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京

都

時

代

の

ダ

ダ

イ

ズ

ム

中
原
中
也

「
ダ
ダ
」
詩

の
解
読

松

下

博

文

中
原
中
也
の
詩
的
出
発
は
ダ
ダ
イ
ズ
ム
と

の
出
会
い
に
始
ま

る
。

い
う
ま
で

も
な
く
、

ダ
ダ
イ
ズ
ム
は
第

一
次
大

戦
中

の
欧
州
を
中
心

に
展
開
さ
れ

た
芸
術

革
命
運
動
で
あ

る
が
、
そ
の
目
的
は
既
成

の
言
語

・
習
慣

・
道
徳

・
論

理
な
ど

に
伴
う
全
て
の
価
値
基
準
を
破
壊
し
、
始
源
的
な

「
生
」

の
復
権
を
獲
得
す
る

こ
と

に
あ

っ
た
と

い
わ
れ
る
。
わ
が
国
に
紹
介

さ
れ
た

の
は
大

正
九
年
、
同
年

八
月
十
五

日
の

「
万
朝
報
」
紙
上
に
掲
載

さ
れ
た

「
享
楽
主
義
の
最
新
芸
術
=

戦
後

に
歓
迎
さ
れ

つ
つ
あ
る
ダ
ダ
イ
ズ
ム
」

(紫
蘭
)
「
ダ
ダ
イ
ズ
ム

一
面
観
」

(羊
頭
生
)
の
記
事
を
そ

の
噛
矢
と
す

る
。

こ
の
記
事

に
ふ
れ
た
高
橋
新
吉
は

大
正
十

二
年

二
月

『
ダ
ダ
イ

ス
ト
新
吉

の
詩
」
(中
央
美
術
社
)
を

刊
行
す
る
。

周
知

の
よ
う
に
、
中
也

の
ダ
ダ
イ
ズ

ム
は
こ
の
詩
集

に
触
発
さ
れ
た
も

の
で
あ

る
。現

在
わ
れ
わ
れ
は
ダ
ダ
体
験
直
後
の
中
也
の
詩
的
営
為
を
、

「
ノ
ー
卜
1
9

2
4
」
と
呼
ば
れ

て
い
る
京
都
時

代
の
習
作

ノ
ー
ト
に
よ

っ
て
見

る
こ
と

が
で

き
る
が
、

こ
の

ノ
ー
ト
に
は
難
解
な
表

現
が
多
く
、
当
時

の
中
也
が

「
ダ
ダ
」

の
擾
乱

に
強

烈
に
洗
脳
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
。
本
稿

の
目
的
は

こ
の
ノ
ー
ト
を
手
懸
り

に
体
験
直

後
の
中
也

の
詩
作
を
取
り
上
げ
、

そ
の
細
部

の
解

読
を
試

み
、
中
也
流
ダ
ダ
の

一
面
を
明
ら
か

に
す
る

こ
と
に
あ
る
。

こ
れ
ま

で
多
く

の
評
者

が
指
摘
し
て
き
た
よ
う

に
、
ダ
ダ
体
験
直
後

の
中
也

の
詩
想

の
あ
り

か
は
〈

認
識
以
前
〉

の
世
界
と
の
対
応
法
に
あ

る
と

い

っ
て
よ

い
。
本
節
で
は
、

こ
の
詩
想

が
導
き
出
さ
れ

て
き
た
経
緯
お
よ
び
詩
想

の
内
実

を

『
ダ
ダ
イ

ス
ト
新
吉

の
詩
」
を
視
野

に
入
れ

つ
つ
仔
細

に
見

て
お
く

こ
と

に

す
る
。

「
ダ
ダ
イ

ス
ト
新
吉

の
詩
」
は
高
橋

の
第

二
詩
集
で
あ
る
。
佐
藤
春
夫

の
讃

序

「
高
橋
新
吉

の
こ
と
」
、
辻
潤

の
践

「■
閑
勾
ω
磯
Z
O
岩

出
嶋
」

に
は
両
氏
の

高
橋

に
寄
せ
る
愛
情
と
詩
集

へ
の
鋭
い
洞
察

が
見
ら
れ
る
。
佐
藤
は

そ
の
序
文

の
中
で
高
橋
の
人
と
作
品
を
次
の
よ
う
に
評
し

て
い
る
。
〈

彼
の
す

ぺ
て
の
態

度

の
な
か
に
は

困
態
と
疲
労
と
真
実
と
自
暴
目
棄
と
鶉
逸
と
が
こ
ん
が
ら
か

つ

て
混
沌

と
し

て
、
し
か
も
同
時

に
も
う
ど
う

に
も
な
ら
な
い
程
度

に
融
合
し
き

つ
て
ゐ
た

(
略

)
事
実
、
高
橋
は
最
も
真
実
を
要
求
す
る
人
間

で
あ

つ
た
。
さ

う
し
て
彼
自
身

亦
真
実
で
あ
り
真
剣
で
あ

つ
た
。
ー

そ
れ

が
そ
の
何
と
言
は
う

か
、

つ
ま
り
高
橋
流

に
真
実
で
あ
り
真

剣
で
あ

つ
た
の
だ
。
気
質
と
し
て
は
彼

は
理
想
家

で
あ

つ
た
。
理
想
を
見
失

つ
た
理
想
家
で
あ

つ
た
。
さ
う
し
て
彼
の
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作
品
の
な
か
に
は
見
せ
び
ら
か
さ
な
い
真
実
感

が
切
な
く
踵

つ
て
ゐ
る

(
略
)

