
「

黒

田

三

郎

論
」

黒
田
三
郎
は
し
ば
し
ば
「
生
活
派
の
詩
人
」

「
生
活
詩
人
」

と
い
っ
た
名

で
呼
ば
れ
ろ
。

確
か
に
戦
後
の
作
品
は
、

初
期
の
も
の
を
除
い
て
は、

ほ
ぽ

一

貧
し
て
日
常
の
生
活
感
情
を
平
明
な
言
葉
で
う
た
う、

と
い
う
特
色
を
示

し
て
い
る
。

が、

彼
は
敗
戦
前
に
は
北
閲
克
衛
の
主
宰
す
ろ
雑
誌
「
V
o
u」

に
参
加
し
、

モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
影
幽
が
濃
い
詩
を
打
い
て
い
た。

こ
こ
で
は、

彼
の
詩
論、

評
論
の
う
ら、

敗
戦
前
の
も
の
と
戦
後
初
期
の

も
の
（
一

九
五
七
年
ま
で
）

と
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、

彼
を
「
生
活

派
の
詩
人
」

「
生
活
詩
人
」

へ
と
方
向
づ
け
る
こ
と
に
な
っ

た

戦
争
体
験

の
、

彼
に
と
っ
て
の
意
味
を
考
え
て
み
た
い
。

戦
後
の
詩
論、

評
論
の
考
察

を
一

九
五
七
年
ま
で
と
限
っ
た
こ
と
に
は
、

特
別
な
理
由
は
な
い
。

評
論
渠

『
内
部
と
外
部
の
世
界
』

（
一

九
五
七
年
十
月
昭
森
社
発
行）

に
収
め
ら
れ

て
い
ろ
詩
論、

評
論
の
最
も
新
し
い
も
の
が
一

九
五
七
年
に
発
表
さ
れ
て
お

り、

彼
の
評
論
活
動
を
眺
め
て
も、

一

九
五
0
年
代
半
ば
を
ひ
と
つ
の
節
目

と
と
ら
え
得
ろ
と
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ。

さ
て、

今
手
元
に
あ
る
彼
の
時
論、

評
論
の
う
ち
最
も
古
い
も
の
は
「
素

材
に
就
い
て
」

で
あ
る
が、

そ
の
中
に
次
の
よ
う
な
言
菜
が
見
え
る
。

言

葉
へ

の

不

信

か
よ
う
に
し
て
詩
人
は
常
に
現
実
に
対
し
て
木
に
登
っ
た
脱
獄
囚
の
や

う
に
磨
か
れ
た
眼
を
開
い
て
ゐ
ろ
こ
と
が
考
え
ら
れ
ろ
に
違
ひ
な
い
。

そ
し
て
此
の
際
僕
の
n
オ
ス
は
現
突
に
於
い
て
事
物
そ
れ
自
体
が
い
か

に
あ
る
か
、

と
い
ふ
こ
と
か
ら
出
発
す
る
こ
と
で
あ
ろ
。

そ
れ
は
客
観

的
事
実
或
ひ
は
そ
の
秩
序
を
先
づ
肯
定
し
信
穎
す
ろ
こ
と
に
よ
っ
て
と

云
へ
る
か
も
知
れ
な
い
。

例
へ

ば
ひ
と
つ
の
物
体
を
捕
へ
ろ
場
合
に
先

づ
そ
の
物
迎
的
面
に
於
い
て
捕
へ
ろ
こ
と
に
外
な
ら
な
い。

屈
々
過
去

の
芸
術
家
は
物
体
又
は
現
象
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
心
理
的
面
に
頭
を

