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一 

は
じ
め
に 

石
原
吉
郎
は
大
正
四
年
、
静
岡
県
土
肥
村
に
生
ま
れ
、
昭
和
五
二
年
、

埼
玉
県
上
福
岡
市
で
亡
く
な
っ
た
（
六
二
歳
）
。
第
一
詩
集
『
サ
ン
チ

ョ
・
パ
ン
サ
の
帰
郷
』
で
Ｈ
氏
賞
を
受
賞
、『
水
準
原
点
』『
北
條
』
な

ど
の
詩
集
に
よ
り
、
戦
後
の
現
代
詩
を
代
表
す
る
詩
人
で
あ
っ
た
。
同

時
に
『
望
郷
と
海
』
『
海
を
流
れ
る
河
』
な
ど
の
評
論
・
エ
ッ
セ
イ
で

も
知
ら
れ
る
と
と
も
に
、
句
集
『
石
原
吉
郎
句
集
』
、
歌
集
『
北
鎌
倉
』

を
著
し
た
。
そ
の
文
学
的
営
為
に
は
八
年
間
に
渡
る
壮
絶
な
シ
ベ
リ
ア

抑
留
体
験
が
強
く
影
響
し
て
い
た
。 

彼
の
俳
句
及
び
俳
句
観
は
斎
藤
慎
爾
に
よ
る
句
集
の
出
版
が
な
け

れ
ば
、
詩
人
の
文
学
修
行
の
一
頁
と
し
て
し
か
語
ら
れ
な
か
っ
た
だ

ろ
う
。
斎
藤
は
主
宰
し
て
い
た
深
夜
叢
書
社
で
昭
和
四
九
年
に
『
石

原
吉
郎
句
集‐

附
俳
句
評
論‐

』
を
刊
行
し
た
（
注
１
）
。
掲
載
は
昭

和
三
三
年
か
ら
三
七
年
に
か
け
て
雲
俳
句
会
の
『
雲
』
に
発
表
さ
れ

た
も
の
で
、
俳
号
は
石
原
青
磁
、
石
原
せ
い
じ
を
用
い
て
い
る
。 

斎
藤
は
昭
和
三
四
年
、
二
〇
歳
で
秋
元
不
死
男
主
宰
『
氷
海
』
の

氷
海
賞
を
受
賞
し
た
翌
年
か
ら
二
十
年
間
句
作
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
。

そ
の
間
の
昭
和
四
九
年
に
、
吉
郎
の
十
二
年
前
の
句
と
俳
論
を
出
版

す
る
と
い
う
の
は
、
か
な
り
の
共
感
や
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
。
齋
藤
は
吉
郎
が
捕
虜
と
し
て
シ
ベ
リ
ア
に
抑
留
さ
れ
て
い
た
昭

和
二
一
年
、
京
城
府
（
ソ
ウ
ル
市
）
か
ら
山
形
県
飛
島
へ
移
住
し
て

い
る
。 

 

吉
郎
に
つ
い
て
俳
句
界
で
の
言
及
は
多
く
は
な
い
が
、
現
代
俳
句

協
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
読
む
・
学
ぶ
」
の
「
現
代
俳
句
コ
ラ
ム
」

で
は
、
高
岡
修
氏
が
吉
郎
の
句
「
縊
死
に
せ
よ
絞
殺
に
せ
よ
水
温

む
」
を
取
り
上
げ
、
「
石
原
は
、
詩
と
俳
句
を
同
じ
思
想
の
レ
ベ
ル
で

書
き
え
た
数
少
な
い
詩
人
の
ひ
と
り
で
も
あ
っ
た
」
と
紹
介
し
て
い

る
（
注
２
）
。 

 

ま
た
、
文
芸
評
論
家
で
俳
人
の
井
口
時
男
氏
は
氏
の
ブ
ロ
グ
の
タ
イ

ト
ル
『
批
評
と
俳
句
：
井
口
時
男
の
方
丈
の
一
室
』
の
下
に
「
い
わ
れ

な
き
註
解
と
な
っ
て
／
き
み
は
／
そ
こ
へ
佇
つ
な
（
石
原
吉
郎
）
」
と

い
う
吉
郎
の
詩
の
一
節
（
注
３
）
を
掲
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、
数
回
に

わ
た
り
吉
郎
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
（
注
４
）
。 

 

本
論
は
詩
人
石
原
吉
郎
の
俳
句
論
、
と
く
に
定
型
論
を
中
心
に
、
俳

句
と
彼
の
実
存
に
つ
い
て
論
じ
る
。 

二 

石
原
吉
郎
と
文
学 

（
一
）
石
原
吉
郎
の
文
学
的
土
壌 

吉
郎
は
幼
児
期
に
母
を
亡
く
し
た
。
自
筆
年
譜
で
は
「
東
北
農
家
出
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の
継
母
に
育
て
ら
れ
る
。
父
は
転
職
の
関
係
で
、
東
京
、
福
島
、
新
潟

な
ど
を
転
々
し
、
大
正
一
五
年
、
東
京
府
下
に
お
ち
つ
く
。
爾
後
七
年

ほ
ど
半
失
業
状
態
つ
づ
く
」
と
い
う
幼
少
年
期
を
送
り
、
東
京
高
等
師

範
学
校
の
受
験
に
失
敗
し
た
年
に
は
自
殺
未
遂
を
起
こ
し
た
。
翌
年
も

師
範
は
失
敗
し
た
が
、
東
京
外
国
語
学
校
ド
イ
ツ
部
に
入
っ
た
。
河
上

肇
や
マ
ル
ク
ス
主
義
文
献
を
読
み
、
北
条
民
雄
に
衝
撃
を
受
け
、
シ
ェ

フ
ト
フ
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
、
さ
ら
に
は
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
を
読
ん

で
キ
リ
ス
ト
教
の
洗
礼
を
受
け
た
。
詩
も
作
っ
た
。
二
四
歳
の
と
き
、

仕
事
を
や
め
、
神
学
校
に
入
る
た
め
に
上
京
す
る
も
召
集
を
受
け
、
軍

に
入
っ
た
。
ロ
シ
ア
語
を
習
得
さ
せ
ら
れ
、
満
州
軍
で
ロ
シ
ア
語
の
情

報
蒐
集
、
翻
訳
の
仕
事
に
就
い
た
。
敗
戦
後
の
昭
和
二
〇
年
一
二
月
、

ソ
連
軍
の
捕
虜
と
な
り
、
二
四
年
四
月
、
重
労
働
二
五
年
の
刑
を
受
け
、

極
寒
の
地
で
、
粗
末
な
食
事
、
ぶ
つ
か
り
合
っ
て
寝
る
よ
う
な
狭
い
寝

床
で
、
重
労
働
を
強
い
ら
れ
た
。
食
を
は
じ
め
、
囚
人
同
士
で
競
争
を

し
、
せ
ざ
る
を
え
な
い
協
調
も
し
た
。
囚
人
服
を
着
て
、
作
業
の
行
き

帰
り
の
隊
列
か
ら
は
ず
れ
る
だ
け
で
も
銃
殺
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い

監
視
下
の
、
ロ
シ
ア
語
の
世
界
で
、
ペ
ン
や
紙
を
持
つ
こ
と
を
許
さ
れ

ず
、
日
本
語
に
飢
え
、
失
語
の
恐
怖
に
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
、

