
詩人の運命 (イラン)解説

も
優
れ
た
著
作
に
数
え
ら
れ
た
。

そ
の
一
方
で
詩
を
政
治
詩
と
恋
愛
詩
、
あ
る
い

は
詩
人
を
社
会
派
と
行
情
派
に
大
別
し
た
イ
ラ
ン

の
い
く
ぶ
ん
固
定
し
た
文
学
観
の
な
か
で
は
、
現

代
の

「持
情
詩
人
」

の
筆
頭
に
挙
げ
ら
れ
、
恋
愛

詩
あ
る
い

は
行
情
詩
に
お

い
て
私
的
な
感
性
を
詠

《解
説
》

中
村
菜
穂

ナ
ー
デ
ル
・
ナ
l
デ
ル
プ
ー
ル

Z
包
R
Z包
刊
号
骨

は
一
九
二
九
年
テ

ヘ
ラ
ン
に
生
れ
た
。
芸
術
に
造

詣
の
深
い
両
親
の
も
と
で
ペ
ル
シ
ア
文
学
と
フ
ラ

ン
ス
語
の
英
才
教
育
を
受
け
た
彼
は
、
先
行
す
る

世
代
の
ロ
マ
ン
主
義
的
な
詩
人
た
ち
に
学
び
、
同

世
代
の
詩
人
た
ち
の
中
で
も
早
熟
な
若
手
詩
人
と

し
て

い
ち
は
や
く
頭
角
を
現
し
た
。

ヨ
l
ロ
y
パ

へ
の
遊
学
を
経
て
帰
国
し
た
後
、
新
体
詩
運
動
の

旗
手
と
し
て
現
代
詩
論
を
展
開
し

つ
つ
、
卜

ゥ
ー

デ
党
の
機
関
誌

『
人
民
さ
ミ

s一
ヤ
P

N

・
ハ

ー
ン
ラ
リ
ー
の
主
宰
す
る
文
芸
誌

『言
葉
守

E
S』

に
詩
を
発
表
し
た
。
初
期
の
ナ
l
デ
ル
プ

l
ル
の

瑞
々
し

い
感
性
を
詠

っ
た
詩
集

『葡
萄
の
詩
』
(
一

九
五
八
年
)
は
一
九
五

0
年
代
イ
ラ
ン
の

西
洋
的

で
モ
ダ
ン
な
風
潮
を
描
い
て
、
長
く
人
々
に
愛
読

さ
れ
た
。
そ
れ
に
続
く
詩
集

『太
陽
の
眼
薬
』

(
一

九
六

O
年
)
は
イ
ラ
ン
圏
内
で
そ
の
年
の
も

っ
と

う
詩
人
と
み
な
、
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
こ
と
は
パ
フ

ラ
ヴ
ィ

|
朝
時
代
の
知
識
人
に
お
け
る
政
治
参
加

の
動
き
の
な
か
て
は
非
政
治
的
な
詩
人
と
し
て
、

し
ば
し
ば
否
定
的
な
評
価
を
意
味
し
た
。
そ
の
よ

う
な
見
方
が
一
変
し
た
の
は
、
一
九
七
八
年
か
ら

七
九
年
に
か
け
て
起

っ
た
イ
ラ
ン

・
イ
ス
ラ
|
ム

革
命
だ

っ
た
。
革
命
後
、
は
じ
め
に
パ
リ

で

そ

れ
か
ら

ロ
サ

ン
ゼ
ル
ス
へ
移
住
し
た
ナ
l
デ
ル
プ

ー
ル
は
革
命
政
権
を
批
判
す
る
詩
を
発
表
し
た
。

そ
の
た
め
、
イ
ラ
ン
国
内
で
は

一
時
期
作
品
が
発

禁
と
な
り
、
詩
人
の
名
前
も
出
版
物
か
ら
削
除
さ

れ
た
。
そ
れ
ら
の
玖
治
的
な
詩
を
指
し
て
左
派
か

当
時
の
旧
王
制
側

へ
の
転
向
と
み
な
す

ら
右
派
、

む
き
も
あ
れ
ば
、

イ
ラ
ン
を
祖
国
と
し
国
外
に
住

む
イ
ラ
ン
出
身
の
人
々
の
導
き
手
と
し
て
称
賛
す

る
む
き
も
あ

っ
た
。
こ
れ
ら
の
新
た
な
肯
定
的
あ

る
い
は
否
定
的
な
評
価
の
内
実
は
、
実
際
に
は
詩

人
を
取
り
巻
い
た
社
会

の
変
転
で
あ

っ
た
。
ナ
ー

デ
ル
プ
ー
ル
は
晩
年
ま
で
詩
を
書
き
続
け
、
二

O

O
O年
に
ロ
サ

ン
ゼ
ル
ス
て
没
し
た
。
長
年
に
わ

た

っ
て
書
か
れ
た
詩
は
、
い
ま
な
お
そ
の
自
己

へ

の
誠
実
さ
、
率
直
さ
を
も
っ
て
知
ら
れ
て
い

る
。

ナ
ー
デ
ル
プ
ー
ル

の
文
学
的
精
神
に
大
き
な
影

響
を
与
え
た

の
は
古
典
か
ら
現
代
に
至
る
ペ

ル
シ

ア
詩
人
た
ち
と
と
も
に
、
ヨ
ー

ロ
y
パ
、
と
く
に

フ
ラ
ン
ス
の
詩
人
た
ち
だ
ろ
う
。
そ
の
な
か
で
も

「
私
と
は
一
人

の
他
者
な
の
で
す」

と
い

っ
た
有

名
な
ア
ル
チ
ユ
|
ル
・

ラ
ン
ボ
l
の

「
見
者

(ヴ

ォ
ワ
イ
ヤ
ン
)
の
手