突
込
ん
で
し
ま
ふ
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
溺
れ
、

そ
れ
を
忘
れ
て
し
ま
っ

た
と
云
へ
ろ
。

僕
等
に
と
つ
て
ポ
エ
ム
は
ひ
と
つ
の
客
観
性
を
持
つ
独
立
体
で
あ
り、

ひ
と
つ
の
自
動
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
意
義
を
持
つ
。

そ
れ
は
何
物
に
も
隷
団
し
な
い
。

詩
人
に
す
ら
隷
辰
し
な
い
。

そ
れ
自

体
が
実
体
な
の
で
あ
る
。

·

こ
の
よ
う
に
、

黒
田
三
郎
の
詩
論
の
出
発
は
、

詩
作
に
お
い
て
客
観
的、

科
学
的
認
識
を
慈
重
し
、

詩
は
「
ひ
と
つ
の
客
観
性
を
持
つ
独
立
体、

ひ
と

徹
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つ
の
自
動
的
な
存
在
」

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
ろ
も
の
で
あ
っ
た
。

戦

後
で
の
詩
に
対
す
ろ
考
え
方、

た
と
え
ば
r
現
代
詩
入
門
』

(
-

九
六
九
年

十
二
月
思
籾
社
発
行）

の
序
姦
に
見
え
ろ
「
府
に
＄
か
れ
ろ
も
の
は、

た
い

て
い
ひ
と
り
の
市
民
と
し
て
は
内
心
の
秘
密
で
、

本
来
な
ら
心
の
な
か
に
か

く
し
て
お
く
ぺ
き
大
m
な
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
」

と
い
っ
た
酋
菜
と
比
ぺ
ろ

と
き、

そ
C
に
は
特
の
心
理
的
な
而
に
否
定
的
で
あ
ろ
こ
と
な
ど、

大
き
な

隔
た
り
が
あ
ろ
こ
と
が
わ
か
ろ
。

戦
前
に
執
叩
さ
れ
た
他
の
詩
為
を
見
て
も、

詩
に
対
す
ろ
考
え
万
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
ろ
。

戦
前
の
特
治、

評
為
に
包
か
れ
て
い
る
こ
と
の
う
ち、

も
う
ひ
と
つ
注
沼

し
て
お
き
た
い
の
は、

「
シ
ン
セ
リ
テ
イ
」

「
貨
任
」

と
い
っ
た
含
菜
に
現

わ
れ
て
い
る
芸
術
家、

詩
人
と
し
て
の
モ
ラ
リ
テ
ィ
で
あ
ろ
。

次
に
い
く
つ

か
の
文
を
拾
っ
て
み
る。

た
え
ず
時
代
社
会
に
対
す
ろ
科
学
的
考
察
を
継
続
す
る
と
共
に
、

そ
の

況
沌
の
中
に
生
き
て
い
ろ
自
己
に
常
に
シ
ン
セ
リ
テ
ィ
で
あ
る
こ
と
が

唯
一

の
活
路
だ
と
信
ず
る。

（
「
戦
争
と
ハ
ヴ
ナ
ッ
ト
の
批
代
に
関
す
ろ
党
宙
」
）

伺
よ
り
も
先
に
自
分
が
い
か
に
感
じ
た
か
と
い
う
具
体
的
屯
実
を
は
じ

た
い
、

自
分
と
い
う
ま
ぎ
れ
も
な
く
ひ
と
り
の
国
民
で
あ
り
詩
人
で
あ

ろ
一

個
の
存
在
か
ら
は
じ
め
る
の
で
す。

そ
の
た
め
に
艇
々
論
理
に
対

し
て
四
任
を
負
う
の
み
で
現
実
に
対
し
て
は
そ
う
で
な
い
よ
う
に
見
え

る、

多
く
の
人
々
と
い
う
も
の
を
感
じ
る
わ
け
で
す。

（
「
詩
を
愛
す
る
友
へ
」
）

そ
し
て
今
日、

詩
作
品
が
詩
人
の
仮
証
と
し
て、

ど
う
い
ふ
役
割
を
果

し
て
ゐ
ろ
か。

し
か
し
な
が
ら、

そ
の
前
に
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら

ぬ
こ
と
は、

そ
の
閻
に
兒
ら
れ
る
分
離
的
依
向
で
あ
ろ
。

そ
れ
は
必
し

も、

ど
ん
な
仮
面
を
つ
け
ろ
に
し
ろ、

そ
の
仮
面
が
作
者
に
飯
を
喰
は

し
て
く
れ
れ
ば
い
い
、

と
い
ふ
や
う
な
湿
味
に
止
ら
な
い
の
で
あ
ろ
。

勢
ひ、

近
代
文
明
そ
の
も
の
に
つ
い
て、

或
ひ
は
作
者
の
シ
ン
セ
リ
テ

イ
に
つ
い
て
考
へ
さ
せ
ず
に
は
を
か
な
い
。

（
「
詩
と
詩
人
」
）

こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
詩
人
と
し
て
の
モ
ラ
リ
テ
ィ
は、

戦
前、

戦
後

を
通
じ
て
黙
田
三
郎
を
特
徴
づ
け、

そ
の
詩
や
詩
論、

評
浜
を
規
定
し
て
き

た
も
の
だ
と
思
う。

こ
の
詩
人
と
し
て
の
モ
ラ
リ
テ
ィ
は
「
自
笈
的
困
巡
と

し
て
自
分
に
体
験
し
た
も
の
だ
け
を
了
堺
す
ろ
」

と
い
う
考
え
を
生
み、

戦

後
も
こ
の
考
え
は
持
ち
続
け
ら
れ
た。

し
か
し
、

戦
前
の
詩
論
を
見
て
ゆ
く

と
き、

詩
人
の
城
実
と
詩
と
の
関
係
を
問
俎
と
し
て
論
じ
て
い
ろ
中
に、

何

か
切
実
さ
に
欠
け
ろ
も
の、

知
的
な
冷
や
や
か
さ
と
で
も
い
っ
た
も
の
を
感

じ
て
し
ま
う。

そ
れ
は、

当
時
の
彼
の
詩
人
と
し
て
の
モ
ラ
リ
テ
ィ
が、

彼

の
言
i染

そ
の
も
の
に
対
す
ろ
態
度
に
於
い
て
で
な
く、

表
現
さ
れ
た
詩
の
客

殴
性、

ま
た
彼
自
身
の、

現
火
（
社
会
的
状
況）

と
の
対
応
塊
係
に
か
か
っ

て
い
た
こ
と
に
原
因
が
あ
ろ
の
で
は
な
い
か
。

人
間
の
精
神
の
三
作
用
（
知

・

情
・

意）

に
当
て
は
め
て
考
え
る
と、

当
時
の
彼
は
詩
や
口
菜
を
知
的
に

と
ら
え
る
煩
