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下

廣

日

向

田
村
隆
一
の
「
詩
と
詩
論
」

︱
︱
「
坂
に
関
す
る
詩
と
詩
論
」
を
中
心
に
︱
︱
︱

一
、
は
じ
め
に

　

田
村
隆
一
の
散
文
詩
「
坂
に
関
す
る
詩
と
詩
論
」
は
、「
荒
地
」

派
の
年
刊
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
第
一
集
「
荒
地
詩
集
１
９
５
１
」（
荒
地

出
版
社
、
昭
26
・
８
）
に
収
め
ら
れ
、
田
村
の
作
品
ペ
ー
ジ
冒
頭
に

掲
げ
ら
れ
な
が
ら
も
、処
女
詩
集
『
四
千
の
日
と
夜
』（
東
京
創
元
社
、

昭
31
・
３
）
に
は
収
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
経
緯
に
加
え
、〈
詩

を
書
か
ね
ば
な
ら
ぬ
〉
意
志
の
表
明
や
、〈
私
〉
が
〈
も
う
一
人
の
私
〉

か
ら
離
れ
て
坂
を
の
ぼ
っ
て
ゆ
く
構
成
か
ら
、「
青
春
の
血
を
流
し

た
作
品
」１「
二
十
代
に
し
か
書
き
得
な
い
よ
う
な
魂
の
パ
セ
テ
ィ
ッ

ク
な
衝
動
」
２
と
い
っ
た
評
価
を
与
え
ら
れ
、
田
村
の
詩
的
出
発
を

書
き
付
け
た
も
の
で
あ
る
と
の
読
み
が
多
く
な
さ
れ
て
い
る
３
。
こ

れ
ら
に
は
概
ね
賛
同
で
き
る
が
、
本
作
に
三
つ
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
が

存
在
す
る
こ
と
は
、
管
見
の
限
り
指
摘
が
な
い
４
。
こ
れ
ら
を
詳
細

に
比
較
し
て
み
る
こ
と
で
、
多
く
言
及
さ
れ
つ
つ
も
印
象
批
評
に
と

ど
ま
り
が
ち
で
あ
っ
た
本
作
の
、
田
村
の
詩
業
に
お
け
る
位
置
を
改

め
て
確
認
す
る
こ
と
が
、
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

二
、「
詩
と
詩
論
」
と
「
詩
」

　

三
つ
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
と
は
、
ま
ず
初
出
「
坂
に
関
す
る
詩
と
詩

論　

一
九
四
六
年
秋
」（「
純
粋
詩
」
昭
21
・
12
、
以
下
Ａ
）、
再
出

「
坂
に
つ
い
て
」（「
新
小
説
」
昭
22
・
６
、
以
下
Ｂ
）、
再
々
出
「
坂

に
関
す
る
詩
と
詩
論
」（「
荒
地
詩
集
１
９
５
１
」
荒
地
出
版
社
、
昭

26
・
８
、
以
下
Ｃ
）
で
あ
り
、
先
行
論
等
に
引
用
さ
れ
る
の
は
の
ち

に
現
代
詩
文
庫
『
田
村
隆
一
詩
集
』（
思
潮
社
、
昭
43
・
１
）
に
収

め
ら
れ
た
Ｃ
が
殆
ど
で
あ
る
。
Ａ
と
Ｂ
は
ど
の
単
行
本
に
も
採
ら
れ
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て
い
な
い
。

　

全
六
連
か
ら
な
る
Ａ
に
は
、
第
三
連
前
に
〈⁂

〉
の
印
、
作
品
末

尾
に
〈⁂
詩
「
坂
に
つ
い
て
」〉
と
の
付
記
が
あ
っ
て
「
詩
」
と
「
詩
論
」

を
い
ち
お
う
分
け
て
い
る
が
、「
坂
に
つ
い
て
」
が
第
三
連
か
ら
ど

こ
ま
で
を
指
す
の
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
５
。
こ
の
第
三
・

四
・
五
連
と
最
終
行
が
抜
粋
さ
れ
、「
坂
に
つ
い
て
」
と
し
て
発
表
さ

れ
た
の
が
Ｂ
で
あ
る
。
Ｃ
は
再
び
全
六
連
に
戻
る
の
だ
が
、
詩
句
は

細
か
く
改
変
さ
れ
、「
坂
に
つ
い
て
」
の
付
記
と
「
一
九
四
六
年
秋
」

の
副
題
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
本
作
は
、「
詩
」
と
「
詩
論
」

が
中
途
半
端
に
未
分
化
の
状
態
か
ら
、
い
っ
た
ん
「
詩
」
の
み
独
立

し
明
確
に
分
化
さ
れ
た
う
え
で
、
再
び
統
合
さ
れ
る
と
い
う
、
複
雑

な
生
い
立
ち
を
負
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。こ
の
経
緯
や
、「
詩
と
詩
論
」

と
い
う
特
殊
な
題
を
考
え
つ
つ
詩
を
読
み
解
い
て
み
る
こ
と
で
、
本

作
が
ど
の
よ
う
に
の
ち
の
詩
業
に
接
続
す
る
の
か
、
ま
た
し
な
い
の

か
を
、
今
少
し
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
お
本
稿
で
は
述

べ
た
よ
う
な
変
化
を
重
視
し
た
い
た
め
、初
出
形
の
Ａ
を
底
本
と
し
、

Ｂ
・
Ｃ
と
比
較
し
て
ゆ
く
形
を
と
る
。

　

ま
ず
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
の
異
同
を
記
し
た
全
文
を
掲
載
す
る
。
改
行
位

置
も
異
な
る
が
、
散
文
詩
の
特
質
を
考
え
て
改
行
記
号
は
省
略
し
、

連
ご
と
に
改
行
し
て
番
号
を
付
し
た
。
異
同
の
生
じ
て
い
る
部
分
に

傍
線
を
付
し
、【
Ｂ
】《
Ｃ
》
と
し
て
、
底
本
と
異
な
る
場
合
の
み
記

す
。「
ナ
シ
」
は
詩
句
の
削
除
を
示
す
が
、
一
字
分
の
空
き
に
傍
線

が
付
さ
れ
直
後
に
「
ナ
シ
」
と
あ
る
場
合
は
、
空
き
が
削
除
さ
れ
一

字
分
詰
め
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
。
な
お
先
述
の
通
り
、
第
一
・
二
連

す
べ
て
と
第
六
連
の
一
・
二
行
目
は
Ｂ
に
は
な
い
。

１
【
こ
の
連
ナ
シ
】〈  

も
う
い
ゝ
《
い
い
》。
一
言
も
語
る
な
。
過

剰
…
…　
《
ナ
シ
》
そ
の
地
点
ま
で
き
て
、
お
ま
へ
《
え
》
は
石

を
蹴
つ
た
。「
石
の
中
に
私
の
眼
を
！
」　
《
ナ
シ
》
そ
し
て
誰
が

私
の
生
に
躓
く
か
。
お
ま
へ《
え
》は
私
に
背
を
む
け
る
。
さ《
そ
》

う
だ
、
こ
れ
で
私
の
孤
独
も
充
分
と
い
ふ
《
う
》
も
の
だ
。
お
ま

へ
《
え
》
は
黙
つ
て
歩
き
だ
す
、
再
び
邂
ふ
《
う
》
た
め
に
、
そ

れ
と
も
生
涯
邂
ふ
《
う
》
こ
と
の
な
い
や
《
よ
》
う
に
…
…
《
、》

水み

脈を

《
水み

脈お

》
ひ
く
や
《
よ
》
う
な
薄
青
い
時
間
の
中
で
、
私
は

呟
く
、「
振
り
か
へ
《
え
》
つ
た
ら
そ
れ
ま
で
だ
」
水み

脈を

《
水み

脈お

》

ひ
く
や
《
よ
》
う
な
薄
青
い
距
離
を
つ
く
つ
て
、
お
ま
へ
《
え
》

は
無
言
で
私
か
ら
遠
ざ
か
る
、
私
の
唯
一
の
孤
独
を
背
に
閉
ぢ

《
じ
》
こ
め
て
…
…　
《
。》
そ
こ
か
ら
坂
が
は
じ
ま
つ
て
ゐ
《
い
》

た
。〉

２
【
こ
の
連
ナ
シ
】〈　

秋
に
な
つ
た
。
も
し
運
命
と
い
ふ
《
う
》

も
の
が
私
の
肉
体
の
裡
に
し
か
現
れ
《
現
わ
れ
》
な
い
な
ら
ば
、

私
の
精
神
の
裡
に
喚
起
さ
れ
る
も
の
は
何
か
。か
《ゝ
か
か
》る
時
、

私
は
詩
を
書
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
詩
を
書
く
こ
と
︱
︱
《
、》
つ
ま