自
殺
し
た
り
、
狂
っ
た
者
も
い
た
。
そ
こ
で
、
彼
は
俳
句
を
作
り
、
記

憶
し
て
い
た
。 

昭
和
二
五
年
に
は
栄
養
失
調
で
入
院
二
回
の
末
、
九
月
に
ハ
バ
ロ

フ
ス
ク
へ
昏
睡
状
態
で
運
ば
れ
た
。
当
地
で
し
だ
い
に
体
力
を
回
復

し
、
作
業
も
軽
作
業
と
な
り
、
ペ
ン
と
紙
も
持
つ
こ
と
も
許
さ
れ

た
。
そ
し
て
、
昭
和
二
八
年
、
ス
タ
ー
リ
ン
死
去
に
よ
る
特
赦
で
、

一
二
月
一
日
、
舞
鶴
港
に
入
港
し
た
。 

し
か
し
、
八
年
の
時
を
経
て
日
本
に
戻
る
と
、
日
本
の
体
制
も
社

会
も
人
々
の
心
情
も
一
変
し
、
御
苦
労
様
ど
こ
ろ
か
共
産
主
義
者
に

な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
て
警
戒
、
差
別
さ
れ
、
両
親
は
亡

く
な
っ
て
い
た
も
の
の
親
族
と
断
絶
し
、
就
職
も
ま
ま
な
ら
な
か
っ

た
。
帰
国
後
も
バ
ル
ト
の
『
ロ
マ
書
』
を
読
ん
で
い
た
が
、
キ
リ
ス

ト
教
に
も
、
共
産
主
義
に
も
、
戦
後
社
会
に
も
染
ま
る
こ
と
が
で
き

ず
、
単
独
者
と
し
て
生
き
る
し
か
な
か
っ
た
。
彼
の
悲
惨
な
体
験
は

深
く
記
憶
の
な
か
に
積
み
重
な
り
、
結
婚
し
、
詩
人
と
み
な
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
か
ら
も
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
し
て
彼
を
苦
し
め
た
の

で
は
な
い
か
。 

（
二
）
石
原
吉
郎
の
文
学 

 

昭
和
四
三
年
一
二
月
に
出
版
し
た
処
女
詩
集
『
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン

サ
の
帰
郷
』
は
詩
壇
に
衝
撃
を
与
え
、
翌
年
、
Ｈ
氏
賞
を
受
賞
し

た
。
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
ど
こ
ろ
か
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
だ
と
い
う
自

己
卑
下
の
題
で
、
シ
ベ
リ
ア
帰
り
の
四
九
歳
は
驚
き
を
持
っ
て
詩
壇

に
迎
え
ら
れ
た
。
冒
頭
の
詩
「
位
置
」
。 

 

し
ず
か
な
肩
に
は 

／ 

声
だ
け
が
な
ら
ぶ
の
で
は
な
い 

／ 
 

声
よ
り
も
近
く 

／ 

敵
が
な
ら
ぶ
の
だ 

／ 
 

勇
敢
な
男
た
ち
が
目
指
す
位
置
は 

／ 
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そ
の
右
で
も 

お
そ
ら
く 

／ 

そ
の
ひ
だ
り
で
も
な
い 

／ 
 

無
防
備
の
空
が
つ
い
に
撓た

わ

み 

／ 

正
午
の
弓
と
な
る
位
置
で 

／ 

君
は
呼
吸
し 

／ 

か
つ
挨
拶
せ
よ 

／ 
 

君
の
位
置
か
ら
の 

そ
れ
が 

／ 

最
も
す
ぐ
れ
た
姿
勢
で
あ
る

（
注
５
） 

 
石
原
吉
郎
は
多
く
の
詩
集
を
出
し
、
日
本
現
代
詩
人
会
の
会
長
も

務
め
た
（
昭
和
五
〇
～
五
一
年
）
が
、
そ
の
詩
は
難
解
で
、
吉
郎
の

名
前
は
詩
の
愛
好
者
の
な
か
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
『
望
郷

と
海
』
を
は
じ
め
と
す
る
シ
ベ
リ
ア
抑
留
に
つ
い
て
書
い
た
評
論
集

を
刊
行
す
る
と
、
彼
は
一
気
に
世
間
に
知
ら
れ
る
シ
ベ
リ
ア
帰
り
の

文
学
者
に
な
り
、
エ
ッ
セ
イ
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
な
ど
も
依
頼
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
評
論
集
の
な
か
に
は
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
も
あ

る
。
野
村
喜
和
夫
は
、
吉
郎
の
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
は
「
朔
太
郎
以
来
の

収
穫
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
」
と
書
い
て
い
る
（
注
６
）
。 

耐
え
る
と
は
、<

な
に
か
あ
る
も
の>
に
耐
え
る
こ
と
で
は
な
い
。

<

な
に
も
な
い
こ
と>

に
耐
え
る
こ
と
だ
。 
（
注
７
） 

位
置
の
確
認
と
は
ま
っ
た
く
の
測
量
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
ち
が
い 

 

な
く<

技
術>

で
あ
る
。 

（
注
８
） 

死
の
前
年
に
は
歌
集
も
作
っ
た
。
吉
郎
は
さ
ま
ざ
ま
な
文
学
形
式

で
、
そ
の
区
別
と
関
連
を
意
識
し
、
使
い
分
け
な
が
ら
、
個
性
的
な

作
品
を
遺
し
た
。 

三 

石
原
吉
郎
の
俳
句
と
俳
句
観 

吉
郎
は
『
石
原
吉
郎
句
集
』
の
「
あ
と
が
き
」
に
次
の
よ
う
に
記
し

て
い
る
。 

 

句
集
が
出
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
は
思
っ
て
も
い
な
か
っ
た
の
で
、
い 

さ
さ
か
と
ま
ど
い
の
感
な
き
を
え
な
い
。
詩
作
に
先
立
つ
数
年
間
、

俳
句
に
熱
中
し
た
時
期
が
あ
っ
て
、
そ
れ
な
り
に
詩
作
の
た
め
の
、

い
わ
ば
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
ご
と
き
役
割
を
果
し
た
。
詩
を
書
く
よ

う
に
な
り
、
俳
句
か
ら
は
ま
っ
た
く
遠
ざ
か
っ
て
い
た
が
、
た
ま
た

ま
あ
る
結
社
へ
誘
わ
れ
た
の
を
機
に
、
三
年
ほ
ど
の
あ
い
だ
俳
句

に
ま
ぎ
れ
こ
ん
だ
。
こ
れ
は
そ
の
時
期
の
心
許
な
い
所
産
で
あ
る
。 

 

 
 

 

シ
ベ
リ
ア
時
代
の
ハ
バ
ロ
フ
ス
ク
で
、
体
力
の
回
復
後
、
ペ
ン
と

紙
も
許
さ
れ
、
軽
作
業
、
靴
工
、
左
官
と
し
て
働
い
て
い
た
際
、
ハ

バ
ロ
フ
ス
ク
の
日
本
人
た
ち
の
「
韃
靼
句
会
」
に
参
加
し
た
。
郷
原

宏
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
（
注
９
）
。 

石
原
吉
郎
は
詩
人
で
あ
る
前
に
俳
人
だ
っ
た
。
学
生
時
代
に
は
モ

ダ
ニ
ズ
ム
風
の
詩
を
書
き
、
シ
ベ
リ
ア
で
も
何
篇
か
の
詩
を
脳
裏

に
刻
ん
で
持
ち
帰
っ
た
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
習
作
な
い
し
は
草

稿
と
い
う
べ
き
も
の
で
、
自
分
な
り
の
方
法
論
に
基
づ
い
て
意
識

的
に
作
品
を
つ
く
っ
た
の
は
、
ハ
バ
ロ
フ
ス
ク
収
容
所
時
代
の
韃

靼
句
会
を
も
っ
て
嚆
矢
と
す
る
。 
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帰
国
後
、
文
芸
投
稿
誌
に
詩
を
投
稿
し
、
そ
の
仲
間
で
詩
の
会
を

