
序

寺
山
修
司
の
短
歌

-
短歌における(私)論の形成1

高

島

ま
ど
か

｢
私
と
は
何
か
?
｣

こ
れ
は
寺
山
修
司
が
終
生
問
い
続
け
た
テ
ー
マ
で
あ
る
｡

寺
山
と
い
え
ば
､
演
劇
や
映
画
を
思
い
つ
く
人
が
多
い
だ
ろ
う
｡
彼
は
､
映
画
や
芝
居
に
お
い
て
､
私
が
私
で
あ
る
こ
と
を
徹
底
的

に
問
い
､
さ
ら
に
観
客
に
そ
の
間
い
を
突
き
つ
け
て
き
た
｡
寺
山
が
映
画
や
芝
居
に
お
い
て
｢
私
と
は
何
か
?
｣
と
い
う
問
い
を
繰
り

返
す
よ
う
に
な
っ
た
の
闇
な
ぜ
か
｡
そ
も
そ
も
､
な
ぜ
寺
山
は
｢
私
と
は
何
か
?
｣
と
い
う
問
い
に
こ
だ
わ
る
の
か
｡

本
論
は
､
寺
山
の
短
歌
に
お
け
る
(
私
)
論
の
変
容
を
追
う
こ
と
に
よ
っ
て
､
寺
山
の
終
生
の
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
｢
私
と
は
何
か
?
｣

と
い
う
問
い
が
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
て
い
っ
美
の
か
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
｡

ー

(
私
)
論
の
萌
芽

-

昭
和
二
九
年
か
ら
三
〇
年
頃

昭
和
二
九
年
､
『
短
歌
研
究
』
は
《
第
二
回
作
品
五
十
首
募
集
》
を
実
施
し
た
｡
寺
山
の
送
っ
た
｢
チ
エ
ホ
フ
凛
｣
は
特
選
と
な
っ
て

同
誌
十
一
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
｡
こ
れ
が
寺
山
の
歌
壇
デ
ビ
ュ
ー
で
あ
る
｡
｢
チ
ェ
ホ
フ
祭
｣
は
歌
壇
か
ら
好
意
的
な
評
価
を
受
け
た
｡

二
二
七



二
二
八

文
学
的
に
行
き
詰
ま
っ
て
い
た
歌
壇
は
､
そ
の
閉
塞
感
を
う
ち
破
る
み
ず
み
ず
し
い
発
想
､
傷
の
な
い
若
さ
ゆ
え
に
こ
の
新
人
の
登
場

を
歓
迎
し
た
｡

し
か
し
､
賞
賛
の
中
｢
時
事
新
報
｣
の
俳
壇
時
評
子
か
ら
､
寺
山
の
作
品
が
寺
山
自
身
の
句
と
中
村
革
田
男
の
句
が
原
型
に
な
っ
て

い
る
点
を
指
摘
さ
れ
た
｡
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
､
｢
チ
エ
ホ
フ
祭
｣
は
模
倣
も
し
く
は
剰
窃
だ
と
い
う
批
判
が
起
き
る
｡

『
短
歌
』
昭
和
三
〇
年
一
月
号
の
匿
名
時
評
で
は
､
次
の
二
作
品
の
類
似
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡

長
火
を
床
に
踏
み
消
し
て
立
ち
上
が
る
チ
エ
ホ
フ
祭
の
若
き
俳
優

(寺山)

燭
の
火
を
た
ば
こ
火
と
し
つ
チ
エ
ホ
フ
忌

(
草
田
男
)

ま
た
､
｢
俳
句
研
究
｣
昭
和
三
〇
年
二
月
号
は
次
の
二
作
品
の
類
似
を
指
摘
し
て
い
る
｡

向
日
葵
の
下
に
鏡
舌
高
き
か
な
人
を
訪
は
ず
ば
自
己
な
き
男

(寺山)

人
を
訪
は
ず
ば
自
己
な
き
男
月
見
草

(
幸
田
男
)

草
田
男
の
句
と
の
類
似
の
他
に
､
明
ら
か
に
自
作
の
句
を
改
作
し
た
も
の
が
あ
る
｡

桃
太
る
夜
は
ひ
そ
か
な
小
市
民
の
怒
り
を
こ
め
し
わ
が
無
名
の
詩

桃
太
る
夜
は
怒
り
を
詩
に
こ
め
て

寺
山
自
身
は
こ
の
よ
う
な
批
判
に
村
し
､
｢
ロ
ミ
イ
の
代
弁
-
｣
短
詩
型
へ
の
エ
チ
ュ
ー
ド
｣
(
『
俳
句
研
究
』
昭
和
三
〇
年
二
月
号
)

と
い
う
文
章
を
執
筆
し
､
短
歌
が
現
代
俳
句
か
ら
学
ぶ
も
の
が
大
き
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
｡

構
成
し
よ
う
と
し
て
使
用
し
た
俳
句
的
な
も
の
が
そ
の
ま
ま
同
じ
構
成
で
出
て
く
る
｡
(
マ
マ
)
と
い
う
よ
､
7
な
失
敗
が
寺
山
修

司
に
お
け
る
実
験
の
火
傷
と
な
っ
て
い
る
｡
｢
時
事
新
報
｣
あ
た
り
で
叩
か
れ
て
可
哀
そ
う
な
位
彼
は
し
ょ
げ
て
い
た
｡
歌
壇
で
は
､

あ
れ
も
こ
れ
も
草
田
男
の
真
似
だ
と
い
っ
て
大
喜
び
し
て
い
る
と
聞
く
が
､
こ
の
パ
タ
ー
ン
で
可
能
的
に
わ
か
る
詩
美
と
構
成
は

き
っ
と
誰
か
が
完
成
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
｡



あ
ま
り
ノ
ン
フ
ィ
ギ
ュ
ラ
テ
ィ
フ
に
な
ら
ず
に
､
し
か
も
俳
句
性
､
俳
句
的
即
物
具
象
性
を
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
､
茂
吉
か
ら

誓
子
､
草
田
男
へ
受
け
つ
が
れ
た
も
の
を
ふ
た
た
び
短
歌
に
か
え
す
の
は
､
む
ろ
ん
た
だ
構
成
だ
け
で
は
で
き
っ
こ
な
い
こ
と
だ

が
､
つ
ね
に
美
学
を
伴
お
ケ
と
す
る
上
で
は
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
大
き
な
事
柄
で
あ
る
｡

も
と
も
と
､
高
校
時
代
ま
で
の
寺
山
は
､
短
歌
よ
り
も
俳
句
に
傾
倒
し
て
い
た
｡
寺
山
は
､
俳
句
的
手
法
を
短
歌
に
持
ち
込
む
こ
と

に
よ
っ
て
､
短
歌
に
｢
詩
美
と
構
成
｣
を
も
と
め
､
さ
ら
に
意
味
よ
り
も
｢
モ
ノ
｣
を
重
視
す
る
｢
俳
句
的
即
物
具
象
性
｣
の
見
直
し

を
は
か
る
こ
と
で
､
歌
壇
の
行
き
詰
ま
り
を
う
ち
破
ろ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡

上
述
の
｢
ロ
ミ
イ
の
代
弁
-
-
-
短
詩
型
へ
の
エ
チ
ュ
ー
ド
｣
の
中
で
､
寺
山
は
自
作
を
ひ
き
な
が
ら
俳
句
を
ベ
ー
ス
に
し
た
短
歌
の

意
義
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
｡

ア
カ
ハ
タ
売
る
わ
れ
を
夏
蝶
越
え
ゆ
け
り
母
は
故
郷
の
田
を
打
ち
て
ゐ
む

チ
エ
オ
フ
祭
の
ビ
ラ
の
貼
ら
れ
し
林
檎
の
木
か
す
か
に
揺
る
る
汽
車
通
る
た
び

向
日
葵
は
枯
れ
つ
つ
花
を
捧
げ
を
り
父
の
墓
標
は
わ
れ
よ
り
低
し

こ
れ
ら
の
歌
は
｢
す
べ
て
前
半
五
七
五
で
切
れ
て
し
か
も
季
語
を
持
っ
て
い
る
｡

(
寺
山
修
司
)

(
同
)

(同)

つ
ま
り
上
旬
は
そ
の
ま
ま
で
俳
句
で
あ
る
｡
し
か

も
こ
れ
に
続
け
て
ゆ
く
と
､
ど
れ
も
テ
ー
マ
あ
る
現
代
詩
的
可
能
性
を
も
持
ち
う
る
の
で
は
な
い
か
｣
と
し
､
俳
句
を
ベ
ー
ス
に
し
た

短
歌
が
現
代
詩
に
も
通
じ
る
テ
ー
マ
を
持
つ
こ
と
を
主
張
し
た
｡
ま
た
､
｢
一
つ
の
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
を
俳
句
と
短
歌
の
両
ジ
ャ
･
ン
ル
で
作

る
場
合
が
あ
る
｣
と
し
､
｢
イ
メ
ー
ジ
を
ち
ぢ
め
た
り
の
ば
し
た
り
し
て
一
つ
の
作
品
を
試
作
し
て
ゆ
く
｣
こ
と
は
当
然
で
あ
る
と
L
た
｡

こ
の
反
論
の
中
で
､
寺
山
が
強
く
主
張
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
次
の
三
点
で
あ
る
｡

①一首の完結性-短歌は五七五の俳句の部分に七七を付け足したものであり､｢つねに丁つが終了して次がはじ

ま
る
と
い
う
形
を
取
っ
て
い
る
｣
｡
ま
た
､
も
の
の
描
写
に
と
ど
ま
ら
ず
に
､
行
為
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
一
首
丁

首
が
独
立
し
て
も
作
品
と
し
て
成
り
立
つ
の
で
あ
り
､
完
結
し
た
物
語
を
内
包
し
て
い
る
｡
つ
ま
り
､
一
首
の
中
で
｢
一
つ
の
人
生
｣

二
二
九



二
三
〇

が
試
み
ら
れ
る
｡

②フィクショナルな(私)の創出-既成の歌凰は自然主義的リアリズムから抜け出せず､自然観照や身辺詠に
終
始
し
て
い
る
が
､
頸
末
な
日
常
を
描
く
こ
と
か
ら
自
己
を
拓
く
こ
と
は
で
き
な
い
｡
そ
こ
で
｢
自
己
の
前
に
生
活
す
る
自
己
の
理
想

像
を
お
き
､
自
己
を
そ
れ
に
近
づ
け
て
ゆ
く
こ
と
が
､
真
の
意
味
で
計
己
に
対
し
て
誠
実
で
あ
り
､
し
か
も
現
代
文
学
の
明
日
を
背
負

っ
て
い
る
パ
タ
ー
ン
｣
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
(
私
)
(
=
つ
ま
り
｢
自
己
の
理
想
像
｣
)
を
創
り
､
作
者
で
あ
る

｢
自
己
｣
の
領
域
に
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
(
私
)
を
も
含
め
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
､
作
者
の
世
界
観
･
詩
情
を
拡
げ
る
こ
と
が
で
き

る｡

③
単
語
の
構
成
作
法
-
-
中
村
草
田
男
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
｢
詩
美
と
構
成
｣
を
短
歌
に
採
り
入
れ
､
現
代
俳
句
が
培
っ
て
き
た

｢
即
物
具
象
性
｣
を
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
､
豊
か
な
美
意
識
と
感
性
の
展
開
を
は
か
る
｡
例
え
ば
､
作
品
の
下
敷
き
と
な
る
べ
き
詩
情
を
､

単
語
を
構
成
し
作
品
と
し
て
の
全
体
像
が
あ
る
程
度
成
立
し
た
後
か
ら
入
れ
替
え
て
み
た
り
､
主
語
や
動
詞
の
配
置
を
考
え
直
す
な
ど

し
て
､
い
わ
ば
視
覚
と
し
て
の
詩
情
を
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
｡

寺
山
は
､
俳
句
か
ら
の
模
倣
･
剰
窃
と
い
う
批
判
に
対
し
.
て
､
自
ら
の
作
歌
の
方
法
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
そ
れ
が
模
倣
や
剰
窃
.
で

は
な
く
､
自
ら
の
詩
情
を
拡
げ
る
た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
｡
当
時
の
寺
山
に
と
っ
て
､
こ
の
よ
う
な
手
法
は
お

