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』
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円
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別
）

　

本
書
は
『
か
た
ち
の
詩
学m

or-
phopoiesis

Ⅰ
・
Ⅱ
』（
美
術
出
版
社
・

２
０
０
３
）
を
原
本
と
し
、
二
冊
の
文
庫

と
し
て
新
た
に
再
構
成
さ
れ
た
向
井
周
太

郎
の
評
論
集
で
あ
る
。

　
「
コ
ン
ク
レ
ー
テ
・
ポ
エ
ジ
ー
」
の
提

唱
者
で
、
元
ウ
ル
ム
造
形
大
学
教
授
、
著

者
の
師
で
も
あ
る
オ
イ
ゲ
ン
・
ゴ
ム
リ
ン

ガ
ー
氏
は
著
者
を
、
美
大
デ
ザ
イ
ン
学
科

の
教
育
者
、
プ
ロ
ダ
ク
ト
デ
ザ
イ
ナ
ー
、

さ
ら
に
記
号
論
や
デ
ザ
イ
ン
、
現
代
美
術

の
分
野
に
関
す
る
論
考
の
著
述
者
で
あ

り
、
コ
ン
ク
レ
ー
テ
・
ポ
エ
ジ
ー
の
詩
人

で
あ
る
と
解
説
し
て
い
る
。

　

著
者
は
、「
基
礎
デ
ザ
イ
ン
学
」
を
提

唱
、「
デ
ザ
イ
ン
」
の
専
門
性
と
は
一
つ

の
専
門
領
域
に
は
特
定
し
え
ず
、
そ
れ
は

哲
学
に
も
似
た
総
合
性
で
あ
り
、
具
体
的

な
「
生
」
の
現
実
世
界
の
形
成
を
対
象
と

し
た
文
化
や
社
会
を
再
編
し
て
い
く
営
み

で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
。
し
か
し
こ
れ
ら

の
評
論
は
デ
ザ
イ
ン
そ
の
も
の
に
向
け
ら

れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
基
礎
」
の
概

念
に
託
さ
れ
た
「Science

」
す
な
わ
ち

「
知
の
根
幹
」「
知
の
源
」
ま
さ
に
そ
の
基

礎
を
形
成
す
る
大
地
（U

rerde

）
に
脈
々

と
流
れ
る
水
脈
の
如
き
知
の
全
体
性
を
対

象
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ル
ネ
サ
ン
ス
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
へ
と
遡

行
す
る
西
欧
伝
統
の
水
脈
、
ル
ネ
サ
ン
ス

以
降
の
西
欧
合
理
精
神
の
思
惟
の
、
ま
た

時
に
は
水
墨
や
孔
子
に
ま
で
遡
る
東
洋
思

想
、
あ
る
い
は
「
モ
デ
ル
ネ
」、
ジ
ャ
ッ

ク
・
デ
リ
ダ
の
西
欧
の
「
知
の
脱
構
築
」

の
、
ま
た
は
Ｃ
・
Ｓ
・
パ
ー
ス
の
記
号
概

念
な
ど
の
幾
多
の
水
脈
は
、
向
井
に
よ
っ

て
吸
い
上
げ
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
は
領
域
を

縦
横
無
尽
に
横
断
し
、
加
え
て
時
間
軸
も

超
え
、
さ
ら
な
る
関
係
を
築
き
な
が
ら
、

生
々
し
い
律
動
感
に
富
ん
だ
「
生
の
全
体

生
を
喚
起
す
る
モ
ル
フ
ェ
ー
の
照
射
「
か
た
ち
の
詩
学
」
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性
」
と
し
て
の
大
地
・
思
想
、
哲
学
を
形

成
し
て
い
る
。

　

そ
れ
ら
の
思
想
は
森
の
深
さ
に
も
似
た

奥
行
き
と
果
て
る
こ
と
の
な
い
宇
宙
へ
の

拡
が
り
を
も
連
想
さ
せ
る
幅
広
い
知
を
備

え
、
か
つ
根
源
的
で
、
互
い
が
関
係
づ
け

ら
れ
て
い
く
有
機
的
な
全
体
性
を
持
っ
た

総
合
性
を
顕
わ
に
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
そ
れ
ら
は
、
再
び
水
脈
へ
と
メ

タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
し
、
生
成
を
続
け
る
モ

ル
フ
ェ
ー
と
し
て
の
デ
ザ
イ
ン
に
そ
そ
が

れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
も
あ
る
。

　

思
う
に
、
デ
ザ
イ
ン
、
デ
ザ
イ
ン
教
育

の
場
に
お
い
て
向
井
と
い
う
哲
人
の
出
現

は
、
あ
る
い
は
突
発
的
な
偶
然
で
あ
り
、

西
洋
に
も
東
洋
に
も
、
さ
ら
に
記
号
論
に

も
通
じ
た
こ
の
思
想
家
に
し
て
表
現
者
を

デ
ザ
イ
ン
が
得
る
こ
と
の
で
き
た
こ
と
自

体
、
い
わ
ば
一
つ
の
大
き
な
奇
跡
で
あ
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
れ
ら
の
思
想
に
は
、
根
源
的
に
し
て

宇
宙
の
始
原
へ
迫
る
よ
う
な
生
気
に
満
ち

た
全
感
覚
の
人
間
精
神
が
生
々
し
く
脈

打
っ
て
い
る
。

　

そ
こ
に
は
、
眼
と
い
う
器
官
を
通
し
て

自
然
を
観
察
、
観
照
し
根
本
現
象
を
追

究
、
開
示
し
た
『
色
彩
論
』、『
形
態
学
』

の
有
機
性
に
満
ち
た
ゲ
ー
テ
思
想
の
源
流

が
根
幹
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

自
律
的
に
思
惟
す
る
近
代
的
自
我
や
近

代
科
学
的
思
考
方
法
に
深
い
疑
惑
を
抱
い

た
ゲ
ー
テ
は
『
色
彩
論
』
に
お
い
て
は
、

ニ
ュ
ー
ト
ン
光
学
の
反
駁
と
し
て
、
主
観

と
客
観
と
の
相
触
れ
る
と
こ
ろ
に
「
生

命
」
が
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
、
外
な
る

自
然
と
人
間
の
内
な
る
自
然
と
の
共
鳴
現

象
と
し
て
色
彩
を
と
ら
え
た
。
我
々
の
主

観
＝
「
私
た
ち
の
眼
」
に
よ
り
、
客
体
で

あ
る
色
彩
に
“
生
”
を
吹
き
込
ん
だ
の
で

あ
る
。

　

ま
た
後
に
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
が
有
機
体
学

と
呼
ん
だ
『
形
態
学
』
で
は
、
動
植
物
の

形
成
を
、「
根
源
的
な
形
象
」（U

rbild

）

に
求
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
基
本
的
器
官
を
原

葉
（U

rblatt

）、
原
椎
骨
（U

rw
irbel

）

と
し
、
そ
の
生
成
、
変
形
、
過
程
を
直
観
、

照
察
す
る
。
そ
の
対
象
は
自
然
研
究
が
忘

れ
が
ち
な
「
か
た
ち
」
で
あ
り
、
そ
れ
は

ま
さ
に
モ
ル
フ
ェ
ー
「
生
き
た
か
た
ち
」

な
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
ゲ
ー
テ
思
想
が
、
近
代
デ
ザ

イ
ン
の
礎
を
築
い
た
バ
ウ
ハ
ウ
ス
に
も
、

実
は
本
質
的
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
著

者
は
指
摘
す
る
。

　

近
代
合
理
主
義
、
機
能
主
義
を
背
景
に

し
た
バ
ウ
ハ
ウ
ス
に
見
ら
れ
る
、
装
飾
の

排
除
、
抽
象
化
す
な
わ
ち
捨
象
が
示
す
よ

う
な
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
還
元
主
義
的
性
格

と
、
一
方
大
宇
宙
の
生
命
の
中
に
す
べ
て

の
根
源
を
見
、「
生
」
の
全
体
性
を
求
め

た
ゲ
ー
テ
思
想
は
、
一
見
反
近
代
的
、
非

合
理
的
、
神
秘
的
で
す
ら
あ
り
、
両
者
は

相
反
関
係
に
あ
る
よ
う
に
も
映
る
。
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だ
が
、
著
者
は
バ
ウ
ハ
ウ
ス
運
動
を
、

