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詩
的
表
現
に
お
け
る
指
示
詞
の
象
徴
性

菅
木

村

紀

子

は

じ

め

に

一
枝

の
花

(桜

)

を

、

も

っ
と
も

短

い
言

葉

と

と

も

に

、
他

者

に
示

そ

う

と

す

る

と
き

、

我

々

は
、

「
は

な

。
」

と
示

す

こ
と

も

で

き

る

し
、

「
こ
れ

。
」

と

示

す

こ

と
も

で
き

る

。
そ

の
か

ぎ
り

で

、

コ

レ
は

、

ハ
ナ

と

い
う
名

(
詞

)

に
代

わ

り

う

る
語
-

代
名
詞
と
い
う
呼
び
方
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
今
、
目
の
前

に
桜

の

一
枝

を

お

か

な

い
で

、
言

葉

の

中
だ

け

の

問

題

と

す

る

と

、

「
は

な

」

と

い
う

語

は
我

々

に
種

々

の
花

の

イ

メ

ー

ジ
を

喚

起

さ

せ

る
が

、

「
こ

れ
」
と

い
う

語

は
、

何

の

イ

メ

ー

ジ
も

喚

び

起

こ
す

こ
と

は

で

き

な

い
。

「
れ

ん
げ

の
花

が

ひ
ら

い

た
。
」

と

い
う

童

謡

の
中

に

お

い

て
、

た
だ

「
コ

レ
が

ひ
ら

い

た
。
」

と

す

る

こ

ヘ

へ

と
は
無
意
味
に
ち
か
い
。
コ
レ
は
、
何

か
を
言
葉
で
指
示
す
る
、
そ
の
こ
と
に
お

ヘ

ヘ

へ

い
て
ハ
ナ
に
代
わ
り
え
て
も
、
指
示
さ
れ
さ
も
の
の
イ
メ
ー
ジ
や
概
念
を
示
す
名

そ
の
も
の
の
あ
り
方
を
代
行
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
あ
ら

ゆ

る

言

葉

(語
)
は
、

い
わ
ば
発
語
者
が
主
体
的
に
何
か
を
指
示
す
る
も
の
だ
と
い
う
、
言

葉
の
根
源
的
な
あ
り
様
に
お
い
て
の
み
、
い
わ
ゆ
る
代
名
詞

(指
示
詞
)
は
(「
こ

う

・
そ
う

・
あ
あ
」

「
こ
ん
な

・
そ
ん
な

・
あ
ん
な
」
等
の
同
類
の
語
幹
を
も

つ

語
も
含
め
て
)、
あ
ら
ゆ
る
言
葉
の
は
た
ら
き
を
代
行
す
る
。

そ
れ
は
、

指
示
さ

れ
た
も
の
が
何
で
あ
る
か
の
区
別
に
か
か
わ
る
名
以
前
の
、
い
わ
ば

言

葉

の
即

物

・
即
事
的
な
指
示
機
能
そ
の
も
の
の
音
声
化
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、

指
示
詞

(代
名
詞
)
は
、
そ
の
成
立
が
、
も

っ
と
も
感
動
詞
の
あ
り
方
に
ち
か
い

の
で
あ
る
。

こ
れ
は
く

と
ば
か
り
花
の
よ
し
野
山

貞
室

(山
)

花
満
開
の
景

を
上

五
字
に
云
と
り
て
、

「
芳
野
山
」
と
決
定
し
た
る
所
、

作
者
の
自
然

ノ
地
を
得

た
る
に
こ
そ
。
誹
譜
の
須
弥
山

た
る

べ
し
。

(
其
角

『
句
兄
弟
』
)

「
こ
れ
は
く

」
と
は
、
「花
満
開
の
景
」

に
対
し
て
、

い
か
に
し
て
も
そ
れ

を
表
現
す
る
具
体
的
な
言
葉
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
し
た
述
語
の
絶

句
に
お
い
て
、

「
こ
れ
は
く

」

は
感
動
詞
と
も
な

っ
て
い
る
。
古
来
幾
多
の
言

葉
を
つ
く
し
て

「
言
い
と
ら
」
れ
て
来
た

「
花
の
吉
野
」
を
、
そ
の
言
葉
の
重
積

か
ら
の
想
像
を
は
る
か
に
超
え
た
圧
倒
的
な
現
実
と
し
て
、
「
こ
れ
は
く

」
は
、

た
だ
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
和
歌
に
よ

っ
て
言
葉
の
中
だ
け
で
熟
成
し
て
し
ま

っ
た
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の

「吉
野
」
を
、
そ
う
し
た
和
歌
的
情
趣
を

た

ち

切

っ

へ

て
、
い
わ
ば
言
が
事
か
ら
発
す
る
原
初

へ
と
か
え
す
言
葉
-

花
満
開
の
景
を
た

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

だ

「
言
い
と
る
」
こ
と
ば
か
り
を
示
す
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
言

・
事

一
体
的
な

原
初
に
即
し
、
し
か
も
あ
く
ま
で
主
体
的
に

「
言
い
と

っ
」
た
と
み
る
立
場
が
、
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26第8号良 大 学 紀 要

 

奈

当
時
の
前
衛
と
し
て
の
俳
譜
の

「
須
弥
山
た
る
べ
し
」
と
い
う
讃
嘆
と
な

っ
た
の

だ
ろ
う
。

「
か
の
貞
室
が
是
は
く

と
打
な
ぐ
り
た
る
に
、
わ
れ
い
は
ん
言
葉
も

な

く

て
、

い

た

づ

ら

に

口

を

と

ち

た

る

」

(『
笈

の
小
文
』
)
と

い
う

芭

蕉

の
絶

句

も

そ

れ

ゆ

え

と

み

ら

れ

る

。

と

ま

れ

、

こ

こ
で

の
問

題

は
、

指

示

詞

の
そ

の
よ

う

な

即

物

・
即
事

的

な
指

示

の

あ

り

方

を

確

認

し

て

お

く

こ
と

に

あ

る
。

し

か

し

な

が

ら

、

こ

こ

で
、

「
う

さ

ぎ

追

ひ

し
か

の
山

/

こ

ぶ

な
釣

り

し

か

の

川

」

と

い
う

唱

歌

の
場

合

を

考

え

て

み
た

い
。

「
か

の
山

・
か

の
川

」

は

、

ま
ず

作

詞

者

に

お

い
て

は

、

特

定

の
山

・
川

が

イ

メ

ー

ジ

と

し

て
あ

っ
た

と

み

る

こ

と

が

で

き

る
。

そ

し

て
、

そ

れ

を
唱

歌

と

し

て

口
ず

さ
む

人

々

に

お

い
て

は

、

や

は

り

個

々

の
う

ち

に
特

定

の
山

・
川

の

イ

メ
ー

ジ
を
喚

起

す

る
力

を

も

っ
て

い
る

。

し
か

も

そ

の
特

定

の
山

・
川

の

イ

メ
ー

ジ
が

、
人

そ

れ

ぞ

れ

別

個

に
あ

る

と

い
う

点

で
、

歌

詞

と

し

て

の

「
か

の

山

・
か

の

川
」

は

、

き

わ

め

て
抽

象

的

な

指

示

を

な

し

え

て

い
る

。

指

示
詞

に

お

け

る

語

幹

的

な

コ

・
ソ

・
カ

(
ア
)

の
別

は
、

論

理

的

に
画

然

と

わ

り

き

れ

る
領

域

の

別

で

は

な

く

、

発

語

者

の
き

わ

め

て
心

理

的

な
、

志

向

の
違

い
に

よ

る
別

で

あ

る

。

つ
ま

り

、

コ
は

、

み
ず

か

ら

に
密

着

し

た
意

識

を

も

っ
て

の
指

示

、

カ

(
ア
)

は

、

み
ず

か

ら

に

と

っ
て

漠

然

と

し

た

距

離

感

の
あ

る
場

合

の
指

示

、

ソ
は

、

み
ず

か

ら

と
相

対

峙

す

る

意

識

を

も

っ
て

の
指

示

で
あ

る
。

そ

れ

は

、

話
手

と

聞
手

と

に

場

の
共

有

の
あ

る
日

常

語

(
い
わ
ゆ
る
現
場
指
示
)
に

お

い

て

は

、

自

称

・他

称

・
対

称

と

い

っ
た
人

称

領

域

の
別

と

ほ

ぼ
重

な
り

う

る

。

け

れ

ど

も

、

逆

に

そ

の
人

称

領

域

の
別

か

ら

コ

・
ソ

・
ヵ

(
ア
)
の
別

を

と

く

こ

と

は

、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

何
か
を
示
し
何
か
を
伝
え
る
と
い
う
言
葉
の
本
質
的
な
二
面
性
の
う
ち
、
指
示
の

側
面
が
表
に
立
ち
伝
達
の
側
面
が
抽
象
化
す
る
詩
的
表
現
に
お
い
て
は

(あ
る
い

は
文
章
表
現

一
般
に
お
い
て
も
)
、

無

理
が
生
じ
る
。
人
称
領
城
と
は
、
あ
く
ま

で
、
言
葉
に
お
け
る
伝
達
の
側
面
と
第

一
義
的
に
か
か
わ

っ
て
成
立
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。

'
と
こ
ろ
で
、
目
の
前
に
聞
手
を
お
く
日
常
語
に
お
い
て
、
単
な
る

「あ
の
山
。

あ
の
川
。
」

が
具
体
的
に
意
味
を
な
す
た
め
に
は
、

現
に
指
さ
す
こ
と
の
で
き
る

山

・
川
の
姿
が
必
要
で
あ
る
。
た
だ
、
カ

(ア
)
は
、
そ
の
漠
然
と
し
た
距
離
感

を
も

っ
た
指
示
性
の
ゆ
え
に
、
日
常
語
の
レ
ベ
ル
で
も
、
そ
の
距
離
感
を
逆
用
し

ヘ

ヘ

ヘ

へ

て
、

「
あ

れ

で
す

よ

。
」

「
あ

あ

、

あ

れ
か

。
」

と

い

っ
た
風

に
、

話

手

・
聞

手

の
間

で
隠

語

的

な

成

立

を

す

る

こ
と
が

あ

る

。

そ

の
場

合

、

指

さ

れ
た

も

の
は

両
者

の

問

に

共

通

の

イ

メ

ー

ジ
と

し

て

、

そ

の
か

ぎ

り

で
現

実

の
場

か

ら

は
距
離

を

も

っ

て

成

立

す

る
。

ま

た

、

そ

の
距
離

感

の

ゆ

え

に

、

カ

(
ア
)

