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復
生
の
文
学
―
詩
人
東
條
耿
一
と
キ
リ
ス
ト
教

田
中

裕

は
じ
め
に

作
品
集
「
い
の
ち
の
歌
」
の
出
版
に
寄
せ
て

戦
前
の
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
、
多
磨
全
生
園
の
文
芸
誌
「
山
桜
」
に
数
々
の
優
れ
た
詩
を
発
表
し
て
い
た
詩
人

東
條
耿
一
が
、
晩
年
に
み
ず
か
ら
の
生
涯
を
回
想
し
つ
つ
カ
ト
リ
ッ
ク
の
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
の
心
境
を
綴
っ
た
手

記
を
書
き
残
し
て
い
た
こ
と
を
知
っ
た
の
は
平
成
十
六
年
の
春
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

四
谷
の
聖
三
木
図
書
館
の
書

棚
の
奥
に
あ
っ
た「
聲
」
の
昭
和
一
六
年
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
に「
癩
者
の
父
」
に
始
ま
る
東
條
耿
一
の
一
連
の
手
記
が

掲
載
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
私
は
、
そ
の
内
容
に
深
く
突
き
動
か
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
戦
後
間
も
な
い
頃
に
書
か

れ
た「
長
崎
の
鐘
」
や
「
亡
び
ぬ
も
の
を
」
の
よ
う
な
永
井
隆
博
士
の
手
記
が
、
す
こ
し
も
古
び
る
こ
と
の
な
い
時
代
の

証
言
で
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
ハ
ン
セ
ン
病
が「
不
治
の
病
」
と
し
て
恐
怖
さ
れ
て
い
た
苦
難
の
時
代
を
生
き
た
一

人
の
詩
人
の
回
心
の
記
録
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

東
條
耿
一
の
作
品
集
と
い
う
も
の
は
、
当
時
は
、
ま
だ
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
平
成
十
四
年
に
刊
行
さ
れ
た

「
ハ
ン
セ
ン
病
に
咲
い
た
花
（
戦
前
編
）
」
（
皓
星
社
）
の
編
者
、
盾
木
氾
は
、「
戦
前
の
全
生
詩
話
会
の
中
で
ピ
カ
一
的

存
在
で
あ
っ
た
東
條
耿
一
」
に
触
れ
て
、「
東
條
に
は
、
当
然
詩
集
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
と
思
う
が
、
そ
れ
が
な
い
と

い
う
事
は
寂
し
い
こ
と
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
。
た
だ
し
、
東
條
の
詩
作
品
は
、
断
片
的
に
は
引
用
さ
れ
て
い
た
。
た

と
え
ば
、
北
條
民
雄
に
関
す
る
評
論
「
い
の
ち
の
火
影
」
を
書
い
た
光
岡
良
二
は
、
大
正
八
年
に
創
刊
さ
れ
た「
山

桜
」
の
書
誌
的
研
究
を
集
大
成
し
た「
書
誌
・
多
磨
『
五
〇
年
史
』
」
の
な
か
で
、
東
條
耿
一
の
詩
作
品
の
な
か
か
ら

「
誕
生
」「
念
願
」「
一
椀
の
大
根
お
ろ
し
」
の
三
篇
を
引
用
し
て
い
る
。
ま
た
、
東
條
耿
一
の
義
弟
で
戦
後
の
全
生
園

カ
ト
リ
ッ
ク
愛
徳
会
の
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
渡
辺
清
二
郎
が
、
昭
和
四
十
九
年
に
亡
く
な
っ
た
後
で
、
遺
稿
集

「
い
の
ち
愛
し
く
」
が
私
家
本
と
し
て
編
集
さ
れ
た
が
、
そ
れ
に
は
、
東
條
耿
一
の
詩
作
品
と
し
て
、「
一
椀
の
大
根

お
ろ
し
」「
爪
を
剪
る
」「
夕
雲
物
語
」「
樹
々
ら
悩
み
ぬ
」「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」「
閑
雅
な
食
欲
」「
奥
の
細
道
」「
散
華
」

の
九
篇
が
収
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
東
條
耿
一
が
晩
年
に
カ
ト
リ
ッ
ク
誌
「
聲
」
に
た
く
さ
ん
の
手
記
を
寄

稿
し
て
い
た
こ
と
は
知
ら
な
か
っ
た
。

そ
れ
か
ら
五
年
の
間
、
東
條
の
詩
作
品
の
素
晴
ら
し
さ
を
教
え
て
頂
い
た
村
井
澄
枝
氏
と
と
も
に
、
筆
者
は
、

東
條
耿
一
の
全
著
作
の
編
集
に
取
り
か
か
っ
た
。

途
中
か
ら
、
戦
後
の
全
生
園
の
園
誌
「
多
磨
」
の
編
集
長
を
務

め
ら
れ
、
北
条
民
雄
に
つ
い
て
優
れ
た
評
論
を
書
か
れ
た
野
谷
寛
三
氏
に
も
加
わ
っ
て
頂
き
、
遂
に
、
平
成
二
十

一
年
九
月
四
日
に
東
條
耿
一
作
品
集
「
い
の
ち
の
歌
」
の
出
版
を
果
た
す
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。

ハ
ン
セ
ン
病
に
つ
い
て
は
、
隔
離
政
策
の
持
つ
差
別
と
人
権
侵
害
の
問
題
が
、
国
賠
法
訴
訟
で
問
題
と
な
っ
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
多
く
の
人
が
語
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
た
し
か
に
重
大
な
社
会
的
・
政
治
的
問
題
で
あ
る
が
、
差
別

の
撤
廃
も
人
権
の
回
復
も
、
我
々
が
生
き
延
び
る
こ
と
、
我
々
の「
生
」
を
前
提
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
生
き
る
希

望
が
全
く
奪
わ
れ
、
苦
痛
と
死
が
不
可
避
で
あ
る
よ
う
な
極
限
的
な
状
況
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
う
い
う
場
合
、

人
は
、
人
権
の
問
題
を
問
う
以
前
に
、
そ
う
い
う
苦
し
み
に
満
ち
た
現
実
を
ど
の
よ
う
に
受
容
し
、
そ
の
苦
し
み
の

果
て
に
あ
る
不
可
避
の「
死
」
を
ど
の
よ
う
に
迎
え
る
か
と
い
う
、
よ
り
根
本
的
な
問
題
に
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
い

の
で
あ
る
。

東
條
耿
一
の
生
涯
と
そ
の
作
品
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
日
本
各
地
に
ハ
ン
セ
ン
病
の
療
養
所
が
置
か
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れ
て
い
た
時
代
の
背
景
、
当
時
の
療
養
所
の
実
態
、
当
時
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
療
養
所
と
の
関
わ
り
な
ど
に
つ
い

て
、
あ
る
程
度
の
予
備
知
識
を
持
つ
こ
と
が
必
要
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
筆
者
は
、
東
條
耿
一
を
い
わ
ゆ
る「
療
養

所
文
学
」
な
い
し
は「
ハ
ン
セ
ン
病
文
学
」
の
作
者
と
し
て
論
じ
る
つ
も
り
は
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
こ
う
い
う
名
称
は
、

そ
れ
自
身
差
別
的
で
あ
る
し
、
彼
の
書
い
た
も
の
は
、
そ
う
い
う
特
殊
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
越
え
る
普
遍
性
を
持
っ
て

い
る
と
信
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ハ
ン
セ
ン
病
が
治
癒
可
能
な
普
通
の
病
気
に
な
っ
た
現
在
に
於
い
て
も
、
治
癒

不
可
能
な
他
の
難
病
は
存
在
す
る
し
、
今
後
も
そ
う
い
う
難
病
に
苦
し
む
人
は
絶
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
不
幸
に
し

て
、
そ
う
い
う
病
に
自
己
自
身
が
、
あ
る
い
は
自
分
の
家
族
、
な
い
し
自
分
に
親
し
い
人
が
罹
患
し
た
と
き
、
ひ
と
は

ど
う
す
る
の
か
。
そ
れ
は
、
い
つ
の
時
代
に
も
人
間
が
直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。
東
條
耿
一
の
作

品
集
「
い
の
ち
の
歌
」
は
、
す
べ
て
の
人
に
通
じ
る「
い
の
ち
」
の
根
柢
に
あ
る
苦
し
み
、
死
に
至
る
病
の
苦
し
み
の
現
実

を
、
文
藝
の
創
作
活
動
と
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
、
闇
の
中
に
光
明
を
、
絶
望
の
中
に
希
望
を
見

出
し
た
一
人
の
詩
人
の
魂
の
記
録
と
し
て
、
次
の
世
代
に
読
み
継
が
れ
る
べ
き
作
品
で
あ
る
と
思
う
。

一

北
條
民
雄
と
東
條
耿
一

東
條
耿
一
を
「
い
の
ち
の
友
」
と
呼
ん
で
い
た

北
條
民
雄
の
代
表
作
「
い
の
ち
の
初
夜
」
の
最
後
の
部
分
に
次
の

よ
う
な
文
が
あ
る
。
語
り
手
は
、
全
生
病
院
に
入
院
し
て
最
初
の
一
夜
を
過
ご
し
た
主
人
公
尾
田
に
む
か
っ
て
、

先
輩
の
患
者
で
失
明
の
不
安
に
苛
ま
れ
な
が
ら
も
文
藝
に
精
進
し
て
い
る
左
柄
木
が
、
重
病
棟
の
患
者
の
世
話
を

し
た
後
で
、
語
る
言
葉
で
あ
る
。

誰
で
も
癩
に
な
っ
た
そ
の
刹
那
に
、
そ
の
人
の
人
間
は
滅
び
る
の
で
す
。
死
ぬ
の
で
す
。
社
会
的
人
間
と
し

て
亡
び
る
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
あ
さ
は
か
な
亡
び
方
で
は
決
し
て
な
い
の
で
す
。
廃
兵
で
は
な
く
廃

人
な
ん
で
す
。
け
れ
ど
、
尾
田
さ
ん
、
僕
等
は
不
死
鳥
で
す
。
新
し
い
思
想
、
新
し
い
眼
を
持
つ
と
き
、
全
然

癩
者
の
生
活
を
獲
得
す
る
と
き
、
再
び
人
間
と
し
て
生
き
る
の
で
す
。
復
活
、
さ
う
復
活
で
す
。
ぴ
く
ぴ
く

と
生
き
て
ゐ
る
生
命
が
肉
体
を
獲
得
す
る
の
で
す
。
新
し
い
人
間
生
活
は
そ
れ
か
ら
始
ま
る
の
で
す
。

北
條
民
雄
が
、
な
ぜ
こ
こ
で「
復
活
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
の
か
、
そ
れ
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。
若
く
し
て
マ
ル
ク

ス
主
義
を
信
奉
し
、
ど
う
し
て
も
宗
教
を
持
つ
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
北
條
民
雄
は
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
文
学
を

通
じ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
思
想
に
触
れ
て
い
た
。
ま
た
彼
自
身
が
亡
く
な
る
直
前
に
は
、
東
條
耿
一
に
カ
ト
リ
ッ
ク
で

葬
式
を
挙
げ
て
く
れ
る
よ
う
に
依
頼
し
て
い
た
。
北
條
民
雄
が
亡
く
な
る
と
き
ま
で
、
東
條
自
身
は
キ
リ
ス
ト
教
か

