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こ
の
文
章
は
も
と
も
と
、「
漂
泊
詩
人
、
死
を
生
き
る
們
們
放
哉
、
山
頭
火
、
金
サ
ッ
カ
を
考
え
る
」
と
い
う
題
で

書
こ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
近
代
の
日
本
で
漂
泊
詩
人
と
し
て
知
ら
れ
る
尾
崎
放
哉（
一
八
八
五
―
一
九
二
六
年
）
や

種
田
山
頭
火
（
一
八
八
二
―
一
九
四
〇
年
）
は
ど
う
生
き
た
の
か
、
そ
し
て
朝
鮮
の
漂
泊
詩
人
と
し
て
知
ら
れ
る
金
サ
ッ

カ
（
金
笠
、
一
八
〇
七
―
一
八
六
三
年
）
は
ど
う
生
き
た
の
か
を
書
い
て
み
た
い
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
放

浪
す
る
と
は
ど
ん
な
こ
と
か
、
孤
独
と
は
何
か
、
そ
し
て
死
を
生
き
る
と
は
、
そ
し
て
詩
作
の
意
味
は
、
と
い
っ
た

命
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
か
っ
た
。

一
　
漂
泊
と
は

　
若
い
こ
ろ
か
ら
だ
と
言
っ
て
よ
い
と
思
う
が
、
私
は
い
つ
も
「
漂
泊
」
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

漂
泊
と
は
、
さ
迷
う
、
旅
を
す
る
、
放
浪
す
る
と
い
う
意
味
を
含
ん
で
い
る
が
、
大
学
三
年
生
の
と
き
に
ガ
リ
版
刷

り
で
出
し
た
詩
集
『
旅
路
』
の
副
題
は
「
生
き
る
と
は
悲
し
み
に
耐
え
る
こ
と
」
だ
っ
た
。
私
に
と
っ
て
旅
を
す
る

と
い
う
の
は
何
か
を
求
め
て
、
悲
し
み
を
抱
え
て
さ
迷
う
こ
と
だ
っ
た
と
思
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
後
期
高
齢
者
と
な

っ
た
今
も
続
い
て
い
る
。
い
つ
も
思
う
こ
と
だ
が
、
日
本
で
は
伝
統
的
に
漂
泊
詩
人
と
い
っ
た
も
の
の
人
気
が
高
い
。

西
行
、
一
休
、
芭
蕉
、
良
寛
、
そ
れ
に
近
い
と
こ
ろ
で
は
尾
崎
放
哉
や
種
田
山
頭
火
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
生
き
る
上

で
の
苦
痛
や
孤
独
、
そ
し
て
修
行
や
信
仰
な
ど
に
関
わ
る
も
の
だ
と
言
っ
て
よ
い
が
、
究
極
的
に
は
ど
の
よ
う
に
死

を
迎
え
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
な
が
る
旅
路
で
あ
る
。
ち
な
み
に
渡
辺
利
夫
著
の
『
放
哉
と
山
頭
火
』（
ち
く
ま
文

庫
、
二
〇
一
五
年
）
と
い
う
本
が
あ
る
が
、
そ
の
書
名
の
副
題
は
「
死
を
生
き
る
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
題
名
・
副

題
に
惹
か
れ
て
本
を
読
み
始
め
、
そ
れ
が
い
つ
の
間
に
か
、
放
哉
や
山
頭
火
、
そ
し
て
朝
鮮
の
金
サ
ッ
カ
に
つ
い
て

少
し
ま
と
め
て
書
い
て
み
た
い
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
放
哉
は
「
つ
く
づ
く
淋
し
い
」
と
言
い
、
山
頭
火
は
「
何
で

こ
ん
な
に
淋
し
い
」
と
嘆
き
、
深
い
孤
独
を
酒
で
紛
ら
わ
し
な
が
ら
迫
り
来
る
最
期
を
鋭
利
に
見
つ
め
よ
う
と
し
、

死
に
対
す
る
覚
悟
と
い
っ
た
も
の
を
清
澄
な
自
由
律
俳
句
に
昇
華
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
考
え
て
よ
い
。「
漂
泊
詩
人
」

