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也
『
山
羊
の
歌
』
の
構
成
と
表
現

今

井

克

佳

要

旨

中
原
中
也
の
第
一
詩
集
『
山
羊
の
歌
』
に
つ
い
て
、
菅
谷
規
矩
雄
の
「
中
原
中
也
の
七
五
調

方
法
と
表
現
史
で
の
必
然
性
」
を
ヒ
ン
ト
と
し
、
構

成
意
識
が
高
く
形
式
的
、
イ
メ
ー
ジ
的
な
「
歌
」
と
し
て
の
詩
の
表
現
と
、
よ
り
散
文
的
な
「
告
白
体
」
と
も
い
え
る
「
述
志
」
と
し
て
の
詩
の
表
現

と
い
う
二
つ
の
表
現
の
タ
イ
プ
を
考
え
、
そ
れ
ら
に
基
づ
き
、『
山
羊
の
歌
』
が
ど
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
か
を
分
析
す
る
。『
山
羊
の
歌
』
は
前

半
の
「
初
期
詩
篇
」
と
後
半
の
四
つ
の
章
に
大
き
く
分
け
ら
れ
、
前
半
部
で
は
、
構
成
意
識
の
高
い
「
歌
」
の
表
現
に
、
次
第
に
破
調
や
リ
フ
レ
イ
ン

な
ど
の
口
語
的
要
素
が
入
り
込
ん
で
く
る
様
子
が
見
て
取
れ
る
。
後
半
部
で
は
、
一
人
称
語
り
の
「
述
志
」
の
告
白
体
が
優
勢
と
な
り
、
同
時
代
の
小

説
言
語
に
繫
が
る
よ
う
な
可
能
性
も
見
せ
る
。
し
か
し
最
終
的
に
は
、
一
人
称
告
白
体
に
戻
り
、
形
式
を
失
う
か
た
ち
で
詩
集
は
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
小
論
で
は
、
中
原
中
也
の
第
一
詩
集
『
山
羊
の

１
）

歌
』
に
つ
い
て
、
詩
集
を

一
つ
の
編
集
意
図
か
ら
構
成
さ
れ
た
ま
と
ま
っ
た
作
品
と
考
え
る
視
点
に
立
ち
、

そ
の
構
成
を
分
析
す
る
。
そ
の
際
、
よ
り
ど
こ
ろ
に
す
る
考
え
方
と
し
て
、
菅
谷

規
矩
雄
が
「
中
原
中
也
の
七
五
調

方
法
と
表
現
史
で
の
必
然

２
）

性
」
で
展
開
し
て

い
る
、
七
五
調
、
五
七
調
リ
ズ
ム
を
持
っ
た
タ
イ
プ
の
詩
と
、
菅
谷
が「
告
白
体
」

と
も
呼
ぶ
、
小
説
・
散
文
に
近
い
心
情
吐
露
の
文
体
の
詩
と
い
う
両
極
の
表
現
に

注
目
し
た
い
と
思
う
。
三
十
年
以
上
前
の
文
献
と
な
る
が
、
中
原
中
也
の
詩
に
対

し
て
の
、
い
わ
ゆ
る

表
現
史

的
な
分
析
を
行
な
っ
て
い
る
文
献
は
少
な
く
、

菅
谷
の
エ
ッ
セ
イ
の
持
つ
重
要
性
は
今
日
で
も
有
効
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
エ
ッ
セ
イ
で
菅
谷
は
、
本
論
で
と
り
あ
げ
る
『
山
羊
の
歌
』
だ
け
で
は
な

く
、
第
二
詩
集
『
在
り
し
日
の
歌
』
お
よ
び
未
完
詩
編
な
ど
中
也
詩
の
全
体
を
視

野
に
入
れ
て
論
じ
て
い
る
。
論
文
と
い
う
よ
り
批
評
と
し
て
書
か
れ
た
エ
ッ
セ
イ

と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
自
体
が
い
さ
さ
か
難
解
な
文
章
で
は
あ
る
が
、
整
理
し
て
み
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る
と
、菅
谷
は
中
也
詩
に
つ
い
て
大
ま
か
に
三
つ
の
位
相
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

一
つ
目
は
『
山
羊
の
歌
』
後
半
に
現
れ
る
「
散
文
体
の
告
白
調
」「
あ
の
ど
う
し

よ
う
も
な
い
口
説
の
文
体
」と
菅
谷
が
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
具
体
的
に
は
、

「
無
題
」「
盲
目
の
秋
」「
羊
の
歌
」「
憔
悴
」「
い
の
ち
の
声
」
を
指
す
こ
と
が
菅

谷
自
身
に
よ
っ
て
明
言
さ
れ
て
い
る
。
七
五
・
五
七
の
リ
ズ
ム
を
持
た
ず
、
改
行

は
な
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
心
情
告
白
そ
の
も
の
が
垂
れ
流
し
に
な
っ
て
い
る
よ

う
な
作
品
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
ひ
人
よ
、
お
ま
へ
が
や
さ
し
く
し
て
く
れ
る
の
に

