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〈
新
体
詩
〉
集
と
し
て
の
『
若
菜
集
』（
佐
藤
）

〈
新
体
詩
〉
集
と
し
て
の
『
若
菜
集
』

佐
　
　
藤
　
　
伸
　
　
宏

　

島
崎
藤
村
の
詩
集
『
若
菜
集
』（
春
陽
堂
、
明
治
三
〇
・
八
）
に
つ
い
て
は
既
に
数
多
く
の
考
察
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
て
い
る
。
そ
の
近
代
詩
史
上
に

於
け
る
位
置
に
関
し
て
も
、
日
本
近
代
詩
の
真
の
始
発
を
告
げ
た
詩
集
と
見
做
す
見
解）

1
（

が
殆
ど
定
着
し
て
い
る
か
に
見
え
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
理
解
を

支
え
て
い
る
の
は
、
専
ら
『
若
菜
集
』
の
詩
の
テ
ー
マ
や
モ
チ
ー
フ
の
分
析
、
或
い
は
創
作
主
体
と
し
て
の
藤
村
の
実
人
生
的
体
験
及
び
文
学
観
と
の
相

関
を
前
提
と
し
た
詩
の
釈
義
を
主
軸
と
す
る
考
察
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
な
が
ら
『
若
菜
集
』
の
上
梓
が
明
治
三
十
年
と
い
う
時
点
で
あ
っ

た
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
『
新
体
詩
抄
』（
丸
家
善
七
、
明
治
一
五
・
七
）
出
版
の
僅
か
十
五
年
後
で
あ
っ
た
点
に
改
め
て
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

　

日
本
の
近
代
詩
は
外
山
正
一
、
矢
田
部
良
吉
、
井
上
哲
次
郎
の
三
者
の
編
に
な
る
『
新
体
詩
抄
』
を
起
点
と
し
て
成
立
す
る
。
そ
れ
は
、
詩
集
表
題
が

告
げ
る
よ
う
に
新
た
な
「
体
」（
様
式
・
ス
タ
イ
ル
）
の
詩
、
即
ち
西
欧
近
代
詩
を
規
範
と
し
た
、
伝
統
詩
歌
と
は
全
く
異
な
る
形フ

ォ
ル
ム式
を
備
え
る
〈
新
体
詩
〉

と
し
て
始
動
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
明
治
二
十
年
代
の
詩
壇
に
於
い
て
、
そ
う
し
た
〈
新
体
詩
〉
の
形
式
（「
形
」）
と
内
容
（「
想
」）
と
の
関

係
に
つ
い
て
、
ま
た
〈
新
体
詩
〉
が
〈
詩
〉
た
り
う
る
根
拠
の
所
在
を
め
ぐ
っ
て
、
形
想
論
争
と
呼
ば
れ
る
旺
盛
な
議
論
が
交
わ
さ
れ
た
の
も
、
そ
れ
が

「
新
体
」
の
詩
と
し
て
成
立
し
た
故
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
藤
村
の
『
若
菜
集
』
と
は
そ
う
し
た
詩
壇
の
動
向
の
裡
に
生
み
出
さ
れ
た
詩
集
に
他
な
ら
な
い
。

そ
の
よ
う
に
考
え
る
時
、『
若
菜
集
』
所
収
の
詩
は
〈
新
体
詩
〉
と
し
て
明
治
日
本
に
新
た
に
移
植
さ
れ
た
詩
の
形
式
、
フ
ォ
ル
ム
の
問
題
に
如
何
に
応

接
し
て
い
た
の
か
│
│
そ
う
し
た
問
い
が
必
然
的
に
浮
上
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

　

本
稿
で
は
、
従
来
の
藤
村
詩
研
究
に
於
い
て
は
殆
ど
閑
却
さ
れ
て
き
た
〈
新
体
詩
〉
の
形
式
、
と
り
わ
け
連
構
成
及
び
改
行
（
行
換
え
）
と
い
う
フ
ォ
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ル
ム
に
視
点
を
据
え
た
分
析
を
と
お
し
て
、
日
本
近
代
詩
史
上
に
於
け
る
『
若
菜
集
』
の
意
義
に
つ
い
て
改
め
て
検
討
を
加
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

そ
の
際
、問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、敢
え
て
藤
村
詩
の
外
国
語
翻
訳
を
参
照
す
る
。
そ
れ
ら
の
訳
詩
と
原
詩
た
る
藤
村
詩
と
の
間
に
は
様
々

の
差
異
や
隔
た
り
が
見
出
さ
れ
る
が
、
但
し
そ
れ
は
翻
訳
行
為
に
於
い
て
言
わ
ば
不
可
避
的
に
生
じ
る
事
態
で
あ
り
、
翻
訳
に
つ
い
て
考
え
る
際
の
自
明

の
前
提
と
見
做
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
寧
ろ
翻
訳
テ
ク
ス
ト
が
孕
む
歪
曲
や
偏
差
は
、
原
文
自
体
の
表
現
や
構
造
の
性
格
、
特
質
を
逆
照
射
し
、
原
文

に
再
考
を
加
え
る
契
機
と
も
な
り
う
る
。本
稿
に
於
い
て
藤
村
詩
の
翻
訳
の
参
照
と
い
う
迂
路
を
辿
る
の
は
そ
う
し
た
目
論
見
に
於
い
て
の
こ
と
で
あ
る
。

以
下
、『
若
菜
集
』
の
詩
篇
と
そ
の
翻
訳
と
の
比
較
対
照
を
経
由
し
つ
つ
、〈
新
体
詩
〉
と
し
て
の
藤
村
詩
の
特
質
と
意
義
に
つ
い
て
、
と
く
に
フ
ォ
ル
ム

の
観
点
か
ら
考
察
を
試
み
る
こ
と
と
す
る
。

一

　
『
若
菜
集
』
巻
頭
に
は
「
お
え
ふ
」
と
題
さ
れ
た
次
の
よ
う
な
詩
が
置
か
れ
て
い
る
。

処を
と
め女
ぞ
経へ

ぬ
る
お
ほ
か
た
の 

き
ら
め
き
初そ

む
る
暁あ

か
ぼ
し星
の  

わ
れ
は
夢ゆ

め

路ぢ

を
越
え
て
け
り 

あ
し
た
の
空
に
動
く
ご
と                

わ
が
世
の
坂
に
ふ
り
か
へ
り 

あ
た
り
の
光
き
ゆ
る
ま
で                

い
く
山や

ま
か
は河
を
な
が
む
れ
ば 

さ
か
え
の
人
の
さ
ま
も
見
き              

水
静し

づ
かな
る
江
戸
川
の 

天あ
ま

つ
み
そ
ら
を
渡
る
日
の          

な
が
れ
の
岸
に
う
ま
れ
い
で 

影
か
た
ぶ
け
る
ご
と
く
に
て              

岸
の
桜
の
花
影
に 

名
の
夕
暮
に
消
え
て
行
く                
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わ
れ
は
処
女
と
な
り
に
け
り 

秀ひ
い

で
し
人
の
末は

て路
も
見
き    

                                                                             

都み
や
こ

鳥ど
り

浮
く
大
川
に 

春
し
づ
か
な
る
御み

園そ
の

生ふ

の      

流
れ
て
そ
ゝ
ぐ
川か

は
ぞ
ひ添

の 

花
に
隠
れ
て
人
を
哭な

き              

白し
ろ

菫す
み
れさ

く
若
草
に 

秋
の
ひ
か
り
の
窓
に
倚よ

り            

夢
多
か
り
し
吾
身
か
な 

夕
雲
と
ほ
き
友
を
恋
ふ                  

                                                                             

雲
む
ら
さ
き
の
九こ

ゝ
の
へ重

の 
ひ
と
り
の
姉
を
う
し
な
ひ
て              

大
宮
内
に
つ
か
へ
し
て 
大
宮
内
の
門か

ど

を
出
で              

清
涼
殿
の
春
の
夜
の 

け
ふ
江
戸
川
に
来
て
見
れ
ば              

月
の
光
に
照
ら
さ
れ
つ 

秋
は
さ
み
し
き
な
が
め
か
な              

雲
を
彫ち

り
ばめ
濤な

み

を
刻ほ

り 

桜
の
霜し

も

葉は

黄
に
落
ち
て        

霞
を
う
か
べ
日
を
ま
ね
く 

ゆ
き
て
か
へ
ら
ぬ
江
戸
川
や              

玉
の
台う

て
なの

欄お
ば
し
ま干

に 

流
れ
ゆ
く
水
静し

づ
かに

て            

か
ゝ
る
ゆ
ふ
べ
の
春
の
雨 

あ
ゆ
み
は
遅
き
わ
が
お
も
ひ              

さ
ば
か
り
高
き
人
の
世
の 

お
の
れ
も
知
ら
ず
世
を
経ふ

れ
ば        

耀か
ゞ
やく
さ
ま
を
目
に
も
見
て 

若
き
命
に
絶
へ
か
ね
て                  

と
き
め
き
た
ま
ふ
さ
ま
〴
〵
の 

岸
の
ほ
と
り
の
草
を
藉し

き            
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ひ
と
の
こ
ろ
も
の
香か

を
か
げ
り 

微ほ
ほ

笑ゑ

み
て
泣
く
吾わ

が

身み

か
な

                                                                             

　

お
え
ふ
と
い
う
固
有
名
を
持
つ
女
性
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
の
詩
「
お
え
ふ
」
は
、
全
十
二
連
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
第
一
連
に
明
ら
か
な
よ
う
に
回
想
の

枠
組
み
を
備
え
て
い
る
。
冒
頭
一
行
目
の
「
お
ほ
か
た
の
」
は
行
末
に
位
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
処
女
ぞ
経
ぬ
る
」
と
「
夢
路
を
越
え
て
け
り
」
と
の

双
方
の
詩
句
に
関
わ
る
両
義
的
な
機
能
を
担
い
、
こ
の
「
わ
れ
」
が
自
ら
の
「
処
女
」
時
代
、
即
ち
「
夢
路
」
を
辿
る
如
き
「
処
女
」
の
日
々
が
既
に
殆

ど
過
ぎ
去
っ
た
時
点
に
あ
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
「
わ
が
世
の
坂
」
に
至
り
着
い
て
い
る
「
わ
れ
」
の
現
在
時
の
状
況
を
示
す
。
そ
の
よ
う
な
地
点
に
於

い
て
「
わ
れ
」
は
「
わ
が
世
」、
来
し
方
を
「
ふ
り
か
へ
」
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
始
ま
る
回
想
の
語
り
は
第
二
連
以
降
、
第
九
連
ま
で
続
く
。
そ
し

て
第
十
連
に
至
り
、「
け
ふ
江
戸
川
に
来
て
見
れ
ば
」
の
一
行
を
介
し
て
再
び
現
在
の
時
点
に
立
ち
戻
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
構
成
を
備
え
る
「
お

え
ふ
」
に
関
し
て
、
そ
の
翻
訳
を
参
照
し
て
み
る
時
、
様
々
の
興
味
深
い
問
題
を
そ
こ
に
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
例
え
ば
原
詩
第
六
│
九
連
の
部
分
を
、

Shigeshi N
ishim

ura

訳“O
YO

”

は
以
下
の
よ
う
に
訳
出
し
て
い
る
。

I w
atched the brilliance of the state

O
f m

any a lady highest ranked;

I sm
elt the fragrance of the robe

O
f m

any a person favoured m
ost.

    

I saw
 som

e rise from
 grace to grace

A
s does the m

ounting Lucifer,

A
nd saw

 them
 outshine all the rest

A
s does he till in daylight lost
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I saw
 som

e gifted ones decline

A
s does the sun tow

ards the w
est,

A
nd saw

 them
 finally eclipsed

A
s he is sw

allow
ed by the night.

    

H
id in the quiet flow

ering garden

O
f spring I m

ourned their luckless fate;

A
t the w

indow
 glow

ing w
ith autum

n clouds

O
f eve I longed for m

y distant friend
）
2
（s. 

　

右
の
翻
訳
に
於
い
て
原
詩
の
「
春
し
づ
か
な
る
御
園
生
の
／
花
に
隠
れ
て
人
を
哭
き
」（
第
九
連
）
の
二
行
が«H

id in the quiet flow
ering garden / 

O
f spring I m

ourned their luckless fate»

と
訳
し
出
さ
れ
て
い
る
点
は
注
目
に
値
し
よ
う
。
即
ち«their luckless fate»

と
い
う
表
現
は
原
詩
の「
人
」

を
大
き
く
逸
脱
し
た
訳
出
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
翻
訳
を
と
お
し
て
、«I saw

»

の
反
覆
の
中
で
前
連
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
宮
中
（「
大
宮
内
」）

で
お
え
ふ
が
眼
に
し
た
凋
落
、
失
墜
し
て
い
っ
た
人
々
と
の
明
ら
か
な
対
応
が
図
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
訳
詩
は
そ
の
よ
う
な
訳
語
の
採
用
に

よ
っ
て
第
八
連
と
第
九
連
と
の
直
接
的
な
意
味
の
連
続
性
を
作
り
出
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
翻
訳
を
傍
ら
に
置
き
つ
つ
原
詩
を
改
め
て
顧
み
る
時
、「
お

え
ふ
」
と
題
さ
れ
た
詩
が
備
え
る
或
る
特
徴
的
な
表
現
の
様
相
が
鮮
明
に
浮
か
び
上
が
る
こ
と
に
な
る
。
既
述
の
回
想
の
枠
組
み
の
下
で
、
第
二
、三
連

に
於
い
て
「
処
女
」
時
代
の
「
わ
れ
」
の
「
夢
多
か
り
し
」
日
々
が
語
り
出
さ
れ
る
が
、
第
四
連
に
至
り
些
か
唐
突
に
宮
仕
え
の
生
活
に
場
面
が
切
り
替

わ
る
。
以
下
、
第
八
連
ま
で
の
五
連
を
費
や
し
て
、
お
え
ふ
は
宮
廷
で
の
日
々
を
「
ふ
り
か
へ
」
る
こ
と
に
な
る
。
第
四
、五
連
が
語
る
の
は
生
い
育
っ

た
江
戸
川
の
畔
と
は
全
く
異
な
る
宮
中
の
光
景
で
あ
り
、
ま
た
第
六
連
以
降
の
三
連
は
、「
目
に
も
見
て
」「
香
を
か
げ
り
」「
見
き
」
と
い
う
詩
句
が
連

ね
ら
れ
る
よ
う
に
、
お
え
ふ
が
宮
中
で
触
れ
た
大
宮
人
た
ち
の
栄
枯
盛
衰
、
運
命
の
浮
沈
変
転
の
姿
を
描
く
。
以
上
の
よ
う
な
内
容
上
の
纏
ま
り
を
も
つ



東
北
大
学
文
学
研
究
科
研
究
年
報
　
第
六
七
号

6

第
二
・
三
連
、
第
四
・
五
連
そ
し
て
第
六
│
八
連
の
三
つ
の
部
分
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
部
で
対
句
的
、
類
比
的
な
詩
句
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
二
連

乃
至
三
連
と
し
て
の
結
び
つ
き
を
強
め
て
い
る
。
し
か
し
又
そ
の
三
つ
の
部
分
相
互
の
持
続
性
、
連
続
性
は
寧
ろ
希
薄
で
あ
る
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
第