作
っ
た
が
、
昭
和
三
三
年
、
収
容
所
仲
間
の
斎
藤
有
思
に
誘
わ
れ

て
、
韃
靼
俳
句
会
の
主
宰
だ
っ
た
佐
々
木
有
風
が
始
め
た
雲
俳
句
会

に
参
加
し
た
。
同
人
は
シ
ベ
リ
ア
か
ら
の
帰
還
者
が
多
か
っ
た
。
後

述
す
る
が
、
こ
こ
で
の
句
作
や
俳
句
へ
の
考
察
が
詩
人
石
原
吉
郎
を

作
っ
た
と
言
っ
て
過
言
で
は
な
い
。
こ
の
時
代
の
句
と
俳
論
が
掲
載

さ
れ
た
『
石
原
吉
郎
句
集
』
と
詩
人
中
桐
雅
夫
と
の
対
談
（
注

10

）

を
中
心
に
彼
の
俳
句
観
を
整
理
す
る
。 

（
一
）
定
型 

 

『
石
原
吉
郎
句
集
』
の
「
定
型
に
つ
い
て
の
覚
書
」
の
冒
頭
は
以
下

の
と
お
り
で
あ
る
。 

「
わ
れ
わ
れ
が<

短
歌>
の
条
件
と
し
て
認
め
る
の
も
、
ま
た
定
型

以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
」
と
一
人
の
歌
人
が
語
っ
た
。
こ
の
言

葉
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
う
る
よ
う
な
条
件
と
雰
囲
気
の
な
か
で

は
、
俳
句
作
家
は
さ
ら
に
は
げ
し
い
口
調
で
、
ま
っ
た
く
お
な
じ
言

葉
を
く
り
か
え
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。「
定
型
が
す
べ
て

で
あ
る
」
と
。
僕
も
そ
れ
に
同
意
す
る
も
の
で
あ
る
。
／ 

「
定
型
が
一
切
で
あ
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
俳
句
を
書
き
始
め

て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
俳
句
は
さ
い
ご
に
は
、
そ
こ

に
た
ど
り
つ
く
。 

／ 

誤
解
を
避
け
ず
に
い
う
な
ら
、
俳
句
は
結
局
は
「
か
た
わ
な
」
舌
た

ら
ず
の
詩
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
完
全
性
に
対
す
る
止
み
が
た

い
希
求
と
情
熱
が
、
俳
句
を
成
立
た
せ
る
理
由
と
条
件
に
な
っ
て
お

り
、
そ
の
発
想
法
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。 

定
型
は
詩
と
の
最
大
の
差
異
で
あ
り
、
俳
句
を
俳
句
た
ら
し
め
る

も
の
だ
。
吉
郎
は
「
「
自
由
」
な
現
代
詩
は
、
こ
の
よ
う
な
パ
ラ
ド
ク

シ
カ
ル
な
苦
悩
と
情
熱
を
知
り
も
し
な
い
だ
ろ
う
」
と
言
う
。
さ
ら

に
、
「
覚
書
」
は
高
柳
重
信
の
言
葉
を
紹
介
す
る
。 

「
詩
学
」
の
八
月
号
で
、
高
柳
重
信
は
詩
人
の
側
か
ら
の
批
評
に

対
し
て
、
「
み
ず
か
ら
、
翼
を
折
り
、
両
眼
を
突
く
態
の
、
そ
ん
な

生
き
方
、
死
に
方
も
嘗
っ
て
は
あ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
生
き
方
死

に
方
に
対
す
る
、
何
故
か
、
の
問
い
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
、
現
に
切

実
に
生
き
て
い
る
者
だ
け
が
発
す
べ
き
な
の
だ
」
と
こ
た
え
て
い

る
。 

 

 

本
論
に
掲
載
す
る
吉
郎
の
多
く
の
句
は
定
型
で
作
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
例
外
も
あ
る
。 

 
 

林
檎
の
切
口
か
が
や
き
彼
は
か
な
ら
ず
死
ぬ 

 
 

「
犬
ワ
ハ
ダ
シ
ダ
」
も
は
や
嘘
を
つ
く
ま
で
も
な
い 

 

（
二
）
季
語 

 

季
語
に
つ
い
て
、
吉
郎
は
中
桐
雅
夫
と
の
対
談
で
「
ぼ
く
は
と
き

ど
き
季
語
を
抜
い
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
や
っ
ぱ
り
季
語
は
要
る

と
思
い
ま
す
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
続
け
て
、
シ
ベ
リ
ア
で

俳
句
を
作
る
場
合
は
日
本
の
季
語
が
通
用
し
な
い
、
無
理
が
あ
る
と

述
べ
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
の
句
に
季
語
は
あ
る
が
、
無
季
も
あ
る
。
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（
二
句
め
は
『
雲
』
発
表
時
（
注

11

）
は
四
（
二
）
の
よ
う
に
季
語

が
あ
っ
た
。
） 

庶
民
銀
行
扉
口
よ
り
種
子
こ
ぼ
れ
つ
ぐ 

肩
が
あ
る
憎
し
み
と
ほ
す
肩
の
う
え
に 

 
 

 

(

三) 

表
現 

 
俳
句
に
英
語
を
用
い
た
り
、
ル
ビ
や
記
号
を
用
い
た
り
す
る
場
合

が
あ
る
。 

黙
秘
権
も
ち
う
た
ふ｢

海

ラ
・
メ
ー
ル

よ 
｣

肩
か
ら
夏 

 
 

 

縊
死
者
へ
撓
む
子
午
線 

南
風

は

え

のa
ir p

o
ck

e
t 

<

河
は
呼
ん
で
る>

党
員
五
月
の
査
問
会 

 

定
型
、
季
語
、
表
現
に
お
い
て
、
挑
戦
的
な
句
を
紹
介
し
た
が
、

新
し
い
俳
句
に
挑
戦
す
る
会
員
を
擁
護
し
て
、
『
雲
』
で
「
作
品
評
に

つ
い
て
」
と
言
う
文
を
寄
せ
て
い
る
。
は
じ
め
に
、
あ
る
会
員
の
他

者
へ
の
評
言
で
「
と
く
に
憤
慨
に
耐
え
な
い
の
は
、
こ
の
人
た
ち
が

「
俳
句
は
こ
う
い
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
か
「
こ
う
い

う
言
葉
を
使
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
っ
た
一
定
の
禁
止
的
態
度
を

も
っ
て
臨
ん
で
い
る
こ
と
で
す
」
と
し
、
「
俳
句
の
前
近
代
性
と
職
人

性
か
ら
ま
が
り
な
り
に
も
脱
出
を
「
試
み
て
」
い
る
少
数
の
事
例
に

対
し
て
は
、
好
む
と
好
ま
な
い
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
ま
じ
め
な
評
価

を
も
っ
て
臨
む
こ
と
が
必
要
で
す
。
不
完
全
な
言
葉
を
越
え
て
、
な

お
詩
精
神
が
持
つ
結
実
の
可
能
性
を
見
の
が
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
」

と
し
て
い
る
。 

（
注

12

） 

（
四
）
俳
句
の
物
語
性
と
切
断
性 

吉
郎
の
詠
む
対
象
は
自
分
と
い
う
存
在
や
人
間
や
人
間
界
だ
。
吉

郎
は
句
集
の
「
俳
句
と<

も
の
が
た
り>

に
つ
い
て
」
で
、
一
枚
の
外

国
映
画
の
ス
チ
ー
ル
写
真
か
ら
は
多
く
の
こ
と
が
想
像
さ
れ
、
無
数

の
物
語
を
も
つ
と
言
い
、
写
真
は
長
い
物
語
を
一
点
で
切
断
し
た
断

面
の
よ
う
な
も
の
だ
と
い
う
。
そ
し
て
、
「
俳
句
は
他
の
ジ
ャ
ン
ル
に

比
べ
て
、
は
る
か
に
強
い
切
断
力
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
切
断
の
速

