
わ
が
ひ
と
に
與
ふ
る
哀
歌

伊
東
靜
雄
君
の
詩
に
つ
い
て

萩
原
朔
太
郎

附
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
昭
和
一
一
（
一
九
三
六
）
年
一
月
号
『
コ
ギ
ト
』
（
第
四
十
四
号
）
に
掲
載
さ
れ
、
後

に
エ
ッ
セ
イ
集
「
詩
人
の
使
命
」（
第
一
書
房
昭
和
一
二
（
一
九
三
七
）
年
刊
）
に
所
収
さ
れ
た
。
底
本
は

筑
摩
書
房
刊
萩
原
朔
太
郎
全
集
第
十
一
巻
（
昭
和
五
〇
（
一
九
七
五
）
年
刊
）
の
校
訂
本
文
を
用
い
た
が
、

検
証
し
て
み
る
と
詩
集
「
わ
が
ひ
と
に
與
ふ
る
哀
歌
」
か
ら
の
引
用
の
一
部
に
は
か
な
り
問
題
が
あ
る
た

め
、
引
用
部
は
総
て
「
定
本

伊
東
靜
雄
全
集
」
（
人
文
書
院
昭
和
五
五
（
一
九
八
〇
）
年
刊
）
に
よ
り
、

正
し
い
原
文
表
記
に
差
し
替
え
、
最
後
に
特
に
『
□
伊
東
靜
雄
の
詩
集
「
わ
が
ひ
と
に
與
ふ
る
哀
歌
」
引

用
の
詩
の
誤
り
に
つ
い
て
の
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
』
を
設
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
異
同
を
指
示
し
て
お
い
た
。
こ
こ

に
は
底
本
の
「
引
用
詩
文
異
同
一
覧
」
で
は
問
題
と
し
て
掲
げ
て
い
な
い
（
し
か
し
こ
れ
は
私
に
は
大
き

な
問
題
と
映
っ
た
と
こ
ろ
の
）
踊
り
字
や
ル
ビ
そ
の
他
の
異
同
も
漏
ら
さ
ず
指
摘
し
て
お
い
た
。
そ
れ
は

私
に
と
っ
て
は
誤
読
や
誤
釈
の
虞
れ
の
高
い
重
大
な
欠
陥
を
孕
ん
で
い
る
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
る
（
そ

の
理
由
も
明
記
し
た
）。
従
っ
て
結
果
的
に
は
本
テ
ク
ス
ト
は
全
く
独
自
な
テ
ク
ス
ト
と
な
っ
て
い
る
こ
と

を
予
め
お
断
り
し
て
お
く
。
禁
欲
的
な
語
注
も
そ
の
後
に
附
し
た
。

な
お
、
「
わ
が
ひ
と
に
與
ふ
る
哀
歌
」
に
つ
い
て
は
、
私
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
初
版
に
基
づ
く
電
子
版
「
伊

東
静
雄
詩
集

わ
が
ひ
と
に
與
ふ
る
哀
歌

や
ぶ
ち
ゃ
ん
版
」
が
あ
り
、
他
の
彼
の
詩
集
や
拾
遺
詩
に
つ

い
て
も
私
の
「
心
朽
窩

新
館
」
の
「
伊
東
靜
雄
全
詩
集
」
に
テ
ク
ス
ト
が
あ
る
の
で
、
是
非
、
参
照
さ

れ
た
い
。
な
お
、
本
Ｐ
Ｄ
Ｆ
版
で
は
一
部
の
漢
字
が
転
倒
す
る
が
、
修
正
機
能
を
持
っ
た
編
集
ソ
フ
ト
を

私
は
所
持
し
て
い
な
い
の
で
、
そ
の
ま
ま
と
す
る
。
悪
し
か
ら
ず
。
【
二
〇
一
四
年
十
一
月
十
五
日
藪
野
直

史
】
］

http://homepage2.nifty.com/onibi/wagahitoiatahuru.html
http://homepage2.nifty.com/onibi/wagahitoiatahuru.html
http://homepage2.nifty.com/onibi/sinkyuka.html
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伊
東
靜
雄
君
の
詩
に
つ
い
て

ひ
さ
し
く
抒
情
詩
が
失
は
れ
て
ゐ
た
。
こ
れ
は
悲
し
い
事
實
で
あ
つ
た
。

詩
と
い
ふ
も
の
は
あ
つ
た
。
そ
れ
は
活
字
に
よ
つ
て
印
刷
さ
れ
、
植
字
工
に
よ
つ
て
メ
カ
ニ
カ
ル
に
配

列
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、
一
つ
の
工
業
圖
案
的
な
繪
文
字
だ
つ
た
。
人
々
は
詩
を
玩
具

