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服

部

ま嘉

香

最
近
『
三
木
露
風
全
集
』
が
詩
壇
の
注
目
を
ひ
い
て
い
る
。
監
修
者
は
岡
崎
義
恵
、
矢
野
峰
人
、
服
部
嘉
香
、

有
本
芳
水
の
四
名
で
、
編
集
者
は
安
部
宙
之
介
、
家
森
長
次
郎
外
三
氏
で
、
全
．
二
冊
の
う
ち
h
山
二
巻
が
既
刊
、

第
三
巻
は
来
年
'
二
、
四
月
頃
に
出
る
筈
で
あ
る
が
、
第
「
巻
に
は
岡
崎
氏
が
序
文
「
露
風
の
詩
風
」
を
書
き
、
第

二
巻
に
は
矢
野
氏
が
「
露
風
の
詩
壇
巡
礼
」
を
書
き
、
第
＝
．
巻
に
は
わ
た
く
し
が
序
文
を
、
有
本
氏
が
情
文
を
書

く
筈
で
あ
る
。
こ
こ
に
載
せ
る
「
三
木
露
風
の
象
徴
味
と
宗
教
性
」
は
、
そ
の
写
し
で
あ
る
。

 
日
本
近
代
詩
史
の
上
か
ら
い
え
ば
Y
藤
村
・
晩
翠
の
時
代
か
ら
、
泣
董
・
有

明
の
時
代
を
経
て
、
白
秋
・
露
風
の
時
代
が
あ
る
と
す
る
の
が
定
説
と
な
っ
て

い
る
が
、
象
徴
詩
史
と
し
て
は
、
敏
・
有
明
の
時
代
か
ら
始
ま
っ
て
、
，
泣
董
・

泡
鳴
の
時
代
が
あ
り
、
こ
れ
に
次
ぐ
も
の
が
、
白
・
露
の
時
代
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
し
か
し
象
徴
詩
の
本
質
的
見
方
の
上
か
ら
い
え
ば
、
そ
の
前
期
と
後
期

と
に
科
学
以
前
と
以
後
、
革
命
以
前
と
以
後
、
又
戦
争
以
前
と
以
後
と
い
う
こ

と
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
自
然
主
義
文
学
以
前
と
以
後
に
よ
っ
て

「
必
然
性
を
分
か
つ
と
い
っ
た
方
が
い
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
観
点
か
ら
い
え

ば
、
泣
董
は
脱
落
し
、
有
明
・
墨
斑
時
代
か
ら
自
然
主
義
文
学
以
後
の
象
徴
詩

が
始
ま
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ん
で
あ
ろ
う
。

 
白
秋
と
露
風
と
は
、
そ
の
性
格
・
生
活
・
入
に
対
す
る
態
度
な
ど
が
全
く
対

照
的
で
あ
一
．
た
や
う
に
、
そ
の
詩
風
も
黒
白
の
相
違
を
現
わ
し
て
い
た
。
白
秋

は
長
く
青
年
で
あ
っ
た
が
、
露
風
は
早
く
老
成
し
た
。
白
が
陽
性
で
、
享
楽

的
、
そ
の
詩
風
に
変
化
を
見
せ
て
い
る
の
に
対
し
、
露
は
陰
性
で
、
超
俗
的
、

詩
風
も
一
貫
し
て
い
た
。
そ
の
早
い
ろ
い
ろ
と
好
誼
の
対
照
を
示
し
な
が
ら
、

三
三
・
有
明
な
い
し
泣
董
・
泡
鳴
の
時
代
に
続
い
て
、
白
・
露
併
立
の
一
時
期

を
画
し
、
華
々
し
く
活
躍
し
た
の
で
あ
る
。
象
微
詩
人
と
し
て
の
白
秋
は
短
期

間
に
大
き
な
足
跡
を
印
し
た
が
、
露
風
は
長
く
象
徴
詩
の
先
駆
的
立
場
を
保
持

し
、
そ
の
同
好
者
・
後
進
者
と
共
に
、
季
刊
大
冊
『
未
来
」
を
出
し
た
り
、
 
『

馳
日
本
象
徴
詩
集
」
を
編
纂
・
刊
行
し
た
り
し
て
、
象
徴
詩
興
隆
の
上
に
も
事
業

的
功
績
を
残
し
て
お
り
、
こ
こ
に
も
一
つ
の
対
照
が
あ
る
が
、
今
一
つ
、
白
秋

が
独
自
の
新
風
を
樹
て
た
の
に
対
し
て
、
露
風
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
象
徴
派
の
詩

人
の
影
響
に
よ
っ
て
新
風
を
拓
い
た
跡
が
見
え
る
こ
と
も
挙
げ
て
お
か
ね
ば
な

ら
ん
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
露
風
の
開
拓
は
自
己
の
天
分
に
よ
る
も
の
で
あ

る
が
、
感
受
に
鋭
敏
な
資
質
が
あ
り
、
永
井
荷
風
の
『
珊
瑚
集
」
 
（
明
治
四
＋
五
年

百
）
を
通
じ
て
フ
ラ
ン
ス
象
徴
詩
の
詩
技
を
身
に
つ
け
た
面
も
見
逃
せ
な
い
。

上
田
敏
の
『
海
潮
音
」
は
、
有
明
に
若
干
の
影
響
を
与
え
、
泡
鳴
に
は
及
ぶ
と

こ
ろ
が
な
か
っ
た
よ
う
に
、
荷
風
の
「
珊
瑚
集
」
が
露
風
に
影
響
を
与
え
て
、
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白
秋
に
は
及
ぶ
と
こ
ろ
が
少
か
っ
た
こ
と
も
、
興
味
あ
る
史
実
と
し
て
伝
え
て

・
お
い
て
い
い
で
あ
ろ
う
。

 
 
白
・
露
の
金
型
は
、
お
の
ず
か
与
詩
壇
を
二
分
す
る
の
観
が
あ
っ
た
。
し
か

 
し
、
．
敦
れ
を
偉
と
し
、
可
と
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
評
価
が
一
定

-
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
白
秋
の
表
面
の
活
躍
が
は
で
で
、
露
風
の
は
地
味
で
あ

 
つ
た
か
ら
、
そ
の
点
で
臼
秋
は
露
風
を
凌
ぐ
か
に
見
え
て
い
た
。
白
秋
が
は
で

 
で
あ
る
こ
と
は
、
い
い
か
え
れ
ば
、
そ
れ
が
け
い
べ
つ
さ
れ
な
か
う
た
こ
と
が
、

 
そ
う
い
う
一
一
方
を
凌
ぐ
か
に
見
え
て
い
た
と
い
う
印
象
を
与
え
た
の
で
あ

 
る
。
本
来
、
純
粋
性
．
貴
族
性
を
持
つ
も
の
と
諮
れ
て
い
る
詩
作
品
が
通
俗
的

 
だ
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
で
致
命
的
な
傷
と
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
白
秋

