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イ
ェ
イ
ツ
の
詩
と
引
用
の
原
理

詩
と
い
う
部
屋
は
敷
居
が
高
い
。

人
が
な
か
な
か
入
っ
て
い
か
な
い
の
だ
。

友
だ
ち
と
最
近
読
ん
だ
本
の
話
を
し
て
い
て
も
、
詩
集
が
話
題
に
な
る
こ
と
は
め
っ
た
に
な
い
。
た
ま
に
詩
の
話
を
で

き
る
相
手
が
い
た
と
思
え
ば
そ
れ
は
詩
人
だ
っ
た
り
し
て
。

こ
れ
は
も
っ
た
い
な
い
こ
と
だ
と
思
う
。
詩
は
こ
の
憂
き
世
を
生
き
て
ゆ
く
上
で
ず
い
ぶ
ん
役
に
立
つ
も
の
だ
か

ら
。よ

く
で
き
た
小
説
は
あ
な
た
を
ま
ず
別
の
世
界
へ
連
れ
て
ゆ
き
、
そ
こ
で
ち
ょ
っ
と
し
た
冒
険
を
さ
せ
て
、
や
が
て
日

常
に
戻
し
て
く
れ
る
。
そ
れ
は
『
ハ
ッ
ク
ル
ベ
リ
ー
・
フ
ィ
ン
の
冒
険
』
で
も
『
源
氏
物
語
』
で
も
『
薔
薇
の
名
前
』
で

も
『
野
火
』
で
も
変
わ
ら
な
い
。
そ
う
い
う
方
法
で
人
に
一
定
の
満
足
感
を
与
え
る
の
は
さ
ほ
ど
む
ず
か
し
い
こ
と
で
は

な
い
。
だ
か
ら
、（
自
分
も
小
説
を
書
く
身
で
あ
り
な
が
ら
）小
説
と
い
う
の
は
ど
こ
か
ち
ょ
っ
と
ず
る
い
と
思
う
。
映
画

と
ゲ
ー
ム
は
も
っ
と
ず
る
い
け
れ
ど
。

そ
れ
に
対
し
て
、
詩
は
今
い
る
と
こ
ろ
で
あ
な
た
の
心
に
作
用
す
る
。
知
性
に
働
き
か
け
、
感
情
に
よ
り
そ
い
、
あ
な

た
は
独
り
で
は
な
い
と
そ
っ
と
伝
え
て
く
れ
る
。
だ
か
ら
詩
を
読
む
こ
と
を
習
慣
に
す
る
の
は
生
き
て
ゆ
く
上
で
有
利
な

こ
と
で
あ
る
。
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独
り
で
は
な
い
、
と
い
う
の
は
例
え
ば
初
恋
の
場
合
を
考
え
れ
ば
誰
で
も
わ
か
る
だ
ろ
う
。
特
定
の
異
性
に（
同
性
で

も
い
い
け
れ
ど
）し
き
り
に
目
が
行
っ
て
気
持
ち
が
落
ち
つ
か
な
い
。
仕
事
が
手
に
つ
か
な
い
。
心
の
病
気
か
と
思
っ
て

う
ろ
う
ろ
お
ろ
お
ろ
。
そ
う
い
う
時
に
藤
村
の
「
初
恋
」
な
ど
読
む
と
、
こ
れ
は
誰
の
身
に
も
起
こ
る
こ
と
だ
と
わ
か
っ

て
安
心
す
る
。
み
な
が
共
有
す
る
体
験
に
我
が
身
を
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
今
で
も
人
は
そ
れ
く
ら
い
純

朴
で
あ
る
と
信
じ
よ
う
。

自
分
自
身
の
こ
と
で
言
え
ば
、
震
災
の
後
で
ぼ
く
に
指
針
を
与
え
た
の
は
「
深
草
の
野
辺
の
桜
し
心
あ
ら
ば
今
年
ば
か

り
は
墨
染
め
に
咲
け
」
と
い
う
『
古
今
和
歌
集
』
の
和
歌
だ
っ
た
。
華
や
か
な
桜
は
い
ら
な
い
。
薄
墨
色
に
咲
い
て
く
れ

た
方
が
今
の
気
持
ち
に
ふ
さ
わ
し
い
。
そ
う
は
言
っ
て
も
桜
は
派
手
に
咲
き
、
結
局
は
そ
の
色
に
な
ぐ
さ
め
ら
れ
た
。

