
の

詩

国

木

田

独

歩
及
び
・
そ

の 的

内

容
詩

風

と

形

式

序

国
木
田
独
歩
は
、
一
二
十
八
年
の
短
い
生
涯
に
お
い
て
、
常
に
大
き

な
野
心
を
い
だ
き
、
理
想
と
大
責
任
と
を
忘
る
L
事
な
く
」
過
ご
す

事
で
、
自
ら
の
疑
問
に
打
ち
勝
と
う
と
し
て
き
た
人
で
あ
る
。
作
家

と
し
て
の
独
歩
を
知
る
人
は
多
い
。
し
か
し
、
詩
人
と
し
て
の
独
歩

は
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
独
歩
の
詩
、
八
十
七
篇
を
中

心
に
種
々
の
角
度
か
ら
な
が
め
、
独
歩
の
詩
風
、
作
風
が
ど
う
い
う

も
の
で
あ
る
か
、
内
容
の
上
、
形
式
の
上
、
の
両
面
か
ら
明
ら
か
に
す

る
も
の
で
あ
る
。
彼
の
文
学
が
H

自
然
の
中
の
人
生
探
究
で
あ
る
u

と
一
言
わ
れ
て
い
る
所
以
は
い
っ
た
い
、
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う

ミ。
・刀

本

論

一
、
思
想
を
中
心
と
す
る
詩
的
内
容

。
自
然
観

「
吾
は
自
然
の
児
な
り
」
と
自
ら
を
言
っ
た
独
歩
は
、
風
光
明
据

な
地
で
生
れ
育
ち
、
そ
の
自
然
環
境
の
好
条
件
と
共
に
、
ワ
1
ズ
ワ

域

後

杢

子

ー
ス
、
ツ
ル
ゲ
l
ネ
フ
、
エ
マ

l
ソ
ン
等
に
親
し
み
、
独
特
の
自
然

観
を
育
て
L
い
っ
た
の
で
あ
る
。

明
治
三
十
年
四
月
、
詩
集
「
野
情
詩
」
に
『
独
歩
吟
』
と
し
て
、

収
め
た
詩
の
中
に
、
「
山
林
に
自
由
存
す
」
の
一
篇
を
見
出
す
。
社

会
を
都
市
と
田
園
の
二
つ
の
世
界
に
分
け
て
、
田
園
を
「
山
林
」
と

よ
び
そ
の
「
山
林
」
に
自
由
を
求
め
、
あ
こ
が
れ
の
念
を
持
っ
た
の

で
あ
る
。
信
子
と
の
恋
愛
に
破
れ
た
当
時
の
独
歩
は
、
た
H
A

、
ひ
た

す
ら
に
自
然
の
児
と
な
る
事
を
願
い
、
自
然
の
、
山
林
の
前
に
立
っ
て

い
っ
さ
い
を
忘
れ
、
自
然
の
中
に
入
り
こ
み
、
そ
こ
に
安
場
感
を
始

め
て
得
た
の
で
あ
る
。
又
、
こ
の
詩
を
う
た
っ
た
事
で
、
彼
自
身
の

世
の
中
の
種
々
な
事
件
に
ま
き
こ
ま
れ
な
が
ら
も
、
こ
う
や
っ
て
耐

え
る
事
が
で
き
る
の
だ
と
い
う
事
を
言
わ
ん
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
こ
う
言
っ
て
し
ま
う
と
、
現
実
か
ら
の
、
社
会
か
ら

の
逃
避
か
ら
、
自
然
の
中
に
自
由
を
求
め
さ
せ
た
の
だ
、
と
い
う
事

に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
実
際
、
「
山
林
」
と
は
、
手
の
加
え
ら
れ

