
知

り
、
自
ら
の
考
え
を
そ
の
誌
上
を
中
心
と
し
て
発
信
し
た
、
と
い
う

事
実
を
否
定
す
る
人
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
春
山
は
特
に
フ
ラ
ン
ス
の

近
現
代
的
な
詩
論
を
中
心
と
し
て
理
解
し
他
と
比
較
し
て
思
考
し
た

の
ち
に
、
日
本
語
を
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
と
し
た
言
論
の
市
場
に
対
し

て
日
本
語
で
発
信
を
行
っ
た
、
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
春
山

の
主
張
の
ひ
と
つ
が
ポ
エ
ジ
ー
と
い
う
概
念
を
中
核
に
据
え
た
ポ
エ

ジ
ー
論
で
あ
り
、
非
物
質
的
な
存
在
で
あ
る
詩
的
精
神
、
と
し
て
理

解
さ
れ
る
ポ
エ
ジ
ー
と
、
ま
た
そ
の
ポ
エ
ジ
ー
を
言
葉
と
い
う
手
段

を
用
い
て
読
者
に
「
意
味
」
と
し
て
で
は
な
く
伝
達
す
る
た
め
に
、

ど
の
よ
う
に
表
現
す
る
か
と
い
う
面
を
意
識
化
し
て
名
付
け
た
フ
ォ

ル
マ
リ
ス
ム
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
後
者
は
い
わ
ゆ
る
「
形
式

主
義
」
の
意
で
は
な
い
。
余
談
だ
が
、
よ
く
誤
解
に
さ
ら
さ
れ
る
春

山
の
「
意
味
の
無
い
詩
」
と
は
、
い
わ
ば
「
意
味
を
伝
達
す
る
こ
と

を
主
た
る
目
的
と
し
な
い
言
説
と
し
て
の
詩
作
品
」
の
意
で
あ
る
。

詩
的
精
神
／
思
考
と
は
「
意
味
」
の
総
体
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る

の
で
は
な
く
、
何
か
を
自
覚
し
そ
れ
を
内
省
し
つ
つ
新
た
に
自
覚
す

る
と
い
う
連
続
性
の
な
か
に
あ
る
。
そ
れ
を
社
会
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
手
段
と
し
て
、
基
本
的
に
「
意
味
」
を
伝
達
す
る
役
割
を

新
精
神
と
い
う
概
念
を
め
ぐ
っ
て

土　

屋　
　
　

聡
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持
つ
言
葉
を
用
い
つ
つ
、
再
構
成
し
、
読
者
の
詩
的
思
考
に
訴
え
か

け
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
を
「
ポ
エ
ジ
ー
論
」
と
呼
び
な
ら
わ
し
た
。

spiritual
な
非
物
質
的
存
在
を
、
社
会
に
共
有
さ
れ
たm

atelial

な

「
意
味
」
を
も
つ
言
葉
と
、
そ
の
言
葉
の
背
後
に
つ
な
が
る
さ
ま
ざ

ま
な
も
の
と
の
関
係
性
と
を
媒
介
さ
せ
て
、読
者
のspiritual

に「
意

味
」
で
は
な
く
詩
人
の
詩
的
思
考

4

4

4

4

を
読
み
解
く
い
く
つ
か
の
鍵
を
渡

し
、
刺
激
す
る
と
い
う
、
精
緻
で
高
度
な
シ
ス
テ
ム
の
総
体
の
こ
と

を
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
詩
と
呼
ぶ
自
覚
に
至
っ
た
と
い
う
、
そ
れ
だ

け
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
シ
ン
プ
ル
で
強
固
な
思
考
の
総
体

を
、「
意
味
の
無
い
詩
」
と
い
う
断
片
的
な
日
本
語
と
し
て
理
解
し

よ
う
と
す
る
こ
と
を
許
容
し
て
し
ま
う
点
に
も
、
歪
み
は
潜
ん
で
い

る
。
春
山
が
は
じ
め
「
北
園
克
衛
に
つ
い
て
」
と
い
う
表
題
で
北
園

克
衛
の
『
白
の
ア
ル
バ
ム
』（
昭
和
四
年
六
月　

厚
生
閣
）
の
序
と

し
、
の
ち
に
「
ポ
エ
ジ
イ
論
」
と
名
づ
け
た
そ
の
文
章
は
詩
の
論

4

4

4

な

の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
「
總
て
を
書
い
て
し
ま
ふ
」
た
ぐ
い
の
「
文

學
」
の
論
で
は
な
い
。
そ
の
前
提
を
忘
却
し
、
表
層
の
表
現
だ
け
を

収
集
し
て
言
及
す
る
こ
と
に
疑
問
を
持
た
な
い
、
あ
る
意
味
で
は
詩

と
い
う
創
作
の
行
為
と
詩
を
読
む
と
い
う
行
為
と
の
関
係
性
を
否
定

す
る
か
の
よ
う
な
、
議
論
の
立
脚
点
を
き
ち
ん
と
見
極
め
な
い
立
場

を
と
る
研
究
は
数
多
い
。
そ
れ
は
、
研
究
の
場
が
基
準
と
し
て
き
た

概
念
と
そ
の
背
景
と
の
、
い
わ
ば
現
在
と
当
時
と
の
あ
わ
い
の
理
解

の
な
か
に
、
歪
み
が
存
在
す
る
か
ら
な
の
で
は
な
い
か
。

　

一
方
で
日
本
語
と
外
国
語
の
思
考
の
往
還
が
、
春
山
に
詩
の
構
造

を
明
確
に
意
識
さ
せ
た
基
盤
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
疑
い
が
無
い
。
母

言
語
と
は
異
な
る
規
範
を
持
つ
言
語
体
系
で
構
成
さ
れ
た
言
葉
か

ら
、
伝
達
さ
れ
る
「
意
味
」
の
向
こ
う
に
あ
る
書
き
手
の
「
思
考
」

の
な
が
れ
を
、
読
み
手
が
わ
も
何
か
を
自
覚
し
そ
れ
を
内
省
し
新
た

に
自
覚
す
る
と
い
う
連
続
性
の
な
か
か
ら
再
構
成
し
、
掴
み
取
っ
て

ゆ
く
と
い
う
、
い
わ
ば
二
段
階
の
「
読
み
」
が
そ
こ
に
は
あ
る
の
だ

か
ら
。

　

こ
の
よ
う
に
外
国
語
を
通
じ
て
詩
へ
の
理
解
を
深
め
、
日
本
語
で

表
現
し
た
の
は
春
山
だ
け
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
新
散
文
詩
運
動
を

唱
え
、
初
期
「
詩
と
詩
論
」
の
中
核
に
あ
っ
た
北
川
冬
彦
は
東
京
帝

国
大
学
仏
法
科
出
身
と
い
う
語
学
面
に
秀
で
た
存
在
で
あ
っ
た
し
、

「
詩
と
詩
論
」
誌
上
で
も
数
々
の
重
要
な
訳
業
を
示
し
、
同
誌
を
離

脱
し
た
後
も
フ
ラ
ン
ス
詩
壇
の
動
向
に
注
意
を
払
っ
て
い
る
。ま
た
、

旧
制
中
学
入
学
時
期
か
ら
英
語
に
異
常
な
興
味
を
持
っ
た
こ
と
を
契

機
に
意
識
し
て
外
国
語
の
修
練
を
積
み
、
の
ち
に
は
ギ
リ
シ
ア
語
・

ラ
テ
ン
語
及
び
フ
ラ
ン
ス
語
・
ド
イ
ツ
語
の
学
習
を
も
始
め
、
英
国

留
学
の
期
間
に
は
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
入
学
す
る
前
の
期
間
な

ど
を
利
用
し
て
渡
仏
し
、
当
時
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
勃
興
し
て
き

た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
触
れ
、
そ
れ
を
日
本
に
持
ち
帰
っ
た
西
脇
順
三
郎

に
し
て
も
、そ
の
知
識
を
供
給
し
、思
考
を
更
新
し
た
ソ
ー
ス
は
（
漢4

籍
を
ふ
く
む

4

4

4

4

4

）外
国
語
に
よ
る
詩
の
か
た
ち
を
介
し
た
も
の
で
あ
り
、
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一
方
で
日
本
語
の
市
場
に
対
す
る
発
信
に
は
多
く
日
本
語
を
用
い
て

い
た
。
つ
ま
り
、
初
期
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
に
対
す
る
研
究
に
は
、
外
国

語
文
献
と
日
本
語
と
の
双
方
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
須
で
あ
る
こ

と
は
、
自
明
の
こ
と
と
い
え
る
。
外
国
語
資
料
の
精
読
に
よ
る
理
解

力
は
、
そ
も
そ
も
太
平
洋
戦
争
後
の
新
制
に
切
り
替
わ
っ
た
高
等
教

育
を
受
け
た
世
代
と
、
そ
れ
以
前
の
世
代
と
は
そ
の
接
し
方
の
質
と

量
自
体
が
異
な
る
は
ず
で
あ
り
、
外
国
語
と
日
本
語
を
漢
籍
で
繋
い

だ
世
代
の
流
れ
を
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。
一
方

で
は
ま
た
、
第
一
次
世
界
大
戦
前
後
か
ら
始
ま
る
、
い
わ
ゆ
る
前
衛

系
統
の
文
化
思
潮
と
そ
れ
以
前
か
ら
の
モ
ダ
ニ
ス
ム
の
言
説
を
日
本

に
伝
え
た
資
料
は
、
時
の
経
過
と
と
も
に
（
特
に
雑
誌
を
中
心
と
し

て
）
日
本
で
は
稀
覯
の
資
料
と
な
っ
て
ゆ
く
こ
と
も
意
識
す
べ
き
と

考
え
る
。
外
国
語
に
よ
る
資
料
を
背
景
と
し
て
発
信
さ
れ
た
日
本
語

の
言
説
を
、
日
本
語
に
重
点
を
お
き
す
ぎ
た
観
点
に
偏
ら
ぬ
よ
う
に

考
察
す
る
こ
と
、
そ
れ
も
研
究
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
つ
と
い
う
本
来
的

な
使
命
の
一
つ
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
わ
ば
、
外
国
語
の
文

献
を
背
景
に
編
み
上
げ
ら
れ
た
日
本
語
、
と
い
う
特
殊
な
モ
ー
ド
に

あ
る
言
説
の
総
体
を
思
考
す
る
、
と
い
う
作
業
の
困
難
は
そ
こ
に
存

在
す
る
。
理
解
の
背
景
に
つ
い
て
も
発
言
者
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
な
理

解
の
差
が
あ
り
、そ
れ
が
日
本
語
の
詩
論
へ
の
理
解
の
差
異
を
生
じ
、

日
本
語
の
資
料
の
共
通
性
に
頼
っ
た
日
本
独
特
の
概
念
理
解
の
言
説

が
生
じ
て
ゆ
く
。

　

本
稿
で
は
そ
の
な
か
で
も
、「
レ
ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
」、
い
わ

ゆ
る
「
新
精
神
」
と
い
う
理
念
を
め
ぐ
る
問
題
を
主
軸
に
、
日
本
語

に
よ
る
言
及
と
外
国
語
文
献
と
の
あ
わ
い
に
存
在
す
る
問
題
の
検
討

を
狙
い
と
す
る
。
日
本
の
昭
和
初
期
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
研
究
と
そ
の
後

続
に
お
け
る
「
概
念
」
の
調
律
を
行
う
こ
と
で
も
あ
り
、そ
の
歪
み
、

い
わ
ば
日
本
独
自
の
概
念
理
解
の
展
開
と
そ
の
特
殊
性
の
客
観
的
な

把
握
・
検
討
を
試
み
る
こ
と
で
も
あ
る
。

「
レ
ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
」
と
「
詩
と
詩
論
」
と
の
距
離

　

ま
ず
手
始
め
に
、
春
山
を
中
心
と
し
た
第
一
世
代
で
は
な
く
後
続

の
詩
人
た
ち
の
、
昭
和
期
に
お
け
る
レ
ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
へ
の

言
及
例
を
い
く
つ
か
参
照
す
る
。

　

一
九
六
九
（
昭
和
四
四
）
年
に
角
川
書
店
か
ら
現
代
詩
鑑
賞
講
座

の
第
九
巻
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
『
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
旗
手
た
ち
〈
現
代

詩
編
Ⅲ
〉』
で
は
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
期
の
詩
人
た
ち
の
梗
概
と
詩
作
品

の
読
み
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
梗
概
に
そ
れ
ぞ
れ
の
論
者
の
理
解
が

伺
え
る
。

彼
の
日
本
詩
壇
に
お
け
る
功
績
は
「
詩
と
詩
論
」
の
雑
誌
を
中

心
と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
新
し
い
文
学
で
あ
る
立
体
派
、
ダ

ダ
、
超
現
実
主
義
な
ど
の
文
学
運
動
を
率
先
し
て
日
本
に
取
り

入
れ
、
エ
ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ボ
ー
（
新
精
神
）
の
理
論
的
指
導
者
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と
し
て
、
か
つ
詩
人
と
し
て
、
日
本
詩
史
に
新
し
い
紀
元
を
画

し
て
い
っ
た
点
に
あ
る
。　

（「
春
山
行
夫
の
詩
」
川
口
敏
男
）

　

昭
和
三
年
、
エ
ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ボ
ー
（
新
精
神
）
を
旗
印
と

し
て
「
詩
と
詩
論
」
が
創
刊
さ
れ
た
時
、
近
藤
東あ

ず
まは

、
そ
の
最

初
の
メ
ン
バ
ー
の
ひ
と
り
だ
っ
た
。
つ
づ
い
て
「
詩
と
詩
論
」

が
「
文
学
」
と
改
題
、そ
の
「
文
学
」
廃
刊
の
後
、後
継
誌
と
な
っ

た「
詩
法
」で
は
、近
藤
東
は
編
集
者
で
あ
っ
た
。
そ
の「
詩
法
」

廃
刊
後
の
、
後
継
誌
「
新
領
土
」
で
は
、
近
藤
東
は
最
後
ま
で
、

そ
の
編
集
同
人
で
あ
っ
た
。
昭
和
三
年
か
ら
太
平
洋
戦
争
が
始

ま
る
昭
和
十
六
年
ま
で
の
十
三
年
間
、
い
わ
ゆ
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム

の
詩
の
流
れ
の
中
に
は
、
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
、
フ
ォ
ル
マ

リ
ス
ム
、
純
粋
詩
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
運
動
が
起
こ
っ
た
り
消
え

た
り
し
て
い
っ
た
が
、
近
藤
東
は
そ
の
渦
の
た
だ
中
で
、
き
わ

め
て
独
特
な
位
置
を
持
ち
続
け
て
き
た
。

（「
近
藤
東
の
詩
」
木
原
孝
一
）

　

一
九
一
〇
（
明
治
四
三
）
年
生
ま
れ
の
川
口
が
二
十
歳
の
こ
ろ

「
詩
と
詩
論
」
の
活
動
が
始
ま
っ
た
の
に
対
し
、
一
九
二
二
（
大
正

一
一
）
年
生
ま
れ
の
木
原
孝
一
は
ま
だ
小
学
生
で
あ
り
、
後
付
け
の

知
識
で
「
エ
ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ボ
ー
（
新
精
神
）
を
旗
印
と
し
て
「
詩

と
詩
論
」
が
創
刊
」
と
い
う
よ
う
に
、「
詩
と
詩
論
」
が
詩
壇
に
与

え
た
影
響
を
「
エ
ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ボ
ー
」
と
い
う
言
葉
が
象
徴
す
る

と
い
う
理
解
で
表
し
て
い
る
。

　

二
〇
一
〇（
平
成
二
二
）年
、杉
浦
静
は『
レ
ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー

の
展
開
』（
ゆ
ま
に
書
房　

同
年
八
月
）
の
解
説
に
お
い
て
、「
レ
ス

プ
リ
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
」
に
つ
い
て
の
詳
細
な
調
査
を
経
た
日
本
語
文

献
の
分
析
を
行
っ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
そ
の
作
業
を
元
に
、
新
精

神
を
巡
る
外
国
と
日
本
の
理
解
を
手
短
に
ま
と
め
て
見
る
。

　

そ
こ
で
杉
浦
は
日
本
語
の

4

4

4

4

レ
ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
と
い
う
語
彙

の
登
場
例
を
丹
念
に
調
査
・
収
集
し
て
お
り
、
日
本
に
お
け
る
そ
の

最
初
期
と
思
わ
れ
る
文
献
を
、
一
九
二
一
（
大
正
一
〇
）
年
九
月
の

小
牧
近
江
「
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
憶
ひ
出
（
巴
里
詩
話
）」（「
炬
火
」

創
刊
号
）
の
中
に
見
出
し
て
い
る
。
同
文
は
「
一
九
一
八
年
の
正
月
」

に
第
一
次
世
界
大
戦
下
の
パ
リ
で
小
牧
自
身
が
聴
い
た
と
い
う
講
演

を
記
事
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
「
新
精
神
と

詩
人
た
ち
」
で
あ
り
、
杉
浦
論
は
そ
の
講
演
原
稿
が
一
九
一
八
（
大

正
七
）
年
十
二
月
に
雑
誌
上
で
活
字
化
さ
れ
た
も
の
を
も
と
と
し
た

飜
訳
に
よ
っ
て
検
討
し
、ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
講
演
の
内
容
に
つ
い
て
、

