
西
脇
順
三
郎
の
詩
を
英
語
に
訳
し
た
も
の
を
、
去
年
、T

he
M
odern

Fable

と
し
て
出
し
た
１

の
で
、
本
誌
に
一
文
寄
稿
あ
り
た
い
と
の
こ
と

で
あ
る
。
西
脇
の
拙
訳
に
は
歴
史
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
を

振
り
返
る
こ
と
は
、
即
ち
ぼ
く
が
ア
メ
リ
カ
で
日
本
詩
歌
の
英
訳
の
歴
史

を
振
り
返
る
こ
と
で
も
あ
る
。
と
言
え
ば
大
袈
裟
だ
が
、
つ
い
に
永
住
す

る
こ
と
に
な
る
と
も
知
ら
ず
ぼ
く
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
来
た
の
は
、
後
に

「
世
界
を
揺
す
っ
た
２

」
と
も
称
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
一
九
六
八
年
で

あ
っ
た
の
を
、
五
年
後
の
一
九
七
三
年
に
は
、
驚
く
勿
れ
四
冊
の
英
訳
詩

集
を
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
自
分
で
驚
く
勿
れ
な
ど
と
い
う
の
も
、
四
十

年
前
、
詩
は
外
国
語
に
訳
せ
な
い
と
い
う
の
は
通
念
で
あ
り
、
ぼ
く
に

と
っ
て
英
語
は
外
国
語
だ
か
ら
だ
。
な
ぜ
そ
ん
な
こ
と
が
で
き
た
か
。
そ

れ
は
二
つ
の
幸
運
が
重
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
一
つ
は
、
当
時
は
ヒ
ッ

ピ
ー
時
代
の
余
波
も
あ
っ
て
、
詩
を
英
訳
す
る
の
な
ら
喜
ん
で
手
伝
い
ま

す
と
、
ア
メ
リ
カ
で
勉
強
を
し
た
こ
と
す
ら
な
い
日
本
人
の
つ
た
な
い
英

語
を
、
時
間
な
ど
度
外
視
し
て
丹
念
に
見
て
く
れ
る
詩
人
に
何
人
も
知
り

あ
っ
た
こ
と
、
も
う
一
つ
は
、
当
時
、
日
本
の
詩
歌
、
な
か
ん
ず
く
現
代

詩
は
、
ほ
と
ん
ど
英
訳
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
う
、
も
う
一
つ
幸
運
が
あ
っ
た
。
同
志
社
時
代
に
知
り
あ
っ
た
優
れ

た
ア
メ
リ
カ
人
女
性
と
高
村
光
太
郎
の
英
訳
を
始
め
、
そ
れ
を
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
に
来
て
か
ら
も
続
け
た
こ
と
だ
。
対
象
は
申
す
ま
で
も
な
く
「
智

恵
子
抄
」
だ
っ
た
。

一
九
七
三
年
に
出
た
四
冊
と
は
、Poem

s
of

P
rincess

Shikishi

、Ten

Japanese
Poets

、Spring
&
A
sura:

Poem
s
ofK

enjiM
iyazaw

a

、
そ
れ
に

シ
カ
ゴ
大
学
の
文
芸
誌C

hicago
R
eview

の
、
訳
は
全
て
ぼ
く
の
も
の

で
編
ん
だ
日
本
現
代
詩
特
集A

nthology
of
M
odern

Japanese
Poets

で

西
脇
順
三
郎
の
詩
と
の
長
い
つ
き
あ
い

佐

藤

紘

彰
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あ
る
。
当
時
の
日
本
と
い
え
ば
、
ぼ
く
が
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
て
き
た
年
の

初
め
に
国
民
総
生
産
で
世
界
第
二
位
に
な
っ
た
こ
と
が
公
表
さ
れ
、
文
学

面
で
は
三
島
由
紀
夫
は
と
み
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
も
っ
と

も
、
ぼ
く
自
身
は
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
に
つ
い
て
の
惑
乱
と
ア
メ
リ
カ
に
行
く

期
待
と
不
安
と
で
、
そ
の
ど
ち
ら
に
も
気
付
い
て
い
た
気
配
は
な
い
。
ま

た
、
ア
メ
リ
カ
で
も
、
日
本
の
経
済
力
は
そ
れ
か
ら
二
十
年
後
の
一
九
八

〇
年
代
ほ
ど
意
識
さ
れ
て
い
た
と
は
思
え
ず
、
三
島
は
積
極
的
に
「
海
外

に
」
出
て
自
分
を
表
に
出
す
こ
と
を
少
し
も
躊
躇
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ

る
例
外
的
存
在
だ
っ
た
は
ず
で
、
未
だ
に
日
本
は
異
国
で
あ
り
、
日
本
語

は
物
珍
し
い
時
代
だ
っ
た
。
そ
れ
を
如
実
に
示
す
の
は
、
そ
の
こ
ろ
パ
ー

テ
ィ
に
行
っ
て
何
を
や
っ
て
い
ま
す
か
と
尋
ね
ら
れ
て
、
日
本
語
で
す
と

い
う
と
相
手
が
怪
訝
な
顔
を
す
る
、
と
い
うD

onald
K
eene

の
洒
脱
な

エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
。
キ
ー
ン
の
話
が
さ
ほ
ど
誇
張
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、

か
な
り
後
ま
で
ア
メ
リ
カ
図
書
の
殿
堂
議
会
図
書
館
が
日
本
語
をeso-

teric
languages

の
分
類
に
入
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
よ
う
（
も
ち

ろ
ん
ぼ
く
は
そ
の
尺
度
を
知
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
今
で
も
そ
う

し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
）。

と
も
か
く
、
一
九
七
〇
年
代
の
初
め
ご
ろ
は
日
本
現
代
詩
の
英
訳
は
稀

な
存
在
だ
っ
た
。
そ
れ
は
、
訳
を
読
む
こ
と
に
な
る
ア
メ
リ
カ
で
は
な
く
、

な
ん
と
訳
さ
れ
た
側
た
る
日
本
で
、
読
売
新
聞
が
上
記
四
冊
の
う
ちTen

Japanese
Poets

とA
nthology

of
M
odern

Japanese
Poets

を
取
り
上
げ
、

二
冊
を
併
せ
て
二
百
六
十
頁
に
も
及
ば
な
い
現
代
詩
の
訳
に
（
ぼ
く
の
覚

束
な
い
記
憶
で
は
）
ほ
と
ん
ど
一
面
を
費
や
し
て
そ
の
内
容
を
述
べ
、
ア

メ
リ
カ
の
読
者
は
日
本
の
現
代
詩
に
「
瞠
目
す
る
で
あ
ろ
う
」
な
ど
と
締

め
く
く
っ
た
こ
と
か
ら
容
易
に
想
像
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
思
う
。
た
だ
、
こ

う
い
う
面
で
の
事
態
の
変
化
は
急
で
あ
る
。
わ
ず
か
八
年
後
に
ぼ
く
が
碩

学B
urton

W
atson

先
生
と
の
共
訳
で
古
事
記
か
ら
高
橋
睦
郎
ま
で
を
網

羅
す
る
六
百
五
十
頁
に
及
ぼ
う
と
い
う
日
本
詩
歌
集F

rom
the

C
ountry

ofE
ightIslands:

A
n
A
nthology

を
出
し
た
時
は
、
日
本
で
は
（
ぼ
く
の

知
る
か
ぎ
り
）
ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
る
こ
と
と
相
成
っ
た
。
そ
の
た
め
訳

者
た
る
ぼ
く
が
伝
手
を
探
し
て
毎
日
新
聞
に
短
い
紹
介
文
を
書
か
せ
て
も

ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

ぬ
な
か
は

ち
な
み
に
、
こ
の
詩
歌
集
の
題
は
古
事
記
の
沼
河
比
賣
求
婚
の
条
に
あ

る
八
千
矛
神
の
歌
「
八
千
矛
の
神
の
命
は
八
島
国
妻
枕
か
ね
て
」
に
あ
る

日
本
の
古
名
か
ら
ワ
ト
ソ
ン
先
生
が
提
案
さ
れ
、
採
っ
た
も
の
で
あ
る
。

ぼ
く
は
ち
ょ
っ
と
か
っ
こ
を
つ
け
てJapanese

Poetry:
A
n
A
nthology

の
よ
う
な
無
飾
り
の
題
を
考
え
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
去
年
出
た
古