高
橋
は
見

識
で
書
い
た
の
で
は
な
い
。
学
問

で
書

い
た
の
で
は
な
い
。

趣
味

で

書

い
た
の
で
は
な
い

(
略

)
彼

は
身
を
も

つ
て
書
い
た
だ
け
だ
。
妙

に
煙

つ
た

へ
ん
に
歪

ん
で
心
臓
を
取
出
し

て
見
せ
た

の
だ
。
高
橋
の
文
字

の
な
か

に
は
気

ま

ぐ
れ

ら
し
い
出
鱈
目
は
あ

つ
て
も
虚
飾
と
い

ふ
も
の
は
寸

毫
も
な

い
〉

(「
高

橋
新
吉

の
こ
と
」
)
。
高
橋

に
〈
見
せ
び
ら
か
さ
な
い
真
実
〉

を
見
た
佐
藤
の

言
葉
は
、

そ
の
ま
ま
中

也
自
身

の
言
葉

に
置
き
換
え
る
こ
と
も

で
き
よ
う
。
た

と

え
ば
、
申
也
は
昭
和
二
年

四
月
再
び

こ
の
詩
集
を

読
み
返
し

て
い
る
。

こ
の

時

の
理
解

が

「
高
橋
新
吉

論
」

(
高
橋
宛
書

簡
に
同

封
、
昭

2

・
9

・
15
)
に

具
体
的

に
反
映
さ
れ

て
い
る
と

思
わ
れ
る
が
、
多
少
、
高
橋

へ
の
外

交
辞
令
的

要
素

が
あ
り
、

こ
れ
を

『
ダ
ダ

イ
ス
ト
新
吉

の
詩
」

に
ふ
れ
た
直
後
の
論

と
し

て
す
な
お

に
読
む
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し

て
も
、
中
也
も
佐
藤

同
様
、
高
橋

に
〈
見

せ
び

ら
か

さ
な
い
真
実
〉
を
見

て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ

る
。
〈

こ
ん
な
や
さ
し

い
無
皐
な
心
は
ま
た
と
な
い
の
だ
。
そ
れ

に
同
情

の
ア

ク
チ
イ
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
は

行

為
の
前

の
義
務
ー
認
識
i

の
上
で
実
に
目
覚
ま
し

い
詩
人
な

の
だ
〉

(
「
高

橋
新
吉

論
」

)
。
高
橋

に
〈
や
さ
し
い
無
皐
な
心
〉

を
見
る

こ
の
評
が
前

出
の

佐
藤
の
そ
れ
と
通
底
し
て
い
る

こ
と
は
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
中

也
は
佐

藤
と
も
か
な
り
異
質
な
理
解
を
示
し

て
い
る
。
佐
藤

の
場
合
、
高

橋
の
〈
身
を

も

つ
て
書
〉
<
〈
虚
飾
〉

の
な
い
〈
真

剣
〉
な
態
度

に
共
感

し
て
い
る
と

い
え

る
が
、
中
也

の
場
合
、

も
ち
ろ
ん
佐
藤
と
同
質
圏
域

の
共
感

を

示

し

な

が

ら

も
、
高
橋

の
詩
人
と
し
て
の
対
象

の
捉

え
方
、
見
方
、
感

じ
方

に
よ
り
強

い
共

感
を
示
し

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
詩
人
と
い
う
表
現

者
の
主
観
の

在
り
方
の
問
題
に
踏
み
込
ん
で
高
橋
を
理
解
し
て
い
る
と
い
え
る
。
高
橋
を

〈
意
識
的
な
人
で
は
な
い
〉
と
し
く
良
心
に
よ
る
形
而
上
学
者
〉
と
呼
び
く
認

識
1
の
上
で
実
に
目
覚
ま
し
い
詩
人
〉
と
評
す
る
理
解
の
背
後
に
は
、
高
橋
の

主
観
の
在
り
方
に
興
味
を
い
だ
き
、
そ
こ
に
詩
人
と
し
て
の
自
己
の
立
場
を
も

見
定
め
よ
う
と
す
る
表
現
者
申
也
の
共
感
を
感
知
で
き
よ
う
。
中
也
が
高
橋
か

ら
学
び
、

「ダ
ダ
イ
ス
ト
新
吉
の
詩
」
か
ら
感
受
し
た
も
の
は
〈
無
享
な
心
〉

に
代
表
さ
れ
る
純
粋
無
垢
な
精
神
の
在
り
方
と
表
現
者
と
し
て
の
主
観
の
在
り

方
の
問
題
で
は
な
か
っ
た
か
。
体
験
当
時
、
中
也
が
〈
認
識
以
前
〉
と
呼
ん
で

い
る
問
題
も
ま
さ
に
こ
れ
ら
の
問
題
と
響
応
し
て
い
よ
う
。

古
代
土
器
の
印
象

(
ノ
ー
ト

15
葉

目
)

認
識
以
前
に
書
か
れ
た
詩
ー

沙
漠
の
た
ゞ
中

で

(
た
つ
)

私
は
土
人
に
訊

ね
ま
し
た

「
ク
リ

ス
ト
の
降
誕
し
た
前

日
ま
で
に

カ
ラ
カ
ネ
の

歌
を
歌

つ
て
旅
人
が

何
人

こ

ゝ
を

通
り
ま
し
た
か
」

土
人
は
何
に
も
答

へ
な
い
で

遠
い
沙
丘
の
上

の

足
跡
を

み
て
ゐ
ま
し
た

泣
く
も
笑
ふ
も
此
の
時
ぞ

此
の
時
ぞ

泣
く
も
笑
ふ
も

一24一



古
代
土
器
か
ら
直
観
的

に
感

じ
取

っ
た
く
印
象
〉

と

い
え
よ
う
か
。
第

一
行

の
く

認
識
以
前

に
書
か
れ
た
詩
〉

と
い
う
規

定
が

一
篇

の
プ

ロ
ロ
ー
グ
的
役

目

を
担

っ
て
い
て
作
品
世
界
が
原
イ

メ
ー
ジ

の
所
産

で
あ
る

こ
と
を

示
し

て
い
る

が
、
詩
作
行
為

そ
の
も

の
が
認
識
以
後

の
行
為

で
あ
る
と
い
う

当
然
の
矛
盾
も

孕
ん
で
い
る
わ
け
で
、
中
也

の
趣
旨
と
は
裏
腹
に
く
印
象
〉

の
詩
的
世
界
が
意

図
的

に
構
築
さ
れ

て
い
る
と
見
倣
さ
れ
る
詩
作
上

の
弱

さ

は

あ

る
。
と

も

あ

れ
、
こ
こ
で
は
詩
想

の
あ
り
か
が
〈

認
識
以
前
〉

に
あ
る

こ
と
を

認
め
れ
ば
十

分

で
あ
ろ
う
。
〈
沙
漠
〉
は
全

て
の
も

の
の
澗
渇
を
強

い
る
文

明
発
祥

以
前

の

空
漠
な

「
場
」
、
〈
土
人
〉
は
文

明
の

「
知
」

に
冒
さ
れ
て
い
な
い

原

始

人
、

〈

ク
リ

ス
ト
の
降
誕
し
た
前

日
〉
は
有
史
以
前

の

「時
」

で
あ

る
。

こ

こ

に

(
註

一
)

〈

認
識
以
前
〉

が
重
ね
ら
れ
て
い
る
と
も

い
え
る
。

こ
の
よ
う

な

「
場
」
「
時
」

「
人
」

の
遡
源
に
中
也
の
希
求
す
る
〈
認
識
以
前
〉

の
世
界
が
あ

る

(
こ
れ
は

原
初

へ
の
郷
愁
と
呼

べ
る
も
の
だ
ろ
う
)
。

そ
れ
は
〈
土
人
〉

の
沈
黙
と
黙
視

に
示
さ
れ
る

よ
う

に
表
現
不
可

能
な
あ
る
何
も

の
か
と
の
交
感

の

「
場
」
で
あ

り
、
「
時
」

で
あ
る
。

そ
し
て
、

こ
の
交
感

の
極
限
状
態
に
お
い
て
の
み
〈
泣

く
〉

〈
笑
ふ
〉
と

い
う

「
生
」

の
営

み
が
許

さ
れ
得
る

の
だ
。
こ
の
よ
う
な

認

識
方

法
は

ノ
ー
ト
の
中
頃

に
具
体
的

に
詩
観
芸
術
観
と
し
て
現
わ
れ
て
く
る
。

ノ
ー
ト
ニ
十
三
葉
目

「
(
テ
ン
ピ

に
か
け
て
)
」
か

ら
二
十
九
葉
目

「
(
最
も
純

粋

に
意
地

悪
い
奴

)
」
ま

で
の

一
群

が
そ
れ
で
あ

る
。

④

仮
定
は
な
い
そ
よ
/
/
先
天
的
観
念
も
な
い
そ
よ
/
/

何
に
も
な
い
所
か

ら
組
立
て

ゝ
行

つ
て
/
先
天
的
観
念

に
も
合
致
し
た
が
ね
/
理
窟

が
面
倒
に

な
つ
た
さ
/
屋
根
み
た
い
な
も

の
さ

「
(
仮
定
は
な
い
そ
よ
)
」

(
ノ
ー
ト
24
葉
目
)

口

酒

が
詩

の
上
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
ー

/
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
/
1
だ
が
/

「
そ
れ
を
以

て
そ
れ
を
現

す

べ
か
ら
ず
」

つ
て
言
葉
を
覚
え
と
け
え

「
(
酒
は
誰
で
も
酔
は
す
)
」

(
ノ
ー
ト
25
葉

目
)