「
変
革
の
理
念
を
語
っ
た
も
の
」
と
位
置
付
け
た
。

　

続
い
て
杉
浦
は
、「
詩
と
詩
論
」（
一
九
二
八
（
昭
和
三
）
年
九
月

創
刊
）
以
降
の
も
の
か
ら
、
一
九
三
四
（
昭
和
九
）
年
の
百
田
宗
治

の
エ
ッ
セ
イ
を
引
き
つ
つ
、

こ
こ
に
回
想
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、『
詩
と
詩
論
』
を
代
表
と
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す
る
所
謂
「
季
刊
の
詩
人
」
す
な
わ
ち
二
〇
年
代
後
半
か
ら

三
〇
年
代
に
か
け
て
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
以
外
の
モ
ダ
ニ
ズ

ム
詩
の
動
き
を
回
顧
・
総
括
す
る
時
、
そ
の
総
称
と
し
て
新
精

神
（
エ
ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
）
の
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

と
、「
回
顧
・
総
括
」
に
お
い
て
そ
れ
が
現
れ
る
と
い
う
重
要
な
指

摘
を
す
る
。
そ
の
百
田
の
エ
ッ
セ
イ
は
一
九
三
四
（
昭
和
九
）
年
二

月
「
行
動
」
誌
上
に
掲
載
さ
れ
た
「
若
き
詩
壇
を
語
る
」
で
、「『
詩

と
詩
論
』
や
『
詩
・
現
実
』
や
『
新
詩
論
』
な
ど
と
い
ふ
季
刊
雑
誌

に
よ
つ
て
、
詩
の
新
し
い
運
動
を
行
な
つ
た
詩
人
達
」
の
呼
称
と
し

て
レ
ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
が
使
用
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
後
付
け

の
命
名
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
杉
浦
は
そ
の
調
査
の
結
果
か
ら
、
次

の
よ
う
に
興
味
深
い
報
告
を
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
一
九
二
〇
年
代
後
半
か
ら
一
九
三
〇
年
代
に
お
い

て
、
運
動
の
現
場
で
あ
る
ま
さ
に
諸
季
刊
誌
に
お
い
て
〈
レ
ス

プ
リ
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
〉
や
新
精
神
、L’ESPR

IT N
O

U
V

EA
U

と
い
う
語
は
、
詩
論
そ
の
他
に
ほ
と
ん
ど
出
現
し
な
い
の
で
あ

る
。

と
し
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
昭
和
三
年
の
「
詩
と
詩
論
」
か

ら
昭
和
九
年
の
百
田
の
回
想
に
至
る
時
期
の
「
新
精
神
」
の
使
用
例

の
少
な
さ
を
挙
げ
、「
詩
と
詩
論
」
発
行
元
の
厚
生
閣
の
叢
書
の
広

告
中
に
そ
の
文
字
が
唯
一
み
ら
れ
る
、と
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

初
期
「
詩
と
詩
論
」
を
レ
ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
と
接
続
し
て
理
解

す
る
と
い
う
視
点
に
は
、注
意
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。

モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
に
関
連
す
る
言
説
の
多
重
性

　

杉
浦
は
日
本
人
の
手
に
な
る
言
説
を
閲
し
た
と
も
思
わ
れ
る
の
だ

が
、
そ
の
限
定
を
外
せ
ば
ど
う
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
春
山
ら
「
詩

と
詩
論
」
グ
ル
ー
プ
が
そ
の
理
論
的
背
景
と
し
た
外
国
語
の
文
献
を

も
と
に
し
た
も
の
、
と
い
う
視
点
を
加
え
る
と
ど
う
な
る
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
例
え
ば
、
一
九
二
九
（
昭
和
四
）
年
三
月
「
詩
と
詩
論
」

第
三
冊
の
巻
頭
に
掲
載
さ
れ
た
、北
川
冬
彦
の
手
に
な
る
マ
ル
セ
ル
・

ソ
ヴ
ァ
ー
ジ
ュ
の
「
今
日
の
ポ
エ
ジ
イ
」
の
抄
訳
の
中

4

4

4

4

に
見
い
だ
せ

る
。　

僕
と
一
緒
に
水
の
流
れ
に
随
い
て
來
給
へ
。
道
は
み
ん
な
ロ

オ
マ
へ
出
る
。
河
は
み
ん
な
海
へ
或
は
死
へ
、
す
な
は
ち
ポ
エ

ジ
イ
へ
。

　

諸
君
、
フ
ア
ン
ト
オ
マ
の
顔
を
思
ひ
出
し
給
へ
。

　

そ
こ
で
、
フ
ア
ン
ト
オ
マ
に
よ
つ
て
エ
ス
プ
リ
・
ヌ
ゥ
ボ
オ

の
最
初
の
性
質
は
、
勿
論
い
ろ
い
ろ
な
程
度
に
で
は
あ
る
が
、

ど
ん
な
も
の
で
あ
つ
た
か
を
考
へ
て
見
よ
う
。（

同
書
一
二
頁
）
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（（
エ
ス
プ
リ
・
ヌ
ウ
ボ
オ
は
、
預
言
的
責
務
の
負
担
を
要
求

す
る
。
実
際
、
神
話
は
実
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
へ
新
し
く

そ
れ
を
想
像
す
る
の
は
詩
人
で
あ
つ
て
実
現
す
る
の
は
此
度

は
、
発
明
者
で
あ
る
））。（
註
１
）　　
　
　
　
（
同
前
一
七
頁
）

先
に
引
用
し
た
も
の
は
ソ
ヴ
ァ
ー
ジ
ュ
に
よ
る
も
の
だ
が
、
後
者
に

付
さ
れ
た
註
１
に
は
、

ア
ポ
リ
ネ
エ
ル
「
メ
ル
キ
ュ
ウ
ル
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
に
発
表
さ

れ
た
宣
言
書
」。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
一
八
頁
）

と
あ
る
。
つ
ま
り
は
こ
の
註
１
を
付
し
た
ソ
ヴ
ァ
ー
ジ
ュ
に
よ
る
引

用
が
、
杉
浦
論
も
指
摘
し
て
い
る
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
「
新
精
神
と
詩

人
た
ち
」
か
ら
の
も
の
、
と
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
続
く
二
〇

頁
に
も
同
様
に
、

（（
エ
ス
プ
リ
・
ヌ
ウ
ボ
オ
が
、
従
來
の
藝
術
運
動
か
ら
自
ら
を

區
別
す
る
の
は
、
驚
異
に
よ
つ
て
で
あ
る
。
驚
異
に
與
へ
た
重

要
な
位
置
に
よ
つ
て
で
あ
る
））。（
註
４
）

と
い
う
引
用
が
あ
る
。
そ
の
註
は
「
註
４　

ギ
ヨ
オ
ム
・
ア
ポ
リ

ネ
エ
ル
。」
と
あ
る
。
念
の
た
め
昭
和
二
年
八
月
に
フ
ラ
ン
ス
で
刊

行
さ
れ
た
ソ
ヴ
ァ
ー
ジ
ュ
の
原
著
『PO

ÉSIE D
U

 TEM
PS

』（Les 
C

ahiers du Sud

刊
）
を
確
認
す
れ
ば
、
北
川
の
同
飜
訳
の
註
は
全

て
ソ
ヴ
ァ
ー
ジ
ュ
の
手
に
な
る
も
の
と
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

先
の
一
例
を
除
き
、「
今
日
の
ポ
エ
ジ
イ
」
に
現
れ
た
こ
の
「
エ
ス

プ
リ
・
ヌ
ウ
ボ
オ
」
が
ソ
ヴ
ァ
ー
ジ
ュ
の
取
捨
選
択
を
経
た
ア
ポ
リ

ネ
ー
ル
「
新
精
神
と
詩
人
た
ち
」
の
言
説
の
一
部
、と
了
解
で
き
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
ま
だ
単
に
飜
訳
さ
れ
た
断
片
的
要
素
の
ま
ま
で
あ

り
、
そ
の
意
味
で
は
杉
浦
が
述
べ
る
通
り
曖
昧
な
概
念
で
あ
っ
て
、

こ
の
時
期
の

4

4

4

4

4

日
本
に
お
い
て
、
新
レ
ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー

精
神
は
内
実
の
解
る
有
機
的
な

か
た
ち
で
は
「
詩
論
そ
の
他
に
ほ
と
ん
ど
登
場
し
な
い
」
こ
と
は
確

か
で
は
あ
る
。

外
国
語
資
料
を
も
と
と
す
る
補
足

　

日
本
で
の
理
解
を
中
心
に
据
え
て
展
開
す
る
杉
浦
論
に
、
フ
ラ
ン

ス
で
の
情
報
を
補
足
し
て
み
る
。

　

ま
ず
小
牧
は
そ
の
講
演
を
「
一
九
一
八
年
の
正
月
」
の
こ
と
、
と

伝
え
て
い
る
が
、実
際
に
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
自
身
が
登
壇
し
た
講
演「
新

精
神
と
詩
人
た
ち
」
が
パ
リ
の
ヴ
ュ
ー
・
コ
ロ
ン
ビ
エ
座
を
会
場

と
し
て
開
催
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
前
年
の
一
九
一
七
（
大
正
六
）
年

十
一
月
二
六
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
際
に
朗
読
さ
れ
た
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
自
身
の
作
品
を
初
め
と
す

る
詩
篇
は
、若
き
ア
ン
ド
レ
・
ブ
ル
ト
ン
の
選
択
に
な
る
も
の
で
あ
っ

た
。
若
き
ブ
ル
ト
ン
は
大
学
で
医
師
へ
の
道
を
歩
む
と
共
に
詩
の
世

界
へ
の
情
熱
を
持
ち
、
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
講
演
と
同
じ
一
九
一
七
年

に
詩
篇
「
若
き
パ
ル
ク
」
で
一
躍
そ
の
名
を
高
め
る
前
の
ポ
ー
ル
・

ヴ
ァ
レ
リ
ー
と
、
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
と
に
接
近
し
て
い
た
。
ア
ポ
リ
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ネ
ー
ル
の
関
係
で
見
れ
ば
、
ブ
ル
ト
ン
は
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
信
頼
を

得
る
よ
う
に
な
り
、
詩
人
に
よ
る
講
演
「
新
精
神
と
詩
人
た
ち
」
と

合
わ
せ
聴
衆
に
対
し
朗
読
さ
れ
る
た
め
の
詩
篇
を
選
び
だ
す
こ
と
に

な
る
。
た
だ
し
、
ア
ン
リ
・
ベ
ア
ー
ル
の
大
著
『
ア
ン
ド
レ
・
ブ
ル

ト
ン
伝
』（
塚
原
史
・
谷
昌
親
訳　

思
潮
社 

一
九
九
七
（
平
成
九
）
年
）

に
よ
れ
ば
、
そ
の
肝
心
の
講
演
で
展
開
さ
れ
た
「
過
去
の
古
典
的
伝

統
へ
の
回
帰
と
い
う
」
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
主
旨
は
、
若
き
ブ
ル
ト
ン

に
と
っ
て
「
ま
っ
た
く
場
ち
が
い
」
で
あ
っ
た
（
同
書
五
八
頁
）
と
、

ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
と
ブ
ル
ト
ン
両
者
の
認
識
の
差
異
を
示
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
、［
一
九
一
七
年
］
十
一
月
二
十
六
日
に
ヴ
ィ
ユ
ー
・

コ
ロ
ン
ビ
エ
座
で
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
が「
エ
ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー

と
詩
人
た
ち
」
と
題
す
る
講
演
を
お
こ
な
っ
た
と
き
、
そ
の
主

題
を
例
示
す
る
た
め
に
い
く
つ
か
の
作
品
を
選
択
し
た
の
は
ブ

ル
ト
ン
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
講
演
の
内
容
に
つ
い

て
は
、
彼
は
半
分
し
か
同
意
し
て
い
な
か
っ
た
。
彼
よ
り
年
長

の
高
名
な
詩
人
［
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
］
は
驚
き
を
新
し
い
芸
術
の

大
い
な
る
バ
ネ
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
か
を
予
感
し
て
は

い
た
が
、
こ
の
新
し
さ
の
形
態
と
内
容
を
決
め
か
ね
て
い
た
。

過
去
の
古
典
的
伝
統
へ
の
回
帰
と
い
う
彼
の
主
張
は
、
ま
っ
た

く
場
ち
が
い
な
も
の
だ
っ
た
。

「
こ
の
新
し
さ
の
形
態
と
内
容
を
決
め
か
ね
て
い
た
」（
原
文

はm
ais il n’a pas déterm

iné les form
es et le contenu de cette 

nouveauté, A
N

D
R

É B
R

ETO
N

 Le grand indésirable. par H
enri 

B
éhar, Editions C

alm
an-Lévy,1990.

の p.53

）と
い
う
指
摘
に
、「
レ

ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
」
が
更
新
を
求
め
る
理
念
で
は
あ
っ
て
も
、

そ
の
た
め
の
具
体
的
な
内
容
の
方
向
性
や
、
明
確
な
形
態
と
を
そ
な

え
た
主
張
と
は
な
っ
て
い
な
い
、
つ
ま
り
ム
ー
ド
で
運
用
さ
れ
が
ち

な
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

ま
た
、
小
牧
は
そ
の
文
章
で
、
病
に
よ
る
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
欠
席

と
代
読
と
を
伝
え
て
い
る
が
、年
譜
類
を
見
て
ゆ
け
ば
一
九
一
八（
大

正
七
）
年
の
一
月
か
ら
三
月
ま
で
彼
が
肺
の
充
血
に
よ
り
入
院
し
て

い
た
こ
と
が
解
る
た
め
、
前
年
と
近
い
内
容
で
の
再
演
が
企
画
さ
れ

て
い
た
も
の
の
、
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
体
調
が
整
わ
ず
に
や
む
な
く
代

演
と
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

同
年
十
一
月
ス
ペ
イ
ン
風
邪
に
よ
っ
て
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
が
パ
リ
で

急
逝
し
た
直
後
に
第
一
次
世
界
大
戦
が
終
結
す
る
。「
メ
ル
キ
ュ
ー

ル
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
」
誌
十
二
月
一
日
号
（
以
降
メ
ル
キ
ュ
ー
ル
誌
）

に
四
二
枚
の
手
書
き
講
演
原
稿
「
新
精
神
と
詩
人
た
ち
」
が
活
字
化

さ
れ
て
掲
載
に
至
る
。

　

そ
の
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
急
逝
を
経
て
、
ブ
ル
ト
ン
は
ダ
ダ
へ
と
よ

り
大
き
く
傾
倒
し
て
ゆ
く
こ
と
と
な
る
。
た
だ
し
、
新
し
い
精
神
と

い
う
理
念
は
当
然
そ
の
ブ
ル
ト
ン
に
も
影
響
を
与
え
て
ゆ
く
。
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参
照
の
困
難
な
「
新
精
神
と
詩
人
た
ち
」

　

一
方
で
、
第
一
次
世
界
大
戦
終
了
直
後
の
さ
ま
ざ
ま
な
混
乱
の
さ

中
に
発
行
さ
れ
た
雑
誌
を
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
遠
く
離
れ
た
日
本
で
入

手
す
る
こ
と
に
は
困
難
が
伴
っ
て
い
た
。
一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年

に
そ
の
一
部
を
訳
出
し
た
、
と
杉
浦
が
報
告
し
て
い
る
堀
辰
雄
は
、

当
時
掲
載
誌
で
あ
る
メ
ル
キ
ュ
ー
ル
誌
を
日
本
国
内
で
参
照
し
得

た
、
い
わ
ば
希
少
な
存
在
の
一
人
で
も
あ
る
。

　

一
方
で
詩
人
・
堀
口
大
學
も
一
九
二
三
（
大
正
一
二
）
年
頃
に
は

ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
レ
ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
を
受
容
・
理
解
し
て
い

た
こ
と
が
、
大
學
本
人
で
は
な
く
そ
の
友
・
佐
藤
春
夫
の
随
筆
か

ら
了
解
さ
れ
る
（
佐
藤
春
夫
「
珍
奇
な
薔
薇
」
初
出
誌
は
「
新
潮
」

一
九
二
四
（
大
正
一
三
）
年
二
月
、
の
ち
『
退
屈
読
本
』
に
収
録
さ

れ
る
）。
第
一
次
世
界
大
戦
の
戦
禍
を
避
け
て
ベ
ル
ギ
ー
か
ら
マ
ド

リ
ー
ド
の
地
に
あ
っ
た
大
學
は
、一
九
一
五
（
大
正
四
）
年
一
月
に
、

か
つ
て
の
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
恋
人
で
あ
っ
た
画
家
、
マ
リ
ー
・
ロ
ー

