
’
本
書
は
、
萩
原
朔
太
郎
の
初
期
の
短
歌
と
、
そ
れ
に
続
く
詩
を
晩
年
に
至

る
ま
で
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
著
者
の
方
法
論
は
終
始
一
貫
し
て
お
り
、
頑

な
な
ま
で
に
作
品
を
論
証
の
正
面
に
据
え
、
一
享
受
者
と
し
て
の
姿
勢
を
崩

し
て
い
な
い
。
そ
の
態
度
は
ま
る
で
偉
大
な
師
の
前
に
羽
織
袴
で
坐
っ
た
弟

子
の
よ
う
に
謙
虚
で
あ
る
。

著
者
は
自
己
の
研
究
態
度
を
明
確
に
す
る
た
め
、
二
つ
の
「
序
説
」
で
作

品
に
向
う
視
点
の
位
置
と
論
証
す
る
姿
勢
に
つ
い
て
述
べ
る
。
ま
ず
第
一
に

朔
太
郎
の
作
品
を
享
受
す
る
側
の
客
観
的
態
度
の
必
要
性
を
強
張
し
、
各
詩

作
品
を
一
個
の
完
成
し
た
文
学
と
見
て
、
個
別
の
作
品
を
厳
密
に
考
察
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
著
者
は
そ
こ
で
次
の
よ
う
に
自
ら
の
立
場
を
鮮

明
に
し
て
い
る
。

享
受
の
前
提
と
し
て
、
自
ら
の
〈
状
況
論
的
判
断
〉
に
よ
る
偏
り
を
朔

太
郎
文
学
と
の
関
係
に
お
い
て
相
対
化
し
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
ま
ず
、

マ
マ

朔
太
郎
の
作
品
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
も
つ
〈
状
況
〉
を
そ
れ
身
体
と
し

て
か
ん
が
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

平
田
利
晴
著

『
萩
原
朔
太
郎
の
文
学
」
を
読
む

1

冬

ろ

佐
藤
房
儀

こ
の
こ
と
は
著
者
が
作
品
論
を
展
開
す
る
に
際
し
て
、
個
々
の
作
品
の
独

立
性
を
強
張
す
る
立
場
に
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て

朔
太
郎
の
文
学
を
、
そ
の
〈
状
況
〉
の
側
か
ら
で
は
な
く
、
朔
太
郎
の

文
学
そ
の
も
の
の
側
に
可
能
な
か
ぎ
り
即
し
て
か
ん
が
え
て
み
よ
う
と

・
い
う
の
が
、
本
書
の
目
的
で
あ
る
。

と
、
論
究
の
前
提
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
。
こ
の
立
場
か
ら
著
者
は
一
篇
々
食

の
詩
に
つ
い
て
考
究
し
、
さ
ら
に
詩
集
と
い
う
ま
と
ま
り
に
於
い
て
ど
の
よ

う
に
統
一
し
た
観
察
が
導
き
出
さ
れ
る
か
、
ま
た
詩
集
を
編
む
朔
太
郎
の
立

場
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
探
っ
て
行
く
。

著
者
は
、
作
品
を
理
解
す
る
た
め
に
、
次
の
よ
う
な
研
究
姿
勢
を
と
る
。

い
わ
ゆ
る
〃
萩
原
朔
太
郎
″
と
い
う
人
物
と
、
個
々
の
作
品
に
い
る

〃
萩
原
朔
太
郎
″
と
を
、
と
り
あ
え
ず
切
り
は
な
し
て
か
ん
が
え
て
み

よ
う
と
お
も
う
。
後
者
の
〃
萩
原
朔
太
郎
″
を
か
り
に
〃
産
出
主
体
″

と
呼
ぶ
と
す
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
〃
萩
原
朔
太
郎
な
る
人
物
″
と
、
個
均

