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ヒ

ュ

-
ム

･
エ
-
オ

ッ
ト

･
-
1
ド
に
お
け
る
詩
論
的
系
譜

原

幸

一

ヴ
ィ
ク
ー
リ
ア
女
王
は
ウ
イ
リ
ア
ム
四
世
の
後
を
う
け
て

一
八
三
七
年
に
即
位
し
た
｡
女
王
の
君
臨
す
る
時
代
は
そ
の
後
六
十
余

年
'

一
九

〇
一
年
迄
統
-
こ
と
に
な
る
｡
こ
の
時
期
は
英
国
の
'
と
り
わ
け
新
興
中
産
階
級
の
ま
さ
に
黄
金
時
代
で
あ

っ
た
｡
紳
士

達
の
暮
し
む
き
は
ま
ず
不
自
由
な
-
営
ま
れ
'
世
界
史
の
中
で
も
空
前
の
繁
栄
を
享
受
し
て
い
る
と
自
負
し
て
い
た
大
変
な
時
代
で

あ

っ
た
｡

ハ
イ
ド
｡ハ
-
ク
に
建
て
ら
れ
た
鉄
骨
ガ
ラ
ス
張
り
の
大
建
築
で
あ
る
水
晶
官
で
行
わ
れ
た

一
八
五

一
年
の
大
博
覧
会
は
当

時
の
英
国
の
充
実
し
た
国
力
を
内
外
に
有
無
を
言
わ
さ
ず
納
得
さ
せ
る
絶
好
の
機
会
で
あ

っ
た
｡
時
代
の
特
徴
を
な
す
ス
ペ
ン
サ
ー

流
の
進
歩
の
思
想
は
ゆ
る
ぎ
な
い
も
の
で
彼
ら
に
は
今
や
自
分
達
が
歴
史
の
頂
点
を
極
め
て
い
る
と
い
う
満
足
感
が
あ

っ
た
｡
産
業

革
命
以
来
の
活
気
に
あ
ふ
れ
た
強
力
な
経
済
基
盤
と
堅
固
な
道
徳
意
識
に
支
え
ら
れ
た
ヴ
ィ
ク
ー
リ
ア
朝
紳
士
の
あ
り
方
に
つ
い
て

は
'
自
分
達
の
利
益
を
食
欲
に
追
求
す
る
態
度
や
誇
張
さ
れ
た
道
徳
家
風
や
き
ざ

っ
ほ
い
体
面
の
つ
-
ろ
い
方
な
ど
'
今
日
ひ
ん
し
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ゆ
く
を
か
う
点
が
な
い
で
も
な
い
が
'
そ
れ
な
り
に
重
厚
着
実
で
ゆ
と
り
の
あ
る
人
生
態
度
に
は
尊
重
す
べ
き
点
が
あ
る
こ
と
を
認

め
る
べ
き
だ
と
思
う
｡
そ
れ
は
良
か
れ
悪
し
か
れ
'
社
会
の
安
定
期
に
出
現
す
る
人
間
の
一
つ
の
典
型
を
示
す
も
の
で
あ

っ
た
｡

ス
イ
ス
の
心
理
学
者
C

･G
･
ユ
ン
グ
は
も

っ
と
広
-
世
界
文
化
史
的
視
野
か
ら
'
ひ
と
り
英
国
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
'
当
時
の

プ
ロ
シ
ア
や
ア
メ
リ
カ
北
部
の
中
産
階
級
も
ま
た

《
ヴ
ィ
ク
-
リ
ア
時
代
》
に
あ

っ
た
と
述
べ
て
い
る
｡
フ
ロ
イ
ー
の
シ
ョ
ッ
キ
ン

グ
な
学
説
の
中
核
と
な
る
性
の
抑
圧
の
理
論
は
､
こ
の
よ
う
な

一
見
健
全
な
市
民
社
会
も

一
皮
め
く
れ
ば
実
は
人
間
性
に
無
理
な
抑

圧
を
加
え
た
時
代
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
'
そ
の
時
代
と
対
決
L
t
そ
れ
に
加
え
ら
れ
た
皮
肉
痛
烈
な
暴
露
攻
撃
で
あ

っ
た
と
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

ユ
ン
グ
に
よ
れ
ば
フ
ロ
イ
ー
と
ニ
ー
チ

ェ
と
が
ヴ
ィ
ク
ー
リ
ア
時
代
の
末
期
に
あ

っ
て
'
中
世
の
キ
リ
ス
ー

教
的
理
想
を
理
想
的
な
市
民
社
会
と
い
う
形
態
で
延
命
し
ょ
う
と
計

っ
た
ヴ
ィ
ク
ー
リ
ア
時
代
を
打
倒
す
る

一
翼
を
成
し
た
点
で
'

同

一
の
文
化
史
的
意
義
を
も
つ
と
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

社
会
状
勢
や
国
際
状
勢
は
そ
の
後
は
げ
し
く
揺
れ
動
い
て
､
収
拾
の
つ
か
な
く
な

っ
た
ヴ
ィ
ク
ー
リ
ア
時
代
の
矛
盾
は
第

一
次
世

界
大
戦
に
化
膿
口
を
見
出
し
て
い
っ
た
｡
楽
天
的
な
ヴ
ィ
ク
ー
リ
ア
朝
人
士
の
人
世
観
も
今
や

一
場
の
夢
物
語
と
化
し
た
｡
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
文
明
を
も
含
め
て
全
て
の
文
明
は
'
有
機
体
と
同
様
生
成
と
衰
退
と
死
と
い
う
自
然
法
則
の
過
程
を
辿
る
と
考
え
'
ヨ
ー
ロ
ッ

｡ハ
の
未
来
に
関
す
る
悲
観
的
展
望
を
明
ら
か
に
し
た
シ

ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
も
'
ま
た
そ
の
流
れ
を
く
み
な
が
ら
'
彼
の
理
論
が
既
定
の

論
理
の
枠
組
に
事
実
を
は
め
込
も
う
と
す
る
ド
イ
ツ
的
な
先
験
的
方
法
で
あ
る
と
批
判
し
'
イ
ギ
リ
ス
流
の
経
験
主
義
的
な
'
実
証

的
態
度
で
貫
こ
う
と
し
た
-
イ
ン
ビ
ー
も
'
共
に
十
九
世
紀
の
ヴ
ィ
ク
ー
リ
ア
時
代
の
崩
壊
と
い
う
社
会
的
､
思
想
的
環
境
か
ら
現

れ
て
き
た
も
の
で
あ

っ
た
｡
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今
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
第

一
次
世
界
大
戦
の
終
了
す
る
頃
迄
に
'
芸
術
の
諸
分
野
で
意
識
的
に
十
九
世
紀
の
伝
統
と
訣
別
L
t
真

に
現
代
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
野
心
的
な
運
動
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
各
地
に
起

っ
た
が
'
こ
う
し
た
現
象
は
や
は
り
ヴ
ィ
ク
ー
リ
ア
時
代

【rれu

崩
壊
の
産
物
と
考
え
る
べ
き
で
あ
聖

二
十
世
紀
の
英
文
学
に
貢
献
し
た
人
達
の
中
で
'
い
ち
は
や
-
時
代
の
こ
う
し
た
動
向
を
察
知
し
て
十
九
世
紀
的
英
詩
の
常
識
に

反
発
の
姿
勢
を
示
し
た
の
が
T
･
E
･
ヒ
ュ
-
ム
で
あ

っ
た
｡
英
詩
の
流
れ
に

一
つ
の
転
期
を
与
え
た
イ
マ
ジ
ズ
ム
運
動
の
産
ま
れ

た
の
も
こ
の
頃
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
'
彼
は
実
際
の
詩
作
や
詩
論
の
展
開
に
よ
っ
て
そ
の
運
動
の
先
駆
と
な
-
'
無
視
で
き
ぬ
影
響

を
与
え
て
い
る
｡

ヒ
ュ
I
ム
の
活
動
領
域
は
哲
学
'
詩
'
文
芸
批
評
'
美
術
批
評
'
翻
訳
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
が
'
今
世
紀
初
頭
に
彼
の
主

催
し
て
い
た
ク
ラ
ブ
に
は
様
々
な
人
達
が
集

っ
て
い
た
｡
彼
は

一
九

一
七
年
に
フ
ラ
ン
ス
戦
線
で
三
十
四
歳
の
若
さ
で
什
れ
て
し
ま

っ
た
か
ら
'
自
己
を
円
熟
さ
せ
時
代
の
大
き
な
存
在
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
'
彼
の
ク
ラ
ブ
に
出
入
L
t
中
心
人
物
で
あ