ポ
ー
ラ
ン
ド
の
女
性
の
詩
人
、
Ｗ
・
シ
ン
ボ
ル
ス
カ
の
詩
「
終
わ
り
と
始
ま
りKoniec i pocz ątek

」
は
事
態
の
理
解

を
助
け
て
く
れ
た

─

戦
争
が
終
わ
る
た
び
に

誰
か
が
後
片
付
け
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

何
と
い
っ
て
も
、
ひ
と
り
で
に
物
事
が

そ
れ
な
り
に
片
づ
い
て
く
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
か
ら

誰
か
が
瓦
礫
を
道
端
に

押
し
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

死
体
を
い
っ
ぱ
い
積
ん
だ

イェイツの詩と引用の原理
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荷
車
が
通
れ
る
よ
う
に

…
…
…
…	

（
沼
野
充
義
訳
）

東
北
の
被
災
地
を
う
ろ
つ
き
な
が
ら
、
こ
の
和
歌
と
詩
に
よ
っ
て
自
分
の
心
を
律
し
て
い
た
。
こ
の
災
害
は
初
め
て
の

こ
と
で
は
な
い
し
こ
れ
が
最
後
で
も
な
い
。
今
回
の
災
厄
を
普
遍
性
の
中
へ
解
き
放
つ
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
た
ち
は
独
り

で
は
な
い
と
納
得
す
る
。
身
内
を
失
っ
た
時
に
は
歌
集
の
中
に
無
数
の
挽
歌
・
哀
傷
歌
が
あ
る
。
柩
を
乗
せ
た
車
を
挽
く

歌
に
よ
っ
て
な
ぐ
さ
め
を
得
る
。

そ
こ
に
あ
る
の
は
た
ぶ
ん
引
用
と
い
う
原
理
だ
。
己
の
境
遇
を
嘆
く
時
に
、
遠
い
時
代
の
、
遠
い
土
地
の
誰
か
の
思
い

を
自
分
の
上
に
重
ね
、
こ
れ
は
誰
の
身
に
も
起
こ
る
こ
と
だ
と
知
る
。
そ
の
た
め
の
遠
隔
通
信
装
置
と
し
て
詩
と
い
う
も

の
が
あ
る
。
遠
隔
救
命
装
置
か
も
し
れ
な
い
。

引
用
は
軽
い
。
本
当
に
一
つ
の
思
想
を
理
解
し
、
す
っ
か
り
自
分
の
も
の
に
し
て
、
そ
れ
を
中
心
に
据
え
て
自
分
の
も

の
の
考
え
か
た
や
生
き
か
た
を
構
築
す
る
の
で
は
な
い
。
大
岡
信
の
一
篇
は
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
の
構
造
主
義
に
匹
敵

す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
『
春	

少
女
に
』
の
詩
の
一
つ
を
知
っ
て
い
る
と
、
ち
ょ
う
ど
壁
に
一
枚
の
ク
レ
ー
を

飾
る
よ
う
に
、
な
ぐ
さ
め
ら
れ
る
の
だ
。

先
に
詩
を
習
慣
に
、
と
書
い
た
。
ち
ょ
っ
と
暇
が
で
き
た
時
に
手
近
に
置
い
た
詩
集
を
手
に
取
る
。
ど
の
ペ
ー
ジ
で
も

い
い
か
ら
開
い
て
言
葉
の
列
を
辿
る
。
詩
は
そ
っ
け
な
い
。
冒
険
小
説
の
よ
う
に
親
切
に
手
を
引
い
て
ど
こ
か
へ
連
れ
て

い
っ
て
は
く
れ
な
い
。
は
じ
め
は
少
し
は
努
力
し
て
こ
ち
ら
か
ら
近
づ
く
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

詩
は
少
な
い
言
葉
で
多
く
の
こ
と
を
伝
え
る
技
術
で
あ
る
。
い
わ
ば
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
用
語
で
い
う
と
こ
ろ
の
圧
縮
が

掛
け
て
あ
る
。
解
凍
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
だ
が
、
そ
の
方
法
は
簡
単
。
一
度
で
済
ま
せ
る
の
で
は
な
く
二
度
か
三
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度
読
め
ば
い
い
の
だ
。
も
と
も
と
短
い
の
だ
か
ら
時
間
は
か
か
ら
な
い
。
そ
れ
で
び
ん
び
ん
心
に
響
い
て
こ
な
い
詩
は
た

ぶ
ん
今
の
あ
な
た
に
は
向
か
な
い
か
ら
、
ひ
と
ま
ず
捨
て
て
別
の
詩
の
方
へ
行
っ
た
方
が
い
い
。
も
っ
と
も
世
の
中
に
は