三
連
と
第
四
連
、
第
五
連
と
第
六
連
そ
れ
ぞ
れ
の
連
の
区
切
り
に
於
い
て
、
回
想
の
語
り
の
焦
点
が
仲
介
な
し
に
切
り
替
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
第
八
連
か
ら
第
九
連
に
移
行
す
る
箇
所
は
と
り
わ
け
そ
の
展
開
が
辿
り
に
く
い
。「
花
に
隠
れ
て
人
を
哭
き
」
の
「
人
」
と
は
如
何
な
る
存
在
で
あ

る
の
か
、
そ
し
て
そ
も
そ
も
「
わ
れ
」
は
何
故
泣
き
声
を
あ
げ
て
涙
を
流
す
（「
哭
き
」）
の
か
│
│
そ
う
し
た
曖
昧
さ
、
或
い
は
不
可
解
さ
は
こ
の
詩
の

全
体
を
辿
り
直
し
て
み
て
も
解
消
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
即
ち
『
若
菜
集
』
巻
頭
の
詩
「
お
え
ふ
」
に
は
、
連
と
連
と
の
繋
が
り
を
不
鮮
明
に
す
る
、
語

ら
れ
る
場
面
と
内
容
に
於
け
る
変
換
、
切
り
換
え
が
複
数
の
箇
所
に
孕
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
第
八
連
と
第
九
連
と
の
関
係
に
於

い
て
と
く
に
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
両
連
の
間
に
は
言
わ
ば
空
白
、
飛
躍
、
或
い
は
亀
裂
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
の
訳
詩“O

YO
”

が
示
し

て
い
る
の
は
、
原
詩
の
詩
句
の
改
変
を
伴
う
形
で
、
そ
う
し
た
空
白
を
充
填
し
、
意
味
の
連
続
性
、
持
続
性
を
確
保
す
る
試
み
に
他
な
ら
な
い
。“O

YO
”

の
第
六
連
、
お
え
ふ
が
視
線
を
注
ぎ
関
心
を
寄
せ
る
対
象
が«m

any a lady highest ranked», «the fragrance of the robe / O
f m

any a person 

favoured m
ost»

と
訳
出
さ
れ
、
原
詩
の
「
人
（
ひ
と
）」
に
比
べ
て
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
を
色
濃
く
宿
し
た
表
現
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
又
、
そ
う
し
た

宮
廷
の
女
性
た
ち
の
中
で
失
墜
す
る
に
至
っ
た
人
々
の
「
不
幸
な
運
命
」（«their luckless fate»

）
に
涙
を
流
す
と
い
う
意
味
の
連
続
性
の
形
成
に
寄
与

し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う）

3
（

。
以
上
の
よ
う
な
「
お
え
ふ
」
第
九
連
に
関
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
翻
訳
も
な
さ
れ
て
い
る
。

　

T
he heroine of the above poem

 is in the service of an em
peror.　

H
er life looks prom

ising, surrounded by ‘feasts under the 

m
oonlight ’.　

H
ow

ever, she is not chosen as a m
ate for the em

peror.　
Toson narrates :

    

In the springtim
e, she goes out quietly to the garden,

A
nd w

eeps for a m
an under the flow

ers.

In autum
n, she leans over a w

indow



7

〈
新
体
詩
〉
集
と
し
て
の
『
若
菜
集
』（
佐
藤
）

A
nd longs for a m

an beyond the evening clouds.

　

J. M
orita

の
手
に
な
る
本
テ
ク
ス
ト）

4
（

は
藤
村
詩
の
翻
訳
と
注
解
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
右
は
そ
の
第
九
連
に
関
わ
る
一
節
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
極
め

て
大
胆
な
ス
ト
ー
リ
ー
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
訳
詩
直
前
の
注
解
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
お
え
ふ
は
帝
の
寵
愛
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
女

性
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
（«she is not chosen as a m

ate for the em
peror.»

）、
従
っ
て
第
九
連
に
於
い
て
お
え
ふ
が
涙
を
流
し
て
恋
い
求
め
る

«a m
an»

と
は
他
な
ら
ぬ«the em

peror»

で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
恐
ら
く
そ
れ
故
に
四
行
目
も
原
詩
を
大
き
く
改
変
し
て«longs 

for a m
an beyond the evening clouds»

と
い
う
隔
絶
し
た
存
在
へ
の
思
慕
を
語
る
一
行
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
訳
詩
で
は
こ
の
連
に

至
っ
て
三
人
称
へ
と
語
り
が
移
行
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
曖
昧
さ
を
含
ん
だ
原
詩
第
九
連
に
対
し
て
、
お
え
ふ
を
人
知
れ
ぬ
思
慕
の
情
を
抱
え
る
姿
と

し
て
外
側
か
ら
描
く
表
現
に
変
換
し
つ
つ
、
そ
の
空
白
を
注
解
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
を
と
お
し
て
原
詩
の
曖
昧
さ
を
回
避
す
る
翻
訳
上
の
方
策
に
基

づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
前
引
のN

ishim
ura

訳
と
も
異
な
る
、
殆
ど
曲
解
に
基
づ
く
翻
訳
と
も
見
做
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
原
詩
自
体

の
孕
み
込
む
空
白
を
埋
め
込
む
た
め
に
訳
者
の
解
釈
が
大
き
く
介
入
す
る
に
至
っ
た
故
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
翻
訳
テ
ク
ス
ト
を
経
由
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
浮
上
す
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
空
白
や
飛
躍
を
抱
え
込
ん
だ
こ
の
詩
の
展
開
の
在
り
方
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
注
目
す
べ
き
は
、
如
上
の
意
味
の

持
続
性
、
連
続
性
の
切
断
や
場
面
、
状
況
の
唐
突
な
転
換
が
、
他
な
ら
ぬ
連
を
改
め
る
こ
と
を
契
機
に
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
藤
村
詩
の
表
現
の
機
構
に

他
な
ら
な
い
。

　

藤
村
の
詩
「
お
え
ふ
」
に
於
け
る
そ
う
し
た
表
現
の
特
徴
は
、
末
尾
の
部
分
に
於
い
て
も
判
然
と
認
め
ら
れ
る
。
既
述
の
如
く
第
十
連
に
至
っ
て
回
想

か
ら
現
在
時
へ
と
語
り
の
変
換
が
な
さ
れ
る
。
そ
の
第
九
連
か
ら
第
十
連
へ
の
展
開
も
唐
突
で
あ
り
、
お
え
ふ
は
「
ひ
と
り
の
姉
を
う
し
な
ひ
」、
宮
中

を
退
く
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
「
け
ふ
」
江
戸
川
を
訪
れ
た
際
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
の
語
り
が
続
く
。
第
十
、十
一
連
で
語
り
出
さ
れ
る
凋
落
の
季
節
「
秋
」

の
「
さ
み
し
き
な
が
め
」、
そ
し
て
「
ゆ
き
て
か
へ
ら
ぬ
江
戸
川
や
」
と
い
う
詩
句
は
明
ら
か
に
流
れ
去
る
時
間
の
モ
チ
ー
フ
を
伝
え
る
。
そ
れ
は
姉
の

死
や
宮
中
で
の
体
験
を
背
景
と
し
て
お
え
ふ
の
裡
に
生
じ
た
意
識
で
あ
る
と
し
て
も
、同
じ
く
現
在
時
の
語
り
と
し
て
あ
っ
た
第
一
連
に
そ
の
よ
う
な「
さ

み
し
」
さ
と
鬱
屈
を
抱
え
る
お
え
ふ
の
姿
を
認
め
る
こ
と
は
殆
ど
不
可
能
で
あ
る
だ
ろ
う
。
寧
ろ
そ
う
し
た
全
て
の
も
の
が
移
ろ
い
、
失
わ
れ
、
再
び
取
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り
戻
す
術
は
な
い
と
の
時
間
の
流
失
を
め
ぐ
る
悲
傷
の
念
は
、
こ
れ
ら
第
十
、十
一
の
両
連
に
於
い
て
新
た
に
浮
上
す
る
に
至
っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な

る
ま
い
。
更
に
最
終
十
二
連
、
そ
こ
で
お
え
ふ
は
「
若
き
命
に
絶
え
か
ね
て
」
│
│
抑
制
し
難
い
程
の
「
若
き
命
」
を
宿
し
た
存
在
と
し
て
自
ら
を
語
り

出
す
。
そ
の
自
己
の
生
の
認
識
は
、
し
か
し
「
わ
れ
」
が
既
に
「
処
女
」
時
代
を
終
え
、
後
半
生
に
差
し
掛
か
っ
た
時
点
に
あ
る
こ
と
を
語
っ
た
第
一
連

と
明
ら
か
に
齟
齬
を
来
す
も
の
で
あ
り
、
ま
た
八
つ
の
連
を
費
や
し
た
回
想
の
語
り
か
ら
の
整
合
的
で
必
然
的
な
帰
結
と
は
見
做
し
難
い
不
自
然
さ
、
或

い
は
不
可
解
さ
を
孕
ん
で
い
る
。「
お
の
れ
も
知
ら
ず
世
を
経
れ
ば
」
と
い
う
自
己
批
判
を
滲
ま
せ
た
詩
句
に
関
し
て
も
同
断
で
あ
る
。
従
来
の
藤
村
詩

研
究
に
於
い
て
は
、
そ
の
「
若
き
命
」
と
い
う
言
葉
に
『
若
菜
集
』
を
貫
く
テ
ー
マ
、
即
ち
青
春
や
恋
愛
、
若
さ
そ
し
て
生
命
と
い
っ
た
所
謂
〈
春
〉
の

テ
ー
マ
の
顕
現
を
指
摘
す
る
見
解
が
提
出
さ
れ
て
い
る）

5
（

。
そ
う
し
た
詩
集
を
通
底
す
る
主
題
性
は
確
か
に
認
め
ら
れ
る
に
し
て
も
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き

は
、
そ
の
テ
ー
マ
が
、
こ
の
末
尾
の
一
連
に
於
い
て
唐
突
に
浮
上
し
て
く
る
表
現
の
機
構
の
問
題
に
他
な
ら
な
い
。「
若
き
命
」
の
テ
ー
マ
の
表
白
は
、

前
連
か
ら
の
飛
躍
或
い
は
転
換
に
於
い
て
こ
そ
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
『
若
菜
集
』
と
い
う
詩
集
が
或
る
種
の
難
解
さ
を
孕
ん
で
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
右
の
「
お
え
ふ
」
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
意
味
内
容
の
繋
が
り
、

連
続
性
を
辿
る
こ
と
の
困
難
な
箇
所
が
含
ま
れ
て
い
る
点
、
換
言
す
れ
ば
詩
の
展
開
の
裡
に
飛
躍
や
転
換
、
切
断
が
折
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
由
来
し

よ
う
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
詩
の
展
開
乃
至
は
構
造
を
生
み
出
し
、
支
え
て
い
る
の
が
連
構
成
と
い
う
詩
の
フ
ォ
ル
ム
で
あ
り
、
そ
の
機
能
な
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
藤
村
詩
の
フ
ォ
ル
ム
の
問
題
に
つ
い
て
、
他
の
詩
篇
を
と
お
し
て
更
に
確
認
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

二

ま
だ
あ
げ
初
め
し
前
髪
の

林
檎
の
も
と
に
見
え
し
と
き

前
に
さ
し
た
る
花は

な
ぐ
し櫛
の

花
あ
る
君
と
思
ひ
け
り
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や
さ
し
く
白
き
手
を
の
べ
て

林
檎
を
わ
れ
に
あ
た
へ
し
は

薄う
す

紅
く
れ
な
ゐの

秋
の
実
に

人
こ
ひ
初
め
し
は
じ
め
な
り

    わ
が
こ
ゝ
ろ
な
き
た
め
い
き
の

そ
の
髪
の
毛
に
か
ゝ
る
と
き

た
の
し
き
恋
の
盃

さ
か
づ
きを

君
が
情な

さ
けに

酌く

み
し
か
な

    林
檎
畠
の
樹こ

の
下し

た

に

お
の
づ
か
ら
な
る
細
道
は

誰た

が
踏
み
そ
め
し
か
た
み
ぞ
と

問
ひ
た
ま
ふ
こ
そ
こ
ひ
し
け
れ

    

　

右
の
詩
「
初
恋
」
は
『
若
菜
集
』
の
中
で
も
最
も
人
口
に
膾
炙
し
て
い
る
一
篇
で
あ
る
。
こ
の
詩
に
関
し
て
は
三
篇
の
翻
訳
が
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、

極
め
て
興
味
深
い
の
は
そ
れ
ら
の
訳
詩
が
相
互
に
全
く
性
格
を
異
に
し
て
い
る
点
に
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

First L
ove

（
ⓐ
）
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W
H

E
N

 I saw
 you, your hair new

ly put up,

U
nder the bough of an apple tree,

I form
ed a picture of you as a girl in flow

ers,

W
earing a flow

er
-com

b above your forehead.

    

W
hen you reached out a soft w

hite hand,

A
nd gave m

e an apple̶
a fruit of autum

n

T
inged w

ith rose̶
then I knew

I w
as deep in love, m

y first love.

    

W
hen the sigh I failed to hide

L
ightly stirred your hair,

From
 the cup of love you gently offered

I sipped m
y fill.

    

U
nder the bough of the apple tree

A
 lane had grow

n before w
e knew

.

You ask, w
ho w

as the first to tread it ?̶

A
 sim

ple question that shakes m
y heart.

　
　
　
　
　
　
　
　
（trans. by Takam

ichi N
inoyam

a and D
.J. E

nrigh

）
6
（t

）
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P
rem

ier am
our （

ⓑ
）

    

Q
uand, ta chevelure peignée pour la prem

ière fois,

Tu m
’es apparue sous le pom

m
ier,

Je te croyais une fille en fleurs,

U
n peigne de fleurs sur ton front.

    

Q
uand, gentim

ent, tu tendis ta blanche m
ain

E
t m

e donna une pom
m

e, ce fut alors

Q
ue je ressentis m

on prem
ier am

our,

A
u fruit de l ’autom

ne, ce fruit incarnat.

    

Q
uand, j ’exhalai un soupir

Indiscrètem
ent sur tes cheveux,

M
a coupe d ’am

our était pleine

D
e ta tendresse pour m

oi.

    

L
e sentier tracé

Sous les arbres du verger

…

C
om

m
e tu es aim

able de m
e dem

ander
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Q
ui est d ’abord passé par là !

　
　
　
　
　
　
　
　
（traduit par K

arl Peti

）
7
（t

）

    

　
　
　
　
　
　

First L
ove （

ⓒ
）

    

W
hen you first com

bed back your fringe

U
nder the apple boughs

I thought you w
ere like a flow

er

W
ith the com

b like a blossom
 at the front.

    

W
hen you stretched out your w

hite hand to m
e

To give m
e the apple

I felt for the first tim
e the stir of love

A
m

ong the rose
-red fruits of autum

n.

    

I breathed m
y love like a sigh

U
pon your com

bed
-back fringe.

I gave you m
y heart

L
ike a cup brim

m
ing w

ith the w
ine of love.
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T
he path lies em

pty before m
e now

U
nder the tree in the apple orchard,

W
hen I ask: “W

ho w
alked beside m

e along this narrow
 path ? ”

W
hat I am

 m
issing is that first love.