る
彼
か
ら
何
ら
か
の
影
響
を
う
け
た
人
々
は
そ
の
後
各
分
野
に
展
開
し
て
夫
々
活
育
な
現
代
芸
術
運
動
を
展
開
し
て
い
っ
た
｡
こ
う

し
て
み
る
と
彼
の
ク
ラ
ブ
は
英
国
の
現
代
芸
術
運
動
揺
藍
の
地
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
｡

ヒ
ュ
-
ム
が
今
世
紀
の
は
じ
め
に
他
に
さ
き
が
け
て
英
詩
に
斬
新
な
傾
向
を
開
拓
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
､
彼
が
文
学
以
外
の

領
域
'
す
な
わ
ち
哲
学
や
造
型
美
術
の
領
域
に
関
心
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
大
き
な
原
因
と
考
え
ら
れ
る
｡
文
学
の
世
界
に
だ
け
閉

寵

っ
て
い
た
な
ら
ば
あ
の
よ
う
に
画
期
的
な
発
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
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ヒ
ュ
-
ム
は
美
術
の
様
式
の
問
題
を
論
じ
て
'
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
以
来
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
が
長
い
間
製
作
や
観
賞
を
し
て
親
し
ん

で
き
た
生
命
的
芸
術
と
は
全
く
質
を
異
に
し
た
新
し
い
芸
術
が
出
現
し
っ
つ
あ
る
と
指
摘
し
た
｡
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
幾
た
び
か
芸
術

史
上
に
出
現
し
た
こ
と
が
あ
る
幾
何
学
的
'
非
生
命
的
様
式
の
芸
術
に
似
て
お
り
'
時
代
は
生
命
的
芸
術
の
時
代
か
ら
非
生
命
的
芸

術
の
時
代

へ
と
変
化
が
進
行
中
で
あ
る
と
述
べ
た
の
で
あ
る
｡

彼
は

一
時
代
の
世
界
観
の
変
化
を
す
ば
や
く
示
す
も
の
は
芸
術
の
分
野
で
あ
る
と
信
じ
て
'

エ
プ
ス
タ
イ
ン
や
ル
イ
ス
の
作
品
に

こ
の
よ
う
な
幾
何
学
的
性
格
の
現
れ
を
み
と
め
'
こ
の
現
象
は
と
-
も
直
さ
ず
対
応
す
る
世
界
観
の
出
現
'
従

っ
て
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス

)2

以
来
の
ヒ
ュ
-
マ
ニ
ス
テ
ィ
ク
な
態
度
の
崩
壊
す
る
先
ぶ
れ
を
な
す
も
の
だ
ろ
う
と
述
べ
た
｡

彼
は
中
世
や
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
以
後
と
い
う
よ
う
な
大
き
な
時
代
の
夫
々
す
べ
て
の
思
考
の
無
意
識
の
根
底
に
遍
在
L
t
そ
れ
ら
を

規
制
す
る
二
つ
の
世
界
観
が
あ
る
と
考
え
た
｡
す
な
わ
ち
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
以
来
の
人
間
肯
定
的
な
ヒ
ュ
ー
マ
ー1
.1t(
ム
が
そ
の

l
方
の

例
で
あ
り
'
他
の

一
方
が
人
間
の
限
界
性
を
強
調
す
る
中
世
の
反
ヒ
ュ
ー
マ
ー1
''t(
ム
の
態
度
で
あ
る
｡
ヒ
ュ
-
ム
自
身
は
後
者
の
立

場
に
あ
る
こ
と
を
宣
言
し
'
前
者
か
ら
後
者

へ
と
今
日
世
界
観
の
転
換
を
行
う
必
要
を
力
説
し
た
の
で
あ
る
｡
彼
は
こ
れ
か
ら
の
時

代
に
は
人
間
の
不
完
全
性
の
認
識
こ
そ
根
本
的
に
大
切
で
あ
る
と
考
え
'
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
か
ら
ヴ
ィ
ク
-
リ
ア
朝
迄
の
人
間
の
無
限

の
可
能
性
を
信
ず
る
立
場
を
否
定
し
去
ろ
う
と
し
た
｡

し
か
し
実
際
問
題
と
し
て
世
界
観
の
転
換
な
ど
そ
う
右
か
ら
左
に
簡
単
に
行
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
｡
ヒ
ュ
-
ム
の

『
思
索
集
』

に
収
め
ら
れ
て
い
る

《
燃
え
が
ら
》
の
思
想
は
二
つ
の
世
界
観
の
谷
間
に
あ
る
移
行
期
の
時
代
に
属
す
る
人
間
の
'
拠
る
べ
き
確
固

た
る
精
神
的
支
柱
を
持
た
な
い
精
神
状
況
を
示
す
も
の
に
は
か
な
ら
な
い
｡
そ
れ
は
世
界
を
統

一
さ
れ
た
単
純
な
原
理
に
還
元
す
る

態
度
と
は
全
く
正
反
対
の
も
の
で
あ
る
｡
世
界
は
混
沌
と
し
て
多
元
で
あ

っ
て
燃
え
が
ら
の
堆
積
の
よ
う
な
も
の
だ
｡
宇
宙
に
関
す

る
明
快
な
包
括
的
理
論
体
系
な
ど
全
て
誤
り
で
あ
る
｡
そ
れ
は
燃
え
が
ら
的
世
界
を
人
為
的
に
区
分
け
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
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あ

っ
て
'
燃
え
が
ら
の
上
に
つ
け
ら
れ
た
筋
'
或
は
将
棋
盤
に
引
か
れ
た
筋
の
よ
う
な
も
の
だ
｡
世
界
に
は
統

一
原
理
な
ど
全
-
な

く
'
そ
れ
は
無
意
味
な
も
の
の
寄
せ
集
め
に
す
ぎ
な
い
｡
人
間
が
感
ず
る
快
惚
感
や
幸
福
感
は
こ
の
よ
う
な
不
毛
の
状
況
の
上
に
築

EiiZI
3

か
れ
た
も
の
で
あ

っ
て
'
何
時
で
も
本
来
の
無
意
味
な
状
態
に
逆
戻
り
す
る
か
も
し
れ
な
い
｡

こ
の
よ
う
な
ヒ
ュ
-
ム
の
虚
無
的
な

《
燃
え
が
ら
》
の
思
想
は
､
自
然
や
人
間
を
讃
え
人
間
の
個
性
を
尊
重
す
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ

ム
'
或
は
ロ
ー
マ
ン
主
義
と
言

っ
て
も
よ
い
が
'
そ
の
楽
天
的
な
世
界
観
と
は
正
反
対
の
態
度
に
発
す
る
も
の
で
あ
る
｡
こ
う
し
た

彼
の
人
間
能
力
の
限
界
を
厳
し
く
痛
感
す
る
態
度
は
'
文
学
の
領
域
に
お
い
て
彼
が
古
典
主
義
を
唱
え
る
立
場
を
説
明
す
る
こ
と
に

な
る
｡

ヒ
ュ
-
ム
は
ス
イ
ン
バ
ー
ン
の
詩
に
我
慢
で
き
な
く
な

っ
て
い
る
人
達
の
数
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
を
も

っ
て
'
こ
れ
ま
で
百
年

の
間
続
い
て
き
た
ロ
ー
マ
ン
主
義
の
時
代
が
今
や
古
典
主
義
の
時
代
と
交
替
す
る
時
期
に
来
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
み
た
｡

一
つ
の
芸
術
態
度
は
有
機
体
の
運
命
と
似
て
い
る
の
で
は
な
い
か
｡
有
機
体
が
生
成
'
発
展
､
衰
退
'
老
化
､
死
滅
の
道
を
辿
る

と
等
し
く
'

ロ
ー
マ
ン
主
義
も

一
定
期
間
の
生
命
を
保
ち
滅
び
ゆ
-
運
命
に
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
先
に
述
べ
た
シ

ュ
ペ
ン

グ
ラ
ー
の
考
え
方
に
似
通

っ
て
い
る
｡
シ

ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
を
含
め
て
全
て
の
文
明
が
有
機
体
の
生
命
過
程
と
同