と
言
え
ば
聞
こ
え
は
い
い
し
、
ま
た
自
由
律
俳
句
と
言
え
ば
、
感
情
の
自
由
な
律
動
の
表
現
に
重
き
を
置
き
、
と
き

に
時
空
の
一
瞬
を
切
り
取
っ
て
写
し
出
す
の
が
そ
の
極
み
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
が
、
放
哉
に
し
ろ
、
山
頭
火
に
し

ろ
、
そ
の
実
態
は
他
人
へ
の
甘
え
か
ら
抜
け
き
ら
な
い
「
乞
食
詩
人
」
と
い
う
側
面
を
色
濃
く
も
っ
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。
た
だ
こ
こ
で
放
哉
や
山
頭
火
な
ど
に
つ
い
て
書
く
と
い
っ
て
も
、
そ
の
根
本
は
放
哉
や
山
頭
火
の
生
活
や
思

想
、
生
き
方
を
知
る
こ
と
を
通
じ
て
自
分
自
身
の
内
面
の
あ
り
よ
う
に
接
近
し
て
み
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人

は
誰
で
も
、
孤
独
で
孤
立
し
、
あ
れ
こ
れ
と
さ
迷
い
な
が
ら
人
生
を
過
ご
す
も
の
で
あ
る
が
、
私
の
場
合
は
ど
う
な

の
か
と
い
う
こ
と
を
放
哉
や
山
頭
火
、
金
サ
ッ
カ
を
通
し
て
考
え
て
み
た
い
の
で
あ
る
。「
人
生
、
こ
ん
な
も
の
」
と

い
っ
た
悟
り
め
い
た
も
の
と
い
う
か
、
諦
め
と
い
う
か
、
ひ
と
つ
の
人
生
観
と
い
っ
た
も
の
が
持
て
れ
ば
い
い
の
で

61　Ⅱ― ―漂泊を生きる　



62

あ
る
が
、
ま
だ
ま
だ
そ
の
域
に
は
達
し
て
い
な
い
し
、
達
す
る
見
込
み
も
な
い
。
そ
の
点
、
自
分
の
内
面
の
葛
藤
や

苦
し
み
、
言
っ
て
み
れ
ば
自
分
の
弱
さ
と
い
っ
た
も
の
を
表
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
は
そ
う
安

易
に
す
べ
き
で
は
な
い
と
戒
め
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
る
が
、
そ
れ
は
そ
れ
で
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
は
な
い
か
と
、

私
は
思
っ
て
い
る
。

　「
旅
」
と
い
う
言
葉
を
考
え
て
み
る
と
、
普
通
は
開
放
感
と
い
っ
た
も
の
と
つ
な
が
る
と
思
う
。
異
世
界
を
旅
す
る

と
、
自
分
が
暮
ら
す
日
常
が
世
界
に
拡
が
る
可
能
性
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
わ
か
り
、
あ
ら
た
め
て
「
生
き
る
」

こ
と
の
新
鮮
さ
を
知
る
こ
と
に
も
な
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
実
は
、
俳
句
と
漂
泊
、
旅
の
関
係
に
つ
い
て
い
つ
も
よ

く
わ
か
ら
な
い
気
持
ち
を
も
っ
て
い
た
が
、
た
ま
た
ま
雑
誌
『
俳
句
』（
角
川
文
化
振
興
財
団
、
二
〇
二
二
年
三
月
号
）
に

〈
特
別
対
談
〉
高
橋
睦
郎
 蓋
小
澤
實
「
俳
句
に
と
っ
て
旅
と
は
何
か
」
が
あ
り
、
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。

俳
句
の
み
な
ら
ず
、
日
本
の
詩
歌
の
根
底
に
あ
る
旅
の
こ
こ
ろ
に
つ
い
て
議
論
し
て
い
る
が
、
日
本
の
歌
人
や
俳
諧

師
は
伝
統
的
に
旅
を
大
切
に
し
て
き
た
。
漂
泊
と
定
住
、
た
と
え
ば
松
尾
芭
蕉
も
そ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
も
と
に
は

