
〈
特
集
「
東
と
西
―
―
比
較
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
１
〉

比
較
文
化
と
し
て
の
比
較
文
学

―
―
デ
ュ
ー
ラ
ー
銅
版
画
と
中
村
草
田
男
―
―

は

じ

め

に

比
較
文
学
と
い
う
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
に
た
ず
さ
わ
る
者
の
一
人
と
し
て
、
私

は
こ

の
分

野
で

の
研
究

が
な
る
べ
く
創

意
に
富

ん
で
い
て
、
し
か
も
し

っ
か

り

と
し
た
実
証

性
に
裏
打

ち
さ
れ
て

い
る
こ

と
を
い
つ
も
願
っ
て

い
る
。
そ

れ
は
人
文

系
の
、
と
く
に
歴
史
や
文
学

に
か
か
わ
る
分
野
で
は
、
み

な
同

じ

こ

と
な
の
だ
ろ
う

が
、
日
本
に
国
文
学

や
外

国
文
学
と
い
う
学
問

が
す
で

に

あ

る
の
に
、
そ
れ
と
は
別
に
独

立
し
て

比
較
文

学

が
新
た
に
主
唱
さ
れ
、
強

調
さ
れ
る
以

上
は
、
こ

の
学
問

な
ら
で

は
の
新

し
い
問
題
の
発

見
と
、
モ

の

問

題
へ
の
斬
新
な
切
り
こ
み
か
た
と
が
ま
ず
示

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ

ろ

う
。
実
証
は
そ
の
新

し
い
洞
察
に
説

得
力
を
つ
け
る
た
め
の
裏

打
ち
で

あ

り

、
一
つ
の
技
術
で
あ
る
。

創
意
・
創
見
の
な
い
、
た
だ
実

証
だ
け
と
い
う
論
文
ほ

ど
つ
ま
ら
な
い
も

芳
　

賀
　
　
　

徹

の
は

な
い
。
そ
れ
は
国
文
学

で
も
外
国
文
学
で
も
同
じ
こ
と
だ
が
、
と
く
に

比
較
文
学
で
は
、
こ
れ
が
新

し
い
研
究
分
野
で
あ

る
だ
け
に
、
歴

史
的
実
証

研
究
を
し
よ
う
と
思
え
ば
ま
だ
人
が
手

を
つ
け
て
い

な
い
小

問
題
が
い
く
ら

で
も
砂
利
の
よ
う
に
こ
ろ
が

っ
て
い
る
か
ら

、
と
の
「
無
創
見
実
証
」

の
わ

だ
ち
に
は
ま

る
こ
と
は
い
と
も
容
易

な
の
で
あ

る
。
た

と
え
ば
芥
川
龍
之
介

で
も
国
木
田
独
歩
で
も
。
あ
る
い
は
島
崎
藤

村
で

も
、
一
方
に
お
い
て

、
他

方
に
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
で
も
ル
ジ
ー
で
も
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
で
も
も
っ
て
き

て
、
両
側

さ
ま
ざ
ま
の
組
み
合
わ
せ
で
読
書
調
査
や
翻
訳
や
影
響
関
係
の
研

究

を
す
れ

ば
よ
い
の
だ
。
あ
る
い
は
「

日
本

に
お
け

る
ル
ソ
ー
」
と
い
っ
た

か
た

ち
で

、
中
江
兆
民
あ
た
り
か
ら
は
じ
め
て
明

治
大
正
の
文
学
史
・
思
想

史
上

の
ル
ソ

ー
の
名
を
、
従
来
の
国
史
国
文

の
定
説

に
大
体
そ
う
て
拾
っ
て

ゆ
け

ば
よ
い
。

こ

れ
ま
で

、
世
間
で
比
較
文
学
と
い
え
ば
普
通
は
右
の
よ
う
な
も
の
と
し



て

受

け

と

ら

れ

て

い

た

の

で

は

な

か

ろ

う

か

。

比

較

文

学

者

の

側

か

ら

も

そ

ん

な

も

の

と

思

い

こ

み

、

ま

た

そ

ん

な

程

度

の

こ

と

し

か

寄

与

し

な

い

と

い

う

と

こ

ろ

が

、

少

な

く

と

も

過

去

の

一

時

期

に

は

あ

っ

た

か

も

し

れ

な

い

。

だ

が

、

い

ま

あ

ら

た

め

て

振

り

返

っ

て

み

る

ま

で

も

な

く

、

右

の

例

の

よ

う

で

は

最

初

の

問

題

の

立

て

か

た

か

ら

し

て

な

ん

の

創

意

も

認

め

ら

れ

な

い

。

メ

リ

も

な

け

れ

ば

ハ

リ

も

な

く

、

目

鼻

立

ち

の

な

い

比

較

文

学

だ

。

や

っ

て

い

る

研

究

者

当

人

も

退

屈

で

し

ょ

う

が

な

い

の

で

は

な

か

ろ

う

か

。

こ

う

い

う

の

を

農

奴

の

比

較

文

学

と

私

は

呼

ん

で

い

る

。

比

較

文

学

は

、

少

な

く

と

も

日

本

で

は

、

も

っ

と

ス

マ

ー

ト

で

、

貴

族

的

で

、

目

鼻

立

ち

あ

ざ

や

か

な

学

問

で

あ

っ

て

い

い

は

ず

な

の

で

あ

る

。

古

代

か

ら

明

治

そ

し

て

戦

後

に

い

た

る

ま

で

、

た

え

ず

外

国

文

化

の

旺

盛

な

摂

取

と
日
本
化
と
を
繰
返
し
、
い
ち
じ
る
し
い
ソ
フ
ィ
ス
テ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
ほ

