
日
本
に
お
い
て
最
も
知
ら
れ
て
い
る
ジ
ャ
ン
・
コ
ク
ト
ー
の
詩
作
品
 
 

を
一
篇
、
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
多
く
の
人
が
お
そ
ら
く
、
「
耳
」
と
題
さ
 
 

れ
た
こ
の
短
詩
を
選
ぶ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
堀
口
大
学
の
訳
詩
集
 
 

『
月
下
の
一
群
』
に
初
め
て
収
め
ら
れ
て
以
降
、
柔
ら
か
な
言
葉
に
よ
っ
 
 

私
の
耳
は
員
の
か
ら
 
 

海
の
響
を
な
つ
か
し
む
 
 

M
O
n
O
数
日
e
e
s
言
n
c
O
q
u
i
〓
a
g
e
 
 

（
1
）
 
 

Q
u
i
a
i
m
e
訂
b
⊇
i
t
d
e
l
a
m
e
r
 
 

詩
人
・
堀
口
大
草
と
ジ
ャ
ン
・
コ
ク
ト
ー
詩
 
 

－
 
コ
ク
ト
ー
・
モ
チ
ー
フ
の
展
開
 
－
 
 

一
員
殻
の
耳
 
 

て
織
り
成
さ
れ
た
こ
の
樫
や
か
な
訳
詩
は
、
次
第
に
人
々
の
間
に
広
ま
 
 

っ
て
行
く
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
訳
者
自
ら
が
「
建
築
術
の
所
謂
せ
 
 

（
3
）
 
 

り
も
ち
の
方
法
で
構
成
さ
れ
た
短
詩
の
賞
嘆
す
べ
き
レ
ユ
シ
ッ
ト
だ
」
 
 

と
語
る
と
お
り
、
読
む
者
の
連
想
が
、
耳
か
ら
員
殻
へ
、
貝
殻
か
ら
梅
 
 

へ
、
海
か
ら
披
の
響
き
へ
、
そ
し
て
響
き
か
ら
も
う
一
度
、
冒
頭
に
戻
 
 

っ
て
耳
へ
と
、
視
覚
と
聴
覚
と
に
よ
っ
て
二
重
三
重
に
支
え
ら
れ
な
が
 
 

ら
つ
な
が
っ
て
行
く
こ
の
詩
は
、
読
者
の
み
な
ら
ず
訳
者
・
堀
口
自
身
 
 

の
心
の
中
に
も
深
く
根
を
下
ろ
す
〓
扁
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
 
 

て
「
耳
」
「
貝
殻
」
「
梅
の
響
」
と
続
く
言
葉
の
鎖
は
、
堀
口
の
次
の
よ
 
 

う
な
詩
の
中
に
生
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 
 

夏
の
思
ひ
出
 
 
 

西
 
川
 
正
 
也
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員
が
ら
の
梅
の
響
の
や
う
に
、
 
 
 

十
六
ミ
リ
の
過
ぎ
た
目
の
仕
草
の
や
う
に
、
 
 
 

私
の
耳
に
、
そ
の
夏
の
声
が
残
り
、
 
 

（
1
）
 
 
 

私
の
瞳
に
、
そ
の
夏
の
身
振
が
残
る
。
 
 

コ
ク
ト
ー
の
「
耳
」
を
記
憶
し
て
い
る
読
者
は
こ
の
詩
の
冒
頭
の
二
 
 

行
を
読
ん
だ
と
き
、
す
ぐ
に
そ
れ
ら
の
詩
句
を
思
い
浮
か
べ
る
に
違
い
 
 

な
い
。
こ
の
一
篇
に
お
い
て
堀
口
は
、
「
見
が
ら
」
「
海
の
響
」
「
私
の
耳
」
 
 

と
、
三
つ
の
語
を
意
識
的
に
続
け
て
並
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
読
者
に
コ
 
 

ク
ト
ー
の
詩
を
想
起
さ
せ
、
自
ら
の
詩
に
一
層
の
奥
行
き
を
与
え
よ
う
 
 

と
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
の
で
あ
る
。
「
員
が
ら
」
は
、
か
つ
て
暮
 
 

ら
し
て
い
た
海
を
想
い
、
そ
の
海
を
い
つ
ま
で
も
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
 
 

十
六
ミ
リ
に
、
過
ぎ
た
日
の
仕
草
が
残
る
や
う
に
、
 
 

私
の
目
の
奥
に
、
そ
の
夏
の
身
振
が
残
っ
て
、
 
 

ヨ
ッ
ト
の
や
う
に
傾
い
た
、
白
い
あ
な
た
が
見
え
、
 
 

行
き
来
す
る
ボ
オ
ル
が
見
え
る
。
 
 

月
が
ら
に
、
梅
の
響
が
残
る
や
う
に
、
 
 

ひ
と
 
 

私
の
耳
の
奥
に
、
彼
女
の
声
が
残
っ
て
、
 
 

ア
ド
ヴ
ア
ン
チ
エ
ジ
と
叫
び
、
 
 

ジ
ュ
ウ
ス
、
ア
ゲ
ン
と
呼
ぷ
。
 
 

ず
に
、
殻
の
中
に
「
海
の
響
」
を
宿
し
続
け
て
い
る
。
「
私
の
耳
」
も
ま
 
 

た
、
と
も
に
夏
の
日
を
過
ご
し
た
人
の
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
ず
、
今
も
な
 
 

ひ
と
 
 

お
そ
の
中
に
「
彼
女
の
声
」
を
残
し
て
い
る
。
「
月
が
ら
」
の
中
の
「
海
 
 

ひ
と
 
 

の
響
」
と
、
「
私
の
耳
」
の
中
の
「
彼
女
の
声
」
。
こ
の
二
つ
の
音
は
そ
 
 

う
し
た
意
味
で
、
と
も
に
過
去
へ
の
追
慕
に
よ
っ
て
彩
ら
れ
た
も
の
で
 
 

あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
コ
ク
ト
ー
の
 
 

