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詩
は
傷
痕
か
ら
流
れ
る
血
の
よ
う
な
も
の
だ
。
小
説
は
幾
つ
も
の
血
の
ゆ
く
え
を
辿
る
も
の
、
批
評
は
血
に
う
つ
る
面
影
に
語
り
か
け

る
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
詩
こ
そ
は
、
そ
れ
ら
す
べ
て
の
原
液
な
の
だ
。

「
小
説
を
読
ま
れ
る
の
が
恥
ず
か
し
い
」「
批
評
を
読
ま
れ
る
の
が
恥
ず
か
し
い
」
と
い
う
学
生
は
、
あ
ま
り
い
な
い
。
し
か
し
、「
詩
を

読
ま
れ
る
の
が
恥
ず
か
し
い
」
と
い
う
言
葉
は
、
耳
に
タ
コ
が
で
き
る
ほ
ど
聞
い
て
き
た
。
そ
れ
は
、
詩
こ
そ
が
実
存
の
ど
ん
底
を
、
心

の
内
臓
を
白
日
に
晒
す
も
の
だ
か
ら
だ
ろ
う
。

　

恥
ず
か
し
く
な
い
詩
な
ど
、
そ
も
そ
も
「
詩
」
の
名
に
値
し
な
い
。
詩
と
い
う
地
平
に
お
い
て
は
、
恥
ず
か
し
く
、
お
ぞ
ま
し
く
も
あ

る
情
念
さ
え
、
美
し
い
と
言
い
う
る
の
だ
。

　

本
稿
は
、「
日
藝
の
詩
」
が
ど
の
よ
う
に
教
え
ら
れ
、
書
か
れ
て
き
た
か
を
辿
る
と
と
も
に
、
現
在
開
講
さ
れ
て
い
る
「
詩
歌
論
」「
現

代
詩
研
究
」
の
授
業
風
景
も
紹
介
し
た
い
と
思
う
。
人
間
性
の
根
幹
に
か
か
わ
る
「
詩
」
を
、
日
藝
は
ど
う
教
え
て
き
た
の
か
。
手
に
入

れ
ら
れ
た
限
り
で
の
、
当
時
の
「
講
座
内
容
」
を
参
照
し
つ
つ
、
辿
っ
て
い
こ
う
。

山
下
洪
文

　
　

 「
詩
歌
論
」「
現
代
詩
研
究
」
の
歴
史 　
　

日
藝
文
芸
学
科
の
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の
授
業

特
集
・
日
藝
百
年
と
江
古
田
文
学
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代
の
闇
黒
を
背
負
い
憤
死
し
た
石
川
啄
木
。
そ
し
て
宮
沢
賢
治
、
伊
東
静
雄
、
中
原
中
也
、
立
原
道
造
、
彼
ら
夭
折
詩
人
の
実
存
と
詩
の

真
実
を
探
る
。
絶
叫
コ
ン
サ
ー
ト
も
観
て
も
ら
う
。」

　

神
保
の
時
期
に
あ
っ
た
「
詩
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
が
、「
私
と
は
誰
か
」
に
変
わ
っ
て
い
る
。
学
問
的
探
究
か
ら
、
実
存
的
問
い

か
け
へ
⋮
⋮
翌
年
、
焦
点
は
さ
ら
に
絞
ら
れ
る
。

「「
私
と
は
誰
か
？
」
か
ら
出
発
し
た
寺
山
修
司
、
近
代
の
闇
を
背
負
い
憤
死
し
た
石
川
啄
木
、
悲
し
き
歩
行
者
中
原
中
也
な
ど
、
彼
ら

詩
人
の
生
き
様
と
詩
作
品
を
通
し
て
、
詩
の
真
実
と
実
存
を
問
う
。
朗
読
、
短
歌
実
作
の
指
導
、
絶
叫
コ
ン
サ
ー
ト
も
観
て
も
ら
う
。」

「
詩
人
の
実
存
と
詩
の
真
実
」
が
、「
詩
の
真
実
と
実
存
」
に
、「
探
る
」
が
「
問
う
」
に
変
化
し
て
い
る
。
生
身
で
「
詩
」
に
ぶ
つ
か
る

姿
勢
が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

岸
上
大
作
・
寺
山
修
司
ら
現
代
歌
人
と
、
立
原
道
造
・
伊
東
静
雄
ら
四
季
派
の
詩
人
が
、
と
り
合
わ
さ
れ
て
い
る
点
も
注
目
さ
れ
る
。

