
伊
東
静
雄
『
春
の
い
そ
ぎ
』
試
論

自
己
の
「
限
定
／
解
放
／
充
足
」
と
い
う
詩
法

碓
　
井
　
雄
　
一

1

　
伊
東
静
雄
の
第
三
詩
集
『
春
の
い
そ
ぎ
」
（
弘
文
堂
書
房
、
昭
1
8
・

9
）
を
論
じ
る
際
、
第
一
詩
集
『
わ
が
ひ
と
に
与
ふ
る
哀
歌
』
（
コ
ギ

ト
発
行
所
、
昭
1
0
・
1
0
。
以
下
『
哀
歌
』
と
略
記
）
、
第
二
詩
集
『
詩

集
夏
花
』
（
子
文
書
房
、
昭
1
5
・
3
。
以
下
『
夏
花
』
と
略
記
）
か
ら

同
詩
集
へ
の
詩
世
界
の
変
遷
に
つ
い
て
、
単
純
に
表
現
の
衰
退
と
い
う

言
い
方
で
済
ま
せ
る
訳
に
は
ゆ
か
な
い
。
詳
し
く
振
り
返
る
こ
と
を
し

な
い
が
、
そ
の
こ
と
は
多
く
の
論
者
が
考
察
対
象
と
し
て
来
た
。
次
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

い

わ

ゆ

る
「
時
局
詩
」
「
愛
国
詩
」
に
向
き
合
う
姿
勢
が
問
題
と
な
る
。

こ
の
点
が
問
題
と
な
る
の
は
、
敗
戦
後
の
伊
東
が
自
作
の
時
局
詩
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

F深
く
恥
じ
て
い
る
」
と
い
う
周
知
の
情
報
に
も
起
因
す
る
の
で
あ
ろ

う
が
、
『
春
の
い
そ
ぎ
』
一
巻
に
お
け
る
位
相
を
考
え
る
際
、
そ
れ
ら

は

積
極
的
な
意
味
を
担
っ
て
い
る
と
私
に
は
見
え
る
。
本
稿
で
は
、
概

ね

詩
集
後
半
に
配
置
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
家
庭
詩
」
が
、
詩
法
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

詩
集
前
半
の
時
局
詩
へ
の
活
路
を
ひ
ら
く
こ
と
を
指
摘
、
更
に
、
『
反

響
』
　
（
創
元
社
、
昭
2
2
・
H
）
に
纏
め
ら
れ
る
戦
後
詩
篇
を
も
準
備
す

る
作
品
群
と
見
倣
し
得
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
示
唆
を
提
出
で
き

れ
ば

と
考
え
る
。

　
先
ず

「
詩
集
春
の
い
そ
ぎ
自
序
」
（
以
下
「
自
序
」
と
略
記
）
の
全

文
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
引
用
に
際
し
て
省
略
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
、

定
型
的
な
謝
辞
に
過
ぎ
な
い
と
も
見
受
け
ら
れ
る
追
記
部
分
を
殊
更
に

掲
げ
て
お
く
の
は
、
こ
こ
に
も
『
春
の
い
そ
ぎ
』
の
詩
想
が
端
的
に
示

さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
草
蔭
の
か
の
諺
屈
と
翅
望
の
衷
情
が
、
ひ
と
た
び
　
大
詔
を
拝

し
皇
軍
の
雄
叫
び
を
き
い
て
あ
ぢ
は
つ
た
海
闊
勇
進
の
思
は
、
自

分
は
自
分
流
に
わ
が
子
に
な
り
と
も
語
り
伝
へ
た
か
つ
た
。
そ
こ

で
、
大
詔
換
発
の
前
二
年
、
後
一
年
余
の
間
に
折
に
ふ
れ
て
書
き

お
い
た
も
の
を
集
め
て
、
　
一
冊
を
つ
く
つ
た
の
で
あ
る
。
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そ
の
草
稿
を
と
と
の
へ
て
、
さ
て
表
題
の
選
定
に
困
じ
て
ゐ
た

時
、
た
ま
た
ま
一
友
人
に
伴
林
光
平
が

　
た

が
宿
の
春
の
い
そ
ぎ
か
す
み
売
の
重
荷
に
添
へ
し
梅
の
一
枝

の

l
首
を
示
さ
れ
て
、
た
だ
ち
に
そ
れ
に
よ
つ
て
、
「
春
の
い
そ

ぎ
」
と
題
し
た
。
大
東
亜
の
春
の
設
け
の
、
せ
め
て
は
梅
花
一
枝

で

あ
り
た
い
ね
が
ひ
は
、
蓋
し
今
日
わ
が
国
す
べ
て
の
詩
人
の
祈

念
で
は

な
か
ら
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　

昭
和
十
八
年
四
月
　
　
　
　
伊
東
静
雄

　

こ
の
小
集
の
出
版
は
、
桑
原
武
夫
・
下
村
寅
太
郎
両
氏
の
懇
な

斡
旋
が
あ
つ
て
出
来
た
の
で
あ
る
。
そ
の
他
に
も
ひ
と
の
好
意
を

有
難

く
思
ふ
こ
と
が
多
く
あ
つ
た
。
こ
こ
に
追
記
し
て
、
わ
が
感

謝
の
記
念
に
す
る
の
で
あ
る
。

　
注
目
す
べ
き
は
自
己
を
「
卑
小
な
存
在
」
と
し
て
定
位
す
る
言
辞
が

重
ね

ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
〈
自
分
は
自
分
流
に
〉
、
〈
せ
め
て
は
梅

花
一
枝
で
あ
り
た
い
〉
等
で
あ
る
が
、
更
に
、
一
巻
の
成
立
と
い
う
事

態
に

つ
い

て

も
含
あ
て
、
他
者
の
声
が
重
層
的
に
招
き
入
れ
ら
れ
て
い

る
点
に
も
注
意
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。
〈
雄
叫
び
を
き
い
て
あ
ぢ
は

つ

た
海
闊
勇
進
の
思
〉
で
あ
り
、
〈
一
友
人
〉
に
伴
林
光
平
の
和
歌

〈
を
示
さ
れ
て
、
た
だ
ち
に
そ
れ
に
よ
つ
て
、
　
r
春
の
い
そ
ぎ
」
と
題
し

た
〉
の
で
あ
り
、
知
友
二
氏
の
〈
懇
な
斡
旋
が
あ
つ
て
出
来
た
〉
詩
集

と
し
て
存
在
し
て
い
る
、
と
い
っ
た
次
第
で
あ
る
。
以
上
の
二
点
に
つ

き
、
こ
れ
は
謙
辞
と
い
う
よ
り
寧
ろ
積
極
的
な
方
法
意
識
の
許
に
な
さ

れ

る
表
現
な
の
で
は
な
い
か
。

　
先
ず
、
『
定
本
　
伊
東
静
雄
全
集
』
（
以
下
『
定
本
版
』
と
略
記
）
に

拠

り
、
〈
大
詔
換
発
〉
の
〈
後
l
年
余
〉
に
発
表
さ
れ
た
作
品
を
、
初

出
紙
誌
名
を
省
略
し
て
確
認
し
て
お
く
（
以
下
、
『
春
の
い
そ
ぎ
』
所

収
詩
篇
に
つ
い
て
は
初
出
年
月
を
明
示
す
る
）
。

　
r
大
詔
」
（
昭
1
7
・
1
）
、
r
九
月
七
日
・
月
明
」
（
同
）
、
r
春
の
雪
」

（昭
1
7
・
3
）
、
F
送
別
」
（
同
）
、
r
つ
は
も
の
の
祈
」
（
昭
1
7
・
4
）
、

Fわ
が

う
た
さ
へ
や
」
（
同
）
、
r
海
戦
想
望
」
（
昭
1
7
・
5
）
、
F
な
れ
と

わ
れ
」
（
昭
1
7
・
1
0
）
、
F
述
懐
」
（
昭
1
7
・
1
2
）
、
F
淀
の
河
辺
」
（
昭
1
8
・

1
）
、
「
秋
の
海
」
（
昭
1
8
・
2
）
、
r
久
住
の
歌
」
（
同
）
、
F
か
の
旅
」

（昭
1
8
・
6
）
、
F
那
智
」
（
昭
1
8
・
7
）
。
こ
の
中
、
「
九
月
七
日
・
月
明
」

r春
の
雪
」
「
な
れ
と
わ
れ
」
「
淀
の
河
辺
」
「
秋
の
海
」
「
久
住
の
歌
」

Fか
の

旅
」
　
r
那
智
」
の
諸
篇
は
時
局
詩
で
は
な
い
。
で
は
、
伊
東
の
時

局
詩
は

ど
の
よ
う
な
相
貌
を
示
す
の
か
。
端
的
に
言
え
ば
「
自
序
」
で

暗
示

さ
れ
る
方
法
意
識
が
明
瞭
な
の
で
あ
る
。
続
V
巻
頭
詩
が
「
わ
が

う
た
さ
へ
や
」
で
あ
る
。
続
け
て
「
述
懐
ー
大
詔
奉
戴
一
周
年
に
当
り

て
ひ

と
の
需
む
る
ま
s
に
」
を
掲
げ
る
。

お
ほ

い

な
る
　
神
の
ふ
る
き
み
く
に
に

い

ま
あ
ら
た

大
い

な
る
戦
ひ
と
う
た
の
と
き

甜
に

し
て

一 122一



　
ほ

神
讃
む
る

　
　
　
　
　
　
　
も
ろ
ご
ゑ

V
に
た
み
の
高
き
諸
声

そ

の

こ
ゑ
に
ま
じ
れ
ば
あ
は
れ

浅
茅
が
も
と
の
虫
の
音
の

わ
が
う
た
さ
へ
や

あ
な
を
か
し
　
け
ふ
の
日
の
恭
な
さ
は

　
　
ぶ
る

千
早
振
神
代
に
ぞ
き
く

か

の

天
の

岩
戸

び
ら
き
を

さ
な
が
ら
に

お

ほ

み

こ
と
の
り

大

　
詔

　
　
　
　
　
　
た

す
が
し
さ
に
得
耐
へ
で
泣
き
て

　
　
　
　
　
　
あ
し
た

い

た

だ

き
し
朝
を
い
か
で

忘
れ

得
む

　
　
ひ
と
と
せ
　
も
も
と
せ

こ
の
一
年
の
百
年
な
り
と
も

み

こ
と
の
り
一
度
わ
れ
ら
か
か
ぶ
り
て

戦
ひ

の

時
の
移
り
に

な
ど
て
せ
む
＝
暑
一
憂

　
　
　
（
略
）

大
君
の
民
て
ふ
も
の
は

お

の

が

じ
し
た
だ
わ
が
胸
に

あ
き
ら
か
に
持
つ
御
言
ゆ
ゑ

か

ぎ
り
な
く
豊
け
か
り
け
り

こ
れ
ぞ
か
の
わ
が
軍
神
が

身
を
こ
ろ
し
を
し
へ
給
ひ
し

皇
国
の
誉
な
り
け
る

　
　
　
十
二
月
八
日
近
き
夜

　
　
　
　
　
　
　
と
　
　
　
　
も

　
　
　
風
は

や

き
外
の
面
き
き
つ
つ

　
　
　
　
く
さ
か
げ
　
　
　
　
　
　
う
た
び
と

　
　
　
草
蔭
の
名
無
し
詩
人

　
　
　
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ま

　
　
　
己
が
思
　
子
と
妻
に
い
ふ

　
例
え
ば
右
二
篇
が
、
こ
の
時
期
さ
か
ん
に
作
ら
れ
た
戦
意
高
揚
的
／

扇
情
的
な
時
局
詩
と
は
別
種
の
在
り
方
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
先
ず
は

