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一

　

北
川
冬
彦
は
、『
現
代
詩
Ⅱ
』
の
中
で
、
伊
東
静
雄
の
『
わ
が
ひ
と
に
與
ふ

る
哀
歌
』
所
収
の
詩
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

�（
…
）
詩
集
『
わ
が
ひ
と
に
與
ふ
る
哀
歌
』
を
繙
い
た
人
は
、
こ
の
詩
集

全
体
が
口
語
詩
の
次
に
文
語
詩
、
そ
の
次
が
口
語
詩
、
次
ぎ
に
文
語
詩
と

い
う
風
に
、
口
語
詩
と
文
語
詩
が
交
互
に
配
列
し
て
あ
る
こ
と
に
も
気
付

い
た
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、『
わ
が
ひ
と
に
與
ふ
る
哀
歌
』
ば
か
り
で
な

く
、
第
二
詩
集
『
夏
花
』（
昭
和
十
五
年
）
で
も
見
ら
れ
、
次
の
詩
集
『
春

の
い
そ
ぎ
』
で
も
見
取
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
大
体
に
、
口
語
詩
で
は
日

常
生
活
的
世
界
が
書
か
れ
、
文
語
詩
で
は
、
観
念
的
世
界
が
歌
わ
れ
て
い

る
。
大
阪
の
新
世
界
界
隈
の
猥
雑
さ
を
好
ん
だ
か
れ
の
リ
ア
リ
ス
ト
の
性

格
（
小
高
根
二
郎
に
よ
る
）
が
口
語
体
を
生
み
、
か
れ
の
ド
イ
ツ
・
ロ
ー

マ
ン
派
の
詩
に
惹
か
れ
る
思
索
性
が
文
語
体
詩
を
書
か
せ
た
、
と
言
え
る

だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
適
合
し
た
二
つ
の
か
れ
の
内
部
世
界

の
表
現
形
態
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。（１
）

　
「
口
語
詩
と
文
語
詩
が
交
互
に
配
列
し
て
あ
る
」
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い

点
で
、
こ
の
指
摘
は
正
確
で
は
な
い
が
、『
わ
が
ひ
と
に
與
ふ
る
哀
歌
』
全
体

を
二
つ
の
対
比
的
な
世
界
か
ら
構
成
さ
れ
た
と
捉
え
る
視
点
は
、
こ
の
詩
集
を

ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
要
素
を
含
ん
だ
も
の
と
理
解
す
る
杉
本
秀
太
郎
の
よ
う
な

見
解
へ
と
繋
が
る
重
要
な
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
口
語
詩
と
文
語
詩
、
あ
る
い
は
「
リ
ア
リ
ス
ト
」
対
「
ド
イ
ツ
・

ロ
ー
マ
ン
派
」
と
い
う
分
類
は
詩
集
収
録
作
品
の
間
の
差
異
を
見
え
な
く
さ
せ

て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
普
通
に
読
ん
で
み
れ
ば
す
ぐ
に
理
解
で
き
る
よ
う

に
、
口
語
詩
の
中
に
も
観
念
的
世
界
が
描
か
れ
た
思
索
性
に
富
む
作
品
は
あ

り
、
先
の
分
類
が
そ
の
通
り
機
能
し
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
考
え
て
み
れ

ば
、『
わ
が
ひ
と
に
與
ふ
る
哀
歌
』
理
解
を
困
難
に
し
て
い
る
の
は
、
正
に
こ

の
よ
う
な
単
純
な
分
類
を
拒
絶
す
る
収
録
詩
編
の
多
様
性
な
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
主
に
口
語
で
書
か
れ
、
特
に
幼
少
期
の
回
想
と
い
う
内

容
を
含
む
幾
つ
か
の
作
品
に
焦
点
を
当
て
、
そ
こ
に
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
来

な
か
っ
た
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
影
響
を
見
出
そ
う
と
試
み
る
。
実
証
的
に
伊
東
の

ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
受
容
を
検
討
す
る
こ
と
に
は
困
難
さ
が
伴
う
の
だ
が
、
伊
東
の

発
想
の
根
底
に
そ
の
影
響
が
存
在
す
る
可
能
性
を
ひ
と
ま
ず
指
摘
し
、
伊
東
研

究
あ
る
い
は
昭
和
期
の
ロ
マ
ン
主
義
研
究
の
新
た
な
一
面
を
提
示
し
た
い
。
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二

　

伊
東
と
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
と
の
交
渉
の
痕
跡
は
、『
わ
が
ひ
と
に
與
ふ
る
哀
歌
』

作
品
に
つ
い
て
は
、
明
確
な
も
の
は
未
だ
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ

が
、
大
村
中
学
時
代
か
ら
の
友
人
で
あ
る
大
塚
格
宛
書
簡
が
公
開
さ
れ
、
ま
た

「
詩
へ
の
か
ど
で
」
と
題
さ
れ
た
ノ
ー
ト
が
発
見
さ
れ
る
な
ど
、
佐
賀
高
等
学

校
在
籍
時
か
ら
住
吉
中
学
の
教
員
と
な
る
ま
で
の
伊
東
の
足
跡
が
近
年
少
し
ず

つ
明
ら
か
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
特
に
後
者
に
は
、
周
囲
の
女
性
へ
の
恋
心
か

ら
鬱
々
と
す
る
日
々
を
過
ご
す
若
き
伊
東
の
姿
が
彷
彿
さ
れ
て
興
味
深
い
。

　

今
後
、
こ
の
レ
ベ
ル
の
も
の
は
も
う
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
う
し
た
新
し

い
資
料
の
発
見
は
、
詩
人
の
伝
記
的
な
事
実
、
人
間
関
係
等
を
明
ら
か
に
す
る

上
で
重
要
な
だ
け
で
な
く
、
青
年
期
に
摂
取
し
た
文
学
的
な
影
響
を
知
る
上
で

も
大
き
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
。
特
に
、
本
稿
で
問
題
と
す
る
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス

の
名
は
、『
伊
東
静
雄
全
集
』
に
は
全
く
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、「
詩
へ
の
か
ど

で
」
で
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
出
さ
れ
る
。

　
　

四
月
二
十
日

　
　

十
時
よ
り
十
二
時
頃
ま
で
受
業
。

　
　

百
合
子
嬢
来
信
あ
り
。
嬉
し
。

　
　

�

午
後
は
昼
ね
に
費
い
、
夜
は
食
後
河
原
町
あ
た
り
の
古
本
屋
を
漁
る
（
ヲ

オ
ー
ズ
ヲ
オ
ー
ス
の
詩
を
得
ん
と
思
い
て
）。
買
い
た
き
書
い
と
多
け
れ

ど
も
銭
な
く
し
て
意
に
任
せ
ず
、
九
時
半
帰
る
。

　
　
（
…
）

　
　

読
み
た
き
も
の

　
　
　

ヲ
オ
ー
ズ
ヲ
オ
ー
ス
の
詩　
　
　
　
　
　
　

一
茶
の
日
記

　
　
　

吉
井
勇
氏
の
短
歌　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

馬
琴
の
日
記

　
　
　

厨
川
氏
の
英
詩
撰
訳　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
正
・
明
治
の
文
学
史

　
　
　

カ
ー
ラ
イ
ル
の
英
雄
伝　
　
　
　
　
　
　
　

聖
書
物
語
の
研
究

　
　
　

樋
口
一
葉
女
史
の
全
集　
　
　
　
　
　
　
　

独
歩
の
詩

　
　
　

ド
ス
ト
イ
エ
フ
ス
キ
ー
の
小
説（
２
）

　

一
九
二
六
年
の
記
述
で
あ
る
。
同
年
五
月
二
十
五
日
の
記
述
に
は
、
や
は
り

「
読
む
べ
き
書
」
と
し
て
「
ヲ
ー
ズ
ヲ
オ
ー
ス
詩
集
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
見

出
さ
れ
る
。
こ
の
頃
の
記
述
に
は
、
バ
イ
ロ
ン
な
ど
英
詩
人
に
関
す
る
も
の
が

幾
つ
か
散
見
さ
れ
る
が
、
そ
の
ほ
ぼ
全
て
が
イ
ギ
リ
ス
の
ロ
マ
ン
派
詩
人
で
あ

り
、
当
時
の
伊
東
の
関
心
の
在
り
処
が
う
か
が
わ
れ
る
。
と
は
い
え
、
ワ
ー
ズ

ワ
ー
ス
の
名
が
登
場
す
る
の
は
、
残
念
な
が
ら
こ
の
二
箇
所
の
み
で
あ
る
。
こ

こ
で
の
詩
集
が
日
本
語
訳
な
の
か
原
書
な
の
か
、
そ
れ
す
ら
も
曖
昧
で
あ
り
、

そ
の
後
伊
東
が
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
詩
集
を
入
手
し
て
、
実
際
に
作
品
に
影
響
を

及
ぼ
す
よ
う
な
受
容
が
な
さ
れ
た
の
か
も
判
然
と
し
な
い
。

　

日
本
に
お
け
る
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
受
容
の
歴
史
は
明
治
期
に
始
ま
り
、
国
木
田

独
歩
や
島
崎
藤
村
な
ど
の
作
家
が
多
大
な
影
響
を
受
け
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
翻
訳
・
紹
介
の
早
い
も
の
で
は
宮
崎
八
百
吉
（
湖
処
子
）『
井
リ
ヤ
ム
、

ヲ
ル
ズ
ヲ
ル
ス
』（
民
友
社
、
一
八
九
三
・
一
〇
）、
浦
瀬
白
雨
訳
『
ウ
ォ
ル
ヅ

ヲ
ォ
ス
の
詩
』（
隆
文
館
、
一
九
〇
五
・
七
）、
畔
上
健
造
譯
註
『
ウ
ヲ
ル
ヅ
ヲ

ス
詩
集
』（
聖
書
研
究
社
、
一
九
一
五
・
二
）、
鷲
山
弟
三
郎
著
訳
『
自
然
詩
人

ワ
ズ
ワ
ア
ス
』（
新
生
堂
、
一
九
二
六
・
二
）（３
）、
木
内
打
魚
訳
『
ワ
ー
ヅ
ワ
ー

ス
詩
集
』（
聚
英
閣
、
一
九
二
六
・
一
）、
幡
谷
正
雄
訳
『
ワ
ア
ヅ
ワ
ス
詩
集
』（
新

潮
社
、
一
九
二
七
・
一
一
）
な
ど
が
あ
る
他
、
高
等
学
校
な
ど
の
英
語
教
材
と

い
う
形
で
も
広
く
読
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
う
ち
、
ノ
ー
ト
の
記
述
よ
り
後
に
刊
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行
さ
れ
た
幡
谷
訳
『
ワ
ア
ヅ
ワ
ス
詩
集
』
は
、
伊
東
が
当
時
入
手
し
よ
う
と
し

て
い
た
書
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
だ
が
、
一
九
二
六
年
四
月
二
〇
日
に
ワ
ー
ズ

ワ
ー
ス
の
詩
集
を
古
書
店
で
入
手
で
き
な
か
っ
た
伊
東
が
、
後
に
幡
谷
訳
の

ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
詩
集
を
入
手
し
た
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
、
残
念
な
が
ら
伊

東
の
ノ
ー
ト
に
記
さ
れ
て
い
た
「
ヲ
オ
ー
ズ
ヲ
オ
ー
ス
」
あ
る
い
は
「
ヲ
ー
ズ

ヲ
オ
ー
ス
」
と
い
う
表
記
の
書
は
見
当
た
ら
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
ノ
ー
ト
に
「
独
歩
の
詩
」
と
記
さ
れ
て
い
る
点
も
興
味
深
い
。

こ
の
時
期
、
伊
東
は
独
歩
の
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
を
読
ん
で
お
り
、
こ
の
ノ
ー

