
文

芸

の

解

放

原

子

朗

ツ
ル
ゲ

ニ
エ
フ
の
散
文
詩
に

「
す
ず
め
」
と
い
う
の
が
あ

っ
て
、
そ

れ
の
神
西
清
訳
が
、
中
学
校
の
あ
る
国
語
教
科
書
に
載

っ
て
い
る
。

猟
か
ら
帰

っ
て
、

「
わ
た
し
」
は
並
木
道
を
歩
い
て
い
た
。
前
を
駈

け
て
い
た
猟
犬
が
、
ま
だ
飛
べ
な
い
小
雀
が
巣
か
ら
振
り
お
と
さ
れ
て

動
け
ず

に
い
る
の
を
見
て
、
忍
び
足
に
な
る
。
ゆ

っ
く
り
歩
み
寄

っ
た

犬
の
鼻
先

に
、
突
然

つ
ぶ
て
の
よ
う
に
親
す
ず
め
が
飛
び
お
り
て
来
て

総
身
の
羽
を
ふ
り
み
だ
し
、
哀
れ
な
声
を
ふ
り
し
ぼ

っ
て
、
犬
に
突
進

す
る
。
や
が
て
親
す
ず
め
は
斃
れ
る
。
あ
ま
り
の
こ
と
に
犬
も
じ
り
じ

り
と
身

を
引
く
。犬
も
親
雀

の
力
に
打
た
れ
た
と
見
え
る
。「
わ
た
し
」
は

犬
を
急

い
で
呼
び
よ
せ
、
粛
然
と
し
た
思

い
で
そ
こ
を
立
去
る
。
i

あ

ら

ま

し

以

上

の
緊

張

し

た

場

景

が
、

ツ

ル
ゲ

ニ

エ
フ

一
流

の
美

し

い

描

写

力

で
、

生

き

生

き

と
感

動

的

に
え

が

か

れ

て
、

そ

の
あ

と

に
、

つ

ぎ

の

よ
う

な

エ
ピ

ロ
オ
グ

の
部

分

が

あ

っ
て
、
詩

は

お
わ

る
。

そ

う

、

ど
う

ぞ

笑

わ
な

い

で

い
た

だ

き

た

い
。

わ

た

し

は

、

こ

の

け

な
げ

な
小

鳥

の
前

に
、

そ

の
愛

の
発

露

の
前

に
、

粛

然

と
し

て
え

り

を
正

し

た

の

で
あ

る
。

わ
た
し
は
心
に
こ
う
思

っ
た
ー

愛
は
死

よ
り
も
、
死
の
恐
怖
よ

り

も

強

い
。

そ

れ

に

よ

っ
て

の

み
、

愛

に

よ

っ
て

の

み
、

生

活

は
さ

さ

え
ら

れ

、

押

し
進

め
ら

れ

る

の

だ
。

こ
の
作
品
を
教
材
と
し
て
ど
う
取
扱
う
か
と
い
う
こ
と
が
、
わ
が
文

芸
科
で
ー

と
い

っ
て
も
主
に
教
員
資
格
を
取

る
連
中
に
よ

っ
て
だ
が

1

学
習
さ
れ
た
。
前
も

っ
て
さ
ま
ざ
ま
の
計
画
リ
ポ
オ
ト
が
提
出
さ

れ
、

模

擬

授

業

ま

で

お

こ

な

わ

れ

た
。

こ

の
結

果

、

多

く

の
意

見

が

出

さ

れ

て

、

そ

れ

は

ま

た
単

に
教

材

の
勉

強

と

い

う

こ

と

を
超

え

て
、

文

芸

作

品

一
般

に
接

す

る

と
き

の
出
発

点

と

も
思

わ

れ

る
も

の

で
あ

っ
た

か

ら

、

わ

た

し

は

ゼ

ミ

の
時

に

、

あ

ら

た

め

て

、

そ

れ

を
討

論

の

テ

エ

マ
に

え
ら

ん

だ

。

わ

た

し

は

こ

の

こ
と

を

中

心

に

、

こ
の
小

さ

な

リ

ポ

オ

ト
を

つ
づ

っ
て
み

た

い
と

思

う

。

こ

の

ッ

ル

ゲ

ニ

エ

フ
の
作

品

で
は

、
最

後

の
部

分

が

先
ず

問

題

に

な

っ
た

。

特

に

「
わ

た

し

は

心

に

こ
う

思

っ
た

ー

」

以

下

は

、

よ

く

あ

る
こ
と
だ
が
、
写
実
的
な
表
現
を
作
者
の
観
念

が
こ
こ
で
し
め
く
く

っ
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て

い

る
大

事

な

、

最

も

大

事

な

部

分

で
あ

る

よ
う

に
見

え

る

。

は

た

し

て
学

生

諸

君

も

そ

う

認

め

て
、

こ

こ
を

評

価

の
ポ

イ

ソ
ト

と

し

て

い
る

老

も

多

か

っ
た

よ
う

だ

。

い
や

、

学

生

だ

け

で
は

な

い
、

お

そ

ら

く

現

場

の
授

業

で
も

、

こ

こ
を

生
徒

に
理

解

さ

せ

る

た

め

に
、

様

々
の

工

夫

が