向
が
強
く、

情、

つ
ま
り
心
理
的
な
面
が
な
お
ざ
り
に
さ
れ
て

い
た
か
ら
で
は
な
い
か、

と
思
う。

戦
前、

戦
後
に
共
通
し
て
同
じ
よ
う
な
●
0

菜
で
汲
わ
さ
れ
た
考
え
に
も、
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持、

苔
策
の
心
理
面
の
扱
い
に
述
い
が
あ
ろ
。

こ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
お
い

て、

次
に
戦
後
の
詩
西、

評
論
に
移
る。

戦
後
に
執
叩
さ
れ、

戦
後
最
も
早
く
発
表
さ
れ
た
の
は
「
苫
菜
へ
の
不
侶

に
つ
い
て
」

（
「
ル
ネ
サ
ン
ス
」
一

九
四
七
年
二
月
号
）

で
あ
っ
た。

だ
が、

こ
の
小
論
文
の
図
を
「
苫
葉
へ
の
不
信
」

と
し
た
の
は、

そ
の
評
諭
の
発
汲

が
戦
後
最
も
早
か
っ
た
と
い
う
理
由
か
ら
で
は
な
い
。

黒
田
三
郎
は
戦
後
の
詩
論
に
、

恐
ら
く
は
自
分
自
g
へ
の
反
省
を
込
め
て

次
の
よ
う
に
む
く。

莉
を
規
定
す
る
社
会
条
件
に
就
い
て
の
考
察
が、

人
間
の
心
理
の
秘
密

と
陰
彩、

詩
人
の
現
実
的
生
活
そ
の
も
の
の
兵
体
的
な
存
在
の
仕
方
を、

安
易
に
見
迎
し
た
と
こ
ろ
に
、

建
設
さ
れ
る
危
険
に
つ
い
て
は、

今
更、

言
ふ
迄
も
な
い
か
も
知
れ
ぬ
。

（
「
詩
は
何
処
へ
行
く
か
」

「
純
粋
詩
」
一

九
四
七
年
六
月
号
所
収）

（
詩
は
）

生
き
て
ゐ
る
ひ
と
び
と
の
胸
に
ち
か
に
ふ
れ
得
ろ
と
こ
ろ
に
、

其
の
存
在
理
由
が
あ
ろ。

ち
か
に
ふ
れ
得
ろ
と
は
、

生
活
そ
の
も
の
の

中
に
、

我
々
の
憤
怒、

絶
望、

冊
悪、

不
侶、

屈
店、

信
頼、

希
望、

悲
哀、

微
笑
等
の
中
に
、

自
由
な
出
入
口
を
持
つ
こ
と
で
あ
ろ。

（
「
詩
人
の
迎
命
」

「
純
粋
詩
」
一

九
四
七
年
七
月
号
所
収）

詩
に
対
す
る
戦
前
の
考
え
と
比
ぺ
ろ
と、

む
し
ろ
知
の
面
よ
り
も
情
（
心

理）

の
面
に
JE
き
を
四
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
ろ
。

詩
（
首
染）

に
汲
わ
さ

れ
る
思
想
と
現
実
（
生
活）

と
の
関
係
を
考
え
ろ
と
き、

詩
人
の
思
想
を
形

づ
く
ろ
の
は、

現
実
を
巨
祝
的
に
と
ら
え
た
知
的
な
認
識
で
は
な
く、

日
々

の
生
活
の
場
面
場
雁
に
お
け
ろ
微
視
的
な
心
梢
的
な
判
断
の
集
秘
で
あ
り、

ま
た
そ
う
あ
る
ぺ
き
で
あ
る、

と
い
う
主
張、

言
葉
の
心
理
面
が
経
祝
さ
れ

る
と
き、

宮
菓
は
現
実
（
生
活）

を
離
れ
た
自
動
的
存
在
と
な
り
や
す
い
、

と
い
っ
た
考
え
も
他
の
詩
論、

評
論
に
見
え
ろ
。

先
の
二
つ
の
詩
論
と
同
時

期
に
発
汲
さ
れ
た
「
物
わ
か
り
の
よ
さ
に
つ
い
て
」

(
「
V

o
u
」
一

九
四

七
年
七
月
号
）

に
は
「
戦
ひ
敗
れ
て
故
国
に
帰
つ
て
来
た
と
き、

先
づ
心
を

う
た
れ
ろ
の
は、

余
り
に
も
物
わ
か
り
の
い
い
言
論
で
以
て
す
ぺ
て
の
印
刷

物
が
あ
ふ
れ
て
ゐ
る、

と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
」

と
田
か
れ
て
い
る
。

戦
後、

南
方
ジ
ャ
ワ
か
ら
紺
っ
て
来
た
黒
田
三
郎
が
活
字
に
飢
え
た
目
で
説
ん
だ
も

の
が、

自
分
や
自
分
の
固
囲
の
窮
乏
生
活
と
ほ
と
ん
ど
oo
わ
り
を
持
た
な
い

物
わ
か
り
の
よ
い
苫
詮、

聡
明
で
高
尚
で
美
し
い
と
い
う
だ
け
の
苫
必
で
あ

っ
た
こ
と
が、

目
菜
に
対
す
る
目
を、

戦
前
に
は
持
た
な
か
っ
た
目
を
開
か

せ
た
の
で
あ
る。

莉
人
の
モ
ラ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
の
喉
前
の
考
え
で
は、

詩
人
の
、

営
菜
そ

の
も
の
に
対
す
ろ
誠
火
の
意
盆、

詩
人
の
行
動、

現
実
（
生
活）

と
宮
菜
と

の
関
係
は
希
蒋
で
あ
っ
た
が
、

戦
後
の
詩
論、

評
論
で
は
そ
れ
ら
を
よ
り
厳

し
く
問
う
て
い
ろ
。

む
し
ろ、

自
己
の
恐
か
し
さ
へ
の
認
識
の
逆
具
と
し
て
再
び
宙
船
が
自

己
迎
解
の
助
け
と
な
る
と
き、

人
間
と
人
間
と
を
つ
な
ぐ
新
し
い
つ
な

が
り
が、

生
れ
て
出
ろ
余
地
が
あ
ろ
。（

「
言
菜
へ
の
不
侶
に
つ
い
て
」
）

ひ
と
の
言
梃
を
信
用
で
き
な
い
と
き、

ひ
と
に
対
す
る
侶
頻
は
失
わ
れ
ろ。
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も
し
自
分
自
身
の一
7
5

菜
を
侶
用
で
き
な
い
な
ら、
自
分
自
身へ
の
信
穎
さ
え

失
わ
れ
る。
黒
田
三
郎
は
言
栄
を、
今
あ
る
が
ま
ま
の
感
か
し
く
み
じ
め
な

自
己
を
認
識
す
る
通
具
と
す
る
こ
と
で、
戦
争
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
言
菜
と

