
　

解
説
・
詩
人
論

　
　　

  

「
乳
粥
の
味
」　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

日
原
正
彦

　

  

「
朝
倉
宏
哉
さ
ん
の
血
脈
の
床
し
さ 

―
一
フ
ァ
ン
か
ら
の
証
言
」  　
　

   　
大
掛
史
子

　

  

「
朝
倉
宏
哉
・
初
期
詩
集
を
読
む
」　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   

相
沢
史
郎

乳
粥
の
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
原
正
彦

　　

朝
倉
さ
ん
か
ら
詩
集
を
贈
呈
し
て
い
た
だ
く
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
確
か
第
四
詩
集
の
『
満
月
の
馬
』
あ
た
り
か
ら
で
は
な
か
っ

た
か
と
思
う
。
そ
の
時
の
解
説
を
西
一
知
氏
が
書
い
て
い
て
、
そ

の
中
で
朝
倉
さ
ん
の
詩
の
特
徴
を
「
シ
ン
プ
ル
で
直
截
」
と
評
し

て
い
た
が
、
今
回
第
一
詩
集
か
ら
第
六
詩
集
、
そ
し
て
未
収
録
詩

篇
に
至
る
ま
で
の
、
選
詩
群
を
読
ん
で
み
て
、
改
め
て
、
特
に
そ

の
「
直
截
」
さ
が
一
貫
し
て
い
る
こ
と
を
感
じ
た
。
朝
倉
さ
ん
の

詩
に
は
曖
昧
に
ぼ
か
し
て
、
何
か
が
あ
る
よ
う
に
見
せ
か
け
る
よ

う
な
、
あ
る
意
味
、
姑
息
な
方
法
意
識
は
微
塵
も
な
い
。
ま
っ
す

ぐ
に
感
受
し
た
思
い
を
正
直
に
、
熱
く
語
り
か
け
る
直
叙
体
的
な

方
法
に
貫
か
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
読
者
は
、
身
構
え
た
り
、
腹
を

さ
ぐ
っ
た
り
と
い
う
よ
う
な
「
用
意
」
は
い
ら
な
い
。
た
だ
彼
の

語
り
か
け
る
噓
の
な
い
こ
と
ば
の
熱
量
に
浸
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
そ
の
素
材
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
故
郷
な
ど
日
本
の

地
誌
、
民
俗
、
自
然
、
に
関
わ
る
も
の
。
世
界
の
い
ろ
い
ろ
な
民

族
の
生
活
や
文
化
、
自
然
に
関
わ
る
も
の
。
そ
れ
と
関
連
し
た
、

戦
争
や
圧
政
、
飢
餓
、
病
気
や
貧
困
な
ど
の
社
会
問
題
に
関
わ
る

も
の
。
あ
る
い
は
、
虫
や
鳥
や
小
動
物
な
ど
の
生
き
も
の
、
ま
た

花
や
樹
な
ど
の
植
物
の
生
へ
注
が
れ
た
ま
な
ざ
し
に
関
す
る
も
の
。

そ
し
て
ま
た
、
父
や
母
、
兄
弟
、
家
族
、
友
人
な
ど
の
人
間
関
係

へ
注
が
れ
る
ま
な
ざ
し
に
関
す
る
も
の
な
ど
。
そ
の
素
材
に
お
い

て
多
様
性
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
語
り
か
け
の
直
截
さ
は
一
貫
し
て

い
る
。
そ
し
て
ま
た
そ
の
よ
う
に
一
貫
し
た
語
り
か
け
で
彼
が
一

篇
の
詩
に
こ
め
た
テ
ー
マ
、
思
想
も
ま
た
一
貫
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

　

そ
れ
を
ひ
と
こ
と
で
言
え
ば
、
人
間
を
含
め
た
生
き
も
の
の
い

の
ち
の
さ
ま
ざ
ま
な
あ
り
よ
う
へ
の
深
い
愛
お
し
み
と
、
そ
ん
な

個
々
の
生
の
自
由
を
否
定
す
る
大
き
な
力
（
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
生

き
も
の
の
甘
受
せ
ね
ば
な
ら
な
い
死
の
宿
命
と
い
う
こ
と
か
ら
、

人
為
的
な
悪
意
に
よ
る
圧
殺
の
悲
劇
ま
で
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
）

に
対
す
る
深
い
悲
し
み
の
情
と
熱
い
憤
り
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
こ
の
解
説
で
は
朝
倉
さ
ん
の
六
冊
の
詩
集
か
ら
そ
れ

ぞ
れ
一
篇
ず
つ
選
ん
で
、
そ
れ
ら
の
主
題
に
つ
い
て
述
べ
て
い
こ



う
と
思
う
。

　

第
一
詩
集
『
盲
導
犬
』
か
ら
「
お
祭
り
」。

　
「
さ
び
し
け
れ
ば
さ
び
し
い
ほ
ど
／
華
や
か
な
お
祭
り
が
欲
し

い
」「
僕
」
は
笛
や
太
鼓
に
誘
わ
れ
て
広
場
に
行
き
、 

そ
こ
で
「
だ

れ
だ
か
わ
か
ら
な
い
」
人
た
ち
と
ひ
と
と
き
を
過
ご
し
帰
る
の
だ

が
、
そ
の
時
「
い
ま
ま
で
や
っ
と
こ
ら
え
て
い
た
涙
が
／
ど
っ
と

あ
ふ
れ
て
／
た
ち
ま
ち
視
界
を
失な

く
し
て
し
ま
う
」。「
ど
う
し
て

だ
か
僕
に
は
わ
か
ら
な
い
」
と
書
い
て
い
る
が
、
実
は
無
意
識
に

は
わ
か
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
は
、
生
き
も
の
の
い
の
ち
そ
れ
自

体
が
生
と
死
の
お
祭
り
だ
か
ら
だ
。
そ
し
て
そ
れ
は
民
族
の
血
脈

の
中
に
連
綿
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
儀
式
。「
そ
の
た
び
に
血
は

蘇
り
／
ひ
と
た
ち
は
し
ば
ら
く
の
間　

死
を
わ
す
れ
た
」。
だ
が

祭
り
は
生
の
た
め
の
も
の
だ
け
で
は
な
い
。「
し
か
し　

ひ
と
が

死
ぬ
と
／
生
き
残
っ
た
者
た
ち
は
黒
い
服
を
き
て
お
祭
り
を
す

る
」。「
ひ
と
が
死
ぬ
と
ひ
と
が
生
ま
れ
／
お
祭
り
が
お
わ
る
と
／

す
ぐ
次
の
お
祭
り
が
は
じ
ま
る
」。
生
は
死
の
た
め
の
祭
り
、
死

も
ま
た
生
の
た
め
の
祭
り
な
の
だ
。「
僕
」
の
目
か
ら
あ
ふ
れ
る

涙
の
理
由
は
そ
こ
に
あ
る
。「
僕
」
は
生
を
得
た
日
か
ら
「
僕
」

と
い
う
い
の
ち
の
祭
り
の
祭
司
で
あ
り
続
け
て
き
た
。「
そ
う
し

て
石
に
な
る
日
ま
で
／
僕
は
た
ぶ
ん　

実
に
熱
心
な
祭
司
だ
ろ
う
」。

　

「
石
」
と
は
も
ち
ろ
ん
「
死
」
の
暗
喩
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
「
僕
」

は
生
き
て
い
る
限
り
、
死
の
祭
り
が
た
と
え
避
け
難
く
「
僕
」
に

巣
食
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
強
く
否
定
す
る
の
だ
。
僕
の

目
に
あ
ふ
れ
た
熱
い
涙
は
そ
ん
な
否
定
の
証
な
の
で
あ
る
。

　

僕
が
き
ょ
う
ひ
そ
か
に
む
か
え
る
お
祭
り
は

　

僕
が
き
ょ
う
生
き
て
い
る
証

あ
か
し

だ

　

僕
の
血
が
あ
ま
り
赤
い
か
ら

　

僕
の
血
が
あ
ま
り
う
づ
く
か
ら

　

お
祭
り
は
僕
の
な
か
で
華
や
か
に
す
す
む

　

そ
し
て
そ
れ
は
、
い
の
ち
と
い
の
ち
の
結
び
合
う
「
愛
」
の
証

で
も
あ
る
。

　

だ
れ
か
が
僕
の
た
め
に
や
っ
て
き
て

　

僕
と
抱
き
合
う

　

そ
の
誰
な
の
か
わ
か
ら
な
い
優
し
い
影
と
ふ
た
り
で 　

　

笛
や
太
鼓
や
唄
を
き
い
て
い
る

　

第
二
詩
集
『
カ
ッ
コ
ー
が
吃
っ
て
い
る
』
か
ら
「
八
月
十
五
日

　

胆い
さ
わ沢

川
で
」。

　

朝
倉
さ
ん
の
、
敗
戦
と
そ
れ
に
連
な
る
体
験
の
詩
は
、
こ
の
選

詩
集
の
あ
ち
こ
ち
に
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
詩
は
戦
後
三
十
年
を
経

た
八
月
十
五
日
に
、
故
郷
の
胆
沢
川
へ
七
歳
の
息
子
を
連
れ
て
訪

れ
、
や
は
り
三
十
年
前
に
七
歳
だ
っ
た
自
分
を
ふ
り
か
え
り
な
が

ら
書
か
れ
た
詩
で
あ
る
。
魚
獲
り
に
夢
中
に
な
っ
て
い
る
息
子
の

上
空
を
一
羽
の
ト
ン
ビ
が
旋
回
す
る
。

　

低
空
旋
回
す
る
一
羽
の
ト
ン
ビ

　

あ
ま
り
に
も
低
空
す
ぎ
る

　

