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伊
東
静
雄
の
昭
和
八
年
中
期
の
詩

ー
初
期
か
ら

『
わ
が
ひ
と
に
与

ふ
る
哀
歌
』

へ
の
屈
折
点
と
し
て
ー

赤

塚

正

幸

I

伊
東

静

雄

が
最
初

に
詩

を
発
表

し

た

の
は
昭
和

五
年

五
月

の

こ
と

で
あ

る
。

も

っ
と
も

こ
の
年
は

一
篇

の
み
、
そ

し

て
翌
六
年

も
僅

か
二
篇
を

発

表

し

た
に
す

ぎ

な

い
の

で
、
詩

人
と

し

て

の
本

格
的
な

活
動

が
始
ま

る

の

は
、
昭

和

七
年

六
月

、
同

人
誌

「
呂

』

の
創
刊

に
参
加

し

て

か
ら
以
後

の

こ
と

で
あ

る
と
言

っ
て
よ

い
。

「
呂

』
誌

上

に
発
表

さ
れ

た
も

の
は
、

「

ク

セ

ニ
エ
」

と

い
う

静

雄

自
身

の
呼

称

に
そ

の
特
徴

が
端

的

に
現
わ

れ
て

い
る

が
、

こ

の
時

期
静

雄

は

こ

の

「
ク

セ

ニ
エ
」
、
あ

る

い
は

「
ク

セ

ニ

エ
」
風

の
短

詩

を
さ

か
ん

に
発
表

し

た
。

し

か
し
そ

れ
も

、
昭

和
入
年

四

月

同
誌

上

の

「
　

と

い
う

総

題

の
下

の
十
五
篇

を
最

後

に
、

い
ち

お
う

の
終

り
を

告
げ

る
。

こ

こ
ま

で
の
詩
を

静
雄

の
初

期

の
詩

と
呼

ぷ

こ
と
が

で
き

る
。

次

に
、

昭
和

九
年

に
な

る

と
、
二

月
発
表

の

「
私

は
強

ひ
ら

れ
る
=

」

(「
コ
ギ
ト
」
)
か
ら

始
ま

っ
て
「漂

泊

」
(
「
コ
ギ
ト
」
昭
和
10
・
8
)
に
至

る
作
品

が
次

々
と
発

表

さ
れ

る
。

こ
れ

ら
は
昭

和

十
年
十

月

発
行

の
静
雄

の
第

一
詩
集

『
わ

が

ひ
と

に
与

ふ
る
哀

歌
』

の
中
核

を

な
す

作
品

で
、
世

上

の
評
価

の

高

い
も

の

で
あ

る
。

こ
の
昭
和

九
、

十
年

の
詩

は
、

一
般
的

に

『
哀
歌

』

期

の
詩

と
呼

ば
れ

て

い
る
。

こ

の
よ
う

に
昭
和

五
年

の
最
初

の
詩

の
発
表

か
ら
十

年

の

『
哀

歌
』

発

行
ま

で

の
静

雄

の
詩

を
、

昭
和

八
年
初

期

と
中

期
と

の
間

に

一
線

を
画

し

て
把

え
る
考

え
方

は

、
近

年

一
般

的

な
も

の
と

な

っ
て
き

て

い
る
。

こ

の

こ
と
は

た
と
え

ば
、

二

つ

の
時

期

の

『
哀
歌

』

へ
の
作

品
収

録

の
状
態

か

ら

み
て
も

そ

の
妥

当

性
を
窮

う

こ
と

が

で
き

よ
う
。

つ
ま

り
、
初

期

の
詩

五
十
篇

中

『
哀
歌

』

へ
の
収
録

が
五
篇

に
す

ぎ
な

い
の
に
反

し
、
昭
和

九

、

十
年

の
作

(
昭
和

十
年

の
作

は
も

ち

ろ
ん

『
哀
歌

』
発

行
以

前

に
発
表

さ

れ

た
も

の
)