て
い
な
い
、
自
分
を
囲
ん
で
い
る
自
然
界
す
べ
て
ど
あ
り
、
「
虚
栄

ー－ 4q -



の
途
」
と
い
う
、
現
実
の
作
ら
れ
た
世
界
に
対
応
さ
せ
て
あ
る
の
で

あ
る
。
「
虚
偽
の
文
化
」
「
自
由
の
自
然
」
こ
の
二
つ
の
言
葉
に
よ

り
、
い
か
に
、
独
歩
が
自
然
の
中
に
自
由
を
求
め
、
そ
こ
に
幸
福
を

見
出
し
た
か
明
ら
か
で
あ
ろ
う
o

「
自
然
の
生
命
は
、
自
由
の
生
命

で
あ
る
」
と
ま
で
述
べ
て
い
る
独
歩
な
の
で
あ
る
。

か
と
言
っ
て
、
一
生
自
然
の
児
た
ら
ん
と
し
て
、
社
会
の
名
誉
、

名
戸
に
は
ふ
り
む
き
も
し
な
い
、
と
い
っ
た
人
で
は
な
か
っ
た
。
そ

れ
だ
か
ら
こ
そ
、
政
治
に
も
手
を
出
し
た
し
、
記
者
生
活
に
も
情
熱

を
傾
け
た
の
で
あ
る
。
自
ら
「
功
名
心
が
猛
烈
な
少
年
で
在
り
ま
し

て
、
少
年
の
時
は
、
賢
相
名
将
と
も
成
り
名
を
千
歳
に
残
す
（
中
略
）

：
：
：
如
何
に
し
て
、
我
れ
は
、
世
界
第
一
の
大
人
に
な
る
べ
き
ゃ
と

言
ふ
問
題
に
触
着
っ
て
後
略
：
：
：
」
と
も
言
っ
て
い
る
o

つ
ま
り
、
「
虚
栄
の
途
」
に
あ
こ
が
れ
な
が
ら
も
そ
れ
に
つ
い
て

い
け
ず
、
あ
ま
り
に
も
現
実
の
生
活
が
機
械
的
な
の
を
嘆
き
、
自
ず

と
自
由
を
自
然
の
中
に
求
め
て
い
こ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
あ
く

ま
で
も
、
独
歩
の
一
生
の
理
想
は
、
「
自
然
に
帰
る
」
と
い
う
事
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

独
歩
は
大
分
県
の
佐
伯
で
の
教
師
生
活
を
一
年
間
送
っ
て
い
る
。

佐
伯
の
自
然
は
、
「
絵
の
よ
う
な
自
然
美
」
と
し
て
映
り
、
独
歩
の

拝
情
的
な
自
然
観
が
育
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
叉
、
独
歩
文
学
の

核
心
で
あ
る
ワ
l
ズ
ワ
l
ス
の
思
想
が
具
体
化
さ
れ
た
の
も
、
こ
の

一
年
間
の
佐
伯
生
活
で
あ
っ
た
。
「
佐
伯
の
生
活
は
、
吾
を
し
て
自

然
に
近
づ
か
し
め
た
り
o

」
、
「
凡
て
の
是
等
の
な
つ
か
し
き
自
然

ょ
。
願
く
ば
、
吾
を
今
一
度
、
自
由
の
児
、
自
然
の
児
と
な
ら
し
め

よ
。
」
と
記
し
て
い
る
の
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
自
然
を
愛
し

自
然
に
あ
こ
、
が
れ
る
と
い
う
本
質
を
ワ
l
ズ
ワ
l
ス
か
ら
学
び
、
神

秘
主
義
的
自
然
観
に
も
深
く
共
鳴
し
て
い
た
独
歩
で
あ
る
。
し
か
し

、
同
一
の
思
記
を
有
し
な
が
ら
も
、
全
く
同
一
と
ま
で
い
か
ず
、
多

少
、
異
な
っ
た
点
を
且
出
す
。
ワ
l
ズ
ワ
l
ス
に
は
、
静
か
な
心
を

持
っ
て
、
執
嘉
な
く
超
越
む
に
考
え
る
点
が
あ
り
、
独
歩
は
、
熱
情

の
人
い
つ
も
血
の
た
ぎ
っ
て
い
る
人
で
あ
っ
た
し
、
そ
の
一
面
、
女

性
的
な
弱
い
面
を
丸
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
私
坊
の
恥
さ
に
つ

い
て
は
、
片
上
九
円
氏
の
「
独
歩
の
一
面
に
極
め
て
蹴
レ
、
極
め
て
弱

い
と
こ
ろ
の
あ
っ
た
事
を
誌
め
ざ
る
を
侮
な
い
。
私
は
こ
の
恥
い
心

を
懐
い
て
、
天
払
入
札
の
同
に
働
失
し
た
の
で
あ
る
ο
人
目
旧
と
し
て
、

詩
人
と
し
て
の
私
歩
は
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
o

」
と
の
↑
吉
桑
に
私
も

同
意
し
た
。

又
、
独
歩
は
鼠
作
品
に
多
く
、
昼
、
月
、
風
、
流
水
、
主
の
よ
う

に
、
最
も
自
伝
を
れ
ゑ
す
る
も
の
に
託
し
て
、
う
た
り
て
お
り
、
又

す
み
れ
、
少
女
、
昼
の
よ
う
に
清
純
な
、
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
も
の
を