「
創
造
」
と
い
う
地
平
に
お
い
て
、
時
代
背
景
の
違
い
な
ど
些
細
な
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

「
詩
歌
論
」
が
創
作
寄
り
の
授
業
に
変
わ
っ
た
理
由
と
し
て
、
二
〇
〇
二
（
平
成
十
四
）
年
に
開
講
さ
れ
た
、
中
村
文
昭
担
当
の
「
現
代

詩
研
究
」
の
存
在
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
初
年
度
の
講
座
内
容
を
引
く
。

「
詩
で
あ
れ
小
説
で
あ
れ
、
文
学
創
造
の
根
本
素
材
は
︽
言
語
︾
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
︽
言
語
︾
と
は
、
日
本
語
（
国
語
）
の
こ
と
で

あ
り
、
そ
の
素
材
と
の
葛
藤
抜
き
に
は
本
の
近
代
詩
、
近
代
小
説
の
成
立
は
な
い
。
自
明
の
理
と
し
て
の
日
本
語
を
ポ
エ
ジ
ー
の
基
で
研

究
・
創
作
す
る
。
テ
キ
ス
ト
『
現
代
詩
研
究
』
そ
の
他
」

　

中
村
文
昭
編
『
現
代
詩
研
究
』
は
、
明
治
篇
・
大
正
篇
・
昭
和
篇
・
現
代
篇
の
全
四
冊
の
大
著
で
あ
る
。
中
村
の
言
語
論
に
、
各
時

代
の
代
表
作
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
が
付
さ
れ
た
、
詩
の
入
門
書
と
し
て
も
優
れ
た
著
作
だ
。「
本
の
近
代
詩
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
日
本
」

の
誤
植
で
、
翌
年
か
ら
修
正
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
言
葉
の
「
初
原
」
を
求
め
る
授
業
と
し
て
、
粋
な
誤
り
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
な
お

中
村
は
、
福
島
退
任
後
の
二
年
間
、「
詩
歌
論
」
も
担
当
し
て
い
る
。

「
詩
歌
論
」「
現
代
詩
研
究
」
は
、（
僭
越
な
が
ら
）
現
在
は
私
が
担
当
し
て
い
る
。
前
者
は
詩
の
創
作
を
、
後
者
は
歴
史
・
理
論
を
重
視

し
た
授
業
に
し
て
い
る
。
講
座
内
容
を
以
下
に
引
く
。

　

一
九
七
〇
（
昭
和
四
十
五
）
年
の
「
詩
歌
論
」
講
座
内
容
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
担
当
は
神
保
光
太
郎
。

「
日
本
の
詩
と
西
洋
（
特
に
ド
イ
ツ
）
と
の
詩
の
比
較
研
究
。
／
日
本
伝
統
の
短
歌
や
俳
句
か
ら
明
治
以
降
の
近
代
詩
の
展
開
を
、
欧
米

特
に
ド
イ
ツ
詩
の
流
れ
を
対
照
し
て
考
察
す
る
。
／
テ
キ
ス
ト　

『
ド
イ
ツ
詩
集
』（
白
鳳
社
）」

　

一
九
七
三
（
昭
和
四
十
八
）
年
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
変
化
す
る
。

「
一
見
、
混
沌
を
極
め
て
い
る
か
と
思
わ
れ
る
現
代
詩
の
状
況
を
前
に
し
て
、「
詩
と
は
何
か
」
の
問
題
の
解
決
の
一
助
と
し
て
、
日
本

近
代
詩
の
歴
史
的
展
開
を
、
ド
イ
ツ
そ
の
他
の
国
の
詩
歌
の
流
れ
と
そ
の
在
り
か
た
と
に
対
照
し
な
が
ら
、
追
求
し
よ
う
と
考
え
る
。」

「
研
究
」「
歴
史
」
と
い
っ
た
硬
質
な
言
葉
に
、「
詩
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
が
混
じ
っ
て
き
て
い
る
。
こ
の
年
は
、
五
藤
勉
『
ノ
ス
ト

ラ
ダ
ム
ス
の
大
予
言
』
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
る
な
ど
、「
終
末
論
」
ブ
ー
ム
の
真
っ
盛
り
で
あ
っ
た
。「
終
わ
り
」
の
予
感
を
意
識
し
つ
つ
、

