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新
時
代
の
胎
動

詩
想
滴
々

桑
原 

啓
善

　

本
篇
の
初
出
は
、
桑
原
啓
善
の
個
人
誌
「
脱
皮
」
№
６
（
１
９
８
３
年
５
月
18
日
発
行
）
で
す
。

　

こ
の
頃
桑
原
は
、
一
人
で
日
本
全
国
を
巡
り
「
不
戦
の
た
め
の
自
作
詩
と
講
演
の
会
」
を
行
っ
て
い

ま
し
た
。
当
時
は
、米
ソ
冷
戦
の
核
軍
拡
時
代
で
世
界
中
大
き
な
反
核
の
う
ね
り
が
拡
が
っ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
桑
原
は
、反
核
で
は
な
く
〈
不
戦
非
武
装
〉
の
平
和
運
動
を
、た
っ
た
ひ
と
り
で
や
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
中
で
桑
原
は
、人
類
文
明
を
転
換
し
よ
う
と
し
た
「
革
命
家
」
宮
沢
賢
治
を
発
見
し
て
い
く
の
で
す
。

そ
れ
は
宮
沢
賢
治
が
〈
自
分
と
全
く
同
じ
こ
と
を
考
え
て
い
た
〉
先
達
の
詩
人
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
付

い
た
か
ら
で
す
。
そ
の
深
い
運
命
的
な
賢
治
と
の
出
合
い
が
本
篇
に
は
確
か
に
書
き
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
本
篇
の
初
出
「
脱
皮
」
№
６
号
に
は
、
奇
し
く
も
森
荘
已
池
氏
（
賢
治
の
年
下
の
親
友
）
の
寄
稿

が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
桑
原
は
こ
の
寄
稿
の
縁
で
、
こ
の
後
森
荘
已
池
氏
を
盛
岡
に
訪
ね
、
賢
治
が

革
命
家
で
あ
っ
た
こ
と
の
確
証
を
得
ま
す
。
こ
の
賢
治
と
の
出
合
い
を
経
て
、
桑
原
の
生
涯
を
賭
け
た

大
事
業
〈
デ
ク
ノ
ボ
ー
革
命
〉
へ
の
道
は
ひ
か
れ
て
い
き
ま
す
。　
（
熊
谷
）
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先
日
、オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
か
ら
、平
和
を
訴
え
る
た
め
に
、自
転
車
ツ
ア
ー
の
人
達
が
来
て
る
か
ら
、

行
か
な
い
か
と
誘
わ
れ
た
。
会
場
に
集
っ
た
の
は
私
と
妻
と
知
人
と
三
人
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
は

若
い
二
人
の
男
女
で
、
彼
等
は
た
っ
た
三
人
の
た
め
に
、
一
時
間
余
も
映
画
を
や
っ
て
く
れ
、
あ
と

対
話
の
会
を
も
っ
て
く
れ
た
。
片
言
だ
が
何
か
心
の
通
じ
合
う
会
だ
っ
た
。
君
達
は
何
が
訴
え
た
い

の
だ
と
聞
く
と
、disarm

am
ent

（
非
武
装
）
だ
と
言
っ
た
。
私
は
一
瞬
そ
れ
を
疑
っ
た
。
反
核
・
軍

縮
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
核
は
勿
論
、一
片
の
武
器
も
残
さ
な
い
。
西
欧
人
は
伝
統
的
に「
力
は
正
義
」

と
考
え
る
か
ら
、
生
き
る
た
め
の
武
器
と
戦
争
を
否
定
し
な
い
。
反
核
・
軍
縮
が
平
和
運
動
の
基
底

「脱皮」 No.6
編集・発行人　桑原啓善
（1983.5.18 発行）
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で
あ
る
。
だ
か
ら
私
は
驚
い
た
の
で
あ
る
。

　

恐
ら
く
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
的
な
信
仰
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
て
、
君
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
か
と
聞

く
と
、
い
や
、
以
前
は
そ
う
だ
っ
た
と
言
っ
た
。
い
ま
は
教
会
が
堕
落
し
て
、
企
業
な
ど
の
援
助
に

依
存
し
、
牧
師
は
平
和
へ
の
活
力
を
失
っ
て
い
る
と
答
え
た
。

　

彼
等
の
自
転
車
ツ
ア
ー
の
仲
間
は
七
〇
人
位
で
、
全
世
界
を
廻
っ
て
い
る
そ
う
だ
。
職
業
を
捨
て
、

働
い
た
金
を
資
金
にdisarm

am
ent

を
訴
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
っ
た
い
そ
の
無
償
の
バ
イ
タ
リ