り
肉
体
に
と
つ
て
運
命
が
確
実
な
抵
抗
を
意
味
す
る
な
ら
ば
。〉

３
〈⁂

／
【
ナ
シ
】《
ナ
シ
》　

表
象
【
ナ
シ
】　

…
…
だ
が
【
…
…

だ
が　

】《
だ
が
》
何
と
い
ふ
《
う
》
黄
昏　

何
と
い
ふ
《
う
》
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私
の
痕
跡　

私
は
坂
を
の
ぼ
る　

極
限
【
極
限
】《  

そ
の
極
限
》

に
ま
で
…
…　

非
望
！
【
…
…　

非
望
風マ
マ

！
】《
ナ
シ
》　

風
は
私

の
衰
へ
《
え
》
た
額
に
翳
を
落
と
し　

石
の
中
に
私
の
眼
を　

土

の
奥
底
に
私
の
耳
を
埋
め
て
…
…
《
ナ
シ
》　

極
限
に
ま
で
《
そ

の
極
限
に
ま
で
！
》　

非
望
の
風
よ
《
ナ
シ
》　

だ
か
ら
私
は
坂
を

の
ぼ
る
の
だ
。【
ナ
シ
】《
ナ
シ
》〉

４〈　

灰
色
だ
な　

こ
の
勾
配
は
…
…《
ナ
シ
》　

私
は
さ
う
い
ふ《
そ

う
い
う
》
抵
抗
を
欲
す
る　

壁
な
ん
か
あ
り
や
し
な
い　

ど
こ
ま

で
も
青
磁
に
暮
れ
て　

そ
の
夜
の
果
【
果
て
】《
果
て
》
ま
で
坂

は
つ
ゞ
【
つ
づ
】《
つ
づ
》
く
の
だ　

私
へ
の
抵
抗　

私
の
た
め

の
灰
色
の
勾
配
は
…
…
《
ナ
シ
》〉

５
〈　

坂
を
の
ぼ
る　

い
ま
は
一
心
に
風
に
堪
へ
《
え
》　

抵
抗
を

瞶
め
て　

坂
を
の
ぼ
る　

振
り
か
へ
《
え
》
つ
た
ら
そ
れ
ま
で
だ

　

私
の
痕
跡
よ　

も
う
一
人
の
私
よ　

つ
い
て
来
い　

何
處
ま
で

も
私
に
つ
い
て
来
い
〉

６
〈　

私
の
半
生
に
於
け
る
唯
一
の
絶
望
期
に
在
つ
て　
《
、》
私
は

自
我
愛
と
自
虐
と
の
両
極
を
私
の
内
奥
に
持
つ
。
そ
の
中
間
を
満

た
し
得
る
も
の
は
何
か
、
何
者
で
あ
る
か
…
…　
《
。》【
こ
の
二

行
ナ
シ
】
夜
が
き
た
。【
き
た　

】《
来
た
。》
お
ま
へ
《
え
》
に

坂
が
未
だ
見
え
る
か
！
〉

　
〈⁂

詩
「
坂
に
つ
い
て
」【
ナ
シ
】《
ナ
シ
》〉

　
「
坂
に
関
す
る
詩
と
詩
論
」
の
第
一
・
二
・
六
連
が
「
詩
論
」、第
三
・

四
・
五
連
と
第
六
連
最
終
行
が
詩
「
坂
に
つ
い
て
」、
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、ふ
た
り
の〈
私
〉の
語
り
の
交
代
が
、「
詩
」

と
「
詩
論
」
の
交
代
と
対
応
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
ま
ず
は
、
ふ

た
り
の
〈
私
〉
の
輪
郭
を
な
ぞ
っ
て
み
よ
う
と
思
う
。

三
、
精
神
と
肉
体

　

宮
崎
真
素
美
氏
は
、
鮎
川
信
夫
の
詩
篇
や
評
論
に
示
さ
れ
た
、「
彼

ら
の
世
代
の
暗
澹
た
る
共
通
項
」
と
し
て
の
「
精
神
と
肉
体
の
問
題
」

を
、「
坂
に
関
す
る
詩
と
詩
論
」
に
も
見
て
取
り
、
鮎
川
が
自
身
の

詩
「
ア
メ
リ
カ
」（「
純
粋
詩
」
昭
22
・
７
）
６
に
詩
句
を
引
用
し
た

や
り
方
か
ら
、
坂
を
上
る
方
に
精
神
を
、
残
る
方
に
肉
体
を
読
み
取

る
鮎
川
の
解
釈
を
導
い
て
も
い
る
７
。
こ
れ
を
と
っ
か
か
り
に
し
て
、

精
神
と
肉
体
と
い
う
観
点
か
ら
〈
私
〉
の
在
り
方
を
見
て
み
よ
う
。

鮎
川
に
と
っ
て
の
「
精
神
と
肉
体
の
問
題
」
と
は
、「
我
々
が
戦
争

時
代
を
と
ほ
し
て
、
い
つ
も
現
実
的
な
犠
牲
を
強
い
ら
れ
て
き
た
と

い
ふ
こ
と
、
た
と
へ
ば
精
神
を
苦
し
め
る
た
め
に
、
肉
体
が
否
応
な

く
干
渉
す
る
と
い
ふ
こ
と
」
８
と
い
っ
た
、
肉
体
に
よ
る
精
神
の
侵

食
で
あ
る
。
田
村
に
と
っ
て
は
ど
う
か
。

　
〈
秋
に
な
つ
た
。
も
し
運
命
と
い
ふ
も
の
が
私
の
肉
体
の
裡
に

し
か
現
れ
な
い
な
ら
ば
、
私
の
精
神
の
裡
に
喚
起
さ
れ
る
も
の
は

何
か
。
か
ゝ
る
時
、
私
は
詩
を
書
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
詩
を
書
く
こ
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と
︱
︱
つ
ま
り
肉
体
に
と
つ
て
運
命
が
確
実
な
抵
抗
を
意
味
す
る

な
ら
ば
。〉（
Ａ
第
二
連
）

　

こ
の
連
の
解
釈
は
様
々
だ
が
、「
肉
体
に
対
す
る
運
命
の
抵
抗
が

喚
起
す
る
、
精
神
の
ド
ラ
マ
が
詩
で
あ
る
」（
山
本
捨
三
氏
）
９
と

か
「「
精
神
の
裡
に
喚
起
さ
れ
る
も
の
」
に
よ
っ
て
、「
肉
体
の
裡
に

し
か
現
れ
な
い
」よ
う
な
運
命
に
対
す
る「
確
実
な
抵
抗
」を
試
み
る
」

（
渋
沢
孝
輔
氏
）10
と
い
う
よ
う
な
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
は
、い
さ
さ
か「
精

神
」
に
重
き
を
置
き
す
ぎ
、
こ
こ
に
あ
る
曖
昧
さ
を
切
り
捨
て
て
し

ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
「
荒
地
」
同
人
の
ひ
と
り
、
三
好
豊
一
郎
の
詩
「
囚
人
」（
三
好
編