ら
離
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
北
條
の
死
を
契
機
と
し
て
、
東
條
耿
一
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
に
立
ち
返
る
の
で
あ

る
。
。

北
條
民
雄
の「
い
の
ち
の
初
夜
」
は
、
川
端
康
成
の
尽
力
と
仲
介
に
よ
っ
て
昭
和
十
一
年
の「
文
学
界
」
に
掲
載
さ

れ
、
小
林
秀
雄
の
評
論
の
後
で
、
文
学
界
賞
を
授
賞
し
た
作
品
で
あ
る
。
こ
の
作
品
が
広
く
読
ま
れ
、
単
行
本
に

も
な
っ
た
。
神
山
復
生
病
院
の
院
長
に
就
任
し
た
岩
下
壮
一
も
、
北
條
の
書
い
た「
い
の
ち
の
初
夜
」
に
言
及
し
て

次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

私
が
復
生
病
院
に
赴
任
し
た
後
の
最
初
の
主
日
の
朝
、
重
症
者
に
御
聖
体
を
捧
持
し
て
行
っ
た
時
の
感
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慨
を
語
ら
し
て
頂
こ
う
。
あ
る
作
家
が「
あ
れ
は
人
間
で
は
な
い
、
肉
の
塊
だ
」
と
い
ふ
恐
ろ
し
い
ほ
ど
真
に

迫
る
言
葉
を
以
て
形
容
し
た
そ
の
人
た
ち
が
、
私
の
手
か
ら
潰
れ
た
眼
に
涙
を
浮
か
べ
て
主
の
御
體
を
拝

領
し
た
あ
の
忘
れ
ら
れ
ぬ
光
景
を
。
あ
の
時
ほ
ど
彼
ら
を
慰
む
る
に
自
分
が
無
力
で
あ
り
、
秘
蹟
が
之
に

反
し
て
力
強
き
を
感
じ
た
こ
と
は
な
い
。
余
の
ご
と
き
下
根
の
も
の
が
、
ど
う
に
か
百
何
十
人
の
現
世
的
に

は
最
も
悲
惨
な
運
命
に
あ
へ
ぐ
人
々
と
起
居
し
て
い
さ
さ
か
御
奉
仕
の
で
き
る
の
は
、
全
く
秘
蹟
の
お
蔭

で
あ
る
。
自
分
よ
り
遙
か
に
深
刻
な
人
生
の
体
験
者
で
あ
る
彼
ら
の
前
に
、
神
の
御
言
葉
は
別
と
し
て
、

私
の
説
教
な
ど
は
何
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
（「
信
仰
の
遺
産
」
昭
和
十
六
年
、
二
二
四
頁
）

神
山
復
生
病
院
で
の
重
病
棟
の
患
者
達
に
最
初
の
聖
体
拝
領
を
お
こ
な
っ
た
と
き
の
経
験
を
語
る
岩
下
壮
一

は
、
右
の
文
中
で
は
北
條
を
「
あ
る
作
家
」
と
し
て
し
か
引
用
し
て
い
な
い
が
、
岩
下
が
北
條
の「
い
の
ち
の
初
夜
」
を

文
学
と
し
て
高
く
評
価
し
て
い
た
こ
と
が
、
後
に
、
多
摩
全
生
園
で
布
教
活
動
を
し
て
い
た
パ
リ
宣
教
会
の
コ
ッ
サ

ー
ル
神
父
か
ら
北
條
民
雄
に
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
北
條
民
雄
の
死
後
は
、
こ
の
コ
ッ
サ
ー
ル
神
父
の
も
と

で
東
條
耿
一
は
、
再
び
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
に
立
ち
返
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

北
條
の「
い
の
ち
の
初
夜
」
で
、
い
の
ち
の
復
活
を
語
る
左
柄
木
は
、
あ
く
ま
で
も
作
者
が
造
形
し
た
人
物
で
あ

り
、
東
條
耿
一
そ
の
ひ
と
と
は
区
別
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
し
か
し
、
北
條
の
語
っ
た「
復
活
」
―
霊
的
な
復
活
だ

け
で
は
な
く
て
、
肉
体
の
復
活
で
も
あ
ろ
う
―
そ
れ
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
の
核
心
を
為
す
事
柄
で
も
あ
る
。
そ
し

て
、
岩
下
は
、
そ
う
い
う
秘
蹟
に
つ
い
て
説
教
な
ぞ
せ
ず
に
、
た
だ
た
だ
典
礼
の
司
式
者
を
勤
め
る
こ
と
で
か
ろ
う
じ

て
病
者
に
奉
仕
す
る
こ
と
が
出
来
た
と
行
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
永
遠
の
生
命
の
信
仰
な
ら
ば
、
慰
問
者
よ
り

は
遙
か
に
徹
底
せ
る
信
仰
者
が
院
内
に
は
い
く
ら
で
も
い
る
」
か
ら
で
あ
っ
た
。

東
條
耿
一
は
二
〇
歳
で
全
生
病
院
に
収
容
さ
れ
、
三
十
歳
で
没
し
た
。

短
い
と
言
え
ば
短
い
生
涯
で
あ
る
。
し

か
し
、
彼
の
書
き
残
し
た
も
の
を
み
る
と
、
年
齢
な
ど
と
い
う
も
の
は
無
関
係
に
、
岩
下
の
言
う
「
慰
問
者
よ
り
は

遙
か
に
徹
底
せ
る
信
仰
者
」
の
実
例
を
ま
ざ
ま
ざ
と
見
せ
ら
れ
た
思
い
が
す
る
。

北
條
民
雄
の
死
を
契
機
と
し

て
キ
リ
ス
ト
者
の
道
を
選
ん
だ
東
條
耿
一
の
晩
年
の
手
記
を
引
用
し
よ
う
。

晝
食
後
、
重
病
室
に
Ｈ
さ
ん
を
見
舞
ふ
。
Ｈ
さ
ん
は
半
年
程
前
、
腹
膜
炎
を
併
發
し
て
入
室
し
た
が
、
最
近

は
殊
に
重
態
に
陥
り
、
夜
間
は
友
人
達
が
交
替
で
附
添
つ
て
ゐ
る
。
重
病
室
は
い
つ
來
て
も
重
々
し
い
氣
分

に
さ
せ
ら
れ
る
。
二
十
箇
餘
り
の
寝
臺
に
は
、
癩
と
い
ふ
大
き
な
疾
患
の
上
に
、
更
に
結
核
や
肋
膜
、
胃
腸

病
を
併
發
し
た
人
達
が
呻
吟
し
て
ゐ
る
。
恰
度
Ｈ
さ
ん
の
寝
臺
で
は
受
持
の
醫
師
と
看
護
手
が
、
尿
の
排
泄

に
取
掛
つ
て
ゐ
た
。
友
人
達
が
四
五
人
沈
痛
な
面
持
で
そ
の
枕
頭
を
取
巻
い
て
ゐ
る
。
醫
師
は
手
な
れ
た
も

の
や
は
ら
か
さ
で
ゴ
ム
管
を
差
込
む
の
で
あ
る
が
、
尿
道
が
刺
戟
さ
れ
る
の
で
あ
ら
う
、
Ｈ
さ
ん
の
口
か
ら
苦

し
げ
な
呻
き
が
洩
れ
る
。
Ｈ
さ
ん
の
身
體
は
氣
昧
悪
く

浮
腫

む

く

み
、
殊
に
腹
は
物
凄
く
ふ
く
ら
ん
で
、
み
る
か

ら
に
痛
々
し
い
。
尿
は
で
な
い
。
醫
師
は
看
護
手
に
何
か

私
語

さ

ゝ

や

い
て
ゐ
た
が
、
看
護
手
は
う
な
づ
い
て
出
て
行

き
、
す
ぐ
ま
た
醫
療
器
の
箱
や
フ
ラ
ス
コ
を
抱
へ
て
戻
つ
た
。
最
後
の
手
段
ら
し
い
。
Ｈ
さ
ん
の
横
腹
に
太
い
針

が
刺
さ
れ
た
、
針
の
頭
に
は
ゴ
ム
管
が
附
い
て
ゐ
て
、
そ
の
口
は
フ
ラ
ス
コ
に
あ
て
が
は
れ
た
。
人
々
は
息
を
呑
ん

で
見
守
つ
て
ゐ
る
と
、
や
が
て
ゴ
ム
管
の
口
か
ら
フ
ラ
ス
コ
の
中
に
た
ら
た
ら
雫
が
落
ち
始
め
た
。
私
は
ほ
つ
と

し
た
。
こ
れ
で
い
く
ら
で
も
Ｈ
さ
ん
の
苦
痛
が
や
は
ら
い
で
く
れ
ゝ
ば
い
ゝ
。
―
ひ
つ
そ
り
と
静
ま
り
返
つ
た
病
室

に
、
フ
ラ
ス
コ
に
落
ち
る
尿
の
音
だ
け
が
ち
よ
ろ
ち
よ
ろ
と
響
い
た
。
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私
は
Ｈ
さ
ん
の
枕
頭

ま
く
ら
べ

を
離
れ
た
。
隣
ベ
ッ
ド
に
は
Ｋ
さ
ん
が
ゐ
る
。
彼
は
盲め

く
ら

で
聾つ

ん
ぼ

で
唖お

し

で
あ
る
。
そ
の
う

へ
、
全
身
が
麻
痺
し
て
ゐ
る
の
で
、
肌
に
文
字
を
書
い
て
應
答
す
る
こ
と
さ
へ
出
來
な
い
。
苦
痛
を
訴
へ
る
こ
と

も
出
來
ず
、
喜
び
を
告
げ
る
術
も
な
い
、
そ
れ
は
生
涯
石
の
様
に
黙
し
つ
づ
け
る
息
づ
く
屍
に
等
し
い
。

何
が
故
に
斯
く
苦
み
、
何
の
罪
あ
つ
て
斯
く
病
ま
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。
或
者
は
、
親
の
罪
が
子
に
報
い
た
と

い
ひ
、
前
世
の
罪
の
罰
、
因
果
應
報
だ
と
い
ふ
。
或
者
は
現
世
は
公
平
で
あ
る
か
ら
來
世
の
要
な
し
と

嘯う
そ
ぶ

き
、

永
生
を
信
ず
る
の
は
神
秘
家
か
詩
人
の
夢
想
に
過
ぎ
な
い
と
い
ふ
。
愚
論
を
吐
く
者
は
癩
院
に
來
て
一
度
こ

の
現
實
を
見
る
が
い
ゝ
。
罪
業
輪
廻
の
臆
説
や
有
限
の
物
質
で
、
こ
の
現
實
が
ど
う
割
切
れ
る
と
い
ふ
の
か
。

ど
ん
な
高
遠
な
哲
學
も
、
萬
能
を
自
負
す
る
科
學
も
、
曾
て
一
人
の
癩
者
す
ら
救
ひ
得
な
か
つ
た
。
救
ひ
得

る
も
の
は
た
だ
宗
教
あ
る
の
み
。
キ
リ
ス
ト
の
贖
罪
こ
れ
で
あ
る
。
復
活
と
永
生
な
く
し
て
、
癩
者
の
人
生
と

そ
の
存
在
は
解
決
さ
れ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
勇
氣
と
力
を
以
て
苦
悩
の
な
か
に
止
ま
り
得
る
の
も
、
血
を
以

