
一
九
九
三
年
に
ア
メ
リ
カ
の
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
出
版
局
か
らT

he

Poetry
and

Poetics
of

N
ishiw

aki
Junzaburo:

M
odernism

in
Transla-

tion

と
題
さ
れ
た
本
を
上
梓
し
た
。
海
外
で
出
さ
れ
た
西
脇
の
研
究
書
と

し
て
は
未
だ
に
唯
一
の
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
本
書
に
は
私
の
西
脇
論
と

共
に
、
西
脇
の
詩
と
詩
論
の
い
く
つ
か
の
英
訳
が
納
め
ら
れ
て
い
る
。
西

脇
の
仕
事
を
英
語
で
評
価
す
る
に
は
、
先
ず
西
脇
の
詩
と
詩
論
を
英
訳
す

る
必
要
が
あ
っ
た
。
一
九
七
〇
年
代
に
カ
ナ
ダ
の
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
に
あ

る
マ
ク
ギ
ル
大
学
で
英
文
学
を
学
ん
で
い
た
私
は
、
西
脇
ほ
ど
の
偉
大
な

詩
人
の
仕
事
が
ま
っ
た
く
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
英
訳
さ
れ
て
い
な
い
事
実

に
愕
然
と
し
た
思
い
出
が
あ
る
。
英
語
で
詩
を
書
き
始
め
て
い
た
私
は
、

日
本
の
あ
る
古
本
屋
で
見
つ
け
た
『
西
脇
順
三
郎
詩
論
集
』
が
問
い
出
す
、

「
詩
と
は
一
体
何
か
」
と
い
う
問
題
に
取
り
憑
か
れ
て
い
た
の
だ
。
そ
の

時
か
ら
西
脇
の
言
葉
を
英
訳
す
る
こ
と
が
私
の
夢
と
な
る
。

カ
ナ
ダ
西
部
の
バ
ン
ク
ー
バ
ー
に
あ
る
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ
ロ
ム
ビ

ア
大
学
の
創
作
学
部
に
移
っ
た
私
は
、
そ
の
学
部
に
あ
っ
た
翻
訳
実
習
の

ク
ラ
ス
で
西
脇
の
英
訳
に
取
り
か
か
っ
た
。
こ
の
ク
ラ
ス
は
詩
人
で
あ
り

ま
た
著
名
な
翻
訳
家
で
あ
っ
た
イ
ギ
リ
ス
人
の
教
授
の
下
で
、
学
生
達
が

お
の
お
の
外
国
語
で
書
か
れ
た
文
学
の
テ
ク
ス
ト
を
英
訳
し
、
そ
の
英
文

を
教
授
と
共
に
ク
ラ
ス
で
磨
い
て
い
く
と
い
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、

私
の
翻
訳
作
業
は
す
ぐ
に
行
き
詰
ま
っ
た
。
西
脇
の
詩
に
あ
ふ
れ
る
よ
う

に
出
て
く
る
カ
タ
カ
ナ
の
言
葉
に
行
き
詰
ま
っ
た
の
だ
。
例
え
ば
、「
紙

芝
居

Shylockiade

」
に
で
て
く
る
「
北
方
人
サ
ス
ペ
ー
ル
は
我
が
歴
史

を
誤
る
も
の
で
あ
る
。」
と
い
う
行
。
さ
て
こ
の
固
有
名
詞
で
あ
ろ
う

「
サ
ス
ペ
ー
ル
」
を
ど
の
よ
う
に
英
語
に
置
き
換
え
る
か
、
皆
目
見
当
が

付
か
な
い
。
そ
の
時
、
救
い
主
が
現
れ
る
。
明
治
学
院
の
副
学
長
も
さ
れ

西
脇
順
三
郎
の
詩
と
翻
訳

ホ
セ
ア
・
ヒ
ラ
タ
（
タ
フ
ツ
大
学
）
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た
、
新
倉
俊
一
教
授
の
著
書
『
西
脇
順
三
郎
全
詩
引
喩
集
成
』
が
ち
ょ
う

ど
そ
の
こ
ろ
出
版
さ
れ
た
の
だ
。
こ
れ
は
新
倉
教
授
が
西
脇
の
処
に
通
い

詰
め
、
西
脇
の
詩
に
表
れ
る
莫
大
な
数
の
典
拠
引
用
の
解
説
を
ひ
と
つ
ひ

と
つ
丹
念
に
記
録
し
た
、
大
変
な
労
作
で
あ
る
。
こ
の
本
が
出
な
け
れ
ば
、

西
脇
の
詩
の
翻
訳
は
ほ
と
ん
ど
無
理
で
あ
っ
た
と
思
う
。
こ
の
本
で
サ
ス

ペ
ー
ル
はSaxpere
で
あ
り
、
古
い
文
献
に
使
わ
れ
て
い
る
シ
ェ
イ
ク
ス

ピ
ア
の
綴
り
字
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
の
だ
か
ら
。

し
か
し
、
西
脇
の
詩
の
翻
訳
を
進
め
る
内
に
、
翻
訳
と
い
う
の
は
根
本

的
に
不
条
理
な
も
の
だ
と
感
じ
て
き
た
。
特
に
、
西
脇
の
日
本
語
で
も
訳

の
分
か
ら
な
い
文
章
を
訳
そ
う
と
し
た
と
き
に
、
そ
れ
を
強
く
感
じ
た
の

だ
っ
た
。
こ
ん
な
文
章
を
英
語
に
訳
し
て
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
る
の
ど

