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年
の
瀬
と
い
う
表
現
を
十
二
月
と
い
う
歳
末
の
感
情
に
結
び
つ
け
て
感
じ

る
と
、
今
年
は
年
の
瀬
を
越
す
な
ど
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
年
の
瀬
が
恐

ろ
し
く
ひ
ろ
い
幅
と
ひ
ど
い
勢
い
で
ど
う
ど
う
と
生
活
も
ろ
と
も
轟
き
流
れ

て
い
る
気
が
す
る
。
一
年
の
終
り
の
月
と
い
う
し
め
く
く
り
の
気
分
な
ん
か

ど
こ
に
も
な
い
。
い
ろ
い
ろ
な
事
象
が
そ
れ
自
身
の
収
拾
つ
か
な
い
課
題
の

生
々
し
い
断
面
を
む
き
出
し
な
が
ら
、
益
々
幅
と
量
と
を
ま
し
な
が
ら
奔
流

し
つ
つ
十
二
月
が
来
て
い
る
。

　
日
々
の
生
活
感
情
が
そ
の
よ
う
だ
し
、
十
二
月
号
の
雑
誌
を
い
く
つ
か
見
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る
と
、
従
来
な
ら
吉
例
的
に
た
と
え
外
面
か
ら
の
こ
と
は
承
知
で
も
何
か
一

年
の
総
括
め
い
た
空
気
を
盛
っ
て
い
た
も
の
が
、
今
年
の
十
二
月
号
に
は
、

あ
ら
ゆ
る
面
で
、
も
の
ご
と
の
渾
沌
と
し
た
は
じ
ま
り
の
動
き
ば
か
り
が
強

く
反
映
し
て
い
る
こ
と
も
実
に
意
味
ふ
か
く
思
わ
れ
る
。

　
去
年
の
暮
、
文
学
の
分
野
に
関
し
て
は
、
と
も
か
く
或
る
概
括
が
諸
家
に

よ
っ
て
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
前
年
か
ら
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
と
か
生
産
文
学
と

か
農
民
文
学
と
か
激
し
く
動
揺
し
て
い
た
現
代
文
学
の
雰
囲
気
も
、
十
四
年

に
入
っ
て
か
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
の
歩
み
の
な
か
で
お
の
ず
か
ら
一
応
の
落
付
き

を
示
し
は
じ
め
た
と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
が
共
通
の
見
か
た
で
あ

っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
こ
の
十
二
月
は
、
夏
か
ら
始
ま
っ
た
挙
国
的
な
動
き
が
社
会
の
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全
面
を
震
蕩
さ
せ
て
い
る
最
中
で
、
文
学
に
つ
い
て
か
り
に
云
う
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
猛
烈
に
動
い
て
い
る
と
し
か
云
え
ま
い
と
思
う
。
動
く
と
い
う
こ
と

は
常
に
必
ず
し
も
前
進
だ
け
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
常
識
に

も
立
っ
て
み
れ
ば
、
本
質
上
は
後
退
だ
っ
て
も
さ
ま
ざ
ま
に
動
き
を
示
し
て

い
る
姿
は
あ
り
得
る
。
そ
ん
な
動
き
を
も
こ
め
て
、
と
に
か
く
動
い
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
二
十
五
年
前
の
第
一
欧
州
戦
争
を
、
日
本
の
一
般
社
会
は
間
接
に
小
局
限

で
し
か
経
験
し
な
か
っ
た
か
ら
、
今
日
の
文
学
が
経
る
波
瀾
は
、
極
め
て
日

本
的
な
諸
条
件
の
う
ち
で
、
し
か
も
世
界
史
的
に
高
度
で
、
経
験
が
重
大
で

あ
る
と
い
う
ば
か
り
で
な
く
、
謂
わ
ば
そ
の
重
大
さ
が
初
め
て
で
あ
る
と
い

う
こ
と
か
ら
来
る
歴
史
的
な
独
特
の
日
本
と
し
て
の
混
乱
も
あ
る
の
で
あ
る
。
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『
新
潮
』
十
二
月
号
に
は
数
人
の
作
家
た
ち
が
問
い
に
答
え
て
「
転
換
期
に

お
け
る
作
家
の
覚
悟
」
と
い
う
文
章
を
書
い
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
そ
の
作

家
の
今
日
の
心
持
が
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
な
の
だ
が
、
作
家
と
し
て
の
特
徴

を
生
か
す
こ
と
を
語
っ
て
い
る
徳
永
直
氏
の
文
章
が
具
体
的
で
、
わ
か
り
よ

か
っ
た
。

　
ほ
か
の
あ
れ
こ
れ
も
読
ん
で
い
る
う
ち
に
、
今
日
作
家
が
書
く
こ
の
種
の

文
章
に
、
一
つ
の
特
色
の
現
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
ひ
か
れ
た
。

『
都
新
聞
』
の
文
芸
欄
に
先
頃
二
人
ば
か
り
の
作
家
た
ち
が
や
は
り
時
局
に

対
し
て
の
感
想
を
載
せ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
あ
の
時
、
或
る
作
家
の
文
章
が
、

そ
の
部
分
を
切
っ
て
、
名
を
か
く
し
て
人
に
読
ま
せ
た
ら
、
お
そ
ら
く
読
ま

さ
れ
た
者
は
駅
売
り
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
よ
う
な
種
類
の
文
章
の
中
の
数
行
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を
読
ま
さ
れ
た
の
だ
と
思
う
に
相
違
な
い
文
章
の
書
き
か
た
で
あ
っ
た
の
を
、