逆
光
の
な
か
で
眼
が
光
る

　
（
息
子
が
襲
わ
れ
る
！
）

　

だ
が　

心
配
は
ご
無
用
だ

　

ト
ン
ビ
は
魚
を
狙
っ
て
い
る

　

目
の
前
の
こ
ん
な
光
景
が
、
詩
人
の
心
の
中
で
三
十
年
前
の
七

歳
の
自
分
の
姿
と
重
な
る
。
蟬
し
ぐ
れ
の
降
り
そ
そ
ぐ
中
、
赤
褌

姿
で
遊
ん
で
い
た
「
お
れ
た
ち
」
は
絶
え
ず
敵
機
の
来
襲
に
お
び

え
て
い
た
。
日
本
の
あ
ち
こ
ち
の
上
空
を
「
低
空
旋
回
」
し
て
い

た
だ
ろ
う
敵
機
。
そ
れ
が
眼
前
の
上
空
を
旋
回
し
て
い
る
ト
ン
ビ

の
影
と
重
な
る
。
あ
の
日
「
敵
機
は
来
襲
し
な
か
っ
た
／
川
は
原

形
を
と
ど
め
て
い
た
」
が
「
終
戦
を
し
ら
な
い
お
れ
た
ち
は
／
い

つ
で
も
声
を
殺
し
て
／
逃
げ
る
姿
勢
で
遊
ん
で
い
た
」
の
だ
。
ぎ

ら
ぎ
ら
と
照
り
つ
け
る
八
月
十
五
日
の
太
陽
の
、
そ
の
ま
ば
ゆ
さ

と
は
裏
腹
の
暗
い
不
安
が
「
お
れ
た
ち
」
の
心
の
ど
こ
か
に
影
を

落
と
し
て
い
た
。
今
低
空
飛
行
し
て
い
る
の
は
敵
機
で
は
な
く
一

羽
の
魚
を
狙
う
ト
ン
ビ
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
ト
ン
ビ
が
再
び
黒
い

死
の
機
影
と
な
っ
て
旋
回
す
る
日
が
来
な
い
と
、
だ
れ
が
断
言
で

き
よ
う
。
詩
人
は
息
子
に
問
い
か
け
る
。

　

息
子
よ

　

お
ま
え
の
裸
形
に

　

あ
の
日
の
お
れ
を
重
ね
得
る
か

　

三
十
年　

一
万
九
百
五
十
日
か
な
た
の

　

葛
の
生
い
繁
る
胆
沢
川
の
透
明
な
水
の
な
か
の

　

イ
ガ
グ
リ
の
赤
褌
の
お
ど
お
ど
し
た
瘦
せ
た
子
を



　

お
ま
え
の
裸
形
に
重
ね
得
る
か

　

第
三
詩
集
『
フ
ク
ロ
ウ
の
卵
』
か
ら
「
か
な
し
み
」。　
　
　

　　

秋
の
朝
の
か
な
し
み
が

　

私
に
訪
れ
な
く
な
っ
た
の
は

　

い
つ
か
ら
だ
ろ
う

　

第
一
連
で
あ
る
。
秋
は
生
命
力
に
あ
ふ
れ
た
夏
の
余
韻
と
万
象

の
衰
え
て
ゆ
く
冬
へ
の
予
感
が
ひ
と
つ
に
溶
け
こ
ん
だ
季
節
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
秋
の
空
の
色
や
風
の
音
な
ど
は
、
生
の
輝
き
と
死

の
暗
さ
と
が
合
わ
せ
鏡
に
な
っ
た
よ
う
な
不
思
議
な
深
み
を
感
じ

さ
せ
る
。
詩
人
は
そ
の
深
み
に
一
瞬
浸
さ
れ
た
時
の
感
慨
を
「
か

な
し
み
」
と
と
ら
え
て
い
る
の
だ
。

　

栗
の
実
が
落
ち
る
音
で

　

目
覚
め
る
朝
は

　

あ
い
つ
は

　

す
ば
や
く
私
を
捉
え
る

　

私
は
私
の
な
か
で
は
じ
ま
る
潮
の
満
ち
引
き
に

　

身
を
ゆ
だ
ね

　

あ
い
つ
が
去
る
の
を
待
っ
て
い
る

　
「
あ
い
つ
」
と
は
も
ち
ろ
ん
「
か
な
し
み
」
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
生
と
死
の
、
寄
せ
て
は
返
す
潮
騒
の
よ
う
に
詩
人
の
体
内

に
こ
だ
ま
す
る
の
だ
。
そ
の
よ
う
な
一
瞬
、
時
の
浜
辺
に
う
ち
あ

げ
ら
れ
た
よ
う
な
一
瞬
に
身
を
ゆ
だ
ね
て
、
詩
人
は
永
遠
の
声
を

聞
く
。
そ
し
て
わ
れ
に
返
る
の
を
じ
っ
と
待
つ
の
だ
。「
ど
こ
か

で
コ
ス
モ
ス
の
香
り
が
し
て
／
蝶
が
舞
い
あ
が
る
／
そ
の
か
す
か

な
羽
音
が
き
こ
え
る
朝
」
も
「
鳥
影
が
障
子
を
よ
ぎ
」
り
「
朝
の

き
ら
め
き
の
な
か
で
果
実
が
熟
」
し
「
コ
オ
ロ
ギ
が
銀
色
の
卵
を

生
む
」
時
も
「
あ
い
つ
は
襲
っ
て
く
る
」。

　

せ
つ
な
く　

い
じ
ら
し
い
あ
い
つ

　

つ
つ
ま
し
く　

し
な
や
か
な
あ
い
つ

　

は
げ
し
く　

ひ
そ
か
な
あ
い
つ

　

あ
た
た
か
く　

む
な
し
い
あ
い
つ

　

こ
こ
に
は
秋
と
い
う
時
空
の
感
受
に
基
づ
い
た
、
直
截
な
い
の

ち
へ
の
愛
お
し
み
と
死
の
悲
哀
の
感
情
が
深
々
と
流
れ
て
い
る
。

　

第
四
詩
集
『
満
月
の
馬
』
か
ら
「
満
月
の
馬
」。

　

最
初
に
も
述
べ
た
よ
う
に
朝
倉
さ
ん
の
詩
は
総
じ
て
、
い
の
ち

あ
る
全
て
の
も
の
へ
の
ほ
め
う
た
、
悲
歌
、
挽
歌
と
な
っ
て
い
る

が
、
こ
の
詩
は
そ
の
背
後
に
あ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
生
と
死

を
統
べ
る
超
越
的
な
一
者
の
ま
な
ざ
し
に
浸
さ
れ
、
そ
の
「
宿

命
」
を
甘
受
す
る
い
の
ち
の
あ
り
よ
う
が
、
象
徴
絵
画
的
な
手
法

で
描
か
れ
て
い
る
秀
作
で
あ
る
。
あ
る
ペ
ン
シ
ョ
ン
の
女
主
が
、

引
退
し
た
牝
の
競
走
馬
を
引
き
取
り
、
裏
山
に
放
し
飼
い
に
す
る
。

今
で
は
も
う
二
十
歳
の
老
馬
で
あ
る
。
女
主
は
語
る
。

　

わ
た
し
の
馬
は

　

満
月
の
夜
は
眠
り
ま
せ
ん

　

詩
人
た
ち
が
昼
間
訪
れ
た
八
ヶ
岳
山
麓
は
、
桜
、
桃
、
木
蓮
、

辛
夷
、
連
翹
な
ど
の
花
盛
り
、
中
で
も
圧
巻
は
「
樹
齢
三
百
五
十

年
」
の
「
縄
文
の
火
炎
土
器
の
よ
う
」
な
糸
桜
だ
っ
た
。
そ
の

花
々
の
精
に
囲
ま
れ
た
高
原
に
満
月
の
夜
が
来
る
と
、

　

ほ
ら　

聞
こ
え
る
で
し
ょ
う

　

馬
の
足
音
が

　

さ
び
し
く
も
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
足
音
が

　

満
月
が
出
た
の
で
す
よ

　

大
き
な
辛
夷
の
木
の
周
り
を
老
馬
は
黙
っ
て
脇
目
も
ふ
ら
ず
、

た
だ
た
だ
ぐ
る
ぐ
る
と
廻
っ
て
い
る
の
だ
。

　

花
越
し
の
満
月
が

　

馬
の
か
ら
だ
に
ゆ
ら
ゆ
ら
ゆ
れ
る

　

う
る
ん
だ
瞳
に
き
ら
き
ら
ひ
か
る

　

む
せ
る
よ
う
な
花
の
香
り
の
中
で
、
ま
る
で
満
月
に
操
ら
れ
て

い
る
か
の
よ
う
に
い
つ
ま
で
も
回
り
続
け
る
老
馬
。
超
越
的
な
も

の
の
黄
金
の
ま
な
ざ
し
（
満
月
）
に
晒
さ
れ
て
あ
る
い
は
生
き
と

し
生
け
る
も
の
の
魂
の
輪
廻
の
舞
台
を
舞
い
巡
る
の
か
、
と
思
わ

れ
る
よ
う
な
幻
想
を
顕
現
さ
せ
る
作
品
に
な
っ
て
い
る
。



　

わ
た
し
の
馬
が
死
ぬ
の
は

　

満
月
の
夜
で
し
ょ
う

　

き
っ
と　

今
夜
の
よ
う
な

―

　

第
五
詩
集
『
獅
子
座
流
星
群
』
か
ら
「
あ
あ
」。

　

朝
倉
さ
ん
の
詩
の
テ
ー
マ
の
一
貫
性
に
つ
い
て
は
前
に
述
べ
た

と
お
り
だ
が
、
そ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
に
書
き
表
す
か
と
い
う
方
法

