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中
原
中
也

「
ダ
ダ
」

の
方
法

酬春

の
日
の
夕
暮
」
冒
頭

の
解
読

松

下

博

文

中

原
中
也

の
詩
的
出
発

は
高
橋
新
吉

『
ダ
ダ

イ

ス
ト
新
吉

の
詩
』
と

の
出
会

い
に
始

ま
る
。

現
代
詩

の
詩

的
実
験

と
し
て
強
烈
な

エ
ネ

ル
ギ

ー
を
内

に
秘
め

た

こ
の
詩
集

は
そ
れ
ま
で

の
作
歌
活
動
を
裏
面

で
支

え
て
い
た
表
現
形
式
と

そ

の
表

現
内
容

を

こ
と
ご

と
く
突

き
崩

し
新

し
い
表
現
生
成

の
領
域

へ
中
也
を

い

ざ
な
う
魅
力

を
も

っ
て
い
た
。

ダ
ダ
体
験
直
後

の
詩
作

と
啄
木

・
牧
水

の
影
響

下

に
作

歌
さ
れ
た
短
歌
群

と
の
明
ら
か
な
質
的
差
異

は
こ
の
間

の
経
緯
を
鮮

や

か
に
物

語

っ
て
い
よ
う
。
本
稿

で
検
証
す

る

「春

の
日
の
夕
暮
」
冒
頭

の
詩
句

は
ま
さ
に

こ
の
期

の
中
也
独
自

の
詩
的
表
現

の
誕
生
を
極
め

て
明
確

に
告
げ

て

い
る
も

の
の
好
例

で
あ

ろ
う
。
表
現
方
法

に
留
意
し

つ
つ
詩
句

の
解
読
を
試
み

創
作

の
背
後

に
伏
流
す

る
独
自

の
詩
的
精
神
構
造

の
内
実
を
究
明
す
る

こ
と
が

本
稿

の
目
的

で
あ

る
。

ダ
ダ
体
験
直
後
中
也
を
支
配
し

て
い
た
方
法
と
は
何
か
。
そ
れ
を
ま
ず
明
ら

か

に
し
て
お
き

た
い
。
手
続
上

そ
の
根
拠

は
や
は
り
中
也

の
高
橋
理
解

に
求
め

る
べ
き

で
あ

ろ
う
。
昭
和
二
年
九
月
、
中
也
は
高
橋
宛

に
次

の
よ
う
な
書

簡
を

送

る
。
〈
こ
ん
な
や
さ
し

い
無
車
な
心
は
ま
た
と
な
い
の
だ
。
そ
れ
に
同
情

の

ア

ク
チ
ィ
ビ
テ
ィ
が
沢
山
あ
る

(
略
)

こ
の
人

は
細

心
だ
が
、
然

し
意
識
的

な
人

で
は
な

い
。
意
識
的
な
人
は
か
う
も
論
理
を
愛

す
る
傾
向

を
持

つ
て
ゐ
る
も

の

で
は
な

い
。
高
橋
新
吉
は
私

に
よ
れ
ば
良

心
に
よ
る
形
而
上
学
者
だ

(略
)
彼

の
魂

に
と

つ
て
現
象
は
殆
ん
ど
何
物

で
も
な
い

(略
)
彼

に
と

つ
て
は
常

に
真

理
が
必
要
な

の
だ
。
そ
れ
が
彼

の
渇
き

で
、

云
は
皮
彼

は
自
動
機
械
的

に
現
実

を
材
料
と
し

て
の
夢
想
家
な

の
だ

(略
)
彼

に
は
自
分

を
詩
人
だ
と
思

ふ
だ
け

で
は
安
心
出
来
な

い
も

の
が
あ
る
。
併

し
そ
れ
は
彼

の
夢
想

が
余

り
に
あ

り
の

儘

の
現
実

を
扱

ひ
得

る
か

ら

で
、
夢
想

が
か

く
も
現
実
的

で
あ

る
と

い
ふ
点

で
、
高
橋
新
吉
は
人
類
中

非
常

に
特

異
な
も
の
な
の
だ
、

け
れ
ど
も

こ
の
こ
と

が
彼

の
詩
を
却
々
整

つ
た
も

の
と
さ
せ
な
い
重
要

な
原
因
な

の
だ
。
普
通

に
詩

が
整

つ
て
ゐ

る
と

い
ふ

こ
と
は
、
伝
統

に
頼

る
こ
と
か
ら
得

ら
れ

る
や
う
だ

が
、
高
橋
新
吉
は
純
粋

な
良
心
家

で
、
伝
統

に
頼

る
事

は
彼
か
ら

は
堕
落
と
し

か
思
へ
な
い

(略
)
彼
は
行
為
の
前
の
義
務
i

認
識

の
上
で
実
に
目

覚
ま
し
い
詩
人

な
の
だ
〉
(書
簡
同
封

「高
橋
新
吉
論
」
)
。
こ
こ
に
は
詩
人
高
橋

へ
の
好
意

と
共
感

と
が

一
人

の
得
難

い
先
覚
者
を
見

い
出
し

た
喜
び

に
打
ち
額

え
る
よ
う
な
断
定
的
な
語

調
で
縷

々
述

べ
ら
れ

て
い
る

の
だ
が
、
特

に
、
高
橋
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を

〈意
識
的

な
入

で
は
な
い
〉
と
し

〈良
心

に
よ
る
形
而
上
学
者
〉
と
規
定
し

〈自
動
機
械
的

に
現
実
を
材
料
と
し

て
の
夢
想
家
〉
〈
認
識

ー

の
上

で
実

に

目
覚
ま
し

い
詩
人
〉
と
評
す
る
理
解

の
裏
面

に
は
高

橋

の
表

現
意
識

の
在

り
方

に
並
々
な
ら
ぬ
共

感
を
よ
せ

て
い
る

こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。

ま
た
、
高
橋
を

〈
意
識
的

な
人

は
か
う
も
論

理
を
愛
す

る
傾
向

を
持

つ
て
ゐ

る
も

の

で
は
な

い
〉

と
評

し
氏

の

〈夢
想
〉

に

〈詩
を
却

々
整

つ
た
も

の
と

さ
せ
な

い
重
要
な

原
因
〉

を
見

〈伝
統

に
頼

る
事

は
彼
か

ら
は
堕
落
と

し
か
思

へ
な

い
〉
と
明
言

す

る
と
き
、

そ
こ
に
通
常

の

「
論
理
」

に
拘
束
さ
れ

て
い
な

い
高
橋

の
自
由
な

〈魂
〉

の
振
幅

の
大
き

さ

へ
の
称
讃
と
、
と
同
時

に
、
中
也
自
身

の

「論

理
」

に
対
す

る
強
烈
な
反
抗

の
牙
が
剥
き
出
し

に
な

っ
て
い
る

こ
と
を
読

み
取

る

こ

と
が

で
き

る
。

こ
こ
で
い
う

〈論
理
を
愛
す
る
〉
は
文
脈

か
ら
も
理
解

で
き
る

よ
う

に
字
義
通
り

の
意
味

で
使

っ
て
い
る

の
で
は
決

し

て
な

い
。
む

し
ろ
逆

の

意
味

ー

合

理
的
統

一
的
な
も

の
の
考

え
方

を
否
定
し

コ
ン
テ
キ

ス
ト
を
飛
躍

さ
せ
る
ま

た
は
破
壊

さ
せ

る

ー

と

い
う
意

味

に
お

い
て
の
い
わ
ば
逆

ベ
ク
ト

ル
の

「論

理
」
志
向

と
い
う
意
味
あ

い
で
使

っ
て
い
る
と

い

っ
て
よ

い
。

つ
ま

り

〈詩

を
却
々
整

つ
た
も

の
と
さ
せ
な
い
〉

〈
普
通

に
詩

が
整

つ
て
ゐ
〉

な

い

「反
詩
」

の
方
向

へ
、

ま
た

〈伝
統

に
頼
〉

ら
な

い

「
反
伝
統
」

の
方
向

へ
そ

の
思
考
回
路

が
向

い
て
い
る
と

い
え

る
。
中
也
が
高
橋

に
規
範
を
求
め
そ

の
詩

作
か
ら
取
得
し

た
も

の
は
か

よ
う
な

「
反
詩
」
「
反
論
理
」
「
反
伝
統
」

の
詩
作

意
識

で
あ

っ
た

に
ち
が

い
な

い
。

た
と

え
ば
、

こ
の
具
体
例

に

つ
い
て
は
本
誌
五
卜
七
号
掲

載

の
拙
稿

で
詳
し

く
ふ
れ

て
い
る
の
で
そ
れ
を
参
照
さ
れ
た
い
が
体
験
直
後

の
詩
作

「古
代
土
器

の
印
象
」
「
(仮
定
は
な

い
そ
よ
)
」
「
(酒
は
誰

で
も
酔

は
す
)
」

「
(名
詞

の
扱

ひ

に
)
」
な
ど
に
は

「
語
」
相
互

の
論

理
的
結
合

に
よ

っ
て
形
成

さ
れ
る
あ

る
概
念

を
破
壊
し

「
名
辞
」

の

「
い
み
」

を
ね

こ
そ
ぎ
解
体
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
全

て

の
事
象
を

〈
認
識
以
前
〉

の
裸
型

で
把
握

し
よ
う
と
試

み
る
中
也
独
自

の
詩
観

芸
術
観

が
執
拗

に
繰

り
返

さ
れ

て
い
る
。

そ
の
例
証
を
前
稿

で
引
用
漏
れ
し
た

作

品

に
よ

っ
て
再
度
補

足
し

て
お

こ
う
。

〈
や

つ
ぱ

り
形
式

に
於

て
も
経
験

世

界
を
肯
定

し
な
き

や
/
万
人

の
芸
術

品
と

は
言

へ
な

い
の
で
せ
う
か
?