の
ず
か
ら
身
に
つ
い
た
も
の
で
あ
り
､
方
法
論
と
し
て
確
立
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
模
倣
･
剰
窃
問
題
が
浮
上
し
､

自
ら
の
手
法
の
弁
明
を
行
う
た
め
に
こ
の
エ
ッ
セ
イ
を
書
い
た
と
き
初
め
て
､
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
考
え
て
い
た
自
ら
の
手
法
を
体
系
的

に
ま
と
め
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡
こ
の
時
点
で
寺
山
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
(
私
)
と
い
う
概
念
も
ま
た
短
歌
に
お
け
る
手

法
に
す
ぎ
ず
､
｢
私
と
は
何
か
?
｣
と
い
う
問
い
に
直
結
す
る
よ
う
な
問
題
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
｡

し
か
し
､
自
ら
の
手
法
を
明
ら
か
に
し
､
短
歌
に
俳
句
的
手
法
を
取
り
入
れ
よ
う
と
い
う
寺
山
の
意
図
以
上
に
､
こ
の
エ
ッ
セ
イ
は

彼
の
本
質
を
物
語
っ
て
い
る
｡
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
が
寺
山
の
(
私
)
観
を
形
成
す
る
重
要
な
契
機
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡



で
は
､
寺
山
文
学
の
本
質
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
れ
に
つ
い
て
は
､
文
芸
評
論
家
の
三
浦
雅
士
が
興
味
深
い
考
察
を
行
っ
て
い
る
｡

三
浦
は
『
鏡
の
な
か
の
言
葉
』
に
お
い
て
､
寺
山
の
創
作
の
契
機
が
言
葉
で
あ
る
と
す
る
｡
言
葉
と
い
う
表
現
が
先
に
あ
り
､
そ
の
言

葉
が
思
想
や
感
情
を
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
り
､
語
り
た
か
っ
た
こ
と
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
｡
三
浦
は
橋
本
多
佳
子
の
句
と

寺
山
の
句
を
検
討
し
､
他
人
の
作
品
の
言
葉
が
寺
山
の
創
作
の
契
機
に
な
っ
た
と
指
摘
す
る
｡

流
燈
を
灯
し
て
抱
く
か
り
そ
め
に

流
す
べ
き
流
灯
わ
れ
の
胸
照
ら
す

露
け
き
中
毒
火
胸
に
も
え
つ
づ
け

母
は
息
も
て
竜
火
創
る
チ
ェ
ホ
フ
忌

凍
床
を
容
れ
て
十
指
を
さ
し
あ
は
す

蝶
は
さ
み
祈
る
手
あ
わ
す
楚
囚
篇

蟻
走
り
と
ど
ま
り
走
り
蟻
に
会
ふ

蟻
走
る
患
者
の
影
を
出
て
も
な
お

(
多
佳
子
)

(修司)(
多
佳
子
)

(修司)(
多
佳
子
)

(修司)(
多
佳
子
)

(修司)

三
浦
は
､
橋
本
多
佳
子
と
の
比
較
以
外
に
も
､
中
村
草
田
男
､
山
口
誓
子
､
西
東
三
鬼
と
の
比
較
を
行
い
､
こ
う
し
た
検
討
か
ら
､

寺
山
が
こ
れ
ら
の
俳
人
の
言
葉
に
魅
せ
ら
れ
､
そ
の
よ
う
な
言
葉
の
組
み
合
わ
せ
の
中
か
ら
俳
句
を
作
り
出
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
推
論
し
て
い
る
｡
寺
山
の
句
は
､
他
人
の
言
葉
の
組
み
合
わ
せ
に
す
ぎ
な
い
｡
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
そ
こ
に
明
瞭
な
思
想
や
感
情

が
潜
ん
で
い
る
よ
う
に
み
え
る
｡
三
浦
は
こ
れ
を
｢
言
葉
の
錬
金
術
｣
と
呼
ん
だ
｡

法
医
学
･
楔
･
暗
黒
･
父
･
白
酒

(修司)
無
花
果
填
え
落
ち
白
面
詐
欺
漠
前
歯
な
し

(
草
田
男
)

こ
の
よ
う
に
並
べ
る
と
､
奇
怪
に
見
え
る
寺
山
の
句
も
､
そ
の
発
想
が
草
田
男
に
由
来
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
｡
も
ち

二
三
一



二
三
二

ろ
ん
､
草
田
男
の
句
に
比
べ
れ
ば
､
寺
山
の
句
は
ほ
と
ん
ど
意
味
を
な
し
て
い
な
い
｡
｢
明
瞭
な
意
図
に
も
と
づ
い
て
並
べ
ら
れ
た
と
は

と
て
も
思
え
な
い
こ
れ
ら
の
語
が
､
し
か
し
ひ
と
た
び
並
べ
.
ら
れ
て
み
る
と
何
か
し
ら
あ
る
固
有
な
世
界
を
物
語
り
は
じ
め
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
こ
と
｣
､
三
浦
は
そ
れ
を
｢
言
葉
の
錬
金
術
｣
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
｡
さ
ら
に
三
浦
は
､
｢
言
葉
の
錬
金
術
｣
が
､
フ
ィ
ク
シ

ョ
ナ
ル
な
(
私
)
と
い
う
概
念
を
､
詩
情
拡
大
の
た
め
の
手
段
か
ら
寺
山
の
(
私
)
観
の
核
を
な
す
｢
私
と
は
何
か
?
｣
と
い
う
問
い

へ
と
､
無
意
識
の
う
ち
に
深
化
さ
せ
た
と
指
摘
す
る
｡

言
葉
が
捉
え
た
思
想
や
感
情
の
な
か
か
ら
自
己
に
ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
も
の
を
選
び
だ
し
さ
ら
に
深
め
て
み
せ
る
こ
と
､
言

う
ま
で
も
な
く
そ
れ
は
自
分
自
身
と
い
う
物
語
を
措
い
て
み
せ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
｡
あ
え
て
い
え
ば
そ
れ
は
自
分
自
身
を

控
造
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
が
､
む
ろ
ん
誰
も
そ
う
思
い
は
し
な
い
｡
言
葉
は
自
己
を
表
現
す
る
手
段
で
あ
る
と
考
え
て
い
る

か
ら
で
あ
る
｡
だ
が
､
ほ
ん
と
う
は
自
己
こ
そ
表
現
と
し
て
の
言
葉
の
手
段
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
自
己
に
ふ
さ
わ
し
い

と
い
う
そ
の
自
己
は
ま
さ
に
言
葉
に
よ
っ
て
見
い
だ
さ
れ
つ
つ
あ
る
自
己
な
の
だ
｡
自
己
と
は
言
葉
の
関
数
に
ほ
か
な
ら
な
い
｡

俳
句
に
よ
っ
て
言
葉
の
錬
金
術
に
開
眼
し
た
寺
山
修
司
に
は
､
こ
の
事
実
は
明
瞭
す
ぎ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
｡

こ
の
三
浦
の
考
察
を
｢
ロ
ミ
イ
の
代
弁
｣
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
考
え
て
み
る
と
､
そ
の
こ
と
が
よ
り
わ
か
り
や
す
く
な
る
だ
ろ
う
｡

寺
山
が
｢
俳
句
的
な
も
の
｣
を
短
歌
の
中
で
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
｢
詩
美
と
構
成
｣
が
得
ら
れ
る
と
し
た
こ
と
は
､
ま
さ
に
三
浦

の
言
う
｢
言
葉
の
錬
金
術
｣
で
あ
る
｡
寺
山
は
､
草
田
男
や
三
鬼
や
橋
本
の
句
か
ら
感
興
を
覚
え
た
言
葉
を
抜
き
出
し
､
そ
れ
を
組
み

合
わ
せ
た
り
並
べ
替
え
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
元
の
句
と
は
違
っ
た
独
自
の
詩
美
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
｡
そ
の
と
き
寺
山
を
惹

き
つ
け
た
の
は
､
寺
山
が
｢
俳
句
的
即
物
具
象
｣
と
呼
ぶ
言
葉
で
あ
る
｡
寺
山
が
多
佳
子
の
句
か
ら
抜
き
出
し
た
言
葉
は
､
流
灯
､
竃

火
､
蝶
を
は
さ
む
､
蟻
走
る
な
ど
､
即
物
具
象
の
語
句
で
あ
る
｡
し
か
し
､
寺
山
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
句
の
中
で
､
そ
れ
ら
の
言
葉

は
､
多
佳
子
の
句
と
は
ま
た
違
っ
た
詩
美
を
持
つ
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
｡

さ
ら
に
､
寺
山
が
｢
生
活
す
る
自
己
の
理
想
像
｣

つ
ま
り
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
(
私
)
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
り
作
者
の
詩
情
が
よ



り
豊
か
に
な
る
と
し
た
こ
と
は
､
三
浦
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
な
｢
言
葉
の
錬
金
術
｣
に
よ
っ
て
｢
自
己
を
控
造
す
る
｣
と
い
う
三
浦

の
指
摘
に
照
応
し
て
い
る
｡
抜
き
出
し
た
語
句
を
繰
り
返
し
構
成
し
新
た
な
詩
美
を
発
見
す
る
う
ち
に
､
そ
の
語
句
を
め
ぐ
つ
て
自
分

自
身
の
中
に
新
た
な
世
界
観
､
新
た
な
詩
情
が
形
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
｡
そ
れ
が
蓄
積
さ
れ
て
い
く
中
で
､
そ
の
世
界
観
･
詩
情
の

複
合
体
と
し
て
作
者
の
人
生
と
は
別
の
人
生
が
形
成
さ
れ
て
い
く
｡
そ
れ
こ
そ
が
､
寺
山
の
言
う
｢
自
己
の
理
想
像
｣
､
つ
ま
り
フ
ィ
ク

シ
ョ
ナ
ル
な
(
私
)
な
の
で
あ
る
｡

寺
山
は
､
無
意
識
に
｢
言
葉
の
錬
金
術
｣
を
繰
り
返
す
う
ち
に
､
そ
れ
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
詩
情
が
現
実
に
生
活
す
る
｢
自
己
｣

の
も
つ
詩
情
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
｡
同
時
に
､
高
校
時
代
か
ら
草
田
男
や
三
鬼
､

誓
子
ら
と
親
交
を
結
び
文
学
的
に
早
熟
で
あ
っ
た
寺
山
が
､
身
辺
詠
に
執
着
し
第
二
芸
術
論
で
非
難
の
的
と
な
っ
た
詠
嘆
調
の
抒
情
性

か
ら
抜
け
出
せ
ず
に
い
る
歌
壇
の
中
に
非
写
実
の
方
向
性
を
模
索
す
る
動
き
が
あ
る
こ
と
を
理
解
し
､
そ
こ
に
文
学
的
な
先
進
性
を
感

じ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
｡
そ
の
よ
う
な
状
況
が
､
寺
山
に
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
(
私
)
の
設
定
に
よ
る
詩
情
の

拡
大
と
い
う
概
念
を
発
想
せ
し
め
た
の
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
､
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
(
私
)
と
い
う
概
念
は
寺
山
を
捉
え
て
離
さ
な
か
っ

た
｡
短
歌
と
い
う
表
現
手
段
を
血
肉
と
し
､
深
化
さ
せ
て
ゆ
く
過
程
の
中
で
(
私
)
の
問
題
は
次
第
に
寺
山
の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
と
な
っ

て
い
く
の
で
あ
る
｡

2

(
私
)
論
の
本
格
的
展
開
一
昭
和
三
〇
年
か
ら
三
三
年
頃

昭
和
三
三
年
､
寺
山
は
詩
人
の
嶋
岡
長
と
｢
様
式
論
争
｣
と
呼
ば
れ
る
論
争
を
繰
り
広
げ
る
｡
そ
れ
は
昭
和
三
三
年
上
半
期
の
問
題

作
十
二
編
に
つ
い
て
歌
壇
内
外
か
ら
の
意
見
を
求
め
た
｢
作
品
を
解
く
二
つ
の
鍵
｣
特
集
(
『
短
歌
研
究
』
昭
和
三
三
年
七
月
号
)

にお

い
て
､
詩
人
の
嶋
岡
農
が
｢
空
間
へ
の
執
着
｣
と
遺
し
た
評
論
に
よ
っ
て
同
誌
の
前
月
号
に
発
表
さ
れ
た
寺
山
の
｢
異
あ
る
種
子
｣
を