「
私
の
耳
は
員
の
か
ら
／
梅
の
響
を
な
つ
か
し
む
」
と
い
う
詩
句
が
重
な
 
 

ひ
と
 
 

る
と
き
、
「
貝
が
ら
」
と
「
私
の
耳
」
と
「
海
の
響
」
と
「
彼
女
の
声
」
 
 

と
は
さ
ら
に
緊
密
に
結
ば
れ
て
、
よ
り
深
い
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
が
生
み
出
 
 

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

も
ち
ろ
ん
堀
口
は
自
分
の
詩
に
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
持
た
せ
る
こ
と
 
 

も
忘
れ
て
は
い
な
い
。
「
員
が
ら
」
と
「
耳
」
と
を
聴
覚
の
連
想
に
よ
っ
 
 

て
結
び
つ
け
た
よ
う
に
、
第
二
連
に
お
い
て
堀
口
は
「
十
六
ミ
リ
」
と
 
 

「
瞳
」
と
を
視
覚
の
連
想
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
 
 

っ
て
、
と
も
に
過
ご
し
た
夏
の
日
が
音
と
映
像
の
両
面
か
ら
追
想
さ
れ
 
 

る
こ
と
に
な
り
、
詩
と
し
て
の
厚
み
は
よ
り
増
す
こ
と
に
な
る
。
 
 

貝
殻
が
そ
の
内
側
に
た
た
え
て
い
る
音
は
、
堀
口
に
と
っ
て
は
多
く
 
 

の
場
合
、
失
わ
れ
た
も
の
に
対
す
る
追
慕
の
響
き
で
あ
っ
た
。
「
夏
の
恩
 
 

ひ
と
 
 

ひ
出
」
の
中
で
、
貝
殻
の
音
を
過
ぎ
去
っ
た
彼
女
の
声
に
結
び
つ
け
た
 
 

堀
口
は
、
次
に
掲
げ
る
「
母
の
声
」
と
題
す
る
詩
の
中
で
は
、
員
殻
の
 
 

響
き
に
亡
き
母
の
声
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
。
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堀
口
の
詩
や
散
文
の
中
に
は
若
く
し
て
世
を
去
っ
た
そ
の
母
朝
が
し
 
 

ば
し
ば
登
場
す
る
。
し
か
も
、
そ
う
し
た
母
を
語
る
際
の
堀
口
の
口
調
 
 

は
、
他
の
詩
篇
の
中
で
の
、
白
分
の
感
情
が
生
の
ま
ま
で
表
に
出
よ
う
 
 

と
す
る
の
を
巧
み
に
覆
い
隠
し
て
し
ま
う
よ
う
な
様
子
と
は
一
変
し
て
、
 
 

き
わ
め
て
感
傷
的
な
も
の
と
な
る
。
こ
の
詩
の
最
終
行
「
母
の
い
ま
は
 
 

の
、
そ
の
声
を
返
へ
せ
」
に
し
て
も
、
堀
口
に
し
て
は
め
ず
ら
し
い
絶
 
 

き  

母
よ
、
 
 

僕
は
尋
ね
る
、
 
 

耳
の
奥
に
残
る
あ
な
た
の
声
を
、
 
 

あ
な
た
が
世
に
在
ら
れ
た
最
後
の
日
、
 
 

幼
い
僕
を
呼
ば
れ
た
で
あ
ら
う
そ
の
最
後
の
声
を
。
 
 

三
半
規
管
よ
、
 
 

耳
の
奥
に
住
む
巻
貝
よ
、
 
 

（
■
b
）
 
 

母
の
い
ま
は
の
、
そ
の
声
を
返
へ
せ
。
 
 

母
の
声
 
 

母
は
四
つ
の
僕
を
残
し
て
世
を
去
っ
た
。
 
 

若
く
美
し
い
母
だ
つ
た
さ
う
で
す
。
 
 

叫
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
 
 
 

し
か
し
、
そ
の
絶
叫
を
支
え
て
い
る
の
が
、
そ
れ
に
先
立
つ
巧
妙
な
 
 

比
喩
表
現
で
あ
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
「
三
半
規
管
」
を
「
巻
 
 

貝
」
に
た
と
え
る
と
い
う
そ
の
比
喩
は
、
詩
句
が
感
情
だ
け
に
流
さ
れ
 
 

る
の
を
抑
え
、
詩
全
体
を
引
き
締
ま
っ
た
も
の
に
す
る
の
に
役
立
っ
て
 
 

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
三
半
規
管
」
と
「
巻
貝
」
と
の
比
職
の
関
係
 
 

は
、
外
見
上
の
形
の
類
似
と
い
う
視
覚
上
の
面
と
、
と
も
に
音
を
宿
す
 
 

も
の
で
あ
る
と
い
う
聴
覚
の
面
と
の
両
方
で
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
 
 

点
で
、
こ
れ
ま
で
の
「
耳
」
と
「
貝
殻
」
の
比
喩
の
流
れ
を
汲
む
も
の
 
 

で
あ
る
が
、
ま
た
「
耳
」
を
「
三
半
規
管
」
に
置
き
か
え
、
そ
れ
に
し
 
 

た
が
っ
て
「
貝
殻
」
を
「
巻
貝
」
に
書
き
か
え
る
と
い
う
の
は
さ
ら
に
 
 

一
歩
進
ん
だ
発
想
の
展
開
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
堀
口
の
創
意
の
跡
が
 
 

う
か
が
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
、
こ
れ
ま
で
の
「
貝
殻
」
 
 

が
耳
の
外
側
に
あ
っ
て
追
憶
の
響
き
を
伝
え
る
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
 
 

し
、
今
度
の
「
巻
貝
」
は
耳
の
中
に
あ
る
「
三
半
規
管
」
そ
の
も
の
な
 
 

の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
反
響
す
る
追
慕
の
響
き
が
こ
れ
ま
で
よ
り
ず
 
 