論
（
詩
論
）
を
書
い
た
詩
も
、
こ
の
詩
選
集
に
は
散
見
す
る
。
こ

の
詩
集
で
も
「
あ
や
と
り
」
や
「
長
距
離
ラ
ン
ナ
ー
」
な
ど
も
そ

の
類
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
あ
あ
」
を
と
り
あ
げ
よ
う
。

　

お
ま
え
の
詩
に

　

と
も
す
る
と
顔
を
出
そ
う
と
す
る

　
「
あ
あ
」
を
叩
け

　

感
嘆
詞
を
呑
み
込
め

　

詠
嘆
法
を
吐
き
捨
て
よ

　

こ
の
よ
う
に
詩
は
始
ま
る
が
、「
あ
あ
」
は
朝
倉
さ
ん
の
直
截

な
語
法
に
と
っ
て
は
、
熱
い
感
受
を
ほ
と
ば
し
ら
せ
る
た
め
の
核

マ
グ
マ

と
も
な
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
「
あ
あ
」
を
「
あ
あ
」
の
ま

ま
に
吐
き
出
せ
ば
か
え
っ
て
そ
の
直
截
な
明
晰
さ
が
叫
び
の
裏
に

搔
き
消
さ
れ
て
し
ま
う
。「
あ
あ
」
は
心
に
「
夏
草
の
よ
う
に
は

び
こ
っ
て
い
る
」。
そ
し
て
そ
れ
は
「
き
ょ
う
の
世
界
に
頻
発
」

し
「
あ
す
の
地
球
に
予
兆
さ
れ
」「
歴
史
の
頁
に
充
満
し
て
い
る
」

が
、
む
な
し
く
吐
き
出
さ
れ
る
ま
ま
に
「
色
褪
せ
て
し
お
れ
て
い

る
」
草
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
「
あ
あ
」
は
無
言
の
中
に
呑
み
込
ん
で

し
ま
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
そ
れ
は
一
度
殺
さ
れ
た
後

に
、
沈
黙
の
肥
や
し
の
中
か
ら
新
た
に
芽
生
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
だ
。
彼
は
自
身
に
言
い
聞
か
せ
る
。「
一
編
の
詩
に
／
「
あ

あ
」
と
書
く
な
ら
ば
／
覚
悟
せ
よ
／
「
あ
あ
」
に
殉
死
し
て
／
蘇

り
を
は
か
れ
／
蛹
の
よ
う
に
ひ
た
ぶ
る
に
沈
黙
し
／
蝶
の
よ
う
に

祈
り
つ
づ
け
よ
／
し
か
る
の
ち
／
鮮
や
か
な
復
活
を
遂
げ
よ
」
と
。

そ
の
時
こ
そ

　

お
ま
え
の
詩
の
言
葉
た
ち
は

　

根
元
を
掘
り
起
こ
さ
れ
て

　

水
を
注
が
れ

　

気
韻
に
満
ち
て
響
き
合
う

　

こ
れ
が
朝
倉
さ
ん
の
求
め
続
け
る
詩
法
で
あ
る
。

　

第
六
詩
集
『
乳
粥
』
か
ら
「
乳
粥
」。

　

こ
の
詩
選
集
に
は
朝
倉
さ
ん
が
仕
事
上
の
取
材
旅
行
（
あ
る
い

は
個
人
的
な
旅
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
）
で
訪
れ
た
世
界
各

地
、
と
り
わ
け
中
国
、
イ
ン
ド
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
、
ア
フ
リ
カ
な
ど
で

ま
の
あ
た
り
に
し
た
自
然
、
民
俗
、
人
間
の
生
活
、
そ
し
て
ぶ
つ

か
っ
た
悲
惨
な
事
件
な
ど
を
素
材
に
書
か
れ
た
詩
が
多
く
あ
る
が
、

こ
の
詩
は
そ
れ
ら
の
中
で
も
傑
作
の
一
つ
で
あ
る
。

　

こ
の
端
正
に
書
か
れ
た
散
文
詩
に
つ
い
て
、
く
ど
く
ど
と
解
説

す
る
要
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
彼
の
語
り
か
け
る
も
の
に
素
直

な
耳
を
す
ま
せ
ば
よ
い
。
そ
こ
に
は
前
に
述
べ
た
朝
倉
さ
ん
の
「
あ

あ
」
を
呑
み
込
ん
だ
無
言
の
中
か
ら
静
か
に
語
り
出
さ
れ
た
詩
法

が
感
じ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
北
イ
ン
ド
の
山
上
の
寺
院
で
、
少
年
ラ

マ
僧
が
詩
人
の
て
の
ひ
ら
に
直
接
よ
そ
っ
て
く
れ
た
「
ヒ
マ
ラ
ヤ

の
よ
う
に
ま
ぶ
し
」
い
乳
粥
。
そ
れ
は
直
截
に
さ
し
だ
さ
れ
た
こ

と
ば
に
も
似
て
、
あ
る
象
徴
的
な
意
味
合
い
を
こ
め
て
語
り
出
さ

れ
る
。
ラ
マ
僧
た
ち
の
お
経
に
静
か
に
耳
を
傾
け
る
チ
ベ
ッ
ト
人

た
ち
。
彼
ら
は
皆
「
中
国
の
侵
略
と
弾
圧
で
信
仰
と
誇
り
以
外
の

す
べ
て
を
捨
て
て
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
と
と
も
に
雪
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
を

越
え
て
き
た
難
民
と
そ
の
子
孫
で
あ
る
」。
お
経
が
終
わ
っ
て
彼

ら
が
ラ
マ
僧
た
ち
か
ら
頂
く
一
椀
の
乳
粥
は
、
彼
ら
の
い
の
ち
そ

の
も
の
、
そ
れ
は
圧
政
と
弾
圧
を
乗
り
越
え
い
つ
の
日
か
祖
国

を
と
り
も
ど
さ
ん
と
す
る
祈
り
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
れ
は
ま
た
二
千
五
百
年
前
、
ブ
ッ
ダ
・
ゴ
ー
タ
マ
が
苦
行
の
後

に
少
女
ス
ジ
ャ
ー
タ
ー
に
よ
っ
て
捧
げ
ら
れ
た
乳
粥
で
も
あ
る
の

だ
。「
悠
久
の
今
を
共
有
し
な
が
ら
乳
粥
を
味
わ
う
か
れ
ら
の
眼

前
に
ヒ
マ
ラ
ヤ
が
聳
え
立
つ
」。「
あ
な
た
も
ど
う
ぞ
」
と
媼
か
ら

勧
め
ら
れ
た
乳
粥
。
遥
か
な
時
を
越
え
て
、
ブ
ッ
ダ
の
心
、
少
女

ス
ジ
ャ
ー
タ
ー
の
心
、
そ
し
て
目
の
前
の
ラ
マ
僧
や
チ
ベ
ッ
ト
人

た
ち
の
心
、

更
に
日
本
人
朝
倉
宏
哉
の
心
が
「
乳
粥
」
を
通
し
て
今
ま
さ
に
一

つ
に
な
る
。　

わ
た
し
は
ま
ぶ
し
さ
を
口
に
入
れ
た　

温
か
か
っ
た　

質
素

だ
っ
た　

喉
元
を
通
る
と
き　

か
す
か
に
ス
ジ
ャ
ー
タ
ー
の
乳



粥
の
味
が
し
た

　

こ
の
詩
が
単
な
る
こ
と
ば
だ
け
の
反
戦
、
反
抑
圧
、
反
文
明
の

詩
に
な
っ
て
い
な
い
の
は
、
一
椀
の
乳
粥
の
素
朴
な
味
わ
い
の
中

に
、
人
間
の
賢
し
ら
が
ひ
き
お
こ
す
あ
ら
ゆ
る
業
苦
か
ら
の
完
全

な
救
済
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
人
類
の
未
来
、
人

間
の
魂
を
救
い
得
る
も
の
は
、
こ
の
よ
う
な
一
椀
の
乳
粥
の
素
朴

な
味
わ
い
で
は
な
い
か
、
そ
こ
に
滲
み
出
す
噓
の
な
い
愛
で
は
な

い
か
、
と
い
う
こ
と
に
ま
で
も
、
思
い
を
至
ら
せ
る
点
に
あ
る
の

で
あ
る
。

　

最
後
に
、
こ
こ
で
は
紹
介
で
き
な
か
っ
た
が
、
亡
き
父
や
母
へ

の
鎮
魂
の
詩
、
友
人
た
ち
や
飼
い
犬
の
思
い
出
や
死
を
悼
む
詩
な

ど
に
も
心
う
つ
も
の
が
あ
る
こ
と
を
付
記
し
て
こ
の
拙
い
解
説
を

終
え
た
い
と
思
う
。

朝
倉
宏
哉
さ
ん
の
血
脈
の
床
し
さ

　
　

―
一
フ
ァ
ン
か
ら
の
証
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
掛
史
子

　

朝
倉
宏
哉
さ
ん
は
、
詩
を
書
く
女
性
た
ち
に
大
変
人
気
が
あ
る
。

作
品
に
ま
ず
惹
き
寄
せ
ら
れ
、
惚
れ
込
ん
だ
朝
倉
フ
ァ
ン
た
ち
は
、

お
会
い
し
て
交
流
を
持
つ
と
、
さ
ら
に
好
感
度
の
ボ
ル
テ
ー
ジ
を

上
げ
て
い
く
。
な
ぜ
か
。
朝
倉
さ
ん
が
、
物
静
か
で
礼
節
を
知
る

本
物
の
紳
士
だ
か
ら
で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ま
ず
彼
は

含
羞
の
人
で
あ
る
。
周
囲
へ
の
細
か
い
配
慮
を
欠
か
さ
ず
、
時
に

は
激
し
い
闘
志
の
炎
も
見
せ
る
が
、
知
的
な
ユ
ー
モ
ア
の
セ
ン
ス

で
そ
の
場
の
空
気
を
柔
ら
げ
る
。

　

