
萩
原
朔
太
郎
の
詩
法
と
詩
論

伊

藤

康

圓

1

詩

に
お
け

る
象
徴
主
義

の
運
動

の
真

の
意
味

は
、
在
来
、
韻
文
形
式

の
文
芸

作

品
と
し

て
し

か
意
識

さ
れ

て

い
な

か

っ
た

"
詩
"

の
固
有

の
領
域

の
純

化
を
、

実
作

の
上

で
意
図
的

に
追
求

し
た
点

に
あ

っ
た
。

し
た
が

っ
て
、

そ
れ
は

一
種

の
純
粋
詩

運
動

で
あ

っ
た
と

い
え
よ
う
。

し
た
が

っ
て
、
彼
ら
が
真

に
目

差
し

た

の
は
、
"
詩
作

品
"

の
鑑
賞

の
対

象

と

し
て

の
価
値
を

"
語

の

つ
な
が

り

の
構
成
"

の
形
態

自
体

に
置

く
こ
と
を
可

能

に
す

る
よ
う

に
、
詩
作

品
を
構

成
す

る
こ
と
で
あ

っ
た
。

言
葉

と
は
、
本
来
何

か
を
表

示
す

る

(語

る
)

た
め

の
手
段

で
あ

る
か
ら
、

一
般

の
言
語
作
品
や
文
章

で
は
、
(
実
用
的

な
文
章

や
評
論

は
む

ろ
ん

の
こ
と
、

小
説

の
よ
う
な
文
芸
作

品
で
も
)

そ

の
主
要

な
価
値

(
文
芸
作
品

の
場

合
は
、

鑑
賞

の
対
象
と
し

て
の
価
値
)
が

、
言
葉

に
よ

っ
て
表
示
さ
れ

る
内
容

(
表
示

内
容
)

に
置

か
れ

る

の
は
当

然

で
あ

る
が
、
在
来

は

"
詩
"
と
呼
ば

れ
る
作
品

で
も
、

こ

の
点

で
は
同
様

で
あ

っ
た
と

い
え

る
。

し
た
が

っ
て
、
象
徴

派

の
詩

人

た
ち
が

目
差
し

た

の
は
、
詩
作

品

に
お
い
て
、

こ
う
し

た

"
表
示
内

容
"
と

"
言

葉
"
と

の

一
般
的
関

係
を
逆

転
さ

せ
る

こ
と
で
あ

っ
た
。

そ

し
て
、

そ

の

た
め

に
彼
ら
が
実
際

に
詩
作

の
上

で
試

み
た
こ
と
は
、
そ
れ
が
言
語
作

品

で
あ

る
か
ぎ
り
不
可
避
的

に
伴

う
、
言
葉

の

"
表

示
機
能

"
や
、

そ
れ
に
よ

っ
て
表

示

さ
れ

る

"
こ
と
が

ら

(
表
示
内
容

)
"
を
、
あ

た
う

か
ぎ

り
曖
昧

に
ぼ

か
す

よ
う

に
、
作
品
を
構
成
す

る
と

い
う
詩
法

で
あ

っ
た
。

そ
れ

は
、
あ
え

て
図
式

的

に
言

え
ば
、
作

品
中

の
個

々
の

"
語

の

つ
な
が

り
"

の
記
号
性
や
表
示
機
能

を

で
き

る
だ
け
ぼ

か
す
こ
と

に
よ

っ
て
、
個

々
の

表

示
内
容
や
そ

の
意
味
的

関
係
を
ぼ

か
し
、

そ

の
隠
微

に
ぼ

か
さ
れ
た
表
示
内

容

の
断
続
が
、
逆

に
、

そ

の

"
語

の

つ
な
が

り

の
構
成
"

に
半
透

明
な
生
き
物

の
よ
う
な
感
性
的
形
態

を
与

え

る
た
め
の
素
材

と
し

て
機
能

し
う
る
よ
う

に
、

詩
作

品
を
構
成
す

る
と

い
う
方
法

で
あ

っ
た
と

い
え

る
。

つ
ま

り
、
象

徴
派

の
詩

人

た
ち
は
、

こ
う

し

た
詩

法

に
よ

っ
て
、
"
語

の

つ

な
が

り

の
構
成
"
自
体
が

i

音
楽
と

同
様

に
1

自
己

の
内
面

の
象

徴
と
な

り
う
る
よ
う
な
、

一
種

の
純

粋
詩
を
書

く
こ
と

に
腐
心
し

た
の
で
あ
り
、
言
葉

で
語

る

こ
と
も
告
白
す

る
こ
と
も

で
き

な

い
自

己

の
内
的
生
命
が

、

こ
う
し

た

手
法

で
構
成
さ
れ

た
作

品

の

"
鑑
賞

の
対
象

と
し

て
の
価
値

や
魅

力
"
と
し

て
、

読
者

の
心

に
浸
透
す

る
こ
と
を
願

っ
た
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、

こ
う

し
た
手

法

に
よ

っ
て
構

成
さ
れ
た
詩
作
品

は
、
言
葉

を
単

に

何

か
を
語

る

(
表
示

す
る
)

た
め

の
手
段

と

し
て
用

い
る
、

(読

老

の
側

か
ら

い
え
ぽ

、
そ

こ
に
語

ら
れ

て
い
る
表
示
内
容

を
理
解

す

る
た
め

の
記
号
と

し
て

の
み
受
け
取

ろ
う

と
す
る
)

一
般

の
習
慣

か
ら
す
れ
ぽ
、
何

か

の
心
象
や
観
念

を
手

の
込

ん
だ

レ
ト
リ

ヅ
ク
で
暗
示
的

に
語

っ
た

(表
示

し
た
)
も

の
に
見
え

る

の
は
当
然

で
あ

り
、
ま
た
、
読
者
が
そ

れ
を
、

パ
ズ

ル
を
解

く
よ
う

に
し
て

読

み
取

ろ
う
と
す

る

こ
と

に
な

る
の
も
、
無

理
は
な

い
。

"あ

る
観
念

や
心
象

を
暗

示
的

に
表
現

し
た
も

の
"
と
す

る
、
象
徴
詩

に
関
す

る

一
般

の
通
念
が
成

立
し
た

の
も
、

そ

の
た

め
で
あ

る
。

ヴ

ァ
レ
リ
ー
が
象
徴
主
義

の
運
動
を

「音

楽

か
ら

そ

の
富

を
奮

回

し

よ
う

と

し
た

一
群

の
詩

人

の
運

動
」

(小

林

秀
雄

「
表
現

に

つ
い
て
」
)

と
定
義

し
、
"
純
粋
詩

"
を
提
唱

し

た

の
も
、

こ
う

し
た

誤

っ
た
通
念

を
見
す
ご

せ
な

か

っ
た
か
ら

で
あ

ろ
う
。

日
本

の
近
代

詩

に
お
け

る
象
徴

主
義

の
導

入
も
、

こ
う
し

た
通
念

を
型

通
り

踏
襲

す

る
こ
と

に

よ

っ
て
行

わ

れ
た
。
蒲

原
有

明

の
詩
、
特

に
次

に
あ
げ

る

「
日

の
お
ち
ぼ
」

(
『春

鳥
集
』
)

な
ど

は
、
そ

の
典
型

を

示
す

も

の
と

い
、兄
よ

う
。

お
ち

ぼ

た
れ

日

の
落
穂

月

の
し
た
た
り
、
/
残

り
た
る
、
誰

か
味

ひ
、
/

こ
ぼ

れ
た

る
、
誰

か
ひ
ろ
ひ
し
、

か
く

て
世

は
過
ぎ

て
も
ゆ
く

か
。
/

あ
な
あ

は
れ
、

き
ざ
は
し

は

ふ

日

の
階
段
を
、
/

月

の
宮

i

に
ほ
ひ

の
奥

を
、
/

か
く

て
将

た
踏

め
り

と

い
ふ

か
、
/

た
は
や
す
く
誰

か
答

へ
む
。

右

に
あ
げ

た
の
は
、

そ

の
第

一
連
目

で
あ

る
が

、
冒
頭

の

「
日

の
落
穂
」
と

か

「
月

の
し

た
た
り
」

と

い
う
語
句
が
何

を
指
し

て
い
る
か
は
、
こ

の
部
分
を

.