っ
と
強
い
も
の
に
変
わ
っ
て
い
る
の
も
当
然
か
も
し
れ
な
い
。
貝
殻
を
 
 

扱
っ
た
堀
口
の
い
く
つ
か
の
詩
の
中
に
あ
っ
て
、
こ
れ
は
間
違
い
な
く
 
 

「
絶
唱
」
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
 
 

コ
ク
ト
ー
の
詩
集
『
喜
望
峰
訂
C
a
p
d
e
B
O
n
n
e
・
評
p
野
a
n
c
e
（
一
九
一
 
 

九
）
』
の
中
に
も
次
の
よ
う
な
〓
即
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
貝
殻
か
ら
聞
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こ
え
て
く
る
音
に
つ
い
て
、
こ
ん
な
ふ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
 
 

日
】
は
 
 

水
晶
の
文
鎮
に
 
 

耳
が
貝
殻
に
 
 

遺
伝
の
ざ
わ
め
き
を
聴
く
よ
う
に
 
 

沈
黙
の
 
回
転
木
馬
を
 
 

見
る
 
 

く
○
－
t
 
 

】
〉
O
e
ニ
 
 

C
O
邑
謁
u
n
P
詔
S
S
？
p
a
p
i
e
乙
e
c
計
t
a
l
 
 

l
e
e
a
ヨ
u
S
e
l
 
d
e
s
s
i
l
e
n
c
e
s
 
 
 

C
O
m
m
e
－
〉
O
r
e
i
－
訂
紆
O
u
訂
a
u
c
O
q
u
≡
a
g
e
 
 

亡
ロ
e
2
m
e
u
r
h
恥
孔
d
i
｛
a
i
記
 
 

（
6
）
 
 

「
耳
」
を
収
め
た
訳
詩
集
『
月
下
の
一
群
』
に
は
ま
た
「
手
風
琴
」
と
 
 

題
す
る
コ
ク
ト
ー
の
詩
が
収
録
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
手
風
琴
（
ア
コ
ー
 
 

デ
ィ
・
オ
ン
）
に
サ
い
て
書
か
れ
た
詩
が
コ
ク
ト
ー
に
は
も
う
一
篇
あ
る
。
 
 

「
海
よ
、
僕
ら
の
使
ふ
文
字
で
は
、
お
前
の
申
に
母
が
ゐ
る
。
そ
し
て
母
 
 

（
7
）
 

よ
、
彿
蘭
西
人
の
言
葉
で
は
、
あ
な
た
の
中
に
海
が
あ
る
。
」
と
歌
っ
 
 

た
の
は
三
好
達
治
で
あ
る
が
、
堀
口
と
コ
ク
ト
ー
と
い
う
二
人
の
詩
人
 
 

の
中
で
は
、
「
海
」
の
響
き
を
宿
し
た
「
員
が
ら
」
も
ま
た
「
母
な
る
も
 
 

の
」
に
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
 
 

G
e
n
O
亡
X
 
 

h
a
 
t
u
t
e
キ
a
ぎ
e
s
 
 

s
e
c
 
 

s
O
u
ヨ
a
已
 
 

n
a
g
e
a
n
t
 
 

a
c
c
O
r
d
m
O
n
 
S
i
r
Ⅳ
n
e
 
 

a
u
x
ヨ
許
h
O
i
r
e
s
d
〉
a
r
g
e
邑
 
 

膝
の
上
 
 
 

二
 
手
風
琴
と
人
魚
 
 

あ
あ
 
お
前
は
 
這
い
ま
わ
る
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一
読
し
て
わ
か
る
と
お
り
、
こ
れ
は
、
膝
の
上
で
伸
び
縮
み
す
る
「
手
 
 

風
琴
」
を
「
人
魚
」
に
た
と
え
た
詩
篇
で
あ
る
。
「
手
風
琴
」
と
い
う
楽
 
 

器
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
詩
は
、
用
い
ら
れ
て
い
る
言
 
 

葉
（
「
G
e
ヨ
O
u
X
J
 
r
t
u
t
e
t
r
a
ぎ
e
s
J
r
s
O
u
∋
a
n
t
J
「
∋
a
駒
e
a
n
t
J
r
s
i
み
n
e
」
）
の
 
 

艶
め
か
し
さ
と
、
切
れ
切
れ
に
配
列
さ
れ
た
単
語
の
視
覚
上
、
音
声
上
 
 

の
効
果
に
よ
っ
て
、
全
体
が
官
能
の
色
合
い
に
濃
く
染
め
上
げ
ら
れ
て
 
 

い
る
。
こ
う
し
た
色
彩
は
、
こ
の
作
品
の
収
め
ら
れ
て
い
る
詩
集
『
港
 
 

町
評
c
a
l
e
s
（
一
九
二
〇
）
』
の
詩
篇
全
体
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
 
 

の
詩
の
中
で
は
そ
れ
が
「
h
a
あ
あ
」
と
い
う
手
風
琴
の
吐
息
の
音
に
よ
 
 

っ
て
最
も
端
的
に
表
さ
れ
て
い
る
。
（
な
お
本
文
最
終
行
の
「
ヨ
許
h
O
i
記
S
 
 

d
－
a
品
e
已
銀
の
あ
ご
」
と
は
、
手
風
琴
の
四
隅
に
取
り
付
け
ら
れ
た
銀
色
 
 

の
金
具
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
）
堀
口
は
こ
の
詩
を
取
り
上
げ
て
、
「
総
 
 

じ
て
コ
ク
ト
ー
の
詩
の
捕
え
方
は
視
覚
的
な
の
が
特
徴
、
こ
の
詩
に
あ
 
 

っ
て
も
、
膝
の
上
で
指
に
も
て
あ
そ
ば
れ
、
音
を
あ
げ
て
い
る
『
人
魚
』
 
 

と
手
風
琴
の
視
覚
的
相
似
性
は
お
び
た
だ
し
い
。
そ
の
双
方
が
、
男
の
 
 

