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詩
の
〈
行
〉
を
読
む
　
―
萩
原
朔
太
郎
「
旅
上
」
―

戸
塚
学

特
集
　
文
学
教
材
で
何
を
教
え
る
か

　

明
確
な
ル
ー
ル
を
持
た
な
い
日
本
の
口
語
自

由
詩
に
も
形
の
上
で
の
特
徴
が
あ
る
。
つ
ま
り

形
式
で
あ
る
。
形
式
に
注
目
す
る
と
、
詩
の
読

み
方
が
少
し
変
わ
る
。
こ
こ
で
は
『
明
解
国
語

総
合
』『
精
選
国
語
総
合
』
採
録
の
萩
原
朔
太

郎
「
旅
上
」
冒
頭
四
行
を
取
り
上
げ
、
形
式
に

着
目
し
て
詩
を
読
む
方
法
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

　
　

旅
上　
　
　
　
　
　
　
　

萩
原
朔
太
郎

　
　

ふ
ら
ん
す
へ
行
き
た
し
と
思
へ
ど
も

　
　

ふ
ら
ん
す
は
あ
ま
り
に
遠
し

　
　

せ
め
て
は
新
し
き
背
広
を
き
て

　
　

き
ま
ま
な
る
旅
に
い
で
て
み
ん
。

　

詩
の
形
式
の
中
で
最
も
基
本
的
な
も
の
は
行

で
あ
る
。
行
は
音
や
意
味
の
連
な
り
を
区
切
り

一
定
の
ま
と
ま
り
を
作
る
。
あ
る
ま
と
ま
り
と

別
の
ま
と
ま
り
と
の
間
に
は
関
係
が
生
じ
る
。

順
接
や
逆
接
、
転
換
や
対
比
な
ど
で
あ
る
。
行

に
注
目
し
て
読
む
と
は
、
こ
う
し
た
行
と
行
の

間
の
関
係
性
を
読
む
こ
と
で
あ
る
。

　

だ
が
行
を
意
識
し
て
読
む
こ
と
は
意
外
に
難

し
い
。
前
の
行
か
ら
次
の
行
へ
と
続
け
て
読
ん

で
い
く
と
行
間
を
つ
い
補
っ
て
埋
め
て
し
ま
う

か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
行
を
一
連
の
文
章
の
一

部
分
と
し
て
読
ん
で
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

無
意
識
に
行
を
無
化
し
、
散
文
化
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
文
章
を
読
む
よ
う
に
詩
を
読
む
時
、

行
と
い
う
形
式
は
見
失
わ
れ
る
。

　

一
つ
一
つ
の
行
は
一
種
の
独
立
し
た
断
片
で

あ
る
。
そ
の
意
味
で
行
を
意
識
し
て
読
む
こ
と

は
四
コ
マ
漫
画
を
読
む
こ
と
に
似
て
い
る
か
も

し
れ
な
い
。
私
た
ち
は
四
コ
マ
漫
画
を
独
立
し

た
場
面
の
連
続
と
し
て
読
む
。
状
況
が
設
定
さ

れ
、
展
開
・
転
換
・
オ
チ
が
来
る
。
コ
マ
は
自

立
し
つ
つ
も
前
後
の
コ
マ
と
つ
な
が
り
を
持
つ
。

詩
の
行
も
ま
た
、
自
立
す
る
働
き
と
前
後
と
つ

な
が
る
働
き
を
と
も
に
持
つ
。
行
を
意
識
し
て

詩
を
読
む
と
は
、
こ
の
よ
う
な
行
ご
と
の
切
断

と
連
続
を
読
む
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

行
を
意
識
す
る
た
め
に
、
私
は
後
続
の
行
を

紙
な
ど
で
隠
し
て
詩
を
読
ん
で
み
る
こ
と
が
あ

る
。
一
行
読
み
終
え
る
ご
と
に
次
の
一
行
を
出

し
て
読
む
。
行
ご
と
の
意
味
作
用
を
可
視
化
す

る
。
次
の
行
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
、
あ
る
行
の

意
味
作
用
が
次
の
行
で
ど
う
引
き
継
が
れ
る
か

と
い
う
予
期
が
生
ま
れ
る
。
次
の
行
は
こ
の
予

期
に
対
す
る
答
え
合
わ
せ
と
し
て
読
ま
れ
る
。

隣
接
す
る
二
行
の
関
係
性
が
明
確
に
な
る
。

　