事
記
か
ら
蜂
飼
耳
ま
で
を
網
羅
す
る
女
性
詩
人
集
で
は
、
ぼ
く
は
逆
に
和

泉
式
部
の
歌
「
白
露
も
夢
も
こ
の
世
も
幻
も
」
に
基
づ
く
優
雅
な
題
を
考

え
て
い
た
が
、
最
終
的
に
出
版
を
引
き
受
け
て
く
れ
た
出
版
社
の
反
対
に

合
い
、Japanese

W
om

en
Poets:

A
n
A
nthology

と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

皮
肉
で
あ
る
。

幸
い
、ア
メ
リ
カ
で
は
『
八
島
国
』
はThe

N
ew
York

Tim
es
B
ook

R
eview

が
大
き
く
取
り
上
げ
た
。
こ
の
週
刊
誌
は
詩
の
英
訳
は
ギ
リ
シ
ャ
や
ロ
ー

マ
の
古
典
を
除
い
て
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
な
い
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
今

も
っ
て
栄
誉
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
ア
メ
リ
カ
以
外
で
は
、
ス
イ
ス
の
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ド
イ
ツ
語
雑
誌
が
長
文
の
記
事
を
出
し
て
、
ま
た
こ
う
い
う
面
で
も
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
は
ア
メ
リ
カ
に
先
ん
じ
ら
れ
た
と
嘆
い
た
。
ぼ
く
は
ド
イ
ツ
語
を

読
め
な
い
の
で
友
人
に
英
訳
し
て
も
ら
っ
た
が
、
そ
こ
でH

err
Sato

と

呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
に
限
り
な
い
悦
び
を
感
じ
た
こ
と
は
忘
れ
ら
れ
な
い
。

時
代
の
変
遷
と
い
え
ば
、
た
ま
た
ま
こ
れ
を
書
き
始
め
て
か
ら
気
付
い

た
こ
と
だ
が
、『
八
島
国
』
の
十
五
年
あ
と
の
一
九
九
六
年
は
、Joshua

M
ostow

と
い
う
新
進
学
者
が
百
人
一
首
に
つ
い
て
五
百
二
十
頁
を
費
や

す
本
３

を
著
し
、
そ
の
中
で
ぼ
く
の
短
歌
一
行
訳
を
「
詩
の
詩
形
法
を
そ

の
図
形
上
の
線
配
列
と
取
り
違
え
る
（confuse

the
prosody

of
poetry

w
ith
its
graphic

lineation

）」
も
の
と
し
て
卑
下
し
さ
っ
た
年
で
あ
り
、

A
lan

Tansm
an

と
い
う
、
こ
れ
も
同
じ
く
新
進
学
者
がH

arvard
Journal

ofA
siatic

Studies

に
四
十
頁
に
及
ぶ
論
文
を
寄
せ
て
保
田
與
重
郎
の
『
日

本
の
橋
』
を
論
じ
４

、
三
島
由
紀
夫
を
「
保
田
の
最
も
有
名
な
亜
流

（Y
asuda’s

m
ostfam

ous
epigone

）」
と
笑
い
去
っ
た
年
で
あ
っ
た
。
短

歌
の
詩
形
に
つ
い
て
は
日
夏
耿
之
介
か
ら
釈
迢
空
を
経
て
現
代
ま
で
さ
ま

ざ
ま
の
分
析
が
あ
り
、
行
分
け
の
試
み
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
を

graphic
lineation

と
し
て
片
づ
け
る
の
は
乱
暴
、
三
島
は
二
十
歳
に
な
る

以
前
に
保
田
を
棄
て
る
方
向
に
動
い
て
い
た
の
だ
か
ら
、
こ
れ
を
亜
流
と

し
て
片
づ
け
る
の
も
乱
暴
だ
が
、
新
進
は
そ
う
い
う
こ
と
を
言
わ
な
い
と

頭
角
を
現
せ
な
い
の
だ
ろ
う
。

一
九
七
三
年
の
拙
訳
出
版
の
先
駆
け
と
な
っ
た
の
は
ダ
ー
ト
モ
ス
大
学

の
若
い
ロ
シ
ア
語
教
師G

eorge
Y
oung

が
始
め
たG

ranite

と
い
う
文
芸

誌
だ
っ
た
。
ぼ
く
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
落
ち
着
い
て
ほ
ど
な
い
こ
ろ
か
ら

C
arm

elW
ilson

とE
leanorW

olff

と
い
う
ご
婦
人
二
人
に
週
に
一
度
俳

句
を
「
教
え
る
」
な
ど
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
外
国
に
住
み
そ
の

国
の
言
葉
を
曲
が
り
な
り
に
も
話
せ
る
と
母
国
文
化
全
般
の
代
表
者
と
し

て
扱
わ
れ
る
と
い
う
経
験
は
今
で
も
多
く
の
御
仁
の
分
か
つ
こ
と
だ
ろ
う

と
思
う
が
、
四
十
年
前
の
ぼ
く
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
英
文
学
の
徒
と

し
て
、
俳
句
は
文
学
に
あ
ら
ず
と
嘯
い
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
の
に
そ
ん

な
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
お
二
方
の
お
住
ま
い
を
交
互
に
す
る
そ
の

会
合
は
、
ぼ
く
に
と
っ
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
上
流
社
会
を
垣
間
見
さ
せ
て

く
れ
る
機
会
と
な
っ
た
ば
か
り
で
な
い
。
加
え
て
、
ご
婦
人
の
う
ち
ウ
ル

フ
さ
ん
は
ぼ
く
の
英
語
の
先
生
と
な
り
、
詩
歌
の
英
訳
を
見
て
く
だ
さ
る

こ
と
に
な
っ
た
。

外
国
人
の
英
語
を
見
る
人
と
し
て
の
ウ
ル
フ
さ
ん
は
、
訳
を
単
に
英
語

ら
し
く
な
い
と
い
う
観
点
か
ら
す
ぐ
さ
ま
書
き
換
え
る
よ
う
勧
め
る
こ
と

を
絶
対
に
し
な
い
人
だ
っ
た
。
訳
、
あ
る
い
は
外
国
人
の
書
く
英
語
は
、

も
と
の
言
語
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
伝
え
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
尊
重
す
べ
き
だ

と
い
う
お
考
え
で
あ
っ
た
と
思
う
。
そ
の
こ
と
は
英
語
は
ど
う
で
も
よ
い

と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て
な
い
。
ウ
ル
フ
さ
ん
は
詩
を
書
か
れ
、
一
九
七

二
年
に
はSpaces

と
い
う
詩
集
を
出
さ
れ
た
。
そ
の
献
呈
を
い
ま
見
る

と
、
簡
素
に
も
涙
を
そ
そ
る
言
葉
が
み
や
び
な
筆
跡
で
記
し
て
あ
り
、
茶

目
っ
気
よ
ろ
し
く
誇
ら
し
げ
に
も
っ
て
お
ら
れ
た
「
狼
」
の
字
の
印
鑑
が

赤
々
と
押
し
て
あ
る
。

西
脇
の
訳
で
一
つ
忘
れ
ら
れ
な
い
の
は
、
ど
の
詩
だ
っ
た
か
、
西
脇
が

西脇順三郎の詩との長いつきあい
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イ
ギ
リ
ス
の
地
名
に
つ
い
て
村（
市
）と
書
い
て
い
た
の
を
、
自
分
の
記
憶

で
は
市（
村
）だ
っ
た
と
思
う
が
、
と
大
き
な
地
図
を
引
き
出
し
て
確
か
め

よ
う
と
し
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
だ
。
当
時
は
も
ち
ろ
ん
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

は
存
在
し
な
か
っ
た
が
、
ウ
ル
フ
さ
ん
は
若
い
何
年
か
を
パ
リ
で
過
ご
し

た
人
で
あ
っ
た
。

そ
の
ウ
ル
フ
さ
ん
が
、
一
九
七
一
年
の
あ
る
夕
、
姪
のPriscilla

か
ら

と
言
っ
て
手
渡
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
が
、
新
し
い
訳
詩
を
求
め
る
と
い
う

G
ranite

の
案
内
だ
っ
た
。
プ
リ
シ
ラ
さ
ん
も
ロ
シ
ア
文
学
の
徒
で
あ
っ

た
か
ら
、
そ
の
よ
し
み
で
同
誌
が
詩
の
訳
を
求
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
を

知
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
こ
で
か
な
り
の
量
の
拙
訳
を
送
っ
た
と
こ
ろ
、

