
吉

野

弘

の

詩

に

つ

い

て

i

国

語

教

材

と

し

て

の

考

察

1

野

村

由

香

理

第

一
章

吉
野
弘
の
詩
の
特
質

こ

の
章

で
は
、
吉
野
弘
が
詩
を
書
く

よ
う
に
な

っ
た
き

っ
か
け
及
び
そ

の
過

程

か
ら
、
吉
野
弘

の
詩

の
特
性
と
も
な

っ
て
い
る
二
点

、
一
つ
は
、
な
ぜ

く
生
V

(
注

1
)
・

・

・

…

●

を

う
た

っ
て
い
く
よ
う

に
な

っ
た

の
か
、
も
う

一
つ
は
、
自

分
を

語
ら
な

い
と

言

わ
れ

て
い
る
が
、
作
者
自
身

の
意
図
と

こ
ろ
は
ど

う
な
の
か
に

つ
い
て
考
察

を
加

え
、
吉
野

の
詩

の
特
性
に

つ
い
て
論
じ

て
い
く

こ
と

に
す

る
。

吉

野
の
詩
作
の
始

ま
り
は
、
昭
和
十
八
年

に
帝
国
石
油
会
社

に
入
社

し
た
年

か
ら

で
あ

る
。

当
時
十

七
歳

の
吉

野
は
、
職
場

の
人

に
高
村
光
太
郎

の
詩
集

『
道
程
』
を

見

せ

て
も
ら

い
、

「
こ
れ
な
ら
僕
も
書

け
る
」
と
思

っ
て
、
社
内
誌

に
詩
を
書

い

た

の
が

、
そ
の
始
ま

り
で
あ

る
と
彼

は
語

っ
て
い
る
。

以
後
、
第

二
次
世
界
大
戦

の
影
響

、
ま
た
戦
後
す
ぐ

に
起

こ

っ
た
石
油
会
社

内
部

で
の
首
切
り
闘
争

(
こ
の
時
吉

野
は
、
労
働
組
合

の
執
行
部

に
い
た
た
め

会
社

の
上
部

の
首
切

り
側

と
闘
争

す
る
立
場

に
あ

っ
た
。)
の
過
労
が
た
た

っ
て

の
発
病

の
た
め
、
数
年

間
は
詩
作
を

休
止
す

る
。

発
病
し
た
年
は
昭
和

二
十
四
年

、
吉
野

二
十

三
歳

の
時

で
、
以
後
三
年
間

の

療
養
生
活

に
入
る

こ
と

に
な
る
の
だ

が
、
こ
の
時
期

が
吉

野
に
と

っ
て
、
休
止

し

て
い
た
詩
作
活
動

の
再

開
と
な

る
わ
け

で
あ

る
。
療
養
中

、
結

核
者
向

け
の

同
人
雑
誌

『
保
健
同
人
』

に
投
稿
し

た
り

(
こ
れ

は
す

ぐ
入

選
し
た
た
め
や
め

て
し
ま

っ
た
ら
し

い
が
)、
病

院
内
で
、
富
岡
啓
二
と

い
う

、
当
時

『詩
学

』
に

投
稿

し
有
望
視

さ
れ

て
い
た
詩
人
と
知
り
あ

っ
た
り
し
た

こ
と
が

、
吉
野
を

い

っ
そ
う
詩
作

へ
と
触

発
し

て
い

っ
た
も

の
の
よ
う

に
思
え

る
。

そ
し
て
、
吉
野
自
身

特

に
意
識
し

て
書
こ
う
と
し
た

の
は
、
昭
和

二
十
六
年
、

吉
野

二
十
五
歳

の
頃

か
ら

で
あ
る
。

二
十

四
年

の
九
月

に
肺
結

核
を
発
病

し
て
以

来
、
療
養
生
活

に
入

っ
た
吉
野
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は
、
二
十
五
年

の
六
月
、
七
月

に
、
東
京
小
岩

の
或

る
病
院

で
胸
郭
成
形

手
術

を
受
け

て
右
側

の
助
骨
六
本
を
切
除
し
、

二
十
六
年

の
三
月

に
は
、
左
側

も
切

除
さ
れ
る
予
定
だ

っ
た
が
薬

の
服
用
だ
け

で
快
方

に
向

い
、
八
月

に
退
院

し

て

帰
郷
、
元

の
職
場

に
復
職
し

て
し
ば
ら
く
半

日
勤
務

、
二
十
七

年
に
入

っ
て
全

日
勤
務
と

い
う

過
程
を
と

る
わ
け

で
あ

る
が
、
こ
れ
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
吉

野
が
本
格
的

に
詩
作
を
開
始
し
た
時
期

は
、
病
気

が
快
方
に
向

い
、
退
院
し

て

社
会
生
活

に
復

帰
し
始
め

た
頃

で
あ

る
と
言

う

こ
と
が
で
き
る
。

療
養
中

に
は
、
萩
原
朔
太
郎

の

『
古
典
鑑
賞

ー

俳
句
、
短
歌
』
を
読
み
耽

け

り
、
退
院
後
投
稿

を
開
始
し

は
じ
め

た
吉

野

の
作
品
は
、
ま
ず

『
詩
学
』

に

お

い
て
認
め
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
昭
和

二
十
七
年
六
月
号

の

『
詩
学
』

の

「
詩

学
研
究
会
」

(
投
稿

欄
)
に

「爪

」
が
入
選

一
席
、
同
年
十

一
月
号

に
お

い
て

は
、

「

H
≦
鋤
。。

げ
o
ヨ

」
が
入
選
二
席
と
な

っ
て
い
る
。

以
後

昭
和
二
十
八
年
に
は
、
川
崎
洋

や
茨
木

の
ゆ
子

の
勧

誘

で
、

同

人

詩

『罹
』

に
参
加

し
、
現
在

に
至

っ
て
い
る
。

こ
れ
は
な
ん
と
言

っ
て
も
、
吉

野
が
詩
作
を
開
始
し
は
じ
め

る
よ
う

に
な

っ

た
時
期

及
び
背
景
に
負
う
と
こ
ろ
が
大

き

い
と
思
わ
れ
る
。

吉
野

が
本
格
的

に
詩
作
を
始

め
た

の
は
、
前
述

の
よ
う

に
、
肺
結
核
を
発
病

し
三
年

間

の
療
養
生
活
を
終
え
て
後

の
頃

か
ら

で
あ

る
。

こ
の
三
年
間

の
療
養

生
活

で
吉

野
は
、
自
分

の
生
と
い
う
も

の
を
改
め

て
見

つ
め
直
し

、
退
院
し

て

帰
郷

し
た
後

に
は
、
生

に
対
す

る

一
つ
の
決
意
を
生

み
だ
し

て
い

っ
た
よ
う

に

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

思
え
る
。

つ
ま
り
、
何
と
し
て
も
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と

い
う
確
固
と

し

た
決
意

で
あ

る
。

吉
野
自
身
の
語
る
と

こ
ろ

に
よ
る
と
、
作
者

は
〈
生
き
残
る
〉
と

い
う
意
味

の
体
験

を
、
そ
れ
ま

で
に
三
度
繰
り
返
し
て
き

た
こ
と

に
な
る
。

一
度
め
は
ま
ず
、
戦
争

に
お

い
て
で
あ
る
。
吉
野
は
終
戦

の
前
年

に
か
ぞ
