
岩
手
か
ら
天
山
山
脈
に
架
け
る
想
像
力
を

　
　
朝
倉
宏
哉
第
六
詩
集
『
乳
粥
』
に
寄
せ
て

　
　

１

　

朝
倉
宏
哉
さ
ん
と
は
詩
書
の
交
換
を
し
て
い
た
が
、
初
め
て
お
会
い

し
た
の
は
、
た
ぶ
ん
二
〇
〇
〇
年
八
月
の
鳴
海
英
吉
さ
ん
の
お
通
夜
で

あ
っ
た
と
思
う
。
私
は
受
付
で
鳴
海
さ
ん
と
親
し
か
っ
た
詩
友
の
方
た

ち
を
出
迎
え
て
い
た
。
そ
こ
で
朝
倉
さ
ん
に
も
挨
拶
を
交
わ
し
、
鳴
海

さ
ん
と
別
れ
る
悲
し
み
の
光
景
を
共
有
し
た
。
そ
の
後
、
朝
倉
さ
ん
は

二
〇
〇
三
年
四
月
の
〈『
鳴
海
英
吉
全
詩
集
』
刊
行
を
祝
う
会
〉
の
実

行
委
員
会
に
参
加
し
て
く
れ
た
。
当
日
、
朝
倉
さ
ん
は
宗
左
近
さ
ん
の

記
念
講
演
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
録
音
を
し
て
く
れ
て
い
た
。
放
送
局
に

勤
め
て
い
た
朝
倉
さ
ん
は
も
の
静
か
な
た
た
ず
ま
い
で
黙
々
と
裏
方
の

作
業
を
し
て
く
れ
た
。
そ
の
後
の
二
回
の
「
鳴
海
英
吉
研
究
会
」
で
も

継
続
し
て
支
援
・
参
加
を
し
て
く
れ
て
い
る
。
私
に
と
っ
て
鳴
海
さ
ん

の
亡
き
後
に
鳴
海
さ
ん
が
引
き
合
わ
せ
て
く
れ
た
信
頼
で
き
る
詩
人
の

一
人
だ
っ
た
。
昨
年
末
に
私
は
詩
論
集
『
詩
の
降
り
注
ぐ
場
所
』
を
刊

行
し
た
が
、
そ
の
編
集
過
程
で
私
が
評
価
す
る
現
役
詩
人
た
ち
の
多
く

を
ま
だ
き
ち
ん
と
論
じ
て
い
な
い
こ
と
に
愕
然
と
し
た
。
そ
の
時
に
思

い
浮
か
べ
て
い
た
書
き
た
い
詩
人
の
一
人
が
朝
倉
さ
ん
だ
っ
た
。
今
回
、

朝
倉
さ
ん
の
第
六
詩
集
『
乳
粥
』
の
栞
解
説
文
を
書
く
こ
と
に
な
っ
て
、

私
は
鳴
海
さ
ん
の
詩
魂
が
こ
の
よ
う
な
巡
り
合
わ
せ
を
さ
せ
た
の
だ
と

強
く
感
じ
て
い
る
。
朝
倉
さ
ん
の
五
冊
の
既
刊
詩
集
を
参
考
に
し
な
が

ら
新
詩
集
を
論
じ
て
い
き
た
い
。

　

朝
倉
さ
ん
が
第
一
詩
集
『
盲
導
犬
』
を
出
し
た
の
は
一
九
七
三
年
で

三
十
代
半
ば
過
ぎ
だ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
詩
集
の
冒
頭
の
詩
「
お
祭
り
」

が
初
出
さ
れ
た
の
は
一
九
五
九
年
の
「
現
代
詩
手
帖
」
で
あ
り
、
二
十

代
の
前
半
だ
っ
た
。
朝
倉
さ
ん
は
十
五
年
も
か
け
て
じ
っ
く
り
詩
集
『
盲

導
犬
』
を
編
ん
だ
こ
と
に
な
る
。
そ
の
「
お
祭
り
」
と
い
う
詩
を
引
用

し
て
み
る
。

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
朦
朧
と
な
る
た
め
に
酒
を
の
み

だ
れ
か
の
た
め
に
広
場
に
行
く
と

だ
れ
か
も
ひ
っ
そ
り
と
そ
こ
に
来
る

広
場
は
お
祭
り
の
た
め
に
だ
け
使
わ
れ
る

普
段
は
見
捨
て
ら
れ
た
広
場
で
も

お
祭
り
の
夜
は
す
ば
ら
し
い
メ
ッ
カ
に
な
る

僕
ら
ふ
た
り
だ
け
の
お
祭
り
だ
ろ
う
か

い
や
い
や

も
っ
と
遠
く
の
も
っ
と
広
い
広
場
の
ほ
う
か
ら

笛
が
き
こ
え
る

太
鼓
が
き
こ
え
る

そ
れ
よ
り
も
ひ
と
た
ち
の
唄
声
が
す
る

ひ
と
た
ち
は
み
ん
な

そ
れ
ぞ
れ
の
お
祭
り
に
酔
っ
て
い
る
の
だ

　
　
　
　
　
（「
お
祭
り
」
の
前
半
部
）

　

朝
倉
さ
ん
の
詩
作
の
原
点
に
は
、
孤
独
の
果
て
に
広
場
に
集
う
「
ひ

と
た
ち
」
が
い
る
。
そ
の
「
ひ
と
た
ち
」
が
求
め
て
い
る
共
通
感
覚
を

明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
衝
動
が
感
じ
ら
れ
る
。「
僕
」
を
超
え
た
何
か

が
「
ひ
と
た
ち
」
に
は
あ
り
、
そ
れ
を
求
め
る
智
恵
が
「
お
祭
り
」
を

生
み
出
し
続
け
て
い
る
こ
と
を
直
観
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。「
お
祭
り
」

は
「
も
っ
と
広
い
広
場
の
ほ
う
」
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
と
い
う
。「
そ
れ

ぞ
れ
の
お
祭
り
」
に
耳
を
澄
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
朝
倉
さ
ん
は

