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あ
て
ど
な
い
夢
の
過
剰

｜
｜
大
岡
信
「
青
春
」
私
読

杉

浦

静

「
青
春
」
が
収
め
ら
れ
た
詩
集
『
記
憶
と
現
在
』
（
昭
幻
・

7
、
書
嬉
ユ
リ
イ
カ
）
は
、

「
初
出
誌
単
行
本
刊
行
目
録
」
に
よ
れ
ば
、
昭
和
二
五
年
一
一
月
号
か
ら
昭
和
一
一
一
一
年
年
七
月
号
ま
で
の
聞
に
雑
誌
に
発
表
さ
れ
た
三

O
協
と

四
二
烏
か
ら
成
っ
て
い
る
。
綜
合
詩
集
で
あ
る
『
大
岡
信
詩
集
』
（
昭
必
・
2
、
思
潮

『
大
岡
信
著
作
集
』
第
一
巻
（
昭
臼
・

6
、
青
土
社
）
の

書
き
下
ろ
し
の
二
篇
、

お
よ
び
初
出
未
詳
の
一

O
偽
の
、

社
〉
で
は
、

八
記
憶
と
現
在
〉
と
い
う
第
一
詩
集
の
タ
イ
ト
ル
の
下
に
「
1
9
4
9
1
1
9
5
6
」
と
い
う
期
聞
が
一
不
さ
れ
て
い
て
、
収
録

詩
情
柵
の
制
作
期
間
が
一
年
さ
か
の
ぼ
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
同
じ
『
大
岡
信
詩
集
』
で
は
、

「
1
9
4
7
1
1
9
5
2
」
の
初
期
詩
儲
が
「
方
舟
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
も
と
に
一
三
編
収

録
さ
れ
、
さ
ら
に
『
大
岡
信
著
作
集
』
第
三
巻
（
昭
臼
・

9
）
に
は
、

「
方
舟
」
を
「
解
体
し
拡
大
し
」
た
「
水
底
吹
笛
」
と
い
う
三
七
編
を
収

め
る
パ

l
ト
が
形
作
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
は
、

「
『
記
憶
と
現
在
』
の
初
め
の
方
の
十
織
な
い
し
十
数
倍
は
、
こ
の
初
期
詩
情
の
時
期
と

（
「
一
語
一
語
の
重
み
」
）
と
語
ら
れ
る
よ
う
な
、

『
記
憶
と
現
在
』
収
録
詩
篇
と
同
時
期
に
書
か
れ
て
い
た
が
、

し
台、

重
な
っ
て
い
る
」

し
、
そ
の
当
時
は
発
表
も
さ
れ
ず
、
詩
集
に
も
収
め
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
詩
情
の
存
在
は
、

『
記
憶
と
現
在
』

と
い
う
詩
集
が
、
何
ら
か
の
モ
チ
ー
フ
に
従
っ
て
編
ま
れ
た
詩
集
で
あ
る
こ
と
を
、
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

詩
集
『
記
憶
と
現
在
』
は
、
八
夜
の
旅
〉
八
春
の
た
め
に
〉
〈
証
言
〉
〈
記
憶
と
現
在
〉
の
四
つ
の
パ

I
ト
か
ら
成
っ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ

あ
て
ど
な
い
夢
の
過
剰

」ーノ、



ームノ、

の
パ

1
ト
中
の
詩
編
は
、
必
ず
し
も
発
表
順
に
は
配
列
さ
れ
て
い
な
い
。
八
夜
の
旅
〉
は
、
多
く
の
発
表
誌
未
詳
の
も
の
を
含
み
つ
つ
、
収
録

詩
篇
中
で
は
も
っ
と
も
発
表
時
期
の
早
い
一
九
五
一
年
か
ら
五
二
年
に
発
表
さ
れ
た
詩
篇
と
、
詩
集
刊
行
の
前
年
発
表
の
も
の
、
さ
ら
に
回
目
頭

の
、
詩
集
の
た
め
に
書
き
下
ろ
さ
れ
た
と
さ
れ
る
「
青
春
」
（
た
だ
し
先
駆
形
は
昭
和
二
四
年
に
成
立
）
お
よ
び
「
だ
る
い
夢
」
か
ら
成
っ
て
い
る
。

八
春
の
た
め
に
〉
は
、

一
九
五
二
年
発
表
の
も
の
を
中
心
に
し
て
五
四
・
五
年
発
表
の
詩
篇
か
ら
成
り
、
八
証
言
〉
は
、

五
三
・
四
年
の
そ
れ

ら
か
ら
な
る
。
そ
し
て
、
最
終
パ

l
ト
の
八
記
憶
と
現
在
〉
は
、

初
の
八
夜
の
旅
〉
か
ら
最
後
の
〈
記
憶
と
現
在
〉
へ
と
発
表
の
遅
い
も
の
が
多
く
集
め
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
読
者
は
詩
集
を
読
み
進
め

一
九
五
四
・
五
・
六
年
発
表
の
詩
篇
か
ら
成
っ
て
い
る
。
お
お
む
ね
、
最

て
い
く
際
に
発
表
順
序
や
制
作
順
序
に
と
ら
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
パ

l
ト
の
成
立
の
確
認
に
よ
っ
て
、
詩
人
自
身
に
よ
る
詩

集
そ
の
も
の
の
モ
チ
ー
フ
が
際
立
た
せ
ら
れ
て
い
る
様
相
を
あ
ら
た
め
て
ふ
ま
え
て
み
た
い
の
だ
。
す
な
わ
ち
、

お
そ
ら
く
詩
人
自
身
の
時
間

の
推
移
に
従
っ
た
モ
チ
ー
フ
の
変
化
や
深
化
1

そ
れ
は
当
然
揺
り
戻
し
を
と
も
な
い
つ
つ
漸
移
し
て
い
く
も
の
だ
が
ー
を
よ
り
際
立
っ
た
形
で

た
ど
り
得
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
こ
の
よ
う
な
パ

l
ト
の
成
立
と
関
わ
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
、
と
い
う
ご
く
当
た
り
前
の
こ
と
を
確
認

し
た
に
過
ぎ
な
い
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
モ
チ
ー
フ
が
い
か
な
る
る
も
の
で
あ
っ
た
か
も
ま
た
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
触
れ
ら
れ
な
い
の
だ
が
。

