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「
途
方
に
暮
れ
る
」
瞬
間
を
生
き
る
場
所
に
転
化
す
る
人

　
　

小
坂
顕
太
郎
第
一
詩
集
『
五
月
闇
』
に
寄
せ
て�

�

鈴
木
比
佐
雄

　
　

１

　

小
坂
顕
太
郎
さ
ん
の
詩
に
は
、
強
烈
な
光
と
影
の
ド
ラ
マ
が
あ

る
。
お
び
た
だ
し
い
光
に
満
ち
た
現
実
が
反
転
さ
れ
て
、
幾
重
も

の
影
た
ち
が
言
葉
と
な
っ
て
紙
面
に
黒
く
塗
り
こ
ま
れ
て
い
る
。

言
葉
は
光
と
影
の
う
ご
め
く
波
動
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。

光
を
受
け
た
存
在
者
が
影
を
作
る
が
、
光
と
影
だ
け
で
存
在
者
が

存
在
し
て
い
た
痕
跡
を
記
し
て
い
き
、
今
ま
で
読
ん
だ
こ
と
の
な

い
独
特
な
詩
法
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
言
葉
に
光
量
が
多
す
ぎ
る

と
感
じ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
言
葉
か
ら
光
を
絞
り
、
影
を

主
体
に
し
て
詩
を
組
み
立
て
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
し
か

し
小
坂
さ
ん
の
姿
を
見
つ
け
よ
う
と
す
る
が
、
そ
の
姿
は
光
と
影

の
狭
間
に
隠
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
小
坂
さ
ん
の
必
死
な
息
遣
い

が
聴
こ
え
て
く
る
が
、
ど
こ
に
も
小
坂
さ
ん
の
〈
ワ
タ
シ
〉
の
姿

は
見
え
な
い
の
だ
。確
か
に
光
と
影
で
詩
を
紙
面
に
描
き
続
け
て
、

そ
の
詩
篇
が
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
鈍
い
光
を
発
し
な
が
ら
置
か
れ
て

あ
る
の
だ
。
い
つ
し
か
そ
の
場
所
は
小
坂
さ
ん
の
〈
ワ
タ
シ
〉
の

場
所
で
は
な
く
、
私
た
ち
の
無
意
識
の
広
大
な
場
所
に
転
移
し
て

い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

そ
ん
な
不
可
思
議
な
詩
篇
が
送
ら
れ
て
き
た
の
は
、
二
〇
〇
八

年
五
月
の
光
り
輝
く
若
葉
の
美
し
い
こ
ろ
で
、
茂
っ
た
葉
群
れ
の

木こ
の
し
た
や
み

下
闇
も
濃
く
な
り
始
め
て
い
た
。
送
ら
れ
る
前
に
小
坂
顕
太
郎

さ
ん
か
ら
メ
ー
ル
が
あ
っ
た
。
コ
ー
ル
サ
ッ
ク
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
見
て
、
そ
の
ポ
リ
シ
ー
や
詩
運
動
に
信
頼
感
や
共
感
を
覚
え

た
と
い
い
、
詩
篇
を
読
ん
で
ほ
し
い
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
モ
ニ
タ
ー
の
光
点
か
ら
な
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
の
あ
ま
た
の
出
版
社
の
中
か
ら
小
坂
さ
ん
が
選
ん
だ
の

は
、「
コ
ー
ル
サ
ッ
ク
」
と
い
う
詩
の
石
炭
袋
を
作
っ
て
い
る
出

版
社
だ
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
私
は
敬
愛
す
る
浜
田
知
章
さ
ん
が
亡
く

な
っ
た
頃
で
、
最
後
の
詩
集
の
製
作
・
発
送
と
「
浜
田
知
章
さ
ん

を
偲
ぶ
会
」
の
準
備
や
『
生
活
語
詩
二
七
六
人
集
』
の
編
集
に
追

わ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
文
面
に
惹
か
れ
て
、
な
ぜ
か
肉
声
を
聴
い