　
　
　
　
　
　
　
　
（trans. by Jam

es K
irkup

）
8
（

）

    

　

藤
村
の
詩
「
初
恋
」
第
一
連
は
「
君
」
と
の
最
初
の
出
会
い
の
場
面
、
前
髪
を
上
げ
て
髪
を
結
い
始
め
て
間
も
な
い
う
ら
若
い
乙
女
の
姿
を
捉
え
て
い

る
。
但
し
そ
の
容
姿
が
具
体
的
に
描
か
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
第
一
連
で
は
、「
ま
だ
あ
げ
初
め
し
前
髪
」、
そ
し
て
そ
の
前
髪
を
飾
る
可
憐
な
「
花
櫛
」

に
表
現
が
絞
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
「
花
あ
る
君
」
と
い
う
一
句
が
導
か
れ
る
。
前
髪
に
焦
点
を
据
え
る
形
で
描
か
れ
た
「
君
」
は
こ
う
し
て
花
の
イ
メ
ー
ジ

と
重
ね
合
わ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
初
々
し
い
姿
を
匂
い
や
か
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
ま
た
前
髪
、
頭
上
の
林
檎
、
花
櫛
と
続
く
表
現
は
、
見

上
げ
る
「
わ
れ
」
の
眼
差
し
を
自
ず
と
喚
起
す
る
。
そ
う
し
た
言
わ
ば
仰
ぎ
見
る
視
線
が
「
わ
れ
」
の
憧
憬
の
情
を
伝
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
第

二
連
は
ま
ず
「
や
さ
し
」
げ
に
差
し
伸
べ
ら
れ
た
「
白
き
手
」
の
映
像
を
呈
示
す
る
。
そ
の
手
は
、
未
だ
熟
し
切
ら
ぬ
「
薄
紅
」
の
林
檎
と
の
見
事
な
色

彩
の
調
和
の
中
で
、「
君
」
の
匂
う
よ
う
な
美
し
さ
を
彷
彿
と
さ
せ
る
の
で
あ
る
が
、
更
に
「
君
」
が
「
わ
れ
」
に
林
檎
を
与
え
て
く
れ
る
と
い
う
構
図

そ
の
も
の
を
と
お
し
て
、「
君
」
へ
の
憧
れ
の
思
い
の
こ
も
る
「
わ
れ
」
の
甘
美
な
初
恋
の
情
が
豊
か
に
流
れ
出
す
。
し
か
し
以
下
、
後
半
部
に
至
り
、

こ
の
詩
は
大
き
な
転
調
を
示
す
こ
と
に
な
る
。

　

さ
て
右
に
掲
げ
た
訳
詩
ⓐ
は
、
以
上
の
よ
う
な
第
一
、二
連
に
関
し
て
は
基
本
的
に
原
詩
に
忠
実
な
訳
出
と
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
第
三
連
に
於
い
て

原
詩
か
ら
の
逸
脱
を
見
せ
る
。
原
詩
第
三
連
は
「
わ
が
こ
ゝ
ろ
な
き
た
め
い
き
の
／
そ
の
髪
の
毛
に
か
ゝ
る
と
き
」
の
二
行
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
「
わ
れ
」

と
「
君
」
が
身
を
寄
せ
合
い
、
抱
擁
す
る
姿
を
伝
え
て
い
る
。
そ
れ
は
「
こ
ゝ
ろ
な
き
」
│
│
思
慮
を
欠
い
た
と
語
ら
れ
る
程
に
切
迫
し
た
、
抑
え
難
い

恋
情
の
発
露
と
し
て
の
振
る
舞
い
で
あ
り
、
そ
う
し
た
思
い
が
満
た
さ
れ
た
故
の
恋
の
成
就
の
喜
び
が
後
半
二
行
で
告
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
第
三

連
に
は
既
述
の
前
半
二
連
が
描
く
「
わ
れ
」
と
「
君
」
の
関
係
か
ら
の
確
実
な
変
化
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
ⓐ
の
訳
詩
第
三
連
で
は
、
原
詩
に
見
ら



東
北
大
学
文
学
研
究
科
研
究
年
報
　
第
六
七
号

14

れ
る
直
接
的
な
表
現
が
か
な
り
緩
和
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
即
ち
隠
そ
う
と
し
な
が
ら
思
わ
ず
漏
れ
出
て
し
ま
っ
た
吐
息
が
君
の
髪
を

そ
っ
と
静
か
に
揺
ら
し
た
と
語
ら
れ
る
（«the sigh I failed to hide / L

ightly stirred your hair»

）
時
、
二
人
は
身
を
寄
せ
合
っ
て
い
る
に
し
て
も
、

臆
し
が
ち
な
、
躊
躇
い
を
含
ん
だ
「
わ
れ
」
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
よ
う
。
ま
た
「
わ
れ
」
が
味
わ
う«he cup of love» 

は
「
君
」
が
「
わ
れ
」

に
優
し
く
差
し
出
し
て
く
れ
た
も
の
で
あ
る
と
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
二
連
の
「
君
」
が
「
わ
れ
」
に
林
檎
を
「
あ
た
へ
」
る
構
図
を
反
復
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
訳
詩
第
三
連
の
性
格
は
最
終
連
の
翻
訳
に
も
流
れ
込
ん
で
い
く
。
原
詩
の
第
四
連
に
於
い
て
は
、
逢
瀬
を
重
ね
た
時
間
を
背

景
に
深
く
慣
れ
親
し
ん
だ
「
君
」
と
「
わ
れ
」
の
関
係
が
判
然
と
示
さ
れ
る
。「
林
檎
畠
の
樹
の
下
に
／
お
の
づ
か
ら
な
る
細
道
は
／
誰
が
踏
み
そ
め
し

か
た
み
ぞ
」
と
い
う
問
い
か
け
に
は
些
か
コ
ケ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
「
君
」
の
身
振
り
が
窺
わ
れ
、
又
そ
れ
に
応
じ
る
「
わ
れ
」
の
「
こ
ひ
し
け
れ
」
と
い
う

言
葉
に
も
存
分
に
満
た
さ
れ
た
恋
の
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
原
詩
に
対
し
て
翻
訳
ⓐ
は
、
動
詞
の
時
制
を
過
去
か
ら
現
在
に
切
り
替

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
原
詩
の
孕
む
時
間
の
経
過
を
顕
在
化
さ
せ
た
上
で
、«you»

が
問
い
か
け
る
発
語
自
体
を
際
立
た
せ
つ
つ
、
そ
れ
を
原
詩
に
は
な
い

«A
 sim

ple question»

と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
捉
え
る
。
更
に
そ
の
言
葉
に
動
揺
し
、
狼
狽
す
る
「
わ
れ
」
の
姿
を
呈
示
す
る
詩
の
末
尾
（«shakes m

y 

heart»

）
は
原
詩
か
ら
の
大
き
な
隔
た
り
を
見
せ
て
い
よ
う
。
こ
の
翻
訳
に
於
い
て
は
、
初
め
て
の
恋
の
体
験
の
中
で
初
々
し
い
心
の
昂
ぶ
り
と
揺
ら
め

き
を
抱
え
て
い
る
「
わ
れ
」
の
姿
が
訳
詩
全
体
を
と
お
し
て
語
り
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
ⓑ
の
フ
ラ
ン
ス
語
訳
は
、
そ
れ
と
は
対
照
的
と
見
做
し
う
る
性
格
を
備
え
て
い
る
。
先
に
参
照
し
た
ⓐ
は
、「
初
恋
」
前
半
二
連
に
関
し
て
は
原

詩
に
ほ
ぼ
忠
実
な
訳
出
と
な
っ
て
い
た
が
、
こ
の
翻
訳
の
場
合
に
は
寧
ろ
そ
の
第
一
、二
連
に
興
味
深
い
原
詩
か
ら
の
隔
た
り
が
認
め
ら
れ
る
。
例
え
ば

原
詩
第
一
連
の
詩
句
「
花
あ
る
君
」
は
「
君
」
の
か
ぐ
わ
し
く
清
純
な
美
し
さ
を
伝
え
る
修
辞
的
表
現
と
言
っ
て
よ
い
が
、
そ
の
翻
訳
で
あ
る«une 

fille en fleurs»

と
い
う
詩
句
は
寧
ろ
美
や
若
さ
、
魅
力
の
盛
り
に
あ
る
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
し
よ
う
。
そ
れ
は
訳
詩
ⓐ
の«I form

ed a picture of 

you as a girl in flow
ers, / W

earing a flow
er

-com
b above your forehead»

と
い
う
二
行
が
描
き
出
す
「
君
」
と
は
異
な
る
女
性
の
姿
を
浮
上
さ
せ
る
。

そ
う
し
た
こ
の
翻
訳
の
性
格
は
第
二
連
の
「
薄
紅
の
秋
の
実
」
の
訳
出
に
も
判
然
と
認
め
ら
れ
、
そ
の
「
秋
の
実
」
は«ce fruit incarnat»

即
ち
鮮
紅

色
に
色
付
い
た
熟
し
た
林
檎
に
他
な
ら
な
い
。
断
片
的
な
が
ら
、
ⓑ
の
翻
訳
は
、
原
詩
と
は
確
実
な
差
異
を
孕
ん
だ
形
で
「
君
」
に
成
熟
し
た
美
や
魅
力

に
溢
れ
た
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
を
付
与
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
「
君
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
第
三
連
の
場
面
に
滑
ら
か
に
結
び
付
く
。
そ
こ
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に
呈
示
さ
れ
る
の
は
明
ら
か
に
二
人
の
抱
擁
の
姿
で
あ
り
、
そ
の
「
わ
れ
」
の
行
為
は
慎
み
の
な
い
、
無
遠
慮
な
振
る
舞
い
（«Indiscrètem

ent»

）
と

も
語
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
慎
み
を
欠
い
た
大
胆
な
行
為
さ
え
受
け
入
れ
て
く
れ
る
「
君
」
と
の
相
愛
の
関
係
（«D

e ta tendresse pour m
oi»

）
の
確
信

の
下
に
、
我
が
恋
の
杯
は
な
み
な
み
と
満
た
さ
れ
た
（«M

a coupe d ’am
our était pleine»

）
と
い
う
一
行
が
誇
ら
し
げ
に
語
り
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
三
連
は
過
去
形
の
文
体
で
綴
ら
れ
て
い
る
が
、
最
終
連
に
至
っ
て
現
在
時
制
へ
と
変
換
す
る
。
そ
の
時
間
の
経
過
を
背
景
に
、
第
四
連
に
於
い
て

は
、
コ
ケ
ッ
ト
な
問
い
か
け
の
言
葉
を
漏
ら
す
「
君
」
を
可
愛
ら
し
い
、
愛
す
べ
き
（«aim

able»

）
存
在
と
捉
え
る
現
在
の
「
わ
れ
」
の
「
き
み
」
へ

の
思
い
が
感
嘆
文
で
示
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
互
い
の
愛
情
を
確
認
し
合
っ
た
親
密
な
恋
人
同
士
の
関
係
が
鮮
明
に
認
め
ら
れ
よ
う
。
こ
の
ⓑ
の
「
初
恋
」

翻
訳
と
し
て
の
性
格
は
原
詩
の
後
半
二
連
に
寄
り
添
っ
て
い
る
点
に
あ
る
。
そ
れ
故
、
原
詩
前
半
部
に
比
重
を
据
え
た
訳
詩
ⓐ
と
は
対
照
的
と
も
言
い
う

る
差
異
を
示
す
こ
と
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

J. K
irkup

に
よ
る
翻
訳
ⓒ
も
又
興
味
深
い
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。
そ
の
前
半
二
連
は
原
詩
の
内
容
に
即
し
つ
つ
明
快
平
易
な
表
現
に
よ
る
訳
出
と

な
っ
て
い
る
が
、
第
二
連
三
行
目«I felt for the first tim

e the stir of love»

は
初
恋
の
情
感
の
揺
ら
め
き
、
ざ
わ
め
き
（«the stir»

）
を
伝
え
る
一
行

と
し
て
、
原
詩
の
「
人
こ
ひ
初
め
し
は
じ
め
な
り
」
の
詩
句
を
増
幅
し
た
表
現
と
な
っ
て
い
よ
う
。
そ
う
し
た
原
詩
第
一
、二
連
が
描
き
出
す
初
め
て
の

恋
が
も
た
ら
す
情
感
を
鮮
明
に
捉
え
る
訳
詩
の
性
格
は
、
第
三
連
に
於
い
て
一
層
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
訳
詩
で
は
「
君
」
と
「
わ
れ
」
の
抱
擁
の

イ
メ
ー
ジ
は
極
度
に
曖
昧
、
乃
至
は
希
薄
と
な
る
。
ま
た
「
わ
れ
」
が
吐
息
の
如
く
愛
の
言
葉
を
囁
き
か
け
る
（«I breathed m

y love like a sigh»

）

の
は
、
第
一
連
が
描
く
出
会
い
の
折
に
「
わ
れ
」
の
眼
に
最
初
に
映
じ
た
「
君
」
の
「
前
髪
」
に
向
け
て
（«U

pon your com
bed

-back fringe»

）
の
こ

と
に
他
な
ら
な
い
。
更
に
続
く
二
行
で
は
、
前
連
に
於
い
て
林
檎
を
与
え
て
く
れ
た
（«give m

e the apple»

）「
君
」
に
応
答
す
る
か
の
如
く
、
愛
情
に

満
ち
溢
れ
る
自
ら
の
心
を
「
君
」
に
捧
げ
る
「
わ
れ
」
の
様
が
示
さ
れ
る
（«I gave you m

y heart»

）。
原
詩
の
改
変
を
伴
う
こ
う
し
た
訳
詩
の
表
現
は
、

「
わ
れ
」
の
初
恋
の
情
感
そ
の
も
の
を
語
る
文
脈
を
堅
固
に
保
持
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
そ
の
脈
絡
に
於
い
て
、
最
終
連
の
翻
訳
は
原
詩
か

ら
の
大
胆
な
離
脱
を
示
す
。
語
り
の
時
制
は
過
去
か
ら
現
在
へ
と
移
行
し
、｢

今
（now
）｣

の
時
点
を
語
る
こ
の
一
連
に
於
い
て
、「
君
」
と
の
初
恋
は

既
に
失
わ
れ
た
出
来
事
と
し
て
あ
る
。
原
詩
に
於
け
る｢

君｣

の
問
い
か
け
は«W

ho w
alked beside m

e along this narrow
 path ?»