紙
」
は
詩
人
に
と

っ
て
決
定

的
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
時
代
を
生
き
る

一
個

の
人
問
、
す
な
わ
ち
自
己

の
感
性
を
詩
作

の
対

象
・
中
心
に
す
え
、
徹
頭
徹
尾
そ
れ
に
忠
実
で
あ

る
こ
と
を
信
条
と
し
た
ナ
l
デ
ル
プ
ー
ル
は
、
伝

統
的
社
会
に
お
け
る
様
々
な
宗
教
的
、
社
会
的
禁

忌
の
覆
い
を
取
り
払

い
、
現
代
人

の
都
会
的
生
活

を
明
噺
な
言
葉
の
、
白
日

の
も
と
に
描
こ
う
と
し

た
。
実
際
に
、
ナ
l
デ
ル
プ
l
ル
の
詩
は
大
胆
な

恋
愛
表
現
や
伝
統
的
規
範
か
ら
の
逸
脱
、
率
直
な

人
間
性
の
謡
歌
と
い

っ
た
ニ

O
世
紀
の
新
し

い
時

代
の
感
性
を
照
ら
し
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
詩
の

表
現
に
お
い

て
は
繊
細
で
多
彩
な
絵
画
的
描
写
に

よ

っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
、
視
覚
的
・
感
覚
的
に
得

ら
れ
る
世
界
と
感
性
の
次
元
と
の
接
点
を
巧
み
な

比
喰
を
用
い
て
表
し
た
作
品
が
多
い
。

詩
の
形
式
に
お
い
て
は
、
ナ
ー
デ
ル
プ
l
ル
は

第
一
に
四
行
連
詩
(
チ
ャ

ハ
|
ル
パ

|
レ
)
の
名
手

て
あ
っ
た
。
チ
ャ
ハ

l
ル
パ
|
レ
は
古
典
的
な
韻

律
形
式
が
徐

々
に
解
体
し
て
い
っ
た
な
か
の
、
最

後
に
現
わ
れ
た
比
較
的
自
由
な
韻
律
形
式
で
あ
り
、

各
連
が
四
行
か
ら
成
る
。
こ
の
形
式
に
お
い
て
ナ

ー
デ
ル
プ
ー
ル
は
巧
み
な
物
語
的
展
開
を
も

っ
た

詩
を
多
く
残
し
て
い
る
。
古
典
的
な
定
型
詩
も
書
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い
た
が
、
作
品
の
大
半
は
二
l

マ
l

-

ユ
ー
シ
|

ジ
(
一
八
九
七

，
一
九
六

O
)
の
考
案
に
よ
る
と

い

う
自
由
韻
律
詩
で
あ
り
、
た
と
え
ば
ア
フ
マ

ド
・

シ
ヤ
|
ム
ル
|
(
一
九
二
五
l

ニ
0
0
0
)
の
よ
う

に
完
全
に
韻
律
を
廃
し
た
詩
は
、

み
ら
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、

ほ
ん
の
少
し
試

ナ

デ
ル
プ
ー
ル
の
詩
的
叙
述
の
雄
弁
さ
と
、
多
少
な

り
と
も
関
連
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る。

そ
れ
に
加
え
て
、
詩
人
の
意
識
に
は
、
あ
る
幾

何
学
的
な
世
界
と
存
在
の
認
識
が
あ
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
生
涯
刊
行
さ
れ
た
十
巻
の
詩
集
の
最
後
の

タ
イ
ト
ル
は
『
大
地
と
時
間
』
で
あ

っ
た
。
物
質

と
精
神
、
時
間
と
空
間
、
過
去
と
未
来
と
い
っ
た

抽
象
的
な
次
元
の
狭
間
に、

一
人

の
人
間
と
い
う

歴
史
と
、
善
悪
と
、
清
ら
か
さ
と
醜
さ
、

生
命
と

死
の
重
荷
を
背
負
わ
さ
れ
た
個
と
し
て
の
存
在
が

あ
る
。
人
間
は
様
々
な
諸
価
値
の
中
間
に
位
置
し
、

そ
の
聞
を
生
か
ら
死

へ
と
移
り
行
く
。
そ
の
う
ち

に
そ
れ
ら
の
転
倒
し
た
次
元

|

|
た
と
え
ば
、
酪

町
の
な
か
に
得
ら
れ
る
覚
醒
、
歓
び
の
な
か

の
苦

さ
、
孤
立
の
中
の
ひ
そ
か
な
友
愛
ー

ー

を
経
験
し
、

あ
る
い
は
、

|

|
正
義
と
し
て
振
舞
う
狂
気
、
完

全
な
清
浄
さ
と
し
て
現
わ
れ
た
も
の
の
な
か
の
醜

悪
さ
|

!