お
も
ち
や

に
し
た
。
魂
が
詩
を

「
歌
ふ
」
の
で
な
く
機
智

ヰ

ッ

ト

が
詩
を
「
工
作
す
る
」
の
で
あ
つ
た
。
朝
、
詩
の
靈
魂
で
あ
る
リ
リ
シ
ズ
ム
が
、

何
處
か
へ
鳥
の
や
う
に
飛
ん
で
し
ま
つ
た
。
骸
炭

コ
ー
ク
ス

の
や
う
な
物
だ
け
が
後
に
殘
つ
た
。
火
の
消
え
た
、
黑

い
、
つ
ま
ら
な
い
固
形
だ
け
が
殘
つ
て
居
た
。
人
々
は
そ
れ
を
煙
か
ら
取
り
出
し
、
珊
瑚
礁
で
も
見
る
や

う
に
し
て
、
形
態
の
美
學
的
意
匠
を
論
じ
て
居
た
。
實
に
は
何
の
價
値
も
な
い
、
た
だ
の
骸
炭

コ
ー
ク
ス

に
す
ぎ
な

い
も
の
を
、
滑
稽
に
も
美
術
と
誤
ま
り
、
「
詩
」
と
い
ふ
言
葉
で
呼
び
馴
ら
し
て
ゐ
た
。

詩
と
い
ふ
文
學
は
何
處
へ
行
つ
た
か
？

或
る
他
の
人
々
は
、
藝
術
に
さ
へ
な
ら
な
い
粗
野
な
言
葉
で
、

全
く
實
の
感
性
を
缺
い
て
る
と
こ
ろ
の
、
ア
ヂ
的
政
談
演
説
の
や
う
な
も
の
を
怒
鳴
つ
て
ゐ
た
。
人
々
は

そ
れ
を
「
自
由
詩
」
と
呼
び
、
を
こ
が
ま
し
く
も
プ
ロ
派
、
民
衆
派
、
人
道
派
等
の
名
を
僭
稱
し
た
。
だ

が
そ
ん
な
イ
ズ
ム
を
稱
し
得
る
ほ
ど
、
藝
術
す
る
神
經
は
ど
こ
に
も
無
か
つ
た
。
詩
は
「
美
し
く
歌
ふ
」

べ
き
も
の
で
あ
つ
て
、
暴
力
團
壯
士
の
演
説
み
た
い
に
、
粗
暴
に
殺
伐
に
「
荒
々
し
く
怒
鳴
る
」
べ
き
も

の
で
は
な
い
筈
で
あ
る
。

久
し
い
間
、
日
本
で
は
「
詩
」
と
い
ふ
言
葉
が
、
か
う
し
た
非
藝
術
的
政
談
演
説
を
意
味
し
て
居
た
。

或
は
ま
た
一
方
で
、
工
業
圖
案
的
な
手
藝
文
學
を
意
味
し
て
居
た
。
日
本
で
「
詩
」
と
い
ふ
文
學
は
、
酢

豆
腐
者
流
の
氣
障
な
ダ
ン
ヂ
イ
ズ
ム
の
遊
戲
で
な
け
れ
ば
、
院
外
團
壯
士
の
殺
伐
粗
暴
な
怒
號
で
あ
つ
た
。

有
明
、
白
秋
以
後
、
日
本
に
は
眞
の
藝
術
的
精
神
を
持
つ
詩
が
現
れ
な
か
つ
た
。
な
ぜ
な
ら
有
明
、
白
秋

以
後
、
日
本
の
詩
壇
は
自
然
主
義
に
壓
迫
さ
れ
て
、
詩
の
純
な
靈
魂
で
あ
る
べ
き
筈
の
リ
リ
シ
ズ
ム
を
、

全
く
喪
失
し
て
し
ま
つ
た
か
ら
で
あ
る
。

抒
情
詩
を
復
活
せ
よ
！

リ
リ
シ
ズ
ム
を
呼
び
戻
せ
！

こ
れ
が
今
日
の
日
本
に
於
て
、
文
學
と
詩
歌

（
和
歌
も
俳
句
も
共
に
含
め
て
）
の
全
文
壇
に
、
最
も
強
く
叫
ば
れ
る
所
の
聲
で
あ
る
。

雜
誌
「
コ
ギ
ト
」
の
誌
上
に
於
て
、
伊
東
靜
雄
君
の
詩
を
初
め
て
見
た
時
、
僕
は
こ
の
「
失
は
れ
た
リ

リ
シ
ズ
ム
」
を
發
見
し
、
日
本
に
尚
一
人
の
詩
人
が
あ
る
こ
と
を
知
り
、
胸
の
躍
る
や
う
な
強
い
悦
び
と

希
望
を
お
ぼ
え
た
。
こ
れ
こ
そ
、
眞
に
「
心
の
歌
」
を
持
つ
て
る
と
こ
ろ
の
、
眞
の
本
質
的
な
抒
情
詩
人

で
あ
つ
た
。



伊
東
君
の
詩
を
初
め
て
見
た
時
、
僕
は
島
崎
藤
村
氏
の
詩
を
讀
む
や
う
な
思
ひ
が
し
た
。
僕
は
著
者
に

手
紙
を
送
り
、
「
若
き
日
の
藤
村
の
詩
を
、
若
き
靑
春
の
日
に
讀
む
や
う
な
思
ひ
が
し
た
。
」
と
書
い
た
。

そ
れ
ほ
ど
こ
の
詩
人
の
詩
に
は
、
靑
春
の
水
々
し
い
リ
リ
シ
ズ
ム
が
溢
れ
て
居
る
。
た
し
か
に
そ
れ
は
、

昭
和
の
新
し
い
島
崎
藤
村
を
面
影
し
て
居
る
。
し
か
し
な
が
ら
ま
た
再
讀
し
て
、
こ
の
一
九
三
〇
年
代
の

若
い
詩
人
が
、
一
八
〇
〇
年
代
の
末
期
に
生
れ
た
若
い
日
の
藤
村
氏
に
比
し
、
い
か
に
甚
だ
し
く
詩
人
的

風
貌
を
異
に
す
る
か
を
知
り
、
再
度
ま
た
別
の
驚
き
を
新
た
に
し
た
。
藤
村
氏
は
そ
の
詩
集
に
自
ら
序
し

て
、
自
分
の
詩
は
靑
春
の
歌
で
あ
る
と
言
ひ
、
春
の
若
草
が
萌
え
る
や
う
に
、
何
の
煩
ひ
も
な
く
こ
だ
は

り
も
な
く
、
靑
春
の
悦
び
を
心
任
せ
の
自
由
に
歌
つ
た
と
書
い
て
居
る
。
藤
村
氏
の
時
代
は
、
實
に
ま
た

さ
う
し
た
樂
し
い
時
代
で
あ
り
、
日
本
の
文
化
の
時
潮
か
ら
し
て
、
詩
が
「
若
草
の
や
う
に
」
萌
え
あ
が

つ
た
時
代
で
あ
つ
た
。
藤
村
氏
一
人
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
若
い
人
々
等
が
、
だ
れ
も
皆
心
任
せ
に
、
自