な

さ
れ

る

の

で

は
あ

る
ま

い

か
。
教

師

の

た

め

の
教

授

資

料

書

に
も

、

そ

の
配

慮

は

は

っ
き

り

出

て

い
る

。

ツ

ル
ゲ

ニ

エ

フ
は
自

然

を

愛

し

た

人

道

主

義

者

で
あ

り
、

作

者

の
信

条

が

こ

こ

で
強

調

さ

れ

た

の
だ

と

。

だ
が

、

果

し

て

そ
う

で
あ

ろ
う

か
。

こ

の
最

後

の
部

分

は
、

こ

の
作

品

に

と

っ
て
、

な
く

て

は

な
ら

な

い
結

び

で
あ

ろ
う

か
。

む

し

ろ
、

な

く

も

が

な

の
、

蛇

足

で

は
あ

る

ま

い

か
、

と

い
う

こ

と
が

考

え

ら

れ

る
。

た

し

か

に
、

こ
の
部

分

が

な
く

と
も

、

あ

る

い
は
作

者

に

と

っ
て

一
番

言

い
た

か

っ
た

か

も
知

れ
な

い
こ

の
部

分

が

な

く

と
も

、

そ

れ

は

緊
迫

し

た
描

写

の
中

で
、

既

に

い
や

と

い
う

ほ

ど
表

現

さ
れ

て

い

る

の

で

は

な

い
か
。

…

…

だ
が

、

そ

の

こ

と

は

こ

こ

で

そ

れ

ほ

ど
重

要

な

こ

と

で

は

な

い
。

(翻

訳

の
問

題
1

あ

る

い

は
原

詩

で

は
、

日
本

訳

で

読

む

以

上

の
、
象

徴

的

な
効

果

を
も

っ
た

ロ

シ

ア
語

の
美

し

さ
、

し

た

が

っ
て

こ
の
部
分

の
必
然
性
も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
ー

に
つ
い

て
も
わ
た
し
た
ち
は
話
し
あ

っ
た
が
、
そ
の
内
容
も
今
は
は
ぶ
く
。
)

日
本
人
の
鑑
賞
力
は
、
と
か
く
無
駄
を
き
ら
い
、
含
蓄
を
よ
ろ
こ
ぶ

か
ら
、
問
題
の
最
後
の
部
分
は
、
か
り
に
気
に
し
な
い
と
し
て
も
、
そ

こ
に
か
か
ず
ら

っ
て
、
か
り
に
こ
の
作
品
の
鑑
賞
な
り
理
解
が
、
愛
に

つ
い
て
の
観
念
的
な
論
議

に
発
展
し
て
い
っ
て
し
ま

っ
た
と
し
た
ら
、

そ
れ
こ
そ
問
題
な
の
だ
。
こ
の
作
品
の
与
え
る
鮮
烈
な
印

象

や

感

動

は
、
そ
の
た
め
に
殺
さ
れ
、
見
失
わ
れ
て
し
ま
う
に
ち
が
い
な
い
α
…

少
し
皮
肉
に
言
え
ぽ
、
お
と
な
で
さ
え
感
動
す
る
作
品
な
ら
、
中
学

生
の
場
合
、
も

っ
と
深
く
、
全
身
的
に
感
動

せ
ず
に
は
い
な
い
の
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
の
感
動
こ
そ
、
真
正
の
お
も

し
ろ
さ
に
ほ
か
な
ら
ず
、

文
芸
作
品
の
あ
た
え
る
純
粋
経
験
で
あ
り
、
発
見
で
あ
る
の
に
、
お
と

な
は
み
ず
か
ら
、
あ
る
い
は
子
ど
も
に
わ
ざ

わ
ざ
、
手
垢
の
つ
い
た
常

識
的
な
概
念
や
解
釈
を
押
し
つ
け
て
、
せ

っ
か
く
の
お
も
し
ろ
さ
を
台

な
し
に
し
て
し
ま

っ
て
い
る
。
…
…

学
校
だ
け
で
は
な
い
、
わ
た
し
た
ち
は
文
学

の
鑑
賞
や
批
評
や
研
究

と
称
し
て
、
ど
ん
な
に
か
文
芸
作
品
を
つ
ま
ら
な
い
、
お
も
し
ろ
く
な

い
も
の
に
し
て
い
る
か
わ
か
ら
な
い
。
ま
た
、
学
校
で
の
取
扱
わ
れ
か

た
だ
け
で
な
く
、
小
、
中
学
校
、
あ
る
い
は
高
等
学
校
の
国
語
の
教
科

書
に
、
量
的
に
も
決
し
て
少
な
く
な
い
文
+云
作
品
が
、
ど
の
よ
う
に
選

択
さ
れ
、
排
列
さ
れ
て
い
る
か
を
知
れ
ぽ
、
よ
け
い
そ
の
感
を
深
く
す

る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
試
験
問
題
に
文
芸
作
品
が
、
ど
ん
な
に
鑑
賞
的
な

立
場
か
ら
に
せ
よ
、
取
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
を
、
誰
が
お
も
し
ろ
い
と