と
い

っ
た
矛
盾
し
た
現
実
に
さ
え
行

き
当
る
。
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
も
、
時
と
場
所
の
、

歴
史
的
、
物
質
的
な
限
定
を
受
け
な
い
も
の
は
な

い
。
詩
に
付
さ
れ
た
日
付
は、

印
で
あ
る
。

ま
さ
に
時
間
の
刻

ナ
l
デ
ル
プ
l
ル
は
、

お
よ
そ
す
べ

て
の
詩
に
、
書
か
れ
た
日
付
と
場
所
を
付
記
す
る

こ
と
を
忘
れ
ず
、
詩
集
を
編
む
に
も
一

つ
一
つ
の

詩
を
日
付
の
順
に
配
置
し
た
。
そ
の

こ
と
も
詩
人

の
文
学
的
信
条
と
、
あ
る
潔
癖
な
人
と
な
り
を
物

語
っ
て
い
る
。
ナ
l
デ
ル
プ
ー
ル
の
見
方
に
よ
れ

ば
、
詩
と
は
、
時
間
と
空
間
と
に
肉
体
的
か
つ
精

神
的
に
制
約
を
受
け
な
が
ら
も
、

本
質
的
な
天
上

性
を
地
ょ
に
お
い
て
志
向
し
、
回
復
し
よ
う
と
す

る
詩
人
の
魂
と
不
可
分
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て、

優
れ
た
詩
は

|
|
一
回
世
紀
を
生
き
た

ペ
ル
シ

ア
の
大
詩
人
ハ

l
フ
ェ
ズ
の
よ
、
7
に
ー

ー
そ
の
固

有
性
に
よ

っ
て
時
代
の
本
質
を
貫
き
、
体
現
す
る

と
同
時
に
時
代
を
越
え
る
永
遠
性
を
捜
得
す
る
。

ナ
ー
デ
ル

0

ア
ー
ル
の
詩
が
永
遠
性
を
獲
得
し
う

る
か
、
そ
の
点
は
詩
人
と
と
も
に
時
代
の
判
断
に

ゆ
だ
ね
る
と
し
て
も
、
イ
ラ
ン
の
た
ど
っ
た
お
よ

そ
半
世
紀
の
歴
史
的
変
遷
が
、
あ
る
一
人
の
詩
人

の
精
神
的
な
旅
路
と
し
て
刻
ま
れ
て
い
る
の
は
た

し
か
で
あ
る
。
も
し
も
ナ
l
デ
ル
プ
ー
ル
が

「
人

間
と
は
、
私
と
は
何
か
」
と
い
う
主
題
を
問
い
な

が
ら
私
個
人
に
だ
け
固
執
し
た
詩
人
て
あ

っ
た
と

し
た
ら
、
一
時
期
の
彼
に
対
す
る
批
判
は
正
し
か

っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
個
と
し
て

の
詩
人
を
取
り
巻
い
た
現
代
イ
ラ

ン
の
社
会
、

史
の
展
開
は
詩
人
の
人
生
そ
の
も
の
を
翻
弄
し
た
。

最
終
的
に
、
ナ
ー
デ
ル
プ
ー
ル
は
若
い
頃
彼
自
身
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歴

