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田
美
穂
子

詩
人
は
自
ら
を
「
牧
人
」
と
よ
び
、
「
乞
食
」
と
よ
ぶ
。
そ
し
て
最
も
多
く
の
場
合
、
詩
人
は
自
ら
を
称
し
て
「
旅
人
」
と
い
う
ω
。
「

　
　
　
　
一
　
生
垣
を
め
ぐ
る

　
「
旅
人
」
と
い
う
こ
と
を
頭
に
置
い
て
日
本
の
文
学
史
を
さ
か
の
ぼ
る
と
き
、
「
旅
人
と
わ
が
名
呼
ば
れ
ん
初
し
ぐ
れ
」
と
詠
ん
だ
俳

人
、
松
尾
芭
蕉
を
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
は
、
い
わ
ゆ
る
「
笈
の
小
文
」
の
旅
に
出
る
際
に
こ
の
句
を
残
し
た
。
芭
蕉
に
と
っ
て

「
旅
人
」
と
は
、
ひ
と
つ
の
理
想
を
表
わ
す
こ
と
ば
で
あ
っ
た
。
例
え
ぽ
「
笈
の
小
文
」
σ
旅
な
ら
ぽ
、
そ
れ
は
江
戸
か
ら
須
磨
・
明
石

に
至
る
六
ヶ
月
に
及
ぶ
行
程
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
旅
」
の
出
発
に
際
し
、
芭
蕉
は
は
ず
む
心
を
お
さ
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
さ
あ

旅
だ
、
き
ょ
う
か
ら
自
分
は
旅
人
だ
、
と
よ
ろ
こ
び
勇
む
。
こ
れ
が
芭
蕉
の
旅
で
あ
る
。
ふ
り
か
え
れ
ぽ
、
「
野
ざ
ら
し
紀
行
」
の
旅
が

そ
5
で
あ
っ
た
。
「
野
ざ
ら
し
を
心
に
風
の
し
む
身
か
な
」
は
悲
愴
な
ま
で
の
決
意
で
あ
る
が
、
旅
に
向
っ
て
の
覚
悟
と
し
て
は
「
笈
の

小
文
」
と
同
様
で
あ
ろ
う
。
芭
蕉
は
か
く
も
旅
に
憧
れ
、
旅
に
生
き
、
　
つ
い
に
は
旅
に
死
の
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
芭
蕉
の

「
旅
」
で
あ
る
。
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
冒
頭
部
分
を
を
み
る
が
い
い
。
「
そ
ぞ
ろ
神
の
物
に
つ
き
て
」
、
「
取
も
の
手
に
つ
か
ず
」
、
芭
蕉
の
心

は
旅
へ
と
せ
か
る
の
で
あ
る
。



　
西
脇
順
三
郎
と
い
う
詩
人
も
ま
た
、
自
ら
を
「
旅
入
」
匹
と
よ
ん
で
は
ば
か
ら
な
い
。
し
か
し
詩
人
の
旅
は
、
い
つ
始
ま
る
も
の
で
も
、

ま
た
い
つ
終
わ
る
も
の
で
も
な
い
。
芭
蕉
の
よ
う
に
、
旅
に
出
な
け
れ
ば
旅
人
で
な
い
、
と
い
う
の
で
は
な
く
、
詩
人
は
常
に
旅
人
と
し

て
あ
る
の
で
あ
る
。
作
品
の
中
で
詩
人
が
自
ら
を
「
旅
人
」
と
よ
ぶ
と
き
、
そ
れ
は
気
ま
ぐ
れ
な
散
歩
途
上
の
姿
を
さ
す
。
舞
台
が
例
え

ぽ
イ
タ
リ
ア
で
あ
っ
て
も
②
、
そ
れ
は
や
は
り
「
散
歩
」
す
る
気
分
に
他
な
ら
な
い
。
芭
蕉
が
念
願
の
旅
に
先
立
っ
て
味
わ
っ
た
明
ら
か

な
覚
悟
や
期
待
を
、
西
脇
順
三
郎
の
作
品
に
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
詩
人
が
旅
人
で
あ
る
こ
と
に
違
い
は
な
い
。
詩
人
は
、
道
端
の
雑
草
に
深
く
心
ひ
か
れ
る
、
武
蔵
野
の
土
人
と
し
て
の
旅
人

な
の
で
あ
る
㈲
。
土
の
上
に
生
ぎ
、
季
節
の
推
移
を
端
的
に
物
語
る
植
物
と
い
う
も
の
に
親
し
む
こ
と
に
大
き
な
意
味
が
あ
る
故
に
、
詩

人
は
し
ば
し
ば
、
「
旅
」
と
称
す
る
散
歩
に
出
か
け
る
の
だ
。
そ
し
て
、
雑
草
の
繁
る
藪
が
あ
れ
ば
近
づ
い
て
の
ぞ
き
こ
み
、
そ
の
藪
を

構
成
し
て
い
る
植
物
の
名
は
何
で
あ
る
か
を
知
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
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や
ぶ
の
中
を
「
た
し
か
に
あ
る
に
ち
が
い
な
い
」
と
思
っ
て

の
ぞ
い
て
み
る
と

あ
の
毒
々
し
い
つ
ゆ
く
さ
の
青
い
色
も
ま
だ
あ
つ
た

あ
か
の
ま
ん
ま
の
力
も
弱
つ
て
い
た

十
二
月
の
坂
を

く
だ
つ
て

藪
の
中
を
の
ぞ
い
て
み
ろ

近
代
の
寓
話
「
燈
台
へ
行
く
道
」
部
分
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エ
ピ
ヅ
ル
が
黒
い
実
を

　
　
　
ふ
く
ら
ま
し
て

　
　
　
盲
人
の
栄
華
を

　
　
　
ひ
そ
か
に
夢
み
て
い
る
の
を

　
　
　
見
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鹿
門
「
正
月
の
こ
と
ば
」
冒
頭
部

　
詩
人
が
植
物
を
特
に
好
む
こ
と
は
、
す
で
に
こ
の
二
例
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
「
藪
」
と
ひ
と
く
ち
に
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
ひ

と
つ
ひ
と
つ
皆
違
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
黄
色
い
穂
を
出
し
セ
い
る
ヌ
ル
デ
の
藪
に
お
L
わ
れ
て
る
川
に
沿
つ
て
道
は
く
ね
つ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
の
神
話
1
｝
「
二
人
は
歩
い
た
」
部
分

　
　
・
野
葡
萄
の
藪
に
か
ぺ
れ
ゐ
崔
の
」
’

　
　
　
下
を
通
る
人
の
声
が
論
語
の
よ
う
に

　
　
　
き
こ
え
て
く
る
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
禮
記
「
禮
記
」
部
分

・
こ
の
よ
う
に
、
ど
ん
な
植
物
の
繁
っ
て
い
．
る
藪
な
の
が
が
明
ら
か
な
例
は
、
単
な
る
「
藪
」
と
さ
れ
て
い
る
例
を
大
き
く
上
回
る
の
で
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あ
る
④
。
詩
人
が
い
か
に
細
か
く
植
物
を
見
て
い
る
か
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

詩
人
の
好
む
風
景
は
・
そ
の
詩
の
世
界
に
姿
と
展
開
す
る
。
蒙
繁
っ
て
い
る
。
道
が
曲
が
。
て
い
る
。
そ
．
に
「
お
か
み
さ
ん
」

が
い
る
こ
と
も
あ
り
・
「
う
ど
ん
屋
」
が
あ
る
・
と
も
あ
る
。
野
原
が
広
が
り
、
麦
畑
が
あ
る
。
そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
、
詩
人
の
旅
縫