ラ
ン
サ
ン
と
の
知
遇
を
得
て
彼
女
か
ら
絵
を
習
う
こ
と
と
な
り
、
そ

の
際
に
詩
人
・
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
存
在
を
知
ら
さ
れ
た
こ
と
が
大
學

の
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
へ
の
深
い
傾
倒
の
第
一
歩
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、

一
九
一
八
（
大
正
七
）
年
の
十
月
か
ら
五
年
間
に
わ
た
り
大
學
が
ブ

ラ
ジ
ル
に
赴
い
た
際
も
、
偶
然
現
地
に
フ
ラ
ン
ス
の
書
肆
ガ
ル
ニ
エ

の
支
店
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
大
戦
末
期
の
混
乱
期
に
も
同
店
を
通

じ
て
フ
ラ
ン
ス
の
詩
書
を
求
め
て
フ
ラ
ン
ス
へ
と
発
注
を
か
け
て
お

り
、
そ
れ
か
ら
間
も
な
い
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
急
逝
と
、
程
な
く
発
行

さ
れ
た
「
新
精
神
と
詩
人
た
ち
」
掲
載
の
メ
ル
キ
ュ
ー
ル
誌
を
入
手

し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
大
西
洋
を
挟
ん
だ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
南
米
と

の
間
の
ほ
う
が
、
日
本
で
フ
ラ
ン
ス
書
を
入
手
す
る
よ
り
も
容
易
で

あ
っ
た
と
い
う
。

　

ま
た
、「
新
精
神
と
詩
人
た
ち
」
は
一
九
四
六
（
昭
和
二
一
）
年

に
パ
リ
の
ジ
ャ
ッ
ク
・
オ
ー
モ
ン
か
ら
一
五
〇
〇
部
限
定
で
刊
行
さ

れ
る
ま
で
、
単
行
本
へ
収
録
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

単
行
本
化
に
至
る
時
代
も
、
戦
争
に
よ
る
影
響
が
影
を
落
と
す
。

鈴
木
信
太
郎
は
岩
波
文
庫
版
の
旧
『
マ
ラ
ル
メ
詩
集
』
の
後
記
で
、

そ
の
間
の
影
響
を
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

そ
の
う
ち
日
本
は
、
上
海
事
變
、
國
際
聯
盟
脱
退
と
い
ふ
風
に

ず
る
ず
る
と
泥
沼
に
引
摺
り
込
ま
れ
、
爲
替
の
管
理
も
や
か
ま

し
く
な
り
、
鎖
國
状
態
に
陥
つ
て
、
忘
れ
も
し
な
い
一
九
四
〇

年
（
昭
和
十
五
）
の
初
め
、
最
後
の
フ
ラ
ン
ス
か
ら
の
小
包
を

受
取
っ
て
以
來
、
私
は
新
刊
書
を
見
る
こ
と
が
出
來
な
く
な
つ

た
。（
略
）

そ
の
他
の
新
刊
書
な
ど
を
入
手
し
得
る
や
う
に
な
つ
た
の

は
、
漸
く
知
的
鎖
國
か
ら
解
放
さ
れ
始
め
た
一
九
五
〇
（
昭
和

二
十
五
）
年
を
過
ぎ
て
か
ら
で
あ
る
。

　
（
一
九
六
三
年
十
一
月　

岩
波
書
店
）
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つ
ま
り
昭
和
初
期
の
日
本
で
は
、
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
に
よ
る
オ
リ
ジ
ナ

ル
の
内
容
全
体
の
参
照
・
把
握
が
難
し
い
文
献
で
あ
っ
た
、
と
言
え

る
。

「
レ
ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
」
と
い
う
理
念
の
震
源

　

一
九
九
一
（
平
成
三
）
年
に
フ
ラ
ン
ス
の
ガ
リ
マ
ー
ル
社
か
ら
刊

行
さ
れ
た
プ
レ
イ
ヤ
ー
ド
叢
書
版
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
全
集
の
散
文
編
第

二
巻
に
収
め
ら
れ
た
「
新
精
神
と
詩
人
た
ち
」
の
解
説
で
は
、
ア
ポ

リ
ネ
ー
ル
の
語
る
新
精
神
の
由
来
を
、
一
九
一
七
（
大
正
六
）
年

十
一
月
に
行
わ
れ
た
講
演
か
ら
、
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
が
一
九
一
三
（
大

正
二
）
年
に
執
筆
し
た
記
事
に
ま
で
遡
り
、
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の

二
月
、
ア
メ
リ
カ
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市シ

テ
ィ
で
開
催
さ
れ
た
大
規
模
な

国
際
現
代
美
術
展
、
い
わ
ゆ
る
ア
ー
モ
リ
ー
・
シ
ョ
ウ
（A

rm
ory 

Show

）
を
紹
介
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
現
代
芸

術
と
フ
ラ
ン
ス
を
中
心
と
し
た
後
期
印
象
派
か
ら
キ
ュ
ビ
ズ
ム
に
至

る
前
衛
の
視
覚
芸
術
を
ア
メ
リ
カ
に
本
格
的
に
紹
介
す
る
き
っ
か
け

と
な
っ
た
。
同
展
は
美
術
の
世
界
で
は
、
マ
ル
セ
ル
・
デ
ュ
シ
ャ
ン

の
作
品
四
点
が
話
題
を
呼
び
、
彼
が
そ
の
二
年
後
に
米
国
移
住
す
る

契
機
と
な
っ
た
こ
と
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
こ
に
「
レ
ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
」
が
ど
う
の
よ
う
に
絡
む
の

か
。
秘
密
は
そ
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
あ
る
。
同
展
の
ア
メ
リ
カ
側
の

事
務
局
長
の
立
場
に
あ
っ
たW

alt K
uhn

は
こ
れ
に
つ
い
て註

、
次
の

よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
独
立
革
命
当
時
の
マPine tree

ツ
の
木
の
旗
が
我
ら
の
エ
ン
ブ

レ
ム
と
な
っ
た
。
マ
ツ
の
木
は
「TH

E N
EW

 SPIR
IT

」
と
記

さ
れ
た
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
用
ボ
タ
ン
と
も
な
っ
て
、
数
千
個
あ
ま

り
が
配
布
さ
れ
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
引
用
者
試
訳
）

冒
頭
「
ア
メ
リ
カ
独
立
革
命
」
は
日
本
で
は
一
般
的
に
「
ア
メ
リ
カ

独
立
戦
争
」
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、「
独
立
戦
争
」
は
交
戦
し
た
イ

ギ
リ
ス
側
で
主
に
用
い
ら
れ
る
名
称
で
あ
る
。
そ
の
ボ
タ
ン
は
（
日

本
で
い
う
ピ
ン
ズ
や
バ
ッ
ジ
。A

rm
ory Show

 1913

の
画
像
検
索

で
参
照
も
可
能
）
円
形
で
、
緑
色
の
木
の
下
に
赤
い
文
字
で
「TH

E 

N
EW

 SPIR
IT

」
と
大
文
字
で
記
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
を
ア
ポ
リ

ネ
ー
ル
は
同
年
四
月
三
十
日
の
日
付
を
持
つ
日
刊
紙
「
ラ
ン
ト
ラ
ン

ズ
ィ
ジ
ャ
ン
」
の
美
術
時
評
で
と
り
あ
げ
て
い
る
。
北
米
マ
ツ
の
緑

の
木
の
デ
ザ
イ
ン
を
「
樅も

み

の
木
」
と
理
解
し
た
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
は
、

数
年
前
私
が
目
に
し
た
こ
と
の
あ
る
も
の
と
同
じ
、
ボ
タ
ン

ホ
ー
ル
に
高
く
か
か
げ
ら
れ
た
ち
い
さ
な
緑
の
樅
の
木
の

N
ew

 Spirit

、
レ
ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で

開
催
さ
れ
、
セ
ザ
ン
ヌ
か
ら
キ
ュ
ビ
ス
ト
に
い
た
る
フ
ラ
ン

ス
の
新
し
い
絵
画
に
対
し
て
、
た
だ
一
つ
の
展
覧
会
だ
け
で

三
九
五
〇
〇
〇
フ
ラ
ン
を
売
り
上
げ
た
ば
か
り
で
あ
る
。

　
（
引
用
者
試
訳
）
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文
中
「
ち
い
さ
な
緑
の
樅
の
木
」
は
原
文
で
は
「le petit sapin 

vert
」
で
あ
る
。
こ
の
「N

ew
 Spirit

」
を
フ
ラ
ン
ス
語
に
飜
訳
・
併

記
し
た
「
レ
ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
」
が
、
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
に
よ
る

使
用
の
初
例
と
な
っ
た
。

　

多
方
面
に
わ
た
っ
て
そ
の
才
を
発
揮
し
た
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
が
美
術

批
評
家
と
し
て
行
っ
た
重
要
な
活
動
の
一
つ
と
し
て
、
キ
ュ
ビ
ス
ム

の
擁
護
が
挙
げ
ら
れ
る
。
同
じ
一
九
一
三
年
の
三
月
半
ば
に
有
名
な

美
術
評
論
『
キ
ュ
ビ
ズ
ム
の
画
家
た
ち
』
を
刊
行
し
た
ば
か
り
の
ア

ポ
リ
ネ
ー
ル
に
と
っ
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
前
衛
の
視
覚
芸
術
を
含
む

三
十
九
万
五
千
フ
ラ
ン
に
上
る
同
展
で
の
売
り
上
げ
と
い
う
、
具
体

的
に
数
値
化
さ
れ
た
経
済
的
な
成
功
こ
そ
が
、
伝
統
主
義
も
根
強
く

残
る
フ
ラ
ン
ス
芸
術
界
で
活
動
す
る
新
し
い
芸
術
に
対
し
、新
大
陸
・

ア
メ
リ
カ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
驚
く
べ
き
評
価
と
し
て
、そ
の『
キ
ュ

ビ
ズ
ム
の
画
家
た
ち
』
に
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
主
張
の
正

当
性
を
意
識
し
た
可
能
性
は
高
い
。

　

そ
の
見
立
て
を
、
今
度
は
ポ
エ
ジ
ー
の
領
域
へ
と
向
け
て
接
続
し

た
も
の
が
、「
新
精
神
と
詩
人
た
ち
」
で
あ
る
。『
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
全

集
』（
昭
和
三
四
年
一
一
月
、
紀
伊
國
屋
書
店
）
所
収
の
若
林
眞
の

訳
で
そ
の
冒
頭
を
ひ
く
。

新エ
ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー

精
神
は
、
や
が
て
全
世
界
を
支
配
す
る
こ
と
に
な
ろ
う

が
、
詩
の
領
域
で
は
い
ま
ま
で
の
と
こ
ろ
、
フ
ラ
ン
ス
ほ
ど
に

は
、
ど
こ
の
国
に
も
現
れ
て
い
な
い
。

先
ほ
ど
の
前
提
を
踏
ま
え
て
い
れ
ば
、「
詩
の
領
域
で
は
」（dans la 

poésie　

こ
の
場
合
の
ポ
エ
ジ
ー
は
一
般
的
な
文
学
ジ
ャ
ン
ル
と
し

て
の
詩
、
の
意
）
と
い
う
一
節
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
絵
画
と
彫
塑
の
現

代
芸
術
、
つ
ま
り
新
精
神
が
ま
ず
、
言
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
芸

術
に
で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
の
「
視
覚
芸
術
」
に
対
し
て
行
わ
れ
た

ア
メ
リ
カ
側
か
ら
の
評
価
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
ア

ポ
リ
ネ
ー
ル
自
身
が
十
二
分
に
弁わ

き
まえ

て
い
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。

ア
メ
リ
カ
人
が
そ
れ
ま
で
一
般
的
に
知
っ
て
い
た
芸
術
と
は
異
質

な
、
新
し
い
表
現
手
法
を
目
の
前
に
し
た
驚
き
が
、
人
間
の
精ス

ピ
リ
ッ
ト神の

中
に
新
し
い
境
地
を
開
拓
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
と
同
様

に
、
伝
統
あ
る
フ
ラ
ン
ス
詩
壇
に
も
新
興
芸
術
の
「
新
し
い
精
神
」

を
受
け
入
れ
る
場
を
重
ね
る
。
こ
れ
が
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
に
よ
る
、
レ

ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
と
い
う
理
念
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
持
つ
構
造
で

あ
る
。

　

先
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
杉
浦
は
「
新
精
神
と
詩
人
た
ち
」
の
特

質
を
「
変
革
の
理
念
を
語
っ
た
も
の
」
と
定
義
づ
け
た
が
、
同
じ
プ

レ
イ
ヤ
ー
ド
版
ブ
ル
ト
ン
全
集
一
巻
（
一
九
八
八
（
昭
和
六
三
）
年

四
月
）
に
収
録
さ
れ
た
「L’esprit nouveau

」（「Littérature

」
新
シ

リ
ー
ズ
第
一
号
、
一
九
二
二
（
大
正
一
一
）
年
三
月
）
と
い
う
題
名

の
作
品
の
解
説
に
あ
る
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
講
演
へ
の
言
及
で
は
、
イ

タ
リ
ッ
ク
で
強
調
さ
れ
て
い
る
講
演
原
稿
の
「
驚
き
は
、
大
き
な
新

原
動
力
で
あ
る
。」
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
箇
所
は
先
に
見
た
ベ
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ア
ー
ル
の
引
用
に
も
「
驚
き
を
新
し
い
芸
術
の
大
い
な
る
バ
ネ
と
す

る
」
と
し
て
登
場
し
て
い
た
が
、「
新
原
動
力
」（ressort nouveau

）

のressort
は
通
常
バ
ネ
を
意
味
す
る
と
と
も
に
、比
喩
的
に
は「（
心

理
的
に
）
動
か
す
力
」
も
意
味
し
、「
精
神
力
」
ま
た
は
「
動
機
」

と
も
訳
出
は
可
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
は
、
ア
メ
リ
カ

由
来
のTH

E N
EW

 SPIR
IT

に
相
当
す
る「
新
し
い
精
神
力
／
動
機
」

と
い
う
理
念
へ
も
見
事
に
置
き
換
え
て
み
せ
て
い
る
。

　

一
九
一
七
（
大
正
六
）
年
の
五
月
に
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
は
、
ピ
カ
ソ

の
装
飾
と
エ
リ
ッ
ク
・
サ
テ
ィ
に
よ
る
音
楽
、
ジ
ャ
ン
・
コ
ク
ト
ー

の
手
に
な
る
戯
曲
で
構
成
さ
れ
た
舞
台
「Parade

」
の
パ
リ
初
演

プ
ロ
グ
ラ
ム
（
そ
の
名
で
あ
る
「
パ
ラ
ー
ド
」
は
客
寄
せ
芝
居
の
意
）

に
、
一
種
の
「
シ
ュ
ル
＝
レ
ア
リ
ス
ム
」
が
生
じ
、
そ
こ
に
新
精
神

を
認
め
た
と
語
る
一
文
、「《
パ
ラ
ー
ド
》
と
新

レ
ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー

精
神
」
を
寄
稿
し

て
も
い
た
。
そ
こ
に
登
場
す
る
「
シ
ュ
ル
＝
レ
ア
リ
ス
ム
」
は
書
簡

4

4

を
除
い
て

4

4

4

4

、
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
に
よ
る
造
語
「
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
」

に
つ
な
が
る
ご
く
初
期
の
使
用
例
、
と
さ
れ
て
い
る
。
ア
ポ
リ
ネ
ー

ル
は
同
年
十
一
月
末
の
講
演
「
新
精
神
と
詩
人
た
ち
」
の
一
節
で
、

大
戦
下
で
の
変
動
の
変
奏
と
も
み
え
る
新
精
神
の
理
念
に
つ
い
て
、

新
精
神
は
、
前
代
の
芸
術
、
文
学
運
動
の
い
ず
れ
と
も
異
な
っ

た
特
徴
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
れ
も
、
こ
の
驚
き
、
ま
た
驚
き

に
割
り
あ
て
た
重
要
な
位
置
、
に
由
来
す
る
の
だ
。

　

こ
の
点
に
お
い
て
、
新
精
神
は
、
ど
の
時
代
と
も
縁
の
な
い
、

も
は
や
現
代
固
有
の
も
の
で
し
か
な
く
な
る
。

　
　
（
紀
伊
国
屋
書
店
版
全
集　

七
八
五
頁
）

と
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
一
九
一
七
（
大
正
六
）
年
の
夏
に
は
詩
句

の
内
容
を
形
態
で
も
表
現
し
た
、
い
わ
ゆ
る
カ
リ
グ
ラ
ム
形
式
の
詩

篇
を
含
む
、
平
和
と
戦
争
の
詩
集
『
カ
リ
グ
ラ
ム
』
を
、
校
正
の
面

で
ブ
ル
ト
ン
の
助
け
も
得
な
が
ら
既
に
編
み
終
え
て
翌
一
九
一
八
年

に
刊
行
す
る
そ
の
立
場
も
あ
わ
せ
て
、
第
一
次
大
戦
の
も
と
、
彼
の

周
囲
に
大
き
く
新
し
い
原
動
力
を
秘
め
台
頭
し
つ
つ
あ
る
人
々
に
、

理
念
と
し
て
現
代
性
の
担
保
を
与
え
た
、
と
も
い
え
る
。

　

