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（ 

一
三 

）

中
原
中
也
「
盲
目
の
秋
」
の
「
Ⅱ
」
と
「
Ⅲ
」
を
読
む 

 

小 

川 

敏 

栄  

  

中
原
中
也
の
詩
「
盲
目
の
秋
」
は
『
白
痴
群
』
第
六
号
（
昭
和
五
年
四
月
）
に

発
表
さ
れ
、
詩
集
『
山
羊
の
歌
』（
昭
和
九
年
一
二
月
）
に
収
め
ら
れ
た
。
ロ
ー
マ

数
字
で
区
別
さ
れ
た
四
篇
か
ら
な
る
組
詩
で
あ
る
。「
Ⅰ
」
と
「
IIII
」
は
独
立
し

た
詩
と
し
て
既
に
読
ん
だ
の
で
、(

１)

こ
こ
で
は
残
っ
た
「
Ⅱ
」
と
「
Ⅲ
」
を
読
み
、

そ
の
う
え
で
組
詩
に
お
け
る
「
Ⅰ
」
の
特
別
な
位
置
に
つ
い
て
考
え
た
い
。(

２) 

  
 
 
 
 
 
 
 

一 

  

ま
ず
「
Ⅱ
」
の
テ
ク
ス
ト
を
掲
げ
る
。 

 

こ
れ
が
ど
う
な
ら
う
と
、
あ
れ
が
ど
う
な
ら
う
と
、 

そ
ん
な
こ
と
は
ど
う
で
も
い
い
の
だ
。 

 

こ
れ
が
ど
う
い
ふ
こ
と
で
あ
ら
う
と
、
そ
れ
が
ど
う
い
ふ
こ
と
で
あ
ら
う
と
、 

そ
ん
な
こ
と
は
な
ほ
さ
ら
ど
う
だ
つ
て
い
い
の
だ
。 

人
に
は(

じ
じ)

自
恃
が
あ
れ
ば
よ
い
！ 

そ
の
余
は
す
べ
て
な
る
ま
ゝ
だ
…
… 

 

自
恃
だ
、
自
恃
だ
、
自
恃
だ
、
自
恃
だ
、 

た
だ
そ
れ
だ
け
が
人
の
行
ひ
を
罪
と
し
な
い
。 

 

平
気
で
、
陽
気
で

（
わ
ら
た
ば
）

、
藁
束
の
や
う
に
し
む
み
り
と
、 

朝
霧
を
煮
釜

（
つ
）

に
塡
め
て
、
跳
起
き
ら
れ
れ
ば
よ
い
！ 

  

「
Ⅰ
」
と
同
じ
く
二
行
一
連
を
連
ね
て
い
る
。 

 

第
一
連
は
「
こ
れ
」
や
「
あ
れ
」
が
ど
う
な
ろ
う
と
か
ま
わ
な
い
と
言
う
。 

 

第
二
連
は
「
こ
れ
」
や
「
そ
れ
」
が
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
と
な
お
さ
ら
か

ま
い
は
し
な
い
と
言
う
。 

 
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
第
一
連
は
「
こ
れ
」
や
「
あ
れ
」
の
こ

れ
か
ら
の
変
化
を
問
題
と
し
て
お
り
、
第
二
連
は
「
こ
れ
」
や
「
そ
れ
」
の
現
在

に
い
た
る
有
り
様
に
つ
い
て
の
言
で
あ
る
。
詩
人
は
こ
の
よ
う
に
二
つ
を
き
ち
ん

と
区
別
し
た
う
え
で
、
そ
れ
ぞ
れ
「
ど
う
で
も
い
い
」
と
突
き
放
す
。
そ
こ
に
は
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お
が
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（ 

一
四 

）

理
性
的
な
面
を
も
ち
な
が
ら
執
念
深
く
も
あ
る
人
間
の
苛
立
っ
た
口
吻
が
う
か
が

え
る
。
何
が
こ
の
感
情
の
波
立
ち
を
も
た
ら
し
た
の
か
。 

 

第
三
連
は
た
だ
「
自
恃
が
あ
れ
ば
よ
い
！
」
と
断
言
す
る
。 

 

第
四
連
で
は
「
罪
」
と
い
う
言
葉
が
注
意
を
引
く
。
一
般
論
と
し
て
述
べ
ら
れ

て
い
る
が
、
そ
れ
に
か
か
わ
る
自
分
の
「
行
ひ
」
が
「
罪
」
と
な
る
か
も
し
れ
な

い
、
い
や
、
も
し
か
し
た
ら
既
に
「
罪
」
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
、