が
詩
の
中
で
奇
し
く
も
予
言
し
た
よ
う
に
、
も

っ

と
も
親
し
み
、
愛
着
を
も
っ
た
故
郷
を
離
れ
て
よ

そ
の
土
地
へ
妨
偉
い
、
若
い
頃
自
ら
を
故
郷
の
中

の
他
者
と
し
て
経
験
し
た
よ
う
に
、
異
郷
に
お
い

て
他
者
と
し
て
生
‘
さ
る
こ
と
を
余
儀
な
く
、
さ
れ
た
。

ナ
|
デ
ル
プ
ー
ル
自
身
は
、
貧
窮
に
苦
し
ん
だ
晩

年
に
あ

っ
て
も
、
苦
し
み
こ
そ
が
詩
に
と

っ
て
の

幸
福
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
よ
う
だ
が
、
長
年
に

わ
た
る
流
離
の
苦
し
み
は
、
た
し
か
に
透
明
で
明

る
い
整
合
性
を
も
っ
て
い
た
詩
の
言
葉
を
、
新
た

な
段
階
へ

、
矛
盾
に
満
ち
た
現
実
の
苦
い
覚
醒
へ

と
導
き
、
緊
密
に
構
築
さ
れ
た
言
葉
の
城
か
ら
荒

野
へ
妨
偉
い
出
た
感
が
あ
る
。

こ
こ
に
訳
出
し
た
の
は
、
ナ
|
デ

ル

ナ

l
デ

ル
プ
ー
ル

の
代
表
作
と
い
わ
れ
る
作
品

の
う
ち
、

詩
人
の
人
生
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
精
神
的
局
面

を
描
い
た
詩
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
、
短
い
描
写

の
詩
や
、
流
麗
な
恋
愛
詩
に
優
れ
た
作
品
が
多
い
。

こ
れ
ら
の
詩
を
、
初
期
、

中
期
、
後
期
と
分
け
る

な
ら
、
「
見
知
ら
ぬ
人
」
か
ら
「
葡
萄
の
詩
」
ま
で

を
初
期
、
「
速
い
星
」
か
ら
「
狂
気
へ
の
一
扉
」
ま
で

を
中
期、

「嵐
の
中
の
た
め
ら
い
」
か
ら

「あ
の
熱

い
魔
法

の
光
」
ま
で
を
後
期
の
作
品
に
位
置
付
け

る
こ
と
が
で
き
る
。
初
期
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
詩
や
、



イ
ラ
ン
ロ
マ
ン
主
義
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
な

が
ら
、
自
己
の
社
会
か
ら
の
疎
外
感
や
、
存
在
の

不
安
を
詠
っ
た
詩
、
あ
る
い
は
空
想
と
イ
メ
ー
ジ

の
噴
出
と
い
う
べ
き
詩
が
書
か
れ
た
が
、
徐
々
に

明
噺
な
、
独
自

の
詩
的
な
言
葉
遣
い
が
現
わ
れ
は

じ
め
る
。
中
期
に
は
、
知
識
人
的
な
、
あ
る
い
は

社
会
的
な
意
識
が
詩
に
現
わ
れ
る
時
期
で
、
自
己

か
ら
他
者
へ
視
点
が
聞
か
れ
て
い
く
だ
け
で
は
な

く
、
詩
の
表
現
や
テ
l
マ
が
多
様
に
な
り
、
最
も

詩
作
の
充
実
し
た
時
期
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
も

詩人の運命 (イラン)解説

「空
と
縄
」
は
核
の
問
題
を
テ
ー
マ
に
し
た
異
色

の
作
品
で
、
こ
の
作
品
が
書
か
れ
た
経
緯
は
明
ら

か
で
は
な
い
、
が
、
都
市
生
活
(
と
農
村
と
の
系
離
)
、

文
明
と
自
然
を
主
題
に
し
た
こ
の
時
期
の
作
品
群

に
連
な
る
も
の
で
あ
る
。
後
期
、
一
九
七
九
年
の

イ
ス
ラ
|
ム
革
命
前
後
の
詩
に
は
、

市
民
の
暴
動

と
熱
狂
、
知
識
人
に
よ
る
反
体
制
運
動
の
聞
で
動

揺
と
沈
黙
に
陥

っ
た
詩
人
の
内
面
が
描
か
れ
て
い

る
。
そ
の
後
、
政
治
的
な
亡
命
で
は
な
い
と
し
て

も
自
主
的
な
移
住
を
選
ん
だ
ナ

l
デ
ル
プ
ー
ル
の

晩
年
の
詩
の
な
か
に
は
、

上
述
の
よ
う
に
イ
ス
ラ

l
ム
革
命
へ
の
批
判
に
よ

っ
て
知
ら
れ
た
詩
も
あ

る
。
詩
人
に
と

っ
て
耐
え
が
た
い
と
思
わ
れ
た
の

は
、
宗
教
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
人
間
の
知
性
と

思
慮
に
対
す
る
暴
力
で
あ
り
、

文

化

芸

術

へ
の

抑
圧
で
あ
っ
た
。
故
国
の
現
実
と
異
郷
の
生
活
の

聞
の
相
反
す
る
心
情
は
、
パ

リ
か
ら
ロ
サ
ン
ゼ
ル

ス
へ
移
っ
た
後
、
い
っ
そ
う
悲
し
み
に
満
ち
た
望

郷
の
詩
と
な
っ
て
綴
ら
れ
た
。

な
お
、
翻
訳
は
合
衆
国
で
出
版
さ
れ
た
ニ
巻
の

全
集
(
ミ
ミ
q
~くミ
S
mコ
泣
き
吋
q
n
p
J
E
Q込町
b
下
町

3
t
b
a
r「
ミ
ゐ
也
町
さ
ぬ
『
U
H
b∞
〉
呂
町
宮
一
円
m
gσ
円。号・凶
M
O
O凶
)