え

十
九
歳
と
な
り
、
日
本

で
最
後

の
徴
兵
検
査
を
受
け
合
格
し

て
い
る
。
そ
し

て

翌
昭
和
二
十
年

の
終
戦

の
日
の
五

日
後

に
は
、
山
形
三
十

二
連
隊

へ
入
営
す

る

こ
と

に
な

っ
て
い
た

の
で
あ

る
。

こ
の
よ
う

に
、
ま
ず
行
く

は
ず

の
戦
争

に
行

か
ず
じ
ま

い
で
終
わ

っ
て
い
る
の
で
あ

る
。

二
度
め
は
、
戦
後
す
ぐ

に
起

こ

っ
た
石
油
会
社

の
首
切

り
闘
争

に
お

い
て
で

あ

る
。

こ
の
こ
と

に

つ
い
て
は
、
こ
の
章

の
始
め

で
も
触

れ
た
が
、
こ
の
時
吉

野

は
労
働
組
合

の
執
行
部

に
い
て
、
会
社

の
首
切
り
側
と

や
り
あ
う
立
場

に
い

た
わ
け

で
あ
る
。
そ
の
た
め

に
会
社
か
ら
は

に
ら
ま
れ
、
当
然
、
吉
野
自
身
も

首
を
切
ら
れ
る
危
険
性
が
あ

っ
た
わ
け

で
あ
る
。
そ
れ

で
も
吉
野
は
無
事
や
め

さ
せ
ら
れ
る

こ
と
も
な
く
、
勤
続
と
な

る
わ
け

で
あ

る
。

三
度
め

は
、
労
働
組
合

運
動

で
の
過
労

が
た
た

っ
て
肺
結

核
を
発
病
し
、
三

年

間
の
療
養
生
活
を
お

く

っ
た
が
、
快
癒

し
社
会

に
復

帰
で
き
る
よ
う

に
な

っ

た
こ
と

で
あ

る
。

こ
の
よ
う
に
、
戦
争

で
死
ぬ
は
ず
、
労
働
争
議

で
も
や
め
さ
せ
ら
れ
る
は
ず
、

結
核

で
も
死

ぬ
は
ず

だ

っ
た
吉
野
が
、
三
度

の
試
練

を
乗

り
越
え
、
そ
れ

で
も

尚

か

つ
〈
生

〉
を
保

ち
続

け

て
こ
れ
た
こ
と

に
対
す

る
感
慨

の
深
さ
か
ら

「
何

と

し
て
も
生
き

な
く

て
は
な
ら
な

い
」
と
い
う
決
意

を
し

て
い

っ
た

こ
と
が
、
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吉

野
の
詩
作

に
対

し
て
、
そ
し

て
全

て
を
包
括
し

て
言
え
ば
、
〈
生
V

に
対
し

て
の
肯

定
的

な
姿
勢

へ
と
繋

っ
て
い

っ
た
も

の
と
思
え
る
。

こ
の
よ
う

に
、
吉
野
が

く
生
V
を
う
た

っ
て
い
く
よ
う

に
な

っ
た

の
は
、
以

上
の
よ
う

な
背
景
が
あ

っ
た
た
め

で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
が
、
逆

の
視
点
か

ら
論
ず

れ
ば

、
〈
生
〉
を
考
え
さ
せ

る
時
代
背
景
な

い
し
は
、
体
験
が
重
な

っ

た
た
め
と
も
言
え

る
。

次

は
、
吉

野
は
大
岡
信

に
よ

っ
て

「
自
分
を
語
ら
な

い
詩
人

で
あ

る
」
と
評

さ
れ
て
い
る
が
、
吉
野
自
身

の
意
図
す

る
と

こ
ろ
は
ど
う
な

の
か

に

つ
い
て
み

て
い
く
こ
と

に
す

る
。

大

岡
は
著
書

『現
代

の
詩
人
た
ち

〈
上

〉
』

で
、
次

の
よ
う

に
述

べ
て
い
る
。

自
分
お

よ
び
自
分

の
周
囲
を
執
拗

に
、
し
か
も
可
能
な
か
ぎ

り
正
確

に
、

観
察

し
、
そ
れ
に
よ

っ
て
自
分

の
位
置
を

、
と

い
う
よ

り
自
分

の
重
心
を
、

ひ
と

つ
の
現

実
的
構
図

の
中

で
確
保

し
て
い
こ
う
と
努
め

る
人
が
、
自
分

を
語

っ
て
い
な
い
と
す

れ
ば

、
そ
れ

は
奇
妙
な

こ
と

で
は
な

い
か
。

い
や

そ
れ
以
上

に
、
何

か
大
き
な
問
題
が

ひ
そ
ん
で
い
る
こ
と
を
暗
示
し

て
い

な
い
か
。

吉
野
が
、

「自
分
を

語
ら
な
い
詩

人
で
あ

る
」
と
言
わ
れ

た
ら

、
確
か

に
小

首
を
か
し
げ

た
く
な
る
と

こ
ろ
が
あ

る
。
実
際

、
吉
野

ほ
ど
自
分
及
び
自
分

の

周
囲
に
そ
の
題
材
を

み
い
だ

し
て
い
る
詩
人

は
少
な

い
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
、

大
岡
に
こ
う
評
さ
れ
る
の
も
う
な
ず

け
る
と

こ
ろ
が
あ

る
。
実
際
、
吉

野
は
、
そ

の
作
品
に
お
い
て

「自
分

は
」
と
語

る
こ
と
が
少
な

い
。
自
分
を
も
含
め

て
他

人

の
こ
と
、
或

い
は
他
者

の
こ
と
を
う
た

っ
た
詩
が
殆

ん
ど
で
あ

る
。

こ

の
大
岡

の
吉
野
弘
の
詩

に
対
す
る
論
文

は
、
一
九
五
七
年
、
第

一
詩
集

『消

息
』
が
出
版
さ
れ
た
年
の
も

の
で
あ
る
か
ら
、
当
時
の
吉

野
詩
評

と
言

う
こ
と

が
で
き
る
が
、

『
消
息
』
以
後
も
吉
野
は

一
貫
し

て
、
他
者

に
題
材

を
お
い
た

手
法
を
と
り
続
け

て
い
る
。

こ
の
自
分
よ
り
他
人

の
こ
と
を
語
る
ゆ
え
ん
は
、
多
分

に
吉

野
の
詩

を
書
く

よ
う

に
な

っ
て
い

っ
た
背
景

に
お
う
と

こ
ろ
が
大
き
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

第

一
詩
集

『
消
息
』
が
書
か
れ
た
背
景
に
は
、
労
働

争
議

で
の
苦
い
経
験
が

深
く
根
ざ
し

て
い
る
。
他
人

の
こ
と
、
も
し
く
は
、
労
働
者
階
級
、
小

市
民
階

級

の
人
々
が
会
社
生
活

に
よ

っ
て
人
間
ら
し
さ
を
失
う

こ
と
の
苦
し
み
、
ま
た

反
抗
を
試
み

て
も
同
じ
場
所

へ
戻
る
だ
け
の
繰
り
返
し
に
よ
る
虚

し
さ
が
、
同

じ
境
遇

に
あ
る
吉
野

に
と

っ
て
は
、
痛

い
ほ
ど
に
感
じ
得
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
そ
し

て
そ

の
苦
し
さ
や
虚
し
さ
を
、
自
分

の
中
に
あ
い
ま
い

に
し

て
お

く

こ
と

に
耐
え
き
れ
ず
、
そ
れ
を
書

い
て
は

っ
き
り
と
さ
せ
る

こ
と

に
よ

っ
て

　

　

　

　

　

　

　

　

　