て
こ
れ
を
感
ず
れ
ば
こ
そ
で
あ
る
。

（「
種
ま
く
人
達
」
「
聲
」
昭
和
一
六
年
四
月
号
掲
載
）

二

東
條
耿
一
の
詩
作
品
に
つ
い
て

東
條
耿
一
の
創
作
活
動
は
、
昭
和
八
年
か
ら
昭
和
十
七
年
ま
で
の
約
十
年
間
に
亘
る
が
、
そ
の
作
品
は
基
本

的
に
次
の
三
種
類
に
分
類
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
一
つ
は
、
全
生
園
の
園
誌
「
多
磨
」
の
前
身
で
あ
る「
山
桜
」
に
昭

和
九
年
か
ら
昭
和
十
七
年
ま
で
掲
載
さ
れ
た
作
品
、
二
番
目
は
、
文
芸
誌
「
詩
人
時
代
」「
蝋
人
形
」「
文
学
界
」

「
四
季
」
な
ど
に
投
稿
さ
れ
た
作
品
、
そ
し
て
三
番
目
に
は
、
昭
和
十
六
年
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
雑
誌
「
聲
」
に
連
続
し

て
掲
載
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
尚
、
こ
の
ほ
か
に
、
東
條
の
没
後
十
一
年
の
昭
和
二
十
八
年
に
、
全
生
園
の
カ
ト
リ

ッ
ク
愛
徳
会
の
機
関
誌
「
い
づ
み
」
に
、
彼
の
遺
言
と
も
言
う
べ
き
遺
稿
「
癩
者
の
改
心
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

光
岡
良
二
は
、
北
条
民
雄
の
評
伝
「
い
の
ち
の
火
蔭
」
の
な
か
で
、
全
生
詩
話
会
と
い
う
文
藝
サ
ー
ク
ル
で
活
動

し
て
い
た
頃
の
東
條
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

東
條
耿
一
は
、
同
じ
病
で
兄
の
入
院
し
て
い
た
富
士
岳
麓
の
神
山
復
生
病
院
に
少
年
時
を
過
し
て
お

り
、
そ
こ
で
身
に
つ
け
た
西
洋
的
な
ミ
ッ
シ
ョ
ン
病
院
の
情
感
と
、
郷
里
の
下
野
の
荒
々
し
い
野
生
を
身
体

の
中
に
ひ
そ
め
た
、
無
口
で
、
は
げ
し
い
青
年
で
、
来
た
頃
は
絵
、
音
楽
、
詩
、
何
に
も
手
を
つ
け
、
器
用
で

あ
っ
た
。
彼
は
妹
と
前
後
し
て
入
院
し
て
き
た
。
北
條
と
最
も
親
交
を
結
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
の
は
彼
で
あ
っ

た
。
直
情
的
な
気
性
の
は
げ
し
さ
と
、
虚
無
的
な
心
情
、
そ
う
し
た
二
人
に
共
通
し
た
も
の
が
彼
ら
を
結

び
つ
け
た
の
だ
ろ
う
。
（
中
略
）
彼
は
病
勢
が
早
く
進
み
、
盲
人
に
な
る
に
及
ん
で
、
少
年
時
に
植
え
つ
け
ら

れ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
に
入
っ
て
行
っ
た
。

東
條
耿
一
が
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
に
復
帰
し
て
い
っ
た
頃
、
光
岡
良
二
は
、
一
時
的
に
軽
快
退
所
し
て
い
た
た
め
に
、

直
接
の
交
流
は
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
上
の
回
想
は
、
光
岡
が
北
条
民
雄
と
と
も
に
文
藝
活
動
を
し
て
い
た
頃
の
東

條
の
イ
メ
ー
ジ
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。

晩
年
の
東
條
の
姿
を
つ
た
え
る
も
の
と
し
て
は
、
昭
和
十
七
年
に
東
條
耿
一
が
亡
く
な
っ
た
と
き
、「
山
桜
」
に

療
友
の
伊
藤
秋
雄
が
寄
せ
た
次
の
よ
う
な
追
悼
文
が
あ
る
。

永
年
指
導
と
交
誼
を
賜
っ
て
き
た
東
條
耿
一
氏
が
逝
去
さ
れ
た
。
九
月
四
日
午
前
九
時
頃
で
あ
っ
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た
。
亡
く
な
ら
れ
る
前
日
、
私
が
枕
頭
に
見
舞
つ
た
の
だ
が
、「
も
う
顔
が
見
え
な
い
」
と
ち
か
ら
な
い
聲

で
話
さ
れ
た
が
、
ま
だ
ま
だ
こ
の
や
う
に
な
ら
う
と
は
思
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
愚
か
し
い
私
に
は

何
も
御
恩
返
し
に
な
る
や
う
な
事
も
出
來
な
か
っ
た
。
た
だ
一
つ
自
分
の
拙
な
い
作
が
、
四
季
誌
に
推

薦
さ
れ
そ
れ
を
見
て
行
っ
て
貰
っ
た
事
に
幾
ば
く
の
安
ら
ぎ
を
感
ず
る
ば
か
り
で
あ
る
。
私
が
氏
を
知
っ

た
の
は
昭
和
十
二
年
頃
だ
つ
た
と
思
ふ
。
私
は
入
園
後
間
も
な
く
詩
に
興
味
を
持
ち
、
當
時
の
詩
話

曾
の
人
々
を
遠
く
か
ら
羨
望
と
尊
敬
を
以
て
眺
め
て
ゐ
た
頃
で
、
内
田
氏
や
東
條
氏
の
体
躯
の
大
き

い
、
が
っ
し
り
と
し
た
風
貌
を
眺
め
た
時
、
何
ん
と
も
云
へ
ぬ
信
頼
感
が
勃
然
と
し
て
湧
き
あ
が
っ
て
く

る
の
を
痛
感
し
た
。
入
園
後
一
年
程
経
て
私
は
現
在
の
収
容
病
棟
附
添
と
な
り
、
作
業
を
同
じ
く
し

て
ゐ
る
田
中
兄
な
ど
を
通
じ
て
、
本
格
的
に
東
條
氏
と
交
誼
を
結
ぶ
や
う
に
な
っ
た
。
當
時
氏
の
作
品

は
四
季
誌
や
文
學
界
な
ど
に
盛
ん
に
掲
載
さ
れ
て
居
っ
た
。
私
が
時
折
り
訪
ね
て
行
く
と
、
氏
は
大
抵

何
か
や
っ
て
居
ら
れ
た
。
机
に
向
っ
て
願
書
と
か
、
原
稿
と
か
に
熱
中
し
て
居
ら
れ
る
が
、
ど
の
や
う
な

場
合
で
も
、
本
當
に
心
よ
く
迎
へ
入
れ
て
呉
れ
た
。
・
・
・
・

私
は
人
間
と
し
て
の
氏
も
好
き
で
あ
っ
た
が
、
氏
の
作
品
も
ま
た
好
き
で
あ
っ
た
。
や
は
ら
か
く
、
ぬ

く
み
の
あ
る
詩
は
し
み
じ
み
と
、
心
の
底
に
迫
る
も
の
が
あ
っ
た
。
や
は
り
そ
の
人
の
作
品
は
、
そ
の
人
を

無
言
の
う
ち
に
語
っ
て
ゐ
る
と
思
っ
た
。
こ
こ
一
二
年
體
も
大
變
弱
ら
れ
眼
の
方
も
あ
ま
り
良
く
な
か

つ
た
の
で
、
書
く
事
は
し
な
い
や
う
だ
っ
た
が
、
時
折
読
ん
で
貰
つ
て
ゐ
た
や
う
だ
。
三
好
達
治
著
、
一

點
鐘
が
、
絶
版
に
な
っ
て
求
め
る
事
が
出
來
な
か
っ
た
の
を
酷
く
惜
し
が
っ
て
ゐ
た
。
典
雅
な
三
好
先
生

の
作
品
な
ど
が
一
番
好
き
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
又
氏
は
一
頃
、
三
好
先
生
を
師
と
し
て
そ

の
俊
敏
を
認
め
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
が
、
そ
の
後
種
々
の
事
情
で
最
近
は
そ
の
交
誼
も
絶
た
れ
て
ゐ
た
や

う
で
あ
っ
た
。
私
は
よ
く
そ
の
話
を
聴
か
し
て
貰
っ
た
が
、
實
に
惜
し
い
事
で
あ
っ
た
と
思
は
ざ
る
を
得
な

い
。
氏
に
今
少
し
の
健
康
が
あ
っ
た
ら
と
、
し
み
じ
み
思
ふ
の
で
あ
る
。

で
も
氏
に
と
っ
て
は
さ
程
惜
し
い
も
の
で
は
無
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
か
っ
た
。
氏
は
そ
れ
以
上
の
も
の

を
得
た
の
だ
か
ら
少
な
く
と
も
私
に
は
さ
う
思
へ
る
の
で
あ
る
。
あ
の
當
時

(

三
好
先
生
に
師
事
し
て
ゐ

る
頃

)

か
ら
氏
に
は
、
し
き
り
と
心
に
動
揺
が
あ
っ
た
や
う
に
思
ふ
。
そ
れ
は
單
な
る
名
声
の
為
と
か
、

物
質
の
為
め
と
か
で
は
無
論
な
く
、
純
一
な
る
精
神
の
安
置
所
を
訪
ね
て
で
あ
っ
た
。
如
何
に
し
て
魂

の
安
住
を
得
よ
う
か
と
、
歌
に
迷
ひ
、
句
に
彷
徨
ひ
、
生
活
を
眞
劔
に
つ
き
つ
め
た
態
は
、
は
た
目
に
も

痛
々
し
い
程
で
あ
っ
た
。
だ
が
氏
は
遂
に
目
的
を
得
た
。
最
後
に
行
き
着
い
た
の
は
、
聖
な
る
カ
ト
リ
ッ
ク

信
仰
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
以
前
に
も
増
し
て
落
ち
着
い
た
態
が
見
ら
れ
、
深
々
と
柔
ら
か
な
も
の
に
埋
ま

っ
て
ゐ
る
安
ら
か
な
姿
が
見
ら
れ
た
。

伊
藤
秋
雄
が
回
想
し
て
い
る
よ
う
に
、
東
條
耿
一
は
三
好
達
治
に
傾
倒
し
、
一
時
的
で
は
あ
る
が
詩
作
の
指
導

を
受
け
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
昭
和
期
を
代
表
す
る
詩
人
の
一
人
で
あ
る
三
好
の
作
品
と
比
較
し
つ
つ
、
そ
れ
と

の
関
係
に
お
い
て
、
東
條
耿
一
の
詩
や
短
歌
の
作
風
を
紹
介
し
た
い
。

昭
和
十
年
十
一
月
に
四
季
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た「
山
果
集
」
に
は「
繍
眼
兒

め

じ

ろ

」
と
い
う
表
題
を
も
つ
三
好
達
治

の
詩
が
あ
る
。

繍
眼
兒

め

じ

ろ

よ

気
軽
な
お
前
の
翼
の
音

身
軽
な
お
前
の
爪
の
音
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嘴
を
研
ぐ
微
か
な

