
前
年
度
、
本
紀
要
に
掲
載
し
た
「
F
arewell

to
T
he
Sonnets

」
で
は
、
私

が
『
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
ソ
ネ
ッ
ト
』
を
訳
出
し
た
際
に
、
参
考
と
し
た
坪
内
逍

遥
訳
以
来
の
十
点
程
の
既
訳
書
に
関
す
る
、
翻
訳
論
と
し
て
の
総
括
を
記
し
た
。

即
ち
、
原
語
で
あ
る
英
語
と
、
翻
訳
さ
れ
た
日
本
語
の
、
表
現
上
の
問
題
に
の
み

焦
点
を
当
て
た
わ
け
だ
が
、
本
論
で
は
、
も
う
一
つ
の
課
題
と
し
て
、
ソ
ネ
ッ
ト

の
内
容
に
関
す
る
論
考
を
ま
と
め
て
お
く
。
即
ち
、
本
論
は
ソ
ネ
ッ
ト
の
成
立
や
、

詩
中
の
モ
デ
ル
の
問
題
、
そ
し
て
作
者
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
実
像
等
、
こ
の
ソ
ネ
ッ

ト
集
に
ま
つ
わ
る
謎
に
関
す
る
考
察
の
総
括
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
が
、
英
語
に
よ
る
詩

の
最
高
峰
と
い
う
の
み
な
ら
ず
、
世
界
で
も
最
も
美
し
い
詩
集
と
評
さ
れ
な
が
ら
、

こ
れ
ほ
ど
謎
に
満
ち
て
い
る
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
原
因
の
根
底
に
あ
る

の
は
、
そ
も
そ
も
、
こ
の
『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
の
編
集
や
出
版
が
、
詩
人
自
ら
の
意

志
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
推
測
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
シ
ェ
イ

ク
ス
ピ
ア
と
い
う
劇
作
家
は
、
紛
れ
も
な
い
史
上
空
前
の
天
才
詩
人
で
あ
る
が
、

彼
が
そ
の
詩
才
を
注
ぎ
込
も
う
と
し
た
の
は
「
芝
居
」
で
あ
っ
た
。
彼
の
詩
は
台

詞
と
し
て
役
者
の
口
か
ら
朗
々
と
謳
い
あ
げ
ら
れ
、
声
に
乗
せ
ら
れ
て
人
々
の
胸

中
に
達
す
る
こ
と
が
眼
目
で
あ
っ
て
（
彼
の
戯
曲
作
品
が
フ
ァ
ー
ス
ト
・
フ
ォ
リ

オ
と
し
て
活
字
化
さ
れ
た
の
は
彼
の
死
後
で
あ
る
）
、
詩
集
と
し
て
紙
面
に
記
さ

れ
、
机
上
で
読
ま
れ
る
こ
と
は
決
し
て
本
意
で
は
な
か
っ
た
。

無
論
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
詩
集
と
し
て
生
前
に
出
版
し
た
作
品
が
皆
無
と
い

う
わ
け
で
は
な
い
。
『
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
と
ア
ド
ー
ニ
ス
』
（
Venus

and
Adonis）

、

『
ル
ー
ク
リ
ー
ス
凌
辱
』
（
The

Rape
of
Lucrece）

の
二
作
は
、
確
か
に
詩
人

自
ら
が
出
版
を
意
図
し
た
。
し
か
し
、
詩
人
の
創
作
活
動
の
最
初
期
に
為
さ
れ
た

こ
れ
ら
の
長
編
詩
は
、
劇
作
の
方
が
軌
道
に
乗
り
始
め
る
間
際
の
作
品
で
あ
っ
た

こ
と
に
加
え
て
、
出
版
さ
れ
た
一
五
九
〇
年
代
初
頭
は
、
ロ
ン
ド
ン
で
ペ
ス
ト
が

大
流
行
し
劇
場
が
閉
鎖
さ
れ
た
た
め
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
に
は
他
に
作
品
発
表
の

方
法
が
な
か
っ
た
と
い
う
特
殊
な
事
情
も
あ
っ
た
。（

尚
、
そ
の
他
の
詩
集
、『

情

熱
の
巡
礼
者
』（
Th
e
Passionate

Pilgrim）
と
『

恋
人
の
嘆
き
』（
A
Lover's

Complaint）
の
二
作
は

収
録
作
の
す

べ
て
が
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の

真
作
と
は

証

明
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
「

不
死

鳥
と

雉
鳩
」
（
The

Phoenix
and

the

Turtle）
は
、
他
の
詩
人
の
長
編
詩
に
付
録
と
し
て
付
け
足
さ
れ
た
短
詩
で
あ
る
。）

こ
れ
ら
と
比
較
し
て
『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
が
そ
の
出
版
の
事
情
を
全
く
異
に
す
る
の

は
、
ま
ず
、
こ
の
詩
集
が
一
六
〇
九
年
と
い
う
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
創
作
活
動
の

最
後
期
に
世
に
送
り
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
こ
れ
以
降
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
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単
独
の
劇
作
と
し
て
は
『
冬
物
語
』（
The
Winter's

Tale）
や
『
テ
ン
ペ
ス
ト
』

（
The
Tempest）

が
あ
る
く
ら
い
で
、
英
国
随
一
の
劇
作
家
と
し
て
功
な
り
、
名

を
遂
げ
た
彼
が
、
故
郷
ス
ト
ラ
ト
フ
ォ
ー
ド
・
ア
ポ
ン
・
エ
イ
ヴ
ォ
ン
へ
の
隠
遁

を
も
考
え
始
め
た
と
思
わ
れ
る
こ
の
時
期
に
、
『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
を
出
版
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
特
別
の
理
由
は
認
め
難
い
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、
『
ソ
ネ
ッ

ト
集
』
の
献
辞
が
、
こ
の
詩
集
出
版
の
他
と
は
異
な
る
状
況
を
物
語
っ
て
い
る
。

TO.THE.ONLIE.BEGETTER.OF.
/
THESE.INSUING.

SONNETS.
/
MR.

W.H.

ALL.HAPPINESSE.
/
AND.

THAT.
ETERNITIE.

/
PROMISED.

/
BY.

/

OUR.EVER-LIVING.POET.
/
WISHETH./THE.

WELL-WISHING.
/
ADVENTURER.

IN.
/
SETTING.

/
FORTH.

/
T.T.

古
来
、
評
家
に
よ
っ
て
数
多
の
説
が
繰
り
広
げ
ら
れ
、
未
だ
解
釈
の
定
ま
る
こ

と
の
な
い
こ
の
暗
号
に
も
似
た
献
辞
の
謎
が
解
か
れ
れ
ば
、
お
そ
ら
く
『
ソ
ネ
ッ

ト
集
』
に
ま
つ
わ
る
謎
の
大
半
は
解
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
と
は
言
え
、
そ
れ
は

こ
の
献
辞
の
せ
い
で
『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
の
謎
が
深
ま
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は

決
し
て
な
い
。
こ
の
献
辞
の
あ
る
が
ゆ
え
に
、
『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
は
そ
の
成
立
の

秘
密
の
一
端
を
確
か
に
の
ぞ
か
せ
て
も
い
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
、
ま
ず
、
『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
が
「
Ｔ
・
Ｔ
」
、
即
ち
ト
マ
ス
・
ソ
ー
プ

（
Thomas

Thorpe）
と
今
日
で
は
判
明
し
て
い
る
出
版
業
者
の
意
図
に
よ
っ
て
出

版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
つ
ま
り
、
作
者
で
は
な
く
、
出
版
人
が

こ
の
よ
う
に
献
辞
を
記
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
作
者
で
あ
る
シ
ェ
イ
ク
ス

ピ
ア
自
身
に
は
出
版
の
意
志
が
な
か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
、
作
者
に
は
出
版
の
こ

と
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
さ
れ
な
い
ま
ま
に
、
無
断
で
出
版
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
考
え

る
方
が
自
然
な
の
で
あ
る
。

当
時
、
既
に
著
名
な
劇
作
家
で
あ
っ
た
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
ソ
ネ
ッ
ト
作
品
を

「
売
れ
る
」
と
ふ
ん
で
出
版
し
た
ト
マ
ス
・
ソ
ー
プ
の
慧
眼
は
評
価
す
べ
き
で
あ

る
が
、
詩
人
自
ら
が
編
集
等
に
関
与
し
て
い
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
百
五
十
四

篇
の
構
成
や
配
列
に
問
題
が
生
じ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
点

に
つ
い
て
は
後
述
す
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
ま
ず
『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
の
最
大
の
謎

と
も
い
う
べ
き
「
Ｗ
・
Ｈ
氏
」
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
ソ
ネ
ッ
ト
の
「
た
だ
ひ
と

り
の
親
」
と
記
さ
れ
て
い
る
「
Ｗ
・
Ｈ
氏
」
に
対
し
て
は
、
今
日
ま
で
、
お
よ
そ

十
数
人
の
候
補
が
挙
が
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
に
関
す
る
説
を
大
別
す
る
と
、
次