に
拠
っ
た
。
以
下
に
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
短
い
解

題
を
付
す
。

見
知
ら
白
人

第

一
詩
集
『
僕
を
捕
え
よ
う
と
す
る
無
数
の
目

と
手

n
E急
逮

E
5
§
ミ
邑
(
一
九
五
四
年
)
所
収
。

一
九
五
三
年
は
イ
ラ
ン
で
戦
後
最
大
の
民
族
運
動

で
あ
る
石
油
固
有
化
運
動
が
モ
サ

ッ
デ
ク
首
相
の

失
脚
と
と
も
に
敗
れ
た
年
で
あ
り
、
こ
の
詩
は
、

人
々
の
う
え
に
敗
北
感
が
覆

っ
た
、
そ
の
約
二
ヶ

月
後
に
書
か
れ
た
。

一
九
四

0
年
代
か
ら
五

0
年

代
に
か
け
て
、
イ
ラ
ン

・
ロ
マ
ン
主
義
と
呼
ば
れ

孤
独
や
悲
哀
を
基
調
と
し
た
詩
が

書
か
れ
た
が
、

「
見
知
ら
ね
(
人
)
ロ創出町

g
e」
と
い

う
語
は
、
当
時
の
若
い
世
代
の
、
伝
統
的
社
会
か

ら
の
逸
脱
、
新
し
い
時
代

へ
の
希
望
と
不
安
の
表

現
の
な
か
に
し
ば
し
ば
用

い
ら
れ
た
。
ナ
l
デ
ル

プ
ー
ル
の
こ
の
詩
は
、
主
語
を
省
略
す
る
こ
と
が

る
死
や
暗
闇
、

で
き
る
ペ
ル
シ
ア
語
の
特
性
に
よ
っ
て
、
三
人
称

単
数
の
動
詞
か
ら
書
き
起
し
、
誰
か
ら
も
知
ら
れ

な
い
不
定
の
他
者
と
し
て
の
「
私
」

頬
廃
と
孤
独
を
描
い
て
い
る
。

の
苛
立
ち
、

最
後
の
欺
き

第
二
詩
集

『酒
杯
の
娘

b
o雲町む下
ぬ
る
さ
』

(
一
九

五
五
年
)
所
収
。
イ
ラ
ン
で
詩
に
つ
い
て
の
詩
が

書
か
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
古
典
詩
と
異
な
る
現

代
詩
の
特
徴
の
一
つ
だ
が
、
後
の

「葡
萄
の
詩
」

も
含
め
て
ナ
1

デ
ル
プ
ー
ル
に
は
詩
作
そ
の
も
の

を
テ
ー
マ
に
し
た
詩
が
少
な
く
な
い
。
若
き
詩
人

に
つ
き
ま
と
う
死
の
誘
惑
は
、

一
世
代
前
の
作
家

で
強
い
影
響
力
の
あ
っ
た
サ

l
デ
ク
・
ヘ
ダ

l
ヤ

ト
の
作
品
や
、
イ
ラ
ン
・
ロ
マ
ン
主
義
の
詩
人
た

ち
に
共
通
す
る
心
的
な
傾
向
で
あ
っ
た
。
こ
の
詩

は
、
愛
や
芸
術
を
契
機
と
し
て
徐
々
に
生
へ
の
希

望
に
聞
か
れ
て
い
く
詩
人
が
、
最
後
に
は
詩
作
を

人
生
の
よ
り
、
ど
こ
ろ
に
求
め
る
、
と
い
う
も
の
で
、

人
生
に
詩
と
い
う

「欺
き
の
由
民
」
を
必
要
と
せ
ず

に
い
ら
れ
な
い
詩
人
の
宿
命
を
暗
示
し
て
い
る
。

キロ
解

第
三
詩
集

『葡
萄
の
詩
担
問
ど
き
も
Y

』
(
一
九
五

八
年
)
所
収
。
ナ
ー
デ
ル
プ
ー
ル
の
現
代
的
行
情

詩
と
し
て
知
ら
れ
た
詩
の
一
つ
。
伝
統
的
な
詩
か

ら
現
代
詩
へ
の
移
行
が
、
言
葉
と
感
性
の
結
び
つ

き
の
問
題
で
あ
る
こ
と
に
、
ナ
ー
デ
ル
プ

l
ル
は

当
初
か
ら
意
識
的
で
あ

っ
た
。
深
紅
の
苔
菰
や
赤
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い
葡
萄
酒
の
よ
う
な
使
い
古
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
の

代
わ
り
に
、
こ
こ
で
は

「緑
の
葡
萄
」
や
「
薄
荷

の
よ
う
な
、
光
の
あ
ふ
れ
る
、
透
明
で

明
る
い
色
彩
を
感
じ
さ
せ
る
絵
画
的
な
描
写
を
用

い
て
い
る
。
こ
う
し
た
新
し
い
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ

が
、
イ
ラ
ン
の
恋
愛
詩
に
新
鮮
な
感
覚
を
与
え
る

の
香
り
」

要
素
と
な

っ
た
。

葡
萄
の
詩

『
葡
萄
の
詩
』
所
収
。
ナ
l
デ
ル
プ
ー
ル
の
初

期
に
は
農
作
や
労
働
に
つ
い
て
詠

っ
た
詩
も
あ
る

が
、
こ
こ
で
は
生
産
す
る
者
と
受
け
取
る
者
と
を
、

葡
萄
を
作
る
者
と
葡
萄
酒
に
酔
う
者
、
詩
人
と
読

者
に
比
べ
て
、
読
者
の
速
断
や
無
理
解
に
対
し
て

詩
の
擁
護
に
立

っ
て

い
る
。
こ
の
頃
の
ナ
|
デ
ル

プ
l
ル
の
詩
に

「菊
萄
」
が
多
く
現
わ
れ
る
の
は
、

と
い
う
ペ
ル
シ
ア
文
学
の
伝
統
的
モ
チ
ー

フ
を
淵
源
に
し

つ
つ
、
新
し
い
詩
の
言
葉
を
鍛
錬

す
る
可
能
性
を
そ
こ
に
見
出
し
た
た
め
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
詩
的
イ
メ
ー
ジ
の
広
が
り
を
、
平
易

