
一

は
じ
め
に

自
然
詩
と
は
ど
の
よ
う
な
詩
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
や
、
自
然
詩

で
な
い
詩
が
存
在
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
自
然
に
か
か
わ
り
の
な
い
詩
な
ど
、

あ
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
詩
は
人
間
が
創
作
す
る
も
の
で
あ
り
、
人
間
が

自
然
の
一
部
で
あ
り
、
自
然
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
生
き
て
い
る
限
り
、

詩
は
す
べ
て
〈
自
然
詩
〉
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
考
え

る
と
、
小
論
は
先
へ
進
め
な
い
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
あ
る
種
の
詩
が
自
然
詩
（nature

poetry

）
と
呼
び
な
ら
わ
さ

れ
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
るnature

w
riting

に
属
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。（
ネ
イ
チ
ャ
ー
・
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
は
主

に
散
文
で
あ
り
、
詩
は
除
外
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
詩
も
間
違

い
な
く
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
ジ
ャ
ン
ル
に
含
め
て
も
一

向
に
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
呼
称
も
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
と
の

関
連
で
新
し
い
響
き
を
発
し
つ
つ
あ
る
わ
け
だ
が
、
一
九
六
七
年
出
版
の

T
he

E
nglish

Year

な
る
一
書
の
序
文
で
も
使
わ
れ
て
い
る
く
ら
い
で
（
１
）

、

か
な
り
歴
史
の
あ
る
も
の
の
よ
う
だ
。）

詩
人
Ｒ
・
Ｓ
・
ト
マ
ス
は
こ
の
種
の
詩
を`country

verse'

と
呼
ん
だ
り

し
て
い
る
。
こ
の
親
し
み
や
す
い
呼
び
名
は
む
し
ろ
カ
ン
ト
リ
ー
・
ソ
ン

グ
を
連
想
さ
せ
る
が
、
彼
の
編
ん
だT

he
B

atsford
B

ook
ofC

ountry

Verse
（
一
九
六
一
）
は
、
ホ
プ
キ
ン
ズ
の
詩
の
み
な
ら
ず
ア
ー
ノ
ル
ド
の

「
ド
ー
ヴ
ァ
ー
・
ビ
ー
チ
」
も
載
せ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
彼
の
考
え
て
い

た
も
の
は
、
い
わ
ゆ
る
自
然
詩
で
あ
っ
た
と
同
時
に
そ
れ
を
超
え
る
も
の

で
あ
っ
た
と
言
え
る
わ
け
で
、
実
に
大
ま
か
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

た
と
え
ば
代
表
的
な
英
詩
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ーO

xford
B

ooks

に
自
然
詩

イ
ギ
リ
ス
の
〈
自
然
詩
〉
を
読
む

│
│

春
夏
の
詩
を
中
心
に

秋

葉

隆

三
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を
纏
め
た
も
の
が
な
い
こ
と
も
、
こ
の
呼
称
が
き
わ
め
て
曖
昧
で
あ
る
か

ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
こ
と
で
、〈
自
然
詩
〉
と
い
う
こ
と
ば
は
、

こ
こ
で
も
厳
密
に
限
定
せ
ず
曖
昧
な
ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
そ
も
そ
も
自
然
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
も
、
こ

こ
で
改
め
て
問
い
返
し
て
み
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
自
然
と
は
何
か
？

答
え
は
わ
か
り
き
っ
た
も
の
と
言
え
な
く
も
な
い
が
、
そ
れ
は
筆
者
の
理

解
を
は
る
か
に
超
え
た
何
物
か
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
今
指
し
示
す
こ
と
が

で
き
な
い
。
そ
れ
は
ジ
ョ
ン
・
ダ
ン
のA

N
octurnal

の
よ
う
に
森
羅
万

象
で
あ
る
と
同
時
に
、
目
の
前
の
銀
杏
や
道
端
の
雑
草
、
水
溜
り
、
田
や

畑
そ
し
て
己
自
身
で
あ
り
、
さ
ら
に
ま
た
遥
か
に
根
源
的
な
も
の
で
あ
る

に
ち
が
い
な
い
。（
そ
れ
を
ナ
チ
ュ
ー
ラ
、
フ
ュ
ー
ズ
ィ
ス
あ
る
い
は
造

化
と
い
う
言
葉
で
言
い
表
す
と
し
て
も
、
い
ず
れ
も
自
ら
が
覚
知
し
な
け

れ
ば
は
じ
ま
ら
な
い
。）

し
た
が
っ
て
、
自
然
と
い
う
の
は
多
く
の
場
合
生
ま
れ
育
っ
た
自
然
環

境
そ
の
も
の
に
還
元
さ
れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
し
、
人
に
よ
っ
て
は
、
い
わ

