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仏
文
（
ふ
つ
ぶ
ん
＝
「
フ
ラ
ン
ス
文
学
」
の
略
称
）
と
は
何
を
や
る
と
こ
ろ
か
、
ひ
と
言
で
言
え
ば
、
フ

ラ
ン
ス
語
で
書
か
れ
た
文
学
テ
ク
ス
ト
（
テ
ク
ス
ト
と
は
言
葉
の
織
物
と
い
う
意
味
で
す
）
を
読
ん
で
、
い

ろ
い
ろ
な
こ
と
を
考
え
る
場
所
で
す
。
偶
然
こ
の
頁
に
眼
を
と
め
た
あ
な
た
に
向
け
て
、
一
般
論
で
は
退
屈

で
し
ょ
う
か
ら
、
試
し
に
、
実
際
の
文
学
テ
ク
ス
ト
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
を
読
み
な
が
ら
、
一
緒
に
あ
れ
こ

れ
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
取
り
上
げ
る
の
は
、
十
九
世
紀
の
詩
人
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
散
文
詩
集

『
パ
リ
の
憂
鬱
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
駄
目
な
ガ
ラ
ス
屋Le M

auvais Vitrier

」
と
い
う
詩
で
す
。
こ
の

詩
は
、
そ
の
物
語
の
面
白
さ
と
最
後
の
劇
的
な
場
面
に
よ
っ
て
、
特
に
印
象
深
い
一
篇
で
す
。 

今
、
「
印
象
深
い
」
と
言
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
私
た
ち
読
者
の
勝
手
な
判
断
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
こ

の
詩
全
体
に
仕
掛
け
ら
れ
た
様
々
な
装
置
が
十
分
効
果
的
に
働
い
て
い
る
結
果
で
す
。
た
と
え
ば
、
こ
の
詩

は
約
百
行
で
す
が
、
内
容
の
面
白
さ
も
あ
っ
て
一
気
に
読
め
る
長
さ
で
す
。
こ
れ
は
、「
効
果
の
詩
学
」（
詩

が
読
者
に
与
え
る
効
果
に
つ
い
て
鋭
敏
な
意
識
を
持
つ
こ
と
）
の
先
駆
者
だ
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
作
家
エ
ド
ガ

ー
・
ポ
ー
の
教
え
に
一
致
し
ま
す
。
実
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
、
ポ
ー
の
著
作
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
翻
訳

者
で
あ
り
、
熱
心
な
紹
介
者
で
し
た
。「
駄
目
な
ガ
ラ
ス
屋
」
の
詩
の
長
さ
が
百
行
で
あ
る
と
い
う
事
実
は
、

ポ
ー
に
学
ん
だ
効
果
の
詩
学
に
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
非
常
に
意
識
的
だ
っ
た
こ
と
を
示
す
証
拠
の
ひ
と
つ
と

言
え
る
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
百
行
と
い
う
長
さ
に
も
既
に
仕
掛
け
が
あ
る
わ
け
で
す
。 

百
行
か
ら
成
る
「
駄
目
な
ガ
ラ
ス
屋
」
の
テ
ク
ス
ト
は
さ
ら
に
二
等
分
し
て
、
前
半
と
後
半
に
分
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
前
半
は
、
ま
ず
一
般
的
な
命
題
の
提
示
（
普
段
は
全
然
行
動
的
で
な
い
の
に
、
突
然
「
不

思
議
な
未
知
の
衝
動
に
駆
ら
れ
て
」
或
る
重
大
な
行
動
を
素
早
く
や
っ
て
の
け
る
人
々
が
い
る
も
の
だ
）
で

始
ま
り
、
続
い
て
、
そ
の
具
体
例
が
、
任
意
の
例
（
「
或
る
人
々
は
」「
ま
た
或
る
人
々
は
」
）
か
ら
友
人
の

例
（
「
私
の
或
る
友
人
は
」
「
ま
た
或
る
友
人
は
」
）
へ
と
段
階
的
に
展
開
さ
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
語
り
の
テ