の
三
つ
に
な
る
。
即
ち
、
ソ
ネ
ッ
ト
作
中
に
歌
わ
れ
た
人
物
と
す
る
説
、
ソ
ネ
ッ

ト
の
作
者
と
す
る
説
、
そ
し
て
、
『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
の
出
版
に
大
き
な
役

割
を

果

た
し
た
人
物
と
す
る
説
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
の
出
版
に

大
き
な
役

割
を

果
た
し
た
人
物
で
は
、

印
刷
業
者
の

ウ
ィ

リ
ア

ム
・

ホ
ー

ル

（
William

Hall）
ら
の
名
が
挙
が
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
出
版
に
関
わ
る
者

に
対
し
て
、
「
た
だ
ひ
と
り
の
親
」
と
い
う

形
容
は
あ
ま
り
に
大

仰
に

過
ぎ
る
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。
次
に
、
ソ
ネ
ッ
ト
の
作
者
と
す
る
説
で
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア

自
身
（
W
illiam

H
imself）

と
い
う

駄
洒

落
と
解
す
る
に
し
て
も
、
あ
る
い
は

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
（
William

Shakespeare）
で
Ｗ
・
Ｈ
は
Ｗ
・

Ｓ
の
誤
植
と
見
な
す
に
し
て
も
か
な
り
に
苦
し
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り

も
、
同
じ
献
辞
の
中
で
こ
の
直
後
に
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
こ
と
を
「
不
滅
の
詩
人
」

と
記
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
「
Ｗ
・
Ｈ
氏
」
は
「
詩
人
」
と
は
別
個

に
言

及
さ
れ
て
い
る
人
物
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

従
っ
て
、
「
Ｗ
・
Ｈ
氏
」

は
、
ペ
ン
ブ
ル
ッ
ク
伯
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ハ
ー
バ
ー
ト
（
William

Herbert,
3rd

Earl
of
Pembroke）

あ
る
い
は
、
サ
ウ
サ
ン
プ
ト
ン
伯
ヘ
ン
リ
ー
・
リ
ズ
リ
ー

（
Henry

Wriothesley,
3rd

Earl
of
Southampton）

と
す
る
、

諸
説
の
中

で
も
二
大
有
力
説
が
や
は
り
こ
の
場
合
は
順
当
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
共
に
詩
人
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の
パ
ト
ロ
ン
で
あ
り
、
ま
た
、
共
に
作
品
を
献
呈
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
こ
の
二
人

の
う
ち
、
何
れ
が
真
の
「
Ｗ
・
Ｈ
氏
」
で
あ
る
か
を
決
す
る
の
は
極
め
て
困
難
で

あ
る
。
今
日
残
さ
れ
た
肖
像
画
を
見
る
か
ぎ
り
、
サ
ウ
サ
ン
プ
ト
ン
卿
が
そ
の
玲

瓏
白
皙
な
容
姿
に
よ
っ
て
、
『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
冒
頭
か
ら
の
絶
世
の
美
青
年
の
モ

デ
ル
と
し
て
は
一
歩
を
先
ん
じ
て
い
る
と
も
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る

時
点
で
、
我
々
は
残
念
な
が
ら
、
「
現
実
」
と
、
詩
の
世
界
の
「
真
実
」
と
の
混

同
の
過
誤
に
陥
っ
て
い
る
と
見
な
さ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
つ
ま
り
、
「
Ｗ
・
Ｈ

氏
」
と
い
う
モ
デ
ル
に
関
し
て
は
、
ペ
ン
ブ
ル
ッ
ク
伯
か
サ
ウ
サ
ン
プ
ト
ン
伯
か

で
は
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
ひ
と
た
び
、
ソ
ネ
ッ
ト
の
中
で
「
永
遠
の
生
命
」
を
得

る
に
至
っ
て
は
、
も
は
や
モ
デ
ル
は
モ
デ
ル
に
過
ぎ
ず
、
ソ
ネ
ッ
ト
に
歌
わ
れ
た

「
君
」
は
、
あ
く
ま
で
ロ
ミ
オ
や
ハ
ム
レ
ッ
ト
と
同
じ
く
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
想
像

力
に
よ
っ
て
創
り
上
げ
ら
れ
た
人
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

な
る
ほ
ど
確
か
に
、
詩
人
が
こ
の
『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
を
綴
り
始
め
た
契
機
は
パ

ト
ロ
ン
へ
の
献
呈
と
い
う
「
実
利
的
」
な
目
的
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
う
し

て
、
若
い
パ
ト
ロ
ン
の
美
し
さ
を
褒
め
称
え
、
結
婚
を
勧
め
る
と
い
う
「
実
用
的
」

な
名
目
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
故
に
、
こ
れ
ら
の
ソ
ネ
ッ
ト
を
捧
げ
ら
れ
た
人

物
は
、
ソ
ネ
ッ
ト
の
中
で
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
「
君
」
と
自
分
自
身
と
が
一
致

し
て
い
る
こ
と
を
認
め
て
は
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
に
と
っ
て
、

ソ
ネ
ッ
ト
の
中
の
「
君
」
は
、
も
は
や
実
在
の
パ
ト
ロ
ン
と
は
異
な
る
、
純
然
た

る
詩
の
世
界
の
住
人
で
あ
る
。

From
fairest

creatures
we
desire

increase,

That
thereby

beauty's
rose

might
never

die,

But
as
the
riper

should
by
time

decease,

His
tender

heir
might

bear
his
memory:

（
第
一
番
）

『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
は
第
一
番
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
実
利
性
と
実
用
性
の
二
本
の

レ
ー
ル
の
上
を
快
速
に
進
み
ゆ
く
よ
う
で
あ
る
が
、
詩
人
の
筆
先
は
、
若
い
パ
ト

ロ
ン
の
胸
を
く
す
ぐ
り
な
が
ら
も
、
こ
の
世
の
美
と
永
遠
に
つ
い
て
の
真
理
を
深

く
抉
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
に
お
い
て
冒
頭
か
ら

不
可
思
議
に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
は
、
詩
人
が
な
ぜ
「
君
」
に
向
か
っ
て
、
「
子
孫

を
残
す
」
こ
と
を
勧
め
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
詩
人
は
繰
り
返
し
「
君
」
に
結

婚
を
促
し
て
お
り
、
そ
れ
は
「
君
」
が
女
性
と
結
ば
れ
て
、
愛
し
愛
さ
れ
る
幸
福

を
願
う
か
ら
だ
と
い
う
詩
句
も
記
さ
れ
て
は
い
る
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
は
あ
く
ま

で
も
「
子
孫
を
残
す
」
た
め
の
一
過
程
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

な
る
ほ
ど
、
相
手
が
王
侯
貴
族
の
身
の
上
で
あ
れ
ば
、
世
継
ぎ
の
問
題
は
非
常
に

重
要
で
あ
ろ
う
が
、
詩
人
が
こ
こ
で
「
子
孫
」
に
こ
だ
わ
る
理
由
に
、
身
の
上
云
々

と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
感
じ
ら
れ
ず
、
理
由
の
第
一
は
「
美
し
さ
」
な
の
で
あ

る
。

即
ち
、
美
と
永
遠
こ
そ
『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
を

貫
く

テ
ー

マ
で
あ
り
、
「
君
」

に
象
徴
さ
れ
る
美
が
永
続
す
る
た
め
の
方
法
と
し
て
「
子
孫
」
が
語
ら
れ
て
い
る

の
だ
。
し
か
し
、
そ
れ
も
実
は
単
な
る
序
章
で
あ
っ
て
、
詩
人
の
勧
め
を
容
易
に

聞
き
入
れ
よ
う
と
し
な
い
「
君
」
に
対
し
、
詩
人
は
「
子
孫
」
と
い
う
世
間
一
般

の
（
あ
る
い
は
、
生
物
学
的
に
は
不
変
の
真
理
で
あ
る
）
永
続
の
方
法
か
ら
脱
却

し
、
詩
と
い
う
芸
術
に
よ
っ
て
永
遠
に
達
す
る
道
を
示
す
に
至
る
。
無
論
、
こ
れ

は
詩
人
の

仕
組
ん
だ
プ
ロ
ッ
ト
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
と
い
う

「
劇
」
の
第
一
幕
と
な
る
部
分
で
あ
る
。（

以
下
、
別
表
１
参
照
）

転
調
は
第
十
五
番
で
訪
れ
る
、
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
こ
こ
か
ら
本
来
の
テ
ー

マ
が
開
始
さ
れ
る
。

When
I
consider

every
thing

that
grows

Holds
in
perfection

but
a
little

moment.
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That
this

huge
stage

presenteth
nought

but
shows

Whereon
the
stars

in
secret

influence
comment.

