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序

朔
太
郎
の
詩
は
独
特
で
あ
る
。
生
理
的
、
感
覚
的
、
官
能
的
、
病
的
な
ど
。

し
か
し
、
私
は
そ
れ
ら
の
詩
に
潜
ん
で
い
る
何
も
の
か
を
感
じ
る
。
そ
こ
に

は
、
常
に
人
生
に
対
し
て
、
何
か
を
求
め
よ
う
と
す
る
朔
太
郎
の
心
が
あ
る
。

「
私
の
真
に
伝
へ
ん
と
す
る
リ
ズ
ム
は
そ
れ
で
な
い
。
そ
れ
ら
の
『
感
覚
的

な
毛
の
』
や
『
観
念
的
な
も
の
』
で
な
い
。
そ
れ
ら
の
も
の
は
私
の
詩
の
衣

裳
に
す
ぎ
な
い
。
私
の
詩
の
本
質

i
よ
っ
て
以
で
そ
れ
が
詩
作
の
動
機
と
な

る
と
乙
ろ
の
、
あ
の
香
気
の
高
い
心
俸
の
鼓
動

l
は
、
ひ
と
へ
に
た
だ
あ
の

い
み
じ
き
横
笛
の
音
の
魅
惑
に
あ
る
。
あ
の
実
在
の
世
界
へ
の
、
故
し
ら
ぬ

思
慕
の
哀
傷
に
あ
る
。
」
（
『
青
猫
』
序
）

才
な
わ
ち
、
朔
太
郎
の
心
底
を
流
れ
る
も
の
は
、
生
の
実
在
へ
の
あ
こ
が
れ

な
の

T
Bる
。
「
ζ

れ
（
実
存
感
）
こ
そ
、
お
そ
ら
く
、
以
後
彼
の
生
涯
を
通

同
文
学
科
一
円
ソ

浅

陽

子

チ｜二

じ
て
の
殆
ど
唯
一
の
詩
作
の
源
’
日
本
と
な
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、
（
略
）
ポ

ジ
テ
ィ
ヴ
な
形
で
は
『
霊
魂
の
の
す
た
る
ち
ゃ
』
、
『
遠
い
遠
い
実
友
へ
の
涙
ぐ

ま
し
い
あ
こ
が
れ
』
と
し
て
意
識
さ
れ
、
ま
た
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
形
で
は
『
虚

hE
．
『
絶
望
』
、
『
孤
独
』
な
ど
の
諸
観
念
と
彼
の
意
識
に
招
く
」
と
那
珂

太
郎
氏
が
述
べ
て
お
ら
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。
常
に
生
の
実
在
を
採
ろ
う
と
す

る
朔
太
郎
の
心
に
、
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
の
思
い
が
わ
く
の
を
み
る
。

こ
こ
で
私
が
述
べ
よ
う
と
す
る
朔
太
郎
の
「
郷
愁
」
と
は
、
生
の
究
極
に
対
す

る
あ
乙
が
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
そ
う
い
う
郷
愁
を
持
っ
た

の
か
。
朔
太
郎
は
、
人
生
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
思
想
を
い
だ
い
て
い
た
の
か
。

詩
作
品
、
評
論
、
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
・
エ
ッ
セ
イ
な
ど
に
現
わ
れ
て
い
る
朔
太

郎
の
思
想
を
考
察
し
つ
つ
、
朔
太
郎
の
郷
怒
、
そ
の
本
質
な
る
も
の
を
追
求
し

て
い
く
。

一
、
『
天
に
怒
る
』
に
み
る
朔
太
郎
の
思
想

『
天
に
怒
る
』
は
、
朔
太
郎
自
身
の
過
去
に
お
け
る
「
特
に
そ
の
生
活
的
心

境
を
表
現
し
」
た
も
の
で
あ
る
。
不
老
長
寿
の
薬
を
求
め
る
孤
独
な
王
者
、
秦

の
始
皇
帝
の
気
持
を
通
じ
て
、
人
間
的
幸
福
に
つ
い
て
の
疑
惑
が
語
ら
れ
て
お

り
、
究
極
的
に
は
、
人
間
存
在
に
つ
い
て
の
問
題
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
な
お

こ
の
物
語
の
主
人
公
、
王
朔
方
は
、
朔
太
郎
自
身
を
託
し
た
人
物
で
あ
る
。

日
本
で
悟
り
を
得
た
徐
福
は
、
抽
象
的
な
観
念
が
全
く
な
く
、
行
為
そ
れ
自

q
d
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体戸官官
H
象
的
に
実
現
1
U
て
い
る
生
活
、
す
な
わ
ち
生
活
の
土
か
ら
も
、
文
明
の