ク
ニ
ッ
ク
は
伝
統
的
に
「
漸
層
法
」
と
言
い
ま
す
が
、
も
ち
ろ
ん
推
理
短
編
の
名
手
ポ
ー
の
影
響
も
あ
る
で

し
ょ
う
。
そ
し
て
、
テ
ク
ス
ト
の
中
心
部
に
至
っ
て
、
い
よ
い
よ
、
他
な
ら
ぬ
「
私
」
の
経
験
が
語
ら
れ
始

め
（
「
私
も
ま
た
、
一
度
な
ら
ず
、
こ
う
し
た
発
作
、
こ
う
し
た
衝
動
の
犠
牲
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
」
）
、

話
は
後
半
部
へ
、
そ
し
て
、
最
後
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
へ
と
盛
り
上
が
っ
て
い
き
ま
す
。 

「
駄
目
な
ガ
ラ
ス
屋
」
は
、
こ
う
し
た
語
り
の
構
造
に
支
え
ら
れ
て
、
世
に
も
奇
妙
な
物
語
を
繰
り
出
し

て
い
き
ま
す
。
十
一
度
目
に
実
験
が
う
ま
く
行
き
過
ぎ
た
放
火
魔
の
話
や
、
衆
人
環
視
の
中
、
そ
ば
を
通
り

か
か
っ
た
老
人
の
首
に
突
如
む
し
ゃ
ぶ
り
つ
き
、
熱
烈
な
キ
ス
の
雨
を
降
ら
せ
る
臆
病
な
友
人
の
話
な
ど
、

特
異
な
話
ば
か
り
で
す
。
そ
し
て
、「
私
」
の
身
に
起
こ
っ
た
こ
れ
ま
た
異
常
な
話
。
或
る
朝
、
起
き
た
ら
、

な
ぜ
か
不
機
嫌
だ
っ
た
。
路
上
に
見
か
け
た
最
初
の
人
間
が
た
ま
た
ま
ガ
ラ
ス
屋
だ
っ
た
。
な
ぜ
か
突
然
、

憎
悪
の
念
に
捕
え
ら
れ
た
。
呼
び
止
め
て
六
階
の
部
屋
ま
で
上
が
っ
て
こ
い
と
命
じ
、
「
人
生
を
美
し
く
」

見
せ
る
ガ
ラ
ス
が
な
い
で
は
な
い
か
と
難
癖
を
つ
け
て
乱
暴
に
押
し
返
す
。
そ
し
て
、
美
し
く
も
残
酷
な
ラ

ス
ト
シ
ー
ン
。
こ
の
よ
う
に
、「
駄
目
な
ガ
ラ
ス
屋
」
の
印
象
深
さ
が
、「
不
思
議
な
未
知
の
衝
動
」
に
駆
ら

れ
る
人
間
の
不
条
理
性
と
い
う
テ
ー
マ
に
由
来
す
る
こ
と
は
確
か
で
す
。 



し
か
し
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
、
異
常
な
話
を
語
り
な
が
ら
、
実
は
、
こ
う
し
た
「
不
思
議
な
未
知
の
衝
動
」

こ
そ
、
現
代
人
の
心
の
闇
に
共
通
の
現
実
感
覚
で
は
な
い
か
と
語
り
か
け
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
ま
す
。
詩

人
は
、
作
家
ア
ル
セ
ー
ヌ
・
ウ
ー
セ
イ
に
捧
げ
た
序
文
の
中
で
、
自
分
は
『
パ
リ
の
憂
鬱
』
と
い
う
作
品
で

「
現
代
の
生
活
、
と
い
う
か
む
し
ろ
、
現
代
の
、
よ
り
抽
象
的
な
、
或
る
生
活
の
描
写
」
を
目
指
す
の
だ
と

言
っ
て
い
ま
す
。
「
或
るune

」
と
い
う
単
語
が
強
調
さ
れ
て
い
る
点
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。
自
分
の
描
き

出
す
「
現
代
の
生
活
」
は
、
現
代
の
都
市
に
生
活
し
、
複
雑
な
関
係
の
網
の
目
を
生
き
て
い
る
人
な
ら
誰
に