と
い
う
「
わ
れ
」

の
自
問
の
言
葉
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。
通
る
人
も
な
い
林
檎
園
の
木
下
道
を
前
に
し
て
、
失
わ
れ
た
「
あ
の
初
恋
」
を
悲
し
み
と
愛
惜
の
裡
に
想
起
す
る
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「
わ
れ
」の
姿
を
呈
示
し
て
こ
の
訳
詩
は
閉
じ
ら
れ
る
。ⓒ
の
翻
訳
は
こ
う
し
て
原
詩
と
は
全
く
別
途
の
展
開
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、初
恋
を
言
わ
ば
初
々

し
い
情
感
の
裡
に
止
め
つ
つ
、
既
に
失
わ
れ
た
か
け
が
え
の
な
い
体
験
と
し
て
刻
み
付
け
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
「
初
恋
」
と
題
さ
れ
た
一
篇
の
詩
に
関
し
て
、
こ
う
し
た
相
互
に
全
く
異
な
る
三
篇
の
翻
訳
が
成
立
し
て
い
る
の
は
極
め
て
興
味
深
い
こ
と
と
言
う
べ

き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
前
半
の
初
々
し
い
初
恋
の
情
感
か
ら
大
き
く
逸
脱
、
変
容
し
て
い
く
原
詩
の
展
開
に
他
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ

ば
、
こ
の
原
詩
「
初
恋
」
に
認
め
ら
れ
る
の
は
、
連
と
連
を
分
か
つ
空
白
の
中
に
時
間
の
経
過
が
折
り
込
ま
れ
、
そ
れ
に
伴
っ
て
「
わ
れ
」
と
「
君
」
の

関
係
が
親
密
で
慣
れ
親
し
ん
だ
、
そ
し
て
官
能
的
な
色
合
い
さ
え
帯
び
た
も
の
に
な
っ
て
い
く
、
そ
う
し
た
二
人
の
関
係
の
進
展
、
或
い
は
変
化
を
語
り

出
す
展
開
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
言
わ
ば
恋
愛
の
進
展
の
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
、
藤
村
論
の
文
脈
か
ら
合
理
的
な
注
解
を
加
え
る
こ
と
は
勿
論
可
能
で
あ

る
。
即
ち
「
こ
ひ
ぐ
さ
」
の
総
題
を
持
つ
初
出
九
篇
（『
文
学
界
』
明
治
二
九
・
一
〇
）
の
中
で
の
「
初
恋
」
の
位
置）

9
（

、評
論
「
人
生
の
風
流
を
懐
ふ
」（『
文

学
界
』
明
治
二
六
・
四
）
に
披
瀝
さ
れ
て
い
る
藤
村
の
恋
愛
観）

10
（

、更
に
は
初
期
の
劇
詩
「
草
枕
」（『
文
学
界
』
明
治
二
七
・
一
）
に
見
ら
れ
る
『
旧
約
聖
書
』

「
創
世
記
」
の
挿
話
を
踏
ま
え
た
〈
林
檎
〉
の
モ
チ
ー
フ）

11
（

等
を
参
看
す
る
こ
と
を
と
お
し
て
、
こ
の
詩
「
初
恋
」
の
展
開
の
必
然
性
を
説
明
す
る
こ
と
も

出
来
よ
う
。
但
し
〈
新
体
詩
〉
の
様
式
の
観
点
に
於
い
て
最
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
時
間
の
経
過
を
具
体
的
に
言
語
化
す
る
の
で
は
な
く
、
連
を
改
め
る

こ
と
を
契
機
に
場
や
状
況
を
大
胆
に
切
り
替
え
て
ゆ
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
表
題
の
告
げ
る
初
恋
の
情
感
か
ら
甚
だ
し
く
逸
脱
す
る
関
係
へ
の
進
展
を
示
す

展
開
の
在
り
方
│
│
そ
の
よ
う
な
連
構
成
の
フ
ォ
ル
ム
が
存
分
に
活
か
さ
れ
た
藤
村
詩
の
表
現
の
機
構
な
の
で
あ
る
。
先
に
参
照
し
た
三
篇
の
翻
訳
は
、

そ
う
し
た
展
開
を
備
え
る
原
詩
の
如
何
な
る
側
面
や
モ
チ
ー
フ
を
焦
点
化
し
、
訳
詩
の
基
調
に
据
え
る
か
と
い
う
翻
訳
行
為
上
の
選
択
に
於
い
て
相
互
に

全
く
異
質
な
翻
訳
テ
ク
ス
ト
と
し
て
成
立
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

三

　

詩
集
『
若
菜
集
』
を
繙
く
時
、
連
構
成
に
加
え
て
、
改
行
に
関
し
て
も
注
目
に
値
す
る
表
現
が
見
出
さ
れ
る
。
一
例
と
し
て
「
お
く
め
」
と
題
さ
れ
た

詩
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。



17

〈
新
体
詩
〉
集
と
し
て
の
『
若
菜
集
』（
佐
藤
）

こ
ひ
し
き
ま
ゝ
に
家
を
出
で

こ
ゝ
の
岸
よ
り
か
の
岸
へ

越
え
ま
し
も
の
と
来
て
見
れ
ば

千ち

鳥ど
り

鳴
く
な
り
夕
ま
ぐ
れ

    こ
ひ
に
は
親
も
捨
て
は
て
ゝ

や
む
よ
し
も
な
き
胸
の
火
や

鬢び
ん

の
毛
を
吹
く
河
風
よ

せ
め
て
あ
は
れ
と
思
へ
か
し　
　
（
第
一
、二
連
）

    

　
「
お
く
め
」
は
、
そ
の
名
を
持
つ
女
性
に
よ
る
一
人
称
の
語
り
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。「
君
」
に
対
す
る
「
胸
の
火
」、「
恋
の
火ほ

の
ほ炎
」（
第
三
連
「
君

を
思
へ
ば
絶
間
な
き
／
恋
の
火
炎
」）
に
烈
し
く
燃
え
立
つ
「
わ
れ
」
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
の
詩
で
あ
る
。
そ
の
激
情
は
「
親
も
捨
て
は
て
ゝ
」、「
河
」
で
隔

て
ら
れ
た
対｢

岸｣

の
「
こ
ひ
し
き
」「
君
」
の
も
と
に
赴
こ
う
と
す
る
お
く
め
の
止
み
が
た
い
思
い
と
し
て
呈
示
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
第
二
連
に

於
い
て
、
親
を
も
捨
て
る
程
の
激
し
い
情
念
に
駆
り
立
て
ら
れ
て
い
る
「
わ
れ
」
が
、「
せ
め
て
あ
は
れ
と
思
へ
か
し
」
と
「
河
風
」
に
語
り
か
け
る
後

半
二
行
に
は
或
る
種
の
転
調
が
確
か
に
窺
わ
れ
よ
う
。

A
t love ’s behest I have left behind

M
y hom

e and com
e to cross the stream

From
 this to yonder bank, and hark!

P
lovers are crying in the dusk.
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I m
ust desert m

y parents for love,

W
ith quenchless flam

e w
ithin m

y breast.

O
 river breeze that blow

s m
y hair!

W
ilt not thou pity m

y helpless plight?

　
　
　
　
　
　
　
　
（“O

K
U

M
E

”, trans. by Shigeshi N
ishim

u

）
12
（a

）

  

Solitaire, je pense à lui

…

　

M
on am

our m
e consum

e.

　

J ’ai franchi la rivière

　
　

d ’une rive à l ’autre,

　

et je suis là

… J ’entends les pluviers

　
　
　
　
　
　

pleurer au crépuscule.

E
lle abandonna ses parents pour suivre son am

our,

　
　

ce feu d ’am
our, ce cœ

ur brûlant

　
　
　
　
　
　

sans arrêt, toujours!

　
　
　
　
　
　

O
h! vent de la rivière,

vous qui caressez ses cheveux tom
bant sur son visage,

　
　
　
　
　
　
　

pitié pour elle!

　
　
　
　
　
　
　
　
（“M

adem
oiselle O

kum
é ”, traduit par K

uni M
atsuo et Steinilber

-O
berlin

）
13
（

）
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〈
新
体
詩
〉
集
と
し
て
の
『
若
菜
集
』（
佐
藤
）

　

右
は
何
れ
も
「
お
く
め
」
冒
頭
二
連
の
翻
訳
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
原
詩
第
二
連
の
性
格
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
在
り
方
を
見
せ
て
い
る
。
前
者
に
於

い
て
、「
こ
ひ
に
は
親
も
捨
て
は
て
ゝ
」
の
一
行
は«I m

ust desert m
y parents for love»

と
訳
出
さ
れ
て
い
る
が
、«abandon»

な
ら
ぬ«desert»

を

訳
語
に
採
用
し
た
こ
の
翻
訳
は
、
親
を
捨
て
る
こ
と
は
批
判
さ
れ
て
然
る
べ
き
行
為
で
あ
る
こ
と
を
知
り
つ
つ
も
、
そ
う
せ
ず
に
は
い
ら
れ
ぬ
（«I 

m
ust desert»

）
と
い
う
お
く
め
の
内
な
る
苦
し
み
を
伝
え
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
訳
出
の
際
に
増
補
、
付
加
さ
れ
た«m

y helpless plight»

と
い

う
詩
句
と
の
呼
応
を
示
す
中
で
、
自
ら
を
制
御
す
る
術
も
な
く
、
如
何
と
も
し
え
ぬ
ま
ま
恋
情
に
突
き
動
か
さ
れ
る
他
な
い
お
く
め
│
│
そ
う
し
た
苦
し

み
を
抱
え
る
「
わ
れ
」
の
姿
を
浮
上
さ
せ
る
。
原
詩
の
「
や
む
よ
し
も
な
き
胸
の
火
」
を
訳
出
し
た«quenchless flam

e w
ithin m

y breast»

と
い
う
表

現
も
お
く
め
を
苛
む
抗
い
難
い
情
念
の
様
を
際
立
た
せ
て
い
よ
う
。
こ
の
訳
詩
は
そ
の
よ
う
な
苦
悩
を
潜
め
た
「
わ
れ
」
の
状
況
を
鮮
明
に
語
り
出
す
こ

と
に
よ
っ
て
、「
せ
め
て
あ
は
れ
と
思
へ
か
し
」
と
い
う
原
詩
の
表
現
と
の
整
合
化
を
図
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
原
詩
の
表
現
の
改
変
や
補
足

を
伴
う
翻
訳
が
な
さ
れ
て
い
る
の
は
、
原
詩
第
二
連
の
前
半
と
後
半
と
の
間
に
内
容
上
の
落
差
が
存
し
て
い
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
そ
の
二
行
目
か
ら
三

行
目
へ
の
改
行
の
裡
に
語
り
の
変
化
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
背
景
と
な
っ
て
い
よ
う
。
原
詩
は
第
二
連
後
半
部
に
於
い
て
、
激
情
の
ま
ま
に
振
る
舞
お
う

と
す
る
お
く
め
と
は
異
な
る
、
内
面
の
苦
悩
を
抱
え
る
「
あ
は
れ
」
な
お
く
め
の
姿
を
呈
示
す
る
。
そ
う
し
た
二
つ
の
お
く
め
の
姿
を
一
人
の
お
く
め
像

と
し
て
整
合
的
な
統
合
化
を
図
る
こ
と
は
せ
ず
に
、
こ
の
三
行
目
に
於
い
て
言
わ
ば
仲
介
な
し
に
、「
胸
の
火
」
に
燃
え
立
つ
お
く
め
を
些
か
唐
突
に
「
あ

は
れ
」
に
も
惨
め
な
存
在
と
し
て
語
り
出
す
の
で
あ
る
。
右
のN

ishim
ura

訳
は
、
そ
う
し
た
二
つ
の
お
く
め
像
の
隔
た
り
を
埋
め
込
む
試
み
に
他
な
ら

な
い
。
一
方
、
併
せ
て
掲
出
し
た
フ
ラ
ン
ス
語
訳
は
所
謂
自
由
訳
に
近
い
翻
訳
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
、
第
一
連
と
第
二
連
の
間
で
一
人
称
か
ら

三
人
称
へ
と
文
体
を
切
り
替
え
た
上
で
、«pitié pour elle!»

│
│
彼
女
（
お
く
め
）
を
可
哀
想
だ
と
思
っ
て
下
さ
い
／
許
し
て
や
っ
て
下
さ
い
と
い
う

哀
れ
み
を
請
う
語
り
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
も
恐
ら
く
統
一
的
な
お
く
め
像
を
保
持
す
る
た
め
の
翻
訳
上
の
方
策
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
な
「
お
く
め
」
第
二
連
に
見
ら
れ
る
改
行
に
伴
う
語
り
の
転
調
や
変
容
は
、
最
終
連
に
於
い
て
一
層
顕
著
な
形
で
認
め
ら
れ
る
。

恋
は
吾
身
の
社や

し
ろに
て

君
は
社
の
神
な
れ
ば
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君
の
祭つ

く
ゑ壇

の
上
な
ら
で

な
に
に
い
の
ち
を
捧
げ
ま
し

    砕
か
ば
砕
け
河
波
よ

わ
れ
に
命
は
あ
る
も
の
を

河
波
高
く
泳
ぎ
行
き

ひ
と
り
の
神
に
こ
が
れ
な
む

    心
の
み
か
は
手
も
足
も

吾
身
は
す
べ
て
火ほ

の
ほ炎

な
り

思
ひ
乱
れ
て
嗚あ

呼ゝ
恋
の

千ち

筋す
ぢ

の
髪
の
波
に
流
る
　ゝ
　
　
（
第
七
│
九
連
）

　

右
の
最
終
連
最
終
行
は
お
く
め
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
の
語
り
と
は
如
何
に
も
考
え
難
い
。
下
二
段
活
用
の
動
詞
「
流
る
」
の
連
体
形
で
閉
じ
ら
れ
る
こ
の
一

行
は
、
お
く
め
の
長
く
豊
か
な
黒
髪
が
川
の
波
間
に
浮
か
び
漂
い
、
流
れ
ゆ
く
光
景
そ
の
も
の
を
前
景
化
し
て
い
る
。
そ
れ
が
川
に
身
を
投
じ
た
お
く
め

の
姿
を
外
側
か
ら
捉
え
た
表
現
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
最
終
連
三
行
目
と
四
行
目
と
の
間
で
落
差
を
孕
ん
だ
表
現
の
成
立
を
可
能

に
し
て
い
る
の
は
、
取
り
も
直
さ
ず
改
行
と
と
も
に
な
さ
れ
た
語
り
手
の
位
置
の
移
動
で
あ
る
。
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
く
、「
お
く
め
」
と
題
さ
れ
た

テ
ク
ス
ト
は
、
語
り
の
機
構
と
し
て
は
、
こ
の
詩
の
語
り
手
が
作
中
に
設
定
さ
れ
た
お
く
め
の
名
を
持
つ
女
性
に
一
体
化
し
た
位
置
に
於
い
て
、「
わ
れ
」

と
い
う
一
人
称
の
下
に
そ
の
内
面
を
語
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
。
既
述
の
第
二
連
後
半
部
と
は
、
そ
の
語
り
手
が
改
行
を
契
機
に
、
お
く

め
に
寄
り
添
い
つ
つ
そ
の
激
し
い
恋
の
情
念
を
語
る
文
脈
か
ら
離
脱
し
て
、「
恋
の
火
炎
」
に
覆
い
尽
く
さ
れ
た
「
心
」
と
は
別
途
に
、「
あ
は
れ
」
と
い
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〈
新
体
詩
〉
集
と
し
て
の
『
若
菜
集
』（
佐
藤
）

う
自
ら
の
悲
惨
さ
を
意
識
す
る
も
う
一
つ
の
お
く
め
の
姿
を
呈
示
し
た
部
分
で
あ
っ
た）

14
（

。
そ
し
て
こ
の
末
尾
の
一
行
に
於
い
て
、
や
は
り
行
換
え
を
介
し

て
語
り
手
は
語
り
の
位
置
を
大
き
く
変
換
す
る
。
即
ち
お
く
め
の
内
面
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
か
ら
、
お
く
め
の
姿
を
距
離
を
置
い
て
外
面
的
、
絵
画
的
に
描
写

す
る
語
り
へ
と
切
り
替
え
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
最
終
連
は
以
下
の
よ
う
に
訳
出
さ
れ
て
い
る
。

    

N
ot only in heart but in arm

s and legs

I am
 a flam

ing m
ass of fire;

M
y m

ind distraught beyond control,

D
rifting on w

aves is m
y hair.