二
三
三
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批
評
し
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
｡
寺
山
が
こ
の
特
集
に
作
品
を
抄
録
す
る
に
当
た
り
､
自
選
し
た
十
首
は
次
の
通
り
で
あ
る
｡

窓
の
た
め
空
は
や
さ
し
く
待
ち
て
お
り
疲
れ
が
愛
と
な
.
り
灯
る
と
き

わ
が
に
が
き
心
の
な
か
に
レ
モ
ン
一
つ
育
ち
ゆ
く
と
き
世
界
は
昏
れ
て

撃
た
れ
た
る
小
鳥
か
え
り
て
く
る
た
め
の
草
地
あ
町
わ
が
頭
蓋
の
中
に

た
そ
が
れ
は
い
つ
も
た
れ
か
の
罪
の
た
め
証
し
持
ち
あ
い
ば
ら
色
の
雲

今
日
も
閉
じ
て
あ
る
木
の
窓
よ
マ
ラ
ソ
ン
に
負
け
つ
つ
さ
む
き
角
を
ま
が
れ
ば

水
道
の
ね
じ
れ
た
栓
を
洩
る
る
水
わ
れ
に
今
す
ぐ
呼
ぶ
名
こ
そ
欲
し

河
に
う
つ
る
ど
の
灯
も
っ
と
も
優
し
か
ら
む
流
れ
つ
つ
死
ん
だ
鼠
を
照
ら
す

ガ
ラ
ス
の
コ
ッ
プ
の
中
の
砂
漠
に
眠
り
つ
つ
し
だ
い
に
滴
り
と
な
っ
て
ゆ
く
僕

空
に
ま
く
種
子
選
ば
む
と
抱
き
つ
つ
夏
実
の
な
か
に
わ
が
入
り
ゆ
く

空
の
な
い
窓
が
夏
実
の
な
か
に
あ
り
小
鳥
の
ご
と
く
わ
れ
を
飛
ば
し
む

こ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
虚
構
の
(
私
)
に
村
し
､
嶋
岡
は
批
判
的
で
あ
っ
た
｡
寺
山
が
短
歌
の
私
小
説
性
を
排
除
す
る
た
め
に
虚

構
の
(
私
)
を
設
定
し
て
い
る
と
い
う
傾
向
は
感
じ
取
ら
れ
る
｡
し
か
し
､
歌
に
投
影
さ
れ
た
物
語
は
歌
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
､

さ
ら
に
そ
こ
に
投
影
さ
れ
る
虚
構
の
(
私
)
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
｡
あ
ま
り
に
も
表
現
が
多
角
的
で
あ
る
た
め
に
､
虚
構
の
(
私
)
が

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
機
能
の
も
と
に
｢
真
実
の
自
我
｣
を
捉
え
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
｡
鴫
岡
は
徹
底
的
に
(
私
)
を
追
求
し
て
い
な

い
た
め
に
｢
真
実
の
自
我
｣
を
捉
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
虚
構
の
(
私
)
を
｢
ム
ー
ド
的
な
自
我
｣
と
呼
び
､
こ
う
し
た
発
想
に
お
い

て
は
｢
と
ら
え
が
た
い
自
我
は
と
ら
え
が
た
い
ま
ま
に
流
れ
去
る
｣
の
で
あ
け
､
｢
強
勒
な
批
判
精
神
は
も
と
め
ら
れ
な
い
｣
と
し
て
､

痛
烈
な
批
判
を
浴
び
せ
た
の
で
あ
る
｡

寺
山
は
翌
月
の
『
短
歌
研
究
』
に
｢
様
式
の
遊
戯
性
-
-
主
と
し
て
鴫
同
展
に
｣
を
発
表
す
る
｡
こ
の
中
で
寺
山
は
､
｢
や
む
に
や
ま



れ
ぬ
感
動
や
､
追
い
つ
め
た
自
我
な
ど
う
た
う
に
は
､
実
は
短
歌
と
い
う
様
式
第
一
の
ジ
ャ
ン
ル
は
不
適
格
な
の
だ
｣
と
し
､
｢
感
動
が

頭
の
中
で
整
理
さ
れ
､
そ
れ
が
詩
的
に
再
構
築
さ
れ
た
と
き
に
､
は
じ
め
て
短
歌
が
で
き
あ
が
る
｣
と
い
う
｢
様
式
の
遊
戯
性
｣
が
嶋

岡
に
理
解
さ
れ
て
い
な
い
と
指
摘
し
た
｡
そ
し
て
｢
作
歌
を
支
え
て
い
る
も
の
は
何
よ
り
も
人
間
の
劇
的
性
格
｣
で
あ
り
､
｢
劇
の
な
か

で
の
典
型
は
一
つ
の
『
型
』
に
な
り
う
る
性
格
で
あ
り
､
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
難
解
さ
は
資
格
喪
失
す
る
｣
と
し
た
｡
寺
山
は
､

虚
構
の
(
私
)
と
は
､
す
べ
て
の
人
が
そ
の
虚
構
の
(
私
)
を
自
分
の
自
我
で
透
る
と
み
な
し
え
る
よ
う
な
普
遍
的
､
典
型
的
な
自
我

で
あ
り
､
｢
様
式
の
遊
戯
性
｣
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
わ
か
り
や
す
い
(
私
)
が
描
出
さ
れ
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
｡

歌
に
お
い
て
は
∵
ン
ヤ
ン
ソ
ン
の
そ
れ
の
よ
う
に
｢
私
｣
が
つ
ね
に
普
遍
性
を
も
ち
､
万
人
の
な
か
で
自
発
性
を
も
ち
う
る
こ

と
が
実
は
大
切
な
の
で
あ
り
､
あ
る
い
は
典
型
的
な
様
式
美
の
な
か
で
､
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
一
つ
の
世
界
の
金
の
扉
で
あ
る
ぐ
ら

い
の
格
調
が
実
は
必
要
だ
と
僕
は
思
う
の
だ
が
｡

す
な
わ
ち
寺
山
は
､
歌
に
表
れ
る
(
私
)
が
現
実
に
存
在
す
る
作
者
で
あ
る
自
己
か
ら
自
立
し
､
誰
も
が
歌
か
ら
普
遍
的
詩
情
を
感

じ
取
り
､
さ
ら
に
そ
れ
が
歌
の
な
か
で
完
結
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
｡
短
歌
が
読
者
と
の
間
に
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
を
持
ち
う
る
こ

と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
れ
に
応
え
て
､
嶋
岡
は
｢
『
楽
し
い
玩
且
?
へ
の
疑
問
･
1
寺
山
修
司
へ
の
コ
レ
ス
ボ
ン
ダ
ン
ス
｣
(
『
短
歌
研
究
』
昭
和
三
三
年
九
月

号
)
に
お
い
て
､
様
式
と
自
我
の
関
係
､
(
私
)
の
あ
り
方
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
｡
寺
山
が
｢
型
｣
は
短
歌
の
様
式
に
よ
っ
て
形
成
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
の
に
対
し
､
嶋
同
町
｢
強
敵
な
客
観
的
精
神
に
よ
っ
て
別
の
も
の
に
転
化
さ
れ
た
貢
』
こ
そ
『
典
型
』
と

な
る
も
の
で
あ
る
｣
と
し
､
｢
型
｣
は
作
品
化
以
前
の
｢
自
分
自
身
｣
の
ア
ナ
ロ
ジ
イ
で
あ
り
､
様
式
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は

な
く
､
自
分
自
身
で
発
見
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
｡
そ
の
上
で
嶋
岡
は
､
寺
山
の
提
唱
す
る
(
私
)
に
つ
い
て
も
疑
問
を
投
げ
か
け

る
｡
｢
ほ
く
の
い
う
『
自
我
』
は
決
し
て
単
な
る
『
私
』
で
は
な
く
『
私
』
を
創
造
す
る
根
底
に
あ
る
も
の
､
『
私
を
変
革
す
る
私
』
､
一

つ
の
世
界
観
で
あ
る
｣
と
し
､
様
式
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
(
私
)
は
普
遍
性
を
持
ち
得
な
い
の
で
は
な
い
か
､
と
｡

二
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寺
山
は
翌
月
す
ぐ
に
｢
鳥
は
生
ま
れ
よ
う
と
し
て
ト
鴫
同
展
を
含
む
数
千
人
に
｣
(
『
短
歌
研
究
』
昭
和
三
三
各
十
月
号
)
を
執
筆
し
､

様
式
､
自
我
､
(
私
)
の
問
題
に
つ
い
て
反
論
す
る
｡
寺
山
は
｢
自
我
と
は
作
品
と
な
る
と
き
の
作
者
の
精
神
風
景
の
鏡
の
問
題
で
あ
り
､

で
き
上
が
っ
た
作
品
の
問
題
で
は
な
い
｣
と
し
､
｢
短
歌
と
い
う
型
式
に
自
己
の
感
動
を
制
御
し
て
う
た
い
込
も
う
と
す
る
気
持
ち
自
体

の
底
に
巳
に
自
我
の
問
題
が
あ
る
｣
と
し
て
い
る
｡

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
､
｢
自
我
｣
と
作
品
の
中
の
(
私
)
の
関
係
に
つ
い
て
､
寺
山
と
鴫
岡
の
あ
い
だ
に
大
き
な
考
え
方
の
違
い
が

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
鴫
岡
は
､
自
我
と
は
自
己
を
掘
り
下
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
い
だ
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
､
作
品
に
作
者
の

自
我
が
投
影
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
｡
し
た
が
っ
て
､
作
品
の
中
に
表
現
さ
れ
る
(
私
〉
は
､
そ
れ
が
虚
構
の
(
私
)
で
あ
っ
て
も
､

作
者
の
自
我
が
ベ
ー
ス
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
｡
一
方
寺
山
は
､
自
我
は
作
品
化
以
前
に
､
現
実
に
生
活
す
る
な
か
で
既
に
見
い
だ
さ

れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
､
自
我
と
い
う
鏡
に
映
さ
れ
た
感
動
が
様
式
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
再
構
築
さ
れ
､
新
し
い
感
動
と
な

っ
て
作
品
に
投
影
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
｡
作
者
の
自
我
は
感
動
と
い
う
形
で
作
品
に
投
影
さ
れ
る
､
作
品
の
中
の
虚
構
の
(
私
)
と

は
別
の
も
の
で
あ
る
｡
虚
構
の
(
私
)
は
､
作
者
自
身
の
自
我
を
超
え
て
､
普
遍
的
､
典
型
的
､
様
式
的
な
万
人
に
共
感
を
与
え
る
自

我
な
の
で
あ
る
｡
嶋
岡
は
寺
山
の
言
う
｢
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
一
ル
な
『
私
』
｣
が
自
身
の
考
え
る
｢
自
我
｣
と
同
一
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
て

い
る
よ
う
だ
が
､
寺
山
に
と
っ
て
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
｡
寺
山
に
と
っ
て
､
｢
自
我
｣
は
現
実
に
生
活
す
る
｢
自
己
｣
に
属
す
る
も
の

で
あ
り
､
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
｢
私
｣
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
｡
さ
ら
に
､
｢
様
式
｣
に
つ
い
て
､
寺
山
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

五
･
七
･
五
･
七
･
七
と
い
う
形
式
は
､
.
そ
れ
自
体
が
｢
型
｣
で
あ
る
､
と
い
う
よ
り
､
そ
の
定
型
へ
感
動
を
押
し
こ
め
よ
う

と
す
る
と
き
の
意
識
に
｢
型
｣
(
様
式
)
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
｡

定
型
へ
押
し
こ
め
よ
う
と
す
る
感
動
制
御
の
意
志
と
そ
れ
に
抗
う
感
覚
の
あ
い
だ
に
新
し
い
感
動
が
生
ま
れ
､
あ
き
ら
か
に

｢
類
似
的
で
､
し
か
し
事
実
で
は
な
い
｣
感
動
が
生
ま
れ
る
｡
こ
れ
は
事
実
で
は
な
い
が
､
真
の
感
動
と
な
る
わ
け
で
あ
る
｡

