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初
め
に

一　

翻
訳
の
〈
青
空
〉

二　

独
歩
の
〈
青
空
〉

三　
『
日
本
風
景
論
』
の
〈
青
空
〉

四　

浪
漫
的
〈
青
空
〉

五　

暮
鳥
の
〈
青
空
〉

終
り
に

初
め
に

　

大
正
期
の
詩
人
、
山
村
暮
鳥
（
明
17
・
一
八
八
四
〜
大
13
・
一
九
二
四
）
の
作

品
に
は
、〈
青
空
〉
が
特
徴
的
に
現
れ
る
。
聖
公
教
会
の
伝
道
師
で
も
あ
っ
た
暮

鳥
に
お
い
て
、〈
青
空
〉
は
神
の
象
徴
で
あ
り
、
世
界
を
構
成
す
る
要
素
で
あ
り
、

ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
と
し
て
の
人
間
と
照
応
す
る
対
象
で
あ
っ
た）

1
（

。
第
二
詩
集
の

『
聖
三
稜
玻
璃
』（
に
ん
ぎ
ょ
詩
社　

大
4
・
12
）
は
、
暮
鳥
の
青
空
が
最
も
前
衛

的
に
形
象
化
さ
れ
た
詩
集
で
あ
る
。

　
『
聖
三
稜
玻
璃
』
は
あ
ま
り
の
前
衛
性
の
た
め
に
、
萩
原
朔
太
郎
、
室
生
犀
星

と
い
っ
た
極
く
少
数
の
他
は
理
解
者
を
得
ら
れ
ず
、
暮
鳥
は
、「
自
分
の
芸
術
に

対
す
る
悪
評
が
そ
の
秋
に
於
て
極
度
に
達
し
た
。
或
る
日
自
分
は
殆
ど
卒
倒
し

た
。」
と
回
想
し
て
い
る
（「
半
面
自
伝
」『
短
歌
』
6
巻
4
号　

大
5
・
4 ）

2
（

）。
そ

の
後
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
に
傾
倒
し
た
暮
鳥
は
、
一
転
し
て
、
平
明
で
人
道
主

義
的
な
作
風
の
詩
集
『
風
は
草
木
に
さ
さ
や
い
た
』（
白
日
社　

大
7
・
11
）
を

刊
行
す
る
が
、
こ
こ
で
も
、〈
青
空
〉
は
、
風
景
の
重
要
な
構
成
要
素
で
あ
り
、

暮
鳥
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
託
さ
れ
て
い
る
。

　

作
風
が
変
化
し
て
も
、
暮
鳥
が
〈
青
空
〉
を
モ
チ
ー
フ
に
し
続
け
た
背
景
に

は
、〈
青
空
〉
を
め
ぐ
る
近
代
詩
の
歩
み
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
の
流
れ
の
中
で
、

独
自
の
思
想
表
現
形
成
に
お
い
て
、
暮
鳥
の
〈
青
空
〉
が
突
出
し
た
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
節
目
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
近
代
詩
お
よ
び
関
連
す
る
テ
キ
ス
ト

を
取
り
上
げ
て
、〈
青
空
〉
の
表
現
史
を
辿
っ
て
み
た
い
。

一
　
翻
訳
の
︿
青
空
﹀

　

二
葉
亭
四
迷
が
翻
訳
し
た
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
「
あ
ひ
ゞ
き
」（『
国
民
之
友
』
25
、

27
号　

明
21
・
7
、
8 ）

3
（

）
は
、「
清
新
」
な
自
然
描
写
が
、
国
木
田
独
歩
を
初
め

暮
鳥
の
︿
青
空
﹀

―
風
景
の
中
の
詩
人

―

九
　
里
　
順
　
子
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と
す
る
明
治
の
青
年
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
、
文
学
史
の
定
説
に
な
っ

て
い
る
。「
あ
ひ
ゞ
き
」
に
は
、
時
間
の
経
過
に
従
っ
て
自
然
を
観
察
す
る
眼
差

し
が
あ
る
。

　

秋
九
月
中
旬
と
い
ふ
こ
ろ
、
一
日
自
分
が
さ
る
樺
の
林
の
中
に
座
し
て
ゐ
た
こ

と
が
有
ツ
た
。
今
朝
か
ら
小
雨
が
降
り
そ
ゝ
ぎ
、
そ
の
晴
れ
間
に
は
お
り
〳
〵
生

ま
煖
か
な
日
か
げ
も
射
し
て
、
ま
こ
と
に
気
ま
ぐ
れ
な
空
ら
合
ひ
。
あ
わ
〳
〵
し

い
白
ら
雲
が
空
ら
一
面
に
棚
引
く
か
と
思
ふ
と
、
フ
ト
ま
た
あ
ち
こ
ち
に
瞬
く
間

雲
切
れ
が
し
て
、
無
理
に
押
し
分
け
た
や
う
な
雲
間
か
ら
澄
み
て
怜さ

か悧
し
気
に
見

え
る
人
の
眼
の
如
く
に
朗
か
に
晴
れ
た
蒼
空
が
の
ぞ
か
れ
た
。
自
分
は
座
し
て
、

四
顧
し
て
、
そ
し
て
耳
を
傾
け
て
ゐ
た
。（
略
）

　

何
ン
時
ば
か
り
眠
ツ
て
ゐ
た
か
、
ハ
ツ
キ
リ
し
な
い
が
、
兎
に
角
暫
く
し
て
眼

を
覚
ま
し
て
見
る
と
、
林
の
中
ハ
日
の
光
り
が
到
ら
ぬ
隈
も
な
く
、
う
れ
し
さ
う

に
騒
ぐ
木
の
葉
を
漏
れ
て
、
は
な
や
か
に
晴
れ
た
蒼
空
が
ま
る
で
火
花
で
も
散
ら

し
た
や
う
に
、
鮮
か
に
見
渡
さ
れ
た
。

　
「
座
し
て
、
四
顧
し
て
、
そ
し
て
耳
を
傾
け
て
ゐ
た
。」
と
い
う
箇
所
が
、「
自

分
」
の
自
然
と
向
き
合
う
態
度
を
端
的
に
表
し
て
い
る
。
自
分
の
眼
と
耳
で
対
象

を
捉
え
る
の
で
あ
る
。
観
察
的
態
度
で
は
あ
る
が
、
メ
カ
ニ
ッ
ク
で
は
な
い
。

「
生
ま
煖
か
な
日
か
げ
」「
ま
こ
と
に
気
ま
ぐ
れ
な
空
ら
合
ひ
」「
あ
わ
〳
〵
し
い

白
ら
雲
」「
無
理
に
押
し
分
け
た
や
う
な
雲
間
」
と
主
体
は
自
分
の
身
体
を
介
し

て
対
象
と
共
振
し
て
い
る
。
わ
が
身
の
如
く
受
け
止
め
る
感
性
が
あ
る
か
ら
こ

そ
、
擬
人
法
が
多
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
空
も
、「
澄
み
て
怜
悧
し
気
に

見
え
る
人
の
眼
の
如
く
に
朗
か
に
晴
れ
た
蒼
空
」
と
視
線
を
交
し
合
う
存
在
と
し

て
、
画
竜
点
睛
的
に
擬
人
化
さ
れ
て
い
る
。
ま
ど
ろ
み
の
後
で
、
主
体
の
目
が
捉

え
る
の
も
、
ま
ず
「
蒼
空
」
で
あ
る
。「
は
な
や
か
に
晴
れ
た
蒼
空
が
ま
る
で
火

花
で
も
散
ら
し
た
や
う
に
、
鮮
か
に
見
渡
さ
れ
た
。」
と
鮮
烈
な
美
と
し
て
形
容

さ
れ
て
い
る
。「
人
の
眼
」
と
い
う
精
神
性
を
与
え
ら
れ
た
「
蒼
空
」
は
、
風
景

の
美
の
核
心
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
、
従
来
の
和
歌
的
な
景
色
の
枠
組
み
、
即
ち
、
景
物
や
類
題
と
し
て
秩

序
化
さ
れ
高
度
に
体
系
化
さ
れ
た
四
季
の
中
に
は
な
い
風
景
で
あ
る
。
和
歌
的
な

四
季
の
枠
組
み
か
ら
は
外
れ
て
い
る
、
新
し
い
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。「
清
新
」
な

自
然
描
写
と
は
、「
蒼
空
」
に
象
徴
さ
れ
る
、
規
範
的
な
四
季
よ
り
も
対
象
と
向

き
合
う
身
体
性
を
優
先
さ
せ
る
眼
差
し
を
指
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

青
空
を
含
む
風
景
は
、
よ
り
明
快
な
構
図
と
し
て
『
於
母
影
』（『
国
民
之
友
』

58
号
夏
期
附
録　

明
22
・
8 ）

4
（

）
の
「
ミ
ニ
ヨ
ン
の
歌
」（
訳
者
は
森
鷗
外
）
で
示

さ
れ
る
。

レ
モ
ン
の
木
は
花
さ
き
く
ら
き
林
の
中
に

こ
が
ね
色
し
た
る
柑
子
は
枝
も
た
わ
〻
に
み
の
り

青
く
晴
れ
し
空
よ
り
し
づ
や
か
に
風
吹
き

ミ
ル
テ
の
木
は
し
づ
か
に
ラ
ウ
レ
ル
の
木
は
高
く

く
も
に
そ
び
え
て
立
て
る
国
を
し
る
や
か
な
た
へ

君
と
共
に
ゆ
か
ま
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（「
其
一
」）

　
「
青
く
晴
れ
し
空
」
は
、
果
実
が
豊
か
に
実
る
林
の
背
景
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
レ

モ
ン
」「
こ
が
ね
色
し
た
る
柑
子
」
と
の
鮮
や
か
な
色
彩
的
対
比
に
よ
っ
て
、
風
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景
を
構
成
す
る
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
。
青
は
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
マ
リ

ア
の
衣
服
の
色
で
あ
り
、
青
空
は
天
の
女
王
を
象
徴
す
る
。
金
は
神
格
を
象
徴

し
、
青
と
金
は
宗
教
画
に
用
い
ら
れ
る
色
の
取
り
合
わ
せ
で
あ
る
。
こ
の
該
当
部

分
の
現
代
語
の
翻
訳
は
、「
知
っ
て
い
て
、
レ
モ
ン
の
花
咲
く
国
を
？
／
ほ
の
暗

い
葉
蔭
に
オ
レ
ン
ジ
が
燃
え
、
／
そ
よ
風
が
青
空
か
ら
わ
た
っ
て
、」（『
ウ
ィ
ル

ヘ
ル
ム
・
マ
イ
ス
タ
ー
の
修
業
時
代
』
第
三
巻
第
一
章　

高
橋
義
孝
・
近
藤
圭
一

訳）
5
（

）
で
あ
る
。
原
詩
は
、「G ōldr āng ĕn

」（
金
色
の
オ
レ
ン
ジ
）
と
「bl āu ĕn 

H
im

m
ĕl

」）
6
（

（
青
空
）
で
あ
り
、
高
橋
・
近
藤
訳
に
比
べ
て
鷗
外
訳
の
方
が
、
色
の

象
徴
性
を
重
視
し
て
い
る
。
そ
れ
自
体
で
意
味
を
持
ち
、
モ
チ
ー
フ
に
な
り
得
る

〈
青
空
〉
が
提
示
さ
れ
た
。
従
来
に
は
な
か
っ
た
、
自
立
的
な
美
と
し
て
の
〈
青

空
〉
が
訳
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

二
　
独
歩
の
︿
青
空
﹀

　

国
木
田
独
歩
の
「
武
蔵
野
」（『
国
民
之
友
』

365
、

367
号
、
明
31
・
1
、
2
））

7
（

は
、
作
中
で
語
り
手
の
「
自
分
」
が
述
べ
る
よ
う
に
、
四
迷
訳
「
あ
ひ
ゞ
き
」
の

「
此
微
妙
な
叙
景
の
筆
の
力
」
に
導
か
れ
て
発
見
し
た
、
武
蔵
野
の
「
落
葉
林
の

美
」
が
テ
ー
マ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
比
類
な
く
「
林
と
野
と
が
斯
く
も
能
く
入
り

乱
れ
て
、
生
活
と
自
然
と
が
斯
の
様
に
密
接
し
て
居
る
処
」
の
風
景
で
あ
り
、
動

き
を
伴
う
こ
と
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
。
刻
々
と
変
化
す
る
空
に
も
注
意
深
い
眼

差
し
が
注
が
れ
る
。

空
は
蒸
暑
い
雲
が
湧
き
い
で
ゝ
、
雲
の
奥
に
雲
が
隠
れ
、
雲
と
雲
と
の
間
に
蒼
空

が
現
は
れ
、
雲
の
蒼
空
に
接
す
る
処
は
白
銀
の
色
と
も
雲
の
色
と
も
譬
へ
難
き
純

白
な
透
明
な
、
そ
れ
で
何
と
な
く
穏
か
な
淡
々
し
い
色
を
帯
び
て
居
る
、
其
処
で

蒼
空
が
一
段
と
奥
深
く
青
々
と
見
え
る
。
た
だ
此
ぎ
り
な
ら
夏
ら
し
く
も
な
い

が
、
さ
て
一
種
の
濁
た
色
の
霞
の
や
う
な
も
の
が
、
雲
と
雲
と
の
間
を
か
き
乱
し

て
、
凡
べ
て
の
空
の
模
様
を
動
揺
、
参
差
、
任
放
、
錯
雑
の
有
様
と
為
し
、
雲
を

劈
く
光
線
と
雲
よ
り
放
つ
陰
翳
と
が
彼
方
此
方
に
交
叉
し
て
、
不
羈
奔
逸
の
気
が

何
処
と
も
な
く
空
中
に
微
動
し
て
居
る
。

　

こ
の
描
写
に
つ
い
て
、
森
本
隆
子
は
、「
何
よ
り
も
印
象
的
な
の
は
、
画
面
を

貫
く
一
種
の
運
動
性
で
あ
ろ
う
。」
と
述
べ
、「
雲
に
射
す
光
線
の
悪
戯
で
水
蒸
気

が
一
層
白
く
な
り
ま
さ
り
、
青
空
の
青
を
攪
乱
す
る
様
に
着
目
す
る
ラ
ス
キ
ン
の

目
は
、
空
と
雲
の
あ
わ
い
を
最
高
度
に
純
白
な
「
白
銀
」
に
喩
え
、
そ
の
散
乱
す

る
光
で
空
の
青
色
に
深
浅
を
読
も
う
と
す
る
独
歩
の
眼
差
し
と
、
響
き
あ
っ
て
い

る
。」
と
「
タ
ー
ナ
ー
の
描
く
〈
雲
〉
を
〈
震
え
る
気
体
〉
と
名
付
け
、
雲
と
空

の
関
係
は
太
陽
光
線
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
際
立
つ
も
の
と
す
る
ラ
ス
キ
ン
の
解