自
ら
の
課
題
に
据
え
よ
う
と
考
え
た
の
か
も
知
れ
な
い
。「
ひ
と
た
ち
」

が
祭
り
に
託
し
続
け
て
き
た
密
か
な
思
い
を
朝
倉
さ
ん
は
聞
き
分
け
る

能
力
を
そ
な
え
て
い
た
の
だ
。

ど
こ
の
国
の

ど
ん
な
民
族
の
あ
い
だ
に
も
お
祭
り
が
あ
る

お
祭
り
は
む
か
し
か
ら

ひ
と
た
ち
の
か
け
が
え
の
な
い
行
事
だ
っ
た

あ
あ　

野
性
に
み
ち
た
祖ち

ち先
の
血
か
ら
僕
の
血
ま
で

さ
ま
ざ
ま
な

夥
し
い
か
ず
の
お
祭
り
が
注
ぎ
こ
ま
れ
て
き
た

そ
の
た
び
に
血
は
蘇
え
り

ひ
と
た
ち
は
し
ば
ら
く
の
間　

死
を
わ
す
れ
た

死
を
怖
れ
た
か
ら

野
獣
を
ふ
せ
ぐ
よ
う
に
篝
火
を
た
い
た

死
を
怖
れ
た
か
ら

唄
や
踊
り
を
お
ぼ
え
る
ま
え
に
酒
を
つ
く
っ
た

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

葬
祭
な
ど
と
い
う
い
け
な
い
言
葉
が

ど
う
し
て
ひ
と
の
世
に
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か

ひ
と
は
石
に
な
る
と
き
で
さ
え

死
に
あ
ざ
む
い
て
お
祭
り
を
求
め
る
の
だ
ろ
う
か

　
　
　
　
　
（「
お
祭
り
」
の
中
間
部
分
）

　

二
十
代
前
半
の
朝
倉
さ
ん
は
、
有
限
の
命
を
生
き
る
「
ひ
と
」
が
な

ぜ
「
お
祭
り
」
を
必
要
と
す
る
の
か
と
い
う
根
源
的
な
問
い
を
抱
い
て

い
る
。「
お
祭
り
」
が
「
ひ
と
」
の
死
を
超
え
て
引
き
継
が
れ
て
い
く
こ

と
に
、
何
か
深
い
智
恵
が
あ
る
こ
と
を
告
げ
て
い
る
。「
お
祭
り
」
は
死



者
を
慰
霊
す
る
と
同
時
に
生
き
る
も
の
た
ち
が
、「
死
を
怖
れ
る
」
こ

と
を
ま
ぎ
ら
わ
せ
、
生
き
る
こ
と
の
意
味
を
も
う
一
度
確
か
め
る
大
い

な
る
機
会
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
朝
倉
さ
ん
は
晴
れ
と
褻け

、

非
日
常
と
日
常
と
い
う
よ
う
に
分
け
て
考
え
る
の
で
な
く
、
個
人
の
内

面
に
は
日
常
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
日
常
を
非
日
常
と
す
る
「
お
祭
り
」

が
「
ひ
と
」
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
二
十
代
初
め
に
感

じ
取
っ
て
い
た
の
だ
。
つ
ま
り
朝
倉
さ
ん
は
「
ひ
と
」
が
生
き
る
時
間

と
は
、
晴
れ
と
褻
や
非
日
常
と
日
常
の
両
方
を
包
み
込
ん
だ
生
き
る
場

所
と
時
間
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
告
げ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し　

僕
は
石
に
な
っ
て
か
ら
も

ひ
と
た
ち
の
よ
う
に
お
祭
り
を
求
め
る
だ
ろ
う
か

僕
は
い
や
だ

笛
や
太
鼓
を
き
い
て
も
さ
わ
が
な
い
冷
い
血
に
は

お
祭
り
は
無
用
だ

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

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

　
　
　
　
　
（「
お
祭
り
」
の
後
半
部
）

　　

朝
倉
さ
ん
は
、
赤
い
血
が
流
れ
て
い
る
限
り
「
お
祭
り
」
に
共
感
し

て
い
く
と
言
い
、「
生
き
て
い
る
証
あ
か
し

」
と
し
て
「
そ
の
ひ
と
」
た
ち
の

「
お
祭
り
」
の
時
空
間
を
肯
定
す
る
。
そ
の
場
面
に
現
れ
て
く
る
の
は

「
僕
と
抱
き
合
う
／
そ
の
誰
な
の
か
わ
か
ら
な
い
優
し
い
影
」
だ
。「
僕
」

と
「
優
し
い
影
と
ふ
た
り
で
／
笛
や
太
鼓
や
唄
を
き
い
て
い
る
」
情
景

こ
そ
が
、「
僕
の
時
間
」
が
解
き
放
た
れ
た
最
も
大
切
な
時
間
で
あ
り
、

「
そ
の
ひ
と
」
と
一
体
に
な
れ
る
時
間
で
あ
る
と
告
げ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
て
く
る
。

　

第
一
詩
集
『
盲
導
犬
』
は
こ
の
「
お
祭
り
」
を
含
め
二
十
七
篇
を
収

め
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
一
篇
一
篇
は
独
特
の
発
想
を
抱
え
こ
ん
だ
詩
篇

だ
。
そ
の
意
味
で
朝
倉
さ
ん
の
詩
篇
は
コ
ラ
ム
ニ
ス
ト
の
よ
う
な
鋭
く

し
か
も
温
か
な
視
線
で
詩
を
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
故
郷
の
岩
手

県
胆い

沢さ
わ

郡
の
自
然
、
生
き
物
、
動
物
た
ち
に
促
さ
れ
て
書
か
れ
た
詩
は
、

朝
倉
さ
ん
し
か
書
け
な
い
不
思
議
な
一
回
性
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
。