の
作
品
の
〃
産
出
主
体
と
し
て
の
萩
原
朔
太
郎
″
と
は
、
お
そ
ら
く
複

、
、

数
の
人
物
の
関
係
ほ
ど
に
へ
だ
た
っ
た
別
人
の
は
ず
で
あ
ろ
う
。
し
か

も
、
〃
産
出
主
体
と
し
て
の
萩
原
朔
太
郎
″
は
、
作
品
の
ひ
と
つ
ひ
と

つ
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
作
品
に
特
有
の
〃
産
出
主
体
と
し
て

の
萩
原
朔
太
郎
″
で
あ
る
は
ず
で
、
そ
の
位
相
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
微
妙
、

あ
る
い
は
決
定
的
に
、
こ
と
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
著
者
は
、
個
左
の
詩
の
作
者
と
、
そ
れ
を
全
体
的
に
統
一

す
る
作
者
と
を
分
け
て
考
え
て
い
る
。
著
者
は
厳
密
に
作
品
の
独
立
性
を
考

え
て
、
「
産
出
主
体
」
と
い
う
耳
馴
れ
な
い
言
葉
を
創
造
し
た
。
そ
し
て
、
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こ
こ
で
本
書
の
内
容
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
る
。
著
者
は
ま
ず
朔
太
郎
の

文
学
上
の
出
発
と
な
っ
た
短
歌
に
つ
い
て
論
じ
、
未
成
熟
に
終
っ
た
短
歌
の

創
作
を
、
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
。

『
萩
原
朔
太
郎
の
文
学
』
を
読
む

同
一
人
物
の
手
に
な
る
作
品
を
、
単
鈍
に
、
そ
れ
よ
り
以
前
の
彼
（
彼

女
）
の
作
品
の
帰
結
と
み
る
こ
と
も
で
き
な
い
し
、
そ
れ
よ
り
以
後
に

、
、

書
か
れ
た
作
品
の
前
兆
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
も
誤
謬
を
含
む
の
だ
。

と
説
く
。
こ
の
よ
う
な
著
者
の
立
論
の
前
提
を
十
分
に
理
解
し
て
お
か
な
い

と
、
本
書
を
読
み
進
ん
で
行
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
特
に
「
産
出
主
体
」
と

言
う
言
葉
は
、
著
者
の
立
論
の
根
本
に
あ
り
、
こ
の
意
味
を
確
実
に
抱
握
し

て
お
く
必
要
が
あ
る
。

「
本
論
」
は
四
章
に
分
か
れ
、
ま
ず
初
期
の
短
歌
と
「
愛
憐
詩
篇
」
に
つ

い
て
触
れ
、
次
に
『
月
に
吠
え
る
』
へ
、
更
に
『
青
猫
』
と
「
青
猫
以
後
」

を
論
じ
、
最
後
に
「
郷
土
望
景
詩
」
か
ら
『
氷
島
』
に
至
っ
て
閉
じ
る
。
し

か
も
そ
こ
で
は
、
生
活
人
萩
原
朔
太
郎
や
詩
人
の
個
性
は
問
題
と
せ
ず
、
あ

く
ま
で
も
作
品
そ
の
も
の
に
則
し
て
論
じ
て
い
る
。

ま
た
、
著
者
の
考
察
上
最
も
與
味
の
あ
る
点
は
詩
型
の
変
化
に
あ
る
。
朔

太
郎
は
短
歌
を
創
作
し
、
つ
い
で
「
愛
憐
詩
篇
」
の
文
語
自
由
詩
と
な
り
、

そ
れ
が
『
月
に
吠
え
る
』
か
ら
「
青
猫
以
後
」
の
口
語
自
由
詩
に
変
じ
、
最

後
に
再
度
「
郷
土
望
景
詩
」
や
『
氷
島
』
の
文
語
詩
を
書
い
た
。
そ
の
よ
う

に
変
化
し
た
原
因
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い
う
疑
問
は
、
著
者
の
最
大
の
関

心
事
で
あ
り
、
本
書
を
貫
く
重
要
な
問
題
提
起
で
あ
る
。

２

勺

甲

彼
は
、
・
短
歌
三
十
一
音
五
七
定
型
律
と
の
対
時
角
逐
を
し
て
い
な
か
っ

た
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
そ
の
歌
語
も
〈
宣
叙
〉
域
の
ま
ま
に
お
か
れ
、