も
と
も
と
手
と
機
械
、
個
人
の
感
性
の
解

放
と
共
同
体
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
、
東
洋
的

神
秘
主
義
と
西
洋
的
近
代
理
性
な
ど
種
々

な
対
立
項
の
共
存
、
統
合
を
目
指
し
た

「
生
」
の
全
体
性
の
在
り
方
を
問
う
た
試

み
だ
っ
た
と
す
る
。
確
か
に
初
期
指
導
者

で
あ
る
ヨ
ハ
ネ
ス･

イ
ッ
テ
ン
の
東
洋
思

想
へ
の
傾
斜
に
留
ま
ら
ず
、
カ
ン
デ
ィ
ン

ス
キ
ー
の
抽
象
化
の
実
践
も
ま
た
、
形
象

の
還
元
化
に
よ
る
捨
象
で
は
な
く
、
自
ら

の
「
内
的
必
然
性
」
と
画
面
（
全
体
性
）

内
で
の
統
合
で
あ
り
、
そ
の
絵
画
生
成
は

ゲ
ー
テ
か
ら
多
大
な
影
響
を
受
け
た
シ
ュ

タ
イ
ナ
ー
の
人
智
学
を
受
け
て
の
こ
と
で

あ
っ
た
こ
と
も
加
え
て
示
唆
的
で
あ
る
。

　

ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
を
生
き
る
今
日
、
バ
ウ

ハ
ウ
ス
を
含
め
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
無
批
判

で
一
義
的
な
解
釈
に
対
す
る
警
告
と
見
直

し
を
、
著
者
は
促
す
。

　

向
井
の
表
現
者
と
し
て
の
核
で
も
あ
る

コ
ン
ク
レ
ー
ト
・
ポ
エ
ト
リ
ー
は
、
デ
リ

ダ
が
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
漢
字
受
容
を
引
用
し

指
摘
す
る
よ
う
に
、
漢
字
の
持
つ
図
象
性

を
内
包
す
る
表
意
性
と
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト

表
記
の
西
欧
合
理
性
の
差
異
そ
の
両
者
を

生
き
る
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
理
解
で
き

る
。
記
号
の
持
つ
恣
意
性
を
指
摘
し
た
の

は
ソ
シ
ュ
ー
ル
だ
っ
た
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル

は
相
似
、
有
縁
的
な
関
係
を
像
（Bild

）

と
呼
び
両
者
を
区
別
し
た
の
だ
っ
た
。
こ

こ
で
は
記
号
が
像
の
か
た
ち
を
得
、
詩
学

を
形
成
し
て
い
る
。

　

本
書
に
は
、
そ
の
表
題
に
相
応
し
い
よ

う
に
豊
富
な
図
版
が
織
り
込
ま
れ
て
い

る
。
文
庫
化
の
小
判
化
は
や
や
鮮
明
さ
を

失
わ
せ
は
し
た
が
、
そ
れ
ら
ゲ
ー
テ
、
ク

レ
ー
ら
の
手
稿
は
実
に
生
々
し
く
美
し

い
。
殊
に
向
井
自
身
の
テ
ー
マ
で
あ
る

「
世
界
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
身
振
り
」
展

の
展
示
パ
ネ
ル
の
膨
大
な
図
版
は
、
幾
多

の
水
脈
か
ら
吸
い
上
げ
ら
れ
、
す
が
た
を

現
し
た
向
井
思
想
の
数
々
が
、
再
び
像
・

か
た
ち
を
得
、
星
座
群
を
形
成
し
、
は
る

か
天
界
か
ら
我
々
を
照
射
し
て
い
る
か
の

よ
う
で
圧
巻
で
あ
る
。
ま
さ
に
「
生
」
を

喚
起
す
る
「
か
た
ち
＝
像
の
詩
学
」
が
こ

こ
に
あ
る
。

�
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