集
の
タ
イ
プ
印
刷
冊
子
、
昭
20
・
４　
「
荒
地
」
昭
22
・
９
再
録
）

に
つ
い
て
田
村
が
書
い
た
「
手
紙　

一
九
四
六
年
早
春
」（「
新
詩
派
」

昭
21
・
３
）
は
、「
坂
に
関
す
る
詩
と
詩
論
」
と
共
通
す
る
語
彙
が

多
く
現
れ
、
自
作
解
説
の
よ
う
な
体
を
な
す
。

　

僕
が
「
囚
人
」
を
読
ん
で
、
こ
れ
で
は
、
も
う
僕
に
詩
は
容
易

に
つ
く
れ
ぬ
と
観マ
マ

じ
た
「
憎
悪
に
似
た
困
難
」
と
は
、
実
に
「
囚

人
」
を
支
へ
つ
く
す
君
の
精
神
と
肉
体
と
の
一
元
性
に
あ
る
の
で

は
な
い
か
。
大
多
数
の
幸
福
な
「
見
な
い
で
済
む
」
詩
人
た
ち
の

作
品
は
、「
精
神
」
と
い
ふ
抽
象
的
な
世
界
に
立
つ
か
、
或
は
「
肉

体
」
と
い
ふ
極
め
て
生
理
的
な
世
界
を
地
盤
に
持
つ
て
ゐ
る
か
に

過
ぎ
な
い
。
前
者
を
理
知
的
な
詩
人
と
呼
び
、
後
者
を
抒
情
的
な

詩
人
と
い
ふ
、
な
ん
と
い
ふ
無
邪
気
な
考
へ
方
だ
ら
う
。

　

僕
は
納
得
し
な
い
。
精
神
と
は
、
い
は
ば
肉
体
の
象
徴
的
な
存

在
︱
即
ち
一
層
純
化
さ
れ
た
生
き
も
の
だ
し
、
肉
体
と
は
そ
の
生

き
も
の
の
抵
抗
を
敏
感
に
表
象
せ
ず
に
は
措
か
ぬ
実
体
だ
か
ら
、

肉
体
と
精
神
と
を
哲
学
者
流
に
対
立
せ
し
め
た
と
こ
ろ
で
、
認
識

と
い
ふ
怪
物
か
ら
僕
ら
は
救
は
れ
ま
い
し
、（
略
）

　

精
神
と
肉
体
に
は
大
き
な
関
心
が
払
わ
れ
て
お
り
、
確
か
に
「
坂

に
関
す
る
詩
と
詩
論
」
の
主
題
の
ひ
と
つ
も
そ
こ
に
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
が
、
田
村
は
両
者
に
優
劣
を
つ
け
ず
、
両
者
の
分
離
、
対
立
そ

の
も
の
を
問
題
視
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
一
元
性
に
む
か
う
相
関
関

係
を
強
調
し
な
が
ら
も
、
一
方
で
、
分
離
さ
れ
て
し
ま
っ
た
両
者
の

統
一
に
非
常
な
困
難
を
覚
え
も
し
て
い
る
。
先
の
Ａ
第
二
連
は
、
こ

の
ゆ
ら
ぎ
の
上
に
読
ま
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。〈
詩
を
書
か
ね
ば
な

ら
ぬ
〉
時
と
は
、精
神
と
分
離
し
て
し
ま
っ
た
肉
体
の
裡
に
だ
け
〈
運

命
〉
が
現
れ
る
よ
う
な
時
で
あ
り
、〈
詩
を
書
く
こ
と
〉
と
は
〈
運
命
〉

を
、
そ
の
よ
う
な
肉
体
へ
の
〈
抵
抗
〉
と
み
な
し
、
精
神
と
肉
体
と

の
一
元
化
を
目
指
し
て
ゆ
く
こ
と
、
と
言
え
る
。
で
あ
れ
ば
、
ふ
た

り
の
〈
私
〉
が
精
神
と
肉
体
と
に
ど
う
振
り
分
け
ら
れ
る
か
と
い
う

こ
と
は
、
さ
ほ
ど
重
要
で
な
い
だ
ろ
う
。
田
村
に
と
っ
て
、
精
神
と

肉
体
と
は
分
離
し
な
が
ら
も
一
で
あ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
の
間

の
ゆ
ら
ぎ
こ
そ
が
、
こ
の
作
品
に
写
し
取
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か

ら
。〈
お
ま
へ
に
坂
が
未
だ
見
え
る
か
！
〉
と
い
う
最
終
行
に
は
ふ
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た
り
の
〈
私
〉
の
声
が
重
な
り
合
っ
て
お
り
、
両
者
の
間
の
、
揺
れ

な
が
ら
釣
り
合
う
天
秤
の
よ
う
な
均
衡
が
、
よ
く
表
れ
て
い
る
と
い

え
る
。

　

今
論
じ
る
べ
き
は
、
前
節
で
述
べ
た
通
り
、
こ
の
ふ
た
り
の
〈
私
〉

の
交
代
が
、「
詩
」と「
詩
論
」の
区
別
と
対
応
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
詩
に
お
け
る
精
神
と
肉
体
の
一
元
化
の
問
題
は
、「
詩

と
詩
論
」
と
い
う
題
を
持
つ
「
詩
」
作
品
で
あ
る
と
い
う
形
式
の
問

題
と
、
重
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
、
形
式
と
し
て
の
自
我

　
「
詩
論
」
が
消
さ
れ
、
詩
「
坂
に
つ
い
て
」
の
み
抜
粋
さ
れ
た
Ｂ

で
は
、
Ａ
で
提
出
さ
れ
た
問
題
は
ど
う
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
ま

ず
、〈
精
神
〉
と
〈
肉
体
〉（
Ａ
第
二
連
）
と
い
う
重
要
な
項
が
ま
っ

た
く
姿
を
消
し
て
い
る
。
で
あ
れ
ば
二
者
の
統
一
の
可
能
性
も
当
然

消
え
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
〈
自
我
愛
と
自
虐
と
の
両
極
を
私
の
内

奥
に
持
つ
〉（
Ａ
第
六
連
）
と
さ
れ
た
明
確
な
二
項
対
立
的
表
現
も
、

〈
そ
の
中
間
を
満
た
し
得
る
も
の
は
何
か
〉
と
い
う
さ
ら
に
明
確
な

問
い
か
け
も
削
除
さ
れ
て
い
る
。
極
め
つ
け
は
ふ
た
り
の
〈
私
〉
の

関
係
の
崩
壊
で
あ
る
。〈
坂
〉
の
下
に
残
る
〈
私
〉
の
語
り
が
な
く

な
り
、
そ
の
実
体
性
が
き
わ
め
て
希
薄
に
な
っ
た
こ
と
で
、
ふ
た
り

の
〈
私
〉
の
間
に
あ
っ
た
均
衡
関
係
も
崩
さ
れ
て
い
る
。
Ａ
と
Ｂ
の

比
較
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
、「
詩
と
詩
論
」
と
い
う
形
が
、
さ

ま
ざ
ま
な
二
元
要
素
を
立
ち
上
げ
る
と
同
時
に
そ
の
一
元
化
の
可
能

性
を
も
保
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

　

田
村
は
後
年
、
戦
後
文
学
の
特
徴
を
「「
私
」
を
「
私
」
が
見
て

い
る
と
い
う
、そ
う
い
う
眼
」
に
お
い
た
発
言
を
し
て
い
る

11
。「
詩
」

と
「
詩
論
」
と
い
う
複
眼
的
な
あ
り
さ
ま
は
、
相
互
に
「
私
を
見
て

い
る
私
」
と
な
る
も
の
で
は
な
い
か
。

　