思
い
、
感
動
し
な
が
ら
答
案
を
書
く
受
験
生
が
い
る
だ
ろ
う
か
。
…
…

わ
た
し
た
ち
は
こ
こ
で
、
ヴ
ァ
レ
リ
イ
が
、
文
芸
作
品
、
た
と
え
ば

詩
が
、
教
科
書
で
学
生
の
詩
的
感
情
を
そ
だ
て
る
た
め
の
テ
キ
ス
ト
に

さ
れ
た
り
、
暗
誦
さ
れ
た
り
、
試
験
問
題
に
使
用
さ
れ
た
り
す
る
こ
と

を
、
は
げ
し
く
攻
撃
し
て
い
る
こ
と
を
思
い
出
す
。
そ
の
こ
と
に
触
れ

る
前
に
、
日
本
の
社
会
で
は

「文
学
」
が

い
か
に
重

い
役
目
を
果
し
て

来
た
か
を
、
少
し
考
え
て
み
よ
う
。
そ
の
前
提
な
し
に
は
、
ヴ
ァ
レ
リ
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イ
を
笠

に
着
て
非
現
実
論
を
ふ
り
ま
わ
す
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

日
本
人
の
歴
史
で
文
芸
ほ
ど
大
き
な
役
割
を
も

つ
も
の
は
な
い
。
神

代
の
は
じ
め
か
ら
、
王
朝
も
、
サ
ム
ラ
イ
の
時
代
も
、
文
芸
は
知
性
の

絶
対
供
給
源
で
あ

っ
た
。
日
本
人
の
知
性
は
、
構
造
的
に
、
だ
か
ら
文

学
的
、
詩
的

抒
情
的
知
性
で
あ

っ
た
。
死
ぬ
と
き
は
仏
に
い
の
る

よ
り
も
、
辞
世
の
う
た
を

つ
く

っ
た
。
そ
し
て
う
た
は
宗

教

を

こ

え

た
。
貴

族
に
と
っ
て
、
う
た
は
言
わ
ば
仕
事

で
あ

っ
た
し
、
サ
ム
ラ
イ

へ

も
文
武
両
道
を
た
し
な
み
、
目
に

一
丁
字
も
な
い
百
姓
や
町
人
ま
で
、

「文
」
を
解
し
た
。
彼
ら
は
風
流
を
解
す
る
こ
と
で
人
間

的

で

あ

っ

た
。そ

う

し
て
培
わ
れ
た
知
性
な
り
人
間
性
は
、
逆
に
ま
た
文
芸
に
接
す

る
と
き
、
敬
虔
に
、
道
徳
的
に
、
文
を

「
道
」
と
し
て
、
自
己
の
現
実

に
密
着

し
た
も
の
と
し
て
、
現
実
そ
の
も
の
と
し
て
受
取

っ
た
。
庶
民

の
ア
モ
ラ
ル
な
諧
謔
ゐ
精
神

健
康
な
批
評
精
神
も
、
所
詮
は
処
生

的
で
あ
り
、
本
質
的
に
は
現
実

へ
の
解
毒
剤
と
し
て
の
功
利
性
で
発
動

し
た
。

過
去
の
文
芸
作
品
は
生
き
た
歴
史
と
し
て
の
性
格
を
も

つ
に
ち
が
い

な
い
と
し
て
も
、そ
の
こ
と
ば
が
意
味
す
る
以
上
に
、日
本
の
社
会
で
は

民
族
の
共
通
の

「
言
語
」
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
不
当
な
ほ
ど
苛
酷
な
重

荷
を
背
負
わ
さ
れ
た
と
言

っ
て
も
よ
い
。
わ
た
し
た
ち
は
、
い
わ
ゆ
る

「
文
学
史
」
の
ほ
か
に
、

「
文
芸
」
が
ど
の
よ
う
に
享
受
さ
れ
て
来
た

か
と
い
う
、
文
芸
の
効
用
の
歴
史
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ

は
お
そ
ら
く
意
外
に

一
様
で
、
単
調
な
形
態
を
と
る
か
も
知
れ
な
い
。

で
は
明
治
以
後
、
そ
ん
な
に
も
長
い
あ

い
だ
、
文
芸
が
背
負

っ
て
来

た
、
本
来
な
ら
ば
政
治
や
宗
教
や
教
育
や
科
学
等
が
当
然
わ
け
も
つ
べ

き
役
割
を
、
漸
く
輸
入
さ
れ
た
、
そ
れ
ぞ
れ

の
方
法
や
機
能
に
譲
軌
わ

た
し
て
、
い
わ
ゆ
る

「
近
代
文
学
」
は
身
軽
に
な

っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

む
ろ
ん
、
そ
う
は
い
か
な
か

っ
た
。
あ
る
意
味
で
、
こ
ん
に
ち
と
い
え

ど
も
、
文
学
は

「芸
術
」
で
あ
る
よ
り
も

「
思
想
」
で
あ
り
、
な
に
よ

り
も

「
教
育
」
で
あ
る
、
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、

一
般
的

に

「
文
学
」
の
享
受
の
さ
れ
か
た
に
お
い
て
そ
う
な
の
で
あ
り
、
単
に

作
品
の
傾
向
や
、
ま
た
文
学