つ
よ
く
印
象
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　
書
い
て
い
る
事
柄
の
客
観
的
な
実
相
を
そ
の
作
家
が
ち
ゃ
ん
と
理
解
し
て

い
な
い
と
し
て
、
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
も
そ
れ
を
云
お
う
と
す
る
何
か
の
意

図
が
あ
る
な
ら
、
作
家
な
の
だ
か
ら
せ
め
て
は
そ
の
人
ら
し
い
も
の
の
云
い

よ
う
、
表
現
で
書
か
れ
た
ら
ば
と
思
わ
れ
た
。

　
こ
れ
ま
で
云
い
も
し
な
か
っ
た
社
会
部
面
に
つ
い
て
書
く
と
、
作
家
Ａ
Ｂ

Ｃ
は
消
滅
し
て
、
啓
蒙
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
屋
が
か
く
通
り
の
用
語
、
表
現
で
作

家
が
書
き
は
じ
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
過
渡
期
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
も
、
現

代
文
学
の
明
日
へ
の
真
実
な
成
長
の
た
め
に
、
考
え
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
少
く

な
い
と
思
う
。
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今
日
作
家
が
、
そ
の
歴
史
的
で
あ
る
べ
き
覚
悟
の
表
現
に
お
い
て
い
よ
い

よ
勁つよ
く
文
学
的
で
あ
る
よ
り
も
一
般
化
し
て
し
ま
う
傾
き
を
示
し
て
い
る
と

い
う
事
実
は
、
私
た
ち
の
関
心
を
十
分
そ
こ
に
沈
潜
さ
せ
る
価
値
を
も
つ
現

象
だ
と
思
う
。
何
故
な
ら
、
今
転
換
期
と
称
さ
れ
て
い
る
時
期
は
非
常
に
永

い
見
と
お
し
で
日
本
の
社
会
と
文
学
と
の
将
来
に
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ

る
か
ら
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

　
社
会
生
活
が
刻
々
に
変
化
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
作
家
が
変
ら
な
い
と

い
う
よ
う
な
こ
と
は
現
実
に
あ
り
得
な
い
。
今
日
の
日
本
の
特
徴
的
な
相
貌
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と
し
て
は
、
云
わ
ば
自
然
な
そ
う
い
う
作
家
の
変
り
か
た
に
お
い
て
、
作
家

の
変
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
た
と
え
ば
こ
れ
ま
で
は
シ

ャ
ボ
テ
ン
で
あ
っ
た
が
こ
れ
か
ら
は
蘇
鉄
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
銘
仙

か
ら
金
糸
で
も
抜
く
こ
と
の
よ
う
に
云
わ
れ
勝
な
と
こ
ろ
に
、
沢
山
の
問
題

と
作
家
に
と
っ
て
具
体
的
な
困
難
の
多
く
が
畳
み
こ
ま
れ
て
い
る
と
思
う
。

　
作
家
が
文
学
の
仕
事
の
中
で
変
る
と
い
う
場
合
、
そ
れ
は
ど
ん
な
こ
と
を

意
味
す
る
の
だ
ろ
う
。
一
人
の
作
家
が
変
っ
た
、
と
い
う
こ
と
は
、
い
つ
も

一
人
の
作
家
が
成
長
し
た
と
い
う
こ
と
と
同
じ
で
は
な
い
と
い
う
事
実
を
、

ど
こ
ま
で
心
に
だ
き
し
め
て
、
変
る
と
い
う
こ
と
が
云
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ

う
。

　
文
学
に
携
わ
る
も
の
と
し
て
作
家
が
変
る
と
い
う
か
ら
は
、
や
は
り
執
拗
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に
そ
れ
ぞ
れ
の
作
家
の
よ
り
ひ
ろ
く
高
い
成
長
を
目
標
と
し
て
語
ら
れ
考
え

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

　
題
材
主
義
に
対
す
る
批
判
は
、
昨
年
か
ら
今
年
の
前
半
に
か
け
て
各
方
面

か
ら
と
り
あ
つ
か
わ
れ
た
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
段
階
は
経
過
し
た
も
の
と

し
て
、
今
日
作
家
が
自
身
の
成
長
と
し
て
の
変
り
を
希
う
と
き
、
自
身
の
う

ち
に
ど
ん
な
内
的
な
契
機
が
つ
か
ま
れ
て
行
っ
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
十
一
月
の
文
芸
時
評
で
、
平
野
謙
氏
が
、
日
本
の
自
然
主
義
以
来
の
文
学

伝
統
の
分
析
か
ら
こ
の
点
に
ふ
れ
、
作
家
が
何
に
よ
っ
て
書
く
か
と
い
う
こ

と
の
血
路
的
打
開
の
標
本
と
し
て
、
中
野
重
治
氏
の
「
空
想
家
と
シ
ナ
リ
オ
」

の
車
善
六
と
い
う
人
物
の
出
現
、
伊
藤
整
氏
の
得
能
五
郎
の
存
在
、
徳
永
直

氏
の
一
田
福
次
の
存
在
に
ふ
れ
て
お
ら
れ
た
。
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一
つ
の
着
眼
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
が
、
作
家
は
何
の
力
に
よ
っ
て
成
長
展