ト
自
体
が
そ
の
影
響
の
下
に
記
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
見
解（
４
）も
あ
る
。
そ
し

て
、
明
治
期
に
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
に
最
も
親
炙
し
た
と
思
し
き
作
家
で
あ
る
独
歩

に
、
こ
の
時
期
の
伊
東
が
関
心
を
示
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー

ス
受
容
に
お
い
て
も
独
歩
が
決
定
的
な
要
因
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
推
測
も
成

り
立
つ
だ
ろ
う
。
事
実
、
高
野
巽
編
『
英
文
の
友
』
の
「
号
外　

自
然
の
友
」

（
小
川
尚
栄
堂
、
一
九
〇
二
）
で
は
独
歩
が
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
詩
を
紹
介
し
て

お
り
、
そ
の
中
で
は
次
に
触
れ
る
詩�T

here�w
as�a�boy�

も
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る（
５
）。
ま
た
幡
谷
正
雄
訳
『
ワ
ア
ヅ
ワ
ス
詩
集
』
巻
末
の
「
日
本
に
於
け

る
出
版
書
目
」
に
は
、
独
歩
の
『
ウ
ヲ
ー
ズ
ヲ
ー
ス
の
詩
評
釈
』（
英
学
新
報
社
、

一
九
〇
四
）
な
る
書（
６
）が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
伊
東
の
「
ヲ
オ
ー
ズ
ヲ
オ
ー
ス
」

に
表
記
も
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、
独
歩
経
由
で
伊
東
の
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
受
容
が

促
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

で
は
、
伊
東
と
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
と
の
具
体
的
な
接
触
面
に
つ
い
て
考
察
を

進
め
よ
う
。
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
多
数
の
詩
の
中
で
、『
わ
が
ひ
と
に
與
ふ
る
哀

歌
』
収
録
詩
編
と
の
親
和
性
が
高
い
と
論
者
が
判
断
す
る
の
は
、
少
年
期
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
を
物
語
風
に
描
い
た
詩
「
あ
る
少
年
」There�w

as�a�boy�

で
あ
る
。

こ
れ
は
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
と
の
共
著
『
抒
情
詩
集
』Lyrical ballads 

の
第
二
版

（
一
八
〇
〇
）
に
収
め
ら
れ
た
ほ
か
、
自
伝
的
長
詩
『
序
曲
』T

he Prelude 

第
五
巻
の
一
節
に
も
な
っ
て
い
る
著
名
な
作
品
で
あ
る
。
現
在
で
も
、
田
部
重

治
訳
の
「
一
人
の
少
年
」
が
岩
波
文
庫
版
『
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
詩
集
』（
田
部
選

訳
、
一
九
三
八
・
九
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、『
わ
が
ひ
と
に
與
ふ
る
哀
歌
』

の
作
品
が
執
筆
さ
れ
る
以
前
に
翻
訳
さ
れ
た
も
の
は
、
管
見
で
は
鷲
山
弟
三
郎

の
『
自
然
詩
人
ワ
ズ
ワ
ア
ス
』
と
幡
谷
正
雄
訳
『
ワ
ア
ヅ
ワ
ス
詩
集
』
に
収
録

さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
ま
ず
は
幡
谷
訳
を
引
用
す
る
。

　
　
　
　

あ
る
少
年

あ
る
少
年
が
ゐ
た
、
ウ
ィ
ン
ダ
ア
の
島
々
と
嶮
崖
よ
！

お
前
達
は
よ
く
そ
の
児
を
知
つ
て
ゐ
る
─
─
幾
度
も

夕
方
、
逸
早
く
空
に
現
は
れ
る
星
が

丘
の
上
に
見
え
隠
れ
つ
ゝ
動
い
て
ゐ
る
時
、

樹
蔭
や
、
閃
め
く
湖
水
の
辺
に

彼
は
唯
一
人
佇
ん
で
ゐ
た
。

そ
れ
か
ら
指
と
指
と
を
組
み
合
せ
、

掌
と
掌
を
ぴ
た
り
と
合
せ
、

口
の
と
こ
ろ
に
も
つ
て
行
つ
て
は
、
笛
の
や
う
に

黙
し
て
ゐ
る
梟
に
返
答
を
さ
せ
よ
う
と
、

ホ
ー
ホ
ー
と
啼
き
真
似
を
し
た
。

梟
は
打
ち
湿
つ
た
谷
を
距
て
ゝ
鳴
き
叫
び
、

呼
べ
ば
応
へ
て
ま
た
も
や
叫
ん
だ
―
―

顫
へ
る
響
、
高
い
叫
び
声
、
絶
叫
の
声
、

声
高
く
木
霊
が
幾
度
と
な
く
繰
返
さ
れ
た
。
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楽
し
い
騒
ぎ
の
狂
ほ
し
い
合
唱
！

少
年
が
努
め
て
誘
は
う
と
し
て
も

梟
は
鳴
き
止
ん
で
し
ま
つ
た
。

す
る
と
無
言
の
儘
聞
き
耳
を
立
る
と
、

瀧
の
音
が
少
年
の
心
の
奥
を

突
然
優
し
く
驚
か
し
た
か
、

ま
た
は
静
か
な
景
色
の
美
が
、

そ
の
厳
か
な
姿
、
岩
も
森
も

静
か
な
湖
に
映
つ
て
ゐ
る

定
か
な
ら
ぬ
空
も
ろ
と
も
に

人
知
れ
ず
に
彼
の
心
に
入
つ
た
の
だ
ら
う
。

こ
の
少
年
は
ま
だ
十
二
歳
に
も
な
ら
な
い
内
に

仲
間
と
別
れ
て
死
ん
で
了
つ
た
。

彼
が
生
れ
て
育
つ
た
谷
間
は

景
色
が
殊
の
外
優
れ
て
ゐ
る
。

墓
場
は
村
の
学
校
の
上
の
坂
路
に
あ
つ
て
、

夏
の
夕
べ
、
そ
の
墓
場
を
通
り
過
ぎ
る
時

私
は
必
ず
半
時
間
余
も

彼
が
眠
つ
て
ゐ
る
墓
を
見
詰
め
て

無
言
の
ま
ゝ
立
ち
つ
く
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―�

一
七
九
八�

―
（
７
）

　

幡
谷
正
雄
は
、
一
九
二
〇
年
に
早
稲
田
大
学
英
文
科
を
卒
業
し
、
同
年
七
月

か
ら
二
五
年
二
月
ま
で
千
葉
師
範
学
校
で
嘱
託
教
員
、
そ
の
後
編
集
者
と
な
っ

て
『
イ
ギ
リ
ス
文
学
』『
文
芸
研
究
』
等
の
雑
誌
刊
行
に
関
わ
り
な
が
ら
、
自

ら
も
論
考
を
掲
載
し
て
い
る
。
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
以
外
に
も
、
ブ
レ
イ
ク
や
バ
イ

ロ
ン
等
の
訳
で
知
ら
れ
る
英
文
学
者
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
詩
集
に
は
坪
内

逍
遙
が
か
つ
て
執
筆
し
た
解
題
も
収
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
凡
例
に
は
、「
本

訳
は�H
utchinson�

の
牛
津
版
に
拠
り
、
他
に�D

ow
den,�M

orley,�George,�
A

rnold,�K
night�

等
の
諸
版
を
参
照
し
た
。」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、T

hom
as�

H
utchinson�ed.�T

he P
oetical W

orks of W
illiam

 W
ordsw

orth,�
London,�O

xford�U
niv.�Press,�1904.�

が
底
本
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
幡

谷
は
『
抒
情
詩
集
』
の
も
の
を
翻
訳
し
、
ま
た
田
部
は
「
一
七
九
八
年
ド
イ
ツ

に
お
い
て
作
ら
れ
た
。
長
篇�T

he Prelude 

の
一
部
を
な
し
て
い
る
。」
と
詩

集
の
解
説
で
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
序
曲
』
の
本
文
（
一
八
五
〇
年
版
）

を
基
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
（『
序
曲
』
収
録
の
も
の
は
、
一
八
〇
五
年

版
と
一
八
五
〇
年
版
と
の
間
で
、
特
に
少
年
の
年
齢
が
一
〇
才
か
ら
一
二
才
に

改
稿
さ
れ
る
な
ど
の
重
要
な
異
同
が
あ
る
）。
そ
し
て
幡
谷
は
、
文
語
訳
も
な

い
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ま
で
の
訳
者
と
は
異
な
り
、『
ワ
ア
ヅ
ワ
ス
詩
集
』

で
多
く
の
詩
を
口
語
で
訳
し
て
い
る
。

　

伊
東
が
「
あ
る
少
年
」
を
目
に
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
が
、

実
際
に
い
ず
れ
か
の
訳
を
通
し
て
受
容
が
な
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な

い
。
た
だ
、
こ
の
詩
は
次
に
掲
げ
る
伊
東
の
「
鶯
（
一
老
人
の
詩
）」
と
、
そ

の
状
況
設
定
に
お
い
て
非
常
に
類
似
し
た
点
を
有
し
て
い
る
。

　
　

�（
私
の
魂
）
と
い
ふ
こ
と
は
言
へ
な
い
／
そ
の
証
拠
を
私
は
君
に
語
ら
う

／
─
─
幼
か
つ
た
遠
い
昔　

私
の
友
が
／
或
る
深
い
山
の
縁
に
住
ん
で
ゐ

た
／
私
は
稀
に
そ
の
家
を
訪
う
た
／
す
る
と　

彼
は
山
懐
に
向
つ
て
／
奇

妙
に
鋭
い
口
笛
を
吹
き
鳴
ら
し
／
き
つ
と
一
羽
の
鶯
を
誘
つ
た
／
そ
し
て

忘
れ
難
い
そ
の
美
し
い
鳴
き
声
で
／
私
を
も
て
な
す
の
が
常
で
あ
つ
た
／
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然
し　

ま
も
な
く
彼
は
医
学
校
に
入
る
た
め
に
／
市
に
行
き
／
山
の
家
は

見
捨
て
ら
れ
た
／
そ
れ
か
ら
ず
つ
と
─
─
半
世
紀
も
の
後
に
／
私
共
は
半

白
の
人
に
な
つ
て
／
今
は
町
医
者
の
彼
の
診
療
所
で
／
再
会
し
た
／
私
は

な
ほ
も
覚
え
て
ゐ
た
／
あ
の
鶯
の
こ
と
を
彼
に
問
う
た
／
彼
は
微
笑
し
な

が
ら
／
特
別
に
は
そ
れ
を
思
ひ
出
せ
な
い
と
答
へ
た
／
そ
れ
は
多
分
／
遠

く
消
え
去
つ
た
彼
の
幼
時
が
／
も
つ
と
多
く
の
七
面
鳥
や　

蛇
や　

雀
や

／
地
虫
や　

い
ろ
ん
な
種
類
の
家
畜
や
／
数
へ
切
れ
な
い
植
物
・
気
候
の

な
か
に
／
過
ぎ
た
か
ら
で
あ
つ
た
／
そ
し
て
あ
の
鶯
も
ま
た
／
他
の
す
べ

て
と
同
じ
程
度
に
／
多
分　

彼
の
日
日
で
あ
つ
た
の
だ
ら
う
／
し
か
も

（
私
の
魂
）
は
記
憶
す
る
／
そ
し
て
私
さ
へ
信
じ
な
い
一
篇
の
詩
が
／
私

の
唇
に
の
ぼ
つ
て
来
る
／
私
は
そ
れ
を
君
の
老
年
の
た
め
に
／
書
き
と
め

た（
８
）

　

