
美

的

価

値

つ
し、

て

は

じ

め

に

一
枚
の
タ
プ
ロ
オ
の
前
に
私
は
立
っ
て
、
そ
の
タ
プ
ロ
オ
が
呈
示
し
て
く
る
世
界

の
ど
こ
か
に
私
が
立
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
え
て
く
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。

芝
居
を
見
て
い
て
、
役
者
た
ち
の
演
技
や
台
詞
の
や
り
と
り
が
、
舞
台
の
外
で
観
て
い

る
私
自
身
に
向
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。
映
画
を
見
て
い

て
、
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
し
出
さ
れ
て
く
る
光
景
の
中
に
自
分
が
ひ
き
ず
り
こ
ま
れ
て

ゆ
く
よ
う
に
感
じ
た
り
、
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
迫
っ
て
く
る
巨
大
な
怪
獣
が
ま

る
で
私
に
襲
い
か
か
っ
て
く
る
か
の
よ
う
に
感
じ
て
、
思
わ
ず
身
の
毛
の
よ
だ
っ
思

い
の
す
る
こ
と
さ
え
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
た
と
え
「
あ
た
か
も
:
:
:
で
あ
る
か
の
よ

う
に
」
と
い
う
仮
想
的
条
件
の
も
と
に
で
あ
っ
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
作
品
の
呈
示
す

る
世
界
の
中
に
あ
っ
て
、
そ
こ
を
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
そ
の
と
き
わ
れ
わ

れ
は
そ
の
作
品
の
価
値
如
何
を
問
う
た
り
し
な
い
し
、
そ
の
必
要
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

わ
れ
わ
れ
は
価
値
的
な
世
界
の
中
に
既
に
生
き
て
い
る
の
だ
か
ら
。

だ
が
タ
プ
ロ
オ
に
接
す
る
態
度
に
も
う
ひ
と
つ
の
態
度
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
私

金

亙互
日

田

を
思
わ
ず
ひ
き
こ
ん
で
し
ま
う
世
界
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
か
を
吟
味
す
る

態
度
で
あ
る
。
構
図
の
と
り
か
た
、
陰
影
を
生
み
出
す
光
源
と
そ
の
光
を
受
け
て
陰

影
の
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
醸
し
出
し
て
く
る
モ
チ
ー
フ
と
の
整
合
性
、
色
彩
の
調

和
、
形
の
と
り
か
た
、
絵
具
の
置
き
か
た
、
描
線
の
運
動
感
等
に
注
意
が
向
け
ら
れ

る
。
そ
の
と
き
タ
プ
ロ
オ
の
出
来
の
よ
し
あ
し
が
、
つ
ま
り
価
値
評
価
が
問
題
に
さ

れ
て
く
る
。
前
者
の
態
度
は
主
観
的
で
あ
り
、
後
者
の
そ
れ
は
客
観
的
で
あ
る
と
言

え
る
で
あ
ろ
う
。

本
来
の
美
的
観
照
の
態
度
は
い
ず
れ
で
あ
る
べ
き
か
、
二
者
択
一
の
決
定
を
要
求

す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
ま
た
無
意
味
で
あ
ろ
う
。
両
方
の
態
度
は
そ
れ
ぞ
れ
明

確
に
異
な
り
つ
つ
も
、
相
互
に
絡
み
合
い
錯
綜
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
現
実
の
美

的
観
照
を
遂
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
複
層
的
な
美
的
観
照
の
中
で
、
価
値
の

問
題
は
見
え
隠
れ
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
画
面
処
理
の
し
か
た
が
あ
ま
り
に
拙
劣
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
こ
と

が
気
に
な
っ
て
タ
プ
ロ
オ
の
呈
示
す
る
世
界
の
中
に
な
か
な
か
入
っ
て
ゆ
け
な
い
。

ち
ょ
う
ど
眼
鏡
に
つ
い
た
曇
り
や
タ
プ
ロ
オ
の
前
に
あ
る
ガ
ラ
ス
へ
の
光
線
の
反
射
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が
目
障
り
で
、
対
象
へ
気
持
ち
が
の
っ
て
ゆ
か
な
い
の
に
似
て
い
る
。
あ
る
い
は
そ

の
描
法
が
馴
染
み
難
く
、
あ
ま
り
に
意
表
を
つ
い
た
も
の
で
あ
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ

は
タ
プ
ロ
オ
の
世
界
に
想
像
的
に
入
っ
て
ゆ
く
回
路
を
見
失
い
、
そ
の
世
界
の
ず
っ

と
手
前
で
遼
巡
し
て
し
ま
う
。
以
前
、

「
抽
象
絵
画
ハ
ワ
カ
ラ
ナ
イ
」
と
い
う
戸
を

よ
く
耳
に
し
た
。
描
か
れ
た
も
の
が
猫
で
あ
っ
た
り
、
時
計
で
あ
っ
た
り
、
赤
い
パ

ラ
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
か
た
ち
の
類
似
性
(
エ
イ
コ

l
ニ
ッ
シ
ュ

な
性
格
と
か
シ
ミ
ュ
ラ
l
ク
ル
と
い
う
語
が
最
近
よ
く
用
い
ら
れ
る
)
を
手
が
か
り

に
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
現
実
生
活
の
中
で
の
体
験
を
、
そ
の
タ
プ
ロ
オ
の
中
で
擬
似

的
に
再
現
す
る
こ
と
に
な
れ
て
い
る
。
現
実
生
活
の
中
で
は
色
彩
や
形
は
自
立
し
て

現
れ
る
こ
と
は
な
く
、
い
つ
も
な
に
か
あ
る
物
の
色
や
形
と
し
て
、
つ
ま
り
物
の
属

性
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
物
と
の
関
係
を
断
ち
切
っ
た
色
や
形
が
画

面
上
で
自
立
し
た
関
係
を
と
り
は
じ
め
る
と
、
ひ
と
は
と
ま
ど
い
を
感
じ
る
の
も
当

然
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
タ
プ
ロ
オ
の
世
界
、
あ
る
い
は
画
境
に
見
る
者
を
す
ば
や

