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現
代
詩
論
考
に
歴
史
認
識
と
思
索
力
を
与
え
る
人

　
芳
賀
章
内
詩
論
集
『
詩
的
言
語
の
現
在
』
に
寄
せ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
木
比
佐
雄
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芳
賀
章
内
さ
ん
の
本
書
の
原
稿
を
読
み
な
が
ら
、
私
は
北
川
冬
彦

と
い
う
詩
人
が
昭
和
初
期
に
日
本
の
現
代
詩
を
創
り
出
し
た
類
ま
れ

な
詩
人
・
詩
運
動
家
で
あ
り
、
現
代
詩
に
与
え
た
影
響
の
深
さ
と
広

が
り
を
再
認
識
さ
せ
ら
れ
た
。
ま
た
北
川
冬
彦
の
構
想
し
実
践
し
た

「
新
現
実
主
義
（
ネ
オ
・
リ
ア
リ
ズ
ム
）」
を
含
め
た
詩
論
の
課
題

に
対
し
て
、
芳
賀
さ
ん
が
詩
誌
「
鮫
」
で
論
考
し
て
き
た
文
体
の
魅

力
に
心
惹
か
れ
て
し
ま
っ
た
。
芳
賀
さ
ん
の
詩
論
に
は
、
思
索
す
る

こ
と
の
生
々
し
い
格
闘
や
痕
跡
が
伝
わ
っ
て
き
て
、
早
急
に
結
論
に

向
か
う
の
で
は
な
く
、
じ
っ
く
り
他
者
の
思
考
や
困
難
な
現
在
的
な

課
題
を
浮
き
彫
り
に
し
な
が
ら
、
そ
の
問
い
を
自
己
の
内
部
で
対
話

（
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
）
さ
せ
る
粘
り
強
い
リ
ア
リ
ズ
ム
の
精
神
が
存
在

す
る
と
感
じ
た
。

　

私
は
一
九
九
〇
年
に
嵯
峨
信
之
さ
ん
の
「
詩
学
」
の
依
頼
で
詩
誌

月
評
を
担
当
し
て
い
て
、
毎
月
全
国
の
詩
誌
を
読
み
続
け
て
い
た
。

そ
の
中
に
詩
誌
「
時
間
」
が
あ
っ
た
。
北
川
冬
彦
が
亡
く
な
っ
た
こ

と
を
告
げ
て
い
た
終
刊
号
で
あ
り
追
悼
号
で
あ
っ
た
と
記
憶
し
て
い

る
。
昭
和
初
期
の
「
詩
と
詩
論
」
や
「
詩
・
現
実
」
を
創
刊
し
た
詩

人
の
訃
報
を
知
り
、
そ
の
「
時
間
」
と
い
う
名
前
に
込
め
た
北
川
冬

彦
と
い
う
詩
人
の
詩
作
や
詩
論
を
い
つ
か
探
り
た
い
と
願
っ
て
い
た
。

　

例
え
ば
金
子
光
晴
の
評
論
「
現
代
詩
と
詩
人
の
立
場
」
を
読
む

と
、
北
川
冬
彦
の
詩
と
詩
論
の
評
価
は
「
今
ま
で
の
詩
と
そ
の
方

法
に
頼
ら
な
い
で
、
現
実
と
の
新
し
い
つ
な
が
り
を
究
明
し
て
き

た
」
と
小
野
十
三
郎
や
草
野
心
平
な
ど
と
共
に
最
高
級
の
評
価
を
与

え
ら
れ
て
い
て
、
北
川
の
人
物
描
写
も
真
実
が
描
か
れ
て
い
る
よ
う

に
感
じ
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
戦
後
に
出
て
き
た
鮎
川
信
夫
、
吉
本
隆

明
、
大
岡
信
た
ち
の
評
価
は
、
全
く
逆
で
過
去
の
遺
物
の
よ
う
な
モ

ダ
ニ
ズ
ム
詩
の
中
心
人
物
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
私
は

そ
の
三
人
の
批
評
家
た
ち
の
視
線
が
、
北
川
冬
彦
と
い
う
詩
人
の
詩

や
詩
論
に
対
し
て
眼
を
背
け
て
い
る
と
こ
ろ
が
感
じ
ら
れ
、
そ
の
否

定
の
根
拠
も
恣
意
的
な
思
い
が
し
て
い
た
。
ど
こ
か
鮎
川
た
ち
は
無

意
識
に
北
川
冬
彦
や
春
山
行
夫
な
ど
の
現
代
詩
の
「
父
殺
し
」
を
し

て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
彼
ら
の
文
体
は
あ
る
種

の
若
書
き
の
よ
う
な
性
急
さ
を
抱
え
た
単
一
的
な
思
考
の
文
体
で
あ

り
、
金
子
光
晴
の
人
物
を
見
つ
め
る
魅
力
的
な
文
体
や
北
川
冬
彦
の

昭
和
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
詩
集
『
戦
争
』
な
ど
の
時
代
に
抵
抗
し
て

い
く
文
体
を
思
い
浮
か
べ
れ
ば
、
格
段
の
差
が
あ
る
と
確
か
に
感
じ

て
い
た
か
ら
だ
っ
た
。
鮎
川
た
ち
が
「
詩
と
詩
論
」
か
ら
「
詩
・
現

実
」
が
な
ぜ
分
離
し
た
の
か
と
か
、
北
川
冬
彦
と
春
山
行
夫
の
根
本

的
な
詩
論
の
違
い
を
検
証
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
彼
ら
の
詩
論
の
貧

し
さ
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
私
に
は
考
え
ら
れ
る
。
今
回
の
解
説
文

を
書
く
た
め
に
「
詩
と
詩
論
」
十
四
冊
・「
詩
・
現
実
」
五
冊
・「
文

学
」（「
詩
と
詩
論
」
の
誌
名
変
更
）
六
冊
を
拾
い
読
み
し
て
み
た
が
、

各
巻
と
も
三
〇
〇
頁
前
後
も
あ
り
、
詩
篇
、
詩
論
、
評
論
、
翻
訳
な

ど
そ
の
内
容
の
豊
か
さ
に
驚
い
て
し
ま
っ
た
。
私
は
北
川
冬
彦
・
春

山
行
夫
が
昭
和
初
期
の
若
手
の
詩
人
だ
け
で
な
く
、
横
光
利
一
、
堀

辰
雄
、
梶
井
基
次
郎
、
阿
部
知
二
な
ど
の
小
説
家
や
、
神
原
泰
、
飯

島
正
な
ど
の
美
術
家
や
映
画
評
論
家
、
渡
辺
一
夫
、
中
島
健
蔵
な
ど

の
学
者
た
ち
な
ど
（
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
詩
人
を
除
く
）
オ
ー
ル
ジ
ャ
パ