て
み
た
く
な
っ
た
。
電
話
を
か
け
る
と
漏
れ
て
き
た
声
は
、
確
か

に
三
十
代
半
ば
の
ま
だ
青
年
の
声
だ
が
、
落
ち
着
き
が
感
じ
ら
れ

た
。
そ
れ
は
若
く
し
て
こ
の
世
の
虚
し
さ
と
生
き
る
絶
望
を
見
て

し
ま
っ
た
人
の
よ
う
な
冷
静
さ
を
感
じ
た
。
小
坂
さ
ん
の
経
歴
な

ど
何
ひ
と
つ
知
ら
な
い
私
だ
が
、
小
坂
さ
ん
の
声
か
ら
そ
の
背

負
っ
て
い
る
も
の
の
重
く
苦
渋
に
満
ち
た
時
間
を
経
て
い
る
と
直
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観
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
か
小
坂
さ
ん
が
私
と
同
じ
よ
う
な
詩
の
志
を

持
っ
た
人
と
し
て
親
し
み
を
感
じ
た
。
優
れ
た
詩
に
は
詩
人
の
生

き
て
き
た
時
間
が
宿
っ
て
い
る
。
小
坂
さ
ん
の
詩
行
に
も
、
そ
の

時
間
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

　

詩
集
題
の
「
五
月
闇
」
を
読
ん
で
み
た
い
。
木こ
の
し
た
や
み

下
闇
と
い
う

言
葉
は
、
拾
遺
和
歌
集
に
も
あ
り
現
在
で
も
知
ら
れ
て
い
る
が
、

五さ
つ
き
や
み

月
闇
は
さ
ほ
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
言
葉
だ
。
五
月
雨
の
降
る
頃

の
夜
は
暗
く
て
、
深
い
暗
闇
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
言
葉
で
後
拾

遺
和
歌
集
や
平
家
物
語
に
も
出
て
く
る
言
葉
だ
そ
う
だ
。
小
坂
さ

ん
の
新
詩
集
『
五
月
闇
』
の
中
心
テ
ー
マ
は
、
闇
の
中
に
も
っ
と

深
い
闇
が
あ
り
、
そ
の
奥
の
闇
に
自
己
で
あ
り
な
が
ら
他
者
に
も

通
ず
る
膨
大
な
無
意
識
を
背
負
っ
た
人
間
存
在
が
い
る
こ
と
を
見

詰
め
よ
う
と
す
る
試
み
だ
。

　
　

五
月
闇

　　

五さ
つ
き
や
み

月
闇
は
あ
ま
り
に
暗
く
て

　

ま
ば
ら
に
と
も
る
貧
し
げ
な
街
灯
ば
か
り
が
頼
り
だ

　

こ
こ
い
ら
で
ひ
と
休
み
し
よ
う
と
立
ち
止
ま
る
の
だ
が

　

今
し
が
た
す
ぐ
側
を
沿
う
て
歩
い
た
城
壁
ま
で
が
見
当
た

　
　

ら
な
い

　

五
月
闇
は
あ
ま
り
に
暗
い
の
だ

　

頭
の
す
ぐ
後
ろ
に
膨
大
な
闇
が
連
な
っ
て

　

ふ
と
す
る
と
気
が
遠
く
な
る

　

ふ
い
に　

匂
い
立
つ
悪
意
は

　

愚
か
で
聞
き
分
け
の
な
い　

孟
夏
の
精
霊
ド
モ
の
よ
う
よ　
　

　

����

う
や
っ
て
来
た
か
と

　

寸
時
浮
き
足
立
っ
た
が

　

す
ぐ
そ
れ
は　

不
遜
な
ア
ナ
タ
の
残
り
香
だ
と
知
っ
て

　

慄
い
て
し
ま
う

　
　
　
　
（「
五
月
闇
」
前
半
部
）

　