く
誘
う
た
め
に
は
、
画
家
は
自
分
の
描
法
を
で
き
る
か
ぎ
り
か
れ
に
意
識
さ
せ
な
い

こ
と
が
得
策
で
あ
ろ
う
。
ひ
と
に
そ
れ
と
気
づ
か
せ
な
い
描
法
、
こ
の
場
合
そ
れ
が

価
値
あ
る
描
法
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

だ
が
タ
プ
ロ
オ
の
世
界
が
想
像
的
な
る
が
ゆ
え
に
、

い
つ
ま
で
も
見
る
者
は
そ
の

世
界
に
耽
溺
し
て
い
る
わ
け
に
ゆ
か
な
い
。
見
る
者
は
生
身
の
肉
体
を
も
ち
、
想
像

界
に
生
き
る
真
最
中
で
も
、

一
方
で
現
実
世
界
に
生
き
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
相
対

立
す
る
世
界
に
ひ
き
さ
か
れ
て
見
る
者
は
立
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
想
像
界
へ
の
牽
引

力
が
強
け
れ
ば
強
い
ほ
ど
、
な
ぜ
そ
れ
ほ
ど
に
自
分
を
ひ
き
ょ
せ
る
の
か
、
タ
プ
ロ

オ
の
あ
り
か
た
を
観
察
す
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
く
る
。
観
察
す
る
と
は
タ
プ
ロ
オ

を
対
象
化
す
る
こ
と
で
あ
り
、
い
わ
ば
作
品
の
外
に
立
っ
て
画
面
構
成
の
種
々
の
仕
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掛
け
に
眼
を
凝
ら
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
と
き
わ
れ
わ
れ
は
「
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て

い
る
か
」
と
い
う
狭
義
の
作
品
評
価
を
、
画
面
全
体
に
ま
た
細
部
に
加
え
て
ゆ
く
こ

と
に
な
る
。

わ
れ
わ
れ
は
作
品
観
照
に
あ
た
っ
て
、
二
つ
の
態
度
を
行
き
つ
も
ど
り
つ
し
て
い

る
。
そ
の
往
還
を
「
解
釈
学
的
循
環
」
と
い
う
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
作
品
の
価
値
は

固
定
的
に
は
り
つ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
二
つ
の
態
度
間
の
往
還
を
ど
れ
ほ
ど

ひ
っ
ぱ
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
か
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
二
つ
の
態
度
を
行
き
つ

も
ど
り
つ
す
る
た
び
に
、
作
品
は
そ
の
都
度
あ
た
ら
し
い
相
貌
を
も
っ
。
そ
う
で
な

け
れ
ば
、
ひ
と
は
タ
プ
ロ
オ
を
「
モ
ウ
見
タ
」
と
満
足
し
立
ち
去
っ
て
ゆ
く
で
あ
ろ

う

一
、
言
語
的
価
値

話
題
を
文
芸
の
場
面
に
移
そ
う
。
と
い
う
の
も
今
日
の
学
的
状
況
に
お
い
て
、
諸

芸
術
ジ
ャ
ン
ル
中
、
文
芸
の
研
究
が
最
も
鮮
明
な
方
法
意
識
に
支
え
ら
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。

今
日
文
芸
研
究
の
状
況
を
ふ
り
か
え
る
と
き
、
そ
の
方
法
論
は
ま
さ
に
百
花
練
乱

の
感
が
あ
る
。
だ
が
そ
れ
ら
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
論
の
底
流
に
、

「
作
品
詩
学
」
と
い

う
共
通
理
解
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
壊
誠
的
状
態
に
あ
っ
た
ゲ
ル
マ
ニ
ス
テ
ィ
ク
の
分
野
は
、

新
文
献
主
義

Z
g司
E
Z
-
o
E帽
を
標
模
し
て
再
建
さ
れ
て
ゆ
く
。

領
導
し
た
の
は
、



大
戦
中
中
立
国
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
リ
ス
ボ
ン
に
あ
っ
た

w
・
カ
イ
ザ
!
と
、
同
じ
く
中

立
国
ス
イ
ス
の
チ
ュ

l
リ
ヒ
に
い
た
E
・
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
で
あ
っ
た
。

両
者
と
も
そ
の
方
法
論
の
哲
学
的
、
美
学
的
基
礎
に
、
今
日
で
は
邦
訳
も
出
て
日

本
の
読
者
に
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
当
時
は
そ
の
論
理
的
難
解
さ
と
文
章

の
無
味
乾
燥
性
の
ゆ
え
に
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
ほ
と
ん
ど
読
ま
れ
る
こ
と
の
な
か
っ

た
ポ
l
ラ

γ
ド
の
現
象
学
者
ロ
マ

γ
・
イ

γ
ガ
ル
デ
ン
の
『
文
学
的
芸
術
作
品
』

(
原
著
名

a
u
g
E
m
g江
田
口
官
民

E
m
g∞号事

E
8・
邦
訳
同
名
、
動
草
書
房
)

を
置
い
て
い
た
。

ド
イ
ツ
の
文
芸
学
研
究
史
に
お
い
て
、

「
文
献
学
」
の
呼
称
は
、
も
っ
ぱ
ら
前
世

紀
末
に
提
唱
さ
れ
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
ま
で
指
導
的
理
念
で
あ
り
つ
づ
け
た
ウ
ィ

ル
ヘ
ル
ム
・
シ
ェ

l
ラ
l
の
文
学
研
究
法
に
冠
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は

当
時
隆
盛
で
あ
っ
た
ヴ
シ
ト
の
心
理
学
を
哲
学
的
背
景
と
し
て
、
文
学
作
品
に
徹
底

的
な
テ
ク
ス
ト
ク
リ
テ
ィ

l
ク
を
施
し
な
が
ら
、
そ
の
批
評
基
準
と
し
て
「
作
家
が

い
か
な
る
風
土
で
育
ち
、
い
か
な
る
師
弟
関
係
、
交
友
関
係
に
あ
り
、
い
か
な
る
手

法
を
学
び
、
い
か
な
る
体
験
を
し
た
か
」
に
照
ら
し
て
行
う
も
の
と
さ
れ
た
。
か
れ

ら
に
と
っ
て
、
だ
か
ら
作
家
の
同
時
代
の
社
会
的
文
化
的
資
料
、
た
と
え
ば
新
聞
記

事
や
、
作
家
自
身
の
手
稿
、
書
簡
、
日
記
、
雑
録
、
メ
モ
等
は
作
品
そ
の
も
の
と
同

等
の
価
値
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
か
れ
ら
の
も
と
で
は
じ
め
て
本
格
的
な
作
家
の

全
集
や
伝
記
が
、
し
か
も
つ
ぎ
つ
ぎ
と
編
集
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
功
罪
に
つ
い
て