は
、
二

十
篇
中

実

に
十
九
篇

が

『
哀

歌
』

に
収

録
さ

れ

て

い

る

の
で
あ

る
。

こ
の
二
年

間
を

『
哀
歌

』
期

と
称
す

る
所
以

で
も

あ
る

が
、

こ
の
収
録

の
比
率

の
差

は
歴

然

と
し

て
お
り

、

両
者

に
対
し

て
静
雄

自
身

が
異

な

っ
た
評

価
を
持

っ
て

い
た

こ
と
、

『
哀
歌
』

編

集

の
際

に
は
そ

の

評
価

の
上

に
立

っ
た

明
白

な
選
択

意
識

の
あ

っ
た
だ
ろ
う

こ
と
は
疑

い
を

え
な

い
。

見
方

を
変

え

て

い
う

な

ら

ば
、
初

期

の
詩

と

『
哀
歌

』

期

の
詩

と

の
間

に
は
あ

る
変

化
が
存

し

て

い
る
と

い
う

こ
と

で
あ
り

、
両
者

の
間

に

一
線
を

画
す

こ
と

の
意

味
も
あ

る

と

い
う

こ
と

に
な

る
。

ま

た
、

『哀
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歌
」

所
収

の
初

期

の
詩

が
五
篇

、

『
哀
歌

』
期

は
十
九

篇

と

い
う

数

は
、

「
哀
歌
』

が
計

二

十
八
篇

の
詩

か

ら
な

っ
て

い
る

こ
と
を

考
え

て
も

、

『

哀

歌
」

期

の
優
位

は
動

か

せ
な

い
で
あ

ろ
う
。

そ
れ

で
は

、
初

期

の
詩

か

ら

『
哀
歌

』
期

の
詩

へ
の
移

行

は

、
昭
和

八

年
初

期

と
中

期

と

の
間

の

一
線
を
境

に
、
掌

を
返
す

よ
う

な

形
で
行

わ
れ

た

も

の
で
あ

ろ
う

か
。

答
え

は
も

ち
ろ

ん
否

で
あ

る
。

と

い
う

こ
と
で
問

題

に
な

っ
て
く

る

の
が
昭
和

八
年

の
中
期

、

つ
ま

り
、

六
月

と
七
月

に
発

表

さ

れ
た
七
篇

の
詩

の
存
在

で
あ

る
。
本

稿

に

お

い
て

こ
の
七
篇

の
詩
を

便

宜
上

、
昭

和
八

年

の
詩

と
呼

ぶ

こ
と
に
す

る

が
、

こ

の
作

品
は

、
初

期

の
詩

と
も
、

そ
し

て

『
哀
歌

』

期

の
詩

と
も

や

や
異
な

っ
た
印
象

を
わ

れ

わ

れ

に
与

え
る
も

の
で
あ

る
。

そ
れ

は
た

と
え

ば
、
初

期

の
詩

が
概

し

て

短

い
も

の
で
あ

っ
た

の

に
比

べ
比
較
的

長

い
も

の
が
多

い
と

い
う

点
や
、

日
常
茶

飯
事

を
素

材

と
し

て

い
る
点

な
ど

で
あ

る
。

作

品

の
検
討

は

の
ち

に
ゆ
ず

る

こ
と

と
し

て
七
篇

の
題
を

示

せ
ば
次

の
よ
う

に
な

る
。

「
病
院

の
患

者

の
歌

」

(
『
哀
歌

』

所
収

)

「
四
月

」

「
泥
棒

市

」

「
市
中

の
或

る

一
家

」

(
次

の
四

篇

の
総

題

)

新

世
界

の
キ

イ

ノ
ー

(
『
哀

歌
」

所
収

)

馬

用
水

の
傍

で
彼

は
歌

ふ

残

さ

れ
た

夫

市

中

の
或

る

一
家

こ
の
う

ち

「
泥

榛
市

」

ま

で

の
三
篇

が

『
呂
」

六
月

号
、

「
市
中

の
或

る

一
家

」
四

篇

が
同
七

月
号

発
表

の
も

の

で
あ

る
。

昭

和
八

年
発

表

の
作
品

は
、
初

期

の
詩
を

除
け

ば
、

実

は
右

の
七
篇
以

外

に
も
あ

る
。

そ

れ
は
、

後
期

に
発
表

さ

れ
た

「
海
水
浴

辱
(「呂
㌧
コ
ギ
ト
」

昭
8

・
n
)

と

「
少

年

N

君

に
ー

」

(「肇

言
昭
8
・
12
)

の

二
篇

で

あ

る
。

し

か

し
、
前

者

は
、
全

二
連

の
う

ち
第

一
連

が

「
エ
ケ
ー

ド
」
(
「昌

昭
8
.4
)