 
に
は
、
そ
の
こ
と
が
彼
の
長
所
と
し
て
喜
ば
れ
る
ほ
ど
に
豊
か
な
才
分
を
以
て

-
語
句
を
駆
使
し
た
の
で
あ
る
。

 
露
風
の
象
徴
詩
は
『
廃
園
』
（
明
治
四
＋
二
年
九
月
）
に
始
ま
る
つ

 
『
邪
宗
門
』
に
遅
れ
る
こ
と
約
半
歳
の
刊
行
で
あ
る
が
、
作
品
は
明
治
四
十

年
か
ら
四
十
二
年
に
か
け
て
の
も
の
で
、
白
秋
詩
と
ほ
ぼ
年
次
を
同
じ
う
し
、

『
邪
宗
門
』
が
三
百
五
十
ペ
ー
ジ
、
百
十
九
篇
を
収
め
て
い
る
に
対
し
、
『
廃
園

』
は
三
百
二
十
四
ペ
ー
ジ
、
百
二
十
三
篇
で
、
ほ
ぼ
同
量
で
あ
る
上
に
、
両
者

の
装
偵
が
、
当
時
風
致
あ
る
も
の
と
さ
れ
た
ラ
フ
紙
を
用
い
、
．
表
紙
は
ハ
赤
系

統
で
、
単
純
な
赤
色
で
な
く
、
紅
色
な
い
し
茜
色
（
深
紅
の
色
）
の
ク
ロ
ー
ス
を
用
い

て
い
る
と
こ
ろ
に
、
深
刻
好
み
に
お
い
て
一
致
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
世

界
苦
（
ぐ
雫
O
山
け
ω
O
げ
b
P
Φ
『
N
）
と
し
て
同
時
代
の
青
年
が
当
然
経
験
す
べ
き
も
の

と
考
え
て
い
た
世
紀
宋
（
国
ぼ
ρ
α
O
の
一
ひ
O
一
①
）
的
苦
悶
を
こ
れ
に
よ
っ
て
象
徴

し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
同
じ
好
み
の
装
偵
と
は
い
え
、
二
人

の
性
格
の
相
違
が
は
っ
き
り
見
え
て
い
た
こ
と
は
お
も
し
ろ
く
、
 
『
邪
宗
門
」

は
石
井
柏
亭
の
装
慎
で
あ
る
が
、
赤
ク
ロ
ー
ス
の
表
だ
け
は
、
色
の
渋
い
更
紗

模
様
と
の
剥
ぎ
分
廿
と
し
て
お
り
、
赤
地
の
下
の
方
に
は
南
蛮
寺
の
鐘
の
紋
章

．
を
金
押
し
と
し
、
更
紗
模
様
の
方
に
は
禽
獣
歓
楽
の
図
を
描
き
出
し
て
い
る
の

で
あ
る
が
、
 
『
廃
園
」
は
表
裏
全
面
を
深
紅
一
色
と
し
、
脊
文
字
の
下
三
分
目

二
は
唐
草
模
様
に
似
た
ハ
イ
カ
ラ
な
装
飾
模
様
を
金
で
出
し
、
特
製
本
で
表
紙

の
尖
端
を
四
ミ
リ
ば
か
り
折
り
曲
げ
て
い
る
の
は
、
実
は
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
デ
一

業
ル
の
詩
集
を
模
し
た
，
の
で
あ
っ
た
が
、
白
秋
は
南
蛮
趣
味
の
中
に
一
味
の
日

本
趣
味
を
見
せ
、
そ
の
将
来
を
暗
示
し
て
い
る
が
、
露
風
の
は
西
洋
趣
味
に
傾

き
な
が
ら
、
一
脈
の
宗
教
性
を
予
見
し
得
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
興
味
あ

る
対
照
で
あ
る
と
共
に
、
詩
人
の
素
質
が
遂
に
欺
く
と
こ
ろ
が
な
い
と
い
う
事

実
の
実
証
を
示
し
て
く
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

 
だ
が
、
 
『
廃
園
』
は
純
粋
の
象
徴
詩
集
で
は
な
か
っ
た
。
四
十
二
年
十
月
の

 
『
早
稲
田
文
学
』
に
書
い
た
「
九
月
の
詩
界
」
に
、
わ
た
く
し
は
『
廃
園
』
を

評
し
て
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
 
 
 
 
・

 
 
 
最
近
三
年
間
…
…
氏
の
感
性
な
り
情
感
な
り
が
、
年
を
追
う
て
、
あ
る

 
 
所
は
日
を
追
う
て
、
自
由
に
、
清
新
に
、
且
つ
微
細
に
な
っ
た
跡
が
明
き

 
 
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
。
…
…
ヴ
ェ
ル
レ
」
ヌ
の
詩
に
も
、
露
風
氏
の
詩
に

 
 
も
、
明
か
る
い
声
調
の
底
に
一
脈
の
哀
感
が
執
着
し
て
い
る
。
「
ヴ
ェ
ル

 
 
レ
ー
ヌ
の
詩
は
涙
と
笑
で
あ
る
。
」
と
い
う
批
評
に
含
ま
れ
る
意
味
の
通

 
 
り
、
そ
の
実
際
生
活
の
影
は
笑
の
中
の
涙
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
。
露
風
氏

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゆ

 
 
の
詩
に
ど
こ
ま
で
も
透
徹
し
て
い
る
一
味
の
哀
感
は
、
こ
れ
と
同
様
の
意

 
 
味
で
『
廃
園
』
の
一
冊
の
生
命
で
あ
る
。
且
つ
そ
れ
あ
る
が
た
め
に
『
廃

 
 
園
』
が
明
治
詩
壇
に
始
め
て
見
る
を
得
た
新
し
い
拝
情
詩
た
る
こ
と
が
頷
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か
れ
る
。

 
露
風
み
ず
か
ら
も
『
露
風
集
』
の
序
文
に
、
「
主
と
し
て
余
が
詩
は
野
情
を

基
と
し
、
わ
ざ
と
ら
し
き
技
巧
と
粉
飾
に
依
ら
ず
。
」
と
い
っ
て
い
る
。
露
風

の
出
発
は
正
に
才
六
詩
人
と
し
て
で
あ
っ
て
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
明
治

三
十
八
年
、
露
風
が
十
七
歳
の
時
に
刊
行
し
た
第
一
詩
集
『
夏
姫
』
が
最
初
の

出
発
だ
と
い
っ
て
い
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
私
的
出
発
と
も
い
う
べ
き
も
の
で

あ
る
。
公
的
出
発
は
、
や
は
り
『
廃
園
」
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
に
収
め
ら
れ
た

好
情
詩
は
、
藤
村
の
、
感
傷
的
な
、
ま
た
類
型
的
な
、
い
い
か
え
れ
ば
非
個
性

的
な
一
わ
た
ぐ
し
は
、
そ
れ
を
、
千
万
人
に
共
通
の
感
情
を
解
放
し
た
も
の

だ
と
何
か
に
書
い
た
こ
と
が
あ
る
。
1
将
情
詩
と
は
違
っ
た
ふ
深
み
の
あ
る

新
声
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
露
風
の
詠
歎
は
あ
て
ど
の
な
い
生
活
の
実
感
か
ら

発
し
た
も
の
が
多
く
、
感
傷
に
甘
え
た
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
自
然
の
幽
暗

の
中
に
溶
け
入
る
心
の
世
界
が
歌
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
純
主
観
の
個
性
の
見
え

た
浮
情
詩
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

 
し
か
し
、
わ
た
く
し
は
、
 
『
廃
園
』
は
、
や
は
り
象
徴
詩
史
に
一
座
席
を
占

め
る
も
の
と
思
い
た
い
。
有
明
の
『
春
鳥
集
』
に
、
す
で
に
象
徴
詩
の
蔚
芽
・

傾
向
が
明
き
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
程
度
に
は
、
『
廃
園
』
に
も
認
め
て
い
い
も

の
が
あ
る
ゆ
わ
た
く
し
の
評
語
の
、
「
明
か
る
い
声
調
の
底
に
一
脈
の
哀
感
が

執
着
し
て
い
る
。
」
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
柳
澤
健
の
評
語
の
中
の
「
心

の
憔
埣
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
露
風
は
、
そ
れ
を
「
森
に
き
た
り
て
」
に
歌
っ
て
．

