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十
七 

詩
の
よ
う
に
書
か
れ
た
哲
学 

今
年
は
旅
を
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
あ
わ
た
だ
し
く
半
年
が
過
ぎ
た
。
詩
集
を
手
に
す
る
こ
と
も
な
か
っ

た
の
で
、
詩
の
よ
う
に
書
か
れ
た
書
物
を
買
っ
て
み
た
。
新
刊
を
告
げ
る
広
告
で
見
た
『
人
は
な
ぜ
記
号

に
従
属
す
る
の
か
』
と
い
う
表
題
に
、
現
代
の
人
間
が
置
か
れ
て
い
る
状
態
か
ら
抜
け
出
す
道
を
解
き
明

か
し
て
く
れ
る
、
と
期
待
し
た
の
で
あ
る
。
な
に
し
ろ
著
者
は
、
二
十
世
紀
後
半
の
フ
ラ
ン
ス
の
高
名
な

哲
学
者
Ｆ
・
ガ
タ
リ
な
の
だ
か
ら
。
も
っ
と
も
、
以
前
に
か
じ
っ
て
み
て
、
そ
の
著
作
は
歯
が
立
た
な
い

こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
だ
が
。 

  

こ
の
書
物
で
も
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
的
記
号
機
械
、
集
合
的
装
備
、
リ
ゾ
ー
ム
な
ど
と
い
う
言
葉
が
出
て

来
る
。
浦
の
苫
屋
の
老
夫
は
、
こ
の
言
葉
は
こ
う
い
う
意
味
ら
し
い
と
一
巡
り
回
り
道
を
し
て
、
さ
ら
に

主
語
・
述
語
が
つ
く
る
文
が
何
を
主
張
し
て
い
る
の
か
を
、
も
う
一
度
た
ど
た
ど
し
く
考
え
る
。
ど
う
し

て
も
、
一
文
一
文
を
輪
郭
の
は
っ
き
り
し
た
議
論
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
あ
い
ま
い
に
判
っ

た
よ
う
な
つ
も
り
に
な
っ
て
読
み
進
む
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
わ
け
で
、
前
回
と
同
じ
く
、
こ
の
人
の
書

く
文
章
は
立
ち
止
ま
り
な
が
ら
で
な
い
と
読
み
進
め
な
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
詩
に
似
て
い
る
、
と
い
う
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感
想
を
も
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
で
近
代
的
な
思
索
へ
の
端
緒
を
拓
い
た
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
、
詩
を
書
く
人
が

多
い
が
そ
れ
は
た
や
す
い
道
だ
、
ほ
ん
と
う
は
詩
を
読
む
こ
と
の
方
が
力
の
要
る
、
と
り
組
む
に
値
す
る

行
為
だ
と
考
え
た
。
そ
の
フ
ラ
ン
ス
で
、
読
む
こ
と
の
や
さ
し
く
な
い
「
詩
」
で
思
索
を
表
現
し
よ
う
と

す
る
人
た
ち
が
現
わ
れ
た
の
は
、
偶
然
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。 

一
言
で
説
明
す
る
の
が
困
難
な
比
喩
的
な
言
葉
を
骨
格
と
す
る
文
を
つ
く
り
、
そ
れ
ら
の
文
を
連
ね
て

象
徴
的
な
詩
の
よ
う
に
記
述
し
て
哲
学
す
る
こ
と
が
、
二
十
世
紀
後
半
の
フ
ラ
ン
ス
で
一
つ
の
流
行
に
な

り
、
そ
の
代
表
者
と
も
い
え
る
の
が
、
コ
ン
ビ
を
組
ん
だ
Ｇ
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
だ
っ
た
ら
し
い
。

そ
の
立
場
は
前
衛
的
な
も
の
で
、
現
代
の
状
況
を
批
判
し
て
、
そ
れ
を
変
え
た
い
と
望
ん
で
い
る
、
と
い

う
こ
と
は
老
夫
に
も
理
解
で
き
る
。
こ
の
書
物
の
原
題
と
い
う
「
漏
出
線
―
―
も
う
一
つ
の
可
能
な
世
界

に
向
か
っ
て
」
か
ら
も
感
得
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
表
題
に
す
で
に
漏
出
線(

逃
走
線)

と
い
う
よ
う
な

や
っ
か
い
な
言
葉
が
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

そ
の
よ
う
な
思
考
法
・
叙
述
法
は
、
フ
ラ
ン
ス
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
、
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
時
代
に

な
っ
た
と
考
え
ら
れ
た
当
時
の
世
界
で
、
先
端
を
行
こ
う
と
す
る
思
索
者
の
あ
い
だ
に
広
ま
っ
た
。
日
本

で
も
頭
の
切
れ
る
人
た
ち
が
と
り
入
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
議
論
を
展
開
し
た
よ
う
だ
。
初
め
は
詩
に
現
わ
れ

る
よ
う
な
象
徴
的
だ
っ
た
言
葉
も
、
使
わ
れ
て
い
く
う
ち
に
一
定
の
理
解
に
至
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
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そ
れ
ら
の
言
葉
が
ア
ク
テ
ィ
ブ
に
行
き
交
っ
て
い
た
時
代
か
ら
三
十
年
も
経
っ
て
、
ガ
タ
リ
の
当
時
の
著