好
ん
で
テ
l
マ
と
し
て
い
る
点
、
注
目
し
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の

事
も
、
艦
大
な
天
地
、
宇
宙
に
お
け
る
一
つ
の
静
か
な
失
在
と
し
て

詠
う
、
独
歩
の
装
が
う
か

Hfえ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
独
歩
は
、
自
然
に
対
し
て
、
親
し
み
を
持
ち
、
あ

こ
が
れ
も
し
た
し
、
自
然
の
中
に
溶
け
こ
も
う
と
努
力
し
た
の
で
あ

る
が
、
他
の
一
面
で
は
、
自
然
の
雄
大
さ
の
前
に
は
、
屈
服
し
て
し

日

u
p
h
d
 



ま
う
と
い
う
面
も
あ
る
。
こ
の
お
そ
れ
は
、
自
然
に
対
し
た
時
の
、

自
分
の
弱
さ
、
無
力
を
感
じ
る
時
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
散
文
で

あ
る
「
空
知
川
の
岸
辺
」
（
明
治
三
十
五
年
刊
）
を
読
む
と
、
そ
れ
が

よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
L
で
は
、
そ
の
引
用
を
省
略
す
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
文
か
ら
、
自
然
の
神
秘
、
不
可
思
議
に
対
し
て
、
独

歩
が
い
か
に
お
そ
れ
て
い
た
か
を
知
る
事
が
で
き
る
と
思
う
。

独
歩
は
、
浪
漫
主
義
作
家
と
し
て
出
発
し
た
と
も
い
わ
れ
て
お
り

自
然
主
義
に
転
向
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
晩
年
「
竹
の
木
戸
」

や
「
窮
死
」
「
疲
労
」
を
発
表
し
た
頃
か
ら
で
あ
ろ
う
。
個
人
の
自
由

に
対
し
て
の
制
限
が
多
か
っ
た
そ
の
時
代
背
景
の
前
に
屈
服
せ
ず
、

正
面
か
ら
ぶ
つ
か
っ
て
い
っ
た
独
歩
な
の
で
あ
る
。
自
然
を
描
写
し

た
作
品
を
多
く
書
い
て
い
る
独
歩
、
「
武
蔵
野
」
（
明
治
三
十
四
年
三

月
）
に
見
え
る
詩
情
、
そ
れ
に
も
、
自
然
愛
、
自
然
讃
美
の
様
子
が

強
く
で
て
い
る
。
又
、
他
の
作
品
に
も
、
自
然
を
愛
す
独
歩
故
で
な

く
て
は
描
け
な
い
と
い
う
描
写
で
、
自
然
を
描
い
て
い
る
。
そ
れ
は

自
分
自
身
、
そ
の
自
然
の
中
に
溶
け
こ
も
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
も

思
わ
れ
る
。

永
遠
な
、
無
限
な
、
雄
大
な
、
そ
れ
で
い
て
一
言
も
語
ろ
う
と
し

な
い
自
然
、
そ
れ
に
向
っ
て
自
分
を
思
い
、
反
省
し
、
そ
し
て
情
熱

を
た
ぎ
ら
せ
て
い
た
独
歩
の
姿
を
、
種
々
の
作
品
は
、
あ
ら
わ
し
て

い
る
。
「
人
を
社
会
の
一
員
と
し
て
み
る
ば
か
り
で
な
く
天
地
聞
の

生
命
と
し
て
観
ん
こ
と
を
求
む
る
。
」
こ
と
を
願
っ
て
一
生
を
過
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
独
歩
は
唐
木
順
三
氏
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う