（
第
十
五
番
）

直
前
の
第
十
四
番
か
ら
の
「
星
」
の
モ
チ
ー
フ
を
継
承
し
な
が
ら
も
、
最
初
の

四
行
で
劇
作
家
の
素
顔
を
確
か
に
示
し
置
い
て
１
、
カ
プ
レ
ッ
ト
に
お
い
て
は
詩

人
の
姿
を
我
々
の
前
に
初
め
て
表
す
。

And
all
in
war
with

Time
for
love

of
you,

As
he
takes

from
you,

I
engraft

you
new.

（
第
十
五
番
）

永
遠
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
子
孫
が
や
は
り
確
実
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
詩

に
よ
っ
て
到
達
す
べ
き
か
、
第
十
五
番
か
ら
第
十
七
番
で
逡
巡
を
し
た
末
、
第
十

八
番
、
第
十
九
番
に
お
い
て
詩
人
は
、
詩
を
選
択
す
る
宣
言
を
お
こ
な
う
。
こ
の

二
篇
を
第
一
幕
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
し
て
、
次
の
第
二
十
番
か
ら
は
第
二
幕
、

あ
る
い
は
第
二
楽
章
へ
入
る
こ
と
と
な
る
が
、
こ
こ
か
ら
明
ら
か
に
調
性
が
変
化

し
、
詩
人
は
「
君
」
に
率
直
に
愛
を
捧
げ
る
詩
篇
を
綴
り
始
め
る
。
も
は
や
、
結

婚
を
勧
め
る
こ
と
も
、
子
孫
を
促
す
こ
と
も
な
く
な
る
の
は
一
見
、
意
外
で
も
あ

る
が
、
詩
人
が
詩
に
よ
っ
て
「
君
」
を
永
遠
の
も
の
と
す
る
決
意
を
固
め
た
以
上
、

詩
人
が
詩
を
孕
み
、
詩
を
生
み
出
す
た
め
に
は
、
「
君
」
を
愛
し
「
君
」
と
一
体

化
す
る
必
要
が
あ
る
わ
け
で
、
こ
こ
に
詩
人
と
、
そ
の
美
神
た
る
「
君
」
と
の
恋

愛
劇
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
本
来
、
男
女
間
の
恋
愛
詩
の
典
型
と
し

て
用
い
ら
れ
る
の
が
通
常
で
あ
っ
た
ソ
ネ
ッ
ト
の
世
界
に
、
男
性
へ
の
結
婚
の
勧

め
と
い
う
異
質
の
モ
チ
ー
フ
を
持
ち
込
む
こ
と
で
開
始
さ
れ
た
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア

の
『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
が
、
こ
こ
ま
で
は
パ
ト
ロ
ン
へ
の
一
種
の
儀
礼
と
し
て
読
み

取
れ
る
と
し
て
も
、
第
二
十
番
か
ら
は
男
性
同
士
の
恋
愛
詩
へ
と
変
貌
す
る
こ
と

が
多
く
の
評
家
を
惑
わ
し
て
い
る
わ
け
で
、
例
え
ば
オ
ス
カ
ー
・
ワ
イ
ル
ド
の

『
Ｗ
・
Ｈ
氏
の
肖
像
』
の
よ
う
に
同
性
愛
（
正
確
に
は
、
少
年
愛
）
と
し
て
の
解

釈
も
許
す
余
地
が
生
ま
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
ソ
ネ
ッ

ト
劇
に
お
い
て
は
、
こ
れ
は
、
詩
人
と
美
神
（
男
性
で
は
あ
る
が
、
中
性
的
な
イ

メ
ー
ジ
も
見
え
隠
れ
す
る
）
と
の
恋
愛
劇
と
し
て
読
む
べ
き
な
の
だ
。

第
二
幕
は
、
冒
頭
こ
そ
幸
福
感
に
満
ち
た
長
調
で
あ
る
が
、
詩
人
が
旅
に
出
て

「
君
」
と
離
れ
、
さ
ら
に
そ
の
間
に
「
君
」
が
不

義
の

過
ち
を

犯
す
こ
と
で

悲
愴

な
短
調
へ
と
転
ず
る
。
そ
う
し
て
、
こ
の
あ
た
り
か
ら
『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
の
配
列

の
問
題
が
浮
上
し
て
く
る
。

そ
も
そ
も
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
に
と
っ
て
、
『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
は

未
完
の
作

品
で

あ
り
、
今
日
わ
れ
わ
れ
の
眼
に
す
る
こ
の
詩
集
は
不
完
全
な
形
態
の
ま
ま
だ
と
い

う
こ
と
を
、
再
度
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
言
う
な
ら
、
こ

れ
ら
の
中
に
は
本
格
的
な
劇
作
以
前
の
習
作
群
と
称
す
べ
き
詩
篇
も
含
ま
れ
て
お

り
、
無
論
、
そ
こ
に
は
、
こ
の
天
才
詩
人
の
魔
術
的
な
言
語
が
横
溢
し
て
は
い
る

も
の
の
、
彼
に
は
こ
の
ソ
ネ
ッ
ト
連
作
を
ひ
と
ま
と
め
の
作
品
と
し
て
完
成
す
る

意
思
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
こ
こ
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
も
の
以
外

に
散
逸
し
た
詩
篇
も
た
ぶ
ん
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
。
ト
マ
ス
・

ソ
ー
プ
が
ど
の
よ
う
に
し
て
、
こ
れ
ら
の
ソ
ネ
ッ
ト
の
原
稿
を
入
手
し
た
か
は
知

る
べ
く
も
な
い
が
、
お
そ
ら
く
通
し
番
号
の
類
は
最
初
か
ら
な
く
て
、
詩
篇
は
数

篇
ご
と
の
ま
と
ま
り
と
し
て
束
ね
ら
れ
、
ソ
ー
プ
は
そ
の
内
容
に
応
じ
て
配
列
を

決
め
、
何
と
か
体
裁
を
整
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
そ
の
配
列
に
関
し
て
、

様
々
な
議
論
が
存
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
中
で
も
最
も
大
き
な
問
題
と
な
る
の
は
、

「
黒
い
女
」
の

登
場
す
る
第

百
二
十
七
番
以

降
の

配
列

位
置
で
あ
る
。
確
か
に
、

『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
の
末

尾
に
こ
の
「

黒
い
女
」
の
詩
篇
が

謎
め
い
た

付
録
の
よ
う

に
付
け
足
さ
れ
て
い
る
の
は
、
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
か
ら
み
て
も
異
様
な
光
景
で
あ
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る
。
ト
マ
ス
・
ソ
ー
プ
も
た
ぶ
ん
に
こ
れ
ら
二
十
六
の
詩
篇
を
置
く
場
所
に
は
困
っ

て
、
最
後
に
置
い
て
お
く
よ
り
ほ
か
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
意
味

で
は
、
「
黒
い
女
」
詩
篇
は
、
他
と
は
ま
っ
た
く
別
個
の
意
図
で
制
作
さ
れ
た
詩

篇
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
な
ら
ば
『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
の
第
二

部
と
し
て
末
尾
に
配
置
す
る
の
も
意
味
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
「
黒

い
女
」
は
詩
人
の
愛
人
と
し
て
、
ま
た
「
君
」
の
不
義
の
相
手
と
し
て
、
詩
人
と

「
君
」
と
三
角
関
係
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
も
可
能
で
は
あ
り
、

そ
れ
は
ソ
ネ
ッ
ト
劇
の
筋
書
き
と
し
て
も
十
分
に
魅
力
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

「
黒
い
女
」
の
詩
篇
が
本
来
は
、
ず
っ
と
前
の
部
分
に
入
り
込
む
も
の
だ
と
考
え

る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
場
合
、
第
三
十
三
番
か
ら
第
四
十
二
番
に
か
け
て
、

「
君
」
が
不
貞
を
は
た
ら
く
相
手
は
「
黒
い
女
」
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
考
察

に
基
づ
き
、
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
バ
ト
ラ
ー
は
第
三
十
三
番
か
ら
第
四
十
二
番
の
間
に
、

第
百
二
十
七
番
か
ら
百
五
十
二
番
ま
で
を
（
そ
の
す
べ
て
で
は
な
く
、
ま
た
配
列

も
順
序
ど
お
り
で
は
な
く
）
組
み
込
ん
で
い
る
が
２
、
こ
れ
は
確
か
に
興
味
深
い

解
釈
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
大
胆
な
配
列
の
変
更
を
示
唆
し
て
い
る
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
バ
ト
ラ
ー

も
、
第
四
十
三
番
か
ら
第
百
十
八
番
ま
で
は
、
ト
マ
ス
・
ソ
ー
プ
の
手
に
な
る
と

思
わ
れ
る
配
列
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
こ
の
部
分
は
ソ
ー
プ

の
入
手
し
た
原
稿
が
詩
人
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
配
列
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
た
部
分
な

の
か
も
知
れ
な
い
が
、
一
方
で
は
、
い
く
つ
か
の
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
詩
篇
以