釈
」
と
「
独
歩
や
藤
村
に
於
け
る
雲
の
発
見
」
と
の
類
似
性
、
共
通
性
を
指
摘
し

て
い
る）

8
（

。

　

ラ
ス
キ
ン
の
『
近
世
画
家
論
』）

9
（

（
一
八
四
三
〜
一
八
六
〇
）
は
、「
第
二
編　

真

理
に
就
い
て
／
第
三
項　

空
の
真
理
」
で
、
空
の
実
体
と
雲
の
種
類
に
つ
い
て
詳

述
し
て
い
る
。
ラ
ス
キ
ン
は
、
空
の
本
質
を
「
凡
て
の
其
の
職
能
に
於
て
人
間
の

ハ
ー
ト
を
永
久
に
慰
め
高
揚
す
る
。」
と
定
義
し
、「
二
瞬
時
が
同
一
の
状
態
で
あ

る
こ
と
は
全
然
な
い
。
そ
の
熱
情
に
於
て
殆
ん
ど
人
間
的
で
あ
り
、
そ
の
や
さ
し

さ
に
於
て
殆
ん
ど
霊
的
で
あ
り
、
そ
の
無
限
性
に
於
て
殆
ん
ど
神
的
」
で
あ
る
と

絶
え
ざ
る
変
化
と
多
様
性
に
「
無
限
性
」、
即
ち
「
真
理
」
を
読
み
取
っ
て
い
る

（「
第
一
章　

大
空
／
第
一
節　

人
を
愉
快
な
ら
し
め
教
へ
る
特
殊
性
を
空
は
有
し
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て
ゐ
る
」）。
ラ
ス
キ
ン
に
と
っ
て
、
自
然
が
内
包
す
る
「
真
理
」
と
は
客
体
で
は

な
く
、
人
間
が
共
鳴
共
振
し
得
る
至
純
至
高
の
性
質
で
あ
る
。
別
の
箇
所
で
「
自

然
は
人
心
が
考
へ
得
る
凡
て
の
も
の
よ
り
も
限
り
な
く
卓
越
し
て
ゐ
る
が
故
に
自

然
外
に
一
歩
で
も
出
る
こ
と
は
自
然
の
下
に
落
つ
、」
と
も
述
べ
て
い
る
（「
第
二

編
／
第
一
項　

真
理
観
念
に
関
す
る
一
般
原
理
／
第
一
章　

美
と
関
係
の
観
念
に

関
聯
せ
る
真
理
観
念
に
就
い
て
／
第
八
節　

真
理
の
著
し
き
重
要
性
」）。
超
越
的

か
つ
身
体
的
な
「
自
然
」
の
真
髄
を
「
空
」
が
体
現
し
て
お
り
、
そ
の
「
真
理
」

を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
観
念
的
把
握
で
は
な
い
、
具
体
的
な
観
察
と
分
析
が

必
要
に
な
る
。

　

ラ
ス
キ
ン
は
、「
空
の
単
純
な
る
青
」
に
つ
い
て
、「
其
は
其
の
中
に
浮
遊
せ
る

水
気
多
き
水
蒸
気
の
変
化
す
る
量
に
よ
つ
て
変
化
せ
し
め
ら
れ
、（
略
）
太
陽
光

線
の
暖
い
色
調
を
受
取
り
、
其
の
量
及
び
不
完
全
的
溶
解
に
よ
つ
て
空
を
よ
り
蒼

白
な
ら
し
め
、
同
時
に
其
の
青
と
暖
か
い
色
合
と
を
混
ず
る
こ
と
に
よ
つ
て
多
少

灰
色
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
此
灰
色
の
水
気
多
き
水
蒸
気
は
其
が
圧
倒
的
で
あ
る

時
靄
に
な
り
、
局
部
的
で
あ
る
時
雲
に
な
る
。
故
に
空
は
透
明
な
青
い
液
体
と
し

て
考
へ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。」（「
第
三
項
／
第
一
章
／
第
五
節　

大
空
の
性
質
と

そ
の
本
質
的
特
質
」）
と
説
明
し
て
い
る
。
空
の
明
度
と
彩
度
は
、
空
気
と
水
蒸

気
の
割
合
と
密
度
に
よ
っ
て
変
化
し
て
い
く
の
で
あ
り
、
太
陽
光
線
の
透
析
度
と

併
せ
て
三
者
の
関
係
性
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

　

森
本
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
醇
美
と
し
て
の
自
然
、
雲
と
太
陽
光
線
が
影
響
し

合
う
運
動
体
と
し
て
の
青
空
と
い
う
把
握
は
、
ラ
ス
キ
ン
と
独
歩
に
共
通
す
る
。

「
あ
ひ
ゞ
き
」
の
〈
青
空
〉
を
、
擬
人
法
で
は
な
く
、
空
を
構
成
す
る
要
素
の
変

化
に
着
目
し
て
、
よ
り
動
的
に
捉
え
直
し
た
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。

　

一
方
で
、
独
歩
は
、「
動
揺
、
参
差
、
任
放
、
錯
雑
の
有
様
」
と
変
化
と
多
様

性
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
そ
れ
自
体
に
惹
き
付
け
ら
れ
、〈
青
空
〉
の
魅
力
は
、「
不
羈

奔
逸
の
気
」
と
い
う
変
化
と
多
様
性
を
も
た
ら
す
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
帰
着
し
て
い

る
。
ラ
ス
キ
ン
に
お
け
る
分
析
を
経
た
関
係
性
の
総
合
化
が
、
独
歩
に
お
い
て
は

総
合
化
で
は
な
く
、
根
源
化
さ
れ
て
い
る
。

　

ラ
ス
キ
ン
は
、「
崇サ
ブ
ラ
イ
ム高

な
る
も
の
ゝ
至
高
な
る
諸
特
性
が
発
展
さ
れ
る
の
は
本

源
的
精
力
の
大
な
る
猛
げ
し
き
表
示
に
於
て
ゞ
は
な
い
、
又
霰
の
乱
舞
や
又
旋
風

の
急
駆
に
於
て
ゞ
も
な
い
。（
略
）
蓋
し
神
は
静
か
な
る
小
声
の
中
に
存
在
す

る
。」
と
エ
ド
モ
ン
ド
・
バ
ー
ク
の
崇
高
論
に
意
義
を
唱
え
る
形
で
、「
静
か
な
る

小
声
」（‘in the still, sm

all voice ’

））
10
（

を
主
張
し
、「
空
は
そ
の
ひ
か
へ
目
な
威
厳

で
充
ち
た
静
か
な
る
通
路
に
於
て
深
き
静
け
き
恒
久
的
な
る
も
の
で
あ
る
」 

（‘It is in quiet and subdued passage of unobtrusive m
ajesty, the deep, and 

the calm
, and the perpetual ’

）
と
し
、
空
の
本
源
的
静
か
さ
を
通
し
て
「
敬
虔

の
教
が
主
と
し
て
教
へ
込
ま
れ
、
美
に
就
い
て
の
祝
福
が
与
へ
ら
れ
る
」
と
述
べ

て
い
る
（「
第
三
項
／
第
一
章
／
第
三
節　

是
等
諸
教
訓
の
最
も
根
元
的
な
る
も

の
は
最
も
静
け
き
も
の
で
あ
る
」）。
森
本
に
よ
れ
ば
、
バ
ー
ク
の
『
崇
高
と
美
の

観
念
の
起
原
』（
一
七
五
七
）
は
、「
人
間
の
内
面
を
外
部
と
し
て
の
自
然
に
優
越

さ
せ
る
傲
慢
な
ま
で
の
〈
転
倒
〉」
を
め
ぐ
る
「
記
念
碑
的
成
果
」
で
あ
る
。
即

ち
、「
サ
ブ
ラ
イ
ム
」
は
「
死
と
い
う
生
か
ら
の
剥
離
へ
の
恐
怖
」
に
基
づ
く

「「
苦
」
を
源
泉
と
し
た
屈
折
的
な
「
歓
喜
」」
と
し
て
、「
日
常
的
な
審
美
感
で
あ

る
「
ビ
ュ
ー
テ
ィ
フ
ル
」
か
ら
徹
底
的
に
差
異
化
」
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
こ
れ
に
対

し
、
ラ
ス
キ
ン
は
、「
こ
ゝ
に
崇
高
な
も
の
と
云
つ
て
ゐ
る
も
の
は
死
の
恐
怖
で

は
な
く
死
の
瞑
想
で
あ
る
。」
と
し
て
、「
崇
高
な
る
も
の
は
美
し
き
も
の
と
又
は

芸
術
上
の
自
余
の
快
源
と
識
別
さ
れ
ず
し
て
其
等
の
も
の
ゝ
唯
一
様
式
と
告
示
に

外
な
ら
ぬ
。」
と
「
崇
高
」
も
「
美
」
の
一
種
類
で
あ
る
と
見
做
し
て
い
る
（「
第
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一
編　

総
説
／
第
二
項　

力
に
就
い
て
／
第
三
章　

崇
高
な
る
も
の
に
就
い

て
」）。

　

ラ
ス
キ
ン
の
「
空
」
の
変
化
と
多
様
性
が
、
彼
の
「
崇
高
」
論
に
基
づ
い
て

‘sm
all ’‘quiet ’‘calm

’

と
い
っ
た
静
的
な
表
象
に
昇
華
さ
れ
る
の
に
対
し
、
独
歩

の
場
合
は
、「
空
」
が
内
包
す
る
動
的
な
も
の
を
開
示
す
る
。
森
本
は
、「
空
を

〈
地
〉
と
す
る
雲
の
動
き
」
と
述
べ
て
い
る）

12
（

が
、
ラ
ス
キ
ン
の
「
透
明
な
青
い
液

体
」（‘a transparent blue liquid ’

））
13
（

、「
此
の
液
体
の
全
集
塊
が
多
少
乍
ら
は
ら
ん

で
ゐ
る
と
こ
ろ
」（‘the w

hole m
ass of this liquid is m

ore or less im
pregnated ’

）

の
総
体
的
粒
子
還
元
的
イ
メ
ー
ジ
に
比
べ
る
と
、
ま
さ
に
、「
地
」
の
硬
質
的
平

面
的
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
ラ
ス
キ
ン
は
、「
晴
澄
な
る
空
の
純
青
」（‘the pure 

blue of a serene sky ’

）
は
「
平
面
的
な
死
せ
る
色
で
は
な
く
、
深
く
震
へ
て
ゐ

る
透
明
な
る
透
徹
的
空
気
体
」（‘It is not flat dead colour, but a deep, 

quivering, transparent body of penetrable air ’

）
で
あ
り
、
そ
こ
に
「
眩
眼
的

な
光
の
短
き
落
下
し
行
く
諸
点
と
か
す
か
な
る
影
、
暗
き
水
蒸
気
の
薄
き
ヴ
エ
イ

ル
さ
れ
た
る
痕
跡
」（‘short falling spots of deceiving light, and dim

 shades, 

faint, vailed vestiges of dark vapour ’

）
を
辿
り
、
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
も
述
べ
て
い
る
（「
第
三
項
／
第
一
章
／
第
七
節　

そ
の
非
常
な
る
深
み
」）。

し
か
し
、
独
歩
の
青
空
と
雲
は
、
ラ
ス
キ
ン
の
よ
う
に
溶
解
と
発
生
が
循
環
す
る

イ
メ
ー
ジ
で
は
な
く
、
発
生
と
躍
動
が
連
動
す
る
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。

　

独
歩
は
、
雲
の
存
在
に
よ
っ
て
「
蒼
空
が
一
段
と
奥
深
く
青
々
と
見
え
る
。」

と
述
べ
て
い
る
が
、「
奥
深
く
」
と
青
空
に
精
神
性
を
読
み
取
る
感
受
性
は
、
愛

読
し
て
い
た
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
に
よ
っ
て
養
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。「
ウ
オ
ー
ズ

ヲ
ー
ス
の
自
然
に
対
す
る
詩
想
」（『
国
民
之
友
』

368
号
、
明
31
・
4
））

14
（

で
、
ワ
ー

ズ
ワ
ー
ス
を
「
彼
の
自
然
を
愛
す
る
や
、
自
然
の
美
に
浮
か
る
ゝ
に
あ
ら
ず
し

て
、
実
に
自
然
の
美
の
力
を
信
ず
る
な
り
。
乃
ち
彼
の
自
然
の
奥
に
は
神
あ
る
な

り
。」
と
紹
介
し
、「
チ
ン
テ
ル
ン
精
舎
数
哩
の
上
流
ワ
イ
河
畔
に
て
詠
じ
た
る
一

編
」
を
そ
の
好
例
と
し
て
訳
出
し
て
い
る
。

　
　

 　

さ
れ
ど
我
は
此
経
過
（
引
用
者
注
：
幼
少
期
の
「
山
河
に
対
す
る
此
等
の
快
感
」

が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
指
す
）
を
唸
か
ず
哀
ま
ざ
る
な
り
。
我
は
此
損
失

を
償
ひ
て
余
あ
る
者
を
得
た
り
。
乃
ち
我
は
思
想
な
き
童
児
の
時
と
異
り
、
今
や

自
然
を
観
る
こ
と
を
学
び
た
り
。
今
や
人
情
の
幽
音
悲
調
に
耳
を
傾
け
た
り
。
今

や
落
日
、
大
洋
、
青
空
、
蒼
天
、
人
心
を
一
貫
し
て
流
動
す
る
処
の
も
の
を
感
得

し
た
り
。

　

約
二
年
半
後
の
短
篇
「
小
春
」（『
中
学
世
界
』
3
巻
16
号　

明
33
・
12
））

15
（

で

も
、
一
、
二
年
ぶ
り
に
「
ヲ
ー
ズ
ヲ
ル
ス
詩
集
」
を
読
み
返
す
と
い
う
件
が
あ

り
、
こ
の
「
雄
編
」（‘‘L

ines C
om

posed a Few
 M

iles above T
intern A

bbey ’’