剥
琢

は

く

た

く

日
も
す
が
ら
私
の
思
想
を
慰
め
る

お
前
の
唱
歌

お
前
の
姿
勢

さ
て
は
お
前
の
曲
芸

そ
れ
ら

願
わ
く
ば

な
み
さ
れ
た
お
前
の
自
由
よ

や
が
て
私
の
歌
と
な
れ

我
々
は
、
三
好
達
治
の
こ
の
詩
の
反
響
を
東
條
耿
一
の
作
品
集
に
た
し
か
に
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
三
好
達

治
か
ら
の
詩
法
、
な
い
し
詩
語
の
影
響
を
受
け
つ
つ
、
東
條
は
み
ず
か
ら
の
生
活
世
界
の
直
中
に
於
い
て
、
そ
れ
を

受
け
と
め
、
そ
の
意
味
す
る
も
の
を
変
容
さ
せ
、
新
し
い
世
界
を
造
形
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
昭
和
十
五
年
に
書

か
れ
た
東
條
耿
一
の
短
歌
「
静
秋
譜
」
か
ら
、
お
な
じ
く
繍
眼
兒
を
主
題
と
す
る
も
の
を
紹
介
し
よ
う
。

黐
棒
の
尖
端

E

さ

き

A

に
小
鈴
を
つ
け
む

A
E

小
禽

E

こ

と

り

A

来
て
宿
ら
ば
忽
ち

A
E

呼
鈴

E

べ

る

A

と
な
ら
む
か

わ
が
眼
は
や

A
E

十
尺

E

と

さ

か

A
A
E

前
方

E

あ

ま

り

A

は
お
ぼ
つ
か
な

A
E

黐
棒

E

は

が

A

の
小
鈴
の
鳴
り
を
し
思
ほ
ゆ

一
枚
の
木
の
葉
の
如
く
ぶ
ら
さ
が
り
繍
眼
兒
は

A
E

黐

E

は

A

に
驚
か
ず
を
り

A
E

黐
棒

E

は

が

A

と
い
う
の
は
、
メ
ジ
ロ
を
つ
か
ま
え
る
鳥
も
ち
の
棒
の
こ
と
で
あ
る
。
多
磨
全
生
園
は
当
時
も
今
も
野
鳥
の
多

い
と
こ
ろ
で
、
北
條
民
雄
も
、
と
り
も
ち
棒
で
野
鳥
を
捕
ら
え
よ
う
と
す
る
入
園
者
の
姿
を
短
編
小
説
に
書
い
て

い
る
。

東
條
耿
一
の
短
歌
の
第
一
首
は
、
そ
の
棒
の
先
に
小
鈴
を
付
け
れ
ば
、
そ
れ
に
小
鳥
が
と
ま
っ
て「
盲
人
を
導
く

鈴
」
（
盲
導
鈴
）
と
な
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
当
時
は
、
作
者
の
目
が
悪
化
し
、
十
尺
前
方
も

み
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
そ
の
こ
ろ
の
歌
で
あ
る
。
こ
の
短
歌
に
出
て
く
る
繍
眼
兒
（
メ
ジ
ロ
）
は
、
三
好
の
詩
に
於

け
る
の
と
同
じ
く
、
本
来
な
ら
ば
大
空
を
自
由
に
飛
び
回
る
詩
魂
の
象
徴
だ
ろ
う
。
こ
こ
ろ
な
ら
ず
も
療
養
所
の

不
自
由
舎
で
盲
目
に
近
い
生
活
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
当
時
の
作
者
は
、
メ
ジ
ロ
に
自
分
の
姿
を
見
て
い
た
に
違

い
な
い
。「
願
わ
く
ば

な
み
さ
れ
た
お
前
の
自
由
よ

や
が
て
私
の
歌
と
な
れ
」
と
い
う
三
好
の
言
葉
は
、
三
好
自

身
の
生
活
世
界
の
中
で
発
せ
ら
れ
た「
言
葉
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
療
養
所
で
生
活
し
て
い
た
東
條
自
身
に
よ
っ
て

切
実
な
も
の
と
し
て
受
容
さ
れ
、
東
條
の
世
界
に
於
い
て
あ
ら
た
に
生
命
を
得
て
、
そ
の
独
自
の
心
の
世
界
の
表
現

と
な
っ
た
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

東
條
耿
一
に
影
響
を
与
え
た
ほ
か
の
詩
人
と
し
て
、
萩
原
朔
太
郎
を
あ
げ
る
こ
と
も
で
き
る
。
戦
前
の
口
語
自

由
詩
の
世
界
に
朔
太
郎
の
与
え
た
影
響
は
多
大
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
東
條
の
作
品
集
に
も
、
そ
の
反
響
を
見
る
こ

と
が
出
来
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
決
し
て
朔
太
郎
の
詩
の
模
倣
で
は
な
い
。
表
題
は
同
じ
で
あ
っ
て
も
、

措
辞
が
類
似
し
て
い
て
も
内
容
的
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
り
、
東
條
耿
一
は
萩
原
朔
太
郎
の
詩
の
モ
チ
ー
フ
を
東

條
は
換
骨
奪
胎
し
て
、
自
分
自
身
の
詩
と
し
て
い
る
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
ま
ず
、
朔
太
郎
の「
閑
雅
な
食
欲
」

と
い
う
詩
を
見
て
み
よ
う
。

閑
雅
な
食
慾

萩
原
朔
太
郎
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松
林
の
中
を
歩
い
て

あ
か
る
い
氣
分
の
珈
琲
店

か

ふ

ぇ

え

を
み
た
。

遠
く
市
街
を
離
れ
た
と
こ
ろ
で

だ
れ
も
訪
づ
れ
て
く
る
ひ
と
さ
へ
な
く

林
間
の

か
く
さ
れ
た

追
憶
の
夢
の
中
の
珈
琲
店
で
あ
る
。

を
と
め
は
戀
戀
の
羞
を
ふ
く
ん
で

あ
け
ぼ
の
の
や
う
に
爽
快
な

別
製
の
皿
を
運
ん
で
く
る
仕
組

私
は
ゆ
つ
た
り
と
ふ
ほ
ふ
く
を
取
っ
て

お
む
れ
つ

ふ
ら
い
の
類
を
喰
べ
た
。

空
に
は
白
い
雲
が
浮
ん
で

た
い
そ
う
閑
雅
な
食
慾
で
あ
る

お
な
じ
く「
閑
雅
な
食
欲
」
と
い
う
表
題
を
持
つ
東
條
の
詩
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

閑
雅
な
食
欲

東
條
耿
一

食
卓
の
上
に
朝
日
が
流
れ
て
ゐ
る

ど
こ
か
で
木
魚
の
音
が
す
る

読
経
の
聲
も
微
か
に
聞
え
る

わ
た
く
し
は
食
卓
の
前
に

平
ら
な
胡
座
を
く
ん
で

暫
く
は
ホ
ー
タ
イ
の
白
い

八
ツ
手
の
葉
の
や
う
な
自
分
の
手
を
な
が
め
る

い
つ
の
間
に
こ
ん
な
に
曲
つ
て
し
ま
つ
た
ら
う

何
か
不
思
議
な
物
で
も
見
る
心
地
で
あ
る

わ
た
く
し
は
そ
の
指
に

器
用
に

肉
又

フ
ォ
ー
ク

を
つ
か
ま
せ
る

扨
て
、
と
云
つ
た
恰
好
で

食
卓
の
上
に
眼
を
そ
そ
ぐ

今
朝
の
汁
の
実
は
茗
荷
か
な

そ
れ
と
も
千
六
本
か
な

わ
た
く
し
は
ま
づ
野
菜
の
ス
ー
プ
を
す
す
る

そ
れ
か
ら
色
の
良
い
お
し
ん
香
を
つ
ま
む

熱
い
湯
気
の
ほ
く
ほ
く
立
ち
の
ぼ
る

麦
の
ご
飯
を
頬
ば
り
こ
む

粒
数
に
し
て
今
の
ひ
と
口
は

ど
の
く
ら
ゐ
あ
つ
た
ら
う
か
と
考
え
る
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わ
た
く
し
は
療
養
を
全
た
う
し
た

友
の
こ
と
を
考
へ
る

療
養
を
全
た
う
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る

自
分
の
行
末
に
つ
い
て
考
へ
る

生
き
る
こ
と
は
何
が
な
し

嬉
し
い
こ
と
だ
と
考
へ
る

死
ぬ
こ
と
は
生
き
る
こ
と
だ
と
考
へ
る

食
事
が
済
ん
だ
ら
故
郷
の
母
へ

手
紙
を
書
か
う
と
考
へ
る

考
へ
な
が
ら
も
わ
た
く
し
の
肉
又
は

ま
ん
べ
ん
な
く
食
物
の
上
を
歩
き
ま
わ
る

「
有
り
難
う
」
と
わ
た
く
し
は
心
の
中
で
呟
く

誰
に
と
も
な
く
お
ろ
が
み
た
い
気
持
ち
で
・
・
・
・

九
月
某
日
（
昭
和
十
五
年
「
山
桜
」
二
月
号
）

朔
太
郎
の
詩
「
閑
雅
な
食
欲
」
の
場
合
は
、
あ
く
ま
で
も
、
現
実
に
は
存
在
し
な
い「
追
憶
の
夢
の
中
の
珈
琲
店
」

で
の
食
事
が
、
言
葉
に
よ
っ
て
造
形
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
東
條
耿
一
の
詩
の
場
合
は
、
療
養
所
で
の
朝
の

食
事
の
有
様
が
、
そ
の
ま
ま
詠
ま
れ
て
い
る
。
戦
争
直
前
の
物
資
の
欠
乏
し
て
い
る
頃
の
療
養
所
の
食
事
が
ど
れ
ほ

ど
貧
し
い
も
の
で
あ
っ
た
か
、
我
々
は
当
時
の
記
録
か
ら
知
っ
て
い
る
。
古
米
と
麦
飯
、
一
汁
一
菜
の
貧
し
い
食
事
、

刑
務
所
の
場
合
と
大
差
の
な
い
も
の
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
朔
太
郎
が
か
つ
て
追
憶
の
中
で
詠
っ
た
詩
の
イ
メ

ー
ジ
を
借
り
て
、
東
條
は「
閑
雅
な
食
欲
」
を
も
っ
て「
お
ろ
が
み
た
い
気
持
ち
」
で
感
謝
と
と
も
に
頂
い
て
い
る
。

戦
争
中
の
食
糧
難
の
時
代
、
飢
え
の
体
験
、
そ
れ
ら
を
直
接
経
験
で
な
く
、
あ
と
か
ら
回
想
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

我
々
は
過
ぎ
去
っ
た
こ
と
と
し
て
、
懐
か
し
む
こ
と
も
出
来
る
だ
ろ
う
。
追
想
の
場
合
は
、
現
在
の
直
接
性
か
ら
距

離
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
か
ら
。
東
條
の
詩
「
閑
雅
な
食
欲
」
の
特
徴
的
な
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
苦
し
い
現
実
を
、

我
々
が
過
去
を
回
想
す
る
と
き
の
様
な
平
静
さ
で
、
作
者
が
受
容
し
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
か
。
ユ
ー
モ
ア
と
は
、

「
・
・
・
に
も
か
か
わ
ら
ず
笑
う
こ
と
」
で
あ
る
と
は
、
ホ
ス
ピ
ス
や
緩
和
医
療
の
臨
床
の
中
で
思
索
さ
れ
た
ア
ル
フ
ォ
ン