い
る
。
 
「
霧
の
夜
の
曲
」
に
響
か
し
て
い
る
。

こ
こ
に
し
て
哀
傷
ぞ
あ
ま
り
に
深
く

こ
こ
に
し
て
追
憶
ぞ
あ
ま
り
に
い
た
ま
し

三
木
露
風
の
象
徴
味
と
宗
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性

あ
ま
り
に
青
き
空
の
色
と
て
、
あ
ま
り
に
若
き
緑
と
て
、

そ
は
、
か
♪
る
寂
し
さ
に
は
そ
ぐ
は
ざ
ら
む

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
（
森
に
き
た
り
て
）
i

踏
む
土
の
香
ば
し
く
柔
ら
か
な
る

そ
は
蚕
の
眠
れ
る
室
々
を
過
ぎ
ゆ
く
如
し
…
…

幽
か
な
る
風
の
う
か
び
曲
る
る
。

し
な
や
か
に
揚
の
垂
れ
沈
め
る
、

あ
あ
奇
異
な
る
美
し
さ
と
歎
息
と
よ
！

 
 
遠
き
よ
り
、
近
き
よ
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
カ
し
ら
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ダ

 
 
 
「
沈
黙
」
は
青
白
き
頭
を
も
た
げ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

 
 
今
か
見
よ
、
か
》
る
夜
に
笛
吹
き
い
つ
る
…
…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
（
霧
の
夜
の
曲
）
一

 
自
然
と
心
の
世
界
と
が
一
，
つ
に
な
っ
た
表
現
に
は
、
言
葉
の
「
結
果
」
は
「

原
因
」
で
あ
り
、
「
説
明
」
は
「
暗
示
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
心
の
憔
埣
で
あ

り
、
一
味
の
哀
感
で
あ
る
と
こ
ろ
の
哀
傷
と
追
憶
と
、
奇
異
な
る
美
し
さ
と
歎

息
と
は
、
い
つ
も
露
風
の
心
を
馬
身
を
包
ん
で
い
た
。
彼
は
、
い
つ
も
、
自
分

．
の
心
の
廃
園
に
黄
昏
を
抱
い
て
、
森
に
休
ら
い
、
雲
を
眺
め
、
恋
人
と
会
い
、

別
れ
、
時
雨
を
聴
き
、
孤
独
と
私
語
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
心
境
を
歌
っ

た
詩
は
、
か
な
り
あ
る
。
「
去
り
ゆ
く
五
月
の
詩
」
、
「
夏
の
既
の
た
そ
が
れ
」
、

「
か
た
ち
」
、
 
「
蛾
」
、
 
「
池
の
水
の
も
」
、
「
秋
」
、
「
心
象
」
、
蕾
目
色
の
罎
」
A

「
路
傍
の
想
」
、
 
「
鉛
の
華
」
等
々
々
、
そ
れ
は
、
や
が
て
、
第
二
詩
集
『
寂
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し
き
曙
」
の

 
お
も
て

そ
の
面
は
憂
愁
の
ス
フ
ィ
ン
ク
ス

 
ど
う
に
も
な
ら
な
い
傷
む
心
の
巨
大
な
塊
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

 
わ
た
く
し
は
、
こ
の
集
の
詩
風
を
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
の
そ
れ
に
比
し
た
て
と
が

あ
る
。
岩
野
層
々
か
、
「
帝
国
文
学
」
の
R
T
O
（
折
竹
蓼
峰
）
か
が
否
定
し
た
が
、

（
は
っ
き
り
思
い
出
せ
な
い
。
思
い
違
い
か
も
知
れ
な
い
。
）
そ
の
後
に
、
 
「
廃
園
」
の
再
版
が
出

た
時
、
巻
末
に
諸
家
の
書
簡
を
収
め
て
い
る
中
に
、
永
井
荷
風
が
「
貴
兄
の
詩

は
誰
よ
り
も
最
も
よ
く
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
の
面
影
を
傳
え
た
り
と
云
う
も
過
賞
に

あ
ら
ず
と
信
じ
候
。
」
と
あ
る
の
が
あ
っ
て
、
意
を
思
う
し
た
こ
と
が
あ
っ

た
。
 
「
都
に
雨
の
降
る
ご
と
く
、
わ
が
心
に
も
涙
降
る
。
」
げ
に
㍗
t
こ
の
、

や
る
せ
な
く
降
る
雨
に
、
濡
れ
る
と
も
な
く
濡
れ
て
行
く
心
境
の
詩
、
そ
れ
が

心
境
象
徴
詩
も
し
く
は
好
情
象
徴
詩
と
し
て
の
「
廃
園
」
の
出
発
で
あ
っ
た
。

 
で
は
あ
る
が
、
露
風
の
象
徴
詩
人
と
し
て
の
真
の
出
発
は
、
次
の
詩
集
か
ら

で
あ
っ
た
。

 
明
治
四
十
三
年
十
一
月
十
一
日
に
刊
行
さ
れ
た
『
寂
し
き
曙
』
は
、
川
路
柳

虹
の
試
論
で
あ
る
が
、
ク
ロ
ー
ス
製
、
題
名
に
ふ
さ
わ
し
い
鳶
茶
色
の
一
と
色

で
、
メ
ズ
ー
サ
と
も
見
え
る
、
憂
愁
を
象
徴
す
る
線
描
き
の
面
が
一
つ
あ
し
ら

っ
て
あ
る
。
わ
た
く
し
は
、
翌
十
二
月
号
の
『
早
稲
田
文
学
』
に
載
せ
た
「
主

観
詩
と
気
分
象
徴
」
と
題
し
た
文
で
、
か
な
り
詳
し
く
批
評
し
て
い
る
が
、
そ

れ
に
基
づ
い
て
し
そ
の
方
が
時
代
感
覚
が
新
鮮
で
あ
ろ
う
か
ら
。
1
要
点

を
挙
げ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

 
ま
ず
『
寂
し
き
曙
』
を
「
気
分
的
象
徴
の
主
観
詩
」
と
名
づ
け
る
と
共
に
、

今
の
詩
壇
で
最
も
傑
出
し
た
、
む
し
ろ
予
言
的
に
新
傾
向
を
表
し
た
会
心
の
作

に
満
ち
て
い
る
、
と
評
し
て
い
る
。
 
「
満
ち
て
い
る
。
」
は
今
は
訂
正
せ
ね
ば

な
ら
ん
が
、
「
廃
園
」
の
心
境
象
徴
詩
か
ら
『
寂
し
き
曙
」
の
気
分
象
徴
詩
へ
、

更
に
「
白
き
手
の
猟
人
」
の
知
性
象
徴
詩
へ
と
移
る
間
の
、
 
『
寂
し
き
曙
』
の

過
渡
的
意
義
は
、
何
か
刺
激
ら
し
い
も
の
と
な
っ
て
、
何
と
な
く
わ
た
く
し
に
、

読
者
に
、
何
か
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
わ
た
く
し
だ
け
の
考
を
い
え
ば
、
ま
ず
、

将
情
詩
か
ら
象
徴
詩
へ
移
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
一
応
の
解
釈
で
あ
っ
た
。

黄
昏
の
詩
人
か
ら
曙
の
詩
人
と
な
っ
た
と
い
ヶ
の
が
一
つ
の
味
わ
い
方
で
あ

っ
た
。
若
々
し
い
生
活
感
情
か
ら
老
成
の
気
分
に
落
ち
つ
い
た
と
も
考
え
ら
れ

た
。
救
い
が
た
い
憂
愁
に
囚
わ
れ
て
し
ま
っ
て
息
苦
し
い
こ
と
だ
ろ
う
と
、
わ

た
く
し
自
身
が
息
苦
し
さ
を
覚
え
る
ぐ
ら
い
で
あ
っ
た
。

 
わ
た
く
し
は
『
廃
園
」
に
つ
い
て
、
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
の
詩
に
も
、
露
風
の
詩