例
え
ば
詩
「
馬
」
で
は
、「
馬ま

っ
こ　

逃ぬ

げ
だ
ど
お
」
と
い
う
一
行
か

ら
醸
し
出
さ
れ
る
方
言
を
生
か
し
な
が
ら
、
飼
い
馴
ら
さ
れ
た
は
ず
の

馬
が
野
性
を
取
り
戻
し
て
村
か
ら
逃
げ
る
様
を
書
き
記
し
て
い
る
。
朝

倉
さ
ん
の
詩
は
、
予
定
調
和
を
し
な
い
存
在
す
る
も
の
の
生
の
疼
き
を

掬
い
上
げ
て
く
る
の
だ
。
そ
の
意
味
で
は
岩
手
が
生
ん
だ
宮
沢
賢
治
と

共
通
す
る
詩
的
精
神
を
備
え
て
い
る
。
詩
「
き
つ
ね
」
で
は
「
母
ぎ
つ

ね
と
子
ぎ
つ
ね
と
鷹
が
／
栗
駒
山
腹
の
旧
噴
火
口
で
死
ん
で
い
た
」
で

始
ま
る
の
だ
が
、
そ
の
三
者
の
関
わ
り
を
さ
ま
ざ
ま
な
ド
ラ
マ
と
し
て

推
測
し
て
い
く
。
朝
倉
さ
ん
の
視
線
は
動
物
・
人
間
の
差
異
を
軽
々
と

超
え
て
、
生
き
て
い
る
も
の
へ
の
共
感
へ
と
巧
み
に
転
化
さ
れ
て
く
る
。

存
在
す
る
も
の
へ
の
深
い
驚
き
が
詩
の
原
点
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
間

違
い
な
い
。
こ
の
驚
き
が
多
く
の
詩
篇
に
貫
か
れ
て
い
る
詩
集
は
め
っ

た
に
見
か
け
ら
れ
な
い
。「
降
誕
祭
」、「
ほ
た
る
天
国
」、「
三
陸
沿
岸
大

火
」
な
ど
の
故
郷
や
家
族
な
ど
場
所
か
ら
促
さ
れ
た
詩
篇
が
こ
の
詩
集

の
完
成
度
の
高
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。

　

ま
た
詩
「
お
あ
し
す
」
な
ど
は
そ
の
後
の
ア
ジ
ア
詩
篇
を
予
感
さ
せ

る
端
緒
に
な
っ
た
詩
篇
だ
ろ
う
。
詩
「
ジ
ャ
コ
ビ
ニ
流
星
群
」
も
後
の

流
星
詩
群
を
先
取
り
さ
せ
た
詩
篇
だ
。
第
一
詩
集
『
盲
導
犬
』
は
そ
の

意
味
で
も
朝
倉
さ
ん
の
原
点
で
あ
り
な
が
ら
、
生
涯
の
詩
の
テ
ー
マ
群

を
垣
間
見
せ
て
く
れ
る
豊
饒
な
詩
集
で
あ
っ
た
。
き
っ
と
詩
集
題
の
「
盲

導
犬
」
と
は
朝
倉
さ
ん
の
内
に
宿
る
も
う
ひ
と
つ
の
存
在
で
あ
る
「
優

し
い
影
」
な
の
だ
ろ
う
。
そ
の
「
盲
導
犬
」
は
き
っ
と
朝
倉
さ
ん
の
な

か
で
「
馬ま

っ
こ　

逃ぬ

げ
だ
ど
お
」
と
叫
ぶ
村
人
と
共
に
今
も
朝
倉
さ
ん

の
行
く
手
に
想
起
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　
　

２

　

第
二
詩
集
『
カ
ッ
コ
ー
が
吃
っ
て
い
る
』
は
故
郷
の
盛
岡
局
へ
派
遣

さ
れ
た
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
と
し
て
、
再
び
故
郷
を
見
つ
め
直
し
た
時
期
に

書
か
れ
た
作
品
群
だ
と
い
う
。
そ
の
中
で
私
は
特
に
「
槻つ
き
ざ
わ沢
鬼
剣
舞
」

が
心
に
残
っ
た
。

老
女
ら
は
板
の
間
に
正
座
し
て

じ
っ
と
待
つ

鬼
剣
舞
の
は
じ
ま
り
を

―

子
供
が
窓
か
ら
顔
を
出
し

蛙
の
声
が
た
か
ま
っ
て

　
　
「
開あ

げ
る
な
で
ば
！

　
　

虫
コ
入へ
え

っ
て
来く

っ
か
ら
よ
」

北
上
山
地
の
襞
の
丘
に

古
ぼ
け
て
立
つ
集
会
場
は

お
お
き
な
青
い
誘
蛾
灯
だ

四
間
四
方
の
板
の
間
で

黙
々
と
化
身
を
謀
る
老
農
夫
ら
の
顔
に

一
日
の
労
働
の
後
の
疲
れ
が
あ
る

人
生
の
残
り
の
夜
の
痛
み
が
あ
る

祖
先
か
ら
舞
い
継
が
れ
て
き
た
鬼
剣
舞
の

熱
い
野
性
の
と
き
め
き
を

あ
の
街
へ
逃
げ
た
息
子
ら
へ

伝
え
ら
れ
な
い
苛
立
ち
が
あ
る



　
　
　
「
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
」

　

宮
沢
賢
治
の
代
表
的
な
詩
に
「
原は
ら
た
い
け
ん
ぱ
ひ
れ
ん

体
剣
舞
連
」
が
あ
る
が
、
賢
治
が

江
刺
郡
の
土
壌
調
査
で
見
た
原
体
剣
舞
と
上
伊
手
剣
舞
は
、
江
刺
地
方

で
少
年
た
ち
が
踊
る
羽
根
子
剣
舞
と
言
わ
れ
る
。
朝
倉
さ
ん
が
書
き
記

し
て
い
る
の
は
、
鬼
の
面
を
か
ぶ
っ
て
踊
る
鬼
剣
舞
と
言
わ
れ
る
。
剣

舞
は
念
仏
剣
舞
の
こ
と
で
、
岩
手
県
に
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

笛
や
太
鼓
や
鉦
な
ど
の
囃
子
と
八
人
か
ら
十
人
前
後
の
踊
り
子
で
組
を

作
り
、
南
無
阿
弥
陀
仏
を
唱
え
て
踊
る
が
、
修
験
道
の
呪
術
的
な
要
素

も
合
わ
さ
れ
て
芸
能
化
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
。
朝
倉
さ
ん
は
祖
先