彼
独
自
の
歌
語
を
創
造
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
と
ら
え
ら
れ
な
か
っ
た
。

、
、
、
、

こ
の
か
ぎ
り
で
、
朔
太
郎
は
、
短
歌
定
型
に
拒
絶
さ
れ
、
そ
の
結
果
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

口
語
自
由
詩
形
を
選
ぶ
よ
り
ほ
か
な
か
っ
た
の
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

著
者
は
筑
摩
書
房
版
『
萩
原
朔
太
郎
全
集
』
で
初
め
て
採
録
さ
れ
た
、
朔

太
郎
の
自
筆
歌
集
『
ソ
ラ
イ
ロ
ノ
ハ
ナ
』
な
ど
に
も
目
を
通
し
、
朔
太
郎
の

短
歌
全
般
を
観
察
し
な
が
ら
、
短
歌
が
成
熟
に
至
ら
ず
、
必
然
的
に
詩
へ
と

移
向
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
点
を
説
き
明
か
す
。
著
者
は
短
歌
を
叙
述

面
か
ら
切
り
込
ん
で
お
り
、
新
し
い
方
法
論
を
展
開
し
て
い
る
。
短
歌
だ
け

で
は
な
く
詩
に
お
い
て
も
、
同
じ
く
作
品
の
叙
述
法
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
論
を
進
め
て
い
る
が
、
こ
の
方
法
は
独
創
的
で
あ
り
本
書
の
論
述
展
開

の
中
心
を
な
し
て
い
る
。

「
愛
憐
詩
篇
」
論
で
は
、
大
衆
的
な
魅
力
を
も
つ
作
品
が
自
己
愛
に
発
し

て
お
り
、
そ
れ
は
前
期
の
作
品
に
多
く
見
ら
れ
る
と
論
じ
る
。
ま
た
そ
れ
に

比
需
へ
て
後
期
の
作
品
は
芸
術
的
完
成
度
が
高
い
と
い
う
。
し
か
し
こ
こ
で
著

者
は
前
期
の
作
を
決
し
て
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
甘
さ
を
認
め
つ
つ

も
捨
て
難
い
魅
力
が
あ
る
と
い
う
意
見
に
賛
同
し
て
い
る
。

次
に
『
月
に
吠
え
る
」
の
魅
力
を
、
次
の
よ
う
な
点
に
認
め
る
。

《
病
ま
ず
あ
り
な
が
ら
病
ん
で
い
、
病
ん
で
い
な
が
ら
病
ま
ず
あ
る
》

と
い
っ
た
錯
雑
し
た
一
面
を
『
月
に
吠
え
る
』
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
も
っ

て
お
り
、
ま
た
、
産
出
主
体
自
身
も
、
そ
う
い
う
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
の
か

か
わ
り
、
表
象
の
位
置
と
い
っ
た
も
の
を
確
定
し
き
れ
ず
錯
雑
さ
せ
て
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い
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
考
え
を
さ
ら
に
押
し
進
め
て
、
『
月
に
吠
え
る
』
に
「
イ
マ
ー
ジ
ュ

の
脆
弱
」
を
み
る
。
そ
し
て
個
別
作
品
の
結
句
を
品
詞
分
類
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
『
月
に
吠
え
る
』
の
作
品
が
「
自
己
充
足
的
な
幻
影
の
吐
露
」
で
あ

り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
享
受
者
は
「
切
実
さ
に
心
を
う
た
れ
る
」
と
い
う
。
こ

の
意
見
に
は
大
い
に
同
感
し
た
。

著
者
は
さ
ら
に
論
を
進
め
て
、

一
見
、
日
常
生
活
者
朔
太
郎
の
実
生
活
的
し
？
ヘ
ル
で
の
心
情
吐
露
の
よ

う
に
み
え
る
口
吻
を
多
用
し
て
、
そ
れ
ら
し
く
見
せ
か
け
る
。
だ
か
ら
、

享
受
者
が
十
全
な
か
た
ち
で
詩
篇
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
へ
転
移
し
き
ら
な
く