読

ん
だ
だ
け

で
は
不
明
で
あ
り
、
そ

れ
は
第

二
連
目

の

つ
か

過
ぎ
去

り
て
、

わ
れ
人
知
ら

ぬ
/
束

の
間
や
、

そ

の
ひ
ま
び
ま

は
、
/
光

き

を
ば
闇

に
刻

み
て
/

音
も
な
く
滅

え
て
は
ゆ
け
ど
、
/

や
し
な
ひ

の
こ
れ

う
ま
し
ね

さ

だ
め

や

そ

の
露
、
/
美

稲

の
た

ね

に

こ

そ
あ

れ
、
/

そ

を
棄

て

て
運
命

の

さ
と
し

し

か
ぎ

啓
示
、
/

星
領

ら
す
鑰
を
得
む

と
か
。

と

い
う
箇

所

で
、

は
じ

め
て

「束

の
間
」

(
つ
ま
り
瞬

間
)

の
比
喩

で
あ

る

こ

と
が

種
明

か

し
さ
れ

て

い
る
。

つ
ま
り
、

こ

の
詩

は

(
あ
と

ま
だ

二
連

続

く

が
)
、
"
瞬
間
"

を

"永

劫
"

の
現
実

に
お
け

る
現
れ

と
見

立

て
て
、

一
瞬

の
生

命

の
輝
き

こ
そ
人
生

で
最
も
大
切

な
も

の
だ
と

い
う
、

一
種

の
刹
那
主
義
的

な

想
念
を
、
手

の
込
ん
だ
比
喩

や

レ
ト
リ

ッ
ク
を
通

じ
て
表

示
す

る
こ
と

を
意

図

し

た
も

の
で
あ

っ
た
。

し
た
が

っ
て
、

こ
の
作

品

の
主

眼
や
価
値

は
、
"
語

の

つ
な
が

り

の
構

成
"
自
体

で
は
な
く
、

こ
の
よ
う

な
想

念
を
表
示
す

る
、
比
喩

や

レ
ト
リ

ッ
ク
を
多
用

し
た
、

そ

の
表
示

の
仕
方

(語

り

口
)

の
方

に
置

か
れ

て
い
る
と

い

っ
て
い
い
。

つ
ま
り
、
本
物

の
サ

ン
ボ

リ

ス
ト
た
ち
が
、
言
葉

に
よ

っ
て
音
楽

の
よ
う
な

感
性
的
形

態
を
作

ろ
う

と
し
た
た

め
に
生
じ

た

"
言
葉

の
表
示
機
能
"

