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誰
に
も
聞
か
れ
な
い
よ
う
に
彼
女
の
耳
元
で
「
好
き
だ
よ
」
と
言

い
、
彼
女
の
匂
い
を
吸
い
込
も
う
と
し
た
ら
、
ま
っ
た
く
匂
い
が
な

い
。
や
は
り
、
も
う
生
き
て
い
な
い
み
た
い
だ
。
彼
女
は
生
き
た
友

達
と
こ
こ
で
飲
ん
で
い
る
。
女
同
士
幸
せ
そ
う
な
会
話
が
聞
こ
え
て

く
る
が
、
女
同
士
の
友
情
に
は
裏
が
あ
る
と
い
う
。

「
か
わ
い
そ
う
に
、あ
の
人
は
自
殺
し
た
こ
と
を
す
っ
か
り
忘
れ
て

い
る
の
よ
。
一
度
目
に
失
敗
し
た
時
も
自
殺
の
記
憶
は
き
れ
い
に
消

え
て
い
て
、
家
族
に
教
え
て
も
ら
っ
て
、
や
っ
と
未
遂
の
い
き
さ
つ

を
知
っ
た
の
に
、
最
後
に
成
功
し
た
時
は
誰
も
い
き
さ
つ
を
教
え
て

く
れ
な
か
っ
た
の
よ
ね
」

僕
は
こ
の
聞
え
よ
が
し
の
二
人
の
女
性
客
の
ひ
そ
ひ
そ
話
で
、
彼

女
の
死
を
確
信
し
た
。

し
か
し
、
相
変
わ
ら
ず
性
格
の
強
い
ル
ナ
は
二
人
連
れ
に
言
い
返

し
て
い
た
。

「
実
は
、わ
た
し
は
眠
れ
な
く
て
、そ
れ
も
永
遠
に
眠
れ
な
く
て
、死

ぬ
こ
と
も
な
く
生
き
る
こ
と
も
な
く
、
永
遠
に
水
路
の
中
を
さ
ま
よ

っ
て
い
る
の
。そ
れ
く
ら
い
、わ
か
っ
て
い
る
で
し
ょ
。で
も
ね
、も

し
わ
た
し
が
死
ん
で
い
る
と
し
て
も
、
も
う
わ
た
し
は
悲
し
く
な
い

の
、
も
う
死
ん
で
い
る
か
ら
。
た
だ
、
わ
た
し
が
現
れ
る
と
こ
ろ
は

き
わ
め
て
狭
く
限
定
さ
れ
て
い
て
、
こ
の
街
で
は
地
底
の
海
と
地
底

の
運
河
が
同
じ
高
さ
の
と
こ
ろ
だ
け
よ
」

「
つ
ま
り
、こ
の
地
底
の
運
河
が
海
に
繋
が
っ
て
い
る
河
口
と
い
う

こ
と
な
の
で
す
ね
」

「
そ
う
な
の
。わ
た
し
は
特
別
な
船
に
乗
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く

て
、
普
通
に
小
さ
な
船
な
の
。
屋
根
が
半
分
か
け
て
い
て
、
夏
も
冬

も
そ
の
船
で
眠
る
こ
と
が
で
き
る
の
よ
」

彼
女
と
外
に
出
る
と
二
人
と
も
背
が
高
い
の
で
か
な
り
目
立
っ

た
。
ま
る
で
二
人
の
男
が
歩
い
て
い
る
よ
う
に
彼
女
も
気
を
使
っ
て

い
た
が
、
彼
女
の
ボ
デ
ィ
ラ
イ
ン
は
か
な
り
く
び
れ
て
い
た
の
で
、

結
局
目
立
つ
し
か
な
か
っ
た
。
二
人
は
何
も
言
わ
ず
に
地
上
の
運
河

沿
い
に
西
に
向
か
っ
た
。
懐
か
し
い
レ
ン
ガ
の

壁
に
挟
ま
れ
て
二
人
は
久
し
ぶ
り
に
腕
を
組
ん
だ
。

や
が
て
、
倉
庫
街
が
見
え
て
く
る
。
倉
庫
会
社
の
事
務
所
も
レ
ン

ガ
造
り
が
長
持
ち
す
る
。
運
河
は
西
洋
風
な
景
色
を
は
か
な
く
映
し

て
い
た
。
人
々
が
生
き
て
い
る
限
り
ブ
ク
ブ
ク
と
日
々
の
泡
が
立

ち
、
水
面
で
小
さ
な
花
が
裂
け
る
と
、
涙
ほ
ど
の
水
滴
が
空
に
向
か

っ
て
跳
ね
る
の
が
見
え
た
。
水
泡
ま
で
生
き
よ
う
と
し
て
い
る
の

に
、
彼
女
が
生
き
よ
う
と
し
な
い
の
は
死
ぬ
ほ
ど
悲
し
か
っ
た
。

「
さ
あ
、
も
う
す
ぐ
、
君
の
好
き
な
喫
茶
店
カ
フ
カ
に
つ
く
よ
」

（
完
）

カフカ教団 ⑪=最終回 高木敏克

連載小説

編集部だより★77／新型コロナウィルスの第 3 波がこの国に押し寄せている。またもや都市封鎖もどきや
飲食店の営業時間短縮要請などが行政側から提示されている。12 月は、例年なら忘年会など、飲食業界が
一年でいちばん賑わう時季である。その時に、営業自粛しろとは零細企業が多い飲食店にとっては死活問題
となる。来年（2021 年）になっても状況はすぐ好転するとは思えない。この調子でいくと、第 4 波、第 5
波といったピークもありそうだ。今回ほど予測のつかない事態は珍しいのではないか。こういう時は、預言
者そのものか、詩人という言葉を使った情況を先読みする予知能力者の出番なのかもしれない。／2020 年
は徹頭徹尾、コロナに翻弄された。しかしこの〈時局〉は、表現する者たちにとって大きな刺激を与えるこ
ととなった。さきほど印刷があがった詩誌「Oct.vol.7」（発行人・高谷和幸）では、兵庫県が出した自粛期
間中に FACEBOOK で展開した「日誌」が掲載されている。これは私・大橋が提案して、詩友・大西隆志氏
のサイトで展開したもので、あらかじめ 54 文字詩（一行 9 字✕6 行）の詩文と写真を送稿するという取り
決めで、誰でも自由に投稿できるようにした。この文学的試みは多くの参加者を得たことを報告しておこ
う。また「日誌」を終えた座談会を開催して、その意義や可能性も語り合った内容も「Oct.」誌に掲載して
いる。／今年最後の「Mélange」例会の第一部読書会では、詩人・木澤豊さんの好評の宮沢賢治語りをして
いただく。テーマは「水先月の四日」。謎めいた賢治らしい作品である。さて、来年は 1 月に恒例の奄美ふ
ゆ紀行に旅立つ。コロナ騒動の最中の奄美に受けいられるだろうか。（大橋愛由等）
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◆

益
田
っ
こ
通
信

元�
�
�

正
章

▼
51
号
／「
わ
れ
は
生
き
て
い
る
、ゆ
え
に
わ
れ
有
り
」

〈
2020.11〉

知
友
か
ら
薦
め
ら
れ
て
、『
自
己
の
探
求
』（
中
村
元
著
　
春
秋
社
）と
、ふ

と
し
た
機
縁
か
ら
、『
大
い
な
る
物
語
の
始
ま
り
』（
芳
賀
力
著
　
教
文
社
）を

読
む
こ
と
と
な
っ
た
。
熟
読
す
る
こ
と
で
考
え
さ
せ
ら
れ
た
〈
わ
れ
考
え

る
、ゆ
え
に
わ
れ
在
り
〉と
い
う
よ
り
も
、来
し
方
の
読
書
を
顧
み
て
、自

分
と
い
う
人
間
を
今
一
度
整
理
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
き
っ
か
け
を
与

