
山
口
誓
子
論

-

句
集
『
凍
港
』
と
詩
誌
「
亜
」
－
１

　
桑
原
武
夫
は
そ
の
「
第
二
芸
術
」
論
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
お
よ
そ
芸
術
に
お
い
て
、
天
才
の
精
神
と
形
式
と
を
同
時
に
学
ぶ
こ
と
は

　
　
許
さ
れ
な
い
。
か
く
す
る
と
き
精
神
は
形
式
に
乗
っ
た
も
の
と
し
て
受
け
と

　
　
ら
れ
、
精
神
そ
の
も
の
も
形
式
化
す
る
の
は
必
然
で
あ
る
。
こ
れ
を
ア
カ
デ

　
　
ミ
ズ
ム
、
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
と
い
う
。
芭
蕉
は
西
行
、
杜
甫
に
学
ん
だ
と
い
う

　
　
が
、
そ
れ
は
和
歌
、
漢
詩
と
い
う
ご
と
き
別
の
形
式
で
あ
っ
た
た
め
に
、
精

　
　
神
の
み
を
抽
出
消
化
せ
ざ
る
を
得
ず
、
伝
統
精
神
を
と
り
入
れ
つ
つ
も
ア
ノ

　
　
ネ
リ
ズ
ム
に
陥
る
こ
と
を
避
け
得
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
ヽ
高
浜
虚
子
は
山
口
誓
子
の
第
二
句
集
’
凍
港
づ
の
序
で
ヽ

　
　
　
成
人
が
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
作
家
の
う
ち
で
、
一
番
早
く
俳
句
を
見
棄
て
る

　
　
人
は
山
口
誓
子
で
あ
ら
う
と
い
ふ
こ
と
を
言
っ
た
。
私
は
肯
定
も
否
定
も
し

　
　
な
か
っ
た
。
（
中
略
）
私
に
し
て
も
俳
句
以
外
の
新
詩
形
に
よ
っ
て
、
俳
句
以

　
　
外
の
想
を
自
由
に
歌
っ
て
見
度
い
と
い
ふ
欲
望
は
十
分
に
あ
る
。
老
い
た
今

　
　
で
も
あ
る
が
、
若
い
昔
は
大
い
に
あ
っ
た
。
誓
子
君
が
俳
句
を
離
れ
て
行
く

　
　
も
の
と
し
て
、
私
は
決
し
て
憂
ひ
は
し
な
い
。

と
、
書
い
て
い
る
。
い
ず
れ
も
新
し
い
時
代
に
新
し
く
進
む
た
め
の
、
そ
の
形
式

と
内
容
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
誓
子
も
ま
た
そ
の
こ
と
を
『
凍
港
』
の
蹟
で

　
　
　
私
の
過
去
に
お
け
る
句
作
は
、
凡
そ
三
つ
の
時
期
に
別
ち
て
考
へ
る
こ
と

會
　
　
田

紘
　
　
文

が
出
来
る
。

　
第
一
期
（
大
正
十
年
よ
り
大
正
十
四
年
迄
）

　
　
こ
れ
は
私
が
、
従
順
に
も
所
謂
伝
統
俳
句
と
共
に
あ
っ
た
時
期
で
あ
る
。

　
第
二
期
（
大
正
十
五
年
よ
り
昭
和
三
年
迄
）

こ
れ
は
当
時
俳
句
創
作
の
ス
テ
ロ
版
的
反
覆
に
あ
き
た
ら
な
か
っ
た
私

が
、
表
現
様
式
の
新
運
動
を
興
し
つ
こ
所
謂
伝
統
俳
句
を
乗
り
瞳
え

　
　
　
　
た
時
期
で
あ
る
。

　
　
　
第
三
期
（
昭
和
五
年
以
降
現
在
迄
）

　
　
　
　
こ
れ
は
私
が
、
多
く
の
場
合
連
作
の
形
式
に
よ
っ
て
、
新
し
い
「
現
実
」

　
　
　
　
を
、
新
し
い
「
視
角
」
に
於
て
把
握
し
、
新
し
い
「
俳
句
の
世
界
」
を

　
　
　
　
構
成
せ
ん
と
し
つ
よ
め
る
時
期
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
句
集
に
は
第
二
期
以
後
の
も
の
Ｉ
主
と
し
て
ホ
ト
ト
ギ
ス
雑
詠
－

　
　
　
１
を
自
選
、
収
録
し
た
。

と
、
自
認
す
る
。

　
誓
子
の
こ
の
『
凍
港
』
に
は
二
つ
の
新
鮮
な
試
み
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
「
素

材
」
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
は
「
表
現
」
で
あ
る
。
高
浜
虚
子
が
自
ら
を
守
旧
派
と

称
し
て
、
河
東
碧
梧
桐
ら
の
新
傾
向
俳
句
に
対
す
べ
く
、
「
花
鳥
属
詠
」
「
客
観
写

生
」
の
評
語
の
下
に
伝
統
俳
句
を
ま
す
ま
す
強
力
に
推
し
す
す
め
て
い
た
時
で
あ

っ
た
。

　
「
素
材
」
に
つ
い
て
は
大
別
し
て
二
つ
の
傾
向
が
あ
る
。
虚
子
に
そ
の
序
で
「
辺
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境
に
鉾
を
進
め
る
征
虜
大
将
軍
」
と
書
か
し
め
た
、