じ
運
命
を
辿
る
と
考
え
た
｡
ヒ
ュ
-
ム
に
は
無
論
シ

ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
の
影
響
な
ど
な
-
た
だ
同
時
代
人
だ

っ
た
に
す
ぎ
な
い
が
､
彼

は
こ
の
考
え
方
を
文
学
の
様
式
に
あ
て
は
め
た
｡

英
詩
史
を
み
る
と
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
時
代
に
詩
は
異
常
な
隆
盛
を
示
し
た
こ
と
に
つ
い
て
様
々
な
理
由
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
が
'
無
韻
詩
の
技
巧
が
詩
人
に
与
え
ら
れ
'
た
や
す
く
新
傾
向
の
詩
を

つ
-
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
条
件
が
あ

っ
た
｡
芸
術

活
動
の
全
て
の
領
域
は
最
初
の
偉
大
な
芸
術
家
が
そ
こ
で
収
穫
で
き
る
も
の
は

一
切
刈
り
つ
く
し
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
｡

ロ
ー
マ

ン
主
義
の
文
学
も
今
や
こ
の
よ
う
な
枯
渇
の
時
期
に
到
達
し
た
よ
う
に
み
え
る
｡
二
十
世
紀
の
初
東
に
お
い
て
英
詩
の
状
勢
を
観
望
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し
た
ヒ
ュ
-
ム
の
歴
史
的
分
析
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
｡

ビ
ュ
ー
ム
は
ロ
ー
マ
ン
主
義
時
代
に
は
詩
が
詩
人
の
感
情
を
う
た
う
も
の
と
考
え
ら
れ
'
酸
味
性
や
神
秘
性
や
無
限
性
を
詩
に
漂

わ
せ
る
こ
と
が
好
ま
れ
た
と
い
う
｡
と
こ
ろ
が
人
が
想
像
す
る
こ
と
と
現
実
の
事
態
の
間
に
は
ど
う
し
て
も
食
違
い
が
生
ず
る
も
の

で
あ
る
か
ら
'
ロ
ー
マ
ン
主
義
の
後
期
に
は
詩
は
落
胆
の
た
め
暗
い
も
の
と
な
る
｡
こ
う
し
て
ロ
ー
マ
ン
主
義
者
は
湿

っ
て
感
傷
的

で
な
い
も
の
を
詩
と
考
え
な
い
よ
う
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
｡
彼
は
こ
の
よ
う
な
ロ
ー
マ
ン
主
義
の
詩
に
反
対
し
て

《
乾
い
た
固

い
詩
》

(dry
and
hard
な
詩
)
を
主
張
し
対
象
を
的
確
に
捉
え
'
正
確
に
記
述
す
る
こ
と
を
力
説
し
た
｡
更
に
彼
は
こ
の
よ
う
な

対
象
の
把
握
が

《
直
覚
》
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
と
説
明
し
た
｡
彼
の
こ
の
用
語
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
時
代
の
恩
師
で
あ
る
ベ
ル
グ
ソ
ン

の
複
雑
な
哲
学
を
背
景
に
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
が
'
要
す
る
に
彼
は
こ
れ
に
よ
っ
て
'
何
で
あ
れ
分
析
を
行

っ
て
各
部
分
を
ば
ら

ば
ら
に
切
離
し
実
在
を
歪
曲
す
る
知
性
と
ち
が
い
'
事
物
を
緊
密
な
関
係
に
あ
る
ま
ま
有
機
的
'
綜
合
的
に
把
握
す
る
作
用
を
意
味

し
て
い
る
｡
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ヒ
ュ
-
ム
の
論
文
は
半
世
紀
以
上
の
歳
月
を
閲
し
た
今
日
と
な
っ
て
も
そ
の
巨
視
的
な
歴
史
観
の
授
示
に
み
ら
れ
る
尖
鋭
な
直
観

力
や
'

エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
で
切
味
の
よ
い
議
論
の
た
め
に
依
然
と
し
て
読
む
者
に
新
鮮
な
魅
力
を
認
め
さ
せ
る
の
で
あ
っ
て
'
今
世

紀
英
文
学
の
基
本
的
方
向
を
決
す
る
の
に
力
が
あ
っ
た
最
初
の
歴
史
的
な
発
言
の
一
つ
と
し
て
そ
の
位
置
を
確
保
し
て
い
る
と
い
う

べ
き
で
あ
る
｡
し
か
し
エ
リ
オ
ッ
I
の
批
評
が
出
現
し
そ
れ
を
中
心
に
数
々
の
議
論
の
応
酬
の
中
で
箆
展
し
て
き
た
二
十
世
紀
文
学

批
評
の
現
段
階
か
ら
み
れ
ば
'
未
熟
粗
茸
の
点
を
指
摘
す
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
の
よ
う
に
み
え
る
｡
先
駆
者
と
し
て
の
ヒ
ュ
-
ム
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が
推
進
し
よ
う
と
し
た
古
典
主
義

の
気
運
を
盛
上
げ
'
そ
れ
が
現
代
真
狩
の
基
調
と
な
る
ほ
ど
確
固
た
る
地
歩
を
築
く
た
め
に
は
､

一
層
思
慮
深
い
態
度
と
知
識
と
経
験
の
厚
み
か
ら
産
み
出
さ
れ
た
エ
リ
オ

ッ
I
の
更
に
古
典
主
義
を
徹
底
し
た
業
績
を
ま
た
ね
は
な

ら
な
か

っ
た
｡

エ
リ
オ

ッ
I
の
詩
や
詩
論
に
み
ら
れ
る
フ
ラ
ン
ス
象
徴
派
詩
人
の
残
影
を
指
摘
し
て
彼
の
古
典
主
義

の
詩
論
に
十
九
世
紀

ロ
ー
マ

ン
主
義

の
態
度
が
ち
ら
つ
く
矛
盾
を
責
め
､
彼
の
本
質
を
そ
の
点
か
ら
規
定
し
よ
う
と
す
る
議
論
も
あ
る
が
'
わ
れ
わ
れ
は
や
は
り

一
九
二
八
年
の

｢
文
学
で
は
古
典
主
義
者
'
政
治
は
王
党
､
宗
教
は
ア
ン
グ

ロ
･
キ
ャ
ソ
リ
ッ
ク
｣
と
い
う
彼
自
身
の
発
言
を
額
面

通
り
受
け
と

っ
て
'
そ
れ
が
彼
に

1
貫
す
るl
基
本
的
好
み
と
姿
勢
と
を
示
す
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

ヒ

ュ
-
ム
と
エ
リ
オ

ッ
ト
の
関
係
に
つ
い
て
略
言
す
れ
ば
'
現
代
英
詩
に
お
け
る
古
典
主
義
的
傾
向
の
先
駆
者
と
確
立
者
と
い
う

こ
と
に
な
る
が
'
二
人
は
直
接
の
面
識
は
な
か

っ
た
｡

エ
リ
オ

ッ
-
は
最
初
の
頃
は
パ
ウ
ン
ド
の
引
立
て
を
う
け
'
詩
作
に
お
い
て

戊
そ
の
助
言
を
う
け
て
い
た
が
'
パ
ウ
ン
ド
は
ヒ

ュ
-
ム
の
ク
ラ
ブ
に
出
入
し
た
こ
と
も
あ
る
の
で
'

一
九

一
〇
年
代
の
は
じ
め
頃

か
ら
エ
リ
オ

ッ
I
は
彼
を
通
じ
て
ヒ
ュ
-
ム
の
こ
と
を
教

っ
て
い
た
に
相
違
な
く
'
或
は
彼
の
論
文
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ

っ
た
か
も

し
れ
な
い
の
で
あ
る
｡

ヒ
ュ
-
ム
の

《
燃
え
が
ら
》

の
思
想
は
世
界
の
本
質
的
性
格
が
燃
え
が
ら
の
堆
積
の
よ
う
に
不
毛
'
無
意
味
､
不
統

一
な
も
の
だ

と
い
う
認
識
に
基
い
て
い
る
｡

一
九
二

〇
年
に
雑
誌

『
ク
ラ
イ
テ
ィ
リ
オ
ン
』
に
掲
載
さ
れ
た
エ
リ
オ
ッ
-
の
作
品

｢
荒
地
｣
も
こ

れ
と
等
質
の
'
安
定
し
た
世
界
観
を
失
い
精
神
の
統

一
的
秩
序
が
崩
壊
し
て
し
ま

っ
た
詩
人
の
心
象
風
景
を
う
た
い
'
現
代
の
悲
劇

的
文
明
状
況
の
記
念
碑
的
作
品
と
な

っ
た
｡

エ
リ
オ

ッ
I
の
伝
統
論
は

｢
荒
地
｣
に
う
た
わ
れ
て
い
る
深
刻
な
現
代
の
状
況
に
耐
え

な
が
ら
統

一
的
秩
序
の
存
在
し
た
過
去
を
想
起
L
t
現
代
の
断
片
的
虚
無
的
事
態
に
対
処
す
る
手
掛
り
を
得
よ
う
と
模
索
す
る
態
度