膝
の
上
で
、
指
先
の
魔
法
に
し
び
れ
て
大
儀
げ
に
の
た
う
ち
ま
わ
り
、
泳
 
 
 

人
魚
 
 乾

き
き
っ
て
 
 

息
を
切
ら
し
 
 

泳
ぐ
 
 

ア
コ
ー
デ
ィ
オ
ン
よ
 
 

銀
色
の
 
あ
ご
を
光
ら
せ
て
 
 

こ
の
コ
ク
ト
ー
の
詩
は
「
手
風
琴
」
を
「
人
魚
」
に
見
立
て
た
も
の
 
 

で
あ
る
が
、
そ
れ
が
堀
口
の
詩
に
な
る
と
、
か
わ
っ
て
「
人
魚
」
の
方
 
 

が
「
手
風
琴
」
に
見
立
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 
 

（
9
）
 
い
だ
り
、
息
を
切
ら
し
た
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
と
語
っ
て
い
る
が
、
 
 

「
人
魚
（
す
な
わ
ち
女
性
）
」
と
「
手
風
琴
」
の
類
似
性
が
視
覚
的
な
面
 
 

に
限
ら
ず
、
聴
覚
、
触
覚
の
面
に
ま
で
及
ん
で
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
 
 

も
な
い
。
 
 

も
つ
と
手
風
琴
を
鳴
ら
し
て
よ
！
 
 

手
風
琴
 
又
 
 
 

身
も
が
い
た
り
 
 

息
も
た
え
だ
え
な
 
 

そ
し
て
鳴
り
高
い
 
 

わ
た
し
は
手
風
琴
な
の
よ
 
 
 

あ
な
た
の
膝
に
だ
か
れ
て
 
 

あ
な
た
の
指
に
輝
か
れ
て
 
 

の
び
た
り
 
ち
ぢ
ん
だ
り
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詩
全
体
が
髄
し
出
す
官
能
性
、
暗
示
的
な
詩
句
に
よ
っ
て
行
を
切
っ
 
 

て
い
く
方
法
、
そ
し
て
用
語
（
「
膝
に
だ
か
れ
て
・
G
e
n
O
u
X
J
「
身
も
が
 
 

い
た
り
ニ
u
t
e
t
邑
n
e
s
・
n
a
g
e
a
n
t
J
「
息
も
た
え
だ
え
な
・
S
O
u
ヨ
a
邑
」
）
 
 

な
ど
の
点
か
ら
見
て
も
、
こ
の
詩
に
は
コ
ク
ト
ー
の
詩
の
強
い
影
響
の
 
 

跡
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
コ
ク
ト
ー
の
詩
に
堀
口
自
身
が
つ
け
 
 

た
訳
を
見
る
と
、
そ
の
類
似
性
は
さ
ら
に
は
っ
き
り
す
る
こ
と
に
な
る
 
 

だ
ろ
う
。
 
 

お
前
は
ひ
か
ら
び
て
 
 

大
儀
げ
に
の
た
う
ち
ま
わ
る
 
 

泳
い
だ
り
 
 
 

あ
あ
 
 

ゐ
ぎ
と
 
銀
の
艦
の
 
 

人
魚
 
 

手
風
琴
よ
 
 
 

膝
の
上
 
 

息
を
き
ら
し
た
り
 
 

も
つ
と
手
風
琴
を
鳴
ら
し
て
よ
！
 
 

（
‖
）
 
 

（
川
）
 
 

「
お
前
は
ひ
か
ら
び
て
／
大
儀
げ
に
の
た
う
ち
ま
わ
る
／
泳
い
だ
り
／
息
 
 

を
き
ら
し
た
り
」
と
い
う
一
節
な
ど
は
、
「
お
前
」
と
「
わ
た
し
」
を
入
 
 

れ
か
え
る
だ
け
で
、
す
ぐ
に
堀
口
の
「
身
も
が
い
た
り
／
息
も
た
え
だ
 
 

え
な
／
そ
し
て
咽
り
高
い
／
わ
た
し
は
手
風
琴
な
の
よ
」
と
い
う
一
節
 
 

に
変
わ
っ
て
し
ま
い
そ
う
に
さ
え
思
わ
れ
る
。
膝
の
上
で
伸
び
縮
み
し
、
 
 

苦
し
げ
に
息
を
吐
き
出
す
「
手
風
琴
」
と
「
人
魚
」
。
コ
ク
ト
ー
の
詩
と
 
 

堀
口
の
詩
で
は
比
喩
の
方
向
が
逆
で
あ
る
と
は
い
え
、
艶
や
か
な
そ
の
 
 

比
喩
の
方
法
は
ま
さ
に
同
工
異
曲
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
 
 

コ
ク
ト
ー
は
先
の
詩
の
中
で
、
官
能
的
な
女
性
の
姿
態
を
想
像
さ
せ
 
 

る
の
に
「
水
か
ら
上
が
っ
た
訂
e
c
J
「
人
魚
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
 
 

た
が
、
堀
口
も
ま
た
シ
ー
ツ
の
海
に
横
た
わ
る
女
性
を
「
人
魚
」
に
た
 
 

と
え
て
、
こ
ん
な
詩
を
書
い
て
い
る
。
 
 

溺
死
 
 

な
み
ま
 
 

ダ
ン
テ
ル
の
シ
イ
ツ
の
波
間
に
ゆ
れ
な
が
ら
 
 

や
さ
し
い
声
で
歌
ひ
出
す
 
 

ひ
や
 
 

海
水
浴
の
日
焦
け
よ
り
白
粉
や
け
の
し
た
人
魚
 
 

あ
な
た
の
歌
に
き
き
ほ
れ
て
 
 

大
の
男
が
観
れ
死
ぬ
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お
し
ろ
い
 
 

こ
の
堀
口
の
詩
の
中
で
描
か
れ
て
い
る
「
人
魚
」
と
は
、
「
白
粉
や
け
の
 
 