外
は
、
前
後
と
特
に
緊
密
な
関
係
が
認
め
ら
れ
な
い
た
め
、
た
と
え
オ
リ
ジ
ナ
ル

と
相
違
し
て
い
る
に
し
て
も
、
内
容
的
に
こ
の
順
序
で
読
ん
で
も
、
た
ま
た
ま
破

綻
の
生
ず
る
余
地
は
な
い
と
も
言
え
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
セ
ク
シ
ョ
ン

は
「
君
」
へ
の
愛
と
、
旅
に
よ
る
離
別
、
そ
し
て
「
君
」
の
不
義
（
お
よ
び
、
詩

人
の
愛
人
と
の
三
角
関
係
）
を
経
た
後
の
、
愛
の
変
遷
を
た
ど
る
第
三
幕
と
な
る

部
分
で
あ
る
。
各
詩
篇
は
内
容
的
に
す
ん
な
り
と
進
行
し
て
い
る
わ
け
で
は
必
ず

し
も
な
く
、
む
し
ろ
、
波
の
寄
せ
て
は
返
す
よ
う
に
、
一
つ
の
新
し
い
テ
ー
マ
が

現
れ
て
は
、
ま
た
前
の
テ
ー
マ
に
行
き
つ
戻
り
つ
し
て
ド
ラ
マ
を
形
成
し
て
い
る
。

と
は
言
え
、
そ
れ
が
、
故
意
に
し
く
ま
れ
た
進
行
の
形
式
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と

も
、
本
来
、
正
式
な
配
列
を
な
し
て
い
た
も
の
が
シ
ャ
ッ
フ
ル
さ
れ
て
こ
の
よ
う

な
状
態
に
至
っ
た
の
か
を
判
別
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
私
と
し
て
は
、
必
ず

し
も
こ
の
箇
所
の
配
列
を
こ
の
ま
ま
に
受
け
入
れ
る
の
が
正
し
い
と
は
思
わ
な
い

の
だ
が
、
そ
も
そ
も
、
厳
密
な
意
味
で
の
「
配
列
」
と
い
う
こ
と
が
シ
ェ
イ
ク
ス

ピ
ア
の
意
図
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
疑
問
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で

は
こ
の
問
題
に
こ
れ
以
上
立
ち
入
る
の
は
避
け
た
い
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
で
も
、

こ
の
第
三
幕
に
お
け
る
ソ
ネ
ッ
ト
群
に
、
共
通
し
た
特
質
の
認
め
ら
れ
る
こ
と
は

確
か
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
こ
で
は
詩
人
の
内
省
が
格
段
に
深
ま
り
、
か
つ

て
は
「
君
」
を
称
え
、
詩
の
力
を
信
仰
す
る
存
在
と
し
て
の
み
示
さ
れ
て
い
た
の

が
、
こ
こ
に
至
っ
て
、
自
ら
の
非
力
に
苦
悩
す
る
姿
が
前
面
に
出
さ
れ
、
そ
の
意

味
で
、
主
人
公
が
「
君
」
で
は
な
く
詩
人
自
ら
で
あ
る
と
明
確
に
示
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
ソ
ネ
ッ
ト
劇
の
主
人
公
は
、
謎
め
い
た

Ｗ
・

Ｈ
氏
の
イ

ニ
シ
ャ
ル
で

暗
示
さ
れ
て
、
読

者
や

評
家
を

惑
わ
す

美
神
た
る

「
君
」
で
は
な
い
の
だ
。
本
当
の
主
人
公
は
、「
君
」
に
す
べ
て
を
捧
げ
つ
く
し
、

裏
切
り
に
堪
え
な
が
ら
な
お
、
時
と
闘
い
、
詩
の
力
に
よ
っ
て
真
実
の
愛
を
貫
き

通
す
「
詩
人
」
の
方
な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
こ
に
、
我
々
に
と
っ
て
最
も
危

険
な
陥
穽
が
仕
掛
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
の
「
詩

人
」
が
、
『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
を

記
し
た
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
そ
の
人
だ
と
見
な
す
こ

と
で
あ
る
。
『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
の

中
の
「
詩
人
」
で
あ
る
「
私
」
は
、
あ
く
ま
で

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
創
り
上
げ
た
人
物
で
あ
り
、
ソ
ネ
ッ
ト
劇
の
登
場
人
物
と
し

て
創
造
さ
れ
た
架
空
の
存
在
で
あ
っ
て
、
ち
ょ
う
ど
、
Ｗ
・
Ｈ
氏
が
「
君
」
の
単
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な
る
表
面
上
の
モ
デ
ル
に
過
ぎ
な
い
の
と
同
様
に
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
は
自
ら
を

仮
託
し
た
よ
う
に
見
せ
か
け
て
、
ソ
ネ
ッ
ト
劇
に
「
詩
人
」
と
い
う
一
人
の
人
物

を
作
り
上
げ
演
技
を
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
決
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

こ
れ
は
拙
訳
書
の
あ
と
が
き
に
も
記
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
一
体
、
我
々
は
小

説
や
戯
曲
は
初
め
か
ら
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
読
む
の
が
普
通
な
の
だ
が
、
詩
と

な
る
と
、
か
な
り
の
割
合
で
実
際
の
こ
と
を
記
し
て
い
る
と
考
え
る
傾
向
に
あ
る

の
は
不
思
議
な
こ
と
だ
。
そ
う
し
て
、
作
品
以
外
、
手
紙
や
日
記
等
の
私
的
な
文

書
を
一
切
残
さ
ず
、
私
生
活
が
不
明
な
ゆ
え
に
、
そ
の
実
在
を
疑
問
視
す
る
学
説

さ
え
い
ま
だ
に
根
強
く
残
っ
て
い
る
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
と
い
う
作
家
に
つ
い
て
考

え
る
時
、
「
私
」
と
い
う
一
人
称
で
語
ら
れ
る
『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
は
、
多
く
の
評

家
に
と
っ
て
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
記
し
た
通
り
「
隠
さ
れ
た
胸
の
奥
を
開
く
鍵
」

と
見
な
す
に
は
格
好
の
作
品
な
の
だ
。
な
る
ほ
ど
、
主
観
性
を
尊
び
、
自
我
意
識

の
表
現
や
告
白
を
好
む
イ
ギ
リ
ス
・
ロ
マ
ン
主
義
の
先
達
で
あ
っ
た
ワ
ー
ズ
ワ
ー

ス
に
と
っ
て
は
、『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
の
詩
人
の
悩
み
、
苦
し
み
は
、
そ
の
ま
ま
シ
ェ

イ
ク
ス
ピ
ア
の
肉
声
と
聞
こ
え
た
か
も
知
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ

ア
に
と
っ
て
詩
が
、
戯
曲
と
異
な
り
私
的
で
個
人
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
理
由
や
必
要
は
本
当
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
逆
に
言
う
な
ら
ば
、
シ
ェ

イ
ク
ス
ピ
ア
は
、
そ
の
戯
曲
に
お
い
て
は
自
ら
を
隠
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な

り
は
し
ま
い
か
。
そ
う
し
て
、
我
々
の
見
つ
け
出
そ
う
と
し
て
い
る
天
才
の
素
顔

が
、
そ
の
隠
さ
れ
た
も
の
の
中
に
あ
る
と
い
う
の
な
ら
ば
、
表
現
さ
れ
た
も
の
の

方
は
ど
れ
ほ
ど
の
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
換
言
す
れ
ば
、
シ
ェ

イ
ク
ス
ピ
ア
が
戯
曲
に
お
い
て
発
揮
し
た
天
才
を
、
『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
に
お
い
て

は
発
揮
し
な
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』

に
お
け
る
「
私
」
も
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
に
と
っ
て
は
「
万
の
心
」
の
一
つ
に
過
ぎ

な
い
。
そ
れ
が
読
者
に
と
っ
て
は
彼
の
創
造
し
た
中
で
、
最
も
興
味
深
い
人
物
の

一
人
と
な
っ
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
読
者
あ
る
い
は
評
家
が
お
そ
ら
く
こ
ぞ
っ

て
興
味
を
示
す
の
は
、
『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
の
詩
人
が
連
綿
と
綴
る
苦
悩
の
表
現
で

あ
ろ
う
。
肉
感
的
な
「
黒
い
女
」
に
身
も
心
も
奪
わ
れ
、
輝
け
る
「
君
」
に
至
高

の
愛
を
捧
げ
た
か
と
思
え
ば
嫉
妬
に
悩
ま
さ
れ
る
点
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
同
世

代
の
技
巧
に
長
け
た
教
養
あ
る
詩
人
に
悪
態
を
つ
き
な
が
ら
、
ラ
イ
バ
ル
意
識
に

苦
し
む
詩
人
の
姿
は
、
も
し
も
そ
れ
が
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
「
隠
さ
れ
た
胸
の
奥
」

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
願
っ
て
も
な
い
研
究
材
料
で
あ
る
に
は
違
い
な
い
。
如
何
に

