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星
野
徹
の
第
一
詩
集
『PERSO

N
AE

』（
一
九
七
〇
年
）
の
巻
末
に
は
、
詩

篇
「
ミ
ソ
サ
ザ
イ
」
が
〈
跋
〉
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。
同
じ
よ
う
に
巻
頭
に

〈
叙
〉
と
し
て
置
か
れ
た
詩
篇
「
樹
」
に
、〈
レ
モ
ン
／
太
陽
〉
に
感
知
さ
れ
る
新

し
い
詩
的
世
界
へ
の
あ
こ
が
れ
と
、〈
ぼ
く
〉
と
〈
き
み
〉
の
共
感
に
よ
る
そ
の

構
築
の
願
い
を
読
み
と
れ
る
な
ら
、「
ミ
ソ
サ
ザ
イ
」
に
は
、そ
の
〈
叙
〉
と
〈
跋
〉

を
呼
応
さ
せ
る
詩
集
の
結
構
か
ら
、
詩
を
書
き
続
け
る
こ
と
へ
の
星
野
に
よ
る
意

志
の
署
名
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
詩
人
で
あ
り
続
け
る
た
め
の
孤
高
の

意
志
は
、「
ミ
ソ
サ
ザ
イ
」
の
詩
想
の
契
機
の
ひ
と
つ
に
Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ
オ
ッ
ト

を
措
定
す
る
こ
と
で
、
い
っ
そ
う
明
ら
か
と
な
る
。

詩
篇
「
樹
」

『PERSO
N

AE

』
は
、
一
九
五
〇
年
代
後
半
か
ら
六
〇
年
代
前
半
に
か
け
て
、

星
野
が
集
中
的
に
実
践
し
た
神
話
批
評
を
創
作
面
に
援
用
し
て
得
ら
れ
た
成
果
で

あ
り
、
星
野
の
こ
と
ば
を
か
り
れ
ば
、〈
理
論
と
実
作
の
懸
隔
を
埋
め
て
ゆ
く(1)

〉

作
業
を
ま
と
め
た
も
の
だ
が
、「
樹
」
も
ま
た
同
じ
方
法
論
に
よ
り
、『
古
事
記
』

の
伝
え
る
ス
サ
ノ
オ
と
オ
オ
ゲ
ツ
ヒ
メ
の
五
穀
豊
穣
の
神
話
、
あ
る
い
は
ア
ド
ー

ニ
ス
な
ど
穀
物
神
全
般
の
神
話
的
世
界
を
連
想
さ
せ
る
一
節
で
は
じ
ま
る

―

ぼ
く
の
指
が
芽
を
吹
く　

き
み
の
指
が
芽
を
吹
く　

お
や
指
も　

ひ
と
さ

し
指
も　

く
す
り
指
も　

ど
の
指
も　

い
っ
せ
い
に
芽
を
吹
く　

そ
の
と

き　

太
陽
は
一
顆
の
つ
め
た
い
レ
モ
ン
だ　

執
念
の
よ
う
に　

歓
喜
の
よ

う
に　

太
陽
に
向
か
っ
て　

レ
モ
ン
に
向
か
っ
て　

指
は
腕　

腕
は
肩　

肩
は
足　

足
は　

ぼ
く
ら
の
知
ら
な
い
土
か
ら

〈
樹
〉
と
な
っ
た
〈
ぼ
く
〉
が
〈
き
み
〉
に
語
り
か
け
る
。〈
ぼ
く
の
指
〉
と
〈
き

み
の
指
〉
か
ら
〈
い
っ
せ
い
に
〉、ま
た
〈
執
念
の
よ
う
に　

歓
喜
の
よ
う
に
〉、〈
一

顆
の
つ
め
た
い
レ
モ
ン
〉
で
あ
る
〈
太
陽
〉
め
が
け
て
吹
き
だ
す
〈
芽
〉
と
い
う

詩
想
の
背
景
に
は
、
穀
物
神
の
死
と
復
活
の
ド
ラ
マ
に
ひ
そ
む
再
生
／
新
生
へ
の

期
待
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。〈
指
〉
は
〈
腕
〉、〈
肩
〉、〈
足
〉
と
次
々
に
つ
な
が
り
、

最
後
に
〈
ぼ
く
ら
の
知
ら
な
い
土
〉
に
い
た
る
と
い
う
思
考
の
流
れ
か
ら
も
、
集

合
的
無
意
識
と
い
う
意
識
の
古
層
に
残
る
人
類
共
通
の
経
験
、
そ
の
原
型
的
イ
メ

ジ
／
神
話
類
型
へ
の
連
想
が
う
か
が
え
る

―

同
じ
姿
勢　

同
じ
表
情　

同
じ
認
識
の
循
環
を
く
り
か
え
し　

身
を
よ
じ

星
野
徹
の
「
ミ
ソ
サ
ザ
イ
」
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一



り　

だ
が　

ほ
ん
の
わ
ず
か
触
れ
あ
う
こ
と
が
あ
る　

指
と
指
の
さ
き
が　

ほ
ん
の
わ
ず
か　

わ
ず
か
の
弾
み　

鉱
物
質
の
ひ
び
き
を
た
て
る　

す
る

と
た
ち
ま
ち　

足
も
と
か
ら
吹
き
だ
す　

ぼ
く
と
き
み
の
共
通
の
芽　

そ

の
芽
に
も　

芽
を
吹
く
指
が
あ
る

〈
同
じ
姿
勢　

同
じ
表
情　

同
じ
認
識
の
循
環
を
く
り
か
え
し
〉な
が
ら
も
、〈
指

と
指
の
さ
き
〉
が
〈
わ
ず
か
の
弾
み
〉
に
よ
っ
て
、〈
ほ
ん
の
わ
ず
か
触
れ
あ
う

こ
と
〉
で
聞
こ
え
る
〈
鉱
物
質
の
ひ
び
き
〉
と
は
、
単
調
な
散
文
的
日
常
を
過
ご

す
な
か
で
偶
然
、
こ
と
ば
と
モ
ノ
が
原
初
的
な
姿
で
結
び
つ
い
て
詩
が
生
ま
れ
る

瞬
間
で
あ
る
の
だ
ろ
う
。
柔
ら
か
な
〈
芽
〉
と
質
感
（
硬
さ
）
の
異
な
る
〈
鉱
物
質
〉

の
近
接
性
、ま
た
触
覚
と
聴
覚
の
共
感
覚
の
う
え
に
成
立
す
る
〈
ひ
び
き
〉
か
ら
、

そ
こ
に
現
代
詩
人
の〈
触
覚
的
感
覚
〉の
喪
失
を
嘆
く
モ
ダ
ニ
ス
ト
詩
人
イ
ー
デ
ィ

ス
・
シ
ッ
ト
ウ
ェ
ル
へ
の
意
識
が
感
じ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
り(2)