上
か
ら
も
冥
想
し
な
い
で
体
験
す
る
日
常
生
活
そ
の
も
の
が
、
真
善
美
の
理
想

で
あ
る
と
言
う
。
そ
こ
に
充
分
な
満
足
と
享
楽
を
見
出
し
、
自
然
と
共
に
天
命

を
染
し
む
生
活
が
白
然
に
か
な
っ
て
お
り
、
i

「
真
理
は
具
象
的
で
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
具
象
的
な
も
の
は
現
実
的
な
も
の
の
外
に
な
い
」
と
観
念
よ
り
行
動
が

真
理
で
あ
る
こ
と
を
、
彼
は
力
説
す
る
。

い
か
し
、
王
朔
方
は
、
入
生
一
に
対
し
て
何
の
価
値
や
真
理
を
求
め
よ
う
と
し

な
い
り
隼
活
、
あ
る
が
ま
』
の
人
生
に
あ
ぐ
ら
を
か
い
て
い
る
よ
う
な
生
き
方
に

決
し
て
同
調
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

「
も
し
愚
味
の
蛮
人
の
生
活
を
み
て
、
そ
れ
に
最
も
深
遠
な
意
義
を
感
ず
る

人
が
あ
る
な
ら
ば
、
僕
は
そ
の
人
の
思
想
に
敬
服
す
る
。
け
れ
ど
も
敬
服
す

る
の
は
そ
の
人
の
思
想
で
あ
っ
て
、
実
際
に
何
も
知
ら
な
い
蛮
人
で
は
な
い

の
で
す
。
ハ
略
）
実
際
に
何
も
知
ら
ず
、
牛
罵
で
あ
る
故
に
無
為
自
然
の
道

に
適
っ
て
ゐ
る
な
ら
、
そ
ん
な
生
活
は
呪
は
れ
て
し
ま
で
僕
は
そ
ん
な
・
自

然
主
義
に
反
対
す
る
。
意
味
の
な
い
真
理
は
無
に
ひ
と
し
い
。
意
味
の
な
い

生
活
は
墓
に
ひ
と
し
い
。
僕
は
牛
馬
と
し
て
幸
福
に
く
ら
し
て
居
る
人
よ
り

は
、
人
間
と
し
て
悩
ん
で
ゐ
る
人
を
崇
敬
し
ま
す
。
」

こ
の
よ
う
に
王
朔
方
は
、
人
生
へ
の
野
心
や
熱
情
を
持
た
ず
、
達
し
難
い
理

想
な
ど
へ
の
焦
燥
す
ら
せ
ず
、
た
だ
素
直
に
現
実
を
肯
定
し
、
現
実
す
る
環
境
に

意
義
を
見
出
す
こ
と
の
で
き
る
生
活
に
、
何
ら
人
生
的
な
熱
意
を
感
じ
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
む
し
ろ
彼
に
と
っ
て
は
、
現
実
は
不
完
全
な
も
の
で
あ
り
、
絶

え
ず
環
境
を
切
り
開
き
、
生
活
の
向
上
を
欲
し
て
や
ま
な
い
の
で
あ
る
。
彼

は
、
人
生
に
対
し
て
情
熱
を
も
っ
浪
漫
主
義
者
で
あ
る
。

朔
太
郎
は
、
現
世
戸
を
そ
の
ま
ま
肯
定
む
得
な
い
。
彼
に
と
っ
て
は
、
現
実
そ

越
え
イ
デ
ヤ
が
あ
っ
で
こ
J

て
人
間
的
な
人
生
で
あ
り
、
そ
の
観
念
を
も
っ
と
深

め
て
い
く
と
と
ろ
に
、
朔
太
郎
の
生
へ
の
郷
愁
が
現
わ
れ
る
の
で
あ
る

二
、
『
詩
の
原
理
』
に
み
る
朔
太
郎
の
思
想

客
観
派
の
文
学
に
お
い
て
は
、
「
人
生
は
一
つ
の
実
在
」
で
あ
り
、
生
活
の

目
的
は
「
現
実
な
る
世
界
に
於
て
、
自
然
人
生
の
実
相
を
見
、
真
実
を
観
一
照

L

存
在
の
本
質
を
把
握
す
る
む
と
に
外
な
ら
な
い
じ
だ
か
ら
と
の
派
の
文
学
は
’

「
と
の
現
実
す
る
世
界
に
於
て
、
す
べ
て
の
「
現
存
す
る
も
の
」
を
認
め
、
ぞ
乙

に
生
活
の
，
意
義
と
満
足
と
を
見
出
さ
う
と
す
る
と
と
ろ
の
、
レ
ア
リ
ス
チ
ッ
ク

な
現
実
的
人
生
観
に
な
脚
し
て
」
い
る
人
生
の
観
照
の
た
め
の
芸
術
で
あ
る
。

一
方
J
主
観
派
の
文
学
は
、
「
人
生
は
現
に
『
あ
る
も
の
』
で
な
く
、
正
に

『
あ
る
べ
き
も
の
』
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
な
ぜ
な
ら
「
『
あ
る
が
ま
ま