寺
山
の
歌
に
出
て
く
る
｢
わ
れ
｣
が
作
者
の
分
身
で
は
な
く
､
虚
構
の
(
私
)
で
あ
る
こ
と
は
､
寺
山
が
以
前
か
ら
主
張
し
て
生
き



た
こ
と
で
あ
っ
た
｡
｢
感
動
制
御
と
そ
れ
に
抗
う
感
覚
｣
の
緊
張
関
係
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
歌
の
な
か
の
｢
わ
れ
｣
､
す
な
わ
ち
虚
構
の

(
私
)
は
､
作
者
の
思
想
や
感
情
を
代
弁
す
る
こ
と
は
な
く
､
詩
情
を
た
た
え
た
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
や
物
語
を
作
り
出
す
た
め
の
小
道

具
で
あ
る
｡
歌
か
ら
作
者
の
分
身
で
あ
る
｢
わ
れ
｣
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
寺
山
の
歌
に
は
読
み
手
の
参
加
し
う
る
詩
的
な
空

間
が
広
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
寺
山
の
(
私
)
設
定
は
､
作
者
の
心
情
を
押
し
っ
け
る
よ
う
な
短
歌
の
(
私
)
性
か
ら
抜
け
出
す
た

め
の
試
み
だ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
｡

こ
の
議
論
は
､
こ
れ
以
上
進
展
し
な
か
っ
た
｡
そ
の
理
由
は
二
人
の
議
論
が
か
み
合
わ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
｡
す
で
に
見
た
よ
う

に
､
二
人
の
あ
い
だ
に
は
｢
自
我
｣
や
｢
私
｣
に
つ
い
て
の
考
え
方
に
大
き
な
違
い
が
あ
っ
た
｡
嶋
岡
は
寺
山
打
い
わ
ん
と
す
る
と
こ

ろ
を
作
品
や
評
論
の
な
か
か
ら
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
｡
ま
た
､
寺
山
も
､
み
ず
か
ら
の
｢
自
我
｣
や
｢
私
｣
の
概
念
を
完

全
な
形
で
理
論
化
す
る
ま
で
に
い
た
っ
て
お
ら
ず
､
自
分
の
手
法
の
特
質
を
説
明
し
き
れ
て
い
な
か
っ
た
｡
し
か
し
､
こ
の
議
論
を
経

る
こ
と
に
よ
っ
て
､
寺
山
の
(
私
)
観
は
よ
り
明
確
な
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
｡

こ
こ
で
､
嶋
岡
と
の
論
争
の
な
か
で
論
じ
ら
れ
た
寺
山
の
(
私
)
観
を
ま
と
め
て
み
よ
う
｡

寺
山
は
､
従
来
の
短
歌
の
(
私
)
性
は
､
リ
ア
リ
ズ
ム
と
い
う
名
の
下
に
自
然
や
事
物
を
た
だ
単
に
描
写
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
り
､

作
者
の
感
情
を
作
品
に
そ
の
ま
ま
投
影
す
る
だ
け
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
｡
そ
の
よ
う
な
(
私
)
性
は
､
｢
現
実
に
生
活
す
る
自
己
と
し

て
の
作
者
の
感
動
｣
が
そ
の
ま
ま
作
品
に
表
現
さ
れ
た
だ
け
の
も
の
で
あ
り
､
作
者
の
感
慨
や
感
情
を
読
者
に
一
方
的
に
押
し
っ
け
る
｡

そ
こ
で
寺
山
は
虚
構
の
(
私
)
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
り
､
作
品
に
表
れ
る
(
私
)
を
作
者
か
ら
自
由
に
し
､
読
者
が
自
発
的
に
そ
の

作
品
か
ら
想
像
力
を
働
か
せ
ら
れ
る
よ
う
な
普
遍
性
を
持
っ
た
虚
構
の
(
私
)
に
し
よ
う
と
試
み
る
｡
つ
ま
り
短
歌
に
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ

性
を
求
め
た
の
で
あ
る
｡
そ
れ
を
可
能
に
す
る
の
が
定
型
と
い
う
様
式
で
あ
る
｡
寺
山
は
｢
現
実
に
生
活
す
る
自
己
と
し
て
の
作
者
の

感
動
｣
を
､
万
人
に
と
っ
て
普
遍
性
を
も
っ
た
虚
構
の
(
私
)
の
感
動
に
す
る
た
め
に
､
感
動
を
定
型
へ
押
し
こ
め
る
こ
と
に
よ
る
感

動
の
制
御
を
行
う
｡
感
動
を
｢
定
型
へ
押
し
こ
め
よ
う
と
す
る
感
動
制
御
の
意
志
と
そ
れ
に
抗
う
感
覚
｣
の
あ
い
だ
の
緊
張
関
係
､
つ

二
三
七



二
三
八

ま
り
｢
感
動
が
頭
の
な
か
で
整
理
さ
れ
､
そ
れ
が
詩
的
に
再
構
築
さ
れ
る
｣
こ
と
に
よ
っ
て
､
虚
構
の
(
私
)
は
あ
る
種
の
典
型
と
な

る
｡
典
型
と
な
っ
た
虚
構
の
(
私
)
は
､
舞
台
装
置
や
演
出
の
一
つ
と
し
て
､
一
首
の
歌
の
世
界
を
作
り
出
す
｡
読
者
は
自
由
に
想
像

力
を
働
か
せ
て
､
そ
の
歌
の
世
界
全
体
か
ら
詩
情
を
､
そ
し
て
(
私
)
を
感
じ
取
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
が
で
き
る
の
は
､
(
私
)
が
お
し

つ
け
が
ま
し
い
作
者
の
感
情
の
投
影
で
は
な
く
､
短
歌
の
様
式
を
フ
ィ
ル
タ
ー
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
普
遍
性
を
と
も
な
う
よ
う
に

な
る
か
ら
な
の
で
あ
る
｡

こ
の
時
期
の
寺
山
の
(
私
)
観
で
は
､
前
章
で
考
察
し
た
よ
う
な
単
な
る
｢
虚
構
の
(
私
)
の
設
定
に
よ
る
詩
情
の
拡
大
｣
と
い
う

漠
然
と
し
た
説
明
か
ら
一
歩
進
ん
で
､
虚
構
の
(
私
)
の
設
定
が
読
者
の
想
像
力
に
ど
の
よ
う
に
働
き
か
け
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て

の
理
論
化
が
な
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
､
虚
構
の
(
私
)
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
も
､
前
章
で
考
察
し
た
時
期
に
お
い
て
は
｢
言
葉
の
錬

金
術
｣
に
よ
っ
て
自
ず
か
ら
形
成
さ
れ
て
い
た
だ
け
で
あ
っ
た
が
､
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
短
歌
と
い
う
様
式
と
の
関
連
に
よ
っ
て
説

明
さ
れ
て
い
る
｡
昭
和
三
〇
年
か
ら
三
三
年
に
か
け
て
の
こ
の
時
期
は
､
寺
山
の
本
格
的
な
(
私
)
論
が
形
成
さ
れ
は
じ
め
た
時
期
で

あ
っ
た
｡

3

(私)論の円熟1昭和三五年から四〇年頃

｢
傷
の
な
い
青
春
｣
と
呼
ば
れ
､
牧
歌
的
イ
メ
ー
ジ
､
メ
ル
ヘ
ン
チ
ッ
ク
な
イ
メ
ー
ジ
に
あ
ふ
れ
て
い
た
寺
山
の
短
歌
が
変
貌
を
見

せ
始
め
る
の
は
昭
和
三
五
年
頃
か
ら
で
あ
る
｡

昭
和
三
五
年
に
発
表
さ
れ
た
｢
批
素
と
ブ
ル
ー
ス
｣
(
『
短
歌
』
昭
和
三
五
年
四
月
号
)
は
､
そ
れ
ま
で
の
寺
山
の
イ
メ
ー
ジ
を
大
き

く
う
ち
破
る
も
の
で
あ
っ
た
｡

刑
務
所
の
消
燈
時
間
遠
く
見
て
一
本
の
根
を
抜
き
終
わ
る
な
り



ウ
イ
ス
キ
ー
の
瓶
を
鉄
路
に
叩
き
つ
け
夜
を
逢
い
に
ゆ
く
一
人
も
あ
ら
ず

麻
薬
中
毒
重
婚
浮
浪
不
法
所
持
サ
イ
コ
ロ
賭
博
わ
れ
の
ブ
ル
ー
ス

雨
の
夜
の
街
ふ
り
む
け
ば
い
ち
ど
き
に
共
同
便
所
の
便
器
が
叫
ぶ

生
命
保
険
証
書
と
二
､
三
の
株
券
を
わ
れ
に
遺
せ
し
父
の
豚
め

さ
ら
に
昭
和
三
大
年
に
は
｢
感
傷
的
革
命
家
の
小
さ
な
肖
像
｣
(
『
短
歌
』
昭
和
三
六
年
一
月
号
)
､
｢
血
と
麦
｣
(
『
短
歌
』
昭
和
三
六

年
七
月
号
)
を
発
表
し
て
い
る
｡
後
者
か
ら
数
首
を
引
く
こ
と
に
す
る
｡

み
ず
か
ら
を
槽
さ
む
と
き
て
藁
の
上
の
二
十
日
鼠
を
し
ば
ら
く
見
つ
む

死
ぬ
な
ら
ば
真
夏
の
波
止
場
あ
お
む
け
に
わ
が
血
怒
藩
と
な
り
ゆ
く
空
に

墓
買
い
に
ゆ
く
と
市
電
に
揺
ら
れ
つ
つ
だ
れ
か
の
寵
に
桃
匂
い
お
り

農
場
経
営
に
想
い
お
よ
べ
ば
い
つ
も
来
る
シ
ャ
ツ
の
ボ
タ
ン
の
な
き
父
の
霊

た
ま
ね
ぎ
の
破
裂
が
わ
れ
ら
の
祝
婚
歌
農
園
を
出
て
躍
る
ト
ラ
ッ
ク

ド
ラ
ム
権
に
顎
の
せ
て
見
る
わ
が
町
の
地
平
は
い
つ
も
塵
芥
吹
く
ぞ

に
が
に
が
き
朝
の
煙
草
を
喫
う
と
き
に
こ
こ
ろ
掠
め
る
鴎
の
翼

このような変貌にたいし､歌壇は賛意を表した｡前登志夫は合評｢問題点をさぐる1寺山修司『血と麦』をめ

ぐ
つ
て
｣

(
『
短
歌
』
昭
和
三
六
年
九
月
号
)
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
｡

｢
血
と
麦
｣
は
､
帰
郷
と
い
う
大
き
な
ひ
ろ
が
り
を
も
つ
モ
チ
ー
フ
に
よ
っ
て
､
思
考
が
歴
史
に
食
い
込
ん
で
い
る
｡
普
通
の

意
味
で
の
帰
郷
で
は
な
く
､
メ
タ
フ
ィ
ジ
ツ
ク
を
は
ら
ん
で
い
る
｡
｢
帰
郷
､
ま
た
は
福
祉
資
本
主
義
の
無
人
地
帯
の
間
題
｣
と
記

さ
れ
て
い
る
が
､
お
よ
そ
の
方
向
は
わ
か
る
の
で
あ
る
｡
従
来
は
あ
ま
り
に
も
文
学
観
念
的
で
あ
り
す
ぎ
た
が
､
こ
こ
で
は
､
社

会
的
な
ひ
ろ
が
り
が
み
ら
れ
､
他
者
が
大
き
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
｡
寺
山
は
初
期
の
メ
ェ
ル
ヘ
ン
的
な
独
自
の
魅
力
を
脱
ぎ
捨
て二

三
九



二
四
〇

て
､
一
つ
の
骨
格
を
も
と
う
と
し
て
い
る
｡

こ
の
時
期
か
ら
寺
山
の
歌
に
は
思
想
性
､
風
刺
性
が
加
わ
.
り
､
個
の
内
部
を
鋭
く
見
据
え
た
歌
に
変
化
し
て
き
た
こ
と
は
確
か
で
あ

る
｡
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
､
外
因
的
に
は
歌
人
の
展
開
と
し
て
｢
牧
歌
的
､
メ
ル
ヘ
ン
的
な
世
界
か
ら
脱
出
｣
を
求
め
ら
れ
､
ま
た
寺
山