開
す
る
か
と
い
う
前
途
多
難
な
課
題
の
内
か
ら
み
る
と
、
あ
の
三
通
り
の
そ

れ
ぞ
れ
一
風
変
っ
た
名
の
持
主
た
ち
の
出
現
と
存
在
と
は
、
さ
ら
に
一
歩
を

深
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
家
が
そ
の
精
神
の
う
ち
に
も
っ
て
生
き
て
い
る
人

及
び
作
家
と
し
て
の
コ
ム
プ
レ
ッ
ク
ス
の
相
異
に
ま
で
迫
っ
て
、
語
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
だ
と
思
っ
た
。

　
一
人
の
作
家
の
生
き
る
時
代
の
歴
史
性
と
、
個
性
的
個
人
的
な
諸
条
件
と

が
実
に
こ
み
入
っ
て
絡
み
あ
っ
て
生
じ
る
そ
の
人
の
精
神
の
コ
ム
プ
レ
ッ
ク

ス
は
不
幸
な
場
合
に
は
一
個
の
作
家
を
窒
息
さ
せ
死
に
も
至
ら
し
め
る
も
の

だ
ろ
う
。
し
か
し
、
作
家
に
成
長
が
あ
る
と
す
れ
ば
、  

畢    

竟  

ひ
っ
き
ょ
う

は
こ
の
自

身
の
コ
ム
プ
レ
ッ
ク
ス
と
死
力
を
つ
く
し
て
も
み
合
っ
て
、
そ
れ
を
最
大
の
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可
能
へ
ま
で
昂
揚
拡
大
さ
せ
、
表
現
し
て
ゆ
く
そ
の
「
変
っ
て
」
ゆ
く
道
し

か
な
い
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

　
車
善
六
の
作
者
が
、
作
家
と
し
て
持
っ
て
い
る
複
雑
な
コ
ム
プ
レ
ッ
ク
ス

は
「
小
説
の
書
け
ぬ
小
説
家
」
以
来
あ
あ
い
う
跳
躍
の
方
向
を
試
み
て
い
て
、

い
く
度
か
床
に
重
く
落
っ
こ
ち
た
揚
句
「
空
想
家
と
シ
ナ
リ
オ
」
で
あ
の
よ

う
な
い
か
に
も
そ
の
人
ら
し
い
跳
躍
旋
回
の
線
を
描
き
出
し
た
。
そ
し
て
、

こ
の
作
者
が
自
身
の
コ
ム
プ
レ
ッ
ク
ス
に
対
し
て
も
っ
て
い
る
健
全
な
判
断

は
、
そ
れ
が
二
度
と
は
貰
う
こ
と
の
出
来
な
い
昔
の
武
士
の
「
敗
け
褒
状
」

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
悲
痛
さ
に
つ
い
て
も
、
十
分
知
っ
て
い
る
に
ち
が
い

な
い
。

　
得
能
五
郎
の
出
現
の
蔭
に
、
同
様
な
精
神
の
弾
機
が
あ
る
と
は
、
作
品
の
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現
実
の
呼
吸
か
ら
感
じ
ら
れ
な
い
と
思
う
。
五
郎
と
彼
の
見
る
事
象
と
の
間

に
は
空
気
が
あ
り
、
散
歩
が
あ
る
。
一
田
福
次
の
出
現
の
文
学
上
の
血
脈
は

『
は
た
ら
く
一
家
』
と
い
う
短
篇
集
に
広
津
和
郎
氏
の
序
文
が
つ
け
ら
れ
て

あ
る
、
そ
れ
ら
の
こ
と
と
切
り
は
な
せ
な
い
も
の
だ
ろ
う
。

　
今
日
、
作
家
の
よ
り
社
会
的
な
成
長
が
云
わ
れ
る
と
き
、
め
い
め
い
が
自

身
の
コ
ム
プ
レ
ッ
ク
ス
に
つ
い
て
、
謙
遜
に
か
つ
熱
く
考
え
て
み
る
必
要
は

あ
る
と
思
う
。
果
し
て
、
文
学
の
仕
事
に
従
う
よ
う
な
核
心
的
な
も
の
が
自

身
の
精
神
の
う
ち
に
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
若
々
し
く
憂
悶
す
る
美
し

さ
も
あ
っ
て
い
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
『
文
芸
』
の
当
選
作
「
運
・
不
運
」

（
池
田
源
尚
氏
）
を
読
み
、
選
評
速
記
を
熟
読
し
て
、
深
く
そ
の
感
に
打
た

れ
た
。
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三

「
運
・
不
運
」
（
池
田
源
尚
氏
）
は
、
こ
の
作
だ
け
に
つ
い
て
決
定
的
な
こ

と
を
云
わ
れ
た
ら
作
者
も
困
る
作
品
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。
『
文
芸
』
の
今
回

の
選
に
は
満
場
一
致
の
よ
う
な
作
品
が
な
く
て
、
そ
の
た
め
か
え
っ
て
話
題

に
の
ぼ
っ
た
各
作
品
が
計
ら
ず
縦
横
か
ら
相
当
突
こ
ん
で
語
ら
れ
、
そ
れ
に

つ
れ
て
お
の
ず
か
ら
今
日
の
文
学
の
諸
相
も
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
点
が
一