さ
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
場
面
を
あ
ら
ゆ
る
限
定
か
ら
解
放
す
る
。
す

な
わ
ち
想
像
の
自
由
、
物
語
へ
の
期
待
を
与
え
る
の
で
あ
る
」
と
記

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
俳
句
は
「
二
つ
の
場
面
の
間
に
あ
る
一
つ
の

裂
目
を
と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
な
け
れ
ば
俳
句
に
お
け
る

時
間
性
が
回
復
さ
れ
る
時
は
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
。
吉
郎
は
こ

の
部
分
の
説
明
と
し
て
加
藤
郁
乎
の
句
を
出
し
て
い
る
。 

 
 

雨
季
来
り
な
む
斧
一
振
り
の
再
会 

 
 

と
い
う
加
藤
郁
乎
の
句
は
、
い
か
な
る
場
面
の
再
現
で
も
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
が
単
的
に
一
つ
の
裂
目
を
と
ら
え
て
い
る
と
い
う

点
で
、
一
つ
の
完
璧
な
物
語
を
も
っ
て
い
る
と
僕
は
考
え
る
。 
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前
項
の
吉
郎
の
句
を
見
て
欲
し
い
。
「
黙
秘
権
」
「
縊
死
者
」
「
査
問

会
」
な
ど
、
シ
ベ
リ
ア
時
代
を
想
起
さ
せ
る
事
柄
か
ら
の
切
断
で
あ

る
。 さ

ら
に
、
鋭
い
切
断
の
句
。 

 
 

銃
声
の
ご
と
し
秋
立
つ
日
の
邂
逅

で

あ

ひ 

 
 

柿
の
木
の
下
へ
正
午
を
射
ち
お
ろ
す 

（
五
）
俳
句
の
発
想
の
広
さ 

 

吉
郎
の
中
桐
雅
夫
と
の
対
談
で
の
発
言
。 

ぼ
く
の
初
期
の
詩
は
、
俳
句
的
だ
と
さ
か
ん
に
言
わ
れ
た
ん
で
す

よ
。
俳
句
の
表
現
形
式
を
そ
の
ま
ま
使
っ
た
ん
だ
な
。
俳
句
の
空

間
の
広
さ
と
い
う
も
の
を
、
僕
は
詩
に
そ
の
ま
ま
使
っ
た
よ
う
な

気
が
す
る
ん
で
す
。
残
し
た
空
間
の
広
さ
っ
て
い
う
の
は
、
や
っ

ぱ
り
あ
る
ん
で
す
よ
。
実
在
す
る
ん
で
す
よ
。 

 

次
の
句
は
発
想
が
広
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。 

 
 

懐
手
蹼
あ
り
と
い
っ
て
み
よ 

 
 

無
花
果
や
使
徒
が
旅
立
つ
ひ
と
り
づ
つ 

 

中
桐
の
、
二
十
行
書
い
た
か
ら
お
し
ま
い
と
い
う
詩
が
多
く
な
っ

た
と
い
う
発
言
に
対
し
「
空
間
が
ま
る
っ
き
り
な
い
。
空
間
が
な
い

と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り

谺
エ
コ
ー

が
伝
わ
っ
て
い
く
、
余
韻
が
響
い
て
い

く
空
間
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
」
と
述
べ
た
。 

（
六
）
俳
句
の
発
想
の
重
さ 

 

中
桐
雅
夫
が
、
自
分
が
詩
に
書
け
な
か
っ
た
経
験
と
同
じ
よ
う
な

経
験
が
、
あ
る
俳
句
で
表
現
さ
れ
て
い
た
と
い
う
話
を
し
た
こ
と
に

対
し
て
、
吉
郎
は
「
発
想
の
重
さ
と
い
う
も
の
は
、
詩
よ
り
も
重
い

で
す
か
ら
ね
、
俳
句
の
ほ
う
が
。
発
想
が
重
す
ぎ
て
展
開
出
来
な
い

わ
け
で
す
。
た
だ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
発
想
だ
け
で
ど
う
し
て
も

処
理
出
来
な
い
俳
句
が
あ
る
だ
ろ
う
と
ぼ
く
は
思
い
ま
す
ね
。
短
歌

で
は
そ
れ
ほ
ど
発
想
は
強
く
な
い
で
す
よ
。
」
と
言
う
。
さ
ら
に
、
そ

の
後
に
、
高
屋
窓
秋
の
全
句
集
に
解
説
を
依
頼
さ
れ
、
「
降
る
雪
が
川

の
中
に
も
ふ
り
昏
れ
ぬ
」
の
一
句
に
絞
っ
て
書
い
た
ら
、
窓
秋
か
ら

人
と
違
う
読
み
方
を
し
て
く
れ
た
、
と
丁
寧
な
手
紙
を
も
ら
っ
た
と

話
し
て
い
る
。
次
の
句
の
重
さ
は
ど
う
か
。 

 
 

百
一
人
目
の
加
入
者
受
取
る
拳
銃

コ

ル

ト

と
夏 

 

（
七
）
「
社
会
性
俳
句
」
に
つ
い
て 

 
 

薔
薇
売
る
自
由
血
を
売
る
自
由
肩
の
肉し

し 
 

 

句
集
の
自
句
自
解
は
「
社
会
性
俳
句
（
こ
ん
な
ず
さ
ん
な
レ
ッ
テ

ル
が
通
用
す
る
の
も
俳
句
の
世
界
な
れ
ば
こ
そ
だ
が
）
を
気
ど
っ
た

つ
も
り
で
は
な
い
。
僕
が
目
ざ
し
た
の
は
、
自
由
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

が
血
と
薔
薇
と
に
同
時
に
結
び
つ
く
と
い
う
状
況
に
対
す
る
き
わ
め

て
感
性
的
な
反
撥
で
あ
る
」
と
あ
る
。 
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中
桐
と
の
対
談
で
も
「
社
会
性
俳
句
と
い
う
分
類
の
仕
方
そ
の
も

の
が
お
か
し
い
で
す
よ
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
吉
郎
に
と
っ
て
、
社
会

的
な
問
題
へ
関
心
を
も
っ
て
テ
ー
マ
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
自
明
な

こ
と
だ
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。 

（
八
）
「
前
衛
俳
句
」
に
つ
い
て 

 

中
桐
と
の
対
談
で
「
い
ま
の
若
い
人
が
前
衛
俳
句
に
と
り
つ
き
や

す
い
の
を
、
塚
本
邦
雄
は
歎
い
て
る
わ
け
で
す
よ
。
塚
本
邦
雄
の
前

衛
短
歌
に
は
、
あ
る
意
味
で
の
華
麗
な
メ
ロ
デ
ィ
が
あ
る
で
し
ょ

う
。
と
こ
ろ
が
前
衛
俳
句
は
そ
れ
を
壊
し
て
る
と
い
う
ん
で
す
よ
」

「
で
も
、
そ
れ
を
壊
す
の
は
非
常
に
苦
痛
だ
ろ
う
。
そ
の
苦
痛
を
お

か
し
て
ま
で
壊
す
と
い
う
気
持
は
尊
敬
出
来
る
と
は
言
っ
て
ま
し
た

ね
。
」
と
言
う
。
こ
れ
は
、
塚
本
発
言
を
引
用
し
な
が
ら
現
代
俳
句
へ

の
共
感
を
表
明
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。 

佐
佐
木
幸
綱
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。 

石
原
吉
郎
は
現
代

●

●

俳
句
に
関
し
て
深
い
関
心
と
理
解
を
持
っ
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。
伝
統
と
形
式
、
こ
れ
が
俳
句
を
支
え
る
二
本
の