テ
ィ
は
何
な
の
か
。
彼
等
の
信
仰
は
、
形
だ
け
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
も
あ
り
、
仏
教
徒
も
、
無
宗
教
者

も
い
る
。
だ
が
、
と
彼
等
は
言
っ
た
。
何
か
自
然
の
中
に
い
の
ち
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
て
い
る
の

だ
と
言
っ
た
。

　

私
は
そ
の
一
言
で
す
べ
て
を
諒
解
し
た
。
そ
し
て
驚
い
た
、
今
度
は
心
底
か
ら
驚
い
た
。
と
い
う

の
は
、
西
欧
近
代
文
明
は
自
然
を
物
質
と
み
な
す
。
そ
の
上
に
科
学
技
術
文
明
が
成
立
し
得
て
、
今

日
の
世
界
の
繁
栄
を
生
み
出
し
て
い
る
。
が
、逆
に
、核
や
公
害
も
生
み
出
し
て
い
る
が
。
そ
の〈
近
代
〉

の
基
本
は
、〈
自
然
は
死
せ
る
物
質
で
あ
る
〉
こ
の
自
然
物
質
観
で
あ
る
。
こ
の
青
い
目
を
し
た
二
人

の
青
年
は
、
自
然
は
い
の
ち
と
言
っ
た
、
何
か
見
え
な
い
も
の
を
自
然
の
中
に
見
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
か
ら
来
た
青
年
は
ま
た
こ
う
言
っ
た
。
平
和
は
国
へ
訴
え
て
も
無
効
で
す
。
人
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の
心
か
ら
心
へ
、
だ
か
ら
吾
々
は
自
転
車
ツ
ア
ー
を
す
る
の
で
す
と
。

　

職
も
捨
て
、
青
春
を
か
け
、
言
葉
の
障
害
を
超
え
て
、
な
お
彼
等
を
駆
り
た
て
て
い
る
エ
ネ
ル
ギ
ー

は
何
か
。
私
に
は
そ
の
う
ず
き

0

0

0

が
分
る
。
彼
等
は
い
ま
新
し
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
存
在
を
感
じ
始
め
て

い
る
。
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
、
彼
等
も
未
だ
は
っ
き
り
言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
武
力
で
国
の
安

全
を
守
る
、
そ
う
い
う
永
い
伝
統
を
否
定
し
て
、
武
力
に
代
る
、
い
や
明
ら
か
に
武
力
よ
り
も
強
い

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
存
在
に
、
気
付
き
始
め
て
い
る
。
そ
れ
を
自
然
の
中
に
〈
い
の
ち
〉
と
い
う
形
で
見

は
じ
め
て
い
る
。
で
な
く
て
ど
う
し
て
、disarm

am
ent

を
主
張
し
て
、
世
界
の
人
か
ら
人
へ
、
心

で
そ
れ
を
訴
え
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
か
。

　

私
は
、時
代
が
移
り
変
る
転
換
の
徴
候
を
感
じ
た
。
近
代
文
明
の
母
胎
を
な
す
「
物
質
自
然
観
」
が
、

青
い
目
の
青
年
達
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
始
め
て
い
る
。そ
れ
に
代
っ
て
、〈
見
え
な
い
も
の
〉に
実
在
と
、

物
質
よ
り
も
強
力
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
、
見
る
目
が
芽
生
え
始
め
て
い
る
。
彼
等
は
未
だ
漠
然
と
そ
れ

を
〈
い
の
ち
〉
と
呼
び
か
け
て
い
る
が
、
明
ら
か
に
、〈
見
え
な
い
も
の
〉
が
見
え
る
も
の
に
代
っ
て
、

自
然
観
の
基
底
と
な
ろ
う
と
し
て
い
る
。

　

そ
う
い
え
ば
、
こ
の
三
月
の
西
独
選
挙
で
、
緑
の
党
が
大
挙
進
出
し
た
。
緑
の
党
と
は
、
自
然
と

の
調
和
を
主
眼
と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
核
廃
絶
を
実
現
し
よ
う
と
い
う
の
だ
そ
う
で
あ
る
。
こ
こ
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に
も
新
し
い
自
然
へ
の
目
が
あ
る
。

　

