
1

可
能
な
こ
と
を
目
指
し
て

―
詩
人
の
有
り
方
を
問
う
ウ
ォ
レ
ス
・
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
の
『
ア
デ
イ
ジ
ア
』

森　

田　
　
　

孟

ウ
ォ
レ
ス
・
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
（W

allace Stevens, 1879

―1955

）

が
一
九
五
五
年
八
月
二
日
に
、
コ
ネ
テ
ィ
カ
ッ
ト
州
の
州
都
ハ
ー
ト

フ
ォ
ー
ド
で
死
去
し
て
か
ら
既
に
五
十
九
年
経
っ
た
が
、
彼
の
作
品

が
依
然
と
し
て
、
と
い
う
よ
り
近
来
益
々
、
瑞
々
し
く
重
厚
な
輝
き

を
放
ち
続
け
て
い
る
秘
密
は
何
だ
ろ
う
。
ア
メ
リ
カ
詩
が
、
最
も
多

方
面
に
亙
っ
て
強
烈
な
実
験
性
を
発
揮
し
た
時
期
に
あ
っ
て
、
彼

が
、
中
で
も
殊
更
激
し
い
前
衛
性
と
旺
盛
な
実
験
精
神
の
持
ち
主
で

あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
詩
が
、
甚
だ
難
解
な
独
自
の
表
現
法
を
有
し
て

い
る
こ
と
、
な
ど
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
彼
が
、
詩
と
は
何
か
、
芸

術
と
は
如
何
な
る
も
の
か
を
絶
え
ず
自
ら
の
詩
作
行
為
と
詩
作
品
そ

の
も
の
と
に
お
い
て
、
真
摯
に
熾
烈
に
考
え
続
け
た
詩
人
で
あ
っ
た

こ
と
が
、
そ
の
変
ら
ぬ
新
鮮
さ
の
要
因
に
大
き
く
与
っ
て
い
る
だ
ろ

う
。彼

の
四
冊
目
の
詩
集
『
世
界
の
部
分
』Parts of a W

orld

（1942

）

に
収
録
さ
れ
た
一
篇
で
彼
は
、〈
詩
〉
と
は
詩
人
の
「
胸
中
の
ラ
イ

オ
ン
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
胸
の
中
に
「
息
づ
い
て
い
る
と
感
じ
る
こ

と
」
だ
と
言
う
。
そ
の
、
三
行
の
詩
節
五
連
か
ら
成
る
短
詩
を
ま

ず
、
み
て
み
よ
う
。

〈
詩
〉
と
は
破
壊
力
な
り　

P
oetry 

Ⅰs a D
estructive Force

そ
れ
こ
そ
惨
め
と
い
う
も
の
だ
、

心
に
持
つ
べ
き
も
の
が
皆
無
と
は
。

そ
れ
は
持
つ
こ
と　

で
な
け
れ
ば
無
だ
。
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そ
れ
は
持
つ
べ
き
事
な
の
だ
、

彼
の
胸
中
に
ラ
イ
オ
ン
を
、
雄
牛
を
、

そ
れ
が
そ
こ
に
息
づ
い
て
い
る
と
感
じ
る
こ
と
は
。

コ
ラ
ソ
ン
、
逞
し
い
犬
、

若
い
雄
牛
、
蟹
股
の
熊
、

彼
は
そ
の
血
を
味
わ
う
、
吐
い
た
り
し
な
い
。

彼
は
人
間
の
よ
う
だ

狂
暴
な
獣
の
躰
を
し
て
い
る
が
。

そ
の
筋
肉
は
彼
自
身
の
も
の
…
…
。

そ
の
ラ
イ
オ
ン
は
陽
差
し
の
中
で
眠
っ
て
い
る
。

鼻
を
鉤
爪
の
足
に
の
せ
て
。

そ
れ
は
人
間
を
殺
せ
る
。 

（
Ｃ
Ｐ
・
一
九
二
―
九
三
）

「
コ
ラ
ソ
ン
」
と
は
、
ス
ペ
イ
ン
語
の‘

C
orazón’

で
、（
事
柄

の
）
核
心
、
要
点
、
あ
る
い
は
勇
気
、
気
迫
、
熱
情
、
愛
情
、
情

愛
、
同
情
、
と
い
っ
た
意
味
で
あ
り
、
し
ば
し
ば
愛
情
を
籠
め
た
呼

び
掛
け
に
用
い
て
、
愛い

と

し
い
人
を
表
す
。
こ
こ
も
そ
れ
で
あ
る
。
諸

外
国
語
に
堪
能
な
作
者
の
面
目
発
揮
で
あ
る
。

ラ
イ
オ
ン
の
心イ

メ
ー
ジ象
は
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
の
詩
に
他
に
も
「
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
の
ラ
イ
オ
ン
た
ち
」“ Lions in Sw

eden”

（
第
二
詩

集
『
秩
序
の
観
念
』Ideas of O

rder 

（1936

）
所
収
）
な
ど
に
何
度

か
出
て
く
る
が
、〈
詩
〉
に
人
間
を
殺
す
獣
性
を
認
識
し
て
い
た
彼

は
、
自
ら
の
生
き
方
に
於
て
、
生
活
者
と
詩
人
と
を
見
事
な
ま
で
に

峻
別
し
た
。

一
八
七
九
年
十
月
二
日
に
、
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ェ
イ
ニ
ア
州
の
町
、
レ

デ
ィ
ン
グ
（R

eading

）
に
生
れ
た
彼
は
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
で
三

年
間
学
ん
だ
後
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
更
に
研
鑽
を
積
ん
で
弁
護
士
と

な
っ
て
法
曹
界
に
入
り
、
一
九
一
六
年
か
ら
「
ハ
ー
ト
フ
ォ
ー
ド
事

故
・
損
害
保
険
会
社
」
に
勤
め
、
一
九
三
四
年
に
同
社
の
副
社
長
と

な
り
、
死
ぬ
ま
で
そ
の
地
位
に
あ
っ
た
。

彼
は
、
自
分
の
職
業
は
保
険
業
で
あ
る
と
公
言
し
、
甚
だ
健
全
な

生
活
人
と
し
て
終
始
し
た
。
同
業
の
仲
間
も
殆
ど
が
、
彼
が
詩
人
な

ど
と
は
長
ら
く
夢
に
も
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
だ
け
に
、
現

実
生
活
と
詩
作
と
の
、
種
々
の
内
的
葛
藤
は
、
専
ら
詩
作
品
そ
の
も

の
の
中
で
解
決
が
図
ら
れ
、
現
実
や
人
間
生
活
を
視
野
に
し
っ
か
り

収
め
た
上
で
の
そ
れ
ら
と
の
対
比
の
下
に
、
芸
術
や
〈
詩
〉
及
び
詩
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に
つ
い
て
の
考
察
が
、
彼
の
詩
の
重
要
な
主
題
と
な
っ
た
。

彼
に
は
何
ら
か
の
点
で
、
芸
術
や
美
学
に
つ
い
て
の
詩
、〈
詩
〉

（
詩
を
含
め
て
）
の
詩
（
詩
論
詩
）
が
少
な
く
な
い
が
、
そ
う
い
う
詩

を
書
く
こ
と
で
、
彼
は
人
間
に
つ
い
て
書
い
た
の
で
あ
る
。「
絵
を

買
う
余
裕
の
あ
る
人
の
ほ
う
が
、
絵
に
つ
い
て
語
れ
る
だ
け
の
人
よ

り
も
絵
が
よ
く
判
る
の
だ
」
と
言
っ
た
彼
は
、
実
際
、
絵
画
に
優
れ

た
鑑
識
眼
を
示
し
て
多
く
の
絵
の
収
集
を
し
た
が
、
こ
の
言
葉
が
内

包
し
て
い
る
よ
う
な
鼻
持
ち
な
ら
ぬ
通
俗
性
は
、
彼
の
作
品
に
は
絶

無
で
あ
る
ば
か
り
か
、
お
よ
そ
、
そ
の
対
極
に
あ
っ
て
、
甚
だ
高
踏

的
で
高
度
な
象
徴
性
に
満
ち
て
い
て
、
容
易
に
は
人
を
寄
せ
つ
け
な

い
瞑
想
詩
・
哲
学
詩
が
多
い
。

前
述
の
『
世
界
の
部
分
』
か
ら
も
う
一
篇
見
て
み
よ
う
。

　

現
代
〈
詩
〉
に
つ
い
て　

O
F M

odern P
oetry

心マ
イ
ン
ド

　

の
詩
は　

満
足
さ
せ
て
く
れ
そ
う
な
も
の
を
見
つ
け
出
す
行
為

の
中
に
。
そ
れ
は　

こ
れ
ま
で
は
必
ず
し
も
見
つ
け
出
す

必
要
は
な
か
っ
た
、
場
面
は
設
定
さ
れ
て
い
た
、
そ
れ
は
反
復
し
た

の
だ　

台
本
に
あ
っ
た
も
の
を
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

そ
れ
か
ら
劇
場
は
変
化
し
た
の
だ

何
か
別
の
も
の
に
。
そ
の
過
去
は
一
つ
の
記
念
品
に
な
っ
た
。

そ
れ
は
生
き
続
け
ね
ば
な
ら
ず
、土
地
の
言
葉
を
学
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
、

そ
れ
は
当
代
の
男
た
ち
に
立
ち
向
か
い　

当
代
の
女
た
ち
と
向
か
い

合
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
戦
争
に
つ
い
て
考
え
ね
ば
な
ら
ず

満
足
さ
せ
て
く
れ
そ
う
な
も
の
を
見
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は

新
し
い
舞
台
を
建
て
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
そ
の
舞
台
の
上
に
立
っ

て
飽
く
こ
と
を
知
ら
ぬ
俳
優
の
よ
う
に　

ゆ
っ
く
り
と

瞑
想
し
な
が
ら　

言
葉
を
述
べ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
そ
の
言
葉
は
、
耳

の
中
で　

限
り
な
く
繊
細
な
心
の
耳
で

自
ら
聞
き
た
い
と
思
う
も
の
を

眼
に
見
え
ぬ
聴
衆
が
耳
を
傾
け
る
音
で　

正
確
に
繰
り
返
す
の
だ
、

そ
れ
は
演
技
で
で
は
な
く　

そ
れ
自
身
に
、
二
人
の
人
の
一
つ
の
情

感
、
二
つ
の
情
感
が
一
つ
に
な
っ
て
ゆ
く
よ
う
な
一
つ
の
情
感
で

表
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
俳
優
は

暗
闇
の
中
の
形
而
上
学
者
で
あ
り
、
楽
器
を

ぶ
ー
ん
と
鳴
ら
し
、
針
金
の
弦
を
ぶ
ー
ん
と
鳴
ら
す
、

音
が
鳴
り
出
す
と　

突
然
幾
つ
も
の
真
実
が
射
抜
か
れ　

音
は
す
っ

か
り
心
を
包
み
込
む
。
そ
れ
が
そ
の
下
に
降
り
て
も
ゆ
け
ず

そ
の
上
に
昇
る
つ
も
り
も
な
い
心
を
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

そ
れ
は
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満
足
を
見
つ
け
出
す
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た

氷
上
を
滑
る
男
、
舞
踏
を
す
る
女
、
髪
を
梳
く
女
を

見
つ
け
出
す
こ
と
か
も
知
れ
ぬ
。
心
の
行
為
の
詩
と
は
。

 

（
Ｃ
Ｐ
・
二
三
九
―
四
〇
）

「
見
つ
け
出
す
」「
見
出
す
」‘ find’

を
連
発
し
な
が
ら
、
心
の

行
為
の
詩
で
あ
る
現
代
〈
詩
〉
は
如
何
に
あ
る
べ
き
か
を
、
後
に
二

十
世
紀
ア
メ
リ
カ
最
大
の
詩
人
の
一
人
と
目
さ
れ
る
に
到
る
彼
は
考

察
す
る
の
だ
が
、
こ
の
直
前
に
は
、
次
の
一
篇
が
配
置
さ
れ
る
。

　

人
と
壜　

M
an and B

ottle

心マ
イ
ン
ド

　

と
は　

冬
の
偉
大
な
詩
、
満
足
さ
せ
て

く
れ
そ
う
な
も
の
を
見
つ
け
出
そ
う
と
し
て

戦
い
の
地
の　

薔
薇
と
氷
の

神
秘
な
棲す

み

処か

を

破
壊
す
る
人
だ
。
単
な
る
人
で
は
な
く

競
い
合
う
人
々
の
激
し
さ
を
持
つ
人
だ
、

多
く
の
光
の
中
心
に
あ
る
光
、

人
々
の
中
心
に
い
る
人
。

そ
れ
は　

戦
い
に
関
す
る
理
性
を
満
足
さ
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、

そ
れ
は　

戦
い
も
己
自
身
の
一
部
だ
と
説
得
せ
ね
ば
な
ら
ぬ

一
つ
の
考
え
方
、
心
が
破
壊
す
る
時
の

よ
う
な　

破
壊
の
や
り
方
、

世
界
が
旧
来
の
妄
想
か
ら
顔
を
逸
ら
す
時
の

よ
う
な
嫌
悪
、
太
陽
と
の
古
く
か
ら
の
関
係
、

起
り
そ
う
も
な
い
月
と
の
逸
脱
、

途
方
も
な
い
平
和
。

そ
れ
は　

鵞ク
ウ
イ
ル

ペ
ン
や
頁ペ
ー
ジに
な
る
雪
で
は
な
い
。

詩
と
は　

風
よ
り
も
激
し
く
打
ち
す
え
る
も
の
、

心
が
、
満
足
さ
せ
て
く
れ
る
も
の
を
見
出
そ
う
と
し
て
、

薔
薇
と
氷
の
神
秘
な
棲
処
を
破
壊
す
る
時
の
よ
う
に
。

 

（
Ｃ
Ｐ
・
二
三
八
―
三
九
）

こ
こ
で
も
、
紛
れ
も
な
く
詩
人
と
詩
と
の
有
り
方
が
、
極
度
に
切

り
詰
め
た
語
句
の
簡
潔
な
ぶ
つ
け
合
い
に
よ
っ
て
思
索
さ
れ
る
の
だ
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が
、
対
立
す
る
要
素
の
相
互
作
用
、
特
に
、
現
実
と
想
像
と
の
そ
れ

が
、
彼
の
詩
の
有
り
方
と
詩
法
と
を
決
定
づ
け
た
。
類ア

ナ
ロ
ジ
ー比と
心イ
メ
ー
ジ象
の

重
層
が
駆
使
さ
れ
、
二
つ
の
要
素
の
融
合
・
合
体
に
よ
っ
て
第
三
の

姿
が
現
出
さ
れ
る
仕
組
で
あ
る
。
次
の
は
、
詩
に
と
っ
て
最
も
重
要

な
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
暗
喩
に
つ
い
て
の
詩
で
、
ス
テ
ィ
ー

ヴ
ン
ズ
の
六
冊
目
の
詩
集
『
秋
の
曙オ

ー
ロ
ラ光
』T

he A
uroras of 

A
utum

n （1950

）
に
収
録
さ
れ
た
。

　

退
化
と
し
て
の
暗
喩　

M
etaphor as D

egeneration

も
し　

大
理
石
の
よ
う
に
白
い
人
が
い
て

森
の
最
も
緑
の
深
い
処
に
坐
っ
て

死
の
影イ

メ

像ジ
ズ

の
音
に
思
い
を
凝
ら
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、

同
じ
よ
う
に　

黒
い
空
間
に
は

我
ら
の
知
っ
て
い
る
無
の
中
に
坐
っ
て

川
の
騒
が
し
い
音
に
思
い
を
凝
ら
し
て
い
る
人
が
い
る
。

そ
し
て　

こ
う
い
う
影
像
、
こ
う
い
う
残
響
、

な
ら
び
に
そ
の
他
に
よ
っ
て　

存
在
に
は
死
と
想
像
力
と
が

含
ま
れ
て
い
る
有
様
が
確
か
に
な
る
。

大
理
石
の
人
は　

空
間
に
そ
の
ま
ま
留
ま
っ
て
い
る
。

黒
い
森
の
人
は　

変
化
す
る
こ
と
な
く
降
り
て
ゆ
く
。

確
か
な
の
だ
、
そ
の
川
が

ス
ワ
タ
ラ
で
な
い
こ
と
は
。
地
球
を

巡
り　

空
中
を
通
っ
て
宇
宙
空
間
を

縫
い
な
が
ら
流
れ
る
黒
ず
ん
だ
水
は
、

ス
ワ
タ
ラ
で
は
な
い
。
そ
れ
は
存
在
な
の
だ
。

そ
れ
は
綿
く
ず
の
斑
点
に
み
え
る
川
、
水
、

風
に
吹
か
れ
た
き
ら
め
き

―
そ
れ
と
も
そ
れ
は
空
気
か
？

ど
の
よ
う
に
し
て　

で
は　

暗
喩
の
退
化
は
生
ず
る
の
か
、

ス
ワ
タ
ラ
が　

こ
の
波
立
つ
川
と
な
り

川
が　

陸
地
の
な
い
水
の
な
い
大
洋
と
な
る
時
に
？

こ
こ
で
は　

黒
い
ス
ミ
レ
が
そ
の
両
岸
ま
で
生
え
降
り

記
念
の
苔
が
張
り
ひ
ろ
げ
て
い
る　

緑
色
を
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そ
の
上
に
、
そ
れ
が
流
れ
続
け
て
ゆ
く
間
に
。

