
福
田
正
夫
詩
受
容
の
変
遷

　
　
『
井
上
靖
エ
ッ
セ
イ
全
集
』
（
学
研
）
を
見
る
と
、
井
上
靖
は
詩
人
福
田
正
夫

に
つ
い
て
、
二
つ
の
文
章
を
書
い
て
い
る
。
一
つ
は
『
主
婦
の
友
』
連
載
「
忘
れ

え
ぬ
人
々
」
の
「
詩
人
福
田
正
夫
の
こ
と
」
、
も
う
一
つ
は
「
詩
人
・
福
田
正
夫

氏
」
。
後
者
は
、
小
田
原
市
立
図
書
館
編
『
福
田
正
夫
－
追
想
と
資
料
－
』
の
た

め
に
書
い
た
文
章
で
あ
る
。
初
出
は
「
福
田
さ
ん
の
こ
と
」
と
題
さ
れ
て
い
た
が
。

　
『
六
人
の
作
家
』
（
河
出
書
房
新
社
）
に
収
め
ら
れ
た
時
に
は
「
詩
人
福
田
正
夫
」

に
改
め
ら
れ
、
エ
ッ
セ
イ
全
集
に
収
め
ら
れ
た
時
に
前
記
の
題
名
と
な
っ
た
。

　
両
者
に
は
、
ほ
ぼ
似
た
よ
う
な
内
容
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
後
者
の

初
出
の
文
章
か
ら
、
こ
の
稿
に
必
要
な
部
分
を
引
用
し
て
み
た
い
。

　
そ
の
日
、
私
は
氏
の
家
で
氏
自
身
が
握
っ
て
く
れ
た
す
し
を
ご
馳
走
に
な
っ

た
。
夫
人
も
心
か
ら
気
持
ち
よ
く
歓
待
し
て
く
れ
、
酒
も
ご
馳
走
に
な
っ
た
。

氏
に
と
っ
て
私
は
、
少
額
の
同
入
費
を
送
っ
た
と
い
う
だ
け
の
、
ど
こ
の
馬

の
骨
と
も
判
ら
ぬ
訪
問
者
で
あ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
れ
な
の
に
氏
は
、

私
が
詩
を
書
く
、
あ
る
い
は
詩
を
書
こ
う
と
し
て
い
る
青
年
で
あ
る
と
い
う

こ
と
だ
け
で
、
あ
る
い
は
ま
た
自
分
の
や
っ
て
い
る
詩
語
の
同
人
に
な
り
た

く
て
、
同
入
費
を
送
っ
て
来
た
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の

こ
と
で
、
私
を
信
用
し
、
何
年
も
前
か
ら
の
知
己
で
あ
る
か
の
よ
う
に
遇
し

て
く
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
一
事
で
も
判
る
よ
う
に
、
氏
は
全
く
無
防
備
、
無
警
戒
で
、
徹
低
し

工
　
　
藤

茂

た
善
意
の
詩
人
で
あ
っ
た
。
誰
に
対
し
て
も
ざ
っ
く
ば
ら
ん
で
あ
り
、
人
を

疑
う
こ
と
を
か
ご
か
っ
た
。

　
そ
う
し
た
氏
を
中
心
に
し
て
、
月
に
一
回
「
焔
」
の
同
人
の
会
が
氏
の
お

宅
で
開
か
れ
た
。
十
二
、
三
人
の
若
い
詩
人
た
ち
が
集
ま
っ
た
。
い
つ
も
氏

が
す
し
を
握
っ
た
。
私
た
ち
は
少
し
も
遠
慮
し
な
か
っ
た
。
飲
み
た
い
だ
け

飲
み
、
食
べ
た
い
だ
け
食
べ
た
。
南
条
蘆
夫
、
林
鼎
、
中
村
道
、
加
藤
丘
之

助
、
能
登
秀
夫
と
い
っ
た
人
た
ち
が
居
た
。
奥
さ
ん
初
め
家
の
人
た
ち
は
、

さ
ぞ
大
変
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
う
が
、
氏
も
私
た
ち
も
、
い
っ
こ
う
に
そ
ん

な
こ
と
に
は
頓
着
し
な
か
っ
た
。

　
こ
こ
に
は
、
い
か
に
も
大
ら
か
な
福
田
の
性
格
が
見
事
に
描
か
れ
、
「
焔
」
の

主
だ
っ
た
同
人
た
ち
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
井
上
は
そ
れ
に
続
け
て
以
下

の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　
私
は
文
学
と
い
う
も
の
に
心
惹
か
れ
た
最
初
の
頃
、
詩
人
福
田
正
夫
氏
に

面
識
を
得
、
そ
の
家
に
出
入
り
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
、
自
分
に
と
っ

て
大
き
い
幸
運
で
あ
っ
た
と
思
う
。

　
氏
は
戦
後
亡
く
な
ら
れ
た
。
私
が
作
家
と
し
て
仕
事
を
し
だ
し
て
間
も
な

い
時
の
こ
と
で
、
戦
争
中
ず
っ
と
お
遇
い
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
一
度
お

訪
ね
し
よ
う
と
思
っ
て
い
る
う
ち
に
、
氏
の
訃
報
に
接
し
た
。
私
が
こ
の
人
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生
で
為
し
た
取
り
返
し
の
つ
か
ぬ
幾
つ
か
の
こ
と
の
一
つ
で
あ
る
。

　
私
が
今
ま
で
知
っ
て
い
る
最
も
あ
た
た
か
い
歓
待
は
、
こ
の
善
意
の
詩
人

の
家
で
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
最
も
た
の
し
い
雰
囲
気
の
会
食
は
、
氏
の
お

宅
で
聞
か
れ
た
「
焔
」
の
同
入
会
の
食
事
で
あ
っ
た
と
思
う
。
私
は
今
も
詩

を
書
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
全
く
「
焔
」
の
同
人
に
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。

　
こ
の
最
後
の
一
文
は
、
ど
う
い
う
訳
か
『
六
人
の
作
家
』
に
収
め
ら
れ
た
時
に

は
削
除
さ
れ
て
い
た
。
あ
る
い
は
、
あ
ま
り
に
も
詩
人
福
田
に
こ
び
た
文
意
と
な

る
こ
と
を
、
恐
れ
た
た
め
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
エ
ッ
セ
イ
全
集
に
収
め
ら
れ

た
時
に
は
、
ま
た
復
活
し
て
そ
の
ま
ま
に
な
っ
た
。
前
者
の
『
主
婦
の
友
』
に
掲

載
さ
れ
た
「
詩
人
福
田
正
夫
の
こ
と
」
も
、
同
じ
Ａ
私
は
い
ま
も
詩
を
書
い
て

い
る
が
、
こ
れ
は
全
く
「
焔
」
の
同
人
に
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。
Ｖ
と
い
う
一
文

