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一

夏
目
氏
の
﹁
文
学
評
論
﹂
は
途
方
も
な
い
面
白
い
本
で
あ
る
︒

途
方
も
な
い
と
い
う
の
は
そ
の
取
扱
っ
て
い
る
題
目
が
︑
も
っ
と

も
平
凡
な
る
イ
ギ
リ
ス
の
十
八
世
紀
文
学
と
あ
る
に
か
か
わ
ら

ず
︑
そ
の
扱
い
方
が
非
常
に
面
白
く
︑
題
目
と
内
容
と
が
甚
だ
し

く
相
違
し
て
い
る
か
ら
言
う
の
で
あ
る
︒
或
る
意
味
か
ら
言
え
ば

そ
の
面
白
味
が
﹁
猫
﹂
と
匹
敵
す
る
と
言
っ
て
も
良
い
か
も
知
れ

ぬ
︑
少
く
と
も
著
者
の
創
作
﹁
虞
美
人
草
﹂
や
﹁
坑
夫
﹂
な
ど
と

比
べ
た
ら
遥
か
に
面
白
く

︱
普
通
の
意
味
で
い
う
の
で
あ
る
が
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︱
ま
た
遥
か
に
了
解
し
易
い
も
の
で
あ
る
︒
し
か
も
こ
れ
が
大

学
の
講
義
で
あ
る
と
い
う
か
ら
に
は
著
者
が
教
授
と
し
て
の
講
義

ぶ
り
も
察
し
ら
れ
て
︑
大
学
の
学
生
か
ら
惜
ま
れ
て
い
る
の
も
当

然
な
こ
と
と
思
わ
れ
る
︒
著
者
が
血
を
濺
い
だ
と
ま
で
行
か
な
く

そ
そ

と
も
︑
と
に
か
く
少
く
と
も
夏
期
の
休
業
を
棒
に
振
っ
て
草
稿
を

作
っ
た
︑
こ
の
評
論
を
単
に
﹁
猫
﹂
に
匹
敵
す
べ
き
面
白
い
も
の

だ
と
言
っ
た
が
著
者
は
苦
笑
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
︒無
論
こ
の﹁
文

学
評
論
﹂
の
価
値
が
そ
ん
な
処
に
あ
る
の
で
な
い
こ
と
は
明
瞭
で

あ
る
が
︑
余
興
と
し
て
こ
ん
な
長
所
も
あ
る
と
云
う
こ
と
を
断
っ

て
置
く
の
で
あ
る
︒
殊
に
面
白
く
な
い
平
凡
極
ま
る
十
八
世
紀
の
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英
文
学
を
や
か
ま
し
く
評
論
し
︑
し
か
も
な
お
こ
れ
ほ
ど
面
白
く

可
笑
し
く
仕
上
げ
た
手
腕
に
敬
服
し
た
の
で
特
に
劈
頭
に
こ
れ
だ

へ
き
と
う

け
の
こ
と
を
断
っ
た
わ
け
で
あ
る
︒
こ
の
書
の
価
値
は
文
学
史
の

扱
い
方
と
各
作
家
に
対
す
る
論
断
の
明
晰
で
人
を
し
て
納
得
せ
し

む
る
処
に
在
る
こ
と
勿
論
で
あ
る
︒

二

日
本
に
外
国
文
学
が
や
や
文
学
と
し
て
紹
介
さ
れ
た
そ
の
第
一

は
イ
ギ
リ
ス
の
十
八
世
紀
文
学
で
あ
っ
た
︒
無
論
そ
の
前
に
も
イ
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ギ
リ
ス
文
学
の
翻
訳
は
あ
っ
た
︒
し
か
し
こ
れ
は
秩
序
も
な
く
文

学
と
し
て
の
興
味
も
な
く
︑
た
だ
小
説
の
筋
道
は
面
白
い
と
感
じ

て
翻
訳
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
︑
文
学
と
し
て
の
外
国
文
学