こ
の
詩
の
成
立
お
よ
び
「
私
の
友
」
の
モ
デ
ル
に
つ
い
て
は
、
田
中
俊
廣
が

『
伊
東
静
雄
青
春
書
簡　

詩
人
へ
の
序
奏
』
解
説
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

�（
…
）
こ
の
詩
は
第
一
詩
集
『
わ
が
ひ
と
に
与
ふ
る
哀
歌
』（
昭
和
10
）
の

末
尾
に
置
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
開
巻
当
初
の
扉
に
は
〈
古
き
師
と
少
な

き
友
に
献
ず
〉
と
い
う
エ
ピ
グ
ラ
フ
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
詩
集
は
い
わ

ば
全
体
を
友
人
へ
の
思
慕
で
挟
ん
で
い
る
構
造
を
呈
し
て
い
る
。
作
品

「
鶯
」
の
「
私
の
友
」、
そ
し
て
献
辞
の
「
少
な
き
友
」
の
一
人
が
、
今
回

新
た
に
発
見
さ
れ
た
百
通
を
超
え
る
伊
東
静
雄
書
簡
の
受
信
者
、
故
大
塚

格
氏
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
作
品
は
現
実
と
は
別
次
元
の
仮
構
さ
れ
た

独
立
し
た
世
界
で
あ
る
が
、
霊
峰
多
良
岳
の
「
山
の
縁
」
の
長
田
村
小
豆

崎
（
現
長
崎
県
諫
早
市
）
に
生
育
し
、
旧
制
大
村
中
学
で
伊
東
と
机
を
列

べ
、
そ
の
後
山
口
高
校
か
ら
長
崎
医
科
大
へ
と
進
ん
だ
親
友
を
モ
チ
ー
フ

に
し
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。（９
）

　

こ
の
「
鶯
」
が
雑
誌
『
呂
』
に
発
表
さ
れ
た
の
は
一
九
三
四
年
二
月
で
、
大

塚
は
同
年
四
月
よ
り
愛
媛
県
伊
予
郡
中
山
町
立
病
院
に
勤
務
し
て
い
る
。
ま
た

「
半
世
紀
も
の
後
」「
半
白
の
人
に
な
つ
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
詩
に
お
け
る
設

定
は
実
際
と
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
が
、「
私
の
友
」
が
大
塚
格
の
投
影
で

あ
る
と
い
う
田
中
の
見
解
に
異
論
は
な
い
。
だ
が
、
友
人
が
鶯
を
口
笛
で
呼
ぶ

と
い
う
詩
の
状
況
設
定
は
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
「
あ
る
少
年
」
か
ら
着
想
さ
れ

た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

も
ち
ろ
ん
、
一
読
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
両
者
の
目
指
す
と
こ
ろ
に
は
大

き
な
違
い
が
あ
る
。
伊
東
の
詩
の
場
合
、
鶯
を
め
ぐ
る
か
つ
て
の
体
験
の
記
憶

が
友
人
と
共
有
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
要
因
と
な
っ
て
、「（
私
の
魂
）
と

い
ふ
こ
と
は
言
へ
な
い
」
と
い
う
冒
頭
の
一
行
が
導
か
れ
る
と
す
る
と
、「
言

へ
な
い
」
こ
と
の
「
証
拠
」
と
し
て
提
示
さ
れ
た
挿
話
が
、「
し
か
も
（
私
の

魂
）
は
記
憶
す
る
」
と
い
う
「（
私
の
魂
）」
の
存
在
の
肯
定
へ
と
反
転
し
て
い

く
と
こ
ろ
に
、
こ
の
詩
の
複
雑
な
回
路
が
見
出
さ
れ
る
。
解
釈
は
容
易
で
は
な

い
が
、
最
終
的
に
「
君
」
と
呼
ば
れ
る
年
少
者
へ
と
詩
が
書
き
留
め
ら
れ
る
こ

と
で
、
友
人
と
共
有
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
個
人
的
な
体
験
・
記
憶
が
「
私

の
」
も
の
と
し
て
定
着
し
た
も
の
、
そ
れ
こ
そ
が
「
詩
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
、

と
伊
東
は
述
べ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。

　

こ
う
し
た
点
か
ら
考
え
る
と
、
こ
の
詩
は
末
尾
近
く
の
「
私
さ
へ
信
じ
な
い

一
篇
の
詩
」、「
君
の
老
年
の
た
め
に
／
書
き
と
め
」
ら
れ
た
詩
こ
そ
、
こ
の

「
鶯
」
と
い
う
詩
そ
の
も
の
だ
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
、
そ
の
場
合
に
は
途
端

に
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
な
様
相
を
帯
び
て
来
る
。
こ
の
点
で
「
鶯
」
は
、
大
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岡
信
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
伴
っ
た
昭
和
十
年
代
の
「
抒

情
」
の
あ
り
よ
う（

10
）
を
明
瞭
に
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
れ
に
比
べ
れ
ば

ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
場
合
は
、
詩
に
表
れ
た
自
然
観
そ
の
も
の
は
伊
東
よ
り
も
深

い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
制
作
意
識
に
お
い
て
は
当
然
な
が
ら
ず
っ
と
素
朴
な
も

の
だ
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

一
方
、「
鶯
（
一
老
人
の
詩
）」
の
描
き
方
に
比
べ
て
、
少
年
と
梟
と
の
交
流

は
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
に
お
い
て
は
よ
り
丁
寧
に
描
き
出
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
こ

の
交
流
が
自
然
と
人
間
と
の
理
念
的
な
関
係
を
示
唆
し
て
い
る
た
め
で
あ
ろ

う
。
幡
谷
訳
「
あ
る
少
年
」
七
行
目
以
降
の
九
行
で
は
副
詞
句
が
連
ね
ら
れ
、

少
年
が
口
笛
を
吹
く
様
子
が
丹
念
に
記
さ
れ
る
。「
そ
れ
か
ら
指
と
指
と
を
組

み
合
せ
、
／
掌
と
掌
を
ぴ
た
り
と
合
せ
、
／
口
の
と
こ
ろ
に
も
つ
て
行
つ
て
は
、

笛
の
や
う
に
／
黙
し
て
ゐ
る
梟
に
返
答
を
さ
せ
よ
う
と
、
／
ホ
ー
ホ
ー
と
啼
き

真
似
を
し
た
。」
と
い
う
具
合
に
、
幡
谷
は
「
組
み
合
せ
」「
合
せ
」「
や
う
に
」「
よ

う
と
」
と
行
末
の
音
を
緩
や
か
に
結
び
付
け
な
が
ら
、
詩
句
を
積
み
重
ね
る
よ

う
に
訳
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
梟
と
鶯
と
い
う
違
い
は
あ
れ
、
両
者
に
描
か
れ
る
の
が
共
に
少
年

と
鳥
と
の
交
流
で
あ
り
、
し
か
も
詩
中
の
「
私
」
は
い
ず
れ
も
少
年
に
つ
い
て

語
る
存
在
で
あ
る
。
そ
し
て
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
場
合
は
少
年
自
身
の
死
、
伊
東

の
場
合
は
友
人
と
の
記
憶
の
共
有
不
可
能
、
さ
ら
に
両
詩
の
回
想
と
い
う
形
式

に
よ
り
、
幼
少
期
の
幸
福
な
体
験
は
「
私
」
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
て
い
る
と
言
え

る
。
梟
や
鶯
の
声
真
似
を
す
る
こ
と
自
体
が
重
要
な
の
で
は
な
い
。「
あ
る
少

年
」
の
場
合
、「
無
言
の
儘
聞
き
耳
を
立
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
周
囲
の
風
景
が

「
人
知
れ
ず
に
彼
の
心
に
入
」
る
と
い
う
状
況
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
こ
の

詩
の
力
点
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
い
ず
れ
の
詩
で
も
、
自
然
の
事
物
と
人
間
（
少

年
）
と
の
交
渉
が
あ
る
種
の
幸
福
な
時
間
と
し
て
提
示
さ
れ
、
語
り
手
は
回
想

と
い
う
形
で
、
失
わ
れ
た
幸
福
な
時
空
間
を
想
起
す
る
。
こ
こ
に
は
、
既
に
失

わ
れ
て
元
に
は
戻
ら
な
い
も
の
に
対
す
る
、
強
い
ア
イ
ロ
ニ
ー
が
認
め
ら
れ
よ

う
。
そ
し
て
、「
鶯
」
に
お
け
る
「
山
の
家
は
見
捨
て
ら
れ
た
」
と
い
う
詩
句

に
は
、
自
然
を
顧
み
な
い
こ
と
へ
の
非
難
も
感
じ
ら
れ
る
。

　

こ
の
他
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
長
詩
「
マ
イ
ケ
ル
」M

ichael�

は
、
語
り
に

よ
っ
て
若
い
世
代
に
体
験
を
伝
達
す
る
と
い
う
内
容
を
備
え
て
お
り
、
伊
東
の

「
鶯
」
に
そ
の
発
想
が
影
響
を
与
え
た
可
能
性
が
あ
る
。
幡
谷
訳
「
マ
イ
ケ
ル
」

で
は
、「
そ
こ
で
、
質
朴
粗
野
な
物
語
で
あ
り
な
が
ら
／
自
然
の
純
情
を
失
わ

ぬ
数
少
な
い
人
々
を
／
よ
ろ
こ
ば
す
た
め
に
こ
の
話
を
述
べ
よ
う
。／
そ
し
て
、

私
の
死
ん
だ
後
、
こ
の
丘
の
中
で
、
／
第
二
の
私
に
な
ら
う
と
す
る
若
い
詩
人

の
た
め
と
い
ふ
／
老
婆
心
に
も
駆
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。」
と
い
う
物
語
の

目
的
が
示
さ
れ
る
。「
～
私
は
君
に
語
ら
う
」「
私
は
そ
れ
を
君
の
老
年
の
た
め

に
／
書
き
と
め
た
」
と
い
う
語
り
と
継
承
の
形
式
を
備
え
た
「
鶯
（
一
老
人
の

詩
）」
と
強
い
類
似
性
が
感
じ
ら
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
比
較
を
通
し
て
見
た
時
、

「
鶯
（
一
老
人
の
詩
）」
は
、
そ
の
語
り
の
形
式
を
通
し
て
、
幼
少
期
の
記
憶
に

遠
近
法
的
な
奥
行
き
を
与
え
る
こ
と
に
成
功
し
た
詩
で
あ
り
、
そ
の
思
想
的
な

深
度
や
方
向
性
に
お
い
て
は
大
き
な
違
い
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
人
間
と
自

然
と
の
関
わ
り
や
接
点
を
描
く
方
法
の
面
に
お
い
て
は
実
に
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
的

な
詩
だ
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、「
あ
る
少
年
」
が
伊
東
に
影
響
を
与
え
た
痕
跡
は
「
鶯
」
以
外
の
詩

に
も
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
「
帰
郷
者
」（『
コ
ギ
ト
』
一
九
三
四

年
四
月
）
は
、
末
尾
で
「
墓
」
が
登
場
す
る
点
に
「
あ
る
少
年
」
と
の
発
想
の

類
似
性
が
感
じ
ら
れ
る
。

曾
て
こ
の
自
然
の
中
で
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そ
れ
と
同
じ
く
美
し
く
住
民
が
生
き
た
と

私
は
信
じ
得
な
い

た
だ
多
く
の
不
平
と
辛
苦
の
の
ち
に

晏
如
と
し
て
彼
ら
の
皆
が

あ
そ
処
で
一
基
の
墓
と
な
つ
て
ゐ
る
の
が

私
を
慰
め
い
く
ら
か
幸
福
に
し
た
の
で
あ
る

　

故
郷
に
お
い
て
自
然
と
住
民
と
が
共
に
美
し
く
存
在
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