あ
る
事
態
の
中
に
詩
人
が
い
る
か
ら
こ
そ
、「
自
恃
だ
、」
は
四
度
も
繰
り
返
さ
れ

る
の
だ
ろ
う
。「
自
恃
」
と
は
「
自
分
自
身
を
た
の
み
と
す
る
こ
と
」（『
広
辞
苑
』）

だ
か
ら
、
精
神
的
に
他
人
に
頼
ら
ず
生
き
る
と
い
う
意
味
に
な
る
が
、「
罪
」
と
い

う
言
葉
と
関
連
さ
せ
る
な
ら
、
自
分
の
良
心
に
恥
じ
な
い
と
い
う
意
味
合
い
も
持

つ
。 

 

第
五
連
の
表
現
は
飛
躍
を
含
み
、
中
原
ら
し
い
。

（
わ
ら
た
ば
）

「
藁
束
の
や
う
に
し
む
み
り

と
」
の
水
分
で
湿
っ
た
イ
メ
ー
ジ
は
「
朝
霧
」
に
つ
な
が
る
。「
朝
霧
を
煮
釜
に(

つ)塡

め
て
」
は
、
そ
の
結
果
ポ
ン
と
は
じ
け
る
イ
メ
ー
ジ
を
思
い
浮
か
べ
れ
ば
、
次
の

「
跳
起
き
」
に
重
な
る
。
か
つ
て
藁
は
寝
床
に
使
わ
れ
た
か
ら
、「
跳
起
き
」
る
の

縁
語
と
し
て
読
め
る
。 

 

「
自
恃
が
あ
れ
ば
」、つ
ま
り
他
人
に
頼
ら
ず
良
心
に
恥
じ
ず
に
行
動
し
た
な
ら
、

「
平
気
で
、
陽
気
で
」
朝
、「
跳
起
き
ら
れ
」
る
と
い
う
の
だ
が
、
そ
れ
は
願
望
で

あ
る
。
そ
の
背
後
に
、
不
安
で
気
持
ち
は
曇
り
、
朝
ほ
が
ら
か
に
起
き
ら
れ
な
い

と
い
う
現
実
が
透
け
て
見
え
る
。
今
の
暗
い
気
持
ち
を
明
日
ま
で
持
ち
越
し
た
く

な
い
、
爆
ぜ
る
よ
う
な
勢
い
で
明
日
は
新
し
い
自
分
に
な
っ
て
起
き
た
い
！
と
い

う
思
い
を
、
こ
う
し
た
訓
戒
の
詩
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
ほ
ど
実
は
苦
し
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。 

 

次
に
「
Ⅲ
」
の
テ
ク
ス
ト
を
掲
げ
る
。 

 

私
サ
ン
タ
・
マ
リ
ヤ

の
聖
母
！ 

 
 

と
に
か
く
私
は
血
を
吐
い
た
！
…
… 

お
ま
へ
が
情
け
を
う
け
て
く
れ
な
い
の
で
、 

 
 

と
に
か
く
私
は
ま
ゐ
つ
て
し
ま
つ
た
…
… 

 

そ
れ
と
い
ふ
の
も
私
が
素
直
で
な
か
つ
た
か
ら
で
も
あ
る
が
、 

 
 

そ
れ
と
い
ふ
の
も
私
に
意
気
地
が
な
か
つ
た
か
ら
で
も
あ
る
が
、 

私
が
お
ま
へ
を
愛
す
る
こ
と
が
ご
く
自
然
だ
つ
た
の
で
、 

 
 

お
ま
へ
も
わ
た
し
を
愛
し
て
ゐ
た
の
だ
が
…
… 

 

お
ゝ
！ 

私
サ
ン
タ
・
マ
リ
ヤ

の
聖
母
！ 

 
 

い
ま
さ
ら
ど
う
し
や
う
も
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、 

せ
め
て
こ
れ
だ
け
知
る
が
い
い
―
― 

 

ご
く
自
然
に
、
だ
が
自
然
に
愛
せ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、 

 
 

そ
ん
な
に
た
び
た
び
あ
る
こ
と
で
な
く
、 

そ
し
て
こ
の
こ
と
を
知
る
こ
と
が
、
さ
う
誰
に
で
も
許
さ
れ
て
は
ゐ
な
い
の

だ
。 

 