私
は
頑
な
で
、
子
供
の
や
う
に
我
侭
だ
つ
た
！

目
が
覚
め
て
、
宿
酔
の
厭
ふ
べ
き
頭
の
中
で
、

戸
の
外
の
、
寒
い
朝
ら
し
い
気
配
を
感
じ
な
が
ら

私
は
お
ま
へ
の
や
さ
し
さ
を
思
ひ
、
ま
た
毒
づ
い
た
人
を
思
ひ
出
す
。

そ
し
て
も
う
、
私
は
な
ん
の
こ
と
だ
か
分
ら
な
く
悲
し
く
、

今
朝
は
も
は
や
私
が
く
だ
ら
な
い
奴
だ
と
、
自
ら
信
ず
る
！（「
無
題
Ⅰ
」後
半
部
）

菅
谷
は
、
友
人
で
あ
る
詩
人
・
批
評
家
、
北
川
透
の
「
こ
の
詩
の
表
出
の
水
位

は
日
記
や
手
紙
に
近
い
」
と
い
う
言

３
）

葉
を
引
用
し
つ
つ
、
こ
の
詩
が
「
詩
的
な
感

慨
の
吐
露
に
過
ぎ
な
い
よ
う
に
見
え
る
」原
因
と
し
て
、
七
五
調
の
欠
如
と
、「
像

的
な
表
出
（
イ
メ
ジ
）」
が
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。「
像
的
な
表
出
」
と
は
、

中
也
詩
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
、
視
覚
的
、
聴
覚
的
イ
メ
ー
ジ
な
ど
、
象
徴
詩
的

表
現
を
指
す
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
外
界
の
風
景
的
描
写
も
含
め
る

こ
と
も
で
き
る
。
た
と
え
ば
、『
山
羊
の
歌
』
で
は
、「
初
期
詩
篇
」
に
含
ま
れ
る

著
名
な
「
朝
の
歌
」
な
ど
が
こ
れ
に
あ
た
る
。

菅
谷
は
こ
の
「
告
白
体
」
に
つ
い
て
は
、
富
永
太
郎
の
散
文
詩
、
小
林
秀
雄
の

評
論
、
太
宰
治
の
小
説
に
見
ら
れ
る
「
散
文
」
の
可
能
性
の
問
題
に
近
づ
い
て
い

る
、
と
の
評
価
を
与
え
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
具
体
的
詳
細
は
語
ら
れ
て
お
ら

ず
、
次
の
言
葉
が
あ
る
。「
中
原
は
た
だ
ひ
と
つ
の
こ
と
を
信
じ
よ
う
と
し
た
。

｜
｜
じ
ぶ
ん
の
心
か
ら
つ
ぎ
つ
ぎ
に
衣
装
を
は
ぎ
と
っ
て
、
そ
れ
こ
そ
無
垢
の
、

裸
形
の
心
を
つ
か
み
だ
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
相
手
の

心
を
、
無
垢
の
、
裸
形
の
も
の
と
し
て
つ
き
と
め
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の

裸
形
の
心
の
照
応
と
い
う
と
こ
ろ
い
が
い
に
、
ど
ん
な
対
他
の
関
係
の
原
型
も
、

も
と
め
よ
う
が
な
い
の
だ
、
と
。」
こ
の
こ
と
の
是
非
は
と
り
あ
え
ず
お
い
て
、
菅

谷
は
中
也
詩
に
つ
い
て
他
に
ど
の
よ
う
な
タ
イ
プ
を
挙
げ
て
い
る
か
見
て
お
き
た

い
。中

原
が
、
こ
の
よ
う
な
「
告
白
体
」
を
極
め
る
こ
と
が
で
き
ず
「
敗
退
」
し
た

の
は
、「
告
白
体
」を
書
き
進
め
て
行
く
う
ち
に
、
中
也
が
ど
う
し
て
も
七
五
調
リ

ズ
ム
に
引
き
戻
さ
れ
て
し
ま
う
せ
い
だ
と
、
菅
谷
は
考
え
る
。

中
原
中
也
に
と
っ
て
は
ほ
か
な
ら
ぬ
七
五
調
こ
そ
が
、
言
文
一
致
の
口
語
体

そ
の
も
の
な
の
だ
っ
た
。
中
原
は
七
五
調
で

歌
っ
た

と
い
う
よ
り
は

し
ゃ

べ
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
中
原
が
、
歌
う
で
も
な
く
し
ゃ
べ
る
で
も
な
く
、

書
く

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
文
語
体
の
典
雅
を
も
と
め
て
の
渇
望
の
あ
ら
わ

れ
い
が
い
に
な
か
っ
た
。

中
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也
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の
歌
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の
構
成
と
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菅
谷
の
論
で
は
、
中
也
が
子
ど
も
を
亡
く
し
た
生
活
上
の
不
幸
と
か
ら
め
て
、

『
山
羊
の
歌
』
以
後
、『
在
り
し
日
の
歌
』
の
時
期
の
七
五
調
詩
と
し
て
「
月
の
光

そ
の
一
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。

月
の
光
が
照
つ
て
ゐ
た

月
の
光
が
照
つ
て
ゐ
た

お
庭
の
隅
の
草
叢
に

隠
れ
て
ゐ
る
の
は
死
ん
だ
児
だ

月
の
光
が
照
つ
て
ゐ
た

月
の
光
が
照
つ
て
ゐ
た

お
や
、
チ
ル
シ
ス
と
ア
マ
ン
ト
が

芝
生
の
上
に
出
て
来
て
る

ギ
タ
ア
を
持
つ
て
は
来
て
ゐ
る
が

お
つ
ぽ
り
出
し
て
あ
る
ば
か
り

月
の
光
が
照
つ
て
ゐ
た

月
の
光
が
照
つ
て
ゐ
た

こ
こ
で
は
、
本
来
、「
逆
用
す
べ
き
ひ
と
つ
の
武
器
」で
あ
っ
た
七
五
調
が
、「
全

的
に
受
容
す
る
ほ
か
な
い
も
の
、
断
念
の
象
徴
」
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
、