指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
伊
東
の
時
局
詩
の
考
察
に
入
る

前

に
、
時
局
詩
の
典
型
的
な
在
り
方
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
確
認

し
て
お
き
た
い
。

　
大
東
亜
戦
争
開
戦
以
来
、
大
政
翼
賛
会
文
化
部
は
戦
意
高
揚
の
た
め

の

詩
歌
ア

ン

ソ
ロ
ジ
ー
を
多
く
編
ん
で
い
る
。
『
朗
読
詩
集
　
常
盤
樹

（詩
歌
翼
賛
第

二
輯
改
版
）
』
（
翼
賛
図
書
刊
行
会
、
昭
1
7
・
1
0
修
正
再

　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

版
）
の
一
冊
が
あ
り
、
野
口
米
次
郎
「
召
集
令
ー
愚
息
正
雄
君
召
集
令

を
受
く
、
作
あ
り
」
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
改
行
な
し
ル
ビ
省
略
の
形

で
掲
げ
る
。
伊
東
の
時
局
詩
の
詩
想
と
、
同
時
代
詩
人
の
手
に
成
る
時

局
詩
の
詩
想
の
相
違
を
考
え
る
際
、
極
め
て
興
味
深
い
在
り
方
を
示
す

例
で
あ
る
。
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召
集
令
が
伜
に
下
つ
た
…
…
／
粗
末
な
紙
の
一
片
、
卓
上
に
燃
え

る
赤
の
焔
。
／
書
斎
の
夜
は
厳
か
に
、
沈
黙
は
深
ま
り
ゆ
く
。
／

私

は
声
を
聞
く
、
／
　
F
国
の
お
召
し
だ
、
伜
の
体
を
捧
げ
よ
、
伜

の

魂

を
捧
げ
よ
。
」
／
私
は
外
国
に
聖
戦
を
説
い
た
。
／
東
亜
の

新
建
設

を
説
い
た
。
／
ど
ん
な
犠
牲
も
辞
し
な
い
と
説
い
た
。
／

最
後
の
肋
骨
一
つ
も
、
最
後
の
血
l
滴
も
い
ら
な
い
と
説
い
た
。

／
人

は
私
の
言
葉
に
文
学
を
見
た
。
／
雄
弁
の
連
鎖
を
見
た
。
／

だ

が
、
今
、
伜
は
私
を
恥
辱
か
ら
救
つ
て
呉
れ
る
。
／
彼
は
私
の

文
に
、
魂
で
、
体
で
、
／
連
帯
責
任
の
判
を
ぺ
た
つ
と
捺
し
た
。

／
私
が
国
に
伜
を
捧
げ
な
か
つ
た
な
ら
ば
、
／
私
の
言
葉
は
、
無

責
任
の
一
札
に
な
つ
た
か
も
知
れ
な
い
。
／
伜
よ
、
私
の
親
と
し

て

の

感
謝

を
受
け
よ
。
／
お
前
の
生
き
た
保
証
は
、
／
私
を
文
学

の

恥
辱
か

ら
救
つ
て
呉
れ
た
。
／
私
の
文
は
、
こ
れ
で
、
血
と
な

つ
て
沸

り
、
／
肋
骨
の
壁
と
な
つ
て
国
を
守
る
で
あ
ら
う
。
／
伜

よ
、
往
け
、
往
け
、
往
け
。

　
野
口

の

場
合
か

ら
見
て
ゆ
こ
う
。
示
さ
れ
る
自
意
識
の
第
一
は
、

r詩
人
」
で
あ
る
こ
と
の
〈
恥
辱
〉
で
あ
る
。
自
身
の
〈
雄
弁
の
連
鎖
〉

に

行
動
が
伴
わ
な
い
こ
と
へ
の
後
ろ
め
た
さ
が
告
白
さ
れ
る
が
、
こ
こ

に
、
〈
伜
〉
に
届
い
た
〈
召
集
令
〉
が
免
罪
符
と
し
て
活
用
さ
れ
て
し

ま
う
の
で
あ
る
。
重
要
な
こ
と
は
、
「
詩
人
」
と
し
て
の
〈
恥
辱
〉
を

雪
ぐ
野
口
が
本
作
に
お
い
て
、
〈
伜
〉
と
の
対
話
を
一
切
求
め
て
い
な

い

こ
と
で
あ
る
。
用
心
深
く
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
、
野
ロ
は
〈
伜
〉

の

発
語
を
封
じ
て
い
る
。
一
方
通
行
的
な
〈
往
け
〉
と
い
う
命
令
の
対

象
以
外
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
〈
伜
〉
は
野
口
の
「
詩
人
」
主
体
再
構

築
の
た
め
に
招
か
れ
て
い
る
だ
け
な
の
だ
。
『
常
盤
樹
』
は
収
録
作
品

の

全
篇
に
無
署
名
「
解
説
」
を
付
し
て
い
る
が
、
本
作
「
解
説
」
で
は
、

作
者
は
従
来
「
詩
人
で
あ
る
こ
と
の
た
あ
に
、
外
国
に
向
つ
て
言
葉
と

い

ふ
武
器
を
以
て
説
い
た
」
と
概
括
さ
れ
た
上
、
「
父
の
文
章
は
こ
れ

（碓
井
注
、
召
集
令
）
に
よ
つ
て
初
め
て
完
成
し
た
。
こ
れ
に
よ
つ
て

初
め
て
血
を
持
ち
、
肉
を
持
ち
、
骨
を
備
へ
た
。
感
謝
す
る
！
　
往
け
、

往

け
、
我
が
子
！
　
汝
の
身
も
魂
も
祖
国
の
た
め
に
捧
げ
つ
く
せ
！

（改
行
）
飾
り
気
な
く
素
朴
に
、
然
し
堂
堂
と
、
幅
広
な
発
声
法
を
も

つ
て
読
む
時
に
、
こ
の
詩
の
美
と
滋
味
と
は
流
れ
出
る
や
う
に
思
は
れ

る
」
と
結
ば
れ
る
。
時
局
と
の
照
応
関
係
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
こ

れ
は

見
事

な
「
解
説
」
と
な
り
了
せ
て
い
る
訳
で
あ
る
。
野
口
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

F宣
戦
布
告
」
と
題
す
る
次
の
よ
う
な
作
品
も
あ
る
。

わ

れ
声

を
大
に
し
て
殉
国
の
秋
を
叫
ぶ
／
あ
あ
　
来
る
べ
き
も
の

遂
に

来
れ
る
／
も
の
共
願
起
せ
よ
　
剣
を
握
れ
／
こ
れ
勝
た
ざ
る

可
か

ら
ず
の
闘
な
り
／
東
亜
の
死
活
に
か
か
れ
る
こ
の
一
挙
／
運

命
に
服
従
せ
ず
し
て
天
業
の
成
る
な
く
／
犠
牲
に
身
を
清
あ
ず
し

て
神
に
答
へ
る
こ
と
能
は
じ
／
汝
徒
に
奢
れ
る
も
の
　
敗
北
を
満

喫
せ
よ
／
汝
徒
に
人
を
侮
る
も
の
　
死
の
前
に
膝
ま
づ
け
／
わ
れ

等
頭
上
に

万
世
一
系
の
聖
天
子
を
戴
き
／
民
億
兆
の
血
潮
　
百
万
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武
勇
の
兵
を
通
じ
て
溢
れ
た
り
／
あ
あ
　
い
つ
こ
に
か
か
る
偉
観

あ
ら
ん
や
／
あ
あ
　
い
つ
こ
の
国
か
わ
れ
等
を
屠
り
得
ん
や
／
勝

敗
の
決
既
に
定
ま
れ
り
／
わ
れ
等
往
く
　
た
だ
前
進
あ
る
の
み
／

進

め
！
　
進
め
！

　

こ
こ
に
私
は
時
局
詩
の
典
型
を
見
る
。
「
召
集
令
」
、
F
詩
人
」
と
し

て
の

〈恥
辱
〉
と
は
恐
ら
く
仮
構
さ
れ
た
心
情
で
あ
り
、
領
導
的
立
場

か

ら
の
一
方
的
／
旦
ハ
体
的
／
身
体
的
な
働
き
か
け
の
表
現
を
引
き
出
す

た
め
に
択
ば
れ
る
用
語
な
の
で
あ
る
。
「
宣
戦
布
告
」
も
同
断
で
あ
る
。

〈
も
の
共
願
起
せ
よ
　
剣
を
握
れ
〉
の
発
語
は
、
ど
の
よ
う
な
立
場
か

ら
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
終
二
行
で
〈
わ
れ
等
〉

と
い
う
一
体
感
を
誇
示
す
る
主
語
が
使
わ
れ
て
は
い
る
、
し
か
し
結
局

〈
も
の
共
〉
を
導
く
「
詩
人
」
と
い
う
、
対
立
的
な
関
係
性
が
露
呈
し

て

し
ま
う
だ
け
な
の
で
は
な
い
か
。
極
端
に
言
え
ば
、
こ
れ
ら
に
は

r戦
力
」
と
し
て
の
実
際
的
効
果
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
〈
恥
辱
〉