）

の
大
意
が
訳
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
ち
ら
で
は
、「
今
や
落
日
、
大
洋
、
清
風
、
蒼

天
、
人
心
を
一
貫
し
て
流
動
す
る
所
の
も
の
を
感
得
し
た
り
。」
と
な
っ
て
お
り
、

「
青
空
」
の
代
わ
り
に
「
清
風
」
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
重
複
を
避
け

て
、
よ
り
造
化
、
天
の
道
理
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
「
蒼
天
」
を
残
し
た
の
で
あ
ろ

う
。

　

ち
な
み
に
、
原
詩
の
該
当
部
分
は
、
以
下
に
な
る）

16
（

。

　

                    ;a sense sublim
e 

O
f som

ething far m
ore deeply interfused, 

W
hose dw

elling is the light of setting suns, 
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A
nd the round ocean and the living air, 

A
nd the blue sky, and in the m

ind of m
an: 

（ 
そ
れ
は
遥
か
に
深
く
浸
透
し
た
何
も
の
か
に
対
す
る
崇
高
な
感
覚
で
、 

そ
れ
が
存
在
す
る
の
は
落
日
の
光
の
中
で
あ
り
、 

円
い
大
洋
で
あ
り
、
新
鮮
な
大
気
で
あ
り
、 

青
空
で
あ
り
、
人
の
心
の
中
で
あ
っ
た
。　

山
内
久
明
訳
）

　

藤
森
清
が
指
摘
す
る）

17
（

よ
う
に
、
独
歩
は
「a sense of sublim

e

」（
崇
高
な
感

覚
）
を
訳
出
し
て
い
な
い
。
代
わ
っ
て
前
面
化
さ
れ
る
の
は
「
人
情
の
幽
音
悲

調
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
引
用
の
四
行
前
の‘T

he still,sad m
usic of hum

anity ’

の
訳
出
で
あ
る
。「
崇
高
な
感
覚
」
を
捨
象
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
藤
森
は
、
独

歩
は
「
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
を
通
し
て
ロ
マ
ン
主
義
の
「
精
神
化
さ
れ
た
風
景
の
も
ち

う
る
力
」」
に
焦
点
を
当
て
つ
つ
、
そ
の
自
然
観
を
学
ん
だ
の
で
あ
り
、「
ロ
マ
ン

主
義
に
い
た
る
階
梯
で
し
か
な
か
っ
た
」
か
ら
で
あ
る
と
考
察
し
て
い
る
。「
人

間
の
内
面
を
外
部
と
し
て
の
自
然
に
優
越
さ
せ
る
傲
慢
な
ま
で
の
〈
転
倒
〉」（
森

本
）
が
、
絵
画
的
な
表
象
性
か
ら
個
人
の
精
神
の
形
象
化
へ
と
深
化
し
て
い
く
プ

ロ
セ
ス
を
辿
り
、
そ
の
最
終
形
を
受
容
し
た
独
歩
に
と
っ
て
、「
崇
高
な
感
覚
」

は
途
上
の
一
要
素
で
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、「
彼
の
自

然
の
奥
に
は
神
あ
る
な
り
」（「
ウ
オ
ー
ズ
ヲ
ー
ス
の
自
然
に
対
す
る
詩
想
」）

「
た
ゞ
自
然
其
物
の
表
象
変
化
を
観
て
其
真
髄
の
美
観
を
詠
じ
た
」（「
小
春
」）
と

い
う
、
神
の
力
の
表
象
で
は
な
く
、
自
然
の
真
の
美
が
テ
ー
マ
で
あ
る
と
す
る

ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
評
、「
人
情
の
幽
音
悲
調
」
と
「
落
日
、
大
洋
、
清
風
、
蒼
天
、

人
心
を
一
貫
し
て
流
動
す
る
所
の
も
の
」
を
ほ
ぼ
イ
コ
ー
ル
で
結
び
、
自
然
と
人

間
を
環
流
す
る
も
の
と
し
て
精
神
を
捉
え
て
い
る
こ
と
を
見
る
と
、「
崇
高
」
の

捨
象
は
、
神
の
力
で
も
個
人
の
精
神
の
形
象
化
で
も
な
い
、
造
化
と
交
響
す
る
人

間
の
精
神
を
読
み
取
っ
た
か
ら
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
自
然
は
「
美
」
で
あ

り
、
そ
の
「
美
」
に
「
真
」
を
見
る
と
い
う
自
然
観
は
、「
崇
高
」
も
「
美
」
に

属
す
る
と
見
做
す
ラ
ス
キ
ン
に
近
い
。

　

ラ
ス
キ
ン
に
と
っ
て
、「
美
」
は
「
真
理
」
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
深
め
ら
れ
る

も
の
で
あ
り
、「
真
理
」
を
体
現
す
る
「
自
然
」
の
中
で
も
「
空
」
は
本
質
的
存

在
で
あ
る
。〈
青
空
〉
は
、
無
限
の
変
化
と
多
様
性
の
本
体
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
、
独
歩
の
〈
青
空
〉
は
、
同
様
に
、「
美
」
で
あ
り
「
真
」
で
あ
る
が
、
無
限

の
変
化
と
多
様
性
の
奥
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
変
化
と
多
様
性
を
支
え
る
い
わ
ば

構
造
的
青
空
と
も
言
う
べ
き
視
線
は
、
志
賀
重
昂
の
『
日
本
風
景
論
』（
政
教

社　

明
27
・
10
）
を
想
起
さ
せ
る
。

三
　﹃
日
本
風
景
論
﹄
の
︿
青
空
﹀

　

内
村
鑑
三
は
、「
志
賀
重
昂
氏
著
『
日
本
風
景
論
』」（『
六
合
雑
誌
』

168
号　

明

27
・
12
））

18
（

で
、「
余
輩
は
著
者
に
「
日
本
の
ラ
ス
キ
ン
」
な
る
名
称
を
呈
す
る
こ

と
を
吝
ま
ず
、」
と
述
べ
、
ラ
ス
キ
ン
の
文
章
を
引
用
対
比
し
つ
つ
、「
是
は
桜
花

爛
漫
た
る
東
土
の
作
、
彼
は
湮
霧
陰
鬱
な
る
西
土
の
感
、
余
輩
は
我
邦
の
こ
の
好

詩
人
を
産
す
る
あ
り
て
人
生
の
楽
観
的
半
面
を
歌
は
し
め
し
を
喜
ぶ
。」
と
「
国

粋
保
存
論
の
提
起
者
」
重
昂
が
「
東
洋
の
彩
花
島
内
に
お
い
て
世
界
の
凡
て
の
美

な
る
も
の
」
を
見
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
批
判
し
つ
つ
も
、「
楽
観
的
半
面
」（「
園

芸
的
に
美
」「
公
園
的
に
美
」）
の
称
揚
の
記
述
に
つ
い
て
は
称
賛
し
て
い
る
。

　
『
日
本
風
景
論
』
は
、
重
昂
が
地
理
学
の
述
語
を
駆
使
し
て
、
日
本
の
風
景
を

近
代
的
な
美
と
し
て
捉
え
直
し
た
書
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
夙
に
小



（
七
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島
烏
水
は
、
岩
波
文
庫
初
版
本
（
昭
12
・
1
））

19
（

の
「
解
説
」
で
、「『
風
景
論
』
が

出
て
か
ら
、
従
来
の
近
江
八
景
式
や
、
日
本
三
景
式
の
如
き
、
古
典
的
風
景
美

は
、
殆
ど
一
蹴
さ
れ
た
感
が
あ
る
。」「
地
学
的
の
眼
孔
を
以
て
、
風
光
を
洞
観
し

て
い
る
、」
と
述
べ
て
い
る
。

　

し
か
し
、『
日
本
風
景
論
』
は
、
学
術
書
で
は
な
い
。
内
村
は
重
昂
を
「
好
詩

人
」
と
呼
び
、
烏
水
も
、
従
来
の
「
教
科
書
用
の
地
理
学
地
文
書
」
に
比
し
て
、

「
叙
景
詩
と
も
な
り
、
詩
文
と
画
図
と
を
兼
ね
備
わ
る
名
所
図
会
と
も
な
っ
て
」

と
述
べ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
内
村
や
烏
水
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、『
日

本
風
景
論
』
に
は
、
漢
詩
、
和
歌
、
俳
句
が
随
所
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
亀
井
秀

雄
に
よ
れ
ば）

20
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、
重
昂
が
風
景
を
分
析
す
る
視
点
と
し
て
用
い
た
の
は
、「
地
文
学
」

（‘P
hysical G

eography ’

）
で
あ
り
、
地
理
学
的
な
学
問
ジ
ャ
ン
ル
の
言
葉
と
し

て
関
藤
成
緒
『
百
科
全
書
』（
文
部
省　

明
10
）
に
初
め
て
出
て
く
る
。
そ
れ
は
、

「
地
球
ノ
表
面
ヲ
論
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
海
陸
ノ
位
置
大
小
高
低
深
浅
流
動
及
ヒ

一
切
ノ
性
質
」
の
学
問
で
あ
り
、「
又
地
球
ハ
固
有
物
質
ト
名
ヅ
ク
ル
モ
ノ
ゝ
外
、

猶
気
状
体
ノ
覆
被
ヲ
蒙
レ
リ
、
即
雰
囲
気
ヲ
包
裹
ス
」
と
、「
地
球
の
表
面
を
覆

う
空
気
を
も
研
究
対
象
に
含
め
て
い
た
」
学
問
で
あ
る
。「
日
本
に
は
水
蒸
気
の

多
量
な
る
事
」
と
い
う
章
（
第
三
章
）
を
立
て
て
、
日
本
固
有
の
美
を
説
明
す
る

『
日
本
風
景
論
』
は
、「
地
文
学
の
延
長
」
に
あ
り
、「
従
来
の
地
文
学
や
地
理
学

か
ら
み
れ
ば
過
剰
な
ほ
ど
の
文
学
性
を
帯
び
た
、
地
文
学
理
念
の
「
実
現
」」
で

あ
る
と
亀
井
は
指
摘
す
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
齋
藤
希
史
は
、「
志
賀
に
と
っ
て

は
、
科
学
も
ま
た
風
景
の
原
理
の
表
現
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
む
し

ろ
科
学
的
表
現
と
文
学
的
表
現
を
組
み
合
わ
せ
て
配
置
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
眼
目

と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
重
要
」
で
あ
り
、「
志
賀
の
受
け
取
っ
た
地
文
学
」
と
は

「
景
観
の
原
理
と
歴
史
の
可
視
化
で
あ
り
、
景
観
を
一
つ
の
表
現
と
見
て
分
析
す

る
も
の
」
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る）
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。
即
ち
、
地
理
学
・
地
文
学
的
記
述
も
、
漢

詩
・
和
歌
・
俳
句
も
「
風
景
を
表
現
す
る
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」
と
し
て
等
価
に
捉

え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
齋
藤
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
が
可
能
で
あ
っ
た

の
は
、
そ
も
そ
も
重
昂
の
表
現
観
の
根
底
に
「
天
文
・
地
文
・
人
文
」
と
い
う
伝

統
的
枠
組
み
を
繋
ぐ
「
文
」
の
概
念
が
存
在
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　

亀
井
が
指
摘
す
る
、
空
気
の
変
化
も
含
め
た
地
表
の
変
動
、
変
容
を
研
究
す
る

「
地
文
学
」
に
導
か
れ
た
、
重
昂
描
く
風
景
の
美
は
、
齋
藤
が
指
摘
す
る
、
異
な

る
ジ
ャ
ン
ル
を
繋
ぐ
「
文
」
と
い
う
単
位
に
よ
っ
て
、
近
代
的
な
学
問
の
述
語
と

伝
統
的
な
文
学
表
現
を
ト
ー
タ
ル
な
視
点
の
下
に
接
合
す
る
新
た
な
表
現
と
し
て

誕
生
し
得
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
亀
井
が
「
日
本
の
景
観
の
生
成
・
変
容
す

る
姿
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
描
い
た
」
例
証
と
し
て
、
齋
藤
が
「
ど
の
語
彙
も
近
代

の
も
の
」
で
あ
り
「
量
的
で
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
修
辞
」
と
し
て
、
共
に
挙
げ
て

い
る
（
た
だ
し
、
齋
藤
は
、「
緒
論
」
が
「
日
本
の
江
山
の
洵
美
な
る
理
由
」
と

し
て
挙
げ
て
い
る
四
箇
条
を
引
用
し
て
い
る
。
二
〜
五
に
該
当
す
る
）
の
が
、

『
日
本
風
景
論
』）
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の
構
成
で
あ
る
。
重
昂
が
「
九　

雑
感　

花
鳥
、
風
月
、
湖
海

の
詞
画
に
つ
い
て
」
で
、「
想
ふ
画
人
、
俳
人
、
詩
人
の
要
は
、
能
く
宇
宙
の
機

微
を
吹
鼓
し
、
神
韻
縹
緲
、
恍
乎
と
し
て
自
然
と
同
化
冥
合
す
る
に
あ
り
、」

（「（
第
三
）　

詩
文
、
俳
諧
、
絵
画
は
理
学
と
調
和
適
合
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
」）
と

述
べ
て
い
る
の
も
、
認
識
・
表
現
の
基
本
単
位
と
し
て
の
「
文
」
が
、「
詞
画
」

と
「
理
学
」
を
繋
ぐ
視
点
に
な
り
得
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

一　

緒
論

二　

日
本
に
は
気
候
、
海
流
の
多
変
多
様
な
る
事

三　

日
本
に
は
水
蒸
気
の
多
量
な
る
事



（
八
）

四　

日
本
に
は
火
山
岩
の
多
々
な
る
事

五　

日
本
に
は
流
水
の
浸
蝕
激
烈
な
る
事

六　

日
本
の
文
人
、
詞
客
、
画
師
、
彫
刻
家
、
風
懐
の
高
士
に
寄
語
す

七　

日
本
風
景
の
保
護

八　

亜
細
亜
大
陸
地
質
の
研
鑽　

日
本
の
地
学
家
に
寄
語
す

九　

雑
感　

花
鳥
、
風
月
、
湖
海
の
詞
画
に
つ
い
て

　