 

 

（ 

一
五 

）

 
四
行
、
四
行
、
三
行
、
三
行
か
ら
な
る
一
四
行
詩
（
ソ
ネ
ッ
ト
）
で
あ
る
。
連

ご
と
に
見
て
い
き
た
い
。 

  
 

私
サ
ン
タ
・
マ
リ
ヤ

の
聖
母
！ 

 
 
 
 

と
に
か
く
私
は
血
を
吐
い
た
！
…
… 

 
 

お
ま
へ
が
情
け
を
う
け
て
く
れ
な
い
の
で
、 

 
 
 
 

と
に
か
く
私
は
ま
ゐ
つ
て
し
ま
つ
た
…
… 

  

冒
頭
で
「
私

サ
ン
タ
・
マ
リ
ヤ

の
聖
母
！
」
と
大
仰
に
呼
び
か
け
、
続
け
て
「
と
に
か
く
私
は
血

を
吐
い
た
！
…
…
」
と
、
ぎ
く
り
と
す
る
よ
う
な
こ
と
を
言
う
。(

３) 

 

聖
母
は
祈
り
の
対
象
、
罪
の
許
し
を
請
う
対
象
で
あ
る
。
し
か
し
「
私
の
」
と

さ
れ
る
こ
と
で
日
本
的
な
マ
ド
ン
ナ(

４)

の
意
味
あ
い
を
帯
び
る
。「
お
ま
へ
」
と
い

う
呼
称
が
示
す
二
人
の
慣
れ
親
し
ん
だ
関
係
は
、
上
か
ら
支
配
す
る
男
の
側
の
視

線
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
が
、
今
そ
こ
に
「
私

サ
ン
タ
・
マ
リ
ヤ

の
聖
母
」
と
い
う
、
女
を
仰
ぐ
視
線

が
放
た
れ
る
。
二
つ
の
視
線
の
併
存
に
こ
の
詩
の
特
徴
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。 

 

「
情
け
を
う
け
て
」
は
下
の
者
の
行
為
に
つ
い
て
言
う
表
現
だ
か
ら
「
お
ま
へ
」

と
合
っ
て
い
る
が
、「
う
け
て
く
れ
な
い
」
と
続
く
こ
と
で
関
係
が
捻
れ
、「
お
ま

へ
」
の
方
が
上
に
な
る
。
そ
う
し
た
複
雑
な
二
人
の
関
係
は
説
明
を
要
す
る
と
こ

ろ
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
端
折
る
か
ら
「
と
に
か
く
」
と
い
う
語
の
繰
り
返
し
と
な

る
。「
ま
ゐ
つ
て
し
ま
つ
た
」
と
い
う
「
私
」
は
も
ち
ろ
ん
、「
お
ま
へ
」
の
下
に

い
る
。 

 

 
 

そ
れ
と
い
ふ
の
も
私
が
素
直
で
な
か
つ
た
か
ら
で
も
あ
る
が
、 

 
 
 
 

そ
れ
と
い
ふ
の
も
私
に
意
気
地
が
な
か
つ
た
か
ら
で
も
あ
る
が
、 

 
 

私
が
お
ま
へ
を
愛
す
る
こ
と
が
ご
く
自
然
だ
つ
た
の
で
、 

 
 
 
 

お
ま
へ
も
わ
た
し
を
愛
し
て
ゐ
た
の
だ
が
…
… 

  

「
素
直
で
な
か
つ
た
」
と
い
う
外
面
に
現
れ
た
部
分
だ
け
で
な
く
、
そ
の
奥
の
、

「
意
気
地
が
な
か
つ
た
」
と
い
う
内
面
の
弱
さ
も
告
白
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意

し
た
い
。
二
人
の
恋
愛
の
至
高
性
に
つ
い
て
は
、「
私
が
お
ま
へ
を
愛
す
る
こ
と
」

の
自
然
さ
を
言
い
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
お
ま
へ
も
わ
た
し
を
愛
し
て
ゐ
た
」
と
す
る
。

そ
の
自
然
さ
、
素
直
さ
の
価
値
を
「
私
」
が
忘
れ
た
こ
と
で
、
第
一
連
に
う
か
が

わ
れ
る
女
の
心
変
わ
り
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
自
分
の
罪
を
認
め
る
か
ら
思
い

直
し
て
く
れ
、
と
説
得
し
て
い
る
か
た
ち
で
あ
る
が
、
次
の
連
を
読
む
と
、
事
態

は
も
う
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
と
こ
ろ
ま
で
来
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。 