の

繊
悔
に

せ

よ
〈
わ
れ
等
往
く
〉
の
決
意
に
せ
よ
、
そ
の
表
現
は
あ
る

特
権
的
な
立
場
か
ら
敢
行
さ
れ
る
以
外
に
な
い
の
で
あ
り
、
結
果
さ
れ

る
の
は
、
大
東
亜
戦
争
開
戦
に
狂
喜
す
る
庶
民
的
皮
膚
感
覚
か
ら
断
絶

さ
れ
た
孤
立
的
心
情
の
前
景
化
ば
か
り
な
の
で
あ
る
。

　
伊
東
の
場
合
は
ど
う
か
。
家
族
を
詩
中
に
招
き
入
れ
る
点
で
は
野
口

と
共
通
し
て
い
る
。
「
自
序
」
で
の
〈
自
分
は
自
分
流
に
わ
が
子
に
な

り
と
も
語
り
伝
へ
た
か
つ
た
〉
と
い
う
願
望
は
そ
の
ま
ま
く
己
が
思

子
と
妻
に
い
ふ
V
（
「
述
懐
」
）
の
詩
行
に
旦
ハ
現
し
て
い
る
訳
で
あ
る
が
、

重
要

な
こ
と
は
、
野
口
の
場
合
と
は
対
極
的
に
〈
子
と
妻
〉
が
〈
己
が

思
〉
を
受
け
取
る
相
手
と
し
て
実
体
的
な
存
在
を
許
さ
れ
て
い
る
こ
と

で

あ
る
。
更
に
伊
東
の
場
合
、
自
ら
を
〈
草
蔭
の
名
無
し
詩
人
〉
と
限

定
的
に
定
位
し
、
匿
名
性
を
際
立
た
せ
て
い
る
。
「
わ
が
う
た
さ
へ
や
」

の

〈
神
讃
む
る
／
く
に
た
み
の
高
き
諸
声
〉
を
仰
ぎ
見
る
詩
形
に
は

〈
わ
が
う
た
〉
の
卑
小
さ
を
強
調
す
る
視
覚
的
効
果
が
図
ら
れ
、
〈
ま
じ

れ
ば

あ
は
れ
〉
と
嘆
じ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
殊
更
な
自
己
限
定
は

寧
ろ
〈
高
き
諸
声
〉
を
相
対
化
し
て
い
る
の
だ
。
で
あ
れ
ば
、
戦
略
的

と
も
言
い
た
く
な
る
よ
う
な
方
法
意
識
が
、
こ
こ
に
認
め
ら
れ
な
け
れ

ば

な
ら
な
い
。
「
述
懐
」
に
お
け
る
〈
大
君
の
民
て
ふ
も
の
は
／
お
の

が

じ
し
た
だ
わ
が
胸
に
／
あ
き
ら
か
に
持
つ
御
言
ゆ
ゑ
／
か
ぎ
り
な
く

豊

け
か
り
け
り
〉
と
い
う
常
套
的
に
時
局
詩
的
な
詩
行
が
直
裁
、
〈
草

蔭
の
名
無
し
詩
人
〉
と
い
う
、
卑
小
さ
を
強
調
す
る
殊
更
な
自
己
規
定

を
導
く
こ
と
に
注
目
し
て
も
よ
い
。
小
さ
な
〈
わ
が
s
i
〉
　
〉
は
〈
持
つ

御
言
〉
に
支
え
ら
れ
〈
か
ぎ
り
な
く
豊
〉
か
で
あ
る
、
と
い
う
逆
説
的

な
衿
持
の
表
現
が
面
白
い
o
更
に
副
題
の
く
ひ
と
の
需
む
る
ま
s
に
V

と
い
う
轄
晦
、
「
自
序
」
の
方
法
意
識
を
そ
の
ま
ま
反
復
す
る
慎
ま
し

や
か

な
断
書
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。
極
私
的
か
つ
受
動
的
に
仮
構
さ
れ

る
主
体
を
通
じ
て
、
伊
東
の
〈
わ
が
う
た
〉
は
＜
く
に
た
み
の
高
き
諸

声
〉
と
は
違
う
地
平
に
屹
立
し
、
そ
れ
へ
の
批
判
と
し
て
立
ち
現
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　

い

る
の
で
あ
る
。
繰
り
返
す
が
、
「
自
序
」
か
ら
始
め
ら
れ
る
自
己
限

定
の
発
想
は
、
他
者
の
声
に
支
え
ら
れ
定
立
す
る
「
詩
人
」
主
体
の
強

固
な
自
意
識
を
読
み
取
ら
せ
る
表
現
と
し
て
機
能
す
る
の
で
あ
る
。
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『
春
の
い
そ
ぎ
』
に
は
戦
略
的
な
思
惑
に
基
づ
き
、
他
者
の
存
在
が

多
く
招
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
次
の
指
摘
が
可
能
で
あ
る
。

〈
1
友
人
〉
　
〈
両
氏
の
懇
な
斡
旋
〉
　
〈
ひ
と
の
需
む
る
ま
ま
に
〉
と
い

う
、
他
者
存
在
へ
の
意
識
的
／
反
復
的
な
注
意
喚
起
、
そ
し
て
〈
あ
は

れ
〉
な
〈
わ
が
う
た
〉
や
〈
草
蔭
の
名
無
し
詩
人
〉
と
い
う
、
卑
小
さ

と
匿
名
性
の
殊
更
な
明
示
表
現
。
こ
こ
に
伊
東
は
、
他
者
に
対
す
る
扇

情
的
な
性
格
を
持
た
せ
る
こ
と
な
く
、
大
東
亜
戦
争
開
戦
の
喜
び
、
そ

の

現
実

を
〈
わ
が
う
た
〉
の
喜
び
と
し
て
、
生
活
者
／
庶
民
の
皮
膚
感

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

覚

と
同
じ
地
平
か
ら
歌
い
得
る
自
由
を
手
に
す
る
の
で
あ
る
。
「
大
詔
」

は
、
伊
東
の
時
局
詩
の
そ
う
し
た
特
性
を
端
的
に
伝
え
る
。

昭
和
十
六
年
十
二
月
八
日

何
と
い
ふ
日
で
あ
つ
た
ら
う

清

し
さ
の
お
も
ひ
極
ま
り

宮
城
を
遥
拝
す
れ
ば

　
　
　
ご
と
ご
と

わ
れ
ら
尽
く

ー
誰
か
涙
を
と
ど
め
得
た
ら
う

　
田
中
俊
廣
は
こ
の
詩
に
「
「
わ
れ
ら
」
と
い
う
主
体
放
棄
」
を
指
摘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

し
批
判
的
に
論
じ
て
い
る
が
、
事
態
は
逆
で
あ
ろ
う
。
寧
ろ
、
〈
わ
れ

ら
〉
と
い
う
主
体
の
誇
示
を
私
は
見
る
の
だ
。
こ
こ
で
伊
東
は
庶
民
的

心
情
を
共
通
感
覚
と
し
て
、
　
r
詩
人
」
に
お
け
る
表
現
の
根
拠
と
し
得

て
い

る
訳
で
あ
り
、
そ
の
安
定
し
た
意
識
が
、
作
品
に
伸
び
や
か
で
開

か
れ
た

表
情
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
詩
と
し
て

の

強
度
は

明

ら
か
な
の
で
あ
る
。
菅
谷
規
矩
雄
は
こ
の
時
期
の
伊
東
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

詩
作
態
度
に
つ
い
て
、
「
本
質
的
に
、
い
わ
ば
戦
争
耽
美
と
し
か
い
い

よ
う
の
な
い
〈
対
自
的
〉
な
態
度
で
あ
り
、
（
略
）
戦
争
に
よ
っ
て

F
お
の
れ
を
失
う
」
ど
こ
ろ
か
、
か
え
っ
て
そ
の
逆
で
あ
っ
た
」
（
傍
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

原
文
）
と
指
摘
し
て
い
る
。
的
確
で
あ
る
。
〈
大
い
な
る
戦
ひ
と
う
た

の

と
き
〉
に
際
会
し
、
そ
こ
に
地
声
で
歌
わ
れ
る
〈
わ
が
う
た
さ
へ
や

／
あ
な
を
か
し
〉
（
「
わ
が
う
た
さ
へ
や
」
）
と
い
う
発
想
は
、
伊
東
の

詩
に
自
己
充
足
的
な
完
成
度
を
保
証
し
て
い
る
。
言
及
さ
れ
る
こ
と
の

多
い
「
海
戦
想
望
」
を
見
て
み
よ
う
（
傍
線
碓
井
）
。

　
　
　
　
　
み
い
く
さ

い

か
ば

か

り
御
軍
ら
は

ま
な
こ
か
が
や
き
け
む

校
た

る
月
明
の
夜
な
り
き
と
い
ふ

そ

を
き
け
ば

こ
こ
ろ
は
ろ
ば
ろ

ス

ラ
バ
ヤ
沖

バ

タ
ヴ
ィ
ア
の
沖

敵
影
の
か
ず
の
か
ぎ
り
を

あ
き
ら
か
に
見
よ
と
照
ら
し
し

月
読
は

夜
す
が
ら
の
た
た
か
ひ
の
果
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つ
は

も
の
が
頬
に
の
ぼ
り
し

ゑ

ま
ひ
を
も
み
そ
な
は
し
け
む

そ

の

ス

ラ
バ
ヤ
沖

バ

タ
ヴ
ィ
ア
の
沖

　