4
3
4
g弱
者
対
溺
泊

に
、
「
人
聞
を
自
然
に
向
っ
て
解
放
す
る
、
封
建
的
旧
観
念
を
払
拭

し
つ
く
し
た
新
し
き
眼
を
も
っ
て
自
然
を
な
が
む
る
。
」
事
を
私
達

に
教
え
た
の
で
あ
る
。

自
然
を
あ
く
ま
で
も
自
然
そ
の
ま
与
に
、
素
朴
に
描
き
、
自
然
の

意
味
の
説
明
を
す
る
と
共
に
、
美
し
く
自
然
を
と
ら
え
て
い
っ
た
、

と
考
え
て
い
い
で
あ
ろ
う
。

O
人
生
観
、
恋
愛
観

独
歩
の
自
然
観
と
切
り
離
す
事
の
で
き
な
い
の
が
人
生
観
で
あ
る

「
い
か
に
生
く
べ
き
か
」
の
問
題
を
、
自
分
に
と
っ
て
第
一
義
的

な
も
の
と
し
て
悩
ん
だ
独
歩
、
そ
し
て
、
そ
の
聞
に
対
し
て
、
最
後

ま
で
自
ら
回
答
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
然
の
不
思

議
と
共
に
、
人
生
の
不
思
議
を
常
に
内
在
さ
せ
て
い
た
独
歩
は
、
毎

日
を
人
生
と
の
戦
い
で
あ
る
と
考
え
、
少
し
で
も
理
想
に
近
づ
か
ん

と
し
て
願
っ
て
い
た
人
だ
っ
た
o
w
真
実
、
シ

γ
セ
リ
テ
ィ
H

に
向
っ

て
前
進
し
て
い
こ
う
と
す
る
独
歩
の
姿
、
こ
れ
が
彼
の
課
題
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
生
れ
た
も
の
だ
ろ
う

か
。
「
吾
に
は
大
な
る
秘
密
あ
り
、
そ
れ
が
あ
る
た
め
に
吾
は
暗
黒

の
私
生
児
た
る
か
。
」
の
一
文
が
、
彼
の
日
記
の
中
に
あ
る
。
つ
ま

り
、
独
歩
の
出
生
の
秘
密
に
対
す
る
彼
の
苦
悩
な
の
で
あ
る
。
出
生

の
秘
密
を
宿
命
的
に
背
負
っ
て
、
運
命
の
人
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。
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」
の
事
は
、
独
歩
の
作
品
（
小
説
）
の
中
に
登
場
す
る
人
物
を
み



て
み
る
と
、
い
っ
そ
う
明
僚
と
な
る
。
登
場
す
る
人
物
を
評
し
て
、

一
、
社
会
か
ら
も
名
声
か
ら
も
事
業
か
ら
も
抽
象
さ
れ
た
、
し
か
も

夫
々
に
奇
し
き
運
命
を
背
負
っ
て
生
き
て
い
る
人
。

二
、
流
動
す
る
社
会
か
ら
置
き
忘
れ
ら
れ
た
よ
う
な
人
。

三
、
悲
哀
に
み
ち
た
人
生
の
敗
北
者
、
運
命
の
糸
に
操
ら
れ
る
人
。

等
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
独
歩
は
、
好
ん
で
、
現
実
か
ら
離
れ
た

人
を
描
き
、
そ
の
人
々
に
対
し
て
、
愛
情
を
持
っ
て
接
し
て
い
る
。

一
、
に
述
べ
た
、
奇
し
き
運
命
を
背
負
っ
た
人
、
こ
れ
は
、
「
河
霧
」

（
明
治
三
十
一
年
）
「
運
命
論
者
」
（
明
治
三
十
五
年
）
に
登
場
す
る
主

人
公
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
与
え
ら
れ
た
運
命
に
お
ぼ
れ
、
そ
れ
か

ら
、
は
い
上
ろ
う
と
し
な
い
弱
い
人
物
で
あ
る
。
人
聞
の
運
命
の
姿

を
当
事
者
の
受
け
た
心
理
の
内
面
性
で
描
い
た
の
で
あ
る
。
現
実
生

活
に
対
す
る
不
満
、
嫌
悪
、
懐
疑
と
、
自
分
自
身
に
対
す
る
無
力
の

念
を
忘
れ
よ
う
と
、
独
歩
は
自
然
に
向
っ
て
自
由
を
求
め
た
の
で
あ

ろ
う
。
「
山
林
に
自
由
存
す
」
「
天
外
雲
あ
り
我
を
招
く
」
と
詠
じ

て
い
る
よ
う
に
：
：
：
。

自
然
の
雄
大
さ
を
思
う
時
、
そ
れ
に
対
す
る
人
聞
の
生
、
人
生
は

独
歩
に
と
っ
て
、
ど
う
写
っ
た
か
。
彼
は
、
詩
人
と
し
て
、
小
説
家

と
し
て
の
人
生
を
考
え
た
の
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
一
個
の
平
等