で
締
め
括
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
意
味
に
お
い
て
福
田
正
夫
は
、
室
生
犀
星
、

萩
原
朔
太
郎
、
佐
藤
春
夫
、
伊
藤
静
雄
、
安
西
冬
衛
、
三
好
達
治
と
と
も
に
、
詩

人
井
上
靖
に
と
っ
て
重
要
な
詩
人
な
の
で
あ
る
。

　
石
垣
り
ん
が
「
心
を
打
っ
た
男
だ
凱
」
に
Ａ
福
田
正
夫
を
追
想
す
る
人
々
が
、

そ
の
作
品
に
つ
い
て
語
る
よ
り
人
間
を
語
る
こ
と
が
多
い
の
を
、
私
は
師
に
と
っ

て
不
名
誉
と
思
っ
て
い
な
い
。
ま
だ
肩
上
げ
も
と
れ
な
い
少
女
を
相
手
に
し
て
さ

え
、
ど
れ
は
ど
の
情
熱
を
こ
め
、
詩
に
つ
い
て
語
っ
た
か
。
Ｖ
と
書
い
て
い
る
。

井
上
の
先
の
文
章
も
ま
た
Ａ
そ
の
作
品
に
つ
い
て
語
る
よ
り
人
間
を
語
Ｖ
っ
た

も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
福
田
正
夫
詩
の
置
か
れ
て
い
る
微
妙
な
立
場
が
あ
る
。

し
か
し
そ
の
評
価
が
、
五
十
年
百
年
で
確
立
さ
れ
る
と
は
思
え
な
い
。
そ
こ
で
私

は
、
福
田
正
夫
の
詩
が
、
こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
に
批
評
さ
れ
、
文
学
全
集
な
ど
に

ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
て
き
た
の
か
を
、
で
き
る
だ
け
客
観
的
に
た
ど
っ
て
み
よ

う
と
思
う
。

一

　
西
条
八
十
の
娘
西
条
瞰
子
が
、
か
つ
て
の
父
の
呟
き
を
次
の
よ
う
に
書
き
つ
け

て
い
る
。

「
僕
は
い
ま
も
尚
、
フ
ラ
ン
ス
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
詩
が
殆
ん
ど

そ
う
あ
る
よ
う
に
韻
律
を
も
た
ら
す
パ
ル
ナ
シ
ャ
ン
的
作
品
を
念
じ
つ
づ
け

て
い
た
折
り
、
福
田
正
夫
氏
、
白
鳥
省
吾
氏
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
現
実
派
、
生

活
派
の
傾
向
が
強
く
な
り
、
や
が
て
沈
黙
を
も
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。

そ
の
焦
燥
が
、
或
い
は
歌
う
詩
に
駆
り
た
て
ら
れ
る
素
因
と
も
な
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
Ｉ
Ｉ
」
超
。

　
日
本
近
代
詩
の
歴
史
は
、
あ
る
意
味
で
は
言
葉
と
の
闘
争
の
歴
史
で
あ
っ
た
。

言
文
一
致
と
い
う
よ
り
は
、
口
語
の
文
章
体
を
獲
得
す
る
た
め
の
。
大
正
五
年
一

月
、
口
語
自
由
詩
集
『
農
民
の
言
葉
』
（
南
郊
堂
書
店
刊
）
を
上
梓
し
て
詩
壇
に

登
場
し
た
福
田
正
夫
は
、
大
正
七
年
一
月
、
詩
誌
『
民
衆
』
を
創
刊
、
後
こ
の
詩

誌
に
よ
っ
た
詩
人
た
ち
は
民
衆
詩
派
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
口
語
自
由
詩

の
新
鮮
な
ス
タ
イ
ル
は
、
他
の
詩
人
た
ち
を
大
い
に
驚
嘆
さ
せ
、
刺
激
し
た
の
で

あ
ろ
う
。
先
に
引
用
し
た
西
条
八
十
の
呟
き
に
は
、
そ
れ
が
端
的
に
現
れ
て
い
る
。

同
時
に
こ
の
よ
う
な
動
き
に
は
、
他
の
詩
人
た
ち
の
厳
し
い
批
評
の
矢
が
向
け
ら

れ
た
。
た
と
え
ば
日
夏
政
之
介
の
『
明
治
大
正
詩
吏
』
、
こ
れ
は
後
年
（
昭
和
二

十
三
年
に
）
出
版
さ
れ
た
も
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
は
以
下
の
よ
う
な
批
評
が

見
え
て
い
る
。

　
Ａ
民
衆
派
が
口
語
を
宗
と
す
る
俗
解
を
念
と
す
る
立
場
か
ら
見
て
も
至
当
だ
が
、

そ
の
口
語
使
用
は
決
し
て
真
正
の
意
味
で
詩
的
で
は
な
か
っ
た
。
Ｖ

　
Ａ
福
田
、
百
田
に
欠
く
る
処
の
も
の
は
知
識
や
思
索
は
云
ふ
迄
も
な
い
が
、
第

一
に
詩
を
感
じ
る
時
に
就
い
て
の
選
択
で
あ
る
。
即
ち
、
詩
の
第
一
章
第
一
節
の

要
義
で
あ
る
。
Ｖ
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以
上
は
頭
注
よ
り
の
抜
粋
で
あ
る
。
以
下
本
文
か
ら
も
抜
粋
し
て
み
よ
う
。

　
福
田
正
夫
、
百
田
宗
治
は
前
述
の
如
く
簡
単
な
思
想
感
情
を
簡
単
に
表
現

す
る
に
と
ど
ま
り
省
吾
よ
り
も
低
く
鑑
賞
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
大
正
七
八
年

よ
り
現
在
に
及
ん
で
詩
に
進
歩
の
跡
が
見
え
な
い
け
れ
ど
、
純
情
は
省
吾
よ

り
も
少
し
は
多
く
持
ち
合
せ
て
ゐ
る
。
努
め
て
初
心
者
の
謙
虚
を
失
は
ず
ん

ば
、
ま
だ
青
年
の
こ
と
故
、
詩
家
の
極
小
な
る
も
の
た
り
得
な
い
事
も
な
か

　
　
い
つ
も
こ
の
岸
か
ら

　
　
●
●
・
●
奉
一
一
ゆ
●
・

　
　
希
望
の
か
の
岸
を
望
ん
で
、

　
　
　
　
福
田
－
（
「
売
れ
る
岸
」
）

の
如
き
無
反
省
な
語
句

　
　
お
と
尨
代
人
の
悲
哀
よ
、

　
　
　
　
同
―
（
「
緑
の
潮
」
）

の
如
き
花
外
周
が
簡
単
な
感
想
を
示
し

　
　
相
間
ぎ
合
ふ
こ
の
地
上
の
階
級
と
階
級
の
戦
ひ
を

　
　
　
　
同
―
（
「
五
月
祭
の
朝
」
）

の
如
き
言
葉
の
無
自
覚
な
使
用
の
夥
し
い
の
は
、
こ
の
二
人
で
あ
る
。

　
（
前
略
）
福
田
正
夫
は
無
思
慮
に
言
葉
を
訊
ね
る
処
白
鳥
と
同
じ
で
、
こ
の

通
弊
が
民
衆
派
を
民
衆
か
ら
軽
蔑
さ
せ
る
根
本
動
因
と
な
っ
た
こ
と
を
遂
に

悟
ら
な
か
っ
た
。
（
中
略
）
（
百
田
宗
治
は
）
福
田
と
共
に
典
型
的
凡
庸
群

小
詩
人
の
∵
人
で
あ
っ
た
。

　
日
夏
は
こ
の
著
で
、
他
の
詩
人
に
対
し
て
も
こ
の
調
子
で
批
評
し
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
特
に
福
田
を
悪
意
を
も
っ
て
批
評
し
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
た
だ
そ