し
か
し
、
彼
ら
が
最
終
的
に
そ
こ
に
埋
葬
さ
れ
た
時
、
自
然
と
一
体
化
し
た
よ

う
に
見
え
る
。
こ
の
詩
は
確
か
に
伊
東
の
出
身
地
で
あ
る
長
崎
県
諫
早
市
の
状

況
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
冒
頭
部
の
「
自
然
は
限
り
な
く
美
し
く

永
久
に
住
民
は
／
貧
窮
し
て
ゐ
た
」
に
見
ら
れ
る
「
限
り
な
く
」「
永
久
に
」

と
い
っ
た
副
詞
的
な
詩
語
は
、
も
っ
と
理
念
的
、
観
念
的
な
レ
ベ
ル
で
詩
が
作

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。「
あ
る
少
年
」
で
も
、
十
二
歳
で
亡
く

な
っ
た
少
年
の
墓
は
、
自
然
と
一
体
化
し
た
理
想
的
で
幸
福
な
死
を
象
徴
す
る

も
の
と
し
て
あ
る
。
い
か
な
る
故
郷
に
お
い
て
も
生
み
出
さ
れ
て
し
ま
う
自
然

と
帰
郷
者
と
の
関
係
が
、
具
体
的
な
「
私
」
の
心
情
や
状
況
を
通
し
て
普
遍
的

な
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
詩
作
の
方
向
性
、
あ
る
種
の
理
念
を

提
示
す
る
方
法
も
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
と
共
通
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
「
あ
る
少
年
」
に
は
、
少
年
と
自
然
と
の
交
歓
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い

る
。
例
え
ば
「
ウ
ィ
ン
ダ
ア
の
島
々
と
嶮
崖
よ
！
／
お
前
達
は
よ
く
そ
の
児
を

知
つ
て
ゐ
る
」
と
い
う
二
、
三
行
目
で
は
、
主
語�ye�

を
用
い
て
「
ウ
ィ
ン
ダ

ア
の
島
々
と
嶮
崖
」
を
擬
人
化
し
、
ま
た
そ
れ
ら
に
呼
び
か
け
る
こ
と
で
、
む

し
ろ
自
然
の
側
か
ら
少
年
に
親
密
さ
が
示
さ
れ
る
よ
う
に
詩
句
が
組
み
立
て
ら

れ
る
。
そ
の
た
め
、「
彼
は
唯
一
人
佇
ん
で
ゐ
た
。」
と
い
う
少
年
の
孤
独
な
状

態
は
、
か
え
っ
て
自
然
の
事
物
、
生
物
に
取
り
囲
ま
れ
た
彼
の
有
り
よ
う
を
幸

福
な
も
の
と
し
て
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
は
、
伊
東
の

「
河
辺
の
歌
」（『
コ
ギ
ト
』
一
九
三
四
年
一
〇
月
）
に
も
見
ら
れ
る
も
の
だ
と

言
え
る
だ
ろ
う
。

　
　

�

私
は
河
辺
に
横
は
る
／（
ふ
た
た
び
私
は
帰
つ
て
来
た
）／
曾
て
い
く
ど
も

し
た
こ
の
ポ
ー
ズ
を
／
肩
に
さ
や
る
雑
草
よ
／
昔
馴
染
の　

意
味
深
長
な

／
と
嗤
ふ
な
ら
／
多
分
お
前
は
ま
違
つ
て
ゐ
る
／
永
い
不
在
の
歳
月
の
後

に
／
私
は
再
び
帰
つ
て
来
た
／
ち
よ
つ
と
も
傷
け
ら
れ
も
／
ま
た
豊
富
に

も
さ
れ
な
い
で
／
／
悔
恨
に
ず
つ
と
遠
く
／
ザ
ハ
ザ
ハ
と
河
は
流
れ
る
／

私
に
残
つ
た
時
間
の
本
性
！
／
孤
独
の
正
確
さ
／
そ
の
精
密
な
計
算
で
／

熾
さ
か
ん
な
陽
の
中
に
／
は
や
も
自
身
を
ほ
ろ
ぼ
し
始
め
る
／
野
朝
顔
の

一
輪
を
／
私
は
み
つ
け
る
／
／
か
う
し
て
此
処
に
ね
転
ぶ
と
／
雲
の
去
来

の
何
と
を
か
し
い
程
だ
／
私
の
空
を
と
り
囲
み
／
そ
れ
ぞ
れ
に
天
体
の
名

前
を
有
つ
て
／
山
々
の
相
も
変
ら
ぬ
戯
れ
よ
／
噴
泉
の
怠
惰
の
や
う
な
／

翼
を
疾
つ
く
に
私
も
見
捨
て
は
し
た
／
け
れ
ど
少
年
時
の
／
飛
行
の
夢
に

／
私
は
決
し
て
見
捨
て
ら
れ
は
／
し
な
か
つ
た
の
だ

　

こ
こ
で
も
、
詩
句
や
趣
向
の
類
似
性
以
上
の
も
の
は
示
せ
な
い
が
、「
あ
る

少
年
」
の
「
ウ
ィ
ン
ダ
ア
の
島
々
と
嶮
崖
よ
！
／
お
前
達
は
よ
く
そ
の
児
を
知

つ
て
ゐ
る
」
の
部
分
は
、「
河
辺
の
歌
」
の
「
肩
に
さ
や
る
雑
草
よ
／
昔
馴
染

の　

意
味
深
長
な
／
と
嗤
ふ
な
ら
／
多
分
お
前
は
ま
違
つ
て
ゐ
る
」
の
箇
所
と

類
似
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
自
然
の
事
物
に
対
し
て
「
～
よ
」
と
呼
び
か
け
、

「
お
前
（
達
）」
と
呼
ん
で
擬
人
化
し
な
が
ら
、
自
然
と
人
間
と
の
親
密
さ
を
提

示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
故
郷
と
思
し
き
地
に
回
帰
し
た
「
私
」
は
、「
ち
よ

－�19�－



つ
と
も
傷
つ
け
ら
れ
も
／
ま
た
豊
富
に
も
さ
れ
な
」
か
っ
た
こ
と
へ
の
「
悔
恨
」

の
情
を
抱
い
た
後
、
自
然
の
連
関
の
中
に
身
を
置
く
こ
と
で
、「
少
年
時
の
飛

行
の
夢
に
／
私
は
決
し
て
見
捨
て
ら
れ
は
／
し
な
か
つ
た
の
だ
」
と
い
う
認
識

へ
と
至
る
。
こ
の
認
識
の
内
実
は
や
や
曖
昧
な
も
の
で
あ
る
が
、
幼
少
時
の
理

念
の
場
を
指
し
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

口
語
詩
の
中
で
も
比
較
的
観
念
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
作
品
は
、
故
郷
や
幼

年
時
代
の
理
念
を
含
ん
だ
も
の
、
作
品
名
で
言
え
ば
「
晴
れ
た
日
に
」「
帰
郷

者
」「
四
月
の
風
」「
有
明
海
の
思
ひ
出
」「
河
辺
の
歌
」「
鶯
（
一
老
人
の
詩
）」

等
で
あ
る
。
最
も
早
い
の
が
一
九
三
四
年
二
月
の
『
呂
』
に
発
表
さ
れ
た
「
鶯
」

で
、
遅
い
の
は
『
コ
ギ
ト
』
一
九
三
五
年
三
月
号
発
表
の
「
有
明
海
の
思
ひ
出
」

で
あ
る
が
、
口
語
詩
の
中
で
も
北
川
冬
彦
の
言
う
「
リ
ア
リ
ス
ト
」
的
面
が
比

較
的
強
い
「
新
世
界
の
キ
ィ
ノ
ー
」「
海
水
浴
」「
病
院
の
患
者
の
歌
」
な
ど
が

一
九
三
三
年
に
発
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
一
九
三
五
年
発
表
の
作

品
群
に
向
け
て
徐
々
に
観
念
性
が
高
ま
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
こ
れ

ら
一
九
三
四
年
発
表
の
詩
群
も
ま
た
、「
曠
野
の
歌
」
や
「
わ
が
ひ
と
に
與
ふ

る
哀
歌
」
な
ど
と
同
じ
く
、『
わ
が
ひ
と
に
與
ふ
る
哀
歌
』
の
中
核
を
成
し
て

い
る
と
思
え
る
の
で
あ
る
。

　

冒
頭
で
北
川
冬
彦
の
見
解
を
参
照
し
た
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
『
わ
が
ひ
と
に

與
ふ
る
哀
歌
』
の
口
語
詩
は
、
伊
東
の
詩
が
散
文
と
詩
に
引
き
裂
か
れ
て
い
る

状
況
を
よ
く
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
『
序
曲
』
や
「
マ
イ

ケ
ル
」
の
よ
う
な
長
篇
詩
を
伊
東
が
書
く
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、「
鶯
（
一
老

人
の
詩
）」
の
よ
う
な
回
想
を
含
ん
だ
散
文
的
な
詩
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、

記
憶
の
遠
近
法
に
よ
っ
て
奥
行
き
を
与
え
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
点
で
確
か

に
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
的
だ
と
言
え
る
。
し
か
も
そ
の
散
文
性
は
、
戦
後
の
『
反

響
』
へ
と
至
る
伊
東
の
詩
業
に
お
い
て
、
一
貫
し
て
そ
の
基
底
に
存
す
る
要
素

で
あ
る
。
変
遷
の
激
し
い
そ
の
詩
風
が
評
価
の
違
い
に
如
実
に
反
映
す
る
傾
向

の
あ
る
伊
東
に
お
い
て
は
、
こ
れ
は
極
め
て
重
要
な
考
察
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
る

は
ず
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
三

　
「
有
明
海
の
思
ひ
出
」
は
、
具
体
的
な
地
名
が
登
場
す
る
数
少
な
い
例
（
あ

と
は
「
晴
れ
た
日
に
」
に
お
け
る
「
千
曲
川
」
と
、「
新
世
界
の
キ
ィ
ノ
ー
」

の
「
新
世
界
」）
の
一
つ
で
あ
る
が
、
伊
東
の
故
郷
で
あ
る
諫
早
か
ら
見
た
有

明
海
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
を
俟
た
な
い
。

馬
車
は
遠
く
光
の
な
か
を
駆
け
去
り

私
は
ひ
と
り
岸
辺
に
残
る

わ
た
し
は
既
に
お
そ
く

天
の
彼
方
に

海
波
は
最
後
の
一
滴
ま
で
沸
り
堕
ち
了
り

沈
黙
な
合
唱
を
か
し
処
に
し
て
ゐ
る

　

こ
の
冒
頭
部
の
前
半
は
、「
馬
車
は
・
遠
く
・
光
の
・
な
か
を
・
駆
け
去
り
（
四
・

三
・
四
・
三
・
四
）／
私
は
・
ひ
と
り
・
岸
辺
に
・
残
る
（
四
・
三
・
四
・
三
）」

と
、
四
音
と
三
音
と
の
交
替
で
詩
句
が
構
成
さ
れ
て
い
て
非
常
に
テ
ン
ポ
が
良

い
が
、
後
半
に
至
る
と
そ
の
リ
ズ
ム
の
良
さ
が
失
わ
れ
る
こ
と
で
や
や
散
文
的

と
な
り
、「
沈
黙
な
合
唱
」
が
示
唆
す
る
平
板
な
状
態
へ
と
至
る
よ
う
に
な
る
。

行
末
の
音
も
整
え
ら
れ
、
意
識
的
に
詩
句
が
配
置
さ
れ
て
い
る
詩
で
あ
る
。

　
「
私
」
は
馬
車
に
乗
っ
て
こ
こ
ま
で
来
た
が
、
そ
の
馬
車
は
既
に
走
り
去
っ
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て
い
て
、
自
分
は
岸
辺
に
い
る
。「
わ
た
し
」
は
「
私
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
渡