気
を
楽

に
し

て
い
こ
う
と
し

て
い

っ
た
と
こ
ろ
に
、
吉
野

の
詩

の
出
発
点
が
あ

る
よ
う

で
あ
る
。

こ
れ
は
、
吉
野
自
身
が
語

っ
て
い
た

こ
と
で
も
あ
り
、
現
在

ま

で

一
貫
し

て
吉
野
弘

の
詩

の
底
流
を
な
し

て
い
る
も
の

で
あ
る
。

「
自
分

の
こ
と
だ
け

で
は
な
く
、
普
遍
的
な
も

の
へ
と
移

行
し

て
い
く
と
き

に
書
き
た
く
な
る
。
人
間
全
体

を
包
む
も
の
が
書
き
た
い
。
」
「
お
せ

っ
か

い
な

と

こ
ろ
が
あ
り
、
人

の
こ
と

に
解
釈
を
加
え
た
り
、
参
加
し
て

い
く
と
こ
ろ
が

あ
る
。
」
と
語
る
吉
野
、
こ
こ
が
、
大
岡

の
よ
う
に
く
私
は
V
と
語
る
詩
人

に
と
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っ
て
は
、

「
自
分
を
語
ら
な

い
詩
人
」
と

い
う

こ
と

に
な
る

の
で
あ
ろ
う
。
い

わ
ば
吉
野
は
、
自
分
自
身

の
感
情
を
吐
露
す
る
よ
り
、
他
人
か
ら
共
感
を
得
る

こ
と

に
救

い
を
求
め

て
い
る
詩
人
と
言
う

こ
と
が
で
き
る
。

最
後

に
、
吉
野
弘

の
詩

の
特
性

に

つ
い
て
、
以
上
述

べ
て
き
た

こ
と
や
、
作

者
自
身
と

の
イ

ン
タ
ビ

ュ
ー
に
よ

っ
て
得
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
次

に
ま
と
め
て

い
く

こ
と

に
す
る
。

ま
ず
第

一
に
、
吉
野

の
詩
の
根
底

に
あ
る
も
の
は
、
自
分

自
身

の
生
い
立
ち

の
貧
し
さ
か
ら
向
上
し
よ
う
と
す
る
意

識
で
あ
る
。
吉

野
は
、

「貧

し
さ
と

い

う
下

の
ラ
ン
ク
に
位

置
し

て
い
る
者
は
、
変

に
建

設
的

に
な
る
と

こ
ろ
が
あ
る
凶

と
語
り
、

こ
れ
を

「
貧
乏

人
の
感

受
性

」
と
名
付

け
て
い
る
が
、
こ
の
言
葉
が

示
唆
し

て
い
る
よ
う
に
、
吉
野

の
詩
に
は
、
常

に
上
を
向

い
て
い
こ
う
と
す

る

意
識

の
底
流
が
あ
る
。

つ
ま
り
吉

野
流

に
言

わ
せ

る
と

こ
ろ
の

「上
昇
感
覚
」

な
の
で
あ

る
が
、
こ
の

「上
昇
感
覚
」

が
、
吉
野

の
詩

の
特
性
と
も

な

っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

戦
後

の
混
乱
で
国

よ
り
も
自
分

の
生
き
方
が
大
切
だ
と
感
じ

、
自
分
を
再
組

織
し

て
い
く
こ
と

、

つ
ま

り
は
詩
作
を

し
て
い
く

こ
と
が

、
吉
野

に
と

っ
て
ま

ぎ
れ
も

な
い
上
昇

の
感
覚
と
な

る
の
で
あ

る
。
作
品

「
奈

々
子

に
」
に
し

て
も
、

口

≦
o
ω

げ
0
3

」
に
し

て
も
、
作
者

は
対
象
を
意
識
し

つ
つ
も
、
常

に
自
分

に
向
か

っ
て
言

っ
て
い
る
。

つ
ま
り
は
、
そ

の
対
象

の
中

に
自
分
を
置

い
て
い

る
の
で
あ

る
。

た
と
え
ば

「
奈

々
子

に
」

の
中

の
次

の

一
節
、

ひ
と
が

ひ
と
で
な
く
な
る
の
は

自
分

を
愛
す
る
こ
と
を
や
め
る
と
き
だ

は
、
自
分

の
娘
奈

々
子
自

身
に
語
り

つ
つ
も
、
自
分
自
身

に
向
け

て
発
せ
ら
れ

た
言
葉

で
あ

る
。
人
が
生
き

て
い
く
中

で
、
お
よ

そ
誰
し
も
が
免
れ
る

こ
と
な

く
出
会

う
と

こ
ろ
の
悲

し
み
や

つ
ら

さ
」

そ
れ

に
屈
す

る
こ
と
な
く
常

に
上
昇

し
よ
う
と
す

る
感
覚

が
、
言
外

に
行

間
に
伺
わ
れ

る

一
節

で
あ
る
。

も
う

一
つ
の
特
性

は
、
吉
野
が

、
人
間
誰
し
も
が
有
し

て
い
る

エ
ゴ
イ
ズ

ム

と

い
う
も

の
を

、
常

に
相
対
的

に
と
ら
え
よ
う
と
し

て
い
る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。自

分
を
単
位
と
し
た
も

の
よ
り
、
人
間
全
体
を
含
む
も

の
を
書

こ
う
と
す
る

吉
野

は
、
人

間
誰
し
も
が
生
来
有
し

て
い
る
と

こ
ろ

の

エ
ゴ
イ
ズ

ム
を
絶
対
的

に
と
ら
え

る
こ
と
を
非
常

に
恐
れ
、
自
分

の

エ
ゴ
イ
ズ

ム
に
気
づ
き
恥
ず
か
し

り

り

　

　

さ
を
感
じ

る
こ
と
、
究
極
的

に
は
、
気
が

つ
く
こ
と
に
救

い
や
許
し
を
求
め

て

い
る
。

他
者

に
な
り
変
わ
れ
る

こ
と
が
、
人
と
し

て
最
も
望
ま
れ
る

べ
き

こ
と

で
あ

る

こ
と
を
、
吉
野
は
詩
作
品

の
中

に
お

い
て
も
、
さ
り
げ
な
く
主
張

し

て
い
る
。

例
え
ば
、

「
夕
焼
け
」

の
少
女
が
そ

の
よ

い
例
で
あ
る
。
吉

野
は
主
人
公

の
少

女

に
、
老
人

の
た
め
に
二
度
ま

で
席
を
譲
る
が
、
三
度
め
は
立

つ
こ
と
が
で
き

ず

に
い
る
自
分
の

エ
ゴ
イ
ズ

ム
の
存
在
に
気
づ

か
せ
、
恥
ず

か
し
さ
を
感
じ
さ

せ

て
い
る
。
夕

焼
け
の
次

の

一
節
は
、
吉
野

の

エ
ゴ

イ
ズ
ム
に
対
す

る
考
え
方

一
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を
、
端
的

に
表
わ
し

て
い
る
。

や
さ
し

い
心

の
持
ち
主
は

い

つ
で
も
ど

こ
で
も

わ
れ

に
も
あ
ら
ず
受
難
者
と
な
る
。

何
故

っ
て

や
さ
し

い
心

の
持
主
は

他
人

の

つ
ら
さ
を
自
分
の

つ
ら
さ

の
よ
う

に
感
じ
る
か
ら
。

以
上

の
二

つ
が
、
吉
野
弘
の
根
本
を
貫

い
て
い
る
特
色
で
あ
る
。

第
二
章

国
語
教
材
と
し
て
の
吉
野
弘
の
詩

第

一
節

教
科
書

に
お
け
る
採
択
状
況

吉
野
弘

の
詩

は
、
現
在
、
多
く
の
教
科
書
及
び
、
県
や
市
の
教
育
委

員
会

編

に
な
る
書
や
、
各
種
教
科
書
会
社

の
教
師
向
け
参
考
書
な
ど
に
、
か
な
り
の
数

で
使
用
さ
れ

て
い
る
。
以
下
、
ど
の
よ
う
な
教
科
書

に
、
い

つ
頃

か
ら
採
択

さ

れ

て
い

っ
た
か

に

つ
い
て
、
列
記
し

て
い
く
。

①

「
一
≦
9
ω

げ
o
ヨ

」

(第

一
詩
集

『
消
息
』
所
収
)