私
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
が
、
新
し
い
「
自
然
」
と
新
し
い
「
人
間
」
の
発
見
か
ら
始
ま
っ
た
こ
と
を

思
い
出
す
。
自
然
観
と
人
間
観
、
こ
の
世
界
観
の
転
換
が
一
つ
の
時
代
の
文
明
を
創
り
出
す
。
爛
熟

し
た
西
欧
文
明
に
代
っ
て
、
い
ま
、
一
つ
の
時
代
が
胎
動
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

自
然
の
見
え
な
い
部
分
に
向
っ
て
、〈
い
の
ち
〉
と
呼
び
か
け
る
自
然
の
新
し
い
発
見
が
、
そ
れ
も

庶
民
の
間
か
ら
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

嘗
て
、ル
ネ
サ
ン
ス
は
芸
術
か
ら
始
ま
っ
た
。そ
れ
も
文
学
、併
も
詩
人
達
の
先
導
に
よ
っ
て
始
ま
っ

た
。
も
し
、い
ま
第
二
ル
ネ
サ
ン
ス
が
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
る
の
な
ら
、詩
人
達
は
果
た
し
て
、既
に
、

そ
の
先
導
の
徴
を
示
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。

　

私
は
、
私
の
乏
し
い
知
識
の
中
か
ら
、
ぴ
か
り
と
、
数
人
の
詩
人
達
の
名
を
思
い
浮
べ
た
。
ボ
ー

ド
レ
ー
ル
、
ラ
ン
ボ
オ
、
リ
ル
ケ
、
そ
し
て
宮
沢
賢
治
。
彼
等
の
中
に
、
自
然
観
、
つ
づ
い
て
人
間

観
の
明
白
な
転
換
の
徴
を
見
る
の
で
あ
る
。
私
は
、そ
れ
を
論
証
す
る
だ
け
の
力
を
も
た
な
い
。
だ
が
、

直
観
が
そ
う
だ
と
、
私
に
、
そ
の
発
言
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
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ボ
ー
ド
レ
ー
ル

　

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
〈
万コ

レ
ス
ポ
ン
ダ
ン
ス

物
照
応
〉
の
第
一
行
に

〝
自
然
は
神
の
宮
居　

い
の
ち
の
柱
…
…
〟

と
記
し
た
時
、
第
二
の
ル
ネ
サ
ン
ス
が
鳴
動
し
始
め
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
見
え
る
自
然
の
中
に
、

見
え
な
い
神
の
宮
居
を
、
し
か
と
認
め
た
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
視
力
は
何
だ
っ
た
の
か
。「
夙つ
と

に
幼
少
の

頃
か
ら
神
秘
に
向
う
性
質
、
神
と
の
対
話
」、
い
わ
ば
霊
的
詩
人
、
そ
の
見
え
な
い
も
の
を
感
得
す
る

目
が
、
現
実
の
見
え
る
世
界
と
、
見
え
な
い
け
れ
ど
感
得
さ
れ
る
世
界
と
の
、
一
種
の
照
応
の
関
係

に
あ
る
こ
と
を
確
信
さ
せ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
で
は
、
い
わ
ば
真
実
の
見
え
な
い
世
界
は
、

地
上
か
ら
隔
絶
し
た
も
の
で
な
く
、
照
応
の
関
係
に
あ
る
。
そ
れ
が
〈
自
然
は
神
の
宮
居　

い
の
ち

の
柱
〉
と
言
わ
せ
て
い
る
。
そ
こ
に
、
自
然
は
物
質
と
み
な
す
近
代
と
は
、
異
質
の
自
然
観
が
ほ
の

見
え
て
い
る
。

　

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
「
パ
リ
は
世
界
の
愚
劣
の
中
心
」
と
唾
棄
し
た
。
そ
れ
は
「
一
切
が
、
こ
の
世

で
は
、
罪
悪
の
汗
を
か
い
て
い
る
」
と
、
文
明
そ
の
も
の
を
軽
蔑
し
た
か
ら
で
あ
る
。『
悪
の
華
』
が
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出
た
十
九
世
紀
の
半
ば
す
ぎ
は
、
近
代
文
明

は
漸
や
く
、
爛
熟
の
兆
を
示
し
始
め
て
い

た
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
こ
の
文
明
の
滅
亡
を

予
見
し
た
。「
世
は
ま
さ
に
終
ら
ん
と
し
て

い
る
…
…
我
々
人
類
は
、
自
ら
生
存
の
根
底

な
り
と
信
じ
た
と
こ
ろ
か
ら
滅
亡
す
る
だ

ろ
う
。
機
械
の
発
達
が
…
…
進
歩
が
、
我
々

の
精
神
的
方
面
全
般
を
極
度
に
萎
縮
せ
し

め
る
結
果
」
と
。

　