般
の
読
者
に
と
っ
て
も
興
味
深
か
っ
た
。

　
未
完
成
な
作
品
と
し
て
「
運
・
不
運
」
は
そ
の
こ
と
を
積
極
的
な
評
価
と

し
て
推
薦
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
未
完
成
な
の
は
こ
の
作
者
と
作
品
の
ど
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こ
の
こ
と
に
つ
い
て
か
と
、
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
は
主
と
し
て
小
説
を

書
く
技
術
の
こ
と
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
何
故
な
ら
、
こ
の
作
者
は
自
分

の
描
こ
う
と
す
る
対
象
へ
の
当
り
か
た
の
根
本
に
は
、
既
に
一
種
心
得
顔
の

と
こ
ろ
を
は
っ
き
り
出
し
て
い
る
の
だ
か
ら
。
千
六
に
つ
い
て
「
若
い
男
が

詩
人
に
な
る
経
路
も
き
ま
っ
て
い
る
」
と
い
う
箇
処
の
あ
た
り
、
ま
た
は
同

じ
千
六
が
「
足
を
折
る
と
ま
た
し
ば
ら
く
詩
人
に
な
っ
た
」
と
い
う
よ
う
な

人
生
的
な
よ
う
な
ま
と
め
た
文
句
に
し
て
表
現
し
て
い
る
と
こ
ろ
。
そ
う
い

う
心
情
の
モ
メ
ン
ト
の
概
括
は
本
質
に
お
い
て
常
識
で
、
土
台
そ
れ
で
ま
と

ま
り
が
つ
く
な
ら
小
説
は
い
ら
な
い
と
云
え
る
よ
う
な
種
類
の
も
の
な
の
だ

と
思
う
。
こ
の
作
者
は
そ
う
い
う
表
現
を
も
人
の
世
の
姿
へ
う
ち
興
じ
て
の

味
と
し
て
活
か
そ
う
と
し
て
い
る
ら
し
い
が
、
結
局
は
全
篇
の
基
調
が
そ
う
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い
う
作
者
の
現
実
へ
の
当
り
か
た
か
ら
角
度
を
鈍
ら
さ
れ
て
い
て
、
青
野
氏

の
評
言
ど
お
り
ね
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
思
え
る
。
こ
の
「
運
・
不
運
」
は
書

き
改
め
ら
れ
る
、
材
料
が
惜
し
い
と
宇
野
氏
が
評
し
て
い
る
が
、
書
き
改
め

る
と
い
う
こ
と
の
核
心
は
、
作
者
が
現
実
と
自
分
と
の
角
度
を
し
ゃ
ん
と
明

瞭
に
し
て
姿
勢
を
立
て
直
し
、
改
め
て
か
か
る
、
と
い
う
こ
と
と
同
義
な
の

で
あ
る
。

　
こ
の
作
品
評
で
、
宇
野
氏
が
生
態
の
描
写
と
い
う
こ
と
を
よ
く
な
い
と
し

て
、
お
の
ず
か
ら
系
譜
的
作
品
が
そ
れ
と
ち
が
う
べ
き
こ
と
を
暗
示
し
て
い

る
こ
と
も
興
味
が
あ
る
。
文
学
精
神
の
低
さ
に
つ
い
て
関
心
を
示
し
て
い
る

青
野
氏
が
、
こ
の
作
品
が
生
態
描
写
風
に
傾
い
て
い
る
こ
と
は
肯
定
し
て
、

生
態
描
写
そ
の
も
の
が
、
文
学
に
お
け
る
発
生
に
際
し
て
既
に
文
学
精
神
の

16今日の文学の諸相



或
る
低
下
に
立
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
黙
し
て
い
る
こ

と
も
、
考
え
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　
そ
し
て
、
評
者
た
ち
の
言
葉
が
一
致
し
た
こ
と
は
、
本
当
に
新
し
い
と
い

う
作
品
の
な
い
こ
と
。
何
も
こ
の
人
が
小
説
を
書
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と

思
え
な
い
よ
う
な
人
た
ち
が
今
日
は
ど
っ
さ
り
小
説
を
書
い
て
い
る
こ
と
。

そ
う
い
う
作
者
た
ち
が
、
必
し
も
こ
け
嚇おど
し
や
は
っ
た
り
を
試
み
な
い
の
で

も
な
い
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
近
頃
の
同
人
雑
誌
の
小
説
に
つ
い
て
語
ら

れ
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
言
葉
を
じ
っ
く
り
と
胸
に
う
け

と
っ
て
考
え
深
め
て
行
っ
て
見
る
と
、
日
本
の
現
代
文
学
が
も
っ
て
い
る
次

の
世
代
の
精
神
の
地
味
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
何
か
こ
わ
い
よ
う
な
と
こ

ろ
が
あ
る
。
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何
も
こ
の
人
が
書
か
な
く
て
も
と
思
え
る
小
説
と
い
う
こ
と
は
、
題
材
と

し
て
特
異
な
経
験
が
そ
こ
に
な
い
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
あ
り
ふ
れ
た
よ

う
な
事
象
で
も
あ
り
ふ
れ
な
く
生
き
貫
く
個
々
の
文
学
精
神
が
萎
靡
し
て
し

ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
人
を
し
て
小
説
を
か
か

し
め
て
い
る
精
神
の
コ
ム
プ
レ
ッ
ク
ス
の
必
然
の
感
銘
が
な
く
、
小
説
が
字

面
で
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
定
の
人
生
を
見
て
か
き
な
が

ら
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
人
生
の
見
か
た
が
な
い
と
い
う
意
味
を
云
っ
て
い