語
る
も
の
と
同
じ
聞
く
も
の
、
︱
︱
か
く
て
こ
の
『
語
る

0

0

‐
聞0

く0

』
の
不
可
分
割
体
系
（
こ
れ
は
ご
く
早
い
う
ち
か
ら
声
を
出
さ

な
い
、
外
化
さ
れ
ざ
る
も
の
に
な
る
）
が
、『
一
な
る
双
数
性
』、

二
人
一
組
の
『
対ビ

偶ニ

性テ

』
を
生
み
出
す
。（
中
略
）『
我
』
の
う
ち

︱
︱
一
個
の

0

0

0

『
我
』
の
う
ち
に
、
二
人
あ
り
。
ま
た
こ
う
も
言
え

よ
う
。
一
個
の
『
自
我

0

0

』
は
、
二
個
の

0

0

0

『
人
格

0

0

』
と
し
て
あ
る

も
の
な
り
︱
︱
し
か
し
こ
れ
は
そ
の
不
可
分
割
性
に
よ
っ
て
一

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

『
自
我

0

0

』
が
作
り
出
さ
れ
る
二
機
能

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

な
の
だ
。（
傍
点
原
文
の
ま

ま
）

12

　

ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
こ
の
表
現
も
、
自
ら
の
中
の
他
者
、「
私
を
見
て

い
る
私
」
の
一
種
で
あ
ろ
う
。「
一
な
る
双
数
性
」
と
は
ま
さ
に
、「
坂

に
関
す
る
詩
と
詩
論
」
に
お
け
る
〈
精
神
〉
と
〈
肉
体
〉
と
い
う
「
二

機
能
」
で
あ
り
、「
不
可
分
割
性
」
は
、〈
も
う
一
人
の
私
〉
ど
う
し

を
対
位
さ
せ
な
が
ら
も
緩
や
か
に
つ
な
ぐ
〈
坂
〉
に
象
徴
さ
れ
て
い

る
。
そ
こ
か
ら
つ
く
ら
れ
る
「
一
個
の
我
」
が
、
詩
人
田
村
に
と
っ



− 67 −

て
は
「
詩
と
詩
論
」
と
い
う
形
式
と
し
て
現
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

　

Ａ
と
Ｃ
の
第
三
連
冒
頭
に
あ
る
〈
表
象
〉
の
語
が
Ｂ
に
は
な
い
こ

と
か
ら
、「
詩
論
」
で
示
さ
れ
た
こ
と
の
〈
表
象
〉
と
し
て
「
詩
」

が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
石
の
中
に
私
の
眼
を
！
」

「
振
り
か
へ
つ
た
ら
そ
れ
ま
で
だ
」
と
「
詩
論
」
内
で
は
括
弧
で
異

化
さ
れ
て
い
た
詩
句
が
、「
詩
」
で
は
そ
の
ま
ま
語
り
に
埋
め
込
ま

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
証
立
て
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
「
詩
」
と
「
詩

論
」
は
、そ
の
前
後
関
係
を
メ
タ
的
な
方
法
で
示
唆
さ
れ
な
が
ら
も
、

ひ
と
つ
の
作
品
と
し
て
丸
ご
と
表
象
さ
れ
る
。
こ
れ
こ
そ
重
要
な
の

で
あ
る
。
実
際
、
Ｃ
が
現
代
詩
文
庫
『
田
村
隆
一
詩
集
』
に
収
め
ら

れ
た
の
に
対
し
、
Ｂ
は
ど
の
単
行
本
に
も
採
ら
れ
な
か
っ
た
。「
詩
」

と
「
詩
論
」
と
の
形
式
上
の
区
別
が
Ｃ
で
完
全
に
除
か
れ
、
未
分
化

か
ら
一
体
化
へ
と
強
化
さ
れ
た
こ
と
も
、
こ
の
傍
証
に
な
る
。「
詩

と
詩
論
」
と
い
う
形
こ
そ
田
村
の
「
詩
論
」
で
あ
っ
た
。

　
　

詩
人
は
、「
詩
の
作
り
方
」
を
マ
ス
タ
ー
し
て
詩
を
書
く
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
詩
人
は
詩
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
詩
を
書
く
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
す

0

0

。

（
傍
点
原
文
の
ま
ま
。
田
村
隆
一
「
路
上
の
鳩
」『
ポ
エ
ム
・
ラ
イ

ブ
ラ
リ
イ
３
』
東
京
創
元
社
、
昭
30
・
５
）

　

精
神
と
肉
体
の
問
題
、そ
の
一
元
化
が
、「
坂
に
関
す
る
詩
と
詩
論
」

に
お
い
て
、「
詩
の
作
り
方
」
つ
ま
り
「
詩
論
」
と
、「
詩
」
と
の
一

元
化
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

世
代
の
共
通
項
を
徐
々
に
個
人
の
問
題
と
し
て
引
き
受
け
て
ゆ

く
過
程
は
、
Ａ
か
ら
Ｃ
へ
の
改
変
の
さ
い
、〈
非
望
！
〉
と
題
の

「
一
九
四
六
年
秋
」
が
削
除
さ
れ
た
こ
と
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。〈
非

望
〉
は
宮
崎
氏
の
指
摘
通
り
、
戦
死
し
た
彼
ら
の
友
人
・
森
川
義
信

「
勾
配
」（「
荒
地
」
昭
14
・
５
）
の
〈
非
望
の
き
は
み
／
非
望
の
い

の
ち
〉
が
お
そ
ら
く
意
識
さ
れ
て
い
る

13
。
と
す
る
と
、
敗
戦
か
ら

一
年
と
い
う
時
代
を
刻
ま
れ
た
Ａ
か
ら
五
年
が
経
っ
た
Ｃ
で
は
、〈
い

の
ち
〉
を
す
ら
〈
非
望
〉
＝
分
不
相
応
に
大
き
な
望
み
と
み
る
よ
う

な
、戦
中
よ
り
引
き
継
が
れ
た
意
識
は
消
え
つ
つ
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

ま
た
Ａ
第
三
連
の〈
非
望
の
風
よ　

だ
か
ら
私
は
坂
を
の
ぼ
る
の
だ
〉

に
は
、
そ
の
よ
う
な
時
代
に
〈
坂
を
の
ぼ
る
〉
＝
詩
を
書
く
こ
と
で

抗
し
て
ゆ
く
意
識
が
読
み
取
れ
た
が
、
こ
の
〈
非
望
の
風
よ
〉
も
削

除
さ
れ
た
。
時
代
性
が
抜
き
取
ら
れ
、
詩
人
の
よ
り
内
面
的
な
行
為

と
し
て
の
〈
坂
を
の
ぼ
る
〉
こ
と
︱
詩
作
へ
の
意
識
が
、
よ
り
鮮
明

に
現
れ
て
い
る
。
Ａ
の
リ
ー
ダ
点
が
Ｃ
で
は
ほ
ぼ
句
読
点
に
変
え
ら

れ
、
抒
情
的
な
余
韻
が
絶
た
れ
て
乾
い
た
リ
ズ
ム
に
変
化
し
て
い
る

こ
と
も
、こ
の
意
識
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。「
パ
セ
テ
ィ
ッ
ク
な
衝
動
」

と
い
う
評
価
は
、
Ｃ
よ
り
も
Ａ
に
ふ
さ
わ
し
い
と
い
え
る
。

　
「
坂
に
関
す
る
詩
と
詩
論
」
は
以
上
の
よ
う
に
、
詩
人
の
軸
に
も

な
り
え
る
よ
う
な
意
識
を
如
実
に
示
し
て
い
た
。
で
は
な
ぜ
こ
の
詩

は
、
処
女
詩
集
『
四
千
の
日
と
夜
』
か
ら
は
除
か
れ
た
の
か
。
こ
の
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問
題
を
次
に
見
て
い
き
た
い
。