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
人
類
に
対
す
る
死
亡

宣
告
は
、と
り
も
な
お
さ
ず
、彼
の
〈
近
代
〉

へ
の
死
亡
宣
言
で
あ
る
。
見
え
な
い
も
の
を

拒
否
し
て
、
見
え
る
も
の
の
上
だ
け
に
創
ら

れ
た
〈
近
代
〉
は
、
危
い
、
愚
劣
な
、
虚
偽

の
楼
閣
に
見
え
た
の
だ
ろ
う
。



11

新時代の胎動

　

だ
が
、こ
の
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
、近
代
を
超
克
す
る
こ
と
な
く
、い
わ
ば
逃
避
の
形
で
世
を
終
っ
た
。

衆
俗
を
軽
蔑
し
て
、
ひ
と
り
高
し
と
す
る
貴
族
的
ダ
ン
デ
ィ
ズ
ム
、
そ
れ
は
自
己
と
他
者
を
峻
別
す

る
近
代
的
エ
ゴ
の
一
形
態
に
す
ぎ
な
い
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
於
い
て
、
自
然
へ
の
新
し
い
目
は
見
ら

れ
た
が
、人
間
観
は
未
だ
〈
近
代
〉
の
殻
を
被
っ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。『
悪
の
華
』
は
ダ
ン
テ
の
『
神
曲
』

に
比
せ
ら
れ
る
。
そ
う
か
も
し
れ
な
い
。
ダ
ン
テ
が
未
だ
ル
ネ
サ
ン
ス
人
で
な
く
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の

先
駆
者
で
あ
っ
た
と
同
じ
よ
う
に
で
あ
る
。

　

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
救
い
を
希
求
し
な
が
ら
、
救
い
を
忌
避
し
た
。
懺
悔
に
よ
っ
て
安
易
に
救
わ
れ

る
キ
リ
ス
ト
教
的
救
い
を
拒
否
し
た
。
こ
の
矛
盾
が
『
悪
の
華
』
一
巻
を
生
み
出
さ
せ
た
と
云
え
る

の
で
は
な
い
か
。
彼
の
唾
棄
す
る
パ
リ
の
衆
俗
の
中
で
、
酒
と
女
と
頽
廃
に
沈
淪
し
な
が
ら
、
な
お

悪
魔
に
祈
り
を
捧
げ
る
、
こ
の
悪
、
そ
れ
は
ダ
ン
テ
の
「
地
獄
篇
」
に
見
る
苦
悩
で
あ
る
。
何
が
ボ
ー

ド
レ
ー
ル
を
こ
れ
ほ
ど
自
ら
を
罪
の
中
へ
つ
き
墜
と
さ
せ
た
の
か
。

　

そ
れ
は
、
人
間
の
も
つ
原
罪
に
自
ら
の
身
を
焼
か
せ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
詩
人
は
、
そ
の
苦
し
み

に
耐
え
て
、
書
く
者
。
そ
れ
が
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
、〈
見
え
な
い
も
の
〉
神
へ
の
祈
り
の
形
で
あ
り
、

彼
の
救
い
と
は
、
死
、
そ
の
外
に
は
あ
り
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

私
は
、『
悪
の
華
』
を
、第
二
ル
ネ
サ
ン
ス
の
先
駆
と
し
て
評
価
す
る
。
そ
れ
は
、〈
見
え
な
い
も
の
〉
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を
自
然
の
中
に
見
た
者
の
、
文
明
へ
の
激
し
い
怒
り
の
書
で
あ
り
、
も
う
一
つ
、
古
い
人
間
観
〈
原

罪
説
〉
に
と
り
憑
か
れ
た
ま
ま
の
苦
悩
の
書
で
あ
る
か
ら
。
そ
れ
に
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
は
既
述
の
よ

う
に
、ダ
ン
デ
ィ
ズ
ム
と
い
う
、近
代
的
エ
ゴ
の
、二
重
の
相
の
人
間
観
が
残
っ
た
ま
ま
な
の
で
あ
る
。

象
徴
派

　

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
象
徴
派
の
祖
と
目
さ
れ
る
。
そ
の
遺
産
「
照
応
」
は
マ
ラ
ル
メ
と
ラ
ン
ボ
オ
に

