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は
じ
め
に

前
稿
（
本
誌
第
八
八
号
）
で
は
い
わ
ゆ
る
「
新
精
神
」
と
い
う
概

念
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
具
体
的
に
は
、
パ
リ
に
お
い
て
一
九
一
七

（
大
正
六
）
年
に
講
演
「
新
精
神
と
詩
人
た
ち
」
を
行
う
こ
と
に
よ
っ

て
そ
れ
が
世
に
広
ま
る
端
緒
と
な
っ
た
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
言
説
を
軸

に
、
そ
の
も
と
も
と
の
起
源
が
講
演
に
遡
る
こ
と
四
年
前
、
ア
メ
リ

カ
で
開
催
さ
れ
た
国
際
現
代
美
術
展
ア
ー
モ
リ
ー
・
シ
ョ
ウ
で
使
用

さ
れ
た
エ
ン
ブ
レ
ム
の
「T

H
E N

EW
 SPIRIT

」
に
あ
る
こ
と
を

確
認
し
、
そ
れ
が
当
時
最
新
の
欧
米
の
絵
画
や
塑
像
な
ど
視
覚
的
な

芸
術
作
品
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
本
来
は
詩
の
領
域
に
限
定

さ
れ
ぬ
も
の
に
対
す
る
評
価
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
、
そ
れ
に
あ

わ
せ
て
フ
ラ
ン
ス
を
中
心
と
し
た
モ
デ
ル
ニ
ス
ム
お
よ
び
後
続
の
パ

リ
・
ダ
ダ
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
周
辺
を
含
め
て
そ
の
概
念
の
検
討

を
お
こ
な
っ
た
。

ま
た
、
日
本
に
お
い
て
そ
の
「
新
精
神
」
は
、
雑
誌
「
詩
と
詩
論
」

を
中
心
と
し
た
現
象
に
対
し
て
、
周
囲
か
ら
の
、
い
わ
ば
後
付
け
の

か
た
ち
で
適
用
さ
れ
て
ゆ
く
、
と
い
う
杉
浦
静
に
よ
る
綿
密
な
日
本

語
の
資
料
調
査
を
経
た
見
立
て（「
解
説
」杉
浦
静『
レ
ス
プ
リ
・
ヌ
ー

ヴ
ォ
ー
の
展
開
』
二
〇
一
〇
（
平
成
二
二
）
年
八
月　

ゆ
ま
に
書
房
）

を
紹
介
し
た
。

杉
浦
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
確
か
に
昭
和
三
年
九
月
に
創
刊
さ
れ

た
「
詩
と
詩
論
」
誌
上
に
は
「
新
精
神
」
ま
た
は
「
レ
ス
プ
リ
・
ヌ
ー

ヴ
ォ
ー
」
に
類
す
る
言
葉
が
極
端
に
少
な
い
、
と
い
う
事
実
を
指
し

示
し
て
は
い
る
。
し
か
し
杉
浦
の
発
想
に
は
、「
新
精
神
」
が
詩
に

ま
つ
わ
る
も
の
、
ま
た
は
未
来
派
や
キ
ュ
ビ
ス
ム
の
よ
う
な
欧
州
の

春
山
行
夫
の
詩
的
認
識
を
め
ぐ
っ
て
（
一
）

土　

屋　
　

聡
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前
衛
と
そ
れ
に
連
動
す
る
ダ
ダ
や
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
な
ど
の
影
響

を
受
け
た
昭
和
初
年
代
を
中
心
と
す
る
日
本
で
の
「
モ
ダ
ニ
ス
ム
の

詩
」
に
関
連
す
る
も
の
、
と
い
う
従
来
の
「
新
精
神
」
へ
の
理
解
の

枠
組
み
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
要
素
が
、
い
わ
ば
先
入
観
と
し
て
入

り
込
ん
で
い
た
可
能
性
も
十
分
に
あ
る
。

そ
れ
と
い
う
の
も
、
そ
の
前
衛
を
含
ん
だ
一
九
二
〇
年
前
後
の
前

衛
を
主
体
と
す
る
「
モ
ダ
ニ
ス
ム
の
詩
」
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て

の
「
レ
ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
」、
と
い
う
前
提
を
外
せ
ば
、「
新
精

神
」
と
い
う
言
葉
自
体
の
使
用
例
は
、
案
外
簡
単
に
見
つ
か
る
か
ら

で
あ
る
。

春
山
行
夫
の
「
新
精
神
」
使
用
と
概
念
へ
の
理
解

「
詩
と
詩
論
」
創
刊
号
で
あ
る
第
一
冊
（
一
九
二
八
（
昭
和
三
）

年
九
月　

厚
生
閣
）
に
収
録
さ
れ
た
春
山
行
夫
の
有
名
な
エ
ッ
セ
イ

「
日
本
近
代
象
徴
主
義
の
終
焉　

萩
原
朔
太
郎
・
佐
藤
一
英
両
氏
の

象
徴
主
義
詩
を
検
討
す
」（
以
下
「
日
本
近
代
象
徴
主
義
の
終
焉
」

と
略
す
）
の
な
か
に
、「
新
精
神
」
は
次
の
よ
う
に
登
場
し
て
い
る
。

使
用
状
況
を
把
握
し
や
す
く
す
る
た
め
に
、
少
し
長
め
に
引
用
を
行

う
。　

實
に
か
く
の
ご
と
く
、
何
故
に
常
に
ポ
エ
ジ
イ
は
そ
の
表
現

に
於
て
、
そ
の
精
神
特
別
の
表
現
様
式
を
必
要
と
す
る
か
？
そ

し
て
そ
の
様
式
は
如
何
な
る
効
果
を
豫
想
し
つ
ゝ
創
生
さ
れ
る

か
？
を
、
一
般
的
な
場
合
か
ら
考
察
し
て
、
以
て
、
近
代
象
徴

主
義
の
誕
生
と
展
開
の
經
路
を
批
判
す
る
の
は
、
こ
の
場
合
の

興
味
あ
る
問
題
た
る
を
失
は
ぬ
。

　

そ
れ
に
就
て
、
僕
は
佛
蘭
西
の
美
學
者
で
社
會
批
評
家
た
る

ジ
ャ
ン
・
マ
リ
イ
・
ギ
ュ
ヨ
ー
の
浩

［
こ
う
か
ん
］

瀚
な
藝
術
批
評
で
あ
る
「
社

会
學
よ
り
見
た
る
藝
術
」
の
「
原
理
」
の
部
分
で
、
曾
て
浪
曼

主
義
が
そ
の
發
展
の
過
程
に
於
て
採
つ
た
環
境
の
轉
置
に
對
す

る
解
剖
を
思
ひ
出
す
。
次
に
そ
の
大
要
を
摘
出
し
て
見
よ
う
。

　

浪
曼
主
義
が
そ
の
勃
興
に
あ
た
つ
て
、
鬱
勃
と
し
た
新

精
神
を
盛
る
べ
き
藝
術
の
様
式
が
、
あ
ま
り
に
も
類
型
的

で
あ
り
、
環
境
ま
た
一
方
な
ら
ず
平
俗
慣
習
的
な
も
の
で

あ
つ
て
、
殆
ん
ど
清
新
な
美
的
感
情
に
よ
る
新
藝
術
の
敏

感
な
感
受
性
を
盛
る
べ
か
ら
ざ
る
を
慮
り
、
若
い
浪
曼
主

義
者
た
ち
が
最
初
に
痛
感
し
た
の
は
、
い
か
に
し
て
こ
れ

ら
の
枯
れ
萎
ん
だ
官
能
に
潑
溂
と
し
た
高
揚
の
生
氣
を
添

へ
、
日
常
生
活
と
と
も
に
陳
腐
と
化
し
た
環
境
に
新
味
を

注
入
し
、
慣
習
の
扉
を
打
破
つ
て
生
命
の
新
し
い
黄
金
色

の
太
陽
を
目
醒
ま
す
べ
き
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
つ
た
。
そ

の
た
め
に
彼
等
は
、
ま
づ
そ
の
手
段
と
し
て
、
生
命
の
乏
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し
い
卑
属
へ
の
反
抗
と
し
て
、「
時
間
的
遠
隔
」
と
「
空

間
に
於
け
る
轉
置
」
を
用
ひ
「
環
境
の
新
設
、
自
然
及
び

奇
趣
の
感
情
」
を
駆
使
し
、
更
に
純
粹
な
感
情
を
現
實
の

塵
に
染
め
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
「
思
出
の
詩
趣
」
に

訴
へ
て
藝
術
的
想
像
作
用
を
喚
起
し
、
空
間
に
想
像
を
轉

置
し
て
事
件
を
未
知
の
世
界
に
運
び
、
或
は
「
奇
趣
の
對

照
」
に
よ
つ
て
そ
の
注
意
を
集
中
し
よ
う
と
す
る
な
ど
、

夥［
か
た
］多
の
手
段
を
發
明
し
た
の
で
あ
る
。

　

と
い
ふ
の
で
あ
る
が
、
こ
の
經
路
は
總
て
の
新
精
神
が
旣
成

藝
術
を
追
放
し
て
新
し
い
生
活
を
案
出
し
よ
う
と
す
る
自
然
的

な
現
象
と
し
て
、
あ
る
種
の
共
通
な
法
則
を
具
へ
て
ゐ
る
と
見

ら
れ
よ
う
。

　

僕
の
考
へ
る
と
こ
ろ
で
は
、
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
も
確
か
に
か
や

う
な
經
路
の
下
に
、
ポ
ー
の
ポ
エ
ジ
イ
を
彼
の
時
代
の
特
産
物

と
し
た
グ
ロ
テ
ス
ク
な
美
學
と
、
か
れ
が
刺
戟
劑
に
よ
つ
て
捷

ち
得
た
、
彼
自
身
が
「
人
工
楽
園
」
と
呼
ん
だ
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク

な
官
能
の
世
界
に
轉
置
し
た
の
で
あ
つ
た
。

（「
詩
と
詩
論
」
第
一
冊
・
七
〇
～
七
一
頁
、
傍
線
引
用
者
。
以

後
特
に
注
記
の
無
い
場
合
も
同
様
。）

こ
の
一
文
は
ま
ず
、
春
山
が
「
十
九
世
紀
末
か
ら
今
世
紀
の
黎
明
期

へ
か
け
て
、
全
世
界
の
文
學
界
を
風
靡
し
た
と
い
つ
て
よ
い
」（
同

六
五
頁
）
と
す
る
、
ポ
ー
と
そ
の
影
響
を
強
く
受
け
た
ボ
ー
ド
レ
ー

ル
を
軸
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
の
ロ
マ
ン
主
義
か
ら
象
徴
主
義
に
お

け
る
詩
の
発
達
の
経
緯
を
軸
に
評
価
を
行
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
そ
こ

に
は
、
フ
ラ
ン
ス
詩
に
お
け
る
詩
的
認
識
の
変
容
を
「
自
然
的
な
現

象
と
し
て
」
主
張
す
る
態
度
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
影
響
が
日
本
に

お
い
て
「
日
本
近
代
象
徴
主
義
」
と
な
っ
て
展
開
し
た
際
の
諸
傾
向

を
比
較
し
た
う
え
で
、
春
山
は
「
か
く
て
近
代
詩
は
轉
囘
す
る
。

Ego

→cubi

へ
の
不
斷
の
流
動
を
示
し
な
が
ら
」（
同
八
三
）
と
、

そ
の
主
観
的
傾
向
（Ego

）
か
ら
客
観
的
傾
向
（Cubi

）
を
持
つ
内

容
へ
と
更
新

4

4

さ
れ
て
ゆ
く
べ
き
4

4

こ
と
を
主
張
す
る
、
と
い
う
内
容
で

あ
っ
た
。

こ
こ
に
春
山
の
詩
的
認
識
の
特
徴
の
一
つ
が
あ
る
。
確
か
に
西
欧

で
は
後
期
ロ
マ
ン
主
義
と
言
え
る
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
か
ら
象
徴
主
義
へ

の
展
開
が
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
（
外
国
語
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
語
で
構

築
さ
れ
た
）
詩
的
認
識
の
変
遷
を
、
春
山
は
日
本
に
お
け
る
、
日
本

語
を
主
と
し
て
構
築
さ
れ
る
詩
に
適
用
す
る
と
い
う
点
が
そ
れ
で
あ

る
。「
全
世
界
の
文
學
界
を
風
靡
し
た
」
と
い
う
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
や

象
徴
主
義
の
影
響
が
日
本
に
入
っ
た
、
と
い
う
事
情
と
は
別
に
、
詩

に
対
す
る
捉
え
方
そ
の
も
の
に
春
山
な
り
の
認
識
の
特
質
が
あ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

春
山
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ギ
ュ
ヨ
ー
（Jean-M

arie Guyau

）
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の
著
書
『L'A

RT
 A

U
 PO

IN
T

 D
E V

U
E SO

CIO
LO

GIQ
U

E

』

（
一
八
八
九
（
明
治
二
二
）
年Félix A

lcan

刊
）
の
一
節（
１
）
を
自
ら

要
約
し
た
文
章
を
用
い
、
芸
術
の
「
一
般
的
な
場
合
」
に
お
い
て
、

一
方
の
極
に
達
し
た
様
式
は
ま
た
そ
の
「
新
精
神
」、
つ
ま
り
「
新

た
な
思
考
」
に
よ
っ
て
、
乗
り
越
え
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
を
述
べ
て
い

る
。
そ
れ
は
「
あ
る
種
の
共
通
な
法
則
」
で
あ
る
、
と
い
う
歴
史
的

な
更
新

4

4

の
意
識
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。や
は
り
こ
こ
で
も
、「
新
精
神
」

は
詩
の
領
域
に
限
定
さ
れ
て
は
い
な
い
こ
と
、
そ
し
て
「
總
て
の
新

精
神
」
と
い
う
表
現
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、春
山
が
言
及
す
る
「
新

精
神
」
と
は
、
い
わ
ば
そ
の
時
点
で
主
流
と
な
っ
た
「
旣
成
藝
術
」

の
す
べ
て
に
関
わ
る
「
新
し
い
生
活
を
案
出
し
よ
う
と
す
る
自
然
的

な
現
象
」、
つ
ま
り
更
新
を
そ
の
理
念
の
中
核
と
し
た
、「
あ
る
種
の

共
通
の
法
則
」
と
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
了
解
で
き
る
。

こ
れ
は
ま
た
前
稿
に
お
い
て
参
照
し
た
、
一
九
一
七
（
大
正
六
）
年

の
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
講
演
「
新
精
神
と
詩
人
た
ち
」
に
つ
い
て
杉
浦

が
「
革
新
の
理
念
を
語
っ
た
も
の
」
と
的
確
に
評
し
た
内
容
と
一
致

し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

再
度
手
短
に
一
九
一
〇
～
二
〇
年
代
の
フ
ラ
ン
ス
詩
壇
に
お
け
る

「
新
精
神
」
の
関
連
事
項
を
時
系
列
に
従
っ
て
確
認
す
れ
ば
、
ア
ポ

リ
ネ
ー
ル
が
ア
メ
リ
カ
で
開
催
さ
れ
た
ア
ー
モ
リ
ー
・
シ
ョ
ウ
に
て

の
フ
ラ
ン
ス
芸
術
へ
の
評
価
を
伝
え
る
記
事
の
な
か
で
、
そ
の
ア
メ

リ
カ
側
の
「T

H
E N

EW
 SPIRIT

S

」
を
エ
ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー

と
飜
訳
し
つ
つ
記
事
に
し
た
の
が
一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
春
の
こ

と
、
そ
れ
か
ら
数
年
後
の
一
九
一
七
（
大
正
六
）
年
十
一
月
に
パ
リ

で
「
新
精
神
と
詩
人
た
ち
」
と
題
し
て
講
演
を
行
い
、
こ
れ
が
活
字

化
さ
れ
て
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
急
逝
後
に
メ
ル
キ
ュ
ー
ル
・
ド
・
フ
ラ

ン
ス
誌
上
に
掲
載
さ
れ
た
の
が
翌
一
九
一
八
（
大
正
七
）
年
十
二
月

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
十
年
が
経
過
し
た
一
九
二
八（
昭
和
三
）

年
九
月
の
日
本
で
刊
行
さ
れ
た
「
詩
と
詩
論
」
第
一
冊
誌
上
に
て
、

先
に
引
い
た
よ
う
に
「
總
て
の
新
精
神
が
旣
成
藝
術
を
追
放
し
て
新

し
い
生
活
を
案
出
し
よ
う
と
す
る
自
然
的
な
現
象
」
と
い
う
か
た
ち

で
、
春
山
が
「
新
精
神
」
を
認
識
し
つ
つ
使
用
す
る
こ
と
に
な
る
。

ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
が
講
演
を
行
っ
て
か
ら
「
詩
と
詩
論
」
創
刊
ま
で

の
そ
の
十
年
の
間
に
、
春
山
は
何
ら
か
の
か
た
ち
で
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル

の
「
新
精
神
と
詩
人
た
ち
」
を
読
む
か
、
ま
た
は
そ
の
梗
概
を
知
っ

て
い
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。
あ
る
い
は
マ
ル
セ
ル
・
ソ
ヴ
ァ
ー

ジ
ュ
の
よ
う
な
同
世
代
の
詩
論
家
か
ら
の
間
接
的
な
情
報
と
し
て
受

け
止
め
て
い
た
、
と
い
う
可
能
性
も
存
在
す
る
だ
ろ
う
。
と
ま
れ
、

そ
こ
に
見
ら
れ
る
「
總
て
」
の
「
旣
成
藝
術
を
追
放
」
と
い
う
そ
の

春
山
の
評
言
が
多
少
過
激
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
は
論
理
的
な
支
え
を