あ
ろ
う
と
。
例
え
ば
次
の
よ
う
な
文
が
あ
る
。

ダ
ビ
デ
の
職
分
と
彼
の
宝
石
と
は
ア
ド
ー
ニ
ス
と
莢
豆
と
の
間
を
通

り
無
限
の
消
滅
に
急
ぐ
。
故
に
一
般
に
東
方
来
り
し
博
士
達
に
倚
り

か
ゝ
り
て
如
何
に
滑
か
な
る
没
食
子
が
戯
れ
る
か
を
見
よ
！

集
合
的
な
意
味
に
於
い
て
非
常
に
殆
ど
紫
な
る
さ
う
し
て
非
常
に
正

当
な
る
延
期
！
ヴ
エ
ラ
ス
ケ
ス
と
猟
鳥
と
そ
の
他
す
べ
て
の
も
の
。

魚
狗
の
囀
る
有
効
な
る
時
期
に
遙
に
向
方
に
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
を
眺
め

つ
ゝ
幼
少
の
足
を
延
し
て
そ
の
爪
を
新
鮮
に
せ
し
は
一
個
の
胡
桃
の
中

で
な
く
一
個
の
漂
布
者
の
頭
の
上
で
あ
る
。

こ
れ
は
西
脇
の
詩
の
中
で
も
一
番
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
シ
ュ
ー
ル
レ
ア

リ
ズ
ム
に
近
い
と
さ
れ
る
、「
馥
郁
タ
ル
火
夫
」
の
始
め
で
あ
る
。
し
か

し
、
も
う
こ
こ
ま
で
来
る
と
私
も
意
地
に
な
る
。
意
味
を
越
え
た
地
点
で

翻
訳
が
始
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
ま
た
あ
る
意
味

で
不
思
議
な
作
業
だ
っ
た
。
一
種
の
快
感
の
よ
う
な
も
の
ま
で
浮
き
上

が
っ
て
き
た
の
だ
。
な
に
か
、
ま
る
で
世
界
に
向
か
っ
て
、
石
を
投
げ
て

い
る
よ
う
な
感
じ
。
要
す
る
に
、「
世
界
」
と
は
意
味
の
世
界
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
シ
ュ
ー
ル
な
詩
で
は
構
成
さ
れ
て
い
な
い
世
界
だ
。
私
が
投

げ
て
い
る
石
は
「
意
味
の
無
い
石
」
と
な
る
。
始
め
か
ら
意
味
の
無
い
オ

リ
ジ
ナ
ル
の
テ
ク
ス
ト
を
ま
た
一
層
意
味
を
無
く
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
外
国

語
に
直
し
て
い
く
時
に
、
こ
の
手
に
残
っ
た
な
に
も
の
か
、
そ
れ
が

「
石
」
な
の
だ
。
こ
の
、
翻
訳
と
い
う
作
業
を
通
し
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
意

味
が
吸
い
取
ら
れ
、
無
く
な
っ
て
い
く
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
は
、
そ
れ
か
ら

ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
翻
訳
理
論
を
通
し
て
、
私
の
西
脇
理
解
の

バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
な
る
。

こ
こ
で
も
う
少
し
西
脇
の
詩
と
翻
訳
と
い
う
こ
と
を
具
体
的
に
考
え
て

み
よ
う
。
周
知
の
通
り
、
西
脇
は
詩
を
日
本
語
で
書
き
始
め
た
の
で
は
な

く
、
外
国
語
、（
英
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
ラ
テ
ン
語
）
で
ま
ず
詩
を
書
き

始
め
た
。A

m
barvalia

に
載
せ
ら
れ
た
日
本
語
の
詩
を
書
き
あ
げ
、
出
版

し
た
の
は
彼
が
四
十
歳
の
時
だ
っ
た
（
一
九
三
三
）。
言
う
ま
で
も
な
く

A
m
barvalia

は
日
本
現
代
詩
の
歴
史
の
中
で
一
つ
の
転
機
と
な
っ
た
重
要

な
詩
集
で
あ
る
。
ま
ず
誰
も
が
感
じ
る
の
はA

m
barvalia

に
表
れ
る
詩

言
語
の
新
鮮
さ
で
あ
ろ
う
。

A
m
barvalia

は
コ
リ
コ
ス
の
歌
と
い
う
題
辞
か
ら
始
ま
る
。
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浮
き
上
れ
、
ミ
ユ
ウ
ズ
よ
。

汝
は
最
近
あ
ま
り
深
く
ポ
エ
ジ
イ
の
中
に
も
ぐ
っ
て
ゐ
る
。

汝
の
吹
く
音
楽
は
ア
ビ
ド
ス
人
に
は
聞
え
な
い
。

汝
の
喉
の
カ
ー
ブ
は
ア
ビ
ド
ス
人
の
心
臓
に
な
る
や
う
に
。

ま
ず
始
め
か
ら
、
カ
タ
カ
ナ
に
読
者
は
惑
わ
さ
れ
る
。
ミ
ユ
ウ
ズ
や
ポ

エ
ジ
イ
く
ら
い
は
わ
か
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
コ
リ
コ
ス
と
は
何
だ
？