継
承
さ
れ
る
。
前
者
は
芸
術
派
の
系
、
後
者
は
見
者
の
系
で
あ
る
。

　

も
と
も
と
、
霊
の
人
で
あ
っ
た
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
目
に
映
じ
た
天
上
の
世
界
は
、
ス
ェ
ー
デ
ン
ボ

ル
ク
の
影
響
を
う
け
て
、
地
上
と
鏡
の
よ
う
に
照
応
し
合
う
真
実
の
世
界
と
定
置
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
、

人
と
天
上
と
の
交
感
が
可
能
と
な
り
、
詩
人
は
、
其
処
か
ら
、〝
時
お
り
洩
れ
る
お
ぼ
ろ
な
言
葉
を
、

象
徴
の
森
を
よ
ぎ
っ
て
〟〈
万
物
照
応
〉
聞
き
取
る
者
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

だ
か
ら
「
詩
人
は
ま
こ
と
に
、
火
を
盗
む
者
」
と
し
た
ラ
ン
ボ
オ
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
直
系
の

嫡
子
で
あ
る
。
ラ
ン
ボ
オ
が
「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
最
初
の
見
者
、
詩
人
の
王
、
真
の
神
」
と
称
え
た

の
も
む
べ
な
る
か
な
で
あ
る
。
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マ
ラ
ル
メ
は
、
天
上
の
世
界
を
「
純
粋
に
抽
象
的
な
天
空
」
と
し
て
、
実
在
か
ら
観
念
に
変
容
さ

せ
た
。
従
っ
て
、
其
処
か
ら
洩
れ
る
言
葉
を
も
は
や
聞
き
取
る
者
で
は
な
く
、
言
葉
の
錬
金
術
に
よ
っ

て
、
無
限
や
永
遠
を
創
出
す
る
芸
術
家
と
な
っ
た
。「
照
応
」
は
天
と
地
の
照
応
、
神
と
人
と
の
交
感

で
は
な
く
、単
に
言
葉
の
交
響
楽
、詩
の
技
法
へ
と
意
味
を
傾
斜
し
た
。
だ
か
ら
、ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
「
音

楽
か
ら
詩
人
の
財
産
を
奪
い
返
し
て
」、
純
粋
に
音
楽
だ
け
で
、
美
を
暗
示
的
に
表
現
す
る
、
装
飾
主

義
に
堕
ち
こ
ん
だ
。

　

も
は
や
そ
こ
に
は
、
天
上
の
火
を
盗
む
詩
人
は
い
な
い
。
主
知
的
に
美
を
創
出
す
る
〈
近
代
〉
の

我
が
坐
っ
て
い
る
。
自
然
の
奥
に
照
応
す
る
〈
見
え
な
い
も
の
〉
を
感
じ
る
自
然
観
は
姿
を
消
し
て

い
る
。
か
く
て
、
詩
は
新
し
い
自
然
と
人
間
を
発
見
す
る
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
役
割
か
ら
離
れ
、
単
に

芸
術
の
ジ
ャ
ン
ル
で
美
を
も
て
あ
そ
ぶ
矮
小
な
も
の
と
な
り
、時
代
や
文
明
を
先
導
す
る
活
力
を
失
っ

て
し
ま
っ
た
。ラ

ン
ボ
オ

　

見
者
は
す
べ
て
オ
ル
フ
ィ
ス
ム
、
い
わ
ば
神
秘
主
義
の
系
譜
に
つ
ら
な
る
。
こ
れ
を
無
視
し
て
は
、
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ラ
ン
ボ
オ
の
天
才
も
、詩
業
放
棄
の
秘
密
も
解
け
な
い
。
そ
う
し
て
、い
ま
世
界
を
揺
る
が
し
て
い
る
、

第
二
ル
ネ
サ
ン
ス
の
胎
動
を
聞
く
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
れ
は
、
西
欧
近
代
文
明
が
ホ
メ
ロ
ス
の
合

理
主
義
の
系
譜
に
つ
ら
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
す
べ
て
を
解
く
一
つ
の
言
葉
が
、
ラ
ン
ボ
オ
の
「
吾
れ
は
、
他
者
」（「
見
者
の
手
紙
」）
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
デ
カ
ル
ト
の
「
吾
れ
思
う
、
故
に
吾
れ
あ
り
」、
こ
の
近
代
の
自
我
を
否
定
す
る
大
事