得
た
、
と
い
う
春
山
の
自
負
と
理
解
す
べ
き
と
考
え
ら
れ
る
。「
新

し
い
生
活
」
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
芸
術
が
現
代
性
を
獲
得
し
よ
う

と
し
て
革
新
を
模
索
す
る
さ
ま
を
表
現
し
た
の
で
あ
り
、「
旣
成
藝

術
」
の
何
を
「
追
放
」
し
よ
う
と
し
た
の
か
、
そ
れ
を
意
識
せ
ず
に
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「
詩
と
詩
論
」
グ
ル
ー
プ
と
旧
詩
壇
と
の
対
立
構
造
に
安
易
に
重
ね

て
と
ら
え
て
は
意
味
が
な
い
。

つ
ま
り
「
詩
と
詩
論
」
創
刊
時
点
に
お
け
る
春
山
の
理
解
す
る
新

精
神
と
は
、
後
年
の
理
解
の
よ
う
な
特
定
の
詩
派
を
さ
す
も
の
で
は

な
く
、
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
講
演
の
主
旨
と
し
て
杉
浦
が
端
的
に
示
し

た
内
容
と
一
致
す
る
、
文
学
の
流
れ
の
上
に
お
い
て
ひ
と
つ
の
極
か

ら
踏
み
出
す
「
革
新
の
理
念
」
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

そ
れ
は
ま
た
、
春
山
が
理
解
し
て
い
た
「
新
精
神
」
の
内
実
と
、「
詩

と
詩
論
」
グ
ル
ー
プ
が
日
本
に
与
え
た
影
響
と
し
て
、
の
ち
に
彼
ら

4

4

自
身
か
ら
で
は
な
い
か
た
ち
で
名
付
け
ら
れ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

（
と
杉
浦
が
指
摘
す

る
）「
新
精
神
」（
ま
た
は
「
レ
ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
」）
と
を
区

別
す
る
必
要
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。

第
一
冊
の
該
当
箇
所
に
あ
ら
わ
れ
る
「
新
精
神
」
に
つ
い
て
言
え

ば
、「
自
然
的
な
現
象
」
を
指
す
春
山
の
表
現
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る

レ
ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
と
は
異
な
る
と
杉
浦
が
判
断
し
た
可
能
性

が
あ
り
、
当
該
の
差
異
は
指
摘
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
少
し

先
走
っ
て
言
え
ば
、
こ
れ
が
詩
の
創
作
の
過
程
を
「
ポ
エ
ジ
ー
」
と

「
ポ
エ
ム
」、つ
ま
り
詩
的
精
神
と
い
う
思
考
の
領
域
と
、そ
れ
に
よ
っ

て
構
築
さ
れ
て
存
在
す
る
詩
篇
と
に
区
分
し
て
理
解
す
る
こ
と
を
原

則
と
す
る
春
山
の
詩
的
認
識
で
あ
る
「
ポ
エ
ジ
ー
論
」
の
中
核
に
も

関
わ
っ
て
く
る
と
い
う
点
で
、実
は
重
大
な
こ
と
が
ら
な
の
で
あ
る
。

「
レ
ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
」
と
い
う
後
年
か
ら
の
、い
わ
ば
「
伝
説
」

化
さ
れ
た
日
本
の
初
期
モ
ダ
ニ
ス
ム
詩
観
か
ら
少
し
離
れ
て
、
外
国

語
資
料
を
読
む
こ
と
で
当
時
の
自
身
の
日
本
語
の
言
説
を
形
成
し
て

い
っ
た
と
い
う
可
能
性
を
考
え
る
、と
の
観
点
か
ら
春
山
行
夫
の「
詩

と
詩
論
」
を
中
心
と
し
た
動
向
を
探
る
こ
と
は
無
意
味
で
は
あ
る
ま

い
。

先
行
研
究
に
お
け
る
「
詩
と
詩
論
」
と
春
山
詩
論
へ
の
視
座

こ
こ
で
、
前
稿
で
も
触
れ
た
近
年
の
「
詩
と
詩
論
」
研
究
の
嚆
矢

と
し
て
一
九
九
六
（
平
成
八
）
年
三
月
に
登
場
し
た
澤
正
宏
・
和
田

博
文
編
『
都
市
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
奔
流　

―
「
詩
と
詩
論
」
の
エ
ス
プ

リ
・
ヌ
ー
ボ
ー
―
』（
翰
林
書
房　

以
降
『
都
市
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
奔
流
』

と
略
す
）
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
春
山
詩
論
の
問
題
の
射
程
を
手
短
に

確
認
し
て
ゆ
く
。
二
〇
年
ほ
ど
前
の
著
書
だ
が
、
近
年
で
は
澤
の
当

該
書
で
の
主
張
を
全
面
的
に
肯
定
し
た
上
で
勝
原
晴
希
が
「
詩
と
詩

論
」
前
後
の
春
山
詩
論
を
展
開
（『
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
大
河
Ⅰ
』

二
〇
一
〇
（
平
成
二
二
）
年
十
一
月　

ゆ
ま
に
書
房
）
し
て
も
お
り
、

そ
の
見
立
て
は
現
在
も
基
本
的
に
変
わ
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

巻
頭
に
配
さ
れ
た
澤
正
宏
の
「
詩
史
の
断
層
」
で
は
、「
詩
と
詩
論
」

が
登
場
し
た
一
九
二
八
（
昭
和
三
）
年
と
同
年
末
に
登
場
し
た
萩
原

朔
太
郎
の
『
詩
の
原
理
』
を
春
山
詩
論
と
対
置
す
る
こ
と
で
、
春
山

が
「
詩
と
詩
論
」
で
展
開
し
た
と
い
う
「
詩
学
」
の
特
徴
と
限
界
を
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論
じ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
冒
頭
で
は
朔
太
郎
の
『
詩
の
原
理
』

を
「
内
容
論
」
と
「
形
式
論
」
と
に
二
分
し
て
詩
の
本
質
に
迫
る

こ
と
で
あ
り
、
内
容
で
あ
れ
形
式
で
あ
れ
、
詩
の
表
現
に
関
わ

る
問
題
は
す
べ
て
「
主
観
」
と
「
客
観
」
の
二
分
法
で
割
わ
り

切
っ
て
、
前
者
の
な
か
に
詩
の
本
質
を
定
義
づ
け
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
こ
う
し
て
彼
は
、「
内
容
論
」
に
お
い
て
は
、「
詩
と

は
実
に
主
観
的
態
度
に
よ
つ
て
認
識
さ
れ
た
る
、
宇
宙
の
一
切

の
存
在
で
あ
る
」
と
い
う
結
論
を
、「
形
式
論
」
に
お
い
て
は
、

「
詩
の
表
現
に
お
け
る
定
義
は
如
何
？　

詩
は
音
楽
と
同
じ
く
、

実
に
情
象
す
る
芸
術
で
あ
る
」
と
い
う
結
論
を
、
そ
れ
ぞ
れ
記

す
こ
と
と
に
な
る
。（
六
頁
）

と
ま
と
め
、「
主
観
」
と
「
客
観
」
と
い
う
二
分
法
と
し
て
朔
太
郎

は
主
観
に
そ
の
力
点
を
置
く
詩
論
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
う
え
で
、

都
市
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
な
か
に
出
現
し
た
現
代
詩
に
関
わ
る
主

義
、
主
張
の
ほ
と
ん
ど
に
は
、
詩
の
本
質
に
迫
ろ
う
と
す
る
、

い
わ
ば
朔
太
郎
の
よ
う
に
、
ポ
エ
ジ
ー
（
詩
の
本
質
）
を
原
理

主
義
的
に
（
即
ち
、
詩
学
と
し
て
）
追
究
す
る
姿
勢
は
見
ら
れ

な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
傾
向
の
中
に
あ
っ
て
、『
詩
の
原
理
』

と
同
年
の
一
九
二
八
年
九
月
に
刊
行
さ
れ
た
春
山
行
夫
編
集
の

『
詩
と
詩
論
』（
略
）
は
、
朔
太
郎
の
詩
観
を
顚
倒
さ
せ
た
と
こ

ろ
に
詩
の
本
質
を
求
め
る
と
い
う
よ
う
に
、
反
朔
太
郎
の
旗
色

を
前
面
に
打
ち
出
し
、
都
市
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
背
景
に
現
代
の
詩

学
を
打
ち
建
て
よ
う
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
季
刊
詩
誌
で
あ
っ

た
。（
八
頁
）

と
、「
現
代
の
詩
学
を
打
ち
建
て
よ
う
と
し
て
ス
タ
ー
ト
」
し
た
も

の
が
「
詩
と
詩
論
」
で
あ
る
、と
す
る
。
つ
ま
り
は
「
原
理
主
義
的
」

な
「
詩
学
」
が
「
詩
と
詩
論
」
に
存
在
し
た
、
と
澤
が
理
解
し
て
い

る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
実
は
春
山
の
「
詩

論
」
と
「
詩
学
」
の
認
識
の
差
異
を
め
ぐ
る
問
題
が
存
在
す
る
の
だ

が
、
そ
の
認
識
は
澤
に
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
先
に
「「
内
容
論
」

と
「
形
式
論
」
と
に
二
分
し
て
詩
の
本
質
に
迫
る
」
と
い
う
言
い
方

も
し
て
い
る
が
、
澤
が
こ
の
段
階
で
、
ポ
エ
ジ
ー
を
「
詩
の
本
質
」

と
し
て
捉
え
て
い
る
点
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

『
詩
と
詩
論
』
の
主
張
は
、
そ
の
第
一
冊
に
挿
入
さ
れ
た
、
春

山
行
夫
の
執
筆
と
推
定
さ
れ
る「『
詩
と
詩
論
』創
刊
に
つ
い
て
」

と
い
う
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
簡
潔
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ

る
と
、
こ
の
詩
誌
は
一
一
人
の
同
人
が
「
一
団
と
な
っ
て
結
合

し
」、「
一
新
紀
元
を
劃
す
る
」「
わ
が
国
詩
壇
の
転
換
」
と
な
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る
運
動
に
な
る
こ
と
、
こ
の
た
め
に
彼
ら
は
「
混
乱
、
頽
廃
そ

の
極
に
達
せ
る
、
今
日
の
わ
が
詩
壇
」
の
詩
に
「
眼
を
向
け
」、

「
過
去
詩
壇
の
無
詩
学
的
独
裁
を
打
破
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」

こ
と
も
付
加
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
最
終
的
に
は
彼
ら
が
「
未
来

性
を
確
立
せ
し
め
る
」、「
古
い
詩
的
精
神
を
揚
棄
し
た
と
こ
ろ

の
新
し
い
詩
的
精
神
」
に
よ
る
「
ポ
エ
ジ
イ
」
を
め
ざ
し
て
い

る
こ
と
、
ま
た
こ
の
「
ポ
エ
ジ
イ
」
に
よ
っ
て
他
の
ジ
ャ
ン
ル

と
の
連
携
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
わ
か
る
。

　

こ
れ
ら
を
要
約
す
れ
ば
、
こ
こ
に
は
、
一
つ
に
は
、『
詩
と

詩
論
』
は
詩
誌
を
と
お
し
た
新
詩
運
動
の
展
開
の
場
で
あ
る
こ

と
、
二
つ
に
は
、
こ
の
場
で
新
詩
精
神
つ
ま
り
レ
ス
プ
リ
・
ヌ
ー

ボ
ー
に
よ
る
今
日
の
ポ
エ
ジ
イ
の
確
立
を
め
ざ
し
て
い
る
こ

と
、（
九
頁　

以
下
略
）

ま
ず
、
澤
の
中
で
新
精
神
は
「
新
詩4

精
神
」
で
あ
る
、
と
い
う
認
識

が
存
在
し
て
い
る
。「
過
去
詩
壇
の
無
詩
学
的
独
裁
」
と
い
う
表
現

は
ま
た
「
旧
詩
壇
」
と
い
う
表
現
と
し
て
、「
詩
と
詩
論
」
に
掲
載

さ
れ
た
春
山
言
説
の
あ
ち
こ
ち
に
散
見
さ
れ
る
。
澤
は「
過
去
詩
壇
」

ま
た
は
「
旧
詩
壇
」
と
「
詩
と
詩
論
」
同
人
と
い
う
対
立
構
造
を
読

み
取
り
、
そ
の
先
に
、「
詩
と
詩
論
」
の
編
集
と
し
て
同
誌
を
代
表

し
た
春
山
に
よ
っ
て
共
通
の
新
し
い
「
詩
学
」
が
建
て
ら
れ
て
い
る
、

と
理
解
し
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
理
解
は
同
じ
『
都
市
モ
ダ
ニ
ズ
ム

の
奔
流
』
の
編
者
和
田
博
文
に
よ
る
「
都
市
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
化
と
ポ

エ
ジ
ー
」
で
も
表
明
さ
れ
て
い
る
。
和
田
は
春
山
の
「
詩
と
詩
論
」

で
の
一
連
の
詩
論
を
「
春
山
の
総
否
定
論
」（
同
五
八
頁
）
と
断
じ

た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

だ
が
ポ
エ
ジ
ー
の
考
え
方
は
、
同
人
間
で
統
一
さ
れ
て
い
た
わ

け
で
は
な
い
。
旧
世
代
が
「
無
詩
学
」
だ
と
い
う
断
言
は
、
自

分
た
ち
に
「
詩
学
」
が
あ
る
と
い
う
確
信
と
表
裏
を
な
し
て
い

る
。
し
か
し
そ
の
内
実
は
と
い
え
ば
多
様
だ
っ
た
。
シ
ュ
ー
ル

レ
ア
リ
ス
ム
や
フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
、新
散
文
詩
や
シ
ネ
ポ
エ
ム
、

や
や
遅
れ
て
入
る
ノ
イ
エ
・
ザ
ハ
リ
ヒ
カ
イ
ト
。
雑
誌
の
魅
力

は
、
レ
ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ボ
ー
の
多
様
性
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
。

多
様
性
は
同
時
に
、
雑
誌
が
抱
え
込
ん
だ
爆
弾
で
も
あ
っ
た
。

　

ポ
エ
ジ
ー
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
言
説
を
『
詩
と
詩
論
』
か

ら
抜
き
出
せ
る
。（
略
）
ど
う
に
で
も
解
釈
で
き
る
言
葉
や
、

ど
う
に
も
解
釈
で
き
な
い
言
葉
は
、
人
を
苛
立
た
せ
て
も
、
論

理
の
不
一
致
を
顕
在
化
さ
せ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
「
意
味
の
な
い
詩
を
書
く
こ
と
に
よ
つ
て
ポ
ェ
ジ
ィ

の
純
粋
は
実
験
さ
れ
る
」（
春
山
行
夫
「
ポ
エ
ジ
イ
論
」、
第
五

冊
）
と
い
う
一
文
は
、
意
味
が
明
確
で
あ
る
た
め
に
、
賛
同
も

反
発
も
呼
び
寄
せ
る
だ
ろ
う
。（
五
九
頁
）
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和
田
は
ポ
エ
ジ
ー
、
つ
ま
り
澤
の
規
定
に
よ
れ
ば
「
詩
の
本
質
」
へ

の
考
え
方
が
同
人
間
で
統
一
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
、
と
し
た

う
え
で
、
初
期
「
詩
と
詩
論
」
の
有
力
な
同
人
で
あ
っ
た
北
川
冬
彦

の
同
誌
か
ら
の
離
脱
を
暗
示
し
、
そ
れ
を
内
部
の
同
人
間
に
お
け
る

「
亀
裂
」
と
捉
え
る
。
ま
た
、
ポ
エ
ジ
ー
の
不
統
一
は
、
春
山
の
「
意

味
の
な
い
詩
を
書
く
こ
と
に
よ
つ
て
ポ
ェ
ジ
ィ
の
純
粋
は
実
験
さ
れ

る
」
と
い
う
有
名
な
一
文
が
「
賛
同
も
反
発
も
呼
び
寄
せ
る
」
と
す

る
。
同
文
の
掲
載
さ
れ
た
第
五
冊
（
一
九
二
九
（
昭
和
四
）
年
九
月
）

か
ら
、
創
刊
時
点
の
同
人
制
度
を
廃
し
、
寄
稿
者
へ
と
改
め
た
こ
と

が
、
結
果
的
に
「
編
集
責
任
者
」
と
し
て
の
春
山
の
重
要
度
が
増
す

こ
と
に
な
る
、
と
い
う
認
識
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
。
ま
た
、「
意
味

の
な
い
詩
」
は
同
じ
編
者
で
あ
る
澤
に
よ
っ
て
も
中
心
的
な
問
題
と

し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
ゆ
く
。
再
び
澤
の
論
に
目
を
転
じ
る
。

　
『
詩
と
詩
論
』
に
は
春
山
行
夫
の
編
集
方
針
が
隅
々
ま
で
行

き
渡
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
の
雑
誌
の
主
張
は
彼
の
詩
に
対