ば
産
土
の
自
然
の
も
の
た
ち
、
た
と
え
ば
森
、
様
々
な
木
々
、
山
ゆ
り
、

松
脂
、
雑
草
、
ど
く
だ
み
、
昆
虫
、
葦
・
ま
こ
も
等
々
、
ご
く
身
近
な
も

の
に
限
定
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
そ
う
し
た
も
の
が
そ
の
人
の
自
然

観
の
核
を
形
成
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
英
語
で
書
か
れ
た
数
多
の
自

然
詩
の
中
か
ら
、
大
自
然
の
営
み
を
通
し
て
生
命
の
源
泉
に
触
れ
た
感
動

を
、
躍
動
す
る
具
象
性
に
よ
っ
て
表
現
し
た
、`T

he
darksom

e
burn,

horseback
brow

n,/H
is
rollrock

highroad
roaring

dow
n'

（「
黒
ず
ん
だ

渓
流
の
馬
の
背
の
栗
毛
色
の
流
れ
が

ご
ろ
ご
ろ
岩
の
大
通
り
を
ご
う
ご

う
と
下
っ
て
」）
の
２
行
で
始
ま
る
、
ホ
プ
キ
ン
ズ
のInversnaid

を
一

例
と
し
て
挙
げ
て
お
く
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
て
も
、
さ
ら
に
あ
ら
た
め
て
自
問
し
て
み
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
、
な
ぜ
自
然
詩
と
い
う
分
類
を
、
あ
る

い
は
春
夏
秋
冬
の
詩
を
、
取
り
立
て
て
問
題
に
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
。
あ
ま
り
に
も
マ
ン
ネ
リ
化
し
た
安
易
な
枠
組
み
・
分
類
法
で
あ

り
う
る
か
ら
だ
。
イ
ギ
リ
ス
人
が
自
然
を
こ
よ
な
く
愛
し
大
切
に
し
て
き

た
国
民
で
あ
り
、
そ
の
文
学
に
ト
ム
ソ
ン
のT

he
Seasons

を
は
じ
め

〈
自
然
詩
〉
や
パ
ス
ト
ラ
ル
が
あ
ふ
れ
て
い
て
、
あ
の（
増
補
を
重
ね
る
ス

タ
ン
ダ
ー
ド
・
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
、
英
詩
の
縮
約
版
「
古
今
集
」
と
も
言
え

る
）T

he
G

olden
Treasury

(of
the

best
songs

and
lyrical

poem
s

in
the

E
nglish

language

）（
一
八
六
一
）も
ナ
ッ
シ
ュ
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
・
ピ
ー

ス`Spring,
the

sw
eet

Spring,
the

year's
pleasant

K
ing'

を
巻
頭
に
据

え
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
も
春
の
歌
（`From

fairest

creatures
w
e
desire

increase
/T
hatthereby

beauty's
R
ose

m
ight

never

die'

）
を
巻
頭
詩
と
し
て
い
る
ほ
ど
だ
か
ら
と
も
言
え
る
。（
ま
た
、

キ
ー
ツ
に
はFour

Seasons

と
題
す
る
ソ
ネ
ッ
ト
が
あ
る
。）
か
て
て
加

え
て
―
輪
廻
な
ど
を
も
ち
だ
す
つ
も
り
は
な
い
が
―
そ
も
そ
も
わ
れ
わ
れ

は
他
の
生
き
物
と
同
様cyclic

な
生
命
を
イ
ン
プ
ッ
ト
さ
れ
たcyclic

な

存
在
で
あ
る
こ
と
を
も
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

し
か
し
、
や
は
り
間
違
い
な
く
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
わ
が
国

の
和
歌
・
俳
句
の
圧
倒
的
伝
統
が
そ
こ
に
不
可
避
的
に
顕
在
す
る
。
こ
れ
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ほ
ど
不
可
避
的
な
も
の
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
読
者
は
例
外
な
し
に
自

然
界
に
向
き
合
わ
さ
れ
る
、
い
や
、
花
鳥
風
月
の
詩
の
世
界
に
勇
ん
で
参

入
し
心
を
遊
ば
せ
、
果
て
し
な
い
風
雅
の
宇
宙
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
触
れ
よ

う
と
す
る
―
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
、
心
の
在
り
よ
う
を
考

え
る
と
、
き
わ
め
て
幸
せ
な
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
二
重
の
意

味
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。
一
つ
に
は
、
明
ら
か
に
自
然
の
ふ
と
こ
ろ
に
還