菅
谷
は
説
く
。

菅
谷
は
別
の
著
書
『
詩
的
リ
ズ
ム
｜
｜
音
数
律
に
関
す
る
ノ
ー

４
）

ト
』
の
中
で
、

「
汚
れ
つ
ち
ま
つ
た
悲
し
み
に
」
を
「
シ
ン
コ
ペ
ー
シ
ョ
ン
・
リ
ズ
ム
」
を
持
つ

と
し
て
、「
汚
れ
ち
ま
つ
た
」
で
は
な
く
、「
汚
れ
つ
ち
ま
つ
た
」
で
あ
り
、「
つ
」

の
促
音
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
七
五
調
を
ず
ら
し
、
異
化
し
て
い

る
と
し
積
極
的
な
意
味
を
認
め
た
の
だ
が
、
生
活
調
の
苦
闘
と
断
念
に
よ
り
、『
在

り
し
日
の
歌
』
の
段
階
で
は
、
七
五
調
は
も
っ
と
全
面
的
な
、
童
謡
、
童
話
の
リ

ズ
ム
に
類
す
る
も
の
と
し
て
現
れ
て
い
る
と
い
う
の
だ
。
菅
谷
と
異
な
り
、
本
論

で
は
、
あ
く
ま
で
『
山
羊
の
歌
』
の
な
か
で
の
み
、
詩
表
現
を
見
て
行
く
の
で
、

こ
の
全
的
な
七
五
調
に
は
触
れ
な
い
が
、
基
本
線
と
し
て
、
一
般
的
な
見
方
か
ら

す
る
と
逆
説
的
な
言
い
方
に
な
る
が
、
七
五
調
の
詩
は
、
中
也
詩
に
お
い
て
、
も
っ

と
も
、
口
語
的
で
あ
り
自
然
的
な
表
現
で
あ
る
と
押
さ
え
て
お
き
た
い
と
思
う
。

そ
れ
は
表
現
を
制
御
し
よ
う
と
し
て
も
、
油
断
を
し
て
い
る
と
す
ぐ
に
表
出
し
て

来
る
と
い
っ
た
、
地
方
出
身
者
に
と
っ
て
の
方
言
の
よ
う
な
も
の
、
生
活
言
語
で

あ
っ
た
と
い
え
る
。
菅
谷
は
七
五
調
の
こ
う
し
た
傾
向
を
中
也
だ
け
の
出
来
事
と

は
考
え
ず
、
日
本
語
史
上
の
出
来
事
と
考
え
て
い
る
。

七
五
調
は
、
近
世
の
日
本
に
お
い
て
、
い
わ
ば
ゆ
い
い
つ
の

共
通
語

あ

る
い
は

標
準
語

の
ご
と
き
も
の
で
あ
っ
た
。（
中
略
）
七
五
調
は
全
社
会
、
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全
階
層
に
言
語
の
共
通
性
と
し
て
遍
在
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
本
質
は
口
語

的
で
あ
っ
た
。

菅
谷
に
と
っ
て
は
「
口
語
体
の
七
五
調
」
が
近
世
以
来
の
も
の
と
し
て
存
在
し
、

明
治
の
七
五
調
詩
は
、
そ
れ
を
「
文
学
化
、
文
語
化
」
す
る
も
の
と
し
て
成
立
し

た
が
（『
新
体
詩
抄
』
か
ら
「
明
星
」
派
象
徴
詩
あ
た
り
ま
で
を
念
頭
に
お
い
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
）、
そ
れ
が
萩
原
朔
太
郎
ら
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
る
と
、「
口
語

の
七
五
調
」
が
復
活
し
て
来
る
と
す
る
。
そ
れ
こ
そ
が
中
原
の
七
五
調
と
い
う
わ

け
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
五
七
調
の
詩
に
は
少
し
違
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
菅
谷
は
与
え

て
い
る
。
そ
れ
が
「
文
語
体
の
典
雅
を
求
め
て
の
渇
望
」
で
あ
っ
た
と
読
み
取
れ

る
。
菅
谷
は
、
五
七
調
の
詩
で
あ
る
「
朝
の
歌
」「
臨
終
」
を
明
治
文
語
象
徴
詩
の

「
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
」
的
な
復
活
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
菅
谷
は
、
中
也
詩
の
三
つ
の
位
相
と
し
て
、
散
文
的
告
白
体
、
口

語
的
七
五
調
体
、
典
雅
を
目
指
す
五
七
調
体
の
三
つ
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
も

う
少
し
大
き
く
捉
え
れ
ば
、
七
五
調
、
五
七
調
の
区
別
に
は
曖
昧
な
と
こ
ろ
も
あ

る
の
で
、
こ
れ
ら
を
ま
と
め
て
音
数
律
リ
ズ
ム
を
基
底
に
持
つ
詩
と
一
括
し
て
し

ま
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
私
は
以
前
、
前
者
の
散
文
的
告
白
体
を「
述
志
」、
後
者