ブ
ル
ト
ン
全
集
の
一
巻
に
は
、
初
期
詩
篇
か
ら
パ
リ
・
ダ
ダ
、
シ
ュ

ル
レ
ア
リ
ス
ム
運
動
初
期
の
作
品
に
詳
細
な
注
釈
を
施
し
て
網
羅

し
、
ブ
ル
ト
ン
と
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
研
究
が
大
き
く
更
新
さ
れ
る

端
緒
と
な
る
。
そ
の
成
果
は
一
九
一
一（
平
成
三
）年
の
ア
ポ
リ
ネ
ー

ル
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
ド
版
全
集
散
文
篇
の
第
二
巻
に
も
反
映
さ
れ
る
。

　

一
方
日
本
で
は
、
こ
の
時
期
以
前
、
仏
文
学
者
の
中
に
は
先
述
の

紀
伊
国
屋
書
店
版
『
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
全
集
』
が
一
九
五
九
（
昭
和

三
四
）年
に
刊
行
さ
れ
て
以
降
、「
い
わ
ゆ
る
」を
付
し
て
ダ
ダ
や
シ
ュ

ル
レ
ア
リ
ス
ム
を
含
む
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
の
傾
向
を
お
お
ま
か
に
指
す

例
も
あ
る
が
、
特
に
プ
レ
イ
ヤ
ー
ド
版
全
集
の
散
文
編
第
二
巻
刊
行

以
降
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
そ
れ
は
ほ
ぼ
、
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
ゆ
く
。

こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
レ
ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー

の
由
来
が
英
語
のThe N

ew
 Spirit

に
あ
る
、
と
い
う
詳
細
な
註
が
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呈
示
さ
れ
、
そ
の
理
解
が
徐
々
に
広
が
っ
た
た
め
、
と
思
わ
れ
る
。

日
本
に
お
け
る
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
観

　

一
方
で
日
本
で
は
、
そ
の
あ
た
り
の
事
情
は
あ
ま
り
明
確
に
な
ら

な
い
。
例
え
ば
濱
田
明
を
代
表
と
す
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
研
究
会
の
『
モ

ダ
ニ
ズ
ム
研
究
』
が
思
潮
社
か
ら
刊
行
（
一
九
九
四
年
三
月
）
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
の
序
論
で
濱
田
は
、

ま
ず
『
エ
ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
の
全
様
相
』
と
い
う
本
に
つ

い
て
紹
介
し
た
い
。
こ
の
本
は
元
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
の
教
授
ミ
シ
ェ

ル
・
デ
コ
ー
ダ
ン
と
そ
の
グ
ル
ー
プ
が
共
同
執
筆
し
た
も
の
だ

が
、
こ
こ
で
は
、「
エ
ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
〔
＝
新
精
神
〕」

と
い
う
概
念
を
軸
に
、
そ
れ
に
か
か
わ
る
詩
人
芸
術
家
を
列
挙

し
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。「
新
精
神
」
と
い
う
の
は
、
も
と
も

と
二
十
世
紀
初
頭
に
詩
人
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
が
提
唱
し
た
新
し
い

精
神
の
あ
り
方
、あ
る
い
は
文
学
芸
術
の
運
動
方
針
で
あ
る
が
、

こ
の
場
合
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
エ
ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
〔
＝
新

精
神
〕
を
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
同
義
語
と
し
て
見
て
も
よ
い
で
あ
ろ

う
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
書
二
二
頁
）

と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
同
書
に
収
め
ら
れ
た
三
好
郁
郎
の
「
モ
ダ
ニ

ズ
ム
と
エ
ス
プ
リ
・
ヌ
ヴ
ォ
ー
―
―
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
美
術
評
論
に

見
る
「
新
し
さ
」
の
概
念
」
で
は
、ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
用
い
た
「
ヌ
ー

ヴ
ォ
ー
」
と
い
う
言
葉
、
つ
ま
り
「
新
し
さ
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
述
べ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
キ
ュ
ビ
ズ
ム
、
エ
ス
プ
リ
・
ヌ
ヴ
ォ
ー
、
あ
る

い
は
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
を
称
揚
す
る
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
に
と
っ

て
、
こ
れ
ら
前
衛
精
神
に
共
通
す
る
「
新
し
さ
」
の
内
実
は
な

に
か
。
そ
れ
が
、
必
ず
し
も
つ
ね
に
判
然
と
は
し
て
い
な
い
。

（
略
）
そ
の
「
新
し
さ
」
の
感
覚
は
、
か
な
り
の
振
幅
と
曖
昧

さ
を
と
も
な
っ
て
い
る
。（
略
）

　

重
要
な
の
は
、
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
言
う
「
新
し
さ
」
が
、
か

な
ら
ず
し
も
「
近
代
的
」
あ
る
い
は
「
現
代
的
」
を
意
味
し
て

い
な
い
こ
と
で
あ
る
。（
略
）

　
「
新
し
い
」
芸
術
は
、
ま
ず
、
ア
カ
デ
ミ
ス
ム
あ
る
い
は
ロ

マ
ン
チ
ス
ム
の
伝
統
と
決
別
す
る
。（
略
）「
新
し
さ
」
の
前
提

と
な
る
べ
き
「
断
絶
」
は
、
エ
ス
プ
リ
・
ヌ
ヴ
ォ
ー
の
詩
学
に

と
っ
て
も
、
当
然
に
そ
の
基
本
要
素
と
さ
れ
て
い
る
。

　
　
（
同
書
一
六
七
頁
～
一
六
八
頁
）

重
要
な
こ
と
は
、
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
自
身
の
言
説
を
検
討
し
て
も
、
そ

れ
が
お
お
ま
か
な
ム
ー
ド
に
主
導
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
伺
え

る
。
ま
た
、「
エ
ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
」
と
い
う
理
念
の
由
来
に

つ
い
て
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
新
精
神
（
エ
ス
プ
リ
・
ヌ
ヴ
ォ
ー
）
と
い
う
表
現

は
、「
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
」
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
ア
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ポ
リ
ネ
ー
ル
自
身
の
発
明
に
な
る
も
の
で
は
な
い
。
一
八
七
五

年
に
は
エ
ド
ガ
ー
・
キ
ネ
が
自
著
の
表
題
に
用
い
て
い
る
し
、

一
八
九
〇
年
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
、
ハ
ー
ヴ
ロ
ッ
ク
・
エ
リ
ス

が
同
名
の
書
物
を
著
し
、（
略
）
特
に
こ
の
エ
リ
ス
の
例
は
、

レ
ミ
・
ド
・
グ
ー
ル
モ
ン
を
通
じ
て
、
一
九
〇
三
年
ま
で
に
ア

ポ
リ
ネ
ー
ル
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
新

精
神
は
、
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
個
人
的
ク
レ
ド
で
あ
る
に
と
ど
ま

ら
ず
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
か
ら
前
衛
運
動
へ
か
け
て
、
一
つ
の
時
代

が
共
有
し
た
詩
的
精
神
の
、
い
わ
ば
集
約
的
表
現
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
一
七
六
頁　

引
用
中

の
「
ク
レ
ド
」
は
お
そ
ら
く
ラ
テ
ン
語cred

で
「
信
条
」
の
意
）

ま
ず
濱
田
の
引
く
こ
の
デ
コ
ー
ダ
ン
ら
の
著
書
は
一
九
八
六
年
刊
行

で
あ
り
、
一
九
九
一
年
十
月
初
版
刊
行
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
ド
版
全
集
の

散
文
編
第
二
巻
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
と
の
関
係
が
広
く
一
般
に
明

示
さ
れ
る
以
前
の
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
九
一
三
（
大
正
二
）

年
に
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
がA
rm

ory Show

に
言
及
し
た
記
事
と
こ
の

理
念
と
の
関
連
が
明
示
・
認
識
さ
れ
る
以
前
の
こ
と
、
で
あ
る
。

　

ま
た
、
三
好
の
言
及
は
そ
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
ド
版
全
集
散
文
編
第
二

巻
を
利
用
し
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
著
作
を
引
用
し
て
い
る
も
の
の
、
何

故
かA

rm
ory Show

へ
の
言
及
は
見
ら
れ
な
い
。

　

だ
が
、
そ
れ
に
は
少
し
理
由
が
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

稿
の
論
者
は
註
が
関
連
を
示
し
た
、
と
書
い
た
が
、
正
確
に
は
「
新

精
神
と
詩
人
た
ち
」
の
註
だ
け
で
は
そ
れ
は
わ
か
ら
な
い
。

　

三
好
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
同
書
の
「
新
精
神
と
詩
人
た
ち
」
に

施
さ
れ
た
解
説
の
ほ
ぼ
最
終
部
（
一
六
八
四
頁
）
に
は
、ア
ポ
リ
ネ
ー

ル
に
先
行
す
る
キ
ネ
の
著
書
な
ど
類
似
す
る
書
名
の
存
在
に
つ
い
て

の
言
及
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
の
の
ち
、
肝
心
のTH

E N
EW

 SPIR
IT

に
つ
い
て
は
先
に
本
稿
で
一
部
を
引
い
た
日
刊
紙
「「
ラ
ン
ト
ラ
ン

ズ
ィ
ジ
ャ
ン
」［（L’Intransigeant

）］
に
載
っ
た
美
術
時
評
で
彼
［
ア

ポ
リ
ネ
ー
ル
］
が
話
題
と
し
た
、
ア
メ
リ
カ
人
の
主
催
者
た
ち
に
よ

るnew
 spirit

も
同
様
」
と
短
く
あ
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
そ
こ

か
ら
同
じ
散
文
編
第
二
巻
の
五
七
三
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
、
先
に

見
た
四
月
三
十
日
付
け
の
記
事
に
施
さ
れ
た
註
（
一
六
〇
五
頁
）
に

至
っ
て
、
そ
れ
がA

rm
ory Show

と
い
う
ア
メ
リ
カ
で
開
催
さ
れ

た
美
術
展
で
の
、
フ
ラ
ン
ス
現
代
芸
術
に
対
し
ア
メ
リ
カ
側
が
示
し

た
エ
ン
ブ
レ
ム
「
新
し
い
精
神
」
で
あ
る
、
と
の
言
及
が
初
め
て
参

照
し
得
る
。「
新
精
神
と
詩
人
た
ち
」
よ
り
前
の
ペ
ー
ジ
に
収
録
さ

れ
て
い
る
作
品
に
付
さ
れ
た
こ
の
註
を
読
む
こ
と
で
、TH

E N
EW

 

SPIR
IT

が
基
本
的
に
ア
メ
リ
カ
の
価
値
観
を
示
し
、
詩
的
領
域
へ

と
導
入
を
図
っ
た
、
い
わ
ば
借
用
さ
れ
た
理
念
で
あ
る
事
情
を
、
よ

り
明
確
に
了
解
し
う
る
の
で
あ
る
。

　

プ
レ
イ
ヤ
ー
ド
版
全
集
編
纂
の
中
核
に
あ
っ
た
の
は
、
じ
つ
は
そ

の
ミ
シ
ェ
ル
・
デ
コ
ー
ダ
ン
な
の
だ
が
、
散
文
編
第
二
巻
はPierre 

C
aizergues

と
の
共
編
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
よ
う
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に
も
考
え
ら
れ
る
。
一
九
六
六
（
昭
和
四
一
）
年
に
初
め
て
刊
行
さ

れ
た
フ
ラ
ン
ス
語
版
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
全
集
の
第
三
巻
に
収
録
さ
れ
た

「
新
精
神
と
詩
人
た
ち
」
の
解
題
を
執
筆
し
た
の
は
デ
コ
ー
ダ
ン
そ

の
人
だ
っ
た
が
、
そ
こ
に
は
新
精
神
と
詩
人
と
の
関
係
を
簡
単
に
述

べ
た
解
説
が
展
開
さ
れ
て
お
り
、A

rm
ory Show

へ
の
言
及
は
な
い

（
同
書
九
三
五
頁
）。デ
コ
ー
ダ
ン
は
一
九
八
六
年
ま
で
は
確
実
に「
新

精
神
」
の
由
来
を
詩
と
密
接
に
か
か
わ
る
理
念
、
と
し
て
捉
え
て
い

た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

　

一
方
で
日
本
文
学
研
究
者
や
詩
人
の
研
究
と
し
て
の
言
及
は
、
百

田
以
降
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
そ
の
詩
人
た
ち
の
傾
向
を
大
ま
か
に
指
す

意
味
で
「
新
精
神
」
に
置
き
換
え
る
と
い
う
、
い
わ
ば
ム
ー
ド
の
使

用
例
も
多
い
。
例
え
ば
近
年
で
は
「
詩
と
詩
論
」
を
本
格
的
に
研
究

の
対
象
と
し
よ
う
と
試
み
た
『
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
奔
流　
「
詩
と
詩
論
」

と
レ
ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ボ
ー
』（
澤
正
宏
・
和
田
博
文
編　

一
九
九
六
（
平

成
八
）
年
三
月　

翰
林
書
房
）
の
副
題
に
よ
っ
て
も
、「
詩
と
詩
論
」

と
「
新
精
神
」
を
つ
な
ぐ
イ
メ
ー
ジ
を
相
変
ら
ず
流
布
す
る
一
因
と

な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
同
書
出
版
の
五
年
前
に
は
、
先
に
言
及
し
た

よ
う
に
、
創
作
の
初
期
か
ら
ダ
ダ
を
通
過
し
て
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム

に
至
る
一
九
三
〇
（
昭
和
五
）
年
ま
で
の
文
献
を
収
め
た
ア
ン
ド
レ
・

ブ
ル
ト
ン
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
ド
版
全
集
の
第
一
巻
と
、
同
じ
く
ア
ポ
リ

ネ
ー
ル
の
全
集
散
文
編
第
二
巻
と
い
う
二
つ
の
仏
文
献
が
連
動
す
る

形
で
作
成
さ
れ
、
関
連
を
参
照
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
の

だ
が
、
同
書
に
外
国
語
資
料
に
よ
る
概
念
更
新
が
反
映
さ
れ
た
形
跡

は
見
ら
れ
な
い
。

　

加
え
て
、
同
書
に
は
日
本
語
の
一
次
資
料
に
よ
る
概
念
の
精

査
・
検
証
を
経
た
用
語
や
概
念
規
定
の
統
一
も
一
切
無
い
ま
ま
に

新レ
ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー

精
神
は
運
用
さ
れ
て
い
る
。
和
田
は
「
未
知
の
世
界
（
レ
ス

プ
リ
・
ヌ
ー
ボ
ー
）
の
『
詩
と
詩
論
』
の
出
発
」
と
し
、
一
方
の
澤

も
そ
こ
で
「
新
詩4

精
神
」
と
い
う
よ
う
に
、
本
来
の
「
レ
ス
プ
リ
・

ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
」
の
な
か
に
は
な
い
「
詩
」
の
混
じ
っ
た
形
で
こ
の
理

念
を
認
識
し
、
言
及
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
も
そ
の
は
ず
、
先
述

の
『
モ
ダ
ニ
ズ
ム
研
究
』
に
は
澤
正
宏
も
執
筆
者
と
し
て
参
加
し
て

お
り
、
そ
の
「
日
本
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
の
な
か
で
春
山
行
夫
の
詩
論

の
核
心
を
「
意
味
の
無
い
詩
」
と
位
置
づ
け
た
上
で
批
判
を
行
っ
て

も
い
る
。

　

濱
田
に
よ
れ
ば
『
モ
ダ
ニ
ズ
ム
研
究
』
の
元
と
な
っ
た
の
は
、

一
九
九
〇
年
か
ら
三
年
間
に
渡
る
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ

る
共
同
研
究
で
あ
っ
た
と
い
う
。
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
同
義
、
と
彼
ら
が

捉
え
た
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
に
よ
る
「
レ
ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
」
を
め

ぐ
る
言
説
に
対
し
、
そ
の
詳
細
な
検
討
が
可
能
に
な
っ
た
一
九
九
一

年
十
月
以
降
の
段
階
で
は
す
で
に
共
同
研
究
は
半
ば
を
過
ぎ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
、そ
の
更
新
に
気
づ
く
可
能
性
の
あ
る
三
好
に
し
て
も
、

先
に
見
た
よ
う
に
理
念
に
先
行
す
る
名
を
持
つ
著
書
が
あ
っ
た
と
い

う
指
摘
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
絵
画
と
彫
塑
を
中
心
と
し
た
ア
ー
ト
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の
先
進
性
に
対
し
て
示
さ
れ
た
も
の
、
と
言
う
本
来
の
ニ
ュ
ア
ン