を
言
い
だ
し
た
の
は
こ
の
十
八
世
紀
文
学
で
あ
る
︒ア
デ
ィ
ソ
ン
︑

ス
チ
ー
ル
︑
ス
ウ
ィ
フ
ト
な
ど
い
う
名
は
雑
誌
等
に
片
仮
名
文
字

で
載
せ
ら
れ
た
最
初
の
文
学
者
の
名
で
あ
っ
た
︒
坪
内
先
生
や
内

田
不
知
庵
先
生
な
ど
が
頻
り
に
こ
れ
等
の
名
を
紹
介
さ
れ
た
も
の

で
あ
っ
た
︒
し
か
し
そ
の
時
か
ら
し
て
わ
が
文
壇
は
非
常
に
多
忙

で
た
ち
ま
ち
十
九
世
紀
初
期
の
英
文
学
に
う
つ
り
つ
い
で
ま
た
そ

の
後
期
に
及
び
更
に
大
陸
文
学
に
及
び
︑
ま
た
翻
っ
て
現
代
英
文
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学
を
し
ら
べ
る
と
い
う
よ
う
に
転
々
玉
を
こ
ろ
ば
す
よ
う
に
押
し

移
っ
て
︑
余
等
を
し
て
忙
殺
せ
し
む
る
よ
う
な
有
様
で
あ
っ
た
︒

こ
の
移
り
行
を
調
べ
た
ら
面
白
い
こ
と
も
あ
ろ
う
が
そ
れ
は
今
い

う
べ
き
こ
と
で
な
い
と
し
て
︑
さ
て
こ
の
当
初
紹
介
さ
れ
た
十
八

世
紀
の
英
文
学
は
如
何
程
わ
が
文
壇
に
乃
至
は
わ
が
社
会
に
知
ら

な
い
し

れ
た
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
段
に
な
る
と
︑
一
向
著
し
い
痕
を
残
し

て
い
な
い
︒
わ
が
文
壇
の
十
八
世
紀
に
関
す
る
知
識
は
す
こ
ぶ
る

乏
し
い
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
余
程
篤
学
の
人
で
な
い
以
上
は
か

よ
う
い
う
こ
と
を
研
究
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
︒
こ
の
急
が
し
い

目
先
を
争
う
世
の
中
で
も
︑
か
よ
う
な
こ
と
を
す
る
の
は
骨
董
い
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じ
り
と
誤
ま
ら
れ
る
く
ら
い
で
あ
ろ
う
︒

三

し
か
る
に
夏
目
氏
の
こ
の
書
は
則
ち
そ
う
い
う
研
究
を
試
み
ら

れ
た
そ
の
結
果
で
あ
る
︑
し
か
も
そ
れ
が
決
し
て
骨
董
い
じ
り
で

は
な
い
︒
し
た
が
っ
て
古
書
古
文
を
注
釈
し
た
り
珍
物
を
並
べ
た

り
し
た
自
慢
ば
な
し
で
は
な
い
︒
一
々
現
代
に
接
し
︑
人
情
に
従

い
︑
且
つ
高
い
批
評
誤
を
も
っ
て
見
た
も
の
で
︑
一
言
に
し
て
言

え
ば
表
題
の
通
り
立
派
な
文
学
評
論
と
い
う
文
字
を
も
っ
て
蔽
う
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べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
︒
さ
ら
に
そ
の
評
論
の
方
法
が
斬
然
一

機
軸
を
出
し
て
い
る
︒
こ
の
事
に
つ
い
て
は
著
者
も
特
に
そ
の
方

法
を
選
ん
だ
こ
と
を
書
物
の
初
め
に
明
言
し
て
お
ら
れ
る
が
︑
実

際
在
来
の
文
学
史
と
は
全
く
そ
の
趣
を
異
に
し
て
い
る
︒
西
洋
人

の
手
に
な
っ
た
文
学
史
は
立
派
な
も
の
で
あ
ろ
う
が
︑
い
ず
れ
も

わ
れ
ら
日
本
人
に
は
物
た
ら
ぬ
感
じ
が
す
る
︑
そ
の
う
ち
か
ら
面

白
い
観
察
や
立
派
な
論
断
が
拾
い
得
ら
れ
は
す
る
が
全
体
に
お
い

て
直
接
吾
人
の
要
求
す
る
処
に
副
わ
な
い
よ
う
な
感
じ
が
あ
る
︒

そ

こ
れ
は
夏
目
氏
も
本
書
の
内
で
言
わ
れ
て
ぃ
る
よ
う
に
西
洋
で
は

説
か
ず
と
も
社
会
一
般
が
承
認
し
て
い
る
こ
と
は
略
し
て
し
ま
う
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か
ら
で
あ
ろ
う
︒
と
こ
ろ
が
わ
れ
わ
れ
に
は
そ
の
略
さ
れ
る
と
こ