隔
絶
し
た
天
才
を
前
に
し
て
も
、
我
々
は
、
そ
の
弱
み
や
失
敗
を
見
つ
け
る
こ
と

で
、
そ
こ
に
常
人
と
変
わ
ら
ぬ
姿
を
発
見
し
、
安
心
し
て
喜
び
を
見
出
そ
う
と
す

る
も
の
な
の
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
果
た
し
て
、
天
才
も
ま
た
凡
人
と
同
じ
と
い

う
認
識
を
い
く
ら
試
み
た
と
こ
ろ
で
、
天
才
の
評
価
に
役
立
つ
こ
と
が
少
し
で
も

あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
言
い
方
を
換
え
る
な
ら
ば
、
よ
し
ん
ば
『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
が

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
「
隠
さ
れ
た
胸
の
奥
を
開
く
鍵
」
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
鍵

で
開
い
た
胸
の
奥
に
は
、
も
は
や
知
る
に
足
る
ほ
ど
の
も
の
は
隠
さ
れ
て
い
な
い

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
確
か
に
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
に
と
っ
て
は
、
当
時
の
い
わ

ゆ
る
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
シ
テ
ィ
・
ウ
ィ
ッ
ツ
は
ラ
イ
バ
ル
と
し
て
無
視
で
き
な
い
存
在

で
あ
っ
た
ろ
う
し
、
彼
ら
が
『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
の
「
私
」
を
悩
ま
せ
る
詩
人
た
ち

の
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
否
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
の
だ
が
、
言
葉
を
飾

る
術
を
知
ら
ぬ
「
詩
人
」
が
抱
く
劣
等
感
を
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
そ
の
人
の
も
の

と
見
な
す
よ
り
も
、
む
し
ろ
劣
等
感
を
客
体
化
し
て
い
る
そ
の
見
事
さ
に
目
を
向

け
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
意
味
で
、
次
の
詩
行
は
象
徴
的
な
の
で
あ
る
。

Then
others,

for
the
breath

of
words

respect,

Me
for
my
dumb

thoughts,
speaking

in
effect.

（
第
八
十
五
番
）
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詩
人
は
、
言
葉
の
無
力
と
空
虚
さ
を
主
張
す
る
の
だ
が
、
誤
解
し
て
な
ら
な
い

の
は
、
そ
れ
を
伝
え
て
い
る
の
が
や
は
り
言
葉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
沈
黙
を

主
張
す
る
の
は
「
真
実
を
語
る
こ
の
沈
黙
」
と
い
う
言
葉
な
の
で
あ
る
。
詩
人
は

言
葉
や
技
巧
に
頼
っ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
詩
人
は
言
葉
を
否
定
す
る
言
葉

に
よ
っ
て
逆
に
言
葉
に
真
実
を
宿
ら
せ
る
と
い
う
技
巧
を
実
に
巧
み
に
披
露
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

「
君
」
が
好
ま
し
か
ら
ざ
る
者
た
ち
（
男
、
女
、
そ
し
て
他
の
詩
人
た
ち
）
と

付
き
合
い
を
深
め
て
い
る
こ
と
に
絶
望
し
た
「
私
」
は
、
「
君
」
と
距
離
を
置
こ

う
と
す
る
（
あ
る
い
は
、「
君
」
の
方
で
、
も
う
「
私
」
に
よ
り
つ
か
な
く
な
る
）。

第
九
十
七
番
と
第
九
十
八
番
の
不
思
議
な
静
け
さ
に
満
ち
た
二
篇
は
、
そ
の
よ
う

に
し
て
、「
君
」
か
ら
し
ば
し
の
間
離
れ
た
状
態
で
書
か
れ
た
ソ
ネ
ッ
ト
で
あ
る
。

前
奏
と
な
る
こ
の
二
篇
の
あ
と
、
第
九
十
九
番
で
は
、
『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
の
初
め

の
頃
に
見
ら
れ
た
「
君
」
の
美
し
さ
へ
の
賛
美
が
復
活
し
、
詩
神
へ
の
祈
り
に
満

ち
た
第
四
幕
の
主
旋
律
が
開
始
さ
れ
る
。
詩
人
は
必
死
に
詩
の
女
神
の
助
力
を
乞

い
、
「
君
」
へ
の
賛
美
を
復
活
さ
せ
る
が
、
依
然
と
し
て
「
君
」
と
離
れ
た
状
態

の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
も
暗
示
さ
れ
、
初
め
の
頃
の
よ
う
な
無
垢
な
愛
に
回
帰
す
る

こ
と
は
、
も
は
や
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
詩
句
の
端
々
か
ら
読
み
取
れ
る
。
そ
の

愛
の
言
葉
は
、
初
期
の
頃
の
よ
う
に
喜
び
と
輝
き
に
満
ち
た
も
の
で
は
な
く
、
例

え
ば
初
期
の
そ
れ
が
、
朝
の
フ
ル
ー
ト
の
よ
う
に
透
明
で
軽
や
か
な
風
の
中
に
響

き
渡
る
音
色
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
第
百
番
代
以
降
の
詩
句
は
、
あ
た
か
も
黄
昏
に

奏
で
ら
れ
る
チ
ェ
ロ
の
ご
と
く
密
や
か
で
厳
か
な
、
大
地
の
底
に
沈
み
こ
む
よ
う

な
哀
し
み
を
湛
え
た
調
べ
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
第
四
幕
で
も
特
に
重
要
な
詩
篇

は
第
百
四
番
で
あ
ろ
う
。

Such
seems

your
beauty

still:
three

winters
cold,

Have
from

the
forests

shook
three

summers'
pride,

Three
beauteous

springs
to
yellow

autumn
turned,

In
process

of
the
seasons

have
I
seen,

Three
April

perfumes
in
three

hot
Junes

burned,

Since
first

I
saw
you
fresh

which
yet
are
green.（

第
百
四
番
）

こ
こ
に
至
り
、
読
者
は
、
「
私
」
が
「
君
」
と
出
会
っ
て
三
年
の
月
日
が
流
れ

去
っ
た
こ
と
を
初
め
て
明
確
に
知
ら
さ
れ
る
。
そ
う
し
て
、
あ
ま
り
に
も
有
名
な

第
十
八
番
（「
君
を
夏
の
日
に
た
と
え
よ
う
か
」）
の
夏
が
、
三
年
を
経
て
、
お
よ

そ
八
十
篇
余
の
ソ
ネ
ッ
ト
が
記
さ
れ
た
間
に
、
も
は
や
同
じ
夏
の
姿
を
と
ど
め
て

は
い
な
い
こ
と
に
あ
ら
た
め
て
気
付
か
さ
れ
、
そ
れ
と
同
時
に
ソ
ネ
ッ
ト
劇
に
終

焉
の
近
づ
い
て
い
る
こ
と
を
予
感
さ
せ
ら
れ
る
。
こ
の
最
終
幕
、
三
十
篇
の
ソ
ネ
ッ

ト
の
お
よ
そ
半
数
で
「
時
間
」
が
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
無
論
、
偶
然
で

は
な
い
。『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
の
前
半
に
お
い
て
も
、（

既
に
老
年
に
達
し
て
い
る
と

称
す
る
）
詩
人
は
、
「
時
間
」
に

対
抗
す
る
「
詩
」
の

役
割
と
そ
の

勝
利
を

宣
言

し
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
が
さ
ら
に
切
迫
し
た
響
き
を
立
て
て
い
る
よ
う

に
感
じ
ら
れ
る
。
詩
人
自
ら
が
更
に
老
い
を
重
ね
、
美
神
た
る
「
君
」
の
美
し
さ

さ
え
「
実
は
変
わ
っ
て
い
て
目
に
映
ら
な
い
だ
け
か
も
知
れ
な
い
」
と
記
さ
れ
る

に
至
っ
て
は
、
『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
を
こ
こ
ま
で

辿
っ
て
き
た
読
者
は

驚
き
を

禁
じ

得
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
詩
篇
に
お
け
る
詩
人
の
愛
の
最
後
の
深
ま
り
は
、

そ
の
純
粋
さ
ゆ
え
に
、
時
に
は
ま
る
で
独
り
相
撲
の
よ
う
な
虚
し
さ
を
示
し
、
そ

れ
と
共
に
、
詩
篇
の
中
で
の
「
君
」
の
存
在
は
む
し
ろ
希
薄
に
な
っ
て
行
っ
て
、

後
に
は
た
だ
「
私
」
の
愛
の
み
が
残
さ
れ
る
よ
う
で
も
あ
る
。
第
百
二
十
六
番
で

遂
に
彼
は
最
後
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
記
す
。
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Her
audit（

though
delayed）

answered
must

be,

And
her
quietus

is
to
render

thee.
（
第
百
二
十
六
番
）

「
彼
女
」
と
は
自
然
の
女
神
で
あ
る
が
、
女
神
に
寵
愛
さ
れ
て
い
る
「
君
」
も
、

「
時
」
に
引
き
渡
さ
れ
る
時
は
来
る
と
い
う
、
こ
の
黙
示
的
な
カ
プ
レ
ッ
ト
に
よ
っ

て
、
ソ
ネ
ッ
ト
劇
は
あ
る
意
味
で
終
幕
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
て
永