　
　
　
　
　
　
　
　
（trans. by Shigeshi N

ishim
ura

）

                    

                    

　
　
　
　
　
　
　

N
on seulem

ent m
on cœ

ur

　
　
　
　
　
　
　

m
ais m

es m
ains et m

es pieds

et m
on corps tout entier ne sont plus qu ’une flam

m
e!

Folle d ’am
our!　

M
es cheveux, m

es m
ille et m

ille cheveux d ’am
our

　
　
　
　
　

flotteront au gré des vagues!

…

　
　
　
　
　
　
　
　
（traduit par K

uni M
atsuo et Steinilber

-O
berlin

）

    

　

こ
れ
ら
は
何
れ
も
原
詩
の
呈
示
す
る
光
景
を
、
狂
気
、
錯
乱
に
陥
っ
た
お
く
め
の
想
像
乃
至
は
幻
想
と
し
て
描
き
出
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

と
り
わ
け
単
純
未
来
形
で
訳
出
し
た
フ
ラ
ン
ス
語
訳
に
そ
れ
は
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
。
右
の
翻
訳
で
は
一
人
称
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
の
語
り
の
形
式
を
保
持
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す
る
こ
と
に
よ
っ
て
必
然
的
に
原
詩
と
の
隔
た
り
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
偏
差
が
原
詩
と
し
て
の
「
お
く
め
」
に
於
け
る
改
行
の
機
能
を

照
ら
し
出
し
て
い
る
。

　

翻
訳
の
参
照
と
い
う
迂
路
を
敢
え
て
辿
り
つ
つ
な
さ
れ
た
以
上
の
考
察
の
中
で
確
認
し
て
き
た
の
は
、
島
崎
藤
村
の
詩
に
於
け
る
連
構
成
そ
し
て
改
行

と
い
う
フ
ォ
ル
ム
の
担
う
機
能
の
問
題
で
あ
っ
た
。
即
ち
連
を
改
め
る
こ
と
、
行
を
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
意
味
や
語
り
の
連
続
性
、
一
貫
性

を
切
断
す
る
空
白
が
折
り
込
ま
れ
、
そ
れ
を
契
機
に
詩
の
展
開
や
語
り
に
飛
躍
や
転
換
、
転
位
が
孕
み
込
ま
れ
て
い
く
│
│
そ
う
し
た
フ
ォ
ル
ム
の
機
能

が
『
若
菜
集
』
所
収
の
詩
の
表
現
上
の
特
質
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
背
後
に
、〈
新
体
詩
〉
の
備
え
る
新
た
な
形
式
へ
の
藤
村
の
自
覚
と
理

解
が
存
し
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。『
若
菜
集
』
を
通
底
す
る
テ
ー
マ
の
所
在
に
関
し
て
も
、
そ
う
し
た
藤
村
詩
の
表
現
機
構
と
の
相
関
に
於

い
て
改
め
て
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う）

15
（

。
そ
し
て
同
時
に
、
そ
の
よ
う
な
詩
が
或
る
種
の
難
解
さ
、
曖
昧
さ
を
含
み
込
む
こ
と
に
な
る
の
も
必
然
的
な

事
態
で
あ
っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
藤
村
詩
の
同
時
代
評
価
に
は
そ
れ
が
鮮
明
に
映
し
出
さ
れ
て
い
る
。

　
『
若
菜
集
』
の
同
時
代
評
を
概
観
す
る
時
、「
初
秋
に
至
り
て
藤
村
の
若
菜
集
出
で
た
り
、
声
調
清
婉
に
し
て
思
想
嶄
新
大
に
他
詩
集
と
趣
を
異
に
し
、

優
に
地
歩
を
高
め
た
り
。
余
輩
昨
年
後
半
期
に
新
体
詩
の
一
新
時
代
を
生
し
た
り
と
い
へ
る
も
の
、実
に
此
集
あ
る
に
よ
る
。」（（
無
署
名
）「
新
体
詩
壇
」、

『
帝
国
文
学
』
明
治
三
一
・
一
）
等
の
数
多
く
の
賛
辞
と
と
も
に
、
批
判
的
否
定
的
評
価
を
下
す
発
言
も
少
な
か
ら
ず
見
出
さ
れ
る
。
そ
の
藤
村
詩
批
判
の

中
核
に
据
え
ら
れ
て
い
た
の
が
「
朦
朧
体
」
と
い
う
指
摘
で
あ
っ
た）

16
（

。
当
初
は
所
謂
擬
古
派
の
詩
人
に
差
し
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
の
評
言
が
藤
村
詩
批
判

の
文
脈
に
於
い
て
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
朦
朧
派
詩
人
と
は
数
年
以
前
擬
古
派
に
冠
せ
る
名
称
な
り
し
が
、今
に
至
り
て
は
語
義
頗
る
広
漠
、

藤
村
一
派
を
だ
に
其
の
中
に
包
含
す
る
も
の
あ
る
に
至
る
、（
中
略
）
藤
村
一
派
及
び
擬
古
派
詩
人
に
其
の
例
を
見
る
が
如
く
、
古
雅
を
偏
重
し
、
比
喩

を
用
ふ
る
こ
と
多
き
に
過
ぎ
て
、
全
体
の
詩
趣
冗
漫
に
陥
り
、
一
、
思
想
朦
朧
と
な
り
、
二
、
感
情
緊
切
な
ら
ず
、
所
謂
真
情
流
露
の
旨
を
得
ざ
る
を
忌

む
も
の
な
ら
ん
」（（
無
署
名
）「
彙
報　
　

◎
朦
朧
体
」、『
早
稲
田
文
学
』
明
治
三
〇
・
一
二
）、「
藤
村
の
新
体
詩
は
多
少
の
韻
致
を
含
ま
ざ
る
に
し
も
あ

ら
ず
、
清
婉
は
あ
り
、
繊
巧
は
あ
り
、
器
械
的
の
狂
熱
ぶ
り
た
る
所
は
あ
り
、
さ
れ
ど
未
だ
雄
大
な
る
気
魄
に
充
ち
、
奇
抜
清
新
の
托
想
を
寓
す
る
あ
る

を
見
ず
、
況
ん
や
文
字
の
一
種
厭
味
あ
る
朦
朧
に
掩
蔽
せ
ら
れ
た
る
に
於
て
を
や
、
藤
村
亦
遂
に
新
詩
人
に
は
あ
ら
ざ
る
也
。」（（
無
署
名
）「
雑
報　

○

晩
翠
と
世
評
」、『
帝
国
文
学
』
明
治
三
一
・
三
）、「
藤
村
の
詩
は
、
朦
朧
体
な
り
、
解
し
難
し
と
い
ふ
人
多
し
。（
中
略
）
突
然
之
を
見
た
る
読
者
は
、
そ
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〈
新
体
詩
〉
集
と
し
て
の
『
若
菜
集
』（
佐
藤
）

の
詩
の
真
意
何
れ
に
あ
り
て
、
何
を
歌
へ
る
も
の
な
る
や
を
推
測
す
る
に
苦
み
、
手
を
拱
て
『
解
し
難
し
』
と
言
は
ざ
る
を
得
ざ
る
べ
し
。」（
青
柳
有
美

「
藤
村
子
詩
」、『
女
学
雑
誌
』
明
治
三
二
・
四
・
二
五
）
そ
の
他
、「
朦
朧
体
」「
朦
朧
派
」
と
い
う
評
語
を
以
て
『
若
菜
集
』
所
収
の
詩
に
於
け
る
内
容
と

措
辞
の
不
可
解
さ
、
曖
昧
さ
を
指
摘
す
る
発
言
が
繰
り
返
さ
れ
る
の
で
あ
る）

17
（

。
そ
う
し
た
中
で
発
表
さ
れ
た
以
下
の
批
評
は
、
本
稿
の
趣
旨
と
の
脈
絡
に

於
い
て
極
め
て
興
味
深
い
。

今
又
た
一
巻
の
欠
所
を
挙
げ
ん
か
、
既
に
或
る
人
の
評
せ
る
如
く
、
冗
漫
に
失
せ
る
の
嫌
ひ
あ
り
。
同
し
事
を
繰
り
返
し
〳
〵
叙
述
す
る
は
、
た
ま

〳
〵
感
情
を
害
ふ
に
終
る
。
且
つ
、
叙
景
叙
事
の
際
、
配
列
の
順
序
、
錯
乱
し
て
整
は
ず
、
脳
裏
に
之
れ
が
印
象
を
置
く
に
、
甚
だ
容
易
な
ら
ず
、

今
野
に
あ
る
や
、
直
ち
に
山
に
う
つ
り
、
室
内
に
あ
る
や
、
忽
ち
戸
外
に
出
づ
る
が
如
き
例
少
な
か
ら
ず
、
少
し
く
修
辞
の
法
に
依
り
、
思
想
の
法

に
従
ひ
て
、
凡
て
の
印
象
を
脳
に
順
を
追
ひ
て
納
め
し
め
し
な
ら
ん
に
は
、
更
に
簡
に
更
に
明
か
な
る
を
得
べ
し
、
藤
村
の
詩
を
以
て
朦
朧
体
と
な

す
も
の
は
や
が
て
、
か
ゝ
る
節
を
や
云
ふ
な
ら
ん
。 

（
門
外
生
「
塵
影
」、『
読
売
新
聞
』
明
治
三
〇
・
一
〇
・
四
）

　
『
若
菜
集
』
の
書
評
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
右
の
「
塵
影
」
に
於
い
て
門
外
生
（
戸
川
秋
骨
）
は
、
藤
村
詩
が
「
朦
朧
体
」
と
見
做
さ
れ
る
所
以
を
、
場

面
や
状
況
の
唐
突
な
転
換
が
重
ね
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
展
開
が
「
錯
綜
」
し
、「
印
象
」
も
意
味
内
容
も
曖
昧
、
不
明
瞭
と
化
し
て
い
る
点
に
見
出

し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
詩
の
展
開
の
裡
に
孕
み
込
ま
れ
る
転
換
や
飛
躍
は
、
本
稿
が
指
摘
し
て
き
た
藤
村
詩
の
フ
ォ
ル
ム
の
機
能
を
と
お
し
て
生
み
出

さ
れ
た
詩
的
世
界
の
様
態
に
他
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
秋
骨
は
連
構
成
、改
行
と
い
う
〈
新
体
詩
〉
の
形
式
自
体
に
は
全
く
言
及
し
て
い
な
い
も
の
の
、

同
時
代
に
於
け
る
「
朦
朧
体
」
と
し
て
の
藤
村
詩
批
判
の
背
景
に
は
、
そ
う
し
た
『
若
菜
集
』
所
収
の
詩
の
フ
ォ
ル
ム
に
関
わ
る
問
題
が
存
在
し
て
い
た

と
考
え
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
ろ
う
。
既
述
の
如
く
〈
新
体
詩
〉
の
フ
ォ
ル
ム
に
自
覚
的
で
あ
っ
た
藤
村
の
詩
に
於
い
て
、
曖
昧
さ
や
不
可
解
さ
は

言
わ
ば
不
可
避
的
に
招
来
さ
れ
た
事
態
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
そ
れ
は
単
に
詩
的
表
現
の
「
洗
練
」
を
欠
い
た
未
熟
さ
、
或
い
は
「
欠
点
」
と
し
て
捉
え
る

こ
と
は
妥
当
で
は
あ
る
ま
い
。
こ
こ
で
改
め
て
問
わ
れ
る
べ
き
は
、〈
新
体
詩
〉
＝
近
代
詩
に
お
け
る
改
行
、
連
構
成
と
は
そ
も
そ
も
何
か
、
そ
し
て
そ

の
フ
ォ
ル
ム
の
機
能
は
創
始
期
の
日
本
近
代
詩
壇
に
於
い
て
如
何
な
る
理
解
の
下
に
あ
っ
た
の
か
と
の
問
題
に
他
な
ら
な
い
。
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四

　

改
め
て
言
う
ま
で
も
な
く
、
改
行
及
び
連
構
成
と
い
う
ス
タ
イ
ル
は
、『
新
体
詩
抄
』
に
よ
っ
て
日
本
に
移
植
さ
れ
た
。
同
書
の
「
凡
例
」
中
の
一
項

目
と
し
て
、「
此
書
中
ノ
詩
歌
皆
句

ウ
ベ
ル
スト

節
ス
タ
ン
ザ
ート

ヲ
分
チ
テ
書
キ
タ
ル
ハ
、西
洋
ノ
詩
集
ノ
例
ニ
傚
ヘ
ル
ナ
リ
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、そ
れ
は
「
西

洋
ノ
詩
集
」
に
倣
っ
て
導
入
さ
れ
た
「
新
体
」、
新
た
な
詩
の
様
式
で
あ
っ
た
。
既
に
江
戸
時
代
詩
歌
の
研
究
の
中
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る）

18
（

が
、
近
世

ま
で
の
長
歌
や
漢
詩
の
表
記
形
態
は
無
改
行
・
追
い
込
み
の
形
式
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
改
行
、
連
構
成
と
い
う
形
式
は
、
従
来
の
日
本
の
伝
統

詩
歌
と
は
異
な
る
、
全
く
新
た
な
詩
の
フ
ォ
ル
ム
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
西
洋
ノ
詩
」
の
フ
ォ
ル
ム
は
、
そ
も
そ
も
如
何
な
る
機
能
を
担
っ
て
い
る
の
か
、

そ
の
一
端
を
、『
新
体
詩
抄
』
所
収
の
一
篇
の
詩
を
通
し
て
窺
っ
て
み
た
い
。
取
り
上
げ
る
の
は
、
一
七
五
一
年
イ
ギ
リ
ス
で
出
版
さ
れ
た
ト
マ
ス
・
グ

レ
イ
の
長
編
詩“E

legy W
ritten in a C

ountry C
hurch Yard ”

の
翻
訳
「
グ
レ
ー
氏
墳
上
感
懐
の
詩
」（
矢
田
部
良
吉
訳
）
で
あ
る
。
そ
の
冒
頭
三
連
を

原
詩
と
共
に
以
下
に
掲
げ
て
み
よ
う
。

　
　
　
　

グ
レ
ー
氏
墳
上
感
懐
の
詩

山
々
か
す
み
い
り
あ
ひ
の 

鐘
は
な
り
つ
ゝ
野
の
牛
は

徐
に
歩
み
帰
り
行
く 

 

耕
へ
す
人
も
う
ち
つ
か
れ

や
う
や
く
去
り
て
余
ひ
と
り 

た
そ
が
れ
時
に
残
り
け
り

    四
方
を
望
め
ば
夕
暮
の 

景
色
は
い
と
ゞ
物
寂
し

唯
こ
の
時
に
聞
ゆ
る
は 

飛
び
来
る
虫
の
羽
の
音
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〈
新
体
詩
〉
集
と
し
て
の
『
若
菜
集
』（
佐
藤
）

遠
き
牧
場
の
ね
や
に
つ
く 

羊
の
鈴
の
鳴
る
響

    猶
其
外
に
常
春
藤
し
げ
き 

塔
に
や
ど
れ
る
ふ
く
ろ
ふ
の

近
よ
る
人
を
す
か
し
見
て 

我
巣
に
寇
を
な
す
も
の
と

訴
へ
ん
と
や
月
に
鳴
く 

い
と
あ
は
れ
に
も
声
す
な
り

    

    

　
　
　
　

E
legy W

ritten in a C
ountry C

hurch Yard

    

T
he C

urfew
 tolls the knell of parting day,

T
he low

ing herd w
ind slow

ly o ’er the lea,

T
he plow

m
an hom

ew
ard plods his w

eary w
ay,

A
nd leaves the w

orld to darkness and to m
e.