「酒」
丁
寧
な
直
品
川
に
よ

っ
て
読
者
の
想
像
力
に
喚

起
し
定
着
さ
せ
る
手
法
は
、
ナ
ー
デ
ル
プ
ー
ル
の

得
意
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る。

遠
い
星

第
四
詩
集
『
太
陽
の
眼
薬

'
F
3
SJY
Eき
ミ
ミ』

ご
九
六

O
年
)
所
収
。
ナ
ー
デ
ル
プ
l
ル
を
私
的

な
感
性
の
詩
人
で
あ
っ
て
政
治
的

・
社
会
的
視
点

が
欠
け
て
い

る
、
と
批
判
し
た
批
評
家
の
一
人
は
、

詩
人
・
小
説
家
で
も
あ
る
レ
ザ
l
-
パ
ラ
l
ヘ
ニ

ー
で
あ

っ
た
。
両
者
の
聞
に
は
詩
の
政
治
性
を
め

ぐ
っ
て
あ
る
雑
誌
上
で
論
争
が
起

っ
た
が
、
最
終

的
に
和
解
し
、
そ
の
後
書
か
れ
た

「速
い
星
」
を

パ
ラ
l
へ
ニ
ー
は

「わ
れ
わ
れ
の
時
代
の
痛
み
を

表
現
す
る
も
の
」
と
絶
賛
し
た
。
ナ
ー
デ
ル
プ
|

ル
自
身
、
徐

々
に
自
己
の
問
題
か
ら
、
他
者
、
あ

る
い
は
社
会

へ
の
視
点
を
詩
の
な
か
で
語
り
は
じ

め
る
が
、
最
終
的
に
は
、
全
体
化

へ
向
う
言
論
を

き
ら
い
、
そ
の
よ
う
な
社
会
的
圧
力
の
す
さ
ま
じ

さ
に
、
む
し
ろ
文
学
の
自
立
性
を
固
守
し
よ
う
と

し
た
と
い
え
る
。

草
や
石
で
は
な
い
、

火

第
五
詩
集

『草
や
石
で
は
な
い
、
火
。
マ
b
p

s

hS旬
、s
p
h
M
h
百
三

(
一
九
七
八
年
)
所
収
。

一
九
六
三

年
は
イ
ラ
ン
で
農
地
改
革
を
中
心
と
し
た
国
王
の

側
か
ら
の
白
色
革
命
が
始
ま
り
、
宗
教
指
導
者
ホ

メ
イ
ニ

l
を
代
表
に
大
規
模
な
蜂
起
が
起

っ
た
年

で
あ
る
。
独
裁
と
言
論
弾
圧
、
そ
れ
に
抗
す
る
反

体
制
運
動

の
模
索
の
な
か
で
、
六

0
年
代
の
文
学

は
活
況
を
呈
し
た
。
ナ
ー
デ
ル
プ
ー
ル
に
は
こ

の

詩
よ
り
以
前
に
、
自
己
を
喪
失
し
木
に
変
身
す
る

男
を
描
い
た
詩
が
あ
る
が
、
か

つ
て
孤
独
と
自
己

の
疎
外
を
経
験
し
た

「
私
」
が
改
悟
に
至
り
、
再

び
世
界
、
そ
れ
も
人
工
的
な
世
界
で
は
な
く
大
地

-218 -

や
自
然
と

の
結
び
つ
き
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
精

神
的
な
旅
路
が

『
」
の
詩
の
背
後
に
暗
示
さ
れ
て
い

る
。
歳
を
経
て
暗
さ
や
悲
し
み
へ
の
沈
潜
か
ら
抜

け
出
た
、
困
難
に
屈
す
る
こ
と
の
な
い
詩
人

の
内

天
に
向

っ
て
祈
り
を
捧
げ
る
木
の

面
の
自
負
が
、

姿
に
よ

っ
て
、
未
来

へ
の
希
望
と
と
も
に
示
さ
れ

て
い
る
。

空
と
縄

原
注

モ
l
セ
の
召
A
叩
の
と
き
に
枝
や
葉
か
ら
炎

を
上
げ
た
木

へ
の
暗
示
。
サ
ア
デ
ィ

l
の
意
図
し

て
い
た
の
も
同
じ
意
味
で
あ
る
|

|

《
ヒ
ズ
ル

の

木
の
中
に
火
が
あ

っ
た
こ
と
を
信
じ
な
い
者
よ
》。

(
2
)
宗
教
的
な
伝
説
の
一
つ
に
よ
れ
ば
、
空
に

は
七
つ
の
階
層
が
あ
り
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
階
に

偉
大
な
預
言
者
た
ち
が
一

つ
の
惑
星
と
と
も
に
住

ん
で
お
り
、
そ
の
中
で
も
、
救
世
主
は
四
番
目
の

階
に
太
陽
と
と
も
に
住
む
と
い
う。

ハ
ー
フ
ェ
ズ

は
次
の
ニ
つ
の
対
句
で
こ
の
伝
説
を
暗
示
し
て
い

《も
し
そ
な
た
が
救
世
主
の
よ
う
に
清
〈
独
り

身
で
天
に
行
く
な
ら
/
そ
な
た
の
灯
火
か
ら
百

の
光
が
太
陽
に
達
す
る
だ
ろ
う
》

《独
り
身
の
救
世
主
に
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
/
太



陽
と
同
じ
と
こ
ろ
に
住
む
こ
と
は
》

(
3
)
こ
の
い
く
つ
か
の
半
句
は
、
ヒ
ロ

シ
マ
の

周
知

の
悲
劇
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
|

|
最
初
の
原

子
爆
弾
の
投
下
の
あ
と
、
巨
大
な
キ
ノ
コ

の
か
た

ち
を
し
た
黒

い
奇
怪
な
煙
が
、
街
か
ら
立
ち
上

っ

た
。
そ
の
少
し
前
に
、
石
の
階
段
の
側
を
通
り
か

か

っ
た

一
人
の
通
行
人
が
消
え
、
そ
の
人
の
影
が

永
久
に
階
段
の
よ
に
跡
を
残
し
た
、
そ
れ
が
日
本

人
が
今
日
ま
で
伝
え
て
い
る
禍
々
し

い
記
憶
で
あ

り
、
旅
行
者
や
外
国
人
た
ち
は
そ
れ
を
見
に
訪
れ

る
。
そ
し
て
、

同
じ
時
に
、
道
路
を
歩

い
て
い
た

人
々
が
、
原
爆
の
放
射
能
に
よ
り
火
傷
を
負
い
、

皮
膚
が
骨
か
ら
剥
が
れ
て
広
い
ヴ
ェ
ー
ル

の
よ
う

に
、
彼
ら
の
体
に
垂
れ
下
が
っ
た
。
し
か
し
こ
の

悲
劇
の
恐
ろ
し
い
結
果
は
何
年
も
後
ま
で
恐
怖
を

も
た
ら
し
た
|

|
母
親
は
障
害
を
も

っ
た
子
供
を

産
み
、
女
た
ち
ゃ
少
女
た
ち
は
|
|
|
理
由
も
な
し

に
ー
ー
ム
亥
の
毛
を
失
い
、
男
た
ち
は
原
因
不
明
の

病
気
に
苦
し
め
ら
れ
た
。

(5
)
西
啓
一
九
六
六
年
の
初
め
に
三

つ
の
原
子
爆
弾
が
一
基
の
ア
メ
リ
カ

の
飛
行
機
か

ら
投
下
さ
れ
ス
ペ
イ
ン

の
南
岸
に
消
え
た
。
放
射

性
の
光
が
壁
に
開
い

て
い
た

一
つ
の
穴
か
ら
漏
れ

て
水
を
汚
染
し
、
近
隣
の
土
地
の
農
作
物
を
有
毒

な
も
の
に
し
た
。
ち
ょ
う
ど
ヨ
ー
ロ

ッ
パ

全
土
で

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

(4
)
 と

詩人の運命 (イラン)解説

抗
議
の
声
が
よ
っ
て
い
た
と
き
、

人
た
ち
が
、
彼
ら
の
新
し
い
地
下
の
街
は
、
大
勢

の
人
々
を
長
期
間
避
難
さ
せ
る
能
力
が
あ
る
、

誇
ら
し
げ
に
発
表
し
た
。

(
6
)
こ
れ
ら
の
詩
句
で
は
、
数
年
前
の
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
で
の
周
知