 

（
Ｃ
Ｐ
・
四
四
四
―
四
五
）

ス
ワ
タ
ラ
（Sw

atara

）
は
ア
メ
リ
カ
先
住
民
の
名
由
来
で
、
ス

テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
が
あ
る
書
翰
（
ダ
ブ
リ
ン
在
住
の
詩
人
ト
マ
ス
・
マ
ッ

グ
リ
ー
ヴ
ィ
［T

hom
as M

cG
reavy

］
宛
て
一
九
四
八
年
八
月
二
五
日
付
）

で
「
村
か
ら
町
へ
や
っ
て
来
て
、
あ
ら
、
悲
し
い
わ
、
と
言
っ
て
／

金
髪
を
背
に
揺
れ
靡
か
せ
て
／
戻
っ
て
ゆ
く
無
垢
な
少
女
に
少
し
似

て
い
る
」（
Ｌ
・
六
一
一
―
一
二
）
と
書
く
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ェ
イ
ニ
ア
の

田
舎
の
流
れ
。
州
都
ハ
リ
ス
バ
ー
グ
の
北
の
、
サ
ス
ケ
ハ
ナ
川

（T
he Susquehanna

、
米
国
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
東
部
か
ら
南
流
し
て
ペ

ン
シ
ル
ヴ
ェ
イ
ニ
ア
州
東
部
と
メ
ア
リ
ー
ラ
ン
ド
州
北
東
部
を
通
過
し
て

チ
ェ
サ
ピ
ー
ク
湾
に
注
ぐ
長
さ
七
一
五
k
m
）
へ
注
ぎ
込
む
。
尚
、
ス

ワ
タ
ラ
は
、
同
じ
こ
の
詩
集
の
八
篇
前
に
出
て
く
る
「
田
舎
人び

と

」
“
T
he C

ountrym
an”

（
Ｃ
Ｐ
・
四
二
八
）
に
も
、「
ス
ワ
タ
ラ
、
ス

ワ
タ
ラ
、
黒
い
川
よ
」
と
呼
び
か
け
ら
れ
て
現
れ
る
。

暗
喩
の
退
化
を
考
察
す
る
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
は
、
勿
論
そ
の
始
ま

り
に
も
思
い
を
巡
ら
せ
て
い
た
。
第
五
詩
集
『
夏
へ
の
輸
送
』

T
ransport to Sum

m
er （1947

）に
収
録
さ
れ
た
次
の
作
品
で
あ
る
。

　

暗
喩
の
動
機　

The M
otive for M

etaphor

君
は
そ
れ
が　

秋
の
樹
々
の
下
に
あ
る
の
が
好
き
だ
、

何
も
か
も
が　

死
に
か
け
て
い
る
の
だ
か
ら
。

風
は
木
の
葉
の
間
を　

身
障
者
の
よ
う
に
動
い
て

意
味
の
な
い
言
葉
を
繰
り
返
す
。

同
じ
よ
う
に　

君
は　

春　

幸
福
だ
っ
た
、

色
合
い
は
四
半
分
の
物
の
も
つ
中
間
色
だ
し
、

空
は
少
し
明
る
く
な
り
、
雲
は
溶
け
て
ゆ
き
、

鳥
は
独
身
、
月
は
朧お

ぼ
ろで

―

朧
な
月
は　

決
し
て
完
全
に
は
表
現
さ
れ

そ
う
に
な
い
事
物
の
朧
な
世
界
を
照
ら
し
、

そ
こ
で
は
君
自
身
も　

決
し
て
完
全
に
は
己
自
身
で
は
な
か
っ
た
し

そ
う
な
り
た
く
も
、
な
る
必
要
も
、
な
か
っ
た
、

色
々
に
変
化
す
る
浮
か
れ
気
分
は
欲
し
な
が
ら
も
。

暗
喩
の
動
機
は
、
し
り
ご
み
し
て
ゆ
く
こ
と

最
初
の
正
午
の
重
さ
か
ら
、
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存
在
の
いヽ 

ろヽ 

はヽ
、

血
色
の
良
い
気
質
、
赤
と
青
の

金
槌
、
堅
い
音

―

暗
示
を
阻
む
鋼
鉄

―
鋭
い
閃
光
、

生
気
に
満
ち
た　

尊
大
な　

宿
命
的
な　

最
も
有
力
な
何

エ
ッ
ク
スか
、か
ら
。

 

（
Ｃ
Ｐ
・
二
八
八
）

「
暗
喩
」
な
る
語
が
標
題
に
入
っ
て
い
る
詩
は
、
実
は
も
う
一
篇
、

既
に
、
長
短
八
五
篇
の
作
品
か
ら
成
る
最
初
の
詩
集
『
足
踏
み
オ
ル

ガ
ン
』H

arm
onium

 

（1923

）
の
十
三
番
目
に
登
場
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

あ
る
大
立
て
者
の
暗
喩　

M
etaphors of a M

agnifico

あ
る
橋
を
渡
っ
て　

と
あ
る
村
へ
と

入
っ
て
ゆ
く
二
十
人
の
男
た
ち
は
、

二
十
の
橋
を
渡
っ
て
二
十
の
村
々
へ

入
っ
て
ゆ
く
二
十
人
の
男
た
ち
だ
、

即
ち　

一
人
の
男
で

あ
る
村
へ
と
唯
一
つ
の
橋
を
渡
っ
て
ゆ
く
。

こ
れ
は
古
い
歌
で

正
体
を
明
か
そ
う
と
は
し
な
い
…
…

あ
る
橋
を
渡
っ
て　

と
あ
る
村
へ
と

入
っ
て
ゆ
く
二
十
人
の
男
た
ち
は
、

あ
る
橋
を
渡
っ
て　

と
あ
る
村
へ
と

入
っ
て
ゆ
く
二
十
人
の
男
た
ち

で
あ
る
。

そ
れ
は　

正
体
を
明
か
そ
う
と
は
し
な
い

が　

し
か
し
確
か
だ　

意
味
と
し
て
は
…
…

そ
の
男
た
ち
の
長
靴
は　

ど
す
ど
す
踏
み
鳴
ら
し
て
ゆ
く

そ
の
橋
の
床
板
を
。

そ
の
村
の
最
初
の
白
壁
は

果
樹
の
木
々
の
中
を
ず
っ
と
盛
り
上
っ
て
ゆ
く
。

私
が
考
え
て
い
た
の
は　

何
の
こ
と
だ
っ
た
か
？

そ
の
よ
う
に
し
て　

そ
の
意
味
が
逃
れ
去
る
。
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そ
の
村
の
最
初
の
白
壁
は
…
…

あ
の
果
樹
の
木
々
は
…
… 

（
Ｃ
Ｐ
・
一
九
）

一
人
で
二
十
人
に
相
当
す
る
よ
う
な
大
立
て
者
を
暗
喩
で
表
現
す

る
の
が
詩
で
あ
り
、
暗
喩
と
は
「
あ
る
橋
」
が
必
須
で
あ
っ
て
、
そ

の
橋
の
手
前
か
ら
そ
の
橋
の
向
こ
う
側
に
渡
っ
て
、
果
樹
の
木
々
の

中
を
白
壁
で
囲
わ
れ
た
村
の
中
に
入
っ
て
行
っ
た
時
に
漠
と
し
て
正

体
を
明
か
そ
う
と
し
な
い
も
の
を
見
出
し
て
そ
の
正
体
を
明
ら
か
に

す
る
の
が
暗
喩
で
あ
る
、
と
こ
の
詩
は
表
明
し
て
い
る
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。

第
三
連
の
、「
あ
る
橋
を
…
二
十
人
の
男
た
ち
は
、
あ
る
橋
を
…

二
十
人
の
男
た
ち
で
あ
る
」
と
は
、
A
は
A
で
あ
る
、
と
い
う
同
じ

事
の
反
復
で
あ
る
が
、
暗
喩
と
は
、
要
す
る
に
同
じ
事
を
別
様
の
表

現
で
反
復
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
正
体
を
明
か
そ
う
と
し
な
い

で
い
る
も
の
だ
、
と
い
う
意
味
な
の
だ
ろ
う
。

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
は
若
い
頃
か
ら
詩
を
書
き
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学

の
雑
誌
そ
の
他
の
小
雑
誌
に
若
干
の
作
品
は
発
表
し
て
い
た
が
、
最

初
の
詩
集
『
足
踏
み
オ
ル
ガ
ン
』
を
出
版
し
た
時
に
は
四
十
四
歳
で

あ
っ
た
。
そ
の
後
、『
秩
序
の
観
念
』、『
青
い
ギ
タ
ー
を
持
つ
男
』

T
he M

an w
ith the B

lue G
uitar 

（1937

）、
そ
し
て
前
述
の
詩
集

群
を
公
刊
、
一
九
五
四
年
に
は
、
そ
れ
ら
と
共
に
、
こ
れ
ま
で
の
詩

集
に
は
含
ま
れ
な
か
っ
た
そ
の
後
の
作
品
二
五
篇
を
も
「
岩
」“ T

he 
R
ock”

の
標
題
の
下
に
含
め
た
『
詩
集
成
』T

he C
ollected Poem

s 
of W

allace Stevens 

［
C
P
］
が
上
梓
さ
れ
た
。
大
学
や
美
術
館
で

行
な
っ
た
講
演
な
ど
を
集
成
し
た
評
論
集
『
必
要
な
天
使
』T

he 
N

ecessary A
ngel 

（1951

）
は
、
現
実
と
想
像
力
に
つ
い
て
の
深
い

省
察
が
詰
っ
て
い
て
、
彼
の
本
質
を
窺
わ
せ
る
重
要
な
散
文
群
で
あ

る
。彼

の
没
後
に
公
刊
さ
れ
た
『
死
後
出
版
著
作
集
』O

pus 
Posthum

ous 

（1957

）［
O
P
］
に
は
、
一
九
四
〇
年
か
ら
雑
誌
に
一

部
発
表
さ
れ
た
も
の
が
、『
ア
デ
イ
ジ
ア
』A

dagia

（「
格
言
」

‘
A
dage’

の
複
数
形
と
音
楽
用
語
「
ア
ダ
ー
ジ
ョ
」‘ A

dagio’

と

を
合
成
し
た
造
語
）
と
題
す
る
断
章
集
に
纏
め
ら
れ
て
収
録
さ
れ

た
。
こ
の
、
詩
や
芸
術
に
つ
い
て
の
彼
の
折
り
折
り
の
思
索
の
跡
を

示
す
二
八
九
箇
の
短
文
は
、
そ
れ
自
体
が
興
味
尽
き
な
い
読
み
物
で

あ
る
と
共
に
、
彼
の
難
解
な
詩
の
読
解
や
、
彼
の
深
遠
な
世
界
の
解

明
に
も
欠
か
せ
な
い
。
以
下
に
、
全
訳
で
示
す
こ
と
に
す
る
。

尚
、
原
文
は
、
各
項
ご
と
に
一
行
空
け
て
並
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
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だ
が
、
本
稿
で
は
論
述
上
の
便
宜
の
点
か
ら
、
順
に
番
号
を
つ
け

て
、
空
白
を
置
か
ず
続
け
て
並
記
す
る
こ
と
に
す
る
。
＊
印
を
付
し

た
文
は
当
筆
者
の
訳
注
で
あ
る
。

　

ア
ダ
ー
ジ
ョ
風
格
言　

A
dagia

一　

幸
福
と
は　

獲
得
す
る
こ
と
で
あ
る
。

二　

進
歩
と
は　

ど
の
面
に
お
い
て
も　

術
語
の
変
化
に
よ
る

動
き
の
こ
と
で
あ
る
。

三　

至
高
の
追
求
と
は　

こ
の
世
で
の
幸
福
の
追
求
で
あ
る
。

四　

年
齢
と
は
い
ず
れ
も　

仕
切
り
棚
で
あ
る
。

五　

意
識
の
流
れ
は　

個
人
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
、
生い

の
ち命
の

流
れ
が
全
体
に
及
ぶ
も
の
だ
か
ら
。
即
ち
、
意
識
の
流
れ
は

個
人
に
関
わ
り
、
生
命
の
流
れ
は
全
体
に
及
ぶ
も
の
、
と
い

う
こ
と
。

六　

生ラ
イ
フ命
の
新
鮮
さ
と
か
生
生
し
さ
と
い
う
感
じ
を
与
え
る
こ

と
が　

詩
歌
の
妥
当
な
目
的
で
あ
る
。
教
訓
を
目
的
に
す
る

の
は
教
師
の
精
神
の
中
で
正
当
化
さ
れ
、
哲
学
を
目
的
に
す

る
の
は
哲
学
者
の
精
神
の
中
で
正
当
化
さ
れ
る
。
あ
る
目
的

が
別
の
目
的
と
同
じ
よ
う
に
正
当
な
わ
け
で
は
な
く
、
純
粋

な
目
的
も
あ
れ
ば
不
純
な
目
的
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。

根
っ
か
ら
の
詩
人
の
目
的
で
し
か
な
い
よ
う
な
目
的
を
求
め

よ
。

七　

詩
人
は　

蚕
か
ら
絹
の
衣
服
を
作
り
出
す
。

八　

詩
人
の
長
所
は　

人
々
の
長
所
同
様　

人
を
う
ん
ざ
り
さ

せ
る
。

九　

著
者
は
俳
優
で
あ
り　

書
物
は
劇
場
だ
。

一
〇　

あ
る
魅
力
的
な
見
解

―
詩
人
に
と
っ
て
興
味
深
い
地
上

の
姿
と
は　

何
気
な
い
も
の
で
あ
る
。
光
と
か
色
、
心イ

メ

象ジ
ズ

の

よ
う
な
。

一
一　

定
義
は　

相
対
的
な
も
の
。
絶
対
と
い
う
概
念
は　

相
対

的
で
あ
る
。

一
二　

生
命
と
は　

人
々
の
関
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
場
所
の
関
わ

る
こ
と
で
は
な
い
。
だ
が
私
に
と
っ
て
生
命
と
は
場
所
の
関

わ
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
困
っ
た
こ
と
な
の
だ
。

一
三　

智
慧
は　

も
う
そ
れ
以
上
に
は
何
も
求
め
な
い
。

一
四　

マ
ル
チ
ニ
ー
ク
島
パ
ル
フ
ェ

―
コ
ー
ヒ
ー
ム
ー
ス
［
デ

ザ
ー
ト
の
一
種
］、
上
に
ラ
ム
酒
を
か
け　

更
に
そ
の
上
に

少
々
ク
リ
ー
ム
を
乗
せ
た
も
の
。

一
五　

文
学
は　

人ラ
イ
フ生
の
大
部
分
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
ど
う
し
て
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も
付
け
加
え
る
こ
と
が
必
要
だ
、
も
し
人
生
が
文
学
の
大
部