ろ
が
大
事
な
の
で
あ
る
︒
そ
の
適
例
は
文
法
の
本
に
見
る
こ
と
が

出
来
る
︒
西
洋
人
の
こ
し
ら
え
た
文
法
の
書
物
は
立
派
な
も
の
で

あ
る
が
︑
何
と
な
く
初
学
の
も
の
に
は
物
足
ら
ぬ
よ
う
に
感
じ
ら

れ
る
︑
日
本
人
の
作
っ
た
も
の
は
注
意
し
て
親
切
に
拵
え
た
も
の

で
さ
え
あ
れ
ば
︑
西
洋
人
の
学
識
よ
り
下
に
あ
る
作
で
も
役
に
立

ち
︑
且
つ
面
白
く
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
︒
夏
目
氏
の
学
才
が
ゴ

ス
氏
や
ガ
ー
ネ
ッ
ト
氏
と
比
し
て
何
程
の
長
短
が
あ
る
か
知
ら
ぬ

が
︑
こ
の
書
は
吾
人
に
取
っ
て
遥
か
に
上
記
両
氏
の
文
学
史
よ
り

は
面
白
く
且
つ
有
益
で
あ
る
︒
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そ
れ
で
は
何
が
そ
の
特
点
で
あ
る
か
と
い
う
と
︑
先
ず
著
者
の

批
評
論
に
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
︑
そ
れ
を
言
っ
て
い
る
と
長

く
な
る
故
︑
先
ず
そ
れ
は
略
し
て
︑
そ
の
結
果
と
し
て
現
わ
れ
て

い
る
体
裁
に
つ
い
て
言
え
ば
︑
第
一
に
十
八
世
紀
の
状
況
一
班
を

説
い
て
お
ら
れ
る
︒
そ
れ
が
恐
ら
く
極
め
て
困
難
な
仕
事
で
︑
同

時
に
ま
た
わ
れ
わ
れ
の
要
求
す
る
大
事
な
点
で
あ
る
︑
文
学
は
時

代
の
産
物
で
あ
る
か
ら
時
代
を
知
ら
な
い
と
わ
れ
わ
れ
に
は
一
向

興
味
が
な
い
︑
夏
目
氏
は
細
目
を
九
か
条
に
別
け
百
六
十
頁
に
わ

た
っ
て
政
治
や
芸
術
や
ロ
ン
ド
ン
の
状
態
や
︑
珈
琲
店
や
料
理
屋

の
こ
と
を
書
い
て
お
ら
れ
る
︑
し
か
も
そ
の
書
き
方
が
す
こ
ぶ
る
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面
白
い
︒﹁
猫
﹂
的
趣
味
の
あ
る
と
い
う
の
は
特
に
こ
の
辺
の
こ

と
を
言
っ
た
の
で
あ
る
︒
十
八
世
紀
文
学
は
平
凡
で
あ
っ
て
も
そ

の
社
会
は
必
ず
し
も
さ
よ
う
で
は
な
い
︑
ま
た
よ
し
社
会
も
平
凡

で
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
後
者
か
ら
こ
れ
を
見
れ
ば
変
っ
た
と
こ
ろ

が
あ
っ
て
面
白
い
︒
著
者
は
当
時
の
状
態
を
写
す
に
抽
象
的
で
な

く
あ
く
ま
で
具
体
的
に
書
い
て
い
る

︱
ま
た
素
よ
り
か
よ
う
な

こ
と
は
具
体
的
に
し
な
く
て
は
役
に
立
た
な
い
の
で
は
あ
る
が

︱
あ
た
か
も
自
分
が
見
て
来
た
よ
う
に
書
い
て
い
る
︒
そ
れ
故

に
至
極
面
白
い
の
で
あ
る
︑
そ
の
面
白
い
処
を
少
し
で
も
引
用
し

て
読
者
に
お
目
に
掛
け
た
い
と
い
う
が
︑
な
か
な
か
長
く
な
る
か
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ら
そ
れ
は
残
念
な
が
ら
や
め
て
置
く
︑
と
に
か
く
十
八
世
紀
文
学