由
に
胸
を
張
つ
て
「
靑
春
の
悦
び
」
を
聲
限
り
に
歌
ひ
續
け
た
時
代
で
あ
つ
た
。
つ
ま
り
言
へ
ば
藤
村
氏

の
詩
は
、
か
う
し
た
時
代
の
感
情
と
社
會
相
と
を
、
自
我
に
反
映
し
た
一
象
徴
に
外
な
ら
な
い
の
だ
。

所
で
「
わ
が
ひ
と
に
與
ふ
る
哀
歌
」
は
、
何
と
い
ふ
痛
手
に
み
ち
た
歌
で
あ
ら
う
。
伊
東
君
の
抒
情
詩

に
は
、
も
は
や
靑
春
の
悦
び
は
何
處
に
も
な
い
。
た
し
か
に
そ
こ
に
は
、
藤
村
氏
を
思
は
せ
る
や
う
な
若

さ
と
リ
リ
シ
ズ
ム
が
流
れ
て
居
る
。
だ
が
そ
の
「
若
さ
」
は
、
春
の
野
に
萌
え
る
草
の
う
ら
ら
か
な
若
さ

で
は
な
く
、
地
下
に
固
く
蹈
み
つ
け
ら
れ
、
ね
ぢ
曲
げ
ら
れ
、
岩
石
の
間
に
芽
を
吹
か
う
と
し
て
、
痛
手

に
傷
つ
き
歪
め
ら
れ
た
若
さ
で
あ
る
。
西
洋
の
史
家
は
、
十
九
世
紀
象
徴
派
の
詩
を
評
し
て
「
傷
つ
い
た

浪
漫
派
」
と
言
ひ
、ヹ

ル
レ
ー
ヌ
を
評
し
て
「
歪
ん
だ
ハ
イ
ネ
」
と
言
つ
て
居
る
。
十
八
世
紀
の
浪
漫
派

は
、
丁
度
「
詩
」
が
叫
ば
れ
て
る
時
代
の
土
壤
で
、
春
の
若
草
の
や
う
に
萌
え
出
し
た
詩
派
で
あ
つ
た
。

ハ
イ
ネ
も
、
キ
ー
ツ
も
、
バ
イ
ロ
ン
も
、
す
べ
て
の
浪
漫
派
詩
人
た
ち
は
、
容
貌
か
ら
し
て
純
情
の
美
少

年
で
あ
つ
た
。
然
る
に
十
九
世
紀
末
の
象
徴
派
は
、
自
然
主
義
の
全
盛
す
る
實
證
主
義
の
時
代
に
生
れ
、

文
化
の
懷
疑
思
潮
が
す
べ
て
の
リ
リ
ッ
ク
を
殺
し
て
し
ま
つ
た
。
し
か
も
か
う
し
た
時
代
に
す
ら
、
尚
そ

の
魂
に
「
心
の
歌
」
を
持
つ
て
る
と
こ
ろ
の
、
宿
命
的
な
詩
人
群
は
歌
ひ
續
け
た
。
だ
が
彼
等
の
歌
は
悲

し
く
傷
つ
き
、
そ
の
容
貌
は
醜
く
歪
み
、
魂
は
酒
毒
に
荒
さ
れ
、
浪
漫
派
の
純
情
性
と
美
少
年
と
は
、
再

度
も
は
や
彼
等
の
歌
に
歸
ら
な
か
つ
た
。
そ
れ
はヹ

ル
レ
ー
ヌ
の
容
貌
と
共
に
、
醜
く
歪
め
ら
れ
た
浪
漫

派
で
あ
つ
た
と
こ
ろ
の
、
十
九
世
紀
末
デ
カ
ダ
ン
ス
の
詩
人
群
で
あ
つ
た
。

「
わ
が
ひ
と
に
與
ふ
る
哀
歌
」
を
讀
み
、
こ
れ
を
島
崎
藤
村
氏
の
詩
と
反
映
す
る
時
、
丁
度
こ
の
浪
漫
派

の
詩
人
に
對
す
る
、
象
徴
派
の
詩
人
を
イ
メ
ー
ヂ
す
る
。
そ
れ
は
詩
の
全
く
失
は
れ
た
昭
和
時
代
、
社
會

そ
の
も
の
が
希
望
を
失
ひ
、
文
化
そ
の
も
の
が
目
的
性
を
紛
失
し
、
す
べ
て
の
人
が
懷
疑
と
不
安
の
暗
黑

世
相
に
生
活
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
、
ま
さ
し
く
昭
和
一
〇
年
代
の
現
代
日
本
を
表
象
し
て
居
る
。
し
か
も



宿
命
的
な
詩
人
等
は
、
か
う
し
た
リ
リ
ッ
ク
の
な
い
時
代
に
さ
へ
も
、
尚
彼
等
の
魂
を
歌
ひ
續
け
ね
ば
な

ら
な
か
つ
た
。
そ
こ
で
彼
等
の
歌
は
悲
し
く
傷
つ
き
、
リ
ズ
ム
は
支
離
に
破
滅
し
、
聲
は
し
は
が
れ
て
低

く
、
心
は虛
無
の
懷
疑
に
暗
く
惱
み
傷
つ
い
て
居
る
。

伊
東
靜
雄
君
の
詩
が
、
正
に
全
く
こ
の
通
り
で
あ
る
。
即
ち
そ
の
リ
ズ
ム
は
一
行
毎
に
破
滅
し
て
支
離

に
分
散
し
、
詩
想
は
暗
黑
の
憂
愁
に
充
ち
、
希
望
も
な
く
目
的
も
な
き
、
ニ
ヒ
ル
の
宿
命
的
な
長
い
影
が
、

力
の
な
い
氷
島
の
極
光
に
向
つ
て
、
幽
靈
の
や
う
な
郷
愁
を
訴
へ
て
る
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
「
傷
つ
い
た

浪
漫
派
」
の
詩
で
あ
り
、「
歪
め
ら
れ
た
島
崎
藤
村
」
の
歌
で
あ
る
。

「
わ
が
ひ
と
に
與
ふ
る
哀
歌
」
は
、
一
つ
の
美
し
い
戀
歌
で
あ
る
。
浪
漫
派
や
藤
村
氏
の
詩
や
が
、
本
質

的
に
皆
美
し
い
戀
歌
で
あ
つ
た
や
う
に
、
伊
東
靜
雄
君
の
詩
の
歌
ふ
と
こ
ろ
も
、
本
質
的
に
皆
美
し
い
戀

歌
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
「
美
し
さ
」
は
、
そ
の
エ
ス
プ
リ
に
殘
虐
な
痛
手
を
持
つ
た
美
し
さ
で

あ
り
、
む
し
ろ
冷
酷
に
さ
へ
も
意
地
惡
く
、
魂
を
苛
め
つ
け
ら
れ
た
人
の
リ
リ
ッ
ク
で
あ
る
。
あ
あ
し
か

し
！

こ
れ
も
ま
た
一
つ
の

「
美
し
い
戀
歌
」
で
あ
ら
う
か
？

 
 

 

冷
め
た
い
場
所
で

 
 

私
が
愛
し

 
 

そ
の
た
め
私
に
つ
ら
い
ひ
と
に

 
 

太
陽
が
幸
福
に
す
る

 
 

未
知
の
野
の
彼
方
を
信
ぜ
し
め
よ

 
 

そ
し
て

 
 

眞
白
い
花
を
私
の
憩
ひ
に
咲
か
し
め
よ

 
 

昔
の
ひ
と
の
堪
へ
難
く

 
 

望
郷
の
歌
で
あ
ゆ
み
す
ぎ
た

 
 

荒
々
し
い
冷
め
た
い
こ
の
岩
石
の

 
 

場
所
に
こ
そ

こ
れ
は
殘
忍
な
戀
愛
歌
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
彼
は
、
そ
の
戀
の
イ
メ
ー
ヂ
と
郷
愁
と
を
、
氷
の
彫
刻
す