、
そ
の
共
感
か
ら
星

野
が
得
た
詩
作
に
お
け
る
こ
と
ば
の
手
触
り
、
す
な
わ
ち
抽
象
的
観
念
の
形
成
に

と
も
な
っ
て
失
わ
れ
た
古
代
人
の
原
始
的
心
性
、
そ
の
物
質
と
精
神
、
あ
る
い
は

主
体
と
客
体
が
未
分
化
の
状
態
に
お
い
て
こ
そ
可
能
で
あ
っ
た
、
こ
と
ば
と
モ
ノ

と
の
触
知
可
能
な
関
係
を
回
復
せ
ん
と
す
る
意
志
の
表
明
で
も
あ
る
。

〈
指
〉は
ま
た
、「
樹
」に
続
い
て
詩
集
に
収
め
ら
れ
て
い
る
詩
篇「
エ
ホ
バ
」で
は
、

〈
一
〇
本
の
指
は
／
そ
れ
ぞ
れ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
思
考
し
た
〉
と
、
命
名
に
よ
っ

て
世
界
を
分
節
す
る
〈
コ
ト
バ
〉
を
引
き
寄
せ
る
〈
思
考
す
る
〉〈
指
〉
と
言
い

換
え
ら
れ
る
の
で
、〈
指
〉
が
〈
吹
き
だ
す
〉〈
芽
〉
と
は
、
そ
の
風
景
を
緑
に
つ

つ
む
よ
う
な
清
新
さ
の
印
象
か
ら
、
純
粋
化
・
結
晶
化
さ
れ
た
〈
コ
ト
バ
〉、
す

な
わ
ち
世
界
認
識
の
一
形
式
と
し
て
の
詩
で
あ
る
だ
ろ
う
し
、
し
た
が
っ
て
〈
ぼ

く
と
き
み
の
共
通
の
芽
〉
の
先
に
〈
芽
を
吹
く
指
〉
が
生
ま
れ
る
と
い
う
〈
芽
／

コ
ト
バ
〉
の
無
限
増
殖
か
ら
は
、〈
ぼ
く
〉
と
〈
き
み
〉
と
の
共
感
に
さ
さ
え
ら

れ
た
新
し
い
詩
的
世
界
の
構
築
へ
の
想
い
が
読
み
取
れ
る
。

「
樹
」
は
、
あ
る
詩
誌
に
〈
招
待
作
品
〉
と
し
て
書
か
れ
た
経
緯
が
あ
り(3)

、
そ

の
こ
と
が〈
ぼ
く
〉と〈
き
み
〉の
間
に
、同
時
代
に
詩
を
書
く
も
の
た
ち
へ
の
エ
ー

ル
と
し
て
の
共
感
を
生
む
余
地
を
残
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
〈
き
み
〉
を
、
第
一

詩
論
集『
詩
と
神
話
』（
一
九
六
五
年
）の「
あ
と
が
き
」で
語
り
か
け
ら
れ
て
い
た
、

詩
論
の
問
題
意
識
を
共
有
し
う
る
読
者
〈
Ａ
君
／
未
知
の
あ
な
た
〉
に
重
ね
て
読

め
ば
、
詩
論
集
と
詩
集
の
間
に
も
〈
跋
〉
と
〈
叙
〉
と
い
う
関
係
が
成
立
し
、
こ

こ
に
文
字
ど
お
り
に
〈
理
論
と
実
作
の
懸
隔
を
埋
め
て
ゆ
く
〉
意
図
が
見
え
て
く

る
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
〈
き
み
〉
は
ま
た
、
詩
集
の
読
者
へ
向
け
た
共
感
の
期
待

の
よ
び
か
け
で
も
あ
り
、
星
野
が
「
樹
」
を
巻
頭
に
〈
叙
〉
と
し
て
置
い
た
理
由

も
明
ら
か
と
な
る
。

詩
篇
「
ミ
ソ
サ
ザ
イ
」

詩
篇
「
ミ
ソ
サ
ザ
イ
」
は
、
星
野
が
主
宰
し
た
詩
誌
『
白
亜
紀
』
第
二
二
号

（
一
九
六
四
年
）
に
発
表
さ
れ
た
。『
星
野
徹
全
集
』（
一
九
九
〇
年
）
の
な
か
で

初
期
の
作
品
が
、〈PERSO

N
A

E

以
前
、
一
九
五
八
年
〜
一
九
六
三
年
〉
と
し

て
分
類
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
九
六
四
年
は
、
星
野
に
と
っ
て
詩
人
と
し
て

の
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
で
あ
り
、〈
驚
異
の
年
〉で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
。

『
白
亜
紀
』
の
創
刊
が
一
九
五
七
年
一
月
で
あ
る
の
で
、
こ
の
分
類
は
『
白
亜
紀
』

最
初
期
の
創
作
活
動
を
映
し
て
い
る
が
、そ
れ
以
前
の
詩
誌
『
紋
章
』（
一
九
五
二

年
‐
一
九
五
六
年
）
に
発
表
さ
れ
た
作
品
に
つ
い
て
は
、
そ
の
多
く
が
詩
集
『
天

の
蠍
』（
未
刊
行
）
に
収
め
ら
れ
て
、
そ
の
未
刊
詩
集
を
星
野
が
編
ん
だ
時
期
は
、

一
九
六
三
年
か
ら
一
九
六
四
年
と
推
定
さ
れ
る(4)

。
前
衛
短
歌
を
志
向
し
た
歌
作
の

舞
台
と
な
っ
た
歌
誌
『
棘
』
の
編
集
に
か
か
わ
り
、
現
代
詩
の
創
作
で
〈
理
論
と

実
作
の
懸
隔
を
埋
め
て
ゆ
く
〉
意
志
を
表
明
し
た
、
そ
の
創
刊
号
が
刊
行
さ
れ
た

の
は
一
九
六
三
年
十
月
の
こ
と
で
あ
り
、〈
神
話
批
評
を
創
作
面
に
応
用
し
た
最

初
の
試
み
〉
で
あ
る
詩
篇
「
ス
サ
ノ
オ
」
が
掲
載
さ
れ
た
の
は
、
一
九
六
四
年
八
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月
発
行
の
『
白
亜
紀
』
二
三
号
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
続
い
て
、エ
リ
オ
ッ
ト
が
「
詩