・
筑
摩
書
房
-
高
校
三
年
。
昭
和
五
十
年
度
か
ら

・
学
校
図
書
-
高
校
三
年
。
昭
和
五
十
六
年
度
か
ら

(別

に
)
1
高
校

一
年
。
昭
和
五
十
七
年
度
か
ら

・
第

一
学
習
社

(広
島
)
1
使

用
学
年
、
年
次
と
も
に
不
明

②

「夕
焼

け
」

(
第
二
詩
集

『
幻

・
方
法
』
所
収

)

・
光
村

図
書

-
中

学
二
年
。
昭
和
五
十
年
度
か

ら

・
教
育

出
版

-
中

学

一
年
。
昭
和
五
十
三
年
度

か
ら
五
十
五
年
度
ま
で

・
旺
文
社

-
高
校

一
年
。
昭
和
四
十
八
年
度
か

ら

・
N
H
K
高
校
現

代
国
語
3
ー
昭
和
四
十

二
年
度

か
ら

③

「奈

々
子

に
」

(
第

一
詩
集

『消

息
』
所
収
)

・
三
省
堂

ー
中
学

三
年
。
昭
和
四
十

一
年
度
か
ら
使
用

。
四
十
七

年
度

以
降
、

中
学

二
年

用
に
。

・
東
京
書
籍

-
中

学
三
年
。
昭
和
五
十
六
年
度
か

ら

・
日
本
書
籍

ー
中

学
三
年
。
昭
和
四
十
七
年
度
か

ら

④

「雪

の
日
に
」

(
第
四
詩
集

『
感
傷
旅
行
』
所
収

)

・
明
治
書
院

i
高
校

一
年
。
昭
和
五
十
七
年
度
か

ら

⑤

「生
命

は
」

(
第
五
詩
集

『
北
入
曽
』
所
収
)

・
三
省
堂
-
高
校

一
年
。
昭
和
五
十

四
年
度
か
ら

・
角
川
書
店

⊥

口同
校

二
年
。
昭
和
五
十
八
年
度
か

ら

⑥

「彩

し
い
数

の
」

(
第
七
詩
集

『叙
景
』
所
収
)

・
学
校
図
書

-
中

学
三
年
。
昭
和
五
十
八
年
度
か
ら

⑦

コ

年
生
」

(第

四
詩
集

『
感
傷
旅
行
』
所
収
)

・
三
省
堂
-
中
学

一
年

。
昭
和
五
十
九
年
度
か
ら

⑧

「岩

が
」

(第

二
詩
集

『
幻

・
方
法
』
所
収
)

・
学
校
図
書
ー
中
学

二
年
。
昭
和
五
十
八
年
度
か
ら
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⑨

「
素
直
な
疑
問
符
」

(
第
三
詩
集

『
10

ワ

ッ
ト
の
太
陽
』
)

・
尚
学
図
書
-
高
校

一
年
。
昭
和
五
十
六
年
度
か
ら

⑩

「
比
喩

の
太
陽
」

(第
三
詩
集

『
10

ワ

ッ
ト
の
太
陽
』
所
収
)

・
教
育
出
版
-
高
校
国
語
教
科
書

「
現
代
文
」
。
昭
和
五
十
八
年
度
か
ら

以
上

の
国
語
教
科
書

の
ほ
か
、

「
山
が
」

(
第
二
詩
集

『
幻

・
方
法
』
所
収

)

が
、
日
本
書
籍

の
中
学
二
年
三
年
用
の

ペ
ン
習
字
教
科
書

に
、
昭
和
五
十
六
年

度
か
ら
使
用
さ
れ

て
い
る
。

第

二
節

吉
野
弘

の
詩

に
お
け
る
教
材
的
価
値

に

つ
い
て

は
じ
め

に
、
吉
野
弘

の
詩
が
国
語
教
科
書

に
採
択
さ
れ

て
い

っ
た
年
代
を
、

順
を
お

っ
て
み
て
い
く

こ
と
に
す
る
。

吉
野

の
詩

の
中

で
最
も
早
く
採
択
さ
れ

て
い

っ
た

の
は
、
第

一
詩
集
『
消
息
』

に
所
収

の

「
奈

々
子

に
」

で
あ
る
。

こ
の
作
品
は
、
昭
和
四
十

一
年

に
三
省

堂

の
国
語
教
科
書

に
中
学

一
年
用
と
し

て
、
採
択
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。

続

い
て
年
代
順

に
作
品
を
列
記
し

て
い
く
と
、
次

の
よ
う
に
な
る
。
な
お
、

(

)
内

は
そ
の
作
品
が
初
め

て
教
科
書

に
採
択
さ
れ
た
年
度
を
示
し
て
い
る
。

「奈

々
子

に
」

(昭
和
四
十

一
年
)

「
夕
焼
け
」

(昭
和
四
十
二
年
)

口

≦
羽

げ
○
ヨ

」

(
昭
和
五
十
年
)

「
生
命
は
」

(
昭
和
五
十
四
年
)

「
岩
が
」

(昭
和
五
十
六
年
)

「素

直
な
疑
問
符
」

(
昭
和
五
十
六
年
)

「
山
が
」

(昭
和
五
十
六
年
)

「雪

の
日
に
」

(
昭
和
五
十
七
年
)

「
比

喩

の
太
陽
」

(昭
和
五
十
八
年
)

「彩

し

い
数

の
」

(
昭
和
五
十
九
年
)

「
一
年
生

」

(
昭
和
五
十
九
年
)

以
上

の
作
品
の
十

一
篇

の
う
ち
九
篇

ま
で
が
、
吉

野
の
現
在

ま
で
に
刊
行
さ

れ

て
い
る
詩
集

の
中

で
も
、
前
半
の
第
四
詩
集

ま
で
か
ら
採

ら
れ
て
い
る
。
詳

し
く
は
、
第

一
詩
集

『
消
息
』
か
ら
二
篇

、
第

二
詩
集

『
幻

・
方
法
』

か
ら
二

篇
、
第
三
詩
集

『
10

ワ

ッ
ト
の
太
陽
』

か
ら

二
篇

、
第

四
詩
集

『感
傷
旅
行
』

か
ら
二
篇

、
第

五
詩
集

『
北
入
曽
』
か
ら

一
篇

、
第
七
詩
集

『叙
景
』

か
ら

一

篇
ず

つ
採

ら
れ
て
い
る
。

ま
た
教

科
書

に
採

択
さ
れ

て
い

っ
た
順
番

は
、
少

々
変
則
的

で
は
あ

る
が
、

作
者
の
若
い
頃

の
作

品
か
ら
、

つ
ま
り
初
期
詩
集
か

ら
順

々
に
と
ら
れ
て
い

っ

て
い
る
。
そ
し
て
作

品
全
般
を
見
渡
す

と
、
作
者

二
十
歳
代
後
半

か
ら
五
十
歳

代
前
半
ま
で
と
、
お
よ
そ
二
十
年
に
渡

る
詩
作
品

の
中
か

ら
広

く
採
択

さ
れ
て

い
る
。

つ
ぎ
に
、
吉

野
の
詩
は
、
小
学
校
、
中
学
校

、
高
校

の
何
学

年
に
お

い
て
、

ど

の
程
度
採
択

さ
れ
て
い

っ
た
か
に

つ
い
て
、
み
て
み
る
こ
と

に
す

る
。
な
お

(

)
内
の
数
字

は
、
そ

の
学
年
に
お
い
て
採
択
さ

れ
て
い
る
作
品
数
を
示
す

も

の
で
あ

る
。

小

学
校
六

年

(
1
)