え
て
く
れ
た
。

イ
ン
ド
思
想
の
「
ア
ー
ト
マ
ン
」
と
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
語
の
「
プ
シ
ュ

ケ
ー
」
と
が
対
応
し
て
い
る
と
は
、
ま
さ
に
青
天
の
霹
靂
で
あ
っ
た
。
原

義
は
、「
息
」
を
意
味
し
、
文
脈
に
よ
れ
ば
、「
風
」「
霊
魂
」「
命
」「「
自

己
（
自
分
自
身
）」
と
も
訳
し
得
る
。「
人
生
の
最
も
根
本
的
な
と
こ
ろ
に

お
い
て
は
、
自
己
が
真
に
自
己
自
身
に
な
る
と
い
う
仕
方
に
お
い
て
、
人

生
は
宗
教
そ
の
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
の
も
肯
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
伝
に
従
え
ば
、「
愛
は
神
か
ら
出
る
。愛
と
は
自
己
で
な
い
も
の
を

自
己
の
よ
う
に
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
」と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
の

教
え
も
ま
た
肯
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
同
時
に
、
哲
学
や
宗
教
を
云
々

す
る
以
前
に
、「
サ
ン
ラ
イ
ズ
　
サ
ン
セ
ッ
ト
」な
の
だ
。「
日
は
昇
り
、ま

た
沈
み
、
時
移
る
　
喜
び
哀
し
み
を
　
乗
せ
て
流
れ
ゆ
く
」（『
屋
根
の
上
の

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
』
よ
り
）。

数
か
月
前
か
ら
、
折
に
触
れ
て
、
畑
仕
事
を
し
て
い
る
。
余
暇
の
遊
み

で
あ
る
以
上
、
偉
そ
う
な
こ
と
は
何
一
つ
言
え
な
い
の
だ
が
、
土
に
触
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
首
か
ら
上
で
は
な
く
、
首
か
ら
下
の
と
こ
ろ
で
、
ま

こ
と
に
さ
さ
や
か
な
り
と
も
、「
わ
れ
は
生
き
て
い
る
」と
実
感
し
て
い
る

昨
今
で
あ
る
。

▼
52
号
／
「
長
靴
を
は
い
た
牧
師
」

〈
2020.11〉

フ
ラ
ン
ス
の
作
家
・
ペ
ロ
ー
の
童
話
『
長
靴
を
は
い
た
猫
』
は
、
猫
知

恵
？
を
働
か
せ
て
、貧
し
い
粉
挽
き
職
人
の
三
男
坊
の
主
人
を
貴
族
に
と

仕
上
げ
、
つ
い
に
は
王
様
の
娘
婿
に
出
世
さ
せ
る
物
語
で
は
あ
る
が
、
益

田
の
長
靴
を
は
い
た
牧
師
は
、
約
50
坪
の
借
り
た
畑
に
野
菜
を
植
え
て
、

そ
の
収
穫
物
は
到
底
食
べ
き
れ
な
い
の
で
、
ご
近
所
の
方
や
、
教
会
員
に

お
裾
分
け
し
て
い
る
。
す
る
と
、
あ
ら
不
思
議
、
回
り
ま
わ
っ
て
エ
ビ
で

タ
イ
を
釣
る
よ
う
な
こ
と
も
な
い
で
は
な
い
。
す
べ
て
は
、
神
様
の
な
さ

る
こ
と
、
有
難
く
受
け
取
る
こ
と
に
し
て
い
る
。

約
半
年
前
に
も
な
る
の
か
、車
で
10
分
間
の
と
こ
ろ
に
休
耕
地
が
あ
っ

て
、
そ
こ
は
周
り
一
面
雑
草
に
覆
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
草
叢
の
隙
間
を

覗
い
て
み
る
と
、
ミ
ミ
ズ
が
這
い
ま
わ
り
、
ま
た
惚
れ
惚
れ
し
そ
う
な
肥

沃
な
土
壌
で
あ
っ
た
。
早
速
、
交
渉
し
て
お
借
り
す
る
。
最
初
に
や
っ
た

こ
と
は
、
ま
ず
耕
耘
機
で
し
っ
か
り
土
を
耕
す
こ
と
。
そ
れ
か
ら
畝
を
作

っ
て
、長
谷
川
方
式
の
認
知
症
テ
ス
ト
に
は
簡
単
に
パ
ス
す
る
ほ
ど
の
野

菜
の
種
と
苗
を
植
え
た
。
あ
と
は
、
育
つ
の
を
待
つ
ば
か
り
。
草
刈
、
水

や
り
、間
引
き
な
ど
、細
か
い
手
作
業
は
す
べ
て
俯
い
て
の
肉
体
労
働
。真

夏
の
作
業
と
も
な
れ
ば
、
こ
れ
は
も
う
熱
中
症
寸
前
。
腰
折
り
損
！
の
く

た
び
れ
儲
け
。
そ
う
な
る
と
内
心
、「
こ
れ
じ
ゃ
、
店
で
買
っ
た
方
が
、
な

ん
ぼ
か
楽
だ
」
と
愚
痴
り
た
く
な
る
。
だ
が
、
そ
こ
は
牧
師
で
あ
る
。

「
し
か
し
、
成
長
さ
せ
て
く
だ
さ
る
の
は
神
で
す
」
と
、
聖
書
に
記
さ
れ

て
い
る
教
え
を
肝
に
銘
じ
る
べ
し
。
か
く
て
、
今
日
も
長
靴
を
は
い
た
牧

師
は
、
せ
っ
せ
と
野
良
仕
事
に
出
向
く
こ
と
と
な
る
。
 皆
さ
ん
、
野
菜
を

食
べ
ま
し
ょ
う
。

（編集部註／この「益田っこ通信」は、島根県益田市にある日本基督教団益田教会の
牧師である元正章氏（神戸市出身）が月間で発信しているハガキ通信を転載したものです〉
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今
か
ら
37
年
前
、
27
歳
か
ら
28
歳
に
か
け
て
約
１
年
間
、
私
は

ロ
ン
ド
ン
に
住
ん
で
い
た
。

語
学
学
校
に
行
っ
た
り
、
違
法
な
が
ら
も
ア
ル
バ
イ
ト
し
た
り

恋
愛
に
悩
ん
だ
り
し
て
海
外
で
の
独
身
生
活
を
楽
し
ん
で
い
た
。

結
局
、
交
際
し
て
い
た
彼
と
は
別
れ
た
し
、
バ
イ
ト
で
腰
を
痛

め
た
り
し
て
働
け
な
く
な
っ
た
が
、
ま
だ
エ
イ
ズ
だ
と
か
テ
ロ
だ

と
か
起
き
る
前
の
ご
く
平
和
な
時
だ
っ
た
。

し
か
し
、
昨
年
思
い
が
け
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
神
戸
出
身