ア
ビ
ド
ス
人
と
は
ど
こ
の
誰
だ
？

と
い
う
問
い
が
出
て
来
る
。
も
ち
ろ

ん
新
倉
著
の
『
引
喩
集
成
』
を
参
照
す
れ
ば
も
う
少
し
わ
か
る
の
だ
が
、

別
に
答
え
が
は
っ
き
り
し
な
く
て
も
、
こ
の
詩
は
日
本
と
い
う
場
所
と
は

離
れ
た
と
こ
ろ
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
ぐ
ら
い
わ
か
る
だ
ろ
う
。

こ
の
題
辞
の
後
、「
ギ
リ
シ
ア
的
抒
情
詩
」
と
い
う
セ
ク
シ
ョ
ン
が
始

ま
る
。
そ
の
巻
頭
に
置
か
れ
た
の
が
、
西
脇
の
詩
の
中
で
も
た
ぶ
ん
も
っ

と
も
知
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
、「
天
気
」
と
い
う
短
詩
で

あ
る
。

天
気

（
覆
さ
れ
た
宝
石
）
の
や
う
な
朝

何
人
か
戸
口
に
て
誰
か
と
さ
ゝ
や
く

そ
れ
は
神
の
生
誕
の
日
。

さ
て
、
こ
の
詩
に
は
『
引
喩
集
成
』
を
見
な
い
と
、
分
か
ら
な
い
こ
と

が
一
つ
隠
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
西
脇
順
三
郎
の
「
詩
」
と
「
翻

訳
」
と
い
う
こ
と
が
ど
こ
か
で
本
質
的
に
繋
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
こ
と
を
私
に
考
え
さ
せ
た
。
私
が
こ
こ
で
言
う
「
翻
訳
」
と
は
、

た
だ
、
翻
訳
者
が
外
国
語
の
テ
ク
ス
ト
を
ま
た
違
っ
た
国
の
言
葉
に
直
す

と
い
う
作
業
を
指
す
だ
け
で
は
な
い
。
私
は
こ
こ
で
翻
訳
を
「
あ
る
特
別

な
テ
ク
ス
ト
の
動
き
」
で
あ
る
と
か
、「
あ
る
根
本
的
な
言
語
の
動
き
」

と
考
え
た
い
の
だ
。
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
、
人
間
と
言
語
の
上
下
関
係
を

ひ
っ
く
り
か
え
す
試
み
で
も
あ
る
。
人
間
が
言
葉
を
使
っ
て
い
る
の
で
は

な
く
、
言
葉
が
人
間
を
使
っ
て
い
る
の
だ
と
。
私
が
西
脇
の
仕
事
を
読
み
、

ひ
と
つ
学
ん
だ
こ
と
は
、
脱
人
間
中
心
主
義
の
よ
う
な
も
の
で
も
あ
っ
た
。

と
い
う
こ
と
は
、
人
間
と
い
う
観
念
以
前
に
、
私
た
ち
を
乗
り
越
え
、
ま

た
私
た
ち
を
操
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
、
何
か
が
あ
る
と
い
う
思
い
で
あ
る
。

そ
れ
を
「
神
」
と
い
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
は
人
間
を

乗
り
越
え
る
、
言
語
そ
の
も
の
の
動
き
と
考
え
た
い
。
そ
し
て
、
そ
の
動

き
は
言
語
自
身
のsurvival

の
動
き
、
言
語
自
身
が
私
た
ち
を
通
し
て
、

ま
た
私
た
ち
を
越
え
て
、
生
き
延
び
よ
う
と
し
て
い
る
と
考
え
る
の
だ
。

さ
て
、
ま
た
西
脇
の
詩
、「
天
気
」
に
戻
ろ
う
。
結
論
を
言
っ
て
し
ま

う
と
、
私
は
こ
の
詩
は
さ
き
に
言
っ
た
よ
う
な
、「
翻
訳
と
い
う
テ
ク
ス

ト
の
動
き
」
を
語
っ
て
く
れ
て
い
る
、
と
読
む
の
だ
。
隠
さ
れ
て
い
る
の

は
、
か
っ
こ
に
入
れ
ら
れ
た
、「
覆
さ
れ
た
宝
石
」
が
キ
ー
ツ
の
詩
か
ら

の
引
用
で
あ
り
、
翻
訳
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は

西脇順三郎の詩と翻訳
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翻
訳
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
動
き
を
表
す
な
ん
と
適
切
な
イ
メ
ー
ジ
な
の
で

あ
ろ
う
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
テ
ク
ス
ト
を
宝
石
と
す
る
と
、
そ
の
翻
訳
は

「
覆
さ
れ
た
宝
石
」
に
な
る
で
は
な
い
か
。

翻
訳
を
英
語
で
はtranslation

と
い
う
が
、
そ
の
ラ
テ
ン
語
の
語
源
を

調
べ
る
と
、trans

latus

と
出
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
意
味
はcarry

across

と
あ
り
、
あ
る
距
離
を
横
切
っ
て
渡
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ

る
。
要
す
る
に
、
三
途
の
川
を
渡
す
、
渡
り
船
の
よ
う
な
も
の
だ
。
翻
訳

者
は
そ
の
渡
り
船
の
船
頭
と
も
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
船
に