烏
水
の
「
解
説
」
に
よ
れ
ば
、『
日
本
風
景
論
』
は
、
明
治
三
十
五
年
四
月
の

増
訂
十
四
版
ま
で
改
訂
を
加
え
つ
つ
版
を
重
ね
た
。「
一　

緒
論
」
に
「
瀟
洒
」

「
美
」「
跌て
っ
と
う宕

」
と
い
う
項
目
が
付
け
加
え
ら
れ
た
の
は
、
増
訂
再
版
（
明
27
・

12
）
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
三
田
博
雄
は
、
重
昂
が
、
バ
ー
ク
以
来
の

西
洋
的
審
美
的
範
疇
と
し
て
の
「
崇
高
」
と
「
美
」
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、「
西

欧
の
「
美
」
を
二
つ
に
分
け
て
、
日
本
の
春
の
「
美
」
と
日
本
の
秋
の
「
瀟
洒
」

に
当
て
、
キ
リ
ス
ト
教
を
背
景
に
し
た
「
崇
高
」
に
対
し
て
は
「
跌
宕
」
つ
ま
り

野
放
図
を
も
っ
て
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。」
と
推
察
し）
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、
藤
森
は
、「「
跌
宕
」

（
ほ
し
い
ま
ま
な
さ
ま
、
広
大
な
さ
ま
）
は
、
菊
池
大
麓
が
翻
訳
「
修
辞
及
華
文
」

（
明
治
一
二
年
五
月
、
文
部
省
編
輯
局
）
で
サ
ブ
ラ
イ
ム
の
訳
語
と
し
て
使
用
し

た
語
で
あ
る
（「
跌サ
ブ
ラ
イ
ム宕」。

た
だ
し
、
こ
れ
は
修
辞
学
の
文
脈
で
あ
る
。）」
と
指
摘

し
て
い
る
。
因
み
に
、『
修
辞
及
華
文
』
の
該
当
箇
所
は
、「
跌
宕
ハ
非
常
ノ
勢

力
、
威
グ
ラ
ン
デ
ユ
ア
ー
厳
、
高ロ
フ
チ
ネ
ス聳
、

豁
エ
キ
ス
パ
ン
シ
ョ
ン
達
等
ヲ
表
ス
ル
ノ
語
気
ニ
因
テ
生
ス
即
チ
勢

力
ノ
極
度
ニ
達
ス
ル
事
物
ヲ
適
当
ノ
言
語
ニ
上
セ
ハ
毎
ニ
跌
宕
ト
ナ
ル
ヘ
シ
」
と

「
其
事
物
ノ
至
大
至
剛
ノ
状
」
を
表
す
時
に
「
跌
宕
ノ
感
覚
」
を
自
然
と
覚
え
さ

せ
る
と
説
明
し
て
い
る
（「
跌サ
ブ
ラ
イ
ム宕
」
の
項
目）
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）。

　

重
昂
は
、「
跌
宕
」
の
風
景
を
「
一
、
那
須
の
曠
野
、
一
望
微
茫
、
松
樹
あ
る

い
は
三
あ
る
い
は
五
、
蒼
健
高
聳
す
。」
を
初
め
と
し
て
、「
佇
立
」「
突
兀
」「
芙

蓉
万
仭
」「
飛
噴
逆
上
」「
空
を
衝
き
て
」「
仰
ぎ
て
大
川
の
天
上
よ
り
落
つ
る
を

看
、
俯
し
て
奔
雷
を
地
下
に
聴
く
」
と
ス
ケ
ー
ル
感
と
躍
動
感
あ
る
措
辞
で
表
現

し
て
い
る
。『
修
辞
及
華
文
』
を
踏
ま
え
て
い
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、

「
事
物
ノ
至
大
至
剛
ノ
状
」
と
「
適
当
ノ
言
語
」
が
関
連
し
て
い
る
。
地
文
学
的

な
視
覚
と
漢
文
的
文
体
が
、「
華
文
」
即
ち
「
凡
ソ
天
地
間
ニ
発
ス
ベ
キ
人
事
に

関
ス
ル
最
要
ノ
題
目
ハ
尽
ク
之
ヲ
秀
逸
ノ
文
字
ニ
表
シ
テ
体
格
行
文
皆
精
粋
ヲ
極

ル
者
ヲ
云
フ
」（『
修
辞
及
華
文
』）
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
超
え
た
理
想
的
文
体
と

い
う
概
念
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
て
い
る
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。「
跌
宕
」
と
い

う
美
学
的
価
値
は
、
西
洋
的
な
分
析
の
視
点
（
地
文
学
）
を
絵
画
的
風
景
に
変
換

す
る
と
共
に
、
漢
文
的
誇
張
表
現
、
あ
る
い
は
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
い
う
歴
史
的
文

脈
も
そ
の
枠
組
み
に
重
ね
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

齋
藤
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
重
昂
は
、「
日
本
風
景
の
瀟
洒
、
美
、
跌
宕
」
を

作
り
出
す
要
因
と
し
て
、
四
つ
の
要
因
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
第
二
が
「
日
本
に

は
水
蒸
気
の
多
量
な
る
事
」
で
あ
り
、
水
蒸
気
が
も
た
ら
す
風
景
と
し
て
「
稜
々

た
る
峰
頂
斉
し
く
白
雪
を
冠
」
っ
た
立
山
を
挙
げ
、
こ
れ
を
描
い
た
例
と
し
て
、

池
主
の
和
歌
「
た
ち
山
に
ふ
り
お
け
る
雪
を
と
こ
夏
に
み
れ
共
あ
か
ず
か
む
か
ら

な
ら
し
」
と
共
に
、
亀
田
鵬
斎
の
漢
詩
が
引
用
さ
れ
て
い
る
（
第
二
章
の
「（
四
）

山
陰
道
、
北
陸
道
の
水
蒸
気
（
夏
）」）。

玉
山
壁
立
撫
青
空
。
鉄
鎖
援
雲
摩
月
宮
。
晩
嚼
会
仙
壇
畔
雪
。
朗
吟
飛
下
北
溟

風
。
立
山

〔
玉
山
壁
立
し
て
青
空
を
撫
し
、
鉄
鎖
雲
を
援ひ

き
て
月
宮
に
摩せ
ま

る
。
晩
嚼
し
仙
に

会
う
壇
畔
の
雪
、
朗
吟
し
飛
び
下
る
北
溟
の
風
。
立
山
〕

― 167 ―― 166 ―



（
九
）

　

鵬
斉
が
詠
む
立
山
は
、「
青
空
」
を
圧
す
る
威
容
で
あ
り
、「
青
空
」
は
そ
の
威

容
を
表
す
た
め
の
背
景
で
あ
る
。
李
白
の
「
三
山
半
落
青
天
外　

二
水
中
分
白
鷺

洲
」（「
三
山
半
ば
落
つ
青
天
の
外　

二
水
中
分
す
白
鷺
洲
」／「
登
金
陵
鳳
凰
台
」））

25
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や
岑
参
の
「
四
角
礙
白
日　

七
層
摩
蒼
穹
」（「
四
角
白
日
を
礙さ
え
ぎり　

七
層
蒼
穹
を

摩
す
」／「
与
高
適
薛
拠
同
登
慈
恩
寺
浮
図
」））
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と
い
う
一
節
を
思
わ
せ
る
古
典
的

な
漢
詩
の
「
青
空
」
で
あ
る
。
し
か
し
、「
朗
吟
飛
下
北
溟
風
」
に
は
、
詠
み
手

を
基
点
と
し
、
そ
の
身
体
に
共
振
す
る
動
的
な
自
然
が
描
か
れ
て
い
る
。
鵬
斉

は
、
宝
暦
二
（
一
七
五
二
）
年
に
江
戸
で
生
ま
れ
、
文
政
九
（
一
八
二
六
）
年
に

亡
く
な
っ
た
文
人
で
あ
り
、
儒
学
者
で
あ
る）
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。
鵬
斉
の
漢
詩
で
青
空
が
詠
ま
れ
て

い
る
も
の
に
は
、
他
に
も
七
言
律
詩
「
航
海
到
佐
渡
」）
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が
あ
る
。

孤
島
藐
然
大
瀛
外　
　
　

孤
島　

藐
然
た
り　

大
瀛え
い

の
外

四
垠
積
水
望
還
空　
　
　

四
垠
の
積
水　

望
め
ど
も
還
た
空
し

青
天
低
処
乾
坤
尽　
　
　

青
天　

低
き
処　

乾
坤
尽
き

白
日
沈
辺
西
北
窮　
　
　

白
日　

沈
む
辺　

西
北
窮
ま
る

　

前
半
部
分
を
引
用
し
た
が
、「
青
天
低
処
乾
坤
尽
き
」（「
青
空
が
水
と
接
す
る

所
で
天
も
地
も
尽
き
」
徳
田
武
訳
）
と
い
う
広
大
な
視
界
は
、「
白
日
」
と
の
対

句
的
構
成
と
併
せ
て
、
古
典
的
な
表
現
で
あ
る
。
唐
詩
の
詠
み
方
を
手
本
と
し
つ

つ
も
、「
立
山
」
で
は
、「
朗
吟
し
飛
び
下
る
北
溟
の
風
」
と
い
う
そ
の
場
に
い
る

個
の
身
体
が
受
け
止
め
た
自
然
が
描
か
れ
て
い
る
の
が
興
味
深
い
。
堀
切
実
は
、

近
世
の
風
景
描
写
に
つ
い
て
、「
文
学
や
芸
術
に
お
け
る
〝
写
実
〞
の
時
代
は
、

少
な
く
と
も
十
八
世
紀
の
後
半
か
ら
着
実
に
は
じ
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
詩

風
か
ら
み
れ
ば
、
天
明
・
寛
政
期
に
お
け
る
山
本
北
山
や
江
湖
社
の
詩
人
た
ち

の
、
宋
詩
に
倣
っ
た
現
実
的
で
写
実
的
な
作
風
は
、
六
如
上
人
を
経
て
、
化
政
期

の
菅
茶
山
に
お
け
る
「
実
境
を
写
し
、
実
感
を
歌
ふ
」
と
こ
ろ
の
写
生
詩
運
動
へ

と
展
開
し
て
い
っ
た
。」
と
述
べ
て
い
る）
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。
堀
切
の
〝
写
実
〞
と
は
、「「
姿
」（
景
）

と
「
情
」
の
分
離
」
に
よ
る
「
主
体
・
客
体
の
二
元
化
に
基
づ
く
対
象
描
写
」
を

指
す
。
茶
山
（
延
享
五
・
一
七
四
八~

文
政
十
・
一
八
二
七
）
と
同
時
代
人
で
あ

り
、
漢
詩
を
贈
り
合
っ
て
交
わ
り
を
結
ん
だ
鵬
斎）

30
（

に
も
、
主
体
の
感
覚
を
通
し
た

描
写
の
意
識
が
共
有
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
重
昂
が
引
用
し
た
漢
詩
は
、

詠
む
主
体
の
身
体
的
感
覚
を
通
し
て
、「
跌
宕
」
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
形
式
に
還

元
さ
れ
る
こ
と
な
く
生
動
す
る
例
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

重
昂
は
、「
日
本
に
は
水
蒸
気
の
多
量
な
る
事
」
の
総
括
と
し
て
「
日
本
の
水

蒸
気
に
関
す
る
品
題
」
の
節
を
設
け
、
十
四
の
題
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
こ
で
も

「
四
、
峰
腰
一
片
雲
。
散
作
千
山
雨　

茶
山
〔
峰
腰
（
富
士
）
一
片
の
雲
、
散
じ

て
千
山
の
雨
と
作な

る
〕」
と
茶
山
の
漢
詩
を
引
い
て
、
水
蒸
気
が
も
た
ら
す
自
然

の
変
化
に
注
目
し
て
い
る
。
更
に
、「
十
一
」
で
は
、
よ
り
具
体
的
に
変
化
す
る

様
相
を
挙
げ
る
。

十
一
、
長
空
一
碧
、
忽
ち
に
し
て
半
天
一
点
の
黒
雲
を
看
る
、
雲
疾
く
馳
せ
て
、

地
平
線
上
に
下
降
し
、
霞
霧
冥
合
、
颶
颱
ま
さ
に
来
ら
ん
と
し
て
、
汀
上
の
椰
樹

三
、五
株
、
頂
上
の
葉
早
く
翻
り
て
幹
と
漸
く
直
角
を
な
す
。

　

広
い
青
空
に
一
点
の
黒
雲
が
現
れ
、
み
る
み
る
広
が
り
、
激
し
い
風
が
椰
子
の

木
を
大
き
く
揺
ら
す
様
は
、〈
地
〉
と
し
て
の
青
空
に
激
し
い
雲
の
動
き
が
展
開

す
る
構
図
で
あ
る
。
ラ
ス
キ
ン
の
よ
う
に
、
限
り
な
き
変
化
と
多
様
性
を
内
包
す

る
空
の
奥
深
さ
に
意
義
を
見
出
す
の
で
は
な
く
、
変
容
と
躍
動
そ
れ
自
体
に
意
義
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（
一
〇
）

が
あ
る
。
ラ
ス
キ
ン
に
と
っ
て
〈
青
空
〉
は
動
を
生
む
静
の
象
徴
で
あ
り
、
動
よ

り
も
高
次
の
存
在
で
あ
る
が
、
重
昂
の
〈
青
空
〉
は
動
の
舞
台
で
あ
り
、
自
然
も

人
間
も
含
め
て
、
こ
の
世
界
の
営
み
を
表
す
生
々
流
転
と
い
う
言
葉
が
想
起
さ
れ

る
。

　

生
々
流
転
を
想
起
さ
せ
る
躍
動
す
る
雲
へ
の
注
目
の
仕
方
と
そ
れ
を
支
え
る

〈
地
〉
と
し
て
の
青
空
の
描
き
方
に
お
い
て
、
独
歩
の
〈
青
空
〉
は
、
重
昂
に
類

似
す
る
。
独
歩
の
新
体
詩
は
、「
独
歩
吟
」
の
代
表
作
「
山
林
に
自
由
存
す
」

（『
抒
情
詩
』
民
友
社　

明
30
・
4
）
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
漢
文
脈
で
あ
る
。
漢

文
脈
を
介
し
て
、
独
歩
は
重
昂
の
生
動
す
る
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
継
承
し
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

四
　
浪
漫
的
︿
青
空
﹀

　

ラ
ス
キ
ン
は
、『
近
世
画
家
論
』
の
「
第
二
編
／
第
三
項
／
第
一
章
／
第
七

節　

其
の
非
常
な
る
深
み
」
の
冒
頭
で
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
「
旅
エ
キ
ス
カ
ー
シ
ヨ
ン