し
た
」
女
性
、
す
な
わ
ち
娼
婦
の
こ
と
で
あ
る
。
「
人
魚
」
が
魅
惑
的
な
 
 

女
性
の
比
喩
と
し
て
用
い
ら
れ
る
例
は
そ
れ
ほ
ど
め
ず
ら
し
い
も
の
で
 
 

は
な
い
が
、
そ
れ
が
娼
婦
、
し
か
も
男
を
「
砂
い
水
」
で
「
溺
れ
」
さ
 
 

せ
る
と
い
う
か
な
り
露
骨
な
表
現
を
用
い
て
描
か
れ
る
娼
婦
と
な
る
と
、
 
 

や
は
り
コ
ク
ト
ー
の
『
港
町
』
の
中
の
次
の
詩
を
思
い
出
さ
ざ
る
を
得
 
 

な
く
な
る
。
 
 

こ
れ
ら
の
詩
に
つ
い
て
の
詳
し
い
評
釈
は
他
の
機
会
に
譲
る
と
し
て
、
 
 

シ
レ
ー
ヌ
 
 

こ
こ
で
は
さ
ら
に
、
「
娼
婦
」
を
「
人
魚
」
に
た
と
え
た
別
の
コ
ク
ト
ー
 
 

の
詩
へ
と
進
ん
で
行
く
こ
と
に
し
よ
う
。
 
 

す
く
な
 
 

砂
い
水
の
海
の
底
 
 

淡
水
で
あ
そ
ぷ
人
魚
た
ち
 
 

君
ら
は
水
夫
を
 
 

見
習
い
水
夫
を
ひ
き
よ
せ
る
 
 

く
O
i
c
i
訂
s
c
O
ヨ
p
a
g
n
O
n
S
d
．
U
マ
s
s
e
 
 

コ
ル
ク
の
栓
も
浮
き
か
ね
る
 
 

人
魚
 
 

（
1
2
）
 
 

（
堀
口
大
学
訳
）
 
 

ユ
リ
シ
ー
ズ
 
（
オ
デ
ュ
ツ
セ
ウ
ス
）
が
、
自
ら
の
身
体
を
帆
柱
に
縛
り
 
 

つ
け
、
仲
間
た
ち
の
耳
を
蝋
で
ふ
さ
い
で
、
セ
イ
レ
ー
ネ
ス
 
（
フ
ラ
ン
 
 

ス
語
の
「
S
i
識
n
e
」
は
も
ち
ろ
ん
「
人
魚
」
の
意
に
も
な
る
）
の
誘
惑
の
 
 

歌
声
を
振
り
払
っ
て
航
海
を
続
け
た
と
い
う
物
語
は
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
 
 

ア
』
に
よ
っ
て
有
名
で
あ
る
が
、
コ
ク
ト
ー
の
詩
が
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
 
 

書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
詩
の
中
の
「
ユ
 
 

リ
シ
ー
ズ
の
仲
間
た
ち
訂
s
c
O
m
p
a
g
n
O
n
S
d
と
l
y
s
s
e
」
と
は
「
船
乗
り
」
 
 

の
こ
と
で
あ
り
、
「
哀
れ
な
セ
イ
レ
ー
ネ
ス
た
ち
p
a
u
く
r
e
S
S
i
識
n
e
s
」
と
 
 

は
、
港
に
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
船
乗
り
連
を
誘
惑
す
る
「
娼
婦
」
の
こ
 
 

と
を
指
し
て
い
る
。
ま
た
「
シ
フ
イ
リ
ス
の
悲
し
み
」
と
い
う
表
現
の
 
 

「
シ
フ
イ
リ
ス
s
i
p
h
i
l
i
s
」
と
は
、
「
梅
毒
s
y
p
h
i
－
i
s
」
の
意
で
あ
る
と
同
時
 
 

に
、
ユ
リ
シ
ー
ズ
が
か
つ
て
航
海
し
た
ギ
リ
シ
ャ
風
の
島
の
名
前
を
思
 
 

わ
せ
る
語
で
も
あ
 
 

p
昂
n
e
Z
習
a
e
p
a
u
く
記
S
S
i
r
Ⅳ
n
e
s
 
 

i
l
s
r
a
p
p
O
ユ
e
n
t
d
e
s
m
e
⊇
－
O
i
已
a
5
．
e
S
 
 

へ
1
・
l
）
 
 

d
e
s
t
計
t
e
s
s
e
s
d
e
s
s
i
p
h
i
ニ
s
 
 

ユ
リ
シ
ー
ズ
の
仲
間
た
ち
が
や
っ
て
来
る
 
 

気
を
つ
け
ろ
 
哀
れ
な
セ
イ
レ
ー
ネ
ス
た
ち
よ
 
 

彼
ら
は
彼
方
の
梅
か
ら
 
 

シ
フ
イ
リ
ス
の
悲
し
み
を
持
っ
て
来
る
の
だ
 
 

36   



堀
口
の
詩
に
も
ユ
リ
シ
ー
ズ
と
人
魚
と
を
歌
っ
た
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
 
 

れ
は
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。
 
 

人
魚
よ
 
 

梅
は
碧
い
 
 

海
風
は
涼
し
い
 
 

カ
ブ
レ
の
島
が
見
え
る
 
 

ユ
リ
ウ
ス
の
や
う
に
 
 

私
は
お
そ
れ
な
い
ぞ
 
 

お
前
た
ち
の
歌
を
 
 

ひ
し
が
う
し
 
 

銀
と
育
と
の
菱
格
子
の
 
 

猿
股
を
は
い
た
 
 

魚
の
女
た
ち
よ
 
 

歌
っ
て
く
れ
 
 

も
つ
と
近
く
へ
来
て
 
 

巻
貝
の
メ
ガ
フ
ォ
ン
を
と
つ
て
 
 

人
魚
 
 

個
々
の
表
現
が
そ
れ
は
ど
コ
ク
ト
1
の
詩
に
似
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
 
 