の
現
実
世
界
』
は
、
邪
悪
と
飲
陥
と
に
充
ち
た
煉
獄
で
あ
り
、
存
在
と
し
て
乙

の
誤
謬
で
あ
っ
て
、
認
識
上
に
肯
定
さ
れ
な
い
虚
妄
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
ゆ
え

に
主
観
派
の
文
学
は
、
人
生
の
認
識
の
た
め
の
表
現
で
は
な
く
、
情
窓
の
燃
焼

す
る
「
意
欲
の
た
め
」
の
芸
術
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
客
観
派
、
主
観
派
の
別
は
、
朔
太
郎
自
身
も
言
っ
て
い
る
よ

う
に
、
自
己
の
人
生
観
の
相
違
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
前
者
の
人
生
観
で
は
、

実
在
は
現
実
の
中
に
存
在
「
し
、
後
者
の
そ
れ
ば
現
実
の
中
に
あ
る
の
で
は
な

く
、
自
分
自
身
の
主
観
の
理
想
と
す
る
観
念
の
中
に
存
在
す
る
。
ど
の
主
観
派

の
人
生
観
こ
そ
朔
太
郎
の
人
生
観
で
あ
る
。

ζ

れ
は
第
一
章
に
よ
っ
て
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
彼
に
と
っ
て
、
イ
デ
ヤ
は
「
そ
の
生
活
の
目
標
で

あ
り
、
規
範
で
あ
り
、
願
望
さ
れ
る
一
切
の
理
想
」
と
な
る
。

人
生
の
観
照
が
、
そ
の
ま
k

芸
術
の
表
現
で
あ
る
客
観
的
な
芸
術
家
と
違

い
、
主
観
的
な
芸
術
家
、
朔
太
郎
に
と
っ
て
芸
術
（
表
現
）
は
、
「
か
か
る
イ

デ
ヤ
に
対
す
る
あ
と
が
れ
で
あ
り
、
勇
躍
へ
の
意
志
」
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
希
望
が
達
せ
ら
れ
、
イ
デ
ヤ
が
現
実
し
得
た
な
ら
、
も
う
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芸
術
は
不
要
と
な
ろ
う
。
し
か
し
、
「
真
の
芸
術
家
の
有
す
る
夢
想
は
、
ィ
デ

ヤ
の
深
奥
な
実
在
・
に
触
れ
て
る
も
の
で
、
永
遠
に
実
現
さ
れ
る
可
能
が
な
い
。

」
と
彼
は
述
べ
る
。
実
現
の
河
能
性
が
な
い
と
わ
か
っ
て
い
な
が
ら
、
な
お
願

わ
ず
に
い
ら
れ
な
い
と
い
う
朔
太
郎
の
生
々
し
い
人
間
性
、
人
生
に
対
す
る
情

熱
、
真
測
さ
を
、
ヲ
て
と
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
、
永
遠
な
る
価
値
へ
の

志
向
を
抱
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

実
現
さ
れ
る
可
能
性
が
な
い
ゆ
え
に
、
そ
の
芸
術
は
時
に
は
「
歎
息
」
と
な

り
、
「
祈
ろ
う
」
と
な
り
あ
る
わ
は
「
絶
望
の
果
敢
な
き
慰
め
し
悲
し
き
玩

具
」
と
な
る
。
そ
し
て
芸
術
（
表
現
V

は
彼
に
と
っ
て
、
「
真
の
第
一
義
的
な

仕
事
で
な
く
、
イ
デ
ヤ
の
真
生
活
に
至
る
『
生
活
の
た
め
の
芸
術
』
」
な
の
で

あ
る
。
単
に
生
活
を
拍
く
こ
と
に
よ
っ
て
「
生
活
の
た
め
」
と
い
う
の
で
は
な

く
、
「
生
活
に
理
念
を
有
し
、
ィ
デ
ヤ
に
向
つ
て
の
意
欲
を
掲
げ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
特
に
『
生
活
の
た
め
の
芸
術
』
と
い
う
。
朔
太
郎
は
、
何
は
と
も
あ
れ

ま
ず
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
人
生
の
既
成
事
実
の
上
に
あ
く
ら
を
か

注
目
す
、
究
極
の
真
理
を
つ
か
ま
ん
と
ず
る
事
が
、
彼
の
生
活
の
す
べ
て
で
あ
っ

た
。
ど
れ
は
朔
太
郎
の
次
の
こ
と
ば
で
一
層
明
ら
か
に
な
る
。

「
働
く
乏
い
ふ
こ
と
の
真
の
意
味
が
、
空
漠
と
し
て
捕
捉
さ
れ
ず
、
意
志
に

現
実
さ
れ
な
か
、
っ
た
の
だ
。
〈
略
）
と
ζ

ろ
が
私
の
生
活
に
は
、
欠
伸
な
ん

で
も
の
は
一
つ
も
な
い
の
だ
。
寝
て
も
醒
め
て
も
、
私
は
忙
し
く
て
仕
方
が

な
い
の
死
。
何
か
知
ら
な
い
が
、
自
分
の
為
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
仕
事
γ
生