    

N
ow

 fades the glim
m

ering landscape on the sight,

A
nd all the air a solem

n stillness holds,

Save w
here the beetle w

heels his droning flight,

A
nd drow

sy tinklings lull the distant folds;

    

Save that from
 yonder ivy

-m
antled tow

’r
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T
he m

opeing ow
l does to the m

oon com
plain

O
f such, as w

and ’ring near her secret bow
’r,

M
olest her ancient solitary reign.

    

　

既
に
論
じ
た
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が）

19
（

、
原
詩
に
於
い
て
は
改
行
及
び
連
構
成
の
形
態
が
、
そ
の
詩
的
世
界
の
形
成
に
極
め
て
深
く
関
与
し
て
い
る
こ
と
が

判
然
と
確
認
で
き
る
。
例
え
ば
改
行
に
つ
い
て
言
え
ば
原
詩
一
行
目
の«T

he C
urfew

 tolls» «knell» «parting day»

と
い
う
語
の
連
な
り
は
明
ら
か
に

終
末
、
死
の
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
し
、
表
題
の«E

legy»

と
の
呼
応
に
於
い
て
葬
送
の
モ
チ
ー
フ
が
こ
こ
に
鮮
明
に
浮
か
び
上
が
る
。
し
か
し
二
行
目
へ
の

改
行
の
中
で
そ
れ
は
明
確
に
転
換
さ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
の
農
村
の
日
常
的
な
田
園
風
景
が
そ
こ
に
呈
示
さ
れ
る
。
同
時
に
聴
覚
的
イ
メ
ー
ジ
か
ら
視
覚
的
表

現
へ
の
移
行
に
於
い
て
詩
的
空
間
の
広
が
り
が
も
た
ら
さ
れ
て
も
い
る
。
以
下
の
部
分
で
も
改
行
は
同
様
に
機
能
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
連
に
関
し
て
も

«N
ow

»

に
始
ま
る
第
二
連
へ
の
移
行
の
中
で
詩
的
空
間
が
大
き
く
水
平
的
に
拡
張
さ
れ
、
外
界
の｢

今
こ
こ
」
の
多
様
な
様
相
が
並
列
的
に
列
挙
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
ご
く
僅
か
の
こ
と
に
触
れ
た
に
過
ぎ
な
い
が
、
ト
マ
ス
・
グ
レ
イ
の
詩
に
於
い
て
、
行
換
え
、
連
構
成
は
、
転
換
や
切
り
換
え
、
或
い

は
飛
躍
を
介
し
て
自
在
に
詩
句
を
展
開
さ
せ
る
、
近
代
詩
固
有
の
表
現
を
可
能
に
す
る
形
態
と
し
て
存
分
に
機
能
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
表
現
の
機
構
に

於
い
て
種
々
の
モ
チ
ー
フ
が
複
層
的
に
折
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
多
様
で
複
数
的
な
モ
チ
ー
フ
の
相
関
や
交
差
に
よ
っ
て
、
こ

の
全
一
二
八
行
に
及
ぶ
長
編
詩
の
展
開
と
構
造
が
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
矢
田
部
良
吉
に
よ
る
こ
の
詩
の
翻
訳
が
露
呈
さ
せ
て
い
る
の
は
、
結
論
的
に
言
え
ば
そ
の
よ
う
な
改
行
、
連
構
成
の
詩
的
機
能
に
対
す
る
全
く

の
無
理
解
に
他
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
、
固
定
し
た
位
置
か
ら
語
る
「
わ
れ
」
の
語
り
に
よ
っ
て
全
体
が
貫
か
れ
て
お
り
、
極
め
て
均
質
な
世
界
が
成
立

し
て
い
る
。
こ
の
翻
訳
を
特
徴
付
け
て
い
る
の
は
、
語
り
と
意
味
の
一
貫
性
や
持
続
性
、
連
続
性
な
の
で
あ
る
。
訳
詩
第
二
連
冒
頭
の
「
四
方
を
望
め
ば
」

は
訳
出
の
際
に
補
入
、
付
加
さ
れ
た
詩
句
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
連
を
改
め
る
形
を
と
り
な
が
ら
も
、
何
よ
り
も
語
り
と
意
味
の
連
続
性
を
保
持
し
よ
う

と
し
て
い
る
訳
者
の
姿
勢
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
近
代
詩
の
フ
ォ
ル
ム
の
意
義
に
対
す
る
無
理
解
は
、『
新
体
詩
抄
』
を
激
し
く
批
判
し
た

歌
人
池
袋
清
風
の
「
新
体
詩
批
評
」（『
国
民
之
友
』
明
治
二
二
・
一
、二
、四
）
に
も
明
瞭
に
窺
わ
れ
る
。
池
袋
は
そ
の
評
論
に
於
い
て
、「
古
来
我
国
ニ
長
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〈
新
体
詩
〉
集
と
し
て
の
『
若
菜
集
』（
佐
藤
）

歌
ア
リ
然
ル
ニ
今
之
ヲ
新
体
ナ
ド
称
セ
シ
ハ
多
分
多
ク
ノ
漢
語
ト
鄙
俗
語
ト
ヲ
以
テ
組
織
シ
タ
ル
故
ナ
ラ
ン
」
と
述
べ
た
上
で
、「
原
詩
ニ
就
テ
我
語
間

接
ノ
意
訳
ヲ
」
試
み
、
次
の
よ
う
な
「
グ
レ
ー
氏
墳
上
感
懐
の
詩
」
の
「
長
歌
」
形
式
に
よ
る
「
意
訳
」
を
掲
げ
て
い
る
。

あ
し
曳
の
、
遠
山
寺
の
、
入
相
の
、
鐘
の
ひ
ゞ
き
は
、
か
へ
り
こ
ぬ
、
け
ふ
の
別
を
、
告
に
け
り
、
野
末
は
る
か
に
、
う
ち
む
れ
て
、
野
か
ひ
の
牛

の
、
帰
り
行
、
声
も
あ
は
れ
に
、
聞
へ
つ
ゝ
、
畑
を
た
か
へ
す
、
賤
の
男
も
、
つ
か
れ
は
て
け
ん
、
と
り
〳
〵
に
、
広
き
野
中
を
、
し
つ
〳
〵
と
、

家
路
さ
し
て
そ
、
帰
り
け
る
、
な
ほ
立
と
ま
り
、
な
か
む
れ
は
、
遠
山
の
端
も
、
影
消
ゑ
て
、
く
れ
行
の
へ
に
、
ふ
く
風
も
、
し
つ
ま
り
は
て
し
、

草
む
ら
に
、
む
し
の
な
く
音
も
、
聞
へ
つ
ゝ
、
遠
き
牧
場
の
、
ね
や
に
つ
く
、
羊
の
鈴
の
、
音
さ
へ
も
、
今
は
か
す
か
に
、
な
り
に
け
り

    

　

右
に
明
ら
か
な
如
く
「
長
歌
」
形
式
に
よ
る
「
意
訳
」
に
於
い
て
、
改
行
及
び
連
構
成
は
全
て
取
り
払
わ
れ
る
。
そ
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、「
な
ほ

立
と
ま
り
、
な
か
む
れ
は
」
と
い
う
原
詩
に
は
対
応
す
る
表
現
を
見
出
す
こ
と
の
出
来
な
い
詩
句
の
存
在
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
矢
田
部
良
吉
の
手
に
な

る
訳
詩
第
二
連
冒
頭
に
挿
入
さ
れ
た
「
四
方
を
望
め
ば
」
と
全
く
同
様
に
、
原
詩
第
一
連
か
ら
第
二
連
の
以
降
に
於
け
る
既
述
の
空
白
或
い
は
断
層
を
補

填
す
る
表
現
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
「
長
歌
」
は
、
周
囲
の
世
界
に
耳
を
傾
け
視
線
を
注
ぎ
続
け
る
作
中
の
主
体
に
よ
る
一
貫
し
た
持
続
的
な
表
現
と
し

て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
語
り
と
意
味
の
一
貫
性
、
持
続
性
に
基
づ
く
均
質
な
表
現
世
界
と
し
て
の
性
格
に
於
い
て
、
原
詩
の
連
構
成
が

孕
み
込
む
空
白
を
補
填
す
る
詩
句
が
不
可
避
的
に
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
『
新
体
詩
抄
』
所
収
の
イ
ギ
リ
ス
近
代
詩
の
翻
訳
と
、
そ
れ
を
批
判
し
た
「
新
体
詩
批
評
」
と
が
共
に
示
し
て
い
る
の
は
、
伝
統
詩
歌

と
は
異
な
る
〈
新
体
詩
〉
＝
近
代
詩
の
フ
ォ
ル
ム
の
機
能
に
対
す
る
理
解
の
欠
落
に
他
な
ら
な
い
。
創
始
期
の
詩
壇
に
於
い
て
「
西
洋
ノ
詩
集
」
に
倣
い

改
行
、
連
構
成
と
い
う
新
た
な
詩
の
フ
ォ
ル
ム
が
移
入
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
れ
は
言
わ
ば
単
な
る
形
態
乃
至
は
型
と
し
て
の
受
容
で
し
か
あ
り
え
な
か
っ

た
。
近
代
詩
と
い
う
固
有
の
詩
的
領
域
の
生
成
の
上
で
そ
の
フ
ォ
ル
ム
が
果
た
す
表
現
機
能
に
関
し
て
は
深
い
無
理
解
の
裡
に
置
か
れ
て
い
た
と
言
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
改
行
や
連
構
成
と
い
う
形
式
は
、
単
な
る
表
記
の
形
態
な
の
で
は
な
く
、
近
代
詩
が
散
文
と
の
差
異
化
に
於
い
て
〈
詩
〉
の
固
有
の

領
域
、
或
い
は
固
有
の
言
語
態
と
し
て
の
〈
詩
〉
を
成
立
さ
せ
る
上
で
極
め
て
重
要
な
機
能
を
果
た
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
近
代
詩
の
固
有
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性
の
所
在
は
明
治
前
期
の
詩
壇
に
於
い
て
は
不
問
に
付
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
背
後
に
は
、先
の
池
袋
清
風
が
〈
新
体
詩
〉
と
「
我
国
」「
古
来
」
の
「
長

歌
」
と
の
差
異
に
全
く
無
自
覚
で
あ
っ
た
こ
と）

20
（

に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
恐
ら
く
伝
統
詩
歌
と
し
て
の
長
歌
の
存
在
が
横
た
わ
っ
て
い
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
事
実
、『
新
体
詩
抄
』
の
編
者
の
一
人
外
山
正
一
に
よ
る
「
新
体
詩
抄
序
」
中
に
「
新
体
な
と
ゝ
名
を
付
け
る
は
付
け
た
か
」「
や
は
り
古
来
の

長
歌
流
」
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
自
嘲
的
な
言
葉
を
以
て
語
り
出
さ
れ
て
お
り）

21
（

、
竹
内
節
編
『
新
体
詩
歌
』
第
一
集
（
甲
府
徴
古
堂
、
明
治
一
五
・
一
〇
）

に
は
『
新
体
詩
抄
』
所
収
の
詩
の
再
録
と
共
に
「
我
国
固
有
之
長
歌
」（「
緒
言
」）
も
併
せ
て
収
載
さ
れ
る
。
更
に
イ
ギ
リ
ス
の
詩
人
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ス
コ
ッ

ト
の
長
編
詩
（W

alter Scott, “T
he L

ady of the L
ake ”

）
の
翻
訳
で
あ
る
塩
井
雨
江
『
湖
上
の
美
人
』（
開
新
堂
、
明
治
二
七
・
三
）
で
は
書
名
に
「
今

様
長
歌
」
の
角
書
が
付
さ
れ
、「
訳
し
終
り
た
る
は
此
の
今
様
の
長
歌
湖
上
の
美
人
な
り
」
と
「
自
序
」
に
記
さ
れ
る
等）

22
（

、〈
新
体
詩
〉
を
長
歌
と
の
類
比

に
於
い
て
、
乃
至
は
長
歌
の
近
代
化
と
し
て
捉
え
る
理
解
が
当
時
深
く
浸
透
し
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
明
治
二
十
年
代
の
詩
壇
に
於
け
る
所
謂

形
想
論
争
に
於
い
て
、〈
新
体
詩
〉
が
詩
た
り
得
る
根
拠
を
め
ぐ
る
本
質
的
な
議
論
が
重
ね
ら
れ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
専
ら
「
形
」
と
し
て
の
韻
律
及
び

用
語
法
、「
想
」
と
し
て
の
思
想
内
容
が
議
論
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
も
、
そ
れ
故
の
こ
と
に
他
な
る
ま
い
。
長
歌
と
い
う
伝
統
詩
歌
の
存

在
が
前
提
或
い
は
規
範
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、〈
新
体
詩
〉
＝
近
代
詩
固
有
の
フ
ォ
ル
ム
の
問
題
は
後
景
化
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
島
崎
藤
村
自

身
も
そ
う
し
た
同
時
代
の
形
想
論
争
の
文
脈
の
中
で
な
さ
れ
た
発
言
（「
韻
文
に
就
て
」、『
太
陽
』
明
治
二
八
・
一
二
・
五
）
に
於
い
て
は
〈
新
体
詩
〉
の
フ
ォ

ル
ム
の
問
題
に
言
及
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
但
し
そ
の
初
期
評
論
「
郭
公
詞
」（『
女
学
雑
誌
』
明
治
二
五
・
七
・
二
）
の
中
で
藤
村
は
既
に
次
の
よ
う
な

指
摘
を
行
っ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　

T
hough babbling only, to the vale,

　
　
　
　
　
　
　

O
f sunshine and of flow

ers,

　
　
　
　
　
　
　

T
hou bringest unto m

e a tale

　
　
　
　
　
　
　

O
f visionary hours.

前
の
八
句
は
お
も
に
杜
鵑
の
初
音
を
ゆ
か
し
と
せ
る
さ
ま
を
記
せ
る
な
り
。
こ
の
四
句
に
い
た
り
て
は
一
歩
を
進
め
て
お
の
れ
が
幻
想
の
本
色
を
描
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き
来
り
、
読
む
も
の
を
し
て
覚
え
ず
そ
の
幽
玄
な
る
思
想
の
う
ち
に
陥
ら
し
む
。（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　

T
hrice w

elcom
e, darling of the spring !

　
　
　
　
　
　
　

E
ven yet thou art to m

e

　
　
　
　
　
　
　

N
o bird; but an invisible thing,

　
　
　
　
　
　
　

A
 voice, a m

istery.

ま
へ
に
は
杜
鵑
の
一
声
を
い
ひ
、
後
に
は
そ
の
心
を
迷
は
し
む
る
由
を
い
ひ
、
今
ま
た
そ
の
声
に
返
る
。
随
て
起
き
随
て
落
る
の
光
景
読
む
も
の
ゝ

眼
前
に
顕
れ
た
り
。
こ
の
四
句
に
て
は
三
度
こ
れ
を
歓
迎
す
る
趣
を
い
ひ
、
さ
れ
ど
わ
が
未
練
の
い
た
す
と
こ
ろ
か
爾
は
鳥
と
見
え
ず
と
い
ひ
、
否
、

鳥
に
は
あ
ら
ず
眼
に
見
え
ざ
る
も
の
に
し
て
、
た
ゞ
一
の
声
よ
、
幽
玄
よ
と
言
ひ
捨
て
た
り
。（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　

T
he sam

e w
hom

 in m
y school -days

　
　
　
　
　
　
　

I listened to; that cry

　
　
　
　
　
　
　

W
hich m

ade m
e look a thousand w

ays

　
　
　
　
　
　
　

In bush, and tree, and sky.