で
も
当
て
は
ま
る
任
意
性
と
誰
に
で
も
共
有
さ
れ
う
る
抽
象
性
を
持
つ
ゆ
え
に
、読
者
の
誰
も
が
共
感
を
抱

き
う
る
普
遍
的
な
想
像
界
を
構
成
す
る
は
ず
だ
、
そ
ん
な
強
い
自
負
が
感
じ
ら
れ
る
表
現
で
す
。
現
代
人
の

現
実
感
覚
に
響
く
普
遍
性
を
有
し
て
い
る
点
、
こ
れ
こ
そ
は
、
「
駄
目
な
ガ
ラ
ス
屋
」
の
魅
力
、
い
や
『
パ

リ
の
憂
鬱
』
と
い
う
作
品
全
体
の
魅
力
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。 

さ
て
、
印
象
深
さ
を
演
出
す
る
装
置
と
し
て
、
語
り
の
構
造
、
物
語
内
容
の
特
異
性
、
読
者
の
現
実
感
覚

へ
の
訴
求
力
と
い
っ
た
こ
と
に
触
れ
ま
し
た
が
、
「
駄
目
な
ガ
ラ
ス
屋
」
の
魅
力
は
も
ち
ろ
ん
そ
れ
だ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
詩
的
言
語
の
鮮
烈
な
「
効
果
」
も
実
に
見
事
で
す
。
そ
の
好
例
と
し
て
注
目
し
た
い
の
が
、

こ
の
物
語
の
最
後
の
場
面
、
あ
の
美
し
く
も
残
酷
な
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
で
す
。
語
り
手
の
「
私
」
に
邪
険
に
扱

わ
れ
た
ガ
ラ
ス
屋
は
ぶ
つ
ぶ
つ
文
句
を
言
い
な
が
ら
、階
段
を
下
り
て
行
き
ま
し
た
。
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は
、

そ
の
直
後
に
や
っ
て
き
ま
す
。 

 

私
は
窓
の
手
す
り
に
近
づ
い
た
。
そ
し
て
花
の
小
さ
な
鉢
植
え
を
つ
か
ん
だ
。
男
が
建
物
の
戸
口
の
外

に
再
び
姿
を
現
し
た
時
、
そ
の
背
負
子
の
後
ろ
の
縁
の
上
め
が
け
て
、
私
の
戦
い
の
武
器
を
垂
直
に
落
下

さ
せ
た
。
衝
撃
で
男
は
ひ
っ
く
り
返
り
、
行
商
で
売
り
歩
く
貧
し
い
財
産
の
す
べ
て
が
背
中
の
下
で
砕
け

散
っ
た
。
そ
れ
は
雷
撃
を
受
け
て
破
裂
す
る
水
晶
宮
の
轟
き
わ
た
る
大
音
響
を
発
し
た
。 

 花
の
鉢
植
え
が
垂
直
に
落
下
す
る
。
男
は
シ
ョ
ッ
ク
で
転
倒
し
、
背
負
っ
て
い
た
ガ
ラ
ス
の
す
べ
て
が
バ

リ
バ
リ
と
音
を
立
て
な
が
ら
、
ま
た
、
キ
ラ
キ
ラ
と
光
り
輝
き
な
が
ら
、
砕
け
散
る
。
私
た
ち
読
者
に
と
っ

て
忘
れ
が
た
い
こ
の
美
し
い
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
中
心
に
あ
る
も
の
は
何
で
し
ょ
う
か
。
私
た
ち
は
想
像
裡
に
、

花
の
鉢
植
え
が
垂
直
に
落
下
し
て
ガ
ラ
ス
屋
の
背
負
子
を
直
撃
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
様
々
に
再
生
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
が
、
基
本
要
素
は
垂
直
落
下
の
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
こ
れ
は
、
日
本
語
で
は
単
に
「
垂
直
に
」
と