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
生
を
目
見
付
け
る
の
に
忙
し
い
の
だ
。
」

郷
臣
、
前
橋
に
お
い
て
、
朔
太
郎
が
怠
惰
な
人
間
と
み
ら
れ
た
理
由
が
と
こ
に

あ
る
ゲ
ヤ
か
し
、
彼
の
「
仕
烹
亡
は
深
奥
な
る
意
味
で
語
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

詩
北
八
円
朔
太
郎
に
と
っ
て
、
文
学
の
中
の
「
詩
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
？
た
め
か
。
彼
は
「
詩
の
本
質
と
す
る
す
べ
て
の
も
の
は
、
所
詮
『
夢
』
と

い
ふ
言
語
の
意
味
に
、
一
一
切
尽
き
て
ゐ
る
如
く
忌
は
れ
る
。
」
よ
r
論
じ
♂
て
い

る
。
す
な
わ
ち
ー
「
詩
」
と
は
、
「
感
情
め
意
味
に
よ
っ
て
訴
へ
ら
れ
た
る
、

現
在
し
な
い
も
の
へ
の
懐
僚
」
な
の
で
あ
る
同

朔
太
い
郎
郎
の
詩
に
郷
訟
の
潜
む
ゆ
え
ん
が
こ
こ
に
あ
る
。
詩
を
つ
く
る
と
と

自
体
が
、
そ
の
ま
ま
イ
デ
ヤ
へ
の
憤
僚
に
結
が
る
か
ら
で
あ
る
1

朔
太
郎
の
詩

は
生
活
に
現
実
さ
れ
な
い
非
有
の
も
の
を
、
美
に
お
い
て
実
現
し
よ
う
と
欲
す

る
人
生
の
や
み
が
た
い
情
念
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
彼
J

は
、
「
詩
」
と
は
［
主

観
的
態
度
に
よ
っ
て
静
酔
ト
ル
た
る
宇
骨
hv
一
ゅ
ん
い
わ
砕
」
と
さ
え
一
一
一
一
口
う
。

次
に
詩
の
形
式
論
で
は
、
「
詩
と
は
枠
山
町
む
舟
砕
か
静
作
伽
砂
市
h
m
w
h
hん

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
‘
形
式
は
内
部
か
ら
の
必
然
牲
に
基
づ
い

て
い
な
け
れ
ほ
な
ら
な
い
。
そ
ど
に
朔
太
郎
「
彼
自
ら
の
も
の
」
の
主
体
的
姿

勢
が
如
実
に
現
わ
れ
て
い
る
。

ザ
イ
ン

詩
人
は
一
何
者
に
も
ま
さ
っ
て
「
現
存
し
な
い
も
の
」
a

へ
の
憤
僚
を
も
っ
。

そ
し
て
、
こ
れ
の
み
が
、
朔
太
郎
の
生
活
で
あ
る
。
詩
精
神
が
あ
っ
て
と
そ
、

生
活
の
意
義
が
あ
る
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
朔
太
郎
の
絶
対
的
な
も
の
が
あ
る
。

「
詩
／
我
々
は
ζ

の
言
葉
の
中
に
響
く
、
無
限
に
人
間
的
な
窓
味
を
知
っ

て
ゐ
る
。
（
略
）
然
り
、
詩
は
人
間
性
の
命
令
者
で
、
情
慾
の
底
に
燃
え
て

ゐ
る
じ
ュ
！
？
ニ
テ
イ
［
だ
。
我
々
は
そ
れ
を
欲
し
て
も
欲
し
な
い
で
も
、

意
志
に
よ
っ
て
駆
り
立
て
ら
れ
、
何
か
に
突
進
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
詩

が
導
い
て
行
く
と
こ
ろ
へ
直
行
し
よ
う
」

朔
太
郎
に
と
っ
て
、
人
生
と
は
詩
が
実
現
さ
れ
る
と
と
の
夢
で
あ
る
。

土
ロ
ス

て
v

そ
れ
へ
の
思
慕
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

r
h
J
 

七

し

三
、
環
境
否
定
に
よ
る
郷
愁

朔
太
郎
は
、
群
馬
県
で
医
者
の
長
子
と
し
て
甘
や
か
さ
れ
て
育
ち
、
成
人
し

て
も
仕
事
を
も
た
な
い
彼
に
対
し
て
故
郷
の
人
の
日
は
冷
た
か
っ
た
。
家
族
主
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 義
の
陰
修
さ
も
あ
っ
た
。
彼
は
、
「
こ
こ
に
は
文
明
が
な
い
、
／
こ
こ
に
は
人
間