の
朦
朧

性

を
、
有

明

は

一
般

の
通
念

通
り
、
複
雑
な

比
喩

や

レ
ト
リ

ヅ
ク
と
し
て
理
解

し
た
に
す
ぎ
な

い
の
で
、
彼

は
自
己

の
着
想

し
た
観
念

的
な
想
念

を
、
こ
う
し

た
手

の
込

ん
だ

レ
ト
リ

ッ
ク
で
、
暗
示
的

に
語

る
こ
と
だ
け

に
工
夫
を
凝
ら

し

た

の
で
あ

る
。

こ

の
よ
う
な
詩
法

に
く
ら

べ
れ
ば
、
北
原
白

秋

の

『邪
宗
門
』

の
諸
作

は
、

は
る
か

に
本
来

の
意
味

で

の
象
徴
詩

に
近

い
詩
法
を
示

し
て

い
る
。

こ
こ
で
は

そ

の
詩
法

の
分
析

の
対
象
と
し

て
、
同
詩
集

か
ら

「
邪
宗
門
秘
曲

」
を
取

り
あ

げ

て
み
よ
う
。

ま

つ
せ

き
り

し

た
ん

か

び

わ
れ

は
思

ふ
、
末
世

の
邪
宗
、
切
支

丹

で
う
す

の
魔
法

。
/

黒
船

の
加
比

た
ん

に

ほ
ひ
と

丹

を
、
紅
毛

の
不
可
思
議

国

を
、
/
色
赤

き
び

い
ど

う
を
、
匂

鋭

き
あ

な
ん
ば
ん

さ
ん
と
め
じ
ま

あ

ら

き

ち
ん

た

ん
じ

や
べ

い
い
る
、
/
南
蛮

の
棧

留
縞
を
、

は
た
、

阿
刺
吉
、
珍
酖

の
酒
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を

。

ま

み

だ

ら

に

ず

し
ゆ
う
も
ん

目
見
青

き
ド

ミ

ニ
カ
び
と

は
陀

羅
尼
誦

し
夢

に
も
語
、
/
禁
制

の
宗

門

し
ん

そ

く

る
す

け
　

し

つ
ぶ

神
を
、
あ

る
は
ま
た
、
血

に
染

む
聖
磔
、
/
芥

子
粒

を
林
檎

の
ご
と
く
見

け

れ
ん

う
つ
は

は

ら

い

そ

き

す
と

い
ふ
欺

罔

の
器
、
/
波
羅
葦
僧

の
空
を
も
覗
く
伸

び
縮
む
奇
な

る
眼

鏡
を
。

い
へ

な

め

い
し

屋

は
ま

た
右

も

て
造
り
、
大
理

石

の
白

き
血
潮

は
/
ぎ

や
ま
ん

の
壺

に
盛

ひ

と
も

は

え

れ
き

び

ろ
う

ら
れ

て
夜

と
な
れ
ば
火
点

る
と

い
ふ
。

/

か
の
美

し
き
越

歴

の
夢

は
天
鵝

ど

め
ず

と
り
け
も
の
う

つ

絨

の
薫

に
ま
じ
り
、
/

珍
ら
な

る
月

の
世
界

の
鳥
獣

映
像

す
と
聞
け
り
。

け

は
ひ

し
ろ

く
さ

あ

る
は
聞
く
、
化

粧

の
科

は
毒
草

の
花

よ
り
し
ぼ
り
、
/
腐

れ
た

る
石

の

あ
ぶ
ら

ゐ
が

ま

り

や

ざ
う

ら

て
ん

ぼ

る

と

が

る

油

に
画
く

て
ふ
麻

利
耶

の
像

よ
、
/

は
た
、
羅
甸
、
波
爾
杜

瓦
爾
ら

の
横

か
ん
ら
く

ね

つ
づ

り

青

な

る
仮

名

は

/

美

し
き

、

さ

い

へ
悲

し
き

歓

楽

の
音

に
か

も

満

つ
る

。

ば

て
れ
ん
そ
ん
じ
や

も
も
と
せ

せ
つ
な

い
ざ
さ
ら
ぽ

わ
れ
ら

に
賜

へ
、
幻
惑

の
伴

天
連
尊
者
、
/

百
年

を
刹
那

に

は
り
き
せ

縮

め
、
血

の
磔
背

に
し
死
す
と
も
/
惜

し
か
ら
じ
、
願

ふ
は
極
秘

、

か
の

く

く
れ
な
ゐ

ぜ
ん

す

ま
う

た
ま

く
ゆ

奇

し
き
紅

の
夢
、
/
善

主
麿
、
今

日
を
祈

に
身

も
霊
も
薫

り
こ
が

る

る
。

け

し

つ
ぶ

け

こ

の
作
品

の
二
連

目

の
後

半

の

「
芥
子
粒

を
林
檎

の
ご
と
く
見

す
と

い
ふ
欺

れ
ん

う
つ
ぼ

は

ら

い

そ

罔

の
器
」

が
顕
微
鏡

の
、

「波

羅
葦
僧

の
空

を
も

覗
く
伸
び
縮
む
奇

な
る
眼
鏡
」

が
望
遠
鏡

の
比
喩

で
あ

る
こ
と
は
明
き
ら

か
で
あ

ろ
う
。
ま

た
、

同
じ
連

の

一

だ

ら

に

行

目
に
出

て
く

る

「
陀
羅
尼
」

と

い
う
語

は
、
外

国
語

の
祈
疇

の
比
喩

で
あ
ろ

な

め

い
し

う

し
、

三
連
目

の

「
大

理
石

の
白

き
血
潮
」

は
石
臘

か
石
油

の
比
喩

で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
四
連
目

の

「
腐

れ
た
る
石

の
油
」

は

エ
ッ
チ
ン
グ

か
油
絵

具
を
指

し

て
い
る

の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
れ
ら

の
語
句

を
含

む
各
行

の

"
語

の
つ
な

が

り
"

は
、
そ
れ
ら

の
語
句
が
何

の
比
喩

で
あ

ろ
う
と
、
そ

の
鑑
賞

に
は
差

し

つ
か
え

な

い
だ
け

の
感
性
的

な
魅

力
を
そ
な
え

て
い
る

の
で
あ

る
。
同
様

に
、

同
じ
連

の

「横

つ
づ
り
青
な

る
仮

名
」

は
、

ロ
ー

マ
字

の
比
喩

で
は
あ

る
が

、

そ

の
中

の

「青

な
る
」
と

い
う
語

は
比
喩
と
し

て
の
機
能

を
は

み
だ
す

こ
と
に

よ

っ
て
、

そ
れ
を
含
む
後
半

の
二
行

の
詩
句

に
、
読

む
者

を
陶
酔
さ

せ
る
に
充

分
な
魅
力

を
与

え

て
い
る
と

い
え
よ
う
。

つ
ま

り
、

こ
れ
ら

の
比
喩
を
伴

う

一
連

の

"
詩
語

の
構
成

"
は
、
有
明

の
詩

の
場
合

の
よ
う
な
、
語
り

口
や

レ
ト
リ

ッ
ク
と

し
て
の
機
能

を

こ
え

て
、

こ

の

作

品

に

"
鑑
賞

の
対
象

"
と

し
て

の
価
値

や
魅
力
を
与
え

る
た
め

の
主
要
な
役

割
を
担

っ
て
い
る

の
で
あ

る
。

か

び

た
ん

こ
う

し
た
詩
法

は
、
初
連

の

「
黒
船

の
加
比
丹
」
、
「
匂
鋭

き
あ
ん
じ
や

べ
い

あ

ら

き

ち
ん

た

い
る
」
、
「
阿
刺
吉
、
珍

酷

の
酒
」

な
ど

で
は
、

一
層
単
的

に
示
さ
れ

て
い
る
。

こ
れ
ら

の
オ
ラ

ン
ダ
語

や
ポ

ル
ト
ガ

ル
語

に
由
来
す

る

エ
キ
ゾ

チ

ッ
ク
で
刺
激

的

な
語
音
と
文
字

は
、

す

べ
て
そ
れ
自
体

の
感
覚

的
な
効
果

の
た
め

に
用

い
ら

れ
て

い
る
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
ら
が
表

示
す
る

"
船
長
"

や

"
カ
ー
ネ

ー
シ

ョ

ソ
"
や

"
果
実
酒

や
赤

ワ
イ

ン
"
な
ど

と

い
う

"
表
象
"

は
、

そ

の
た

め
の
素

材

に
す
ぎ
な

い
の
で
あ

る
。

こ

の
作
品

で

"
表
示
内
容

"
と

し
て
唯

一
の
有

意
味
な
部
分

は
、
終

連

に
示

さ
れ
て

い
る
刹
那
主
義
的
想

念

で
あ

ろ
う
。

こ

の
点

で
は
こ
の
箇
所

は
、
有
明

の

「
日

の
お
ち
ぽ

」
と
似

て
い
る
が

、
両
者

の
違

い
は
、
「
日

の
お

ち
ぽ

」

で

は
こ
う
し
た
想
念

の
叙
述

(
表
示
)

の
仕
方

に
重

点
が
置

か
れ
て

い
た

の
に
対

し

て
、

こ

の
白
秋

の
詩

で
は
、

こ

の
部

分
が

逆

に
作

品
全
体

の

"
詩
語

の
構

成
"

の
魅

力
を
支
え

る
役
割

を
果
し

て
い
る
点

に
あ
る
と

い
え

よ
う
。

こ

の
詩

を
含

め
て

『邪
宗

門
』

の
諸
作

に
、
も

し
弱
点
が
あ

る
と
す

れ
ば

、

そ

れ
は
、
そ
れ
ら
が
本
筋

に
お

い
て
は
象
徴
詩

の
詩

法

に
基
づ
き

な
が

ら
、
多

彩

な
雅
語

を

リ
ズ

ミ
カ

ル
に
駆
使
し
た
そ

の

"
詩
語

の
構
成
"
が
、
表
層
的

な

言
語
感
覚

の
き
ら

め
き

に
終
始

し
、
作
者

の
内
面

と

の
つ
な
が
り

や

"
鑑
賞

の
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対
象
"

と
し
て

の
存
在
感

を
希
薄

に
し

て
い
る
点

で
あ
ろ
う
。

本
来

の
意
味

で

の
象
徴
詩

の
詩
法

を
白
秋

か
ら
受

け

つ
ぎ

な
が
ら
、
"
詩

語

の
構
成

"

に
、
白
秋
詩

に
欠

け
て

い
た
、
内
面

の
表

現
と
し

て
の
肉
感
性

や
存

在
感

を
与
え
る
方
向

を
、
徹
底

的

に
追
求

し
た

の
が

萩
原
朔
太
郎

で
あ

る
。
ま

た
、

こ
う

し

た
詩

法

を
彼
が

見
事

に
実

現

し
え

た

の
は

『月

に
吠

え

る
』
や

『青
猫

』
所
収

の
詩
篇

に
お

い
て
で
あ

っ
た
。

こ
れ
ら

の
詩
作
品

の
内

的
構
造
面

で

の
彼

の
真

の
独
創

は
、
詩

に
お
け

る
象

徴

主
義

の
理
念

と
詩

法
を
徹
底
さ

せ
る
と
と
も

に
、

い
わ
ゆ

る
象

徴
詩

の
枠
を

こ
え

て
、
実
生
活

の
深
層

に
潜
む
な

ま
な
ま
し

い
情
念

や
生

理
感
覚

を
、

日
常

口
語

に
よ
る

"
語

の
つ
な
が
り
"