ま
た
あ
る
行
の
言
葉
が
そ
こ
に
初
め
て
現
れ

0

0

0

0

0

0

0

0

た0

言
葉
と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
意
味

作
用
の
働
き
出
す
瞬
間
が
顕
在
化
す
る
。
す
る

と
行
と
行
の
間
に
仕
掛
け
ら
れ
た
驚
き
も
看
取

さ
れ
る
。
行
に
注
目
す
る
と
、
詩
の
言
葉
を
新

鮮
な
目
で
眺
め
、
詩
の
言
葉
が
イ
メ
ー
ジ
や
観

念
を
作
り
出
す
瞬
間
を
捉
え
ら
れ
る
。

　

実
際
に
行
に
注
目
し
て
「
旅
上
」
を
読
ん
で

み
よ
う
。
第
一
行
は
「
ふ
ら
ん
す
へ
行
き
た
し
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文
学
教
材
で
何
を
教
え
る
か

と
思
へ
ど
も
」
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
へ
行
き
た

い
と
い
う
話
者
の
願
望
が
提
示
さ
れ
る
。
こ
こ

で
次
の
行
を
読
ま
ず
に
立
ち
止
ま
る
。
す
る
と

行
末
の
「
ど
も
」
が
目
に
と
ま
る
。「
ど
も
」

は
逆
接
だ
か
ら
、「
思
う
け
れ
ど
、
で
も
…
…
」

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
第
二
行
の

展
開
が
予
期
さ
れ
る
。
こ
の
話
者
の
願
望
は
叶

わ
な
い
は
ず
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
予
期
を
踏
ま
え
て
第
二
行
を
読
む
。

「
ふ
ら
ん
す
は
あ
ま
り
に
遠
し
」
と
憧
れ
が
実

現
し
な
い
理
由
が
示
さ
れ
る
。
予
想
通
り
の
結

末
で
驚
き
が
な
い
。
予
定
調
和
で
あ
る
。
だ
が

こ
の
予
定
調
和
が
こ
こ
で
は
大
切
で
あ
る
。

　

第
一
行
の
「
ど
も
」
に
よ
り
希
望
が
叶
わ
な

い
こ
と
は
織
り
込
み
済
み
で
あ
る
。
だ
か
ら
第

二
行
の
「
あ
ま
り
に
遠
し
」
に
暗
さ
は
な
い
。

フ
ラ
ン
ス
が
遠
く
て
行
け
な
い
の
は
当
た
り
前

の
前
提
で
、
そ
の
こ
と
は
挫
折
の
原
因
に
な
ら

な
い
。
こ
の
明
る
い
諦
念
を
打
ち
出
す
た
め
に

第
一
行
の
「
ど
も
」
が
効
い
て
い
る
。
明
る
い

諦
念
だ
か
ら
第
三
行
・
第
四
行
の
よ
う
な
展
開

が
生
ま
れ
る
。
代
替
行
為
と
し
て
の
旅
で
あ
る
。

　

前
半
二
行
と
後
半
二
行
の
間
に
は
ち
ょ
っ
と

し
た
転
換
が
あ
る
。
第
三
行
・
第
四
行
を
い
っ

た
ん
隠
し
て

0

0

0

読
ん
で
み
る
と
よ
く
わ
か
る
。
第

三
行
で
は
「
新
し
き
背
広
」
を
「
き
」
る
行
為

が
、
第
四
行
で
は
「
き
ま
ま
な
る
旅
」
に
「
い

で
て
」
み
る
行
為
が
提
示
さ
れ
る
。
フ
ラ
ン
ス

へ
の
憧
れ
か
ら
突
然
、
背
広
で
あ
り
旅
な
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
出
来
事
の
展
開
と
し
て
見
る
と

そ
れ
ほ
ど
自
然
で
は
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
に
行
け

な
い
か
ら
と
い
う
理
由
で
新
し
い
背
広
を
着
て

旅
に
出
る
人
は
、
現
実
に
あ
ま
り
い
そ
う
に
な

い
。
つ
ま
り
第
二
行
と
第
三
行
の
間
に
は
出
来

事
の
自
然
さ
に
逆
ら
っ
た
小
さ
な
飛
躍
が
あ
る
。

　