件
で
あ
る
。

　
「
吾
れ
は
、他
者
」
と
は
何
か
。
そ
れ
は
ラ
ン
ボ
オ
の
哲
学
で
は
な
く
、実
感
で
あ
る
。「
吾
れ
思
う
、

と
い
う
の
は
間
違
い
で
す
。
僕
に
お
い
て
人
が
考
え
て
呉
れ
る
、
こ
う
言
う
べ
き
で
す
」
ラ
ン
ボ
オ

の
詩
篇
が
し
ば
し
ば
予
言
的
で
あ
る
事
は
知
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
『
地
獄
の
季
節
』〈
悪
胤
〉
で
、

十
八
年
後
に
、
ラ
ン
ボ
オ
が
金
を
貯
め
、
病
気
に
な
り
、
ア
フ
リ
カ
か
ら
帰
っ
て
来
る
姿
が
、
具
象

的
に
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
詩
篇
の
中
で
、
ラ
ン
ボ
オ
は
し
ば
し
ば
前
生
の
記
憶
を
伝
え
る
。
あ

る
時
は
古
代
の
ゴ
ー
ル
人
で
あ
り
、
中
世
の
傭
兵
で
あ
り
〈
悪
胤
〉、
あ
る
時
は
印
度
の
バ
ラ
モ
ン
僧

の
弟
子
で
あ
り
、
田
舎
住
ま
い
の
旦
那
衆
で
も
あ
る
『
イ
リ
ュ
ミ
ナ
シ
オ
ン
』〈
生
涯
〉

　

こ
れ
ら
は
何
か
。
ラ
ン
ボ
オ
は
〝
俺
は
、
墓
場
の
向
う
か
ら
出
て
来
た
人
間
〟〈
生
涯
〉
な
の
か
。

ま
さ
し
く
そ
う
で
あ
る
。
詩
篇
を
書
い
て
い
る
の
は
他
者
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
ラ
ン
ボ
オ
は
自
分
の
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書
い
て
い
る
も
の
が
分
ら
な
い
。
書
い
た
後
で
理
解
す
る
。「
俺
は
今
、自
分
の
思
想
の
開
花
に
立
会
っ

て
い
る
」（「
見
者
の
手
紙
」）。
ラ
ン
ボ
オ
の
見
者
は
、
こ
う
い
う
オ
ル
フ
ィ
ス
ム
的
神
人
合
一
の
形
で

開
か
れ
る
。
書
い
て
い
る
の
は
ラ
ン
ボ
オ
で
あ
る
、
詩
篇
を
告
げ
て
い
る
の
は
内
部
の
他
者
で
あ
る
。

ボ
ワ
ィ
ヤ
ン
（
見
者
）
と
は
、
千
里
眼
で
あ
る
。
ラ
ン
ボ
オ
の
天
才
は
、
こ
の
千
里
眼
に
よ
る
。

　

こ
う
し
た
ラ
ン
ボ
オ
に
と
り
、自
己
と
は
、ま
た
他
者
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。「
吾
れ
は　

他
者
」

と
は
、
哲
学
で
な
く
、
実
感
で
あ
る
。
こ
う
し
た
実
感
は
、
後
述
す
る
宮
沢
賢
治
に
も
み
ら
れ
る
。

　

然
し
、「
吾
れ
は　

他
者
」
と
は
、
デ
カ
ル
ト
の
「
吾
れ
思
う
、
故
に
吾
れ
あ
り
」
が
、
証
明
を
要

し
な
い
自
明
の
実
感
で
あ
っ
た
と
同
じ
よ
う
に
、
大
事
件
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
東
洋
人
の
実
感
で

あ
る
。
ラ
ン
ボ
オ
は
、
西
洋
に
代
る
、
東
洋
の
人
間
を
発
見
し
た
の
で
あ
る
。

　

ラ
ン
ボ
オ
が
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
〈
照
応
〉
の
自
然
観
の
上
に
、
東
洋
の
人
間
観
を
加
え
た
意
味

は
大
き
い
。
こ
の
時
か
ら
、
第
二
の
ル
ネ
サ
ン
ス
が
胎
動
を
始
め
た
の
で
あ
る
。

　

ラ
ン
ボ
オ
は
東
洋
に
憧
れ
る
。
そ
れ
は
原
始
へ
の
回
帰
で
も
あ
る
。

〝
俺
は
東
洋
へ
、
原
初
の
、
永
遠
の
英
知
へ
と
帰
っ
て
行
っ
た
〟

	
	