の
第

一
連

よ

り
、

そ
し

て
後
者

は

「
山
中

で
三
篇

」
(「
昌
昭
8
.3
)
の
第

三

篇

を
多
少

変

え

て
題

を
付

し

た
も

の
で
あ

り
、
先

の
七
篇

と
は
傾
向

を
異

に
し

て

い
る

と
考

え
ら

れ
る

の
で
、

こ
こ
で
は
除

外
し

て
考

え

て
よ

い
だ

ろ
う

。
以
上

の
ご
と
く

、

『
哀

歌
』

発
行

ま

で
の
静
雄

の
詩

を
、

初
期

、
昭
和

八

年
、

『
哀

歌
』
期

と
分

類
し

た
と

こ
ろ

で
、
本

稿

に
お
け

る
主
要

な
目

的

を
述

べ
る

な
ら

ば
、

昭
和
八

年

の
作
を
検

討
す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
初

期

の
詩

か
ら

『
哀
歌
』

期

の
詩

へ
と
移
行

し

て

い

っ
た
変

化

の
実
際
を

知

り

、
昭
和

八
年

の
作

が
ど
う

い
う

位
置
を

占

め
て

い
る

か
を
解

明
し
よ

う

と

い
う

点

に
あ

る
。

そ
れ

は
、
昭

和
八

年

の
詩

が

、
単

に
両
者

の
中
間

に
存
す

る

と

い
う

事
実

か
ら

の

み
で
な
く

、
そ

れ
が
両

者

と
傾
向

を
異

に

し

て

い
る

と

い
う

点

に
、
変
化

の
実

際
を

具
現

し
て

い
る

の
で
は

な

い
か

と
考

え
ら

れ
る

か
ら
な

の

で
あ

る
。

n

初

期

の
詩

に

つ
い
て
、
そ

れ
が
、
「
ク

セ

ニ
エ
」
と

い
う

静

雄
自
身

の
こ

と
ば

に
そ

の
特
徴

の
示

さ
れ

て

い
る

こ
と
は
既

に
述

べ
た

と
う

り

で
あ

る
。

そ
れ

が
実

は
、
単

に
初

期

の
詩

の
み
で
な

く
、

『
哀
歌

」
期

の
詩

に
お

い

て
も

考

え
ら
れ

て

い
た
方
法

で
あ

り
、
あ

る

い
は
ま

た
、
初

期

の
詩
と

『

哀
歌

」
期

の
詩

と

の
間

に

は
、
表

現
や
主

題

に
お

い
て
あ

る
共
通

性
を
持
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っ
た
も

の
の
あ

る

こ
と
は
以
前

に
書

い
た

こ
と
が
あ

る
。

と
す

れ
ば
、

今

ま

で
述

べ
て
き

た
よ
う

に
、
初

期

と

「
哀
歌
』

期

と

の
間

に
は

一
線
を

画

し

て
考

え

る

べ
き

ほ

ど

の
変

化

は
な

か

っ
た
よ
う

に
考

え

ら
れ

る
が
、

そ

う

で

は
な

め
。

結

局

は
表
現

や
主

題

と
も
関

連
し

て
く

る
こ
と

に
な

る

の

だ
が

、
実

は

こ
の

「
ク

セ

ニ
エ
」
と

い
う

方
法

の
用

い
ら

れ
方

に
問
題

が

あ

る

の
で
あ

る
。

結
論

め

い
た

こ
と
を

先

に
言

え
ば

、
初

期

と

「
哀
歌

』

期

と

で
は

「
ク

セ

ニ

ェ
」

の
意

味

が
違

っ
て

い
る

と

い
う

こ
と

に
な

る
。

そ

こ
で
ま
ず

両

者

に
お
け

る

「
ク

セ

ニ
ェ
」

に

つ
い
て
述

べ
る

こ
と

に

す

る

が
、
ち

な

み
に
、

「
ク

セ

ニ
エ
」

と
は

「
　

」
(独
語
)で

、
「
格
言

的

短
詩

、
風

刺
詩

、
警
句

」

と

い
っ
た

よ
う

な
意
味

を

も

っ
て

い
る
。
静

雄

の
初

期

の
詩

の
う

ち

、

「
ク

セ

ニ
エ
」

と
題
さ

れ
た

も

の
を
二

つ
引
用

し

て

お
く

と
、

水

の
上

の
影

を
食

べ

花

の
匂

ひ

に
う

つ
り
な

が

ら

コ
ン
サ

ー
ト

に
き

り

が
な

い

(
「静
か
な
ク
セ
ニ
エ
抄
」
ー

「哀
歌
と
所
収
時
に

「
(読
人
不
知
)」と
改
題
「呂
」

昭

7

・
12

)

新

し

い
雪

が
白

い
鳥

に
な

つ
て

(
よ

せ
ば

い
い
の

に
)

朝

の
シ

ガ
ー
を

吹

か
し

て
居

る

松

の
疎

林

に

と
ま

つ
て

(

「
脚
韻
」
ー

「静

か
な

ク

セ

ニ
エ
抄
」

の

一
篇

「
呂
」

昭
8

・
3
)

と

い
っ
た
も

の
で
あ

る
。

こ
れ
ら

が
何
を

風

刺
し

て

い
る

の
か
詳
ら

か

に

し

え
な

い
が
、

た
と

え
ば
、

「
あ

ん
な
学

生
達

の
社

会
運

動
な

ど

に
も
相

当

の
魅
力

を
私

は
感
じ

ま
す

け
れ

ど
も

、
あ

ん
な
運

動

に
は
少

な
く

と
も

根
底

に
、

相
争

ふ
二

つ
の
階

級

の
各

々
に
、

『
理
解

と

そ
れ

か
ら
生
ず

る

愛
」

が
欠

け

て
ゐ
る
様

に
思

は

れ
ま
す
。

私

は
そ

ん
な

こ
と

に
た
つ

さ
は

る
前

に
、

も

つ
と
人
を

理
解
す

る

こ
と
に
努

め
ね
ば

と
思

ひ
ま
す

L

(酒
井

安
代
、
百
合
子
宛
書
簡
大
15
.9
・8
)

「
イ

ン
テ

リ

ゲ

ン
チ

ヤ

の
悩

み

は
、
唯
物

史

観

そ

の
も

の
の
中

に
理
論
的

矛
盾

を
発

見
す

る

こ
と

に
よ

つ
て
お

こ
る

の

で
は
な
く

、
頭

は
唯
物

史
観

を
肯

定
し

な
が

ら
も

ヘ
ル
ツ

(
ハ
ー
ト

)
が

云

ふ

こ
と
を
き

か
な

い
憂
欝

な

ん
で
す

ね
。

(
略

)

