
28

し
ら
つ
ゆ
も
ゆ
め
も
こ
の
よ
も

	

─
─
日
本
女
性
詩
人
集
を
英
訳
で
編
む

佐
　
藤
　
紘
　
彰

　
　
（
一
）『
女
歌
仙
』
と
ビ
シ
ョ
ッ
プ

　

ず
い
ぶ
ん
昔Lynx

と
い
う
俳
句
・
連
歌
誌

1
の
た
め
に
訳
し
て
注
を
つ

け
た
﹁
海
く
れ
て
鴨
の
聲
ほ
の
か
に
白
し
」
を
発
句
と
す
る
歌
仙
を
、
今

度M
odern H

aiku

誌
が
装
い
を
新
た
に
し
て
出
し
て
く
れ
る
と
い
う
の

で
、
訳
や
解
説
を
改
め
る
べ
く
い
ろ
ん
な
本
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
い
る
と
、

明
治
書
院
の
﹃
俳
諧
大
辞
典
﹄︵
一
九
五
七
年
版
）の
略
年
譜
の
一
六
八
四

年
の
項
に
﹃
冬
の
日
﹄
と
並
べ
て
﹃
女
歌
仙
﹄
が
引
い
て
あ
る
。
一
六
八
四

年
を
見
た
の
は
、
芭
蕉
が
く
だ
ん
の
歌
仙
を
も
の
し
た
年
だ
か
ら
だ
が
、

﹃
冬
の
日
﹄
は
後
に
﹃
芭
蕉
七
部
集
﹄
の
最
初
の
も
の
と
な
っ
た
。
そ
の
年

に
、
西
鶴
が
﹁
博
捜
し
て
」
女
性
作
家
を
三
十
六
人
選
び
、
各
人
一
句
ず

つ
、
そ
れ
ぞ
れ
画
像
を
つ
け
た
と
い
う
﹃
俳
諧
女に
ょ

歌
仙
﹄
を
上
梓
し
た
と

知
っ
て
、こ
の
著
作
な
ど
も
、ぼ
く
がJapanese W

om
en Poets: A

n A
nthology 

(M
.E. Sharpe, 2007

）
を
編
む
中
で
心
を
騒
が
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

を
思
い
出
し
た
。

　
﹃
女
歌
仙
﹄
の
こ
と
を
初
め
て
知
っ
た
の
は
、別
所
真
紀
子
さ
ん
が
送
っ

て
く
だ
さ
っ
た
﹃
芭
蕉
に
ひ
ら
か
れ
た
俳
諧
の
女
性
史
﹄
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
に
、
現
代
詩
人
と
し
て
連
句
を
も
捌
か
れ
る
別
所
さ
ん
が
、
わ
ず
か

三
十
六
句
な
が
ら
女
性
だ
け
の
詩
歌
を
集
め
た
も
の
と
し
て
﹁
時
代
の
先

駆
的
役
割
を
果
た
し
た
」2

と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、現
在
知
ら
れ
て
い
る

限
り
日
本
初
の
女
性
詩
集
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
な

い
。
当
時
の
詩
歌
編
者
が
よ
く
や
っ
た
よ
う
に
、
遊
女
︵
西
鶴
の
言
葉
で

は
﹁
淫ゐ
ん
し肆

の
女
」
─
─
だ
が
、
そ
こ
は
西
鶴
、﹁
此
道
に
な
げ
く
心
を
種
な

れ
ば
。
何
か
哥
書
に
へ
だ
て
は
な
し
」と
続
け
る
）3

も
四
人
含
め
る
と
い

う
。
そ
の
一
人
、
花
鳥
と
い
う
名
の
人
は
、﹁
長
崎
丸
山
の
ゆ
ふ
女
也
唐
國

の
人
と
は
詩
を
う
た
ひ
和
國
人
と
は
哥
を
吟
」
じ
た
と
い
う
か
ら
、
後
の
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田
上
菊
舎
ほ
ど
の
才
知
に
あ
ふ
れ
た
人
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
引
く
発
句

も
　
　

伽
羅
の
香
や
霜
夜
の
ほ
ゝ
に
と
ま
り
か
け

と
魅
力
が
あ
る
。
で
あ
れ
ば
手
に
入
れ
て
全
編
収
録
す
れ
ば
愉
快
だ
ろ
う
。

か
つ
てBurton W

atson 

先
生
と
編
ん
だ
日
本
詩
歌
集From

 the C
ountry 

of Eight Islands (Anchor, 1981

）
に
﹁
古
池
や
蛙か
は
づと

び
飛
こ
む
水
の
お
と
」

を
記
念
し
て
、
蛙
を
詠
ん
だ
句
を
集
め
、
歌
合
わ
せ
の
古
式
に
則
っ
て
左

右
勝
ち
負
け
の
形
で
組
む
と
い
う
、
洒
脱
な
﹃
蛙
か
は
づ
あ
は
せ合

4
﹄
を
丸
ご
と
入
れ

た
の
と
は
ま
た
違
っ
た
、
有
意
義
な
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が

待
て
よ
、ぼ
く
に
は
﹃
女
歌
仙
﹄
を
収
録
す
る
と
い
う
﹃
定
本
西
鶴
全
集
﹄

を
贖
う
だ
け
の
資
力
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か

5
。
別
所
さ
ん
は
、
こ
の
類
の

も
の
は
﹁
委
曲
を
つ
く
し
た
校
訂
、
注
が
な
け
れ
ば
、
と
て
も
私
に
は
拾

い
読
み
も
覚
束
な
い
」6

と
率
直
に
言
っ
て
い
る
が
、そ
の
点
ぼ
く
な
ど
足

下
に
も
及
ば
な
い
。﹃
蛙
合
﹄も
十
分
な
注
が
な
い
た
め
に
意
味
が
よ
く
分

か
ら
な
い
ま
ま
に
訳
し
て
し
ま
っ
た
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

　

と
い
う
よ
う
な
戸
惑
い
の
う
ち
に
あ
わ
あ
わ
と
時
が
た
っ
て
し
ま
い
、

結
局
西
鶴
全
集
の
当
該
の
巻
す
ら
確
か
め
よ
う
と
し
な
い
ま
ま
に
女
性
詩

人
集
を
作
り
、
出
し
て
し
ま
っ
た
。

　

さ
て
、
西
鶴
は
﹃
女
歌
仙
﹄
を
編
ん
だ
理
由
を
こ
う
言
う
。
日
本
に
は

む
か
し
か
ら
伊
勢
小
町
よ
う
な
人
た
ち
が
名
を
残
し
て
き
た
が
、
こ
れ
は

そ
う
し
た
人
た
ち
が
﹁
今
見
る
人
に
も
魂
を
な
や
ま
せ
」
る
﹁
美
形
」
で

あ
っ
た
た
め
で
は
な
い
。﹁
哥
道
を
弄
も
て
あ
そ
びし

徳
」
の
た
め
で
あ
る
。
そ
し

て
、
俳
諧
も
和
歌
と
同
じ
よ
う
に
﹁
和
朝
の
風
俗
な
れ
ば
。
此
道
に
入
れ

と
。
い
ま
だ
手て
な
ら
ひ習
す
る
娘
に
見
せ
」
る
た
め
に
作
っ
た
、
云
々
。
西
鶴
の

こ
の
説
明
は
、
そ
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、﹁
な
よ
や
か
に
」
受
け
入
れ
ら
れ

る
し
、﹃
好
色
一
代
女
﹄
の
よ
う
な
積
極
的
女
性
を
描
い
た
人
の
娘
へ
の
心

を
込
め
た
贈
り
物
と
し
て
無
限
に
ほ
ほ
え
ま
し
い
。
し
か
し
女
性
詩
人
集

を
作
っ
た
身
と
し
て
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
目
く
じ
ら
を
立
て
る
人
が
い

て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
詩
歌
を
作
る
と
い
う
知
的
営
み
に
つ
い
て
男
女

を
分
け
る
必
要
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
と
い
う
の
が
そ
れ
だ
。
そ
れ
に
つ

い
て
一
貫
し
て
疑
問
を
呈
し
て
止
む
こ
と
の
な
か
っ
た
ア
メ
リ
カ
詩
人
に

Elizabeth Bishop (1911–1979

）
が
い
る
。

　

ビ
シ
ョ
ッ
プ
はVassar

大
学
生
の
こ
ろ
か
ら
、
男
は
こ
う
で
あ
る
、
そ

れ
に
対
し
て
女
は
こ
れ
こ
れ
と
い
う
物
言
い
に
鋭
く
反
発
、
そ
の
態
度
は

M
arianne M

oore

やRobert Low
ell

と
い
っ
た
著
名
な
詩
人
と
交
友
を
始

め
て
か
ら
す
ら
毫
も
変
え
な
か
っ
た
人
で
あ
る
。
一
九
七
一
年
、
六
十
才

の
時
に
も
、
詩
人
のM

ary Sw
enson

に
次
の
よ
う
な
手
紙
を
書
い
た
。

⋮
⋮
い
つ
か
昔
、
あ
な
た
に
も
言
っ
た
に
ち
が
い
な
い
け
ど
、
わ
た

し
は
女
だ
け
の
集
や
評
や
特
集
に
加
わ
る
の
を
常
に
断
っ
て
き
ま
し

た
。
常
に
─
─
た
だ
こ
れ
は
昨
今
の
ウ
ィ
ミ
ン
ズ
・
リ
ブ
運
動
と
は

何
の
関
係
も
あ
り
ま
せ
ん
︵
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
多
く
の
部
分
に
つ
い

て
は
、
わ
た
し
も
賛
成
で
す
け
ど
）。
そ
う
い
う
集
を
作
る
理
由
が
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分
か
ら
な
い
し
、
避
け
る
べ
き
こ
と
の
一
つ
だ
と
思
い
ま
す
─
─
こ

と
に
﹁
ウ
ィ
ミ
ン
ズ
・
リ
ブ
」
で
は
そ
う
で
す
。
何
故
﹃
文
学
に
お

け
る
女
性
﹄
な
の
？　

い
や
─
─
﹃
英
語
に
お
け
る
女
性
詩
人
﹄
と

い
う
の
ね
。
で
も
そ
れ
で
も
、
何
故
？
︵
そ
う
い
う
の
な
ら
）﹃
英

語
に
お
け
る
男
性
詩
人
﹄
と
し
て
い
け
な
い
わ
け
は
な
い
は
ず
で

し
ょ
う
？
ど
ん
な
に
馬
鹿
々
々
し
い
こ
と
か
分
か
る
で
し
ょ
う
？

. . . at som
e tim

e in the past I m
ust have told you that I have 

alw
ays refused to be in any collections, or review

s, or special 
num

bers of just w
om

en?  A
lw

ays —
 this has nothing to do w

ith 
the present W

om
en ’s Lib M

ovem
ent (although I ’m

 in favor of a 
lot of that, too, of course).  I see no reason for them

 and I think 
it is one of the things to be avoided —

 and w
ith “w

om
en ’s Lib ” 

perhaps even m
ore so.  W

H
Y “W

om
en in Literature ”?  N

o—
it ’s 

T
he W

om
en Poets in English, I see. But still, W

H
Y? W

hy not M
en 

Poets in English?  D
on ’t you see how

 silly it is?

7

　

い
ま
、
男
女
の
違
い
の
有
無
を
問
題
に
し
て
い
る
時
に
、
書
き
手
が
女

性
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
原
則
と
し
て
男
女
表
現
の
違
い
が
な
い
は
ず
の
英

語
を
こ
の
よ
う
に
女
性
言
葉
に
訳
す
の
は
具
合
が
悪
い
が
、ウ
ィ
ミ
ン
ズ
・

リ
ブ
云
々
で
は
な
つ
か
し
く
思
い
出
す
こ
と
が
あ
る
。
ぼ
く
が
最
初
に
一

冊
の
本
に
纏
め
た
女
性
詩
人
は
富
岡
多
恵
子
さ
ん
で
、
本
の
題
に
は
そ
の

詩
の
一
つ
の
題See You Soon

を
そ
の
ま
ま
採
っ
た

8
。
そ
れ
が
出
版
を

待
っ
て
い
た
一
九
七
八
年
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
実
験
劇
場La M

am
a

で

富
岡
さ
ん
の
戯
曲
﹃
人
形
姉
妹
﹄
を
や
る
と
い
う
の
で
こ
ち
ら
に
来
ら
れ

た
際
お
会
い
し
た

9
。
そ
の
時
、
ぼ
く
と
ミ
ド
タ
ウ
ン
の
し
が
な
い
店
で

あ
っ
た
ろ
う
と
思
う
、
オ
レ
ン
ジ
・
ジ
ュ
ー
ス
か
な
に
か
飲
ん
で
い
る
時
、

ぼ
く
が
当
時
隆
盛
の
女
権
問
題
の
旗
手
に
な
っ
た
人
の
こ
と
に
で
も
触
れ

た
の
か
、
富
岡
さ
ん
が
、﹁
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
運
動
な
ん
て
素
人
衆
の
や
る
こ

と
で
す
」
と
言
わ
れ
た
の
で
あ
る
。m

ale chauvinist pig

の
ぼ
く
に
は
そ

れ
が
無
性
に
嬉
し
か
っ
た
が
、
豈
図
ら
ん
や
、
次
に
富
岡
さ
ん
の
本
を
読

ん
だ
の
は
、
上
野
千
鶴
子
さ
ん
な
ど
と
野
郎
作
家
を
何
人
か
解
剖
台
に
乗

せ
、
そ
の
女
性
の
描
き
方
を
辛
辣
に
切
り
刻
む
﹃
男
流
文
学
論
﹄
で
あ
っ

た
。
い
ま
つ
ら
つ
ら
慮
れ
ば
、
富
岡
さ
ん
は
ぼ
く
が
当
時
知
ら
な
か
っ
た

ビ
シ
ョ
ッ
プ
に
似
た
観
点
か
ら
出
発
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

と
も
か
く
、
そ
う
し
た
ビ
シ
ョ
ッ
プ
が
英
国
詩
人Jam

es Fenton

の
次

の
よ
う
な
発
言
を
読
ん
だ
ら
、
ど
う
反
応
し
た
で
あ
ろ
う
か
。

詩
を
書
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
何
か
が
女
性
を
た
め
ら
わ
せ
た
の

で
あ
っ
て
、
そ
う
た
め
ら
わ
せ
た
も
の
が
何
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
そ

れ
が
女
性
を
し
て
小
説
を
書
く
こ
と
を
た
め
ら
わ
せ
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
う
抑
制
し
た
も
の
が[

詩]

芸
術
の
古
さ

と
権
威
と
に
少
な
く
と
も
い
く
ぶ
ん
か
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思

わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

Som
ething held w

om
en back w

hen it cam
e to the w

riting of 
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poetry, and since w
hatever it w

as that held them
 back failed to 

hold w
om

en back from
 w

riting novels, w
e m

ust suppose that 
the inhibition had som

ething, at least, to do w
ith the antiquity 

and prestige of the art. 10

　

こ
れ
は
、
ビ
シ
ョ
ッ
プ
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
二
十
年
ほ
ど
も
た
っ
て

フ
ェ
ン
ト
ン
が
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
講
演
シ
リ
ー
ズ
の
一
つ
で
述

べ
た
こ
と
で
あ
る
。
日
本
で
は
ど
う
な
の
か
、
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
の

名
門
大
学
で
は
著
名
な
学
者
に
一
般
公
開
の
形
で
一
連
の
講
演
を
行
わ
せ

る
。
フ
ェ
ン
ト
ン
の
講
演
は
、
本
に
纏
ま
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
判
断
す
る
と

十
二
回
に
わ
た
る
大
掛
か
り
な
も
の
だ
っ
た
よ
う
だ
が
、
く
だ
ん
の
言
葉

はM
arianne M

oore

に
関
わ
る
話
の
冒
頭
で
、続
け
て
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の

闘
士G

erm
aine G

reer

が
同
じ
よ
う
な
見
解
を
述
べ
て
い
る
と
言
っ
て
い

る
か
ら
、ち
ょ
っ
と
屈
折
し
て
い
る
。そ
れ
か
ら
フ
ェ
ン
ト
ン
は
ビ
シ
ョ
ッ

プ
も
別
個
に
取
り
上
げ
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
、
そ
う
自

称
す
る
人
た
ち
に
対
す
る
ビ
シ
ョ
ッ
プ
の
侮
蔑
に
ま
ず
触
れ
る
。
し
か
し
、

ビ
シ
ョ
ッ
プ
は
そ
の
一
方
で
自
分
は
六
才
の
時
か
ら
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
だ
っ