五
、「
腐
刻
画
」

　
〈　

ド
イ
ツ
の
腐
刻
画
で
み
た
或
る
風
景
が　

い
ま
彼
の
眼
前
に
あ
る　

　
　

そ
れ
は
黄
昏
か
ら
夜
に
入
っ
て
ゆ
く
古
代
都
市
の
俯
瞰
図
の
よ
う
で
も

　
　

あ
り　

あ
る
い
は
深
夜
か
ら
未
明
に
導
か
れ
て
ゆ
く
近
代
の
懸
崖
を
模

　
　

し
た
写
実
画
の
ご
と
く
に
も
想
わ
れ
た

　
　

こ
の
男　

つ
ま
り
私
が
語
り
は
じ
め
た
彼
は　

若
年
に
し
て
父
を
殺

　
　

し
た　

そ
の
秋　

母
親
は
美
し
く
発
狂
し
た
〉

（「
腐
刻
画
」『
四
千
の
日
と
夜
』
収
録
形
）

　

連
と
連
と
の
断
絶
す
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
一
瞬
の
空
白
に
、
ぼ

く
の
「
詩
」
が
あ
っ
た
。
む
し
ろ
、
こ
の
作
品
の
真
の
狙
い
は
、

断
絶
と
空
白
を
つ
く
り
出
す
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
い
い
だ

ろ
う
。
そ
し
て
、「
私
」
が
ナ
レ
ー
タ
ー
の
位
置
に
あ
っ
て
、「
彼
」

が
「
詩
」
の
中
心
的
な
人
称
で
あ
る
こ
と
も
、
一
つ
の
特
徴
と
い

え
る
か
も
し
れ
な
い
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
散
文
詩
を
成
立
さ
せ
る

た
め
に
は
、「
私
」
以
外
の
、異
質
の
眼
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
田
村
隆
一
「
ぼ
く
の
苦
し
み
は
単
純
な
も
の
だ
」『
詩
の
本
Ⅱ
』

筑
摩
書
房
、
昭
42
・
11
）

　
「
腐
刻
画
」
を
対
象
に
選
ん
だ
の
は
、
田
村
が
こ
の
詩
を
自
ら
の
、

そ
し
て
詩
集
『
四
千
の
日
と
夜
』
の
「
原
型
」
と
み
な
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る

14
。「
腐
刻
画
」
に
は
、初
出
形
（「
文
藝
大
学
」
昭
23
・
１
）、

『
荒
地
詩
集
１
９
５
１
』
形
、
詩
集
収
録
形
の
三
つ
が
あ
る
が
、
本

稿
で
は
、
詩
集
の
「
原
型
」
た
る
「
腐
刻
画
」
の
特
徴
を
、
大
掴
み

で
は
あ
る
が
詩
集
全
体
の
根
本
と
と
ら
え
、「
坂
に
関
す
る
詩
と
詩

論
」
と
の
差
を
炙
り
出
し
て
ゆ
き
た
い
た
め
、
詩
集
収
録
形
を
用
い

る
（
の
ち
に
引
用
す
る
「
沈
め
る
寺
」
も
同
様
）。
ま
ず
、
こ
の
詩

の
眼
目
で
あ
る
ら
し
い
「
断
絶
と
空
白
」
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

　

こ
れ
に
は
様
々
な
解
釈
が
あ
る
。
粟
津
則
雄
氏
は
、
戦
前
の
田
村

が
脱
却
を
は
げ
し
く
希
求
し
た
故
郷
「
大
塚
」
が
、「
日
本
」
と
、

そ
し
て
彼
に
と
っ
て
の
「
現
実
の
総
体
」
と
同
義
に
な
っ
た
と
し
、

「「
現
実
の
総
体
」
は
、「
死
」
に
よ
っ
て
解
体
さ
れ
る
も
の
と
し
て

し
か
語
ら
れ
え
な
い
し
、
ま
た
一
方
、「
死
」
も
、
も
し
そ
れ
を
直

接
的
な
か
た
ち
で
語
れ
ば
、
た
ち
ま
ち
、
そ
の
否
定
し
解
体
す
る
力

を
う
し
な
う
」
と
い
う
、「
現
実
の
総
体
」
と
「
死
」
と
の
「
緊
迫

し
た
対
立
関
係
」
そ
の
も
の
を
み
る

15
。
詩
人
の
内
外
の
「
空
虚
」

の
現
れ
を
み
る
点
で
は
笠
井
嗣
夫
氏
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る

16
。
大
岡

信
氏
は
「
沈
め
る
寺
」
の
表
現
に
つ
い
て
、「
第
一
の
パ
ー
ト
と
第

二
の
パ
ー
ト
が
ぶ
つ
か
り
合
い
、
そ
の
衝
突
の
見
え
な
い
現
場
」
に

「
別
次
元
の
シ
ョ
ッ
ク
で
あ
り
、
純
粋
に
創
造
的
な
産
物
と
し
て
の

新
た
な
現
実
」
が
生
ま
れ
る
さ
ま
を
見
、
こ
れ
を
「
腐
刻
画
」
に
も

適
用
し
て
い
る

17
。
ま
た
第
一
・
二
連
間
の
空
白
を
「
時
間
、無
意
識
、

悪
意
、
語
り
え
な
い
も
の
︱
そ
う
し
た
す
べ
て
が
封
印
さ
れ
て
い
る



− 69 −

余
白
」「
情
報
化
さ
れ
な
い
言
語
の
不
透
明
性
そ
の
も
の
」
と
す
る

野
村
喜
和
夫
氏
の
指
摘
も
あ
る

18
。
こ
の
よ
う
に
、「
断
絶
と
空
白
」

が
、
何
よ
り
先
に
〈
私
〉
の
出
現
、
つ
ま
り
語
り
手
と
〈
彼
〉
と
の

分
離
の
中
に
現
れ
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
い
な
い
。
坪
井

秀
人
氏
の
言
う
通
り
「
語
り
手
の
唐
突
な
前
景
化
こ
そ
が
こ
の
テ
ク

ス
ト
の
主
題
」

19
で
あ
ろ
う
。

　

北
川
透
氏
は
〈
彼
〉
を
「
語
り
手
で
あ
る
〈
私
〉
に
よ
っ
て
客

体
化
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
仮
構
さ
れ
た
〈
も
う
一
人
の
私
〉」
と
み

る
20
が
、
既
に
前
節
ま
で
を
論
じ
た
以
上
、
絓
秀
実
氏
の
指
摘
通
り
、

「
こ
の
詩
が
い
か
な
る
意
味
で
も
「
私
」
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
で
は
な
く
、

「
私
」が「
彼
」を
描
写
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
」21
に
こ
だ
わ
り
た
い
。

「「
私
」
以
外
の
、
異
質
の
眼
」
と
、
前
節
で
引
い
た
「
私
を
見
て
い

る
私
」
と
の
違
い
は
、
ひ
と
つ
、〈
彼
〉
と
い
う
人
称
で
あ
る
。

　

言
語
学
者
Ｅ
・
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
氏
に
よ
れ
ば
、
一
・
二
人
称
と

三
人
称
と
は
峻
別
さ
れ
る
。
一
・
二
人
称
は
、
そ
の
都
度
に
固
有
な

発
話
行
為
の
な
か
で
、
話
ご
と
に
内
実
が
変
わ
る
空
虚
な
記
号
で
あ

り
、
発
話
主
体
と
し
て
は
交
換
可
能
で
あ
る
一
方
、
三
人
称
は
こ
の

場
に
か
か
わ
ら
な
い
客
観
的
な
記
号
で
あ
り
、「
非
‐
人
称
」
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
る