と
も
、
そ
れ
は
そ
れ
で
自
分
の
実
生
活
的
な
想
念
と
重
ね
あ
わ
せ
て
享

受
で
き
る
の
で
あ
る
。
享
受
者
は
、
い
わ
ば
、
詩
篇
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
の

世
界
と
自
分
の
実
生
活
的
し
ゞ
ヘ
ル
で
の
想
念
の
は
ざ
ま
で
『
月
に
吠
え

る
』
を
享
受
す
る
の
だ
。

と
述
、
へ
、
そ
こ
に
『
月
に
吠
え
る
』
の
魅
力
の
秘
密
を
見
る
。
た
し
か
に
こ

の
意
見
の
通
り
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
ま
で
論
を
進
め
る
と
何
も
『
月
に
吠
え

る
』
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
芸
術
作
品
一
般
の
享
受
に
つ
い
て
も
言
え

る
の
で
は
な
い
か
。
む
し
ろ
こ
の
意
見
を
前
提
と
し
た
上
で
、
著
者
の
言
う

『
月
に
吠
え
る
』
に
見
ら
れ
る
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
脆
弱
」
へ
と
論
じ
て
行
く

べ
き
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
『
月
に
吠
え
る
』
論
の
二
節
、
三
節
は
、
本
吉
に
於
い
て

著
者
が
も
っ
と
も
力
を
入
れ
た
論
考
で
あ
り
、
著
者
の
力
量
を
十
分
に
発
輝

し
た
処
で
、
そ
れ
だ
け
に
書
き
す
ぎ
て
し
ま
っ
た
点
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
こ

し

６
三

こ
で
は
本
書
全
体
の
テ
ー
マ
で
あ
る
、

口
語
詩
篇
が
、
総
じ
て
、
産
出
主
体
内
部
の
世
界
と
こ
れ
に
向
け
ら
れ

た
詠
嘆
の
詩
で
あ
る
こ
と
、
文
語
詩
篇
が
、
総
じ
て
、
外
在
的
な
世
界

と
こ
れ
に
向
け
ら
れ
た
詠
嘆
の
詩
で
あ
る
こ
と
。

と
言
っ
た
見
解
を
明
ら
か
に
す
る
。

『
青
猫
』
に
つ
い
て
は
、
詩
篇
創
作
時
期
に
み
ら
れ
る
中
断
期
に
注
目
し

て
、
そ
の
時
期
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
層
の
「
表
現
対
象
領
域
の
拡
充
」

が
な
さ
れ
、
そ
の
結
果
「
青
猫
以
後
」
の
作
品
に
見
ら
れ
る
成
熟
が
も
た
ら

さ
れ
た
、
と
説
く
部
分
に
最
も
興
味
を
も
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
成
熟
は
、

自
ら
の
あ
り
よ
う
を
日
常
現
実
的
な
視
野
に
お
い
て
と
ら
え
る
と
い
う

認
識
の
幅
を
獲
得
し
た
朔
太
郎
が
、
自
ら
の
内
部
心
象
を
も
対
他
的
な

視
野
の
も
と
に
表
象
す
る
表
現
対
象
領
域
の
充
実
を
、
実
作
品
に
お
い

て
み
ご
と
に
は
た
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
。

と
し
て
、
朔
太
郎
の
視
野
の
拡
が
り
を
説
明
す
る
。
だ
が
そ
れ
に
よ
り
、

自
己
の
内
部
心
象
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
化
を
そ
ぎ
お
と
さ
れ
る
性
質
を
か
か

え
こ
ん
で
し
ま
っ
た
。

と
追
論
し
、
『
月
に
吠
え
る
』
か
ら
「
青
猫
以
後
」
に
至
る
ま
で
の
口
語
自

由
詩
作
品
に
共
通
な
、
「
対
他
的
な
視
野
を
欠
く
」
と
い
う
「
致
命
的
な
欠

落
点
を
も
っ
て
」
い
る
と
し
て
、
「
青
猫
以
後
」
の
成
熟
は
「
ま
さ
し
く

〃
幻
の
成
熟
″
で
あ
っ
た
」
と
結
論
づ
け
る
。
そ
う
は
言
っ
て
も
、
著
者
は

「
青
猫
以
後
」
の
作
品
の
価
値
を
否
定
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
む
し
ろ
逆