の
三
つ
の
声
」
で
説
明
す
る
〈
第
三
の
声
〉

―
詩
人
が
自
己
を
偽
装
し
て
語
る

こ
と
を
可
能
と
す
る(5)

―
で
語
る
よ
う
に
、〈
父
よ　

わ
た
し
の
囁
き
が
き
こ
え

ま
す
か
〉
と
は
じ
ま
る
詩
篇
「
ペ
ル
セ
ポ
ネ
」
が
発
表
さ
れ
た
の
が
『
白
亜
紀
』

二
四
号
（
一
九
六
五
年
）
で
、
こ
の
連
続
す
る
三
号
で
は
ま
た
重
要
な
原
型
的
イ

メ
ジ
論
の
ひ
と
つ「
ヴ
ァ
イ
タ
ル
な
風
」が
書
き
継
が
れ
て
い
る
。「
ミ
ソ
サ
ザ
イ
」

に
つ
い
て
も
、
エ
リ
オ
ッ
ト
の
『
荒
地
』
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
に
な
る
神
話
的
想

像
力
を
め
ぐ
る
文
脈
で
書
か
れ
た
は
ず
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
よ
う
に
読
ま
れ
る
こ

と
が
期
待
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る

―

や
は
り
ぼ
く
は
小
鳥
を
飼
お
う　

研
が
れ
た
空
か
ら
降
っ
て
く
る　

枯
葉

の
よ
う
な
ミ
ソ
サ
ザ
イ
を　

明
る
い
疎
林
を
く
ぐ
り
な
が
ら　

ぼ
く
は
し

き
り
に
考
え
て
い
る　

そ
れ
な
ら　

そ
れ
を
ど
こ
に
飼
お
う
か　

陽
あ
た

り
の
よ
い
ヴ
ェ
ラ
ン
ダ　

ス
ト
ー
ブ
の
燃
え
る
書
斎　

だ
が
で
き
る
こ
と

な
ら　

家
族
に
も
内
緒
で
お
け
る
と
こ
ろ　

で
き
る
こ
と
な
ら　

こ
の
ぼ

く
で
さ
え　

う
か
つ
に
忘
れ
て
し
ま
い
そ
う
な　

つ
ま
り
ぼ
く
に
い
ち
ば

ん
近
い　

つ
ま
り
ぼ
く
自
身
の
か
ら
だ
の
ど
こ
か　

ど
こ
か
の
い
ち
ば
ん

鳥
籠
に
似
て
い
る
と
こ
ろ　

頭
蓋
の
中　

い
や　

肋
骨
の
内
側
の
小
部
屋

が
い
い　

そ
こ
に
は　

蝋
燭
ほ
ど
の
太
陽
が
も
え　

い
り
く
ん
だ
血
管
の

林
も
あ
る　

ぼ
く
の
欺
瞞
の
葡
萄
が
熟
れ　

ぼ
く
の
不
遜
の
柘
榴
が
は
じ

け　

そ
こ
で
そ
れ
は
育
つ
だ
ろ
う　

誰
か
ら
も
気
づ
か
れ
ず
に　

む
ろ
ん

家
族
か
ら
も　

そ
れ
は
育
ち　

羽
搏
く
だ
ろ
う　

年
に
い
ち
ど　

そ
う
か

も
し
れ
ぬ　

数
年
に
い
ち
ど　

そ
う
か
も
し
れ
ぬ　

だ
が
ほ
ん
と
う
に
羽

搏
く
の
は　

落
日
の
中
へ　

ぼ
く
の
悲
哀
が
沈
む
と
き
だ　

落
日
の
中
へ　

み
え
す
い
た
花
輪
や
弔
辞
が
ず
り
お
ち　

ほ
こ
ろ
び
た
籠　

ひ
び
わ
れ
た

殻
か
ら　

い
っ
し
ゅ
ん　

枯
葉
の
か
た
ち
の
炎
が
ま
い
あ
が
る　

枯
葉
の

か
た
ち　

炎
の
か
た
ち　

そ
の
た
ゆ
た
い
の
数
呼
吸　

数
呼
吸
の
囀
り
が　

闇
を
そ
め　

う
た
を
取
り
も
ど
す　

い
ま　

明
る
い
疎
林
を
く
ぐ
り
ぬ
け　

茨
の
あ
い
だ
を
す
り
ぬ
け
な
が
ら　

し
だ
い
に
ぼ
く
を　

迷
路
の
深
み
へ

と
い
ざ
な
う
ミ
ソ
サ
ザ
イ
よ　

枯
葉
色
の
ち
い
さ
な
欺
瞞
と
不
遜
よ　

こ

こ
ま
で
き
て
し
ま
っ
た
ぼ
く
に
は　

戻
る
こ
と
も
往
く
こ
と
も
同
じ
だ
か

ら　

同
じ
だ
か
ら　

と
い
う
こ
と
が　

ひ
と
つ
の
決
意
を
呼
び
さ
ま
す　

や
は
り
ぼ
く
は
小
鳥
を
飼
お
う

詩
は
〈
や
は
り
ぼ
く
は
小
鳥
を
飼
お
う
〉
と
は
じ
ま
る
。〈
や
は
り
〉
の
副
詞

に
よ
っ
て
、〈
小
鳥
〉
を
飼
う
こ
と
に
つ
い
て
〈
ぼ
く
〉
が
〈
し
き
り
に
考
え
て

い
る
〉
こ
と
、
そ
れ
だ
け
〈
ぼ
く
〉
に
は
、
い
つ
ま
で
も
頭
を
離
れ
な
い
重
要
な

問
題
で
あ
る
こ
と
が
印
象
づ
け
ら
れ
る
。
同
じ
フ
レ
ー
ズ
で
詩
を
結
ぶ
こ
と
に

よ
っ
て
詩
想
を
循
環
さ
せ
る
書
き
か
た
も
、そ
の
印
象
を
さ
ら
に
強
く
す
る
。〈
や

は
り
〉
に
は
ま
た
、
予
想
・
期
待
ど
お
り
と
い
う
含
意
も
感
じ
ら
れ
る
か
ら
、
読

者
を
一
瞬
の
う
ち
に
〈
ぼ
く
〉
の
語
る
詩
的
世
界
に
誘
い
込
む
効
果
も
認
め
ら
れ

る
。そ

の
〈
小
鳥
〉
で
あ
る
〈
ミ
ソ
サ
ザ
イ
〉
は
、〈
枯
葉
〉
の
よ
う
に
〈
研
が
れ

た
空
か
ら
降
っ
て
く
る
〉
と
表
現
さ
れ
る
。〈
研
が
れ
た