は
な
い
が
、
男
と
娼
婦
と
の
関
係
を
「
ユ
リ
ウ
ス
（
ユ
リ
シ
ー
ズ
）
」
と
 
 

「
人
魚
」
に
見
立
て
た
設
定
は
、
や
は
り
コ
ク
ト
ー
に
借
り
た
も
の
と
言
 
 

え
る
だ
ろ
う
。
堀
口
が
コ
ク
ト
ー
の
「
ユ
リ
シ
ー
ズ
の
仲
間
た
ち
が
‥
・
」
 
 

の
詩
を
じ
っ
く
り
と
読
み
こ
ん
で
い
た
こ
と
は
、
堀
口
自
身
が
そ
の
詩
 
 

V
馳
乃
 
 

に
つ
け
た
詳
し
い
註
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
し
、
こ
の
詩
を
収
め
た
 
 

詩
集
『
砂
の
枕
』
が
出
版
さ
れ
た
時
期
は
、
堀
口
が
コ
ク
ト
ー
の
『
港
 
 

町
』
か
ら
の
翻
訳
を
盛
ん
に
雑
誌
に
発
表
し
て
い
た
時
期
と
重
な
っ
て
 
 

も
い
る
。
（
な
お
、
堀
口
の
詩
の
中
に
出
て
く
る
「
人
魚
」
た
ち
が
「
娯
 
 

婦
」
を
指
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
は
、
「
銀
と
育
と
の
菱
格
子
の
猿
 
 

股
」
と
い
う
そ
の
衣
装
に
よ
っ
て
も
推
察
さ
れ
得
る
だ
ろ
う
し
、
ま
た
 
 

何
よ
り
も
「
女
た
ち
」
と
複
数
形
で
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
 
 

っ
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
蛇
足
な
が
ら
「
銀
と
育
と
の
菱
格
子
」
と
題
、
 
 

も
ち
ろ
ん
人
魚
の
下
半
身
の
色
と
模
様
を
思
わ
せ
る
表
現
で
あ
る
。
）
 
 

本
稿
で
は
、
す
で
に
第
一
項
に
お
い
て
「
耳
」
と
結
び
つ
い
た
「
員
」
 
 

に
つ
い
て
は
論
じ
た
が
、
堀
口
に
と
っ
て
「
員
」
は
、
ま
た
別
の
感
覚
 
 

暗
礁
の
方
へ
 
 

あ
あ
 
暗
礁
の
方
へ
 
 

そ
し
て
私
を
誘
っ
て
く
れ
 
 

（
川
）
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を
呼
び
覚
ま
す
も
の
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
こ
こ
で
は
付
け
加
え
て
お
か
 
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
「
人
魚
」
の
詩
の
 
 

第
四
連
「
歌
っ
て
く
れ
／
も
つ
と
近
く
へ
来
て
／
巻
貝
の
メ
ガ
フ
ォ
ン
 
 

を
と
つ
て
」
の
申
の
「
巻
貝
」
が
そ
う
し
た
員
の
例
で
あ
り
、
極
度
に
 
 

エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
意
味
が
こ
の
「
巻
貝
」
に
は
与
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
 
 

だ
が
、
堀
口
は
こ
の
よ
う
な
「
貝
殻
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
」
を
こ
と
の
 
 

ほ
か
愛
し
た
と
見
え
て
、
そ
う
し
た
詩
を
ほ
か
に
い
く
つ
も
作
っ
て
い
 
 

る
。
 
 

「
員
」
に
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
感
じ
取
る
の
は
堀
口
に
限
っ
た
こ
と
 
 

で
は
な
く
、
コ
ク
ト
ー
を
含
む
フ
ラ
ン
ス
の
詩
の
中
に
も
そ
の
よ
う
な
 
 

（
1
9
）
 
 

例
は
数
多
く
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
う
し
た
貝
殻
の
エ
ロ
テ
 
 

ィ
シ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
堀
口
自
身
が
「
饗
宴
に
エ
ロ
ス
を
招
い
て
」
と
 
 

題
す
る
文
章
の
中
で
熱
心
に
語
っ
て
い
る
の
で
、
ど
う
か
そ
ち
ら
を
参
 
 

砂
浜
に
唇
あ
て
て
 
 

員
が
ら
を
た
づ
ね
る
あ
そ
び
 
 

海
の
匂
ひ
が
し
て
 
 

潮
み
づ
の
味
が
し
て
 
 

あ
そ
び
 
 

（
1
8
）
 
 

ま
た
、
次
に
掲
げ
る
員
は
「
貝
殻
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
」
を
歌
っ
た
 
 

も
の
で
は
な
い
が
、
や
は
り
そ
の
中
に
コ
ク
ト
ー
の
表
現
の
強
い
影
響
 
 

を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
 
 

Ⅴ
榔
凸
 
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
 
 

こ
れ
は
明
ら
か
に
、
コ
ク
ト
ー
の
詩
「
バ
ッ
ト
リ
イ
B
a
t
t
r
i
e
」
の
〓
即
 
 

内
は
真
珠
母
 
 

外
は
殻
 
 

あ
わ
び
の
員
の
 
 

内
と
外
 
 

真
珠
母
は
外
 
 

り
Ⅷ
円
 
内
は
殻
 
 
 

あ
べ
こ
べ
よ
 
 

人
ご
こ
ろ
 
 

あ
わ
び
 
 

ー
／
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こ
の
私
は
内
が
黒
く
 
外
が
 
 
 

薔
薇
色
だ
、
ど
う
か
入
れ
か
え
て
く
れ
 
 

に
お
け
る
「
黒
人
n
Ⅳ
g
r
e
」
を
「
あ
わ
び
」
に
置
き
か
え
た
も
の
で
あ
る
。
 
 

堀
口
に
と
っ
て
「
バ
ッ
ト
リ
イ
」
は
、
自
身
が
編
ん
だ
す
べ
て
の
コ
ク
 
 

ト
ー
 訳
詩
集
に
収
め
た
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
都
度
、
改
訳
さ
え
加
え
 