で
あ
る
。
著
者
は
、
朔
太
郎
の
詩
が
内
包
し
て
い
る
も
の
と
内
包
し
き
れ
な

か
っ
た
も
の
を
明
確
に
し
て
、
単
純
な
賛
美
に
終
る
こ
と
を
避
け
て
い
る
の

1
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著
者
の
朔
太
郎
の
詩
に
向
う
姿
勢
は
非
常
に
厳
格
で
あ
り
、
作
品
の
根
本

問
題
を
徹
底
的
に
論
じ
よ
う
と
す
る
。
そ
の
為
に
自
己
を
客
観
的
な
立
場
に

置
き
、
絶
え
ず
冷
静
な
享
受
者
と
し
て
の
姿
勢
を
失
う
ま
い
と
し
て
い
る
。

著
者
は
朔
太
郎
の
詩
の
魅
力
に
囚
わ
れ
て
立
論
の
場
を
暖
昧
に
し
、
賛
美
者

と
し
て
安
易
な
主
観
に
入
り
込
ん
で
し
ま
う
こ
と
を
極
端
な
ま
で
に
避
け
る
。

著
者
は
論
じ
る
対
象
を
詩
に
限
定
し
、
そ
こ
か
ら
離
れ
ぬ
よ
う
に
努
め
て
い

る
。
著
者
の
態
度
は
、
審
美
的
で
あ
り
、
哲
学
的
で
す
ら
あ
る
。

だ
が
、
著
者
の
論
述
の
方
法
と
文
体
は
、
あ
ま
り
に
厳
格
で
あ
ろ
う
と
す

『
萩
原
朔
太
郎
の
文
学
』
を
読
む

で
あ
る
。

「
郷
土
望
景
詩
」
か
ら
『
氷
島
』
に
至
る
文
語
詩
に
つ
い
て
は
、
「
自
己

の
外
側
に
あ
る
対
象
に
む
け
て
心
情
を
吐
露
し
た
も
の
で
あ
る
」
が
、
「
そ

の
心
情
も
ま
た
外
在
的
な
世
界
に
か
ら
め
と
ら
れ
て
し
ま
」
い
、
そ
の
結
果

文
語
に
よ
る
詩
と
し
て
現
わ
れ
た
の
だ
と
論
じ
る
。
そ
し
て
朔
太
郎
の
詩
が
、

あ
ま
っ
た
れ
た
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
、
現
実
認
識
と
自
己
認
識
の
あ
ま
さ
を
も

っ
て
い
て
こ
そ
、
『
月
に
吠
え
る
』
期
の
自
己
存
在
の
不
安
感
や
『
青

猫
』
後
半
期
以
後
の
口
語
詩
系
詩
篇
に
み
ら
れ
る
無
為
が
、
他
の
追
随

を
ゆ
る
さ
な
い
稀
有
の
詩
的
成
熟
を
み
せ
た
。

と
言
う
。
こ
の
「
郷
士
望
景
詩
」
論
も
非
常
に
力
が
籠
っ
て
い
て
、
朔
太
郎

に
と
っ
て
〃
望
景
″
と
い
う
こ
と
が
何
ん
で
あ
り
、
作
品
に
ど
の
よ
う
に
反

映
さ
れ
て
い
る
か
を
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。

以
上
が
大
ま
か
な
内
容
で
あ
る
。

Q
J
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鑓

る
姿
勢
に
呪
縛
さ
れ
、
既
に
引
例
し
た
幾
つ
か
の
文
章
に
よ
っ
て
も
推
察
さ

れ
る
如
く
、
煩
墳
で
回
り
く
ど
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
文
体
は
自
己