人
肋
と
の
つ
な
が
り
（
i-口
菜
へ
の
信
頻
と
自
分
自
身へ
の
信
頼）
、
人
閻
と

人
間
と
の
つ
な
が
り
（
人
関へ
の
倍
頼）
を
回
復
し
よ
う
と
す
る。
'
j
ll
l!
l染
が

自
己
認
識
を
欠
く
と
き、
「：·
…
ど
の
や
う
な
吝
爵
家
で
あ
っ
て
も、
ど
の

ゃ
う
な
猥
淡
で
あ
っ
て
も、
か
つ
て
は
大
束
亜
の
建
設
を
苫
ひ、
今
で
は、

民
主
主
義
日
本
の
佳
設
を一一己
ふ
こ
と
が
出
来
る。
」
（
「
詩
と
文
化」
「
詩

評
論」
一
九
四
七
年
五
月
号
所
収）
と
い
う
m
態
が
起
こ
る
か
ら
で
あ
る。

彼
は、
自
分
自
身
に
語
る号
烹束
に
減
実
で
あ
る
こ
と
か
ら
人
間へ
の
信
頼
の

回
復
を
始
め
たa
そ
し
て

翌釈
に
よ
る
自
己
認
識
と
は、
t
n豆出
を、
日
常
の

生
活
の
楊
面
場
面
に
お
け
る
心
理
と
の
関
係
に
お
い
て、
自
分
の
現
実
（
生

活）
と
そ
こ
で
の
行
動
と
の
関
係
に
お
い
て
と
ら
え
る
こ
と
を
意
味
し
て
い

た。
言
菓
と
行
動
と
の
閑
係
を
論
じ
る
際
に、
彼
は
し
ば
し
ば
「
事
後
的」

「
事
前
的」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
い
る。

言
ふ
な
ら
ば、
世
に
行
は
れ
て
い
る
言
論
の
明
ら
か
さ
と
自
由
と
は、

そ
れ
が
m
後
的
な
考
え
方
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み、
獲
得
さ
れ、

そ
れ
が
主
体
を
疫
失
す
る
が
故
に
合
理
的
で
あ
る
こ
と
が
腿
々
存
在
す

る
や
う
に
見
え
る。

（
「
詩
と
文
化」
）

戦
後
の
反
省
が
僕
ら
の
心
に
訴
へ
な
い
の
は、
市
後
に
於
い
て
設
定
さ

れ
た
規
準
に
依
つ
て
過
去
を
照
合
す
る
結
采、
半
面
の
真
理
し
か
含
ま

な
い
た
め
で
あ
る。

「

U
M
O
U
R
」

一
九
四
七
年
五
月
号
所
収）

（
「
知
性
の
役
割」
「cendre」
一
几
四
八
年
六
月
号
所
収）

事
後
的
な
自
分
が
市
前
的
な
自
分
で
あ
り
得
な
い
所
に
過
失
と
誤
謄
の

歴
史
が
あ
り、
批
判
者
は
余
り
に
も
肱
々
イ
イ
ジ
イ
ゴ
オ
イ
ン
グ
に、

m
後
に
於
い
て
の
み
可
能
な
条
件
を
遡
及
し
て
事
前
的
な
存
在
に
押
し

つ
け
る
の
が
常
で
あ
る。

（
「
同」
）

世
の
中
に
流
通
し
て
い
ろ
苫
論
は、
ボ
後
的
に
他
者
を
批
判
し
た
り、
盆

染
を
意
図
的
に
使
う
こ
と
で
自
己
を
正
当
化
し
て
い
る
も
の
が
多
い
が、
行

為、
行
動
の
結
果
と
し
て
の
特
の
言
栄
に
対
し
て
詩
人
は
虹
任
を
負
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い、
と
し
て
次
の
よ
う
に
内
く。

生
起
に
反
し
て、
批
判
が
常
に
所
与
の
結
果
か
ら
の
み
出
発
す
る
の
に

比
ぺ、
詩
は
生
起
そ
の
も
の
に
つ
れ
て、
生
起
そ
の
も
の
ヽ
な
か
か
ら

発
掘
さ
れ
る。

（
「
詩
の
賠
夜」

結
果
と
し
て
生
ま
れ
る
詩
は、
ひ
と
つ
の
行
為
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て、

そ
れ
は
詩
人
の
自
己
認
識
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い。

（
「
同」
）

人
間
は
成
る
所
の
も
の
で
あ
り、
自
分
が
何
で
あ
る
か
は、
成
る
所
に

依
つ
て
決
定
さ
れ
ろ。
自
ら
を
自
ら
に
依
つ
て
開
明
せ
ん
と
す
る
邸
欲

そ
の
も
の
が、
ポ
前
的
行
為
に
於
い
て
の
み、
自
己
認
識
を
も
た
ら
す

の
で
あ
る。

（
「
同」
）

黒
lfl
三
郎
は
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
や
ニ
ー
チ
ェ、
ヤ
ス
パ
ー
ス
を
戦
前
か
ら
読

ん
で
お
り、
特
に
ニ
ー
チ
ェ
に
心
砕
し
て
い
た
が、
実
存
主
義
的
な
考
え
を、

こ
の
よ
う
に
言
策
と
行
動
と
の
関
係
に
匝
接
に
結
び
つ
け
た
の
は、
サ
ル
ト
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ル
の
影
隔
に
よ
る
と
思
わ
れ
る。
北
村
太
郎
氏
は
『
黒
田
三
郎
El
記・
戦
後

篇
ー』
の
解
説
で
「
本
苔
の
特
徴
を、
も
し
一
口
で
い
え
と
い
わ
れ
る
な
ら、

わ
た
く
し
は
や
は
り
実
存
主
義
的
と
い
う
よ
り
ほ
か
は
な
い。
」
と
語
っ
て

い
る。
実
存
主
義
的
で
あ
ろ
こ
と
は、
詩
や
詩
論、
評
論
に
お
い
て
も
戦
後

の
黒
田
三
郎
を
特
徴つ
け
て
い
る。
し
か
も、
一声
出染
と
行
動
と
の
関
係
の
考

察
に
実
存
主
義
を
匝
接
的
に
持
ち
込
ん
だ
と
こ
ろ
に、
黒
田――一
郎
ら
し
い
特

徴
が
あ
る
と
思
う。
窯
志
な
く
し
て
行
動
が
あ
り
得
な
い
も
の
な
ら
ば、
戦

後
の
詩
論、
評
論
で
は、
苔
菓
の
情
（
心
理）
の
而
で
の
は
た
ら
き
が
煎
視

さ
れ
る
と
共
に、
意
志
の
匝
で
の
は
た
ら
き
も
煎
祝
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う。