の
音
数
律
リ
ズ
ム
を
持
つ
表
現
を
「
歌
」
と
い
う
言
葉
で
規
定
し
た
い
と
考
え
て

い
た
。
そ
こ
で
本
論
で
は
、
以
後
こ
の
用
語
も
使
用
し
て
行
く
こ
と
と
す
る
。
私

の
考
え
で
は
、「
告
白
体
」＝

「
述
志
」（
こ
の
用
語
は
、
や
は
り
『
現
代
詩
読
本
１

中
原
中
也
』所
収
の
鼎
談
、「
述
志
と
イ
メ
ー
ジ

中
原
中
也
的
な
る
も
の
と
は
何

か
」（
中
村
稔
、
大
岡
信
、
北
川
透
）の
題
名
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
も
の
で
あ

５
）

る
。）

で
あ
り
、
七
五
、
五
七
調
を
基
底
に
持
つ
詩
を
「
歌
」
と
規
定
し
た
。「
歌
」
は
形

式
性
を
持
つ
と
同
時
に
イ
メ
ー
ジ
を
も
引
き
込
む
作
用
が
あ
る
。
以
下
、
こ
の
区

別
を
視
点
と
し
な
が
ら
、
改
め
て
『
山
羊
の
歌
』
の
構
成
を
見
て
い
く
こ
と
に
す

る
。さ

て
、『
山
羊
の
歌
』は
、
昭
和
九
年
十
二
月
一
○
日
発
行
。
著
者
本
人
に
よ
る

編
集
時
期
は
昭
和
七
年
四
月
か
ら
六
月
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
角
川
書
店
『
新
編

中
原
中
也
全
集
』解
題
）。
構
成
は
全
四
十
四
篇
で
あ
り
、
五
章
に
章
わ
け
さ
れ
て

い
る
。
第
一
章
「
初
期
詩
篇
」
が
二
十
二
篇
、
第
二
章
「
少
年
時
」
九
篇
、
第
三

章
「
み
ち
こ
」
五
篇
、
第
四
章
「
秋
」
五
篇
、
第
五
章
「
羊
の
歌
」
三
篇
、
で
あ

る
。『

全
集
』
解
題
に
よ
れ
ば
、
第
五
章
の
「
羊
の
歌
」
三
編
は
他
の
作
品
と
文
体

が
異
な
り
、
昭
和
六
年
三
月
か
ら
四
月
に
執
筆
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
と
の
こ
と

で
あ
る
。
前
半
を
占
め
る「
初
期
詩
篇
」二
二
篇
の
初
出
時
期
は
、
昭
和
三
年
〜
五

年
の
も
の
で
、
後
半
の
、
第
二
、
三
、
四
章
の
初
出
時
期
と
そ
れ
ほ
ど
違
う
わ
け

で
は
な
い
。
な
ぜ
、「
初
期
詩
篇
」
が
「
初
期
詩
篇
」
と
さ
れ
た
の
か
は
、
初
出
時

期
を
問
う
だ
け
で
は
明
確
で
は
な
い
が
、
本
人
の
み
が
知
る
制
作
時
期
が
他
の
も

の
に
比
べ
て
早
い
と
い
う
こ
と
と
考
え
た
い
。
た
と
え
ば
「
朝
の
歌
」
の
初
出
は

昭
和
三
年
五
月
の「
ス
ル
ヤ
」第
二
号
で
あ
る
が
、
大
正
十
五
年
に
、
で
き
あ
が
っ

た
草
稿
を
、中
原
が
小
林
秀
雄
に
見
せ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
知
ら
れ
て
い
る
。

同
じ
く
昭
和
三
年
に
初
出
の
「
臨
終
」
も
、
現
存
す
る
草
稿
の
末
尾
に
、
大
正
十
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五
年
制
作
を
示
す
書
き
込
み
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
初
期
詩
篇
」
は
大
正
十
五

年
頃
に
中
也
が
現
代
詩
の
詩
作
に
方
向
性
を
見
い
だ
し
た
頃
か
ら
、
昭
和
三
年
頃

ま
で
の
時
期
に
書
か
れ
、
第
二
章
以
降
は
昭
和
三
年
か
ら
昭
和
六
年
頃
に
書
か
れ

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
ず
大
き
な
構
成
と
し
て
、『
山
羊
の
歌
』は
前

半
の「
初
期
詩
篇
」、
そ
れ
以
降
の
後
半
、
と
い
う
前
半
後
半
の
二
部
に
分
か
れ
て

い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。ま
ず
は
前
半
の
初
期
詩
編
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

「
初
期
詩
篇
」
は
、
ダ
ダ
イ
ズ
ム
の
影
響
が
色
濃
く
感
じ
ら
れ
る
「
春
の
日
の

夕
暮
」
で
始
ま
っ
て
い
る
。

ト
タ
ン
が
セ
ン
ベ
イ
食
べ
て

春
の
日
の
夕
暮
は
穏
か
で
す

ア
ン
ダ
ー
ス
ロ
ー
さ
れ
た
灰
が
蒼
ざ
め
て

春
の
日
の
夕
暮
は
静
か
で
す

吁
！

案
山
子
は
な
い
か
｜
｜
あ
る
ま
い

馬
嘶
く
か
｜
｜
嘶
き
も
し
ま
い

た
だ
た
だ
月
の
光
の
ヌ
メ
ラ
ン
と
す
る
ま
ゝ
に

従
順
な
の
は

春
の
日
の
夕
暮
か

（
前
半
二
連
）

語
の
組
み
合
わ
せ
が
い
わ
ば
前
衛
的
で
イ
メ
ー
ジ
の
飛
躍
が
あ
る
に
も
関
わ
ら

ず
、
こ
の
詩
は
、
四
行
四
連
の
形
式
性
を
保
っ
て
お
り
、「
春
の
日
の
夕
暮
」と
い

う
季
節
的
情
緒
を
鮮
明
に
打
ち
出
し
て
い
る
。
こ
の
詩
は
七
五
調
で
も
五
七
調
で

も
な
い
の
で
あ
る
が
、
穏
や
か
で
減
速
的
な
読
み
の
流
れ
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は