日
本
文
学
が
成
立
す
る
遙
か
以
前
の
、
大
陸
か
ら
、
海
洋
か
ら
、
何
波
に
も
亘
っ
て
渡
来
し
て
き
た
漂
泊
の
遠
い
記

憶
が
無
意
識
の
う
ち
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
。
日
本
人
は
固
有
の
単
一
民
族
で
は
な
く
、
も
と
も
と
は
い
ろ

い
ろ
な
土
地
か
ら
流
れ
着
い
た
難
民
で
、
こ
れ
こ
そ
が
旅
人
の
原
型
で
あ
る
。「
旅
」
と
は
何
か
、
い
ろ
い
ろ
な
語
源

説
が
あ
る
が
、
柳
田
国
男
の
「
結
（
た
）
べ
結
（
た
）
べ
」
説
が
も
っ
と
も
説
得
力
が
あ
り
、
結
べ
物
＝
食
べ
物
を
下

さ
い
と
い
う
こ
と
。
だ
か
ら
旅
の
原
型
は
乞
食
業
、
乞
食
の
所
業
、
食
べ
物
を
請
う
こ
と
。
請
う
て
貰
え
る
と
い
い

が
、
貰
え
な
け
れ
ば
密
か
に
盗
む
、
窃
盗
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
強
（
し
た
た
）
か
に
奪
う
、
強
奪
。
こ
れ
が
極
ま
っ

た
も
の
が
戦
争
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
戦
争
は
旅
、
征
旅
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
戦
争
の
前
線
に
立
つ
兵
士
は
つ
ね
に

死
を
覚
悟
し
て
い
る
。
旅
は
本
来
、
こ
う
し
て
死
を
覚
悟
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
な
る
ほ
ど
、
死
の
覚
悟
。
そ
れ
が
旅
で
あ
り
、
そ
こ
に
詩
歌
が
生
ま
れ
る
。
芭
蕉
は
「
野
ざ
ら
し
を
心
に
嵐
の
し

む
身
か
な
」
と
詠
っ
た
。
旅
の
途
中
、
野
た
れ
死
に
し
て
、
白
骨
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
を
覚
悟
し
て
長

旅
に
出
よ
う
と
す
る
と
、
折
か
ら
の
秋
風
が
こ
と
さ
ら
身
に
し
み
て
わ
び
し
い
、
と
い
う
こ
と
。
や
む
に
や
ま
れ
ざ

る
必
然
、
必
要
の
旅
だ
し
、
死
を
覚
悟
し
て
、
で
あ
る
。
生
き
る
こ
と
を
さ
ま
ざ
ま
に
表
現
し
た
社
会
学
者
の
見
田

宗
介
（
真
木
悠
介
）
は
、
二
〇
二
二
年
四
月
に
亡
く
な
っ
た
が
、
そ
の
著
『
気
流
の
鳴
る
音
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
二

年
）
で
芭
蕉
に
つ
い
て
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
芭
蕉
は
松
島
を
目
指
し
て
四
十
日
余
り
の
旅
を
し
、
数
々
の

名
句
を
生
む
。
し
か
し
松
島
で
は
一
夜
を
明
か
し
た
の
み
で
、『
奥
の
細
道
』
に
一
句
も
残
し
て
い
な
い
。
松
島
は
た

だ
芭
蕉
の
旅
に
方
向
を
与
え
た
だ
け
で
あ
る
。
芭
蕉
の
旅
の
意
味
は
「
目
的
地
」
に
外
在
す
る
の
で
は
な
く
、「
奥
の

細
道
」
そ
の
も
の
に
内
在
し
て
い
た
。
松
島
が
も
し
美
し
く
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
あ
る
い
は
松
島
に
た
ど
り
着
く

前
に
病
に
倒
れ
た
と
し
て
も
、
芭
蕉
は
残
念
に
は
思
う
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
ま
で
の
旅
が
空
虚
だ
っ
た
と
は
思
わ
な
い

だ
ろ
う
。
旅
は
そ
れ
自
体
と
し
て
充
実
し
て
い
た
か
ら
だ
、
と
。
芭
蕉
は
実
際
に
は
、
大
阪
で
客
死
す
る
が
、
こ
の