戦
後
の
詩
論、
評
論
の
特
徴
と
し
て、
今
ひ
と
つ、
「
私」
の
強
調、
恨

人
の
強
謁
を
招
げ
て
お
く。
「
私」
の
怖
湖
と
酋
っ
て
も、
他
者
か
ら
区
別

さ
れ
る
た
め
の
特
殊
性
を
強
潤
す
る
の
で
は
な
く、
他
者
と
の
共
感
を
可
能

に
す
る
と
こ
ろ
の
「
私」
の
強
湖
で
あ
る。

I
私」
は、
自
分
自
身
を
指
し
示
す、
そ
の
主
体
性
に
於
い
て
の
み、

阻
々
の
無
数
の
私
に
通
ず
ろ
の
で
あ
ろ。
「
私」
が
特
定
の
私
を
指
し

示
す
と
き、
無
数
の
特
定
の
私
が、
「
私」
を
我
が
市
と
し
て
受
け
入

れ
ろ
可
能
性
が
生
れ
出
で
る。

（
「
特
と
文
化」
）

．．．．．．
 批
界
に
於
い
て
各
自
が
夫
々
ひ
と
つ
の
限
ら
れ
た
自
ら
の
立
場
を

取
ら
ざ
る
を
符
な
い、
と
い
ふ
点
に
於
い
て、
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
共
通

し、
し
か
も、
ひ
と
つ
の
限
ら
れ
た
立
場
に
反
映
さ
れ
る
出
界
か
ら、

そ
の
立
場
の
歪
み
を
通
し
て、
人
々
の
共
感
に
訴
へ
る
も
の
が
滲
み
出、

『
黒
田

形
を
取
っ
て
く
る
の
で
あ
り、
・・・

（
「
梢
神
の
岐
路」
「
cendr
e
」
一
九
四
八
年一
月
号
所
収）

戦
前
の、
詩
作
に
お
け
る
客
観
性
の
将
重
と、
戦
後
の、
「
私」
の
強
油、

社
会
的
に
制
約
さ
れ
た
阻
人
の
立
場
の
強
腑
と
を
見
比
べ
た
の
ち、
戦
前、

戦
後
に
共
通
す
る
「
詩
は
民
衆
の
も
の
で
あ
る」
と
い
う
苫
浜
に
目
を
移
す

と
き、
そ
の
意
味
す
る
も
の
が
戦
前
と
戦
後
と
で
は
伐
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か、
と
気
づ
く。
戦
前
の
詩
玲、
評
論
の
中
で
先
の
苫
弟
が
見
え
る
の
は

「
特
人
の
体
歌
に
つ
い
て」
で
あ
る。
こ
の
詩
論
は、
戦
前
に
執
叩
さ
れ、

戦
後
最
も
早
く、
「
近
代
詩
苑」
一
九
四
六
年
二
月
号
に
掲
械
さ
れ
た
の
だ

が、
当
時、
黒
田
三
郎
は
ま
だ
日
本
に
帰
っ
て
来
て
い
な
か
っ
た。

詩
は
民
衆
の
も
の
で
あ
ろ。
そ
れ
は
ひ
と
つ
の
客
餃
的
文
化
財
で
あ
り、
77

客
銭
的
文
化
財
と
し
て
価
値
あ
る
も
の
の
み
が
生
命
を
保
つ
の
で
あ
る。
一

そ
れ
は
常
に
現
在
的
存
在
と
し
て
ひ
と
び
と
の
眼
の
前
に
あ
る。
詩
人

の
彩
は
無
い。
．．．．．．
 

そ
し
て
ま
た
詩
人
は
詩
の
創
造
者
で
あ
る
と
共
に、
民
衆
の
一
人
で
あ

る。
も
う
ひ
と
つ、
敗
戦
前
の
日
記
か
ら
「
民
衆」
の
用
例
を
引
く。

三
郎
日
記・
戦
中
篇
N』
の
昭
和
十
七
年
六
月
十一
日
の
氾
巾
か
ら
で
あ
る。

そ
こ
に
い
か
な
る
珊
由
が
あ
ろ
に
せ
よ、
民
衆
に
よ
ま
れ
な
い
詩
と
い

う
も
の
は
か
な
り
妙
な
存
在
で
あ
る。

次
に、
戦
後
の
詩
論、
評
論
か
ら
い
く
つ
か
の
用
例
を
引
く。

八
民
衆
＞
へ
の
オ
プ
チ
ミ
ズ
ム
は、
必
し
も
わ
れ
わ
れ
の
も
の
で
は
な



い
の
で
あ
ろ。
と
い
う
の
は、

民
衆
と
は、

僕
で
あ
り、

君
で
あ
り、

あ
な
た
で
あ
り、

諸
君
で
あ
る
か
ら
で
あ
る。

（
「
日
本
の
詩
に
対
す
ろ
ひ
と
つ
の
疑
閥」
一

九
四
八
年
発
表、

発
表
誌
未
確
認、

『
内
部
と
外
部
の
世
界』
所
収）

詩
人
が
民
衆
の
ひ
と
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は、

詩
人
が
集
団
の
裡
に

呑
ま
れ
て、

自
己
を
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
し
は
し
な
い。

詩
人

が
群
衆
の
影
に
紛
れ
こ
ん
で、

個
性
を
失
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で

は
な
い。（

「
民
衆
と
詩
人」
「
詩
学」
一
九
五
0
年、
五
巻
九
号
所
収）

集
団
に
お
い
て、
ひ
と
ぴ
と
は
催
眠
術
に
か
け
ら
れ
た
被
術
者
の
よ
う

に、

個
人
的
な
四
任
銀
念
か
ら
ぬ
け
出
し
て
感
情
的
に、

感
染
し
や
す

い
存
在
と
な
り
や
す
い。

（
「
詩
人
と
権
カ・
3
」

「
V

o
u」
一
九
四
九
年
十一
月
号
所
収）

民
衆
が
正
に
民
衆
で
あ
る
と
こ
ろ
に、
ど
の
よ
う
な
心
理
が
発
生
し
た

か
を
省
み
ろ
こ
と
は、

同
時
に
組
織
や
党
派
の
な
か
に
い
ろ
個
人
が、

ど
の
よ
う
に
個
人
そ
の
も
の
か
ら
か
け
は
な
れ
た
も
の
と
な
る
か
と
い

う
こ
と
の
自
党
で
あ
ろ。

（
「
同」
）

敗
戦
前
に
考
え
ら
れ
て
い
た
「
民
衆」
と
は、

詩
の
読
者
で
あ
り
ま
た
詩

・
人
が
そ
の
中
に
含
ま
れ、

客
観
性
を
保
証
す
る
と
こ
ろ
の
多
数
者
を
意
味
す

る
よ
う
で
あ
ろ。

そ
こ
に
は
「
民
衆」
へ
の
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
が
あ
ろ。
し