の
殺
裁
が
暗
示
さ
れ
て
い

る
l

|
公
式
の
統
計
で
は
最
初
、
犠
牲
者
の
数
を
十
五

万
人
と
し
た
が
、
そ
の
後
三

O
万
人
に
達
す
る
と

伝
え
た
。
し
か
し
実
際
に
は
死
者
数
は
八

O
万
人

を
越
え
て
お
り
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
抗
議

の
声
は
ー
ー
ー
し
か
る
べ

き
か
た
ち
で
は
|
|
・
、どこ

か
ら
も
起
ら
ず
、
こ
れ
ほ
ど
の
大
き
な
悲
劇
が
、

だ
ん
だ
ん
と
忘
れ
ら
れ
て

い
っ
た
。
唯
一
、
漁
民

た
ち
だ
け
が
、
こ

の
人
民
の
殺
裁
か
ら
長
い
間
経

っ
て
、
死
者
の
手
足
が
魚
の
代
わ
り
に
網
に
か
か

っ
て
い
る
の
を
見
て
、
そ
の
重
大
さ
を
理
解
し
て

い
た
の
だ
っ
た
。

ヒ
バ
リ
は
農
地
に
生
息
す
る
鳥
で
、

し
を
好
む
。
猟
師
た
ち
は
そ
れ
を
捕
ま
え
る
た
め

(7
)
 

日
差

に
鏡
を
太
陽
に
向
け
て
持
ち
、
鳥
を
そ
の
光
そ
の

光
に
引
き
寄
せ
て
、
前
も

っ
て
畑
の
傍
に
用
意
し

て
お
い
た
買
に
追
い
込
む
。
「ヒ
バ
リ
の
鏡
」
と
い

う
表
現
は
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の

い
く

つ
か
の
言
語
に
お

い
て
は、

人
を
だ
ま
し
て
買
に
陥
れ
る
方
法

の
こ

と
を
指
す
。

空
と
縄

(解
題
)

と

第
六
詩
集

『空
と
縄

b
b『

S
皆
同
ぬ
る
さ
き
』

(
一

九
七
八
年
)
所
収
。
「空
(
ア
l
セ
マ

l
ン
)
と
縄

(リ

l
ス
マ

l
ン
)
」
と
は
、
似
た
言
葉
だ
が
ま

っ

た
く
結
び
つ
か
な
い
も
の
、
か
け
は
な
れ
た
も
の

を
い
う
慣
用
表
現
で
あ
り
、

「蛇
に
噛
ま
れ
た
者
は

白
黒

の
縄
に
も
怯
え
る
」
と
い
う
表
現
も
日
本
語

の

「美
に
懲
り
て
な
ま
す
を
吹
く
」
に
似
た
イ
ラ

ン
の
諺
で
あ
る
。
詩
人
は
、
文
明
の
輝
か
し

い
発

展
の
陰
で
、
人
間
性
の
暴
力
的
な
剥
奪
と

い
う
現

代
の
矛
盾

へ
と
投
げ
込
ま
れ
た
人
類
の
絶
望
に
つ

い
て
語
り
、
ま
た
、
戦
争
や
富
に
目
を
奪
わ
れ
、

あ
る
い
は
恐
怖
に
お
の

の
く
人
間
の
、
卑
小
な
利

己
主
義
か
ら
人
聞
を
解
放
す
る
よ
う
な
知
性
の
賢

明
さ
を
希
求
す
る
。
核
の
脅
威
を
テ
l
マ
に
し
た

こ
の
詩
で
は
、
も
は
や
現
実
の
方
が
比
喰
を
越
え

て
し
ま

っ
て
い
る
印
象
が
あ
る
が
、
こ

の
詩
人
に

限
ら
ず
、
現
代
の
表
現
者
た
ち
が
向
き
合
お
う
と

し
た
現
実
と

の
格
闘
の
跡
が
う
か
が
わ
れ
る
。
献

辞
に
あ
る
詩
人

の
フ
l
シ
ヤ
ン
グ

・
エ
ブ
テ
ハ

l

は
、
ナ
l
デ
ル
プ
ー
ル
の
古
〈

政
治
詩
と
持
情
詩
、
自
由
韻
律

詩
と
定
型
詩
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
優
れ
た
才
能

を
発
揮
し
た
。

ジ
(
サ

l
イ
ェ
)