『
記
憶
と
現
在
』
所
収
の
詩
篇
は
、
ほ
と
ん
ど
が
、

と
い
っ
た
一
人
称
の
単
数
あ
る
い
は
複
数
の
語
り
手
に
よ
っ
て
語
ら
れ
、

「
ぼ
く
」

「
わ
た
し
）

「
お
れ
」
あ
る
い
は
コ
ぼ
く
ら
」

「
わ
れ
ら
」

「
お
れ
た
ち
」

し
か
も
、
少
な
か
ら
ぬ
数
の
詩
篇
に
お
い
て
「
き
み
」
「
あ
な
た
」
に

対
し
て
の
呼
び
か
け
・
語
り
か
け
が
存
在
し
、
は
っ
き
り
し
た
モ
ノ
ロ
ー
グ
の
ス
タ
イ
ル
は
少
な
い
。

ま
た
、
語
り
手
が
客
観
的
に
「
か
れ
」

を
語
る
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
の
詩
篇
も
か
な
り
少
な
い
。
し
か
も
、
こ
の
詩
集
に
収
め
ら
れ
た
詩
篇
は
、
わ
ず
か
な
例
（
例
え
ば
、
「
一
九
五
一
年

降
誕
祭
前
夜
｜
朝
鮮
戦
争
の
時
代
l
」
）
を
の
ぞ
い
て
、
具
体
的
な
社
会
的
事
象
や
事
件
が
直
接
に
題
材
に
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
ま
た
、
詩
人

の
個
別
的
・
わ
た
く
し
的
状
況
と
の
照
応
を
必
須
と
す
る
よ
う
な
書
か
れ
方
は
し
て
い
な
い
。

「
現
実
を
詩
の
内
部
に
凝
縮
さ
せ
る
の
で
は
な

く
、
逆
に
詩
を
げ
ん
じ
つ
の
表
皮
の
上
へ
拡
散
さ
せ
た
よ
う
な
作
品
L
R新
し
さ
に
つ
い
て
」
『
現
代
内
試
論
』
所
収
〉
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

よ
っ
て
、
詩
は
、
個
別
的
な
モ
チ
ー
フ
に
発
し
つ
つ
も
、
同
時
代
・
世
代
の
共
通
の
詩
的
認
識
や
体
験
の
共
有
を
可
能
に
し
て
い
る
。



こ
の
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
は
、
読
者
に
、
詩
の
八
語
り
手

V
と
〈
詩
人

V
を
重
ね
合
わ
せ
て
意
識
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
読
者

は
、
詩
を
読
み
進
め
て
い
く
う
ち
に
、
あ
た
か
も
八
ぼ
く
V
八
わ
た
し

V
と
し
て
の
詩
人
と
と
も
に
言
葉
の
世
界
を
体
験
し
て
く
感
を
抱
か
さ

れ
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
詩
集
が
刊
行
当
時
、
同
世
代
の
共
感
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
の
は
、
そ
の
感
受
性
の
み
ず
み
ず
し
さ
も
さ
る

こ
と
な
が
ら
、
読
者
が
、
〈
ぼ
く
〉
〈
わ
た
し
〉
に
同
化
す
る
が
ご
と
き
体
験
を
し
や
す
い
詩
の
ス
タ
イ
ル
に
負
う
部
分
も
多
か
っ
た
は
ず
で

あ
る
。

＊ 

『
記
憶
と
現
在
』
の
構
成
は
、
〈
夜
の
旅
〉
を
出
発
し
て
、
〈
記
憶
と
現
在
〉
の
司
忠
由
。
ロ
mo」
へ
と
た
ど
り
着
く
詩
人
の
遍
歴
、
あ
る

い
は
「
訪
僅
の
記
録
」
（
渡
辺
武
信
）
を
た
ど
る
と
い
っ
た
〈
読
み
〉
の
方
向
を
示
唆
し
て
い
る
。
官
頭
に
置
か
れ
た
「
青
春
」
は
、
『
記
憶
と

現
在
』
の
始
ま
り
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
〈
夜
の
旅
V
の
出
発
点
を
示
す
も
の
だ
。

青
春

あ
て
ど
な
い
夢
の
過
剰
が
、

ひ
と
つ
の
愛
か
ら
夢
を
奪
っ
た
。

お
ご
る
心
の
片
隅
に
、
少
女
の
額
の
傷
の
よ
う
な
裂
目
が
あ
る
。
突
堤

の
下
に
投
げ
捨
て
ら
れ
た
ま
ぐ
ろ
の
首
か
ら
吹
い
て
い
る
血
煙
の
よ
う
に
、
気
遠
く
そ
し
て
な
ま
な
ま
し
く
、
悲
し
み
が
そ
こ
か
ら
吹
き

で
る
。ゆ

す
れ
て
見
え
る
街
景
に
、
い
く
た
り
か
幼
い
こ
ろ
の
顔
が
通
っ
た
。
ま
ば
た
き
も
せ
ず
、
い
ず
れ
は
壁
に
入
っ
て
ゆ
く
、

す
で
に
足
音
を
持
た
ぬ
。
耳
ば
か
り
大
き
く
育
っ
て
、
風
の
中
で
そ
れ
だ
け
が
揺
れ
て
い
る
の
だ
。

か
れ
ら
は

街
の
し
め
り
が
、
人
の
心
に
向
日
葵
で
な
く
、
苔
を
育
て
た
。
苔
の
上
に
ガ
ラ
ス
が
散
る
。
血
が
流
れ
る
。
静
寂
な
夜
、

フ
ラ
ス
コ
か

あ
て
ど
な
い
夢
の
過
剰

六一



六
回

ら
水
が
流
れ
て
苔
を
濡
ら
す
。
苔
を
育
て
る
。
そ
れ
は
血
の
上
澄
み
な
の
だ
。

ふ
く
れ
て
ゆ
く
空
。

ふ
く
れ
て
ゆ
く
水
。

ふ
く
れ
て
ゆ
く
樹
。

ふ
く
れ
る
腹
。

ふ
く
れ
る
眼
蓋
。

ふ
く
れ
る
慮
。
や
せ
る
手
。
や
せ
る

牛
。
や
せ
る
空
。
や
せ
る
水
。
や
せ
る
土
地
。

ふ
と
る
壁
。

ふ
と
る
鎖
。
だ
れ
が
ふ
と
る
。
だ
れ
が
。
だ
れ
が
や
せ
る
。
血
が
や
せ
る
。

空
が
救
い
。
空
は
罰
。
そ
れ
は
血
の
上
澄
み
。
空
は
血
の
上
澄
み
。

あ
て
ど
な
い
夢
の
過
剰
に
、
ぼ
く
は
愛
か
ら
夢
を
な
く
し
た

こ
の
詩
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
『
大
岡
信
著
作
集
』
第
一
巻
（
昭
臼
・