か
し、

戦
後
南
方
か
ら
帰
り、
敗
戦
前
に
は
戦
争
を
貧
英
し、

そ
れ
に
奉
仕

し
て
い
た
「
民
衆」
が、

今
は
民
主
主
義
を
謳
歌
し
て
い
る
の
を
見
て、
召i

よ
る）

衆」
へ
の
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
は
崩
れ
去
っ
た。

「
民
衆」
を
構
成
し
て
い
ろ

ひ
と
り
ひ
と
り
の
西
任
観
念
を
問
う
こ
と
な
し
に
は
「
民
衆」
を
信
じ
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る。

戦
後
の
考
え
で
の
「
民
衆」
は、
そ
れ

ぞ
れ
に
主
体
的
な
自
己
と
貸
任
破
念
と
を
持
っ
た
「
私
」

l
恨
人
の
集
ま
り、

と
国
う
こ
と
が
で
き
る。

黒
田
三
郎
は、

よ
り
広
い
階
図
の
よ
り
多
く
の
人

人
に
読
ま
れ
る
詩
を
考
え
続
け
た
詩
人
で
あ
っ
た
が、

戦
後
に
「
詩
は
民
衆

の
も
の
で
あ
ろ
」
と
主
張
す
る
と
き
の
「
民
衆」
に
は、
た
だ
多
数
者
と
い

う
意
味
に
と
ど
ま
ら
ず、

そ
の
ひ
と
り
ひ
と
り
の
モ
ラ
リ
テ
ィ
を
問
う
意
識

が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る。

〔
ま
と
め
〕

黒
田
三
郎
の
履
歴
上
の
戟
争
体
験
は
以
下
の
通
り
で
あ
る。

南
洋
興
発
株
式
会
社
社
員
と
し
て
東
部
ジ
ャ
ワ、
パ
ル
ス
ワ
ン
近
く
の
ケ

ダ
ウ
ン
製
糖
所
に
勤
務
中
の
昭
和
二
十
年
二
月、

現
地
召
集
に
よ
り、
マ
ラ

ン
独
立
大
隊
に
入
隊、

速
射
砲
を
ひ
い
て
ジ
ャ
ワ
北
岸
を
演
習
し
て
回
る。

陸
軍
二
等
兵。
同
年
八
月、

敗
戦、

十
月、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
警
官
に
拉
致
さ

れ、
日
本
人
全
員
マ
ラ
ン
独
立
大
隊
に
集
結、

そ
の
ま
ま
ス
メ
ル
山
臨
ポ
ト

オ
ン
ポ
珈
琲
園
に
移
り、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
m
の
監
視
下
に
展
菜
に
従
事
す
る。

同
二
十
一
年
五
月、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
訊
と
の
協
定
成
り、
プ
ロ
ボ
リ
ン
ゴ
港

よ
り
出
港、

出
発
に
先
立
っ
て
日
記
そ
の
他
詩
に
至
る
ま
で
悉
く
焼
却。
七

月、

名
古
屋
上
陸、

焼
野
原
の
鹿
児
島
市
に
帰
る。

見
た
と
こ
ろ、

実
際
の
戦
場
体
験
は
な
い。

浮
虜
生
活
が
い
か
な
る
も
の

（
以
上、

自
箪
年
譜
に
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で
あ
っ
た
か
知
ろ
ぺ
く
も
な
い
が、
い
わ
ゆ
る
極
限
状
況
の
体
験
は
な
い
よ

う
で
あ
る。

南
方
で
の
体
験
を
語
っ
て
い
る
資
科
は
少
な
い
も
の
の、

そ
の

少
な
い
記
述
か
ら
察
せ
ら
れ
る
限
り
で
は、

展
園、

製
粗
所
の
管
理
者
と
し

て
の
生
活
は
放
逸
な
も
の
で
あ
り、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
警
官
に
拉
致
さ
れ
る
時

に
は、

ど
こ
か
間
の
抜
け
た
風
に
軽
軽
と
自
分
の
連
命
を
他
人
に
ゆ
だ
ね
た、

と
の
こ
と
で
あ
る。
昭
和
二
十一
年
七
月
二
十
日
の
日
記
に
見
え
る
佐
多
忠

隆
氏
宛
の
手
紙
に
は
「
ジ
ャ
ワ
で
は
ど
こ
で
も
多
数
の
原
住
民
を
使
用
し、

単
に
之
を
指
導
監
督
し
た
と
い
う
だ
け
で、

軍
政
と
い
う
も
の
が
そ
も
そ
も、

植
民
地
そ
の
も
の
に
は
寄
生
虫
的
存
在
で
あ
る
し、

自
分
自
具
と
し
て
何
か

を
や
っ
て
き
た
と
い
う
よ
う
な
自
負
も
何
も
あ
り
ま
せ
ん。
」
と
あ
る。
こ

こ
で
苫
い
た
い
の
は、

戟
争
が
黒
田
三
郎
に
与
え
た
影
響
は、

外
地
で
の
体

験
に
よ
る
も
の
よ
り、

帰
辺
後
の、

戦
後
の
生
活
に
よ
ろ
も
の
の
方
が
大
き

か
っ
た
の
で
は
な
い
か、

と
い
う
こ
と。

戦
後
の
窮
乏
生
活
と、

飢
え
た
目

で
託
ん
だ
苫
論
の
数
数
こ
そ
が、

黒
田
三
郎
の
戦
争
体
験
な
の
で
は
な
い
か。

そ
し
て、

戦
後
の
彼
を
方
向
づ
け
た
戦
争
体
験
の
彼
に
と
っ
て
の
意
味
を
一

言
で
約
す
な
ら、

「
言
策
へ
の
不
信」
と
な
る
と
思
う。

南
方
か
ら
灼
っ
た

彼
は、
自
分
や
自
分
の
周
囲
の
生
活、

そ
の
忌
劣
さ、

み
じ
め
さ
に
OO
わ
り

を
持
た
な
い
美
し
く
高
尚
な
営
論
が
流
通
し
て
い
る
の
を
見、

敗
戦
を
境
に

思
想
を
百
八
十
度
転
回
し
て
恥
じ
る
こ
と
の
な
い
知
識
人
を
見、

虚
偽
と
欺

断
に
満
ち
た
人
々
の
百
動
を
見
た。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く、

