
自

然

主
義

の
彼

方

へ

原

子

朗

萩
原
朔
太
郎
に
お
け
る
自
然
主
義
の
影
響
を
指
摘
し
た
の
は
三
好
達

治
で
あ
る

(
『萩
原
朔
太
郎
』)
。
朔
太
郎
が
、

な
に
よ
り
も

ロ
マ
ン
チ
ス

ト
の

詩
人
と
さ
れ
て
い
る
だ
け
に
、

そ
し
て

終
始
自
然
主
義
に

毒
づ

き
、

「詩
の
原
理
」
を
は
じ
め
彼
の
主
要
な
エ
ッ
セ
イ
で

「
自
然
主
義

は
詩

の
讐
敵
で
あ
り
、
詩
的
精
神
の
虐
殺
者
で
あ
る
」
と
、
例
の
調
子

で
繰
返
し
て
い
る
だ
け
に
、
こ
の
三
好
の
指
摘
は
、
か
な
り
刺
激
的
で

あ

っ
た
。

そ

の
三
好
説
に

つ
い
て
は
、
や
は
り
刺
激
を
う
け
た

一
人
で
あ
る
大
゜

岡
信
氏
が
、
そ
の
著

『蕩
児
の
家
系
』
の
中
で
手
ぎ
わ
よ
く
要
約
し
所

見

を

加

え

て

い

る

(
「
萩
原

と
西
脇
-

現
代
詩
と
自
然
主
義
」)

の

で

こ

こ

で
詳

し

く

は

い
わ

な

い

が

、

二

三

私
見

を

つ
け
加

え

る

と

、

「
そ
も

そ

も

口
語
詩

の
誕
生

そ

の
も

の
が

、

自
然

主

義

文

学

圏

内

の

一
波

頭

で

あ

っ
た
」

と

い

っ
た
三

好

説

に

は
、

私

は

に
わ

か
に

同

じ
得

な

、い
。

こ
れ

は
、

し

か
じ

、

ひ

と
り

三
好

に

か
ぎ

ら

ず

、

日
本

の

口
語

詩

運

動

と

自

然
主
義
と
を
癒
着
、
短
絡
さ
せ
て
考
え
る
思
考
は
、
今
や
詩
史
的
通
説

と
さ
え
な

っ
て
い
る
と
い
え
そ
う
だ
。
た
と
え
ば
大
岡
氏
に
し
て
も
、

こ
の
三
好
説
を
受
け
て

「
も
と
も
と
口
語
自
由
詩
な
る
も
の
が
、
明
治

末
期
の
自
然
主
義
文
学
の

一
翼
と
し
て
誕
生
し
た
も
の
で
あ
り
、
朔
太

郎
は
そ
れ
に
最
初
の
結
晶
的
フ
ォ
ル
ム
を
与
え
た
…
・:
」
と
い
う
ふ
う

に
、
や
は
り
い

っ
て
い
る
。

私
犠

の
場
所
で
も
訛
轡

た
こ
と
だ
が
、
そ
れ
で
は
明
治
四
+
年はき

の
口
語
自
由
詩

の
最
初
の
成
功
作
と
さ
れ
て
い
る
川
路
柳
虹
の

「塵

聾

に
し
て
も
・
自
然
主
義
の
影
響
に
よ
る
も
の
t

と
さ
れ
て
も
無

理
も
あ
る
ま
、い
。
柳
虹
自
身
、
後
に
は
当
時

の
自
然
主
義
に

「
誘
引
さ

れ
て
」
ロ
語
自
由
詩
を
書
い
た
と
い
う
ふ
う
に
い

っ
て
は
い
る
が

(『詩

学
』)
、
た
し
か
に
当
時
欝
勃
と
し
て
興
り

つ
つ
あ

っ
た
自
然
主
義
的
な

風
潮
、

な
い
し
は
思
潮
が
、

十
九
歳
の
京
都
の
画
学
生
柳
虹
を
刺
激

し
、

「誘
引
」
し
な
か

っ
た
と
は
い
い
き
れ
な
い
に
し
て
も
、
直
接
に
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自
然
主
義
の
理
論
に
よ

っ
て

「塵
溜
」
が
生
れ
た
と
す
る
の
は
早
断
で

あ
る
。
東
京
の
文
学
青
年
た
ち
に
す
ら
、
ま
だ
自
然
主
義
の
理
論
は
、

実
作
を
動
か
す
ほ
ど
に
は
よ
く
の
み
こ
め
て
は
い
な
か

っ
た
、
い
わ
ば

曖
昧
模
糊
た
る
当
時
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

端

折

っ
て
結
論
的
に
い
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
口
語
自
由
詩
運
動
は
、
日