学
問
に
取
り
入
れ
、「
言
葉
」
を
追
求
す
る
姿
勢
が
垣
間
見
え
る
。

「
詩
歌
論
」
は
一
九
八
一
（
昭
和
五
十
六
）
年
か
ら
、
童
話
研
究
や
歴
史
小
説
で
名
を
残
す
浜
野
卓
也
が
担
当
す
る
。
最
初
の
「
講
座
内

容
」
は
以
下
の
と
お
り
。

「
詩
と
は
、
あ
る
時
代
の
、
あ
る
個
性
に
よ
る
認
識
の
一
形
態
で
あ
る
。
／
日
本
近
代
詩
は
、
日
本
の
近
代
史
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
展

開
し
て
き
た
。
こ
の
見
地
で
、
近
代
詩
人
た
ち
の
作
品
の
ふ
れ
、
そ
の
〝
生
〞
の
苦
悩
を
さ
ぐ
っ
て
い
き
た
い
。」

「
史
」と「
詩
」を
リ
ン
ク
し
て
考
え
る
姿
勢
が
見
え
る
。
翌
年
か
ら
、「
世
界
文
学
」に
現
代
詩
を
位
置
づ
け
る
、
巨
視
的
視
点
が
出
て
く
る
。

「
昭
和
３
年
『
詩
と
詩
論
』
の
刊
行
は
、
明
治
・
大
正
を
へ
て
よ
う
や
く
世
界
文
学
の
一
環
（
同
時
性
）
の
中
で
の
文
学
運
動
の
出
発
と

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
大
正
民
衆
詩
運
動
と
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
詩
運
動
の
は
ざ
ま
に
あ
り
、
し
か
も
戦
後
詩
に
も
、
深
く
か
か
わ
っ
て
い

る
が
、
本
年
は
、
そ
こ
か
ら
出
発
し
た
三
好
達
治
、
西
脇
順
三
郎
、
吉
田
一
穂
ら
個
性
あ
る
詩
風
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー

を
比
較
研
究
し
て
い
く
こ
と
で
現
代
詩
と
は
何
か
を
探
求
し
た
い
。」

　

ち
な
み
に
、「
本
年
は
」
と
あ
る
が
、
以
降
こ
の
講
座
内
容
は
変
更
さ
れ
て
い
な
い
。
二
〇
〇
一
（
平
成
十
三
）
年
、
バ
ト
ン
は
歌
人
・

福
島
泰
樹
に
手
渡
さ
れ
る
。
学
究
的
だ
っ
た
「
詩
歌
論
」
は
、
創
作
の
方
向
へ
と
舵
を
切
る
。

「
60
年
安
保
闘
争
の
暮
に
敗
北
死
し
た
学
生
歌
人
岸
上
大
作
。「
私
と
は
誰
か
？
」
か
ら
出
発
し
た
寺
山
修
司
。
放
浪
詩
人
サ
ト
ル
。
近
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む
す
ば
れ
て

　
　

と
け
て

　
　

ふ
た
り
で
凪
い
だ
み
ず
う
み
に
な
れ
ば

　
　

母
で
あ
り
子
で
あ
る
こ
と
の
苦
し
み
は

　
　

け
し
て
知
ら
ず
に
す
む
で
あ
ろ
う
し

　
　

わ
た
し
た
ち
を
絞
め
た
た
く
さ
ん
の
血
の
絆
し
も

　
　

光
輪
と
な
っ
て
か
が
や
く
か
も
し
れ
な
い
の
だ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　
　

（
同
「
聖
母
子
」）

　
　

彼
女
は
数
回
み
じ
ろ
ぎ
し
、

　
　

子
宮
の
か
た
ち
に
そ
っ
く
り
沿
い
、

　
　

そ
う
し
て
ず
る
り
と
這
い
出
で
、

　
　

じ
ぶ
ん
の
か
た
ち
が
う
し
な
わ
れ
た
こ
と
へ
、
白
ん
で
粘
着
質
な
涙
を
流
し
、

　
　

そ
う
し
て
様
々
の
液
体
に
干
し
草
を
ま
と
わ
り
つ
か
せ
て
、

　
　

さ
め
ざ
め
泣
く

　
　

わ
た
し
は
馬
を
み
て
い
る

　
　

傷
つ
い
た
仔
馬
の

　
　

も
が
く
胎
児
だ
っ
た
馬
の

　
　

う
め
い
て
も
が
く
悲
痛
の
さ
ま
を

　
　

た
だ
じ
っ
と

　
　

畜
舎
の
天
井
の
隅
の
斜
め
の
角
か
ら
み
て
い
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　