中
心
的
な
印
象
を
与
え
、
読
者
に
理
解
を
強
要
す
る
か
の
如
く
で
あ
る
。
た

と
え
ば
著
者
は
、
厳
密
に
作
品
に
向
お
う
と
す
る
姿
勢
か
ら
「
産
出
主
体
」

と
い
う
、
特
殊
な
馴
染
み
の
な
い
語
句
を
創
造
し
た
。
こ
の
耳
馴
れ
な
い
造

語
は
、
読
み
進
み
な
が
ら
し
ば
し
ば
戸
惑
い
、
馴
れ
る
ま
で
相
当
の
時
間
を

要
し
た
。
こ
の
語
句
に
対
す
る
読
者
側
の
努
力
は
一
応
別
問
題
と
し
て
も
、

個
々
の
詩
を
創
作
す
る
立
場
を
す
べ
て
分
け
よ
う
と
す
る
論
法
そ
の
も
の
に

問
題
は
あ
り
は
し
な
い
か
。
論
証
す
る
詩
の
作
者
は
萩
原
朔
太
郎
と
い
う
人

物
一
人
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
こ
そ
口
語
詩
や
文
語
詩
と
い
う
風
に
創
作
時
期

に
よ
る
分
類
が
出
来
、
そ
れ
ら
の
創
作
者
朔
太
郎
の
精
神
が
考
え
ら
れ
、
著

者
の
「
内
在
的
な
世
界
は
口
語
で
、
外
在
的
な
世
界
は
文
語
で
、
そ
れ
ぞ
れ

形
象
さ
れ
る
」
と
言
う
理
論
が
導
き
出
さ
れ
る
訳
で
あ
る
。
あ
ま
り
に
一
篇

一
篇
の
独
立
性
に
注
目
し
す
ぎ
る
と
、
一
冊
の
詩
集
を
、
ま
た
同
一
時
期
の

作
品
を
観
察
す
る
立
場
に
矛
盾
を
来
す
こ
と
に
な
り
わ
し
な
い
か
。

ま
た
「
産
出
主
体
」
と
言
う
語
句
と
同
じ
く
ら
い
に
、
「
対
時
角
逐
」
と

か
「
日
常
現
実
的
」
と
か
言
う
語
も
、
同
一
・
ヘ
ー
ジ
に
幾
つ
と
な
く
頻
出
す

る
が
、
こ
れ
ら
も
ど
う
に
も
理
解
し
ず
ら
く
読
み
難
く
か
つ
た
。

著
者
は
「
杼
情
主
体
」
と
い
う
語
句
も
使
用
し
て
い
る
が
、
こ
の
同
じ
言

葉
を
筆
者
も
別
な
意
味
で
使
っ
て
い
る
。
初
め
て
使
っ
た
の
は
昭
和
四
十
二

年
三
月
の
『
国
文
学
研
究
』
に
載
せ
た
「
萩
原
朔
太
郎
詩
研
究
」
と
い
う
小

文
で
あ
る
。
小
説
の
場
合
、
主
人
公
（
胃
８
）
と
か
女
主
人
公
舎
の
Ｈ
○
日
の
）

と
か
言
う
言
葉
が
あ
る
が
、
詩
に
は
そ
の
よ
う
な
用
語
は
な
く
へ
詩
中
の

五
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「
私
」
と
か
主
人
公
に
あ
た
る
も
の
は
、
み
な
創
作
者
で
あ
る
詩
人
と
同
一

で
あ
る
と
看
倣
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
詩
も
創
作
で
あ
り
、
必
ず
し
も
詩

中
の
「
私
」
が
創
作
者
そ
の
人
と
は
限
ら
な
い
。
そ
の
点
西
欧
で
は
与
国
ｏ

胃
Ｈ
Ｏ
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
灰
聞
し
た
。
そ
れ
を
〃
詩
中
の

主
人
公
″
と
し
た
の
で
は
ど
う
も
間
が
抜
け
て
し
ま
う
、
そ
こ
で
〃
杼
情
主

体
″
と
い
う
風
に
造
語
し
て
み
た
の
で
あ
る
。
本
書
の
著
者
に
も
一
考
い
た

だ
け
た
ら
と
願
っ
て
い
る
。

再
び
本
題
に
戻
る
と
、
ど
う
み
て
も
著
者
の
用
語
及
び
運
筆
の
未
成
熟
に

よ
っ
て
、
文
意
を
殊
更
小
難
し
く
し
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
場
合
も
、
多
々

あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
な
い
で
は
置
け
な
い
。
た
と
え
ば
、

言
語
主
体
も
、
歴
史
的
社
会
的
過
去
の
帰
結
的
総
体
と
し
て
の
実
在
で

あ
る
が
、
ふ
だ
ん
は
、
そ
れ
が
個
別
的
現
象
的
な
相
を
と
る
現
代
的
状

況
に
お
お
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
言
葉
の
二
重
性
と
の
角
逐
が
な
い

か
ぎ
り
、
現
代
的
状
況
は
普
遍
的
な
現
代
的
現
実
化
さ
れ
な
い
の
だ
が
、

も
し
か
り
に
言
葉
の
二
重
性
と
の
角
逐
を
エ
ス
ケ
ー
プ
し
て
も
、
口
語

は
現
代
的
状
況
を
表
層
に
ま
と
っ
て
い
る
た
め
に
、
言
語
主
体
は
、
個

別
的
現
象
に
す
ぎ
な
い
自
ら
の
言
語
表
出
に
た
い
し
て
歴
史
的
社
会
的

普
遍
性
を
も
つ
か
の
よ
う
な
錯
角
に
お
ち
い
り
や
す
い
。

こ
の
文
章
は
い
っ
た
い
何
を
言
う
と
し
て
い
る
の
か
。
今
、
書
写
と
い
う

作
業
を
し
て
み
て
も
内
容
は
ぼ
ん
や
り
と
し
か
理
解
出
来
な
い
。
何
か
生
半

可
な
哲
学
青
年
の
生
硬
な
文
章
を
読
ん
で
い
る
よ
う
で
、
熟
れ
な
い
も
の
が

ど
う
し
て
も
残
る
。
し
か
も
引
例
は
特
別
に
気
に
な
る
部
分
を
書
き
抜
い
た

の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
文
体
が
続
い
た
の
で
は
、
全
文
通
読
し
ろ
と
い

心

Z

う
方
が
無
理
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

近
代
の
批
評
文
が
、
難
解
を
街
う
こ
と
で
一
種
の
権
威
を
持
っ
て
い
た
こ

と
も
、
馬
鹿
ら
し
い
が
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
読
者
の
側
で
も
理
解
し
ず
ら

け
れ
ば
し
ず
ら
い
ほ
ど
、
有
り
難
く
思
う
傾
向
が
い
ま
で
も
少
々
残
っ
て
い

る
。
し
か
し
こ
れ
は
お
粗
末
な
話
で
あ
る
。
文
章
を
活
字
化
し
て
世
に
問
う

の
は
読
者
あ
っ
て
の
行
為
で
あ
り
、
書
き
手
は
読
者
に
様
壺
な
人
間
が
い
る

こ
と
を
深
く
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・

文
体
の
問
題
と
も
関
連
す
る
こ
と
で
、
著
者
の
誠
実
さ
が
負
の
作
用
を
し

て
い
る
よ
う
に
思
え
る
場
合
が
あ
る
の
は
非
常
に
残
念
で
あ
る
。
著
者
は
こ

れ
ま
で
の
朔
太
郎
研
究
者
の
意
見
を
参
考
に
し
、
そ
れ
ら
を
正
確
に
引
例
し

て
論
を
進
め
て
い
る
。
こ
れ
は
研
究
者
と
し
て
当
然
の
態
度
で
あ
る
。
し
か

し
細
か
い
用
語
に
至
る
ま
で
、
い
ち
い
ち
〈
〉
に
よ
っ
て
区
別
し
て
文
章

を
作
成
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
あ
ま
り
に
引
例
を
正
確
に
し
よ
う

と
し
て
、
ど
こ
ま
で
が
先
行
者
の
意
見
で
、
ど
こ
か
ら
が
著
者
の
意
見
な
の

か
理
解
し
ず
ら
く
な
っ
た
個
所
も
あ
る
。
も
っ
と
自
由
に
自
己
の
意
見
を
展

開
す
る
よ
う
な
論
理
構
成
に
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

上
記
の
点
は
、
全
体
の
論
旨
の
展
開
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
著
者
は
こ
れ