は
、
こ
こ
で
は
問
わ
な
い
。

新
文
献
主
義
は
心
理
主
義
に
反
対
し
て
登
場
し
た
エ
ド
ム
ン
ト
・
フ
ッ
セ
ル
の
現

象
学
を
哲
学
的
背
景
に
も
っ
て
い
る
。
心
理
主
義
の
文
献
学
に
よ
れ
ば
、
文
芸
作
品

は
作
家
の
個
人
的
体
験
が
ど
れ
ほ
ど
美
事
に
表
現
さ
れ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
評
価
さ

れ
る
。
個
々
の
作
品
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
作
家
の
伝
記
研
究
の
証
言
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
現
象
学
に
よ
る
新
文
献
学
は
作
品
を
作
家
の
体
験
に
還
元
し
て
解
釈
す
る
こ

と
を
拒
否
す
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
作
品
を
、
作
家
と
い
う
一
個
人
の
体
験
と
い
う

歴
史
的
に
特
殊
な
一
つ
の
出
来
事
に
し
ば
り
つ
け
る
こ
と
は
、
作
品
を
窒
息
さ
せ
て

し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
今
で
も
イ
シ
タ
ピ
ュ

l
記
事
で
、
話
題
に
な
っ
た
作
品
の
制

作
動
機
を
当
の
作
家
に
聞
い
て
い
る
の
が
あ
る
。
だ
が
そ
の
作
家
が
ど
れ
ほ
ど
誠
実

に
動
機
に
な
っ
た
事
件
や
体
験
を
語
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
作
品
を
解
明
す

る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
な
い
。
作
品
は
作
家
の
思
惑
を
こ
え
て
、
時
代
や
地
域
を
こ
え

て
、
読
者
を
獲
得
し
、
読
み
つ
が
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
本
質
が
あ
る
。

作
品
、
た
と
え
ば
一
篇
の
詩
は
た
し
か
に
あ
る
時
あ
る
場
所
で
あ
る
作
家
に
よ
っ

レ

ア

て
制
作
さ
れ
た
と
い
う
実
在
的
な
契
機
に
制
約
さ
れ
て
い
る
が
、
普
遍
的
な
世
界
を

イ

デ

ア

ル

開
示
す
る
理
念
的
存
在
で
あ
る
。

と
く
に
シ
ュ
タ
イ
ガ
l
は、

M
・
ハ
イ
デ
ガ
l
の
解
釈
学
的
現
象
学
の
洗
礼
を
受

け

『
存
在
と
時
間
』
の
分
析
を
応
用
し
て
文
芸
作
品
の
構
造
解
明
を
お
こ
な
っ
た

こ
と
で
、

つ
と
に
知
ら
れ
て
い
た
。
か
れ
は
一
九
五
一
年
「
ネ
オ
フ
ィ
ロ
ロ
グ
ス
」

誌
上
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
か
ら
ハ
イ
デ
ガ
l
に
い
た
る
哲
学
的
解
釈
学
を
背
景
に
、

「
解
釈
の
技
術
」
と
い
う
、
当
時
と
し
て
は
き
わ
め
て
挑
発
的
な
論
文
を
発
表
し
た
。

こ
の
論
文
の
中
で
、
か
れ
は
詩
を
作
家
の
伝
記
的
説
明
に
還
元
せ
ず
、
作
品
が
言
語

に
よ
る
出
来
事
で
あ
る
と
い
う
テ
l
ゼ
に
立
脚
し
た
方
法
を
示
し
た
。

か
れ
に
あ
っ
て
は
言
語
は
体
験
を
表
白
し
た
り
、
思
想
を
表
現
す
る
手
段
で
は
な

ぃ
。
言
語
と
は
、
そ
こ
に
世
界
が
開
示
さ
れ
て
く
る
場
で
あ
る
。
か
れ
は
ひ
と
つ
の
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作
品
の
成
立
に
ま
つ
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
知
識
を
退
け
て
、
作
品
自
身
を
虚
心
担
懐
に

読
む
こ
と
を
ま
ず
す
す
め
る
。
か
れ
は
当
時
の
ド
イ
ツ
人
が
親
突
し
て
い
た
メ
l
リ

ケ
の
「
月
に
向
か
い
て
」
と
い
う
短
詩
を
例
に
し
て
、
読
む
こ
と
か
ら
出
発
し
て
ど

の
よ
う
な
世
界
が
聞
け
て
く
る
か
を
示
そ
う
と
し
た
。

だ
が
詩
の
言
語
性
に
身
を
委
ね
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

一
読
し
て
、
ま
だ
読

者
に
は
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
世
界
が
う
た
わ
れ
て
い
る
か
、
拒
漠
と
し
て
い
る
。
だ

が
読
者
は
な
に
か
し
ら
そ
の
詩
に
ひ
か
れ
、
ふ
た
た
び
読
み
は
じ
め
る
。
そ
の
と
き

読
者
を
と
ら
え
て
い
る
も
の
は
な
に
か
。
シ
ュ
タ
イ
ガ
l
は
詩
の
譜
調
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
、

リ
ズ
ム
だ
と
一
一
一
口
う
。
そ
れ
ら
は
言
語
の
語
音
の
層
が
作
り
出
す
も
の
で
あ
る
。

最
初
に
詩
の
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
意
味
は
理
解
の
対
象
で
あ
る
。
理
解
に

先
立
っ
て
語
音
の
響
き
合
う
、
い
わ
ば
詩
的
気
分
の
世
界
が
あ
る
。
そ
の
詩
的
気
分

を
感
じ
と
る
の
は
、
分
析
知
(
悟
性
)
の
働
き
で
は
な
く
、
感
情
白
色
E
E
だ
と
い

う

「
感
情
の
基
準
は
学
聞
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の
基
準
で
も
あ
る
。
」

(
「
解
釈

の
技
術
」
)

「
詩
と
の
最
初
の
出
会
に
お
い
て
な
に
が
感
知
さ
れ
る
の
か
。
徹
底
し
た
読
み
に

よ
っ
て
は
じ
め
て
明
る
み
に
出
る
充
実
し
た
内
包
で
は
ま
だ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

は
ま
た
、
個
々
の
心
象
や
情
景
が
既
に
印
象
づ
け
ら
れ
う
る
に
せ
よ
、
個
々
の
詩
的

内
容
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
詩
全
体
を
賦
活
し
、
:
:
:
個
々
の
特
徴
の
う
ち

に
純
粋
に
保
持
さ
れ
つ
づ
け
る
精
神
で
あ
る
。
私
は
こ
の
感
情
を
〈
リ
ズ
ム
〉
と
よ

ぶ
。
」

(
「
解
釈
の
技
術
」
)