然

も
そ

れ

が
、
我

々
に
は
、

革
命

的
情
熱

を
持

て

ぬ
我

々
に
は

頭

で
だ
け
肯

定
さ

れ
る
。

そ

し

て
熱
情

的
な
革

命

理
論

が
、
熱

情
な

し

に
理
解

さ
れ

る
時

、

そ
れ

が
虚

無
的

色
彩

を

、
然
も
破

か

い
さ
れ

た
あ

と

に
荘
然

と
た
ち
す

く

ん

で
、
過

ぎ

ゆ
く
白

雲
を

な

が
め
る
様

な
虚

無
を
我

々
に
感

ぜ
し

む
る

の
で
す

ね
」

(宮
本
新
治
宛
昭
5
.
12
.21
)と
述

べ
る
静

雄

に
と

っ
て

「
ク

セ

ニ
エ
」

と

は
ま

こ

と

に
都
合

の
よ

い
方
法

で
あ

っ
た
に
違

い
な

い
。

言

い
換

え

る
な
ら

ば
、

「
田
舎
を

逃
げ

た
私

が

都
会

よ
/

ど
う

し

て

お
前

に
敢

て
安

ん
じ

よ
う

/

詩

作
を

覚

え
た
私

が

行

為
よ

/

ど
う

し

て

お
前

に
憧

れ
な

い
こ
と

が

あ
ら

う
」
(「都
会
」」

呂
」昭
7
.
10
)と

反
語
的

に
書

く

こ
と

で
逆

に
自

己

の
立

場

が
行
為

者

た
る
よ

り
も

、
観
察

者

、
認
識

者

た
る

こ
と
を
強

く
表

明
し

た
静

雄

に
と

っ
て
、

「
ク

セ

ニ
エ
」

と
は
自

己
を
表

現
す

る
も

っ
と
も
適

切

な
方
法

で
あ

っ
た
。

し

か
し
な

が
ら

、

「
ク

セ

ニ
エ
」

が

「
ク

セ

ニ
エ
」

で
あ

る
限

り

に
お

い
て
、

そ
し

て
そ

の
方
法

に
よ

っ
て
書

か

れ
た
静

雄

の
詩

が
、

「
心

の
こ

ま

か

い
、

い
ん

え

い
や

感

触

」
(葬

ゆ
り
子
霜
昭
7
.10
.8
)
な

ど

を

表

現

し

た

も
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の
で
は
あ

っ
て
も
、

そ
れ

は
決

し

て
自

己
を

自
己

と
し

て
把
握

し
、

そ

の

結
果

す

る
と

こ
ろ

の
心
情

を
表

現
し

た
も

の
と

は
言

え

な

い
で
あ
ろ
う

。

な

ぜ
な

ら
、
風

刺

と
は
常

に
他
者

の
存
在

を
前

提

と
し

て

い
る
も

の
で
あ

り
、

し

た
が

っ
て
静

雄

の

「
ク

セ

ニ
エ
」

に
込

め
ら
れ

た

「
心

の
こ
ま

か

い
、

い
ん
え

い
や
感

触
」

と

い
っ
た
も

の
は
、
他
者

に
よ

っ
て
喚
起

せ
ら

れ

た
も

の

に
違

い
な

い
か
ら

で
あ
る
。

つ
ま

り
、
静

雄

は
他
者

(特

に

「

他

人
」

と

い
う

わ
け

で
は
な

い
)
を

切
る

、
風
刺
す

る

こ
と
に
よ

っ
て
自

己

認

識
を
行

な

っ
て

い
た

の
で
あ

る
。

初
期

に
お
け

る
静

雄

の

「
ク

セ

ニ

エ
」
、

あ

る

い
は

「
ク

セ

ニ
エ
」
風

の
作

品
は

、
そ
う

し

た
自
己

と
他
者

と

の
相

関
関

係

の
上

に
成

立

し
た
も

の
で
あ

っ
た
。

で
あ

る

に
し

て
も

、

こ
の

「
ク

セ

ニ
エ
」
と

い
う
方

法

は
静

雄

の
十
分

に
意

図
さ

れ
た
方

法

で
あ

っ
て
、

そ

こ
に
立

っ
て
書

か
れ

た
自
己

の
作

品

は
、

「
詩

少
し

つ

つ
自

信

が
出
来

て

ゐ
ま
す
」
(潭
牙
ゆ
り
予
冠
昭
7
.10
.8
)
と

い

っ
た

も

の
で
あ

っ
た
。

と

こ
ろ

が

こ

こ
で
ひ
と

つ
の
問

題
が

生
じ

て
き
た
。

「
ク

セ

ニ
エ
」

が

も

っ
と
も

適

切
な
方
法

で
あ

り
、

そ

こ
か
ら
生

ま
れ

た
作

品

に
自

信
を

持

つ
に

つ
れ
、
実

は

「
ク

セ

ニ

エ
」

と

い
う

方
法

、

つ
ま
り

「
風

刺
」

が
、

他

人
を

切
る

ば
か

り
で

は
な
く

、
実

は
自
分

を
も

切
る

両
刃

の
剣

で
あ

る

こ
と
を
感

じ
始

め

た
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
あ

る
高

み

に
立

っ
て
、
あ

る

い
は
事

物

の
外

側

に

い
て

、
他
者

を
眺

め
、
そ

し
て
風

刺

し
、
自

己

は
安

全

で
あ

る

と
信

じ

て

い
た

こ
と

が
次

第

に
否
定

さ
れ

る

に
至

っ
た
と

い
う

こ
と

は
、
静

雄

に
と

っ
て

は
大
き

な
傷
手

で
あ

っ
た

に
相
違

な

い
。

そ

の

た

め
、
自

己
と

は
何

か
と

い
う

問

題
、
他

者

と
は
自

己

の
内
な

る
他
者

で

あ

り

、
そ

の
他
者

と
自

己

と
を
含

ん

だ
よ
り
大

き
な

自
己

と

は
何
か

、
と

い
う

こ
と

が
問

題

に
な

っ
て
き

た

の
で
あ
る
。

そ

の
間

の
事
情

を
示
し

て

い
る

も

の

に

「
或

る

友

に

」

(
「呂
」
昭
8

.
4
)

と

い
う

詩

が

あ

る

。

獅
子
は
昼
は
兎
に
角
楽
し
か
つ
た

目
の
前
の
鉄
格
子
は

人
間
共
を
寄
せ
つ
け
な
い

自
家
の
警
句
や
格
言
と
も
思

へ
た
か
ち

然
し
夜
は
1

或

る
深

夜

に
私
が

公
園

の
中

を

通
る

と

百

獣

の
号

び
声

の
間

に

胸

に
沁

み
入

る
獅
子

の
坤

き

が
は

つ
き
り

と
聞

こ
え

た

あ

な

た
は

(僕

ら

に
も

せ
め

て
真

の
深

夜

が
あ

れ
ば

い

・
)