る
岩
石
の
中
に
氷
結
さ
せ
、
い
つ
も
冷
め
た
い
孤
獨
の
場
所
で
、
死
の
墓
の
や
う
に
考
へ
こ
ん
で
居
る
か

ら
で
あ
る
。



 
 

あ
あ

わ
が
ひ
と

 
 

輝
く
こ
の
日
光
の
中
に
忍
び
こ
ん
で
ゐ
る

 
 

音
な
き
空虛
を

 
 

歷

然
と
見
わ
く
る
目
の
發
明
の

 
 

何
に
な
ら
う

 
 

如
か
な
い

人
氣
な
い
山
に
上
り

 
 

切
に
希
は
れ
た
太
陽
を
し
て

 
 

殆
ど
死
し
た
湖
の
一
面
を
遍
照
さ
す
る
の
に

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
わ
が
ひ
と
に
與
ふ
る
哀
歌
）

此
處
に
は
一
つ
の
太
陽
が
あ
る
。
だ
が
そ
の
太
陽
は
、
生
物
の
住
む
我
等
の
地
球
を
照
ら
す
太
陽
で
は

な
い
。
そ
れ
は
時
間
の
生
れ
な
い
宇
宙
の
劫
初
に
、
神
と
二
つ
だ
け
存
在
し
た
太
陽
。
地
上
に
一
つ
の
生

物
も
な
く
、
海
水
も
な
く
、
岩
礁
ば
か
り
が
固
體
し
て
ゐ
た
劫
初
の
地
球
。「
死
」
の
地
球
を
照
ら
す
と
こ

ろ
の
太
陽
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
認
識
す
る
主
體
が
一
つ
も
居
な
い
。
故
に
そ
の
太
陽
は
「
無
」
を
意
味
す

る
。
そ
れ
は
永
劫
の
空虛

の
中
で
、
生
物
の
な
い
山
の
頂
を
照
ら
し
て
居
る
。
「
あ
あ

わ
が
ひ
と
！
」
そ

こ
に
詩
人
の
美
し
い
戀
人
は
坐
つ
て
居
る
の
だ
。
如
か
ず
、
む
し
ろ
冷
め
た
い
大
理
石
の
中
に
、
君
の
そ

の
イ
メ
ー
ヂ
を
彫
り
つ
け
よ
。
汝
の
女
を
眞
裸
に
し
て
殺
し
て
し
ま
へ
。
―
―
こ
ん
な
殘
忍
な
戀
愛
詩
が

ど
こ
に
あ
る
か
。

 
 

自
然
は
限
り
な
く
美
し
く
永
久
に
住
民
は

 
 

貧
窮
し
て
ゐ
た

 
 

幾
度
も
い
く
ど
も
烈
し
く
く
り
返
し

 
 

岩
礁
に
ぶ
つ
か
つ
た
後
に

 
 

波
が
ち
り
散
り
に
泡
沫
に
な
つ
て
退
き
な
が
ら

 
 

各
自
ぶ
つ
ぶ
つ
と
呟
く
の
を

 
 

私
は
海
岸
で
眺
め
た
こ
と
が
あ
る

 
 

絶
え
ず
此
所
で
歸
郷
者
た
ち
は

 
 

正
に
そ
の
通
り
で
あ
つ
た

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
歸
郷
者
）



僕
は
か
つ
て
、
ア
ラ
ン
と
い
ふ
活
動
寫
眞
を
見
た
こ
と
が
あ
る
。
英
國
の
北
方
、
極
地
の
緯
度
に
近
い

と
こ
ろ
に
、
土
地
と
い
ふ
も
の
が
全
く
な
く
、
岩
礁
ば
か
り
の
島
が
あ
る
の
だ
。
そ
の
島
に
住
ん
で
る
住

民
た
ち
は
、
食
物
の
野
菜
を
作
る
た
め
に
、
根
氣
よ
く
岩
を
割
つ
て
は
、
少
許
の
土
く
れ
を
見
附
け
出
し
、

岩
礁
の
上
に
畑
を
作
る
の
で
あ
る
。
空
に
は
凍
り
つ
い
た
太
陽
が
あ
り
、
島
は
い
つ
も
浪
の
飛
泡
で
蓋
は

れ
て
居
る
。
人
間
の
住
む
世
界
で
、
こ
ん
な
に
寂
し
く
荒
寥
と
し
た
世
界
は
無
い
の
だ
。

「
わ
が
ひ
と
に
與
ふ
る
哀
歌
」
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
ア
ラ
ン
島
の
哀
歌
で
あ
る
。
こ
の
抒
情
詩
の
魂
は
、

い
つ
も
絶
海
の
孤
島
の
上
で
、
浪
の
飛
泡
に
濡
れ
な
が
ら
凍
り
つ
い
て
る
。
地
上
に
靑
い
も
の
は
一
つ
も

な
く
、
何
處
を
見
て
も
岩
礁
ば
か
り
だ
。
そ
し
て
極
地
に
近
い
空
に
は
、
力
の
な
い
太
陽
が
侘
し
く
輝
や

き
、
岩
ば
か
り
の
地
や
洞
窟
や
に
、
凍
り
つ
い
た
人
の
死
骸
が
、
白
骨
に
な
つ
て
晒
さ
れ
て
る
の
だ
。
こ

の
風
景
に
は
「
時
間
」
が
な
い
。
そ
れ
は
永
劫
の
寂
寥
な
の
だ
。
或
は
も
つ
と
詳
し
く
言
へ
ば
、
支
離
滅

裂
に
な
つ
た
一
つ
の
魂
、
希
望
の
な
い
魂
の
リ
リ
ッ
ク
な
の
だ
。

 
 

 
 

私
は
強
ひ
ら
れ
る

 
 

私
は
強
ひ
ら
れ
る

こ
の
目
が
見
る
野
や

 
 

雲
や
林
間
に

 
 

昔
の
戀
人
を
歩
ま
す
る
こ
と
を

 
 

そ
し
て
死
ん
だ
父
よ

空
中
の
何
所
で

 
 

噴
き
上
げ
ら
れ
る
泉
の
水
は

 
 

區
別
さ
れ
た
一
滴
に
な
る
の
か

 
 

私
と
一
緒
に
眺
め
よ

 
 

孤
高
な
思
索
を
私
に
傳
へ
た
人
！

 
 