 

て
い
っ
た
思
い
入
れ
の
深
い
詩
篇
で
あ
っ
た
が
、
そ
う
し
た
な
じ
み
の
 
 

深
い
作
品
の
こ
と
を
忘
れ
て
堀
口
が
独
自
に
詩
を
作
っ
た
と
考
え
る
の
 
 

は
、
や
は
り
不
自
然
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
 
 

堀
口
は
あ
る
対
談
の
中
で
、
訳
詩
と
自
分
の
詩
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
 
 

ら
が
相
互
に
影
響
し
あ
っ
た
こ
と
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
語
っ
て
い
 
 

（
2
3
）
 
 

る
。
確
か
に
、
創
作
の
何
倍
に
も
及
ぶ
量
の
訳
詩
を
残
し
た
堀
口
に
し
 
 

M
O
こ
e
s
u
i
s
n
O
i
r
d
e
d
a
n
s
e
t
r
O
S
e
 
 

】
櫛
爪
 
 

d
e
h
O
眉
f
a
i
s
－
a
m
訟
a
m
O
扁
h
O
S
e
 
 

歯
を
光
ら
せ
た
黒
人
ほ
 
 

外
が
黒
く
、
内
が
薔
薇
色
だ
 
 

訂
n
厨
r
e
d
O
已
b
註
－
e
已
l
e
s
d
e
n
t
s
 
 

e
s
t
n
O
i
r
d
e
h
O
遜
）
r
O
S
e
d
e
d
a
ヨ
S
 
 

て
は
、
そ
う
し
た
訳
詩
の
影
響
が
直
接
、
自
身
の
詩
作
品
の
中
に
表
れ
 
 

る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
か
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
（
実
際
、
 
 

死
や
眠
り
、
あ
る
い
は
天
使
と
い
っ
た
コ
ク
ト
ー
に
と
っ
て
重
要
な
モ
 
 

チ
ー
フ
が
堀
口
自
身
の
詩
の
中
に
現
わ
れ
た
こ
と
は
ば
と
ん
ど
な
か
っ
 
 

た
と
言
っ
て
良
い
。
）
し
か
し
「
訳
詩
と
創
作
詩
と
が
影
響
を
与
え
合
う
 
 

こ
と
は
な
か
っ
た
」
と
語
る
こ
う
し
た
堀
口
自
身
の
言
葉
に
も
か
か
わ
 
 

ら
ず
、
堀
口
の
詩
行
の
上
に
コ
ク
ト
ー
の
切
り
口
鮮
や
か
な
詩
句
が
不
 
 

意
に
に
じ
み
出
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
コ
ク
ト
ー
が
時
折
り
書
い
て
み
 
 

せ
た
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
詩
篇
に
モ
チ
ー
フ
を
求
め
な
が
ら
、
堀
口
が
自
 
 

分
の
詩
を
入
念
に
練
り
上
げ
て
行
っ
た
り
し
た
さ
ま
は
本
稿
の
中
で
こ
 
 

れ
ま
で
に
見
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
 
 

た
も
の
が
そ
う
し
た
例
の
す
べ
て
で
は
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
 
 

こ
の
ほ
か
に
も
、
細
か
な
言
葉
の
用
い
方
や
、
あ
る
い
は
詩
の
題
を
コ
 
 

ク
ト
ー
の
詩
に
借
り
た
と
思
わ
れ
る
も
の
な
ど
、
様
々
な
場
合
を
挙
げ
 
 

る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
す
べ
て
を
挙
げ
て
リ
ス
 
 

ト
を
作
る
こ
と
が
本
稿
の
目
的
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
コ
ク
ト
I
の
 
 

詩
の
ど
の
よ
う
な
モ
チ
ー
フ
が
堀
口
の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
そ
れ
が
 
 

ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
行
っ
た
の
か
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
堀
 
 

口
大
学
に
お
け
る
ジ
ャ
ン
・
コ
ク
ト
ー
と
い
う
問
題
の
一
つ
の
側
面
が
 
 

少
し
で
も
照
ら
し
出
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
し
て
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
考
 
 

察
の
向
こ
う
側
に
、
絡
み
合
う
言
葉
の
遊
び
や
、
詩
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
 
 

ム
に
こ
だ
わ
っ
た
詩
人
と
し
て
の
堀
口
大
学
の
姿
が
い
く
ら
か
で
も
浮
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か
び
上
が
っ
て
き
た
な
ら
ば
、
本
稿
の
目
的
は
十
分
に
果
た
さ
れ
た
こ
 
 

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
 
 

（
1
）
 
J
e
a
n
C
O
C
t
e
a
u
…
P
O
貧
窮
－
竺
コ
ー
ー
㊥
N
O
】
巴
i
き
っ
S
d
e
－
a
S
i
r
肘
n
e
J
u
N
〇
一
 
 

p
．
い
↓
．
 
 

（
2
）
『
堀
口
大
挙
全
集
』
、
小
澤
書
店
、
昭
和
五
十
六
～
六
十
三
年
、
第
二
巻
、
 
 
 

五
一
恵
。
『
月
下
の
一
群
』
初
版
は
、
大
正
十
四
年
九
月
。
 
 

（
3
）
 
同
、
第
六
巻
、
七
三
頁
。
な
お
、
「
せ
り
も
ち
式
」
の
構
成
と
は
、
中
 
 
 

心
と
な
る
柱
を
使
わ
ず
に
、
素
材
同
志
が
お
互
い
に
支
え
合
う
こ
と
に
よ
 
 

っ
て
堅
固
な
建
築
物
を
構
成
す
る
方
法
を
指
す
。
コ
ク
ト
ー
の
「
耳
」
と
 
 

い
う
作
品
は
、
言
真
の
重
な
り
合
い
の
み
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
 
 

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
詩
と
し
て
の
優
れ
た
完
成
度
を
持
つ
に
到
っ
て
い
 
 

る
と
い
う
こ
と
を
堀
口
は
述
べ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
 
 