者
の
意
図
を
超
え
る
。

日
本
的
近
代
の
知
識
人
は
、
伝
統
的
に
そ
う
で
あ

っ
た
の
よ
り
以
上

に
意
識
的
に
、
性
急
に
、
な
ん
ら
か
の
意
味

で

「文
学
青
年
」
の
時
代

を
も

つ
こ
と
に
な
る
。
彼
ら
は
青
春

の

一
時
期
を
、
詩
的
感
傷
に
お
ぼ

れ
、
あ
る
い
は
小
説
作
品
か
ら
、
処
生
訓
的

な
、
自
分
に
と

っ
て
哲
学

的
と
思
わ
れ
る
く
だ
り
を
ぬ
き
出
し
て
読
む

こ
と
で
、
共
通
の
言
語
を

学
び
と

っ
た
。
近
代
の
詩
歌
や
小
説
は
、
演
劇
ま
で
を
ふ
く
め
て
、
日

本
人
の
知
識
や
教
養
の

「
バ
イ
ブ
ル
」
で
あ

っ
た
。

ヨ
ォ
ロ
ッ
パ
人
の

人
間
形
成
に
、
ほ
ん
も
の
の
バ
イ
ブ
ル
が
作
用
す
る
意
味
に
お
い
て
、

「
バ
イ
ブ
ル
」
で
あ

っ
た
。

こ
ん
に
ち
、
昔

に
く
ら
べ
て
、
青
年
層
が
お
そ
ろ
し
く
読
書
し
な
く

な

っ
た
と
言
わ
れ
な
が
ら
も
、
相

つ
い
で
出

版
さ
れ
る
文
学
全
集
の
圧

倒
的
な
売
行
き
を
見
て
、

「
日
本
人
は
文
学
好

き
で
あ
る
」
と
だ
け
考

・兄
る
の
は
、
あ
ま
り
に
素
朴
な
見
か
た
で
あ
る
と
言
わ
ね

ば

な

ら

な

い
。
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曝
洽
期

の
日
本
人
の
教
養
に
と
っ
て
、
外
国
文
学
を
は
じ
め
と
す
る

文
芸
作
品
が
、
も

っ
と
も
身
近
な
警
世
の
政
治
書
で
あ

っ
た
り
、
自
我

認
識
の
思
想
書
で
あ

っ
た
り
、
社
会
科
学
の
た
め
の
テ
キ
ス
ト
で
あ

っ

た
り
し
た
傾
向
は
、
こ
ん
に
ち
も
そ
れ
ほ
ど
お
と
ろ
え
て
い
る
と
は
言

え
な
い
。

以
上

の
概
略
の
考
察
は
、
そ
の
ま
ま
、
さ
き
に
わ
た
し
た
ち
が
反
省

し
た
、

ッ
ル
ゲ

ニ
ネ
フ
の
散
文
詩
の
読
み
か
た
と
結
び
つ
か
な
い
で
あ

ろ
う
か
。
そ
し
て
、
わ
た
し
た
ち
が
お
ち
い
り
が
ち
な
、
真
の
お
も
し

ろ
さ
を
、
純
粋
経
験
を
、
わ
す
れ
た
文
学
作
品
の
受
け
と
り
か
た
は
、

か
く
も
長

い

「
文
学
不
在
」
の
伝
統
を
、
わ
た
し
た
ち
が
ぬ
き
が
た
く

承
け

つ
い
で
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
か

も
、
わ

た
し
た
ち
は

「
知
識
を
広
め
」

「
教
養
を
高
め
、
教
育
を
積
む

た
め
に
」
文
芸
作
品
を
読
ま
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
い
や
、
読
ま
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
い
く
ら
そ
の
こ
と
が
好
ま
し
く
な
い
傾

向
で
あ
る

こ
と
を
知

っ
て
い
て
も
、
ま
だ

「文
学
」
ほ
ど
に
は
、

「
科

学
」
も

「
宗
教
」
も

「
思
想
」
も
、
よ
り
普
遍
的
な
こ
と
ば
を
、
思
考

を
、
表
現
を
、
日
本
で
は
持

つ
に
至

っ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
。

こ
ん
な
不
幸
な
こ
と
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
交
学
と
い
う
少
な
く
と

も

潔
云
術
」
に
と

っ
て

。

(
さ
て
、
わ
た
し
は
、
ポ
ォ
ル

・
ヴ
ァ
レ
リ
イ
の
意
見
に
よ
っ
て
、

わ
た
し
た
ち
が
考
え
た
こ
と
の
あ
ら
ま
し
ー

と
い
う
よ
り
殆
ど
結
論

だ

け

を

、

こ

こ

に

か

か
げ

る

こ

と

に

し

よ

う
。

)

ヴ

ァ

レ
リ

イ

が
、

詩

が

「
世

間

で

よ
く

あ

る
や

り

か

た

で
」

、

学

校

㊧
教
材

に
さ
れ
た
り
、
試
験
問
題
に
使
用
さ
れ

た
り
す
る

「
嫌
悪
す
べ

き
贋
習
」
を
非
難
攻
撃
し
て
い
る
の
は
、

「
詩
学
敍
説
」
(
一
九
三
八
)