6
、
青
土
社
）
の
「
初
出
誌
単
行
本
刊
行
目
録
」
に
よ
れ
ば
、
詩
集

刊
行
に
あ
た
っ
て
の
書
き
下
ろ
し
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
第
三
巻
の
「
水
底
吹
笛
」
に
収
め
ら
れ
た
「
青
春
」

（
一
九
四
九
・
二
）

が
大
幅
に
改
稿
さ
れ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
先
駆
形
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

青
春

あ
て
ど
な
い
夢
の
過
剰
が
、
ひ
と
つ
の
愛
か
ら
夢
を
奪
っ
た
。
踊
る
心
の
片
隅
に
、
少
女
の
額
の
織
の
よ
う
な
、
い
た
ま
し
い
磐
り
が
あ

っ
て
、
見
つ
め
る
と
、
佑
び
し
い
思
い
を
さ
そ
ふ
の
だ
っ
た
。
ゆ
す
れ
て
見
え
る
街
景
に
、
い
く
た
り
か
幼
い
頃
の
顔
も
あ
っ
た
が
、
記

憶
は
す
で
に
み
す
ぼ
ら
し
く
、
限
つ
む
れ
ば
、
街
か
ど
で
、
吹
き
つ
け
る
風
に
頬
は
ひ
び
割
れ
眼
球
は
北
に
飛
ん
だ
。

（
し
か
し
笑
ひ
は
、

い
っ
、

い
つ
失
ば
れ
た
の
が
？



幸
福
の
幻
影
を
噛
ん
で
以
来

私
の
生
は
虚
し
く
は
な
か
っ
た
か
？
）

あ
の
日

市
街
を
抜
け
て
林
に
入
れ
ば
、
冬
の
尖
っ
た
梢
の
う
へ
に
、
白
く
輝
く
も
の
の
あ
り
、
そ
の
一
筋
の
光
り
の
箭
が
、
組
み
あ
ふ
校
を
貫
い

て
私
の
額
を
射
と
ほ
し
た
。
梢
を
掠
め
る
風
に
乗
っ
て
、
鵜
ら
は
流
れ
去
り
、
し
ば
し
、
私
に
何
も
な
い
。

ー

ー

l
こ
の
空
間
を

拒
漢
と
拡
っ
て
ゆ
く
池
水
の

何
の
色
で
彩
ら
う
？

面
輸
の
よ
う
に
捉
へ
が
た
い
時
間
の
中
で

今

私
』土

誰
に
何
を
誓
は
う
と
す
る
か
？

先
駆
形
は
、

一
読
す
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
少
年
期
へ
の
別
れ
や
、
あ
り
あ
ま
る
ほ
ど
の
可
能
性
故
に
か
え
っ
て
選
択
が
不
可
能
に
な
り
た

ち
す
く
ん
で
し
ま
う
と
い
う
青
春
の
逆
説
、
そ
し
て
そ
れ
故
の
愛
の
喪
失
へ
の
予
感
な
ど
、

ま
さ
に
青
春
の
純
粋
で
鋭
敏
な
感
受
性
を
、

モ
ノ

ロ
ー
グ
風
の
自
己
へ
の
問
い
か
け
を
は
さ
み
つ
つ
描
い
た
も
の
で
あ
る
。

詩
集
形
は
、
後
に
詳
し
く
見
る
よ
う
に
、
先
駆
形
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
詩
人
の
個
人
的
な
固
有
の
感
受
性
を
、
世
代
の
感
受
性
に
ま
で
拡

大
深
化
し
、
先
駆
形
以
上
に
「
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
語
る
」
（
「
戦
後
詩
概
観
」
）
方
法
を
徹
底
し
、
さ
ら
に
、
「
体
全
体
、
眼
に
な
っ
た
」

（
「
早
宮

g印
。
」
」
第
四
歌
）
か
の
よ
う
に
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
を
充
填
す
る
。
詩
集
に
お
け
る
配
列
順
で
は
、
「
青
春
」
以
後
に
続
く
詩
篇
を

書
き
な
が
ら
獲
得
し
て
い
っ
た
主
題
や
方
法
を
取
り
込
み
つ
つ
、
詩
集
全
体
の
読
み
の
枠
を
指
し
示
す
八
序
〉
の
役
割
も
果
た
す
よ
う
に
改
稿

さ
れ
て
い
る
。

あ
て
ど
な
い
夢
の
過
剰

六
五



六
六

さ
て
、
詩
集
形
の
回
目
頭
は
、
そ
の
ま
ま
初
期
形
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
降
の
詩
句
と
の
関
わ
り
で
、

よ
り
複
雑
な
内
容
を
は

ら
ん
だ
も
の
と
し
て
読
ま
れ
て
き
て
い
る
。

粟
津
則
雄
は
、

「
あ
て
ど
な
い
夢
の
過
剰
が
ひ
と
つ
の
愛
か
ら
夢
を
奪
っ
た
。
」
と
い
う
回
目
頭
を
「
具
体
的
な
個
物
個
人
と
の
関
わ
り
の
不

能
な
い
し
欠
除
は
、

「
あ
て
ど
な
い
夢
の
過
剰
」
の
み
を
生
み
出
す
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
は
、

お
の
れ
の
夢
を
「
ひ
と
つ
の
愛
」
の
な
か
に
閉

注

（
「
大
岡
信
論
」
）
と
解
釈
す
る
。
こ
の
解
釈

じ
こ
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
具
体
的
な
自
由
を
獲
得
す
る
こ
と
を
さ
ま
た
げ
る
か
ら
で
あ
る
。
」

は
、
敗
戦
前
後
の
生
活
を
語
っ
た
大
岡
信
の
次
の
よ
う
な
文
章
を
ふ
ま
え
つ
つ
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

戦
争
を
中
学
生
勤
労
動
員
と
学
童
疎
開
を
通
じ
て
体
験
し
た
世
代
に
と
っ
て
少
年
期
あ
る
い
は
青
年
前
期
の
記
憶
は
い
わ
ゆ
る
戦
中
派

と
は
ま
っ
た
く
異
質
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
る
種
の
祭
り
の
記
憶
に
も
似
て
い
る
。
遠
い
あ
り
う
べ
か
ら
ざ
る
祭
り
。
：
：
：
ぼ
く
ら
は
人
格

と
し
て
は
無
視
さ
れ
た
半
人
前
の
労
働
力
で
あ
り
、
す
れ
た
工
員
や
女
工
の
か
ら
か
い
の
対
象
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
ぼ
く
ら
が