柱
だ
と
す
る
と
、
石
原
は
後
者
に
焦
点
を
絞
っ
て
俳
句
を
と
ら
え

て
お
り
、
こ
の
と
ら
え
方
は
、
前
衛
俳
句
と
も
呼
称
さ
れ
る
現
代

俳
句
の
作
家
た
ち
の
そ
れ
と
ほ
と
ん
ど
重
な
り
合
う
。（
注

13

） 

彼
は
初
期
の
三
鬼
や
草
田
男
が
好
き
で
、
俳
論
で
は
重
信
や
郁
乎

を
引
用
し
た
。
中
桐
の
若
い
俳
人
は
出
て
い
る
か
と
い
う
問
い
に
対

し
、
深
夜
叢
書
か
ら
出
た
津
沢
マ
サ
子
の
句
集
は
好
き
だ
と
言
っ
た
。 

(

九)

「
第
二
芸
術
論
」
に
つ
い
て 

 

桑
原
武
夫
の
「
第
二
芸
術
論
」
に
つ
い
て
は
、
中
桐
雅
夫
と
の
対

談
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

「
第
二
芸
術
、
そ
れ
も
結
構
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う
言
い
方
を
さ

れ
る
と
、
そ
ん
な
と
ぼ
け
た
言
い
方
は
な
い
、
堂
々
と
主
張
し

ろ
、
と
い
い
た
く
な
る
。
俳
句
も
一
流
の
文
学
だ
か
ら
と
言
え
ば

言
え
る
ん
で
す
け
ど
ね
。 

 

中
桐
の
「
俳
句
の
全
国
民
的
性
格
ね
、
だ
れ
も
か
れ
も
が
み
ん
な

書
く
。
し
た
が
っ
て
芸
術
じ
ゃ
な
い
と
い
う
わ
け
で
す
よ
。
強
い
て

芸
術
と
い
う
言
葉
を
使
う
と
す
る
な
ら
ば
、
第
二
芸
術
と
し
て
区
別

し
た
ほ
う
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
意
見
だ
っ
た
」
の
発
言
に

対
し
て
、
吉
郎
は
「
第
一
が
よ
く
て
、
第
二
が
そ
の
下
と
い
う
言
い

方
じ
ゃ
な
し
に
ね
」
、
区
別
す
る
だ
け
な
ら
い
い
、
と
言
っ
て
い
る
。 

（
一
〇
）
句
会
、
結
社
に
つ
い
て 

 

中
桐
雅
夫
と
の
対
談
で
述
べ
て
い
る
。 

俳
句
の
結
社
に
入
っ
て
い
や
な
こ
と
は
、
す
ぐ
天
狗
が
出
来
て
、

序
列
が
出
来
ち
ゃ
う
こ
と
ね
。
出
来
た
序
列
は
な
か
な
か
替
え
ら

れ
な
い
。
／ 

ぼ
く
は
運
座
そ
の
も
の
の
形
式
が
ど
う
も
疑
問
で
し
よ
う
が
な

い
。
そ
れ
が
俳
句
を
や
め
た
理
由
の
一
つ
で
も
あ
る
ん
で
す
。 
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吉
郎
の
句
の
俳
句
主
体
の
非
日
常
性
、
重
さ
、
想
像
の
拡
げ
方
、

二
物
衝
撃
の
不
自
然
な
つ
な
げ
方
に
つ
い
て
い
け
な
い
、
理
解
で
き

な
い
と
思
う
人
は
い
た
だ
ろ
う
。
（
三
）
の
「
縊
死
者
」
の
句
に
つ
い

て
は
句
集
の
自
句
自
解
で
、
「
「a

ir p
o

ck
e
t

」
と
特
に
横
書
き
に
し
た

の
は
、
エ
ヤ
ー
・
ポ
ケ
ッ
ト
と
い
う
か
な
書
き
の
ム
ー
ド
を
き
ら
っ

た
た
め
と
、
そ
れ
か
ら
特
に
こ
う
い
う
横
文
字
を
嫌
う
人
を
考
慮
し

た
う
え
で
の
、
さ
さ
や
か
な
い
や
が
ら
せ
で
す
」
と
書
い
て
い
る
。

郷
原
は
「
俳
句
と
い
う
形
式
に
安
住
し
自
足
す
る
人
々
に
対
す
る
、

石
原
の
嫌
悪
と
苛
立
ち
の
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
」
と
書
い
て
い
る

（
注
９
）
。 

 

吉
郎
は
、
二
、
三
人
を
除
い
て
自
分
の
句
が
理
解
さ
れ
ず
、
教
条

的
な
俳
句
論
や
人
間
関
係
な
ど
に
嫌
気
が
差
し
、
俳
句
か
ら
離
れ
て

い
っ
た
。 

（
一
一
）
俳
句
に
お
け
る
賭
け 

 

詩
で
あ
れ
俳
句
で
あ
れ
、
作
品
の
完
成
は
、
作
品
を
手
放
す
こ
と

で
あ
り
、
選
択
や
修
正
を
断
念
す
る
こ
と
だ
。
別
の
視
点
か
ら
言
え

ば
賭
け
る
こ
と
だ
。
そ
の
よ
う
な
切
迫
感
を
持
っ
た
決
断
に
よ
っ

て
、
作
品
は
作
者
か
ら
離
脱
し
、
完
成
と
な
る
。
吉
郎
は
句
集
の

「
賭
け
とP

o
e
sie

ポ

エ

ジ

ー

」
に
お
い
て
、
「
「
詩
に
だ
っ
て
命
を
賭
け
る
こ
と

が
で
き
る
ん
だ
！
」
と
か
、
「
そ
の
時
、
何
も
の
か
に
よ
っ
て
逆
に
僕

自
身
が
詩
作
さ
れ
て
い
る
の
だ
」
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
何
か
が
生

ま
れ
て
こ
な
い
か
と
言
う
。
吉
郎
は
賭
け
の
よ
う
な
切
迫
感
、
断
念

の
気
持
ち
を
も
っ
て
句
を
作
っ
て
い
る
か
、
と
言
い
た
い
の
だ
ろ
う
か
。 

四 

石
原
吉
郎
の
実
存
と
俳
句 

（
一
）
吉
郎
の
実
存
と
定
型 

定
型
は
三
度
、
彼
を
救
っ
た
。 

一
度
め
は
シ
ベ
リ
ア
時
代
。
極
寒
、
飢
え
、
重
労
働
、
失
語
状

態
、
監
禁
と
い
う
絶
望
的
な
状
況
の
な
か
で
、
彼
を
救
っ
た
の
は
俳

句
と
い
う
定
型
だ
っ
た
。
食
べ
る
の
も
寝
る
の
も
や
っ
と
の
、
選
択

す
る
こ
と
の
全
く
な
い
悲
惨
な
状
況
で
も
、
頭
の
な
か
で
言
葉
は
選

択
で
き
る
。
ペ
ン
と
紙
が
な
く
て
も
、
定
型
な
ら
リ
ズ
ム
で
記
憶
で

き
、
自
分
を
表
現
で
き
る
。
自
己
の
存
在
に
関
心
を
も
ち
自
己
の
あ

り
方
を
考
え
る
主
体
的
な
存
在
を
「
実
存
」
と
言
う
な
ら
ば
、
自
分

の
言
葉
で
自
己
を
表
現
す
る
こ
と
は
実
存
を
生
き
る
証
し
だ
。
実
存

（
注

14

）
を
支
え
、
自
己
同
一
性
（
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
）
を
保
持

す
る
た
め
、
言
葉
の
連
な
り
を
定
型
で
表
現
し
た
。
定
型
の
リ
ズ
ム

は
繰
り
返
し
口
ず
さ
み
、
脳
に
染
み
込
ん
だ
。
定
型
は
生
き
る
自
己

の
証
し
そ
の
も
の
だ
っ
た
。 

清
水
昶
は
鮎
川
信
夫
、
谷
川
俊
太
郎
と
の
対
談
で
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。（
注