本

の
自
然
主
義
運
動
と
雁
行
し
、
理
論
的
に
は
後
者
に
誘
引
、
誘
発
さ

れ
は
す
る
も
の
の
、
本
質
的
に
は
明
治
二
十
年
代

の
言
文

一
致
運
動

の

後
を
う
け
て
、
そ
の
詩
に
お
け
る
試
み

(山
田
美
妙
ら
、
ま
た
俗
謡
、

訳
詩
等
に
お
け
る
試
み
)
を
内
蔵
し
つ
つ
、
漸
く
明
治
四
十
年
代
に
入

っ
て
本
格
的
な
、
普
遍
的
な
趨
勢
と
な

っ
て
現
わ
れ
て
来
た
運
動
な
の

〉一

で
あ
る
。
け

っ
し
て
そ
れ
は
単
に

「自
然
主
義
文
学
圏
内
の

一
波
頭
」

〆
や

「自
然
主
義
文
学
の

一
翼
と
し
て
誕
生
し
た
も

の
」
で
は
な
い
。
別

一

一
の
い
い
か
た
を
す
れ
ば
、
古
曲
ハ的
な
文
語

(雅
文

・
雅
語
)
に
よ
る
芸

奮

な
嚢

現
の
可
能
性
は
、
泣
菫
、
有
明
を
も
.
て
、
そ
の
釐

に

}
来

て

、い
た

の

で

あ

る

。

一〆

と

こ
ろ
で
三
好
達
治
は
、
も
と
も
と
自
然
主
義
精
神

の
浸
潤
を
受
け

だ
朔
太
郎

の
本
質
が
、
こ
の
口
語
詩
体

の
本
質
と
契
合
し
て
、
い
ち
だ

「

ん
と
自
然
主
義
的
精
神
は
朔
太
郎
に
支
配
的
な
も
の
と
し
て
、
は
た
ら

い
て
い
る
、

と
い
う
ふ
う
に

、い
う
の
だ
が
、

そ
の
朔
太
郎

の
本
質
と

株
、
三
好
に
よ
れ
ば

「権
威
と
慣
習

へ
の
蔑
視
、
叛
抗
、
揶
揄
な
い
し

は
戯
謔
、
,そ
れ
ら
を
ひ
つ
く
る
め
て
の
現
実
生
活

へ
の
回
向
」
、
「手
取

へり
早
く
い
へ
ば
甚
だ
簡
卒
に
実
人
生
的
な
傾
向
」
、
あ
る
、い
は

「
彼
の

～
好
尚
と
作
品
と
の
中
軸
を
な
し
て
貫
通
す
る
、

一
種
実
人
生
的
な
風
流

気

の
乏
し
い
詩
感
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

°

し
か
し
、
こ
う
し
た
朔
太
郎

の
本
質
的

な
諸
傾
向
の
指
摘
も
、
そ
れ

は
そ
れ
と
し
て
認
め
る
と

し
て
も
、

そ
れ
ら
を
い
き
な
り

「自
然
主

義
」
に
結
び
つ
け
て
し
ま
う
の
も
、
ど
う
か
と
思
わ
れ
る
。
い
さ
さ
か

常
識
的
に
す
ぎ
は

し
な
い
か
。

た
し
か
に

三
好
達
治
は
、

お
お
む
ね

「
私
の
考

へ
で
は
」
と
断
わ
り
、
例

の
三
好
流
の
、
も

っ
て
廻

っ
た
よ

う
な
口
調

(饒
舌
的
な
簡
潔
さ
)
で

「手
取
り
早
く
い
へ
ば
」
と
か
「
平

た
く
略
し
て
い
へ
ば
そ
れ
位
の
と
こ
ろ
に
落
ち

つ
く
こ
と
に
な
る
だ
ら

う
。
」
と
繰
返
し
・て
い
る
の
だ
か
ら
、
批
判
す
る
ほ
う
が
窮
屈
に
考
え

す
ぎ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
朔
太
郎

ど
自
然
主
義
と
の
結
び

つ

き
を
い
う
こ
の
三
好
説
は
、
最
初
に
い

っ
た
よ
う
に
刺
激
的
と
い
う
だ

け
で
な
く
、

『
萩
原
朔
太
郎
』

一
巻
の
中
心
主
題
を
な
し
て
い
る
だ
け

に
、
そ
う

「
平
た
く
」
ば
か
り
も
取

っ
て
お
れ
な
い
の
で
あ
る
。

あ
え
て
い
え
ば
、

「
自
然
主
義
」
の
影
響
と
い
う
よ
り
、
日
本
独
自

の
自
然
主
義
を
発
明
し
た
ほ
ど
の
、
明
治
末
期
の
時
代
思
潮
の
影
響
、

と
い
う
べ
き

だ
ろ
う
。

う
る
さ
く
い
え
ば
、

朔
太
郎
は
、

い
わ
ゆ
る

「
日
本
自
然
主
義
」
の
文
学
理
論
と
は
、
直
接
無
縁
の
存
在
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
理
論
を
生
み
出
し
て
い

っ
た
、
根
は
浪
漫
的
な
時

代
精
神
、
な
い
し
は
時
代
思
潮
と
は
無
縁

で
あ
る
は
ず
は
な
い
。
そ
れ

こ
そ
激
し
く
誘
引
さ
れ
、
浸
潤
を
受
け
、
そ
の
個
性
様
式
は
微
妙
に
時

代
の
そ
れ
と
重
な
る
。
時
代
に
卓
越
す
る
い
か
な
る
天
才
も
、
か
え

っ

て
そ
の
時
代
の
様
式
の
支
配
を
、
潜
在
的

に
し
ろ
免
か
れ
る
こ
と
は
で

き
な
い
の
で
あ
る
。

.
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お
そ
ら
く
三
好
達
治
の
朔
太
郎
論
の
真
意
も
、
そ
こ
ら
に
在

っ
た
ろ

う
と
私
に
は
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
し
か
し
次
の
よ
う
な
三
好
の
エ
ピ
ソ

ー
ド
を
交
え
て
の
論
証
は
、
素
朴
な
読
者
を
説
得
す
る
こ
と
は
で
・き
て

も
、
そ
れ
だ
け
に
、
以
上
の
真
意
を
単
直
に
枉
げ
て
し
ま
う
こ
と
に
な

り
か

ね

な

、い
。1

「
風

景

な

ど

に

は

、
僕

は

い

つ
か

う

興
味

が

な

い
」

と
い

っ
て

『詩
の
原
理
』

(
昭
和
三
年
)

執
筆
の
頃
は
、
カ
メ
ラ
を
携

え
て
町
を
ほ

っ
つ
き
歩
い
て
も
、
朔
太
郎
の
興
味
の
対
象
は

「貧
弱
な

工
場

の
一
隅
や
、
ご
み
ご
み
と
し
た
ガ
ー
ド
下
や
、
お
し
め
の
飜
る
貧

し
い
家
並
や
、
傾
ぎ
か
か
つ
た
煙
突
な
ど
の
や
う
な
、

後
に
は
あ

る
種

の
芸
術
写
真
家
た
ち
が
好
ん
で
取
材
し
た
や
う
な
、
さ
う
い
ふ
種

類
の
何
か
し
ら
貧
し
げ
な
畸
型
な
或
は
唐
突
な
不
美
な
も
の
ば
か
り
に

限
つ
て
ゐ
た
。
花
卉
も
樹
木
も
美
し
い
風
景
も
、
あ
の
人
に
は
い
つ
か

う
興
味
が
な
か
つ
た
。
」
と
三
好
は
思
い
出
ふ
う
に
朔
太
郎
の
好
み
を

語
り
、

「
か
う
い
ふ
実
生
活
上
の
偏
よ
り
と
、
文
学
上
に
於
け
る
好
尚

と
が
、
符
節
を
合
す
る
や
う
に
本
質
的
に

一
致
し
て
ゐ
た
」
と
い
う
の

で
あ

る
。
こ
の
場
合
も
、
私
た
ち
は
三
好
の
観
察
を
そ
の
ま
ま
認
め
て

よ
い

の
だ
が
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
自
然
主
義
の
傾
向
、
な
い
し
は
影
響

と
だ
け
見
て
し
ま
う
の
は
、
や
は
り
単
純
す
ぎ
る
と
い
え
ま
い
か
。

生
ま
身
の
朔
太
郎
を
知
ら
ず
、

エ
ピ
ソ
ー
ド
も
持
た
な
い
人
間
は
、

彼
の
作
品
や

エ
ッ
セ
イ
か
ら
推
す
よ
り
ほ
か
は
な
い
わ
け
だ
が
、
そ
の

か
ぎ
り
で
は
、

「風
景
な
ど
に
は
、
僕
は
い
つ
か
う
興
味
が
な
い
」
と

ハ
イ

マ
セ

ト

ロ
く

ス

い
う
述
懐
に
は
、

「故
郷
喪
失
者
」
を
も

っ
て
自
任
す
る
朔
太
郎
独
得

の
心
意
気
が
感
じ
ら
れ
る
。

「け
だ
し
日
本
の
異
邦
人
で
あ
る
私
等
に

ハ
イ

マ
セ

ト

は
、
初
め
か
ら

「
故

郷
」
と
い
ふ
観
念
が
な
い
の
で
あ
る
。
国
定
忠

治
の
昔
か
ら
し
て
、
私
等
の
血
統
は
漂
泊
者
で
あ
り
、
草
鞋
を
は
い
て

諸
国
を
放
浪
す
る
無
宿
者
で
あ
つ
た
。
私

の
同
郷
の
善
き
詩
人
が
、
す

べ
て
皆
心
の
家
郷
を
持
た
な
い
と
こ
ろ
の
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ

ン
的
漂
泊

者
で
あ
つ
た
の
は
当
然
で
あ
る
。
」

(「
異
邦
人
と
し
て
の
郷
土
詩
人
ー
大

手
拓
次
に
つ
い
て
ー
」)
「
地
方
的
の
伝
統
文
化
と
い
ふ
も
の
が
少
し
も
な

い
」

「
荒
寥
と
し
た
自
然
」
の
中
に
育

っ
て

「
風
流
と
か
雅
趣
と
か
い

ふ
、
文
化
情
操
そ
の
も
の
を
知
ら
な
い
」
自
分

(「我
が
故
郷
を
語
る
」
)