す
る
思
想
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
彼
の
詩
論
と
そ
の
実
践

と
し
て
の
作
品
と
を
中
心
に
し
て
、「
意
味
の
な
い
詩
」、
フ
ォ

ル
マ
リ
ス
ム
、
散
文
詩
か
ら
詩
的
散
文
へ
と
い
う
観
点
か
ら
さ

ぐ
っ
て
み
た
。（
一
五
頁
）

春
山
行
夫
に
と
っ
て
こ
の
詩
誌
は
、
音
韻
の
リ
ズ
ム
を
必
要
と

せ
ず
、
し
か
も
言
葉
に
意
味
を
認
め
な
い
詩
が
、
さ
ま
ざ
ま
な

形
態
を
と
っ
て
い
る
新
ら
し
い
形
式
と
し
て
ど
こ
ま
で
書
け
る

か
の
実
験
の
場
で
あ
っ
た
（
一
六
頁
）

『
都
市
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
奔
流
』
で
は
、
詩
誌
「
詩
と
詩
論
」
は
「
春

山
行
夫
の
編
集
方
針
が
隅
々
ま
で
行
き
渡
っ
て
い
る
」
と
い
う
認
識

を
前
提
と
し
、「
旧
詩
壇
」
の
「
無
詩
学
」
な
状
態
に
対
置
す
べ
き

4

4

4

4

4

「
詩

と
詩
論
」
側
の
「
詩
学
」
の
存
在
の
可
能
性
を
、「
意
味
の
な
い
詩
」

と
、
春
山
の
詩
論
で
あ
る
「
フ
ォ
ル
マ
リ
ス
ム
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー

ド
に
集
約
し
て
い
っ
た
。
同
人
及
び
の
ち
の
寄
稿
者
の
作
品
で
は
さ

ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
「
意
味
の
な
い
詩
」
が
試
み
ら
れ
て
い
る
、
と

指
摘
す
る
澤
は
、「
主
観
」
と
「
客
観
」
を
「
顚
倒
」
し
た
点
に
の

ち
の
春
山
の
行
き
詰
ま
り
が
あ
る
と
指
摘
し
、
和
田
は
第
八
冊
を
前

に
し
て
、
初
期
か
ら
の
同
人
で
あ
っ
た
北
川
冬
彦
ら
の
離
脱
と
い
う

現
実
的
な
出
来
事
を
背
景
に
「
詩
と
詩
論
」
の
弱
点
を
探
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
「
春
山
行
夫
の
編
集
方
針
が
隅
々
ま
で
行
き
渡
っ
」
て
い
る

は
ず
の
「
詩
と
詩
論
」
誌
上
に
、春
山
の
編
集
方
針
（
つ
ま
り
「
フ
ォ

ル
マ
リ
ス
ム
」
や
「
意
味
の
な
い
詩
」
に
つ
な
が
る
作
品
群
）
に
対

し
、
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
意
見
や
作
品
が
登
場
す
る
事
実
を
そ
の
見
立

て
の
論
拠
と
し
て
い
る
。

本
稿
の
筆
者
は
、
澤
・
和
田
両
者
の
見
立
て
や
解
釈
全
体
を
否
定

4

4

し
よ
う
と
考
え
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
例
え
ば
近
代
的
自
我
の
「
主
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体
性
」
を
表
現
す
る
上
で
は
、
フ
ォ
ル
マ
リ
ス
ム
と
い
う
方
法
が
持

つ
そ
の
客
観
性
そ
れ
自
体
に
よ
り
あ
る
意
味
で
一
定
の
限
界
を
持
つ

こ
と
も
理
解
し
て
い
る
し
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
が
展
開
し
た
の
ち
に
、

一
方
で
は
い
わ
ゆ
る
「
感
情
」
の
復
権
が
現
象
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た

こ
と
や
、
も
う
少
し
射
程
を
広
げ
れ
ば
、
昭
和
十
年
代
に
モ
ダ
ニ
ズ

ム
詩
の
洗
礼
を
受
け
た
鮎
川
信
夫
が
戦
後
、
例
え
ば
そ
の
批
評
「
現

代
詩
と
は
何
か
」
で
展
開
し
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
へ
の
批
判
な
ど
か
ら

も
う
か
が
え
る
、
あ
る
種
の
行
き
詰
ま
り
が
の
ち
に
は
確
か
に
存
在

し
て
い
る
。
だ
が
、「
詩
と
詩
論
」
の
特
に
初
期
に
問
題
を
集
約
す

れ
ば
、『
都
市
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
奔
流
』
で
明
瞭
に
展
開
さ
れ
た
解
釈

の
は
し
ば
し
に
、
概
念
と
そ
の
実
情
の
確
認
を
通
じ
た
点
検
を
試
み

る
余
地
は
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
意
味
の
な
い
詩
」
の
一
文
の
含
ま

れ
た
「
ポ
エ
ジ
イ
論
」
は
一
九
二
九
（
昭
和
四
）
年
九
月
の
「
詩
と

詩
論
」
の
第
五
冊
に
登
場
す
る
が
、
そ
れ
は
本
来
、
同
年
六
月
の
北

園
克
衛
の
詩
集
『
白
の
ア
ル
バ
ム
』
に
「
北
園
克
衛
に
つ
い
て
」
と

題
し
て
発
表
さ
れ
た
も
の
で
も
あ
る
。
だ
が
、
北
園
の
具
体
的
な
作

品
や
北
園
へ
の
批
評
と
し
て
の
側
面
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
か
、

に
つ
い
て
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、「
詩
と
詩
論
」
と
い
う
詩

誌
の
始
発
か
ら
終
息
ま
で
の
出
来
事
の
な
か
で
春
山
の
存
在
が
重
要

視
さ
れ
な
が
ら
も
、「
意
味
の
な
い
詩
」
や
「
フ
ォ
ル
マ
リ
ス
ム
」

と
い
う
当
時
の
春
山
の
詩
的
認
識
は
何
に
よ
り
影
響
を
受
け
た
の

か
、
な
ど
の
根
本
的
な
問
題
に
は
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
て
は
い
な
い
。

そ
れ
は
あ
た
か
も
、
詩
史
の
歴
史
的
な
現
象
の
変
転
の
結
果
を
前
提

と
し
、
春
山
と
「
詩
と
詩
論
」
を
中
心
と
し
た
日
本
語
の
言
説
の
ト

ピ
ッ
ク
の
う
え
に
重
点
を
置
い
た
か
た
ち
で
そ
の
解
釈
と
整
理
と
が

完
結
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
印
象
が
強
い
。「
詩
と
詩
論
」
を
通
じ

た
出
来
事
の
経
過
は
そ
の
通
り
な
の
だ
が
、
そ
の
出
来
事
を
め
ぐ
る

解
釈
に
は
、
ま
だ
ほ
か
の
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
本
稿
で
は
ま
ず
「
詩
と
詩

論
」
で
春
山
が
展
開
し
た
ポ
エ
ジ
ー
と
い
う
概
念
の
捉
え
方
か
ら
検

証
を
始
め
る
。

「
詩
と
詩
論
」
初
期
段
階
の
春
山
の
ポ
エ
ジ
ー

春
山
が
「
新
精
神
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
「
詩
と
詩
論
」
第
一

冊
の
「
日
本
近
代
象
徴
主
義
の
終
焉
」
に
は
ま
た
、
次
の
よ
う
な
ポ

エ
ジ
ー
へ
の
言
及
が
あ
る
。

　

既
に
あ
る
ポ
エ
ジ
イ
が
、
詩
あ
る
ひ
は
文
學
作
品
へ
と
扶
植

せ
ら
れ
る
に
は
、常
に
そ
の
精
神
が
表
現
様
式
か
ら
一
層
深
く
、

全
人
的
に
行
動
せ
ら
れ
て
、
始
め
て
そ
の
本
質
が
完
全
に
顕
現

せ
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
全
人
的
な
主
觀
に
よ
つ
て
古

い
ポ
エ
ジ
イ
が
、そ
の
採
り
來
つ
た
表
現
様
式
の
法
則
の
故
に
、

著
し
く
硬
化
し
た
形
式
主
義
を
時
に
反
對
の
岸
へ
と
驅
逐
し
去
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る
や
う
な
悲
劇
の
原
因
を
胎
み
、
事
實
、
自
ら
を
も
時
に
破
産

に
置
く
や
う
な
極
点
を
示
す
。
實
に
、
こ
の
一
元
的
發
程
に
止

揚
さ
れ
た
ポ
エ
ジ
イ
こ
そ
、
現
代
に
於
け
る
新
ら
し
い
詩
の
主

動
力
で
す
ら
あ
る
。

　

こ
の
意
味
で
、
ポ
ー
の
提
唱
し
た
ポ
エ
ジ
イ
を
、
そ
の
手
法

た
る
象
徴
の
名
に
於
て
純
粋
、
且
つ
は
全
人
的
に
行
動
し
た
ボ

オ
ド
レ
エ
ル
の
藝
術
こ
そ
は
、
そ
の
當
然
の
帰
結
と
し
て
、
結

果
に
於
て
尠
か
ら
ぬ
主
觀
的
、
獨
斷
的
錯
誤
に
陥
つ
た
と
は
い

へ
、
ま
づ
最
初
の
踏
襲
者
と
し
て
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
多
く
の
も

の
を
も
つ
。（
六
九
頁
）

ま
ず
同
文
七
八
頁
の
表
中
で
春
山
は
「
ポ
エ
ジ
イ
（
自
由
詩
）」
と

い
う
理
解
を
明
示
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
注
目
す
べ
き
は
、
春
山
の

言
う
ポ
エ
ジ
ー
と
、
具
体
的
に
構
築
さ
れ
た
作
品
（
ポ
エ
ム
）
と
の

関
係
で
あ
る
。「
既
に
あ
る
ポ
エ
ジ
イ
」
が
「
詩
あ
る
ひ
は
文
學
作

品
へ
と
扶
植
」
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
ポ
エ
ジ
ー
と
は
扶
植
さ
れ
る
以

前
の
存
在
、
つ
ま
り
は
作
品
と
し
て
構
築
さ
れ
る
以
前
の
思
考

4

4

の
レ

ベ
ル
に
あ
る
も
の
、
い
わ
ば
詩
的
な
「
精
神
」
で
あ
る
こ
と
が
了
解

さ
れ
る
。
実
際
に
春
山
は
「
詩
と
詩
論
」
第
二
冊
（
一
九
二
八
（
昭

和
三
）
年
一
二
月
）
に
掲
載
さ
れ
た
「
ポ
エ
ジ
イ
と
は
何
か　

高
速

度
詩
論　

そ
の
一
」の「
詩
的
精
神
と
散
文
精
神
」と
い
う
セ
ク
シ
ョ

ン
で
、「
こ
の
詩
的
精
神
を
わ
た
し
は
ポ
エ
ジ
イ
と
呼
ぶ
。」（
二
五
〇

頁
上
段
）
と
言
及
し
て
い
る（

２
）。

一
九
三
一
（
昭
和
六
）
年
二
月
に
は
春
山
の
詩
論
集
と
し
て
『
詩

の
研
究
』
が
刊
行
さ
れ
た
が
、
そ
こ
に
は
「
は
し
が
き
」
に
続
く
冒

頭
に
書
下
ろ
し
と
推
定
さ
れ
て
い
る
「
詩
の
對
象
」
が
一
～
三
二
頁

に
わ
た
っ
て
配
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
そ
の
時
期
の
詩
論
を
集
成
す

る
前
提
と
し
て
、
い
わ
ば
当
時
の
春
山
の
詩
的
認
識
を
端
的
に
ま
と

め
た
も
の
、
と
み
な
し
得
る
内
容
と
判
断
で
き
る
の
だ
が
、
そ
こ
で

は
ポ
エ
ジ
ー
と
作
品
と
の
関
係
を
、
精
神
的
な
も
の
と
物
質
的
な
も

の
、
と
に
そ
れ
ぞ
れ
属
す
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。

　

詩
の
精
神
の
状
態
と
詩
の
構
成
要
素
、
即
ち
一
方
は

Spiritual

で
他
方
は M

aterial

な
も
の
。
こ
の
二
つ
を
知
る

こ
と
に
つ
い
て
、
今
日
の
詩
人
は
歴
史
的
努
力
を
し
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
さ
う
し
て
、
詩
に
於
け
る
か
う
し
た
努
力
を
、
若

し
我
々
が
、
天
成
の
素
質
に
よ
る
詩
人
と
し
て
の
努
力
以
外
に

必
要
と
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
努
力
は
、
批
評
と
い
ふ
努
力
の

領
域
に
属
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
自
明
と
な
る
で
あ
ら
う
。

　

由
來
、批
評
と
い
ふ
領
域
に
於
て
取
扱
は
れ
る
詩
の
歴
史
は
、

つ
ね
に
詩
の
二
つ
の
方
向
、
即
ち
精
神
の
状
態
と
、
有
形
的
な

形
態
と
の
二
つ
の
要
素
の
、絶
え
ま
な
い
起
伏
の
歴
史
で
あ
る
。

（
三
～
四
頁
）
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も
う
一
つ
重
要
な
の
は
、「
批
評
」
と
い
う
要
素
で
語
ら
れ
る
べ
き

領
域
と
し
て
、
詩
を
精
神
の
状
態
と
構
成
要
素
と
に
分
け
て
認
識
し

た
点
に
あ
る
。
そ
の
先
で
春
山
は
「
今
日
の
詩
」、
つ
ま
り
詩
と
い

う
領
域
を
現
代
に
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
す
る
方
法
と
し
て
こ
れ
ら
を
と
り

あ
げ
、今

日
の
詩
と
は
何
を
指
す
か
、
こ
れ
を
極
く
簡
単
に
い
ふ
な
ら

ば
、
い
か
な
る
精
神
が
い
か
な
る
形
態
を
採
る
か
と
い
ふ
別
個

の
批
評
の
立
場
に
あ
る
。
こ
の
別
個
の
批
評
の
立
場
と
は
、
換

言
す
れ
ば
全
體
と
し
て
の
詩
を
指
す
も
の
で
あ
り
、
従
来
の
慣

例
に
從
つ
て
、
精
神
と
し
て
の
、
ま
た
は
形
態
の
詩
と
い
ふ
も

の
か
ら
こ
れ
を
區
別
す
る
な
ら
ば
、
ポ
エ
ジ
イPoésie

と
い

ふ
も
の
に
當
る
。

と
、
そ
の
詩
的
認
識
を
一
歩
進
め
て
、
ポ
エ
ジ
ー
を
精
神
（
詩
的
精

神
）
と
形
態
（
詩
篇
）
で
成
り
立
つ
「
全
體
と
し
て
の
詩
」
と
も
捉

え
て
い
る
。
こ
れ
は
具
体
的
に
は
「
詩
と
詩
論
」
に
お
い
て
、
そ
れ

以
前
ま
で
は
目
次
に
掲
載
記
事
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
区
分
を
「
詩
」
と
し

て
い
た
も
の
を
、一
九
二
九
（
昭
和
四
）
年
の
第
三
冊
か
ら
ポ
エ
ジ
ー

に
よ
っ
て
書
か
れ
た
詩
篇
（poèm

e

）、と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
「
ポ

エ
ジ
イ
」
と
表
記
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
も
了
解
さ
れ
る
。
こ
の

認
識
が
春
山
の
ポ
エ
ジ
ー
説
、
そ
し
て
「
詩
と
詩
論
」
全
体
を
支
え

た
と
言
え
る
、
ポ
エ
ジ
ー
運
動
へ
と
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
。

と
は
い
う
も
の
の
、
客
観
的
な
視
点
に
立
て
ば
、「
詩
的
精
神
」

と
「
構
築
さ
れ
た
作
品
」
と
い
う
次
元
の
異
な
る
二
つ
の
関
係
を
別

個
に
ポ
エ
ジ
ー
と
ポ
エ
ム
、
と
の
み
言
え
ば
無
用
な
混
乱
は
起
き
ぬ

の
に
、
と
も
思
う
の
だ
が
、
そ
こ
に
は
春
山
が
そ
の
詩
的
認
識
の
中

核
に
フ
ラ
ン
ス
語
と
フ
ラ
ン
ス
詩
の
流
れ
を
手
本
と
し
て
据
え
て
い

る
、
と
い
う
事
情
も
お
そ
ら
く
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ

い
て
は
後
に
と
り
あ
げ
る
。

ま
た
、
春
山
が
「
精
神
と
し
て
の
詩
」
と
「
形
態
と
し
て
の
詩
」

と
「
ポ
エ
ジ
イPoésie

」
と
を
区
別
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
直
前

の
一
節
で
、『
フ
ラ
ン
ス
文
学
史
序
説
』
な
ど
で
知
ら
れ
る
ブ
リ
ュ

ン
チ
エ
ー
ル
が
「
浪
漫
主
義
の
詩
人
は
、
あ
ま
り
に
精
神
の
状
態
に

重
き
を
置
き
過
ぎ
て
、
個
々
の
藝
術
の
レ
ゾ
ン
デ
エ
ト
ル
に
重
き
を

置
か
な
か
つ
た
」
と
述
べ
て
い
る
と
し
、
ま
た
「
最
近
日
本
で
自
由

詩
の
反
動
と
し
て
現
れ
た
新
散
文
詩
運
動
な
ど
と
い
ふ
も
の
は
、
單

に
形
態
だ
け
に
力
を
入
れ
て
形
態
の
革
命
だ
け
が
詩
の
革
命
だ
と
思

ひ
こ
ん
で
し
ま
つ
た
」
と
、
か
つ
て
の
同
人
・
北
川
冬
彦
の
提
唱
し

た
「
新
散
文
詩
運
動
」
を
批
判
し
つ
つ
、
精
神
の
状
態
と
形
態
の
革

命
と
が
相
互
に
関
連
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
「
全
體
と
し

て
の
詩
」
た
る
「
ポ
エ
ジ
イ
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
の
重
要
性
へ
の