自
身
も
そ
の
よ
う
な
レ
ッ
テ
ル
か
ら
の
が
れ
た
い
と
考
え
た
こ
と
に
よ
る
だ
ろ
う
｡
で
は
､
内
因
的
に
は
ど
の
よ
う
な
変
化
が
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
｡

そ
れ
を
考
え
る
た
め
に
､
岡
井
と
の
あ
い
だ
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
｢
私
｣
性
と
虚
構
を
め
ぐ
る
論
議
を
検
討
し
て
み
た
い
｡
寺
山
は

｢
前
衛
の
結
実
｣
(
『
短
歌
』
6
2
年
鑑
､
昭
和
三
六
年
十
二
月
)
に
お
い
て
､
岡
井
の
『
土
地
よ
､
痛
み
を
負
え
』
を
批
判
し
て
い
る
｡
こ

こ
か
ら
か
ら
､
寺
山
と
岡
井
と
の
論
争
が
始
ま
る
｡

前
章
で
検
証
し
た
と
お
り
､
寺
山
は
､
定
型
を
通
し
て
個
と
し
て
の
作
者
の
感
動
を
制
御
し
､
虚
構
の
｢
私
｣
を
設
定
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
た
｡
そ
の
よ
う
な
寺
山
の
試
み
に
通
じ
る
も
の
と
し
て
､
岡
井
の
『
土
地
よ
､
痛
み
を
負
え
』
が
現
実
に
生

活
す
る
自
己
と
し
て
の
感
動
か
ら
離
れ
る
べ
く
感
動
の
制
御
を
試
み
て
い
る
こ
と
を
､
｢
右
肺
に
は
稀
き
酸
素
が
､
左
肺
に
は
臆
説
満
ち

み
ち
て
死
に
た
り
｣
の
歌
を
例
証
と
し
な
が
ら
評
価
し
て
い
る
｡

岡
井
隆
の
『
土
地
よ
､
痛
み
を
負
え
』
は
｢
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
生
誕
｣
｢
思
想
兵
の
手
記
｣
と
い
っ
た
い
く
つ
か
の
見
出
し
に

あ
き
ら
か
な
よ
う
に
､
全
体
と
い
う
概
念
の
中
に
｢
私
｣
を
拡
散
さ
せ
て
､
更
に
そ
れ
を
回
収
し
ょ
う
､
と
い
う
試
み
が
う
か
が

わ
れ
る
｡
.
こ
こ
に
は
｢
う
る
さ
い
日
本
人
｣
の
像
が
た
し
か
に
あ
る
｡
彼
は
｢
死
に
つ
い
て
｣
考
え
､
ま
た
｢
朝
鮮
人
居
住
区
に

て
｣
自
分
の
立
場
に
つ
い
て
考
え
る
｡
(
中
略
)

私
た
ち
が
こ
の
よ
う
な
観
念
的
な
思
考
に
馴
れ
る
た
め
に
は
同
時
に
､
自
己
の
な
か
の
人
間
を
疎
外
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
､

岡
井
隆
は
そ
れ
に
挑
戦
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
情
念
の
台
石
を
と
り
は
ら
っ
た
歌
を
作
っ
た
｡



一
方
で
､
寺
山
は
岡
井
の
｢
私
｣
が
普
遍
性
を
む
っ
た
｢
私
｣
と
し
て
読
者
の
想
像
力
を
喚
起
す
る
ま
で
に
は
到
っ
て
い
な
い
こ
と

を
指
摘
す
る
｡
｢
と
り
は
ら
っ
た
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
を
こ
の
歌
集
に
み
る
こ
と
は
容
易
だ
が
､
そ
の
あ
と
の
回
収
さ
れ
た
『
私
』
を
見
出

す
こ
と
は
､
こ
の
歌
集
の
限
り
で
は
不
可
能
に
近
い
と
い
う
こ
と
も
ま
た
言
え
る
の
で
あ
る
｣
と
し
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
寺
山

の
岡
井
批
判
は
､
共
同
研
究
｢
戦
後
短
歌
史
｣
の
座
談
会
｢
前
衛
短
歌
に
つ
い
て
｣

(
冒
ス
モ
ス
』
昭
和
三
七
年
三
月
号
) に
お
け
る

寺
山
の
発
言
に
も
見
ら
れ
る
｡
そ
こ
で
寺
山
は
､
『
土
地
よ
､
痛
み
を
負
え
』
の
｢
私
を
め
ぐ
る
輪
舞
｣
や
｢
暦
表
組
曲
｣
に
ふ
れ
な
が

ら
､
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

〔
岡
井
が
〕
言
っ
て
い
る
こ
と
は
､
三
一
口
で
ヤ
ぇ
ば
『
小
市
民
の
日
常
性
に
埋
没
す
る
勿
れ
』
と
い
う
こ
と
な
の
だ
｡
小
市
民

的
日
常
に
不
条
理
を
見
出
し
､
そ
れ
を
破
壊
す
る
た
め
に
斧
と
し
て
詩
を
選
び
取
っ
た
｡
し
か
し
破
壊
す
る
と
き
に
再
建
の
メ
ド

が
な
か
っ
た
ら
デ
カ
ダ
ン
ス
に
な
る
わ
け
で
ね
､
岡
井
は
最
近
再
建
の
青
写
真
を
歌
の
中
で
具
現
し
ょ
う
と
し
て
い
る
が
､
安
保

以
降
の
岡
井
隆
の
歌
は
､
な
に
か
こ
う
自
分
へ
の
む
な
し
さ
が
感
じ
ら
れ
る
の
だ
｡

岡
井
は
読
者
に
｢
小
市
民
の
日
常
性
に
埋
没
す
る
勿
れ
｣
と
よ
び
か
け
､
読
者
の
小
市
民
的
日
常
を
破
壊
す
る
た
め
に
歌
を
詠
ん
で

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
読
者
は
想
像
力
を
働
か
せ
て
読
者
自
身
の
中
に
岡
井
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
再
建
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
と

し
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡
そ
の
上
で
､
岡
井
の
問
題
は
｢
短
歌
の
生
成
的
な
部
分
｣
に
着
目
す
る
こ
と
で
解
決
で
き
る
と
し
て
い
る
｡

と
も
す
れ
ば
『
べ
き
で
あ
る
』
と
い
う
こ
と
で
､
作
品
を
縛
っ
て
し
ま
い
､
文
学
の
中
の
生
成
的
な
部
分
を
毒
し
て
ゆ
く
の
で
は

な
い
か
｡
(
扉
の
向
こ
う
に
ぎ
つ
し
り
と
明
日
､
扉
の
こ
ち
ら
に
ど
っ
し
り
と
今
日
､
G
0
0
d
コ
i
g
h
t
一
ヨ
y
d
0
0
r
こ
と
い
う
短
歌
に

つ
い
て
も
､
明
日
の
明
る
さ
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
究
め
て
い
っ
て
欲
し
い
し
､
岡
井
隆
の
思
想
の
血
肉
は
､
む
し
ろ
そ
こ
に

見
出
す
べ
き
だ
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
｡

寺
山
は
岡
井
の
歌
が
｢
べ
き
で
あ
る
｣
こ
と
を
の
べ
る
に
と
ど
ま
り
､
作
者
の
考
え
る
｢
明
日
の
明
る
さ
｣
と
い
う
世
界
観
を
表
現

す
る
よ
う
な
具
体
性
を
伴
っ
て
い
な
い
た
め
､
想
像
力
に
よ
っ
て
｢
小
市
民
の
日
常
性
に
埋
没
す
る
な
か
れ
｣
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
に

二
四
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よ
っ
て
喚
起
さ
れ
る
も
の
が
読
者
の
中
に
再
構
築
さ
れ
な
い
と
し
て
い
る
｡
こ
の
｢
べ
き
で
あ
る
｣
に
と
ど
ま
る
姿
勢
を
､
寺
山
は

｢
公
式
論
｣
的
で
あ
る
と
批
判
す
る
｡
寺
山
は
､
｢
前
衛
短
歌
の
結
実
｣
の
後
半
で
も
､
こ
の
｢
公
式
論
｣
に
言
及
し
て
い
る
｡
岡
井
の

歌
が
積
極
性
を
伴
っ
て
い
な
い
た
め
に
｢
公
式
論
｣
的
で
あ
る
と
し
た
上
で
､
岡
井
が
｢
ト
ー
タ
ル
な
人
間
と
し
て
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の

出
発
点
に
い
つ
も
遭
回
し
て
い
る
｣
こ
と
を
指
摘
す
る
｡

た
と
え
ば
岡
井
は
｢
私
を
め
ぐ
る
輪
舞
｣
の
な
か
で
日
常
の
安
逸
を
再
検
討
す
る
｡
つ
ま
り
小
市
民
的
な
幸
福
の
皮
を
剥
い
て
､

▲
そ
の
骨
格
に
な
っ
て
い
る
現
状
維
持
思
想
を
む
き
だ
し
に
し
て
､
そ
れ
を
怒
り
を
こ
め
て
指
摘
す
る
と
き
､
彼
の
方
法
は
､
自
然

詠
の
パ
ロ
デ
ィ
と
し
て
の
意
味
も
ふ
く
め
て
見
事
だ
が
…
…
同
時
に
次
の
指
摘
(
あ
る
い
は
不
条
理
と
い
う
観
念
の
比
喩
)
が
何

ら
積
極
的
な
も
の
へ
の
要
求
を
と
も
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
点
で
､
公
式
論
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
で
あ
る
｡

さ
ら
に
そ
れ
が
｢
暦
表
組
曲
｣
へ
と
展
開
し
て
､
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
日
常
の
分
析
と
し
て
明
断
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
､
岡
井
隆

は
ト
ー
タ
ル
な
人
間
と
し
て
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
し
て
の
出
発
点
に
い
つ
も
迂
回
し
て
い
る
､
と
い
う
こ
と
に
私
は
気
づ
く
｡

寺
山
は
､
虚
構
の
(
私
)
は
､
感
動
を
定
型
に
押
し
こ
め
制
御
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
個
と
し
て
の
作
者
か
ら
離
れ
､
そ
れ
自
体
の
な

か
に
思
想
を
内
包
す
る
普
遍
性
を
も
っ
た
虚
構
の
(
私
)
に
な
る
と
し
､
そ
れ
を
｢
ト
ー
タ
ル
な
人
間
と
し
て
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
｣
と
呼

ん
で
い
る
｡
岡
井
が
実
行
し
て
い
る
手
法
は
虚
構
の
(
私
)
が
｢
ト
ー
タ
ル
な
人
間
と
し
て
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
｣
を
獲
得
す
る
そ
の
出
発

点
に
す
ぎ
な
い
｡

こ
の
よ
う
な
寺
山
の
指
摘
に
た
い
し
､
岡
井
は
｢
(
私
)
を
め
ぐ
る
覚
書
｣
(
『
短
歌
』
昭
和
三
七
年
四
･
五
･
六
月
号
)
を
執
筆
す
る
｡

こ
の
な
か
で
､
寺
山
の
い
う
｢
(
私
)
の
拡
散
と
回
収
｣
｢
ト
ー
タ
ル
な
人
間
と
し
て
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
｣
と
い
う
考
え
方
が
､
あ
い
ま
い

で
わ
か
り
に
く
い
と
指
摘
し
て
い
る
｡
そ
の
上
で
､
み
ず
か
ら
の
方
法
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
｡
そ
れ
は
､
作
品
に
お
け
る
｢
わ
れ
｣

と
作
者
の
あ
い
だ
に
｢
思
想
兵
｣
と
か
｢
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
｣
と
い
っ
た
第
三
人
物
を
設
定
し
､
｢
わ
れ
｣
と
作
者
を
媒
介
さ
せ
､
第
三

人
物
が
一
人
称
の
方
式
で
自
叙
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
品
の
世
界
に
客
観
性
や
普
遍
性
を
与
え
る
と
い
う
や
り
か
た
で
あ
る
｡
そ
し
て
､



こ
の
第
三
人
物
に
つ
い
て
､
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

こ
の
場
合
､
そ
の
架
空
の
歌
い
手
は
､
作
者
の
な
か
の
ど
の
要
素
か
が
強
調
拡
大
さ
れ
て
と
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
､
普
通