分
で
あ
る
な
ら
。

一
六　

思
想
は　

伝
染
で
あ
る
。
思
想
の
中
の
あ
る
も
の
の
場
合

に
は　

そ
れ
は
流
行
病
と
な
る
。

一
七　

我
々
が
詩
歌
で
得
よ
う
と
す
る
の
は　

生ラ
イ
フ命
で
あ
る
。

一
八　

人
が
神
の
存
在
を
信
じ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と　

詩
歌
が　

生
命
を
救
う
も
の
と
し
て
そ
れ
に
取
っ
て
代
る
。

一
九　

芸
術
と
は
概
し
て　

生
命
の
形
式
も
し
く
は
生
命
の
音
か

色
で
あ
る
。
形
式
（
抽
象
的
な
）
だ
と
考
え
ら
れ
る
と　

そ

れ
は
し
ば
し
ば　

生
命
そ
の
も
の
か
ら
識
別
で
き
な
く
な

る
。

二
〇　

詩
人
と
は　

己
の
正
体
を
読
者
に
与
え
る
も
の
の
よ
う

だ
。
音
楽
を
聴
い
て
い
る
と　

こ
の
こ
と
が
何
で
も
な
く
よ

く
分
る

―
私
の
言
う
の
は
こ
う
い
う
事
、
即
ち
、
転
移
。

二
一　

観
察
の
正
確
さ
は　

思
考
の
正
確
さ
と
等
価
で
あ
る
。

二
二　

一
篇
の
詩
は　

一
個
の
流
星
で
あ
る
。

二
三　

夕
べ
の
思
考
は　

晴
れ
渡
っ
た
天
候
の
一
日
の
よ
う
な
も

の
だ
。

二
四　

言
語
の
喪
失
は　

混
沌　

も
し
く
は　

だ
ん
ま
り
を　

生

み
出
す
。

二
五　

実
際
に
生
き
て
い
る
人
の
経
験
か
ら
詩
歌
を
集
め
る
こ
と

は　

単
に
詩
歌
を
書
く
こ
と
と
同
じ
で
は
な
い
。

二
六　

芸
術
の　

人
生
と
の
関
係
は
、
特
に
懐
疑
的
な
時
代
に
は　

最
初
の
重
大
事
で
あ
る
。
と
い
う
の
も　

神
の
存
在
が
信
じ

ら
れ
な
い
た
め
に　

精
神
は
己
が
創
造
物
に
頼
り
、
し
か
も　

そ
の
創
造
物
を
吟
味
す
る
か
ら
だ
が
、
そ
れ
も
、
審
美
的
な

観
点
か
ら
の
み
な
ら
ず
そ
の
創
造
物
が
何
を
啓
示
す
る
の

か
、
そ
れ
が
何
を
有
効
な
も
の
と
し　

何
を
無
効
な
も
の
と

す
る
の
か
、
そ
れ
が
何
を
支
持
す
る
の
か
、
に
よ
っ
て
吟
味

す
る
の
だ
か
ら
。

二
七　

雄
大
な
主
題
は　

雄
大
な
結
果
を
保
証
す
る
も
の
で
は
な

く
、
大
抵
は　

そ
の
真
反
対
の
保
証
と
な
る
。

二
八　

芸
術
は　

審
美
感
以
上
の
も
の
を
甚
だ
必
要
と
す
る
。

二
九　

人
生
は　

文
学
の
反
映
で
あ
る
。

三
〇　

人
生
が
凄テ

リ

ブ

ル

ま
じ
い
も
の
に
な
る
に
つ
れ　

そ
の
文
学
も
凄

ま
じ
く
な
る
。

三
一　

詩
歌
と
詩マ

テ
リ
ア
・
ポ
エ
テ
イ
カ

歌
の
素
材
と
は
、
相
互
変
換
の
可
能
な
術
語
で

あ
る
。

三
二　

慣
用
が
全
て
で
あ
る
（「
観
念
は
慣
用
に
変
形
さ
せ
ら
れ

る
定
め
に
あ
る
。
そ
れ
を
認
め
る
こ
と
は　

公
正
な
態
度
の
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証
明
と
な
る＊

」
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ブ
ラ
ッ
ク＊
＊

、『
生
彩
』
第
二

号　
Verve N

o.2

）　
＊
こ
の
引
用
文
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
本
稿
末
尾

参
照
／
＊
＊G

eorges B
raque 

（1882

―1963

） 

フ
ラ
ン
ス
の
画
家
・

立
体
派
運
動
の
推
進
者
。

三
三　

想
像
力
は　

満
足
さ
せ
ら
れ
た
が
る
。

三
四　

新
し
い
意
味
は　

新
し
い
語ワ

ー
ドに
匹
敵
す
る
。

三
五　

詩
歌
は　

個
人
的
な
も
の
で
は
な
い
。

三
六　

地
球
は　

建
物
で
は
な
く
肉
体
だ
。

三
七　

流
儀
と
は　

追
加
さ
れ
た
要
素
だ
。

三
八　

死
ん
だ
夢ロ

マ
ン
テ
ィ
ッ
ク

想
家
と
は　

歪
曲
だ
。

三
九　

ロ
マ
ン
派
は　

見
抜
か
れ
な
い
、
そ
の
場
で
い
そ
い
そ
と

は
見
抜
か
れ
な
い
。

四
〇　

詩
歌
と
は　

救
済
の
一
手
段
な
の
だ
。

四
一　

詩
歌
と
は　

鬱
病
の
一
形
態
だ
。
と
い
う
よ
り
む
し
ろ　

憂
鬱
な
時
に
詩
歌
は“

aultres choses solatieuses ＊.”
の
一

つ
に
な
る
。

＊
「
ま
た　

別
の
慰
安
物
」（
古
い
フ
ラ
ン
ス
語
の
引
用
句
）

四
二　

詩
人
は　

少ア
ッ
ト
・
リ
ー
ス
ト

な
く
と
も
奇
蹟
的
な
獣
ビ
ー
ス
トと
し
て
出
現
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
せ
い
ぜ
い
奇
蹟
的
な
人
間
と
し

て
。

四
三　

現
実
は　

土
台
に
す
ぎ
な
い
。
だ
が　

土
台
な
の
で
あ

る
。

四
四　

人
生
は　

一
つ
の
命
題
に
基
づ
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

本
来
そ
れ
は　

本
能
に
基
づ
い
て
い
る
の
だ
か
ら
。
だ
が　

命
題
は　

命
題
と
本
能
と
の
間
の
争
い
の
中
に
通
常
存
在
し　

生
き
て
い
る
。

四
五　

詩
の
作
品
は　

た
だ　

無
知
な
人
に
と
っ
て
の
み
露あ

ら
わと
な

る
。

四
六　

経
験
の
詩
歌
と
修
辞
の
詩
歌
と
の
関
係
は　

現
実
性
の
詩

歌
と
想
像
の
そ
れ
と
の
関
係
と
同
じ
で
は
な
い
。
経
験
は
、

少
な
く
と
も
ど
の
よ
う
な
領
域
の
詩
人
の
場
合
に
も　

現
実

態
よ
り
は
遙
か
に
広
い
も
の
だ
。

四
七　

詩
人
た
ち
の
問
題
は　

画
家
た
ち
の
問
題
で
あ
る
場
合
が

非
常
に
多
い
、
そ
れ
で
詩
人
は
己
の
問
題
を
論
議
す
る
の
に

は　

絵
画
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
に
し
ば
し
ば
頼
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

四
八　

空
模
様
と
は　

自
然
を
感
覚
す
る
こ
と
で
あ
る
。
詩
歌
と

は　

一
つ
の
感
覚
で
あ
る
。

四
九　

抽
象
は　

理
想
主
義
の
一
部
で
あ
る
。
抽
象
が
醜
い
の
は

そ
の
意
味
に
お
い
て
だ
。
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五
〇　

少
な
く
と
も
詩
歌
に
あ
っ
て
は　

想
像
力
は
現
実
性
か
ら

離
れ
て
は
な
ら
な
い
。

五
一　

全
て
の
事
物
が　

等
価
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
こ

と
を
認
識
し
て
い
な
い
の
が
写イ

マ
ジ
ズ
ム

象
主
義
の
欠
陥
で
あ
っ
た
。

五
二　

詩
人
は
、
例
え
ば
、
旅
行
者
が
己
が
冒
険
に
、
画
家
が
己

の
絵
画
製
作
に
、
没
頭
す
る
の
と
同
じ
程
度
に
、
自
ら
の

詩ポ
ウ
エ
ト
リ
ー

作
に
没
頭
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五
三　

全
て
の
詩
歌
は　

実
験
〈
詩
〉
で
あ
る
。

五
四　

裸
の
ま
ま
の
心イ

メ

象ー
ジ

と
象
徴
と
し
て
の
心
象
と
は　

対
照
的

な
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
意
味
の
な
い
心
象
と　

意
味
と
し

て
の
心
象
な
の
だ
か
ら
。
心
象
が
何
か
他
の
も
の
を
示
唆
す

る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
時
は
、
そ
れ
は
二
次
的
な
も
の
と
な

る
。
想
像
物
と
し
て
の
詩
歌
は　

表
面
上
の
噓
以
上
の
も
の

か
ら
成
る
。

五
五　

政
治
と
は　

生
存
の
た
め
の
闘
争
で
あ
る
。

五
六　

人
に
は　

感
受
性
の
範
囲
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
を

越
え
る
と
そ
の
人
に
と
っ
て
は　

実
際
に
存
在
す
る
も
の
が

皆
無
と
な
る
。
そ
し
て
こ
の
事
情
は　

人
そ
れ
ぞ
れ
に
よ
っ

て
異
な
る
。

五
七　

詩
歌
に
あ
っ
て
は　

人
は　

言
葉
、
観ア

イ
デ
ア
ズ念、
そ
し
て
心
象

と
韻
律
を
愛
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
い
や
し
く
も
何
か
を

愛
す
る
こ
と
が
出
来
る
能
力
の
限
り
を
尽
し
て
。

五
八　

個
人
は　

全
体
に
参
与
す
る
。
特
異
な
場
合
で
も
な
い
限

り　

個
人
が
全
体
に
何
か
を
付
加
す
る
よ
う
な
こ
と
は
決
し

て
な
い
。

五
九　

重
要
な
の
は　

信
仰
で
あ
っ
て
神
で
は
な
い
。

六
〇　

空
間
を
旅
す
る
の
は　

時
間
の
中
を
旅
す
る
こ
と
に
等
し

い
。

六
一　

見
ら
れ
た
事
物
は　

見
ら
れ
た
と
お
り
の
事
物
な
の
だ
。

六
二　

我
々
が
心

マ
イ
ン
ドの
中
に
見
る
も
の
は　

我
々
が
眼
で
見
る
も
の

と
同
じ
よ
う
に
我
々
に
は
現
実
の
も
の
で
あ
る
。

六
三　

詩
歌
は　

不
合
理
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六
四　

詩
歌
の
目
的
は　

人
生
を
そ
れ
自
体
で
完
全
な
も
の
に
す

る
こ
と
で
あ
る
。

六
五　

詩
歌
は　

現
実
性
を
感
じ
求
め
る
気
持
を
増
大
さ
せ
る
。

六
六　

精
神
は　

世
界
で
最
も
強
力
な
も
の
で
あ
る
。

六
七　

人ラ
イ
フ生
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
以
外
に　

人
生
に
は
何
も
存

在
し
な
い
。

六
八　

人
生
に
は　

人
生
以
外
に
美
し
い
も
の
は
何
も
存
在
し
な

い
。
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六
九　

意
味
に
優
る
翼つ
ば
さは
な
い
。

七
〇　

考
え
て
み
よ
う
。
一
、
全
世
界
は　

詩
歌
の
た
め
の
素
材

だ
と
い
う
こ
と
。
二
、
特
別
に
詩
的
な
素
材
な
ど
と
い
う
も

の
は
無
い
の
だ
と
い
う
こ
と
。

七
一　

人
は　

極
度
に
神
経
を
使
っ
て　

詩
歌
を
読
む
。

七
二　

詩
人
は
、
人
々
と
人
々
が
住
ん
で
い
る
世
界
と
の
間
の　

仲
介
者
で
あ
り
、
ま
た
、
人
々
自
身
の
間
の
仲
介
者
で
あ
る

よ
う
に　

人
々
同
士
の
間
で
の
仲
介
者
で
も
あ
る
。
が　

人
々
と
ど
こ
か
他
の
世
界
と
の　

仲
介
者
で
は
な
い
。

七
三　

感
傷
は　

感
情
の
挫
折
で
あ
る
。

七
四　

想
像
力
と
は　

浪
漫
的
な
も
の
で
あ
る
。

七
五　

詩
歌
と
は　

単
独
に
取
り
出
さ
れ
た
〈
想
像
〉
と
同
じ
も

の
で
は
な
い
。
何
事
も
そ
れ
だ
け
を
単
独
に
は
取
り
出
せ
な

い
。
事
物
が
存
在
す
る
の
は　

相
互
関
係
か
相
互
作
用
の
せ

い
で
あ
る
。

七
六　

最
終
的
に
信
ず
る
こ
と
と
い
え
ば　

虚
構
の
存
在
を
信
ず

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
虚
構
で
あ
り　

他
に
は
何
も
存
在

し
な
い
の
だ
と
、
君
は
知
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
そ
れ
が
虚

構
で
あ
り　

そ
の
存
在
を
君
が
快
く
信
じ
て
い
る
と
知
る
こ

と
が
、
至
上
の
真
理
な
の
で
あ
る
。

七
七　

我
々
の
観ア

イ
デ
ア
ズ念
の
全
て
は　

自
然
界
か
ら
生
ず
る
、
即
ち　

木
々
＝
雨
傘
。

七
八　

無
節
操
な
思
考
ほ
ど　

知
的
な
節
操
を
備
え
て
い
る
人
に

圧
迫
感
と
な
る
も
の
は
な
い
。

七
九　

葡
萄
酒
と
音
楽
は　

午
後
に
な
る
ま
で
は
適
切
な
も
の
で

は
な
い
。
だ
が　

詩
歌
は
祈
り
に
似
て
い
る
、
孤
独
で
い
る

時
と　

例
え
ば
早
朝
の
よ
う
な
孤
独
な
時
間
帯
の
中
に
い
る

時
に　

そ
れ
は
最
も
有
効
な
の
だ
か
ら
。

八
〇　

他
人
の
宗
教
に
関
す
る
不
寛
容
は
、
他
人
の
芸
術
に
関
す

る
不
寛
容
と
較
べ
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
で
寛
容
と
な
る
。

八
一　

偉
大
な
客
観
性
は　

そ
の
詩

ポ
ウ
エ
ムの
真
理
で
あ
る
ば
か
り
か　

詩ポ

とウ

いエ

うト

もリ

のー

の
真
理
で
も
あ
る
。

八
二　

詩
歌
と
は　

ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
に
し
ろ　
〈
詩
〉

に
関
す
る
一
つ
の
概
念
の
こ
と
で
あ
る
。
一
篇
の
詩
は
、

〈
詩
〉
な
る
も
の
が
言
葉
で
表
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
だ

が
、
一
篇
の
詩
の
中
に
は　

言
葉
の
〈
詩
〉
が
存
在
す
る
。

明
ら
か
に　

一
篇
の
詩
は　

幾
つ
か
の
〈
詩
〉
か
ら
成
り
立

ち
得
る
も
の
だ
。

八
三　

詩
論
の
解
説
に
は　

他
の
諸
理
論
と
の
、
及
び
、
全
て
の

も
の
の
分
析
と
の
、
比
較
が
必
要
だ
。
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八
四　

倫
理
は　

絵
画
の
一
部
で
な
い
よ
う
に　

詩
歌
の
一
部
で

も
な
い
。

八
五　

理
想
的
な
も
の
と
は　

生
気
を
失
っ
た
現
実
的
な
も
の
の

こ
と
だ
。
浪
漫
的
な
も
の
も
往
々
に
し
て　

か
な
り
同
じ
よ

う
な
こ
と
に
な
る
。

八
六　

理
性
が
破
壊
す
る
の
で　

詩
人
が
創
造
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

八
七　

事
実
の
至
上
の
環
境
。
最
終
的
な
詩
と
は　

事
実
の
言
語

で
書
か
れ
た
事
実
の
詩　

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
だ
が　

そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
実
現
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
事
実
の
詩　

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

八
八　

我
々
は　

精マ
イ

神ン
ド

の
中
に
住
ん
で
い
る
。

八
九　

詩
人
と
い
う
も
の
は
生
来　

あ
る
相
当
な
も
の
を
身
に
備

え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
以
後
は
理
性
に
よ
っ
て　

世
界
に
つ
い
て
更
に
も
っ
と
多
く
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

九
〇　

詩
人
は　

あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
詩
と
い
う
も
の
を　

お
び
た
だ
し
く

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
感
じ
る
も
の
だ
。

九
一　

世
間
の
中
で
、
だ
が　

世
間
に
つ
い
て
存
在
す
る
諸
々
の

概
念
の
外
側
で
、
生
き
る
こ
と
。

九
二　

我
々
の
性
格
が
露あ

ら
わに
な
る
の
は　

我
々
が
自
分
自
身
に
対

し
て
行
う
事
物
の
説
明
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
即
ち
、
人
が
書

く
詩
の
主
題
は　

そ
の
人
の
自
我
を　

も
し
く
は
そ
の
幾
つ

も
の
自
我
の
中
の
一
つ
を　

象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
。

九
三　

詩
歌
と
は　

心
マ
イ
ン
ドを
表
す
一
概
念
以
上
の
何
か
で
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
そ
れ
は　

