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眞
有
　
澄
香
　
提
出
　
学
位
申
請
論
文

　
　
『
伝
統
と
し
て
の
〈
こ
と
ば
〉　
鏡
花
と
み
す
ゞ
』
審
査
要
旨

論
文
の
内
容
の
要
旨

　
眞
有
澄
香
提
出
の
『
伝
統
と
し
て
の
〈
こ
と
ば
〉　
鏡
花
と
み
す
ゞ
』
は
、
こ
れ
ま
で
の

研
究
業
績
を
総
合
的
に
捉
え
直
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
章
「
文
学
研
究
と
国
語
科
教
材
」

は
、「
明
治
初
期
に
お
け
る
子
ど
も
読
み
物
」、「
学
校
教
育
と
言
文
一
致
運
動
」、「「
読
む
」

と
い
う
行
為
」、「
虚
構
性
の
向
こ
う
へ
―
「
白
い
ぼ
う
し
」」
の
四
編
か
ら
成
り
、
明
治
期

の
子
ど
も
読
み
物
が
そ
の
内
容
を
知
育
、徳
育
へ
強
化
さ
れ
、徐
々
に
国
家
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

を
背
景
に
し
た
国
定
教
科
書
へ
と
移
り
ゆ
く
展
開
に
あ
っ
て
、
教
育
界
に
お
い
て
も
文
語
体

か
ら
口
語
体
へ
の
改
革
を
推
し
進
め
た
言
文
一
致
運
動
の
潮
流
が
深
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と

を
論
じ
る
。
ま
た
、
教
育
の
中
の
「
読
み
書
き
」
の
教
材
と
し
て
流
布
し
た
子
ど
も
向
け
の

副
読
本
資
料
の
分
析
か
ら
、
文
学
教
材
の
成
立
と
そ
の
機
能
を
論
じ
、
国
語
科
教
材
研
究
と
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文
学
研
究
の
架
橋
を
提
案
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
具
体
的
な
事
例
と
し
て
、
あ
ま
ん
き

み
こ
「
白
い
ぼ
う
し
」
が
、
昭
和
四
十
六
年
か
ら
今
日
ま
で
小
学
校
四
年
生
用
国
語
科
教
材

と
し
て
定
着
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
こ
れ
ま
で
の
国
語
科
教
材
研
究
に
お
い
て
ど
の
よ

う
な
変
遷
を
経
て
き
た
か
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
ど
の
よ
う
な
授
業
実
践
が
な
さ
れ
て
き
た
か

を
批
判
的
に
考
察
し
、
特
定
の
登
場
人
物
が
示
す
人
間
性
を
テ
ー
マ
と
し
て
読
む
こ
と
よ
り

も
、
作
品
を
構
成
す
る
一
語
一
語
の
背
景
に
あ
る
伝
統
文
化
の
意
味
づ
け
を
掘
り
起
こ
し
て

い
く
こ
と
を
試
み
る
。
そ
し
て
、
享
受
者
の
言
語
体
験
を
拡
張
す
る
可
能
性
を
、
こ
の
フ
ァ

ン
タ
ジ
ー
教
材
の
特
質
と
し
て
指
摘
す
る
。

　
主
な
研
究
業
績
の
一
覧
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
日
本
近
代
文
学
研
究
の
領
域
内
に
お
い

て
、
泉
鏡
花
の
作
家
・
作
品
研
究
に
継
続
的
に
取
り
組
み
、
そ
の
成
果
は
著
述
と
し
て
刊
行

さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
が
、
そ
の
論
点
で
あ
っ
た
「
呪
詞
の
形
象
」
と
い
う
、
い
わ
ば
民

俗
学
的
な
言
語
論
を
踏
ま
え
た
考
察
は
斬
新
な
成
果
を
提
出
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
本
論
文