明
白
で
あ
る
。
中
原
中
也
が
影
響
を
受
け
た
ダ
ダ
イ
ズ
ム
を
反
映
さ
せ
な
が
ら
も

こ
こ
で
は
形
式
と
イ
メ
ー
ジ
、
風
景
描
写
に
近
い
映
像
が
浮
か
ん
で
来
る
「
歌
」

と
し
て
の
詩
が
成
立
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
『
山
羊
の
歌
』
は
出
発
す
る
の
で
あ

る
。「

初
期
詩
篇
」
に
は
、
中
也
自
身
が
「
詩
の
方
針
が
立
つ
」
と
言
っ
た
、「
朝
の

歌
」
が
含
ま
れ
て
い
る
。

天
井
に

朱
き
い
ろ
い
で

戸
の
𨻶
を

洩
れ
入
る
光
、

鄙
び
た
る

軍
楽
の
憶
ひ

手
に
て
な
す

な
に
ご
と
も
な
し
。

小
鳥
ら
の

う
た
は
き
こ
え
ず

空
は
今
日

は
な
だ
色
ら
し
、

倦
う
ん
じ
て
し

人
の
こ
こ
ろ
を

諌
め
す
る

な
に
も
の
も
な
し
。

樹
脂
の
香
に

朝
は
悩
ま
し

う
し
な
ひ
し

さ
ま
ざ
ま
の
ゆ
め
、

森
竝
は

風
に
鳴
る
か
な
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ひ
ろ
ご
り
て

た
ひ
ら
か
の
空
、

土
手
づ
た
ひ

き
え
て
ゆ
く
か
な

う
つ
く
し
き

さ
ま
ざ
ま
の
夢
。

四
、
四
、
三
、
三
行
に
分
け
ら
れ
た
ソ
ネ
ッ
ト
（
十
四
行
詩
）
形
式
と
五
七
調
、

さ
ら
に
、
一
行
を
ス
ペ
ー
ス
空
け
し
て
分
割
し
た
形
式
性
を
持
ち
、
減
速
的
リ
ズ

ム
を
感
じ
さ
せ
な
が
ら
、
朝
の
寝
床
の
中
か
ら
夢
う
つ
つ
の
風
景
の
イ
メ
ー
ジ
が

広
が
っ
て
い
く
美
し
い
詩
で
あ
る
。
ま
た
文
語
表
現
を
と
っ
て
お
り
、
ま
さ
に
菅

谷
の
い
う
と
こ
ろ
の
、
明
治
象
徴
詩
を
受
け
継
い
だ
「
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
的
あ
た

ら
し
さ
」
な
の
で
あ
ろ
う
。
ソ
ネ
ッ
ト
形
式
も
蒲
原
有
明
な
ど
「
明
星
」
派
明
治

象
徴
詩
が
好
ん
で
用
い
た
形
式
で
あ
り
、
中
也
や
立
原
道
造
に
よ
っ
て
昭
和
詩
に

復
活
し
、
そ
の
流
れ
は
谷
川
俊
太
郎
に
及
ん
で
い
る
と
い
え
る
。

『
山
羊
の
歌
』
と
い
う
詩
集
の
構
成
は
、
こ
う
し
た
整
っ
た
形
式
の
「
歌
」
が
、

最
終
章
「
羊
の
歌
」
の
最
終
詩
「
い
の
ち
の
声
」
の
そ
の
ま
た
最
終
行
、「
ゆ
ふ
が

た
、
空
の
下
で
、
身
一
点
に
感
じ
ら
れ
れ
ば
、
万
事
に
お
い
て
文
句
は
な
い
の
だ
。」

と
い
う
、
形
式
否
定
の
告
白
調
に
崩
壊
し
て
行
く
「
さ
ま
ざ
ま
の
夢
」
の
過
程
と

言
っ
て
も
よ
い
の
だ
。

す
で
に
こ
う
し
た
「
歌
」
の
形
式
性
の
ほ
つ
れ
は
「
初
期
詩
篇
」
の
な
か
に
も

現
れ
て
来
て
い
る
。「
サ
ー
カ
ス
」の
七
五
調
や
有
名
な「
ゆ
あ
ー
ん
、
ゆ
よ
ー
ん
、

ゆ
や
ゆ
よ
ん
」
と
い
う
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
混
入
も
、
そ
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

ま
た
「
初
期
詩
篇
」
の
最
後
に
お
か
れ
た
「
宿
酔
」
の
単
純
な
リ
フ
レ
イ
ン
も
、

形
式
性
の
緊
張
感
か
ら
、「
口
語
体
」的
な
弛
緩
へ
と
向
か
い
始
め
て
い
る
兆
候
と

感
じ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
さ
ら
に
、「
春
の
思
い
出
」
を
引
い
て
み
よ
う
。