ハ

名
詞
の
扱
ひ
に
/
ロ
ヂ
ッ
ク
を
忘
れ
た
象
徴
さ
/
俺
の
詩
は
/
宣
言
と
作

品
と
の
関
係
は
/
有
機
的
抽
象
と
無
機
的
具
象
と
の
関
係
だ
/
物
質
的
名
詞

と
印
象
と
の
関
係
だ
。
ノ
ダ
ダ
、
つ
て
ん
だ
よ
/
木
馬
、
つ
て
ん
だ
/
原
始

人
の
ド
モ
リ
、
で
も
好
い
/
歴
史
は
材
料
に
は
な
る
さ
/
だ
が
問
題
に
は
な

ら
ぬ
さ
/
此
の
ダ
ダ
イ
ス
ト
に
は
ノ
古
い
作
・叩
の
紹
介
者
は
/
鋏

の
棺
は

か
う
い

ふ
風
だ

つ
た
、

な
ん
て
断
り
書
き
を
す
る
/
棺

の
形
が
如
何
に
変
ら

う
と
/
ダ
ダ
イ

ス
ト
が

「
棺
」
と
い

へ
ば
/

何
時

の
時
代
で
も

「棺
」

と
し

て
通
る
所

に
/

ダ
ダ
の
永
遠
性
が
あ
る
/
だ
が
ダ
ダ
イ

ス
ト
は
、

永
遠
性
を

望
む
が
故
に
ダ
ダ

詩
を
書
き
は
せ

ぬ

「
(
名

詞
の
扱

ひ
に
)
」

(
ノ
ー
ト

26
葉
目
)

ノ
ー
ト
の
記
述
を
順
次
列
記
し
た
。

こ
の
時
期

に
は
特

に
哲
学
用
語
が
頻
出

す
る
。
評
論

「
地
上
組

織
」

(
大

14
)

日
記

「
(
精
神
哲
学

の
巻
)
」

(昭

2
)

評
論

「
生
と
歌
」

(昭

3
)
芸

術
論

「
芸
術
論
覚
え
書
」

(昭
9
推
定
)
な
ど
に

具
体
的

に
展
開
さ
れ
て
ゆ
く
認
識
論

の
祖
型
で
あ
る
。
総

じ
て
、
中
也

の
関
心

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

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
す
る

こ
と

に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
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ω
は
認
識

主
体

で
あ
る
主
体
者

の

「
認
識
」

に
基
づ
い
て
論

理
化
さ
れ
る
仮

説
、
い
わ
ゆ
る
〈
仮
定
〉

の
否
定
を
意
図
し
、
ま
た
、
未
だ

「
認
識
」
が
介
在

し
な
い
ア
プ
リ
オ
リ
な
感
性

に
よ

っ
て
顕
示
さ
れ
る
イ

メ
ー
ジ

の
強
調

に
よ

っ

て
、

い
わ
ゆ
る
〈
先
天
的
観
念
〉

を
も
否
定
し

よ
う
と
い

う

も

の

で
あ

る
。

「
観
念
」

の
定
義
は
甚
だ
難
し
い
が
、
普

通
わ
れ
わ
れ
の
心
の
中

に
現
わ
れ
る

表
象

・
想
念

・
意
識
内
容
を
指
す
と

さ
れ
る
。
従

っ
て
認
識

主
体

で
あ
る
主
体

者
の
思
惟
作

用
に
よ

っ
て
結

晶
化

さ
れ

る

「
像
」
と
い
え
る
が
、
〈
先
天
的
観

念
〉

の
否
定
と
は
生
来

の

「
像
」

の
否

定
を
意
味
し
、
中

也
の
い
う
〈

何
も
な

い
所
〉

す
な
わ
ち

「
無
」
の
世
界

に
帰
結
す
る
。
多
分

に
卑
俗
な

い
い
ま
わ
し

で
示
さ
れ
た
こ
の
主
張
に
、
純
粋

な
感
性

の
持
ち
主

で
あ

る
こ
と
を
自
認
し
、

そ

の
実
践
家

た
ろ
う
と
す
る
誇
示
を
見

て
取
れ
よ
う
。
ロ
は
芸
術
重
視
と

い
う

形
で

の
感
性

の
尊
重
を
意
図
し
て
い
る
。

カ
ン
ヴ

ァ
ス
に
描
写
さ
れ

た
風
景
と

眼

の
前

の
そ
れ
と

の
間

に
言
い
難

い
隙
間

が
生
じ
る

の
は
、

そ
こ
に

「
描
く
」

と
い
う
ア
ポ

ス
テ
リ
オ
リ
な
知
的
行

為
が
介

入
し

て
く
る
か

ら

に

他

な

ら

な

い
。
中
也
に
と

っ
て
芸
術
は
あ
く
ま

で
〈
名

辞
以
前

の
世
界
〉

に
属

し
、
〈
物

と
物
と
の
比
較
以
前

の
世
界
内

の
こ
と
〉

(
「
芸
術
論
覚
え
書
」
)
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
〈

「
そ
れ
を
以

て
そ
れ
を

現
す

べ
か
ら
ず
」
〉

と
は
〈

「
こ
れ

が

手
だ
」
と
、
「
手
」
と

い
ふ
名
辞
を
口

に
す
る
前

に
感
じ

て
ゐ
る
手
〉

(同
前
)

の
主
観
の
在
り
方
、

つ
ま
り
〈
認
識
以
前
〉

に
よ
る
事
象

の
把
握
を

示
し

て
い

る
。
ハ
は
詩
作

の
在
り
方
を
述

べ
た
詩
で
あ

る
。
〈
名
詞
〉

の
使
用
に
お
け
る

〈

ロ
ヂ

ッ
ク
〉
の
否
定
は
語
法
を
無
視
し
た
破
格
を
意
味
し
、

こ
の

「
格
」
破

壊

の
無
秩
序

な
世
界

に
〈
諸
名

辞
間
の
交
渉
〉

(
「
芸
術
論
覚
え
書
」

)
を
断

ち
裁

っ
た
世
界
が
あ
り
、

こ
こ
に
中
也
の
希
求
す
る
純
粋
な
感
性

の
詩
的
空
間

が
開
示
さ
れ
る
。
〈
宣
言
〉

す
な
わ
ち
詩
論
と
〈
作
品
〉
と

の
関
係
は
〈
有
機

的
抽
象
〉
す

な
わ

ち
概
念
と
〈
無
機
的
具
象
〉

す
な
わ
ち
イ

メ
ー
ジ
の
関
係

に

等
し
く
、

こ
の
関
係
を
破
壊
し
た
非
名

辞
間

の
世
界
に
唯

一
の
詩
的
生
成
の
場

が
あ

る
。
〈
ダ
ダ
〉

を
〈
原
始
人
の
ド

モ
リ
〉

に
置
き
換
え
て
説
明
し

よ
う
と

試
み
る

こ
と
の
意
図
は
、
言
葉

の
指
示
機
能
を
失

っ
た
発

語
と
し

て
の
く
ド

モ

リ
〉

に
、

「
知
」

に
冒
さ
れ
て
い
な

い
純
粋
な
精
神
を
見

て
い
る
か
ら

に
ち
が

い
な
く
、
非
名

辞
間

の
世
界

に
安
住
し

た
い
者
の
言
葉
で
あ

る
。
前
出

「
古
代

土
器
の
印
象
」

に
使
わ
れ
て
い
た
〈
土
人
〉

に
も
同
様
な
意
図

が
籠
め
ら
れ
て

い
た
で
あ

ろ
う
。

そ
の
他
細
部

へ
の
言
及
は
省
く
と
し
て
、

以
上

の
三
例
以
外

に
も
、

た
と
え
ば
、
〈
結
果
か
ら
結
果
を
作
る
/
翻

訳
の
悲
哀
=
/
尊
崇
は
た

ゞ
/
道
中

に
あ
り
ま
し
た
〉

(
「
一
度
」
)
、
〈
過
程
に
興
味

が
存
す
る
ば
か
り

(
い
け
)

で
す
/
そ
れ
で
不
可
な

い
と
言
ひ
ま
す
か
/

(
略
)
/
集
積

よ
り
も
流
動
が
/

魂
は
集
積

で
は
あ
り
ま
せ
ん
〉

(
「
(過
程
に
興
味
が
存
す
る
ば
か
り

で
す
)
」
)