と
考

へ
な

い
か

詩

の
内
容

か
ら
も

右

に
述

べ
た

こ
と
を
知

る

こ
と

が
で
き

る
が
、

そ
れ

を

簡

単

明
瞭

に
示
し

て

い
る

の
は
、
題

に
付

さ
れ

た
「

「静

か
な
ク

セ

ニ
エ
」

の

エ
ピ

ロ
ー
グ

と
し

て
」
と

い
う

エ
ピ
グ

ラ

フ
で
あ

る
。

静

雄

は

こ
の
詩

を
発

表
す

る
前
年

、

つ
ま
り

昭
和
七

年

「
呂
」

十
二
月

号

に
、

「
談
話

の

か

は
り

に
」

と

い
う

エ
ッ
セ
イ
を
載

せ

て

い
る
。

そ

れ
に
よ

る

と
、
静
雄

は
、

13

ル
ケ

の

「
形
象

詩
集
」

を
読

ん

で

「
そ

の
絶
妙

な
讐

喩
的
精

神
」

に
感

服
し

、
詩

が
散
文

と
分

派
す

る
第

一
歩

が
こ

の

「
讐
喩

的
精
神

」

で

あ

る
と
述

べ
た
あ

と

、

「
静

か
な

ク

セ

ニ
エ
」

は
そ

の

「
は
に

か
み
勝

な

讐
喩

的
精
神

の
表
現

」

へ
の

「
足
な

ら
し

」

で
あ

る
と
表

明
し

て

い
る
。

「
足
な
ら

し
」

と

い
う

こ
と
ば

に
は
、
あ

る
不

満

が
感

じ

ら
れ

る
に
し

て
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も

、

「
ク

セ

ニ
エ
」

は
や

は
り
静
雄

の
方
法

と
し

て
か
な

り
な
自

信
を
持

っ
て

い
た

こ
と
も

ま

た
認

め
ら
れ

る

の
で
あ

る
。

そ

の

「
ク

セ

ニ
エ
」

に

対

し

て
、
僅

か

四

ヶ
月

の
ち

に
、
静

雄

は

「或

る
友

に
」

と

い
う

「
エ
ピ

ロ
ー
グ

」
を
書

か
な
け

れ

ば
な

ら
な

か

っ
た

の
で
あ
る
。

こ
の

「
或

る
友

に
」
自

体

も
、

い
か

に
も

「
ク

セ

ニ
エ
」
臭

い
も

の
で
は
あ

る
が
、

そ

の

内

容

は
、
先

に
述

べ
た
図
式

を
直

接
的

に
表

現
し

て

い
る

の
で
あ

る
。

「

ク

セ

ニ

エ
」

が
、
他
者

ば

か
り

で
は
な

く
自

己
を

も
切

る
も

の
で
あ

る
と

い
う

こ
と
は
、
静

雄

に

と

っ
て

「
胸

に
沁

み
入

る
獅
子

の
坤
き

」

と
し

て

痛

切

に
認

識

さ
れ

た
に
相
違

な

い
。

こ

の

「
ク

セ

ニ
エ
」

の
陥
穽

か
ら

脱
却

し
よ
う

と
し

て
静

雄
は

次

の
詩

を
得

た
。

発
表

誌
、

年
月

と
も

に
不

明

で
は
あ

る
が
、

昭
和

八
年

の
作

と

推
測

さ

れ
て

い
携

「静

か
な
ク

セ

ニ
エ
」

で
あ

る
。

こ
れ
は

『
哀
歌
』

に

収
録

さ

れ

て
お
り

、

「
ク

セ

ニ

エ
」

の
語

が
使

用
さ

れ
て

い
る

が
、
そ

の

意

味
は
静

雄

に

と

っ
て
初

期

の
も

の
と

は
違

っ
て

い
る

こ
と
が
分

る
。

私

の
切
り
離

さ

れ
た
行

動

に
、
書

か
う

と
思

へ
ば
誰

で
も

ク

セ

ニ
エ
を
書

く

こ
と
が
出
来

る
。

又

そ

の
欲

望

を
持

つ
も

の
だ
。

私

が
真

面
目

で
あ

れ
ば
あ

る
程

に
。と

言

つ
て
、

た
れ

か
れ

の
私

に
寄
す

る

ク

セ

ニ
エ

に
、

一
向

私
は
恐

れ

な

い
。

私
も

同
様

、
そ

の
気
な

ら

(
一
層
辛

棘

に

)
そ
れ

を
彼

ら

に
寄

す

る

こ
と

が

出
来

る

か
ら
。

し

か
し

安
穏

を
私

は
愛
す

る

の

で
、

そ

の
片
よ

つ

た
力

で
衆

愚
を

唆
す

ク

セ

ニ

エ
か
ら

、
私

は
自
分
を

衛
ら

ね
ば

な
ら

ぬ
。

そ
こ

で
た

つ
た

一
つ
方
法

が
私

に
残

る
。

そ
れ

は

自
分

で
自

分

に
ク

セ

ニ

エ
を

寄

せ
る

こ
と

で
あ

る
。

私

は

そ

の
ク

セ

ニ
エ
の
中

で
、

い
か
に
も

悠

々
と

振
舞

ふ
。

た

れ
か
れ

の
私

に
寄
す

る

ク

セ

ニ
エ
に
、

寛

大

に
う

な

づ
き

、
愛
嬌

い

い
挨

拶
を

か

は
し
、

さ

う
す

る

こ
と
で
、
彼

ら

の
風
上

に
立

つ
の
で
あ

る
。

(
後
略

)

つ
ま
り

、
静
雄

は
、
本

来

な
ら

ば
他
者

へ
向

け
ら

れ
る

べ
き

「
ク

セ

ニ

エ
」

を
、
自

己

へ
向
け

て
発

し

た

の
で
あ

る
。

浪
曼

主
義
者

伊

東
静
雄

の

面
目

躍
如

た
る
痛

苦

に
満
ち

た
イ

ロ

ニ
ー
と

い

っ
て
よ

い
。

こ

の
こ
と
は

ま

た
、
自

己

と
他
者

と

の
相

関
関

係

の
中

に
自
己

を
認
識

し

て

い
た
初

期

の
詩

の
頃

か
ら

、
自

己
を
自

己

と
し

て
認
識
す

る

、
後
年

の
静

雄

の

こ
と

ば

に
よ

れ
ば
、

「
意

識

の
暗

黒
部

と
の
必

死
な
格
闘

」
(桑
原
武
夫
宛
昭
23
.