市
民
ラ
ン
ナ
ー
で
も
あ
る
。
余
り
そ
れ
を
ひ
け
ら
か
さ
な
い
が
、

年
に
数
回
あ
ち
こ
ち
の
名
だ
た
る
マ
ラ
ソ
ン
大
会
に
参
加
し
て
、

い
つ
も
上
位
で
完
走
し
て
い
る
。
二
度
、
拙
宅
の
近
く
の
日
向
マ

ラ
ソ
ン
に
参
加
さ
れ
た
と
き
は
、
コ
ー
ス
応
援
者
の
一
人
と
し
て

声
援
を
送
っ
た
が
、
ゼ
ッ
ケ
ン
こ
そ
シ
ニ
ア
ナ
ン
バ
ー
で
も
、
そ

の
走
り
の
軽
快
な
伸
び
や
か
さ
と
少
年
の
よ
う
な
笑
顔
の
若
々
し

さ
が
鮮
烈
に
印
象
づ
け
ら
れ
た
。

　

詩
が
ま
た
実
に
い
い
。
一
人
よ
が
り
の
難
解
な
表
現
は
皆
無
で

あ
る
が
、
最
高
の
テ
ク
ニ
シ
ャ
ン
で
無
駄
な
言
葉
は
一
言
一
句
も

な
い
。
テ
ー
マ
は
多
岐
に
亘
る
が
、
そ
こ
に
は
常
に
真
実
と
感
動

が
あ
り
、
品
の
よ
い
ユ
ー
モ
ア
が
あ
り
、
知
性
と
良
心
が
溢
れ
て

い
る
。
私
は
朝
倉
さ
ん
の
詩
を
ず
っ
と
詩
作
の
教
科
書
と
し
て
き

た
し
、
女
性
の
書
き
手
た
ち
の
間
で
、
言
動
、
作
品
共
〝
一
番
参

考
に
な
る
詩
人
〟
と
し
て
の
評
価
は
定
着
し
て
い
る
。

　

次
の
詩
は
、
こ
の
詩
選
集
に
は
入
っ
て
い
な
い
が
、
朝
倉
さ
ん

の
人
柄
が
端
的
に
現
わ
れ
て
い
る
傑
作
と
し
て
ご
紹
介
し
た
い
。

　
　
　

五
百
円

す
み
ま
せ
ん
が

五
百
円
貸
し
て
く
れ
ま
せ
ん
か

渋
谷
の
路
上
で

無
精
髭
の
中
年
男
が
近
づ
い
て
き
て



お
も
む
ろ
に
言
う
の
で
あ
る

え
っ
？　

と
聞
き
返
す
と

鸚
鵡
返
し
に

す
み
ま
せ
ん
が

五
百
円
貸
し
て
く
れ
ま
せ
ん
か

貸
し
て
く
れ
っ
た
っ
て

お
れ
は
あ
ん
た
を
知
ら
な
い
よ

と
っ
さ
に
口
か
ら
出
た
言
葉

男
は
無
言

し
ば
ら
く
歩
い
て
振
り
返
る
と

う
ら
め
し
そ
う
に
こ
っ
ち
を
見
て
い
た

一
年
前　

こ
の
路
上
で
詐
欺
師
に
出
会
っ
た

や
あ
！　

満
面
の
笑
み
を
た
た
え
て

人
混
み
か
ら
手
を
あ
げ
て
き
た
見
知
ら
ぬ
男

ど
な
た
で
し
た
っ
け
？　

思
わ
ず
訊
く
と

ほ
ら　

佐
藤
だ
よ

ど
こ
で
会
い
ま
し
た
っ
け
？　

首
を
ひ
ね
る
と

ほ
ら　

病
院
で
…
…

一
瞬　

妻
が
入
院
し
た
と
き
の
主
治
医
か
と
思
い

畏
ま
っ
て
話
し
て
い
る
う
ち
に

詐
欺
師
と
分
か
り
危
う
く
難
を
逃
れ
た

三
年
前　

電
車
の
中
で
い
き
な
り
無
心
さ
れ
た

お
じ
さ
ん　

百
円
ち
ょ
う
だ
い

お
れ
よ
り
お
じ
さ
ん
面
し
た
蓬
髪
男
に

に
ゅ
っ
と
汚
い
手
を
出
さ
れ

ご
く
自
然
に
喜
捨
を
し
た

百
円
で
い
い
の
？

わ
れ
な
が
ら
意
外
な
問
い
に

い
い
よ
！

男
は
礼
の
代
わ
り
に
強
烈
な
臭
い
を
残
し
て

次
の
車
両
に
移
っ
て
行
っ
た

そ
れ
よ
り
も
後
味
悪
い
今
日
の
出
来
事

気
弱
そ
う
な
男
の
丁
重
な
借
金
申
込
み

な
ぜ　

五
百
円
な
の
だ
ろ
う

ひ
も
じ
い
の
か

空
腹
と
喉
の
渇
き
を
満
た
す
た
め
の

最
低
限
度
の
五
百
円
な
の
か
…
…

お
れ
は
あ
ん
た
を
知
ら
な
い
よ

切
羽
詰
ま
っ
た
男
に
は

む
ご
す
ぎ
る
一
言
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か

重
い
足
取
り
で

ズ
ボ
ン
の
ポ
ケ
ッ
ト
を
探
る
と

五
百
円
玉
と
百
円
玉
と
十
円
玉
が

じ
ゃ
ら
じ
ゃ
ら
鳴
っ
た

　
　
　
　　
（「
Ｃ
Ｏ
Ａ
Ｌ　

Ｓ
Ａ
Ｃ
Ｋ
」
６４
号
よ
り
）

　

舌
を
巻
く
巧
み
さ
だ
。
世
相
と
自
分
の
心
理
を
綯
い
ま
ぜ
な
が

ら
、
状
況
が
リ
ア
ル
な
映
像
と
な
っ
て
読
者
に
迫
る
。
登
場
人
物

の
表
情
や
仕
草
、
果
て
は
臭
い
ま
で
が
鮮
烈
に
伝
わ
り
、
作
者
の

気
持
ち
は
読
者
の
諾
い
と
な
っ
て
余
韻
を
生
む
。
ブ
ラ
ッ
ク
に
な

ら
な
い
仄
か
な
ユ
ー
モ
ア
が
、
テ
ー
マ
を
超
え
て
作
品
に
品
位
を

滲
ま
せ
る
。
一
見
気
楽
に
書
き
流
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ

の
詩
は
、
厳
し
い
推
敲
を
重
ね
た
果
て
の
、
揺
る
ぎ
の
な
い
姿
を

突
き
つ
け
て
く
る
。

　

天
性
の
詩
魂
と
、
不
断
の
鍛
錬
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
朝
倉
詩

の
源
流
、
そ
し
て
床
し
い
人
格
の
ル
ー
ツ
を
た
ど
る
と
き
、
歌
と

詩
が
鮮
や
か
に
織
り
な
さ
れ
た
形
で
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
が
、

詩
集
『
フ
ク
ロ
ウ
の
卵
』
収
録
の
「
寒
牡
丹
」
だ
。

　

本
詩
集
八
七
ペ
ー
ジ
を
繙
く
と
、
朝
倉
さ
ん
の
父
上
史
耕
氏
の

短
歌
四
首
を
鏤
め
て
、
六
五
行
の
鎮
魂
の
詩
が
匂
い
立
つ
。

　

そ
の
い
の
ち
咲
き
極
ま
り
て
寒
牡
丹

　

む
ら
さ
き
深
く
雪
に
傾
く

　

雪
光
に
咲
き
の
し
づ
け
き
寒
牡
丹

　

ひ
た
む
き
な
れ
ば
涙
こ
ぼ
れ
つ

　

寒
牡
丹
降
り
積
む
雪
に
畏
れ
さ
え

　

見
せ
て
咲
き
お
り
凛
然
の
白



　

参
禅
の
ご
と
く
謐
け
き
寒
牡
丹

　

ま
ぼ
ろ
し
め
き
て
ほ
む
ら
だ
ち
つ
つ

　

朝
倉
史
耕
氏
の
短
歌
の
み
引
き
出
し
て
み
た
。

　

こ
の
四
首
は
、
史
耕
氏
の
第
二
歌
集
『
寒
牡
丹
』
か
ら
引
用
し

て
あ
り
、
同
歌
集
の
「
寒
牡
丹
」
の
項
に
は
、〈
一
月
二
十
一
日
、

前
日
前
夜
降
っ
た
雪
の
中
に
、
上
野
東
照
宮
の
牡
丹
苑
を
見
る
〉

と
前
置
き
し
て
十
二
首
の
歌
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　

い
ず
れ
も
品
格
に
み
ち
、
色
彩
感
豊
か
な
秀
歌
で
、
こ
の
項
を

歌
集
の
タ
イ
ト
ル
と
し
た
こ
と
か
ら
見
て
も
著
者
の
自
負
が
伝

わ
っ
て
く
る
。
朝
倉
さ
ん
は
、
そ
の
中
か
ら
四
首
を
選
び
、
毎
冬

恋
人
に
逢
い
に
行
く
よ
う
に
、
上
野
東
照
宮
の
寒
牡
丹
の
も
と
へ

足
を
運
ん
だ
父
の
姿
を
、
敬
愛
を
込
め
て
追
慕
し
、
詩
の
中
に
四

首
の
歌
を
抱
き
寄
せ
て
い
と
お
し
む
。

　