な
ど

ノ
ー
ト
の
い
た
る
と

こ
ろ
に

「
知
」

へ
の
反
嬢
、

「
認
識
」
す
る

こ
と

へ

の
反
掻
を

示
す
表
現

が
散
見
さ
れ
る
。

以
上
見

て
き

た
よ
う

に
、

ダ
ダ
体
験
直
後

の
中
也
の
詩
想

の
あ
り
か
は
純
粋

な
感

性
の
豊
か
さ
の
尊
重
、
い
わ
ゆ
る
中
也

の
い
う
〈
認
識
以
前
〉

の
世
界

の

尊
重

に
あ

っ
た
こ
と
が
理
解

で
き

た

か

と

思

う
。

こ
こ
に
は

「
知
」

や

「
文

明
」
と
強
く
あ
ら
が

い
、
加
え
て
、
言
葉

の
指
示
機
能
を
破

壊
す
る
と

い
う
反

骨

の
気
風

に
貫
か
れ
た
姿
勢
を
見
る
こ
と

が
で
き
た
が
、
そ
の
基
底

に
、
対
象

を
ど
の
よ
う
に
捉
え
、
ど

の
よ
う
に
見
、
ど

の
よ
う

に
感

じ
、

そ
し

て
そ
れ
を

ど

の
よ
う
に
表

現
す
る
か
と

い
う
表
現
者
と
し

て
の
主
観
の
在
り
方

の
問
題
が

伏
流
し
て
い
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
中
也
が

「
ダ
ダ
」
か

ら
掴
み
取

っ
た
も
の
は
、
要
す
る
に
、

こ
の
主
観

の
在
り
方

の
問
題

で
あ

っ
た

と
い
え
よ
う
。

こ
こ
に
は
も
ち
ろ
ん
中
也

の
生

き
方

の
問

題
、

つ
ま
り
〈
無
華

な
心
〉

で
生

き
る
と

い
う
詩
人
と
し

て
の
生
き
方
の
問
題
も
内
在
し

て
い
る

こ

と
は
い
う
ま

で
も
な
い
。
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二

 

自

滅

(
ノ
ー

ト

9
葉

目
)

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
ッ
キ
を
呑
ん
だ

足

足 足

足 足

足

足

万
年
筆

の
徒
歩

旅
行

電
信
棒
よ
御

辞
儀
し
ろ

お
腹

の
皮
が
カ
シ

ャ
カ
シ
ャ
す
る

(ま
た
)

膀
の
下
か
ら
右
手
み
た

一
切
合
切
み
ん
な
下
駄

ブ
イ
ゴ
よ

フ
イ
ゴ
よ

口
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

合
、
表
現
さ
れ
た
世
界
は
右

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
各
連

・
各
行

の
関
係
が
断
ち

裁

ら
れ
、
不
条
理
な
詩
的
空
間
を

つ
く

り
出
す
。
言
葉

の
指
示
機

能
を
破
壊
す

る
と
い
う
基

本
的
詩
作
態
度

に
貫
ぬ
か
れ

て
い
る

こ
と
は
い
う
ま

で
も
な

い
。

吉
田
熈
生

氏
は
、

(
言
葉
は

「
意
味
」
を
伝
達
す
る
記
号
と
し
て
用
い
ら
れ

て

い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
意

味

を

破

壊

し

て
、
言
葉
に
な
り

に
く

い
或
る

あ
ん
ゆ

「
気
分
」
を
表
現
す
る
た
め
に
暗
喩
と
し

て
用
い
ら
れ
て

い

る
〉

と

さ

れ
、

(
わ
れ
わ
れ

が
理
解
し
得
る

の
は
、

「
自
滅
」
と

い
う
暗
喩
全
体

の
意
味

で
あ

り
、

「自

滅
」
と

い
う
気
分
の
直
観
的

全
体
像
な

の
で
あ
る
〉
と

評
さ
れ

て
い

(註
二
)

る
。
確
か
に
氏
の
い

わ

れ

る

よ
う

に
、

こ
の
よ
う
な
不
可
解
な
詩
的
世
界
は

「
気
分
」

で
感
受
す
る
以
外

に
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、

こ
の
作
品

を

「
ノ
ー
ト
1
9
2
4
」

に
戻
し
、
京
都
時
代

の
中
也
の
境
遇
に
即
し

て
読
む

と
き
、

「
気
分
」

の
全
容
が
鮮
明

に
な
り

こ
れ
ま

で
難
解
と
さ
れ
、
解
読

で
き

な
か

っ
た

「
暗
喩
」

の
い
み
が
明
確
に
な

っ
て
く
る

の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
以

下
、
表
現
の
細
部

に
留
意
し

つ
つ
作
品
解
読

に
努
め
て
ゆ
く

こ
と
に
し
た

い
。

ま

ず
、

「ダ
ダ

イ
ス
ト
新
吉

の
詩
」

と
比
較
し

つ
つ
発

想
の
類

似
性
を
指
摘

し
て
お
く

。
第

二
連
〈
足
〉

の
文
字

造
型
と
同
趣
向
の
作
品
は

「
ダ
ダ
イ

ス
ト

新
吉

の
詩
」

に
も
見
ら
れ
る
。

こ
の
詩
集

の
中
心
部
は

「
一
九

一
一
年
集
」
で

あ
る
。
集
中

の
作
品

に
は
作
品
番

号
の
み
付
さ
れ
詩
題
は
明
記
さ
れ

て
は
い
な

い
。
佐
藤
春
夫

が
序
文
で
評
し
て
い
た
よ
う

に
〈
気
ま
ぐ
れ

ら
し

い
出
鱈
目
〉

な
作
品

が

多

い

が
、

高
橋
の
自
作
解
説

(
「
現
代
詩
の
実
験
」

所
収

「
私
と

詩
」

・
編
者
花
村
奨
、
著
者
代

表
村

野
四
郎

・
昭

28

・
5

・
賓

文
館

)
に
よ
れ

ば
、
発
想
の
軸
は

(
連
想
〉

と

(
写
生
〉

に
あ

っ
た

こ
と
を
確

認
で
き
る
。
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あ
る
事
象
を
〈
認
識
以
前
〉
で
捉
え
よ
う
と
試
み
る
と
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て

表
現
さ
れ
る
作
品
世
界
は
偶
発
的
な

「気
分
」
の
表
出
と
な
る
。
極
端
な
場

オ

シ



歯
歯

顎

顎

鴨
居

閾

踵
を
吸
つ
て
舌
焼
く
な

汁
粉
は
上
に
飛
び
跳
ね
る

タ
バ
コ
の
ダ
ン
ス

鼻
骨
が
折
れ
た

頭
を
打
ち
割
れ

47

(
「
一
九

=

年
集
」
)

蝸
牛
は
外
聴
道
を
歩

い
て
ゐ
た

鼓
膜

の
中
か
ら
誰
か
出

て
来
た

去
年
亡
く
な

つ
た
筈
の
蛆
矧
だ

つ
た

前
庭

ヘ
ヒ
ッ
コ
ン
で
了
つ
た

49

(
「
一
九

=

年
集
」
)

皿
皿
皿
皿
皿
皿
皿
皿
皿
皿
皿
皿
皿
皿
皿
皿
皿
皿
皿
皿
皿
皿

倦
怠

額
に
虹
矧
が
這
ふ
情
熱

白
米
色
の
エ
プ
ロ
ン
で

皿
を
拭
く
な

51

(
「

一
九

一

一
年

集

」

)