認
識
の
あ
ら
わ
れ
と
い
え
る
。

北
川
冬
彦
の
「
新
散
文
詩
運
動
」
へ
の
批
判
は
一
九
三
一
（
昭
和
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六
）
年
一
月
の
「
詩
と
詩
論
」
第
十
冊
の
春
山
行
夫
「
新
散
文
詩
運

動
の
清
算
」
に
明
瞭
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
翌
月
に
厚
生
閣

書
店
版
『
詩
の
研
究
』
初
版
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ

の
『
詩
の
研
究
』
の
Ⅰ
に
収
め
ら
れ
た
「
詩
の
對
象
」
は
同
書
の
成

立
に
近
い
段
階
で
執
筆
さ
れ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。そ
れ
は
ま
た
、

「
詩
と
詩
論
」
創
刊
当
時
の
春
山
の
詩
的
認
識
か
ら
多
少
と
も
進
化
・

発
展
し
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
も
指
し
示
す
。

そ
の
「
詩
と
詩
論
」
創
刊
か
ら
五
〇
年
と
い
う
節
目
に
、「
詩
と

詩
論
」
と
後
継
の
「
文
學
」
誌
と
が
合
わ
せ
て
復
刻
さ
れ
る
と
い
う

タ
イ
ミ
ン
グ
で
発
表
さ
れ
た
春
山
の
エ
ッ
セ
イ
が
、「
ポ
エ
ジ
ー
論

の
出
発
」（「
別
冊
吟
遊　

モ
ダ
ニ
ズ
ム
５
０
年
史　

総
特
集　

詩
と

詩
論
」
一
九
七
九
（
昭
和
五
四
）
年
六
月
）
で
あ
る
。
そ
こ
で
春
山

は
ポ
エ
ジ
ー
を
端
的
に
「
詩
的
思
考
」
と
明
記
し
て
も
い
る
。
つ
ま

り
、
春
山
の
い
う
ポ
エ
ジ
ー
と
は
「
詩
的
精
神
／
詩
的
思
考
」
と
捉

え
る
こ
と
が
で
き
る
。

入
沢
康
夫
の
捉
え
る
「
ポ
エ
ジ
ー
」

春
山
の
五
〇
年
後
の
回
想
の
出
る
十
年
ほ
ど
ま
え
、
つ
ま
り
「
詩

と
詩
論
」
創
刊
の
時
期
か
ら
四
〇
年
ほ
ど
の
の
ち
、
詩
人
・
入
沢
康

夫
は
そ
の
著
書
に
お
い
て
、詩
を
表
す
る
際
に
多
用
さ
れ
る
「
実
感
」

と
あ
わ
せ
て
、「
ポ
エ
ジ
ー
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
実
感
と
い
う
言
葉
は
、
意
味
も
適
用
範
囲
も
ま
た
適
用

次
元
も
、
決
し
て
論
理
的
・
分
析
的
に
は
決
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、

ま
さ
に「
実
感
」さ
れ
て
い
る
に
止
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
ち
ょ

う
ど
、
あ
の
「
ポ
エ
ジ
ー
」
と
い
う
言
葉
と
同
じ
く
、
以
心
伝

心
的
な
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
急
い
で
（
と
い
う

の
は
、
そ
そ
っ
か
し
い
人
と
い
う
も
の
は
常
に
い
る
も
の
だ
か

ら
）
つ
け
加
え
て
お
く
が
、こ
こ
で
い
ま
考
え
て
い
る
方
向
は
、

「
実
感
」
と
か
「
ポ
エ
ジ
ー
」
と
か
い
う
こ
と
を
否
定
し
、
詩

を
書
き
、
詩
を
読
む
の
に
「
実
感
」
や
「
ポ
エ
ジ
ー
」
が
い
ら

な
い
と
言
お
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
問
題
は
、

「
実
感
」
と
い
う
言
葉
や
、「
ポ
エ
ジ
ー
」
と
い
う
言
葉
は
、
詩

に
つ
い
て
多
少
と
も
突
っ
こ
ん
で
考
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
あ

ま
り
に
も
大
ま
か
に
す
ぎ
る
点
が
あ
る
。
何
の
語
義
決
定
も
な

し
に
「
詩
に
は
実
感
が
必
要
で
あ
る
」
ま
た
は
「
詩
に
は
ポ
エ

ジ
ー
が
必
要
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
、
異
論
は
あ
り

よ
う
が
な
い
の
だ
。
た
だ
し
、
こ
の
こ
と
を
口
に
す
る
人
の
一

人
一
人
に
、
そ
の
「
実
感
」
と
か
「
ポ
エ
ジ
ー
」
と
か
の
意
味

す
る
と
こ
ろ
を
問
い
た
だ
し
て
み
れ
ば
、
各
人
各
様
、
千
差
万

別
で
収
拾
が
つ
か
な
く
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

お
そ
ら
く
詩
に
つ
い
て
の
「
実
感
」
と
か
「
ポ
エ
ジ
ー
」
と

か
い
う
言
葉
は
、
同ト

ー
ト
ロ
ジ
ッ
ク

語
反
復
的
に
な
ら
ず
に
は
概
念
規
定
の
極
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め
て
困
難
な
言
葉
な
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
う
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
こ
う
し
た
概
念
を
用
い
て
詩
の
問
題
を
考
え
る
の
は
、

ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
言
葉
と

織
り
ま
ぜ
て
詩
を
論
ず
れ
ば
、
な
る
ほ
ど
、
お
そ
ら
く
通
り
の

よ
い
議
論
に
は
な
る
だ
ろ
う
し
、「
実
感
」
的
に
は
何
や
ら
判
っ

た
よ
う
な
気
に
な
り
合
う
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
が
、
問
題
の
掘

り
起
こ
し
や
、
解
き
ほ
ぐ
し
に
は
、
全
く
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど

役
に
立
た
な
い
と
思
う
。「
良
い
詩
と
は
実
感
に
あ
ふ
れ
た
詩

だ
」
と
言
っ
た
り
、「
す
ぐ
れ
た
詩
は
強
烈
な
ポ
エ
ジ
ー
に
つ

ら
ぬ
か
れ
て
い
る
」
と
言
っ
た
り
し
て
み
て
も
、
そ
れ
は
当
た

り
前
の
こ
と
で
、
何
も
言
わ
ぬ
の
と
同
じ
こ
と
で
は
あ
る
ま
い

か
。
何
か
を
言
う
た
め
に
は
、
こ
こ
で
道
が
二
つ
に
岐
れ
る
。

つ
ま
り
①
「
実
感
」「
ポ
エ
ジ
ー
」
と
い
っ
た
語
を
の
使
用
を

な
る
べ
く
避
け
る
こ
と
。
②
こ
れ
ら
の
語
を
用
い
る
場
合
、
そ

の
適
用
の
次
元
を
正
確
に
し
て
い
く
こ
と
。

（
入
沢
康
夫
『
詩
の
構
造
に
つ
て
の
覚
え
書　

ぼ
く
の
《
詩

作
品
入
門
》』
一
九
六
八
（
昭
和
四
三
）
年
。
引
用
は

一
九
七
七
（
昭
和
五
二
）
年
七
月
の
増
補
版
第
一
刷
１
２

章
一
三
二
～
一
三
四
頁
。
こ
の
際
、
元
版
の
１
１
、１
２

章
を
１
１
章
と
し
て
ま
と
め
、
新
規
追
加
分
と
し
て
１
２

章
が
増
補
さ
れ
た
。
こ
の
新
規
追
加
・
改
訂
は
一
九
七
〇

（
昭
和
四
五
）
年
の
青
土
社
『
入
沢
康
夫
〈
詩
〉
集
成
』

収
録
時
に
は
行
わ
れ
て
い
た
。）

入
沢
が
括
弧
付
き
で
用
い
る
「
実
感
」
や
「
ポ
エ
ジ
ー
」
は
、
こ
の

時
期
に
は
そ
の
抽
象
性
の
た
め
詳
細
に
詩
を
論
じ
る
際
に
は
「
全
く

と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
役
に
立
た
な
い
」
も
の
、
と
い
う
入
沢
の
実
感

に
基
づ
く
認
識
が
客
観
的
に
語
ら
れ
て
い
る
。

入
沢
は
言
及
し
て
い
な
い
が
、
澤
の
概
念
規
定
に
み
ら
れ
る
よ
う

に
「
ポ
エ
ジ
ー
」
は
ま
た
、「
詩
の
本
質
」
と
い
う
言
葉
で
語
ら
れ

る
よ
う
に
も
な
る
。
入
沢
の
用
い
る
「
ポ
エ
ジ
ー
」
を
「
詩
の
本
質
」

に
置
き
換
え
て
、例
え
ば
「
詩
に
は
「
詩
の
本
質
」
が
必
要
で
あ
る
」

と
し
て
も
、
大
ま
か
に
意
味
は
通
じ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の

「
同ト

ー
ト
ロ
ジ
ッ
ク

語
反
復
的
」
な
性
質
も
変
わ
ら
な
い
が
、「
必
要
で
あ
る
」
と
い

う
言
い
方
か
ら
、
詩
に
は
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
要
素
と
い
う
認
識
で
用

い
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
わ
か
る
。

そ
こ
に
は
、
春
山
ら
の
「
詩
と
詩
論
」
の
影
響
で
、
旧
来
の
韻
律

を
主
体
と
し
た
日
本
語
で
の
詩
か
ら
「
韻
律
」
と
い
う
要
素
を
詩
の

成
立
要
件
の
後
景
へ
と
押
し
や
っ
た
こ
と
に
な
っ
た
の
ち
の
、
言
語

で
構
築
さ
れ
た
作
品
が
詩
的
な
要
素
を
含
ん
だ
い
わ
ば
「
詩
篇
」
と

み
な
さ
れ
る
た
め
の
成
立
要
件

4

4

4

4

が
、
昭
和
四
十
年
代
に
は
す
で
に
、

「
詩
の
本
質
」
と
い
う
言
葉
、
つ
ま
り
「
ポ
エ
ジ
ー
」
と
い
う
理
解

に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
容
易
に
読
み
取
れ
る
。
そ
れ
と

同
時
に
、「
当
た
り
前
の
こ
と
で
、
何
も
言
わ
ぬ
の
と
同
じ
こ
と
で
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は
あ
る
ま
い
か
」
と
語
る
よ
う
に
、
そ
の
高
い
抽
象
性
が
一
方
で
は

批
評
と
し
て
運
用
す
る
際
の
限
界
を
入
沢
に
感
じ
さ
せ
て
も
い
る
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
の
ち
の
世
代
に
と
っ
て
ポ
エ
ジ
ー
が

「
同ト

ー
ト
ロ
ジ
ッ
ク

語
反
復
的
」な「
詩
の
本
質
」と
捉
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
に
対
し
、

春
山
自
身
は
ポ
エ
ジ
ー
を
精
神
の
領
域
に
あ
る
詩
的
思
考
と
捉
え
、

い
わ
ゆ
る
「
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
詩
」
の
構
造
を
、「
詩
的
思
考
／

詩
篇
」
と
も
認
識
し
て
い
た
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
当

然
、
理
解
の
差
異
が
あ
る
。
澤
は
ポ
エ
ジ
ー
を
「
詩
の
本
質
」
と
捉

え
て
い
る
が
、具
体
的
な
春
山
の
言
説
に
そ
れ
を
適
用
し
て
み
よ
う
。

同
じ
「
日
本
近
代
象
徴
詩
の
終
焉
」
を
見
る
と
、次
の
よ
う
に
あ
る
。

　

こ
ゝ
で
僕
は
中
間
休
止
と
し
て
、現
代
藝
術
の
本
質
に
於
て
、

そ
の
色
彩
の
最
も
鮮
明
なEgo

とCubi

の
二
傾
向
に
就
て
、

明
細
な
歴
史
的
用
語
的
説
明
を
試
み
る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の

詳
細
な
部
分
は
、
こ
れ
も
煩
を
避
け
て
、
後
日
獨
立
し
た
文
章

と
し
て
書
く
こ
と
ゝ
し
、
こ
ゝ
で
は
ポ
エ
ジ
イ
を
こ
の
二
傾
向

に
分
類
し
た
僕
流
の
根
本
的
な
解
釋
に
就
て
一
言
し
た
い
。

（
註
）
僕
は
こ
の
點
に
關
し
「
日
本
近
代
詩
に
於
け
る
ポ
エ
ジ

イ
の
發
展
」
と
題
し
、
詩
論
を
發
表
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。

　

ポ
エ
ジ
イ
の
本
質
が
か
や
う
な
観
方
の
下
に
分
類
さ
れ
る
や

う
に
な
つ
た
の
は
、
今
世
紀
―
即
ち
一
九
〇
〇
年
代
の
文
学
評

論
が
、
前
世
紀
の
頽
廃
主
義
的
藝
術
の
反
逆
児
た
る
未
來
派
を

先
頭
と
し
て
ポ
エ
ジ
イ
が
世
界
大
戦
後
に
及
ん
で
本
質
的
に
進

出
し
來
つ
た
過
程
を
捉
へ
て
、
初
め
て
抽
象
し
た
合
言
葉
（
引

用
者
註　

ego-cubi

を
指
す
。
主
觀
に
対
す
る
客
観
性
、
と
い

う
対
比
）
で
あ
つ
て
、
こ
の
言
葉
を
こ
の
言
葉
の
前
に
發
生
し

た
象
徴
主
義
詩
の
上
に
冠
し
て
、
そ
の
批
判
を
試
み
よ
う
と
す

る
僕
の
意
図
は
、
明
瞭
に
象
徴
主
義
詩
の
精
神
を
、
近
代
の
純

粋
詩
の
段
階
に
あ
る
も
の
と
し
、
そ
れ
が
正
當
に
今
世
紀
に
ま

で
傳
統
し
て
ゐ
る
本
質
に
就
て
述
べ
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
て
、
こ

の
點
、
單
に
過
渡
期
と
し
て
の
前
世
紀
流
の
象
徴
主
義
詩
の
、

一
般
的
汎
稱
に
於
て
總
括
さ
れ
る
多
く
の
世
紀
末
的
詩
に
就
て

い
つ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
。（
七
五
頁
）

試
み
に
傍
線
部
の
ポ
エ
ジ
ー
を
澤
の
言
う
「
詩
の
本
質
」
と
し
て
解

釈
し
よ
う
と
す
る
と
、「「
詩
の
本
質
」
の
本
質
」
と
い
う
、
見
事
な

「
同ト

ー
ト
ロ
ジ
ッ
ク

語
反
復
的
」
た
る
一
例
と
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
こ
は
当
然
な
が

ら
「「
詩
的
精
神
／
詩
的
思
考
」
ま
た
は
そ
れ
と
詩
篇
と
の
関
係
」

の
本
質
」
と
い
う
意
味
あ
い
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
の
ち
に
検
討
す
る
が
、
そ
の
文
章
の
続
き
に
「
主
観
と
客

観
性
」
と
あ
る
点
や
「
純
粋
詩
」
と
い
う
言
葉
を
春
山
が
何
の
注
釈

も
な
く
使
用
し
て
い
る
点
も
実
は
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
ポ
エ

ジ
ー
に
お
け
る
「
二
傾
向
に
分
類
し
た
僕
流
の
根
本
的
な
解
釋
」
と

考
え
方
の
細
論
が
、
第
二
冊
の
春
山
行
夫
「
ポ
エ
ジ
イ
と
は
何
で
あ
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る
か　

高
速
度
詩
論　

そ
の
一
」
と
第
三
冊
の
「
無
詩
學
時
代
の
批

評
的
決
算　

高
速
度
詩
論　

そ
の
二
」
の
成
立
へ
つ
な
が
る
こ
と
を

示
唆
し
て
い
る
。

春
山
言
説
の
持
つ
問
題
点
と
、方
法
と
し
て
の「
ポ
エ
ジ
イ
」

先
に
み
た
「「
精
神
と
し
て
の
詩
」
と
「
形
態
と
し
て
の
詩
」」
と

い
う
、
一
つ
一
つ
の
前
提
条
件
を
理
解
し
た
う
え
で
読
み
進
め
な
く

て
は
、
そ
の
場
で
用
い
ら
れ
た
言
説
の
背
景
と
す
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
を

読
み
分
け
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
い
わ
ば
読
み
手
に
混
乱
を
生

み
や
す
い
「
似
た
よ
う
な
表
現
」
の
多
用
が
初
期
「
詩
と
詩
論
」
に

み
ら
れ
る
春
山
の
言
説
の
特
徴
と
し
て
あ
る
。
ま
た
「
ポ
エ
ジ
イ
と

は
何
か　

高
速
度
詩
論　

そ
の
一
」
で
示
し
た
「
こ
の
詩
的
精
神
を

わ
た
し
は
ポ
エ
ジ
イ
と
呼
ぶ
。」
と
い
う
春
山
の
ポ
エ
ジ
ー
へ
の
認

識
も
、
本
文
に
お
い
て
「
ポ
エ
ジ
イ
」
を
登
場
さ
せ
な
が
ら
、
そ
の

ほ
ぼ
最
終
部
（
二
二
三
～
二
五
二
頁
に
わ
た
る
同
論
の
二
五
〇
頁
に

あ
る
）
で
や
っ
と
明
確
に
言
及
し
、
そ
れ
以
後
同
じ
定
義
を
同
文
で

は
明
確
に
繰
り
返
さ
な
い
こ
と
も
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の

「
精
神
」
も
元
来
が
多
義
的
な
語
彙
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
春
山
は
同