こ
の
詩
と
例
え
ば
集
中
の
絶
唱
と
し
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
の
多
い

r春
の
雪
」
に
つ
き
、
詩
的
完
壁
と
い
う
一
点
に
お
い
て
、
差
異
を
言

い
募
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
（
傍
線
碓
井
）
。

み

さ
さ
ぎ
に
ふ
る
は
る
の
雪

枝
透
き
て
あ
か
る
き
木
々
に

つ
も
る
と
も
え
せ
ぬ
け
は
ひ
は

な
く
声
の
け
さ
は
き
こ
え
ず

　
　
　
　
　
も
も

ま
な
ご
閉
ぢ
百
ゐ
む
鳥
の

し
つ
か
な
る
は
ね
に
か
つ
消
え

な

が
め

ゐ
し
わ
れ
が
想
ひ
に

下
草
の
し
め
り
も
か
す
か

春
来
む

と
ゆ
き
ふ
る
あ
し
た

伊
東
の
時
局
詩
の
発
想
が
こ
れ
ま
で
見
て
来
た
と
こ
ろ
と
同
様
に
明
ら

か

で
あ
る
。
強
調
さ
れ
る
引
用
／
伝
聞
／
推
量
の
表
現
は
、
現
実
を
生
々

し
v
伝
え
る
（
伝
え
よ
う
）
と
す
る
た
め
に
択
ば
れ
た
、
や
は
り
戦
略

な
の
で
あ
り
、
「
時
局
／
主
観
」
と
い
う
弁
別
の
意
識
で
は
な
く
、
時

局

と
主
観
を
同
時
に
表
現
す
る
機
能
を
充
分
に
果
た
す
の
で
あ
る
。
三

島
が
感
得
し
た
通
り
、
い
わ
ば
詩
に
お
け
る
「
古
典
的
美
」
が
完
結
形

と
し
て
具
現
す
る
の
だ
。
こ
の
意
味
で
、
「
海
戦
想
望
」
と
「
春
の
雪
」

と
は
等
質
に
し
て
等
価
な
の
で
あ
る
。

　
伊
東
の
時
局
詩
の
詩
想
は
、
絶
え
ず
他
者
の
声
を
招
き
入
れ
る
こ
と

に

よ
る
逆
説
的
な
「
詩
人
」
主
体
の
暗
示
（
即
ち
誇
示
）
、
と
い
う
形

で
表
現
さ
れ
る
。
次
の
「
つ
は
も
の
の
祈
」
は
決
定
的
だ
（
傍
線
碓
井
）
。

ま
ち
待
ち
し
た
た
か
ひ
に
出
立
つ
と
、
落
下
傘
部
隊

　
　
　
つ
は
も
の

の

猛

き
兵
は
、
け
ふ
を
晴
れ
の
日
、
標
め
ぐ
ら
し
、

乏

し
け
れ
ど
も
陣
中
の
も
の
供
へ
て
、
そ
の
傘
を
斎

ひ

ま
つ
り
き
と
い
ふ
。
パ
レ
ン
バ
ン
奇
襲
直
前
の
そ

の

写
真
を
み
れ
ば
、
う
つ
し
身
の
裸
身
を
り
伏
せ
、

ぬ

か
づ

け
り
。
い
く
さ
の
場
知
ら
ぬ
我
な
が
ら
、
感

迫

り
き
て
い
か
で
堪
へ
ん
や
o
乃
ち
、
勇
士
ら
が
こ

こ
ろ
に
な
り
て
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三
島
由
紀
夫
は
〈
つ
は
も
の
が
頬
に
の
ぼ
り
し
／
ゑ
ま
ひ
を
も
み
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

な
は
し
け
む
〉
の
二
行
を
「
天
上
的
な
一
句
」
と
評
し
た
。
傍
線
部
、

な
ど
い
の
ち
借
し
か
ら
む

た
だ
こ
の
か
さ
の



ひ

ら
か
ず
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ま

い

か

な
り
し
い
く
さ
の
状
ぞ
と

問
は
す
ら
む
神
の
み
ま
へ
の

畏
し
や

わ
が
か
へ
り
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
長
野
隆
は

こ
の
詩
に
「
見
た
目
以
上
に
偽
物
で
な
い
戦
争
詩
の
昂
揚
」

を

感
得

し
て
い
る
。
同
感
で
あ
る
。
「
海
戦
想
望
」
と
併
せ
考
え
て
も

よ
い
が
、
引
用
／
伝
聞
／
推
量
と
い
う
詩
法
は
、
見
ら
れ
る
通
り
の
極

私
的
な
語
り
と
し
て
表
現
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
時
代
的
な
真
実
を
余
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

と
こ
ろ
な
く
伝
え
得
る
の
で
あ
る
。
も
う
一
例
、
「
久
住
の
歌
」
を
見

て
み

よ
う
。
詞
書
は
〈
　
　
君
の
手
紙
。
〉
と
語
り
出
さ
れ
、
書
簡
文

の

引
用
（
こ
の
部
分
に
く
そ
ん
な
時
突
然
一
人
が
、
十
二
月
八
日
の
朝

を
ど
こ
か
高
い
山
頂
で
迎
へ
よ
う
で
は
な
い
か
と
言
ひ
出
し
た
の
で

す
V
　
〈
八
日
の
早
暁
、
雪
の
飛
ぶ
頂
上
で
、
宮
城
を
遥
拝
し
て
君
が
代

を
歌
ひ
、
聖
寿
万
歳
を
高
ら
か
に
唱
へ
た
の
で
す
。
僕
は
そ
れ
か
ら
一

行
に
独
り
別
れ
て
去
年
の
夏
の
あ
の
村
を
指
し
て
、
一
気
に
雪
の
久
住

を
走
り
下
つ
た
の
で
す
〉
の
文
面
が
含
ま
れ
る
）
を
挟
み
込
ん
だ
形
で
、

〈
こ
の
手
紙
が
齎
し
た
感
情
に
、
わ
が
う
た
つ
た
歌
。
〉
（
傍
線
碓
井
）

と
結
ば
れ
る
。

国
い
の
る
熱
き
血
潮
は

　
　
　
　
な

を
と
め
　
汝
が
為
に
も
ぞ
う
つ

な

れ汝
見
む

と
来
し

こ
の
山
踏
み
な
ら
ね

な
れ汝

を
見
で

　
　
　
な

雪
匂
ふ
汝
が
赤
ら
頬
見
で

い

か

で
過
ぎ
め
や

あ
し
び
き
の
阿
蘇
を
消
し
つ
つ

　
　
　
　
く
じ
ゆ
う

雪
し
き
る
久
住
の
山

面
影
の
こ
ぞ
の
道
と
り

　
　
　
　
い
も

は

せ
下

る
妹
が
村
指
し

息

つ
く
と
立
ち
て
休
ら
ふ

し
ば
し
さ
へ
心
を
ど
り
の

力
こ
め
石
を
投
ぐ
れ
ば

目
に
う
つ
り
遠
き
し
じ
ま
の

谷
の
木
の
梢
に
み
だ
れ

せ

つ

な
く
も
上
げ
し
吹
雪
や

　
詞
書
に

含
ま
れ
る
語
句
を
論
う
の
だ
と
し
て
も
、
こ
の
詩
を
時
局
詩

と
括
る
の
に
は
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
〈
　
　
君
〉
の
真
情
の

対
象
と
し
て
　
〈
国
〉
と
〈
を
と
め
〉
が
等
価
に
択
ば
れ
て
い
る
の
で
あ

り
、
　
〈
手
紙
が
齎
し
た
感
情
〉
を
伊
東
が
〈
わ
が
う
た
つ
た
歌
〉
と
し
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て
作
品
化

す
る
際
、
次
行
が
逆
説
的
に
働
い
て
〈
汝
見
む
と
来
し
〉
と

登
頂
の

目
的
が
暗
示
さ
れ
る
訳
で
あ
る
か
ら
、
本
作
は
恋
愛
詩
な
の
で

あ
る
。
〈
ー
君
V
の
真
情
と
は
二
つ
な
が
ら
矛
盾
な
く
同
居
す
る
恋

情
に
他
な
ら
ず
、
偽
り
な
く
そ
の
恋
情
と
躍
動
感
が
伝
え
ら
れ
、
こ
の

詩
は

欠
け
る
と
こ
ろ
な
く
「
美
し
い
」
の
で
あ
る
。

　
以
上
に

見
て
来
た
と
こ
ろ
か
ら
、
伊
東
の
時
局
詩
と
は
ど
の
よ
う
な

も
の
か
概
括
し
て
お
き
た
い
。
生
身
の
伊
東
静
雄
、
大
阪
府
立
中
学
校

教
諭

と
い
う
公
職
に
あ
る
彼
が
戦
時
体
制
協
力
の
職
務
を
遂
行
し
て
い

た
こ
と
に
疑
問
の
余
地
は
な
い
。
ま
た
例
え
ば
昭
和
一
八
年
一
月
の
日

記
に

〈
二
日
　
壽
恵
男
（
碓
井
注
、
伊
東
の
弟
）
、
ビ
ル
マ
、
ラ
ン
グ
ー

ン

着
。
（
改
行
）
天
皇
陛
下
の
御
為
に
一
命
を
捧
げ
ま
つ
る
は
今
な
る

ぞ
、
日
本
歩
兵
の
突
撃
は
わ
が
皇
軍
の
花
な
る
ぞ
〉
等
と
、
い
わ
ば
野

口

米
次
郎
的
な
号
令
を
書
き
付
け
、
同
じ
く
日
記
、
日
本
軍
の
戦
果
を

誇
る
「
大
本
営
発
表
」
を
小
ま
め
に
書
き
写
し
て
い
た
こ
と
も
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
。
一
方
で
興
味
深
い
の
は
、
昭
和
一
八
～
一
九
年
日
記
の

記
述
の

伊
東
と
し
て
は
例
外
的
な
細
密
さ
で
あ
る
。
一
八
年
八
月
に
は

長
男
．
夏
樹
が
誕
生
し
て
お
り
、
家
族
に
関
す
る
記
述
が
飛
躍
的
に
多

く
な
っ
て
い
る
。
生
活
者
／
家
庭
人
と
し
て
の
意
識
が
重
く
な
り
、

F詩
人
」
に
と
っ
て
の
切
実
な
意
味
と
し
て
引
き
受
け
ら
れ
て
ゆ
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

と
い
う
指
摘
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
菅
谷
規
矩
雄

は
、
『
哀
歌
」
以
前
の
い
わ
ゆ
る
初
期
詩
篇
か
ら
『
反

響
』
を
は
じ
め
と
す
る
戦
後
詩
篇
に
至
る
ま
で
の
詩
行
を
二
〇
例
ほ
ど

挙
げ
た
上
で
、
「
修
辞
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
が
衰
退
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

し
か
も
伊
東
静
雄
の
詩
は
、
修
辞
力
の
強
度
い
が
い
の
な
に
も
の
で
も

　
　
　
　
む
　

な
か
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
指
摘
自
体
は
示
唆
に
富
む
が
、

『
春
の
い
そ
ぎ
』
に
限
定
し
て
見
た
場
合
、
大
東
亜
戦
争
開
戦
と
い
う

時
局
を
僥
倖
と
捉
え
、
「
修
辞
力
の
強
度
」
と
引
き
換
え
に
「
詩
人
」

と
し
て
の
自
由
を
手
に
入
れ
た
と
見
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
。
結
論

的
に
言
え
ば
、
時
局
詩
と
家
庭
詩
は
伊
東
に
お
い
て
不
可
分
の
関
係
に

あ
り
（
勿
論
、
彼
に
お
い
て
は
弁
別
の
必
要
も
な
く
）
、
時
局
詩
は
家

庭
詩
的
な
発
想
の
許
に
成
り
、
逆
の
三
口
い
方
も
成
り
立
つ
、
と
い
っ
た

次
第
な
の
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
「
私
の
詩
」
で
あ
る
。
本
集
に
お
い
て