一
見
、
シ
ュ
タ
イ
ガ
l
の
こ
う
し
た
テ
l
ゼ
は
素
人
臭
く
、
専
門
の
研
究
者
に
は

と
る
に
た
ら
な
い
こ
と
に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
詩
を
愛
好
し
、
た
だ
ひ
た

す
ら
夢
中
に
読
み
ふ
け
る
、
あ
の
初
心
を
忘
れ
た
と
こ
ろ
に
、
文
芸
研
究
の
基
本
的

4 

危
機
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
生
き
る
こ
と
の
喜
び
を
ひ
き
裂
い
て
、
い
く
さ
を

聖
戦
と
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
と
び
か
う
な
か
で
、
人
の
こ
こ
ろ
が
荒
れ
す
さ
み
、

都
市
や
田
園
が
廃
櫨
と
化
し
て
い
っ
た
、
そ
の
痛
み
が
か
れ
ら
の
テ
l
ゼ
に
は
た
し

か
に
聴
き
と
れ
る
。

と
も
あ
れ
か
れ
は
、
リ
ズ
ム
と
い
う
客
観
化
さ
れ
た
感
情
に
作
品
の
価
値
の
あ
り

か
を
ま
ず
求
め
た
。
わ
れ
わ
れ
は
詩
を
読
む
と
き
、
た
ち
ま
ち
詩
が
語
り
出
す
世
界

に
関
心
が
向
っ
て
ゆ
く
。
言
語
そ
の
も
の
に
眼
を
向
け
る
こ
と
は
き
わ
め
て
難
し
い
。

だ
が
言
語
は
リ
ズ
ム
と
し
て
ま
ず
読
む
人
の
心
の
琴
線
に
触
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
わ

れ
わ
れ
は
言
語
性
の
価
値
と
い
う
こ
と
に
し
よ
う
。

二
、
蕪
村
の
和
詩
「
北
寿
老
仙
を
悼
む
」
を
も
と
に
し
て

シ
ュ
タ
イ
ガ
l
は
メ
l
リ
ケ
の
短
詩
を
例
に
あ
げ
て
詩
の
、
も
っ
ぱ
ら
語
音
の
層

に
集
中
す
る
言
語
的
価
値
を
論
証
せ
ん
と
し
た
。

だ
が
日
本
の
詩
歌
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
よ
う
。
今
、
蕪
村
の
和
詩
「
北

寿
老
仙
を
悼
む
」
を
こ
こ
で
引
合
い
に
出
そ
う
。
こ
の
詩
は
、
明
治
に
な
っ
て
新
体

詩
を
開
拓
し
た
島
崎
藤
村
の
、
詩
作
を
絶
っ
て
散
文
の
世
界
に
分
け
入
っ
た
こ
ろ
の

散
文
詩
「
壇
辺
」

(
明
治
三
十
五
年
)
に
色
濃
く
影
響
を
留
め
る
な
ど
、
近
代
持
情

詩
の
初
発
と
し
て
多
く
の
読
者
に
愛
唱
さ
れ
て
き
た
。

そ
の
八
詩
節
か
ら
な
る
最
初
の
三
詩
節
を
こ
こ
で
は
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
。



君
あ
し
た
に
去
ぬ
ゆ
ふ
ベ
の
こ
こ
ろ
千
々
に

何
ぞ
は
る
か
な
る

君
を
お
も
ふ
て
岡
の
ベ
に
行
つ
遊
ぶ

を
か
の
ベ
伺
ぞ
か
く
か
な
し
き

た

ん

ぽ

ぽ

な

ず

な

蒲
公
の
黄
に
斉
の
し
ろ
う
咲
た
る

見
る
人
ぞ
な
き

オ
イ
リ
ュ
ト
ミ
イ

一
読
し
て
好
音
調
で
あ
り
、
思
わ
ず
口
ず
さ
み
た
く
な
る
ほ
ど
リ
ズ
ミ
カ
ル
で
あ

る
。
だ
が
こ
の
詩
形
は
五
七
調
で
も
な
け
れ
ば
七
五
調
で
も
な
い
。

五
音
と
七
音
と

い
う
長
い
単
位
が
基
本
に
な
っ
て
い
な
い
。

今
こ
れ
を
音
節
数
を
知
る
た
め
に
、
ロ
ー
マ
字
書
き
に
表
記
し
、
息
の
切
れ
目
に

断
線
を
入
れ
て
み
よ
う
。
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音
節
数
を
数
え
て
ゆ
く
と
、

2
/
4
/
2
/
4
/
3
/
3
/
2
/
3
/
2
0
も
ち

ろ
ん
別
の
切
り
か
た
も
あ
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
詩
を
音
読
す
れ
ば
、
た
と
え
ば
第

一の
2
音
節
に
対
し
て
第
二
の
4
音
節
は
二
倍
の
時
間
量
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
わ