欠
か
せ
な
い
も
の
と
し
て
・
星
垣
」
が
あ
る
。
詩
人
の
・
と
ぽ
で
星
婆
め
ぐ
る
」
と
い
・
譲
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
「
旅
を
す
る
」

と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

　
　
　
パ
ス
の
終
点
か
ら

　
　
　
　
　
　
ふ
か
ざ
わ
よ
う
が

　
　
　
一
哩
も
深
沢
用
賀
の
生
垣
を
め
ぐ
る

　
　
　
ナ
1
　
ジ
ュ
ー
ピ
テ
ル
1

　
　
　
あ
ら
ゆ
る
生
垣
の
わ
き
を
さ
ま
よ
つ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
近
代
の
寓
話
「
夏
（
失
わ
れ
た
り
ん
ぼ
く
の
実
）
」
部
分

　
　
　
ま
た
茶
の
木
の
生
垣
を
め
ぐ
つ
て

　
　
　
歩
か
ね
ぽ
な
ら
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
禮
記
「
愛
人
の
夏
」
部
分

　
詩
人
は
生
垣
を
め
ぐ
り
、
時
に
足
を
止
め
る
。
生
垣
の
植
物
に
心
ひ
か
れ
る
詩
人
は
、
そ
の
美
し
い
色
彩
を
対
句
表
現
で
詩
行
に
す
る

こ
と
も
あ
る
。
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あ
の
白
い
花
を
つ
け
た
む
く
げ
の
生
垣

と
血
潮
の
実
を
つ
け
た
珊
瑚
樹
の
生
垣

近
代
の
腐
話
h
磁
器
」
部
分

　
旅
路
の
藪
に
繁
る
植
物
に
、
ま
た
野
原
に
自
生
す
る
植
物
に
限
り
な
く
心
を
寄
せ
る
詩
人
が
、
人
工
的
に
植
え
ら
れ
、
育
て
ら
れ
た
植

物
群
で
あ
る
生
垣
に
も
深
い
興
味
を
示
す
心
情
と
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
単
に
植
物
の
自
然
、
植
物
の
野
生

を
好
む
ば
か
り
で
な
く
、
土
地
所
有
の
境
界
を
示
す
目
的
を
も
っ
た
人
工
の
産
物
、
生
垣
と
い
う
も
の
に
ま
で
心
を
向
け
て
惜
し
ま
な
い

詩
人
の
姿
は
、
い
っ
た
い
何
を
物
語
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
詩
人
の
好
む
生
垣
は
、
そ
の
ま
ま
田
園
の
シ
ソ
ポ
ル
で
あ
る
⑤
。
そ
の
土
地
に
家
を
持
ち
、
住
む
人
が
い
て
、
生
垣
が
あ
為
。
そ
う
い

う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
詩
人
は
生
垣
を
好
む
の
だ
。
生
垣
の
内
側
は
そ
の
土
地
に
住
ん
で
い
る
人
の
世
界
で
あ
り
、
生
垣
の
外
側
が
、
旅

人
で
あ
る
詩
人
の
領
域
で
あ
る
。

灌
木
に
つ
い
て
語
り
た
い
と
思
う
が

キ
ノ
コ
の
生
え
た
丸
太
に
腰
か
け
て

考
え
て
る
間
に
　
嗣

麦
の
穂
や
薔
薇
や
董
を
入
れ
た

籠
に
は
も
う
林
檎
や
栗
を
入
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

生
垣
を
め
ぐ
ら
す
人
々
は
自
分
の
庭
の
中
で

神
酒
を
入
れ
る
ヒ
ョ
ウ
タ
ソ
を
磨
き
始
め
た
。



近
代
の
寓
話
「
秋
」
1

　
あ
く
ま
で
も
、
詩
人
は
生
垣
の
外
に
い
る
。
外
か
ら
中
を
の
ぞ
い
て
い
る
。
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
人
間
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
。
旅
人

で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
「
生
垣
」
は
詩
人
を
異
邦
人
に
す
る
。
生
垣
を
め
ぐ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
詩
人
は
文
字
通
り
の
旅
人
の
気
分
に
な

る
の
で
あ
る
。
生
垣
は
詩
人
の
世
界
そ
の
も
の
と
な
る
。

野
薔
薇
の
生
垣
の
終
る
ま
で

熱
烈
な
長
い
旅
を
す
る

野
薔
薇
の
生
垣
は
終
る
こ
と
が
な
い

タ
ビ
ラ
コ
の
道
は
終
る
こ
と
が
な
い

第
三
の
神
話
H
「
第
三
の
神
話
」
部
分
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し
か
し
、
詩
人
は
寡
黙
で
は
な
い
。
野
原
や
崖
に
生
え
る
植
物
の
名
を
ゆ
き
ず
り
の
老
人
な
ど
に
た
ず
ね
る
場
面
は
、
旅
の
途
上
に
ょ

く
あ
る
こ
と
ら
し
い
㈲
。
ま
た
、
生
垣
を
は
さ
ん
で
こ
ん
な
会
話
が
交
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

秋
の
日
も
昔
の
こ
と

む
さ
し
野
の
或
る
村
の
街
道
を
歩
い
て
ゐ
た

夕
立
が
来
て
或
る
農
家
の
戸
口
に

雨
の
宿
り
を
し
た
時
に
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家
の
生
垣
に

か
の
こ
と
い
ふ
菓
子
に
似
た
赤
い
実

が
な
つ
て
ゐ
た

「
我
れ
発
見
せ
り
」
と
思
つ
た

そ
れ
は
先
祖
の
本
に
よ
く
出
て
く
る

さ
ね
か
づ
ら

真
葛
と
か
美
男
葛
と
い
ふ
も
の

そ
の
家
の
女
に
た
の
ん
で
折
り
取
つ
た

女
は
笑
ふ
「
そ
ん
な
つ
ま
ら
な
い
も
の
」

を
と
　
だ
が

心
は
遠
く
ま
た
近
い

旅
人
か
へ
ら
ず
七
四

　
田
園
の
シ
ソ
ポ
ル
で
あ
る
生
垣
に
は
、
そ
こ
に
住
む
人
の
世
界
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
詩
人
の
旅
路
に
は
こ
れ
と
い
っ
て
特
殊
な

風
景
、
景
色
は
な
い
。
台
風
の
荒
れ
狂
う
様
と
か
火
事
場
な
ど
は
決
し
て
登
場
し
な
い
し
、
植
物
も
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
野
原
の
雑
草
や
庭

木
、
庭
草
で
、
高
山
植
物
な
ど
に
は
つ
い
ぞ
お
目
に
か
か
ら
な
い
。
そ
ん
な
淡
々
と
し
た
旅
路
を
行
く
詩
人
の
心
は
、
静
か
に
異
邦
人
と

し
て
の
気
分
を
味
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
旅
路
は
単
に
詩
人
の
旅
路
と
し
て
の
み
続
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
土
地
に
住
む

人
の
日
常
を
も
担
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
詩
人
は
よ
く
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

花
咲
く
い
ぼ
ら
の
垣
根



何
人
の
住
め
る

旅
人
か
へ
ら
ず
＝
二
五
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ま
さ
に
「
旅
人
」
の
心
情
で
あ
る
。
そ
こ
に
人
影
が
な
く
て
も
、
生
垣
（
い
ぼ
ら
の
垣
根
）
に
は
そ
こ
に
住
む
人
の
気
配
が
た
だ
よ
っ

て
い
る
の
だ
。
そ
の
気
配
が
、
詩
人
を
旅
人
に
す
る
の
で
あ
る
。
生
垣
の
外
に
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
旅
人
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