的
な
も
の
は
な
ん
に
も
な
い
己
と
個
を
尊
重
し
、
自
由
で
生
き
生
き
と
し
た
生

活
の
で
き
な
い
田
舎
を
否
定
す
る
。
し
か
し
「
故
郷
」
は
、
単
に
郷
里
前
橋
だ

け
を
指
す
の
で
は
な
く
、
近
代
文
化
か
ら
立
ち
遅
れ
た
無
知
の
郷
里
は
、
当
特

の
日
本
の
時
代
性
を
も
象
徴
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
文
壇
で
は
自
然
主
義
が
浸

潤
し
て
い
た
時
で
あ
り
、
「
す
べ
て
の
『
詩
』
と
『
詩
的
精
神
』
と
が
殺
殺
さ

れ
」
て
い
た
時
代
で
あ
っ
た
。
朔
太
郎
は
、
当
時
の
日
本
の
自
然
主
義
的
な
精

神
を
い
っ
さ
い
否
定
し
た
の
で
あ
る
。

朔
太
郎
は
、
都
会
の
詩
を
多
く
歌
っ
た
。
し
か
し
彼
の
詩
に
現
わ
れ
た
都
会

的
性
質
は
、
都
会
の
実
際
の
生
活
に
却
し
て
書
い
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に

は
内
に
潜
ん
で
い
る
切
実
な
る
近
代
の
精
神
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
あ
り
と
あ

ら
ゆ
る
近
代
の
思
想
と
そ
の
感
情
」
な
の
で
あ
る
。
と
こ
に
は
、
自
由
へ
の
勇

躍
の
意
志
が
あ
る
。
と
れ
は
既
に
、
「
田
舎
と
都
会
」
と
い
う
素
朴
な
比
較
に

終
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
「
あ
り
得
べ
き
も
の
」
と
願
う
社
会
的
環
境
の
精
神

を
歌
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

大
正
十
四
年
、
朔
太
郎
一
家
は
東
京
に
移
住
し
た
。
彼
は
、
そ
こ
で
た
ち
ま

ち
実
人
生
の
没
落
感
を
味
わ
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

「
あ
あ
人
生
は
ど
こ
一
を
向
い
て
も
／
い
ち
め
ん
に
麦
の
な
が
れ
る
ゃ
う
で
／

遠
く
回
舎
の
さ
び
し
さ
が
つ
づ
い
て
ゐ
る
。
」

彼
が
実
生
活
の
圧
力
に
対
し
て
、
極
度
に
脆
か
っ
た
こ
と
も
一
因
で
あ
ろ
う

が
、
同
時
に
都
会
へ
の
失
望
は
、
先
に
観
念
と
し
て
と
ら
え
た
「
あ
る
べ
き
都

会
」
と
、
実
際
の
都
会
と
の
甚
し
い
相
違
に
も
起
因
す
る
の
で
あ
る
。

「
私
は
持
々
、
大
東
京
の
真
中
に
草
蓬
々
た
る
田
舎
を
眺
め
、
銀
座
ピ
ル
街
の

4

近
代
市
区
に
、
蒼
乎
た
る
御
用
提
燈
の
灯
影
を
見
て
吃
驚
す
る
。
日
本
の
大

都
会
に
見
る
ζ

の
幻
影
乙
そ
、
そ
れ
ら
自
ら
日
本
文
化
の
血
液
に
残
留
し
て

ゐ
る
と
ζ

ろ
の
封
建
制
度
に
取
り
葱
か
れ
た
幽
霊
に
外
な
ら
な
い
。
」

た
し
か
に
都
会
は
、
田
舎
に
比
す
れ
ば
自
由
で
あ
り
個
人
主
義
思
想
も
行
き

渡
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
‘
そ
れ
は
、
単
な
る
比
較
に
し
か
す
ぎ

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
早
く
日
醒
め
た
近
代
人
、
朔
太
郎
の
生
活
に
は
適
し
て