だ
が
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
こ
こ
に
は
イ
メ
ー

ジ
の
転
換
が
仕
組
ま
れ
て
い
る
。
前
半
二
行
と

後
半
二
行
に
そ
れ
ぞ
れ
現
れ
る
名
詞
を
見
る
と
、�

前
半
二
行
で
反
復
さ
れ
た
「
ふ
ら
ん
す
」
が

後
半
二
行
で
「
背
広
」「
旅
」
へ
入
れ
替
わ
る
。

観
念
的
な
も
の
か
ら
具
体
的
な
も
の
へ
の
イ

メ
ー
ジ
の
転
換
で
あ
る
。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
の
転

換
を
行
分
け
が
支
え
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
転

換
に
伴
い
「
ふ
ら
ん
す
」
に
託
さ
れ
た
ま
だ
見

ぬ
空
間
へ
の
憧
れ
は
「
新
し
き
背
広
」
に
袖
を

通
す
時
の
期
待
感
や
緊
張
感
へ
と
転
化
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
行
に
注
目
す
る
と
、
第
一

行
・
第
二
行
の
間
の
予
定
調
和
が
見
え
る
。
ま

た
前
半
二
行
と
後
半
二
行
の
間
の
転
換
が
見
え

る
。
前
半
二
行
の
予
定
調
和
が
憧
れ
を
憧
れ
の

ま
ま
に
保
ち
、
後
半
二
行
の
転
換
が
形
を
持
た

な
い
心
情
を
具
体
物
の
イ
メ
ー
ジ
へ
と
転
化
す

る
。
こ
う
し
て
「
旅
上
」
は
憧
れ
と
い
う
心
情

の
純
粋
性
を
保
ち
つ
つ
、
そ
の
う
ち
に
あ
る
情

熱
や
喜
び
を
す
く
い
取
っ
て
、
初
春
の
旅
の
情

景
に
鮮
や
か
に
昇
華
す
る
の
で
あ
る
。
以
下
の

詩
行
は
、
こ
の
旅
の
イ
メ
ー
ジ
を
さ
ら
に
「
み

づ
い
ろ
」
の
窓
の
外
の
情
景
へ
と
開
い
て
い
く
。

こ
の
よ
う
な
言
葉
の
働
き
の
中
心
に
あ
る
の
が
、

行
と
い
う
形
式
な
の
で
あ
る
。

　

行
に
注
目
し
て
読
む
こ
と
は
方
法
で
あ
る
。

方
法
は
別
の
詩
に
適
用
で
き
る
。
と
い
う
こ
と

は
一
般
化
し
て
教
え
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
で
、

読
み
手
が
自
ら
応
用
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

　

大
学
一
年
生
向
け
の
詩
の
授
業
で
四
行
詩
を

行
ご
と
に
イ
メ
ー
ジ
化
し
て
四
コ
マ
漫
画
に
す

る
作
業
を
し
た
こ
と
が
あ
る
。
題
材
と
し
て
工

藤
直
子
「
の
は
ら
う
た
」
を
用
い
た
が
、
授
業

の
テ
ー
マ
は
詩
人
や
作
品
の
特
徴
で
は
な
く
詩

の
行
に
置
い
た
。
個
別
の
詩
の
解
釈
は
経
験
と

し
て
な
か
な
か
積
み
重
ね
に
く
い
。
だ
が
、
方

法
は
経
験
と
し
て
積
み
重
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

詩
を
読
む
に
は
散
文
を
読
む
時
と
異
な
る
勘

所
が
あ
る
。
そ
れ
は
多
く
詩
の
形
式
に
関
わ
る
。

そ
う
し
た
詩
を
読
む
時
の
勘
所
を
方
法
と
し
て

伝
え
る
こ
と
で
、
日
常
的
な
言
葉
と
異
な
る
詩

の
言
葉
の
魅
力
や
面
白
さ
を
味
わ
う
手
段
を
読

み
手
が
自
ら
の
も
の
と
で
き
る
よ
う
に
思
う
。

（
と
つ
か 

ま
な
ぶ
・
常
葉
大
学
）