　
　
　
唐
大
の
天
ぞ
垂
れ
た
り
錬
群
来

　
　
　
凍
港
や
旧
露
の
街
は
あ
り
と
の
み

な
ど
の
北
方
の
地
を
素
材
と
し
て
の
詠
草
と
、

　
　
　
労
働
祭
鎬
鍋
の
係
皆
出
で
ず

　
　
　
ス
ケ
ー
ト
場
沃
度
丁
幾
の
堰
が
あ
る

　
　
　
七
月
の
青
嶺
ま
ぢ
か
く
熔
鉱
炉

な
ど
の
近
代
的
な
素
材
を
駆
使
し
て
の
も
の
で
あ
る
。

　
ま
た
「
表
現
」
に
お
い
て
も
大
別
し
て
二
つ
の
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。
万
葉

語
に
よ
る
短
歌
的
流
麗
な
る
句

　
　
　
住
吉
に
凧
揚
げ
ゐ
た
る
處
女
は
も

　
　
　
は
た
は
た
は
わ
ぎ
も
が
肩
を
越
え
ゆ
け
り

の
傾
向
と
、

　
　
　
　
　
虫
界
変

　
　
　
蝶
蝶
の
蜂
を
待
つ
な
る
社
殿
か
な

　
　
　
蝶
蝶
の
鋏
ゆ
る
め
ず
蜂
を
食
む

　
　
　
蜂
砥
ぶ
る
舌
や
す
め
ず
に
蝶
蝶

　
　
　
か
り
か
り
と
蝶
蝶
蜂
の
白
ハ
を
食
む

　
　
　
蝶
蝶
が
曳
き
ず
る
短
の
檻
攘
か
な

の
如
く
意
識
的
に
構
成
さ
れ
た
連
作
表
現
で
あ
る
。

　
こ
の
素
材
と
表
現
の
そ
れ
ぞ
れ
の
試
み
の
中
で
、
誓
子
は
近
代
俳
句
を
推
し
す

す
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
詩
話
「
詩
と
詩
論
」
の
中
で
、
阪
本
越
郎
は
「
新
し
い
形
式
」
と
題
し
、

　
　
　
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
新
し
い
形
式
を
も
っ
て
く
る
の
が
詩
人
で
あ
る
。
僕

　
　
は
新
し
い
形
式
は
革
命
的
で
あ
る
と
考
へ
る
。

　
　
　
芸
術
の
革
命
は
常
に
新
し
い
形
式
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
新
し
い
詩
人
と
は
新
し
い
形
式
の
所
有
者
で
あ
る
。

と
、
言
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
詩
と
詩
論
」
の
前
身
は
詩
誌
「
亜
」
で

あ
っ
た
。
「
亜
」
は
大
正
十
三
年
、
安
西
冬
衛
、
北
川
冬
彦
ら
に
よ
っ
て
天
運
市
で

創
刊
さ
れ
、
第
三
号
か
ら
滝
口
武
士
、
そ
の
後
三
好
達
治
、
尾
形
亀
之
助
ら
も
参

加
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
亜
」
に
つ
い
て
は
、
「
こ
の
雑
誌
に
拠
る
人
た
ち

は
形
式
革
命
を
遂
行
し
、
ひ
と
つ
の
前
衛
グ
ル
ー
プ
の
役
割
を
果
た
し
ご

（
伊
藤

信
吉
）
、
「
短
詩
や
散
文
詩
へ
の
新
鮮
な
感
覚
に
よ
っ
て
、
第
一
次
大
戦
後
の
モ
ダ

ュ
ズ
ム
詩
の
先
駆
的
な
一
環
を
な
し
た
≒
（
清
岡
卓
行
゛
と
ヽ
詩
史
上
の
位
置
づ

け
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
「
亜
」
の
作
品
と
『
凍
港
』
の
句
に
は
い
く
つ
か
の
類
似
が
見
ら
れ
る
。

そ
こ
で
こ
の
小
論
で
は
、
両
者
の
「
素
材
」
と
「
表
現
」
を
中
心
に
し
て
、
互
い

の
あ
り
方
の
考
察
を
し
て
み
た
い
と
思
う
。

　
　
　
二

ま
ず
、
『
凍
港
』
と
「
亜
」
の
作
品
に
用
い
ら
れ
た
素
材
の
類
似
性
を
あ
げ
て
み

印
　
唐
太
の
天
ぞ
垂
れ
た
り
錬
群
来
　
誓
子
（
『
凍
港
』
大
正
1
5
年
）

　
　
　
　
早
　
春

㈲
　
雲
・
練
・
春
風
の
す
る
河
口
風
景

大
砲

大
砲

武
士
（
「
亜
」
大
正
1
4
年
）
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誓
子
は
大
正
十
五
年
一
月
号
の
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
、
「
わ
が
小
さ
き
芸
術
観
」

と
題
し
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　
　
　
芸
術
は
わ
れ
ら
が
生
命
の
表
現
で
あ
る
。
さ
れ
ど
も
生
命
が
表
現
さ
る
ゝ

　
　
為
に
は
素
材
を
必
要
と
す
る
。
そ
の
素
材
を
象
徴
と
呼
ぶ
。

つ
ま
り
、
芸
術
に
お
け
る
素
材
そ
の
も
の
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