し
」
で
も
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る（

11
）が
、
そ
れ
に
従
え
ば
、「
私
」
は
「
渡

し
」
の
営
業
時
間
が
終
わ
っ
て
「
緑
の
島
」
に
渡
れ
ず
、
到
達
に
対
す
る
遅
れ

を
抱
え
込
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、「
海
波
は
最
後
の
一
滴
ま
で
～
」

の
部
分
に
も
、
あ
る
種
の
終
了
・
完
結
の
印
象
が
示
さ
れ
、
喪
失
感
、
あ
る
い

は
充
実
し
た
も
の
か
ら
の
疎
隔
感
が
強
く
印
象
付
け
ら
れ
る
。
こ
の
疎
隔
感

は
、「
沈
黙
の
合
唱
」
と
い
う
矛
盾
を
孕
ん
だ
詩
語
の
配
置
に
よ
っ
て
も
強
め

ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
懸
隔
を
伴
っ
た
主
体
の
状
況
は
、

「
私
」
が
馬
車
に
乗
っ
て
有
明
海
に
来
る
よ
う
な
外
部
か
ら
の
訪
問
者
＝
既
に

故
郷
を
離
れ
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
（
こ
れ
は
成
長
の
裏
返
し
で
も
あ
る
）

の
結
果
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
続
く
部
分
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

月
光
の
窓
の
恋
人

叢
に
ゐ
る
犬　

谷
々
に
鳴
る
小
川
…
…
の
歌
は

無
限
な
泥
海
の
輝
き
返
る
な
か
を

縫
ひ
な
が
ら

私
の
岸
に
辿
り
つ
く
よ
す
が
は
な
い

そ
れ
ら
の
気
配
に
な
ら
ぬ
歌
の

う
ち
顫
ひ
ち
ら
ち
ら
と
す
る

緑
の
島
の
あ
た
り
に

遥
か
に
わ
た
し
は
目
を
放
つ

　

こ
こ
で
の
「
月
光
の
窓
の
恋
人
／
叢
に
ゐ
る
犬　

谷
々
に
鳴
る
小
川
…
…
の

歌
」
の
内
実
は
定
か
で
は
な
い
が
、
そ
う
し
た
歌
の
存
在
す
る
充
溢
し
た
場
と

し
て
「
緑
の
島
」
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
そ
の
島
に

「
私
」
は
辿
り
着
く
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
そ
こ
は
記
憶
や
過
去
の
経
験
、
印

象
な
ど
が
積
み
重
ね
ら
れ
た
場
、
と
い
っ
た
印
象
が
あ
る
。「
私
」
が
辿
り
着

け
な
い
そ
の
島
は
、
有
明
海
沿
岸
と
い
う
自
然
の
美
し
い
風
景
の
内
部
に
い
る

「
私
」
が
、
さ
ら
に
「
目
を
放
つ
」
場
と
し
て
理
想
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　

夢
み
つ
つ
誘
は
れ
つ
つ

　
　

如
何
に
し
ば
し
ば
少
年
等
は

　
　

各
自
の
小
さ
い
滑
板
に
の
り

　
　

彼
の
島
を
目
指
し
て
滑
り
行
つ
た
だ
ら
う

　
　

あ
　ゝ

わ
が
祖
父
の
物
語
！

　
　

泥
海
ふ
か
く
溺
れ
た
児
ら
は

　
　

透
明
に　

透
明
に

　
　

無
数
な
し
や
つ
ぱ

0

0

0

0

に
化
身
を
し
た
と

　

子
供
た
ち
が
「
し
や
つ
ぱ

0

0

0

0

（
小
さ
な
蝦
：
引
用
者
注
）
に
化
身
を
し
た
」
と

い
う
「
わ
が
祖
父
の
物
語
」
に
お
い
て
は
、「
泥
海
」
の
中
で
「
透
明
に
」
と

い
う
語
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
で
、
少
年
ら
の
純
粋
さ
が
強
調
さ
れ
る
。
そ
し

て
「
夢
み
つ
つ
誘
は
れ
つ
つ
」
と
い
う
具
合
に
、
純
粋
に
「
彼
の
島
」
を
目
指

す
彼
ら
は
、
別
の
生
物
に
変
容
す
る
こ
と
で
そ
の
死
が
美
化
さ
れ
る
。
そ
う
し

た
「
祖
父
の
物
語
」
と
、
冒
頭
か
ら
遅
れ
、
取
り
残
さ
れ
、「
彼
の
島
」
か
ら

隔
て
ら
れ
た
（
お
そ
ら
く
既
に
大
人
に
な
っ
た
）「
私
」
と
の
差
異
を
通
し
て

幼
年
時
代
は
高
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
こ
で
は
最
終
的
に
充
実
の
場
で

あ
る
「
緑
の
島
」
と
の
隔
た
り
が
埋
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、「
あ
　ゝ

わ

が
祖
父
の
物
語
！
」
と
い
う
主
体
の
心
情
的
な
高
揚
が
過
去
の
想
起
と
同
時
に

起
こ
り
、
幼
年
時
代
の
理
念
の
認
識
を
通
し
て
、
理
想
的
な
時
空
間
と
の
同
一
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化
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。�

　

先
の
「
あ
る
少
年
」
で
は
、
そ
の
最
後
で
少
年
の
死
が
語
ら
れ
る
。
こ
の
死

に
つ
い
て
初
井
貞
子
は
、「
少
年
の
死
の
導
入
は
あ
ま
り
に
も
唐
突
で
あ
る
」

と
し
、「『
こ
の
少
年
は
友
だ
ち
か
ら
引
き
離
さ
れ
て
、
子
供
の
ま
ま
で
死
ん
で

し
ま
っ
た
。／
ま
だ
10
歳
に
も
な
ら
な
い
う
ち
に
』
と
い
う
説
明
口
調
と
内
容

が
、
４
０
４
行
か
ら
４
１
３
行
に
か
け
て
創
り
あ
げ
ら
れ
た
少
年
と
自
然
の
霊

妙
な
交
感
の
状
態
を
、
乱
暴
に
う
ち
壊
し
て
し
ま
う
」
と
批
判
す
る
。
さ
ら
に

氏
は
、
こ
の
「
少
年
の
死
の
導
入
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
見
解
を
示
す
。

　
　

�　

以
上
の
よ
う
に
、
ル
ー
ス
、
ル
ー
シ
ー
そ
し
て�ʻT
he�London�

beautiful�boyʼ�

を
通
し
て
ワ
ー
ズ
ワ
ス
が
子
供
の
死
を
ど
の
よ
う
に
考

え
て
い
る
か
を
見
る
時
、The�W

inander�boy�

を
悼
む
詩
人
の
詠
嘆
に
、

ル
ー
シ
ー
の
死
を
語
る
詩
人
の
言
葉
と
同
様
、“T

his�boy�w
as�taken�

from
�his�m

ates�

［by�N
ature

］”�

と
い
う
響
き
を
感
じ
る
の
は
筆
者
だ

け
で
あ
ろ
う
か
。
大
人
に
な
れ
ば
子
供
の
無
垢
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
、
と
い
う
生
き
る
こ
と
の
不
条
理
に
対
す
る
嘆
き
は
、
勿
論
、
感
じ

ら
れ
る
。
し
か
し
、“poetic�spirit”

に
よ
っ
て
自
然
と
の
結
合
を
遂
げ

得
た
少
年
は
、
こ
れ
か
ら
大
人
に
な
る
と
い
う
年
齢
で
死
ぬ
こ
と
に
よ
っ

て
、
大
人
の
世
界
に
入
る
こ
と
を
免
れ
、
永
遠
に�“poetic�spirit”�

を
保

持
し
自
然
と
共
に
あ
り
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
一
種
の
安
堵
の

響
き
も
聞
こ
え
て
く
る
の
だ
。（12
）

　

こ
こ
で
初
井
が
述
べ
て
い
る
理
念
的
な
「
自
然
と
の
結
合
」
は
、
ま
さ
に
少

年
期
と
い
う
特
定
の
時
期
に
お
い
て
の
み
実
現
可
能
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
高

め
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
幼
年
時
代
を
め
ぐ
る
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
発
想
は
、
こ

れ
ま
で
幾
つ
か
の
詩
を
通
し
て
確
認
し
た
よ
う
に
、
伊
東
の
詩
の
中
に
も
確
認

で
き
る
も
の
で
あ
る
。
従
来
、
伊
東
の
詩
に
は
リ
ル
ケ
の
影
響
が
認
め
ら
れ
て

き
た
が
、
こ
う
し
て
見
た
時
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
影
響
を
想
定
す
る
こ
と
は
決

し
て
見
当
違
い
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
伊
東
と
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
、
双

方
の
詩
に
は
っ
き
り
と
読
み
取
れ
る
の
は
、
詩
の
基
盤
に
あ
る
こ
う
し
た
理
念

の
重
要
性
で
あ
る
。
既
に
「
鶯
（
一
老
人
の
詩
）」
で
も
、
幼
年
時
代
は
自
然

と
の
交
歓
に
あ
ふ
れ
る
充
実
し
た
時
間
と
し
て
描
き
出
さ
れ
て
お
り
、
大
人
に

な
る
こ
と
は
そ
の
強
い
喪
失
感
を
伴
う
も
の
な
の
だ
。
逆
に
言
え
ば
、
一
方
に

そ
の
記
憶
を
忘
却
す
る
友
人
が
い
る
こ
と
で
、
幼
年
時
代
の
価
値
は
高
め
ら
れ

る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
伊
東
の
詩
は
、
ま
さ
に
差
異
に
よ
っ
て
理
念
が

生
み
出
さ
れ
る
運
動
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
横
川
雄
二
は
「
一
人
の
少
年
」
を
分
析
し
、
こ
の
詩
に
つ
い
て

「
過
去
の
写
実
的
な
描
写
で
は
な
く
、
こ
う
し
て
時
間
の
経
過
の
中
で
甦
り
、

語
り
手
の
『
内
な
る
目
』（“inw

ard�eye”

）
に
捉
え
ら
れ
た
《
記
憶
の
風
景
》

に
ほ
か
な
ら
な
い
。《
記
憶
の
風
景
》
は
、
一
つ
の
貴
重
な
体
験
（
こ
こ
で
は

少
年
の
内
面
と
外
界
と
の
交
流
）
を
物
語
る
、
こ
こ
ろ
の
な
か
の
象
徴
的
空
間

だ
っ
た
」
と
述
べ
た
上
で
、
こ
う
し
た
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
知
覚
の
有
り
よ
う
が

リ
ル
ケ
の
い
わ
ゆ
る
「
世
界
・
内
・
空
間
」（W

eltinnenraum

）
と
類
比
的

で
あ
る
と
指
摘
す
る
。（13
）

　

慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
受
容
に
つ
い
て
伊
東
の
日
記
等
で

し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
て
い
る
リ
ル
ケ
と
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
と
の
間
に
共
通
性
が

あ
る
と
い
う
横
川
の
指
摘
は
、
伊
東
が
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
に
持
続
的
な
関
心
を

持
っ
て
い
た
可
能
性
を
示
す
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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四

　

以
上
、
伊
東
と
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
と
の
詩
的
交
流
の
可
能
性
に
つ
い
て
考
察
し

て
き
た
。『
わ
が
ひ
と
に
與
ふ
る
哀
歌
』
に
は
、
こ
れ
ま
で
影
響
関
係
の
指
摘

さ
れ
て
き
た
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
や
リ
ル
ケ
よ
り
も
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
と
の
類
縁
性

の
方
が
明
ら
か
に
強
い
詩
が
確
か
に
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
根
拠
が
薄
弱
な

も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
し
な
い
。
何
よ
り
も
、
伊
東
が
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
へ
の