こ
と
か
ら
く
る
孤
独
が
、
「
旅
人
」
の
立
場
を
際
立
た
せ
る
。
詩
人
の
旅
は
必
ず
し
も
ひ
と
り
で
歩
い
て
い
る
も
の
で
は
な
い
が
、
た
と

え
多
人
数
の
旅
で
あ
っ
て
も
、
旅
人
の
心
情
と
し
て
は
常
に
生
垣
の
外
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
そ
の
孤
独
に
も
変
わ
り

は
な
い
。

　
詩
人
は
歩
き
続
け
、
生
垣
を
め
ぐ
り
続
け
る
。
人
間
が
生
命
と
し
て
男
と
女
に
分
裂
し
た
と
き
か
ら
、
9
旅
は
男
の
宿
命
と
な
っ
た
。
人

間
に
性
別
と
い
う
も
の
が
あ
る
以
上
、
男
は
歩
き
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
詩
人
の
人
生
論
の
出
発
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
同
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
ん
し
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
ん
し
ん

に
、
恋
愛
論
と
な
る
。
孤
独
と
い
う
こ
と
も
、
旅
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
そ
れ
は
男
の
恋
心
の
初
め
だ
。
詩
人
の
恋
心
は
植
物
の
よ

う
に
は
て
し
な
い
。
そ
れ
は
唯
一
の
女
性
を
求
め
る
も
の
で
も
な
く
、
熱
く
思
い
焦
が
れ
る
の
で
も
な
い
が
、
し
め
や
か
な
、
そ
し
て
消

え
る
こ
と
の
な
い
思
い
で
あ
る
。
男
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
孤
独
な
こ
と
だ
。
西
脇
詩
学
は
、
人
間
の
生
の
目
的
は
他
の
生
物
と
同
様
に

生
殖
す
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
目
的
の
た
め
に
は
、
主
役
は
女
で
あ
る
。
そ
の
と
お
り
に
、
西
脇
詩
学
は
自
然
界
の
中
心
は
女
で

あ
る
と
考
え
る
⑦
。

　
「
風
雅
に
お
け
る
も
の
、
造
化
に
し
た
が
ひ
て
四
時
を
友
と
す
。
」
と
芭
蕉
は
「
笈
の
小
文
」
で
述
べ
て
い
る
。
芭
蕉
の
旅
は
、
確
か
に

そ
の
方
法
と
し
て
の
旅
で
あ
っ
た
。
芭
蕉
は
ま
さ
に
、
そ
の
意
味
で
の
旅
人
で
あ
っ
た
。
し
か
し
西
脇
順
三
郎
と
い
う
詩
人
は
、
造
化
に

従
お
う
と
し
て
自
ら
の
男
と
い
う
立
場
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。
方
法
と
し
て
旅
人
に
な
る
の
で
は
な
い
。
詩
人
は
男
と
し
て
、
す
で
に
旅

に
あ
る
の
で
あ
る
。
女
の
前
で
、
男
は
す
で
に
、
そ
し
て
常
に
旅
人
な
の
で
あ
る
。
男
で
あ
る
以
上
、
こ
う
し
た
旅
人
の
立
場
を
否
定
す
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る

こ

と

は
で
き
な

い
　o

魂
の
旅
は
落
葉
の
か
か
る
路
を

歩
い
て
女
の
い
る
と
こ
ろ
に
終
つ
た

失
わ
れ
た
時
H
部
分

　
女
の
前
で
、
男
は
旅
人
に
他
な
ら
な
い
。
女
へ
と
め
ぐ
り
歩
く
孤
独
な
旅
人
に
他
な
ら
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
を
、
男
性
で
あ
る
詩
人
は

生
垣
を
め
ぐ
り
な
が
ら
考
え
続
け
て
い
る
の
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
二
　
窓
の
哀
愁

　
人
工
の
産
物
と
は
い
っ
て
も
生
垣
は
植
物
で
あ
る
。
ま
た
田
園
の
風
景
と
し
て
最
も
目
に
つ
き
易
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
詩
人
が
そ
れ

に
心
を
寄
せ
る
と
い
う
の
は
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
詩
人
が
植
物
を
好
む
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
し
、
そ
の
季

節
に
伴
う
変
化
に
非
常
に
敏
感
だ
と
い
う
こ
と
も
作
品
か
ら
明
ら
か
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
詩
人
の
興
味
の
対
象
は
植
物
ば
か
り
で

は
な
い
。

帰
つ
て
来
て
み
た
ら
ー

変
化
1

、
ミ
モ
ザ
の
花
が
沢
山
散
つ
て
い
た
。

窓
は
と
ざ
さ
れ
て
い
た
。
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近
代
の
寓
話
「
呼
び
と
め
ら
れ
て
」
部
分

　
「
窓
」
で
あ
る
。
花
の
変
化
は
当
然
詩
人
が
と
ら
え
る
で
あ
ろ
う
変
化
な
の
だ
が
、
そ
れ
と
同
等
に
「
窓
」
の
変
化
が
あ
げ
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
詩
人
の
、
旅
人
と
し
て
の
も
う
ひ
と
つ
の
顔
で
あ
る
。

　
　
　
昔
か
ら
窓
に
哀
愁
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
梨
の
女
「
詩
の
幽
玄
」
6
よ
り

　
生
垣
よ
り
も
更
に
、
窓
が
そ
こ
に
住
む
人
の
あ
る
こ
と
を
感
じ
さ
ぜ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
自
分
以
外
の
個
々
の
人
間
の
存
在
、
そ
こ
に

営
ま
れ
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
の
気
配
で
あ
る
。

　
　
　
窓
に

　
　
　
う
す
明
り
の
つ
く

　
　
　
人
の
世
の
淋
し
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旅
人
か
へ
ら
ず
二

　
　
　
あ
け
て
あ
る
窓
の
淋
し
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旅
人
か
へ
ら
ず
四
五
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暮
れ
方
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
明
り
の
つ
い
た
窓
。
ま
た
、
今
し
が
た
ま
で
そ
こ
に
人
が
た
た
ず
ん
で
い
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
、

あ
い
て
い
る
窓
。
詩
人
が
窓
に
抱
く
思
い
は
、
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
人
、
見
知
ら
ぬ
人
、
不
特
定
多
数
の
自
分
以
外
の
人
達
に
は
て
し
な

く
向
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
窓
の
奥
の
生
活
を
思
い
や
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
窓
の
奥
の
世
界
と
の
交
流
を
求
め
よ
う
と

い
う
の
で
も
な
い
。

窓
の
淋
し
き

中
か
ら
人
の
声
が
す
る

人
間
の
話
す
音
の
淋
し
き

「
だ
ん
な
　
こ
の
た
び
は
　
金
毘
羅
詣
り

に
出
か
け
る
て
え
こ
と
だ
が

こ
れ
は
つ
ま
ん
ね
ー
も
の
だ
が
せ
ん
べ
つ
だ

と
つ
て
く
ん
ね
I
」

・
旅
人
か
へ
ら
ず
三
九
部
分

　
生
垣
を
中
に
し
て
は
、
そ
こ
に
住
む
人
と
こ
と
ば
を
交
わ
す
こ
と
を
す
る
詩
人
で
あ
る
が
、
窓
で
は
そ
う
い
う
こ
と
も
な
い
。
た
だ
、

そ
の
奥
に
展
開
さ
れ
て
い
る
生
活
、
自
分
に
は
無
関
係
の
と
こ
ろ
で
ま
わ
っ
て
い
る
世
界
と
い
う
も
の
の
あ
る
こ
と
を
、
旅
路
に
見
る
窓