2
・
13
)
へ
の
飛

躍

、
と

い
っ
て
悪
け

れ
ば
変

化

で
あ

っ
た
。

『
哀

歌
』

期

の
詩

は

、
そ
う

い

っ
た
自

己
認
識

の
場

で
あ

っ
た
。

そ

し

て
、
自

己
捲

絶
対

的
自

己
と
し

て
認

識
し

、
そ

れ
を
詩

に
表

現
し

よ
う

と

す

る

こ
と

は
、
容

易
な

ら
ざ

る

こ
と

で
あ

っ
た
に
違

い
な

い
。

「華

や
か

な
思

ひ
上

つ
た
歓

声

の
中

に
、
満
月

に
遍

照

さ
れ

た
光
景

は
、
南

の
地
方

の
真

昼
間

の
ひ
か
り

か
が

や
く
寂

蓼
を

、
生

れ
な

が
ら

に
知

つ
て
ゐ

る
人

間

に
は
、

胸
を

し
め

つ
け

ら
れ

る
や
う

な
追

憶

で
あ

る
」

と

い
う

、

故
郷

諌

早
と
大

阪

で

の
盆

の
こ
と
を
書

い
た
印
象

的
な

エ

ッ
セ
イ

「
今
年

の
夏

の

こ
と
」
(「督

昭
9
・10
)
の
中

の
、

「
真

昼
間

の
ひ
か
り

か

が
や
く
寂

蓼
」

と

い
う

こ
と
ば

に
強

く
現

わ

れ
て

い
る
二
律

背
反

的
発

想
を
持

っ
て

い
る
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静

雄

に

と

っ
て
、
自

己

の
表

現

は
決
し

て
直

接
的

な
も

の
と

は
な
り

え
な

か

っ
た
。

そ

の
よ
う

な
表

現
は

「
哀
歌

」
期

の
詩

の
随
所

に
見
ら

れ
る
も

の
で
あ
る

が
、

こ
こ
で
は

そ
れ

は
当

面

の
問

題

で
は
な

い
。

さ
し
あ

た

っ

て

は
、
自

己

の
内

に
持

つ
帰
郷

と
、
帰

郷

そ

の
も

の
の
意

味

を
探

ろ
う

と

し

た
極

め
て
形

而
上
的

な
詩

、

「
帰

郷
者
」
(「
コ
ギ
ま

昭
9
.4
)
を

引

い
て
、

静

雄

が
、

自
己

を
絶

対
的

自
己

と
し

て
認
識

の
場

に
据

え

た

こ
と
を

知

っ

て

お
け
ば

よ

い
だ
ろ
う

。

自

然

は
限
り

な
く

美
し

く
永

久

に
住

民
は

貧

窮

し

て
ゐ

た

幾

度

も

い
く
ど

も
烈

し
く
く

り

返
し

岩

礁

に

ぶ
ち

つ
か

つ
た
後

に

波
が

ち
り
散

に
泡

沫

に
な

つ
て
退
き
な

が

ら

各

自

ぶ

つ
ぶ

つ
と
咳

く

の
を

私

は
海

岸

で
眺

め
た

こ
と

が
あ

る

絶

え
ず

此

処

で
私

が

見
た
帰

郷
者

た

ち
は

正
に

そ

の
通

り

で
あ

つ
た

そ

の
不

思
議

に

一
様

な
独
言

は

私

に
同
感
的

で
な

く

非

常

に
常
識

的

に
き

こ
え

た

(
ま

つ
た
く

!

い
ま

は
故

郷

に
美

し

い
も

の
は
な

い
)

ど
う
し

て

(
い
ま

は

)
だ

ら
う

!

美

し

い
故

郷
は

そ
れ

が
彼

ら

の
実

に

空
し

い
宿
題

で
あ

る

こ
と
を

無

数
な

古
来

の
詩

の
讃

美

が
証

明
す

る

曽

て

こ

の
自

然

の
中

で

そ
れ

と
同
じ

く
美

し
く
住

民

が
生
き

た

と

私

は
信

じ
な

い

た
だ
多

く

の
不
平

と
辛
苦

の
の
ち

に

曇

如

と
し

て
彼
ら

の
皆

が

あ
そ

処

で

一
基

の
墓

と
な

つ
て

ゐ
る

の
が

私
を

慰

め

い
く

ら
か
幸

福

に
し

た

の
で
あ

る

以
上

述

べ
て
き

た
よ
う

に
、
初

期

か
ら

『
哀
歌
』

期

へ
の
変

化
と

は
、

「
ク

セ

ニ
エ
」

と

い
う

方
法

と
絡

ん

で
、
静
雄

の
目

が
、

他
者

か
ら

自
己

へ
と

そ

の
視

線

の
方
向

を
変

え
た

も

の
で
あ

る
と

い
え

る
だ
ろ
う

。

そ
し

て
、
自

己

と
他
者

と

の
葛

藤
す

る

よ
り
大

き
な

自
己

へ
の
問

い
を
、

ま
さ

に
そ

の
問

い
を
発
す

る

場

に
お

い
て
表

現
し

た

の
が

『
哀

歌
』

期

の
詩

で

あ
る

と

い
う

こ
と
が

で
き
る

の
で
あ

る
。

Ⅲ

 