が
嫌
な
人
で
も
こ
の
書
の
当
時
の
社
会
状
態
を
写
し
て
い
る
処
だ

け
で
も
読
め
ば
為
に
な
る
︑
こ
の
ご
ろ
の
暑
い
時
分
に
読
め
ば
暑

さ
を
忘
れ
る
こ
と
受
け
合
い
で
あ
る
︒
著
者
に
は
失
礼
に
な
る
か

ら
知
れ
ぬ
が
温
泉
場
や
海
辺
で
寝
な
が
ら
読
む
に
も
適
し
て
い

る
︒
殊
に
ロ
ン
ド
ン
の
風
流
才
子
が
︒
バ
ス
ヘ
鉱
泉
を
の
み
に
行

く
と
こ
ろ
な
ど
は
こ
の
ご
ろ
避
暑
に
行
っ
て
読
ん
だ
な
ら
一
段
の

面
白
味
が
あ
る
で
あ
ろ
う
︑
薬
屋
の
広
告
に
あ
る
が
︑
こ
れ
は
良

薬
に
し
て
口
に
甘
き
ほ
う
で
あ
る
︒
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四

十
八
世
紀
の
社
会
を
大
体
叙
述
し
終
っ
て
か
ら
︑
著
者
は
そ
の

代
表
的
文
人
を
挙
げ
て
こ
れ
を
評
論
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
ア
デ

ィ
ソ
ン
︑
ス
ウ
ィ
フ
ト
︑
ポ
ー
プ
︑
デ
フ
ォ
ー
の
四
人
で
あ
る
︑

い
ず
れ
に
対
し
て
も
立
派
な
論
評
を
下
し
て
い
る
︒
余
の
浅
学
で

あ
る
た
め
で
あ
る
か
も
知
ら
ぬ
が
︑
そ
の
中
に
は
前
人
未
発
の
論

断
も
あ
る
︒
そ
し
て
そ
れ
は
極
め
て
論
理
的
で
︑
よ
く
納
得
さ
せ

な
け
れ
ば
已
ま
な
い
と
い
う
趣
を
備
え
て
い
る
︒
中
に
も
著
者
が

も
っ
と
も
力
を
用
い
た
と
い
う
べ
き
か
そ
も
そ
も
ま
た
著
者
の
気
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に
入
っ
た
と
い
う
の
か
︑
も
っ
と
も
悉
し
い
ま
だ
も
っ
と
も
明
快

く
わ

な
論
評
は
ス
ウ
ィ
フ
ト
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
︒
ス
ウ
ィ
フ
ト
に

つ
い
で
余
の
面
白
い
と
思
っ
た
の
は
ポ
ー
プ
で
あ
る
︒
余
一
個
の

感
想
を
述
べ
る
と
︑
余
は
か
ね
て
か
ら
ス
ウ
ィ
フ
ト
の
作
を
面
白

い
と
思
っ
て
い
た
︒
そ
し
て
西
洋
の
批
評
家
が
ス
ウ
ィ
フ
ト
を
大

文
人
と
し
て
い
る
の
を
読
ん
で
い
た
︒
し
か
し
何
ゆ
え
ス
ウ
ィ
フ

ト
が
豪
い
の
か
ガ
リ
ヴ
ァ
ー
は
何
ゆ
え
面
白
い
の
か
そ
れ
は
少
し

も
解
ら
な
か
っ
た
︑
素
よ
り
ス
ウ
ィ
フ
ト
の
痛
罵
の
恐
し
い
こ
と

は
知
っ
て
い
た
︑
そ
の
性
行
に
お
い
て
も
毒
々
し
い
罵
詈
を
や
っ

ば

り

て
い
る
こ
と
も
知
ら
ぬ
で
は
な
か
っ
た
︒
ガ
リ
ヴ
ァ
ー
を
も
っ
て
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人
生
を
罵
っ
た
︒
そ
の
罵
り
方
の
猛
烈
な
の
も
感
じ
て
は
い
た
︒