15

） 

石
原
さ
ん
が
ど
こ
か
で
言
っ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
、
言
葉
と
い

う
の
は
他
人
と
つ
な
が
る
た
め
で
は
な
く
て
、
自
分
を
と
と
の
え
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る
た
め
だ
っ
て
、
そ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
る
ん
で
す
。
で
も
、

ぼ
く
は
、
石
原
さ
ん
の
他
者
と
い
う
の
は
自
分
自
身
の
な
か
に
あ

っ
て
、
他
人
の
区
別
は
な
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す

ね
。 

『
石
原
吉
郎
句
集
』
に
は
補
遺
と
し
て
、
シ
ベ
リ
ア
時
代
の
句
が

四
句
あ
る
。 

ペ
ン
も
紙
も
持
て
ず
に
記
憶
し
て
い
た
カ
ラ
ガ
ン
ダ
時
代
の
二

句
。 

 

葱
は
佳
し
ち
ち
は
は
愁
ふ
こ
と
な
か
れ 

 

宥な
だ

め
え
ぬ
怒
り
や
つ
ひ
に
夏
日
墜
つ 

ハ
バ
ロ
フ
ス
ク
時
代
の
二
句
。 

 

囚
徒
わ
れ
ラ
イ
ラ
ッ
ク
よ
り
十
歩
隔
つ 

 

け
さ
開
く
芥
あ
り
確し

か

と
見
て
通
る 

二
度
め
は
雲
俳
句
会
の
三
年
間
だ
。
吉
郎
は
詩
作
の
停
滞
の
な
か

で
俳
句
の
沼
に
ど
っ
ぷ
り
浸
か
り
、
句
作
し
、
俳
句
に
つ
い
て
考
え

た
。
そ
こ
で
、
重
い
テ
ー
マ
、
物
語
性
と
切
断
性
、
広
が
り
な
ど
を

意
識
し
な
が
ら
、
暗
喩
や
イ
メ
ー
ジ
の
展
開
、
二
物
衝
撃
な
ど
実
験

的
な
俳
句
を
作
っ
た
。
そ
の
時
期
は
、
「
帰
っ
て
、
も
う
だ
い
ぶ
ん
時

間
が
た
っ
て
、
だ
い
ぶ
詩
を
書
き
出
し
て
、
俳
句
を
書
く
よ
う
に
な

っ
た
と
き
に
ぶ
つ
か
っ
た
の
が
塚
本
邦
雄
の
短
歌
な
ん
で
す
。
塚
本

邦
雄
の
影
響
で
書
い
た
よ
う
な
句
が
い
っ
ぱ
い
あ
り
ま
す
よ
。
」
と
中

桐
に
語
っ
て
い
る
（
注

10

）
。 

倉
橋
健
一
は
吉
郎
の
「
俳
句
は
結
局
は
「
か
た
わ
な
」
舌
足
ら
ず

の
詩
で
あ
る
。
」
と
い
う
「
定
型
に
つ
い
て
の
覚
書
」
の
文
を
引
用
し

た
上
で
、
「
納
得
」
と
い
う
詩
に
つ
い
て
、
「
こ
の
詩
は
全
体
を
二
行

な
い
し
三
行
に
解
体
す
る
こ
と
が
可
能
で
、
そ
う
す
れ
ば
水
面
下
に

隠
れ
て
い
る
か ●

た ●

わ ●

な ●

舌 ●

足 ●

ら ●

ず ●

が
浮
か
び
あ
が
る
は
ず
で
あ
り
、

そ
こ
を
往
路
と
す
れ
ば
、
一
篇
の
詩
と
し
て
の
合
成
が
環
路
と
な
る

は
ず
で
あ
る
。
／
石
原
吉
郎
に
と
っ
て
俳
句
の
体
験
は
、
シ
ベ
リ
ア

体
験
に
ま
さ
る
と
も
お
と
ら
な
い
か
け
が
え
の
な
い
大
き
な
も
の
だ

っ
た
ろ
う
。
詩
法
を
獲
得
す
る
た
め
の
詩
法
そ
の
も
の
の
喩
の
役
割

と
し
て
も
。
」（
注

16

）
と
述
べ
て
い
る
。
定
型
が
彼
の
詩
法
を
整

え
、
「
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
」
し
て
、
吉
郎
を
詩
人
石
原
吉
郎
に
し
た
。

「
二
（
九
）
第
二
芸
術
論
」
に
お
け
る
「
俳
句
は
一
流
の
文
学
だ
」

と
は
吉
郎
の
俳
句
界
へ
の
エ
ー
ル
だ
ろ
う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
自

分
の
詩
も
文
学
で
は
な
く
な
る
の
だ
か
ら
。 

三
度
め
は
、
死
の
前
年
の
短
歌
だ
。
彼
は
シ
ベ
リ
ア
抑
留
に
つ
い

て
エ
ッ
セ
イ
を
書
い
た
が
、
具
体
的
に
、
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
伝

達
性
を
意
識
し
て
書
い
た
。
散
文
は
彼
の
過
去
を
え
ぐ
り
、
傷
を
追

体
験
さ
せ
、
精
神
に
悪
影
響
を
与
え
た
。
エ
ッ
セ
イ
を
書
き
出
し
て

か
ら
の
吉
郎
の
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
に
よ
る
心
身
の
壊
れ
方
は
、
粕
谷
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栄
市
（
注

17

）
、
小
柳
玲
子
（
注

18

）
な
ど
が
書
い
て
い
る
。
最
期

は
自
宅
で
入
浴
中
に
急
性
心
不
全
で
死
去
、
翌
日
発
見
さ
れ
た
。 

吉
郎
は
死
ぬ
前
年
の
一
一
月
、
出
勤
途
中
の
新
橋
駅
で
倒
れ
て
七

三
日
入
院
し
た
際
に
短
歌
を
作
っ
た
。
中
桐
雅
夫
と
の
対
談
で
語
っ

て
い
る
。 

去
年
、
急
性
の
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
で
病
院
に
入
っ
て
、
書
こ
う
と

思
っ
た
ら
、
も
ち
ろ
ん
詩
は
書
け
な
い
。
散
文
も
書
け
な
い
。
斎

藤
茂
吉
さ
ん
の
息
子
さ
ん
（
斎
藤
茂
太
氏
）
の
病
院
に
入
っ
た
ん

で
す
が
、
あ
の
人
は
短
歌
の
わ
か
る
人
で
す
か
ら
ね
。
と
に
か
く

無
気
力
な
状
態
か
ら
抜
け
出
そ
う
と
思
っ
て
、
夢
中
に
な
っ
て
三

日
間
に
二
十
五
首
書
き
ま
し
た
。
全
部
短
歌
な
ん
で
す
よ
。
な
ぜ

あ
あ
あ
い
う
と
き
に
短
歌
が
書
け
る
か
と
考
え
た
ら
、
形
が
あ
る

か
ら
な
ん
で
す
ね
。 

 

五
七
五
に
七
七
が
つ
い
て
い
る
こ
と
で
展
開
が
で
き
る
。
切
断
や

賭
け
と
い
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
俳
句
ほ
ど
使
わ
な
い
。
短
歌
と
い
う
定

型
に
よ
っ
て
無
気
力
状
態
か
ら
一
時
的
に
は
抜
け
出
る
こ
と
が
で
き

た
。 

 
 

歌
集
『
北
鎌
倉
』
の
標
題
紙
裏
の
歌
。 

 
 

今

生

こ
ん
じ
ゃ
う

の
水
面

み

な

も

を
垂
り
て
相
逢
は
ず
藤
は
他
界
を
逆
向
き
て
立
つ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
注