自
然
を
啓
示
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
概
念
は
人
工
的
な
も
の
。
知
覚
は
本
質
的
な
も

の
で
あ
る
。

九
四　

一
篇
の
詩
は　

人
の
生
命
感
の
一
部
で
あ
る
べ
き
だ
。

九
五　

一
篇
の
詩
を
読
む
の
は　

一
つ
の
経
験
と
な
る
筈
だ
、
一

つ
の
行
為
を
経
験
す
る
の
と
同
様
に
。

九
六　

神
と
そ
の
神
殿
と
の
間
に
は　

何
の
違
い
も
な
い
。

九
七　

戦
争
と
は　

政
治
の
断
続
的
な
失
敗
の
こ
と
だ
。

九
八　

金
銭
は　

一
種
の
〈
詩
〉
だ
。

九
九　

詩
歌
と
は　

不
満
を
抱
い
て
い
る
人
が
言
葉
に
よ
っ
て
満

足
を
見
出
そ
う
と
す
る
或
る
努
力
で
あ
り
、
時
に
は　

不
満

を
抱
い
て
い
る
思
想
家
が　

己
が
情
緒
に
よ
っ
て
満
足
を
見

出
そ
う
と
す
る
努
力
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
。

一
〇
〇　

世
界
が　

一
篇
の
詩
の
中
に
し
か
る
べ
く
姿
を
現
す
の
は　

毎
日
と
は
限
ら
な
い
。
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一
〇
一　

或
る
神
の
死
は　

全
て
［
の
神
］
の
死
だ
。

一
〇
二　

異
様
な
現ア

ク

実チ
ュ

状ア
リ

態テ
ィ

を
前
に
す
る
と　

意
識
が
想
像
力
に

取
っ
て
代
る
。

一
〇
三　

あ
ら
ゆ
る
も
の
が　

現ザ
・
リ
ア
ル

実
的
に
な
ろ
う
と
す
る
傾
向
が
あ

る
、
あ
る
い
は　

全
て
の
も
の
が
現
実
性
の
方
向
に
動
く
の

だ
。

一
〇
四　
〈
現ザ

・
リ
ア
ル

実
的
〉
と
い
う
観
念
に
は　

強
烈
に
軽
侮
を
そ
そ
る

よ
う
な
面
が
あ
る
。
そ
の
反
対
に
な
っ
て
し
か
る
べ
き
だ
。

そ
の
観
念
自
身
が
詩
歌
に
な
っ
た
も
の
が
実
在
す
る
の
だ
。

一
〇
五　

人
は　

自
分
以
外
の
如
何
な
る
読
者
の
た
め
に
も
書
き
は

し
な
い
。

一
〇
六　

人
は
誰
も　

そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
死
に
方
を
す
る
。

一
〇
七　

破
壊
す
る
こ
と
に
満
足
を
覚
え
る
作
家
は　

翻
訳
す
る
こ

と
で
満
足
す
る
作
家
と
同
じ
平
面
上
に
い
る
の
だ
。
両
者
共　

寄
生
虫
で
あ
る
。

一
〇
八　

言
わ
れ
た
こ
と
と
い
う
の
は　

そ
れ
を
言
う
の
に
言
語
を

用
い
な
い
よ
う
な
詩
に
な
る
に
違
い
な
い
。
そ
の
詩
が
最
上

の
状
態
に
あ
る
時
に
は　

両
方
の
要
素
か
ら
成
り
立
つ
。

一
〇
九　

詩
人
は　

男
が
女
を
見
る
よ
う
に
世
界
を
見
る
。

一
一
〇　

言
う
こ
と
が
何
も
な
く
て　

従
っ
て
そ
の
旨
を
如
何
に
も

悲
し
気
に
言
う
の
は　

何
か
言
う
こ
と
が
あ
る
場
合
と
同
じ

事
柄
で
は
な
い
。

一
一
一　

詩
作
品
と
は　

詩
人
に
よ
っ
て
創
ら
れ
た
自
然
で
あ
る
。

一
一
二　

美
に
関
す
る
秩
序
は　

他
の
全
て
の
秩
序
を
包
含
す
る
が　

そ
れ
ら
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

一
一
三　

宗
教
は
信
仰
に
依
存
し
て
い
る
。
が　

美
学
は
信
仰
と
は

関
わ
り
な
い
。
こ
の
両
者
の
相
対
的
な
位
置
は　

逆
転
す
る

こ
と
も
あ
り
得
よ
う
。
宗
教
よ
り
も
測
り
難
い
ほ
ど
大
き
な

も
の
と
し
て　

美
学
を
個
々
人
の
心

マ
イ
ン
ドの
中
に
確
立
す
る
こ
と

は
可
能
で
あ
る
。
美
学
の
現
状
は　

美
学
を
個
々
人
の
心
の

中
以
外
に
は
確
立
し
難
い
と
い
う
こ
と
か
ら
生
じ
て
い
る
も

の
だ
。

一
一
四　

現
実
的
な
こ
と
と　

想
像
さ
れ
る
こ
と
と
が　

一
体
と
な

る
よ
う
な
知
覚
の
度
合
と
い
う
も
の
が　

お
そ
ら
く
存
在
す

る
。
詩
人
に
、
い
や
、
ま
あ
、
最
も
鋭
敏
な
詩
人
に
し
て
可

能
な　

お
そ
ら
く
可
能
な　

透
視
力
の
あ
る
観
察
と
い
う
状

態
が
。

一
一
五　

窮
極
の
価
値
と
は　

現
実
性
と
い
う
こ
と
だ
。

一
一
六　

現リ
ア
リ
ズ
ム

実
主
義
は　

現
実
性
の
堕
落
で
あ
る
。

一
一
七　

こ
と
に
よ
る
と　

哲
学
者
た
ち
を
激
怒
さ
せ
る
こ
と
の
方
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が　

彼
ら
と
仲
良
く
や
っ
て
ゆ
く
こ
と
よ
り
も
価
値
が
あ
ろ

う
。

一
一
八　

世
界
だ
け
が　

唯
一
考
察
に
適
し
た
も
の
で
あ
る
。

一
一
九　

歴
史
は
全
て　

現
代
史
で
あ
る
。

一
二
〇　

詩
歌
と
は　

詩
歌
の
属
性
の
総
体
で
あ
る
。

一
二
一　

詩
人
は
正
常
で
あ
る
。
い
や
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
う

な
ら
誰
も
が
正
常
と
い
う
こ
と
に
な
る
、
な
ど
と
主
張
す
べ

き
で
は
あ
る
ま
い
。

一
二
二　

こ
の
幸
福
な
生
き
物

―
彼
こ
そ
が　

神
々
を
発
明
し
た

の
だ
。
彼
こ
そ
が　

神
々
の
口
の
中
に　

神
々
が
こ
れ
ま
で

話
し
て
き
た
言
葉
だ
け
を
投
げ
込
ん
だ
の
だ
。

一
二
三　

詩
歌
と
は　

世
界
の
貧
困
と
変
化
と
邪
悪
と
死
と
を　

除

去
・
浄
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は　

人
生
の
不
治
の
貧

困
の
中
に
或
る
満
足
を
完
全
に
も
た
ら
す
贈
物
な
の
だ
。

一
二
四　

詩
歌
と
は　

学
者
の
芸
術
で
あ
る
。

一
二
五　

見
ら
れ
た
も
の
は　

見
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
に
な
る
。
そ

の
逆
は
不
可
能
で
あ
る
、
い
や
、
そ
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一
二
六　

仮
構
の
世
界
を
研
究
し
理
解
す
る
こ
と
は　

詩
人
の
果
す

役
割
で
あ
る
。

一
二
七　

若
い
時
は
全
て
が
肉
体
的
で
あ
る
が
、
年
老
い
る
と
全
て

が
精
神
的
と
な
る
。

一
二
八　

ど
ち
ら
が
正
し
い
の
だ
ろ
う
、
先
祖
を
尊
敬
す
る
と
自
分

自
身
を
尊
敬
す
る
よ
う
に
な
る
の
か
、
自
分
自
身
を
尊
敬
す

る
と
先
祖
を
尊
敬
す
る
よ
う
に
な
る
の
か
。

一
二
九　

こ
の
世
で
最
も
美
し
い
の
は　

勿
論　

こ
の
世
そ
の
も
の

で
あ
る
。
論
理
の
点
か
ら
言
っ
て
も　

範
疇
の
点
か
ら
言
っ

て
も
そ
う
で
あ
る
。

一
三
〇　

舌
は　

眼
で
あ
る
。

一
三
一　

神
は　

他
の
形
体
、
例
え
ば　

高
級
な
詩
歌
の
形
体
を
も

勿
論
取
り
得
る
或
る
も
の
の　

象
徴
で
あ
る
。

一
三
二　
〈
天パ

ラ
ダ
イ
ス国
〉
の
よ
う
な
詩
が　

非
常
に
悲ト
リ
ス
ト

し
い
新
工
夫
の
よ

う
に
思
わ
れ
る
時
が
訪
れ
る
だ
ろ
う
。

一
三
三　

偉
大
な
征
服
と
は　

現リ
ア
リ
テ
ィ実を
征
服
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し

ば
ら
く
の
間
生い

の
ち命
を
与
え
る
ぐ
ら
い
で
は
不
十
分
で
あ
る
、

こ
れ
ま
で
は
そ
う
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
に
し
て
も
。

一
三
四　

一
篇
の
詩
は　

一
羽
の
雉き

子じ

で
あ
る
。

一
三
五　

ど
の
よ
う
に
し
て
人
間
の
精ス

ピ
リ
ッ
ト神は　

そ
れ
ま
で
闘
わ
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
酷
い
文
学
よ
り
も
生
き
延
び
た
の
で
あ
ろ
う

か
。

一
三
六　

事
物
の
黄
金
の
丸
屋ド

ー

ム

根
建
造
物
は　

完
璧
に
さ
れ
た
精ス
ピ
リ
ッ
ト神
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で
あ
る
。

一
三
七　

現
実
な
る
も
の
は　

真
空
で
あ
る
。

一
三
八　

人
は
皆　

殺
人
者
で
あ
る
。

一
三
九　

言
葉
は　

そ
れ
が
表
す
物
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
さ
も

な
い
と　

そ
れ
は
象
徴
で
あ
る
。
そ
れ
は　

正
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

体
の
問
題
で

あ
る
。

一
四
〇　

精マ
イ

神ン
ド

と
は　

思
想
が
一
つ
の
話
し
声
の
よ
う
に
聴
え
る
講

堂
の
よ
う
な
も
の
、
と
思
わ
れ
る
時
、
そ
の
声
は
常
に
誰
か

他
人
の
声
な
の
だ
。

一
四
一　

劇
〈
詩
〉
に
あ
っ
て
は　

想
像
力
は　

昂
め
ら
れ
た
現
実

性
に
く
っ
つ
い
て
い
る
。

一
四
二　

精
神
に
は　

謎
を
提
供
す
る
こ
と
が
必
要
だ
。
精
神
と
は

常
に　

解
決
を
提
供
す
る
の
だ
か
ら
。

一
四
三　

詩
人
に
は
誰
に
も　

ど
こ
か
小
作
農
夫
の
よ
う
な
と
こ
ろ

が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

一
四
四　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
は　

骸
骨
で
あ
る
。

一
四
五　

肉
体
は　

偉
大
な
詩
作
品
だ
。

一
四
六　

詩
歌
の
目
的
は　

人
間
の
幸
福
に
資
す
る
こ
と
で
あ
る
。

一
四
七　

詩
歌
を
本
質
的
な
一
部
と
す
る
よ
う
な
基
本
的
な
文
学
が

存
在
す
る
。

一
四
八　

事
物
が
今
ど
の
よ
う
に
見
え
る
か
は　

常
に
感
覚
が
問
題

と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一
四
九　

人
間
は　

永
遠
の
大ソ

フ

ォ

モ

ー

学
二
年
生
で
あ
る
。

一
五
〇　

素
人
で
あ
る
こ
と
の
勇
気
を
所
持
す
る
こ
と
は　

如
何
な

る
独
創
に
と
っ
て
も
必
須
だ
。

一
五
一　

生
命
と
は　

死
ん
だ
も
の
を
除
去
し
た
も
の
。

一
五
二　

ど
の
芸
術
に
あ
っ
て
も
基
本
的
に
難
し
い
の
は
、
正
常
な

も
の
の
扱
い
難
さ
で
あ
る
。

一
五
三　

詩
人
と
は　

眼
に
見
え
な
い
世
界
の
僧
侶
で
あ
る
。

一
五
四　

社
会
と
は　

海
で
あ
る
。

一
五
五　

暗
喩
は　

独
創
的
な
も
の
が
非
現
実
に
み
え
る
よ
う
な
新

し
い
現
実
態
を
創
造
す
る
。

一
五
六　

自
分
自
身
の
た
め
の
偽
り
か
ら　

他
人
の
た
め
の
偽
り
へ

と
推
移
す
る
の
が
、
個
人
の
場
合
、
詩
歌
の
始
ま
り　

も
し

く
は　

終
り
な
の
で
あ
る
。

一
五
七　

詩
歌
が
獲
得
す
る
も
の
は　

偶
然
に
よ
る
、
即
ち
、

〈
掘ト

ル
ー
ヴ
ァ
イ
ユ

り
出
し
物
〉。（
こ
こ
か
ら
詩
歌
の
無
秩
序
が
生
ず
る
）。

一
五
八　

誇
示
癖
は　

付
着
す
る
も
の
で
、
生
得
の
も
の
で
は
な

い
。

一
五
九　

浪
漫
主
義
と
詩
歌
と
の
関
係
は　

装
飾
的
な
も
の
と
絵
画
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と
の
関
係
に
等
し
い
。

一
六
〇　

卓
越
し
た
詩
と
は　

現
実
態
（
の
一
つ
）
を
解
き
放
つ
こ

と
で
あ
る
。

一
六
一　

眼
は　

舌
が
語
る
ほ
ど
に
は
見
な
い
。
舌
は　

心
マ
イ
ン
ドが
考
え

る
ほ
ど
に
は
語
ら
な
い
。

一
六
二　

現
実
性
が　

作モ
テ
ィ
ー
フ因で
あ
る
。

一
六
三　

我
々
は
人
間
の
内
面
世
界
へ
大
胆
に
歩
み
入
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
で
な
け
れ
ば　

全
く
何
も
し
な
か
っ
た
の
だ
。

一
六
四　

系
譜
学
と
は　

他
の
系
譜
学
者
た
ち
の
誤
り
を
修
正
す
る

学
問
で
あ
る
。

一
六
五　

詩
人
は　

自
ら
の
経
験
を　

哲
学
者
の
経
験
に
適
応
さ
せ

て
は
な
ら
な
い
。

一
六
六　

描
写
と
は　

一
つ
の
元
素
な
の
だ
、
空
気
と
か
水
の
よ
う

な
。

一
六
七　

一
篇
の
詩
を
読
む
こ
と
は　

一
つ
の
経
験
に
な
る
筈
で
あ

る
。
詩
を
書
く
こ
と
は　

そ
れ
故
尚
更　

そ
う
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
六
八　

一
篇
の
詩
は　

一
杯
の
コ
ー
ヒ
ー
で
あ
る
。（
回
復
）。

一
六
九　

詩
人
た
ち
は
人
間
性
を
獲
得
す
る
。

一
七
〇　

思
考
は　

水
溜
り
の
中
に
集
り
が
ち
で
あ
る
。

一
七
一　

理
性
は
自
然
の
一
部
で
あ
り　

自
然
に
よ
っ
て
制
禦
さ
れ

る
。

一
七
二　

人
生
は　

人
々
と
状
景
な
の
で
は
な
く　

思
考
と
感
情
な

の
で
あ
る
。

一
七
三　

言
葉
の
世
界
で
は
、
想
像
力
は
自
然
の
諸
力
の
一
つ
で
あ

る
。

一
七
四　

生
命
は　

そ
の
形
体
か
ら
自
由
に
は
な
れ
な
い
。

一
七
五　

詩
人
は
言ワ

ー
ヅ葉
に
現
れ
る
、
自
然
が
乾
い
た
小
枝
に
現
れ
る

よ
う
に
。

一
七
六　

言
葉
は　

唯
一
の
メ
ロ
デ
ィ
オ
ン＊

だ
。

＊m
elodeon　

小
型
足
踏
み
オ
ル
ガ
ン
（
も
し
く
は
ア
コ
ー

デ
オ
ン
）
の
一
種
。

一
七
七　

言
葉
の
風
変
り
な
音
の
音
楽
を
持
ち
出
す
の
は　

そ
の
形

体
や
風
変
り
さ
を
持
ち
出
す
こ
と
と
原
理
上
は
何
ら
違
わ
な

い
（
カ
ミ
ン
グ
ズ＊

）、
即
ち
、
詩
歌
の
素
材
と
し
て
の
言
語

は　

詩
の
単
な
る
媒
体
と
か
道
具
と
は
違
う
も
の
で
あ
る
。

＊C
um

m
ings, E

dw
ard E

estlin 

（e. e. cum
m
ings

） （1894

―

1962

）
米
国
の
詩
人
・
画
家
、
詩
集
『
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
と
煙
突
』