朝
倉
史
耕
氏
は
、
生
涯
教
職
に
身
を
捧
げ
、
野ぬ

榛は
り

短
歌
会
編
集

委
員
、
選
者
を
務
め
、
日
本
歌
人
ク
ラ
ブ
会
員
、『
川
千
鳥
』『
寒

牡
丹
』
の
二
冊
の
歌
集
を
上
梓
、
晩
年
は
俳
句
に
も
親
し
み
、
毎

月
地
元
句
誌
に
発
表
、
ま
た
美
術
工
芸
家
と
し
て
も
活
躍
、
金
ヶ

崎
町
史
の
編
纂
に
も
尽
力
さ
れ
た
。

　

歌
集
『
寒
牡
丹
』
の
口
絵
カ
ラ
ー
写
真
に
は
、
ベ
レ
ー
帽
を

被
っ
た
晩
年
の
史
耕
氏
が
、
戸
外
で
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
に
絵
筆
を

走
ら
せ
て
い
る
姿
が
あ
り
、
温
厚
で
知
的
な
風
貌
は
、
そ
の
ま
ま

朝
倉
さ
ん
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

　

手
元
に
『
寒
梅
』
と
い
う
上
品
な
装
幀
の
本
が
あ
る
。
表
紙
タ

イ
ト
ル
に
副
え
て
「
偲
ぶ
・
朝
倉
一
二
三　

ハ
ギ
ノ
」
と
入
れ
ら

れ
て
い
る
。

　

朝
倉
一
二
三
と
は
史
耕
氏
の
本
名
で
あ
り
、
ハ
ギ
ノ
は
朝
倉
さ

ん
の
母
上
の
こ
と
だ
。

　

こ
の
本
は
、
平
成
十
年
三
月
に
父
上
の
七
回
忌
、
母
上
の
一
周

忌
の
法
要
を
行
っ
た
と
き
、
五
人
の
お
子
様
方
が
、
父
の
俳
句
と

母
の
日
記
を
抄
出
し
て
編
ん
だ
一
〇
〇
ペ
ー
ジ
余
の
遺
作
集
で
あ

る
。
口
絵
写
真
に
は
六
三
歳
と
六
二
歳
時
の
ご
両
親
が
、
阿
蘇
の

宿
で
く
つ
ろ
い
で
い
る
和
や
か
な
姿
が
あ
る
。
父
は
包
容
力
と
風

格
を
滲
ま
せ
て
微
笑
み
、
に
こ
や
か
な
母
は
知
的
で
明
る
く
美
し

い
。

　

寒
梅
や
香
こ
め
た
る
風
ひ
か
る

　

裸
木
影
踏
み
つ
つ
影
の
わ
れ
が
行
く

　

老
ひ
て
な
ほ
佳
人
口
紅
桜
餅

　

山
深
く
感
嘆
符
の
や
う
な
き
の
こ
か
な

　

老
連
翹
花
芽
の
赭
き
気
配
か
な

　

青
す
だ
れ
往
き
つ
戻
り
つ
人
を
恋
ふ

　

そ
よ
風
を
金
銀
に
分
け
る
猫
柳

　

病
葉
の
地
に
着
く
ま
で
の
は
や
さ
か
な

　

薔
薇
咲
け
ば
絵
心
は
ず
む
老
ひ
て
な
ほ

　

黄
せ
き
れ
い
の
黄
が
動
き
ゐ
る
青
田
か
な

　

史
耕
氏
の
俳
句
は
、
際
立
つ
色
彩
感
覚
と
美
へ
の
鋭
い
感
性
が
、

十
七
文
字
の
小
さ
い
器
か
ら
は
み
出
さ
ん
ば
か
り
に
瑞
々
し
い
宇

宙
を
輝
か
せ
て
い
る
。

　

死
の
五
日
前
ま
で
綴
ら
れ
た
、
母
上
の
日
記
抄
が
ま
た
実
に
好

も
し
い
。

　

一
日
数
行
ず
つ
の
日
記
に
は
、
世
の
中
の
事
象
へ
の
関
心
、
聴

い
た
講
演
や
放
送
、
読
書
の
感
想
、
同
居
の
家
族
、
遠
く
離
れ
て

暮
ら
し
て
は
い
る
が
替
わ
る
替
わ
る
訪
れ
た
り
、
電
話
で
状
況
報

告
を
し
て
く
る
子
や
孫
た
ち
と
の
交
流
記
録
、
地
域
の
人
々
と
の

ふ
れ
あ
い
な
ど
が
、
簡
潔
で
要
領
を
得
た
文
章
で
記
さ
れ
て
い
る
。

平
成
六
年
十
二
月
二
日
（
金
）
雨

　

宏
哉
か
ら
電
話
あ
り
。
じ
い
さ
ん
が
救
急
車
で
病
院
に
運
ば

れ
た
の
が
三
年
前
の
今
日
だ
っ
た
。
最
後
に
話
を
し
た
の
は
自

分
だ
っ
た
と
宏
哉
は
言
う
。
み
ん
な
変
わ
り
な
く
真
哉
は
タ
イ

へ
旅
行
す
る
し
、
美
生
は
ハ
ワ
イ
へ
行
く
と
言
っ
て
い
る
と
か
。

若
者
は
思
い
切
り
が
い
い
。

十
二
月
七
日
（
水
）

　

大
江
健
三
郎
氏
が
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
。
川
端
康
成
氏
以
来

二
十
七
年
ぶ
り
の
快
挙
。
長
男
光
さ
ん
（
三
十
一
歳
）
の
事
が

新
聞
記
事
に
な
っ
て
い
る
。

　

今
日
は
夫
の
誕
生
日
で
も
あ
る
。
浩
紀
の
ガ
ウ
ン
を
買
う
。

十
二
月
十
二
日
（
月
）

　

ゼ
ッ
ト
ホ
ー
ル
へ
橋
田
寿
賀
子
さ
ん
の
講
演
会
を
聴
き
に
行

く
。
房
子
さ
ん
、
の
り
子
さ
ん
と
三
人
。
タ
ク
シ
ー
を
頼
ん
で

い
く
。
作
家
な
の
で
原
稿
も
見
ず
に
自
分
の
作
品
の
内
容
な
ど

を
す
ら
す
ら
話
す
。
日
曜
で
も
な
い
の
に
ホ
テ
ル
い
っ
ぱ
い
の

人
で
あ
る
。
よ
く
も
こ
ん
な
に
集
ま
っ
た
と
作
家
も
驚
い
て
お

ら
れ
た
。
Ｌ
１５
、
１６
、
１７
の
三
枚
座
席
券
。
二
階
だ
け
ど
ゆ
っ



く
り
で
き
た
。
青
木
隆
子
さ
ん
や
佐
藤
武
さ
ん
と
会
場
で
会
っ

た
。

平
成
七
年
一
月
十
七
日
（
火
）
雪

　

今
朝
６
時
半
、
神
戸
兵
庫
を
中
心
と
し
た
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド

七
の
大
き
な
地
震
が
あ
り
震
源
地
は
淡
路
島
付
近
と
か
。
一
日

い
っ
ぱ
い
地
震
の
ニ
ュ
ー
ス
で
あ
る
。
被
災
地
の
人
た
ち
の
こ

と
を
思
い
一
日
重
い
心
で
あ
る
。

二
月
一
日
（
水
）
雪

　

誕
生
日
。
本
来
な
れ
ば
御
馳
走
で
も
作
っ
て
み
ん
な
で
お
祝

い
を
す
る
と
こ
ろ
だ
け
れ
ど
も
そ
れ
も
で
き
な
い
。
神
戸
の
地

震
の
ニ
ュ
ー
ス
を
聞
い
て
涙
を
流
し
て
い
る
。
一
日
も
早
い
復

興
を
祈
る
ば
か
り
。
瑛
子
か
ら
電
話
あ
り
。

四
月
十
八
日
（
火
）
晴

　

昭
和
二
十
六
年
四
月
十
八
日
は
我
が
家
の
火
災
記
念
日
。
い

ろ
い
ろ
な
思
い
を
し
皆
様
の
お
世
話
に
な
っ
て
子
供
を
育
て
、

夫
が
結
核
に
な
り
三
ケ
年
の
療
養
を
し
た
り
、
東
北
大
学
病
院

へ
入
院
し
た
り
様
々
な
体
験
を
し
た
。
平
成
二
年
に
は
勲
章
ま

で
頂
き
皇
居
ま
で
宏
哉
と
瑛
子
に
付
き
添
わ
れ
て
い
っ
て
き
た
。

千
葉
に
泊
り
、
亮
子
も
き
て
結
局
九
人
で
祝
膳
を
あ
げ
た
。
思

い
出
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

平
成
九
年
三
月
四
日
（
火
）
曇

　

永
岡
地
区
セ
ン
タ
ー
の
人
生
大
学
、
第
五
回
の
最
後
の
大
学

だ
っ
た
。
村
上
孝
志
さ
ん
の
車
で
お
世
話
に
な
っ
て
出
発
す
る
。

前
沢
の
千
田
一
彦
先
生
の
お
話
あ
り
。
八
十
一
歳
と
い
う
の
に

と
て
も
元
気
で
、
と
て
も
面
白
い
話
だ
っ
た
。
歩
く
こ
と
が
大

事
だ
か
ら
足
を
鍛
え
る
よ
う
に
話
を
さ
れ
た
。
こ
れ
か
ら
歩
く

こ
と
に
気
を
つ
け
よ
う
。

　