は
、

「
か

(
あ

)

の

世

」

と

い
う

、

現

実

に

は
絶

対

に

指

さ

し

え

な

い
も

の

の
指

示

に
も

な

り

え

て

い

る
。

「
か

(
あ

)

の
世

。
」

と

い
う

指

示

に

よ

っ
て
、

ど

の

よ

う

な

イ

メ

ー

ジ
を

も

つ
に

せ
よ

、

ま

た

な
ん

の

イ

メ

ー

ジ
も

も

た

な

い
に

せ

よ
、

そ

れ

は
、

個

々

の
人

の
心

に

お

い

て
自

由

に
成

立

し
う

る
も

の
で

あ

る

。
唱

歌

「
ふ

る

さ

と
」

の
歌

詞

の

「
か

の

山

・
か

の

川
」

も

、
歌

う
人

そ

れ

ぞ

れ
が

自

由

に

山

・
川

の

イ

メ
ー

ジ

を
成

立

さ

せ

る

。

一
般

に

唱
歌

や
童

謡

・
歌

謡

(曲

)

に

お

い
て

は

、
歌

う

そ

れ

ぞ

れ
が

そ

の
歌

詞

を

、

い
わ
ば

み
ず

か

ら

の
言

葉

と

し
て

分

有

し

う

る

も

の

で
あ

る

。

し

た
が

っ
て

、
分

有

し

た

言
葉

か

ら
描

か

れ

る

イ

メ

ー

ジ
が

個

々
に

お

い
て

共

通

で

あ

る
要

は

か

な

ら
ず

し

も

な

い
。

ヘ

ヘ

ヘ

へ

「
ふ

る

さ

と

」

の

「
か

の
山

・
か

の

川
」

は

、
現

実

の
も

の

・
こ
と

に

即

し

て

ヘ

ヘ

ヘ

へ

成

立

す

る

口
常

語

に

対

し

、

逆

に

言
葉

の
側

が

イ

メ

ー

ジ

と

し
て

の
も

の

.
こ
と

を

喚

起

す

る
歌

(
詩

)

語

の
あ

り

方

を

、

素
朴

に
映

し

え

て

い

る
。

し

か

も

、

も

っ
と

も

即

物

・
即

事

的

で

、

そ

れ
ゆ

え

も

っ
と

も

日
常

語

的

な
言

葉

こ
そ

が

、

そ

の
日

常

性

を

つ
き

ぬ
け

て
高

い
象

徴

性

を

も

ち

う

る
可

能

性

を
も

、

そ

れ

は
、

暗

示

し

て

い

る
。

指

示

さ

れ

る
も

の
が

現

前

し

な
く

て

も

、

イ

メ
ー

ジ
を
喚

起
す

る

そ

の

こ
と

に

お

い

て

、
他

者

と

の
共

感

が

可

能

な

の

は
、

カ

(
ア
)

が

あ

く
ま

で
発

語

者

か

ら
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距
離
を
お
い
た

指
示
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。

法
、

し

か

し
、

か

つ
て

あ

っ
た

ソ

の
用

京
に
、
そ
の
人
の
御
も

と
に
と
て
、
ふ
み
書

き
て

つ
く
。

(伊
勢

九
)

そ
れ
の
年
の
し
は
す

の
二
十
日
余
り
ひ
と
ひ
の
日
の
戌

の
と
き

に
門
出
す
。

(
土
左
)

町
の
小
路
な
る
そ
こ
そ
こ
に
な
ん
、
と
ま
り
給

ひ
ぬ
。

(蜻
蛉

上
)

な
ど
は
、

語
手

(筆
者
)
に
お
い
て
は
、

あ
く
ま
で
具
体
的
な
人
や
年
や
所
が
明

確
に
志
向
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
言
葉
の
上
で
う
け
と
る
他
の

者
に
は
、
そ
れ
が
特
定
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
以
外
、
何
ら
の
具
体
的
な
指
示

に
も
な
り
え
な
い
。
こ
れ
ら
は
、
現
代

語
の

「
だ
れ
だ
れ

(だ
れ
そ
れ
)

・
い
つ

い
つ
・
ど
こ
ど
こ

(ど
こ
そ
こ
)」

と

い
っ
た
不
定
の
用
法
と
は
異
な

っ
て
、
語

手
に
お
い
て
は
、
あ
く
ま
で
は
っ
き
り
特
定
さ
れ
な
が
ら
、
し
か
も
他
に
は
そ
れ

が
具
体
的
に
明
ら
か
に
な
ら
な
い
か
た
ち
で
あ
る
。
ソ
が
、
発
語
者
の
意
識
の
み

ヘ

へ

に
即
し
た
指
示
で
あ
る
ゆ
え
に
。
こ
こ
か
ら
逆
に
、
ソ
は
、

「
そ
れ
と
な
く
」
等

と
熟
語
化
も
す
る
よ
う
な
、
下
に
否
定

を
伴
う
か
た
ち
に
お
い
て
、
発
語
者
自
身

の
行
為
が
、
対
象
を
明
確
に
志
向
で
き
な
い
意
の
表
現
を
担
う
。

と

ヘ
へ

花

は
散
り
其

の
色
と
な
く
詠
む
れ
ば
む

な
し
き
空

に
春
雨
ぞ

ふ
る

(新
古
今
幽

式
子
内
親

王
)

ヘ

へ

思
ふ
事

さ
し
て
そ
れ
と
は
な
き
物

を
秋

の
夕

べ
を
心

に
ぞ
と
ふ

(
同

謝

宮
内
卿
)

　　
　　

ヘ
ヘ
へ

思
ふ
ど
ち

そ
こ
と
も
し
ら
ず
行
き
暮

れ
ぬ
花

の
宿
か

せ
野

べ
の
鶯

(同

82

藤
原
家
隆
)

必
ず
し
も
和
歌
独
特
の
表
現
で
は
な

い
け
れ
ど
も
、
こ
う
し
た
新
古
今
和
歌
の

場
合
な
ど
で
は
、
そ
れ
は
、
作
者
の
内
面
に
お
け
る
対
象

(
イ
メ
ー
ジ
)
の
成
立

を
否
定
す
る
か
た
ち
と
も
な

っ
て
い
る
。

「
そ
の
色
と
な
く
」

と
は
、
眼
に
と
ら

え
る
べ
き
色
が
な
い
こ
と
、
「
さ
し
て
そ
れ
と
は
な
き
」
と
は
、
指
し
て
そ
れ
と
、

思
う
対
象
が
な
い
ゆ
え
の
思
念
の
停
止
、

「
そ
こ
と
も
し
ら
ず
」
と
は
、
居
処
の

明
確
な
意
識
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
ど
こ
ま
で
も
発
語
者
が
み
ず
か
ら

相
対
峙
す
る
対
象
を
示
す
意
識
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
り
、
し
い
て
聞
手
の
領
域

と
い
っ
た
人
称
と
か
か
わ
ら
せ
る
必
要
性
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

以
上
、
現
実
の
場
を
共
有
し
て
い
る
話
手

・
聞
手
の
間
で
、
即
物

・
即
事
的
に

意
味
を
成
立
さ
せ
る
指
示
詞
が
、
言
葉
の
中
だ
け
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
文
脈
指

示
の
場
合
以
外
に
、
そ
の
指
示
の
は
た
ら
き
を
ど
う
展
開
す
る
か
の
概
略
を
た
ど

っ
て
き
た
。
以
下
さ
ら
に
、
コ

・
カ

(
ア
)

・
ソ
そ
れ
ぞ
れ
が
、
詩
歌
の
言
葉
と

し
て
ど
の
よ
う
に
成
立
し
、
ど
ん
な
意
味
を
喚
起
し
え
て
い
る
か
、
表
現
に
身
を

削

っ
た
人
々
の
言
に
つ
き
な
が
ら
、
み
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。

コ

の

場

合

ヘ

へ

や
む
か
り

よ

ひ
よ
ひ
の
露
ひ
え
ま
さ
る
こ
の
原

に
病
雁
お
ち
て
し
ば
し
だ

に
居
よ

(斎
藤
茂
吉

『
た
か
は
ら
』
所
収
)

こ
の
歌
を
め
ぐ

っ
て
、
作
者
斎
藤
茂
吉
と

「
潮
音
」
の
太
田
水
穂
と
の
間
で
熾

烈
に
展
開
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る

「
病
雁
」
論
争
の
中
で
、

「
こ
の
原
」
に
つ
い
て
、

茂
吉
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
自
作
を
弁
護
し
て
い
る
。

…
-

『
こ
の
原
』

に

つ
い
て
水
穂
評
し
て

い
ふ
。

『
こ
の
畷
野
と
見
ゆ
る
原

つ
場

の
冷
露

の
な
か
に
、
野
雁
な
ら
ば
ま
だ
し
も
病

気
し
て

ゐ
る
雁
を
舞
ひ
落
ち
さ
せ
よ
う

と
云

ふ
の
で
あ
る
か
ら
、
病
妄
想
も
甚
だ
し

い
』

『
こ
の
原
に
と
し
た
の
は
何
故

で
あ
る
か
。
こ
の
原
と

い
ふ
な
ら
ば
畷
野
と
も
、
た
だ

の
草
原
と
も
、
ま
た
林
木

の
原

と
も
動
く
の
で
、
雁
は
そ
の
特
性

を
発
揮
し
な

い
。
鴉
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で
も
四
十
雀

で
も

よ
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
と
に
、

「
こ
の
」
と
は
何
事
で
あ

る
か
。
平
生
抽
象
を
罵
署
す
る
斎
藤

に
も
似
合
は
ず

、
こ
の
大
切

の
三
句
目

へ
来
て
、

「
こ
の
原
に
」
な
ど
と
散

漫
な
言
葉
を

な
ら

べ
た
と
こ
ろ
到
底
本
気

の
沙
汰

と
は
思
は

れ
な

い
』

こ
れ
が
水
穂
の
評
で
あ
り
、
罵
署

な
の
で
あ
る
が
、
僕
は
少

し
く
馬
鹿
な
水
穂
に
言

つ

て
聴
か

せ
よ
う
。
『
こ
の
原
」

と
い
ふ
の
は
、
『
こ
の
目
前
の
葦

の
生
え
て
ゐ
る
原
』
と

い

ふ
意
味

で
あ
る
。

こ
の

『
原

』
を
ば

、
暖
野
と
か
、
た
だ

の
草
原

と
か
、
林
木

の
原
な
ど

と
聯
想
す
る

の
は
水
穂
が

愚
鈍
だ

か
ら
で
あ

る
。
そ

の
程
度

の
愚
鈍
鑑
賞
家

で
あ
る
水
穂

な
ど
は
、
到
底
僕

の

一
首
も
分
か
り

つ
こ
は
な
い
が
、
水
穂
よ
く
聴

け
。
雁

は
多
く
葦
な

ど
の
生

え
た
と

こ
ろ
に
ゐ
る
。
画
題
に
藍
雁

と
い
ふ
の
は
即
ち
そ
れ
で
あ

る
。

ま

た

古

来

、
雁

の
名
所

で
あ
る

『
原
』
が

い
か
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
と

い
ふ
こ
と
を
水
穂

は
少

し
く
勉
強

し
て
知
る

べ
き
で
あ
る
。

こ
こ
の
と
こ
ろ
を
水
穂
な
ら
ば

『
藍
原
』

な
ど

と
い

む

む

む

　
ワ

　