の
中
で
で
あ
る
が
、
む
ろ
ん
、
わ
た
し
た
ち
は
、
い
わ
ゆ
る
ヴ
ァ
レ
リ

イ
研
究
が
目
的
で
は
な
い
か
ら
、
わ
た
し
た
ち

の
こ
と
ば
で
、
彼
の
意

見
を
受
取

っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
言
い
か
え
れ
ば
、
わ
た
し
た
ち
の
省
察

の
す
ぐ
そ
ば
に
、
た
ま
た
ま
彼

の
こ
と
ば
が
あ

っ
た
ま
で
で
あ
り
、
以

下
は
、
だ
か
ら
わ
た
し
た
ち
の
、
あ
る

「
解
釈
」
な
ど
で
は
な
い
こ
と

を
こ
と
わ

っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

ヴ
ァ
レ
リ
イ
は
、
同
じ
論
文
の
中
で
、
次

の
よ
う
に
言

っ
て
い
る
。

「詩

の
詩
た
る
ゆ
え
ん
は
詩

の
実
現
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
離
れ
て

は
、

こ
れ
ら
の
巧
み
に
ま
と
め
ら
れ
た
言
葉

の
連
り
も
、
説
明
の
つ

か
ぬ
こ
し
ら
え
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
」(河

盛
好
蔵
訳
)

こ
こ
で
言

っ
て
い
る

「詩
の
実
現
」
と
い
う
こ
と
ば
の
意
味
を
、
わ

た
し
た
ち
は
そ
れ
ほ
ど
む
ず
か
し
く
考
え
こ
む
必
要
は
な
い
。
む
ろ
ん

そ
の
た
め
に
は
、
詩
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
が
、
し

っ
か
り
認
識
さ
れ

て
い
な
け
れ
ぽ
な
ら
ず
、
ま
た
そ
の
場
合
、
こ
こ
で
言
う
詩
と
は
、
文

学

一
般
を
さ
す
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
最
も
単
純
に
考
え
て
、

詩
と
は
、
詩
人
の
創
る
言
語
世
界
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
言
語
世
界
を
、

本
来

の
姿

の
ま
ま
に
存
在
さ
せ
る
こ
と
が
、
す

な
わ
ち

「詩
の
実
現
」

で
あ
ろ
う
。
本
来

の
姿
の
ま
ま
に

何
物
に
も
邪
魔
さ
れ
る
こ
と
な

く
、
詩

の
、
そ
し
て
文
学
の
、
欲
す
る
が
ま
ま
に
。

詩

の
欲
す
る
本
来

の
姿
と
は
、
詩
が
詩
人

の
属
す
る
人
生
と
か
現
実
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の
模
写
や
、
単
な
る
抽
象
な
ど
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
太
質
的
に
そ
れ

ら
日
常
的
な
も
の
へ
の
隷
属
を
拒
否
し
た
、
新
し
い
存
在
と
し
て
、
言

語
が
、
そ
し
て
言
語
世
界
が
、
そ
こ
に
あ
ろ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
詩
人
は
そ
れ
を
創
る
の
で
あ
る
。
た
だ
創
る
の
で
は
な
い
。
日

常
的
な
意
味
づ
け
や
、
詩
人
自
身
の
思
想
や
も
ろ
も
ろ
の
人
生
観
か
ら

解
放
さ
れ
た
、
自
由
な
こ
と
ぽ
に
よ

っ
て
、
そ
れ
自
身
で
独
立
も
す
る

世
界
を

つ
く
る
の
で
あ
る
。
詩
人
や
作
家
は
、
作
品
以
前
に

「
詩
人
」

で
あ
り

「
作
家
」
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
言
語
世
界
を

つ
く

る
と
い
う
行
為
に
よ

っ
て
、
詩
人
や
作
家
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
行

為
こ
そ
が
詩
人
や
作
家
の

「
思
想
」
な
の
で
あ

っ
て
、
あ
る
思
想
が
あ

っ
て
、

そ
れ
が
作
者
に
作
品
を
書
か
せ
る
の
で
は
な
い
。
作
品
の
偉
大

さ
は
、
そ
の
作
品
に
書
か
れ
た
観
念
の
壮
大
さ
や
、
経
験
の
豊
さ
さ
や

眼
の
た

し
か
さ
な
ど
に
よ
っ
て
き
ま
る
の
で
は
な
く
、
作
者
が
以
上
の

よ
う
な
意
味

で
の
虚
構
の
創
造
行
為
に
、
い
か
に
誠
実
に
耐
え
た
か
、

に
よ
っ
て
、
言
い
か
え
れ
ば
、
そ
の
行
為
の
重
さ
に
よ

っ
て
き
ま
る
。

日
常
的
な
意
味
性
か
ら
自
由
な
虚
構
と
し
て
の
言

語
世
界

の
創

造

と
い
う
こ
と
は
、
し
か
し
社
会
に
背
を
向
け
て
、
い
わ
ゆ
る
小
さ

な

「
別
乾
坤
」
に
あ
そ
ぶ
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
ま
た
、
作
老
自