に
発
す
る
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
エ
リ
オ

ッ
-
の
伝
統
論
に
対
し
て
も
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
を
図
書
館
の
史
料
に
埋
没
し
た
歴
史
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研
究
に
追
い
や
る
も
の
で
あ
り
'
現
代
に
生
き
る
躍
動
す
る
人
間
と
し
て
の
詩
人
を
圧
殺
す
る
も
の
で
は
な
い
か
｡

エ
リ
オ
ッ
I
の

模
範
と
す
る
古
典
時
代
の
人
々
は
彼
ら
自
身
の
属
す
る
世
界
以
外
の
知
識
は
も
た
な
か
っ
た
の
で
あ

っ
て
'
彼
ら
に
と
っ
て

《
現
代
》

で
あ
っ
た
も
の
を
眺
め
て
い
て
も
精
神
の
統

一
を
保
持
し
て
い
た
で
は
な
い
か
｡

エ
リ
オ
ッ
I
の
伝
統
論
は
新
た
な
ユ
キ
ゾ
チ
シ
ズ

EiiZ!
4

ム
を
産
む
危
険
が
あ
る
と
危
幌
の
念
を
表
明
し
た
も
の
も
あ
っ
た
｡
し
か
し
単
な
る
甘
い
エ
キ
ゾ
チ
シ
ズ
ム
か
ら
は

｢荒
地
｣
の
よ

う
な
厳
し
い
作
品
は
産
ま
れ
る
は
ず
が
な
い
｡

エ
リ
オ
ッ
I
の
詩
論
は
伝
統
を
説
く
こ
と
に
よ
っ
て
創
作
の
際
の
詩
人
の
個
性
の
果
す
役
割
は
影
が
薄
い
も
の
と
な
る
｡

｢伝
統

と
個
人
の
才
能
｣
の
第

一
節
の
終
り
の
部
分
で
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
0

｢
強
調
す
べ
き
こ
と
は
,
詩
人
は
過
去
に
関
す
る
意
識
を
発
展
さ
せ
或
は
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
'
彼
は
生
涯
を
通
じ
て
こ
う

し
た
意
識
を
発
展
さ
せ
続
け
ね
は
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

要
す
る
に
詩
人
は
も

っ
と
価
値
の
あ
る
な
に
も
の
か
に
そ
の
時
あ
る
が
ま
ま
の
自
己
を
絶
え
ず
従
わ
せ
ね
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
｡

芸
術
の
進
歩
と
は
絶
え
ざ
る
自
己
犠
牲
'
絶
え
ざ
る
個
性
の
滅
却
で
あ
る
｡｣

エ
リ
オ
ッ
I
は
ヒ
ュ
-
ム
に
よ
っ
て
起
さ
れ
た
反

ロ
ー
マ
ン
主
義
の
戦
列
に
加

っ
て
詩
作
の
際
に
過
大
視
さ
れ
て
い
た
詩
人
の
個

性
の
役
割
を
否
定
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
｡
彼
は
同
じ
論
文
の
中
で
次
の
よ
う
に
言

っ
て
い
る
｡

｢私
の
言
う
意
味
は
詩
人
が
持

つ
も
の
は
表
現
す
べ
き
個
性
で
は
な
-
'
特
殊
な
媒
体
で
あ

っ
て
'

つ
ま
り
そ
の
中
で
種
々
の
印

ヽ

象
や
経
験
が
特
異
な
思
い
が
け
な
い
仕
方
で
結
合
し
て
い
る
媒
体
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ

っ
て
'
個
性
で
は
な
い
の
で
あ
る
｡
人
間
と

し
て
の
詩
人
に
重
要
な
印
象
や
経
験
は
詩
の
中
で
は
何
の
役
割
も
果
さ
ず
'
詩
に
お
い
て
重
要
な
も
の
は
人
間
つ
ま
り
個
性
に
お
い

pJu
■hJ

て
は
全
-
と
る
に
足
り
ぬ
役
割
し
か
演
じ
な
い
か
も
し
れ
な
い
の
だ
｡
｣

こ
の
よ
う
に
詩
の
創
作
の
際
に
お
け
る
役
割
を
認
め
な
い
た
め
に
'
作
品
そ
れ
自
体
の
完
結
し
た
独
立
性
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
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な
る
ひ

『
聖
な
る
林
』
の
一
九
二
八
年
版
の
序
文
で
は
そ
の
占
欝

次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
0

｢
わ
れ
わ
れ
は
'

一
篇
の
詩
は
あ
る
意
味
に
お
い
て
そ
れ
自
身
の
生
命
を
も
っ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
そ
の
諸
部
分
は

一
団
の
整
然

と
秩
序
の
あ
る
伝
記
的
事
実
と
は
全
-
異
る
も
の
を
形
成
す
る
｡
す
な
わ
ち
そ
の
詩
を
読
む
結
果
生
ず
る
感
情
や
情
緒
や
ビ
ジ
ョ
ン

は
'
詩
人
の
精
神
内
に
あ
る
感
情
や
情
緒
や
ビ
ジ
ョ
ン
と
は
異

っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
｡｣

誠
に
は
っ
き
り
割
切

っ
て
単
純
な
定
式
化
さ
れ
た
詩
と
詩
人
の
個
性
の
分
離
論
で
あ
る
｡
詩
か
ら
詩
人
の
個
性
を
読
み
取
ろ
う
と

す
る
ロ
ー
マ
ン
主
義
的
態
度
は
こ
こ
に
至

っ
て
は
っ
き
り
拒
絶
さ
れ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
る
｡

四

ロ
ー
マ
ン
主
義
の
文
学
は

《
驚
異
の
文
学
》
と
言
わ
れ
て
い
る
｡
ヒ
ュ
-
ム
は
こ
れ
に
対
し
驚
異
は
時
の
経
過
に
つ
れ
て
驚
異
で

は
な
く
な
っ
て
-
る
｡
そ
れ
は

一
つ
の
段
階
か
ら
他
の
段
階
に
移
行
す
る
と
き
に
存
在
し
う
る
も
の
で
あ
っ
て
'
そ
れ
が
恒
常
的
に

固
定
化
L
t
無
変
化
の
ま
ま
持
続
す
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
｡
物
珍
ら
し
さ
は
や
が
て
陳
腐
と
な
る
よ
う
に

《
驚
異
の
文
学
》
で

あ
っ
た
ロ
ー
マ
ン
主
義
文
学
の
時
代
も
そ
の
文
学
の
こ
う
し
た
本
質
そ
の
も
の
の
た
め
に
終
末
を
迎
え
ね
は
な
ら
な
-
な
る
と
考
え

1Ⅳnu6
る
｡こ

う
し
て
ヒ
ュ
-
ム
は
ロ
ー
マ
ン
主
義
の
時
代
が
終
-
古
典
主
義
の
時
代
が
到
来
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
歴
史
的
展
望
を
も
つ

の
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
現
代
の
ロ
ー
マ
ン
主
義
者
を
も

っ
て
任
ず
る
リ
ー
ド
の
手
に
か
か
る
と
'
同
様
に
ロ
ー
マ
ン
主
義
が
驚
異
の

芸
術
で
あ
る
と
規
定
し
な
が
ら
'
驚
異
の
本
質
は
ヒ
ュ
-
ム
と
正
反
対
に
希
望
に
あ
ふ
れ
た
芸
術
的
活
力
の
源
泉
と
し
て
老
慮

さ
れ

る
こ
と
に
な
る
｡
リ
ー
ド
は

『
モ
ダ
ン
･
ア
1
-
の
哲
学
』
に
収
め
た
論
文

｢超
現
実
主
義
と
ロ
ー
マ
ン
主
義
の
原
理
｣
の
中
で
次
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の
よ
う
に
驚
異
に
よ
る
革
新
の
主
張
を
行