空
〉
は
、
た
と
え
ば
磨

か
れ
て
光
沢
の
あ
る
鏡
の
よ
う
に
明
る
く
輝
い
て
、
大
き
く
広
が
る
空
を
連
想
さ

せ
、
こ
こ
か
ら
、
そ
の
澄
ん
だ
空
を
背
景
に
し
た
〈
枯
葉
〉
と
い
う
色
彩
的
対
照

性
を
含
み
な
が
ら
、〈
ミ
ソ
サ
ザ
イ
〉
が
静
か
に
ス
ロ
ー
モ
ー
シ
ョ
ン
で
舞
い
降

り
る
よ
う
な
映
像
が
浮
か
ん
で
く
る
。
こ
こ
に
歌
集
『
風
月
頌
』（
一
九
七
四
年

(6)）

に
収
め
ら
れ
て
い
る
、〈
夕
映
の
き
り
ぎ
し
不
意
の
剥
落
の
ご
と
く
み
そ
さ
ざ
い

一
羽
降
り
こ
し
〉
や
〈
こ
と
だ
ま
の
鋼は

が
ね

な
す
嘴は

し

垂
直
に
つ
ら
ぬ
け
わ
れ
を
つ
ら
ぬ

き
く
れ
よ
〉
な
ど
の
歌
を
重
ね
て
読
め
ば
、
こ
の
〈
ミ
ソ
サ
ザ
イ
〉
に
は
、
詩
人

に
詩
的
霊
感
を
も
た
ら
す
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
期
待
も
感
じ
ら
れ
る
。
実
際
そ
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れ
は
、
後
年
書
か
れ
る
詩
篇
の
〈
言
霊
は
鳥
な
の
か
も
知
れ
ぬ
／
す
る
ど
い
嘴
を

そ
な
え
た
鳥
〉（「
比
喩
の
鳥
」）、
あ
る
い
は
〈
お
の
れ
の
欲
望
の
方
へ　

引
き
寄

せ
ら
れ
る
と
き　

鳥
は
鳥
で
あ
っ
て
す
で
に
鳥
で
は
な
い
だ
ろ
う　

た
と
え
ば
の

鉤
に
吊
る
さ
れ
た
一
つ
の
偶
然　

偶
然
の
名
辞
に
す
ぎ
な
い
だ
ろ
う
〉（「
名
辞
の

鳥
」）
な
ど
の
詩
句
、
す
な
わ
ち
〈
比
喩
〉
や
〈
名
辞
〉
と
い
う
詩
の
思
考
に
か

か
わ
る
要
素
を
〈
鳥
〉
の
イ
メ
ジ
で
語
る
こ
と
ば
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

〈
研
が
れ
た
空
か
ら
降
っ
て
く
る
〉
に
含
意
さ
れ
る
垂
直
下
降
の
勢
い
か
ら
は
、

意
識
の
奥
底
に
堆
積
す
る
人
類
の
経
験
の
普
遍
相
、そ
の
原
体
験
へ
の
導
き
を〈
ミ

ソ
サ
ザ
イ
〉
に
も
と
め
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が

―
〈
迷
路
の
深
み
へ
と

い
ざ
な
う
ミ
ソ
サ
ザ
イ
よ
〉

―
、
ま
た
こ
の
垂
直
下
降
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば

詩
篇
「
落
下
に
つ
い
て
」
の
〈
一
歩
登
れ
ば
一
歩　

二
歩
登
れ
ば
二
歩　

わ
た
し

は
ず
り
落
ち　

そ
れ
は
わ
た
し
か
ら
遠
離
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
〉、あ
る
い
は
〈
い

ま
で
も
わ
た
し
は
落
下
す
る
…
…
そ
の
堅
固
な
イ
デ
ア
の
懸
崖
を
は
て
し
な
く
落

下
し
て
ゆ
き
な
が
ら　

エ
リ　

エ
リ　

レ
マ　

サ
バ
ク
タ
ニ
と　

孤
独
な
鳥
の
よ

う
に
〉
の
詩
句
を
意
識
し
な
が
ら
考
え
て
み
る
と
、〈
研
が
れ
た
空
〉
は
〈
堅
固

な
イ
デ
ア
の
懸
崖
〉
と
言
い
換
え
ら
れ
る
、
理
想
と
す
べ
き
イ
デ
ア
の
よ
う
な
詩

的
世
界
で
あ
り
、ま
た
そ
う
で
あ
れ
ば
、〈
ミ
ソ
サ
ザ
イ
〉
の
垂
直
下
降
な
い
し
〈
落

下
〉
に
は
、
神
話
批
評
に
よ
る
汎
人
類
的
な
記
憶
へ
の
沈
潜
と
と
も
に
、
そ
の
輝

か
し
い
詩
的
世
界
を
仰
ぎ
見
て
、
そ
こ
へ
の
飛
翔
と
い
う
志
向
も
感
じ
取
れ
る
だ

ろ
う
。

具
体
的
な
詩
篇
と
い
う
詩
的
形
象
を
導
く
〈
ミ
ソ
サ
ザ
イ
〉
を
〈
ぼ
く
〉
は
、

そ
の
存
在
を
〈
家
族
〉
に
も
気
づ
か
れ
ぬ
よ
う
に
、〈
蝋
燭
ほ
ど
の
太
陽
が
も
え　

い
り
く
ん
だ
血
管
の
林
も
あ
る
〉〈
肋
骨
の
内
側
の
小
部
屋
〉
で
、す
な
わ
ち
〈
心

臓
〉
で
飼
う
こ
と
を
決
め
る
が
、
こ
の
〈
小
鳥
〉
と
〈
心
臓
〉
を
結
び
つ
け
る
詩

想
の
形
成
に
は
、
初
期
の
詩
論
で
も
た
び
た
び
引
用
の
あ
る
キ
ャ
ス
リ
ン
・
レ
イ

ン
へ
の
意
識
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
星
野
は
「
キ
ャ
ス
リ
ン
・
レ
イ
ン
詩
抄
」

と
し
て
二
六
篇
の
訳
稿
を
残
し
て
い
る
が(7)