モ
ン
ベ
を
は
い
た
女
性
た
ち
に
ま
ぶ
し
い
美
し
さ
を
感
ず
る
こ
と
を
妨
げ
な
か
っ
た
し
、
大
人
の
共
同
体
と
い
う
も
の
を
物
珍
ら
し
く
観

察
す
る
こ
と
も
妨
げ
な
か
っ
た
。
ぼ
く
ら
は
戦
争
の
中
で
、
空
襲
下
の
防
空
壕
の
中
で
、
最
も
孤
独
で
あ
り
、
同
時
に
最
も
解
放
さ
れ
て

、R

－o

l
u
v
φ
ト

粟
津
則
雄
は
、
次
の
よ
う
に
展
開
す
る
。
こ
の
よ
う
な
生
活
の
中
で
大
岡
信
は
、

「
孤
独
」
や
「
解
放
」
を
獲
得
し
た
が
、
そ
れ
は
「
絶

対
的
な
無
力
に
よ
っ
て
あ
が
な
わ
れ
た
架
空
の
自
由
」
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、

「
架
空
の
自
由
こ
そ
、
彼
に
と
っ
て
可
能
な

る
唯
一
の
現
実
で
あ
り
、
こ
の
架
空
の
自
由
が
彼
に
課
し
た
、
世
界
と
の
め
く
る
め
く
よ
う
な
断
絶
だ
け
が
、
彼
に
残
さ
れ
た
、
世
界
と
の
唯

一
の
関
わ
り
か
た
で
あ
っ
た
点
に
、
彼
が
や
が
て
歩
み
出
す
に
あ
た
っ
て
辛
い
苦
痛
が
あ
っ
た
は
ず
だ
。
」
と
。
こ
の
よ
う
な
生
活
の
中
で
の

「
孤
独
」
や
「
解
放
」

の
認
識
を
意
味
づ
け
、
あ
ら
た
め
て
、

「
孤
独
も
解
放
も
、
世
界
と
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
獲
得
さ
れ
る
も

の
な
の
だ
が
、
関
わ
ろ
う
に
も
、
世
界
は
大
岡
に
と
っ
て
、
す
で
に
あ
ま
り
に
解
体
さ
れ
て
お
り
、

ま
た
彼
は
、
そ
の
架
空
の
自
由
に
よ
っ

て
、
す
で
に
あ
ま
り
に
自
由
で
あ
っ
た
。
」
と
「
青
春
」
官
頭
が
生
み
出
さ
れ
る
「
事
情
」
を
ま
と
め
て
い
る
。
こ
の
「
事
情
」
は
、
必
ず
し



も
大
岡
信
の
み
に
み
と
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
大
岡
の
世
代
1

一
九
三

O
年
以
降
生
れ

i
が
何
ら
か
の
形
で
共
有
す
る
も
の
と
し
て
前
提

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

粟
津
則
雄
は
、
戦
時
下
の
勤
労
動
員
体
験
や
敗
戦
と
い
う
価
値
の
崩
壊
・
転
換
に
も
と
づ
く
、
関
係
性
の
欠
如
・
不
能
が
、

と
い
う
、
内
面
の
ま
さ
に
過
剰
な
自
由
を
生
み
、
「
具
体
的
な
自
由
の
獲
得
」
を
さ
ま
た
げ
る
「
ひ
と
つ
の
愛
」
の
成
立
も
不
可
能
に
な
っ
て

「
夢
の
過
剰
」

い
る
と
解
釈
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
渡
辺
武
信
は
、
「
大
岡
信
論
感
覚
の
至
福
か
ら
の
い
た
ま
し
き
目
覚
め
」
ハ
『
現
代
詩
文
庫
μ

に
お
い
て
、
こ
の
冒
頭
の
詩
句
を
引
用
し
つ
つ
、

大
岡
信
詩
集
』
昭
弘
・

7
、
思
潮
社
）

愛
か
ら
奪
わ
れ
た
夢
と
は
何
だ
ろ
う
か
？
八
青
春
〉
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
手
が
か
り
と
し
て
、
こ
の
詩
の
背
後
に
詩
人
の
青
春
期
に
お

け
る
な
ん
ら
か
の
体
験
を
読
み
と
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
部
分
的
に
は
正
し
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
さ
し
あ
た
り
、
一
巻
の
詩
集
の
は
じ

ま
り
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
何
に
触
発
さ
れ
た
に
も
せ
よ
、
過
剰
ゆ
え
の
喪
失
と
い
う
感
情
が
最
初
に
あ
っ
た
こ
と
だ
。
そ
れ
は
、
お

そ
ら
く
後
に
大
同
信
が
八
失
な
う
に
足
る
ほ
ど
立
派
な
も
の
な
ん
か
最
初
か
ら
持
ち
あ
わ
せ
ず
出
発
し
た
ぼ
く
ら
の
世
代
の
：
：
：
一
種
抽

象
的
な
喪
失
感
〉
（
〈
芸
術
マ
イ
ナ
ス

1
V二
三
八
頁
）
と
表
現
し
た
感
情
の
、
最
初
の
自
覚
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

と
書
く
。
こ
の
詩
句
を
、
詩
集
の
冒
頭
の
詩
の
、

し
か
も
冒
頭
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
詩
集
全
体
の
ト
l
ン
を
指
し
示
す
も

の
と
し
て
読
み
、

そ
こ
に
「
過
剰
ゆ
え
の
喪
失
」
と
い
う
感
情
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
大
岡
信
の
世
代
的
の
「
一
種
抽
象
的
な
喪
失
感
」

の

「
最
初
の
自
覚
」
を
読
み
と
っ
て
い
く
。
さ
ら
に
、
後
の
箇
所
で
は
、
大
岡
信
ら
の
世
代
の
詩
人
の
、
戦
争
と
敗
戦
後
の
体
験
に
形
作
ら
れ
た

感
じ
方
の
特
質
を
「
彼
ら
が
本
当
に
、
自
己
の
所
有
と
感
じ
て
い
る
も
の
は
記
憶
の
中
に
し
か
な
か
っ
た
。
逆
に
言
え
ば
、
所
有
す
る
た
め
に

は
、
そ
れ
を
記
憶
の
中
に
つ
ま
り
過
去
の
時
間
の
中
へ
し
ま
い
こ
む
し
か
な
い
」
と
い
う
あ
り
方
に
み
と
め
、
こ
の
詩
句
を
「
愛
が
対
象
を
所