ノ
内

容
価
値
と
技
巧
価
値

は
対
立
し

て
は
ゐ
ま
せ
ん
よ
。

/
問
題

と
な
る

の
は
技

巧

だ
け

で
す
。
/
内
容

は
技
巧
以
前

の
も

の
で
す
。
/
技

巧
を
考
慮
す

る
男

は
吃

度
価
値
あ
る
内
容
を
持

つ
て
ゐ
ま
す
〉
(
「
最
も
純
粋

に
意
地
悪

い
奴
)
」
)
。
中
也

が

〈
内
容
〉

よ
り
も

〈技

巧
〉
を
重
視

し
て
い
る
こ
と
が
了
解

で
き

る
が

こ
の

〈技

巧
〉

が
単

な
る
リ
ズ
ム
表
現
、
比
喩
表
現
、
強
調
表
現
と
か

の
表
現
技
法

上

の
そ
れ
で
は
な
く
詩
作
過
程

に
お

い
て

〈経
験
世
界
〉
を
排
除
し
た
そ
れ

で

あ
る

こ
と
は

い
う
ま
で
も
な

い
。
〈
や

つ
ば

り
形
式

に
於

て
も
経
験
世
界

を
肯

定
し
な
き

や
/
万
人

の
芸
術
品
と
は
言

へ
な

い
の
で
せ
う
か
?
〉
と
い
う
た
め

い
き

に
近

い
副
詞

で
始
ま
る
冒
頭
や
疑
問
符

つ
き

の
末

尾
に
は
表
現
内
容

に
お

い
て

〈
経
験
世
界
〉
を
描
く

こ
と
は

「
応

は
認
め
る
に
し

て
も
表
現
形
式

に
お

い
て
は
そ
れ
を
輩
固

に
否
定
し
よ
う
と
す
る
姿
勢

が
認
め
ら
れ
る
。
続

く
以
下

の
文
を
読
め
ば

こ
と
は
明
白

で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
わ
れ

わ
れ
は
既
存

の
主
観
的

あ
る

い
は
感
覚
的
な
意
識
状
態

と
も
い
う

べ
き

〈経
験
〉

に
囚

わ
れ
ず

〈認
識

以
前
〉

の
裸
型

で
事
象
を
把
握

し
よ
う
と
す

る
表
現
者
中
也

の
強

い
創
作
意
識

を
再
び
見
る

こ
と
が

で
き
る
。
高
橋
を

〈形
而
上
学
者
〉

と
評

し

〈現
実
を
材

料

と
し
て
の
夢
想
家
〉

と
規
定
し

た
こ
と
も

こ
の

一
点

に
注
目
す
れ
ば
そ

の
評

価
軸

の
設
定

が
高
橋

の
詩
作
意
識

へ
向

け
ら
れ

た
軸

で
あ

っ
た

こ
と
は
も

は
や

疑

う
余
地

は
な

い
。

そ
し

て
そ
れ

は
中
也

の
生
涯
を
貫

流
す

る
創

作
理
念

で

あ

っ
た
。

た
だ
、
か

よ
う
な
理
念

の
生
成
過
程

の
背
後

に
は
同
時
代

の
文
芸
思

潮

が
中
也

に
与

え
た
影
響
も
少
な
く
な

い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
実

は
そ

の
好

個

の
例
を

同
時
期

の
詩
作

の
中

に
窺
見
す

る
こ
と
が

で
き
よ
う
。

〈酒

が
詩

の
上

一25一



だ
な
ん

て
考

へ
る
奴

あ
/

「生
活
第

一
芸
術
第

二
」
な

ん
て
言

つ
て
ろ

い
ノ
自

然
が
美
し

い
と
い
ふ

こ
と
は
/
自
然

が
カ

ン
ヴ

ァ
ス
の
上

で
も
美
し

い
と

い
ふ

こ
と
か

い

/

そ
り

や
経
験

を
否
定
し

た
ら
/
イ

ン
タ

レ
ス
チ

ン
グ

な
詩

は
出
来
ま

い
が
ね
/
i

だ

が
/

「
そ
れ
を
以

て
そ
れ
を
現
す

べ
か
ら
ず
」

つ

て
百
葉
を
覚

え
と
け
え
〉

(
「
(酒

は
誰

で
も
酔

は
す
)
」
)
。

こ
こ
に
は
実
生
活
よ

り
も
芸
術
を
L
位

に
置

き
経
験

よ
り
も
思
弁
を
上
位

に
置
く
芸
術
家
と
し

て
の

中
也

の
自
負
が
や
や
卑
俗

な
慷
慨
調

で
語

ら
れ

て
い
る
の
だ
が

「
生
活
第

一
芸

術
第
二
」
な
る
引

用
句

に
注

目
す
る
と
き

そ
こ
に
時
代

の
陰
騎
が
微
妙

に
落
と

さ
れ

て
い
る
事
実

に
気

づ
く
は
ず

で
あ
る
。

い
う
ま

で
も
な
く
、

こ
の
引
用
句

は

「
芸
術
と
天
分
」
(
「文
章
世
界
」
大

9

・
3
)
を
書

い
た
菊
地
寛
が
持
論

の

「
作
家
凡
庸
論
」

の
延
長
線

上
に

「文
芸
作
品

の
内
容
的
価
置
」

(「
新
潮
」
大

H

・
7
)
な
る

一
文
を
草

し
里
見
淳

と

の
間

で
内
容
的
価
置
論
争
を
巻
き
起

こ

し
た
際

に
使
用
し
た
日
く
付

き

の
辞
句

で
あ
る
。
「作
者
素
質
論
」
を
唱
え

る
里

見

に
対
し
菊
地
は
芸
術

は
非

凡
な
る
才
華

で
創
造
す

る
も

の
で
は
な
く
、
む
し

ろ
非
凡
な
芸
術
的
表
現
に
凝
意
さ
れ
た
作
品
以
外
に

〈ま
つ
い
く

と
思
ひ
な

が
ら
、
心
を
打
た
れ
る
〉
内
容

を
持

つ
文
芸
作
品

が
あ

る
こ
と
を
指
摘
、

そ
の

〈
我
々
を
感
動

さ
せ
る
力
〉
を

「内
容
的
価
置
」
と
仮
称
し

〈芸
術

は
も

つ
と
、

実
人
生
と
密

接
に
交
渉

す

べ
き
だ
〉

と
力
説
し

た
。

そ
し

て
こ
の
文
章
を
次

の

よ
う
に
結
ぶ
。
〈
イ
プ

セ
ン
の
近
代
劇
、
ト

ル
ス
ト
イ
の
作
品

が
、

一
代

の
人
心

を
動

か
し
た
理
由

の

一
は
、

あ
の
中

に
在

る
思
想

の
力

で
あ

る
。
そ

の
芸
術
だ

け

の
力

で
な
い
。
芸
術

の
み
に
か
く
れ

て
、
人
生

に
呼
び
か
け
な

い
作
家
は
、

象
牙

の
塔

に
か
く

れ
て
、
銀

の
笛
を
吹

い
て
ゐ
る
や
う
な
も

の
だ
。

そ
れ
は
十

九
世
紀
頃

の
芸
術
家

の
風
俗
だ

が
、
ま
だ

そ
ん
な
風
な
ポ

ー
ズ
を
欣

ん

で
ゐ
る

人

が
多

い
。
文
芸

は
経

国

の
大
事
、
私

は
そ
ん
な
風

に
考

へ
た

い
。
生

活
第

一
、

芸
術
第

二
〉
。
中

也
が
か
か

る
文
壇
的

対
立
と
論
争
内
容

を

い
か
ほ
ど
正
確

に

理
解
し

て
い
た
か
は
甚

だ
疑

わ
し
い
。

が
、
自
己

の
芸
術
家
意
識

に
抵
触
す
る

あ
る
何
か
を
当
時

の
文
学
的
時
勢

の
上

に
感

じ
て
い
た
こ
と

は
想
像
す

る
に
難

く
な

い
。
傍
証
と
し

て
前
出

「
(最

も
純
粋

に
意
地
悪

い
奴
)
」

に
使
用
さ
れ

て

い
た

〈内
容
価
置
〉
〈
技
巧
価
置
〉
の
二
元
論
的
対
立
語
彙
を
並
記
す

る
こ
と
も

許
さ
れ
よ
う
。
中
也

の
場

合
、
少

な
く
と
も
里
見

の
立
場

に
そ
の
文
学
的
姿
勢

を
置

い
て
い
る
。

た
だ
し
、

こ
の
立
場

に
身
を
置

く
こ
と

は
い
え
自
己

の
芸
術

的
達
成
を

い
か
な
る
方

法

に
よ

っ
て
成
就

さ
せ
る
か
に
最
大

の
関
心
が
あ

っ
た

と

い

っ
て
よ

い
。

二

 