け
で
も
な
い
。
最
初
の
2
音
節
と
つ
ぎ
の
4
音
節
の
そ
れ
ぞ
れ
の
時
間
総
量
は
か
ぎ

り
な
く
近
い
と
言
え
よ
う
。

こ
う
し
た
条
件
を
つ
け
た
上
で
、
そ
れ
で
も
わ
れ
わ
れ
は
第
一
詩
行
の
2
/
4
/

2
/
4
の
の
振
幅
の
烈
し
い
反
復
的
進
行
に
気
づ
く
。
君

(
l早
見
晋
我
)
が
今
朝

逝
去
さ
れ
た
。
そ
の
「
あ
し
た
」
に
対
比
さ
れ
る
「
ゆ
ふ
ベ
」
の
世
界
、

つ
ま
り
計

報
に
接
し
な
か
っ
た
時
の
世
界
に
い
て
君
を
思
っ
て
い
た
「
こ
こ
ろ
」
。
そ
こ
ま
で

が
こ
の
テ

γ
ポ
で
う
た
わ
れ
る
。

な
お
瞳
峻
康
隆
氏
の
校
注
(
日
本
古
典
文
学
大
系
四
『
蕪
村
集

一
茶
集
』
岩
波

書
庖
刊
)
に
よ
れ
ば
「
去
ぬ
」
は
「
さ
り
ぬ
」
と
読
む
が
、
リ
ズ
ム
の
関
係
で
、
私

は
清
水
孝
之
氏
や
安
東
次
男
氏
の
「
い
ぬ
」
と
い
う
読
み
を
採
る
。
ま
た
障
峻
氏
は

「
ゆ
ふ
ベ
」
を
今
朝
に
時
間
的
に
続
く
「
今
宵
」
と
い
う
意
味
に
解
し
て
い
る
が
、

私
は
「
あ
し
た
」
と
「
ゆ
ふ
ベ
」
と
の
対
照
性
を
重
視
し
、
む
し
ろ
「
ゆ
ふ
ベ
」
は

計
報
に
接
す
る
ま
で
の
「
昨
夜
」
を
さ
す
と
考
え
た
い
。

「
今
宵
」
と
解
す
れ
ば
、

詩
の
時
間
推
移
と
現
実
的
時
間
推
移
と
が
平
行
し
て
し
ま
い
、
説
明
的
、
散
文
的
に

な
る
。
逝
去
と
い
う
冷
厳
な
事
実
が
過
去
を
追
憶
の
現
在
と
し
て
よ
び
起
し
て
い
る
。

現
実
の
時
間
推
移
が
逆
転
し
て
、
詩
的
虚
構
の
時
聞
が
構
成
さ
れ
て
い
る
と
見
る
ベ

き
だ
ろ
う
。
障
峻
氏
は
「
ゆ
ふ
ベ
」
を
、
本
和
詩
の
最
終
詩
節
「
我
庵
の
あ
み
だ
仏

た
た
ず

と
も
し
火
も
も
の
せ
ず
/
花
も
ま
ゐ
ら
せ
ず
す
ご
す
ご
と
千
め
る
今
宵
は
/
こ
と
に

た
う
と
き
」
中
の
「
今
宵
」
と
同
一
視
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

と
も
あ
れ
2
/
4
/
2
/
4
の
振
幅
烈
し
い
テ
ン
ポ
で
よ
び
起
さ
れ
た
「
こ
こ
ろ

ち
ぢ
に
」
は
3
/
3
と
二
つ
の
三
音
節
で
続
い
て
ゆ
く
。
そ
れ
は
振
幅
性
か
ら
見
れ

ば
収
束
の
方
向
で
あ
り
、
そ
の
か
わ
り
に
時
間
の
進
行
方
向
に
、
語
ら
れ
た
語
を
こ

え
て
つ
づ
い
て
ゆ
く
。
第
二
詩
行
は
2
/
3
/
2
と
展
開
し
、
前
行
末
の
三
音
節
が

一
度
収
縮
し
、

「
は
る
か
」
で
膨
ら
み
、

「
な
る
」
で
ま
た
収
縮
し
、
し
だ
い
に
沈

黙
の
中
へ
晋
我
先
生
の
姿
が
消
え
入
っ
て
ゆ
く
。

5 



こ
れ
ま
で
は
音
数
律
の
基
本
単
位
の
変
動
を
調
べ
て
き
た
。
だ
が
こ
の
第
一
詩
節

の
リ
ズ
ム
は
そ
れ
に
つ
き
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
語
音
に
は
特
有
の
音
象
徴
(
こ
れ
を

幸
田
露
伴
は
か
つ
て
「
音
幻
」
と
よ
ん
だ
)
が
あ
る
。

「
君
あ
し
た
に
去
ぬ
」
の
主

導
母
音
は
〔
i
〕
で
あ
る
。

〔i
〕
は
引
き
裂
く
よ
う
に
明
確
な
輪
郭
性
を
も
っ
。

そ
れ
が
逝
去
と
い
う
ご
ま
か
し
え
な
い
冷
厳
な
事
実
の
あ
り
か
た
を
示
す
。
さ
ら
に

最
初
の
気
息
音
〔
k
〕
も
ま
た
効
果
的
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
そ
こ
に
つ
づ
く

「
ゆ
ふ
ベ
の
こ
こ
ろ
」
は
〔
U

〕
音
か
ら
〔
3

〕
音
へ
の
母
音
群
で
構
成
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
は
実
際
に
発
音
し
て
み
れ
ば
わ
か
る
こ
と
だ
が
、
対
象
の
輪
郭
性
を
よ
り
も

口
蓋
の
奥
の
ほ
う
か
ら
息
を
吐
く
、
つ
ま
り
心
情
の
深
さ
を
表
わ
す
の
に
相
応
し
い
。

追
憶
の
現
在
と
し
て
の
「
ゆ
ふ
ベ
の
こ
こ
ろ
」
が
ど
ん
な
も
の
か
、
百
の
説
明
よ
り

も
こ
の
音
象
徴
が
よ
く
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
ふ
た
た
び
「
ち
ぢ
に
」
と
い
う
三
つ

の
〔
i
〕
音
に
転
換
す
る
。

「
ち
ぢ
に
」
砕
け
る
の
は
計
報
に
接
し
た
現
実
の
現
在

の
作
者
の
心
境
で
あ
り
、
そ
の
悲
痛
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
砕
け
た
あ
と
の
虚
脱
、

空
無
が
輪
郭
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
輪
郭
も
ま
た
し
だ
い
に
崩
れ
て
、
追

憶
の
姿
が
し
だ
い
に
消
え
て
ゆ
く
。
よ
る
ベ
な
き
吐
息
。
そ
れ
を
「
な
ん
ぞ
は
る
か

な
る
」
で
〔

a
〕
音
か
ら
〔
U
〕
音
の
母
音
列
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。

第
二
詩
節
|
|
前
詩
節
の
終
尾
で
輪
郭
を
失
い
な
が
ら
消
え
て
い
っ
た
晋
我
先
生

の
幻
影
、
そ
れ
が
ふ
た
た
び
「
君
」
と
呼
び
か
け
ら
れ
て
、
登
場
し
て
く
る
。

「君」

で
は
じ
ま
る
詩
節
と
い
う
点
で
は
、
こ
の
詩
節
は
第
一
詩
節
と
同
じ
で
あ
る
。
だ
が

展
開
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
。
や
は
り
ロ
ー
マ
字
書
き
を
し
な
が
ら
、
そ
の
リ

ズ
ム
に
聞
き
い
ろ
う
。

関-
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つ
ま
り
音
節
数
か
ら
見
れ
ば
、

3
/
4
/
5
/
6
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
呼
び
出

さ
れ
た
「
君
」
の
幻
姿
は
徐
々
に
膨
ん
で
ゆ
く
。
そ
の
追
憶
の
膨
ら
み
は
音
節
数
の

増
加
と
呼
応
し
て
い
る
。
し
か
も
主
導
の
母
音
は
〔
O

〕
で
あ
り
、

〔
コ
〕
で
あ
る
。

輪
郭
定
か
で
な
い
註
洋
と
し
た
追
憶
の
あ
り
か
た
に
相
応
し
い
。

「
岡
の
ベ
に
行
つ

遊
ぶ
」
は
一
種
の
夢
遊
の
境
地
で
あ
る
。
だ
が
第
二
詩
行
で
視
点
は
一
挙
に
現
実
に

引
き
戻
さ
れ
る
。
二
つ
の
「
岡
の
ベ
」
の
差
異
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
第
一
詩
行