22
。
一
・
二
人
称
が
交
換
可
能
で
あ
る
点
は
「
坂

に
関
す
る
詩
と
詩
論
」
で
の
ふ
た
り
の
〈
私
〉
に
当
て
は
ま
る
し
、

そ
の
一
方
が
〈
彼
〉
に
変
わ
っ
た
と
き
、〈
水
脈
ひ
く
や
う
な
薄
青

い
時
間
〉〈
水
脈
ひ
く
や
う
な
薄
青
い
距
離
〉
に
代
わ
っ
て
「
断
絶

と
空
白
」
が
現
れ
る
こ
と
も
、
氏
の
主
張
す
る
三
人
称
の
特
殊
性
と

よ
く
符
合
す
る
。
ま
た
高
柳
誠
氏
は
、「
腐
刻
画
」
に
お
け
る
〈
彼
〉

の
登
場
に
、「〈
他
者
〉
と
の
相
対
に
お
い
て
初
め
て
〈
私
〉
は
存
在

す
る
の
で
あ
り
、〈
世
界
〉
と
〈
私
〉
と
の
関
係
も
、〈
他
者
〉
と
い

う
存
在
を
通
し
て
こ
そ
目
に
見
え
る
も
の
と
な
る
と
い
う
認
識
」
を

み
、「「
私
」
が
努
め
て
〈
私
性
〉
を
排
除
し
、
非
人
称
的
な
語
り
手

に
後
退
し
た
と
き
に
、
逆
に
他
な
ら
ぬ
「
私
」
の
内
実
が
、「
彼
」

と
い
う
装
置
に
よ
っ
て
く
っ
き
り
と
見
え
て
く
る
」
さ
ま
を
読
み

取
っ
て
い
る

23
。
し
か
し
「
腐
刻
画
」
の
場
合
、〈
彼
〉
は
本
当
に

他
者
た
り
え
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、「「
私
」
以
外
の
、
異

質
の
眼
」
と
い
う
田
村
の
言
に
他
者
へ
の
意
識
が
あ
る
こ
と
は
間
違

い
な
い
。し
か
し
こ
こ
に
は
、日
本
語
の
特
性
が
大
き
な
問
題
と
な
っ

て
現
れ
て
く
る
。

六
、
モ
ノ
ロ
ー
グ
の
日
本
語

　
「（
彼
は
）
悲
し
か
っ
た
。」
と
い
う
と
き
、た
し
か
に
「
悲
し
い
」

の
は
「
彼
」
だ
と
し
て
も
、「
彼
」
以
外
の
だ
れ
が
、
ど
ん
な
根

拠
と
権
限
を
も
っ
て
そ
う
い
う
判
断
を
下
し
得
る
の
か
と
い
う
問

題
で
あ
る
。
西
欧
と
違
っ
て
日
本
に
は
そ
う
い
う
客
観
的
な
判
断

を
下
し
得
る
超
越
的
な
主
体
の
観
念
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。「
彼
」

を
「
彼
」
と
呼
ぶ
語
り
手
は
存
在
す
る
。
し
か
し
そ
の
語
り
手
は

「
彼
」
と
自
己
、「
彼
」
の
内
と
外
と
の
い
わ
ば
中
間
に
身
を
置
い

て
い
る
、
と
い
う
よ
り
も
、
両
者
が
明
確
に
区
分
さ
れ
な
い
主
客
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未
分
の
場
で
語
っ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、「
悲
し
い
」
の
は
た
し

か
に
「
彼
」
だ
が
、同
時
に
そ
う
語
っ
て
い
る
「
私
」
で
も
あ
り
、

そ
う
語
っ
て
い
る
の
は
た
し
か
に
「
私
」
だ
が
、
同
時
に
そ
う
感

じ
て
い
る
「
彼
」
で
も
あ
る
と
い
う
主
客
相
互
の
滲
透
と
混
淆
が

生
じ
る
。

24

　

曾
根
博
義
氏
が
以
上
の
よ
う
に
指
摘
す
る
、
日
本
語
に
お
け
る
語

り
の
問
題
は
、「
腐
刻
画
」
で
も
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第

一
連
に
〈
彼
〉
は
現
れ
て
い
る
が
、
眼
前
の
風
景
を
〈
ド
イ
ツ
の
腐

刻
画
で
み
た
〉の
は
、そ
し
て
そ
れ
を〈
古
代
都
市
の
俯
瞰
図
の
よ
う
〉

〈
近
代
の
懸
崖
を
模
し
た
写
実
画
の
ご
と
く
〉
に
感
じ
て
い
る
の
は
、

〈
彼
〉
な
の
か
語
り
手
な
の
か
。
こ
の
よ
う
な
「
滲
透
と
混
淆
」
の

場
が
示
さ
れ
た
あ
と
、〈
こ
の
男　

つ
ま
り
私
が
語
り
始
め
た
彼
は
〉

と
些
か
強
引
に
〈
私
〉
が
せ
り
出
し
、
語
り
の
メ
タ
次
元
を
露
わ
に

す
る
と
こ
ろ
に
、
こ
れ
を
引
き
剥
が
そ
う
と
す
る
意
志
が
感
じ
ら
れ

て
な
ら
な
い
の
だ
。

　

こ
こ
に
は
、
田
村
が
詩
作
を
始
め
た
時
期
に
ど
っ
ぷ
り
と
浸
っ
て

い
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
、
独
自
の
継
承
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
田
村

の
最
初
期
の
作
品
は
三
好
に
「
ヘ
ナ
チ
ョ
コ
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
と
非
難

さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

25
が
、
田
村
に
と
っ
て
の
モ
ダ
ニ
ズ

ム
と
は
、「
日
本
的
な
語
法
、
日
本
的
な
抒
情
と
論
理
を
殺
戮
す
る

こ
と
」
で
あ
り
、そ
れ
が
「
生
理
的
な
快
感
」
だ
っ
た
と
い
う

26
。「
腐

刻
画
」
は
そ
れ
ら
の
作
品
と
は
相
貌
を
全
く
異
に
す
る
が
、
日
本
語

の
伝
統
的
な
語
り
に
お
け
る
「
私
」
を
意
識
的
に
引
き
裂
く
表
現
が

こ
こ
で
も
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
絓
氏
の
い
う
「
詩

の
モ
ノ
ロ
ー
グ
性
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
意
志
」
も
、
こ
こ
に
含
ま

れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

話
者
（
＝
「
私
」）
と
、
そ
れ
に
語
ら
れ
る
対
象
（
＝
「
彼
」）

を
分
離
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
言
葉
に
或
る
ず
れ
を
導
入
す
る
こ

と
で
あ
る
。
モ
ノ
ロ
ー
グ
的
な
話
法
と
は
、そ
の
ず
れ
を
隠
蔽
し
、

同
一
性
の
な
か
で
休
ら
う
こ
と
だ
と
言
っ
て
、
と
り
あ
え
ず
は
さ

し
つ
か
え
な
い
。

27 

　
〈
も
う
い
ゝ
。
一
言
も
語
る
な
。〉
と
始
ま
っ
た
「
坂
に
関
す
る
詩

と
詩
論
」
を
思
い
出
そ
う
。
ふ
た
り
の
〈
私
〉
の
発
語
は
呼
び
か
け

の
形
を
と
り
な
が
ら
も
、
共
に
相
手
か
ら
の
応
答
を
期
待
し
な
い
、

む
し
ろ
拒
否
し
た
モ
ノ
ロ
ー
グ
の
す
れ
違
い
で
あ
っ
た
。「
ず
れ
」

は
既
に
現
出
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
す
れ
違
い
の
な
か
に
浮
か