草
食
獸
が
す
る
か
の
樂
し
さ
う
な
食
事
を

こ
の
詩
人
と
ニ
イ
チ
ェ
と
に
、
何
の
思
想
的
關
係
が
あ
る
か
僕
は
知
ら
な
い
。
だ
が
不
思
議
な
こ
と
に

伊
東
君
の
詩
は
ニ
イ
チ
ェ
と
よ
く
相
似
し
た
氣
質
的
一
致
が
あ
る
。
ニ
イ
チ
ェ
―
―
抒
情
詩
人
と
し
て
の

ニ
イ
チ
エ
―
―
は
、
い
つ
も
岩
礁
ば
か
り
の
あ
る
、
絶
海
の
孤
島
を
歩
き
<ｲ
り
、
草
食
獸
の
や
う
に
靑
草

を
探
し
て
居
た
。
彼
は
常
に
漂
泊
者
で
あ
り
、
樹
上
の
鳥
と
寂
し
い
哀
歌
を
交
し
て
居
た
。
ニ
イ
チ
ェ
の

場
合
で
言
へ
ば
、
戀
愛
は
い
つ
も
死
と
墓
と
の
形
式
で
歌
は
れ
て
居
た
。「
わ
が
心
の
愛
人
よ
！

い
と
し

き
も
の
よ
！
」
と
ニ
イ
チ
ェ
は
先
づ
最
初
に
歌
ふ
。
そ
れ
か
ら
次
の
行
に
移
つ
て
、
彼
の
「
い
と
し
き
も



の
」
を
痛
く
辛
辣
に
や
つ
つ
け
る
。
ニ
イ
チ
ェ
の
詩
で
は
、
少
女
の
や
う
な
純
情
の
愛
と
、
毒
舌
家
の
や

う
な
惜
し
み
と
が
、
不
思
議
の
心
表
交
錯
で
イ
メ
ー
ヂ
さ
れ
て
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
似

た
或
る
思
想
と
心
象
と
が
、
し
ば
し
ば
ま
た
伊
東
君
の
詩
に
現
は
れ
て
居
る
。
お
そ
ら
く
そ
の
類
似
は
、

文
學
上
の
類緣

で
な
く
し
て
、
も
つ
と
深
い
氣
質
的
原
因
に
存
す
る
の
だ
ら
う
。

浪
漫
派
の
詩
人
た
ち
は
、
た
い
て
い
十
六
歳
で
詩
を
作
り
、
二
十
歳
に
も
な
ら
な
い
中
に
大
家
に
な
つ

た
。
そ
れ
よ
り
も
つ
と
後
の
時
代
、
即
ち
象
徴
派
の
詩
人
た
ち
は
、
た
い
て
い
三
十
歳
で
詩
を
作
り
、
四

十
歳
に
近
く
し
て
大
家
に
な
つ
た
。
そ
し
て
ま
た
最
近
で
は
、
ヴ
ァ
レ
リ
イ
等
が
五
十
歳
を
越
し
て
か
ら

名
聲
を
成
し
た
。
時
代
と
共
に
、
詩
人
の
出
發
が
益
〻
お
く
れ
、
詩
人
の
年
齡
が
益
〻
遲
く
老
い
て
來
る
。

何
故
だ
ら
う
か
？

地
球
が
一
年
毎
に
冷
却
し
、
文
化
が
プ
ロ
ゼ
ッ
ク
に
老
い
て
來
る
か
ら
で
あ
る
。
昔

は
十
七
歳
で
詩
が
作
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
す
べ
て
の
社
會
事
情
が
、
さ
う
し
た
純
情
の
若
々
し
い
芽
を
、
自

由
に
水
々
し
く
、
大
地
に
發
育
さ
せ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
今
日
で
は
、
リ
リ
シ
ズ
ム
の
芽
が
固
い
土
壤

で
壓
迫
さ
れ
て
る
。
今
日
そ
れ
を
突
き
破
り
、
現
實
の
地
上
に
芽
を
出
す
迄
に
は
、
地
下
に
於
い
て
の
充

分
な
潛
在
力
と
、
現
實
を
は
ね
返
す
強
い
意
志
と
を
持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
今
日
の
社
會
で
は
、
も
は
や
十

六
歳
の
少
年
に
は
詩
が
作
ら
れ
な
い
。
ハ
イ
ネ
や
キ
ー
ツ
や
の
美
少
年
は
、
今
日
の
時
代
の
詩
人
と
し
て
、

生
育
し
が
た
く
薄
弱
の
も
の
に
な
つ
て
し
ま
つ
た
。
今
日
の
詩
人
は
、
す
く
な
く
と
も
三
十
歳
を
越
さ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
三
十
歳
を
越
す
と
い
ふ
こ
と
は
、
現
實
の
世
相
に
處
し
て
、
人
生
の
苦
汁
を
經
驗
し

て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
今
日
で
は
、
詩
が
純
な
ナ
イ
ー
ブ
の
姿
を
失
ひ
、
現
實
的
慘
苦
に
ふ
れ
て
歪
め
ら
れ
た
變
貌

の
姿
を
し
て
ゐ
る
。
十
八
世
紀
末
の
浪
漫
派
こ
そ
は
、
實
に
抒
情
詩
の
純
粹
な
エ
ス
プ
リ
だ
つ
た
。
し
か

し
今
日
以
後
の
社
會
に
、
も
は
や
昔
の
浪
漫
派
は
有
り
得
な
い
。
今
日
以
後
に
有
り
得
べ
き
詩
は
、
リ
リ

シ
ズ
ム
の
純
一
精
神
を
心
に
持
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
現
實
的
世
相
の
地
下
か
ら
、
石
を
破
り
ぬ
い
て
出
る
強

い
變
貌
の
歪
力
詩
で
あ
る
。
即
ち
正
に
有
る
べ
き
と
こ
ろ
の
善
き
抒
情
詩
は
、
伊
東
靜
雄
君
等
に
よ
つ
て

表
象
さ
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
、
こ
の
種
の
「
傷
つ
い
た
浪
漫
派
」
の
正
統
で
あ
る
。



□
伊
東
靜
雄
の
詩
集
「
わ
が
ひ
と
に
與
ふ
る
哀
歌
」
引
用
の
詩
の
誤
り
に
つ
い
て
の
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注

●
「
冷
め
た
い
場
所
で
」
異
同
や
誤
ま
り
は
な
い
。
詩
集
「
わ
が
ひ
と
に
與
ふ
る
哀
歌
」
よ
り
詩
「
冷
め

た
い
場
所
で
」
全
詩
引
用
。
「
冷
め
た
い
」
は
原
詩
の
マ
マ
。

●
「
あ
あ

わ
が
ひ
と
…
…
」
詩
集
「
わ
が
ひ
と
に
與
ふ
る
哀
歌
」
よ
り
詩
「
わ
が
ひ
と
に
與
ふ
る
哀
歌
」

の
後
半
の
部
分
引
用
で
あ
る
が
、
朔
太
郎
の
引
用
で
は
、

 
 