身
か
ら
も
自
由
な
こ
と
ば
を
創
る

と
い
う
こ
と
は
、
自
我
を
放
棄

し
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味

し
な
い
。
そ
う
考
え
る
の
は
表

現

と

い
う

「
行
為
」
の
意
味
を
は
き
ち
が
え
た
、
無
責
任
な
考
え
で
あ
る
。
作
者

は
創
る
と
い
う
行
為
に
よ

っ
て
社
会
に
向
う
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
行

為
肥
耐
・兄
る
.」
と
に
よ

っ
て
、
自
我
を
放
棄
す
る
ど
こ
ろ
か
、
自
我
を

発

見

す

る

の
で

あ

る

。

「
作

品

」

は
亠口子
受

老

(読

者

)

に

と

っ
て

は

結
果

で

あ

っ
て
も

、

作

者

に

と

っ
て

は

む

し

ろ
常

に

は

じ

ま

り

で
あ

り

、
永

遠

に

「
つ

の
意

志

で
あ

る
。

誤

解

を

お
そ

れ

ず

に
言

っ
て

し

ま
え

ば

、

夊

学

と

い
う

芸

術

が

、

人

生

と
か

か

り

あ

う

の

は
、

人

生

と

の
関

係

を

拒

否

す

る

こ

と

に

よ

っ
て

は
じ

め

て
可

能

な

は
ず

の
も

の

で
あ

る
。

こ
れ

は
あ

な

が

ち

逆

説

を

弄

す

る

も

の

で

は
な

く

て
、

文

学

の

こ

と
ぽ

(
詩

や

散

文

の
別

な

く

)

と

記

号

と

し

て

の
日

常

の

こ

と
ば

と
が

、

違

う

役

割

を

も

ち

、

ま
ぎ

ら

わ

し

い
別

の
相

互

関

係

を

保

っ
て

い

る

こ

と
を

考

え

れ

ば

、

ご

く

当

然

の

こ

と

で
あ

る

こ

と
が

わ

か

る
。

わ
た

し
た

ち

の
伝

達

手

段

と

し

て

の
日

常

の

こ

と
ば

く

ら

い
、

あ

い

ま

い
な

も

の

は
な

い
。

「
青

い
壷

」

と

い
う

、

あ

る
事

物

を

さ

し

示
す

こ

と
ば

は
、

そ

れ

が

い
く

ら
限

定

さ

れ

て
使

わ
れ

て

い

て
も

、

そ

の
事

物

の
存

在

を

か
え

っ
て

か
く

し

て

し

ま
う

。

(註
1
)

経

験

的

に
命

名

さ

れ

る

「
青

い
壷

」

は
、

本
質

的

に
功

利

的

な

限

定

で

し

か
な

く

、

も

っ
と
多

面

的

で

「
な

に

か
」

で
あ

る

は
ず

の
存

在

が

、

そ

う

呼

ば

れ

る

こ

と

に

よ

っ
て
、

そ

れ

は
も

う

伝

達

者

に

と

っ
て
も

諒

解

者

に

と

っ
て

も

、

「
青

い
壷

」

の
外

の
な

に
も

の

で
も

な

く

な

っ
て

し

ま
う

の

で
あ

る
。

(註
2
)

そ

し

て
、

さ

ら

に
重

要

な

こ

と

は
、

「
青

い
壷

」

と
呼

び

、

事

物

を

正

確

に
言

い
あ

て
た

と
思

う

者

に

と

っ
て
、

そ

の

こ

と
ば

は
、

そ

し

て

伝

達

者

の
齦

は
、

「
青

い
壷

」

で

し

か
な

い
現

実

の
事

物

に
ま

っ
た

く
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従
属
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

作
品

に
お
け
る
こ
と
ば
の
働
ぎ
は
、
だ
か
ら
本
質
的
に
そ
う
し
た
功

利
的
、
習
慣
的
、

一
面
的
な
意
味
づ
け
を
拒
絶
す
る
も
の
で
あ
り
、
さ

ら
に
は
、
作
者
の
眼
-

意
國
や
思
想
か
ら
も
自
由
な
、
存
在
と
し
て

の
こ
と
ば

の
現
前
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
竹
内
勝
太
郎
の
こ
と
ば
を

借
り
る

と
、

「
恰
も
自
然
に
花
の
世
界
が
あ
る
よ
う
に
、
言
葉
に
花
の

世
界
が
あ
る
」
の
で
あ
る
。

(註
3
)

(
わ
た
し
た
ち
が
、
さ
き
に
文

学
の
行
為
は
自
我
の
放
棄
で
は
な
く
て
、
自
我

の
発
見
で
あ
る
と
考
え

た
の
も
、
ま
た
、
文
学
が
新
し
い
意
味
の
創
造
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
も
、

以
上
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
で
あ
り
、
だ
か
ら
神
話
や
象
徴
は
、
文

学
の

「
技
法
」
な
ど
で
は
な
く
て
、
文
学
の
本
来
的
な
性
格
で
あ
る
こ

と
も
、

お
の
ず
が
ら
納
得
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

「
象
徴
」
や

「
象
徴
主

義
」
と
呼
ば
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
な
に
か
文
学
上
の
技
巧
で
あ

っ
た
り

あ
ら
た
ま

っ
た
主
張
で
あ
る
か
の
ご
と
き
印
象
を

一
般
に
あ
た
え
て
い

る
の
で
あ
る
。
)