乗
っ
た
人
間
を
異
界
に
導
く
役
割
を
持
っ
た
者
。

こ
の
よ
う
に
、
翻
訳
と
は
二
つ
の
言
語
の
間
の
距
離
、distance

、
日

本
語
で
は
「
間
」
と
呼
ん
で
い
い
か
も
知
れ
ぬ
も
の
が
必
要
で
あ
る
。
実

際
、
こ
の
「
天
気
」
と
い
う
詩
に
は
、
短
い
詩
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

た
く
さ
ん
の
「
間
」
が
見
受
け
ら
れ
る
。
ま
ず
題
名
で
あ
る
「
天
気
」
と

詩
の
内
容
の
関
係
が
あ
る
「
間
」
と
し
て
出
て
く
る
。
す
が
す
が
し
い
、

い
い
天
気
の
朝
と
い
う
の
が
よ
く
想
起
さ
れ
る
が
、
明
白
な
事
実
と
し
て

は
出
て
こ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
括
弧
の
存
在
自
体
も
間
を
強
調
す
る
。
そ
れ

か
ら
「
戸
口
」。
内
と
外
と
の
境
目
。
そ
れ
を
は
さ
み
、
何
人
が
誰
か
と

さ
さ
や
い
て
い
る
。
な
ぜ
、
詩
人
は
同
意
語
で
あ
る
「
何
人
」
と
「
誰

か
」
を
使
い
分
け
た
の
だ
ろ
う
。「
何
人
」
は
も
ち
ろ
ん
「
誰
か
」
よ
り

も
文
語
調
で
あ
る
。
文
語
と
口
語
が
お
互
い
に
、
あ
る
境
界
線
を
へ
だ
て

て
、
囁
い
て
い
る
、
と
も
読
め
る
。
こ
れ
は
、
ま
た
、
あ
る
意
味
で
、

「
翻
訳
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
動
き
」
だ
と
思
わ
れ
る
。「
何
人
」
と
「
誰

か
」
の
間
に
翻
訳
が
起
こ
っ
て
い
る
と
。
さ
さ
や
い
て
い
る
言
葉
の
内
容

は
わ
か
ら
な
い
。
そ
こ
に
意
味
な
ど
必
要
な
い
の
だ
。
た
だ
、
神
が
生
ま

れ
つ
つ
あ
る
の
だ
。
ど
ん
な
神
で
あ
る
か
は
わ
か
ら
な
い
。
ギ
リ
シ
ャ
の

神
で
あ
ろ
う
と
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
で
あ
ろ
う
と
、
日
本
の
神
で
あ
ろ
う

と
、
こ
の
詩
に
と
っ
て
、
こ
こ
で
は
ど
う
で
も
い
い
こ
と
な
の
だ
。
私
は

た
だ
こ
こ
の
神
と
い
う
言
葉
を
「
根
元
的
に
始
め
か
ら
翻
訳
で
あ
る
詩
の

言
語
」
と
読
む
。
あ
る
距
離
、
間
、
を
フ
ェ
リ
ー
の
よ
う
に
渡
っ
て
く
る
、

あ
る
原
始
的
な
言
葉
の
動
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
天
国
に
関
係
し
て
く
る

か
も
知
れ
な
い
。
天
に
流
れ
る
、
気
、
で
あ
る
。
後
で
ま
た
触
れ
る
が
、

翻
訳
と
い
う
も
の
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
を
も
た
ら
す

も
の
な
の
だ
。
こ
れ
は
、
少
し
、
な
ぜ
全
能
た
る
神
が
こ
ん
な
つ
ま
ら
な

い
人
間
の
愛
を
必
要
と
す
る
か
、
と
い
う
神
学
の
問
題
に
繋
が
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
翻
訳
と
は
私
た
ち
の
オ
リ
ジ
ン
、
原
点
、
言
葉
の
起
源
、
と

い
う
考
え
を
ま
ず
可
能
に
す
る
言
葉
の
動
き
な
の
だ
。
私
は
そ
の
起
源
を

天
国
と
呼
び
た
い
。
そ
し
て
、
こ
の
「
天
気
」
と
い
う
詩
は
奇
跡
的
に
も
、

そ
の
全
く
の
、
始
め
で
あ
る
、
翻
訳
と
し
て
の
詩
の
起
源
を
描
い
て
い
る

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
他
に
も
こ
の
詩
集A

m
barvalia

に
は
た
く
さ
ん
の
隠
さ
れ
た
翻

訳
が
存
在
す
る
。
詩
集
の
ど
こ
に
も
、
引
用
の
注
だ
と
か
、
こ
れ
は
ラ
テ

ン
語
の
詩
の
翻
訳
で
あ
る
と
か
、
記
さ
れ
て
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
普
通

の
読
者
だ
と
、
こ
こ
に
納
め
ら
れ
て
い
る
詩
は
全
て
西
脇
の
オ
リ
ジ
ナ
ル

の
詩
で
あ
る
と
思
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
実
は
「
ラ
テ
ン
哀
歌
」
の
セ

ク
シ
ョ
ン
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
詩
三
篇
は
西
脇
の
翻
訳
詩
で
あ
る
。
こ
れ