こ
の
三
月
四
日
付
の
日
記
は
、
死
の
十
日
前
に
書
か
れ
た
も
の

で
あ
り
、
八
十
九
歳
に
し
て
こ
の
闊
達
な
精
神
力
に
驚
か
さ
れ
る
。

　

遺
作
集
『
寒
梅
』
の
俳
句
も
日
記
も
、
共
に
心
を
高
く
持
っ
て

充
実
し
た
人
生
を
生
き
切
っ
た
夫
婦
の
魂
の
証
と
し
て
、
第
三
者

で
あ
る
読
者
の
胸
に
強
く
迫
っ
て
く
る
も
の
が
あ
り
、
爽
や
か
な

感
動
を
覚
え
る
。

　

日
記
抄
か
ら
鮮
や
か
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
理
想
的
な
母
親

像
、
賢
く
、
優
し
く
、
温
か
く
、
働
き
者
で
、
気
配
り
の
行
き
届

い
た
、
視
野
の
広
い
、
圧
倒
的
な
存
在
感
、
は
か
ら
ず
も
そ
れ
は
、

日
本
の
理
想
的
な
家
族
、
家
庭
の
在
り
よ
う
を
示
し
て
い
る
。

　

朝
倉
家
の
遠
祖
か
ら
享
け
つ
が
れ
て
き
た
、
床
し
い
血
脈
の
一

つ
の
開
花
が
、〝
一
番
参
考
に
な
る
詩
人
〟
と
評
さ
れ
る
朝
倉
宏

哉
さ
ん
な
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
こ
の
詩
選
集
で
最
も
好
き
な
詩
を
全
文
引
用
し
て
、

普
遍
的
な
理
想
の
母
へ
の
手
向
け
と
し
た
い
。

　
　

こ
と
し
の
さ
く
ら

こ
と
し
の
さ
く
ら
は

八
分
咲
き
で
雨
に
降
ら
れ

長
雨
に
な
り

そ
の
ま
ま
散
っ
て
ゆ
く

さ
く
ら
並
木
を

わ
た
し
は
歩
く

傘
を
さ
し
て

あ
さ
も
ひ
る
も
よ
る
も

傘
を
か
し
げ
て

空
を
あ
お
ぐ
と

わ
た
し
は
た
ち
ま
ち

花
び
ら
の
仮
面
を
か
ぶ
っ
て
い
る

顔
だ
け
で
な
く

頭
も
肩
も
胸
も

花
に
お
お
わ
れ
る

わ
た
し
は

先
月
み
ま
か
っ
た

母
を
思
う

母
は

い
つ
も
の
よ
う
に
夕
食
を
摂
り

い
つ
も
の
よ
う
に
入
浴
し

い
つ
も
の
よ
う
に
床
に
入
り

臨
終
を
む
か
え
た

そ
れ
は
日
頃

母
が
冀
っ
て
い
た
死
に
方
だ
っ
た



だ
か
ら

母
の
デ
ス
マ
ス
ク
に

ほ
ん
の
り
と
微
笑
が
あ
っ
た

永
遠
の
微
笑
だ
っ
た

そ
の
母
を
花
で
か
ざ
っ
た

さ
く
ら
の
花
の
下
は

雨
の
日
で
も
あ
か
る
い

あ
さ
も
ひ
る
も
よ
る
も

わ
た
し
は
花
び
ら
を
浴
び
る

こ
と
し
の
さ
く
ら
は

か
な
し
い
ほ
ど
う
つ
く
し
い

朝
倉
宏
哉
・
初
期
詩
集
を
読
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

相
沢
史
郎

　

朝
倉
宏
哉
の
詩
を
理
解
す
る
鍵
は
、
彼
の
郷
土
で
あ
る
岩
手
を

ふ
く
む
北
東
北
の
風
土
と
民
俗
つ
ま
り
文
化
を
知
る
こ
と
が
肝
要

で
あ
る
。
そ
れ
は
岩
手
出
身
の
石
川
啄
木
や
宮
沢
賢
治
を
理
解
す

る
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。
北
東
北
出
身
の
詩
人
は
、
避
け
が
た
く

そ
の
風
土
に
結
び
つ
く
と
い
う
宿
命
は
、
近
代
以
後
の
日
本
文
学

の
宿
命
と
も
い
え
る
よ
う
だ
。

　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
に
勤
務
し
て
い
た
朝
倉
宏
哉
は
、
第
一
詩
集
『
盲
導

犬
』（
一
九
七
三
年
）
を
発
行
し
た
年
に
、
東
京
か
ら
郷
里
岩
手

の
盛
岡
局
に
転
勤
し
た
。
郷
里
岩
手
と
い
っ
て
も
、
四
国
に
近
い

面
積
を
も
つ
岩
手
は
手
の
つ
け
よ
う
が
な
く
広
大
だ
。
県
の
北
半

分
は
旧
南
部
藩
領
の
寒
冷
な
準
高
原
地
帯
で
、
戦
後
ま
で
は
米
の

飯
は
貴
重
な
も
の
で
、
か
つ
て
出
征
し
た
兵
士
は
兵
舎
で
食
う
米

の
飯
の
う
ま
さ
に
涙
を
流
し
た
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
の
地
帯
で
あ
る
。

そ
れ
に
比
較
し
て
朝
倉
の
出
身
地
で
あ
る
県
南
地
帯
は
、
や
や
温

暖
な
旧
仙
台
藩
領
の
穀
倉
地
帯
で
、
古
代
か
ら
開
発
さ
れ
て
古
い

文
化
が
蓄
積
さ
れ
た
地
帯
で
あ
る
。

　

そ
の
転
勤
の
時
の
手
紙
に
「
九
月
よ
り
Ｕ
タ
ー
ン
現
象
に
な

ら
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
郷
里
に
帰
っ
て
お
り
ま
す
。

Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
部
勤
務
と
い
う
立
場
か
ら
も
、
岩
手
を
目
で
見
る
機

会
も
多
く
、
風
土
・
風
俗
と
い
う
テ
ー
マ
に
つ
い
て
も
考
え
る
と

こ
ろ
沢
山
で
す
。
当
然
、
今
後
生
ま
れ
で
る
詩
作
品
に
も
何
ら
か

の
変
貌
が
み
ら
れ
る
と
思
っ
て
お
り
ま
す
」
と
書
い
て
い
る
。

　

だ
が
郷
里
岩
手
に
帰
る
以
前
か
ら
、
こ
の
北
方
性
は
詩
人
の
中

に
し
た
た
か
に
温
存
さ
れ
て
い
た
。

　
　

ほ
う

　
　

ほ
お

　
　

ほ
う

　
　

ほ
お

　
　

馬ま

っ
こ　

逃ぬ

げ
だ
ど
お

　
　

馬ま

っ
こ　

逃ぬ

げ
だ
ど
お



　

そ
の
仄
暗
い
馬
小
屋
で
う
ま
れ

　

そ
こ
で
老
い
た

　

柔
順
な
栗
毛
の
牝
馬

　

そ
の
母
も
そ
の
母
の
母
も
そ
こ
で
逝
っ
た

　

遠
い
血
統
の
愛
着
も
捨
て
て

　

ほ
た
る
と
か
え
る
の
夜
の
中
へ　
　
　
　
　
　
　
　

　

馬
は　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

あ
ら
あ
ら
し
く
逃
げ
て
行
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
（「
馬
」）

　

馬
は
北
東
北
と
は
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
北
方
的
な
動
物
で
あ

る
。
多
く
の
民
話
や
伝
説
の
中
で
も
、
馬
と
人
間
は
運
命
共
同
体

を
な
し
て
い
た
。
だ
が
、
い
ま
は
馬
は
い
な
い
。
だ
か
ら
詩
の
中

の
馬
は
逃
げ
だ
し
た
の
で
あ
る
。
暗
澹
と
し
て
、
こ
の
詩
人
は
馬

の
逃
亡
を
見
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
逃
亡
し
た
馬
は
、
つ
づ

く
詩
集
群
『
満
月
の
馬
』
に
は
「
満
月
の
馬
」、『
獅
子
座
流
星

群
』
で
は
「
馬
」、『
乳
粥
』
で
は
「
勝
山
号
」
な
ど
に
転
身
し
、

初
期
か
ら
一
貫
し
て
朝
倉
詩
の
ひ
と
つ
の
象
徴
に
も
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
他
に
も
「
き
つ
ね
」「
三
陸
沿
岸
大
火
」「
千
の
日
と
夜
」「
お

い
と
ま
」
な
ど
は
、
北
方
的
風
土
性
の
濃
厚
な
作
品
だ
が
、
こ
の

詩
人
の
詩
的
出
発
の
決
意
を
断
定
的
に
言
い
切
っ
た
詩
行
は
、
す

で
に
こ
の
第
一
詩
集
の
「
千
の
日
と
夜
」
に
み
ら
れ
る
。

　

岩
手
内
陸
の
千
の
民
話
が

　

お
れ
の
千
の
内
臓
を
果
実
の
よ
う
に
つ
く
っ
て
ゆ
き

　

つ
く
り
お
え
た
時

　

曽
祖
母
は
死
ん
だ

　

お
れ
は
母
と
祖
母
と

　

ま
だ
う
ま
れ
な
い
お
れ
の
娘
と

　

あ
お
い
大
き
な
漆
の
樹
の
下
に

　

言
葉
の
な
い
曽
祖
母
を
土
葬
し

　

千
一
回
目
の
原
色
の
朝
を
む
か
え
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
（「
千
の
日
と
夜
」）

　