行
紀
」
第
二
巻

（“the second book of T
he E

xcursion ”

）
を
好
例
と
し
て
引
用
し
て
い
る
。

私
の
頭
上
の
空
の
割
目
は

天
の
こ
よ
な
く
深
き
紺
碧
で
あ
る
。
此
処
に

浮
気
の
生い
の
ち命
短
き
雲
は
占
む
べ
く

通
過
す
べ
き
国
を
持
た
な
い
、
蓋
し
そ
は

無
窮
の
星
の
住
む
深
淵
で
あ
る
、

そ
の
ほ
の
暗
さ
と
無
限
の
深
さ
は
好
奇
の
眼
を

日
中
星
を
見
る
べ
く
誘
ふ
に
足
る
も
の
が
あ
る
。

                ‘T
he chasm

 of sky above m
y head 

Is H
eaven ’s profoundest azure. N

o dom
ain 

For fickle short-lived clouds, to occupy, 

O
r to pass through;

―but rather an  abyss 

In w
hich the everlasting stars abide, 

A
nd w

hose soft gloom
,and boundless depth,m

ight tem
pt 

T
he curious eye to look for them

 by day ’

）
31
（

　
「
天
の
こ
よ
な
く
深
き
紺
碧
」「
無
窮
の
星
の
住
む
深
淵
」
と
い
う
永
遠
を
仰
ぎ

見
る
眼
差
し
が
印
象
的
で
あ
る
。
独
歩
も
、「
小
春
」
で
か
つ
て
の
ワ
ー
ズ
ワ
ー

ス
へ
の
傾
倒
を
回
想
し
、「『
エ
キ
ス
カ
ル
シ
ヨ
ン
』
第
九
編
中
に
在
つ
て
自
分
は

之
に
太
く
青
い
線す
ぢ

を
引
い
て
る
で
は
な
い
か
。」
と
そ
の
痕
跡
に
驚
く
件
が
あ
る

の
で
、
第
二
篇
も
読
ん
で
い
た
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
仰
ぎ
見
る
憧
憬

の
象
徴
と
し
て
の
〈
青
空
〉
は
、
独
歩
で
は
な
く
、
次
世
代
の
若
山
牧
水
や
石
川

啄
木
に
現
れ
る
。

　

大
悟
法
利
雄
は
、「
牧
水
は
、
早
稲
田
で
は
英
文
科
の
学
生
と
し
て
外
国
文
学

の
講
義
な
ど
き
い
て
い
た
か
ら
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
や
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
詩
に
出
て

来
る
旅
な
ど
も
知
っ
て
い
た
し
」
と
述
べ）

32
（

、
啄
木
の
日
記
に
も
、「
近
頃
余
が
日

課
は
殆
ん
ど
英
語
の
み
と
な
れ
り
。
書
は
ロ
ン
グ
フ
エ
ロ
ー
、
ウ
ヲ
ル
ズ
ヲ
ル

ス
、
ト
リ
ル
ビ
ー
等
也
。」（「
秋
韷
笛
語
」
明
35
・
11
・
19
））

33
（

「
幼
時
嬉
遊
の
昔
を

除
い
て
も
、
五
年
前
友
か
ら
借
り
た
ヲ
ル
ズ
ヲ
ル
ス
を
最
も
面
白
く
繙
い
た
の
も

こ
の
堤
（
引
用
者
注
「̈
用
水
沼
の
堤
」
を
指
す
）
の
上
で
あ
つ
た
。」（「
渋
民

日
記
」
明
39
・
4
・
8
））

34
（

と
い
う
記
述
が
あ
る
。
森
一
は
、「
渋
民
日
記
」
の
記

述
か
ら
、
啄
木
が
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
に
接
し
た
の
は
盛
岡
中
学
時
代
で
あ
ろ
う
と
推
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（
一
一
）

測
し
て
い
る）

35
（

。
牧
水
も
啄
木
も
、
学
生
時
代
に
授
業
を
介
し
て
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
を

学
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

牧
水
の
第
一
歌
集
『
海
の
声
』（
生
命
社　

明
41
・
7
））

36
（

は
、〈
青
空
〉
と
海
が

印
象
的
な
モ
チ
ー
フ
に
な
っ
て
い
る
。

風
わ
た
る
見
よ
初
夏
の
あ
を
空
を
青
葉
が
う
へ
を
や
よ
恋
人
よ

空
の
日
に
浸
み
か
も
響
く
青
々
と
海
鳴
る
あ
は
れ
青
き
海
鳴
る

白し
ら
と
り鳥
は
哀
し
か
ら
ず
や
空
の
青
海
の
あ
を
に
も
染
ま
ず
た
だ
よ
ふ

闇
冷
え
ぬ
い
や
が
う
へ
に
も
砂
冷
え
ぬ
渚
に
臥
し
て
黒
き
海
聴
く

雲
ふ
た
つ
合
は
む
と
し
て
は
ま
た
遠
く
分
れ
て
消
え
ぬ
春
の
青
ぞ
ら

日
が
歩
む
か
の
弓
形
の
蒼
空
の
青
ひ
と
す
ぢ
の
み
ち
高
き
か
な

恋
人
よ
わ
れ
ら
は
さ
び
し
青
ぞ
ら
の
も
と
に
涯は
て

な
う
野
の
燃
ゆ
る
さ
ま

　
「
空
」
も
「
海
」
も
寂
寥
や
感
慨
を
託
す
対
象
で
あ
る
が
、〈
青
空
〉
は
あ
く
ま

で
も
高
く
、
詠
み
手
の
視
線
を
彼
方
へ
と
誘
い
出
す
。
こ
れ
に
対
し
、「
海
」
は

「
空
の
日
」
の
陰
影
と
な
り
、「
青
き
海
」「
黒
き
海
」
と
な
っ
て
、
よ
り
受
動
的

な
印
象
を
与
え
る
。「
空
」
と
「
海
」
の
質
感
の
相
違
が
、
異
な
る
心
象
を
形
成

し
て
い
る
。「
海
」
が
牧
水
の
悲
哀
と
溶
解
し
、
心
情
の
襞
を
波
立
た
せ
る
の
に

対
し
、「
空
」
は
〈
青
空
〉
と
し
て
遥
か
な
感
情
を
呼
び
覚
ま
す
。
そ
れ
は
、
開

放
感
で
あ
っ
た
り
、
孤
独
感
で
あ
っ
た
り
す
る
。
こ
こ
に
は
、
重
昂
や
独
歩
の
よ

う
に
〈
青
空
〉
を
客
体
的
に
捉
え
、
生
動
す
る
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
詠
嘆
す
る
眼
差

し
は
な
い
。
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
的
な
青
空
の
深
淵
が
、
畏
敬
と
賛
美
の
念
と
し
て
で

は
な
く
、
個
の
心
情
と
呼
応
し
、
そ
の
意
味
を
拓
い
て
く
れ
る
も
の
と
し
て
個
別

化
さ
れ
た
存
在
と
な
る
。
そ
れ
は
、
独
歩
に
見
ら
れ
た
造
化
と
交
響
す
る
人
間
と

い
う
自
然
観
が
、
観
念
と
し
て
で
は
な
く
心
情
と
し
て
内
面
化
さ
れ
た
形
と
も
言

え
る
。

　

個
の
心
情
を
映
し
出
し
、
読
み
解
く
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
〈
青
空
〉
は
、
啄
木

の
場
合
、
そ
の
位
相
を
も
象
徴
す
る
。

見
よ
、
今
日
も
、
か
の
蒼
空
に

飛
行
機
の
高
く
飛
べ
る
を
。

給
仕
づ
と
め
の
少
年
が

た
ま
に
非
番
の
日
曜
日
、

肺
病
病
み
の
母
親
と
た
つ
た
二
人
の
家
に
ゐ
て
、

ひ
と
り
せ
つ
せ
と
リ
イ
ダ
ア
の
独
学
を
す
る
眼
の
疲
れ
…
…

　
見
よ
、
今
日
も
、
か
の
蒼
空
に

飛
行
機
の
高
く
飛
べ
る
を
。

　

草
稿
「
呼
子
と
口
笛
」（
明
44
・
6
・
15
〜
27
作
）
中
の
「
飛
行
機
」
と
題
さ

れ
た
詩
で
あ
る
。「
一
九
一
一
・
六
・
二
七
・
Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ
」
と
い
う
添
書
き
が
あ

る）
37
（

。
学
歴
も
な
く
、
貧
し
い
な
が
ら
も
向
学
心
を
忘
れ
ず
、
英
語
読
本
を
独
習
す

る
少
年
の
姿
は
、
盛
岡
中
学
校
を
卒
業
間
際
に
退
学
し
、
上
京
し
て
、「
近
頃
余

が
日
課
は
殆
ん
ど
英
語
の
み
と
な
れ
り
。」
と
日
記
に
書
き
付
け
て
い
た
十
七
歳

の
啄
木
を
思
わ
せ
る
。「
肺
病
病
み
の
母
親
」
と
の
二
人
暮
し
と
い
う
設
定
に
も

注
意
し
た
い
。
明
治
四
十
四
年
六
月
当
時
、
啄
木
は
、
朝
日
新
聞
の
校
正
係
と
し

て
生
計
を
立
て
て
い
た
が
、
生
来
の
浪
費
癖
も
あ
っ
て
、
生
活
は
常
に
困
窮
し
て
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（
一
二
）

い
た
。
一
家
は
、
啄
木
、
母
カ
ツ
、
妻
節
子
が
結
核
に
罹
っ
て
お
り
、
翌
四
十
五

年
三
月
七
日
に
母
カ
ツ
は
六
十
六
歳
で
死
去
、
啄
木
も
四
月
十
三
日
に
二
十
六
歳

の
生
涯
を
閉
じ
る）

38
（

。
作
品
の
風
景
に
は
、
現
在
に
至
る
啄
木
の
生
の
時
間
が
投
影

さ
れ
て
い
る
。

　

更
に
、「
給
仕
づ
と
め
の
少
年
」
と
い
う
設
定
か
ら
は
、
中
学
校
中
退
と
い
う

エ
リ
ー
ト
コ
ー
ス
か
ら
の
逸
脱
と
は
異
な
る
、
労
働
者
階
級
へ
の
共
感
が
窺
え

る
。
明
治
四
十
三
年
六
月
の
大
逆
事
件
に
衝
撃
を
受
け
た
啄
木
は
、
翌
四
十
四
年

一
月
に
、
弁
護
士
で
あ
っ
た
友
人
の
平
出
修
を
訪
問
し
、
幸
徳
秋
水
が
獄
中
か
ら

担
当
弁
護
士
に
送
っ
た
陳
弁
書
を
借
用
、
筆
写
し
て
、
無
政
府
主
義
に
傾
斜
し
て

い
く
。
中
学
校
中
退
後
、
渋
民
小
学
校
代
用
教
員
を
勤
め
、
北
海
道
に
渡
り
、
函

館
、
札
幌
、
小
樽
、
釧
路
を
転
々
と
し
つ
つ
の
新
聞
記
者
生
活
を
経
て
再
上
京

（
明
治
四
十
一
年
四
月
）。
宝
徳
寺
の
一
人
息
子
と
い
う
特
権
階
級
の
出
自
で
あ
っ

た
啄
木
は
、
無
名
の
一
上
京
者
と
な
り
、
持
た
ざ
る
者
と
し
て
自
己
意
識
を
変
革

し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
最
終
的
に
そ
の
意
識
を
構
造
化
す
る
媒
体
が
無
政
府
主

義
だ
っ
た
の
で
あ
る
。「
給
仕
づ
と
め
の
少
年
」
に
は
、
無
産
階
級
の
一
員
と
し

て
の
啄
木
の
自
己
同
定
が
あ
る
。

　

底
辺
か
ら
見
上
げ
る
「
蒼
空
」
は
、
限
り
な
く
高
い
。
和
田
博
文
に
よ
れ
ば
、

東
京
の
空
に
初
め
て
飛
行
機
が
飛
ん
だ
の
は
、
明
治
四
十
三
年
十
二
月
十
九
日
、

代
々
木
練
兵
場
で
の
試
験
飛
行
で
あ
っ
た
。
翌
四
十
四
年
四
月
四
日
に
は
所
沢
飛

行
場
が
竣
成
し
た
の
で
、
以
降
、
人
々
は
、
時
々
飛
行
機
を
空
で
見
か
け
る
よ
う

に
な
っ
た
と
い
う）

39
（

。
し
か
し
、
飛
行
機
が
一
般
化
さ
れ
る
に
は
、
昭
和
三
年
五
月

一
日
に
日
本
航
空
研
究
所
が
開
設
し
た
、
境
〜
今
治
〜
大
分
線
（
週
三
往
復
）
を

待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
和
田
））

40
（

。
明
治
四
十
四
年
六
月
当
時
の
「
飛
行
機
」

と
は
、
限
り
な
く
未
知
数
の
可
能
性
の
象
徴
で
あ
り
、
そ
れ
を
浮
か
べ
る
〈
蒼

空
〉
と
は
、
到
達
の
可
能
性
が
不
明
な
憧
憬
の
世
界
で
あ
る
。
こ
の
世
界
の
底
辺

に
い
る
少
年
か
ら
〈
蒼
空
〉
の
高
み
ま
で
は
、
限
り
な
く
遠
い
。
遠
い
が
、
断
念

を
促
す
の
で
は
な
い
世
界
の
表
象
で
も
あ
る
こ
と
が
、
啄
木
の
〈
蒼
空
〉
が
持

つ
、
時
代
と
の
関
係
意
識
の
リ
ア
リ
テ
ィ
で
あ
る
。

　

今
井
泰
子
は
、「
本
郷
で
病
床
に
伏
す
啄
木
が
、
飛
行
の
ニ
ュ
ー
ス
を
十
分
承

知
し
て
い
た
と
し
て
も
、
所
沢
か
ら
試
験
飛
行
に
飛
び
立
つ
飛
行
機
の
姿
を
実
際

に
見
る
こ
と
が
で
き
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。」
と
推
測
し）

41
（

、
和
田
は
、
啄
木

の
「
飛
行
機
」
は
「
夢
想
の
暗
喩
」
で
あ
り
、「
リ
ー
ダ
ー
を
学
ぶ
先
に
開
け
る

か
も
し
れ
な
い
、
未
来
の
可
能
性
を
示
す
が
故
に
、
飛
行
機
は
見
る
に
値
す
る
の

で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る）

42
（

。
啄
木
が
、
飛
行
機
を
実
際
に
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、

情
報
と
し
て
の
み
耳
に
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
可
能
性
と
し
て
の
「
飛
行
機
」