殊
に
そ
の
最
後
の
馬
の
国
に
行
く
と
こ
ろ
な
ど
は
如
何
に
も
思
い

切
っ
た
罵
り
か
た
で
︑
万
古
に
わ
た
っ
た
人
性
の
罵
倒
で
あ
る
と

思
っ
た
︒
し
か
し
余
は
何
ゆ
え
そ
う
感
じ
る
の
か
と
云
う
段
に
な

る
と
一
向
了
解
し
得
な
か
っ
た
︑
何
ゆ
え
な
ら
ば
ガ
リ
ヴ
ァ
ー
の

書
き
方
が
如
何
に
も
冷
然
と
し
て
少
し
も
人
を
罵
っ
た
り
嘲
っ
た

り
し
た
よ
う
な
風
で
な
く
落
ち
付
い
て
と
い
う
よ
り
は
統
計
表
で

も
拵
え
て
い
る
よ
う
な
調
子
で
書
い
て
い
る
︒
そ
れ
で
あ
る
か
ら

小
供
の
お
伽
噺
と
し
て
読
め
る
く
ら
い
な
の
で
あ
る
が
︑
し
た
が

っ
て
そ
ん
な
す
ま
し
た
書
き
方
で
如
何
し
て
人
を
動
か
す
こ
と
が
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出
来
る
の
か
と
思
っ
て
そ
こ
の
と
こ
ろ
が
如
何
し
て
も
解
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
著
者
は
そ
こ
に
明
快
な
判
断
を
与
え

て
く
れ
た
︒
則
ち
︑
ス
ウ
ィ
フ
ト
の
罵
倒
は
三
度
の
飯
を
食
う
よ

う
な
も
の
で
︵
著
者
は
そ
う
い
う
文
句
を
用
い
は
仕
な
か
っ
た
と

思
う
が
︑
そ
の
意
は
そ
う
で
あ
る
︶
人
生
に
対
す
る
大
罵
倒
が
即

ち
平
々
凡
々
な
る
常
文
で
あ
る
か
ら
︑
格
別
怒
か
ら
ず
激
せ
ず
︑

極
め
て
平
調
で
行
け
る
の
だ
と
い
う
よ
う
に
論
断
し
て
お
ら
れ

る
︒
素
よ
り
こ
の
断
定
に
来
た
の
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
論
理
の
道
を
踏

ん
で
の
後
の
こ
と
で
あ
る
︒
則
ち
著
者
は
ス
ウ
ィ
フ
ト
に
の
み
百

四
十
頁
を
費
し
て
い
る
の
を
も
っ
て
も
そ
の
如
何
に
力
を
尽
し
た
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か
が
解
か
ろ
う
︒

五

こ
れ
は
全
く
余
事
で
あ
る
が
︑
著
者
も
ち
ょ
っ
と
口
を
挿
ん
で

い
る
こ
と
で
余
も
面
白
い
と
思
っ
た
こ
と
で
あ
る
か
ら
︑
大
事
な

紙
面
で
は
あ
る
が
ち
ょ
っ
と
無
駄
言
を
入
れ
る
︒
即
ち
ガ
リ
ヴ
ァ

ー
が
難
船
し
て
日
本
へ
来
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
が
︑
し
か
し

そ
の
前
に
オ
ラ
ン
ダ
の
船
か
何
か
に
救
わ
れ
た
時
︑
オ
ラ
ン
ダ
人

が
ガ
リ
ヴ
ァ
ー
を
殺
す
と
か
い
う
時
に
︑
日
本
人
が
い
て
大
層
ガ
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リ
ヴ
ァ
ー
を
気
の
毒
が
っ
て
生
命
を
助
け
る
と
か
い
う
条
下
が
あ

る
︒
そ
し
て
そ
こ
で
ガ
リ
ヴ
ァ
ー
は
日
本
人
を
賞
め
て
い
る
︒
ス

ウ
ィ
フ
ト
が
日
本
人
を
賞
め
る
と
い
う
の
は
不
思
議
な
こ
と
だ
と

思
っ
た
︒
そ
れ
か
ら
デ
フ
ォ
ー
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン
に
は
︑
著
者
が
引