ま
も
な
く
編
集
者
兼
出
版
人
の
ヤ
ン
グ
氏
か
ら
熱
意
に
こ
も
っ
た
手
紙
が

あ
っ
て
、
た
く
さ
ん
採
用
し
て
く
れ
た
。
ヤ
ン
グ
氏
は
間
も
な
く
別
に
詩

集
を
出
すG

ranite
Publications

と
い
う
出
版
社
を
作
り
、
そ
こ
で
出
し

て
く
れ
た
の
がPoem

s
ofP

rincess
Shikishi

とTen
Japanese

Poets

で

あ
っ
た
。Princess

Shikishi

は
申
す
ま
で
も
な
く
式
子
内
親
王
。
体
裁

は
一
頁
一
首
で
、
わ
ず
か
十
二
頁
の
小
冊
子
だ
が
、
式
子
内
親
王
は
萩
原

朔
太
郎
の
「
悲
恋
の
歌
人
」
を
読
ん
で
以
来
心
を
惹
か
れ
た
歌
人
で
あ
り
、

の
ち
に
知
ら
れ
て
い
る
全
て
の
歌
を
英
訳
す
る
５

も
と
い
と
な
っ
た
。
十

名
の
詩
人
は
、
光
太
郎
、
白
石
か
ず
こ
、
滝
口
修
造
、
西
脇
、
朔
太
郎
、

石
原
吉
郎
、
富
岡
多
恵
子
、
吉
岡
実
、
高
橋
睦
郎
、
宮
沢
賢
治
。
各
人
写

真
を
掲
げ
、
ぼ
く
の
短
い
序
文
が
つ
い
て
い
る
。
西
脇
に
つ
い
て
は
こ
う

書
い
て
あ
る
。

西
脇
を
訳
そ
う
と
し
て
、
ぼ
く
は
ア
フ
リ
カ
の
平
原
で
ラ
イ
オ
ン

の
や
り
方
を
学
ぼ
う
と
し
て
い
る
ダ
ッ
ク
ス
フ
ン
ト
の
よ
う
な
気
持

ち
が
す
る
。
西
脇
の
学
識
は
伝
説
的
だ
。
ぼ
く
は

﹇
そ
の
詩
を
訳

す
に
あ
た
っ
て
﹈、
西
洋
、
東
洋
の
古
典
、
現
代
文
学
へ
の
明
ら
か

な
、
ま
た
隠
さ
れ
た
隠
喩
の
多
く
を
看
過
し
た
に
違
い
な
い
。
西
脇

の
植
物
学
の
知
識
は
い
か
な
専
門
的
植
物
学
者
を
も
喜
ば
せ
る
で
あ

ろ
う
が
、
ぼ
く
は
植
物
学
者
な
ど
で
は
到
底
な
い
。

そ
れ
か
ら
西
脇
の
英
語
が
あ
る
。
第
一
詩
集SPE

C
T
R
U
M

は
英

語
だ
っ
た
。
一
九
二
五
年
ロ
ン
ド
ン
で
出
版
さ
れ
、
ロ
ン
ド
ン
・
タ

イ
ム
ズ
紙
そ
の
他
か
ら
好
評
を
受
け
た
。
一
九
五
六
年
、
エ
ズ
ラ
・

パ
ウ
ン
ド
は
西
脇
の
英
語
詩January

in
K
yoto

を
読
ん
で
、「
順
三

郎
は
わ
た
し
が
こ
こ
し
ば
ら
く
目
に
し
た
英
語
で
は
一
番
生
命
力
に

富
む
も
の
を
持
つ
」
と
書
い
た
。

拙
訳
に
つ
い
て
は
、
西
脇
流
に
「
お
詫
び
す
る
」
と
言
う
し
か
な

い
。

こ
こ
に
記
し
た
こ
と
の
う
ち
西
脇
の
英
語
に
つ
い
て
は
、
野
口
米
次
郎

の
英
語
と
も
ど
も
、
後
に
疑
問
に
思
う
よ
う
に
な
り
、
そ
の
よ
う
に
書
い

た
６

。
自
分
の
英
語
習
得
の
経
験
と
照
ら
す
な
ど
お
こ
が
ま
し
い
が
、
西

脇
と
野
口
の
「
伝
説
的
」
英
語
は
か
な
り
割
り
引
い
て
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。
も
う
一
つ
、
パ
ウ
ン
ド
は
エ
リ

オ
ッ
ト
に
は
厳
し
か
っ
た
が
、
他
の
場
合
に
は
驚
く
ほ
ど
寛
大
だ
っ
た
ら

し
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
有
名
な
北
園
克
衛
と
の
文
通
で
は
、
北
園
が
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パ
ウ
ン
ド
の
詩
を
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
パ
ウ
ン
ド
は
北
園

の
や
っ
て
い
る
こ
と
も
何
も
分
か
ら
ぬ
ま
ま
、
遠
隔
の
東
洋
の
国
、
日
本

の
詩
人
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
悦
び
を
見
い
だ
し
、
北
園
を
喧
伝

し
て
い
た
よ
う
だ
、
と
四
百
頁
に
及
ぶ
著
作
でJohn

Solt

が
論
じ
て
い

る
７

。
西
脇
に
つ
い
て
の
明
ら
か
に
過
分
な
言
葉
も
そ
う
し
た
寛
大
さ
か

ら
出
た
言
葉
で
は
な
い
か
と
思
う
。

G
ranite

誌
が
単
行
本
を
出
し
始
め
て
ま
ず
第
一
に
拙
訳
に
よ
る
日
本

現
代
詩
人
選
を
出
し
て
く
れ
た
と
す
れ
ば
、C

hicago
R
eview

の
日
本
現

代
詩
特
集
を
編
集
し
た
二
人
の
学
生
│
│
こ
の
大
学
文
芸
誌
の
編
集
は
学

生
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
│
│
はC

hicago
R
eview

Press

と
い
う
独
立
出

版
社
を
設
立
、
出
版
筆
頭
に
拙
訳
に
よ
る
日
本
現
代
詩
人
シ
リ
ー
ズ
を
置

い
た
。
こ
れ
は
ぼ
く
に
と
っ
て
は
重
な
る
幸
運
、
同
時
に
日
本
の
現
代
詩

に
対
す
る
関
心
が
い
か
に
高
か
っ
た
か
を
示
す
が
、
第
一
弾
に
賢
治
、
次

に
西
脇
を
企
画
し
た
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
は
、
こ
れ
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
外

国
の
詩
に
触
れ
て
喜
ん
だ
若
者
の
過
度
の
楽
観
に
基
づ
い
た
も
の
と
い
う

こ
と
が
ほ
ど
な
く
判
明
、
そ
れ
に
出
版
事
業
の
む
ず
か
し
さ
が
重
な
っ
て
、

数
年
で
放
棄
と
な
る
が
、
訳
者
の
ぼ
く
に
と
っ
て
の
こ
と
の
運
び
も
さ
ほ

ど
順
調
で
は
な
か
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
賢
治
の
方
は
、
実
弟
清
六
氏
か
ら
、
拙
訳
の
検
見
を
依
頼

し
た
英
語
教
授
が
、
忙
し
い
が
二
三
調
べ
た
ら
間
違
い
が
あ
る
と
報
じ
て

き
た
、
従
っ
て
許
可
は
与
え
な
い
と
言
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
拙
稿
は
詩

人M
ichaelO

’B
rien

８

の
綿
密
か
つ
詩
的
ひ
ら
め
き
に
満
ち
、
そ
れ
で
い

て
毎
回
が
楽
し
み
と
な
る
愉
快
な
点
検
を
受
け
、
更
に
ワ
ト
ソ
ン
先
生
に

よ
る
原
文
対
比
を
か
た
じ
け
の
う
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
へ
、
く
だ

ん
の
英
語
教
授
に
は
、
何
よ
り
「
オ
レ
み
た
い
に
偉
い
人
間
に
こ
ん
な
ど

こ
の
馬
の
骨
と
も
分
か
ら
ん
奴
の
英
訳
の
点
検
を
頼
ん
で
く
る
と
は
何

事
」
と
い
っ
た
態
度
が
明
ら
か
だ
っ
た
の
で
、
賢
治
は
既
に
著
作
権
が
失

効
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
、
父
の
知
り
合
い
の
弁
護
士
に
頼
ん
で
調