関
心
を
示
し
た
ノ
ー
ト
の
記
述
が
一
九
二
六
年
頃
で
あ
る
の
に
対
し
、「
鶯
」

な
ど
の
詩
が
発
表
さ
れ
た
の
は
一
九
三
四
年
で
あ
り
、
そ
の
間
に
は
大
き
な
隔

た
り
が
あ
る
。
し
か
も
、
伊
東
の
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
受
容
の
痕
跡
す
ら
未
だ
明
確

に
証
せ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
リ
ル
ケ
と
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
間
に
共

通
性
が
あ
る
と
し
て
も
、
前
者
を
は
じ
め
と
す
る
ド
イ
ツ
文
学
へ
の
関
心
が

後
々
ま
で
一
貫
し
て
続
い
て
い
る
の
に
比
べ
る
と
、
後
者
に
対
す
る
関
心
は
一

時
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
も
見
ら
れ
る
。
富
士
正
晴
編
『
伊
東
静
雄
研
究
』

（
思
潮
社
、
一
九
七
一
年
一
二
月
）
等
に
掲
載
さ
れ
た
多
く
の
回
想
文
に
目
を

通
し
て
も
、
や
は
り
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
名
が
伊
東
の
口
か
ら
出
る
こ
と
は
な

か
っ
た
よ
う
だ
。

　

だ
が
、
こ
れ
ま
で
比
較
文
学
的
考
察
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
海
外
の
文
学
者

も
、
決
定
的
な
受
容
の
痕
跡
を
証
明
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
く（

14
）、
単
に

そ
の
日
記
や
書
簡
か
ら
読
み
取
れ
る
伊
東
の
読
書
歴
を
実
際
の
作
品
に
当
て
は

め
て
解
釈
が
為
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
場
合
も
蓋
然
性

の
高
さ
の
違
い
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
問
題
は
、
そ
う
し
た

比
較
文
学
的
考
察
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
展
望
が
開
け
る
か
で
あ
ろ
う
。

　

イ
ギ
リ
ス
・
ロ
マ
ン
派
を
、
こ
れ
ま
で
ド
イ
ツ
文
学
の
受
容
を
中
心
に
進
め

ら
れ
て
き
た
日
本
の
ロ
マ
ン
主
義
研
究
に
介
在
さ
せ
、
例
え
ば
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス

ら
の
政
治
的
な
文
脈
と
比
較
し
な
が
ら
分
析
す
る
研
究
は
、
磯
田
光
一
『
比
較

転
向
論
序
説
』
に
前
例
は
あ
る
も
の
の
、
も
っ
と
進
め
ら
れ
て
よ
い
。
伊
東
に

関
し
て
言
え
ば
、
青
年
期
の
ノ
ー
ト
が
発
見
さ
れ
、
マ
ル
ク
ス
主
義
や
ロ
シ
ア

文
学
と
の
多
く
の
接
点
が
明
ら
か
と
な
り
、
彼
が
左
翼
運
動
へ
の
共
感
を
強
く

示
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
伊
東
は
左
翼
運
動
に
没
頭

す
る
こ
と
は
決
し
て
な
か
っ
た
が
、
従
来
も
注
目
さ
れ
て
き
た
通
り（

15
）、
一

九
二
八
年
三
月
二
三
日
付
け
宮
本
新
治
宛
書
簡
で
「
武
者
さ
ん
と
芥
川
さ
ん
を

時
々
よ
み
ま
す
。」
と
書
き
、
翌
年
一
〇
月
二
二
日
付
潁
原
退
蔵
宛
書
簡
で
「
近

頃
は
私
の
内
の
芥
川
的
傾
向
を
克
服
す
る
た
め
に
と
存
じ
ま
し
て
、
全
集
な
ど

も
と
め
て
芥
川
氏
研
究
に
少
し
づ
つ
時
間
を
費
や
し
て
ゐ
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま

す
。
私
は
同
氏
を
読
み
な
が
ら
、
自
分
の
過
去
の
教
養
―
―
自
然
主
義
的
な
個

人
主
義
の
根
強
さ
に
驚
い
て
ゐ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。」
と
述
べ
、
さ
ら
に
一

二
月
二
一
日
付
宮
本
宛
書
簡
で
は
「
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ヤ
の
悩
み
は
、
唯
物
史

観
そ
の
も
の
の
中
に
理
論
的
矛
盾
を
発
見
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
お
こ
る
の
で
は

な
く
、
頭
は
唯
物
史
観
を
肯
定
し
な
が
ら
も
ヘ
ル
ツ
（
ハ
ー
ト
）
が
云
ふ
こ
と

を
き
か
な
い
憂
鬱
な
ん
で
す
ね
。」
と
分
析
す
る
伊
東
は
、
芥
川
を
克
服
す
る

（
宮
本
顕
治
「
敗
北
の
文
学
」）
と
い
う
左
翼
側
の
問
題
を
引
き
受
け
な
が
ら
、

同
時
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
文
学
か
ら
も
距
離
を
取
る
立
場
に
立
っ
て
い
た
。

　
『
伊
東
静
雄
日
記　

詩
の
か
ど
で
』
収
載
の
一
九
三
〇
年
の
ノ
ー
ト
で
も
、

最
後
ま
で
ロ
シ
ア
の
文
学
や
思
想
へ
の
関
心
は
続
く
が
、
そ
の
後
の
書
簡
等
で

は
そ
の
痕
跡
が
失
わ
れ
、
一
九
三
二
年
の
『
呂
』
創
刊
以
後
の
短
詩
に
は
、
そ

う
し
た
関
心
が
全
く
投
影
さ
れ
な
く
な
る
。
こ
れ
を
伊
東
の
、
左
翼
体
験
と
も

言
う
べ
き
も
の
か
ら
『
わ
が
ひ
と
に
與
ふ
る
哀
歌
』
へ
と
至
る
あ
る
種
の
転
向

と
位
置
づ
け
る
と
、
そ
れ
は
ま
さ
に
磯
田
が
述
べ
て
い
る
よ
う
な
、
ワ
ー
ズ

ワ
ー
ス
に
お
け
る
政
治
か
ら
自
然
へ
と
い
う
転
向
と
類
比
的
で
あ
る
と
言
え

－�23�－



る
。
磯
田
は
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
に
つ
い
て
、「
産
業
革
命
に
よ
る
農
村
的
自
然
の

崩
壊
が
悪
と
し
て
意
識
さ
れ
、『
自
然
』
の
理
念
に
よ
る
現
実
の
克
服
と
い
う

志
向
で
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
同
調
す
る
が
、
革
命
の
現
実
的
経
過
と
自
己
の
理
念

と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
意
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
の
改
革
を
断
念
し
て
自
然

詩
人
と
し
て
蘇
生
」
し
た
と
規
定
し
て
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

�　
「
自
然
に
還
れ
」
と
い
う
モ
ッ
ト
ー
が
ル
ソ
ー
を
は
じ
め
、
ワ
ー
ズ
ワ
ス

な
ど
西
欧
ロ
マ
ン
派
詩
人
た
ち
の
美
学
の
根
幹
と
な
り
え
た
の
は
、
反
自

然
的
な
悪
し
き
現
実
を
「
自
然
」
に
よ
っ
て
克
服
し
よ
う
と
い
う
志
向
が
、

ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
世
界
に
凝
集
的
に
表
現
さ
れ
た
と
い
う
事
情
と
不
可
分
の
関

係
に
あ
る
。
彼
ら
の
詩
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
、
い
か
に
現
実
否
定
の
要
因
を
抱

懐
し
て
い
て
も
、
そ
れ
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
機
能
し
え
な
か
っ
た
と
い

う
点
に
お
い
て
、
彼
ら
は
本
質
的
に
保
守
的
な
存
在
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

逆
に
彼
ら
の
詩
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
進
歩
（
近
代
化
）
に
同
調
で
き
な
い
内
的

必
然
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
近
代
的
な
個
人
の
隠

れ
た
声
の
あ
る
部
分
を
代
弁
し
て
い
た
し
、
さ
ら
に
、
彼
ら
が
伝
統
の
喪
失

を
ふ
ま
え
て
の
意
識
的
な
伝
統
復
興
者
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
前
近
代
主
義

者
な
ら
ぬ
反
近
代
主
義
者
と
し
て
、
詩
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
世
界
を
構
築
す
る

こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。（16
）

　

磯
田
は
『
比
較
転
向
論
序
説
』
で
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
と
日
本
の
農
本
主
義

（
島
木
健
作
）
と
を
比
較
し
て
い
る
が
、
具
体
的
な
農
村
、
農
民
を
発
想
の
基

盤
に
置
い
て
い
た
島
木
と
は
ま
っ
た
く
違
う
形
で
あ
る
に
せ
よ
、
伊
東
も
ま
た

初
期
詩
篇
あ
る
い
は
『
わ
が
ひ
と
に
與
ふ
る
哀
歌
』
の
作
品
で
自
然
に
内
在
す

る
あ
る
種
の
連
関
性
を
「
詩
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
と
し
て
描
い
て
き
た
と
言
え
る
。

し
か
も
、
磯
田
の
指
摘
す
る
よ
う
な
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
像
は
、
日
本
で
も
早
く
か

ら
定
着
し
て
い
た
。
最
も
早
い
時
期
の
受
容
・
紹
介
と
言
え
る
宮
崎
八
百
吉

（
湖
処
子
）
の
『
ヲ
ル
ヅ
ヲ
ル
ス
』（
民
友
社
、
一
八
九
三
年
一
〇
月
）
を
参
照

し
て
み
よ
う
。
宮
崎
は
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
故
国
の
自
然
が
鉄
道
敷
設
等
で
蝕

ま
れ
て
い
く
こ
と
に
つ
い
て
、
あ
る
種
の
喪
失
感
を
以
て
語
る
。

　
　

�

世
は
速
や
か
に
変
れ
り
。
嚮
に
着
手
し
つ
ゝ
あ
り
し
鉄
道
は
既
に
湖
国
を

世
と
連
絡
せ
り
。
鉱
山
は
到
る
處
に
開
鑿
せ
ら
れ
、
水
道
は
到
る
處
に
疏

通
せ
ら
れ
、
自
然
は
到
る
處
其
形
を
欠
か
れ
、
村
落
は
到
る
處
平
和
を
失

ひ
、
山
民
半
ば
堕
落
し
了
り
、
半
ば
懐
か
し
き
故
郷
を
去
れ
り
。
詩
人
両

家
の
家
族
の
相
会
し
て
遊
び
楽
み
、
愛
す
る
人
の
頭
文
字
を
書
き
つ
け
た

り
し
サ
ー
ミ
ー
ル
湖
上
の
岩
も
、
解
け
去
り
て
貯
水
所
顕
は
れ
、「
障
ら

る
ゝ
日
よ
り
消
ん
」
と
嘆
ぜ
ら
れ
た
る
、
グ
ラ
ス
ミ
ー
ル
の
旧
廬
も
、
今

は
繁
劇
な
る
旅
館
、
噪
嘈
し
き
商
賈
群
の
裡
に
没
了
せ
ら
れ
、
谷
の
中

處
々
に
散
布
し
た
り
し
素
屋
は
退
け
ら
れ
て
、
今
は
人
巧
を
競
ふ
別
墅
相

対
峙
し
、「
貪
ぼ
る
勿
れ
、
羨
や
む
勿
れ
」
の
語
を
仮
り
来
た
り
て
山
民

に
矜
り
、
湖
国
の
美
は
恰
も
夫
の
オ
ル
ボ
ー
ン
と
一
般
、
夢
の
如
く
消

え
、
幻
影
の
如
く
に
消
え
失
せ
て
、
亦
荒
村
行
中
の
も
の
と
な
れ
り
。
若

し
渠
が
詩
巻
の
千
載
に
伝
ふ
る
あ
る
に
あ
ら
ず
ん
ば
、
誰
か
復
た
千
載
の

下
人
間
甞
て
天
上
に
似
た
る
湖
国
の
古
村
落
あ
り
し
こ
と
を
知
ら
ん
哉
。

　