の
「
岡
の
ベ
」
は
自
分
が
そ
こ
に
出
か
け
て
歩
い
て
い
る
と
こ
ろ
、
だ
が
第
二
詩
行

の
「
を
か
の
ベ
」
は
観
察
者
の
視
点
で
眺
め
ら
れ
て
い
る
。
映
画
の
シ
ョ
ッ
ト
の
技

法
を
思
わ
せ
る
。

「
を
か
の
ベ
何
ぞ
か
く
か
な
し
き
」
を
ま
た
も
や
ロ
ー
マ
字
表
記
に
移
そ
う
。

o
w
g
o
Z
/
Eロ
N
。/
E
E
/
E
E
m
E

第
二
音
節
は
二
音
節
で
あ
る
が
、
子
音
〔

n
〕
に
一
音
節
に
近
い
時
間
価
を
与
え
て

三
音
節
と
し
て
読
ん
で
み
た
い
。
そ
う
す
る
と
、

4
/
3
/
2
/
4
(
2
+
2
)
と

な
る
。
第
一
詩
行
で
は
膨
張
し
て
い
っ
た
リ
ズ
ム
が
、
第
二
詩
行
で
反
転
、

4
/
3
/

2
と
縮
約
さ
れ
て
ゆ
く
。
そ
の
対
比
は
絶
妙
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
か
く
か
な
し
き
」

に
気
息
子
音
〔
k
〕
が
集
中
す
る
。
そ
れ
は
必
死
に
こ
ら
え
る
口
元
か
ら
洩
れ
る
鳴

咽
に
も
聞
え
て
く
る
。

第
三
詩
節
|
|
ロ
ー
マ
字
表
記
に
よ
っ
て
音
節
構
造
を
調
べ
よ
う
。

ーヨ
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音
数
律
に
し
た
が
う
か
ぎ
り
、

「ン」

つ
ま
り
子
音
〔

n
〕
の
扱
い
は
い
つ
も
微

妙
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
「
タ
ン
ポ
ポ
」
を
四
音
節
に
数
え
て
み
よ
う
。
そ
う
す
れ
ば
、

拍
数
は
5
/
2
/
4
/
3
/
2
+
2
と
な
る
。
つ
ま
り
振
幅
度
は
こ
れ
ま
で
の
詩
行

中
最
も
大
き
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。

5
か
ら
2
へ
、
さ
ら
に
4
か
ら
3
へ
、
だ

が
そ
の
振
幅
が
し
だ
い
に
平
準
化
さ
れ
て
2
+
2
へ
と
収
束
さ
れ
て
ゆ
く
。
な
ぜ
か
。

こ
れ
ま
で
の
詩
行
に
は
色
彩
は
な
か
っ
た
。
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
の
世
界
と
言
っ
て
よ
く
、

そ
れ
が
む
し
ろ
哀
悼
の
歌
に
は
相
応
し
か
っ
た
。
だ
が
こ
こ
で
岡
の
ベ
の
光
景
が
色

彩
と
し
て
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
詩
の
進
行
の
急
転
と
言
っ
て
よ
い
。
振
幅

の
烈
し
さ
は
必
然
で
あ
ろ
う
。

蒲
公
の
咲
い
て
い
る
こ
と
が
問
題
な
の
で
は
な
い
。
蒲
公
の
花
の
色
、
黄
が
岡
の

ベ
の
あ
ち
こ
ち
に
彩
か
に
点
在
し
、
そ
れ
が
眼
を
射
る
。

一
瞬
悲
し
さ
を
忘
れ
さ
せ

る
。
そ
の
ま
わ
り
に
は
斉
の
白
い
小
さ
な
花
が
一
面
埋
め
つ
く
し
て
い
て
ど
こ
ま
で

も
拡
が
っ
て
い
る
。
そ
の
色
彩
の
世
界
に
つ
か
っ
て
い
る
と
、
幻
視
の
世
界
こ
そ
が

現
実
と
思
え
て
く
る
。
だ
が
そ
の
夢
幻
の
境
は
ま
た
一
瞬
に
崩
れ
る
。

「
見
る
人
ぞ

な
き
」
は
平
準
化
さ
れ
た
二
音
節
か
ら
は
じ
ま
り
、

2
/
3
/
2
と
、
第
二
音
節
で

少
し
膨
張
し
よ
う
と
す
る
が
、
そ
れ
も
「
な
き
」
と
い
う
最
終
音
節
で
決
定
的
に
打

消
さ
れ
て
し
ま
う
。

蕪
村
の
名
詩
「
北
寿
老
仙
を
悼
む
」
の
構
造
分
析
は
、
本
稿
の
紙
数
の
制
約
も
あ

り
、
こ
こ
で
打
切
る
。
以
下
に
第
四
詩
節
以
下
を
掲
載
し
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
分

析
し
て
ゆ
く
か
は
読
者
諸
賢
に
委
ね
る
こ
と
に
し
よ
う
。

友維2
あ子手
りの
きあ
河る
をか
へひ
だた
てな
で き
住Zに
に鳴T
きを

聞
は

はへ
げげ
しの
くけ
てぶ
小をり
竹5の
原2は
員まと
す打
げ ち
は れ
らば

西
吹
風
の

の
が
る
べ
き
か
た
ぞ
な
き

す
み

友
あ
り
き
河
を
へ
だ
て
て
住
に
き
け
ふ
は

ほ
ろ
ろ
と
も
な
か
ぬ

君
あ
し
た
に
去
ぬ
ゆ
ふ
ベ
の
こ
こ
ろ
千
々
に

何
ぞ
は
る
か
な
る

花我
も庵
まの
ゐあ
らみ
せだ
ず仏
すと
ども
すし
ご火
とあも
手主も
め'の
るせ
今こず
宵t
は

こ
と
に
た
う
と
き

(
日
本
古
典
文
学
大
系
団
「
蕪
村
集

一
茶
集
」
岩
波
書
庖
刊
に
拠
る
)

二
、
蒸
村
「
鉢
叩
画
讃
」
を
例
に
し
て

蕪
村
は
画
俳
一
致
の
境
地
を
拓
い
た
。
同
時
に
そ
の
み
ず
み
ず
し
い
精
神
は
、
近

年
日
本
近
代
詩
の
出
現
を
こ
の
人
に
置
く
説
が
説
得
力
を
も
つ
ま
で
に
、
ひ
と
の
心

7 



を
う
つ
。
清
水
孝
之
氏
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
蕪
村
を
画
と
俳
両
面
か
ら
研
究
し
、