計
1

中
学
校

一
年

(
2
)
二
年

(
3
)
三
年

(
5
)

計

10

高
校

一
年

(
5
)
二
年

(
1
)
三
年

(
2
)

計

8

以
上

の
結
果

よ
り
、
吉
野
の
詩
は
、
小
学
校
か
ら
高
校

ま
で
の
幅
広

い
学
年

に
渡

っ
て
採
択

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か

し
概

ね
は
、
中
学

、
高
校
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と

、
物
事

を
考
え
始
め
る
、
あ

る
い
は
、
考
え

て
い
る
最
中

の
世
代

に
、
重
点

的

に
と
ら

れ

て
い
る
。

以
上

の
資
料

か
ら
、
吉

野
の
詩

が
な
ぜ

教
科
書

に
多
く
採
択
さ
れ
る
よ
う

に

な

っ
て
き

た
の
か
に

つ
い
て
、
イ

ン
タ
ビ

ュ
ー
に
よ

っ
て
の
作
者
自
身

の
意
見

も
ま
じ
え

な
が
ら
考
察

を
加
え

、
吉

野
弘
の
詩
に
お
け
る
教
材
と
し

て
の
意
義
、

価
値
観
を

み
て
い
く
こ
と

に
す

る
。

ま
ず
吉

野
弘
の
詩
の
教
科
書

へ
の
採
択

理
由

で
あ
る
が
、
第

一
に
あ
げ
ら
れ

ロ

　

　

　

　

　

　

る
の
は

(作

者
自
身
も

語

っ
て
い
た
が
)
、
吉
野

の
詩

に
は
、
生
き
方
が
絡
ん

で

　

　

　

　

　

　

り

の

の

り

　

　

　

　

く

る
こ
と

が
多

い
た
め
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。

中
学
生

に
な
り
、
自
分
と
他
者

と
の
意

識
が
高
ま
り
、
自
我

に
目
覚
め
る
よ

う

に
な

っ
て
く
る
と
、
様

々
な
こ
と

に
対

し

て
敏
感

に
感
じ
始
め
、
思
索
的

に

な

っ
て
い
く
。
そ
し

て
究
極
的

に
は
、
自
分

の
生
き
方

に
対
し

て
深

い
関
心
を

寄
せ

、
考

え
を
め
ぐ
ら
す
よ
う
に
な
り
始

め
る
。
そ
う

い
う
時
期

に
吉
野

の
詩

は
、
自
分

の
生
き
方
を
考
え
る
機
会

を
与

え

て
く
れ
る

の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

吉
野
自
身
も

「
自
己
を
解
釈
す

る
上

で

の
材
料

に
使
わ
れ
る
可
能
性
が
多

い
か

ら

で
は
…
…
」
と
語

っ
て
い
た
が
、
ま
さ

に
そ

の
通
り

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

確
か

に
吉

野
の
詩
に
は
、
〈
生

〉
を
う
た

っ
た
も

の
が
多

い
。
教
科
書

に
採

択
さ

れ
て
い
る
詩
作
品

の
う
ち

で
も

、

「
H

≦
p
ω

ぴ
o
ヨ

」
や

「
生
命
は
」

な
ど

は
、
ま
さ
に
く
生

V
そ
の
も

の
を
主
題
と
し
た
も

の
で
あ
り
、
他
作
品
、

例
え
ば

「奈

々
子
に
」
や

「雪

の
日
に
」
、
「彩

し

い
数

の
」

「
岩
が
」
な
ど

に

コ

　

　

も
、
生
き

方
が
絡

ん
で
き

て
い
る
と
こ
ろ
が
見
う
け
ら
れ
る
。

例
え
ば
、

「奈

々
子

に
」
の
次

の

一
節

唐
突
だ

が

奈

々
子

お
父
さ

ん
は

お
前
に

多
く
を
期
待

し
な
い
だ
ろ
う
。

ひ
と
が

ほ
か
か

ら
の
期
待

に
応

え
よ
う
と

し
て

ど

ん
な

に

自
分
を
駄

目
に
し
て
し
ま
う
か

お
父
さ

ん
は

は

っ
き

り

知

っ
て
し
ま

っ
た
か
ら
。

や
、

「
雪

の
日
に
」
の
次

の

一
節

誠
実
が

誠
実
を

ど
う
し

た
ら
欺

か
な
い
で
い
る
こ
と

が
出
来

る
か

な

ど
に
は
、
さ
り
げ
な
く
語
り
か
け
ら
れ

て
い
る
詩
体

の
言
外

に
、
考
え
さ
せ

ら
れ
る
深
い
意
味
が
隠
さ
れ

て
い
る
。

第

二
に
上
げ
ら
れ
る

の
は

(
こ
れ
も
作
者
自
身
が
語

っ
て
い
た

こ
と

で
あ

る

　

　

　

　

　

　

が
)
、
吉

野
の
詩
の
特
性

の

一
つ
で
あ

る
わ
か
り

や
す

さ
の
た
め
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ

る
。

自
分

自
身
を

「
少
年
少
女
向
け
詩
人
」
と
呼
び
、

「
自
分

で
わ
か
ら
な

い
こ

と

は
絶
対

に
書
か
な

い
。」
と
語

る
吉

野
で
あ
る
が
、
確
か

に
吉
野

の
詩

は
散
文

一
35一



的
構
成
を
と

る
も

の
が
多
く
、
難
解
な
語
句

や
言

い
ま
わ
し
は
少

な
い
。
労
働

運
動
関
係

の
詩

の
鑑
賞
を

の
ぞ
け
ば

、
中
学
生

や
高

校
生

に
も
な
れ
ば
難

な
く

読

み
こ
な

せ
る
詩
体

で
あ

る
。

現
代
詩

と
い
う
と
、
と
か
く
難
解

で
抽
象

的
な
表
現
形
態
を
持

つ
も
の
が
多

く
、
生
徒

に
は
敬

遠
さ
れ
が
ち

な
ジ

ャ
ン
ル
で
あ
る
が
、
吉
野

の
詩

の
場
合

は

　

　

　

コ

　

　

そ
の
わ
か
り
や
す
さ

に
お
い
て
、
生

徒
も
す
す
ん

で
読
ん
で

い
く

こ
と
が

で
き

る
と

思
わ
れ
る
。

　

　

　

そ
し

て
最
後

に
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
吉
野

の
詩

の
行
間

に
伺
わ
れ
る
生

へ
の

　

　

　

　

　

　

　

　

コ

　

　

　

　

　

肯
定
的
な
姿
勢
や
、
人
間
が
本
来
有
し

て
い
る
と

こ
ろ

の
や
さ
し
さ

へ
の
志
向

な
ど
の
よ
う
な
、
全
体
的
な
ほ

の
ぼ

の
と
し
た
向

日
性
が
、
読

み
手

(生
徒
)

に
与
え
る
効
果
を
期
待
し

て
の
も

の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ

る
。

吉
野

の
詩

の
根
本
を
貫

い
て
い
る

「
上
昇
感
覚
」
と

「
エ
ゴ

の
相
対
化
」

の

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

る

　

　

　

　