伊
東
は
そ
の
こ
と
を
強
く
主
張
し
て
い
る
。
次
に
、
そ
の
家
庭
詩
の
在

り
方
を
具
体
的
に
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。

　
『
春
の
い
そ
ぎ
』
の
始
発
期
に
当
る
昭
和
一
五
年
六
月
中
旬
（
日
不

明
）
池
田
勉
宛
書
簡
で
、
伊
東
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
当
期
の

伊
東
の
詩
作
に
つ
い
て
考
察
す
る
際
、
逸
し
て
は
な
ら
な
い
記
述
で
あ

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

文
学
は
決
し
て
直
接
、
個
人
の
生
活
と
体
験
を
の
み
土
台
と
し
て

は
い
け
な
い
と
い
ふ
覚
悟
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
と
同
時
に
、
各
自

の

苦

し
み
を
我
慢
し
て
公
の
仕
事
を
し
て
行
v
、
人
間
の
い
と
ほ

し
さ
を
し
み
じ
み
と
感
ず
る
の
で
す
。
（
改
行
、
略
）
わ
た
し
は

い

ま
看
病
の
傍
ら
、
古
い
歌
謡
の
本
を
よ
ん
で
ゐ
ま
す
。
（
略
）

一 129一



こ
れ
は
自
分
の
鎮
魂
の
た
め
と
、
自
分
の
文
学
の
模
索
の
た
め
で

あ
り
ま
す
。
私
は
こ
の
ご
ろ
他
か
ら
題
を
あ
た
へ
ら
れ
て
詩
作
つ

て
み

た

い

気
持
が
濃
厚
で
す
。
こ
れ
は
せ
め
て
も
の
私
の
謙
虚
の

表
情
で
あ
り
ま
せ
う
か
。
（
傍
点
原
文
）

　
『
春
の
い
そ
ぎ
』
の
始
発
期
と
は
即
ち
『
夏
花
』
刊
行
直
後
の
時
期

で

あ
る
。
〈
各
自
の
苦
し
み
を
我
慢
し
て
公
の
仕
事
を
し
て
行
v
、
人

間
の
い
と
ほ
し
さ
を
し
み
じ
み
と
感
ず
る
〉
、
こ
れ
が
こ
の
時
期
の
伊

東
を
襲
っ
た
実
感
で
あ
る
。
こ
の
実
感
は
〈
直
接
、
個
人
の
生
活
と
体

験

を
の
み
土
台
と
し
て
は
い
け
な
い
と
い
ふ
覚
悟
〉
、
つ
ま
り
文
学
的

信
条
を
導
く
。
重
要
な
点
は
〈
個
人
の
生
活
と
体
験
〉
が
詩
作
の
素
材

と
し
て
見
据
え
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
具
体
的
詩
法
と
し

て
は

〈他
か
ら
題
を
あ
た
へ
ら
れ
〉
る
こ
と
が
切
望
さ
れ
る
。
収
録
詩

篇
の
最
初
に
成
っ
た
の
が
、
巻
末
詩
「
誕
生
日
の
即
興
歌
」
（
昭
1
5
．

2
）
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
や
す
み
　
　
　
も
ん
ど
り

く
ら
い
　
西
の
屋
角
に
　
翻
筋
斗
う
つ
て
　
そ
こ
い
ら
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

も
つ
る
る
　
あ
の
響
樹
々
の
喚
び
と
　
警
む
る
　
草
の
し

る

　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
つ

つ

し
つ
　
よ
ひ
毎
に
　
吹
き
出
る
風
の
　
け
ふ
い
く
夜
　
何

こ処
よ
り
来
て
　
あ
あ
に
ぎ
は
し
や
　
わ
が
い
の
ち
　
生
く
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
も
し
び

い

は

ひ

ま
あ
子
や
こ
の
父
の
為
　
灯
さ
げ
て
折
つ
て

　
　
　
と
な
　
り

来
い
　
隣
家
の
　
ひ
と
住
ま
ぬ
　
籠
の
う
ち
の
　
か
の
山
茶

花
の
枝
　
い
や
　
い
や
　
闇
の
お
化
け
や
　
風
の
胴
間
声

そ

れ

さ
へ
　
怖
く
な
い
の
な
ら
　
尤
む
る
ひ
と
の
　
あ
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の

か

　
寧

ろ
ま
あ
子
　
こ
よ
ひ
　
わ
が
祝
ひ
に
　
あ
の
花
の

こ
こ
ろ
を
　
言
は
う
な
ら
「
あ
あ
か
く
て
　
誰
が
た
め
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

咲
き
つ
ぐ
わ
れ
ぞ
」
　
さ
あ
　
折
つ
て
お
い
で
　
ま
あ
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（傍
点
原
文
、
末
尾
「
自
註
」
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

　
野
村
聡

「
『
春
の
い
そ
ぎ
』
」
は
、
『
哀
歌
』
か
ら
『
夏
花
』
を
経
て

『
春
の
い
そ
ぎ
』
に
至
る
表
現
の
過
程
を
「
詩
人
の
不
可
避
性
」
と
捉

え

構
造
的
に
追
尋
し
、
r
二
つ
の
詩
集
か
ら
の
必
然
的
な
帰
結
と
し
て

論
ず
る
必
要
」
を
説
い
て
無
類
の
説
得
力
を
持
つ
が
、
詩
集
の
特
性
と

し
て
私
も
指
摘
し
た
「
匿
名
性
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

長
い
引
用
を
敢
え
て
す
る
。

　
　

〈
匿
名
性
〉
こ
そ
が
、
『
春
の
い
そ
ぎ
』
と
い
う
詩
集
全
体
に
通

　
　
底
す

る
詩
人
の
理
念
（
む
し
ろ
感
性
）
な
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、

　
　

〈匿
名
性
〉
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
『
哀
歌
』
に
も
（
読
人
不
知
）

　
　
と
い
う
形
で
出
て
く
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
”
詩
人
”
と
い
う
〈
主

　
　
体
〉
　
（
痛
ま
し
き
お
の
れ
）
を
措
定
す
る
た
め
の
、
逆
説
的
な
自

　
　
己

翰
晦－
言
い
換
え
れ
ば
、
伊
東
が
自
身
に
向
か
っ
て
発
し
た

　
　
ク
セ
ニ
エ

　
　
反
語

（
イ
ロ
ニ
ー
）
な
の
で
あ
る
。
『
春
の
い
そ
ぎ
』
の
〈
匿
名

　
　
性
〉
は
ほ
ぼ
そ
れ
と
は
逆
に
イ
ロ
ニ
ー
の
消
え
た
”
積
極
的
な
”

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　

　
　
と
言
え
る
ほ
ど
の
価
値
と
し
て
出
さ
れ
て
い
る
。
（
傍
点
原
文
）

　
先
に
引
用
し
た
菅
谷
氏
の
「
修
辞
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
が
衰
退
し
て
ゆ

く
」
こ
と
の
指
摘
を
併
せ
考
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
が
、
私
が
付
け
加
え
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た

い

の

は
、
「
詩
人
」
と
し
て
の
伊
東
の
、
こ
れ
は
↓
つ
の
幸
福
な
の

で

は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
匿
名
性
」
が
表
現
に
開
か
れ
た

気
分
／
自
由
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
、
前
項
で
重
ね
て
述
べ
た
通
り
で

あ
る
。
「
誕
生
日
の
即
興
歌
」
の
場
合
で
見
て
み
よ
う
。
実
子
を
詩
中

に

招

き
入
れ
て
な
さ
れ
る
、
見
ら
れ
る
通
り
の
祝
祭
が
、
〈
十
二
月
八

日
近
き
夜
／
風
は
や
き
外
の
面
き
き
つ
つ
／
草
蔭
の
名
無
し
詩
人
／
己

が
思
　
子
と
妻
に
い
ふ
〉
（
「
述
懐
」
）
の
表
現
と
地
続
き
で
あ
る
こ
と

は

論

を
侯
た
な
い
。
〈
あ
あ
か
く
て
　
誰
が
た
め
に
／
咲
き
つ
ぐ
わ
れ

ぞ
〉
、
こ
の
間
を
受
け
取
り
応
え
る
相
手
が
具
体
的
に
存
在
す
る
と
い

う
充
足
に
伊
東
は
満
た
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
〈
ま
あ
子
（
の
た
め
）
〉

な
の
で
あ
り
、
同
時
に
、
自
問
を
受
け
取
る
〈
こ
の
父
（
の
た
め
）
〉

で

も
あ
る
の
だ
。
「
対
他
」
即
「
対
自
」
と
も
評
す
べ
き
表
現
が
こ
こ

に

出
来
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
発
想
は
、
具
体
的
に
挙
げ
る
と
す
れ

ば

「
大
詔
」
の
発
想
、
い
わ
ば
全
面
的
に
し
て
完
辟
玉
な
時
局
詩
、
そ
の

発
想
に

通
底

し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
時
局
詩
の
詩
想
を
積
極
的
に
準
備

す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
次
の
「
百
千
の
」
（
昭
1
5
・
1
2
）
も
類

例
で
あ
る
。

ひ

や

く
せ
ん

百

千
の
草
葉
も
み
ち
し

野
の

勤
き
琴
は
　
鳴
り
出
づ

哀
し
み
の

熟
れ
ゆ
く
さ
ま
は

酸
き
木
の
実

甘
く
か
も
さ
れ
て

照

る
に
似
た
ら
ん

わ
れ
秋
の
太
陽
に
謝
す

　
来
る
べ
き
時
の
到
来
、
こ
れ
は
「
生
身
の
家
庭
人
」
存
在
と
「
詩
人
」

主
体
と
の
融
合
の
実
感
で
あ
ろ
う
。
第
一
聯
の
二
行
は
後
年
〈
大
い
な

る
戦
ひ
と
う
た
の
と
き
／
酩
に
し
て
〉
　
（
r
述
懐
」
）
と
反
復
的
に
祝
福

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
詩
表
現
の
根
拠
を
外
部
世
界
に
見
出
し
、
そ
こ

か

ら
直
載
、
自
身
の
〈
哀
し
み
〉
を
慰
撫
す
る
言
葉
が
導
か
れ
る
の
で

あ
る
。
吐
露
さ
れ
る
清
澄
な
諦
念
は
、
「
詩
人
」
に
と
っ
て
は
表
現
の

衰
退

を
齎
す
も
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
同
時
に
成
熟
と
し
て
認
識
さ
れ