っ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
芸
術
は
描
写
や
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ

ュ
以
上
の
も
の
で
あ
っ
て
ビ
ジ
ョ

ン
や
言
語
を
更
新
す
る
が
'
最
も
本
質
的
に
は
感
受
性
を
拡
大
し
'
恐
怖
あ
る
い
は
美
と
い
う
よ
う
な
存
在
の
と
り
う
る
を
ら
ゆ
る

形
式
に
対
す
る
驚
異
の
気
持
を

一
層
抱
か
せ
て
人
生
を
斬
新
な
も
の
と
す
る
｡
驚
異
は
人
の
想
像
力
を
最
も
動
か
す
力
を
も
ち
以
前

存
在
し
な
か
っ
た
も
の
を
創
造
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
｡
彼
は
美
よ
り
驚
異
の
方
が
よ
り
優
れ
且
つ
よ
り
包
括
的
な
言
葉
で
あ
る
と
述

.1UnuLiz

ベ
る
の
で
あ
る
｡

同
じ
驚
異
と
い
う
言
葉
が
古
典
主
義
者
ヒ
ュ
-
ム
と
同

一
の
文
学
的
環
境
か
ら
出
現
し
た
ロ
ー
マ
ン
主
義
者
リ
ー
ド
の
手
に
か
か

LlluOU

る
と
'
こ
の
よ
う
に
全
く
違

っ
た
態
度
で
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡

前
章
で
エ
リ
オ
ッ
I
の
詩
と
詩
人
の
個
性
と
の
関
連
に
つ
い
て
そ
の
考
え
方
に
触
れ
た
が
'
こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
リ
ー
ド
は
次

の
よ
う
に
対
立
的
立
場
を
と
っ
て
い
る
｡
彼
は

一
九
四
〇
年
に
出
版
し
た

『
無
心
と
経
験
の
記
録
』
の
中
で
'
詩
人
は
既
存
の
詩
の

中
に
表
現
さ
れ
て
い
る
他
人
の
自
我
を
拒
絶
す
る
ま
で
は
自
己
を
発
見
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
｡
自
分
は
詩
を
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の

と
考
え
'
詩
人
は
感
情
や
思
考
を
も
ち
言
葉
の
選
択
を
行

っ
て
自
己
を
完
全
に
表
現
し
よ
う
と
す
る
個
人
だ
と
主
張
す
る
の
で
あ

のる
｡リ

ー
ド
の
非
常
に
手
広
な
守
備
範
囲
の
各
方
面
で
行
わ
れ
て
い
る
論
述
を
み
る
と
'
対
象
領
域
の
多
様
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の

発
言
の
基
底
に
は

一
つ
の
基
本
的
態
度
が
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
約
言
す
れ
ば
そ
れ
は
人
間
性
を
信
じ
人
間
の
個
性
を
尊

重
し
ょ
う
と
す
る
態
度
で
あ
る
｡
つ
ま
り
人
各
々
が
本
来
具
え
て
い
る
個
性
を
尊
び
'
夫
々
の
気
質
に
従

っ
て
自
由
に
創
造
力
を
発

揮
す
る
こ
と
を
至
上
の
要
請
と
心
得
る
立
場
で
あ
る
｡
だ
が
個
性
尊
重
の
精
神
は
と
り
わ
け
新
し
い
も
の
で
は
な
い
｡
彼
の
特
徴
は

物
理
学
や
生
理
学
等
を
含
む
現
代
科
学
の
成
果
'
特
に
フ
ロ
イ
ー
や
ユ
ン
グ
の
無
意
識
に
関
す
る
心
理
学
等
を
利
用
し
て
自
説
の
妥

当
性
を
科
学
酌
に
根
遡
つ
け
よ
う
と
努
力
し
た
点
に
春
し
て
い
る
｡

古ββ
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彼
は
現
代
心
理
学
の
説
明
を
借
り
る
こ
と
に
よ
っ
て
科
学
性
を
得
'
従
来
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
個
性
論
に
新
味
を
加
え
よ
う
と
し

】■ht
0

た
｡
彼
は

『
現
代
詩
の
形
式
』
の
第
二
章
を
も

っ
ぱ
ら
そ
の
解
明
に
あ
て
た
の
で
あ
聖

彼
は
個
性
の
特
質
に
つ
い
て
'
そ
れ
が
フ

ロ
イ
ー
の

《
エ
ゴ
》
と
同
じ
も
の
で
あ
り
'
訓
練
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
人
間
の
精
神
に
本
来
具
わ
っ
て
い
る
有
機
的

一
貫
性
で
あ

る
と
説
明
す
る
｡
そ
の
能
力
は
終
始
流
動
性
と
完
全
性
と
を
失
わ
ず
に
変
化
す
る
も
の
で
あ
っ
て
キ
ー
ツ
の
有
名
な
《
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
･

ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
》
と
同
じ
も
の
だ
と
述
べ
る
｡
キ
ー
ツ
が
そ
れ
に
関
す
る
考
え
方
を
述
べ
た

一
節
を
引
用
す
れ
ば
'

｢
私
は
様
々
な
問
題
に
つ
い
て
デ
ィ
ル
ク
と
論
争
し
た
わ
け
で
は
な
-
研
究
し
た
の
で
す
｡
幾

つ
か
の
事
柄
が
頭
の
中
で
符
合
L
t

突
然
'
特
に
文
学
的
業
績
を
挙
げ
た
人
間
を
形
成
す
る
特
質
に
思
い
当

っ
た
の
で
す
｡
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
は
そ
れ
を
素
晴
し
-
豊
富

に
も
っ
て
い
ま
し
た
｡
私
が
言
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
ネ
ガ
テ
ィ
ブ

･
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ

N
ega
tiv
e
C
a
p
ab
itity
と
い
う
こ
と

で
す
｡

つ
ま
り
事
実
や
理
由
を
苛
立
っ
て
求
め
る
こ
と
な
ど
少
し
も
せ
ず
に
'
人
が
不
確
定
'
不
可
能
'
或
は
疑
惑
の
状
態
に
じ
っ

と
と
ど
ま
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
で
す
｡｣

次
に
挙
げ
る
キ
ー
ツ
の
言
葉
は
更
に
リ
ー
ド
の
個
性
観
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
と
思
う
｡

｢詩
人
は
実
体
を
持
た
な
い
｡
そ
れ
は
自
己
を
持
た
な
い
｡
そ
れ
は
全
て
の
も
の
で
あ
っ
て
'
同
時
に
何
も
の
で
も
な
い
｡
そ
れ

は
性
格
を
持
た
な
い
｡
そ
れ
は
光
と
影
と
を
た
の
し
み
'
美
醜
､
貴
頗
'
貧
富
'
高
尚
'
卑
俗
を
問
わ
ず
欣
然
と
生
き
る
の
で
あ

る
｡
イ
モ
ウ
ジ

ェ
ン
の
場
合
と
同
様
'
イ
ア
-
ゴ
ウ
を
考
え
る
こ
と
に
よ
ろ
こ
び
を
感
ず
る
の
で
あ
る
｡
有
徳
の
哲
学
者
に
衝
撃
を

あ
た
え
る
事
柄
も
カ
メ
レ
オ
ン
の
よ
う
な
詩
人
に
は
よ
ろ
こ
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
｡
物
事
の
暗
黒
面
を
た
の
し
む
こ
と
も
'
物
事
の

明
る
い
面
を
こ
の
む
と
同
様
な
ん
ら
害
は
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
両
方
と
も
終
り
は
思
索
と
な
る
か
ら
で
あ
る
｡
詩
人
は
す
べ
て
存
在
す

る
も
の
の
な
か
で
最
も
詩
的
で
な
い
も
の
で
あ
る
｡
な
ぜ
な
ら
詩
人
は
実
体
を
も
た
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
彼
は
た
え
ず
自
分
以
外
の

な
に
か
他
の
実
体
に
生
命
を
吹
き
こ
み
そ
れ
を
充
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
太
陽
'
月
'
海
'
衝
動
的
生
物
で
あ
る
男
女
は
い
ず
れ
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も
辞
的
で
あ
-
不
変
の
属
性
を
身
に
具
え
て
い
る
b
だ
が
狩
人
は
何
も
の
も
持
た
ず
'
実
体
を
全
く
持
た
な
い
O
彼
は
神
の
被
造
物