T
ulips and C

him
neys 

（1923

）
な
ど
。

一
七
八　

我
々
は
余
り
に
も
人
生
を
重
視
し
す
ぎ
て
き
た
。
人
生
の
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日
誌
が　

幸
福
の
日
誌
に
な
る
こ
と
は
め
っ
た
に
な
い
。

一
七
九　

人
間
が
世
界
を
造
っ
て
以
来
、
や
む
を
得
ず
神
は
乞
食
に

な
っ
て
い
る
。

一
八
〇　

詩
歌
は
時
　々

幸
福
の
探
求
に
最
後
の
仕
上
げ
を
す
る
。

そ
れ
は
そ
れ
自
体　

幸
福
の
探
求
な
の
だ
。

一
八
一　

神
は　

自
我
の
根
本
原
理
だ
。

一
八
二　
〈
美

エ
ス
テ
テ
ィ
ー
ク〉
は　

文
明
の
尺
度
で
あ
る
、
即
ち
、
唯
一
の
尺
度

で
は
な
い
が
、
一
つ
の
尺
度
だ
。

一
八
三　

詩
歌
は　

ま
ず
は
首
尾
よ
く
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど　

知
性

に
抵
抗
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
八
四　

浪
漫
的
な
も
の
は
、
不
正
確
さ
の
中
に
は
無
論　

正
確
さ

の
中
に
も
、
存
在
す
る
。

一
八
五　

文
学
は　

人
生
に
で
は
な
く　

人
生
に
つ
い
て
の
諸
々
の

叙プ
ロ
ポ
ジ
シ
ョ
ン

述
に
基
づ
い
て
い
る
、
こ
れ
が
そ
の
一
つ
で
あ
る
よ
う
な

叙
述
に
。

一
八
六　

人
生
は　

人
生
に
つ
い
て
の
諸
々
の
叙
述
の
複
合
物
だ
。

一
八
七　

文
体
の
変
化
は　

主
題
の
変
化
で
あ
る
。

一
八
八　

詩
歌
は　

人
間
と
世
界
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の

だ
。

一
八
九　

感
覚
も
し
く
は
洞
察
が
、
言
葉
を
活
気
づ
か
せ
る
の
で

あ
っ
て　

そ
の
逆
で
は
な
い
。

一
九
〇　

人
間
は　

先
例
の
な
い
経
験
を
求
め
て
人
生
を
探
求
す
る

こ
と
は　

で
き
な
い
。

一
九
一　

子
供
の
場
合　

我
々
が
嬉
し
い
の
は
そ
の
模
倣
で
は
な
く

て　

模
倣
に
我
々
が
気
付
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
大
き
く

な
る
と
、
模
倣
の
軽
侮
を
唆
る
面
が　

模
倣
の
本
来
有
す
る

不
快
さ
を
暴
き
出
す
。
人
を
喜
ば
せ
る
た
め
に　

模
倣
は
模

倣
と
し
て
ず
っ
と
研
究
さ
れ
て
き
た
に
相
違
な
い
。
だ
か
ら

そ
れ
は
芸
術
と
し
て
、
我
々
を
喜
ば
せ
る
の
だ
。

一
九
二　

全
て
の
も
の
は　

己
自
身
を
成
就
す
る
。
自
ら
の
資
質
を

十
分
に
発
揮
す
る
。

一
九
三　

浪
漫
的
な
も
の
は　

精
神
異
常
（
軽
蔑
の
意
は
な
い
）
の

最
初
の
相す

が
たで
あ
る
。

一
九
四　

現
実
的
な
も
の
の
十
全
な
開
花
は
、
理
想
的
な
も
の
の
カ

リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
で
の
果
実
で
は
な
い
。

一
九
五　

結
局　

美
な
る
も
の
は　

す
っ
か
り
圧
し
潰
さ
れ
破
壊
さ

れ
る
の
だ
、
自
分
自
身
圧
し
潰
さ
れ
て
し
ま
っ
た
観
察
者
が　

残
さ
れ
た
美
を
何
ら
感
じ
取
れ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
。

一
九
六　

世
界
は　

私
自
身
だ
。
生
命
は　

私
自
身
だ
。

一
九
七　

神
は　

私
の
手
の
中
に
在
る
、
で
な
け
れ
ば
全
く
無
い
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（
存
在
し
な
い
）。

一
九
八　

世
界
は　

一
つ
の
力
で
あ
っ
て
、
一
つ
の
現
れ
で
は
な

い
。

一
九
九　

信
仰
の
喪
失
は　

成
長
だ
。

二
〇
〇　

人
々
は　

思
想
に
取
っ
て
代
る
。

二
〇
一　

見
解
に
基
づ
い
て
生
き
ら
れ
る
生
活
は　

見
解
な
し
で
生

き
ら
れ
る
生
活
よ
り
も　

も
っ
と
生
活
ら
し
い
も
の
で
あ

る
。

二
〇
二　

思
想
は　

生
活
だ
。

二
〇
三　

誰
で
も　

社
会
の
変
化
に
は
味
方
す
る
、
そ
れ
が
十
分
に

深
遠
な
も
の
な
ら
。

二
〇
四　

詩
歌
は　

例
え
ば　

明
白
な
現
実
性
の
よ
う
な
単
一
の
効

果
に
限
定
さ
れ
た
り
は
し
な
い
。

二
〇
五　

詩
歌
と
は　

説
明
不
可
能
な
も
の
を
探
求
す
る
こ
と
で
あ

る
。

二
〇
六　

詩
作
品
は　

新
し
い
主
題
で
あ
る
。

二
〇
七　

無
知
は　

詩
歌
の
源
泉
の
一
つ
で
あ
る
。

二
〇
八　

詩
歌
と
は　

藪
の
中
に
姿
を
消
す
雉
子
で
あ
る
。

二
〇
九　

我
々
は　

知
性
の
点
で
は
決
し
て
到
達
し
な
い
。
だ
が　

感
情
の
面
で
は
我
々
は
い
つ
も
到
達
す
る
（
詩
歌
、
幸
福
、

高
山
、
展
望
、
の
場
合
同
様
に
）。

二
一
〇　

想
像
力
は　

何
か
現
実
性
の
あ
る
要
素
を
消
費
し　

使
い

尽
す
。

二
一
一　

詩
人
は　

神
で
あ
る
、
い
や
、
若
い
詩
人
は
神
だ
。
老
い

た
詩
人
は　

放
浪
者
で
あ
る
。

二
一
二　

も
し
も
精
神
が　

世
界
で
最
も
恐
ろ
し
い
力
な
ら
、
そ
れ

は
ま
た
我
々
を　

恐
怖
か
ら
護
っ
て
く
れ
る
唯
一
の
力
で
も

あ
る
。
即
ち
、
精
神
が
主
と
し
て
こ
の
点
で
世
界
で
最
も
恐

ろ
し
い
力
で
あ
る
と
す
る
と
、
精
神
は
精
神
自
身
か
ら
我
々

を
護
れ
る
唯
一
の
力
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
現
代
世
界
は　

こ
の
思パ

ン
セ想
に
基
づ
い
て
い
る
。

二
一
三　

詩
人
は　

我
々
を
精
神
そ
の
も
の
か
ら
護
る
と
い
う
行
為

で　

精
神
を
表
現
す
る
。

二
一
四　

問
題
は　

一
篇
の
詩
の
中
の
名
残
り
の
満
足
は　

知
性
の

点
で
の
満
足
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
だ
。

二
一
五　

誰
も　

自
分
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
相
手
に
対
し
て
は　

英
雄
に
な
れ
な
い
。

二
一
六　

詩
人
の
態
度
に
関
し
て
。
一
、
詩
人
の
威
信
は　

詩
歌
の

威
信
の
一
部
で
あ
る
。
二
、
詩
歌
の
威
信
は　

詩
人
の
威
信

に
は
不
可
欠
で
あ
る
。
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二
一
七　

世
界
は　

そ
の
世
界
の
中
の
最
も
強
力
な
精
神
に
左
右
さ

れ
る
、
そ
の
力
が
正
気
の
力
か
、
狂
気
の
力
か
、
狡
猾
の
力

か
好
意
の
力
か
、
に
関
わ
ら
ず
。

二
一
八　

詩
は
全
て　

詩
内
詩
で
あ
る
、
即
ち
、
言
葉
の
詩
の
中
に

在
る
観ア

イ

念デ
ア

の
詩
。

二
一
九　

人
生
を
詩
的
に
眺
め
る
こ
と
は　

人
生
を
主
題
と
す
る
如

何
な
る
詩
よ
り
も
雄
大
で
あ
る
（
ど
の
詩
よ
り
も
雄
大
な

事
）。
そ
し
て　

こ
の
こ
と
を
認
め
る
こ
と
は
、
詩
的
な

精ス
ピ
リ
ッ
ト
神
の
存
在
を
認
め
る
端
緒
で
あ
る
。

二
二
〇　

或
る
人
々
の
死
に
接
す
る
と　

世
界
は
無
知
に
逆
戻
り
す

る
。

二
二
一　

詩
歌
は　

言
語
の
華
や
か
さ
（
喜
び
）
で
あ
る
。

二
二
二　

言
葉
は　

こ
の
世
に
在
る　

外ほ
か

の
全
て
の
も
の
で
あ
る
。

二
二
三　

気
高
い
人
々
だ
け
が　

気
高
い
神
を
発
生
さ
せ
る
。

二
二
四　

答
が
浮
薄
だ
っ
た
の
な
ら　

質
問
が
浮
薄
だ
っ
た
の
だ
。

二
二
五　

も
し
も
人
生
が
面イ

ン
タ
レ
ス
テ
ィ
ン
グ
＊

白
い
も
の
で
な
い
な
ら
、
後
に
は
何
も

残
ら
な
い
（
も
し
も
人
生
が
面
白
く
さ
れ
な
い
な
ら
、
と
言

い
換
え
て
も
よ
い
）。［
＊
面
白
い
＝
人
の
興
味
を
掻
き
立
て
る
］

二
二
六　

人
生
の
面
白
さ
は　

参
加
し
て
一
部
に
な
る
こ
と
に
よ
っ

て
経
験
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
観
察
し
た
り
考
察
し
た
り
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
い
。

二
二
七　

結
局
の
と
こ
ろ　

想
像
の
世
界
は　

必
ず
し
も
面
白
く
な

い
わ
け
で
は
な
い
。

二
二
八　

事
実
の
終
り
に
居
る
こ
と
は
、
想
像
の
始
ま
り
に
居
る
こ

と
で
は
な
く　

そ
の
両
方
の
終
り
に
居
る
こ
と
で
あ
る
。

二
二
九　

公
園
に
坐
っ
て
蟬
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
、
公
園
に
坐
っ
て

教
会
の
鐘
を
聞
く
こ
と

―
こ
の
両
者
は　

共
に
過
去
な
の

か
、
そ
れ
と
も
一
方
は
現
在
で　

他
方
は
過
去
と
い
う
こ
と

な
の
か
？

二
三
〇　

興
味
と
は　

ど
う
い
う
意
味
か
。
そ
れ
は
好
み
の
一
形
態

な
の
だ
ろ
う
か
。

二
三
一　

も
っ
と
あ
る
べ
き
重
要
な
こ
と
が
沢
山
あ
る
の
に　

人
は　

現
代
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
時
間
を
費
す
わ
け
に
は
い
か

な
い
。

二
三
二　

質
問
を
す
る
人
は　

も
う
こ
れ
以
上
質
問
す
る
必
要
が
な

い
と
い
う
処
に
ま
で　

唯　

到
達
し
た
い
だ
け
な
の
だ
。

二
三
三　

私
に
は　

詩
歌
の
中
以
外
に
は
人
生
は
無
い
。
多
分
そ
れ

は
真
実
だ
ろ
う
、
も
し
私
の
生
活
の
全
て
が　

詩
歌
の
た
め

に
解
放
さ
れ
て
い
る
な
ら
。

二
三
四　

人
は　

自
分
の
好
き
な
も
の
を
強
烈
に
感
じ
取
れ
ば
感
じ
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取
る
程
、
ま
す
ま
す
そ
れ
が
現
状
の
ま
ま
で
あ
っ
て
欲
し
い

と
希
う
も
の
だ
。

二
三
五　

精
神
は　

要
求
や
雄
弁
、
詩
歌
、
な
ど
な
ど
に
は
耐
え
ら

れ
な
い
も
の
だ
。

二
三
六　

暗
喩
の
混
成
を
吸
収
す
る
よ
う
な
性ネ

イ
チ
ャ
ー質と
い
う
も
の
が
存

在
す
る
。

二
三
七　

詩
人
の
世
界
は　

そ
の
詩
人
が
熟
視
し
て
き
た
世
界
に
依

存
す
る
。

二
三
八　

詩
歌
と
は　

一
つ
の
健
康
状
態
で
あ
る
。

二
三
九　

詩
歌
は　

卓
越
し
た
観
念
を
、
あ
る
い
は　

そ
れ
と
同
じ

こ
と
で
あ
る
が
卓
越
し
た
感
情
を　

開
発
す
る
時
に
の
み　

偉
大
で
あ
る
。

二
四
〇　

全
世
界
に
適
用
さ
れ
た
想
像
力
は　

或
る
細
部
に
適
用
さ

れ
た
想
像
力
と
比
較
す
る
と　

気
が
抜
け
て
生
気
が
な
い
。

二
四
一　

考
え
る
よ
り
は
模
倣
す
る
方
が　

た
や
す
い
、
こ
こ
か
ら

流
行
が
生
ず
る
。
そ
れ
に
、
独
創
力
に
富
む
人
々
の
共
同
体

は　

共
同
体
な
ど
で
は
な
い
。

二
四
二　

飛
ぶ
た
め
に
役
立
つ
何
か
翼
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
に
違

い
な
い
。

二
四
三　

詩
歌
は　

精
神
の
治
療
剤
で
あ
る
。

二
四
四　

最
も
現
代
的
な
生
命
の
複
写
機
は　

カ
メ
ラ
も
含
め
て
だ

が　

生
命
を
実
際
に
は
拒
絶
す
る
の
だ
。
我
々
は
悪
を
飲
み

込
み
、
善
に
喉
が
詰
ま
る
。

二
四
五　

我
々
は
世
界
を
、
好
き
だ
か
ら
好
き
な
の
だ
。

二
四
六　

天
国
で
地
上
を
創
造
し
た
精
神
と
、
地
上
で
天
国
を
創
造

し
た
精
神
と
は
、
偶
然
の
こ
と
な
が
ら
、
一
つ
で
あ
る
。

二
四
七　

ア
メ
リ
カ
人
は
感
受
性
が
英
国
人
と
は
異
な
る
の
だ
か
ら　

英
国
が
源
で
あ
る
と
い
う
こ
と
程
ア
メ
リ
カ
文
学
に
と
っ
て

不
適
切
な
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

二
四
八　

詩
歌
は　

世
界
を
正
し
く
理
解
し
よ
う
と
い
う
日
々
の
必

要
に
対
す
る
応
答
で
あ
る
。

二
四
九　

一
篇
の
詩
は
、
生
活
し
て
い
る　

生
き
て
い
る　

と
い
う

感
じ
を
、
何
か
し
ら
刺
戟
す
る
筈
で
あ
る
。

二
五
〇　

現
実
感
は　

活ス
ピ
リ
ッ
ト気の
真
の
中
心
で
あ
る
。

二
五
一　

一
篇
の
詩
は　

意
味
を
持
つ
必
要
が
な
く
、
ま
た
、
自
然

界
の
大
抵
の
も
の
と
同
様
、
現
に
持
っ
て
い
な
い
こ
と
が
多

い
。

二
五
二　

新
し
さ
（
新
奇
さ
で
は
な
い
）
は　

詩
歌
に
お
け
る
最
高

の
独
特
な
価
値
と
な
ろ
う
。
見
せ
か
け
だ
け
の
意
味
に
お
け

る
新
し
さ
で
あ
っ
て
も　

新
し
い
詩
歌
に
は
価
値
が
あ
る
。
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二
五
三　