る
青
野
氏
の
言
葉
は
、
こ
の
一
二
年
間
所
謂
素
人
文
学
と
い
う
も
の
へ
の
無

責
任
な
作
家
の
譲
歩
が
、
今
日
に
結
果
し
た
一
つ
の
大
き
い
文
学
上
の
問
題

だ
と
思
う
。

　
或
る
作
家
た
ち
が
こ
の
三
四
年
来
の
波
瀾
の
間
で
、
脱
皮
し
よ
う
と
焦
慮

18今日の文学の諸相



し
た
動
き
は
、
果
し
て
よ
り
強
勁
な
現
実
の
み
か
た
を
持
と
う
と
す
る
方
向

を
と
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
今
日
、
声
々
を
あ
げ
て
変
る
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
語
ら
れ
て
い
る
う
ち
に
、
お
の
お
の
の
作
家
精
神
の
コ
ム
プ
レ
ッ
ク
ス

の
成
長
の
意
味
が
文
学
の
価
値
に
お
い
て
見
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の

こ
と
は
、
た
と
え
ば
『
文
芸
』
の
選
に
当
っ
て
一
つ
の
作
品
が
ポ
オ
の
有
名

な
「
ア
ッ
シ
ャ
ア
家
の
没
落
」
を
題
材
に
し
て
い
る
こ
と
を
明
か
に
指
し
た

り
、
他
の
或
る
作
品
が
百
分
の
一
チ
ェ
ホ
フ
の
「
六
号
室
」
と
百
分
の
五
の

「
決
闘
」
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
の
が
宇
野
氏
た
だ
一
人
で
あ

る
と
い
う
よ
う
な
、
些
細
の
よ
う
で
案
外
文
学
の
実
質
の
鑑
別
力
と
し
て
は

意
味
の
ふ
か
い
例
と
な
っ
て
も
現
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。
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四

　
広
津
和
郎
氏
の
「
巷
の
歴
史
」
宇
野
浩
二
氏
「
器
用
貧
乏
」
「
木
と
金
の

間
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
今
年
は
系
譜
的
な
作
品
が
ど
っ
さ
り
書
か
れ
た
。

十
二
月
の
作
品
も
寒
川
光
太
郎
氏
「
嶺
」
半
田
義
之
氏
「
は
ず
み
」
野
口
富

士
男
氏
「
河
か
ら
の
風
」
い
ず
れ
も
大
別
す
れ
ば
系
譜
的
な
作
品
と
云
え
る

性
質
を
も
っ
て
い
る
。

　
今
年
特
に
系
譜
的
な
作
品
が
多
く
現
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
現
代
の
社
会

の
ど
ん
な
文
学
へ
の
現
れ
な
の
だ
ろ
う
。

　
作
年
は
素
材
主
義
の
荒
っ
ぽ
さ
に
対
し
て
、
文
学
の
文
学
性
が
再
び
顧
み

ら
れ
た
に
つ
れ
て
、
短
篇
の
真
実
さ
が
見
な
お
さ
れ
た
。
長
篇
が
本
質
の
貧

20今日の文学の諸相



寒
さ
か
ら
、
時
流
に
お
さ
れ
て
素
材
で
押
し
出
す
傾
に
陥
っ
た
対
症
と
し
て
、

作
家
が
真
の
モ
テ
ィ
ー
ヴ
を
も
っ
て
描
く
短
篇
の
う
ち
に
の
こ
さ
れ
た
文
学

性
が
か
え
り
み
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
短
篇
で
あ
る
に
し
ろ
従
来
の
私
的
身
辺
小
説
で
あ
る
ま
い
と
す

る
努
力
は
す
べ
て
の
作
家
の
念
頭
か
ら
離
れ
ず
、
一
方
で
三
田
伸
六
、
車
膳

六
そ
の
他
の
主
人
公
た
ち
が
生
ま
れ
る
と
と
も
に
、
他
の
一
面
で
は
多
く
の

作
家
の
眼
が
、
今
日
の
生
活
の
前
方
や
右
左
へ
強
い
観
察
を
放
つ
よ
り
も
む

し
ろ
後
方
へ
、
過
去
に
向
っ
て
拡
が
る
形
を
示
し
た
。

　
今
日
か
ら
明
日
へ
と
作
家
の
意
気
組
が
向
う
よ
り
も
、
今
日
か
か
る
朝
夕

の
有
様
の
き
の
う
は
、
お
と
と
い
は
と
目
が
誘
わ
れ
て
ゆ
く
底
に
、
極
め
て

複
雑
な
内
外
の
現
代
の
心
理
が
ひ
そ
め
ら
れ
て
い
る
。
今
日
一
般
に
歴
史
的
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な
読
書
へ
の
傾
き
が
つ
よ
め
ら
れ
て
来
て
い
る
が
、
そ
の
原
因
に
は
、
目
前