な
人
間
と
し
て
、
自
分
の
生
を
考
え
、
生
活
を
考
え
た
の
で
あ
る
。

こ
の
人
間
の
生
が
何
の
手
の
下
し
ょ
う
も
な
く
、
自
然
の
ま
L
に
浮

き
沈
み
す
る
の
を
知
っ
て
、
独
歩
は
、
自
然
に
対
し
て
「
お
ど
ろ
き
」

の
念
を
抱
く
の
で
あ
る
。

こ
の
、
不
思
議
な
人
生
、
死
、
自
然
を
み
て
驚
き
た
い
と
願
う
哲

学
は
、
ヵ
l
ラ
イ
ル
か
ら
学
ん
だ
の
で
あ
る
。
『
独
歩
吟
』
の
中
に

は
「
驚
異
」
と
い
う
八
行
詩
も
収
め
て
い
る
。
こ
の
驚
き
た
い
と
願

う
独
歩
の
気
持
ち
は
切
実
で
あ
っ
た
。

明
治
三
十
四
年
に
発
表
し
た
「
牛
肉
と
馬
鈴
薯
」
は
、
独
歩
の
人

生
観
を
集
約
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
作
品
の
中

で
、
理
組
と
現
実
と
の
葛
藤
が
図
式
化
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
、
牛
肉
が
現
実
生
活
の
象
徴
で
あ
り
、
馬
鈴
薯
が
理
想
主
義

の
表
象
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
矛
盾
を
統
一
す
る
も
の
と
し
て

H

驚
き
た
い
μ

と
願
っ
た
の
で
あ
る
。
新
鮮
な
気
持
ち
で
驚
く
事
を

願
い
、
驚
く
事
に
よ
っ
て
、
人
生
を
見
つ
め
て
い
っ
た
独
歩
な
の
で

あ
る
o

つ
ま
り
、
人
生
、
自
然
の
不
思
議
に
対
し
て
驚
き
た
い
と
願

っ
た
事
こ
そ
、
独
歩
の
人
生
の
主
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
又
、
独
歩

の
人
生
観
は
、
直
視
、
主
観
的
な
も
の
で
、
原
因
の
分
析
や
追
求
は

し
な
か
っ
た
。
た
だ
驚
き
た
い
と
願
う
の
み
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
ど
う
し
て
、
こ
の
「
驚
き
」
の
念
が
独
歩
に
生
じ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
今
一
度
考
え
る
た
め
に
、
先
に
述
べ
た
「
空
知

川
の
岸
辺
」
の
作
品
を
思
い
出
し
て
み
た
い
。
空
知
川
の
岸
辺
の
自

然
に
接
し
た
の
は
、
佐
伯
、
岩
国
武
蔵
野
の
自
然
に
接
し
た
後
の
事
で

あ
る
。
北
海
道
の
原
始
的
な
荒
涼
と
し
た
自
然
が
立
ち
は
だ
か
り
、

そ
れ
ま
で
の
静
か
な
、
お
だ
や
か
な
自
然
と
の
違
い
に
驚
き
、
人
聞

の
無
力
を
思
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
不
可
思
議
な
天
地
自
然
に
対
し
て

H

驚
き
た
い
μ

と
い
う
気
持
ち
が
お
こ
っ
た
の
で
あ
る
o
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「
人
生
の
教
師
」
と
な
る
事
を
も
願
う
独
歩
、
独
歩
の
描
く
人
物

の
多
く
は
、
真
面
目
で
誠
実
、
虚
栄
の
途
を
た
ど
る
事
な
く
、
世
間

に
逆
う
こ
と
な
く
、
生
き
て
い
る
人
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
人
生

は
、
自
然
と
切
り
離
す
事
が
で
き
ず
、
自
然
の
中
に
自
由
を
求
め
て

自
然
の
中
に
人
生
を
切
り
開
い
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
又
、
宇
宙
、

自
然
、
人
生
の
不
思
議
に
驚
い
て
い
る
。
驚
き
た
い
と
願
っ
て
い
る

独
歩
は
人
聞
を
人
捕
と
し
て
描
き
、
常
に
人
生
に
感
動
し
て
「
ァ
、

」
と
詠
嘆
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

恋
愛
観
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
る
事
は
枚
数
の
関
係
で
出
来
な
い

が
、
当
時
代
の
文
学
作
品
の
多
く
が
主
題
を
男
女
関
係
に
も
っ
て
い

っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
独
歩
の
作
品
に
は
恋
愛
と
い
う
も
の
は
、

一
部
に
取
り
扱
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
詩
の
中
で
は
、

八
十
七
篇
中
、
二
十
三
篇
が
、
恋
や
愛
情
を
主
題
と
し
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。
『
独
歩
吟
』
の
序
で
彼
自
身
述
べ
た
如
く
、
積
極
的
に
う