栗
田
靖
の
『
山
口
誓
子
』
　
の
年
譜
に
よ
る
と
、
「
大
正
十
五
年
―
あ
り
き
た
り
の

俳
句
的
風
物
に
飽
き
、
樺
太
に
素
材
を
求
む
」
と
あ
り
、
〈
唐
大
の
…
…
〉
の
作
品

に
対
し
て
、
栗
田
は
「
誓
子
が
錬
の
大
群
を
見
た
の
は
大
正
四
年
、
大
泊
中
学
四

年
の
春
。
誓
子
が
こ
の
よ
う
に
大
正
末
期
に
意
識
的
に
樺
太
の
風
物
を
俳
句
に
導

入
し
た
の
は
、
作
者
の
内
面
を
打
出
す
一
つ
の
表
現
と
し
て
新
素
材
を
求
め
た
た

め
で
あ
る
。
」
と
評
し
、
誓
子
も
こ
の
句
に
つ
い
て
、
「
私
は
そ
の
当
時
、
俳
句
の

表
現
を
新
し
く
し
や
う
と
し
て
ゐ
た
。
言
葉
を
新
し
く
し
、
感
情
を
新
し
く
す
る

こ
と
を
考
へ
た
が
ご
百
葉
を
新
し
く
す
る
方
が
着
手
し
易
か
っ
た
・
回
と
回
想
し
て

い
る
。

　
錬
の
大
群
の
寄
せ
て
く
る
唐
大
の
春
の
、
そ
の
曇
り
が
ち
の
北
方
の
天
が
、
海

の
上
に
重
々
し
く
垂
れ
こ
め
て
い
る
大
景
は
、
そ
の
ま
ま
武
士
の
「
早
春
」
の
詩

の
世
界
で
あ
る
。
誓
子
に
は
ま
た
く
ど
ん
よ
り
と
利
尻
の
富
士
や
錬
群
末
〉
（
大
正

十
三
年
）
の
作
も
あ
り
、
こ
の
句
は
『
凍
港
』
の
開
巻
第
一
旬
に
収
め
ら
れ
て
い

㈲
　
凍
港
や
旧
露
の
街
は
あ
り
と
の
み
　
誓
子
（
『
凍
港
』
大
正
1
5
年
）

(ﾆ)

　
　
寒
き
国
境
に
密
集
せ
る
都
会
　
　
　
　
武
士
（
「
亜
」
大
正
1
4
年
）

し
の
の
め
遠
く
に
立
ち

つ
か
れ
た
低
地
の
秘
都
の
埃
っ
ぽ
い
停
車
場
構
内
に
は
む
や
み
に
長
た
ら

し
い
夜
行
列
車
が
霧
に
熟
ん
だ
窓
の
灯
を
う
す
ら
あ
か
る
く
漆
ま
し
て
ゐ

た
。

(ﾎ)

　
　
港
・
帆
船
を
主
題
と
せ
る

港
の
古
風
な
儀
式
に
は

汝
が
い
つ
も
前
奏
す
る

記
憶
は
泥
深
く

鉛
の
様
に

埋
も
れ
て

港
は
い
つ
か
廃
れ
て
ゐ
た
。

冬
衛
（
「
亜
」
大
正
1
4
年
）

　
㈲
の
句
に
つ
い
て
誓
子
は
、
「
大
泊
の
港
の
凍
っ
た
頃
、
旧
露
の
街
（
露
西
亜
人

の
住
ん
で
い
た
旧
市
街
）
に
行
っ
て
見
る
と
、
人
々
は
雪
の
中
に
ひ
そ
や
か
に
住

ん
で
い
た
・
そ
の
街
は
た
だ
あ
る
と
い
う
だ
け
だ
っ
た
づ
）
と
い
う
・
誓
子
は
十
二

歳
（
明
治
四
十
五
年
）
か
ら
十
七
歳
（
大
正
六
年
）
ま
で
、
樺
太
北
辺
の
町
に
祖

父
母
と
暮
ら
し
て
い
た
。

　
そ
の
誓
子
の
凍
港
の
淋
し
い
街
と
、
武
士
の
「
寒
き
国
境
に
密
集
せ
る
都
会
」
、

そ
れ
に
「
港
は
い
つ
か
廃
れ
て
ゐ
た
。
」
で
終
わ
る
冬
衛
の
詩
の
暗
い
港
が
、
ど
こ

か
イ
メ
ー
ジ
的
に
深
く
通
い
合
う
。

　
㈱
　
郭
公
や
継
親
の
日
の
没
る
な
べ
に
　
誓
子
（
『
凍
港
』
大
正
1
5
年
）

　
国
　
　
　
春
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
冬
衛
（
「
亜
」
大
正
1
5
年
）

　
　
　
て
ふ
て
ふ
が
一
匹
継
親
海
峡
を
渡
っ
て
行
っ
た

　
田
の
冬
衛
の
一
行
詩
は
、
は
じ
め
く
て
ふ
て
ふ
が
一
匹
間
宮
海
峡
を
渡
っ
て
行

っ
た
〉
（
大
正
十
五
年
五
月
号
）
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
年
の
「
亜
」
十
月
号