た
と
言
っ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、﹁
ビ
シ
ョ
ッ
プ
が
自
分
の
場
合
に
用
い
た

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
い
う
の
は
い
か
な
る
男
性
と
も
同
等
に
扱
わ
れ
る
こ
と

─
─︵
彼
女
が
感
じ
た
よ
う
に
）女
性
詩
人
と
い
う
範
疇
に
格
下
げ
さ
れ
な

い
こ
と
」
を
意
味
し
た
。
ビ
シ
ョ
ッ
プ
はa poet's poet

︵
詩
人
が
賞
味
す

る
詩
人
、
詩
人
の
な
か
の
詩
人
）
で
は
あ
っ
て
も
、a lesbian's lesbian

で

は
な
か
っ
た
１１
、
と
断
ず
る
。

　

こ
こ
で
唐
突
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
レ
ス
ビ
ア
ン
云
々
は
、
ビ

シ
ョ
ッ
プ
が
ブ
ラ
ジ
ル
人
女
性
を
長
ら
く
伴
侶
と
し
た
こ
と
、
ま
た
フ
ェ

ン
ト
ン
が
ゲ
イ
詩
人
と
し
て
有
名
だ
か
ら
だ
ろ
う
が
、
こ
れ
も
取
り
よ
う

で
あ
る
。
ぼ
く
は
ビ
シ
ョ
ッ
プ
が
女
性
詩
人
─
─
日
本
流
に
言
え
ば
女
流

詩
人
─
─
と
い
う
概
念
を
嫌
っ
て
い
る
と
聞
き
知
っ
て
、
実
際
に
ど
う
い

う
こ
と
を
言
っ
た
の
か
、
出
た
ば
か
り
の
厖
大
な
書
簡
集
を
読
ん
だ
。
そ

の
抜
粋
を
作
っ
た
頃
、
そ
の
こ
と
を
事
務
所
で
働
い
て
い
た
若
い
詩
人
志

望M
eg Baronian

に
言
っ
た
ら
、﹁
あ
の
人
は
レ
ス
ビ
ア
ン
だ
か
ら
無
視

し
た
ら
」
と
い
と
も
簡
単
に
一
蹴
し
た
。
そ
れ
も
も
う
、
女
性
詩
人
集
を

編
も
う
と
考
え
た
一
九
九
〇
年
代
の
前
半
に
遡
る
。

　
　
（
二
）
詩
と
女
性

　

も
ち
ろ
ん
、
日
本
で
は
女
性
が
特
に
詩
歌
を
畏
敬
し
畏
怖
し
、
こ
れ
を

近
づ
き
が
た
い
も
の
と
考
え
た
形
跡
は
当
初
か
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
フ
ェ

ン
ト
ン
の
発
言
は
、
昨
今
流
行
の
表
現
を
用
い
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心

主
義
︵Eurocentricism

）
を
露
に
し
た
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ぼ
く

がJapanese W
om

en Poets

のintroduction

の
冒
頭
で
先
に
引
い
た
言
葉
を

置
い
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
次
の
よ
う
な
こ
と
は
言
っ

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
フ
ェ
ン
ト
ン
の
よ
う
に
高
等
教
育
の
名
門

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
でprofessor of poetry

を
五
年
間
つ
と
め
た
か

ら
と
い
っ
て
当
該
分
野
に
つ
い
て
全
知
を
期
待
す
る
こ
と
は
無
理
で
あ
る
。
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た
だ
、
そ
れ
は
、
日
本
の
文
化
、
日
本
の
詩
歌
を
云
々
す
る
大
方
の
日
本

の
学
者
の
見
識
の
狭
さ
を
考
え
れ
ば
取
り
上
げ
る
に
も
値
し
な
い
の
だ
ろ

う
。
ぼ
く
が
そ
う
言
う
の
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
美
術
館
で
、
何
か
展
覧

会
が
あ
る
度
に
そ
の
カ
タ
ロ
グ
用
に
書
か
れ
た
日
本
文
化
を
賞
揚
す
る
文

章
を
英
訳
し
た
時
代
が
あ
っ
て
、
そ
の
名
状
し
が
た
い
味
気
な
さ
を
思
い

出
す
か
ら
で
あ
る
。

　

フ
ェ
ン
ト
ン
は
続
い
て
ジ
ャ
ー
メ
イ
ン
・
グ
リ
ア
の
ホ
メ
ー
ロ
ス
、
ミ

ル
ト
ン
に
つ
い
て
の
言
葉
を
引
く
。
そ
う
聞
い
た
と
た
ん
聡
明
な
読
者
は
、

こ
れ
は
常
套
手
段
で
、フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
グ
リ
ア
は
、ホ
メ
ー
ロ
ス
も
ミ
ル

ト
ン
も
男
性
で
あ
っ
た
。
然
る
に
こ
れ
ら
に
比
肩
す
る
女
性
詩
人
は
い
な

か
っ
た
と
い
う
論
法
を
と
っ
て
い
る
の
だ
な
と
思
う
か
も
知
れ
な
い
。
つ

い
で
、
明
治
時
代
に
西
欧
文
物
の
津
波
に
気
圧
さ
れ
た
日
本
人
が
、
彼
に

ナ
ポ
レ
オ
ン
あ
れ
ば
我
に
義
経
あ
り
、
彼
に
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
あ
れ
ば
我

に
近
松
あ
り
と
開
き
直
っ
た
伝
で
、
い
や
日
本
に
は
、
と
意
気
込
み
か
ね

な
い
。
し
か
し
グ
リ
ア
が
二
人
に
触
れ
る
理
由
は
別
で
あ
る
。﹁
ホ
メ
ー
ロ

ス
と
ミ
ル
ト
ン
は
盲
で
あ
っ
た
。
わ
た
し
た
ち
は
女
た
る
こ
と
が
盲
た
る

よ
り
も
悪
い
障
害
だ
と
主
張
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
女
性
卑
下
あ
る
い

は
女
性
非
難
に
回
る
の
で
あ
る
。

　

グ
リ
ア
に
よ
れ
ば
、﹁
バ
イ
ロ
ン
が
部
屋
に
入
っ
て
く
る
と
気
を
失
い
、

ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
額
に
超
人
間
性
の
徴し
る
しを
求
め
、
テ
ニ
ス
ン
の
頬
に
刻
ま

れ
た
世
界
苦
を
悲
し
ん
だ
の
は
女
で
あ
っ
た
」
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
、

歌
を
詠
も
う
と
す
る
道
に
あ
る
障
害
物
が
益
々
内
面
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
、

と
な
る
。
障
害
物
の
内
面
化
と
い
う
の
は
、
気
力
を
な
く
す
と
い
う
意
味

で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
も
っ
て
い
か
れ
る
と
、
日
本
の
女
性
詩

人
は
益
々
却
っ
て
西
欧
流
と
は
外
れ
た
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
思
い
つ

く
ま
ま
に
例
を
挙
げ
よ
う
。

　

大
伴
坂
上
郎
女
は
、
軍
人
と
し
て
の
最
終
階
級
が
時
節
征
東
将
軍
、
同

時
に
﹃
万
葉
集
﹄
の
編
集
に
大
き
く
関
わ
り
、
自
作
を
ど
ん
と
投
入
し
た

甥
︵
後
に
娘
婿
）
家
持
に
詩
歌
の
上
で
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
あ
っ
て
も
、

自
ら
の
詩
人
と
し
て
の
資
質
を
諦
め
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
男
性
に
会
っ
た

と
い
う
話
は
な
い
よ
う
だ
し
、
式
子
内
親
王
は
時
の
歌
道
の
最
長
老
藤
原

俊
成
に
手
ほ
ど
き
を
受
け
な
が
ら
も
、
そ
れ
で
萎
縮
す
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
式
子
内
親
王
よ
り
ず
っ
と
若
い
宮
内
卿
は
、
千
五
百
番
歌
合
に
際
し
、

後
鳥
羽
院
が
、

﹁
こ
た
み
は
、
み
な
世
に
許よ

り
た
る
古
き
道
の
者
ど
も
な
り
。
宮
内

は
ま
だ
し
か
る
べ
け
れ
ど
も
、
け
し
う
は
あ
ら
ず
と
み
ゆ
め
れ
ば
な

ん
。か
ま
へ
て
ま
ろ
が
面
お
も
て

起
こ
す
ば
か
り
よ
き
歌
つ
か
う
ま
つ
れ
よ
」

と
お
ほ
せ
ら
る
ゝ
に
、
面
う
ち
赤
め
て
、
涙
ぐ
み
て
さ
ぶ
ら
ひ
け
る

け
し
き
、
限
り
な
き
好
き
の
ほ
ど
も
、
あ
は
れ
に
ぞ
見
え
け
る

と
﹃
増
鏡
﹄
に
あ
る
12
よ
う
に
、
涙
ぐ
み
は
し
た
も
の
の
、
良
経
、
慈
円
、

俊
成
、
定
家
、
家
隆
、
寂
蓮
と
い
っ
た
老
練
の
歌
人
総
勢
三
十
名
の
な
か

に
あ
っ
て
落
伍
す
る
こ
と
な
く
、
百
首
歌
を
詠
み
お
お
せ
、
そ
の
十
五
首

が
﹃
新
古
今
集
﹄
に
採
ら
れ
た
。
そ
の
作
歌
ぶ
り
は
、﹃
無
名
抄
﹄
に
鴨
長

明
が
俊
成
卿
女
と
対
比
し
て
鮮
や
か
に
描
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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永
福
門
院
と
な
る
と
、
勅
撰
集
に
採
用
さ
れ
た
歌
を
削
除
す
る
よ
う
撰

者
に
要
求
す
ら
し
た
。
短
歌
や
俳
句
の
先
生
は
弟
子
の
書
い
た
も
の
を
勝

手
に
書
き
換
え
る
の
を
当
然
な
る
特
権
と
し
て
い
る
ら
し
い
が
、
こ
れ
は

古
来
の
悪
習
の
よ
う
で
、
藤
原
為
世
は
﹃
続
千
載
集
﹄
に
永
福
門
院
の

あ
ま
を
と
め
袖
ひ
る
が
へ
す
よ
な
よ
な
の
月
を
雲
居
に
思
ひ
や
る
か
な

を
採
る
際
、
七
五
を
﹁
袖
ふ
る
夜
半
の
風
寒
み
」
と
変
え
て
し
ま
っ
た
。

永
福
門
院
は
こ
れ
を
怒
っ
て
、
繰
り
返
し
抗
議
し
た
。
書
き
換
え
る
く
ら

い
な
ら
な
ぜ
採
っ
た
、
そ
れ
も
相
談
な
し
に
や
っ
た
の
は
け
し
か
ら
ぬ
と

い
う
の
だ
が
、
為
世
も
﹁
撰
者
代
々
之
故
実
也
」
と
し
て
立
場
を
変
え
よ

う
と
し
な
い
。
岩
佐
美
代
子
は
そ
の
確
執
に
お
け
る
永
福
門
院
に
つ
い
て
、

﹁
た
だ
一
首
の
歌
の
添
削
に
つ
き
、か
よ
う
に
強
く
争
わ
れ
た
女
院
の
態
度

は
、
歌
人
と
し
て
ま
こ
と
に
立
派
な
も
の
で
あ
っ
た
」
と
言
っ
て
い
る
13
。

　

も
っ
と
も
ぼ
く
が
こ
の
事
件
を
引
く
か
ら
と
言
っ
て
、
為
世
が
バ
イ
ロ

ン
の
よ
う
に
、
あ
る
い
は
坂
上
郎
女
の
弟
︵
あ
る
い
は
兄
）
田
主
の
よ
う

に
﹁
容
姿
佳
麗
」
だ
っ
た
と
想
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
永
福
門
院

は
、
魅
了
さ
れ
る
な
ら
、
歌
を
真
面
目
に
や
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
歌
道

の
、
ま
た
政
道
の
異
端
児
京
極
為
兼
の
よ
う
な
男
に
心
を
委
ね
た
で
あ
ろ

う
と
想
像
す
る
。
為
兼
は
二
度
捕
ら
え
ら
れ
、
一
度
は
佐
渡
に
、
一
度
は

土
佐
に
流
さ
れ
た
。
そ
の
二
度
目
の
時
に
つ
い
て
、
吉
田
兼
好
が
、

武
士
ど
も
う
ち
圍
み
て
、
六
波
羅
へ
率
き
行
︵
き
）
け
れ
ば
、
資
朝
卿
、

一
條
わ
た
り
に
て
こ
れ
を
見
て
、﹁
あ
な
羨
ま
し
。
世
に
あ
ら
ん
思

︵
ひ
）
出
、
か
く
こ
そ
あ
ら
ま
ほ
し
け
れ
」
と
ぞ
言
は
れ
け
る

と
い
う
逸
話
を
書
き
残
し
た
人
で
あ
る
14
。
こ
の
日
野
資
朝
は
後
に
北
条

氏
討
伐
を
計
っ
て
捕
ら
え
ら
れ
、
佐
渡
に
流
さ
れ
て
斬
首
と
な
っ
た
。
奇

し
く
も
望
み
通
り
に
な
っ
た
わ
け
だ
。

　

頼
山
陽
を
師
と
し
た
江
馬
細
香
は
亡
く
な
る
ま
で
山
陽
に
添
削
を
乞
う

た
が
、
大
垣
か
ら
京
都
を
訪
れ
る
た
び
に
先
生
と
セ
ッ
ク
ス
を
し
た
に
ち

が
い
な
い
、
と
い
う
の
は
中
村
真
一
郎
好
み
の
憶
測
を
出
る
の
か
出
な
い

の
か
15
、
不
意
に
自
分
の
人
生
に
師
と
し
て
入
っ
て
き
て
求
婚
し
た
人
の

名
声
に
臆
す
る
こ
と
な
く
生
涯
漢
詩
を
書
き
つ
づ
け
、
晩
年
の
一
八
六
〇

年
に
は
詩
社
﹁
黎
祁
社
」
を
作
り
、つ
い
で
﹁
咬
菜
社
」︵vegetarian!