訳
す
し
か
な
い
原
語
のperpendiculairem

ent

（
ペ
ル
パ
ン
デ
ィ
キ
ュ
レ
ー
ル
マ
ン
と
読
み
ま
す
）
と
い
う

副
詞
が
も
た
ら
す
効
果
で
す
。
こ
の
単
語
は
、
ど
う
見
て
も
綴
り
が
長
く
、
原
文
で
読
ん
だ
場
合
、
非
常
に

耳
に
残
る
単
語
で
す
。
し
か
も
、
表
記
に
含
ま
れ
るpendi

＝être pendu

（
ぴ
ん
と
張
ら
れ
た
と
い
う
意
味
）

の
要
素
は
、
落
下
運
動
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
対
立
す
る
「
宙
吊
り
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
孕
ん
で
い
ま
す
。
花
の
鉢

植
え
は
、
あ
え
て
言
う
な
ら
ば
、
私
た
ち
読
者
の
想
像
界
で
、
ゆ
っ
く
り
と
落
下
し
て
い
る
の
で
す
。
さ
て
、

こ
こ
で
、
問
題
提
起
で
す
。
こ
の
ゆ
っ
く
り
と
し
た
落
下
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。
こ
の
問
い
に
答
え

る
た
め
に
は
、
ゆ
っ
く
り
と
落
ち
て
い
く
「
花
の
小
さ
な
鉢
植
え
」
が
「
私
の
戦
い
の
武
器
」
と
言
い
換
え

ら
れ
て
い
る
点
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
問
い
は
こ
う
な
り
ま
す
。
果
た
し
て
、
「
戦
い
」
と
は
い

っ
た
い
何
（
誰
）
に
対
す
る
戦
い
な
の
か
。
こ
こ
で
、
私
た
ち
は
文
学
研
究
の
楽
し
み
の
大
き
な
要
素
の
ひ



と
つ
、
「
間
テ
ク
ス
ト
性intertextualié

」
（
ア
ン
テ
ル
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
リ
テ
＝
テ
ク
ス
ト
の
相
互
関
連
性
）

を
調
べ
る
快
楽
を
味
わ
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
こ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
る
敵
は
、
テ
ク

ス
ト
の
外
部
に
潜
ん
で
い
ま
す
。 

＊
＊
＊ 

 

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
「
駄
目
な
ガ
ラ
ス
屋
」
が
傑
作
で
あ
る
こ
と
を
十
二
分
に
納
得
す
る
た
め
に
、
或
る
別

の
先
行
詩
人
に
よ
る
、
も
う
ひ
と
つ
の
「
ガ
ラ
ス
屋
」
の
詩
を
参
照
し
て
お
く
こ
と
は
無
駄
で
は
な
い
で
し

ょ
う
。
そ
の
先
行
詩
人
と
は
、
他
で
も
な
い
、
『
パ
リ
の
憂
鬱
』
の
序
文
が
捧
げ
ら
れ
て
い
る
当
の
相
手
、

先
に
も
名
前
の
出
た
ア
ル
セ
ー
ヌ
・
ウ
ー
セ
イ
で
す
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
序
文
の
中
で
、
自
ら
が
企
図
す
る

散
文
詩
の
テ
ー
マ
（
「
現
代
的
な
、
よ
り
抽
象
的
な
、
或
る
生
活
」
を
描
く
こ
と
）
に
つ
い
て
述
べ
た
あ
と
、

ウ
ー
セ
イ
に
向
か
っ
て
こ
う
言
っ
て
い
ま
す
。 

 
 

あ
な
た
ご
自
身
、
親
し
い
友
よ
、
「
ガ
ラ
ス
屋
」
の
甲
高
い
叫
び
声
を
一
篇
の
「
歌
」
に
翻
訳
し
よ
う

と
試
み
は
し
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
、
ガ
ラ
ス
屋
の
叫
び
声
が
街
の
厚
い
霧
を
通
し
て
屋
根
裏
部
屋
ま
で

送
り
届
け
る
物
悲
し
い
暗
示
の
す
べ
て
を
一
篇
の
抒
情
的
な
散
文
の
中
に
表
現
し
よ
う
と
試
み
は
し
な

か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。 

  

「
試
み
は
し
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
言
い
方
自
体
に
、
既
に
、
多
少
の
皮
肉
、
つ
ま
り
、
「
あ