の
無
説
明
な
、
紛
糾
に
対
し
て
何
と
か
会
得
の
筋
道
を
見
出
し
た
い
切
実
な

要
求
も
動
い
て
い
る
。

　
系
譜
的
作
品
に
向
う
必
然
に
そ
う
い
う
要
因
の
あ
る
こ
と
も
わ
か
る
け
れ

ど
も
、
そ
れ
な
ら
ば
と
云
っ
て
、
多
く
の
所
謂
系
譜
的
作
品
が
、
そ
う
い
う

意
味
で
も
意
欲
的
に
過
去
の
現
実
へ
立
体
的
に
く
い
下
っ
て
い
る
と
は
決
し

て
云
え
ま
い
と
思
う
。

　
登
場
人
物
の
性
格
の
或
る
種
の
面
白
い
組
合
わ
せ
や
状
況
や
に
つ
い
て
は

そ
れ
ぞ
れ
工
夫
が
こ
ら
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
こ
と
は
『
文
芸
』
の
「
運
・
不

運
」
を
見
て
も
野
口
氏
の
「
河
か
ら
の
風
」
を
見
て
も
わ
か
る
。
後
者
で
は

東
京
湾
の
海
苔
生
産
の
描
写
が
大
仕
掛
に
文
化
映
画
的
に
か
か
れ
て
い
て
、
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そ
の
間
に
展
開
さ
れ
る
人
間
の
生
活
と
の
比
重
に
狂
い
を
生
じ
て
さ
え
い
る
。

　
そ
れ
等
の
工
夫
に
か
か
わ
ら
ず
、
系
譜
的
と
云
わ
れ
る
作
品
が
、
と
か
く

生
活
の
生
々
し
い
絵
巻
と
い
う
よ
り
楽
な
過
ぎ
こ
し
方
の
物
語
と
な
る
の
は

何
故
だ
ろ
う
。
今
日
そ
れ
が
自
然
発
生
的
に
さ
え
多
く
書
か
れ
る
何
か
と
り

つ
き
や
す
さ
が
あ
る
ら
し
い
の
は
、
ど
う
い
う
わ
け
だ
ろ
う
。

『
文
芸
』
の
選
評
の
間
で
、
生
態
描
写
の
こ
と
が
ち
ょ
っ
と
ふ
れ
ら
れ
て
い

る
が
、
系
譜
的
な
作
品
と
い
う
も
の
と
、
過
去
へ
さ
か
の
ぼ
っ
た
生
態
描
写

と
は
文
学
の
質
に
お
い
て
異
う
と
い
う
点
が
、
深
め
て
考
え
ら
れ
て
い
い
と

思
っ
た
。

「
生
き
て
行
く
姿
の
移
り
変
り
を
そ
の
移
り
変
り
に
重
点
を
お
い
て
か
く
。

そ
の
時
々
の
一
種
の
モ
ラ
ル
み
た
い
な
も
の
を
描
い
て
ゆ
く
」
（
青
野
氏
）
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も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
が
、
生
態
描
写
で
あ
る
。
青
野
氏
は
な
か
な
か
面
白

い
と
し
、
宇
野
氏
は
「
イ
ヤ
、
い
か
ん
ね
」
と
云
い
、
そ
の
座
は
笑
声
に
満

ち
た
ら
し
い
が
、
こ
れ
を
す
こ
し
云
い
直
し
て
み
る
と
、
私
た
ち
の
直
感
で
、

或
る
本
質
が
つ
か
め
る
。
「
作
家
の
系
譜
」
と
云
っ
た
と
き
私
た
ち
に
感
じ

ら
れ
る
も
の
、
「
作
家
の
生
態
」
と
云
っ
た
と
き
受
け
る
一
種
の
感
じ
、
同

じ
で
あ
る
と
は
誰
し
も
云
え
な
い
。

　
移
り
変
り
に
重
点
を
お
く
、
と
い
う
現
象
へ
の
人
間
の
適
応
を
辿
る
生
態

描
写
に
は
、
生
存
の
跡
は
う
つ
せ
て
も
生
活
は
彫
り
出
し
き
れ
な
い
。
一
つ

の
移
り
か
ら
次
の
移
り
そ
の
も
の
の
肯
定
は
あ
っ
て
、
動
き
の
現
実
が
も
っ

て
い
る
評
価
は
作
家
の
内
部
的
な
も
の
と
の
連
関
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
い

な
い
の
で
あ
る
。
モ
ラ
ル
と
い
う
も
の
も
、
動
き
の
合
理
化
に
過
ぎ
な
い
場
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合
が
多
い
こ
と
は
、
一
つ
一
つ
の
動
き
に
評
価
を
求
め
な
い
態
度
か
ら
当
然

導
き
出
さ
れ
る
。

　
そ
し
て
、
そ
う
い
う
風
な
小
説
な
ら
ば
「
あ
れ
だ
け
書
い
て
、
あ
れ
だ
け

見
れ
ば
人
生
に
対
す
る
観
か
た
を
も
っ
て
来
る
筈
な
の
に
、
其
が
な
い
」

（
青
野
氏
）
場
合
で
も
一
応
は
書
け
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五

　
あ
ら
ゆ
る
社
会
現
象
の
理
解
の
た
め
に
、
そ
し
て
文
学
の
正
常
な
進
展
の

た
め
に
は
、
現
代
の
歴
史
的
な
性
格
と
い
う
も
の
が
動
的
に
つ
か
ま
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
今
日
の
文
学
の
感
覚
の
中
で