）
を

作
っ
て
、後
者
で
は
社
長
と
な
っ
た
16
。
漢
文
学
者
黒
川
洋
一
が
﹁
日
本
の

女
流
の
三
大
詩
人
は
、
式
子
内
親
王
、
細
香
、
与
謝
野
晶
子
で
あ
る
」
と

言
っ
た
と
い
う
17
、
そ
の
一
人
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
晶
子
だ
が
、
晶
子
は
時
代
が
近
く
、
そ
れ
だ
け
そ
の
人
生
が
よ

く
知
ら
れ
い
る
。
そ
こ
か
ら
受
け
る
印
象
は
グ
リ
ア
の
想
定
し
た
よ
う
な

男
性
詩
人
を
前
に
し
て
萎
え
る
女
性
と
は
対
照
的
な
ほ
ど
異
な
る
。
す
な

わ
ち
、
鉄
幹
は
、
美
男
ぶ
り
、
益
荒
男
ぶ
り
で
は
バ
イ
ロ
ン
に
遥
か
に
及

ば
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
女
性
を
魅
了
す
る
上
で
は
希
代
の
才
子
で
あ
っ

た
ら
し
い
。
だ
が
、
い
ま
鉄
幹
を
晶
子
の
腰
巾
着
以
上
の
も
の
と
し
て
知

る
人
が
い
か
ほ
ど
い
る
だ
ろ
う
か
。
昨
今
、﹁
妻
を
め
と
ら
ば
才
た
け
て　

顔み
め

う
る
は
し
く
な
さ
け
あ
り
」
を
高
唱
す
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
だ
ろ
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う
し
、わ

れ
男を

の
子
意
氣
の
子
名
の
子
つ
る
ぎ
の
子
詩
の
子
戀
の
子
あ
ゝ
も

だ
え
の
子

と
聞
い
て
鉄
幹
の
名
を
思
う
人
は
そ
れ
よ
り
少
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
比

べ
て
、
晶
子
は
詩
と
い
え
ば
﹁
君
死
に
た
も
う
こ
と
な
か
れ
」
を
思
い
、

短
歌
と
い
え
ば
﹃
み
だ
れ
髪
﹄
を
思
う
人
、
更
に
は
そ
こ
か
ら
何
首
か
を

暗
誦
で
き
る
人
は
多
い
に
ち
が
い
な
い
。
そ
ん
な
ふ
う
に
与
謝
野
晶
子
の

﹁
詩
」
と
い
え
ば
﹁
君
死
に
た
も
う
こ
と
な
か
れ
」
だ
け
が
思
い
出
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
こ
と
自
体
、
女
性
詩
人
と
し
て
の
晶
子
に
対
す
る
見
方
の

歪
曲
の
歴
史
と
い
っ
た
も
の
を
書
け
る
ほ
ど
だ
が
、
と
も
か
く
晶
子
は
鉄

幹
を
圧
倒
し
去
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。

　
　
（
三
）
女
流
と
男
流

　

そ
れ
で
も
ビ
シ
ョ
ッ
プ
の
言
葉
は
気
に
か
か
る
。﹃
英
語
に
お
け
る
男

性
詩
人
﹄
が
ど
ん
な
に
馬
鹿
々
々
し
い
こ
と
か
分
か
る
で
し
ょ
う
？　

確

か
に
そ
う
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
女
性
詩
人
、
男
性
詩
人
と
日
本
語
で
い

う
場
合
の
男
性
詩
人
は
、w

om
an poet

、m
an poet

と
し
た
時
の
英
語
の

表
現
に
お
け
るm

an poet

ほ
ど
変
で
は
な
い
。m

an poet

の
奇
妙
な
響

き
を
再
現
す
る
に
は
富
岡
さ
ん
ら
の
﹁
男
流
」
に
倣
っ
て
﹁
男
流
詩
人
」

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
に
男
流
詩
人
集
を
編
も
う
と
は
し

な
い
の
に
、
な
ぜ
女
流0

詩
人
集
を
編
も
う
と
す
る
の
か
と
い
う
疑
義
は
正

当
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
今
年
︵
二
〇
〇
八
年
）
五
月
、Japanease 

W
om

en Poets

の
こ
と
で
明
治
学
院
大
学
の
四
方
田
犬
彦
教
授
に
招
か
れ
て

東
京
に
行
っ
た
お
り
、
ぱ
く
き
ょ
ん
み
さ
ん
が
近
畿
大
学
の
ご
自
分
の
講

座
に
も
招
い
て
く
だ
さ
っ
た
時
に
、
そ
こ
で
会
っ
た
ア
ロ
マ
セ
ラ
ピ
ス
ト

田
原
朱
美
さ
ん
は
こ
の
辺
の
感
じ
を
か
み
砕
い
て
説
明
し
て
く
れ
た
。
い

わ
く
、

Elizabeth Bishop

が
、﹃
女
性
詩
人
﹄
と
区
別
さ
れ
る
の
に
抵
抗
す

る
気
持
ち
が
、わ
か
り
ま
す
。
女
性
を
侮
辱
す
る
よ
う
な
意
図
で︵
男

性
も
女
性
も
平
等
で
あ
る
べ
き
だ
か
ら
、
女
性
を
取
り
上
げ
よ
う
と

い
う
よ
う
な
意
図
）、
女
性
作
家
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
れ
ば
、
女

性
作
家
はElizabeth Bishop

の
よ
う
に
い
い
気
が
し
な
い
し
、
抵

抗
す
る
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
作
品
の
内
容
や
質
が
選
定
の
一
番

の
基
準
に
な
っ
て
い
な
い
か
ら
で
す
。

　

こ
の
解
釈
は
フ
ェ
ン
ト
ン
の﹁
女
性
詩
人
と
い
う
範
疇
に
格
下
げ
」に
似

た
解
釈
で
、
ぼ
く
に
は
こ
れ
に
ま
と
も
に
答
え
る
術
が
な
い
。
た
だ
、
書

簡
集
か
ら
ぼ
く
が
拾
っ
た
限
り
で
は
、
ビ
シ
ョ
ッ
プ
自
身
は
﹁
格
下
げ
」

を
そ
の
ま
ま
の
形
で
言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
と
思
う
18
。
彼
女

が
先
ず
毛
嫌
い
し
た
の
は
女
ら
し
さ
を
強
調
し
た
︵
と
彼
女
の
考
え
た
）

女
性
に
よ
る
文
学
19
で
あ
り
、
つ
い
で
文
学
を
性
別
そ
の
他
を
以
て
区
別
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す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。﹁
わ
た
し
は
黒
人
も
白
人
も
、
黄
色
人
も
赤
色
人

も
、
若
い
の
も
年
寄
り
も
、
金
持
ち
も
貧
乏
人
も
、
男
も
女
も
、
す
べ
て

社
会
的
に
混
ぜ
あ
わ
さ
れ
て
い
て
も
ら
い
た
い
─
─
芸
術
も
含
め
て
、
い

か
な
る
理
由
に
よ
っ
て
も
、
そ
れ
を
区
別
す
る
理
由
が
分
か
ら
な
い
の
で

す
20
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
ぼ
く
は
女
性
を
侮
辱
す
る
気
持
は
ま
っ
た
く

な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
区
別
を
つ
け
る
こ
と
そ
の
も
の
に
基
づ
く
反
対
に

な
る
と
、
ま
す
ま
す
女
性
詩
人
集
を
編
ん
だ
説
明
が
で
き
な
く
な
る
。

　

し
か
し
、
ま
た
、
説
明
は
簡
単
で
も
あ
る
。
時
の
風
潮
で
あ
る
。
こ
こ

で
フ
ェ
ン
ト
ン
も
ち
ょ
っ
と
触
れ
る
時
代
背
景
を
見
る
と
、
一
九
六
〇
年

代
の
女
性
解
放
運
動
と
性
革
命
に
席
巻
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
は
、
一
九
七
〇

年
代
に
な
る
と
一
見
矛
盾
す
る
現
象
を
も
た
ら
し
た
。
教
育
で
は
そ
れ
ま

で
男
女
平
等
達
成
の
方
法
と
し
て
男
女
共
学
が
理
想
と
さ
れ
て
き
た
の
が
、

男
女
を
別
々
に
し
た
方
が
問
題
を
扱
い
や
す
い
、
問
題
の
在
り
か
を
明
確

に
し
や
す
い
、
と
い
う
雰
囲
気
が
出
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
一
種
の
女
性
隔
離
︵segregation

）
は
名
門
女
子
大
が
男
女
共
学

に
転
じ
る
趨
勢
を
阻
止
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
こ
で
出
て

き
た
の
が
歴
史
や
文
学
や
社
会
に
お
け
る
女
性
の
役
割
の
見
直
し
で
あ
り
、

強
調
で
あ
る
。
西
部
開
拓
に
お
け
る
女
性
の
役
割
と
い
っ
た
歴
史
書
が
出

始
め
た
の
は
そ
の
例
で
、
女
性
の
み
を
研
究
対
象
と
す
る
講
座
や
学
科
が

急
速
に
増
え
た
。
皮
肉
な
こ
と
に
、
こ
れ
は
長
い
闘
い
の
あ
と
よ
う
や
く

﹁
隔
離
」か
ら
解
放
さ
れ
出
し
て
い
た
黒
人
そ
の
他
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
つ

い
て
も
生
じ
た
が
、
日
本
文
学
の
英
訳
の
分
野
で
そ
の
こ
と
に
真
っ
先
に

目
を
つ
け
た
の
が
、
そ
の
ご
間
も
な
く
日
米
文
化
相
談
役
に
な
っ
た
詩
人

の
渥
美
育
子
さ
ん
で
、一
九
七
七
年
にW

om
en Poets of Japan

と
い
う
題
の

詩
歌
集
を
著
名
な
詩
人K

enneth Rexroth 

と
共
に
出
し
た
21
。
一
九
九
〇

年
代
に
入
っ
て
ぼ
く
が
同
じ
よ
う
な
詩
歌
集
を
出
そ
う
と
考
え
た
の
は
、

遅
れ
ば
せ
な
が
ら
そ
の
よ
う
な
ご
時
勢
に
あ
や
か
ろ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う

こ
と
は
否
め
な
い
。

　

そ
う
い
う
時
勢
と
い
う
面
で
は
逆
の
面
も
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
日
本
文

学
研
究
分
野
、ア
メ
リ
カ
の
日
本
の
見
方
に
共
通
す
る
、日
本
女
性
は
従
順

で
お
と
な
し
く
、
横
暴
か
つ
独
善
的
な
男
性
に
虐
げ
ら
れ
る
ま
ま
に
な
っ

て
い
る
と
い
う
見
方
に
対
す
る
反
感
で
あ
る
。ぼ
く
は
、姉
三
人
妹
一
人
ば

か
り
で
な
く
、
母
の
妹
二
人
、
加
え
て
父
方
母
方
の
祖
母
と
も
同
居
し
た

時
代
が
あ
る
の
で
、
血
族
女
性
の
ぼ
く
に
対
す
る
ひ
と
か
た
な
ら
ぬ
思
い

や
り
は
深
く
感
じ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
と
は
別
に
、
日
本
女
性
が
従
順
で

お
と
な
し
い
と
い
う
見
方
に
は
易
々
と
は
従
い
が
た
い
。
そ
う
し
た
見
方

が
広
く
存
在
す
る
こ
と
は
、Japanese W

om
en Poets

の
、
ぼ
く
が
知
る
限
り

最
初
の
書
評
を
書
い
た
人
の
言
葉
に
明
ら
か
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
大
学

図
書
館
の
た
め
の
書
評
誌C

hoice

に
、
ト
ロ
ン
ト
大
学
のSonja Arntzen

名
誉
教
授
が
短
評
を
書
き
、
い
く
つ
か
の
欠
点
を
指
摘
し
な
が
ら
も
、
こ

の
詩
歌
集
は
﹁
従
順
な
日
本
女
性
と
い
う
固
定
観
念
を
追
放
し
さ
る
べ
き

だ
22
」
と
結
ぶ
。
ち
な
み
に
、
ア
ー
ン
ツ
ェ
ン
教
授
は
、
加
藤
周
一
の
薫

陶
の
も
と
に
一
休
宗
純
の
漢
詩
を
英
訳
し
た
23
人
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
詩
歌
な
ど
で
男
女
を
分
け
る
必
要
が
あ
る
の
か
と
い
う
問
題

を
、
単
に
男
女
に
違
い
が
あ
る
の
か
と
い
う
問
に
変
え
る
と
、
そ
れ
は
あ

る
。﹁
女
は
月
経
と
か
妊
娠
と
か
、
い
ろ
い
ろ
男
と
違
う
面
が
あ
る
や
ろ
」
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─
─
と
い
う
の
は
、
わ
が
畏
敬
す
るBarbara Ruch

先
生
の
こ
と
ば
だ
が
、

ま
さ
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。
先
生
は
ぼ
く
が
萩
原
朔
太
郎
の
英
訳
を
出
し

た
24
の
を
ご
ら
ん
に
な
っ
て
、
当
時
お
ら
れ
た
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ェ
イ
ニ
ア
大

学
に
招
待
し
て
く
だ
さ
っ
て
以
来
ぼ
く
を
推
輓
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
方

で
、そ
う
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
は
、ぼ
く
が
江
馬
細
香
を
訳
し
終
え
た
こ
ろ
コ

ロ
ン
ビ
ア
大
学
で
一
席
設
け
て
く
だ
さ
り
、
そ
の
あ
と
ご
自
分
の
事
務
室

に
出
席
し
た
学
生
さ
ん
た
ち
を
招
い
て
、
出
前
の
寿
司
を
振
る
舞
い
な
が

ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ぼ
く
は
漢
詩
は
大
量
の
注
釈
を
も
っ
て
よ
う
や
く

ぼ
ん
や
り
意
味
が
分
か
る
程
度
で
、
そ
の
点
、
古
文
の
脆
弱
な
読
解
力
に

す
ら
遥
か
に
劣
る
が
、
江
馬
細
香
と
い
う
女
性
漢
詩
人
が
い
た
こ
と
、
そ

の
多
く
の
漢
詩
に
つ
い
て
門
玲
子
と
い
う
市
井
の
学
者
に
よ
る
注
釈
書
が

出
た
25
こ
と
を
知
っ
て
嬉
し
く
、
詩
人
の
阿
部
日
奈
子
さ
ん
を
煩
ら
わ
せ

て
手
に
入
れ
て
訳
し
た
の
で
あ
る
26
。
ル
ー
シ
ュ
先
生
が
、
だ
か
ら
、
そ

う
い
う
面
を
強
調
し
た
女
性
詩
人
集
を
作
っ
た
ら
い
い
の
に
、
と
言
い
及

ば
れ
た
か
ど
う
か
は
覚
え
て
い
な
い
が
、
女
性
の
感
性
と
い
っ
た
む
ず
か

し
い
こ
と
を
言
わ
ず
と
も
、
ぼ
く
が
詩
作
を
選
ぶ
な
か
で
そ
う
い
う
面
を

か
な
り
勘
案
し
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
　
（
四
）
ア
ス
ト
ン
と
チ
ェ
イ
ン
バ
レ
ン

　

さ
て
、日
本
の
詩
形
は
家
系
的
︵genealogical

）
と
も
い
う
べ
き
つ
な
が

り
を
も
っ
て
発
展
し
、
そ
の
な
か
で
断
片
化
︵fragm

entation

）
し
た
。
ぼ

く
は
、
長
歌
と
短
歌
の
ど
ち
ら
が
先
に
生
ま
れ
た
の
か
最
新
学
説
を
知
ら

な
い
が
、
長
歌
が
衰
え
、
そ
の
反
歌
に
使
わ
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
短
歌

が
圧
倒
的
と
な
り
、
そ
れ
が
衰
退
す
る
と
短
歌
の
上
の
句
と
下
の
句
を
連

綿
と
つ
な
ぐ
連
歌
が
生
ま
れ
、
そ
の
冒
頭
の
句
た
る
発
句
が
独
立
し
、
そ

の
ま
ま
俳
句
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
長
歌
を
母
体
と
す
れ
ば
発
句
・
俳
句

は
そ
の
曾
孫
と
な
り
、
短
歌
を
母
体
と
す
れ
ば
孫
と
な
る
。
ぼ
く
が
多
少

と
も
知
っ
て
い
る
英
詩
の
歴
史
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
は
ま
た
驚
く
ほ
ど
単

調
な
、
先
例
重
視
の
歴
史
で
あ
る
。
し
か
も
、
外
国
語
の
詩
形
た
る
漢
詩

を
除
い
て
、
ほ
か
に
ほ
と
ん
ど
全
く
詩
形
が
生
ま
れ
な
か
っ
た
。
と
す
れ

ば
、
十
九
世
紀
末
ま
で
の
日
本
の
詩
形
は
近
親
相
姦
の
匂
い
を
ほ
の
か
に

漂
わ
せ
た
大
家
族
と
も
い
え
る
。

　

こ
の
際
立
っ
た
詩
形
の
発
展
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
は
、
明
治
時
代