、「
夜
想
曲
」
の
最
終
二
連
は
、
こ
の

よ
う
に
表
現
さ
れ
る

―

来
る
春
は
去
ら
ね
ば
な
ら
な
い

け
れ
ど
太
陽
に
向
か
う
愛
は
盲
目
で
す

心
臓
の
内
部
で

心
の
距
離
を
細
か
に
測
り

御
告
の
鳥
を
さ
が
し
求
め
る

そ
し
て
す
べ
て
の
希
望
は
死
の
た
め
に
在
る

け
れ
ど
不
滅
の
鼓
動
を
打
ち
つ
づ
け
る

一
羽
の
鳩
の
隠
れ
家
を

眠
れ
る
生
に　

こ
の
心
臓
が

与
え
る
た
め
に　

在
る
の
で
す

〈
心
臓
〉に
そ
の
場
を
あ
た
え
ら
れ
た〈
ミ
ソ
サ
ザ
イ
〉は
、神
話
的
・
聖
書
的
ニ
ュ

ア
ン
ス
を
に
じ
ま
せ
た
〈
欺
瞞
の
葡
萄
／
不
遜
の
柘
榴
〉
と
言
い
換
え
ら
れ
て
、

や
が
て
〈
う
た
〉
と
な
っ
て
〈
羽
搏
く
〉
と
き
ま
で
、
そ
こ
で
〈
熟
れ
〉
て
〈
は

じ
け
〉、〈
育
つ
〉
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
詩
的
形
象
を
導
く
と
い
う
ほ
ど
の
二
義

的
な
も
の
で
は
も
は
や
な
く
、ポ
エ
ジ
ー
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。〈
う

た
〉
と
な
っ
て
〈
羽
搏
く
〉
と
き
が
〈
年
に
い
ち
ど
〉
な
の
か
、〈
数
年
に
い
ち
ど
〉

な
の
か
判
然
と
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
、〈
静
か
な
と
こ
ろ
で
想
起
さ
れ
た
情

緒
〉
に
詩
の
契
機
を
も
と
め
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
詩
学
と
、
同
じ

く
ロ
マ
ン
派
詩
人
ジ
ョ
ン
・
キ
ー
ツ
が
〈
不
確
実
さ
や
不
可
解
さ
、
ま
た
疑
惑
の

な
か
に
あ
っ
て
も
、
事
実
や
理
由
を
求
め
て
苛
立
た
ず
に
い
ら
れ
る
状
態
〉
と
説

明
す
る
〈
消
極
的
受
容
力
〉（negative capability

）
を
、
星
野
が
詩
的
霊
感
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の
到
来
を
巫
女
の
よ
う
に
虚
心
に
待
つ
態
度
と
敷
衍
し
て
、
詩
人
の
創
作
心
理
を

説
明
す
る
こ
と
が
映
さ
れ
て
い
る(8)

。
さ
ら
に
星
野
は
「
ヴ
ァ
イ
タ
ル
な
風
」
の
な

か
で
、
こ
の
媒
介
者
・
伝
達
者
的
な
心
性
に
、
詩
の
創
作
を
監
視
・
検
閲
す
る
批

評
家
と
し
て
の
心
性
を
対
比
さ
せ
て
詩
人
の
精
神
の
あ
り
か
た
を
説
明
す
る
。
こ

の
〈
批
評
家
〉
と
〈
巫
女
〉
と
い
う
対
照
的
な
心
性
は
、
Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ
オ
ッ
ト

が
「
伝
統
と
個
人
の
才
能
」
で
示
し
た
〈
経
験
す
る
人
間
〉
と
〈
創
造
す
る
人
間
〉

の
区
分
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
想
像
さ
れ
る
が(9)

、
星
野
自
身
の
詩
作
を
も
と

お
し
た
経
験
的
感
覚
に
よ
る
判
断
は
、
原
体
験
／
原
型
的
イ
メ
ジ
と
い
う
、
あ
く

ま
で
記
憶
の
痕
跡
と
し
て
詩
人
の
裡
に
あ
る
抽
象
物
が
、
詩
人
の
こ
と
ば
に
よ
っ

て
感
覚
化
さ
れ
て
一
篇
の
詩
に
結
実
す
る
ま
で
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
明
ら
か
に
す
る

―
〈
詩
人
は
、
内
部
の
批
評
家
と
巫
女
と
の
交
渉
か
ら
、
イ
メ
ジ
を
生
み
、
詩

を
生
む
。
生
み
出
さ
れ
た
イ
メ
ジ
は
、
詩
は
、
或
る
原
型
、
原
体
験
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
と
な
る

(10)〉。

〈
ミ
ソ
サ
ザ
イ
〉
が
〈
ほ
ん
と
う
に
羽
搏
く
の
は
〉、〈
悲
哀
〉
を
か
か
え
な
が

ら
生
き
て
迎
え
る
〈
落
日
〉
と
い
う
人
生
最
後
の
瞬
間
で
あ
り
、
そ
の
と
き
肉
体

か
ら
解
放
さ
れ
た
魂
の
よ
う
に
詩
的
精
神
が
〈
う
た
〉
と
な
っ
て
、
そ
の
不
死
鳥

の
よ
う
な
〈
枯
葉
の
か
た
ち
の
炎
〉
で
〈
闇
を
そ
め
〉
る
と
い
う
。〈
迷
路
の
深
み
〉

を
〈
ミ
ソ
サ
ザ
イ
〉
に
導
か
れ
て
さ
ま
よ
う
姿
に
は
、
怪
物
ミ
ノ
タ
ウ
ロ
ス
を
閉

じ
込
め
た
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
迷
宮
が
連
想
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、こ
の〈
迷
路
〉と
は
、

汎
人
類
的
な
集
合
的
無
意
識
の
底
で
太
古
の
経
験
と
記
憶
が
堆
積
す
る
と
こ
ろ
で

あ
り
、
星
野
は
自
身
の
詩
的
営
為
の
手
が
か
り
と
す
る
神
話
批
評
を
ア
リ
ア
ド
ネ

の
糸
と
し
て
、
そ
の
〈
う
た
〉
そ
の
も
の
で
も
あ
る
〈
迷
路
〉
に
降
り
て
行
こ
う

と
す
る
。〈
誰
か
ら
も
気
づ
か
れ
ず
に
〉、
神
話
批
評
を
可
能
と
す
る
遠
い
記
憶
と

経
験
を
さ
ぐ
り
、
古
代
と
現
代
の
時
空
を
超
え
た
同
一
性
／
同
時
性
、
す
な
わ
ち

現
在
と
過
去
が
一
篇
の
詩
に
同
時
共
存
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
非