べ
て
も
ら
っ
た
。
す
る
と
、
そ
の
通
り
、
賢
治
は
著
作
権
法
改
定
以
前
に

適
用
期
間
が
切
れ
て
い
る
と
の
確
約
を
得
た
。
そ
こ
で
出
版
に
踏
み
切
っ

た
。西

脇
は
そ
う
は
い
か
な
か
っ
た
。
拙
訳
の
出
版
を
認
め
て
く
れ
て
い
た

人
が
、
実
は
出
す
の
を
認
め
た
の
は
雑
誌
に
か
ぎ
り
、
単
行
本
に
す
る
の

は
駄
目
だ
と
言
っ
て
き
た
の
だ
。
こ
の
こ
と
に
関
わ
る
西
脇
の
手
紙
は
つ

い
最
近
ま
で
持
っ
て
い
た
、
と
思
い
き
や
、
こ
の
文
章
を
書
き
出
し
て
み

る
と
見
つ
か
ら
な
い
。
幸
い
、
西
脇
の
言
葉
の
重
要
な
部
分
は
、
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
で
出
て
い
た
日
本
語
誌O

C
S
N
ew
s

に
書
い
て
い
た
連
載
欄
「
文

学
漫
歩
」
に
西
脇
の
こ
と
を
書
い
た
時
に
引
い
て
い
た
の
で
、
正
確
に
伝

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ぼ
く
は
、
そ
こ
で
、
西
脇
の
英
語
が
た
と
え
ば
由

良
君
美
の
賛
辞
９

を
鵜
呑
み
に
で
き
る
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い

か
な
ど
と
書
き
、「
一
九
七
四
年
、
池
田
満
寿
夫
の
イ
ン
タ
グ
リ
オ
を
つ

け
て
出
し
た
『
旅
人
の
よ
ろ
こ
び
』（traveller’s

joy

）
と
な
る
と
、
逆
に
、

ほ
ぼ
五
十
年
ナ
マ
の
英
語
に
ほ
と
ん
ど
触
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
人
の
英

語
と
い
う
感
じ
が
強
い
」
と
し
た
あ
と
、
尊
大
に
も
、「
西
脇
の
名
誉
の

た
め
に
言
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
」
と
前
置
き
し
て

次
の
よ
う
に
書
い
た
。

西脇順三郎の詩との長いつきあい
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西
脇
は
ぼ
く
の
英
訳
に
は
寛
大
で
あ
っ
た
。
拙
訳
を
受
け
取
っ
た

初
め
の
こ
ろ
の
手
紙
（
一
九
七
三
年
九
月
二
十
三
日
）
で
、「
私
の
詩

は
む
ず
か
し
い
か
ら
訳
を
完
全
に
や
る
こ
と
は
大
変
な
お
骨
折
り
で

恐
縮
で
す
が
、
何
卒
適
当
に
訳
を
な
さ
っ
て
も
結
構
で
す
」
と
言
い
、

そ
れ
に
基
づ
い
て
準
備
し
た
本
の
原
稿
に
近
い
も
の
を
受
け
取
っ
た

時
に
は
、「
昨
年
私
の
詩
の
訳
詩
を
沢
山
お
送
り
下
っ
た
の
は
貴
殿

で
し
た
か
。
そ
し
て
そ
の
目
的
は
何
で
し
ょ
う
か
。
も
し
單
行
本
と

し
て
出
版
さ
れ
る
目
的
で
あ
り
ま
す
な
ら
、
か
た
く
お
断
り
い
た
し

ま
す
。
…
…
私
の
詩
の
英
訳
の
單
行
本
は
私
自
身
英
訳
い
た
し
た
い

と
思
い
ま
す
」
と
、
ぼ
く
の
意
表
を
つ
く
手
紙
（
一
九
七
四
年
一
月

二
十
二
日
消
印
）
で
も
、「
貴
殿
の
英
訳
は
英
語
と
し
て
は
立
派
で

す
し
、
ま
た
植
物
は
ど
は
よ
く
研
究
に
な
っ
て
い
る
の
で
感
心
し
て

お
り
ま
す
」
と
言
っ
て
く
れ
て
い
る
。

雑
誌
に
出
す
の
は
よ
ろ
し
い
が
、
単
行
本
は
駄
目
と
い
う
言
葉
に
、

既
に
出
版
の
準
備
を
す
す
め
て
い
たC
hicago

R
eview

Press

は
驚

い
て
、
拙
訳
の
編
集
者
と
し
て
名
前
を
連
ね
る
の
は
い
か
が
か
、
序

文
を
書
い
て
い
た
だ
く
の
も
検
討
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
、
ぼ
く
が

出
版
社
の
た
め
に
英
語
で
書
い
た
手
紙
で
言
う
よ
う
に
、
訳
と
い
う

も
の
は
た
く
さ
ん
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
い
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

長
文
の
手
紙
を
書
い
て
く
れ
た
（
三
月
五
日
）
が
、
そ
れ
に
た
い
し

て
最
終
的
な
ダ
メ
を
押
す
手
紙
（
十
月
二
十
六
日
）、「
私
が
わ
る

か
っ
た
の
で
申
（
し
）
訳
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
し
、「
私
の
日
本

語
の
詩
は
私
で
さ
え
英
語
に
は
翻
訳
出
来
な
い
日
本
語
の
ス
タ
イ
ル

で
す
か
ら
」
と
し
な
が
ら
も
、「
雑
誌
な
ど
に
出
し
た
い
と
思
わ
れ

た
原
稿
の
翻
訳
」
は
送
っ
て
く
れ
れ
ば
「
必
ず
共
力
い
た
し
ま
す
」

と
申
し
出
て
く
れ
た
１０
。

こ
う
し
て
西
脇
は
日
本
現
代
詩
人
シ
リ
ー
ズ
か
ら
外
さ
ざ
る
を
え
ず
、

こ
の
シ
リ
ー
ズ
で
は
賢
治
に
つ
い
で
、
高
橋
睦
郎
（
一
九
七
五
年
）、
吉

岡
実
（
一
九
七
六
年
）、
そ
れ
か
ら
三
年
後
の
富
岡
多
恵
子
（
一
九
七
九

年
）
に
い
た
っ
て
終
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
富
岡
訳
か
ら
二
年
後
に
出
た

詩
歌
集
『
八
島
国
』
に
収
め
た
二
十
二
篇
は
、
ぼ
く
が
送
っ
て
い
た
原
稿

か
ら
西
脇
が
選
ん
で
自
由
に
手
を
入
れ
た
も
の
と
記
憶
す
る
。
約
束
ど
お

り
「
共
力
」
し
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
ん
どT

he
M
odern

Fable

を
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
そ
れ
か
ら

更
に
十
年
ほ
ど
し
て
、
シ
ド
ニ
ー
大
学
か
らY

asuko
C
larem

ont

と
い
う

人
がG

en’ei:
Selected

Poem
s
of
N
ishiw

aki
Junzaburo

1894−
1982

を

出
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
西
脇
家

に
手
紙
を
だ
し
た
と
こ
ろ
、
順
一
夫
人
か
ら
「
日
本
の
現
代
詩
が
ど
ん
ど

ん
西
洋
に
紹
介
さ
れ
い
く
に
つ
れ
、
父
の
詩
の
英
訳
も
現
実
問
題
と
し
て

頻
繁
に
お
こ
っ
て
参
り
ま
す
の
で
私
ど
も
も
方
針
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
お

く
必
要
が
あ
る
か
と
存
じ
ま
す
。
柔
軟
性
の
あ
る
対
応
を
し
た
い
と
考
え

て
お
り
ま
す
」
と
い
う
丁
寧
な
お
手
紙
が
あ
っ
た
。
日
付
は
「
平
成
四
年

七
月
十
九
日
」
と
あ
る
か
ら
、
一
九
九
二
年
の
こ
と
だ
。
と
す
れ
ば
、
拙

訳
が
「
現
代
実
験
詩
の
マ
ニ
ア
に
し
て
出
版
人
」
と
詩
人
や
訳
者
に
畏
敬

さ
れ
て
い
るD

ouglas
M
esserli

に
拾
わ
れ
て
よ
う
や
く
日
の
目
を
見
る

104



こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
夫
人
の
お
手
紙
か
ら
十
五
年
、
西
脇
の
断
り
状
か