ス
で
の
理
解
の
更
新
も
果
さ
れ
な
い
。
結
果
的
に
は
「
新
精
神
」
の

理
念
の
解
明
を
目
指
し
つ
つ
、
あ
る
意
味
で
は
結
局
曖
昧
に
し
て
し

ま
っ
た
こ
と
に
な
る
同
書
の
成
果
を
澤
が
疑
う
こ
と
な
く
引
き
継
い

で
し
ま
っ
た
の
で
は
い
た
し
方
も
無
い
。『
モ
ダ
ニ
ズ
ム
研
究
』
の

中
で
は
ま
た
、理
念
に
対
す
る
認
識
の
混
乱
は
容
易
に
発
見
さ
れ
る
。

一
例
を
挙
げ
れ
ば
先
に
引
い
た
序
論
で
濱
田
は
、

　

二
十
世
紀
初
頭
の
西
欧
に
お
い
て
は
、
こ
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
な

る
も
の
は
理
念
に
お
い
て
も
、
形
態
に
お
い
て
も
、
ま
さ
に
運

動
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
現
象
を
し
め
す
も
の
で
あ
っ
た
。
フ

ラ
ン
ス
の
エ
ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
に
は
じ
ま
り

4

4

4

4

4

、
イ
タ
リ
ア

の
未
来
主
義
か
ら
ダ
ダ
と
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
に
い
た
る

4

4

4

4

文
字

ど
お
り
の
文
学
芸
術
運
動
が
そ
れ
で
あ
る
。

（
同
書
一
四
頁
、
傍
点
引
用
者
）

と
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
い
う
理
念
を
エ
ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
と
合
致

さ
せ
て
追
お
う
と
す
る
ば
か
り
に
、
一
九
〇
九
年
の
「
未
来
主
義
宣

言
」
と
一
九
一
六
年
の
ダ
ダ
が
、
一
九
一
七
年
に
講
演
と
し
て
提
唱

さ
れ
た
の
ち
一
九
一
八
年
末
に
メ
ル
キ
ュ
ー
ル
誌
上
で
多
く
の
目
に

触
れ
る
か
た
ち
を
と
っ
た
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の「
新
精
神
と
詩
人
た
ち
」

に
は
じ
ま
る

4

4

4

4

4

、
と
す
る
混
乱
を
含
ん
で
も
い
る
。
事
実
は
ブ
ル
ト
ン

に
よ
る
一
九
一
九
年
の
自
動
記
述
の
試
み
の
初
例
と
、
一
九
二
四
年

の「
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
宣
言
」の
み
が
一
九
一
八
年
の
ア
ポ
リ
ネ
ー

ル
の
死
後
の
動
き
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
一
般
的
な
概
念
理
解
を

運
用
す
る
こ
と
の
難
し
さ
と
、
個
別
の
事
象
を
概
念
の
ム
ー
ド
で
塗

り
つ
ぶ
し
か
ね
な
い
可
能
性
が
見
受
け
ら
れ
る
。『
モ
ダ
ニ
ズ
ム
研

究
』
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
研
究
が
も
う
一
段
階
更

新
さ
れ
る
い
わ
ば
端
境
期
に
準
備
さ
れ
、そ
の
成
果
を
「
エ
ス
プ
リ
・

ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
」
に
盛
り
込
ま
ぬ
ま
ま
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
同
義
と
ま
で

扱
っ
て
刊
行
さ
れ
た
、
と
言
う
結
果
が
そ
こ
に
あ
る
。
同
書
の
持
つ

意
義
を
批
判
す
る
つ
も
り
も
無
い
が
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
言
う
現
象
の

多
様
性
を
表
現
す
る
た
め
、
と
い
う
意
図
の
も
と
に
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と

レ
ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
と
を
「
同
義
」
と
し
て
扱
う
こ
と
で
、
更

新
以
後
に
は
そ
の
理
解
が
よ
り
混
乱
し
て
い
る
と
見
え
る
記
述
が
生

じ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
外
国
語
を
背
景
と
し
た
概
念
の
理
解
は
多
く

が
そ
の
国
の
研
究
で
の
更
新
の
進
捗
に
左
右
さ
れ
る
と
い
う
、
そ
ん

な
あ
た
り
ま
え
の
困
難
に
満
ち
て
い
る
こ
と
の
証
左
で
も
あ
る
。
大

き
い
概
念
研
究
の
あ
り
方
と
、
時
期
と
範
囲
を
限
定
し
た
概
念
の
精

査
と
は
自
ず
か
ら
意
味
が
異
な
っ
て
く
る
。

　

裏
を
返
せ
ば
、「
詩
と
詩
論
」
創
刊
の
前
後
に
は
、
春
山
や
北
川

は
明
確
に
確
定
で
き
ぬ
「
レ
ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
」
と
い
う
理
念

の
存
在
に
関
心
を
持
ち
つ
つ
も
、間
接
的
に
で
も
そ
の
意
義
を
推
測
・

確
定
す
る
資
料
が
揃
わ
ぬ
う
ち
は
、
言
及
を
行
わ
な
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
、
と
言
う
可
能
性
も
そ
こ
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
の

態
度
は
、
外
国
語
を
問
わ
ず
、
資
料
を
読
み
推
定
を
重
ね
る
立
場
に
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あ
る
も
の
と
し
て
は
、
本
来
至
極
当
然
の
こ
と
な
の
だ
か
ら
。

　

そ
し
て
、「
詩
と
詩
論
」
で
は
語
ら
れ
な
か
っ
た
「
新
精
神
」
と

い
う
理
念
が
、「
詩
と
詩
論
」
の
の
ち
の
世
代
か
ら
ム
ー
ド
と
し
て

あ
い
ま
い
な
形
で
語
ら
れ
流
通
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
こ
に
本
来
の

意
味
と
は
異
な
る
意
味
合
い
が
詳
細
な
検
証
を
さ
れ
る
こ
と
な
く
付

加
さ
れ
た
可
能
性
も
み
え
て
く
る
。
先
に
引
い
た
日
本
で
の
「
詩
と

詩
論
」
と
レ
ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
と
を
結
び
つ
け
た
人
々
の
言

及
の
多
く
が
、「
詩
と
詩
論
」
と
後
続
の
「
文
学
」
誌
が
復
刻
さ
れ
、

参
照
が
よ
り
容
易
と
な
る
昭
和
五
四
年
よ
り
前
に
行
わ
れ
た
こ
と
を

確
認
す
る
こ
と
も
大
切
な
点
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
「
新
精
神
と
詩
人
た
ち
」
の
書
誌
情
報
を
簡
単
に
列
記
し

て
お
く
。

・
初
出
誌　

M
ercure de France

誌 

一
九
一
八
年
十
二
月
一
日
号

・
単
行
本　

L'esprit nouveau et les Poètes. Paris, Jacques 

H
aum

ont, 1946. 1500

部
限
定
、一
九
四
六
（
昭
和
二
一
）
年
。

 

な
お
、
こ
の
ジ
ャ
ッ
ク
・
オ
ー
モ
ン
版
を
も
と
に
、Jacques 

C
harpier 

お
よ
び Pierre Seghers

の
編
纂
に
よ
り
、
パ
リ
の

セ
ゲ
ル
ス
か
ら
刊
行
さ
れ
た
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ーA

rt poétique

（Editions Pierre Seghers,Paris. 1956

）
の
中
に
も
収
録
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
聖
書
や
古
代
か
ら
近
現
代
ま
で
の
詩
法
と
引

用
さ
れ
た
詩
作
品
を
集
成
し
た
も
の
で
、
一
九
六
〇
年
代
半
ば

に
か
け
て
版
を
重
ね
て
い
る
た
め
、
同
書
を
通
じ
て
も
ア
ポ
リ

ネ
ー
ル
の
「
新
精
神
と
詩
人
た
ち
」
そ
の
も
の
を
読
む
こ
と
は

で
き
る
が
、
同
書
自
体
が
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
単
独
で
の
著
作
で
は

な
い
た
め
、
参
照
は
難
し
い
可
能
性
が
あ
る
。

・
日
本
語
版　

ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
全
集　

鈴
木
信
太
郎
・
渡
邊
一
民

編　

一
九
五
九
（
昭
和
三
四
）
年　

紀
伊
国
屋
書
店

・
仏
語
版　

ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
全
集　

Paris,A
ndré B

alland et 

Jaques Lecat,1966.

 

第
三
巻
に
収
録
、　5980

部
限
定
、 

一
九
六
六
（
昭
和
四
一
）

年
三
月
三
十
一
日
。
そ
の
「
新
精
神
と
詩
人
た
ち
」
の
コ
ピ
ー

ラ
イ
ト
は
、
一
九
四
六
年
の
オ
ー
モ
ン
、
と
示
さ
れ
て
い
る
。 

　

こ
の
あ
と
、
一
九
九
一
年
に
プ
レ
イ
ヤ
ー
ド
版
全
集
の
散
文
編
第

二
巻
が
刊
行
さ
れ
る
。

　

ま
た
一
九
七
九
（
昭
和
五
四
）
年
に
青
土
社
か
ら
四
巻
構
成
で
刊

行
さ
れ
た
『
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
全
集
』
に
は
「
新
精
神
と
詩
人
た
ち
」

は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
点
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
日
本
で
は

昭
和
三
四
年
の
紀
伊
国
屋
書
店
版
と
昭
和
五
四
年
の
青
土
社
版
い
ず

れ
も
選
集
と
し
て
の
性
格
が
強
く
、
ま
た
一
九
九
一
年
よ
り
以
前

に
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
日
本
語
へ
の
飜
訳
に
よ
る
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の

全
集
は
い
ず
れ
も
、
あ
た
ら
し
い
研
究
の
成
果
を
あ
ま
り
反
映
さ
れ

ぬ
状
況
に
あ
る
。
飜
訳
も
、
す
べ
て
の
情
報
を
伝
え
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
外
国
語
資
料
を
意
識
し
な
い
こ
と
の
デ
メ
リ
ッ
ト
は
、
そ

の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
も
あ
ら
わ
れ
る
。
外
国
語
資
料
と
そ
の
更
新
を
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顧
慮
せ
ぬ
研
究
は
、
日
本
語
資
料
を
主
体
と
す
る
理
解
の
歪
み
を
客

観
的
に
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
ま
ま
に
推
移
す
る
可
能
性
を
は
ら

む
。

北
川
、
ソ
ヴ
ァ
ー
ジ
ュ
、
春
山

　

先
に
引
い
た
「
詩
と
詩
論
」
で
、
北
川
は
ソ
ヴ
ァ
ー
ジ
ュ
に
よ
る

二
つ
目
の
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
引
用
を
「
驚
異
」
と
訳
出
し
て
も
い

た
。
そ
の
直
前
に
は
「
驚
異
―
最
も
大
き
な
新
ら
し
い
バ
ネ
」（La 

surprise ―
 le plus grand ressort nouveau

）
と
あ
り
、
ソ
ヴ
ァ
ー

ジ
ュ
が
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
宣
言
の
中
核
を
的
確
に
理
解
し
、
抽
出
し
て

い
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。
飜
訳
と
い
う
か
た
ち
の
、
そ
れ
も
断
片

で
は
あ
っ
て
も
、
現
代
フ
ラ
ン
ス
詩
の
先
駆
者
と
い
わ
れ
る
ア
ポ
リ

ネ
ー
ル
の
唱
え
る
新

レ
ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー

精
神
は
一
応
、「
詩
と
詩
論
」
に
移
植
さ
れ

て
は
い
る
が
、
片
仮
名
の
表
記
の
ま
ま
、
で
あ
る
。

　

先
に
北
川
が
「
宣
言
書
」
と
訳
出
し
た
原
註
の
語
は

「M

マ
ニ
フ
ェ
ス
ト

anifeste

」
で
あ
り
、
大
正
一
五
年
三

m
a

r
s月

（
北
川
は
五m

a
i月

と
誤

訳
）
に
ソ
ヴ
ァ
ー
ジ
ュ
が
『
今
日
の
ポ
エ
ジ
ー
』
の
元
と
な
っ
た
講

演
会
を
フ
ラ
ン
ス
の
マ
ル
セ
イ
ユ
で
行
っ
た
時
点
で
も
、「
新
精
神

と
詩
人
た
ち
」
は
ソ
ヴ
ァ
ー
ジ
ュ
ら
フ
ラ
ン
ス
の
詩
人
に
と
っ
て

は
、
お
よ
そ
二
年
前
の
ブ
ル
ト
ン
の
「
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
宣
言
」

（
い
わ
ゆ
る
第
一
宣
言
）
な
ど
と
並
ん
で
、
精エ

ス
プ
リ神

の
現
代
性
に
関
す

る
「
宣マ
ニ
フ
ェ
ス
ト

言
書
」
の
一
つ
と
理
解
か
つ
重
視
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
了

解
で
き
る
。

故
に
、
詩
人
は
欲
す
る
と
否
と
に
拘
わ
ら
ず
、
思
ひ
切
つ
て
エ

ス
プ
リ
・
ヌ
ウ
ボ
オ
の
中
に
入
つ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
ほ
か
に
は
、
模
写
画
、
諷
詩
、
痛
恨
（
そ
れ
が
ど
ん
な
に

崇
高
で
あ
ら
う
と
も
）
の
三
つ
の
門
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
の
で

あ
る
。

北
川
が
訳
出
し
た
こ
の
「
今
日
の
ポ
エ
ジ
イ
」
の
一
節
は
、
の
ち
太

平
洋
戦
争
後
に
、
北
川
の
著
書
『
詩
の
話
』
に
も
ソ
ヴ
ァ
ー
ジ
ュ
の

名
と
と
も
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
同
書
は
昭
和
二
〇
年
代
に
宝
文
館

か
ら
刊
行
さ
れ
、
昭
和
三
一
年
に
は
角
川
文
庫
に
入
り
二
〇
年
以
上

版
を
重
ね
て
い
る
。
こ
の
引
用
の
後
に
北
川
は
回
想
と
共
に
、

こ
れ
も
新
し
い
詩
人
の
態
度
を
云
っ
て
い
る
。
一
九
二
四
、五

年
、
丁
度
わ
れ
わ
れ
の
「
詩
と
詩
論
」
時
代
に
出
た
フ
ラ
ン
ス

の
新
詩
人
の
本
に
出
て
い
る
言
葉
で
あ
る
。〈
模
写
画
〉
と
は

リ
ア
リ
ズ
ム
、〈
諷
詩
〉
と
は
諷
刺
の
た
め
の
諷
刺
詩
、〈
痛
恨
〉

と
は
抒
情
詩
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

と
解
説
し
、初
出
誌「
詩
と
詩
論
」第
三
冊
掲
載
時
に
は
な
か
っ
た「
新

精
神
」
の
文
字
を
エ
ス
プ
リ
・
ヌ
ウ
ボ
オ
の
後
に
括
弧
書
き
で
添
え

て
い
る
。
北
川
は
続
い
て
堀
口
大
學
の
訳
に
よ
る
マ
ッ
ク
ス
・
ジ
ャ

コ
ブ
の
「
詩
法
」
の
一
節
を
引
い
た
の
ち
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

エ
ス
プ
リ
・
ヌ
ウ
ボ
オ
の
詩
精
神
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
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エ
ス
プ
リ
・
ヌ
ウ
ボ
オ
の
精
神
と
は
、デ
フ
ォ
ル
マ
シ
ョ
ン
（
変

形
）
の
精
神
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
。　
（
引
用
は
角
川
文
庫
版
）

北
川
は
フ
ラ
ン
ス
の
当
時
の「
フ
ラ
ン
ス
の
新
詩
人
」ソ
ヴ
ァ
ー
ジ
ュ

と
自
ら
を
比
肩
し
つ
つ
、「
新
精
神
」
へ
の
自
ら
の
見
解
を
示
す
。

し
か
し
、
こ
の
「
故
に
、
詩
人
は
欲
す
る
と
否
と
に
拘
わ
ら
ず
」
か

ら
は
じ
ま
る
文
章
は
、「
新
精
神
と
詩
人
た
ち
」
の
ほ
ぼ
最
終
部
に

見
出
せ
る
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
自
身
の
言
葉
で
あ
っ
て
、
北
川
の
言
う
ソ

ヴ
ァ
ー
ジ
ュ
の
も
の
で
は
な
い
。「
詩
と
詩
論
」
初
出
の
昭
和
四
年

三
月
か
ら
同
文
庫
が
版
を
重
ね
た
昭
和
五
〇
年
代
ま
で
そ
の
表
記
は

変
わ
ら
ず
、
つ
ま
り
主
観
に
よ
り
固
定
化
さ
れ
た
こ
の
認
識
は
更
新

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
ち
な
み
に
北
川
の
『
詩
の
話
』
が
角
川
書
店

に
て
文
庫
化
さ
れ
た
二
年
前

4

4

4

、
昭
和
二
九
年
十
月
に
堀
口
大
學
の
飜

訳
に
よ
り
刊
行
さ
れ
た
新
潮
文
庫
版
『
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
詩
集
』
の
解