な
た
は
試
み
た
だ
け
の
こ
と
で
、
結
局
は
失
敗
で
し
た
ね
」
と
い
う
含
意
を
読
み
取
る
こ
と
も
可
能
で
す
が
、

ま
ず
は
、
ウ
ー
セ
イ
の
テ
ク
ス
ト
を
き
ち
ん
と
読
む
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
ウ

ー
セ
イ
の
散
文
詩
の
正
式
な
題
名
は
「
ガ
ラ
ス
屋
の
歌La C

hanson du Vitrier

」
と
い
う
も
の
で
、
そ
の

全
文
が
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
全
集
の
註
に
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
全
部
で
十
一
節
（
各
節
は
数
行
の
散
文
）
か
ら

成
り
、
冒
頭
と
末
尾
そ
し
て
各
節
の
間
に
「
お
お
、
ガ
ラ
ス
屋
よ
」
と
い
う
呼
び
か
け
が
リ
フ
レ
ー
ン
と
し

て
挿
入
・
反
復
さ
れ
ま
す
。
内
容
は
、
妻
と
七
人
の
子
供
を
か
か
え
た
ガ
ラ
ス
屋
が
朝
か
ら
街
じ
ゅ
う
を
売

り
歩
い
て
一
枚
も
売
れ
ず
意
気
消
沈
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
語
り
手
の
「
私
」
が
居
酒
屋
で
一
杯
お
ご
っ
て

励
ま
し
て
や
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ガ
ラ
ス
屋
は
い
く
ら
か
元
気
を
取
り
戻
す
、
と
い
う
も
の
で
す
。
冒
頭
に

「
涙
涙
の
こ
の
歌
」
と
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
基
本
的
に
は
、
一
篇
の
人
情
劇
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。

「
男
は
、
妻
と
子
供
た
ち
の
も
と
へ
と
帰
っ
て
い
っ
た
、朝
に
比
べ
た
ら
い
く
ら
か
悲
し
い
気
分
も
晴
れ
て
。

し
か
し
、
そ
れ
は
、
彼
が
「
慈
善
」
に
出
会
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、「
友
愛
」
が
彼
と
一
緒
に
乾
杯
し
て
く

れ
た
か
ら
だ
。
私
は
と
言
え
ば
、
心
引
き
裂
く
よ
う
な
こ
の
悲
痛
な
歌
を
歌
い
つ
つ
家
路
に
つ
い
た
の
だ
っ

た
」
。
こ
の
最
終
節
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ウ
ー
セ
イ
の
詩
は
、
貧
し
い
ガ
ラ
ス
屋
の
生
活
の
悲
惨
を
歌
う

一
方
で
、
同
時
に
、
彼
に
同
情
し
て
一
杯
お
ご
っ
た
「
私
」
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
実
践
（
「
友
愛
」
の
行

為
）
を
も
歌
っ
て
い
ま
す
。 

こ
れ
に
対
し
て
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
「
私
」
は
、
ガ
ラ
ス
屋
に
同
情
す
る
ど
こ
ろ
か
、
男
を
な
じ
り
、
突

き
飛
ば
し
、
と
、
さ
ん
ざ
ん
な
目
に
遭
わ
せ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
「
友
愛
」
の
か
け
ら
も
あ
り
ま
せ
ん
。

ウ
ー
セ
イ
の
詩
の
ガ
ラ
ス
屋
が
、
上
か
ら
客
の
呼
び
止
め
る
声
を
「
天
の
恵
み
」
と
思
っ
て
い
た
の
に
対
し
、

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
「
駄
目
な
ガ
ラ
ス
屋
」
で
は
、
上
か
ら
降
っ
て
く
る
の
は
「
天
の
恵
み
」
ど
こ
ろ
か
、
商



売
の
ガ
ラ
ス
を
す
べ
て
粉
砕
す
る
悪
魔
の
よ
う
な
鉢
植
え
の
一
撃
で
す
。
ガ
ラ
ス
屋
の
相
手
と
な
る
「
私
」