赤
煉
瓦
と
赤
貝
と

そ
れ
は
飽
屑
を
背
負
つ
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
晩
餐

擦
火

擦
火

擦
火

擦
火

高
橋
に
よ
れ
ば

「
オ
シ
」
は

《
活
字

の
配
列

で
ロ
の
恰
好

に
見

え
る
よ
う

に

し

て
》

あ
り
、

「
47
」

(
初
出
原
題

「
ツ
ン
ボ
」
)
は

《
耳
の
生

理
解
剖
的
な

医
学
上
の
文
字
》
、

つ
ま
り
〈
外
聴
道
〉

〈
前
庭
〉

を
使
用
す
る

こ
と

で
〈
蝸

牛
〉
か
ら
〈
鼓
膜
〉
を
連
想
す
る
よ
う
工
夫
し
、
〈
虹
矧
〉
を
耳
膿
の
暗
喩

に

使
用
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
「
49
」

(
後
題

「
倦
怠
」
)
は

「
日
日
新
聞
」

調
理
部

で
の
皿
洗
い
の
経
験

に
即
し
た

「
勤
労
詩
」
と
い
え
る
も
の
で
、

こ
れ

ら
は

《
身
辺
に
あ

る
も
の
を
何
で
も
写
生

す
る
よ
う

に
書
い
た
〉

と
い
う

(
前

出
自

作
解
説

)
。

「
51
」

の
〈
擦
火
〉

も
炎
の
写
生
的
表
現
と
い
え
よ
う

。
確

か

に
高
橋
の
意
図
す

る
よ
う

に
、
活
字

の
排

列
に
よ

っ
て
歯
型
及
び
顎
の
奥
行

き
が
想
起
さ
れ
、
蝸
牛
か
ら
耳

の
型
や
三
半
規
管

が
連
想
さ
れ
、

皿
の
重

な
り

に
移
し
い
皿
の
量

並
び
に

「
倦
怠
」
の
響
き
、
精
神

の
不
安
定
さ
肉
体

の
疲
労

を
見
る

こ
と
は
で
き
る
。

こ
の
高

橋

の
意
図
を
中
也

が
ど

の
程
度
理
解
し

て
い

た
か
は
明
ら
か
で
は

な
い
。
後
年
書
か
れ
た

「
詩
的
履
歴
書
」
(
「
我
が
詩
観
」

附

・
昭

11

・
8
)
に
は
〈
中

の
数
篇

に
感

激
〉
と
記
さ
れ
て
い
る
の
み
で
、
作

品

に
つ
い
て
の
直
接

の

言

及

は

な

い
。
が
、
高
橋

の
こ
れ
ら
の
作
品
と

「
自

滅
」
と
を
比
較
し

て
み
た
場
合
、
中
也
は
高
橋

の
意
図
を
か
な
り
正
確

に
把
握

し

て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
特

に

《
連
想
〉

の
方
法
は
高
橋

の
作

品
世
界
か
ら
学

び
取

っ
た
も

の
に
ち
が
い
な
い
。

「
自
滅
」
の
各
連
に
何
ら
か
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の
有
機
的
関
連
を
見

よ
う
と
す
れ
ば
、
〈
徒
歩
旅
行

〉
か
ら
連
想
さ
れ
る
様

々

な
イ
メ
ー
ジ
の

連

鎖

で

は

な

い
か
。
第

一
連
の
〈

ス
テ

ッ
キ
〉

に
よ

っ
て
連

想
さ
れ
る
〈
足
〉
、
〈

足
〉

に
よ

っ
て
連
想
さ
れ
る
〈
徒
歩
旅
行
〉
、
〈
徒
歩

旅
行
〉

に
よ

っ
て
連
想

さ
れ
る
路
上
の
〈
電
信
棒
〉
、
ま
た
、
〈

ス
テ

ッ
キ
〉

〈
足
〉

〈
徒

歩
旅
行
〉

に
よ

っ
て
連
想
さ
れ
る
〈
下
駄
〉

、
更
に
、
〈

ス
テ

ッ

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
が
そ
れ

で
あ
る
。
吉
田
熈
生

氏
は
こ
の
作
品

に

(
フ
ィ
ル
ム
を
逆
転
す
る
よ

(
註
三
)

う
に
、

映
像

の
順
序
を
逆
転
可
能
に
す
る
仕
組
み
〉

を
見

よ
う
と
さ
れ

て
い
る

が
、

こ
の
よ
う
な
理
解
を
可
能
に
す
る
「
仕
組
み
」
が

《
連
想
》

の
方
法

に
あ
る

こ
と
を
強
調
し

て
お
き
た
い
。
ひ
と
ま
ず

こ
の
作
品
の
発
想
の
軸
が

(
連
想
》

に
あ

る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
い
て
、
細
部

の
解
読

に
は
い
る
こ
と

に
す
る
。

(
註
四
)

「
自
滅
」
と

い
う
詩
題
は
後

日
の
加
筆
と
さ
れ
る
。
こ
の
作
品

の
前
後
は
倦

怠

詩
の
グ

ル
ー
プ

に
属
し
、
草
稿

に
最
終
行
か

ら

一
行

あ

け

て
〈
死

死

死
〉

の
抹
消
箇
所
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
制
作
当
時

の
中
也

が
主
題
の
具
現

化
を
拒
絶
さ
れ
る
頽
廃
的
な
感
覚

に
陥

っ
て
い
た

こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
。
第

一
連

で
は
〈
親
〉

〈
恋
〉
〈

俺
〉

の
関
係

が
相
対

化
さ
れ
、
京
都
時
代
の
中

也

の
関
心

の
所
在
を
極
め
て
明
確

に
示
し

て
い
る
。
前
葉

に
は

こ
の
部
分

の
原

型

と
見
倣
さ
れ
る
〈
何
故
親
の
消
息

が
な

い
ん
だ
?
〉
〈

何
と
恋
人
臨
狸
諭
琵

た

が
る

ん
だ
?
〉
〈
何
と
俺
の
こ
と
を
故
郷

の
新
聞
は
書

い
た
ん
だ
?
〉

な
ど
の

表
現

が
抹
消
さ
れ
て
お
り
、
両
親

・
恋
人

・
故
郷

へ
の
不
満
と
不
信
と
が
、
落

第

・
転
校
と
い
う
挫
折

の
座
標
軸
上

に
そ

の
姿
を

現
わ
し

て
い
る

(
当
時

の
屈

折
し
た
心
情
は
、
小
説

「
分
か
ら
な

い
も

の
」

「
耕
二
の
こ
と
」
な
ど

の
初
期

習
作
群
に
顕
著
で
あ

る
)