ど

こ

し

て

は

ま

た

海

外

に

放

射

す

る

こ

と

も

し

て

き

た

国

で

、

ま

さ

に

そ

の

文

化

現

象

を

本

来

の

研

究

対

象

と

す

る

は

ず

の

学

問

が

、

メ

リ

ハ

リ

の

な

い

の

っ

ぺ

ら

ぼ

う

で

終

っ

て

い

い

は

ず

が

な

い

。

日

が

な

一

日

畑

を

耕

や

し

て

い

る

だ

け

で

す

む

は

ず

が

な

い

の

で

あ

る

。

た

だ

そ

れ

で

も

、

「

無

創

意

実

証

」

の

研

究

の

ほ

う

が

、

へ

ん

に

創

意

を

と

っ

て

つ

け

る

よ

り

も

ま

し

だ

と

い

う

こ

と

が

あ

る

か

も

し

れ

な

い

。

国

文

学
や
外
国
文
学

’
の
分
野
な
ど
に
よ
く
見
か
け
る
、
最
新
外
来
の
批
評
用
語
で

め

か

し

た

て

た

、

自

分

だ

け

の

思

い

こ

み

の

美

人

ぶ

り

よ

り

は

、

農

奴

の

ほ

う

が

滑

稽

で

な

く

、

人

の

役

に

も

立

つ

だ

ろ

う

。

要

す

る

に

比

較

文

学

は

、

農
奴
と
し
て
の
実
証
の
労
働
を
も
い
と
わ
ず
に
行
な
い
な
が
ら
、
な
お
つ
ね

に
貴
族
と
し
て
の
高
い
観
点
か
ら
の
遠
近
法

を
働
か
せ
、
そ
こ

に
一
つ
の
新

し
い
風
景
を
切
り
開
い
て
み

せ
る
も
の
で
あ
り
た
い
。
そ
の
と
き
比
較
文
学

は
そ
の
ま
ま
比
較
思
想
に
も
比
較
文
化

に
も
つ
ら
な

っ
て
ゆ
き
、
し
か
も
狭

義
（
詩
、
小
説
ｅ

ｔ
ｃ

．）
に
せ
よ
広
義

（
日
記
、
報
告
書
、
旅
行
記
ｅ
ｔ
ｃ

．）

に
せ
よ
文
学
作
品
の
分
析
に
確
か
な
よ
り

ど
こ
ろ
を
も
つ
比
較
文
化
論

な
い

し
比
較
文
化

史
と
な
り

う
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。

草

田

男

の

「
騎

士
」

連

作

へ
の

読

解

前

お
き

を
長

く
す

る
と
後

が
つ
づ
け
に
く
く
な
る
。

こ
こ
で
は
ほ
ん
の
小
さ
な
例
を
一
つ
と
っ
て
、
比
較
文
学
が
比
較
思
想
に

も
か
か
わ
り

う
る
か
も
し
れ

な
い
ケ
ー
ス
を
考
え

て
み

よ
う
。
昨
年
亡
く
な

っ
た
ば
か
り
の
現
代
日
本
の

大

詩
人

中
村

草
田
男
（
一
九
〇
一
～
一
九
八
三
）

に
よ

る
俳
句
の

一
つ

の
連
作

が
、
そ
の
例
で
あ

る
。
草
田
男
は
い
う
ま
で
も

な
く
高
浜
虚
子
の
『
ホ
ト
ト

ギ
ス
』
で
頭
角
を
あ
ら
わ
し
、
戦
後
は
『
萬
緑
』

を
主
宰
し
た

が
、
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
の
は
お
よ
そ
伝
統
の
花
鳥
諷
詠
か
ら

は
遠
く
、

デ
ュ
ー
ラ

ー
の
有
名

な
銅
版
画

四
傑
作

『
騎
士
と
死
と
悪
魔
』

を

見
つ

め
て

詠

ん
だ

十
三
句
の

一
群
で
あ

る
（
昭
和
十
九
年
作
。
向
二
十
二
年
刊

「
来
し
方
行
方
」
所
収
）
。

草
田
男
が
デ
ュ
ー
ラ

ー
を
句
作
の
対
象
に
と
り
あ
げ
た
こ

と
に
つ
い
て
は
、

大
正
初
年
の
旧

制
松
山
中
学
、
ま
た
松
山
高
校
在
学
の
こ

ろ
か
ら

、
親
友
伊

丹
万
作
、
伊
藤
大
輔
、
ま
た
重
松
鶴
之
助
ち
と
と
も
に
『
白
樺
』
派
お
よ
び

岸
田
劉
生
の
草
土
社
の
熱
風
を
真
向
か
ら
浴
び
、
そ
の
感
化
の
も
と
で
ト
ル



ス
ト
イ
も
ゴ
ッ
ホ
も
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
リ
ー
も
ニ
ー
チ
ェ
も
デ
ュ
ー
ラ
ー
も
、

み

な
懸
命
に

な
っ
て
読
み

、
学
ん
だ
と
い
う

、
そ
れ
こ
そ
比
較
文
化
史
的

な

前
史

が
あ
る
。
青
年
の
日
に
熱
愛
し
た
デ
ュ

ー
ラ

ー
が
、
万

事
晩
成
の
草
田

男
に
あ
っ
て
は
、
四
十
四
歳
の
年
に
な
っ
て
は
じ
め
て
草
田
男
化
さ
れ
た
と

い
え
る
の
だ

が
、
そ
の
前
史
の
部
分
に
つ
い
て
は

、
前
に
書
い
た
こ
と
も
あ

り

、
こ
こ
で
は
省
略
し
て

、
作
品
自
体
の
読
み

を
試
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

デ
ュ
ー
ラ
ー
の
銅
版
画
「

騎
士
と
死

と
悪

魔
」
の
俳
句
化

。
同
版
画

は
高

校
生
の
頃

よ
り
我
の
愛
好
せ
し

も
の
。
十
三

句

蜥

蜴

ゆ

く

騎

士

行

進

の

四

蹄

の

間

を

眼

澄

む
犬

馬

は

騎

士

の

汗

の

伴

夏

も

寒

し
画

面

を
過

ぎ

る
決

意

の

槍

夏

痩

せ

の

魍

魎

騎
士

は

か

へ
り

み

ず

智

の

蛇

嗤

ふ

個

の
命

数

の
砂

時

計

夏

枯

木

死

神

騎

士

の
眼

路

追

ひ

得

ず

騎

士

の

好

餌

公

敵
夏

野

の

果

に

ひ

そ

む

炎
天

の

馬
衣

は

緋

な

ら

め
髑

髏

は

白

騎

士

は

負

ふ

故

友

茅

舎

の

露

の

崖

を

騎

士

既

に

城

に

発

せ

る

清

水

越

え

ぬ

地

の

上

の

夏

山

の

上

祖

国

の

城

騎

士

の

別

れ

故

山

は

夏

樹

岩

に

栄

ゆ

名

を
換
へ
よ
騎
士
と
夏

山
誰
が
世

ぞ

註
、
茅
舎
に
は
「

デ
ュ
ー
ラ
ー
の
崖
」
な
る
一
聯
の
作
品
あ
り
。

草
田
男
は
昭
和
七
年
作
の
傑
作
メ

ル
ヘ
ン
の
一
つ
「
夕

寒

い

煙

突
」
に

「
文
字
に
依
る

ム
ン
ク
の
絵
の
模
写
」

と
い
う
興
味
深

い
副

題
を
つ
け
て

い

る
。
こ

の
作
品

の
実
質
は
副
題

ど
お
り
よ
く
ム
ン
ク
の
世
界

の
不
安

を
宿
す



も

の

と

な

っ

て

い

た

が

、

さ

て

こ

の

デ

ュ

ー

ラ

ー

連

作

の

場

合

は

、

「

文

字

に
依
る
模
写
」
の
域
を
一
段
と
こ
え
て
い
る
。
こ
れ
を
一
体
、
な
ん
と
呼
ん

だ

ら

よ

い

の

か

。

草

田

男

自

身

は

あ

っ

さ

り

と

「

俳

句

化

」

と

呼

ん

だ

。

モ

う

に

は

ち

が

い

な

い

。

し

か

し

考

え

て

み

れ

ば

、

相

手

は

一

枚

の

銅

版

画

と

は

い

え

、

十

五

、

六

世

紀

の

ド

イ

ツ

・

ル

ネ

サ

ン

ス

を

代

表

す

る

巨

匠

デ

ュ

ー
ラ
ー
（
Ａ
ｌ
ｂ
ｒ
ｅ
ｃ
ｈ
ｔ
　
Ｄ
ｕ
ｒ
ｅ
ｒ
，
　
１
４
７
１
～
1
5
2
8
)
 