用
し
て
い
る
が
日
本
人
は
不
正
直
で
残
酷
で
あ
る
と
の
よ
う
に
出

て
い
る
︒
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
事
が
顚
倒
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
︑
ス
ウ
ィ
フ
ト
な
ら
日
本
人
を
悪
く
言
い
そ
う
だ
に
︑
そ
れ
が

そ
う
で
な
く
て
た
い
へ
ん
日
本
人
は
親
切
だ
と
言
い
︑
デ
フ
ォ
ー

が
却
っ
て
日
本
人
は
悪
い
奴
だ
と
言
っ
て
い
る
︒
余
は
こ
れ
に
つ

い
て
不
思
議
に
思
っ
た
︒
だ
い
た
い
西
洋
の
小
説
な
ど
に
日
本
と
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い
う
名
が
出
る
と
妙
に
う
れ
し
い
も
の
で
あ
る
︒
外
国
で
自
国
の

国
旗
を
見
る
と
非
常
な
感
想
が
あ
る
と
い
う
が

︱
マ
ー
ク
・
ト

ゥ
エ
ン
の
中
に
も
外
国
の
海
上
で
国
旗
を
掲
げ
た
大
船
に
遇
っ
た

時
の
感
想
が
書
い
て
あ
る

︱
そ
れ
と
同
じ
に
殊
に
十
八
世
紀
の

ゴ
ー
ル
ド
ス
ミ
ス
や
ま
た
ス
ウ
ィ
フ
ト
︑
デ
フ
ォ
ー
の
中
に
日
本

と
い
う
名
が
出
る
と
異
様
な
嬉
し
い
感
が
起
る
も
の
だ
︒
そ
れ
で

こ
の
ガ
リ
ヴ
ァ
ー
と
ロ
ビ
ン
ソ
ン
と
の
二
様
の
記
事
を
見
て
つ
く

づ
く
考
え
た
︒
そ
し
て
や
や
事
が
解
け
た
よ
う
に
思
っ
た
︑
と
い

う
の
は
デ
フ
ォ
ー
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
が
正
当
で
ス
ウ
ィ
フ

ト
の
は
例
の
悪
罵
で
あ
ろ
う
と
思
い
到
っ
た
の
で
あ
る
︑
則
ち
ス
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ウ
ィ
フ
ト
に
お
い
て
は
ガ
リ
ヴ
ァ
ー
の
行
く
と
こ
ろ
は
み
な
普
通

の
人
間
の
い
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
︑
最
後
に
至
っ
て
は
馬
の
国
で

あ
る
︑
で
︑
日
本
も
リ
リ
パ
ッ
ト
や
フ
ー
ン
イ
フ
ン
ム
ス
︵
こ
れ

は
馬
の
ヒ
ソ
ヒ
ソ
と
い
う
の
か
ら
思
い
付
い
た
名
で
あ
ろ
う
︶
等

と
同
じ
人
間
以
外
の
国
と
見
て
︑
そ
の
国
人
が
親
切
で
あ
る
と
言

っ
た
の
で
あ
る
ま
い
か
︒
リ
リ
パ
ッ
ト
が
ガ
リ
ヴ
ァ
ー
に
飯
を
食

わ
し
た
よ
う
に
フ
ー
ン
イ
フ
ン
ム
ス
が
ガ
リ
ヴ
ァ
ー
を
扱
っ
た
と

言
う
の
で
は
あ
る
ま
い
か
︒
如
何
に
賞
め
ら
れ
て
も
小
人
や
馬
と

一
処
に
さ
れ
て
は
イ
ヤ
ハ
ヤ
何
と
も
恐
れ
入
っ
た
次
第
だ
︑
ス
ウ

ィ
フ
ト
と
い
う
男
は
酷
い
奴
だ
︑
こ
れ
は
全
く
余
計
な
話
だ
が
ち
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ょ
っ
と
余
の
余
興
を
入
れ
て
置
く
︒

六

著
者
は
ポ
ー
プ
に
つ
い
て
も
面
白
い
珍
ら
し
い
説
を
立
て
て
い

る
︒
ホ
ー
プ
の
詩
に
は
詩
ら
し
い
と
こ
ろ
が
一
つ
も
な
い
︑
人
間

論
で
も
批
評
論
で
も
み
ん
な
散
文
の
題
目
で
あ
る
︒
そ
れ
だ
に
か

か
わ
ら
ず
大
詩
人
と
し
て
称
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
一
見
要
領
を
得