。
第

一
行
は
両
親
か
ら
衝
撃
的

な
便
り

が
来
た
の
で

あ
ろ
う
。
〈
泡
吹
〉
く
主
体
は
〈
親
の
手
紙
〉
で
あ
り
、
落
第
生
の
子
供
を
持

つ
親
の
憂
慮
が
坤
き

に
も
似
た
苦
痛
の
生

理
現
象
と
し

て
示
さ
れ
て
い
る
。
対

象
を
異

に
し
な
が
ら
次
行

で
は
異
性
関
係
の
こ
じ
れ
が
露
呈
さ
れ
て
い
る

(具

体
的

に
は
長
谷
川
泰

子
と
の
関
係

の
こ
じ
れ
を
示
唆

し
て
い
よ
う
)
。

こ
の
行

に
は
〈
恋
は
囎

い
た
〉

の
異
文
が
あ
り
、
暗

に
失
恋
を
意

味

し

て

い

る

が
、

〈
肩
揺
〉

る
は
肩

で
笑
う
意

に
も
と
れ

恋
人

の
高
圧
的
な
嘲

笑

と

も

解

せ

よ

う
。
詩
句
の
内
容
か
ら
〈

空
〉
は

「
ク
ウ
」
と
音
読
す

べ
き

文

字

で

あ

ろ

う

か
。
失
恋
の
む
な
し
さ
が
表

現

さ

れ

て

い
る
。
前

二
行
を

受
け
第

三
行

で
は

「自

滅
」
す

べ
く
、
〈
灰
色
の

ス
テ

ッ
キ
を
呑
〉
む
自

虐
的

な
行
為

に
走
る
。

と
同
時

に
、
〈
呑
〉

む
と
い
う
内
部

へ
の
吸
収
運
動
が
第
二
連
以
下

へ
の
詩
想

の
展

開
の
端
緒
と
も
な

っ
て
い
る
。
同
様
な
詩
的
構
造
を
持

つ
ほ

ぼ
同
時
期

の

作
品
に
、

た
と
え
ば
、

「
春

の
夕
暮
」

(
後
題

「
春

の
日
の
夕
暮
」

ノ
ー
ト
ー9

葉

目
)
を
指
摘
で
き
る
が
、

こ
の
作
品

の
初
連
第

一
行
〈

ト
タ
ン
が

セ
ン
ベ
イ

み
つ
か

食

べ
て
〉
は
、
最
終
連
終
行
〈
無
言
な
が
ら
前
進
し
ま
す
/
自

ら
の

静
脈
管

の
中

へ
で
す
〉

と
呼
応
し
、
〈
食

べ
〉
る
と
い
う
内
部

へ
の
吸
収
運
動
が
〈
静

脈
管

の
中
〉
を
〈
前

進
〉
す
る
と

い
う
詩
想
の
流
れ

の
端
緒
と
な

っ
て
い
る
。

特
徴
的

な
中
也
の
詩
法
と

い
え
よ
う
。

第

二
連

に
は
い
る
と
、
前
連
終
行

の
自
虐
的
な
吸
収
運
動
が
〈

ス
テ

ッ
キ
〉

か
ら
連
想
さ
れ
る
イ

メ
ー
ジ

の
連
鎖
に
よ

っ
て
飛
躍
的
に
〈

足
〉

の
文
字
造
型

と
し

て
像
を
結

ぷ
。
吉
田
親
…生
氏
は

(
「
足
足
/
足
足
」
と
続
く
文
字
は
、
人

(註
五
)

間

が
た
だ

「
足
」
と
し

て
の
み
感

じ
ら
れ

て
い
る
》
と
解
さ
れ

て
い
る
が
、
お

そ
ら
く

こ
の
よ
う

な
単
純
な
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
筆
者

は
こ
の
造
型
を

「
自

滅
」
の
予
告
的
機
能
を
示

す

も

の

で

あ

り
、

「自

滅
」
の
象
徴
的
記
号
で
あ

り
、
中
也
自
身

潜
在
的

に
感

受
し
て
い
る
イ

メ
ー
ジ
、
す
な
わ
ち

「
歩
行
」
の

イ

メ
ー
ジ
の
素
描

で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
中
也
の
場
合
、

「
歩
行
」

の
イ

メ

ー
ジ
は
集

団
歩
行
と
彷
裡
に
大

別
で
き
る

が
、

こ
こ
で
そ
れ

ぞ
れ
の
イ

メ
ー
ジ

の
相

を
見

て
お

く

こ
と

に
す

る
。
ま
ず
、
集
団
歩
行

の
用
例
を
列
記
す
る
。
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〈
暗

い
空

に
鉄
橋
が
架

か

つ
て
、
/
男

や
女
が
そ
の
上
を
通
る
。
/
そ
の

一
人

一
人

が
そ
れ
ぞ
れ
の
生
計

の

形

を

み

せ

て
、
/
み
ん
な
黙

つ
て
頷

い
て
歩
る

く
〉

(
「
夏

の
夜
」
)
。
〈
外

燈
に
誘
出
さ
れ
た
長
い
板
塀
、
/
人

々
は
影
を

連
れ

て
歩
く
。
ノ

星
の
子
供
は
聲
を
か
ぎ
り

に
、

/
た
ゞ
よ
ふ
矯
を

コ
ロ
イ
ド

と
す

る
〉

(
「
夜
寒

の
都
会
」
)
。
〈
愛
す
る
も
の
が
死

ん
だ
時
に
は
、
/
自

殺
し

な
け
あ
な
り
ま
せ
ん
。
ノ

(略
)
ノ
苔
は
ま

こ
と

に
、

ひ

ん

や

り

い

た

し
、
/

い
は
う

や
う
な
き
、
今

日
の
麗
日
。
/

参
詣
人
等
も

ぞ
ろ
ぞ
ろ
歩
き
〉

(
「
春

日
狂
想
」
)
。
〈
あ

ゝ
十

二
時

の
サ
イ

レ
ン
だ
、

サ
イ

レ
ン
だ
サ
イ
レ

ン
だ
/

ぞ
ろ
ぞ
う
ぞ
ろ
ぞ
ろ
出

て
く
る
わ
、

出
て
く
る
わ
出

て
く
る
わ
/
月
給

取

の
午
休
み
、

ぶ
ら
り
ぶ
ら
り
と
手
を
振

つ
て
/
あ
と
か

ら
あ
と
か
ら
出
て
く

る
わ
、
出

て
く
る
わ
出
て
く

る
わ
〉

(
「
正
午
」
)
。
次

に
、
彷
律
の
用
例
を

同

じ
く

列
記
す
る
。
〈
俺
は
俺
の
脚
だ
け
は
な
し

て
/
脚
だ
け
歩
く
の
を
み
て

ゐ
よ
う
ー
/
灰
色

の
セ
メ
ン
ト
菓
子
を
噛
み
な
が
ら
/
風

呂
屋

の
多
い
み
ち
を

さ
ま

よ

へ
〉

(
「
倦
怠
に
握
ら
れ
た
男
」

ノ
ー
ト

11
葉
目
)
。
〈

僕
は
呆
然
と
、

つ
ま

ら
な
く
歩

い
て
ゆ
く
。
/
部
屋

に
ゐ
る
よ
り
ま
し

だ
と

思
ひ
な
が
ら
。
/

僕
に
は
な
ん
だ

つ
て
、

つ
ま

ら
な
く

て
仕
方
が
な
い
。
/

そ
れ
な

の
に
、
今

晩

も
か
う
し

て
歩

い
て
ゐ
る
〉

(
「
夜
店
」

)
。
〈
生

き
て
ゐ
る
の
は
喜
び
な
の

か
/
生

き
て
ゐ
る

の
は
悲
み
な
の
か
/
ど
う

や
ら
僕
に
は
分

ら
な
ん
だ
が
/

僕

は
街
な
ぞ
歩

い
て
ゐ
ま
し
た
/

(
略

)
/
ど
う

や
ら
足
引
摺

つ
て
歩
い
て
ゐ
ま

し

た
〉

(
「
春

の
消
息
」
)
。

〈
お

ま

へ
の

そ

の
、
白

い
二
本
の
脛
が
、
/

夕

暮
、
港
の
町

の
寒

い
夕
暮
、

/
に
よ
き
に
よ
き
と
、

ペ
エ
ヴ

の

上

を

歩

む

の

だ
〉

(
「
わ

が
喫
煙
」
)
。
以
上

の
用
例
か
ら
判
断
す

る
限
り
、
集
団
歩
行

の

場
合
、
〈

ぞ
ろ

ぞ
ろ
〉
と
多
く

の
人

々
が
並
ん
で
続

い
て
歩
く

イ
メ
ー
ジ
を
感

取

で
き
る
し
、
彷
径

の
場
合
、
分

裂
的
感
覚

を

伴

い

な

が

ら
〈
足
〉
〈
脛
〉

〈

脚
〉

に
そ
れ

ぞ
れ

の
相
を
見
せ

つ
つ
、
引
き
摺

っ
た
り
、
〈

に
よ
き
に
ょ
き
〉

歩
い
た
り
、
無

目
的

に
さ
ま
よ
い
歩
く

足
の
イ

メ
ー
ジ
を
感
取

で
き
る
。

こ
の

よ
う
な
様

々
な
イ
メ
ー
ジ
の
総
合
体
と
し

て
〈
足
〉

の
造
型
は

理
解
さ
れ
る

べ

き
で
あ
る
と
考

え
る
が
、
当
時
の
中

也
の
頽
廃
的
な
生
活
感

覚
か
ら
考
え
た
場

合
、
ま
た
、
例

に
示
し
た
よ
う
に
、
二
葉

目
の
ち

の

「
倦
怠
に
握
ら
れ
た
男
」

に
見
ら
れ
る
分

裂
的

な
〈
脚
〉

の
イ

メ
ー
ジ

へ
の
展
開
か
ら
考
え
た
場
合
、
特

に
、
無
目
的

に
さ
ま

よ
い
引
き
摺

っ
て
歩
く

イ
メ
ー
ジ
と
し

て
理
解

で
き
よ
う

。

と

こ
ろ
で
、
中
也
が

こ
の
連
で

「
歩
行
」
を
イ

メ
ー
ジ

化

し

た

の

は

な

ぜ

か
。
秋
山
駿
氏
は
つ
と

に
中
也
の

「
歩
行
」
を

(
重
要
な
生

の
事
実
と
し
て
、

(註
六
)