だ
け
朔
太
郎
の
作
品
を
考
察
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
集
の
も

つ
魅
力
と
欠
点
を
著
者
自
身
の
言
葉
で
明
言
す
る
・
へ
き
で
あ
る
。
た
と
え
ば

『
氷
島
』
を
囲
る
好
悪
の
評
価
に
し
て
も
、
著
者
は
両
者
の
意
見
に
十
分
な

理
解
を
示
す
。
し
か
し
著
者
自
身
が
朔
太
郎
の
業
績
の
中
で
こ
の
詩
集
を
ど

の
よ
う
に
位
置
付
け
て
い
る
の
か
と
い
っ
た
肝
腎
な
見
解
は
述
雪
へ
ら
れ
ず
、

当
り
障
り
の
な
い
結
論
に
な
う
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
な
ど
も
、
核
心
を

ユ
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明
確
に
述
べ
る
べ
き
で
あ
る
。

著
者
の
真
華
な
姿
勢
が
わ
か
れ
ば
わ
か
る
ほ
ど
、
文
体
と
執
筆
態
度
の
問

題
は
再
考
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
文
章
も
読
者
に
理
解
し
や
す
く
な
る

よ
う
に
推
敲
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

「
賊
文
」
に
よ
れ
ば
、
本
書
は
著
者
の
属
し
て
い
た
学
界
の
雑
誌
等
へ
発

表
し
た
論
文
を
、
「
む
し
ろ
書
き
な
お
し
も
同
然
に
な
っ
た
」
ほ
ど
斧
鋏
を

加
え
て
、
一
言
に
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
近
年
の
研
究
書

な
る
も
の
が
、
し
ば
し
ば
何
の
脈
絡
の
な
い
論
文
を
集
め
て
一
書
に
し
た
も

の
で
あ
り
な
が
ら
、
あ
た
か
も
統
一
し
た
書
物
の
ご
と
き
書
名
に
よ
っ
て
読

者
を
欺
い
た
り
、
時
に
よ
る
と
内
容
が
重
復
す
る
論
文
を
か
ま
わ
ず
に
収
め

て
い
る
よ
う
な
場
合
す
る
見
ら
れ
る
に
比
筆
へ
て
、
本
書
に
は
単
発
論
文
の
寄

『
萩
原
朔
太
郎
の
文
学
』
を
読
む

？

●

せ
集
め
と
い
っ
た
安
易
さ
は
何
処
に
も
な
く
、
テ
ー
マ
も
統
一
さ
れ
、
朔
太

郎
の
詩
の
全
体
像
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
熱
意
に
充
ち
て
い
る
。
ま
た
詩
を

観
察
す
る
に
際
し
て
も
、
全
集
の
草
稿
詩
篇
に
ま
で
十
分
目
を
配
っ
て
い
る
。

こ
れ
な
ど
は
著
者
の
研
究
態
度
が
、
い
か
に
真
面
目
で
あ
る
か
語
っ
て
い
る
。

全
体
を
通
読
し
て
感
じ
ら
れ
る
こ
と
は
、
何
に
よ
り
も
著
者
の
朔
太
郎
の

詩
作
品
に
対
す
る
観
察
が
若
々
し
い
純
粋
な
情
熱
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
と
、
新
ら
し
い
研
究
方
法
を
開
拓
し
よ
う
と
す
る
意
気
込
み
で
あ
る
。

加
え
て
、
著
者
の
朔
太
郎
の
作
品
を
研
究
す
る
根
本
に
対
象
と
な
る
作
品
へ

の
深
い
共
感
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
何
よ
り
好
感
を
与
え
る
。

（
昭
和
五
十
六
年
十
一
月
、
桜
楓
社
刊
。
定
価
四
八
○
○
円
）

（
さ
と
う
・
ふ
さ
よ
し
中
京
大
学
教
授
）
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