19

） 

同
年
、
『
詩
の
世
界
』
に
詩
三
篇
、
俳
句
三
句
、
歌
二
首
を
寄
せ
て

い
る
（
注

20

）
。
入
院
前
に
作
っ
た
作
品
と
思
わ
れ
る
が
、
物
語
性

や
重
さ
、
緊
張
感
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
抜
け
殻
に
な
っ
て
い
た
の
だ
。 

(

二)

定
型
と
位
置
と
断
念
と 

定
型
は
吉
郎
を
三
度
救
っ
た
が
、
二
度
め
は
詩
人
と
し
て
の
停
滞

を
救
い
、
飛
躍
さ
せ
た
。
定
型
を
作
り
考
え
る
な
か
で
多
く
の
技
法

を
獲
得
し
た
が
、
人
生
と
文
学
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
の
「
位
置
」

と
「
断
念
」
の
獲
得
も
非
常
に
重
要
だ
っ
た
。 

私
に
あ
っ
て
、
位
置
と
は
ま
さ
に
断
念
す
る
地
点
で
あ
り
、
そ
の

姿
勢
は
い
ま
も
私
に
持
続
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。 

（
注

21

） 

私
の
詩
が
出
発
し
た
と
き
に
は
、
「
位
置
」
と
い
う
発
想
が
唐
突
に

あ
っ
て
、
そ
の
発
想
が
私
の
詩
に
と
っ
て
次
第
に
決
定
的
に
な
っ

て
行
っ
た
、
そ
の
延
長
線
の
上
へ
断
念
と
い
う
発
想
が
浮
び
あ
が

っ
て
来
た
よ
う
に
私
自
身
に
は
思
わ
れ
ま
す
。
／
私
が
「
位
置
」

と
い
う
こ
と
ば
に
つ
い
て
考
え
る
の
は
、
自
分
自
身
が
そ
こ
に
い

る
よ
り
ほ
か
ど
う
し
よ
う
も
な
い
と
い
う
位
置
で
あ
っ
て
、
多
分

そ
れ
は
私
自
身
、
軍
隊
と
シ
ベ
リ
ア
に
拘
禁
さ
れ
つ
づ
け
て
来
た

体
験
が
そ
の
背
後
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
／
つ
ま
り
自
分
は
そ
こ

に
い
る
よ
り
ほ
か
、
ど
う
し
よ
う
も
な
か
っ
た
と
い
う
、
そ
の
位

置
で
す
。 

（
注

22

） 
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位
置
」
は
シ
ベ
リ
ア
の
、
逃
げ
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
重
労
働
の

た
め
に
の
み
生
か
さ
れ
た
位
置
で
あ
り
、
帰
国
後
も
、
い
つ
で
も
何

度
で
も
そ
こ
に
戻
さ
れ
て
し
ま
う
記
憶
の
場
所
だ
。
位
置
は
「
北
」

「
北
方
」
で
も
あ
る
。
「
位
置
」
は
二
（
二
）
で
掲
出
し
た
「
位
置
」

と
い
う
詩
が
あ
り
、
詩
集
『
禮
節
』
の
詩
「
音
楽
」
の
一
節
に
は

「
あ
か
ら
ん
で
行
く
こ
と
で
／
り
ん
ご
の
位
置
を
た
だ
し
く
き
め
る

の
は
／
音
楽
だ
」
が
あ
る
（
注2

3

）
。
次
は
、
詩
集
『
水
準
原
点
』

の
詩
「
水
準
原
点
」
。 

み
な
も
と
に
あ
っ
て 

水
は 

／ 
 

ま
さ
に
そ
の
か
た
ち
に
集
約
す
る 

／ 
 

そ
の
か
た
ち
に
あ
っ
て 

／ 

ま
さ
に
物
質
を
た
だ
す
た
め
に 

／ 

水
で
あ
る
す
べ
て
を 

／ 
 

そ
の
位
置
へ
集
約
す
る
ま
ぎ
れ
も
な
い 

高
さ
で 

そ
こ
が 

／ 

あ
る
な
ら
ば 

／ 

み
な
も
と
は
ふ
た
た
び 

／ 
 

北
へ
求
め
ね
ば
な
ら
ぬ
／ 

／ 
北
方
水
準
原
点 

（
注

24

） 

「
肩
」
は
「
位
置
」
の
派
生
だ
。
二
（
二
）
の
詩
「
位
置
」
の
冒

頭
は
「
し
ず
か
な
肩
に
は
」
で
あ
り
、
三
（
二
）
の
掲
句
は
「
肩
が

あ
る
憎
し
み
と
ほ
す
肩
の
う
へ
に
」
だ
。
こ
の
句
は
、
雲
俳
句
会
昭

和
三
四
年
十
月
例
会
へ
の
投
句
は
「
綿
が
あ
る
憎
し
み
と
ほ
す
秋
の

肩
に
」
（
注1

1

）
だ
っ
た
。
季
語
を
や
め
、
理
解
さ
れ
に
く
い
の
を

承
知
の
上
で
「
肩
」
へ
変
更
し
た
。
「
肩
」
を
使
い
た
か
っ
た
の
だ
。 

「
位
置
」
は
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
に
も
歌
に
も
あ
る
。 

 

私
は
告
発
し
な
い
。
た
だ
自
分<

位
置>

に
立
つ
。 

（
注
７
） 

遠
景
は
と
ほ
き
に
あ
り
て
北
を
呼
ぶ 

北
よ
り
と
ほ
き
北
あ
り
や
さ

ら
に 

 

（
注

19

） 

俳
句
に
お
い
て
は
「
位
置
」
と
い
う
言
葉
を
入
れ
た
句
は
な
い
。

作
句
主
体
の
視
点
が
位
置
だ
。 

ジ
ャ
ム
の
ご
と
背
に
夕
焼
け
を
な
す
ら
る
る 

懲
罰
を
待
つ
や
冬
帽
傾
け
て 

次
は
、
位
置
に
対
し
て
断
念
が
で
き
て
い
る
か
、
自
分
の
姿
勢
を
整

え
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
句
。 

冬
木
立
は
じ
め
に
あ
れ
が
敵
と
な
る 

わ
れ
お
も
ふ
ゆ
え
十
字
架
と
葱
坊
主 

逆
吊
り
に
売
ら
る
る
鮟
鱇
カ
ミ
ュ
氏
死
す 

 

「
位
置
」
と
「
断
念
」
は
不
可
分
だ
。
彼
は
シ
ベ
リ
ア
抑
留
で
染
み

つ
い
た
そ
れ
か
ら
逃
げ
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
を
モ
チ
ー
フ
に
「
定
型
」

に
よ
っ
て
詩
を
鍛
え
て
行
っ
た
。
エ
ッ
セ
イ
集
『
断
念
の
海
か
ら
』
に

「
狂
気
と
断
念
」
と
い
う
文
が
あ
る
。 

 

断
念
こ
そ
は
生
き
る
こ
と
の
基
本
的
な
姿
勢
で
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
。
い
わ
ば
狂
気
か
ら
の
離
脱
こ
そ
が
、
私
に
と
っ
て
生
き
る

こ
と
の
は
じ
ま
り
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
い
い
。…

／
私
に
あ
っ

て
、
位
置
と
は
ま
さ
に
断
念
す
る
地
点
で
あ
り
、
断
念
す
る
姿
勢

で
あ
り
、
そ
の
姿
勢
は
い
ま
も
私
に
持
続
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る

を
え
な
い
。（
注

21

） 
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詩
集
『
禮
節
』
の
は
じ
め
の
詩
「
断
念
」
。 

 

こ
の
日 

馬
は 

／ 

蹄
鉄
を
終
る 

／ 
 

あ
る
い
は
蹄
鉄
が
馬
を
。
／ 

馬
が
さ
ら
に
馬
で
あ
り 

／ 
 

蹄
鉄
が 

／ 

も
は
や
蹄
鉄
で
あ
る
た
め
に 

／ 
 

瞬
間
を
断
念
に
お
い
て 

／ 

手
な
づ
け
る
た
め
に
／ 

 