詩
作
を
除
け
ば
ほ
と

ん
ど
唯

一
の
精
神

の
行
為
〉

で
あ
る
と
指
摘
さ
れ

て
い
る

が
、
唯

一
で
は
な
い
に
し
て
も

(
精
神

の
行
為
〉

で
あ
る
と
す
る

こ
と

に
異
論

は
な
い
。
中
也
に
と

っ
て

「
歩
行

」
と
は
自
己
存
在
の
証
明
と
し

て
精
神
の
基

底
を
形
成
す
る

「生

の
原
型
」

(

『
ラ

ン
ボ
オ
詩
集
」
後

記
)
と

で
も

い
う

べ

き
も

の
あ

っ
で
た
と

い
え
よ
う
が
、
存
在

の
危
機

の
記
号
と
し

て
、
す
な
わ
ち
、

象
徴
的

「
自
滅
」
の
記
号
と
し
て
〈
手
〉

で
も
な
く
〈
腕
〉

で
も
な
く
〈
顔
〉

で
も
な
く
、
特

に
〈

足
〉
が
イ

メ
ー
ジ
化
さ
れ
た
所

以
は

こ
の
自
己
を
滅
ぼ
す

自
己
解
体

の
律
動

に

「
歩
行
」
の
リ
ズ
ム
が
体
感
的
に

一
致

し
た
か
ら

で
あ
ろ

う
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
、

こ
れ
は
ひ
と
り

「
自
滅
」
の
予
告
的
機
能
を
暗
示

す
る
精
神

の

「
歩
行
」
を
意
味
す
る
だ
け

で
は
な
く

、
肉
体

の
疲
労
を
引
き
摺

っ
た
そ
れ
を
も
意
味
す
る

の
だ
。
吉

田
氏

が
前

に
述

べ
ら

れ

て

い

た

(
「
自

滅
」
と

い
う
暗
喩
全
体

の
意
味
〉

は
こ
の
文
字
造
型
に
形
象
化

さ
れ
て
い
る
と

考
え
る
。

第

三

・
四
連
は
各
行
間

に
か
な
り

の
飛
躍
が
あ
り
、
複
雑
な
構
造
を
示
し
て

い
る
が
、注
意
深
く
読

ん
で
み
る
と
、
視
線

の
転
倒
を
交
え
た
歩
行
中
の
路
上
風

景

に
す
ぎ
な
い
こ
と

が
わ
か
る
。
第
三
連
終
行
は
、

暗
に
視
線

が
転
倒

し
て
い

る

こ
と
を
示
し

て
い
る
が
、

こ
れ
は
倦
怠
感

に
起
因
す
る
内
的
刺
激

に
よ
る
も
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の
で
あ
り
、
前
行
の
、
意
志

と
は
無
関
係

に
動
く
不
随
意
筋

の
収
縮
運
動
に
よ
る

腹
部

の
痙
攣
が
そ
の
予
兆
を
暗
示
し

て
い
る
。
こ
の
詩
句
と
同

一
表

現
は

「
呪

(ま
た
〉
●
●
・
●
●
●
●

咀
」

に
も
見
ら
れ
る
。
〈
土
橋

の
上
で
胸
打

つ
た
/
膀

の
下
か
ら
右
手

み
た
/

黒

い
着
物
と
痺
せ
た
腕
/

縁
側

の
板

に
尻

つ
け
て
/
障
子

に
手
を
突

つ
込
ん
で

裏
側
か
ら
み
て
ゐ
る
/
闇

の
中

で
は
鏡
だ
け
が
舌
を
光
ら
す
〉

(

「
呪
咀
」

ノ

ー
ト
44
葉
目

・
傍
点
筆
者
)
。
〈
胸
〉
〈
膀
〉
〈
手
〉
〈
腕
〉

〈
尻
〉
〈
舌
〉

な
ど

の
身
体
語
彙
で
構
成

さ
れ

て
い
る
詩
的
空
間
か
ら
は
、
当
時

の
中

也
が
内

圧
的
頽
廃
的
な
気
分
に
冒
さ
れ

て
い
る

こ
と
が
理
解

で
き

よ
う
。
第
三
連

一
行

の
〈
万
年
筆
の
徒
歩
旅
行
〉

は
原
橋
用
紙

に
ペ
ン
を

走
ら
せ
る
詩
作
行
為

の
暗

喩
と

思
わ
れ
る
が
、

こ
の
よ
う
な
私
生
活
か
ら
想
像

で
き
る
生

活
感

覚
で
も
あ

る
。

こ
の
逆
転
さ
れ
た
視
線
は
自
己

の
不
安
定
な
存
在
を
確
認
す
る
か
の
よ
う

に
、
第
四
連

一
行

で
全
体
重
を
乗
せ
た
〈
下
駄
〉

に
集
中
す
6
。
以
下
は
そ
の

ま
ま

の
状
態
で
眺
め
た
路
上
風
景

で
あ
ろ
う
。
〈

フ
イ
ゴ
〉

の
前

に
は

「
火
事

場

の
」

の
詩
句
が
抹
消
さ
れ
何
か
し
ら

の
危
機
感

が
感
じ
ら
れ
る
。
〈

口
を
き

け
〉
と
い
う
表

現
に
は
、
第

三
連
二
行

の
〈
電

信
棒
よ
御
辞
儀
し
ろ
〉
の
命
令

口
調
と
同
様

、
ダ
ダ

イ

ス
ト
中
也

の
傲
慢

な
態
度
を
見
る

こ
と
も

で
き
る
。
終

り

二
行
は
橋
の
上
の
露
店
商
人

の
威
勢

の
よ
い
叩
き
売
り

の
声
と
解
せ
よ
う
。

「
山

口
県
方
言
辞
典
」

(
山
中
六
彦
著

・
山
口
県
地
方
史
学
会
発
行

・
昭
42

・

10
)
に
は

「
ひ
ね
も
ん
ー

売
れ
残
り
品

・
き
つ
も
の
」

「
ひ
ね
く
れ

も
の
ー
性

質
好
邪
」

の
説
明
が
あ
り
、
〈

ヒ
ネ

モ
ノ
〉

に
は
に
の
二
つ
の
意
味
が
掛
け
ら

れ

て
い
よ
う
か
。

一
行
あ

け
て
〈
死
〉

の
抹
消
箇
所

が
見
ら
れ
る

こ
と
は
最
初

に
ふ
れ
た

が
、

こ
の
部
分
を
〈
お
ま
け
〉

し
た
と
も
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、

こ
の
抹
消

は
第

二
連

の
〈
足
〉

の
造
型
と

の
重
複
を
避
け
る
た
め

の
表

現
上

の
配
慮
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、

そ
れ
は
、

一
篇

の
世
界

の

抽
象

化
を
図

る
た
め

の
抹
消

で
も
あ

る
。

以
上
、
作
品
の
細
部

の
解
読
を
試
み
て
き

た
。
か
な
り
難
解
な
表
現
が
多
く

十
分

に
解
読
さ
れ

て
い
な
い
点
も
あ

る
と
思
わ
れ
る
が
、
全
体

の
骨
組
み
と
し

て

「
歩
行
」
に
関
す
る
イ

メ
ー
ジ
の
連
鎖
と

い
う
方
法
が
用
い
ら
れ
、
そ
れ
が

特

に
、

第

二
連
の
〈
足
〉

の
文
字
造
型

に
無

目
的

に
さ
ま
よ

い
引
き
摺

っ
て
歩

く
イ
メ
ー
ジ
と

し
て
形
象
化
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
造
型
が
中

也
の
潜
在
的
な
イ

メ
ー
ジ
の
素
描
で
あ
り
、

加
え
て
、

一
篇

の
世
界
の
象
徴
的
な

「
自
滅
」
の
記

号
で
あ

っ
た
こ
と
を
改
め
て
強
調
し

て
お
き
た
い
。
高
橋

の
場
合
、
文
字
の
造

型
は
視
覚
的
に
捉

え
た

「
型
」
の
描
写
に
終

っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
中

也
の
場
合
、
自

己
存
在

の
証
明
と
し

て
自
己

の
心
象
の

ス
ケ

ッ
チ
を
試
み
て
い

る
よ
う
で
あ

る
。三

 