に
､
作
者
の
分
身
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
｡
わ
た
し
の
｢
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
生
誕
｣
や
｢
思
想
兵
の
手
記
｣
は
こ
の
例
に
属
し
ま

し
ょ
う
｡
そ
の
意
味
で
､
寺
山
は
(
私
)
の
拡
散
と
呼
ん
で
い
る
の
で
し
ょ
う
｡
･
し
か
し
､
こ
れ
ら
の
歌
が
､
は
た
し
て
そ
の
後

に
回
収
を
要
す
る
よ
う
な
(
私
)
の
拡
散
の
仕
方
を
示
し
て
い
る
か
は
､
む
し
ろ
疑
問
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡

こ
の
第
三
人
物
に
関
連
づ
け
て
､
さ
ら
に
､
(
私
)
の
回
収
を
次
の
よ
う
に
論
じ
る
｡

そ
し
て
､
そ
れ
ら
の
分
身
像
の
集
積
か
ら
､
･
作
者
に
関
す
る
統
一
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
画
く
こ
と
を
も
し
(
私
)
の
回
収
と
い
う

の
な
ら
､
そ
れ
は
､
作
者
の
行
う
(
私
)
の
拡
散
作
用
の
逆
作
業
を
読
者
が
行
い
さ
え
す
れ
ば
可
能
な
わ
け
で
､
も
と
も
と
､
そ

う
い
う
こ
と
を
予
想
せ
ず
に
拡
散
作
業
は
で
き
る
は
ず
も
な
い
の
で
す
｡

こ
の
よ
う
な
岡
井
の
主
張
か
ら
､
寺
山
の
主
張
す
る
｢
(
私
)
の
拡
散
と
回
収
｣
と
そ
れ
に
村
す
る
岡
井
の
理
解
と
の
間
に
ず
れ
が
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
｡
寺
山
の
い
う
｢
(
私
)
の
拡
散
｣
は
､
岡
井
が
言
う
よ
う
な
｢
作
者
の
中
の
ど
の
要
素
か
が
強
調
拡
大
き
れ
て
取
り

出
｣
さ
れ
､
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
が
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
の
中
で
何
か
を
主
張
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
｡
定
型
を
フ
ィ
ル
タ
ー
と
し
･
て
､

作
者
の
感
動
が
現
実
に
生
活
す
る
作
者
か
ら
固
有
の
も
の
で
は
な
く
普
遍
性
を
持
っ
た
虚
構
の
(
私
)
､
｢
ト
ー
タ
ル
な
人
間
と
し
て
の

ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
｣
に
な
る
こ
と
で
あ
り
､
歌
の
中
で
(
私
)
の
全
体
像
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
表
現
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
｡

｢
(
私
)
の
回
収
｣
に
つ
い
て
は
､
｢
『
私
』
と
は
誰
か
?
-
短
歌
に
お
け
る
告
白
と
私
性
｣
(
『
短
歌
』
昭
和
三
八
年
三
月
号
)

に
お
い

て
､
さ
ら
に
詳
し
く
論
じ
て
い
る
｡
そ
こ
で
､
寺
山
は
｢
全
体
文
学
｣
と
い
う
も
の
を
強
調
す
る
｡
短
歌
や
私
小
説
が
自
分
の
実
体
験

を
報
告
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
絶
え
ざ
る
自
己
肯
定
の
歴
史
､
弁
明
の
記
録
に
終
始
し
､
虚
構
の
(
私
)
つ
ま
り
｢
ト
ー
タ
ル
な
人
間

と
し
て
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
｣
を
作
り
出
そ
う
と
し
な
い
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
｡
寺
山
は
｢
私
の
言
う
『
私
の
拡
散
と
回
収
』
と
い
う
こ

二
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と
が
一
人
称
に
よ
る
全
体
文
学
の
読
み
で
あ
る
｣
と
の
べ
る
｡
そ
の
う
え
で
､
｢
私
の
拡
散
と
回
収
｣
に
つ
い
て
､
補
足
説
明
を
行
う
｡

つ
ま
り
そ
の
補
注
と
い
う
の
は
､
作
者
の
中
に
あ
る
全
体
像
の
イ
メ
ー
ジ
､
｢
幻
の
私
像
｣
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
て
､
そ
の
全
体
像
の
イ
メ
ー
ジ
が
一
首
一
首
の
中
の
私
的
具
象
性
を
持
っ
て
拡
散
さ
れ
て
ゆ
く
…
…
と
い
う
こ
上
に
な
る
の
で

あ
る
｡

私
の
考
え
で
は
､
こ
う
し
た
全
体
像
､
つ
ま
り
メ
タ
フ
ィ
ジ
ツ
ク
な
｢
私
｣
を
､
内
部
に
創
造
し
得
ぬ
ま
ま
､
拡
散
さ
れ
て
し

ま
っ
た
個
人
体
験
､
個
人
の
イ
メ
ー
ジ
は
き
わ
め
て
バ
ラ
バ
ラ
で
あ
っ
て
､
読
者
に
は
決
し
て
回
収
作
業
な
ど
で
き
な
い
で
あ
ろ

､
つ
0

寺
山
は
､
岡
井
の
言
う
よ
う
に
作
者
が
｢
分
身
像
の
集
積
か
ら
､
作
者
に
関
す
る
統
一
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
画
く
｣
こ
と
を
想
定
し
た

と
し
て
も
､
あ
く
ま
で
そ
れ
は
作
者
の
感
動
や
体
験
の
断
片
で
あ
り
､
読
者
が
そ
れ
ら
を
自
ら
の
内
で
再
構
築
し
､
作
者
の
(
私
)
を

思
い
描
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
｡
つ
ま
り
､
そ
の
よ
う
な
や
り
方
で
は
(
私
)
を
回
収
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
そ
こ
で
寺
山
は

｢
メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク
は
『
私
』
｣
の
必
要
性
を
主
張
す
る
｡
｢
メ
タ
フ
ィ
ジ
ツ
ク
な
『
私
』
｣
と
は
､
歌
の
中
に
さ
ま
ざ
ま
に
現
れ
る
虚
構

の
(
私
)
に
関
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
内
的
に
統
一
す
る
も
の
.
で
あ
り
､
こ
れ
は
先
の
｢
前
衛
短
歌
の
結
実
｣
に
お
い
て
､
｢
ト
ー
タ
ル
な
人

間
と
し
て
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
｣
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
｡
｢
メ
タ
フ
ィ
ジ
ツ
ク
な
『
私
』
｣
は
､
作
者
の
創
造
物
で
あ
る
虚
構
の

(
私
)
に
生
命
を
与
え
､
(
私
)
と
い
う
世
界
観
を
構
成
す
る
た
め
の
求
心
力
な
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
｢
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
生
誕
｣
は
ど
う
だ
っ
た
か
､
と
い
う
問
題
に
な
る
の
だ
が
､
あ
の
熱
っ
ぼ
い
叙
事
詩
の
中
に

私
の
見
出
し
た
の
は
､
結
局
は
岡
井
隆
の
原
像
で
あ
っ
て
､
.
そ
れ
が
全
的
な
､
も
っ
と
大
き
な
｢
私
｣
に
と
っ
て
か
わ
る
ほ
ど
の

形
而
上
的
な
世
界
を
内
包
す
る
に
は
い
た
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
､
と
思
わ
れ
る
の
だ
｡

こ
の
よ
う
に
述
べ
､
｢
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
生
誕
｣
に
は
｢
メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク
な
私
｣
が
内
包
さ
れ
て
お
ら
ず
､
作
品
の
中
に
あ
ら
わ

れ
て
い
る
｢
わ
れ
｣
と
岡
井
の
｢
原
像
｣
が
重
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
｡
岡
井
の
い
う
第
三
人
物
の
設
定
は
､
寺
山
の
い
う



｢
メ
タ
フ
ィ
ジ
ツ
ク
な
『
私
』
｣
に
は
当
た
ら
な
い
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
｡

寺
山
が
こ
の
二
つ
の
論
文
の
中
で
主
張
し
た
の
は
､
虚
構
の
(
私
)
と
い
う
概
念
か
ら
さ
ら
に
一
歩
進
ん
だ
｢
メ
タ
フ
ィ
ジ
ツ
ク
な

私
｣
と
い
う
概
念
で
あ
っ
た
｡
虚
構
の
(
私
)
は
､
個
と
し
て
の
作
者
か
ら
離
れ
､
歌
が
内
包
す
る
物
語
ヤ
シ
チ
ユ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
成

り
立
た
せ
る
小
道
具
の
一
つ
で
あ
っ
た
｡
歌
の
中
に
虚
構
の
(
私
)
を
設
定
す
る
こ
と
で
､
歌
に
あ
ふ
れ
る
詩
情
が
普
遍
性
を
持
ち
､

そ
れ
が
読
者
の
想
像
力
を
働
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
読
者
の
中
に
｢
作
者
の
押
し
付
け
で
は
な
い
感
動
｣
が
描
か
れ
る
と
い
う
の
が
今

ま
で
の
寺
山
の
(
私
)
観
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
､
こ
の
時
期
の
寺
山
は
､
歌
に
は
あ
ら
わ
れ
な
い

｢
虚
構
の
(
私
)
｣
の
全
体
像
と
し
て

の
｢
幻
の
私
像
｣
､
虚
構
の
(
私
)
を
内
的
に
統
一
す
る
｢
メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク
な
私
｣
の
概
念
を
提
唱
し
､
そ
れ
こ
そ
が
思
想
を
内
包
し

う
る
も
の
だ
と
し
た
｡
一
首
一
首
に
あ
ら
わ
れ
る
虚
構
の
(
私
)
の
具
象
性
を
通
し
て
､
読
者
の
中
に
虚
構
の
(
私
)
の
全
体
像
と
し

て
の
｢
メ
タ
フ
ィ
ジ
ツ
ク
な
私
｣
を
再
構
築
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
｡

短
歌
に
い
か
に
思
想
を
持
ち
込
む
か
､
そ
れ
は
歌
壇
に
お
い
て
当
時
活
発
に
論
じ
ら
れ
て
い
た
課
題
で
あ
っ
た
｡
岡
井
は
｢
知
的
な

抒
情
歌
｣
｢
叙
景
歌
｣
｢
暗
喩
や
擬
人
法
の
使
用
｣
に
よ
っ
て
短
歌
が
思
想
を
内
包
し
う
る
と
答
え
た
が
､
岡
井
の
回
答
は
寺
山
に
と
っ

て
回
答
と
な
り
得
な
か
っ
た
｡
岡
井
の
言
う
よ
う
な
方
法
は
従
来
の
短
歌
が
持
つ

｢
私
性
の
押
し
っ
け
｣
で
し
か
な
い
と
見
た
か
ら
で

あ
る
｡
寺
山
は
､
読
者
の
自
発
的
な
想
像
力
に
よ
っ
て
読
者
の
中
に
｢
メ
タ
フ
ィ
ジ
カ
ル
な
『
私
』
｣
再
構
築
さ
れ
､
そ
れ
を
通
し
て
思

想
と
い
う
も
の
が
読
者
に
訴
え
か
け
る
べ
き
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
｡

し
か
し
､
こ
の
｢
メ
タ
フ
ィ
ジ
カ
ル
な
私
｣
と
い
う
概
念
を
創
出
し
た
こ
と
は
､
短
歌
に
お
け
る
思
想
性
以
上
の
も
の
を
寺
山
に
も

た
ら
し
た
の
で
は
な
い
か
｡
虚
構
の
(
私
)
の
設
定
は
､
あ
く
ま
で
作
品
の
中
に
あ
ら
わ
れ
る
(
私
)
を
作
者
か
ら
引
き
離
す
こ
と
が

目
的
だ
っ
た
｡
つ
ま
り
虚
構
の
(
私
)
は
あ
く
ま
で
作
品
の
中
の
(
私
)
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
､
虚
構
の
(
私
)
を
統
一
す
る
｢
メ
タ

フ
ィ
ジ
カ
ル
な
私
｣
を
設
定
し
た
こ
と
に
よ
り
､
現
実
に
生
き
る
作
者
と
し
て
の
(
私
)
と
は
違
う
､
も
う
一
人
の
(
私
)
が
産
み
出
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さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
も
う
一
人
の
(
私
)
が
現
実
に
生
き
る
作
者
と
し
て
の
(
私
)
の
人
生
と
は
違
う
､
独
自
の
人
生