年
度
が
わ
り
の
四
月
の
後
に
、
環
境
に
適
応
で
き
な
い
若
者
の

欝
的
な
心
境
を
五
月
病
と
指
す
こ
と
が
あ
る
。
自
分
が
望
ん
で
夢

を
持
っ
て
進
ん
だ
新
し
い
場
所
が
、
自
分
が
考
え
て
い
た
も
の
で

は
な
く
、
期
待
を
裏
切
り
、
耐
え
難
い
も
の
に
感
じ
ら
れ
る
。
家

族
や
教
師
や
多
く
の
人
の
支
援
で
こ
の
場
所
に
い
る
の
だ
が
、
そ

の
場
所
に
い
る
違
和
感
が
自
分
を
苦
し
め
て
い
く
。
そ
の
蟻
地
獄

の
よ
う
な
心
境
を
五
月
病
と
一
般
的
に
言
わ
れ
る
。
小
坂
さ
ん

も
「
五
月
闇
」
と
い
う
詩
を
書
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
は
、
こ

の
自
分
の
選
択
に
よ
っ
て
立
っ
て
い
る
こ
の
場
所
へ
の
違
和
感
か
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ら
、
他
の
場
所
へ
移
動
し
よ
う
と
す
る
が
、
ま
す
ま
す
そ
の
場
所

は
暗
さ
を
ま
し
て
、
果
た
し
て
こ
の
「
貧
し
げ
な
街
灯
」
を
頼
り

に
進
ん
で
い
き
、自
分
の
望
ん
で
い
る
場
所
へ
辿
り
着
け
る
の
か
、

途
方
に
暮
れ
て
い
る
心
象
風
景
を
描
い
て
い
る
。
私
は
こ
の
詩
一

篇
の
出
だ
し
を
読
ん
だ
だ
け
で
も
、
小
坂
さ
ん
が
現
代
の
若
者
の

置
か
れ
て
い
る
内
面
を
正
面
か
ら
書
こ
う
と
し
て
い
る
、
志
の
あ

る
詩
人
で
あ
る
と
感
じ
た
の
だ
。「
五
月
闇
は
あ
ま
り
に
暗
い
の

だ
／
頭
の
す
ぐ
後
ろ
に
膨
大
な
闇
が
連
な
っ
て
／
ふ
と
す
る
と
気

が
遠
く
な
る
」
と
い
う
闇
の
た
だ
中
に
い
る
、
頼
り
な
げ
な
心
境

が
逆
に
生
き
る
こ
と
へ
の
誠
実
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。
小
坂
さ
ん

が
求
め
て
い
る
場
所
が
理
想
の
場
所
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
闇
は

も
っ
と
深
く
濃
く
な
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、「
匂
い
立
つ

悪
意
」
も
現
わ
れ
き
て
、
小
坂
さ
ん
の
行
く
手
を
阻
む
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
自
己
を
破
滅
に
陥
れ
る
か
も
し
れ
な
い
身
近
な
「
不
遜
な

ア
ナ
タ
の
残
り
香
」
で
も
あ
る
の
だ
。
そ
の
場
所
に
立
ち
竦
み
な

が
ら
小
坂
さ
ん
は
、
自
分
の
本
来
的
な
も
の
を
求
め
て
立
ち
去
ろ

う
と
試
み
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　

音
の
な
い
赤
色
灯
が　

時
折
と
お
く
の
水
た
ま
り
を
掠
め

　
　

て
い
く

　

こ
ん
な
夜
更
け
に
走
り
込
み
を
行
う
ジ
ャ
ー
ジ
の
若
者
の

　
　

一
団
が

　

横
顔
を
行
き
過
ぎ
る

　

足
元
に
は
白
い
髪
の
毛　

白
い
睫ま
つ
げ毛

の
子
供
が
二
、三　

へ
ば

　
　

り
つ
き

　

堀
に
面
し
て
釣
り
を
す
る
者

　

乳
母
車
を
押
す
子
守
唄
の

　

年
増
女
の
生
活
や
つ
れ
し
た
顔
は

　

そ
の
ま
ま
乗
せ
ら
れ
た
赤
子
の
寝
顔
の
よ
う
で

　

舌
打
ち
し
て
シ
ャ
カ
リ
キ
に
誰
か
を
呼
ぶ
声
は

　

他
で
も
な
い
私
自
身
の
呼
び
声
だ
ろ
う

　

し
か
し
そ
れ
ら
は
す
べ
て
闇
の
中
の
気
配
に
し
か
過
ぎ
な
い

　