の
、
複
雑
精
緻
を
き
わ
め
た
屈

指
の
傑
作
（
Ｒ
ｉ
ｔ
ｔ
ｅ
ｒ

，
　
Ｔ
ｏ
ｄ
　
ｕ
ｎ
ａ
　
Ｔ
ｅ
ｕ
ｆ
ｅ
ｌ
，
　
１
５
１
３
,
　
２
４
．
６
×
１
９
ｃ
ｍ
）
で
あ
る
。

そ

し

て

こ

ち

ら

は

昭

和

十

九

年

（

一

九

四

四

）
、

敗

色

い

よ

い

よ

濃

く

だ

る

戦

時
下
日
本
で
、
も
っ
と
も
伝
統
的
な
短
詩
型
に
よ
っ
て
立
つ
一
詩
人
―
―
そ

の

両

者

の

間

の

歴

史

的

・

文

化

的

な

距

離

、

そ

し

て

ジ

ャ

ン

ル

の

相

違

を

思

い

や

れ

ば

、

こ

れ

は

草

田

男

の

側

か

ら

す

る

途

方

も

な

い

挑

戦

で

あ

り

、

東

西

両

文

化

を

代

表

す

る

二

人

の

騎

士

の

一

騎

打

ち

と

い

っ

て

も

よ

い

も

の

だ

っ

た

。

モ

の

草

田

男

の

斬

り

込

み

か

た

は

、

い

わ

ぱ

短

い

刀

を

か

ざ

し

た

飛

燕

の

術

の

連

発

と

も

い

う

べ

き

も

の

で

、

そ

こ

に

も

草

田

男

の

絵

へ

の

凝

視

法

は

躍

如

と

し

て

い

る

。

１
　

蜥

蜴

ゆ

く

騎

士

行

進

の

四

蹄

の

間

を

日

本

詩

人

は

意

外

に

も

、

銅

版

画

の

一

番

下

隅

を

、

し

か

も

騎

士

と

は

逆

向

き

に

は

っ

て

ゆ

く

小

動

物

に

眼

を

つ

け

、

そ

こ

か

ら

こ

の

画

中

に

攻

め

こ

ん

だ

。

全

天

地

の

な

か

か

ら

一

つ

の

小

具

象

物

を

奪

い

と

っ

て

き

て

、

そ

こ

に

全

天

地

を

収

斂

さ

せ

る

俳

諧

の

伝

統

的

な

骨

法

を

。

作

者

は

こ

こ

で

一

枚

の

版

画

を
対

象

に

発

揮

し

て

み

せ

た

と

い

う

べ
き

か

。
小

刻

み

に

歩

む
こ

の

爬

虫

類

へ

の
注

視

に

よ

っ
て

、

漢

語

で

い

わ

れ

る

「

騎
士

行

進

」

の

威
風

堂

堂

ぶ

り

が

一
気

に
強

調

さ
れ

、
画

中

の

「
季

」

は

英

雄

に

ふ

さ
わ

し

い
夏

と

選

定

さ

れ

た

。

２
　

眼

澄

む

犬

馬

は

騎

士

の
汗

の
伴

蜥

蜴

に

つ

づ
い

て

「

犬

馬
」
。
や

は

り

日

本

詩

人

は

自

分

の

好

む

動

物

か

ら

手

が
か

り

に

と

り

あ

げ

て
画

中

に
入

っ
て

ゆ

く

ら

し

い

。

草
田

男

に
は

た

し

か

に

、
「

ひ

た

急

ぐ

犬

に
会

ひ

け

り

木

の

芽

道

」
（
『
長
子
』
）

と

か

、
「

葉

桜

や

町

を

見
下

ろ

す

白

き

犬
」
（
『
来
し
方
行
方
』
）
、

ま

た

「

馬

息
吹

く

無

為

の

蹄

の

冷

ゆ

る

ら

め

」
（
同
）
、
「
鼠

・
犬

・

馬

雪

の

日

に

喪

の

目

し

て
」
（
同
）
と

、

人

間

生
活

の

忠

実

な

伴
侶

で
あ

る

犬

や

馬

へ

の

愛

情

を

よ

ん

だ
句

が
多

い

。

な

る

ほ

ど

、

草
田

男

に
指

摘

さ
れ

て

デ

ュ

ー

ラ

ー

の

作

を
見

直

し

て

み

れ

ば

、

完

璧

な
均

衡

を

保

っ

て
真

横

か
ら

描

か

れ

た

馬

は

、

胸

を
張

り

あ

ご
を

引

い

て

、
規

則

正

し

い

イ

タ

リ
ア

式

の

歩

を

踏

み

つ

づ

け

、
犬

は
耳

を
伏

せ

て
ひ

た

走

る

。

と

も

に

ひ

た
す

ら

に

、

賢

げ

に

、

主
人

へ

の

「
犬

馬

の

労

」

を

い

と

わ

ぬ
殊

勝

な
風

情

だ

。

３
　

夏

も

寒

し
画

面

を
過

ぎ

る

決

意

の

槍

騎

士

が
右

肩
に

あ

て

右

手

に
支

え

る
長

槍

は

、

ほ

と

ん

ど
画

面

の
対

角
線

を

な

す

角

度

の
一

直

線

で

あ

る

。
そ

れ

を
「

決

意

の

槍

」

と

呼

び

、
「
刃

も

凍

る

」

と

の

連

想

か
ら

「

夏

も

寒

し
」

と

修

飾
す

る
の

は

、

第

一

句

の
「

騎



士
行
進
」
第
二

句
の
「

騎
士
の
汗
」

に
つ
づ
い
て

、
騎
士
を
決
死
の
英
雄
と

見
る
作
者
の
、
一
貫
し
た
意
図
の
表
明
で
あ
り
、
ま
た
デ
ュ
ー
ラ
ー
を
巧
み

に

旧
本
側

の
土
蔵
に
招
き
入

れ
て
い
る
こ
と
を
も
意
味
し
よ
う
。
作
者
は
一

句
一
句
に
相
手
の
隙
を
突
き
、
デ
ュ

ー
ラ
ー
を
わ
が
も
の
と
し
て
領
略
し
て

ゆ
く
。

４
　
夏

痺
せ
の
魍
魍
騎
士
は
か
へ
り
み
ず

Ｌ

豚
の
頭
に
羊
の
角
を
一
本
だ
け
生
や
し
た
醜
い
「
悪

魔
」

が
、
騎
士

と
馬

の
し
り
え
に
、
呆
け
た
眼
を
丸
く
し
、
喘
ぎ
口
で
。
柄
も
ぐ
に
ゃ
ぐ
に
ゃ
の

鶴
は
し
の
よ
う
な
槍
を
抱
え
て
つ
い
て
く
る
。
こ
の
不

ざ
ま

な
悪
魔

を
日
本

俳
人
は
ど
う
扱
う
か
と
思
え

ば
、
「
魍
魎
」
と
い
な
し
、
「
夏

痩
せ
」

と
揶

揄

す
る
。
モ

れ
を
騎
士
は
か
え
り
見
ぬ
、
と
の
読
み
さ
え
、
こ

の
デ
ュ
ー
ラ

ー

の
飯

画
に
つ
い
て
の
一
つ
の
正
鵠

を
射
た
発
見
で
あ
る
。

５
　
智
の
蛇
嗤
ふ
個
の
命
数
の
砂
時
計

６
　

夏
枯
木
死
神
騎
士

の
眼
路
追

ひ
得

ず

詩
人

の
眼

は
、
騎

士
に
向
こ
う
側
か
ら

寄
り
そ

う
死
神

の
形

姿
へ
と
移

っ

て
ゆ
く
。

デ
ュ
ー
ラ

ー
の
死
神

は
こ

こ
で

は
骸
骨

と
し
て
描

か
れ
る
か
わ
り

に
、
鼻
も
囗
も
つ
ぷ
れ
た
老
廃
者
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
乗
る
馬
も