を
語
る
朔
太
郎
の
口
ぶ
り
に
は
、
い
つ
も

の
誇
張
と
思
い
入
れ
が
あ
り

は
す
る
も
の
の
、
三
好
の
い
う

「
一
種
実
人
生
的
な
風
流
気
の
乏
し
い

詩
感
」
の
由
来
を
明
か
し
て
い
る
点
で
は
真
率
な
実
感
が
あ
る
。
時
代

の
様
式
と
と
も
に
、
こ
う
し
た
環
境
風
土

の
詩
人
に
及
ぼ
す
精
神
性
の

必
然
を
、
三
好
説
に
か
ぶ
せ
て
理
解
す
る
と
き
、
あ
な
が
ち
に
そ
の
実

生
活
上
の
偏
よ
り
を

「自
然
主
義
」
の
血
縁
ゆ
え
と
解
し
て
し
ま
う
わ

け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

私
は
こ
こ
で
折
角
の
三
好
説
を
覆
そ
う

と
す
る
の
で
は
な
い
が
、
大

雑
把
な
文
学
史
的
概
念
で
、
複
雑
多
様
な
個
性
や
時
代
思
潮
の
内
面
を

く
く

っ
て
し
ま
う
こ
と
の
便
利
さ
に
、
つ
い
私
た
ち
は
馴
ら
さ
れ
て
し

ま

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
自
省
を
こ
め
て
以
上
私
見
を
つ

け
加
え
て
み
た
の
で
あ
る
。
考
え
て
み
れ
ば

×
×
主
義
と
か
…
…
派
と

い

っ
た
概
念
く
ら
い
便
利
な
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
。

大
岡
信
氏
は
前
掲
論
文
の
中
で
、
西
脇
順
三
郎
氏
が
詩
的
自
伝
と
し

て
書
い
た

「脳
髄
の
日
記
」
(
『西
脇
順
三
郎
全
詩
集
』
あ
と
が
ぎ
)
の

一
節
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を
取
上
げ
て
、
西
脇
氏
が
そ
の
中
で
、
か
つ
て
詩
を

「
雅
文
調
で
書
か

な
く

と
も
い
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
も
ら

っ
た
先
生
は

萩
原
朔
太
郎
で
あ

っ
た
。
た
だ
言
語
の
問
題
ば
か
り
で
な
く
朔
太
郎
の

自
然
主
義
を
全
面
的
に
支
持
し
た
。」
と
あ
る
く
だ
り
の
、
こ
の
「
朔
太

郎
の
自
然
主
義
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
、
と
り
わ
け
示
唆
的
で
あ
る
と
も

述
べ
て
い
る
が
、
お
よ
そ
常
識
的
な
概
念
な
ど
で
物
を
考
え
る
脳
髄
の

持
主

で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
西
脇
氏
に
し
て
か
ら
が

「朔
太
郎
の
自

然
主
義
」
な
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
私
は
注
意
し
た
い
。

朔
太
郎
と
自
然
主
義
と
の
関
連
-

私
の
場
合
そ
れ
は
朔
太
郎
と
時

代
思
潮
と
の
関
連
、
と
い
う
こ
と
に
問
題
は
ひ
ろ
が
っ
て
く
る
わ
け
だ

が
ー

に
つ
い
て
は
、
朔
太
郎
自
身
に
彼
の
自
然
主
義
観
を
覗
か
せ
た

エ
ッ
セ
イ
も
多
い
ζ
と
ゆ
え
、
そ
れ
ら
を
取
上
げ

て
論
じ
て
み
た
い
意
・

欲
を
私
は
禁
じ
得
な
い
の
だ
が
、
こ
こ
は
そ
の
場
所
で
も
な
い
の
で
他

日
に
ゆ
ず

っ
て
、
こ
こ
で
の
本
題
に
は
い
る
こ
と
に
し
て
み
た
い
。

す

で
に
い

っ
た
よ
う
に
、

(
か
り
に
三
好
説
を
そ
の
ま
ま
素
直
に
受

入
れ
る
と
し
て
も
)
朔
太
郎
に
お
け
る

「
自
然
主
義
」
の
浸
潤
は
、
け

っ
し

て
直
接
的
な
も
の
で
あ
る
は
ず
は
な
い
。
あ
く
ま
で
間
接
的
な
、

ヘ

ヘ

へ

客
観
的
な
時
代
の
影
響
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
あ
る
時
期
を

時

の

「
自
然
主
義
」
の
潮
流
を
全
身
で
受
け
と
め
て
過
ご
し
た
と
い
う

形
跡

は
、、朔

太
郎
に
は
な
い
。
そ
の
点
で
は
む
し
ろ
彼
の
兄
事
し
た
北

原
白
秋
の
ほ
う
が
、
少
な
く
と
も
位
置
的
に
は
自
然
主
義
に
甚
だ
近
い

場
所

で
、
青
年
期
の

一
時
期
を
過
ご
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
渦

中
に
こ
そ
巻
ぎ
こ
ま
れ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
が
、
そ
し
て
影
響
と
い
う

ほ
ど
の
も
の
も
み
と
め
ら
れ
な
い
に
し
て
も
、
白
秋
は
折
か
ら
の
自
然

主
義
の

"本
山
"

の
感
の
あ

っ
た
早
稲
田
大
学
に
在
学
し
、
ま
の
あ
た

り
に

「自
然
主
義
」

の
推
移
を
見
た
わ
け
だ
か
ら
。

白
秋
に
そ
の
影
響
は
み
と
め
ら
れ
な
い
ー

と
私
は
い

っ
た
が
、
こ

れ
も
は
た
し
て
そ
う
い

っ
て
よ
い
も
の
か
ど
う
か
、

「自
然
主
義
」
を

狭
く
固
定
的
に
考
え
ず
に
、
本
質
的
に
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
文
学
運
動
で

あ

っ
た
と
考
え
れ
ば
、
そ
し
て
非
自
然
主
義
的
な

「
パ

ン
の
会
」
も
自

然
主
義
の
延
長
線
上
に
興

っ
た

一
つ
の
芸
術
運
動
で
あ

っ
た
こ
と
を
考

、兄
合
わ
せ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
論
理
的
に
は
、
朔
太
郎
よ
り
も
白
秋

の

ほ
う
が
ネ
ガ
チ
ヴ
な
間
接
的
な
自
然
主
義

の
影
響
と
い
う
点
で
は
明
確

で
あ
る
、

と
考
え
る
こ
と
も
可
能

で
あ
る
。

ま
た
、

同
じ
象
徴
詩
で

も
、

た
と
え
ば

『有
明
集
』

と

『邪
宗
門
』
の
ち
が
い
を
考
え
る
と

ぎ
、
白
秋
に
お
け
る

「自
然
主
義
」
的
な

る
も
の
が
問
題
に
な

っ
て
来

よ
う
。
と
も
あ
れ
、
作
品
か
ら
受
け
る
印
象
だ
け
で
異
質
の
も
の
か
ら

の
影
響
の
有
無
を
量
り
お
お
せ
る
も
の
で
は
な
い
。

大
手
拓
次

の
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
作
品

(と
、い
え
ば
長
い
間
彼

の
詩

は
主
と
し
て
詩
集

『藍
色
の
蟇
』

((ア
ル
ス
刊
))

一
巻
に
よ

っ
て
知
ら

れ
て
き
た
わ
け
だ
が
)
か
ら
、
誰
も
こ
の
詩
人
が

「自
然
主
義
」
を
全

身
的
に
受
け
と
め
て
、い
た
と
い
う
こ
と
を
感
得
す
る
ひ
と
は
い
な
い
だ

ろ
う
。
事
実
、
も

っ
と
も
非
自
然
主
義
的
な
、
耽
美
的
で
幻
想
的
な
詩

人
と
し
て
、
特
異
な
眼
で
そ
の
作
品
は
見
ら
れ
て
ぎ
た
。
け
だ
し
、
彼

ほ
ど

「
自
然
主
義
」

の
洗
礼
を
ま
と
も
に
受
け
て
い
な
が
ら
、
し
か
も

最
も
自
然
主
義
か
ら
遠
い
詩
人
と
思
わ
れ
て
、い
る
例
は
、
そ
し
て
た
し
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＼