通
り
す
が
り
の
つ
も
り
で
あ
っ
た
ワ
タ
シ
は

　

シ
ン
ピ
カ
有
頂
天
の
自
転
車
み
た
く
無
知
で
あ
っ
た
ワ
タ
シ
は

　

い
つ
し
か
季
節
の
狭
間
そ
の
も
の
の
よ
う
な

　

不
鮮
明
な
と
こ
ろ
へ
迷
い
込
ん
で
し
ま
っ
た
の
だ

　
　
　
　
（「
五
月
闇
」
の
中
間
部
）

　

小
坂
さ
ん
の
〈
ワ
タ
シ
〉
と
は
、
暗
闇
の
中
で
見
え
な
い
他
者

の
気
配
を
感
じ
る
が
、
そ
の
気
配
か
ら
他
者
の
生
き
る
苦
悩
を
感

受
し
て
し
ま
う
の
だ
。そ
し
て
そ
の
他
者
の
生
き
る
切
実
な
声
が
、
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じ
つ
は
私
の
無
意
識
か
ら
湧
き
起
こ
る
〈
私
自
身
の
呼
び
声
〉
で

あ
っ
た
こ
と
を
自
覚
す
る
の
だ
。
他
者
の
〈
誰
か
を
呼
ぶ
声
〉
を

〈
私
自
身
の
呼
ぶ
声
〉
と
等
価
で
あ
る
と
す
る
小
坂
さ
ん
の
他
者

へ
の
感
受
性
が
こ
の
心
象
風
景
を
生
み
出
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ

う
。
小
坂
さ
ん
は
無
意
識
下
の
「
不
鮮
明
な
と
こ
ろ
に
迷
い
込
ん

で
」
い
く
〈
ワ
タ
シ
〉
を
自
ら
に
住
ま
わ
せ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

　

立
ち
す
く
む
五さ
み
だ
れ

月
雨
は
つ
め
た
く
も
あ
た
た
か
く
も
な
く

　

鼻
す
じ
を
伝
っ
て
正
確
に　

同
じ
靴
先
へ
と
落
ち
て
い
く

　

暗
が
り
の
中
で
そ
れ
ば
か
り
が　

よ
く
見
え
た

　

無
数
の
蛇
が
絡
み
合
っ
て　

息
苦
し
く

　

青
白
い
炎
に　

灼
か
れ
て
い
る

　　

ワ
タ
シ
に
は
も
う
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い

　

五
月
闇
は
あ
ま
り
に
暗
く
て　

途
方
に
暮
れ
る

　
　
　
　
（「
五
月
闇
」
後
半
部
）

　

小
坂
さ
ん
の
〈
ワ
タ
シ
〉
は
い
つ
し
か
他
者
で
あ
り
自
己
あ
る

存
在
者
た
ち
が
絡
み
合
う
「
息
苦
し
い
」
場
所
を
見
て
し
ま
っ
た

の
だ
。「
無
数
の
蛇
が
絡
み
合
っ
て　

息
苦
し
く
／
青
白
い
炎
に

　

灼
か
れ
て
い
る
」
光
景
は
、
人
び
と
が
生
き
る
た
め
の
欲
望
で

格
闘
し
合
い
、
互
い
の
命
を
殺
ぎ
な
が
ら
、
実
は
青
白
い
炎
で
み

ん
な
灼
か
れ
て
い
く
の
を
内
観
し
て
い
る
の
だ
。
影
か
ら
闇
へ
向

か
う
内
面
の
問
い
に
簡
単
な
答
え
な
ど
は
存
在
し
な
い
だ
ろ
う
。

「
ワ
タ
シ
に
は
も
う
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
」
と
い
う
無
力