25



歴
史
性
と
い
う
も
の
は
ど
う
見
ら
れ
て
い
る
か
、
な
か
な
か
興
味
が
ふ
か
い

点
で
あ
る
。

　
高
木
卓
氏
の
「
歴
史
小
説
の
制
約
」
（
新
潮
）
は
示
唆
に
と
ん
だ
文
章
だ

と
思
っ
た
。
歴
史
を
扱
っ
た
小
説
は
「
過
去
か
ら
と
び
出
し
て
現
在
に
迄
及

ぶ
こ
と
」
す
な
わ
ち
「
過
去
の
現
在
へ
の
相
応
」
が
あ
る
べ
き
も
の
で
あ
る

点
、
及
び
歴
史
小
説
の
そ
の
「
現
代
相
応
的
な
方
法
」
に
よ
っ
て
、
今
日
は

ト
ン
ネ
ル
が
く
ず
れ
て
汽
車
で
は
通
れ
な
く
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
も
街
道

を
草
鞋
わ
ら
じ
ば
き
で
目
的
地
へ
行
き
つ
け
る
場
合
も
あ
る
こ
と
、
し
か
し
汽
車
が

あ
る
の
に
ち
ょ
ん
ま
げ
つ
け
て
歩
く
方
を
選
ぶ
と
い
う
方
法
の
唾
棄
す
べ
き

こ
と
、
並
に
、
史
実
は
甚
だ
重
要
で
は
あ
る
が
唯
一
の
準
拠
的
な
も
の
で
は

な
い
（
例
え
ば
官
選
歴
史
書
で
さ
え
時
代
時
代
に
修
正
や
改
訂
さ
れ
つ
つ
あ
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る
事
実
）
そ
れ
故
「
史
実
」
と
相
異
す
る
こ
と
で
だ
け
咎
め
ら
る
べ
き
で
な

い
こ
と
、
さ
ら
に
現
代
の
よ
う
に
巨
大
な
転
換
期
に
お
け
る
歴
史
小
説
の
新

し
い
方
向
と
し
て
、
従
来
「
主
人
公
」
に
象
徴
ま
た
は
反
映
さ
れ
て
い
た
時

間
空
間
は
「
時
間
空
間
」
そ
の
も
の
を
主
役
と
し
て
前
面
へ
押
し
出
さ
れ

「
従
来
主
人
公
だ
っ
た
人
間
が
却
っ
て
添
景
に
ま
で
後
退
す
る
と
い
う
行
き

方
の
小
説
も
試
み
ら
れ
て
も
い
い
よ
う
に
思
う
。
歴
史
小
説
に
於
て
よ
り
高

い
観
点
が
要
求
さ
れ
る
と
き
制
約
の
な
か
で
最
も
留
意
す
べ
き
も
の
は
こ
の

時
間
的
及
び
空
間
的
な
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
云
わ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。

　
同
氏
の
「
南
海
譚
」
（
文
芸
）
を
、
作
者
の
そ
の
よ
う
な
歴
史
小
説
へ
の

意
図
を
ふ
く
ん
で
読
み
、
三
百
年
の
昔
朱
印
船
に
の
っ
て
安
南
へ
漕
ぎ
出
し
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た
角
屋
七
郎
兵
衛
の
生
涯
が
「
角
屋
七
郎
兵
衛
よ
、
お
前
が
」
と
語
り
出
さ

れ
て
い
る
作
者
の
情
感
の
意
味
も
肯
け
た
。
徳
川
の
鎖
国
の
方
針
が
七
郎
兵

衛
の
運
命
を
幾
変
転
さ
せ
た
ば
か
り
で
な
く
、
今
日
の
日
本
の
動
き
に
か
か

わ
り
来
っ
て
い
る
こ
と
も
、
読
者
は
お
の
ず
か
ら
行
間
に
会
得
す
る
だ
ろ
う
。

　
高
木
氏
の
歴
史
小
説
へ
の
態
度
に
は
、
一
つ
の
歩
み
出
し
た
積
極
な
も
の

が
あ
る
と
思
う
。
そ
し
て
、
そ
の
積
極
な
も
の
の
本
質
は
、
時
空
的
な
も
の

に
対
す
る
作
家
と
し
て
の
態
度
に
か
か
っ
て
お
り
、
芥
川
、
菊
池
の
歴
史
物

と
本
質
の
相
異
を
な
し
て
い
る
。
云
っ
て
み
れ
ば
そ
の
相
異
の
う
ち
に
、
日

本
の
苦
難
な
精
神
史
の
実
績
の
幾
頁
か
が
作
者
の
知
る
知
ら
ぬ
に
か
か
わ
り

な
く
た
た
み
こ
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
、
は
な
は
だ
面
白
く
思
わ
れ
る
。
同
時

に
、
巨
大
な
歴
史
の
時
代
に
は
時
空
的
な
も
の
が
小
説
の
主
人
公
と
な
っ
て
、
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人
間
が
添
景
に
な
る
と
い
う
こ
と
の
承
認
に
関
し
て
は
、
作
者
自
身
云
っ
て

い
る
と
お
り
、
最
も
留
意
し
追
究
す
べ
き
点
だ
ろ
う
と
思
う
。

　
個
人
の
経
歴
の
物
語
、
伝
記
の
枠
が
ふ
み
越
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
と
、
如
何
な
る
時
代
も
環
境
も
窮
極
に
は
人
間
の
社
会
的
な
関