て
い

る
。
〈
わ
れ
秋
の
太
陽
に
謝
す
〉
と
い
う
終
行
は
殊
更
に
興
味
深

い

表
現
だ

と
私
に
は
思
え
る
。
か
つ
て
〈
美
し
く
輝
く
こ
と
を
希
〉

（『
哀
歌
』
所
収
「
わ
が
ひ
と
に
与
ふ
る
哀
歌
」
）
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て

〈美
し
く
輝
〉
い
て
い
た
、
修
辞
的
／
観
念
的
存
在
で
あ
っ
た
伊
東

の

〈太
陽
〉
は
変
質
し
、
〈
秋
の
太
陽
〉
つ
ま
り
実
体
と
し
て
定
位
さ

れ

る
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
存
在
し
、
〈
哀
し
み
〉
に
成
熟
を
齎
し
、

更

に
、
伊
東
の
詩
表
現
の
安
定
を
支
え
る
恩
恵
と
し
て
詩
中
に
招
か
れ

る
。
実
存
的
な
〈
哀
し
み
〉
を
成
熟
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
の
で
き
る

地
平
に

自
分
は
立
ち
得
た
の
だ
と
い
う
、
こ
れ
は
確
信
を
表
明
す
る
詩

篇

な
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
〈
秋
の
太
陽
に
謝
す
〉

の

祈
念
は
重
い
一
句
で
あ
っ
た
ろ
う
と
私
に
は
思
え
る
の
で
あ
る
。
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一
方
で
、
成
熟
と
い
う
事
態
が
一
種
の
痛
み
と
し
て
認
識
さ
れ
、
表

現

さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
好
例
は
「
庭
の
蝉
」
　
（
昭
1
6
・
7
）
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

が
、
こ
の
詩
に
つ
い
て
も
野
村
聡
の
精
緻
な
分
析
が
あ
る
の
で
推
奨
し

て

お
き
た
い
。
別
例
「
羨
望
」
（
昭
1
6
・
1
0
）
を
見
て
み
よ
う
。

　
　
　
（
前
略
）

F蝉
の
声
が
や
か
ま
し
い
や
う
で
は

所
詮

日
本
の
詩
人
に
は
な
れ
ま
い
よ
」

　
　
　
　
ど

と
い
ふ
と
何
う
と
つ
た
の
か

か

れ

は
み
る
み
る
赤
い
蓋
し
げ
な
表
情
に
な
つ
て

F
で

も
ー
そ
れ
が
連
も
耐
ら
な
い
も
の
な
の
で
す
」

と
ひ
と
り
ご
と
の
や
う
に
言
つ
た

そ

の

い

ひ

方
に
は
一
種
の
感
じ
が
あ
つ
た

わ
た
し
は
不
思
議
な
ほ
ど
素
直
に

ー
そ
れ
は
　
連
も
耐
ら
な
い
も
の
だ
つ
た
ら
う

し
ん
か
ら
さ
う
思
へ
て
き
た

そ
し
て
　
訳
の
わ
か
ら
ぬ
う
ら
や
ま
し
い
心
持
で

こ
の
若
い
友
の
顔
を
な
が
め
た

　
〈
日
本
の
詩
人
〉
と
は
よ
く
言
っ
た
も
の
で
、
そ
こ
に
自
身
を
位
置

付
け
る
こ
と
が
本
作
で
は
自
然
に
行
わ
れ
て
い
る
が
、
伊
東
は
ま
さ
に
、

〈
日
本
の
詩
人
〉
と
い
う
自
然
状
態
に
抗
う
「
他
な
ら
ぬ
〈
私
〉
の
詩
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

の

表
現

を
行
う
地
点
か
ら
詩
作
を
開
始
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ

こ
で
伊
東
が
感
じ
て
い
る
〈
訳
の
わ
か
ら
ぬ
う
ら
や
ま
し
い
心
持
〉
と

は
、
先
程
触
れ
た
「
庭
の
蝉
」
で
は
〈
一
種
前
生
の
お
も
ひ
〉
と
表
現

さ
れ
る
、
取
り
戻
す
べ
く
も
な
い
「
若
さ
」
と
い
う
も
の
に
対
す
る
憧

憬

と
悔
恨
で
あ
り
、
〈
素
直
〉
な
同
感
は
、
成
熟
と
引
き
換
え
に
引
き

寄
せ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
修
辞
力
の
衰
退
、
そ
の
自
覚
か
ら
齎
さ
れ
る

心
情
で
あ
る
。
「
老
い
」
と
し
て
実
感
さ
れ
る
そ
の
自
覚
は
、
「
詩
人
」

と
し
て
の
表
現
の
安
定
を
結
果
す
る
一
方
、
違
和
と
し
て
感
じ
ら
れ
る

時

に
、
〈
一
種
前
生
の
お
も
ひ
と
／
か
す
か
な
量
ひ
を
と
も
な
ふ
吐
気
V

（r庭
の
蝉
」
）
に
襲
わ
れ
る
、
そ
う
い
っ
た
表
現
に
転
じ
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。

　
そ

し
て
、
「
な
れ
と
わ
れ
」
の
よ
う
な
詩
篇
を
前
に
す
る
と
、
そ
の

完
結
性
を
前
に
口
を
喋
み
た
く
な
る
と
で
も
い
っ
た
感
慨
を
催
す
。

新
妻
に

し
て
見
す
べ
か
り
し

わ

が
ふ

る
さ
と
に

な
れ汝

を
伴
ひ
け
ふ
来
れ
ば

十
歳
を
経
た
り

　
　
　
　
　
　
な

い

ま
は
は
や
　
汝
が
傍
ら
の

わ

ら
べ
　
　
　
か
な

童

さ
び
愛
し
き
も
の
に

わ

が
指

さ
し
て
い
ふ

な
つ
か
し
き
山
と
河
の
名
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あ
　
こ

走

り
出
る
吾
子
に
後
れ
て

夏
草
の
道
往
く
　
な
れ
と
わ
れ

さ
い
げ
つ

歳
月
は
過
ぎ
て
の
の
ち
に

た
だ
老
の
思
に
似
た
り

　
本
作

を
は
じ
め
所
収
諸
篇
に
つ
い
て
、
赤
塚
正
幸
は
「
物
語
性
、
ド

　
　
　
　
　
　
お
　

ラ
マ
性
の
欠
如
」
を
否
定
的
に
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
詩
に

対
す
る
そ
の
よ
う
な
批
判
は
無
意
味
で
あ
ろ
う
。
「
古
典
的
詩
美
の
完

結
性
」
と
肯
定
的
評
価
で
応
じ
て
お
け
ば
よ
い
。
〈
老
の
思
〉
を
積
極

的
に
引
き
寄
せ
て
成
立
す
る
持
情
、
こ
こ
に
伊
東
は
「
家
庭
人
」
と

r詩
人
」
の
幸
福
を
同
時
に
受
け
取
る
の
で
あ
る
。
〈
童
さ
び
愛
し
き
も

の

に

／
わ

が
指

さ
し
て
い
ふ
／
な
つ
か
し
き
山
と
河
の
名
〉
の
格
調
に

『
哀
歌
』
か
ら
の
詩
想
の
転
位
は
明
ら
か
で
あ
る
。
伊
東
は
〈
故
郷
〉

を
次
の
よ
う
に
歌
っ
て
い
た
。

　
　
　
（
前
略
）

（
ま
つ
た
く
！
い
ま
は
故
郷
に
美
し
い
も
の
は
な
い
）

ど

う
し
て
（
い
ま
は
）
だ
ら
う
！

美
し
い
故
郷
は

そ

れ
が
彼

ら
の
実
に
空
し
い
宿
題
で
あ
る
こ
と
を

無
数
な
古
来
の
詩
の
讃
美
が
証
明
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（『
哀
歌
』
所
収
「
帰
郷
者
」
）

　

こ
う
し
た
詩
行
を
「
な
れ
と
わ
れ
」
に
対
置
さ
せ
て
み
る
と
、
成
程

『
哀
歌
』
期
の
伊
東
の
詩
作
と
は
「
修
辞
力
の
強
度
」
（
前
掲
菅
谷
氏
）

の

顕
現
に

他
な
ら
ず
、
否
定
さ
れ
る
た
め
だ
け
に
想
定
さ
れ
る
〈
美
し

い

故
郷
〉
は
、
否
定
形
と
し
て
表
現
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
〈
美
し
い
故

郷
〉
を
前
景
化
さ
せ
る
と
い
っ
た
旦
ハ
合
な
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に

見
て
来
る
と
、
『
春
の
い
そ
ぎ
』
に
対
す
る
否
定
的
評
価
は
概
ね
、
『
哀

歌
』
『
夏
花
』
的
な
修
辞
力
の
衰
退
と
い
う
点
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
判
る
。
重
要
な
こ
と
は
、
『
哀
歌
』
的
な
表
現
の
在
り
方
が
、
時

局
や

家
庭
と
い
う
も
の
を
外
在
的
な
表
現
の
根
拠
と
し
て
捉
え
始
め
た

伊
東
に
お
い
て
は
、
極
桔
と
し
て
認
識
さ
れ
る
以
外
に
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
長
野
隆
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
伊
東
の
情
況
詩
（
戦
争
詩
）
が
一
連
の
家
庭
詩
と
併
行
し
て
書
か

　
　
れ

た
理
由
も
頷
け
る
。
そ
の
詩
索
‖
方
法
の
崩
壊
と
と
も
に
、
自

　
　
閉
す
る
「
個
」
を
抜
け
出
た
〈
小
さ
き
半
身
〉
が
、
一
方
は
家
庭

　
　
と
い
う
「
対
な
る
幻
想
」
の
世
界
に
、
一
方
は
情
況
と
い
う
「
共

　
　
同
体
」
の
地
平
に
、
自
然
で
あ
り
歴
史
的
で
あ
る
よ
う
な
不
可
避

　
　
な
現
実
の
一
コ
マ
と
し
て
、
自
身
の
肖
像
を
手
に
入
れ
て
し
ま
っ

　
　
　
　
　
　
ロ
　

　
　
た
か
ら
だ
。

　
〈
愛
し
き
も
の
〉
と
い
い
〈
わ
れ
ら
〉
（
「
大
詔
」
）
と
い
う
、
伊
東
に

お

い

て
、
「
無
限
に
愛
憐
す
べ
き
何
も
の
か
」
　
（
前
掲
長
野
氏
）
に
対
す

る
心
理
的
区
別
は
な
い
。
こ
こ
で
補
足
的
に
興
味
深
い
の
は
、
伊
東
が

「
愛
憐
す
べ
き
何
も
の
か
」
と
の
違
和
を
図
ら
ず
も
漏
ら
し
て
し
ま
う
、

そ
の
表
現
の
瞬
間
で
あ
る
。
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（
前
略
）