は
、
こ
の
よ
う
に
、
ウ
ー
セ
イ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
か
ら
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
サ
デ
ィ
ス
ト
へ
と
、
完
全
に
反

転
し
て
い
ま
す
。
興
味
深
い
意
味
の
場
が
形
成
さ
れ
る
の
は
、
ま
さ
に
、
こ
こ
で
す
。 

話
を
元
に
戻
し
ま
し
ょ
う
。
私
た
ち
の
疑
問
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
「
私
」
の
「
戦
い
」
と
は
い
っ
た
い

何
（
誰
）
に
対
す
る
戦
い
な
の
か
、
「
雷
撃
」
は
い
っ
た
い
何
（
誰
）
に
向
け
て
投
げ
ら
れ
た
の
か
と
い
う

問
題
で
し
た
。「
雷
撃
」
は
、
テ
ク
ス
ト
の
内
部
で
は
、
も
ち
ろ
ん
、
語
り
手
の
「
私
」
が
「
駄
目
な
ガ
ラ

ス
屋
」
に
向
け
て
投
げ
つ
け
た
も
の
で
す
。
し
か
し
、
詩
人
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
先
輩
作
家
ウ
ー
セ
イ
の
詩
を

読
ん
で
お
り
、
し
か
も
、
『
パ
リ
の
憂
鬱
』
の
序
文
で
ウ
ー
セ
イ
の
「
ガ
ラ
ス
屋
の
歌
」
に
触
れ
て
い
る
事

実
を
考
慮
す
れ
ば
、
テ
ク
ス
ト
の
外
部
で
は
、
こ
の
「
雷
撃
」
は
、
ウ
ー
セ
イ
の
詩
に
、「
ガ
ラ
ス
屋
の
歌
」

を
書
い
た
ウ
ー
セ
イ
そ
の
人
に
、
さ
ら
に
は
、
凡
庸
な
リ
ア
リ
ズ
ム
の
詩
学
と
お
涙
頂
戴
的
感
傷
主
義
一
般

に
向
け
て
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
投
げ
つ
け
た
「
天
罰
」
に
他
な
ら
な
い
、
と
い
う
解
釈
も
成
り
立
つ
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
天
罰
は
常
に
上
か
ら
下
へ
「
垂
直
にperpendiculairem

ent

」
落
ち
て
き
ま
す
。
間
テ
ク

ス
ト
性
と
い
う
観
点
に
立
っ
て
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
詩
と
ウ
ー
セ
イ
の
詩
と
を
比
較
で
き
る
視
点
を
備
え
た

今
、
私
た
ち
は
、
あ
れ
こ
れ
考
え
る
（
考
え
て
み
た
く
な
る
）
場
所
に
立
っ
て
い
ま
す
。
ア
ル
セ
ー
ヌ
・
ウ

ー
セ
イ
と
い
う
名
前
は
、
永
遠
に
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
引
き
立
て
役
に
終
わ
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
か
、
ウ
ー
セ

イ
の
「
ガ
ラ
ス
屋
の
歌
」
の
紋
切
型
リ
ア
リ
ズ
ム
に
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
「
駄
目
な
ガ
ラ
ス
屋
」
に
お
け
る

ポ
ー
的
な
戦
略
的
語
り
の
緊
張
感
も
な
け
れ
ば
、
現
代
人
の
す
べ
て
に
通
底
す
る
は
ず
の
不
可
思
議
な
心
理

の
提
示
に
よ
る
深
い
共
感
も
な
い
、
と
か
、
お
そ
ら
く
決
定
的
な
の
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
詩
的
言
語
の
「
効

果
」
に
極
度
に
意
識
的
で
あ
る
の
に
対
し
、
ウ
ー
セ
イ
に
は
そ
れ
が
な
い
、
二
つ
の
散
文
詩
を
本
質
的
に
分

け
る
の
は
、
そ
う
し
た
意
識
の
有
無
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
か
。
こ
の
段
階
で
、
私
た
ち
は
既
に
仏
文
研
究

の
場
所
に
か
な
り
深
入
り
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
。 
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