ン
の
よ
う
な
人
選
を
目
指
し
た
よ
う
に
思
え
た
。
こ
の
二
人
の
詩
人

の
志
に
敬
意
を
抱
い
て
い
た
こ
と
は
横
光
利
一
の
文
章
な
ど
を
読
め

ば
明
ら
か
だ
。
そ
の
意
味
で
実
作
者
で
あ
り
な
が
ら
同
時
代
の
一
流

の
作
家
・
学
者
・
芸
術
家
た
ち
を
引
き
寄
せ
た
二
人
の
編
集
能
力
の

高
さ
に
は
脱
帽
し
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
海
外
の
文
学
者
の
数
多
く
の

紹
介
は
日
中
戦
争
や
ソ
連
や
米
国
と
の
戦
争
に
邁
進
す
る
た
め
に
、

海
外
か
ら
の
情
報
を
遮
断
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
日
本
政
府
・
軍
部

へ
の
参
加
者
達
の
抵
抗
精
神
で
も
あ
っ
た
と
私
に
は
強
く
感
じ
ら
れ

た
。
そ
の
意
味
で
も
「
詩
と
詩
論
」「
詩
・
現
実
」
な
ど
の
昭
和
初

期
の
詩
運
動
と
そ
れ
を
引
き
継
ご
う
と
し
た
戦
後
の
詩
運
動
が
こ
れ

か
ら
正
当
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
、
芳
賀
さ
ん
は
き
っ
と
本

詩
論
集
を
ま
と
め
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
か
ら
十
年
後
の
二
〇
〇
〇
年
五
月
中
旬
に
、
私
は
詩
誌

「
鮫
」
を
主
宰
す
る
芳
賀
章
内
さ
ん
に
初
め
て
電
話
を
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
そ
の
際
に
は
敬
愛
す
る
詩
人
の
深
刻
な
事
実
を
伝
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
心
が
重
た
か
っ
た
。「
鮫
」
の
同
人
で
あ
る
鳴

海
英
吉
さ
ん
が
、
そ
の
年
の
初
め
に
体
調
を
崩
し
て
、
三
月
ぐ
ら
い

に
は
、
言
葉
に
変
調
を
き
た
し
始
め
た
。
心
配
で
五
月
の
連
休
中
に

様
子
を
見
に
行
く
と
、
寝
込
ん
で
い
た
が
起
き
上
が
り
話
そ
う
と
し

た
が
、
あ
の
江
戸
弁
の
歯
切
れ
の
い
い
言
葉
が
聞
き
取
り
に
く
く

な
っ
て
い
た
。
席
を
外
し
て
奥
様
に
病
状
を
尋
ね
る
と
医
師
か
ら
は
、

肺
癌
が
進
行
し
脳
に
転
移
し
て
し
ま
い
、
そ
の
影
響
で
言
葉
が
不
自

由
に
な
っ
た
と
の
こ
と
で
、
休
み
明
け
に
は
緊
急
入
院
す
る
と
の
こ

と
だ
っ
た
。
入
院
後
に
す
ぐ
に
お
見
舞
い
に
行
っ
た
が
、
病
状
は
よ

り
進
行
し
て
い
る
こ
と
も
告
げ
ら
れ
た
。
鳴
海
さ
ん
は
自
分
の
病
状

を
関
係
す
る
詩
人
た
ち
に
は
話
さ
な
く
て
も
い
い
と
も
語
っ
た
が
、

当
時
鳴
海
さ
ん
が
所
属
し
て
い
る
詩
誌
「
鮫
」、「
炎
樹
」、「
光
芒
」

の
主
宰
者
や
関
わ
り
の
深
い
詩
友
に
は
知
ら
す
べ
き
だ
と
思
い
、
ま

ず
初
め
に
芳
賀
さ
ん
に
電
話
を
か
け
た
。
す
る
と
芳
賀
さ
ん
は
鳴
海

さ
ん
の
体
調
を
前
か
ら
心
配
し
て
い
た
よ
う
で
、
私
が
週
末
ご
と
に

お
見
舞
い
に
行
く
こ
と
を
知
り
、
同
行
し
た
い
と
即
座
に
言
わ
れ
た
。

鳴
海
さ
ん
が
入
院
さ
れ
た
成
田
の
赤
十
字
病
院
は
、
芳
賀
さ
ん
の
住

む
さ
い
た
ま
市
か
ら
は
遠
い
の
で
、
私
が
暮
ら
す
柏
市
ま
で
来
て
も

ら
い
私
の
車
で
向
か
う
こ
と
に
し
た
。
当
時
の
芳
賀
さ
ん
は
長
年
勤

め
ら
れ
て
い
た
雄
山
閣
を
定
年
退
職
し
た
こ
ろ
だ
っ
た
。
私
に
は
雄
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井
ま
で
車
で
向
か
っ
た
。
編
集
会
議
で
は
戦
前
か
ら
詩
誌
に
参
加
し

て
い
た
鳴
海
さ
ん
の
年
譜
作
り
に
は
、
発
表
詩
誌
や
書
斎
の
詩
作

ノ
ー
ト
類
な
ど
膨
大
な
資
料
を
調
査
し
記
録
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