に
も
、
明
か
る
い
声
調
の
底
に
一
脈
の
哀
感
が
執
着
し
て
い
る
と
い
っ
た
こ
と

は
前
に
書
い
た
が
、
そ
れ
に
つ
づ
け
て
、
し
か
し
、
露
風
の
詩
は
「
ヴ
ェ
ル
レ

ー
ヌ
に
較
べ
て
非
常
に
セ
ン
テ
ィ
メ
ン
ト
が
若
々
し
い
。
」
と
も
書
い
て
お
い

た
。
そ
れ
が
、
 
『
寂
し
き
曙
」
に
お
い
て
老
い
た
セ
ン
テ
ィ
メ
ン
ト
と
な
っ
て

い
る
。

 
 
 
ア
…
サ
ー
・
シ
モ
ン
ズ
は
「
詩
人
の
詩
は
恋
愛
と
告
白
と
で
あ
る
。
」

 
 
と
い
っ
た
。
 
『
寂
し
き
曙
』
は
全
く
そ
れ
で
あ
る
。
…
…
す
で
に
若
く
し

 
 
て
人
生
に
疲
れ
た
「
肉
体
の
秋
」
の
思
い
出
、
そ
れ
を
い
つ
く
し
む
憂
愁

 
 
の
記
録
で
あ
る
。
「
沼
の
ほ
と
り
」
と
題
し
た
詩
の
現
わ
さ
れ
た
気
分

 
 
が
、
や
が
て
こ
の
一
冊
を
貫
ぬ
く
気
分
で
あ
る
。
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そ
の
面
は
憂
愁
の
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
、

「
過
去
」
よ
り
き
た
る
悲
し
み
の
烙
印
あ
り
。

た
ま
し
い

 
霊
は
、
雪
に
埋
れ
て
燃
え
、

荒
き
す
㌧
り
泣
き
の
声
、
そ
ご
よ
り
き
こ
ゆ
。

と
あ
る
の
が
ひ
し
ひ
し
と
胸
に
迫
っ
て
来
る
。
露
風
氏
の
詩
は
「
肉
体
の

秋
」
を
語
る
と
共
に
、
又
直
ち
に
「
心
霊
の
秋
」
、
を
語
っ
て
い
る
の
だ
。

（
大
意
）

 
「
肉
体
の
秋
」
は
バ
ツ
ラ
ー
・
イ
エ
イ
ツ
か
ら
の
引
用
で
あ
る
が
「
心
霊
の

秋
」
は
そ
れ
に
因
ん
で
の
わ
た
く
し
の
造
語
で
あ
る
。
救
い
が
た
い
心
霊
の

秋
、
そ
れ
は
憂
愁
で
あ
る
。

母
胎
を
三
つ
る
時
、

す
で
に
わ
れ
は
憂
愁
と
と
も
に
生
ま
れ

わ
れ
は
憂
愁
と
と
も
に
生
き
た
り
、
。

 
 
も
の
う
き
、
も
の
う
き
命
の
悲
し
み
1

 
 
我
が
知
る
は
た
だ
こ
の
憂
愁
の
み
コ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
（
我
が
憂
愁
）
i

 
何
と
い
う
重
苦
し
さ
か
。
若
々
し
さ
な
ど
は
な
い
の
で
あ
る
。

 
け
れ
ど
も
、
露
風
が
第
三
詩
集
に
『
寂
b
き
曙
』
と
名
づ
け
た
こ
と
に
、

か
が
考
え
ら
れ
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
わ
た
く
し
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
、

の
や
ヶ
な
ζ
之
を
書
い
た
。

次何

三
太
露
風
の
象
徴
味
と
宗
教
性

 
セ
ガ
ン
テ
ィ
ー
の
描
い
た
「
信
仰
に
よ
り
慰
め
ら
る
る
悲
哀
」
t
こ

、
の
絵
は
『
白
樺
」
で
見
た
だ
け
で
あ
る
が
、
『
寂
し
き
曙
」
は
こ
れ
と
同

じ
情
調
を
表
わ
し
て
い
る
。
あ
れ
は
夕
暮
の
悲
哀
で
あ
る
。
こ
れ
は
曙
の

悲
哀
で
あ
る
。
し
か
し
ど
ち
ら
も
ツ
ワ
イ
ラ
イ
ト
の
悲
哀
で
あ
る
乙
と
に

お
い
て
変
り
は
な
い
。

 
夕
暮
は
ほ
の
暗
さ
、
曙
は
ほ
の
明
か
る
さ
、
同
じ
ツ
ワ
イ
ラ
イ
ト
で
も
感
じ

は
違
う
よ
う
に
、
曙
の
ほ
の
明
か
る
さ
を
求
め
た
の
は
、
作
者
は
、
意
識
し
な

か
っ
た
け
れ
ど
も
、
一
道
の
光
を
認
め
よ
う
と
す
る
心
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
・

か
ろ
う
か
。

 ．

買
@
ン
ス
・
ト
ム
ー
ス
ン
が
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
を
評
し
た
言
葉
に
「
か
く
疲
れ
に

疲
れ
て
、
彼
は
獺
い
子
供
の
よ
う
に
泣
い
た
ゆ
涙
と
笑
と
、
1
こ
れ
ら
が
彼
．

の
詩
で
あ
っ
た
。
」
と
あ
る
。
露
風
に
は
、
そ
の
涙
が
あ
っ
て
、
笑
が
な
か
っ

た
。
楽
し
い
笑
で
は
な
く
、
深
い
、
静
か
な
「
信
仰
の
笑
」
、
そ
れ
が
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
は
「
信
仰
に
よ
っ
て
慰
め
ら
れ
た
悲
哀
」
を

．
．
ω
p
。
α
q
o
ω
ω
o
、
、
に
歌
っ
た
。
露
風
も
そ
の
道
を
求
め
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
 
『
寂
し
き
曙
』
、
の
巻
頭
詩
「
神
と
魚
」
は
、
そ
の
点
に
つ
い
て
考
え
さ
せ

る
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
の
詩
に
つ
い
て
は
日
夏
歌
之
介
は
、
後
に
、
 
「
言
葉
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

か
め
し
く
着
飾
っ
て
も
、
よ
ぐ
熟
視
す
る
と
、
実
は
た
だ
ご
と
を
書
き
述
べ
た

に
過
ぎ
な
い
。
」
（
『
明
治
大
正
詩
史
』
下
巻
）
と
酷
評
し
て
い
る
が
、
わ
た
く
し
は
前

掲
の
文
に
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
6
。

巻
頭
の
「
神
と
魚
」
…
私
ば
ご
の
詩
を
氏
自
身
の
芸
術
を
評
し
た
も
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の
と
解
し
て
い
る
。
i
を
見
れ
ば
、
氏
の
宗
教
的
気
分
は
そ
の
曙
光
を

洩
ら
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
さ
し
っ
か
え
な
か
ろ
う
。
氷
の
下
か
ら
事
も

な
く
浮
か
び
出
た
魚
は
、
神
の
名
を
彫
っ
て
埋
め
た
石
の
化
身
で
あ
る
。

そ
し
て
私
は
、
何
と
な
く
そ
の
魚
は
盲
目
の
魚
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら

ぬ
。
こ
の
魚
は
や
が
て
眼
を
開
い
て
新
し
い
信
仰
の
光
を
見
る
の
で
は
な

い
か
。

 
こ
の
魚
は
、
た
だ
静
か
に
考
え
て
い
る
。
何
か
を
求
め
て
い
る
。
救
を
で
あ

ろ
う
。
呼
吸
を
で
あ
ろ
う
。
考
え
て
い
る
か
ら
、
盲
目
で
あ
っ
て
い
い
。
求
め

て
い
る
か
ら
、
浮
か
び
上
っ
て
、
事
も
な
く
外
を
う
か
が
う
の
で
あ
る
。

つ
ね
に
曙
の
寂
蓼
に
棲
む
。

太
陽
は
海
の
彼
方
を
め
ぐ
り

夜
は
ま
た
こ
の
と
こ
ろ
を
忘
れ
去
る
。

（
神
と
魚
）

 
盲
目
の
魚
に
は
書
面
が
な
い
。
水
と
共
に
棲
ん
で
い
て
も
、
神
の
名
を
刻
し

た
石
は
水
の
底
土
の
中
に
埋
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
こ
に
求
め
る
も
の
は
な

い
。
寂
し
く
魚
は
そ
こ
を
離
れ
る
一

い
ま
見
よ
。
魚
は
下
よ
り
浮
び
い
つ
。

魚
は
下
よ
り
…
…
事
も
な
く
外
を
う
か
が
ふ
。

こ
の
「
い
ま
見
よ
」
の
強
さ
は
、
見
事
な
詩
技
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
。
衝

撃
的
な
感
動
が
与
え
ら
れ
る
。
投
書
家
の
暫
し
い
詩
稿
の
中
に
あ
っ
て
、
作
者

の
名
も
な
い
ま
ま
の
を
見
せ
ら
れ
、
冷
静
に
読
ん
だ
と
す
れ
ば
、
取
之
介
の
評

言
の
よ
う
に
感
ず
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
、
こ
の
「
い
ま
見
よ
」
の

接
続
詞
に
来
る
と
、
ギ
ョ
ッ
と
し
た
も
の
を
感
じ
さ
せ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
露
風
が
う
か
が
い
見
た
も
の
は
、
信
仰
へ
の
あ
こ
が
れ
で
あ
る
。
 
「

不
信
」
と
題
レ
た
詩
が
そ
れ
を
見
せ
て
い
る
。
作
品
と
し
て
は
劣
る
が
、
つ
ま

り
表
現
が
暗
示
的
で
な
く
、
象
徴
味
を
持
っ
て
い
な
い
が
、
・

い
つ
し
か
に
虚
血
よ
り
涙
流
れ
い
で
た
り

神
よ
。
祈
り
を
知
ら
ぎ
る
者
は
不
信
の
者
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
ま
し

あ
あ
唖
の
ご
と
く
に
し
て
汝
を
求
む
。

 
 
 
 
 
 
 
 
お
そ
れ
 
 
こ
ら
し
め

わ
れ
は
求
む
、
罪
と
恐
怖
と
膚
懲
と
を

あ
あ
神
よ
。
唖
の
ご
と
く
に
レ
て
我
は
求
む

罪
と
恐
怖
と
麿
懲
と
を
t

、

'

 
あ
ま
り
は
っ
き
り
い
い
過
ぎ
て
い
る
の
で
、
む
し
ろ
何
と
な
く
し
ら
じ
ら
し
，

さ
を
思
わ
せ
る
が
、
救
よ
り
も
罪
を
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
あ
る
深
刻
な
懊
悩
を
．

見
る
こ
と
は
で
き
る
し
、
露
風
の
信
仰
に
つ
い
て
、
次
の
段
階
を
見
せ
て
い
る

こ
と
に
注
意
さ
せ
ら
れ
る
。
露
風
み
つ
か
ら
、
 
「
詩
は
宗
教
に
行
く
道
程
で
あ

る
。
、
」
と
い
っ
て
い
る
こ
と
も
思
い
合
わ
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

 
「
神
と
魚
」
に
次
い
で
は
、
次
の
「
沼
の
ほ
と
り
」
が
い
い
。
集
申
の
傑
作

は
こ
の
二
篇
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
象
徴
詩
と
し
て
す
ぐ
れ
た
作
は
こ
の
二
篇

だ
け
と
い
っ
て
い
い
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
に
、
他
の
白
髪
は
、
今
読
み
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か
え
し
て
み
る
と
、
昔
ほ
ど
の
感
動
が
な
く
、
む
し
ろ
「
廃
園
』
中
の
作
品
に

忘
れ
か
ね
る
も
の
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
は
、
ど
う
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う

か
。

 
大
正
二
年
九
月
に
『
白
き
手
の
猟
人
」
が
出
た
。
そ
の
申
に
、
 
「
冬
夜
手
記

」
と
題
し
た
散
文
を
載
せ
て
、
露
風
は
極
め
て
重
要
な
感
想
を
記
録
し
て
い

た
。
 
「
象
徴
は
魂
の
窓
で
あ
る
α
，
」
、
「
詩
は
情
を
以
て
仔
ぶ
る
時
容
易
に
完
成

す
。
思
想
と
情
調
と
を
融
合
し
表
現
せ
ん
と
す
る
に
至
り
て
初
め
て
困
難
を
感

ず
。
」
一
i
等
々
、
彼
は
遂
に
象
徴
の
極
致
を
つ
か
ん
だ
と
思
わ
し
め
る
も
の

が
あ
っ
た
。
そ
の
年
の
十
一
月
、
『
新
文
林
」
と
い
う
雑
誌
に
、
わ
た
く
し
は

「
北
原
君
の
方
（
『
東
京
景
物
詩
』
を
指
す
。
）
は
、
一
種
の
軽
い
気
分
を
通

し
て
可
見
の
世
界
を
見
て
い
る
し
、
三
木
町
の
方
（
『
白
き
手
の
猟
入
』
）
は

静
か
な
魂
の
窓
か
ら
不
可
見
の
世
界
を
眺
め
て
い
る
。
」
と
指
摘
し
、
同
じ
月

の
『
創
作
』
に
は
、
 
「
象
徴
は
魂
の
窓
で
あ
る
。
」
と
い
う
露
風
の
言
葉
を
、

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
「
モ
．
ナ
ド
は
宇
宙
の
生
き
た
鏡
で
あ
る
。
」
と
い
う
に
比
較

し
て
筆
を
起
し
、
露
風
が
霊
性
に
よ
っ
て
捉
え
た
現
実
世
界
観
を
解
剖
し
、
 
「

露
風
氏
は
沈
黙
と
幽
暗
と
を
愛
し
て
い
る
。
そ
の
底
に
は
深
い
神
秘
と
夢
幻
と

を
蔵
し
て
い
る
。
」
と
評
し
、
文
語
を
用
い
て
い
る
が
、
音
数
律
を
破
っ
た
自

由
律
で
あ
る
こ
と
と
、
不
器
用
で
、
頑
固
な
日
本
語
を
こ
な
し
得
て
情
調
表
現

に
生
か
し
て
い
る
こ
と
と
を
賞
讃
し
て
い
る
。
わ
た
く
し
の
こ
の
批
評
は
、
当

時
二
三
誌
に
反
響
が
あ
り
、
そ
れ
と
同
時
に
、
露
風
の
詩
が
象
徴
詩
と
し
て
愛

さ
れ
た
証
拠
ど
な
る
も
の
で
あ
り
、
日
本
の
象
徴
詩
が
-
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
的
白

秋
か
ら
、
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
的
・
マ
ラ
ル
メ
的
露
風
に
上
昇
し
た
こ
と
、
世
紀
末