の
有
本
恵
子
さ
ん
と
い
う
方
が
ロ
ン
ド
ン
に
い
る
時
拉
致
さ
れ

た
の
が
、
１
９
８
３
年
７
月
だ
そ
う
だ
。
私
が
ロ
ン
ド
ン
で
生
活

を
始
め
た
の
が
、
同
じ
年
の
10
月
だ
っ
た
。
３
カ
月
違
い
だ
。

さ
ら
に
驚
く
こ
と
が
あ
っ
た
。

拉
致
に
関
わ
っ
た
人
物
だ
。

そ
の
女
性
は
な
ん
と
西
宮
の
同
じ
高
校
の
同
窓
生
だ
っ
た
。
彼

女
は
、
よ
ど
号
ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
犯
の
ひ
と
り
と
結
婚
し
て
(今
は
元

妻
)有
本
恵
子
さ
ん
の
拉
致
に
関
わ
っ
た
と
証
言
し
、『
謝
罪
し
ま

す
』
と
い
う
本
を
書
い
て
い
る
。

彼
女
と
は
中
学
も
違
う
し
、
高
校
で
も
同
じ
ク
ラ
ス
に
な
っ
た

こ
と
が
な
い
の
で
面
識
は
な
い
。
で
も
遠
い
異
国
で
同
郷
の
、
し

か
も
同
窓
生
に
出
会
っ
た
り
し
た
ら
親
近
感
も

わ
く
だ
ろ
う
。
も
し
私
が
彼
女
に
出
会
っ
て
い

た
ら
、
つ
い
て
い
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

彼
女
が
自
分
の
関
与
を
証
言
し
出
し
た
２
０

０
２
年
頃
、
私
は
ま
だ
ア
メ
リ
カ
に
い
た
の
で

彼
女
の
こ
と
は
全
く
知
ら
な
か
っ
た
が
、
Ｎ
Ｈ

Ｋ
の
国
際
ニ
ュ
ー
ス
で
、
拉
致
さ
れ
た
方
が
数

名
日
本
に
帰
国
さ
れ
た
の
は
知
っ
て
い
た
。
有

本
恵
子
さ
ん
の
こ
と
も
少
し
は
聞
い
て
い
た
と

思
う
。
で
も
や
は
り
、
他
人
事
と
し
て
し
か
聞
け
な
か
っ
た
。

ち
な
み
に
１
９
８
３
年
頃
は
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
ロ
ッ
ク
全
盛

で
、
そ
れ
を
目
当
て
の
日
本
人
の
女
の
子
が
大
勢
ロ
ン
ド
ン
に
は

い
た
。

拉
致
に
関
わ
っ
た
と
い
う
八
尾
恵
さ
ん
の
本
を
一
度
読
ん
で

み
よ
う
と
思
う
。

〈
ロ
ン
ド
ン
滞
在
及
び
そ
の
後
 〉
—
モ
ス
堀
渕
敬
子



7／「月刊めらんじゅ」 Vol.1572020.11.29 6

◆

ス
ズ
カ
ケ
の
樹
の
下
で
　
　
　
　

に
し
も
と
め
ぐ
み

二
人
が
出
逢
っ
た
の
は

ス
ズ
カ
ケ
の
樹
の
下

何
百
年
も
生
き
て
き
た
樹
木
の

木
肌
は
地
図
め
い
た
迷
彩
模
様

ス
ズ
カ
ケ
の
樹
の
下
で

あ
な
た
は
私
を
狂
は
か
す

私
が
あ
な
た
を
狂
は
か
し
た
の
か

木
漏
れ
陽
が
そ
よ
ぐ

幹
を
流
れ
る

内
部
の
水
音
は
命
の
音

あ
な
た
を
抱
き
し
め
る
よ
う
に

樹
を
抱
く

静
か
に
佇
む
樹
に

私
は
寄
り
添
う

い
つ
ま
で
も
側
に

と
　
祈
る

大
き
な
樹
木
が

立
ち
並
ぶ

そ
の
広
が
り
の
中
で

風
の
音
を
聴
い
て
い
る

◆

モ
モ
ン
ガ黒

田
ナ
オ

午
後
六
時
十
五
分

ビ
ル
七
階
に
あ
る
会
社
の

ロ
ッ
カ
ー
ル
ー
ム
の
片
隅
で

重
た
い
窓
を
こ
じ
開
け
る

さ
あ
、
夕
焼
け
は
終
わ
っ
た

ぐ
い
っ
と
体
を
乗
り
出
す
と

モ
モ
ン
ガ
が

暗
い
空
に
飛
び
出
し
た

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
壁
を
蹴
り

ビ
ル
か
ら
ビ
ル
へ

翔
び
わ
た
る

冷
た
い
風
が

耳
の
奥
ま
で
吹
き
込
ん
で

闇
へ
闇
へ
と
落
ち
て
い
く

電
卓
を
叩
い
た
指
先
か
ら

並
ん
だ
数
字
が
こ
ぼ
れ
落
ち
る

首
筋
あ
た
り
に
こ
び
り
つ
い
た

四
角
い
言
葉
が
逃
げ
て
い
く

闇
が
私
を
捕
ま
え
る

モ
モ
ン
ガ
の
私
を
抱
き
と
め
る

コ
ー
ト
の
裾
を
ひ
る
が
え
し
て

あ
っ
ち
の
ビ
ル

こ
っ
ち
の
ビ
ル

も
う
少
し

も
う
少
し
だ
け

私
の
私
に
戻
り
な
が
ら

ひ
ょ
ー
い
ひ
ょ
ー
い
と

翔
ん
で
い
く

◆

心
な
き
　
詠
　
　
　

岩
脇
リ
ー
ベ
ル
豊
美

心
な
き
愛
　
頭
な
き
兒
　
思
想
犯
の
冬

砂
丘
に
て
　
凸
凹
な
る
精
霊
襲
来

光
り
の
窓
辺
　
屍
遺
し
て
窓
歌
鳥

生
物
兵
器
ボ
タ
ン
に
　
指
置
く
朝
夢

小
春
に
翳
る
　
昔
日
の
悲
恋
よ

犀
の
背
中
に
憩
う
小
鳥
　
小
春
坂

大
陸
弾
道
射
程
で
　
柊
の
廃
墟

時
間
支
配
　
く
さ
め
の
自
由
の
蹂
躙

聖
域
に
踏
み
入
る
　
半
分
の
真
実

い
の
ち
絶
つ
　
形
容
矛
盾
の
仕
組
み

余
生
の
友
　
た
き
ち
ゃ
ん
と
は
る
み
ち
ゃ
ん

西
ド
イ
ツ
首
都
を
知
ら
ぬ
　
極
左
学
生

旧
都
幻
視
　
ブ
ラ
ウ
ン
運
動
の
右
脳

起
源
　
何
世
代
か
先
の
大
樹
植
え
る

◆

扉
の
平
面
図高

谷
和
幸

壁
に
対
し
て
穿
た
れ
た
通
路
と
し
て
扉
は
最
初
か
ら
あ
っ
た
も

の
で
は
な
い
。
三
次
元
的
に
空
間
視
す
る
思
考
が
わ
れ
わ
れ
に

芽
生
え
て
か
ら
、
内
と
外
を
光
の
よ
う
に
通
過
す
る
扉
の
能
力

を
得
た
。
襖
絵
の
よ
う
に
襖
が
閉
じ
ら
れ
て
眼
前
化
で
き
る
も

の
と
、
扉
は
同
等
の
表
面
上
の
性
質
を
あ
わ
せ
持
つ
が
、
そ
れ

と
違
っ
て
扉
は
見
る
者
の
鼻
先
で
立
ち
は
だ
か
る
。
そ
れ
は
扉

が
外
界
と
内
界
と
の
た
だ
の
隔
膜
で
は
な
い
か
ら
で
、
そ
れ
が

扉
の
前
に
立
つ
の
は
希
望
で
あ
る
こ
と
を
許
さ
な
い
。
扉
の
向

こ
う
側
は
空
で
も
地
で
も
な
い
。
い
か
な
る
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
ー
的