	
	

	
	

	

（『
地
獄
の
季
節
』〈
不
可
能
〉）
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だ
が
、こ
の
回
帰
は
失
敗
に
終
る
。不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。な
ぜ
か
…
…
た
だ
、瞥
見
さ
れ
た
永
劫
、

遠
い
未
来
の
希
望
と
し
て
だ
け
残
る
。
こ
の
失
望
と
希
望
が
、
ラ
ン
ボ
オ
が
筆
を
折
っ
た
理
由
で
あ

る
と
、
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
は
説
明
す
る
。

　

ま
た
、
小
林
秀
雄
は
、
ラ
ン
ボ
オ
が
写
し
取
っ
た
〈
他
界
〉
を
、
人
々
が
認
め
得
な
か
っ
た
の
で
、

自
か
ら
を
「
架
空
オ
ペ
ラ
」
の
道
化
師
と
観
じ
、
筆
を
折
っ
た
と
云
う
。

　

そ
の
ど
ち
ら
で
も
な
い
。
ラ
ン
ボ
オ
は
〈
見
者
〉
に
な
り
損
な
っ
た
の
で
あ
る
。「
見
者
で
あ
ら
ね

ば
な
ら
ぬ
、
見
者
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」
詩
人
は
、
あ
ら
ゆ
る
日
常
的
な
感
官
を
「
思
慮
深
く
錯
乱

さ
せ
て
、
見
者
と
な
る
」。
こ
れ
で
は
、「
錯
乱
」
だ
け
で
は
見
者
に
な
れ
な
い
。

　

見
者
と
は
、
内
部
の
他
者
が
告
げ
る
も
の
を
受
け
取
る
千
里
眼
で
は
な
い
。
自
か
ら
見
る
覚
者
で

あ
る
。
自
他
同
一
の
〈
我
〉
は
、
千
里
眼
か
ら
覚
者
に
な
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
こ
れ
が
〈
東
洋
〉

で
あ
る
。
ラ
ン
ボ
オ
は
〈
東
洋
〉
に
な
り
損
ね
た
。

　

見
者
へ
の
道
は
、
更
に
、
二
十
世
紀
、
リ
ル
ケ
や
宮
沢
賢
治
の
出
現
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

リ
ル
ケ
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『
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
へ
の
ソ
ネ
ッ
ト
』
を

書
い
た
リ
ル
ケ
は
、
オ
ル
フ
ィ
ス
ム
の
徒
、

霊
の
詩
人
で
あ
っ
た
。
降
神
術
を
好
み
、

霊
の
実
在
を
認
め
た
。
そ
れ
は
、
リ
ル
ケ

が
特
殊
だ
っ
た
の
で
な
く
、
他
の
人
々
が

特
殊
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
リ
ル
ケ
は

言
っ
て
い
る
。
世
界
の
世
俗
化
と
共
に「
人

間
の
感
官
が
萎
縮
し
て
し
ま
っ
た
の
で
」

と
。

　

そ
う
い
う
霊
的
詩
人
に
と
り
、「
吾
れ

と
は　

他
者
」
は
自
明
の
実
感
で
あ
っ
た
。

『
ド
ゥ
イ
ノ
の
悲
歌
』
を
は
じ
め
作
品
の

多
く
が
、
恰
も
内
部
の
他
者
か
ら
の
口
述

の
よ
う
に
、
口
を
つ
い
て
出
て
く
る
形
で

書
か
れ
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
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そ
れ
は
実
感
だ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
現
に
彼
は
そ
の
他
者
を
見
な
が
ら
、
口
述
を
受
け
て
い
る
。
あ

る
夜
着
物
を
脱
い
で
い
た
ら
、
突
如
口
を
つ
い
て
詩
句
が
出
た
。
余
り
荘
重
な
の
で
「
こ
れ
は
私
の

詩
で
は
な
い
」
と
叫
ぶ
と
、
そ
こ
へ
古
風
な
紳
士
が
出
現
し
た
。
そ
の
紳
士
は
詩
を
朗
読
し
た
。
そ

の
中
に
い
ま
彼
の
口
を
つ
い
て
出
た
詩
句
も
あ
っ
た
。
朗
読
後
、
彼
は
そ
の
詩
を
写
し
取
っ
た
の
で

あ
る
。

　