は
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
窓
の
語
り
か
け
を
目
に
し
、
耳
に
し
つ
つ
、
詩
人
は
通
り
過
ぎ
て
行
く
。

　
生
垣
を
め
ぐ
り
旅
を
行
く
詩
人
が
、
異
邦
人
の
孤
独
の
心
を
抱
い
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
し
か
し
、
詩
人
を
し
て
よ
り
以
上

に
異
邦
人
、
旅
人
の
気
分
を
味
わ
わ
せ
る
も
の
が
こ
の
よ
う
な
窓
な
の
で
あ
ろ
う
。
藪
を
の
ぞ
き
、
生
垣
を
の
ぞ
く
詩
人
も
、
窓
に
は
わ



ざ
わ
ざ
近
づ
く
こ
と
を
し
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
窓
は
詩
人
を
孤
独
に
す
る
。
詩
人
以
外
の
様
々
な
人
間
の
生
活
を
そ
の
奥
に
深
く
秘
め
て

い
る
窓
は
、
し
か
し
外
に
向
っ
て
は
皆
ど
れ
も
同
じ
よ
う
に
ふ
る
ま
い
、
そ
の
よ
う
な
窓
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
、
詩
人
は
旅
人
の
孤
独
を

知
る
の
で
あ
る
。

　
煎
砒
、
と
い
っ
て
も
詩
人
の
場
合
に
は
淡
く
は
て
し
な
い
情
緒
を
い
う
の
で
あ
る
が
、
明
り
の
つ
い
た
窓
、
あ
い
て
い
る
窓
を
見
て
知

る
旅
人
の
孤
独
は
、
詩
人
の
烈
蹴
の
最
も
原
始
的
な
発
露
な
の
で
あ
ろ
う
。
人
恋
し
さ
、
と
で
も
い
え
ぽ
良
い
の
だ
ろ
う
か
。
詩
人
は
孤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
ん
し
ん

高
の
人
で
も
な
け
れ
ば
脱
俗
の
人
で
も
な
い
。
い
つ
も
胸
に
抱
い
て
い
る
恋
心
は
、
誰
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
常
に

あ
ま
ね
く
放
射
さ
れ
て
尽
き
る
己
乏
が
な
い
。
西
脇
順
三
郎
の
詩
を
仔
情
詩
と
い
う
の
な
ら
、
窓
に
興
味
を
示
す
詩
汰
の
姿
に
こ
そ
具
体

的
な
野
情
が
あ
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。
ま
た
屋
内
の
詩
人
に
と
っ
て
の
窓
は
常
に
広
く
あ
け
放
た
れ
、
そ
こ
に
は
外
を
見
下
ろ
し
、
あ
る

い
は
外
を
の
ぞ
く
、
も
う
ひ
と
つ
の
詩
人
の
姿
も
あ
る
の
で
あ
る
。

　
人
恋
し
さ
に
ふ
と
誘
わ
れ
て
、
詩
人
は
気
ま
ぐ
れ
な
訪
問
を
思
い
つ
く
こ
と
が
あ
る
。
め
ぐ
り
歩
く
旅
人
は
、
ふ
ら
り
と
知
人
を
訪
ね

て
み
る
の
だ
。
し
か
し
、
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こ
の
短
い
旅
の
は
て
、
よ
う
や
く
お
湯
屋
へ

た
ど
り
つ
い
た
が
、
友
は
留
守
：
…
・

『
で
は
さ
よ
う
な
ら
』
…
…

世
田
ゲ
谷
で
古
い
茶
釜
堂
買
つ
て
帰
つ
て
来
た
。

十
月
の
中
頃
の
め
ぐ
ろ
の

近
代
の
寓
話
「
午
後
の
訪
問
」
最
終
部
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足
の
わ
る
い
男
を
訪
ね
た
が

留
守
だ
つ
た
の
で

遠
い
道
を
歩
い
て
ま
た

帰
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
禮
記
「
た
そ
が
れ
の
ま
な
ご
」
冒
頭
部

　
詩
人
の
訪
問
に
は
こ
ん
な
結
末
が
よ
く
あ
る
よ
う
だ
。
旅
の
孤
独
は
ま
す
ま
す
深
ま
っ
て
し
ま
い
そ
う
で
あ
る
。
果
し
て
、
ほ
の
か
な

期
待
を
裏
切
る
知
人
の
不
在
は
、
在
宅
よ
り
も
詩
人
に
と
っ
て
は
詩
的
な
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
。

　
　
　
突
然
に
行
く
と
ど
ん
な
人
間
も
留
守
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
の
神
話
皿
「
ジ
ュ
ー
ピ
テ
ル
」
部
分

　
不
在
で
あ
ろ
う
と
わ
か
っ
て
い
て
も
、
や
は
り
訪
ね
て
み
る
。
気
取
り
も
街
い
も
な
い
訪
問
で
あ
る
。
詩
人
の
旅
に
は
こ
ん
な
彩
り
も

あ
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
こ
の
彩
り
も
ま
た
、
詩
人
の
孤
独
を
際
立
た
せ
る
に
絶
大
の
効
果
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
た
ず
ね
た
人
が
留
守
で
あ
る
ほ
ど

　
　
　
人
間
ら
し
い
時
間
の
な
や
み
が

　
　
　
無
限
に
つ
づ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
失
わ
れ
た
時
H
部
分



　
「
な
や
み
」
と
い
う
。
そ
れ
は
、
旅
人
で
あ
る
こ
と
の
自
覚
を
示
す
。
孤
独
、
淋
し
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
誰
か
に
話
し
か
け
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
ん
し
ん

い
、
誰
か
と
語
り
合
い
た
い
、
と
い
う
非
常
に
原
始
的
な
欲
求
乍
直
接
恋
心
へ
と
連
っ
て
い
く
欲
求
、
を
根
源
と
し
た
情
緒
で
あ
る
。

そ
れ
を
「
人
間
ら
し
い
時
間
の
な
や
み
」
と
表
現
す
る
あ
た
り
に
詩
人
の
人
間
観
を
読
み
と
り
た
い
。

　
詩
人
が
最
新
詩
集
「
人
類
」
を
出
す
際
（
一
九
七
九
年
、
詩
人
八
五
歳
）
、
初
め
は
「
人
間
」
と
い
う
題
を
考
、
兄
て
い
た
と
い
う
。
し
か

し
「
人
間
」
で
は
何
と
も
道
徳
く
さ
い
と
い
う
の
で
、
「
人
類
」
と
な
っ
た
の
だ
そ
う
だ
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
西
脇
順
三
郎
は
道
徳

の
詩
人
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
す
と
共
に
、
詩
人
が
人
間
と
い
う
も
の
に
大
き
な
興
味
と
愛
着
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
雄
弁
に
物
語

づ
で
い
る
。
詩
人
は
生
命
の
神
秘
、
生
殖
の
神
秘
を
そ
の
ま
ま
神
秘
と
し
て
肯
定
す
る
の
と
同
じ
心
で
人
間
を
、
小
さ
い
者
、
幼
い
者
を

も
見
つ
め
て
き
た
。
意
外
な
ま
で
に
ほ
ほ
え
ま
し
い
詩
人
の
一
面
で
あ
る
。

今
日
は
小
鳥
の
巣
の
コ
ン
ク
ー
ル
が
あ
る
日

だ
つ
た
が
ま
だ
一
人
も
そ
う
し
た
少
年
芸
術
家
の

青
い
坊
主
頭
が
来
て
い
な
い

近
代
の
寓
話
「
秋
の
写
真
」
部
分
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生
れ
た
瞬
間
に
み
る
男
の
子
の
ペ
ニ
ス
の