    

　
　
　
　
　
　
　

To seek thee did I often rove

　
　
　
　
　
　
　

T
hrough w

oods and on the green:

　
　
　
　
　
　
　

A
nd thou w

ert still a hope, a love;

　
　
　
　
　
　
　

Still longed for, never seen.

ま
へ
な
る
結
語
に
幽
玄
な
る
一
字
を
い
ひ
て
読
む
者
の
情
を
奪
ひ
し
迄
を
郭
公
の
詞
の
一
段
と
す
べ
し
。
さ
ま
〴
〵
な
る
字
句
を
畳
ね
来
り
遂
に
郭

公
な
る
詩
題
を
借
り
て
幽
玄
な
る
一
結
語
に
落
し
た
る
は
、
こ
ゝ
に
後
十
六
句
を
照
応
せ
し
め
ん
と
の
用
意
深
き
を
見
る
べ
し
。
こ
の
八
句
の
意
は

前
段
現
在
の
「
形
」
に
対
し
て
、
疇
昔
を
忍
べ
る
そ
の
心
を
「
影
」
に
宿
せ
る
な
り
。
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「
郭
公
詞
」
は
、
一
八
八
二
年
に
創
作
さ
れ
た
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
詩“To the C

uckoo ”

全
篇
に
注
解
を
加
え
た
評
論
で
あ
る
が
、
右
の
引
用
は
各
連
四

行
全
八
連
か
ら
な
る
こ
の
詩
の
第
三
│
六
連
ま
で
の
部
分
に
つ
い
て
論
じ
た
一
節
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
連
構
成
や
改
行
自
体
へ
の
具
体
的
な
言
及
が
な
さ

れ
て
い
る
訳
で
は
無
論
な
い
が
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
詩
に
於
い
て
連
を
改
め
る
こ
と
を
契
機
に
そ
の
内
容
や
表
現
が
自
在
に
切
り
替
え
ら
れ
つ
つ
全
体
が

構
成
さ
れ
て
い
く
展
開
の
仕
組
み
が
丹
念
に
辿
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
連
と
連
の
区
切
れ
が
果
た
す
機
能
に
、
藤
村
は
こ
の
時
点
で
既
に
周
到
な

視
線
を
差
し
向
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
そ
う
し
た
連
構
成
や
改
行
と
い
う
近
代
詩
固
有
の
フ
ォ
ル
ム
の
機
能
に
関
し
て
、
藤
村
は
外
国
詩
を
耽
読

す
る
中
で
理
解
と
認
識
を
深
め
て
い
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
。
そ
し
て
詩
集
『
若
菜
集
』
は
そ
の
結
実
と
し
て
あ
っ
た
。
即
ち
既
述
の
『
若

菜
集
』
の
詩
の
表
現
│
│
同
時
代
的
に
は
「
朦
朧
体
」
と
の
批
判
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
そ
の
詩
の
表
現
機
構
と
は
、〈
新
体
詩
〉
＝
近
代
詩
の
固
有

の
世
界
を
成
立
せ
し
め
る
連
構
成
そ
し
て
改
行
と
い
う
フ
ォ
ル
ム
へ
の
確
か
な
理
解
に
支
え
ら
れ
た
、
意
識
的
方
法
的
な
詩
的
営
為
の
所
産
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る）

23
（

。
先
に
触
れ
た
日
本
近
代
詩
の
真
の
始
発
を
告
げ
た
詩
集
と
い
う
『
若
菜
集
』
に
関
す
る
定
説
的
な
評
価
も
、
こ
う
し
た
〈
新
体

詩
〉
の
フ
ォ
ル
ム
と
い
う
観
点
か
ら
再
度
確
認
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
『
若
菜
集
』
が
上
梓
さ
れ
た
明
治
三
十
年
八
月
、
藤
村
は
「
四
つ
の
袖
」
と
題
さ
れ
た
詩
を
『
新
著
月
刊
』
に
発
表
し
て
い
る
。

　

い
ま
の
と
き
、
ふ
み
の
林
に
新
し
き
歌
の
生
ひ
い
で
ゝ
、
い
ま
だ
ふ
み
と
う
た
の
け
じ
め
も
定
か
な
ら
ぬ
は
、
た
と
へ
ば
茂
り
か
さ
な
れ
る
青
葉
が
く
れ
、
青
梅
の
い
づ

れ
と
見
わ
き
か
ぬ
る
が
ご
と
き
に
や
。
お
の
れ
四
つ
の
袖
な
る
題
の
も
と
に
、
お
よ
そ
四
つ
の
歌
の
実
を
お
さ
め
ん
と
の
ね
が
ひ
あ
り
。
若
菜
集
の
う
ち
に
お
さ
め
置
き
た

る
は
こ
の
四
つ
の
う
ち
の
一
つ
な
れ
ど
、
時
を
も
待
た
ず
し
て
も
ろ
く
も
吾
心
よ
り
落
ち
た
る
青
梅
の
い
と
あ
ぢ
は
ひ
な
き
一
つ
は
是
な
り
。
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一   

　
　
　
　

 

七                           
な
さ
け
の
水み

さ
を棹

こ
ひ
の
舟 

 

わ
れ
解と

き
衣ぎ

ぬ

の
み
だ
れ
そ
め     

二
つ
の
袖
を
海
と
し
て 

 

思
ひ
わ
ぶ
こ
そ
く
る
し
け
れ               

う
す
紫
に
ゝ
ほ
ふ
め
る 

 

こ
ひ
す
る
神
に
さ
そ
は
れ
て               

き
み
に
一ひ

と

葉は

を
つ
な
が
ば
や 

 

こ
ひ
す
と
い
は
ゞ
あ
は
れ
な
り             

                                                                             

    　
　
　
　

二                        
　
　
　
　

 

八                           

し
た
し
き
と
も
よ
こ
ひ
す
る
は 

 
は
か
な
き
は
な
の
朝あ

さ

露つ
ゆ

に     

げ
に
う
る
は
し
き
色い

ろ
あ
や彩

の 
 

千ち

ゞ々

の
宝た

か
ら珠

を
捨
つ
る
と
て 

青あ
を
は
な
が
め

花
瓶
の
陶す

ゑ

も
の
ゝ 

 

せ
め
て
は
ゆ
る
せ
世
に
い
で
ゝ             

も
ろ
き
に
似
る
と
い
ふ
な
か
れ 

 

ま
だ
う
ら
若
き
わ
れ
な
る
を               

                                                                             

    　
　
　
　

三                      

　
　
　
　

 

九                           

ほ
の
ほ
を
胸
に
焚た

く
と
い
ふ 

 

さ
つ
き
の
軒
の
菖あ

や
め蒲
ぐ
さ         

こ
ひ
す
る
神
よ
ね
が
は
く
は 

 

老お
い

は
ぬ
か
れ
て
枯
る
ゝ
と
も         

浅
き
な
さ
け
を
汲
み
い
で
し 

 

世
に
鶯
の
き
て
鳴
く
は                   

わ
が
盃
を
う
け
よ
か
し  

 

わ
か
き
命
の
春
ぞ
か
し                   

                                                                             

    　
　
　
　
　

四                         

　
　
　
　

 

十                           

す
が
た
を
石
に
き
ざ
ま
れ
て 

 

褪さ

め
て
哀
し
き
白し

ら
か
み髪
の     
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朽く
つ

る
神
だ
に
あ
る
も
の
を    

 

老お
い

は
む
か
し
を
か
こ
つ
間ま

に     
花
さ
き
か
へ
る
春
ご
と
に 

 

は
な
さ
く
か
げ
に
舞
ひ
い
で
ゝ             

こ
ひ
す
る
神
ぞ
う
ら
わ
か
き 

 

こ
ひ
す
る
神
と
う
た
は
ゞ
や               

                                                                             

    　
　
　
　
　

五                         

　
　
　
　

 

十
一                         

さ
れ
ば
宮み

や
ゐ居

の
ゝ
き
高
く       

 
 

人
の
命
を
春
の
夜
の                     

白し
ら

木き

の
獅
子
の
浮う

き

彫ぼ
り

の 
 

 

夢
と
い
ふ
こ
そ
う
れ
し
け
れ               

朽
つ
べ
き
時
は
き
た
る
と
も 

 
 

と
て
も
見
る
べ
き
夢
な
ら
ば               

こ
ひ
す
る
ひ
と
は
世
に
た
え
じ  

 
わ
れ
美う

る
はし

き
夢
を
見
む           

                                                                             

    　
　
　
　
　

六                         
 　

　
　
　
　

 
十
二          

わ
れ
も
酔
へ
り
や
芳う

ま
ざ
け酒

に   
 

 

妹い
も

背せ

の
星
の
梭お

さ

の
音ね

の

若
き
愁う

れ
ひを
う
ち
湛た

ゝ

へ 
 

 

絶た

ゆ
と
は
聞き

か
じ
天
の
河         

し
ら
べ
は
細
き
糸
の
緒を

に 
 

 

君
と
わ
れ
と
は
い
つ
ま
で
も               

こ
ひ
す
る
神
を
た
ゝ
へ
ま
し  

 
 

老
い
ゆ
く
べ
し
と
お
も
ほ
え
ず             

    

　
「
四
つ
の
袖
」
は
各
連
四
行
全
九
十
八
連
で
構
成
さ
れ
た
長
編
詩
で
あ
る
が
、
そ
の
端
書
き
に
は
「
い
ま
だ
ふ
み
と
う
た
の
け
じ
め
も
定
か
な
ら
ぬ
」

同
時
代
の
詩
的
状
況
乃
至
水
準
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
藤
村
は
こ
こ
で
婉
曲
的
な
語
り
口
な
が
ら
旧
来
の
詩
歌
や
散
文
と
は
異
な
る
「
新
し
き
歌
」

＝
〈
新
体
詩
〉
の
詩
と
し
て
の
固
有
性
の
所
在
を
問
題
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
自
覚
と
意
図
が
託
さ
れ
た
長
編
詩
「
四
つ
の
袖
」
は
、
右
に

引
用
の
冒
頭
十
二
連
に
明
ら
か
な
よ
う
に
既
述
の
連
構
成
及
び
改
行
の
機
能
を
極
度
に
大
胆
に
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
複
数
の
多
岐
に
わ
た
る
モ
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チ
ー
フ
を
、
殆
ど
相
互
の
脈
絡
を
欠
い
た
形
で
折
り
込
み
つ
つ
、「
こ
ひ
」
の
思
い
を
極
め
て
多
様
な
角
度
か
ら
不
連
続
的
に
語
り
出
す
。「
四
つ
の
袖
」

は
そ
う
し
た
言
わ
ば
極
め
て
実
験
的
な
詩
で
あ
る
。
そ
れ
は
藤
村
に
よ
る
〈
新
体
詩
〉
固
有
の
詩
的
可
能
性
の
意
識
的
方
法
的
追
求
を
極
端
な
形
で
示
す

も
の
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
に
こ
そ
、
こ
の
詩
は
表
現
及
び
意
味
の
連
な
り
が
極
度
に
錯
綜
し
た
、
こ
の
上
な
く
解
読
の
困
難
な
詩
篇
と
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
一
篇
の
詩
と
し
て
の
存
立
の
臨
界
に
触
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
実
際
、
同
時
代
の
詩
壇
に
於
い
て
「
四
つ
の
袖
」
は
徹
底
し
た
批
判

の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。「
島
崎
藤
村
の『
四
つ
の
袖
』は
朦
朧
派
の
病
弊
を
最
も
明
に
表
白
し
た
る
も
の
な
り
。（
中
略
）『
四
つ
の
袖
』は
抑
々

何
事
を
歌
ひ
た
る
も
の
な
る
か
、
吾
人
一
読
し
て
之
を
解
す
る
こ
と
能
は
ず
、
再
読
し
て
僅
に
其
髣
髴
を
模
捉
し
得
た
り
。
あ
ゝ
恋
愛
な
る
も
の
は
是
の

如
く
し
て
の
外
は
歌
ひ
得
ざ
る
者
な
る
か
。『
四
つ
の
袖
』
を
解
す
る
の
労
苦
を
以
て
、
吾
人
は
慥
に
ス
エ
デ
ン
ボ
ル
グ
を
一
読
す
る
こ
と
を
得
べ
し
。

其
艱
深
朦
朧
、
何
人
か
能
く
之
を
釈
き
得
た
る
も
の
ぞ
。」（
高
山
樗
牛
「
朦
朧
体
の
末
路
」、『
太
陽
』
明
治
三
〇
・
九
・
五
）、「
曾
て
新
体
抒
情
詩
是
非
の

三
要
素
を
数
へ
し
と
き
、
緊
切
集
冲
の
特
趣
を
遺
却
し
て
詩
想
の
飛
ぶ
が
ま
に
〳
〵
し
ま
り
な
く
駆
行
く
が
ご
と
き
一
派
を
非
難
し
た
る
こ
と
な
り
し
が

今
や
藤
村
の
『
四
つ
の
袖
』
を
読
み
て
復
た
斯
の
苦
言
を
呈
せ
ず
む
ば
あ
ら
ず
、（
中
略
）
数
々
シ
ミ
レ
、
メ
タ
フ
ー
ア
な
ど
他
に
入
り
乱
れ
て
何
物
を

如
何
に
照
せ
し
か
再
読
三
読
猶
ほ
不
明
な
る
に
至
り
て
は
吾
人
は
藤
村
の
為
め
に
深
く
憾
み
と
す
る
と
こ
ろ
な
り
」（（
無
署
名
）「
八
月
の
創
作
」、『
反

省
雑
誌
』
明
治
三
〇
・
一
一
）
そ
の
他
、「
四
つ
の
袖
」
は
理
解
不
能
の
詩
と
し
て
激
し
い
指
弾
を
受
け
る
の
で
あ
る
。「
ふ
み
と
う
た
の
け
じ
め
」
へ
の

鮮
明
な
認
識
の
下
に
な
さ
れ
た
、散
文
や
伝
統
詩
歌
と
は
異
な
る
〈
新
体
詩
〉
が
可
能
と
す
る
新
た
な
詩
的
領
域
の
徹
底
し
た
追
及
が
、「
朦
朧
体
の
末
路
」

と
評
さ
れ
る
よ
う
な
、
一
篇
の
詩
作
品
と
し
て
の
破
綻
乃
至
は
解
体
に
行
き
着
く
│
│
そ
れ
は
藤
村
に
と
っ
て
小
さ
か
ら
ぬ
体
験
で
あ
っ
た
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。『
若
菜
集
』
以
後
、『
一
葉
舟
』（
春
陽
堂
、
明
治
三
一
・
六
）
か
ら
第
四
詩
集
『
落
梅
集
』（
春
陽
堂
、
明
治
三
四
・
八
）
に
至
る
藤
村
の
詩
集
に

於
い
て
、〈
新
体
詩
〉
の
フ
ォ
ル
ム
の
機
能
の
意
識
的
な
活
用
を
示
す
表
現
は
急
速
に
希
薄
化
す
る
。
そ
れ
は
『
若
菜
集
』
に
見
ら
れ
た
近
代
詩
の
詩
的

可
能
性
の
自
覚
的
な
追
及
か
ら
の
撤
退
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
後
藤
村
は
小
説
家
へ
の
転
身
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
以
後
の
歴
程
を

視
野
に
入
れ
る
時
、
長
編
詩
「
四
つ
の
袖
」
は
詩
人
と
し
て
の
藤
村
に
於
い
て
極
め
て
象
徴
的
な
意
味
を
担
う
一
篇
と
見
做
す
こ
と
が
出
来
よ
う
。
詩
集

『
若
菜
集
』
の
背
後
に
あ
っ
た
の
は
、
そ
う
し
た
「
ふ
み
」
な
ら
ぬ
「
新
し
き
歌
」
と
し
て
の
〈
新
体
詩
〉
の
可
能
性
の
追
求
に
向
け
た
実
験
的
な
試
み

が
な
さ
れ
る
に
至
る
程
に
徹
底
し
た
近
代
詩
の
フ
ォ
ル
ム
の
機
能
に
対
す
る
藤
村
の
認
識
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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注

（
1
）　

例
え
ば
三
好
行
雄
『
島
崎
藤
村
論
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
八
四
・
一
）、
水
本
精
一
郎
『
島
崎
藤
村
研
究
』（
近
代
文
芸
社
、
二
〇
一
〇
・
一
二
）
等
参
照

（
2
）　

“O
YO

”, trans. by Shigeshi N
ishim

ura, 『
英
文
学
思
潮
』25

-1

（1952

）. 