そ

れ

で
は
、
初

期

の
詩

と

『
哀

歌
』
期

の
詩

と

の
あ

い
だ

に
以
上

の
よ

う

な
変

化

が
あ

る
と
す

る
な

ら
ば

、
昭
和

八
年

の
詩

は
、

両
者

の
中

間

に

あ

っ
て

い
か
な

る
位
置

を
占

め

て

い
る

の
か

が
問
題

に
な

っ
て
く
る
。

む

ろ
ん

こ
れ

が
本

稿

に

お
け
る

目
的

で
あ

っ
た

わ
け

だ
が
、

そ
れ

を
知

る

た

め

に
は
、
当

然

の

こ
と
な

が
ら
、

昭
和
八

年

の
詩

と
そ

の
前
後

の
詩

と

の

比
較

が
必
要

に
な

っ
て
く
る
。

そ

の
場
合

、
初

期

の
詩

と

『
哀

歌
』

期

の

詩
を
結

ぶ
同

一
線

上

に
昭
和

入
年

の
詩

は
あ

る
と

い
う

仮

説

が
論

の
前

提

と
な

る
と

い
う

、

い
さ

さ

か
本

末
転

倒

し
た
論

法

に
な

る
が
、

こ
の
仮

説

は
論
を

進

め

て
ゆ
く
過

程

に
お

い
て
自

ら
証

明
さ

れ
て
く

る

こ
と
と
思

つ
。

ま
ず

昭
和

八
年

の
詩

を

一
篇

引

い
て
お
く
。
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私

と
弟

が

、
市

街

の
中

央

の

事

務
所

区

に
通

ふ

た
め

に
利
用
す

る

、

早

朝

の
割

引
電

車

の
窓

か
ら
、

数
年

の
間

と

い
ふ
も

の
、

眺

め

つ

ず
け

た
泥
棒
市

は
、

私
達

の
電

車

が
、
高

い
軌

道
堤

の
上

を
走

つ
た

し

そ

れ
は
、

ま

だ
朝
霜

の
晴

れ
始

め
な

い
時

間
だ

つ
た

の
で

私
達

に
現

実

に
見

え
た

こ
と

は

一
度

も
な

か

つ
た
。

と

こ
ろ

が
、
私

が
新

し

い

一
人
を

私
達

の
貧

し

い
、

共
同

の
住

居

に
引
き

入

れ
た

い
と
弟

に
申
出

で

そ

の
機

会
に

、

今

迄

に
彼
女

に
見

せ

か
け

て
来

た
よ

り
も

私

が

ど
ん
な

に
多

く

の
も

の
を
持

つ
て
ゐ

な

い
か

そ

れ
だ

か
ら

、
夫

と
し

て

の
幸

福

な
尊
敬

を

彼

女

か
ら
受

け

る

こ
と

が
、

ど
ん

な

に
困
難

か
と

い
ふ

悲

し

い
告

白
を

私

が
し

た
と
き

に
、

き

い
て

ゐ
た
弟

は
笑

つ
て
、
突

然

に

泥
棒

市
を

行

っ
て
見

よ
う

と
、

私
を

誘

ひ
出

た
。

さ

て
、

泥
棒
市

か

ら
帰

つ
た
私
が

、

非
常

な

安
心

と
確

信

と
で
、

早
速

私

の
ノ
ー
ト

に
書

き

つ
け

た

、

新
し

い
信
条

は
左

の
通

り

で
あ

る
。

泥
棒
市

が
、
泥

棒
市

で
な

か

つ
た
ら

ど

ん
な

に
魅

力

が
な

い
こ
と
だ
ら
う
。

私

た
ち

は
商

人

の
詐
り

の
機

に

謝

せ
ね
ば

な
ら

ぬ
。

私

に
欠
け

て
ゐ

る
す

べ
て

の
も

の
を

盗
ま

れ

た
と
、
思

ひ
こ
む

の
は

こ
れ
は

、
私

の

こ
の
上
な

く
楽
し

い
権

利
。

多

少

な

が
く

な

り
す
ぎ

た
け

れ
ど

、

「
泥

棒
市

」
(「品
昭
8
.6
)
と
題

さ
れ

た

一
篇

で
あ

る
。

こ

の
詩

や

「残

さ

れ
た
夫

」

(
屋

昭
8
・
6
)
等

に
対

し
て
桶

谷
秀

昭
氏

は

「詩

の
出

来
栄

え

で
は
、

べ

つ
に
問
題

と
す

る
に
足

ら
な

い
が
、

こ
れ

ら

の
詩

に
扱

わ

れ
て

い
る

の
が
、
伊

東

が
結
婚

し
た
前

後

の
時

期

の
生
活
感

で
あ

り
、

き

わ
め

て
シ

ニ
ッ
ク

な
調
子

を
帯

び
て

い

る

の
が
、
注

目
さ

れ

る
。

伊
東

は
生

活

に
密

着
し

た
現
実

を
詩

の
素

材

と

せ

ね
ば
な

ら
な

か

っ
た
と
き

、
あ

た
か
も

そ

の
素

材

を
拒
否

し

、
按
き

去

る

こ
と

に
よ

っ
て
し

か
素

材

と
す

る

こ
と
が

で
き
な

か

っ
た
。
(略

)
結
婚

を
も

っ
ぱ

ら
、
物

質
上

の
問

題

と
し

て
し
か
扱

っ
て

い
な

い
こ
れ
ら

の
詩

は
、

結
婚
す

ら

も
強

い
ら

れ
た
現

実

と
し

て
、

シ

ニ
ッ
ク
に
反
抗

す

る
態

度

の
表
現

に

ほ
か
な

ら
な

い
」
(「伊
東
静
難
論
」

「伊
原
静
雄
研
究
」思
潮
社
昭
46

.
12
)