騎
士

の
馬

に
は
と
て

も
及

ば
ぬ
痩

せ
た
駄
馬

。
首

に
牛
の
鈴
を
つ
け
て
、
う

な
だ

れ
て
い

る
。
こ

の
老
醜

の
男

の
王
冠

に
は
た
し

か
に
蛇
が
か
ら
み
つ
い

て
い

る
が
、
こ
れ

を
「
智
」

の
寓
喩
と
読
み

、
砂
時

計
の
示

す
宿
命
の
歩
は

そ

の

「

智

」

を

も

あ

ざ

わ

ら

っ

て

進

む

と

い

う

の

は

、

草

田

男

の

懸

命

の

解

釈

で

あ

ろ

う

。

た

と

え

‘
「

個

の

命

数

」

の

さ

だ

め

が

あ

っ

て

も

。

騎

士

は

そ

れ

を

忘

れ

、

無

視

し

て

、

ひ

た

押

し

に

進

む

と

い

う

の

で

あ

る

。

死

神

が

夏

枯

れ

の

森

を

背

に

し

、

漏

刻

を

右

手

に

掲

げ

て

、

騎

士

を

う

ら

め

し

げ

に

見

上

げ

て

彼

を

脅

や

か

そ

う

と

し

て

も

、

そ

れ

は

空

し

い

。

丈

高

い

馬

に

ブ

ロ

ン

ズ

の

彫

像

の

よ

う

に

ま

た

が

る

騎

士

は

、

死

神

に

Ｉ

顧

だ

に

与

え

ず

、

背

を

垂

直

に

伸

ば

し

て

、

は

る

か

な

前

方

を

見

据

え

て

進

む

。

騎

士

の

そ

の

高

く

強

い

、

断

固

た

る

ヒ

ロ

イ

ズ

ム

を

強

調

す

る

た

め

に

こ

そ

、

枯

山

や

死

神

や

悪

魔

は

こ

こ

に

描

き

こ

ま

れ

た

の

で

あ

っ

た

が

、

草

田

男

は

さ

す

が

に

鋭

く

そ

の

肝

ど

こ

ろ

を

突

い

た

の

で

あ

る

。

そ

れ

な

ら

ば

騎

士

の

「

眼

路

」

は

、

大

き

な

重

・い

兜

の

か

げ

か

ら

、

は

る

か

か

な

た

の

何

に

向

か

っ

て

馳

せ

ら

れ

て

い

る

の

か

。

第

七

句

が

強

い

響

き

で

そ

の

当

然

の

問

い

に

答

え

る

。

７
　

騎

士

の

好

餌

公

敵

夏

野

の

果

に

ひ

そ

む

ア

ー

ウ

ィ

ソ

ー
パ

ノ

フ

ス

キ

ー

に

よ

る

と

（

Ｅ
ｒ
w

ｉ
ｎ

　
Ｐ
ａ
ｎ
ｏ

ｆ
ｓ
ｋ

ｙ
「
　
Ｔ

ｈ
ｅ

　
Ｌ

ｉ
ｆ
ｅ

ａ
ｎ

ｄ

　
Ａ

ｒ
ｔ
　ｏ
ｆ

　Ａ

ｌ
ｂ
ｒ
ｅ
ｃ
ｈ

ｔ
　Ｄ

ｉｉ
ｒ
ｅ
ｒ

「
　
Ｐ
ｒ
ｉｎ
ｃ
ｅ
ｔ
ｏ
ｎ

　
Ｕ

．
　
Ｐ

．（
　
１
９
５
５
）
’

一

五

二

〇

年

七

月

か

ら

一

年

に

お

よ

ぶ

デ

ュ

ー

ラ

ー

の

ネ

ー

デ

と

フ

ン

ド

旅

行

中

の

「

日

記

」

に

は

、

日

々

の

瑣

事

の

記

録

の

間

に

、

或

る

日

ル

タ

ー

暗

殺

さ

る

と

の

噂

を

耳

に

し

た

と

き

の

激

怒

の

叫

び

が

し

る

さ

れ

て

い

る

と

い

う

。

そ

れ

は

口

ご

ア

ル

ダ

ム

の

エ

ラ

ス

ム

ス

へ

の

訴

え

の

言

葉

と

し

て

書

き

こ

ま

れ

て

い

た

。



●

「

お

お

。

ロ

フ
ア

ル

ダ

ム

の

エ

ラ

ス

ム

ス

よ

、

汝

は

い

か

な

る
立

場

に

立

と

う

と

す

る

の

か

。
見

よ

、
世

俗

の
権

力

と

暗

黒

の

力

が
不

正

の
専

制

を
布

く

の

は

い

か

な

る
利

益

が
あ

っ
て

の
こ

と

な

の

か

。
聞

け

、
汝

、

キ
リ

ス

ト

の

騎
士

よ

、

わ

れ
ら

が
主

キ
リ

ス

ト

の
御

側

に
立

っ
て

騎
り

出

で

よ

、

真

実

を
守
れ
、
殉
教
者
の
冠
を
獲
よ
！
」

パ

ノ

フ

ス

キ

ー
に

よ

れ

ば
、

文

中

の

「
汝

、

キ
リ

ス

ト

の
騎

士

よ
」
（
"
ｄ
ｕ

Ｒ
ｉ
ｔ
ｔ
ｅ
ｒ
　
Ｃ
ｈ
ｒ
ｉ
ｓ
ｔ
ｉ
)
と
の
呼
び
か
け
は
、
明
ら
か
に
エ
ラ
ス
ム
ス
自
身
の

著

『
キ

リ

ス
ト

の

兵

士

の

操

典

』
（
一
五
〇
四
）
か

ら

由

来

し

て

お
り

、

こ

こ

で
「
兵
士
」
が
「
騎
士
」
と
な
っ
た
の
は
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
が
こ
の
と
き
自
作

の

銅

版

画

中

の

騎

士

の
姿

を
念

頭

に

し

て

い

た

か

ら

に

ほ

か

な

る

ま

い

、

と

い

う
。

し

か

も

、
敵

対

す

る
世

界

に

い

ま

騎
り

こ

ん

で

ゆ

く

デ

ュ

ー
ラ

ー

の

騎
士

は

、

そ

の
根

本

の
発

想

を

も

と

も

と
右

の

エ

ラ

ス

ム

ス

の
書

か
ら

得

て

い

た

の
で

あ

る
。

そ

れ

は

要

す

る

に

「
キ

リ

ス
ト

教

の
信

仰

と

は

、

雄

々

し

く

、

明

快

で

、

晴

朗

か

つ

強

靱

な

も

の

で

あ

り

、

そ

の

た

め

（
信

仰

者

の

た

ど
る

べ
き

け

わ

し

く

て

荒

涼

た

る

道

に

襲

い

か

か

る
）

ど

ん
な

危

険

や

世

俗

か

ら

の

誘

惑

も

、

た

ち

ま

ち

非

現

実

と

化

し

て

退

い
て

し

ま

う

」

と

の

教

え

で

あ

っ
た

。

こ

う

し

て

み

る

と

、
第

一

句

の

「

騎
士

行

進
」

か

ら

始

ま

っ
た

こ

の
草

田

男

の

デ

ュ

ー

ラ

ー
連

作

は

、
「
決

意

の
槍

」
、
「

魍

魎

騎

士

は

か

へ
り

み

ず
」
、

そ

し

て

「
死

神

騎

士

の
眼

路

追

い

得

ず

」

と

、
画

中

の
細

部

と
騎

士

周

辺

の

映

像

と

を

次

々
に

と

ら

え

て

詠

み

進

め
て

き

な

が
ら

、
意

外

と

い

っ
て

よ

い

ほ
ど
に
よ
く
原
作
の
画
家
が
こ
こ
に
託
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読
み
と
り
、
み

ご
と
に
「
俳
句
化
」

し
て
き
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
草
田
男
は
な
に

か
こ
の
作
に
つ
い
て
の
解
説
書
（
そ
れ
も
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
な
み
に
精
緻
な
解

説
書
）
を
読
ん
だ
こ

と
が
あ

っ
た
の

か
と
思
わ
れ
さ
え

す
る
ほ
ど
で
あ
る
。

だ

が
、
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ

な
い
。
草
田
男

は
た
だ
画
集
に
よ
っ
て

繰
返
し
繰
返
し
こ

の
銅
版
画
を
凝
視
し
、
そ
こ
に
自
己

を

投

入

し

て
「
読

み
」

を
深

め
て
き

た
の
に
す
ぎ
な
か

っ
た
ろ
う
。
驚
く

べ
き
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
こ

の
第
七
句
に
い
た
っ
て
、
詩
人

の
眼

は
画
中
の
細

部
を
離

れ
て

、

は
じ
め
一
挙

に
騎
士

の
全
像
を
と
ら
え
、
そ
の
「
眼
路
」
を
追
っ
て
画
面
の

外
に
ま
で

ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
押
し
ひ
ろ

げ
て
い

っ
た
。
騎
士
が
は
る
か
な
「
夏

野
の
果
」
に
見
捉
え
て
い
る
の
は
、
私
怨
か
ら
の
敵
で
は
な
い
。
「
公
敵
」

だ

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
れ

が
昭
和
十
九
年
の
作
だ
か
ら
と
い

っ
て
、

単
純
に
「
鬼
畜
米
英
」

な
ど
を
意
味
し
う
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
言
う
「
世
俗
の
権
力
と
暗
黒
の
力
に