に
は
、
〈
継
親
の
わ
だ
つ
み
渡
る
蝶
か
な
〉
の
俳
句
が
「
夜
長
ノ
記
」
と
題
さ
れ
た

文
章
の
中
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
桜
井
勝
美
は
、

　
　
　
「
夜
長
ノ
記
」
の
発
表
は
、
〈
間
宮
海
峡
〉
の
初
出
か
ら
五
か
月
後
の
こ
と

　
　
で
あ
る
が
、
〈
継
親
海
峡
〉
へ
の
改
稿
は
恐
ら
く
Ｉ
、
二
か
月
ぐ
ら
い
の
早
い

　
　
う
ち
に
な
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
〈
継
親
の
わ
だ
つ
み
渡
る
蝶
か
な
〉
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の
句
は
、
「
春
」
の
定
積
を
得
た
後
の
満
足
と
、
そ
の
こ
こ
ろ
の
は
こ
ろ
び
か

　
　
ら
生
れ
た
句
作
で
は
な
い
か
と
思
う
」

と
考
察
し
て
い
る
。
と
す
る
と
、
㈱
の
誓
子
の
句
は
、
大
正
十
五
年
十
一
月
号
発

表
で
あ
る
か
ら
、
冬
衛
の
詩
の
後
に
発
表
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　
平
畑
静
塔
が
「
当
時
の
思
い
出
を
つ
ら
ね
た
初
期
の
出
世
作
う
と
い
う
こ
の
句

に
対
し
て
、
誓
子
自
身
は
、
「
夕
方
が
悲
し
か
っ
た
。
郭
公
の
鳴
く
に
つ
れ
て
、
太

陽
は
西
へ
傾
き
、
西
へ
落
ち
て
行
っ
た
。
こ
の
と
き
の
こ
と
を
後
に
回
想
し
て
句

に
し
た
時
、
そ
れ
は
沿
海
州
の
空
の
よ
う
だ
っ
た
と
思
い
、
〈
樋
鞘
〉
と
い
う
言
葉

を
使
っ
た
」
と
書
い
て
あ
る
。
そ
し
て
、
後
年
、
誓
子
は
「
安
西
の
く
て
ふ
て
ふ

が
一
匹
軸
鞘
海
峡
を
渡
っ
て
行
っ
た
〉
に
よ
り
、
お
互
い
の
″
辺
境
精
神
″
が
二

人
を
近
づ
け
た
」
と
も
言
っ
て
い
る
。

　
こ
う
し
て
み
て
く
る
と
、
両
者
の
素
材
の
類
似
性
は
そ
の
発
表
さ
れ
た
時
期
か

ら
推
察
し
て
も
、
単
な
る
偶
然
と
も
言
え
な
い
よ
う
な
気
が
し
て
く
る
。
そ
の
こ

と
に
直
接
関
わ
る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
北
川
冬
彦
に
次
の
こ
と
ば
が
あ

る
。

　
　
　
ず
い
ぶ
ん
ふ
る
い
話
だ
が
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
番
組
で
、
旧
制
三
高
出
身
の

　
　
同
期
生
で
あ
る
大
宅
壮
一
、
山
口
誓
子
、
北
川
冬
彦
の
三
人
が
集
ま
っ
た
。

　
　
ふ
と
横
の
誓
子
が
一
冊
の
本
を
開
い
て
い
る
の
に
目
が
止
ま
っ
た
。
見
る
と
、

　
　
そ
れ
は
私
の
第
ニ
エ
ッ
セ
ー
集
『
カ
ク
テ
ル
・
パ
ー
テ
ィ
』
で
、
そ
の
真
に

　
　
赤
線
が
た
く
さ
ん
引
い
て
あ
る
。
た
ぶ
ん
誓
子
は
、
私
の
詩
論
に
俳
人
と
し

　
　
て
一
意
見
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
、
そ
の
赤
線
を
見
せ
て
も
ら
お
う
と
考

　
　
え
た
が
、
初
対
面
で
は
失
礼
と
思
い
控
え
た
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
誓

　
　
子
が
レ
ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ボ
ー
の
現
代
詩
に
ま
で
関
心
を
持
っ
て
い
ら
れ
た
査

　
　
証
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

　
ま
た
、
安
西
冬
衛
に
も

　
　
　
〈
硲
靭
海
峡
〉
は
当
時
期
せ
ず
し
て
同
時
代
人
の
サ
ン
パ
テ
ィ
を
得
た
。
三

　
　
好
達
治
君
の
「
獅
子
」
、
新
興
俳
句
で
は
「
天
の
川
」
の
横
山
白
虹
氏
が
最
初

　
　
に
マ
ー
ク
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
そ
れ
は
山
口
誓
子
氏
の
〈
郭
公