よ
う
な
花
の
芽
を
出
し
て
い
る
シ
ユ
ソ
ラ
ソ
を

ま
た
エ

‘
第
三
の
神
話
1
「
し
ゆ
ん
ら
ん
」
部
分

ッ
セ
イ
に
は
詩
人
自
身
の
幼
少
時
が
語
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
思
い
出
話
は
詩
人
の
詩
の
世
界
の
た
め
に
も
重
要
な
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位
置
を
占
め
て
い
る
。
詩
人
は
い
つ
も
へ
自
分
自
身
の
脳
髄
を
中
心
に
詩
の
世
界
を
展
開
さ
せ
る
。
そ
こ
に
は
様
々
の
記
憶
と
思
考
が
交

錯
し
、
い
つ
し
か
思
い
は
生
命
と
し
て
の
「
人
間
」
へ
と
向
け
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
詩
人
が
「
人
間
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
「
永
遠
」
と
い
う
こ
と
が
気
に
か
か
る
。
人
間
と
は
何
か
、
と
詩
人
も
考
え
て
し
ま

う
。
「
永
遠
」
を
前
に
し
な
け
れ
ぽ
考
え
ら
れ
な
い
。
「
し
か
し
、
考
え
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
室
生
犀
星
が
彼
の
全
詩
集
に
お
い
て

「
永
遠
」
之
い
う
詩
語
を
捨
て
た
之
い
う
の
で
、
’
西
脇
順
三
郎
は
こ
れ
を
拾
っ
て
「
え
て
る
に
た
す
⑧
」
と
い
う
詩
集
を
編
ん
だ
（
一
九
六

二
年
、
詩
人
六
九
歳
）
。
そ
の
中
で
盛
ん
に
「
永
遠
」
を
考
え
な
が
ら
、
詩
人
は
自
問
自
答
の
ひ
と
り
語
り
を
く
り
広
げ
て
い
く
。

探
す
の
は
マ
「
ラ
ル
メ
的
な
，
v

オ
ブ
ジ
三
で
な
い
だ
ろ
う
　
　
・

も
つ
と
つ
ま
ら
な
い
オ
ブ
ジ
エ
だ
ろ
う

淋
し
さ
を
探
す
だ
ろ
う

え
て
る
に
た
す
フ
兄
て
る
に
た
す
」
部
分

ρ
「
つ
ま
ら
な
齢
ナ
ブ
》
エ
」
と
「
淋
し
さ
」
は
同
格
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
あ
え
て
見
つ
け
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
が
詩
人
の
旅
で
あ
る
。

そ
れ
勝
生
命
と
し
て
人
間
に
で
き
る
最
良
の
こ
と
で
へ
あ
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
旅
路
に
見
る
窓
に
旅
人
の
孤
独
を
感
じ
、
訪

ね
た
家
に
知
人
が
不
在
で
「
人
間
ら
し
い
時
間
の
な
や
み
」
を
知
る
。
生
命
と
し
て
人
間
の
時
間
を
過
ご
し
て
い
る
間
は
之
の
く
り
返
し

か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
β
．
こ
の
く
り
返
し
を
積
み
上
げ
て
、
詩
人
は
自
ら
の
世
界
を
築
い
て
い
く
。
築
く
た
め
に
、
「
つ
ま
ら
な
い
オ
ブ
ジ

エ
」
を
探
し
続
け
て
詩
人
は
旅
を
行
く
ゆ
そ
れ
は
、
自
然
界
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
と
き
に
脇
役
の
座
し
か
得
ら
れ
な
い
「
男
」
に
の
み

開
…
か
れ
た
孤
独
な
行
脚
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
詩
人
と
し
て
は
、
そ
れ
は
生
命
あ
る
自
己
に
対
す
る
究
極
的
な
愛
の
顕
示
な
の



で
あ
る
。
生
命
と
し
て
人
間
は
こ
う
し
て
い
れ
ば
良
い
、
こ
う
す
る
よ
り
他
に
自
然
界
に
お
い
て
は
「
男
」
の
や
る
ぺ
き
こ
と
は
な
い
、

と
い
う
観
点
か
ら
ま
ず
自
ら
を
見
つ
め
て
は
ぼ
か
ら
な
い
自
己
愛
の
、
そ
れ
が
最
良
の
表
現
方
法
な
の
で
あ
る
。

三
　
荒
れ
た
庭

神
の
い
か
り
に
ふ
れ
て

村
の
道
を
め
ぐ
り
歩
く

通
り
す
が
る
垣
根
の
中
の

荒
れ
は
て
た
庭
を
の
ぞ
k
と

古
木
の
梅
も
も
う
散
つ
て
い
た
。

た
だ
片
隅
に
か
く
れ
て
木
綿
の
パ
ン
ツ
を
ほ
す

蘇
芳
の
木
に
花
が
咲
い
て
い
た
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近
代
の
寓
話
「
紀
行
」
5

　
生
垣
、
あ
る
い
は
垣
根
の
内
側
に
あ
る
も
の
が
庭
で
あ
る
。
庭
と
は
、
本
来
は
人
の
手
に
か
か
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
旅
を

行
く
詩
人
が
の
ぞ
く
庭
と
い
う
の
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
「
荒
れ
」
て
い
る
の
で
あ
り
、
「
古
い
」
の
で
あ
り
、
「
暗
い
」
の
で
あ
り
、
ま

た
「
捨
て
ら
れ
」
た
も
の
で
あ
る
。
め
ぐ
り
歩
く
詩
人
は
、
そ
う
い
っ
た
庭
を
旅
人
の
面
持
ち
で
な
が
め
る
。

白
い
波
が
頭
へ
と
び
か
」
つ
て
く
る
七
月
に
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南
方
の
綺
麗
な
町
を
，
す
ぎ
る
。

静
か
な
庭
が
旅
人
の
た
め
に
眠
つ
て
ゐ
る
。

．
薔
薇
に
砂
に
氷

薔
薇
に
霞
む
心

石
に
刻
ま
れ
た
髪
’

石
に
刻
ま
れ
た
音

石
に
刻
ま
れ
た
眼
は
永
遠
に
開
く
。

春
に
は

う
の
花
が
咲
き

秋
に
は

と
ち
の
実
の
落
ち
る
庭
’

池
の
流
れ
に

　
　
　
み
つ
ぐ
る
ま

小
さ
い
水
車
の
ま
は
る
庭

何
人
電
住
ま
．
ず

せ
き
れ
い
の
住
む

古
木
の
梅
ば
遂
に
咲
か
ず

苔
の
深
く
落
ち
く
ぼ
み

》
日
σ
母
く
亀
賦
「
眼
」



永
却
髄
の
さ
び
れ
に
し
め
る

旅
人
か
へ
ら
ず
三
〇

．
・
「
枕
草
子
」
・
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
詩
行
に
》
詩
人
の
静
が
な
眼
差
し
が
感
じ
ら
れ
る
。
庭
と
い
う
土
の
世
界
に
詩
人
が
寄
せ
る
心
情

の
奥
に
は
、
一
詩
人
の
生
家
の
記
憶
が
生
き
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
か
、
。
幼
少
時
の
詩
人
の
世
堺
は
、
生
家
の
庭
に
の
み
開
け
て
い
た
の
で
あ

る
ゆ
新
潟
ば
小
千
谷
め
旧
家
に
生
ま
れ
育
ρ
た
詩
入
の
記
憶
は
、
必
ず
し
も
手
入
れ
の
ゆ
き
と
ど
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
土
と
植
物