は
本
の
題
名
に
な
っ
て
い
る
「A

m
barvalia

」
と
い
う
詩
も
含
ま
れ
る
。
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こ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
の
第
四
編
目
に
あ
た
る
、「
哀
歌
」
と
い
う
詩
は
西
脇

が
自
分
で
ラ
テ
ン
語
を
書
い
た
も
の
を
ま
た
日
本
語
に
訳
し
た
も
の
だ
と

さ
れ
る
。「
恋
歌
」
と
題
さ
れ
た
長
い
詩
は
フ
ラ
ン
ス
・
ド
イ
ツ
の
詩
人

イ
ヴ
ァ
ン
・
ゴ
ル
の™Poem

es
d'am

our∫

の
日
本
語
訳
。「
恋
歌
」
の
後

に
来
る
、「
失
楽
園
」
は
西
脇
が
は
じ
め
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
い
た
自
分
の

オ
リ
ジ
ナ
ル
を
か
な
り
自
由
に
日
本
語
に
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。

翻
訳
と
い
う
作
業
、
あ
る
い
は
私
は
翻
訳
を
あ
る
「
テ
ク
ス
ト
の
原
始

的
な
動
き
」
と
し
て
考
え
た
い
の
だ
が
、
そ
の
翻
訳
がA

m
barvalia

に

ど
れ
だ
け
入
り
込
ん
で
き
て
い
る
か
、
こ
れ
で
明
ら
か
に
な
る
と
思
う
。

そ
の
上
た
だ
単
に
翻
訳
が
な
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
も
っ
と
重
要

な
こ
と
に
、
翻
訳
言
語
と
で
も
い
え
る
、
母
国
語
を
崩
し
て
し
ま
う
、

も
っ
と
フ
ロ
イ
ト
的
に
言
え
ば
、
日
本
語
と
い
う
母
を
犯
し
て
し
ま
う
、

奇
妙
な
言
語
を
西
脇
は
作
り
出
し
て
い
る
の
だ
。
例
え
ば
、「
失
楽
園
」

は
こ
の
よ
う
に
始
ま
る
：

化
学
教
室
の
背
後
に

一
個
の
タ
リ
ポ
ッ
ト
の
樹
が
音
響
を
発
す
る
こ
と
な
く
成
長
し
て
ゐ
る

西
脇
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
フ
ラ
ン
ス
語
の
詩
に
は
こ
う
書
い
て
あ
る
：

U
n
palm

ier
se
granditsans

bruit

フ
ラ
ン
ス
語
の
原
文
は
自
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
日
本
語
奇
妙

と
し
か
い
え
な
い
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
樹
を
数
え
る
の
に
、

「
一
個
」
は
な
い
で
あ
ろ
う
。「
一
本
」
が
正
し
い
。「
音
響
を
発
す
る
こ

と
な
く
」
は
ま
た
お
お
げ
さ
で
あ
る
。「
音
も
な
く
」
で
い
い
で
は
な
い

か
。同

じ
詩
に
こ
ん
な
行
も
あ
る
「
お
れ
の
友
人
の
一
人
が
結
婚
し
つ
つ
あ

る
」。
こ
れ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
はU

n
de
m
es
am
is
va
se
m
arier

と
な
っ
て

お
り
、
英
語
に
し
た
らO

ne
of
m
y
friends

is
getting

m
arried

に
な
る
。

西
脇
は
こ
こ
で
英
語
のbe

〜ing

が
近
未
来
か
進
行
形
の
ど
ち
ら
か
の
意

味
を
持
つ
こ
と
を
「
悪
用
」
し
て
、
そ
れ
を
日
本
語
に
無
理
矢
理
に
あ
て

は
め
て
い
る
よ
う
な
の
だ
。

さ
て
、
こ
う
し
た
不
可
思
議
な
、
日
本
語
で
は
な
い
よ
う
な
日
本
語
を

英
語
に
訳
し
て
い
く
内
に
、
一
つ
の
疑
問
が
浮
か
ん
で
き
た
：
一
体
オ
リ

ジ
ナ
ル
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
と
。
も
ち
ろ
ん
引
用
で
あ
る
と
わ
か
る
と
そ

の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
言
葉
を
図
書
館
に
行
っ
て
、
探
し
出
し
て
く
る
。
し
か

し
、
こ
の
疑
問
は
引
用
に
関
し
て
だ
け
で
は
な
い
の
だ
。
西
脇
の
詩
の
言

語
、
ま
た
は
、
西
脇
の
詩
と
言
い
切
っ
て
も
い
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ

れ
が
一
体
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
の
か
と
い
う
問
題
な
の
だ
。

翻
訳
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
日
本
語
と
し
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
地
位

を
持
つ
こ
と
も
あ
る
。
例
え
ば
、
か
の
有
名
なV

erlaine

のC
hanson

d'autom
ne

の
上
田
敏
に
よ
る
訳
詩
│
│

秋
の
日
の

ヴ
ィ
オ
ロ
ン
の
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た
め
い
き
の

身
に
し
み
て

ひ
た
ぶ
る
に

う
ら
悲
し

こ
れ
が
西
脇
に
か
か
る
と
こ
う
な
る
│
│

秋
の
ヴ
ィ
オ
ロ
ン
の
長
い
シ
ャ
ク
リ
ナ
キ
は

お
れ
の
魂
を
一
つ
の
単
調
な
ダ
ル
サ
を
も
っ
て
傷
つ
け
る
。

こ
う
し
て
比
べ
て
み
る
と
、
上
田
敏
の
訳
が
な
ぜ
か
日
本
語
に
な
り

き
っ
て
い
る
と
い
う
感
じ
が
し
て
く
る
。
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
っ
ぽ
い
、
セ