超シ
ュ
ー
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム

現
実
主
義
の
本
質
的
な
欠
点
は　

発
見
な
き
発
明　

と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
二
枚
貝
を
ア
コ
ー
デ
ィ
オ
ン
と
し
て
使

う
の
は　

発
明
で
は
あ
っ
て
も
発
見
で
は
な
い
。〈
無
意
識
〉

を
観
察
す
る
こ
と
は　

そ
れ
が
観
察
さ
れ
得
る
限
り　

我
々

が
以
前
に
は
気
付
い
た
こ
と
の
な
い
物
を
暴
露
す
る
筈
で

あ
っ
て
、
想
像
力
の
他
に
我
々
が
ず
っ
と
気
付
い
て
き
た
馴

染
み
の
物
を　

で
は
な
い
。

二
五
四　

世
に
現リ

ア
リ
テ
ィ

実
性
ほ
ど
偉
大
な
も
の
は
な
い
、
こ
う
い
う
苦
境

に
あ
っ
て
は　

我
々
は
現
実
性
そ
の
も
の
を
唯
一
の
天ジ

ー
ニ
ア
ス性と

し
て
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
五
五　

人
間
は　

想
像
力
で
あ
る
、
い
や　

む
し
ろ　

想
像
力
が

人
間
だ
。

二
五
六　
「
経
験
を
純
化
す
る
」
こ
と
は　

世
の
中
の
複
雑
さ
を
認

め
る
こ
と
で
あ
り
、
見
か
け
の
錯
綜
を
知
覚
す
る
こ
と
で
あ

る
。

二
五
七　

詩
歌
は　

し
ば
し
ば　

見
か
け
の
上
で
の
諸
要
素
の
中
身

を
暴
露
す
る
。

二
五
八　

文
学
と
は　

正
常
な
も
の
だ
と
い
う
幻
想
を
創
造
す
る　

異
常
な
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。

二
五
九　

詩
歌
と
は　

経
験
を
刷
新
す
る
こ
と
だ
。

二
六
〇　

独
創
と
は　

反
復
か
ら
の
逃
避
で
あ
る
。

二
六
一　

詩
歌
の
理
論
と
は　

詩
歌
の
生
命
で
あ
る
。

二
六
二　

私
の
子
羊
た
ち
を
養
え
（
生
活
の
パ
ン
で
）
…
…
神
の
栄

光
は
世
の
栄
光
…
…
現
実
態
の
中
に
精
神
的
な
も
の
を
見
出

す
こ
と
…
…
現
実
態
に
関
わ
る
こ
と
。

二
六
三　

詩
歌
の
理
論
と
は　

生
命
の
理
論
で
あ
る
。

二
六
四　

現
実
態
と
は　

最
大
の
常
識
に
お
い
て
見
ら
れ
た
事
物
で

あ
る
。

二
六
五　

詩
歌
は　

絶
え
ず
新
し
い
関
係
を
要
求
す
る
。

二
六
六　

現
実
性
と
は　

在
る
が
ま
ま
の
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は　

分
割
さ
れ
て
現
れ
得
る
多
く
の
個
々
の
現
実
態
か
ら
成
り

立
っ
て
い
る
。

二
六
七　

現リ

ア

リ

テ

ィ

実
な
る
も
の
に
欠
け
て
い
る
の
は　

生
命
に
溢
れ
た

〈
呼ヌ

ー
ヴ
ィ
タ
ル

吸
中
枢
〉＊

で
あ
る
。　
＊ nœ

ud vital

二
六
八　

フ
ラ
ン
ス
語
と
英
語
と
は　

単
一
の
言
語
を
構
成
す
る
。

二
六
九　

人
の
無
知
は　

人
の
主
要
な
美
点
で
あ
る
。

二
七
〇　

命
題
。
一
、
神
と
想
像
力
は　

一
つ
で
あ
る
。
二
、
想
像

さ
れ
た
も
の
は　

想
像
す
る
者
で
あ
る
。

こ
の
二
番
目
は
、
想
像
さ
れ
た
も
の
と
想
像
す
る
者
は
一

つ
で
あ
る
、
と
い
う
の
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
私
は
思
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う
、
想
像
す
る
者
は
神
な
の
だ
と
。

二
七
一　

虚
構
の
最
高
作
品

―
ギ
リ
シ
ャ
神
話
。
古
典
神
話
で
あ

る
が
、
ギ
リ
シ
ャ
の
方
が
ロ
ー
マ
よ
り
上
。

二
七
二　

詩
歌
は　

詩
人
に
と
っ
て　

栄
誉
の
源
で
は
な
く
、
喜
び

と
満
足
の
源
で
あ
る
（
ま
た
、
あ
る
筈
で
あ
る
）。

二
七
三　

詩
歌
に
お
け
る
華
美
は　

貴
重
な
特
質
で
あ
る
が
、
そ
れ

は　

用デ
イ
ク
シ
ョ
ン

語
法
の
特
質
で
あ
る
べ
き
だ
。

二
七
四　

現
実
性
と
は　

我
々
が
暗
喩
に
よ
っ
て
逃
れ
る

〈
月ク

リ
ー
シ
ェ

並
み
〉
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
唯
、
人
ガ
詩
人
ニ
ナ

ル
暗
喩
ノ
国
ニ＊

の
み
在
る
。
＊
原
文
フ
ラ
ン
ス
語　“

au pays 
de la m

étaphore qu’on est poète.”

二
七
五　

暗
喩
の
度
合
。
か
す
か
に
変
化
さ
せ
ら
れ
た
絶
対
的
な
物

は　

そ
の
物
の
暗
喩
の
一
例
な
の
で
あ
る
。

二
七
六　

物
に
よ
っ
て
は　

他
の
物
ほ
ど
暗
喩
を
受
け
入
れ
ら
れ
な

い
も
の
が
あ
る
。
こ
の
世
界
全
体
は　

紅
茶
茶
碗
ほ
ど
に
は

暗
喩
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。

二
七
七　

暗
喩
の
暗
喩　

と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
は
存
在
し
な
い
。

人
は
暗
喩
に
よ
っ
て
は
前
進
し
な
い
。
か
く
し
て
現
実
性
は　

各
々
の
暗
喩
の
不
可
欠
な
要
素
な
の
で
あ
る
。
人
間
は
神

だ
、
と
私
が
言
う
時
、
極
く
簡
単
に
分
る
の
は
、
も
し
私
が　

神
は
何
か
他
の
も
の
だ
と
も
言
え
ば
、
神
が
現
実
態
に
な
っ

て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
だ
。

二
七
八　

詩
歌
は　

人
間
と
諸
事
実
と
の
関
係
を
捜
し
出
す
。

二
七
九　

想
像
力
と
は
、
人
間
の　

自
然
に
及
ぼ
す
力
の
こ
と
で
あ

る
。

二
八
〇　

想
像
力
は　

唯
一
の
天
才
で
あ
る
。

二
八
一　

精
神
の
勢
い
は　

全
て
抽
象
作
用
へ
向
か
う
。

二
八
二　

想
像
力
が
芸
術
家
の
作
品
に
及
ぼ
す
効
果
は　

私
が
興
味

を
抱
く
も
の
と
は
違
う
主
題
で
あ
る
。
芸
術
に
あ
っ
て
は
そ

の
効
果
は　

諸
々
の
特
質
を
生
み
出
す
こ
と
で
あ
る
、
力

（
ペ
イ
タ
ー＊

、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
）
と
そ
の
価
値
が　

そ
う

い
う
諸
特
質
の
価
値
を
問
う
こ
と
に
な
る
の
と
同
様
に
。
人

生
に
あ
っ
て
は
想
像
力
は
物
を
生
み
出
し
、
そ
う
い
う
物
の

価
値
、
例
え
ば
芸
術
作
品
の
価
値
を
問
う
こ
と
が　

想
像
力

の
価
値
と
な
る
。

＊W
alter H

oratio Pater

（1839

―94 

）
英
国
の
批
評
家
・
小
説
家
、

著
書
『
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
史
研
究
』（
一
八
七
三
）、『
享
楽
主
義
者
マ

リ
ウ
ス
』（
一
八
八
五
）
な
ど
。

二
八
三　

想
像
力
は　

精
神
の
自
由
で
あ
る
、
そ
こ
か
ら
現
実
態
の

自
由
も
生
ず
る
。
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二
八
四　

勤
勉
の
結
果
と
し
て
の
成
功
は　

農
民
の
理
想
で
あ
る
。

二
八
五　

成
功
と
は　

賢
明
さ
を
備
え
て
幸
福
で
い
ら
れ
る
こ
と
で

あ
る
。

二
八
六　

生ス
ピ
リ
ッ
ト気が
生
き
続
け
て
い
る
人
は
誰
で
も　

何
を
す
べ
き
か

と
か　

何
を
考
え
た
ら
い
い
の
か
と
か　

ど
う
い
う
音
楽
を

書
く
べ
き
か
な
ど
に
つ
い
て　

同
時
代
の
人
々
に
相
談
し
て

き
た
の
だ　

と
思
う
こ
と
に
し
よ
う
。

二
八
七　

結
局
の
と
こ
ろ　

真
理
は
大
し
て
重
要
な
こ
と
で
は
な

い
。

二
八
八　

詩
歌
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
べ
き
こ
と
は　

ま
る
で
人
が
詩

歌
に
つ
い
て
の
真
理
に
初
め
て
気
が
付
き
か
け
て
い
る
み
た

い
に　

詩
歌
と
は
本
質
上　

浪
漫
的
な
も
の
な
の
だ
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
浪
漫
的
な
も
の
は
非
常
に
し
ば
し
ば
、
蔑

ん
だ
意
味
で
言
及
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
意
味
は
浪
漫
的

な
も
の
一
般
に
で
は
な
く　

浪
漫
的
な
も
の
の
中
で
も
気
の

抜
け
た
相
の
よ
う
な
も
の
に
付
着
す
る
か
、
も
し
く
は
す
べ

き
も
の
で
あ
る
。
有
能
な
浪
漫
的
な
も
の
が
常
に
存
在
す
る

よ
う
に　

無
能
な
浪
漫
的
な
も
の
が
常
に
存
在
す
る
。

二
八
九　

詩
歌
は　

架
空
の
存
在
を　

精
妙
な
面
の
上
に
創
造
す

る
。
こ
の
定
義
は　

平
面
が
変
容
す
る
に
つ
れ
て
変
容
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
精
妙
な
面
は
単
な
る
例
証
に
す
ぎ
な

い
。

 

（
Ｏ
Ｐ
・
一
五
七
―
八
〇
）

‘
poetry’

と‘
poem

’

は
、
共
に
「
詩
」
と
邦
訳
し
て
も
そ
れ

程
差
し
支
え
な
い
場
合
も
あ
る
、
と
思
っ
て
、
サ
ン
ド
バ
ー
グ
の

「
詩
の
定
義
集
」
で
は‘

poetry’

を
全
て
「
詩
」
と
拙
訳
し
た
（
本

誌
前
号
の
拙
稿
）。

し
か
し
、
こ
の
両
者
は
当
然
異
な
る
語
で
、「
一
篇
の
詩
」
は‘

a 
poem

’

か‘
a piece of poetry’

で
あ
っ
て‘

a poetry’

と
は

言
わ
な
い
こ
と
か
ら
も
判
る
よ
う
に
、
前
者
の‘

poetry’

は
、
文

学
形
式
と
し
て
の
詩
、
詩
と
し
て
の
特
質
、
詩
と
し
て
の
本
質
を
有

す
る
こ
と
、
詩
趣
、
詩
心
、
詩
作
、
な
ど
を
表
す
語
で
、
集
合
的
に

作
品
と
し
て
の
詩
、
詩
歌
、
韻
文
を
意
味
す
る
不
可
算
語
で
あ
る
。

他
方
、
後
者
の‘

poem
’

は
、
一
篇
の
詩
（
作
品
）、
美
文
、
詩
的

な
文
章
、
な
ど
具
体
的
な
使
い
方
を
す
る
語
で
、［
定
、
不
定
］
冠

詞
や
、
人
称
代
名
詞
の
所
有
格
と
共
に
か
複
数
形
で
か
の
使
用
で
、

と
に
か
く‘

poem
’

だ
け
と
い
う
単
独
の
使
い
方
は
し
な
い
。

『
ア
デ
イ
ジ
ア
』
で
は
、‘ poetry’

は
八
十
一
回
、‘ poem

’

は

三
十
三
回
使
わ
れ
る
が
、（
八
一
）、（
八
二
）
な
ど
両
者
は
明
確
に
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使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
は
こ
の
両
者
の
訳
語
は
区
別

し
た
。

‘
poetry’

は
大
半
を
「
詩
歌
」
に
、
他
は
文
脈
に
よ
っ
て
適
宜
、

「〈
詩
〉」、「
詩
と
い
う
も
の
」［（
八
一
）（
九
〇
）
な
ど
］、「
詩
作
」

［（
五
二
）］
と
拙
訳
し
、‘ poem

’

は
「
詩
」、「
詩
作
品
」
と
し
た
。

因
に
『
ア
デ
イ
ジ
ア
』
で
の
重
要
語
と
し
て‘

poet’

（「
詩
人
」）

が
三
十
三
回
出
て
く
る
の
は
当
然
と
し
て
、
そ
の
他
に
は
、‘ life’

（「
生い
の
ち命
」「
人
生
」「
生
活
」
と
拙
訳
）
が
四
十
七
回
、‘ m

ind’

（「
心
」［
知
性
面
の
］「
精
神
」
と
拙
訳
）
が
二
十
三
回
、‘ reality’

（「
現
実
性
」「
現
実
感
」「
現
実
態
」「
現
実
な
る
も
の
」［（
一
三
七
）、

（
二
六
七
）］
と
拙
訳
）
が
二
十
八
回
、‘ im
agination’

（「
想
像
力
」）

が
十
九
回
、‘ w

orld’

（「
世
界
」「
世
間
」「［
こ
の
］
世
」「
世
の

中
」）
が
三
十
三
回
、‘ nature’

（「
自
然
」「
性
質
」）
が
十
回
現
れ

て
い
る
。

『
ア
デ
イ
ジ
ア
』
で
は
、‘ poetry’

（「
詩
歌
」「〈
詩
〉」）
は
ど
の

よ
う
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
、
ざ
っ
と
概
観
し
て
み
よ
う
。

「
ポ
ウ
エ
ト
リ
ー
」
と
は
、
生
命
の
新
鮮
さ
と
い
う
感
じ
を
与
え

る
の
が
目
的
（
六
）、生
命
を
救
う
も
の
と
し
て
神
へ
の
信
仰
に
取
っ

て
代
る
も
の
（
一
八
）、
個
人
的
な
も
の
で
は
な
い
（
三
五
）、
救
済

の
一
手
段
（
四
〇
）、
憂
鬱
へ
の
慰
安
物
の
一
つ
（
四
一
）、
全
て
実

験
〈
詩
〉
だ
（
五
三
）、
不
合
理
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
六
三
）、

現
実
感
を
味
わ
い
た
い
と
い
う
気
持
を
増
大
さ
せ
る
（
六
五
）、
極

度
に
神
経
を
使
っ
て
読
む
べ
き
も
の
（
七
一
）、
祈
り
に
似
た
も
の

（
七
九
）、
言
葉
に
よ
っ
て
満
足
を
見
出
そ
う
と
す
る
努
力
（
九
九
）、

世
界
を
浄
化
し
、
あ
る
満
足
を
も
た
ら
す
も
の
（
一
二
三
）、
学
者

の
芸
術
（
一
二
四
）
―
如
何
に
も
学
識
の
高
か
っ
た
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン

ズ
ら
し
い
―
が
、
無
知
が
源
泉
の
一
つ
（
二
〇
七
）
と
も
あ
る
し
、

知
性
に
首
尾
よ
く
抵
抗
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
（
一
八
三
）、