ス
・
デ
ー
ケ
ン
氏
の
言
葉
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な「
逆
境
に
於
け
る
ユ
ー
モ
ア
」
を
こ
の
詩
か
ら
感
じ
る
。

詩
の
技
法
と
か
イ
メ
ー
ジ
の
配
合
な
ど
の
点
で
は
、
た
し
か
に
東
條
は
随
所
で
達
治
や
朔
太
郎
か
ら
学
ん
で
い
る

が
、
東
條
の
詩
に
は
技
法
以
上
の
も
の
が
あ
る
。
藝
術
作
品
に
は「
意
匠
」
も
大
切
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
、
一

人
の
人
間
が
詩
を
書
く
と
き
の
根
本
的
な
視
座
の
ほ
う
を
問
題
に
し
た
い
。

た
と
え
ば
朔
太
郎
の「
閑
雅
な
食
欲
」
は
、
現
在
そ
の
も
の
を
詠
ん
で
い
る
の
で
は
な
く
、「
夢
の
様
な
追
憶
」
の

中
で
、
あ
る
意
味
で
理
想
化
さ
れ
美
化
さ
れ
た
過
去
の
情
景
が
詠
み
こ
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
東
條
の

場
合
は
、
過
去
で
も
未
来
で
も
な
い
、「
現
在
」
の
現
実
そ
の
も
の
を
強
く
感
じ
る
。
た
だ
、
そ
の
現
在
の
現
実
と
は
、

た
ん
な
る
移
ろ
い
ゆ
く
現
在
で
は
な
い
―
す
ぐ
過
去
に
な
り
、
未
知
な
る
未
来
の
不
安
に
戦
い
て
い
る
相
対
的
な

「
現
在
」
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
敢
え
て
言
う
な
ら
ば
、
自
分
の
療
養
生
活
の
一
こ
ま
一
こ
ま
の
移
ろ
い
ゆ
く
姿
を
、

東
條
は
、
揺
れ
動
く
こ
と
無
い「
現
在
」
―
絶
対
的
な「
現
在
」
―
か
ら
、
見
て
い
る
。

生
き
る
こ
と
が
何
が
な
し

嬉
し
い
こ
と
だ
と
考
へ
る

死
ぬ
こ
と
は
生
き
る
こ
と
だ
と
考
へ
る



9 

こ
の
さ
り
げ
な
く
挿
入
さ
れ
た
言
葉
に
、
私
は
惹
か
れ
る
。
と
く
に「
死
ぬ
こ
と
は
生
き
る
こ
と
だ
と
考
へ
る
」
の
一

行
に
。

昭
和
十
二
年
に
病
床
に
あ
っ
た
北
條
民
雄
に
、
東
條
耿
一
は「
樹
々
ら
悩
み
ぬ
」
と
い
う
詩
を
捧
げ
て
い
る
。

こ

の
詩
に
は「
北
條
民
雄
に
贈
る
」
と
い
う
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
が
付
い
て
い
る
。

樹
々
ら
悩
み
ぬ

―
北
條
民
雄
に
贈
る
―

東
條
耿
一

月
に
攀
ぢ
よ

月
に
攀
ぢ
よ

樹
樹
ら

悲
し
げ
に

身
を
顫
は
せ
て
呟
き
ぬ

蒼
夜
な
り

微
塵
の
曇
り
な
し

圓
や
か
に

虔
し
く

鋭
く
冴
え

唯
ひ
と
り

高
く
在
せ
り

月
に
攀
ぢ
よ

月
に
攀
ぢ
よ

樹
樹
ら

手
を
と
り

額
を
あ
つ
め

あ
ら
は
に
な
り
て

身
を
顫
ふ

さ
れ
ど
地
面
に
ど
っ
し
り
と
根
は
張
り

地
面
は
ど
っ
し
り
と
足
を
捉
へ

（
悲
し
き
か
）

（
悲
し
）

（
苦
し
き
か
）

（
苦
し
）

樹
樹
ら
の
悩
み

地
に
満
ち
ぬ

彼
等
は
て
も
な
く

呼
び
應
ふ

あ
あ
月
に
攀
ぢ
よ

月
に
攀
ぢ
よ

樹
樹
ら

翔
け
昇
ら
ん
と
て

翔
け
昇
ら
ん
と
て

激
し
く
身
悶
ゆ
れ
ど

地
面
に
ど
つ
し
り
と
根
は
張
り

地
面
は
ど
つ
し
り
と
足
を
捉
へ

（
昭
和
十
二
年

「
四
季
」
十
一
月
号
）

期
せ
ず
し
て
、
追
悼
の
詩
に
も
な
っ
た
が
、
こ
の
詩
を
書
い
た
時
点
で
は
、
東
條
耿
一
は
、
ま
だ
、
北
條
が
昭
和
十

二
年
の
十
二
月
に
急
逝
す
る
と
い
う
こ
と
を
全
く
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
。
東
條
耿
一
の
詩
の
最
後
の
ス
タ
ン
ザ
で

は
、
天
頂
高
く
皓
々
と
照
ら
す
月
の
光
の
も
と
で
天
に
向
か
っ
て「
翔
け
昇
ら
ん
」
と
す
る
樹
々
が
、
上
へ
の
超
越
を
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目
指
す
作
者
と
そ
の「
こ
こ
ろ
の
友
」
の
象
徴
と
な
っ
て
い
る
。
大
地
は
二
人
の
安
住
の
場
所
で
は
、
も
は
や
な
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
重
力
が
強
く
「
霊
魂
の
飛
翔
」
を
妨
げ
て
い
る
―
そ
の
二
律
背
反
的
な
苦
し
さ
が
詠
わ
れ
て

い
る
。

北
條
民
雄
は
、
療
養
所
か
ら
の
脱
出
を
試
み
、
各
地
を
彷
徨
し
た
の
ち
に
療
養
所
に
戻
り
、
昭
和
十
二
年
正
月

よ
り
重
病
棟
に
入
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
彼
の
苦
し
み
に
満
ち
た
試
み
を
、
仮
に「
水
平
的
な
脱
出
」
と
い
う
な
ら
ば
、

そ
れ
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。

日
本
の
何
処
に
も
北
條
を
受
け
容
れ
て
く
れ
る
場
所
は
な
く
、
彼
は
柊
の
垣
根
の
な
か
に
舞
い
戻
ら
ね
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
こ
の
苦
い
挫
折
の
思
い
は
、
外
出
許
可
を
も
ら
っ
て
も
決
し
て
故
郷
に
は
帰
ら
な
か
っ
た
東
條
自
身
に
も

あ
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。
彼
ら
が
安
住
で
き
る
場
所
は
何
処
に
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
水
平
的
な
意
味
で
の「
脱
出
」

が
閉
ざ
さ
れ
た
場
合
、
ひ
と
は
垂
直
的
な「
超
越
」
を
め
ざ
す
。

西
洋
の
詩
の
場
合
な
ら
ば
、
た
と
え
ば
ダ
ン
テ
の

「
神
曲
」
。
政
治
的
に
失
脚
し
、
行
動
の
自
由
も
未
来
へ
の
楽
天
的
な
希
望
も
奪
わ
れ
た
ダ
ン
テ
は
、
地
獄
へ
の
下
降

と
天
国
へ
の
上
昇
と
い
う
垂
直
方
向
の
超
越
に
賭
け
て「
神
曲
」
を
書
い
た
。
こ
の
大
作
の
内
容
は
、
日
常
的
な
時

間
に
翻
訳
す
れ
ば
、
纔
か
三
日
間
く
ら
い
の
出
来
事
で
あ
る
。
日
常
的
な
時
間
を
縦
断
す
る
よ
う
な
別
種
の
時

間
意
識
が
そ
こ
に
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
時
間
に
於
け
る
、
地
獄
か
ら
天
国
ま
で
の
垂
直
方
向
へ
の
下
降
と
上
昇
、
そ

の
緊
張
を
孕
ん
だ
運
動
に
よ
る
魂
の
救
済
が「
神
曲
」
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。

東
條
の
詩
に
於
て
、
樹
々
が
登
攀
し
よ
う
と
し
て
い
る「
月
」
は
、
天
頂
高
く
冴
え
わ
た
っ
た
冬
の
月
で
あ
る
。
樹

木
は
、
武
蔵
野
に
は
い
ま
で
も
随
所
に
見
ら
れ
る
欅
な
ど
の
高
木
な
ど
を
思
わ
せ
る
。
深
夜
、
そ
の
高
木
が
、
寒
月

に
向
か
っ
て
身
を
捩
ら
せ
て
い
る
。
作
者
は
そ
の
樹
木
に
向
か
っ
て
、
さ
ら
に
高
き
と
こ
ろ
を
も
と
め
て
登
攀
せ
よ
と

呼
び
か
け
て
い
る
。
こ
の
詩
で
は
、
晩
年
の
彼
の
手
記
に
見
ら
れ
る
様
な
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
キ
リ
ス
ト
教
の
復
帰
と
い
う

様
な
具
体
的
な
形
を
と
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、「
月
に
攀
じ
よ
」
と
い
う
、「
い
の
ち
の
友
」
へ
の
呼
び
か
け
の
な
か

に
、
読
者
は
、
東
條
の
垂
直
的
な
超
越
へ
の
切
実
な
志
向
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

詩
や
小
説
の
創
作
の
中
で
、
作
者
は「
物
語
る
」
行
為
の
直
中
に
於
い
て
自
己
を
確
認
す
る
。
そ
れ
は
自
画
像
を

描
く
事
に
似
て
い
る
。
こ
れ
は
、
自
己
の
現
実
か
ら
逃
避
し
て
詩
の
中
に
別
世
界
を
建
立
す
る
こ
と
で
慰
安
を
見

出
し
て
い
た
初
期
の
東
條
の
詩
群
に
も
、
療
養
所
の
自
己
の
生
活
を
直
視
し
て
、
そ
れ
を
あ
る
が
ま
ま
に
詩
の
中
に

詠
み
込
も
う
と
し
た
後
期
の
東
條
の
詩
群
に
も
ひ
と
し
く
当
て
嵌
ま
る
。
そ
の
場
合
、
描
か
れ
る
自
己
と
描
く
自

己
と
の
関
係
は
如
何
な
る
者
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
は
、
彼
が
、
療
養
所
で
の
直
接
体
験
を
素
材
と
し
た
と
思
わ
れ
る
二
つ
の
物
語
―
散
文
詩
と
も
い
え
る

―
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
語
的
な
自
己
同
一
性
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
比
較
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
自
己

が
自
己
を
物
語
る
場
合
、
物
語
る
主
体
と
し
て
の
自
己
の
あ
り
方
が
、
描
く
こ
と
を
通
じ
て
新
た
に
再
生
す
る
と

言
う
こ
と
で
あ
る
。
と
く
に
、
作
品
の
推
敲
な
い
し
改
作
と
い
う
事
態
を
詳
し
く
検
討
し
て
み
る
と
、
作
者
の
旧
い

自
己
が
脱
ぎ
捨
て
ら
れ
、
新
し
い
自
己
が
生
ま
れ
る
そ
の
現
場
に
立
ち
会
う
と
い
う
、
稀
な
事
態
に
も
出
く
わ
す