の
進

展
す

る
時
間

の
秩
序

の
中

に
浸
透
さ

せ

え

た
点

に
あ

っ
た

の
で
あ

る
。

『月

に
吠

え

る
』

の
中

か
ら

「
地
面

の
底

の
病

気

の
顔
」

を
取

り
あ
げ

て
み
よ
う
。

地
面

の
底

に
顔

が
あ
ら

は
れ
、
/

さ

み
し
い
病
人

の
顔

が
あ
ら

は
れ
。

地
面

の
底

の
く
ら
や

み
に
、
/

う
ら
う
ら
草

の
茎
が

萌
・兄
そ

め
、
/
鼠

の

巣
が
萌

え
そ

め
、
/
巣

に
こ
ん
が
ら

か

つ
て
ゐ
る
、
/

か
ず

し
れ

ぬ
髪

の

毛

が

ふ
る

へ
出

し
、
/
冬

至

の
こ
ろ

の
、
/

さ
び

し

い
病

気

の
地

面

か

ら
、
/

ほ
そ

い
青
竹

の
根
が

生
え
そ

め
、
/
生

え
そ

め
、
/

そ
れ
が

じ

つ

に
あ
は
れ
ふ

か
く

み
え
、
/

け
ぶ
れ

る
ご
と
く

に
視
え
、
/

じ

つ
に
、
じ

つ
に
、
あ

は
れ

ふ
か
げ

に
視
え
。

地
面

の
底

の
く

ら
や
み

に
、
/
さ

み
し

い
病

人

の
顔
が
あ

ら
は
れ
。

ど

の
よ
う
な
ジ

ャ
ン
ル
の
作
品

で
も
、

そ
れ
を
作

る
に
は
何

か
し
ら

の
動
機

や
思

い

つ
き
が
必
要

で
あ
る
が
、
言
語
作

品

の
場
合

は
1

言
語
遊

戯
的
な
も

の
や
自
動
書
記
的

な
も

の
を
別
と
す

れ
ぽ

、
詩

の
場
合

で
も

1

作
者

の
思

い

つ
い
た
あ

る
特
定

の

(
つ
ま
り
、
概
念

的

に
限
定
し
う

る
)
想
念

や
観
念
や
情

景
を
、
何

か

の
形

で
言
葉

に
表

示

す

る
こ
と

か
ら

は
じ

め
ざ

る
を
え

な

い
。

(だ

か
ら

こ
そ
、
象

徴
派

の
詩

人

た
ち
は
、
す

で

に
述

べ
た
よ
う

な
純

粋
詩

を

作

る
た
め

に
、
そ
う

し
た
概
念
的

内
容
を
ぼ

か
す

こ
と
を
必
要
と

し
た

の
で
あ

る
)
。

し
か

し
朔

太
郎

の
場
合
、
詩
作

の
動
機

は
、
主
と

し

て
、
彼
自

身

に
も

概
念
的

に
は
意
識

し
え

な

い
、
ほ
と

ん
ど
生
理
感
覚

に
似

た
も

の
で
あ

っ
た
ら

し

い
。
彼
自
身

、
友

人

へ
の
手
紙

な
ど

で
、
「
詩

を
書

い
て

い
る
と
き
、
自

分

で
も
何

を
書

い
て

い
る

の
か
知

ら
な

い
で
書

い
て

い
る
。
」
と

い
う

よ
う

な
告

白

を
し

て
い
る
か
ら

で
あ

る
。

こ

の
作
品

の
場
合

も
、

そ

こ
に
表
示

さ
れ
て

い
る
の
は
、
詩

を
書

こ
う
と

し

て

一
連

の
語
句

を
構

成
し
た
ら
、
そ

の
結
果

止
む
を
得
ず
表
示

さ
れ

て
し
ま

っ

た
、
と

い

っ
た
ふ
う
な
、
作
者
自
身

に
も

不
可
解
な
、
支
離
滅
裂

な
表
象

の
推

移

に
す
ぎ

な
い
。

し
た
が

っ
て
、

こ
れ
ら
を
作
者
が
描

い
た

(表

示
し

た
)
幻

想
だ
と
考
え

る
こ
と
は

で
き
な

い
。

た
と
え
と
り
と

め
の
な

い
幻
想

で
も
、

そ

れ
を
言
葉

で
描

く

(
表
示
す

る
)

た
め

に
は
、
そ
れ
が
ど

の
よ
う
な
も

の
で
あ

る
か
を

(
そ

の
と
り
と

め
の
な
さ
も
含

め

て
)
概
念
的

に
説
明

(
表
示
)

し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
か
ら

で
あ

る
。

し
た
が

っ
て
、

こ

の
作

品

に
表
示
さ

れ
て

い

る
上
記

の
よ
う
な

"
表
象

の
推

移
"
は
、
精
神
分
析

の
対
象

に
は
な

っ
て
も

、

鑑
賞

の
対
象

と
は
な
り
え

な

い
も

の
な

の
で
あ

る
。

そ
し

て
、

こ
の
詩

に
か
ぎ

ら
ず
、
彼

の
詩

の
特
異

な
魅
力

は
、

こ
う

し
た
不
分

明
な
表
象
を
表
示

し

つ
つ

進

展
す

る
、

極

め
て
有
機

的

に
構
成

さ
れ

た
、
無
気

味

な
生
き

物

の
よ
う

な

"
語

の
つ
な
が

り

の
形
態

"
自
体

に
あ

る
の
だ
。

そ

の
点

で
こ
の
詩

で
最

も
特

徴
的

な

の
は
、
そ

れ
ぞ

れ

の
文

の
末
尾
が

一
度

も
終

止
形
を

と
ら
ず
、

す

べ
て

「あ

ら
は
れ
」
、
「
萌

え
そ
め
」
、
「
ふ
る

へ
出

し
」
、
「
生
、兄
そ

め
」

「
み
え
」
と

い

う
よ
う

に
連
用
形

(中

止
形
)
を
と
り
、

し
か
も
そ
れ
ら
が
、
作
中

で
絶
、兄
ず

執

拗

に
、
あ

た
か
も
、

読
む
者

の
心

に
か
ら
み

つ
く

よ
う

に
反
復

さ
れ

て
い
る

こ
と

で
あ

る
。

し
か
も
、

こ
の
よ
う

な
反
復

は
作
品

の
中

で
し
だ

い
に
切
迫

し
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た
形

に
な
り
、

つ
い
に
、
「
そ
れ
が

じ

つ
に
あ

は
れ

ふ
か
く

み
え
、
/
け

ぶ
れ

る
ご
と
く

に
視
え
、
/

じ

つ
に
、

じ

つ
に
、
あ

は
れ

ふ
か
げ

に
視
え
。
」

の
よ

う
な
ク

ラ
イ

マ
ッ
ク

ス
を
形
成
し
た
後
、
突
然
休

止
し
、
そ

の
後

で
、
冒
頭

の

「
地
面

の
底

に
顔
が
あ

ら

は
れ
…
…
」
と

い
う
主
題
が

「
地
面

の
底

の
く

ら
や

み
に
、
/

さ

み
し
い
病
人

の
顔

が
あ
ら

は
れ
」

と
変

形
さ
れ

て
出

て
く
る
こ
と

で
、

こ

の
作
品

は
終
結
す

る
。

見
事
な
構
成

と

い
う
ほ

か
は
な

い
。

つ
ま
り

こ

れ
は

"音

楽
的
な
詩
"