二

つ
の
特
性
が
、
前
述

の
生

へ
の
肯
定
的
な
姿
勢

や
や
さ
し
さ

へ
の
志
向

の
裏

付
け
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

作
品

「
一

≦
霧

げ
o
旨

」
や

「
生
命

は
」
な

ど
は
、

一
個

の
生
命

は
そ
の

も

の
だ
け

の
も

の
で
な
く
、
他
者
と

の
有
機
的
な

つ
な

が
り
に
よ

っ
て
存
在
す

る
と

い
う

こ
と
を
う

た
い
、
自
分

の
く
生

V
だ

け
で
は
な
く

、
他

人
の
〈
生

〉

を
も
大
切

に
し
て
い
こ
う
と
す

る
や
さ

し
さ
が
伺
わ
れ
る
。
そ
れ
は
次

に
示
す

作
品

「
生
命

は
」

の
中

の

一
節
が
、
端
的

に
示

し
て
い
る
。

生
命

は

そ

の
中

に
欠
如
を
抱
き
、

そ
れ
を
他

者
か
ら
満

た
し

て
も
ら
う
の
だ

世
界

は
多
分

他
者
の
総
和

ま
た
反
面
、
作
品

「
奈

々
子

に
」

の
中
で
は
、

ひ
と
が

ひ
と

で
な
く
な
る

の
は

自
分
を
愛
す
る

こ
と
を

や
め
る
と
き
だ

自
分
を
愛
す

る
こ
と
を

や
め

る
と
き

ひ
と
は

他
人
を
愛
す

る
こ
と
を

や
め

世
界
を

見
失

っ
て
し
ま
う

自
分

が
あ

る
と
き

他

人
が
あ

り

世
界

が
あ

る
。

と
う
た
い
、
自
分

自
身

の
生
を
大
切
に
し
な
け
れ
ば
他

人

の
生
を
も
大
切
に
で

き
な
い
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
吉

野

の
思
想

の
根
本
が
、
詩
の
中
に
そ
し

て
そ

の
行
間

に
滲
み

出

て
、
詩
全
体

を
お
お

っ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。

以
上
の
三
点

が
、
吉
野
弘

の
詩
が
教
科
書

に
採
択
さ
れ

て
い

っ
た
、
主
な
理
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由
と
な

っ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

こ
の
理
由
を

ふ
ま
え

て
、
吉
野
弘

の
詩

に
お
け
る
教
材

と
し

て
の
意
義
を
述

べ
て
い
く

こ
と

に
す

る
。

吉
野

の
詩

は
、
主
に
中
学
、
高
校

の
世
代

に
与
え
る

こ
と

に
よ

っ
て
、
自
分

の
考
え
方

の
価
値
基

準
を
暗
中
模
索

し

て
い
る
状
態
か
ら

一
歩
前

へ
踏
み
出
す

た
め
の
手

が
か
り
、
あ
る

い
は
、
日
常

性

へ
埋
没
し

て
し
ま

っ
て
気
づ
か
ぬ

に

い
た
こ
と

へ
の
、
新

た
な
発
見
に

つ
な
が
る

の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ

る
。

時

に

風

の
如

く

耳
も
と

で
鳴

る

意
味

不
明

な
訪

れ
に

私
も
ま

た

素
直

に
か

し
ぐ

小
鳥

の
首

で
あ

り
た
い
。

作
品

「素
直

な
疑
問
符

」
の
中
に
右

記
の
よ
う
な

一
節
が
あ
る
が
、

こ
の

一

節
が
表
わ
す

よ
う

に
、
吉

野
の
詩

は
、
人
と
し

て
持

つ
べ
き
本
来

の
や
さ
し
さ

を
考
え
さ
せ

る
生
き
方
を

、
純
粋

に
示
唆

し
て
く
れ
る
も

の
で
あ
る
。

こ
こ
に
私

は
、
吉
野

弘
の
詩
を
教
材

と
し
て
採

り
上
げ
る
重
要
性
を
み
る

の

で
あ
る
。第

三
節

「

一
≦
9
ω

げ
0
3

」

の

モ
チ
ー

フ
及
び

テ
ー

マ

次

に
、
吉
野
弘

の
代
表
作

の

一
つ
と

し
て
、

「

一
≦
霧

σ
0
3

」
を
と
り

あ
げ
る
。
彼
は

こ
の
作
品
が
書
か
れ

た
頃

の
こ
と

に

つ
い

て
、
次

の
よ
う
に
語

っ
て
い
る
。

(注
2
)

昭
和

27
年

の
作

で
す

。
何
月
か
は
不
明
で
す
。
発
表
さ
れ
た

の
が
昭
和
27

年

11
月

号

『詩
学
』

誌
上
で
す
か
ら
、
作

っ
た
の
は
発
表
前
、
半
年
ぐ
ら

い
の
間
だ

ろ
う

と
思
い
ま
す
。
数
え
年
27
歳

(
満
で
26
歳

)
、
独
り
者

の
時

で
、

「詩
学
研
究
会

」

(投
稿

欄
)
に
送

っ
た
作
品
の
二

つ
目

で
し
た
。

(中
略
)

制
作

の
前

々
年

(
昭
和
25
年
)

の
6
月
と
7
月
に
、
東
京

小
岩

の
或
る
病

院

で
胸
郭
成
形
手
術
を

受
け
て
右
側
の
肋

骨
6
本
を
切
除
さ
れ
ま
し
た
。

26
年

の
3
月
、
左
側
も

切
除

さ
れ
る
予
定
だ

っ
た
の
で
す
が
、
幸
運

に
も

切
ら
ず

に
済

み
、
薬

の
服
用
だ
け
で
快
方
に
向

い
、
8
月

に
退
院
し

て
帰

郷
、
元

の
職
場

に
復
職

し

て
し
ば

ら
く
半

日
勤
務

、
27
年
に
入

っ
て
、

一

人
前

の
全

日
勤
務

に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
こ
ろ
の
作

品
で
す
。

こ
ん
な
詩
を
書

い
た
背
景

に
は
、
足
か
け
三
年
に
わ
た
る
療
養
生
活

の

日
々
が
あ

り
、

そ
れ

に
先
立

つ
労

働
組
合
専
従

者
期

間
と
労
働

争
議
が
あ

り
、
更

に
先
立

つ
も

の
と
し
て
、
敗
戦
直
後

の
精
神

的
な
打
撃
と
混
乱
が

あ
り

、
病
気
が
癒
え

た
と
き

は

「
敗
戦

で
生
き
残

り
、
病

気

で
も
生
き
残

っ
た

の
だ
か
ら

、
こ
れ
か
ら
は
生

き
な
く
て
は
い
け
な
い
の
だ
」
と

い
う

気
が
し

て
い
ま
し
た

。
安
堵

と
義

務
感

に
包

ま
れ
て
い
た
病
後

の
感
懐
が
、

母

へ
の
追
懐
と
重
な

っ
た
こ
と
が
、
こ
う
い
う
詩

に
な

っ
た
よ
う

で
す
。

以
上
、
引
用
が
長
き

に
渡

っ
て
し
ま

っ
た
が
、
こ
の
作
品

の
創
作

さ
れ
た
背

　

　

　