い
な
か
っ
た
の
だ
。

そ
れ
に
、
大
正
中
期
頃
か
ら
社
会
的
情
勢
は
大
き
く
変
わ
ら
う
と
し
て
い

た
。
詩
壇
に
お
い
て
も
、
近
代
詩
か
ら
現
代
詩
へ
の
転
換
が
も
た
ら
さ
れ
、
詩

の
現
代
化
的
変
革
運
動
が
続
出
し
た
の
で
あ
る
。
パ
ッ
シ
ョ
ネ
ー
ト
な
叙
情
詩

を
主
張
す
る
朔
太
郎
に
と
っ
て
は
、
モ
ダ
ニ
ス
ト
の
イ
y
l
ジ
造
型
の
詩
法

は
、
彼
の
詩
作
態
に
反
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

朔
太
郎
に
と
っ
て
は
正
当
に
成
熟
し
得
な
か
っ
た
近
代
社
会
、
新
詩
壇
の
登

場
、
そ
し
て
実
生
活
の
問
題
な
ど
、
「
あ
る
べ
き
も
の
」
と
彼
が
思
惟
し
憶
保

す
る
人
生
が
裏
切
ら
れ
た
時
、
彼
は
ま
た
吾
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
ー
が
あ
る
所
に
生
ず
石
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
、
朔
太
郎
の
ニ
ヒ

リ
ズ
ム
な
の
で
あ
る
。
人
生
の
意
義
務
｝
求
め
る
熱
情
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
ー
が

あ
っ
た
か
ら
と
そ
人
生
へ
の
深
刻
な
彼
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
あ
っ
た
。
私
は
、

「
汝
の
家
郷
は
あ
ら
ざ
る
べ
し
」
と
歌
の
「
漂
泊
者
の
歌
」
に
は
、
ニ
ヒ
リ
ズ

ム
の
イ
ロ
ニ
イ
で
あ
る
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
が
潜
ん
で
い
る
と
み
る
。
「
か
つ
て

欲
情
の
否
定
を
知
ら
ず
／
汝
の
欲
情
す
る
も
の
を
弾
劾
せ
り
」
と
、
か
つ
て
か
ら

あ
ら
ゆ
る
イ
デ
ヤ
に
欲
情
し
、
そ
し
て
欲
し
た
い
っ
さ
い
の
も
の
を
虚
妄
な
る

も
の
と
し
て
否
定
し
て
き
た
。
し
か
し
、
「
よ
し
人
生
は
過
失
な
る
も
．
我
が

欲
情
す
る
も
の
は
過
失
に
非
ず
。
い
か
ん
ぞ
一
切
を
弾
裁
す
る
も
、
昨
日
の
悔

恨
を
悔
恨
せ
ん
。
」
（
『
新
年
』
よ
り
）
と
な
お
彼
は
欲
情
す
る
乙
と
を
否
定

せ
ず
、
そ
れ
ら
い
っ
さ
い
の
も
の
を
弾
湯
し
た
乙
と
も
悔
恨
し
な
い
。
「
形
而

上
的
な
飢
渇
の
う
ち
に
、
た
し
か
な
実
在
を
欲
情
し
、
そ
し
て
弾
劾
を
繰
り
か
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え
す
一
つ
の
輪
廻
を
、
む
し
ろ
『
意
志
』
と
し
て
肯
定
し
て
い
る
」
と
言
う
飯

島
文
氏
の
説
に
私
も
全
く
意
を
同
じ
く
す
る
。

？
の
あ
汝
漂
泊
者
！
／
過
去
よ
り
来
り
て
未
来
を
過
ぎ
／
久
遠
の
郷
愁
を
追

ひ
行
く
も
の
。
〈
略
）
か
つ
て
欲
情
の
否
定
を
知
ら
ず
／
汝
の
欲
情
す
る
も

の
を
弾
劾
せ
り
。
（
略
）
汝
の
家
郷
は
有
ら
ざ
る
べ
し
／
」
（
「
漂
泊
者
の
歌
」
）

乙
の
烈
し
い
感
情
は
、
彼
が
愛
も
家
郷
も
持
た
な
い
永
遠
の
漂
泊
者
た
る
こ
と

を
の
み
言
い
放
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
「
在
る
」
と
信
じ
て
い
た
世
界
が
実

現
し
得
な
か
っ
た
持
、
人
生
上
の
飢
渇
感
を
味
わ
う
と
同
時
に
朔
太
郎
の
ニ
ヒ

リ
ズ
ム
が
そ
こ
に
あ
る
。
と
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
、
日
本
自
然
主
義
の
無
気
力
な

る
が
ゆ
え
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
は
意
そ
異
に
す
る
。

「
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
の
幻
滅
し
た
の
が
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
（
略
）
ロ
マ

ン
チ
シ
ズ
ム
と
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
が
、
同
じ
や
う
に
ま
た
一
つ
の
相
対
観
念
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
の
両
者
の
基
調
す
る
共
同
の
一
線
が
、
即
ち
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

ズ
ム
な
の
で
あ
る
。
放
に
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
基
調
が
無
い
所
に
は
、
初
め

か
ら
浪
漫
主
義
も
虚
無
主
義
も
あ
る
筈
が
な
い
。
」

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
ー
が
あ
る
所
に
生
ず
る
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
、
朔
太
郎
の
－

τ』

リ
ズ
ム
な
の
で
あ
る
。
人
生
の
意
義
を
求
め
る
熱
情
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
ー
が