こ
と
が
あ
る
。
作
品
の
改
訂
な
い
し
推
敲
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
に
、
読
者
は
物
語
の
作
者
の
自
覚
の
深
ま
り
を
読
み
と

る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
で
あ
る
。
我
々
が
問
題
と
す
る
物
語
の
一
つ
は
、「
山
桜
」
昭
和
十
二
年
十
月
号
に
掲
載
さ

れ
た「
晩
秋
」
で
、
こ
れ
は
同
じ
号
に
掲
載
さ
れ
た「
夕
雲
物
語
」
の
続
編
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、「
晩
秋
」
と
、

昭
和
十
六
年
六
月
に「
聲
」
に
発
表
し
た
東
條
の
手
記
「
鶯
の
歌
」
の
最
後
の
部
分
を
比
較
し
て
み
た
い
。

「
晩
秋
」
で
は「
ハ
ル
ち
ゃ
ん
」
と
い
う
女
の
子
が
、「
鶯
の
歌
」
で
は
、「
三
郎
君
」
と
い
う
少
年
に
変
わ
っ
て
い
る
。
こ
の

ハ
ル
ち
ゃ
ん
と
い
う
少
女
に
は
実
在
の
モ
デ
ル
が
い
て
、
全
生
病
院
で
は
評
判
の
少
女
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
北
條
民
雄

の
随
筆
に
も
登
場
す
る
。
東
條
は
、「
鶯
の
歌
」
で
は
、
そ
う
い
う
、
実
在
の
モ
デ
ル
の
登
場
す
る
ゴ
シ
ッ
プ
的
な
内
容

に
な
る
こ
と
を
避
け
て
、
登
場
人
物
を
孤
児
の
少
年
に
変
え
て
い
る
。
少
女
を
少
年
に
か
え
た
こ
と
の
理
由
と
し
て

は
、
も
う
ひ
と
つ
、
新
作
に
登
場
す
る
こ
の
少
年
が
あ
る
意
味
で
東
條
の
分
身
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
彼
も
又
、
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東
條
自
身
の
自
画
像
で
も
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

同
一
の
素
材
が
、
四
年
後
に
異
な
る
物
語
と
し
て
語
り
直
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
作
者
自
身
の
自
己
認
識
が
大

き
く
変
容
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、「
晩
秋
」
で
は
、
そ
の
最
後
の
ス
タ
ン
ザ
は

あ
あ
肩
の
上
の
少
女
の
聲
に

し
み
じ
み
と
自
省
す

は
ん
ぎ
や
く
の
虚
心
・
・
・
・
・
。

で
終
わ
っ
て
い
た
も
の
が
、「
鶯
の
歌
」
で
は

少
年
は
眞
赤
に
燃
え
た
夕
雲
を
指
し
て
見
せ
た
。
そ
し
て
私
が
肯
く
と
、
肩
の
上
に
立
上
が
る
や
う
に
し
て

バ
ン
ザ
ー
イ
と
叫
ん
だ
。
私
も
大
き
く
胸
を
張
つ
て「
ラ
ボ
ニ
」
と
叫
ん
だ
。

と
変
わ
っ
て
い
る
。
（
こ
こ
で
、
ラ
ボ
ニ
（
師
よ
）
と
は
、
新
約
聖
書
で
イ
エ
ス
に
向
か
っ
て
弟
子
達
が
呼
び
か
け
る
尊
称

の
一
つ
）

短
調
で
奏
で
ら
れ
た「
晩
秋
」
の
最
後
の
聯
が
、「
鶯
の
歌
」
で
は
、
一
転
し
て
、
肯
定
的
な
長
調
の
協
和

音
と
な
っ
て
フ
ィ
ナ
ー
レ
を
迎
え
た
と
い
う
印
象
を
与
え
る
。

憂
い
に
満
ち
た
短
調
の「
晩
秋
」
が
、
力
強
い
長
調
の

調
べ
を
も
つ「
鶯
の
歌
」
へ
と
変
貌
し
た
こ
と
、
当
然
の
事
な
が
ら
、
４
年
間
の
間
に
語
り
手
で
あ
る
東
條
自
身
が
変

わ
っ
た
と
言
う
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。

旧
い
方
の
作
品
で
は
、
少
女
の
子
供
ら
し
い
信
仰
の
世
界
は
、
作
者
に
と
っ
て
は
ま
だ
疎
遠
な
も
の
で
あ
る
。
い
う

な
れ
ば
お
と
ぎ
話
の
世
界
を
少
女
に
物
語
る
役
割
を
自
ら
演
じ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
う
い
う
自
己
を
東
條
は

「
肩
の
上
の
少
女
の
聲
に
し
み
じ
み
と
自
省
す

は
ん
ぎ
や
く
の
虚
心
」
と
い
う
言
葉
で
描
い
て
い
る
。
少
女
に
語
っ

て
聞
か
せ
た
世
界
は
、
カ
タ
カ
ナ
で
表
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
暗
に
、
そ
れ
が
仮
想
さ
れ
た
世
界
で
あ
り
、
作
者

に
と
っ
て
は
心
底
か
ら
は
信
じ
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
様
だ
。
こ
れ
に
対
し
て
作
者
の
自
己
自
身

の
世
界
は
平
仮
名
で
表
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
少
女
の
物
語
と
作
者
の
現
実
と
の
分
離
が
表
さ
れ
て
い
る
。
物

語
の
夢
か
ら
覚
め
て
み
れ
ば
、
現
実
の
作
者
は「
は
ん
ぎ
ゃ
く
の
虚
心
」
し
か
も
ち
え
な
い
自
己
に
直
面
せ
ざ
る
を

得
な
い
。
そ
う
い
う
自
己
へ
の「
反
省
」
こ
そ
が
こ
の
物
語
の
主
題
で
あ
ろ
う
。
新
し
い
物
語
か
ら
は
、
カ
タ
カ
ナ
の
表

記
が
消
え
て
い
る
が
、
そ
れ
は
物
語
る
世
界
（
信
仰
）
と
物
語
る
作
者
の
現
実
を
隔
て
て
い
た
壁
が
突
破
さ
れ
た
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
様
だ
。
以
前
の
物
語
行
為
に
於
い
て
は
単
な
る
夢
物
語
に
過
ぎ
な
か
っ
た
も
の
が
、
こ
こ
で
は

作
者
の
現
実
そ
の
も
の
と
な
り
、
物
語
ら
れ
る
世
界
こ
そ
を
現
実
と
し
て
肯
定
す
る「
ラ
ボ
ニ
！
」
と
い
う
叫
び
が
、

語
り
手
の
意
志
、
新
し
く
獲
得
し
た
信
仰
の
世
界
に
お
い
て
再
生
し
た
作
者
自
身
の
実
存
の
表
現
に
な
っ
て
い
る
。

我
々
は
、
常
に
自
己
自
身
の
過
去
を
物
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
都
度
、
自
己
が
如
何
な
る
人
間
で
あ
る
か
を

確
認
す
る
。
そ
し
て
そ
う
い
う
自
己
確
認
―
最
近
の
物
語
論
で
はn

arrativ
e
 se

lf-
id

e
n
tity

と
言
う
こ
と
が
多
く

な
っ
た
が
－
こ
そ
が
、
本
質
的
に
時
間
的
な
存
在
で
あ
る
我
々
自
身
の
あ
り
か
た
を
示
す
も
の
な
の
で
あ
る
。

「
自
覚
と
は
自
己
が
自
己
に
於
い
て
自
己
を
映
す
こ
と
で
あ
る
」
と
は
西
田
幾
多
郎
の
言
葉
で
あ
る
が
、
そ
の
自

己
は
、
實
は
、
そ
の
都
度
、
自
ら
の
そ
れ
ま
で
の
経
験
を
集
約
統
合
し
、
そ
れ
ま
で
に
遭
遇
し
た
他
者
と
の
出
逢
い

を
含
み
つ
つ
、
自
己
同
一
を
獲
得
す
る
。
我
々
の
自
己
確
認
は
、
自
己
の
世
界
を
、
そ
の
都
度
一
な
る
も
の
と
し
て

再
組
織
化
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
物
語
と
い
う
言
語
行
為
は
、
そ
れ
自
身
が
創
造
行
為
で
あ
り
、
そ
の

都
度
、
自
己
と
世
界
を
、
読
者
と
い
う
他
者
の
前
に
、
作
品
と
し
て
与
え
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。

三

キ
リ
ス
ト
者
の
道

昭
和
十
六
年
の「
山
桜
」
三
月
号
に
載
っ
た「
落
葉
林
に
て
」
と
い
う
東
條
耿
一
の
詩
は
、
同
時
期
に
彼
が
カ
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ト
リ
ッ
ク
誌
「
聲
」
に
発
表
し
た
手
記
「
癩
者
の
父
」
と
あ
わ
せ
て
読
む
べ
き
作
品
だ
ろ
う
。「
癩
者
の
父
」
を
東
條
は

次
の
言
葉
で
結
ん
で
い
る
。

こ
ち
ら
に
來
て
、
私
も
カ
ト
リ
ツ
ク
に
復
歸
し
て
み
る
と
、
又
老
い
た
父
母
の
こ
と
が
氣
に
な
つ
て
な
ら
な
い
。

恵
ま
れ
な
か
つ
た
生
涯
だ
け
に
、
救
霊
の
方
法
を
是
非
講
じ
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
つ
た
。
私
は
又

父
に
對
し
て
長
文
の
手
紙
を
か
い
た
。
父
か
ら
は
何
の
返
信
も
な
か
つ
た
。
私
は
重
ね
て
手
紙
を
書
い
た
。
そ

の
父
も
胃
癌
で
今
は
重
湯
も
飲
め
な
い
。
医
師
は
既
に
餘
命
幾
何
も
な
い
と
宣
し
て
ゐ
る
。
若
し
神
の
存
在

が
考
へ
ら
れ
ず
永
生
と
云
ふ
も
の
が
我
々
に
約
束
さ
れ
て
ゐ
な
い
と
し
た
ら
、
私
は
父
を
思
ふ
に
忍
び
な
い
で

あ
ら
う
。
私
は
主
の
御
前
に
額
づ
い
て
祈
る
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
が
私
に
與
へ
ら
れ
た
唯
一
の
道
で
あ

り
孝
心
で
あ
る
。

か
つ
て
父
親
か
ら
剃
刀
を
渡
さ
れ
自
害
す
る
こ
と
を
勧
め
ら
れ
た
こ
と
、
ま
た
復
生
病
院
へ
行
く
途
中
、
こ
の
父

親
と
心
中
し
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
な
ど
、
想
像
を
絶
す
る
が
如
き
状
況
を
生
き
て
き
た
父
と
子

の
姿
が「
癩
者
の
父
」
で
は
、
あ
り
し
ま
ま
に
綴
ら
れ
て
い
る
。
東
條
自
身
の「
親
不
孝
」
を
云
う
以
前
に
、
子
供
を

殺
し
て
自
害
し
た
か
も
知
れ
な
い
と
云
う
点
で
は
、
父
も
ま
た
息
子
に
対
す
る
殺
人
未
遂
の
罪
を
ま
ぬ
か
れ
な
い
、