景
か
ら
伺
え
る

の
は
、
吉
野

の
く
生

V
に
対
す

る
深

い
思
い
入

れ
と
、
生
き
な
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く

て
は
な
ら
な

い
と

い
う
決
意

で
あ
る
。
そ
し

て
、
自
分

の
生

を
み

つ
め
直
す

と

い
う
意
味

に
お

い
て
、

「
一
≦
p
。。

ぴ
○
§

」
を
創
作

し
て
い

っ
た
よ
う
で

あ
る
。

こ
の
よ
う

に

「
一
≦
9
の

げ
○
≡

」

は
、
言
わ
ば
吉

野
弘
の
詩

の
出
発
点

で

あ
り
、
吉
野
自
身
も

「自
分

で
書

い
た
も

の
に
影
響
を

受
け
た
」
と
作
品

コ

≦
霧

げ
o
ヨ

」

に

つ
い
て
語

っ
て
い
る
が
ご

と
く
、
吉
野

の
詩
作

の
原
点
を

有
し

た
作
品

で
あ

る
と
言

え
る
。

以
上

の
こ
と

か
ら

「
H
≦
9
。。

げ
o
巨

」
創
作
に
お
け
る
吉
野

の
執
筆
動
機

は
、
直
接
的

に
は
三
年
間

の
療
養
生
活

の
体

験
か
ら
く
る
も

の
で
あ
る
が
、
単

に
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
に
先
立

つ
と

こ
ろ

の
労
働
争
議

や
敗
戦

に
よ
る
、

精
神

的
な
打

撃
も
絡
ん

で
き

て
い
る
と

い
う

こ
と
が
言
え

る
。

そ
し
て
、
〈
生

き
残
る
〉
と
い
う
体

験
か
ら
、
生
き
る
を
生
き
な
く

て
は
い
け

な
い
と

い
う
志

向

へ
転
じ

て
い
か
せ
た

こ
と
が
、
吉
野

の
こ
の
詩

に
対
す

る
意
図

で
あ

る
よ
う

に
思
え
る
。

と

こ
ろ

で
、

こ
の
詩

に
は
も
う

一
つ
の
動
機
と
意
図

が
隠

さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
は
〈
性
〉

の
問
題

で
あ

る
。

こ
の
く
性
V

に

つ
い
て
は
、
前
述

の
〈
生

〉
に
比

べ

て
作
品
中
に
表
だ

っ
て

示
さ
れ

て
は
い
な

い
が
、

「
一
毛
9
ω

げ
0
3

」
の
中

で
は
、
〈
生
〉
と
同
じ

程
度

の
ウ

ェ
イ
ト
を
有

し

て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
次

に
示
す
作
者
の

言
葉
か
ら
も
明
ら

か
で
あ
る
。

(注
3
)

唐
突
と
思

わ
れ
る
か
も
知

れ
ま
せ
ん
が
、
こ

の
詩

の
創
作
衝
動

の

一
つ
は
、

人
間

の
誰
も
が
免

れ
る

こ
と

の
で
き
な

い
性
愛

に
、
親
と
子

の
間
柄
が
絡

ん

で
く
る

こ
と

の
い
た
ま
し
さ

の
よ
う
な
も

の
だ

っ
た
と
思

い
ま
す
。

こ
の
よ
う

に
作
者
は
、

「
H
≦
p
。。

げ
0
3

」

の
も
う

一
つ
の
創
作
動
機
を

明
ら
か

に
し

て
い
る
。
そ
し

て
奥

に
隠
さ
れ
た
く
性
V

の
領
域

に

つ
い
て
、
作

者
は
次

の
よ
う

に
裏
づ
け

て
い
る
。

(注
4
)

身
重
な
女

の
人

の
腹

に
胎
児
を
透
視
し

て
、

「
や

っ
ぱ
り
、

H
≦
9
。。

げ
0
3

な
ん
だ
ね
」
と

い
う
少
年

は
、
女

の
性
を
通
じ

て
、
そ
の
先

の
男

の
性

の
働
き
か
け
を
見

て
い
ま
す
し
、
同
時

に
、
自
分

の
生

ん
だ
父

の
性
を
見
抜

い
て
い
ま
す

。

も
と
も
と

、
〈
生

〉
と

く
性

V
は
切
り
離

し
て
別

々
に
考
え

る
こ
と
の
で
き

な

い
も

の
で
あ

り
、
表
裏

一
体

を
な
す
関
係

で
あ

る
。
吉

野
は
こ
の
詩
を
作

っ

た
当
時
或

る
女
性
を
愛

し
て
い
て
、
や
が

て
結
婚

し
て
人
の
子
の
親
に
な
る
と

い
う
こ
と
を
強

く
意
識

し

て
お
り
、

(注
5
)

一組

の
男
女
の
関
係
が
親
子

の
関
係

に
転
ず
る
と
い
う

こ
と

に
、
な
ん
と

も
言

い
が
た

い
負

い
目
を
あ
ら
か
じ
あ
感
じ

て
い
た
よ
う

で
す
。

人

の
父

に
な
る
と

い
う

こ
と
が
現
実

に
な
る
前

に
そ
れ
を
意
識

の
上

で
先

取
り
し

て
お
き
た

い
と

い
う
要
求
が
私

の
内
部

に
強
く
働

い
て
、

こ
の
詩

を
作

っ
た
よ
う

に
思

い
ま
す
。

と
記
し

て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う

に
、
〈
生
V

に
対
し

て
人

一
倍
敏
感

に
な

っ
て
い
た
作
者
は
、

一
人

の
女
性
を
愛
す
る

こ
と

で
、
〈
生

V

か
ら
〈
性
〉

の
領
域

へ
、

そ
の
想

い
を
近
接
さ
せ

て
い

っ
た

よ
う

で
あ

る
。
な

一38一



ん
と
な
れ
ば
、
〈
性
〉
は
次
の
く
生
V

へ
の
深

い
関
連
を
有
し
た
も
の
だ
か
ら

で
あ
る
。

こ
の
〈
性
〉

へ
の
近
接

感
が
、
も
う

一
つ
の
執
筆
意
図
と
な

っ
て

い

る
よ
う
に
思
え
る
。

こ
れ
ら
の
動
機

及
び
意
図
が
絡

ん
で
、
作
品

「

一
≦
9
ω
げ
o
ヨ

」
と
な

っ

て
い

っ
た
わ
け
で
あ

る
が
、
創
作

の
直
接

的
ひ
き

金
と
な

っ
た
ラ
イ
ト

モ
チ

ー

フ
は
、
な
ん
と
い

っ
て
も

、

「
一
ぐ『
帥
o◎

σ
○
国
コ

」
と
い
う
英
文

と
の
出
会

い

と
、
艀
蟻

の
卵

の
話

の
結
び

つ
き

で
あ

ろ
う
。
作
者
自
身
創
作

の

モ
チ
ー

フ
と

し

て
、
次

の
よ
う
に
記
し

て
い
る
。

モ
チ
ー

フ
は

一
≦
霧

げ
o
ヨ

と

い
う
言
葉

そ
の
も

の
で
す
。
普
段

使

い
な
れ

て
い
る
母
国
語

で
は
感
じ
ら

れ
な
く
な

っ
て
い
た
も

の
が

、
外

国
語

の
基
礎
的
な
き
れ

っ
ぱ
し

に
よ

っ
て
照
ら
し
出
さ
れ

た
こ
と

で
す
。

こ
の
展
開
を
助
け

て
く
れ
た

の
が
、
大

町
文
衛
氏

(大
町
佳
月

の
次
男

に

あ
た

る
方
)