に
日
本
文
学
を
初
め
て
ま
と
も
に
叙
述
し
た
英
国
人
学
者
二
人
が
発
言
、

以
来
そ
の
新
鮮
味
は
落
ち
て
い
な
い
。
一
人
は
外
交
官W

. G
. Aston 

(1841–1911

）
で
、
一
八
九
九
年
出
版
のA

 H
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で
長
歌
の
衰
退
を
嘆
い
て
曰
く
、

夫
れ
、
日
本
に
於
て
長
歌
棄
て
ら
れ
て
、
短
歌
寵
愛
を
得
た
る
は
、

當
時
の
一
時
的
流
行
に
あ
ら
ず
、
爾
来
連
綿
今
日
に
至
る
。
こ
れ
誠

に　

日
本
の
歌
壇
に
取
っ
て
不
幸
な
る
現
象
に
し
て
、
大
に
歌
道
進

歩
上
の
障
害
た
り
し
な
り
。
日
本
人
は
何
が
故
に
、
短
歌
を
以
て
長

歌
に
代
ら
し
め
た
る
か
。
前
章
既
に
擧
例
し
た
る
如
く
、
長
歌
は
、

物
語
、
哀
悼
、
其
の
他
各
種
の
物
事
を
詠
嘆
27
す
る
に
於
て
不
適
當
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の
も
の
に
あ
ら
ず
。
然
る
に
何
が
故
に
警エ
ピ
グ
ラ
ム句・
金
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
言
・
諧コ
ン
シ
イ
ト謔・
又

は
感
叫
28
の
如
き
短
き
思
想
の
外
は
、
詠
29
ず
る
こ
と
能
は
ざ
る
程
、

狭
範
囲
な
る
形
式
の
歌
體
を
形
成
せ
ん
と
て
、
數
世
紀
苦
心
し
た
る

か
。
こ
れ
何
故
ぞ
と
質
問
す
る
こ
と
は
易
け
れ
ど
も
、
其
の
理
由
を

答
ふ
る
こ
と
は
難
し
。︵
余
は
此
の
理
由
を
発
見
す
る
こ
と
能
は
ず
）

　

こ
れ
は
至
言
で
、
ア
ス
ト
ン
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
を
も
っ
て
日
本
を

見
て
、
初
め
て
明
確
に
言
え
た
こ
と
に
ち
が
い
な
い
。
ぼ
く
は
こ
の
言
葉

を
良
い
意
味
のV

ictorian scholar

た
る
ア
ス
ト
ン
の
慧
眼
の
表
れ
、
忌

憚
な
き
物
言
い
の
例
と
し
て
尊
ぶ
。
と
い
う
の
も
、
ア
ス
ト
ン
が
負
う
と

こ
ろ
大
と
す
る
一
八
九
〇
年
出
版
の
三
上
参
次
と
高
津
鍬
三
郎
の
﹃
日
本

文
學
史
﹄
は
、
い
ま
俄
に
調
べ
よ
う
が
な
い
け
れ
ど
も
、
ア
ス
ト
ン
は
こ

れ
ら
二
学
者
の
﹁
判
断
」
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
は
﹁
常
に
薦
め
ら
れ
る
も

の
で
は
な
い
」
と
言
っ
て
お
り
、
ち
ら
と
見
る
三
上
の
略
歴
か
ら
す
れ
ば
、

高
津
と
と
も
に
自
国
の
詩
形
を
こ
の
よ
う
に
批
判
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な

い
か
ら
だ
。
更
に
、
昨
今
の
ア
メ
リ
カ
人
日
本
文
学
学
徒
は
一
様
に
文
化

人
類
学
的
態
度
を
取
っ
て
、
詩
形
の
よ
う
な
も
の
に
外
部
の
者
と
し
て
の

批
判
的
言
辞
を
吐
く
こ
と
は
し
な
く
な
っ
た
30
。

　

も
う
一
人
、B. H

. C
ham

berlain (1850–1935

）
は
、
日
本
の
詩
形
の

発
展
を
、﹁
日
本
人
の
心
が
性
向
と
し
て
あ
ま
り
に
も
決
定
的
に
、
小
さ
な

も
の
、
素
描
的
な
も
の
に
向
か
う
」31
せ
い
だ
と
し
、
最
後
に
行
き
着
い

た
俳
句
を
﹁
超
リ
リ
ピ
ュ
ー
シ
ャ
ン
級
の
詩
︵an ultra–Lilliputian class 
of poem

）」32
と
呼
ん
だ
。
詩
形
が
だ
ん
だ
ん
断
片
化
し
、矮
小
化
し
た
現

象
に
驚
い
た
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
短
歌
に
様
々
な
箍
を
は
め
、
つ
い
で

連
歌
に
な
る
と
﹁
信
じ
ら
れ
な
い︵beyond belief

）」33
ほ
ど
煩
瑣
な
規
則

︵
式
目
）
を
設
け
と
こ
と
を
指
摘
し
た
。
当
時
は
、
浮
世
絵
が
パ
リ
を
中
心

に
絵
画
的
に
斬
新
な
も
の
と
し
て
賛
嘆
の
的
と
な
る
と
と
も
に
、
根
付
の

た
ぐ
い
が
数
寄
者
の
愛
玩
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
高
村
光
太
郎
の
詩
﹁
根

付
の
国
」
は
、
根
付
け
の
よ
う
な
文
化
の
発
現
こ
そ
日
本
人
の
外
貌
と
と

も
に
そ
の
せ
せ
こ
ま
し
さ
を
具
現
す
る
も
の
と
し
て
、
苛
立
ち
と
絶
望
を

投
げ
つ
け
る
よ
う
に
表
明
し
た
も
の
だ
。

　

も
ち
ろ
ん
、
以
来
、
俳
句
は
日
本
の
み
な
ら
ず
多
く
の
国
々
で
も
て
は

や
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
し
、
少
な
く
と
も
ア
メ
リ
カ
で
は
連
歌
・
連
句

す
ら
書
く
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
、
チ
ェ
イ
ン
バ
レ
ン
の
侮
蔑
的
驚
き
は
大

き
く
的
外
れ
と
な
っ
た
と
も
言
え
る
。
た
だ
し
、
ぼ
く
の
友
人
知
己
も
や

る
連
句
は
単
純
に
理
解
さ
れ
た
﹁
付
け
合
い
」
の
喜
び
に
基
づ
く
も
の
で
、

去
り
嫌
い
な
ど
は
考
え
な
い
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
チ
ェ
イ
ン
バ
レ
ン
が
辛

辣
か
つ
お
そ
ら
く
正
当
に
一
蹴
し
た
式
目
と
は
ほ
ど
遠
い
34
。
ぼ
く
が
時

と
し
て
友
人
と
や
る
歌
仙
で
も
、
月
の
座
、
花
の
座
を
決
め
、
あ
と
は
二

句
連
続
し
て
同
じ
題
材
を
扱
う
が
三
句
連
続
し
て
扱
わ
な
い
、
と
い
う
規

則
を
出
る
も
の
で
は
な
い
。

　

と
も
か
く
、
ぼ
く
が
作
っ
た
よ
う
な
詩
歌
集
を
編
も
う
と
し
て
ま
ず
考

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
そ
う
し
た
家
系
的
発
展
を
し
た
、
し

か
も
大
方
矮
小
な
詩
の
伝
統
か
ら
、
単
調
な
ら
ざ
る
、
読
ん
で
お
も
し
ろ

い
も
の
を
作
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
幸
い
そ

の
面
で
は
ぼ
く
自
身
のFrom

 the C
ountry of Eight Islands

と
い
う
先
例
が
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あ
っ
た
。同
集
の
場
合
、共
訳
者
に
な
っ
て
く
だ
さ
っ
た
ワ
ト
ソ
ン
先
生
が

中
国
古
典
文
学
で
吉
川
幸
次
郎
の
薫
陶
を
受
け
た
方
で
あ
っ
た
か
ら
、
先

生
の
訳
に
な
る
漢
詩
を
多
く
取
り
入
れ
、
ぼ
く
は
い
つ
か
ら
か
謡
曲
﹃
定

家
﹄
に
執
心
し
て
い
た
の
で
、そ
れ
を
そ
っ
く
り
入
れ
る
と
と
も
に
、定
家

の
﹃
詠
歌
大
概
﹄
を
﹁
秀
歌
躰
大
略
」
を
含
め
て
い
れ
た
。
さ
ら
に
、
各

首
所
定
の
文
字
で
始
ま
る
連
詠
歌︵
英
語
の acrostic 

に
当
た
る
）の
な
か

か
ら
、﹁
建
久
二
年
六
月
、
月
あ
か
か
り
し
夜
ふ
く
る
ほ
ど
に
大
將
殿
よ
り

い
ろ
は
の
四
十
七
首
を
つ
か
は
し
て
、
御
使
に
つ
け
て
た
て
ま
つ
る
べ
き

よ
し
侍
し
か
ば
、
や
が
て
書
付
侍
し
35
」
と
詞
書
の
あ
る
四
十
七
首
を
訳

し
て
い
た
も
の
36
か
ら
夏
十
首
を
入
れ
た
。
訳
で
も
冒
頭
に
そ
れ
ぞ
れ
の

文
字
を
組
み
込
ん
だ
も
の
に
し
た
が
、
こ
の
詩
歌
集
の
学
界
書
評
で
、﹁
佐

藤
は
定
家
を
強
調
し
過
ぎ
」
と
い
う
人
は
い
て
も
、acrostic 

の
苦
心
に
触

れ
て
く
れ
た
人
は
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
つ
い
で
な
が
ら
、
ぼ
く
の

定
家
の
見
方
は
塚
本
邦
雄
の
著
書
数
冊
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
37
。

　

し
か
し
、選
を
女
性
に
限
る
と
、漢
詩
は
有
智
子
内
親
王
の
ほ
か
は
江
戸

末
期
ま
で
ほ
と
ん
ど
見
つ
か
ら
な
い
。と
い
う
こ
と
は
、平
安
か
ら
江
戸
末

期
ま
で
、
短
歌
、
発
句
、
そ
れ
に
最
近
よ
う
や
く
発
掘
・
解
釈
が
な
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
連
歌
の
み
と
な
る
。
こ
れ
で
は
単
調
に
す
ぎ
る
。
も
と

よ
り
平
安
か
ら
鎌
倉
に
か
け
て
の
短
歌
も
塚
本
の
よ
う
な
特
殊
な
読
み
方

を
す
れ
ば
血
湧
き
肉
踊
る
も
の
に
横
溢
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
い
か

ん
せ
ん
、
素
人
は
、
土
岐
善
麿
が
か
つ
て
二
十
一
代
集
を
読
み
通
そ
う
と

し
た
時
の
述
懐
と
し
て
言
っ
た
よ
う
に
、
短
歌
を
ひ
と
ま
と
め
で
読
も
う

と
す
れ
ば﹁
途
中
ど
う
に
も
退
屈
に
」な
っ
て
し
ま
う
38
。
こ
れ
は
二
十
一

代
集
と
言
わ
ず
、
勅
撰
集
の
一
つ
で
も
読
み
通
そ
う
と
し
た
人
の
多
く
が

持
つ
感
想
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
他
方
、
い
ま
や
英
語
で
詳
細
な
注
釈
が
陸

続
と
出
て
い
る
連
歌
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
小
西
甚
一
の
言
葉
が
重

く
の
し
か
か
る
文
芸
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、﹁
書
き

と
め
ら
れ
た
連
歌
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
連
歌
の
脚
本
も
し
く
は
楽
譜
に

す
ぎ
な
い
」﹁
連
歌
の
享
受
は
、
本
来
、
制
作
と
同
じ
場
に
お
い
て
な
さ

れ
る
も
の
で
あ
り
、︵
中
略
）
し
た
が
っ
て
、
楽
譜
の
よ
め
な
い
人
が
音
楽

の
公
演
に
出
か
け
る
こ
と
は
あ
ろ
う
と
も
、
法
則
を
知
ら
ず
に
連
歌
を
享

受
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
39
」
の
だ
。
端
的
に
は
、
正
岡
子
規
が
既
に

一
八
九
〇
年
代
の
半
ば
に
﹁
芭
蕉
雑
談
」
で
﹁
連
俳
は
文
学
に
非
ず
」
と

言
っ
て
い
る
40
。
し
て
み
れ
ば
、
小
西
自
身
が
報
じ
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ

カ
の
日
本
文
学
研
究
者
の
あ
い
だ
で
は
既
に
一
九
六
〇
年
代
の
半
ば
か
ら

連
歌
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
っ
て
い
た
と
い
う
の
は
皮
肉
の
よ
う
で
も
あ

る
。
ぼ
く
は
機
会
を
与
え
ら
れ
れ
ば
脚
注
魔
と
な
る
が
、
仮
に
シ
ェ
イ
ク

ス
ピ
ア
のvariorum

版
の
よ
う
に
、
注
で
圧
倒
さ
れ
た
連
歌
俳
諧
は
謎
解

き
以
上
の
も
の
で
な
く
、
そ
れ
を
訳
で
も
っ
て
読
者
を
楽
し
ま
せ
よ
う
と

す
る
の
は
、
し
ょ
せ
ん
酷
で
あ
る
。

　

そ
う
、
謎
解
き
と
い
え
ば
、
修
辞
を
駆
使
し
た
歌
を
読
む
手
続
き
そ
の

も
の
も
謎
解
き
で
あ
り
、
そ
れ
を
誰
も
が
満
足
す
る
よ
う
に
訳
す
こ
と
は

む
ず
か
し
い
。
た
だ
、
連
歌
が
座
の
芸
術
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
短
歌
は
場

の
文
学
と
言
え
る
。
詞
書
、
歌
物
語
、
日
記
へ
の
折
り
込
み
然
り
、
ひ
い

て
は
百
首
歌
の
よ
う
に
題
や
数
を
決
め
た
連
作
も
そ
う
し
た
場
を
設
定
し

た
も
の
と
見
な
し
て
よ
い
。
そ
う
い
う
観
点
か
ら
、
ぼ
く
が
赤
染
衛
門
の



しらつゆもゆめもこのよも

39

場
合
﹃
袋
草
紙
﹄
と
﹃
今
昔
物
語
﹄
に
出
る
逸
話
で
代
え
た
の
は
詩
歌
集

と
し
て
は
外
道
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
和
泉
式
部
は
﹁
心
に
も
あ
ら
ず

あ
や
し
き
事
出
で
来
て
、
例
す
む
所
も
去
り
て
嘆
く
」
云
々
と
あ
る
、﹃
古

今
集
﹄
の
一
首
の
一
部
を
頭
に
置
い
た
連
作
41
を
、
こ
れ
もacrostic

と
し

て
訳
し
、﹁
つ
れ
づ
れ
の
尽
き
せ
ぬ
ま
ま
に
」
と
し
て
、
昼
、夕
、宵
、夜
中
、

暁
の
五
見
出
し
に
分
け
て
各
九
首
ず
つ
を
組
ん
だ
連
作
を
入
れ
た
42
。
現

代
短
歌
に
お
け
る
連
作
の
意
味
を
考
え
た
友
人
の
石
井
辰
彦
さ
ん
は
、
歌

一
首
一
首
は
﹁
よ
く
ひ
と
つ
の
世
界
を
表
現
し
得
る
」
に
し
て
も
、
連
作

と
し
た
場
合
、﹁
さ
ら
に
複
雑
な
世
界
、
言
語
に
よ
っ
て
到
達
し
得
る
極
限

の
宇
宙
さ
え
も
が
、表
現
さ
れ
る
可
能
性
を
持
つ
43
」
と
言
っ
て
い
る
。
昔

の
歌
人
も
、
年
中
日
誌
と
も
い
う
べ
き
連
作
を
や
っ
た
曽
禰
好
忠
あ
た
り

か
ら
、
一
首
で
作
り
出
せ
る
世
界
で
は
飽
き
足
ら
な
く
な
っ
て
い
た
。
そ

こ
で
、
式
子
内
親
王
も
百
首
歌
一
連
と
、
俊
成
の
妻
加
賀
の
死
に
伴
う
俊

成
と
の
連
作
唱
和
で
代
表
さ
せ
、宮
内
卿
は
先
程
一
部
を
引
い
た
﹃
増
鏡
﹄

の
描
写
を
加
え
た
。
建
礼
門
院
右
京
大
夫
は
中
村
真
一
郎
の
解
釈︵﹃
建
礼

門
院
右
京
大
夫
﹄
筑
摩
書
房
、
一
九
七
二
年
）
に
魅
了
さ
れ
て
─
─
中
村

の
、
む
ん
む
ん
と
し
た
欲
情
を
読
み
込
む
解
釈
に
魅
了
さ
れ
な
い
人
が
い

る
だ
ろ
う
か
─
─
そ
の
﹁
集
」
の
か
な
り
の
部
分
を
取
り
入
れ
た
。

　