り
、
芳
賀
さ
ん
た
ち
三
人
は
私
に
そ
の
作
業
を
一
任
し
て
く
れ
た
。

芳
賀
さ
ん
と
佐
藤
さ
ん
は
出
版
社
を
経
営
し
て
い
た
実
務
者
で
あ
り
、

大
掛
さ
ん
も
詩
誌
「
光
芒
」
の
編
集
実
務
を
長
年
経
験
し
て
い
た
こ

と
も
あ
り
、
頻
繁
に
基
礎
資
料
を
調
査
し
分
析
で
き
る
実
務
者
が
編

集
を
す
べ
き
だ
と
い
う
判
断
を
し
て
く
れ
た
。
私
は
三
人
か
ら
い
つ

も
励
ま
さ
れ
て
そ
の
全
詩
集
刊
行
の
仕
事
を
や
り
遂
げ
る
こ
と
が

出
来
た
の
だ
。
そ
し
て
芳
賀
さ
ん
か
ら
は
出
版
社
経
営
者
と
し
て
冷

静
で
論
理
的
な
判
断
力
と
関
係
者
の
力
を
結
集
し
て
徹
底
し
て
専
門

的
な
書
籍
を
作
り
上
げ
る
と
い
う
出
版
人
の
誇
り
を
学
ん
だ
と
思
う
。

芳
賀
章
内
さ
ん
の
評
論
を
読
む
と
、
学
生
時
代
に
出
会
っ
た
新
現
実

主
義
（
ネ
オ
・
リ
ア
リ
ズ
ム
）
を
提
唱
し
実
践
し
た
北
川
冬
彦
の
詩

誌
「
時
間
」
の
精
神
を
継
承
す
る
詩
論
家
と
、
歴
史
・
考
古
学
研
究

な
ど
の
歴
史
的
時
空
間
を
通
し
て
現
代
社
会
を
照
射
し
考
察
す
る
編

集
者
が
共
存
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
芳
賀
さ
ん
と
い
う

一
人
の
人
間
の
中
で
、
そ
の
二
人
が
対
話
（
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
）
し
て

い
る
よ
う
な
思
い
が
し
て
く
る
。
芳
賀
さ
ん
の
歴
史
・
文
化
・
言
語

の
対
話
（
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
）
の
内
容
を
紹
介
し
て
み
た
い
。
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詩
論
集
の
編
集
構
成
は
、
Ⅰ
章
「
詩
論
」、
Ⅱ
章
「
詩
人
論
・
追

悼
文
・
書
評
」、
三
章
「
論
考
・
エ
ッ
セ
イ
」、
Ⅳ
章
「『
鮫
の
座
』

論
考
」
か
ら
な
っ
て
い
る
。
全
体
を
通
読
し
て
ま
ず
感
じ
ら
れ
る
こ

と
は
、
戦
前
戦
後
の
歴
史
的
な
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
運
動
を
文
献
学
的
な

手
法
で
論
じ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
詩
運
動
の
当
事
者
達
か
ら

の
生
々
し
い
交
流
が
原
点
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
詩

論
集
で
は
、
昭
和
三
年
の
日
本
に
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
を
本
格
的
に
紹
介

し
実
践
し
た
「
詩
と
詩
論
」
や
昭
和
五
年
の
「
詩
・
現
実
」
な
ど
の

詩
誌
を
刊
行
し
そ
の
中
心
的
存
在
で
あ
り
、
戦
後
に
は
昭
和
二
十
五

年
に
「
時
間
」
を
刊
行
し
、「
荒
地
」
や
「
列
島
」
の
詩
運
動
が
そ

の
す
ぐ
後
に
顕
在
化
す
る
以
前
に
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
と
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
詩
の
課
題
や
そ
の
限
界
を
根
本
的
に
考
察
し
止
揚
さ
せ
よ
う
と
し

て
い
た
北
川
冬
彦
の
詩
論
と
実
践
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
て
い

る
。
ま
た
北
川
冬
彦
の
詩
運
動
の
構
想
力
と
そ
の
実
践
を
近
く
か
ら

見
た
も
の
だ
け
が
記
す
こ
と
が
で
き
る
北
川
冬
彦
の
実
践
的
な
詩
作

の
先
見
性
を
正
当
に
評
価
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
。
さ
ら
に
北
川

冬
彦
の
詩
論
を
受
け
止
め
、
そ
れ
を
思
索
的
に
対
話
す
る
こ
と
が
、

き
っ
と
芳
賀
さ
ん
の
詩
と
詩
論
を
生
み
出
す
詩
的
情
熱
の
根
源
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
と
言
っ
て
北
川
冬
彦
を
あ

る
意
味
で
客
体
化
し
き
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
芳
賀
さ
ん
は

限
り
な
く
北
川
冬
彦
の
詩
的
業
績
を
客
体
化
す
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の

山
閣
が
「
季
刊
考
古
学
」
を
出
し
て
い
る
歴
史
書
専
門
の
出
版
社
の

一
つ
で
あ
る
こ
と
ぐ
ら
い
の
認
識
だ
っ
た
が
、
車
の
中
で
当
時
す
で

に
九
十
年
も
の
歴
史
の
あ
る
出
版
社
で
歴
史
・
考
古
学
で
は
、
そ
の

分
野
の
一
流
の
学
者
達
を
網
羅
し
て
様
々
な
講
座
シ
リ
ー
ズ
の
研
究

書
な
ど
を
刊
行
し
続
け
て
、
専
門
分
野
を
切
り
拓
い
て
き
た
こ
と
を

知
り
驚
か
さ
れ
た
。
芳
賀
さ
ん
は
早
稲
田
大
学
の
学
生
の
頃
か
ら
北

川
冬
彦
の
詩
誌
「
時
間
」
に
参
加
し
、
そ
の
編
集
実
務
を
五
、六
年

さ
れ
た
と
い
う
。
そ
の
後
に
縁
が
あ
っ
て
雄
山
閣
に
勤
め
、
長
年
専

務
と
し
て
第
一
線
で
活
躍
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
知
っ
た
。
芳
賀
さ
ん

の
頭
脳
に
は
、
全
国
の
歴
史
・
考
古
学
・
民
俗
学
・
日
本
思
想
史
の

学
者
た
ち
の
研
究
テ
ー
マ
、
研
究
実
績
、
そ
の
進
行
状
況
や
そ
れ
ら

の
学
者
達
の
人
物
像
が
そ
っ
く
り
入
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。

ま
た
歴
史
だ
け
で
な
く
、
現
代
社
会
、
経
済
、
思
想
・
哲
学
に
至
る

ま
で
の
知
識
が
、
深
く
思
索
さ
れ
た
論
文
の
よ
う
な
言
葉
と
な
っ
て

語
ら
れ
て
く
る
の
だ
っ
た
。
往
復
三
時
間
ほ
ど
の
車
で
の
時
間
は
、

密
度
の
濃
い
歴
史
・
文
化
・
社
会
・
思
想
な
ど
の
講
座
を
聞
い
て
い

る
思
い
が
し
た
も
の
だ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
今
回
の
詩
論
集
に
収
録
さ

れ
て
い
る
「
鮫｣

に
書
き
継
い
で
い
た
「
鮫
の
座
」
の
魅
力
的
な
文

体
の
論
考
も
欠
か
さ
ず
読
ん
で
い
た
が
、
そ
ん
な
論
客
か
ら
初
対
面

で
じ
っ
く
り
話
を
聞
け
る
こ
と
は
嬉
し
い
こ
と
だ
っ
た
。
鳴
海
さ
ん

へ
の
お
見
舞
い
は
成
田
赤
十
字
病
院
だ
け
で
な
く
、
そ
の
後
に
転
院

し
た
臼
井
の
南
ヶ
丘
病
院
も
一
緒
に
お
見
舞
い
に
行
っ
た
。
一
度
目

の
お
見
舞
い
は
、
少
し
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
可
能
だ
っ
た
が
、