め
、
庭
の
記
憶
で
あ
る
⑨
。

指
先
が
女
神
の
つ
ゆ
に
ぬ
れ
る

香
い
は
昔
住
ん
だ
庭
を
お
も
わ
せ
る

豊
饒
の
女
神
「
女
の
野
原
」
部
分
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こ
の
「
つ
．
ゆ
」
一
と
は
、
詩
木
の
生
家
に
あ
’
ρ
た
．
ユ
キ
ノ
シ
汐
の
露
の
記
憶
で
拡
な
い
だ
ろ
う
か
。
湿
地
を
好
む
こ
の
植
物
憶
梗
所
の
裏

に
生
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
「
香
い
」
と
結
び
つ
い
た
記
憶
と
し
て
残
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
詩
人
の
庭
が
，
こ
・
の
よ
ぢ
匿
幼
少
時
．
に
ま
で
ざ
か
．
の
ぼ
、
る
世
界
で
あ
．
る
ど
い
，
う
こ
と
は
？
意
味
が
深
い
ゆ
詩
人
の
な
が
め
る
庭
の
多
く
が

一
荒
れ
た
古
い
も
，
の
．
で
あ
器
ど
野
ヶ
疫
む
へ
生
家
の
庭
め
記
憶
と
共
に
、
旅
大
と
し
て
な
が
め
る
眼
前
の
庭
の
歴
史
に
思
い
が
及
ぶ
た
め
で

あ
ろ
勢
働
ぞ
の
庭
が
嶺
、
見
，
い
，
か
に
古
び
で
“
で
も
｝
か
つ
て
誰
か
が
作
っ
だ
も
め
で
あ
る
こ
ど
゜
は
明
ら
が
だ
。
h
そ
の
．
庭
を
作
2
た
人
が
い

だ
、
の
．
で
あ
を
ゆ
，
，
そ
δ
入
の
．
皆
，
念
が
￥
㌔
ま
た
そ
軟
に
住
ん
だ
人
の
情
念
が
、
庭
に
は
残
っ
で
い
る
ゆ
由
園
を
行
く
詩
人
に
と
り
て
生
垣
が
旅

路
の
シ
シ
ボ
バ
で
あ
る
な
ら
ハ
庭
に
異
国
の
ヅ
区
筑
を
ど
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
詩
人
が
そ
の
旅
の
途
上
で
な
が
め
る
庭
か
ら



68

は
、
見
、
知
ら
殿
人
の
、
も
う
忘
れ
去
ら
れ
た
昔
の
．
情
．
念
が
感
じ
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
9
詩
人
以
外
の
人
間
の
遠
い
記
憶
を
、
そ
の
庭
は
持

っ
て
い
る
。
．
詩
人
の
知
ら
な
い
世
界
が
そ
ζ
に
は
あ
る
。
通
り
す
が
り
の
詩
人
は
た
だ
そ
の
庭
を
前
に
し
て
、
そ
の
か
す
か
な
情
念
に
ふ

れ
る
だ
け
で
あ
る
Q
詩
人
ぽ
自
ら
が
旅
人
で
あ
．
っ
た
ζ
と
を
思
い
出
す
。
詩
人
は
、
ζ
う
し
て
常
に
自
ら
を
旅
人
の
立
場
に
立
た
し
め
る

も
の
を
求
め
て
い
る
。
お
そ
ら
く
無
意
識
の
う
ち
に
、
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
、
淋
し
が
り
た
い
欲
求
で
あ
る
。
詩
人
は
単
に
、
旅
の
た
あ
に
旅
を
重
ね
て
い
る
わ
け
．
で
は
な
い
。

人
間
の
存
在
自
身
が
淋
し
い
。
そ
の
辺
に
遊
ん
で
ゐ
る
犬
も
つ
ま
ら
な
い
気
持
が
し
て
ゐ
る
の
か
し
ら
、
人
間
の
魂
を
解
剖
し

て
そ
の
ど
ん
底
ま
で
行
つ
て
み
る
と
、
こ
の
淋
し
い
気
持
が
本
質
的
に
存
在
し
て
ゐ
る
。
人
間
が
喝
Φ
昌
ω
雪
す
る
が
為
め
に
却
つ

て
苦
し
む
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
超
現
実
主
義
詩
論
「
「
肉
O
司
＞
Z
q
ω
」
皿
よ
り

　
歩
き
続
け
る
旅
人
と
し
て
の
人
生
観
で
あ
る
。
こ
の
、
旅
人
の
現
実
を
教
え
る
も
の
を
求
め
続
け
て
詩
人
は
旅
を
行
く
が
、
こ
こ
で
ひ

と
つ
注
意
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
詩
人
が
旅
の
途
上
で
生
垣
の
内
側
に
見
る
庭
の
他
に
も
う
ひ
と
つ
、
自
ら
が

自
室
か
ら
な
が
め
る
庭
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
庭
こ
そ
、
追
憶
と
深
く
結
び
つ
く
Q
追
憶
、
過
ぎ
去
っ
た
も
の
へ
の
思
い
。
そ
れ
は
詩
人
の
夏
で
あ
る
。
詩
人
は
若
き
日
に
画
家

を
夢
み
た
。
そ
れ
だ
け
に
詩
人
の
世
界
は
色
ど
り
が
豊
か
で
あ
る
が
、
「
過
去
」
と
い
う
こ
と
と
重
な
っ
て
見
落
と
し
て
は
い
け
な
い
の

が
、
「
う
す
紫
」
と
い
う
色
で
あ
る
。

た
だ
過
去
は
神
経
の
よ
う
な
根
を
は
つ
た



暗
い
庭
で
混
沌
と
し
て
う
す
紫
に
な
つ
て
い
る

暗
い
神
々
の
た
そ
が
れ
で
あ
る

失
わ
れ
た
時
－
部
分

　
こ
の
「
う
す
紫
」
と
過
去
と
の
関
連
が
、
更
に
「
夏
」
へ
と
連
な
る
わ
け
で
あ
る
。
詩
人
の
夏
は
、
秋
と
の
対
照
で
陽
光
と
生
命
力
の

季
節
と
い
え
る
。
そ
の
夏
が
過
去
と
結
び
つ
く
に
至
っ
た
の
は
詩
集
「
失
わ
れ
た
時
」
で
あ
る
が
、
こ
の
時
の
詩
人
が
六
六
歳
と
い
う
年

齢
に
達
し
て
い
た
こ
と
に
、
何
か
意
味
が
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
失
わ
れ
た
時
」
は
詩
人
が
自
ら
を
「
乞
食
」
と
称
す
る
こ
と
が
定
着
し
た

詩
集
で
あ
り
、
こ
の
詩
集
以
来
、
詩
人
は
自
ら
の
思
い
出
や
追
憶
に
関
し
て
具
体
的
に
語
る
こ
と
を
す
る
よ
う
に
な
う
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
夏
が
過
去
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
秋
が
現
在
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。

う
す
紫
の
庭
の
追
憶
に
も
ど
ろ
う

秋
の
日
の
道
路
に
出
よ
う

失
わ
れ
た
時
－
部
分
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秋
の
目
の
小
路
を
歩
き
だ
し
て

ど
う
し
て
も
も
と
へ
か
え
れ
な
い

カ
ー
テ
ン
を
し
め
て

失
わ
れ
た
時
を

考
え
よ
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詩
人
は
旅
人
で
あ
る
が
馬
、
い
つ
も
歩
き
ま
わ
っ
て
ば
か
り
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