の
第
二
章
「
泉
鏡
花
の
文
学
世
界
」
は
「「
学
校
の
新
し
い
生
活
様
式
」
―
「
外
科
室
」」、「
初

等
教
育
を
視
座
と
し
て
―
「
義
血
俠
血
」」、「
伝
承
土
壌
と
し
て
の
日
本
海
―
「
照
葉
狂
言
」」、
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「
鏡
花
文
学
に
お
け
る
怪
異
と
表
現
法
」、「
明
治
文
学
の
成
立
基
底
に
関
す
る
一
考
察
―
「
化

鳥
」」、「「
地
妖
」
と
「
囃
子
」
と
「
角
兵
衛
獅
子
」
―
「
春
昼
」「
春
昼
後
刻
」」、「
童
唄
を

中
心
に
―
「
草
迷
宮
」」、「「
国
語
」
か
ら
「
文
学
」
へ
―
「
夜
叉
ヶ
池
」」
の
八
編
に
ま
と

め
ら
れ
、
各
作
品
研
究
の
問
題
提
起
は
、
ま
さ
し
く
前
著
の
論
点
を
さ
ら
に
展
開
し
た
も
の

で
あ
り
、
各
作
品
の
成
立
事
情
や
そ
の
言
語
的
編
成
の
仕
組
み
を
民
俗
学
的
な
知
見
を
援
用

し
つ
つ
読
み
解
く
方
法
を
主
と
し
つ
つ
、
泉
鏡
花
の
教
育
環
境
の
あ
り
方
ま
で
踏
ま
え
て
各

作
品
の
言
葉
の
指
向
性
を
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
こ
う
し
た
考
察
の
成

果
の
一
つ
と
し
て
、
鏡
花
作
品
の
基
底
に
あ
る
と
さ
れ
る
〈
怪
異
性
〉
と
〈
幻
想
性
〉
と
い

う
評
価
に
つ
い
て
、
前
者
は
異
界
へ
の
畏
敬
の
念
に
、
後
者
は
亡
母
憧
憬
に
、
そ
れ
ぞ
れ
端

を
発
す
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
鏡
花
文
学
に
お
け
る
そ
の
表
現
技
法
の
分
析
課
題
と
し

て
「
口
語
体
」
の
創
出
を
、
単
な
る
会
話
体
の
応
用
で
は
な
く
、
作
品
構
造
の
特
異
性
と
も

関
連
し
て
、
具
体
的
な
発
話
を
再
現
す
る
方
法
の
模
索
と
捉
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し

た
鏡
花
文
体
の
特
殊
な
有
り
様
を
、「
声
」
や
「
ウ
タ
」
を
作
品
内
に
登
場
さ
せ
、
作
品
内

容
と
し
て
中
心
的
な
役
割
を
持
た
せ
つ
つ
、
実
は
、
こ
と
ば
の
意
味
を
確
定
し
、
表
現
内
容
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を
確
認
し
て
い
こ
う
と
す
る
よ
う
な
読
解
を
解
体
し
、
こ
と
ば
の
意
味
そ
の
も
の
を
無
化
す

る
こ
と
で
、
逆
に
読
者
の
「
共
感
」
を
増
幅
す
る
効
果
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
第
三
章
「
み
す
ゞ
詩
と
現
代
」
は
、「〈
こ
と
ば
〉
の
習
得
」、「「
故
郷
」
の
仮
構
」、「
み
す
ゞ

の
内
景
」、「
ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
理
論
と
音
数
律
」、「
愛
唱
（
誦
）
歌
と
し
て
の
可
能
性
」、「
海

洋
史
観
と
の
共
鳴
」
の
六
編
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
若
く
し
て
童
謡
詩
人
と
し
て
の
才
を
見
出

さ
れ
る
も
夭
折
し
た
金
子
み
す
ゞ
の
詩
作
の
プ
ロ
セ
ス
を
主
と
し
て
考
察
し
、
日
常
生
活
に

お
け
る
言
葉
の
発
見
が
詩
作
品
と
し
て
整
序
さ
れ
て
い
く
動
き
に
焦
点
を
当
て
、
そ
こ
に
み

す
ゞ
独
自
の
創
作
の
方
法
を
見
極
め
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
み
す
ゞ
詩
の
特