  
 

お
ゝ
！ 

私
サ
ン
タ
・
マ
リ
ヤ

の
聖
母
！ 

 
 
 
 

い
ま
さ
ら
ど
う
し
や
う
も
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、 

 
 

せ
め
て
こ
れ
だ
け
知
る
が
い
い
―
― 

  
「
い
ま
さ
ら
」
と
い
い
、「
せ
め
て
」
と
い
い
、
手
遅
れ
の
と
き
や
未
練
の
残
る

と
き
に
使
う
言
葉
で
あ
る
。「
知
る
が
い
い
」
と
い
う
言
い
方
は
、
相
手
の
返
答
を

期
待
で
き
な
い
と
き
の
捨
て
台
詞
を
思
わ
せ
な
い
で
も
な
い
。 

 



 

 

（ 

一
六 

）

 
 

ご
く
自
然
に
、
だ
が
自
然
に
愛
せ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、 

 
 
 
 

そ
ん
な
に
た
び
た
び
あ
る
こ
と
で
な
く
、 

そ
し
て
こ
の
こ
と
を
知
る
こ
と
が
、
さ
う
誰
に
で
も
許
さ
れ
て
は
ゐ
な
い
の

だ
。 

  

あ
ら
た
め
て
自
然
な
愛
が
強
調
さ
れ
、
自
分
た
ち
が
選
ば
れ
た
少
数
者
で
あ
る

こ
と
を
訴
え
る
。
た
だ
し
そ
こ
に
、
自
然
な
愛
を
知
る
こ
と
は
自
分
た
ち
だ
け
、
、
に

許
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
っ
た
よ
う
な
物
言
い
は
な
い
。「
そ
ん
な
に
た
び
た
び
あ

る
こ
と
で
な
く
」
と
か
、「
さ
う
誰
に
で
も
許
さ
れ
て
は
ゐ
な
い
」
と
い
う
妙
に
正

確
さ
に
こ
だ
わ
っ
た
表
現
は
、
詩
の
冒
頭
の
誇
張
し
た
表
現
と
対
照
的
で
あ
る
。 

 

「
私
」
は
自
分
の
罪
を
認
め
て
お
り
、
関
係
の
修
復
が
既
に
手
遅
れ
で
あ
る
こ

と
を
予
想
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
ほ
と
ん
ど
望
み
の
な
い
こ
と
な
が
ら
、
最
初

は
情
に
訴
え
、
最
後
は
理
性
的
に
説
得
す
る
こ
と
で
、
女
が
思
い
返
し
て
戻
っ
て

く
る
こ
と
を
願
う
の
で
あ
る
。 

  
 
 
 
 
 
 
 

二 

  

「
Ⅱ
」
か
ら
連
続
し
て
読
む
な
ら
ば
、
自
恃
の
心
を
も
っ
て
し
て
も
相
手
を
忘

れ
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
自
恃
の
心
を
も
っ
て
待
っ
て
み
て

も
、
相
手
は
帰
っ
て
こ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、「
私
」
は
「
Ⅲ
」

で
相
手
に
真
情
を
訴
え
る
が
、
そ
れ
も
ま
た
空
し
く
終
わ
る
し
か
な
か
っ
た
時
、

「
IIII
」
の
ご
と
く
「
せ
め
て
死
の
時
に
は
」
と
臨
終
の
場
で
の
再
会
を
考
え
る
の

は
自
然
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
組
詩
の
最
終
篇
は
、
幸
福
な
和
解
の
場
面
を
夢
想
し

て
自
分
を
慰
め
る
だ
け
の
詩
か
と
思
い
き
や
、
女
の
ひ
ら
い
た
胸
に
圧
迫
さ
れ
て

死
ん
だ
あ
と
「
う
ね
う
ね
の

よ
み
ぢ

暝
土
の
径
を
昇
り
ゆ
く
」
自
分
の
姿
を
想
像
し
て
閉

じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
昇
り
き
っ
た
先
に
「
私
」
が
見
る
も
の
は
何
か
。 

 

「
盲
目
の
秋
」
の
四
篇
を
振
り
返
っ
て
み
た
い
。 

 