非
常
に
高
度
の
圧
縮
が
掛
け
て
あ
っ
て
、
解
凍
の
過
程
そ
の
も
の
が
楽
し
み
と
い
う
詩
も
あ
る
。
世
に
難
解
と
言
わ
れ
る

の
は
そ
う
い
う
こ
と
だ
。
例
と
し
て
は
李
賀
を
挙
げ
て
お
こ
う
か
。

こ
う
い
う
実
に
い
い
加
減
な
指
針
に
従
っ
て
し
ば
ら
く
詩
を
読
ん
で
い
き
た
い
と
思
う
。
詩
の
本
が
多
い
の
が
岩
波
文

庫
の
い
い
と
こ
ろ
で
、
い
わ
ば
そ
こ
は
花
の
咲
き
乱
れ
る
庭
園
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
手
当
た
り
次
第
に
花
を
摘
ん
で
自
分

の
部
屋
に
持
ち
帰
る
こ
と
に
し
よ
う
。

も
う
一
つ
比
喩
を
重
ね
れ
ば
、
こ
の
庭
園
は
日
本
の
よ
う
な
湿
潤
に
し
て
温
暖
な
モ
ン
ス
ー
ン
地
帯
に
あ
っ
て
安
楽
に

繁
茂
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
沙
漠
の
乾
燥
地
帯
に
あ
っ
て
そ
れ
で
も
果
敢
に
花
を
咲
か
せ
て
い
る
。
詩
を
取
り
巻
く
環

境
は
そ
の
く
ら
い
厳
し
い
。

沙
漠
の
庭
園
。
ぼ
く
の
体
験
で
い
え
ば
、
イ
ラ
ン
で
乾
き
き
っ
た
荒
野
を
延
々
と
走
っ
て
辿
り
つ
い
た
イ
ス
フ
ァ
ハ
ー

ン
の
市
街
が
そ
う
だ
っ
た
。
本
当
に
み
ず
み
ず
し
く
て
美
し
い
と
こ
ろ
。
あ
の
町
に
つ
い
て
、「
イ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
は
世

界
の
半
分
」
と
い
う
詩
句
が
あ
る
、「
イ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
・
ネ
ス
フ
ェ
・
ジ
ャ
ハ
ー
ン
」。
こ
の
町
を
見
た
ら
、
も
う
世
界

を
半
分
見
た
も
同
じ
。
声
に
出
し
て
韻
を
強
調
し
て
言
う
と
気
持
ち
が
い
い（
た
ま
た
ま
日
本
語
で
も
「
ハ
ー
ン
」
と

「
半
」
が
響
き
合
う
）。
こ
の
一
行
が
そ
の
ま
ま
詩
で
あ
る
。
そ
し
て
誰
で
も
自
由
に
引
用
で
き
る
。
ど
こ
か
で
本
当
に
美

し
い
と
思
う
町
を
見
た
ら
こ
の
一
句
を
思
い
出
そ
う
。

と
い
う
わ
け
で
、
岩
波
文
庫
の
詩
の
本
の
中
か
ら
勝
手
に
花
を
摘
ん
で
自
分
の
部
屋
に
飾
る
と
い
う
連
載
を
始
め
る
。

詩
を
花
に
喩
え
る
の
は
古
代
ギ
リ
シ
ャ
以
来
の
伝
統
で
、
だ
か
ら
ギ
リ
シ
ャ
語
で
は
多
く
の
詩
人
の
作
品
か
ら
優
れ
た
詩

イェイツの詩と引用の原理
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を
集
め
た
本
を
「
ア
ン
ト
ロ
ギ
ア
」、
す
な
わ
ち
ロ
ゴ
ス（
言
葉
）の
ア
ン
テ
ィ（
花
）と
呼
ぶ
。「
詞
華
集
」
と
い
う
訳
語
は

な
か
な
か
う
ま
い
と
思
う
。

き
っ
か
け
は
先
日
た
ま
た
ま
名
古
屋
で
一
泊
し
た
際
、
手
元
に
読
む
も
の
が
な
い
と
気
づ
い
て
パ
ニ
ッ
ク
に
な
り
、
全

館
ギ
ャ
ル
系
の
衣
類
と
装
身
具
と
い
う
不
思
議
な
デ
パ
ー
ト
の
上
の
方
に
あ
る
大
き
な
書
店
へ
行
っ
た
こ
と
だ
っ
た
。
そ