あ
る
作
家
が
、

「
あ
る
が
ま
ま
に
現
実
を
見
る
」
と
い
う
と
き
、
彼

は
二
重

の
意
味
で
あ
や
ま
ち
を
犯
し
て
い
る
。

「
あ
る
が

ま

ま

の
現

実
」
と
は
、
彼
の
見
た
現
実
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
、
そ
れ
は
無
限
の
現

実
や
事
物
の
存
在
性
か
ら
、
彼
の
眼
が
剥
ぎ
と
っ
た
日
常
的
な
、
そ
の

ご
く

一
面
に
す
ぎ
な

い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

「
見
る
」
と
い
う
と
き
、

彼

の
眼

は
ま
る
ご
と
、
そ
の

一
面
的
で
日
常
的
な
対
象
に
隷
属
す
る
の

で
あ
る
。
日
本

の
自
然
主
義
の
作
家
た
ち
が

「
他
者
」
を
描
く
ど
こ
ろ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

か
、

せ

い
ぜ

い
彼

の
見

た
女

し

か
描

か
ず

、

(
「
描

く

」

と

い
う

こ

と

ぽ
に
注
意
)
結
局
は
彼
自
身
の
身
辺
を
写
す

こ
と
に
お
わ

っ
た
の
も
、

彼
ら
に
創
る
と
い
う
行
為
の
根
本
的
な
認
識
が
欠
如
し
て

い
た

か
ら

で
あ
る
。
彼
ら
は
、
作
品
以
前
に
、
既
に

「
文

士
」
で
あ

っ
た
。
彼
ら

は
、

「
文
士
」
の
眼
で
対
象
を
見
た
。

わ
た
し
た
ち
は
以
上
の
よ
う
に
考
え
て
く
る

と
ぎ
、

「詩

の
実
現
」

と
い
う
ヴ
ァ
レ
リ
イ
の
こ
と
ぽ
を
、
詩

の
享
受

者
ー

読
者

へ
の
彼

の

警
告
で
あ
る
と
同
時
に
、
生
産
者
i

詩
人

へ
の
警
告
を
ふ
く
む
も
の

と

し

て
受

取

る

こ

と

に
な

る
。

そ

う

し

て
、

そ

の

こ

と

は
ま

た

、

享

受

者

に

と

っ
て
、

あ

ら
ゆ

る
文

芸
作

品

に
対

す

る
評

価

の
、

根

元
的

な
拠

り

ど

こ
ろ

を

示

し

て

も

い
る

の
だ

と
考

え

て

よ

い
の

で

は

あ

る

ま

い

か
。ヴ

ァ

レ
リ

イ
が

攻

撃

し

て

い

る

か
ら

と

い

っ
て
、

わ

た

し
た

ち

は
、

し

か

し
、

ツ

ル

ゲ

ニ

エ

フ
の

「,す

ず

め
」

を

教

科

書

か
ら

黙

殺

す

る

わ

け

に

は
ゆ

く

ま

い
。

フ
ラ

ン
ス

は
も

ち

ろ

ん
、

諸

外

国

に

お

い

て
も

、

文

芸
作

品

や

「
詞

華

集

」

が

テ

キ

ス
ト

と

し

て
生

徒

や
児

童

に
与

え
ら

れ
、

大

学

に

お

い
て
も

文

学

が

「
研

究

」

さ

れ

て

い
る
事

実

を

、

わ

た

し

た

ち

は

知

っ
て

い
る
。

.

問

題

は
そ

の
取

上

げ

か

た

で
あ

り

、
研

究

の
方

法

で
あ

ろ

う
。

そ

の

意

味

に

お

い

て
、

ヴ

ァ
レ
リ

イ

の
非
難

は

、

わ

た

し

た

ち

に

大

き

な

反

省

を

強

い
ず

に

お

か
な

い
だ

ろ
う

。

こ

ん

に

ち
、

多

く

の
文

芸

の
享

受

者

が

、

い
わ

ば

「
自

然

主

義

」
・
的

鑑

賞

な

り
、

批

評

か
ら

、

ま

だ
脱

け

き

ら

な

い

で

い
る

の

は
、

前

に
も
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言

っ
た

よ
う
に
、
日
本
に
お
け
る
文
芸
享
受
の
、
は
る
か
な
伝
統
の
せ

い
で
も
あ

っ
て
、
文
芸
を

「
詩
の
実
現
」
に
お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
の
桎

梏
か
ら
解
放
す
る
こ
と
は
、
な
ま
や
さ
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
だ
が
、