か
ら
の
友
人
で
、
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狂
ιれ
へ
の
一
扉

第
七
詩
集
『
最
後
の
晩
餐
忌
雪
立
8
8
E』(一

九
七
八
年
)
所
収
。
七

0
年
代
に
入

っ
て
ナ
|
デ
ル

プ
l
ル
の
詩
に
は
外
部

へ
の
暗
示
的
傾
向
が
強
ま

る
が
、
こ

の
詩
も
、

一
見
し
て
象
徴
的
な
言
葉
の

向
う
に
現
実
の
「
事
件
」
を
う
か
が
わ
せ
る
。
言

論
の
抑
圧
や
社
会
的
圧
力
の
も
と
で
、
言
葉
の
不

自
由
を
、
語
る
こ
と
の
困
難
を
抱
え
て
い
た
の
は、

お
そ
ら
く
こ
の
詩
人
だ
け
で
は
な
か

っ
た
だ
ろ
う
。

沈
黙
し
た
言
葉
は
出
口
を
失
い
、
「
私
」
の
夢
想
の

な
か
で
一
種
の
狂
気
の
イ
メ
ー
ジ
と
な

っ
て
現
わ

れ
る
。

嵐
の
中
の
た
め
ら
い

第
八
詩
集
『
偽
り
の
朝
守
宰
a
n
n
e『
mh
x
』
(
一
九

八
二
年
)
所
収
。
イ
ラ
ン
・
イ
ス

ラ
l
ム
革
命
は

一
九
七
八
年
一
月
の
コ

ム
で
の
デ
モ
を
発
端
と
し

て
、
一
九
七
九
年
二
月
の
革
命
政
権
樹
立

へ
向
う
。

こ
の
間
各
地
で
デ
モ
や
暴
動
が
発
生
し
、
七
八
年

八
月
に
は
南
部
の
都
市
ア
|
パ

l
ダ
l
ン
で
映
画

館
焼
討
事
件
が
起
っ
た
。
こ
の
詩
の
書
か
れ
た
三

日
後
に
は
テ
ヘ
ラ
ン
そ
の
他
の
都
市
で
戒
厳
令
が

敷
か
れ
、
テ
ヘ
ラ
ン
南
部
の
ジ
ャ

|
レ
広
場
で
は

デ
モ
に
軍
が
発
砲
し
数
千
の
死
者
を
出
し
た
。
ナ

l
デ
ル
プ
ー
ル
の
こ
の
詩
は
、
知
識
人
に
も
大
衆

に
も
、
ど
の
勢
力
に
も
与
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、

動
揺
と
懐
疑
の
な
か
で
迭
巡
す
る
当
時
の
詩
人
の

暗
港
と
し
た
内
面
を
伝
え
て
い

る。

春
の
物
語

第
九
詩
集
『
流
血
と
灰
煙

巴
号
て
ぬ
ま
ぎ
三

(
一
九
八
九
年
)
所
収
。
イ
ス
ラ
l
ム
革
命
後
、

イ
ラ
ン
は
一
九
八

O
年
か
ら
八
年
に
お
よ
ぶ
イ
ラ

ン

・
イ
ラ
ク
戦
争
に
突
入
し
た
。
ナ
ー
デ
ル
プ
ー

ル
は
一
九
八
一
年
に
パ
リ

へ
移
り
、
イ
ラ
ン
圏
外

で
後
の
半
生
を
生
き
た
。
こ
の
詩
は
お
そ
ら
く
、

圏
外
に
逃
れ
た
多
く
の
イ
ラ
ン
の
人
々
の
心
境
に

日
々
の
悲
し
み
を
忘
れ

も
通
じ
て
い
る
だ
ろ
う
。

卜
民
、
7
y」、

エ
ピ
キ
ュ
リ
ア
ン
的
な
態
度
を
装

っ
て

街
に
出
た
詩
人
は
、
道
端
の

視
線
に
、
ま
さ
に
帰
る
べ
き
場
所
を
失

っ
た
自
分

自
身
の
姿
が
鏡
の
よ
う
に
映
し
出
さ
れ
る
の
を
見

「
ホ
ー
ム
レ

ス
」

一
時
の
空
想
に
酔

っ
て

い
た
の
は
「
私
」
自
身

で
あ
り
、
道
端
の
酔

っ
た
浮
浪
者
こ
そ
は
醒
め
た

知
者
で
あ
っ
た
。
托
鉢
僧
(
ダ
ル
ヴ
ィ

l
シ
ュ
)

を
思
わ
せ
る
こ
の
人
物
を
介
し
て
、
ペ
ル
シ
ア
文

学
の
古
典
と
現
代
の
時
空
が
交
錯
す
る
。

る
あ
の
魔
法
の
熱
い
光

第
十
詩
集
『
大
地
と
時
間
N
ぎ
ま

5
5誌
を
』
(
一

九
九
六
年
)
所
収
。
ナ
ー
デ
ル
プ
l
ル
の
最
晩
年

の
詩
は
異
郷
の
悲
し
み
と
望
郷
、
老
い
と
近
づ
き

つ
つ
あ
る
死
が
主
要
な
テ
ー
マ
と
な

っ
た
。
ナ
ー

デ
ル
プ
ー
ル
に
と
っ
て
、

「故
郷
」
は
地
理
的
に
引

き
裂
か
れ
た
場
所
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
時
間

に
お
い
て
も
、
イ
ラ
ン
そ
の
も
の
が
変
っ
て
行
く

以
上
、
追
憶
の
か
な
た
に
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
も

た
ら
す
苦
悩
は
、
詩
人
の
相
貌
を
変
え
て
し
ま
う

ほ
ど
だ

っ
た
。
西
の
光
は
夕
日
、
す
な
わ
ち
人
生

の
騎
り
ゆ
く
光
と
と
も
に
、
異
郷
の
、
欧
米
の
地

で
見
る
太
陽
を
指
し
て
い

る。

同
じ
く
東
の
光
は

明
け
方
の
光
で
あ
り
、
か

つ
て
の

日
々
イ
ラ
ン
で
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見
た
|

|
詩
人
が
再
び
見
た
い
と
願

っ
た
、
ダ
マ

ー
ヴ

ア
ン
ド
山
を
照
ら
す
故
郷
の
太
陽
を
含
意
し

て
い
る
。
こ
の
詩
に
は
詩
人
自
身
の
悲
痛
な
嘆
き

と
と
も
に
、
故
国
の
行
く
末
と
、
新
た
な
デ

ィ
ア

ス
ポ
ラ
と
な
っ
て
本
国
を
離
れ
る
多
く
の
若
い
世

代
の
人
々

へ
の
深

い
憂
慮
が
刻
ま
れ
て
い

る。