び
上
が
る
も
の
で
あ
り
、
ど
ち
ら
の
〈
私
〉
に
も
意
識
さ
れ
な
い
。

　
「
腐
刻
画
」
は
ど
う
か
。
北
川
透
氏
は
、
こ
の
詩
篇
を
構
成
す
る

〈
黄
昏
か
ら
夜
〉〈
深
夜
か
ら
未
明
〉、〈
古
代
〉〈
近
代
〉、〈
父
〉〈
母
〉

の
よ
う
な
対
位
に
〈
彼
〉
と
〈
私
〉
を
も
含
め
る
の
だ
が

28
、〈
こ

の
男　

つ
ま
り
私
が
語
り
始
め
た
彼
〉
と
い
う
転
換
に
見
ら
れ
る
の

は
、
対
位
と
い
う
よ
り
、〈
私
〉
が
語
り
手
と
し
て
〈
彼
〉
を
包
含

し
よ
う
と
す
る
さ
ま
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
〈
私
〉
が
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「
ず
れ
」
を
意
識
し
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。

　
『
四
千
の
日
と
夜
』
で
「
腐
刻
画
」
の
次
に
お
か
れ
た
詩
篇
「
沈

め
る
寺
」（『
四
千
の
日
と
夜
』
形
。
初
出
「
純
粋
詩
」
昭
23
・
１
、

再
出
「
荒
地
詩
集
１
９
５
１
」、
異
同
あ
り
）
は
、
こ
の
「
ず
れ
」

を
〈
私
〉
が
ど
う
利
用
す
る
か
を
明
確
に
す
る
。
第
一
連
は
〈
俺
〉

が
語
り
、
や
は
り
一
行
の
空
白
を
挟
ん
で
、
第
二
連
は
〈
彼
は
な
に

や
ら
語
り
か
け
よ
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い　

だ
が
私
は
事
実
に

つ
い
て
の
み
書
い
て
お
こ
う
〉
と
は
じ
ま
る
。
自
分
と
〈
彼
〉
と
は

違
う
存
在
で
あ
り
、
語
り
手
の
権
力
を
行
使
し
て
憶
測
で
〈
彼
〉
を

語
る
（
騙
る
）
こ
と
は
し
な
い
、と
い
わ
ん
ば
か
り
の
態
度
で
あ
る
。

部
分
的
に
で
あ
れ
全
体
的
に
で
あ
れ「
語
ら
な
い
」の
が
三
人
称〈
彼
〉

で
あ
り
、
全
知
の
語
り
を
装
う
こ
と
を
放
棄
し
た
〈
私
〉
も
ま
た
、

そ
の
空
白
を
語
り
で
埋
め
る
こ
と
を
拒
む
。「
断
絶
と
空
白
」
と
は

こ
の
語
り
の
不
可
能
で
あ
り
、
こ
の
た
め
に
「
坂
に
関
す
る
詩
と
詩

論
」
は
、『
四
千
の
日
と
夜
』
か
ら
切
り
捨
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。〈
も

う
一
人
の
私
〉
は
、単
一
の
「
私
」
を
分
解
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、

他
者
で
は
な
い
。私
で
あ
っ
て
私
で
な
い
、つ
ま
り〈
お
ま
へ
〉（
客
体
）

と
も
〈
私
の
痕
跡
〉（
主
体
の
一
変
種
）
と
も
と
ら
え
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
だ
。
そ
の
よ
う
な
恣
意
的
解
釈
の
し
あ
い
と
そ
の
許
し
あ

い
が
、両
者
の
語
り
の
す
れ
違
い
に
よ
る
「
ず
れ
」
の
隠
蔽
で
あ
る
。

「
モ
ノ
ロ
ー
グ
的
な
話
法
」
を
取
る
「
日
本
的
な
抒
情
」
に
含
ま
れ

て
し
ま
う
事
態
で
あ
ろ
う
。「
断
絶
と
空
白
を
つ
く
り
出
す
」
と
は
、

〈
彼
〉
を
導
入
し
つ
つ
語
り
手
と
し
て
の
〈
私
〉
に
実
体
性
を
も
た

せ
て
前
面
に
押
し
出
す
こ
と
で
、
語
り
の
及
ば
な
い
部
分
、
つ
ま
り

〈
私
〉
と
〈
彼
〉
と
が
断
絶
す
る
部
分
を
、
逆
に
際
立
た
せ
る
こ
と

だ
と
言
え
る
。「
語
り
」
の
包
含
力
と
、
対
象
の
す
べ
て
を
語
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
い
う
不
可
能
性
と
が
衝
突
し
た
結
果
、〈
彼
〉
と

と
も
に
「
断
絶
と
空
白
」
が
現
れ
た
の
で
あ
る
。

七
、
お
わ
り
に

　
「
坂
に
関
す
る
詩
と
詩
論
」
は
、
以
上
の
よ
う
に
し
て
『
四
千
の

日
と
夜
』
か
ら
は
除
外
さ
れ
た
が
、
そ
の
変
遷
に
お
い
て
確
か
め
ら

れ
て
い
っ
た
も
の
は
消
え
る
こ
と
は
な
い
。
田
村
は
、「
坂
に
関
す

る
詩
と
詩
論
」
初
出
か
ら
十
五
年
あ
ま
り
の
ち
の
文
章
で
、詩
は
「
機

会
的
な
感
情
の
表
現
で
は
な
」
く
、そ
れ
自
体
が
「
固
有
の
構
築
物
」

で
あ
る
と
し
、
続
け
て
こ
う
記
し
て
い
る
。

　

詩
は
、
特
定
の
観
念
や
漠
然
と
し
た
情
緒
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ

る
も
の
で
は
な
い
。「
詩
は
言
葉
で
つ
く
ら
れ
る
」
こ
の
自
明
の

原
理
を
銘
記
し
て
ほ
し
い
。
そ
し
て
、
観
念
や
感
情
が
は
っ
き
り

と
し
た
形
と
な
っ
て
生
ま
れ
る
の
は
、
詩
と
い
う
構
築
物
に
よ
っ

0

0

て0

で
あ
る
。
詩
人
自
身
に
と
っ
て
不
分
明
の
感
情
や
観
念
が
、
詩

を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、す
な
わ
ち
、形
を
あ
た
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
は
じ
め
て
可ヴ
ィ
ジ
ブ
ル

視
的
な
も
の
に
な
る
の
だ
。

（
傍
点
原
文
の
ま
ま
。
前
掲
「
ぼ
く
の
苦
し
み
は
単
純
な
も
の
だ
」）
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「
詩
」
と
「
詩
論
」
の
一
元
化
は
、「
観
念
や
感
情
」
と
「
詩
と
い

う
構
築
物
」
の
、つ
ま
り
内
容
と
形
式
の
一
元
化
へ
と
広
げ
ら
れ
る
。

語
り
の
不
可
能
が
こ
め
ら
れ
た
「
腐
刻
画
」
の
「
断
絶
と
空
白
」
も
、

連
と
連
と
の
間
の
一
行
の
空
白
と
、
明
確
に
対
応
し
て
い
た
。「
詩

は
物
で
あ
る
」
と
い
う
田
村
の
晩
年
ま
で
続
く
持
論
は
、
作
品
に
お

い
て
は
こ
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。「
坂
に
関
す
る
詩
と
詩
論
」
は
、
決
し
て
青
春
の
悲
歌
で
あ
る

だ
け
で
な
く
、
田
村
の
「
詩
論
」
の
は
じ
ま
り
の
一
篇
で
も
あ
っ
た

の
で
あ
る
。

（
注
記
）

　

詩
篇
引
用
は
、
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
は
初
出
誌
、
そ
れ
以
外
は
各
詩
集
を
底
本
と
す

る
『
田
村
隆
一
全
集
１
』（
河
出
書
房
新
社
、
平
22
・
10
）
に
よ
っ
た
。
引
用
に

際
し
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
、
仮
名
遣
い
は
原
文
通
り
と
し
た
。