の

ウ

ハ
キ
は

ハ
ミ
ガ
キ
/

ウ

ハ
バ
ミ
は
ウ

ロ
コ
/
太
陽

の
世
界

が
始

ま

つ
た

ノ

テ
ツ
ポ

ー
は
戸
袋
/

ヒ
ヨ
ー
タ

ン
は
キ

ン
チ
ヤ
ク
/
太
陽

が
上

つ
て
/
夜

の

世
界
が
始

つ
た
ノ
ォ

バ
グ

ロ
は
妖
怪
/
下
痢

は
ト
ブ
ク

ロ
/
/

レ
イ
メ
イ
と

日

暮
が
直
径
を
描

い
て
/
ダ
ダ

の
世
界

が
始

つ
た
ノ

(
そ
れ
を
釈
迦
が
眺
め

て
/

そ
れ
を
キ
リ

ス
ト
が
感

心
す
る
)
「

「
ダ
ダ
音
楽

の
歌
詞
」

e

タ
バ

コ
と

マ
ン
ト
が
恋
を
し
た
/

そ
の
筈
だ
/

タ
バ

コ
と

マ
ン
ト
は
同
類

で
/
タ
バ

コ
が
男

で
マ
ン
ト
が
女

だ
/
或
時

二
人

が
身
投
心
中
し
た
が
/

マ
ン

ト
は
重

い
が
風
を
含

み
/

タ
バ

コ
は
細

い
が
軽
か

つ
た
の
で
/
崖

の
上
か
ら
海

面

に
/
到
着

す
る
ま

で
の
時
間

が
同

じ
だ

つ
た
/
神
様
が

そ
れ
を

み
て
/
全
く

相

対
界

の

ノ
ー

マ
ル
事
件

だ
と
い

つ
て
/
天
国

で
ビ
ラ

マ
イ
タ
/
二
人
が

そ
れ

を
み

て
/

お
互

い
の
幸
福

で
あ

つ
た
こ
と
を
知

つ
た
時
/
恋

は
永
久

に
破
れ

て

し
ま

つ
た
○
i

「
タ
バ

コ
と

マ
ン
ト
の
恋
」

ハ

親

の
手
紙
が
泡
吹

い
た
/
恋

は
空
み
た
肩
揺

つ
た
/
俺
は
灰
色

の
ス
テ
ツ
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キ
を
呑
ん
だ
ノ
足

足
/
足

足
/
足

足
/

足
ノ
万
年
筆

の
徒
歩
旅
行
/
電

信
棒

よ
御
辞
儀

し
ろ
/

お
腹

の
皮
が

カ
シ
ヤ
カ

シ
ヤ
す
る
/
膀

の
下
か
ら
右
手

み
た
ノ

一
切
合
切

み
ん
な
下
駄
/

ブ
イ
ゴ
よ

ブ
イ
ゴ

ロ
を
き
け
/
土
橋

の
上

で

胸
打

つ
た
/

ヒ
ネ

モ
ノ
だ
か
ら
お
ま
け
致
し
ま
す
i

「
自
滅
」

《
ダ
ダ
イ
ズ

ム
の
擾
乱
は
、

こ
の
詩

人

の
場
合

か
な
ら
ず
し
も
感
情

の
旋
風

だ
け

に
終

つ
て
ゐ
な

い
。
反

つ
て
、
そ

の
嵐

の
中

に
は
倦
怠

の
意
識

さ

へ
あ

り
、

そ
の
表
現
が
擾
乱

に
化
す
る
と
い
ふ
、
奇
妙

な
転
倒

が
含

ま
れ

て
ゐ
た
》
。
今

は

存
在
し
な
い

「
ダ
ダ
の
手
帳
」
を
見

た
伊
藤
信
吉
氏

の
感
想
だ

が
確
か

に
そ
の

証
拠
と
な
る
詩
作

が
ほ
ぼ
同
時
期

の

「
ノ
ー
ト
1
9
2
4
」
と
仮
称
さ
れ

る
習

作

ノ
ー
ト
に

は
散
見

さ
れ

る
。

そ

こ
に
は
、
怒

り

・
ま
よ

い

・
あ
せ

り

・
倦

怠

・
恋
愛

な
ど
そ
れ

ぞ
れ

の
項
目
ご
と

に
類
別

で
き
る
作
品
が
心
性

の
激
し

い

分
裂

の
揺
れ
を
想
起

さ
せ
る
か

の
よ
う

に
鮮
や
か

に
集
積
さ
れ

つ
つ
も
、
そ
れ

が

一
種
独
特
な
主
体

の
ね
じ
れ
を
伴
な

っ
て
表
出
さ
れ

て
い
る
事
実
を
確
認
す

る
こ
と
が

で
き
る
。
。

こ
の
事
実

は
極
め

て
感
情
的
な

理
由

で
作
品
が
書
き
継

が
れ

て
い

っ
た

こ
と
を
示
し

て
い
る
が
内
容

か
ら
類
推

で
き
る
よ
う
に
中
也

の

詩
的
世
界
が
非
常

に
狭

い
生
活
圏

に
立
脚

し
た
も

の
で
あ
る

こ
と
を
物
語

る
も

の
で
も
あ
る
。
当
時

の
中
也

の
方
法
意
識

が
最

も
尖
鋭
な
形

で
表
出

さ
れ

て
い

る
と
思
わ
れ
る
右

の
三
例

に
生
活

圏
の
語
彙

が
多
出

し
て
い
る
こ
と

は
何

よ
り

も

そ
れ
を
証
明
し

て
い
よ
う
。

で
は
こ
の
詩
的
世
界

は
い
か
な

る
相
を
呈
し

て

L
る
カ

d

に

つ
い
て
吉
田
熈
生
氏

は

《
こ
こ
で
は

「
ウ

ハ
キ
」
と

「
ハ
ミ
ガ
キ
」
、
「
テ

ッ
ポ
ー
」

と

「戸
袋
」

と
い
う
全
く
異
質
な
も

の
、
従

っ
て
価
値
基
準
を
異

に

す
る
も

の
が
等
価

と
し

て
連
結
さ
れ
、

「太
陽

が
上

つ
て
/
夜

の
世
界

が
始

つ

た
」

と
い
う
よ
う
に
、
自
然

の
法
則
が
顛
倒
さ
れ

て
い
る
。
さ
ら

に

「
釈
迦
」

や

「
キ

リ
ス
ト
」

が

「
そ
れ
」

を

「
眺
め
」

た
り

「
感
心
」

し
た
り
し

て
い
る

の
は
、

こ
の

「ダ

ダ
の
世
界
」

の
住
人
が
彼
等

に
匹
敵
す
る
内
面
的
世
界

の
支

配
者

で
あ

る
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
。

一
切

の
価
値
破
壊

と
自
我

の
絶
対
視

と

い
う
ダ
ダ

イ
ズ

ム
の
原
理

で
あ
る
》
と
い
い
、
分
銅
惇
作
氏
は

《
「
ウ

ハ
キ
は

ハ

ミ
ガ
キ
/

ウ

ハ
バ
ミ
は

ウ

ロ
コ
」
と

い

つ
た
語
呂
合

わ
せ
め
い
た
連
想

の
奇
抜

さ
や
語
感

の
鋭
さ

に
詩
的
才
能

の
閃
き
が
感

じ
ら
れ
、

「太

陽
が
落
ち

て
/
太

陽

の
世
界
が
始
ま

つ
た
」

と

い
う
パ
ラ
ド
ク
サ
ル
な
表
現

に
日
常
的
関
係
を
破

壊
し
、
価
値
転
換
を
は
か
ろ
う
と
す
る
ダ
ダ
的
姿
勢
が
見

ら
れ

る
》
と

い
う
。

総

じ

て
、
〈
ウ

ハ
キ
〉
と

〈
ハ
ミ
ガ

キ
〉
、
〈
ウ

ハ
バ
ミ
〉
と

〈
ウ

ロ
コ
〉
、
〈
テ
ツ

ポ
ー
〉

と

〈戸
袋
〉
、

〈
ヒ
ヨ
ー
タ

ン
〉
と

〈
キ

ン
チ
ヤ
ク
〉
と

い
う
全
く
価
値

基
準

を
異
に
す
る
単
語

が
そ
の
音
的

リ
ズ

ム
効
果
を
調
え

て
語
呂
合
わ
せ
的

に

等
価
連
結

さ
れ

〈太
陽
が
落
ち

て
/
太
陽

の
世
界
が
始
ま

つ
た
〉
〈
太
陽
が
上

つ

て
/
夜

の
世
界

が
始

つ
た
〉
と

い
う
よ
う

に
自
然
界

の
法
則
が
逆
転
さ
れ

て
描

出

さ
れ

て
い
る
構
図

に

一
切

の
価
値
と
法
則
を
破
壊

し
よ
う
と
す
る
ダ
ダ
イ

ス

ト
中
也

の
強
烈
な
個
性
を
見
よ
う
と
す
る
見
解

に
諸
家

の
評
も
落

ち

つ
く
。

こ

の
限

り
に
お

い
て
回

の
詩
的
空

間
も
そ

の
発
想
上

の
土
台

は

一
致
す

る
。

〈
タ

バ

コ
〉
と

〈
マ
ン
ト
〉
の
同
類
性
を
強
調
し
両
者

の

〈身
投
心
中
〉
を
見
た

〈神

様
〉
が

〈
相
対
界

の
ノ
ー

マ
ル
事
件

だ
〉

と
発

語
す

る
構
図

は

〈
ウ

ハ
キ
〉
と

〈
ハ
ミ
ガ
キ
〉
を
等
価
連
結

さ
せ

〈太
陽

が
落
ち

て
/
太
陽

の
世
界
が
始
ま

つ

た
〉
〈
レ
イ

メ
イ
と
日
暮

が
直

経
を
描

い

て
/

ダ
ダ
の
世
界

が
始

つ
た
〉
と
法
則

性

の
錯
倒

(
こ
れ
は
ダ
ダ
イ

ス
ト
に
と

つ
て
は
ノ
ー

マ
ル
事
件

で
あ

る
)
を
提

示
し
最
後

に

〈
そ
れ
を
釈
迦

が
眺
め
て
/

そ
れ
を

キ
リ

ス
ト
が
感
心
す

る
〉
と

結

ぶ
構

図
と
詩
的
発
想

の
類
縁
性

が
認
め

ら
れ

る
か
ら

で
あ

る
。

ハ

は
ど
う
だ
ろ
う
。

d
回

よ
り
も
各
連
各
行

の
関
係

は
緊
密

で
は
な

い
。

一

読

し
て
わ
か
る
よ
う
に
連
間

に
著
し

い
論
理

の
飛
躍
が
見
ら
れ
前
後

の
行
間

に
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常
識

的
な
脈
絡

が
欠

け

て
お
り
習
慣
的
常
識
的
結
合

に
よ

つ
て
詩
的
空
間

は
構

成

さ
れ

て
は
い
な
い
。
詩
的
表
出
を

あ
る

一
定

の
方
向

へ
導
く
主
体
者

の
内
的

な
支

配
体
系

を
仮

り
に
統
覚
作

用
と
呼

ぶ
こ
と

が
可
能

な
ら
わ
れ

わ
れ

は
そ
の

作

用
を

こ
の
言
語
空
間

に
認
め
る
こ
と
は
難

し
い
。
d

に
も
同
様

の
こ
と

は
指

摘

で
き
る

の
だ
が
こ

こ
に
は
高
橋
を
語

り

つ
つ
も
実

は
己
れ

の
詩
法
を
語

っ
て

い
た

〈詩
を
却

々
整

つ
た
も

の
と
さ
せ
な

い
〉
〈普

通
に
詩

が
整

つ
て
ゐ
〉
な

い

「反
詩

」

の
方
向

へ
の
中
也

の
深
い
傾
倒

と
伊
藤
信
占
氏
が

み
ご
と

に
ダ
ダ
詩

の
核

心
を

言
い
当

て
た

《表
現

が
擾
乱

に
化
す

る
と

い
ふ
、
奇
妙
な
転
倒
》

の

そ
の
実
例

を
見

る
の
み
で
あ
る
。
し

か
し
こ
こ
に
意
味
的
関
連
を
見

い
出
し
難

い
か
と
い
え
ば
必

ず
し
も

そ
う
と
は
い
え
な

い
。
稀
薄

で
は
あ

る
が
ゆ

る
や
か

な
統
覚
作

用
と
意
味
上

の
関
連
性

は
存
在
す

る
と
考

え
て
よ

い
。
初
述
し
た
よ

う
に
中
也

の
詩
的
胎
動

は

『
ダ
ダ

イ

ス
ト
新
吉

の
詩
』
と

の
出
会

い
に
始
ま

る
。

伊
藤
氏

は

こ
の
詩
集

に

つ
い
て
ま
た
次

の
よ
う

に
も

い
う
。
《
『
ダ
ダ
イ

ス
ト
新

吉

の
詩
』

そ
の
も

の
は
狂
気

で
は
な

い
。

そ
れ

は
な

に
も

の
か

に
灼
か
れ

る
精

神

の
熱
狂

で
あ

る
。
ダ
ダ

で
あ

る
。
目
的
も
方
向
も
秩
序
も
な
く
、
否
定

に
お

い
て
生

の
意
識
を
立
諦
す

る
ダ
ダ

で
あ

る

(略
)