じ
定
義
を
繰
り
返
し
言
及
せ
ず
、
一
度
規
定
し
た
こ
と
は
す
で
に
理

解
さ
れ
た
、
い
わ
ば
前
提
の
条
件
と
し
て
そ
の
概
念
を
利
用
す
る
の

で
あ
る
。

一
度
「
詩
的
精
神
」
が
春
山
の
言
う
ポ
エ
ジ
ー
だ
と
理
解
で
き
れ

ば
、
春
山
が
さ
ま
ざ
ま
な
文
章
で
用
い
て
い
る
「
精
神
」
が
、
場
合

に
よ
っ
て
は
ポ
エ
ジ
ー
と
響
き
合
う
「
思
考
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ

て
い
る
こ
と
を
発
見
で
き
る
の
だ
が
、
一
方
で
ポ
エ
ジ
ー
と
い
う
言

葉
が
あ
ま
り
に
多
義
的
な
外
来
語
で
あ
り
、
こ
れ
を
運
用
す
る
上
で

の
難
し
さ
も
あ
る
。
ま
た
、
澤
が
春
山
ら
「
詩
と
詩
論
」
と
対
立
す

る
存
在
と
し
た
朔
太
郎
自
身
も
、
そ
の
『
詩
の
原
理
』
で
「
詩
的
精

神
」
と
い
う
言
葉
を
多
用
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
話
は
よ
り
厄
介
に

な
る
。

春
山
の
語
り
方
の
問
題
点
は
、
一
度
そ
れ
を
語
っ
て
し
ま
う
と
、

同
じ
表
現
を
用
い
て
そ
の
概
念
に
潜
む
構
造
を
繰
り
返
し
丁
寧
に
語

る
こ
と
が
極
端
に
少
な
い
こ
と
に
も
あ
る
。
先
に
み
た『
詩
の
研
究
』

の
「
Ⅰ　

詩
の
對
象
」
も
、
初
期
「
詩
と
詩
論
」
で
論
じ
た
「
詩
的

精
神
」
を
「
ポ
エ
ジ
イ
」
と
理
解
す
る
基
本
的
な
図
式
を
、「
詩
の

精
神
の
状
態
」
と
は
言
い
換
え
る
も
の
の
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
ま
れ

た
「
詩
篇
」
の
意
味
を
そ
こ
に
統
合
し
て
「
ポ
エ
ジ
イ
」
を
説
明
し

て
し
ま
う
。
そ
の
意
味
の
重
層
性
を
語
義
の
「
前
提
」
と
し
て
し
ま

う
こ
と
で
、
受
け
取
る
側
に
理
解
の
混
乱
が
起
こ
っ
て
し
ま
う
。

「
詩
と
詩
論
」
の
ご
く
初
期
に
春
山
が
展
開
し
た
「
ポ
エ
ジ
イ
」

と
い
う
多
義
的
な
そ
の
言
説
の
存
在
は
時
代
を
経
る
こ
と
で
、
お
そ

ら
く
そ
れ
が
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
現
象
と
し
て
様
々
な
形
で
伝
説

化
し
て
ゆ
く
こ
と
は
さ
け
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。そ
の
一
方
で
、ジ
ャ
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ン
ル
と
し
て
の
詩
の
構
造
を
端
的
に
示
す
「
ポ
エ
ジ
ー
＝
詩
的
精
神

＝
詩
的
思
考
」
と
そ
れ
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
ポ
エ
ム
と
の
関
係
性

を
あ
ら
わ
す
こ
と
で
、
い
わ
ば
詩
人
各
個
の
詩
論
を
方
法
と
し
て
支

え
る
機
能
を
果
た
し
て
い
た
春
山
の
「
ポ
エ
ジ
ー
」
と
い
う
概
念
が
、

四
十
年
後
の
入
沢
の
言
う
よ
う
に
、「
詩
を
書
き
、詩
を
読
む
の
に「
実

感
」
や
「
ポ
エ
ジ
ー
」
が
い
ら
な
い
と
言
お
う
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
」
と
い
う
、
い
わ
ば
「
詩
の
成
り
立
ち
に
不
可
欠
な
も
の
」
と
し

て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
後
年
復
刻
の
出
る
ま
で
は
時
間
の
経

過
と
と
も
に
春
山
や
「
詩
と
詩
論
」
の
言
説
の
原
典
を
包
括
し
た
参

照
が
困
難
と
な
る
事
情
も
手
伝
っ
て
、
元
来
は
抽
象
性
の
高
い
概
念

に
立
体
的
な
解
釈
を
付
加
し
た
春
山
の
「
ポ
エ
ジ
ー
＝
詩
的
精
神
」

と
い
う
理
解
は
、
現
代
詩
の
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
で
「
ポ
エ
ジ
ー
」
の

み
が
「
詩
の
本
質
」
と
い
う
「
同ト

ー
ト
ロ
ジ
ッ
ク

語
反
復
的
」
な
性
質
の
解
釈
と
と

も
に
独
り
歩
き
し
て
ゆ
く
図
式
が
お
そ
ら
く
そ
こ
に
は
あ
る
。
そ
れ

と
同
質
の
先
入
観
が
、
春
山
詩
論
に
登
場
す
る
「
ポ
エ
ジ
イ
」
を
扱

う
澤
に
無
か
っ
た
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

だ
が
、
そ
の
先
入
観
を
慎
重
に
取
り
去
れ
ば
、
こ
の
ポ
エ
ジ
ー
の

主
張
こ
そ
が
、「
詩
と
詩
論
」
に
お
け
る
春
山
の
主
張
の
基
本
で
あ

る
可
能
性
が
生
じ
て
く
る
。「
詩
と
詩
論
」
の
春
山
の
言
説
の
中
核

に
ポ
エ
ジ
ー
と
い
う
概
念
の
提
唱
が
あ
る
、
と
い
う
認
識
に
異
論
が

あ
る
者
は
い
な
い
だ
ろ
う
。「
旧
詩
壇
」
の
「
無
詩
学
」
と
し
て
春

山
が
激
し
く
批
判
を
加
え
た
旧
来
の
詩
観
に
対
し
て
、
澤
や
和
田
が

そ
の
編
著
で
「
詩
学
」
と
し
て
対
置
し
よ
う
と
し
た
フ
ォ
ル
マ
リ
ス

ム
や
「
意
味
の
な
い
詩
」
で
は
な
く
、
そ
の
ポ
エ
ジ
ー
と
ポ
エ
ム
の

関
係
を
指
す
ポ
エ
ジ
ー
説
そ
の
も
の
が
、「
詩
と
詩
論
」
に
関
わ
っ

た
一
人
一
人
の
詩
的
思
考
を
支
え
、
た
と
え
意
見
の
相
異
が
あ
っ
た

と
し
て
も
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
的
認
識
を
支
え
る
装
置
と
し
て
、「
詩
と

詩
論
」
の
中
核
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
の
か
。

澤
の
理
解
を
も
う
一
度
引
用
す
れ
ば
、「
彼
ら
が
「
未
来
性
を
確

立
せ
し
め
る
」、「
古
い
詩
的
精
神
を
揚
棄
し
た
と
こ
ろ
の
新
し
い
詩

的
精
神
」
に
よ
る
「
ポ
エ
ジ
イ
」
を
め
ざ
し
て
い
る
こ
と
」
と
、「
詩

的
精
神
」
に
よ
る
「
ポ
エ
ジ
イ
」
と
自
ら
春
山
の
言
説
を
集
約
し
な

が
ら
も
、
そ
こ
で
「
ポ
エ
ジ
ー
＝
詩
の
本
質
」
と
い
う
自
身
の
理
解

を
相
対
化
す
る
こ
と
は
な
い
ま
ま
に「
新
詩
精
神
つ
ま
り
レ
ス
プ
リ
・

ヌ
ー
ボ
ー
に
よ
る
今
日
の
ポ
エ
ジ
イ
の
確
立
」
と
、
そ
こ
に
春
山
が

用
い
て
は
い
な
い
概
念
「
レ
ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ボ
ー
」
を
澤
は
代
入
し

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

こ
の
微
妙
な
理
解
の
ず
れ
に
よ
り
、
澤
や
和
田
が
対
置
し
よ
う
と

し
て
い
た
春
山
ら
の
「
詩
と
詩
論
」
が
わ
の
「
詩
学
」
と
し
て
、「
フ
ォ

ル
マ
リ
ス
ム
」
や
「
意
味
の
な
い
詩
」
が
中
核
に
据
え
ら
れ
る
研
究

が
集
中
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
改
め
て
澤
の
前
掲
論
を
見
れ
ば
、

こ
の
さ
ま
ざ
ま
な
様
式
で
表
現
さ
れ
る
「
意
味
の
な
い
詩
」
を
、

『
詩
と
詩
論
』
の
フ
ォ
ル
マ
リ
ス
ム
と
し
て
定
着
さ
せ
る
こ
と
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が
、
編
集
者
春
山
行
夫
の
大
き
な
仕
事
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る

（
一
二
頁
）

と
、
北
川
冬
彦
ら
が
「
詩
と
詩
論
」
か
ら
離
れ
た
出
来
事
の
遠
因
を

「『
詩
と
詩
論
』
に
は
春
山
行
夫
の
編
集
方
針
が
隅
々
ま
で
行
き
渡
っ

て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
の
雑
誌
の
主
張
は
彼
の
詩
に
対
す
る
思
想
で

あ
」
る
と
い
う
見
立
て
に
う
ま
く
接
続
し
つ
つ
、
フ
ォ
ル
マ
リ
ス
ム

が
「
詩
と
詩
論
」
の
い
わ
ば
当
初
か
ら
の
春
山
の
編
集
方
針

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

（
も
ち

ろ
ん
こ
れ
は
創
刊
号
で
あ
る
第
一
冊
を
含
む
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
）
を
支
え
、
そ
し
て
編
集
に
あ
た
る
春
山
が
ほ
か
の
詩
人
た
ち
の

作
品
を
含
め
「
フ
ォ
ル
マ
リ
ス
ム
と
し
て
定
着
さ
せ
る
」
こ
と
を
主

た
る
目
的
と
し
た
、
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
「
フ
ォ
ル
マ
リ

ス
ム
」
は
い
わ
ば
春
山
の
個
人
的
な
詩
論
で
あ
る
。
そ
の
か
わ
り
に

ポ
エ
ジ
ー
を
中
心
と
し
た
「
ポ
エ
ジ
ー
説
」
を
「
旧
詩
壇
」
の
「
無

詩
学
」
に
対
置
さ
れ
る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
澤
の
解
釈
の
妥
当
性

に
は
大
い
に
疑
問
が
残
る
。
ま
た
、
和
田
の
言
う
よ
う
に
同
人
や
寄

稿
者
の
「
賛
同
も
反
発
も
呼
び
寄
せ
」
る
可
能
性
を
持
つ
「
意
味
の

な
い
詩
」
や
そ
れ
に
リ
ン
ク
す
る
「
フ
ォ
ル
マ
リ
ス
ム
」
を
詩
誌
「
詩

と
詩
論
」
全
体
の
「
詩
学
」
の
中
核
に
す
え
、
春
山
の
方
針
と
は
異

な
る
立
場
や
意
見
を
見
つ
け
て
そ
の
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
性
を
指
摘
し
、

春
山
が
「
フ
ォ
ル
マ
リ
ス
ム
」
や
「
意
味
の
な
い
詩
」
を
「
詩
学
」

と
し
て
主
導
し
た
「
詩
と
詩
論
」
で
の
限
界
、
と
捉
え
て
い
た
そ
の

見
立
て
の
基
盤
も
同
様
に
揺
ら
い
で
く
る
。

こ
こ
で
再
言
し
て
お
く
が
、本
稿
は
「
フ
ォ
ル
マ
リ
ス
ム
」
や
「
意

味
の
な
い
詩
」
を
軸
と
し
た
澤
や
和
田
に
よ
る
春
山
詩
論
の
解
釈
の

す
べ
て
を
否
定

4

4

し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
春
山
に
よ
り
隅
々
ま
で
行

き
渡
っ
た
と
さ
れ
る
「
詩
と
詩
論
」
の
編
集
方
針
と
春
山
独
自
の
詩

論
で
あ
る
「
フ
ォ
ル
マ
リ
ス
ム
」
と
の
関
係
性
や
、
基
本
的
に
本
来

は
北
園
克
衛
の
詩
集
に
つ
い
て
も
の
さ
れ
た
「
意
味
の
な
い
詩
」
と

い
う
表
現
と
を
安
易
に
「
旧
詩
壇
」
の
「
無
詩
学
」
に
対
す
る
「
詩

と
詩
論
」
の
「
詩
学
」
と
し
て
中
核
に
す
え
る
と
い
う
解
釈
の
妥
当

性
を
ま
ず
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ヴ
ァ
レ
リ
ー
の『
文
學
』に
見
る
ポ
エ
ジ
ー
と
ポ
エ
ム
の
差
異

こ
こ
で
焦
点
を
少
し
転
じ
て
、
同
時
代
に
近
い
詩
人
の
ポ
エ
ジ
ー

と
ポ
エ
ム
の
理
解
を
参
照
す
る
。
山
田
兼
士
は
そ
の
著
書
『
百
年
の

フ
ラ
ン
ス
詩　

―
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
か
ら
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
ま
で
』

（
二
〇
〇
九（
平
成
二
一
）年
五
月　

澪
標
）の
三
八
～
三
九
頁
に
て
、

ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
『
文
学
』
の
一
節
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。

詩ポ
エ
ジ
ー想

し
か
含
ま
な
い
詩ポ
エ
ム篇

を
構
築
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
。

も
し
あ
る
一
篇
が
ポ
エ
ジ
ー
し
か
含
ま
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
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れ
は
構
築
さ
れ
て
い
な
い
わ
け
だ
。
そ
れ
は
ポ
エ
ム
で
は
な

い
。

そ
の
原
文
を
合
わ
せ
て
訳
出
し
、
そ
の
一
行
目
へ
の
註
を
次
の
よ
う

に
付
し
て
い
る
。

　
「
詩
想poésie
」
と
「
詩
篇poèm

e

」
の
区
別
は
重
要
。
詩

的
な
性
質
や
運
動
の
総
体
が
「
ポ
エ
ジ
ー
」
で
、
作
品
と
し
て

構
築
さ
れ
た
も
の
が
「
ポ
エ
ム
」。
ポ
エ
ジ
ー
は
至
る
所
に
あ

る
が
、ポ
エ
ム
と
し
て
こ
れ
を
構
築
す
る
た
め
に
は
、ポ
エ
ジ
ー

以
外
の
要
素
（
例
え
ば
散
文
）
が
不
可
欠
。

ま
た
二
行
目
に
あ
る
二
つ
目
の
「
構
築
」
へ
の
註
に
は
次
の
よ
う
に

あ
る
。詩

を
構
築
物
と
す
る
考
え
は
『
悪
の
華
』
の
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
や

「
書
物
」
の
マ
ラ
ル
メ
を
引
き
継
い
で
い
る
が
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー

は
こ
れ
を
さ
ら
に
極
限
に
ま
で
押
し
進
め
る
。

こ
こ
で
ポ
エ
ジ
ー
の
飜
訳
語
と
し
て
あ
て
ら
れ
た
「
詩
想
」
と
は
詩

を
想
う
こ
と
、
つ
ま
り
は
詩
的
精
神
／
詩
的
思
考
と
春
山
が
理
解
し

た
内
実
と
一
致
し
て
い
る
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
ヴ
ァ

レ
リ
ー
に
よ
る
ア
フ
ォ
リ
ス
ム
集
で
あ
る
『
文
学
』
に
は
堀
口
大
學

に
よ
る
飜
訳
（
一
九
三
〇
（
昭
和
五
）
年
十
二
月
）
が
あ
る
。

　

詩
ポ
エ
ジ
イ

以
外
の
も
の
を
何
等
含
ま
な
い
詩
ポ
エ
エ
ムを
築
き
上
げ
る
は
不

可
能
で
あ
る
。

　

あ
る
一
篇
が
「
詩

ポ
エ
ジ
イ」

だ
け
し
か
含
ん
で
ゐ
な
い
と
し
た
ら
、

そ
れ
は
築
か
れ
て
ゐ
な
い
か
ら
で
あ
る
、
即
ち
そ
れ
は
「ポ

エ
エ
ム

詩
」

で
は
な
い
。

（
堀
口
大
學
譯
『
文
學
（
詩
論
）』
第
一
書
房　

三
一
頁
）

あ
わ
せ
て
原
文
も
引
用
し
て
お
く
。

Construire un poèm
e qui ne contienne que poésie 

est im
possible.

Si une piece ne contient que poésie , elle n ’est pas 
construite ; elle n ’est pas un poèm

e.