よ
う
に
考
え
る
と
、
人
は
自
分
の
歩
い
て
い
る
道
、
過
ご
し
て
い
る
日
々
を
き
ち
ん
と
生
き
て
行
く
こ
と
が
ど
ん
な

に
大
事
な
こ
と
か
が
理
解
し
や
す
く
な
り
、
そ
の
意
味
で
、
放
哉
や
山
頭
火
の
こ
と
を
よ
く
理
解
す
る
必
要
が
あ
る

し
、
朝
鮮
で
言
え
ば
、
朝
鮮
王
朝
後
期
の
放
浪
の
諷
刺
詩
人
と
さ
れ
る
金
サ
ッ
カ
の
生
き
方
に
つ
い
て
き
ち
ん
と
学

ん
で
み
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
す
る
。
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こ
こ
で
ひ
と
つ
書
い
て
お
く
と
、
放
浪
と
言
え
ば
、
松
本
清
張
の
映
画
『
砂
の
器
』
に
出
て
く
る
親
子
の
放
浪
場

面
を
思
い
出
す
。
主
人
公
は
ハ
ン
セ
ン
病
発
病
以
後
、
ま
だ
幼
か
っ
た
息
子
を
つ
れ
、
巡
礼
姿
で
北
日
本
の
海
岸
一

帯
を
二
年
間
さ
迷
う
。
こ
れ
は
自
己
の
業
病
を
な
お
す
た
め
に
、
信
仰
を
か
ね
て
遍
路
姿
で
放
浪
し
て
い
た
こ
と
と

考
え
ら
れ
る
が
、
つ
い
に
島
根
県
で
優
し
く
て
親
切
な
巡
査
に
よ
っ
て
助
け
ら
れ
る
と
い
う
映
画
の
一
場
面
で
あ
る
。

何
回
観
て
も
涙
を
誘
う
清
張
作
品
の
感
動
的
な
画
面
で
あ
る
。
親
と
子
の
“
宿
命
”
だ
け
は
永
遠
の
も
の
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
遍
路
と
い
う
旅
の
形
で
見
事
に
描
い
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

二
　
放
哉
と
山
頭
火

　
尾
崎
放
哉
と
種
田
山
頭
火
を
較
べ
て
み
る
と
、
た
ぶ
ん
山
頭
火
に
つ
い
て
書
い
た
評
論
や
研
究
書
な
ど
が
ず
っ
と

多
い
だ
ろ
う
が
、
私
は
い
ち
お
う
次
の
よ
う
な
本
を
読
ん
で
み
た
。
先
に
あ
げ
た
渡
辺
利
夫
『
放
哉
と
山
頭
火
們
們

死
を
生
き
る
』
以
外
に
、
放
哉
に
つ
い
て
は
荻
原
井
泉
水
『
放
哉
と
い
う
男
』（
大
法
輪
閣
、
一
九
九
一
年
）、
吉
村
昭

『
新
装
版
　
海
も
暮
れ
き
る
』（
講
談
社
文
庫
、
二
〇
一
一
年
）、
山
頭
火
に
つ
い
て
は
山
頭
火
『
行
乞
記
』（『
あ
の
山
越
え

て
　
行
乞
記
鯉
』『
死
を
前
に
し
て
歩
く
　
行
乞
記
交
』
春
陽
堂
書
店
、
一
九
七
九
年
）、
荻
原
井
泉
水
・
伊
藤
完
吾
編
『
山

頭
火
を
語
る
』（
潮
文
社
、
一
九
七
二
年
）、
首
藤
保
『
種
田
山
頭
火
論
』（
Ａ
文
学
会
、
二
〇
一
七
年
）、
村
上
護
『
山
頭

火
放
浪
記
們
們
漂
泊
の
俳
人
』（
新
書
館
、
一
九
八
一
年
）、
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
放
哉
と
山
頭
火
の
句
集
を
折
に
触
れ
て

読
ん
で
も
み
た
。
荻
原
井
泉
水
（
一
八
八
四
―
一
九
七
六
年
）
と
い
う
の
は
、
日
本
の
自
由
律
俳
句
の
俳
人
・
俳
論
家
で
、