さ
か
ら
出
発
す
る
し
か
な
い
。
そ
ん
な
単
独
者
と
し
て
の
根
源
的

な
問
い
を
秘
め
た
、
詩
的
な
精
神
を
抱
え
込
ん
で
し
ま
っ
た
宿
命

を
こ
の
詩
で
は
暗
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
五
月
闇

は
あ
ま
り
に
暗
く
て　

途
方
に
暮
れ
る
」
と
い
う
詩
行
こ
そ
、
新

詩
集
の
最
も
重
要
な
一
行
だ
ろ
う
と
私
は
感
ず
る
。
私
た
ち
は
生

き
る
こ
と
に
慣
れ
る
と
、「
途
方
に
暮
れ
る
」こ
と
を
し
な
く
な
る
。

す
ぐ
に
答
え
を
知
り
た
が
り
、
失
敗
を
恐
れ
、
情
熱
を
か
け
て
挑

ん
で
い
く
こ
と
か
ら
避
け
て
い
く
。
本
来
的
な
も
の
へ
根
源
的
な

も
の
へ
問
わ
れ
て
い
く
「
五
月
闇
」
と
は
、
そ
れ
ら
と
隣
接
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
小
坂
さ
ん
の
〈
ワ
タ
シ
〉
は
そ
の
場
所

へ
向
か
い
、「
途
方
に
暮
れ
る
」
こ
と
が
新
し
い
世
界
を
作
り
出

す
前
提
で
あ
る
と
告
げ
て
い
る
の
だ
。
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２

　