（
引
用
はPleiade

叢
書
版『
ヴ
ァ
レ
リ
ー
作
品
集
』二
巻（
以

降Œ

Ⅱ

と
略
記
す
る
）
五
五
二
頁　

一
九
六
〇
（
昭
和

三
五
）
年　

ガ
リ
マ
ー
ル
書
店
）

山
田
は
ポ
エ
ジ
ー
と
ポ
エ
ム
を
、
詩
想
と
詩
篇
と
明
瞭
に
訳
出
し
て

い
る
が
、
一
九
二
五
（
大
正
一
四
）
年
九
月
に
訳
詩
集
『
月
下
の
一
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群
』
を
刊
行
し
、
一
九
二
二
（
大
正
一
一
）
年
に
フ
ラ
ン
ス
で
刊
行

さ
れ
た
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
詩
集
『
魅
惑
』
か
ら
の
日
本
に
お
け
る
ご
く

初
期
の
ヴ
ァ
レ
リ
ー
詩
篇
の
移
植
者
と
な
っ
た
堀
口
大
學
の
訳
出
を

見
れ
ば
、
ポ
エ
ジ
ー
も
ポ
エ
ム
も
同
じ
く
日
本
語
の
「
詩
」
と
置
き

換
え
て
お
り
、
そ
こ
に
付
し
た
ル
ビ
に
よ
っ
て
両
者
の
差
異
を
指
示

し
て
い
る
。

こ
の
詩
想
と
詩
篇
と
を
区
別
し
た
構
造
的
な
捉
え
方
は
、
詩
的
思

考
と
詩
篇
と
の
異
な
る
次
元
で
成
り
立
つ
と
す
る
春
山
の
詩
的
認
識

と
基
本
的
に
合
致
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
こ
の
昭
和
初
年
当
時
の
日

本
語
の
側
の
概
念
と
し
て
、
こ
の
構
造
へ
の
理
解
が
十
分
に
浸
透
し

て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
と
も
言
え
る
。

ち
な
み
に
こ
の
ア
フ
ォ
リ
ス
ム
の
初
出
は
一
九
二
九
（
昭
和
四
）

年
の
フ
ラ
ン
ス
の
季
刊
誌「
コ
メ
ル
ス
」の
夏
号（
通
巻
二
〇
号
）で
、

同
年
の
う
ち
に
単
行
本
化
さ
れ
、
翌
年
の
八
月
に
は
ガ
リ
マ
ー
ル
書

店
か
ら
四
〇
五
〇
部
限
定
の
単
行
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
か

ら
、
春
山
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
理
解
の
表
明
と
も
み
な

す
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
山
田
に
よ
る
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
訳
出
へ
の
解
釈
に
近
く
、
ま
た

日
本
語
の
「
詩
」
と
い
う
言
葉
の
持
つ
二
面
性
へ
の
認
識
は
、
近
年

谷
川
俊
太
郎
に
よ
っ
て
も
示
さ
れ
て
い
る
。谷
川
俊
太
郎
の
詩
集『
詩

に
就
い
て
』（
思
潮
社
・
二
〇
一
五
（
平
成
二
七
）
年
四
月
）「
あ
と

が
き
」
を
引
用
す
る
。

　

日
本
語
の
詩
と
い
う
語
に
は
、
言
葉
に
な
っ
た
詩
作
品
（
ポ

エ
ム
）
と
、
言
葉
に
な
っ
て
い
な
い
詩
情
（
ポ
エ
ジ
ー
）
と
い

う
二
つ
の
意
味
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
混
同
し
て
使
わ
れ
る
場
合

が
多
い
。
そ
れ
が
便
利
な
こ
と
も
あ
る
が
、
混
乱
を
生
む
こ
と

も
あ
る
。

　

詩
を
書
き
始
め
た
十
代
の
終
わ
り
か
ら
、
私
は
詩
と
い
う
言

語
活
動
を
十
全
に
信
じ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
せ
い
で
詩
を
対

象
に
し
て
詩
を
書
く
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
本
来
は
散
文

で
論
じ
る
べ
き
こ
と
を
詩
で
書
く
の
は
、
詩
が
散
文
で
は
論
じ

き
れ
な
い
部
分
を
も
つ
こ
と
に
、
う
す
う
す
気
づ
い
て
い
た
か

ら
だ
ろ
う
。

　

詩
も
人
間
の
活
動
で
あ
る
以
上
、
詩
以
外
の
も
ろ
も
ろ
と
無

関
係
で
は
い
ら
れ
な
い
。
詩
を
生
き
生
き
さ
せ
る
の
は
、
言
葉

そ
の
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
無
限
の
細
部
に
恵
ま
れ
た
そ
の

も
ろ
も
ろ
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

谷
川
の
詩
へ
の
関
わ
り
を
端
的
に
示
す
と
と
も
に
、「
詩
情
」
も
「
詩

作
品
」
と
も
と
も
に
包
括
し
て
し
ま
う
日
本
語
の
「
詩
」
が
、「
便

利
な
こ
と
も
あ
る
が
、
混
乱
を
生
む
こ
と
も
あ
る
」
と
す
る
。
基
本

的
に
は
春
山
の
詩
的
認
識
と
共
通
す
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
谷
川
は

「
詩
情
」と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
。
そ
れ
は
と
も
す
れ
ば「
敍
情
」

（
こ
こ
で
は
叙
事
に
対
す
る
概
念
と
し
て
用
い
る
）
と
い
う
、
深
い
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感
動
を
あ
ら
わ
し
た
り
情
緒
に
連
動
し
た
り
す
る
言
葉
を
用
い
て
い

る
点
に
差
異
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
間
の
主
体
性
を
主
軸
に
捉
え
つ

つ
、
そ
れ
が
直
接
的
に
は
「
詩
作
品
」
に
は
な
ら
ぬ
こ
と
、
そ
の
あ

わ
い
を
つ
な
ぐ
も
の
が
「
そ
の
も
ろ
も
ろ
」、
だ
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

ま
た
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
が
ポ
エ
ジ
ー
以
外
の
も
の
を
含
ま
な
い
詩
篇

が
存
在
し
な
い
と
述
べ
た
こ
と
と
、
谷
川
の
「
そ
の
も
ろ
も
ろ
」
と

の
あ
わ
い
に
も
関
連
が
あ
る
も
の
と
思
わ
る
。
詩
篇
は
詩
的
思
考
そ

の
も
の
の
み
で
は
成
り
立
た
な
い
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
一
歩
解
釈

を
進
め
て
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
視
点
を
援
用
す
れ
ば
、
春
山
の
言
う
「
意

味
の
な
い
詩
を
書
く
こ
と
に
よ
つ
て
、
ポ
エ
ジ
イ
の
純
粋
は
実
験
さ

れ
る
。」
と
い
う
見
立
て
も
、
詩
的
思
考
を
純
粹
化
し
よ
う
と
す
る

実
験
自
体
に
よ
っ
て
、「
意
味
の
な
い
詩
」
の
成
立
の
不
可
能
性
が

暗
示
さ
れ
て
い
る
、
と
も
読
め
る
。
と
す
れ
ば
問
題
は
、「
純
粹
」

と
い
う
表
現
の
理
解
と
「
不
可
能
」
を
め
ぐ
る
解
釈
と
な
り
そ
う
だ
。

と
は
い
え
、
そ
う
い
っ
た
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
考
え
方
が
、
フ
ラ
ン
ス
語

の
資
料
と
し
て
一
九
二
九
（
昭
和
四
）
年
の
夏
に
雑
誌
に
登
場
し
た

こ
と
と
、
そ
の
六
月
に
春
山
は
「
意
味
の
な
い
詩
」
の
一
節
を
含
む

一
文
を
発
表
し
、
九
月
に
は
詩
誌
「
詩
と
詩
論
」
が
創
刊
か
ら
二
年

目
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
に
は
ま
た
、
な
ん
ら
か
の
関
連
が

ひ
そ
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。

詩
論
と
詩
学
の
差
異

『
都
市
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
奔
流
』
に
お
け
る
重
要
な
論
拠
の
一
つ
で

あ
る
「
旧
詩
壇
」
の
「
無
詩
学
」
に
「
詩
と
詩
論
」
の
「
詩
学
」
が

対
置
さ
れ
る
、
と
い
う
見
立
て
が
成
立
し
な
い
、
と
考
え
ら
れ
る
根

拠
は
い
く
つ
か
存
在
す
る
。
ま
ず
、
春
山
自
身
が
「
詩
学
」
と
い
う

概
念
を
、
初
期
の
「
詩
と
詩
論
」
に
お
い
て
は
基
本
的
に
否
定
的
な

言
説
に
し
か
用
い
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
先
に
見
た
引
用
と
ほ
ぼ
同

一
の
第
一
冊
の
後
記
に
見
ら
れ
る
「
い
ま
こ
ゝ
に
舊
詩
壇
の
無
詩
學

的
獨
裁
を
打
破
し
て
、
今
日
の
ポ
エ
ジ
ー
を
正
當
に
示
し
得
る
機
會

を
得
た
こ
と
は
、
何
と
い
ふ
喜
び
で
あ
ら
う
」
と
い
う
表
現
に
し
て

も
、
そ
も
そ
も
日
本
語
で
は
「
無
詩
論
」
と
い
う
表
現
が
あ
ま
り
見

受
け
ら
れ
な
い
た
め
に
「
無
詩
学4

」
を
用
い
た
だ
ろ
う
と
推
定
し
う

る
し
、
そ
の
表
現
の
背
後
に
は
「
詩
学
」
す
ら
な
い
、
と
い
う
批
判

的
な
春
山
の
認
識
が
あ
る
こ
と
も
容
易
に
理
解
で
き
る
。

ま
た
、
春
山
に
よ
る
ア
ン
ド
レ
・
ブ
ル
ト
ン
の
「
現
實
の
貧
困
に

つ
い
て
の
序
論
」
の
飜
訳
に
は
「
詩
學po

マ
マ

etique

の
弊
害
は
終
焉

し
さ
う
も
な
い
。」（「
詩
と
詩
論
」
第
三
冊　

一
九
二
九
（
昭
和
四
）

年
三
月　

六
八
頁
）
と
い
う
一
文
が
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
語
の
名
詞
と

し
て
のpoétique

に
は
、
日
本
語
の
「
詩
学
」
と
「
詩
論
」
い
ず

れ
も
が
そ
の
語
義
と
し
て
該
当
す
る
の
だ
が
、春
山
は
そ
の
「
詩
學
」

と
い
う
訳
出
の
後
に
「po

マ
マ

etique

」
を
置
い
て
い
る
。
だ
が
こ
の
一
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文
の
原
文
はL’abus poétique n’est pas près de finir.

と
な
っ
て
お

り
、
冒
頭
のabus

は
名
詞
で
し
か
あ
り
え
な
い
た
め
に
続
く

poétique
は
形
容
詞
と
し
て
機
能
し
、「
詩
に
関
す
る
誤
用
（
ま
た

は
乱
用
）
は
終
息
に
は
程
遠
い
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
そ
こ
に
は

見
出
せ
る
。
念
の
た
め
、当
該
箇
所
を
巌
谷
國
士
訳
で
確
認
す
れ
ば
、

や
は
り
「
詩
的
濫
用
は
ま
だ
終
わ
り
そ
う
に
な
い
。」（『
ア
ン
ド
レ
・

ブ
ル
ト
ン
集
成
』
第
六
巻　

二
一
三
頁　

一
九
七
四
（
昭
和
四
九
）

年
七
月　

人
文
書
院
）
と
し
て
い
る
。
そ
れ
を
「
詩
學
の
弊
害
」
と

解
釈
す
る
春
山
に
は
、あ
る
意
味
で
「
詩
學
」
が
弊
害
を
持
つ
も
の
、

と
い
う
認
識
が
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。
つ
ま
り
、春
山
の
中
に
は「
詩

学
」
と
「
詩
論
」
と
い
う
日
本
語
が
、フ
ラ
ン
ス
語
の
「poétique

」

を
理
解
の
背
景
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、
差
異
が
存
在
す
る
と
み
て

よ
い
。

た
だ
し
、
初
期
「
詩
と
詩
論
」
の
中
で
詩
学
が
肯
定
的
に
用
い
ら

れ
る
例
が
限
定
的
に
存
在
し
て
も
い
る
。
第
二
冊
の
「
ポ
エ
ジ
イ
と

は
何
で
あ
る
か　

高
速
度
詩
論　

そ
の
一
」
の
二
三
五
頁
上
段
に
お

い
て
、蒲

原
有
明
氏
は
最
も
こ
れ
ら
の
ポ
エ
ジ
イ
を
發
展
さ
せ
る
に
適

當
し
た
詩
人
で
あ
つ
た
が
、
不
幸
佛
蘭
西
詩
學
を
や
ら
な
か
つ

た
た
め
に
駄
目
で
あ
つ
た
し
、
同
様
に
、
岩
野
泡
鳴
も
そ
の
詩

學
を
狭
義
な
英
國
流
韻
律
法
の
メ
ソ
ツ
ド
の
領
域
に
於
て
應
用

し
た
の
み
で
死
ん
で
し
ま
つ
た
。
そ
し
て
、
當
時
佛
蘭
西
の
新

し
い
ポ
エ
ジ
イ
を
移
植
し
て
日
本
の
藝
苑
に
比
類
な
い
珍
し
い

花
束
を
捧
げ
た
上
田
敏
も
、
今
日
ま
で
に
於
け
る
堀
口
大
學
氏

の
業
績
と
同
じ
く
、
こ
れ
ら
の
根
本
的
な
方
面
に
は
殆
ん
ど
手

を
着
け
な
か
つ
た
と
い
つ
て
よ
い
。

と
述
べ
て
い
る
。
春
山
に
と
っ
て
い
か
に
「
佛
蘭
西
詩
學
」
が
特
別

な
も
の
か
が
う
か
が
え
る
。
引
用
で
は
略
し
た
が
、
こ
の
文
章
に
付

さ
れ
た
堀
口
大
學
へ
の
注
記
に
は
重
要
な
春
山
の
認
識
が
あ
る
（
と

い
う
よ
り
は
、「
フ
ォ
ル
マ
リ
ス
ム
」
が
当
初
か
ら
の
「
詩
と
詩
論
」

で
の
春
山
の
「
詩
学
」
で
は
な
く
、「
詩
と
詩
論
」
の
な
か
で
段
階

的
に
「
詩
論
」
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
っ
た
可
能
性
を
指
し
示
す
比

較
の
材
料
と
な
る
）
の
で
、
こ
れ
は
改
め
て
取
り
上
げ
る
。

気
を
付
け
な
く
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
仏
蘭
西
詩
学
が
英
国
流
の

韻
律
法
よ
り
も
上
位
と
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
同
時
に
、
春
山
に

と
っ
て
は
日
本
の
「
詩
」
が
、
外
来
の
詩
的
思
考
が
移
植
さ
れ
た
も

の
の
歴
史
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
和
歌
の
系
列
を
汲
む
「
歌
」
と
は
峻

別
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
点
、
で
あ
る
。
こ
の
、
外

来
の
も
の
（
そ
こ
に
は
日
本
に
深
く
根
付
い
て
い
た
「
漢4

詩
」
も
含

め
た
）
と
い
う
近
代
の
「
詩
」
の
意
識
が
あ
っ
て
こ
そ
、
フ
ラ
ン
ス

語
と
い
う
体
系
の
異
な
る
言
語
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
詩
＝
ポ
エ

ジ
ー
と
し
て
、
日
本
語
を
用
い
た
詩
の
構
築
を
探
る
方
法
に
フ
ラ
ン
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ス
の
詩
学
を
接
続
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
発
想
の
も
と

で
、
春
山
の
第
二
冊
か
ら
第
三
冊
に
わ
た
る
「
ポ
エ
ジ
イ
と
は
何
で

あ
る
か　

高
速
度
詩
論　

そ
の
一
」
と
「
無
詩
學
時
代
の
批
評
的
決

算　

高
速
度
詩
論　

そ
の
二
」の
二
つ
の
批
評
は
成
り
立
っ
て
い
る
。

「
無
詩
学
時
代
」
と
い
う
春
山
の
認
識
を
春
山
自
身
の
言
説
か
ら

探
っ
て
み
よ
う
。
春
山
が
厚
生
閣
書
店
か
ら
刊
行
し
た『
詩
の
研
究
』

（
一
九
三
一
（
昭
和
六
）
年
二
月
）
は
の
ち
、
一
九
三
六
（
昭
和

十
一
）
年
に
第
一
書
房
か
ら
再
刊
さ
れ
る
。
そ
の
際
に
「
は
し
が
き
」

の
内
容
は
一
新
さ
れ
、「
詩
と
詩
論
」
か
ら
時
を
経
た
自
身
の
詩
論

を
軸
に
来
し
方
を
振
り
返
っ
て
い
る
。

　

日
本
に
近
代
詩
が
發
生
し
て
か
ら
、
既
に
相
當
の
年
月
が
経

つ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
を
詩
的
思
考
と
い
ふ
點
か
ら
見
る
と
、
そ

の
基
礎
は
淺
く
、
正
統
は
新
ら
し
い
。（
一
頁
）

　

い
つ
の
時
代
の
詩
を
語
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
明
確
な
時
代
感
覚

も
な
く
、
乃
至
は
單
に
個
人
的
意
見
の
披
瀝
に
終
つ
て
ゐ
る
種

類
の
詩
論
は
實
に
夥
し
い
。（
二
頁
）

第
一
書
房
版
『
詩
の
研
究
』
の
第
一
刷
で
は
五
頁
だ
っ
た
「
は
し
が

き
」
は
、
一
九
三
九
（
昭
和
十
四
）
年
六
月
の
第
二
刷
に
は
一
一
頁

ま
で
増
補
さ
れ
る
。
そ
の
増
補
分
に
は
ま
た
、

　