日
常
的
な
仮
象
の
世
界
を
構
築
す
る
こ
と
は
、〈
欺
瞞
〉
で
あ
り
、お
よ
そ
〈
不
遜
〉

で
あ
る
に
は
ち
が
い
な
い
が
、
個
の
実
存
的
価
値
を
確
認
し
う
る
営
み
で
あ
る
こ

と
に
気
づ
い
た
と
き
、
そ
れ
が
〈
戻
る
こ
と
も
往
く
こ
と
も
同
じ
〉
と
感
じ
る
ほ

ど
の
大
き
な
困
難
を
と
も
な
う
も
の
で
あ
れ
、
生
の
最
後
の
一
瞬
ま
で
詩
人
で
あ

り
続
け
よ
う
と
す
る
〈
決
意
〉
が
生
ま
れ
る
。

星
野
徹
と
Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ
オ
ッ
ト

Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
は
基
本
的
に
詩
人
で
あ
り
、
そ
の
評
論
は
す
べ
て
詩
の

創
作
に
収
斂
す
る
と
の
認
識
か
ら
、
星
野
は
自
身
の
詩
的
営
為
を
問
う
た
め
に
エ

リ
オ
ッ
ト
の
詩
と
評
論
に
接
近
し
、
一
九
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
前
半
に
か
け

て
、
神
話
批
評
に
か
か
わ
る
原
理
論
や
実
践
批
評
と
と
も
に
、
エ
リ
オ
ッ
ト
論
を

書
き
続
け
て
い
る

―
「
車
輪
と
車
軸
」、「
祭
祀
的
パ
タ
ー
ン
」（
一
九
六
三
年
）、

「
エ
リ
オ
ッ
ト
の
車
輪
と
イ
ェ
イ
ツ
の
車
輪
」（
一
九
七
一
年
）、「
情
熱
の
巡
礼
」

（
一
九
七
五
年
）。後
に
そ
れ
ら
を
ま
と
め
た『
車
輪
と
車
軸

―
Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ
オ
ッ

ト
論
』（
一
九
八
一
年
）
の
巻
頭
に
お
か
れ
た
「
ペ
シ
ミ
ズ
ム
の
克
服
」（
一
九
七
二

年
）
の
表
題
が
示
す
よ
う
に
、
星
野
は
エ
リ
オ
ッ
ト
の
詩
の
基
本
思
想
に
、
Ｔ
・

Ｅ
・
ヒ
ュ
ー
ム
の
反
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
つ
な
が
る
二
〇
世
紀
初
頭
の
〈
ペ
シ
ミ

ズ
ム
〉
を
、
主
知
的
に
〈
克
服
〉
し
て
い
く
態
度
を
見
て
と
っ
た
。

星
野
の
エ
リ
オ
ッ
ト
論
は
、
こ
の
〈
ペ
シ
ミ
ズ
ム
の
克
服
〉
の
過
程
を
精
緻
な

作
品
分
析
を
と
お
し
て
跡
づ
け
て
い
く
が
、
一
連
の
論
考
の
要
点
は
、
二
〇
世
紀

初
頭
の
社
会
崩
壊
と
人
間
解
体
が
進
む
時
代
相
と
、
そ
の
〈
荒
地
〉
に
生
き
る
人

間
の
境
位
を
風
刺
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
エ
リ
オ
ッ
ト
の
詩
的
遍
歴
が
、『
四
つ

の
四
重
奏
』
に
お
い
て
達
せ
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
、
そ
の
詩
的
表
現
で
と
く
に

重
要
な
イ
メ
ジ
が
、「
バ
ー
ン
ト
・
ノ
ー
ト
ン 

Ⅱ
」
に
あ
ら
わ
れ
る
〈
泥
の
中
の

韮
と
サ
フ
ァ
イ
ア
が
／
倒
れ
た
車
軸
を
固
定
す
る
〉
の
〈
車
軸
〉
と
、
そ
こ
か
ら

想
起
さ
れ
る
〈
車
輪
〉
の
イ
メ
ジ
で
あ
り
、
さ
ら
に
同
じ
く
「
Ⅱ
」
に
あ
ら
わ
れ

る
〈
回
転
す
る
世
界
の
静
止
点
。
肉
で
も
な
く
肉
で
も
な
い
も
の
で
も
な
い
、
／
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そ
こ
か
ら
で
も
な
く
そ
こ
へ
で
も
な
い
、静
止
点
に
舞
踏
が
あ
る
〉
の
〈
静
止
点
〉

の
イ
メ
ジ
で
あ
る
。
星
野
は
〈
車
軸
〉
と
〈
車
輪
〉
に
よ
る
旋
回
の
イ
メ
ジ
、
そ

し
て
〈
車
軸
〉
の
中
心
に
あ
る
〈
静
止
点
〉
の
意
味
を
、「
Ｊ
・
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・

プ
ル
ー
フ
ロ
ッ
ク
の
恋
唄
」
か
ら
「
ゲ
ロ
ン
チ
ョ
ン
」
と
『
灰
の
水
曜
日
』、
ま

た
『
岩
の
コ
ー
ラ
ス
』
へ
、
さ
ら
に
詩
劇
へ
と
分
析
の
射
程
を
広
げ
な
が
ら
、
具

体
的
な
詩
句
を
手
が
か
り
に
丹
念
に
た
ど
っ
て
い
く
。
そ
の
〈
静
止
点
〉
は
、
普

遍
的
な
ロ
ゴ
ス
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
神
の
こ
と
ば
へ
の
詩
の
こ
と
ば

の
転
化
（
肉
化
）
に
『
四
つ
の
四
重
奏
』
の
主
題
が
あ
る
と
説
明
す
る

―

神
の
〈
言
〉
を
中
心
と
し
て
、
そ
れ
の
自
己
へ
の
肉
化
の
瞬
間
を
期
待
し

な
が
ら
旋
回
す
る
人
間
の
無
数
の
言
葉
、
言
葉
の
群
れ
の
パ
タ
ー
ン
、
そ

れ
が
全
曲
の
構
造
で
あ
り
、
更
に
一
歩
進
め
て
、
肉
化
の
論
理
自
体
が
、

詩
人
の
想
像
力
を
通
過
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
っ
た
一
つ
の
肉
化
、
そ

れ
が
『
四
つ
の
四
重
奏
』
で
あ
る
、
と
も
言
え
る
の
だ(11)