れ
る
か
ら
で
あ
り
、
一
つ
に
は
（
大
き
な
チ
ャ
レ
ン
ジ
と
な
る
こ
と
だ

が
）
否
応
な
し
に
自
然
と
人
工
（
文
明
）
と
の
凄
ま
じ
い
対
比
を
直
覚
し

相
対
的
な
自
己
認
識
の
契
機
を
与
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

二

「
カ
ッ
コ
ウ
の
歌
」
│
│S

p
ring

とS
um
m
er

に
つ
い
て

春
夏
秋
冬
の
順
序
か
ら
言
え
ば
、
ま
ず
春
か
ら
始
め
る
の
が
普
通
だ
が
、

そ
の
場
合
少
し
回
り
道
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
や
や
時

代
を
遡
っ
て
み
る
と
、
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
を
通
し
て
よ
く
人
口
に
膾
炙
さ
れ

て
い
る
通
称T

he
C

uckoo
Song

と
い
う
小
品
が
あ
る
。
こ
れ
は
輪
唱
用

の
楽
譜
が
付
さ
れ
て
今
日
ま
で
歌
い
継
が
れ
て
い
る
素
朴
な
歌
だ
が
、
そ

の
メ
ロ
デ
ィ
ー
よ
り
も
、
詩
自
体
が
鄙
び
た
も
の
の
お
お
ら
か
さ
と
パ

ワ
ー
を
も
っ
て
い
る
。
綴
り
を
現
代
風
に
す
る
と
歌
い
出
し
は`Sum

m
er

is
i−com

en
in
/
L
oud

sing
cuckoo!'

で
あ
っ
て
、
一
つ
の
訳
と
し
て
は

「
春
が
来
た
、
／
歌
え
や
、
カ
ッ
コ
ウ
！
」
と
な
る
。sum

m
er

に
「
春
」

と
い
う
訳
語
を
与
え
る
と
か
、
殊
更`spring'

と
注
記
す
る
（
２
）

の
が
妥
当

か
ど
う
か
は
、
後
で
考
え
る
こ
と
に
し
て
、
今
は
取
り
あ
え
ず
一
読
し
て

お
き
た
い
。

こ
の
歌
は
十
三
世
紀
生
ま
れ
で
詠
み
人
知
ら
ず
だ
が
、
背
景
は
ロ
ン
ド

ン
で
は
な
く
、
具
体
的
に
は
定
め
ら
れ
な
い
が
、
ど
こ
か
田
舎
で
あ
る
。

（
長
閑
な
）
田
園
と
そ
こ
に
広
が
る
牧
草
地
や
森
に
は
動
物
た
ち
が
気
ま

ま
に
暮
ら
し
て
い
る
。
農
夫
た
ち
に
も
時
間
は
停
止
し
て
い
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
カ
ッ
コ
ウ
の
澄
ん
だ
声
は
遠
く
近
く
に
絶
え
る
こ
と
な
く
こ
だ

ま
す
る
。
羊
た
ち
の
声
も
そ
の
平
和
な
長
閑
さ
を
増
幅
す
る
…
…
そ
の
イ

メ
ー
ジ
の
ひ
ろ
が
り
は
黄
金
時
代
に
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
（
そ
し
て
人

間
は
そ
こ
か
ら
永
遠
に
追
放
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
）
一
体
感
と

ハ
ー
モ
ニ
ー
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
至
福
の
時
の
流
れ
の
中
で

も
農
夫
の
│
│
そ
し
て
イ
ギ
リ
ス
人
の
│
│
ユ
ー
モ
ア
の
心
が
生
き
て
い
る
。

こ
の
歌
で
は
、
そ
れ
が
ほ
ん
の
わ
ず
か
に
あ
る
だ
け
だ
が
、
そ
の
一
点
の

笑
い
の
要
素
│
│

`...verteth'

（
縄
張
り
を
主
張
す
る
動
物
の
行
動
）│
│

は
指
摘
す
る
に
値
す
る
（
３
）

。
普
通
誰
し
も
口
に
す
る
の
を
憚
る
こ
の
こ
と

ば
は
、
そ
れ
以
外
の
意
味
で
は
な
い
と
思
う
し
、
そ
れ
が
こ
の
歌
を
数
少

な
い
真
の
牧
歌
に
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
特
定
の
作
者
は
要
ら
な
い
、
ア

ノ
ニ
ム
と
な
っ
て
普
遍
性
を
獲
得
し
て
い
る
。（
ア
ノ
ニ
ム
と
な
っ
て
輝

く
日
本
の
春
の
歌
の
代
表
作
は
、「
石
走
る
垂
水
の
上
の
さ
蕨
の
萌
え
出

づ
る
春
に
な
り
に
け
る
か
も
」
で
あ
ろ
う
と
思
う
。）

sum
m
er

に
「
春
」
あ
る
い
は`spring'

の
訳
語
、言
い
換
え
。Surrey

の

良
く
知
ら
れ
た
、
ペ
ト
ラ
ル
カ
の
ソ
ネ
ッ
ト
翻
案
、
題
し
てT

he
D

escrip-

イギリスの〈自然詩〉を読む
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tion
ofSpring

&
c.(Tottel's

M
iscellany,

1557)

はO
E

D

に
「
春
」
の

意
味
でspring

の
初
出
例
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
そ
れ
以
前

に
は
そ
の
語
は
季
節
の
名
称
と
し
て
は
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
と

い
う
こ
と
に
な
る
（lent

、lenten

が
そ
れ
に
当
た
る
）。
第
二
ス
タ
ン
ザ

初
句
に
読
み
進
む
と`Sum

m
er
is
com

e...'