こ
で
棚
を
満
た
す
岩
波
文
庫
に
出
会
っ
た
。

敬
愛
す
る
高
松
雄
一
さ
ん
の
訳
と
い
う
の
で
ひ
ょ
い
と
手
に
取
っ
た
の
が
こ
れ
ま
で
ま
っ
た
く
知
ら
な
か
っ
た
『
対
訳	

イ
ェ
イ
ツ
詩
集
』。

開
い
た
ペ
ー
ジ
に
こ
の
詩
が
あ
っ
た

─

［
41
］　
三
つ
の
運
動

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
魚
は
は
る
か
な
沖
を
游お
よ

い
だ
。

ロ
マ
ン
派
の
魚
は
手た

繰ぐ

ら
れ
る
網
の
中
で
游
い
だ
。

岸
に
放
り
出
さ
れ
て
喘あ
え

い
で
い
る
こ
の
魚
ど
も
は
何
だ
？

立
ち
読
み
し
て
、
そ
の
場
に
立
ち
尽
く
し
た
。
つ
ま
り
ぼ
く
は
こ
の
詠
嘆
を
共
有
で
き
る
と
思
っ
た
の
だ
。
今
の
時
代

に
我
々
が
書
い
て
い
る
詩
の
よ
う
な
も
の
は
、
あ
れ
は
何
だ
と
迫
る
途
中
に
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
か
ら
現
代
に
至
る
中
間

地
点
に
ロ
マ
ン
派
を
立
た
せ
る
。
網
の
中
で
手
繰
ら
れ
る
魚
っ
て
、
う
ま
い
な
あ
と
思
う
。
こ
の
三
段
論
法
で
構
図
が
で

き
て
沙
翁
と
我
々
の
位
置
関
係
が
明
確
に
な
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
岸
で
じ
た
ば
た
も
が
く
情
け
な
い
魚
と
は
よ
く
も
言
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っ
た
も
の
だ
。

言
う
ま
で
も
な
く
訳
が
い
い
。
こ
の
『
イ
ェ
イ
ツ
詩
集
』
は
対
訳
だ
か
ら
左
ペ
ー
ジ
に
英
語
の
原
文
が
あ
る
の
だ
が
、

そ
の
語
感
が
見
事
に
日
本
語
に
な
っ
て
い
て
、
し
か
も
韻
ま
で
踏
襲
さ
れ
て
い
る（
韻
は
踏
む
も
の
だ
か
ら
「
踏
襲
」
は

た
ぶ
ん
正
し
い
表
現
だ
ろ
う
）。

人
は
し
ば
し
ば
自
分
が
生
き
て
い
る
時
代
を
嘆
き
、
か
つ
て
は
も
っ
と
よ
か
っ
た
と
言
う
。
古
代
の
ギ
リ
シ
ャ
人
は
、

金
の
時
代
、
銀
の
時
代
、
青
銅
の
時
代
を
経
て
今
は
鉄
の
時
代
だ
と
言
っ
た
。
同
じ
よ
う
に
こ
こ
で
は
詩
の
歴
史
が
段
階

を
経
て
語
ら
れ
る
。

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
別
格
と
い
う
の
は
明
ら
か
だ
。
人
間
の
感
情
と
い
う
も
の
は
あ
の
人
が
発
明
し
た
の
で
は
な
い
か

と
思
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
言
い
過
ぎ
だ
と
し
て
も
、
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
の
世
界
と
比
べ
て
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
感
情
の

ス
ペ
ク
ト
ル
は
数
倍
広
い
。

人
は
感
情
は
自
ず
か
ら
湧
く
も
の
だ
と
思
っ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
与
え
ら
れ
た
パ
タ
ー
ン
の
中
か
ら
選
ん
で
身
に
ま

と
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
は
そ
の
パ
タ
ー
ン
を
た
く
さ
ん
用
意
し
て
く
れ
た
。
つ
ま
り
、

我
々
の
感
情
さ
え
も
実
は
引
用
の
原
理
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
言
え
る
わ
け
だ
。

も
っ
と
深
刻
に
創
作
者
の
苦
し
い
立
場
を
伝
え
る
詩
も
あ
る

─

［
44
］　
選
択

人
生
を
完
成
さ
せ
る
か
、
仕
事
を
完
成
さ
せ
る
か
、

人
間
の
知
性
は
否い
や

応お
う

な
く
選
ば
ね
ば
な
ら
な
い
。

イェイツの詩と引用の原理
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も
し
第
二
の
道
を
選
ぶ
な
ら
、
天
の
宮み
や