ら
す
れ
ば
、
実
に
三
十
三
年
後
に
な
っ
た
こ
と
に
な
る
。

本
誌
の
読
者
は
ご
存
知
だ
ろ
う
が
、
一
九
九
三
年
に
はH

osea
H
irata

氏
が
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
か
らT

he
Poetry

and
Poetics

ofN
ishiw

aki

Junnzabur ō:
M
odernism

in
Translation

と
い
う
本
を
出
し
た
。
こ
れ
は

ク
レ
ア
モ
ン
ト
訳
の
二
年
後
で
、
訳
に
加
え
、
西
脇
の
詩
を
現
代
の
こ
の

種
の
も
の
に
は
欠
か
せ
な
い
ら
し
いB

enjam
in

やD
errida

を
自
在
に
引

い
て
論
じ
る
も
の
だ
が
、
い
ま
考
え
る
に
、
こ
の
本
の
題
が
同
大
出
版
で

は
有
名
なE

ncyclopedia
of
Poetry

and
Poetics

に
倣
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。
そ
れ
は
ヒ
ラ
タ
氏
に
尋
ね
る
こ
と
を
思
い
つ
か
な
か
っ
た
が
、
同

書
の
評
は
氏
の
推
薦
でC

om
parative

L
iterature

Studies

に
書
い
た
。

先
に
引
い
た
拙
文
で
は
、
次
の
部
分
も
重
要
な
西
脇
の
言
葉
を
そ
の
ま

ま
伝
え
て
い
る
の
で
引
く
に
値
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

ぼ
く
と
の
や
り
と
り
で
、
西
脇
は
、
日
本
語
の
第
一
詩
集A

m
bar-

valia

の
前
半
の
詩
は
訳
し
て
欲
し
く
な
い
な
ど
の
他
、
い
く
つ
か

面
白
い
こ
と
を
言
っ
た
。
な
か
で
、
出
版
社
の
嘆
願
に
直
接
答
え
る

ぼ
く
宛
の
手
紙
（
三
月
十
四
日
）
で
言
っ
た
次
の
言
葉
を
引
い
て
お

き
た
い
。
い
わ
く
、「
私
の
詩
風
は
わ
ざ
と
マ
ラ
ル
メ
的
に
意
味
不

明
に
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
私
の
詩
は
い
つ
も

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
を
読
者
と
し
て
假
定
し
て
い
ま
す
。
特
に
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
文
学
、
哲
学
、
美
術
な
ど
を
歴
史
的
に
知
っ
て
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
の
イ
ン
テ
リ
階
級
を
対
象
と
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
エ
リ
オ
ッ

ト
や
パ
ウ
ン
ド
の
詩
風
で
す
」１１

A
m
barvalia

は
周
知
の
よ
う
に
初
版
（
一
九
三
三
年
）
と
増
訂
版
（『
あ

む
ば
る
わ
り
あ
』、
一
九
四
七
年
）
が
あ
っ
て
、
二
つ
は
内
容
で
も
雰
囲

気
で
も
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
要
す
る
に
、
増
訂
版
で
は
、A

m
barvalia

と
重
複
す
る
部
分
は
、
同
じ
年
の
『
旅
人
か
へ
ら
ず
』
に
大
き
く
似
た
も

の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
前
半
を
訳
し
て
も
ら
い
た
く
な
い
と
言
っ

た
と
き
西
脇
が
ど
う
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
た
の
か
大
い
に
興
味
を
そ
そ

ら
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
ぼ
く
に
は
も
ち
ろ
ん
確
か
め
る
術
は
な
い
。
敢
え

て
憶
測
す
れ
ば
、L

e
M
onde

A
ncien

の
部
分
は
い
く
つ
か
の
詩
の
、
真

似
に
よ
る
賛
辞
（im

itation

）
で
、
そ
れ
を
直
接
訳
す
と
、
そ
れ
を
読
ん

だ
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
イ
ン
テ
リ
階
級
」
が
見
破
る
こ
と
を
考
え
た
の
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
書
き
直
し
た
と
い
っ
て
も
、
両
者
を
訳
し
た
場

合
に
、
片
方
な
ら
喝
破
で
き
る
が
、
も
う
一
方
な
ら
で
き
な
い
、
と
い
っ

た
類
で
は
な
い
。
し
か
も
、
そ
う
い
う
人
に
こ
そ
読
ん
で
欲
し
い
と
考
え

た
よ
う
だ
か
ら
、
こ
と
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ぼ
く
が

訳
し
た
の
は
翻
訳
調
の
初
版
か
ら
で
あ
る
。

「
私
の
詩
風
」
云
々
は
、
年
譜
を
見
る
と
、
一
九
七
三
年
は
、
七
年
前

に
西
脇
が
何
人
か
の
学
者
や
詩
人
を
相
手
に
自
分
の
詩
を
解
説
し
始
め
た

「
西
脇
ゼ
ミ
終
結
忘
年
会
を
行
う
」
と
あ
る
か
ら
、
そ
の
余
韻
も
あ
る
の

だ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
「
翻
訳
調
」
と
い
う
の
は
、
ふ
つ
うtranslatese

と

い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
ヒ
ラ
タ
氏
は
西
脇
の
文
体
の
特
徴
を
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い
う
の
にtranslatory

と
い
う
言
葉
を
当
て
た
。
こ
れ
は
鋭
く
的
確
な
表

現
で
あ
る
。
言
葉
そ
の
も
の
はO

E
D

に
一
七
二
七
年
のSw

ift

の
用
例

が
引
い
て
あ
る
か
ら
ヒ
ラ
タ
氏
の
造
語
と
は
言
え
な
い
よ
う
だ
が
、
氏
は

ス
ウ
ィ
フ
ト
の
「
移
行
的characterized

by
transferring

from
one

to
an-

other

）」
と
は
全
く
違
っ
た
意
味
、
す
な
わ
ち
、translatese

の
持
つ
多
少

と
も
否
定
的
な
意
味
の
な
い
「
翻
訳
調
」
と
い
う
意
味
で
使
っ
て
い
る
。

A
m
barvalia

か
ら
『
あ
む
ば
る
わ
り
あ
』
へ
の
改
変
の
一
つ
の
目
的
は
、

そ
う
い
う
意
味
で
の
翻
訳
調
を
削
減
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か

だ
。
た
と
え
ば
、「
雨
」
で
は
、

南
風
は
柔
い
女
神
を
も
た
ら
し
た
。

と
あ
っ
た
の
を
、

南
の
風
に
柔
い
女
神
が
や
つ
て
来
た

と
し
た
。
最
初
の
も
の
だ
と
、
そ
う
か
、
こ
れ
は
何
か
外
国
語
を
そ
の
ま

ま
翻
訳
し
た
に
違
い
な
い
と
思
わ
さ
せ
ら
れ
る
の
が
、
書
き
改
め
た
の
だ

と
そ
う
い
う
感
じ
が
少
な
く
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
三
島
由
紀
夫
が
一
九
五

九
年
『
婦
人
公
論
』
の
た
め
に
口
述
し
た
『
文
章
読
本
』
を
引
く
ま
で
も
な

く
、「
こ
れ
が
翻
訳
調
で
あ
る
と
か
、
こ
れ
が
日
本
の
文
章
で
あ
る
と
か

い
う
区
別
が
徐
々
に
で
き
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
」（
第
二
章

文
章
の
さ
ま

ざ
ま
）
と
い
う
こ
と
は
い
つ
の
時
代
に
も
言
え
る
こ
と
で
、
西
脇
が
書
き

換
え
を
や
っ
た
こ
ろ
に
は
既
に
最
初
の
も
の
を
翻
訳
調
と
い
う
人
は
か
な

り
少
な
く
な
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
三
島
が
、「
あ
の
不
思
議
な

英
語
の
直
訳
の
憲
法
」
と
言
い
、「
実
に
奇
怪
な
、
醜
悪
な
文
章
」
と
決
め

つ
け
て
、「
こ
れ
が
日
本
の
憲
法
に
な
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
占
領
の

悲
哀
を
感
じ
た
人
は
少
な
く
な
か
っ
た
」
と
断
じ
た
「
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
憲

法
」
の
条
文
を
、
読
本
口
述
の
こ
ろ
そ
う
感
じ
た
人
が
ど
れ
ほ
ど
い
た
の

か
。
更
に
い
え
ば
、
当
時
競
争
相
手
と
し
て
急
激
に
台
頭
し
て
い
た
十
歳

若
い
大
江
健
三
郎
の
文
章
を
、
三
島
が
「
戦
前
な
ら
ば
翻
訳
調
の
文
章
と

思
わ
れ
た
で
し
ょ
う
が
、
い
ま
は
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ほ
ど
翻
訳
調
の
文