当
然
の
こ
と
だ
が
、
こ
の
詩
に
は
「
お
れ
」
と
い
う
主
語
が
使

わ
れ
て
い
る
。
他
の
詩
に
み
ら
れ
る
甘
っ
た
れ
た
「
ぼ
く
」
で
は

な
い
。
千
の
民
話
を
ど
っ
こ
い
と
背
負
っ
た
す
が
す
が
し
い
「
お

れ
」
の
出
発
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
民
話
は
す
で
に
内
蔵
さ
れ
た
陰

画
と
し
て
、
次
な
る
カ
メ
ラ
の
眼
を
待
つ
ば
か
り
で
あ
っ
た
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

そ
れ
か
ら
丁
度
十
年
後
、
朝
倉
宏
哉
は
再
び
東
京
に
転
勤
し
て

い
る
が
、
盛
岡
在
住
の
時
に
詩
誌
『
火
山
弾
』
や
『
化
外
』
そ
の

他
に
発
表
し
た
作
品
を
集
め
て
第
二
詩
集
『
カ
ッ
コ
ー
が
吃
っ
て

い
る
』（
一
九
八
三
年
）
を
発
刊
し
た
。

　

こ
の
詩
集
で
も
、「
四
人
の
人
夫
」「
根ね

さ
き岬
の
梯
子
」「
槻つ
き
ざ
わ沢
鬼

剣
舞
」「
右
耳
の
つ
ぶ
れ
た
男
」
な
ど
の
作
品
に
込
め
ら
れ
て
い

る
の
は
、
民
俗
へ
の
濃
厚
な
北
方
的
感
情
と
い
え
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
感
情
の
襞
は
、
弥
生
式
に
均
整
の
と
れ
た
も
の
で
は
な

く
、
縄
文
火
焰
土
器
の
よ
う
に
複
雑
に
め
く
れ
上
が
っ
て
波
う
っ

て
い
る
。
中
で
も
「
四
人
の
人
夫
」
の
壮
絶
な
始
原
の
姿
は
、
テ

レ
ビ
・
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
の
眼
を
通
し
て
縄
文
的
儀
式
を
彷
彿
と
さ

せ
る
表
現
と
な
っ
て
い
る
。

　

一
人
が
蝮
に
身
構
え
る

　

ぐ
る
ぐ
る
の
蝮
に
向
っ
て
身
構
え
る

　

ぶ
る
ぶ
る
と
習
俗
の
形
で
身
構
え
る

　

何
千
年
変
わ
ら
ぬ
海ご

め猫
の
声
が
す
る

　

一
人
が
蝮
に
呪
文
す
る

　

民
譚
を
語
る
節
し
て
呪
文
す
る

　

蛇
紋
山
地
の
這
い
松
林

　

開
鑿
工
事
の
四
人
の
人
夫

　

一
人
は
女　

三
人
は
男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
（「
四
人
の
人
夫
」）

　

蝮
を
殺
す
行
為
は
、
土
器
に
蝮
を
掘
り
刻
む
行
為
と
同
じ
で
、

縄
文
的
祈
り
だ
と
思
う
。
祈
り
の
呪
文
も
民
話
を
語
る
行
為
と
重

な
り
、
そ
の
背
景
は
蛇
紋
山
地
の
海
岸
の
絶
壁
。
神
楽
舞
台
が
整

い
過
ぎ
た
き
ら
い
が
あ
る
が
、
こ
れ
ぞ
ま
さ
し
く
現
実
で
あ
り
、

総
掛
か
り
で
蝮
を
殺
し
た
四
人
に
は
、
も
う
あ
っ
け
ら
か
ん
と
昼

飯
時
が
近
い
の
だ
。
エ
ー
ゲ
海
の
貧
し
い
島
に
住
む
ギ
リ
シ
ア
の

神
々
の
よ
う
だ
。

　

私
は
と
く
に
こ
の
四
人
の
数
を
問
題
に
し
た
い
。
現
実
的
に
は

ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
・
タ
ッ
チ
に
も
見
え
、
こ
の
詩
人
は
そ
れ
を

詩
的
に
表
現
し
た
に
過
ぎ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
四
人
は
原

始
的
共
同
体
の
在
り
方
を
示
唆
し
て
い
る
と
み
た
い
。
つ
ま
り
、

呪
術
師
（
詩
で
は
女
）・
頭
領
（
同
・
男
）・
戦
士
（
同
・
男
）・



道
化
師
（
同
・
男
）
か
ら
な
る
最
少
人
数
の
狩
人
が
、
共
同
体
の

原
形
を
な
し
て
い
る
と
い
う
。
か
つ
て
テ
レ
ビ
で
見
た
ブ
ッ
シ
ュ

マ
ン
の
狩
猟
も
、
四
人
が
一
組
に
な
っ
て
行
動
し
て
い
た
が
、
詳

細
な
説
明
は
省
略
す
る
が
、
こ
の
説
に
は
納
得
す
る
（
Ｗ
・
ト
ン

プ
ソ
ン
）。
日
本
の
神
楽
や
ギ
リ
シ
ア
演
劇
の
原
形
も
、
こ
の
四

人
一
組
説
を
視
野
に
入
れ
て
考
え
て
も
よ
い
。
つ
ま
り
「
四
人
の

人
夫
」
は
、
か
な
り
郷
土
芸
能
の
神
楽
を
暗
示
す
る
も
の
で
、
衣

装
や
面
を
外
し
た
神
々
の
行
為
に
近
い
演
技
と
み
て
も
よ
い
。
現

実
の
工
事
人
夫
は
神
々
に
な
り
、
あ
る
い
は
村
の
祭
礼
に
は
神
楽

に
出
演
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。「
民
俗
」
芸
能
と
は
そ
の
よ
う

な
こ
と
を
い
う
し
、
そ
の
ま
ま
過
去
に
遡
っ
て
も
よ
い
。

　

北
の
民
俗
に
た
い
す
る
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
手
法
は
、
職
業
柄

と
い
い
た
い
ほ
ど
の
複
眼
的
多
角
性
を
も
っ
た
イ
メ
ー
ジ
を
展
開

す
る
。
と
く
に
民
俗
芸
能
を
捉
え
る
と
き
は
優
れ
て
鋭
い
。
と
く

に
「
槻つ

き
ざ
わ沢
鬼
剣
舞
」
や
「
根ね
さ
き岬
の
梯
子
」
で
は
、
芸
能
そ
の
も
の

の
表
現
か
ら
詩
を
探
る
の
で
は
な
く
、
芸
能
の
踊
り
手
の
顔
を
ク

ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
で
、
そ
こ
に
あ
る
北
の
生
活
の
実
態

を
炙
り
だ
す
と
い
う
方
法
が
各
所
に
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
メ
デ
ィ

ア
の
手
法
な
の
だ
ろ
う
が
、
こ
の
詩
人
の
想
像
力
は
さ
ら
に
深
く

抉
り
こ
ん
で
い
く
。

　
　
　

〽
お
れ
は
異
国
の
ひ
と
り
者

　
　
　
　

岩
に
生
え
藤
た
よ
り
な
し

　
　
　
　

帰
命
長
来
花
和
讃

　
　
　
　

花
の
よ
う
な
る
子
を
も
っ
て

　

子
は
家
を
捨
て
親
を
捨
て

　

瘦
地
に
唾

つ
ば
き

吐
き
捨
て
て

　

街
の
阿
修
羅
の
仲
間
入
り

　

祭
り
は
廃
れ
墓
は
荒
れ

　

怒
り
の
し
わ
と
し
わ
ぶ
き
で

　
　
　

夜
の
愁
い
を
吹
き
と
ば
し　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
（「
槻つ
き
ざ
わ沢
鬼
剣
舞
」）

　

芸
能
の
リ
ズ
ム
が
そ
の
ま
ま
詩
の
リ
ズ
ム
に
な
っ
て
、
消
え

て
い
く
村
の
民
俗
や
取
り
残
さ
れ
た
老
人
の
苦
衷
を
綴
っ
て
い

く
。
踊
り
手
は
も
う
若
者
で
は
な
く
、
残
さ
れ
た
老
人
た
ち
で
あ

る
。
宮
沢
賢
治
の
「
原
体
剣
舞
連
」
に
溢
れ
て
い
た
「
ぎ
っ
た

ぎ
っ
た
」
し
た
縄
文
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
も
う
死
に
か
か
っ
て
い

る
。
華
や
か
な
ス
テ
ー
ジ
に
登
場
す
る
民
俗
芸
能
は
、
も
う
か
つ

て
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
失
っ
て
人
寄
せ
シ
ョ
ー
に
堕
ち
て
し
ま
っ
た
。

現
実
は
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
詩
の
老
農
夫
は　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
「
有
形
の
も
の
は　

失な

ぐ
し
て
も

　
　
　

作
れ
ば　

元
さ
戻
る
ど
も

　
　
　

無
形
の
も
の
を　

失な

ぐ
し
た
ら

　
　
　

絶
対　

元
さ　

戻
ら
ね
エ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
（「
槻つ
き
ざ
わ沢
鬼
剣
舞
」）

　

と
伝
え
ら
れ
な
い
苛
立
ち
を
抑
え
な
が
ら
、
若
者
の
消
え
た
集

会
場
で
、
一
人
鬼
剣
舞
を
踊
る
。
人
も
村
も
幻
の
よ
う
に
消
え
て
、

リ
ズ
ム
だ
け
が
夜
の
闇
に
残
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
詩
は
た
し
か

に
リ
ズ
ム
だ
け
を
残
し
て
い
る
。
同
じ
よ
う
な
民
俗
の
リ
ズ
ム
は
、

　

「
根ね
さ
き岬
の
梯
子
」
の
「
虎
舞
」
に
も
鳴
り
響
い
て
い
る
。

　

娘
ら
は
太
鼓

　