自
由
律
俳
句
の
俳
誌
『
層
雲
』
を
主
宰
し
、
放
哉
や
山
頭
火
を
育
て
た
師
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
本
に
出
て
く
る
放
哉
と
山
頭
火
に
関
わ
る
キ
ー
ワ
ー
ド
を
あ
げ
て
み
る
と
、「
孤
独
・
寂
し
さ
」、「
酒
」、

「
漂
泊
・
放
浪
・
遍
路
」、「
乞
食
・
行
乞
」、「
俳
句
」、「
禅
・
仏
教
」、「
人
生
・
苦
し
み
」、「
死
・
自
殺
」、「
母
・
妻
」、

「
庵
」
な
ど
で
、
す
べ
て
自
分
の
生
き
ざ
ま
・
生
き
方
に
関
わ
っ
た
言
葉
で
あ
る
。

　
尾
崎
放
哉
は
鳥
取
県
出
身
、
父
は
鳥
取
地
方
裁
判
所
書
記
。
一
九
〇
二
年
に
上
京
し
て
第
一
高
等
学
校
に
入
学
、

翌
年
一
高
俳
句
会
に
参
加
し
て
一
級
上
級
生
の
荻
原
井
泉
水
に
出
会
う
。
東
京
帝
国
大
学
法
学
部
に
入
る
が
、
癖
の

あ
る
性
格
で
、
学
友
た
ち
と
も
そ
り
が
合
わ
な
か
っ
た
と
い
う
。
在
学
中
に
放
哉
の
号
を
用
い
て
投
句
を
始
め
る
。

卒
業
後
、
東
洋
生
命
保
険
に
就
職
し
、
二
六
歳
の
と
き
、
馨
、
当
時
一
九
歳
と
結
婚
。
大
阪
支
店
次
長
を
務
め
る
な

ど
出
世
コ
ー
ス
を
進
み
、
裕
福
な
生
活
を
送
る
が
、
人
間
関
係
に
悩
み
、
厭
世
の
気
分
を
深
め
て
酒
を
飲
む
と
よ
く

暴
れ
、
周
囲
を
困
ら
せ
た
。
東
京
本
社
帰
任
後
、
酒
癖
の
悪
さ
を
理
由
に
降
格
、
辞
職
に
い
た
る
。
友
人
の
助
け
で

朝
鮮
火
災
海
上
保
険
支
配
人
と
し
て
京
城
に
赴
く
が
、
肋
膜
炎
を
病
み
、
再
び
酒
癖
の
悪
さ
を
理
由
に
免
職
さ
れ
る
。

再
起
を
期
し
て
満
州
に
赴
く
が
、
病
状
の
悪
化
で
大
連
か
ら
長
崎
に
行
き
、
従
弟
宅
に
仮
寓
す
る
。
や
が
て
そ
れ
ま

で
の
生
活
を
捨
て
、
妻
を
置
い
て
ひ
と
り
、
無
所
有
を
信
条
と
す
る
京
都
の
一
燈
園
に
住
ま
い
、
俳
句
三
昧
の
生
活

に
入
る
。
そ
の
後
、
寺
男
で
糊
口
（
こ
こ
う
）
を
し
の
ぎ
な
が
ら
、
最
後
は
小
豆
島
の
庵
寺
で
極
貧
の
中
、
た
だ
ひ
た

す
ら
自
然
と
一
体
と
な
る
安
住
の
日
を
待
ち
な
が
ら
俳
句
を
作
る
人
生
を
送
っ
た
。
周
囲
と
の
ト
ラ
ブ
ル
が
絶
え
な

か
っ
た
が
、
俳
句
仲
間
の
援
助
を
受
け
な
が
ら
、
膨
大
な
数
の
句
を
紡
ぐ
。
季
語
を
含
ま
ず
、
五
・
七
・
五
の
定
型

に
縛
ら
れ
な
い
自
由
律
俳
句
の
代
表
的
俳
人
と
し
て
名
を
な
し
、「
咳
を
し
て
も
一
人
」
な
ど
の
句
で
知
ら
れ
る
。
身
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