そ
の
頃
、
僕
は
旣
成
詩
壇
を
「
無
詩
學
時
代
」
と
呼
ん
だ
。

十
九
世
紀
に
流
行
し
た
「
自
由
韻
文
」
が
、
ど
う
い
ふ
わ
け
か

「
自
由
詩
」
と
呼
ば
れ
て
日
本
で
流
行
し
て
ゐ
た
。
た
れ
も
が

そ
れ
を
十
九
世
紀
の
流
行
で
あ
つ
た
こ
と
を
知
ら
ず
に
ゐ
た
。

た
つ
た
一
種
類
の
詩
だ
け
が
日
本
を
風
靡
し
て
ゐ
た
。
僕
達
は

ま
づ
自
由
詩
を
征
伐
し
た
。
な
に
が
詩
の
本
質
で
あ
る
か
、
今

日
の
詩
と
は
い
か
な
る
状
態
に
あ
る
か
、
そ
れ
を
あ
き
ら
か
に

す
る
こ
と
が
當
面
の
仕
事
で
あ
つ
た
。「
無
詩
學
時
代
」
を
清

算
す
る
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
新
ら
し
い
詩
の
正
統
時
代
を
建

設
す
る
た
め
に
、
そ
れ
は
ど
う
あ
つ
て
も
必
要
で
あ
つ
た
。
こ

の
新
し
い
詩
の
正
統
と
い
ふ
意
味
が
、
い
は
ば
僕
た
ち
の
い
ふ

ポ
エ
ジ
イ
で
あ
つ
た
。（
六
頁
）

　

あ
ら
ゆ
る
も
の
を
拒
否
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
生
存
し
て
ゐ
る

も
の
は
未
開
人
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
開
拓
し
て
ゆ
く
人

は
文
明
人
で
あ
る
。
詩
人
の
な
か
に
も
た
し
か
に
こ
の
二
つ
の

種
族
が
あ
る
。

　

感
受
性
の
問
題
と
同
時
に
、
教
養
の
問
題
が
新
し
い
詩
人
に

と
つ
て
必
要
と
な
る
だ
ら
う
。
そ
れ
は
單
に
詩
人
で
あ
る
た
め

に
基
本
的
に
必
要
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
今
日
の
世
界
人
と
し

て
、
文
化
人
と
し
て
、
基
本
的
に
必
要
な
の
で
あ
る
。

　

無
詩
學
的
詩
人
は
あ
ら
ゆ
る
詩
以
外
の
も
の
を
拒
否
す
る
こ
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と
に
よ
つ
て
詩
の
傳
統
を
つ
く
り
上
げ
る
。
あ
る
種
の
歌
人
や

俳
人
が
、
今
日
の
詩
人
で
な
く
て
、
單
に
歌
だ
け
し
か
書
け
な

い
歌
人
で
あ
り
、
俳
句
だ
け
し
か
書
け
な
い
俳
人
の
傳
統
を
し

か
持
た
な
い
や
う
に
、
大
部
分
の
詩
人
は
一
種
類
の
詩
的
形
態

だ
け
に
縛
ら
れ
て
時
代
か
ら
取
り
殘
さ
れ
て
ゐ
る
。さ
う
し
て
、

さ
う
い
ふ
過
ぎ
去
つ
た
時
代
を
代
表
す
る
あ
る
種
の
詩
人
が
、

文
學
を
拒
否
し
、
批
評
を
拒
否
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
詩
そ
の

も
の
の
正
統
性
を
さ
へ
拒
否
し
て
い
る
。（
七
～
八
頁
）

　

ポ
エ
ジ
イ
運
動
は
、
單
に
韻
文
の
延
長
で
し
か
な
い
詩

（Poem

）
を
書
く
運
動
で
は
な
く
、
文
學
、
批
評
の
領
域
に
於

い
て
と
同
時
に
、
小
説
や
繪
畫
の
如
き
藝
術
に
ま
で
根
本
的
な

變
革
を
與
へ
た
二
十
世
紀
的
な
新
精
神
で
あ
つ
た
こ
と
を
、

人
々
は
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。（
九
頁
）

春
山
の
認
識
す
る
「
新
精
神
」
と
は
「
根
本
的
な
變
革
を
與
へ
」
よ

う
と
す
る
「
変
革
へ
の
理
念
」
で
あ
る
こ
と
が
改
め
て
確
認
で
き
る

と
同
時
に
、
か
つ
て
の
日
本
詩
壇
で
「
自
由
韻
文
」
と
い
う
「
た
つ

た
一
種
類
の
詩
だ
け
が
日
本
を
風
靡
し
て
ゐ
た
」こ
と
を
春
山
が「
無

詩
學
時
代
」と
呼
び
な
ら
わ
し
て
い
た
と
い
う
認
識
が
了
解
さ
れ
る
。

こ
の
回
想
を
見
れ
ば
、『
都
市
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
奔
流
』
で
試
み
ら
れ

た
「
過
去
詩
壇
」
の
「
無
詩
學
」
に
対
す
る
新
し
い
「
詩
学
」（「
詩

論
」
で
は
な
い
こ
と
に
く
れ
ぐ
れ
も
留
意
を
。）
と
い
う
推
定
が
基

本
的
に
無
効
で
あ
り
、
細
部
で
各
自
の
詩
論
が
合
致
し
な
く
て
も
そ

の
方
法
を
担
保
す
る「
ポ
エ
ジ
ー
説
」（
詩
誌「
詩
と
詩
論
」で
は「
ポ

エ
ジ
イ
運
動
」）
そ
の
も
の
が
す
え
ら
れ
た
と
い
う
可
能
性
が
見
え

る
の
で
あ
る
。「
だ
が
ポ
エ
ジ
ー
の
考
え
方
は
、
同
人
間
で
統
一
さ

れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
」
と
語
る
和
田
は
、
ポ
エ
ジ
ー
説
と
詩
的

思
考
と
し
て
の
ポ
エ
ジ
ー
と
の
差
異
を
見
落
と
し
て
い
る
。
実
は
詩

的
思
考
の
内
実
の
多
彩
さ
を
指
し
し
め
す
現
象
を
、
不
統
一
と
捉
え

た
と
も
い
え
る
。

い
わ
ば
、
ポ
エ
ジ
ー
説
は
詩
誌
「
詩
と
詩
論
」
の
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ

ン
グ
・
シ
ス
テ
ム
に
該
当
し
、
同
人
及
び
寄
稿
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
詩

論
（
例
え
ば
春
山
の
フ
ォ
ル
マ
リ
ス
ム
な
ど
）、つ
ま
り
ア
プ
リ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
そ
の
う
え
で
構
築
し
て
運
用
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
バ
ー
ジ
ョ

ン
ア
ッ
プ
を
繰
り
返
し
つ
つ
比
較
的
自
由
に
展
開
し
て
い
っ
た
よ
う

に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
ア
プ
リ
は
一
つ
だ
け
、
と
は
限
ら
な

い
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
と
現
実
的
な
同
人
の
あ
い
だ
の
認
識
の
齟
齬

と
離
反
と
い
う
出
来
事
と
は
、
多
少
と
も
距
離
を
置
い
て
総
合
的
に

理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。目
的
を
も
っ
て
試
み
よ
う
と
し
た
理
念
と
、

現
象
と
し
て
歴
史
化
す
る
事
象
と
に
差
異
が
あ
る
こ
と
も
ま
た
当
然

で
あ
る
。「
詩
と
詩
論
」
で
の
さ
ま
ざ
ま
に
不
統
一
な
ま
ま
の
詩
論

に
お
い
て
意
識
さ
れ
た
「
法
則
」
の
な
か
に
存
在
す
る
要
素
が
現
代

詩
を
支
え
る
レ
ベ
ル
に
ま
で
磨
か
れ
て
初
め
て
、
い
わ
ば
「
規
則
」
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化
と
し
て
の
「
詩
学
」
が
結
果
と
し
て
導
き
出
さ
れ
る
可
能
性
は
存

在
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
歴
史
的
な
結
果
の
一
つ
と
し

て
春
山
は
現
在
ま
で
続
い
て
き
た
「
佛
蘭
西
詩
學

4

4

」
を
評
価
し
て
い

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ポ
エ
ジ
ー
を
批
評
す
る
た
め
の
概
念
の
整
理

こ
こ
で
「
詩
と
詩
論
」
創
刊
か
ら
五
〇
年
を
へ
て
発
表
さ
れ
た
春

山
の
「
ポ
エ
ジ
ー
論
の
出
発
」
で
、
そ
の
主
張
を
再
度
確
認
し
て
ゆ

こ
う
。

　

詩
を
書
く
に
は
詩
の
理
論
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は

当
然
の
原
則
で
、そ
れ
の
第
一
歩
は
詩
を
書
く
こ
と
は
、ポ
エ
ー

ム
（
い
わ
ゆ
る
詩
）
と
ポ
エ
ジ
ー
（
詩
的
思
考
）
と
い
う
二
つ

の
次
元
か
ら
成
り
た
っ
て
い
る
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
に
あ

る
。『
詩
と
詩
論
』
が
日
本
で
は
じ
め
て
明
確
に
し
た
の
は
ポ

エ
ジ
ー
論
へ
の
主
知
で
、
こ
の
時
代
の
詩
人
ほ
ど
自
分
の
書
く

詩
を
主
知
し
よ
う
と
し
て
、
各
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
ポ
エ
ジ
ー
を

追
及
し
た
時
代
は
か
つ
て
な
か
っ
た
。（
六
頁
）

こ
の
場
合
の
主
知
と
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
変
に
「
主
知

主
義
」
と
い
う
言
葉
に
引
き
ず
ら
れ
る
前
に
、
そ
れ
は
「
知
性
・
理

性
な
ど
の
知
の
機
能
を
、
他
の
感
情
や
意
志
の
機
能
よ
り
上
位
に
置

く
こ
と
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
対
立
す
る
概
念
の
「
主
意
」
や
「
主

情
」
と
い
う
、
い
わ
ば
意
志
や
感
情
を
優
先
し
が
ち
な
詩
的
認
識
を

否
定
す
る
関
係
と
し
て
、
で
は
な
く
、
こ
の
場
合
、
そ
れ
ら
意
志
や

感
情
を
よ
り
客
観
的
に
認
識
す
る
、
と
い
う
意
味
合
い
と
捉
え
て
お

け
ば
よ
い
。
つ
ま
り
は
ポ
エ
ジ
ー
と
ポ
エ
ー
ム
と
で
成
り
立
つ
「
ポ

エ
ジ
ー
論
」
の
構
造
を
よ
く
理
解
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
も
な
る（

３
）。

こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
詩
を
書
く
に
は
詩
の
理
論
を
知
ら
ね
ば
な
ら

な
い
。」
は
、
単
に
詩
を
理
屈
と
し
て
知
っ
て
い
る
こ
と
や
、
独
自

の
理
論
を
作
れ
ば
よ
い
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。「
知
ら
ね
ば
な

ら
な
い
」
と
い
う
表
現
に
は
、
そ
れ
が
い
つ
の
時
代
の
、
ど
の
よ
う

な
詩
の
方
法
で
あ
る
の
か
と
い
う
詩
の
歴
史
的
位
置
を
明
確
に
し
、

そ
の
方
法
を
自
覚
的
に
現
在
に
適
合
さ
せ
た
う
え
で
作
品
を
構
築
す

べ
き
、
と
い
う
意
図
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
を
「
当
然
の
原
則
」

と
語
る
点
に
、
春
山
の
強
固
な
「
更
新
」
へ
の
意
思
が
あ
ら
わ
れ
て

い
る
。

　

芸
術
は
絶
え
ず
次
元
を
高
め
る
作
用
を
持
っ
て
い
る
の
で
、

天
才
的
な
芸
術
家
は
し
ば
し
ば
霊
感
的
に
次
元
の
異
る
作
品
を

創
造
す
る
。
そ
う
い
う
作
品
を
生
み
だ
す
流
れ
を
エ
リ
オ
ッ
ト

は
正
統
的
な
進
化
と
呼
び
、
そ
れ
と
技
能
を
み
が
く
こ
と
を
専

業
に
し
た
伝
統
と
を
区
別
し
た
。（
六
頁
）
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春
山
が
「
詩
と
詩
論
」
に
お
い
て
主
張
し
た
「
正
統
性
」
の
背
景

と
な
っ
た
可
能
性
を
示
す
解
釈
が
こ
こ
に
見
ら
れ
る
。「
芸
術
は
絶

え
ず
次
元
を
高
め
る
作
用
を
持
」
つ
と
い
う
進
化
論
的
な
発
想
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
ま
た
、
春
山
の
詩
論
の
弱
点
と
も
な
り
う
る
だ
ろ
う
。

一
つ
の
芸
術
の
ジ
ャ
ン
ル
の
通
時
的
な
変
容
に
は
、
新
精
神
の
指
し

示
す
「
更
新
の
理
念
」
に
従
っ
た
方
法
や
詩
的
認
識
の
進
化
も
あ
る

だ
ろ
う
が
、
一
方
で
主
流
が
つ
ね
に
入
れ
替
わ
っ
て
ゆ
く
こ
と
で
生

じ
る
方
法
や
詩
的
認
識
の
多
様
化

4

4

4

も
同
時
に
生
じ
る
。
一
つ
の
時
代

を
席
巻
し
た
正
統
性
が
、
次
の
時
代
の
正
統
性
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
行
動
と
思
考
＝
ポ
エ
ー
ム
と
ポ
エ
ジ
イマ

マ

の
次
元

を
、
詩
に
お
い
て
「
意
識
的
」
に
接
近
さ
せ
よ
う
と
し
た
試
み

は
、
い
ろ
い
ろ
の
思
考
形
態
で
試
み
ら
れ
た
が
、
そ
れ
の
先
駆

者
は
「
私
は
唯
一
の
本
能
だ
け
に
頼
っ
て
い
る
詩
人
た
ち
を
憐

れ
み
彼
ら
を
不
完
全
だ
と
思
う
」と
い
っ
た
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
で
、

彼
は
「
人
工
的
な
楽
園
」
で
、
詩
の
世
界
が
「
人
工
的
」
な
世

界
で
あ
る
こ
と
に
目
覚
め
た
。

　

し
か
し
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
多
分
に
自
然
主
義
的
・
観
念
的
で
、

題
材
的
な
観
方
に
し
ば
ら
れ
て
い
た
。
彼
は
た
し
か
に
人
工
的

な
、
日
常
の
リ
ア
リ
テ
ィ
と
は
ち
が
っ
た
情
緒
を
詩
に
表
現
し

た
が
、「
人
工
的
な
詩
」
が
詩
の
本
質
で
あ
る
ポ
エ
ジ
ー
論
に

つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
に
は
気
付
か
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
解
説

す
る
と
、
彼
の
「
人
工
的
な
」
と
い
う
意
味
は
、
表
現
さ
れ
た

詩
→
ポ
エ
ー
ム
の
世
界
が
超
自
然
的
な
も
の
だ
っ
た
だ
け
で
、

ベ
ル
グ
ソ
ン
の
い
う
よ
う
な
、「
人
工
的
な
も
の
を
つ
く
る
」

人
間
の
主
知
の
は
た
ら
き
に
ま
で
、思
考
が
お
よ
ば
な
か
っ
た
。

　
（
六
頁
）

「
詩
の
本
質
で
あ
る
ポ
エ
ジ
ー
論
」と
だ
け
目
に
し
て
し
ま
え
ば
、「
詩

の
本
質
」
が
ポ
エ
ジ
ー
、
と
誤
解
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
が
、

こ
こ
に
は
「
ポ
エ
ジ
ー
論
」、
つ
ま
り
詩
的
思
考
た
る
ポ
エ
ジ
ー
と

作
品
と
し
て
の
ポ
エ
ー
ム
と
い
う
二
つ
の
次
元
で
成
立
し
て
い
る
構

造
の
関
係
性
そ
の
も
の
を
「
詩
の
本
質
」
と
指
示
し
て
い
る
こ
と
に

留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
春
山
の
詩
的
認
識
を
支
え
た
核
心

に
相
当
す
る
部
分
が
続
く
。

　

表
現
の
思
考
（
ポ
エ
ジ
イマ

マ

）
に
よ
っ
て
新
し
い
詩
の
ト
ビ
ラ

を
開
い
た
の
は
マ
ラ
ル
メ
で
、
こ
の
詩
人
は
私
の
最
初
の
偉
大

な
師
匠
だ
っ
た
。
こ
の
師
匠
は
「
詩
は
観
念
で
つ
く
ら
れ
る
も

の
で
は
な
く
、
言
語
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
」
と
い
い
、
そ
の

極
限
で
『
サ
イ
コ
ロ
の
一
擲
』（
一
八
九
七
）
に
到
達
し
た
。

つ
づ
い
て
マ
ラ
ル
メ
の
後
継
者
で
あ
る
ヴ
ァ
レ
リ
ィ
が
、「
突

然
的
に
、
天
才
的
・
霊
感
的
に

―
あ
る
一
つ
の
世
界
を
発
見
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す
る
こ
と
で
な
く
、
文
字
と
い
う
道
具
の
秩
序
あ
る
組
合
せ
に

よ
っ
て
つ
く
り
だ
さ
れ
る
レ
ア
リ
テ
」（
意
訳
）
が
ポ
エ
ジ
ー

の
レ
ア
リ
テ
で
あ
る
と
述
べ
た
こ
と
で
、
モ
ダ
ー
ニ
ズ
ム
の
詩

論
（
ポ
エ
ジ
ー
論
）
の
方
法
論
、
あ
る
い
は
認
識
論
が
決
定
的

に
な
っ
た
と
、
私
は
お
も
っ
て
い
る
。（
七
頁
）

最
終
部
で
春
山
が
引
用
し
て
い
る
マ
ラ
ル
メ
の
言
葉
は
、
ヴ
ァ
レ

リ
ー
に
よ
る
エ
ッ
セ
イ
『
ド
ガ
・
ダ
ン
ス
・
デ
ッ
サ
ン
』
に
も
含
ま

れ
る
有
名
な
一
節
で
あ
る
。

　