そ
う
い
う
極
限
的
な
状
況
を
嘗
て
共
有
し
た
父
と
子
な
の
で
あ
る
。
そ
の
父
の
こ
と
を
、
東
條
は
、
昭
和
十
六
年

以
前
で
は
殆
ど
作
品
に
於
い
て
言
及
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
父
が
胃
癌
に
苦
し
ん
で
い
る
と
い
う
報
せ
を
聴
き
、

自
分
自
身
も
ま
た
死
期
を
予
感
し
つ
つ
あ
っ
た
東
條
は
、
そ
の
父
に
対
す
る
情
念
を
、
こ
の
詩
で
は
、
誰
に
憚
る
こ

と
も
な
く
吐
露
し
て
い
る
。
胃
癌
に
苦
し
み「
心
む
な
し
く
や
み
た
ま
ふ
」
父
に
対
し
て
、
救
い
の
手
を
差
し
の
べ
る
こ

と
が
出
来
な
い
自
分
を
、「
親
不
孝
者
」
と
し
て
詰
る
こ
と
、
そ
の
よ
う
な
自
責
の
念
を
ぶ
ち
ま
け
る
こ
と
こ
そ
が
彼

に
と
っ
て
は
、
父
親
に
対
す
る
愛
情
の
表
現
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
か
ぎ
り
な
い
悔
恨
が
、
落
葉
の
な
か
に

埋
も
れ
て
い
く
父
の
幻
影
と
し
て
、
あ
る
い
は
落
葉
林
を
吹
き
す
さ
ぶ
風
の
な
か
に
聴
き
と
め
た
呻
吟
す
る
父
の

声
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。「
癩
者
の
父
」
の
末
尾
に
置
か
れ
た
短
歌
二
首
は
、
こ
の
執
拗
な
幻
影
・
幻
聴
を
鎮
め

る
祈
り
の
言
葉
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

三
人
の
癩
者
の
父
と
生
れ
ま
し
て
心
む
な
し
く
病
み
た
ま
ひ
け
む

ふ
た
た
び
は
生
ま
れ
る
こ
と
な
し
う
つ
し
世
に
仕
へ
る
時
よ
つ
ひ
に
あ
ら
ぬ
か
も

こ
の
歌
を
詠
ん
だ
と
き
、
東
條
は
自
分
の
み
で
は
な
く
、
父
の
魂
が
遂
に
平
安
を
得
て
い
な
い
こ
と
、
自
分
が
何
一

つ
父
の
た
め
に
な
る
こ
と
が
で
き
ぬ
う
ち
に
父
が
な
く
な
る
こ
と
が
も
っ
と
も
気
掛
か
り
で
あ
っ
た
。
こ
の
肉
親
の
父
へ

の
切
々
た
る
思
い
を
抜
き
に
し
て
、「
父
な
る
神
」
と
子
の
和
解
と
い
う
テ
ー
マ
を
も
つ
遺
稿
「
訪
問
者
」
第
二
編
は

充
分
に
は
理
解
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
－
そ
う
い
う
思
い
が
私
の
心
中
を
去
ら
な
い
。

次
に
、
東
條
耿
一
の
遺
稿
集
か
ら
「
訪
問
者
」
と
い
う
詩
を
取
り
上
げ
よ
う
。

東
條
耿
一
は
、「
癩
者
の
父
」
と
い
う
自
伝
的
回
想
と
「
落
葉
林
に
て
」
と
い
う
詩
の
中
で
、
実
の
父
と
の
あ
い
だ

の
過
酷
な
関
係
と
心
の
葛
藤
を
表
現
し
て
い
た
が
、
こ
の
遺
稿
「
訪
問
者
」
の「
父
」
は
、「
父
な
る
神
」
で
あ
る
。

東
條
は
、
神
山
復
生
病
院
で
受
洗
し
た
が
、
退
院
後
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
か
ら
離
れ
、
文
藝
の
創
作
の
ほ
う
に
生

き
甲
斐
を
見
出
す
よ
う
に
な
る
。
北
條
民
雄
の
葬
儀
後
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
復
帰
し
た
が
、
そ
の
時
の
心
境
を
テ

ー
マ
に
し
た
も
の
が
、
こ
の
詩
で
あ
ろ
う
。

こ
の
詩
の
中
で
は
、

吾
今
よ
り
汝
が
裡
に
住
ま
む
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汝
も
ま
た
吾
が
裡
に
住
む
べ
し

父
よ
、
忝
け
な
し

わ
れ
、
何
を
も
て
お
ん
身
に
謝
せ
む

わ
が
偽
善
な
る
書
も
、
怯
懦
の
椅
子
も

凡
て
炉
に
投
げ
入
れ
む

わ
が
父
よ
、
い
ざ
寛
ぎ
て
、
暖
を
取
り
ま
せ

と
い
う
箇
所
に
注
目
し
た
い
。
つ
ま
り
、
冬
の
寒
い
日
の
戸
外
で
佇
ん
で
い
た「
父
な
る
神
」
に
暖
を
と
っ
て
も
ら
う
た

め
に
、
自
分
が
安
逸
を
求
め
て
坐
っ
て
い
た
椅
子
と
、
自
分
が
も
っ
と
も
重
ん
じ
て
い
た
過
去
の
創
作
を
炉
に
く
べ
る

と
い
う
箇
所
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
非
キ
リ
ス
ト
教
的
な
文
学
と
訣
別
し
て
、
信
仰
の
道
を
一
筋
に
歩
も
う
と
す
る

彼
の
決
意
が
あ
っ
た
。
妹
の
津
田
せ
つ
子
に
よ
れ
ば
、
実
際
に
東
條
は
自
分
の
未
公
開
の
詩
作
品
を
焼
い
て
し
ま
っ

た
と
い
う
。
そ
の
た
め
に
、
彼
の
遺
稿
に
は
、
こ
の
訪
問
者
以
外
の
詩
が
残
っ
て
い
な
い
。
こ
の
詩
で
は
、
東
條
自
身
の

「
父
な
る
神
」
と
の
和
解
が
、
東
條
を
訪
れ
た
訪
問
者
の
イ
メ
ー
ジ
を
借
り
て
詠
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
地
上

に
於
い
て「
三
人
の
癩
者
の
父
」
と
し
て
辛
酸
を
な
め
つ
く
し
た
肉
身
の
父
の
イ
メ
ー
ジ
を
借
り
て
表
現
さ
れ
て
い
る

よ
う
だ
。
嘗
て
父
に
対
し
て
門
を
閉
ざ
し
た
子
は
、
信
仰
に
目
覚
め
ぬ
一
人
の
人
間
の
姿
で
も
あ
る
が
、
そ
れ
と
同

時
に
、
肉
親
の
父
を
拒
絶
し
た
東
條
自
身
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
凩
の
吹
き
荒
ぶ
な
か
戸
外
で
佇
む
父
、「
久
し
く
凩

の
門
辺
に
佇
ち
て
、
汝
を
呼
ぶ
こ
と
し
き
り
な
れ
ば
、
吾
が
手
足
い
た
く
冷
え
た
り
」
と
語
る
父
は
、
な
ん
と
「
落
葉

林
に
て
」
の
父
と
似
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
か
。

父
な
る
神
と
の
和
解
は
、「
父
よ
、
わ
れ
を
し
て
こ
の
歓
喜
の
裡
に
死
な
し
め
よ
／
父
よ
、
わ
れ
を
し
て
こ
の
希
望

の
裡
に
生
か
し
め
よ
」
と
い
う
言
葉
で
示
さ
れ
て
い
る
が
、
父
な
る
神
と
の
和
解
の
祈
り
が
、
同
時
に
、
そ
れ
を
通
し

て
、
肉
身
の
父
と
の
和
解
と
救
済
へ
の
祈
り
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
。

ア
ッ
シ
ジ
の
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
の「
平
和
の
祈
り
」
に
は
、

我
等
は
、
与
え
る
が
故
に
受
け
、
ゆ
る
す
が
故
に
ゆ
る
さ
れ
、

お
の
が
身
を
捨
て
て
死
す
る
が
故
に
、
永
遠
の
生
命
を
得
る

と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
、
と
く
に
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
教
会
で
は
ミ
サ
の
後
で
よ
く
唱
え
る

祈
り
で
あ
る
が
、「
死
す
る
が
故
に
永
遠
の
生
命
を
得
る
」
と
は
、
ヨ
ハ
ネ
伝
の「
一
粒
の
麥
」
の
譬
え
と
お
な
じ
く
、

新
約
聖
書
の
核
心
に
あ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
。

昭
和
十
七
年
七
月
の「
山
桜
」
に
掲
載
さ
れ
た「
病
床
閑
日
」
と
い
う
詩
を
次
に
と
り
あ
げ
よ
う
。
東
條
は
同

年
九
月
四
日
に
亡
く
な
っ
て
い
る
か
ら
、
遺
稿
「
訪
問
者
」
を
別
に
す
れ
ば
、
こ
れ
が
東
條
の
最
後
の
詩
で
あ
る
と
い

っ
て
も
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。

病
床
閑
日

東
條
耿
一

私
は
け
ふ

晝
の
ひ
と
時
を

庭
の
芝
生
に
下
り
て
み
た

陽
は
さ
ん
さ
ん
と
そ
ゝ
ぎ

近
く
の
樹
立
に
松
蝉
が
鳴
い
て
ゐ
た

私
は
緑
の
や
は
草
を
踏
み
な
が
ら

踏
み
な
が
ら

そ
の
や
は
ら
か
な
感
觸
を
愛
し
ん
だ
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不
思
議
な
ほ
ど

妖
し
い
ほ
ど

私
の
心
に
と
き
め
く
も
の

一
体
こ
の
驚
き
は
何
だ
ら
う

思
へ
寝
台
の
上
に
は
や
も
幾
旬
―
―

も
う
ふ
た
た
び
踏
む
こ
と
は
あ
る
ま
い
と
思
つ
て
ゐ
た

こ
の
草

こ
の
緑

こ
の
大
地

私
の
心
は
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
仔
羊
の
や
う
に
新
し
い
耳
を
立
て
る

新
し
い
眼
を
瞠
る

そ
う
し
て
私
は

私
の
心
に
流
れ
入
る
一
つ
の
聲
を
は
つ
き
り
聞
い
た

そ
れ
は
私
を
超
え

自
然
を
超
え
た

暖
い
も
の

美
し
い
も
の

あ
あ
そ
れ
は
私
の
い
の
ち

い
の
ち
の
歌

（「
山
桜
」
昭
和
十
七
年
七
月
号
）

私
は
、
こ
の
詩
の
最
後
に
出
て
く
る
、「
い
の
ち
の
歌
」
と
い
う
言
葉
に
撃
た
れ
た
。
こ
れ
こ
そ
、
か
つ
て
北
條
民
雄

が「
い
の
ち
の
友
」
と
呼
ん
だ
東
條
耿
一
の
作
品
の
精
神
を
も
っ
と
も
よ
く
表
す
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
東
條
は

こ
の
詩
が
発
表
さ
れ
て
か
ら
二
ヶ
月
後
に
亡
く
な
っ
た
が
、
結
核
性
の
腹
膜
炎
を
併
発
し
、
非
常
に
体
調
が
悪
い