（
4
）
 
同
、
第
一
巻
、
一
七
六
頁
。
こ
の
作
品
の
収
め
ら
れ
た
詩
集
『
人
間
の
 
 
 

歌
』
は
、
そ
れ
に
先
立
つ
約
二
十
年
の
間
に
書
き
た
め
ら
れ
た
詩
篇
を
収
 
 

録
し
て
昭
和
二
十
二
年
に
出
版
さ
れ
た
。
 
 

（
5
）
 
同
、
第
一
巻
、
一
七
一
恵
。
同
じ
く
『
人
間
の
歌
』
所
収
。
 
 

（
6
）
 
C
O
C
t
e
a
u
‥
「
e
C
a
p
d
e
B
O
⊃
n
e
・
野
p
賢
a
コ
C
e
（
日
u
v
r
e
s
c
O
∋
p
－
翠
訳
d
e
J
e
a
コ
 
 

C
O
C
訂
a
u
－
M
a
r
g
u
e
r
a
t
〉
G
e
n
ぎ
e
」
窒
」
〉
 
t
．
U
】
マ
N
い
）
 
 

（
7
）
 
三
好
達
治
『
測
量
船
』
「
郷
愁
」
（
『
現
代
日
本
詩
人
全
集
』
、
創
元
杜
、
 
 

昭
和
二
十
八
年
、
第
十
一
巻
、
二
十
八
頁
）
。
 
 

（
8
）
 
C
O
C
t
e
a
u
‥
評
c
a
－
灰
．
監
i
t
i
O
コ
S
 
d
e
l
a
S
i
r
〝
コ
e
」
や
Z
？
 
（
た
だ
し
筆
者
は
 
 

『
堀
口
大
学
全
集
』
、
第
四
巻
、
五
六
九
頁
、
「
仏
蘭
西
現
代
詩
の
読
み
方
」
 
 

収
録
の
フ
ラ
ン
ス
語
原
詩
を
参
照
し
た
。
）
 
 

（
9
）
 
『
堀
口
大
挙
全
集
』
、
第
六
巻
、
六
五
三
頁
。
 
 

（
1
0
）
 
同
、
第
一
巻
、
四
九
八
頁
。
昭
和
九
年
出
版
の
詩
集
『
ヴ
エ
ニ
ュ
ス
生
 
 

誕
』
に
収
録
。
 
 

（
1
1
）
 
同
、
第
六
巻
、
六
五
三
頁
。
 
 

（
1
2
）
 
同
、
第
一
巻
、
五
〇
〇
頁
。
同
じ
く
『
ヴ
ュ
ニ
ュ
ス
生
誕
』
に
収
録
。
 
 

（
1
3
）
 
『
ジ
ャ
ン
・
コ
ク
ト
ー
全
集
』
、
東
京
創
元
社
、
昭
和
五
十
五
～
六
十
二
 
 

年
、
第
一
巻
、
二
五
五
頁
。
こ
の
作
品
は
コ
ク
ト
I
の
詩
集
『
港
町
』
の
 
 

中
の
二
肩
で
あ
る
が
、
こ
の
詩
集
が
限
定
出
版
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
そ
 
 

の
後
、
全
集
を
含
む
い
か
な
る
コ
ク
ト
ー
の
作
品
集
に
も
再
録
さ
れ
な
か
 
 

っ
た
こ
と
の
二
点
の
理
由
に
よ
っ
て
、
原
典
に
は
直
接
あ
た
る
こ
と
が
で
 
 

き
な
か
っ
た
。
 
 

（
1
4
）
 
C
O
C
t
e
a
u
‥
評
c
a
－
袋
．
（
た
だ
し
『
堀
口
大
学
全
集
』
、
第
四
巻
、
五
六
 
 

〇
頁
、
「
仏
蘭
西
現
代
詩
の
読
み
方
」
よ
り
引
用
。
）
 
 

（
1
5
）
 
同
、
堀
口
大
挙
に
よ
る
解
説
参
照
。
 
 

（
1
6
）
 
同
、
第
一
巻
、
一
三
四
頁
。
こ
の
作
品
を
収
め
た
『
砂
の
枕
』
が
出
版
 
 

さ
れ
た
の
は
大
正
十
五
年
。
 
 

（
1
7
）
 
同
、
第
六
巻
、
五
六
〇
頁
、
参
照
。
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死
人
ほ
ど
少
年
水
夫
は
蒼
ざ
め
る
 
 
 

今
度
は
彼
の
処
女
航
海
 
 
 

彼
は
感
じ
る
 
 

不
思
議
な
貝
が
 
 

下
か
ら
 
 

自
分
を
呑
み
こ
ん
で
 
ど
う
や
ら
自
分
を
噛
ん
で
る
と
 
 

（
r
ジ
ャ
ン
・
コ
ク
ト
ー
全
集
』
、
第
一
巻
、
二
六
三
頁
）
 
 

（
2
D
）
 
「
堀
口
大
学
全
集
」
、
第
六
巻
、
三
五
二
頁
。
 
 

（
2
1
）
 
同
、
第
一
巻
、
四
五
二
頁
。
昭
和
五
十
三
年
『
消
え
が
て
の
虹
』
に
収
 
 

録
。
 
 

（
2
2
）
 
C
O
C
t
e
a
u
‥
P
O
賢
訳
－
空
」
T
－
叢
〇
一
〇
p
．
C
F
も
．
N
い
〉
V
、
T
岩
．
 
 

（
2
3
）
 
『
堀
口
大
学
全
集
』
、
第
八
巻
、
五
六
一
頁
。
 
 

（
1
8
）
 
同
、
第
一
巻
、
四
九
九
貢
。
「
ヴ
エ
ニ
ュ
ス
生
誕
一
所
収
。
 
 

（
1
9
）
 
コ
ク
ト
ー
に
は
例
え
ば
次
の
よ
う
な
一
篇
が
あ
る
。
 
 

少
年
水
夫
 
（
堀
口
訳
）
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