質
と
し
て
音
楽
性
を
挙
げ
、「
音
数
律
的
リ
ズ
ム
感
」
と
し
て
の
「
七
五
調
」
を
指
摘
し
、

こ
れ
を
日
本
近
代
詩
に
お
け
る
口
語
自
由
詩
運
動
と
の
関
わ
り
を
踏
ま
え
て
分
析
す
る
の
は

新
視
点
を
切
り
拓
こ
う
と
す
る
試
み
と
言
え
る
。
ま
た
、そ
う
し
た
詩
に
内
在
す
る
音
楽
性
、

「
七
五
調
」
が
読
者
に
対
し
て
、
伝
統
的
な
言
語
上
の
リ
ズ
ム
感
を
想
起
す
る
こ
と
を
促
し
、

日
本
古
来
の
詞
章
の
持
つ
力
を
呼
び
覚
ま
す
よ
う
な
働
き
を
す
る
と
い
う
仮
説
に
基
づ
き
、

折
口
信
夫
の
「
日
本
文
学
の
発
生
序
説
」
に
お
い
て
発
想
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
言
霊
信
仰
を
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背
景
に
し
た「
生
命
標
」（
詞
章
の
威
力
を
発
揮
す
る
も
の
）を
手
が
か
り
に
し
つ
つ
、み
す
ゞ

詩
の
現
代
社
会
へ
の
問
題
提
起
や
強
い
説
得
力
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
あ
ら

ゆ
る
事
象
と
の
関
係
論
的
な
思
考
を
提
案
す
る
「
ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
理
論
」
を
参
照
し
、
み

す
ゞ
詩
の
「
い
の
ち
」
と
「
つ
な
が
り
」
を
喚
起
す
る
力
を
把
握
し
よ
う
と
試
み
、
ま
た
、

こ
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
と
の
連
続
性
と
そ
の
拡
が
り
を
指
向
す
る
特
性
を
、
金
子
み
す
ゞ
が
生

ま
れ
育
っ
た
海
浜
の
光
景
に
見
出
せ
る
と
し
て
、
国
境
で
分
断
さ
れ
た
歴
史
観
で
は
な
く
、

海
の
つ
な
が
り
に
お
い
て
世
界
史
を
発
想
す
る
「
海
洋
史
観
」
と
の
「
共
鳴
」
を
指
摘
す
る

も
の
で
あ
る
。

　
本
論
文
を
一
貫
す
る
論
点
は
、
近
代
の
教
育
論
、
国
語
教
育
論
へ
の
取
り
組
み
が
進
め
ら

れ
た
成
果
と
、
細
分
化
さ
れ
た
近
現
代
文
学
研
究
の
方
法
論
へ
の
批
判
的
な
姿
勢
と
の
二
つ

が
融
合
し
、
近
現
代
文
学
研
究
と
文
学
教
育
研
究
を
横
断
的
に
論
じ
る
視
点
の
提
案
に
あ

り
、
こ
の
視
点
の
先
に
、
作
品
表
現
に
お
け
る
日
本
語
の
伝
統
的
な
姿
や
力
を
、
古
代
か
ら

の
連
続
性
と
し
て
掘
り
起
こ
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

　
本
論
文
の
出
発
点
を
な
す
大
き
な
構
え
は
、「
ま
え
が
き
」
中
に
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
従
来
の
近
現
代
文
学
研
究
が
と
も
す
れ
ば
陥
り
が
ち
で
あ
っ
た
、
作
家
・

作
品
研
究
の
個
別
的
な
考
察
が
さ
ら
に
深
ま
っ
た
が
故
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
を
連
携
さ
せ

る
視
座
を
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
こ
の
三
十
年
ほ
ど
の
時
間
の
な
か
で
、
多
様

な
研
究
理
論
が
次
々
と
導
入
、
消
費
さ
れ
続
け
、
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
研
究
成
果
の
多

様
化
に
よ
っ
て
、「
文
学
」
を
読
む
こ
と
の
豊
か
さ
自
体
が
拡
散
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
、