な
い
と
言
っ
て
自
ら
疑
問
を
置
き
︑
こ
れ
が
解
答
と
し
て
ポ
ー
プ

の
性
行
を
挙
げ
︑
さ
ら
に
そ
の
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
人
間
論
や
批
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評
論
と
は
全
く
縁
の
な
し
︑
し
か
し
秀
逸
な
詩
を
二
三
挙
げ
︑
そ

れ
か
ら
判
断
し
て
ホ
ー
プ
は
非
常
な
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
人
間
で

即
ち
時
世
が
時
世
で
あ
っ
た
か
ら
立
派
な
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
詩

人
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
言
っ
て
お
ら
れ
る
︒
こ
れ
は

著
者
も
断
言
は
し
て
い
な
い
︑
が
余
は
面
白
い
珍
し
い
観
察
だ
と

思
う
︒
若
し
ポ
ー
プ
が
十
九
世
紀
に
出
た
な
ら
ば
バ
イ
ロ
ン
の
よ

う
な
詩
人
に
な
っ
た
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
︒
し
か
し
十
八
世

紀
の
常
識
的
な
知
的
な
世
の
中
に
い
た
た
め
︑
散
文
の
題
目
と
す

べ
き
も
の
を
詩
と
し
て
歌
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
︑
こ
れ
は
如
何
に

も
そ
う
か
と
思
わ
れ
る
︑
別
に
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
︵
性
行
に
は
な
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る
ほ
ど
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
と
し
て
も
い
い
と
こ
ろ
が
あ
る
が
︶
な

と
こ
ろ
が
な
け
れ
ば
後
の
バ
イ
ロ
ン
な
ど
が
崇
拝
す
る
は
ず
が
な

い
の
で
あ
る
︒
余
は
こ
の
点
即
ち
バ
イ
ロ
ン
が
ポ
ー
プ
を
崇
拝
し

て
い
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
じ
ゅ
う
ぶ
ん
な
了
解
を
得
て
居

な
か
っ
た
が
︑
著
者
の
こ
の
一
説
に
依
っ
て
少
な
か
ら
ず
得
る
と

こ
ろ
が
あ
っ
た
よ
う
に
感
ず
る
︒

七

著
者
の
ア
デ
ィ
ソ
ン
の
評
は
正
当
で
あ
る
が
ホ
ー
プ
や
ス
ウ
ィ
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フ
ト
の
よ
う
に
奇
抜
で
は
な
い
︒
か
つ
ア
デ
ィ
ソ
ン
に
つ
い
て
は

そ
う
珍
ら
し
い
観
察
を
下
す
べ
き
余
地
は
な
い
か
と
思
う
︒
最
後

の
デ
フ
ォ
ー
に
至
っ
て
は
著
者
は
少
し
六
ヶ
敷
い
論
を
し
て
い

む
ず

し

る
︒
そ
し
て
結
局
デ
フ
ォ
ー
を
貶
し
て
い
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
余

は
格
別
異
議
は
な
い
︒
殊
に
著
者
は
幾
多
の
例
証
を
挙
げ
て
説
明

し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
確
実
な
も
の
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
そ
れ

に
し
て
も
何
ゆ
え
あ
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン
が
評
判
に
な
っ
た
も
の
か
︑

ガ
リ
ヴ
ァ
ー
と
並
ん
で
英
文
学
の
大
作
と
な
っ
て
い
る
の
は
何
の

た
め
で
あ
ろ
う
か
︒あ
れ
は
ぜ
ん
ぜ
ん
偶
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
︑

世
の
中
に
は
よ
く
偶
然
の
こ
と
か
ら
つ
ま
ら
ぬ
こ
と
の
万
世
に
伝
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え
ら
れ
る
こ
と
は
間
々
あ
る
︒
ロ
ビ
ン
ソ
ン
も
そ
の
類
で
あ
ろ
う