あ
あ

わ
が
ひ
と

 
 

輝
く
こ
の
日
光
の
中
に
忍
び
こ
ん
で
ゐ
る

 
 

音
な
き
空
虛
を

 
 

歷
然

と
見
わ
く
る
目
の
發
明
の

 
 

何
に
な
ら
う

 
 

如
か
な
い

人
氣
な
い
山
に
上
り

 
 

切
に
希
は
れ
た
太
陽
を
し
て

 
 

殆
ど
死
し
た
湖
の
一
面
を
遍
照
さ
す
る
の
に

と
な
っ
て
お
り
（
以
下
で
は
〈
〇

原
詩
→
×

引
用
〉
の
形
で
示
し
、
誤
り
を
《

》
で
指
示
し
た
。

以
下
、
本
注
は
略
す
）
、

〇
あ
ゝ

わ
が
ひ
と

 
 

 
 

↓

×
あ
あ

わ
が
ひ
と

《
踊
り
字
が
正
字
化
。
》

〇
如
か
な
い

人
氣

ひ

と

げ

な
い
山
に
上の

ぼ

り

 
 

 
 

↓

×
如
か
な
い

人
氣
な
い
山
に
上
り

《
「
人
氣
」
及
び
「
上
り
」
の
ル
ビ
が
な
い
。
「
人
氣
」
は
ル
ビ
な
し
で
は
「
ひ
と
げ
」
と
は
誰
も
読
め
な

い
。
》



〇
殆
ど
死
し
た
湖
の
一
面
に
遍
照
さ
す
る
の
に

 
 

 
 

↓

×
殆
ど
死
し
た
湖
の
一
面
を
遍
照
さ
す
る
の
に

《
「
一
面
に
」
が
「
一
面
を
」
と
な
っ
て
い
て
致
命
的
で
あ
る
。
》

と
誤
ま
っ
て
い
る
。
以
下
に
全
詩
を
示
し
て
お
く
。

 
 

 

＊



 
 

わ
が
ひ
と
に
與
ふ
る
哀
歌

太
陽
は
美
し
く
輝
き

あ
る
ひ
は

太
陽
の
美
し
く
輝
く
こ
と
を
希
ひ

手
を
か
た
く
く
み
あ
は
せ

し
づ
か
に
私
た
ち
は
歩
い
て
行
つ
た

か
く
誘
ふ
も
の
の
何
で
あ
ら
う
と
も

私
た
ち
の
内
う
ち
の

誘
は
る
る
淸
ら
か
さ
を
私
は
信
ず
る

無
緣
の
ひ
と
は
た
と
へ

鳥
々
は
恆つ

ね

に
變
ら
ず
鳴
き

草
木
の
囁
き
は
時
を
わ
か
た
ず
と
す
る
と
も

い
ま
私
た
ち
は
聽
く

私
た
ち
の
意
志
の
姿
勢
で

そ
れ
ら
の
無
邊
な
廣
大
の
讚
歌
を

あ
ゝ

わ
が
ひ
と

輝
く
こ
の
日
光
の
中
に
忍
び
こ
ん
で
ゐ
る

音
な
き
空
虛
を

歷
然

と
見
わ
く
る
目
の
發
明
の

何
に
な
ら
う

如
か
な
い

人
氣

ひ

と

げ

な
い
山
に
上の

ぼ

り

切
に
希
は
れ
た
太
陽
を
し
て

殆
ど
死
し
た
湖
の
一
面
に
遍
照
さ
す
る
の
に

 
 

 

＊



●
「
自
然
は
限
り
な
く
美
し
く
永
久
に
住
民
は
…
…
」
は
詩
集
「
わ
が
ひ
と
に
與
ふ
る
哀
歌
」
よ
り
詩
「
歸

郷
者
」
の
前
半
の
部
分
引
用
で
あ
る
が
、
朔
太
郎
の
引
用
で
は
、

 
 

自
然
は
限
り
な
く
美
し
く
永
久
に
住
民
は

 
 

貧
窮
し
て
ゐ
た

 
 

幾
度
も
い
く
ど
も
烈
し
く
く
り
返
し

 
 

岩
礁
に
ぶ
つ
か
つ
た
後
に

 
 

波
が
ち
り
散
り
に
泡
沫
に
な
つ
て
退
き
な
が
ら

 
 

各
自
ぶ
つ
ぶ
つ
と
呟
く
の
を

 
 

私
は
海
岸
で
眺
め
た
こ
と
が
あ
る

 
 

絶
え
ず
此
所
で
歸
郷
者
た
ち
は

 
 

正
に
そ
の
通
り
で
あ
つ
た

と
な
っ
て
お
り
、

〇
「
岩
礁
に
ぶ
ち
つ
か
つ
た
後の

ち

に
」

 
 

 

↓

×
「
岩
礁
に
ぶ
ち
つ
か
つ
た
後
に
」

《
「
ぶ
ち
つ
か
つ
た
」
が
「
ぶ
つ
か
つ
た
」
と
な
っ
て
お
り
、
致
命
的
。
「
後
」
に
は
ル
ビ
が
な
い
。
こ
れ

で
は
高
い
確
率
で
「
あ
と
」
と
誤
読
さ
れ
て
し
ま
う
。》

〇
「
波
が
ち
り
散
り
に
泡
沫
に
な
つ
て
退ひ

き
な
が
ら
」

 
 

 

↓

×
「
波
が
ち
り
散
り
に
泡
沫
に
な
つ
て
退
き
な
が
ら
」

《
「
退
き
な
が
ら
」
に
ル
ビ
が
な
い
。
こ
れ
で
は
高
い
確
率
で
「
の
き
な
が
ら
」
と
誤
読
さ
れ
て
し
ま
う
。
》

〇
「
絶
え
ず
此
所
で
歸
郷
者
た
ち
は
」

 
 

 

↓

×
「
絶
え
ず
此
處
で
私
が
見
た
歸
郷
者
た
ち
は
」

《
「
此
處
」
が
「
此
所
」。
「
私
が
見
た
」
が
す
っ
ぽ
り
脱
落
し
て
お
り
、
最
早
、
詩
の
意
味
が
全
く
変
質
し



て
し
ま
う
。
》

〇
「
正ま

さ

に
そ
の
通
り
で
あ
つ
た
」

 
 

 

↓

×
「
正
に
そ
の
通
り
で
あ
つ
た
」

《
ル
ビ
な
し
》

と
誤
ま
っ
て
い
る
。
以
下
に
全
詩
を
示
し
て
お
く
。

 
 

 

＊



 
 