は
強
化
さ
れ
、
心
情
の
喩
的
表
出
そ
の
も
の
と
な
る
。
い
わ
ば
、
一
対
一
で
「
飛

行
機
」
と
向
き
合
い
、「
青
空
」
を
仰
ぎ
見
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
時
代
、

社
会
と
の
関
係
意
識
が
鮮
烈
に
映
し
出
さ
れ
る
。

　
啄
木
の
『
一
握
の
砂
』（
東
雲
堂　

明
43
・
12
））

43
（

の
盛
岡
中
学
時
代
の
回
想
歌

（「
煙　

一
」）
に
は
、「
病
の
ご
と
／
思
郷
の
こ
こ
ろ
湧
く
日
な
り
／
目
に
あ
を
ぞ

ら
の
煙
か
な
し
も
」「
青
空
に
消
え
ゆ
く
煙
／
さ
び
し
く
も
消
え
ゆ
く
煙
／
わ
れ

に
し
似
る
か
」
と
、
牧
水
を
思
わ
せ
る
哀
愁
と
距
離
感
の
「
青
空
」
が
歌
わ
れ
て

い
る
。
安
森
敏
隆
に
よ
れ
ば
、
啄
木
と
牧
水
が
初
め
て
出
会
っ
た
の
は
、
明
治

四
十
三
年
六
月
、
大
逆
事
件
後
の
浅
草
の
路
上
で
あ
り
、
翌
年
二
月
に
、
原
稿
依

頼
の
た
め
牧
水
は
啄
木
を
訪
れ
て
い
る）

44
（

。
安
森
が
指
摘
す
る
、
二
月
三
日
の
日
記

に
は
、「
夜
、
若
山
牧
水
君
が
初
め
て
訪
ね
て
来
た
。
予
は
一
種
シ
ニ
ツ
ク
な
心

を
以
て
予
の
時
世
観
を
話
し
た
。
声
の
さ
び
た
こ
の
詩
人
は
、「
今
は
実
際
み
ン

な
お
先
真
暗
で
ご
ざ
ん
す
よ
。」
と
癖
の
あ
る
言
葉
で
二
度
言
つ
た
。」
と
い
う
記
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（
一
三
）

述
が
あ
る
（「
明
治
四
十
四
年
当
用
日
記
」））

45
（

。

　
啄
木
と
牧
水
の
直
接
の
交
流
は
、
啄
木
の
晩
年
で
あ
り
、
日
記
に
は
共
鳴
し
合

う
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
至
る
ま
で
に
、
互
い
の
作
品
を
読
ん
で
相
手
に

一
目
置
い
て
い
た
こ
と
は
推
察
さ
れ
る
。
漂
泊
の
歌
人
牧
水
の
、
個
の
心
情
と
一

対
一
で
向
き
合
う
〈
青
空
〉
と
、
生
活
の
詩
人
（
歌
人
）
啄
木
の
、
社
会
と
の
関

係
意
識
を
も
表
象
す
る
〈
青
空
〉。〈
青
空
〉
は
、
個
の
視
点
か
ら
内
面
化
さ
れ
、

表
現
の
幅
を
見
せ
て
い
く
。

五
　
暮
鳥
の
︿
青
空
﹀

か
み
の
け
に

ぞ
つ
く
り
麦
穂

滴
る
額

か
ら
だ
青
空

ひ
と
み
に

ひ
ば
り
の
巣
を
発み

つ見
け
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
光
」（
初
出
未
詳
、『
聖
三
稜
玻
璃
』）

46
（

所
収
）

　

肉
体
と
自
然
の
直
結
に
関
し
、
田
中
清
光
は
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
哲
学
の
「
気

息
が
風
に
、
眼
が
太
陽
に
対
応
す
る
と
い
う
考
え
や
、「
髪
は
樹
木
の
葉
」
と
す

る
表
現
」
と
の
類
似
性
を
指
摘
し
、「
個
人
の
存
在
と
自
然
界
の
現
象
と
が
対
応

し
、
個
人
が
小
宇
宙
で
あ
り
、
大
宇
宙
の
模
型
で
あ
る
と
す
る
考
え
」
の
受
容
を

読
み
取
っ
て
い
る）

47
（

。
田
中
は
ま
た
、
日
本
聖
公
教
会
平
準
教
会
時
代
（
大
元
・
9

〜
6
・
12
）
の
説
教
「
覚
え
書
」
に
触
れ
て
、
イ
ン
ド
の
詩
人
タ
ゴ
ー
ル
へ
の
共

鳴
を
指
摘
し
て
い
る）

48
（

。
タ
ゴ
ー
ル
『
ギ
タ
ン
ヂ
ヤ
リ
』（
増
野
三
良
訳　

東
雲

堂　

大
4
・
3
）
に
は
、「
爾な
ん
じの

音
楽
の
光ひ
か
り輝

は
世
界
を
あ
か
る
く
照
し
て
ゐ
る
。

爾
の
音
楽
の
生い
の
ち
の命
気い

き息
は
蒼お
ゝ
ぞ
ら穹
か
ら
蒼
穹
に
流
れ
て
ゐ
る
。」（「
如
何
や
う
に
爾

が
歌
う
の
か
私
は
知
ら
な
い
」）「
お
ま
へ
は
、
感ス
リ
ル慄
が
他
の
浜
辺
か
ら
漂
ふ
て
来

る
遠
い
か
す
か
な
歌
の
音
律
を
齎
し
て
蒼
穹
を
横
ぎ
つ
て
ゐ
る
の
を
、
感
じ
な
い

か
？
」（「
私
は
私
の
扁
舟
を
」）「
爾
は
青
空
で
あ
る
、
ま
た
均
し
く
爾
は
巣
で
あ

る
。／
お
ゝ
美
な
る
爾
よ
、
巣
の
な
か
に
、
色
彩
と
音
楽
と
香
気
と
を
霊
に
包
ん

で
ゐ
る
も
の
は
則
ち
爾
の
愛
で
あ
る
。」（「
爾
は
青
空
で
あ
る
」）
と
い
う
詩
句
が

あ
る
。

　

増
野
が
「
爾
」
と
訳
し
て
い
る
原
文
は
、‘T

H
O

U
’

で
あ
り
、「
神
」
と
考
え

て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
神
は
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
哲
学
に
通
じ
る
、
自
然
と
い
う

肉
体
を
持
っ
た
宇
宙
で
あ
り
、
霊
感
と
芸
術
の
本
源
で
あ
る
。
中
で
も
「
爾
は
青

空
で
あ
る
」
の
「
爾
は
青
空
で
あ
る
、
ま
た
均
し
く
爾
は
巣
で
あ
る
」
と
い
う
表

現
は
、「
光
」
に
類
似
す
る
。「
光
」
は
初
出
未
詳
な
の
で
、
直
接
的
関
係
性
は
明

言
で
き
な
い
が
、
タ
ゴ
ー
ル
的
な
自
然
の
肉
体
化
に
示
唆
さ
れ
た
可
能
性
は
考
え

ら
れ
る
。

　

田
中
は
タ
イ
ト
ル
の
「
光
」
に
つ
い
て
、「
遍
満
す
る
も
の
と
し
て
の
〈
光
〉

が
、
空
を
も
地
上
の
万
物
を
も
自
ら
の
肉
体
に
し
て
、
遍
満
す
る
と
読
め
る
」
と

述
べ
て
い
る
が
、
自
然
の
体
液
を
肉
体
が
受
け
止
め
、
両
者
が
溶
解
し
つ
つ
、
人

間
の
身
体
が
生
成
さ
れ
て
い
る
印
象
を
受
け
る
。「
か
ら
だ
青
空
」
と
は
、
そ
の

極
点
的
表
現
で
あ
る
。〈
青
空
〉
は
、
自
然
と
人
間
が
交
感
す
る
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク

な
宇
宙
／
個
の
身
体
と
し
て
表
出
さ
れ
て
い
る
。
身
体
に
取
り
込
ま
れ
た
〈
青

空
〉
は
、
暮
鳥
に
お
い
て
初
め
て
出
現
す
る
。

　
「
青
空
」
は
、
一
方
で
、
人
間
の
不
完
全
さ
を
意
識
さ
せ
る
存
在
で
も
あ
っ
た
。
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（
一
四
）

あ
を
ぞ
ら
に

銀
魚
を
は
な
ち

に
く
し
ん
に

薔
薇
を
植
ゑ
。

 
「
烙
印
」（
初
出
『
卓
上
噴
水
』
3
集　

大
4
・
5
、『
聖
三
稜
玻
璃
』）

青
空
に

魚
ら
泳
げ
り
。

わ
が
た
め
い
き
を

し
み
じ
み
と

魚
ら
泳
げ
り
。

魚
の
鰭

ひ
か
り
を
放
ち

こ
こ
か
し
こ

さ
だ
め
な
く

あ
ま
た
泳
げ
り
。

青
空
に
魚
ら
泳
げ
り
。

そ
の
魚
ら

心
を
も
て
り
。

 

「
青
空
に
」（
初
出
『
風
景
』
1
号　

大
3
・
5
『
聖
三
稜
玻
璃
』）

　
「
烙
印
」
の
「
銀
魚
」
は
、
聖
性
を
帯
び
た
人
間
存
在
で
あ
ろ
う
。
暮
鳥
、
室

生
犀
星
、
萩
原
朔
太
郎
の
三
人
は
、
大
正
三
年
六
月
に
「
人
魚
詩
社
」
を
結
成
し

た
が
、
彼
等
に
共
通
の
詩
語
と
し
て
、
金
、
白
金
、
銀
、
白
銀
、
光
、
祈
禱
、
魚

等
が
あ
る
。
犀
星
に
も
、
芸
術
家
と
し
て
の
矜
持
を
表
出
し
た
「
銀
製
の
乞
食
」

（『
地
上
巡
礼
』
1
巻
1
号　

大
3
・
9
）、
朔
太
郎
の
「
山
居
」（『
詩
歌
』
4
巻

9
号　

大
3
・
9
））

49
（

に
も
「
哀
し
み
樹こ

陰か
げ

を
い
で
ず
／
手
に
聖
書
は
銀
と
な
る
。」

と
い
う
一
節
が
あ
る
。「
あ
を
ぞ
ら
」
は
、
神
か
ら
分
ち
与
え
ら
れ
た
人
間
の
精

神
が
還
る
べ
き
棲
家
で
あ
る
。
一
方
の
「
に
く
し
ん
」
は
「
肉
心
」、
即
ち
肉
体

と
精
神
で
あ
り
、
暮
鳥
独
特
の
用
語
で
あ
る
。「
薔
薇
」
は
性
的
欲
望
の
隠
喩
で

あ
ろ
う
が
、
肉
体
と
精
神
が
葛
藤
す
る
中
に
植
え
込
ま
れ
た
あ
り
様
こ
そ
が
、
人

間
の
実
存
性
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
精
神
を
高
み
へ
解
放
し
よ
う
と
し
て
も
、

存
在
に
深
く
根
を
下
ろ
し
た
性
的
欲
望
が
人
間
を
引
き
ず
り
込
む
の
で
あ
る
。

「
あ
を
ぞ
ら
」
は
神
の
空
間
と
し
て
文
字
通
り
「
天
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
内
包

し
つ
つ
解
放
さ
れ
得
な
い
人
間
の
心
象
で
あ
る
こ
と
に
、
教
条
的
な
世
界
観
の
ア

レ
ゴ
リ
ー
に
は
終
ら
な
い
、
暮
鳥
の
〈
青
空
〉
の
生
々
し
さ
が
あ
る
。

　
「
青
空
に
」
の
「
青
空
」
と
「
魚
」
は
、
天
（
神
）
と
人
間
の
関
係
を
よ
り
抒

情
的
に
表
現
し
て
い
る
。「
魚
」
は
、『
新
約
聖
書
』
の
福
音
書
に
記
さ
れ
た
キ
リ

ス
ト
の
奇
蹟
を
想
起
さ
せ
る
、
神
の
存
在
が
刻
印
さ
れ
た
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
語

り
手
の
「
た
め
い
き
」
の
中
を
、「
魚
」
は
「
し
み
じ
み
と
」、
か
つ
光
を
帯
び
て

泳
ぎ
回
る
。
仰
ぎ
見
る
「
魚
」
は
、
語
り
手
の
分
身
で
あ
る
が
故
に
、「
心
を
も

て
り
」
と
共
感
し
得
る
。
救
い
を
求
め
る
眼
差
し
を
受
け
止
め
る
、
分
身
と
し
て

の
「
魚
」
が
泳
ぐ
「
青
空
」
は
、
聖
と
性
、
精
神
と
肉
体
の
二
極
間
で
揺
れ
る
心

― 161 ―― 160 ―



（
一
五
）

を
容
れ
る
空
間
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
精
神
の
外
在
化
で
あ
る
。

　

殆
ど
理
解
者
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
『
聖
三
稜
玻
璃
』
か
ら
一
転
、
平
明
な
詩
風

の
『
風
は
草
木
に
さ
さ
や
い
た
』）

50
（

で
の
「
青
空
」
は
、
感
謝
の
念
に
満
た
さ
れ
て

い
る
。ど

こ
か
で
紙た

こ鳶
の
う
な
り
が
す
る

子
ど
も
ら
の
耳
は
敏
く

青
空
は
ひ
さ
し
ぶ
り
で
お
も
ひ
だ
さ
れ
た

い
ま
ま
で
凍
て
つ
い
て
ゐ
た
や
う
な
頑
固
な
手
も
ほ
ん
の
り
と
赤
味
を
さ
し

ど
こ
と
な
く
何
と
は
な
し
に
に
ぎ
や
か
だ

ど
こ
か
で
紙
鳶
の
う
な
り
が
す
る

そ
れ
と
き
い
て
ひ
と
び
と
は

あ
あ
春
が
き
た
な
と
思
ふ

そ
し
て
何
か
を
見
つ
け
る
や
う
な
目
付
で

水
水
し
い
青
空
を
み
あ
げ
る

て
ん
で
に
紙
鳶
を
田
圃
に
も
ち
だ
す
子
ど
も
等

や
が
て
あ
ち
ら
で
も
こ
ち
ら
で
も
あ
が
る
そ
の
紙
鳶

そ
れ
と
一
し
よ
に
段
段
と

子
ど
も
ら
の
足
も
地
べ
た
を
離
れ
る
ん
だ

 