　

む

む

む

ふ
か
も
知

れ
ぬ
が
、
僕
は
さ
う

い
ふ

こ
と
は
云
は
な
い
。
僕
は
単
に
、

『
こ
の
原
』

と
い

　ふ
。
歌
人
と
し
て
の
力
量
に
雷
壌
の
差
別
の
附

く
の
は
、
既

に
こ
の

一
句
で
讃
明
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
…
…

(中
略
)
…
…

次
に
、

『
こ
の
原

の
』

の
な
か

の

『
こ
の
』
で
あ
る
が
、

こ
の
力
量
な
ど
は
、
到
底
水

穂
葦
の
思
ひ
だ
も
及

ぶ
技
法

で
は
な

い
。
水
穂
は

『
こ
の
』
を
散
漫
で
抽
象
的
だ
な
ど

と

い
ふ
が
、
こ
れ
ほ
ど
緊
密

で
具
体
的
な
句
法
は
な
い
の
で
あ

る
。

僕
の
歌

の

中

の

『
こ

の
』
は
、
既
に
和
歌

の
極
致

で
あ
り
、
写
生

の
妙

諦
で
も
あ
り
、
人
麿
に
も
比
す

べ
き
力

量
な

の
で
あ
る
。
然

る
に
僧
良
寛

の
力
量
は
既
に
こ
こ
の
点
を
悟
入
し
て
ゐ
た
の
で
、
僕

は
大
正

三
年
に
、
そ
の
良
寛

の
力
量
を
讃

へ
て
お

い
た
。

(「
太
田
水
穂
を
駁
撃
す
」
昭
和

5

。
印
は
茂

吉
。)

な

お

、

右

に

い
う

良

寛

の
場

合

と

は
、

つ
ぎ

の

言

の

こ

と
。だ

ろ

う

。

『
良
寛
和
歌
私
紗
』
(大
正
3
)
冒
頭
の

(
一
)

こ
の
宮

の
み
阪

に
見
れ
ば
藤
な
み
の
花

の
さ
か
り

に
な
り
に
け
る
か
も

や
し
ろ

『
こ
の
宮
』

と
い
ふ
の
は
良
寛
が
今
立

つ
て
ゐ
る
所

の
社
を

い
ふ
の
で
あ
る
。
題

な
り

こ
と
ば
が
き

詞
書
な
り

に
、

『
こ
の
』
に
相
当
す
る
固
有
名
詞
が
必
要
な
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
良
寛
は

其

を
平
気

で
書
か
ず
に
ゐ
る
。
も

つ
と
も
自
ら
歌
集

で
も
編
輯
し
た
な
ら
ば
必
ず
其
固
有

名

詞
を
書

い
た
ら
う
と
も
思
は
れ
る
。
『
こ
の
』

と
い
ふ
語

の
あ
る
歌

に
は
な
ほ
、

し
ら
ゆ
き

　

む

む

　

こ
の
宮

の
宮
の
み
阪

に
い
で
立
て
ば
白
雪

ふ
り
け
り

い
つ
か
し
が
上
に

(西
蒲
原
郡
渡

部
の
社
に
て
)

こ
し
た

は
る

び

　

　

む

　

こ
の
宮

の
森

の
木
下
に
子
ど
も
等
と
遊
ぶ
春
日
は
暮
れ
ず
と
も
よ
し

(和
亭
の

画
の
讃
)

籏

駄

秋
萩
す
す
き
手
折
り
も
て
融

の
仏
に
た
て
ま
つ
ら
ば
や

(国
上
山
お

と
み
や

)

な
ど
が
あ

る
。
以
上

の
三

つ
の
例
歌

の
中
で
、
第

一
の
場
合
と
第
三
の
場
合
は
ち
や
ん

と

固
有
名
詞
が
詞
書

の
な
か
に
書

い
て
あ
る
。
第
二
の
場
合
は
画
に
讃

し
た

の
で
あ
る
か
ら

矢
張
り

一
定

の
場
処
を
指
示
し
て
ゐ
る
。
面
倒
な
固
有
名
詞
を
歌
の
な
か

に
詠
み
込
ま

な

い
で
、
『
こ
の
』

な
ど

の
代
名
詞
を
使

ひ
、
固
有
名
詞

は
詞
書
の
方
に
書
く
と

い
ふ
事

は
、

作

歌
に

一
苦
労

し
た
者
で
な
け
れ
ば
出
来
な

い
事

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
茂
吉
の

「
こ
の
」
に
対
す
る
見
解
は
、
大
正
三
年
と
昭
和
五
年
と

で
は
、
か
な
り
変
化
を
み
せ
て
い
る
。

つ
ま
り
、

『
良
寛
和
歌
私
紗
』
で
は
、
詠

み
込
む
に

「
面
倒
な
固
有
名
詞
」
は
詞
書
に
お
い
て
、
歌
中
に
は

「
こ
の
」
を
使

う
と
い
う
の
に
対
し
て
、
「
病
雁
」
の
歌
の
「
こ
の
」
は
固
有
名
詞
を
詞
書
に
お
い

た

「
こ
の
」
で
は
な
い
。
(因
み
に

『た
か
は
ら
』
所
収
の
こ
の
歌
の
詞
書
は

「病
雁
」
。)

そ
れ
は
、

「
こ
の
目
前

の
葦
の
生
え
て
ゐ
る
原
」
の
意
だ
と
い
う
よ
う
に
、
病
雁

ヘ

へ

が
落
ち
て
休
む
べ
き

「原
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
お
の
ず
か
ら
明
確
に
特
定
す
る
は

た
ら
き
を
す
る
の
だ
と
強
調
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
茂
吉

の
こ
の
歌
に
お
い
て
は
、

「よ
ひ
よ
ひ
の
露
ひ
え
ま
さ

る
」
と
い
う
限
定
句
が
先
立
て
ら
れ
て
い
る
以
上
、
「
こ
の
原
」
は
、
「
葦
原
」
を

想
起
さ
せ
る
以
前
に
、

「
よ
ひ
よ
ひ
の
露
ひ
え
ま
さ
る
原
」
を
あ
ら
た
め
て
み
ず

か
ら
の

「
目
前
」
に
特
示
す
る
は
た
ら
き
を
こ
そ
つ
よ
く
出
す
だ
ろ
う
。
「
こ
の
」

が
、

「緊
密
で
具
体
的
な
」
自
然

・
自
己

一
元
の

「
写
生
の
妙
諦
」
と
い
う
な
ら

ヘ

ヘ

へ

ば

、

む

し

ろ

、

現

に

み
ず

か

ら

の
立

つ
と

こ

ろ

(原
)
を

示

す

も

の

と

し

て

の
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「
こ
の
」
の
は
た
ら
き
ー

「
目
前
の
」
と
い
う
と
こ
ろ
を
強
調
す
べ
き
で
あ
る

よ
う
に
思
う
。

「
病
雁
」
論
争
に
お
い
て
、
水
穂
の
指
摘
す
る
芭
蕉
の
句

「
病
雁
の
夜
寒
に
落

て
旅
寝
か
な
」
と
の
関
係
を
、
茂
吉
は
む
き
に
な

っ
て
否
定
し
、
和
歌
や
漢
詩
な

ど
の
過
去
の
詩
的
表
現
全
般

の
伝
統
の
上
に
た
つ
こ
と
を

つ
よ
く
主
張
す
る
が
、

こ
の
場
合
茂
吉
が

芭
蕉
の
句
か
ら
詩
想
を

得
て
い
る

(意
識
的
に
せ
よ
無
意
識
的
に

せ
よ
)
の
は
、
否
み
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
芭
蕉
は
、

へ此
梅
に
牛
も
初
音

と
鳴

つ
べ
し

に

は

じ
ま

っ
て
、

最

晩

年

の
、

へ此
道
や
行
人
な
し
に
秋
の
暮

に
至

る
ま

で

、

た
。

(延
宝

4

『
江
戸
両
吟
集
』
発
句
)

(元
禄

7

詞
書

「
所
思
」
)

茂
吉
以
上
に
指
示
詞

コ
の
表
現
性
に
対
し
て
心
を
く
だ

い

て

い

へ此
あ
た
り
目
に
見

ゆ
る
も

の
は
皆
涼
し

へ此
山
の
か
な
し
さ
告
よ
野
老
掘

ヘ

へ

こ
の
ほ
ど
を
花
に
礼

い
ふ
わ
か
れ
哉

へ

何
に
此
師
走
の
市
に
ゆ
く
か
ら
す

へ此
秋
は
何
で
年
よ
る
雲
に
鳥

(
元
禄
元

詞
書

「
十

八
楼

の
記
」
)

(
元
禄

元

詞
書

「
菩
提
山
」
)

(
元
禄
元

詞
書

「
旅
立
日
」
)

(元
禄
2
)

(
元
禄

7

詞
書

「
旅
懐
[
)

む
ろ
ん
、
芭
蕉
は
、
自
作
の
言
葉
遣
い
に
つ
い
て
逐

一
解
説
を
遺
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、「
此
山
の
」
の
句
の
「
山
寺
の
か
な
し
さ