の
中
で
最
も
詩
的
で
な
い
も
の
で
あ
る
｡｣

こ
の
よ
う
な
何
も
の
に
も
捉
わ
れ
ぬ
柔
軟
な
心
的
態
度
の
必
要
を
リ
ー
ド
は
主
張
す
る
｡
彼
は
こ
の
よ
う
な
心
性
を
具
え
た
詩
人

が
詩
を
書
-
場
合
に
は
'
形
式
は
自
然
発
生
的
に
現
わ
れ
る
と
述
べ
'
そ
の
よ
う
に
し
て
発
生
す
る
形
式
を

《
有
機
的
形
式
》
と
呼

ぶ
の
で
あ
る
｡

『
現
代
詩
の
形
式
』
の
第

一
章
は
彼
の
い
う

《
有
機
的
形
式
》
と

《
抽
象
的
形
式
》
の
比
較
論
で
あ
る
｡
そ
れ
に
よ
れ
ば

《
有
機
的

形
式
》
は

一
つ
の
芸
術
作
品
が
そ
の
作
品
そ
の
も
の
の
創
造
と
共
に
始
ま

っ
て
そ
の
作
品
の
構
造
と
内
容
と
を

一
つ
の
生
命
的
な
統

一
の
中
に
融
合
す
る
よ
う
な
そ
れ
白
身
に
固
有
な
法
則
を
も
つ
と
き
そ
の
結
果
と
し
て
生
ず
る
形
式
で
あ
る
｡

《
抽
象
的
形
式
》
は

《
有
機
的
形
式
》
が
時
の
経
過
に
つ
れ
て
次
第
に
固
定
し

一
つ
の
パ
タ
ン
と
し
て
何
度
も
反
復
さ
れ
'
芸
術
家
の
意
図
が
も
は
や
創

作
活
動
に
固
有
な
原
動
力
と
無
関
係
に
な
り
'
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
構
造
に
内
容
を
適
合
さ
せ
よ
う
と
す
る
場
合
に
生
ず
る
形

式
で
あ
る
｡
リ
ー
ド
は
無
論

ロ
ー
マ
ン
主
義
者
と
し
て

《
有
機
的
形
式
》
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
｡
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リ
ー
ド
は
現
代
の
生
の
哲
学
か
ら
多
く
を
学
ん
で
い
る
｡
彼
の
精
神
遍
歴
を
示
す
自
伝
的
著
作
で
あ
る

『
無
心
と
経
験
の
記
録
』

は
そ
の
点
に
関
す
る
資
料
を
提
供
す
る
不
十
分
だ
が
い
ま
の
と
こ
ろ
唯

一
の
文
献
で
あ
る
｡
そ
れ
に
よ
る
と
彼
は
二
十
五
歳
'

一
九

二
〇
年
頃
は
じ
め
て
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
著
作
に
接
し
た
の
で
あ
っ
た
｡
彼
は
幼
い
学
校
時
代
の
強
制
さ
れ
た
キ
リ
ス
-
教
信
仰
か
ら
既

に
は
な
れ
'

一
応
機
械
論
的
宇
宙
論
を
奉
じ
て
い
た
も
の
の
'
そ
の
合
理
主
義
に
味
気
な
く
思

っ
て
い
た
状
況
か
ら
ベ
ル
グ
ソ
ン
に



ヒュ-ム ･エ リオット･リー ドにおける詩論的系譜

よ
っ
て
や

っ
と
脱
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
｡

『
イ
コ
ン
と
イ
デ
ア
』
の
中
で
彼
は

｢最
後
に
私
は
生
物
学
に
基
礎
を
置
く

形
而
上
学
'
す
な
わ
ち
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
形
而
上
学
か
ら
啓
示
を
う
け
続
け
て

識
や
直
覚
の
よ
う
な
重
要
な
用
語
の
定
義
を
彼
に
負

っ
て
い
る
｣
と
述
べ
て
I/､ し､
る11)る0 >し_

と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
私
は
特
に
意

事
物
の
認
識
に
あ
た
っ
て
は
単
な
る
知
的
分
析
を
排
除
L
t
事
物
そ
の
も
の
の
中
に
入
-
込
ん
で
直
覚
に
よ
り

一
挙
に
そ
の
全
体

的
把
握
を
は
か
る
と
い
う
'
合
理
性
か
ら
非
合
理
性

へ
の
飛
躍
の
必
要
を
主
張
す
る
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
直
覚
の
説
は
リ
ー
ド
の
詩
論
に

継
承
消
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
リ
ー
ド
は
次
の
よ
う
に
言

っ
て
い
る
｡
合
理
主
義
に
は
限
界
が
あ
る
｡
精
神
が
思
考
の
論
理
的

枠
組
か
ら
と
び
出
し
て
創
造
的
と
な
る
瞬
間
が
あ
る
｡
古
典
主
義
芸
術
と
わ
れ
わ
れ
が
称
し
て
い
る
も
の
は
宇
宙
の
美
的
法
則
'
す

な
わ
ち
調
和
'
均
斉
'
比
例
に
満
足
す
る
｡
だ
が
ロ
ー
マ
ン
主
義
芸
術
は
こ
れ
ら
の
法
則
か
ら
飛
躍
し
て
'
自
由
'
新
奇
'
唯

一
性

を
強
調
す
る
｡
こ
の
自
由
な
行
為
は
論
理
的
に
は
正
当
化
さ
れ
な
い
も
の
で
特
定
の
個
人
'
特
定
の
個
性
の
行
う
形
式
や
有
機
的
表

現
の
直
覚
で
あ
る
｡
芸
術
は
あ
る
と
こ
ろ
ま
で
は
論
理
の
助
け
を
得
て
進
む
こ
と
は
で
き
る
が
､
ど
う
し
て
も
創
造
的
精
神
が
未
知

の
領
域
に
飛
躍
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
地
点
が
あ
る
｡
計
量
的
な
知
覚
か
ら
直
覚

へ
と
突
然
転
移
が
行
わ
れ
る
そ
の
点
に
お
い
て
こ
そ

新
し
い
リ
ア
リ
テ
ィ
が
創
造
さ
れ
る
の
で
あ
る
.
リ
ー
ド
は
ロ
ー
マ
ン
主
義
が
こ
こ
か
ら
は
じ
ま
り
こ
の
よ
う
な
合
理
主
義
か
ら
の

直
覚
的
飛
躍
こ
そ
そ
の
妥
当
な
特
質
と
み
る
の
で
あ
る
｡

既
に
述
べ
た
通
り
ヒ
ュ
-
ム
の
詩
の
創
作
過
程
に
お
け
る
詩
人
の
認
識
作
用
の
説
明
に
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
直
覚
の
考
え
方
が
採
用

さ
れ
て
い
た
｡
リ
ー
ド
に
比
較
す
れ
ば
ヒ
ュ
-
ム
の
場
合
に
は
ま
だ
持
論
の
中
に
十
分
消
化
さ
れ
て
な
い
感
も
あ
る
が
'
い
ず
れ
に

せ
よ
両
者
が
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
直
覚
の
説
を
学
ん
で
い
る
こ
と
は
興
味
ふ
か
い
｡
わ
れ
わ
れ
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
学
が
イ
ギ
リ
ス
の
詩

論
に
与
え
た
影
響
と
い
え
ば
こ
こ
の
と
こ
ろ
を
指
摘
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

一
般
に
古
典
主
義
詩
論
や
ロ
ー
マ
ン
主
義
詩
論
と
区
別
し
て
論
じ
て
も
'
い
ず
れ
も
人
間
精
神
の
産
物
を
論
ず
る
の
で
あ
る
か
ら
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両
者
に
は
た
だ
強
調
点
の
相
違
が
存
在
す
る
だ
け
で
あ
る
｡
古
典
主
義
は
本
質
的
に
は
何
ら
か
の
外
的
規
範
に
価
値
を
認
め
'
そ
れ

を
強
調
す
る
態
度
で
あ
ろ
う
｡
直
覚
の
説
は
詩
人
の
内
的
意
識
の
統

一
を
強
調
す
る
立
場
で
あ

っ
て
'
ヒ
ュ
-
ム
は
こ
れ
を
支
持
し

た

た

め

'
い
-
ら
彼
が
個
性
の
過
大
視
や
感
傷
性
を
い
ま
し
め
た
と
は
い
え
'
彼
の
意
図
し
た
ほ
ど
そ
の
詩
論
は
確
固
た
る
古
典
主