摘
み
溜
め
し
れ
ん
げ
の
華
を

夕
餉
に
帰
る
時
刻
と
な
れ
ば

立
迷
ふ
春
の
暮
靄
の

土
の
上
に
叩
き
つ
け

い
ま
ひ
と
た
び
は
未
練
で
眺
め

さ
り
げ
な
く
手
を
拍
き
つ
つ

路
の
上
を
走
り
て
く
れ
ば

（
暮
れ
の
こ
る
空
よ
！
）

わ
が
家
へ
と
入
り
て
み
れ
ば

な
ご
や
か
に
う
ち
ま
じ
り
つ
つ

秋
の
日
の
夕
陽
の
丘
か
炊
煙
か

わ
れ
を
暈
め
か
す
も
の
の
あ
り

古
き
代
の
富
み
し
館
の

カ
ド
リ
ー
ル

ゆ
ら
ゆ
る
ス
カ
ー
ツ

カ
ド
リ
ー
ル

ゆ
ら
ゆ
る
ス
カ
ー
ツ

何
時
の
日
か
絶
え
ん
と
は
す
る

カ
ド
リ
ー
ル
！
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少
年
時
と
思
わ
れ
る
記
憶
が
た
ど
ら
れ
る
。「
朝
の
歌
」と
同
様
、
五
七
調
文
語

が
基
本
で
流
れ
て
行
く
が
、
時
に
、「
い
ま
ひ
と
た
び
は
、
未
練
で
眺
め
」と
、
七

七
が
紛
れ
込
む
。
そ
し
て
、
帰
り
着
い
た
我
が
家
の
中
に
、
全
く
唐
突
に
西
洋
風

の
舞
踏
会
の
幻
想
が
現
れ
る
と
、
五
七
の
音
数
律
は
崩
れ
て
し
ま
い
、
一
気
に
リ

フ
レ
イ
ン
が
噴
出
し
て
来
る
。こ
の
詩
は
最
終
連
の
表
記
を
下
に
下
げ
る
こ
と
で
、

そ
の
急
速
な
転
換
を
上
手
く
捉
え
る
と
と
も
に
、
前
の
連
と
同
様
四
行
に
お
さ
め

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
危
う
く
形
式
性
を
保
っ
て
い
る
。
こ
の
危
う
い
バ
ラ
ン
ス
こ

そ
が
、
初
期
中
原
中
也
の
詩
の
魅
力
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
こ
う
し
た
形
式

性
の
持
つ
緊
張
と
イ
メ
ー
ジ
の
暴
走
や
弛
緩
に
よ
る
破
調
や
リ
フ
レ
イ
ン
の
多
用

と
の
バ
ラ
ン
ス
は
『
山
羊
の
歌
』
の
後
半
に
入
っ
て
も
続
い
て
い
る
。
次
の
有
名

な「
汚
れ
つ
ち
ま
つ
た
悲
し
み
に
…
…
」は
、「
歌
」が
か
な
り
弛
緩
の
方
向
に
偏
っ

た
表
現
と
し
て
現
れ
て
来
た
と
い
え
る
。

汚
れ
つ
ち
ま
つ
た
悲
し
み
に

今
日
も
小
雪
の
降
り
か
か
る

汚
れ
つ
ち
ま
つ
た
悲
し
み
に

今
日
も
風
さ
へ
吹
き
す
ぎ
る

汚
れ
つ
ち
ま
つ
た
悲
し
み
は

た
と
へ
ば
狐
の
革

汚
れ
つ
ち
ま
つ
た
悲
し
み
は

小
雪
の
か
か
つ
て
ち
ぢ
こ
ま
る

（
前
半
二
連
）

こ
の
後
、
同
様
に
二
連
続
く
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
促
音
「
つ
」
が
加
わ
る
破

調
（
菅
谷
の
い
う
と
こ
ろ
の
「
シ
ン
コ
ペ
ー
シ
ョ
ン
」）
以
外
は
、
単
純
な
七
五
調

と
な
り
、
ほ
ぼ
一
行
お
き
に「
汚
れ
つ
ち
ま
つ
た
悲
し
み
」の
リ
フ
レ
イ
ン
と
な
っ

て
い
る
。
五
七
、
あ
る
い
は
音
数
律
の
な
い
、
減
速
的
リ
ズ
ム
の
形
式
性
に
対
し

て
、
こ
こ
で
見
ら
れ
る
の
は
、
七
五
の
リ
ズ
ム
の
加
速
性
と
リ
フ
レ
イ
ン
が
引
き

起
す
空
虚
感
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
菅
谷
が
、
全
的
な
七
五
調
へ
の
同
化
と
し
て
捉

え
た
「
月
の
光

そ
の
一
」
の
表
現
ま
で
今
一
歩
の
と
こ
ろ
に
来
て
い
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、『
山
羊
の
歌
』
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
汚
れ
つ
ち
ま
つ
た
悲

し
み
に
…
…
」
の
弛
緩
は
ま
だ
特
異
な
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
後
半
に
か
け
て