彼
自
身
の
中
に

虚
偽
や
自
己
欺
謀、

生
活
へ
の
反
も
な
く
高
尚
な
g
黙、
と
い
っ
た
も
の
を

見
出
し
、

言
葉
と
人
間
に
対
す
ろ
償
穎
を
失
っ
た
。

言
菜
を
は
用
し

な
い
こ
と
は、

誰
を
も、

自
分
自
身
を
も
信
用
し
な
い
こ
と
を
意
味

し
た
の
で
あ
る
。

の
ち
に
彼
は
、

「
言
菜
へ
の
不
信
」
を
言
策
で
Uf

く
こ
と
の
矛
盾
を
自
ら
指
摘
し、
記
し
て
い
ろ
が、

詩
人
に
と
っ
て、

言

葉
へ
の
信
顆
を、

さ
ら
に
は
人
間
へ
の
信
穎
を
回
復
す
ろ
の
は、

苔
く
こ
と

に
よ
っ
て
し
か
な
し
得
な
い
の
で
は
な
い
か。

彼
は、

自
己
の
怨
劣
さ、

卑

小
さ
を
認
器
す
る
道
具
と
す
ろ
こ
と
で、

コ
哀
を
信
じ
よ
う
と
し
た。

戦
後

の
詩
の
特
徴
で
あ
る
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
自
己
批
評、

詩
論、

評
論
の
特
徴
で

あ
る
「
私」
性、

個
人
性
は、
こ
こ
を
発
想
の
原
点
と
し
て
い
る。

同
時
に

彼
は、

言
菜
を
再
び
見
失
わ
な
い
た
め
に、

自
ら
の
言
策
に
制
約
を
つ
け
た

ー
制
約
を
つ
け
た
と
言
っ
て
も、

彼
に
と
っ
て
み
れ
ば、

必
然
的
な
過
捏

で
あ
っ
た
ろ
う

ー。

詩
の
宮
菜
に
は
日
常
語
を
用
い
ろ
こ
と。

言
菜
を
生

活
に
よ
っ
て
律
し、

詩
人
の
モ
ラ
リ
テ
ィ
を
苫
菜
と
生
活
と
の
関
係
の
緊
密

に
四
い
た
の
で
あ
る。

戦
後
の
詩
の
多
く
が
日
常
生
活
の
体
験
か
ら
発
想
さ

れ
て
い
る
の
は
こ
こ
に
よ
っ
て
い
る。

彼
を
「
生
活
派
の
詩
人」
「
生
活
詩

人」
へ
と
方
向
づ
け
た
の
は、

「
言
葉
へ
の
不
信」
で
あ
っ
た。

黒
田
三
郎
は
戟
後、

宮
菜
と
そ
れ
が
表
わ
す
串
突
や
経
験
と
の
囲
に
緊
張

感
の
あ
る、

す
ぐ
れ
た
詩
を
数
多
く
苔
い
た。
し
か
し、

言
菜
と
詩
人
と
の

間
の
緊
張
感
に
よ
っ
て
す
ぐ
れ
た
詩
が
い
く
つ
あ
る
だ
ろ
う
か。

彼
の
言
莱

は
彼
の
生
活
に
つ
な
ぎ
留
め
ら
れ、

彼
か
ら
遠
く
梢
れ
て
飛
翔
す
ろ
こ
と
は

な
か
っ
た。

「
g
菓
へ
の
不
但」
が
再
び
彼
を
訪
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た。

そ
れ
は、

彼
に
と
っ
て、

幸
い
で
も
あ
り、

不
幸
で
も
あ
っ
た
と
思
う。

注
n
引
用
文
の
原
文
に
見
ら
れ
た
炭
字
の
旧
字
体
は
新
字
体
に
直
し
て
あ
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る。
か
な
づ
か
い
は
原
文
の
ま
ま
と
し
た
が、