馬
は
脚
を
あ
げ
る 

／ 

蹄
鉄
は
砂
上
に
の
こ
る 

 

（
注

23

） 
五 
結
語 

吉
郎
は
三
度
、
定
型
に
救
わ
れ
た
。
彼
の
文
学
は
生
と
文
学
の
根

源
的
な
関
係
を
示
し
て
い
る
。
Ａ
Ｉ
の
出
現
と
活
用
に
よ
っ
て
、
人

間
の
、
人
と
し
て
の
価
値
が
揺
ら
ぐ
よ
う
に
見
え
る
現
在
、
人
は
な

ぜ
生
き
る
の
か
、
生
き
ら
れ
る
の
か
、
そ
こ
で
果
た
す
文
学
の
役
割

と
い
う
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
、
石
原
吉
郎
の
文
学
と
定
型
論
は
重

要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

二
〇
二
四
年
は
『
石
原
吉
郎
句
集
』
が
出
版
さ
れ
て
五
十
年
、
出

版
を
し
た
齋
藤
愼
爾
は
昨
年
亡
く
な
っ
た
。
吉
郎
の
俳
句
や
俳
論
は

現
代
に
お
い
て
、
な
お
、
吟
味
す
る
意
義
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。 

   

〔
注
〕 

 
 

＊
出
版
年
は
西
暦
で
記
す
。 

注
１ 

『
石
原
吉
郎
句
集
』 

深
夜
叢
書
社 

一
九
七
四
年 

（
奥
付
の
発
行
者
は
「
斎
藤
慎
爾
」
」
） 

＊
掲
句
は
す
べ
て
本 

書
で
、
『
石
原
吉
郎
全
集
』
第
三
巻
に
収
載
。 

注
２ 

現
代
俳
句
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

「
読
む
・
学
ぶ
」
内
「
現
代 

 

俳
句
コ
ラ
ム
」
二
〇
一
二
年
五
月
一
日 

注
３ 

『
石
原
吉
郎
全
集
』
第
一
巻 

花
神
社 

一
九
八
〇
年 

「
斧

の
思
想
」
内
「
月
が
沈
む
」 

 

注
４ 

ブ
ロ
グ
『
批
評
と
俳
句
：
井
口
時
男
の
方
丈
の
一
室
』
二
〇

一
二
年
四
月
～ 

 

注
５ 

『
石
原
吉
郎
全
集
』
第
一
巻 

花
神
社 

一
九
八
○
年 

「
サ

ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
帰
郷
」（
『
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
帰
郷
』

思
潮
社 

一
九
六
三
年
） 

 

注
６ 

『
証
言
と
抒
情―

―

詩
人
石
原
吉
郎
と
私
た
ち
』 

野
村
喜
和

夫
著 

白
水
社 

二
〇
一
五
年 

 

注
７ 

『
石
原
吉
郎
全
集
』
第
二
巻 

花
神
社 

一
九
八
〇
年 

「
日 

 
 

 

常
へ
の
強
制
」
（
『
日
常
へ
の
強
制
』
構
造
社 

一
九
七
〇
年
） 

注
８ 

『
石
原
吉
郎
全
集
』
第
二
巻 

花
神
社 

一
九
八
〇
年 

「
海 

 

を
流
れ
る
河
」
（
『
海
を
流
れ
る
河
』
花
神
社
一
九
七
四
年
） 

注
９ 

『
岸
辺
の
な
い
海 

石
原
吉
郎
ノ
ー
ト
』 

郷
原
宏
著 

未
来 

 
 

社 

二
〇
一
九
年 

注

10 

『
石
原
吉
郎
全
集
』
第
三
巻 

花
神
社 

一
九
八
〇
年 

「
一

期
一
会
の
海
」
内
「
俳
句
と
青
春
」
中
桐
雅
夫
と
の
対
談 

（
『
一
期
一
会
の
海
』
日
本
基
督
教
団
出
版
局
一
九
七
八
年
） 

注

11 

『
雲
』
昭
和
三
五
年
一
月
号 

雲
俳
句
社 

一
九
六
〇
年 

注

12 

『
石
原
吉
郎
全
集
』
第
三
巻 

「
作
品
評
に
つ
い
て
」
＊

『
石
原
吉
郎
句
集
』
に
は
収
載
な
し
。 

注

13 

『
石
原
吉
郎‐

現
代
詩
読
本
２‐

』 

思
潮
社 

一
九
七
八 

 
 

年 

「
物
語
の
可
能
性
と
沈
黙
の
詩‐

石
原
吉
郎
の
俳
句
と 

 

短
歌‐

」
佐
佐
木
幸
綱
著 

 



 

13 

注

14 

『
石
原
吉
郎
全
集
』
第
二
巻
「
日
常
へ
の
強
制
」
に
実
存
に 

 

つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。 

注

15 

『
石
原
吉
郎‐

現
代
詩
読
本
２‐

』 

思
潮
社 

一
九
七
八
年 

 
 

 

「
詩
の
象
徴
性
と
生
存
感
覚‐

<

断
念>

と<

拒
絶>

の
構
造
」 

 

対
談
：
鮎
川
信
夫
、
谷
川
俊
太
郎
、
清
水
昶 

注

16 

『
現
代
詩
手
帖
』 

四
〇
巻
三
号 

思
潮
社 

一
九
九
七
年 

「
石
原
吉
郎
と
俳
句
定
型
」 

倉
橋
健
一
著 

注

17 

『
現
代
詩
手
帖
』
二
〇
一
五
年
一
一
月
号 

思
潮
社 

二
〇
一

五
年 

「
「
ロ
シ
ナ
ン
テ
」
以
後
の
生
き
ざ
ま
」 

粕
谷
栄

市
著 

注

18 

『
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
行
方―

―

私
の
愛
し
た
詩
人
た
ち
の 

 

思
い
出
』 

小
柳
玲
子
著 

詩
学
社 

二
〇
〇
四
年 

注

19 

『
石
原
吉
郎
全
集
』
第
三
巻 

花
神
社 

一
九
八
〇
年 

「
北
鎌
倉
」
（
『
北
鎌
倉
』
花
神
社 

一
九
七
八
年
） 

注

20 

『
詩
の
世
界
』
第
５
号 

詩
の
世
界
社 

一
九
七
六
年 

＊
歌
は
『
北
鎌
倉
』
に
収
載
。
詩
、
句
は
全
集
に
も
収
載
な
し
。 

注

21 

『
石
原
吉
郎
全
集
』
第
二
巻 

花
神
社 

一
九
八
〇
年 

「
断

念
の
海
か
ら
」（
『
断
念
の
海
か
ら
』
日
本
基
督
教
団
出
版
局
一

九
七
六
年
） 

 

注

22

『
石
原
吉
郎
全
集
』
第
二
巻 

花
神
社 

一
九
八
○
年 

「
一

期
一
会
の
海
」
内
「
断
念
と
詩
」（
『
一
期
一
会
の
海
』
日
本
基

督
教
団
出
版
局
一
九
七
八
年
） 

注

23

『
石
原
吉
郎
全
集
』
第
一
巻 

花
神
社 

一
九
八
○
年 

句
集

「
禮
節
」
（
『
禮
節
』
サ
ン
リ
オ
出
版 

一
九
七
四
年
） 

注

24 

『
石
原
吉
郎
全
集
』
第
一
巻 

花
神
社 

一
九
八
○
年 

句
集 

 

「
水
準
原
点
」
（
『
水
準
原
点
』
サ
ン
リ
オ
出
版
一
九
七
二
年 

 