作
が
新
た
に
発
刊
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
著
者
の
議
論
に
長
く
つ
き
あ
っ
て
よ
く
理
解
し
た
訳
者
は
、
こ
の

書
物
で
、
で
き
る
だ
け
分
か
り
や
す
い
訳
文
を
心
が
け
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
で
も
、
も
と

の
文
章
と
議
論
が
必
ず
し
も
平
明
な
論
理
で
展
開
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
す
ん
な
り
と
理
解

す
る
の
は
や
は
り
難
し
い
。
今
回
も
消
化
不
良
を
起
こ
し
て
食
欲
が
そ
が
れ
、
第
一
部
だ
け
を
読
ん
で
中

断
し
た
。 

 

負
け
惜
し
み
で
考
え
て
み
れ
ば
、
一
九
九
〇
年
代
に
起
き
た
ソ
ー
カ
ル
事
件
が
想
い
出
さ
れ
る
。
米
国

の
物
理
学
者
Ａ
・
ソ
ー
カ
ル
が
、
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
論
者
た
ち
に
人
気
の
雑
誌
に
一
つ
の
論
考
を
投
稿

し
た
。
じ
つ
は
ソ
ー
カ
ル
は
、
当
時
流
行
の
衒
学
的
な
議
論
の
仕
方
を
批
判
す
る
た
め
に
、
彼
ら
の
筆
法

に
倣
っ
て
科
学
用
語
を
多
用
し
な
が
ら
で
た
ら
め
な
文
章
を
で
っ
ち
上
げ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
雑

誌
の
編
集
者
は
そ
れ
を
見
抜
け
ず
、
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
論
者
た
ち
を
支
援
す
る
論
文
と
し
て
掲
載
し
て

し
ま
っ
た
。
ソ
ー
カ
ル
は
、
『
知
の
欺
瞞
』
と
い
う
書
物
で
全
面
的
な
批
判
を
展
開
し
た
。
科
学
用
語
を

正
し
く
理
解
せ
ず
意
味
不
明
な
文
章
を
つ
く
る
こ
と
を
批
判
し
た
の
だ
が
、
当
然
、
思
想
を
明
瞭
で
な
い

言
葉
づ
か
い
で
記
述
す
る
こ
と
に
も
反
省
が
及
ぶ
。
『
知
の
欺
瞞
』
は
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
も
批
判

の
対
象
と
し
た
。
論
理
的
に
思
考
し
記
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
物
理
学
者
に
は
、
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
の

論
者
た
ち
に
流
行
し
た
明
晰
で
な
い
書
き
ぶ
り
が
学
問
的
で
な
い
と
見
え
た
の
で
あ
る
。
ガ
タ
リ
の
哲
学
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的
な
「
詩
」
が
、
浦
の
苫
屋
の
老
夫
だ
け
に
難
解
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
頭
が
よ
い
だ
け
で
な
く
世
の
中
を
よ
く
し
た
い
と
考
え
た
善
意
の
思
想
家
が
、
無
駄

な
思
索
に
ふ
け
っ
て
い
た
と
す
る
の
は
、
見
当
違
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
書
物
に
薫
習
さ

れ
て
み
れ
ば
、
近
代
社
会
が
長
く
続
い
て
き
た
結
果
、
複
雑
に
か
ら
ま
り
あ
っ
て
手
を
つ
け
よ
う
が
な
い

ほ
ど
捉
え
に
く
く
な
っ
た
現
代
の
状
況
を
、
解
き
ほ
ぐ
そ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
判
る
。
門
外
漢
に
も
、

そ
の
批
判
は
広
い
事
柄
に
わ
た
り
、
鋭
く
深
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
現
代
の
経
済
・
社
会
・
政
治
を
お

お
っ
て
人
間
の
活
動
を
抑
圧
す
る
体
制
・
制
度
を
撃
つ
だ
け
で
な
く
、
既
存
の
思
想
や
思
考
法
ま
で
も
問

題
に
し
て
、
人
間
を
解
き
放
つ
道
を
探
し
て
い
る
の
だ
と
思
う
。
そ
れ
が
、
「
人
は
な
ぜ
記
号
に
従
属
す

る
の
か
」
と
い
う
日
本
語
表
題
が
選
ば
れ
た
理
由
だ
ろ
う
。 

世
に
は
、
経
済
活
動
を
活
発
に
す
る
た
め
に
可
能
な
す
べ
て
を
実
行
し
、
大
胆
な
諸
改
革
を
行
な
い
バ

ラ
色
の
未
来
を
つ
く
る
、
と
い
う
よ
う
な
「
聞
こ
え
の
よ
い
」
言
い
方
が
あ
ふ
れ
て
い
る
。
先
進
諸
国
の

経
済
は
本
当
の
と
こ
ろ
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
す
で
に
「
改
革
」
が
続
い
た
の
に
格
差
が
広
が
っ
て
い

る
の
は
な
ぜ
か
、
な
ど
の
疑
問
が
公
然
と
語
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
状
況
は
、
構
造
と
し
て
社
会
に
埋