ン
チ
メ
ン
ト
が
描
か
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
読
者
は
日
本
語
の
母

国
語
と
し
て
の
暖
か
さ
、
母
国
語
と
し
て
の
絶
対
安
全
地
帯
に
入
り
込
ま

さ
れ
る
か
ら
な
の
だ
。
そ
れ
が
日
本
語
が
母
国
語
と
し
て
の
地
位
を
得
、

ま
た
母
国
語
と
し
て
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
地
位
を
得
る
瞬
間
で
あ
る
。

私
た
ち
が
日
本
語
（
例
え
ば
の
話
だ
が
）
を
始
め
て
母
国
語
と
感
じ
る

の
は
、
へ
た
な
外
国
語
で
話
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
体
験
を
し
た
後
で
あ

ろ
う
。
外
国
語
を
苦
心
し
て
使
い
、
た
く
さ
ん
の
間
違
い
を
自
分
で
も
意

識
し
な
が
ら
話
す
こ
と
は
非
常
に
不
安
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
に
自
分

の
母
国
語
を
使
え
る
状
態
に
戻
る
と
、
ほ
っ
と
す
る
わ
け
だ
。
私
に
言
わ

せ
る
と
、
母
国
語
と
は
「
間
違
い
の
な
い
言
語
空
間
」
な
の
だ
。
も
ち
ろ

ん
母
国
語
を
使
っ
て
い
て
、
国
語
の
先
生
に
間
違
い
を
示
さ
れ
る
か
も
知

れ
な
い
。
し
か
し
、
自
分
で
話
し
て
い
る
時
は
そ
の
間
違
い
に
気
づ
い
て

い
な
い
。
そ
ん
な
文
法
上
の
間
違
い
な
ど
、
ど
う
で
も
い
い
の
だ
。
そ
の

意
味
で
、
間
違
い
の
な
い
言
語
空
間
な
の
だ
。
そ
の
絶
対
安
全
地
帯
が
私

の
い
う
翻
訳
に
相
対
す
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
（
原
文
）
の
領
域
で
も
あ
る
。

翻
訳
言
語
と
は
そ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
領
域
を
相
反
す
る
関
係
で
作
り
出

し
、
ま
た
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
。
西
脇
は
そ
の
よ
う
な
翻
訳
言
語
に
よ

り
現
代
詩
の
言
葉
を
作
り
上
げ
た
と
私
は
考
え
る
。

こ
れ
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
経
由
の
デ
リ
ダ
に
示
教
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、

オ
リ
ジ
ナ
ル
と
い
う
の
は
根
本
的
に
翻
訳
と
い
う
も
の
を
必
要
と
す
る
物

だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
を
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ

る
と
私
た
ち
に
認
識
さ
せ
る
も
の
は
「
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
は
無
い
も
の
」
で

あ
る
。
こ
の
世
の
中
の
全
て
が
赤
い
色
を
し
て
い
た
ら
、
私
た
ち
は
赤
い

色
と
言
う
物
を
認
識
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
世
の
中
に
唯
一

の
神
し
か
存
在
し
な
か
っ
た
ら
、
そ
の
神
は
神
で
あ
り
え
な
い
。
神
で
な

い
も
の
を
創
造
し
て
、
自
分
を
そ
れ
か
ら
切
り
離
し
て
、
始
め
て
神
の
地

位
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
で
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
な
い
も
の
は
な
に

か
と
考
え
る
と
、
そ
れ
は
翻
訳
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は
、
こ
う

い
う
言
い
方
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
は
完
全
に
自
己

充
足
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
は
何
か
が

欠
け
て
い
る
か
ら
。
そ
れ
で
は
、
何
が
欠
け
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、

「
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
は
無
い
も
の
」
が
欠
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て

そ
の
「
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
は
無
い
も
の
」
が
無
い
と
、
自
分
を
オ
リ
ジ
ナ
ル
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と
し
て
表
示
で
き
な
い
わ
け
で
あ
る
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
は
自
分
の
翻
訳
（
自

分
で
な
い
も
の
）
を
自
分
の
領
域
に
引
き
入
れ
な
け
れ
ば
自
分
（
オ
リ
ジ

ナ
ル
）
に
は
な
れ
な
い
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
出
て
く
る
。

翻
訳
を
経
験
し
た
人
に
は
よ
く
わ
か
る
と
思
わ
れ
る
が
、
翻
訳
者
ま
た

は
翻
訳
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
持
つ
敬
意
、
愛
情
、
ま
た
は

嫉
妬
心
、
は
並
々
な
ら
ぬ
物
で
あ
る
。
翻
訳
に
と
っ
て
、
ど
う
あ
が
い
て

も
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
が
上
で
あ
り
、
自
分
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
到
達
で
き
ぬ
下

級
の
テ
ク
ス
ト
な
の
だ
。
こ
こ
に
一
つ
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
神
話
が
で
き
あ
が

る
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
は
翻
訳
に
と
っ
て
、
い
つ
ま
で
も
到
達
で
き
な
い
天
国