は
、「
散
文
的
告
白
体
」
の
実
験
が
優
勢
に
な
っ
て
い
く
。

菅
谷
の
場
合
は
、
前
述
の
「
無
題
」
に
お
け
る
「
告
白
体
」
の
さ
な
か
に
、
次

の
よ
う
な
七
五
調
、
文
語
の
表
現
が
現
れ
て
来
て
し
ま
う
こ
と
を
、
散
文
的
な
表

現
の
試
み
か
ら
の
後
退
と
捉
え
指
摘
し
て
い
る
。

か
く
は
悲
し
く
生
き
ん
世
に
、
な
が
心

か
た
く
な
に
し
て
あ
ら
し
め
な
。

わ
れ
は
わ
が
、
し
た
し
さ
に
は
あ
ら
ん
と
ね
が
へ
ば

な
が
心
、
か
た
く
な
に
し
て
あ
ら
し
め
な
。（「
無
題
」
Ⅲ

冒
頭
）

「
無
題
」
は
Ⅰ
か
ら
Ⅴ
ま
で
の
章
に
分
か
れ
た
長
い
作
品
で
あ
り
、
引
用
し
た
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Ⅲ
以
外
は
散
文
告
白
体
で
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
「
倫
理
」
へ
の
指
向
が
現
れ

た
と
た
ん
に
、
こ
う
し
た
音
数
律
リ
ズ
ム
が
復
活
し
て
し
ま
う
と
菅
谷
は
指
摘
す

る
。
確
か
に
、『
山
羊
の
歌
』
後
半
部
分
の
四
つ
の
章
の
詩
は
、
告
白
体
や
「
歌
」

と
し
て
の
詩
が
混
在
し
、
様
々
な
手
法
が
実
験
さ
れ
て
い
る
感
が
あ
る
。
い
く
つ

か
あ
る
告
白
体
の
作
品
は
い
ず
れ
も
長
く
、
い
く
つ
か
の
章
に
分
割
さ
れ
て
、
そ

れ
ぞ
れ
が
異
な
る
位
相
を
持
っ
て
い
る
。
菅
谷
は
「
歌
」
へ
の
「
後
退
」
を
指
摘

し
た
が
、
筆
者
は
別
の
告
白
体
の
位
相
を
指
摘
し
た
い
。
こ
れ
は
よ
り
小
説
の
文

体
に
近
づ
き
つ
つ
あ
る
例
だ
。

第
四
章
「
秋
」
の
冒
頭
に
同
じ
題
の
「
秋
」
と
い
う
作
品
が
置
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
１
、
２
、
３
と
通
し
番
号
が
つ
け
ら
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
が
並
ん
で
い

る
の
だ
が
、
１
は
あ
る
男
の
独
白
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

鈍
い
金
色
を
帯
び
て
、
空
は
曇
つ
て
ゐ
る
、
｜
｜
相
変
ら
ず
だ
、
｜
｜

と
て
も
高
い
の
で
、
僕
は
俯
い
て
し
ま
ふ
。

僕
は
倦
怠
を
観
念
し
て
生
き
て
ゐ
る
の
だ
よ
、

煙
草
の
味
が
三
通
り
く
ら
ゐ
に
す
る
。

死
も
も
う
、
と
ほ
く
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
…
…

（「
秋
」
１
）

１
の
中
に
は
男
の
視
点
か
ら
見
た
「
曇
っ
た
空
」
の
情
景
も
書
か
れ
て
い
る
。

男
は
自
分
が
死
ぬ
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
て
い
る
の
だ
が
、
２
に
な
る
と
、
別

の
男
の
語
り
の
よ
う
な
も
の
が
は
じ
ま
る
。

『
そ
れ
で
は
さ
よ
な
ら
と
い
つ
て
、

め
う
に
真
鍮
の
光
沢
か
な
ん
ぞ
の
や
う
な
笑
を
湛
へ
て
彼
奴
は
、

あ
の
ド
ア
の
所
を
立
ち
去
つ
た
の
だ
つ
た
あ
ね
。

あ
の
笑
ひ
が
ど
う
も
、
生
き
て
る
者
の
や
う
ぢ
や
あ
な
か
つ
た
あ
ね
。（「
秋
」２
）

つ
ま
り
、
１
の
語
り
手
だ
っ
た
男
が
死
に
、
そ
の
男
に
つ
い
て
の
回
想
が
他
の

男
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
さ
ら
に
３
に
な
る
と
女
が
登
場
す
る

草
が
ち
つ
と
も
ゆ
れ
な
か
つ
た
の
よ
、

そ
の
上
を
蝶
々
が
と
ん
で
ゐ
た
の
よ
。

浴
衣
を
着
て
、
あ
の
人
縁
側
に
立
つ
て
そ
れ
を
見
て
る
の
よ
。

あ
た
し
こ
つ
ち
か
ら
あ
の
人
の
様
子

見
て
た
わ
よ
。（「
秋
」
３
）

こ
れ
は
別
の
女
か
ら
の
１
の
男
の
死
ぬ
前
に
つ
い
て
の
回
想
で
あ
る
。
女
の
回

想＝

３
は「
死
ぬ
ま
へ
つ
て
へ
ん
な
も
の
ね
え
…
…
」と
閉
じ
ら
れ
る
。
こ
の「
秋
」

は
、
あ
る
男
の
死
を
、
死
ん
だ
男
の
生
前
の
独
白
、
別
の
男
と
女
の
回
想
と
い
う

三
つ
の
視
点
か
ら
、
語
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
す
で
に
い
わ

ゆ
る
「
詩
」
の
表
現
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
、
と
も
い
え
る
。
少
な
く
と
も
本
論