（
3
）　

な
おIntroduction to classic Japanese L

iterature 

（K
. B

. S., 1955

）
所
収
の
無
署
名
の
散
文
訳“O

yô ”

で
は
、
こ
の
第
九
連
前
半
二
行
が«In spring I w

ould hide m
yself 

under the flow
ery shade of the quiet garden to w

eep for one:
»

と
し
て
直
訳
の
形
で
訳
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
原
詩
の
曖
昧
さ
を
そ
の
ま
ま
残
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

（
4
）　

«Shim
azaki Toson ’s Four C

ollections of Poem
s» by Jam

es R
. M

orita, M
onum

enta N
ipponica. 25

-3/4 （1980

）.

（
5
）　

三
好
行
雄
前
掲
書
参
照
。
ま
た
下
山
孃
子
『
島
崎
藤
村
』（
宝
文
館
出
版
、
一
九
九
七
・
一
〇
）
で
は
、「
春
へ
の
到
達
」
が
「
詩
集
構
成
の
特
徴
」
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
6
）　

“First L
ove ”, trans. by Takam

ichi N
inoyam

a and D
.J. E

nright, T
he Poetry of L

iving Japan （John M
urray, 1957

）.

（
7
）　

“P
rem

ier am
our ”, traduit par K

arl Petit, L
a Poésie japonaise （E

dit. Seghers, 1959

）.

（
8
）　

“First L
ove ”, trans. by Jam

es K
irkup, M

odern Japanese Poetry （T
heO

pen U
niversity P

ress, 1978

）.

（
9
）　

初
出
の
際
の
「
こ
ひ
ぐ
さ
」
は
恋
の
諸
相
を
描
い
た
九
篇
の
詩
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、「
初
恋
」
は
そ
の
冒
頭
に
配
列
さ
れ
て
い
る
。

（
10
）　
「
人
生
の
風
流
を
懐
ふ
」
に
於
い
て
藤
村
は
「
か
の
名
け
て
初
恋
と
い
ふ
が
ご
と
き
も
の
は
之
を
階
梯
と
し
て
更
に
ま
こ
と
の
恋
に
進
む
の
路
な
る
の
み
。
こ
れ
あ
る
が
為
に
恋
を

け
が
す
が
如
く
思
ふ
は
あ
や
ま
れ
り
。
更
に
こ
ゝ
に
と
ゞ
ま
ら
ん
と
欲
す
る
は
あ
や
ま
れ
り
。」
と
述
べ
、「
恋
」
を
「
初
恋
」
に
始
ま
り
「
肉
恋
」
を
経
て
「
ま
こ
と
の
恋
」「
霊

界
に
進
み
た
る
の
恋
」
に
至
る
「
階
梯
」
と
し
て
論
じ
て
い
る
。

（
11
）　

劇
詩
「
草
枕
」
に
は
、「
目
に
う
つ
く
し
い
林
檎
を
見
れ
ば
、
口
に
は
其
を
食
ひ
た
い
と
思
は
ぬ
か
。」
と
語
り
、「
禁
制
の
樹
の
実
」
の
も
と
に
誘
う
「
悪
魔
」
に
誘
惑
さ
れ
る
「
ア

ダ
ム
」
と
「
イ
ー
ブ
」
の
姿
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

（
12
）　

“O
K

U
M

E
”, trans. by Shigeshi N

ishim
ura, 『

英
文
学
思
潮
』25

-1

（1952
）. 

（
13
）　

“O
kum

é ”, traduit par K
uni M

atsuo et Steinilber
-O

berlin, A
nthologie des Poètes japonais contem

porains （M
ercure de France, 1939

）.

（
14
）　

吉
田
精
一
監
修
、
文
学
史
の
会
編
『
近
代
詩
集
の
探
究
│
そ
の
解
釈
と
分
析
│
』（
學
燈
社
、
一
九
六
七
・
九
）
に
は
「
お
く
め
」
冒
頭
部
に
関
し
て
「
憧
憬
と
哀
愁
、
光
と
闇
の
お

り
な
す
お
と
め
心
の
ゆ
ら
ぎ
」
と
い
う
注
解
が
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、
そ
う
し
た
「
哀
愁
」
が
第
二
連
三
行
目
へ
の
行
換
え
を
契
機
に
些
か
唐
突
に
、
そ
し
て
又
こ
の

詩
に
於
い
て
こ
の
部
分
に
の
み
語
り
出
さ
れ
る
点
に
着
目
し
て
い
る
。

（
15
）　

例
え
ば
多
く
の
先
行
研
究
に
於
い
て
詩
「
草
枕
」
を
取
り
上
げ
る
中
で
〈
春
〉
の
発
見
、
獲
得
が
『
若
菜
集
』
を
貫
流
す
る
テ
ー
マ
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
全
三
十
連

で
構
成
さ
れ
た
詩
「
草
枕
」
の
表
現
を
仔
細
に
検
討
す
る
な
ら
ば
、「
か
な
し
い
か
な
や
冬
の
日
の
／
潮
と
と
も
に
帰
る
と
き
」（
第
二
三
連
）、「
暦
も
あ
ら
ぬ
荒
磯
の
／
砂
路
に
ひ

と
り
さ
ま
よ
へ
ば
／
み
ぞ
れ
ま
じ
り
の
雨
雲
の
／
落
ち
て
潮
と
な
り
に
け
り
」（
第
二
五
連
）
と
語
ら
れ
る｢

冬
」
の
光
景
を
描
く
先
行
の
数
連
か
ら
の
唐
突
な
展
開
と
し
て
、「
春

き
に
け
ら
し
春
よ
春
」
の
ル
フ
ラ
ン
を
含
む
第
二
十
六
連
以
降
の
末
尾
五
連
に
於
い
て
「
わ
れ
」
は
〈
春
〉
を
見
出
す
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
も
連
が
改
め
る
こ
と
に
よ
る
飛
躍
や

転
換
、
切
断
が
判
然
と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、〈
春
〉
の
発
見
、
獲
得
は
、
整
合
的
で
必
然
的
な
過
程
を
経
て
、
或
い
は
何
ら
か
の
内
的
な
根
拠
に
支
え
ら
れ
た
形
で
語
り
出
さ
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〈
新
体
詩
〉
集
と
し
て
の
『
若
菜
集
』（
佐
藤
）

れ
る
と
い
う
よ
り
、寧
ろ
飛
躍
や
空
白
を
孕
ん
だ
展
開
を
介
し
て
一
気
に
実
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
〈
春
〉
の
獲
得
を
可
能
に
し
て
い
る
表
現
の
機
構
と
し
て
フ
ォ

ル
ム
の
問
題
を
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
フ
ォ
ル
ム
と
は
、
内
容
の
形
成
、
成
立
を
導
き
支
え
る
具
体
的
な
表
現
の
枠
組
み
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
16
）　

明
治
中
期
に
於
い
て
「
朦
朧
」
と
い
う
評
語
が
担
っ
た
広
範
な
意
味
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
志
乃
『「
朦
朧
」
の
時
代
』（
人
文
書
院
、
二
〇
一
三
・
四
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
17
）　

他
の
同
趣
旨
の
同
時
代
評
と
し
て
、
佐
藤
橘
香
「
藤
村
の
『
若
菜
集
』」、『
新
声
』
明
治
三
〇
・
一
〇
）、
狭
衣
・
花
城
・
雷
鼓
「
合
評　

若
菜
集
を
評
す
」（『
新
国
学
』
明
治

三
〇
・
一
〇
）
等
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
「
朦
朧
体
」
と
い
う
用
語
自
体
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
が
、
奥
三
州
「
若
菜
集
を
読
む
」（『
帝
国
文
学
』
明
治
三
〇
・
一
〇
）
も

同
様
に
藤
村
詩
の
不
可
解
な
表
現
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
18
）　

揖
斐
高
「
改
行
論
│
│
近
世
長
歌
と
明
治
新
体
詩
の
は
ざ
ま
」（『
文
学
』
二
│
三
、二
〇
〇
二
・
三
）
参
照

（
19
）　

拙
著
『
詩
の
在
り
か
│
│
口
語
自
由
詩
を
め
ぐ
る
問
い
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
一
・
三
）

（
20
）　

池
袋
清
風
は
「
新
体
詩
批
評
」
末
尾
に
於
い
て
も
「
和
歌
ヲ
識
リ
且
英
文
学
ニ
熟
シ
タ
ル
完
全
ノ
人
ニ
ア
ラ
ズ
ハ
完
全
ノ
長
歌
ヲ
出
シ
テ
今
日
ノ
人
心
ヲ
感
ゼ
シ
メ
永
ク
世
ニ
行
ハ

レ
シ
ム
ル
事
能
ハ
ザ
ル
也
（
中
略
）
他
日
此
人
々
ノ
中
ヨ
リ
正
鵠
ヲ
得
タ
ル
長
歌
ノ
如
キ
モ
出
ツ
ベ
キ
ヲ
信
ズ
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
21
）　

外
山
正
一
の
「
新
体
詩
序
」
に
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
│
│
「
全
く
三
十
一
字
や
堅
く
る
し
き
唐
詩
の
出
来
ざ
る
悔
し
さ
に
、
何
か
一
つ
と
腕
組
し
た
れ
ど
、
や
は
り

古
来
の
長
歌
流
新
体
な
ど
ゝ
名
を
付
け
る
は
付
け
た
が
、
矢
張
自
分
免
許
の
鼻
高
で
、
あ
た
ら
西
詩
を
惜
げ
な
く
、
訳
も
分
ら
ぬ
文
句
以
て
、
訳
し
た
も
の
や
尚
ほ
拙
な
、
を
の
が
、

も
の
せ
る
長
文
句
、
能
〳
〵
見
れ
ば
、
／
新
体
と
名
こ
そ
新
に
聞
こ
ゆ
れ
ど
、
／
や
は
り
古
体
の
大
仏
の
法
螺
」

（
22
）　

他
に
、
宮
崎
湖
処
子
編
『
抒
情
詩
』（
民
友
社
、
明
治
三
〇
・
四
）
の
松
岡
国
男
「
野
辺
の
ゆ
き　

序
」
の
中
で
も
「
こ
た
び
、
我
が
紅
葉
会
の
諸
兄
、
民
友
社
と
謀
り
て
、
長
歌
の

巻
世
に
公
に
し
給
は
ん
と
す
る
に
催
さ
れ
て
、
己
も
亦
年
頃
折
に
ふ
れ
て
よ
み
出
で
た
り
し
を
ば
、
一
つ
に
集
め
て
見
む
と
す
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
23
）　

藤
村
以
前
に
こ
う
し
た
新
体
詩
の
フ
ォ
ル
ム
の
機
能
に
自
覚
的
な
詩
人
や
詩
集
が
存
在
し
な
か
っ
た
訳
で
は
無
論
な
い
。
例
え
ば
北
村
透
谷
の
『
楚
囚
之
詩
』『
蓬
莱
曲
』
及
び
『
透

谷
集
』
や
「
於
母
影
」
所
収
の
訳
詩
等
が
挙
げ
ら
れ
る
し
、
或
い
は
藤
村
の
同
時
代
詩
人
で
あ
る
土
井
晩
翠
『
天
地
有
情
』
も
又
こ
う
し
た
観
点
か
ら
改
め
て
評
価
し
直
さ
れ
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
何
れ
も
西
欧
近
代
詩
に
原
詩
を
通
し
て
深
く
親
炙
し
、
確
か
な
理
解
を
手
に
し
て
い
た
詩
人
・
詩
集
の
試
み
に
よ
っ
て
、
明
治
に
於
い
て
新
た
に
成
立
し

た
〈
新
体
詩
〉
＝
近
代
詩
の
固
有
の
可
能
性
が
開
か
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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“Wakanashu” （“Collection of Young Herbs”） as a “new-style poetry” 

Nobuhiro Sato

　　Numerous studies have been accumulated on Shimazaki Toson’s “Wakanashu” （“Collection of 
Young Herbs”）, which was published in August 1897.　Regarding its position in the history of mod-
ern poetry, it seems that the point of view considering “Wakanashu” as a poetry that told the true 
beginning of Japanese modern poetry is almost fixed.　It can be said that such a consideration, 
which entirely focuses on analysis of the theme and motif of  “Wakanashu” poetries, supports such 
understanding.　However, once again it is necessary to pay attention to the fact, that “Wakanashu” 
was published just 15 years after “Shintaishisho” （“Collection of New-style Poetry”） （July, 1882）.
　　The establishment of modern poetry in Japan starts from “Shintaishisho”.　It is new and com-
pletely different from the traditional poetry form-as the title indicates, it is a poetry of a new “body” 
（style）, taking Western modern poetry as a model.　The vigorous debate on the relationship 
between the form and content of such “new-style poetry” after the publication of “Shintaishisho” 
confirmed the establishment of such “new style” in a world of poetry.　Toson’s “Wakanashu”, in the 
other hand, is nothing but a collection of poetries created in a such trend.
　　In this paper, we would like to reconsider the significance of “Wakanashu” in the history of Japa-
nese modern poetry through analyzing the shape of “new-style poetry” with a view point on stanza 
composition, as well as line form, which has never been a subject of the traditional studies on 
Toson’s “Wakanashu”.　In this regard, we deliberately refer to the translations of Toson’s poetries 
into foreign languages.　Various differences and gaps found between Toson’s original poetries and 
its translations are nothing but so-called unavoidable situations in translation acts and should be 
regarded as an obvious premise in thinking about translation.　However, the distortions and devia-
tions interpreted from the translated text highlight different characteristics of the structure and 
nature of the original sentences.　This provides an opportunity to reconsider the original text.　It 
is for this purpose that we refer to translations of Toson’s poetries.　
　　In this paper, we would like to examine the characteristics and the significance of Toson’s poet-
ries as a“new-style poetry” from a viewpoint of its form, through comparing Toson’s poetries to its 
translated versions.  