と
あ
り
、
な
る
ほ
ど
と
合
点

が
ゆ
く
。
描
か
れ
る
の
は
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
を
は
じ
め
生
き
物
た
ち
の
春

の
活
動
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
初
句
は
「
春
が
来
た
」
と
訳
出
で
き
る
こ
と

に
な
る
。

こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
矛
盾
で
も
何
で
も
な
く
、
サ
レ
ー
は
古
く
か
ら
の
習

慣
に
従
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
秋
・
冬
（w

inter

）
と
は
ち
が
っ
て
暖
か
い
季

節
をsum

m
er

と
言
い
、
表
題
で
は
編
纂
者
ト
テ
ル
が
当
時
「
自
然
の
甦

り
」
と
い
う
意
味
で
徐
々
に
独
立
し
て
使
わ
れ
始
め
たspring

を
用
い
た

ま
で
で
あ
る
。（O

E
D

に
よ
れ
ば
そ
れ
ま
で
はspring

of
the

leaf

あ
る

い
はthe

spring
of
the

year

と
かspringtim
e
（−tide

）﹇
こ
れ
は
今
に

残
る
﹈、springing−tim

e

な
ど
と
い
う
言
い
方
で
使
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。

語
源
的
に
は
「
躍
り
出
る
」「
源
泉
」
の
意
味
のspring
に
遡
る
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
。）
こ
の
「
春
」
を
意
味
す
るspring

は
そ
の
後
市
民

権
を
得
て
、
た
と
え
ば
一
六
世
紀
末
あ
の
ナ
ッ
シ
ュ
の
「
春
、
楽
し
い
春

は
一
年
の
陽
気
な
王
様
！
」
と
い
う
よ
う
な
形
で
現
れ
、
そ
れ
が
や
が
て

ト
ム
ソ
ン
の
『
四
季
』
や
キ
ー
ツ
の
ソ
ネ
ッ
ト
に
明
確
化
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
（
４
）

。

一
方
、
こ
の
「
暖
か
い
季
節
」sum

m
er

を
常
に
「
夏
」
を
も
っ
て
言

い
換
え
る
わ
け
に
も
ゆ
か
な
い
こ
と
は
、m

idsum
m
er

を
「
真
夏
」
と
は

言
い
が
た
い
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
る
。

「
カ
ッ
コ
ウ
の
歌
」
に
戻
っ
て
、
そ
のsum

m
er

をspring

と
言
い
換

え
た
り
、
春
の
訳
語
を
選
ぶ
こ
と
は
、
ど
う
な
の
だ
ろ
う
。
結
論
的
に
言

え
ば
、
私
に
は
不
自
然
に
思
わ
れ
る
―
文
学
史
的「
約
束
事
」に
も
、O

E
D

に
も
逆
ら
う
こ
と
に
な
る
が
。
文
学
史
的
に
は
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の

`T
he

m
erry

cuckoo,
m
essenger

of
spring'

（
５
）

が
決
定
的
一
行
で
あ
っ
た
よ
う

で
あ
り
、
以
後
こ
の
鳥
は
、
鶯
の
よ
う
に
春
告
げ
鳥
（harbinger

of

spring

）
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
今
日
に
至
る
ら
し
い
│
│
そ
し
て
、
花
で

は
黄
水
仙
（daffodil

）
の
よ
う
に
、
親
し
み
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
る
。
だ

が
、
く
ど
く
ど
説
明
す
る
ま
で
も
な
く
、
カ
ッ
コ
ウ
は
明
ら
か
に
ホ
ト
ト

ギ
ス
に
近
似
し
た
夏
鳥
で
あ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
あ
る
野
鳥
図
鑑
で
も

`sum
m
er
m
igrant'

と
し
て
い
る
し
、
季
節
は
今
も
昔
も
同
じ
だ
か
ら
、

「
カ
ッ
コ
ウ
の
歌
」
のsum

m
er

をspring

と
言
い
換
え
る
必
要
は
ま
っ

た
く
な
い
こ
と
に
な
る
。

邦
訳
語
の
問
題
は
、
気
候
が
異
な
る
の
だ
か
ら
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い

と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
英
詩
を
代
表
す
る
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
ソ

ネ
ッ
ト
一
八
番

`ShallI
com

pare
thee

to
a
sum

m
er's

day?'