よ
る
不
正

な
専
制
」

に
近
い
も
の
こ
そ
、
こ
の
戦
時
下

の
草
田
男
の
「
公
敵
」

で
あ
り
、
彼

の
憂
憤

の
対
象
で
あ

っ
た
と
の
印
象
が
強
い
。
そ
れ
を
あ
え
て

「
好

餌
」
と
呼
ぶ
の
は
、
敵
に
飢
え
た
騎
士
の
勇
猛
な
攻
撃
性
を
強
調
す

る
。

「

騎
士
の
好

餌
公

敵
」

と
つ

づ
く
漢
語
の

響
き
と

字
面

と
は
、
騎
士
の
身

に

つ
け

た
甲
胄

と
剣
、
そ
し
て
乗
馬
の
蹄
の
響
き
ま
で
伝
え
、
彼

の
う
ち
に

猛

る
勇
往

邁
進
の
気
概
を
よ
く
具
象
化

し
て
い

る
と
評
し
え
よ
う
。

８
　

炎
天

の
馬
衣

は
緋
な
ら

め
髑
髏

は
白

こ
れ
も
白
黒
の
銅

版
画
中
へ
の
、
詩
人
の
主
観
に
よ
る
思
い
切
り
大
胆
な



突
入

で
あ

る
。
そ

の
突
入

は
成
功
し
て
、
思
い

が
け

ず
華
麗
な
、
ほ
と
ん
ど

ド
ラ
ク

ロ
ワ
風

と
も
い
う

べ
き
劇
的
な
色

彩
の
世

界
が
画
中

か
ら
溢
れ
出

て

き
た
。
前

句
の
力

強
さ
を
受
け

て
連
作
中

の
一
つ
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
な

す

と
い
え

る
。
「
夏

も
寒
し
」
「
夏
痩

せ
」
「
夏

枯
木
」
「
夏

野
」
と
連
続
し
て

展
開

し
て
き
た
情
景
が
、
い
ま
す

べ
て

「
炎
天

」
の
も
と
に
曝
し
な
お
さ
れ
、

そ

の
烈
日
に
焼
か
れ
る
の
で
あ
る
。

北

欧
の
暗
い
森
と
山
の
道
を
往
く
は
ず
の
騎
士
に
対
し
て
、
こ
の
俳
人
の

想

像
力
は
原
作
に
隷
従
す

る
こ
と
な
く
働
き
か
け
て
、
み

ご
と
な

ほ
ど
に
自

由
奔
放
で
あ
る
。
騎
士
の
馬
は
「
馬
衣

」
な

ど
着
て
は
い

な
い
。

た
だ
鞍

を

お
い
て
い
る
だ
け

だ
。

だ
が
、
「
炎
天

の
馬
衣
は
緋
な
ら

め
」

と
い

わ

れ

れ

ば
、
ま

さ
に
美
々
し

い
「
緋
色
」
の
そ
れ

が
あ
り
あ
り

と
そ
こ

に
見
え
て
く

る
。

由
良
君
美
氏

の
い
う
よ

う
に

「
生
命

と
血
潮

の
象
徴

で
あ
る
〈

緋
〉
」

（
『
萬
緑
』
昭
和
5
4・
３
）
が
。
死

の
徴
表
で

あ
る
「
髑

髏
の
白
」

と
、

句
の
な

か
で
強
烈
で
あ
ざ
や
か
な
コ
ン
ト
ラ

ス
ト

を
な
し
て
い
る
か

ら

で

あ

り

、

「
髑

髏
」
は
た
し
か
に
騎
士
の
脚

も
と
の
切

株
の
上
に
、
騎
士
の
行
先
を
暗

示

す
る
か
の
よ
う
に
描
き
こ
ま
れ
て
い
る
か
ら
で

あ

る
。
「
緋
」
に
は
日
本

往
時
の
武
者
の
凛
々
し
い
鎧
姿
へ
の
連
想
も
あ
ろ
う
。
だ

が
「
炎
天
」
下

の

「
髑
髏

は
白
」

と
の
字
余
り
の
名
詞
止
め
は
、
デ
ュ
ー
ラ

ー
原
作
の
宿
す
前

途
荒
涼

の
想

い
を
も
、
抜
目
な
く
奪
い
と

っ
て
い
る
。

９
　

騎
士

は
負
ふ
故
友
茅
舎
の
露
の
崖
を

前

々
句
か
ら
の
い
ち
じ
る
し
く
ヒ

ロ
イ

ッ
ク
な
昂

揚

を

鎮

め
、
前

句
の

「
炎
天
」
下

の
荒
涼
に
お

ぼ
え
た
渇

を
医
や
す

た
め
で

も
あ
ろ
う
か
、
こ
の

第
九
句
に
は
不
意
に
「
故
友
茅
舎
」

が
、
そ
し
て
彼

が
詠
ん
だ
と
い
う
「
露

の
崖
」

が
出

て
く
る
。
連
作
の
他
の
十
二
句
が
す

べ
て
夏

の
句
で
あ
る
の
に
。

こ
れ

だ
け

が
「
露
」

に
よ

っ
て
秋
の
句
な

の

で

あ

る
。
転
調
に
「
飛
燕
の

技
」

の
妙
を
披
歴
す

る
と
と
も
に
、
こ
の
十
三

句
が
順

序
を
変
え
る
こ
と
を

許

さ
ぬ
、
相

互
に
緊

密
な
意
味
連
関
を
も
つ
展
開
の
連
作
で
あ
る
こ
と
を
示

し
て
い

る
。

騎

士
と
死

神
の
向
こ
う
側
に
立
ち

は
だ
か

っ
て
画
画
の
中
景

を
な
す
の
は
。

た
し
か
に
日
本
語
で
な
ら
「

崖
」
と
で
も
呼
ぶ
以
外
に
な
い
よ
う
な
、
木
の

根

も
あ
ら
わ
な
固
い
岩
山

の
断
画
で
あ
る
。
草
田
男

が

第

六

句

で
「
夏
枯

木
」

と
呼

ん
だ
の
も
、
葉

一
枚
な
く
幹

が
途
中
で
砕
け
た
り

し
て
い
る
こ
の

崖
上
の
木

立
ち
を
指
し
て
で
あ
っ
た
が
、
日
本
の
詩
人
た
ち
が
こ
の
「
崖
」

に
こ
と
の

ほ
か
注
目
し
て
き
て
い
る
こ

と
は
興
味
深

い
。
「
故
友
茅
舎
」
、
つ

ま
り
草
田
男
よ
り
四
歳
年
長
の
盟
友
川
端
茅
舎
(
一
八
九
七
～
一
九
四
一
）
に

も

、（
草
田
男
自
身

、
連
作
の
後
註
に
い
う
よ
う
に
）

草
田
男

の
こ
の

連
作

よ
り

も
六
年
前

、
昭
和
十
三
年
に
、
同
じ
デ
ュ
ー
ラ

ー
版
画

に

想

を

得

た

「
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
崖
」
と
題
す
る
冬
の
句
六
句
の
連
作
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