た
ち
が
引
き
継
い
で
き
た
「
鬼
剣
舞
の
熱
い
野
性
の
と
き
め
き
」
で
あ

る
「
無
形
の
も
の
」
を
書
き
記
し
て
い
る
。

さ
さ
ら
舞
手
は
猿
の
面

主
剣
舞
以
下
七
人
は

形
相
凄
い
鬼
の
面

一
剣
舞
は
赤
い
鬼

二
剣
舞
は
青
い
鬼

三
枚
目　

四
五
枚
目　

し
ん
が
り
は

黒　

白　

黄
色　

代
赭
色

笛
と
太
鼓
の
昴
ま
り
に

猫
背
を
し
ゃ
ん
と
ひ
き
伸
ば
し

頸
静
脈
を
浮
き
た
た
せ

蛾
の
鱗
粉
を
浴
び
な
が
ら

草
と
泥
土
の
に
お
い
沁
む

汗
の
飛
沫
を
撒
き
ち
ら
し

螢
光
灯
に
照
ら
さ
れ
た

四
間
四
方
の
板
の
間
を

わ
ら
じ
の
足
で
踏
み
な
ら
し

五
体
の
骨
を
き
し
ま
せ
て

輪
形
に
舞
う　

舞
い
狂
う

鬼
七
匹
と
猿
一
匹

　
　

　

朝
倉
さ
ん
が
そ
の
場
面
を
正
確
に
活
写
し
て
い
る
。
猿
を
中
心
に
七

匹
の
鬼
が
蝶
の
よ
う
に
舞
う
と
い
う
設
定
が
興
味
深
い
。
そ
し
て
次
の

よ
う
な
こ
の
世
の
地
獄
に
救
い
を
求
め
る
か
の
よ
う
な
念
仏
が
唄
わ
れ

る
の
だ
。

　
　

〽
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

獣
と
鳥
の
息
づ
か
い

蛇
の
卵
の
青
び
か
り

山や
ま

女め

の
滝
の
逆
の
ぼ
り

消
え
た
家
馬
の
嘶
き
と

岩
手
マ
タ
ギ
犬
の
身
顫
い
を

呻
き
の
よ
う
に
な
ぞ
り
つ
つ

幾
千
の
日
と
夜
の
果
て
に

生
き
て
舞
う
血
の
迸
ほ
と
ば
しり

鬼
の
面
コ
を
ふ
る
わ
せ
て

七
色
の
蛾
を
舞
い
落
し

じ
ゃ
り
ん
じ
ゃ
り
ん
と
太
刀
合
わ
せ

老
い
の
だ
る
さ
を
威
嚇
し
て

し
わ
が
れ
声
を
ふ
り
し
ぼ
り

〽
無
情
の
風
に
誘
わ
れ
て

　

死
し
て
帰
ら
あ
死
出
の
山

　

念
仏
申
せ
ば
皆
施
業

　

南
無
阿
弥
陀
仏
皆
施
業

老
女
ら
は
板
の
間
に
正
座
し
て

じ
っ
と
待
つ

鬼
剣
舞
が
お
わ
る
の
を

―

田
植
あ
が
り
の
夜

北
上
山
地　

槻
沢
の
集
会
場
は

お
お
き
な
青
い
誘
蛾
灯
だ

　

朝
倉
さ
ん
は
老
女
の
前
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
剣
舞
を
老
女
の
視
線
で

書
き
記
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
念
仏
剣
舞
の
全
体
の
流
れ
と
そ
れ
を

見
守
る
老
女
た
ち
を
融
合
さ
せ
た
見
事
な
詩
作
品
だ
。
ま
た
こ
の
伝
統

的
な
剣
舞
が
、
今
無
く
な
ろ
う
と
し
て
い
る
現
実
も
見
据
え
て
い
る
。

鬼
を
見
詰
め
る
内
面
を
持
と
う
と
し
な
い
現
代
人
は
「
無
形
の
も
の
」

を
継
承
す
る
豊
か
な
想
像
力
を
持
ち
得
な
い
の
で
は
な
い
か
と
朝
倉
さ

ん
は
告
げ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
老
女
の
視
線
の
悲
し
さ
を
、
朝
倉

さ
ん
は
一
九
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
初
め
に
か
け
て
自
ら
の
痛
み
と

し
て
受
け
と
め
た
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
詩
が
書
け
た
の
だ
ろ
う
。

　
　

３

　

第
三
詩
集
『
フ
ク
ロ
ウ
の
卵
』
は
、
第
二
詩
集
と
同
じ
く
鳥
の
名
が

詩
集
題
に
入
っ
て
い
る
の
だ
が
、
一
章
は
故
郷
の
自
然
、
山
河
、
動
植

物
を
テ
ー
マ
に
し
た
も
の
だ
。
第
二
章
に
つ
い
て
は
海
外
の
地
名
や
民



衆
の
姿
が
詩
の
中
に
現
れ
て
く
る
。
タ
イ
、
ス
リ
ラ
ン
カ
、
ケ
ニ
ア
、

コ
ス
タ
リ
カ
、
パ
ラ
グ
ア
イ
な
ど
放
送
局
の
海
外
取
材
で
の
体
験
を
ベ

ー
ス
に
し
た
も
の
だ
っ
た
。
三
章
は
亡
き
父
を
追
悼
し
た
二
篇
の
詩
や

自
分
の
内
面
を
見
詰
め
た
詩
群
だ
っ
た
。
父
へ
の
二
篇
の
中
の
「
寒
牡

丹
」
の
冒
頭
は
次
に
引
用
す
る
よ
う
に
父
の
短
歌
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。

　
　
　

そ
の
い
の
ち
咲
き
極
ま
り
て
寒
牡
丹

　
　
　