の
功
罪
の
、
功
に
つ
い
て
も
客
観
的
に
述
べ
る
べ
き
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
北
原
白
秋
も
ま
た
、
福
田
の
詩
を
批
判
し
た
。
大
正
十
一
年
に
書
か
れ
た
「
叙

事
詩
で
あ
る
か
」
「
粗
雑
な
る
表
現
の
一
例
」
「
散
文
が
詩
と
い
へ
る
か
」
「
追
記
」

　
「
よ
い
も
の
拾
う
た
」
な
ど
が
『
白
秋
全
集
1
8
』
（
昭
6
0
・
岩
波
書
店
）
に
収
め

ら
れ
て
い
る
の
で
そ
れ
を
見
る
と
、
福
田
の
長
編
叙
事
詩
「
恋
の
彷
徨
者
」
は
散

文
で
あ
っ
て
詩
で
な
い
こ
と
、
言
葉
が
作
者
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
私
は
「
粗
雑
な
る
表
現
の
一
例
」
と
し
て
、
同
君
（
福
田
正
夫
）
の
「
天

地
に
燃
え
る
太
陽
の
ご
と
く
」
云
々
の
詩
を
、
そ
の
言
葉
に
つ
い
て
仔
細
に

一
字
一
句
よ
り
全
体
に
亘
っ
て
解
剖
批
判
し
た
。
さ
う
し
て
そ
れ
が
如
何
に

生
命
な
く
、
真
の
リ
ズ
ム
な
く
、
粗
雑
な
る
表
現
で
あ
る
か
、
言
葉
の
無
理

な
跳
躍
、
誇
張
、
混
乱
、
不
整
斉
が
あ
る
か
を
一
々
具
体
的
に
閑
明
し
、
更

に
詩
の
表
現
は
詩
人
た
る
者
の
決
し
て
等
閑
に
す
べ
き
で
な
い
事
、
言
葉
は

尊
重
す
べ
く
、
対
す
る
に
極
め
て
謙
譲
な
る
べ
き
を
説
き
、
真
の
表
現
を
生

む
そ
の
根
本
は
、
要
す
る
に
そ
の
人
、
そ
の
心
境
、
そ
の
真
純
な
る
態
度
に

あ
る
こ
と
を
断
じ
た
。

　
右
は
「
追
記
」
に
見
え
る
文
章
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
福
田
の
詩
作
に
お
け
る
こ

と
ば
の
選
択
に
、
そ
の
批
判
が
集
中
し
て
い
る
。
日
夏
や
白
秋
の
福
田
の
詩
へ
の

不
満
は
実
に
こ
こ
に
あ
っ
た
。
こ
れ
は
裏
返
せ
ば
、
口
語
に
よ
る
自
由
詩
の
制
作

の
困
難
さ
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
と
同
時
に
、
口
語
自
由
詩
へ
と
傾
い
て
い
く

詩
人
た
ち
へ
の
警
告
で
も
あ
っ
た
。

　
一
方
、
中
村
星
湖
は
『
早
稲
田
文
学
』
（
大
正
五
年
二
月
号
）
で
、
次
の
よ
う

に
福
田
の
目
語
自
由
詩
を
評
価
し
た
。

　
（
前
略
）
今
度
の
詩
集
『
農
民
の
言
葉
』
は
、
そ
の
標
題
が
示
す
通
り
、
田

舎
の
百
姓
達
の
方
言
を
影
彫
に
使
ふ
と
ま
で
に
は
行
っ
て
ゐ
な
い
け
れ
ど
も
、

都
会
の
人
に
も
田
舎
の
人
に
も
極
わ
づ
か
な
文
字
さ
へ
あ
れ
ば
作
者
の
歌
は
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う
と
し
た
心
持
が
楽
々
と
入
っ
て
行
く
や
う
な
言
葉
使
ひ
が
し
て
あ
っ
た
。

即
ち
用
語
が
非
常
に
謙
遜
に
平
易
に
な
っ
た
と
い
ふ
点
て
私
は
ま
づ
福
田
君

の
或
自
覚
を
察
す
る
事
が
出
来
旭
。

　
前
に
掲
げ
た
日
夏
や
白
秋
の
批
判
よ
り
も
、
む
し
ろ
右
の
よ
う
な
評
価
が
、
当

時
の
大
勢
を
占
め
て
い
た
こ
と
は
、
先
の
西
条
八
十
の
呟
き
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ

よ
う
。

　
さ
て
、
戦
後
（
昭
和
二
十
六
年
）
詩
人
伊
藤
信
吉
は
「
『
民
衆
派
』
と
詩
壇
の

十
年
」
に
お
い
て
、
民
衆
派
の
文
学
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
書
い
た
。

　
Ａ
民
衆
派
の
詩
人
は
そ
の
文
学
的
方
法
と
し
て
口
語
自
由
詩
を
と
っ
た
が
、
こ

れ
は
詩
壇
に
お
け
る
自
然
主
義
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
Ｖ
Ａ
ひ
さ
し
く
詩

壇
の
主
流
を
な
し
て
い
た
象
徴
詩
と
そ
の
観
念
的
な
美
の
意
識
は
、
や
が
て
な
ん

ら
か
の
あ
た
ら
し
い
運
動
で
変
革
さ
れ
ね
ば
ら
な
い
。
こ
こ
に
民
衆
派
は
ひ
と
つ

の
強
力
な
ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ
と
し
て
提
起
さ
れ
、
文
学
作
品
を
生
活
的
現
実
の
な