を
生
き
始
め
た
と
き
､
寺
山
の
短
歌
は
も
う
一
人
の
(
私
)
打
ド
ラ
マ
と
な
っ
た
｡

も
う
一
度
､
｢
批
素
と
ブ
ル
ー
ス
｣
｢
血
と
麦
｣
に
戻
っ
て
み
よ
う
｡
牧
歌
的
メ
ル
ヘ
ン
的
と
言
わ
れ
た
寺
山
の
短
歌
の
世
界
は
､
ご

ろ
つ
き
の
不
良
少
年
の
不
安
と
絶
望
を
歌
う
も
の
に
変
化
し
た
｡
こ
の
変
化
の
原
因
こ
そ
､
も
う
一
人
の
(
私
)
の
ド
ラ
マ
が
寺
山
の

中
に
芽
生
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
｡

｢
批
素
と
ブ
ル
ー
ス
｣
は
昭
和
三
五
年
に
発
表
さ
れ
た
も
の
だ
が
､
寺
山
の
自
筆
年
譜
に
よ
る
と
､
そ
の
三
年
前
の
昭
和
三
二
年
に

制
作
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
｡
昭
和
三
二
年
と
い
え
ば
､
寺
山
は
ま
だ
病
院
の
ベ
ッ
ド
の
上
で
あ
っ
た
｡
ベ
ッ
ド
の
上
で
書
物
や

来
客
か
ら
膨
大
な
知
識
を
吸
収
し
､
自
身
の
内
に
そ
の
独
特
の
(
私
)
論
を
形
成
し
っ
つ
あ
っ
た
寺
山
は
､
拝
情
の
文
学
少
年
か
ら
の

脱
皮
を
は
か
る
べ
く
､
言
葉
の
錬
金
術
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
詩
情
を
展
開
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
寺
山
の
内
に
は
言
葉
の
錬
金
術

に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
い
く
つ
も
の
詩
情
が
あ
っ
た
｡
そ
れ
を
読
み
替
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
寺
山
は
新
し
い
世
界
観
を
開
拓
し
た
の

で
あ
る
｡

さ
ら
に
､
短
歌
に
お
け
る
思
想
性
と
い
う
問
題
に
よ
っ
て
｢
メ
タ
フ
ィ
ジ
ツ
ク
な
私
｣
と
い
う
概
念
が
産
み
出
さ
れ
た
と
き
､
寺
山

の
新
し
い
世
界
観
は
も
う
ー
人
の
(
私
)
の
ド
ラ
マ
へ
と
進
化
す
る
｡
そ
の
結
実
が
､
歌
集
『
田
園
に
死
す
』
に
み
ら
れ
る
お
ど
ろ
お

ど
ろ
し
い
土
着
性
で
あ
る
｡

岡
井
と
の
あ
い
だ
に
(
私
)
を
め
ぐ
る
論
争
を
繰
り
広
げ
る
の
と
時
を
同
じ
く
し
て
､
寺
山
は
『
田
園
に
死
す
』
に
収
録
さ
れ
｢
戦

後
姥
桧
山
｣
(
『
短
歌
研
究
』
昭
和
三
七
年
五
月
号
)
､
｢
恐
山
｣
(
『
短
歌
』
昭
和
三
七
年
八
月
号
)
を
発
表
し
て
い
る
｡
ま
ず
｢
戦
後
姥

捨
山
｣
か
ら
数
首
引
く
｡

売
ら
れ
た
る
夜
の
冬
田
へ
一
人
来
て
埋
め
ゆ
く
母
の
真
赤
な
櫛
を



娘
売
る
相
談
す
す
み
い
る
ら
し
も
土
中
の
芋
ら
ふ
と
る
真
夜
中

盗
ら
れ
て
柑
を
出
て
ゆ
く
も
の
が
見
ゆ
鶏
の
血
小
ろ
に
ス
カ
ー
フ
を
巻
き

灰
作
る
た
め
に
縄
焼
き
つ
つ
あ
れ
ば
ふ
い
に
か
な
し
も
農
の
要
り
は

息
あ
ら
く
お
の
が
白
髪
を
ぬ
ら
し
つ
つ
水
盗
み
き
し
農
婦
と
逢
え
り

さ
ら
に
｢
恐
山
｣
か
ら
数
首
引
く
｡

亡
き
母
の
真
赤
な
櫛
を
括
り
た
る
山
鳩
よ
ふ
る
さ
と
を
出
て
ゆ
け

新
し
き
仏
壇
買
い
に
行
き
し
ま
ま
行
方
不
明
の
お
と
う
と
と
鳥

大
工
町
寺
町
米
町
仏
町
老
母
写
っ
町
あ
ら
ず
や
つ
ぱ
め
よ

売
り
に
ゆ
く
柱
時
計
が
ふ
い
に
鳴
る
横
抱
き
に
し
て
田
畦
行
く
と
き

こ
こ
に
歌
わ
れ
て
い
る
の
は
､
姥
捨
て
､
娘
売
り
､
嫁
な
し
､
水
盗
み
､
田
畑
の
売
り
払
い
な
ど
､
陰
惨
な
農
村
の
習
俗
で
あ
る
｡

ま
た
歌
に
詠
み
込
ま
れ
た
櫛
､
芋
､
白
髪
､
仏
壇
､
山
鳩
､
柱
時
計
な
ど
の
風
物
が
､
暗
い
イ
メ
ー
ジ
を
さ
ら
に
増
幅
さ
せ
て
い
る
｡

寺
山
は
冒
園
に
死
す
』
の
蚊
に
お
い
て
｢
こ
れ
は
私
の
『
記
録
』
で
あ
る
｣
と
言
っ
て
い
る
｡
さ
ら
に
､
｢
自
分
の
原
体
験
を
､
立
ち

止
ま
っ
て
反
窮
し
て
み
る
こ
と
で
､
私
が
一
体
ど
こ
か
ら
来
て
､
ど
こ
へ
行
こ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
考
え
て
み
る
こ
と
は
意
味
の
な

い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
思
う
｣
と
続
け
て
い
る
｡
ま
た
､
座
談
会
｢
肥
沃
な
土
地
に
｣
(
『
短
歌
』
6
3
年
鑑
､
昭
和
三
七
年
十
二
月
号
)

で
は
､
岡
井
が
｢
恐
山
｣
に
私
性
の
問
題
を
見
た
い
と
言
っ
た
こ
と
に
対
し
､
｢
内
的
経
験
と
し
て
ね
｡
あ
れ
は
ば
く
自
身
で
す
｣
と
答

え
､
さ
ら
に
｢
だ
か
ら
こ
の
頃
ぼ
く
は
､
表
現
だ
け
で
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
な
ん
て
言
わ
な
く
な
っ
た
｣
と
述
べ
て
い
る
｡

寺
山
自
身
は
､
『
田
園
に
死
す
』
を
自
分
の
｢
記
録
｣
で
あ
る
と
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
そ
こ
に
は
事
実
と
大
き
く
異
な
る
世

界
が
歌
わ
れ
て
い
る
｡
寺
山
が
住
ん
で
い
た
三
沢
市
や
青
森
市
は
､
農
村
で
は
な
く
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
都
会
で
あ
っ
た
｡
｢
恐
山
｣
の

中
に
お
い
て
､
生
存
中
の
母
は
亡
き
母
と
し
て
歌
わ
れ
､
ま
た
一
人
っ
子
で
あ
る
寺
山
の
実
在
し
な
い
弟
が
歌
わ
れ
て
い
る
｡
こ
の
よ
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う
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
､
寺
山
が
､
自
分
の
｢
記
録
｣
､
自
分
自
身
だ
と
公
言
す
る
こ
と
で
､
あ
た
か
も
寺
山
自
身
の
経
験
で
あ
る
か
の

よ
う
に
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
｡
だ
か
ら
こ
そ
､
寺
山
が
『
乱
園
に
死
す
』
を
も
う
一
人
の
(
私
)
の
ド
ラ
マ
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る

こ
と
が
い
っ
そ
う
重
要
に
な
っ
て
く
る
｡

亡
き
母
や
存
在
し
な
い
兄
弟
と
い
っ
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
高
校
時
代
の
俳
句
に
お
い
て
す
で
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
｡

い
も
う
と
を
蟹
座
の
星
の
下
に
撲
つ

旅
鶴
や
身
に
お
ぼ
え
な
き
姉
が
い
て

姉
と
書
け
ば
い
ろ
は
狂
い
の
髪
地
獄

ま
た
､
特
に
引
用
第
三
句
で
は
､
土
着
性
に
つ
な
が
る
よ
う
な
暗
さ
が
表
現
さ
れ
て
い
る
｡
暗
い
風
物
を
詠
ん
だ
句
は
他
に
も
あ
げ

る
こ
と
が
で
き
る
｡

旅
の
鶴
鏡
台
売
れ
ば
空
残
る

売
郷
奴
い
ぼ
と
り
地
獄
横
抱
き
に

私
生
児
が
畳
を
か
つ
ぐ
秋
祭
り

こ
の
よ
う
に
､
『
田
園
に
死
す
』
に
あ
ら
わ
れ
た
土
着
性
は
､
一
朝
一
夕
に
形
作
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
｡
寺
山
の
中
で
何
度
も
反
窮

し
あ
た
た
め
ら
れ
た
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
｡
し
か
も
､
そ
れ
ら
は
寺
山
の
実
体
験
で
は
な
く
言
葉
の
錬
金
術
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
｡
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
そ
の
よ
う
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
体
験
を
自
分
の
｢
記
録
｣
だ
と
公
言
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
｡

そ
れ
は
寺
山
に
と
っ
て
は
嘘
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
と
い
う
の
も
､
そ
れ
ら
の
体
験
は
､
現
実
に
生
活
す
る
寺
山

の
体
験
と
い
う
よ
り
､
寺
山
が
抱
き
続
け
た
土
着
性
に
通
じ
る
モ
チ
ー
フ
か
ら
生
ま
れ
た
も
う
一
人
の
(
私
)
の
体
験
だ
か
ら
で
あ
る
｡

こ
の
も
う
一
人
の
(
私
)
は
現
実
に
は
存
在
は
し
な
い
｡
し
か
し
､
み
ず
か
ら
の
内
に
あ
る
モ
チ
ー
フ
､
そ
し
て
歌
の
中
に
表
現
さ
れ

た
虚
構
の
(
私
)
を
内
的
に
統
一
す
る
存
在
で
あ
る
｢
メ
タ
フ
ィ
ジ
ツ
ク
な
私
｣
が
生
ま
れ
た
と
き
､
そ
れ
は
も
う
ー
人
の
(
私
)
と



な
る
｡
事
実
で
は
な
い
が
真
実
で
あ
る
こ
と
｡
そ
れ
は
寺
山
が
虚
構
の
(
私
)
の
役
割
に
つ
い
て
論
じ
て
い
た
と
き
に
､
虚
構
の
(
私
)

が
普
遍
性
を
持
つ
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
た
テ
ー
ゼ
で
あ
っ
た
｡
寺
山
は
も
う
一
人
の
(
私
)
つ
ま
り
み
ず
か
ら
の
内
に
あ
る
モ
チ
ー
フ
や

そ
こ
か
ら
う
み
だ
さ
れ
た
虚
構
の
(
私
)
の
全
体
像
に
真
実
を
見
出
し
､
『
田
園
に
死
す
』
を
｢
私
の
『
記
録
』
｣
で
あ
る
と
位
置
づ
け

た
の
で
あ
る
｡
現
実
に
存
在
し
な
い
も
う
ー
人
の
(
私
)
の
体
験
を
自
分
の
体
験
で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
､
一
般
的
に
は
あ
ま
り
理
解

さ
れ
が
た
い
こ
と
で
あ
る
｡
『
田
園
に
死
す
』
が
ド
ラ
マ
を
内
包
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
の
は
そ
の
た
め
な
の
で
あ
る
｡

し
か
し
､
こ
の
よ
う
な
寺
山
の
試
み
は
､
歌
壇
に
お
い
て
評
価
さ
れ
な
か
っ
た
｡
ド
ラ
マ
と
し
て
の
強
烈
な
イ
メ
ー
ジ
が
､
喪
具
な