な
場
面
を
取
り
出
し
て
普
遍
化
し
て
そ
こ
に
見
せ
る
こ
と
も
出

来
な
い
。
ま
た
心
理
学
や
人
類
学
が
扉
の
向
こ
う
の
言
語
活
動

と
は
独
立
し
た
人
間
的
事
実
と
し
て
構
築
す
る
か
も
し
れ
な
い

よ
う
な
心
理
的
な
時
代
か
身
体
の
歴
史
の
よ
う
な
も
の
で
も
な

い
。
扉
を
開
け
れ
ば
、
魔
法
の
よ
う
に
空
を
飛
ん
だ
こ
と
が
あ

る
、
確
か
に
そ
れ
は
遺
伝
子
が
経
験
し
た
こ
と
な
の
だ
ろ
う

か
。
夢
の
よ
う
な
世
界
を
、
扉
は
手
順
と
い
う
縛
り
か
ら
意
識

が
逃
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
存
在
す
る
。
奇
跡
的
な
時
間
が

扉
を
開
け
る
。
そ
れ
は
扉
の
ノ
ブ
に
触
れ
た
と
き
に
、
一
瞬
に

指
先
を
走
る
、
空
と
地
を
駆
け
る
閃
光
の
よ
う
な
、
そ
れ
は
歴

史
的
で
も
な
い
極
め
て
没
個
人
的
な
痛
み
と
し
て
、
平
面
図
に

記
さ
れ
る
。
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にしもとめぐみ

ランボォを知ったのは国語便覧という学校からもらう資料でした。洋風の素敵な魅かれる面
影、でもその詩は難しくて読んだのは随分後のことで「酔いどれ船」でした。長くて読んでも理
解不能でした。されどランボォ、ずっと気になる詩人でした。「今回何か語れ！」との指示でラ
ンボォを取り上げてみました。大学でフランス語を学んでいたので原文、音で読めたのは嬉しか
ったです。ランボォの詩は修辞学をきちんと修めた上での詩群です。「若き青春の一時期の詩の
言葉」と言うのではなかったのだろう。文学をやめてしまったランボォが何故今も詩人の前にあ
るのだろう。小林秀雄は、ランボォを訳して「撫でてさすって確かめればよい」「誰かに読んで
もらいたいと思いその詩集を翻訳したのではない、まったく自分のためにやったのだ」と述べ
る。また翻訳された詩は、既にランボォの詩ではない「日本の詩」だと言った。中原中也がフラ
ンス語を学びランボォを訳している。中也の詩が好きな私は、ランボォを読まなければならな
い、ヴェルレーヌを読まなければ……。良く知られる詩は口にふと出てきてしまう詩句であるは
ずなのだけれど、ランボォの詩句で言葉に出てくるものはあまりない。しいて言えば

L'ÉTERNITÉ 永遠　　　　　
中原中也訳

Elle est retrouvée, また見付かつた。
Quoi? ― L'Éternité. 何がだ？　永遠。
C'est la mer allée 去

�
つてしまつた海のことさあ

Avec le soleil. 太陽もろとも去
�

つてしまつた。

Âme sentinelle, 見張番の魂よ、
Murmurons l'aveu 白状しようぜ
De la nuit si nulle 空無な夜

�
に就き

Et du jour en feu. 燃ゆる日に就き。

Des humains suffrages, 人間共の配慮から、
Des communs élans 世間共通

� � �
の逆上

� � �
から、

Là tu te dégages おまへはさつさと手を切つて
Et voles selon. 飛んでゆくべし……

アルチュール・ランボォを読んで

8

Puisque de vous seules, もとより希望があるものか、
Braises de satin, 願ひの条

��
があるものか　　　　　　

Le Devoir s'exhale 黙つて黙つて勘忍して……苦痛なんざあ覚悟の前。
Sans qu'on dise: enfin. 繻子の肌した深紅の燠よ、

Là pas d'espérance, それそのおまへと燃えてゐれあ
Nul orietur. 義 務

� � �
は す む と い ふ も の だ

Science avec patience, やれやれといふ暇もなく。
Le supplice est sûr. 願ひの条

��
があるものか

Elle est retrouvée, また見付かつた。
Quoi? ― L'Éternité. 何がだ？　永遠。
C'est la mer allée 去

�
つてしまつた海のことさあ

Avec le soleil. 太陽もろとも去
�

つてしまつた。

「見者」は幻視者ではない。詩人が見たのは、幻ではない。文字通りその「眼」をもって「まざ
まざと見た」としか小林は思えなかった。ランボォにとって、詩とは、見てきたものを現実化す
る手段にほかならない。ランボォの宿命は詩作ではない。「見ること」だった。狂って遂には、自
分のみるものを理解することが出来なくなろうとも、彼はまさしく見たものは見たのだ」という
ランボォの言葉を小林は引いている。
「他界ではなく、他界に破壊されたままの下界」であり、「未知の国ではなくて、彼岸の恐るべ
き隣人によってばらばらに把握された、最も手知かなわれらの周囲」だとリヴィエールはいう。

「他界」は死者の国、それは「下界」を包み込む。「他界」は現実世界と同心円状に、多層的に存
在し常に今とつながりを持ちながら、不可分に「現存」する。

しかしどう語ってみても「他界」は、謎に違いない。誰もがそういうだろう。謎は、解かれる
ことを待ち望んでいるのではない。解かれ得ぬままでありながら、共に生きる人間を待ち望んで
いる。神秘主義者はこの現実世界よりも異界を語ることに忙しいが、神秘家の責務は眼前の世界
に深く生きることにある。むしろ「下界」すらも、永遠の「謎」であるといわざるを得ない経験
が、その生涯を貫く人物を神秘家という。

真実の詩人は同時に優れた神秘家である。（若松英輔著『叡智の詩学　小林秀雄と井筒俊彦　哲学者は
詩人たり得るか』慶應義塾大学出版会、2015）

★編集部註／この文章は、第 156 回「Melange」例会（2020.10.25 開催）の第一部読書会で、にしもとめぐみ
さんが、アルチュール・ランボーについて語った内容をもとに、そのエッセンスを本誌に寄稿したものです。
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◆
  セ
エ
ル
ス
マ
ン
の
孤
独