「
春
」（
初
出
『
詩
歌
』
7
巻
4
号　

大
6
・
4
）

　
「
青
空
」
は
、
春
の
訪
れ
の
象
徴
で
あ
り
、「
子
ど
も
ら
」
が
ま
ず
季
節
に
反
応

し
て
紙
鳶
を
揚
げ
、
大
人
達
も
「
水
水
し
い
青
空
」
を
見
上
げ
る
。「
子
ど
も
ら

の
足
も
地
べ
た
を
離
れ
る
ん
だ
」
と
い
う
最
終
行
か
ら
は
、
萌
え
出
し
た
生
命
力

の
呼
応
と
い
う
以
上
に
、
天
に
祝
福
さ
れ
る
、
よ
り
天
に
近
い
存
在
と
い
う
印
象

を
受
け
る
。〈
青
空
〉
は
人
間
の
喜
び
が
向
か
う
と
共
に
、
人
間
を
祝
福
す
る
天

で
あ
る
。
こ
の
「
天
」
は
、『
聖
三
稜
玻
璃
』
に
見
ら
れ
た
、
人
間
の
不
完
全
さ

を
自
覚
さ
せ
る
絶
対
的
な
神
と
、
そ
れ
を
仰
ぎ
見
る
葛
藤
す
る
精
神
の
投
影
で
は

な
い
。
つ
つ
ま
し
い
日
々
の
暮
ら
し
を
見
守
り
、
恙
無
く
営
ま
せ
て
い
く
大
い
な

る
力
で
あ
る
。
季
節
の
巡
り
に
従
っ
た
生
活
を
営
む
と
い
う
点
で
、「
造
化
」
と

い
う
概
念
に
近
い
印
象
を
受
け
る
。
こ
の
〈
青
空
〉
に
は
、
人
間
の
喜
び
と
天
の

祝
福
が
溶
け
合
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
は
、「
人
間
」
を
抽
象
的
に
で
は
な
く
、
働
き
、
暮
す
人
々
と
し
て
実

体
的
に
捉
え
る
と
い
う
変
化
が
連
動
し
て
い
る
。「
万
物
節
」（
初
出
『
青
年
文

壇
』
3
巻
2
号　

大
7
・
2
）
で
は
、「
百
姓
の
手
か
ら
こ
ぼ
れ
る
種た

ね子
を
ま
つ

大
地
／
十
分
に
よ
く
寝
て
め
ざ
め
た
や
う
な
大
地
／
か
ら
り
と
晴
れ
た
蒼
空
／
雲

雀
で
も
啼
き
さ
う
な
日
だ
」
と
「
蒼
空
」
は
「
百
姓
」
が
耕
し
た
大
地
を
輝
か

せ
、
喜
び
を
増
幅
さ
せ
る
。「
麦
畑
」（
初
出
『
詩
歌
』
8
巻
6
号　

大
7
・
6
）

は
、「
此
の
力
の
か
た
ま
り
／
人
間
の
強
い
真
実
／
こ
れ
こ
そ
深
い
と
こ
ろ
か
ら

／
浪
浪
の
う
ね
り
を
も
つ
て
湧
き
上
つ
て
く
る
力
だ
／
そ
し
て
生
生
し
い
土
の
愛

に
よ
り
／
ど
ん
な
に
大
き
な
健
康
を
麦
ぐ
さ
は
か
ん
じ
て
ゐ
る
こ
と
か
」
と
高
村

光
太
郎
を
思
わ
せ
る
自
然
と
人
間
へ
の
賛
歌
で
あ
る
。
自
然
の
恵
み
を
存
分
に
暮

ら
し
に
生
か
す
こ
と
こ
そ
が
、「
人
間
の
強
い
真
実
」
な
の
だ
。
精
神
と
肉
体
が

葛
藤
す
る
「
肉
心
」
で
は
な
く
、
生
命
を
土
台
と
し
て
「
愛
」
と
「
健
康
」
を
育

て
て
い
く
の
で
あ
る
。
語
り
手
は
、「
あ
あ
、
此
の
麦
ぐ
さ
の
列
／
あ
あ
、
け
ふ

ば
か
り
は
蒼そ

ら天
も
自
分
に
ふ
さ
は
し
く
／
ど
こ
か
で
雲
雀
も
な
い
て
ゐ
る
」
と
生

命
に
満
た
さ
れ
た
大
地
の
一
員
と
し
て
、
自
分
を
自
覚
す
る
。「
蒼
天
」
は
、
大

地
に
満
ち
溢
れ
る
生
命
賛
歌
の
象
徴
で
あ
る
。
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（
一
六
）

　

生
命
賛
歌
は
労
働
賛
歌
で
も
あ
り
、〈
青
空
〉
は
祝
福
さ
れ
た
世
界
の
象
徴
に

な
る
。ひ

さ
し
ぶ
り
で
雨
が
や
ん
だ

雨
あ
が
り
の
空
地
に
で
て
木
を
鋸
き
な
が
ら
う
た
ひ
だ
し
た

わ
か
い
木
挽
は
い
い
声
を
張
り
あ
げ
て
ほ
れ
ぼ
れ
と
う
た
ひ
だ
し
た

何
と
い
ふ
い
い
声
な
ん
だ

あ
た
り
一
め
ん
に
ひ
つ
そ
り
と

そ
の
声
に
何
も
か
も
き
き
ほ
れ
て
ゐ
る
や
う
だ

そ
の
声
か
ら
だ
ん
だ
ん
世
界
は
明
る
く
な
る
や
う
だ

み
ろ
、
そ
の
ま
上
に

起
つ
た
と
こ
ろ
の
青
空
を

草
木
の
葉
つ
ぱ
に
ぴ
か
ぴ
か
光
る
朝
露
を

一
切
の
も
の
を
愛
せ
よ

ど
ん
な
も
の
で
も
う
つ
く
し
い

わ
か
い
木
挽
は
い
よ
い
よ
声
を
は
り
あ
げ
て

そ
の
い
い
こ
ゑ
で

太
陽
を
万
物
の
上
へ
よ
び
い
だ
し
た

 

「
労
働
者
の
詩
」（
初
出
『
詩
歌
』
8
巻
8
号　

大
7
・
8
）

　

働
く
木
挽
の
歌
声
の
「
ま
上
」
に
「
青
空
」
が
生
れ
る
。
与
え
ら
れ
た
身
体

（
生
命
）
を
健
や
か
に
生
き
る
木
挽
の
内
な
る
自
然
に
、
大
い
な
る
自
然
が
呼
応

す
る
。「
光
」
で
示
さ
れ
た
、
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
と
し
て
の
身
体
が
、
人
間
を
中

心
と
す
る
視
点
で
描
き
直
さ
れ
て
い
る
。
木
挽
の
歌
声
は
、「
青
空
」
の
奥
に
あ

る
「
太
陽
」
を
も
呼
び
出
す
の
で
あ
る
。「
わ
か
い
木
挽
」
は
、
造
化
の
生
命
を

顕
在
化
さ
せ
る
媒
体
で
あ
り
、
一
人
の
若
い
神
で
あ
る
。
そ
の
物
本
来
の
生
命
が

発
露
す
る
調
和
的
な
風
景
は
、「
一
切
の
も
の
を
愛
せ
よ
／
ど
ん
な
も
の
で
も
う

つ
く
し
い
」
と
い
う
造
化=

大
な
る
自
然
に
祝
福
さ
れ
た
世
界
で
あ
る
。

　

本
然
の
生
命
力
を
持
つ
存
在
と
し
て
の
人
間
は
、『
聖
三
稜
玻
璃
』
の
葛
藤
の

後
に
訪
れ
た
、
葛
藤
を
包
み
込
む
肯
定
的
世
界
観
を
象
徴
し
て
い
る
。
肯
定
的
世

界
の
表
象
が
、
歌
声
に
呼
応
す
る
〈
青
空
〉
で
あ
る
。

　

肯
定
的
世
界
の
表
象
と
し
て
の
〈
青
空
〉
は
、
白
樺
派
の
影
響
を
受
け
た
人
道

主
義
的
詩
人
、
千
家
元
麿
の
作
品
に
も
見
ら
れ
る
。

わ
が
児
は
歩
む

大
地
の
上
に
下
ろ
さ
れ
て

翅
を
切
ら
れ
た
鳥
の
や
う
に

危
く
走
り
逃
げ
て
行
く

道
の
向
う
に
は

地
球
を
包
ん
だ
空
が
蒼
々
と
し
て
、

底
知
ら
ず
蒼
々
と
し
て
、
日
は
そ
の
上
に
大
波
を
蹴
ち
ら
し
て
ゐ
る

風
は
地
の
底
か
ら
涼
し
く
吹
い
て
来
る

自
分
は
子
供
を
追
つ
て
ゆ
く
。

　
　
　
　
（
以
下
略
）

 

「
わ
が
児
は
歩
む
」（『
自
分
は
見
た
』
所
収
、
玄
文
社　

大
7
・
7
））

51
（

　

初
め
て
外
を
歩
い
た
子
供
の
描
写
で
あ
る
が
、「
大
地
の
上
に
下
ろ
さ
れ
て
」

「
翅
を
切
ら
れ
た
鳥
の
や
う
に
」
と
い
う
形
容
か
ら
は
、
地
上
に
下
ろ
さ
れ
た
天
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（
一
七
）

の
存
在
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
即
ち
、
未
だ
損
な
わ
れ
て
い
な
い
純
粋
な
生
命

で
あ
る
。
子
供
の
周
り
に
広
が
る
光
景
は
、「
底
知
ら
ず
蒼
々
と
」
し
た
「
地
球

を
包
ん
だ
空
」
に
「
地
の
底
か
ら
涼
し
く
吹
い
て
来
る
」
風
で
あ
り
、
遥
か
な
高

み
か
ら
見
下
ろ
す
神
の
視
点
と
円
い
世
界
の
質
感
を
持
っ
て
、
子
供
を
包
み
込
む

の
で
あ
る
。「
地
球
を
包
ん
だ
空
」
と
い
う
言
い
方
は
、
個
の
生
命
を
支
え
る
生

命
体
と
し
て
の
地
球
、
そ
の
地
球
を
存
在
さ
せ
て
い
る
高
次
の
空
間
と
い
う
連
続

性
で
、
生
命
を
基
点
と
す
る
世
界
を
立
体
化
し
て
い
く
。「
底
知
ら
ず
蒼
々
と
」

し
た
空
は
、
世
界
へ
の
賛
美
と
畏
怖
の
眼
差
し
が
捉
え
た
空
で
あ
る
。
千
家
の

〈
青
空
〉
は
、
葛
藤
を
昇
華
し
た
暮
鳥
の
〈
青
空
〉
を
構
造
的
世
界
と
し
て
視
覚

化
し
て
い
る
。終

り
に

　

明
治
二
十
年
代
初
め
に
訳
さ
れ
た
「
あ
ひ
ゞ
き
」
の
、
主
体
が
対
象
と
向
き

合
っ
て
観
察
し
、
共
振
し
つ
つ
、
そ
の
変
化
を
繊
細
に
描
写
し
て
い
く
風
景
の
要

と
し
て
の
〈
青
空
〉、
及
び
『
於
母
影
』
の
風
景
美
を
象
徴
す
る
構
成
的
〈
青
空
〉

は
、
時
代
の
若
者
に
清
新
な
驚
き
を
も
た
ら
し
た
。

　

そ
の
よ
う
な
若
者
の
一
人
が
、
国
木
田
独
歩
で
あ
る
。「
あ
ひ
ゞ
き
」
か
ら
、

和
歌
的
な
規
範
性
を
持
た
な
い
自
然
の
美
を
学
ん
だ
独
歩
は
、「
武
蔵
野
」
で
、

変
化
し
て
止
ま
ぬ
「
雲
」
に
注
目
し
つ
つ
、
生
々
流
転
す
る
自
然
の
場
と
し
て
の

〈
青
空
〉
を
描
い
た
。
独
歩
が
影
響
を
受
け
た
西
洋
の
文
学
者
と
言
え
ば
、
ま
ず
、

ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
こ
に
は
、
志
賀
重
昂
の
『
日
本
風
景
論
』

の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
、
及
び
志
賀
が
参
考
に
し
た
で
あ
ろ
う
ラ
ス
キ
ン
、
志
賀
ひ
い

て
は
独
歩
自
身
も
立
脚
し
て
い
る
漢
詩
的
視
点
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

自
然
の
風
景
に
主
体
の
心
情
を
投
影
す
る
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
的
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ

ム
は
、
む
し
ろ
、
独
歩
の
次
世
代
の
若
山
牧
水
、
石
川
啄
木
の
〈
青
空
〉
に
表
れ

て
い
る
。
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
と
は
異
な
っ
て
、「
神
」
が
介
在
せ
ず
、
一
対
一
で
個

の
心
情
を
青
空
に
託
す
る
牧
水
、
時
代
や
社
会
と
の
関
係
意
識
を
も
表
象
す
る
啄

木
、
明
治
末
年
に
至
っ
て
、
詩
歌
の
〈
青
空
〉
は
、
主
体
の
喩
と
し
て
内
面
化
さ

れ
る
。

　

そ
の
上
で
、
大
正
期
に
入
っ
て
、
身
体
化
さ
れ
た
世
界
観
と
し
て
、
暮
鳥
の

〈
青
空
〉
が
出
現
す
る
。
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
も
あ
っ
た
暮
鳥
の
〈
青
空
〉
は
霊
肉

二
元
論
的
葛
藤
を
表
象
し
た
後
、
生
命
的
世
界
の
象
徴
と
し
て
昇
華
さ
れ
る
。
祝

福
さ
れ
た
肯
定
的
世
界
の
象
徴
と
し
て
の
〈
青
空
〉
を
共
有
し
て
い
る
の
が
、
人

道
主
義
的
な
詩
人
、
千
家
元
麿
で
あ
る
。
千
家
の
〈
青
空
〉
に
近
代
詩
に
描
か
れ

る
風
景
の
一
つ
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
あ
ひ
ゞ
き
」
か
ら
暮
鳥
に
到
る
〈
青
空
〉
の
表
現
を
辿
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