二
度
目
の
お
見
舞
い
は
、
寝
た
き
り
状
態
に
な
り
、
全
く
言
葉
を
発

す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
少
し
ベ
ッ
ド
の
角
度
は
上

げ
ら
れ
て
い
て
、
鳴
海
さ
ん
の
眼
光
は
鋭
く
光
っ
て
お
り
、
私
た
ち

二
人
を
見
か
け
る
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
、
詩
友
に
あ
っ

た
喜
び
を
表
情
で
伝
え
て
く
れ
て
い
た
。
こ
の
二
度
の
訪
問
で
芳
賀

さ
ん
が
鳴
海
さ
ん
を
い
か
に
敬
愛
し
て
い
る
か
が
よ
く
分
か
っ
た
。

鳴
海
さ
ん
と
芳
賀
さ
ん
の
二
人
の
無
言
の
対
話
は
、
古
武
士
た
ち
の

別
れ
の
よ
う
な
思
い
が
し
た
。
私
は
そ
の
時
の
鳴
海
さ
ん
の
友
愛
に

満
ち
た
眼
光
と
芳
賀
さ
ん
の
敬
愛
の
念
と
優
し
い
言
葉
掛
け
を
決
し

て
忘
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
の
年
の
八
月
三
十
一
日
に
鳴
海
さ

ん
は
帰
ら
ぬ
人
と
な
っ
た
。

　

鳴
海
さ
ん
の
お
通
夜
と
告
別
式
が
終
わ
っ
た
後
に
、
私
は
『
鳴
海

英
吉
全
詩
集
』
を
刊
行
す
る
こ
と
を
提
案
し
鳴
海
さ
ん
の
奥
様
の
お

許
し
を
得
た
。
こ
の
全
詩
集
を
ま
と
め
る
に
当
た
っ
て
、
鳴
海
さ
ん

が
同
人
だ
っ
た
「
鮫
」
の
芳
賀
章
内
さ
ん
、「
炎
樹
」
の
佐
藤
文
夫

さ
ん
、「
光
芒
」
の
大
掛
史
子
さ
ん
に
ま
ず
相
談
を
し
た
。
そ
し
て

三
人
に
は
全
詩
集
刊
行
会
を
作
り
、
私
を
含
め
四
人
が
中
心
と
な
っ

て
二
年
後
の
二
〇
〇
二
年
八
月
三
十
一
日
の
命
日
を
目
途
に
刊
行
す

る
こ
と
を
計
画
し
た
。
そ
し
て
何
回
か
鳴
海
さ
ん
の
自
宅
で
編
集
会

議
を
開
き
実
現
に
向
か
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
編
集
会
議
の
際
に
も
私

と
芳
賀
さ
ん
は
柏
駅
で
待
ち
合
わ
せ
て
鳴
海
さ
ん
の
暮
ら
し
た
酒
々
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期
は
、
敗
戦
後
生
ま
れ
の
研
究
者
に
よ
っ
て
冷
静
に
修
正
さ
れ
る
と

い
う
意
味
で
、
本
書
の
果
た
す
役
割
は
大
き
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
も
ま
だ
ま
だ
、
戦
前
と
戦
後
を
、
連
続
性
の
な
か
捉
え
る
に
は

さ
ま
ざ
ま
な
視
角
が
必
要
で
あ
る
」
と
語
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
芳
賀

さ
ん
の
詩
論
に
は
、
戦
後
詩
の
詩
的
言
語
を
考
察
す
る
上
で
、
戦
前

の
言
語
思
想
や
言
語
実
験
を
検
証
す
る
こ
と
も
な
く
、
戦
前
の
現
代

詩
の
言
語
実
験
の
試
み
を
否
定
す
る
戦
後
詩
の
独
自
性
を
強
調
し
て

き
た
詩
人
・
詩
論
家
た
ち
に
対
し
て
、
事
実
認
識
の
根
本
的
な
問
題

点
を
指
摘
し
て
い
る
。
本
詩
論
集
の
根
底
に
は
、
そ
ん
な
「
戦
前
と

戦
後
を
、
連
続
性
の
な
か
に
捉
え
る
多
様
な
視
点
」
を
自
ら
に
課
し

て
、
事
実
認
識
に
基
づ
い
て
詩
的
言
語
を
論
考
す
る
誠
実
さ
が
感
じ

と
れ
る
の
だ
。
芳
賀
さ
ん
は
「
北
川
は
『
北
川
冬
彦
―
第
二
次
「
時

間
」
の
詩
人
達
』
を
著
し
た
藤
一
也
が
記
し
た
よ
う
に
、
珍
し
い
ほ

ど
に
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
を
掲
げ
る
性
格
の
強
さ
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
常

に
現
実
に
立
ち
、
そ
の
現
実
か
ら
未
来
を
望
む
と
き
に
心
底
に
揺
れ

る
カ
オ
ス
の
発
言
と
も
い
え
た
」
と
い
う
。
こ
の
芳
賀
さ
ん
の
北
川

冬
彦
へ
の
評
言
は
、「
一
九
五
二
年
か
ら
一
九
五
七
年
ま
で
北
川
の

主
宰
す
る
『
時
間
』
に
関
係
し
て
い
た
の
で
、
氏
の
性
格
は
私
な
り

に
理
解
し
て
い
た
」
と
い
う
発
言
に
裏
付
け
ら
れ
る
の
だ
。
芳
賀
さ

ん
は
学
生
時
代
か
ら
北
川
冬
彦
と
日
常
的
に
接
し
て
「
時
間
」
の
編

集
実
務
を
手
伝
い
、
将
来
の
編
集
者
と
し
て
の
基
礎
を
学
ん
で
い
た

の
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
北
川
冬
彦
の
光
と
影
の
両
面
を
体
験
し
て

い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
芳
賀
さ
ん
は
、
北
川
冬
彦
が
試
み
た
四
つ

の
詩
運
動
を
通
し
て
、
戦
前
と
戦
後
を
つ
な
ぐ
詩
的
言
語
の
実
験
的

な
歴
史
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
そ
し
て
先
ほ
ど
引
用
し
た
藤
一
也