た
お
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

又
、
独
歩
自
身
、
十
三
名
の
女
性
に
大
な
り
、
小
な
り
の
恋
愛
感

情
を
持
っ
た
事
が
明
ら
か
で
あ
る
。

自
然
の
児
と
な
ろ
う
と
し
て
、
自
然
に
溶
け
込
む
事
を
願
っ
て
い

た
独
歩
で
あ
る
が
、
恋
は
そ
れ
を
も
妨
げ
た
よ
う
で
あ
る
。
：
：
：

「
森
に
入
る
」
で
告
白
し
て
い
る
。
：
：
：
し
か
し
、
こ
れ
も
束
の
間
、

恋
に
破
れ
、
又
、
自
然
に
入
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

情
熱
的
と
い
う
よ
り
、
お
だ
や
か
な
清
純
な
も
の
が
多
く
、
そ
の

中
、
三
段
論
法
的
に
言
っ
て
い
る
詩
も
あ
る
。
｜
｜
「
沖
の
小
島
」
｜
｜

4
i
s
1
9
4？
担
ら
也
事
伊

い
づ
れ
に
せ
よ
、
独
歩
は
恋
愛
の
偉
大
で
あ
る
事
を
認
め
て
い

た
。
が
、
自
然
に
接
し
、
宇
宙
の
不
思
議
を
考
え
る
時
は
、
恋
愛
か

ら
離
れ
、
顧
み
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
人
で
あ
る
。
恋
愛
観
も
、
宇

宙
を
前
に
し
て
は
、
影
、
が
薄
か
っ
た
と
み
て
い
い
で
あ
ろ
う
。

O
宗
教
観

生
涯
に
於
て
、
独
歩
は
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
を
多
分
に
受
け
て
い

る
。
ど
う
影
響
さ
れ
、
信
仰
し
、
神
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
二
十
一
才
の
年
に
洗
礼
を
受
け
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
し
て
生
活

し
て
き
た
独
歩
は
、
信
仰
と
い
う
の
を
、
自
分
の
思
索
活
動
の
手
助

け
と
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
宇
宙
の
不
可
思
議
を
思
い
、
人
生

の
不
思
議
を
思
う
時
、
独
歩
は
、
や
り
き
れ
な
く
な
っ
て
、
神
に
祈

り
を
請
う
た
の
で
あ
っ
た
。

神
、
宗
教
観
を
う
た
っ
て
い
る
詩
は
三
篇
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し

「
シ
ン
セ
リ
テ
ィ
は
信
仰
性
な
り
、
宗
教
的
な
り
」
と
言
っ
て
い
る

よ
う
に
、
神
に
向
っ
て
祈
る
事
に
よ
り
、
真
実
を
得
た
の
で
あ
る
。

叉
、
「
神
の
前
に
於
け
る
平
等
」
は
自
由
、
平
等
を
求
め
て
い
た
独

歩
に
と
っ
て
、
必
ず
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
で
あ
っ
た
。
「
独
歩
の

考
え
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
は
、
一
種
の
道
徳
と
し
て
、
受
け
と
っ
て

い
た
傾
き
が
強
い
」
と
柳
田
国
男
氏
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

神
の
存
在
の
意
識
は
薄
か
っ
た
と
考
え
る
。
「
吾
が
国
民
の
家
庭
の

幸
福
、
平
和
、
温
愛
、
神
の
光
に
よ
っ
て
作
ら
れ
ん
事
を
祈
る
o
」

の
一
文
等
は
、
実
に
道
徳
的
な
考
え
で
あ
る
。
又
、
文
学
作
品
に
登
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場
す
る
人
物
に
身
分
の
上
下
が
な
く
、
平
凡
な
社
会
生
活
を
し
て
い

る
人
を
書
い
て
い
る
点
、
正
に
そ
う
で
あ
る
。

信
仰
す
る
事
は
、
独
歩
に
と
っ
て
、
自
然
の
不
思
議
を
知
り
、
そ

の
中
の
自
分
を
見
出
す
と
い
う
一
つ
の
手
段
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
。
で
も
、
独
歩
に
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
は
多
く
見
受
け
る
し
、
「
信

ず
」
「
悟
る
」
と
い
う
言
葉
が
幾
度
と
な
く
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
、
神
の
児
と
な
ろ
う
と
努
力
し
た
の
は
事
実
で
あ
っ
た
。
独
歩
は

神
と
人
と
を
考
え
た
時
、
そ
の
中
に
、
も
う
一
歩
足
を
踏
み
入
れ
る

事
が
で
き
ず
に
苦
し
み
、
宗
教
の
、
神
の
前
に
立
っ
た
ま
L
動
く
事

が
ど
う
し
て
も
で
き
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
信
仰
す
る
事
は
、
社
会
生
活
の
魔
力
か
ら
救
わ
れ
る
事