が
訳
に
窮

す
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。

と
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
で
、
立
ち
止
ま
っ
て
み
る
と
、
自
然
の
循
環
に

か
か
わ
る
こ
と
ば
、spring

やsum
m
er

は
、
明
ら
か
に
春
夏
秋
冬
の
中

に
す
ん
な
り
収
ま
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
気
づ
く
。
人
為
的
に
幾
ら
四

季
に
分
け
て
考
え
て
み
て
も
、
こ
と
ば
は
そ
の
中
に
長
い
歴
史
を
蔵
し
て

い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
識
別
な
ど
即
座
に
無
効
に
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
こ
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の
二
語
の
使
い
分
け
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
か
か
っ
て
い

る
わ
け
で
あ
り
、
春
・
夏
を
も
っ
て
置
き
換
え
に
く
い
こ
と
も
明
ら
か
で

あ
る
。

O
E

D

は
イ
ギ
リ
ス
の
春
を
二
、
三
、
四
月
、
夏
を
五
、
六
、
七
月
と

い
う
基
準
を
示
し
て
い
て
、
こ
れ
は
梅
・
鶯
を
春
に
、
ア
ヤ
メ
・
ホ
ト
ト

ギ
ス
を
夏
に
結
び
付
け
る
日
本
の
古
来
の
伝
統
に
寧
ろ
合
致
し
、
そ
れ
ぞ

れ
初
春
・
新
春
あ
る
い
は
初
夏
と
と
ら
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。
こ
こ
で
、

サ
マ
ー
か
ら
先
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
佐
々
木
信
綱
作
詞
に
よ
る
、
か
つ
て

の
文
部
省
唱
歌
と
も
言
え
る
「
夏
は
来
ぬ
」（
明
治
二
九
年
）
の
〈
夏
〉

に
該
当
す
る
だ
ろ
う
。
こ
の
歌
に
はcuckoo
が
鳴
い
て
い
た
と
し
て
も

違
和
感
は
な
い
。
ス
プ
リ
ン
グ
の
ほ
う
は
、
と
り
あ
え
ず
『
万
葉
集
』
の

絶
唱
の
一
つ
の
「
さ
蕨
の
萌
え
出
づ
る
春
」
に
尽
き
る
と
思
う
が
、
近
代

の
例
で
は
吉
丸
一
昌
の
『
早
春
賦
』（
大
正
二
年
）
を
思
い
出
さ
せ
る
。

こ
の
よ
う
に
日
本
語
の
春
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
か
ら
考
え
る
の
は
妙
な
感
じ
を

与
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
う
し
た
比
較
に
よ
っ
て
も
水
源
・
泉
を
意

味
す
るspring

の
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
暗
示
で
き
な
く
は
な
い
。
そ
れ
は

一
度
枯
死
し
た
植
物
が
〈
つ
の
ぐ
む
〉
季
節
で
あ
り
、
芽
吹
き
の
季
節
で

あ
る
。
こ
う
し
た
芽
吹
き
と
再
生
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
春
の
花
ス
ミ
レ
に
託

す
る
と
同
時
に
、
元
々
の
動
詞spring

に
内
包
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

力
強
く
美
し
く
表
現
し
え
て
い
る
詩
行
と
し
て
、『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
の
中

の

`L
ay
her

i'th'earth.
A
nd
from

her
fair

and
unpolluted

flesh
M
ay

violets
spring!'(V

.i.232−4)

を
挙
げ
て
お
き
た
い
（
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
が
塵

と
化
し
て
な
お
ス
ミ
レ
に
生
ま
れ
変
わ
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、violets

と

spring

の
縁
語
関
係
は
と
も
か
く
、fair

and
unpolluted

とflesh

に
は
一

種
矛
盾
語
法
の
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
る
）。

こ
の
よ
う
に
、〈
春
〉
は
「
カ
ッ
コ
ウ
の
歌
」、
あ
る
い
は
ナ
ッ
シ
ュ
の

歌
な
ど
に
あ
る
よ
う
に
、
す
べ
て
手
放
し
に
心
浮
き
立
つ
喜
び
の
季
節
と

し
て
詠
わ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
自
然
の
甦
り
と

人
間
の
覚
醒
の
季
節
で
も
あ
る
。
サ
レ
ー
の

`T
he

soote
season'

は
も

ち
ろ
ん
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
息
吹
の
な
か
で
、
あ
る
日
誰
か
が
ふ
と
口
ず

さ
ん
で
歌
に
な
っ
た
の
で
も
あ
ろ
う
、
あ
の
四
行
詩
、

`W
estern

w
ind,

w
hen

w
ill
thou

blow
?'