章
と
感
じ
な
い
」
と
し
た
の
を
、
無
理
な
賛
辞
と
思
わ
な
か
っ
た
人
が
い

か
ほ
ど
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

西
脇
の
場
合
こ
う
し
た
翻
訳
調
で
面
白
い
の
は
、
そ
の
ま
ま
翻
訳
す
る

と
翻
訳
調
で
な
く
な
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
だ
。
同
じ
詩
行
、
ぼ
く
は

T
he
south

w
ind

has
broughtgentle

goddesses,

と
訳
し
、
ヒ
ラ
タ
氏
は

T
he
south

w
ind

broughta
softgoddess,

と
訳
し
た
。
ク
レ
ア
モ
ン
ト
氏
は
訳
し
て
い
な
い
が
、
こ
の
二
つ
の
訳
か

ら
、A

m
barvalia

の
「
も
た
ら
す
」
と
い
う
言
葉
にbring

は
ぴ
っ
た
り

で
あ
り
、
そ
う
す
る
と
、
西
脇
の
原
文
で
は
い
く
ぶ
ん
な
り
と
も
翻
訳
調
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と
思
え
た
表
現
が
英
語
に
訳
す
と
そ
う
い
う
感
じ
は
全
く
な
く
な
る
こ
と

に
気
付
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
先
に
ヒ
ラ
タ
氏
の
著
書
の
評
を
書
い
た
と

言
っ
た
の
で
、
そ
こ
で
ぼ
く
が
挙
げ
た
例
を
引
く
と
、
西
脇
が
「
世
界
開

闢
説
」
で
「
一
個
の
危
険
な
籐
椅
子
を
建
造
せ
り
」
と
書
い
て
い
る
の
を
、

ヒ
ラ
タ
氏
は“I

w
ill
construct

for
m
yself

/
a
dangerous

rattan
chair”

と
し
た
。
原
文
の
「
建
造
」
は
用
法
と
し
て
場
違
い
で
あ
り
、
超
現
実
主

義
好
み
の
大
見
得
だ
が
、
英
語
のconstruct

に
は
そ
う
い
う
感
じ
は
な

い
。
と
す
る
と
、
こ
れ
は
英
訳
で
翻
訳
調
が
な
く
な
る
ば
か
り
で
な
く
、

超
現
実
主
義
好
み
の
大
見
得
が
大
き
く
減
殺
さ
れ
る
例
と
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
く
だ
ん
の
詩
行
、
訳
を
並
べ
る
と
別
に
二
つ
の
こ
と
に
気

付
く
。
一
つ
は
「
柔
い
」
の
訳
の
違
い
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
「
女
神
」
の

数
で
あ
る
。
二
つ
の
訳
に
は
違
い
は
他
に
も
あ
る
。
元
の
詩
と
二
つ
の
訳

を
全
部
引
く
と
こ
う
だ
。

南
風
は
柔
い
女
神
を
も
た
ら
し
た
。

青
銅
を
ぬ
ら
し
た
、
噴
水
を
ぬ
ら
し
た
、

ツ
バ
メ
の
羽
と
黄
金
の
毛
を
ぬ
ら
し
た
、

潮
を
ぬ
ら
し
、
砂
を
ぬ
ら
し
、
魚
を
ぬ
ら
し
た
。

静
か
に
寺
院
と
風
呂
場
と
劇
場
を
ぬ
ら
し
た
、

こ
の
静
か
な
柔
い
女
神
の
行
列
が

私
の
舌
を
ぬ
ら
し
た
。

拙
訳
は
、

T
he
south

w
ind

has
broughtgentle

goddesses,

has
w
etthe

bronze,w
etfountains,

w
etthe

sw
allow

s’w
ings

and
golden

feathers,

w
etthe

brine,w
etthe

sand,w
etthe

fish,

w
etquietly

tem
ples,baths,theaters;

this
procession

of
quietgentle

goddeses

has
w
etm

y
tongue.

こ
れ
が
ヒ
ラ
タ
氏
の
訳
で
は
こ
う
な
る
。

T
he
south

w
ind

broughta
softgoddess,

m
oistened

the
bronze,

m
oistened

the
fountain,

m
oistened

the
w
ings

of
sw
allow

s
and

the
golden

hair,

m
oistened

the
tide,

m
oistened

the
sand,

m
oistened

the
fish.

Itquietly
m
oistened

the
tem

ple,the
bath,and

the
theater.

T
his
serene

procession
of
the

softgoddess

M
oistened

m
y
tongue.

ぼ
く
は
、
こ
の
よ
う
に
行
分
け
の
な
い
と
こ
ろ
に
行
分
け
を
持
ち
込
む

訳
を
見
る
と
絶
望
す
る
タ
チ
だ
が
、
ぼ
く
が
「
柔
い
」
をsoft

と
す
べ
き
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か
ど
う
か
に
迷
っ
た
挙
句
、「
安
全
な
」gentle

に
し
て
し
ま
っ
た
と
す
れ

ば
、
ヒ
ラ
タ
氏
が
「
ぬ
ら
す
」
にw

et

で
な
くm

oisten

を
選
ん
だ
理
由

は
分
か
る
。
他
動
詞
と
し
て
のw

et

は
寝
小
便
を
す
ぐ
想
起
さ
せ
る
か
ら

だ
。
も
っ
と
も
ぼ
く
はw

et

か
ら
もm

oisten

か
ら
も
女
性
が
性
的
に
興

奮
し
た
状
態
を
想
っ
て
し
ま
う
人
間
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も（
と
、こ
れ
は
拙
訳
が
西
脇
の
検
査
を
合
格
し
た
か
ら
い

う
の
で
は
な
い
）、「
女
神
の
行
列
」
と
あ
る
か
ら
女
神
は
複
数
と
考
え
る

と
こ
ろ
、
ヒ
ラ
タ
氏
は
な
ぜ
単
数
に
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
氏
は
西
脇
ゼ
ミ

の
成
果
を
本
に
纏
め
た
も
の
を
持
っ
て
お
り
、
ぼ
く
に
し
ば
ら
く
貸
し
て

く
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
見
れ
ば
答
が
分
か
る
の
か
も
し

れ
な
い
。
そ
れ
と
は
別
に
、
日
本
語
は
中
国
語
と
同
じ
く
単
数
と
複
数
が

不
明
瞭
で
訳
者
を
困
ら
せ
る
。
先
だ
っ
て
ブ
ラ
ウ
ン
大
学
の
詩
人Forrest

G
ander

氏
に
招
か
れ
て
話
し
た
時
に
言
っ
た
よ
う
に
、
中
国
語
に
つ
い

て
は
こ
の
点Jam

es
L
iu

と
い
う
学
者
の
お
も
し
ろ
い
主
張
と
ワ
ト
ソ
ン

先
生
の
反
駁
が
あ
る
１２
。
つ
い
で
な
が
ら
、
ワ
ト
ソ
ン
先
生
が
指
摘
し
た

よ
う
に
、
英
語
だ
っ
て
単
に
一
つ
の
も
の
と
二
つ
以
上
の
も
の
を
区
別
す

る
だ
け
だ
か
ら
、
二
つ
以
上
の
も
の
は
茫
漠
と
し
た
も
の
だ
。

西
脇
の
解
明
に
は
「
ツ
バ
メ
の
羽
と
黄
金
の
毛
」
に
つ
い
て
も
ヒ
ラ
タ

氏
の
解
釈
を
裏
付
け
る
も
の
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
全
体

と
し
て
い
え
ば
、
そ
う
し
た
解
明
は
さ
ほ
ど
啓
蒙
的
で
な
い
場
合
も
多
い

だ
ろ
う
と
思
う
。
基
本
的
に
は
、
作
者
の
意
図
を
勘
案
す
る
文
芸
批
評
を

退
け
る
「
意
図
の
誤
謬
（intentionalfallacy

）」
の
問
題
が
あ
る
が
、
く

だ
け
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
こ
こ
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
詩
人
が
自
作
朗
読
の
際