で
あ
り
、
自
戒
と
な
り
ざ
ん
げ
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

二
、
詩
の
形
式
と
詩
風
の
特
徴

ま
、
ず
、
ほ
三
間
帯
代
の
詩
人
と
し
て
、
叉
、
小
説
家
と
し
て
も
名

を
連
ね
て
い
る
島
崎
藤
村
の
処
女
詩
集
「
若
菜
集
」
と
独
歩
の
詩
と

を
比
較
考
察
し
て
み
た
い
。

三
十
年
二
月
に
独
歩
、
同
八
月
に
藤
村
と
そ
れ
ぞ
れ
処
女
詩
集
を

発
表
し
て
い
る
。
こ
の
二
人
の
詩
生
活
よ
り
先
、
伝
統
の
短
歌
や
俳

句
で
は
、
満
足
で
き
ず
に
、
新
し
い
時
代
を
表
現
し
よ
う
と
「
新
体
詩

抄
」
が
外
山
正
一
・
等
の
手
で
出
さ
れ
た
の
は
、
明
治
十
五
年
で
あ
っ

た
。
こ
の
西
洋
詩
の
刺
激
を
受
け
て
、
近
代
詩
が
誕
生
し
、
そ
の
流

れ
を
汲
ん
で
、
二
人
の
詩
作
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

的
詩
の
形
式
に
よ
る
比
較

ー
独
歩
は
『
独
歩
吟
』
の
序
に
詩
体
に
つ
き
て
は
余
は
甚
だ
自
由
な

る
説
を
有
す
。
富
山
崎
）
：
：
：
。
」
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
詩
型

に
は
特
別
こ
だ
わ
ら
ず
に
書
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
独
歩
の
詩
の
中

四
十
七
篇
を
調
べ
て
み
る
と
、

ゆ
七
五
、
五
七
調
の
定
型
と
な
っ
て
い
る
詩
：
：
：
位
篇

倒
自
由
な
詩
型
で
あ
る
も
の
：
：
j
i
－
－
：
：
：
：
：
：
日
篇

の
結
果
、
が
出
た
。
即
ち
、
詩
体
に
つ
き
て
は
自
由
な
る
説
を
有
す
と

一
言
っ
た
独
歩
も
、
日
本
古
来
の
伝
統
的
な
も
の
に
、
ま
だ
立
か
れ
て

い
た
と
言
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
自
由
な
詩
型
の
中
に
入

っ
て
い
る
「
山
林
に
自
由
存
ず
」
「
独
座
」
「
今
こ
そ
は
」
等
の
詩

は
、
明
ら
か
に
西
洋
調
の
、
思
っ
た
ま
L
歌
い
あ
げ
た
散
文
詩
的
な

も
の
で
あ
る
。
独
歩
に
し
て
み
れ
ば
、
独
自
の
特
徴
あ
る
詩
形
式
を

築
か
な
く
て
も
、
自
分
の
思
い
を
そ
の
ま
L
歌
え
ば
良
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。

叉
、
一
方
、
藤
村
を
み
て
み
る
と
、
主
と
し
て
、
七
五
調
の
快
い

リ
ズ
ム
で
統
一
し
て
う
た
っ
て
い
る
。
脱
出
し
よ
う
と
し
た
伝
統
詩

の
和
歌
や
俳
句
の
リ
ズ
ム
を
そ
の
ま
L
受
け
入
れ
て
い
て
、
一
見
す

る
と
藤
村
の
詩
は
、
古
風
な
も
の
の
み
で
盛
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
さ

え
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
詩
精
神
を
み
る
と
分
る
が
、
底
に
流
れ

て
い
る
精
神
は
、
新
し
い
時
代
の
息
吹
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
、
積

極
的
な
、
新
鮮
な
も
の
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。

ー
こ
の
よ
う
に
、
独
歩
の
詩
に
は
、
そ
の
時
々
に
よ
っ
て
、
思
い
の
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ま
L
自
由
な
精
神
と
形
式
で
う
た
い
冶
げ
た
感
が
ゆ