的
デ
カ
ダ
ン
の
擬
態
か
ら
、
主
観
凝
視
の
本
質
的
な
も
の
へ
ど
進
歩
し
光
こ

と
、
晦
渋
を
標
榜
し
た
も
の
か
ら
、
冗
語
・
古
語
・
新
奇
語
を
排
し
て
、
正
常

三
木
露
風
の
象
徴
味
と
宗
教
性

な
用
語
に
よ
る
、
味
解
し
や
す
い
も
の
に
転
じ
た
こ
と
、
な
ど
を
素
因
と
す
る

ゴ
も
の
で
あ
っ
た
。

 
こ
の
詩
集
の
題
名
と
同
題
の
詩
は
、
詩
集
発
行
に
先
立
つ
三
年
前
の
四
十
四

年
一
月
一
日
発
行
の
雑
誌
に
「
雪
の
上
の
郷
愁
」
と
共
に
発
表
さ
れ
た
9
そ
れ

に
つ
い
て
、
わ
た
く
し
は
、
一
月
二
十
二
日
の
『
読
売
新
聞
」
日
曜
附
録
に
批

評
し
て
、
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

 
雅
言
の
美
を
最
後
ま
で
味
わ
い
尽
そ
う
と
す
る
人
だ
と
評
し
た
人
も
あ

る
が
、
露
風
詠
の
最
近
の
傾
向
は
、
単
に
言
葉
の
上
の
問
題
と
し
て
取
扱

う
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
、
失
わ
れ
た
恋
に
対
す
る
哀
愁
、
自
我
意
識
の
自

己
忘
却
に
対
す
る
勝
利
ハ
一
味
の
宗
教
的
気
分
の
発
芽
、
神
秘
に
対
す
る

殆
ど
見
え
が
た
い
要
求
、
こ
れ
ら
の
心
の
姿
は
そ
の
作
品
に
象
徴
的
に
暗

示
さ
れ
て
い
る
。
一
言
で
い
え
ば
、
青
春
の
時
代
を
葬
る
悲
し
み
と
誇
と

の
詩
で
あ
る
。

 
歳
月
は
去
り
、
身
は
憂
愁
の
中
に
包
ま
れ
で
い
る
。
し
か
も
な
お
白
い

手
の
猟
人
は
、
愛
を
求
め
る
猟
人
の
白
い
手
は
、
乱
れ
た
胸
を
探
っ
て
小

鳥
の
亡
き
骸
を
得
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
と
い
う
。
．
…
…
「
死
し
た
る
恋
」

・
「
す
た
れ
し
声
」
・
「
苦
し
き
声
」
は
み
な
そ
の
説
明
と
見
て
い
い
。

…
㌧
：
次
の
ス
テ
ッ
プ
の
心
境
は
「
雲
の
上
の
郷
愁
」
と
「
雪
の
上
の
鐘
」

を
以
て
表
わ
し
た
。
前
者
は
孤
独
の
愛
、
後
者
は
敬
慶
な
宗
教
的
気
分
の

探
求
、
そ
し
て
、
二
篇
を
通
じ
て
一
種
の
神
秘
的
な
心
持
が
暗
示
さ
れ
て

い
る
。

 
 
 
 
 
 
な
れ

あ
㌧
青
草
よ
。
汝
の
ご
と
慕
ひ
い
で
ん
一

r
℃
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か
な
た
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
よ
わ

彼
方
に
。
彼
方
に
。
手
も
繊
弱
く
。

と
あ
る
こ
れ
は
、
 
『
寂
し
き
曙
」
に
あ
る
「
神
と
魚
」
を
思
い
出
さ
せ

る
。
右
に
名
を
出
し
た
数
篇
は
、
一
月
詩
壇
の
佳
作
で
、
「
白
き
手
の
猟

人
」
は
、
そ
の
白
眉
で
あ
る
。
i
（
『
詩
壇
の
乱
調
子
』
）

 
白
き
手
の
猟
人
は
、
「
あ
、
君
が
白
き
手
の
猟
人
よ
、
」
と
呼
び
か
け
て
は

い
る
が
、
露
風
み
つ
か
ら
が
恋
を
求
め
、
憂
愁
を
求
め
、
幽
暗
を
求
め
、
神
秘

を
求
め
、
信
仰
を
求
め
る
触
手
で
あ
ろ
う
。
そ
の
神
秘
と
信
仰
と
は
、
こ
の
作

品
で
は
表
面
に
出
て
い
な
い
が
、
露
風
の
欲
求
は
、
 
『
寂
し
き
曙
』
以
来
、
そ

こ
に
あ
っ
た
。
そ
れ
を
彼
は
恋
と
し
て
歌
い
、
薄
明
・
薄
暗
の
中
に
、
歓
喜
で

も
な
く
、
悲
痛
で
も
な
い
憂
愁
の
相
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
、
白
き
手

の
猟
人
は
恋
の
ハ
ン
タ
ー
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
無
限
の
相
に
お
い
て
実
在

を
泊
る
の
は
直
観
の
作
用
だ
、
と
べ
ル
グ
ソ
ン
は
解
釈
し
た
。
一
切
の
観
念
と

一
切
の
符
号
と
を
棄
て
て
、
い
わ
ゆ
る
流
動
の
中
に
は
い
っ
て
物
そ
の
も
の
の

生
命
と
一
つ
に
な
る
の
は
、
直
観
の
飛
躍
に
よ
る
の
で
あ
る
。
露
風
は
、
詩
人

と
し
て
直
観
の
ガ
を
鋭
く
持
っ
て
い
た
。
形
而
上
的
な
世
界
に
入
っ
て
、
瞑
想

を
深
く
し
て
来
た
。
し
た
が
っ
て
そ
の
直
観
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
い
う
と
こ
ろ

の
「
知
的
同
感
」
ば
か
り
で
な
い
。
哲
学
は
理
知
を
以
て
人
生
と
自
然
と
の
実

在
と
生
命
と
を
解
体
し
、
．
ま
た
掴
も
う
と
す
る
が
、
詩
人
の
直
感
は
、
更
に
「

情
的
同
感
」
を
加
え
る
。
こ
の
二
つ
の
同
感
を
一
つ
に
し
た
も
の
が
「
叡
智
的

同
感
」
で
あ
っ
て
、
詩
人
の
持
つ
も
の
に
外
な
ら
な
い
。

 
露
風
は
い
う
一
，

 
心
の
主
観
深
け
れ
ば
万
物
は
異
様
の
色
彩
を
放
つ
。
逃
げ
去
ら
ん
と
し

、
て
世
界
は
あ
せ
り
、
優
し
く
活
濃
に
す
べ
て
は
動
き
す
べ
て
は
難
な
く
顕

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
よ
う

わ
れ
、
魂
に
共
通
し
、
日
没
は
微
風
の
如
く
、
樹
は
踊
掃
け
た
る
が
如
く

に
見
ゆ
。
稀
な
れ
ど
も
漁
れ
実
に
内
部
の
状
態
な
り
。
こ
の
状
態
に
し
て

 
 