つ
げ
よ
蘇
ほ
り
」

か
ら
の
改
案
や
、

『
去
来
抄
』
が
伝
え
る
其
角
の
句

「此
木
戸
や
錠
の
さ
～
れ
て

冬
の
月
」
に
対
す
る

『猿
蓑
』
入
集
に
際
し
て
の
改
訂
指
示
な
ど
に
よ
っ
て
、
そ

の
こ
と
は
十
分
推
察
で
き
る
。

『去
来
抄
』
は
、
芭
蕉
の
コ
に
対
す
る
見
解
の
周
辺
を
、

て
い
る
。

つ
ぎ
の
よ
う
に
伝
え

へ此
木
戸
や
錠

の
さ
～
れ
て
冬

の
月

其
角

『
猿
み

の
』
撰

の
時
、
此
句
を
書
き
お
く
り
、
下
を
冬
の
月

・
霜

の
月
、
置
き
煩

ひ
侍

シ
バ
ノ

る
よ
し
、
き

こ
ゆ
。
然

る
に
、
初
め
文
字

つ
ま
り
て
、
柴
戸
と
読

め
た
り
。
先
師

曰
く
、

「
角
が
、
冬

・
霜
に
煩

ふ
べ
き
句

に
も
あ
ら
ず

」
と
て
、
冬
の
月

と
入
集
せ
り
。
其
後
、

大
津
よ
り
先
師
の
文
に

「
柴
戸

に
あ
ら
ず
、
此
木
戸
也
。
か
か
る
秀
逸
は

一
句
も
大
切
な

れ
ば
、
た
と

へ
出
板

に
及
ぶ
と
も
、

い
そ
ぎ
改
む
べ
し
」
と
也
。
凡
兆

曰
く

「
柴
戸

・
此

木
戸
、
さ

せ
る
勝
劣
な
し
」
。

去
来
曰
く

「
此
月
を
柴

の
戸
に
寄

せ
て
見
れ
ば

、
尋
常

の

気
色
也
。
是
を
城
門
に
う

つ
し
て
見
侍
れ
ば
、
其
風
情
あ
は
れ
に
物
す

ご
く
、

い
ふ
ば
か

り

な
し
。
角
が
、
冬

・
霜

に
煩

ひ
け
る
も

こ
と
は
り
也
」
。

こ
の
、
さ
い
ご
の
去
来
の
見
解
は
、
茂
吉
の

「
こ
の
原
」
が
お
の
ず
か
ら

「葦

原
」
で
あ
る
と
い
う
見
解
と
き
わ
め
て
ち
か
い
。

「
錠
の
さ

＼
れ
て
冬
の
月
」
の

風
情
が
、
「
此
木
戸
」
を
お
の
ず
か
ら

「
城
門
」
に
限
定
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
此
木
戸
」
が
ど
の
よ
う
な
木
戸
で
あ
る
か
の
イ
メ
ー
ジ
を
、

一
句
に
お
け
る

他
語
と
の
意
味
関
係
に
お
い
て
深
め
る
の
は
、
た
し
か
に
鑑
賞
者
の
力
量
し
だ

い

ヘ

へ

で
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

「
こ
の
木
戸
」
と
は
、
ど
こ
ま
で
も
城
門
や
山
門
と

い
っ
た
違
い
以
前
の
、
目
前
に
み
ず
か
ら
と
距
離
を
お
く
こ
と
な
く

あ

る
木

戸

ー

冷
た
い
冬
の
月
か
げ
の
も
と
、
み
ず
か
ら
の
前
に
た
だ
に
と
ざ
さ
れ
て
あ
る

ヘ

へ

門

を

示

す

。

「
こ

の
」

が

、

一
般

に

、

「
緊

密

で

具

体

的

」

(茂
吉
)

と

か
、

「
『
山

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

寺
の
』
よ
り
も

一
層
迫

つ
た
感
じ
を
与

へ
る
。」
(頴
原
退
蔵

『芭
蕉
俳
句
新
講
』
〈
「此

山
の
か
な
し
さ
告
よ
」
の
句
の
解
。〉
)

と
か
い
わ
れ
る
の
は
、

つ
ま
り
は
そ
の
距
離

感
の
な
さ
の
感
じ
で
あ
る
。
「
此
道
や
行
人
な
し
に
秋
の
暮
」
の

「
こ
の
道
」
が
、
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あ
く
ま
で
目
前
の
暮
秋
の
夕
映
の
中
に
現
在
す
る
道
を
い
い
な
が
ら
、

「
所
思
」

と

題

さ

れ

て
、

芭

蕉

の

「
こ

の

一
筋

」

(『
笈

の
小
文
』
)
ー

み
ず

か

ら

の

内

な

る

道
に
通
徹
す
る
の
は
、

コ
の
そ
の
よ
う
な
指
示
性
ゆ
え
で
あ
る
。

『
去
来
抄
』
に
は
、
今
ひ
と
と
こ
ろ
、
芭
蕉
が
俳
譜
に
お
け
る
コ
の
表
現
性
を

い
か
に
み
て
い
た
か
を
伝
え
る
部
分
が
あ
る
。

ヘ

へ

岩
鼻
や

こ
～
に
も

ひ
と
り
月

の
客

去
来

先
師
上
洛
の
時
、
去
来

曰
く

「
洒
堂
は
此
句
を
月
の
猿
と
申

し
侍
れ
ど
、
予
は
客

勝
り

な
ん
、
と
申
す
。

い
か
ゴ
侍

る
や
」
。
先
師
日
く

「
猿
と
は
何
事
ぞ

。
汝
、
此
句
を

い
か
に

お
も

ひ
て
作
せ
る
や
」
。

去
来
曰
く

「
明
月
に
乗
じ
山
野
吟
歩

し
侍
る
に
、
岩

頭
又

一
人

の
騒
客
を
見
付
け
た
る
」

と
申
す
。
先
師
曰
く

「
こ
～
に
も

ひ
と
り
月
の
客
と
、
己
と
名

乗
り
出
た
ら
ん
こ
そ
、
幾
ば
く

の
風
流
な
ら
ん
。
た
団
自
称

の
句
と
な
す

べ
し
。
此
句

は

我
も
珍
重
し
て

『
笈

の
小
文
』

に
書
き
入
れ
け
る
」

と
な
ん
。
予
が
趣
向

は
、
猶

二
一二
等

も
く
だ
り
侍
り
な
ん
。
先
師

の
意
を
以
て
見
れ
ば

、
少

し
狂
者

の
感
も
有

る
に
や
。

去
来
が
、

「
こ
こ
」
を
、
た
だ

「岩
鼻
」
を
文
脈
指
示
的
に
あ
ら
た
め
て
指
し

直
す
語
と
し
て
い
た
の
に
対
し
、
芭
蕉

は
、
そ
れ
を
み
ず
か
ら
の
居
処
を
じ
か
に

へ

指
す
も
の
だ
と
み
る
。

「
こ
こ
」
は
あ
く
ま
で
吾
れ
を
主
と
す
る
指
示
で
あ
り
な

へ

が
ら
、
そ
の
吾
れ
が
ま
た
、
月
に
対
し
て
は
客
で
あ
る
と
い
う
、
月
と
吾
れ
と
の

主
客
の
重
層
交
換
が
、

つ
ま
り
は

「風
流
」
だ
ろ
う
。
皓
々
と
照
り
わ
た
る
月
か

ヘ

へ

げ

に

融

け

合

い

な
が

ら

、

そ

の

一
点

(岩
鼻
)

に
在

る
自

己

の

「
こ

こ
に

も

ひ
と

り

」

と

い
う

つ

つ
ま

し

い
客

と

し

て

の
名

の
り

ー

。

「
こ

こ
」

と

指

さ

れ

る
岩

鼻

は
、

乾

坤

間

の

一
処

で

あ

る

と

と

も

に

、

み
ず

か

ら

の

こ
の

一
瞬

の
在

り

処

で
あ

る
。

ま

た
、

「
山

寺

の

か

な

し

さ
告

げ

よ
」

と

す

れ

ば

、

そ

の

「
か

な

し

さ

」

は
ど

こ
ま

で
も

「
山

寺

」

の

み
帰

す

る

も

の

で

あ

る

へ

が

、

「
こ

の
山

の
か

な

し

さ

告

げ

よ

」

と

す

れ

ば

、

そ

れ

は

「
山

の

か

な

し

さ
」

で
あ
る
と
と
も
に
、
現
に
み
ず
か
ら
に
感
じ
て
も
い
る

「か
な
し
さ
」
の
い
わ
れ

を
問
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
芭
蕉
は
、
そ
う
し
た
コ
の
表
現
性
に
と
り
わ
け
自

覚
的
だ

っ
た
。
そ
れ
は
、
即
物

・
即
事
的
に
成
立
す
る
言
葉
が
お
の
ず
と
発
語
者

の
心
を
も
映
し
出
す
俳
譜
の
言
葉
の
成
立
す
る
位
置
を
、

コ
が
も

っ
と
も
象
徴
的

に
あ
ら
わ
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
み
ず
か
ら
の
現
存
在
に
密
着
し

た
指
示
性
は
、
「
乾
坤
の
変
」
の

一
点
を
刹
那
に

「言
ひ
と
め
」
る
(「赤
隻
紙
」)
こ

と
の
か
ろ
う
じ
て
可
能
な
、
唯

一
の
言
葉
で
も
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ア

の

場

合

ヘ

へ

を
と
と
ひ
は
あ

の
山

こ
え

つ
花
盛
り

去
来

「
此

道

や
行

人

な

し

に
秋

の
暮

」

の

「
こ

の
道

」

に

、

一
般

に

よ

く

「
俳

譜

の

正

道

」

と

い

っ
た
意

が

汲

ま

れ

る

の

は
、

コ
の

は

た

ら

き

も

さ

な
が

ら
、

「
道

」

ヘ

へ

と
い
う
語
の
も

つ
儒
道

・
仏
道
以
来
の
伝
統
的
な
意
味
か
ら
く
る
も
の
で
あ
る
の

は
い
う
ま
で
も
な
い
。
と
こ
ろ
で
、

「道
」
よ
り
も
、
い
っ
そ
う
日
本
本
来
の
風

土
と
生
活
に
即
し
て
成
立
し
、
い
わ
ば
求
道
的
な
ひ
び
き
、
あ
る
い
は
異
郷

へ
の

あ

つ
い
想
い
を
育
ん
で
き
た
表
現
に
、

「
山
越
ゆ
」
が
あ
る
。
そ
し
て
、

「
道
」

が
、
足
下
に
歩
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
ゆ
え
に
コ
と
指
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
に
対

し
て
、

「
山
越
ゆ
」
の

「山
」
は
、
は
る
か
に
望
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
ゆ
え
に
ア

(
注
1
)