そ
し
て
、
論
者
の
も
う
一
つ
の
研
究
領
域
で
あ
る
文
学
教
育
研
究
と
の
乖
離
を
憂
う
と
い
う

思
い
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
発
想
さ
れ
た
の
は
、「「
文
学
研
究
」
に
は
、
豊
穣

な
近
代
文
学
を
横
断
的
に
論
じ
る
方
策
、
方
法
論
が
提
示
さ
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
問
題
意

識
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
本
論
文
は
、
改
め
て
大
き
な
枠
組
み
の
新
研
究
理
論
を
創
出
し
よ

う
と
い
う
野
心
を
表
明
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
文
学
の
原
点
に
帰
り
、
そ
の
作
品
を
形
作
っ

て
い
る
〈
こ
と
ば
〉
と
の
出
会
い
を
確
か
め
、
作
中
の
〈
こ
と
ば
〉
た
ち
が
「
背
負
っ
て
き
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た
伝
統
や
そ
の
継
承
の
有
り
様
を
確
認
す
る
作
業
」
を
通
し
て
、
作
品
表
現
の
奥
行
き
を
多

義
的
に
読
み
込
む
こ
と
を
徹
底
し
よ
う
と
い
う
極
め
て
地
道
な
努
力
を
提
案
す
る
も
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た
本
論
文
の
問
題
提
起
が
全
体
を
貫
い
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
各
章
ご
と
の

批
判
検
討
を
行
っ
た
。

　
第
一
章
の
「
文
学
研
究
と
国
語
科
教
材
」
は
、
近
代
文
体
と
し
て
の
口
語
体
が
、
そ
れ
ま

で
の
文
語
体
か
ら
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
成
立
し
て
い
っ
た
の
か
を
、
近
代
文
学
史
上
の

運
動
の
み
に
依
拠
せ
ず
、
い
わ
ば
文
章
作
成
作
業
の
原
点
と
も
い
う
べ
き
初
等
教
育
、
明
治

初
期
に
お
け
る
近
代
学
校
教
育
制
度
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
翻
訳
物
や
民
間
の
教
育
用
読
み

物
、
特
に
女
子
教
育
の
「
修
身
」
教
育
用
に
使
用
さ
れ
た
『
女
子
修
身
美
談
』（
明
治

二
十
七
年
）
等
に
注
目
し
、
女
子
の
徳
目
の
啓
蒙
を
内
容
と
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
読
み
物

が
徐
々
に
口
語
体
、
談
話
体
を
採
用
す
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
く
こ
と
を
論
じ
る
。
つ
ま

り
、
い
わ
ゆ
る
文
壇
に
お
け
る
言
文
一
致
運
動
と
並
行
し
て
、
初
等
教
育
で
の
口
語
体
習
熟

の
運
動
が
見
て
取
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
明
治
期
の
文
体
成
立
事
情
に
と
っ
て
重
要
な
指
摘

で
あ
る
。
ま
た
、
小
学
校
令
（
明
治
二
十
七
年
）
以
来
の
「
読
み
書
き
」
が
、
教
室
の
中
で
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ど
の
よ
う
な
人
間
形
成
を
果
た
し
て
い
た
か
を
追
究
し
、
学
校
教
育
現
場
に
お
け
る
読
書
が

子
ど
も
の
情
操
教
育
の
一
環
と
し
て
機
能
し
て
い
た
点
を
踏
ま
え
、
現
在
の
教
育
現
場
に
お

け
る
読
書
の
あ
り
方
を
批
判
的
に
考
察
し
、「
読
む
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、「
読
解
力
」

と
は
ど
う
い
う
力
を
言
う
の
か
、
そ
れ
は
教
育
に
必
要
な
の
か
を
問
う
こ
と
へ
繋
げ
て
い

る
。
そ
し
て
、
現
在
の
小
学
校
用
国
語
科
教
科
書
で
定
番
教
材
化
し
て
い
る
、
あ
ま
ん
き
み

こ
「
白
い
ぼ
う
し
」
の
教
材
研
究
史
を
検
討
し
、
授
業
に
お
け
る
テ
ー
マ
読
み
に
偏
っ
た
指

導
方
法
へ
の
疑
念
を
表
明
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
論
者
が
実
践
し
て
い
る
の
が
、
作
品
の
こ