あ
っ
た
か
ら
こ
そ
人
生
へ
の
深
刻
な
彼
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
あ
っ
た
。
私
は
、

「
汝
の
家
郷
は
あ
ら
ざ
る
べ
し
」
と
歌
う
「
漂
泊
者
の
歌
」
に
は
、
ニ
ヒ
リ
ズ

ム
の
イ
ロ
ニ
イ
で
あ
る
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
が
潜
ん
で
い
る
と
み
る
。
「
か
つ
て

欲
情
の
否
定
を
知
ら
ず
／
汝
の
欲
情
す
る
も
の
を
弾
劾
せ
り
」
と
、
か
つ
て
か

ら
あ
ら
ゆ
る
イ
デ
ヤ
に
欲
情
し
、
そ
し
て
欲
し
た
い
っ
さ
い
の
虚
妄
な
る
も

の
と
し
て
否
定
し
て
き
た
。
し
か
し
、
「
よ
し
人
生
は
過
失
な
る
も
、
我
が

欲
情
す
る
マ
も
の
は
過
失
に
非
ず
。
い
か
ん
ぞ
一
切
を
弾
劾
す
る
も
、
昨
日
の

悔
恨
を
悔
恨
せ
ん
。
」
（
『
新
年
』
よ
り
）
と
な
お
彼
は
欲
情
す
る
こ
と
を
否

定
せ
ず
、
そ
れ
ら
い
っ
さ
い
の
も
の
を
弾
劾
し
た
乙
と
も
悔
恨
し
な
い
。
「
形

而
上
的
な
飢
渇
の
う
ち
に
、
た
し
か
な
実
在
を
欲
情
じ
、
そ
し
て
弾
劾
を
繰
り

か
え
す
一
つ
の
輪
廻
を
、
む
し
ろ
『
意
志
』
と
し
て
肯
定
し
て
い
る
」
と
言
う

飯
島
文
氏
の
説
に
私
も
全
く
意
を
同
じ
く
す
る
。

「
い
か
ん
ぞ
人
生
を
展
開
せ
ざ
ら
む
。
／
今
日
の
果
敢
な
き
憂
惣
を
捨
て
／

飛
べ
よ
か
し
／
飛
べ
よ
か
し
／
」
（
「
遊
園
地
に
て
」
）

「
あ
あ
す
べ
て
卑
械
な
る
も
の
／
汝
の
非
力
な
る
人
生
を
抹
ー
殺
せ
よ
。
」

（
「
我
れ
の
持
た
ざ
る
は
一
切
な
り
」
）

と
、
虚
妄
の
人
生
に
対
し
て
「
エ
ゴ
の
強
い
主
観
を
内
部
」
に
秘
め
て
、
人
生

へ
の
情
熱
が
い
ち
だ
ん
と
深
ま
っ
て
い
る
。
「
在
る
べ
き
世
界
」
へ
の
憤
憶
が

さ
ら
に
深
ま
っ
て
い
る
。
乙
ζ

に
、
朔
太
郎
の
真
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
が
あ
る
。

ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
と
は
、
単
に
か
つ
で
あ
っ
た
も
の
を
獲
得
し
よ
う
と
願
う
心
ば

か
り
で
は
な
い
。
朔
太
郎
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
と
は
、
あ
き
ら
か
に
感
傷
と
は
類

を
異
に
し
た
ひ
と
つ
の
認
識
と
も
言
え
よ
う
。
人
生
に
対
す
る
厳
し
い
認
識
で

あ
る
。
こ
の
認
識
が
高
じ
た
と
と
ろ
に
「
襟
泊
者
の
歌
」
が
歌
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

朔
太
郎
は
、
常
に
現
実
の
環
境
を
否
定
し
て
き
た
。
い
や
、
否
定
せ
ず
に
は

お
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
虚
妄
の
人
生
に
対
す
る
反
逆
と
も
思
ふ
る
精
神

は
、
「
在
る
べ
き
世
界
」
を
求
め
る
形
而
上
的
思
想
で
あ
り
、
そ
れ
が
朔
太
郎

の
底
を
流
れ
続
け
た
思
想
な
の
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
彼
は
、
「
過
去
よ
り
来
り

て
未
来
を
過
ぎ
、
久
遠
の
郷
愁
を
追
ひ
行
く
も
の
」
の
姿
で
あ
っ
た
。

結

び

人
生
の
道
を
通
じ
て
、
萩
原
朔
太
郎
は
ど
乙
ま
で
も
満
た
さ
れ
る
と
と
の
な

い
飢
渇
が
続
い
て
い
た
。
三
好
行
雄
氏
は
、
「
か
れ
は
、
は
げ
し
く
社
会
へ
の

憤
怒
を
た
ぎ
ら
せ
て
い
た
と
見
え
つ
つ
、
実
は
否
定
の
ゆ
き
つ
く
べ
き
な
に
も

の
も
予
感
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る

が
、
し
か
し
な
が
ら
、
乙
乙
で
「
．
否
定
の
ゆ
き
つ
く
」
所
を
問
い
つ
め
る
必
要

ヴ
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は
な
い
．
そ
れ
よ
り
も
、
私
は
否
定
せ
ず
に
は
お
れ
な
か
っ
た
と
と
ろ
に
、
人