説
に
は
、

新
精
神（l’Esprit nouveau

）の
鼓
吹
者
と
し
て
の
ア
ポ
リ
ネ
ー

ル
の
姿
が
目
立
っ
て
く
る
。「
詩
人
が
新
精
神
に
加
担
し
な
い

こ
と
は
自
由
だ
。
た
だ
、
新
精
神
以
外
の
と
こ
ろ
に
は
、
三
つ

の
扉
し
か
開
か
れ
て
い
な
い
と
知
る
べ
き
だ
。
一
つ
は
月
並
の

扉
で
あ
り
、
一
つ
は
サ
タ
イ
ア
の
扉
で
あ
り
、
一
つ
は
哀
歌
の

扉
で
あ
る
。
ど
ん
な
に
素
晴
ら
し
く
と
も
、
高
の
知
れ
た
も
の

だ
」。

と
、
短
い
な
が
ら
も
こ
の
一
節
が
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
も
の
、
と
わ
か

る
言
及
も
あ
る
。

　

北
川
が
結
局
、
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
「
新
精
神
と
詩
人
た
ち
」
へ
の

関
心
を
持
ち
な
が
ら
も
、
大
正
七
年
か
ら
戦
後
の
昭
和
二
〇
年
代
に

か
け
て
の
時
期
、
日
本
に
お
い
て
は
参
照
の
難
し
い
そ
の
オ
リ
ジ
ナ

ル
を
読
む
機
会
が
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
と
、「
詩
と
詩
論
」
の
頃

か
ら
長
き
に
わ
た
っ
て
、
ソ
ヴ
ァ
ー
ジ
ュ
の
原
註
に
そ
れ
を
「
宣
言

書
」と
す
る
表
現
を
見
出
し
、同
時
代
の
詩
人
と
し
て
の
自
負
を
持
っ

て
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
が
指
し
示
す
で
あ
ろ
う
「
新
精
神
」
の
内
実
を
探

り
、
思
考
し
よ
う
と
す
る
北
川
の
営
為
が
持
続
し
て
い
た
と
い
う
事

実
が
あ
る
。
外
国
語
資
料
を
読
め
る
こ
と
と
、
資
料
を
多
角
的
に
検

討
す
る
こ
と
と
は
同
義
で
は
な
い
、
と
も
い
え
る
。

　

ま
た
、
ソ
ヴ
ァ
ー
ジ
ュ
の
同
書
は
春
山
行
夫
に
も
確
実
に
リ
ン
ク

す
る
。「
詩
と
詩
論
」
第
二
冊
の
「
高
速
度
詩
論
」
そ
の
一
に
あ
る

二
三
〇
頁
の
註
四
に
は
、

マ
ル
セ
ル
・
ソ
オ
ヴ
ア
ジ
ユ
の
「[=

P
oésie du T

em
ps]

今
日
の
詩
」
の
「
散
文
詩
」

を
見
よ
。

と
あ
る
。「
詩
と
詩
論
」
刊
行
前
年
の
昭
和
二
年
八
月
二
三
日
に
刊

行
さ
れ
た
同
書
は
、「
詩
と
詩
論
」
初
期
段
階
で
の
北
川
と
春
山
が

共
有
し
た
詩
論
的
根
拠
の
一
つ
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、

同
じ
第
二
冊
の
春
山
「
高
速
度
詩
論
」
で
展
開
さ
れ
た
「
ポ
エ
ジ
イ
」

を
強
調
す
る
意
図
に
沿
う
か
の
ご
と
く
、
続
く
第
三
冊
で
の
『
今
日

の
ポ
エ
ジ
イ
』
抄
訳
で
の
訳
語
は
「
ポ
エ
ジ
イ
」
に
統
一
さ
れ
る
一
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方
で
、先
に
見
た
註
の
中
で
春
山
は
「
詩
」
と
慎
重
に
記
し
て
い
る
。

　

北
川
が
『
今
日
の
ポ
エ
ジ
イ
』
を
「
詩
と
詩
論
」
誌
上
に
訳
出
し

た
範
囲
で
見
れ
ば
、
原
書
の
見
開
き
二
頁
（
原
著
三
〇
～
三
一
頁
）

に
該
当
す
る
部
分
を
北
川
が
訳
し
落
と
し
て
い
る
点
や
、
春
山
が
先

に
参
照
を
指
定
し
た
個
所
が
、
北
川
が
訳
出
し
た
範
囲
の
以
降
に
配

さ
れ
て
い
る
章
段
で
あ
る
点
か
ら
、
少
な
く
と
も
春
山
は
第
二
冊
刊

行
よ
り
以
前
に
同
書
を
入
手
・
読
了
し
て
い
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
北
川
は
堀
口
大
學
の
編
集
に
よ
る
第
一
書
房
の
雑
誌
「
オ

ル
フ
ェ
オ
ン
」
第
二
号
（
一
九
二
九
（
昭
和
四
）
年
五
月
）
と
第
四

号
（
同
年
七
月
）
に
「
散
文
詩
論
」（
一
）（
二
）
と
し
て
、ソ
ヴ
ァ
ー

ジ
ュ
の
同
書
第
三
編
に
該
当
す
る
部
分
を
訳
出
・
掲
載
し
て
い
る
。

　

そ
の
ソ
ヴ
ァ
ー
ジ
ュ
に
対
し
て
は
、
第
四
冊
の
特
集
「
世
界
詩
人

レ
ヴ
ュ
ウ
」（「
レ
ビ
ユ
ウ
」
の
表
記
も
あ
り
）
で
春
山
自
身
が
ま
と

め
た
フ
ラ
ン
ス
の
「
主
な
る
雑
誌
」
の
中
で
も

Les C
ahiers du Sud

（
月
刊
）
マ
ル
セ
イ
ユ
。
マ
ル
セ
ル
・
ソ

オ
ヴ
ァ
ジ
ェ
の
新
し
さ
が
代
表
す
る
新
し
い
雜
誌
。
小
説
・
詩
・

エ
ッ
セ
イ
の
出
版
物
も
出
し
て
ゐ
る

と
そ
の
名
を
記
し
て
い
る
。
同
じ
第
四
冊
に
収
め
ら
れ
た
原
研
吉
に

よ
る
ブ
ル
ト
ン
の
項
目
で
は
冒
頭
に
「
ブ
ル
ト
ン
、テ
ス
ト
氏
の
孫
」

と
い
う
紹
介
で
始
ま
る
が
、

彼
は
当
代
の
最
も
活
動
的
で
、
最
も
若
く
、
多
分
は
最
も
明
敏

な
エ
ス
プ
リ
で
あ
る
。

と
終
わ
る
数
行
は
ソ
ヴ
ァ
ー
ジ
ュ
の
評
言
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
文
壇

と
そ
の
周
縁
で
生
じ
る
さ
ま
ざ
ま
な
動
向
に
関
す
る
情
報
の
内
実
に

つ
い
て
、
よ
り
立
体
的
に
別
の
角
度
か
ら
も
把
握
す
る
に
際
し
て
、

ソ
ヴ
ァ
ー
ジ
ュ
の
言
説
は
利
用
す
る
に
足
る
強
度
を
も
つ
新
鮮
な
言

説
を
行
う
存
在
と
し
て
、
初
期
の
「
詩
と
詩
論
」
の
言
説
形
成
に
お

い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
、と
い
う
形
跡
が
見
て
取
れ
る
。

そ
れ
は
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
詩
壇
に
流
通
す
る
曖
昧
な
概
念
に
対
し
、

客
観
的
な
観
点
を
確
保
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

詩
人
急
逝
の
の
ち
の
「
新
精
神
」
と
、「
精
神
」
の
ゆ
く
え

　

一
九
二
二
（
大
正
一
一
）
年
の
初
頭
に
ブ
ル
ト
ン
は
「
現
代
精
神

の
擁
護
と
方
向
決
定
の
た
め
の
国
際
会
議
」（C

ongrés international 

pour la déterm
ination de directives et la défense de l’esprit 

m
oderne

）、
い
わ
ゆ
る
「
パ
リ
会
議
」
の
開
催
を
計
画
す
る
。
ブ

ル
ト
ン
は
現
代
性
を
軸
に
か
つ
て
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
が
宣
言
し
た

新レ
ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー

精
神
の
理
念
の
更
新
を
試
み
た
、
と
も
い
え
よ
う
。
そ
も
そ

も
新

レ
ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー

精
神
の
理
念
自
体
が
曖
昧
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
背
景

の
一
つ
に
は
一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
か
ら
ジ
ャ
ン
ヌ
レ
ら
に
雑
誌

名
と
し
て
「レ

ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー

新
精
神
」
が
既
に
利
用
さ
れ
、
建
築
の
近
代
化
と
い
う

局
面
に
お
い
て
盛
ん
に
「レ

ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー

新
精
神
」
が
利
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事

情
も
係
り
、
会
議
に
は
そ
の
「レ

ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー

新
精
神
」
誌
の
共
同
編
集
人
で
あ
る
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画
家
オ
ザ
ン
フ
ァ
ン
も
参
加
を
表
明
し
て
い
た
。
し
か
し
、
当
時
ブ

ル
ト
ン
と
関
係
の
悪
化
し
て
い
た
ツ
ァ
ラ
の
反
対
と
そ
れ
に
連
動
す

る
勢
力
も
あ
り
、
残
念
な
が
ら
会
議
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
つ
ま
り

は
現
代
の
新
し
い
精
神
、
言
わ
ば
「
思
考
」
を
擁
護
す
る
、
と
い
う

名
目
の
元
に
エ
ス
プ
リ
の
主
導
権
を
と
る
こ
と
に
失
敗
し
た
も
の

の
、
そ
の
頃
か
ら
ブ
ル
ト
ン
を
中
心
と
し
、
や
が
て
シ
ュ
ル
レ
ア
リ

ス
ト
の
グ
ル
ー
プ
に
発
展
す
る
人
々
が
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
を
始
め
、

ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
も
う
一
つ
の
遺
産
で
あ
る「
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
」

の
定
義
（
基
本
的
に
レ
ア
リ
ス
ム
に
対
置
さ
れ
て
使
用
さ
れ
る
も
の

の
、
三
好
も
言
う
よ
う
に
明
瞭
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
）
を
現
代
的

に
読
み
替
え
、
意
味
内
容
を
一
新
し
て
ゆ
く
と
も
言
え
よ
う
。

　

シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
名
の
も
と
、
ブ
ル
ト
ン
ら
シ
ュ
ル
レ
ア
リ

ス
ト
が
目
指
し
た
の
は
横
断
的
な
知
の
問
い
直
し
で
あ
る
。
大
戦
の

抑
圧
を
近
代
合
理
主
義
の
否
定

4

4

へ
と
変
換
し
た
ダ
ダ
と
は
異
な
り
、

無
意
識
や
狂
気
な
ど
「
非
理
性
」
の
存
在
を
利
用
し
て
現
実
を
揺
り

動
か
し
つ
つ
、
一
方
で
は
そ
れ
を
理
性
的
に
認
識･

表
現
す
る
手
法

と
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
戦
下
と
戦
後
の
多
様
な
変
動
に
揺
ら
ぐ
、

人
間
が
現
実
と
信
じ
る
文
明
社
会
を
支
え
る
複
雑
な
価
値
体
系
を
支

え
る
シ
ス
テ
ム
を
問
い
直
す
作
業
で
あ
り
、
精エ

ス
プ
リ神
そ
の
も
の
の
強
度

を
も
問
う
試
行
の
総
体
に
よ
り
、
現
実
の
革
新
／
変
革
（
こ
の
意
味

で「
革
命
」は
唱
え
ら
れ
る
）を
試
み
る
文
化
運
動
と
も
な
っ
て
ゆ
く
。

こ
の
場
合
の
「
革
命
」
は
、
科
学
革
命
や
産
業
革
命
と
封
建
制
か
ら

民
主
化
へ
と
移
行
す
る
政
治
革
命
と
い
う
西
欧
近
代
社
会
を
成
立
さ

せ
た
三
大
革
命
に
お
け
る
使
わ
れ
方
と
同
様
に
、
周
囲
を
巻
き
込
み

な
が
ら
仕
組
み
を
変
え
て
ゆ
こ
う
と
す
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
あ
り
、
実

際
に
左
派
勢
力
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
共
産
党
へ
の
接
近
も
、
そ
の
政
治

思
想
の
強
度
を
問
い
直
す
こ
と
に
主
目
的
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
レ
ー

ニ
ン
の
あ
と
を
継
い
だ
ス
タ
ー
リ
ン
で
は
な
く
ト
ロ
ツ
キ
ー
に
ブ
ル

ト
ン
が
接
近
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
か
ら
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

更
新
に
形
を
借
り
、
い
わ
ば
「
現
代
精
神
」
に
重
ね
て
新
精
神
を

読
み
換
え
る
と
い
う
試
み
自
体
は
、
の
ち
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
で

の
活
動
へ
も
接
続
さ
れ
て
ゆ
く
。
つ
ま
り
は
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
造
っ

た
「
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
」
と
い
う
理
念
の
魅
力
と
と
も
に
、
そ

の
意
味
内
容
を
変
更
し
て
更
新
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
ブ
ル

ト
ン
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
・
オ
ー
ト
マ
テ
ィ
ク
を
用
い
た
作
品
群

「
溶
け
る
魚
」
と
相
互
補
完
的
役
割
を
持
つ
も
の
、
と
考
え
ら
れ
る

一
九
二
四
（
大
正
一
三
）
年
の
「
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
宣
言
」
へ
と

つ
な
が
る
が
、既
に
述
べ
た
よ
う
に
、そ
の
意
味
内
容
は
ア
ポ
リ
ネ
ー

ル
の
も
の
か
ら
一
新
さ
れ
る
。
新
精
神
で
言
え
ば
、
古
典
的
伝
統
へ

の
回
帰
を
意
図
す
る
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
と
、
当
時
の
西
欧
文
化
の
根
底

を
支
え
る
思
考
基
盤
と
し
て
の
合
理
主
義
へ
の
批
判
的
視
点
を
意
識

し
て
ゆ
く
ブ
ル
ト
ン
の
思エ

ス
プ
リ考
と
は
、
大
正
六
年
の
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の

講
演
の
時
点
で
岐
路
に
あ
っ
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
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複
線
化
す
る
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム

　

前
段
で
述
べ
た
こ
と
は
、
現
在
の
日
本
で
の
、
ブ
ル
ト
ン
を
そ
の

機
軸
と
し
て
展
開
し
た
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
に
対
す
る
一
般
的
な
理

解
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
概
念
へ

の
理
解
自
体
が
、「
詩
と
詩
論
」初
期
に
お
い
て
は
複
線
化
し
て
い
た
、

と
言
え
る
。
そ
れ
は
大
正
十
三
年
に
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
生
じ
た
も

の
で
あ
る
。

　

一
九
二
四
（
大
正
十
三
）
年
十
月
イ
ヴ
ァ
ン
・
ゴ
ル
が
一
号
の
み

の
「Surréalism

e

」
誌
を
発
行
す
る
。
続
く
十
二
月
に
、
ブ
ル
ト
ン

ら
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ト
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
有
名
な
「
シ
ュ
ル
レ
ア
リ

ス
ム
革
命
」
誌
（LA

 R
ÉV

O
LU

TIO
N

 SU
R

R
ÉA

LISTE

）
が
創
刊

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
詩
と
詩
論
」
創
刊
当
時
か
ら
昭
和
十
年
ご

ろ
ま
で
は
少
な
く
と
も
、
両
者
を
尊
重
す
る
姿
勢
が
見
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

前
者
の
ゴ
ル
に
よ
る
雑
誌
の
中
で
は
一
九
一
七
年
三
月
付
の
ア
ポ
リ

ネ
ー
ル
本オ

リ
ジ
ナ
ル来
の
最
初
期
に
該
当
す
る
「S

シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム

urréalism
e

」
の
語
を
含

ん
だ
ポ
ー
ル
・
デ
ル
メ
宛
の
書
簡
を
掲
げ
て
お
り
、
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル

に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
遺
産
と
も
言
え
る
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
と
い

う
概
念
を
継
承
す
る
正
当
性
を
標
榜
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
ゴ
ル
と

推
定
さ
れ
る
次
の
一
文
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。

　

ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
思
い
出
に
捧
げ
ら
れ
る
大
変
重
要
な
号

の
刊
行
を
準
備
し
つ
つ
あ
る
「L’Esprit N

ouveau

」
誌
よ
り
、

わ
れ
ら
が
友
デ
ル
メ
に
宛
て
ら
れ
た
こ
の
手
紙
を
読
者
に
お
届

け
す
る
。

デ
ル
メ
は
先
に
も
触
れ
た
オ
ザ
ン
フ
ァ
ン
や
創
刊
号
か
ら
ル
・
コ
ル

ビ
ュ
ジ
ェ
の
筆
名
を
用
い
る
ジ
ャ
ン
ヌ
レ
ら
と
と
も
に
一
九
二
〇

（
大
正
九
）
年
創
刊
さ
れ
た
総
合
雑
誌
「L’ESPR

IT N
O

U
V

EA
U

」

（「
レ
ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
」
誌
）
の
共
同
編
集
人
の
立
場
に
あ
っ