毒
さ
れ
た
大
人
よ
り
も
豊
か
な
感
受
性
で
、
最
も
素
直
に
感
動
し
、
真

に
お
も

し
ろ
い
と
思
い
、

「
詩
の
実
現
」
を
経
験
し
て
い
る
子
供
た
ち

に
ま
で
、
伝
統
を
お
し
つ
け
る
こ
と
は
、
攻
撃
さ
る
べ
き

こ

と

で

あ

る
。
せ

っ
か
く
お
も
し
ろ
い
も
の
を
、
お
も
し
ろ
く
な
く
さ
れ
た
の
で

は
、
子
供
た
ち
は
通
俗
漫
画
に
う
つ
つ
を
ぬ
か
し
た
く
な

る

の
も

当

然
、
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。

た
と
え
ば
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ

イ
の
作
品
に
し
て
も
、
思
想

の
書
で
は

な
く
て
、
お
も
し
ろ
い
文
芸
作
品
な
の
で
あ
り
、
ド
ス
ト

エ
フ
ス
キ
イ

に
お
け
る

「
詩

の
実
現
」
は
、

「
す
ず
め
」
に
感
動
す
る
中
学
生
の
感

受
性
と
不
可
分
の
も
の
で
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
文
芸

作
品
を
、
ま
る
で
難
解
な
思
想
書
に
し
て
し
ま
う
伝
統
的
な
精
神
の
構

造
と
、
子
供
た
ち
か
ら
漫
画
を
取
上
げ
よ
う
と
す
る
大
人
の
教
育
的
配

慮

と
、
逆
に
漫
画
に
よ

っ
て

「詩

の
実
現
」
を
図
ろ
う
と
す
る
子
供
た

ち
の
感

受
性
と
は
、
こ
れ
ま
た
不
可
分

の
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
わ
た
し
は
、
わ

た
し
た
ち
が
考
え
、
話
し
合

っ
た
、

「
す
ず

め
」

の
読

み

か
た
、
具
体
的

な
取
扱

い
か
た
1

教
材
と
し

て
ー

に
つ
い
て
、
結
論
的

に
報
告

す
る

つ
も

り
で
い
な
が
ら
、
そ

の
余
裕
を
失

っ
て
し
ま

っ
た
こ
と
を

こ
と
わ

っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な

い
。
)

(註
1
)

モ
オ
リ

ス

・
ブ
ラ

ン
シ

ョ
、

「
文
学
的
虚
構

の
言
語
」

(
「
半
世

界
」
8

号
、
篠

沢
秀
夫

訳
)
参
照

。
"
ブ

ラ

ン
シ

ョ
は
詩

の
こ
と
ば

に
か
ぎ

ら
ず

、

「
簡
単
き

わ
ま
る
散
文

で
書

か
れ

た
小
説

で
さ
え
」

一
つ

一
つ
の
こ

と
ば

が
、

通
常

の
こ
と
ば

と
は
違
う
役
割
り
を
果
し

て
い
る
こ
と
を
、

カ
フ

カ

の

「
城
」

の
こ
と
ば

を
例

に
、
具
体
的

に
論

じ
て
い
る
。

(
註
2
)

こ

の
部
分

は
、

E

・
カ

ッ
シ
ー
ラ
ー
の

「
人
間
」

(宮
城
音
弥
訳

岩
波
)
第

九
章

「
芸
術
」

の
論
旨
が
理
解

の
た
す
け

に
な

る
。
そ

の
中

で
カ

ッ
シ
ー
ラ
ー
は

「
現
実

は
、
我

々
の
科
学
的
抽
象

に
よ

っ
て
近
づ
き
得

る
ば

か
り
で
な
く
、
そ
れ

に
よ

っ
て
完
全

に
つ
か
む

こ
と
が

で
き
る
よ
う

に
思
わ

れ
る
で
あ

ろ
う
。

し
か
し
、
我

々
が
芸
術

の
領
域

に
近
接
す
る
や

い
な
や
、

こ
れ
が
、
錯
覚

で
あ

る
こ
と
が
判
明
す

る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
本
来

の
様
相

は

無
限

で
あ
り
、
そ
れ
ら

は
各
瞬
間

に
変
ず

る
か
ら

で
あ
る
。
」

(註
3
)

竹
内
勝
太
郎

「
詩
論
」

(弘
文
堂
、
昭
和
十
六
年
刊
、

「
春

の
犠

牲
」
所
収
)

よ
り
。

1ー
竹
内

は

マ
ラ
ル
メ
の
影
響

を
強

く
受

け
た
、

ま
だ
正

当

な
評
価
を
受
け

て
い
な

い
す
ぐ
れ
た
詩
人
だ
が
、
こ

の
詩
論

に
も

マ
ラ
ル

メ
な
い
し
は

フ
ラ
ン
ス

・
サ

ム
ボ
リ
ズ

ム
の
影
響

は
顕
著

で
あ

る
。
た
だ
、

彼

は
在
来

の
詩
と
散
文
と

の
区
別
を
強
く
意
識
し
す
ぎ

て
、

ブ
ラ

ン
シ

ョ
な

ど

と
は
ち
が

い
、
散
文

の
こ
と
ば

は
意
味
を
背
負

っ
て
い
る
ゆ

え
に
、
詩

の

こ
と
ば
と

は

っ
き
り
ち
が
う
と
し

て
い
る
。
こ
れ
は
普

通
お
こ
な
わ
れ
て
い

る
意
見

で
は
あ

る
が
、
本
質
的

に
は
そ
ん
な
に
差

別
す

べ
き
問
題

で
は
な
い

と
思
う
。
詩
と
散
文
と

の
有

名
な
比

喩
的
な
比
較

は
い
く

つ
か
あ

る
が
、
特

に
ア
ラ
ン
の
芸
術
論

で
の
比
較

は
、
考

え
直

す
問
題

を
ま
だ
多
く

ふ
く

ん
で

い
る
。
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