、

(
カ
)

の
指

示

を

う

け

や

す

い
も

の
だ

っ
た

。
冒

頭

の
句

の

「
あ

の
山

越

え

つ
」

は

、

し

た

が

っ
て

、

そ

う

し

た
伝

統

的

な

意
味

を
曳

き

、

か

つ
、

「
は

じ

め

に

」

で

述

べ
た

よ

う

に

イ

メ

ー

ジ

と

し

て
成

立

し
が

ち

な

ア

(
カ
)

の
指

示

傾

向

に
よ

っ
て

、

た

と

え

ば

す

ぐ

、

面
影

に
花

の
姿
を
先
立
て

～
幾
重
越
え
来
ぬ
峯

の
白
雲

(
俊
成
)

年
た
け

て
又

こ
ゆ

べ
し
と
思
ひ
き
や
い
の
ち
な
り
け
り
さ
夜

の
中
山

(
西
行
)
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な
ど
の
、
過
去
の
表
現

へ
の
連
想
と
そ

の
暗
喩
を
生
む
も
の
だ
ろ
う
。
『
去
来
抄
』

に
よ
れ
ば
、
芭
蕉
は
、
こ
の
句
に
つ
い
て
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
去
来
に
文
を
書
き
送

っ
て
い
る
。

或
は
吉
野
を
花
の
山
と
い
ひ
、
或
は
是
は
く

と
ば

か
り

と
聞

え
し
に
魂
を
奪
は
れ
、
又

は
其
角
が
、
桜
さ
だ

め
よ

と
い
ひ
し
に
気
色
を
と
ら
れ
て
、
吉
野

に
ほ
句
も
な
か
り

き
。

只
、

一
昨
日
は
あ
の
山

こ
え

つ
と
、

日
々
吟
じ
行
き
侍

る
の
み
。

ヘ

へ

た
だ
、

「
を
と
と
い
は
」
と
い
う
具
体
的
に
生
き
ら
れ
た
と
き
の
限
定
が
、
か

ろ
う
じ
て

「
あ
の
山
越
え
つ
」
を
、
そ
の
よ
う
な
言
葉
の
伝
統
的
な
意
味
合
の
暗

喩
か
ら
は
た
ち
切

っ
て
、
現
実
に
眺
望

さ
れ
て
い
る
花
盛
り
の
山
に
即
し
た
意
味

を
成
立
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
点
で
、

ヘ

へ

か
の
山

を
ひ
と
り
さ
び
し
く
越
え
ゆ
か
む
願

を
も
ち
て
わ
れ
老

い
む

と
す

(
斎
藤
茂
吉

『
石
泉
』
所
収

詞
書

「
熱
海

に
て
」
)

の

「
か
の
山
」
が
、

「越
え
ゆ
か
む
」

と
い
う
願
望
の
対
象
と
し
て
の
観
念
的
意

味
合
を
濃
く
出
し
て
い
る
の
と
は
異

な

っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ア

(
ヵ
)

の
、
と
か
く
観
念
的
な
抽
象
性
を
も
ち
や
す
い
、
は
る
か
に
望
ま
れ
る
も
の
へ
の

指
示
は
、
和
歌

・
俳
譜
と
い
っ
た
伝

統
詩
よ
り
も
、
近
代
詩
の
志
向

す

る
世

界

に
、
よ
く
生
か
さ
れ
た
例
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
。

言
葉
な
き
歌

ヘ

へ

あ
れ
は
と
ほ
い
い
処

に
あ
る

の
だ
け
れ
ど

お
れ
は
此
処

で
待

つ
て
ゐ
な
く
て
は
な
ら
な

い

此
処
は
空
気
も

か
す
か

で
蒼
く

あ
は

葱

の
根

の
や
う
に
灰

か
に
淡

い

中
原

申
也

決
し
て
急

い
で
は
な
ら

な
い

此
処
で
十
分
待

つ
て
ゐ
な
け
れ
ば

な
ら
な

い

む

す

め

め

処
女
の
眼
の
や
う
に
遙
か
を
見
遣

つ
て
は
な
ら
な
い

た
し
か
に
此
処
で
待

つ
て
ゐ
れ
ば

よ

い

ヘ

へ

そ
れ
に
し
て
も
あ

れ
は
と
ほ

い
い
彼
方
で
夕
陽

に
け

ぶ
つ
て
ゐ
た

フ

ル
ト

ね

号
笛

の
音
の
や
う
に
太

く
て
繊
弱
だ

つ
た

け
れ
ど
も
そ
の
方

へ
駆
け
出
し
て
は
な
ら
な

い

た
し
か
に
此
処
で
待

つ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

さ
う
す
れ
ば

そ
の
う
ち
喘
ぎ
も
.平
静
に
復
し

ヘ

ヘ

へ

た
し
か
に
あ
す
こ
ま
で
ゆ
け

る
に
違
ひ
な

い

ヘ

へ

し
か
し
あ
れ
は
煙
突

の
煙

の
や
う
に

と
ほ
く
と
ほ
く

い
つ
ま
で
も
茜

の
空

に
た
な
び

い
て
ゐ
た

(
昭
和

11

『
在
り
し
日
の
歌
』
所
収
)

中
原
中
也
に
関
す
る
多
く
の
論

・
評
が
、
ふ
れ
な
い
で
す
ま
す
こ
と
の
で
き
な

い
こ
の
詩
は
、
ア
の
詩
的
表
現
力
を
い
っ
き

ょ
に
完
結
さ
せ
て
し
ま

っ
た
感
が
あ

る
。
こ
の
詩
の

「
あ
れ
」
が
何
を
指
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
中
原
訳
出
の

『
ラ

ン
ボ
ォ
詩
集
』
後
記
に
み
え
る

「謂
は
ば
凡
ゆ
る
風
俗
凡
ゆ
る
習
慣
以
前

の
生
の

原
理
で
あ
り
、
そ
れ
を

一
度
洞
見
し
た
以
上
、
忘
れ
ら
れ
も
し
な
い
が
又
表
現
す

る
こ
と
も
出
来
な
い
、
恰
も
在
る
に
は
あ
る
が
行
き
道
の
分
ら
な
く
な
つ
た
宝
島

の
如
き
」
「
生
の
原
型
」

で
あ
ろ
う

(大
岡
昇
平

『中
原
中
也
』)
と
い
わ
れ
、

あ
る

い
は

「
詩
人
が
生
涯
求
め
続
け
た
永
遠
の
形
而
上
学
的
世
界
で
は
な
い
か
。」

(阪

本
越
郎

中
央
公
論
版

『日
本
の
詩
歌
23
』
鑑
賞
)
と
い
わ
れ
、

あ
る
い
は

『
山
羊
の

歌
』
巻
末
詩
の

「
い
の
ち
の
声
」
に
み
え
る

「無
私
の
境
」
に
関
連
さ
せ
て
語
ら

れ
た
り
す
る

(北
川
透

『中
原
中
也
の
世
界
』)
が
、

結
局
は
、
こ
の
詩
の
時
点
で
、
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「
あ
れ
」
と
指
す
以
上
に
は
言
う
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

つ
と
に
中
原
は
、

「
私
が
今
仮
り
に
神
の
全
て
を
見
知
し
た
と
す
る
。
然
し
私

は
そ
れ
を
表
現
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
だ
。
何
故
と
云
つ
て
神
は

絶

対

で

あ

り
、
私
の
表
現
は
相
対
的
に
行
は
れ
る
の
み
だ
か
ら
で
あ
る
…
…

(申
略
)

…
…

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

併
し
、
辛
じ
て
詩
人
は
神
を
感
覚
の
範
囲
に
於
て
歌
ふ
術
を
得
る
の
だ
。
」

(「地

上
組
織
」
大
正
14
?
)

「芸
術
と
は
、

自
然
の
模
倣
で
は
な
い
、

神
の

模
倣

で
あ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

る

!
」

(
「
河
上
に
呈
す

る
詩
論
」
昭
和
4
)

「
ゆ

ふ
が

た

、

空

の
下

で

、

身

一
点

に
感

ヘ

ヘ

ヘ

へ

じ

ら

れ

れ

ば

、

万

事

に
於

て
文

句

は
な

い

の
だ

。
」

(
「
い
の
ち

の
声
」
昭
和
5
?
)
(傍

点

は
木
村

。)

な

ど

と

い

っ
て

い

る
。

そ

し

て
、

風
が
立
ち
、
浪
が
騒
ぎ
、

無
限
の
前

に
腕

を
振

る
。

か
ん

く
れ
な
ゐ

そ

の
間
、
小

さ
な
紅

の
花
が
見
え
は
す
る
が
、

そ
れ
も

や
が

て
は
潰
れ
て
し
ま
ふ
。

(「
盲
目

の
秋
」
よ
り

昭
和

5
)

そ
れ
で
は
空

の
歌
、
朝
、
高
空

に
、
鳴
響

く
空

の
歌

と
で
も

い
ふ
の
で
あ
ら
う
か
?

(
「
い
の
ち

の
声
」
よ
り

昭
和

5
?
)

海
に
ゐ
る
の
は
、

ヘ

へ

あ
れ
は
人
魚

で
は
な
い
の
で
す
。

海

に
ゐ
る
の
は
、

ヘ

へ

あ
れ
は
、
浪
ば

か
り
。

砂
漠

の
中

に
、

火
が
見

え
た
!

ヘ

へ

あ
れ
は
、
な
ん
で
が

な

(「
北

の
海
」
よ
り

昭
和

10
)

あ

つ
た
ら
う
か
?