し
か
し
い
ま
は
誇
高
い
菊
の
季
節

し
た
た
か
に
う
る
は
し
い
菊
を

想
ふ

日
多
く

け
ふ
も
久
し
ぶ
り
に
琴
が
聴
き
た
く
て

子
供
の
母
に
そ
れ
を
い
ふ
と

彼
女
は
ま
る
で
と
り
あ
は
ず
　
笑
つ
て
も
み
せ
な
ん
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
F
菊
を
想
ふ
」
昭
1
6
’
1
2
）

響
』
か
ら
「
夕
映
」
の
終
五
行
、
「
『
反
響
』

所

で
」
の
終
四
行
を
見
て
み
よ
う
。

以
後
」
か
ら
「
夜
の
停
留

ね

が

は
く
は
こ
の
わ
が
行
ひ
も

あ
s
せ
め
て
は
あ
の
や
う
な
小
さ
い
祝
祭
で
あ
れ
よ

仮
令
そ
れ
が
痛
み
か
ら
の
も
の
で
あ
つ
て
も

ま
た
悔
い
と
実
り
の
な
い
憧
れ
か
ら
の

た

つ

た
ひ
と
り
の
も
の
で
あ
つ
た
に
し
て
も

　
修
飾
が
重
ね
ら
れ
る
〈
誇
高
〉
＜
＜
し
た
た
か
に
う
る
は
し
い
菊
〉
、

そ
し
て
些
か
唐
突
な
〈
琴
〉
の
イ
メ
－
ジ
は
典
雅
で
あ
り
、
「
公
」
と

い

っ

た
も
の
に
切
り
結
ば
れ
る
よ
う
に
も
読
み
取
り
得
る
。
そ
う
読
む

と
、
こ
の
詩
に
お
い
て
も
「
家
庭
詩
／
時
局
詩
」
と
い
う
弁
別
自
体
が

無
化

さ
れ
る
。
「
詩
人
」
の
戯
画
化
さ
れ
た
姿
態
が
好
ま
し
く
伝
え
ら

れ

る
が
、
こ
う
い
っ
た
余
裕
の
あ
る
筆
致
に
、
〈
菊
V
や
〈
琴
〉
と
い

う
「
公
」
を
背
負
う
家
父
長
と
、
日
常
生
活
と
い
う
「
私
」
を
代
表
す

る
〈
子
供
の
母
〉
と
の
理
想
的
な
緊
張
関
係
を
指
摘
す
る
の
も
、
決
し

て
大
仰
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
日
常
的
に
行
わ
れ
る
、
一
方
通
行
的
で
は

な
い
紐
帯
へ
の
信
頼
と
い
う
意
味
に
お
い
て
私
は
言
う
の
で
あ
る
。
何

に

せ

よ
、
こ
う
し
て
示
さ
れ
る
「
ま
も
る
べ
き
存
在
」
へ
の
（
か
ら
の
）

視
線
の
先
に
、
敗
戦
と
い
う
事
態
を
も
通
り
越
し
て
、
『
反
響
』
「
『
反

響
』
以
後
」
（
こ
の
括
り
方
は
『
定
本
版
』
に
拠
る
）
の
詩
世
界
が
見

通

さ
れ
て
い
る
と
示
唆
す
る
の
は
飛
躍
で
あ
ろ
う
か
。
試
み
に
、
『
反

あ
～
無
邪
気
な
浄
福
よ

目
に
は
消
え
て
い
ま
は
一
層
あ
か
る
く
な
つ
た
窓
の
影
絵
に

そ

つ

と
お
れ
は
呼
び
か
け
る

お

や

す
み

　
戦
後
詩
篇
の
詳
細
な
検
討
は
別
稿
を
用
意
す
る
こ
と
と
し
た
い
が
、

例
え
ば
掲
げ
た
池
田
勉
宛
書
簡
に
語
ら
れ
る
よ
う
な
、
詩
想
（
「
個
人

の

生
活

と
体
験
を
の
み
土
台
と
し
て
は
い
け
な
い
と
い
ふ
覚
悟
」
）
や

詩
法

（「
他
か

ら
題
を
あ
た
へ
ら
れ
て
詩
作
つ
て
み
た
い
」
）
の
模
索
を

通

じ
て
は
じ
め
て
、
伊
東
は
自
身
の
「
戦
後
詩
」
を
獲
得
し
得
た
の
で

あ
る
。
そ
の
意
味
で
も
、
同
時
代
時
局
詩
か
ら
照
射
し
た
際
の
特
殊
性

に

鑑
み

て

も
、
『
春
の
い
そ
ぎ
』
に
は
伊
東
に
お
け
る
あ
る
種
の
詩
的

豊
饒
が
結
実

し
て
い
る
。
以
上
の
通
り
に
本
稿
で
は
結
論
し
た
い
。
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【注
】（

1
）
　
w
u
争
詩
」
と
い
う
呼
称
に
つ
い
て
、
林
浩
平
は
「
伊
東
静
雄
に
お

　
　

け
る
「
愛
国
」
的
心
性
と
ポ
エ
ジ
ー
」
（
土
曜
美
術
社
『
詩
と
思
想
』

　
　

3
の
ω
Φ
」
、
平
2
9
・
5
）
に
お
い
て
「
戦
地
で
兵
士
ら
に
よ
っ
て
書
か

　
　

れ
た

も
の
」
を
指
す
の
で
あ
り
、
『
春
の
い
そ
ぎ
』
の
諸
篇
、
ま
た
は
、

　
　

大
東
亜
戦
争
開
戦
と
同
時
に
国
内
の
詩
人
た
ち
に
よ
り
　
挙
的
に
書
か

　
　

れ
た

そ

れ

ら
を
「
愛
国
詩
」
あ
る
い
は
「
時
局
詩
」
と
称
す
べ
き
だ
と

　
　

す

る
。
重
要
な
指
摘
で
あ
り
、
本
稿
に
お
け
る
「
時
局
詩
」
の
使
用
も

　
　

林
氏
の
指
摘
に
依
拠
す
る
こ
と
を
明
記
し
て
お
く
。

（
2
）
　
桑
原
武
夫
・
富
士
正
晴
編
『
伊
東
静
雄
詩
集
』
（
創
元
社
、
昭
2
8
・

　
　

7
）
の
桑
原
「
解
説
」
。
こ
こ
で
は
伊
東
の
意
を
酌
ん
だ
編
者
が
本
詩

　
　

集
か

ら
「
序
と
、
『
わ
が
う
た
さ
へ
や
』
『
那
智
』
『
久
住
の
歌
』
『
述
懐
』

　
　
　
　
　
ハ
マ
マ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

　
　

『
海
戦

展

望
』
『
つ
は
も
の
の
歌
』
『
大
詔
』
の
七
篇
」
を
削
除
し
た
と

　
　

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
「
七
篇
」
が
伊
東
の
明
示
で
あ
る
と
い
う
証

　
　

拠
が
な

く
、
こ
の
点
に
は
注
意
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。
本
論
で
も
述

　
　

べ
た

通

り
、
例
え
ば
「
那
智
」
や
「
久
住
の
歌
」
の
、
い
わ
ゆ
る
時
局

　
　

詩

と
の
異
質
性
を
問
う
こ
と
こ
そ
が
重
要
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の

　
　

が
私
の
見
方
で
あ
る
。

（
3
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
勝
原
晴
希
が
「
伊
東
静
雄
と
古
典
1
『
春
の
い

　
　

そ

ぎ
』
の
近
世
詩
」
（
芸
術
至
上
主
義
文
芸
学
会
『
芸
術
至
上
主
義
文

　
　

芸
』
1
8
、
平
5
・
1
）
に
お
い
て
、
「
詩
集
後
半
の
〈
家
庭
詩
〉
が
前

　
　

半
の
〈
戦
争
詩
〉
へ
の
道
を
開
い
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た

　
　

坪
井
秀
人
も
『
声
の
祝
祭
ー
日
本
近
代
詩
と
戦
争
』
（
名
古
屋
大
学
出

　
　

版

会
、
9
7
・
8
）
中
「
第
八
章
戦
争
詩
論
の
前
提
」
に
お
い
て
、

　
　

rr述
懐
」
な
ど
を
外
し
て
他
の
詩
、
例
え
ば
「
春
の
雪
」
や
「
七
月
二

　
　

日
・
初
蝉
」
と
い
っ
た
詩
を
考
え
る
こ
と
は
難
し
い
は
ず
だ
。
「
述
懐
」

　
　
の
末
尾
《
十
二
月
八
日
近
き
夜
／
風
は
や
き
外
の
面
き
き
つ
つ
／
草
蔭

　
　
の
名
無
し
詩
人
／
己
が
思
　
子
と
妻
に
い
ふ
》
の
内
容
は
詩
集
の
自
序

　
　
（
こ
れ
も
削
除
さ
れ
た
が
）
に
通
じ
、
〈
家
庭
人
V
と
〈
詩
人
〉
と
を
綜

　
　
合
し
よ
う
と
す
る
自
意
識
は
集
の
全
体
に
通
底
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

　
　
を
考
え
る
と
、
む
し
ろ
欠
け
て
は
な
ら
ぬ
一
篇
で
は
な
い
の
か
」
と
指

　
　
摘
し
て
い
る
。

（
4
）
　
大
東
亜
戦
争
開
戦
以
来
さ
か
ん
に
行
わ
れ
た
「
詩
歌
朗
読
運
動
」
に

　

　
つ
い
て
の
論
究
と
し
て
、
坪
井
氏
注
（
3
）
書
は
高
度
な
達
成
を
示
し

　
　
て
い
る
。
『
常
盤
樹
』
は
元
版
が
「
詩
歌
翼
賛
」
、
つ
ま
り
、
「
翼
賛
」

　
　
と
い
う
多
分
に
心
情
的
な
詩
想
の
在
り
方
が
「
朗
読
」
と
い
う
具
体
的

　
　
な
身
体
行
為
へ
の
誘
発
に
「
発
展
」
し
て
い
る
の
だ
。
同
書
に
は
宮
澤

　
　
賢
治
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
も
収
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
「
解
説
」
で
は
、