（
作
者
不
詳
・
一
六
世
紀
初
頭
？
）
に
つ
い
て
も
、

そ
れ
は
言
え
る
。
チ
ョ
ー
サ
ー
の
「
プ
ロ
ロ
ー
グ
」
と
そ
れ
を
踏
ま
え
た

Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
の
『
荒
地
』
の
冒
頭
は
、
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
。

﹇
エ
リ
オ
ッ
ト
の
詩
行
は
、
紛
れ
も
な
く
新
し
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
が
、

実
存
的
な
目
覚
め
を
別
に
す
る
な
ら
、
日
本
の
和
歌
に
も
先
例
が
な
い
わ

け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
冬
の
夢
の
お
ど
ろ
き
果
つ
る
曙
に
春
の
う
つ
つ

の
ま
ず
見
ゆ
る
か
な
」（
藤
原
良
経
）
で
あ
る
が
、
そ
の
目
覚
め
を
「
春

の
う
つ
つ
」
で
言
い
切
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
エ
リ
オ
ッ
ト
の
（
死
ん

だ
地
面
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
）「
ラ
イ
ラ
ッ
ク
の
花
」
や
「
鈍
重
な
根
」

の
イ
メ
ー
ジ
の
喚
起
力
、
冒
頭
に
あ
る
引
喩
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
に
は
欠
け
る

の
か
も
し
れ
な
い
が
、〈
冬
眠
〉
と
〈
目
覚
め
〉
は
人
間
の
意
識
に
深
く

か
か
わ
る
も
の
と
受
け
と
め
る
感
性
の
在
り
よ
う
は
、
古
今
を
問
わ
な
い

も
の
の
よ
う
で
あ
る
。﹈

Spring

の
場
合
は
と
も
か
く
、sum

m
er

の
場
合
に
は
語
源
か
ら
手
が

イギリスの〈自然詩〉を読む
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か
り
を
見
出
す
こ
と
は
困
難
だ
と
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、
民
間
語
源
説
的

にsum
m
it

やsum

を
連
想
し
た
ほ
う
が
有
効
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
点

で
、
キ
ー
ツ
の
『
秋
に
寄
す
』
の

`For
sum

m
er
has

o'er−brim
m
'd
their

clam
m
y
cells'

（「
夏
が
ね
っ
と
り
と
し
た
蜜
房（
へ
や
）
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち

て
い
る
か
ら
」）
は
極
め
て
示
唆
的
で
、
こ
の
こ
と
ば
は
、
春
爛
漫
を
想
像

さ
せ
る
と
同
時
に
、
五
月
晴
れ
の
よ
う
な
爽
や
か
な
美
し
い`sum

m
er's

day'

を
連
想
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、（
秋
の
）
豊
か
な
実
り
・
収
穫
の
イ

メ
ー
ジ
を
包
み
持
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
二
語
の
イ
メ
ー
ジ
は
入
り
交
じ
っ
て
い
て
、
共

に
春
分
の
頃
か
ら
実
感
さ
れ
る
暖
か
い
季
節
の
こ
と
で
、（
象
徴
的
に

〈
再
生
〉
と
か
〈
真
夏
〉
な
ど
と
い
う
よ
う
に
）
何
を
強
調
す
る
か
に

よ
っ
て
使
い
分
け
ら
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
「
君
は
今
こ

の
世
を
色
鮮
や
か
に
飾
り
、
／
華
麗
な
春
を
告
げ
る
た
だ
一
人
の
先
触
れ

で
あ
る
の
に
」
と
あ
る
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
ソ
ネ
ッ
ト
第
一
番
が
適
例
で

あ
ろ
う
。「
先
触
れ
」（`herald'

）
と
あ
っ
て
も
、
カ
ッ
コ
ウ
の
こ
と
で
は

な
く
、
何
か
未
だ
こ
の
世
に
存
在
し
な
い
新
種
の
春
の
花
の
よ
う
で
あ
る

が
、
う
ら
若
い
美
青
年
（
神
話
の
ナ
ル
キ
ソ
ス
へ
の
連
想
が
あ
る
）
を
イ

メ
ー
ジ
し
て
余
り
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
こ
に
は
、
一
六
世
紀
末
、
頂
点

を
極
め
た
あ
の
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
の
、
未
来
へ
の
夢
が
変
奏
さ
れ
て
い
る
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
前
に
「
美
の
薔
薇
」
が
永
遠
に
栄
え
る
よ
う
に
！

と
い
う
意
味
の
表
現
が
あ
っ
て
、〈
春
〉
を
支
配
的
イ
メ
ー
ジ
と
言
う
わ

け
に
は
ゆ
か
な
く
な
っ
て
く
る
。
実
に
巧
み
に
鮮
や
か
に
織
り
成
さ
れ

『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
の
巻
頭
を
飾
る
に
ふ
さ
わ
し
い
、
こ
の
ソ
ネ
ッ
ト
の
イ