む
ら
さ
き
深
く
雪
に
傾
く　
　

史
耕

寒
牡
丹
の
花
を
見
に
き
ま
し
た

大
寒
の
上
野
東
照
宮
牡
丹
苑
に

た
ぐ
り
よ
せ
ら
れ
る
よ
う
に
見
に
き
ま
し
た

あ
な
た
が
死
の
直
前
に

急
い
で
自
歌
集
「
寒
牡
丹
」
を
上
梓
し
て

親
し
い
ひ
と
た
ち
に
分
け
与
え
た

そ
の
思
い
が
し
み
じ
み
わ
か
り
ま
し
た

こ
と
し
の
大
寒
は
雪
こ
そ
な
い
が

凍
て
つ
く
よ
う
な
冷
気
の
な
か
で

ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
牡
丹
の
花
が

赤
は
深
紅
に

白
は
純
白
に

紫
は
濃
紫
に

黄
は
黄
金
に

あ
え
か
に

あ
や
し
く

咲
い
て
い
ま
す

　
　

雪
光
に
咲
き
の
し
づ
け
き
冬
牡
丹

　
　

ひ
た
む
き
な
れ
ば
涙
こ
ぼ
れ
つ

　
　
　
　
　
（「
寒
牡
丹
」
の
前
半
よ
り
）

　　

朝
倉
さ
ん
の
父
史
耕
さ
ん
は
故
郷
で
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
教
師
を
し

な
が
ら
短
歌
を
書
き
続
け
て
い
た
と
い
う
。
そ
ん
な
父
の
二
冊
の
歌
集

の
う
ち
で
晩
年
に
出
し
た
の
が
『
寒
牡
丹
』
で
あ
る
。
牡
丹
の
花
を
死

ぬ
直
前
ま
で
愛
し
た
父
の
生
き
方
を
偲
ん
で
朝
倉
さ
ん
は
詩
「
寒
牡
丹
」

を
書
い
た
。
た
ぶ
ん
朝
倉
さ
ん
に
と
っ
て
父
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
詩

を
書
き
続
け
て
い
く
上
で
も
、
父
の
存
在
は
多
く
の
影
響
を
与
え
ら
れ

た
存
在
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
父
の
歌
集
『
寒
牡
丹
』
を
朝
倉
さ
ん

か
ら
借
り
て
読
ん
で
み
る
と
、
七
十
歳
を
超
え
て
も
、
故
郷
の
山
河
を

は
じ
め
、
富
士
山
な
ど
の
山
々
に
登
り
、
美
術
展
や
展
覧
会
に
も
数
多

く
行
き
、
旺
盛
な
好
奇
心
で
ひ
と
知
れ
ぬ
場
所
や
社
会
的
な
視
点
で
原

爆
な
ど
の
こ
と
も
短
歌
に
記
録
し
て
い
る
。
例
え
ば
次
の
六
首
を
あ
げ

て
み
る
。

　

胆
沢
川
源
流
に
濡
れ
身
構
へ
て
老
は
も
躍
り
対
岸
に
越
ゆ

　

過
ぎ
去
り
し
こ
と
と
言
は
せ
ず
熱
線
の
熱
傷
い
ま
も
地
獄
相
な
す

　

ゆ
か
り
あ
る
乙
女
の
自
殺
地
浄
む
ろ
か
昨
日
も
今
日
も
春
の
雪
降
る

　

乳
色
の
セ
ー
ヌ
の
川
の
朝
ぼ
ら
け
モ
ネ
の
描
写
の
気
圏
か
が
や
く

　

雉
子
四
羽
み
ど
り
の
野
よ
り
飛
び
た
ち
て
柳
の
若
葉
の
影
に
声
絶
つ

　

背
に
腹
が
付
く
ま
で
苦
行
の
釈
迦
仏
の
眼
窩
に
無
量
の
慈
悲
の
瞳め

ひ

　
　

か
る

　

史
耕
さ
ん
は
決
し
て
き
ら
び
や
か
な
感
性
を
詠
う
の
で
は
な
い
が
、

確
か
に
源
流
に
遡
る
よ
う
な
一
途
な
問
い
か
け
が
あ
る
。
そ
の
愚
直
と

も
い
え
る
純
粋
に
生
き
る
姿
勢
は
清
々
し
い
。
賢
治
の
よ
う
に
は
文
学

に
殉
じ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
若
死
に
し
た
教
え
子
を
悼
み
続
け
る
、

心
温
か
き
教
師
生
活
を
全
う
し
た
の
だ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
。
だ
が
短

歌
を
深
く
読
ん
で
い
る
と
、
史
耕
さ
ん
の
短
歌
の
背
後
に
本
当
は
ま
だ

見
ぬ
世
界
に
飛
び
出
し
て
い
き
た
か
っ
た
脱
出
願
望
の
よ
う
な
も
の
を

私
は
感
じ
て
し
ま
っ
た
。
そ
ん
な
父
の
果
た
せ
ぬ
思
い
を
朝
倉
さ
ん
は

ど
こ
か
背
負
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
父
の
追
悼
詩
の
も
う

一
篇
は
「
ガ
ン
リ
ン
」
と
い
う
父
の
脛
骨
で
作
っ
た
楽
器
を
持
ち
歩
き
、

父
の
こ
だ
わ
っ
た
場
所
は
も
ち
ろ
ん
、
世
界
中
に
行
き
、
そ
の
「
ガ
ン

リ
ン
」
を
吹
き
続
け
る
と
い
う
詩
だ
。
最
後
の
三
行
は
「
い
つ
の
日
か

／
ほ
ん
と
う
の
レ
ク
イ
エ
ム
を
／
吹
か
ね
ば
な
ら
な
い
」
で
終
わ
っ
て

い
る
。
朝
倉
さ
ん
の
な
か
で
海
外
詩
篇
と
い
う
テ
ー
マ
が
は
っ
き
り
と

見
え
て
来
た
よ
う
に
思
わ
れ
て
く
る
。

　
　

４

　

第
四
詩
集
『
満
月
の
馬
』
で
は
動
物
や
海
外
の
詩
篇
が
多
い
が
、
中

で
も
心
に
残
る
の
は
、
母
の
死
に
触
れ
た
「
こ
と
し
の
さ
く
ら
」
と
息

子
の
生
き
方
に
触
れ
た
「
イ
ン
ド
へ
行
っ
た
息
子
に
」
だ
っ
た
。
朝
倉

さ
ん
は
第
一
詩
集
の
頃
か
ら
例
え
ば
「
降
誕
祭
」「
ほ
た
る
天
国
」「
愛
」

な
ど
で
母
が
重
要
な
登
場
人
物
だ
っ
た
。
そ
の
母
親
が
亡
く
な
っ
た
と

き
朝
倉
さ
ん
は
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。

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

　
　
　
　
　
（「
こ
と
し
の
さ
く
ら
」
の
後
半
よ
り
）

　