遠
の
夏
も
終
わ
り
を
告
げ
る
こ
と
と
な
る
の
だ
が
、
し
か
し
、
確
か
に
言
葉
は
生

き
残
り
、
詩
が
勝
利
し
た
こ
と
を
、
寂
寞
た
る
哀
し
み
の
中
で
読
者
は
確
認
す
る

で
あ
ろ
う
。

第
百
二
十
七
番
か
ら
第
百
五
十
二
番
の
い
わ
ゆ
る
「
黒
い
女
」
に
関
す
る
ソ
ネ
ッ

ト
は
、
青
年
で
あ
る
「
君
」
に
関
す
る
詩
篇
以
上
に
謎
の
多
い
作
品
群
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
こ
れ
ら
が
第
百
二
十
六
番
の
後
に
置
か
れ
る
べ
き
も
の
か
ど
う
か
不
明

な
の
で
あ
る
が
、
ト
マ
ス
・
ソ
ー
プ
も
こ
れ
ら
の
扱
い
に
は
頭
を
悩
ま
せ
た
こ
と

と
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
原
稿
と
し
て
は
ひ
と
ま
と
ま
り
に
な
っ
て
い
た
と
想
像

さ
れ
、
最
後
に
付
け
足
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
内
容
的
に
百
二
十
六
番
に
連
続
し

て
い
る
も
の
か
ど
う
か
は
判
別
し
が
た
い
。
一
般
に
は
、
こ
こ
か
ら
は
、『
ソ
ネ
ッ

ト
集
』
の
第
二
部
と
見
な
さ
れ
、
「
君
」
と
の
ド
ラ
マ
の
後
に
「
黒
い
女
」
と
の

ド
ラ
マ
が
始
ま
る
と
読
む
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
サ
ミ
ュ

エ
ル
・
バ
ト
ラ
ー
は
「
黒
い
女
」
に
関
す
る
詩
篇
を
、
「
君
」
が
不
貞
を
は
た
ら

く
相
手
と
見
な
し
、
第
三
十
三
番
か
ら
第
四
十
二
番
の
位
置
に
繰
り
上
げ
る
解
釈

を
示
し
て
い
る
。
「
君
」
が
不
義
を
は
た
ら
く
相
手
が
「
私
」
の
恋
人
の
「
黒
い

女
」
だ
と
い
う
最
大
の
論
拠
は
、
第
百
四
十
四
番
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

Two
loves

I
have

of
comfort

and
despair,

Which
like

two
spirits

do
suggest

me
still,

The
better

angel
is
a
man
right

fair:

The
worser

spirit
a
woman

coloured
ill.

（
第
百
四
十
四
番
）

そ
う
し
て
、
こ
れ
に
続
く
ソ
ネ
ッ
ト
の
後
半
部
分
に
は
明
ら
か
に
「
君
」
と

「
私
」
と
「
黒
い
女
」
の
三
角
関
係
が
示
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
確
か
に
詩
人

が
男
性
の
「
君
」
で
は
な
い
、
明
ら
か
に
女
性
と
読
め
る
相
手
に
向
け
て
恋
情
を

綴
っ
た
と
思
わ
れ
る
ソ
ネ
ッ
ト
も
こ
こ
に
は
含
ま
れ
て
い
る
の
だ
が
、
当
の
女
性

に
つ
い
て
は
「
黒
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
ほ
と
ん
ど
感
じ
ら
れ
な
い
場
合
も
あ
る
。
そ

れ
は
例
え
ば
、
百
二
十
八
番
、
そ
し
て
百
三
十
八
～
百
四
十
番
、
ま
た
百
四
十
五

番
も
相
手
に
関
し
て
は
、（
心
身
と
も
に
）「
黒
」
を
思
わ
せ
る
形
容
は
な
い
。
そ

の
場
合
、
こ
れ
ら
は
詩
人
が
「
黒
い
女
」
と
は
別
の
女
性
を
想
定
し
て
書
い
た
可

能
性
も
あ
っ
て
、
あ
る
い
は
、
こ
こ
ま
で
の
ソ
ネ
ッ
ト
劇
か
ら
は
、
は
み
出
す
も

の
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
の
だ
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
ソ
ネ
ッ

ト
劇
の
末
尾
に
置
か
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
の
最
後
に
置
か
れ
た
第
百
五
十
三
番
と
百
五
十
四
番
の
ペ
ア

は
、
明
ら
か
に
ソ
ネ
ッ
ト
劇
と
は
無
縁
の
詩
篇
で
あ
る
３
。
こ
の
二
篇
に
つ
い
て

は
、
実
際
、
ト
マ
ス
・
ソ
ー
プ
も
置
き
場
所
に
困
っ
て
、
末
尾
に
付
録
の
よ
う
に

付
け
足
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
第
百
五
十
三
、
百
五
十
四
番
は
別
と
し
て
、
第
百
二
十
七
番
以
降
に
関
し
、

拙
訳
書
出
版
の
際
は
、
フ
ォ
リ
オ
版
の
配
列
を
あ
る
程
度
正
当
の
も
の
と
認
め
る

考
え
が
私
に
は
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
百
二
十
六
番
ま
で
を
第
一
部
、
百
二
十
七
番

以
降
を
第
二
部
と
み
な
し
、
次
の
よ
う
な
解
説
文
を
書
い
た
。

「
『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
は
読
み

進
め
る
に
し
た
が
い
、
青

春
の

賛
美
と

老
年
の

悲
哀

の
底
流
に
あ
る
、
時
間
へ
の
抵
抗
と
い
う
テ
ー
マ
が
次
第
に
巨
き
な
も
の
と
し
て

表
面
に
浮
上
し
て
く
る
。
そ
う
し
て
結
局
は
、
詩
こ
そ
時
間
に
勝
利
す
る
も
の
で
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あ
り
、
時
間
を
超
え
る
永
遠
の
生
命
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
詩
の
信
仰
に
至
る
。

と
こ
ろ
が
『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
は
そ
こ
で
終
結
せ
ず
、
最
後
に
「
黒
い
女
」
を
登
場

さ
せ
、
執
拗
な
性
愛
の
モ
チ
ー
フ
の
繰
り
返
し
の
中
で
、
美
と
醜
の
不
可
思
議
な

交
錯
、
あ
る
い
は
融
合
を
歌
い
上
げ
て
、
真
の
美
と
は
何
か
、
そ
も
そ
も
醜
な
る

も
の
が
存
在
す
る
か
、
在
る
こ
と
は
即
ち
美
で
は
な
い
か
と
い
う
黙
示
録
的
な
言

葉
に
突
入
し
て
終
わ
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
青
年
と
詩
の
調
和
の
世
界
が
、
黒
い

女
の
美
醜
の
混
沌
に
飲
み
込
ま
れ
、
天
上
的
な
コ
ス
モ
ス
が
、
そ
れ
よ
り
も
遥
か

に
巨
大
で
強
力
な
暗
黒
の
カ
オ
ス
の
中
に
崩
壊
、
拡
散
し
な
が
ら
吸
収
さ
れ
て
ゆ

く
さ
ま
を
思
わ
せ
る
。」

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
生
前
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
に
は
、
特
に
そ
の
配
列
に
お
い
て
詩
人
の
意
図
が
正

確
に
は
反
映
さ
れ
て
い
な
い
と
み
な
す
べ
き
部
分
も
多
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
フ
ォ

リ
オ
版
を
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
し
て
完
訳
書
を
作
成
す
る
こ
と
を
考
え
る
時
、
こ
の
詩

集
が
、
あ
く
ま
で
こ
の
配
列
に
沿
っ
て
読
ま
れ
る
こ
と
は
無
視
で
き
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
引
用
し
た
拙
文
は
、
フ
ォ
リ
オ
版
の
配
列
を
踏
襲
す
る
場
合
、
こ
の
よ

う
に
解
釈
で
き
る
と
い
う
解
説
文
で
あ
る
。
確
か
に
『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
は
、
そ
の

未
完
成
の
要
素
ゆ
え
に
、
様
々
な
解
釈
の
余
地
が
生
じ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意

味
で
は
、
翻
訳
者
も
ソ
ネ
ッ
ト
劇
と
し
て
の
解
釈
如
何
に
よ
っ
て
、
配
列
を
変
え

た
新
訳
を
作
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
る
必
要
は
あ
る
だ
ろ
う
。
言
い
方
を
換
え
れ

ば
、
フ
ォ
リ
オ
版
を
そ
の
ま
ま
に
訳
す
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
意
味
で
、
そ
の
配

列
を
是
認
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
翻
訳
者
に
と
っ
て
は
、

配
列
に
よ
っ
て
訳
し
方
が
変
る
と
い
う
こ
と
も
起
こ
り
得
る
。

ソ
ネ
ッ
ト
制
作
の
年
代
に
関
し
て
は
諸
説
あ
り
、
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
バ
ト
ラ
ー
は