と
い
う
よ
り

"
言
葉

で
作

っ
た
音
楽
"
と
呼

ぶ

に
ふ
さ

わ
し
い
作

品
な

の
で
あ

る
。

次

に

『青

猫
』

の
中

か
ら

「艶

め
か
し

い
墓
場
」

を
取
り
あ
げ

て
、

そ

の
要

点
だ

け
を
指

摘
し

て
お
こ
う
。

風

は
柳

を
吹

い
て
ゐ
ま
す
/

ど
こ

に
こ
ん
な
薄
暗

い
墓
地

の
景
色
が

あ
る

の
だ
ら
う
。
/
な

め
く
ぢ

は
垣
根
を
這

ひ
あ
が

り
/

み

は
ら

し
の
方

か
ら

な
ま

ロ

あ

な

た

生
あ

つ
た

か
い
潮

み
つ
が

に
ほ

つ
て
く

る
。
/

ど
う
し

て
貴
女

は
こ
こ

に

来

た

の
/

や
さ

し
い

青
ざ

め
た

草

の
や
う
に
ふ
し
ぎ
な
影

よ
/
貴

女

は
貝
で
も
な

い

雉

で
も

な

い

猫

で
も

な

い
/

さ
う
し

て
さ
び

し
げ

な

る
亡
霊

よ

(
中
略
)
あ
あ

こ

の
春
夜

の
や
う

に
な
ま

ぬ
る
く
/

べ
に

い

ろ

の
あ

で
や
か
な
着
物
を
き

て
さ
ま

よ
ふ
ひ
と
よ
/

妹

の
や
う

に
や
さ
し

い
ひ
と
よ
/

そ
れ

は
墓
場

の
月
で
も
な

い

燐

で
も
な

い

影

で
も

な

い

眞
理

で
も
な

い
/
さ
う

し
て
た
だ
な

ん
と

い
ふ
悲

し
さ
だ
ら
う
。
/

か
う

い
の
ち

か
ら
だ

し
て
私

の
生
命

や
体

は
く

さ

つ
て
ゆ
き
/

「
虚
無
」

の
お
ぼ

ろ
げ

な
景
色

の
か
げ

で
/

艶

め
か
し
く
も

ね
ぽ
ね
ぽ
と

し
な
だ
れ

て
居

る
の
で
す
よ
。

こ
こ
で
ま
ず
指

摘
し

て
お
き

た

い
の
は
、
文
末

の
語

の
形
態

が
、
実

に
綿
密

に
選
択
さ

れ
て

い
る

こ
と

で
あ

る
。

と

い
う

の
は
、
普
通

だ

っ
た
ら
最
初

の
文

末
を

「
ゐ

ま
す
」

と
書

く
な
ら
、

二
行

目
と
四
行
目

の
文

末
は

「
で
せ
う
」

・

「
き
ま

す
」

と
す

る

の
が
正

し

い
し
、

そ
れ
ら

を
こ

の
詩

の
と

お
り

に

「
だ

ら

う
」

・

「
く

る
」

と
す

る

の
な
ら
、

一
行

目
は

「
ゐ
る
」
と
書

く
べ
き
だ
ろ
う
。

し
か
し
、

こ
の
箇
所

を
こ

の
よ
う

に
書
き
直

し
た
と
し

た
ら
、

そ
れ
だ
け

で
、

こ

の
作

品

の
詩
と

し
て

の
価
値

や
魅
力
が
著

し
く
そ
こ
な
わ
れ

る
こ
と
は
、
実

際

に
そ

の
よ
う

に
読

み
か
え

て
み
れ
ば
、
誰

に
で
も
明
ら

か
だ

ろ
う
。

こ

の
こ

と
は
、
こ

の
詩
が
ど

れ
ほ
ど

"
詩
語

の
構
成

の
形
態

"
自
体

に
重
点

を
お

い
て

い
る
か
を
示
す
も

の
と

い
え
よ
う
。

も

う

一
つ
指

摘

し
て
お
き

た

い
の
は
、

「
で
も
な

い
、

で
も

な

い
」

と

い
う

否
定
語

の
執
拗
な
反
復
が
、

こ
こ

で
は
何

と
も

い
え
な

い
倦
怠
感
を
漂

わ
せ

て

い
る
こ
と
と
、
「
ど
う

し
て
」

・

「
さ
う

し
て
」

・

「
か
う
し

て
」
な

ど

の
接
続

詞

の
リ

フ
レ
イ

ン
を
中
心

と
し
て
言
葉
が

「
ね
ぽ

ね
ぽ
」

し

た
肉
感
性

を
示
し

て
い
る
こ
と

で
あ

る
。

こ
う
し
た

"
詩
語

の
構
成
"

の

"
形
態
"

と
し
て

の
魅

い

の
ち

か
ら

だ

力

や
効

果
は
、

こ
の
作
品

の

コ
ー
ダ

の
部
分

の

「
か
う
し

て
私

の
生
命

や
肉
体

は
く

さ

つ
て
ゆ
き
/

『虚
無
』

の
お
ぼ
ろ
げ
な
景
色

の
か
げ

で
/
艶

め
か
し
く

も

ね
ば
ね
ば

と
し
な

だ
れ

て
居

る

の
で
す
よ
。
」
と

い
う

一
連

の

"
語

の

つ

な
が

り
"

で
頂
点

に
達

し
て

い
る
と

い
え

よ
う
。

2

こ
う
し

た
彼

の
詩
法

は
、
コ

方

で
詩
を
書

き
な
が

ら
、

一
方

で
詩

の
本
質

に

つ
い
て
懐

疑
し
続
け

る
」

こ
と

に
よ

っ
て
得

た
、
彼

独
自

の
詩
論

に
よ

っ
て

裏
づ
け

ら
れ
て

い
た

の
で
あ

る
が

、
そ

の
結
論

は
次

の
文

章

に
要
約

さ
れ
て

い

る
。「

詩

は
音
楽

と
同
じ

く
、
実

に
情
象

す

る
芸

術

で
あ

る
。
詩

に
は

『
描

写
』

と

い
ふ
こ
と
は
全
く
な

い
。

た
と

ひ
外
界

の
風
物

を
書

く
時

で
も
、

や
は
り

主
観

の
気

分

に
訴

へ
、
感
情

の
意
味
と

し
て

『情
象
』

す

る
の
だ
。
即

ち
表
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現

に

つ
い
て
之
を
言

へ
ば

、
詩
と

は
主
観

に
お
け
る
意
味
を
、
言
葉

の
節
や
、

ア
ク
セ
ン
ト
や
、
語
感

や
、
語
情
や

の
中

に
融
か
し

て
、
具
体
的

に
表
象

し

よ
う
と
す

る
芸
術

で
あ

る
。
」

(
『詩

の
原
理
』
)

こ

の

一
文

は
、
言
語
作

品
と
し

て
の

"
詩

固
有

の
構
造
"