前
田
雅
正

カ
タ
ン
カ
タ
ン
カ
タ
ン

コ
ト
ン
コ
ト
ン
コ
ト
ン

カ
タ
ン
カ
タ
ン
カ
タ
ン

コ
ト
ン
コ
ト
ン
コ
ト
ン

単
調
な
鉄
路
の
リ
ズ
ム
に
揺
ら
れ
て

窓
の
外
を
眺
め
て
い
た

踏
切
の
警
報
機
は

カ
ア
ン
カ
ア
ン
カ
ン
カ
ン

コ
ン
コ
ン
コ
オ
ン
コ
オ
ン

過
ぎ
る
前
と
後
で
は
音
階
を
変
え

喧
し
く
鳴
っ
て
い
た

ブ
ウ
ン
ブ
ゥ
ン
と
黄
色
い
灯
が
飛
ん
で
い
っ
た

季
節
外
れ
の
ホ
タ
ル
の
灯
が
飛
ん
で
い
っ
た

夜
汽
車
の
窓
の
外
を
飛
ん
で
い
っ
た

ぼ
く
は
半
分
だ
け
覚
醒
し
て

や
っ
ぱ
り
ぼ
お
ん
や
り
眺
め
て
い
た

四
分
の
三
ほ
ど
目
覚
め
た
頃

そ
れ
が
ホ
タ
ル
の
灯
で
な
い
こ
と
に
気
が
付
い
た

ホ
タ
ル
の
灯
で
は
な
く
人
家
の
灯
だ
っ
た

あ
の
灯
の
一
つ
ひ
と
つ
に
家
庭
が
あ
る
ん
だ

お
父
さ
ん
が
い
て
お
母
さ
ん
が
い
て

き
っ
と
子
供
達
も
い
る
ん
だ

貧
し
い
夕
餉
の
お
膳
を

み
ん
な
で
囲
ん
で
い
る
ん
だ

暖
か
い
家
の
懐
か
し
い
場
所
な
ん
だ

車
掌
の
声
が
も
そ
も
そ
と
響
き

停
車
の
案
内
が
あ
っ
た

次
に
夜
汽
車
が
停
ま
っ
た
ら

ま
た
ぼ
く
は
一
人
き
り
で

見
知
ら
ぬ
駅
の
停
車
場
に
降
り
る
ん
だ
ろ
う

晩
秋
の
信
州
で

野
口
 裕
著

句
集
『
の
ほ
ほ
ん
と
』

978-4-89612-039-4

定
価
(本
体
)二
二
〇
〇
円

B
6
並
製
　
本
文
一
七
六
頁

中
嶋
康
雄
著

詩
集
『
プ
ラ
ン
ク
ト
ン

し
か
い
な
い
家
に
も
』

978-4-89612-040-0

定
価
(本
体
)二
二
〇
〇
円

四
六
並
製
　
本
文
八
二
頁

図書出版まろうど社

〒658-0016神戸市東灘区本山中町 4―14―19
電話&FAX 078・412・2631

E-mail m a r o a d _ k o b e @ y a h o o . c o . j p

★第一句集とは思えないほどの完成度の高さが多
くの俳人たちを魅了する。
★「野口氏の句には、飾らない柔らかさと関西風の
アイロニーがある。だが底には理学で鍛えた正確な
論理が通っている。さらに俳句の伝統的修辞法も自
在である」（北村虻曳氏）
★〈ずつないわ冷や素麺食いすぎた〉〈さえずりのひ
とつとなりぬ人の声〉〈重機また人の末路黄砂降る〉
〈街とても風は季を呼ぶ花水木〉

★「プランクトンの棲む中嶋宇宙が指向するオブ
ジェクトたちは人間の皮膚を纏い心を仮称して
現れ、幾度も絶滅した世界を語りだす。」（高谷和
幸氏）
★「虫は地球上で石炭紀から数億年生きている。
人類が人工知能やらなにやかやとともに絶滅し
た後も、きっと生きているだろう。……そんな地
球の大先輩にも、たくさん本詩集では登場しても
らった。」（著者後書より）

自在な句風に宿る修辞と機智いのちへ限りないオマージュ

まろうど社の近刊予告
前利 潔著 評論集『無国籍の奄美』　沖永良部島からの思想の礫!

亘 余世夫著『徳之島 亀津方言集』待望の刊行!
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運
ば
れ
て
く
る
た
び

旅
と
は
上
手
い
喩
え

絶
え
間
な
く
引
く
閾

息
も
つ
か
な
い
速
度

角
の
な
い
石
と
意
思

川
を
下
り
波
に
洗
い

世
紀
に
跨
ぐ
転
が
り

く
る
く
る
黒
と
白
へ

変
異
す
る
僕
ら
の
目

ま
ぶ
た
を
閉
ざ
す
と

飛
び
散
る
川
底
の
幕

四
隅
に
集
ま
っ
た
砂

微
動
で
進
み
は
じ
め

光
は
強
弱
を
つ
け
る

灯
台
の
白
い
外
壁
に

石
が
浮
か
び
上
が
る

海
面
を
進
む
美
術
家

家
屋
は
崩
れ
て
い
て

ガ
ラ
ス
も
散
ら
ば
り

泳
ぐ
に
人
と
並
走
か

フ
ィ
ル
ム
は
回
っ
て

地
面
に
傷
跡
を
付
け

祝
祭
の
日
々
は
短
く

石
は
飛
び
出
さ
な
い

高
速
の
橋
脚
は
捻
れ

石
は
く
る
く
る
暮
れ

ま
と
い
つ
く
植
物
も

バ
ク
テ
リ
ア
も
落
す

緩
か
に
締
め
つ
け
た

火
山
岩
の
軌
跡
に
は

か
さ
ね
ら
れ
た
幻
が

漆
黒
の
夜
の
光
束
を

肉
体
の
上
へ
と
拡
散

◆

石
の
転
が
り
方
と
拡
散
の
日
々

大
西
隆
志

◆

ロ
ー
ド
ス
島
の
犬

高
木
敏
克

僕
も
家
内
も
人
混
み
が
好
き
で
な
い
。
二
人
は
人
を
避
け
て
海
岸
に
向
か

い
、
浜
風
の
通
り
道
を
探
し
て
い
た
。
道
は
石
積
み
の
壁
に
は
さ
ま
れ
た
ま

ま
急
な
坂
に
な
っ
て
い
た
。
壁
の
上
に
は
黄
色
い
旗
が
た
な
び
き
、
そ
こ
か

ら
垂
れ
た
ロ
ー
プ
が
鉄
の
ポ
ー
ル
を
不
規
則
に
鳴
ら
し
つ
づ
け
て
い
た
。
僕

に
は
風
を
追
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
不
規
則
な
風
は
常
に
規
則
の
裏
を
か
い

て
い
る
。
海
は
一
瞬
に
し
て
現
れ
た
。
世
界
に
は
一
瞬
の
前
と
一
瞬
の
後
し

か
な
い
み
た
い
だ
。

一
本
し
か
な
い
街
灯
の
向
こ
う
側
で
数
人
の
青
年
が
ビ
ー
チ
バ
レ
ー
を
楽

し
ん
で
い
た
。

二
人
が
立
ち
止
ま
る
と
背
後
で
も
立
ち
止
ま
る
音
が
し
た
。
石
畳
の
上
で
立

ち
止
ま
る
数
匹
の
犬
の
爪
の
音
だ
。
思
わ
ず
逃
げ
よ
う
か
と
思
っ
た
が
、
ど

の
犬
も
尾
を
振
り
な
が
ら
近
づ
い
て
く
る
。
一
匹
が
足
元
に
座
り
こ
む
と
前

足
を
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
の
よ
う
に
そ
ろ
え
て
何
食
わ
ぬ
顔
で
二
人
を
眺
め
た
。