。

こ
の
エ
リ
オ
ッ
ト
の
〈
ペ
シ
ミ
ズ
ム
の
克
服
〉
の
過
程
は
、
戦
争
で
人
生
を
引

き
裂
か
れ
た
こ
と
に
よ
る
虚
無
感
ま
た
は
鬱
の
感
情
と
い
う
〈
ペ
シ
ミ
ズ
ム
〉
を

同
じ
よ
う
に
か
か
え
て
い
た
星
野
に
と
っ
て
は
、
先
を
見
通
せ
な
い
困
難
な
時
代

に
詩
人
で
あ
る
こ
と
、こ
と
ば
に
生
き
る
こ
と
に
つ
い
て
、ひ
と
つ
の
啓
示
で
あ
っ

た
と
い
え
る
だ
ろ
う

―

現
代
に
お
い
て
詩
を
書
く
い
と
な
み
が
、
個
々
の
詩
人
に
よ
っ
て
比
重
の

置
き
方
に
さ
ま
ざ
ま
な
濃
淡
は
あ
る
に
せ
よ
、
そ
の
よ
う
な
イ
メ
ジ
の
原

型
と
し
て
の
言
葉
、
あ
る
い
は
絶
対
者
の
肉
化
と
し
て
の
言
葉
、
そ
れ
の

把
握
を
全
く
度
外
視
し
て
は
意
義
を
も
ち
に
く
い
と
だ
け
は
、
言
え
る
の

で
は
な
い
か(12)

。

〈
絶
対
者
の
肉
化
と
し
て
の
言
葉
〉
に
エ
リ
オ
ッ
ト
の
思
想
の
反
映
を
見
る
の

は
容
易
で
あ
り
、
ま
た
〈
イ
メ
ジ
の
原
型
と
し
て
の
言
葉
〉
と
〈
絶
対
者
の
肉
化

と
し
て
の
言
葉
〉
の
並
列
に
は
、『PER

SO
N

A
E

』
や
『
花
鳥
』（
一
九
七
三
年
）

な
ど
の
神
話
批
評
／
神
話
的
想
像
力
を
手
が
か
り
と
し
た
詩
的
営
為
か
ら
、『
玄

猿
』（
一
九
七
九
年
）
以
降
の
形
而
上
詩
へ
の
志
向

―
そ
の
背
景
に
も
エ
リ
オ
ッ

ト
を
中
心
と
し
た
二
〇
世
紀
初
頭
の
十
七
世
紀
形
而
上
派
詩
人
の
再
評
価
が
あ
る

―
を
予
感
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
現
実
の
世
界
と
は
対
極
に
あ
る
イ
デ
ア
の
ご

と
き
詩
的
世
界
を
現
出
さ
せ
る
詩
人
に
は
、
お
よ
そ
凡
夫
の
想
像
を
容
易
に
許
さ

な
い
ほ
ど
の
緊
張
と
重
圧
、
ま
た
と
き
に
苦
痛
さ
え
詩
人
に
強
い
る
も
の
な
の
だ

ろ
う
が
、そ
の
よ
う
な
詩
人
と
し
て
生
き
る
こ
と
の〈
決
意
〉は「
ミ
ソ
サ
ザ
イ
」の
、

そ
の
静
か
な
自
問
自
答
の
な
か
に
う
か
が
え
る
し
、
ま
た
同
じ
時
期
に
書
か
れ
た

「
ス
サ
ノ
オ
」
の
な
か
で
、
た
え
ず
〈
追
わ
れ
〉、〈
狩
ら
れ
つ
づ
け
る
〉〈
ス
サ
ノ

オ
〉
に
、
そ
の
劇
的
独
白
の
最
後
で
〈
お
れ
は
駆
け
る　

も
う
一
つ
の　

絶
望
の

方
へ　

夜
明
け
の
方
へ
〉と
語
ら
せ
る
こ
と
か
ら
も
、〈
絶
望
〉と
映
る
時
代
に
あ
っ

て
も
、そ
こ
に
〈
夜
明
け
〉
を
導
く
詩
人
で
あ
ろ
う
と
す
る
意
志
が
認
め
ら
れ
る
。

『
四
つ
の
四
重
奏
』
を
エ
リ
オ
ッ
ト
の
詩
的
遍
歴
の
到
達
点
と
み
る
星
野
だ
が
、

「
ミ
ソ
サ
ザ
イ
」
の
詩
想
の
展
開
、
と
く
に
最
後
の
〈
決
意
〉
を
考
え
る
う
え
で

ヒ
ン
ト
と
な
る
読
み
が
あ
る
。
そ
れ
は
『
四
つ
の
四
重
奏
』
の
第
一
曲
「
バ
ー
ン

ト
・
ノ
ー
ト
ン 

Ⅰ
」、
し
か
も
そ
の
冒
頭
す
ぐ
に
あ
ら
わ
れ
る
〈
薔
薇
園
〉
に
つ

い
て
の
も
の
で

―

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ほ
か
の
こ
だ
ま
ら
も

こ
の
園
に
は
棲
み
つ
い
て
い
る
。
従
い
て
い
っ
て
み
よ
う
か
。

急
い
で
、
と
小
鳥
が
言
っ
た
、
探
し
な
、
こ
だ
ま
ら
を
探
し
な

角
の
向
こ
う
を
。
最
初
の
門
を
く
ぐ
り
、

最
初
の
世
界
の
中
へ
と
、
従
い
て
い
っ
て
み
よ
う
か
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鶫
の
惑
わ
し
に
。
最
初
の
世
界
の
中
へ
。

こ
の
前
後
の
文
脈
を
含
め
た
精
緻
な
分
析
を
重
ね
る
な
か
で
、〈
小
鳥
／
鶫
〉

は
「
バ
ー
ン
ト
・
ノ
ー
ト
ン
」
全
体
の
〈
主
題
に
含
ま
れ
る
宗
教
的
、
人
生
的
、

詩
的
な
意
味
〉
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
り
、ま
た
〈
鶫
の
惑
わ
し
〉
に
よ
っ
て
、〈
最

初
の
門
を
く
ぐ
り
〉
な
が
ら
入
っ
て
い
く
〈
最
初
の
世
界
〉
と
は
、
子
宮
回
帰
願

望
の
可
能
性
も
含
む
、〈
経
験
さ
れ
は
し
た
が
そ
の
意
味
を
失
っ
た
言
わ
ば
原
体

験
の
世
界
〉
で
あ
り
、
そ
こ
へ
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
は
、〈
原
体
験
の
意
味
の

回
復
、
顕
在
化
を
求
め
て
、
帰
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
〉
と
い
う
判
断

が
示
さ
れ
る(13)