そ
う
し
た
な
か
で
、
阿
仏
尼
の
場
合
、﹃
十
六
夜
日
記
﹄
の
抜
粋
の
ほ
か

に
、
歌
論
﹃
夜
の
鶴
﹄
が
文
庫
本
で
容
易
に
手
に
入
り
44
、
そ
の
抜
粋
を

入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
幸
い
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
説
か
れ
た
歌
詠
み

の
た
め
の
規
則
は
、
定
家
の
﹃
詠
歌
大
概
﹄
と
同
じ
く
、
チ
ェ
イ
ン
バ
レ

ン
の
い
う
詩
歌
の
﹁
慣
例
化︵conventionalise

）」
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ

り
、﹁
真
の
詩
人
を
し
て
す
ら
何
ら
価
値
あ
る
こ
と
を
言
う
こ
と
を
不
可
能

に
し
た
」45
か
ら
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、﹁
和
歌
の
最
も
衰
徴
せ
る
所
以
」
に
つ
い
て
は
子
規
が

一
八
九
八
年
の
﹁
古
池
の
句
の
弁
」
で
雄
弁
に
説
い
て
い
る
46
か
ら
、チ
ェ

イ
ン
バ
レ
ン
は
子
規
の
俳
話
を
﹃
日
本
﹄
や
﹃
ホ
ト
ト
ギ
ス
﹄
で
読
ん
で

い
た
の
か
、
は
た
ま
た
子
規
に
会
っ
て
話
を
聞
い
た
の
か
と
も
疑
わ
さ
せ

ら
れ
る
ほ
ど
で
、
わ
ざ
わ
ざ
チ
ェ
イ
ン
バ
レ
ン
を
引
く
事
も
な
い
の
で
あ

ろ
う
。
他
方
、
一
国
の
文
化
伝
統
と
し
て
の
和
歌
・
連
歌
の
趨
勢
に
つ

い
て
は
小
西
甚
一
が
五
巻
の
﹃
日
本
文
藝
史
﹄︵
講
談
社
、
一
九
八
五
～

一
九
九
二
年
）
そ
の
他
で
﹁
雅
」
と
﹁
俗
」
の
分
岐
と
共
存
と
し
て
説
明

し
て
お
り
、
そ
れ
は
そ
れ
で
説
得
力
が
あ
る
。
し
か
し
、﹁
現
代
短
歌
の
旗

手
」
塚
本
邦
雄
で
す
ら
、
古
代
か
ら
現
代
ま
で
を
俯
瞰
す
る
一
人
一
首
の

﹁
日
本
の
名
歌
二
百
首
」
に
お
い
て
、
江
戸
時
代
に
は
木
下
長
嘯
子
、
秋
成
、

良
寛
、
景
樹
、
落
合
直
文
の
五
名
し
か
選
ん
で
い
な
い
。
こ
こ
で
落
合
直

文
を
近
代
前
、
江
戸
時
代
の
終
わ
り
に
お
い
て
い
る
の
は
ど
う
い
う
意
味

か
と
戸
惑
う
が
、
塚
本
の
目
で
見
て
も
、
室
町
以
降
の
和
歌
の
衰
退
は
そ

れ
ほ
ど
顕
著
だ
っ
た
の
で
あ
る
47
。

　
　
（
五
）
不
変
の
翻
訳
問
題

　

詩
形
の
細
分
化
、
矮
小
化
の
趨
勢
、
そ
れ
か
ら
、
子
規
の
こ
と
ば
で
言

え
ば
、﹁
花
は
か
く
詠
む
も
の
月
は
か
く
詠
む
も
の
、
千
鳥
の
名
所
は
何
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処
々
々
に
限
り
、
其
の
語
は
其
の
処
に
の
み
用
ゐ
ら
る
る
な
ど
規
則
づ
く

め
」
に
な
っ
た
結
果
﹁
腐
敗
し
」
た
和
歌︵
お
よ
び
連
歌
）が
存
続
し
続
け

た
江
戸
末
期
ま
で
の
日
本
の
詩
歌
の
伝
統
を
、
退
屈
し
な
い
詩
歌
集
と
し

て
ど
う
提
示
す
る
か
の
問
題
は
そ
れ
く
ら
い
に
し
て
、
先
に
引
い
た
ア
ス

ト
ン
の
言
葉
の
訳
は
、
明
治
四
十
一
年
大
日
本
圖
書
株
式
會
社
發
兌
の
芝

野
六
助
譯
補
﹃
日
本
文
學
史
﹄
か
ら
採
っ
た
48
。
こ
れ
は
、
日
本
語
を
読

め
な
い
な
が
ら
日
本
関
係
の
本
の
熱
烈
な
蒐
集
家
で
あ
る
友
人W

olcott 
W

heeler

君
か
ら
奪
っ
た
稀
覯
本
だ
が
、
こ
れ
を
引
い
て
、
い
く
つ
か
の

こ
と
に
思
い
い
た
る
。

　

一
つ
は
、
ア
ス
ト
ン
の
英
語
が
芝
野
の
こ
の
訳
文
か
ら
想
像
さ
れ
る
ほ

ど
現
在
の
英
語
と
か
け
離
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
︵
原
文
は
一
九
七
二

年C
harles E. Tuttle

社
の
ペ
イ
パ
ー
バ
ッ
ク
で
容
易
に
読
む
こ
と
が
で
き

る
49
）。
他
方
、
当
時
の
日
本
語
の
文
章
も
芝
野
の
よ
う
な
漢
文
調
は
急
速

に
時
代
遅
れ
と
な
っ
て
い
た
。
ア
ス
ト
ン
が
、
一
九
〇
六
年
、
こ
の
﹁
日

譯
」
に
序
を
求
め
ら
れ
て
、﹁
將
来
の
日
本
文
學
は
、
必
ず
言
文
一
致
體
文

で
書
か
れ
る
と
余
は
固
く
信
ず
る
」
と
書
い
た
の
は
、
自
分
の
英
語
を
不

必
要
に
堅
苦
し
い
漢
文
調
の
も
の
し
な
い
で
欲
し
い
と
い
う
含
み
も
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
が
、
ア
ス
ト
ン
が
﹁
日
本
の
将
来
の
文
学
は
口
語
文
法
で
書

か
れ
る
で
あ
ろ
う
︵the future literature of Japan w

ill be w
ritten in the 

colloquial gram
m

ar

）」
と
言
っ
た
の
を
芝
野
が
﹁
言
文
一
致
」
と
訳
し
た

運
動
は
、
そ
の
こ
ろ
ま
で
に
は
既
に
大
方
目
的
を
達
し
て
い
た
50
。
今
で

も
よ
く
読
ま
れ
る
例
を
挙
げ
る
と
、﹃
我
輩
は
猫
で
あ
る
﹄
の
最
初
の
部

分
は
そ
の
前
年
に
書
か
れ
た
。
ぼ
く
は
た
ま
た
ま
明
治
村
で
買
っ
た
疑
似

復
刻
版
︵
一
九
七
三
年
第
三
刷
）
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
持
っ
て
い
る
の

で
、
そ
れ
を
仮
に
一
九
八
〇
年
代
の
終
わ
り
に
筑
摩
書
房
が
﹃
夏
目
漱
石

全
集
﹄
の
一
部
と
し
て
出
し
た
も
の
と
比
べ
る
と
、
現
代
版
は
漢
字
を
減

ら
し
た
り
し
て
い
る
程
度
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
漱
石
の
書
い
た
文
章
は
今

の
日
本
語
と
変
わ
ら
な
い
。
漱
石
の
親
友
だ
っ
た
子
規
も
、
先
に
多
少
引

い
た
一
八
九
八
年
﹃
ホ
ト
ト
ギ
ス
﹄
に
出
た
﹁
古
池
の
句
の
弁
」
で
は
文

語
を
用
い
た
が
、
二
年
後
京
都
の
雑
誌
﹃
種
ふ
く
べ
﹄
に
書
い
た
﹁
俳
句

上
の
京
と
江
戸
」51
は
ま
っ
た
く
の
口
語
で
あ
る
。

　

こ
と
は
詩
歌
に
関
わ
る
こ
と
な
の
で
、
詩
歌
分
野
の
言
文
一
致
も
意
外

な
ほ
ど
進
ん
で
い
た
こ
と
に
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は

驚
く
ほ
ど
た
く
さ
ん
の
例
を
引
く
人
見
圓
吉
の
﹃
口
語
詩
の
史
的
研
究
﹄

︵
桜
楓
社
、
一
九
七
五
年
）
を
見
れ
ば
明
ら
か
と
な
る
。
た
と
え
ば
﹃
猫
﹄

の
出
た
一
九
〇
五
年
は
日
露
戦
争
の
終
わ
っ
た
年
だ
が
、
そ
の
項
を
見
る

と
、﹁
太
平
洋
戦
争
で
、
多
く
の
軍
歌
が
作
ら
れ
た
が
そ
の
中
で
、
最
も
人

気
の
あ
っ
た
」52
と
い
う
、

こ
こ
は
お
国
を
何
百
里

離
れ
て
と
ほ
き
満
洲
の

で
始
ま
る
真ま
し
も下
飛
泉
の
﹁
戦
友
」
は
、﹃
学
校
及
家
庭
用
言
文
一
致
叙
事
唱

歌
﹄
と
い
う
も
の
の
、
同
年
九
月
号
に
出
た
こ
と
が
分
か
る
し
、
九
月
三

日
﹃
読
売
新
聞
﹄
に
出
た
、﹁
申
し
、
も
し
も
し
こ
れ
小
村
さ
ん
」
で
始
ま

る
岩
野
泡
鳴
の
﹁
慨
世
風
刺
吟
」
を
読
め
ば
53
、
小
村
寿
太
郎
が
ポ
ー
ツ
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マ
ス
で
日
露
条
約
を
締
結
し
た
と
の
報
が
伝
わ
る
や
な
ぜ
日
比
谷
焼
討
事

件
の
よ
う
な
も
の
が
起
こ
っ
た
か
彷
彿
と
さ
せ
ら
れ
る
。

　

も
う
一
つ
は
、
こ
の
ア
ス
ト
ン
の
原
文
と
芝
野
の
訳
の
食
い
違
い
で
あ

る
。
明
ら
か
な
誤
訳
54
と
は
別
に
、
翻
訳
に
は
魔
術
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る

こ
と
に
気
づ
く
。
ア
ス
ト
ン
の
原
文
は
、
言
っ
て
み
れ
ば
、
何
ら
大
見
得

を
き
ら
な
い
、
あ
り
き
た
り
の
文
章
だ
が
、
芝
野
の
よ
う
に
、
訳
と
い
う

手
続
き
を
通
し
て
、
い
か
に
も
格
好
の
よ
い
も
の
に
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

漢
文
か
ら
疎
く
な
っ
た
ぼ
く
ら
に
と
っ
て
、
文
頭
の
助
字
﹁
夫
れ
」
の
使

用
な
ど
は
、
素
晴
ら
し
い
修
辞
の
損
失
と
す
ら
う
つ
る
。

　

更
に
も
う
一
つ
、
仮
に
芝
野
訳
が
原
著
に
忠
実
に
沿
っ
た
も
の
だ
と
す

る
と
、
手
持
ち
のTuttle

再
版
で
は
重
要
な
部
分
を
削
っ
て
い
る
。
お
そ

ら
く
落
丁
な
の
だ
ろ
う
が
、
原
著
のPreface

︵
序
）
で
触
れ
る
翻
訳
論
が

そ
れ
だ
。
す
な
わ
ち
、﹁
か
の
伊
太
利
の
諺
」55
に
触
れ
た
あ
と
、﹁
困
難

を
感
ず
る
事
は
、
彼
我
其
の
事
物
を
異
に
せ
る
が
爲
に
、
其
の
眞
意
を
悟

り
難
く
、
叉
、
同
一
物
に
て
も
、
大
に
其
の
連
想
を
異
に
す
る
こ
と
あ
り
」

と
し
て
例
を
挙
げ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
い
わ
く
、

日
本
の
カ
ラ
ス︵
鳥
）は
、Crow

と
譯
す
れ
ど
、實
はC

row

に
あ
ら
ず
、

C
orvus Japonensis

に
し
て
形C

row

よ
り
も
大
き
く
、
鳴
聲
も
習

慣
も
倶
に
異
な
り
。
日
本
のC

herry

は
︵
櫻
と
譯
す
）
其
果
實
の
故

を
以
て
珍
と
せ
ら
れ
ず
、
却
っ
て
花
は
花
の
王
と
賞
せ
ら
れ
、Rose

︵
薔
薇
と
譯
す
）は
只
の
刺
あ
る
草
と
見
做
さ
る
。
我
等Valerian

︵
女

郎
花
）
を
見
れ
ば
、
直
に
猫
を
連
想
す
れ
ど
、
日
本
人
は
、
之
を
少

女
の
美
に
喩
へ
て
、
此
の
方
のRosebud

︵
薔
薇
の
蕾
）
の
喩
に
代

は
る
。
ま
し
て
、
吾
人
がD

aisy

或
はD

affodil

を
賞
す
る
が
如
く

日
本
人
に
と
り
て
無
量
の
感
を
與
ふ
る
花
の
名
を
如
何
に
、
譯
者
は

譯
す
可
き
。Lespedeza

︵
萩
）Platycodon grandiflorum

︵
桔
梗
）

D
eutzia scabra

︵
卯
の
花
）
の
如
き
拙
き
譯
語
を
造
る
に
過
ぎ
じ
。

　

こ
こ
半
世
紀
ほ
ど
日
本
文
学
の
英
訳
が
増
え
た
た
め
、
こ
の
う
ち
い
く

つ
か
は
ラ
テ
ン
名
に
代
わ
っ
て
英
名
も
見
つ
け
ら
れ
た
し
、
桜
な
ど
は
日

本
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
ば
か
り
か
、
ア
メ
リ
カ
で
は
こ
れ
を
楽
し
む
ま
で

に
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
ア
ス
ト
ン
が
述
べ
る
問
題
は
基
本
的
に
は

変
わ
っ
て
い
な
い
。
こ
ん
ど
十
余
年
ぶ
り
に
東
京
に
滞
在
し
た
折
、
明
治

学
院
国
際
会
館
の
近
く
の
、
か
つ
て
の
武
蔵
野
の
森
の
面
影
を
わ
ず
か
な

が
ら
残
す
と
い
う
自
然
教
育
園
ま
で
若
き
麗
人
と
散
歩
し
て
、
実
に
久
し

ぶ
り
に
日
本
の
烏
を
間
近
に
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
艶つ
や

の
良
さ
、
辺
り
を

睥
睨
す
る
堂
々
た
る
体
躯
を
見
て
、
た
と
え
ば
こ
れ
を
書
き
な
が
ら
十
二

階
の
ア
パ
ー
ト
の
窓
か
ら
眺
め
る
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
の
空
に
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー

ジ
ー
か
ら
群
を
な
し
て
飛
来
、
向
か
い
の
ビ
ル
の
屋
上
の
辺
り
を
し
ば
ら

く
舞
い
飛
ぶ
小
柄
な
烏
を
想
い
、
三
十
余
年
前
に
ぼ
く
が
ア
メ
リ
カ
の
俳

句
界
と
関
わ
る
切
っ
掛
け
を
作
っ
て
く
れ
たW

illiam
 H

igginson

君
56
が
、

芭
蕉
の
﹁
枯
れ
枝
」
な
ど
に
い
う
烏
はraven

と
訳
す
べ
き
だ
と
言
っ
た

こ
と
を
思
い
出
し
た
り
し
た
。
も
ち
ろ
んraven

と
い
え
ば
、
少
な
く
と

も
ア
メ
リ
カ
の
読
書
子
は
エ
ド
ガ
ー
・
ア
ラ
ン
・
ポ
ー
を
思
っ
て
し
ま
う
で

あ
ろ
う
か
ら
、
こ
う
い
う
も
の
は
ど
っ
ち
に
こ
ろ
ん
で
も
う
ま
く
い
か
ぬ
。
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ア
ス
ト
ン
は
、
つ
い
で
、﹁Justice