有
し
よ
う
と
す
る
志
向
で
あ
る
時
、
そ
れ
を
拒
絶
す
る
。
愛
は
、
対
象
を
所
有
す
る
と
い
う
夢
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
漂
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
と

い
う
よ
う
な
「
愛
の
不
充
足
の
予
感
の
潜
在
的
表
現
」
と
読
ん
で
い
る
。

あ
て
ど
な
い
夢
の
過
剰

六
七



六
八

粟
津
則
雄
の
解
釈
と
響
き
あ
う
よ
う
な
読
み
で
あ
り
、
世
代
的
喪
失
感
を
確
認
し
つ
つ
、
詩
集
全
体
の
中
で
の
役
割
を
勘
案
し
た
解
釈
で
あ

る。
三
浦
雅
士
は
、

第
一
行
は
大
岡
信
の
作
品
の
中
で
も
特
に
有
名
な
詩
句
だ
が
、
こ
の
逆
説
は
ま
さ
に
メ
ラ

γ
コ
リ
ー
の
表
明
と
し
て
読
ま
れ
る
べ
き
だ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

た
ん
に
愛
の
空
想
に
ふ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
実
の
愛
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
過
剰
な
「
あ
て

ど
な
い
夢
」
そ
の
も
の
が
す
で
に
愛
の
喪
失
の
夢
で
あ
っ
た
と
考
え
た
ほ
う
が
よ
い
。

お
そ
ら
く
詩
人
は
、
不
可
能
な
愛
を
そ
の
不
可
能

大
岡
信
』
鑑
賞
、
昭
日
・

5
、

性
ゆ
え
に
求
め
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
こ
の
詩
に
底
流
す
る
喪
失
感
の
正
体
で
あ
る
。
（
『
現
代
の
詩
人
口

中
央
公
論
社
）

と
読
む
。

こ
こ
で
三
浦
雅
士
は
、
こ
の
詩
を
成
立
さ
せ
た
世
代
的
体
験
に
は
言
及
す
る
こ
と
な
く
、
初
期
詩
篇
集
『
水
底
吹
笛
』
所
収
の
先
駆
形
「
青

春
」
と
の
関
連
や
、

『
水
底
吹
笛
』
の
延
長
上
に
あ
る
、

「
夜
の
旅
」
と
い
う
パ
l
ト
の
主
題
で
あ
る
「
憂
愁
」

「
む
な
し
さ
」
を
ふ
ま
え
て

解
釈
し
て
い
る
。

粟
津
則
雄
が
世
代
的
体
験
に
重
点
を
置
き
、
渡
辺
武
信
は
、
さ
ら
に
そ
れ
に
詩
集
に
お
け
る
位
置
を
勘
案
し
つ
つ
な
が
ら
冒
頭
の
詩
句
を
読

ん
で
い
る
の
に
対
し
て
、
三
浦
雅
士
は
、
む
し
ろ
詩
人
固
有
の
心
的
体
験
の
展
開
に
重
点
を
置
き
つ
つ
、
詩
人
の
作
品
系
列
を
参
照
し
つ
つ
読

も
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
読
み
の
違
い
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
読
み
は
そ
れ
ぞ
れ
の
読
み
の
文
脈
に

お
い
て
成
り
立
っ
て
い
る
。

あ
ら
た
め
て
、

「
あ
て
ど
な
い
夢
の
過
剰
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
ら
で
あ
る
の
か
考
え
て
み
よ
う
。

『
記
憶
と
現
在
』
の
八
証
言
〉
の
パ

l
ト
に
収
め
ら
れ
た
「
あ
る
季
節
の
た
め
の
証
言
」

（
初
出
「
現
代
詩
」
昭

m
・
7
月
号
、
創
刊
号
）
は
、

次
の
よ
う
に
は
じ
ま
る
詩
で
あ
る
。



す
ぎ
て
い
っ
た
ひ
と
つ
の
季
節

夕
暮
れ

運
動
場
の
片
す
み
に
ね
そ
べ
り
な
が
ら

ぼ
く
ら
は
草
を
か
む
よ
う
に
ぼ
く
ら
の
夢
を
か
ん
で
い
た

放
心
が
ぼ
く
ら
を
世
界
の
隙
聞
に
ば
か
り
住
ま
せ
て
い
た

夢
は
ぼ
く
ら
に
装
填
し
た

世
界
へ
の
熱
い
愛
と
逃
亡
へ
の
は
げ
し
い
幡
好

頭
の
中
の
不
安
な
ぬ
く
み
を

穂
麦
は
ぼ
く
ら
の
心
臓
に
生
え

ぼ
く
ら
の
肉
は
病
ん
で
薫
っ
た

時
お
り
鋭
ど
く
遠
い
国
の
銃
弾
が

ぼ
く
ら
の
肌
を
引
き
裂
い
て
す
ぎ

た
ち
ど
ま
る
ぼ
く
ら
の
中
を
冷
た
い
風
が
鳴
っ
て
す
ぎ
た

そ
の
時
ぼ
く
ら
が
内
部
に
見
た
暗
い
景
色
：
：
：
傷
だ
け
が
ぼ
く
ら
に
窓
を
与
え
た
の
か
？

そ
れ
で
も
ぼ
く
ら
は
夢
を
愛
し
た

不
安
な
ぬ
く
み
も
と
に
か
く
一
つ
の
し
る
し
で
あ
っ
た

第
二
連
ま
で
を
引
用
し
た
。
こ
こ
で
「
あ
る
季
節
」

「
す
ぎ
て
い
っ
た
ひ
と
つ
の
季
節
」
が
い
つ
の
こ
と
か
は
、
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。

あ
て
ど
な
い
夢
の
過
剰

九



七。

し
か
し
、
第
一
連
の
「
放
心
」
さ
せ
ら
れ
て
い
た
時
期
と
「
す
ぎ
て
い
っ
た
ひ
と
つ
の
季
節
」
と
を
重
ね
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
な
大

岡
誠
の
一
言
説
を
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

彼
ら
（
引
用
者
注
「
一
九
四
四
年
の
中
学
三
年
生
」
た
ち
）
に
と
っ
て
は
、
個
体
は
歴
史
の
網
の
目
に
よ
っ
て
も
、
政
治
の
網
の
日
に
よ
っ
て

も
掬
い
と
る
こ
と
の
で
き
な
い
領
域
に
、
す
で
に
は
み
出
て
し
ま
っ
た
も
の
と
し
て
、
自
覚
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
自
覚
が
（
中
略
）
「
放