か
に
自
然
主
義
の
彼
方

へ
つ
き
ぬ
け
て
い

っ
た
例
は
、
め
ず
ら
し
い
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
点
、

一
歳
年
長

の
朔
太
郎
と
も
、
ま
た
二
歳

上
の
白
秋
と
も
は

っ
き
り
ち
が

っ
て
、
拓
次
の
場
合
は
直
接
的
な

「
自

然
主
義
」

と
の
接
触
の
あ
と
を
、
習
作
期
の
詩
文
や

日
記

(白
凰
社

『大
手
拓
次
全
集
』
第
四
、
五
巻
)
に
よ

っ
て
私
た
ち
は
た
ど
る
こ
と
が
で

ぎ
る

の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
拓
次
の
早
稲
田
大
学
在
学
時
の
六
年
間

(高
等
予
科

一

年
、
学
部
五
年
聾
本
当
は
三
年
間
で
す
む
と
こ
ろ
を
落
第
の
た
め

一
年

級
と
二
年
級
を
そ
れ
ぞ
れ
二
回
や

っ
た
)
、
な
か
ん
つ
く
ボ
ー
ド
レ
ー

ル
と

の
出
会

い

(そ
し
て
彼
に
と

っ
て
は
画
期
的
な
論
文

「
私
の
象
徴

詩
論
」

(卒
論
)
が
書
か
れ
る
わ
け
だ
が
)
以
前
の
〈
模
索
期
〉
と
も

い
う

べ
き
、
す
な
わ
ち
早
大
時
代
の
前
半
期
に
焦
点
を
お
、い
て
、

一
人

の
詩

人
が

「自
然
主
義
」
を
い
か
に
通
過
し
て
い

っ
た
か
を
見
て
み
た

い
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
何
を
学
び
、
し
か
も
後

の
象
徴
詩
に
そ
れ
は
い

か
な

る
作
用
を
及
ぼ
し
て
い
る
か
。

(
こ
こ
で
断
わ
る
ま
で
も
な
い
と

思
う

が
、
私
が

「自
然
主
義
」
と
括
弧

つ
き
で
呼
ん
で
い
る
の
は
、
主

と
し
て
日
本
に
お
け
る
自
然
主
義
を
さ
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
)

病
気
の
た
め
高
崎
中
学
を

一
年
遅
れ
て
卒
業
し
た
拓
次
は
、

一
時
は

あ
き
ら
め
か
け
た
大
学
進
学
が
叶
え
ら
れ
て
、
明
治
三
十
九
年
十
月
に

早
稲
田
大
学
第
三
高
等
予
科
に
入
学
し
た

(
一
度
は
入
試
に
失
敗
し
、

二
次
試
験
で

パ
ス
し
た
た
め
、

二
次
合
格
者
は

一
月
遅
れ
て
十
月
入

学
)
。

当
時

の
予
科
は
旧
制
で

一
年
間
、
第
三
高
等
予
科
と
は
文
学
部

予
科
を
そ
う
称
し
た
。
下
宿
は
最
初
、
穴
八
幡
下

(下
戸
塚
、
今

の
戸

塚

一
丁
目
)

の
清
致
館
で
あ

っ
た
が
、
四

か
月
後
に
は
す
ぐ
近
く
の
馬

場
下
町
の
千
代
田
館
に
か
わ

っ
て
、い
る
。

い
ず
れ
も
大
学
ま
で
歩
い
て

五
分
ほ
ど
の
至
近
距
離
で
あ
る
。
こ
の
下
宿
の
近
さ
、
と
い
う
こ
と
は

当
時
と
し
て
は
ご
く
普
通
の
こ
と
で
、
な
ん
と
い
う
こ
と
は
な
さ
そ
う

だ
が
、
人

一
倍
人
づ
き
合
い
の
悪
い
孤
独
癖
の
強

い
拓
次
が
、
日
記
に

明
ら
か
な
よ
う
に
入
学

一
、
二
年
目
は
実

に
よ
く
大
学
の
図
書
館
に
通

い
、
下
宿
で
夕
食
を
と

っ
て
か
ら
庵
夜
遅
く
ま
で
図
書
館
に
.」
も
る
と

い

っ
た
、
お
よ
そ
こ
ん
に
ち
の
学
生
に
は
見
ら
れ
な
い
熱
心
さ
と
猛
烈

な
読
書
量
を
示
す
の
も
、
こ
の
下
宿
が
近
い
と
い
う
生
活
の
便
利
さ
を

考
慮
に
入
れ
る

べ
き
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
た
彼
の
内
向
性
と
孤
独
癖
を

助
長
す
る
こ
と
に
も
な
る
わ
け
だ
が
、
唯

一
の
彼
の
社
会
性

(?
)
で

あ
る
美
少
年

へ
の
傾
倒
は
、
か
え

っ
て
昂

ま
る
。
中
学
時
代
か
ら
の
彼

の
思
慕

の
対
象
で
あ

っ
た
K

・
T
君
、
T

・
E
君
、
T

.
T
君
、
K

.

T
君
ら
に
加
え
て
、
早
速
新
し
い

..田
o
爵
奠
.、
M

・
太
田
君
が
日
記

に
新
し
く
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。
彼
は
同
じ
文
科
生
で
あ

っ
た
が
、

こ
の
熱
心
な
図
書
館
通
い
が
と
り
も

つ
縁

で
あ

っ
た
。
中
学
時
代
患

っ

た
中
耳
炎
、
つ
づ
い
て
の
悩
炎
の
後
遺
と
思
わ
れ
る
年
来
の
頭
痛
持
ち

で
あ
る
拓
次
は
、
正
規
の
授
業
に
は
そ
れ
ほ
ど
齟
ハ味
を
示
さ
な
、い
が
、

そ
れ
で
も
予
習
、
復
習
は
欠
か
し
て
い
な

い
。
そ
し
て
余
力
の
す

べ
て

は
読
書
と
詩
作
に

費
や
さ
れ
て

い
る
と
い

っ
て
よ
い
。

あ
る
い
は
瞑

想
、
幻
想
、
美
少
年
た
ち

へ
の
思
慕
。

こ
こ
で
い
わ
ゆ
る
く
少
年
愛
V
に
つ
い
て
、
つ
い
で
に

一
言
し
て
お

き
た
い
。
概
念
的
に
い
え
ば
、
彼
の
も
ホ
モ

・
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
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ち
が
い
な
い
が
、
通
俗
的
な
興
味
の
対
象
に
な
る
ほ
ど
の
内
容
は
、
い