の
よ
う
な
も
の
だ
と
。

ユ
ダ
ヤ
人
の
思
想
家
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
こ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
神
話
を
ひ
っ

く
り
か
え
し
て
し
ま
う
。
こ
こ
で
は
彼
の
有
名
な
エ
ッ
セ
ー
「
翻
訳
者
の

使
命
」
に
つ
い
て
少
々
考
察
し
て
み
よ
う
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
こ
の
エ
ッ

セ
ー
を
ま
ず
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
驚
く
べ
き
考
察
で
始
め
る
。
│
│

芸
術
作
品
な
い
し
芸
術
形
式
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
受

容
者
を
考
慮
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
理
解
に
と
っ
て
い
か
な
る
場
合
に

も
、
決
し
て
実
り
あ
る
も
の
と
は
な
ら
な
い
。
あ
る
特
定
の
公
衆
あ
る
い

は
そ
の
代
表
者
に
関
係
づ
け
る
こ
と
は
、
必
ず
道
を
誤
る
こ
と
に
な
る
ば

か
り
か
、〈
理
想
的
な
〉
受
容
者
と
い
う
概
念
で
す
ら
、
あ
ら
ゆ
る
芸
術

理
論
的
な
論
究
に
お
い
て
は
有
害
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
芸
術
理
論
的
な

論
究
と
い
う
も
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
人
間
一
般
の
存
在
と
本
質
を
前
提
と
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
芸
術
そ
の
も
の
も
ま

た
、
人
間
一
般
の
肉
体
的
お
よ
び
精
神
的
本
質
を
前
提
と
す
る
│
│
し
か

し
、
芸
術
は
そ
の
い
か
な
る
作
品
に
お
い
て
も
、
人
間
に
注
目
さ
れ
る
こ

と
を
前
提
と
し
て
は
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、
い
か
な
る
詩
も
読
者
に
向

け
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、
い
か
な
る
絵
画
も
鑑
賞
者
に
、
い
か
な
る
交
響
曲

も
聴
衆
に
向
け
ら
れ
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
芸
術
に
お
け
る
所
謂
「
意
味
」
と
い
う
も
の
を

完
全
消
滅
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
詩
が
読
者
に
向
か
っ
て
、
そ
の
詩
の

意
味
を
伝
え
る
も
の
で
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
一
体
な
ん
の
た
め
に
書
か

れ
る
の
か
？
こ
の
エ
ッ
セ
ー
で
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
説
く
異
常
と
も
思
え
る
難

解
な
論
理
を
あ
え
て
単
純
化
す
る
と
、
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ

な
い
。
詩
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
し
て
翻
訳
を
要
求
す
る
、
そ
し
て
翻
訳
は
そ

の
過
程
に
お
い
て
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
詩
と
し
て
の
意
味
、
人
間
が
詩
に
求

め
る
意
味
、
を
削
り
去
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
詩
は
意
味

を
失
い
、
純
粋
言
語
と
い
う
パ
ラ
ダ
イ
ス
に
戻
る
。
そ
こ
で
は
、
言
葉
は

完
全
に
言
葉
自
身
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
を
離
れ
た
意
味
な
ど
必
要
と
し
な

い
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
翻
訳
を
通
し
て
こ
の
純
粋
言
語
へ
た
ど
り
着
こ
う
と

す
る
欲
求
を
人
間
の
中
に
は
見
ず
、
言
語
自
身
に
見
出
し
て
い
る
。
純
粋

言
語
と
は
異
っ
た
言
語
に
分
割
さ
れ
た
、
様
々
な
言
語
の
究
極
的
な
和
解

の
時
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
言
語
に
関
す
る
思

想
が
根
本
的
に
神
学
的
で
あ
る
こ
と
を
否
め
な
い
。
読
者
を
完
全
無
視
す

る
「
詩
」
の
概
念
を
前
提
と
し
て
始
ま
っ
た
、
こ
の
翻
訳
に
関
す
る
エ
ッ
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セ
ー
は
、
意
味
に
捕
ら
わ
れ
て
い
る
動
物
で
あ
る
人
間
を
超
越
し
て
し

ま
っ
た
地
平
で
作
動
し
て
い
る
言
語
そ
の
も
の
の
動
き
を
想
定
し
て
い
る

の
だ
。
人
間
が
言
葉
を
意
味
の
道
具
と
し
て
使
う
の
で
は
な
い
。
詩
が
読

者
の
た
め
に
書
か
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
一
体
ど
ん
な
目
的
を
持
っ
て
、

書
か
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
言
い
た
い
の
は
、
詩
（＝

翻

訳
）
は
言
語
自
身
の
究
極
の
目
的
で
あ
る
純
粋
言
語
へ
も
ど
ろ
う
と
す
る

努
力
の
一
端
で
あ
る
と
。

こ
の
よ
う
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
を
読
ん
で
い
く
と
、
彼
の
言
語
思
想
が
、
西

脇
の
詩
論
に
非
常
に
似
通
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
西
脇
は
「
超
現
実