（
島
畑
ま
こ
と
「
牝
馬
」）

「
詩
と
は
、
傷
痕
か
ら
流
れ
出
る
血
の
よ
う
な
も
の
だ
。
な
ぜ
血
を
流
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
、
流
れ
た
血
が
何
処
へ
ゆ
く
の
か
を
考

え
る
の
が
「
批
評
」
で
あ
る
。
詩
の
実
作
と
討
議
を
と
お
し
て
、
私
た
ち
の
生
存
の
意
味
を
探
る
。」（
詩
歌
論
）

「
詩
は
世
界
創
造
で
あ
り
、
批
評
は
世
界
解
釈
で
あ
る
。
そ
の
ど
ち
ら
が
欠
け
て
も
、「
世
界
」は
空
虚
な
も
の
と
な
る
。
詩
（
創
作
、
創
造
）

と
批
評
（
哲
学
、
思
想
）
を
と
も
に
学
び
、「
自
己
」
を
深
め
、「
世
界
」
に
繋
が
る
手
が
か
り
を
探
す
。」（
現
代
詩
研
究
）

　

二
つ
の
授
業
は
、
コ
ロ
ナ
禍
の
な
か
で
手
渡
さ
れ
た
。
ま
こ
と
に
苦
難
の
連
続
で
あ
っ
た
が
、
自
分
よ
り
才
能
の
あ
る
学
生
に
出
逢
う

ほ
ど
、
幸
せ
な
こ
と
は
な
い
。
授
業
に
提
出
さ
れ
た
作
品
の
、
一
部
を
引
く
。

　
　

わ
た
し
の
花
ば
な
で

　
　

あ
な
た
の
傷
を
う
つ
く
し
く
ふ
さ
ぎ
た
か
っ
た

　
　

届
か
な
か
っ
た
無
数
の
花
の
な
か
へ
身
を
投
げ
出
し

　
　

わ
た
し
は
む
ら
さ
き
に
溺
れ
た

　
　

（
略
）

　
　

わ
た
し
の
花
び
ら
が
い
ち
め
ん
に
散
り
し
い
て
い
る

　
　

悲
哀
の
浜
に

　
　

母
さ
ん

　
　

娘
だ
っ
た
こ
ろ
の
あ
な
た
が

　
　

夜
明
け
前
の
ひ
か
り
と
と
も
に
わ
ら
っ
て
い
た
の
だ　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
内
藤
翼
「
花
の
浜
辺
」）

　
　

あ
な
た
の
み
ず
う
み
の
底
で

　
　

わ
た
し
を
つ
な
ぐ
緒
が
首
に
か
ら
み
つ
き

　
　

や
が
て
あ
な
た
も
た
く
さ
ん
の
管
に
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で
も
い
い

　
　

僕
と
キ
ミ
は
い
つ
だ
っ
て
繋
が
ら
ざ
る
を
え
な
い
か
ら

　
　

漠
然
と
し
た
こ
の
今
に
ほ
ら
、
僕
た
ち
が

　
　

個
が
、
う
ま
れ
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　

（
松
本
幸
大
「
ロ
ノ
ハ
」）

　
　

知
っ
て
い
ま
す
か

　
　

空
も
こ
と
ば
で
で
き
て
い
ま
す

　
　

僕
ら
が
見
て
い
る
す
べ
て
は

　
　

僕
ら
を
救
い
得
る
も
の
で
は
な
い
の
で
す

　
　

知
っ
て
い
ま
す
か

　
　

星
に
は
配
列
が
あ
り
ま
す

　
　

ど
ん
な
に
美
し
く
て
も

　
　

僕
ら
を
逃
さ
な
い
た
め
の
枠
組
み
な
の
で
す

　
　

（
略
）

　
　

そ
う
で
す
結
局
は

　
　

こ
と
ば
に
し
続
け
る
し
か
な
い
の
で
す

　
　

こ
れ
が
ひ
か
り
だ
と
言
え
る
も
の
が
生
ま
れ
る
ま
で　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
中
山
寛
太
「
後
日
譚
」）

　
　

わ
た
し
は
雨
に
う
た
れ
る
こ
と
も

　
　

見
わ
た
す
か
ぎ
り
の
砂
の
海
で
し
た

　
　

砂
漠
に
ち
い
さ
な
一
粒
の
砂
利
が
あ
り
ま
し
た

　
　

本
当
に
ち
い
さ
な
水
色
の
石
で
し
た

　
　