と
ば
、「
字
句
」
に
立
ち
返
り
、読
者
の
想
像
力
を
喚
起
す
る
一
語
一
語
の
意
味
を
、歴
史
的
、

伝
承
的
な
意
味
に
ま
で
掘
り
下
げ
て
い
き
、
結
果
と
し
て
、
こ
の
文
学
教
材
が
持
つ
フ
ァ
ン

タ
ジ
ー
性
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
可
能
性
を
押
し
広
げ
る
読
み
を
提
案
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に

語
彙
レ
ベ
ル
の
探
索
作
業
を
授
業
実
践
へ
展
開
さ
せ
よ
う
と
い
う
試
み
は
、
過
度
な
語
釈
に

お
け
る
意
味
の
拡
散
化
と
い
う
危
険
性
は
孕
む
も
の
の
、
国
語
科
授
業
の
中
に
文
学
の
豊
か

さ
を
活
か
す
と
い
う
発
想
の
有
効
性
を
示
唆
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
第
二
章
の
「
泉
鏡
花
の
文
学
世
界
」
は
、
お
よ
そ
八
編
の
作
品
研
究
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
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る
が
、
そ
れ
ら
を
導
い
て
い
る
発
想
が
「
こ
と
ば
の
力
」
へ
の
注
視
で
あ
り
、
そ
れ
は
現
代

社
会
に
お
け
る
教
育
の
根
源
的
な
課
題
追
究
に
必
須
な
問
題
提
起
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
作
家
と
し
て
の
生
涯
を
日
本
語
の
表
現
に
捧
げ
た
泉
鏡
花
作
品
に
お
い
て
、
こ
の

「
こ
と
ば
の
力
」
を
検
証
す
る
こ
と
が
一
つ
の
提
案
に
な
る
と
い
う
見
通
し
が
本
章
の
テ
ー

マ
を
な
す
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
の
た
め
の
分
析
方
法
と
は
、「
鏡
花
が
こ
だ
わ
り
抜
い
た
「
日

本
語
」
を
民
俗
学
的
な
発
想
か
ら
丁
寧
に
読
み
解
く
」
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
鏡
花
文
学

に
内
包
さ
れ
た
、
古
代
へ
と
遡
行
す
る
深
遠
な
文
学
世
界
に
近
づ
こ
う
」
と
す
る
試
み
で
あ

る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
視
点
に
立
っ
た
考
察
は
、「
外
科
室
」
を
論
じ
て
、
そ
の
「
下
」

に
現
れ
る
「
躑
躅
の
花
」
や
「
藤
色
」
を
取
り
上
げ
、
そ
の
民
俗
学
的
、
文
化
的
な
意
味
を

探
り
つ
つ
、
そ
の
「
こ
と
ば
」
に
付
属
す
る
文
化
的
イ
メ
ー
ジ
が
、「
上
」
に
お
け
る
ク
ラ

イ
マ
ッ
ク
ス
を
支
え
る
機
能
を
見
出
す
と
こ
ろ
、
ま
た
、「
照
葉
狂
言
」
に
お
い
て
「
ザ
シ

キ
ワ
ラ
シ
」、「
枕
返
し
」
の
「
民
譚
」
を
透
か
し
見
る
と
い
う
視
点
を
提
案
し
、
さ
ら
に
は

泉
鏡
花
の
文
学
世
界
を
表
現
す
る
〈
怪
奇
〉
や
〈
幻
想
〉
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
の
淵
源
を
、

幼
く
し
て
彼
岸
へ
去
っ
た
母
へ
の
思
慕
と
、
生
育
環
境
で
あ
っ
た
金
沢
の
故
郷
を
包
ん
で
い
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た
自
然
の
特
質
の
中
に
求
め
、そ
れ
ら
が
相
俟
っ
て
「
異
界
の
存
在
へ
の
畏
敬
の
念
」
や
「
亡