「
何
か
言
っ
て
み
ろ
」
と
言
い
た
げ
な
表
情
だ
が
、
に
ら
む
と
目
を
そ
ら
し

た
。

「
お
前
た
ち
、
一
体
何
の
肉
を
食
っ
て
そ
ん
な
に
で
か
く
な
っ
た
の
だ
」

「
野
良
犬
じ
ゃ
な
い
み
た
い
ね
。き
っ
と
、こ
の
あ
た
り
の
別
荘
で
飼
わ
れ
て

い
る
犬
よ
。
飼
い
主
が
こ
の
島
を
離
れ
て
い
る
間
は
放
し
飼
い
に
さ
れ
て
い

る
の
よ
」
と
家
内
が
い
っ
た
。

「
そ
う
に
ち
が
い
な
い
。ほ
ら
、な
つ
か
し
い
人
に
再
会
し
た
み
た
い
に
腹
ま

で
見
せ
る
。
ま
る
で
教
団
の
軍
隊
の
よ
う
な
悲
し
い
犬
た
ち
の
集
団
だ
な

あ
。
君
た
ち
は
十
字
軍
か
」

す
る
と
、
そ
い
つ
は
人
を
食
っ
た
顔
で
振
り
向
い
て
こ
う
い
っ
た
の
だ
。

「
私
は
、
ベ
ル
ジ
ア
ン
・
シ
ェ
パ
ー
ド
ド
ッ
グ
・
ブ
ロ
ー
ア
ン
タ
ー
ル
・
イ

ン
テ
ル
メ
ッ
ツ
ォ
で
す
。
そ
し
て
あ
な
た
の
名
は
？
」

「
お
れ
の
あ
だ
名
は
短
い
よ
。
ア
ル
パ
カ
だ
」
と
言
っ
て
や
る
と
、
犬
は
お
か

し
そ
う
に
少
し
肩
を
す
ぼ
め
た
。
そ
し
て
言
っ
た
。

「
そ
う
さ
、お
れ
た
ち
は
こ
の
島
の
住
民
さ
。今
は
家
の
人
達
が
帰
っ
て
し
ま

っ
て
、
集
団
生
活
さ
」

「
へ
え
ー
、
そ
れ
は
、
そ
れ
は
。
楽
し
そ
う
だ
ね
」

「
そ
う
で
も
な
い
よ
。
こ
の
ロ
ー
ド
ス
島
は
観
光
し
て
も
退
屈
な
と
こ
ろ
だ

ろ
。
ど
こ
に
行
っ
て
も
十
字
軍
の
城
壁
ば
か
り
で
、
で
も
、
お
れ
た
ち
犬
に

と
っ
て
は
天
国
の
島
か
も
し
れ
な
い
な
あ
」

「
ほ
ん
と
ね
、
楽
し
そ
う
ね
」

「
お
れ
た
ち
、ビ
ー
チ
バ
レ
ー
だ
っ
て
で
き
る
ん
だ
ぜ
。あ
の
ボ
ク
サ
ー
が
名

犬
だ
」

「
あ
あ
、
そ
う
な
の
。
名
人
と
い
う
意
味
ね
」

「
そ
れ
に
、
ペ
ー
タ
ー
さ
ん
が
毎
日
二
回
食
事
を
運
ん
で
く
る
。
さ
っ
き
ま

で
、
そ
れ
を
平
ら
げ
て
い
た
ん
だ
。
う
ま
か
っ
た
。
こ
れ
か
ら
、
砂
浜
で
遊

ぶ
と
こ
ろ
だ
」

そ
う
い
う
と
、
犬
の
教
団
チ
ー
ム
は
い
っ
せ
い
に
走
り
出
し
、
ド
イ
ツ
語
を

し
ゃ
べ
る
青
年
た
ち
か
ら
ビ
ー
チ
ボ
ー
ル
を
奪
お
う
と
し
て
遠
く
で
飛
び

跳
ね
て
い
た
。
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◆

絆
創
膏

野
口
　
裕

カ
ミ
ソ
リ
が
通
り
す
ぎ
る
た
び
泡
に
混
じ
る
髭
の
粉

マ
ウ
ン
ト
を
取
り
損
ね
た
自
尊
心
の
よ
う
に
へ
ら
へ
ら
と
た
だ
よ
う

あ
あ
俺
に
も
欲
が
あ
っ
た
ん
だ
な

ど
れ
、
モ
ー
ニ
ン
グ
コ
ー
ヒ
ー
を
た
っ
ぷ
り
に
し
よ
う

◆ ことばの積み木
野口裕

首をすくめたたんぽぽが時を待つ
が　　　　　　　　　　　い

飛びたつ雛に何を託して
ん　　　　　　　い

でき上がりさて
も　　　も

動　つ
い

て　て
い　　　み

なくてななくせ
くわしいことを知る

て　　　　　　　　　悲
ももとせの年月作った劇中劇

運転中の心臓が脈を伝える喜劇だ

◆
  裸
足

中
嶋
康
雄

ベ
ラ
ン
ダ
の
錆
び
た
て
す
り

這
い
回
る
平
べ
っ
た
い
軟
体
動
物

腐
っ
た
よ
う
な
真
っ
黒
な
サ
ボ
テ
ン
を

ド
ロ
リ
と
し
た
目
で
育
て
て
い
る

ぶ
ら
下
が
っ
て
風
に
揺
れ
て
い
る
血
塗
れ
の

火
は
ボ
ヤ
騒
ぎ
で
お
さ
ま
っ
た

酔
っ
て
窓
ガ
ラ
ス
を
た
た
き
割
っ
た
拳

か
び
が
生
え
た
布
団
が
血
痕
に
ま
み
れ
る

交
わ
り
つ
つ
白
い
角
が

透
明
の
粘
液
を
ふ
き
だ
し

ほ
そ
い
月
を
な
め
て
い
る

小
さ
な
裸
足
が
い
つ
ま
で
も
笑
っ
た
ま
ま

冷
蔵
庫
を
開
け
て
食
べ
物
を
さ
が
し
て
い
る

干
か
ら
び
か
け
た
刻
み
ネ
ギ
の
パ
ッ
ク

牛
乳
パ
ッ
ク
の
中
身
が
か
た
ま
り
か
け
て
い
る

足
も
と
の
綿
埃
が
纏
わ
り
付
く
使
い
捨
て
ら
れ
た

テ
ィ
ッ
シ
ュ
ペ
ー
パ
ー

笑
い
な
が
ら
突
っ
立
っ
て
い
る

イ
ン
ス
タ
ン
ト
ラ
ー
メ
ン
の
冷
め
き
っ
た
汁

ガ
ラ
ス
の
破
片
が
指
に
刺
さ
る

血
が
丸
く
盛
り
上
が
り
崩
れ
る
時
間
に

コ
オ
ロ
ギ
が
鳴
く

昨
日
の
土
砂
降
り
で
湿
っ
た
靴
の
ど
ん
底
を

好
む
虫
が
良
い
は
ず
が
な
い

殺
し
た
い

全
員
を
殺
し
た
い

今
日
の
予
定

◆
  雨
の
日

中
嶋
康
雄

こ
ん
な
雨
の
日
に

卵
が
孵
る

で
て
き
た
も
の
は

う
す
っ
ぺ
ら
で

な
に
も
せ
ず

う
す
っ
ぺ
ら
の
ま
ま

た
だ
ぺ
ら
ぺ
ら
し
て
い
る
だ
け
で

な
ん
で
わ
ざ
わ
ざ

う
ま
れ
て
き
た
の
か

ま
た
で
て
く
る

ほ
お
っ
て
お
く

わ
ざ
わ
ざ
買
っ
て
き
た
お
菓
子
は
湿
っ
て
い
る
し

わ
ざ
わ
ざ
つ
け
た
テ
レ
ビ
は
つ
ま
ら
な
い

な
ん
の
臭
い
か
わ
か
ら
な
い
臭
い
が
漂
う

冷
蔵
庫
の
音
が

雨
に
混
じ
り

凶
暴
に
な
る

傘
を
部
屋
の
中
で
乾
か
す

湿
気
が
漂
い

う
ま
れ
て
き
た
な
に
か
が
育
つ

な
に
か
が
た
だ
の
紙
切
れ
な
ら
ば

捨
て
て
し