な
の
だ
。
．

同
右
　
　
部
分

カ
ー
テ
ン
を
し
め
て
考
え
る
時
も
あ
る
と
い
う
こ
と

こ
の
夏
は
何
も
し
な
か
つ
た

今
は
紺
色
の
カ
ー
テ
ソ
の
下
で

考
え
て
い
る
だ
け
だ
・
．

失
わ
れ
た
時
－
部
分

　
一
－
個
の
生
命
体
と
し
て
、
詩
人
も
老
い
て
ゆ
く
。
過
ぎ
去
る
と
い
う
ご
と
、
、
老
い
る
と
い
う
こ
と
を
体
験
と
し
て
受
け
と
め
ざ
る
を
得

な
く
な
っ
た
と
き
、
詩
人
は
初
め
て
カ
ー
テ
ン
を
閉
ざ
ず
ご
と
を
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
奥
で
考
え
る
ご
と
を
始
め
た
の
で
あ
っ
た
。

あ
あ
生
命
の
あ
る
う
ち
に
ま
た
、

少
し
歩
い
て
み
、
た
い
も
の
だ

く
る
み
を
か
め
る
人
間
は
も
う
来
な
い

も
う
無
限
に
来
な
い
パ
ー
！

甘
味
に
は
ち
き
れ
6
い
ぢ
ぢ
く
の
実
も

黄
金
の
栗
も
蟻
と
と
も
に
去
つ
た



さ
い
か
ち
の
古
木
の
下
に
碑
文
を
読
む

流
浪
の
学
者
も
退
職
手
当
も
な
く
去
つ
た

存
在
す
る
も
の
も
存
在
し
な
い
も
の
も

問
題
で
な
く
な
り
す
べ
て
去
つ
て
行
く

「
す
べ
て
は
せ
り
ふ
の
音
と
な
つ
て

海
の
方
へ
そ
よ
か
ぜ
の
よ
う
に
去
る
パ
ー
！

失
わ
れ
た
時
皿
冒
頭
部
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「
く
る
み
を
か
め
る
人
澗
は
も
う
来
な
い
」
と
い
う
一
行
は
重
要
で
あ
る
。
詩
人
六
六
歳
の
心
境
で
あ
る
。
憶
測
に
す
ぎ
な
い
が
、
こ

れ
は
詩
人
が
入
れ
歯
を
t
た
記
念
の
一
行
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
う
堅
い
物
は
噛
め
な
い
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
去

る
」
と
い
う
動
詞
が
四
回
続
く
。
「
流
浪
の
学
者
」
は
「
第
三
の
神
話
」
（
第
三
の
神
話
」
H
所
収
）
に
「
旅
の
学
者
」
と
し
て
登
場
し
た
人

物
で
あ
る
が
、
こ
の
人
も
去
っ
て
い
っ
た
。
詩
人
に
と
っ
て
は
う
す
紫
色
の
過
去
と
な
っ
て
い
く
光
景
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
詩
人

の
世
界
で
は
、
（
う
す
）
紫
と
は
、
そ
う
い
う
抽
象
的
な
色
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
参
考
の
た
め
に
記
し
て
お
く
と
、
（
う
す
）
紫
－
過
去
・
追
憶
ー
夏
と
い
う
連
関
に
対
抗
す
る
も
の
と
し
て
、
黄
－
現

在
・
現
実
－
秋
と
い
う
連
関
が
、
西
脇
順
三
郎
の
世
界
に
は
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
紫
と
黄
が
互
い
に
補
色
を
な
す
関
係
に
あ
る
と

い
ヶ
こ
と
も
、
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
詩
人
の
意
識
に
は
、
（
う
す
）
紫
の
背
後
に
宝
石
の
ア
メ
ジ
ス
ト
（
紫
水
晶
）
が
あ
る
こ

と
を
付
け
加
え
て
お
こ
う
。
詩
人
は
宝
石
の
も
つ
神
秘
的
な
美
し
塔
に
心
び
か
れ
て
い
る
が
“
中
燈
も
ア
メ
ジ
ス
一
ト
　
の
紫
は
格
刷
め
よ
う

な
の
で
あ
る
ρ

「
と
こ
ろ
で
・
詩
人
の
詩
論
も
恋
愛
論
も
、
そ
れ
ら
は
み
な
普
遍
的
な
要
素
を
多
く
含
む
。
例
え
ば
死
宏
い
う
問
題
の
前
で
、
、
儲
人
拡
非
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常
に
寛
大
で
受
動
的
で
あ
る
。
詩
人
の
思
考
の
中
心
は
常
に
詩
人
自
身
の
脳
髄
で
あ
る
が
、
か
け
が
え
の
な
い
自
己
と
い
う
思
い
は
そ
こ

で
表
面
に
出
な
い
。
そ
れ
は
、
肉
体
を
も
ち
赤
い
血
が
流
れ
る
動
物
に
対
し
て
植
物
的
、
と
い
う
よ
り
は
植
物
そ
の
も
の
の
思
想
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
が
ま
さ
に
西
脇
順
三
郎
の
世
界
の
基
本
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
こ
に
わ
ず
か
に
個
人
と
し
て
の
立
場
の
、
「
私
」
の
表
明
が
あ
る

と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
過
去
の
記
憶
、
追
憶
の
詩
行
な
の
で
あ
る
。

な
ん
ら
の
影
響
な
く

私
は
橋
を
渡
つ
て

生
れ
た
町
の
坂
を
上
つ
た

（
中
略
）

土
手
の
上
を
歩
い
て

記
憶
の
汁
を
し
や
ぶ
つ
て

過
去
は

く
る
み
の
実
の
よ
う
に

青
い
渋
い
皮
を
被
つ
て

白
い
す
も
も
の
夢
だ

宝
石
の
眠
り
「
す
も
も
」

る

゜過
　　去

　　は
　　夢
　　と

　　な
　　り
　　　、

す
べ
て
は
夢
と
な
り
、
詩
人
は
つ
い
に
、
自
ら
が
人
生
と
い
う
旅
の
旅
人
で
あ
っ
た
こ
と
に
思
い
至
る
の
で
あ



73　詩人像・西脇順三郎

も
う
夏
も
お
わ
り
だ

で
も
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ェ
の
な
い
芝
居
だ

い
つ
も
野
原
の
夢
だ

ど
ん
な
に
考
え
て
も

永
遠
か
ら
遠
い
も
の
だ

考
え
れ
ぽ
考
え
る
ほ
ど

遠
く
な
る
ば
か
り
だ

果
て
し
の
な
い
夢
だ

永
遠
を
思
う
こ
と
さ
え
夢
だ

ボ
ー
モ
ー
暗
い
た
だ
暗
い

す
べ
て
の
存
在
は
永
遠
の
く
ら
や
み
の

夢
の
中
に
そ
の
存
在
を
失
く
し
て
し
ま
う

残
る
も
の
は
そ
れ
自
身
の
存
在
だ
け
に
な
る

セ
ミ
の
鳴
く
音
は
夢
の
音
だ

カ
ボ
チ
ャ
の
色
は
夢
の
色
に
す
ぎ
な
い

カ
ボ
チ
ャ
の
肉
体
も
夢
の
肉
体
に
す
ぎ
な
い

科
学
者
も
芸
術
家
も
理
髪
師
も

夢
の
肉
体
で
あ
る
ま
た

地
球
で
も
郵
便
局
で
も
夢
の
物
質
で
あ
る
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言
葉
も
感
覚
゜
も
感
情
も
夢
の
抽
象
的
形
態
だ