の
著
書
、
桜
井
勝
美
の
著
書
『
北
川
冬
彦
の
世
界
』、
各
種
文
学
事

典
や
北
川
冬
彦
自
ら
の
言
葉
な
ど
で
語
ら
せ
て
い
る
。　

　

一
つ
目
は
、
明
治
大
正
の
抒
情
詩
、
象
徴
詩
、
民
衆
詩
の
限
界
を

感
じ
て
、
一
九
二
四
年
に
大
連
で
安
西
冬
衛
と
出
会
い｢

亜｣

を
創

刊
し
、
東
京
で
も
「
面
」
を
発
行
し
「
短
詩
運
動
」
詩
作
と
詩
論
を

担
い
、
行
わ
け
自
由
詩
の
散
漫
さ
を
厳
し
く
詩
人
の
内
面
に
問
い
、

詩
史
に
残
る
詩
活
動
を
し
た
。

　

二
つ
目
は
、
一
九
二
八
年
に
現
代
詩
の
出
発
点
と
も
な
っ
た
春
山

行
夫
た
ち
十
一
名
と
始
め
た
「
詩
と
詩
論
」
で
の
「
散
文
詩
運
動
」

で
あ
り
、
そ
の
後
に
「
春
山
行
夫
の
無
内
容
な
フ
ォ
ル
マ
リ
ス
ム
や
、

現
実
遊
離
の
シ
ュ
ウ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
が
強
調
さ
れ
る
に
及
ん
で
」、
神

原
泰
、
三
好
達
治
、
丸
山
薫
、
飯
島
正
た
ち
と
一
九
三
〇
年
に
創
刊

し
た
「
詩
・
現
実
」
で
「
新
し
い
現
実
感
の
創
造
を
目
的
と
し
た
」

と
い
う
。
あ
た
ら
し
い
現
実
主
義
を
北
川
冬
彦
は
「
新
現
実
主
義

（
ネ
オ
リ
ア
リ
ズ
ム
）」
と
し
て
構
想
し
た
。
同
年
刊
行
の
第
一
次

「
時
間
」
や
一
九
三
二
年
刊
行
の
「
麺
麭
」
で
も
そ
の
課
題
は
引
き

継
が
れ
て
い
た
。
ま
た
二
つ
の
源
流
と
は
異
な
り
一
九
三
四
年
に
は

三
好
達
治
や
丸
山
薫
た
ち
は
萩
原
朔
太
郎
な
ど
と
「
四
季
」
を
創
刊

し
て
抒
情
詩
人
達
を
結
集
し
て
そ
の
可
能
性
を
追
求
し
て
い
く
。

正
当
な
評
価
を
こ
の
詩
論
集
で
論
じ
よ
う
と
し
て
い
る
。
北
川
冬
彦

の
名
が
急
速
に
消
え
て
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
一
九
五
九
年
の
「
Ｈ
氏
賞

事
件
」
に
つ
い
て
芳
賀
さ
ん
は
そ
の
事
件
が
あ
っ
た
か
ら
と
言
っ
て

北
川
冬
彦
の
詩
的
評
価
は
何
ら
変
る
こ
と
は
な
い
と
断
言
し
て
い
る
。

　

冒
頭
の
「
新ネ

オ
・
リ
ア
リ
ズ
ム

現
実
主
義
と
い
う
現
実
・
メ
モ
―
―
敗
戦
後
の
自
覚

的
存
在
を
担
う
詩
誌
『
時
間
』
の
十
年
」
が
書
か
れ
た
経
緯
は
、
同

じ
「
時
間
」
同
人
だ
っ
た
黒
羽
英
二
さ
ん
か
ら
依
頼
が
あ
り
「
新
現

代
詩
」
二
号
（
二
〇
〇
七
年
）
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
だ
。
黒
羽
さ
ん

も
北
川
冬
彦
が
「
時
間
」
を
創
刊
し
た
当
時
を
知
る
関
係
者
だ
か
ら
、

北
川
冬
彦
の
「
新
現
実
主
義
（
ネ
オ
・
リ
ア
リ
ズ
ム
）」
を
語
る
に

は
、
北
川
冬
彦
の
詩
的
精
神
を
継
承
し
て
い
る
芳
賀
さ
ん
が
相
応
し

い
と
い
う
判
断
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

こ
の
評
論
の
中
で
芳
賀
さ
ん
は
北
川
冬
彦
の
思
考
し
実
践
し
た
詩

論
の
中
心
テ
ー
マ
を
明
ら
か
に
す
る
。
現
代
詩
の
源
流
に
は
モ
ダ
ニ

ズ
ム
詩
の
流
れ
の
「
詩
と
詩
論
」
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
詩
の
流
れ
の

「
赤
と
黒
」
が
あ
る
。
そ
の
「
二
大
潮
流
を
綜
合
し
よ
う
と
云
う
の

が
ネ
オ
・
リ
ア
リ
ズ
ム
詩
運
動
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
ネ
オ
・
リ

ア
リ
ズ
ム
詩
運
動
は
一
流
派
的
運
動
で
は
な
い
」
と
い
う
北
川
冬
彦

の
詩
論
を
実
現
す
る
た
め
に
詩
誌
「
時
間
」
は
創
刊
さ
れ
た
。「
あ

た
ら
し
い
現
実
主
義
の
詩
は
、
内
在
的
な
映
像
で
、
世
界
を
意
識
的

に
構
築
す
る
。
そ
れ
は
映
像
を
描
く
の
で
は
な
い
。
あ
た
ら
し
い
現

実
主
義
の
詩
は
外
部
と
内
部
と
の
関
係
性
の
上
に
立
っ
て
、
そ
の
批

評
的
内
容
と
思
想
と
を
、
映
像
で
構
築
す
る
」
と
い
う
北
川
冬
彦
が

提
唱
す
る
詩
論
に
、「
時
間
」
の
同
人
た
ち
は
共
感
し
合
い
詩
の
運

動
を
開
始
し
た
。
そ
ん
な
詩
論
を
実
践
し
た
詩
人
で
あ
る
殿
内
芳
樹
、

桜
井
勝
美
、
木
暮
克
彦
、
澤
村
光
博
、
藤
一
也
な
ど
の
実
作
に
つ
い

て
芳
賀
さ
ん
は
そ
の
特
長
を
解
説
し
て
い
る
。
ま
た
新
現
実
主
義

（
ネ
オ
・
リ
ア
リ
ズ
ム
）
が
「
ミ
ィ
ッ
ト
論
（
内
的
神
話
、
現
代
神

話
）」
を
取
り
込
ん
で
イ
マ
ー
ジ
ュ
方
法
論
と
し
て
発
展
・
展
開
し

て
い
く
こ
と
も
記
し
て
い
る
。

　
「
北
川
冬
彦
の
リ
ア
リ
ズ
ム
」
で
は
、
一
九
九
六
年
に
和
田
博

文
・
澤
正
宏
の
両
氏
が
編
集
し
刊
行
し
た
『
都
市
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
奔