ま
え
ば
い
い
け
れ
ど

そ
う
い
う
わ
け
に
も
い
か
な
い

う
す
っ
ぺ
ら
い
も
の
が

今
も
い
る
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アップルパイの、遠いまぼろし
◆

白
化
す
る
す
べ
て

大
橋
愛
由
等

次
の
門
が

茫
洋
と

霧
中
に
あ
る
と

教
唆
し
た
の
は

伐
ら
れ
た

ば
か
り
の

樹
木
か
ら

か
す
か
に

流
出
す
る

混
濁

と
口
伝
さ
れ
て
い
る

の
だ
と
す
れ
ば

以
前
在
っ
た

と
恣
意
し
て
い
た

門
前
に

蠱
惑
な

無
慈
悲
な

硬
水
が

湧
き
出
て
い
て

「
呑
め
」
と

書
か
れ

雲
が
溶
け

木
の
根
が

笑
い
出
し

レ
ン
ガ
壁
が

Ａ
と
非
Ａ
を

自
壊
さ
せ

夜
明
け
と
い
う
結
界
を

抹
消
し
た

ゆ
ら
め
き
を

石
人
に

ゆ
ら
ゆ
ら

メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
に

あ
行
ば
か
り
で

書
き
伝
え
よ
う
と

銀
傘
を
さ
し

す
べ
て
が
白
化
し
て

風
た
ち
が

ひ
ら
か
な
を

剥
奪
さ
れ
る

夜
明
け
前
の

そ
の
刻
に

水
溶
性
の

詩
人
は

コ
ン
ゲ
ン
を

も
う
い
ち
ど

見
る
こ
と
を

気
づ
か
れ
な
い
よ
う
に

そ
っ
と
そ
っ
と

く
つ
が
え
る
も
の
と

く
つ
が
え
ら
な
い
も
の

が
同
衾
す
る

枯
れ
た

下
り
坂
だ
け
の

迷
路
街
区
を

歩
き
に
歩
き

行
き
着
い
た

波
止
場
で
は

海
が
生
え
　

群
魚
の

わ
な
な
き
が

白
化
を
怖
れ
て

始
ま
る
の
だ
と

知
っ
て
い
な
が
ら

石
人
の
尾
骨
の

苦
味
を

記
憶
し
な
い
で
お
こ
う
と

佇
っ
て
い
る
の
だ
っ
た
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◆
  梨
を
割
る

木
澤
 豊

暗
い
台
所
で

壺
の
か
た
ち
の
梨
を

ナ
イ
フ
で
割
っ
て
　
口
に
運
ぶ
と
　
指
か
ら
　
と
め
ど
な
く
滴
が
お
ち
る

窓
の
向
こ
う
で
　
雪
が
ぐ
る
ぐ
る
渦
巻
い
て
　
風
音
が
人
の
声
に
か
わ
り

も
う
　
し
ゅ
う
し
ゅ
う
　
呼
ん
で
い
る

北
上
川
の
岸
の
　
大
き
な
ク
ル
ミ
の
木
の
下
の
長
い
木
の
ベ
ン
チ
の
左
端
に

梨
を
送
っ
て
く
れ
た
昭
七
さ
ん
が
座
っ
て
い
る
の
が
　
と
お
く
に
見
え
る

空
は
天
頂
へ
い
く
ほ
ど
青
が
深
く
な
り
　
そ
の
人
が
　
小
さ
く
白
く
光
っ
て
い
る

ふ
た
た
び
　
器
の
か
た
ち
を
割
る
と
甘
い
透
明
な
雫
が
　
内
側
に
　
り
ん
　
と
反
響
し

風
と
い
う
と
　
風
立
ち
　
じ
ゃ
あ
ね
と
い
う
と
　
枯
れ
葉
に

ざ
あ
と
　
水
滴
が
鳴
っ
て
空
に
割
れ
目
が
　
走
る

次
の
実
を
左
手
で
お
さ
え
　
右
手
の
刃
物
を
下
ろ
す

茸
を
取
り
に
行
こ
う
よ
　
と
言
っ
た
人
が
　
器
の
割
れ
目
か
ら
流
れ
る
よ
う
に
　
出
か
け
て
し
ま
っ
た

び
ゅ
う
び
ゅ
う
聞
こ
え
る
音
が
　
聞
き
分
け
ら
れ
な
い
で

そ
の
あ
た
り
へ
　
声
の
石
を
投
げ
る

水
滴
が
　
こ
ん
な
に
壊
れ
た
器
に
反
響
し
て
　
棒
に
な
っ
て
聞
い
て
い
る

ま
た
　
ひ
と
つ
　
割
る
と

待
っ
て
い
る
水
滴

◆
  川
向
う
に

木
澤
 豊

川
向
う
に
　
煙
突
が
立
っ
て
い
て

朝
早
く
　
ふ
た
り
か
川
が
入
っ
て
い
く

ど
こ
で
見
た
か

せ
せ
ら
ぎ

町
の
お
と
が
途
絶
え
る
と
　
こ
と
ば

ゆ
ら
ゆ
ら

単
数
　
複
数
と
い
う
お
化
け
の
気
配
が

町
の
切
り
通
し
の
石
垣
に

空
襲
の
　
黒
い
煤
あ
と
に

七
五
年
の
　
目

む
こ
う
か
ら
呼
ん
で
い
る
か
ら

服
と
と
の
え
て
　
で
か
け
な
い
と

な
ぜ
か
　
わ
か
ら
な
い
が
大
事
な
こ
と

の
よ
う
だ

遠
く
　
白
い
馬
が
走
っ
て
き
て

風
に
な
っ
た

お
れ

い
っ
ぽ
ん
の
　
棒
み
た
い

白
馬
が
木
の
棚
に
囲
ま
れ
て
い
る

ど
う
し
て
　
だ

棚
に
も
た
れ
る
と
土
と
風
の
匂
い
が
し
て

触
る
と
チ
ク
チ
ク
し
て

で
　
さ◆

  逢
う
坂

木
澤
 豊

こ
ん
な
峠
が
あ
っ
た

ふ
っ
　
　

川
向
う
で
三
本
の
煙
突
が

一
本
に
な
っ
た

路
地
の
奥
に
火
が
立
ち

ふ
た
り
が
川
に
入
っ
て
い
く

葉
っ
ぱ
が
斜
め
に
舗
道
に
落
ち
て

と
め
ど
な
い
　
と
め
ど
な
い

柱
が
倒
れ
る

と
ち
ゅ
う
で
待
っ
て
る
っ
て
言
っ
た
け
ど

ど
ぶ
溝
の
ふ
ち
　
ゆ
く
と

な
か
に
青
い
花
が
開
い
て

ふ
ら
ふ
ら
歩
き
の
男
の
あ
と
を
つ
け
て

は
っ

お
れ
じ
ゃ
な
い
か

久
し
ぶ
り
だ
な

倉
庫
の
　
ど
で
か
い
木
扉
に

消
え
た
や
つ
　

救
急
車
の
サ
イ
レ
ン
が
き
こ
え
る

帰
っ
て
　
手
紙
を
書
き
終
わ
ら
な
い
と

だ
れ
が
　
待
っ
て
い
る

靴
の
先
の
石
が

痛
い
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学
生
時
代
、京
都
は
左
京
区
に
下
宿
し
て
い
た
の
で
、東
山
界
隈
は