︵
正
義
）Virtue

︵
道
徳
）Chastitiy

︵
貞
節
）H

onour

︵
名
譽
）Love

︵
恋
愛
）
等
の
如
き
語
は
、
其
の
實
質
に

於
て
は
、
よ
し
違
は
ず
と
も
、
翻
訳
上
必
ず
、
避
く
可
か
ら
ざ
る
相
違
あ

る
べ
し
」
と
し
、
そ
の
ほ
か
政
治
や
宗
教
や
歴
史
の
こ
と
な
ど
を
﹁
一
一

説
明
せ
ん
と
欲
せ
ば
、
讀
む
に
堪
へ
ざ
る
ほ
ど
複
雜
な
る
註
解
を
要
す
る

な
り
」
と
い
う
。
ま
っ
た
く
そ
の
通
り
で
、
そ
う
し
た
問
題
は
今
で
も
翻

訳
者
を
困
ら
せ
る
─
─
あ
る
い
は
、
ぼ
く
の
よ
う
な
も
の
を
悦
ば
せ
る
。

　

似
た
よ
う
な
こ
と
は
詩
形
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
ア
ス
ト
ン
は
単
に

﹁
句
」
数
に
基
づ
き
、
短
歌
は
五
行
、
発
句
は
三
行
に
訳
し
た
が
、
チ
ェ
イ

ン
バ
レ
ン
は
、
原
形
を
ロ
ー
マ
字
表
記
と
す
る
場
合
は
同
じ
行
分
け
を
用

い
な
が
ら
も
、
英
訳
で
は
発
句
は
二
行
、
短
歌
は
四
行
と
し
た
。
こ
れ
は
、

チ
ェ
イ
ン
バ
レ
ン
が
言
語
系
統
の
大
幅
に
違
う
異
国
語
間
の
韻
文
の
訳
に

つ
い
て
ア
ス
ト
ン
よ
り
少
し
真
っ
当
に
考
え
た
の
と
、
当
時
二
行
詩
と
四

行
詩
が
英
詩
と
し
て
馴
染
み
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
チ
ェ
イ
ン
バ
レ
ン

は
発
句
をepigram

と
呼
ん
だ
57
が
、ボ
ワ
ロ
の
言
う
﹁
華
美
な
二
行
詩
に

よ
る
名
言
」
で
は
な
く
、
そ
れ
よ
り
以
前
の
、﹁
繊
細
か
つ
巧
妙
な
考
え
を

表
わ
す
短
い
韻
文
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
し
、
訳
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
い
う
。

一
体
、
異
国
の
韻
律
に
と
っ
て
の
最
良
の
相
当
物
は
何
か
と
い
う
問

題
は
き
わ
め
て
困
難
な
問
題
で
あ
る
。
聡
明
な
読
者
は
日
本
の
短
エ
ピ
グ
ラ
ム詩

が
五
つ
の
強
弱
弱
格
︵five dactyls

）
を
使
い
切
っ
た
場
合
の
六
歩
格

︵hexam
eter

）
と
全
く
同
じ
シ
ラ
ブ
ル
数
︵
十
七
）
を
持
つ
こ
と
を
指

摘
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
私
は
こ
の
場
合
そ
の
詩

形
を
相
当
物
と
し
て
選
ぶ
べ
き
で
は
な
い
。
一
つ
に
は
、
六
歩
格
が

英
語
で
は
常
に
外
来
物
と
い
う
響
き
を
持
つ
の
に
対
し
て
、
こ
こ
で

論
じ
る
日
本
の
詩
形
は
全
く
も
っ
て
一
般
的
で
普
通
の
人
に
馴
染
み

の
深
い
も
の
だ
か
ら
だ
58
。

　

外
来
物
云
々
は
、
六
歩
格
が
﹁
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
に
お
け
る
最
も
古
い

詩
形︵the oldest verse form

 in European literature

）」
で
あ
り
、﹁﹃
イ
リ

ア
ス
﹄
に
お
い
て
以
来
凌
駕
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
完
成
度
を
達
成
し
、
事

実
、
こ
れ
に
匹
敵
す
る
も
の
は
で
き
て
い
な
い
」
と
さ
れ
た
59
詩
形
だ
か

ら
だ
が
、
何
事
も
自
分
の
見
方
、
や
り
方
に
引
き
つ
け
る
悪
癖
を
持
つ
ぼ

く
は
、
こ
こ
で
チ
ェ
イ
ン
バ
レ
ン
が
発
句
の
相
当
物
︵equivalent

）
と
し

て
、
六
歩
格
を
可
能
性
と
し
て
出
し
て
い
る
こ
と
を
愉
快
に
思
う
。
こ
こ

で
い
う
﹁
詩
形
」
は
、couplet

やquatrain

やsonnet

を
そ
う
呼
ぶ
場
合

の
そ
れ
と
は
異
な
る
と
思
う
が
、
ぼ
く
は
、
短
歌
も
発
句
・
俳
句
も
、
書

い
た
人
が
行
分
け
を
し
な
い
限
り
、
一
行
に
訳
す
。

　

し
か
し
、
チ
ェ
イ
ン
バ
レ
ン
の
言
葉
を
引
き
、﹃
イ
リ
ア
ス
﹄
に
触
れ
ら

れ
た
ぼ
く
の
詩
の
師
匠
林
秋
石
︵Lindley W

illiam
s H

ubbell

）
先
生
の
言

葉
を
引
い
た
横
着
さ
の
申
し
訳
と
し
て
言
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ぼ
く
は
到
底
英
語
で
韻
文
︵verse

）
は
書
け
ず
、
一
行
詩
︵m

onostich

）
と

い
う
詩
形
に
つ
い
て
は
、
林
先
生
の
お
っ
し
ゃ
っ
た
ま
ま
に
﹃
ギ
リ
シ
ャ

詞
華
集
﹄
以
来
存
在
す
る
と
は
言
え
る
も
の
の
、
十
七
シ
ラ
ブ
ル
は
お
ろ

か
、
そ
れ
よ
り
長
い
一
行
の
も
の
が
﹁
詩
」
と
し
て
成
立
す
る
か
ど
う
か
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は
全
く
自
信
が
な
い
。
ま
た
、
書
か
れ
た
文
章
の
一
片
が
詩
的
︵poetic

）

で
あ
る
の
か
散
文
的
︵prosaic

）
で
あ
る
の
か
の
区
別
も
で
き
な
い
。

　

と
も
か
く
、
チ
ェ
イ
ン
バ
レ
ン
の
発
句
訳
の
例
と
し
て
、
た
ま
た
ま
こ

の
稿
の
冒
頭
に
触
れ
た
歌
仙
﹁
海
く
れ
て
」
の
挙
句
の
直
前
の
句
︵
二
ノ

裏
五
句
目
）の
﹁
春
雨
に
新
発ぼ

意ち

粽ち
ま
き

荷
ひ
来
て
」
に
絡
め
て
引
い
た
芭
蕉

の
句
﹁
粽
結
ふ
か
た
手
に
は
さ
む
額
髪
」
を
と
る
と
、
こ
の
よ
う
に
な
る
。

　
　

C
him

aki yuu

　
　
　
　

K
ata–de ni hasam

u

　
　

H
itai–gam

i 

She w
raps up rice–cakes, w

hile one hand
Restrains the hair upon her brow.

60

　

チ
ェ
イ
ン
バ
レ
ン
の
短
歌
訳
の
例
と
し
て
は
、
日
本
人
の
ほ
と
ん
ど
誰

も
が
そ
の
言
葉
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
、﹁
君
が
代
」
の
そ
れ
が
良
い

か
も
し
れ
な
い
。

�
ousands of years of happy reign be thine; 

Rule on, m
y lord, till w

hat are pebbles now
 

By age united to m
ighty rocks shall grow

 
W

hose venerable sides the m
oss doth line.

61

　

い
ま
や
法
的
に
国
歌
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
﹁
君
が
代
」
は
、﹃
古
今
集
﹄

の
賀
歌
の
巻
の
頭
に
お
か
れ
た
読
人
知
ら
ず
の
歌
の
初
五︵﹁
わ
が
君
は
」）

を
ち
ょ
っ
と
変
え
た
も
の
で
、
こ
こ
の
﹁
君
」
は
別
に
天
皇
で
な
く
て
も

い
い
と
注
釈
書
に
言
い
62
、歌
は
恋
歌
と
し
て
も
よ
い
と
言
う
。
事
実
、い

ま
知
ら
れ
る
よ
う
な
形
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
曲
を
賦
さ
れ
、
一
八
八
〇
年

天
皇
誕
生
日
に
最
初
に
演
奏
さ
れ
る
前
は
、小
唄
や
端
唄
の
よ
う
に
、一
杯

や
り
な
が
ら
歌
っ
た
も
の
と
ど
こ
か
で
読
ん
だ
。
そ
れ
で
も
、
一
八
九
〇

年
に
作
ら
れ
た
と
い
う
こ
の
訳
は
ま
こ
と
に
荘
重
で
あ
っ
て
、
英
国
人
を

す
ら
感
心
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
も
っ
と
も
、
よ

く
読
む
と
、
小
石
が
岩
に
な
る
と
い
う
、﹁
非
科
学
的
な
」
中
国
の
伝
説
を

翻
訳
の
手
品
で
誤
魔
化
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
63
が
、
チ
ェ
イ
ン
バ
レ

ン
が
こ
の
訳
を
つ
く
り
翻
訳
を
論
じ
た
の
は
、
自
由
詩
が
世
界
を
席
巻
す

る
前
、
あ
る
い
は
ち
ょ
う
ど
そ
れ
が
起
こ
っ
て
い
る
時
で
あ
っ
た
。
と
す

れ
ば
、
外
国
の
詩
形
を
と
っ
て
、
そ
の
意
味
だ
け
を
伝
え
よ
う
と
し
た
ア

ス
ト
ン
の
方
が
時
勢
を
反
映
し
て
い
た
と
言
え
な
く
も
な
い
。
そ
れ
か
あ

ら
ぬ
か
、
以
来
ア
ス
ト
ン
の
訳
に
お
け
る
行
分
け
が
圧
倒
的
に
採
用
さ
れ

る
に
至
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
訳
者
に
は
ア
ス
ト
ン
と
違
っ
て
シ
ラ
ブ
ル

数
を
揃
え
る
人
も
い
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

シ
ラ
ブ
ル
数
を
揃
え
る
と
言
え
ば
、
林
師
匠
は
、﹁
英
語
はm

etrical 
language

、日
本
語
は syllabic language

」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
が
、シ

ラ
ブ
ル
数
で
詩
を
書
い
た
こ
と
で
有
名
な
ア
メ
リ
カ
の
詩
人M

arianne 
M

oore

を
別
に
す
れ
ば
、
先
生
が
そ
う
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
一
九
六
〇
年

代
こ
ろ
か
ら
ア
メ
リ
カ
詩
人
の
間
で
シ
ラ
ブ
ル
数
を
揃
え
た
詩
を
書
く
人
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た
ち
が
増
え
出
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
の
影
響
も
あ
る
の
か
、

一
九
八
〇
年
代
に
続
け
て
出
た
﹃
古
今
集
﹄
の
英
語
へ
の
二
つ
の
完
訳
は
、

い
ず
れ
も
シ
ラ
ブ
ル
数
を
五
七
五
七
七
に
揃
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。Laurel 

R
asplica Rodd

が
詩
人M

ary C
atherine H

enkenius

と
訳
し
たK

okinshū 
(Princeton U

niversity Press, 1984

）
とH

elen C
raig M

cC
ullough

の

K
okin W

akashū (Stanford U
niversity Press, 1985

）
が
そ
れ
で
、
た
と
え

ば
、
ロ
ッ
ド
は
、
く
だ
ん
の
賀
歌
の
初
五
をm

y lord 
 

m
ay you live 

(lord

の
あ
と
に
コ
ン
マ
を
置
か
ず
にm

ay

と
の
間
の
ス
ペ
ー
ス
で
代
え

た
の
は
﹁
現
代
詩
」
た
る
風
情
を
添
え
る
た
め
か
）
と
し
、M

cC
ullough

は
初
七
をfor a thousand, eight thousand

と
す
る
。

　

つ
い
で
な
が
ら
、﹃
古
今
集
﹄
の
歌
の
背
後
に
あ
る
と
い
う
石
成
長
譚

︵﹁
石
遂
長
不
已
。
経
年
重
四
十
斤
」）か
ら
す
る
と
、ロ
ッ
ド
の
訳
で﹁
さ
ゞ

れ
石
の
巌
と
な
り
て
」
をpebbles grow

 to / ancient boulders

と
し
、原

文
に
な
いancient

を
加
え
て
い
る
の
は
、シ
ラ
ブ
ル
数
を
揃
え
る
た
め
だ

ろ
う
こ
と
は
推
察
さ
れ
る
も
の
の
、ancient

は
お
か
し
い
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
こ
の
歌
は
﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
に
も
採
ら
れ
て
い
て
、
手
持
ち
の

本
に
限
る
と
、
石
が
成
長
す
る
と
い
う
伝
説
は
岩
波
日
本
古
典
大
系
の
川

口
久
雄
校
注
の
同
書
補
注
が
一
番
詳
し
い
。﹁
石
遂
」云
々
は
新
日
本
古
典

文
学
大
系
小
島
憲
之
・
新
井
栄
蔵
校
注
﹃
古
今
和
歌
集
﹄
の
脚
注
に
引
く
。

　

そ
れ
か
ら
、
小
島
・
新
井
校
注
本
の
月
報
の
小
島
の
文
章
は
お
も
し
ろ

い
。
小
島
は
、
当
時
の
漢
詩
文
に
精
通
し
て
い
な
い
と
﹃
古
今
﹄
は
理
解

で
き
な
い
と
し
て
、
共
に
校
注
を
行
な
っ
た
新
井
を
一
首
一
首
叱
り
つ
け

た
よ
う
な
風
情
す
ら
あ
る
。
そ
れ
は
、
な
ん
と
な
く
﹃
オ
ネ
ー
ギ
ン
﹄
の

英
訳
に
ま
つ
わ
る
ナ
ボ
コ
フ
のEdm

und W
ilson

と
の
角
逐
を
思
わ
せ

る
ほ
ど
だ
。
ナ
ボ
コ
フ
は
、
当
時
の
ロ
シ
ア
の
イ
ン
テ
リ
が
フ
ラ
ン
ス
語

を
も
て
あ
そ
び
、
誤
解
を
含
め
て
真
似
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
ま
で
知
ら

な
い
で
ど
う
し
て
プ
ー
シ
キ
ン
を
理
解
で
き
る
か
、
と
笑
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
う
い
え
ば
、
小
島
の
顔
は
ナ
ボ
コ
フ
に
似
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
ぼ

く
は
、
翻
訳
の
上
で
は
ナ
ボ
コ
フ
の
信
奉
者
だ
が
、
し
か
し
そ
う
言
っ
た

以
上
、
ナ
ボ
コ
フ
が
﹃
オ
ネ
ー
ギ
ン
﹄
の
訳
で
プ
ー
シ
キ
ン
の
韻
を
再
現

し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
言
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
う
そ
う
、
ロ
ッ
ド
は
ま
た
ア
ス
ト
ン
の
言
葉
を
思
い
出
さ
せ
る
。
第

四
歌
の
﹁
う
ぐ
い
す
」
をm

ountain thrush

と
し
、第
一
三
五
歌
の
﹁
ほ

と
と
ぎ
す
」
をm

ountain nightingale

と
し
、第
一
九
六
歌
の
﹁
き
り
ぎ

り
す
」をa type of cicada ( G

am
psocleis buergeri

）と
説
明
し
て
い
る
か
ら

だ
。
こ
の
う
ち
鴬
と
時
鳥
を
日
本
詩
歌
の
英
訳
者
が
ど
う
扱
っ
て
き
た
か

に
つ
い
て
は
二
つ
三
つ
エ
ッ
セ
イ
を
も
の
し
た
こ
と
が
あ
る
64
の
で
、
こ

こ
で
は
蛇
足
を
差
し
控
え
る
が
、
こ
お
ろ
ぎ
の
古
名
と
い
う
き
り
ぎ
り
す

を
蝉
の
一
種
と
し
、
こ
う
ろ
ぎ
と
も
せ
み
と
も
全
く
ち
が
っ
た
ラ
テ
ン
名

を
つ
け
て
い
る
の
は
、
ど
う
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
（
六
）
白
露
の
イ
メ
ー
ジ