に
お
け
る
「
歌
」
の
レ
ベ
ル
で
は
も
ち
ろ
ん
な
く
、「
告
白
体
」＝

「
述
志
」
と
規

定
し
た
、
一
人
称
語
り
の
レ
ベ
ル
で
も
な
い
。
こ
の
「
秋
」
こ
そ
が
、
菅
谷
が
富

永
太
郎
や
太
宰
治
に
繫
が
る
と
指
摘
し
て
い
る
散
文
小
説
の
言
語
体
な
の
で
は
な

い
か
。
な
ぜ
こ
う
し
た
言
葉
が
、「
詩
集
」
で
あ
り
、
何
よ
り
も
「
歌
」
を
歌
う
「
詩
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人
」
で
あ
る
と
自
ら
を
規
定
し
て
い
た
中
原
中
也
の
作
品
か
ら
立
ち
上
が
っ
て
来

た
の
か
。
こ
れ
は
表
現
史
の
大
き
な
課
題
で
あ
る
と
言
え
る
。
が
、
今
は
こ
こ
に

そ
う
し
た
表
現
が
立
ち
現
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
に
留
め
る
。
と
同
時
に
、

こ
う
し
た
散
文
的
表
現
は
こ
れ
以
上
の
発
展
を
見
せ
な
か
っ
た
こ
と
も
記
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
章
「
秋
」
に
い
た
っ
て
こ
の
よ
う
な
展
開
を
見
せ
た
「
告
白
体
」＝

「
述
志
」

の
表
現
だ
が
、
最
終
章
「
羊
の
歌
」
に
な
る
と
、
一
人
称
の
自
己
語
り
に
戻
っ
て

し
ま
う
。「
羊
の
歌
」「
憔
悴
」「
い
の
ち
の
声
」と
い
う
三
篇
が
こ
の
章
に
あ
る
が
、

す
べ
て
が
「
告
白
体
」＝

「
述
志
」
の
詩
で
あ
る
。「
羊
の
歌
」
の
Ⅲ
で
は
、「
九
歳

の
子
ど
も
」（
女
子
）と
の
交
流
が
書
か
れ
、
描
写
的
イ
メ
ー
ジ
も
伴
う
の
で
あ
る

が
、そ
れ
も
続
く
Ⅳ
に
な
る
と
、音
数
律
リ
ズ
ム
に
引
っ
張
ら
れ
た
文
語
体
に
戻
っ

て
し
ま
う
。
か
く
し
て
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、『
山
羊
の
歌
』
の
「
歌
」
と
「
述

志
」
の
「
さ
ま
ざ
ま
の
夢
」（
表
現
の
多
様
性
）
は
、
詩
集
の
最
終
行
で
あ
る
「
ゆ

ふ
が
た
、
空
の
下
で
、
身
一
点
に
感
じ
ら
れ
れ
ば
、
万
事
に
お
い
て
文
句
は
な
い

の
だ
。」に
収
斂
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
、
表
現
の
断
念
の
言
葉
と
も
捉
え
ら
れ
る
。

少
な
く
と
も
、
こ
の
「
述
志
」
の
「
告
白
体
」
は
『
山
羊
の
歌
』
を
最
後
に
ほ
ぼ

消
え
て
し
ま
う
。
続
く
没
後
刊
行
の
第
二
詩
集
『
在
り
し
日
の
歌
』
で
は
「
ゆ
き

て
か
へ
ら
ぬ

｜
京
都
｜
」
と
い
う
詩
の
み
が
「
述
志
」
的
な
表
現
を
残
し
て
い

る
が
、
他
は
「
歌
」
と
し
て
の
表
現
を
基
底
と
し
て
い
る
も
の
ば
か
り
と
な
っ
て

い
く
。「
述
志
」
体
は
『
山
羊
の
歌
』
の
時
期
に
お
け
る
興
味
深
い
表
現
の
可
能
性

の
実
験
と
し
て
存
在
し
消
滅
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
、『
山
羊
の
歌
』の
構
成
を
瞥
見
す
る
程
度
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
の

問
題
に
つ
い
て
は
改
め
て
追
究
し
て
い
き
た
い
。
と
同
時
に
『
在
り
し
日
の
歌
』

の
表
現
分
析
に
つ
い
て
も
別
稿
を
草
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

注
１
）

中
原
中
也
『
山
羊
の
歌
』
一
九
三
四
（
昭
和
九
）
年
十
二
月

文
圃
堂
書
店
（
自
費
出

版
）

な
お
、
詩
の
本
文
引
用
は
、
角
川
書
店
『
新
編

中
原
中
也
全
集

第
一
巻

詩
Ⅰ
』

二
○
○
○
（
平
成
十
二
）
年
三
月
に
よ
る
。

２
）

思
潮
社
『
現
代
詩
読
本
１

中
原
中
也
』
一
九
七
九
（
昭
和
五
十
四
）
年

所
収

３
）

北
川
透
『
中
原
中
也
の
世
界
』
紀
伊
国
屋
書
店
（
紀
伊
国
屋
新
書
）
一
九
六
八
（
昭
和

四
三
）
年

４
）

菅
谷
規
矩
雄
『
詩
的
リ
ズ
ム
｜
音
数
律
に
関
す
る
ノ
ー
ト
』
思
潮
社
、
一
九
七
五
（
昭

和
五
○
）
年

５
）

注
２
と
同
じ
。
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