伊
東
が
一
九
二
〇
年
代
の
終
わ
り
に
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
詩
へ
の
関
心
を
示
し
た

文
脈
と
い
う
の
は
、
今
の
と
こ
ろ
定
か
で
は
な
い
。
だ
が
、
文
明
化
、
近
代
化

に
よ
り
自
然
が
浸
食
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
「
湖
国
の
美
は
～
夢
の
如
く
消
え
、

幻
影
の
如
く
に
消
え
失
せ
」
た
と
宮
崎
が
述
べ
る
時
、
そ
れ
は
一
九
三
〇
年
代
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に
一
応
の
近
代
化
が
完
了
し
、
そ
こ
に
幻
影
の
消
失
を
感
じ
た
「
日
本
へ
の
回

帰
」
の
朔
太
郎
や
、
同
じ
頃
の
自
然
を
歌
う
抒
情
詩
へ
の
復
興
の
状
況
と
非
常

に
よ
く
似
て
い
る
。

　

伊
東
の
よ
う
に
自
然
を
あ
る
種
連
関
性
を
持
っ
た
存
在
と
し
て
捉
え
る
視
点

は
、
や
は
り
ゲ
ー
テ
や
シ
ラ
ー
を
は
じ
め
と
し
た
ド
イ
ツ
の
近
代
文
学
の
影
響

を
被
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
明
治
期
に
は
未
だ
ド
イ
ツ
文
学
が
ほ
と
ん

ど
受
容
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
ロ
マ
ン
派
は
独
歩
や
藤

村
な
ど
明
治
浪
漫
主
義
期
の
文
学
者
に
決
定
的
な
形
で
影
響
を
与
え
て
い
た
。

そ
し
て
、
も
し
一
九
三
〇
年
代
の
抒
情
を
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
よ
う
な
詩
人
と
関

連
づ
け
て
考
察
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
そ
こ
に
は
あ
る
種
の
反
復
が
読

み
取
れ
る
こ
と
に
な
る
。
萩
原
朔
太
郎
が
伊
東
の
『
わ
が
ひ
と
に
與
ふ
る
哀

歌
』
を
絶
賛
し
た
一
文
で
提
示
し
て
い
た
の
は
、
正
に
こ
の
反
復
だ
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　

�　

伊
東
君
の
詩
を
始
め
て
見
た
時
、
僕
は
島
崎
藤
村
氏
の
詩
を
読
む
や
う

な
思
ひ
が
し
た
。（
…
）
た
し
か
に
そ
れ
は
、
昭
和
の
新
し
い
島
崎
藤
村

を
面
影
し
て
居
る
。
し
か
し
な
が
ら
ま
た
再
読
し
て
、
こ
の
一
九
三
〇
年

代
の
若
い
詩
人
が
、
一
八
〇
〇
年
代
の
末
期
に
生
れ
た
若
い
日
の
藤
村
氏

に
比
し
、
い
か
に
甚
だ
し
く
詩
人
的
風
貌
を
異
に
す
る
か
を
知
り
、
再
度

ま
た
別
の
驚
き
を
新
た
に
し
た
。（
…
）

　
　

�　

所
で
「
わ
が
ひ
と
に
與
ふ
る
哀
歌
」
は
、
何
と
い
ふ
痛
手
に
み
ち
た
歌

で
あ
ら
う
。
伊
東
君
の
抒
情
詩
に
は
、
も
は
や
青
春
の
悦
び
は
何
処
に
も

な
い
。
た
し
か
に
そ
こ
に
は
、
藤
村
氏
を
思
は
せ
る
や
う
な
若
さ
と
リ
リ

シ
ズ
ム
が
流
れ
て
居
る
。
だ
が
そ
の
「
若
さ
」
は
、
春
の
野
に
萌
え
る
草

の
う
ら
ら
か
な
若
さ
で
は
な
く
、
地
下
に
固
く
踏
み
つ
け
ら
れ
、
ね
ぢ
曲

げ
ら
れ
、
岩
石
の
間
に
芽
を
吹
か
う
と
し
て
、
痛
手
に
傷
つ
き
歪
め
ら
れ

た
若
さ
で
あ
る
。（17
）

　

朔
太
郎
は
、
よ
く
知
ら
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
文
章
で
伊
東
の
詩
の
屈
折
を
述

べ
て
い
る
。
明
治
期
の
抒
情
詩
が
「
青
春
の
歌
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
伊
東

の
詩
は
「
冷
酷
に
さ
へ
も
意
地
悪
く
、
魂
を
苛
め
つ
け
ら
れ
た
人
の
リ
リ
ッ

ク
」
な
の
だ
。
そ
し
て
そ
の
朔
太
郎
は
、
同
時
期
に
「
日
本
へ
の
回
帰
」
で
西

洋
化
を
完
了
し
た
日
本
の
都
市
の
姿
を
、
明
治
期
の
「
西
洋
の
図
」
を
引
き
合

い
に
出
し
な
が
ら
、
悲
哀
を
以
て
語
る
の
で
あ
る
。

　

朔
太
郎
が
藤
村
と
伊
東
と
の
間
に
見
出
し
た
こ
う
し
た
反
復
と
差
異
は
、

ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
を
介
在
さ
せ
る
と
、
よ
り
一
層
わ
か
り
や
す
く
な
る
。
あ
る
い

は
、
こ
の
反
復
自
体
が
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
と
い
う
詩
人
の
名
を
指
し
示
し
て
い
る

と
言
う
べ
き
か
。
少
な
く
と
も
、
イ
ギ
リ
ス
・
ロ
マ
ン
派
が
昭
和
期
の
ロ
マ
ン

主
義
、
あ
る
い
は
日
本
近
代
詩
史
に
お
い
て
占
め
る
位
相
を
検
討
す
る
余
地

は
、
ま
だ
大
い
に
残
さ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

従
来
、
日
本
浪
曼
派
に
代
表
さ
れ
る
日
本
の
ロ
マ
ン
主
義
を
考
え
る
際
、
日

本
と
ド
イ
ツ
に
共
通
さ
れ
る
後
進
性
と
い
う
点
か
ら
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
派
の
受

容
に
関
心
が
集
ま
り
、
伝
統
や
民
族
の
理
念
的
な
仮
構
の
あ
り
よ
う
が
考
察
さ

れ
て
き
た
。
こ
こ
に
お
い
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
ロ
マ
ン
派
と
の
接
続
の
路
は
最

初
か
ら
絶
た
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
だ
が
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
共
鳴

し
た
後
、
そ
こ
か
ら
離
反
し
て
自
然
を
賛
美
し
て
い
く
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
は
、
日

本
の
一
九
三
〇
年
代
へ
と
繋
が
る
存
在
で
あ
る
と
見
る
こ
と
も
強
ち
的
は
ず
れ

で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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五

　

伊
東
の
ド
イ
ツ
文
学
受
容
の
質
に
つ
い
て
は
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
が
、
結

局
の
と
こ
ろ
そ
れ
は
、
影
響
と
い
う
も
の
を
い
か
な
る
レ
ベ
ル
に
お
い
て
捉
え

る
か
、
と
い
う
問
題
に
帰
着
す
る
と
言
え
る
。
本
質
的
な
影
響
と
は
何
か
。
差

異
、
違
い
を
ど
う
捉
え
る
べ
き
か
。
似
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
違
う
と
い
う
こ

と
で
も
あ
り
、
単
に
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
重
要
な
わ
け
で
も
な
い
。
伊
東
の

詩
を
ド
イ
ツ
文
学
の
影
響
と
い
う
点
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
間
違
い
で
は
な
い

と
し
て
も
、
そ
れ
が
過
度
な
バ
イ
ア
ス
と
な
っ
て
伊
東
の
研
究
に
歪
み
を
生
じ

さ
せ
る
恐
れ
が
な
い
と
も
言
え
な
い
。
逆
に
、
影
響
の
圏
域
は
も
っ
と
広
範
囲

に
及
ん
で
い
る
可
能
性
も
十
分
に
あ
る
。

　

本
稿
で
は
こ
う
し
た
観
点
に
基
づ
き
、
未
だ
充
分
と
は
言
え
な
い
な
が
ら
、

ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
と
の
影
響
関
係
を
問
題
と
し
て
き
た
。
最
後
に
、
今
後
の
考
察

の
方
向
性
に
つ
い
て
付
言
し
て
お
き
た
い
。
伊
東
が
活
躍
し
た
昭
和
初
期
、
独

仏
の
教
養
を
持
っ
た
詩
人
、
批
評
家
た
ち
が
関
わ
っ
た
『
コ
ギ
ト
』『
四
季
』

と
、
イ
ギ
リ
ス
文
学
の
研
究
と
は
ほ
と
ん
ど
没
交
渉
で
あ
っ
た
。
英
文
学
の
教

養
を
持
つ
詩
人
、
例
え
ば
西
脇
順
三
郎
あ
る
い
は
鮎
川
信
夫
ら
の
よ
う
に
『
荒

地
』
で
活
躍
す
る
詩
人
た
ち
に
関
心
が
あ
っ
た
の
は
、
専
ら
ジ
ョ
イ
ス
や
エ
リ

オ
ッ
ト
と
い
っ
た
イ
ギ
リ
ス
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
で
あ
り
、
そ
の
受
容
を
推
進

し
た
の
が
詩
誌
『
詩
と
詩
論
』
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
一
方
で
、
ワ
ー

ズ
ワ
ー
ス
ら
の
ロ
マ
ン
派
詩
人
は
、
お
そ
ら
く
大
学
や
旧
制
高
校
で
英
語
を
教

授
す
る
英
文
学
者
ら
に
よ
っ
て
教
科
書
の
規
範
的
な
詩
人
の
一
人
に
位
置
付
け

ら
れ
て
い
っ
た
。

　

結
局
、
こ
う
し
た
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
側
の
論
理
が
、
各
文
学
者
に
お
け
る
外
国

文
学
の
受
容
の
深
浅
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
。
伊
東
の

場
合
、
佐
賀
高
校
で
文
化
乙
類
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
ド
イ
ツ
文
学
の
影
響
が
い

ろ
い
ろ
と
取
り
沙
汰
さ
れ
る
の
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
青

年
期
に
か
な
り
読
ま
れ
て
い
た
は
ず
の
ロ
シ
ア
文
学
に
つ
い
て
は
考
察
さ
れ
る

こ
と
が
少
な
く
、
比
較
文
学
的
な
研
究
に
は
偏
り
が
あ
っ
た
の
も
事
実
で
あ

る
。

　

伊
東
の
蔵
書
が
空
襲
で
失
わ
れ
た
た
め
に
影
響
関
係
を
論
じ
る
こ
と
が
困
難

な
状
況
だ
が
、
伊
東
の
詩
想
の
形
成
期
に
お
け
る
外
国
文
学
の
影
響
は
、
彼
が

在
籍
し
た
学
校
、
そ
こ
で
の
教
師
陣
な
ど
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
環
境（

18
）
の
調

査
を
通
し
て
、
さ
ら
に
伊
東
の
詩
の
理
解
へ
と
結
び
つ
け
て
い
く
作
業
が
必
要

と
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。

【
注
】

 

（
１
）
北
川
冬
彦
『
現
代
詩
Ⅱ
』（
角
川
書
店
［
角
川
新
書
］、
一
九
五
六
・
五
）

 