居い

を

拒
み
、
暗
黒
の
な
か
で
荒
れ
狂
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
ど
う
な
る
？

う
ま
く
い
こ
う
と
い
く
ま
い
と
痕
跡
は
残
る
。

あ
の
相
も
変
ら
ぬ
困
窮
が
、
空
っ
ぽ
の
財
布
が
、

で
な
け
れ
ば
、
昼
間
の
自う
ぬ

惚ぼ

れ
と
夜
の
悔
恨
が
。

こ
の
詩
は
、
自
戒
の
た
め
に
手
で
書
き
写
し
て
壁
に
貼
っ
て
お
こ
う
か
と
思
う
ほ
ど
迫
る
。
通
俗
と
孤
高
の
間
で
身
の

置
き
所
を
探
し
て
迷
う
自
分
が
重
な
っ
て
見
え
る
。
ぼ
く
だ
け
で
な
く
売
文
業
に
勤
し
む
者
す
べ
て
が
そ
う
思
う
こ
と
だ

ろ
う
。

こ
こ
で
イ
ェ
イ
ツ
が
何
者
で
あ
る
か
は
説
明
し
な
い
。
そ
れ
は
こ
の
本
の
周
到
な
「
解
説
」
を
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば

わ
か
る
か
ら
。
そ
の
代
わ
り
に
「
解
説
」
か
ら
彼
の
言
葉
を
も
う
一
つ
紹
介
し
て
お
こ
う
。
詩
に
つ
い
て
こ
ん
な
う
ま
い

こ
と
は
な
か
な
か
言
え
る
も
の
で
は
な
い
、
と
思
い
な
が
ら

─

「
わ
れ
わ
れ
は
他
人
と
口
論
し
て
レ
ト
リ
ッ
ク
を
つ
く
り
、
自
分
と
口
論
し
て
詩
を
つ
く
る
。」
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岑し
ん

参じ
ん

の
「
胡こ

笳か

の
歌
」
と
憧
れ
の
原
理

文
化
を
動
か
し
て
い
る
い
ち
ば
ん
強
い
力
は
憧
れ
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
先
日
気
づ
い
た
。
今
ご
ろ
に
な
っ
て
気
づ

く
と
は
迂
闊
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
う
。

こ
と
の
き
っ
か
け
は
丸
谷
才
一
さ
ん
の
文
化
勲
章
受
章
だ
。
め
で
た
い
こ
と
で
あ
り
、
祝
い
の
席
が
何
度
か
設
け
ら
れ

た
。
そ
の
一
つ
で
は
し
な
く
も
祝
辞
の
よ
う
な
も
の
を
口
に
す
る
機
会
を
得
て
、
考
え
た
あ
げ
く
、
丸
谷
さ
ん
の
文
学
の

中
に
見
え
る
一
つ
の
傾
向
の
こ
と
を
話
し
た
。
そ
れ
は
、
中
心
へ
の
憧
れ
、
な
い
し
は
中
心
へ
向
か
う
運
動
性
と
い
う
こ

と
だ
。
小
説
家
で
あ
る
と
同
時
に
文
芸
評
論
か
ら
日
本
文
学
史
ま
で
を
論
じ
る
姿
勢
に
一
つ
の
軸
が
見
え
る
。
そ
れ
が
都

へ
の
憧
れ
。

こ
れ
は
順
序
が
逆
か
も
し
れ
な
い
。
日
本
文
学
史
を
論
じ
る
の
に
基
点
と
な
る
の
は
ど
う
考
え
て
も
平
安
朝
の
宮
廷
を

舞
台
に
し
た
女
房
文
学
だ
ろ
う
。
あ
の
時
期
が
最
高
だ
っ
た
と
す
れ
ば
そ
こ
を
見
る
視
線
に
は
憧
憬
の
念
が
混
じ
ら
ざ
る

を
得
な
い
。

そ
れ
は
丸
谷
さ
ん
の
小
説
に
も
力
を
及
ぼ
し
て
い
て
、
だ
か
ら
『
女
ざ
か
り
』
の
弓
子
は
首
相
公
邸
の
奥
深
く
入
り
込

ん
だ
の
だ
し
、
そ
れ
が
不
徹
底
だ
か
ら（
と
丸
谷
さ
ん
が
考
え
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
）、『
輝
く
日
の
宮
』
で
は
遂
に