係
に
よ
っ
て
い
て
、
人
間
の
肉
体
と
精
神
の
動
き
を
通
じ
て
で
な
け
れ
ば
実

在
し
得
な
い
と
い
う
現
実
の
在
り
よ
う
と
は
小
説
に
お
け
る
人
間
の
添
景
的

位
置
で
解
決
さ
れ
切
れ
な
い
意
味
あ
い
だ
と
思
う
。

　
歴
史
の
大
き
い
う
ね
り
が
、
個
々
の
生
涯
を
当
人
た
ち
の
希
望
に
か
け
か

ま
い
な
く
運
び
去
る
事
実
、
あ
ま
た
の
生
涯
を
浪
費
消
耗
し
て
ゆ
く
す
さ
ま

じ
さ
は
現
前
の
事
象
で
あ
る
け
れ
ど
、
時
空
的
な
流
れ
の
描
写
に
人
間
が
添

景
と
し
て
扱
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
人
間
の
歴
史
の
本
質
に
お
い
て
人
間
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が
添
景
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て
あ
る
ま
い
。
逆
に
ど
ん
な 

澎  

湃 

ほ
う
は
い

た
る
歴
史
の
物
語
も
そ
こ
に
関
与
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
の
階
層
に
属
す
人

間
の
名
を
ぬ
い
て
在
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
う
事
実
の
機
微
か
ら
み
れ
ば
、

た
と
い 

草  
莽 

そ
う
も
う

の
一
民
の
生
涯
か
ら
も
、
案
外
の
歴
史
の
物
語
が
語
ら
れ
得

る
筈
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
明
瞭
に
大
正
初
期
に
見
ら
れ
た
歴
史
小
説
流
行
の
現
象
と
対

比
し
て
見
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
そ
の
当
時
、
主
と
し
て
『
新

思
潮
』
の
同
人
た
ち
が
、
歴
史
的
題
材
の
小
説
に
赴
い
た
こ
と
の
心
理
的
要

因
に
は
第
一
次
欧
州
大
戦
に
つ
れ
て
擡
頭
し
た
新
し
い
社
会
と
文
学
の
動
き

に
対
し
て
、
従
来
の
文
学
的
地
盤
に
立
つ
教
養
で
育
っ
た
新
進
作
家
た
ち
が
、

一
面
の
進
歩
性
と
他
面
の
保
守
に
よ
っ
て
、
題
材
を
過
去
に
と
る
方
向
を
示
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し
た
。

　
今
日
の
歴
史
小
説
は
そ
れ
と
ち
が
っ
て
積
極
に
今
日
の
現
実
に
「
相
応
的

な
方
法
」
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
歴
史
小
説
に
お
け
る
時

空
的
な
力
の
過
度
な
評
価
と
い
う
こ
と
は
、
益
々
戒
心
を
も
っ
て
省
察
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
来
る
。
目
前
の
事
象
の
圧
力
が
人
間
精
神
の
自

立
性
に
対
し
て
そ
の
よ
う
に
現
わ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
同
時
に
現
実
は
複

雑
だ
か
ら
そ
れ
へ
の
批
判
者
と
し
て
の
人
間
精
神
も
在
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

時
空
的
な
も
の
に
制
御
を
受
け
つ
つ
も
、
制
御
を
与
え
る
時
空
的
な
も
の
と
、

そ
れ
を
蒙
っ
て
い
る
自
己
の
状
況
に
対
し
て
見
開
か
れ
て
い
る
眼
と
、
水
火

に
在
っ
て
も
動
か
さ
れ
て
い
る
手
足
と
を
失
っ
て
は
い
な
い
の
が
現
実
で
あ

ろ
う
と
思
う
。
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さ
も
な
け
れ
ば
、
動
く
も
の
と
し
て
人
間
が
動
か
し
て
い
る
も
の
と
し
て

の
歴
史
は
存
在
し
な
い
。

　
歴
史
は
決
し
て
「
再
び
繰
り
返
さ
」
な
い
。
そ
の
視
角
か
ら
こ
そ
現
代
へ

の
相
応
が
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
と
思
う
。

　
今
日
の
文
学
に
お
け
る
歴
史
小
説
の
積
極
性
と
、
現
代
小
説
の
面
白
さ
と

の
相
会
う
べ
き
点
は
こ
こ
ら
あ
た
り
の
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
こ
の
面
白
さ
は
今

日
の
文
学
の
姿
で
は
、
ま
だ
は
っ
き
り
も
し
て
い
な
い
可
能
と
し
て
、
渾
沌

の
か
げ
に
考
え
ら
れ
る
程
度
だ
け
れ
ど
も
、
ど
ん
な
に
そ
れ
が
遠
く
の
明
る

み
の
で
も
、
や
は
り
或
る
希
望
で
あ
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
。
私
た
ち
が

自
分
た
ち
の
世
代
を
歴
史
の
水
深
計
で
つ
か
み
、
そ
の
上
に
漂
い
そ
の
間
に

棲
息
す
る
だ
け
で
な
く
て
、
波
間
の
底
ま
で
触
れ
て
描
い
て
行
け
た
ら
ど
ん
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な
に
面
白
い
だ
ろ
う
。
小
説
は
話
で
は
な
く
て
作
家
に
と
っ
て
は
も
う
一
度

そ
の
世
界
を
生
き
か
え
そ
う
と
す
る
情
熱
で
あ
る
こ
と
を
忘
ら
れ
て
は
な
ら

な
い
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
四
〇
年
十
一
月
　
十
二
月
〕
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