燃
え
き
っ
た
私
の
海
で
し
た

　
　

心
も
と
な
い
海
で
し
た

　
　

で
も
こ
の
石
は
誰
に
も
渡
さ
な
い
の
で
す　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　

（
宇
野
有
輝
恵
「
砂
利
」）

　
　

私
は
ひ
と
つ
の
血
液
と
し
て
流
れ
出
す
と
と
も
に

　
　

大
地
の
亀
裂
の
深
く
ま
で
浸
透
し
、
潜
っ
て
ゆ
く

　
　

（
略
）

　
　

岩
の
間
に
な
だ
れ
て
波
は
渦
巻
く

　
　

白
い
泡
が
た
ち
あ
が
る

　
　

私
は
擦
り
切
れ
て
い
く

　
　

夜
だ

　
　

太
陽
の
終
わ
り
を
祝
福
す
る
吹
雪
だ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　

（
同
「
血
の
泉
」）

　
　

会
い
た
い
な
、
逢
い
た
い
な

　
　

想
い
は
円
城
の
虹
を

　
　

キ
ミ
へ
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あ
な
た
の
穢
れ
に
な
る
こ
と
も
で
き
ず

　
　

傘
を
も
っ
て
見
つ
め
て
い
る

　
　

（
略
）

　
　

押
し
流
さ
れ
た
こ
と
ば
が
ふ
か
く
突
き
刺
さ
る

　
　

き
ら
め
く
あ
な
た
の
足
跡
を

　
　

追
う
よ
う
に
し
て　

あ
か
く
濁
ら
せ
た　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　

（
田
口
愛
理
「
雨
」）

　
　

暗
視
の
嘴
よ
、
わ
た
し
の
盃
で
休
ま
れ
よ

　
　

滑
ら
か
に
は
み
出
す
空
の
色
を
答
え
よ

　
　

末
端
の
痺
れ
に
波
う
た
せ
、
空
の
破
れ
目
の
み
ど
り
を
舐
め
ろ　
　
　
　
　

 

　
　

（
古
川
慧
成
「
鳥
葬
」）

　

こ
れ
ら
の
作
品
は
、
現
代
詩
の
最
前
線
と
さ
れ
る
地
点
よ
り
も
、
は
る
か
に
先
を
望
ん
で
い
る
。
驚
い
た
こ
と
に
、
彼
ら
の
ほ
と
ん
ど

は
、
こ
れ
が
初
め
て
の
詩
作
だ
と
い
う
。
ま
こ
と
に
、
日
藝
生
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
や
恐
る
べ
し
で
あ
る
。
漢
の
武
帝
は
、「
才
能
あ
る
者

は
い
つ
の
時
代
も
必
ず
い
る
。
た
だ
上
に
立
つ
者
が
見
抜
け
な
い
だ
け
だ
」
と
言
う
。
教
師
と
し
て
、
子
供
た
ち
の
才
能
を
見
抜
け
る
か

否
か
が
、
日
本
文
学
の
流
れ
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
ゆ
く
。
そ
の
重
圧
の
な
か
で
、
授
業
を
す
る
喜
び
は
格
別
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
挙
げ
た
詩
篇
の
完
全
版
は
、
近
刊
予
定
の
『
実
存
文
学
』創
刊
号
に
（
さ
ら
に
多
く
の
作
品
を
含
め
）
収
録
す
る
予
定
で
あ
る
。

「
歴
史
の
終
わ
り
」「
文
学
の
終
わ
り
」
が
語
ら
れ
て
久
し
い
。「
終
わ
り
」
で
あ
る
こ
と
に
居
直
る
こ
と
な
く
、
こ
の
地
に
新
た
な
「
始
ま

り
」
を
、
私
た
ち
は
刻
み
つ
け
ね
ば
な
ら
な
い
。『
実
存
文
学
』
は
そ
の
一
里
塚
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

　

歴
史
に
う
つ
く
し
い
傷
痕
を
つ
け
る
こ
と
、
そ
の
た
め
に
も
、
絶
え
ず
対
話
の
回
路
を
切
り
開
い
て
ゆ
く
こ
と
が
、「
日
藝
魂
」
だ
と

思
う
。
歴
史
が
文
学
を
忘
れ
た
の
な
ら
、
歴
史
を
思
い
切
り
引
っ
ぱ
た
い
て
、
思
い
出
さ
せ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
そ
の
手
助
け
を
、
今

後
も
で
き
得
る
か
ぎ
り
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。