に
時
々
や
る
詩
の
背
景
説
明
の
よ
う
な
も
の
に
違
い
な
い
。
西
脇
は
拙
訳

に
手
を
入
れ
る
つ
い
で
に
、
た
と
え
ば
「
山
の
酒
」
に
つ
い
て
、
こ
れ
は

あ
る
学
界
の
会
合
の
お
開
き
の
あ
と
の
飲
み
会
の
描
写
で
、
ア
メ
リ
と
カ

サ
ン
ド
ル
は
、
酌
を
し
た
女
中
さ
ん
二
人
を
そ
う
呼
ん
だ
の
だ
と
説
明
し

て
く
れ
た
１３
。
そ
う
聞
い
て
、
あ
あ
流
石
に
西
欧
文
芸
に
通
じ
た
洒
脱
な

先
生
だ
け
の
こ
と
は
あ
る
、
と
感
じ
入
っ
て
も
、
そ
れ
で
こ
の
詩
が
急
に

明
瞭
に
な
る
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
はT

he
M
odern

Fable

のintroduction

に
も
記
し
て
お
い
た
１４
が
、
つ
い
で
に
舞
台
裏
を

覗
い
て
お
く
と
、「
キ
ャ
サ
リ
ン
」
は
一
九
四
七
年
日
本
を
襲
っ
た
台
風

の
名
前
で
あ
る
。
日
本
は
占
領
時
代
ア
メ
リ
カ
の
ハ
リ
ケ
ー
ン
の
名
付
け

方
に
倣
っ
て
台
風
に
女
性
の
名
前
を
つ
け
た
。
ア
メ
リ
カ
で
は
後
に
そ
れ

は
女
性
差
別
と
の
抗
議
に
応
え
て
男
女
の
名
前
を
交
互
に
つ
け
る
よ
う
に

な
っ
た
が
、
片
仮
名
で
「
キ
ャ
サ
リ
ン
」
と
表
記
す
る
名
に
は
い
く
つ
も

綴
り
が
あ
る
。
た
ま
た
ま
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
占
領
時
代
の
台
風
の
名
前

の
綴
り
を
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
で
く
わ
し
て
こ
れ
がK

atherine

だ
と

知
っ
た
が
、
そ
う
い
う
こ
と
で
も
な
か
っ
た
ら
綴
り
に
迷
う
類
で
あ
る
。

事
実
、
ヒ
ラ
タ
氏
に
こ
の
こ
と
を
伝
え
る
と
、
実
は
愛
妻
の
名
前
の

C
atherine

と
綴
る
と
思
い
込
ん
で
い
た
と
言
っ
た
。
氏
の
本
は
そ
の
方

に
献
呈
し
て
あ
る
。

最
後
に
西
脇
の
英
語
詩
が
あ
る
。
こ
れ
に
は
二
種
あ
っ
て
、
一
つ
は

SPE
C
T
R
U
M

の
よ
う
に
英
語
で
書
い
て
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
て
日
本

語
に
は
訳
さ
な
か
っ
た
（
と
思
わ
れ
る
）
も
の
、
一
つ
は
英
語
で
書
き
な
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ら
が
も
和
訳
が
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
第
一
の
も
の
が
、
英

国
で
キ
ー
ツ
風
の
も
の
を
駄
目
だ
と
言
わ
れ
て
突
然
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
書
き

方
に
転
じ
た
人
の
自
意
識
を
前
面
に
出
す
英
語
だ
と
す
れ
ば
、
第
二
の
も

の
は
、
一
九
二
五
年
英
国
を
離
れ
て
ず
っ
と
た
っ
て
か
ら
書
い
た
も
の
で
、

「
わ
ざ
と
マ
ラ
ル
メ
的
に
意
味
不
明
に
表
現
し
よ
う
と
し
」
た
こ
と
の
明

ら
か
な
自
意
識
が
前
面
に
出
た
英
語
と
言
え
る
と
思
う
。
後
者
の
一
つ
は

先
に
触
れ
たtraveller’s

joy

で
、
こ
れ
は
後
に
西
脇
順
一
夫
人
か
ら
西

脇
が
一
九
六
二
年
の
イ
タ
リ
ア
旅
行
を
記
念
し
て
書
い
た
も
の
だ
と
教
え

て
い
た
だ
い
た
。
と
す
れ
ば
、
英
国
で
日
常
の
英
語
に
接
し
な
く
な
っ
て

約
五
十
年
で
は
な
く
、
三
十
七
年
た
っ
て
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に

な
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
少
し
妙
な
英
語
だ
と
い
う
感
じ
が
す
る
。T

he

M
odern

Fable

のintroduction

で
はflow
ering

rush
と
題
す
る
も
の
を

引
い
て
論
じ
た
の
で
、
こ
こ
で
はdry
sedge

を
引
い
て
み
よ
う
。

autum
n
w
hen

I
w
ould

visit

ciliegia
pozzo

m
y
friend

on
the

upper
reaches

of

the
arno−cam

o
to
pick

the
yellow

chrysanthem
um
s,

w
ild
orchids

and
dry

sedge

and
adorn

our
table

of
talk

to
celebrate

vacantm
em
ories.

こ
れ
は
、
一
九
七
四
年
の
池
田
満
寿
夫
と
の
共
作
に
付
け
た
和
訳
で
は

「
枯
れ
た
ス
ゲ
」
と
題
さ
れ
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

い
つ
も
秋
に
な
る
と
私
は
友
人
の

サ
ク
ラ
イ
君
を
ア
ル
ノ
ー
・
カ
モ
川
の

上
流
に
訪
れ
た
も
の
だ

そ
し
て
黄
色
の
菊
や
野
生
の
蘭
や

枯
れ
た
ス
ゲ
な
ど
を
摘
ん
で

わ
た
し
た
ち
の
雑
談
の
テ
ー
ブ
ル
を
飾
り

空
虚
の
記
憶
を
祝
っ
た
。

英
語
版
を
日
本
語
版
に
照
ら
す
と
、ciliegia

pozzo

「
さ
く
ら
ん
ぼ
の

種
」
は
「
サ
ク
ラ
イ
」
を
イ
タ
リ
ア
語
で
洒
落
た
も
の
、
一
九
六
二
年
西

脇
が
イ
タ
リ
ア
航
空
の
招
き
で
訪
れ
た
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
や
ピ
サ
を
流
れ
る

川
はA

rno

と
い
う
が
、cam

o

と
い
う
の
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。
同
じ
地

方
の
何
か
の
名
前
に
京
都
の
鴨
川
を
ひ
っ
か
け
た
洒
落
か
。
英
語
はthe

yellow
chrysanthem

um
s

のthe

は
普
通
は
不
要
、
英
語
に
はtable

talk

と
い
う
表
現
は
あ
り
、talk

of
the

table

も
可
能
だ
が
、table

of
talk

は

ち
ょ
っ
と
む
ず
か
し
い
の
で
は
な
い
か
│
│
と
い
う
揚
げ
足
取
り
的
な
こ

と
は
別
に
し
て
も
、
日
本
語
に
は
西
脇
を
有
名
に
し
た
句
跨
が
り
に
も
か

か
わ
ら
ず
自
然
な
流
れ
が
あ
る
の
に
対
し
、
英
語
は
圧
縮
さ
れ
す
ぎ
お
り
、

舌
足
ら
ず
で
な
け
れ
ばquaint

な
感
じ
を
持
つ
人
は
い
る
と
思
う
。

た
だ
、
終
り
に
二
点
ほ
ど
強
調
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
つ
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は
、
ア
メ
リ
カ
在
住
四
十
年
に
な
り
な
が
ら
未
だ
に
英
語
で
文
法
の
誤
り

を
犯
す
ぼ
く
に
は
と
て
も
え
ら
そ
う
な
こ
と
は
言
え
な
い
と
い
う
こ
と
、

も
う
一
つ
は
、
ご
く
当
た
り
前
の
こ
と
だ
が
、
外
国
語
で
詩
を
書
く
の
は

む
ず
か
し
い
と
い
う
こ
と
だ
。
近
年
の
ア
メ
リ
カ
の
例
を
挙
げ
る
と
、
四

年
前
に
亡
く
な
っ
たC

zeslaw
M
ilosz

は
一
九
六
〇
年
ア
メ
リ
カ
に
住
み

始
め
る
や
間
も
な
く
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
で
教
授
に

な
っ
た
人
と
し
て
自
分
の
詩
を
英
語
に
訳
し
、
英
語
で
詩
を
書
い
た
が
、

T
he

N
ew

Yorker

に
出
す
自
作
の
英
訳
は
、
ぼ
く
の
知
る
限
り
、
必
ず
共

訳
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
た
。
ま
た
、
一
九
七
二
年
ソ
連
を
追
放
さ
れ
ア

メ
リ
カ
の
桂
冠
詩
人
に
ま
で
な
っ
たJoseph

B
rodsky

は
、「
英
語
詩
人

（E
nglish

language
poet

）」
と
し
て
名
を
馳
せ
た
が
、
没
後
だ
っ
た
と
思

う
、
そ
の
英
詩
を
「
英
語
と
し
て
い
ま
一
歩
」
と
い
う
評
を
読
ん
だ
こ
と

が
あ
る
。
そ
の
評
者
に
は
外
国
人
が
書
い
た
英
語
だ
か
ら
と
い
う
意
識
が

過
剰
に
働
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
微
妙
な
問
題
で
は
あ
る
。

註１

H
iroaki

Sato,
tr.
w
ith
an
introduction,

T
he

M
odern

Fable:
N
ishi-

w
akiJunzaburo.