ず

れ
の
場
合
も
な
か

っ
た
。
い
わ
ば
純
情
可
憐
な
、
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
な

も

の
で
あ

っ
た
。
彼
の
極
度
の
含
羞
癖
、
羞
恥
心
の
過
多
が
、
そ
し
て

潔
癖
な
倫
理
的
心
情
が
彼
を
そ
う
さ
せ
た
、
と
も
い
え
る
わ
け
だ
が
、

後
年
何
入
か
の
女
性
た
ち
に
対
し
て
も
、
や
は
り
彼
は
熱
烈
に
そ
う
で

あ

っ
た
。
こ
の
年
、
明
治
四
十
年

一
月
八
日
の
日
記
に

「僕
は
女
性
は

徹
頭
徹
尾
絶
対
的
に
大
嫌
ひ
だ
。
大
嫌
ひ
だ
」
と
あ
り
、
欄
外
に
ま
た

「
女
性
は
見
る
も
嫌
ひ
だ
。
ヨ
望
δ
<
奠

δ

口
9

ぴ
鎚
螽

津
一
αq
油拝

げ
畧

白
嘱

δ
く
奠

δ
冨
巳
。。o
ヨ
o
ぴ
o望
」゚

と
あ

っ
た
り
、
同
年
八
月
三
日
に

(
マ
マ
)

は

「僕
は

『死
』
と
、い
ふ
者
は
之
只
果
敢
な
き
入
の
避
け
得

べ
か
ら
ざ

る
運
命
で
あ
る
、
悲
し
く
は
な
い
。
僕
は
好
き
な
本
を
読
み
つ
く
し
、

又
相
思
の
恋
人
と

一
度
で
も
恋
に
あ
こ
が
れ
て
見
た
い
。
之
だ
け
が
僕

の
大
欲
だ
。

(但
し
恋
人
は
少
年
な
る
事
)
女
は
嫌
ひ
、
又

一
つ
あ

つ

た
。

せ
め
て

日
本
中
な
り
と
も

名
勝
を
見
た
い
。
」

と
記
し
て
あ

っ

て
、
そ
こ
だ
け
見
る
と
、
根

っ
か
ら
の

「女
嫌
い
」
の
よ
う
に
見
え
る

が
、
そ
の
間
の
四
月
二

一
日
に
は

「今
日
初
め
て
女
性
に
対
す
る
愛
の

か
げ
を
み
と
め
た
…
…
」
と
い
う
記
事
が
ぽ

つ
ん
と

一
行
あ

っ
た
り
、

ま
た
こ
れ
は
後
年
の
詩
や
日
記
に
む
な
し
く
も
賑
や
か
に
、
執
拗
に
示

さ
れ
る

女
性
た
ち

へ
の
秘
か
な

彼
の
傾
倒
ぶ
り
か
ら
も
わ
か
る
よ
う

に
、
彼
の

「女
嫌
い
」
は
決
し
て
本
質
的
な
、
倒
錯
的
な
も
の
で
は
な

か

っ
た
。
女
性

へ
の
関
心
が
昂
ま

っ
て
く
る
と
彼
の
く
少
年
愛
V
は
影

を

ひ
そ
め
る
の
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
こ
で
暗
示
的
に
い
え
る
こ
と
は
、
彼
の
純
情
可
憐
な
く
少

年

愛

V

は

、
彼

に

は
無

意

味

に

せ

よ

、
あ

る
形

而

上

的

な
意

味

合

い

を

も

つ
と

い

う

こ

と

で
あ

る
。

そ

れ

は

さ
き

の

日
記

引

用

の

二
番

目

(
八

月

三

日
)
に
あ

る
程

度

示

さ

れ

て

い

る

よ
う

に

「
『
死
』
と

い

ふ
も

の
」

に

つ
な

が

っ
て
く

る

。
端

的

に

い

っ
て

し

ま

え
ば

「
死

へ
の
信

仰

、

あ

る

い

は
愛

」

、

そ

れ

が
彼

の
く

少

年

愛

V

の
核

心

で

は

な

か

っ
た

ろ

う

か

。「
『
自
然
』
『
詩
』
『
愛
』
僕

の
生
命
も
之
、
僕

の
希
望
も
之
、
僕

の
楽
も
之
、

我
に

し
て
若
し
詩

に
生
き
な
け
れ
ば
…
…
」
明

40

・
8

・
24
)

こ

ん

な
記

録

は
彼

の

日
記

の
随

所

に
見

ら

れ

る

の

だ

が

、

ウ
ブ

な
文

学

青

年

ら

し

い

、

な

ん

と
感

傷

的

な

、

と

わ

ら

う

こ

と
も

で
き

よ

う

。

だ

が

孤
独

で
涯

弱

だ

っ
た
拓

次

に

と

っ
て
、

年

来

〈

詩

〉

だ
け

が
生

き

る
支

え

だ

っ
た
。

才

能

や
功

名

心

に
も

と
つ

く

文

学

志

望

で

は
決

し

て

な

か

っ
た
。

つ
ま
り

く

詩

V

と
く

少

年

愛

V

は
彼

に

お

い

て
殆

ん

ど
同

義

だ

っ
た
。
そ

し

て
そ

れ

は
静

か
な

狂

気

の

か

た
ち

を

と

っ
て

「
『
死

』

と

い

ふ
も

の
」

に

つ
な

が

る

の

で
あ

る
。

み

ず

か
ら

「
僕

は
多

情

だ

か

ら

」

と

い

い
、

つ
ぎ

か
ら

つ
ぎ

へ
と

..冨

巳

ω
o
ヨ
o

び
o
嘱
..

に

、心
を

ひ

か

れ

て
傾

倒

し
、

妄

想

し
、

幻
想

す

る

が
、

そ

れ

は
決

し

て
多

情

ゆ

え

で

は

な

か

っ
た
。

ち

が

っ
た
相

手

へ
の
傾

倒

が

互

に
刺

激

し
あ

い

、
連

鎖

的

に
執

着

の
度

合

い

を
高

め

て
ゆ

く

。

そ

の
執

着

は

、

だ

か
ら

、い
つ

も

一
つ
の
対

象

に
向

っ
て

い

た

と

、い

っ
て

よ

い
。

そ

れ

が

「
多

情

」

の

真

の
意

義

か
も

し

れ
な

い

が
、

相

手

は
複

数

で
も

、

拓

次

自

身

に

と

っ

て

は

一
人

だ

っ
た
。

な

ん

の

こ

と

は

な

い
、

あ

り

ふ

れ

た

こ

と
ば

で

い

え

ば

、

そ

れ

は

ミ

ュ
ー

ズ
、

と

い
う

こ

と

に
な

る
わ

け

だ

が
、

や

が

て
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数
年
後
に
は
噴
出
す
る
日
本
近
代
詩
に
稀
な
彼
の
特
異
の
詩
は
、
こ
う

し
た
狂
気
な
い
し
は
信
仰
の
、
長
い
持
続
の
リ
ズ
ム
で
あ

っ
た
と
い
え

る
だ
ろ
う
。

そ
の
こ
と
は
稿
を
改
め
て
論
ず
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
で
暗
示
的

に
彼
の
く
少
年
愛
V
に

つ
い
て
触
れ
て
お
い
た
の
は
、

一
つ
に
は
、
こ

う
し
た
素
地
を
既
に
も

つ
個
性
が
、
折
か
ら
の

「
自
然
主
義
」
に
ふ
れ

た

と
い
う
こ
と
、
二
つ
に
は
、
し
か
も
そ
の
個
性
な
り
の
受
け
と
り
か

た
を
許
す
、

「
自
然
主
義
」
は
融
通
性
の
あ
る
、.