一
五
八
五
年
～
一
五
八
八
年
と
推
測
し
て
い
る
４
。
こ
れ
は
、
制
作
年
代
と
し
て

は
最
も
早
い
時
期
の
予
測
で
あ
り
、
逆
に
最
も
遅
い
場
合
、
一
五
九
八
年
～
一
六

〇
二
年
と
い
う
設
定
が
あ
っ
て
、
こ
れ
は
、
ペ
ン
ブ
ル
ッ
ク
伯
が
一
五
八
〇
年
の

生
ま
れ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ソ
ネ
ッ
ト
が
こ
の
十
八
歳
の
パ
ト
ロ
ン
に
捧
げ
ら
れ

た
と
考
え
る
場
合
の
推
測
で
あ
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
有
力
な
モ
デ
ル
の
候
補
者
、

サ
ウ
サ
ン
プ
ト
ン
伯
の
場
合
、
一
五
七
三
年
生
ま
れ
な
の
で
、
こ
ち
ら
が
十
八
歳

く
ら
い
の
年
代
を
考
え
る
と
一
五
九
一
年
～
一
五
九
五
年
と
な
る
。
つ
ま
り
、
ソ

ネ
ッ
ト
が
創
作
さ
れ
た
期
間
は
（
前
述
の
通
り
第
百
四
番
か
ら
）
お
よ
そ
三
～
四

年
間
と
推
定
で
き
る
も
の
の
、
そ
の
年
代
に
つ
い
て
は
、
十
数
年
の
開
き
が
あ
っ

て
、
最
も
早
い
場
合
は
、
劇
作
の
方
で
は
ご
く
初
期
、
中
間
で
は
、
歴
史
劇
か
ら

喜
劇
の
初
期
、
最
も
遅
い
場
合
は
、
喜
劇
か
ら
悲
劇
の
初
期
と
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応

し
、
こ
れ
に
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
年
齢
を
当
て
は
め
る
と
二
十
歳
に
な
っ
た
ば
か

り
の
頃
か
ら
、
三
十
代
の
後
半
ま
で
の
差
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア

の
創
作
期
を
、
二
十
五
歳
か
ら
四
十
五
歳
の
間
と
す
る
と
、
そ
の
最
初
期
か
ら
後

期
ま
で
に
相
当
す
る
わ
け
で
、
ソ
ネ
ッ
ト
の
書
か
れ
た
時
期
の
設
定
範
囲
に
こ
れ

だ
け
の
開
き
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
詩
集
の
解
釈
に
大
き

な
違
い
が
も
た
ら
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。（

別
表
２
参
照
）

制
作
年
代
の
推
定
に
は
幾
つ
か
の
根
拠
が
あ
り
、
そ
れ
に
は
、
先
に
挙
げ
た
よ

う
に
「

君
」
の
モ
デ
ル
と
な
る
人

物
の
生
年
も

含
ま
れ
る
が
、
「

私
」
の
方
の
年

齢
設
定
も
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
無
論
、
モ
デ
ル
が
あ
く
ま
で
モ
デ
ル
に

過
ぎ
な
い
よ
う
に
、
詩
人
で
あ
る
「
私
」
も
虚
構
の
人
物
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て

は
な
ら
な
い
の
だ
が
、
詩
篇
の
中
で
繰
り
返
し
記
さ
れ
て
い
る
「
私
」
の
「
老
い
」

に
関
す
る
言
葉
は
、
や
は
り
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
自
身
の
実
感
と
、
そ
れ
に
よ
る

叡
智
の
結
晶
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、

制
作
年
代
は
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
活
動
の
初
期
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
中
期

以
降
と
い
う
推
測
が
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
制
作
年
代
の
設
定
に

よ
っ
て
、
出
版
の
事
情
も
変
化
す
る
。
即
ち
、
制
作
が
初
期
で
あ
れ
ば
、『

ヴ
ィ
ー
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ナ
ス
と
ア
ド
ー
ニ
ス
』
（
Venus

and
Adonis）

、
『
ル
ー
ク
リ
ー
ス
凌
辱
』
（
The

Rape
of
Lucrece）

と
同
時
期
に
書
か
れ
た
も
の
で
、
出
版
さ
れ
て
も
良
か
っ

た
は
ず
で
あ
っ
た
の
が
、
何
ら
か
の
理
由
で
で
き
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
全
篇
が

完
成
に
至
ら
な
か
っ
た
と
か
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
自
身
に
と
っ
て
出
版
す
る
の
が

憚
ら
れ
た
か
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
制
作
が
後
期
で
あ
る

と
す
る
と
、
ソ
ネ
ッ
ト
集
と
し
て
、
た
と
え
完
成
し
て
も
も
は
や
出
版
す
る
必
要

が
な
く
な
る
、
つ
ま
り
、
劇
作
家
と
し
て
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
に
と
っ
て
詩
集
は

さ
ほ
ど
興
味
の
あ
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
だ
。
し
か

し
な
が
ら
、
出
版
す
る
気
も
な
い
よ
う
な
作
品
を
書
き
記
し
て
い
た
と
い
う
の
も

お
か
し
な
話
で
あ
り
、
数
篇
に
と
ど
ま
る
も
の
な
ら
ば
、
単
な
る
詩
人
の
手
す
さ

び
と
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
が
、
百
五
十
篇
余
の
連
作
と
な
る
と
、
出
版
を
前

提
に
し
な
け
れ
ば
わ
ざ
わ
ざ
書
き
は
し
ま
い
と
も
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、

あ
ま
り
後
期
に
書
か
れ
た
も
の
と
も
言
え
な
く
な
る
。

以
上
の
こ
と
を
総
合
し
て
、
創
作
期
は
、
ち
ょ
う
ど
中
間
に
あ
た
る
一
五
九
一

年
～
一
五
九
五
年
と
す
る
の
が
適
当
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
残
る

謎
は
、
な
ぜ
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
自
身
が
出
版
す
る
ま
で
に
至
ら
な
か
っ
た
の
か
と

い
う
こ
と
だ
。
そ
こ
に
は
お
そ
ら
く
『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
の
中
で
モ
デ
ル
と
な
る
人
々

と
の
関
係
か
ら
生
ず
る
問
題
が
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
「
私
」
や
「
君
」

や
「
黒
い
女
」
に
モ
デ
ル
が
実
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
、
確
か
に
現
実
と
不
即

不
離
で
あ
る
こ
れ
ら
の
詩
篇
に
お
い
て
は
、
最
終
的
に
は
い
か
に
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

で
あ
ろ
う
と
い
え
ど
も
、
世
の
人
が
現
実
と
同
一
視
、
あ
る
い
は
混
同
し
、
そ
の

結
果
、
モ
デ
ル
と
な
っ
た
人
々
に
（
無
論
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
自
身
も
含
め
て
）

諸
々
の
災
い
が
生
じ
る
と
予
想
さ
れ
る
。
そ
の
辺
の
事
情
は
、
当
時
と
い
え
ど
も

今
日
と
全
く
変
り
な
い
わ
け
で
あ
り
、
事
実
、
四
百
年
後
の
現
在
ま
で
、
こ
の
モ

デ
ル
に
関
す
る
詮
議
が
『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
に
お
け
る
最
大
の
興
味
に
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
か
ら
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
生
前
、
出
版
を
思
い
と
ど
ま
っ
た
の
も
当

然
と
言
え
る
の
か
も
知
れ
ず
、
そ
の
結
果
、
ト
マ
ス
・
ソ
ー
プ
が
、
お
そ
ら
く
無

断
で
出
版
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
世
紀
の
名
詩
集
と
称

さ
れ
る
『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
は
実
際
は
一
種
の
海
賊
版
で
あ
り
、
『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』

に
ま
つ
わ
る
謎
は
、
こ
れ
が
海
賊
版
で
あ
る
が
ゆ
え
に
生
じ
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど

な
の
で
あ
っ
て
、
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
な
ぜ
、
海
賊
版
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

か
、
と
い
う
こ
と
を
常
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
の
詩
篇
は
、
出
版
以
前
に
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
な
っ
た
原
稿

（
お
そ
ら
く
は
、
書
写
稿
）
が
、
当
時
の
人
々
の
間
で
回
し
読
み
さ
れ
、
評
判
と

な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
一
般
に
は
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
、
ト
マ
ス
・

ソ
ー
プ
が
出
版
を
思
い
立
っ
た
理
由
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
う
し

て
、
ソ
ー
プ
が
そ
れ
ら
の
原
稿
を
も
と
に
本
文
を
構
成
し
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ

の
原
稿
の
段
階
か
ら
、
ソ
ネ
ッ
ト
詩
篇
の
配
列
は
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
意
図
と

は
異
な
る
、
混
乱
を
伴
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
と
、
今
、
我
々
の
眼
に
す
る

『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
か
ら
は
予
想
で
き
る
。
で
あ
れ
ば
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
自
身
が
、