　
　
や
軸
鞘
の
日
の
没
る
な
べ
に
〉
と
の
対
比
を
テ
ー
マ
と
し
た
論
考
で
あ
っ
た

　
　
や
う
に
記
憶
す
る
・
（
リ

が
あ
り
、
更
に

　
　
　
こ
の
く
て
ふ
て
ふ
〉
と
い
う
短
い
詩
が
評
判
で
あ
っ
た
と
い
う
の
も
ま
あ

　
　
そ
の
通
り
で
す
。
当
時
、
阿
部
知
二
、
田
村
泰
次
郎
の
二
人
が
私
に
長
い
長

　
　
い
手
紙
を
よ
こ
し
ま
し
て
ね
。
雑
誌
に
詩
を
載
せ
る
か
ら
と
い
っ
て
よ
こ
し

　
　
た
。
こ
ん
な
風
に
新
し
い
文
学
の
世
界
の
人
達
で
は
、
い
ろ
い
ろ
論
議
の
的

　
　
に
な
り
ま
し
た

と
も
書
い
て
あ
る
。

゜ら

ー

滝
口
武
士
は
「
亜
」
の
時
代
に
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
を
購
読
し
て
お
り

吊
俳
句
作

品
を
「
天
運
新
聞
」
「
満
洲
日
報
」
に
発
表
し
、
冬
衛
ら
と
共
に
聖
化
運
座
句
会
、

朱
冬
句
会
な
ど
を
開
い
て
い
た

毎

一

栗
田
靖
の
『
山
口
誓
子
』
　
の
年
譜
に
、
「
昭
和
三
年
―
こ
の
頃
、
『
詩
と
詩
論
』

掲
載
の
詩
論
に
強
い
関
心
を
抱
く
」
―
と
あ
り
、
中
野
嘉
一
は
、
「
『
詩
と
詩
論
』

の
ポ
エ
ジ
イ
運
動
は
詩
の
み
な
ら
ず
、
当
時
の
あ
ら
ゆ
る
芸
術
、
絵
画
、
文
学
の

ジ
ャ
ン
ル
、
短
歌
、
俳
句
な
ど
の
世
界
に
も
影
響
を
与
え
た
。
つ
ま
り
、
自
然
主

義
的
な
芸
術
思
考
か
ら
超
現
実
主
義
的
な
思
考
へ
の
転
換
と
い
っ
た
形
で
現
わ
れ

た
。
」
と
、
「
詩
と
詩
論
」
の
影
響
の
大
き
さ
を
述
べ
て
い
る
。
「
亜
」
は
そ
の
「
詩

と
詩
論
」
の
前
身
で
あ
る
。

　
『
凍
港
』
と
「
亜
」
の
作
品
が
、
実
際
に
ど
れ
だ
け
関
わ
っ
た
か
は
こ
れ
以
上
わ

か
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
素
材
の
捉
え
方
に
は
同
時
代
と
し
て
の
一
つ
の
詩
精
神

が
共
有
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
そ
し
て
、
誓
子
に
と
っ
て
も
っ
と
も

大
事
な
こ
と
は
、
こ
の
回
想
の
樺
太
を
素
材
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、

　
　
　
わ
れ
ら
は
個
性
に
み
ち
び
か
れ
な
が
ら
構
成
主
観
と
そ
の
客
観
と
の
対
立

　
　
の
境
に
到
り
つ
く
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
ら
は
こ
の
個
性
に
よ
っ
て
高
く
ひ
き
あ

　
　
げ
ら
れ
な
が
ら
、
創
作
家
の
生
命
の
ふ
る
さ
と
に
到
リ
つ
く
。
（
中
略
）
わ
れ

　
　
ら
の
主
観
は
そ
の
客
観
に
呼
び
か
け
な
が
ら
、
必
然
的
表
現
の
構
成
に
発
展

　
　
す
る
。
主
観
の
構
成
作
用
は
主
観
的
描
写
と
し
、
あ
る
ひ
は
客
観
的
描
写
と
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し
て
、
さ
ら
に
ま
た
主
客
渾
一
的
描
写
と
し
て
象
徴
の
上
に
具
象
化
さ
れ
る
。

と
し
て
、
高
浜
虚
子
の
す
す
め
る
素
材
と
し
て
の
花
鳥
風
詠
、
表
現
と
し
て
の
客

観
写
生
と
い
う
決
め
つ
け
ら
れ
た
論
（
所
謂
、
伝
統
俳
句
）
に
強
く
対
抗
し
た
こ

と
に
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
い
ま
一
つ
の
「
近
代
的
素
材
」
は
次
の
「
表
現
」
と
も
深
く
関
わ
る
の
で
、
そ

こ
で
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
三

　
山
本
健
吉
は
、
「
誓
子
に
お
け
る
近
代
俳
句
の
確
立
は
素
材
的
な
意
味
で
あ
り
、

や
が
て
内
面
的
に
深
ま
り
生
命
の
根
源
に
触
れ
る
当
ど
一
万
入
そ
れ
に
少
し
肉
づ

け
す
る
と
、
「
現
代
的
素
材
の
駆
使
、
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
理
論
の
知
的
構
成
や
連
作
な

ど
の
新
興
俳
句
。
戦
後
、
桑
原
武
夫
の
「
第
二
芸
術
」
論
に
対
し
て
唱
え
た
根
源

俳
句
。
そ
の
後
、
即
物
具
象
・
飛
躍
法
な
ど
終
始
『
物
』
に
即
す
る
こ
と
に
固
執

し
、
そ
こ
か
ら
も
の
の
生
命
の
深
奥
に
近
づ
き
、
俳
句
に
現
代
的
詩
性
を
も
た
ら

し
た
。
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
『
凍
港
』
に
お
け
る
表
現
を
、
即
物