必
ず
し
も
固
定
的
で

は
な
い
、
、い
う
な
れ
ば
包
容
力
豊
か
な
、
そ
れ
だ
け
軟
弱
な
、
近
代
日

本

の

一
つ
の
時
代
思
潮
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
を
先
つ
も

っ

て
い
い
た
か

っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「
自
然
主
義
」
を
何
か
し

ら
固
定
的
に
、
定
義
定
論
的
に
く
く

っ
て
し
ま
う
文
学
史
的
思
考
の
マ

ン
ネ
リ
ズ
ム
に

私
が
本
稿
の
最
初
の

あ
た
り
で

疑
義
を
つ
ら
ね
た
の

も
、
そ
ん
な
意
味
あ
い
か
ら
で
あ

っ
た
。

さ
て
、
拓
次
の
早
大
入
学
後

の
旺
盛
な
読
書
傾
向
に
つ
い
て
だ
が
、

こ
れ
も
全
集
第
五
巻

の
日
記
を
見
て
も
ら
え
ば
明
ら
か
な
と
お
り
で
あ

る
。
後
年
、
と
い

っ
て
も
明
治
四
十
三
年
か
ら
の
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
を

中

心
と
し
た
フ
ラ
ン
ス
詩
関
係

の
圧
倒
的
な
原
書
渉
猟
に
つ
い
て
は
稿

を
改
め
て
触
れ
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
そ
れ
以
前

の
彼

の
読
書
教
養
に

つ
い
て
触
れ
る
と

、
入
学
早

々
『名
所
和
歌
補
習
抄
』
『
江
戸
の
落
語
』

『
新
詩
辞
典
』
『源
氏
物
語
』
『
玉
蟲
』
(御
伽
草
子

『
玉
蟲
の
草
紙
』
か
)

『
花
屋
日
記
』

(芭
蕉

『終
焉
日
記
』)

な
ど
を
図
書
館
で
読
む
こ
と
が

日
記
か
ら
拾
え
る
。
翌
四
十
年
は

一
月
十
三
日
に
藤
村
の
新
刊
処
女
短

篇
小
説
集

『緑
葉
集
』
を
早
速
同
文
館

で
購
い
、
翌
十
四
日
は

「
初
め

て
昇
校
し
」

「
例
の
通
り
図
書
館
で
帝
国
文
庫
の

『気
質
全
集
』
を
見

た
」
と
あ
る
の
に
は
じ
ま

っ
て
、
甚
だ
旺
盛
な
読
書
渉
猟
が
な
さ
れ
て

い
る
。
ど
の
程
度
味
読
し
た
か
は
別
と
し
て
、
多
い
日
に
は

一
日
三
、

四
冊
延

べ
平
均

一
日

一
冊
程
度
に
も
な
ろ
う
か
。

紅
葉
、
露
伴
、
藤
村
、
花
袋
等
々
の
新
刊
本
を
は
じ
め
、
雑
誌
は

「新

小
説
」
「
新
古
文
林
」

「
早
稲
田
文
学
」

「帝
国
文
学
」
「新
思
潮
」
「詩

人
」
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
「新
声
」
「
趣
味
」
「新
人
」
な
ど
が
購
入
、
あ
る

い
は
図
書
館
に
よ

っ
て
愛
読
さ
れ
て
い
る
。
古
典
は
竹
取
、
伊
勢
、
源

氏
、
枕
草
子
に
は
じ
ま

っ
て
、
決
し
て
系
統
的
に
時
代
順
に
な
ど
と
い

う
の
で
は
な
、い
が
、
平
家
物
語
、
謡
曲

か
ら
西
鶴
、
馬
琴
、
近
松
、
京

伝
の
諸
作
に
及
び
、
古
今
、
新
古
今
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
山
家
集
等

の
古
典
和
歌
に
も
親
し
み

(拓
次
に
は
こ
時
期
に
短
歌
の
偶
作
も
あ
る

こ
と
を
こ
こ
で
付
け
加
え
て
お
く
。
全
集
第
五
巻

「雑
纂
」
部
参
照
)

ま
た
佐
佐
木
信
綱
主
宰
の
竹
柏
会
の
機
関
誌

「
心
の
花
し
も
見
、
金
子

薫
園
の
「『
和
歌
入
門
』
の
御
蔭
で
和
歌

の
真
意
が
解
り
か
け
」
(明
40
、

5
、
13
)
た
り
、
「今
日
図
書
館
で
薫
園

の
和
歌
入
門
を
読
ん
,だ
。
大
に

得
る
所
あ
り
。

僕
は
ど
う
し
て
も

俳
趣
味
に
と
ぼ
し
い
。
歌
が

好
き

だ
。
」

(同
、
13
日
)
と
記
し
、

「
は
つ

か
し
い
が
生
れ
て
は
じ
め
て
」

作

っ
た
歌

「
夕
月
夜

小
田
の
蛙
の
声
た
え
ぬ

旅
僧

一
人
西
に
行
き

つ

曳貞」
が
同
日
の
日
記
に
見
え
た
り
す
る
。
俳
趣
味
に
乏
し
い
と
い
い
な

が
ら
、
俳
諧
書
も
多
く
漁

っ
て
い
て
、
芭
蕉
や
鬼
貫
全
集
、
蕪
村
を
は

じ
め

『俳
諧
自
在
』
『俳
諧
漫
話
』
と
い

っ
た
本
も
読
み
、
実
作
は
示
さ
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れ

て

い
な

い

が

「
俳

句

な

ど

作

る

」

(同
、

7
、

21
日
)

と

日
記

に

は
見

え

る
。

外
国
文
学
関
係
で
は

『
ダ
ン
テ
神
曲
物
語
』
と
か

『失
楽
園
註
解
』
、

誰

の
か
は

っ
き
り
し
な
い
が

『
幸
福
論
』

の
訳
、

『
パ
ラ
ダ
イ
ス
ロ
ス

ト
』

『英
国
七
大
家
文
集
』
『
ア
ラ
ビ
ア

ン
ナ
イ
ト
』
等
々
。
ま
た
貸
本

屋
も
下
宿
に
出
入
し
て
い
て

『
田
舎
妻
』
前
後
二
冊
と
か
、
桜
癡
居
士

の

『
思
ひ
思
ひ
』
等
を
借
り
て
読
む
と
い

っ
た
記
事
が
あ

っ
て
、
講
談

本
や
通
俗
小
説
に
も
興
味
を
示
し
て
、い
る
。

以
上
は
す
べ
て
明
治
三
十
九
、
四
十
年

の
拓
次

の
日
記
か
ら
拾

っ
て

み
た
の
だ
が
、
お
も
し
ろ
い
の
は

『
野
外
植
物
研
究
』
と
か

『鳴
く
蟲

の
研
究
』
を
図
書
館
で
読
む
と
い
っ
た
記
事
が
見
え

(9
月
16
日
、17
日
)

今
後

の
勉
強

の
方
針
と
し
て
多
く
の
方
面
を
列
挙
し
な
が
ら

(
た
と
え

ば
男
女
の
顔
面
容
姿
の
研
究
、
家
屋
、
衣
服
、
履
物
、
人
殺
し
、
自
然

の
研
究
等
を
あ
げ
て
)
、
「自
然
美
の
研
究
」
と
し
て

「山
川
草
木
鳥
獣

…
…
等
」
の
研
究
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

「詩
的
材
料
と
小

説
材
料
を
区
別
し
て
帖
面
に
書
く
事
」
そ
し
て

「要
す
る
に
詩
を
主
と

し
小
説
を
副
と
」
し
て
、
苦
手
の
自
然
科
学
の
勉
強
も
詩
の
た
め
な
ら

ば
敢

て
や
ろ
う
と
し
、
あ
る
程
度
そ
れ
を
実
行
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る

(40
、
6
、
22
、
日
記
参
照
)
。

明
治
四
十

一
年
以
降

の
日
記
の
記
述
は
大
学
卒
業

(明
45
)
ま
で
、
あ

ま
り
熱
心
で
な
く
、
現
存
す
る
四
十

一
年
、
四
十
三
年
、
四
十
四
年

の
日

(註
2
)