。
そ
し
て
、そ
の
よ
う
な
〈
意
味
の
回
復
、顕
在
化
〉
に
至
る
〈
探
求
〉

に
つ
い
て
は
、『
四
つ
の
四
重
奏
』
の
終
曲
「
リ
ト
ル
・
ギ
デ
ィ
ン
グ 

Ⅴ
」
の
終

末
部
分
に
あ
ら
わ
れ
る

―

わ
た
し
た
ち
は
探
求
を
や
め
な
い
だ
ろ
う

わ
た
し
た
ち
の
あ
ら
ゆ
る
探
求
の
終
り
は

わ
た
し
た
ち
が
出
発
し
た
と
こ
ろ
に
到
着
し

そ
の
場
所
を
知
る
こ
と
な
の
だ
。

未
知
の　

記
憶
の
中
の
門
を
く
ぐ
る
と

発
見
さ
れ
る
べ
き
土
地
の
最
後
の
も
の
は

始
め
に
あ
っ
た
と
こ
ろ
な
の
だ
。

こ
の
一
節
を
含
む
結
末
部
分
に
よ
っ
て
、『
四
つ
の
四
重
奏
』
の
全
曲
が
〈
車
輪
〉

の
よ
う
に
円
環
を
閉
じ
る
こ
と
で
、〈
車
軸
〉
と
し
て
の
神
の
こ
と
ば
／
ロ
ゴ
ス

の
表
象
の
可
能
性
を
読
む(14)

。

〈
探
求
の
終
り
〉
は
〈
出
発
し
た
と
こ
ろ
〉
に
辿
り
着
く
こ
と
で
あ
り
、
そ
の

と
き
初
め
て
〈
そ
の
場
所
を
知
る
こ
と
〉
に
な
る
と
い
う
。
ま
だ
意
識
す
ら
さ
れ

な
い
〈
未
知
の
〉
遠
い
〈
記
憶
〉、
そ
の
〈
原
体
験
〉
の
奥
底
に
広
が
る
〈
最
後

の
土
地
〉
が
、
す
で
に
〈
始
め
に
あ
っ
た
と
こ
ろ
〉
で
あ
る
こ
と
が
〈
発
見
さ
れ

る
べ
き
〉
と
い
う
構
図
は
、「
ミ
ソ
サ
ザ
イ
」
に
お
い
て
、
人
生
最
後
の
〈
落
日
〉

の
と
き
に
〈
枯
葉
の
か
た
ち
の
炎
〉
と
な
っ
て
〈
う
た
〉
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
す

で
に
見
通
し
て
、〈
迷
路
の
深
み
〉
に
足
を
踏
み
入
れ
よ
う
と
す
る
〈
ぼ
く
〉
の

意
識
に
重
な
り
合
う
。

結
語

「
ミ
ソ
サ
ザ
イ
」
の
詩
想
の
背
景
に
は
、
Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
の
評
論
を
〈
詩

人
の
言
語
経
験
の
表
白

(15)〉
と
し
て
読
み
、
ま
た
詩
作
品
、
と
く
に
『
四
つ
の
四
重

奏
』
に
徹
底
し
た
読
み
（
精
読
）
を
加
え
る
こ
と
で
得
ら
れ
た
発
見

―
神
の
こ

と
ば
／
ロ
ゴ
ス
の
詩
の
こ
と
ば
へ
の
肉
化

―
が
あ
る
。
星
野
が
『
四
つ
の
四
重

奏
』を
エ
リ
オ
ッ
ト
受
容
の
中
心
に
お
い
て
考
え
続
け
た
の
は
、そ
こ
に
エ
リ
オ
ッ

ト
の
詩
的
遍
歴
の
跡
を
感
じ
て
い
た
か
ら
だ
が
、
そ
の
第
三
曲
「
ド
ラ
イ
・
サ
ル

ヴ
ェ
ジ
ズ 

Ⅱ
」
に
〈
わ
た
し
た
ち
は
経
験
し
た
が
、
そ
の
意
味
を
失
っ
た
。
／

意
味
に
近
づ
く
こ
と
が
そ
の
意
味
を
回
復
し
て
く
れ
る
〉
と
刻
む
エ
リ
オ
ッ
ト
の

よ
う
に
、
星
野
も
ま
た
、
戦
争
と
結
び
つ
い
た
青
年
期
に
失
わ
れ
た
〈
経
験
〉
を
、

そ
の
〈
意
味
に
近
づ
く
こ
と
〉
で
〈
回
復
〉
し
よ
う
と
す
る
。「
ミ
ソ
サ
ザ
イ
」
は
、

第
一
詩
集
に
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
、
詩
人
と
し
て
あ
り
続
け
る
こ
と
の
星
野
の
慎
ま

し
い
、
し
か
し
強
靭
な
意
志
の
表
明
で
あ
る
。

注(1) 

星
野
徹
「
棘
の
座
標　

わ
が
志
向
」、『
棘
』（
一
九
六
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）
第
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号
、六
頁
。

(2) 
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e is changing the nature of the pow
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replacing for him
 his tactile sense.”　

シ
ッ
ト
ウ
ェ
ル
は
、
機
械
化

が
進
む
時
代
に
生
き
る
現
代
の
詩
人
は
、〈
手
が
も
つ
力
と
敏
感
さ
〉、
そ
の

〈
触
覚
的
感
覚
〉
を
失
い
つ
つ
あ
る
と
指
摘
す
る
。

(3) 
下
山
嘉
一
郎
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中
崎
一
夫
に
よ
る
二
人
誌
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階
段
』
第
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六
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菅
野
弘
久
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野
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蠍
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磐
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研
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三
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。
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さ
れ
た
〉
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る
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的
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Ｓ
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エ
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収
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磐
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〇
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。
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erm
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右
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一
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「
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野
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星
野
徹
詩
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Ⅰ
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星
野
徹
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ノ
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Ｓ
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克
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Ｔ
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。
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Ｔ
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Ｓ
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Ｓ
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“Misosazai” by Toru HOSHINO

Hirohisa KANNO

Toru HOSHINO (1925-2009), a Japanese poet and critic well-known for his metaphysical 
poetry and essays based on the archetypal criticism, established his poetics by reading closely 
T.S. Eliot’s poems and essays. Hoshino wrote a poem titled “Misosazai (a wren)” and put it at the 
end of PERSONAE, his first collection of poems, instead of an afterword. Such his intention is 
well understood by tracing his analytical reading of Four Quartets by T.S. Eliot. In “Misosazai,” 
alluding Eliot’s religious longer poems, Hoshino showed his strong will as a poet to continue 
writing poems in modern difficult times, of which expression is most suitable for his first collection 
of poems.

204

星
野
徹
の
「
ミ
ソ
サ
ザ
イ
」

九