か
︒
或
い
は
イ
ギ
リ
ス
の
海
事
思
想
と
連
関
し
て
評
判
に
な
っ
た

も
の
か
︒
即
ち
ま
た
わ
が
﹁
不
如
帰
﹂
の
百
版
を
重
ね
﹁
肉
弾
﹂

の
数
十
版
を
重
ね
る
の
と
同
じ
よ
う
な
事
情
で
も
あ
る
の
か
︒
著

者
が
デ
フ
ォ
ー
を
貶
す
る
に
異
議
は
な
い
が
貶
す
る
な
ら
ば
ロ
ビ

ン
ソ
ン
が
有
名
に
な
っ
た
理
由
の
説
明
が
ほ
し
か
っ
た
の
で
あ

る
︒

八
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十
八
世
紀
に
は
ま
た
大
頭
が
い
る
︑
ゴ
ー
ル
ド
ス
ミ
ス
も
い

お
お
み
た
ま

る
︑
ジ
ョ
ン
ソ
ン
と
い
う
大
変
物
も
い
る
︑
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ

等
の
小
説
家
も
い
る
︑
殊
に
余
に
は
ジ
ョ
ン
ソ
ン
を
も
っ
て
大
文

学
と
す
る
所
以
が
解
っ
た
よ
う
で
ま
だ
真
実
に
解
っ
て
い
な
い
︑

ま
だ
批
評
的
に
論
じ
ら
れ
た
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
こ
の

頃
三
宅
雪
嶺
先
生
の
ジ
ョ
ン
ソ
ン
二
百
年
記
を
読
ん
だ
が
︑
そ
れ

で
も
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
大
な
る
所
以
は
ま
だ
解
ら
な
い
︒
余
は
著
者

か
ら
こ
の
大
変
物
の
批
評
・
論
断
を
聞
き
度
か
っ
た
の
だ
が
︑
こ

の
書
に
は
そ
れ
が
な
い
︒
何
時
か
ま
た
そ
れ
を
聞
か
し
て
貰
う
約

束
を
こ
こ
に
結
び
た
い
も
の
で
あ
る
︒
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そ
れ
か
ら
こ
れ
は
大
塚
博
士
も
注
意
し
た
こ
と
で
あ
る
が
政
治

の
こ
と
が
も
少
し
あ
っ
て
ほ
し
い
︒
ア
デ
ィ
ソ
ン
も
ポ
ー
プ
も
ス

ウ
ィ
フ
ト
も
デ
フ
ォ
ー
も
み
な
政
治
に
関
係
が
あ
る
︒
十
八
世
紀

文
学
と
政
治
と
は
密
接
の
関
係
が
あ
る
こ
と
は
著
者
も
知
っ
て
い

る
こ
と
で
あ
ろ
う
︒こ
の
関
係
を
一
層
く
わ
し
く
聞
き
た
か
っ
た
︒

し
か
し
こ
れ
は
余
の
性
癖
が
そ
う
感
じ
さ
し
た
の
か
も
知
れ
ぬ
︒

最
後
に
引
用
の
英
語
に
対
す
る
翻
訳
が
み
な
巧
み
に
出
来
て
い

る
︒
著
者
が
手
を
下
し
て
訳
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
見
事
な
も
の

で
あ
る
︒

述
べ
た
い
こ
と
は
ま
だ
ま
だ
山
と
あ
る
︑
全
体
余
は
近
頃
こ
の
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十
八
世
紀
に
対
し
て
多
少
興
味
を
持
ち
得
た
の
で
そ
れ
に
つ
い
て

い
ろ
い
ろ
尋
ね
て
見
た
く
︑
ま
た
自
分
に
も
言
っ
て
見
た
い
こ
と

も
あ
る
が
︑
他
の
迷
惑
に
も
な
る
し
時
候
が
ら
あ
ま
り
骨
も
折
れ

る
か
ら
︑
几
て
略
し
て
置
く
︑
要
す
る
に
こ
の
書
は
面
白
い
こ
と

限
り
な
く
為
に
な
る
こ
と
は
ま
た
限
な
い
︑
凡
そ
文
学
の
学
生
は

是
非
一
本
を
購
う
て
損
は
な
い
と
思
う
︒
余
は
徹
頭
徹
尾
こ
の
本

の
賞
賛
者
で
あ
る
︒

︵
明
治
四
二
・
七
・
二
三
︱
二
九
﹁
東
京
二
六
新
聞
﹂︶
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