(
「砂
漠
」
よ
り

昭
和

10
～

12
)

な
ど
と
、
繰
り
返
し
、
そ
の

「詩
の
限
界
」

へ
の
謙
抑
な
自
覚
に
た

っ
て
、
求
め

て
い
る
も
の
、
感
じ
ら
れ
た
も
の
の
表
現
化
を
試
み
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、

「
紅

の
花
」
と
い
い
、
「
空
の
歌
」
と
い
い
、

「人
魚
」
と
い
い
、

「火
」
と
い
っ
て
み

て
み
て
も
、

そ
れ
は
結
局
、

相
対
化
し
た
い
わ
ば

「
此
処
」

の
言
葉
で
し
か
な

い
。
疑
問
符
を
つ
け
た
り
、
す
ぐ
打
消
し
た
り
す
る
の
は
そ
の
ゆ
え
で
あ
る
。
そ

の
よ
う
に
、

「あ
れ
」
と
指
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
い
く
ら

「
そ
の
方

へ
駆
け
出

し
」

「喘
ぎ
」
求
め
て
も
ど
う
し
よ
う
も
な
く
、
た
だ

「
此
処
で
待

っ
て
ゐ
な
く

て
は
な
ら
な
い
」
も
の
だ
と
い
う
の
が
、
あ
ま
り
に
若
い
晩
年
の
痛

々
し
い
諦
観

だ

っ
た
。
そ
れ
は
、
か
ろ
う
じ
て

「歌
」
う
こ
と
は
で
き
て
も
、
も
と
も
と

「
此

処
」
に
お
い
て
は

「言
葉
な
き
」
も
の
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

一
般
に
、

「生
の
原
型
」
と
か

「野
情
の
原
型
」
等
と
い
わ
れ
る
ば
か
り
で
具

体
的
な
名
辞
を
と
り
え
な
い
と
さ
れ
る
も
の
、
あ
る
い
は
こ
の
世
な
ら
ざ
る
も
の

を
指
し
て

つ
か
わ
れ
る
ア
の
指
示
は
、
お
の
ず
か
ら
観
念
的
抽
象
的
な
ひ
び
き
を

も

っ
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
繰
り
返
し
使
わ
れ
る
う
ち
、
た
と
え
ば
、
分
銅

惇
作

『
中
原
中
也
』
(講
談
社
現
代
新
書
)
に
、
コ
言
葉
な
き
歌
」

へ
の
影
響
を
指
摘

ヘ

へ

さ
れ
て
引
か
れ
て
い
る
佐
藤
春
夫
の

「風
流
論
」

に

み
え
る

「
あ
れ
」
の
よ
う

に
、
か
ぎ
か

っ
こ
付
き
で
示
さ
れ
る
よ
う
な
、
指
示
と
い
う
よ
り
半
ば
そ
う
し
た

も
の
へ
の
名
辞
に
化
し
た
観
念
性
で
も
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
中
原
中
也
に
お
い
て
は
、
「神
秘
を
感
じ
て
魂
の
愉
悦
を
覚
え
る
」

ヘ

へ

(
「我
が
詩
観
」
昭
和
11
)

と

い
う

よ

う

に
、

そ

れ

は

、

た

し

か

に
感

覚

せ
ら

れ

る
も

の
、
「
言

葉

な
き

歌

」
の
場

合

で

い
え

ば

「
と

ほ

く

と

と

ほ

く

、

い

つ
ま

で
も

茜

の

ヘ

へ

空

に
た

な

び

い
て
」

見

え

た

も

の
だ

っ
た

。

こ

の
、
空

に
「
た
な

び

く

」
も

の

の
幻

視

は

、

同
時

期

の

「
曇

天

」

(昭
和
11
)

に
も

、
「
あ

る
朝

僕

は

空

の

中

に
、
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/
黒
い

旗
が

は
た
め
く
を

見
た
。
」

と
、

暗

い
負
の
か
げ
を
伴

っ
て
空
に

「
は
た
め
く
」
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
、
北
欧
ノ

ル
ウ
ェ
ー
の
画
家

エ
ド
ヴ

ァ
ル
ト

・
ム
ン
ク
の
十
九
世
紀
末
の
絵

「絶
望
」

「
メ

ラ
ン
コ
リ
」
「
叫
び
」
「不
安
」
な
ど
に
み
え
る
帯
状
に
波
う
つ
空
や
海

の
形
象
と

の
類
似
が
連
想
さ
れ
、
お
そ
ら
く
、
生
の
根
源
へ
の
思
い
に
心
神
を

痛

め

た

者

(
注
2
)

に
、
し
ば
し
ば
あ
ら
わ
れ
る
幻
覚

(と
、
い
わ
ゆ
る
正
常
者
は
思
う
が
)
で
あ

っ

た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
限
り
で
、
少
く
と
も
中
原
中
也
に
お
い
て
は
、
た
な
び
く

ヘ

へ

あ
れ
、
は
だ
め
く
黒
旗
は
、
言
葉
の
上

で
の
象
徴
的
な
技
巧
な
ど
で
は
な
く
、
現

に
た
し
か
に
見
え
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
空
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
て
い

へ

る
の
は
、

「
し
か
は
あ
れ

こ
の
魂
は

い
か
に
と
な
る
か
?
/
う
す
ら
ぎ
て
空
と

ヘ

へ

な

る
か

?

」

(「
臨
終
」
)

「
あ

～

空

の
奥

空

の
奥

。
」

(
「
憔
惇
V
」
)

「
流

よ
、

淡

へ

き

嬌
蓋
よ
、
/
な
が
れ
て

ゆ
く
か

空
の
国
?
」
(「春
の
日
の
歌
」)
「
そ
の
声

ヘ

へ

は
、
空
よ
り
来
り
、
/
空

へ
と
去
る
の
で
あ
ら
う
?
」
(「蛙
声
」)
な
ど
か
ら
う
か

が
わ
れ
る
カ
ソ
リ
ッ
ク
的
な
神

へ
の
志
向
に
根
ざ
す
、
た
え
ざ
る
空

へ
の
思
念
が

あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

「言
葉
な
き
歌
」

の

「
あ
れ
」
が
指
し
て
い
る
も
の
の
も

つ
、
現
実
指
示
的
な
不
思
議
な
実
在
感
は
、
お
そ
ら
く
そ
こ
か
ら
来
て
い
る
。
し

た
が

っ
て
、
そ
の

「あ
れ
」
は
、
中
原

が

「
身

一
点
に
感
じ
」
、

そ
れ
ゆ
え
に
求

め
つ
づ
け
た
絶
対
の
表
現
に
、
も

っ
と
も
近
づ
き
え
た
言
葉
だ

っ
た
と
い
う
こ
と

も
で
き
る
だ
ろ
う
。

中
原
中
也
の
晩
年
と
ほ
ぼ
相
重
な
る
時
期
、
昭
和
の
将
情
の
も

っ
と
も
純
粋
な

部
分
を
担

っ
だ
雑
誌

『
四
季
』

の
草
創
期
に
、
い
っ
そ
う
短
い
詩
作
の
生
を
そ
こ

に
托
し
た
立
原
道
造
は
、
そ
の
詩
の
中

に
、
格
別
の
想
い
を
こ
め
た
多
く
の
ア
の

指
示
を
用

い
た
詩
人
で
あ
る
。

ど
う
ぞ

も
う

一
度

帰

っ
て
お
く
れ

青

い
雲

の
な
が
れ
て
ゐ
た
日

ヘ

へ

あ
の
昼
の
星

の
ち
ら

つ
い
て
ゐ
た
日
…
…

ヘ

ヘ

ヘ

へ

あ
の
日
た
ち

あ

の
日
た
ち

帰

つ
て
お
く
れ(「

夏
花
の
歌

お
ぼ
え
て
ゐ
た
ら
!

私
は
も
う

一
度

か

へ
り
た

い

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ど
こ
か
?

あ

の
場
所

へ

(
あ
の
記
憶
が
あ

る

私
が
待
ち

そ
れ
を

し
つ
か
に
諦
め
た
ー

)

ヘ

ヘ

へ

あ
れ
ら
は
ど
こ
に
行

つ
て
し
ま

つ
た
か
?

な
ん
に
も
持

つ
て
ゐ
な
か

つ
た
の
に

み
ん
な

と
う
に
な
く
な
つ
て
ゐ
る

ど

こ
か

と
ほ
く

知
ら

な
い
場
所

へ

(中
略
)

ヘ
ヘ
へ

時

の
あ
ち
ら
に

あ
の
青
空

の
明
る

い
こ
と
1

ひ

と

や

こ
ん
な
に
も

牢

屋
め
い
た
部
屋
う
ち
を

ヘ

ヘ

へ

あ
ん
な
に

御

堂
の
や
う

に

き
ら
め
か
せ

ヘ

へ

あ

の
音
楽
は
ど
こ

へ
行

つ
た
か

ヘ

へ
か

た

ち

あ

の
形
象
は
ど

こ
へ
過
ぎ
た
か

そ
の
二
」
よ
り

昭
和
11
)

(
「
夏
の
弔
ひ
」
よ
り

昭
和

11
)

(「
真
冬

の
夜
の
雨

に
」
よ
り

昭
和

11
)

は
た
め
か

せ(「
朝
や
け
」
よ
り

昭
和
11
)

多
く
を
引
く
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
と
く
に
昭
和
十

一
年
作
の
も
の
に
顕
著
な

こ
れ
ら
ア
の
指
示
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
詩
人
の
実
生
活
に
即
す
れ
ば
、
昭
和
十
年
夏

の
浅
間
山
麓
で
の
ひ
と
と
の
出
会
い
と
別
れ
と
い
う
、
特
定
の
体
験
を
ふ
ま
え
て

あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
硝
子
細
工
の
よ
う
に
あ
や
う
い
言
葉

で
構
築
さ
れ
た
、
き
わ
め
て
抽
象
的
観
念
的
な
好
情
を
た
た
え
る
立
原
の
詩
の
中
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で
、
ア
も
ま
た
、
直
接
具
体
的
な
何

か
を
指
す
と
い
う
よ
り
、
う
し
な
わ
れ
た
も

の
、
か
え
ら
ざ
る
と
き

へ
の
哀
惜
の
み
を
抽
象
的
に
担

っ
て
成
立
し
て
い
る
。
た

だ
、
右
の
場
合
に
、
病
を
え
て
か
ら

の
死
の
前
年
の
詩
に
み
ら
れ
る
つ
ぎ
の
よ
う

な
ア
の
指
示
を
対
比
す
れ
ば
、

「時

の
あ
ち
ら
」
と
し
て
の
志
向
が
、
詩
人
の
中

で
大
き
く
円
環
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
だ
ろ
う
。

ヘ

へ

あ

の
や
う
に

ヘ

へ

あ

の
雲
が

赤
く

光

の
な
か
で

死
に
絶

え
て
行

っ
た

i

し
あ
は

せ
は

ど

こ
に
あ
る
?