義
の
姿
勢
を
示
し
た
と
は
言
い
が
た
い
｡
彼
は
古
典
主
義
の
職
を
掲
げ
た
が
直
覚
の
説
を
重
視
し
て
い
る
点
'
依
然
と
し
て
ロ
ー
マ

ン
主
義
か
ら
片
足
を
脱
し
き
れ
ず
に
い
た
と
言
う
べ
き
で
あ
る
｡
二
十
世
紀
初
頭
に
お
け
る
古
典
主
義
の
気
運
に
と
っ
て
そ
の
最
も

効
果
的
な
プ

ロ
｡ハ
ガ
ン
ダ
と
し
て
は
'

エ
リ
オ
ッ
-
の
前
に
挙
げ
た
よ
う
な
行
過
ぎ
と
も
み
え
る
ほ
ど
徹
底
し
た
個
性
の
意
義
を
認

め
ぬ
持
論
の
展
開
を
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡
詩
に
と
っ
て
詩
人
の
個
性
は
重
要
で
な
く
'
詩
人
は
特
殊
な
媒
体
で
あ
る
に

す
ぎ
ず
'
詩
に
お
い
て
重
要
な
も
の
は
人
間
つ
ま
り
個
性
に
お
い
て
は
全
く
取
る
に
足
り
ぬ
役
割
し
か
演
じ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
｡

詩
は
詩
人
と
か
個
性
と
か
か
ら
は
別
個
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
っ
た

一
個
の
そ
れ
自
体
で
完
結
し
た
有
機
体
で
あ
る
｡

ロ
ー
マ
ン
主

義
の
個
性
過
大
視
的
傾
向
に
打
撃
を
与
え
る
に
は
エ
リ
オ
ッ
I
の
こ
の
よ
う
な
徹
底
し
た
個
性
否
定
論
と
過
去
の
作
品
群
の
重
み
を

強
調
す
る
伝
統
論
が
展
開
さ
れ
ね
は
な
ら
な
か
っ
た
｡

英
国
の
現
代
詩
論
は
ヒ
ュ
-
ム
に
は
じ
ま
る
が
彼
の
古
典
主
義
的
傾
向
を
更
に
押
進
め
徹
底
し
た
も
の
が
エ
リ
オ
ッ
I
の
詩
論
で

あ
り
'
直
覚
と
い
う
考
え
方
を
採
用
し
た
ヒ
ュ
-
ム
に
残
る
ロ
ー
マ
ン
主
義
的
傾
向
を

一
層
発
展
さ
せ
た
も
の
が
リ
ー
ド
の
詩
論
で

あ

っ
た
｡
わ
れ
わ
れ
は
こ
う
し
て

一
方
で
は
ヒ
ュ
-
ム
か
ら
エ
リ
オ
ッ
I
へ
'
他
方
で
は
ヒ
ュ
-
ム
か
ら
リ
ー
ド
へ
と
連
る
現
代
の

詩
論
的
系
譜
を
辿
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡

そ
れ
に
し
て
も
こ
れ
ら
三
人
の
文
学
者
の
詩
論
を
塵
ま
し
め
た
の
は
彼
ら
の
背
景
に
あ
る
現
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
分
裂
し
た
思
想
風

土
で
あ

っ
た
｡
こ
れ
は
微
視
的
に
み
れ
ば
ヴ
ィ
ク
ー
リ
ア
時
代
の
崩
壊
で
あ
り
'
巨
視
的
に
み
れ
ば
ヒ
ユ
ー
ム
の
場
合
に
は
ヴ
ィ
ク

ー
リ
ア
朝
を
最
後
と
す
る
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
以
来
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
時
代
の
崩
壊
'

エ
リ
オ
ッ
I
の
場
合
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
キ
リ
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ス
-
教
的
統

一
の
喪
失
と
い
う
事
態
で
あ
る
｡

ヒ
ュ
-
ム
と
エ
リ
オ
ッ
I
は
こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
前
時
代
の
ロ
ー
マ
ン
主
義
的
文
学
に
あ
き
た
ら
ず
そ
れ
に
反
抗
の
姿
勢
を
と

る
こ
と
に
な
っ
た
｡
ヒ
ュ
-
ム
の

《
燃
え
が
ら
》
の
思
想
は
こ
の
よ
う
な
精
神
状
況
の
現
実
に
直
面
し
た
虚
無
的
な
崩
壊
感
覚
を
示

す
も
の
で
あ
る
｡

エ
リ
オ
ッ
I
は
同
様
な
不
毛
で
荒
廃
し
た
現
実
認
識
を

｢
荒
地
｣
の
中
で
示
し
'
伝
統
論
の
展
開
や
ア
ン
グ
ロ
･

キ
ャ
ソ
リ
ッ
ク
へ
の
改
宗
は
キ
リ
ス
-
教
的
統

一
原
理
に
よ
る
救
済
方
法
を
選
ん
だ
も
の
で
あ
る
｡
リ
ー
ド
の
場
合
に
は
天
性
の
楽

天
的
な
人
間
の
感
受
性
を
信
頼
す
る
ロ
ー
マ
ン
主
義
者
と
し
て
'
詩
人
は
感
覚
の
証
言
に
基
-
個
性
の
一
貫
性
に
依
存
す
べ
き
こ
と
'

個
人
の
唯

一
的
価
値
を
認
め
自
由
を
基
本
方
針
と
し
て
芸
術
教
育
と
ア
ナ
キ
ズ
ム
に
よ
っ
て
歪
め
ら
れ
た
人
間
性
の
回
復
を
は
か
り

健
全
な
新
し
い
社
会
を
築
き
上
げ
よ
う
と
唱
え
る
の
で
あ

っ
た
｡

m
例
を
造
型
美
術
に
と
れ
ば
野
獣
派
と
立
体
派
は
フ
ラ
ン
ス
'
未
来
派
と
形
而
上
派
は
イ
タ
リ
ー
'
ダ
ダ
イ
ズ
ム
は
チ

ュ
ー
リ
ッ
ヒ
'
超
現
実

主
義
は
フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
'
表
現
主
義
は
ド
イ
ツ
と
ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
ア
'
絶
対
主
義

(
後
に
構
成
主
義
に
発
展
す
る
)
は

ロ
シ
ア
'
新
造
型

主
義
は
オ
ラ
ン
ダ
'
ウ
ィ
ン
ダ
ム
･
ル
イ
ス
の
渦
巻
主
義
は
イ
ギ
リ
ス
に
起

っ
た
｡

物
ヒ

ユ
ー
ム
に
よ
れ
ば

エ
プ
ス
タ
イ
ン
の
あ
る
絵
は
出
生
の
主
題
を
立
体
派
的
に
扱

っ
た
も
の
で
あ

っ
た
.

つ
ま
-
有
機
体
の
現
実
を
芸
術
家

が
最
も
安
定
し
た
図
形
と
考
え
る
立
方
体
に
よ
る
複
雑
な
図
形
的
表
現
に
変
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
こ
に
は
有
機
的
諸
性
質
の
生
ず
る

根
源
的
現
象
で
あ
る
生
殖
そ
の
も
の
が
幾
何
学
的
図
形
に
変
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

ル
イ
ス
の
場
合
に
は
肱
は
挺
子
の
意
味
を
持

つ
も
の
と
し
て
だ
け
の
描
か
れ
方
を
し
て
い
る
の
で
あ

っ
て
'
生
命
を
持

っ
た
肉
体
の
細
部
を

写
す
こ
と
に
芸
術
家
の
関
心
は
な
く
'
彼
の
唯

一
の
関
心
は
人
体
各
部
の
抽
象
的
機
械
的
諸
関
係
で
あ

っ
た
｡

ヒ
ユ
ー
ム
は
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
以
来
の
全
て
の
芸
術
の
線
は
生
命
的
線
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
ど
の
線
も
機
械
で
引
い
た
も
の
で
は
な
く
幾
何
学

的
印
象
を
与
え
る
こ
と
を
極
力
回
避
し
よ
う
と
し
た
｡
今
や
変
化
が
起
-
有
機
的
線
を
避
け
む
き
だ
し
の
厳
し
い
き