１　

笠
原
伸
夫
「
田
村
隆
一
論
」（
現
代
詩
文
庫
『
田
村
隆
一
詩
集
』
思
潮
社
、

昭
43
・
１
）

２　

高
柳
誠
「
散
文
詩
の
非
人
称
性
︱
田
村
隆
一
・
吉
岡
実
を
め
ぐ
っ
て
」（
玉

川
大
学
文
学
部
「
論
叢
」
27
、
昭
61
・
３
）。

３　

渋
沢
孝
輔
「
鑑
賞
」（
大
岡
信
・
谷
川
俊
太
郎
編
『
現
代
の
詩
人
３　

田
村

隆
一
』
中
央
公
論
社
、
昭
58
・
６
）、
山
本
捨
三
「
田
村
隆
一
」（「
国
文
学　

解
釈
と
教
材
の
研
究
」
昭
44
・
９
）、
笠
原
伸
夫
（
注
１
）、
高
柳
誠
（
注
２
）

な
ど

４　
『
田
村
隆
一
全
詩
集
』（
思
潮
社
、
平
12
・
８
）
は
Ｂ
・
Ｃ
を
収
録
。

５　

宮
崎
真
素
美
氏
は
「
全
六
連
の
う
ち
、
第
三
連
に
「
詩
「
坂
に
つ
い
て
」」

の
題
名
が
付
さ
れ
て
お
り
、
あ
と
の
部
分
が
お
の
ず
か
ら
「
坂
に
関
す
る
詩

と
詩
論
」
の
「
詩
論
」
に
あ
た
る
と
い
う
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
」（「
鮎
川

信
夫
の
〈
ア
メ
リ
カ
〉
︱
一
九
四
七
年
の
交
響
」「
国
語
と
国
文
学
」
平
５
・

12　
『
鮎
川
信
夫
研
究
︱
精
神
の
架
橋
』
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
平
12
・
７
所

収
）
と
指
摘
し
て
い
る
が
、「
詩
「
坂
に
つ
い
て
」」
が
第
三
連
の
み
で
あ
る

根
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

６　
「
ア
メ
リ
カ
」
に
は
初
出
形
、『
荒
地
詩
集
１
９
５
１
』
形
、『
鮎
川
信
夫
全

詩
集
１
９
４
５
︱
１
９
６
５
』（
荒
地
出
版
社
、
昭
40
・
９
）
形
が
あ
り
、
宮

崎
論
で
は
「
初
出
時
の
状
況
に
重
き
を
お
く
と
い
う
立
場
」
か
ら
初
出
形
を

底
本
と
し
て
い
る
。

７　

注
５
に
同
じ
。

８　

鮎
川
信
夫
「
青
春
の
暗
転
」（「
純
粋
詩
」
昭
22
・
５
）

９　

注
３
に
同
じ
。

10　

注
３
に
同
じ
。

11　

田
村
隆
一
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
「
戦
後
の
文
学
を
語
る　

第
七
回　

田
村
隆
一

　

見
つ
め
る
眼
︱
︱
二
つ
の
流
れ
」（「
三
田
文
学
」
昭
51
・
９
）

12　

Ｐ
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー
「
カ
イ
エ
」
よ
り
、「
一
九
四
三
年
、X

X
V

II

、393

」（
佐

藤
正
彰
・
寺
田
透
訳
「
言
語
」『
ヴ
ァ
レ
リ
ー
全
集
カ
イ
エ
篇
２
』
筑
摩
書
房
、

昭
57
・
４
）

13　

注
５
に
同
じ
。「
勾
配
」
の
全
文
を
次
に
掲
載
す
る
。

　
〈
非
望
の
き
は
み
／
非
望
の
い
の
ち
／
は
げ
し
く
一
つ
の
も
の
に
向
つ
て
／
誰

が
こ
の
階
段
を
お
り
て
い
つ
た
か
／
時
空
を
こ
え
て
屹
立
す
る
地
平
を
の
ぞ

ん
で
／
そ
こ
に
立
て
ば
／
か
き
む
し
る
や
う
に
悲
風
は
つ
ん
ざ
き
／
季
節
は

す
で
に
終
り
で
あ
つ
た
／
／
た
か
だ
か
と
欲
望
の
精
神
に
／
は
た
し
て
時
は

／
噴
水
や
花
を
象
眼
し
／
光
彩
の
地
平
を
も
ち
あ
げ
た
か
／
清
純
な
も
の
ば

か
り
を
打
ち
く
だ
い
て
／
な
に
ゆ
え
に
こ
こ
ま
で
来
た
の
か
／
だ
が
み
よ
／

き
び
し
く
勾
配
に
根
を
さ
さ
へ
／
ふ
と
し
た
流
れ
の
凹
み
か
ら
雑
草
の
か
げ
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か
ら
／
い
く
つ
も
道
は
は
じ
ま
つ
て
ゐ
る
の
だ
〉

14　

 
「
ぼ
く
の
苦
し
み
は
単
純
な
も
の
だ
」
よ
り
、「
詩
集
『
四
千
の
日
と
夜
』

の
原
型
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ぼ
く
が
「
詩
」
を
書
く
と
い
う
は
げ
し
い

意
識
を
も
っ
た
最
初
の
詩
で
あ
っ
た
」
と
い
う
。

15　

 

粟
津
則
雄
「
死
と
想
像
力
︱
田
村
隆
一
論
」（「
現
代
詩
手
帖
」
昭
47
・
３

～
昭
47
・
５　
『
詩
の
行
為
』
思
潮
社
、
昭
48
・
３
所
収
）

16　

 

笠
井
嗣
夫
『
田
村
隆
一
︱
断
絶
へ
の
ま
な
ざ
し
』（
沖
積
社
、
昭
57
・
８
）

17　

 

大
岡
信
「
田
村
隆
一
」（「
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
」
昭
38
・
３
）

18　

 

野
村
喜
和
夫
「
こ
れ
か
ら
の
田
村
隆
一
」（「
現
代
詩
手
帖
」
平
10
・
10
）

19　

 

酒
井
直
樹
・
坪
井
秀
人
対
談
「
複
数
の
『
戦
後
』
へ
と
働
き
か
け
る
思
考

へ　

鮎
川
信
夫
の
死
と
詩
的
言
語
」（「
現
代
詩
手
帖
」
平
13
・
11
）

20　

 

北
川
透
「
屹
立
す
る
観
念
の
行
方
︱
田
村
隆
一
覚
書
」（「
現
代
詩
手
帖
」

昭
57
・
２　
『
荒
地
論
︱
戦
後
詩
の
生
成
と
変
容
』
思
潮
社
、
昭
58
・
７
所
収
）

21　

 

絓
秀
実
「
詩
的
モ
ノ
ロ
ー
グ
の
彼
岸
︱
田
村
隆
一
論
」（「
現
代
詩
手
帖
」

平
１
・
４
）

22　

 

Ｅ
・
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
著
、
高
塚
洋
太
郎
訳
「
代
名
詞
の
性
質
」（
Ｅ
・

バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
著
、
岸
本
通
夫
監
訳
『
一
般
言
語
学
の
諸
問
題
』
み
す
ず

書
房
、
昭
58
・
４
）

23　

 

注
２
に
同
じ
。

24　

 

曾
根
博
義
「
戦
前
・
戦
中
の
文
学 : 

昭
和
８
年
か
ら
敗
戦
ま
で
」（
小
田
切

進
編
『
昭
和
文
学
全
集
昭
和
文
学
史
論
／
昭
和
文
学
史
／
昭
和
文
学
大
年
表
』

小
学
館
、
平
２
・
９
）

25　

 

田
村
隆
一
「
三
好
豊
一
郎
の
禿
頭
」（『
若
い
荒
地
』
思
潮
社
、
昭
43
・

10
）

26　

 

田
村
隆
一
「
10
か
ら
数
え
て
」（
現
代
詩
文
庫
『
田
村
隆
一
詩
集
』
思
潮
社
、

昭
43
・
１
）

27　

 

注
21
に
同
じ
。

28　

 

注
20
に
同
じ
。

（
し
も
ひ
ろ　

ひ
な
た
）