た
ベ
ル
ギ
ー
の
詩
人
で
あ
る
。
そ
の
誌
名
を
媒
介
し
た
ア
ポ
リ
ネ
ー

ル
へ
の
接
続
は
、
ピ
エ
ー
ル
・
ル
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
の
詩
誌
「
南
‐
北
」

（「N
ord-Sud

」）
誌
を
介
し
て
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
と
交
流
の
あ
っ
た
デ

ル
メ
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

　

こ
の
ゴ
ル
の
手
に
な
る
「
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
」
誌
は
、
英
国
留

学
時
代
の
詩
人
・
西
脇
順
三
郎
が
実
際
に
入
手
し
て
持
ち
帰
り
、
ブ

ル
ト
ン
と
併
置
し
な
が
ら
も
、
の
ち
『
超
現
実
主
義
詩
論
』（
厚
生

閣　

一
九
二
九
（
昭
和
四
）
年
十
一
月
）
に
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
と

な
る
エ
ッ
セ
イ
を
成
し
た
契
機
と
も
な
る
重
要
な
一
冊
で
も
あ
る
の

だ
が
、
複
線
化
し
た
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
状
況
が
近
年
の
モ
ダ
ニ

ズ
ム
詩
研
究
の
場
で
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
西
脇

の
『
超
現
実
主
義
詩
論
』
に
収
録
さ
れ
た
瀧
口
修
造
の
「
ダ
ダ
よ
り

シ
ユ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
へ
」
の
な
か
で
は
、

　

詩
派
の
流
れ
と
し
て
立
體
派
か
ら
生
じ
た
所
謂
シ
ユ
ル
レ

ア
リ
ス
ム
が
あ
る
。
そ
れ
はIvan G

oll

が
主
と
し
て
提
唱
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し
た
表
現
法
の
革
命
に
外
な
ら
な
い
。
一
九
二
四
年
十
月

“Surréalism
e”N

o.1

をP. A
lbert-birot

やPaul D
erm

ée

等
と

と
も
に
發
刊
し
た
。（
略
）

　

こ
ゝ
に
現
實
主
義
の
一
つ
の
發
展
、
視
覺
原
理
の
上
に
立
つ

立
體
派
の
技
巧
の
一
變
化
が
あ
る
。（
略
）
感
情
の
立
體
派
と

も
謂
は
る
る
べ
きIvan Goll

の
詩
作
に
は
現
實
面
の
強
調
以

外
に
求
め
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
シ［

マ
マ
］

ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
は
彼
等

の
世
紀
觀
の
反
語
的
比
喩
と
し
て
の
み
存
在
し
た
。

と
、
後
の
ブ
ル
ト
ニ
ス
ト
た
る
瀧
口
は
、
ブ
ル
ト
ン
と
ゴ
ル
の
手
法

の
違
い
に
対
す
る
理
解
を
簡
潔
に
提
示
し
て
も
い
る
。

　

そ
れ
は
一
号
の
み
の
雑
誌
と
し
て
終
わ
っ
た
同
誌
を
資
料
と
し
て

参
照
す
る
こ
と
が
日
本
の
み
な
ら
ず
フ
ラ
ン
ス
本
国
に
お
い
て
も
難

し
い
、
と
い
う
事
情
も
関
わ
っ
て
い
る
と
も
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
実

際
の
「
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
」
誌
の
参
照
が
極
端
に
難
し
い
と
は
い

え
、
実
は
一
九
六
九
（
昭
和
四
四
）
年
の
時
点
で
、
同
誌
の
中
核
に

あ
る
ゴ
ル
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
は
、
堀
口
大
學
に
よ
っ
て
日
本
語
で
の

全
訳
が
呈
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
も
あ
る
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス

で
は
二
〇
〇
四
年
に
全
一
六
頁
の
同
誌
を
復
刻
し
、
当
時
の
シ
ュ
ル

レ
ア
リ
ス
ム
と
い
う
語
の
主
導
権
を
め
ぐ
る
ブ
ル
ト
ン
と
ゴ
ル
の
鍔

迫
り
合
い
に
つ
い
て
の
詳
細
な
研
究
を
も
併
載
し
た
一
冊
が
刊
行
さ

れ
、
現
在
で
も
容
易
に
入
手
が
可
能
な
状
態
に
あ
る
。

　

つ
ま
り
一
九
一
八
年
の
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
逝
去
か
ら
四
年
余
り
が

経
過
し
た
一
九
二
四
（
大
正
十
三
）
年
の
段
階
で
、
再
び
フ
ラ
ン
ス

に
出
現
し
た
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
に
は
二
つ
の
流
れ
が
存
在
し
、
そ

の
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
を
西
脇
や
春
山
ら
「
詩
と
詩
論
」
は
意
識
し
て

い
た
。
そ
の
点
に
関
す
る
モ
ダ
ニ
ス
ム
詩
研
究
は
、
た
と
え
ば
澤
・

和
田
共
編
の
『
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
奔
流
』
よ
り
以
前

4

4

に
は
ご
く
少
数
な

が
ら
存
在
し
て
い
た
。
例
え
ば
詩
人
・
阪
本
越
郎
は
「
シ
ュ
ル
レ
ア

リ
ス
ム
と
文
章
革
新
」（『
日
本
現
代
文
章
講
座　
（
研
究
篇
）』
厚
生

閣　

一
九
三
五
（
昭
和
十
）
年
）
で
「
ゴ
オ
ル
の
宣
言
」
と
し
て
そ

れ
を
取
り
上
げ
、ブ
ル
ト
ン
の
宣
言
と
の
比
較
検
討
を
行
っ
て
い
る
。

ま
た
戦
後
に
お
い
て
も
、
西
脇
が
ブ
ル
ト
ン
の
み
で
は
な
く
ゴ
ル

の
「
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
」
誌
と
そ
の
宣
言
を
詩
法
の
点
で
注
目
し

て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
研
究
も
あ
り
、
個
人
的
な
体
験
で
言
え
ば

本
稿
の
論
者
も
そ
う
い
っ
た
読
書
経
験
を
通
じ
て
同
誌
の
名
を
記
憶

し
、
そ
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
全
訳
を
堀
口
大
學
の
著
書
の
中
に
見
つ

け
る
に
至
り
、
二
〇
〇
〇
年
頃
に
は
一
度
、
フ
ラ
ン
ス
の
古
書
肆
か

ら
「
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
」
誌
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
が
当
時
の
日
本
円
で

六
十
万
円
ほ
ど
の
値
段
で
売
り
出
さ
れ
た
の
ち
、
二
〇
〇
四
年
の
リ

プ
リ
ン
ト
の
刊
行
予
告
を
受
け
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
発
注
を
お
こ
な
っ

た
経
緯
が
あ
る
。

　

だ
が
、
澤
・
和
田
共
編
の
『
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
奔
流
』
以
降
、
研
究

に
か
つ
て
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
「
複
線
化
」
に
対
す
る
認
識
は

存
在
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
一
九
八
八
年
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
ド
版
全
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集
の
登
場
に
よ
っ
て
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
初
期
ま
で
の
ブ
ル
ト
ン

の
言
説
の
全
貌
と
、
そ
れ
ま
で
の
様
々
な
研
究
の
エ
ッ
セ
ン
ス
が
凝

縮
さ
れ
た
詳
細
な
解
説
と
註
が
呈
示
さ
れ
る
。
そ
れ
を
一
つ
の
き
っ

か
け
に
、
例
え
ば
一
九
九
二
（
平
成
四
）
年
六
月
に
巌
谷
國
士
が
岩

波
文
庫
へ
『
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
宣
言
・
溶
け
る
魚
』
を
加
え
る
な

ど
、
ブ
ル
ト
ン
系
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
研
究
が
よ
り
展
開
し
始
め

た
状
況
が
脇
に
は
あ
る
。

　

一
九
九
〇
年
代
半
ば
以
降
、
モ
ダ
ニ
ス
ム
詩
関
係
の
資
料
を
集
成

す
る
と
い
う
点
で
は
大
い
に
進
捗
し
た
、
と
い
え
る
が
、
そ
れ
に
反

比
例
す
る
よ
う
に
、
ひ
と
つ
の
理
念
の
点
検
を
行
う
際
に
比
較
す
る

日
本
語
の
資
料
が
相
対
的
に
増
え
て
し
ま
い
、
一
つ
一
つ
の
事
象
を

精
緻
に
検
証
す
る
と
い
う
点
で
は
、
外
国
語
の
資
料
と
日
本
語
の
言

説
と
の
関
係
を
調
律
す
る
こ
と
よ
り
も
、
日
本
語
の
資
料
の
間
で
い

わ
ば
共
通
の
表
現
を
抜
き
出
し
、
表
層
的
な
傾
向
を
指
摘
す
る
行
為

が
増
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

た
だ
し
、
巌
谷
は
同
書
の
註
「
四
五
１
」
で
、

　

ブ
ル
ト
ン
が
「
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
」
と
い
う
言
葉
を
は
じ

め
て
こ
の
よ
う
な
意
味
で
用
い
た
の
は
、
す
で
に
示
し
た
と
お

り
、
一
九
二
二
年
十
一
月
発
表
の
「
霊
媒
の
登
場
」
で
あ
る
。

（
略
）
と
こ
ろ
が
一
九
二
四
年
に
は
い
っ
て
か
ら
、詩
人
イ
ヴ
ァ

ン
・
ゴ
ル
（
一
八
九
一
～
一
九
五
〇
）
が
「
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス

ム
」
な
る
雑
誌
を
創
刊
し
、
し
か
も
、
の
ち
に
「
シ
ュ
ル
レ
ア

リ
ス
ム
宣
言
」
な
る
一
文
を
も
発
表
し
て
横
槍
を
入
れ
た
、
と

い
う
事
実
が
あ
る
。
ゴ
ル
や
そ
の
協
力
者
ポ
ー
ル
・
デ
ル
メ（
詩

人
、
一
八
八
六
～
一
九
五
一
）
な
ど
の
用
い
た
「
シ
ュ
ル
レ
ア

リ
ス
ム
」
と
い
う
語
の
内
容
は
、
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
直
伝
の
曖
昧

な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。

と
、
基
本
的
に
は
ブ
ル
ト
ン
の
立
場
か
ら
、
そ
の
か
か
わ
り
を
端
的

に
ま
と
め
て
い
る
。
文
中
「
霊
媒
の
登
場
」（Entrée des m

édium
s

）

は
「
文
学
」
誌
（
フ
ラ
ン
ス
の
そ
れ
。）
の
新
シ
リ
ー
ズ
第
六
号

（
一
九
二
二
（
大
正
一
一
）
年
十
一
月
）
に
発
表
さ
れ
、
一
九
二
四

年
二
月
に
ブ
ル
ト
ン
の
初
の
エ
ッ
セ
イ
集
と
し
て
ガ
リ
マ
ー
ル
書
店

か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
失
わ
れ
た
足
あ
と
』（Les pas perdus

）
に
収

録
さ
れ
る
。

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
日
本
文
学
研
究
の
領
域
に
お
け
る

モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
研
究
で
は
、日
本
に
お
け
る
レ
ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー

と
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
と
い
う
二
つ
の
概
念
が
主
に
外
国
語
文
献
を

背
景
と
し
て
流
入
し
た
初
期
「
詩
と
詩
論
」
で
の
理
解
と
、
典
拠
で

あ
る
外
国
語
文
献
に
直
接
あ
た
ら
ず
、
飜
訳
を
含
む
日
本
語
文
献
で

の
言
及
を
背
景
と
し
て
そ
れ
を
評
す
る
後
続
で
の
理
解
と
の
あ
い
だ

に
存
在
す
る
認
識
の
差
異
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
公
正
な
調
律
を

果
し
得
な
い
ま
ま
に
運
用
さ
れ
て
き
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ

に
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
と
重
ね
合
わ
せ
た
直
線
的
な
理
解
が
存
在
し
て
い

る
が
、
現
在
で
は
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
と
い
え
ば
ほ
ぼ
ブ
ル
ト
ン
を
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中
心
と
し
た
も
の
、
と
の
理
解
が
一
般
的
と
な
り
、
そ
の
シ
ュ
ル
レ

ア
リ
ス
ム
観
は
、
昭
和
初
年
当
時
と
現
在
と
の
間
で
も
お
お
き
な
ひ

ら
き
が
あ
る
、
と
い
え
る
。

　

巌
谷
の
「「
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
」
な
る
雑
誌
を
創
刊
」
や
「
横
槍
」

と
い
う
言
い
回
し
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
い
わ
ば
ブ
ル
ト
ン
を
メ

イ
ン
と
し
、
そ
の
他
を
そ
れ
以
外
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
と
す
る
理

解
は
、
い
わ
ば
歴
史
の
結
果
と
し
て
得
ら
れ
た
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム

観
で
あ
り
、「
詩
と
詩
論
」
当
時
の
日
本
で
の
視
点
と
は
異
な
る
可

能
性
が
高
い
。

　

そ
れ
を
混
同
し
た
ま
ま
で
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
を
評
価
し
て
き
た
批
評

の
言
説
を
批
判
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
世
代
間
の
概
念
理

解
の
差
異
と
そ
こ
に
出
来
す
る
歪
み
を
見
出
す
こ
と
が
研
究
の
本
義

と
し
て
の
客
観
的
な
役
割
で
あ
っ
て
、
歪
み
を
見
出
す
た
め
に
も
概

念
の
詳
細
な
検
討
は
必
要
な
の
で
あ
り
、
あ
る
意
味
で
は
視
点
の
相

対
化
を
行
い
得
ず
、
と
も
す
れ
ば
硬
直
し
た
観
点
に
無
自
覚
な
ま
ま

囚
わ
れ
て
い
る
可
能
性
が
そ
こ
に
あ
る
。

　

初
期
「
詩
と
詩
論
」
の
中
核
を
な
す
人
々
が
参
照
し
え
た
資
料
は
、

当
時
限
定
的
に
刊
行
さ
れ
た
り
し
て
い
た
も
の
も
多
く
、
日
本
語
と

外
国
語
の
資
料
と
も
に
包
括
的
に
参
照
す
る
機
会
が
揃
わ
ぬ
時
期
が

長
く
あ
る
。

　

一
般
的
な
理
解
を
包
括
的
で
は
な
い
い
わ
ば
断
片
的
な
資
料
に
当

て
は
め
て
、
い
わ
ば
日
本
語
の
資
料
の
な
か
の
、
日
本
語
の
共
通
性

に
頼
っ
て
そ
の
主
張
を
理
解
し
よ
う
と
し
、
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
外

国
語
資
料
の
持
つ
意
味
を
十
分
に
検
討
し
得
な
か
っ
た
可
能
性
が
見

え
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
ェ
の
高
い
知
名
度
の
た
め
、
こ
の
論
の
基
点

と
し
た
杉
浦
論
で
も
「『L’ESPR

IT N
O

U
V

EA
U

』
を
創
刊
し
た

コ
マ
マ

ル
ビ
ジ
ェ
」
と
す
る
よ
う
に
、
絵
画
・
建
築
・
文
学
の
領
域
を
国

際
的
な
視
点
か
ら
横
断
す
る
同
誌
は
、
日
本
で
は
主
に
モ
ダ
ニ
ズ
ム

建
築
と
い
う
建
築
の
領
域
か
ら
認
識
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
フ
ラ

ン
ス
文
壇
で
の
新

レ
ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー

精
神
と
い
う
語
自
体
は
、
一
九
二
五
（
大
正

一
四
）
年
の
オ
ザ
ン
フ
ァ
ン
と
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
と
の
訣
別
を
端

緒
と
し
た
同
誌
の
終
刊
と
と
も
に
、
表
舞
台
で
の
役
目
を
終
え
て
ゆ

く
が
、同
誌
に
掲
載
さ
れ
た
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
の
記
事
は
の
ち
「
レ

ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
叢
書
」
と
も
な
り
、
旧
来
の
絵
画
や
建
築
を

ふ
く
め
た
既
成
の
あ
り
方
を
革
新
す
る
精エ

ス
プ
リ神
を
伝
え
る
も
の
と
し
て

受
け
入
れ
ら
れ
て
ゆ
く
。ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
の『
今
日
の
装
飾
芸
術
』

（
原
著
はL'A

rt décoratif d'aujourd'hui, LE CO
RBU

SIER, 
Éditions Crès, Collection de "L'Esprit N

ouveau", Paris, 
1925. 