母
の
最
期
を
朝
倉
さ
ん
は
母
の
微
笑
と
し
て
受
け
と
め
た
。「
い
つ
も

の
よ
う
に
」
淡
々
と
生
き
た
母
の
人
生
を
肯
定
し
、
母
を
讃
美
し
、
母

の
魂
に
祈
り
を
捧
げ
た
。
淡
々
と
朝
倉
さ
ん
が
書
き
記
し
て
い
る
か
ら

こ
そ
、
よ
り
一
層
、
母
の
一
回
性
の
人
生
を
見
守
っ
て
き
た
子
の
悲
し

み
が
溢
れ
て
い
る
。
別
れ
は
結
び
つ
き
が
深
け
れ
ば
深
い
ほ
ど
悲
し
み

が
ま
す
の
で
あ
り
、「
か
な
し
い
ほ
ど
う
つ
く
し
い
」
の
だ
ろ
う
。

　
「
イ
ン
ド
へ
行
っ
た
息
子
に
」
と
い
う
詩
は
な
ぜ
か
不
思
議
な
魅
力
を

持
っ
て
い
る
。
そ
の
秘
密
を
考
え
る
と
私
は
鳴
海
英
吉
が
「
創
作
覚
え

書
」
に
書
き
記
し
て
い
た
一
遍
上
人
の
言
葉
「
捨
離
」
を
思
い
起
こ
す

の
だ
。
朝
倉
さ
ん
は
息
子
の
生
き
方
に
「
捨
て
て
こ
そ
」
始
ま
る
何
か

を
透
視
し
て
い
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
だ
。

き
ょ
う
は
母
の
命
日
だ
か
ら

な
に
か
特
別
な
こ
と
を
し
よ
う
と

十
二
キ
ロ
の
道
を
歩
い
て
出
勤
し
た

迂
回
し
て
花
見
川
に
出
て

土
手
を
早
足
で
遡
行
す
る

ウ
グ
イ
ス　

コ
ジ
ュ
ケ
イ　

カ
ワ
ウ　

サ
ギ　

カ
ル
ガ
モ

ナ
ノ
ハ
ナ　

モ
ク
レ
ン　

ウ
メ　

コ
ブ
シ　

レ
ン
ギ
ョ
ウ

耳
目
が
洗
わ
れ
る

お
ま
え
が
イ
ン
ド
へ
行
っ
て
か
ら
半
年
に
な
る

三
十
歳
を
前
に
し
て

捨
て
た
仕
事
や
し
が
ら
み
の
代
わ
り
に

疑
問
符
を
リ
ュ
ッ
ク
サ
ッ
ク
に
ぎ
っ
し
り
詰
め
て

大
河
の
ほ
と
り
の
歴
史
の
町
で

熱
風
に
け
む
る
赤
土
の
村
で

星
降
る
砂
漠
の
砂
の
布
団
で

疑
問
符
は
減
っ
た
か　

増
え
た
か

　
　
　
　
　
（「
イ
ン
ド
へ
行
っ
た
息
子
に
」
前
半
部
よ
り
）

　

息
子
が
「
捨
て
た
仕
事
や
し
が
ら
み
の
代
わ
り
に
」、
大
い
な
る
「
疑

問
符
」
を
抱
え
て
人
生
に
挑
ん
で
い
く
さ
ま
を
朝
倉
さ
ん
は
眩
し
い
も

の
を
見
る
よ
う
に
淡
々
と
書
き
記
し
て
い
る
こ
と
に
、
私
は
感
動
さ
せ

ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
父
親
は
あ
ま
り
い
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
朝
倉

さ
ん
が
父
か
ら
受
け
継
い
だ
も
の
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
よ
く
分
か
る
気

に
密
か
に
予
感
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
朝
倉
さ
ん
の
生
き
る
若
々

し
い
姿
勢
の
秘
密
を
こ
の
詩
篇
か
ら
私
は
読
む
こ
と
が
で
き
た
。
朝
倉

さ
ん
が
詩
に
刻
ん
で
い
く
も
の
、
そ
れ
は
亡
く
な
っ
た
父
母
た
ち
死
者

で
あ
る
存
在
も
、
生
き
る
「
ひ
と
た
ち
」
が
「
お
祭
り
」
の
中
で
想
起

し
続
け
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
ん
な
時
や
場
所
や
生
死
を
超
え
た
ひ
と
が

本
来
的
な
も
の
を
求
め
る
「
ひ
か
り
の
輪
」
を
求
め
続
け
て
い
く
こ
と

に
あ
る
よ
う
に
感
じ
る
。
そ
ん
な
「
ひ
か
り
の
輪
」
の
中
に
愛
す
る
人

の
「
優
し
い
影
」
と
共
に
生
き
る
こ
と
な
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
　

５

　

第
五
詩
集
『
獅
子
座
流
星
群
』
は
四
章
二
十
九
篇
の
詩
が
収
録
さ
れ

て
い
る
が
、
一
章
に
「
ト
ラ
ジ
ャ
の
樹
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
朝
倉
さ
ん

の
代
表
作
の
ひ
と
つ
に
な
る
魅
力
的
な
詩
篇
だ
。「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ス

ラ
ウ
ェ
シ
島
の
／
ト
ラ
ジ
ャ
で
は
／
嬰
児
が
死
ぬ
と
／
樹
に
埋
葬
す
る
」

で
始
ま
る
。
嬰
児
が
樹
と
共
に
成
長
し
て
い
く
。
母
は
時
々
森
に
来
て

そ
の
樹
を
抱
き
し
め
て
泣
く
と
い
う
詩
だ
。
こ
の
詩
が
物
語
っ
て
い
る

こ
と
は
、
私
が
朝
倉
さ
ん
の
詩
を
論
じ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
ま
さ