原
稿
を
完
成
し
な
い
ま
ま
に
放
置
し
、
そ
れ
が
書
写
稿
と
し
て
一
般
に
流
布
し
、

ソ
ー
プ
が
入
手
し
た
の
も
そ
の
一
種
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
で

は
、
な
ぜ
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
は
ソ
ネ
ッ
ト
の
連
作
を
完
成
し
な
か
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
ま
ず
、
こ
の
ソ
ネ
ッ
ト
集
に
は
、
確
か
に
プ
ロ
ッ

ト
の
展
開
は
あ
る
の
だ
が
、
本
当
の
劇
の
よ
う
に
は
最
終
的
な
結
末
を
設
け
る
こ

と
が

困
難
と
思
わ
れ
る

点
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
君
」
に
結

婚
を

勧
め
る
、
あ
る

い
は
「
私
」
が
「
君
」
に
永
遠
の
愛
を
誓
う
、
と
い
う
テ
ー
マ
で
貫
か
れ
た
、
し

か
も
各
十
四
行
の
一
篇
毎
に
完
結
し
て
い
る
詩
群
に
、
ど
の
よ
う
な
結
末
を
付
け

れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
意
味
で
は
、
一
篇
毎
が
結
末
で
あ
り
、
し
か
も
、

ど
こ
ま
で
続
い
て
も
結
末
は
な
い
と
も
言
え
る
の
だ
。
し
か
も
、
そ
の
よ
う
な
状
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況
で
、
例
え
ば
、
「
君
」
の
モ
デ
ル
で
あ
っ
た
人
物
が
実
際
に
結
婚
し
て
し
ま
っ

た
と
す
れ
ば
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。
実
際
に
サ
ウ
サ
ン
プ
ト
ン
伯
は
一
五
九
九
年

に
、
そ
し
て
、
ペ
ン
ブ
ル
ッ
ク
伯
も
一
六
〇
四
年
に
結
婚
を
し
て
い
る
。
詩
人
に

と
っ
て
は
も
は
や
、
ソ
ネ
ッ
ト
を
書
き
綴
る
意
味
は
自
然
に
消
滅
す
る
こ
と
に
な

る
。シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
に
『
未
完
成
』
と
い
う
有
名
な
交
響
曲
が
あ
り
、
古
典
的
な
形

式
と
し
て
は
通
常
、
四
楽
章
で
構
成
さ
れ
る
交
響
曲
が
、
な
ぜ
二
楽
章
だ
け
で
終

わ
っ
て
い
る
の
か
、
古
来
、
音
楽
学
者
は
推
論
を
重
ね
て
い
る
。
確
実
な
答
え
は

無
論
、
当
人
し
か
わ
か
り
得
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
当
人
に
と
っ
て
は
「
書
く
必

要
が
な
く
な
っ
た
か
ら
」
あ
る
い
は
「
書
く
こ
と
が
で
き
な
っ
た
か
ら
」
と
い
う

単
純
な
理
由
以
外
な
い
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
往
々
に
し
て
、
後

世
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
色
々
と
論
理
的
な
理
由
づ
け
が
な
け
れ
ば
納
得
で
き
な

い
も
の
で
あ
り
、
結
果
、
解
け
な
い
「
謎
」
に
も
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ

の
「
謎
」
は
、
永
遠
に
学
者
の
頭
を
悩
ま
せ
終
わ
り
の
な
い
論
議
を
繰
り
返
さ
せ

る
一
方
で
、
芸
術
家
を
刺
激
し
想
像
を
膨
ら
ま
せ
て
、
例
え
ば
、
『
未
完
成
交
響

楽
』
５
の
よ
う
な
映
画
を
生
み
出
さ
せ
る
。
こ
の
映
画
で
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
、

楽
章
が
二
つ
目
で
中
断
し
た
の
は
、
作
曲
者
の
失
恋
が
原
因
で
あ
る
、
と
い
う
設

定
は
無
論
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
本
人
が

知
っ
た
ら
仰
天
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
そ
れ
以
外
に
中
断
の
理
由
を
あ
れ

こ
れ
と
詮
索
さ
れ
、
痛
く
も
な
い
腹
を
探
ら
れ
る
よ
う
な
思
い
を
す
る
よ
り
は
、

は
る
か
に
ま
し
だ
と
彼
は
肩
を
す
く
め
る
か
も
し
れ
な
い
。

『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
に
関
す
る
他
の
幾
多
の
推
論
が
い
ず
れ
も
確
証
を
持
た
ず
、

あ
く
ま
で
推
定
の
域
を
出
な
い
よ
う
に
、
私
の
こ
こ
ま
で
に
列
挙
し
た
論
も
、
推

理
に
終
わ
る
よ
り
他
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
ど
の
問
題
に
関
し
て
も
、
シ
ェ
イ
ク

ス
ピ
ア
に
肩
を
す
く
め
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
よ
う
に
と
の
思
い
は
常
に
私
の
中
に

あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
断
わ
り
置
き
、
本
稿
で
、
私
は
足
掛
け
二
十
年
余
続
け
て

き
た
『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
に
つ
い
て
の
論
考
を
最
後
と
し
た
い
。

人
の
生
は
本
来
、
不
完
全
な
も
の
で
あ
り
、
人
は
ま
た
、
死
し
て
も
な
お
未
完

の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
不
完
全
で
あ
り
未
完
で
あ
る
こ
と
は
、
不
十
分
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て
な
い
。

別
表
１
『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
の
ソ
ネ
ッ
ト
劇
と
し
て
の
区
分
け
と
、
各
々
の
テ
ー
マ

第
一
幕

第
一
場
一
・
二
（
序
）

第
二
場
三
（
鏡
）、
四
（
財
産
）、
五
（
香
水
）、
六
（
財
産
・
香
水
）、
七

（
太
陽
）
、
八
（
音
楽
）
、
九
・
十
（
自
損
）
、
十
一
（
印
）
、
十
二

（
時
）、
十
三
（
父
）、
十
四
（
占
星
術
）

第
三
場

十
五
（
詩
）
、
十
六
（

子
供
）
、
十
七
（
詩
、

子
供
）
、
十
八

～
十

九
（
詩
）

第
二
幕

第
一
場
二
十
～
二
十
五
（「
君
」
へ
の
愛
）

第
二
場
二
十
六
～
三
十
二
（
旅
先
に
て
）

第
三
場
三
十
三
～
四
十
二
（「
君
」
の
不
義
）

第
四
場

百
二
十
七
～
百
五
十
二
（「

黒
い
女
」）

第
五
場
四
十
三
～
五
十
二
（
旅
先
に
て
）

第
三
幕

第
一
場
五
十
三
～
五
十
五
・
六
十
・
六
十
三
～
六
十
五
・
八
十
一
（
詩
の

力
）

第
二
場
五
十
六
～
五
十
八
・
六
十
一
（「
君
」
の
不
在
）

第
三
場
五
十
九
・
七
十
八
～
八
十
・
八
十
二
～
八
十
六
（
他
の
詩
人
）
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第
四
場
六
十
二
・
六
十
六
～
六
十
八
・
七
十
～
七
十
七
（
詩
人
の
苦
悩
）

第
五
場
六
十
九
～
七
十
・
九
十
四
～
九
十
六
（「
君
」
の
悪
友
）

第
六
場
八
十
七
～
九
十
三
（
別
れ
）

第
四
幕

第
一
場
九
十
七
～
九
十
九
（
別
れ
の
後
）

第
二
場
百
～
百
一
（
詩
の
女
神
）

第
三
場
百
二
～
百
二
十
六
（
愛
の
復
活
）

別
表
２
『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
の
制
作
年
代
の
推
定

区
分

年
代

戯
曲
の
作
品
執
筆
時
の
年
齢
パ
ト
ロ
ン
の
年
齢
結
婚

初
期
1585～

1588
史
劇
の
初
期
21～
24

中
期
1591～

1595
史
劇
～
喜
劇
27～
31

Ｓ
伯
18～
22

1599

後
期
1598～

1602
悲
劇

34～
38

Ｐ
伯
18～
22

1604

（
Ｓ
伯
～
サ
ウ
サ
ン
プ
ト
ン
伯
、
Ｐ
伯
～
ペ
ン
ブ
ル
ッ
ク
伯
）

大八木 敦彦FarewelltoTheSonnets 2

12

１
C
f.
W
illiam

S
hakespeare,

A
s
Y
ou
L
ike
It
(A
ct
2,
S
cene

7)

'A
ll
the
w
orld's

a
stage,

A
nd
all
the
m
en
and
w
om
en
m
erely

players'

２
S
am
uel
B
utler,

Shakespeare's
Sonnets

R
econsidered

(Jonathan
C
ape,

1899)

３
J.D
.W
ilson,

T
he
S
onnets

(C
am
bridge

U
niversity

P
ress,

1966)
p.267

４
B
utler,op.cit.

pp.115-148.

５
L
eise
flehen

m
eine
L
ieder（

1933）