詩
集
『
五
月
闇
』
は
、
世
界
を
陰
影
を
帯
び
て
豊
か
に
感
じ
る

た
め
の
報
告
書
で
あ
る
か
の
よ
う
だ
。
Ⅰ
章
「
五
月
闇
」
十
二
篇

と
Ⅱ
章
「
晴
れ
や
か
な
日
」
十
三
篇
の
計
二
十
五
篇
か
ら
成
っ
て

い
る
。
一
章
の
「
明
暗
」
の
冒
頭
で
は
「
花
曇
り
／
／
手
馴
れ
た

仕
事
を
あ
と
に
し
て
／
ぼ
つ
ぼ
つ
と　

我
に
も
ど
り
つ
つ
あ
る

曖
昧
な
居
場
所
」
と
い
う
三
行
が
示
す
と
お
り
、
小
坂
さ
ん
の

影
を
呼
び
戻
す
詩
法
は
ま
ず
、「
花
曇
り
」
と
い
う
世
界
を
通
し

て
、
我
を
想
起
し
て
い
く
。
そ
の
「
ぼ
つ
ぼ
つ
」
と
想
起
し
て
い

く
時
間
の
ゆ
っ
た
り
と
し
た
流
れ
の
記
述
が
詩
の
展
開
と
な
っ
て

い
る
。
最
終
連
は
「
い
ま
だ
僕
が
そ
こ
に
居
な
い
よ
う　

祈
っ
て

／
／
は
ら
は
ら
と
す
る
／
は
ら
は
ら
と
し
て
い
る
」
で
終
わ
っ
て

い
る
。
小
坂
さ
ん
に
と
っ
て
詩
と
は
、
心
の
平
安
や
安
住
の
場
所

を
求
め
る
の
で
は
な
く
、「
僕
」
の
居
場
所
か
ら
打
ち
こ
わ
し
て
、

途
方
に
暮
れ
る
よ
う
に
「
は
ら
は
ら
と
す
る
」
こ
と
な
の
だ
。
小

坂
さ
ん
の
闇
に
は
、
花
び
ら
が
埋
ま
っ
て
い
た
り
、
あ
ら
ゆ
る
色

彩
が
他
者
の
存
在
す
る
音
と
と
も
に
垣
間
見
え
て
く
る
の
だ
。
暗

さ
の
奥
の
さ
ら
な
る
暗
さ
と
は
、
じ
つ
は
暗
闇
の
中
で
無
数
の
色

彩
や
他
者
の
発
す
る
肉
声
や
存
在
音
な
ど
を
想
起
す
る
こ
と
が
出

来
る
か
と
い
う
問
い
な
の
だ
ろ
う
。例
え
ば
詩「
遠
雷
」の「
群
青
」、

詩「
あ　

た　

た　

か　

な　
　

狼　

煙
」の「
立
ち
昇
る
」も
の
、

詩
「
残　

酷　

な　

眼
」
の
「
赤
く
膿
み　

青
く
爛
れ
て
」
い
る

月
、
詩
「
喪　
　
　
　

中
」
の
「
思
い
出
そ
う
と
し
て
も
思
い
出

せ
な
い
こ
と
」
を
さ
ら
に
思
い
出
そ
う
と
す
る
こ
と
な
ど
の
よ
う

に
、
小
坂
さ
ん
は
自
己
の
奥
深
く
に
眠
っ
て
い
た
光
景
を
取
り
出

し
て
く
る
。
一
見
外
界
の
描
写
で
あ
る
か
の
よ
う
な
詩
も
、
小
坂

さ
ん
の
塗
り
込
ま
れ
た
心
象
風
景
な
の
だ
。

　

第
Ⅱ
章
「
晴
れ
や
か
な
日
」
は
詩
「
講
堂
」
か
ら
始
ま
る
。

　
　

講　

堂

　

講
堂
の
窓
ば
か
り
明
る
い

　

明
る
い
の
は
窓
に
空
が
映
り
込
ん
で
い
る
か
ら
だ

　

青
せ
い
か
い
し
よ
く

灰
色
に
ち
ぎ
れ
た
雲
の
こ
ぼ
れ
て

　

受
け
る
も
の
は
何
も
無
い

　

も
う
は
や
講
義
が

　

ど
こ
で
あ
る
の
か
判
ら
な
く
な
る
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こ
の
詩
「
講
堂
」
は
学
生
時
代
を
想
起
し
て
書
か
れ
た
も
の
だ

ろ
う
が
、
た
ぶ
ん
小
坂
さ
ん
の
詩
作
の
原
点
に
な
っ
た
も
の
で
は

な
い
か
。
光
が
存
在
す
る
こ
と
に
驚
き
、
そ
の
明
る
さ
ゆ
え
に
学

校
の
存
在
理
由
や
自
分
の
受
け
る
講
義
の
意
味
な
ど
が
、
す
べ
て

無
意
味
に
感
じ
ら
れ
て
し
ま
い
、
途
方
に
暮
れ
て
い
る
場
面
だ
。

し
か
し
、
こ
の
光
の
瞬
間
が
小
坂
さ
ん
に
啓
示
の
よ
う
に
詩
的
精

神
を
は
る
か
遠
く
か
ら
も
た
ら
し
た
の
だ
。
光
の
言
葉
を
受
け
た

青
年
が
後
に
詩
を
書
き
始
め
た
記
念
す
べ
き
作
品
で
あ
り
、
な
ぜ

詩
を
書
く
か
と
い
う
問
い
に
も
な
っ
て
い
る
。
ま
た
在
る
こ
と
へ

の
驚
き
も
十
二
分
に
宿
さ
れ
て
い
て
、
存
在
論
的
な
視
線
も
濃
厚

に
感
ず
る
。
こ
の
詩
を
原
点
に
す
る
小
坂
さ
ん
は
、
日
常
を
異
化

せ
ざ
る
を
得
な
く
、
自
然
と
本
来
的
な
問
い
を
発
す
る
こ
と
の
出

来
る
詩
人
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
重
た
い
問
い
を
抱
え
て
詩

作
を
生
涯
に
わ
た
っ
て
持
続
す
る
詩
人
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と

私
に
は
感
じ
ら
れ
た
。

　

小
坂
さ
ん
は
、
最
近
「
コ
ー
ル
サ
ッ
ク
」
や
「
衣
」
に
参
加
す

る
ま
で
、
ど
の
同
人
・
会
員
誌
に
も
属
さ
ず
に
一
人
で
詩
作
を
続

け
て
、
自
己
の
詩
作
を
追
求
す
る
こ
と
を
純
粋
に
守
っ
て
き
た
。

そ
の
意
味
で
は
こ
の
詩
集
は
ほ
と
ん
ど
現
役
の
詩
人
の
誰
か
ら
も

影
響
を
受
け
て
い
な
い
は
ず
だ
が
、
私
に
は
現
役
の
優
れ
た
詩
人

た
ち
に
匹
敵
す
る
詩
的
精
神
と
そ
こ
か
ら
発
せ
ら
れ
る
確
か
な
詩

行
の
展
開
が
実
現
さ
れ
て
い
る
と
感
ず
る
の
だ
。　
　

　