心
」
の
実
体
だ
っ
た
と
い
っ
て
も
い
い
。

（
『
戦
後
詩
概
観
』

4

「
感
受
性
の
祝
祭
の
時
代
」
）

」
こ
で
は
、

「
一
九
四
四
年
の
中
学
三
年
生
」
た
ち
に
、
こ
の
「
自
覚
」

の
原
体
験
が
得
ら
れ
た
の
は
太
平
洋
戦
争
末
期
か
ら
戦
後
に
か
け

て
の
こ
と
で
あ
り
、

さ
ら
に
は
彼
ら
の
「
自
覚
識
の
目
覚
め
」
は
、

「
矛
盾
す
る
諸
価
値
が
、
陰
険
に
、
あ
る
い
は
騒
然
と
共
存
す
る
戦
後
日

本
の
沸
騰
期
」
に
迎
え
ら
れ
た
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
確
認
さ
れ
て
い
る
「
放
心
」
の
実
体
は
、
「
は
み
だ
し
て
し
ま
っ
た
も
の
」
の
自
覚
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
認
識
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
注
目
し
て
お
こ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
で
の
「
放
心
」
は
、
た
ん
な
る
呆
然
自
失
で
は
な
く
、
醒
め
た
現
実
認
識
の
結
果
も
た
ら
さ
れ
た

虚
無
的
な
心
的
状
態
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
「
放
心
」
に
あ
っ
た
「
ぼ
く
ら
」
に
「
夢
」
が
「
世
界
へ
の
熱
い
愛
と
逃
亡

へ
の
は
げ
し
い
噌
好
」
と
を
「
装
填
」
し
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
世
界
へ
の
「
愛
」
と
「
逃
亡
」
と
い
う
二
律
背
反
を
も
た
ら
し
た
。
そ
の
二
律

背
反
が
「
ぼ
く
ら
」
を
世
界
の
前
に
立
ち
す
く
ま
せ
、
視
線
は
内
向
し
て
「
暗
い
景
色
」
を
見
せ
て
い
く
。
し
か
し
、

「
そ
れ
で
も
ぼ
く
ら
は

夢
を
愛
し
た
」
。
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
「
ぼ
く
ら
」
に
は
た
ら
き
か
け
る
「
夢
」
と
は
、

「
世
界
」
あ
る
い
は
現
実
と
関
係
を
結
ぼ
う
と

す
る
観
念
的
な
あ
る
い
は
抽
象
化
さ
れ
た
意
志
・
願
望
の
喰
で
あ
る
。
す
で
に
「
は
み
出
て
し
ま
っ
た
了
と
い
う
自
覚
を
持
ち
つ
つ
、
世
界
あ

る
い
は
現
実
と
関
係
を
結
ぼ
う
と
す
る
時
、
着
地
す
べ
き
世
界
あ
る
い
は
現
実
か
ら
す
で
に
疎
外
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
意
志
・
願
望
は

よ
り
観
念
的
に
抽
象
化
さ
れ
た
「
あ
て
ど
な
い
」
も
の
と
な
っ
て
空
転
し
、
自
己
完
結
あ
る
い
は
虚
無
へ
と
転
じ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
そ

し
て
、
そ
こ
に
ふ
た
た
び
あ
ら
た
な
「
放
心
」
が
訪
れ
て
く
る
。
こ
の
循
環
す
る
運
動
が
、
夢
の
過
剰
と
放
心
の
深
化
を
生
み
出
し
て
い
く
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。



「
愛
」
が
個
別
具
体
的
な
現
実
の
他
者
と
の
関
係
の
一
つ
の
形
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
す
で
に
「
は
み
出
し
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
自
覚

の
も
と
で
、

「
夢
」
の
中
に
引
き
寄
せ
る
。
そ
し

て
、
そ
こ
に
は
、
関
係
性
を
失
っ
た
、
つ
ま
り
観
念
と
し
て
の
「
愛
」
の
み
が
残
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
過
剰
な
愛
へ
の
夢
が
、
具
体
的
現
実
的

な
愛
の
関
係
か
ら
他
者
を
脱
落
さ
せ
、
観
念
の
な
か
に
ひ
か
ら
び
た
「
愛
」
を
残
し
た
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
、
他
者
と
の
関
係
を
失
っ
た
自
己
完
結
的
な
「
愛
」
と
「
夢
」
の
中
に
あ
る
詩
人
の
心
は
、
「
お
ご
る
心
」
と
と
ら
え
ら
れ
、

そ
こ
に
あ
る
「
少
女
の
額
の
傷
の
よ
う
な
裂
目
」
が
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
「
裂
自
」
こ
そ
が
、
現
実
へ
の
意
志
・
願
望
と
、
す
で
に
「
は
み
出

し
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
放
心
の
間
で
、
ひ
き
さ
か
れ
た
心
の
痛
ま
し
い
傷
な
の
で
あ
る
。
こ
の
「
裂
目
」
か
ら
噴
出
す
る
「
悲
し
み
」
は
、

「
突
堤
の
下
に
投
げ
捨
て
ら
れ
た
ま
ぐ
ろ
の
首
か
ら
吹
い
て
い
る
血
煙
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
の
生
理
的
な
ま

わ
れ
h

い
わ
』
は
、
「
悲
し
み
」
が
、
「
ひ
と
つ
の
愛
か
ら
夢
を
う
ば
っ
た
」
こ
と
か
ら
発
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
自
己
完
結
的
な
観
念
性
か
ら
と

り
の
こ
さ
れ
た
肉
体
・
身
体
性
か
ら
も
訪
れ
て
い
る
こ
と
と
、
関
わ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
詩
人
は
、
そ
の
よ
う
な
「
悲
し
み
」
も
ま

「
あ
て
ど
な
い
過
剰
な
夢
」
は
、

「
愛
」
そ
の
も
の
を
も
現
実
と
の
関
係
性
を
失
わ
せ
、

た

「
気
遠
く
そ
し
て
ま
な
ま
な
し
く
」
貧
血
し
た
視
界
に
訪
れ
た
も
の
の
ご
と
く
に
感
じ
と
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
感
覚
は
、
詩
人
の

「
放
心
」
が
、
世
界
や
現
実
に
対
し
て
ば
か
り
で
な
く
、
自
己
自
身
に
も
向
か
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
「
貧
血
」
と
は
、

ま
さ
に
肉
体
・
身
体
的
な
も
の
の
喰
と
し
て
の
血
が
引
い
て
、
観
念
が
残
さ
れ
た
状
態
の
謂
で
も
あ
ろ
う
。