　

　
r
こ
の
「
私
」
を
滅
し
た
、
は
か
ら
ひ
や
高
ぶ
り
の
無
い
境
地
に
人
は

　
　
容
易
に
到
り
得
な
い
。
し
か
し
斯
う
い
ふ
人
に
し
て
始
め
て
万
人
の
真

　
　
の
友
た
り
得
る
の
だ
と
い
ふ
こ
と
に
わ
れ
わ
れ
は
だ
ん
だ
ん
気
づ
い
て

　
　
く
る
。
こ
の
詩
人
は
岩
手
県
の
農
民
の
た
め
に
そ
の
一
生
を
捧
げ
た
」

　
　
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
冗
語
め
か
し
て
言
え
ば
、
日
常
的
心
構
え
を
慎

　
　
ま
し
や
か
に
吐
露
し
た
詩
人
・
宮
澤
賢
治
は
「
万
人
の
真
の
友
」
と
な

　
　
り
、
更
に
「
岩
手
県
の
農
民
の
た
め
に
そ
の
一
生
を
捧
げ
た
」
聖
者
と

　
　
な
り
、
朗
読
と
い
う
、
い
わ
ば
強
制
的
な
消
費
行
動
を
通
じ
て
「
滅
私

　
　
奉
公
」
の
時
代
的
要
請
に
応
え
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

（
5
）
　
引
用
は
楓
井
金
之
助
編
『
大
東
亜
の
聖
戦
』
（
国
民
新
聞
社
出
版
部
、

　
　
昭
1
6
’
1
2
）
に
拠
る
。

（
6
）
　
伊
東
の
時
局
詩
の
戦
略
的
特
殊
性
に
つ
い
て
は
、
既
に
拙
稿
「
林
富

　
　
士
馬
・
資
料
と
考
察
ー
（
六
）
伊
東
静
雄
と
響
き
あ
う
詩
想
」
（
近
代

　
　
文
学
資
料
と
試
論
の
会
『
近
代
文
学
資
料
と
試
論
』
9
、
0
8
・
1
2
）
が

　
　
あ
り
、
対
象
作
品
・
論
述
に
若
干
の
重
複
が
あ
る
こ
と
を
明
記
し
て
お
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き
た
い
。
た
だ
し
前
稿
で
の
私
の
志
向
は
、
三
島
由
紀
夫
を
媒
介
と
す

　
　
る
伊
東
と
林
富
士
馬
の
時
局
詩
の
響
応
関
係
の
考
察
、
更
に
、
両
者
の

　
　
戦
後
詩
の
相
関
を
指
摘
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

（
7
）
　
林
浩
平
は
注
（
1
）
論
考
に
お
い
て
「
大
詔
」
を
例
に
、
「
「
鬼
畜
米

　
　
英
」
に
対
し
て
も
や
も
や
と
わ
だ
か
ま
っ
て
暗
く
淀
ん
で
い
た
気
分
が
、

　
　
戦
闘
開
始
に
よ
っ
て
一
気
に
垂
直
的
な
カ
タ
ル
シ
ス
を
体
験
し
た
わ
け

　
　
だ
ろ
う
。
「
清
し
さ
の
お
も
ひ
極
ま
り
」
と
は
、
そ
の
こ
と
を
端
的
に

　
　
表
現
し
た
一
行
で
あ
る
。
当
時
の
「
愛
国
」
的
心
情
そ
の
も
の
の
言
語

　
　
形
象
化
と
言
え
よ
う
」
と
述
べ
、
「
「
開
け
」
と
し
て
の
愛
国
詩
」
と
い

　
　
う
視
点
を
提
出
し
て
い
る
。
管
見
の
限
り
こ
の
論
考
を
最
新
と
し
て
、

　
　
r
伊
東
静
雄
論
　
「
吾
に
む
か
ひ
て
死
ね
と
い
ふ
」
の
は
誰
か
w
w
　
F
愛
国

　
　
詩
」
と
は
な
に
か
」
（
三
田
文
学
会
『
1
1
1
田
文
学
』
8
7
の
9
4
、
0
8
・
8
）
、

　
　
コ
ニ
好
達
治
と
戦
争
－
愛
国
詩
を
読
み
直
す
」
（
編
者
明
記
な
し
『
作
家

　
　
と
戦
争
』
河
出
書
房
新
社
、
H
・
6
）
等
、
時
局
詩
／
愛
国
詩
に
関
す

　
　
る
林
氏
の
一
連
の
論
考
は
示
唆
に
富
む
。

（
o
o
）
　
r
痛
き
夢
の
行
方
　
伊
東
静
雄
論
』
（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
0
3
・
2
）

　
　
中
「
W
『
春
の
い
そ
ぎ
』
※
こ
と
ば
の
成
熟
と
崩
壊
」
。
論
考
自
体
は
、

　
　
例
え
ば
「
百
千
の
」
を
精
緻
に
分
析
し
、
ま
た
「
協
働
」
を
鍵
語
に

　
　
『
春
の
い
そ
ぎ
』
の
美
質
を
構
造
的
な
視
点
か
ら
論
じ
る
等
、
学
ぶ
べ

　
　
き
点
が
多
い
。

（
．
）
）
　
r
美
し
い
詩
の
詩
人
ー
伊
東
静
雄
の
戦
争
、
国
家
、
家
族
」
（
編
者
明

　
　
記
な

し
『
伊
東
静
雄
ー
現
代
詩
読
本
1
0
』
思
潮
社
、
7
9
・
8
）

（E
ー
0
）
　
F
伊
東
静
雄
の
詩
」
（
新
潮
社
『
新
潮
』
6
3
の
1
1
、
昭
4
1
・
1
1
）

（
1
1
）
　
『
拝
情
の
方
法
1
朔
太
郎
・
静
雄
・
中
也
』
（
思
潮
社
、
9
9
・
8
）
中

　
　
r
危
険
な
持
情
1
『
春
の
い
そ
ぎ
』
へ
」
。
こ
こ
で
長
野
氏
は
『
哀
歌
』

　
　
か
ら
『
春
の
い
そ
ぎ
』
に
至
る
伊
東
の
詩
想
の
変
貌
を
内
的
必
然
と
捉

　
　
え
精
緻
に
論
じ
て
い
る
。

（
1
2
）
　
北
川
透
は
「
戦
時
下
の
文
学
」
（
久
保
田
淳
他
編
『
岩
波
講
座
日
本

　
　
文
学
史
1
3
』
岩
波
書
店
、
9
6
・
6
）
に
お
い
て
、
太
宰
治
「
十
二
月
八

　
　
日
」
を
論
じ
て
「
こ
こ
で
作
者
は
平
凡
な
日
常
を
生
き
て
い
る
、
も
っ

　
　
と
も
公
か
ら
遠
い
「
家
庭
の
主
婦
」
と
い
う
、
い
わ
ば
無
力
な
弱
い
眼

　
　
に
、
真
珠
湾
奇
襲
の
成
功
と
米
英
撃
滅
の
「
宣
戦
の
詔
勅
」
の
興
奮
で
、

　
　
日
本
中
が
狂
喜
し
て
沸
き
返
っ
て
い
る
一
日
が
、
ど
ん
な
ふ
う
に
見
え

　
　
た
か
を
、
〈
極
私
〉
的
に
語
ら
せ
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
〈
私
〉

　
　
の
眼
は
、
も
っ
と
も
公
か
ら
遠
く
弱
い
が
故
に
、
世
間
の
常
識
と
い
う

　
　
公
の
論
理
を
語
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
伊
東
の

　
　
時
局
詩
の
問
題
を
考
察
す
る
際
に
も
極
め
て
有
益
な
示
唆
で
あ
る
。

（
1
3
）
　
長
野
隆
は
注
（
1
1
）
論
考
に
お
い
て
、
伊
東
の
「
戦
争
詩
が
一
様
に

　
　
〈
私
信
〉
の
形
で
編
ま
れ
」
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
促
し
t
　
F
〈
う
た
〉

　
　
の
モ
チ
－
フ
が
情
況
の
一
般
性
に
倣
う
こ
と
で
、
反
っ
て
そ
こ
に
私
的

　
　
な
感
懐
が
盛
ら
れ
た
の
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
1
）
注
（
9
）
論
考
。

（
1
5
）
　
『
伊
東
静
雄
』
（
審
美
社
、
平
8
・
6
）
。
個
別
と
し
て
も
、
例
え
ば

　
　
r
大
詔
」
を
評
し
て
r
詩
人
の
内
面
論
理
か
ら
出
さ
れ
た
〈
声
〉
を
、
相

　
　
当
強
度
な
〈
確
信
〉
を
も
っ
て
響
か
せ
て
い
る
」
　
「
詩
人
の
〈
主
体
〉

　
　
は
、
時
代
や
家
族
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
確
固
と
し
た
世
界
（
碓
井
注
、

　
　
『
哀
歌
』
的
な
自
意
識
の
ド
ラ
マ
）
か
ら
脱
し
、
ひ
と
り
の
入
対
他
〉
的

　
　
な
意
識
を
獲
得
し
た
」
、
等
の
有
益
な
示
唆
に
満
ち
て
い
る
。

（
1
）
　
注
（
1
5
）
論
考
。

（
1
）
　
伊
東
の
詩
作
の
始
発
期
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
伊
東
静
雄
初
期
詩
法

　
　
論
ー
『
わ
が
ひ
と
に
与
ふ
る
哀
歌
』
ま
で
」
（
近
代
文
学
資
料
と
試
論

　
　
の
会
『
近
代
文
学
資
料
と
試
論
』
4
、
0
5
．
6
）
に
お
い
て
考
察
を
加

　
　
え
て
あ
る
。

（
8
1
）
　
F
伊
東
静
雄
論
ー
『
春
の
い
そ
ぎ
』
序
説
」
（
『
北
九
州
大
学
文
学
部
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　　v

　
伊
東
静
雄
の
詩
・
日
記
・
書
簡
の
引
用
の
一
切
は
、
桑
原
武
夫
・
小
高
根

二
郎
・
富
士
正
晴
編
『
定
本
　
伊
東
静
雄
全
集
』
（
人
文
書
院
、
平
元
・
4

初
版
第
七
刷
。
こ
の
刷
で
現
在
の
と
こ
ろ
最
終
的
な
補
遺
と
誤
植
訂
正
が
行

わ

れ

て
い

る
）
に
拠
っ
た
が
、
旧
字
体
は
現
行
の
字
体
に
改
め
た
。
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