物
語
性
と
し
て
作
者
と
し
て
の
(
私
)
に
つ
き
ま
と
･
い
､
作
品
に
お
け
る
(
私
)
が
浮
か
び
あ
が
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
｡

ま
た
､
寺
山
の
(
私
)
論
自
体
も
､
歌
壇
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
｡
岡
井
が
｢
(
私
)
を
め
ぐ
る
覚
書
(
三
)
｣
(
『
短

歌
』
昭
和
三
七
年
七
月
号
)
に
お
い
て
示
し
た
｢
私
性
｣
が
歌
壇
に
お
け
る
(
私
)
論
の
あ
る
べ
き
姿
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
と

言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
｡

短
歌
に
お
け
る
(
私
性
)
と
い
う
の
は
､
作
品
の
背
後
の
一
人
の
人
-
-
そ
う
､
た
だ
一
人
だ
け
の
人
の
顔
が
見
え
る
と
い
う

こ
と
で
す
｡
そ
し
て
そ
れ
に
尽
き
ま
す
｡
そ
う
い
う
一
人
の
人
物
(
そ
れ
が
即
作
者
で
あ
る
場
合
も
､
そ
う
で
な
い
場
合
も
あ
る

こ
と
は
､
前
々
回
に
注
記
し
ま
し
た
が
)
を
予
想
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
､
こ
の
定
型
短
詩
は
､
表
現
と
し
て
自
立
で
き
な
い
の

で
す
｡

寺
山
の
提
唱
し
た
(
私
)
論
は
､
も
は
や
短
歌
の
｢
私
性
｣
を
は
み
だ
し
て
い
た
｡
寺
山
は
､
短
歌
に
お
い
て
み
ず
か
ら
の
(
私
)

論
を
深
化
さ
せ
て
き
た
｡
し
か
し
､
こ
こ
に
き
て
､
論
作
両
面
に
お
い
て
寺
山
の
(
私
)
論
を
短
歌
の
中
で
展
開
す
る
こ
と
の
限
界
が

見
え
た
の
で
あ
る
｡
寺
山
が
や
が
て
｢
歌
の
わ
か
れ
｣
を
し
､
(
私
)
論
を
自
由
に
展
開
で
き
る
場
を
求
め
て
演
劇
や
映
画
を
志
向
す
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
必
然
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
｡



終
わ
り
に

『
田
園
に
死
す
』
に
お
い
て
寺
山
が
試
み
た
も
う
一
人
の
(
私
)
の
ド
ラ
マ
性
は
､
す
で
に
短
歌
と
い
う
枠
に
収
ま
り
き
る
も
の
で

は
な
か
っ
た
｡
事
実
､
『
田
園
に
死
す
』
は
寺
山
の
単
独
の
歌
集
と
し
て
は
最
後
の
も
の
と
な
る
｡
寺
山
は
､
昭
和
四
六
年
に
出
版
さ
れ

た
『
寺
山
修
司
全
歌
集
』
の
抜
に
お
い
て
｢
歌
の
わ
か
れ
｣
を
書
き
､
短
歌
と
い
う
表
現
手
段
に
み
ず
か
ら
終
止
符
を
打
っ
て
い
る
｡

そ
し
て
､
『
田
園
に
死
す
』
を
刊
行
し
た
二
年
後
の
昭
和
四
二
年
､
寺
山
は
演
劇
実
験
室
｢
天
井
桟
敷
｣
を
旗
揚
げ
し
､
演
劇
を
そ
の
仕

事
の
中
心
と
す
る
よ
う
に
な
る
｡
短
歌
の
枠
に
収
ま
り
き
ら
な
く
な
っ
た
寺
山
の
(
私
)
は
､
よ
り
広
い
フ
ィ
ー
ル
ド
を
求
め
た
の
で

あ
る
｡

し
か
し
､
寺
山
の
独
特
な
(
私
)
論
は
､
間
違
い
な
く
短
歌
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
高
校
時
代
に
熱
中
し
て
い
た
俳
句

で
は
不
可
能
で
あ
っ
た
｡
寺
山
は
､
二
十
歳
の
時
､
｢
青
年
俳
句
｣
と
い
う
俳
句
雑
誌
に
お
い
て
俳
句
と
の
訣
れ
を
｢
僕
が
俳
句
を
や
め

た
の
は
､
そ
れ
を
契
機
に
自
己
の
立
場
に
理
由
の
台
石
を
す
え
､
転
倒
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
く
､
こ
の
洋
服
が
も
は
や
僕
の
伸

び
た
身
長
に
合
わ
な
て
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
｣
と
書
い
て
小
る
｡
ま
た
､
｢
社
会
性
を
俳
句
の
内
で
の
み
考
え
て
い
た
僕
は
､
俳
句
と
い

う
ジ
ャ
ン
ル
が
俳
人
以
外
の
大
衆
に
は
話
し
か
け
ず
､
モ
ノ
ロ
ー
グ
的
な
､
マ
ス
タ
ー
ベ
ー
シ
ョ
ン
的
な
ジ
ャ
ン
ル
に
す
ぎ
な
い
こ
と

を
知
っ
た
の
だ
っ
た
｣
と
も
書
い
て
い
る
｡
俳
句
は
そ
れ
全
体
が
メ
タ
フ
ァ
ー
に
な
り
得
て
も
､
内
部
に
メ
タ
フ
ァ
ー
を
持
ち
込
む
に

は
あ
ま
り
に
短
す
ぎ
る
詩
形
で
あ
る
｡
三
浦
雅
士
は
｢
人
間
の
内
面
性
と
は
句
と
歌
の
差
､
五
七
五
と
五
七
五
七
七
の
差
異
に
存
す
る
｣

と
し
て
い
る
が
､
寺
山
が
俳
句
に
別
れ
を
告
げ
た
と
き
､
彼
は
人
間
の
内
面
を
措
き
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
読
者
と
共
有
す
る
こ
と
が
､
俳

句
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
は
不
可
能
だ
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
｡

こ
う
し
て
寺
山
は
､
短
歌
に
お
い
て
(
私
)
論
を
展
開
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
｡
三
浦
が
｢
五
七
五
と
五
七
五
七
七
の
差
異
｣
と
呼
ん

だ
適
度
な
長
さ
を
持
っ
た
様
式
､
音
律
性
､
ま
た
歌
壇
で
盛
ん
に
論
ぜ
ら
れ
た
前
衛
短
歌
の
方
法
｡
こ
れ
ら
の
も
の
が
う
ま
く
組
み
合



わ
さ
れ
た
か
ら
こ
そ
､
寺
山
の
(
私
)
論
は
こ
れ
ほ
ど
の
展
開
を
み
せ
た
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
短
歌
と
い
う
詩
形
が
彼
の
(
私
)
論

を
実
践
す
る
場
と
し
て
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
に
な
っ
た
と
き
､
彼
は
演
劇
や
映
画
へ
向
か
っ
て
い
く
｡

歌
の
わ
か
れ
を
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
､
い
つ
の
間
に
か
歌
を
書
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
｡
だ
か
ら
､
こ
う
し
て
『
仝

歌
集
』
と
い
う
名
で
歌
を
ま
と
め
て
し
ま
う
こ
と
は
､
私
の
中
の
歌
ご
こ
ろ
を
生
き
埋
め
に
し
て
し
ま
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
｡

こ
の
あ
と
書
き
た
く
な
っ
た
か
ら
と
言
っ
て
､
『
全
歌
集
』
の
仝
と
い
う
意
味
を
易
く
裏
切
る
訳
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
｡
(
中
略
)

と
も
か
く
､
こ
う
し
て
私
は
ま
だ
未
練
の
あ
る
私
の
表
現
手
段
の
一
つ
に
終
止
符
を
打
ち
､
全
歌
集
を
出
す
こ
と
に
な
っ
た
が
､

実
際
は
､
生
き
て
い
る
う
ち
に
､
一
つ
位
は
自
分
の
墓
を
立
て
て
み
た
か
っ
た
と
い
う
の
が
､
本
音
で
あ
る
｡

｢
私
と
は
何
か
?
｣
と
い
う
問
い
は
､
寺
山
に
終
生
つ
い
て
回
っ
た
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
｡
そ
の
間
い
の
原
初
と
な
り
､
そ
し
て
寺
山

の
(
私
)
論
の
根
幹
と
な
る
部
分
を
形
成
し
た
短
歌
と
の
訣
別
は
､
ま
さ
に
生
き
て
い
る
う
ち
に
立
て
る
墓
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
も

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

､王

(
1
)
｢
ロ
ミ
イ
の
代
弁
｣
は
､
俳
句
的
な
手
法
を
短
歌
に
持
ち
込
む
と
い
う
寺
山
の
手
法
に
つ
い
て
､
第
三
者
が
彼
を
弁
護
す
る
と
い
う
形
を
取
っ
て
い
る
｡

(
2
)
文
章
中
に
あ
げ
た
三
点
の
ほ
か
に
も
､
短
歌
有
季
論
も
あ
げ
て
い
た
が
､
こ
れ
は
項
目
名
の
み
で
あ
っ
た
｡

(
3
)
二
蒲
は
､
寺
山
の
引
用
第
二
旬
に
は
､
中
村
草
田
男
の
｢
燭
の
火
を
煙
草
火
と
し
て
チ
エ
ホ
フ
忌
｣
と
い
う
句
か
ら
の
影
響
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
と
指

摘
し
て
い
る
｡

(
4
)
戦
後
ま
も
な
く
の
大
き
な
動
き
と
し
て
､
昭
和
ニ
ー
年
か
ら
二
二
年
に
か
け
て
の
第
二
芸
術
の
議
論
は
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
要
素
で
あ
ろ
う
｡
.
日
本
人

の
論
理
性
の
な
さ
､
定
型
へ
の
寄
り
か
か
る
情
緒
性
な
ど
､
日
本
人
の
精
神
構
造
に
お
け
る
｢
情
緒
性
｣
に
対
す
る
疑
問
を
投
げ
か
け
た
第
二
芸
術
論
議

は
､
明
治
四
〇
年
代
以
来
自
然
主
義
の
結
実
と
し
て
の
近
代
短
歌
が
戦
争
に
よ
っ
て
も
ろ
く
も
崩
れ
去
り
､
時
局
詠
､
画
一
的
な
､
ま
題
､
感
性
の
摩
滅
を

に
瀕
し
た
こ
と
を
指
摘
し
､
短
歌
の
近
代
を
改
め
て
考
え
直
す
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
ま
た
､
世
界
観
や
思
想
性
を
定
型
に
ど
う
関
連
さ
せ
る

二
五
一



二
五
二

か
､
生
き
方
の
究
明
な
ど
の
歌
人
の
主
体
性
に
か
か
わ
る
問
題
や
､
い
か
に
短
歌
的
抒
情
性
を
払
拭
し
新
し
い
抒
情
を
確
立
す
る
の
か
､
さ
ら
に
は
定
型

や
短
歌
的
用
語
に
村
す
る
疑
問
な
ど
が
論
じ
ら
れ
た
｡
こ
の
第
三
芸
術
論
讃
に
よ
り
､
短
歌
に
お
け
る
近
代
化
は
切
実
な
問
題
と
な
っ
た
｡
主
な
論
者
と

し
て
､
桑
原
武
夫
､
臼
井
見
書
が
い
る
｡

(
5
)
昭
和
三
六
年
二
月
に
､
塚
本
の
第
四
歌
集
r
水
銀
伝
説
し
(
白
玉
書
房
刊
)
と
岡
井
の
第
二
歌
集
r
土
地
よ
､
痛
み
を
負
え
｣
(
同
)
が
同
時
に
刊
行
さ
れ

る
｡
寺
山
は
｢
前
衛
の
結
実
｣
(
｢
短
歌
｣
･
悪
年
鑑
､
昭
和
三
六
年
十
二
月
に
お
い
て
､
こ
の
二
歌
集
を
取
り
上
げ
な
が
ら
前
衛
短
歌
の
結
実
し
て
い
な
い

側
面
を
論
じ
て
い
る
｡

(6)r寺山修司論-創造の魔埜(高取英､一九九l｢思潮社)(
7
‥
こ
現
代
詩
手
帖
〓
月
臨
時
増
刊

寺
山
修
司
〓
一
九
八
二
｢
思
潮
社
)
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