か
へ
解
き
放
し
、
部
分
的
に
は
社
会
的
現
実
に
触
れ
よ
う
と
し
た
。
Ｖ
Ａ
（
前
略
）

積
極
的
な
態
度
で
従
来
の
美
の
意
識
か
ら
脱
出
し
、
詩
を
生
活
の
な
か
に
導
い
た

こ
と
は
何
と
し
て
も
民
衆
派
の
功
績
で
あ
っ
た
。
Ｖ
Ａ
民
衆
派
の
文
学
の
内
容
と

価
値
は
、
そ
の
民
衆
と
い
う
言
葉
に
含
ま
れ
る
意
味
１
文
学
的
に
は
詩
的
自
然
主

義
で
あ
り
、
思
想
的
に
は
デ
モ
ク
ラ
チ
ッ
ク
で
あ
る
と
い
う
、
そ
の
こ
と
以
上
で

も
以
下
で
も
な
い
。
Ｖ
Ａ
当
時
の
文
壇
に
は
人
道
主
義
の
精
神
が
流
れ
、
民
衆
派

の
か
が
け
た
自
由
・
平
等
・
友
愛
と
い
う
合
言
葉
は
、
ひ
ろ
い
時
代
的
意
味
と
あ

る
秤
度
の
普
遍
的
共
感
を
よ
ん
だ
。
Ｙ
Ａ
民
衆
派
の
文
学
は
こ
の
時
代
の
気
運
に

さ
さ
え
ら
れ
、
そ
う
し
た
気
運
の
退
潮
と
と
も
に
運
動
と
し
て
の
意
義
を
失
っ
た
。

作
品
の
完
成
度
の
不
足
は
こ
の
流
派
の
文
学
を
し
だ
い
に
忘
れ
さ
せ
る
原
因
と
な
っ

た
が
、
そ
れ
が
近
代
詩
の
社
会
的
系
譜
を
代
表
す
る
ひ
と
つ
の
運
動
で
あ
っ
た
こ

と
は
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
Ｖ

　
さ
ら
に
昭
和
四
十
四
年
、
分
銅
惇
作
は
日
夏
眠
之
介
の
「
明
治
大
正
詩
史
」
を

批
判
的
に
継
承
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　
Ａ
次
に
民
衆
詩
派
の
功
罪
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
日
夏
歌
之
介
は
「
民
衆
詩
人

が
語
彙
が
貧
弱
で
、
思
想
が
幼
稚
で
、
あ
ま
つ
さ
え
、
表
現
の
天
巧
が
斟
な
く
て
、

さ
れ
ば
こ
そ
、
無
暗
矢
鱈
に
、
弓
を
つ
が
へ
た
矢
の
行
方
を
見
ず
、
考
へ
ず
言
葉

を
汚
し
、
言
葉
を
虐
げ
て
、
そ
の
貧
し
い
思
想
を
、
表
面
的
な
空
気
で
誤
開
化
し

て
ゐ
た
。
」
（
『
明
治
大
正
文
学
史
』
）
と
き
び
し
く
論
断
を
下
し
て
い
る
が
、
民
衆

詩
派
の
人
た
ち
が
真
正
面
か
ら
対
決
し
て
い
っ
た
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
日
夏
流
の

高
踏
晦
渋
な
詩
風
で
代
表
さ
れ
る
芸
術
主
義
の
傾
向
で
あ
っ
た
。
「
言
葉
を
虐
げ

て
」
と
言
わ
れ
る
な
ら
ば
、
虐
げ
ら
れ
て
い
た
言
葉
を
解
放
し
た
の
が
わ
れ
わ
れ

の
運
動
だ
と
開
き
直
る
に
違
い
な
い
。
「
貧
し
い
思
想
」
を
指
摘
さ
れ
る
な
ら
、

逆
に
芸
術
派
の
社
会
的
関
心
の
薄
さ
を
攻
撃
す
る
に
違
い
な
い
。
と
い
う
よ
う
に
、

一
言
で
い
う
な
ら
民
衆
詩
運
動
の
方
向
は
反
芸
術
主
義
の
立
場
で
あ
っ
た
。
Ｖ

　
分
銅
は
こ
の
後
、
白
秋
や
三
好
達
治
の
評
価
に
言
及
し
た
う
え
で
、
民
衆
詩
派

を
以
下
の
よ
う
に
評
価
す
る
。
Ａ
（
前
略
）
ほ
と
ん
ど
詩
の
社
会
性
を
考
え
る
こ

と
の
な
か
っ
た
詩
壇
に
、
民
衆
詩
派
が
導
入
し
た
社
会
性
の
問
題
は
、
か
れ
ら
の

詩
的
成
果
は
さ
て
お
い
て
、
や
は
り
大
き
く
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
。
Ｖ

　
そ
れ
で
は
か
れ
ら
の
詩
的
成
果
は
ど
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に

な
か
な
か
に
手
厳
し
い
。

　
Ａ
こ
の
派
の
到
着
し
た
詩
的
水
準
の
低
さ
、
そ
の
魅
力
の
な
さ
は
、
主
と
し
て

明
確
な
近
代
詩
論
を
持
ち
合
わ
せ
な
か
っ
た
こ
と
に
負
う
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
思

想
的
な
新
し
さ
に
甘
え
か
か
っ
て
、
詩
的
方
法
論
に
つ
い
て
は
無
自
覚
で
あ
っ
た
。

ポ
エ
ジ
ー
と
ポ
エ
ム
の
区
別
も
つ
か
ぬ
素
朴
な
詩
論
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
。
即
物
的
・
実
態
的
な
感
動
を
歌
い
あ
げ
る
の
み
で
、
詩
の
表
現
的
機

能
Ｉ
リ
ズ
ム
や
イ
メ
ー
ジ
を
生
か
し
た
詩
の
き
び
し
い
形
象
化
を
追
求
す
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
民
衆
」
と
い
う
こ
と
ば
の
鮮
度
が
落

ち
る
に
つ
れ
て
、
こ
の
派
の
衰
退
は
必
然
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
Ｖ

　
民
衆
詩
派
と
福
田
正
夫
と
は
必
ず
し
も
一
つ
で
は
な
い
。
し
か
し
、
福
田
正
夫

は
民
衆
詩
派
の
詩
人
の
一
人
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
れ
ま
で
展
望
し
て
き
た
批
評
も
、

４



　
そ
の
点
を
読
み
分
け
る
必
要
が
あ
る
。
が
、
あ
え
て
そ
の
点
に
は
触
れ
な
か
っ

た
。

一

一

　
昭
和
四
年
四
月
十
五
日
発
行
の
『
現
代
日
本
文
学
全
集
3
7
』
（
改
造
社
）
は
、

「
現
代
日
本
詩
集
・
現
代
日
本
漢
詩
集
」
の
巻
で
あ
る
。
両
者
に
序
が
添
え
ら
れ

て
い
る
。
そ
の
前
者
の
序
を
見
る
と
、
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て