と
も

―
、
人
間
と
世
界
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
る
（
一
八
八
）、

人
間
と
諸
事
実
と
の
関
係
を
探
し
出
す
（
二
七
八
）、
説
明
不
可
能

な
も
の
を
探
求
す
る
（
二
〇
五
）、
言
語
の
華
や
か
さ
・
喜
び
（
二
二

一
）、
精
神
の
治
療
剤
（
二
四
三
）、
新
奇
さ
で
は
な
い
新
し
さ
を
価

値
と
す
る
も
の
（
二
五
二
）、
経
験
を
刷
新
す
る
も
の
（
二
五
九
）、

絶
え
ず
新
し
い
関
係
を
要
求
す
る
も
の
（
二
六
五
）、
精
妙
な
面
上

に
架
空
の
存
在
を
創
造
す
る
も
の
（
二
八
九
）、
と
な
る
。

「
ポ
ウ
エ
ム
」
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

「
詩
作
品
」（T

he poem

）
は
、
詩
人
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
自
然

（
一
一
一
）
だ
が
、「
一
篇
の
詩
」（A poem

）
は
、
流
星
で
あ
り

（
二
二
）、
人
の
生
命
感
の
一
部
で
あ
る
べ
き
（
九
四
）、
そ
れ
を
読

む
こ
と
は
経
験
に
な
る
し
、
書
く
こ
と
は
尚
更
そ
う
だ
（
一
六
七
）、
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一
杯
の
コ
ー
ヒ
ー
だ
（
一
六
八
）、
生
活
し
て
い
る
、
生
き
て
い
る

と
い
う
感
じ
を
刺
戟
す
る
も
の
（
二
四
九
）、
意
味
を
も
つ
必
要
が

な
く
現
に
も
っ
て
い
な
い
も
の
が
多
い
（
二
五
一
）。
全
て
の
詩
は

詩
内
詩
（a poem

 w
ithin a poem

）
だ
（
二
一
八
）

―
こ
の
項

の
全
て
の
「
詩
」
は‘

poem
’

―
そ
し
て
、
肉
体
は
偉
大
な
詩

作
品
（
一
四
五
）
だ
と
言
う
。

一
篇
の
詩

ポ
ウ
エ
ムは
一
羽
の
雉
子
だ
（
一
三
四
）、
が
あ
る
が
、
詩
ポ
ウ
エ
ト
リ
ー
歌
は

藪
の
中
に
姿
を
消
す
雉
子
だ
（
二
〇
八
）
も
あ
る
。
期
せ
ず
し
て
？

「
詩
」
と
「
詩
歌
」
の
違
い
が
現
れ
て
い
る
。「
詩
歌
」
の
ほ
う
は
、

藪
の
中
に
姿
を
消
す
、
と
い
う
限
定
が
つ
い
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

『
死
後
出
版
著
作
集
』
の
編
者
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
フ
レ
ン
チ
・
モ
ー
ス

（Sam
uel French M

orse, 1916

―85 

）
が
、『
ア
デ
イ
ジ
ア
』
も
詩

作
品
同
様
、
全
体
を
同
時
に
見
れ
ば
幾
分
か
反
復
が
あ
る
（
Ｏ
Ｐ
・

X
X
X
V
）
と
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
で
は
あ
る
が
、
今
の
場
合
の

よ
う
に
、
単
な
る
反
復
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

尚
、
モ
ー
ス
は
直
ぐ
続
け
て
、「
反
復
が
あ
る
が
、
若
く
し
て
非

常
に
は
っ
き
り
見
解
の
定
ま
っ
た
詩
人
の
場
合
は
、
え
て
し
て
そ
う

な
り
が
ち
で
あ
る
」（
同
）
と
行
き
届
い
た
理
解
を
示
し
て
い
た
。

も
う
一
つ
、『
ア
デ
イ
ジ
ア
』
で
は
、「
詩ポ

ウ
エ
ト人
」
は
ど
う
い
う
存
在

だ
と
「
定
義
」
さ
れ
て
い
た
か
も
概
観
し
て
お
こ
う
。

「
詩
人
」
は
、
蚕
か
ら
絹
の
衣
服
を
作
り
出
す
（
七
）、
そ
の
長
所

が
人
を
う
ん
ざ
り
さ
せ
る
（
八
）、
何
気
な
い
も
の
に
興
味
を
ひ
か

れ
る
（
一
〇
）、
己
の
正
体
を
読
者
に
与
え
る
も
の
（
二
〇
）、
奇
蹟

と
感
じ
ら
れ
る
獣
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
（
四
二
）、
現
実
に
み
ら

れ
る
も
の
よ
り
遙
か
に
広
い
経
験
を
し
て
い
る
者
（
四
六
）、
画
家

と
共
通
の
問
題
に
直
面
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
（
四
七
）、
自
ら
の

詩
作
に
没
頭
す
る
者
（
五
二
）、
人
々
と
人
々
の
住
む
こ
の
世
と
の

仲
介
者
（
七
二
）、
生
れ
つ
き
の
本
質
が
大
き
い
（
八
九
）、〈
詩
〉

を
強
く
感
じ
る
人
（
九
〇
）、
透
視
力
の
あ
る
観
察
者
（
一
一
四
）、

仮
構
の
世
界
の
研
究
・
理
解
を
そ
の
役
割
と
す
る
（
一
二
六
）、
不

可
視
の
世
界
の
僧
侶
（
一
五
三
）、
そ
し
て
、
詩
人
の
正
常
で
あ
る

こ
と
を
希
っ
て
お
り
（
一
二
一
）、
詩
人
は
男
が
女
を
見
る
よ
う
に

世
界
を
見
る
（
一
〇
九
）
の
だ
、
と
な
る
。
そ
う
し
て
成
立
す
る
の

が
、〈
詩
〉
を
体
現
し
た
詩
作
品
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

第
一
項
か
ら
「
幸
福
」
が
話
柄
と
な
り
、
至
高
の
追
求
は
こ
の
世

で
の
幸
福
の
追
求
だ
（
三
）、
詩
歌
の
目
的
は
人
間
の
幸
福
に
役
立

つ
こ
と
（
一
四
六
）、
詩
歌
は
そ
れ
自
体
幸
福
の
探
求
だ
（
一
八
〇
）

と
、
こ
の
作
者
は
、
甚
だ
健
全
、
健
康
な
詩
人
で
あ
っ
た
。

『
ア
デ
イ
ジ
ア
』
は
、〈
格
言
〉
の
本
質
上
、
新
た
な
系
の
出
現
を

促
し
、
言
外
の
、
い
や
、
言
先ヽ
の
意
味
を
内
包
す
る
も
の
が
少
な
く
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な
い
。
こ
こ
で
は
若
干
見
る
だ
け
に
す
る
が
、
例
え
ば
第
一
一
九
項

か
ら
派
生
す
る
可
能
な
系
の
一
つ
は
、
さ
し
ず
め

「
文
学
は
全
て
［
ホ
メ
ー
ロ
ス
も
チ
ョ
ー
サ
ー
も
萬
葉
集
も
］
現
代
文

学
で
あ
る
」。

第
一
九
〇
項
の
言
先
の
意
味
は
「
だ
か
ら
先
例
の
な
い
経
験
を
求

め
て
詩
を
探
求
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
探
求
を
可
能
に
す
る

よ
う
な
も
の
が
、〈
詩
〉
で
あ
り
、
詩
だ
」
と
な
ろ
う
か
。

第
二
三
四
項
は
、「
だ
か
ら
こ
そ
、
現
状
の
ま
ま
を
安
易
に
肯
定
・

容
認
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
は
優
れ
た

ヽ
ヽ
ヽ
詩
（
芸
術
）
は
生
れ
な

い
」
と
な
る
筈
だ
。

『
ア
デ
イ
ジ
ア
』
の
項
目
が
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
の
詩
作
品
に
そ

の
ま
ま
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
第
一
〇
一
項“

T
he 

death of one god is the death of all.”

は
、
第
五
詩
集
に
収
録

さ
れ
て
い
る
三
行
詩
連
の
三
部
総
数
六
五
九
行
の
長
篇
作
品
「
至
高

の
虚
構
へ
の
覚
え
書
」“ N
otes tow

ard a Suprem
e Fiction”

の

第
一
部
の
Ⅰ
・
第
五
連
一
行
目
（
Ｃ
Ｐ
・
三
八
一
）
に
。
第
一
八
三

項“
P
o
etry m

u
st resist th

e in
tellig

en
ce alm

o
st 

successfully.”

は
、
同
じ
詩
集
の
中
の
「
物
を
運
ぶ
人
」“ M

an 
C
arrying T

hing”

（
Ｃ
Ｐ
・
三
五
〇
）
の
第
一
連
一
～
二
行
目
に

‘
Poetry’

が‘
T
he poem

’

に
変
え
ら
れ
て
出
て
お
り
、
第
二
六

三
項“

T
he theory of poetry is the theory of life.”

は
、
第

六
詩
集
所
収
の
、
三
行
詩
六
連
三
十
一
部
総
数
五
五
八
行
か
ら
成
る

長
篇
詩
「
ニ
ュ
ー
ヘ
イ
ヴ
ン
の
い
つ
も
の
夕
べ
」“ A

n O
rdinary 

E
vening in N

ew H
aven”

の
第
二
十
八
部
第
五
連
二
～
三
行
目

に
そ
の
ま
ま
見
ら
れ
る
。
こ
の
部
分
、
第
四
～
六
連
を
拙
訳
で
示
し

て
お
き
た
い
。

こ
の
果
て
し
な
く
入
念
に
仕
上
げ
て
あ
る
詩
は

詩
歌
の
理
論
を
誇
示
し
て
い
る
、

詩
歌
の
生
命
と
し
て
。
も
っ
と
厳
格
な
、

更
に
困
ら
せ
る
巨
匠
な
ら　

急
造
す
る
こ
と
だ
ろ
う

も
っ
と
明
晰
な
一
層
緊
急
な
、
詩
歌
の

理
論
と
は
生
命
の
理
論
で
あ
る
、
と
い
う
証
拠
を
、

現
状
の
よ
う
に
、
よア

うズ

に　

の
込
み
入
っ
た
逃
げ
口
上
の
下
に
、

見
ら
れ
て
い
て
見
ら
れ
て
い
な
い　

無
か
ら
創
ら
れ
た
事
物
の
姿
で
、

色
々
な　

天
国
、
地
獄
、
世
界
、
思
い
焦
が
れ
て
き
た
土
地
土
地
の

状
態
で
。

 

（
Ｃ
Ｐ
・
四
八
六
）
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尚
、
件
の
モ
ー
ス
は
、
第
五
詩
集
中
の
一
篇
「
場
所
な
き
描
写
」

“
D
escription w

ithout Place”

（
Ｃ
Ｐ
・
三
三
九
―
四
六
）
の
「
跳

躍
台
」‘ springboard’

に
な
っ
た
の
は
、『
ア
デ
イ
ジ
ア
』
の
第

一
六
六
項“

D
escription is an elem

ent, like air or w
ater.”

だ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
観
て
い
る
（
Ｏ
Ｐ
・
X
X
X
V
）。

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
の
作
品
の
中
に
は
、
し
ば
し
ば
〈
格
言
〉
め
い

た
、
定
義
風
の
詩
句
が
含
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
代
表
例
を
若

干
挙
げ
て
お
き
た
い
。‘ poetry’
は
、〈
詩
〉
と
邦
訳
し
て
お
く
。

ま
ず
、
第
一
詩
集
に
収
録
の
二
二
行
の
作
品
「
気
取
っ
た
キ
リ
ス

ト
教
徒
の
老
婦
人
」“ A H

igh- Toned O
ld C

hristian W
om

an”

の
冒
頭
五
行
を
見
て
み
よ
う
。

〈
詩
〉
と
は
至
高
の
虚
構
で
す
、
奥
さ
ん
。

道
徳
の
法
則
を
受
け
入
れ
て
そ
れ
か
ら
身ネ
イ
ヴ廊
を＊

創
り

そ
の
身
廊
か
ら
霊
に
取
り
憑
か
れ
た
天
国
を
お
建
て
な
さ
い
、
か
く

し
て

良
心
は
棕
櫚
の
葉
に
変
え
ら
れ
る
、

聖
歌
を
渇
望
し
て
や
ま
な
い　

風
音
を
立
て
る
シ
タ
ー
ン＊

＊

の
よ
う
に
。

 

（
Ｃ
Ｐ
・
五
九
）

＊nave　

教
会
堂
・
寺
院
の
正
面
入
口
・
拝
廊
（narthex

）
か
ら
円
陣

（chancel

）
ま
で
の
長
い
空
間
で
、
通
例
、
低
く
狭
い
側
廊
（aisle

）
が

両
側
に
あ
る
。

＊
＊cithern

＝cittern　
一
六
～
一
七
世
紀
に
流
行
し
た
、
ギ
タ
ー
に
似

た
古
い
弦
楽
器
。

第
二
詩
集
の
中
の
、
友
人
で
真
物
の
南
部
人
で
あ
っ
た
パ
ウ
エ
ル

判
事
へ
の
献
辞
付
き
（［for A

rthur Pow
ell

］）
で
五
十
部
全
一
六

八
行
の
長
篇
詩
「
と
あ
る
ニ
ガ
ー
墓
地
に
お
け
る
装
飾
品
の
よ
う

に
」“ Like D

ecorations in a N
igger C

em
etery”

の
Ⅹ
Ⅹ
Ⅹ
Ⅱ

〈
詩
〉
は
雰
囲
気
の
厄
介
な
物
で

生い
の
ち命
も
不
確
か
で
長
く
は
な
い
が

そ
れ
で
も
更
に
遙
か
に
活
発
な
曇
り
を
越
え
て
燦
然
と
し
て
い
る
。

 

（
Ｃ
Ｐ
・
一
五
五
）

第
三
詩
集
の
三
十
三
部
全
四
〇
二
行
か
ら
成
る
長
篇
標
題
詩
「
青

い
ギ
タ
ー
を
持
つ
男
」“ T

he M
an w

ith the B
lue G

uitar”

の
V

の
第
四
～
第
六
連

大
地
は
、
我
ら
に
は
、
平
ら
で
剝
き
だ
し
の
ま
ま
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影
も
全
く
な
い
。〈
詩
〉
は

音
楽
を
凌
駕
し
て
お
り　

取
っ
て
代
る
に
ち
が
い
な
い

空
っ
ぽ
の
天
国
と
そ
れ
へ
の
讃
歌
に
、

〈
詩
〉
の
中
の
我
ら
自
身
は　

そ
れ
に
取
っ
て
代
る
に
違
い
な
い

君
の
ギ
タ
ー
の
お
し
ゃ
べ
り
の
最
中
に
あ
っ
て
さ
え
。

 

（
Ｃ
Ｐ
・
一
六
七
）

同
じ
詩
の
Ⅹ
Ⅹ
Ⅱ
の
六
連
は
次
の
と
お
り
。

〈
詩
〉
は
詩
作
品
の
主
題
で
あ
り
、

こ
こ
か
ら
詩
作
品
は
現
れ
て

こ
こ
へ
と
戻
っ
て
ゆ
く
。
そ
の
両
者
の
間
に
、

現
れ
と
戻
り
と
の
間
に
、
生
ず
る
の
が

現
実
態
の
不
在
で
あ
り

在
る
が
ま
ま
の
事
物
で
あ
る
。
あ
る
い
は
そ
う
我
ら
は
言
う
。

し
か
し
こ
れ
ら
は
別
々
の
も
の
な
の
か
？　

そ
れ
は

詩
作
品
に
と
っ
て
の
不
在
な
の
だ
ろ
う
か
、
そ
こ
に
獲
得
す
る
の
は

そ
の
本
当
の
外
観
、
太
陽
の
緑
、

雲
の
赤
、
大
地
の
感
触
、
物
思
う
空
？

こ
れ
ら
か
ら
そ
れ
は
受
け
取
る
の
だ
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
与
え
る
、

万
物
の
交
わ
り
の
中
で
。

 

（
Ｃ
Ｐ
・
一
七
六
―
七
七
）

も
う
一
箇
処
、
先
刻
の
「
ニ
ュ
ー
ヘ
イ
ヴ
ン
の
い
つ
も
の
夕
べ
」

の
Ⅸ
の
第
一
連
三
行
目
末
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

我
ら
が
求
め
る
の
は

純
粋
に
現
実
態
そ
の
も
の
の
詩
で
、
修
辞
や

逸
脱
に
手
を
触
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
言
葉
に
直
截
で
あ
り
、

刺
し
貫
く
事
物
に
直
截
で
、
そ
の
事
物
は

そ
れ
ぞ
れ
自
身
の
ま
ま
で
あ
る
こ
の
上
な
く
定
ま
っ
た
も
の
で
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全
く
現
状
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
刺
し
貫
い
て
い
る
も
の
だ
、

…
… 

（
Ｃ
Ｐ
・
四
七
一
）

こ
こ
で
、
標
題
が
ず
ば
り
或
る
詩
の
定
義
の
形
に
な
っ
て
い
る
作

品
を
み
て
お
こ
う
。
第
六
詩
集
に
収
録
さ
れ
た
。

　