L
os
A
ngeles,C

alifornia:G
reen

Integer.2007.

２

一
九
六
八
年
は
驚
嘆
す
べ
き
年
で
、
以
来
さ
ま
ざ
ま
な
ふ
う
に
形
容

さ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
三
十
五
周
年
と
も
い
う
べ
き
二
〇
〇
三
年

に
は1968:

T
he
Year

T
hat

R
ocked

the
W
orld

と
題
す
る
本
も
出
て
い

る
。

３

Joshua
M
ostow

,
P
ictures

of
the

H
eart:

T
he

H
yakunin

Isshu
in

W
ord

and
Im
agine.

H
onolulu,

H
aw
aii:

U
niversity

of
H
aw
aii
Press,

1996.

４

A
lan

Tansm
an,

“B
ridges

to
N
ow
here:

Y
asuda

Y
ojūrō’s

V
iolence

and
D
esire,”

H
JA
S,V

ol.6,N
o.1

(Jun.1996),pp.35−
75.

５

H
iroaki

Sato,
String

of
B
eads:

C
om
plete

Poem
s
of

P
rincess

Shikishi.
H
onolulu,H

aw
aii:U

niversity
of
H
aw
aiiPress,1993.

６

日
本
語
で
は
、「
野
口
と
西
脇
の
英
詩
」O

C
S

N
ew
s

、
一
九
九
四
年

二
月
四
日
、「
ノ
リ
ス
の
野
口
」O

C
S
N
ew
s

、一
九
九
四
年
十
一
月
十
一

日
な
ど
、
英
語
で
は
、“Y

one
N
oguchi:A

ccom
plishm

ents
and

R
oles,”

T
he
Journal

ofA
m
erican

and
C
anadian

Studies,
#13

(1995).http://

w
w
w
.info.sophia.ac.jp/am

ecana/Journal/13−
5.htm

７John
Solt,

Shredding
of
the

Tapestry
of
M
eaning:

T
he

Poetry
and

Poetics
ofK

itasono
K
atue

(1902−
1978).

C
am
bridge,M

assachusetts:

H
arvard

U
niversity

A
sia

C
enter,

1999.
Solt

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

当
人
の
理
解
云
々
と
は
別
に
、
北
園
は
パ
ウ
ン
ド
の
喧
伝
の
お
か
げ
で
、

い
く
つ
か
の
国
で
第
二
次
大
戦
の
あ
と
ま
で
斬
新
な
日
本
人
詩
人
と
し

て
知
ら
れ
る
唯
一
の
人
と
な
っ
た
こ
と
は
申
し
添
え
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

８

こ
の
寡
作
な
畏
友
は
、
つ
い
こ
の
前
の
二
〇
〇
七
年
十
二
月
九
日
、

T
he
N
ew

York
Tim

es
B
ook

R
eview

の
詩
のcom

m
entator

D
avid

O
rr

か
ら
、“W

ords
of
the

W
orld”

と
題
す
る
見
出
し
を
も
っ
て
、
そ
の
詩

作
全
体
に
対
す
る
絶
賛
を
受
け
た
の
は
真
に
慶
賀
と
す
べ
き
こ
と
で

あ
っ
た
。
賢
治
詩
集
に
氏
を
共
訳
者
と
し
て
出
さ
な
か
っ
た
の
は
、
氏

が
「
日
本
語
を
全
く
知
ら
な
い
か
ら
」
と
辞
退
し
た
た
め
で
あ
る
。
そ
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の
こ
と
は
賢
治
訳
前
書
き
に
記
し
た
。

９

「
エ
ズ
ラ
・
パ
ウ
ン
ド
も
Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
先

生
の
同
時
代
の
大
才
で
あ
っ
た
に
し
て
も
（
中
略
）
互
角
に
詩
作
の
秘

術
を
競
い
会
う
た
だ
の
ラ
イ
ヴ
ァ
ル
に
過
ぎ
な
か
っ
た
」
云
々
。
由
良

君
美
『
み
み
ず
く
英
学
熟
』（
一
九
八
七
年
青
土
社
刊
）、
二
六
一
頁
。

他
に
四
方
田
犬
彦
著
『
文
学
的
記
憶
』（
一
九
九
三
年
五
柳
書
院
刊
）。

１０

「
西
脇
順
三
郎
の
こ
と
」O

cs
N
ew
s

、
一
九
九
四
年
十
二
月
九
日
。

１１

前
に
同
じ
。

１２

Jam
es
J.
Y
.
L
iu,

T
he

A
rt
of
C
hinese

Poetry
(T
he
U
niversity

of

C
hicago

Press,1962),C
hapter

4.B
urton

W
atson,C

hinese
Lyricism

:

Shih
Poetry

from
the

Second
to
the

Tw
elfth

C
entury

(C
olum

bia
U
ni-

versity
Press,1971),pp.7−

14.

１３

『
八
島
国
』
に
収
録
し
た
二
十
二
篇
はT

he
M
odern

Fable

に
は
お

お
よ
そ
ぼ
く
自
身
の
も
の
に
訳
し
直
し
た
が
、
書
き
直
し
は
完
全
で
な

か
っ
た
。「
山
の
酒
」
は
多
少
西
脇
の
手
入
れ
を
留
め
て
い
る
。

１４

西
脇
の
詩
の
こ
の
面
に
つ
い
て
は
、
西
脇
を
先
生
と
呼
ぶ
渡
部
兼
直

が
愉
快
に
も
的
確
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
先
生
の
詩

の
な
か
で
は
、
古
今
東
西
の
あ
ま
た
の
詩
人
た
ち
が
訪
れ
、
先
生
と
挨

拶
を
交
わ
し
て
い
る
（
中
略
）。
ト
ウ
エ
ン
メ
イ
、
ト
ホ
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
古
今
の
詩
人
た
ち
、
オ
リ
エ
ン
ト
・
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
の
神
々

イ
ン
ド
の
の
仏
た
ち
が
、
先
生
の
詩
の
な
か
で
、
わ
け
へ
だ
て
な
く
、

村
の
付
合
を
し
て
い
る
（
中
略
）。
土
人
が
土
を
た
て
い
て
歌
っ
て
お

り
、
梨
売
り
の
バ
ア
サ
ン
が
お
と
ず
れ
、
イ
カ
ケ
屋
の
オ
ッ
サ
ン
が
ア

イ
サ
ツ
す
る
」『
夜
半
翁
へ
の
オ
ー
ド
』（
一
九
九
四
年
工
房
ノ
ア
）、

一
七
頁
。

こ
の
文
章
を
も
の
し
て
い
る
時
に
た
ま
た
ま

T
he
N
ew

York
Tim

es

B
ook

R
eview

（
二
〇
〇
八
年
一
月
二
十
日
）
に
晦
渋
を
も
っ
て
知
ら
れ

て
い
る
ら
し
い
英
国
詩
人G

eoffrey
H
ill

の
最
新
詩
集
のW

illiam
L
o-

gan

に
よ
る
評
（“L

iving
W
ith

G
hosts”

）
が
出
て
、
そ
こ
に
、「
モ
ダ

ニ
ズ
ム
は
、
詩
人
が
読
者
に
対
し
て
一
つ
の
詩
を
解
す
る
の
に
ど
れ
ほ

ど
古
い
本
に
ほ
じ
い
る
こ
と
を
期
待
で
き
る
の
か
を
問
う
た
」
と
あ
る
。

つ
い
で
、
例
に
よ
っ
て
エ
リ
オ
ッ
ト
と
パ
ウ
ン
ド
を
引
き
、「
解
説
が

な
け
れ
ば
﹇
分
か
ら
な
い
﹈
ヒ
ル
の
よ
う
な
詩
は
ほ
と
ん
ど
詩
で
は
な

い
」
と
結
論
し
て
い
る
。
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
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