M
M
V慢
の

詩
は
七
五
調
で
、
美
し
く
、
優
雅
に
う
た
っ
て
い
る
と
し
て
よ
い
。

次
に
、
詩
の
長
短
で
、

、。
t
L
V
 

さ
ら
に
両
者
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
た

。
行
数
か
ら
み
る
と
、

ll 
。
一
連
毎
の
行
数
を
み
る
と
、

可
内
正
日
比
比
四
計

河
昨
匝
附
庄
町
一

の
結
果
、
が
出
た
。

表
を
み
る
と
わ
か
る
よ
う
に
、
独
歩
の
詩
は
、
全
体
的
に
み
て
短

い
。
叩
行
以
下
の
詩
が
叩
篇
で
あ
り
そ
の
中
で
も
、
4
行
詩
が
叩
篇
で

あ
る
。
又
、
円
引
品
中
、

m
A
篇
が
一
連
の
み
で
構
成
さ
れ
て
レ
る
。
と

い
う
事
は
、
独
歩
の
場
合
、
そ
の
時
々
の
感
動
を
、
詠
嘆
を
詩
に
あ

ら
わ
す
の
に
、
技
巧
酌
に
、
独
自
の
調
子
に
固
執
す
る
と
い
う
事
な

く
、
ほ
と
ば
し
る
酷
熱
で
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
作
る
と
い
う
よ
り

自
然
に
生
れ
て
き
た
詩
と
も
い
え
る
。
尚
、
短
い
点
は
か
り
指
摘
し

た
が
、
「
山
高
水
長
」
に
収
め
て
あ
る
「
た
き
火
」
や
対
照
の
作
品

外
の
詩
で
「
か
ぐ
や
姫
」
等
、
い
ず
れ
も
百
行
以
上
で
あ
る
事
を
こ

与
に
記
し
て
お
く
。

次
に
藤
村
で
あ
る
が
、
独
歩
と
比
べ
る
と
比
較
的
長
い
詩
が
多
レ
。

そ
し
て
、
前
に
述
ベ
た
よ
う
に
、
七
五
調
で
、
理
路
整
然
と
歌
わ
れ

て
お
り
、
独
歩
の
自
由
さ
か
ら
み
て
、
や
は
り
、
古
風
と
い
う
感
が

す
る
。
又
、
技
巧
的
構
成
が
み
ら
れ
る
点
、
形
式
を
重
ん
じ
た
の
が

藤
村
の
詩
と
い
う
事
が
出
来
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
詩
型
の
自
由
な
る
説
の
独
歩
と
、
藤
村
の
詩
、
そ

の
ど
ち
ら
に
も
、
思
想
、
感
情
上
、
新
し
い
時
代
に
、
新
し
い
詩
歌

が
生
れ
た
と
い
う
性
絡
を
有
し
て
い
る
と
考
え
る
。

制
詩
風
の
比
較
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独
歩
の
詩
に
は
、
自
然
と
人
生
を
う
た
っ
た
も
の
が
多
い
事
は
先

に
述
べ
た
。
自
然
と
人
間
と
の
結
合
、
自
然
に
人
生
を
求
め
る
姿
を

託
し
た
の
で
あ
る
。
自
然
を
前
に
し
て
哀
感
を
感
じ
る
独
歩
は
、
自



然
に
対
す
る
真
率
な
一
詠
嘆
を
詩
風
と
し
て
い
る
。
が
、
藤
村
は
、
自

然
に
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
気
持
ち
で
接
し
、
自
然
の
美
を
詠
嘆
と
止
ま

ら
ず
に
、
そ
こ
に
美
的
立
場
を
も
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

人
関
の
生
命
を
持
つ
如
く
、
う
た
っ
た
と
い
え
る
o

こ
こ
に
、
独
歩

は
ワ
l
ズ
ワ
l
ス
的
で
あ
り
、
藤
村
は
パ
イ
ロ
ン
的
で
あ
る
と
い
わ

れ
て
い
る
所
以
が
あ
ろ
う
。

形
式
と
無
関
係
に
理
屈
っ
ぽ
く
、
暗
い
感
じ
の
す
る
独
歩
の
詩
は
、

主
題
も
複
雑
で
あ
り
、
口
ず
さ
む
に
は
遠
い
感
が
あ
る
の
と
比
べ
て
、

藤
村
は
、
自
然
の
情
調
化
、
精
神
化
を
あ
ら
わ
す
と
共
に
、
暖
か
く

優
雅
に
、
調
べ
に
の
せ
て
う
た
い
、
自
我
の
め
ざ
め
等
を
含
め
て
流

麗
に
歌
っ
て
い
る
点
、
両
者
の
詩
風
は
大
い
に
異
っ
て
い
る
事
、
が
明

ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
両
者
と
も
、
西
欧
的
な
近
代
的
詩
情
が
そ

の
根
底
に
流
れ
て
い
る
事
は
、
否
め
な
い
も
の
で
あ
り
、
新
し
い
時

代
の
息
吹
が
充
分
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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