間
朔
太
郎
の
姿
を
見
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
ま
り
に
も
形
而
よ
的
で
あ
り
，

人
間
的
で
あ
り
、
純
粋
な
魂
で
あ
り
、
浪
漫
的
で
あ
る
。
と
の
浪
漫
性
は
、
何

々
の
た
め
と
い
う
あ
ら
ゆ
る
一
切
の
た
め
を
問
題
に
せ
ず
に
起
る
。
そ
れ
は
一

切
の
巧
利
的
問
題
で
な
く
、
真
の
己
に
立
ち
返
っ
た
も
の
の
中
か
ら
起
る
。

「
僕
は
自
ら
、
何
等
の
思
想
的
解
決
を
も
有
し
て
居
な
い
。
け
れ
ど
も
た

だ
、
解
決
が
あ
た
へ
ら
る
べ
き
未
来
に
向
っ
て
、
僕
の
『
暗
示
』
を
投
げ
よ

球
磨
郡
山
江
方
言
の
敬
意
表
現
法

let 

め

じ

球
磨
郡
に
は
、
霞
謡
史
上
、
古
語
に
属
す
る
敬
語
（
鹿
児
島
的
敬
語
）
の
多
い

乙
と
に
気
づ
き
、
興
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
、
乙
れ
を
、
調
査
、
研
究
し
て
み

よ
う
と
考
え
た
。
そ
乙
で
．
本
稿
で
は
．
球
磨
郡
山
江
地
方
に
お
け
る
生
活
語

の
中
か
ら
、
敬
意
表
現
に
つ
い
て
、
観
察
、
把
握
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

山
江
は
、
熊
本
県
の
東
南
部
、
鹿
児
島
県
と
、
宮
崎
と
の
境
に
位
置
す
る
球

磨
郡
の
西
南
部
に
あ
り
、
全
体
の
約
八
三
%
が
山
岳
で
、
耕
地
は
、
約
四
Mmで

あ
る
。
中
央
を
、
南
北
に
縦
断
す
る
山
岳
で
、
三
つ
に
分
か
れ
て
お
り
、
東
部

を
山
田
地
区
、
西
部
を
万
江
地
区
に
分
け
て
い
る
。
も
と
も
と
、
乙
の
ニ
つ
の

地
区
は
、
別
の
村
で
あ
っ
た
が
、
明
治
二
二
年
四
月
市
町
村
制
施
行
に
よ
り
合

併
し
、
山
江
村
と
称
し
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

う
と
す
る
意
志
を
も
っ
て
い
る
。
」

彼
の
「
詩
情
す
る
と
ζ

ろ
の
精
神
は
、
永
遠
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
本
質
し

て
」
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
は
一
常
に
「
夢
を
追
う
人
」
な
の
で
あ
る
。
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子

中
心
部
は
‘
東
部
の
山
団
地
阪
で
、
役
場
、
農
協
、
駐
在
所
郵
便
局
、
村
内

唯
一
の
中
学
校
な
ど
が
、
山
田
味
園
に
集
中
し
て
い
る
。

ζ

の
味
園
は
、
人
吉

市
内
か
ら
‘
約
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
に
あ
り
・
交
通
の
便
も
よ
い
。

ま
た
、
郵
便
、
電
話
は
、
人
士
口
局
に
属
し
て
お
り
そ
の
他
の
面
で
も
、
人
士
口

市
に
依
存
す
る
度
合
が
大
き
い
。
た
と
え
ば
、
山
江
村
は
、
無
医
村
で
あ
っ
て

病
人
は
‘
す
べ
て
、
人
吉
市
内
の
病
院
に
運
ば
れ
る
し
、
買
物
も
、
ほ
と
ん
ど

が
、
人
吉
市
内
の
店
で
な
さ
れ
て
い
る
。

調
査
方
法
と
し
て
は
、
自
然
会
話
の
中
か
ら
、
敬
意
表
現
に
関
す
る
も
の
に

注
意
し
な
が
ら
、
カ
ー
ド
に
書
き
と
め
る
方
法
と
質
問
法
の
ニ
方
法
を
用
い

た
。
特
に
、
敬
意
表
現
を
よ
く
使
い
ぺ
方
言
を
よ
く
使
う
と
思
わ
れ
る
。
老
人

層
、
中
年
層
の
会
話
に
注
意
し
た
。