記

帳

(
四
十
二
、

四
十
五
年
は
あ

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
桜
井
作
次

氏
の
手

許

に
は
な
い
。
)

は
拓

次

に

と

っ
て
非

常

に

重

要

な

時

期

に

も

か

か
わ

ら

ず
、
記
述
に
繁
閑
の
落
差
甚
だ
し
く
、
し
か
も
内
面
的
な
感
想
が
主
で
、

具
体
的
な
記
録
、
た
と
え
ば
読
書
遍
歴

の
実
態
は
読
み
と
れ
な
い
。
し

(註
3
)

か
し
ま
た
私
が
前
に
も
い

っ
た
よ
う
に
、

こ
の
日
記
記
述
の
繁
閑
自
体

が
拓
次
の
内
面
の
成
長
を
物
語

っ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
日
記
の
空

白
は
、
そ
れ
だ
け
実
作
活
動
や
日
記
以
外

の
も
の
に
向
け
ら
れ
た
時
間

の
多
さ
を
物
語

っ
て
い
る
と
、
拓
次
の
場

合
は
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。

た
と
え
ば
河
井
酔
茗
主
宰
の
詩
誌

「詩

人
」
に
筆
名

・
紅
子
で
詩
を

投
稿
し
は
じ
め
る
の
は
明
治
四
十
年
だ
が

(彼

の
詩
が
は
じ
め
て
活
字

に
な

っ
た
の
が
こ
の
年
八
月
発
行

の

「詩

人
」
第
三
号
に
載

っ
た
文
語

詩

「昔

の
恋
」
11

(全
集
第
四
巻

「
初
期
詩
篇
」
胃
頭
作
晶
)
華
泉
と
も
号

し
て
多
く

の
詩

の
習
作
、
散
文
小
品
、
小
説
、
戯
曲

の
試
作
が
、
年
を

追

っ
て
賑
や
か
に
な
る
。
こ
れ
ら
は
同
じ
く
全
集
第
四
巻
と
第
五
巻

の

「雑
纂
」
中
に
見
ら
れ
る
と
お
り
だ
が
、
そ
れ
だ
け
日
記

の
内
容
は
簡

略
な
い
し
は
過
疎

の
度
合
を
増
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
読
書
傾

向
に
し
て
も
、
お
そ
ら
く
四
十
年
に
見
ら

れ
る
と
お
り
の
旺
盛
さ
が
、

ず

っ
と
持
続
さ
れ
た
と
見
て
間
違
い
な
い
。
し
か
も
そ
の
内
容
は
、
年

々
よ
り
高
度
な
、
専
門
的
な
水
準
に
高
ま
り
、
意
識
的
な
態
度
に
な

っ

て
い

っ
た
こ
と
も
、
残
さ
れ
て
い
る
蔵
書
に
よ

っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。

前
に
い

っ
た
よ
う
に
、
明
治
四
十
三
年
あ

た
り
か
ら
フ
ラ

ン
ス
語
に
よ

る
原
書
中
心
に
読
書
傾
向
は
集
中
さ
れ
て
く
る
。

む
ろ
ん
、
そ
れ
ら
は

一
々
日
記
に
記
載
さ
れ
て
、い
な
い
し
、
ま
た
こ

れ
も
そ
う
だ
が
、
こ
こ
に

「詩
論
」
と
銘
う

っ
た

一
冊

の
切
抜
帳
が
あ

る
。
約
八
百
ペ
ー
ジ
の
本
仕
立
て
の
も
の
。
海
老
茶
の
厚
表
紙
が
施
さ
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れ
て
背
表
紙
上
段
に
箔
押
金

一
号
活
字
で
「
詩
論
」
と
あ
り
、下
段
に
三

号
活
字
で

「第

一
編
」
と
あ
る
。
拓
次
が
各
雑
誌
の
詩
論
を
切
抜
い
た

も

の
を
、
後
に
製
本
屋
に
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
内
容
は
明
治
四
十

一

年
六
月
号
の

「早
稲
田
文
学
」
所
載
の
櫻
井
天
壇

「独
逸
の
杼
情
詩
に

於
け
る
印
象
的
自
然
主
義
」
に
は
じ
ま
り
、
明
治
四
十
四
年
十

一
月
の

所
載
誌
未
詳
の

(調
査
中
に
つ
き
追
っ
て
明
ら
か
に
し
た
い
。
年
月
は
拓
次

手
記
の
も
の
)
前
田
夕
暮

「卓
上
語
」

に
終

っ
て
い
る
。

「
早
稲
田
文

学
」
「
帝
国
文
学
」
「新
古
文
林
し
「
秀
才
文
壇
」
「
世
界
文
芸
」
等
の
諸

雑
誌
か
ら
切
抜
い
た
約
百
点
の
詩
論
や
海
外
詩
紹
介
、
詩
壇
時
評
等
々

の
発
表
年
月
順
の
編
纂
と
、い
う
わ
け
で
あ
る
。
お
り
お
り
新
聞
の
詩
壇

時
評
の
切
抜
き
も
貼
り
込
ま
れ
て
い
る
。

「第

一
編
」
と
銘
打

っ
て
あ

る

か
ら
に
は
、

つ
ぎ

つ
ぎ
に

切
抜
か
れ
て

た
ま

っ
て
ゆ
く

主
要
論
文

を
、
こ
の
方
法
で

「
第
二
編
」

「
第
三
編
」
と
続
け
る
意
図
が
あ

っ
た

も

の
と
思
わ
れ
る
が
、
現
存
す
る
も
の
は

「
第

一
編
」
の
み
で
あ
る
。

し

か
し
、
こ
の

「
切
抜
本
」
は
拓
次
の
詩
壇
時
流

へ
の
関
心
と
、
勉
強

ぶ
り
を
証
拠
立
て
て
余
り
あ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
明
治
四
十

一
年
か

ら
四
十
四
年
ま
で
の
、
私
た
ち
が
こ
ん
に
ち
貴
重
と
す
る
詩
論
は
こ
こ

に
網
羅
さ
れ
て
お
り
、
間

々
、
拓
次
の
書
込
み
や
朱
線
が
施
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
う
し
た
拓
次

の
二
十
代
初
頭

の
読
書
遍
歴
は
何
を
物
語

っ

て
い
る
か
。
後
年
、
萩
原
朔
太
郎
は
室
生
犀
星
と

一
緒
に
拓
次

の
下
宿

を
訪
ね
て
い
る
。
そ
の
時

の
模
様
を
ア
ル
ス
刊

『藍
色

の
蟇
』
の
跋
文

に
書
い
て
い
う
に
は
、
拓
次
は

「仏
蘭
西

の
詩
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
と
サ

マ
ン
よ
り
外
、
少
し
も
読
ん
で
居
ま
せ
ん
か
ら
。
」
と
二
入
に
い

っ
た

と
あ
る
。
最
初
は
「
尊
大
な
馬ヘ
タ

ン
チ

ッ
ク
な
奴
」
と
思

っ
た
が
、
拓
次

の
含
羞
を
見
て

「
す
つ
か
り
こ
の
人
の
詩
人
的
天
質
が
了
解
さ
れ
た
」

と
朔
太
郎
は
書
い
て
い
る
。
そ
し
て
朔
太
郎
は
拓
次
が

「仏
蘭
西
の
書

物
以
外
に
、
日
本
語
の
本
を
殆
ど
読
ん
で
居
な
い
」

こ
と
、
そ
し
て
彼

が
白
秋
以
外
の

「
他
の
如
何
な
る
日
本

の
詩
人
の
存
在
さ

へ
も
全
く
知

ら
ず
に
ゐ
る
こ
と
」
を
拓
次
の
重
要
な

一
面
と
し
て
強
調
し
て
い
る
。

朔
太
郎

一
流
の
思
い
入
れ
躍
如
た
る
も
の
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
拓
次