詩
人
た
ち
の
風
景
と
の
向
き
合
い
方
、
即
ち
、
媒
体
と
し
て
の
身
体
と
、
そ
の
背

後
に
あ
る
世
界
観
の
変
遷
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

注（
1
） 

暮
鳥
の
世
界
観
に
つ
い
て
は
、
田
中
清
光
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
他
に
、
象
徴
主
義
、
プ
ロ

テ
ィ
ノ
ス
、
古
代
イ
ン
ド
思
想
、
立
体
派
、
未
来
派
を
受
容
し
つ
つ
、
神
秘
主
義
的
な
宇

宙
観
を
形
成
し
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
田
中
清
光
『
山
村
暮
鳥
』
筑
摩
書

房　

昭
63
・
4
）。

（
2
） 『
小
さ
な
穀
倉
よ
り
』（
白
日
社
・
感
情
詩
社　

大
6
・
9
）
所
収
。
引
用
は
『
山
村
暮
鳥

全
集
』
第
4
巻
（
筑
摩
書
房　

平
2
・
4
）
に
よ
る
。
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（
一
八
）

（
3
） 

引
用
は
『
二
葉
亭
四
迷
全
集
』
第
2
巻
（
筑
摩
書
房　

昭
60
・
1
）
に
よ
る
。

（
4
）
引
用
は
『
明
治
文
学
全
集
60　

明
治
詩
人
集
㈠
』（
筑
摩
書
房　

昭
47
・
12
）
に
よ
る
。

（
5
） 
引
用
は
『
ゲ
ー
テ
全
集
5　

ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
マ
イ
ス
タ
ー
の
修
業
時
代
』（
高
橋
義
孝
・

近
藤
圭
一
訳　

人
文
書
院　

昭
35
・
8
）
に
よ
る
。

（
6
） 

引
用
は
『
日
本
近
代
文
学
大
系
52　

明
治
大
正
訳
詩
集
』（
角
川
書
店　

昭
46
・
8
）
の

補
注
32
（
神
田
孝
夫
・
小
堀
桂
一
郎
）
に
よ
る
。

（
7
） 

引
用
は
『
明
治
文
学
全
集
66　

国
木
田
独
歩
集
』（
筑
摩
書
房　

昭
49
・
8
）
に
よ
る
。

（
8
） 

森
本
隆
子
『〈
崇
高
〉
と
〈
帝
国
〉
の
明
治

―
夏
目
漱
石
論
の
射
程
』（
ひ
つ
じ
書

房　

平
25
・
3
）
の
「
第
一
部　

転
倒
の
美
意
識
〈
崇
高
〉
の
力
学
圏
―
重
昂
・
漱

石
・
自
然
主
義
／
第
四
章
「
雲
」
を
め
ぐ
る
風
景
文
学
論
―『
武
蔵
野
』
の
水
脈
」。

（
9
） 『
世
界
大
思
想
全
集
67　

近
世
画
家
論
』（
神
田
豊
穂
訳　

春
秋
社　

昭
7
・
8
）

（
10
） 

引
用
は
、JO

H
N

 R
U

SK
IN

 “M
odern Painters

1 ” L
ondon G

E
O

R
G

E
 R

O
U

T
L

E
D

G
E

 

and SO
N

S L
im

ited　

二
二
〇
ペ
ー
ジ
。

（
11
） 

注
8
と
同
書
の
「
第
一
部
／
第
一
章　

風
景
と
感
性
の
サ
ブ
ラ
イ
ム
―
志
賀
重
昂
か
ら

夏
目
漱
石
ま
で
／
2
〈
サ
ブ
ラ
イ
ム
・
差
異
の
一
覧
表
〉―
暗
い
山
・
栄
光
の
山
」。

（
12
） 

注
8
に
同
じ
。

（
13
） 

引
用
は
注
10
と
同
書
、
二
二
一
ペ
ー
ジ
。

（
14
） 

引
用
は
『
定
本　

国
木
田
独
歩
全
集
』
第
1
巻
（
学
習
研
究
社　

昭
40
・
3
）
に
よ
る
。

（
15
） 

引
用
は
『
定
本　

国
木
田
独
歩
全
集
』
第
2
巻
（
学
習
研
究
社　

昭
39
・
7
）
に
よ
る
。

（
16
） 

引
用
は
『
対
訳　

ワ
ー
ズ
ワ
ス
詩
集
』（
山
内
久
明
編　

岩
波
文
庫　

平
10
・
9
）
に
よ

る
。

（
17
） 

藤
森
清
「
崇
高
の
一
〇
年
―
蘆
花
・
家
庭
小
説
・
自
然
主
義
」（『
岩
波
講
座　

文
学

7　

つ
く
ら
れ
た
自
然
』　

岩
波
書
店　

平
15
・
1
）

（
18
） 

引
用
は
『
日
本
風
景
論
』（
近
藤
信
行
校
訂　

岩
波
文
庫　

平
7
・
9
）
の
資
料
篇
に
よ

る
。

（
19
） 

引
用
は
注
18
に
同
じ
。

（
20
） 

亀
井
秀
雄
「
日
本
近
代
の
風
景
論
―
志
賀
重
昂
『
日
本
風
景
論
』
の
場
合
」（『
岩
波
講

座　

文
学
7　

つ
く
ら
れ
た
自
然
』）

（
21
） 

齋
藤
希
史
「
景
観
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル

―
志
賀
重
昂
『
日
本
風
景
論
』
か
ら

―
」

（『
日
本
学
研
究
』
36
輯　

檀
国
大
学
日
本
研
究
所　

二
〇
一
二
）

（
22
） 

引
用
は
注
18
と
同
書
に
よ
る
。

（
23
） 

三
田
博
雄
『
山
の
思
想
史
』（
岩
波
新
書　

昭
48
・
6
）
の
「
Ⅲ　

志
賀
重
昂
」。

（
24
） 

引
用
は
『
明
治
文
学
全
集
79　

明
治
芸
術
・
文
学
論
集
』（
筑
摩
書
房　

昭
50
・
2
）
所

収
の
菊
池
大
麓
訳
『
修
辞
及
華
文
』（
チ
ェ
ン
バ
ー
兄
弟
『
百
科
全
書
』
第
20
冊　

文
部

省　

明
12
・
5
）。

（
25
） 

引
用
は
『
新
訂　

中
国
古
典
選
15　

唐
詩
選　

下
』（
高
木
正
一　

朝
日
新
聞
社　

昭

41
・
11
）
に
よ
る
。

（
26
） 

引
用
は
注
25
に
同
じ
。

（
27
） 『
江
戸
漢
詩
選
一　

文
人
』（
徳
田
武
注　

岩
波
書
店　

平
8
・
3
）
の
「
解
説
」
に
よ

る
。

（
28
） 

引
用
は
注
27
と
同
書
に
よ
る
。

（
29
） 

堀
切
実
『
最
短
詩
型
表
現
史
の
構
想　

発
句
か
ら
俳
句
へ
』（
岩
波
書
店　

平
25
・
1
）

の
「
第
Ⅰ
部　

こ
と
ば
・
イ
メ
ー
ジ
・
表
現
―
最
短
詩
型
の
表
現
空
間
／
二　

芭
蕉
の

表
現
意
識
／
近
世
に
お
け
る
「
風
景
」
の
発
見
」。

（
30
） 
富
士
川
英
郎
『
日
本
詩
人
選
30　

菅
茶
山
』（
筑
摩
書
房　

昭
56
・
4
）『
江
戸
詩
人
選
集

4　

菅
茶
山
・
六
如
』（
黒
川
洋
一
注　

岩
波
書
店　

平
2
・
5
）
に
よ
る
。

（
31
） 

引
用
は
注
10
と
同
書
、
二
二
二
ペ
ー
ジ
。

（
32
） 

大
悟
法
利
雄
『
幾
山
河
越
え
さ
り
行
か
ば
』（
彌
生
書
房　

昭
53
・
9
）
の
「
青
春
時
代
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（
一
九
）

の
歌
」。

（
33
） 『
石
川
啄
木
全
集
』
第
5
巻
（
筑
摩
書
房　

昭
53
・
4
）
の
「
解
題
」（
岩
城
之
徳
）
に
よ

れ
ば
、「
秋
韷
笛
語
」
は
、
啄
木
の
明
治
三
十
五
年
十
月
三
十
日
か
ら
十
二
月
十
九
日
の

日
記
で
あ
る
。
啄
木
は
、
同
年
十
月
二
十
七
日
に
盛
岡
中
学
校
を
退
学
し
、
文
学
で
身
を

立
て
る
べ
く
上
京
し
て
い
た
（
翌
三
十
六
年
二
月
十
七
日
に
帰
郷
）。
引
用
は
同
全
集
に

よ
る
。

（
34
） 

引
用
は
注
33
と
同
書
に
よ
る
。
明
治
三
十
九
年
三
月
四
日
か
ら
十
二
月
三
十
日
ま
で
の
日

記
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
啄
木
は
、
父
一
禎
の
宗
費
滞
納
に
よ
る
宝
徳
寺
住
職
罷
免
を
受

け
て
、
盛
岡
で
の
節
子
と
の
新
婚
生
活
を
切
り
上
げ
、
渋
民
小
学
校
代
用
教
員
と
し
て
勤

め
て
い
た
。

（
35
） 『
石
川
啄
木
事
典
』（
お
う
ふ
う　

平
13
・
9
）
の
「
第
二
部　

項
目
篇
／
ワ
ー
ズ
ワ
ス
」

（
執
筆
は
森
一
）。

（
36
） 

引
用
は
『
日
本
の
詩
歌
4　

与
謝
野
鉄
幹
・
与
謝
野
晶
子
・
若
山
牧
水
・
吉
井
勇
』（
中

公
文
庫　

昭
50
・
10
）
に
よ
る
。

（
37
） 

引
用
は
『
日
本
近
代
文
学
大
系
23　

石
川
啄
木
』（
角
川
書
店　

昭
44
・
12
）
に
よ
る
。

（
38
） 

以
下
、
啄
木
の
履
歴
は
、『
日
本
の
詩
歌
5　

石
川
啄
木
』（
中
公
文
庫　

昭
49
・
8
）
の

「
年
譜
」（
岩
城
之
徳
）
に
よ
る
。

（
39
） 

和
田
博
文
『
飛
行
の
夢　

1783
-

1945　

熱
気
球
か
ら
原
爆
投
下
ま
で
』（
藤
原
書
店　

平
17
・
5
）
の
「
第
2
章　

日
本
の
空
を
飛
行
機
が
飛
ん
だ　

1908
-

1914

」。

（
40
） 

注
39
と
同
書
の
「
第
4
章　

見
上
げ
る
視
線
か
ら
見
下
ろ
す
視
線
へ　

1922
-

1930

」
に

よ
る
。

（
41
） 

注
37
と
同
書
の
補
注

251
。

（
42
） 

注
39
に
同
じ
。

（
43
） 

引
用
は
注
37
と
同
書
に
よ
る
。

（
44
） 

注
35
と
同
書
の
「
第
二
部　

項
目
篇
／
若
山
牧
水
」（
執
筆
は
安
森
敏
隆
）。

（
45
） 

引
用
は
『
石
川
啄
木
全
集
』
第
6
巻
（
筑
摩
書
房　

昭
53
・
6
）
に
よ
る
。

（
46
） 

引
用
は
『
山
村
暮
鳥
全
集
』
第
1
巻
（
筑
摩
書
房　

平
元
・
6
）
に
よ
る
。

（
47
） 

注
1
と
同
書
、
田
中
清
光
『
山
村
暮
鳥
』
の
「『
聖
三
稜
玻
璃
』
を
〈
読
む
〉／
10　

古
代

イ
ン
ド
、
ギ
リ
シ
ア
の
「
光
」」。

（
48
） 

注
1
と
同
書
の
「
小
評
伝　

山
村
暮
鳥
の
生
涯
／
4　

尖
端
の
詩
人
と
し
て
」。

（
49
） 

引
用
は
『
萩
原
朔
太
郎
全
集
』
第
1
巻
（
筑
摩
書
房　

昭
61
・
10
）
に
よ
る
。

（
50
） 

引
用
は
注
46
に
同
じ
。

（
51
） 

引
用
は
『
千
家
元
麿
全
集
』
上
巻
（
彌
生
書
房　

昭
39
・
2
）
に
よ
る
。

＊
引
用
に
際
し
て
、
原
則
と
し
て
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
、
圏
点
、
ル
ビ
は
適
宜
省
略
し
た
。

　

な
お
、
本
稿
は
、
二
〇
一
三
年
度
及
び
二
〇
一
四
年
度
人
文
社
会
科
学
研
究
所
共
同
研
究

「
文
化
に
お
け
る
〈
風
景
〉」
の
成
果
で
あ
る
。
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（
二
〇
）

Abstract

The Blue Sky of YAMAMURA Bocho
―Poets in Landscapes―

KUNORI Junko

    The purpose of this paper is to consider a history of expressions on Blue Sky briefly in mod-

ern Japanese poetries. Blue Sky is the key elements of landscapes for modern Japanese poets. 

Especially, the poets in the Taishō era, Yamamura Bocho, used them in his characteristic and 

symbolic way. Expressions of Blue Sky developed as follows:

    （1）  During the twenties in the Meiji era, European literature was translated into Japanese

（“Aibiki” and Omokage）.The delicate description and observation of nature deviated from the 

traditional Waka’s（和歌）forms.They had significant effects on younger generations.

    （2）  Kunikida Doppo was influenced by“Aibiki”and took notice of the movement of clouds. He 

described Blue Sky as the Fundamentals of Nature which are constantly changing （生々流転）.
    （3）  William Wordsworth’s Romanticism, which projects person’s feelings onto landscapes, 

had an influence on Wakayama Bokusui and Ishikawa Takuboku as well as Doppo. Bokusui sym-

bolized Blue Sky as his solitude, while Takuboku represented them as his awareness in relation 

to Time and Society. In the end of Meiji era, Blue Sky became the symbol of internal emotions. 

    （4）  In the Taishō era, Bocho expressed Blue Sky as his embodied ideal world . Bocho was 

Christian. He expressed them as the conflict between body and soul, and finally, his Blue Sky 

sublimated into the symbol of life. Moreover, it was Senge Motomaro who symbolized Blue Sky 

as the blessed world like Bocho. Motomaro’s Blue Sky was regarted as a standard landscape in 

modern Japanese poetries. 
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