た
だ

静
に
正
し
く
表
わ
さ
れ
ん
か
、
正
し
く
表
わ
す
も
の
は
洞
察
な
り
。
而
し

て
こ
れ
詩
の
叡
智
な
り
。
1
（
冒
き
手
の
猟
人
』
の
翼
、
夜
手
記
」
）

と
。
こ
の
「
洞
察
」
と
「
叡
智
」
と
、
そ
し
て
「
直
観
」
と
、

し
て
わ
た
く
し
は
露
風
の
「
知
性
象
徴
」
と
名
づ
け
る
。

そ
れ
を
一
つ
に

 
事
実
露
風
の
詩
は
、
知
性
的
と
な
り
、
瞑
想
的
に
な
っ
て
来
た
。
し
か
も
、

そ
の
瞑
想
は
、
神
秘
の
世
界
へ
、
信
仰
の
世
界
へ
、
「
酔
う
ば
か
り
な
る
血
管

の
選
手
」
と
な
っ
て
、
静
か
に
、
し
か
も
賑
わ
し
く
、
溶
き
手
を
さ
し
伸
べ
て

い
る
。
 
「
酔
う
ぽ
か
り
な
る
今
脊
の
蛍
手
」
は
『
白
き
手
の
猟
人
」
の
「
月
と

蜘
蛛
」
の
リ
フ
レ
イ
ン
と
な
っ
て
い
る
が
、
心
境
象
徴
の
『
廃
園
』
か
ら
気
分

象
徴
の
『
寂
し
き
曙
」
へ
、
更
に
知
性
象
徴
の
『
臼
き
手
の
猟
人
」
噛
へ
、
一
貫

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
レ

し
て
こ
の
舞
手
は
酔
っ
て
い
た
。
そ
の
手
は
、
こ
の
詩
集
に
及
ん
で
か
ら
は
賑

わ
し
く
、
輝
や
か
し
く
な
っ
た
が
、
し
か
し
、
静
か
に
、
確
実
に
宙
に
漂
い
な

が
ら
、
求
め
る
も
の
を
、
彼
な
り
に
掴
む
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
は
、
わ
た
く
し

と
し
て
は
思
い
が
け
ぬ
方
向
へ
で
あ
っ
た
が
、
遂
に
露
風
の
詩
人
と
し
て
の
、

，
人
間
と
し
て
の
運
命
、
あ
る
い
は
宿
命
？
を
決
定
し
て
し
ま
っ
た
ほ
ど
の
方

角
へ
で
あ
っ
た
。
わ
た
く
し
は
、
そ
れ
を
下
り
坂
と
見
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

に
レ
て
も
運
命
の
岐
路
に
、
こ
の
名
詩
集
を
残
し
た
こ
と
は
、
露
風
の
幸
せ
で
あ

り
、
日
本
詩
界
の
幸
せ
で
も
あ
っ
た
。
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最
後
に
、
露
風
葬
の
象
徴
味
を
分
解
す
る
と
、
心
境
象
徴
・
気
分
象
徴
・
知

性
象
徴
と
な
り
、
好
情
的
態
度
へ
と
移
り
な
が
ら
、
心
性
表
現
の
深
度
を
増
し

て
行
っ
た
も
の
と
見
て
い
い
。
露
風
一
人
で
日
本
象
徴
詩
の
歴
史
を
実
践
し
た

と
い
っ
て
も
い
い
の
で
あ
る
が
、
最
後
の
結
末
が
、
わ
た
く
し
の
思
い
が
け
ぬ

方
向
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
遺
憾
と
す
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
次
々
の
詩

集
や
随
筆
集
や
歌
集
に
よ
っ
て
、
露
風
連
の
宗
教
性
を
分
解
せ
ね
ば
な
ら
ん
の

-
で
あ
る
が
、
象
徴
味
に
つ
い
て
語
り
尽
き
な
い
う
ち
に
冗
文
と
な
っ
た
の
で
、

結
論
を
急
ぐ
こ
と
と
す
る
。

 
大
正
四
年
七
月
、
第
五
詩
集
『
幻
の
田
園
』
が
出
た
。
東
京
郊
外
池
袋
の
新

居
を
中
心
と
す
る
田
園
の
風
物
に
心
を
寄
せ
た
作
品
で
、

草
は
延
び
赤
ら
む

野
良
に
む
か
炉
て
開
け
る
門

声
な
く
声
ま
と
み
て

い
ま
汗
i
空
と
地
と
の
回
り
。

（
小
童
M

日
の
落
つ
る
と
こ
ろ
に

村
村
は
紫
の
微
塵
と
な
り

，
空
に
、
声
な
く
、
環
を
描
き
つ
つ
立
騰
り
ぬ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
（
村
雲
）

 
こ
こ
に
挙
げ
た
門
と
村
々
、
こ
の
二
つ
の
印
象
に
よ
っ
て
、
田
園
を
よ
く
生

か
し
描
い
て
い
る
。
少
し
は
象
徴
味
が
あ
り
は
す
る
が
、
人
間
・
人
生
・
自

然
・
宇
宙
を
霊
性
化
し
て
、
そ
れ
を
同
化
す
る
心
の
哀
観
の
陰
影
を
具
象
化
す

三
木
露
風
の
象
徴
味
と
宗
教
性

る
象
徴
詩
風
か
ら
は
離
れ
て
い
る
。
お
の
ず
か
ら
、
こ
れ
が
転
機
と
な
っ
て
い

る
が
、
そ
の
集
の
諸
作
品
と
平
行
し
て
書
か
れ
て
第
六
詩
集
『
良
心
」
 
（
大
正
四

年
＋
一
月
刊
）
は
、
ト
ラ
ピ
ス
チ
ヌ
修
道
院
に
入
っ
た
後
に
成
っ
た
も
の
で
、
扉
に

「
修
道
院
長
に
献
ず
」
と
献
辞
を
掲
げ
て
お
り
、
第
七
詩
集
「
藍
間
の
幻
影
』

（
九
年
＋
一
月
刊
）
は
、
す
で
に
修
道
院
の
教
師
と
し
て
、
夫
人
同
伴
、
か
の
地
に

定
住
す
る
か
に
見
え
た
頃
の
作
品
を
収
め
て
い
る
。
『
信
仰
の
曙
」
は
大
正
十

二
年
の
刊
。
十
四
年
に
は
修
道
院
を
辞
し
て
東
京
に
帰
っ
た
が
、
 
「
修
道
院
雑

筆
」
．
『
修
道
院
生
活
』
・
『
ト
ラ
ピ
ス
ト
歌
集
』
等
の
著
書
を
出
し
、
雅
号

 
 
 
 
 
 
 
 
ロ
 
マ
ン

の
コ
露
風
」
を
、
 
「
羅
馬
カ
ト
リ
ッ
ク
」
と
い
う
に
因
ん
で
「
羅
風
」
と
改
め

た
り
し
た
。
そ
の
間
露
風
の
詩
風
は
段
々
と
平
明
と
な
り
、
象
徴
的
技
法
を
棄

て
、
し
か
も
時
と
し
て
、
難
解
の
部
分
を
残
す
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
既
成
宗
教

の
信
仰
に
没
入
し
、
芸
術
的
稟
質
を
み
ず
か
ら
棄
て
て
し
ま
っ
た
た
め
で
あ

る
。

 
 
風
の
雀
（
『
良
心
』
）

雀
は
砂
を
浴
び
て

廣
大
な
る
光
に
あ
り

草
の
葉
の
戦
ぎ
に

、
風
を
み
る
。

ひ
ろ
う
、
穀
物
の
種
子
は

 
 
 
 
 
し
る
し

あ
わ
れ
み
の
徴

静
こ
～
う
な
く

転
べ
、
藁
し
べ
。

（97）



鳥
は
暗
き

風
は
吹
く

お
だ
や
か
な
ら
ぬ
か
ゴ
や
き
に

廣
大
無
辺
0
神
、

・
．
我
が
詩
（
冒
仰
の
蟹
）

我
感
動
は
 
す
な
わ
ち
、
紅
血

我
 
言
葉
は
 
肉

こ
れ
を
書
か
し
む
る
 
心
ど
 
力
と
は

神
の
 
た
ま
も
の
な
り
と
 
信
ぜ
ん
と
す

 
露
風
は
、
「
不
信
」
に
お
い
て
す
で
に
信
仰
を
求
め
て
い
た
。
「
詩
は
宗
教
に

行
く
道
程
で
あ
る
。
」
と
も
い
っ
て
い
る
し
、
「
雪
の
上
の
鐘
」
に
敬
慶
な
宗
教

的
気
分
の
探
求
が
あ
る
、
と
は
前
に
書
い
た
通
ケ
で
み
る
。
象
徴
詩
は
神
秘
主

義
に
到
達
す
る
こ
と
に
よ
つ
で
始
め
て
全
た
い
も
の
と
な
る
と
は
、
わ
た
く
し

の
信
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
る
し
、
西
洋
詩
の
歴
史
に
よ
っ
て
も
う
な
づ
け
る
こ
と