　

江
戸
時
代
に
女
性
が
書
い
た
詩
歌
を
見
渡
し
て
、
そ
の
末
期
に
江
馬
細

香
の
よ
う
に
漢
詩
を
書
く
女
性
が
現
れ
た
こ
と
は
、
詩
歌
集
を
変
化
に
富
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ん
だ
も
の
と
し
た
い
ぼ
く
に
と
っ
て
は
幸
い
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ

れ
以
前
に
、
有
井
諸
九
尼
は
芭
蕉
の
﹃
奥
の
細
道
﹄
に
な
ら
っ
て
松
島
ま

で
歩
い
て
﹃
秋
風
の
記
﹄
を
残
し
、
田
上
菊
車
は
お
そ
ら
く
芭
蕉
を
大
幅

に
凌
ぐ
距
離
を
闊
歩
な
が
ら
、
和
歌
で
も
俳
句
で
も
漢
詩
で
も
な
ん
で
も

こ
な
し
た
。
逆
に
ま
た
、
ほ
と
ん
ど
旅
を
し
な
い
ま
ま
に
日
常
生
活
を

淡
々
と
俳
文
に
書
き
記
し
た
人
と
し
て
谷
口
田
女
が
い
る
。
田
女
の
存
在

を
知
っ
た
の
は
、
ひ
と
え
に
別
所
真
紀
子
さ
ん
の
お
か
げ
で
あ
る
65
。

　

明
治
以
後
の
、選
集
や
全
集
に
入
れ
ら
れ
る
女
性
詩
人
の
少
な
さ
は
、ぼ

く
に
と
っ
て
そ
れ
以
前
と
は
異
な
っ
た
む
ず
か
し
さ
を
も
た
ら
し
た
。
そ

の
こ
と
に
つ
い
て
は
別
に
一
文
を
書
い
た
の
で
、
仮
に
も
そ
う
い
う
こ
と

に
関
心
の
あ
る
方
は
、﹃
日
本
近
代
文
学
﹄
第
七
九
集
収
録
の
拙
文
﹁
二
十

世
紀
の
日
本
詩
と
女
性
」
を
ご
ら
ん
い
た
だ
き
た
い
。
現
代
詩
の
選
択
で

は
新
川
和
江
さ
ん
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
こ
と
を
、
こ
こ
で
感
謝

の
意
を
こ
め
て
記
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

最
後
に
、
と
り
と
め
の
な
い
本
稿
を
終
え
る
た
め
に
、Japanese W

om
en 

Poets

が
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
、
よ
く
言
え
ば
単
純
明
快
な
、
わ
る
く
言

え
ば
ま
こ
と
に
も
っ
て
詩
的
な
ら
ざ
る
題
に
な
っ
た
か
、
そ
の
顛
末
を
報

じ
て
お
こ
う
と
思
う
。

　

ぼ
く
は
、
ワ
ト
ソ
ン
先
生
と
編
ん
だ
詩
歌
集
の
題
と
し
て
、
ま
さ
に
こ

れ
に
似
た
単
純
明
快
な
題
を
考
え
て
い
た
の
だ
が
、
先
生
の
提
案
に
よ
り

From
 the C

ountry of Eight Islands

と
い
う
際
立
っ
た
も
の
に
な
っ
た
。
こ

の
題
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、﹃
古
事
記
﹄
で
八
千
矛
神
が
沼
河
比
賣
を

よ
ば
う
時
に
歌
う
歌
、﹁
八
島
国
妻
枕
き
か
ね
て
」
か
ら
採
っ
た
も
の
だ

が
、
そ
の
こ
と
を
顧
み
て
、
女
性
詩
人
集
の
場
合
は
当
初
か
ら
い
ろ
い
ろ

と
考
え
た
。
そ
う
し
て
行
き
着
い
た
の
が
、﹁
つ
ゆ
ば
か
り
あ
ひ
見
そ
め

た
る
男
の
も
と
に
つ
か
は
し
け
る
」
と
い
う
詞
書
の
あ
る
、﹃
後
拾
遺
集
﹄

の
和
泉
式
部
の
歌

白
露
も
夢
も
こ
の
世
も
ま
ぼ
ろ
し
も
た
と
へ
て
いへ
ば
ひ
さ
し
か
り
け
り

W
hite dew, dream

s, this w
orld, illusions: all these last for 

eternities in com
parison

の
初
め
の
五
七
を
題
に
す
る
考
え
で
あ
る
。W

hite D
ew

, D
ream

s, &
 T

his 

W
orld

と
い
う
。
と
こ
ろ
が
、
い
く
つ
も
の
出
版
社
を
へ
て
、
よ
う
や
く

出
版
を
快
諾
し
て
く
れ
た
書
肆
が
、
い
よ
い
よ
出
版
と
い
う
段
階
に
な
っ

て
反
対
し
て
き
た
。
販
売
部
が
こ
ん
な
曖
昧
な
題
で
は
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ

が
で
き
な
い
と
頑
張
る
と
い
う
の
だ
。
当
初
そ
の
契
約
で
こ
の
詩
歌
集
を

作
っ
た
出
版
社
な
ど
は
こ
の
点
に
つ
い
て
は
全
く
反
対
し
て
い
な
か
っ
た

の
で
、
愕
然
と
し
た
ぼ
く
は
、
合
計
十
七
人
に
達
す
る
友
人
の
詩
人
、
編

集
人
、
大
学
教
授
な
ど
に
意
見
を
求
め
た
。
愁
訴
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の

結
果
、
大
半
は
ぼ
く
の
案
を
支
持
し
た
が
、
い
か
ん
せ
ん
、
出
版
社
は
ガ

ン
と
し
て
受
け
付
け
な
か
っ
た
。

　

そ
れ
ら
友
人
知
己
の
回
答
は
い
つ
か
注
付
き
で
公
開
す
る
機
会
で
も
あ

れ
ば
と
思
う
が
、な
か
で
詩
人
のK

im
iko H

ahn

さ
ん
が
、white dew

は

sem
en

を
想
わ
せ
る
か
ら
躊
躇
す
る
と
言
っ
た
の
は
驚
い
た
。
ぼ
く
は
何
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を
見
て
も
セ
ッ
ク
ス
を
想
像
し
す
ぎ
る
の
か
も
し
れ
な
い
と
か
ね
て
疑
っ

て
い
た
が
、
そ
の
詩
に
性
行
為
を
率
直
に
描
く
こ
と
で
有
名
な
わ
が
キ
ミ

コ
嬢
の
映
像
喚
起
力
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
ぼ
く
の
そ
れ
を
遥
か
に

上
回
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

本
稿
は
、
二
〇
〇
八
年
五
月
二
四
日
、
明
治
学
院
大
学
で
話
し
た
こ

と
を
、
何
点
か
大
幅
に
敷
延
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
場
を
設
け

て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
か
ら
招
待
し
て
く
だ
さ
っ
た
四
方
田
犬
彦
教
授
、
そ

こ
で
作
品
を
朗
読
し
て
く
だ
さ
っ
た
阿
部
日
奈
子
さ
ん
、
財
部
鳥
子
さ

ん
、
新
川
和
江
さ
ん
、
更
に
、
そ
れ
ら
作
品
の
拙
訳
を
朗
読
し
て
く
だ

さ
っ
たLizzy Leigh

さ
ん
に
厚
く
お
礼
を
申
し
ま
す
。

註1　

連
歌
︵
連
句
）
と
い
う
詩
形
が
あ
る
こ
と
を
知
り
、
そ
れ
が
一
旦
死

滅
し
そ
う
に
な
っ
た
こ
と
の
あ
る
こ
と
を
知
っ
たTerri Lee G

rell

さ

ん
が
始
め
た
藁
半
紙
刷
り
の
季
刊
誌
。
連
歌
の
付
句
を
英
語
でlinks

と
呼
ぶ
こ
と
か
ら
、
出
身
地
の
ア
メ
リ
カ
北
西
部
で
絶
滅
に
瀕
し
て
い

るlynx

に
掛
け
て
、
季
刊
誌
を
そ
う
名
付
け
た
。
西
海
岸
に
住
む
テ
リ

さ
ん
と
東
海
岸
に
住
む
ぼ
く
が
、
手
紙
を
や
り
と
り
す
る
形
で
、
自
解

を
つ
け
な
が
ら
英
語
で
書
い
た
歌
仙
﹁
リ
ム
ジ
ン
で
の
巻
」
は
、
和
訳

に
さ
ら
な
る
解
説
を
付
け
て
拙
著
﹃
ア
メ
リ
カ
翻
訳
武
者
修
行
﹄︵
丸

善
株
式
会
社
、
一
九
九
三
年
）
に
終
章
と
し
て
収
め
て
い
る
。

2　

別
所
真
紀
子
﹃
芭
蕉
に
ひ
ら
か
れ
た
俳
諧
の
女
性
史
﹄︵
オ
リ
ジ
ン

出
版
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
九
年
）、
二
〇
五
頁
。

3　

前
掲
、
一
九
七
頁
に
引
く
。

4　

古
典
俳
文
学
大
系
﹃
蕉
門
俳
諧
集　

一
﹄︵
集
英
社
、
一
九
七
二
年
）

に
収
録
。

5　

そ
の
時
に
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
調
べ
な
か
っ
た
が
、
い
ま

︵
二
〇
〇
八
年
九
月
末
）
閲
す
る
と
、
ス
ー
パ
ー
源
氏
と
い
う
と
こ
ろ
が
、

こ
の
全
十
四
巻
十
五
冊
の
全
集
を
九
万
四
千
五
百
円
で
扱
っ
て
い
る
。

6　

別
所
、
前
掲
、
一
九
六
頁
。

7　

Elizabeth Bishop, O
ne A

rt: Letters, selected and edited by Robert 
G

iroux (Farrar, Straus and G
iroux, 1994), pp. 548–549.

こ
の
書
簡

集
の
一
見
奇
妙
な
題
は
、
鍵
束
や
時
間
や
場
所
や
名
前
な
ど
を
失
う
コ

ツ
︵art)

を
お
か
し
く
記
し
た
ビ
シ
ョ
ッ
プ
の
詩"O

ne Art"

に
基
づ
く
。

Elizabeth Bishop, T
he C

om
plete Poem

s 1927–1979 (N
oonday Press, 

1983), p. 178.

8　

H
iroaki Sato, tr., See You Soon: Poem

s of Taeko Tom
ioka (C

hicago 
Review

 Press, 1979).

9　

こ
う
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
ぼ
く
の
記
憶
は
あ
や
ふ
や
で
あ
る
。
こ

の
文
章
を
修
正
し
て
い
る
二
〇
〇
八
年
十
一
月
一
日
、
友
人
に
誘
わ
れ

てLa M
am

a

で
の
﹃
人
形
姉
妹
﹄
の
再
演
を
見
に
行
っ
た
。
そ
こ
で

初
演
が
一
九
七
八
年
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
が
、
そ
れ
ま
で
富
岡
さ
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ん
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
来
ら
れ
た
の
は
一
九
八
〇
年
代
だ
と
思
い
込
ん

で
い
た
。
つ
い
で
な
が
ら
、
誘
っ
て
く
れ
た
友
人
は
富
岡
さ
ん
の
脚
本

に
な
るD

ouble Suicide

︵﹃
心
中
天
網
島
﹄
の
英
語
の
題)

の
フ
ァ
ン
で
、

そ
の
映
画
を
見
た
の
も
、
そ
の
友
人
の
勧
め
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
。

10　

Jam
es Fenton, T

he Strength of Poetry: O
xford Lectures (Farrar, Straus 

and G
iroux, 2001), P. 103.

11　

前
掲
、一
二
七
頁
。
こ
の
章
は“O

ne A
rt”

に
因
ん
で
で
あ
ろ
う
、“T

he 

M
any A

rts of E
lizabeth B

iship”

と
題
す
る
。
引
用
の
原
文
は
、“w

hat 

B
ishop m

eant by fem
inism

 in her ow
n case w

as to be taken on equal 

tem
rs w

ith any m
an—

not to be (as she w
ould have felt) dow

ngraded 

into the category of w
om

an poet.”

12　

表
記
は
岩
波
古
典
文
学
大
系
岩
佐
正
、
時
枝
誠
記
、
木
藤
才
蔵
校
注

﹃
神
皇
正
統
記　

増
鏡
﹄︵
岩
波
書
店
、一
九
六
五
年
）に
よ
る
。
二
五
六
頁
。

13　

岩
佐
美
代
子
著
﹃
京
極
歌
人
の
研
究
﹄︵
笠
間
書
房
、
一
九
八
四
年
）、

二
九
三
頁
。

14　

日
本
古
典
文
學
大
系
西
尾
實
校
注
﹃
方
丈
記　

徒
然
草
﹄︵
岩
波
書

店
、
一
九
五
七
年
）、﹃
徒
然
草
﹄
第
百
五
十
三
段
。
日
野
資
朝
の
言
葉

の
意
味
は
、
こ
れ
だ
け
見
る
と
、
ち
ょ
っ
と
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
前

段
の
逸
話
を
考
え
る
と
、
資
朝
は
三
島
由
紀
夫
と
同
じ
く
老
体
に
な
っ

て
死
ぬ
こ
と
を
嫌
っ
て
い
た
気
配
で
あ
る
。D

onald K
eene

は
そ
の
英

訳Essays in Idleness (C
olum

bia U
niversity Press, 1967)

の
注
で
、
資

朝
の
言
葉
は
、
人
生
を
終
え
る
な
ら
こ
れ
ほ
ど
格
好
良
く
終
え
た
い
も

の
だ
と
い
う
意
味
と
し
て
い
る
。

15　

中
村
真
一
郎
著
﹃
頼
山
陽
と
そ
の
時
代　

上
﹄︵
中
央
公
論
社
、

一
九
七
六
年
）、
一
〇
七
～
一
一
九
頁
、
及
び
同
﹃
江
戸
漢
詩
﹄︵
岩
波

書
店
、
一
九
八
五
年
）、
一
二
三
～
一
二
四
頁
。
こ
れ
を
書
い
て
い
る

時
に
週
刊
誌T

he N
ew

 Yorker

に
出
て
い
るR

ichard Reeves

著John 

Stuart M
ill: V

ictorian Firebrand (O
verlook, 2008)

を
元
に
し
たAdam

 
G

opnik

の
文
章"R

ight Again" (2008, O
ct. 6)

を
読
ん
だ
。
そ
れ
に

よ
る
と
、
英
国
の
著
名
な
哲
学
者
に
し
て
政
治
経
済
学
者
ミ
ル
が
人
妻

H
arriet Taylor

と
セ
ッ
ク
ス
を
し
た
か
ど
う
か
は
学
者
の
間
で
い
ろ
い

ろ
と
憶
測
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
し
た
憶
測
は
、
ミ
ル
の
場
合
は

そ
の
手
紙
か
ら
、
山
陽
の
場
合
は
そ
の
詩
か
ら
な
さ
れ
る
。
山
陽
と
細

香
、
ミ
ル
と
ハ
リ
エ
ッ
ト
は
時
代
を
重
複
す
る
部
分
が
大
き
い
が
、
当

時
教
育
を
受
け
る
人
た
ち
は
三
、四
才
の
時
か
ら
大
人
の
教
育
を
受
け

た
と
い
う
点
で
も
共
通
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
組
で
異
な
る
の
は
ハ
リ

エ
ッ
ト
が
人
妻
で
あ
っ
て
夫
の
死
後
に
ミ
ル
の
妻
と
な
っ
た
の
に
対
し
、

細
香
が
一
生
独
身
で
す
ご
し
た
こ
と
く
ら
い
だ
ろ
う
か
。

16　

門
玲
子
著
﹃
江
馬
細
香
﹄︵BO

C

出
版
部
、
三
訂
版
、
一
九
九
三
年
）、

三
七
六
頁
。

17　

門
玲
子
訳
注
﹃
江
馬
細
香
詩
集
﹁
湘
夢
遺
稿
」
上
﹄︵
汲
古
書
院
、

一
九
九
四
年
）、
三
頁
。
序
文
に
入
谷
仙
介
が
引
く
。

18　

佐
藤
紘
彰﹁
女
性
詩
人
」︵O

C
S N

ew
s, Septem

ber 16, 1994)

、二
二
頁
。

19　

ビ
シ
ョ
ッ
プ
は
そ
う
し
た
作
家
や
作
品
を"our beautiful old silver" 

school of fem
ale w

riting

と
呼
ん
だ
。
一
九
六
〇
年
七
月
二
十
七
日

のRobert Low
ell

宛
の
手
紙
。Bishop, p. 386. 