母
憧
憬
に
端
を
発
す
る
母
恋
い
の
情
念
」
を
醸
成
し
た
と
考
察
す
る
と
こ
ろ
に
も
民
俗
学
的

知
見
が
豊
富
に
援
用
さ
れ
て
示
唆
に
富
む
。
ま
た
一
方
で
、鏡
花
文
学
に
お
け
る
「
口
語
体
」

創
出
の
問
題
を
、「
化
鳥
」
を
通
し
て
論
じ
、
そ
の
文
体
や
時
間
等
の
「
揺
ら
ぎ
」
を
指
摘

す
る
が
、「
口
語
体
」
と
の
関
係
が
ど
う
か
ま
で
深
め
て
欲
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
て
、

本
章
の
分
析
手
法
が
最
も
効
果
を
上
げ
た
の
が
「
草
迷
宮
」
を
論
じ
る
際
に
、
口
承
文
学
研

究
に
お
け
る
「
ウ
タ
」
概
念
を
導
入
し
た
考
察
で
あ
ろ
う
。「
音
楽
性
が
強
調
さ
れ
れ
ば
さ

れ
る
ほ
ど
、
そ
れ
に
反
し
て
こ
と
ば
の
意
味
は
無
化
さ
れ
て
し
ま
う
」
と
い
う
発
想
は
、
作

品
に
組
み
込
ま
れ
た
言
語
表
現
そ
れ
自
体
の
前
景
化
を
促
す
と
い
う
意
味
で
重
要
な
指
摘
で

あ
り
、こ
れ
が
次
章
の
金
子
み
す
ゞ
詩
の
考
察
へ
の
接
続
を
準
備
す
る
も
の
だ
と
も
言
え
る
。

　
第
三
章
の
「
み
す
ゞ
詩
と
現
代
」
は
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
の
示
す
よ
う
に
、
未
発
表
の
ま
ま

残
さ
れ
た
金
子
み
す
ゞ
の
詩
の
表
現
に
つ
い
て
、
こ
れ
が
「
つ
な
が
り
・
か
か
わ
り
・
共
生

と
い
っ
た
現
代
社
会
が
抱
え
る
」
諸
問
題
を
掘
り
起
こ
し
、
社
会
が
進
む
べ
き
針
路
を
見
通

す
可
能
性
を
拓
こ
う
と
し
た
試
み
で
あ
る
と
し
て
読
解
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
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は
、
金
子
み
す
ゞ
が
そ
の
童
謡
詩
の
数
々
を
ど
の
よ
う
な
生
育
環
境
に
お
い
て
育
ん
で
い
っ

た
か
、
詩
の
成
立
に
関
わ
る
要
件
と
し
て
の
故
郷
、
仙
崎
村
で
の
経
験
が
詩
の
表
現
へ
昇
華

さ
れ
て
い
っ
た
経
緯
な
ど
を
詳
述
す
る
。
そ
し
て
、
愛
児
「
房
枝
」
が
発
す
る
〈
こ
と
ば
〉

を
採
取
し
た
記
録
の
分
析
に
お
い
て
、
幼
児
に
と
っ
て
の
〈
こ
と
ば
〉
の
発
生
が
身
体
の
成

長
と
と
も
に
展
開
し
て
い
く
過
程
を
示
し
つ
つ
、
日
常
言
語
と
詩
的
言
語
の
機
能
に
つ
い
て

の
考
察
を
喚
起
す
る
と
い
う
視
点
は
新
し
く
、
優
れ
た
問
題
提
起
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、「
ホ

リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
理
論
と
音
数
律
」
と
題
さ
れ
た
論
考
は
本
章
中
の
論
点
の
核
心
部
で
あ
る
と