的
・
連
作
の
面
か
ら
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
㈲
　
七
月
の
青
嶺
ま
ぢ
か
く
熔
鉱
炉
　
誓
子
（
『
凍
港
』
昭
和
２
年
）

　
㈲
　
　
　
春
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
武
士
（
「
亜
」
昭
和
２
年
）

　
　
　
敷
石
の
落
書
　
　
　
雷

　
　
　
魚
　
　
　
火
　
薬

　
「
誓
子
の
句
は
素
材
の
近
代
的
新
鮮
さ
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
殊
に
〈
七
月
の

青
嶺
〉
と
〈
熔
鉱
炉
〉
と
の
無
機
質
め
い
た
衝
撃
的
な
取
合
せ
が
い
か
に
も
斬
新

で
あ
る
」
と
、
以
前
私
は
こ
う
評
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
「
斬
新
な
取
合
わ
せ
」

の
言
葉
は
、
そ
の
ま
ま
即
物
的
に
も
の
を
詠
っ
た
武
士
の
「
春
」
の
詩
に
も
言
い

得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
〈
敷
石
の
落
書
〉
と
池
の
〈
魚
〉
の
静
か
さ
、
恐
ろ
し
い
〈
雷
〉
と
〈
火
薬
〉
の

激
し
さ
…
…
…
ゝ
』
れ
ら
が
そ
の
ま
ま
も
の
と
し
て
取
り
合
わ
せ
ら
れ
て
「
春
」
と

い
う
季
節
の
静
動
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
前
章
で
述
べ
た
冬
衛
の
く
て
ふ
て
ふ
が
一
匹
樋
鞘
海
峡
を
渡
っ
て
行
っ

た
〉
（
大
正
十
五
年
）
の
詩
に
お
い
て
、
〈
一
匹
の
蝶
〉
と
〈
軸
靭
海
峡
〉
と
の
対

照
が
絶
対
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
呼
ん
で
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
誓
子
は
、
「
安
西
は
『
物

と
物
と
の
共
鳴
』
と
言
っ
た
が
、
俳
句
に
お
け
る
『
物
と
物
と
の
共
鳴
』
に
あ
っ

て
ヽ
　
一
方
の
物
は
『
平
物
』
で
あ
る
」
戸
書
い
て
い
る
・
即
ち
ヽ
冬
衛
の
詩
の
く
て

ふ
て
ふ
〉
は
物
と
し
て
の
蝶
で
あ
る
が
、
誓
子
の
句
の
〈
七
月
の
青
嶺
〉
は
あ
く

ま
で
も
平
と
し
て
の
物
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
と
も
に
「
も

の
」
と
し
て
即
物
的
に
対
象
を
捉
え
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
は
同
じ
こ
と
に
な

　
誓
子
の
〈
熔
鉱
炉
〉
と
武
士
の
〈
火
薬
〉
の
素
材
は
、
当
時
と
し
て
は
い
か
に

も
近
代
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
近
代
的
素
材
と
、
そ
の
素
材
を
即
物
的
に
捉
え
て
叙

す
る
こ
と
、
こ
れ
が
誓
子
の
言
う
と
こ
ろ
の
「
表
現
様
式
の
新
運
動
」
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
即
ち
自
ら
区
分
し
た
『
凍
港
』
に
お
け
る
誓
子
俳
句
の
第
二
期
に
あ

た
る
。

　
『
凍
港
』
の
蹟
に
よ
る
と
誓
子
俳
句
の
第
三
時
期
は
、
「
昭
和
五
年
以
降
現
在
迄
」

と
し
て
、
―
―
多
く
の
場
合
連
作
の
形
式
に
よ
っ
て
、
新
し
い
「
現
実
」
を
新
し

い
「
視
角
」
に
於
て
把
握
し
、
新
し
い
「
俳
句
の
世
界
」
を
構
成
せ
ん
と
し
つ
つ

あ
る
時
期
Ｉ
と
あ
る
。

　
誓
子
が
連
作
に
つ
い
て
関
心
を
も
っ
た
の
は
、
「
大
正
十
四
年
五
月
刊
の
古
泉
千

樫
著
『
川
の
ほ
と
り
』
の
中
の
〈
児
を
伴
ひ
て
郷
に
帰
る
〉
と
題
す
る
連
作
を
読

ん
だ
こ
と
に
よ
る
」
と
い
う
。
そ
し
て
更
に
、
「
大
正
十
五
年
春
、
斉
藤
茂
吉
の
『
赤

光
』
の
〈
死
に
た
ま
ふ
母
〉
を
読
ん
で
、
″
こ
の
連
作
を
読
め
ば
、
私
な
ら
ず
も
俳

句
に
於
て
連
作
を
試
作
し
た
く
な
る
″
」
と
言
っ
た
と
い
う
。
即
ち
、
短
歌
の
世

界
か
ら
の
移
入
で
あ
る
。
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「
亜
」
の
同
人
で
あ
っ
た
北
川
冬
彦
は
「
詩
と
詩
論
」
（
昭
和
四
年
三
月
号
）
の

「
新
散
文
詩
へ
の
道
」
で
、
「
短
詩
運
動
は
、
来
る
べ
き
新
散
文
詩
運
動
の
試
験
管

で
あ
っ
た
」
（
誤
記
し
て
い
る
・
そ
し
て
ヽ
そ
の
新
し
い
散
文
詩
論
と
し
て
知
的
構

成
に
よ
る
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
詩
論
を
説
い
て
い
く
。
誓
子
も
相
前
後
し
て
、
映
画
の

モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
法
に
よ
り
「
連
作
俳
句
」
の
形
式
を
生
み
、
「
連
作
俳
句
は
如
何
に

し
て
作
ら
れ
る
か
」
を
「
か
つ
ら
ぎ
」
（
昭
和
七
年
十
月
号
）
に
発
表
し
て
論
を
す

す
め
て
い
る
。
　

　
松
井
利
彦
は
誓
子
の
連
作
の
作
と
し
て
、
大
正
十
五
年
四
月
、
樺
太
を
素
材
と

し
た

　
㈲
　
犬
権
か
へ
る
雪
解
の
道
の
夕
凝
り
に

　
　
　
事
務
長
や
船
を
留
守
な
る
大
権
の
興

　
　
　
凍
港
や
旧
露
の
街
は
あ
り
と
の
み

の
三
句
を
あ
げ
て
い
る
な
ど
し
て
ヽ
や
が
て
本
格
的
に

　
㈲
　
　
　
船
の
美
学

　
　
　
扇
風
機
真
白
し
船
の
客
と
な
る

　
　
　
夏
暁
の
な
ほ
白
燈
の
船
あ
は
れ

　
　
　
朝
焼
や
太
き
煙
筒
汽
笛
を
な
ら
す

な
ど
の
六
句
の
連
作
を
は
じ
め
、
は
っ
き
り
と
前
審
を
付
け
て
、
「
地
獄
行
」
「
虫

界
変
」
「
水
族
図
」
「
法
廷
の
幻
想
」
「
ア
サ
ヒ
・
ス
ケ
ー
ト
・
リ
ン
ク
」
な
ど
の
秀

作
、
大
作
を
つ
ぎ
つ
ぎ
に
生
み
出
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　
武
士
も
「
亜
」
（
昭
和
二
年
五
月
号
）
に
連
作
短
詩
を
発
表
し
て
い
る
。

　
㈲
　
　
晩
　
　
春

　
　
　
　
　
海

　
　
　
鉄
條
網
に
群
が
っ
て
ゐ
る

　
　
　
音
の
な
い
部
屋
で
少
女
が
大
と
遊
ん
で
ゐ
る

　
　
沼

木
造
館
の
上
に
よ
ご
れ
た
昶
虫
が
載
っ
て
ゐ
る

お
嬢
さ
ん
が
鉛
筆
を
持
っ
て
ゐ
る

　
　
河

福
っ
た
水
の
上
を
軍
艦
が
下
っ
て
ゐ
る

洋
館
の
屋
校
を
金
星
が
泳
い
で
ゐ
る

楷木

段の
で栗林

の
上
に
青
い
朝
日
が
登
っ
て
ゐ
る

熱
病
の
子
供
が
遊
ん
で
ゐ
る

　
こ
こ
に
は
晩
春
の
景
が
パ
ノ
ラ
マ
の
よ
う
な
広
が
り
と
展
開
を
み
せ
て
い
る
。

俳
句
と
詩
の
ジ
ャ
ン
ル
の
異
り
は
あ
る
が
、
「
連
作
」
に
よ
っ
て
そ
の
詩
想
の
拡
大

を
も
た
ら
し
た
の
は
、
全
く
同
じ
立
場
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
「
亜
」
が
「
詩
と
詩
論
」
の
前
身
で
あ
る
だ
け
に
、
こ
の
こ
と
は
大
い
に

注
目
に
価
す
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
誓
子
は
そ
の
後
、
「
近
代
俳
句
は
、
気
負
へ
る
そ
の
名
の
示
す
が
ご
と
く
、

断
乎
と
し
て
伝
統
俳
句
に
反
抗
し
、
こ
れ
に
対
し
て
は
微
塵
だ
も
社
節
を
弁
へ
な

い
・
近
代
と
伝
統
ご
』
の
両
者
は
つ
ひ
に
歴
史
的
な
対
立
で
あ
る
ご
戸
￥
ｙ

(ﾜ)

　
　
大
阪
駅
構
内

夏
草
に
汽
攘
車
の
車
輪
来
て
止
る

汽
曜
車
の
煙
鋭
き
夏
は
来
ぬ

汽
耀
車
の
真
が
ね
や
天
も
地
も
旱

汽
膿
車
の
車
輪
か
ら
か
ら
と
地
の
旱

夏
の
川
汽
車
の
車
輪
の
下
に
鳴
る

を
発
表
し
て
、
理
鉦
ど
そ
の
実
践
を
ゆ
る
ぎ
な
い
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。
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四

　
句
集
『
凍
港
』
と
詩
話
「
亜
」
、
そ
れ
は
と
も
に
「
近
代
」
の
名
を
背
負
っ
た
そ

れ
ぞ
れ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
先
駆
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
時
代
の
要
求
、
時
代
の
必

然
と
し
て
、
互
い
に
ど
こ
か
で
影
響
し
あ
い
な
が
ら
、
ま
さ
に
新
し
い
波
－
一

つ
は
新
興
俳
句
、
一
つ
は
現
代
詩
－
Ｉ
Ｉ
た
リ
得
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
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注桑
原
武
夫
「
第
二
芸
術
」
爪
世
界
」
十
一
月
号
・
昭
和
2
1
年
）