流
「
誌
と
詩
論
」
の
レ
ス
プ
リ
ヌ
ー
ボ
ー
』（
三
十
四
名
の
研
究
者

の
学
究
的
論
考
）
を
紹
介
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
和
田
氏

は
「
現
代
詩
＝
戦
後
詩
で
あ
る
か
の
よ
う
な
言
説
は
、
長
ら
く
モ
ダ

ニ
ズ
ム
の
言
語
実
験
を
隠
蔽
し
て
き
た
。
だ
か
ら
『
詩
と
詩
論
』
を

問
う
本
書
は
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
問
う
長
い
道
程
の
一
里
塚
に
過
ぎ
な

い
」
と
い
う
。
そ
れ
を
受
け
て
芳
賀
さ
ん
は
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
本
質

は
、
光
と
影
が
同
時
に
見
え
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
モ
ダ
ニ
ズ

ム
は
正
と
負
が
同
居
し
、
同
時
に
見
え
る
地
点
に
あ
る

―
と
い
う

高
度
な
近
代
資
本
主
義
の
構
造
を
背
負
っ
て
い
る
の
だ
。（
中
略
）

そ
の
よ
う
な
文
化
総
体
と
し
て
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
、
そ
れ
に
か
か
わ

る
言
語
、
詩
語
の
在
り
様
を
探
る
こ
と
こ
そ
課
題
な
の
だ
。
敗
戦
に

度
胆
を
抜
か
れ
や
た
ら
に
伝
統
を
否
定
し
て
み
せ
た
敗
戦
後
の
一
時
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夢
、
あ
る
い
は
溢
れ
る
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
書
き
と
め
る
こ
と
だ
」
と
い

い
、
ブ
ル
ト
ン
達
が
多
く
の
詩
人
に
与
え
た
創
造
行
為
の
新
た
な
可

能
性
を
芳
賀
さ
ん
は
評
価
し
て
い
る
。
し
か
し
芳
賀
さ
ん
は
、
意
識

そ
れ
自
体
の
「
志
向
性
」（
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
基
本
概
念
）
を

断
念
す
れ
ば
ど
う
な
る
か
、
と
ブ
ル
ト
ン
の
試
み
を
根
源
的
に
問
う

て
い
る
。
臨
床
家
で
あ
る
フ
ロ
イ
ト
の
著
書
を
読
め
ば
明
ら
か
な
よ

う
に
、
ブ
ル
ト
ン
た
ち
詩
人
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
に
全
く
興
味
を

示
さ
ず
冷
淡
だ
っ
た
。
心
を
病
む
人
び
と
を
救
い
た
い
と
考
え
て
い

る
フ
ロ
イ
ト
に
と
っ
て
ブ
ル
ト
ン
達
の
や
っ
て
い
る
こ
と
は
、
き
っ

と
道
楽
息
子
の
暇
つ
ぶ
し
の
よ
う
に
思
え
た
の
だ
ろ
う
。
芳
賀
さ
ん

は
「
フ
ロ
イ
ト
は
意
識
と
無
意
識
の
通
路
を
崩
さ
な
い
」
こ
と
か
ら
、

シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
「
自
動
記
述
」
の
不
可
能
性
を
指
摘
し
て
い

る
よ
う
に
思
え
る
。
ま
た
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
が
、
分
析
心
理
学

（
ユ
ン
グ
）、
個
人
心
理
学
（
ア
ド
ラ
ー
）
な
ど
に
展
開
し
た
こ
と

を
伝
え
る
。
さ
ら
に
『
夢
判
断
』
と
の
関
係
で
「『
圧
縮
』
は
暗
喩

に
、『
移
動
』
を
換
喩
に
比
し
た
の
は
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
言
語
学
と
の

関
連
に
お
い
て
フ
ロ
イ
ト
を
捉
え
た
パ
リ
・
フ
ロ
イ
ト
派
の
ジ
ャ
ッ

ク
・
ラ
カ
ン
と
そ
の
一
統
で
あ
る
」
と
現
代
の
修
辞
的
感
性
を
読
み

解
い
て
い
く
言
語
学
へ
の
影
響
も
指
摘
し
て
い
る
。

　

Ⅰ
章
は
そ
の
後
、「
声
の
聞
こ
え
る
詩
声
の
聞
こ
え
な
い
詩
」
で

は
、
戦
後
詩
が
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
問
題
を
自
ら
の
こ
と
と
し
て
直
視

し
な
か
っ
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。「
社
会
派
の
詩
的
言
語
に
つ
い

て
」
で
は
、「
発
見
的
認
識
の
造
形
」
に
力
点
を
置
い
た
修
辞
学
の

佐
藤
信
夫
を
紹
介
し
な
が
ら
、「
詩
・
現
実
」
の
北
川
冬
彦
や
「
列

島
」
な
ど
の
社
会
派
の
詩
的
言
語
に
分
け
入
っ
て
い
る
。「
詩
の
、

今
」
で
は
、「
詩
の
美
的
価
値
に
現
実
を
仮
構
し
て
、
作
品
の
現
実

化
を
図
る
詩
人
」
で
あ
る
安
西
均
や
吉
岡
実
た
ち
の
詩
の
魅
力
を
伝

え
て
い
る
。「
戦
後
詩
と
ア
メ
リ
カ
ナ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
」
で
は
、「
戦

争
の
自
覚
を
存
在
者
の
自
覚
と
し
て
身
体
に
刻
み
込
ま
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
時
代
の
詩
」
と
し
て
の
戦
後
詩
が
、
ア
メ
リ
カ
の
グ

ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
い
か
に
対
峙
し
て
き
た
か
を
北
川
冬
彦
、

清
岡
卓
行
、
白
石
か
ず
子
の
詩
を
通
し
て
論
じ
て
い
る
。「
二
十
一

世
紀
の
メ
デ
ィ
ア
社
会
に
お
け
る
詩
の
あ
り
方
」
で
は
、
音
声
言
語

と
文
字
言
語
の
関
係
を
メ
デ
ィ
ア
論
の
マ
ー
シ
ャ
ル
・
マ
ク
ル
ー
ハ

ン
を
紹
介
し
、
現
在
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
詩
語
の
関
係
に
ま
で
視