の
著
書
、

『
日
本
昆
虫
記
』

の
中

の

「
か
げ
ろ
う
」

の
話

で

し
た
。

以
上

の
こ
と
か
ら

「
一
≦
㊤
。。

び
0
3

」
は
、
病
後

に
お
け
る
吉
野

の
種

々

の
想

い
が
結
晶
と
な

っ
た
作
品
と
言
え
る
。

以
上

の
動
機
、
意
図
を
ふ
ま
え

て
、
次

に
こ
の
作
品

の
主
題

に

つ
い
て
論
じ

て
い
く
こ
と

に
す
る
。

吉

野
は
、
第

一
章

で
も
論

じ
て
き

た
よ
う
に
、
人
の
〈
生
〉
と
い
う
も
の
を
、

不
完
全

な
も

の
と
し
て
と
ら
え

て
い
る
。
人
は
そ
れ
ぞ
れ
に

エ
ゴ

を
有

し
た
存

在

で
あ

り
、
ま
た
そ
れ
を
人
か
ら
奪

っ
て
し
ま

っ
た
ら
、
何
も
残

ら
な
い
と
語

っ
て
い
る
。
唯

に
、
自
分

の

エ
ゴ

に
気
づ
き
、
お
互

い
の
エ
ゴ
を
認
め
あ
う

こ

と

に
、
救

い
を
求

め

て
い
る
よ
う

で
あ
る
。

作
品

コ

≦
霧

σ
o
ヨ

」
の
場
合
に
お
い
て
も
、至
・h
な

い
く
生
V
が
〈
性
〉

に
よ

っ
て
、
ま
た
そ

の
至
ら
な

い
類
似
品
を

つ
く
る
と

い
う

エ
ゴ

に
対
す
る
吉

野
の
罪
の
意
識

が
伺
わ
れ
る
。
そ
し

て
吉
野
は
、
そ

の
エ
ゴ

を
書
く

こ
と
に
よ

っ
て
、

つ
ま
り
我

が
子
に
糾
弾
さ
れ
る
父
親
を
描

く

こ
と
に
よ

っ
て
、
〈
性
〉

か
ら
く
生

V
を
生

じ
て
い
く
至
ら
な
さ
、
人
と

し
て
の
至
ら
な
さ
を
昇
華
し

て

い
こ
う
と

し
て
い
る
。

ま
た
吉
野

は
、
十

四
歳

の
時

に
母
を
亡
く
し

、
長

じ
て
得
た
二
番
め
の
母
も

わ
ず
か

一
年
足
ら
ず

で
亡

く
し
て
い
る
。
こ
の
経
験

か
ら
母

へ
の
追
懐

も
あ
い

ま

っ
て
か
、

〈
生

V
に
対

し

て
負
い
め
を
抱
き
続

け
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
し

か

し
こ
の
負

い
目

は
、
蛭
蟻

の
卵
の
生

へ
の
盲
目
的

な
意
志

に
よ

っ
て
昇
華

さ

れ

た
の
で
あ

る
。

以
上
述

べ
て
き
た

こ
と

か
ら
も
わ
か

る
よ
う

に
、

「

一
≦
⇔
ω

げ
o
ヨ

」

の

中

で
吉
野
は
、
親
と
し

て
子

に
〈
生

〉
の
由
来
を
糾
弾
さ
れ

る
立
場
と

、
自
分

自
身
〈
生
〉

に
対
す
る
負

い
目
を
抱

い
た
立
場
と

の
両
者

に
た

っ
て
い
る
。
言

い
か
え
る
な
ら
、
吉
野
自
身
も
語

る
ご
と
く
、
吉
野

は
作
品

の
中

で
子

で
あ
り
、

父

で
あ
る

の
で
あ
る
。
だ
が
、

こ
の
両
者

の
ど
ち
ら

に
吉
野

の
姿
を
多
く
見

る

こ
と
が
で
き
る
か
と
問
わ
れ
た
ら
、
や
は
り
父

の
方

で
あ
ろ
う
。

「
一

≦
霧

げ
○
ヨ

」
は
、
清

岡
が

『
仔
情

の
前
線
』
の
中

で
も
述

べ
て
い
る
よ
う

に
、

父
と
な
る
吉

野
の
こ
れ
か
ら

の
課
題
が
伺
わ
れ
る
作
品

で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に

「
H
≦
p
。。

ぴ
o
ヨ

」
か

ら
伺

え
る
の
は
、
〈
生

V
と

〈
性

〉

で
あ

り
、
〈
性

〉
は
換
言
す

る
な
ら

〈
愛

〉
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
愛
す

る
女
性

へ
の
も

の
で
あ
り
、
ま
だ

見
ぬ
我
が
子

へ
の
い
と
お

し
み
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て

こ
の
く
生

V
と
く
愛

V
が
、
作
品

「
一
≦
p
の

げ
0
3

」

に
お
け
る
主
題
と

い

え

る
。

「
H
ξ
p
の

げ
o
ヨ

」
は
、
〈
生

〉
と

い
う
、
わ
が
ま
ま
で
と
て

つ
も
な
い

エ
ゴ
を
抱

え
た
恥
ず
か
し
い

一
面
と

、
ま
た
そ
れ
と
は
裏
腹

な
、
あ
り
が
た
い

恩
恵

を
感

じ
さ
せ
る

一
面
と

の
矛
盾

を
は
ら
ん
だ
も
の
に
対

す
る
、
吉

野
自
身

の
姿
勢
も

し
く
は
決
意

を
表
明
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
し

て
、
新
た
な
く
生
V

へ
の
し
か
け
と
な

っ
て
い
く
く
性
V
に
対

す
る
父

親
と
し

て
の
罪

の
意
識

を
示
す

こ
と
に
よ

っ
て
、
生
き

て
い
く

こ
と
は
す
ば

ら

し

い
こ
と
で
あ
る
が
、
容
易
な
ら
ぬ
も
の
を
抱
え

て
い
る
と

い
う
吉
野
の
鋭

い

視
点

の
伺
え
る
作
品

で
あ
る
。

ー
注
ー

ω

『
現
代

の
詩
人
た
ち
〈
上
〉
』
大
岡
信

(青
土
社
)

働

『
詩
人
会
議
』
昭
和

51
年
11
月
号

個

『
現
代
国
語

3
学
習
指
導

の
研
究
』

(筑
摩
圭
旦
房
)

凶

㈹

に
同
じ

㈲

個

に
同
じ

㈲

②

に
同
じ

補

記

吉
野
弘
氏
に
は
、
私
の
照
会
に
対
し
、
お
忙
し

い
中
を
た
び
た
び
丁
重
な
お

返
事
を

い
た
だ
き
、
し
か
も
、
十

一
月
二
十
日

(
昭
和
五
十
九
年
)

に
、
東
京

の
あ
る
デ
パ

ー
ト
の

ス
カ
イ

レ
ス
ト

ラ
ン
で
、
延
々
六
時
間
も
お
話
を
伺

っ
た
。

思
い
も
か

け
な

い
好

運
で
あ

り
、
感
謝

の
念

に
た
え
な

い
。
氏

の
奥
深

い
思
想

や
、
散
文
詩

に
対
す

る
考

え
、
大

人
の
読
者

に
氏

の
詩
が

ど
う
受
け
と
め
ら
れ

て
い
る
か
な
ど
、
研

究
す

べ
く
残

さ
れ
た
課
題
は
多

い
。

な
お
、

こ
の
原
稿

は
、
急
な
依
頼

に
よ
り
、
や
む
を
得
ず
卒
業
論
文

の
本

論

の
部
分
を
抄
出

し
て

つ
な

ぐ
と

い
う
方
法
を
取

っ
た
の
で
、
終

始
が
整

わ
な
か

っ
た
り
、
大
事
な
部
分
が
落
ち
た

り
し

て
い
る
恐
れ
も
あ

ろ
う

か
と

思
わ

れ
、

そ
れ

が
心
残

り
で
は
あ

る
。
御
指
導
を

い
た
だ

い
た
小
谷
博
泰
先
生

に
お
礼
申

し
上
げ

る
。
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