め
こ
ま
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
を
支
え
る
言
語
な
ど
記
号
的
な
す
べ
て
の
も
の
を
支
配
し
て
、

わ
れ
わ
れ
の
思
考
そ
の
も
の
が
現
状
を
変
更
で
き
な
く
し
て
い
る
、
と
説
い
て
い
る
の
だ
と
思
う
。 
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け
れ
ど
も
や
は
り
、
中
心
的
な
論
点
を
誰
も
が
す
ぐ
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
こ

れ
で
は
、
多
く
の
人
々
が
聞
き
耳
を
立
て
る
ほ
ど
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
三
十
年
以
上
経
っ

て
、
現
在
も
世
を
お
お
っ
て
い
る
体
制
と
文
化
が
本
質
を
変
え
ず
に
続
く
中
、
批
判
は
あ
ふ
れ
る
情
報
に

か
ら
み
と
ら
れ
て
底
に
た
ま
る
だ
け
で
、
力
を
発
揮
で
き
て
い
な
い
。
ガ
タ
リ
の
書
物
を
離
れ
て
考
え
て

み
て
も
、
資
本
主
義
経
済
が
タ
ー
ニ
ン
グ
・
ポ
イ
ン
ト
を
過
ぎ
た
一
九
七
〇
年
代
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
種
類

の
言
説
が
状
況
を
批
判
し
た
は
ず
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
改
善
し
よ
う
と
す
る
動
き
は
ほ
と
ん
ど
成
功
し

て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
推
移
を
ぼ
ん
や
り
と
傍
観
し
て
き
た
老
人
に
も
、
今
起
き
て
い
る
事
態
は
た
い
へ

ん
も
ど
か
し
い
。 

 

老
夫
に
で
き
る
こ
と
は
、
も
っ
と
長
い
歴
史
を
ふ
り
返
っ
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
は
理
念
が
成
就

し
て
い
く
過
程
で
は
な
い
。
じ
つ
の
と
こ
ろ
、
歴
史
の
実
際
の
展
開
は
、
あ
ら
ゆ
る
見
苦
し
い
こ
と
が
起

き
る
、
ま
こ
と
に
と
ほ
う
も
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
紆
余
曲
折
を
経
な
が
ら
、
歴
史
に
一
つ
の

進
展
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
、
よ
り
多
く
の
人
間
が
各
自
の
可
能
性
を
追
求
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き

た
、
と
い
う
ふ
う
に
見
え
る
。
こ
れ
は
希
望
的
観
測
な
の
だ
ろ
う
か
。 

そ
の
動
因
を
社
会
の
外
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
人
間
の
社
会
は
、
ほ
か
の
動
物
の
社
会
と
違
う
。

葉
切
り
ア
リ
が
つ
く
る
社
会
は
、
ほ
と
ん
ど
Ｄ
Ｎ
Ａ
に
埋
め
こ
ま
れ
た
本
能
に
よ
る
け
れ
ど
も
、
人
間
は
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本
能
以
上
の
行
動
を
す
る
。
文
化
に
よ
っ
て
あ
る
い
は
言
葉
に
よ
っ
て
考
え
て
行
動
を
選
ぶ
。
人
間
の
考

え
方
は
、
社
会
の
あ
り
方
に
強
く
影
響
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
社
会
の
あ
り
方
を
変
え
る
。
過
去
を
ふ
り

返
る
と
、
こ
の
相
互
作
用
は
長
い
間
に
あ
と
戻
り
で
き
な
い
ほ
ど
社
会
を
変
え
た
。
そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
は

歴
史
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
長
か
っ
た
封
建
体
制
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
人
間
の
言

動
と
一
体
に
な
っ
て
い
て
、
考
え
方
は
後
世
ま
で
尾
を
引
い
た
の
に
、
じ
つ
に
ゆ
っ
く
り
と
別
の
も
の
に

移
行
し
た
。
ガ
タ
リ
の
言
う
よ
う
に
、
現
在
考
え
方
ま
で
資
本
主
義
体
制
に
組
み
こ
ま
れ
て
い
る
が
、
そ

れ
も
い
つ
か
終
わ
る
時
が
来
る
の
だ
。 

す
で
に
資
本
主
義
体
制
の
終
焉
を
見
越
し
て
い
る
少
数
の
人
た
ち
が
い
る
。
そ
の
議
論
に
影
響
さ
れ
た

感
想
が
、
こ
の
雑
記
帳
の
は
し
ば
し
に
登
場
し
て
い
る
。
ゆ
る
や
か
だ
が
押
し
と
ど
め
る
こ
と
の
で
き
な

い
社
会
の
変
化
が
、
二
十
世
紀
後
半
か
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
考
察
・
議
論
を
乗
り
越
え
て
い
く
だ
ろ
う
。
そ

の
大
き
な
う
ね
り
に
も
ま
れ
な
が
ら
、
人
は
底
に
埋
も
れ
た
そ
れ
ら
の
言
説
を
思
い
起
こ
す
こ
と
に
な
る

の
だ
ろ
う
。 
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