三

年
前

に
失
っ
た
盟
友

茅
舎
に
、
同
じ
デ

ュ
ー
ラ
ー
に
よ
る
こ
の
連
作
の

先
蹤

が
あ
る
以

上
、
草
田

男
と
し
て

は
、
や
や
唐
突
に
見
え
る
に
し
て
も
当

然
「
故
友
茅
舎
の
露
の
崖
」

を
こ
こ

に
喚
起
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
単
な
る
先
蹤

へ
の
挨
拶

な
ど
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。

茅
舎
は
昭
和
の
六
、
七
年
以

来
、
さ
ま

ざ
ま

の
新
流
派
の
批
判
に
さ
ら
さ
れ



は
じ
め
た
『
ホ
ト
ト

ギ
ス
』
に
あ

っ
て
、

松
本
た
か
し
（
一
九
〇
六
～
一
九
五

六
）
、
中

村
草
田
男

と
と
も
に
も
っ
と
も
天
分
豊

か
な

三
新
鋭

と

し

て

『
ホ

ト
ト

ギ
ス
』
を
守
り
、
相
互
に
親
交
を
深
め
な
が
ら
と
も
に
独

自
の
世

界
を

築
き
あ
げ
て
き
た
一
人
で
あ

っ
た
。
草
田
男
に
と
っ
て

は
文

字
ど
お
り

の
心

友
で
あ
り
、
戦
友
で
あ
り
、
絶
好
の
ラ
イ
グ
ァ
ル
で

も
あ
っ
た
。

だ
か
ら
、
草
田

男
の
こ
の
第
九
句
は
デ
ュ
ー
ラ

ー
敬

愛
に
お
け
る
茅
舎
か

ら
の
継
承
を
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
画
中

の
騎
士
の
背
後

に
あ
る
の
は
茅
舎

も
か
つ
て
吟
じ
た
枯
れ
木

の
崖
だ
、
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で

も
も
ち
ろ
ん
な

い
。
茅
舎
が
体
現

し
て

い
た
、
そ
し
て

最
後
ま
で
死
守

し
た
あ
の
「
純
潔
」

と
「
果
敢
」

と
「

殉
教
」

の
精
神
、
急
旋
回
す

る
時

流
に
抗
し
て
花

鳥
諷
詠

の
孤
高

を
守
り
つ

づ
け

た
あ
の
純
粋
な
る
ゆ
え

に
強
靱
な
詩

精
神

、
つ
ま
り

詩

＝
俳
句
に
お
け
る
「
騎
士
」

の
決
意

と
行
動

と
を
、
い
ま
草
田
男

は
茅
舎

か
ら
た
し
か
に
承
け
つ
い
で
わ
が
背
に
「
負
」
っ
て
ゆ
く
と
の
意
志
の
表
明

に

、
そ
れ
は
ほ
か
な
ら
な

か
っ
た
の
で
あ

る
。
「
故
友
茅
舎
」

の

名

を

出
す

こ

と
に
よ

っ
て
、
こ
こ
で

デ
ュ
ー
ラ

ー
の
「
騎
士
」
は

か
え
っ
て

完
全

に
主

観
化
、
と
い
う
以

上
に
主
体
化

さ
れ
た

と
も
い
え
る
。
い
ま
や
騎
士
草
田
男

の
出
発
で
あ
り
、
故
友
の
た
め
の
弔
合
戦
へ
の
そ
の
進
撃
な
の
で
あ
る
。
そ

れ
に
し
て

も
茅
舎
の
連
作
に
は
「
露
」
は

ど
こ
に
も
出
て
こ
な
か

っ
た

の
に
、

な
ぜ
「
露
の
崖
」

な
の
か
。
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
い
、
茅
舎
と
い
え

ば
ま

ず
「

露
」
、「

露
」

と
い
え
ば
ま
ず
茅
舎
と
も
い
え
る
ほ
ど
に
、
彼
の
数
々

の

「

露
」
の
象

徴
句
は
あ
ま
り

に
も
輝
か
し
く
美
し
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

白

露
に
阿

吽
の
旭

さ
し
に
け
り
　
　
　
（
昭
和
五
年
）

金
剛
の
露
ひ
と
つ
ぷ
や
石

の
上
　
　
　
（
昭
和
六
年
）

一
聯
の
露
り

ん
く

と
絲
芒
　
　
　
　
（
右
同
）

草
田
男
の
「
露
の
崖
」
に
お
け
る
「

露
」
は
、
盟
友
の
「

死
」

の
象
徴
で

あ
り
、
そ
の
崖
に
お
く
金
剛
の
ご
と
き
「
涙
」
の
玉
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。

1
0
　騎
士
既
に
城
に
発
せ
る
清
水
越
え
ぬ

草
田
男
の
こ
の
作
品
は
連
作
で
は
あ
っ
て
も
、
連
句
で
は
な
い
の
だ
が
、

や
や
モ

の
趣
も
お
び
て
、
前
句
の
「

露
」

が
こ
こ
の
「

清
水

」
を
喚
び
お
こ

し
て
い
る
。
も
ち
ろ

ん
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
画
中
に
は
清
水
ど
こ
ろ
か
。
水
気
は

一
滴
も
な
い
。
す

べ
て
日
本
詩
人
の
想
像
力

が
画
中

に
欲
し
て

幻
視
し
た
も

の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
清
水

は
「
城
に
発
せ
る
」

と
い
う
。
画
面

の
最

後
景

の
高
み

に
、
木

々
の
枯

枝
と
見
ま

ご
う
ば
か
り

に
棘
々
に

塔
を
聳
え
さ

せ
た
城
郭

か
ら
流
れ
出

て
き
て

い
る
の
だ
と
い
う
。
城
山

か
ら
の
清
冽
な
細

い
急

流
の
う
ね
り

が
想
像
さ
れ
て
、
日
本
人
に
は
心

た
の
し

い
。

だ
が
、
そ

の
清
水

を
「

既
に
…
越
え
ぬ
」

と
い
う
と
き

、
騎
士
は
彼
の
故

郷
で
あ

る
城
郭
を
後

に
し
て
来
て

、
も
う
そ
こ
に
二
度

と
生
き
て
は
帰
れ
ぬ

こ
と
を
意
味
す

る
こ
と
に
な
ろ

う
。
次
の
第
十
一
句

に
「
祖
国

の
城
」
と
い

わ
れ
、
第
十
二

句
に
は
「
故
山
」
と
い
わ
れ
る
の
も

、
画
中
の
あ
の
同

じ
遠

い
高
い

城
塞

を
指
し
て

い
る
。
と
こ
ろ
が
、
パ
ノ
フ
ス
キ

ー
の
解
釈
に
よ
れ

ば
、
あ

の
城

は
「

曲
折
す
る
急
な
路
の
果
て
に
な
お
遠
く
望
ま
れ
る
彼
（

騎

士
）
の
窮
極

の
目
的
地

、
征
服
し
難
い
〈
徳
の
城
塞
〉
」
と
い
う
こ
と

に

な

る
。
つ
ま
り

、
あ
の
城

を
目
指
し
て
、
騎
士
は
こ
れ
か
ら
「
犬
馬

」
と
と
も



に

幾

多

の

艱
難

を
経

て

行

く

、

と
い

う

の
で

あ

る
。

こ

の
点

で

、

日
本

詩

人

の
読

み

は
西

欧

の
学

者

の
解

釈

と
大

き

く
異

な

っ

て

く

る

。

だ

が

、

だ

か
ら

と

い

っ

て

、

草
田

男

が

ま

ち

が

っ
て

い

る

と

は

簡

単
に
は
言
い
切
れ
な
い
。
「
曲
折
す
る
急
な
路
」
と
か
「
徳
の
城
塞
」
と
い

う

の

も

、

パ

ノ

フ

ス

キ

ー

が
彼

自

身

の

想

像

力

と

エ
ラ

ス

ム

ス

に

よ

っ
て

画

の

外

か

ら

読

み

と

っ

て

い

る

の

に

す

ぎ

な

い

。

画

中

の

城

郭

が

左

手

寄

り

の

頂

き

に

あ

り

、

崖

の

岩
山

は

騎

士

の

後

方

の

画

画

右
手

へ

と

ス

ロ

ー
プ

を

描

い

て

い

る
点

か

ら

い

っ

て

、
画

面

構

成

の

自

然

な

運

動

感

は

む

し

ろ

草

田

男

の

解

釈

の

方

を

支

持

し

て

い

る

、

と

さ

え

言

い

う

る

の

で

あ

る

。

ま

こ

と

に

興

味

深

い

解

釈

の

岐

路

の

一

点

で

あ

る

。

一

五

一
三

年

の

ド

イ

ツ

の

版

画

に

対

し

て

、

一

九
四

四

年

の

日

本

の

俳

人

は

こ

の

よ

う

な

読

解

を

示
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
も
あ
ろ
う
。
「
骰
子
は
投
げ
ら
れ
た
。
」