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

山

の
あ
ち
ら

の

あ
の
青

い
空
に

そ
し
て

そ
の
下

の

ち
ひ
さ
な

見
知
ら
な
い
村

に

(
「
落
葉
林

で
」

よ
り

昭
和

12
1

13
?
)

ど
こ
か
と
ほ
く
で

暗

い
て
ゐ
る

鳥

私
ら
は

星

の
光

の
方
に

眼
を
投
げ

て
ゐ
る

ヘ

ヘ

へ

あ
ち

ら
か
ら

す

べ
て
の
声
が
来

る
や
う

に
(「
夜

陽

は

キ
ラ
キ
ラ
と

ヘ

ヘ

へ

あ
ち
ら
の
方

で

手

の
つ
け
や
う
も
な
く

光

つ
て
ゐ
る

だ
れ
か
れ
が

騒

い
で
ゐ
る
の
が

も

う
意
味
も
な

い
や
う
。だ

ど
ぎ

つ
く

空
は

澄
ん
で
ゐ
る

(「
草

に

寝

て

-

-
」

よ
り

昭

和

13
)

泉
の
ほ
と
り
に
」

よ
り

昭
和

13
)

声
も
な
く

炎

の
や
う
にヘ

ヘ

へ

真
昼
が

あ
ち
ら

へ

絶

え
て
ゆ
く

超
え
て

あ
な
た
が

行
か
れ
た

ヘ

ヘ

へ

あ
ち
ら

の
方
で
…
…
滅
ん
だ

星
が

く

サつ

会
釈
し
て

微
笑
を

空

に

吹
き
な
が
す

祭
の
や
う

に

(
「
魂
を
鎮

め
る
歌
」
よ
り
ー

『
コ
ギ
ト
』
松
下
武
雄
追
悼
号
ー

昭
和

13
)

一
般

に

「
あ

ち

ら

」

と

い
う

指

示

は

、

通

俗

的

な

ひ

び

き

で
彼

岸

と
か

永

遠

と

か

を

指

し

て

し

ま

う

し

、

そ

の
方
向

的

な

指

示

は
、

「
あ

れ

」

「
あ

そ

こ
」

な
ど

よ

り

い
ち

だ

ん

と

抽

象

的

で

も

あ

る
。

た
だ

、

「
詩

と

は

僕

に

と

っ
て

、
す

べ

て

の

『
な

ぜ

?

』

と

『
ど

こ
か

ら

?

』

と

の
問

ひ

に

、

僕

ら

の

『
い

か

に
?

』

と

『
ど

こ

へ
?

』

と

の
問

ひ
を

問

ふ
場
所

で

あ

る

ゆ

ゑ

」

中
原

中

也

の
完

壁

な
詩

と

は
別

離

す

る

(「
別
離
」
昭
和

13
)

と

い
う
立

原

に

お

い

て
、

そ

の

「
ど

こ
か

ら
?

」

「
ど

こ

へ
?

」

と

い
う

問

い

に
対

し

、

中
原

中

也

の

「
あ

れ
」

「
あ

そ

こ
」

の

よ

う

な

実

体

性

の
あ

る
指

示

詞

が

使

わ

れ

な

か

っ
た

の
は
当

然
だ

ろ

う

。

と
ま

れ

、
生

前

公

表

し

た

最

後

の
作

「
魂

を

鎮

め

る
歌

」

に
お

け

る

、

現

象
が

刻

々

に
絶

え

て
ゆ

く

「
あ

ち

ら

」

が

、

真

昼

を

吸

い

こ

み
、

星

の
光

を

滅

ぼ

し

て

、

し
ん

と
ど

ぎ

つ

く

澄

む

空

の

イ

メ

ー

ジ

の
中

で
と

ら

え

ら

れ

て

い
る

と

こ

ろ

に

は

、

か

つ
て

は
げ

し

く

追

慕

さ

れ

た
、

う

し
な

わ

れ

た

「
あ

の
日

た

ち
」

の

も

つ
青

い
雲

・
昼

の
星

・
明

る

く

き

ら

め

く

青

空

と

い

っ
た

イ

メ

ー

ジ
と

、
微

妙

に
重

な

っ
て

い

る

こ

と

が
知

ら

れ

る

。

「
雲

は
流

れ
消

え

な
が

ら
雲

な

の
だ

」
(
ノ
ー
ト

昭
和

10
)

「
死
が

生

を

ひ

た

し
、

僕

の
生

の
各

瞬

間

は

死

に
絶

え

な
が

ら

永

遠

に
生

き

る

」

(「
風
信
子
⇔
」
昭
和

12
)

の
だ

と

、

そ

し

て

、

あ

の
う

し

な

わ

れ

た

日

々
、

「
あ

の
音

楽

」

「
あ

の
形

象

」
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-

あ

れ

ら
が

絶

え

て

い

っ
た

の

も

「
あ

ち

ら

へ
」

だ

っ
た

の
だ

と
、

そ

れ
が

、

二
十
四
歳
で
逝

っ
た
詩
人

の
、

「
あ
ち
ら
」
に
こ
め
た
想
い
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

ヘ

ヘ

へ

(
注

1
)

た
と
え
ば

、
子
守
歌

「
坊
や

の
お
守
り
は
ど
こ

へ
行

っ
た
/
あ
の
山

越
え
て
里

ヘ

ヘ

へ

へ
行

っ
た
」
、

童
謡

「
通
り

ゃ

ん

せ

通
り

ゃ

ん

せ
/

こ
こ
は
ど

こ
の
細

道
じ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

や
」
、
北
原
白
秋
作

「
こ
の
道
」
の

「
こ
の
道
は
い

つ
か
来
た
道
」
「
あ

の
丘
は
い

つ
か
見
た
丘
」
、

な
ど
。

一
般
に
、
愛
唱
さ
れ
る
童
謡

・
唱
歌
等
は
、
民
族

の
詩

的
感
性
の
公
約
数
的
な

と
こ
ろ
で
成

り
立

っ
て

い
る
歌
詞
が
多

い
。

(
注
2
)

加
賀

乙
彦

(精
神
科
医
小
木
貞
孝
氏
)

は
、
近
作

『
宣
告
』
の
申

で
、
拘
禁
心

理
の
死
刑
囚
に
お
け
る
、
ゆ
れ
動
く
世
界

の
根
源

の
幻
視
と
、
そ
れ
を
共

感
す

べ

く
苦
悩

す
る
若

い
精
神
科
医
を
描

い
て

い
る
。

ソ

の

場

合

橋
が

あ

っ
た
話

こ
う

い
っ
て
も

い
い
の
だ

こ
こ
に
橋
が
あ

っ
た

と

橋
が
あ

っ
て

そ

こ
に
岸
が
あ

っ
た

と

岸

が
あ

っ
て

ヘ

へ

そ

こ
に
水
が

な
が
れ
た
と

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

い
い
か
た
は
そ
う
で

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

な

い
か
も

し
れ

ぬ

だ
が

ほ
ん
と
う
は
こ
う
な

の
だ

橋
は
し
い
ら

れ
た
の
で
は
な

い

は
じ
め
に
あ

っ
た
の
だ

ヘ

へ

そ
の
は
じ
め
に

自
由

に
あ

っ
た

の
だ

石
原

吉
郎

ヘ

へ

そ
れ
が
橋
な
の
だ

と

戦
後
の
詩
1

い
わ
ゆ
る
現
代
詩
は

(短
歌
や
俳
句
の
一
部
も
含
め
)
、
記
号
と

し
て
慣
習
化
し
た
言
葉
が
、
は
た
し
て
他
者
と
共
有
可
能
な
意
味
を
担
い
う
る
か

と
い
っ
た
懐
疑
か
ら

出
発
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

詩
人
た
ち
は
、

い
わ
ば

立
原
風
の

「
は
じ
め
て
の
も
の
に
」
言
葉

の
生
ま
れ
る
原
初
を
、
自
己
の
意
識
の

中
の
み
に
求
め
て
、
自
閉
的
に
言
葉
を
構
築
す
る
。
あ
る
い
は
意
味
を
反
省
す
る

以
前
の
、
対
象
と
密
着
し
た
意
識
の
流
れ
に
即
し
た
言
葉

(声
)
の
あ
ら
わ
れ
の

場
を
模
索
す
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
て
生
ま
れ
る
言
葉
を
、
詩
語
と
し
て
か
が
や

か
に
立
た
せ
る
た
め
に
、
た
と
え
ば
中
原
中
也
の
謙
抑
さ
、
立
原
道
造
の
ナ
イ
ー

ヴ
さ
に
代
わ
り
う
る
何
が
、
そ
こ
に
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。

そ
の

一
つ
の
こ
た
え
と
し
て
の
〈
位
置
〉
を
刻
印
し
て
、
石
原
吉
郎
は
、
そ
の

自
己

一
身
の
み
に
か
か
わ
り

つ
づ
け
た
重

い
生
を
逝

っ
た
と
い
え
る

よ

う

に
思

いり
。八

年
間
の
ソ
連
強
制
収
容
所
体
験
を
、
み
ず
か
ら
の
み
に
お
い
て
、
〈
体
験
〉

そ
の
も
の
を
体
験
し
な
お
し
つ
つ
、
担

い
つ
づ
け
た
帰
還
後
の
二
十
余
年
、
石
原

の

一
環
し
た
姿
勢
は
、
「
私
は
告
発
し
な
い
。
た
だ
自
分
の
〈
位
置
〉

に
立
つ
」

(
ノ
ー
ト

ー
9
6
3
P
)

と
い
う
こ
と
だ

っ
た
。
そ
し
て
、

か

つ
て
在

っ
た

〈
位

置
〉

に
よ

っ
て
さ
だ
め
ら
れ
た
今
あ
る
〈
位
置
〉
に
お
い
て
、
他
の
〈
位
置
〉
を

断
念
す
る
こ
と
ー

そ
の
よ
う
に
し
て
あ
る

「位
置
と
い
う
も
の
の
重
く
る
し
さ

を

、

か

ろ

う

じ

て

詩

に
よ

っ
て

救

お

う

と

し
」

た

(「
断
念

と
詩
」
1
9
7
7

『
一

期

一
会

の
海
』
所
収
)

の

で
あ

る
。

位
置

の
確
認
と
は
ま

っ
た
く
の
測
量

で
あ
る
。

る
。

そ
れ
は
ま
ち
が

い
な
く
く
技
術
V
で
あ

自
己

の
、
自
己

へ
の
か
か
わ
り
方
。
そ
れ
が
位
置
で
あ

る
。

マ
ッ
ス
の
な
か

で
の
自
己
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測
定

で
は
な

い
。
自
己
が
自
己

に
対
し
て
ど
れ
だ

け
ず

れ
る
か
。
そ
れ
が
位

置
な
の
だ
。

(
メ
モ

ー
9
7
2

『
海
を
流
れ
る
河
』
所
収
)