こ
う

い
う
文
学
実
践
を
し
た

詩
人

の
生
活
が
、
普
通

の
常
識
か
ら
み

て
、
悲
劇
的
だ

つ
た

こ
と
は

い
う
ま

で

も
あ

る
ま
い
。
ダ
ダ

に
献
身
し
、
ダ
ダ

に
化
身
す
る
と

い
う

こ
と
は
、
知
識
や

常
識
を
否
定
す
る

こ
と
だ
。

い

つ
さ

い
の
詩
的
自
覚
と
詩
的
方
法
を
否
定

し
た

と

こ
ろ

に
、
生
活
そ

の
も

の
を
た
た
き

つ
け
る

こ
と
だ
》
。
こ
こ
に
は
高
橋

の
詩

と
生
活

に

つ
い
て
の
深

い
理
解
と
鋭

い
洞
察

が
見
ら
れ
る
。
た
だ
、
《
い

つ
さ
い

の
詩
的
自
覚
と
詩
的
方
法

》
を
高
橋

が

《否
定
》

し

て
い
た
か
と
い
え
ば

こ
の

詩
集

の
創
作
方
法

に

つ
い

て
氏
は
後
年

そ
の
自
作
解
説

で
詩
的
発
想

の
軸

の

一

端

が

「連
想
」

に
あ

っ
た
こ
と
を
明
確

に
し

て
い
る
。
筆
者

は
当
作
を
含
め

て

こ
の

「
連
想
」
の
方
法

が
ダ
ダ
体
験
直
後
中
也
を
支
配

し
て
い
た

《
詩
的
方
法
》

で
は
な
か

っ
た
か
と
考
え

る
。

こ
の
作
品

の
詩
空
間

に
何
ら
か

の
有
機

的
関
連

を
見

よ
う
と
す
れ
ば

「
歩
行
」

に
関
す
る
様

々
な
イ

メ
ー
ジ

の
連
鎖

で
は
な

い

か
。
〈
ス
テ
ッ
キ
〉
↓

〈足
〉
↓

〈徒
歩
旅
行
〉
↓

〈下
駄
〉
と
持
読
継
起
さ
れ

て
く

る
事
象

は
全

て

「
歩
行
」
と

の
イ

メ
!
ジ
連
関
を
辿
れ
よ
う
。

ま
た

〈
ス

テ

ツ
キ
〉

〈万
年
筆
〉

〈電
信
棒
〉
な
ど
堅
く

て
尖

っ
た
同

一
イ

メ
ー
ジ

の
連
続

な
ど
も
同
質

の
も

の
と
思
わ
れ
る
。
そ
う

い
え
ば
d

に

つ
い
て
分
銅
氏

は

《
語

呂
合
わ
せ
め

い
た
連
想

の
奇
抜
さ
》
を
見

て
い
た
。
内
容

に
付
加
す
れ
ば
大
蛇

の
イ

メ
ー
ジ

で
あ
る

〈
ウ

ハ
バ
ミ
〉
と
そ

の
体
表
を
蔽

う

〈
ウ

ロ
コ
〉

と

の
相

関
、
こ
れ
ら
と
繋
が
る

〈
オ

ハ
グ

ロ
〉
〈
妖
怪
〉
の
爬
虫
類

的
気
味
悪

さ
を
も

つ

ヌ
メ
ヌ
メ
し
た
表
象
、
〈
ウ

ハ
バ

ミ
〉
〈
ヒ
ヨ
ー
タ

ン
〉
〈
キ

ン
チ
ヤ
ク
〉

〈
ト
ブ

ク

ロ
〉
〈
下
痢
〉
な
ど
お
よ
そ
総
れ

て
し
か
も
物

を
呑
み
込
み
ま
た
は
吐

き
出
す

生
物

や
用
旦
ハあ
る

い
は
生
理
現
象

の
表
出
、

〈
ウ

ハ
バ
ミ
〉

〈
テ

ッ
ポ
ー
〉

〈
ヒ

ヨ
ー
タ
ン
〉
〈
キ

ン
チ
ヤ
ク
〉
な
ど
形
象
上

男
女

両
性

器
を
想
起

さ
せ
る
も
の
な

ど

の
関
連
事
項
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
か
。
相

互

の
刺

激
が
弱
い
と
は
い
え
こ
の
作

品

に
も
継
起
的
連
鎖

の
方
法
が
存
在

す
る

こ
と
を
認
め
た
い
。

以
上
、
出
発
期

の
詩

作
意
識

と
実
作

へ
の
そ
の
応

用
を
見

て
き

た
。

こ
こ
で

は
既
存

の
形
式
と
内
容

の
破
壊

と
否
定
を
旗
幟

と
す
る
ダ
ダ
イ

ス
ト
中
也

の
強

度

の
反
骨
精
神

と
、

た
め
に
、
語
相
互
文
相
互

の
論
理
的
結
合
を
解
体
し
文
脈

の
不
意

の
崩
壊
を
企

て

「
反
詩
」

「反
論
理
」

「反
伝
統
」

の
ダ
ダ
世
界

へ
無
限

に
疾
走

し

て
ゆ
く
激

し
い
姿
勢
な
ら
び

に
自
己

の
絶
対
的
優
位
性

の
誇
示
を
確

認

す
る
こ
と
が
で
き

た
。

こ
れ

は
特

に

「
ダ
ダ
音
楽

の
歌
詞
」

の
錯
倒
さ
れ
た

異
空
間

の
創
造

や

「
自
滅
」

の
不
条
理
な
詩
的
世
界

の
創
造

に
如
実

に
反
映
さ

れ

て
い
た
の
だ
が

そ
こ
に
言
葉

の
音
的
リ
ズ

ム
効
果
も
取
り
入
れ
た
詩
的
方

法

と
し

て
の

「
連
想
」
形
式

の
応
用
が
あ
ろ
う

こ
と
も
確
認
し

て
お
き
た
い
。
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三

 

「
春

の
日

の
夕
暮
」

ト
タ

ン
が
セ

ン
ベ
イ
食

べ
て

春

の
日
の
夕
暮

は
穏

か

で
す

ア
ン
ダ
ー

ス
ロ
ー
さ
れ
た
灰
が
蒼
ざ
あ

て

春

の
日
の
夕
暮

は
静
か

で
す

旺
!