ヒ
ロ
イ
ン
を
藤
原
道
長
と
紫
式
部
の
閨
に
ま
で
侵
入
さ
せ
て
い
る
…
…
と
い
う
こ
と
を
ス
ピ
ー
チ
で
言
い
た
か
っ
た
の
だ

け
れ
ど
、
な
に
し
ろ
人
の
前
で
話
す
の
は
不
得
手
だ
し
準
備
は
不
足
で
、
し
ど
ろ
も
ど
ろ
龍
頭
蛇
尾
で
終
わ
っ
た
。

岑参の「胡笳の歌」と憧れの原理
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先
週
に
な
っ
て
、
丸
谷
才
一
に
お
け
る
都
憧
れ
姿
勢
を
証
明
す
る
一
文
に
再
会
し
た
。
祝
辞
の
メ
モ
を
作
っ
て
い
る
時

に
こ
れ
を
見
つ
け
て
い
れ
ば
す
こ
し
は
会
場
で
か
っ
こ
よ
く
話
せ
た
の
に
、
と
思
っ
て
も
も
う
遅
い
。

日
本
近
代
の
私
小
説
は
中
世
の
隠
者
文
学
の
流
れ
を
汲
む
も
の
で
あ
る
と
い
う
謬
説
が
あ
っ
て
、「
日
本
文
学
の
な
か

の
世
界
文
学
」
と
い
う
論（『
梨
の
つ
ぶ
て
』
所
載
）の
冒
頭
で
丸
谷
さ
ん
は
、
そ
れ
は
間
違
い
で
あ
る
と
論
破
を
試
み
る
。

「
藤
原
俊
成
に
は
じ
ま
る
歌
人
た
ち
、
連
歌
師
た
ち
の
作
品
を
私
小
説
と
比
較
」
し
た
上
で
、
そ
の
相
違
点
を
「
た
と
え

ば
前
者
に
お
い
て
は
知
性
の
操
作
と
い
う
性
格
が
濃
く
、
後
者
で
は
そ
れ
が
き
び
し
く
拒
否
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
か
、
前

者
で
は
艶
な
る
風
情
が
重
ん
じ
ら
れ
て
い
る
の
に
、
後
者
で
は
む
し
ろ
そ
れ
が
排
除
さ
れ
、
嫌
悪
さ
れ
て
い
る
こ
と
と

か
」
と
書
い
た
後
に
決
定
的
な
判
断
が
示
さ
れ
る

─
「
宮
廷
文
化
へ
の
憧
れ
が
彼
に
は
あ
り
、
我
に
は
な
か
っ
た
」
と
。

ご
当
人
は
も
ち
ろ
ん
前
者
の
側
に
身
を
置
い
て
お
ら
れ
る
。

い
や
、
言
い
た
い
の
は
宮
廷
文
化
に
限
ら
ず
、
何
か
へ
の
憧
れ
が
文
化
を
駆
動
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
憧
れ
と
は

距
離
を
含
む
概
念
で
あ
る
。
彼
方
に
あ
っ
て
こ
こ
に
は
な
い
も
の
へ
の
強
い
思
い
。
隔
た
り
が
生
む
恋
情
。

ぼ
く
の
場
合
は
憧
れ
る
対
象
は
都
で
は
な
く
辺
境
だ
っ
た
。
丸
谷
さ
ん
と
は
方
向
が
逆
で
あ
る
。

こ
れ
は
も
う
持
っ
て
生
ま
れ
た
性
格
の
よ
う
な
も
の
で
、
自
分
で
も
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。『
枕
草
子
』
を
ち
ゃ
ん
と

読
む
前
に
『
デ
ル
ス
ウ
・
ウ
ザ
ー
ラ
』
に
走
っ
て
し
ま
っ
た
。
中
島
敦
に
は
『
李
陵
』
と
か
『
光
と
風
と
夢
』
と
か
、
ま

ず
遠
い
と
こ
ろ
に
行
く
話
か
ら
入
っ
た
。
そ
の
後
、
自
分
で
も
や
た
ら
に
旅
を
重
ね
て
三
年
前
に
は
南
極
大
陸
の
周
辺
ま

で
行
っ
た
。
そ
の
一
方
、
平
安
期
の
王
朝
文
学
に
は
今
も
っ
て
ま
こ
と
に
暗
い
。

中
国
が
大
き
な
国
で
あ
る
こ
と
は
誰
も
が
知
っ
て
い
る
。
我
々
日
本
人
の
大
国
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
は
こ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
。
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