を
、

ほ
ぼ

正
確

に

言

い
当

て
た
も

の
で
あ

り
、
今

日
か
ら
見

て
も
、

一
般

の
詩
論

の
水
準
を
は

る

か

に
越
え

た
も

の
と

い
え
よ
う
。

む

ろ
ん
、

こ

の
す
ぐ

れ

た
詩
論

も
、
そ

の
論
旨

の
要

に
用

い
ら

れ

て

い
る

「
情
象

」
と

い
う
造
語

や
、
「
主
観

に
お
け

る
意

味
を
、
言
語

の
節

や
、

ア
ク
セ

ン
ト
や
、
語
感

や
、
語
情

や

の
中

に
融

か
」

す
、
と

い
う

こ
と
ば

な
ど
が
、
ど

の
よ
う
な
言
語
機
能

を
指

し

て
い
る
か
が
瞹

昧
な
点
を
指
摘

す
る

こ
と
も

で
き

よ
う
。

し
か
し
、
彼
が

こ

こ
で
言

お
う
と
し

て
い
る
こ
と
は
、

要
す

る
に

「
詩

と

は
.
作
者

の
内
的

世
界
を
、
言
葉

を
音

楽

の
よ
う

に
用

い
て
表

現
す

る
芸
術

だ
」
と

い
う

こ
と

な

の
で
あ

る
。

こ
の
こ
と

は
、
彼
が

後
年
、

「詩

に
於

け

る

音
楽
と

は
、
言
葉

の
所
属
す

る
あ
ら

ゆ
る
要
素

(
語
調
、
気
分

、
連
想
、
色
彩
、

想
念
等
)

の
統
括

さ
れ
た

シ
ム
ホ

ニ
イ

に
外
な
ら
な

い
。
/
詩

に
於
け

る

「
音

楽
性
」

と

は
、
詩

の
言
葉

が

も

つ
聴

覚
美

と
、
詩

の
表
象

す

る
言
葉

の
意
味

(
イ

メ
ー
ジ
、
想
念
)

と
が
、
不
離

に
有
機
的

に
化

合
し

た
も

の
を
言

ふ

の
で

あ

る
。
」

(
「詩

と
音
楽

の
関
係
」

『詩

人

の
使
命
』
所
収
)

と
述

べ
て
い
る
こ
と

か
ら
も
あ
き

ら
か

で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、

こ
こ
で
彼
が
述

べ

て
い
る
こ
と
は
、

そ
れ
自
体

と
し
て
は
正
論
と

い
う
べ
き

で
あ

ろ
う
。

と
す

れ
ぽ
、

問
題

は
、

こ
う

し
た

"
音
楽
性
"
を
詩

で
実
現
す

る
に
は
、
言

語
作

品
と
し
て

の
ど

の
よ
う

な
構
造
が

必
要

か
、

と

い
う
こ
と

で
あ

る
。
す

で

に
述

べ
た
よ
う

に
、

か

つ
て
の
象
徴

派

の
詩
人

た
ち
が

言
葉

の
表
示
機
能

を
で

き

る
だ
け
ぼ

か
そ
う
と

し
た

の
も
、
そ
う

し
た

"
詩

固
有

の
搆
造
"

の
純
化

を

意
図

し
た
か
ら

で
あ

る
。
彼

の
詩
論

に
は
こ
の
点

に
関

す

る
考
察
が
欠
落

し
て

い
た
。

し

か
し
、

そ
れ
は
単
な

る
彼

の
詩
論

の
不
備

に
よ
る
も

の
で
は
な
く
、

よ
り
根

源
的
な
、
芸
術

に
関
す

る
彼

の
理
念

の
偏
向
性

に
根
ざ
す
も

の
で
あ

っ

た
。こ

う
し

た
彼

の
芸
術

理
念

の
特
徴

は
、

同
じ

『
詩

の
原
理
』

の
次

の

一
節

に

明
瞭

に
示
さ
れ

て
い
る
。

「実

に
音
楽

と
美
術

と

は
、

一
切

の
芸
術

の
母
音

で
あ

つ
て
、
あ
ら
ゆ

る
表

現

の
範
疇
す

る
両
極

で
あ
る
。
即

ち
主
観
主
義

に
属
す

る

一
切

の
芸

術
文
学

は
、
音
楽

の
表
現

に
於

て
典
型
さ
れ
、
客
観

主
義

に
属
す

る
す

べ
て

の
も

の

は
、
美
術

の
表
現

に
於

て
典
型

さ
れ

る
。

(
中
略
)

そ
こ

で
之

を
文
学

に

つ

い
て
考

へ
れ
ぽ
、
詩

は
音
楽
と
同

じ
や
う

に
情
熱
的

で
、
熱
風
的

な
主
観
を

高
調
す

る
に
反

し
、
小
説

は
概

し
て
客
観
的

で
、
美
術

と
同

じ
や
う

に
知
的

で
あ
り
、
人
生

の
実

想
を
冷
静

に
描
写

し

て
ゐ

る
。
即

ち
詩

は

『
文
学
と

し

て
の
音
楽
』

で
あ

り
、
小
説

は

『文
学

と
し

て
の
美
術
』

で
あ

る
。
」

こ
こ
に
す

で
に
、

い
か

に
も
彼
ら

し

い
独
断
的
な
芸
術
観
が

示
さ
れ

て
い
る

が
、
彼

は
さ
ら

に
次

の
よ
う

に
極
論
す

る
。

「
標
題
音

楽

と
は
…
…
楽
曲

の
標

題
す

る

『
夢
』
や

『恋
』

や
を
、

そ
れ

の

情
緒
気
分

に
於

て
表
情

し
よ
う

と
す
る
音
楽

で
あ

り
、

そ

の
態

度
は
純
粋

に

主
観
的

で
あ

る
。

然

る
に
形
式
音
楽

の
態

度
は
、
楽
典

の
構

成
や
組
織
を
重

ん
じ
、
主

と
し

て
対
位
法

に
よ
る

フ
ー
ゲ
や

カ
ノ

ン
の
楽
式

か
ら
、
造
形
美

術

の
如
き
荘
重

の
美
を
構
想

し
よ
う
と
す

る
の
で
あ

つ
て
、
極

め
て
理
知
的

な

る
静
観

の
態
度

で
あ

る
。
即

ち
形
式

音
楽

は

『音
楽

と
し

て
の
美
術
』

と

い
ふ
べ
く
、
之

に
対
す

る
内
容
主
義

の
標
題
音
楽

は
、

正

に

『
音
楽

の
中

で

の
音
楽
』

と

い
ふ

べ
き
だ
ら

う
。
」

し
か
し
、

こ
れ
は
ず

い
ぶ
ん
乱
暴

な
立
論
と

い
う

べ
き
で
あ
ろ
う
。
音
楽
が

い
か
な
る
事
物

も
表
示

し
な

い

"
音

の
高
低
運
動

の
構

成
"

の
み

に
よ

っ
て
、
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"
鑑
賞

の
対
象
"

(芸
術
)