引
用
が
初
出
雑
誌
か
ら、

比
咬
的
新
し
く
出
た
単
行
本
か
ら、

と
ま
ち
ま
ら
で
あ
る
た
め、

新
旧

か
な
づ
か
い
の
統
一
が
な
い。

〔
付
記
〕

添
か
ら
は
怨
れ
る
が、

今
回
黒
田
三
郎
の
詩
論、

評
論
や
日
記

を
聞
ぺ
て
い
て

気か
つ
い
に
こ
と
が
あ
る。
そ
れ
は、

彼．か
詩
や
詩
論、
評
論
を
害

く
と
き、
し
ば
し
ば
過
去
の
日
記
や
原
稿
か
ら
モ
チ
ー
フ
を
柑
て
い
た
の
で
は

な
い
か、

と
い
う
こ
と。

詩
論
に
は
戦
後
に
な
っ
て
か
ら
現
れ
る
「
詩
を
詩

で
な
い
も
の
か
ら
つ
く
る
」
と
い
っ
た
考
え
が、

す
で
に
昭
和
十
六
年
十一

月
十
一
日
の
日
記
に
見
ら
れ
る
の
を
好
例
と
し
て、

他
に
も
同
じ
よ
う
な
例

が
い
く
つ
か
あ
る
こ
と、

r
日
記」
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に、

彼
が
し
ば

し
ば
自
分
の
日
記
を
認
み
返
し
て
い
た
こ
と
な
ど
を
考
え
合
わ
せ
る
と、

推

測
は
恐
ら
く
誤
っ
て
は
い
な
い。

そ
こ
で、

執
笠
時
期
に
附
た
り
の
あ
る
詩

溢、

評
論
を
比
較
す
る
際
に
は
注
忍
を
要
す
る。
こ
の
小
論
文
で
も
見
た
よ

う
に、

同
じ
酋
菜
を
使
っ
て
い
て
も、

そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
微
妙
に
迎

う、

と
い
っ
た
場
合
が
出
て
く
る
か
ら
で
あ
る。

〔
付
録
〕
戦
前
の
著
作
•
発
表
誌。
た
だ
し、

は
な
は
だ
不
完
全
な
も
の
で

あ
り、

こ
れ
か
ら
も
袖
っ
て
ゆ
く
つ
も
り
で
あ
る。

一
九
三
八
年

「
秋
立
ち
ぬ
」
「
V

o

u
」
21
．
一
月
号

「
善
に
就
い
て
9"Ju
え
団」
右
に
同
じ

「
青
い
プ
ラ
ン
コ
」
「
V

o

u」
22
•
四
月
号

|
桔
ー

「
伎
の
改」
右
に
同
じ

一
九＝―
几
年

「
朴
宵」
「
V

o

u」
26
•
四
月
号

「
季
節
風」
右
に
同
じ

「
歌」
右
に
同
じ

「
ポ
エ
ム
1」
「
V

o

u」
27
．
八
月
号

「
ポ
エ
ム
2
」
右
に
同
じ

「
ポ
エ
ム
3」
「
V

o

u
」
28
．
十
二
月
号

「
ポ
エ
ム
4
」
右
に
同
じ

「
ポ
エ
ム
5」
右
に
同
じ

「
Fra
g
me
nt」
右
に
同
じ

「
季
節
風
」
「
文
芸
汎
論」
五
月
号・
九
巻
四
号

一
九
阻
0
年

「
微
狐」
「
V

o

u」
29
．
五
月
号

一
九
四
一
年

「
陪
粟
（
ー
の
み）
」
「
文
芸
汎
論」
四
月
号・
十
一
巻
四
号

「
螺
旋
階
段
を
の
ぽ
る」
「
文
芸
汎
論」
十
二
月
号

一
九
四
二
年

「
傍
赳
者
の
出
痰」

「
ま
た
あ
し
た
」
「
新
詩
論」
第
五
十
八
（
三
月
八
日）

号

「
新
特
論」
第
六
十
六
(
+
一
月
一
日）

号

一
九
阻
三
年

「
姐
如
傘
の
詩」
「
新
詩
論」
第
七
十
五
（
八
月一
日）

号

- 80-



一
じ）
号

一
九
三
八
年

「
新
詩
論」
第ふハ
十
六
(
+一
月
i

日）
fり

ー
詩
綸・
評
論
ほ
か

「
三
原
色
の
髭」

「
は
が
き
通
信」
右
に
同
じ

一
九
三
九
年

「
は
が
き
通
い」

「
は
が
き
通
信」

28
．
十
二
月
号

一
九
四
0
年

一
日）
け

一
詩
と
詩
人」

一
九
限一二
年

「
V

o

u」
21
・
一
月
砂

「
V

o

u」
26•
四
月
号

「
V

o

u」
27
．
八
月
Eガ

「
素
材
に
就
い
て」
右
に
同
じ

「
戦
手
と
ハ
ヴ
ナ
ッ
ト
の
Ut
代
に
脳
す
ろ
m"～Itい
（
未
完）
」

「
詩
を
愛
す
る
友
へ
」
「
新
技
術」
十
二
月
号

一
几
四一
年

「
詩
の
自
明
性」
「
新
技
術」
限
月
号

「
詩
人
礼
讃」
右
に
同
じ

一
九
四
二
年・

「
詩
人
を
巾
心
と
す
る
四
つ
の
三
角
形」
「
新
詩
論」
第
六
十一

「
あ
り
の
ま
ま
に
か
く
C
と
に
つ
い
て」

「

V

o

u
」

（
六
月

「
新
詩
論」
第
2ハ
十
三
（
八
月

「
詩
と
文
明」
「
新
詩
●園」
第
七
十一
（
四
月一
日）
科5

「
詩
と
文
明」
「
新
詩
論」
第
七
十
二
（
五
月一
日）
砂

「
よ
む
に
耐
へ
ろ
も
の
に
つ
い
て」
「
新
詩
論」
第
七
十
阻
（
ヒ
月一
日）

9,
J
 

,
＇

中
川
文
芸
論
秘
（
龍
谷
大
学
巾
机
文
芸
淡
話
会）

糾
代
研
究
報
佑
（
旧
文
学
研
究
汽
料
飢）

辿
似
（
束{
凩
外
困
紺
大
学）

記
11や
大
学
紀
汲

東
横
国
文
学

同
朋
国
文

第
二
十
二
号

筍
十
ヒ
号

（
り
川
大
学）

岱
山
大
学
教
育
学
部
紀
悦

仮
良
大
学
紀
吸

第
三
十
三
号

第
十一
i

-＂ヴ
分
冊

南
Ill
団
文
論
出
（
南
山
大
学）

日
本
品
研
究
（
東
粋
大
学）

第
五
ト
ニ
け

第
十
八
＂げ

第
几
号

m―
紺

日
本
拍
と
日
本
文
学
（
筑
波
大
学）

LI
本
詔
旧
本
文
学
（
輔
仁
大
学
外
甜
学
院）

u
本
文
学
研
究
（
大
束
文
化
大
学）

H
本
文
学
研
究
（
梱
光
女
学
院
大
学）

第
六
ぃヴ

第
五
十
三
号

第
四cr

研
究
室
受
贈
図
書
雑
誌
目
録
（
六）

m
五
け

第
十一
乃

第
二
十
四
乃

9.
J

9

-．
 

m-

i_
-
r' m

九
りリ

ー

第
五
十
四
号

（
翡
校
教
師）