ン
パ
ク
ト
は
、
無
常
と
死
を
背
景
に
し
た
春
と
夏
の
イ
メ
ー
ジ
の
融
合
に

あ
る
だ
ろ
う
。

三

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
か
ら
ブ
レ
イ
ク
へ

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
ソ
ネ
ッ
ト
で
は
第
一
八
番
を
素
通
り
す
る
わ
け
に

は
ゆ
か
な
い
が
、
小
論
で
は
既
に
部
分
的
に
指
摘
し
て
い
る
わ
け
だ
か
ら

重
複
し
か
ね
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
次
の
一
点
、
つ
ま
り
、
そ
の
あ
ま
り

に
も
有
名
な
「
君
を
夏
の
一
日
に
た
と
え
よ
う
か
」
に
対
す
る
本
歌
取
り

と
も
言
え
る
高
村
光
太
郎
の
「
五
月
の
日
光
は
ほ
ん
と
に
金
髪
の
美
少

年
」（「
五
月
の
ア
ト
リ
エ
」）
と
の
比
較
を
記
す
だ
け
に
と
ど
め
た
い
。

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
表
現
を
逆
手
に
取
っ
た
こ
の
一
行
は
、
想
像
力
の
無

限
定
な
飛
翔
と
自
我
の
肥
大
化
を
批
判
し
、
人
間
と
い
う
有
限
の
一
部
分

で
し
か
な
い
生
き
物
に
と
っ
て
美
な
る
も
の
は
「
乾
い
た
、
さ
さ
い
な
も

の
」
に
こ
そ
あ
る
と
し
て
、
独
自
と
は
い
え
明
ら
か
に
二
十
世
紀
的
な
ロ

マ
ン
主
義
批
判
を
行
っ
た
Ｔ
・
Ｅ
・
ヒ
ュ
ー
ム
の
世
界
観
・
文
学
観
を
想
い

起
こ
さ
せ
る
わ
け
だ
が
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
を
ロ
マ
ン
主
義
詩
人
と
は
到

底
言
え
な
い
と
し
て
も
、
問
題
の
一
行
に
も
一
つ
の
時
代
性
が
あ
る
こ
と

を
知
る
こ
と
は
、
作
品
鑑
賞
の
変
奏
を
可
能
に
す
る
に
ち
が
い
な
い
。

こ
の
ソ
ネ
ッ
ト
の
「
五
月
の
か
わ
い
ら
し
い
蕾
」
も
薔
薇
の
こ
と
で
あ

ろ
う
、
ロ
バ
ー
ト
・
バ
ー
ン
ズ
の
「
ぼ
く
の
恋
人
は
六
月
に
咲
き
初
め
た
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真
っ
赤
な
薔
薇
の
よ
う
」
を
並
べ
て
み
る
ま
で
も
な
く
。
こ
う
し
た
薔
薇

の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
一
気
に
ブ
レ
イ
ク
の
薔
薇
に
言
及
す
る
と
す
れ
ば
、
あ

ま
り
に
も
大
き
な
落
差
を
感
じ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
隔
た
り
ゆ
え

に
、
そ
し
て
そ
の
隔
た
り
が
イ
ギ
リ
ス
詩
の
変
遷
に
覚
知
さ
れ
る
意
識
の

移
り
変
わ
り
を
想
起
さ
せ
る
ゆ
え
に
、
や
は
り
曲
が
り
な
り
に
も
触
れ
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
ブ
レ
イ
ク
の
八
行
詩
の
薔
薇
は
病
ん
で
い
る
。
獰
猛
な
獣
の
よ
う

な
吼
え
声
を
上
げ
て
吹
き
す
さ
ぶ
嵐
の
夜
、
身
を
休
め
る
と
こ
ろ
を
探
し

て
飛
び
ま
わ
る
眼
に
見
え
な
い
虫
（w

orm
）
は
「
胸
の
裡
に
暗
い
愛
を
隠

し
も
っ
て
い
る
」。
他
の
生
き
物
の
よ
う
に
眠
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い

薔
薇
は
深
紅
の
花
び
ら
を
咲
か
せ
て
い
る
、
そ
の
芳
香
の
奥
深
く
に
さ
ら

に
深
紅
の
色
を
ひ
め
て
い
る
。
虫
の
一
時
の
安
ら
ぎ
の
場
は
こ
の
薔
薇
の

花
び
ら
、
そ
し
て
そ
の
花
び
ら
の
ベ
ッ
ド
に
身
を
横
た
え
る
や
い
な
や
、

薔
薇
を
死
に
至
ら
し
め
る
、
薔
薇
は
病
ん
で
死
ぬ
の
だ
。
こ
こ
に
も
一
つ

の
「
薔
薇
幻
視
」（
中
井
英
夫
）
が
あ
る
…
…
。「
虫
」
と
は
何
か
、
病
め

る
「
薔
薇
」
と
は
何
か
、
を
問
う
て
一
つ
の
答
え
を
出
す
こ
と
は
で
き
よ

う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
薔
薇
と
棘
が
一
つ
で
あ
る
よ
う
に
、
ブ
レ
イ