永
遠
は
夢
の
は
て
し
な
い
ひ
ろ
が
り
だ

真
善
美
も
夢
の
真
理
だ

無
は
夢
の
実
質
だ

す
ぺ
て
の
存
在
の
尖
端
は

夢
と
し
て
と
が
つ
て
美
し
く
か
が
や
く

す
べ
て
の
存
在
は
夢
に
向
つ
て
あ
こ
が
れ
る

だ
か
ら
す
べ
て
の
思
考
は
夢
に
お
わ
る

だ
が
夢
と
い
つ
て
も
ネ
ポ
ヶ
を
い
う

の
で
な
い
ギ
刀
シ
嘘
人
の
い
う
ヒ
ュ
パ
ル

で
あ
つ
て
一
つ
の
現
実
で
あ
る

ネ
ボ
ケ
の
夢
を
オ
ナ
ル
と
い
う
も
む
べ
な
る
か
な

　
　
　
　
　
　
　
幅

無
は
夢
の
と
が
り
だ
・

だ
が
死
は
こ
の
夢
の
と
が
り
の
無
も

ネ
ボ
ケ
の
夢
も
ボ
ク
メ
ツ
す
る

壌
歌
o
φ
V
部
分

　
「
死
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
脳
髄
の
片
隅
に
生
家
の
庭
を
置
き
続
け
る
詩
人
に
「
死
」
と
い
う
思
い
が
か
す
め
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
で
、
旅
人
で
あ
る
詩
人
の
世
界
観
は
よ
う
や
く
そ
の
全
貌
を
見
せ
始
め
た
の
だ
。
「
死
」
と
は
「
永
遠
」
と
い
う
「
ふ
る
さ
と
」



に
円
を
描
き
つ
つ
「
帰
る
」
、
あ
る
い
は
「
も
ど
る
」
こ
と
な
の
で
あ
る
と
い
う
死
生
観
で
あ
る
0
9
。

初
め
て
具
体
的
に
現
わ
れ
た
の
は
、
す
で
に
「
失
お
れ
た
時
」
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
こ
の
循
環
す
る
世
界
像
が
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い
ず
れ
に
し
て
も
出
発
し
た
と
こ
ろ
へ
も
ど
る

そ
の
点
は
プ
ラ
ス
と
マ
イ
ナ
ス
が
一
つ
に
な
つ
て
い
る

ゼ
ロ
に
．
な
つ
て
い
る
大
空
三
昧
で
あ
る

も
う
す
ぺ
て
は
存
在
す
る
と
同
時
に
存
在
し
な
い

そ
れ
は
永
遠
で
あ
る
乏
同
時
に
永
遠
で
な
い

そ
れ
は
有
も
無
も
な
い
と
こ
ろ
だ

有
と
無
は
方
向
の
違
い
に
す
ぎ
な
い

有
と
無
を
破
壊
す
る
大
空
の
女
神
が

恋
愛
三
昧
を
す
る
と
こ
ろ
だ

そ
こ
は
方
向
が
消
滅
す
る
と
ご
ろ
だ

こ
こ
で
旅
人
が
た
め
い
き
を
つ
く
と
こ
ろ
だ

種
を
つ
く
つ
て
去
る
乞
食
の
旅
人
が

に
が
わ
ら
い
を
し
て
ふ
り
む
く
と
こ
ろ
だ

失
わ
れ
た
時
－
部
分

「
種
を
つ
く
つ
て
去
る
乞
食
の
旅
人
」
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
生
命
と
し
て
の
「
男
」
．
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
旅
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
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旅
人
で
し
か
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
人
生
と
し
て
死
に
向
か
う
人
間
の
象
徴
的
な
姿
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
憂
欝
な
現
実
は
、

土
の
上
の
現
実
と
し
て
詩
人
の
ペ
ン
先
に
溶
け
、
文
字
通
り
の
夢
と
し
て
流
れ
去
っ
て
し
ま
う
。
流
れ
去
っ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
に

ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
ヘ
　
　
　
へ

す
ぎ
な
い
、
と
詩
人
は
き
ょ
う
も
ほ
ほ
え
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

注

ω
「
僕
と
い
う
牧
人
」
（
近
代
の
寓
話
「
自
伝
」
）
、
「
わ
れ
わ
れ
乞
食
」
（
壌
歌
1
）
等
の
用
例
が
あ
る
。
「
旅
人
」
に
関
し
て
は
・
文
字
通
り
旅
を
す
る

人
の
意
量
純
に
用
い
ら
れ
る
場
ム
・
と
、
蒙
「
旅
人
か
へ
ら
ず
」
の
は
し
が
き
に
あ
る
よ
う
な
「
幻
影
の
人
」
と
し
て
の
「
永
劫
の
旅
人
」
の
意

　
と
が
あ
り
、
多
少
の
区
別
と
注
意
を
必
要
と
す
る
こ
と
が
あ
る
。

②
　
詩
集
「
宝
石
の
眠
り
」
に
イ
タ
リ
ア
旅
行
の
際
の
作
品
が
三
編
あ
る
。

㈹
　
「
土
人
」
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
西
脇
順
三
郎
世
界
」
（
学
習
院
大
学
哲
学
会
誌
第
五
号
掲
載
）
第
一
章
「
土
人
の
生
態
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

④
西
脇
順
三
郎
の
詩
に
登
場
す
る
「
藪
」
の
用
例
は
＝
一
。
そ
の
う
ち
植
物
名
が
明
ら
か
な
も
の
は
六
八
例
（
六
一
三
％
）
・

⑤
私
は
、
星
け
垣
」
と
い
う
も
の
を
好
む
。
そ
れ
は
田
園
の
風
情
を
親
し
ま
せ
る
、
田
園
の
一
つ
の
重
委
シ
ン
ポ
ル
で
あ
る
と
思
う
・
（
じ
ゅ
ん

　
さ
い
と
す
ず
き
「
生
け
垣
」
よ
り
）

⑥
　
「
そ
く
ず
」
（
「
斜
塔
の
迷
信
」
所
収
）
等
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

⑦
自
然
界
と
し
て
の
人
間
の
存
在
の
目
的
は
人
間
の
種
の
存
続
で
あ
る
。
随
つ
て
め
し
べ
は
女
で
あ
り
、
種
を
育
て
る
果
実
も
女
で
あ
る
か
ら
・
こ

　
の
意
味
で
人
間
の
自
然
界
で
は
女
が
中
心
で
あ
る
ぺ
き
で
あ
る
。
（
旅
人
か
へ
ら
ず
・
は
し
が
き
よ
り
）

）ao　　a◎　　（9）　　（8

9
。
件
。
「
口
潔
固
ω
（
ラ
テ
ソ
語
）
。
「
永
遠
」
の
意
。
西
脇
順
三
郎
は
こ
の
詩
集
に
お
い
て
「
永
遠
」
と
い
う
詩
語
を
多
用
し
た
。

「
雑
草
と
記
憶
」
（
「
メ
モ
リ
と
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
所
収
）
に
く
わ
し
い
。

一
九
六
九
年
刊
。
詩
人
七
六
歳
。

く
わ
し
く
は
、
拙
稿
「
西
脇
順
三
郎
世
界
」
第
三
章
「
運
命
は
サ
ー
ク
ル
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。



底
本

西
脇
順
三
郎
全
集
（
筑
摩
書
房
）

詩
集
「
人
類
」
西
脇
順
三
郎
著
（
筑
摩
書
房
）

芭
蕉
文
集
（
日
本
古
典
文
学
大
系
・
岩
波
書
店
）

　
参
考
文
献
　
西
脇
順
三
郎
対
談
集
（
薔
薇
十
字
社
）

　
こ
の
論
文
の
執
筆
の
た
め
に
種
々
の
御
便
宜
を
お
図
り
く
だ
さ
い
ま
し
た
、
故
・
小
松
茂
夫
先
生
に
、
心
か
ら
の
感
謝
と
哀
悼
の
意
を

表
し
ま
す
。
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