二
〇
〇
八
年
秋
に

は
、
ビ
シ
ョ
ッ
プ
と
ロ
ー
ウ
ェ
ル
の
書
簡
を
全
部
集
め
た
も
の
が
で
た
。

�
om

as Travisano w
ith Saskia H

am
ilton, ed., W

ords in A
ir: C

om
plete 

C
orrespondence B

etw
een Elizabeth B

ishop and R
obert Low

ell (Farrar, 
Straus &

 G
iroux, 2008).

20　
Bishop, p. 549.

21　

ぼ
く
は
す
っ
か
り
忘
れ
て
い
た
が
、T

he Journal of the A
ssociation of 

Teachers of Japanese

と
い
う
紀
要
に
、
い
ま
は
読
み
返
す
の
も
恥
ず
か

し
い
よ
う
な
書
評
を
書
い
た
。http://w

w
w.jstor.org/pss/489170
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22　

T
he anthology "should fascinate those interested in w

om
en's 

studies and com
parative literature and banish the stereotype of the 

m
eek Japanese w

om
an." C

hoice, M
ay 2008.

23　
Sonja A

rntzen, tr. w
ith an introduction, Ikkyū and T

he C
razy 

Cloud Anthology (U
niversity of Tokyo Press, 1986).

24　

H
iroaki Sato, tr. w

ith an introduction, H
owling at the M

oon: Poem
s 

of H
agiwara Sakutarō (U

niversity of Tokyo Press, 1978). 

こ
の
本
は

前
掲
の
一
休
宗
純
漢
詩
の
訳
書
と
同
じ
く
豪
勢
な
造
り
で
、
東
京
大
学

出
版
会
が
国
際
部
を
閉
鎖
し
た
の
が
惜
し
ま
れ
る
。

25　

先
の
注
で
触
れ
た
門
玲
子
訳
注﹃
江
馬
細
香
詩
集﹁
湘
夢
遺
稿
」上
下
﹄

︵
汲
古
書
院
、
一
九
九
四
年
）。

26　

H
iroaki Sato, tr. w

ith introduction, B
reeze T

hrough B
am

boo 
(C

olum
bia U

niversity Press, 1997).

27　

こ
の
詠
嘆
の
﹁
詠
」
は
く
ち
へ
ん
に
永
。

28　
﹁
叫
」は
く
ち
へ
ん
に﹁
斗
」。
こ
の
言
葉
に
は
エ
ク
ス
ク
ラ
メ
ー
シ
ョ

ン
と
ル
ビ
。

29　
﹁
詠
」
は
く
ち
へ
ん
に
永
。

30　

た
だ
し
、
思
想
や
哲
学
は
別
で
あ
る
。﹃﹁
い
き
」
の
構
造
﹄
の
九
鬼

周
造
をnationalistic 

と
し
て
退
け
た
学
者
が
い
る
こ
と
を
知
っ
た
と

き
は
驚
い
た
。

31　

B. H
. C

ham
berlain, "Bashō  and the Japanese Poetical Epigram

," 
Transactions of the A

siatic Society of Japan 30, no. 2, p. 256. T
he 

original paper read June 4, 1902. 

こ
の
論
文
は
友
人
のLiza D

alby

さ
ん
が
た
ま
た
ま
見
つ
け
て
コ
ピ
ー
を
送
っ
て
く
れ
て
以
来
、
ぼ
く
が

重
宝
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

32　

B. H
. C

ham
berlain, Japanese T

hings, p. 377.

一
九
〇
四
年
に
出
版

さ
れ
た
と
き
に
は
題
をT

hings Japanese

と
し
た
。
引
用
は
、
一
九
七
一

年C
harles E. Tuttle

の
再
販
に
基
づ
く
。

33　

C
haim

berlain, "Bashō ," p. 257.

34　

連
歌
は
、
一
九
六
九
年
、O

ctavio Paz, Jacques Roubaud, Eduardo 
Sanguineti, C

harles Tom
linson

が
一
堂
に
会
し
て
一
連
の
詩
を
書

き
、Renga: A

 C
hain of Poem

s (G
oerge Braziller, 1971)

と
し
て
出
し
た
。

大
岡
信
さ
ん
は
、
外
国
に
行
か
れ
た
り
、
日
本
に
外
国
の
詩
人
が
会
す

る
時
に
は
、
連
詩
と
い
う
も
の
を
書
か
れ
る
。
そ
れ
が
オ
ク
タ
ヴ
ィ
オ
・

パ
ス
ら
の
や
っ
た
こ
と
の
﹁
逆
輸
入
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
お
も
し
ろ

い
現
象
と
い
え
る
。

35　

冷
泉
為
臣
編
﹃
藤
原
定
家
全
歌
集
﹄︵
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
四
年
）、

三
二
六
頁
、
久
保
田
淳
訳
注
﹃
藤
原
定
家
全
歌
集　

下
﹄︵
河
出
書
房

新
社
、
一
九
八
六
年
）、
三
五
頁
。
表
記
は
久
保
田
。

36　

全
訳
は
、
わ
が
詩
の
師
匠Lindley W

illiam
s H

ubbell

林
秋
石
先
生

を
筆
頭
と
す
る
年
刊
英
語
詩
の
同
人
雑
誌A

nthology

の
一
九
七
九
年
版

に
出
し
た
。

37　

塚
本
邦
雄
﹃
藤
原
定
家　

火
宅
玲
瓏
﹄︵
人
文
書
院
、
一
九
七
三

年
）、﹃
雪
月
花　

絶
唱
交
響　

良
経
・
家
隆
・
定
家
名
作
選
﹄︵
読
売

新
聞
社
、
一
九
七
六
年
）、﹃
定
家
百
首　

良
夜
爛
漫
﹄︵
河
出
書
房
新
車
、

一
九
七
七
年
）。
こ
の
最
初
の
も
の
は
想
像
に
基
づ
く
伝
記
で
、
塚
本

は
い
ろ
は
の
夜
を
想
像
し
、﹁
り
、
る
、
ら
、
れ
の
稀
用
韻
に
は
た
と

立
止
ま
る
時
も
却
つ
て
常
よ
り
も
心
が
滾
ち
、﹁
禮
し
お
か
む
」
な
ど

と
や
や
無
理
な
初
句
が
わ
れ
な
が
ら
新
鮮
に
感
じ
ら
れ
る
」
な
ど
と
書

く
。
三
四
頁
。

38　

土
岐
善
麿
﹃
京
極
為
兼
﹄︵
筑
摩
書
房
、
一
九
七
一
年
）、
七
頁
。

39　

小
西
甚
一
﹃
宗
祇
﹄︵
筑
摩
書
房
、
六
三
～
六
五
頁
、
八
〇
頁
。
こ

の
著
書
で
小
西
はO

ctavio Paz 

のRenga

に
も
触
れ
る
。
そ
う
い
う
点
、

戦
前
日
本
古
典
文
学
の
研
究
を
始
め
た
日
本
人
学
者
と
し
て
小
西
は
珍



しらつゆもゆめもこのよも

49

し
い
。
戦
後
、
ア
メ
リ
カ
の
学
者Earl M

iner

とRobert Brow
er

が
日

本
の
古
典
詩
歌
を
日
本
の
観
点
か
ら
分
析
し
よ
う
と
し
て
師
事
し
た
の

が
小
西
で
あ
っ
た
所
以
で
あ
ろ
う
。
二
人
の
著
作Japanese C

ourt Poetry 

(Stanford U
niversity Press, 1961)

は
記
念
碑
的
労
作
で
あ
る
。

40　

い
ま
、
ぼ
く
は
﹁
芭
蕉
雑
談
」
の
入
っ
て
い
る
﹃
獺
祭
書
屋
俳
話
﹄

を
持
っ
て
い
な
い
が
、﹁
連
俳
は
文
学
に
非
ず
」
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

の
い
ろ
ん
な
サ
イ
ト
で
引
か
れ
て
い
る
。

41　

清
水
文
雄
校
注
﹃
和
泉
式
部
集　

和
泉
式
部
続
集
﹄︵
岩
波
書
店
、

一
九
八
三
年
）、
七
六
～
七
八
頁
︵
歌
番
号
、
四
四
二
～
四
五
三
）。

42　

同
前
、
一
七
二
～
一
七
八
頁
︵
歌
番
号
、
一
〇
一
四
～
一
〇
五
九
）。

43　

石
井
辰
彦
﹃
現
代
詩
と
し
て
の
短
歌
﹄︵
書
肆
山
田
、
一
九
九
九
年
）、

三
三
頁
。

44　

森
本
元
子
全
訳
注﹃
十
六
夜
日
記
・
夜
の
鶴
﹄︵
講
談
社
、一
九
七
九
年
）。

45　

C
ham

inberlina, Japanese T
hings, p. 376.

46　

正
岡
子
規
著
﹃
俳
諧
大
要
﹄︵
岩
波
書
店
、
一
九
五
五
年
）、
一
八
六

～
一
八
七
頁
。

47　
﹃
短
歌
朝
日
﹄
二
〇
〇
二
年
十
一
・
十
二
月
号
、
一
二
～
四
五
頁
。
こ

の
歌
選
を
手
に
入
れ
て
く
れ
た
の
は
石
井
辰
彦
さ
ん
で
あ
る
。
こ
こ
で

お
礼
を
申
し
ま
す
。

48　

同
書
、
一
二
〇
～
一
二
一
頁
。

49　

W
. G

. Aston, A
 H

istory of Japanese Literature (C
harles E. Tuttle, 

1972), p. 59.

50　

言
文
一
致
は
、
日
本
や
中
国
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
当
時
、
世
界

的
な
問
題
と
し
て
多
く
の
国
々
で
推
進
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
を
教
え

て
い
く
れ
る
本
の
一
つ
はJerom

e Rothenberg and Pieere Jolie, ed., 
Poem

s for the M
illenium

 (U
niversity of C

alifornia Press, 1995)

で
あ

る
。
九
頁
の
あ
た
り
を
参
照
あ
り
た
い
。

51　

前
掲
﹃
俳
諧
大
要
﹄
に
収
録
。

52　

音
羽
時
雨
編
著
﹃
増
補　

日
本
歌
謡
集
﹄︵
社
会
思
想
社
、1975

年
）、

二
九
八
頁
。

53　

人
見
、
三
九
三
～
三
九
六
頁
。

54　

た
と
え
ば
、
引
用
個
所
の
う
ち
﹁
狭
範
囲
な
る
形
式
の
歌
體
を
形
成

せ
ん
と
て
、
數
世
紀
苦
心
し
た
る
か
」
と
あ
る
の
は
、﹁︵
そ
う
い
う
詩

形
に
）
事
実
上
何
世
紀
に
も
わ
た
っ
て
自
ら
を
閉
じ
こ
め
る
こ
と
が
で

き
た
の
か
」
と
訳
す
方
が
正
し
い
。

55　

Traduttore traditore.

56　

ア
メ
リ
カ
俳
句
界
の
重
鎮
ヒ
ギ
ン
ス
ン
君
は
こ
れ
を
書
い
て
い
る
時

に
忽
然
と
逝
っ
た
。
享
年
六
十
九
歳
。
ぼ
く
が
ア
メ
リ
カ
の
俳
句
界

と
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
同
君
が
、
一
九
七
五
年
、
現
代
詩
の

英
訳
者
と
し
て
俳
句
に
コ
メ
ン
ト
し
て
欲
し
い
と
、H

aiku Society of 
Am

erica

の
会
合
に
招
い
て
く
れ
た
時
に
始
ま
る
。
ぼ
く
は
話
で
山
本

健
吉
の
﹁
俳
句
は
連
衆
の
文
学
」︵
山
本
健
吉
﹃
俳
句
の
世
界
﹄
講
談
社
、

一
九
六
九
年
）
を
無
理
解
の
ま
ま
そ
っ
く
り
真
似
て
、
俳
句
は
独
立
の

む
ず
か
し
い
詩
形
と
言
っ
た
が
、
ど
う
し
た
風
の
吹
き
回
し
か
四
年
後

に
は
同
協
会
の
会
長
に
推
さ
れ
た
。�

e rest is history.

57　

C
haim

berlain, Bashō, p. 243.

こ
こ
で
、
ふ
とT

he N
ew

 Princeton 

Encyclopedia of Poetry and Poetics 

のepigram

の
項
を
見
る
と
、
日
本

と
中
国
の
そ
れ
に
も
触
れ
、
俳
諧
の
例
と
し
てEarl M

iner

訳
の
芭
蕉

﹁
塩
鯛
の
歯
ぐ
き
も
寒
し
魚
の
店
」
を
引
い
て
い
る
の
は
お
も
し
ろ
い
。

58　
C

haim
berlain, Bashō, p.253 

脚
注
。
拙
訳
。

59　
Lindley W

illiam
s H

ubbell, "�
e English H

exam
eter," Studies in 

English Literature (Yam
aguchi Shoten, 1982), p.1.

60　

C
haim

berlain, Bashō, p. 247.

61　

こ
の
訳
はEncyclopedia of Japan

そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
と
こ
ろ
に
引



50

か
れ
て
い
る
。Internet

で
は
、M

IT

のJohn W
. D

ow
er

歴
史
学
教

授
の"Asia R

ising: Japanese Postcards of the Russo–Japanese W
ar 

(1904–05)"

に
も
あ
る
。

62　

た
だ
し
、
注
釈
書
の
な
か
で
岩
波
書
店
の
新
日
本
古
典
文
学
大
系
の

﹃
古
今
和
歌
集
﹄
の
校
注
で
は
、
こ
こ
で
は
﹁
天
皇
を
中
心
と
す
る
皇

統
に
つ
い
て
言
う
」
と
あ
る
。
こ
う
し
た
解
釈
の
違
い
が
出
て
く
る
理

由
は
、
ぼ
く
の
よ
う
な
素
人
に
は
分
か
ら
な
い
。

63　

H
iroaki Sato, "O

n Japan's N
ational A

nthem
," M

ainichi D
aily 

N
ew

s, Septem
ber 22, 1986.

64　

H
iroaki Sato, "Flights of Fancy," T

he M
ainichi D

aily N
ew

s, 

O
ctober 15, 1984

。
佐
藤
紘
彰
﹃
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
か
る
ち
ゃ
あ
ス
ク
ー

ル
﹄︵
フ
リ
ー
プ
レ
ス
、
一
九
九
〇
年
）
に
和
訳
と
と
も
に
収
録
。
別
に
、

佐
藤
紘
彰
﹃
訳
せ
な
い
も
の
﹄︵
サ
イ
マ
ル
出
版
会
、一
九
九
六
年
）﹁
ウ

グ
イ
ス
と
ホ
ト
ト
ギ
ス
」、
四
三
～
五
六
頁
。
こ
の
本
で
は
、
他
に
蝉

や
蜻
蛉
な
ど
の
問
題
に
つ
い
て
も
触
れ
る
。

65　

別
所
真
紀
子
﹃﹁
言
葉
」
を
手
に
し
た
市
井
の
女
た
ち　

俳
諧
に
み

る
女
性
史
﹄︵
オ
リ
ジ
ン
出
版
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
三
年
）。