案
山
子

は
な

い
か

あ
る
ま

い

馬
噺
く
か

噺
き
も
し
ま

い

た
だ
た
だ
月

の
光

の
ヌ
メ
ラ
ン
と
す
る
ま

ゝ
に

従
順
な

の
は

春

の
日

の
夕
暮

か

ポ
ト
ポ

ト
と
野

の
中

に
伽
藍

は
紅
く

荷
馬
車

の
車
輪

油
を
失

ひ

私
が
歴
史
的

現
在

に
物

を
云

へ
ば

嘲

る
嘲
る

空

と
山

と
が

瓦
が

一
枚

は
ぐ
れ
ま
し
た

こ
れ
か
ら
春

の
日
の
夕
暮

は

無
言

な
が
ら

前
進

し
ま
す

自

ら
の

静
脈
管

の
中

へ
で
す

処
女
詩
集

『山
羊

の
歌
』
は

「
春

の
日

の
夕
暮
」
を
巻
頭

に

「
い
の
ち

の
聲
」

を
巻

尾
に
そ

の
詩
的
円

環
を
閉

じ
る
。

そ
れ

は
詩
集
全
体

に
あ

る
種

の
完
結
性

を
与

え
る
た
め

の
首
尾

の
照
応
と

い

っ
て
も
よ

い
の
だ
が

そ
の
巻
頭
は
い
き
な

り

〈
ト
タ

ン
〉
〈
セ
ン
ベ
イ
〉
で
始
ま
り
、
そ
し
て

〈
静
脈
管
〉

で
終
わ

る
。
春

暮

の
叙
景

に
し

て
は
あ
ま
り

に
色

の
強

い
形
容

句
が
多

い
。

も
ち
ろ
ん
こ

こ
に

中
也

の
心
情
が
表
出
さ
れ

て
い
る

の
だ
が
全
体
的

に
そ

の
音

調
は
低

い
。

い
わ

ば
次
第

に
迫
る
夕
闇
が
自
己

の
存
在

を
も
葬

り
去

る
よ
う
な

そ
の
よ
う
な
低

い

調
子
を
持

っ
て
い
る
。
〈穏

か
〉
〈静

か
〉
〈従
順
〉
と

い
う
言
葉

の
背
後

に
わ
れ

わ
れ
は
穏
や
か
な
実
景

を
借

り

て
屈
折

し
た
心
情
を
表
出
し

て
い
る

一
青
年

の

姿
を
見
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
整
然

と
し

た
連
構
成

の
背
後

に
渾
沌
と
し
た
内

面
を
見
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

口
語
と
文
語

の
衝
突

に
、
敬
体

の
使
用

に
、
力

タ
カ
ナ
表

記
に
、
擬
人
法

に
、
声
喩
法

に
、
ね
じ
れ
た
主
体

の
痛
み
を
見
な
け

れ
ば

な
る
ま
い
。

か
か

る
屈
折

の
内
的

ド
ラ

マ
が

こ
の

一
篇

の
大
き
な
魅
力

で

あ
る
。

従
来

、
冒
頭

の
詩
句

に

つ
い
て
様

々
な
見
解

が
出

さ
れ

て
き

た
。

や

は
り

「ダ
ダ
」

に
関
す

る
も

の
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、
伊
藤
信
吉
氏

は

《第

一
連
は

「
ト
タ

ン
が

セ
ン
ベ
イ
食

べ
て

春

の
日

の
夕
暮
は
穏
か

で
す

ア
ン
ダ
ー

ス

ロ
ー
さ
れ
た
灰
が
蒼
ざ
め

て
春

の
日

の
夕
暮
は
静

か

で
す
」
と
い
う
四
行

で
成

立

っ
て
い
る
。

こ
れ
は
あ
き
ら
か

に
ダ
ダ
イ
ズ

ム
の
影
響

で
…
…
》

と
評

し

大
岡
昇
平
氏

は

《
こ
の
作
品
は
ダ
ダ
的

な
名
辞
と
意

味

の
混
乱

を
、
「春

の
日
の

夕
暮
」
と

い
う
擬
人
化
さ
れ
た
自

然

の
中

に
位

置
さ
せ

て
、

一
つ
の
情
感

に
包

oo

み
込
む

の
を
視

っ
て
い
る
》
と
評
す
。
さ
ら

に
中
村
稔
氏
は

《
「
ト
タ

ン
が
セ

ン

ベ
イ
食

べ
て
」
、
「
ア
ン
ダ
ー

ス

ロ
=
さ
れ
た
灰

が
蒼

ざ
あ

て
」
、

「瓦

が

一
枚

は
ぐ
れ
ま
し
た
」
、

な
ど
は
ダ
ダ
表
現

で
あ
る
》

と
も

い
う
。

だ
が

こ
こ
に
は

「
ダ
ダ
」

に

つ
い
て
ど
れ
ほ
ど

の
こ
と
も
語

ら
れ
て
は
い
ま
い
。

こ
れ
ら

一二
者

は
詩
句

の
ど

こ
が

《
あ
き
ら
か
に
ダ
ダ
イ
ズ
ム
》

な
の
か
、

ど
こ
が
ど

の
よ
う
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に

《
ダ
ダ
的
表
現
》
な

の
か
、
な
ぜ

《
意
味

の
混
乱
》
が
生

じ

て
い
る
の
か
、

本
当

に

《
意
味

の
混
乱
》
な

の
か
、
〈
ト
タ

ン
〉
〈
セ
ン
ベ
イ
〉

が
い
か
な
る
経

緯

に
よ

っ
て
描
出
さ
れ
た

の
か
、
な
ぜ
力
タ
カ
ナ
表

記
な
の
か
、

こ
の
力
タ
カ

ナ
表
記

に
は
意
味
は
な

い
の
か
な
ど
表
現
プ

ロ
パ

ー
に

つ
い

て
の
根
本
的
な
問

い
と
具
体
的
な
説
明
を
欠
く
。
難
解

で
意

味
不
明
だ
か
ら
そ
こ
が

「
ダ
ダ
」

で

あ

ろ
う
と
抽
象
的

に
説
明
し
た
と

こ
ろ

で

「
ダ
ダ
」

に

つ
い
て
何

か
を
語

っ
た

こ
と

に
は
な
る
ま

い
。
次

に
列
記
す
る
諸
氏

も
こ
と

は
同

じ
な
の
だ

が
多
様

で

示
唆

に
富
む
ゆ
え
そ

の
解
釈
を
あ
げ

て
お

こ
う
。

■

ト
タ

ン
が

セ
ン
ベ
イ
食

べ
て

ー

と

い
う

の
は
、
屋
根

の
向

う
に
太
陽
が

沈
ん

で
行
く
光
景

の
形
容

か
?

又
、
青
紫

に
も

や
が
立
ち
籠
め

る
春

の
夕
暮

の

静
か
さ
を
現
す

の
に
、

ア
ン
ダ
ー

ス
ロ
ー
と
い
う
野
球
用
語
を
用

い
て
い
る
所

に
、

ト
タ

ン

・
セ

ン
ベ
イ
等

と
共
ハに
庶
民
的
な
視
野
と

い
う
中
也

の
姿
勢
な
り

位
置
な
り
が
う
か
が
え
る
。

㈲

い
く
ら
か
薄
汚
れ

た
、
生
命

の
な

い
物
が
、
光

の
作
用

で
固
有

の
生
命
を

え
る

ー

「
春

の
日

の
夕
暮

」
で
は
、
「
ト
タ

ン
が
セ

ン
ベ
イ
食

べ
て
」
、

こ
れ
は

錆

び
た
ト
タ

ン
屋
根

に
た
ゆ
た
う
落

日
の
光

の
動
き

で
あ
る
。

ω

「
ト
タ

ン
が

セ
ン
ベ
イ
食

べ
て
」

は
音
連
鎖

の
気
持

よ
さ
か
ら
き
た
意
味

の
な

い
枕
、苗
葉
と
し

て
み

て
も
い

い
。

意
味

を
せ
ん
さ
く
し
た
け
れ
ば
、

わ
た

し

に
は
ト
タ
ン
屋
根

や
ト
タ

ン
製

の
セ

ン
ベ
イ
屋

の
立
看
板

の
あ
る
せ
ま
い
賑

や
か
な
街
路

の
イ

メ
ー
ジ

が
や

っ
て
く
る
。

「
ア
ン
ダ

ー

ス
ロ
ー
さ
れ
た
灰
が

蒼

ざ
め

て
」
と

い
う
の
は
、
言
い
直
し

の
言
葉

で
あ
る
。
「
ト
タ
ン
が

セ
ン
ベ
イ

食

べ
て
」

が
あ
ま
り
行
き

あ
た
り
ば

っ
た
り
な

の
で
、
霧

の
微
粒
子
が
填
ま

っ

て
い
る
よ
う
な
春

の
夕
暮

の
空
気

の
気
配
を
、
も
う
す
こ
し
意
識
的

に
暗
喩

し

て
言

い
直
し

て
い
る
と
う
け
と
れ
る
。

C

「
ト
タ

ン
が

セ
ン
ベ
イ
食

べ
て
」
は
、
中
也

の
少
年
時
、
兄
弟
間

の
少
年
戯

語

で
あ

っ
た
。
類
似

の
戯
語

に
、
「
ピ

ン
ポ

ン
玉
が

シ
ロ
フ
ォ
ン
食

べ
た
」
、
「
ビ

ン
ビ
ラ
独
楽
が

タ

ッ
プ
を
食

べ
た
」
と

い
う

の
も
あ

っ
た

(略
)

ト
タ

ン
が
古

く
な
る
と
茶
褐
色

の
セ
ン
ベ
イ
色

に
な
る

(視
覚

か
ら
)
。
外
れ
か
か

っ
た
古

い

ト
タ
ン
に
風
が
当
た
る
と
、

バ
リ
バ
リ
、

ガ
リ
ガ
リ
と
、

セ

ン
ベ
イ
食

べ
る
と

き

の
よ
う
な
音
を
立

て
る

(聴
覚
か
ら
)
。
「
ト
タ

ン
が

セ
ン
ベ
イ
食

べ
て
」
(風

が
吹

い

て
)
、
ピ

ン
ポ

ン
遊

び
は
や

め
と
な

る
。

「春

の
日

の
夕

暮

は
穏

か

で

す
」
。

ω

「
塗
板

(
ト
タ

ン
)
」

「
セ

ン
ベ
イ
」
「
灰
」
と
、
各

々
の
言
語

に
込
め
ら
れ

た
意

味
を
探

る

こ
と
も
良

い
が
、

こ
れ
ら
全

て
の
名
辞
が
、
厚
み

の
な

い
、
詩

人

に
興
味
を
起

こ
さ
せ
な

い
世
界

の
比
喩

で
あ
る
と
理
解
し

て
も
良

い
だ
ろ
う

(略
)
飽
迄

も
平
板
な
、
地
を
這
う

よ
う
な
高
さ

(厚
み
)