山
口
誓
子
『
凍
港
』
（
素
入
社
書
屋
刊
・
昭
和
７
年
）

詩
話
・
昭
和
３
年
９
月
に
春
山
行
夫
、
安
西
冬
衛
、
北
川
冬
彦
、
滝
口
武
士
ら
に
よ
っ
て

創
刊
さ
れ
た
季
刊
誌
。

伊
藤
信
吉
『
現
代
詩
の
鑑
賞
』
上
巻
（
新
潮
社
刊
・
昭
和
4
3
年
）

清
岡
卓
行
『
日
本
現
代
詩
史
』
３
（
右
文
書
院
刊
・
昭
和
4
8
年
）

栗
田
靖
『
山
口
誓
子
』
（
桜
楓
社
刊
・
昭
和
5
9
年
）

山
口
誓
子
「
茂
吉
の
下
流
」
（
「
短
歌
」
十
月
号
・
昭
和
3
1
年
）

山
口
誓
子
『
自
選
自
解
・
山
口
誓
子
句
集
』
（
自
派
社
刊
・
昭
和
4
4
年
）

桜
井
勝
美
『
一
〇
〇
万
人
の
現
代
詩
』
（
宝
文
館
刊
・
昭
和
6
1
年
）

平
畑
静
塔
『
近
代
俳
句
大
観
』
（
明
治
書
院
刊
・
昭
和
4
9
年
）

注
（
８
）
に
同
じ

山
口
誓
子
「
安
西
冬
衛
の
詩
業
」
（
「
俳
句
」
三
月
号
・
昭
和
4
1
年
）

北
川
冬
彦
「
詩
と
俳
句
」
（
朝
日
新
聞
・
昭
和
5
6
年
９
月
2
0
日
）

安
西
冬
衛
「
『
紬
靭
海
峡
と
蝶
』
界
隈
」
（
「
現
代
詩
」
　
一
月
号
・
昭
和
2
3
年
）

安
西
冬
衛
「
現
代
詩
に
つ
い
て
」
（
「
三
立
評
論
」
七
月
号
・
昭
和
3
1
年
）

本
人
よ
り
直
接

拙
稿
「
研
究
ノ
ー
ト
」
欄
（
朝
日
新
聞
・
昭
和
5
6
年
）

注
（
６
）
に
同
じ

中
野
喜
一
　
『
現
代
詩
物
語
』
（
有
斐
閣
刊
・
昭
和
5
3
年
）

（
2
0
）
　
山
口
誓
子
「
わ
が
小
さ
き
芸
術
観
」
（
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
　
一
月
号
・
大
正
1
5
年
）

（
2
1
）
　
山
本
健
吉
『
現
代
俳
句
』
下
（
角
川
書
店
刊
・
昭
和
2
7
年
）

（
2
2
）
　
拙
稿
「
山
口
誓
子
」
（
『
近
代
文
学
研
究
』
―
「
国
文
学
・
解
釈
と
鑑
賞
」
別
冊
、
至
文
堂

　
　
　
刊
・
昭
和
6
1
年
）

（
2
3
）
　
拙
稿
「
俳
句
と
現
代
詩
」
（
「
国
文
学
」
ト
二
月
増
刊
号
・
学
燈
社
・
昭
和
5
9
年
）

（
2
4
）
　
注
（
1
2
）
に
同
じ

（
2
5
）
　
注
（
６
）
に
同
じ

（
2
6
）
　
同
前

（
2
7
）
　
北
川
冬
彦
「
詩
と
俳
句
」
（
２
）
（
朝
日
新
聞
・
昭
和
5
6
年
９
月
1
0
ロ
）

（
2
8
）
　
松
井
利
彦
『
昭
和
俳
句
研
究
』
（
桜
楓
社
刊
・
昭
和
5
4
年
）

（
卯
一
）
　
山
口
誓
子
「
近
代
俳
句
小
論
」
ｌ
ｆ
機
関
車
の
詩
－
（
大
阪
毎
日
新
聞
・
昭
和
９
年
５

　
　
　
月
1
9
日
）

（
3
0
）
　
山
口
誓
子
「
連
作
是
」
（
「
俳
句
研
究
」
十
月
号
・
昭
和
９
年
）
に
、

　
　
　
　
連
作
俳
句
を
単
作
俳
句
の
延
長
線
上
の
新
領
域
と
見
る
。

　
　
　
　
ｏ
「
個
」
か
ら
「
全
」
ヘ
ー
連
作
俳
句
の
「
個
」
に
は
季
題
が
絶
対
に
必
要
だ
。
／
連

　
　
　
　
　
作
俳
句
の
「
個
」
の
独
立
性
は
絶
対
必
要
だ
。
／
詩
と
の
限
界
を
厳
正
に
。
「
白
山
詩

　
　
　
　
　
へ
の
危
機
」
を
警
戒
せ
よ
、
俳
句
は
裁
断
詩
で
あ
る
が
、
自
由
詩
の
断
片
で
は
な

　
　
　
　
　
い
。

　
　
　
と
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
昭
和
6
3
・
９
・
3
0
受
理
ｊ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
本
学
教
授
・
国
文
学
）
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