中
也
が
ダ
ダ
イ
ズ

ム
を
放
棄
し
た
の
は

「
高
橋
新
吉

論
」
を
書
く
十

日
程
前

の

こ
と
で
あ

る
。
〈
ダ
ダ
は

一
番

肯
定
し
た
。
そ
し
て
ダ
ダ
は
し
ま
ひ
に
放
棄

し
た
。

つ
ま

り
そ
れ
は
遊
離
状
態
だ
。
死

ぬ
ま
で
肯
定
す
る
時
、
ダ
ダ
は

「
概

念
を
チ

ラ
ス
」

こ
と

に
な
る
〉

(
日
記

「
(
精
神
哲
学

の
巻

)
」
昭

2

・
9

・

6
)
。
概
念
や
言
葉

の
指
示
機
能
を
破
壊
し
、
全
て
の
事
象
を
〈
認
識
以
前
〉

の
純
粋
な
感

覚
で
捉
え
よ
う
と
す

る
中
也

の
詩
観
芸
術
観
か
ら
は
、
当
然
予
想

さ
れ
た
結
末

で
あ
る
。
言
葉
を

用
い
て
自
己

の
心
情
を
表
現
す
る

こ
と
が
詩
人

の
背
負

っ
た
宿
命

で
あ
る
以
上
、

「
概
念
を

チ
ラ

ス
」

「
ダ
ダ
」
の
肯
定
は
理

論
と
実
作
と

の
間

に
決
定
的

な
矛
盾
を
孕
ん
で
い
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
し

か

し
、

そ

こ
に
は
、
表
現
者
と
し
て
の
主
観

の
在
り
方

の
規
範
を
高
橋
の
〈
無
享

な
心
〉

に
見

た
、
中
也
の
偽
ら
ざ

る
生
き
方

の
問
題
も
内
在
し
て
い
た
こ
と

は

一
節

で
見

た

通

り

で
あ

る
。
中

也
が
次

の
よ
う
に

「
ダ
ダ
」
を
規
定
す
る

と
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き
、
中

也
に
と

っ
て

「
ダ
ダ
」
の
擾

乱
は
破
壊

の
た
め

の
破

壊

行

為

で

は

な

く
、
純
粋

に
生

き
る
た
め

の
破
壊
行

為
で
あ

っ
た
こ
と
が
改
め
て
理
解
で
き

よ

う
。
〈
ダ
ダ
イ
ズ

ム
と
は
、
全
部
意
識
し
た
と
し

て
な

ほ
不
純
で
な
く
生
き
る

理
論
を
求
め
た
人
か
ら
生
れ

た
〉

(
同
前

・
昭
2

・
5

・
14
)
。
要
す
る
に
、

〈

不
純

で
な
く
生
き
る
理
論
〉
を
希
求
す
る
た
め

に
、
身
を
も

っ
て

「
ダ
ダ
」

の
破

壊
を
生
き
、

そ
し
て
、
そ
れ
を

作
品
化
し

て
見

せ
た
の
が
不
条
理
な
詩
的

空
間
を
持

ち
、
京
都
時
代
の
中
也
の
頽

廃
的
な
実
生
活
を
象
徴
し

て
い
た

「自

滅
」
の

「
い
み
」

で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。
ま

た
そ
れ
は
伝
統
的
詩
壇

へ
の
抵

抗
と
し
て
の
未
来
派
、
表
現
主
義
、
ア
ナ
ー

キ
ズ

ム
な
ど
の
い
わ
ゆ
る

ア
ヴ

ァ

ン

・
ギ

ャ
ル
ド
運
動

の
渦
中

に
生
き
た
十
七
歳

の
多
感
な
少
年

の
青
春

の

「
い

み
」

で
も
あ

っ
た

の
で
あ

る
。

○

本
稿
で
は
主
に
京
都
時
代
の
中

也
の
詩
的
営
為
を

「
ノ
ー
ト
ー
9
2
4
」
を

手
懸
り

に
論

じ
て
き

た
。
ダ
ダ
体
験
直
後

の
中
也

の
詩
想
は
〈

認
識
以
前
〉
の

世
界

の
尊
重
に
あ

っ
た
が
、
か
な
り
複
雑
な
理
論

で
構
成
さ
れ
、
ま

た
、
詩
作

に
お

い
て
も
難
解
な
表
現

が
多
く
解
読
を
試
み
る
も
十
分
で
な
い
と
こ
ろ
が
多

か

っ
た
こ
と
と
思
う
。
し

か
し
、

こ
の
よ
う
な
基
礎
的
解
読
作
業
に
よ

っ
て
明

ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
は
多

い
は
ず
で
あ
る
。

こ
れ
ま

で
、
中
也

の
い
わ
ゆ
る

「
タ
ダ
」
詩
と
称
さ
れ

て
き
た
作
品

に
つ
い
て
は
作
品
内
部
を
詳

細
に
検
証
し

て
ゆ
く
作
業

が
無
視
さ
れ

て
き
た
。
し

ば
し
ば
、
そ

の
内
実
を
周

う

こ
と
な
く
〈
直
観
〉

〈
夢
想
〉
〈
名
辞
以
前
〉

な
る
中

也
固
有

の
用
語
で
表

層
的

に
説
明
さ
れ
る
か
、
口
語
自
由

詩
か

ら
シ

ュ
ー

ル
レ
ア
リ
ス
ム

へ
と
展
開

し

て
ゆ
く
過
渡
期

の
文
芸

思
潮
と
し
て
ダ
ダ

イ
ズ

ム
が
提
起
し

た
日
本
近
代
詩

史
に
お
け
る
言
語
上

(
特

に
語
法

)
の
問
題
、
ま

た
は
、
中
也

の
詩
質
の
き
じ

と
し
て
の

「
ダ
ダ
」
な
る
も
の
、

に
論
点

が
集
中
し
て
き
た
。
確
か

に
こ
れ
ら

の
指
摘
は
的
を
射

て
お
り
巨
視
的

観
点

で
は
あ
る
が
、

作
品
を
十
分

に
検
討
し

て
の
論
で
は
な
い
。
本
稿
で
は
中

也
の
ダ
ダ
イ
ズ

ム
に
つ
い
て
そ
の
側
面
し
か

論

じ
ら
れ
な
か

っ
た
が
、
前
述

の
先
学

の
指
摘
を
も
考
慮
し

つ
つ
、
本
質
的
な

問

題
に
つ
い
て
は
別
稿
を
期
す

こ
と

に
し
た
い
。

(
一
九
八
四

・
三
月
稿
)

一二三四五六

註吉
田
撮
生

「評
伝
中
原
中
也
」

(東
京
書
籍

昭
53
・
5
)
八

一
頁
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

「鑑
賞
日
本
現
代
文
学
⑳
中
原
中
也
」

(
角
川
書
店

昭
56

・
4
)

一
二
頁

一
に
同
じ
、
六
六
頁

「中
原
中
也
全
集
」
別
巻

「草
橋
細
目
」

(
角
川
書
店

昭
46

・
5
)

二
に
同
じ
。

「
知
れ
ざ
る
炎

評
伝
中
原
申
也
」

(
河
出
書
房
新
社

昭
駿

・
10
)
二
○
頁

本
稿
の
中
原
中
也
の
作
品
引
用
は
角
川
暑
店
版

「中
原
中
也
全
集
」
全
五
巻
別
巻

一
に
典
御
す

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