の
な
い
イ

メ
ー
ジ

で
あ

る
。

⑨

「
ト
タ

ン
が

セ
ン
ベ
イ
食

べ
て
/
春

の
日

の
夕
暮

は
穏

か

で
す
」
ど

い
う

問
題

の
二
行

は
、

一
切
を
溶
解
し

て
し
ま
う
か

の
よ
う
に
感

じ
ら
れ

る
な

ま
あ

た
た
か

い
春

の
日

の
夕
暮

の
大
気

に
よ

っ
て
、
低

い
家
並

の
甕

が
、
瓦

の

一
枚

一
枚
え
が
く
文
様
を
失

っ
て
、

の

っ
ぺ
り
と
し
た

「
ト
タ

ン
」
屋
根

に
変
貌
し

て
し
ま
う
、
め
ま

い
に
も
似

た
幻
影
を
あ
ら

わ
し

て
い
る
だ

ろ
う
。
同
時

に
、

「
バ
リ

バ
リ
」
と
音
を

た
て
る

「
セ
ン
ベ
イ
」
を

の
み
こ
ん
だ
あ
と

の
静
穏
を
、

つ
よ
く
印
象
づ

け
る
役
割
を
も
果
し

て
お
り
、
第
二
節

の

「
月

の
光

の
ヌ
メ

ラ
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ン
と
す

る
ま

ゝ
に
」

へ
と
接
続
す
る
契
機
を
宿
し
た
風
景
描

写

で
も
あ
る
だ
ろ

う
。二

福
田
百
合
子
氏

、
困
イ
ヴ
1ー

マ
リ

・
マ
リ

ユ
i
氏
、
の
吉
本
隆
明
氏
、
0う

中
原
思
郎
氏
、
㈲
藤

田
典

氏
、

d
宇
佐
美
斉
氏

の
順

に
解
釈
を
列
記
し
た
。
福

田

・
藤

田

・
宇

佐
美
氏

は

〈
ト
タ

ン
〉

〈
セ

ン
ベ
イ
〉

〈瓦
〉

の
形

に
、
イ
ヴ
氏

は
落
日
の
た
ゆ
た
う
光

の
動
き

に
、
吉
本

・
中
原
氏

は
音
的

リ
ズ

ム
に
、
ま
た
、

イ
ヴ

・
中

原
氏

は
ト
タ

ン
の
腐
朽

色

に
そ
れ
ぞ
れ
注

目
し
詩
句
解

読
を
試

み

る
。

お
お
ま
か
に
い
え
ば
視
覚
と
聴
覚
両
面
か
ら

の
ア
プ

ロ
ー
チ
と

い

っ
て
よ

い
。

さ
ら

に
、
吉
本

・
藤
田
氏
は
意
味

の
穿
墾
を
拒
否
す
る
態
度
も
と
る
。

こ
の
詩
句
を
解
読
す

る
に
は
中
也
詩

に
お
け
る
同
刻

の
叙
景
作
品

の
諸
相

と

〈
ト
タ
ン
〉
(草
稿

で
は

「
塗
板
」
)
〈
セ
ン
ベ
イ
〉
に

つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
正

し
く
把
握
し

て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
前
者

の
例

を
み

て
お
く

(
以
下

傍
線
筆
者
)
。

〈幼
き
恋
は
/
寸
燐

の
軸
木

/
燃

へ
て
し
ま

へ
ば
/

あ
る
ま
い
も

の
を
ノ
寝
覚
め

の
囁
き
は
/
燃
え
た
燐
だ

つ
た
/
ま
た
燃

え
る
時

が
/

あ
り
ま

せ
う
か
ノ

ア
ル

コ
ー
ル
の
や
う
な
夕
暮

に
/
二
人
は
再

び
あ
ひ
ま
し
た
〉

(
「幼

き
恋

の
回
顧
」
)
。
〈
捲
き
起
る
、
風

も
物
憂

き
頃

な
が
ら
、
/
草

は
靡
き

ぬ
、
我

は
み
ぬ
、
/
退

き
昔

の
隼
人
等
を
〉
(「
凄
じ
き
黄
昏

」)
。
〈摘

み
溜
め
し
れ

ん
げ

の
華
を
/
夕
飼

に
帰
る
時
刻

と
な
れ
ば
ノ
立
迷

ふ
春

の
暮
謡

の
/
土

の
上

に
叩

き

つ
け
ノ

い
ま

ひ
と
た
び
は
未
練

で
眺
め
/

さ
り
げ
な
く
手
を
拍
き

つ
つ
/
路

の
上

を
走
り

て
く
れ
ば
/

(暮
れ

の
こ
る
空

よ
!
)
〉

(「
春

の
思

ひ
出
」
)
。
〈
私

が
げ
ん
げ
畑
を
歩

い

て
ゐ
た
十
五

の
春

は
/
煙

の
や
う

に
、
野
羊

の
や
う

に
、

パ

ル
プ

の
や
う
に
ノ

(略
)
ノ
あ

れ
は
、
十
五

の
春

の
遠

い
音
信
な

の
だ
ら
う

か
/
滲

む
や
う
に
、
日
が
暮
れ

て
も
〉
(
「
〈吹

く
風

を
心

の
友

と
〉
」
)
。
〈
お

ゝ
チ

ル
シ
ス
と

ア
マ
ン
ト
が
/
庭

に
出

て
来

て
遊

ん
で
る
ノ

ほ
ん
に
今
夜
は
春

の
宵

/
な

ま
あ

つ
た
か

い
霧
も
あ

る
〉

(「
月

の
光

そ
の
二
」
)
。

「
幼
き

日
の
回
顧
」
は

「
ノ
ー
ト
ー
9
2
4
」
二
十
葉
目
、
「春

の
日
の
夕
暮
」

の
す
ぐ
後

に
位
置
す
る
。
〈
ア
ル
コ
ー

ル
の
や
う
な
夕
暮
〉
と
い
う
作
中

の

一
節

は
同
時
期

の
中
也

の
黄
昏

ど
き
の
情
景
描

写
を
理
解
す

る
の
に
都
合

が
よ

い
。

ア
ル
コ
ー
ル
は
揮
発
し
易

く
燃

え
易

い
が
液
体
時

に
は
滑

ら
か

に
た

ゆ
た
う
有

機
化
合
物
。

こ
の
詩

句
は
か
よ
う
な

ア
ル

コ
ー
ル
の
持

つ
性
質
を
イ

メ
ー
ジ
化

し
た
と
見

て
い
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は

〈立
迷

ふ
春

の
暮
竈
〉
〈滲
む
や
う

に
〉
暮

れ
ゆ
く
日
暮

れ

〈
な
ま
あ

つ
た
か

い
講
〉

に
抵
触
す
る
心

の
揺
れ
も
と
も
な

っ

た
か
す
か
な
動
き
と
な
ま

ぬ
る
い
雰
囲
気
を
持

つ
情
景
と

い

っ
て
よ

い

(
動
き

に
注
目

し
た
イ
ヴ
氏

の
解
釈

は
示
唆
深

い
が

こ
の
例

で
見
る
限
り
そ
れ
は
光

の

動
き

で
は
な
い
)
。
風
巻
き
起

こ
る
暮
方

の

〈物
憂
〉
い
気
分
も
、
た
ぶ
ん
、
自

己

を
包

み
込
む
か
か

る
胎
蕩

的
季
候

に
拠

っ
て
い
る

に
ち
が

い
な

い
。

「春

の

日
の
夕
暮
」
全
体
を
統

一
す
る
基
本
的
情
感
も
か
か
る
情
感

と
そ
れ
ほ
ど
大
差

あ

る
ま
い
。

い
な
、
む
し

ろ
こ
の
作
品

の
方
が
強
い
と
言
い
切

っ
て
も

い
い
。

〈
ト
タ
ン
が
セ
ン
ベ
イ
食

べ
〉
る
と

い
う
体
内

へ
の
同
化
吸
収
作

用
を
起
点

に

〈穏
か
〉

〈
静
か
〉

な
る
形
容
句

で
文
終
止
を
図
り
背
景

に
虚
無
的
な
月

の
光

(草
稿

に

「
青
色

の
月

の
光
」
と
あ
り

こ
の
表
現

か
ら
判
断
す

る
と
か

よ
う

に

形
容
す

る
こ
と
が

で
き
よ
う
)
を
擁

し

つ
つ
こ
れ
も

ま
た
虚
無
的
色
彩

イ
メ
ー

ジ

で
あ

る

〈
静
脈
管
〉

の
中

へ
夕
暮

が

〈無
言
〉

の

〈前
進
〉
を
開
始
す

る
と

き
、
わ
れ
わ
れ
は
明
ら
か

に
こ
こ
に
消
化
↓
吸
収
↓
循

環
と

い
う
身
体
的

メ
カ

ニ
ズ

ム
を
内
蔵
し
た

〈物
憂

〉
い
黄
昏

の
相

が
出
現
し

て
い
る
こ
と
を
発
見
す

る
か
ら
だ
。
そ
し

て
そ
の
相

が
脱
出
不
可
能

の
閉
鎖
的

〈静
脈
管
〉

の
中

で
徒

労

に
帰
す
る
永
劫

の
円

環
運
動

を
強

い
ら
れ
る
運
命

に
あ

ろ
う

こ
と
も
予
想
さ

れ
る
か
ら
だ
。
と
も
あ
れ
、
「
春

の
日

の
夕
暮
」
を
含
め

た
中
也

の
夕
暮
叙
景
作

只
㎜
に
は
か
よ
う
な
穏
や
か

で
静

か
で
無
言

で
そ
し
て
物
憂

い
様
相
が
見
ら
れ
る
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こ
と
を
強
調
し

て
お

こ
う
。

〈
ト
タ

ン
〉
〈
セ

ン
ベ
イ
〉

に

つ
い

て
は
ど
う
だ
ろ
う
。
例
を
引
く
。

〈春

は

土
と
草
と

に
新
し
い
汗
を
か

ゝ
せ
る
/
そ
の
汗
を
乾

か
さ
う
と
、
雲
雀

は
空

に

隣
る
。
/
瓦
屋
根
今
朝

不
平

が
な
い
。
/
長

い
校
舎

か
ら
合
唱

は
空

に
あ
が

る
〉

(「
春
」
昭
4

・
9

「生

活
者
」
)
。

〈秋

の
夜

に
、
雨

の
音

は
/

ト
タ

ン
屋
根

の

上

で
し

て
ゐ
る
。
/

な
ん
だ
か
お
道
化

て
ゐ
る
な
〉
(
「暗

い
天
候

二
」
昭

5

・

1

「白
痴
群
」
)
。

〈毎

日
寒

く
て
や
り
き

れ
ぬ
。
/
瓦
も
し
ら
け

て
物
云

は
ぬ
。

/
小
鳥

も
哺

か
な
い
く
せ
に
し
て
/
犬

な
ぞ
哺
き
ま
す
風

の
中
〉

(「
寒

い
!
」

昭
10

・
5

「
歴
程
」
)
。
〈
ト
タ

ン
の
雨

に
洗
は
れ
て
、
裏
店

の
逞
し

い
お
か
み
を

想
は
せ
た
り
し
ま
し
た
。
/

そ
れ

は
酸

つ
ば
く
、

つ
る

つ
る
と
し

て
、
犬
も
、

意
地

悪

で
だ
け
は
な
い
の
で
し
た
。
/
雨

は
そ
の
お
か
み

の
う
ち

の
、
箒

の
や

う
に
、

だ
ら
だ
ら

と
降
続
き

ま
し

た
。
雨

は
だ
ら
だ
ら
と
、
だ
ら
だ
ら
と
だ
ら

だ
ら
と
降
続

き
ま
し
た
。
ノ
瓦

は
不
平

さ
う

で
あ
り
ま
し
た
〉
(「
秋
を
呼
ぶ
雨
」

昭
11

・
9

「
文
芸
懇
話
会
」
)
。
〈
そ
の
夜

は
雨

が
、
泣
く
や
う

に
降

つ
て
ゐ
ま
し

泪
。
/
瓦

は
バ
リ
バ
リ
、
煎
餅
か
な

ん
ぞ

の
や
う

に
、
/
割
れ
易

い
も

の
の
音

を
立

て
て
ゐ
ま
し

た
。
/
梅

の
樹

に
溜

つ
た
雨
滴
は
、
風
が
襲
ふ
と
、
/
他

の

樹

々
の
よ
り
も
荒

つ
ぽ
い
音

で
、
/
庭
土

の
上

に
落
ち

て
ゐ
ま
し
た
〉
(
「
一
夜

分

の
歴
史
」
昭

12

・
12

「
文
芸
」
)
。

「
春
」
は

「
春

の
日

の
夕
暮
」
に
近
接
す
る
大
正
十
四
年
作

と
推
定

さ
れ

「
一

夜
分

の
歴
史
」
は
没
後
発
表
さ
れ
た
最
晩
年

の
詩
作
。
初
出
順

に
引
例

し
た
の

は
中
也

の
詩
的
生
涯
を
通
じ

て

〈
ト
タ

ン
〉
〈
セ
ン
ベ
イ
〉
に
同
質
域

の
イ
メ
ー

ジ
が
付
帯
し

て
い
る
事
実
を
指
摘

し
た

い
と
い
う
意
図

に
よ
る
。

そ
の
事
実
と

は
何
か
○
当
然
と
い
え
ば
あ
ま
り
に
当
然

な
の
だ

が

〈瓦
屋
根
今
朝
不
平
が
な

い
〉
〈
瓦
も
し
ら
け

て
物

云
は
ぬ
〉

〈瓦

は
不
平

さ
う

で
あ

り
ま
し
た
〉
な
ど

の

擬
入
法

を
含

め
列
記

し
た
作
品
全

て
に
聴
覚

イ
メ
ー
ジ

の
事
象
が
現
出
し

て
い

る
と

い
う
事
実

で
あ

る
。
な
か

で
も
水
滴
ま
た
は
雨

の
音
と

の
連

関
が
極

め

て

強

い
。
瓦
屋
根

に
降
る
雨
を

〈
煎
餅
〉

の

〈
バ
リ
バ
リ
〉
す
る
音

に
讐

え

(中

原

・
宇
佐
美
氏

の
解
釈
参
照
)