邦
訳
は
前
川
国
男
訳
、
一
九
六
六
（
昭
和
四
一
）
年
十
一
月
、

鹿
島
出
版
会
（SD

選
書
））
に
は
、
ポ
ー
ル
・
デ
ル
メ
の
詩
観
が

更
新
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。

　

ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
ェ
は
同
書
の
最
終
章
「
告
白
」
で
、
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。
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一
九
二
〇
年
に
オ
ザ
ン
フ
ァ
ン
と
詩
人
ポ
ー
ル
・
デ
ル
メ
と
共

に
現
代
の
諸
活
動
の
国
際
的
機
関
誌
と
し
て「
レ
ス
プ
リ
・
ヌ
ー

ボ
ー
」（
新
精
神
）
を
発
刊
し
た
。
わ
れ
わ
れ
は
一
切
の
懐
疑

を
捨
て
建
設
の
道
程
に
上
り
、
刻
一
刻
と
、
分
析
よ
り
と
り
だ

さ
れ
た
確
信
の
塔
を
築
こ
う
と
欲
し
た
。（
略
）わ
れ
わ
れ
は「
レ

ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ボ
ー
」
の
第
一
巻
に
お
い
て
言
っ
た
。

「
新
し
き
精
神
が
あ
る
。
そ
れ
は
建
設
の
精
神
で
あ
り
、
明
朗

な
理
念
に
導
か
れ
る
、
総
合
の
精
神
で
あ
る
」
と
。（

二
四
二
頁
）

　

こ
の
よ
う
に
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
に
端
を
発
す
る
そ
の
理
念
の
構
造
自

体
は
、
両
世
界
大
戦
の
あ
い
だ
、
新
た
な
驚
き
に
直
面
す
る
多
岐
に

渡
る
領
域
の
人
々
に
読
み
替
え
ら
れ
つ
つ
、
そ
の
営
為
を
支
え
て
ゆ

く
。

　

一
方
で
昭
和
初
期
の
日
本
で
は
多
く
そ
の
言
葉
の
み
が
断
片
的
に

輸
入
さ
れ
、大
戦
の
影
も
薄
い
。
例
え
ば
堀
口
大
學
は
一
九
二
〇（
大

正
九
）
年
七
月
に
パ
リ
で
刊
行
さ
れ
た
コ
ク
ト
ー
の
短
評
集
『
白
紙
』

（C
arte B

lanche

）
に
登
場
す
る
「
新
精
神
」
を
一
九
二
八
（
昭
和
三
）

年
の
五
月
、「
詩
と
詩
論
」
創
刊
（
同
年
九
月
）
に
先
駆
け
「
パ
ン

テ
オ
ン
」
誌　

第
二
号
（
第
一
書
房
）
に
訳
出
す
る
も
の
の
、
そ
こ

に
註
は
付
け
ら
れ
て
は
い
な
い
。
だ
が
広
く
芸
術
を
ベ
ー
ス
と
し
た

も
の
と
い
う
コ
ク
ト
ー
の
認
識
が
そ
こ
に
み
ら
れ
る
。

　

新
精
神
は
、
藝
術
の
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
動
い
て
ゐ
る
。
若

い
俳
優
た
ち
が
、
近
代
詩
の
爲
に
働
い
て
く
れ
る
。
か
つ
て
、

ア
ポ
リ
ネ
エ
ル
の
テ
レ
シ
ア
の
乳［

マ
マ
］首
及
び
“D

IT D
ES JEU

X
 

M
O

N
D

E

”
中
の
困
難
な
さ
ま
ざ
ま
な
假
面
を
つ
け
た
役
を
演

じ
た
こ
と
の
あ
る
マ
ル
セ
ル
・
エ
ラ
ン
は
、
彼
等
の
中
に
あ
つ

て
最
初
に
先
づ
、
彼
の
リ
ズ
ム
と
、
直
截
な
聲
と
、
場
當
り
を

氣
に
し
な
い
心
が
け
と
で
、私
た
ち
を
驚
か
し
た
一
人
だ
つ
た
。

身
ぶ
り
だ
の
、
思
は
せ
ぶ
り
だ
の
、
羊
の
啼
く
や
う
な
聲
だ
の
、

叫
び
だ
の
、
微シ

ラ
ブ笑
だ
の
、
一
つ
一
つ
の
綴シ
ラ
ブ音
の
か
げ
に
か
く
れ

た
ニ
ュ
ア
ン
ス
だ
の
、
抑
揚
の
技
巧
だ
の
と
い
ふ
在
來
の
舞
臺

技
巧
が
、
彼
の
演
技
に
あ
つ
て
は
全
く
消
え
失
せ
て
、
そ
の
代

り
に
、
活
字
的
な
科せ

り
ふ白

が
現
れ
て
く
る
。
そ
れ
は
印
刷
イ
ン
キ

の
黑
さ
だ
。
は
つ
き
り
し
た
言
葉
が
、
一
つ
一
つ
に
頁
か
ら
ぬ

け
出
し
て
來
る
。
こ
れ
は
役
者
が
自
分
の
感
情
に
詩
人
の
感
激

の
代
り
を
つ
と
め
さ
せ
る
の
で
は
な
い
。
役
者
が
詩
人
を
利
用

4

4

4

4

4

4

4

4

す
る
の
で
な
く

4

4

4

4

4

4

、
詩
人
に
利
用
さ
れ
る
の
だ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。

も
と
も
と
は
一
九
一
九
（
大
正
八
）
年
三
月
三
十
一
日
「
パ
リ
・
ミ

デ
ィ
」
紙
に
載
せ
ら
れ
た
記
事
で
あ
る
。
詩
人
が
演
劇
と
言
う
ジ
ャ

ン
ル
と
関
わ
り
な
が
ら
、
ポ
エ
ジ
ー
の
世
界
を
ひ
ろ
げ
て
ゆ
く
。
そ

れ
は
ポ
エ
ジ
ー
の
が
わ
だ
け
で
な
く
、
演
劇
の
が
わ
に
も
よ
い
影
響

を
あ
た
え
て
ゆ
く
と
い
う
、
芸
術
の
領
域
に
お
け
る
横
断
的
な
効
果

が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
の
ち
、
一
九
二
五
（
大
正
一
四
）
年
頃
か
ら

コ
ク
ト
ー
は
、
多
彩
に
広
が
る
自
ら
の
言
説
を
、
ポ
エ
ジ
ー
を
基
軸



― 97 ―

と
す
る
か
た
ち
で
再
編
、
た
と
え
ば
批
評
をPoésie C

ritique

と
い

う
よ
う
に
ジ
ャ
ン
ル
分
け
し
て
ゆ
く
よ
う
に
な
る
の
は
、
よ
く
知
ら

れ
た
事
実
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

杉
浦
論
は
一
九
三
〇
年
頃
か
ら
日
本
で
発
売
さ
れ
た
新
語
辞
典
の

類
に
、
新

レ
ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー

精
神
の
用
例
が
見
ら
れ
る
と
し
、
七
例
を
挙
げ
て
い
る
。

そ
の
う
ち
三
例
に
は
、
現
時
点
ま
で
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
研
究
の
多
く

が
把
握
せ
ぬ
、米
国
由
来
の
「
ニ
ュ
ー
・
ス
ピ
リ
ッ
ト
」
が
見
ら
れ
る
。

　

一
例
に『
モ
ダ
ン
語
漫
画
辞
典
』（
昭
和
六
年
一
一
月　

洛
陽
書
院
）

を
見
れ
ば
、

エ
ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
（
仏Esprit N

ouveau
）
ニ
ュ
ー
・

ス
ピ
リ
ッ
ト
と
同
じ
で
、
新
精
神
と
訳
す
る
。
あ
ら
ゆ
る
方
面

に
亘
つ
て
新
境
地
を
開
拓
せ
ん
と
す
る
、
輝
か
し
い
精
神
を
云

ふ
。

視
覚
を
中
心
と
し
た
絵
画
や
彫
塑
と
い
う
ア
ー
ト
に
対
し
て
示
さ
れ

た
米
語
「TH

E N
EW

 SPIR
IT

」
を
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
が
仏
語
へ
飜
訳

し
、
そ
れ
か
ら
数
年
後
に
ポ
エ
ジ
ー
の
領
域
へ
と
接
続
し
展
開
さ
せ

た
理
念
を
発
信
地
の
米
国
経
由
に
よ
っ
て
補
完
す
る
と
い
う
当
時
の

日
本
で
の
理
解
が
、
現
在
の
そ
の
研
究
よ
り
も
的
確

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
い
う
、
あ
る

種
当
然
の
事
実
を
示
し
て
い
る
。

　

杉
浦
は
そ
こ
に
詩
的
領
域
へ
の
言
及
が
無
い
こ
と
に
対
し
、「
こ

の
よ
う
に
、
実
用
的
な
新
語
辞
典
の
語
釈
に
な
る
と
、
実
に
一
般
的

と
い
う
か
大
衆
的
世
俗
的
な
も
の
に
な
る
」
と
述
べ
る
が
、
こ
れ
は

ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
が
継
承
し
た
そ
の
理
念
の
核
心
で
あ
っ
て
、
は
じ
め

に
記
し
た
よ
う
に
そ
も
そ
も
詩
の
領
域
へ
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
そ
の
曖
昧
さ
が
他
の
領
域
の
「
驚
き
」

を
コ
ア
と
し
た
革
新
を
支
え
た
の
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
外
国
語
資

料
を
確
認
す
る
こ
と
を
せ
ず
、
飜
訳
さ
れ
た
日
本
語
の
使
用
例
の
み

で
外
国
由
来
の
概
念
を
検
証
す
る
こ
と
の
限
界
が
そ
こ
に
は
あ
る
。

　

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
詩
人
や
詩
誌
の
あ
わ
い
を
め
ぐ
る
関
係

に
つ
い
て
の
側
面
に
、
研
究
の
大
き
な
進
捗
は
あ
っ
た
と
い
え
る
。

そ
の
一
方
で
、
世
代
間
に
お
け
る
概
念
や
理
念
の
認
識
の
相
違
の
可

能
性
に
つ
い
て
は
、
詩
人
各
個
の
時
代
と
関
心
の
対
象
と
の
相
違
に

よ
り
、
先
行
す
る
言
説
の
資
料
的
に
充
分
な
確
認
が
行
え
な
い
可
能

性
が
潜
む
こ
と
を
き
ち
ん
と
踏
ま
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　

全
集
化
及
び
復
刻
の
時
系
列
を
示
せ
ば
、
昭
和
五
〇
年
頃
か
ら

日
仏
の
前
衛
に
関
係
す
る
諸
雑
誌
の
リ
プ
リ
ン
ト
化
が
進
行
し
て

ゆ
く
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、

一
九
七
〇
年
代
半
ば
を
過
ぎ
る
ま
で
、
包
括
的
な
資
料
参
照
に
は
さ

ま
ざ
ま
な
困
難
が
伴
う
。
少
な
く
と
も
こ
れ
以
前
に
発
せ
ら
れ
た
前

衛
と
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
関
係
へ
の
発
言
は
、
何
ら
か
の
か
た
ち
で

「
日
本
語
の
み
」
で
語
ら
れ
、
流
通
し
た
曖
昧
な
理
解
に
偏
っ
た
傾
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向
分
析
が
潜
む
可
能
性
が
あ
る
、
と
意
識
す
べ
き
で
あ
る
。

一
九
七
五
年　

フ
ラ
ン
ス　
「
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
革
命
」
誌　

Éditions Jean-M
ichel Place. 

一
九
七
五
年　

フ
ラ
ン
ス
『
ト
リ
ス
タ
ン
・
ツ
ァ
ラ
全
集
』　

第
一

巻　
Flam

m
arion. 

ア
ン
リ
・
ベ
ア
ー
ル
編
纂

一
九
七
八
年　

フ
ラ
ン
ス　
「
文
学
」（Litterature

）
誌　

Éditions 

Jean-M
ichel Place.

一
九
七
九
年　

日
本　
「
詩
と
詩
論
」
誌
お
よ
び
「
文
学
」
誌

一
九
八
〇
年　

フ
ラ
ン
ス　
「
南
‐
北
」（N

ord-Sud

）
誌　

Éditions 

Jean-M
ichel Place.

一
九
八
一
年　

フ
ラ
ン
ス　
「D

ada Zürich - Paris, 1916-1922

」　

Éditions Jean-M
ichel Place.

　
　
　
　
　
　

こ
れ
の
登
場
に
よ
り
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
か
ら
パ
リ
に
移

行
す
る
時
期
の
ダ
ダ
の
雑
誌
の
多
く
が
参
照
可
能

と
な
る
。

二
〇
〇
四
年　

フ
ラ
ン
ス　
「Surréalism

e

」Éditions Jean-M
ichel 

Place. 

イ
ヴ
ァ
ン
・
ゴ
ル
の
一
号
雑
誌
の
全
貌
が

登
場
す
る
。
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
部
分
だ
け
は
、
堀

口
大
學
編
訳
の
『
鴛
鴦
集 

イ
ヴ
ァ
ン
・
ゴ
ル
、
ク

レ
ー
ル
・
ゴ
ル
詩
抄
』（
白
凰
社 

一
九
六
九
年
）

の
解
説
に
収
録
さ
れ
る
。

「
詩
と
詩
論
」
の
創
刊
さ
れ
た
昭
和
初
年
代
か
ら
約
半
世
紀
の
間
、

詩
人
や
研
究
者
の
発
し
た
言
説
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
と
バ
ラ
ン

ス
が
含
ま
れ
て
い
よ
う
。
ま
ず
は
言
説
や
理
念
本
来
の
志
向
す
る
可

能
性
と
、
そ
れ
に
対
し
て
行
わ
れ
た
評
言
と
の
位
相
の
異
な
り
を
見

き
わ
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　

そ
こ
に
ひ
そ
む
歪
み
こ
そ
が
、
実
は
日
本
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
を
起

点
と
し
た
現
代
詩
に
展
開
す
る
場
が
も
つ
、
い
わ
ば
独
自
性
の
核
心

の
ひ
と
つ
の
あ
り
か
で
は
な
い
の
か
。

　

例
え
ば
日
本
に
お
い
て
は
、
エ
ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
と
い
う
理

念
に
は
、
詩
人
や
日
本
文
学
研
究
者
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
論
者
に
よ
っ

て
「
新
詩4

精
神
」
と
そ
こ
に
詩
の
文
字
が
紛
れ
込
ん
だ
り
、
い
わ
ゆ

る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
一
般
の
傾
向
を
示
す
も
の
、
と
も
理
解
さ
れ
る
例

も
あ
る
。
こ
の
理
解
の
揺
れ
は
何
に
拠
る
も
の
な
の
か
。
こ
の
点
に

つ
い
て
は
、
冒
頭
で
述
べ
た
「
ポ
エ
ジ
イ
論
」
へ
の
解
釈
に
潜
む
歪

み
の
問
題
と
あ
わ
せ
、
引
き
続
い
て
別
稿
を
用
意
す
る
。

註　

T
he Story of the A

R
M

O
R

Y
 SH

O
W

 by W
alt K

uhn, 

Executive Secretary of the Exhibition,1938 by W
alt K

uhn, 

112 East 18th Street N
ew

 York C
ity 

当
該
書
は
デ
ジ
タ
ル
公

開
さ
れ
て
い
る
。K

uhn

の
役
職
で
あ
るexecutive secretary

は
事
務
局
長
と
解
釈
し
た
。
試
訳
し
た
箇
所
を
含
め
、
絵
画
と

彫
塑
作
品
の
荷
が
到
着
し
、
開
催
ま
で
準
備
に
追
わ
れ
る
さ
ま

を
描
い
た
章
段
を
英
文
で
引
用
す
る
。
二
文
目
の
「Pach

」
は
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お
そ
ら
く
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
意
を
持
つ
「Pack

」
の
誤
植
、
つ
ま

り
「the paintings and sculptures

」
を
指
す
か
と
思
わ
れ
る
。

From
 now

 on there w
as plain sailing. Pach arrived in N

ew
 

York. Then cam
e a tim

e of agony ow
ing to storm

s at sea. The 

ship bearing the paintings and sculptures from
 abroad w

as tw
o 

w
eeks overdue. B

ut she cam
e in. A

n entire uptow
n building w

as 

leased to tem
porarily house the w

orks. C
ontractors got busy. The 

exhibition w
as installed. Everybody helped. M

organ Taylor of 

Putnam
's gave his evenings gratis. H

e secured for us the sales 

staff for catalogues, pam
phlets and photographs, also the girls to 

sell the tickets of adm
ission, w

hich incidentally w
ere tw

enty-five 

cents. O
n busy days w

e had tw
o box offices in operation. The 

pine tree flag of the A
m

erican R
evolution w

as adopted as our 

em
blem

; the tree w
as reproduced on cam

paign buttons to signify 

the "N
ew

 Spirit". Thousands of these buttons w
ere given aw

ay. 

Posters w
ere printed and distributed all over tow

n. The President 

of the U
nited States, the G

overnor of the State and the M
ayor 

of N
ew

 York, all sent their regrets. So the show
 finally opened 

w
ithout their aid on the night of February 17, 1913. A

ll society 

w
as there, all the art public, and success seem

ed assured.
（
つ
ち
や　

さ
と
し
・
実
践
女
子
大
学
非
常
勤
講
師
）

Armory show button, 1913
1 1/4 × 1 1/4 in.

Walt Kuhn, Kuhn family papers, and 
Armory Show records.

Archives of American Art, Smithsonian 
Institution.

Association of American Painters and 
Sculptors (New York, N.Y.), organizers 

of the 1913 Armory Show