野
を
広
げ
て
い
る
。
一
章
の
最
後
の
「『
講
演
』
宗
左
近
の
詩
的
精

神
と
縄
文
の
精
神
性
」
で
は
、
今
も
芳
賀
さ
ん
と
一
緒
に
継
続
し
て

い
る
鳴
海
英
吉
研
究
会
で
講
演
さ
れ
た
も
の
だ
。
宗
左
近
さ
ん
は

二
〇
〇
三
年
春
に
開
催
し
た
『
鳴
海
英
吉
全
詩
集
』
出
版
記
念
会
で

講
演
を
し
て
く
れ
た
が
、
二
〇
〇
六
年
に
帰
ら
ぬ
人
と
な
っ
た
。
そ

の
年
の
秋
に
開
か
れ
た
研
究
会
で
芳
賀
さ
ん
が
宗
左
近
さ
ん
を
偲
ん

で
話
さ
れ
た
も
の
だ
。
私
は
こ
の
講
演
を
直
接
聴
い
た
こ
と
も
あ
り
、

そ
の
原
稿
も
目
を
通
し
て
芳
賀
さ
ん
が
、
な
ぜ
宗
左
近
さ
ん
が
縄
文

の
精
神
に
捉
わ
れ
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
こ
れ
ほ
ど
肉
薄
し
て

　

三
つ
目
は
、
戦
後
、
映
画
評
論
家
で
も
あ
っ
た
北
川
冬
彦
が
戦
後

に
同
じ
映
画
評
論
家
で
あ
っ
た
飯
島
正
と
共
に
「
長
篇
叙
事
詩
運
動

（
シ
ネ
・
ポ
エ
ム
）」
を
構
想
し
実
践
し
た
ら
し
い
が
、
こ
の
運
動

に
つ
い
て
芳
賀
さ
ん
は
資
料
不
足
で
詳
し
く
紹
介
し
て
い
な
い
。

　

四
つ
目
に
、
一
九
五
〇
年
に
第
二
次
「
時
間
」
を
創
刊
し
現
代
詩

の
二
大
潮
流
で
あ
っ
た
フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
（
形
式
主
義
）
や
シ
ュ
ル

レ
ア
リ
ス
ム
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
と
社
会
的
・
政
治
的
な
内
容
が
中
心

の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
詩
の
双
方
を
統
合
し
て
、
詩
の
社
会
性
と
芸
術
性

を
包
み
込
ん
だ
「
新
現
実
主
義
（
ネ
オ
・
リ
ア
リ
ズ
ム
）
運
動
」
を

展
開
し
よ
う
と
し
た
。

　

北
川
冬
彦
は
一
九
〇
〇
年
に
滋
賀
県
大
津
市
に
生
ま
れ
、
一
九
〇
七

年
に
満
鉄
技
師
の
父
と
一
緒
に
満
州
に
わ
た
り
、
一
九
一
九
年
に
帰

国
し
三
高
に
入
学
し
「
青
空
」
と
い
う
文
芸
誌
に
参
加
し
、
飯
島
正

や
小
説
家
に
な
る
梶
井
基
次
郎
な
ど
が
い
た
。
そ
し
て
時
代
に
先
駆

け
た
詩
と
詩
論
を
掲
げ
て
詩
運
動
を
行
い
、
十
七
冊
の
詩
集
を
刊
行

し
た
。
ま
た
「
詩
と
詩
論
」
な
ど
で
散
文
詩
運
動
を
生
み
出
し
た
フ

ラ
ン
ス
の
マ
ッ
ク
ス
・
ジ
ャ
コ
ブ
の
詩
と
詩
論
の
翻
訳
な
ど
や
数
多

く
の
エ
ッ
セ
イ
・
論
考
も
残
し
て
一
九
九
〇
年
に
亡
く
な
っ
た
。
芳

賀
さ
ん
は
「
現
代
詩
の
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
の
樹
立
」
を
目
指
し
て
生

涯
を
捧
げ
た
詩
人
の
志
の
高
さ
を
伝
え
て
く
れ
る
。
現
代
詩
の
原
点

に
北
川
冬
彦
の
詩
と
詩
論
を
位
置
づ
け
る
こ
と
は
、
今
も
詩
の
芸
術

性
と
社
会
性
の
双
方
に
切
り
裂
か
れ
て
い
る
現
代
詩
の
問
題
点
を
克

服
で
き
る
方
法
論
と
詩
的
精
神
を
見
据
え
て
い
く
き
っ
か
け
と
な
る

に
違
い
な
い
。

　
　

３

　

一
章
の
そ
の
他
の
論
考
の
「
詩
的
言
語
の
位
相
」
で
は
、
西
脇
順

三
郎
、
中
野
重
治
、
北
川
冬
彦
、
山
村
暮
鳥
な
ど
の
詩
を
分
析
し
日

本
の
詩
人
の
詩
的
言
語
に
影
響
を
与
え
た
海
外
の
思
想
・
芸
術
な
ど

の
関
係
を
探
究
し
、
そ
の
位
相
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
る
。

　
「
詩
的
現
実
性
の
二
、三
の
意
味

―
リ
ア
リ
ズ
ム
の
内
と
外
と
」

で
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
主
知
的
性
格
や
イ
マ
ジ
ス
ム
、
フ
ラ
ン
ス
の
象

徴
主
義
、
キ
ュ
ー
ビ
ズ
ム
、
ダ
ダ
イ
ズ
ム
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
、

ド
イ
ツ
表
現
主
義
、
イ
タ
リ
ア
の
未
来
派
な
ど
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
モ

ダ
ニ
ズ
ム
詩
運
動
の
歴
史
を
素
描
し
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
れ
に
影
響

さ
れ
た
日
本
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
が
、
戦
前
の
北
川
冬
彦
の
詩
や
戦
後

の
吉
岡
実
の
詩
、
ハ
ン
セ
ン
病
の
桜
井
哲
夫
の
詩
が
、「
新
た
な
現

実
」
を
生
み
出
そ
う
と
現
実
と
格
闘
し
て
い
く
試
み
を
論
じ
て
い
る
。

　
「
フ
ロ
イ
ト
と
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
」
で
は
、
フ
ロ
イ
ト
の
精
神

分
析
の
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
る
「
無
意
識
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
体
系