い
る
。　

　
『
現
代
日
本
詩
集
』
は
、
明
治
誕
生
期
よ
り
大
正
に
至
る
、
詩
史
に
輝
け

る
詩
人
の
詩
業
を
、
宗
派
的
決
心
を
捨
て
て
集
成
し
、
時
代
を
序
う
て
体
系

づ
け
、
鳥
瞰
的
全
景
を
通
覧
せ
し
む
べ
き
意
図
の
も
と
に
編
纂
さ
れ
た
。

　
従
っ
て
、
一
方
、
史
的
の
事
実
を
重
ん
ず
る
と
同
時
に
、
他
方
、
現
今
の

評
価
に
堪
へ
得
る
佳
品
を
採
録
し
、
こ
の
二
点
の
良
き
統
一
を
求
め
た
。

　
現
存
詩
人
に
あ
っ
て
は
、
殆
ど
、
そ
の
快
心
の
作
を
各
々
の
自
選
に
侯
っ

た
。

　
　
（
略
）

　
各
作
家
の
人
選
は
慎
重
に
慎
重
な
る
考
慮
を
費
し
た
。
又
、
配
列
の
順
序

は
も
と
よ
り
年
次
的
で
あ
る
。

　
福
田
正
夫
の
詩
は
白
鳥
省
吾
や
百
田
宗
治
よ
り
多
い
十
四
篇
が
納
め
ら
れ
て
い

る
。
右
の
「
序
」
に
よ
れ
ば
、
い
ず
れ
も
福
田
自
身
の
選
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

　
　
『
農
民
の
言
葉
』
（
詩
集
、
以
下
同
じ
）

　
　
　
　
「
夏
ま
つ
り
」
（
詩
、
以
下
同
じ
）

　
　
『
船
出
の
歌
』

　
　
　
　
「
明
る
き
虚
無
者
」
「
鴎
」

『
耕
人
の
手
』

　
　
「
大
空
へ
の
思
慕
」
「
地
と
空
の
交
霊
」
「
落
葉
樹
」

『
福
田
正
夫
詩
集
　
一
　
種
播
く
者
』

　
　
「
石
工
の
歌
」
「
小
さ
い
戦
士
」

『
福
田
正
夫
詩
集
　
三
　
ペ
ン
の
農
夫
』

　
　
「
炎
の
花
」
「
錆
び
た
嬰
児
」
「
地
を
翔
け
り
行
く
星
々
」

『
福
田
正
夫
詩
集
　
四
　
わ
れ
ら
自
ら
の
戦
ひ
の
た
め
に
』

　
　
「
光
の
銀
鎖
」
「
陽
だ
ま
り
」

『
抒
情
小
曲
集
　
丿
　
海
の
瞳
』

　
　
「
月
か
か
り
て
空
に
」

　
詩
人
の
蒲
生
直
英
が
、
右
の
全
集
で
福
田
正
夫
詩
に
出
会
っ
た
と
、
「
福
田
正

夫
の
詩
・
断
を
」
に
書
い
て
い
る
。
そ
こ
に
引
用
し
て
い
る
「
小
さ
い
戦
士
」
と

い
う
詩
を
、
参
考
ま
で
に
掲
げ
て
お
こ
う
。

子
供
よ
、
小
鍬
を
肩
に
、

君
も
働
い
て
来
た
か
、

う
れ
し
さ
う
に
い
そ
い
そ
と
、
夕
餉
に
か
へ
る
の
か
、

赤
い
頬
、
黒
い
手
、

あ
大
君
は
人
生
の
小
さ
い
戦
士
だ
。

　
昭
和
四
十
八
年
十
月
二
十
日
に
刊
行
さ
れ
た
『
日
本
近
代
文
学
大
系
5
4
』
（
角

川
書
店
）
は
、
「
近
代
詩
集
1
1
」
と
題
さ
れ
て
、
Ａ
主
と
し
て
大
正
期
に
そ
の
業

績
を
残
し
た
詩
人
の
作
品
を
納
め
た
Ｖ
（
凡
例
）
　
一
冊
と
な
っ
て
い
る
。
木
下
杢

太
郎
か
ら
村
山
槐
多
ま
で
十
八
入
の
詩
人
の
作
品
が
注
を
付
し
て
掲
載
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
中
で
福
田
正
夫
の
詩
は
最
も
少
な
く
て
、
次
の
三
篇
だ
け
で
あ
る
。

　
　
『
世
界
の
魂
』

　
　
　
　
「
民
衆
の
国
」
「
世
界
の
魂
」

５



『
船
出
の
歌
』

　
　
コ
つ
の
列
車
と
ハ
ン
カ
チ
」

　
こ
こ
に
収
め
ら
れ
た
詩
は
、
い
ず
れ
も
民
衆
詩
派
の
詩
人
に
相
応
し
い
主
題
の

詩
ば
か
り
で
あ
る
。
巻
頭
の
解
説
が
壷
井
繁
治
、
注
釈
が
角
田
敏
郎
で
詩
の
選
者

が
判
然
と
し
な
い
が
、
お
そ
ら
く
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
選
択
さ
れ
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
福
田
自
身
の
選
ん
だ
先
の
十
四
篇
と
重
な
る
も
の
が
、
一
篇
も
な
い
の
は

興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。

　
昭
和
五
十
年
二
月
二
十
八
日
に
発
行
さ
れ
た
『
日
本
現
代
詩
大
系
』
第
六
巻

（
河
出
書
房
新
社
）
に
は
、
福
田
正
夫
の
詩
が
八
篇
採
録
さ
れ
て
い
る
。

　
　
『
船
出
の
歌
』

　
　
　
　
「
人
々
と
共
に
進
む
」
「
一
つ
の
列
車
と
ハ
ン
ケ
チ
」

　
　
『
海
の
瞳
』

　
　
　
　
「
こ
の
石
一
つ
」
「
苦
し
い
肯
定
」
「
働
い
て
い
る
子
供
の
手
」

　
　
『
耕
人
の
手
』

　
　
　
　
「
若
者
と
低
能
児
」
「
小
作
人
」
「
田
園
の
夕
」

　
こ
れ
ら
の
詩
を
選
択
編
纂
し
た
の
は
、
巻
末
の
解
説
に
よ
る
と
三
好
達
治
と
思

わ
れ
る
。
そ
う
思
っ
て
読
む
と
、

こ
の
石
一
つ
、

一
昨
日
三
人

け
ふ
一
人
－
－

あ
あ
、
丁
人
は
死
に
、

三
人
は
働
き
、

掘
り
出
さ
れ
た
の
か
こ
の
石
一
つ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
こ
の
石
一
つ
）

と
い
う
詩
句
や
、
あ
る
い
は
、

村
々
に
灯
が
見
え
そ
め
、

日
は
し
づ
か
に
昏
れ
て
行
く
夕
、

一
人
の
老
父
は
石
に
腰
う
ち
か
け
て
、

と
ほ
い
山
々
の
寂
し
い
風
景
と
、

つ
め
た
い
風
の
行
く
野
を
眺
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
園
の
夕
）