そ
う
い
う
ボ
ワ
ィ
ヤ
ン（
千
里
眼
）で
あ
っ
た
リ
ル
ケ
に
は
、早
く
か
ら
自
他
一
体
の
予
感
が
あ
っ
た
。

そ
れ
は
既
に
二
十
二
才
の
詩
集
『
降
臨
祭
』
の
中
で
、〝
僕
は
、
悠
久
な
も
の
の
断
片
〟
と
、
自
然
と

自
己
と
の
一
体
感
を
述
べ
て
い
る
。

　

そ
の
自
然
と
の
一
体
感
が
確
信
と
な
っ
た
の
は
、
二
回
に
わ
た
る
ロ
シ
ア
旅
行
の
結
果
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
西
欧
が
失
っ
た
自
然
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
魂
の
ふ
る
里
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
し
ば
し
ば

人
間
が
風
景
の
中
か
ら
生
ま
れ
、
又
と
き
に
は
人
間
か
ら
風
景
が
生
ま
れ
る
よ
う
に
見
え
る
」
自
然

で
あ
っ
た
。

　

こ
の
自
他
一
体
の
達
成
が
、以
後
の
リ
ル
ケ
の
詩
業
の
悲
願
と
な
る
。そ
こ
に
は〈
東
洋
〉が
あ
っ
た
。

ラ
ン
ボ
オ
が
放
棄
し
た
「
原
初
へ
の
回
帰
」
が
あ
っ
た
。「
吾
れ
は
他
者
」、
す
べ
て
の
他
者
・
自
然

と
の
同
一
化
、〈
見
え
な
い
も
の
〉
へ
参
入
し
て
〈
見
え
る
も
の
〉
へ
変
容
さ
せ
る
詩
業
、
ま
さ
に
神
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業
・
創
造
が
残
さ
れ
た
。

　

こ
の
こ
と
を
、
リ
ル
ケ
は
千
里
眼
か
ら
覚
者
（
真
の
見
者
）
へ
歩
み
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
す
る
。

「
ポ
エ
ジ
ー
か
ら
予
言
者
ま
で
の
道
程
を
踏
破
で
き
る
の
は
、
極
め
て
偉
大
な
者
だ
け
で
あ
る
。」
リ

ル
ケ
は
極
め
て
偉
大
な
者
、
見
者
と
な
る
。

　

こ
の
見
者
の
道
に
、
二
人
の
人
物
が
か
か
わ
っ
て
く
る
。
一
人
は
ロ
ダ
ン
、
も
う
一
人
は
デ
ン
マ
ー

ク
詩
人
の
ヤ
コ
ブ
セ
ン
で
あ
る
。
ヤ
コ
ブ
セ
ン
は
リ
ル
ケ
に
見
者
の
目
を
、
ロ
ダ
ン
は
原
初
回
帰
の

方
法
を
教
え
る
。

　

ロ
シ
ア
で
の
経
験
が
、
リ
ル
ケ
の
中
で
神
の
輪
郭
を
と
り
始
め
た
頃
、
リ
ル
ケ
が
愛
読
し
た
の
が
、

ヤ
コ
ブ
セ
ン
の
『
ニ
ー
ル
ス
・
リ
ー
ネ
』。
神
の
追
求
に
、
な
ぜ
無
神
論
者
の
聖
書
と
い
わ
れ
る
ヤ
コ

ブ
セ
ン
が
か
か
わ
っ
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
二
人
の
間
に
、
人
間
の
本
質
に
か
か
わ
る
共
通

点
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ヤ
コ
ブ
セ
ン
の
〈
自
分
の
目
で
も
の
を
見
る
〉
が
、リ
ル
ケ
に
於
い
て
は
、

「
私
が
神
と
申
し
ま
す
の
は
、
誰
に
教
え
ら
れ
た
も
の
で
も
な
く
、
私
自
身
の
中
に
生
ま
れ
た
偉
大
な

確
信
な
の
で
す
」
と
な
る
。
こ
の
固
有
の
神
、
固
有
の
生
と
死
、
そ
れ
が
前
人
未
踏
の
野
を
歩
く
見

者
の
視
力
と
な
る
の
で
あ
る
。『
時
禱
詩
集
』
で
固
有
の
神
を
見
つ
け
終
え
た
リ
ル
ケ
は
、
ヤ
コ
ブ
セ

ン
の
書
の
余
白
に
書
き
こ
む
「
お
お
主
よ
、
お
の
お
の
に
、
お
の
お
の
の
死
を
あ
ら
し
め
給
え
。」