に
詩
で
語
っ
て
い
る
詩
論
の
よ
う
な
詩
な
の
だ
。

　

三
章
に
は
イ
ン
ド
旅
行
の
詩
「
聖
牛
」「
聖
地
」「
ガ
ン
ジ
ス
河
」「
バ

ラ
ナ
シ
に
て
」「
鏡
」
の
五
篇
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
初
め
の
四
篇
は
イ

ン
ド
の
現
実
に
圧
倒
さ
れ
、
そ
の
原
色
の
風
景
を
あ
り
の
ま
ま
に
記
述

し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
ど
こ
か
朝
倉
さ
ん
の
内
面
を
そ
の
中
で
書
き

込
め
て
な
い
よ
う
に
感
じ
た
。
最
後
の
詩
「
鏡
」
だ
け
が
朝
倉
さ
ん
の

が
す
る
。
朝
倉
さ
ん
が
「
馬ま

っ
こ　

逃ぬ

げ
だ
ど
お
」
と
村
人
が
叫
ぶ
声

を
想
起
す
る
よ
う
に
、
息
子
が
馬
の
よ
う
に
脱
出
す
る
な
ら
、
応
援
し

た
い
と
願
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

母
の
一
周
忌　

花
見
川
の
土
手
を
行
っ
て

無
心
に
草
を
食
む
老
い
た
馬
に
出
会
っ
た

お
れ
は
そ
の
ひ
か
り
の
輪
の
な
か
に
い
る

お
ま
え
は
イ
ン
ド
の
ど
こ
に
い
る
か

ヒ
マ
ラ
ヤ
の
麓
の
ブ
ッ
ダ
の
里
か

夕
日
が
美
し
い
南
の
海
辺
の
町
か

列
車
か
バ
ス
で
ゆ
ら
れ
て
い
る
か

リ
ュ
ッ
ク
サ
ッ
ク
は
重
い
か　

軽
い
か

　
　
　
　
　
（「
イ
ン
ド
へ
行
っ
た
息
子
に
」
後
半
部
よ
り
）

　

朝
倉
さ
ん
は
母
の
一
周
忌
に
母
を
悼
み
な
が
ら
、
十
二
キ
ロ
を
歩
い

て
い
る
と
「
草
を
食
む
老
い
た
馬
」
を
見
た
。
そ
の
時
「
お
れ
は
そ
の

ひ
か
り
の
輪
の
な
か
に
い
る
」
と
直
観
す
る
。
母
を
慰
霊
す
る
気
持
ち

が
息
子
へ
の
思
い
や
る
気
持
ち
に
転
化
し
、「
馬ま

っ
こ　

逃ぬ

げ
だ
ど
お
」

と
言
わ
れ
た
「
馬
」
が
朝
倉
さ
ん
の
中
で
き
っ
と
甦
っ
て
き
た
に
違
い

な
い
。
朝
倉
さ
ん
は
息
子
の
生
き
方
か
ら
も
素
直
に
学
ぼ
う
と
す
る
若
々

し
い
精
神
力
が
あ
る
。
ひ
と
に
と
っ
て
本
来
的
な
大
切
な
も
の
と
は
何

か
。
朝
倉
さ
ん
が
息
子
か
ら
学
ん
で
い
く
姿
勢
は
と
て
も
爽
や
か
だ
。

朝
倉
さ
ん
は
若
い
頃
か
ら
夢
で
あ
っ
た
イ
ン
ド
訪
問
を
た
ぶ
ん
こ
の
時



剝
き
出
し
の
生
が
あ
ふ
れ
る
街
を
あ
る
き

小
さ
な
レ
ス
ト
ラ
ン
に
入
っ
た

そ
こ
に
鏡
が
掛
け
ら
れ
て
い
た

五
六
歩
あ
る
け
ば

自
分
を
見
る
こ
と
が
で
き
る

そ
れ
な
の
に

わ
た
し
に
は

そ
こ
ま
で
の
距
離
が

途
方
も
な
く
遠
く
思
わ
れ
た

　
　
　
　
　
（「
鏡
」
よ
り
）

　

朝
倉
さ
ん
は
「
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
麓
の
ヴ
ァ
シ
シ
ト
村
」
に
行
き
、
チ
ベ

ッ
ト
か
ら
の
亡
命
し
た
ラ
マ
僧
た
ち
が
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
向
か
っ
て
瞑
想
し

て
い
る
姿
を
み
て
、
言
い
知
れ
ぬ
も
の
を
感
じ
た
。
そ
し
て
テ
レ
ビ
も
、

新
聞
も
鏡
も
な
い
生
活
が
不
安
に
な
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
暮
ら
し
を

し
て
い
る
ラ
マ
僧
た
ち
に
共
感
を
感
じ
て
い
っ
た
。
鏡
の
な
い
生
活
を

し
て
い
る
人
間
た
ち
を
畏
敬
を
も
っ
て
眺
め
て
い
る
朝
倉
さ
ん
の
変
化

が
こ
の
詩
に
刻
ま
れ
て
い
る
。
私
に
は
こ
の
よ
う
な
質
素
な
生
活
を
し

て
い
る
強
靱
な
存
在
者
た
ち
に
向
け
て
、
激
し
く
揺
さ
ぶ
ら
れ
感
動
し

て
い
る
朝
倉
さ
ん
が
眩
し
く
見
え
る
。
し
か
し
朝
倉
さ
ん
の
真
摯
な
心

に
映
っ
た
北
イ
ン
ド
の
村
の
出
来
事
を
ま
だ
書
き
記
し
て
い
な
い
の
で
、

課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
課
題
こ
そ
今
回
の

内
面
の
中
で
何
か
新
し
い
変
化
を
引
き
起
こ
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ

た
。

　