と
し

て
自
立

し
う
る
も

の
で
あ

る
こ
と
を
考
え
れ
ぽ
、

話

は
逆

で
、
「
フ
ー
ゲ
や

カ
ノ

ン
」

な
ど

の
絶

対
音
楽

こ
そ

「
音
楽

の
中

の
音

楽
」

と

い
う

べ
き
な

の
で
あ
る
。
音
楽

は
何

一
つ
表

示
し
な

い
た
め
に
、
聴
衆

は
そ

の
楽
音

の
流
れ

か
ら
、
か
え

っ
て
自
由

に
、
様

々
な
心
情

や
情
景

を
連
想

す
る
こ
と
が

で
き

る
も

の
で
あ
る
が
、
標
題
音
楽

と
は
、
聴
衆

に
、

そ

の
音
楽

の
鑑
賞

を
通
じ

て
、

そ

の
標

題

に
即

し
た
情
景

や
心
理

の
流
れ

や
ド

ラ

マ
な
ど

を
連
想

さ

せ
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
そ

の
音
楽

に
対

す
る
聴
衆

の
感
興

を
高

め
る

こ
と
を
意

図
し
た
音
楽

で
あ

り
、

(
朔
太
郎

の
見
解

と
は
逆

に
)

い
わ
ゆ

る
絶

対
音
楽

よ
り
も
、
文
学
的

・
絵

画
的
発
想

の
濃

い
音

楽
だ
か
ら

で
あ

る
。

こ
う
し
た
対
象

の
実
態

に
そ
ぐ
わ

ぬ
立
論

は
、
彼
が

芸
術
を
論
じ

な
が

ら
、

そ
れ
ぞ

れ

の
芸
術
ジ

ャ
ン
ル
の
も

つ
固
有

の
構
造

を
無
視

し

て
、

そ
れ
ら

の
ジ

ャ
ン
ル
や
、
ジ

ャ
ン
ル
内

の
様
式

の
違

い
を
、

"主

観
主
義

と
客
観

主
義

の
対

立
"

と

い
う
図
式

で
、
む

り
や
り

に
割
り
切

ろ
う

と
し
た
こ
と

か
ら
き

て

い
る
。

こ
う

し
た
強
引
な
論
法

は
、
彼
が

こ
こ
で
標
題
音
楽

を

「
内
容
主
義
」

と
し
、

絶
対
音
楽

を

「
形
式
音
楽
」

と
呼

ぶ

こ
と

に
よ

っ
て
、
彼

の
説
く

"
主
観
主
義

と
客
観
主
義

"

の
対
立
を
、

そ

の
ま
ま

"
内
容
主
義

と
形

式
主
義
"

の
対

立
に

す
り

か
え
て
し
ま

っ
て
い
る
こ
と
に
も
示
さ
れ

て
い
る
。

つ
ま
り
彼

の
論
法

に

よ
れ
ば
、
芸

術

に
お
け

る
、
情
緒
的

・
感
情
的

・
内
容
的

・
情
熱
的
な
も

の
は
、

す

べ
て

"
主
観

主
義
"

に
属

し
、

そ

の
典
型

は

"
音
楽
"

で
、
理
知
的

・
形
式

的

・
静
観
的

・
描
写
的
な
も

の
は
、
す
べ

て
客
観
主
義

に
属

し
、
そ

の
典
型

は

"
美
術
"

だ
、
と

い
う
、
奇

妙
な
分

類
表
が

で
き
あ
が

る
。
以

下
、

こ
う
し

た

彼

の
分
類
法

を
、
そ
れ
ぞ
れ

の

"
芸
術

ジ

ャ
ン
ル
固
有

の
構

造
"
と
対
比

し
て

(
本
稿

で
は
枚
数

の
都
合

で
絵
画

を
中

心

に
)
検
討

し
て
み
よ
う
。

美
術

は
、
絵

画
も
彫
刻
も
、

ア
ブ

ス
ト

ラ
ク
ト
の
も

の
を
除
け
ば
、
何

か

の

事
物

や
事
象

の
視
覚
的
形
象

を
描

い
た
り
象

っ
た
り
し
た
も

の
で
あ

る
が

、
そ

の
、
他

の
芸
術
ジ

ャ
ン
ル
と

の
決
定
的
な
違

い
は
、

そ
れ
が
目

に
見

え
る
す

べ

て

の
物

理
的
物
体
と

同
じ
く
、
空
間
的

・
客
観
的

に
存
在
す

る
、

一
定

の
形
と

大

き
さ
を
も

っ
た

"
物
体

"
だ
と

い
う
点

に
あ

る
。

本

や
楽
譜
も
物
体

で
あ

る
が
、
そ

こ
に
記

さ
れ
て

い
る
文
字

や
音
符

か
ら
読

み
取

る
べ
き
、
詩
や
小
説

な
ど

の
言
語
作
品

や
楽
曲

は
、
物
体

で
も

な
け
れ
ぽ

空

間
的
存

在

で
も
な

い
。
音

楽
は
空
気

の
疎
密
波

と

い
う
物
理
的
現
象

に
よ

っ

て
、
音

と
し

て
実
現
さ
れ

る
が

、
そ
う
し

た
次

々
に
変

化
す

る
疎
密
波
も

、
演

奏
が
終

れ
ぽ

あ
と

か
た
も

な
く
消

滅
す

る
空
気

の
振
動

に
す
ぎ
な

い
。

そ
と

か

ら

一
貫

し
た
音
楽
を
聴
き
取

る

に
は
、
聴
覚
と
記
憶
力

に
基
づ
く
、
人
間

の
頭

脳

の
働

き
が

必
要

で
あ

る
。

言
語

作
品

の
場
合
も
同
様

で
、
そ
れ

は
読

ん
で

い

る
と
き

の
人
間

の
頭

の
中

で
し
か
存
在
し
な

い
。

し
た
が

っ
て
、
あ

る
程
度

以

上

の
長

さ

の
も

の
は
、
そ

の
全
体

的
な
表
示
内
容

の
要

約
さ
れ

た
表
象

や
話

の

筋

の
ほ
か
は
、
文
章

の
断
片
が
記
憶

さ
れ

る
に
と
ど

ま
る
。

詩
が
言
語
作

品
と

し
て
、

一
般

に
極

度

に
短
篇

な

の
も
、
そ
れ
が
、

"表

示

内
容
"

よ
り
も

"
語

の

つ
な
が

り
"