自
己
の
位
置
、
そ
れ
に
対
峙
す
る
も

の
自
体
の
位
置
を
、
言
葉
に
よ

っ
て
い
か

に
は
か
り
た
し
か
め
る
か
、
し
か
も
な
ま
の

「
主
語
を
消
す
」
(
メ
モ

ー
9
7
3
)

こ
と

に
よ

っ
て

ー

。

そ

こ

に
、

位

置

そ

の
も

の
と

し

て
、

も

の

を
執

拗

に

ソ
で

指
し
あ
ら
た
め
ず
に
は
お
か
な
い
石
原
吉
郎
の
詩
が
あ
る
。

し
ず

か
な
肩

に
は

声
だ

け
が

な
ら

ぶ
の
で
な

い

声
よ
り
も
近
く

敵
が

な
ら

ぶ
の
だ

勇
敢

な
男

た
ち
が
目
指
す
位

置
は

ヘ

へ

そ
の
右

で
も

お
そ
ら
く

ヘ

へ

そ
の
ひ
だ
り

で
も
な

い
た
わ

無
防
備

の
空
が

つ
い
に
擁
み

正
午
の
弓
と
な
る
位
置
で

君
は
呼
吸

し

か

つ
挨
拶

せ
よ

君

の
位
置
か
ら
の

そ
れ
が

最
も
す
ぐ
れ
た
姿
勢

で
あ
る

(
「
位
置
」
1
9
6
1

み
な
も
と
に
あ

っ
て

水
は

ヘ

へ

ま
さ

に
そ
の
か
た
ち

に
集
約
す
る

ヘ

へ

そ
の
か
た
ち
に
あ

っ
て

ま
さ

に
物
質
を
た
だ
す
た
め

に

水

で
あ
る
す

べ
て
を

『
サ
ン
チ

ョ

・
パ

ン
サ
の
帰
郷
』
所
収
)

ヘ

へ

そ
の
位
置

へ
集
約
す
る
ま
ぎ
れ
も
な

い

ヘ

へ

高

さ
で

そ

こ
が

あ

る
な
ら
ば

み
な
も

と
は
ふ
た
た
び

北

へ
求

め
ね
ば
な
ら
ぬ

北
方
水
準
原
点

ヘ

へ

そ
の
町
は
訓
練

し
て

や
さ
し
く
さ
せ
な
け
れ
ば

い
け
な
い

お
れ
が
還
る
町
だ
か
ら

一
個
の
蜜

柑
を
に
ぎ
れ
な

い

手

の
ひ
ら
の
巨

き
さ
が

ヘ

へ

そ

の
町
の
巨

き
さ
だ
か
ら

ヘ

へ

そ

の
町
の
巨

き
さ
を

巨
き
さ
と

い
う
に
は

な

お
足
り
な

い
小

さ
さ
だ
か
ら

ヘ

へ

そ

の
町
は
訓
練

し
て

踵
を
そ
ろ
え
さ
せ
な
け

れ
ば

い
け
な

い

ヘ

ヘ

ヘ

へ

そ

の
さ

い
こ
の
踵
の
そ
の
ひ
だ
り

へ

は

じ
め
て
の
踵
を

そ

ろ
え
る
の
だ

か
ら

(「
水
準
原
点

」
1
9
7
1

『水
準
原
点
』
所
収
)

(
「
帰
郷
」
1
9
7
3

『
禮
節
』
所
収
)

こ
う
し
た
詩
に
お
け
る
、
い
わ
ゆ
る
文
脈
指
示
で
は
な
い
ソ
の
指
示
は
、

「
そ

の
か
た
ち
」
が
ど
ん
な
形
だ
と
か
、

「
そ
の
町
」
が
ど
こ
の
町
だ
と
か
の
問
い
と



木村:詩 的表現における指示詞の騒徴性37

は
す

べ
て
関
係
な
く
、
本
稿
の

「
は
じ
め
に
」
で
新
古
今
和
歌
に
か
か
わ

っ
て
ふ

れ
て
お
い
た
よ
う
な
、
他
と
の
共
有
を
前
提
と
し
な
い
で
、
詩
人
の
意
識
の
申
の

み
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
対
象
で
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
、
そ
れ
は
む
し
ろ
、

指
さ
れ
る
も
の
自
体
の
、
他
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
独
立
し
た
実
在
性
-

位
置

を

、

確
然

と

さ

せ

る

ひ

び

き

を

つ
よ

く

も

っ
て

い
る

だ

ろ

う

。

し
か

も

、

石

原

に

お

い

て

は

、

問
う
の
も
ま

た
で

格
子
の
向

う
か
ら

満
面
の
笑

み
が

こ
た

え
た

ヘ

へ

そ
の
折
も

こ
こ
に
お
り
ま
す

(
「
そ
の
折
」
1
9

7
5

『
足
利
』
所
収
)

重
苦
し

い
時
間

の
申

で
、
そ
れ
で
も
約
束

に
し

た
が

っ
て
、
糸
を
紡
ぐ
よ
う
に
私
は
生

き
て

い
る
。
す
べ
て
こ
の
よ
う
な
努
力
が
全
く
そ
の
意
味
を
失
な
う
ま
で
、
私

は
は
て
し

な
く
生
き
て
行

か
ざ

る
を
得
な

い
。

(中
略
)

「
ゆ
る
さ
れ
て

そ
こ

に
在
る
」
と

い
う
言
葉

を
、
私
は
あ
る
時

教
会

で
聞

い
た
。
私
は
ゆ
る
さ
れ
て
、
こ
こ
に

在
る
だ
ろ
う
か
。
私

に
は
、
私
が

「
こ
こ
に
在

る
」

こ
と
に
よ
り
罰

せ
ら
れ
て
い
る
と
し

か
思
え
な
い
。
私

は
も
は
や
充
分
に
罰
せ
ら
れ
た
。

ヘ

ヘ

へ

私
が
く
そ
こ
V

に
い
な

い
時
、
そ

の
時
私
は
ゆ
る
さ
れ

て
い
る
だ
ろ
う
か
。
そ
の
時
私

は
ど

こ
に

い
る
の
だ

ろ
う
か
。
ど

こ
に
も

い
な
い
の
だ

ろ
う
か
。
そ

の
時
私
は
ゆ
る
さ
れ

ヘ

へ

る

の
だ
ろ
う
か
。
〈

そ
こ
V

と
は
私

の
虚
無

で
あ

る
の
か
。

私
が

く

こ
こ
V

に

い
る
こ

と
、
そ
れ
が
私

の
虚
無
な

の
で
は
な

い
か
。
(傍
点
は
石
原
。
)

(
ノ
ー
ト

ー
9
5
7

『
望
郷
と
海
』
所
収
)

と

い

っ
た
帰

還
間

も

な

く

の

こ
ろ

の

ノ

ー
ト

に

み
れ

ば

、

み
ず

か

ら

の
対

象

と

し

て

の

「
そ
」

と

い
う

よ

り

、

い
わ

ば

「
ゆ

る

す

も

の
」
の

側

か

ら

指

さ

れ

た

「
そ

」

で
あ

る

と

い

う

意
識

が

、

重

な

り

合

っ
て

い
た

と

思

わ

れ

る
。

ヘ

へ

そ

の
折
は
し
ず

か
に
と

牢
格
子
の
向

う
か
ら

母
と
も

つ
か
ぬ

声
が
こ
た
え
た

ヘ

へ

そ

の
折
に
そ
ち
ら

は
と

こ
の
詩
に
お
け
る

「
そ
の
折
」
は
、

「母
と
も
つ
か
ぬ
声
」

の
側
か
ら
指
さ
れ

た

「
こ
た
え
」
で
あ
る
。
と
同
時
に
、

「
そ
の
折
に
そ
ち
ら
は
」
と
問
い
つ
づ
け

る
側
の
対
象
で
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
両
者
か
ら
同
時
に
、

一
点
の

「折
」
と
し

て
指
呼
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
確
乎
と
し
て
位
置
を
決
定
し
て

「
そ
の
折
」
は
あ

る
。石

原
吉
郎
は
、
応
召
と
そ
の
後
の
長
く
無
惨
な
抑
留
体
験
に
お

い

て
、

時

間

を
、

「
た
と
え
ば

ロ
ケ
ッ
ト
の
打
上
げ
の
時
の
秒
読
み
の
よ
う
に
、
あ
ら
か
じ
め

未
来

へ
区
切

っ
た
時
点

へ
向
け
て
、

一
単
位
ず
つ
時
間
を
消
し
て
行
く
」

「
残
り

ヘ

へ

時
間
が
ゼ
ロ
に
な
っ
た
と
き
そ
れ
が
起
る
。
未
来
が
終
る
の
で
あ
る
。」
(「消
去
し

て
行
く
時
間
」

『海
を
流
れ
る
河
』
所
収
)
と
い
う
意
識
で
と
ら
え
つ
づ
け
た
。
「
そ
の

折
」
と
は
、
す
な
わ
ち

「
残
り
時
問
ゼ

ロ
」
の
折
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
み

ず
か
ら
の
〈
位
置
〉
を
、

「
そ
の
さ
い
こ
の
踵
の
そ
の
ひ
だ
り

へ
/
は
じ
め
て
の

踵
を
/
そ
ろ
え
」
て
定
め
、
そ
の
ま
ま
終
局
す
る

「
そ
の
折
」
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。

本
交
巾
に
注
記
し
な
か

っ
た
も

の
の
引
用
は
、
お
も

に
つ
ぎ
の
テ
キ
ス
ト

に
よ

っ
た
。

(
な
お
、
漢
字

は
固
有
名
詞
以
外
、
新
字
体

で
統

一
し
た
。
詩

・
歌

・
句
中

の
傍

点

・
傍
線
は
す

べ
て
木
村
。
)

岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系

『
連
歌
論
集

・
俳
論
集
』

『
芭
蕉
句
集
』

・
岩
波
書
店
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『
斎
藤
茂
吉
全
集
』
・
角
川
書
店

『
中
原
中
也
全
集
』
・
角
川
書
店

『
立
原
道
造
全

集
』
・
花
神
社

『
石
原
吉
郎
全
詩
集
』
『
足
利
』

な
お
、
本
稿
脱
稿
後
、
『
石
原
吉

郎
全
集
』
全

三
巻

(花
神
社
)
が
発
刊

さ
れ
た
。
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