ト
タ

ン
屋
根

の
上

を
雨
は

〈
だ
ら
だ
ら
〉

と
単

調

に
降
り
続
く
。
総
じ

て
聴
覚

で
捉
え

て
い
る
の

で
あ
る
。

こ
れ
は
、
草
稿

の

〈塗
板
〉
が

〈
ト
タ

ン
〉
と

い
う
カ
タ
カ
ナ
表
記

に
書

き
直

さ
れ
た

一
つ
の
理

由
と
し

て
か
よ
う
な
聴
覚
的
効

果
を
前
面
に
押

し
出

す
と
い
う
ね
ら
い
が
推
敲

意
図
と
し

て
存
在

し
た

こ
と
を
予
想

さ
せ
る
が
、

し
か
し
、

か
か

る
用
例

の
検

証

に
よ

っ
て
冒
頭
を
雨

の
暗

喩

で
あ
ろ
う
と
性
急

に
裁
断
す

る
こ
と

は
で
き

ま

い
。
な
ぜ
な
ら
、
前
記
夕
暮
叙
景
作

品
の
用
例

と
作
中

の

〈穏
か

で
す
〉
〈静
か

で
す
〉
と

い
う
辞

句
か
ら
判

断
す
る
限
り
こ

こ
を
降
雨
現
象

と
と

る
の
は

一
篇

の
雰

囲
気

に
そ
ぐ
わ
な
い
。
と
は
い
う
も
の
の

〈
ト
タ

ン
〉
〈
セ

ン
ベ
イ
〉
が
聴

覚
的

エ
ッ
セ
ン
ス
を
持

っ
て
い
る
事
実

は
捨

て
難

い
。

こ
の
矛
盾
を
わ
れ
わ
れ

は
ど

の
よ
う
に
解
釈

し
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
実

は
、

そ
こ
が

「
ダ
ダ
」
な

の
だ
。
全

く
相
対
立
す

る
と
思

わ
れ

る
現
象
を
同

一
平
面
上

に
置
く

こ
と

で
イ

メ
ー
ジ

の
脹
ら
み
を
い

っ
き

に
破
壊

し
て
し
ま
う

こ
と
、
静
か

で
穏
や
か
な
夕

暮

の
情
景

を

〈
ト
タ

ン
〉
〈
セ

ン
ベ
イ
〉
か
ら
想
起
さ
れ

る
雑
然
と
し
た
聴
覚
イ

メ
ー
ジ

で
砕

い
て
し
ま
い
、

そ
こ
に

「
静
」
と

「
騒
」
、
「
穏
」
と

「
激
」
と

い

う
二
項
対
立
「の
不
協
和
音
を
生
じ
さ

せ
る

こ
と
、

こ
の
表
現
上

の
構

造
的

矛
盾

が

《
あ

き
ら
か
に
ダ
ダ

イ
ズ

ム
》

で
あ
り

《
ダ
ダ
的
表
現
》

で
あ
り
わ
れ
わ
れ

に

《
意
味

の
混
乱
》
を
強

い
る
本
源
な

の
だ
。
い
や
正
確

に
は

《意
味

の
混
乱
》

で
な

く

「
情
景

の
混
乱
」
を
誘
発
さ
せ

て
い
る
本
源
と
い

っ
た
方
が
よ
い
。

こ

こ
に
、
現
象
を
転
倒
さ
せ

て
表
出
す
る
、
方
法

と
し

て
の

「
ダ
ダ
」
の

一
面
を
、

中
也
独
自

の
詩
的
表

現
を
わ
れ
わ
れ
は
見
る
こ
と
が

で
き

る
。

そ
れ

は
二
節

で

見
た
同
時
期

の
詩
作

「
ダ
ダ
音
楽

の
歌

詞
」

の
詩
的
空
間

〈太
陽
が
落
ち

て
/

太

陽

の
世
界

が
始

ま

つ
た
〉
〈
レ
イ
メ
イ
と
日
暮
が
直
径
を
描

い

て
/

ダ
ダ

の
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世
界

が
始

つ
た
〉
と
同
様
、
ま
た
、
語
相
互
文
相
互

の
論
理
的
結
合
を
解
体

し

文
脈

の
不
意

の
崩
壊
を
企

て
極
め

て
独
特

な
世

界
を
構
築

し

て
い
た

「自
滅
」

の
詩
空
問
と
同
様
、
自
然

の
法
則
を
転
倒

さ
せ

「反
詩
」
「反
論
理
」
「反
伝
統
」

の
異
空

間
を
創
造

し
よ

う
と
す

る
、
主

体

の
ね
じ
れ
た
思
考

方
法

な

の
で
あ

る
。
詩
的
表
出
と
現
実
上

の
状
態
と

の
決
定
的
な
乖
離
、
こ
れ

こ
そ
が

「
ダ
ダ
」

の

「
ダ
ダ
」
た
る
ゆ
え
ん
で
あ

ろ
う
。
前
記
六
氏

そ
れ
ぞ
れ

に
興
味
深

い
解
釈

を
示
し

て
い
る
の
だ
が
あ

ま
り
に
表
面
的
な
意
味

の
解
釈

に
終
始
し
言
語
を
表

出

す
る
主
体
者

の
創
作
意
識
を
無
視
し

て
い
た
き
ら

い
が
あ
ろ
う
。

状
態

レ
ベ
ル
で
は
確
か

に
こ
こ
は
静
か

で
穏

や
か

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〈
ト
タ

ン
が

セ
ン
ベ
イ
食

べ
て
〉
と

い
う
行
為
は
、
そ
れ
自

体
、

〈
セ

ン
ベ
イ
〉

が

〈
ト
タ
ン
〉

に
醒
ら
れ

そ
の
も

の
の
存
在
が
消
失

し

て
ゆ
く
イ
メ
ー
ジ

(福

田
氏

の
日
没
説
が

こ
の
イ

メ
ー
ジ

に
相
当
す
る
)

と
し

て
捉

え
ら
れ
る
か

ら
で

あ
る
。
そ

の
行
為
は
確
実

で
緩
や
か

で
あ
る
は
ず
だ
。

ま
た
二
行
目
と

四
行
目

は
草
稿

で
は
逆

に
な

っ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
、
第

二
行

に
お

い
て

「
激
し

さ
」

に
対
す
る

「
穏
や
か
さ
」

と
い
う
内
面
的
な
側
面

よ
り

は

「
騒
が
し
さ
」

に
対

す
る

「
静
け
さ
」
と

い
う
、

よ
り
外
面
的
状
況
的
側
面
が
強
調
さ
れ
喧
騒

で
な

く
音

の
な
い
静

か
な
世
界

と
し
て

一
行
目
が
提
出
さ
れ

て
い
た

こ
と
を
意
味
す

る
か
ら
で
も

あ
る
。

さ
ら
に

〈
で
す
〉
調

の
敬
体

は
中
也

の
心
情

の
幾
分

ア
イ

ロ
ニ
カ
ル
な
部
分
を
反
映

さ
せ
な
が
ら
も
黄
昏
ど
き

の
静

か
な
た
た
ず
ま
い
を

表
現
す

る
に
ふ
さ
わ

し
い
文
体
と

い
え
る
か
ら

で
も
あ
る
。

表
現
手
段

に

つ
い
て
述

べ
て
お

こ
う
。
前
節

で
ダ
ダ
体

験
直
後

の
中
也

の
詩

作
方
法
が

「
連
想
」

に
あ
ろ
う
と
推
定
し
継
起

的
連
鎖

と
い
う
方
法

と
し
て
の

「
連
想
」
形
式
が

「
ダ
ダ
音
楽

の
歌

詞
」
「自
滅
」
に
存
在
す

る
だ
ろ
う
こ
と
を

指
摘
し
た
。
私
見

に
よ
れ
ば
冒
頭

の

一
行

も

こ
れ
に
よ
る
。
実
景
上

の
夕
陽

の

円

い
形
と
同
型
イ

メ
ー
ジ

の

〈
セ

ン
ベ
イ
〉
と
の
連
鎖
、
ま
た
、
夕
陽

の
赤
茶

っ

ぼ
く
鄙

び
た
色
彩
と

〈
ト
タ

ン
〉
〈
セ
ン
ベ
イ
〉

の
同
彩
イ

メ
ー
ジ
と
の
連
鎖
、

か

よ
う
な
形

・
色
二
面
か
ら

の
イ

メ
!
ジ

の
連
鎖
が
冒
頭

の

一
行

に
収
敏

さ
れ

た

の
で
は
な

い
か
。

そ
し

て
そ
れ
を
夕
暮

の
静
穏

を
打
ち
破

る

「装
置
」
と
し

て
ポ

ン
と
紙
面

に
投
げ
出
し
た

の
で
は
な
い
か
。
吉
本
氏

の
い
う

《
音
連
鎖

の

気
持

よ
さ
》

も

た
ぶ
ん
か
か

る
形
式

の
方

法
的
効

用

の
な

せ
る
わ
ざ

で
あ
ろ

う
。

ち
な
み
に

「自
滅
」

は

「
ノ
ー
ト
ー
9
2
4
」
九
葉
目
、
当
作
は
ト
九
葉

日
に
位

置
す
る
。
比
較
的
近

い
時
期

の
詩
作

で
あ

る
こ
と
を
考
え
る
と
そ

こ
に

方
法
上

の
類
縁
性

が
認

め
ら
れ

て
も
さ
し

て
不
思
議

で
は
あ
る
ま

い
。

○

中
也

に
お
け
る

「
ダ
ダ
」
と
は
何
か
。

こ
こ
に
四
十
年
近
く
継
続
的

に
中
也

働

を
追
究

し
て
き
た
大
岡
昇
平
氏

の
次

の
よ
う
な
告
白

が
あ

る
。

《定
本

全
集
を

終
え
た
時
、
私
は
中

原
の
詩

に
ダ
ダ
系
統

の
詩

が
意
外

に
多

い
の
に
気
付
き
、
.

改
あ

て
京

都

の
ダ

ダ
時
代

に
遡

っ
て
、

そ

の
系
譜
を

た
ど

ろ
う
と
思

い
立

っ

た
。

一
九
六
九
年
春
号

「季
刊
芸
術
」

に
連
載
を

は
じ
め
た

の
だ
が
、
第

一
回

で
、
不
意

に
根
気

が
切

れ
た
。
拝
情

に
お

い
て
は
作
品
と
自
我
と

の
関
係
は
、

一
応
歌

う
者

と
歌

わ
れ
た
も

の
と

の
関
連
と
し

て
定
立
す
る

こ
と
が

で
き
る
。

と
こ
ろ
が
ダ

ダ
イ
ズ

ム
に
お

い
て
は
、
た
し
か
な
も
の
は
歌
う
主
体

だ
け

で
、

外
界

は
常

に
恣
意
的
な
様
相
と
な

っ
て
放
散
さ
れ

て
い
る
。
新
聞

記
事

や
は
や

り
歌

の
よ
う
な

二
次
的
素
材
ま

で
、
歌
わ
れ
る
も
の
の
領
域

に
入

っ
て
く

る
の

で
、
中

原

の
作

品
と
時
代

と

の
関
連

は
、

二
次

三
次

の
対
象

を
考
慮

し

て
、

ま

っ
た
く
違

っ
た

パ
タ
ー

ン
で
た
ど
り
直

さ
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

そ
の
困
難
さ

に
め
げ
た
わ
け

で
は
な

い
が
、
そ
れ
が
不
意

に
面
倒

に
な

っ
た
の
で
は
あ

る
》
。

か
よ
う
な
思

い
は

「
ダ
ダ
」

に
、一.口
及
す
る
評
者
全

て
に
共
ハ通
す

る
も

の
で
あ
ろ
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う
○

と
は
い
え

「
ダ
ダ
」
を
追
究
す

る
の
で
あ
れ
ば

や
は
り
そ
の
始
点

に
遡

っ

て
表
現
生
成

の
現
場
を

し

っ
か
り
見

て
お
く
以
外
解
決

へ
の
近
道

は
な

い
。

一

節

で
詩
作
意
識

に
執
拗

に

こ
だ
わ
り
そ
れ
を
基
軸

に
ダ
ダ
体
験
時

の
実
作
を
次

節

で
検

証
し
た

の
も
か
か
る
思

い
が
あ

っ
た
か
ら
で
あ

る
.