運

命

の

ル

ビ
コ

ン
の

河

は

「

既

に

越

え

」

ら

れ

た

。

後

も

ど
り

は

も

う

で

き

な

い
。

騎

士

は
ま

さ
に

背

水

の

陣

を
布

い
て

「

幽

鬼

や

妄

影

」

の

ひ

し

め
く

（

エ
ラ

ス
ム
ス
）
敵

陣

に

粛

々

と

し

て

進

む
以

外

に
な

か

っ
た

の

で

あ

る
。

こ

の

解

は

、
結

局

は

、

パ

ノ
フ

ス

キ

ー

が

も
し

こ
の

デ

ュ

ー
ラ

ー
の

作

品

に

見
出

し

を
求

め
ら

れ

る

な
ら

ぱ

ま

さ

に

こ

れ

だ

と
い

う

、

エ
ラ

ス

ム

ス

が

「

キ
リ

ス

ト

の
兵

士

」

の

た

め

に

聖

書

か

ら

選

ん

だ
格

言
"

Ｎ
ｏ
ｎ
 
ｅ
ｓ
ｔ

ｆａ
ｓ
　ｒ
ｅ
ｓ
ｐ
ｉｃ
ｅ
ｒ
ｅ
"
「
汝

の
後

方

を

振

返

る

な

か

れ

」

に

、

ぴ

っ

た
り

と

適

合

し

て
ゆ

く

も

の
で

も
あ

っ

た
ろ

う
。

こ

の

デ

ュ

ー
ラ

ー
連

作

の

背

後

に

は

、

昭
和
十
九
年
と
い
う
同
じ
暗
澹
た
る
日
々
の
う
ち
に
―
―

勇

気

こ

そ

地

の

塩

な
れ

や

梅
真

白

一
雷
雲
せ
ん
な
や
充
ち
て
充
ち
て
充
ち
る

炎
天
の
瞳
細
ま
り
て
昏
し
虎
　
　
　
　
（
「
ド
ラ
ク
ロ
ア
画
集
」
）

冬
空
に
縋
ら

ん
か
巨
松
に
縋
ら
ん
か

と
詠

ん
で
い
た
満
四

十
三
歳

の
日
本
詩
人
の
憂

憤
と
自
己
鞭
縫
の
ヒ
ロ
イ

ズ

ム
が
、
た
し

か
に
熱
べ

わ
だ
か
ま
っ
七

存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

1
1
　地
の
上
の
夏
山
の
上
祖
国
の
城

騎
士
は
す
で
に
荒
涼

た
る
険
路

を
は
る
か
に
た
ど
っ
て

き

て
、
「
祖
国
」

の
方

に
最
後

の
一

瞥
を
与
え

て
い

る
と
の
読
み
な
の
で
あ
ろ
う
。
地
上
、
夏

山

、
そ
し
て
そ
の
頂
上
の
「
祖
国
」
の
城
と
、
騎
士

の
「
心
裡
の
眼
差
し
の

動
線
」
（
由
良
君
美
）
は
、
下
か
ら
上
へ
と
一
つ
一
つ
確
か
め
な
が
ら
垂
直
に

働

い
て
、
夏

の
「
炎
天
」

へ
と
抜
け
て
い
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
大
地
と

山

の
重
な
り

の
上

に
あ
る
か
ら
こ
そ

、「
祖
国
の
城
」
は
不
動
で
頼
も
し
い
と

い
う
の
で
あ

ろ
う

か
。
だ
か
ら
い
つ
か
崩
れ
落
ち
る
お
そ
れ

も
あ
る
と
い
う

の
で
あ
ろ
う

か
。
　
　

い
ず
れ
に
し
て
も
、「

祖
国

の
城
」

へ
の
限
り
な
い
愛
着

と

離
別
の

哀
感

と
が
こ
め
ら
れ
て

い
る
。
そ
れ
は
戦
雲
い
よ
い
よ
暗
く
慌
し
い
昭
和
十

九
年
、

詩
人
が
ど
う
し
て
も
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
画
中
に
投
入
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ

た
憂
国
の
情
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
「
夏
山
」
と
「
祖
国

の
城
」

の
防
衛

の
た
め
に
、
騎
士

・
戦
士
は
さ
ら
に
ヒ
ロ
イ

ッ
ク
な
進
撃
を
つ
づ
け

て
ゆ
く
。

「
空
し
い
」
、「
徒

労
だ
」

と
の
予

感
は
、
た
と
え
す
で
に
濃
く
迫
っ
て
き
て

い
て
も
―
―
。
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S

1
2
　

騎

士

の

別

れ

故

山

は

夏

樹

岩

に

栄

ゆ

草

田

男

は

当

時

、

自

分

の

教

え

子

や

友

人

が

次

々

に

戦

地

に

赴

く

の

を

見

送

ら

な

け

れ

ば

な

ら

な

か

っ

た

。

そ

の

な

か

に

は

南

方

で

、

大

陸

で

、

戦

死

す

る

者

も

多

か

っ

た

ろ

う

。
「

勇

気

こ

そ

地

の

塩

な

れ

や

梅

真

白

」

の

句

も

、

成

蹊

高

校

で

の

教

え

子

に

そ

の

出

征

に

際

し

て

贈

っ

た

作

で

あ

っ

た

と

聞

い

て

い

る

。

こ

の

、

増

幅

さ

れ

た
"

Ａ
ｕ
ｆ
　
Ｗ

ｉｅ
ｄ
ｅ
ｒ
ｓ
ｅ
ｈ
ｅ
ｎ

　
！
"

の

句

に

も

、

モ

の

戦

時

下

の

日

本

知

識

人

の

言

う

に

言

わ

れ

ぬ

つ

ら

さ

が

お

の

ず

か

ら

こ

も

ら

ず

に

は

い

な

か

っ

た

ろ

う

。

騎

士

は

も

う

「

故

山

」

を

振

返

る

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

。

自

分

の

背

後

に

「
故
山
」
の
「
栄
え
」
を
感
じ
、
信
じ
つ
つ
、
ひ
た
す
ら
進
ん
で
ゆ
く
の
で
あ

ろ

う

。
「
祖

国

の

城

」

が

「

故

山

」

と

、

唐

詩

以

来

の

古

い

語

彙

に

言

い

か

え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
騎
士
の
一
歩
一
歩
に
ひ
ろ
が
る
そ
の
祖
国
か

ら

の

距

離

が

読

み

と

ら

れ

る

。
「
故

山

は

夏

樹

岩

に

栄

ゆ

」

と

は

、

作

者

の

眼

が

ふ

た

た

び

デ

ュ

ー

ラ

ー

原

画

の

あ

の

荒

涼

た

る

風

景

の

凝

視

に

も

ど

っ

て

い

っ

た

こ

と

を

さ

と

ら

せ

る

が

、

連

作

が

こ

こ

ま

で

来

る

と

、

そ

れ

は

す

で

に

「

国

破

れ

て

山

河

あ

り

」

の

悲

劇

的

な

色

合

い

さ

え

お

び

は

じ

め

て

い

る

の

で

は

な

か

ろ

う

か

。

あ

の

う

つ

ろ

な

真

昼

に

蝉

の

声

ぽ

か

り

が

か

し

ま

し

く

ひ

び

く

「

故

山

」

の

夏

で

あ

る

。
　

1
3
　
名
を
換
へ
よ
騎
士
と
夏
山
誰
が
世
ぞ

こ
れ
ま
で
詩
人
は
、
「
蜥
蜴
」
や
「
犬
馬
」
の
細
部
か
ち
始
め
て
デ
ュ
ー

ラ

ー
の
画
中

に
参
入
し
、
強
い
感
情
移
入

を
行
な
っ
て
そ
の
小
世
界

の
奥
行

き

を
押
し
ひ
ろ
め
な

が
ら
も
、
主
要
の
構
図
と
画
因

を
次
々
に
た
ど
っ
て
ひ

た
押
し
に
デ
ュ

ー
ラ

ー
を
領
略
し
て
き
た
。
そ
の
長
い
充
実
し
た
凝
視
の
過

程
が
、
単
な
る
一
作
品
の
読
解
な
ど
と
い
う
も
の
で
な
か
っ
た
の
は
、
い
う

ま
で
も
な
い
。
画
中
の
騎
士
は
い
つ

の
ま
に

か
俳
諧
の
戦
士
草
田
男
の
像

と

か
さ
な
り
、
十
六
世
紀
初
頭
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
絵
画
作
品
は
、
二
十
世
紀
半