と
い
う
叙
景
に
、
選
者
の
好
み
が
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ

こ
に
も
、
自
選
十
四
篇
と
重
な
る
詩
は
一
篇
も
な
い
。
た
だ
、
「
一
つ
の
列
車
と

ハ
ン
カ
チ
」
一
篇
が
、
『
日
本
近
代
文
学
大
系
5
4
』
所
収
の
そ
れ
と
重
な
っ
て
い

た
。
こ
の
詩
に
表
出
す
る
も
の
が
感
情
で
は
な
く
、
批
判
精
桶
‥
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
こ
の
詩
を
現
代
詩
た
ら
し
め
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
詩
は
左
の
よ
う

な
詩
で
あ
る
。

一
つ
の
列
車
が
、

わ
っ
と
魂
ぎ
る
様
に
万
歳
を
わ
め
き
な
が
ら
、

西
伯
利
亜
出
征
の
兵
士
を
の
せ
て
、

通
過
し
て
行
く
瞬
間
－
－
。

窓
か
ら
争
ふ
様
に
ふ
る
ハ
ン
ケ
チ
、

沿
道
の
人
々
は
呆
然
と
し
て
見
送
る
、

一
人
の
老
い
た
車
夫
だ
け
が
、

万
歳
と
叫
ん
だ
、
帽
を
ふ
っ
た
。

私
の
魂
は
ま
づ
驚
く
、

何
と
い
ふ
悲
壮
だ
、

一－６



ま
る
で
や
け
の
様
に
呼
ば
は
る
彼
ら
の
叫
喚
、

死
に
に
行
く
の
だ
、
死
に
に
行
く
の
だ
、

な
ん
と
い
ふ
国
民
的
の
悲
劇
だ
。

私
は
自
ら
流
れ
て
来
る
感
激
に
、

思
は
ず
も
憶
然
と
し
て
粟
だ
ち
。

つ
い
で
来
た
も
の
は
満
眼
の
涙
で
あ
っ
た
、

あ
あ
卿
等
よ
、
私
は
万
歳
を
叫
ぶ
に
は
あ
ま
り
に
凡
て
を
知
り
す
ぎ
て
ゐ
る
、

許
せ
、
私
は
涙
を
以
て
卿
等
を
送
る
。

　
昭
和
五
十
一
年
五
月
十
日
発
行
の
『
日
本
の
詩
歌
2
6
』
（
中
央
公
論
社
）
は
、

文
庫
本
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
に
出
版
さ
れ
た
も
の
を
、
そ
の
ま
ま
文
庫
本
に
し
た

も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
初
出
は
年
代
が
も
っ
と
古
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
と
相

前
後
し
て
出
版
さ
れ
た
『
日
本
詩
人
全
集
3
2
』
（
昭
4
4
、
新
潮
社
）
は
「
明
治
・

大
正
詩
集
」
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
福
田
正
夫
の
名
は
な
い
。
編
者
は
清
岡
卓
行