で
あ
、
る
が
、
そ
の
神
秘
が
、
文
学
的
で
あ
ろ
う
と
、
哲
学
的
で
あ
ろ
う
と
、
宗
教

的
で
あ
ろ
う
と
、
仏
教
的
で
あ
ろ
う
と
、
キ
リ
ス
ト
教
的
で
あ
ろ
う
と
、
そ
の

人
そ
の
人
の
道
で
あ
っ
て
、
外
部
か
ら
干
渉
す
べ
き
も
の
で
な
い
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
道
を
持
つ
ほ
ど
の
人
な
ち
ぱ
、
人
問
い

人
生
・
社
会
・
自
然
・
宇
宙
に
対
す
る
感
じ
込
み
の
深
さ
、
鋭
ざ
、
そ
れ
ら
外

の
世
界
と
内
の
世
界
と
の
契
合
の
深
さ
、
鋭
さ
、
そ
こ
に
詩
の
真
実
性
を
示
す

こ
ど
を
詩
の
喜
び
と
す
る
で
あ
ろ
う
は
ず
で
あ
る
。
露
風
の
宗
教
性
も
そ
の
よ

う
な
も
の
に
な
っ
て
行
く
か
と
眺
め
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
多
く
の
人
が
驚
い

た
よ
う
に
、
固
く
、
、
窮
屈
な
カ
ト
リ
ッ
ク
教
に
行
こ
う
と
は
思
い
が
け
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
宗
教
詩
人
は
あ
る
。
そ
れ
は
そ
れ
で
尊
い
。
「
し
か
し
、
既
成
宗

教
に
固
ま
る
と
い
う
こ
と
は
、
詩
人
の
自
由
を
棄
て
る
と
い
う
こ
と
に
外
な
ら

ま
ヒ
し
メ
ら
ち
 
ら
な
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
へ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
げ

な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
既
成
と
い
う
も
の
の
中
に
詩
人
の
思
想
・
感
情

を
投
げ
棄
て
て
は
、
例
え
ば
詩
の
定
形
律
に
戻
る
と
同
じ
く
、
自
由
を
棄
て
る

の
で
み
る
。
個
人
の
生
活
態
度
は
ど
う
あ
ろ
う
と
も
差
支
な
い
が
、
精
神
生
活

の
独
立
を
棄
て
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
信
仰
の
生
活
に
入
っ
て
も
、
例
え
ば

天
主
教
信
者
で
も
、
日
連
記
信
者
で
も
い
い
と
す
る
。
し
か
し
、
文
芸
家
と
し

て
、
衷
た
詩
人
と
し
て
は
、
あ
る
目
的
意
識
を
以
て
行
動
す
べ
き
で
は
な
い
。

宗
教
人
と
し
て
行
動
す
る
と
い
う
刹
那
か
ら
、
詩
人
で
は
な
く
な
る
。
露
風
が

作
る
既
成
宗
教
に
固
着
し
た
観
念
的
な
宗
教
詩
も
、
新
時
代
人
に
喜
ば
れ
ず
、

露
風
も
ま
た
詩
作
に
遠
ぎ
か
っ
て
し
ま
っ
た
。

 
露
風
は
、
象
徴
詩
人
と
し
て
の
成
功
な
い
し
業
績
は
、
白
秋
よ
り
も
莫
大
な

も
の
が
あ
り
、
・
真
実
な
も
の
が
あ
っ
た
。
犬
正
三
年
二
月
に
は
未
来
社
を
興

し
、
川
路
柳
虹
・
柳
澤
健
・
出
時
允
・
西
條
八
十
・
服
部
嘉
香
・
新
城
租
一
・

灰
野
庄
平
・
増
野
三
良
ら
の
詩
作
品
・
論
文
を
聚
め
た
菊
版
四
百
ペ
ー
ジ
に
近

い
季
刊
『
未
来
』
第
一
輯
を
、
六
月
第
二
輯
（
約
三
百
頁
。
第
三
号
よ
り
雑
誌
形
）
を
発
行

し
、
八
年
五
月
に
は
、
露
風
の
外
、
北
原
白
秋
ゼ
西
廻
八
十
・
北
村
初
雄
・
灰

野
庄
平
・
上
田
敏
・
堀
口
大
学
・
竹
友
藻
風
・
山
宮
允
・
前
田
鉄
之
助
・
服
部

嘉
香
・
．
日
権
勢
之
介
・
河
井
酔
茗
・
蒲
原
有
明
ら
三
十
二
人
の
象
徴
詩
を
息
め

売
画
期
的
認
華
集
『
拓
本
象
徴
詩
集
』
（
約
一
9
百
頁
）
を
出
す
な
ど
、
大
き
な
仕
事
「

を
残
し
て
お
り
、
自
身
の
作
品
も
、
十
一
年
五
月
、
ア
ル
ス
版
『
象
徴
詩
集
』

に
整
理
し
、
論
文
集
に
『
露
風
詩
話
』
（
四
年
九
月
）
・
『
詩
歌
の
道
」
（
＋
四
年
七
月
）

が
あ
る
が
、
、
『
導
き
手
の
猟
人
」
に
収
載
し
た
断
片
論
と
共
に
、
詩
壇
に
対
す

C98）



る
有
力
な
発
言
と
な
っ
て
い
る
。
露
風
詩
の
宗
教
性
、
詩
論
家
と
し
て
の
露
風

の
全
貌
は
全
集
の
完
成
に
よ
っ
て
明
き
ら
か
に
さ
れ
る
。

 
こ
れ
は
わ
た
く
し
に
と
っ
て
一
疑
を
な
す
も
の
で
あ
る
が
、
書
き
添
え
て
お

く
。
昭
和
二
年
一
月
か
二
月
、
家
内
が
世
話
を
し
て
い
た
婦
人
会
の
依
頼
に
よ

っ
て
露
風
の
来
講
を
た
の
ん
だ
こ
と
が
あ
っ
た
。
快
諾
し
て
く
れ
て
約
束
の
日

に
会
場
に
来
た
露
風
は
、
十
数
人
の
婦
人
達
を
見
わ
た
し
て
、
 
「
私
は
ル
ー
テ

ル
の
再
来
で
あ
り
ま
す
。
ル
ー
テ
ル
は
説
教
に
出
か
け
る
時
に
よ
く
雨
に
降
ら

れ
た
そ
う
で
す
が
、
私
は
今
日
出
か
け
る
時
に
雨
に
降
ら
れ
ま
し
た
。
で
す
か

ら
私
は
ル
ー
テ
ル
の
再
来
で
あ
り
ま
す
。
」
と
挨
拶
す
る
の
で
あ
る
。
｛
座
は

ち
ょ
っ
と
驚
い
た
よ
う
だ
っ
た
が
、
敬
意
を
表
し
て
静
か
に
話
を
聞
い
た
。
話

の
内
容
は
ど
ん
な
で
あ
っ
た
か
忘
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
狂
信
の
た
め
か
、
露

風
の
精
神
に
異
常
が
あ
っ
た
た
め
か
、
こ
の
こ
と
あ
っ
て
以
来
、
露
風
の
宗
教

性
を
疑
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ど
な
た
か
に
解
決
の
緒
口
を
与
え
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
う
。

！（99）

、

三
木
露
風
の
象
徴
味
と
宗
教
性