岩
田
宏
が
、
飯
島
耕
一
の
『
他
人
の
空
』
を
論
じ
た
文
章
（
「
飯
島
耕
一
論
」
ユ
リ
イ
カ
版
『
飯
島
耕
一
詩
集
解
説
、
』
昭
お
・

1
）
の
一
節
に
、

ー「

九
四
四
年
の
中
学
生
」
た
ち
の
精
神
的
特
徴
を
「
放
心
そ
の
も
の
を
自
己
と
他
者
と
の
積
極
的
な
関
係
を
証
明
す
る
た
め
の
手
段
と
考
え
た
こ

と
は
こ
の
世
代
の
特
徴
と
思
わ
れ
る
。
（
中
略
）
あ
る
世
代
に
共
通
し
た
疾
患
で
あ
る
貧
血
状
態
の
中
で
、
新
し
い
メ
タ
フ
ィ
ジ
ヅ
ク
を
創
り

出
す
こ
と
。
放
心
を
理
解
に
ま
で
変
質
さ
せ
る
こ
と
」
と
書
い
て
い
る
の
を
共
感
的
に
引
用
し
つ
つ
、
大
岡
信
は
、
こ
の
世
代
を
ナ
イ
l
グ
な

存
在
と
す
る
根
拠
と
し
て
展
開
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
（
『
戦
後
詩
概
観
』

4

「
感
受
性
の
祝
祭
の
時
代
」
）
が
、

そ
の
文
章
で
あ
ら
た
め
て
飯
島
耕
一

の
「
他
人
の
空
」
を
引
き
つ
つ
、

「
そ
こ
に
は
岩
田
宏
の
い
う
「
貧
血
状
態
」
に
あ
る
肖
像
が
、
き
わ
め
て
正
確
に
描
き
だ
さ
れ
て
い
た
。
そ

あ
て
ど
な
い
夢
の
過
剰

七



七

し
て
、
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、

血
が
空
に
「
他
人
の
よ
う
に
め
ぐ
っ
て
い
る
」
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、
こ
の
青
春
は
、

す
で
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
秩
序
か
ら
は
み
出
て
し
ま
っ
て
い
る
自
分
自
身
の
対
象
化
を
、
さ
り
げ
な
い
ナ
イ
I
ヴ
な
表
現
を
通
し
て
、
成
し
と
げ

て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
た
し
か
に
あ
た
ら
し
い
感
受
性
の
登
場
を
語
っ
て
い
た
。
」
と
も
書
い
て
い
た
。
自
ら
の
出
発
の
時

期
の
同
世
代
の
詩
人
の
感
受
性
や
詩
法
を
ま
さ
に
「
ぼ
く
自
身
の
経
験
」
と
し
て
語
っ
た
も
の
だ
が
、
昭
和
二
八
年
二
一
月
に
刊
行
さ
れ
た
飯

島
耕

『
他
人
の
空
』
の
「
貧
血
状
態
」
は
、
大
同
信
に
も
共
有
さ
れ
た
も
の
と
し
て
あ
り
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
こ
の
「
気
遠
く
そ
し
て
ま

な
ま
な
し
く
」
吹
き
出
て
い
る
「
悲
し
み
」
に
変
奏
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

第
二
連
で
は
、

「
ゆ
す
れ
て
見
え
る
街
景
」

の
な
か
に
お
け
る
、
記
憶
が
展
開
さ
れ
る
。
街
景
が
「
ゆ
す
れ
て
見
え
る
」
の
は
、

「
血
煙
の

よ
う
に
、
気
遠
く
そ
し
て
な
ま
な
ま
し
く
」
吹
き
で
る
「
か
な
し
み
」
の
た
め
か
。
こ
の
「
街
景
」
に
見
え
る
も
の
は
、
通
過
す
る
「
い
く
た

り
か
」
の
「
幼
い
こ
ろ
の
顔
」
で
あ
る
。
こ
の
顔
は
、

「
ま
ば
た
き
も
せ
ず
」

「
足
音
を
も
た
ぬ
」
。
こ
れ
ら
は
お
そ
ら
く
、
記
憶
の
中
に
今

生
き
て
い
る
顔
で
あ
り
、

い
ず
れ
忘
却
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
記
憶
の
中
で
固
着
し
て
い
く
も
の
な
の
だ
。
彼
ら
は
す
で
に
死
の
影
に
お
お
わ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
「
幼
い
こ
ろ
の
顔
」

の
一
部
（
耳
）
の
み
は
現
在
も
育
ち
続
け
て
い
る
。
先
駆
形
で
は
、

「
ゆ
す
れ
て
見

え
る
街
景
に
、

い
く
た
り
か
幼
い
頃
の
顔
も
あ
っ
た
が
、
記
憶
は
す
で
に
み
す
ぼ
ら
し
く
、
限
つ
む
れ
ば
、
街
か
ど
で
、
吹
き
つ
け
る
風
に
頬

は
ひ
び
割
れ
眼
球
は
北
に
飛
ん
だ
。
」
と
、
す
で
に
記
憶
に
遠
ざ
か
っ
た
「
幼
い
頃
」
と
の
決
別
が
描
か
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
、
記
憶
は
空

聞
に
転
化
し
、
現
在
に
生
き
て
い
る
「
幼
い
頃
の
顔
」
の
記
憶
が
、
風
の
中
で
揺
れ
て
い
る
大
き
く
育
っ
た
耳
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
提
出
さ

れ
、
記
憶
の
中
で
、
そ
の
細
部
が
肥
大
し
て
い
る
と
い
う
、
記
憶
と
現
在
の
関
係
の
一
面
が
、

イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

。
る

「
現
在
の
心
」
に
「
街
」
（
1
外
部
・
現
実
）
が
も
た
ら
し
た
も
の
が
描
か
れ
る
。
そ
れ
は
、
苔
と
流
れ
る
血
の
イ
メ
ー
ジ

で
あ
る
。
向
日
性
を
も
っ
向
日
葵
で
は
な
く
、
苔
と
い
う
背
日
的
な
植
物
の
イ
メ
ー
ジ
で
、
現
在
の
心
の
指
向
が
語
ら
れ
、
そ
こ
に
は
「
血
」

第
三
連
で
は
、

が
流
れ
て
い
る
。
苔
の
上
に
散
る
ガ
ラ
ス
に
よ
っ
て
、
現
実
に
お
い
て
流
さ
れ
る
傷
ま
し
い
争
い
の
血
が
暗
示
さ
れ
、
そ
れ
が
詩
人
の
心
の
苔



を
育
て
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
、

血
の
暗
示
す
る
も
の
は
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
詩
人
の
身
体
に
お
け
る
生
命
の
流
れ
で
も
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
現
実
の
中
に
あ
る
詩
人
の
心
は
、