っ
ち
-
し
た
機
械
的
な
線

で
表
現
す
る
こ
と
を
好
む
芸
術
が
出
現
す
る
よ
う
に
な

っ
た
と
い
う
｡
し
か
し
彼
は
芸
術
家
が
機
械
的
な
線
を
用
い
る
の
は
今
日
の
鋼
鉄
や
機

械
に
取
囲
ま
れ
た
環
甥
の
た
め
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
'
芸
術
家
の
精
神
に
及
ぼ
す
外
的
条
件
の
影
響
に
よ

っ
て
様
式
が
決
定
さ
れ
る
と
い
う
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唯
物
論
的
な
立
場
を
と
ら
な
い
.
こ
こ
に
彼
の
ヴ

ェ
ル
フ
リ
ン
や
ヴ
ォ
リ
ン
ゲ
ル
の
よ
う
な
i
芸
術
家
に
と

っ
て
内
的
な
芸
術
意
欲
を
第

1
に

重
視
す
る
美
学
の
立
場
が
判
然
と
現
わ
れ
て
い
る
と
思
う
｡

ヒ

ユ
ー
ム
は
ヴ
ォ
リ
ン
ゲ
ル
に
な
ら

っ
て
造
型
美
術
を
写
実
主
義
と
抽
象
主
義
に
分
類
し
'
両
様
式
に
本
質
的
差
異
の
存
在
す
る
こ
と
を
認

ヽ

め
'
夫
々
が
異

っ
た
精
神
的
必
要
に
基
き
そ
の
充
足
を
目
ざ
し
て
創
造
さ
れ
る
と
解
し
て
い
た
｡

一
時
代
な
い
し

一
文
明
に
所
属
す
る
人
々
の

思
考
の
根
底
に
は
共
通
の
対
世
界
態
度
即
ち
世
界
観
が
遍
在
す
る
｡
そ
れ
に
基
い
て
特
殊
な
芸
術
意
欲
が
起
-
､
そ
れ
を
滴
足
さ
せ
る
よ
う
な

特
殊
な
芸
術
様
式
を
産
む
こ
と
に
な
る
と
い
う
｡
従

っ
て
新
芸
術
が
機
械
的
な
線
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
は
単
に
現
代
の
機
械
的
環
境
の
反
映

で
は
な
く
'
も

っ
と
根
本
的
な
'
精
神
史
的
領
域
の
根
底
に
存
す
る
世
界
観
の
変
化
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
｡

副
『
思
索
集
』

の
第

l
論
文
で
あ
る

｢
ヒ

ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
宗
教
的
態
度
｣

の
中
心
主
題
と

《
燃
え
が
ら
》
の
思
想
と
は

l
見
矛
盾
し
た
方
向

を
と

っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
｡
そ
れ
は
前
者
が
ヒ

ユ
ー
ム
が
好
ん
で
使
う

《
宗
教
的
態
度
》
や

《
原
罪
》
と
い
う
言
葉
に
よ

っ
て
彼
が
ル
ネ

ッ
サ
ン
ス
以
降
の
ヒ

ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
態
度
を
否
定
し
キ
リ
ス
-
教
的
な
統

一
さ
れ
た
世
界
観
を
唱
え
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
誤
解
か
ら
生

ず
る
も
の
で
あ
る
｡
前
者
の
主
題
は
巨
視
的
な
意
味
に
お
け
る
時
代
の
転
換
と

《
原
罪
》
の
教
義
と

《
宗
教
的
態
度
》
の
主
張
で
あ

っ
た
｡

ヒ

ュ
-
ム
の
説
く

《
原
罪
》
の
意
味
は
キ
リ
ス
-
教
的
な
救
済
の
教
理
を
裏
付
け
と
し
た
も
の
で
は
な
い
｡
そ
れ
は
神
の
完
全
性
に
ま
で
連
る
こ

と
を
得
る
と
い
う
ヒ

ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
な
人
間
観
の
完
全
否
定
を
意
味
す
る
も
の
で
あ

っ
た
｡

ヒ

ユ
ー
ム
の

《
原
罪
》
論
に
は
大
い
な
る
神
を

讃
め
る
言
葉
も
な
-
救
い
が
な
い
｡
人
間
の
不
完
全
性
と
生
存
の
む
な
し
さ
を
示
す
た
め
に
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
｡

彼
の
言
う

《
宗
教
的
態
度
》
と
は
ヒ

ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
態
度
と
根
本
的
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
が
'
そ
の
場
合
特
定
の
宗
教
を
念

頭
に
お
き
そ
の
立
場
か
ら
物
を
言

っ
て
い
る
の
で
は
な
-
'
全
て
の
宗
教
の
根
元
に
在
-
'
す
べ
て
の
宗
教
が
そ
れ
に
由
来
し
特
定
の
宗
教
が

亡
び
て
も
依
然
と
し
て
存
在
す
る
態
度
'
考
え
方
で
あ
る
｡

つ
ま
-
特
定
の
宗
教
と
し
て
表
現
さ
れ
た
部
分
を
排
除
し
た
後
に
残
さ
れ
る
基
本

的
な
最
少
限
の
も
の
で
あ
る
｡
宗
教
的
態
度
を
言
い
か
え
る
と
人
間
は

一
様
に

《
原
罪
》
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
こ
と
で
あ
る
｡

糾
例
え
ば
ウ
ィ
ン
ダ
ム
･
ル
イ
ス
で
あ
る
.
彼
は

『
芸
術
を
持
た
ぬ
人
々
』
M

en
w
ith
o
u
t
A
r
t,
19
38
.
の
中
で
戦
闘
的
な

エ
リ
オ
ッ
-
批

判
を
展
開
し
て
い
る
｡

㈲

エ
リ
オ
ッ
-
の
こ
の
よ
う
な
個
性
否
定
論
は

｢
ハ
ム
レ
ッ
-
論
｣
に
お
い
て

《
客
観
的
等
価
物
》
論
と
い
う
形
で
更
に
熟
し
て
明
確
な
-
の

と
な

っ
て
い
る
｡

㈲

『
思
索
集
』

一
四

〇
貢

S

『
モ
ダ
ン
･
ア
I
I
の
哲
学
』

一
四

l
貢

694



a:ユーム ･エ リオ ッ ト･リ- ドにお ける詩論的系譜

㈱
彼
は
同
じ
論
文
の
中
で
古
典
主
義
者
の
考
え
る
普
遍
的
原
理
と
は
単
に

一
時
代
の
限
ら
れ
た
偏
見
か
も
し
れ
な
い
が
'

ロ
ー

マ
ン
主
義
の
普

遍
的
原
理
は
人
類
の
進
化
し
っ
つ
あ
る
意
識
と
共
に
進
化
す
る
の
で
あ
る
と
述

べ
'
超
現
実
主
義
が

ロ
ー

マ
ン
主
義
の
原
理
の
現
代
に
お
け
る

再
確
認
の
運
動
で
あ
る
と
こ
れ
を
支
持
L
t
同
時
に
古
典
主
義
に
対
す
る

ロ
ー
マ
ン
主
義
の
優
位
を
主
張
し
て
い
る
｡

欄
『
無
心
と
経
験
の
記
録
』

八
二
真

価

そ
の
中
で
彼
は

《
個
性
)

(
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
)
の
意
味
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

《
性
格
》

(
キ

て
ラ
ク
タ
)
と
い
う
対
立
概
念
を
持

出
し
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
｡

《
性
格
》
は
抑
圧
さ
れ
な
け
れ
ば

《
個
性
》
の
中
に
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
何
ら
か
の
衝
動
が
抑
圧
さ
れ
た
た
め
に
生
ず
る
個
人
の
性
向
で
あ

る
と
説
明
で
き
る
｡
だ
が
そ
れ
は

《
個
性
》
よ
-
も

一
層
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡

《
性
格
》
は
意
識
の
流
れ
に
課
せ
ら
れ
た
或
種
の
固
定

化
な
い
し
否
定

の
結
果
生
じ
た
も
の
で
あ

っ
て
'
そ
れ
が

一
度
形
成
さ
れ
る
と
そ
の
後
の
経
験
に
よ

っ
て
左
右
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
｡
リ
ー
ド

は
歴
史
は
､
友
情
や
愛
情
に
対
す
る
訴
え
に
か
か
わ
ら
ず
､
公
正
な
断
固
た
る
態
度
を
貫
き
通
し
た

《
性
格
》
を
具
え
た
人
物
の
多
数
の
例
に

充
ち
て
い
る
と
言
う
の
で
あ
る
｡

㈹

『
イ

コ
ン
と
イ
デ
ア
』
十
九
京
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