究
極
の
詩
は
抽
象
的
で
あ
る

　
　

The U
ltim

ate P
oem

 

Ⅰs A
bstract

今
日
が
身
悶
え
て
い
る
の
は
何
の
せ
い
で
っ
て
？　

そ
の
講
演
者
は

〈
我
ら
の
住
む
よ
う
な
こ
の
美
し
い
世
界
〉
に
つ
い
て
の
演
題
で
気

を
鎮
め
て

そ
の
惑
星
を
薔
薇
色
で
取
り
囲
み　

左
に
曲
げ
て
成
熟
さ
せ

赤
ら
め
、
健
全
に
す
る
。
そ
の
独
得
の
問
い
は

―
こ
こ
で
は

独
得
の
問
い
に
対
す
る
独
得
の
応
え
は

適
切
で
な
い
の
だ
が

―
そ
の
問
い
は
適
切
だ
。

も
し
そ
の
日
が
身
悶
え
る
に
し
て
も　

思
い
が
け
な
い
事
で
で
は

な
い
。

人
は
問
い
を
問
い
続
け
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
は
一
つ
な
の
だ

幾
つ
も
の
範
疇
の
中
の
。
そ
う
言
わ
れ
て
、
こ
の
静
穏
な
空
間
は

変
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
我
ら
が
思
っ
て
い
た
程
青
く
は
な
い
。
青
く

な
る
に
は

何
ら
問
題
は
な
い
に
違
い
な
い
。
そ
れ
は
知
性
で
あ
り

丸
く
幾
曲
が
り
も
し
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
身
を
躱
し
て
ゆ
く
の
だ
、

不
都
合
に
傾
斜
し　

遠
く
離
れ
て
身
悶
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、

我
ら
が
速
や
か
に
発
揮
す
る
知
性
で
は
な
い
、
存
在
す
る
の
は

ど
こ
に
で
も
で　

空
間
に
は
即
座
に
、
伝
達
の

雲
の
杭
と
し
て
。
そ
れ
は
十
分
で
あ
ろ
う

も
し
我
ら
が
と
も
か
く
唯
の
一
度
だ
け
真
中
で
収
っ
て
い
る
な
ら

〈
我
ら
の
住
む
よ
う
な
こ
の
美
し
い
世
界
〉 に
、 そ
し
て
今
の
よ
う
に

ど
う
し
よ
う
も
な
く
端
に
で
な
け
れ
ば
、
十
分
に

完
全
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
、
何
故
な
ら
真
中
な
の
で　

唯

意
味
の
点
だ
け
な
ら

し
か
も
あ
の
途
方
も
な
い
意
味
で
な
ら　

単
に
楽
し
め
ば
よ
い
。
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（
Ｃ
Ｐ
・
四
二
九
―
三
〇
）

三
行
詩
七
連
全
二
一
行
の
こ
の
詩
が
、
標
題
で
言
う
定
義
を
体
現

し
た
実
践
例
だ
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

「
独
得
の
問
い
に
対
す
る
独
得
の
応
え
は
」
ど
う
し
て
も
具
体
的

な
も
の
に
な
る
筈
で
、
確
か
に
こ
の
「
抽
象
的
で
あ
る
」
筈
の
「
こ

こ
で
は
」「
適
切
で
な
い
」
が
、「
今
日
」
と
い
う
日
が
身
悶
え
す
る

の
は
人
間
の
も
た
ら
す
環
境
破
壊
・
汚
染
で
か
、
人
間
同
士
の
争
い

で
な
の
か
、
な
ど
と
の
問
い
は
、
問
い
続
け
ざ
る
を
得
な
い
。
だ

が
、
そ
の
身
悶
え
も
、
啓
き
示
さ
れ
る
〈
具
体
的
な
〉「
思
い
が
け

な
い
事
」‘ revelations’

に
よ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
美
し
い

世
界
の
真
中
に
、
そ
れ
も
今
の
よ
う
に
端
に
で
は
な
し
に
収
ま
っ
て

い
れ
ば
十
分
だ
と
い
う
。

我
ら
の
住
む
よ
う
な
こ
の
美
し
い
世
界
（T

his B
eautiful 

W
orld of O

urs

）
に
つ
い
て
の
講
演
を
き
っ
か
け
に
展
開
さ
れ
る

思
索
詩
で
あ
る
。
講
演
の
内
容
の
描
写
と
か
、「
雲
の
杭
」
と
か
、

具
体
的
な
心
象
も
印
象
深
く
点
在
す
る
も
の
の
、「
あ
の
途
方
も
な

い
意
味
」
と
は
何
か
、
具
体
的
に
示
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
が
、
こ
の
詩

が
「
究
極
の
詩
」
な
る
所
以
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。『
ア
デ
イ
ジ
ア
』

の
第
二
八
一
項
は
「
精
神
の
勢
い
は　

全
て
抽
象
作
用
へ
向
か
う
」

で
あ
っ
た
。

「〈
詩
〉
は
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
に
と
っ
て
啓
示
で
あ
っ
た
し
、
彼
の

詩
作
品
は
そ
の
単
一
の
テ
ク
ス
ト
を
例
証
す
る
も
の
だ
っ
た
」
と
、

件
の
モ
ー
ス
は
述
べ
て
い
る
。「
彼
が
新
し
い
作
品
集
を
纏
め
る
際

に
自
作
に
課
し
た
標
準
の
厳
格
さ
は
、
常
に
、
個
々
の
作
品
集
が
露

に
示
す
力
の
累
積
し
た
印
象
に
明
ら
か
で
あ
る
」（
Ｏ
Ｐ
・
Ⅹ
Ⅹ
ⅵ
）

と
。
そ
し
て
、「〈
詩
〉
は
結
局
、
経
験
の
乱
雑
さ
を
集
中
さ
せ
圧
縮

し
て
一
つ
の
記
憶
に
値
す
る
意
義
深
い
全
体
に
す
る
も
の
だ
」（
Ｏ

Ｐ
・
Ⅹ
Ⅹ
Ⅹ
ⅳ
）
と
も
。
こ
の
優
れ
た
詩
人
・
批
評
家
は
実
に
適
切

に
も
、
暗
喩
に
つ
い
て
も
、「
適
切
な
個
処
で
の
適
切
な
暗
喩
は
、

如
何
な
る
分
析
に
も
抵
抗
す
る
全
体
性
、
完
全
さ
と
い
う
仮
り
の
幻

影
を
達
成
す
る
の
だ
」
と
言
明
し
た
（
Ｏ
Ｐ
・
同
）
が
、
先
刻
、
些

か
分
析
め
い
た
解
釈
を
披
露
し
た
「
あ
る
大
立
者
の
暗
喩
」
は
、

〈
暗
喩
〉
を
暗
喩
で
定
義
し
て
み
せ
た
詩
論
詩
の
一
篇
だ
っ
た
と
い

う
こ
と
だ
ろ
う
。

橋
を
渡
っ
て
ぞ
ろ
ぞ
ろ
と
村
へ
入
っ
て
ゆ
く
あ
の
二
十
人
の
男
た

ち
は
、〈
詩

ポ
ウ
エ
ト
リ
ー〉
が
詩
ポ
ウ
エ
ムと
な
っ
て
は
こ
の
世
の
読
者
に
放
つ
、
か
の
ラ

イ
オ
ン
と
な
っ
た
（「
詩
は
破
壊
力
な
り
」）
刺
客
の
よ
う
で
、
何
か

し
ら
無
気
味
で
あ
る
。
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ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
の
二
巻
本
の
大
作
伝
記
を
公
刊
し
た
ジ
ョ
ウ

ン
・
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
（Joan R

ichardson, 1946

―2010

）
は
、
そ

の
、「
現
実
態
か
ら
逃
れ
ず
に
そ
れ
を
一
層
感
じ
取
ろ
う
と
心
し
て

生
き
た
人
物
の
、
感
情
と
思
想
を
巡
る
」
伝
記
作
成
に
当
っ
て
「
自

分
に
可
能
だ
っ
た
こ
と
へ
の
序
詞
」
を
締
め
括
る
の
に
適
切
な
も
の

と
し
て
、
彼
の
晩
年
の
一
作
の
最
後
の
十
二
行
を
引
用
し
て
い
た

（
R
J
・
一
・
三
二
）。
本
稿
も
そ
の
作
品
を
、
最
後
に
全
部
見
て
お

く
こ
と
に
し
よ
う
。

　

可
能
な
こ
と
へ
の
序
詞

P
rologues to W

hat 
Ⅰs P

ossible

Ⅰ

心マ
イ
ン
ドの
安
ら
ぎ
が
あ
っ
た　

海
上
の
小ボ
ー
ト舟
に
孤
り
で
い
る
時
の
よ
う
な
、

小
舟
は
前
へ
と
運
ば
れ
て
い
た　

漕
ぎ
手
た
ち
の
明
る
い
背
に
似
た

波
に
よ
っ
て
、

彼
ら
は
各
々
櫂
を
堅
く
握
っ
て
い
た
、
ま
る
で
目
的
地
へ
向
か
っ
て

い
る
と
確
信
し
て
い
る
み
た
い
に
、

前
に
屈
み
込
ん
だ
り
身
を
真
直
ぐ
引
き
起
こ
し
た
り
し
て
い
た　

木

の
柄
を
支
え
に
、

水
に
濡
れ
て
き
ら
き
ら
光
っ
て
い
た　

一
体
と
な
っ
て
動
き
な
が
ら
。

そ
の
小
舟
は
石
で
建
造
さ
れ
て
い
た
が　

重
量
を
失
っ
て
い
て
も
は

や
重
く
な
く

中
に　

普
通
で
な
い
変
っ
た
源
の
輝
き
だ
け
を
残
し
て
い
た
、

そ
れ
で
彼
が　

そ
の
小
舟
で
立
ち
上
っ
て
躰
を
傾
け　

前
方
を
見
て

い
る
と

馴
染
み
の
所
か
ら
発
っ
て
そ
の
彼
方
へ
と
航
行
し
て
い
る
人
の
よ
う

に
は
と
て
も
み
え
な
か
っ
た
。

彼
は
乗
っ
て
い
る
船
の
遠
い
外
国
の
出
発
地
に
属
し
て
そ
の
一
部
に

な
っ
て
い
た
、

そ
の
舳
先
に
燃
や
す
火
の
反
射
鏡
の
一
部
に
、
何
だ
っ
た
に
し
ろ
そ

の
象
徴
に
、

ガ
ラ
ス
の
よ
う
な
船
縁
り
の
一
部
に
、
そ
こ
を
そ
れ
は
塩
の
染
み
た

水
を
被
り
な
が
ら
滑
っ
て
い
っ
た
、

彼
は
孤
り
で
旅
を
し
て
い
た
の
だ　

何
の
意
味
も
な
い
一
音
節
に
魅

惑
さ
れ
た
人
の
よ
う
に
、

彼
が
感
じ
取
っ
て
い
た
音
節
は　

そ
の
と
お
り
確
か
だ
と
決
っ
て
い

た
の
で

彼
が
目
指
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
意
味
を
含
ん
で
い
た
、

そ
の
意
味
は
、
彼
が
目
指
し
た
と
お
り
、
そ
の
小
舟
を
粉
々
に
打
ち
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砕
き　

漕
ぎ
手
た
ち
を
静
ま
り
返
ら
せ
そ
う
だ
っ
た

中
心
の
到
達
点
で
、
一
瞬
間
、
大
な
り
小
な
り

離
れ
て
い
た
の
で
、
ど
の
岸
辺
か
ら
も
、
ど
の
男
や
女
か
ら
も
、
そ

れ
で
何
も
必
要
で
は
な
か
っ
た
。

Ⅱ

そ
の
暗
喩
は
彼
の
恐
怖
を
駆
り
立
て
た
。
彼
が
譬
え
ら
れ
た
物
は

彼
に
は
成
程
と
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
は
知
っ
た

の
だ　

自
分
が
似
て
い
る
と
さ
れ
た
も
の
は

ご
く
僅
か
拡
張
さ
れ
た
だ
け
で
彼
方
へ
で
は
な
か
っ
た
の
だ
と
、
但

し
自
分
自
身
と

類
似
を
越
え
た
事
物
と
の
間
に　

認
め
ら
れ
て
も
よ
い
こ
れ
や
あ
れ

が
な
け
れ
ば
の
話
、

そ
の
、
仮
説
の
囲
い
地
の
中
の
、
こ
れ
と
あ
れ
と
だ
が

そ
れ
に
基
づ
い
て
人
々
が
思
索
し
た
の
は　

彼
ら
が
半
ば
眠
っ
て
い

た
夏
の
こ
と
だ
っ
た
。

例
え
ば
、
ま
だ
解
放
さ
れ
て
い
な
い
ど
の
よ
う
な
自セ

ル
フ己
を
、
彼
は
保

有
し
て
い
た
の
か
、

彼
の
中
で　

発
見
し
た
い
と
唸
り
声
を
あ
げ
て
い
る
よ
う
な
の
を
、

彼
が
注
意
を
払
う
も
の
が
拡
が
っ
て
ゆ
く
時
に
、

ま
る
で
彼
の
遺
伝
に
よ
る
智ラ

イ
ツ力
の
全
て
が
突
然
増
大
し
た
み
た
い
だ

新
し
い
観
ら
れ
た
こ
と
の
な
い
一
寸
混
乱
さ
せ
ら
れ
る
色
彩
の
添
加

に
よ
っ
て
だ
が

そ
の
小
さ
い
こ
と
こ
の
上
な
い
灯ラ

ン
プ火
は
、
勢
力
の
あ
る
一
弾
き
を
付

け
足
し
た
が
、
そ
れ
に
彼
は
与
え
た
の
だ

あ
り
き
た
り
の
も
の
の
通
常
の
状
態
を
凌
ぐ
名
前
と
特
権
と
を

―

現
実
に
な
っ
た
も
の
と　

そ
の
語
彙
と
に
付
け
加
わ
っ
た
一
弾
き
だ
、

何
か
最
初
の
物
が　
〈
北
方
の
〉
木
々
へ
と
や
っ
て
き
て

そ
れ
ら
に
〈
南
部
〉
の
全
て
の
語
彙
を
付
加
す
る
よ
う
な
具
合
に
、

春
、
夕
べ
の
空
に
最
初
に
現
れ
る
一
条
の
光
が

自
ら
加
わ
る
こ
と
で　

無
か
ら
瑞
々
し
い
宇
宙
を
創
造
す
る
よ
う
な

具
合
に
、

一
瞥
か
一
触
れ
か
で　

そ
の
思
い
が
け
な
い
大
き
な
規
模
を
啓
示
す

る
よ
う
な
具
合
に
。

 

（
Ｃ
Ｐ
・
五
一
五
―
一
七
）

［
Ⅰ
］
は
五
行
と
一
三
行
の
二
連
で
一
八
行
、［
Ⅱ
］
は
六
行
ず
つ

三
連
の
一
八
行
、
合
計
三
六
行
の
詩
。
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中
に
風
変
り
な
源
の
輝
き
だ
け
を
残
し
た
石
造
の
小
舟
で
、
孤
り

海
を
航
行
し
な
が
ら
、
他
か
ら
は
何
も
必
要
と
せ
ず
に
目
指
す
意
味

を
求
め
続
け
る
「
彼
」、
と
暗
喩
で
描
出
さ
れ
た
［
Ⅰ
］
自
分
の
姿

に
、「
彼
」
は
納
得
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
、
そ
の
「
彼
」
が
自

ら
に
つ
い
て
省
察
を
展
開
す
る
の
が
、
後
半
の
［
Ⅱ
］
で
、「
彼
」

は
、
こ
の
上
な
く
小
さ
な
ラ
ン
プ
が
付
け
足
し
た
勢
い
の
あ
る
一
弾

き
に
、
通
常
で
な
い
名
前
と
特
権
と
い
う
一
弾
き
を
更
に
付
加
す

る
。
こ
の
よ
う
な
「
彼
」
が
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
の
思
い
描
い
た
詩

人
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
姿
を
表
現
す
る
こ
と
が
「
可
能
な
こ
と

へ
の
序
詞
」
で
あ
っ
た
。

不
可
能
事
で
は
な
く
、
可
能
な
未
到
事
へ
の
到
達
実
現
、
そ
れ
を

目
指
し
た
の
が
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　

＊

『
ア
デ
イ
ジ
ア
』
の
第
三
二
項
の
フ
ラ
ン
ス
語
。“ Les idées sont 

destinées à être deform
ées à l’ usage. R

econnâitre ce fait est une 

preuve de désinteressem
ent.”
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