五
月
の
末

酷
暑
の
デ
リ
ー
を
の
が
れ
て

ヒ
マ
ラ
ヤ
の
麓
の
ヴ
ァ
シ
シ
ト
村
に
行
っ
た

イ
ン
ダ
ス
川
の
支
流
の
ほ
と
り
の

チ
ベ
ッ
ト
人
の
僧
が
営
む
宿
に
泊
っ
て

一
週
間
を
過
ご
し
た

（
略
）

宿
に
は
鏡
が
な
か
っ
た

そ
の
こ
と
が

日
を
逐
う
に
つ
れ
て
不
安
に
な
っ
た

自
分
を
映
す
に
は

ヴ
ァ
シ
シ
ト
村
の

川
の
流
れ
は
速
す
ぎ
た

空
は
青
す
ぎ

ヒ
マ
ラ
ヤ
は
白
す
ぎ

満
月
は
清
す
ぎ
た

夜
行
バ
ス
で
十
五
時
間

ふ
た
た
び
暑
熱
の
デ
リ
ー
に
戻
り

人
と
牛
と
犬
の

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

　
　
　
　
　
（「
乳
粥
」
の
後
半
部
）

　

私
は
読
む
た
び
に
こ
の
シ
ン
プ
ル
な
詩
行
に
感
動
し
て
し
ま
う
。
朝

倉
さ
ん
が
暮
ら
す
花
見
川
の
土
手
で
見
た
馬
の
ま
わ
り
に
漂
っ
て
い
た

「
ひ
か
り
の
輪
」
が
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
山
々
の
ま
ぶ
し
さ
に
辿
り
着
い
て
し
ま

っ
た
の
だ
。
そ
の
困
難
な
場
所
が
祈
り
に
満
ち
た
天
国
の
よ
う
な
場
所

に
変
貌
し
て
い
る
奇
跡
を
感
じ
る
か
ら
だ
ろ
う
。
地
獄
を
作
り
出
す
人

間
た
ち
だ
が
、
そ
れ
を
天
国
に
も
変
え
る
こ
と
の
で
き
る
「
ひ
と
た
ち
」

の
力
を
朝
倉
さ
ん
が
感
じ
て
し
ま
っ
た
か
ら
だ
。
そ
ん
な
世
界
を
瞑
想

し
て
い
く
ラ
マ
僧
た
ち
に
、
ひ
と
が
生
き
る
こ
と
の
原
型
を
見
て
し
ま

っ
た
の
だ
ろ
う
。
乳
粥
の
味
と
は
世
界
の
本
来
的
な
原
型
を
ひ
と
が
感

じ
と
る
た
め
に
、
立
ち
還
る
べ
き
感
受
性
だ
と
朝
倉
さ
ん
は
告
げ
て
い

る
の
だ
と
思
う
。

　
「
乳
粥
」
の
次
の
「
天
池
」
も
優
れ
て
い
る
。
私
は
こ
の
詩
の
精
神
性

の
高
さ
に
、
戦
後
の
詩
が
獲
得
し
よ
う
と
し
て
困
難
だ
っ
た
詩
の
他
者

性
や
批
評
性
が
実
現
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。
詩
の
未
来
の
可
能
性
を
感

じ
さ
せ
て
く
れ
る
豊
か
な
感
情
と
知
性
が
結
合
し
た
詩
だ
。
そ
の
冒
頭

の
四
行
を
引
用
し
て
こ
の
小
論
を
終
え
た
い
と
思
う
。

新
詩
集
『
乳
粥
』
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

新
詩
集
『
乳
粥
』
は
「
乳
粥
」
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
「
乳
粥
」

を
書
く
た
め
に
朝
倉
さ
ん
は
息
子
に
ガ
イ
ド
を
頼
み
、
夜
行
列
車
と
危

険
を
お
か
し
バ
ス
を
乗
り
継
ぎ
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
麓
の
村
に
辿
り
着
い
た

と
い
う
。
こ
の
詩
は
と
て
も
シ
ン
プ
ル
だ
。
次
の
二
行
か
ら
始
ま
る
。

　

少
年
ラ
マ
僧
が
わ
た
し
の
手
の
ひ
ら
に
よ
そ
っ
て
く
れ
た

　

乳
粥
は
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
よ
う
に
ま
ぶ
し
か
っ
た
〉

　

こ
の
二
行
が
全
て
で
あ
る
か
の
よ
う
に
四
〇
行
あ
ま
り
の
詩
は
書
か

れ
て
い
る
。
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
を
毎
年
二
千
人
も
の
人
々
が
命
を
賭
け
て

亡
命
し
て
く
る
。
し
か
し
こ
の
場
所
の
北
イ
ン
ド
・
ダ
ラ
ム
サ
ラ
の
山

上
の
寺
院
は
「
清
ら
か
な
静
謐
」
で
満
ち
て
い
る
と
い
う
。
ラ
マ
僧
た

ち
の
読
経
が
響
き
合
っ
た
後
に
、
少
年
僧
た
ち
が
乳
粥
を
運
ん
で
く
る
。

難
民
た
ち
は
懐
か
ら
お
椀
と
箸
を
出
し
た
が
、
朝
倉
さ
ん
は
お
椀
が
な

い
の
で
、
そ
の
情
景
を
見
て
い
た
。

「
あ
な
た
も
ど
う
ぞ
」
隣
の
媼
が
わ
た
し
に
も
乳
粥
を
勧
め
た　
「
器

が
無
い
」
と
身
振
り
で
言
う
と
「
お
手
を
出
し
な
さ
い
」
と
菩
薩
の

よ
う
に
微
笑
ん
だ　

少
年
僧
が
手
の
ひ
ら
に
杓
で
乳
粥
を
よ
そ
っ
て

く
れ
た　

零
さ
な
い
よ
う
に
お
し
い
た
だ
い
て
見
つ
め
る
そ
れ
は
ヒ

マ
ラ
ヤ
の
よ
う
に
ま
ぶ
し
か
っ
た



　

天
山
山
脈
の
ふ
と
こ
ろ
の
天
池
の
ほ
と
り
に
立
ち

　

七
色
の
さ
ざ
な
み
を
眺
め
て
い
た
と
き

　

ふ
と
湧
い
て
き
た
想
念
が
あ
っ
た
…
…

　

…
…
人
類
が
流
し
た
涙
が
こ
こ
に
溜
ま
っ
て
い
る

　
　
　
　
　
（「
天
池
」
よ
り
）