（
２�

）
柊
和
典
・
吉
田
仙
太
郎
・
上
野
武
彦
編
『
伊
東
静
雄
日
記　

詩
へ
の
か

ど
で
』（
思
潮
社
、
二
〇
一
〇
・
三
）

 

（
３�

）
鷲
山
弟
三
郎
は
明
治
学
院
の
教
授
を
務
め
た
英
文
学
者
で
あ
り
、『
明
治

学
院
五
十
年
史
』
な
ど
の
著
作
が
あ
る
。『
自
然
詩
人
ワ
ズ
ワ
ア
ス
』
は
、

小
伝
と
評
論
、
作
品
訳
、
日
記
抄
訳
が
収
録
さ
れ
た
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
充

実
し
た
入
門
書
と
な
っ
て
い
る
が
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
評
論
の
箇
所
で

西
行
あ
る
い
は
芭
蕉
と
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
を
、
そ
の
自
然
観
や
人
生
観
に
お

い
て
比
較
し
て
い
る
。
な
お
、
奥
付
に
は
「
大
正
十
五
年
二
月
十
日
発

行
」
と
あ
る
が
、
鷲
山
自
身
に
よ
る
「
序
」
の
日
付
は
「
大
正
十
五
年
十

月
二
十
日
」
で
あ
り
、
正
確
な
刊
行
年
月
は
今
の
と
こ
ろ
定
か
で
は
な

い
。

 

（
４�

）
吉
田
仙
太
郎
は
『
伊
東
静
雄
日
記
』（
注
２
）
の
編
集
後
記
で
、「
伊
東
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が
お
の
が
先
人
と
し
て
身
を
も
っ
て
私
淑
し
た
国
木
田
独
歩
に
『
欺
か
ざ

る
の
記
』
と
い
う
表
題
の
代
表
作
が
あ
る
。（
…
）
こ
の
伊
東
日
記
に
対

す
る
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
の
影
響
力
は
絶
大
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。

 

（
５�
）
日
本
語
訳
は
付
さ
れ
て
い
な
い
が
、
独
歩
は�T

here�w
as�a�boy�

に

つ
い
て
「
此
詩
も
亦
た
前
二
編
と
其
詩
想
を
等
ふ
し
、
一
人
の
童
児
が
自

然
の
懐
よ
り
出
で
間
も
な
く
又
自
然
の
懐
に
返
り
去
り
た
る
哀
痛
の
中
に

幽
趣
あ
り
幽
趣
の
中
に
光
明
あ
る
ヲ
ー
ズ
ヲ
ー
ス
独
特
の
詩
趣
あ
り
。／

此
詩
を
読
む
時
は
、
実
に
人
生
を
思
ひ
自
然
を
思
ひ
、
人
間
存
在
の
神
秘

を
思
ひ
、
而
し
て
口
に
も
言
ひ
難
き
深
き
慰
藉
を
得
、
荒
々
し
き
絶
望
の

血
を
静
め
て
詩
人
を
し
て
地
上
の
虚
栄
以
外
、
別
に
静
に
し
て
而
も
楽
し

く
苦
し
く
て
而
も
真
実
あ
る
生
活
あ
る
を
感
ぜ
し
む
。」
と
述
べ
て
い
る
。

 

（
６�

）
幡
谷
書
の
他
に
、
添
田
透
『
ワ
ー
ヅ
ワ
ス
点
描
』（
大
阪
教
育
図
書
、
一

九
七
七
・
一
〇
）
巻
末
の
「
日
本
に
お
け
る
ワ
ー
ヅ
ワ
ス
書
誌
」
に
も
こ

の
書
名
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
そ
の
存
在
は
確
認

で
き
て
い
な
い
。

 

（
７�

）
幡
谷
訳
の
原
詩
は
次
の
通
り
。
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as�a�Boy;�ye�knew
�him

�w
ell,�ye�cliffs

A
nd�islands�of�W

inander!�

─
─�m

any�a�tim
e,

A
t�evening,�w

hen�the�earliest�stars�began
T

o�m
ove�along�the�edges�of�the�hills,

Rising�or�setting,�w
ould�he�stand�alone,

Beneath�the�trees,�or�by�the�glim
m

ering�lake;
A

nd�there,�w
ith�fingers�interw

oven,�both�hands
Pressed�closely�palm

�to�palm
�and�to�his�m

outh
U

plifted,�he,�as�through�an�instrum
ent,

Blew
�m

im
ic�hootings�to�the�silent�ow

ls,
T

hat�they�m
ight�answ

er�him
.�

─
─�A

nd�they�w
ould�shout

A
cross�the�w

atery�vale,�and�shout�again,
Responsive�to�his�call,�

─
─�w

ith�quivering�peals,
A

nd�long�halloos,�and�scream
s,�and�echoes�loud

Redoubled�and�redoubled;�concourse�w
ild

O
f�jocund�din!�A

nd,�w
hen�there�cam

e�a�pause
O

f�silence�such�as�baffled�his�best�skill:
T

hen�som
etim

es,�in�that�silence,�w
hile�he�hung

Listening,�a�gentle�shock�of�m
ild�surprise

H
as�carried�far�into�his�heart�the�voice

O
f�m

ountain-torrents;�or�the�visible�scene
W

ould�enter�unaw
ares�into�his�m

ind
W

ith�all�its�solem
n�im

agery,�its�rocks,
Its�w

oods,�and�that�uncertain�heaven�received
Into�the�bosom

�of�the�steady�lake.

　
　

T
his�boy�w

as�taken�from
�his�m

ates,�and�died
In�childhood,�ere�he�w

as�full�tw
elve�years�old.

Pre-em
inent�in�beauty�is�the�vale

W
here�he�w

as�born�and�bred:�the�churchyard�hangs
U

pon�a�slope�above�the�village-school;
A

nd�through�that�churchyard�w
hen�m

y�w
ay�has�led

O
n�sum

m
er-evenings,�I�believe�that�there

A
�long�half-hour�together�I�have�stood
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M
ute�

─
─�looking�at�the�grave�in�w

hich�he�lies!
 

（
８�
）
伊
東
静
雄
の
詩
の
引
用
は
『
定
本　

伊
東
静
雄
全
集
』（
人
文
書
院
、
一

九
七
一
・
一
二
）
に
拠
っ
た
。

 

（
９�
）
大
塚
梓
・
田
中
俊
廣
編
『
伊
東
静
雄
青
春
書
簡　

詩
人
へ
の
序
奏
』（
本

多
企
画
、
一
九
九
七
・
一
二
）

 

（
10�

）
大
岡
信
「
昭
和
十
年
代
の
抒
情
詩
─
─
『
四
季
』『
コ
ギ
ト
』
そ
の
他
」

（『
超
現
実
と
抒
情
』
所
収
、
晶
文
社
、
一
九
六
五
・
一
二
）
を
参
照
。

 

（
11�

）
杉
本
秀
太
郎
『
近
代
日
本
詩
人
選
18　

伊
東
静
雄
』（
筑
摩
書
房
、
一

九
八
五
・
七
）
を
参
照
。
杉
本
は
「
第
三
行
の
『
わ
た
し
』
は
舟
渡
し
で

あ
る
。
即
ち
、
舟
渡
し
は
ど
う
か
と
い
え
ば
、
舟
渡
し
に
は
時
既
に
お
そ

く
、
の
意
。『
私
』
と
の
語
呂
合
わ
せ
、
こ
の
完
全
な
頭
韻
が
、
語
り
手

『
私
』
を
と
ら
え
て
い
る
快
い
興
奮
を
伝
え
る
。」
と
解
釈
し
て
い
る
。

 

（
12�

）
初
井
貞
子
「
少
年
は
な
ぜ
死
ん
だ
か
─
─�“T

here�w
as�a�boy”�

に
お

け
る
加
筆
の
意
味
」（
吉
野
昌
昭
編
『
ワ
ー
ズ
ワ
ス
と
『
序
曲
』』
所
収
、

南
雲
堂
、
一
九
九
四
・
一
〇
）

 

（
13�

）
横
川
雄
二
「T

he�Prelude�

─
─
記
憶
の
風
景
と
遠
近
法
─
─
」（
同

前
所
収
）

 

（
14�

）
ド
イ
ツ
文
学
の
中
で
も
伊
東
が
強
く
影
響
を
受
け
た
と
さ
れ
る
ヘ
ル

ダ
ー
リ
ン
に
つ
い
て
も
、
意
見
は
分
か
れ
て
い
る
。「
か
れ
の
書
架
の
一

段
全
部
に
、
ぎ
っ
し
り
ド
イ
ツ
語
の
書
物
が
つ
ま
っ
て
い
て
、
そ
の
す
べ

て
が
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
ン
と
そ
の
文
献
だ
っ
た
の
を
、
ぼ
く
は
は
っ
き
り
と

覚
え
て
い
る
。」（「
伊
東
静
雄
と
ド
イ
ツ
抒
情
詩
」、『
伊
東
静
雄
全
集
』

付
録
ノ
ー
ト
、
人
文
書
院
、
一
九
六
一
・
二
）
と
い
う
大
山
定
一
の
証
言

も
あ
り
、
ま
た
東
京
帝
大
で
美
学
を
専
攻
し
て
卒
論
に
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
論

を
書
い
た
保
田
を
は
じ
め
と
す
る
雑
誌
『
コ
ギ
ト
』
の
メ
ン
バ
ー
と
の
交

流
が
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
受
容
を
促
し
た
と
見
る
こ
と
は
間
違
い
で
は
な
い
。

だ
が
、
例
え
ば
藤
原
五
雄
（「
伊
東
静
雄
の
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
受
容
─
─
自

然
と
詩
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
─
─
」、
高
橋
富
雄
編
『
文
化
に
お
け
る
受

容
と
変
容
』
所
収
、
角
川
書
店
、
一
九
八
五
・
二
）
は
、
両
者
の
自
然
観

や
発
想
に
は
決
定
的
な
違
い
が
あ
る
と
し
て
、
伊
東
の
詩
へ
の
本
質
的
な

影
響
に
つ
い
て
は
一
定
の
留
保
を
付
し
て
い
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
受
容

や
影
響
に
つ
い
て
は
多
様
な
言
い
方
が
可
能
と
な
り
、
考
察
や
定
義
に
つ

い
て
は
一
定
の
曖
昧
さ
を
逃
れ
ら
れ
な
い
と
言
え
る
。

 

（
15�

）
例
え
ば
饗
庭
孝
男
「
伊
東
静
雄
論
」（『
日
本
浪
曼
派
研
究
』
第
二
号
、

一
九
六
七
・
七
）
な
ど
。

 

（
16�

）
磯
田
光
一
『
比
較
転
向
論
序
説
─
─
ロ
マ
ン
主
義
の
精
神
形
態
』（
勁

草
書
房
、
一
九
六
八
・
一
二
）

 

（
17�

）
萩
原
朔
太
郎
「
わ
が
ひ
と
に
與
ふ
る
哀
歌
─
─
伊
東
静
雄
君
の
詩
に
つ

い
て
」（『
コ
ギ
ト
』
一
九
三
六
・
一
）、
引
用
は
『
萩
原
朔
太
郎
全
集
』

第
一
〇
巻
（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
五
・
九
）
に
拠
る
。

 

（
18�

）
例
え
ば
ド
イ
ツ
文
学
の
戦
前
か
ら
戦
後
に
か
け
て
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム

の
状
況
に
つ
い
て
は
、
高
田
里
恵
子
『
文
学
部
を
め
ぐ
る
病
─
─
教
養
主

義
・
ナ
チ
ス
・
旧
制
高
校
』（
松
籟
社
、
二
〇
〇
一
・
六
）
が
詳
し
く
論

じ
て
い
る
。

�

（
の
さ
か
・
あ
き
お
）
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