化
」
を
紹
介
し
、
ア
ン
ド
レ
・
ブ
ル
ト
ン
が
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析

を
詩
に
応
用
し
た
時
の
問
題
点
を
多
面
的
に
検
証
し
論
じ
て
い
る
。

「
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
『
自
動
記
述
』
と
は
、
人
為
的
あ
る
い
は

意
志
的
に
、
睡
眠
状
態
に
自
ら
を
置
き
、
無
意
識
か
ら
流
出
す
る
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い
る
宗
左
近
論
を
論
じ
て
く
れ
た
こ
と
に
深
い
感
銘
を
受
け
た
も
の

だ
。
岡
本
太
郎
や
宗
左
近
さ
ん
達
が
再
発
見
し
た
縄
文
精
神
の
中
に

は
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ト
の
よ
う
な
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
精
神
と

宇
宙
的
で
あ
り
、
鎮
魂
の
思
い
に
満
ち
た
精
神
が
豊
か
に
息
づ
い
て

い
る
こ
と
を
私
た
ち
に
伝
え
て
く
れ
て
い
る
。　

　

芳
賀
さ
ん
の
詩
論
の
特
長
は
、
根
底
に
「
新
現
実
主
義
（
ネ
オ
・

リ
ア
リ
ズ
ム
）」
の
詩
的
精
神
の
解
明
や
そ
の
詩
運
動
の
展
開
を
紹

介
す
る
こ
と
に
主
眼
を
置
き
な
が
ら
も
、
二
十
世
紀
・
二
十
一
世
紀

の
思
想
・
哲
学
・
芸
術
の
多
様
な
実
相
の
歴
史
を
踏
ま
え
て
、
詩
人

た
ち
の
試
み
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
く
こ
と
だ
。
そ
の
意
味
で
は
歴

史
を
通
し
て
現
在
・
未
来
社
会
の
内
面
の
在
り
か
を
探
求
し
て
い
く

詩
的
言
語
を
分
析
す
る
詩
論
と
も
い
え
る
。

　

Ⅱ
章
「
詩
人
論
・
追
悼
文
・
書
評
」
十
三
編
は
、
草
野
心
平
の
弟

で
あ
る
草
野
天
平
、
鳴
海
英
吉
、
斎
藤
怘
、
早
川
琢
、
田
邊
辰
俊
、

石
村
柳
三
、
和
田
文
雄
、
大
河
原
巌
、
今
駒
泰
成
、
原
田
道
子
、
田

中
眞
由
美
、
遠
藤
恒
吉
、
吉
野
令
子
た
ち
の
固
有
の
言
葉
の
響
き
や

発
語
の
テ
ー
マ
に
耳
を
済
ま
せ
、
混
沌
と
し
た
歴
史
的
現
実
の
中
か

ら
聞
き
取
ろ
う
と
し
、
そ
の
詩
人
た
ち
の
存
在
の
在
り
か
を
私
た
ち

に
伝
え
て
く
れ
て
い
る
。

　

Ⅲ
章
の
「
論
考
・
エ
ッ
セ
イ
」
八
編
は
、
短
い
エ
ッ
セ
イ
的
な
論

考
が
中
心
だ
。
例
え
ば
「
現
代
神
話
」
の
課
題
な
ど
自
己
課
題
だ
け

で
な
く
、「
詩
作
の
多
様
性
」
を
押
し
広
げ
る
よ
う
な
入
沢
康
夫
さ

ん
な
ど
の
詩
人
や
復
本
一
郎
さ
ん
な
ど
の
俳
人
達
の
論
考
を
紹
介
し
、

そ
の
論
考
の
中
に
我
が
身
も
参
入
さ
せ
て
し
ま
い
対
話
を
始
め
る
の

だ
。
そ
の
参
入
の
仕
方
が
批
評
す
る
こ
と
の
豊
か
さ
に
つ
な
が
っ
て

い
く
よ
う
な
思
い
に
至
ら
せ
て
く
れ
る
。

　

最
後
の
Ⅳ
章
は
、「『
鮫
の
座
』
論
考
」
三
十
六
編
は
、〈
ダ
イ
ア

ロ
ー
グ
の
姿
勢

―
「
鮫
」
創
刊
号　

一
九
七
九
年
・
冬
〉
か
ら
始

ま
っ
て
い
る
。
芳
賀
さ
ん
は
詩
誌
名
に
借
り
た
金
子
光
晴
の
詩
集

『
鮫
』
と
い
う
言
葉
を
選
ん
だ
理
由
を
語
り
な
が
ら
、
金
子
光
晴
と

い
う
「
し
た
た
か
な
詩
人
の
重
み
」
を
こ
れ
か
ら
同
人
た
ち
と
共
有

し
よ
う
と
し
て
い
く
。
そ
し
て
物
質
文
化
が
も
た
ら
し
た
戦
争
、
自

殺
、
疎
外
と
言
っ
た
現
代
社
会
の
病
を
直
視
し
な
が
ら
「
私
た
ち

は
、
あ
ら
ゆ
る
機
会
に
、
生
の
証
明
と
し
て
の
あ
ら
わ
な
死
の
全
貌

を
と
り
戻
す
こ
と
、
そ
れ
が
ま
た
共
通
の
課
題
と
い
え
よ
う
」
と
締

め
括
っ
て
い
る
。
こ
の
三
十
六
編
は
、
現
代
社
会
と
対
話
す
る
思
索

の
宝
庫
の
よ
う
な
論
考
で
あ
り
、
二
〇
〇
五
年
一
〇
一
号
「『
不
条

理
』
の
美
学
」
ま
で
筆
力
は
続
い
て
い
る
。
そ
の
冷
徹
と
も
言
え
る

し
た
た
か
な
リ
ア
リ
ズ
ム
の
精
神
こ
そ
が
、
芳
賀
さ
ん
の
文
体
を
生

み
出
す
魅
力
な
の
で
あ
り
、
文
体
に
存
在
す
る
思
索
す
る
時
間
の
流

れ
や
他
者
を
発
見
す
る
愉
悦
の
よ
う
な
瞬
間
か
ら
多
く
の
も
の
を
い

つ
の
間
に
か
学
ん
で
い
る
の
だ
。
こ
の
批
評
精
神
に
満
ち
た
詩
論
集

を
詩
人
だ
け
で
な
く
、
多
く
の
文
学
者
、
編
集
者
、
歴
史
研
究
者
、

思
索
を
続
け
て
い
る
人
び
と
に
読
ん
で
欲
し
い
と
願
っ
て
い
る
。