が
ほ
ん
と
う
に
二
人
に
そ
う
い
い
、
そ
う
思
わ
せ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
明
ら
か
に
拓
次
の
韜
晦
、
あ
る
い
は
正
に
含
羞
、
そ
う
、
は
じ
め
て

会

っ
た

二
人
の
詩
人
に
対
す
る
極
度

の
羞
恥
心
に
よ
る
も
の
で
あ

っ

て
、
事
実
と
距
た
る
こ
と
甚
し
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

つ
い
で
に

こ
だ
わ

っ
て
い
う
と
、
朔
太
郎
跋
文
は
拓
次
の
部
屋
の
書
架
に

「
仏
蘭

西
語
の
詩
集
や
雑
誌
が
ぎ

つ
ち
り
積
ま
れ
て
居
た
。
」
と
描
写
す
る
が

日
本
語
の
詩
集
や
雑
誌
も
そ
れ
に
劣
ら
ず
積
ま
れ
て
い
た
の
に
は
気
づ

か
な
か

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
明
治
四
十
年
三
月

一
日
の
拓
次
の
日
記
に

「源
氏
物
語
の
あ
る
博
文
館
の
文
学
全
集
の
九
、
十
、
十

一

(巻
)
を

求
め
た
」
り
す
る
記
述
が
あ
る
が
、
学
生
時
代
か
ら
拓
次
の
買
い
求
め

.
た
日
本
の
古
典
や
当
時
評
判
の
文
学
作
品
の
単
行
本
や
全
集
、
雑
誌
等

は
か
な
り
の
数
に
の
ぼ
る
。
朔
太
郎
や
犀
星
が
彼
の
下
宿
を
訪
ね
た
の

は
、
拓
次
が
大
学
を
出
て
四
年
目
に
ラ
イ
オ
ン
歯
磨
本
舗
広
告
部
に
就

職
し
て
か
ら
で
あ
り

(朔
太
郎
跋
文
は

コ

九
三
五
・八
・二
〇
」
日
付
の
も

の
で

「今
か
ら
約
二
十
年
近
く
も
昔
の
こ
と
」

「牛
込
の
下
宿
屋
」
と
あ
る
の

一10一



(
注
4
)

、で
、
そ
う
推
定
で
き
る
)
、
現
存
す
る
拓
次
の
蔵
書
か
ら
推
し
て
も

(
か

な
り
散
迭
し
て
い
る
が
)
当
時

「
几
帳
面
に
整
理
さ
れ
て
た
」
拓
次
の

書
架

な
り
、
そ
の
周
辺
に
は

「
日
本
語
の
本
」
も
か
な
り
あ

っ
た
筈
で

あ
る
。
蔵
書

の
中
で
も
圧
倒
的
に
多
い
フ
ラ
ン
ス
の
仮
綴
本
に
無
学
な

二
人

の
詩
人
は
威
圧
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か

(朔
太
郎
と
い
う
詩
人
は

「無

学
が
強
味
だ
」
と
い
っ
た
の
は
日
夏
耿
之
介
氏
で
あ
る
)
。

そ
の
た
め
に
他
の

本
は
目
に
入
ら
な
か

っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
ま
た

つ
い
で
な
が

ら
、
犀
星
が
終
生
拓
次
に
対
し
て
黙
殺
な
い
し
無
関
心
を
粧
う
の
は
、

拓
次

に
無
視
さ
れ
た

(そ
れ
は
拓
次
の
羞
恥
心
と
美
男
好
み
に
よ
る
)

と
、い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
こ
の
初
対
面
の
お
り
に
拓
次
の
こ
う
し
た

意
外

に
教
養
的
な

一
面
を
見
て
、
そ
れ
い
ら
い
、
こ
必
さ
ら
自
分
と
は

異
質

の
世
界

の
人
間
だ
と
い
う
犀
星
の
決
め
こ
み
の
作
用
が
あ

っ
た
か

ら
で
は
あ
る
ま
い
か
。
私
は
そ
う
見
る
。

ま
た
、
朔
太
郎

の
い
う
、
白
秋
以
外
の
い
か
な
る
詩
人
の
名
も
拓
次

は
知
ら
な
か

っ
た
…
…
と
い
う
真
赤
な
嘘
も
、
既
に
先
ほ
ど
紹
介
し
た

「
切
抜
本
」

一
本
で
も
見
破
れ
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
も

つ
い
で
に
こ
こ

で
い

っ
て
お
く
と
、
明
治
四
十
年
十
二
月
十
八
日
に
書
い
た
日
記
が
、

当
日
欄
で
は
な
く
日
記
帳
の
巻
末

「備
忘
録
」
欄
四
ペ
ー
ジ
を
埋
め
て

い
て
、

こ
こ
で
拓
次
は

一
年
間

の
詩
壇
の
回
顧
を
試
み
て
い
る
。
抱

月
、
有
明
、
泡
鳴
、
泣
菫
、
酔
茗
、
花
外
、

寛
、
夜
雨
、

介
春
、

露

風
、
東
明
、
御
風
、
と
い

っ
た
詩
人
た
ち
へ
の
簡
勁
な
、
辛
辣
な
批
評

で
あ
る
。
こ
れ
な
ど
は
詩
壇
時
評
の
切
抜
き
な
ど
と
ち
が

っ
て
甚
だ
主

体
的
な
、
強
い
拓
次
の
詩
壇

へ
の
関
心
を
、
つ
と
に
示
す
好
例
と
い
え

る

だ

ろ

う

。

ど

う

し

て

拓

次

が

時

流

に

「
風

馬

牛

に

無

関

心
」

だ

っ

た

、

な

ど

と

い

え

よ

う

。

た

し

か

に

こ

れ

は
本

格
的

な
詩

作

期

以
前

の

も

の
と

は

い

え

、

だ

か

ら

と

い

っ
て

ま

た

、
後

年

朔
太

郎

ら

の
目

を
瞠

ら

せ
た
大

正
期

に

は

、

も

は

や

そ

う

で

は

な

か

っ
た

な

ど

と

、

こ

れ

も

ど

う

し

て

、い
え

る

だ

ろ

う

。

(
未
完

。

「
大
手
拓
次

研
究
」
第

二
章
、
第

二

部
、

そ
の

一
)

(
注
1
)

拙
稿

「
日
本
近
代
詩

と

ス
タ
イ

ル
」
(
『
文
体

序
説
』
所
収
参

照
。)

(
注
2
)

大

手
拓

次

の
甥

(
拓
次
実

弟
桜
井
秀
男

二
男
)

で
拓
次

の
遺
稿

を
保
存

し
て
き
た
。

(注

3
)

拙
稿

「
少
年
愛

の
暗
室

・
拓
次

の
起
点
」

(
「
ユ
リ
イ
カ
」

一

九
七
〇
、

一
〇
月
号
)
参
照
。

(注

4
)

伊
藤
信
吉
編

・
萩
原
朔
太
郎
年
譜

(薪
潮
社
全
集
第

五
巻
)

に

よ
れ
ば
、
朔
太
郎

の
拓
次
訪
問

は
大
正

三
年

の

「
四
月
頃
」
と
な

っ
て
い

る
が
、

そ
の
根
拠

は
な
い
こ
と
を

伊
藤
氏

の

御
了
解

を

得

て
こ
こ
に

訂

正
し
て
お
く
。
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