老
漁
夫
は
笛

　

二
匹
の
と
ら
は
す
る
す
る
と
梯
子
を
の
ぼ
り

　　
（
生
ま
れ
た
時
か
ら　

海ご

め猫
が
騒
ぎ　

難
破
が
あ
り　

豊
漁

　
　
　

が
あ
り　

津
波
が
あ
り　

梯
子
が
流
れ　

ま
た
作
り
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
（「
根ね
さ
き岬
の
梯
子
」）　　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

こ
の
リ
ズ
ム
は
不
思
議
な
哀
調
を
帯
び
た
里
唄
の
よ
う
に
も
き

こ
え
、
消
え
て
い
く
も
の
へ
の
挽
歌
の
よ
う
に
、
波
と
海
猫
の
声

に
か
き
消
さ
れ
て
い
く
。

　

一
転
し
て
レ
ン
ズ
の
眼
は
、「
恐
山
に
て
」
に
向
か
う
と
、
生

者
の
ワ
ル
プ
ル
ギ
ス
の
昼
と
な
る
。
死
ん
だ
愛
犬
が
地
獄
の
一
丁

目
で
供
物
の
残
飯
を
漁
り
、
霊
を
観
光
に
き
た
生
き
た
亡
者
た
ち

は
、
ト
ラ
ン
ジ
ス
タ
ー
・
ラ
ジ
オ
か
ら
聞
こ
え
る
日
本
シ
リ
ー
ズ

に
喚
声
を
あ
げ
て
い
る
。
み
ん
な
燃
え
ろ
、
燃
え
ろ
と
亡
者
た
ち

も
地
獄
か
ら
叫
び
た
い
光
景
だ
。
東
北
で
は
、
極
楽
浄
土
と
い
え

ば
平
泉
の
金
色
堂
、
地
獄
と
い
え
ば
恐
山
。
何
が
な
に
や
ら
さ
っ

ぱ
り
分
か
ら
な
い
お
説
教
と
信
心
深
い
観
光
客
。
カ
メ
ラ
の
眼
は

い
き
な
り
解
説
な
し
に
こ
の
映
像
を
刻
み
こ
む
。

　

民
俗
へ
の
眼
の
決
定
的
な
作
品
は
「
右
耳
の
つ
ぶ
れ
た
男
」
で

あ
る
。
副
題
の
よ
う
に
「
イ
ー
ハ
ト
ー
ヴ
ォ
幻
想
」
か
も
し
れ
な



い
が
、
北
東
北
と
い
う
男
の
肖
像
画
で
あ
る
。
こ
の
男
の
顔
は
、

ま
さ
に
イ
ー
ハ
ト
ー
ヴ
ォ
の
地
勢
・
気
候
・
歴
史
・
民
俗
で
あ
り
、

北
方
の
名
も
な
い
人
々
の
精
神
史
で
あ
る
。

　

そ
の
相
貌
は
荒
れ
に
荒
れ
て
神
に
近
づ
く
。
い
つ
の
時
代
に
も

中
央
権
力
に
狙
わ
れ
、
こ
の
「
い
ま
」
も
勇
猛
な
兵
士
に
な
り
、

も
の
い
わ
ぬ
出
稼
ぎ
に
な
り
、
森
は
伐
ら
れ
、
山
は
削
ら
れ
、
田

は
荒
れ
果
て
て
、
片
耳
の
男
は
壮
絶
な
彫
り
を
深
く
し
て
神
に
近

づ
く
。
こ
れ
は
骨
太
な
認
識
の
詩
で
あ
り
、
こ
の
脆
弱
な
解
説
の

域
を
越
え
た
作
品
と
い
え
る
。
こ
の
詩
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は

後
期
の
詩
群
に
も
現
れ
、
中
で
も
「
仰
向
け
男
」（
未
収
録
詩
篇

Ⅲ
）
は
、
そ
の
最
た
る
も
の
と
思
う
。

　

朝
倉
詩
の
初
期
作
品
群
の
も
う
ひ
と
つ
の
特
徴
は
、
自
然
の
中

に
自
己
投
入
す
る
が
、
決
し
て
観
照
に
陥
ら
な
い
知
的
な
距
離
を

保
つ
精
神
で
あ
る
。
あ
る
い
は
叙
情
で
は
あ
る
が
、
叙
情
に
溺
れ

な
い
ア
イ
ロ
ニ
ー
が
覗
い
て
い
る
と
み
る
べ
き
か
、
逆
に
ア
イ
ロ

ニ
ー
が
叙
情
を
生
み
出
し
て
い
る
と
す
べ
き
か
、
不
思
議
な
バ
ラ

ン
ス
を
保
っ
た
作
品
群
が
多
い
。
植
物
・
昆
虫
・
鳥
・
小
動
物
な

ど
多
く
の
生
物
が
現
れ
る
が
、
そ
の
生
命
が
痛
々
し
い
ほ
ど
実
存

の
不
安
を
揺
さ
ぶ
る
。
吃
る
カ
ッ
コ
ー
の
声
は
何
を
告
げ
る
の
か
。

　

突
然
の
変
調

　

突
然
の
喘
息

　

突
然
の
狂
気

　

突
然
の
陥
穽

　

闇
に
ひ
そ
む
見
え
な
い
刃
物
に

　

鋭
く
切
ら
れ

　

声
が
ち
ぎ
れ
る

　

夢
が
ち
ら
ば
る

　
　
　
　
　
　
　
　　
（「
カ
ッ
コ
ー
が
吃
っ
て
い
る
」）

　

世
界
を
押
し
潰
す
よ
う
な
何
か
た
だ
な
ら
ぬ
事
態
が
迫
っ
て
い

る
。
断
末
魔
の
よ
う
な
カ
ッ
コ
ー
の
声
は
初
夏
を
告
げ
る
の
で
は

な
く
、
危
機
を
つ
げ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
カ
ッ
コ
ー
の
鳴

き
声
は
や
が
て
不
気
味
で
不
吉
な
影
に
な
り
、
生
き
る
こ
と
へ
の

不
安
を
か
き
た
て
る
。「
五
つ
の
子
の
た
め
の
五
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」

　

「
冬
の
小
さ
な
林
」
な
ど
の
、
寂
し
く
な
る
よ
う
な
優
し
さ
の
表

現
の
背
後
に
、「
あ
お
ざ
め
た
」
痛
々
し
さ
、
傷
つ
い
た
神
経
が

隠
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
。
か
つ
て
そ
れ
は
悲
傷
と
も
い

わ
れ
時
代
の
苦
し
み
と
さ
れ
た
。
鳥
や
虫
、
小
動
物
や
子
供
、
小

さ
い
も
の
た
ち
の
「
生
き
る
」
こ
と
へ
の
い
と
お
し
さ
の
た
め
に
、

傷
つ
く
ほ
ど
心
を
い
た
め
て
大
き
な
栗
の
木
の
下
に
、
生
の
花
粉

に
ま
み
れ
て
蹲
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
、「
ツ
キ
ヒ
ホ
ー
シ
」
と
鳴

く
イ
カ
ル
の
声
に
、
民
話
的
感
性
を
促
さ
れ
て
感
動
し
、
遥
か
に

飛
来
す
る
白
鳥
に
少
年
の
よ
う
に
眼
を
輝
か
し
て
い
る
。
北
方
人

は
誰
も
白
鳥
の
飛
来
を
待
っ
て
い
る
し
、
そ
の
北
帰
行
を
ま
た

帰
っ
て
く
る
の
を
祈
り
な
が
ら
見
送
る
の
で
あ
る
。
再
び
東
京
に

帰
る
頃
の
手
紙
に
「
何
か
大
切
な
も
の
を
ど
こ
か
に
置
い
て
遠
く

ま
で
来
て
し
ま
っ
た
思
い
に
さ
い
な
ま
れ
ま
す
」
と
あ
っ
た
。

　
『
フ
ク
ロ
ウ
の
卵
』（
一
九
九
四
年
）
以
後
の
詩
集
に
は
、
カ
メ

ラ
の
眼
は
世
界
へ
と
広
が
る
。
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
・
中
南
米
と

歩
き
回
る
が
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
ロ
ン
ド
ン
・
パ
リ
は
詩
に
現
れ

な
い
。
そ
れ
ま
で
た
え
ず
北
方
を
凝
視
し
て
い
た
眼
は
、
華
や
か

な
都
市
に
は
眼
も
く
れ
な
い
。
そ
し
て
絶
え
ず
人
間
と
共
生
す
る

動
物
た
ち
を
凝
視
し
て
、
日
本
の
北
方
と
重
ね
合
わ
せ
る
。
そ
の

方
法
は
一
貫
し
て
「
も
の
」
に
語
ら
せ
て
い
る
。
最
後
に
そ
の
圧

巻
を
挙
げ
て
解
説
の
終
り
と
し
た
い
。

　
（
中
略
）
セ
ネ
ガ
ル
か
ら　

ブ
ラ
ジ
ル
か
ら

　

ラ
ス
コ
ー
の
洞
窟
か
ら
も　

タ
ッ
シ
リ
・
ナ
ジ
ェ
ー
ル
の
岩
場

　
　

か
ら
も

　

牛
は
続
々
と
集
ま
っ
て
く
る

　

世
界
じ
ゅ
う
の

　

さ
ま
ざ
ま
な
貌
の　

い
ろ
い
ろ
な
色
の
牛
が

　

広
場
に
あ
ふ
れ
る

　

牛
は
啼
く　

泪
を
た
め
て

　

大
合
唱
が
北
上
山
地
の
た
け
な
わ
の
秋
を

　

ゆ
さ
ぶ
っ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
（「
牛
祭
り
」）