蕪
村
研
究
の
新
生
面
を
拓
い
た
が
、
そ
の
著
『
蕪
村
の
芸
術
』

昭
和
包

(
至
文
堂

年
)
の
官
頭
論
文
に
「
蕪
村
の
自
画
像
鉢
叩
画
讃
鑑
賞

l
」
と
い
う
、
心
底
蕪
村

芸
術
に
心
酔
し
た
者
に
し
か
書
け
な
い
す
ぐ
れ
た
作
品
の
構
造
分
析
が
あ
る
。
今
、

少
し
長
く
な
る
が
、
そ
の
一
部
を
引
用
す
る
(
漢
字
は
読
者
の
便
の
た
め
新
字
体
に

変
え
た
)
。

" 

結

「
こ
の
画
の
中
心
点
は
両
手
の
出
づ
る
挟
の
附
近
、
即
ち
全
画
面
の
中
央
に
置

か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
瓢
を
持
「
た
左
手
に
殆
ん
ど
垂
宣
に
、
左
足
が

一
歩
踏
み
し
め
ら
れ
て
居
り
、
又
前
か
が
み
の
顔
面
の
線
と
中
点
と
を
結
ぶ
線
上

に
右
足
が
軽
く
宙
を
運
ば
れ
よ
う
と
す
る
。
そ
の
両
足
を
比
較
し
て
も
、
直
立
す

る
安
定
感
を
持
つ
支
柱
的
な
左
足
は
、
浮
動
的
な
右
足
よ
り
も
著
し
く
強
い
実
線

8 

を
以
て
描
か
れ
て
い
る
の
に
容
易
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
観
者
は
こ
の
鉢

叩
の
お
ぼ
つ
か
な
く
歩
行
す
る
運
動
の
効
果
と
、
而
も
全
体
の
安
定
感
と
を
十
分

に
感
じ
と
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
老
鉢
叩
の
歩
行
す
る
姿
は
、
衣
や
下
着

の
裾
の
線
に
も
、
或
は
挟
の
描
写
に
も
見
逃
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
更
に
又
両
眼

の
視
線
が
、
丁
度
顔
面
と
後
足
と
を
結
ぶ
傾
斜
線
と
相
対
す
る
前
方
に
そ
そ
が
れ

て
い
る
こ
と
は
、
何
よ
り
も
こ
の
作
品
の
構
成
の
完
壁
さ
を
示
す
も
の
に
他
な
ら

な
い
。
顔
面
の
鼻
梁
線
は
垂
下
し
て
右
手
足
と
結
ぼ
れ
る
線
に
よ
り
、
二
等
辺
三

角
形
の
頂
点
を
二
等
分
す
る
。
そ
し
て
左
手
の
瓢
が
そ
の
中
線
よ
り
も
少
し
く
前

方
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
も
亦
老
鉢
叩
の
運
動
性
を
遺
憾
な
く
表
現
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。
何
故
な
ら
彼
は
瓢
を
叩
く
こ
と
に
の
み
全
身
全
霊
を
集
中
し
、
そ
れ

に
よ
っ
て
の
み
痩
骨
の
老
剰
を
運
ば
せ
て
い
る
か
に
見
え
る
の
で
あ
る
か
ら
。
こ

の
画
に
深
さ
の
美
を
認
め
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
こ
の
運
動
性
の
表
現
に
あ
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
」

清
水
孝
之
『
蕪
村
の
芸
術
』

一
!
と
頁
)

清
水
氏
は
こ
の
鉢
叩
の
図
を
蕪
村
最
晩
年
の
自
画
像
に
見
立
て
る
。
秋
深
く
除
夜

に
至
る
ま
で
の
夜
半
、
た
だ
瓢
を
鳴
ら
し
な
が
ら
洛
内
外
を
巡
礼
し
て
ゆ
く
老
空
也

僧
の
姿
に
、
蕪
村
は
己
れ
の
老
境
を
託
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
足
許
の
覚
束
な
さ

に
比
し
て
、
前
方
下
に
向
け
ら
れ
る
伏
眼
が
ち
の
眼
光
は
鋭
い
。
自
界
梁
か
ら
口
許
に

か
け
て
の
鈎
型
の
強
い
線
、
こ
け
た
頬
の
上
を
走
る
深
く
刻
ま
れ
た
峻
線
、
そ
う
し

た
線
の
う
ち
に
強
い
信
念
が
打
ち
こ
ま
れ
て
い
る
。



も
と
よ
り
清
水
氏
も
こ
と
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
、
蕪
村
自
身
は
ま
ず
幾
何
学
的
に

精
密
な
構
図
を
計
算
し
、
そ
の
後
筆
を
お
ろ
す
な
ど
と
す
る
は
ず
が
な
い
。
も
し
そ

う
な
ら
ば
、
蕪
村
の
画
作
は
あ
ら
か
じ
め
幾
何
学
的
計
算
に
束
縛
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
に
な
り
、
俳
譜
の
自
由
な
精
神
に
も
と
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ

か
れ
の
深
い
精
神
的
境
地
、
鉢
叩
き
へ
の
愛
情
を
こ
め
た
深
い
洞
察
が
お
の
づ
か
ら

に
し
て
こ
の
よ
う
な
精
轍
な
構
図
を
ひ
き
出
し
て
い
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

図
中
に
こ
う
書
き
こ
ま
れ
て
い
る
。

「
乾
鮭
も
空
や
の
痩
も
寒
の
内
翁

長
輔
の

墓
も
め
く
る
や
鉢
た
た
き
翁

第
こ
せ
ま
ね
て
も
見
せ
む
鉢
叩
去
帝
京

傘
の
や
ふ
れ

後
光
や
鉢
た
た
き
吉
川

ゆ
ふ
か
ほ
の
そ
れ
は
暢
慢
か
は
ち
た
た
き

木
の
は
し
の

坊
主
の
は
し
ゃ
鉢
た
た
き

翁
と
は
芭
蕉
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ

此
二
句
蕪
村
」

に
去
来
、
百
川
を
加
え
て
、
さ
ら
に
自
句
二
首
で
し
め
る
。
そ
こ
に
俳
詰
全
体
に
眼

を
走
ら
せ
て
、
自
分
の
存
在
理
由
を
確
か
め
る
蕪
村
が
あ
る
。

四
、
作
品
の
美
的
価
値

美
的
価
値
の
あ
り
か
た
を
考
え
る
た
め
に
、
蕪
村
の
和
詩
一
篇
「
北
寿
老
仙
を
悼

む
」
と
俳
画
一
幅
「
鉢
叩
画
讃
」
を
と
り
あ
げ
た
。
た
し
か
に
そ
の
作
品
の
成
立
事

情
、
制
作
年
代
の
確
定
、
作
家
の
生
き
た
時
代
の
時
代
思
潮
、
等
は
作
品
理
解
の
た

め
の
傍
証
と
は
な
る
。
だ
が
作
品
の
価
値
に
肉
薄
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
作
品
と