歸
郷
者

自
然
は
限
り
な
く
美
し
く
永
久
に
住
民
は

貧
窮
し
て
ゐ
た

幾
度
も
い
く
ど
も
烈
し
く
く
り
返
し

岩
礁
に
ぶ
ち
つ
か
つ
た
後の

ち

に

波
が
ち
り
散
り
に
泡
沫
に
な
つ
て
退
ひ
き
な
が
ら

各
自
ぶ
つ
ぶ
つ
と
呟
く
の
を

私
は
海
岸
で
眺
め
た
こ
と
が
あ
る

絶
え
ず
此
處
で
私
が
見
た
歸
郷
者
た
ち
は

正
ま
さ
に
そ
の
通
り
で
あ
つ
た

そ
の
不
思
議
に
一
樣
な
獨
言
は
私
に
同
感
的
で
な
く

非
常
に
常
識
的
に
き
こ
え
た

（
ま
つ
た
く
！
い
ま
は
故
郷
に
美
し
い
も
の
は
な
い
）

ど
う
し
て
（
い
ま
は
）
だ
ら
う
！

美
し
い
故
郷
は

そ
れ
が
彼
ら
の
實
に
空
し
い
宿
題
で
あ
る
こ
と
を

無
數
な
古
來
の
詩
の
讚
美
が
證
明
す
る

曾
て
こ
の
自
然
の
中
で

そ
れ
と
同
じ
く
美
し
く
住
民
が
生
き
た
と

私
は
信
じ
得
な
い

た
だ
多
く
の
不
平
と
辛
苦
の
の
ち
に

晏
如
と
し
て
彼
ら
の
皆
が

あ
そ
處こ

で
一
基
の
墓
と
な
つ
て
ゐ
る
の
が

私
を
慰
め
い
く
ら
か
幸
福
に
し
た
の
で
あ
る

 
 

 

＊

な
お
、「
（
ま
つ
た
く
！
い
ま
は
故
郷
に
美
し
い
も
の
は
な
い
）」
の
「
！
」
の
後
の
ツ
メ
は
マ
マ
で
あ
る
）
。



●
「
私
は
強
ひ
ら
れ
る
」
は
詩
集
「
わ
が
ひ
と
に
與
ふ
る
哀
歌
」
よ
り
詩
「
私
は
強
ひ
ら
れ
る
―
―
」
の

全
詩
引
用
で
あ
る
が
、
朔
太
郎
の
引
用
で
は
、

 
 

 
 

私
は
強
ひ
ら
れ
る

 
 

私
は
強
ひ
ら
れ
る

こ
の
目
が
見
る
野
や

 
 

雲
や
林
間
に

 
 

昔
の
戀
人
を
歩
ま
す
る
こ
と
を

 
 

そ
し
て
死
ん
だ
父
よ

空
中
の
何
所
で

 
 

噴
き
上
げ
ら
れ
る
泉
の
水
は

 
 

區
別
さ
れ
た
一
滴
に
な
る
の
か

 
 

私
と
一
緒
に
眺
め
よ

 
 

孤
高
な
思
索
を
私
に
傳
へ
た
人
！

 
 

草
食
獸
が
す
る
か
の
樂
し
さ
う
な
食
事
を

と
な
っ
て
お
り
、
ま
ず
詩
の
表
題
が
、

〇
「
私
は
強
ひ
ら
れ
る
―
―
」

 
 

 

↓

×
「
私
は
強
ひ
ら
れ
る
」

《
ダ
ッ
シ
ュ
脱
落
》

と
誤
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
表
題
ダ
ッ
シ
ュ
の
有
無
は
本
詩
の
鑑
賞
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
。
他
に
も
、

〇
「
昔
の
私
の
戀
人
を
歩
ま
す
る
こ
と
を
」

 
 

 

↓

×
「
昔
の
戀
人
を
歩
ま
す
る
こ
と
を
」

《
「
私
の
」
が
脱
落
。
本
詩
の
中
の
数
少
な
い
具
象
性
が
絶
望
的
に
損
な
わ
れ
て
い
る
。
》

〇
「
そ
し
て
死
ん
だ
父
よ

空
中
の
何
處
で
」



 
 

 
↓

×
「
そ
し
て
死
ん
だ
父
よ

空
中
の
何
所
で
」

《
「
何
處
」
が
「
何
所
」
。》

〇
「
草
食
動
物
が
す
る
か
の
樂
し
さ
う
な
食
事
を
」

 
 

 

↓

×
「
草
食
獸
が
す
る
か
の
樂
し
さ
う
な
食
事
」

《
「
草
食
動
物
」
が
「
草
食
獸
」
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
余
韻
印
象
が
全
く
異
な
っ
た
も
の
に
変
形
し

て
し
ま
う
。
》

と
誤
っ
て
い
る
。



■
や
ぶ
ち
ゃ
ん
語
注

・
「
わ
が
ひ
と
に
與
ふ
る
哀
歌
」
昭
和
一
〇
（
一
九
三
五
）
年
十
月
五
日
に
コ
ギ
ト
発
行
所
か
ら
刊
行
さ
れ

た
伊
東
静
雄
（
明
治
三
九
（
一
九
〇
六
）
年
～
昭
和
二
八
（
一
九
五
三
）
年
）
の
処
女
詩
集
。
伊
東
静
雄

は
長
崎
県
諫
早
市
生
ま
れ
で
、
旧
制
佐
賀
高
等
学
校
（
現
在
の
佐
賀
大
学
）
を
経
、
京
都
帝
国
大
学
文
学

部
国
文
科
に
進
み
、
大
阪
府
立
住
吉
中
学
校
（
現
在
の
大
阪
府
立
住
吉
高
等
学
校
）
国
語
教
諭
と
な
っ
た
。

詩
作
は
大
学
卒
業
の
頃
よ
り
始
め
、
昭
和
七
（
一
九
三
二
）
年
に
同
人
誌
『
呂
』
を
創
刊
、
後
に
『
呂
』

を
離
れ
て
『
コ
ギ
ト
』
に
専
念
し
た
。
詩
集
刊
行
時
は
満
二
十
八
歳
で
あ
っ
た
。

・
「
酢
豆
腐
者
」
知
っ
た
か
ぶ
り
を
す
る
人
。
半
可
通
。
あ
る
人
が
腐
っ
た
豆
腐
を
食
べ
な
が
ら
、
「
こ
れ

は
酢
豆
腐
と
い
う
料
理
だ
」
と
負
け
惜
し
み
を
言
う
と
い
う
落
語
「
酢
豆
腐
」
（
上
方
で
は
「
ち
り
と
て
ち