で
あ
る
。
そ
れ
に
反
し
て
、
「
近
代
詩
集
」
と
題
さ
れ
た
前
者
に
は
、
福
田
正
夫

の
詩
が
三
篇
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　
『
船
出
の
歌
』

　
　
　
コ
つ
の
列
車
と
ハ
ン
ケ
チ
」

　
『
耕
人
の
手
』

　
　
　
「
青
ざ
め
た
田
舎
」

　
『
福
田
正
夫
詩
集
　
一
　
種
播
く
者
』

　
　
　
「
石
工
の
歌
」

　
こ
こ
に
き
て
詩
人
自
身
の
自
選
と
重
な
る
詩
「
石
工
の
歌
」
が
出
て
き
た
。

コ
つ
の
列
車
と
ハ
ン
ケ
チ
」
は
、
前
二
者
と
も
重
複
し
て
い
る
。
選
者
は
伊
藤

信
古
に
違
い
な
い
。
「
解
説
」
に
Ａ
ひ
ろ
い
意
味
で
の
近
代
詩
と
い
う
見
地
に
お

い
て
、
本
巻
に
は
明
治
新
体
詩
の
昔
か
ら
、
昭
和
年
代
に
い
た
る
ま
で
の
六
十
三

詩
人
の
作
品
を
収
録
し
た
。
Ｖ
と
書
い
て
い
る
の
だ
か
ら
。

　
先
に
触
れ
た
『
日
本
詩
人
全
集
』
の
よ
う
に
、
福
田
正
夫
の
名
が
次
第
に
忘
れ

ら
れ
て
い
く
。
そ
こ
で
小
田
原
生
ま
れ
の
福
田
を
蘇
生
さ
せ
よ
う
と
、
昭
和
四
十

七
年
三
月
、
小
田
原
市
立
図
書
館
が
『
福
田
正
夫
－
追
想
と
資
料
』
を
作
成
し
た
。

昭
和
五
十
五
年
十
一
月
十
五
日
に
は
、
『
追
想
・
福
田
正
夫
－
詩
と
生
涯
』
（
冬

至
書
房
新
社
）
が
詩
人
金
子
秀
夫
・
福
田
美
鈴
夫
妻
の
手
で
出
版
さ
れ
た
。
そ
の

巻
頭
に
、
金
子
の
選
ん
だ
詩
が
「
福
田
正
夫
詩
抄
二
十
五
篇
」
と
題
し
て
掲
載
さ

れ
て
い
る
。

　
　
『
農
民
の
言
葉
』

　
　
　
　
「
し
ち
め
ん
様
の
ま
つ
り
」
「
四
十
男
の
綸
死
」

　
　
『
世
界
の
魂
』

　
　
　
　
「
郷
土
の
歌
」

　
　
『
船
出
の
歌
』

　
　
　
　
「
悲
し
き
労
働
」
「
一
つ
の
列
車
と
ハ
ン
ケ
チ
」

　
　
『
ペ
ン
の
農
夫
』

　
　
　
　
「
ペ
ン
の
農
夫
」
「
北
の
港
」
「
足
音
」
「
激
動
」
「
母
性
」

　
　
『
光
の
花
輪
』

　
　
　
　
「
断
崖
」
「
一
銭
銅
貨
一
つ
」

　
　
『
種
播
く
者
』

　
　
　
　
「
秋
の
夕
の
歌
」
「
光
あ
る
国
」
「
郊
外
の
家
」

　
　
　
　
「
石
工
の
歌
」
「
農
村
の
夕
暮
」

　
　
『
わ
れ
自
ら
の
戦
ひ
の
た
め
に
』

　
　
　
　
「
窓
の
辺
に
て
」

　
　
『
耕
人
の
手
』

　
　
　
　
「
浜
辺
」

　
　
『
孤
独
な
登
高
者
』

　
　
　
　
「
小
さ
い
家
」
「
心
象
風
景
」
「
風
の
卵
」
「
白
い
花
」

　
　
　
　
「
薄
明
の
章
」
「
詩
心
」

－７



　
金
子
は
以
上
の
詩
を
選
択
し
た
基
準
に
つ
い
て
、
Ａ
ぼ
く
は
自
分
が
い
い
と
信

じ
た
作
品
を
、
自
分
の
審
美
眼
と
好
み
で
見
た
て
た
。
で
は
好
み
と
は
な
ん
で
、

自
分
が
良
し
と
し
た
も
の
は
な
に
か
。
こ
れ
を
端
的
に
言
う
と
、
詩
が
生
き
生
き

と
鮮
度
を
も
ち
、
自
分
の
胸
で
ひ
び
き
、
い
の
ち
の
波
動
を
伝
え
る
魂
の
リ
ア
リ

テ
ィ
を
も
っ
て
い
る
か
、
否
か
、
こ
れ
で
き
め
た
。
Ｖ
と
述
べ
て
い
る
。
「
一
つ

の
列
車
と
ハ
ン
ケ
チ
」
「
石
工
の
歌
」
以
外
に
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
詩
と
重
な

る
も
の
は
な
い
。
Ａ
他
の
詩
人
が
別
に
福
田
正
夫
詩
抄
二
十
五
篇
を
編
む
と
し
た

ら
、
当
然
、
異
な
る
詩
二
十
五
篇
が
選
別
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
も
、
な
ん
ら
不

思
議
が
る
こ
と
は
な
い
の
だ
。
Ｖ
と
金
子
自
身
が
言
っ
て
い
る
が
、
ま
さ
に
そ
の

通
り
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
言
え
る
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
優
れ
た
作
品
を
選

ぶ
こ
と
が
、
そ
れ
ま
で
の
福
田
正
夫
詩
の
批
判
に
応
え
る
こ
と
に
な
る
の
だ
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
便
利
な
『
福
田
正
夫
全
詩
集
』
が
教
育
出
版
セ

ン
タ
ー
か
ら
発
行
さ
れ
た
の
は
、
昭
和
五
十
九
年
一
月
一
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
の
五
三
七
ペ
ー
ジ
に
「
画
」
と
い
う
詩
が
載
っ
て
い
た
。
大
岡
信
は
同
年
二
月

五
日
の
『
朝
日
新
聞
』
「
折
々
の
う
た
」
の
欄
に
そ
の
詩
を
取
り
上
げ
て
、
次
の

よ
う
に
紹
介
し
た
。

一
人
の
人
が
、

海
ぞ
ひ
の
路
を
す
た
す
た
行
く
、

す
た
す
た
と
、

何
と
微
妙
な
画
だ
。

福
田
正
夫

『
福
田
正
夫
全
詩
集
』
（
昭
五
九
）
所
収
。
明
治
ニ
ト
六
年
小
田
原
市
生
ま

れ
、
昭
和
二
十
七
年
没
の
詩
人
。
大
正
中
期
以
降
、
詩
語
「
民
衆
」
に
集
ま
っ

た
い
わ
ゆ
る
民
衆
詩
派
の
中
心
だ
っ
た
。
「
画
」
と
題
す
る
短
詩
。
海
辺
の

何
気
な
い
情
景
で
あ
る
。
す
た
す
た
行
く
人
は
軽
や
か
だ
。
そ
の
軽
や
か
さ

そ
の
も
の
を
一
編
の
詩
に
す
く
い
と
る
。
そ
れ
も
面
白
い
。
そ
う
い
う
目
で

な
が
め
て
み
る
と
、
最
後
の
行
が
ま
さ
に
微
妙
に
生
き
て
い
る
こ
と
に
気
づ

か
さ
れ
る
。

　
こ
の
年
六
月
三
十
日
に
は
、
福
田
美
鈴
の
編
ん
だ
福
田
正
夫
詩
集
『
星
の
輝
く

海
』
が
「
ジ
ュ
ニ
ア
ポ
ェ
ム
双
書
」
の
一
冊
と
し
て
、
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
か
ら

刊
行
さ
れ
た
。
こ
れ
は
「
星
の
輝
く
海
」
「
夢
の
唄
」
「
太
陽
と
春
」
の
三
部
構
成

と
な
っ
て
お
り
、
福
田
正
夫
の
詩
三
十
六
篇
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
福
田
美
鈴
の

手
に
よ
っ
て
、
民
衆
詩
派
の
レ
ッ
テ
ル
を
注
意
深
く
取
り
除
く
よ
う
に
構
成
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
福
田
正
夫
自
身
の
晩
年
の
願
い
で
も
あ
っ
た
。

　
昭
和
六
十
二
年
五
月
二
十
五
日
に
発
行
さ
れ
た
『
焔
ｉ
詩
と
ェ
ッ
セ
イ
フ
几
八

七
』
（
福
田
正
夫
詩
の
会
編
・
教
育
企
画
発
行
）
に
は
、
巻
末
に
「
福
田
正
夫
作

品
集
」
が
置
か
れ
、
福
田
美
鈴
が
解
説
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
以
下
の
詩
が
収
め

ら
れ
て
い
る
。

　
　
『
農
民
の
言
葉
』

　
　
　
　
「
加
瀬
の
山
か
ら
」
「
農
民
の
言
葉
」

　
　
『
世
界
の
魂
』

　
　
　
　
「
魂
の
帆
の
歌
」
「
民
衆
の
国
」

　
　
『
船
出
の
歌
』

　
　
　
　
「
雨
が
降
る
」
「
悲
し
き
労
働
」
「
一
つ
の
列
車
と
ハ
ン
ケ
チ
」

　
　
『
耕
人
の
手
』

　
　
　
　
「
青
ざ
め
た
田
舎
」
「
麦
踏
む
二
人
」
「
深
淵
」

　
　
『
種
播
く
者
』

　
　
　
　
「
太
陽
と
春
」
「
小
さ
い
戦
士
」
「
労
働
前
の
人
々
」

　
　
『
光
の
花
輪
』

　
　
　
　
コ
銭
銅
貨
一
つ
」
「
泉
」
「
森
林
に
燃
え
る
夕
日
」

　
　
『
ペ
ン
の
農
夫
』

　
　
　
　
「
ベ
ン
の
農
夫
」
「
寂
し
い
帆
船
」
「
足
音
」
「
母
性
」
「
蟻
」

　
　
　
　
「
都
会
の
花
」
「
春
」

　
　
『
わ
れ
自
ら
の
戦
い
の
た
め
に
』

８



　
　
　
　
「
悪
の
踊
り
子
」
「
窓
の
辺
に
て
」
「
光
の
銅
羅
」

以
上
の
詩
集
の
他
に
雑
誌
『
焔
』
か
ら

　
　
　
　
「
氾
濫
」
「
俺
の
十
二
時
」
「
豹
」

が
採
ら
れ
て
い
た
。
こ
こ
に
詩
を
採
録
し
た
の
は
福
田
美
鈴
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま

で
展
望
し
て
き
た
詩
と
重
複
す
る
の
は
、
正
夫
自
選
詩
で
は
「
小
さ
い
戦
士
」

「
光
の
銅
羅
」
、
『
日
本
近
代
文
学
大
系
5
4
』
で
は
「
民
衆
の
国
」
「
一
つ
の
列
車
と

ハ
ン
ケ
チ
」
、
『
日
本
現
代
詩
大
系
』
第
六
巻
で
は
「
一
つ
の
列
車
と
ハ
ン
ケ
チ
」
、

　
『
日
本
の
詩
歌
2
6
』
で
は
「
一
つ
の
列
車
と
ハ
ン
ケ
チ
」
「
青
ざ
め
た
田
舎
」
金

子
秀
夫
選
で
は
「
悲
し
い
労
働
」
「
一
つ
の
列
車
と
ハ
ン
ケ
チ
」
二
銭
銅
貨
一
つ
」

「
ベ
ン
の
農
夫
」
「
足
音
」
「
母
性
」
「
窓
の
辺
に
て
」
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
比
較
し
て
み
る
と
、
コ
つ
の
列
車
と
ハ
ン
ケ
チ
」
が
一
番
票
が

多
い
こ
と
が
分
か
っ
て
興
味
深
い
。
な
お
福
田
美
鈴
の
選
に
は
洩
れ
て
し
ま
っ
た

が
、
「
石
工
の
歌
」
も
正
夫
自
選
、
『
日
本
の
詩
歌
2
6
』
、
金
子
選
に
い
ず
れ
も

顔
を
見
せ
て
い
た
。

　
今
後
福
田
正
夫
が
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
受
容
さ
れ
て
い
く
か
は
全
く
予
測
が

つ
か
な
い
。
だ
が
全
詩
集
が
刊
行
さ
れ
、
『
追
想
・
福
田
正
夫
』
『
資
料
・
福
田

正
夫
』
が
刊
行
さ
れ
た
の
を
契
機
に
、
文
学
史
の
上
で
見
直
し
が
な
さ
れ
て
い
く

の
で
は
な
い
か
、
と
思
っ
て
い
る
。

△
注
▽

　
（
１
）
ユ
ー
カ
リ
編
集
部
編
『
追
想
・
福
田
正
夫
１
詩
と
生
涯
』
（
昭
5
5
∴
１
１
・

　
　
　
1
5
　
冬
至
書
房
新
社
）
の
一
コ
ニ
ペ
ー
ジ
。

　
（
２
）
西
条
撤
子
「
新
奇
な
詩
人
　
正
夫
氏
」
（
福
田
正
夫
詩
の
会
編
『
資
料
・

　
　
　
福
田
正
夫
ｉ
人
間
と
芸
術
』
昭
6
0
・
１
・
2
4
　
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
）
の

　
　
　
四
七
～
四
八
ペ
ー
ジ
。

　
（
３
）
日
夏
政
之
介
『
改
訂
増
補
明
治
大
正
詩
史
』
巻
ノ
下
（
昭
4
6
・
1
0
・
1
5

　
　
　
四
版
・
東
京
創
元
社
）
に
よ
る
。
以
下
の
引
用
は
六
八
ペ
ー
ジ
、
九
六
ぺ
１

　
　
　
ジ
の
頭
注
、
お
よ
び
九
六
ペ
ー
ジ
、
一
八
〇
ペ
ー
ジ
の
本
文
。

（
４
）
手
元
に
『
早
稲
田
文
学
』
（
大
正
五
年
二
月
号
）
が
無
い
の
で
、
福
田
正

　
　
　
夫
詩
の
会
編
『
資
料
・
福
田
正
夫
－
人
間
と
芸
術
』
（
昭
6
0
・
Ｉ
・
2
4

　
　
　
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
）
の
一
七
七
ペ
ー
ジ
よ
り
引
用
し
た
。

（
５
）
　
「
日
本
現
代
詩
大
系
第
六
巻
月
報
」
（
昭
5
0
・
２
　
河
出
書
房
新
社
）
こ

　
　
　
こ
に
は
Ａ
昭
和
二
十
六
年
三
月
刊
行
の
旧
月
報
の
原
稿
を
採
録
し
た
も
の

　
　
　
で
す
Ｖ
と
い
う
但
し
書
き
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
二
十
六
年
に
書
か
れ
た
も

　
　
　
の
と
分
か
る
。

（
６
）
分
銅
惇
作
「
民
衆
詩
派
」
（
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
和
四
十
四
年
八

　
　
　
月
号
・
至
文
堂
）

（
７
）
た
だ
し
、
ペ
ー
ジ
の
割
当
は
い
ず
れ
も
同
じ
五
ペ
ー
ジ
で
あ
る
。

（
８
）
　
『
焔
』
第
2
0
号
（
一
九
九
〇
年
八
月
三
十
日
福
田
正
夫
詩
の
会
発
行
）
の

　
　
　
八
〇
ペ
ー
ジ
。

（
９
）
福
田
美
鈴
「
。
ポ
エ
ジ
ー
と
芸
〃
か
ら
の
喚
起
」
（
『
日
本
未
来
派
』
　
一

　
　
　
六
八
号
　
昭
5
0
・
Ｈ
・
2
0
発
行
）
に
Ａ
父
は
民
衆
詩
を
、
口
語
自
由
詩
が

　
　
　
よ
う
や
く
盛
ん
に
な
り
始
め
た
大
正
一
時
期
の
、
過
渡
期
の
も
の
だ
と
言

　
　
　
い
、
民
衆
詩
も
民
衆
詩
運
動
も
当
代
の
仕
事
と
し
て
終
わ
っ
た
の
だ
と
言
っ

　
　
　
た
。
戦
後
、
若
い
人
が
民
衆
詩
的
作
品
を
書
い
て
く
る
と
、
こ
う
い
う
作

　
　
　
品
を
書
く
仕
事
は
す
で
に
自
分
た
ち
が
や
っ
た
。
こ
う
い
う
も
の
を
書
く

　
　
　
時
代
も
と
う
の
昔
に
通
り
越
し
た
。
現
代
の
詩
人
は
、
現
代
の
目
で
時
代

　
　
　
を
と
ら
え
、
新
し
い
も
の
を
求
め
な
く
て
は
い
け
な
い
、
過
去
を
踏
台
に

　
　
　
し
て
未
来
に
は
ば
た
け
、
と
さ
と
し
た
。
父
の
作
品
自
体
が
変
化
の
歴
史

　
　
　
を
辿
っ
た
。
Ｖ
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

－
平
成
二
年
十
月
一
日
受
理
－

　
　
　
　
　
　
　
（
本
学
教
授
・
国
文
学
）

９－
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