時
期
で
あ
っ
た
。
こ
の
詩
は
、
そ
う
い
う
苦
し
い
病
床
の
中
で
、
比
較
的
、
病
が
小
康
状
態
で
あ
っ
た
と
き
に
詠
ま
れ

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
詩
で
、「
新
し
い
眼
を
瞠
る
」
と
い
う
箇
所
に
注
目
し
た
い
。
作
者
は
、
も
は
や
「
古
い
眼
」
で
外

な
る
自
然
を
見
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で「
私
を
超
え
、
自
然
を
超
え
た
」
声
、
鳥
た
ち
の
囀
り
を
聴
い
て
い
る
と
、

そ
れ
は
、
も
は
や
「
束
の
間
の
消
え
ゆ
く
も
の
」
と
し
て
で
は
な
く
、「
永
遠
の
い
の
ち
」
と
し
て
、
そ
し
て
同
時
に「
私
の

い
の
ち
」
と
し
て
聴
か
れ
て
い
る
。「
こ
の
草

こ
の
緑

こ
の
大
地
」
は
、
こ
の
世
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
お
い
て
、

「
永
遠
な
る
も
の
」
が
先
取
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
響
き
が
あ
る
。

ア
ッ
シ
ジ
の
フ
ラ
ン
シ
ス
の
平
和
の
祈
り
に
は
、
様
々
な
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
あ
る
が
、
あ
る
バ
ー
ジ
ョ
ン
で
は「
永
遠
の
生

命
を
得
る
」
で
は
な
く
「
永
遠
の
生
命
に
目
覚
め
る
」
と
な
っ
て
い
る
。
眠
り
か
ら
覚
め
て
、
新
し
い
眼
を
瞠
る
と
き
、

ど
う
い
う
情
景
が
見
え
、
ど
の
よ
う
な
聲
が
き
こ
え
る
の
か
。
そ
れ
は
決
し
て
ま
だ
訪
れ
な
い
未
来
の
こ
と
と
し
て
の

み
語
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
未
来
は
、
必
ず
訪
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
病
床
の
中
に
い
る
東
條
の「
新

し
い
眼
」
に
お
い
て
、
直
接
に
経
験
さ
れ
て
い
る
―
そ
う
い
う
強
い
印
象
を
こ
の
詩
は
読
む
も
の
に
与
え
る
の
で
あ

る
。最

後
に
、
東
條
耿
一
の
遺
稿
「
癩
者
の
改
心
」
を
取
り
上
げ
よ
う
。
全
生
園
の
ハ
ン
セ
ン
病
図
書
館
が
閉
鎖
さ
れ
、

そ
の
書
籍
を
ハ
ン
セ
ン
病
資
料
館
に
移
転
す
る
こ
と
が
自
治
会
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
と
き
、
私
は
、
図
書
館
の
利

用
者
の
一
人
と
し
て
、
旧
い
書
籍
の
整
理
の
手
伝
い
を
し
て
い
た
。
そ
の
お
り
に
偶
然
、
カ
ト
リ
ッ
ク
愛
徳
会
の
旧
い

ガ
リ
版
刷
り
の
園
誌
「
い
づ
み
」
の
な
か
に
、
こ
の
東
條
耿
一
の
遺
稿
を
発
見
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
遺
稿
の
内
容
は
、「
癩
者
の
父
」
に
は
じ
ま
る
東
條
耿
一
の
手
記
と
並
ん
で
、
彼
の
最
晩
年
の
心
境
を
伝
え

る
貴
重
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
最
後
の
箇
所
を
引
用
し
よ
う
。

私
は
苦
痛
の
重
荷
を
感
ず
る
と
何
時
も
、
ヨ
ブ
記
を
繙
く
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
ヨ
ブ
記
に
自
己
の
苦

し
み
を
紛
ら
せ
る
為
で
な
く
、
ヨ
ブ
の
如
く
苦
し
み
を
愛
し
た
い
が
為
で
あ
り
ま
す
。
ヨ
ブ
が
神
の
試
み
に
逢
っ

て
サ
タ
ン
の
手
に
渡
さ
れ
、
そ
の
持
物
、
羊
、
駱
駝
、
馬
、
夥
し
い
僕
達
を
こ
と
ご
と
く
サ
タ
ン
の
手
に
よ
り
奪

わ
れ
、
家
は
覆
さ
れ
、
身
は
癩
に
な
っ
て
了
い
、
か
く
し
て
激
し
い
苦
杯
を
舐
め
、
惨
苦
の
ど
ん
底
に
突
き
落

さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
ヨ
ブ
は
な
お
天
を
仰
ぎ
地
に
伏
し
て
エ
ホ
バ
の
御
名
は
讃
む
べ
き
か
な
と
神
に
光
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栄
を
帰
し
て
い
ま
す
。
惜
し
み
な
く
奪
う
神
の
愛
を
ヨ
ブ
は
は
っ
き
り
と
知
っ
て
い
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

私
は
基
督
教
的
苦
し
み
の
忍
従
が
限
り
な
き
喜
び
で
あ
り
愛
の
勝
利
へ
の
転
換
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
ま
し
た

が
、
私
の
貧
し
い
言
が
ど
れ
だ
け
あ
な
た
の
心
を
掴
み
得
た
か
と
思
う
と
甚
だ
心
淋
し
さ
を
覚
え
ま
す
。
私

は
己
に
苦
し
み
を
望
み
ま
せ
ん
が
与
え
ら
れ
る
苦
痛
は
神
の
愛
と
し
て
肯
定
し
、
喜
ん
で
力
の
限
り
愛
し
た

い
と
思
い
ま
す
。
苦
痛
を
愛
の
忍
従
に
転
嫁
し
て
ヨ
ブ
の
如
く
生
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
惜
し
み
な
く
恩
恵
を

奪
わ
れ
た
者
の
み
、
よ
く
真
に
神
の
愛
を
感
ず
る
事
が
出
来
る
で
し
ょ
う
。

私
を
癩
者
に
選
び
給
い
し
神
は
讃
む
べ
き
か
な
。

こ
の
最
後
の
言
葉
、「
私
を
癩
者
に
選
び
給
い
し
神
は
讃
む
べ
き
か
な
」
は
、
東
條
耿
一
が
我
々
に
残
し
て
く
れ
た

作
品
集
の
最
後
の
言
葉
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
き
わ
め
て
重
い
言
葉
で
あ
る
。
い
ま
の
読
者
は
、
こ
の
よ
う
な
東
條
の
言

葉
を
ど
う
う
け
と
め
る
で
あ
ろ
う
か
。「
癩
」
と
い
う
言
葉
す
ら
差
別
語
と
し
て
禁
句
と
な
り
、
聖
書
の
翻
訳
で
も

そ
れ
を
「
重
い
皮
膚
病
」
と
置
き
換
え
る
よ
う
に
な
っ
て
は
い
る
が
、
今
回
出
版
さ
れ
た
東
條
耿
一
作
品
集
で
は
、

現
在
の
基
準
で
は
差
別
語
と
し
て
使
わ
れ
な
い
言
葉
で
あ
っ
て
も
、
東
條
が
使
っ
た
言
葉
を
そ
の
ま
ま
収
録
し
た
の

で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
「
癩
病
」
を
「
ハ
ン
セ
ン
病
」
と
言
い
換
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
こ
の
病
が
治
癒
可
能
な
病
気

と
な
っ
た
こ
と
を
一
般
の
人
々
に
告
知
徹
底
す
る
と
い
う
啓
蒙
的
な
意
味
が
あ
っ
た
。「
不
治
の
業
病
」
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
の
固
着
し
た「
癩
病
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
禁
止
に
し
、
ハ
ン
セ
ン
病
と
言
い
換
え
る
こ
と
は
、
病
の
意
味
づ

け
を
変
更
し
、
偏
見
を
打
破
す
る
必
要
か
ら
積
極
的
に
推
し
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
時
代
の
要
請
で
あ

っ
た
し
、
ま
た
社
会
復
帰
者
を
支
援
す
る
と
い
う
意
味
か
ら
も
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
文
学
や
宗
教
が

問
題
と
な
っ
て
い
る
と
き
に
は
、
機
械
的
に
言
葉
の
置
き
換
え
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
失
わ
れ
る
も
の
も
多
い
。
と
く

に
こ
の
病
に
苦
し
ん
で
き
た
旧
い
世
代
の
回
復
者
の
中
に
は
、
自
分
の
罹
患
し
た
病
気
が「
重
い
皮
膚
病
」
と
呼
ば

れ
る
こ
と
に
納
得
で
き
な
い
ひ
と
も
居
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ヨ
ブ
記
の
主
人
公
の
か
か
っ
た
病
気
は
、
医
学
的
に
考

え
る
な
ら
ば
、
現
在
我
々
が
理
解
し
て
い
る
と
お
り
の「
ハ
ン
セ
ン
病
」
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の

病
は
歴
史
的
に「
ハ
ン
セ
ン
病
」
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
し
、
東
條
自
身
も
そ
の
よ
う
に
読
ん

で
い
た
の
で
あ
る
。
大
事
な
こ
と
は
、
ヨ
ブ
の
受
難
の
意
味
で
あ
り
、
そ
の
医
学
的
な
病
名
が
何
で
あ
っ
た
か
と
い
う

こ
と
で
は
な
い
。

東
條
耿
一
は
、「
癩
者
」
と
い
う
差
別
と
偏
見
に
充
ち
満
ち
た
言
葉
を
忌
避
せ
ず
に
、
そ
れ
を
全
面
的
に
引
き

受
け
た
上
で
、
そ
の
世
間
的
な
意
味
を
宗
教
的
に
転
換
し
て
、
神
の
讃
美
と
感
謝
の
祈
り
と
し
て
い
る
。
こ
れ
以
上

の
回
心
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。「
癩
者
の
改
心
」
は
、
時
代
を
超
え
て
読
者
に
宛
て
ら
れ
た
、
東
條
耿
一
の
内
面
を
吐

露
し
た
書
簡
な
の
で
あ
る
。

注

東
條
耿
一
の
全
著
作
集
は
、
平
成
十
六
年
よ
り
村
井
澄
枝
と
田
中
裕
が
編
集
校
訂
作
業
を
進
め
、
平
成
十
八

年
三
月
二
十
五
日
に
国
立
療
養
所
多
磨
全
生
園
ハ
ン
セ
ン
病
図
書
館
に
私
家
本
と
し
て
製
本
し
納
入
し
た
。
そ

の
後
、
野
谷
寛
三
氏
に
あ
ら
た
に
編
集
者
に
加
わ
っ
て
頂
き
、
ま
た
編
集
の
専
門
家
で
あ
る
柴
崎
聰
氏
の
ご
尽
力

に
よ
っ
て
、
平
成
二
十
一
年
九
月
に
新
教
出
版
社
よ
り「
東
條
耿
一
作
品
集

い
の
ち
の
歌
」
を
出
版
す
る
こ
と
が

出
来
た
。
こ
れ
は
選
集
で
あ
る
が
、
東
條
耿
一
の
全
作
品
は
、W

E
B

h
ttp

s:/
/
to
u
rik

ad
an

.c
o
m
/
y
u
tak

a_tan
ak

a/
to
jo
/
to
jo
_in

d
e
x
.h
tm

で
も
閲
覧
で
き
る
。

http://members2.jcom.home.ne.jp/yutaka_tanaka/tojo/shuki1941.pdf
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