主
義
詩
論
」
に
お
い
て
非
常
に
ユ
ニ
ー
ク
な
詩
論
を
表
し
て
い
る
が
、
ま

ず
我
々
が
気
づ
く
の
が
、
西
脇
も
詩
論
を
神
学
的
に
考
え
た
人
だ
と
い
う

こ
と
だ
。「
超
現
実
主
義
詩
論
」
の
始
め
の
エ
ッ
セ
ー
に
はProfanus

（
冒
涜
、
不
敬
）
と
い
う
題
が
与
え
ら
れ
、
次
の
言
葉
で
始
ま
る
。

詩
を
論
ず
る
は
神
様
を
論
ず
る
に
等
し
く
危
険
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
エ
ッ
セ
ー
の
終
わ
り
に
、
詩
論
の
不
可
能
性
を
示
教
す
る

か
の
よ
う
に
、
西
脇
は
次
の
よ
う
に
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

我
々
の
意
識
界
の
あ
る
瞬
間
に
、
現
実
の
対
照
と
な
る
永
遠
と
か
無
限

と
か
神
と
か
し
て
表
し
得
る
一
種
絶
大
な
る
存
在
が
反
射
的
に
人
間
の

存
在
を
つ
ま
ら
な
く
す
る
。
こ
の
時
小
な
る
人
間
の
魂
が
こ
の
つ
ま
ら

な
い
現
実
に
対
し
て
カ
ン
シ
ャ
ク
を
起
こ
す
。
こ
れ
が
詩
的
魂
で
エ

モ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
。
こ
の
カ
ン
シ
ャ
ク
は
理
性
を
軽
蔑
し
て
「
想
像

力
」
に
よ
っ
て
つ
ま
ら
な
い
現
実
が
興
味
あ
る
現
実
と
な
る
。
現
実
に

対
す
る
意
識
が
新
鮮
に
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
が
詩
の
目
的
で
あ

る詩
を
論
ず
る
の
は
危
険
で
あ
る
。
も
う
断
崖
か
ら
落
ち
て
し
ま
っ
た
。

ま
た
「
詩
の
消
滅
」
と
い
う
エ
ッ
セ
ー
で
は
、
西
脇
は
詩
の
歴
史
を
も

の
を
表
現
す
る
詩
か
ら
も
の
を
も
は
や
表
現
し
な
い
詩
へ
の
発
展
と
し
て

と
ら
え
、
究
極
的
な
純
粋
詩
で
は
詩
は
自
滅
、
ま
た
は
自
分
を
自
分
で
消

す
言
葉
の
動
き
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。
西
脇
の
純
粋
詩
と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

の
純
粋
言
語
の
概
念
が
重
な
り
合
う
の
は
、
両
方
と
も
こ
の
純
粋
の
領
域

で
は
「
意
味
」
あ
る
い
は
「
人
間
」
と
い
う
も
の
が
消
滅
す
る
と
考
え
る

点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
翻
訳
が
こ
の
純
粋
言
語
の
領
域
に

様
々
な
言
語
を
導
い
て
い
く
手
段
だ
と
考
え
、
西
脇
は
母
国
語
で
は
な
い

翻
訳
語
で
詩
を
書
き
始
め
て
い
る
の
だ
。
ま
た
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
を
通
し
て

考
え
る
と
、
こ
う
い
う
こ
と
も
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
詩
を
書
く
こ
と

と
翻
訳
を
す
る
こ
と
と
は
究
極
的
に
い
え
ば
、
同
じ
目
的
に
向
か
っ
て
い

る
の
だ
と
。
意
味
の
消
滅
へ
と
。
人
間
が
主
体
と
し
て
言
葉
を
あ
や
つ
る

の
で
は
な
く
、
言
葉
が
人
間
を
通
し
て
、
い
や
も
っ
と
は
っ
き
り
言
え
ば
、

翻
訳
家
を
通
し
て
、
生
き
延
び
よ
う
と
し
て
い
る
。
言
葉
自
身
のsurvival

、

言
葉
自
身
が
人
間
を
越
え
て
生
き
延
び
よ
う
と
し
て
い
る
と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

86



も
西
脇
も
言
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
。
そ
の
言
葉
のsurvival

の
終
着
点
が
純
粋
言
語
、
神
の
言
葉
、
で
あ
る
。
そ
の
、
言
葉
の
天
国
へ

の
動
き
に
便
乗
す
る
た
め
に
は
、
私
た
ち
は
、
翻
訳
者
に
な
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
い
や
、
私
た
ち
は
知
ら
な
い
内
に
、
翻
訳
者
と
し
て
契
約
を

受
け
て
い
る
の
だ
、
言
葉
に
よ
り
、
詩
に
よ
り
、
ま
た
は
、
今
こ
こ
に
生

ま
れ
つ
つ
あ
る
「
神
」
に
よ
っ
て
。

天
気

（
覆
さ
れ
た
宝
石
）
の
や
う
な
朝

何
人
か
戸
口
に
て
誰
か
と
さ
さ
や
く

そ
れ
は
神
の
生
誕
の
日
。

W
eather

O
n
a
m
orning

（like
an
upturn'd

gem

）

Som
eone

w
hispers

to
som

ebody
in
the

doorw
ay.

T
his
is
the

day
a
god

is
born.

本
稿
は
二
〇
〇
一
年
五
月
十
九
日
、
本
学
記
念
館
に
て
開
催
さ
れ
た
公
開

講
座
「
西
脇
順
三
郎
の
詩
と
翻
訳
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
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