は
、
そ
れ
を
読
む
読
者
の
現
代
性
を
場
に
し
て
現
成
す
る
も
の
だ
。

一
見
素
人
っ
ぽ
く
思
わ
れ
る
作
品
を
ま
ず
い
く
ど
も
読
み
、
作
品
自
身
に
そ
な
わ
っ

て
い
る
リ
ズ
ム
に
身
を
よ
せ
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
か
ら
作
品
の
解
釈
は
は
じ
ま
り
、

価
値
は
発
見
さ
れ
て
く
る
。
だ
が
そ
の
場
合
、
価
値
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う

か。
詩
は
そ
れ
が
傑
作
で
あ
れ
駄
作
で
あ
れ
、
言
語
的
形
成
物
で
あ
る
。
ひ
と
は
し
ば

し
ば
一
篇
の
詩
を
前
に
し
て
、
そ
の
詩
を
評
価
す
る
こ
と
に
性
急
で
あ
る
。
だ
が
そ

の
と
き
、
と
も
す
れ
ば
詩
が
詩
で
あ
る
こ
と
の
基
底
、

つ
ま
り
言
語
で
あ
る
こ
と
を

見
過
し
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
。
し
か
も
詩
は
、
色
彩
や
線
描
や
大
理
石
や
音
階
を

用
い
ず
、
ひ
た
す
ら
言
語
で
な
け
れ
ば
表
現
で
き
な
い
世
界
を
造
形
し
て
い
る
が
ゆ

え
に
、
価
値
を
も
つ
は
ず
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
詩
の
価
値
の
秘
密
は
言
語
に
あ
る
。

通
常
、
わ
れ
わ
れ
は
日
常
生
活
の
中
で
言
語
を
使
用
し
、
か
つ
言
語
が
何
た
る
か

を
考
え
る
こ
と
が
な
い
。
日
常
会
話
で
使
用
さ
れ
る
言
語
が
い
か
に
粗
野
で
貧
弱
な

も
の
で
あ
る
か
、
た
と
え
ば
そ
れ
を
テ
l
プ
に
で
も
と
っ
て
聞
い
て
み
れ
ば
よ
い
。

そ
の
会
話
が
交
わ
さ
れ
た
情
況
を
思
い
か
え
す
の
で
な
け
れ
ば
、
い
っ
た
い
な
に
が

話
題
に
な
っ
て
い
た
の
か
判
然
と
し
な
い
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
。

詩
は
言
語
以
外
の
も
の
に
頼
ら
ず
に
、
言
語
の
中
に
潜
む
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
ひ

き
出
し
て
く
る
。
そ
こ
に
詩
の
価
値
が
ま
ず
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
蕪
村
は
節
約
さ

れ
た
言
語
に
お
い
て
、
そ
の
可
能
性
を
最
大
限
に
探
求
し
た
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
か
れ
は
同
時
に
、
新
し
い
持
情
精
神
を
う
た
い
あ
げ
れ
る
よ
う
な
言
語
へ
と
日
本

語
を
変
革
し
た
。

同
じ
こ
と
が
蕪
村
の
俳
画
「
鉢
叩
画
讃
」
に
つ
い
て
も
言
え
よ
う
。
前
方
に
不
安

定
に
つ
き
出
さ
れ
た
瓢
の
乾
い
た
音
だ
け
を
頼
り
に
巡
礼
す
る
僧
の
う
ち
に
潜
む
あ

る
力
を
か
れ
は
少
い
筆
線
で
美
事
に
描
き
出
し
た
。
求
道
の
抹
香
臭
さ
や
大
言
壮
語

も
も
た
ず
、
感
情
移
入
の
感
傷
味
も
も
た
ず
、
そ
れ
自
身
を
描
い
て
い
て
な
お
自
分
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の
肖
像
と
す
る
、
そ
の
よ
う
な
画
境
を
創
造
し
た
。
そ
し
て
そ
の
底
に
は
、
清
水
氏

10 

の
分
析
に
も
あ
る
よ
う
な
理
知
的
精
神
が
働
い
て
い
る
。
そ
こ
に
日
本
的
塁
線
の
新

し
い
展
開
を
示
す
も
の
が
あ
る
。

メ
デ
ィ
ウ
ム

か
く
し
て
、
作
品
の
美
的
価
値
と
は
、
作
品
そ
れ
ぞ
れ
の
拠
っ
て
立
つ
媒
材
に
徹

底
的
に
こ
だ
わ
り
、
そ
の
媒
材
の
新
し
い
可
能
性
を
ひ
き
出
す
こ
と
に
お
い
て
語
ら

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

シ
ュ
タ
イ
ガ
1
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
提
唱
し
た
「
解
釈
学
的
循
環
」
を
作
品
詩
学

の
唯
一
正
当
な
方
法
と
し
た
。
普
通
に
解
釈
学
的
循
環
と
は
部
分
を
全
体
と
の
連
関

で
と
ら
え
直
し
、
ま
た
全
体
を
部
分
の
う
ち
に
呼
び
出
し
て
ゆ
く
と
い
う
、
部
分
と

メ
デ
ィ
ウ
ム

全
体
と
の
弁
証
法
的
連
関
の
こ
と
を
言
う
が
、
こ
の
こ
と
は
媒
材
と
主
題
と
の
関
係

の
う
ち
に
も
っ
と
も
的
確
に
見
て
と
れ
る
で
あ
ろ
う
。

作
品
の
美
的
価
値
と
は
主
題
そ
の
も
の
に
は
な
く
、
そ
の
主
題
が
特
定
の
媒
材
に

よ
っ
て
ど
う
表
現
さ
れ
て
い
る
か
に
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
媒
材
(
言
語
、
色
彩
、
筆

線
、
音
響
等
)
自
身
の
可
能
性
が
ど
の
よ
う
に
開
発
さ
れ
て
い
る
か
に
あ
る
。

(
か
な
た
・
す
す
む

広
島
大
学
総
合
科
学
部
)