新
詩
集
の
最
後
の
詩
「
晴
れ
や
か
な
日
」
は
、
例
外
的
に
家
族

の
こ
と
を
書
い
た
詩
だ
。
詩
作
を
続
け
る
小
坂
さ
ん
が
、
家
族
と

と
も
に
生
き
る
意
味
を
確
認
し
、孤
独
さ
を
隠
れ
蓑
に
し
な
い
で
、

家
族
か
ら
投
げ
か
け
ら
れ
る
問
い
に
誠
実
に
応
え
て
い
こ
う
と
す

る
詩
篇
だ
。
最
後
に
こ
の
詩
篇
を
引
用
し
て
こ
の
小
論
を
終
え
た

い
。
い
つ
の
時
代
で
も
宮
沢
賢
治
の
よ
う
に
詩
作
す
る
若
者
が
現

わ
れ
て
く
る
。
小
坂
さ
ん
も
そ
の
一
人
だ
が
、
本
格
的
な
若
き
詩

人
を
読
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
方
々
に
勧
め
た
い
。
ま
た
同
時
代

の
若
き
詩
人
た
ち
に
も
こ
の
試
み
の
深
さ
を
読
み
取
っ
て
ほ
し
い

と
願
っ
て
い
る
。

　
　

晴
れ
や
か
な
日

　

押
し
通
る

　

僕
ら
は

　

そ
の
ま
ま
の
か
た
ち
で

　

世
界
が
来
い
と
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耳
打
ち
す
る
か
ら

　

は
と
し
て
僕
ら
は
ふ
た
た
び

　

透
き
通
る

　

ご
ら
ん

　

雪
が
疾は

し走
る

　

さ
さ
く
れ
だ
っ
た
た
ま
し
い

4

4

4

4

が

　

あ
ん
な
に
空
に
訴
え
て

　

生
ま
れ
て
は

　

ま
た
す
ぐ
消
え
て

　

尽
き
る
こ
と
な
い

　

あ
ん
な
に
き
れ
い
な

　

僕
ら
の

　

ぎ
ん
い
ろ
の
孤
独

　

ま
だ　

行
こ
う
じ
ゃ
な
い
か

　

声
が
聞
こ
え
る

　

グ
ラ
ウ
ン
ド
を

　

子
供
た
ち
が
駆
け
て

　

素
ッ
こ
け
て
も　

ま
た
駆
け
て

　

よ
う
や
っ
と

　

ち
い
さ
な
胸
が

　

し
ろ
い

　

ど
こ
ま
で
も
な
が
い
テ
ー
プ
を
つ
き
ぬ
け
て

　

僕
ら
の
か
な
し
み
が

　

押
し
通
る

　

天
高
く

　

晴
れ
や
か
な
日

　

い
ま
も
途
方
に
暮
れ
た
闇
を
抱
え
な
が
ら
、
小
坂
さ
ん
は
一
人

の
悲
し
み
に
佇
む
の
で
は
な
く
、「
僕
ら
の
／
ぎ
ん
い
ろ
の
孤
独
」

や
「
僕
ら
の
か
な
し
み
」
を
生
き
る
場
所
へ
と
転
化
さ
せ
よ
う
と

歩
み
だ
し
て
い
る
。
小
坂
さ
ん
の
「
晴
れ
や
か
な
」
光
と
「
五
月

闇
」
を
た
た
え
た
影
を
孕
ま
せ
た
言
葉
が
深
く
根
を
張
り
、
幹
を

太
ら
せ
花
開
き
多
く
の
人
び
と
に
届
く
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。　
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顕
太
郎
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集
『
五
月
闇
』
栞
解
説
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鈴
木
比
佐
雄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

コ
ー
ル
サ
ッ
ク
社�

2008

　
　



　
　
　
　
　
　
　
　

小
坂
顕
太
郎
詩
集
『
五
月
闇
』
栞
解
説
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鈴
木
比
佐
雄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

コ
ー
ル
サ
ッ
ク
社�

2008

　
　