に
、
鑑
賞

の
対
象

と
し

て
の
重
点
を
置

く
も

の
だ

か
ら

で
あ

る
。

こ
れ

に
対

し

て
、
絵
画

や
彫
刻

は
物

体
と
し

て
客
観
的

に
存
在
す

る
。

む
ろ

ん
す

べ
て

の
物
体

と
同
じ

よ
う
に
、
見
な
け
れ
ぽ

そ
の
存
在

は
認
知

で
き

な

い

し
、

そ
れ
を
芸

術
と
し

て
鑑
賞
す

る

に
は
精
神

の
働
き
が

必
要
だ
が
、

そ
れ
ら

は
そ
う

し
た
人
間

の
意
識
や
知
覚

と
は
か

か
わ
り
な
く
、
客

親
的

に
存
在
す

る
。

そ

し
て
こ

の
こ
と
は
、
朔
太
郎

の
言
う
よ
う
な
芸
術
上

の
客

観
主
義
と

は
何

の

関
係
も

な

い
の
で
あ

る
。

絵
画

や
彫
刻

の
中

に
は
、
作
者

の
主

観
的
な
幻
想
を
表
現

し
た
も

の
や
、
音

楽

の
よ
う

に
対
象

を
描

か
な

い

ア
ブ

ス
ト

ラ
ク
ト
の
作

品
や
、
対
象
を
極
端

に
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デ

フ
ォ
ル
メ
し
た
作
品
も
あ
り
、

ま
た
、
色
彩

の
構
成

に
音
楽
的
な
も

の
を
感

じ
さ

せ
る
絵

や
、
写
実
的
な
構
成

の
中

に
詩
情
を

た
だ
よ
わ
せ

た
絵

や
、

画
面

が
炎

の
よ
う

に
燃
え

て
見
え

る
絵

な
ど
も
あ

る
。

こ
れ

ら

の
絵

画
や
彫
刻
を
音
楽
的

と
か
文
学
的

と
評

す
る

の
は
自
由
だ
が
、

も
し

こ
の
種

の
作

品
を
朔
太
郎

に
倣

っ
て

「
美
術
と

し
て

の
音
楽
」
と
す

れ
ぽ

、

「
美
術

の
中

で

の
美

術
」

の
中

に

は
ー

む

ろ

ん
秀
作

も

あ

る

で
あ

ろ
う
が

ー

あ

り
き

た
り

の
風
景
画
や
彫
像

の
よ
う
な
芸
術
的

に
は

つ
ま
ら

ぬ
も

の
が

全
部

は
い
る
こ
と

に
な

る
で
あ

ろ
う
。

事
実
、
写
実

画

の
場
合

は
、
芸
術

品
と

し

て
で
は
な
く
、
写
真
と
同
様
、
特
定

の
人
物

の
容
姿

や
風
景

の
記
録

(
ま
た

は
、

そ
れ
を
知

る
た

め
の
手
段
)

と
し

て
受
容

さ
れ

る
こ
と
も
多
く
、

ま
た
、

最
初

か
ら
そ

の
目
的

で
作
製

さ
れ
る
絵

や
彫
像
も
少

な
く
な

い
の
で
あ

る
。

芸
術

と
は
、
作

者
が
内
的
動
機

に
基
づ

い
て
、

そ
れ
ぞ
れ

の
芸
術

ジ

ャ
ン
ル

に
即
応

し
た
固
有

の
形
態
を
、
鑑
賞

の
対
象
と

し
て
構

成
し
た
も

の
で
あ

る
。

し
た
が

っ
て
、
芸

術

の
鑑
賞

と

は
、

(音

楽
も
美

術
も

文
学
も
)

そ

の
作

品

辱に
作
者

の
ど

の
よ
う
な
思
想

や
想

念
が

表
現
さ

れ
て

い
る
か
を
理
解
す

る
こ
と

で
も
、
作

品
を
通
じ

て
作
者

の
創
作

の
意
図
や
動
機

を
詮

索
す

る
こ
と
で
も
な

く
、

ま
た
、

そ

の
作
品

の
構
成

の
仕
組
や
技
法
を
、
単

に
分
析
的

に
さ
ぐ

る
こ

と

で
も
、
作

品
を
通
じ

て
作
者

の
創
作

過
程
を
追
体
験

す
る

こ
と

で
も

な

い
。

そ
れ

は
、
作

者
が

作
り
あ
げ

た
上

記

の
よ
う
な

"
形
態

の
構
成
"
自
体

の
魅

力

を
味

わ
お
う

と
す

る
こ
と

で
あ

り
、
そ
う

し
た

"
形
態

の
構

成
"
を
、
"
味

わ

う

た
め

の
対
象

"
と

し
て
受
け
取

る

こ
と

で
あ

る
。

し
た
が

っ
て
、
芸
術
作

品

の
価
値

と

は
、

こ
の
よ
う
な
意
味

で

の

"
鑑
賞

の

対
象

と
し
て

の
価

値
"

で
あ

る
か
ら
、
そ
れ

は

"
主
観

的
な
価
値
"

で
あ

り
、

芸
術
作

品

の
創

作
も
、
作
者
自
身

の
も

つ
、

こ
う
し
た
主
観

の
働
き

と
し
て

の

"
鑑
賞
力
"

と
、
そ
れ
ぞ

れ

の
ジ

ャ
ン

ル
に
固
有

の
技
術

や
知

識

に
支

え
ら

れ

て
実
現

さ
れ
る

の
で
あ

る
。

そ
し
て
、

こ
う
し
た
芸
術
的
価
値

を
作
品

で
実
現
す

る
た
め

に
は
、

1

朔

太
郎

の
見
解

と
は
逆

に

美
術

よ
り
も
音
楽

の
方
が

(特

に
、
彼
が
引
合

に

出

し
て
い
る
ク

ラ
シ

ッ
ク
音
楽

の
場
合
は
)
形
式

の
面

で
も
、
音

の
構
成

の
面

で
も
、

フ
ー
ゲ
や

カ
ノ
ン
に
か
ぎ

ら
ず

、
作
品

に
緊
密

な
構

成
を
与
え

る
た
め

に
は
、

は
る
か

に
知
的
な
精
神

の
働

き
を
必
要
と
す

る

の
で
あ

る
。

そ
う

で
な

け
れ
ば
、
音
楽

は
有
機
的
な
構
成

を
失

い
、

た
だ

の
、
取

り
と

め
の
な

い
音

の

戯
れ

に
終

っ
て
し
ま
う

か
ら

で
あ

る
。

免

絵
画

で
も
彫

刻

で
も
、

そ

の
鑑
賞

の
対
象

と
な

り
う
る
も

の
は
、
"
画
面

の

構
成
"

や

"
彫
刻
と
し

て
の
形
体

の
構

成
"

で
あ

る
が

、
そ
れ
ら
を

"
言
語
作

品

に
お
け
る
語

の

つ
な
が

り

の
構

成
"

に
置
き

か
え
、

ま
た
、
そ
れ
ら

に
描

か

れ

た
り
象

ら
れ
た
り

し
た

"
事
物

の
形
象
"
を
、
同

じ
く

"
言
語
作
品

に
お
け

る
表
示
内
容

"

に
置
き

か
え

て
考

え
れ
ぽ
、

こ
れ
ら

の
美
術
作
品

の
構
造

は
、

図
式
的

に
は

"
詩
作
品
"

の
構
造

と
同
じ

で
は
な

い
か
。

し
た
が

っ
て
、
"美

術
"

は
1

朔
太
郎

の
主
張

と

は
逆

に
ー

"
表
示

内

容

の
構
成
"

を
鑑
賞

の
対
象

と
す
る

"
小
説
"

な
ど

よ
り
も
、

は
る
か
に

"詩

作
品
"

に
近

い
も

の
と

い
う

こ
と
が

で
き

る
。
詩
作

品

の
場
合
、

そ
の
鑑
賞

の

対
象

と
し

て
の

"
語

の

つ
な
が

り

の
構
成
"
が
何

か

の
情
景
を
描

い
て
も

、
そ

れ

は
絵

画
や
彫
刻

の
場
合

と
同
様

、
そ

の
作
品

の
素

材

に
す
ぎ
な

い
の
に
対
し

て
、
"
小

説
"

で
は
そ

の
鑑
賞

の
対
象

は
、
言
葉

に
よ

っ
て
表
示

さ
れ
た
人

生

の
ド
ラ

マ
の
方

に
置

か
れ

る
た
め

に
、
そ

こ
に
描

か
れ
た
情
景
も
、

そ
う
し
た

ド

ラ

マ

(表

示
内
容

の
構
成
)

め

一
部
を
形
づ

く
る
も

の
と
な

る
か
ら
で
あ

る
。
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