ば
の
日
本
の
言
語
芸
術
品
と
し
て
み

ご
と
に
再
創
造

さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
い
ま
最
後
に
、
こ
の
「
名

を
換
へ
よ
」
と
の
命
令
と
反

語
の
強
烈

な
一
句
。
こ
れ
は
由
良
君
美
氏
も
い
う
よ
う
に
「
没
入
し
た
賞
画

の
過
程

か

ら
、
一
挙
に
己
れ
を
叱
咤
し
戻
す
よ
う
な
ド
ン
デ
ン
返
し
の
響
き
を
持
つ
」

も
の
に
ち

が
い

な
い
。
自
分
自
身

に
、
画
中

か
ら
目
下

の
現
実
へ
の
急
激
な

還
相
を
う
な
が
す
一
句
と
も
い
え
よ
う
。
思
い
返
し
て
も
み

よ
、
こ
れ
は
遠

い
中
世
末

ヨ
ー
ロ

ッ
パ
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
。
甲
胄
に
身
を

か

た

め

た

「

キ
リ
ス
ト
の
騎
士
」
だ
け
の
こ

と
で
も
な
い
。
お
前
の
こ
と
だ
。
こ
の
最

悪

の
戦
時
下

に
あ
っ
て
孤
立
し
、
心
身
と
も
に
苦
悩
す
る
自
分
自
身
の
こ
と

で

は
な
い
か
。

戦
争
の
初
期
か
ら
、
草
田
男

を
「
自
由
主
義
者
」
と
目

し
て
、
彼

に
露
骨

な
脅
迫
と
威
圧
を
加
え
て
く
る
動
き

も
俳
壇
の
一
部
に
は
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

た
し
か
に
草
田

男
は
自
由
主
義
者
で
あ
っ
た
。

そ
の
重
い
息
苦
し
さ
の
な
か
で
、
あ
の
「
殉
教
者
」
茅
舎
の
志
を
高
く
守

り

つ
づ
け
て
、
俳
句
と
い
う
伝
統
芸
術
の
不

断
の
作
新
を
進
め
て
ゆ
く

べ
き

戦
士

は
、
少

な
く
と
も
そ
の
一
人
は
、
お
前
、
草
田

男
自
身
で
は
な
い
か
。



こ

の
デ
ュ
ー
ラ

ー
の
凛
然
た
る
騎
士

が
語
り

か
け
て
く
る
の
も
、
結
局
は
そ

の
こ
と
で
は
な
い
か
。
も
は
や
後
退
も
妥
協
も
許
さ
れ
な
い
。
決
意
の
槍
を

た
ず
さ
え
て
、
作
句
の
戦
い
に
ひ
た
進
む
だ
け
だ
。

―

そ
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
の
想
念

が
詩
人
の
胸
中

に
湧
き
、
往
来
し
、

た
ぎ
っ
て
い
た
の
に
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
そ
の
な
か
で
の
作
句
で
あ

っ
た

れ
ぱ
こ
そ
、
こ

の
「

騎
士
」

の
連
作
は
一
段

と
重
厚
な
黒
い
輝
き
を
放
ち
つ

づ
け
る
こ
と
と
も
な
っ
た
の
で
あ

っ
た
ろ
う
。
崩
れ
て
ゆ
こ
う
と
す
る
昭
和

の
日
本

を
、
そ
し
て
モ

の
な
か
で
崩
折
れ
て
ゆ
こ
う
と
す
る
自

分
を
、
俳
人

草
田
男

は
「
愛
好
」
久

し
い
デ
ュ
ー
ラ
ー
と
、
デ
ュ
ー

フ
ー
ヘ
の
果

敢
な
挑

戦

と
に

よ
っ
て
辛
く
も

支
え

よ
う
と
し
、
辛
う
じ
て
支
え
切

っ
た
の
で
あ

る
。

四
三
〇

年
前

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
一
枚

の
銅
版
画

は
、
こ

う
し

て
、
一
日

本
詩

人

の
青
春

の
体
験

を
へ
て

、
い
ま
第
二
次
大
戦
下

の
暗
澹
た

る
日
本

に
あ
っ

て
こ

そ
真
の
よ
み

が
え
り

を
果
た
し
た
の
で

あ
っ
た
。

む

す

び

に

こ
う
し
て
、
前
に
も
言

っ
た
西

洋
の
騎
士

デ
ュ
ー
ラ

ー
と
東

洋
の
剣
士
草

田
男

と
の
一
騎
打

ち
で
は
、
つ
い
に
ど
ち
ら
が
勝
っ
た
の
か
判
定

は
難

し
い
。

ま

た
そ
れ
は
、
そ
の
よ
う
な
言

い
か
た
で
済

む
問
題
で

も
な
い

の
は

い
う
ま

で
も
な
い
。

た
だ
。
そ
れ
は
挑
戦
者

草
田
男

の
側

か
ら

い

え

ば
、

北
斎

の

『
富
嶽
三
十
六
景
』
に
挑

ん
だ
リ

ル
ケ
（
「
山
」）
、
あ
る
い
は
ブ
リ
ュ

ー
ゲ
ル

の
『
イ

カ
ロ
ス
の
失
墜
』

に

挑
ん
だ

Ｗ
・
Ｈ
・

オ
ー
デ
ン
（「
美
術
館
」）
に

と
っ
て
よ
り
も

、
は
る

か
に
き

つ
い
難
し
い
試
合
で
あ

っ
た
こ
と
だ
け
は
た

し

か
だ
ろ
う
。

そ
し
て
私
は
よ
く
思

う
の
だ
が
、
こ
の
戦
時
下

の
連
作

を
、
昭
和
四
十
七

年
（
一
九
七
二
）
、

草
田
男

が
再

び
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
も
う
一
つ
の
傑
作
銅
版
画

『
メ
ラ
ン
コ
リ
ア
』
（
一
五
一
四
）

に
挑
戦
し
て
試
み

た
連
作
三
十
七
句
な
ど

と
と
も
に
英
訳
あ
る
い
は
独
訳
し
て
、
た
と
え

ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ

の
美
術
史
学
会
な

ど
に
示

す
こ
と

が
で
き

れ
ば
、
そ
れ
は
い
ま
も
一
つ
の
重

要

な
問
題
提
起
と
な
り
、
多
く
の
話
題
を
よ

び
お
こ
し
う
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
’た
だ
、
そ
の
と
き
、
個
々
の
句
の
固
く
凝
縮
さ
れ
た
ヒ
ロ
イ
ッ
ク
な

寡
黙
さ
、
そ
し
て
「
騎
士
」
の
十
三

句
が
次
々
に
ま
さ
に
「
四

蹄
」

の
戛

々

た
る
響
き

を
立
て

て
訴
え

て
ゆ
く
作
者
の
憂
憤
を
、
ど
れ
ほ
ど
ま
で

に
訳
出

し
う
る
か
が
問
題

で
あ
る
。
ス
テ
フ

″
ソ

ー
ゲ
オ
ル
ゲ
が
こ
れ
を
独
訳
し
、

Ｔ

・
Ｓ

・
エ
リ

オ
ッ
ト
が
こ
れ
を
英
訳
し
て
い
れ
ば
、
さ
ぞ
か
し
面
白
く
立

派

で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

（
本

稿
は
、
比
較
思
想
学
会
の
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
に
資

料
の
み

提
示
し

な

が
ら
十
分

に
語
る
余
裕
の
な
か
っ
た
論
旨
を
、
そ
の
後

書
き

お
ろ
し
て

み

た
も
の
の
抜
萃
で
あ
る
。
一

九
八
四
年
四
月

刊
の
拙
著
『
絵
画

の
領

分
－
近
代
日
本
比
較
文
化
史
研
究
』
（
朝
日
新
聞
社
）
の
一
章
に
全
文

を
収
載
の
予
定

。）
（

は
が
と
お
る
、
比
較
文
学

・
比
較
文
化
、
東
大
教
授
）
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