こ
れ
ら

の
こ
と
を

確

認
し

て
初

め

て

「春

の
日
の
夕
暮
」
冒
頭

の
詩
句

は
そ
の
実
相
を
わ
れ
わ
れ

の
目

の
前

に
現

わ
す

こ
と

に
な
る
だ

ろ
う
。
従
来

こ
の
手
続

き
が
欠

け

て
い

た
。
体
験
直
後

の
中
也

の
詩
作
意
識

や
詩
作
方
法
を
無
視
し

て
こ
の
ね
じ
れ
た

思
考
者

の
詩
作

を
表
層
的

に
解
釈

し
て
見

て
も
表
現

の
本
質

に
迫

る
こ
と
は

で

き
ま
い
。
中
也

の

「
ダ
ダ
」

は
詩
的
表
出

と
現
実
世
界
と

の
対
立

・
葛
藤
を

そ

の
ま
ま
二
極

の
分
裂

と
し

て
呈
示

し
錯
倒

し
た
異
空
間
を
創
造
し

て
い
る
と

こ

ろ
に
そ
の

一
特
徴

が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

「春

の
日
の
夕
暮
」

で
は
現
前
す
る

〈空

と
山
〉

お
よ
び
そ
れ
ら
を
取

り
巻
く
自
然

の
事
象
と

〈車
輪
〉

の
軋
み

に

象
徴

さ
れ
る
心

の
軋

み
と
の
対
立

・
葛
藤

の
.
一分
裂
が

そ
の
ま
ま

の
形

で

一
見

〈穏

か
〉
で

〈
静
か
〉
に
思

え
る
冒
頭
句

に
鮮

や
か

に
集
結

さ
れ

て
い
る
の
だ
。

な
ぜ

か
よ
う
な
形

で
し
か
表
現

で
き
な
か

っ
た
の
か
。

そ
れ
が
中
也
論

の
本
質

に
関

わ

っ
て
く
る
と
こ
ろ
で
あ

り

「春

の
日
の
夕
暮
」
論

の
中
心
と
も
な
る
と

こ
ろ
な
の
だ
が
本
稿

は
そ
の
た
め

の
序
説
的
考
察
と
な
る
。

《
表
現

が
擾
乱

に
化
す

る
と

い
ふ
、
奇
妙
な
転
倒
》
と

い
う
ね
じ
れ
を
伴
う

思
考

の
屈
折
ー

こ
の
中
也
独
自

の
詩
的
精
神
構
造
が
以
後

い
か

に
変
容
し

て
ゆ

く
か
。

そ
の
は
て
が
昼
夜
錯
倒
し
無
機
質

の
死
世
界
を
イ

メ
ー
ジ
化

し
た
と
も

い
え

る

「
一
つ
の
メ
ル

ヘ
ン
」

へ
流
れ
込
み
、
他
方

で
、
人
生

の
悲
哀

を
全
身

で
体
現
し
た
か

の
よ
う
な

〈
国
叶巳

Φ
O
>
紆

同ω
賦
ρ
器

〉
と
傍
題

さ
れ

た

「道
化

働

の
臨
終
」

へ
流
れ
込
む
と
見
る

の
は
衆
目

の

一
致

す
る
と

こ
ろ

で
あ
ろ
う
。
処

女
詩
集

の
巻
頭
を
飾
る

「春

の
日
の
夕
暮
」
か
ら
晩
年

の

「
一
つ
の
メ
ル

ヘ
ン
」

「
道
化

の
臨
終
」
ま

で
わ
れ
わ
れ
は
改

め

て
中
也

に
お
け
る

「
ダ
ダ
」

の
意
味

を
問

い
直
さ
ね
ば
な
る
ま

い
。

(
一
九
八
七

・
三
月
稿
)

註

中
也

の
場
合

〈内
容
〉
と

〈技

巧
〉
を

二
元
論
的

に
考
え

て
い
る
が
菊
池

の
場
合
必
ず

し
も
対
立
す
る
も
の
と
は
考

え
て
い
な
い
。

伊
藤
信
占

「
中
原
中
也
論
」

(「文
學
界
」
昭

14

・
12
)

吉
田
熈
生

「
中
原
中

也
と
ダ
ダ

イ
ズ
ム
」

(「國
文
學
」
昭

47

・
10
)

分
銅
惇
作

『
中
原
中
也
』

(講
談
社
現
代
新
書

昭
49

・
9
)

伊
藤
信
占

「
解
説
」

(『現
代

日
本
詩
人
全
集

12
』
創
元
社

昭

29

・
4
)

高
橋
新
吉

「私
と
詩
」
(『現
代
詩

の
実

験
』
編
者
花
村
奨
、
著
者
代
表
村
野
四
郎

・
寳

文
館

昭
28

・
5
)

太
田
静

一
「
中
也
初

期
ダ
ダ
詩
中

の

『性
』
と

『私

小
説
』
性

に

つ
い
て
」
(「
文
芸
山

口
臨
昭

38

・
3
)
は

こ
の
作
品
を

《男
女
購
合

の
性
的
秘
詩
》
と

い
う
視
点
か
ら
解
釈

し

て
ゆ
く
方
法
を
取

っ
て
お
り

そ
の
方
法
と
解
釈

に
は
問
題

は
あ
る
の
だ
が
作
中

の

詩

句
は
イ
メ
=
ジ
的

に
は
男
女
両
性
器

に
連
関
し

て
い
る
と
も
思
わ
れ
る
。

伊
藤
信
吉

「中

原
中
也
」

(『現
代
詩

の
鑑
賞
』
新
潮
文
庫

昭

29

・
4
)

大

岡
昇
平

「中

原
中
也

1
」

(「季
刊
芸
術
」
昭

44

・
4
)

中
村
稔

『中
也

の
う
た
』

(社
会
思
想
社

昭
45

・
9
)

福

田
百
合

子
氏

「中
原
中
也
詩
私
解
」
(「文
芸
山

口
」
昭
37

・
5
)。
氏

は

〈
ア
ン
ダ
ー

ヌ

ロ
=
〉

に

《
ト
タ
ン

・
セ
ン
ベ
イ
等
と
共
ハに
庶
民
的
な
視
野
と

い
う
中
也
の
姿

勢

な
り
位
置

な
り
》
を
見

て
い
る
が
は
た
し

て
そ
う
か
。
『外
来
語
辞
典
』
(荒

川
惣
兵
衛

著

・
角
川
書
店

・
昭

42

・
9
)
に
は
こ
の
言
葉

の
早

い
例
を
橋
戸
信

『
野
球
』

(大

14

刊
)
久
保
田

・
高
久

『野
球

の
用
語
』
(大

15
刊
)
か
ら
採
録

し
て
お
り

ス
ポ
=

ッ
用

語

と
し

て
こ

の
言
葉

は
新
時
代

の
感
覚

を
持

っ
た
語

で
あ

っ
た

こ
と
が
推

測
さ

れ

る
。

モ
ダ

ン
ボ
ー
イ

・
モ
ダ

ン
ガ

ー
ル
が
帝
都
を
闊
歩
し
て
い
た
時
代

の
モ
ダ

ニ
ズ

ム
語

で
あ

っ
た
と
見

て
よ

い
。
で
あ

る
な
ら
ば
、
氏

の
い
う
よ
う

に
こ
の
語
が

《庶
民

的
な
視
野
》
《姿
勢
》
《
位
置
》
た
り
得

て
い
る
と
は
言

い
難

い
。
む

し
ろ
中
也

は

《庶
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民
的

な
視
野
》

を
離
れ
た

一
段
高

い
と

こ
ろ

で
居
丈
高

に
こ
の
言
葉
を
使

っ
て
い
た

と
見

た
方
が

よ
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

イ
ヴ

釧

マ
リ

・
ア
リ

ユ
ー

「中
原
中
也

そ
の
政
治
性
」

(「文
学
」
昭
52

・
11
)

吉
本
隆
期

「中
原
中
也
」
(『吉
本
隆
明
歳
時
記
』
日
本

エ
デ

ィ
タ
=

ス
ク
ー
ル
出
版
部

昭
53

・
10
)

中
原
思
郎

「
事
典

・
中
也
詩
と
故
郷
」

(『
中
原
中
也
必
携
』
學
燈
社

昭

54

・
8
)

藤
田
典

「『
ノ
ー
ト
ー
9
2
4
』

詩

の
分
析
口
」

(『文
集
中
原
中
也
』

審
美
社

昭

55

・
1
)

宇
佐
美

斉

「未
刊
詩
篇
」
(「
國
文
學

」
昭

58

・
4
)。

一
行
目

の
表
現

が

《
静
穏
を
、

つ
よ
く
印
象
づ

け
》

て
い
る
と

い
う
点

で
は
筆
者

の
最
も
興
味
を
引
く
と

こ
ろ
だ
が

こ
の
解
釈

に
は
そ
こ
を

「ダ
ダ
」
と
見

る
視
点
を
欠
く
。

大
岡
昇
平

「中
原
中
也

の
読

ま
れ
か

た
」
(『中
原
中
也
研
究
』
大
岡
昇
平

・
中
村
稔

・

吉

田
熈
生
編

・
青
土
社

・
昭

50

・
6
)

②
参
照

本
稿
の
中
原
中
也
の
作
品
引
用
は
角
川
書
店
版

『中
原
中
也
全
集
』
全
五
巻
別
巻

一
巻

に
拠
る
。
尚
、
仮
名
遣
い
は
原
文
の
ま
ま
に
、
漢
字
は
現
行
の
字
体
に
改
め
て
い
る
。
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