彼
が
或
る
日
ベ
ル
ト
・
モ
リ
ゾ
の
所
で
マ
ラ
ル
メ
と
晩
餐
を

と
も
に
し
た
時
の
こ
と
を
私
は
彼
か
ら
聞
い
た
こ
と
が
あ
る

が
、
そ
の
時
彼
は
マ
ラ
ル
メ
に
、
詩
の
制
作
と
い
ふ
も
の
が
彼

に
と
つ
て
如
何
に
苦
し
い
か
を
訴
へ
て
、

　
「
何
と
い
ふ
商
賣
だ
ら
う
！
」
と
彼
は
叫
ん
だ
、「
私
は
今
掛

か
つ
て
居
る
詩
の
お
陰
で
一
日
潰
し
て
、
然
も
ち
つ
と
も
進
ま

な
い
。
…
…
そ
し
て
私
に
い
い
思
ひ
附
き
が
な
い
譯
ぢ
や
な
い

ん
だ
。
…
…
私
は
そ
れ
で
一
杯
な
ん
だ
。
…
…
あ
り
過
ぎ
る
程

な
ん
だ
。
…
…
」

　

さ
う
す
る
と
マ
ラ
ル
メ
は
何
時
も
の
穩
か
な
調
子
で
答
へ

た
。

　
「
だ
け
ど
君
、
詩
と
い
ふ
の
は
思
ひ
附
き
で
作
る
も
の
ぢ
や

な
い
ん
だ
。
…
…
言
葉
で
も
つ
て
作
る
も
の
な
ん
だ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。」

　

そ
れ
が
唯
一
の
秘
訣
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
此
の
秘
訣
の
本

當
の
意
味
を
容
易
く
理
解
で
き
る
と
思
つ
て
は
な
ら
な
い
。

（
吉
田
健
一
訳
「
ド
ガ
・
ダ
ン
ス
・
デ
ツ
サ
ン
」『
ポ
オ
ル
・

ヴ
ァ
レ
リ
ィ
全
集
』
第
十
三
巻
「
藝
術
論
集
（
Ⅰ
）」

二
八
四
頁　

一
九
四
二
（
昭
和
十
七
）
年
六
月
筑
摩
書
房

　

傍
線
引
用
者
）

　

吉
田
健
一
が
「
思
ひ
附
き
」
と
訳
出
し
て
い
る
の
が
、
通
常
「
観

念
」
と
訳
さ
れ
る
「idées

」（
複
数
形
）
で
、
マ
ラ
ル
メ
の
発
言
の

原
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

«M
ais, D

egas, ce n ’est point avec des idées que l ’on 
fait des vers...  C

’est avec des m
ots. »

（Œ

Ⅱ  
一
二
〇
八
頁
）

　

次
稿
で
は
、
こ
の
マ
ラ
ル
メ
と
ヴ
ァ
レ
リ
ー
を
め
ぐ
る
春
山
の
詩

的
認
識
の
検
討
か
ら
始
め
た
い
と
思
う
。

註（
１
） そ
の
初
期
の
訳
業
と
し
て
、
大
西
克
礼
『
社
会
学
よ
り
見
た
る
芸

術
』　

内
田
老
鶴
圃 

一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
れ
に
は
大
西
克
礼
の
訳
を
も
と
に
小
方
庸
正
が
改
定
を
加
え
た
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岩
波
文
庫
版『
社
会
学
上
よ
り
見
た
る
芸
術
』が
あ
る
。
ま
た
、ギ
ュ

ヨ
ー
に
つ
い
て
は
鈴
木
由
加
里
の
「
日
本
に
お
け
る
ジ
ャ
ン-

マ

リ
ー
・
ギ
ュ
ヨ
ー
の
受
容
に
つ
い
て
」（「
人
文　

学
習
院
大
学
人

文
科
学
研
究
所
」
二
〇
〇
六
（
平
成
一
八
）
年
）
が
近
年
の
研
究

と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
明
治
か
ら
始
ま
る
ギ
ュ
ヨ
ー
の
日

本
に
お
け
る
受
容
を
詳
細
に
追
っ
た
労
作
だ
が
、
そ
の
「
3 

ギ
ュ

ヨ
ー
の
翻
訳
者
に
つ
い
て 

ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
と
通
俗
性
」
の
な
か
で

当
時
の
日
本
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
並
ん
で
流
行
し
て
い
た
と
い
う

ギ
ュ
ヨ
ー
の
哲
学
が
、「
ギ
ュ
ヨ
ー
の
翻
訳
者
た
ち
は
い
わ
ゆ
る
帝

大
系
研
究
と
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
側
と
在
野
側
と
に
区
分
さ
れ
る
の

だ
が
、
例
え
ば
大
西
克
礼
は
東
京
帝
大
出
身
で
あ
り
、
稲
毛
詛
風
、

西
宮
藤
朝
、
北
昤
吉
は
早
稲
田
大
学
と
い
う
具
合
に
ギ
ュ
ヨ
ー
の

翻
訳
に
関
し
て
は
東
京
帝
国
大
学
出
身
者
以
外
の
力
に
よ
る
と
こ

ろ
が
大
き
い
の
で
あ
る
。」
と
い
う
見
立
て
を
提
示
し
、「
こ
の
よ

う
な
対
官
学
と
い
う
ス
タ
ン
ス
を
そ
の
著
作
や
生
き
方
に
よ
っ
て

示
し
た
の
は
北
昤
吉
で
あ
る
。
北
は
北
一
輝
の
弟
で
あ
り
、
本
人

も
自
民
党
の
結
成
に
尽
力
し
、
自
ら
も
衆
議
院
議
員
と
し
て
政
治

活
動
を
し
て
い
る
。」
と
訳
者
と
し
て
の
北
昤
吉
を
高
く
評
価
す

る
。
だ
が
、
北
昤
吉
の
訳
と
し
て
鈴
木
が
挙
げ
て
い
る
『
社
会
学

上
よ
り
見
た
る
芸
術
』
潮
文
閣 

一
九
二
八
（
昭
和
三
）
年
の
実
物

を
入
手
し
て
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
は
大
西
克
礼
の
訳
業
を
多

く
の
原
注
を
取
り
除
く
と
い
う
不
完
全
な
か
た
ち
で
収
録
し
た
も

の
で
、
そ
も
そ
も
そ
の
ど
こ
に
も
「
北
昤
吉
訳
」
と
い
う
明
記
は

な
く
、
そ
の
叢
書
の
監
修
の
立
場
で
名
義
だ
け
を
貸
し
た
も
の
、

と
判
断
で
き
る
の
で
あ
る
。
鈴
木
は
当
該
書
の
内
容
を
充
分
確
認

せ
ず
に
そ
の
見
立
て
を
運
用
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

（
２
） ち
な
み
に
当
該
論
は
巻
頭
の
目
次
で
は
「
批
評
そ
の
他
」
の
項
目

に
「
ポ
エ
ジ
イ
と
は
何
ぞ
や
」
と
い
う
題
名
で
登
録
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
見
て
、
春
山
の
い
う
高
速
度
と
は
、
校
了
ぎ
り
ぎ

り
ま
で
稿
を
成
す
作
業
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
指
す
可
能
性
が
あ

る
。
春
山
の
「
ポ
エ
ジ
イ
と
は
何
か
」
の
後
に
は
三
頁
に
わ
た
る

北
川
冬
彦
に
よ
る
二
冊
の
詩
集
に
対
す
る
批
評
が
載
せ
ら
れ
、
続

い
て
巻
末
の
「
後
記
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。

（
３
） 春
山
は
こ
の
「
ポ
エ
ジ
ー
論
の
出
発
」
に
「
★
個
性
と
独
自
性
」

と
「
★
主
知
に
つ
い
て
」「
★
テ
ク
ニ
ッ
ク
に
つ
い
て
」
と
い
う
三

つ
の
「
ノ
ー
ト
」
を
付
し
て
い
る
。
そ
の
「
★
主
知
に
つ
い
て
」

で
春
山
は
「
人
間
に
お
い
て
は
、
主
知
は
行
動
の
本
能
が
手
段
・

方
法
の
思
考
へ
進
化
し
た
か
た
ち
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
も
の
を
つ

く
る
行
動
に
限
定
し
た
場
合
、
主
知
と
は
「
そ
の
方
法
と
手
段
の

認
識
」、「
そ
れ
を
可
能
に
す
る
道
具
と
材
料
の
知
識
」
と
、「
道

具
な
い
し
材
料
の
用
法
（
テ
ク
ニ
ッ
ク
）」
に
分
か
れ
る
。」
と
、

構
造
を
分
け
て
分
析
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
る
。
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付
記あ

い
だ
に
数
年
の
間
を
置
き
つ
つ
も
現
在
ま
で
八
年
ほ
ど
に
わ
た

る
実
践
女
子
大
学
文
学
部
国
文
学
科
と
の
か
か
わ
り
は
ま
た
、
ご
校

務
そ
の
他
で
本
当
に
ご
多
忙
な
栗
原
敦
先
生
の
貴
重
な
お
時
間
を
割

い
て
頂
い
て
、ご
意
見
や
ご
指
導
を
頂
く
貴
重
な
日
々
と
も
な
っ
た
。

そ
の
始
発
は
大
学
院
の
修
士
課
程
に
入
っ
て
一
年
目
の
六
月
、「
四

季
派
学
会
」
に
て
研
究
発
表
を
し
た
折
に
大
妻
女
子
大
学
の
杉
浦
静

さ
ん
と
知
遇
を
得
た
こ
と
を
機
縁
と
し
、「
近
代
詩
研
究
会
」
と
い

う
場
に
誘い

ざ
なわ
れ
た
こ
と
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
。
同
じ
年
の
う
ち
に
そ

こ
で
栗
原
先
生
に
初
め
て
お
目
に
か
か
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
近

現
代
詩
に
関
わ
る
研
究
者
や
大
学
院
生
を
メ
ン
バ
ー
と
し
て
開
催
さ

れ
る
そ
の
研
究
会
は
、
午
後
二
時
ご
ろ
か
ら
毎
回
数
時
間
に
及
ぶ
発

表
者
の
研
究
発
表
と
静
か
な
う
ち
に
熱
の
こ
も
っ
た
質
疑
が
く
り
ひ

ろ
げ
ら
れ
、
そ
の
後
は
場
を
移
し
た
懇
親
会
が
と
も
す
れ
ば
午
後
十

時
過
ぎ
ま
で
和
気
あ
い
あ
い
と
続
く
と
い
う
も
の
で
、
大
学
院
に

入
っ
た
ば
か
り
の
私
に
は
よ
い
学
び
の
場
で
も
あ
っ
た
。
た
し
か
そ

の
年
の
う
ち
に
栗
原
先
生
の
「
東
京
ノ
ー
ト
」
を
巡
る
ご
発
表
を
う

か
が
っ
た
よ
う
に
思
う
が
、
そ
の
密
度
の
高
い
内
容
に
ひ
そ
か
に
舌

を
巻
き
、
は
じ
め
は
つ
い
て
ゆ
く
だ
け
で
精
い
っ
ぱ
い
で
あ
り
、
し

た
た
か
に
酔
い
し
れ
て
帰
宅
し
た
深
夜
、
そ
の
資
料
を
取
り
出
し
て

再
現
し
つ
つ
数
時
間
を
過
ご
し
、
興
奮
冷
め
や
ら
ぬ
ま
ま
に
寝
に
就

い
た
こ
と
を
今
で
も
覚
え
て
い
る
。「
皆
で
論
集
を
つ
く
ら
な
い
」

こ
と
と
、「
そ
の
あ
と
の
飲
み
会
が
長
く
、
皆
よ
く
飲
む
か
ら
大
変

だ
け
れ
ど
」
と
い
う
杉
浦
さ
ん
の
誘
い
文
句
を
頂
い
た
そ
の
会
の
末

席
に
私
が
加
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
は
ま
た
、
一
九
九
五
年
に
筑

摩
書
房
か
ら
『
新
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
』
の
刊
行
が
本
格
的
に
始
ま

り
、か
つ
軌
道
に
乗
り
つ
つ
あ
っ
た
折
と
も
か
さ
な
っ
て
い
た
た
め
、

栗
原
先
生
と
杉
浦
さ
ん
の
お
話
を
う
か
が
う
機
会
も
多
く
あ
っ
た
。

と
い
う
よ
り
は
、
会
を
開
催
す
る
た
め
に
中
心
に
あ
っ
た
杉
浦
さ
ん

ご
自
身
（
と
そ
の
近
し
い
つ
な
が
り
）
で
発
表
を
か
っ
て
出
ら
れ
た

面
も
多
く
あ
る
の
だ
ろ
う
け
れ
ど
、
い
ま
振
り
返
れ
ば
、
保
つ
こ
と

が
絶
妙
に
難
し
い
「
自
由
」
な
空
気
に
み
ち
た
場
を
持
た
れ
る
こ
と

自
体
が
楽
し
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
も
推
察
し
て
い
る
。
そ
の
場
は
棚

田
先
生
や
の
ち
に
河
野
龍
也
さ
ん
と
も
知
り
合
う
機
縁
と
も
な
っ
た

し
、
今
は
亡
き
堤
玄
太
さ
ん
と
知
り
合
い
、
二
人
だ
け
で
神
保
町
を

巡
り
、
酒
を
酌
み
交
わ
し
、
一
度
は
二
人
し
て
栗
原
先
生
の
ご
自
宅

に
押
し
掛
け
て
泊
め
て
い
た
だ
く
、
と
い
う
今
と
な
っ
て
は
恐
縮
し

き
り
の
、
で
も
本
当
に
楽
し
い
思
い
出
と
も
結
び
つ
い
て
い
る
。
ま

た
、近
代
詩
研
究
会
を
機
縁
に
つ
な
が
っ
た
大
学
院
生
の
友
人
か
ら
、

栗
原
先
生
が
「
か
ね
や
す
」
に
至
近
の
と
あ
る
大
学
に
非
常
勤
講
師

と
し
て
出
講
な
さ
れ
る
、
と
い
う
情
報
が
流
れ
、
あ
い
だ
に
数
年
を

お
い
て
二
度
、
一
度
も
欠
席
せ
ず
に
紛
れ
込
ん
で
講
義
を
拝
聴
し
た

こ
と
も
あ
る
。
男
子
の
大
学
院
生
と
し
て
は
女
子
大
学
の
講
義
に
紛

れ
込
む
こ
と
を
試
み
る
に
は
、（
心
理
的
に
は
ほ
ん
の
少
し
）
ハ
ー
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ド
ル
が
高
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
っ
た
の
だ
が
、
一
度
目
は

宮
澤
賢
治
を
、
数
年
を
置
い
て
の
二
度
目
は
戦
前
か
ら
戦
後
の
「
荒

地
」
の
詩
人
た
ち
を
め
ぐ
っ
て
の
講
義
を
そ
れ
こ
そ
耳
に
神
経
を
集

中
さ
せ
て
拝
聴
し
て
い
た
。
戦
前
と
戦
後
の
鮎
川
信
夫
や
田
村
隆
一

を
め
ぐ
っ
て
先
生
が
手
書
き
で
作
ら
れ
た
綿
密
な
資
料
も
交
え
て
展

開
し
て
ゆ
く
講
義
を
午
前
中
か
ら
昼
ま
で
拝
聴
し
た
の
ち
、
た
い
て

い
は
栗
原
先
生
と
お
茶
の
水
ま
で
移
動
し
て
昼
食
を
頂
き
な
が
ら
ま

た
お
話
を
伺
い
、
そ
の
後
先
生
は
新
校
本
全
集
の
た
め
に
筑
摩
書
房

へ
赴
か
れ
、
私
は
神
保
町
の
馴
染
み
を
流
し
た
後
で
大
学
院
の
授
業

に
参
加
す
る
と
い
う
贅
沢
な
一
年
で
も
あ
っ
た
が
、
栗
原
先
生
に

と
っ
て
は
、
私
の
対
象
領
域
が
日
本
語
と
フ
ラ
ン
ス
語
と
の
あ
わ
い

に
も
あ
る
と
い
う
事
情
も
手
伝
い
、
研
究
に
あ
ま
り
進
展
が
見
ら
れ

な
い
こ
と
に
対
す
る
私
へ
の「
甘
や
か
し
」で
も
あ
っ
た
か
と
も
思
っ

て
い
る
。

振
り
返
れ
ば
今
も
昔
も
栗
原
先
生
に
甘
え
つ
つ
、
そ
の
折
そ
の
折

に
考
え
て
き
た
こ
と
を
お
話
し
し
、
ご
意
見
を
う
か
が
う
ば
か
り
で

は
あ
っ
た
が
、
本
誌
の
場
を
お
借
り
し
て
本
稿
お
よ
び
前
稿
で
そ
れ

ら
を
ほ
ん
の
少
し
だ
け
か
た
ち
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
と
、
無

言
の
「
ま
だ
ま
だ
、
こ
れ
か
ら
」
を
含
ま
れ
る
そ
の
常
に
変
わ
ら
ぬ

温
容
に
こ
こ
ろ
か
ら
感
謝
を
捧
げ
る
と
と
も
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
よ
き

場
に
て
こ
れ
か
ら
も
ま
た
お
目
に
か
か
れ
る
こ
と
を
心
待
ち
に
も
し

て
い
る
。

（
つ
ち
や　

さ
と
し
・
実
践
女
子
大
学
非
常
勤
講
師
）