こ
の
よ
う
な
「
夜
の
旅
」
の
中
で
、
詩
人
は
ひ
た
す
ら
に
「
見
る
」
こ
と
に
転
じ
る
。
そ
こ
で
見
え
て
き
た
の
が
、
第
四
連
に
展
開
さ
れ
る

シュ

l
ル
レ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。

「
夜
の
旅
」

の
さ
な
か
に
あ
る
。

粟
津
則
雄
は
、
こ
の
連
の
イ
メ
ー
ジ
を
次
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
。

空
や
水
や
樹
は
「
ふ
れ
て
ゆ
く
」
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
直
ち
に
「
ふ
く
れ
る
」
腹
や
眼
蓋
や
居
と
な
り
、
さ
ら
に
ま
た
「
や
せ
る
」
手

や
牛
や
空
や
水
や
土
地
に
う
つ
っ
て
ゆ
え
の
だ
。

一
方
イ
マ

l
ジ
ュ
は
徴
妙
に
だ
ぶ
り
な
が
ら
「
壁
」
や
「
鎖
」
な
ど
と
い
う
閉
鎖
的
な
性

格
の
も
の
に
変
わ
っ
て
ゆ
く
。
こ
の
よ
う
な
移
行
は
、
外
界
に
対
し
て
聞
か
れ
な
が
ら
、
聞
か
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
閉
じ
ら
れ
た
彼
の

精
神
の
境
位
を
明
ら
か
に
一
示
す
も
の
だ
。
か
く
て
空
は
「
救
い
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
罰
」
と
な
り
、
彼
は
そ
の
言
わ
ば
抽
象
的
な
普
遍
の

な
か
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
し
ま
う
の
だ
。

こ
の
分
析
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
前
連
か
ら
の
読
み
の
流
れ
に
沿
っ
て
、
次
の
よ
う
に
読
ん
で
み
た
い
。

運
動
そ
の
も
の
に
身
を
ま
か
せ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

前
連
の
「
濡
ら
す
」
液
体
の
イ
メ
ー
ジ
が
「
ふ
く
れ
て
ゆ
く
」
と
い
う
運
動
の
イ
メ
ー
ジ
を
呼
び
起
こ
し
て
い
る
。
詩
人
は
こ
こ
で
言
葉
の

へ
、
そ
し
て
対
比
的
な
「
や
せ
る
」
へ
転
換

「
ふ
く
れ
て
ゆ
く
」
か
ら
「
ふ
く
れ
る
」

し
、
さ
ら
に
も
う
一
度
逆
転
し
て
「
ふ
と
る
」
へ
と
動
い
て
い
く
。

「
ふ
く
れ
て
い
く
」
か
ら
「
ふ
と
る
」
に
い
た
る
語
が
結
び
つ
い
て
い
る

語
句
も
、
自
然
か
ら
身
体
、
さ
ら
に
自
然
へ
と
も
ど
り
、
最
後
に
人
工
の
も
の
へ
と
至
る
。
詩
人
は
こ
の
よ
う
な
言
葉
と
イ
メ
ー
ジ
の
運
動
に

入
る
こ
と
で
、
第
四
連
と
は
異
な
っ
た
現
実
の
新
し
い
認
識
を
獲
得
し
て
い
く
。
そ
れ
は
、
言
葉
の
運
動
が
、

「
ふ
と
る
壁
」

は
ば
む
も
の
・
抱
束
す
る
も
の
が
「
ふ
と
る
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
至
っ
た
と
き
に
起
こ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
葉
の
運
動
に
身

を
任
せ
る
か
の
よ
う
な
展
開
は
、
こ
こ
で
断
ち
切
ら
れ
「
だ
れ
が
ふ
と
る
。
だ
れ
が
。
」
と
い
う
問
い
か
け
が
、
呼
び
起
こ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
ふ
と
る
鎖
」

と
い
う
、

そ
し
て
、

は
ば
ま
れ
・
拘
束
さ
れ
る
側
の
も
の
と
し
て
、
や
せ
る
血
が
対
置
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
と
り
あ
え
ず
「
救
い
」
と
な
る

あ
て
ど
な
い
夢
の
過
剰

七



七
回

の
が
、

「
空
」
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
「
空
は
い
つ
で
も
青
か
っ
た
」

（
「
青
空
」
）
と
い
う
よ
う
に
、

「
や
せ
る
血
」
か
ら
の
超
越
を
可
能
に
す

る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
同
時
に
、

「
空
は
罰
」
に
も
転
化
す
る
。

「
空
は
血
の
上
澄
み
」
と
続
く
が
、

「
血
」
が
身
体
的
生
命
に
つ
な
が

る
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

「
空
」
は
、
思
考
や
感
性
の
抽
象
性
や
観
念
性
を
象
徴
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、

「
内
ヱ
」

は
「
あ
て
ど
な
い
夢
の
過
剰
」
を
も
ま
た
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
罰
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、

ふ
た
た
び
詩
人
は
二
律
背
反
の
前
に
立
ち
す
く
む
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
詩
人
の
立
ち
す
く
む
場
所
の
位
相
は
異
な
っ
て
い

る
。
冒
頭
の
「
夢
の
過
剰
が
」

「
う
ば
っ
た
」
と
「
ぼ
く
」
に
と
っ
て
は
受
け
身
的
に
表
現
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
最
終
連
の
詩
句
が
、

「
ぼ
く
は
」

「
な
く
し
た
」
と
い
う
主
格
を
明
示
し
た
表
現
に
な
っ
て
い
る
こ
と
の
意
味
は
、
こ
こ
に
あ
る
。
す
で
に
詩
人
は
、

「
あ
て
ど
な
い
夢
の
過
剰
」
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。

ひ
と
つ
の
新

し
い
認
識
を
得
た
場
所
に
立
っ
て
、

注

粟
津
則
雄
「
大
同
信
論
」
は
、
『
現
代
詩
論
5

山
本
太
郎

粟
津
則
雄
』
（
一
九
七
二
・
九
、
品
文
社
）
所
収
の
も
の
に
よ
っ
た
。

附
記本

稿
は
、
「
国
文
学
」
（
学
燈
社
ご
九
九
四
（
平
成
六
）
年
八
月
号
発
表
の
「
大
岡
信
の
詩
を
評
釈
す
る
」
と
一
部
重
複
す
る
内
容
で
あ
る
が
、
本
稿
を
も

っ
て
現
在
の
定
稿
と
す
る
。