ん
」
）
に
由
来
す
る
。

・
「
院
外
團
壯
士
」
初
出
及
び
「
詩
人
の
使
命
」
で
は
「
院
外
壯
士
團
」
。
院
外
団
と
は
、
第
二
次
世
界
大

戦
前
の
日
本
政
界
に
於
け
る
議
員
で
な
い
党
員
た
ち
が
組
織
し
た
議
会
外
政
治
団
体
を
指
す
。
選
挙
戦
で

は
示
威
行
為
や
扇
動
的
な
演
説
に
よ
っ
て
自
党
の
優
勢
を
画
策
し
、
時
に
は
大
衆
を
扇
動
し
て
倒
閣
運
動

な
ど
を
も
行
な
っ
た
（
「
ブ
リ
タ
ニ
カ
国
際
大
百
科
事
典
」
に
拠
っ
た
）
。

・
「
コ
ギ
ト
」
大
阪
高
等
学
校
同
窓
生
ら
が
昭
和
七
（
一
九
三
二
）
年
三
月
に
始
め
た
文
芸
同
人
雑
誌
。
編

集
兼
発
行
人
は
肥
下

ひ

げ

恒
夫
。
保
田
与
重
郎
・
田
中
克
己
・
伊
東
静
雄
・
小
高
根

お

だ

か

ね

二
郎
ら
が
主
な
同
人
で
大

阪
高
校
の
出
身
者
が
主
体
で
あ
っ
た
が
、
『
四
季
』
や
『
日
本
浪
曼
派
』
同
人
も
寄
稿
し
た
。
保
田
の
文
芸

評
論
を
中
心
に
据
え
て
伊
東
が
主
要
作
品
を
発
表
、
昭
和
十
年
代
を
通
じ
て
日
本
浪
曼
派
の
文
学
が
拠
っ

て
立
つ
代
表
的
文
藝
雑
誌
と
し
て
機
能
し
た
。
誌
名
は
デ
カ
ル
ト
の
「
コ
ギ
ト
･
エ
ル
ゴ
･ス
ム
」（
我
思
う
、

故
に
我
在
り
）
に
基
づ
き
、
そ
の
高
踏
的
姿
勢
を
宣
明
し
て
い
る
（
「
関
西
詩
人
協
会
」
公
式
サ
イ
ト
内
の

記
載
や
各
種
事
典
類
の
記
載
に
拠
っ
た
）
。

・
「
魂
は
酒
毒
に
荒
さ
れ
、
」
「
詩
人
の
使
命
」
で
は
「
魂
は
酒
に
荒
毒
さ
れ
、
」
で
あ
る
が
底
本
本
文
は
初

出
に
準
じ
て
い
る
。

・
「
伊
東
靜
雄
君
の
詩
が
、
正
に
全
く
こ
の
通
り
で
あ
る
。
即
ち
そ
の
リ
ズ
ム
は
…
…
」
の
冒
頭
は
初
出
及

http://kpapoem.web.fc2.com/index.htm


び
「
詩
人
の
使
命
」
で
は
「
伊
藤
靜
雄
君
」
と
誤
っ
て
い
る
。

・「
ア
ラ
ン
と
い
ふ
活
動
寫
眞
」
ア
メ
リ
カ
の
ロ
バ
ー
ト
・
Ｊ
・
フ
ラ
ハ
テ
ィ
（R

obert Joseph Flaherty

）

監
督
に
な
る
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
「
ア
ラ
ン
島
」（
「M

an of Aran

」
一
九
三
四
年
作
）
。
こ
の
映
画

に
つ
い
て
は
、
片
山
廣
子
に
「
ア
ラ
ン
島
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
（
昭
和
二
八
（
一
九
五
三
）
年
暮
し
の
手

帖
社
刊
「
燈
火
節
」
所
収
）
が
あ
り
（
リ
ン
ク
先
は
私
の
電
子
テ
ク
ス
ト
）、
こ
の
映
画
以
前
、
こ
の
ア
ラ

ン
島
を
活
写
し
た
ジ
ョ
ン
・
ミ
リ
ン
グ
ト
ン
・
シ
ン
グ
著
「
ア
ラ
ン
島
」
（
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
バ
ト
ラ
ー
・
イ

ェ
イ
ツ
挿
絵
・
姉
崎
正
見
訳
）
も
私
の
注
つ
き
で
電
子
化
し
て
い
る
の
で
是
非
、
参
照
さ
れ
た
い
（
リ
ン

ク
先
は
同
第
一
部
）
。

・
「
心
表
交
錯
」
内
面
裏り

の
心
と
、
見
か
け
の
表
面
上
の
外
界
へ
の
態
度
や
姿
勢
が
一
見
、
相
対
立
し
て
矛

盾
し
て
見
え
な
が
ら
、
複
雑
に
交
錯
し
て
表
現
さ
れ
、
吐
露
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
言
っ
て
い
よ
う
。

・「
プ
ロ
ゼ
ッ
ク
」“prosaic

”
。
散
文
（
体
）
の
、
の
意
。
派
生
的
に
、
殺
風
景
な
・
面
白
く
な
い
・
活
気

の
な
い
・
単
調
（
平
凡
）
な
と
い
う
意
味
で
も
用
い
ら
れ
る
。
朔
太
郎
は
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
負
の
イ
メ
ー
ジ

の
「
散
文
的
」
と
い
う
意
味
で
好
ん
で
用
い
、
「
詩
の
原
理
」
で
も
「
プ
ロ
ゼ
ッ
ク
語
」
な
ど
と
表
現
し
て

い
る
。

・
「
浪
漫
派
の
詩
人
た
ち
は
、
た
い
て
い
十
六
歳
で
詩
を
作
り
…
…
」
こ
こ
と
、
そ
の
後
の
「
今
日
の
社
會

で
は
、
も
は
や
十
六
歳
の
少
年
に
は
詩
が
作
ら
れ
な
い
」
と
い
う
二
箇
所
の
「
十
六
歳
」
は
初
出
で
は
「
十

八
歳
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
補
正
は
萩
原
朔
太
郎
の
マ
ニ
ア
ッ
ク
な
修
正
が
面
白
い
。

・
「
歪
力
」
「
わ
い
り
よ
く
（
わ
い
り
ょ
く
）」
と
読
む
。
応
力
の
こ
と
。
物
体
が
外
部
か
ら
力
を
が
与
え
ら

れ
た
（
作
用
さ
れ
た
）
際
に
そ
れ
に
対
し
て
内
部
に
生
ず
る
反
作
用
の
抵
抗
力
。

http://homepage2.nifty.com/onibi/alanai.html
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