「
Ⅰ
」
は
喪
失
を
一
つ
の
水
辺
の
風
景
と
し
て
歌
う
。
喪
失
の
対
象
は
女
で
あ

る
こ
と
が
ほ
の
め
か
さ
れ
、
退
く
こ
と
も
進
む
こ
と
も
で
き
な
い
自
分
を
盲
目
の

存
在
と
し
て
秋
の
風
景
の
中
に
置
く
。 

 

「
Ⅱ
」
は
自
分
に
自
恃
の
大
切
さ
を
言
い
聞
か
せ
る
詩
で
あ
る
。
四
篇
中
、
女

が
出
て
こ
な
い
点
、
特
異
で
あ
る
が
、
組
詩
と
し
て
「
Ⅰ
」
の
あ
と
に
来
て
い
る

か
ら
、
自
恃
の
戒
め
は
「
Ⅰ
」
の
出
来
事
、
す
な
わ
ち
女
に
去
ら
れ
た
ら
し
い
こ

と
を
受
け
て
の
も
の
と
読
む
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
。 

 

「
Ⅲ
」
は
去
っ
た
女
に
戻
る
よ
う
呼
び
か
け
る
詩
で
あ
る
。「
Ⅰ
」
で
ほ
の
め
か

さ
れ
て
い
た
だ
け
の
出
来
事
が
明
瞭
に
な
る
と
同
時
に
「
Ⅱ
」
の
努
力
の
空
し
か

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

「
IIII
」
は
臨
終
で
の
女
と
の
再
会
を
夢
想
す
る
詩
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
Ⅲ
」
の

呼
び
か
け
の
無
益
で
あ
っ
た
こ
と
の
結
果
で
あ
る
。 

 

四
篇
の
詩
は
出
来
事
の
起
き
た
順
に
並
ん
で
い
る
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
そ

し
て
後
の
詩
は
前
の
詩
を
受
け
て
の
も
の
、
す
な
わ
ち
広
い
意
味
で
の
原
因
・
結

果
の
関
係
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
関
係
は
「
IIII
」
の
末
尾
の
死
後
の
「
私
」
の
歩

み
に
よ
っ
て
、「
IIII
」
の
先
へ
ま
で
も
続
い
て
い
こ
う
と
す
る
。 

 

「
う
ね
う
ね
の

よ
み
ぢ

暝
土
の
径
を
昇
」
っ
た
向
こ
う
に
あ
る
の
は
「
Ⅰ
」
の
風
景
で



 

 

（ 

一
七 

）

あ
ろ
う
。
組
詩
の
最
初
の
詩
と
し
て
の
「
Ⅰ
」
の
役
割
の
一
つ
は
、
そ
れ
に
続
く

「
Ⅱ
」
で
語
ら
れ
る
詩
人
の
心
の
動
揺
を
惹
起
し
た
事
件
の
存
在
を
暗
示
す
る
こ

と
で
あ
っ
た
が
、「
Ⅰ
」
の
詩
と
し
て
の
核
心
は
、
事
件
の
衝
撃
と
そ
の
後
の
混
乱

の
あ
と
に
、「
一
つ
の
青
春
の
終
焉
を
、
人
生
の
秋
を
迎
え
た
か
の
よ
う
な
男
の
心

の
風
景
と
し
て
描
き
出
し
た
」(

５)

と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の
意
味
で
「
Ⅰ
」
は
最
初
の

詩
で
あ
る
と
と
も
に
最
後
の
詩
で
あ
る
。 

 

「
Ⅰ
」
は
一
篇
で
大
き
な
喪
失
の
思
い
を
歌
っ
た
叙
情
詩
と
し
て
十
分
に
成
立

し
て
い
る
。
そ
れ
は
恋
愛
に
よ
る
も
の
と
は
限
ら
な
い
わ
け
だ
が
、
恋
愛
と
い
っ

た
現
実
の
出
来
事
で
裏
打
ち
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
喪
失
は
明
確
な
輪
郭
を
見
せ
る
。

直
接
に
は
見
え
な
い
け
れ
ど
も
透
か
す
と
見
え
る
よ
う
に
す
る
の
で
あ
る
。
組
詩

の
冒
頭
に
置
か
れ
る
こ
と
で
、
続
く
三
つ
の
詩
篇
に
よ
っ
て
表
面
に
露
わ
に
見
え

な
い
明
瞭
な
色
彩
が
裏
に
施
さ
れ
、
い
わ
く
言
い
難
い
奥
行
き
の
あ
る
風
景
と
し

て
「
Ⅰ
」
は
私
た
ち
の
前
に
再
び
立
ち
現
れ
る
。 
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