ク
は
、「
美
の
薔
薇
」
の
み
な
ら
ず
イ
デ
ア
の
象
徴
と
さ
え
な
り
う
る
薔

薇
の
イ
メ
ー
ジ
を
（
目
に
見
え
な
い
）「
虫
」
そ
し
て
「
病
い
」
と
不
可

分
の
も
の
に
し
て
し
ま
っ
た
と
だ
け
言
っ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。（
だ
が
、

実
は
そ
う
も
言
っ
て
い
ら
れ
な
い
の
だ
。
ブ
レ
イ
ク
の
虫
に
結
び
つ
け
る

こ
と
は
で
き
そ
う
に
な
い
が
、
時
に
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が

`W
orm

'

と
な
る
場
合
が
あ
る
こ
と
に
は
驚
く
。）

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
に
お
い
て
、
ま
た
そ
の
同
時
代
人
、
し
か
も
「
病

い
」
そ
の
も
の
を
生
き
よ
う
と
し
た
で
あ
ろ
う
、
あ
の
ダ
ン
に
お
い
て
さ

え
も
、
薔
薇
は
「
め
で
た
き
も
の
す
べ
て
」（
ダ
ン
）
の
イ
メ
ー
ジ
・
象

徴
で
あ
っ
た
し
、
そ
れ
か
ら
後
も
永
い
間
そ
れ
は
不
変
で
あ
っ
た
。（
薔

薇
と
い
え
ば
百
合
│
│
山
百
合
・
白
百
合
│
│
、
し
か
し
そ
れ
は
聖
な
る
花

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
に
は
「
腐
っ
た
百
合
」（７
）

が
現
れ
る
し
、
そ
の
異
香
と
印
象
に
は
不
気
味
な
ひ
そ
や
か
さ
が
感
じ
ら

れ
る
。）
そ
し
て
、
ブ
レ
イ
ク
が
わ
ず
か
八
行
を
も
っ
て
そ
の
薔
薇
を
病

ん
で
い
る
と
言
っ
た
と
き
、
英
国
人
の
意
識
は
新
た
に
革
新
を
迫
ら
れ
た

の
で
あ
り
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
以
後
に
再
び
詩
歌
の
新
し
い
時
代
が
は
じ

ま
っ
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

と
い
う
な
ら
ば
、
抗
い
が
た
い
「
時
の
流
れ
」
に
苛
立
ち
な
が
ら
、
ひ

た
す
ら
太
陽
と
そ
の
彼
方
へ
飛
翔
し
よ
う
と
す
る
ひ
ま
わ
り
の
花
、
ブ
レ

イ
ク
の
「
わ
た
し
の
ひ
ま
わ
り
」
が
、
あ
た
か
も
ゴ
ッ
ホ
の
向
日
葵
の
よ

う
に
も
、
糸
杉
の
よ
う
に
も
描
か
れ
て
い
る
代
表
作
、
も
う
一
つ
の
夏
の

歌
、「
あ
あ
、
ひ
ま
わ
り
よ
！
」
を
付
け
加
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。「

自
然
詩
」
の
前
で
た
だ
佇
む
だ
け
の
筆
者
、
こ
の
小
論
は
「
自
然
詩

を
読
む
た
め
に
」
と
題
す
る
べ
き
だ
っ
た
と
、
振
り
返
る
に
つ
け
反
省
が

先
立
つ
。
イ
ギ
リ
ス
詩
史
を
豊
か
に
彩
る
自
然
詩
を
眺
め
て
い
る
と
、
日

本
の
伝
統
詩
歌
の
世
界
と
と
も
に
、
詩
と
自
然
の
宇
宙
が
渺
茫
と
し
て
ひ

ろ
が
っ
て
く
る
ば
か
り
で
あ
る
。
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そ
れ
に
し
て
も
、
詩
は
自
然
と
結
び
つ
い
た
途
端
に
詩
の
過
剰
を
孕
む

こ
と
を
繰
り
返
し
確
認
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
│
│
英
語
で
も
日
本
語
に

お
い
て
も
。
日
本
の
和
歌
や
俳
句
、
あ
る
い
は
数
多
の
草
花
の
表
情
が
描

き
出
さ
れ
る
西
脇
順
三
郎
の
詩
作
品
に
よ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
容
易
に
理

解
で
き
る
と
思
う
。
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