馴
染
み
深
い
の
だ
が
、
西
山
あ
た
り
は
縁
が
薄
か
っ
た
。
そ
れ
が
近

年
、明
恵
が
依
拠
し
た
栂
尾
の
高
山
寺
を
訪
れ
た
り
し
て
、西
山
に
も

多
く
の
古
刹
が
点
在
し
て
い
る
こ
と
を
自
覚
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

今
月
（
11
月
）
に
訪
れ
た
の
は
、
三�

�
鈷�

寺�

と
い
う
浄
土
宗
西
山
派
の

寺
で
あ
る
。
証
空
（
1177-1247）
に
つ
い
て
「
カ
フ
ェ
・
エ
ク
リ
」
で

語
る
機
会
が
あ
っ
た
の
で
、
事
前
に
訪
れ
て
み
よ
う
と
思
い
立
ち
訪

れ
た
の
で
あ
る
。

阪
急
京
都
線
の
東
向
日
駅
か
ら
バ
ス
に
乗
る
こ
と
20
分
。
終
点
の

善
峯
寺
で
下
車
。
紅
葉
の
名
所
で
あ
る
こ
の
寺
の
境
内
を
通
っ
て
目

的
の
三
鈷
寺
に
向
か
っ
た
。
善
峯
寺
は
寺
堂
も
そ
こ
そ
こ
残
っ
て
い

る
寺
で
、こ
こ
の
宗
旨
が
天
台
宗
と
い
う
の
が
、証
空
の
あ
り
よ
う
を

問
う
鍵
の
ひ
と
つ
と
な
る
。

証
空
は
、
師
で
あ
る
法
然
が
か
ら
ん
だ
「
建
永
の
法
難
」（
1206）、

「
嘉
禄
の
法
難
」（
1227）に
も
難
を
逃
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
証
空
が
天
台
宗
の
座
主
と
な
る
慈
円
と

良
好
な
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
そ
の
被
害
者
に

な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
説
が
あ
る
。
証
空
と
慈
円

の
個
人
的
な
友
誼
関
係
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
証

空
は
天
台
学
に
通
暁
し
て
お
り
、
華
厳
思
想
か
ら

の
影
響
も
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
当
時
の
仏
教

思
想
の
本
流
で
あ
る
「
聖
教
」
分
野
を
収
め
て
い

た
こ
と
も
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
ろ
う
。
つ
ま
り

法
然
が
念
仏
行
を
も
っ
ぱ
ら
と
す
る
一
向
専
修

を
確
立
す
る
た
め
に
、
既
成
仏
教
勢
力
と
対
峙
し

て
い
く
新
興
宗
教
運
動
家
と
い
う
側
面
を
前
面

に
打
ち
出
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
に
対
し

て
、
証
空
は
、
生
来
の
学
究
肌
を
貫
い
て
、
浄
土

信
仰
を
日
本
の
仏
教
の
な
か
で
、
思
想
と
し
て
打

ち
立
て
る
べ
く
沈
思
を
重
ね
著
述
に
生
涯
を
さ

さ
げ
た
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

証
空
の
浄
土
思
想
の
中
で
取
り
上
げ
た
い
の

が
、〈
機
法
一
体
〉と
い
う
概
念
で
あ
る
。〈
機
〉と

は
「
ひ
と
」
と
い
う
意
味
で
、
浄
土
思
想
に
よ
っ

て
一
般
の
ひ
と
び
と
（
衆
生
）
に
も
語
義
を
広
め

て
使
う
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。〈
法
〉
と
は
、
法
身
仏
と
し
て

の
阿
弥
陀
如
来
を
意
味
す
る
。
そ
の
〈
機
〉
と
〈
法
〉
と
が
〈
即
=一

体
〉と
い
う
大
乗
仏
教
特
有
の
思
考
装
置
に
よ
っ
て
、本
来
不
二
の
も

の
で
あ
る
と
い
う
の
だ
。
華
厳
思
想
の
中
に
は
、「
初
め
て
発
心
す
る

時
、
便

�
�
�
�ち

正
覚
を
成�

�
�ず

」
と
あ
る
が
、
こ
の
「
正
覚
を
成�

�
�ず

=仏
の
悟

り
を
完
成
」
す
る
の
は
あ
く
ま
で
菩
薩
で
あ
り
、
一
般
の
ひ
と
び
と

（
衆
生
）
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

法
然
か
ら
証
空
に
か
け
て
の
浄
土
思
想
で
は
、
ひ
と
び
と
（
衆
生
）

と
仏
（
法
身
仏
と
し
て
の
阿
弥
陀
如
来
）
と
が
一
体
=本
来
不
二
の
も

の
で
あ
り
、
そ
れ
を
実
体
化
す
る
の
が
口
称

�
�
�
�

念
仏
だ
と
す
る
の
で
あ

る
。
こ
の
転
移
（
易
行
化
）
に
よ
っ
て
、
い
ま
ま
で
寺
院
内
の
思
弁
的

な
信
仰
だ
っ
た
仏
教
が
一
気
に
ご
く
普
通
に
生
き
る
ひ
と
た
ち
に
受

け
入
れ
ら
れ
る
素
地
を
用
意
し
た
の
で
あ
る
。

証
空
の
思
想
は
、
西
山
義
と
い
っ
て
、
現
在
、
浄
土
宗
西
山
派
の
三

派
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て
い
る

が
、浄
土
宗
と
い
え
ば
鎮
西
派
が

主
流
で
あ
り
、こ
の
三
派
の
寺
勢

は
さ
か
ん
で
は
な
い
。む
し
ろ
証

空
が
打
ち
立
て
た
〈
機
法
一
体
〉

の
思
想
を
も
っ
と
も
先
鋭
化
し

た
の
は
、証
空
の
孫
弟
子
に
あ
た

る
一
遍（
1239-1289）で
あ
ろ
う
。

一
遍
は
云
う
。「
名
号
の
外
に

能
帰
の
衆
生
も
な
く
、所
帰
の
法

も
な
く
、
能
覚
の
人
も
な
き
な

り
。
是�

�

即�
�
�
�、

自
力
他
力
を
絶
し
、

機
法
を
絶
す
る
所
を
、南
無
阿
弥

陀
仏
と
い
へ
り
」。〈
機
〉と〈
法
〉

が
一
体
化
し
た
あ
と
、自
力
・
他

力
の
差
異
も
な
く
な
り
、す
べ
て

は
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
名
号

（
名
辞
）に
帰
一
す
る
と
い
う
、ま

さ
に
証
空
理
論
の
極
北
な
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

証
空
の
浄
土
思
想
が

一
遍
を
生
み
出
し
た

京都・三鈷寺にある証空の木像。
この寺から京都市街地が一望できる。