評
価
す
る
。
み
す
ゞ
詩
の
強
い
表
現
力
の
起
源
が
、「
音
数
律
的
な
リ
ズ
ム
感
」
に
あ
る
こ

と
に
着
目
し
、
詩
の
表
現
に
内
包
さ
れ
た
「
音
楽
性
」
を
分
析
し
、
そ
れ
を
「
七
五
調
」
に

あ
る
と
す
る
。
明
治
末
期
に
口
語
自
由
詩
の
完
成
を
目
指
し
た
詩
壇
の
動
き
と
は
一
線
を
画

し
、
実
は
「
日
本
人
の
琴
線
」
を
揺
り
動
か
す
力
が
定
型
詩
の
「
七
五
調
」
に
内
在
し
て
い

る
こ
と
を
、
み
す
ゞ
詩
が
告
げ
て
い
る
と
す
る
。
そ
の
傍
証
に
折
口
信
夫
の
学
説
を
参
照
し

て
い
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
伝
統
的
な
「
音
数
律
」
の
機
能
分
析
が
み
す
ゞ
詩
の
表
現
性
を

支
持
し
、
人
間
と
自
然
、
そ
し
て
宇
宙
と
の
関
係
論
的
な
思
考
を
準
備
し
て
い
る
と
す
る
点



─ 12 ─

に
は
、
さ
ら
に
多
く
の
言
語
論
的
な
考
察
が
課
題
と
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
み
す
ゞ
詩
の
関

係
論
的
思
考
へ
の
促
し
を
、「
海
洋
史
観
」
を
参
照
し
つ
つ
「
海
」
に
お
け
る
生
命
の
つ
な

が
り
と
し
て
解
読
す
る
提
案
も
、
み
す
ゞ
詩
に
お
け
る
「
海
」
の
イ
メ
ー
ジ
の
、
詩
的
表
現

レ
ベ
ル
の
さ
ら
な
る
分
析
を
俟
ち
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
本
論
文
は
、
国
語
教
育
研
究
と
文
学
研
究
を
接
続
さ
せ
、
国
語
科
教
材
と
し
て
の
文
学
作

品
の
、
表
現
の
仕
組
み
と
し
て
の
日
本
語
を
再
確
認
し
、
伝
統
的
な
意
味
を
担
い
つ
つ
運
用

さ
れ
る
〈
こ
と
ば
〉
の
重
力
を
慎
重
に
測
る
こ
と
を
以
て
作
品
表
現
の
多
様
性
を
見
出
し
、

こ
れ
を
教
育
に
も
活
か
そ
う
と
す
る
果
敢
な
試
み
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
、
近
現
代
文
学

研
究
の
事
例
と
し
て
、
泉
鏡
花
作
品
の
考
察
と
金
子
み
す
ゞ
の
詩
作
品
の
考
察
を
通
し
て
実

践
し
た
も
の
だ
が
、
分
析
の
方
法
と
し
て
依
拠
し
た
民
俗
学
の
学
的
成
果
を
応
用
す
る
と
こ

ろ
、
確
か
に
〈
こ
と
ば
〉
に
付
着
し
た
民
俗
文
化
的
イ
メ
ー
ジ
の
掘
り
起
こ
し
は
共
感
す
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
民
俗
譚
を
近
代
文
学
作
品
の
深
層
に
見
る
こ
と
は
そ
の
話
型
を

範
と
し
て
固
定
化
す
る
傾
向
が
あ
り
、よ
り
精
密
な
表
現
分
析
が
必
要
と
な
ろ
う
。
さ
ら
に
、

鏡
花
文
学
と
み
す
ゞ
詩
を
接
続
さ
せ
て
考
察
す
る
と
い
う
重
要
な
問
題
提
起
は
な
さ
れ
て
い
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る
が
、
今
後
、
そ
の
具
体
的
な
論
考
の
提
出
に
期
待
し
た
い
。

　
以
上
の
理
由
か
ら
、
本
論
文
提
出
者
眞
有
澄
香
は
、
博
士
（
文
学
）
の
学
位
を
授
与
さ
れ

る
資
格
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

令
和
五
年
三
月
九
日
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