と
評

し

て

い
る
。

こ
の
評

に

つ

い
て
異

存

は
な

い
が
、
本

稿

の
主
題

に
沿

っ
て
考

え
る
な

ら
ば

、
桶
谷

氏

の
言

わ
れ

る

「
生
活

に
密

着
し

た
現
実

を

詩

の
素
材

と

せ
ね
ば

な
ら
な

か

っ
た
」

、
そ

の
理
由
は

な

ぜ
か
と

い
う

こ

と
で
あ

ろ
う
。

ひ

と

つ
に
は
、

こ
れ
ら

の
詩

の
日
常

的
な
素

材

と

い
う

点

か
ら
知

れ
る
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よ
う

に
、
新

即
物

主
義

的

な
方
法

か

ら

の
影
響

が
考

え
ら

れ
る
。
新

即
物

主

義

に

つ

い
て
は
、
静

雄

は
す

で

に
昭
和

七
年
十

一
月

、

「
呂
」

の

「
談

話

の
か
は

り

に
」

の
中

で
触
れ

て

い
る
。

さ
ら

に
昭
和

八
年

四
月

「
呂
」

に
発
表

の

「
エ
ケ
ー
ド

」

に

は
、
第

一
連

に

「私

か
ら

詩

人

へ
の
手

紙

の

ザ

ツ
ハ
リ

ッ
ヒ
な

一
節

」

と

い
う

一
行

が
あ

り
、
そ

の

一
節

が
後

に
「
海
水

浴

」

に
取

ら
れ

た

の
で
あ

る
。

こ
の

こ
と
か
ら
し

て
昭

和
八

年
中

期

に
お

い
て
も

、
静

雄

は
当

然

の

こ
と
な

が
ら
新

即
物
主

義

に
関
心

を
抱

い
て
お

り
、

そ
れ

を
詩
作

に
応

用

し
よ
う

と
し

た

こ
と
は
考

え
ら

れ
る
。

次

に
、
こ
れ
は
さ

ら

に
根

本
的

な

理
由

に
な

る

の
だ
が
、
先

の
「
泥
棒
市

」

の
第

三

連

の
、

「新

し

い
信
条

」

と
し

て
記

さ
れ
た

七
行

が
、

い
か

に
も

「
ク

セ

ニ
エ
」
風

で
あ

る

こ
と

に
気

づ
く

こ
と

で
あ

る
。
し

か
し

こ
の
「
ク

セ

ニ
エ
」

は

、

明
ら

か
に
他
者

に
向
け

ら

れ
た
も

の
で
な

く
、

自
己

に
向
け

ら
れ

た
も

の
と

し

て
書

か
れ

て

い
る

の
で
あ

る
。

こ
れ
は

い
う

ま

で
も
な

く
、

「
哀
歌

」
期

の
詩

に
お
け

る
特

徴

で
あ

り
、

そ
う

い

っ
た
意
味

で

は

「
泥
棒

市

」
は

「
哀
歌

」

期

の
作

に
組

み
入
れ
ら

れ
る

か
も
知

れ
な

い
。

が
そ

れ
は

、
第

一
連
、

二

連

の
そ

の
よ
う
な

「
ク

セ

ニ
エ
」
を

も

た
ら
し

た
も

の
を
考

え

る
な

ら
ば

、
妥
当

と

は
言

え
な

い
。

つ
ま
り

「
泥
棒

市
」

に
お

い
て
は
、
静

雄

は
、

自
己
を

絶

対
的
な

も

の
と
し

て
は
ま

だ
認

識

の

場

に
は
据

え

て

い
な

い
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

「哀

歌

」
期

の
静
雄

に

と

っ
て
自

己

と

は
、
形

而
上

学
的

命
題

と
し

て
あ

っ
た
と

い
え

る
が
、

こ
こ

に
描

か
れ

た
自

己

は
、
極

め

て
卑

近

な
、

日
常
生
活

的

平
面

の
も

の
と
言

え
そ
う

で
あ
る
。

し

か
し

な

が
ら
第

三
連

の

「
ク

セ

ニ
エ
」

は
、
す

で
に
自
己

に
対

し

て

向

け

ら
れ

て

い
る

の
で
あ

る
。

と

い
う

こ
と
か
ち

考
え

ら
れ

る

の
は
、

「

ク

セ

ニ

エ
」
を
他

者

か
ら

自
己

へ
向

け

て
発
す
る

、

つ
ま
り

、
認
識

の
対

象

が
他
者

か
ら

自
己

へ
向

か
う

場

合
、

ま
ず

他
者
を

切

り
捨

て
て
、

自
己

と

は
何

か
と

問
う

性
急

な
問

い
を

発
す

る

で
あ

る

だ
ろ
う

が
、

こ
の
問

い

は
容

易

に
解
答

を
得

ら
れ

る
も

の
で
も

な
く

、
し

た
が

っ
て
、

現
実

に
は

、

ま
ず
第

一
に
目

に

つ
く

具
体

的
な

自
己

、

つ
ま
り

は
日
常

に
お

け
る
自

己

を
把

え

よ
う

と
す

る
と

こ
ろ

か
ら
始

ま
る

で
あ

ろ
う

、

と

い
う

こ
と
で
あ

る
。

そ

し

て
、
静

雄
が

お

こ
な

っ
た

こ
と
は
、

ま
さ

に
そ

の
通

り

の
こ
と

で
あ

っ
た
の
だ
。

そ
う
考

え

な
け

れ
ば

、
初
期

に

お
け

る

「
ク

セ

ニ
エ
」

と

い
う

方
法

に
よ

っ
て
、

い
か

に
そ
れ

が
真

の
自
己

の
姿

か
ら

は
遠

か

っ

た
も

の
で
あ

っ
た
に
し

ろ
、
意

図

的

に
、
形

而
上
的

に
自
己

を
把

え
よ
う

と
し

て

い
た
静
雄

が
、

一
輯

し

て
、

日
常

的
平

面

に
降
り

て
き

た
と

い
う

こ
と
は
理
解

で
き

な

い
で
あ

ろ
う
。

他
者

と
自

己
と

の
相
関

関
係

に

お

い

て
自

己
を

把
え

よ
う

と
す

る
観
念

的
方
法

か
ら
、

一
度
自

己

と

い
う

も

の

を

日
常

的

な
次
元

に
引

き
下
げ

て
、
そ

こ
か

ら
具
体
的

自
己

を
把

握
し

よ

う

と

し
た

の

で
あ

る
。

あ

の
犬

へ
ん
見

は
ら
し

の
き

い
た

山
腹

に
あ

る

友

人

の
離
室

な
ど

で

自

分

の
肺
病

を
癒

さ
う

と
し

た

の
は
私

の
不

明

だ

っ
た

友

人

と

い
ふ
も

の
は

あ

れ

は

私

の
生
き

て

ゐ
る
亡

父
だ

あ

そ

こ
に
は
計

画

だ
け

が
あ

つ
て

訓

練

が
欠
け

て
ゐ

た

(病
院
の
患
者
の
歌
」
〉

何

か
そ

れ

で
買

ふ
こ
と

の
出
来

る
も

の
を
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ど
う

し

て
も
思

ひ
出

せ
な

い
、

一
つ
の
小

さ

い
銀

貨

と

恐
ろ

し
く

永

い
退
屈

な
時

間

が
私

に
あ
る
。

(
「馬
用
水
の
傍
で
彼
は
歌
ふ
」
)

と

い

っ
た
他

の
昭
和

八
年

の
作

に
も

、
現

実
的

平
面

で
新

に
自
己
を

把

え

直
そ
う

と

い
う
静

雄

の
姿
勢

が
窺

わ

れ

る

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な

昭
和

八
年

の
詩

は
、

六
、

七

の
二

ヶ
月

に
七
篇

発
表

さ
れ

た
だ
け

で
あ

る
が

、

こ

の
問

題

は
容
易

に
解
決

さ

れ
る
も

の
で
は
な

か

っ
た
。

同
年

後
期

発
表

の
詩

が
、

二
篇

と
も

に
す

で

に
発
表

済

の
も

の
に
手
を

加
え

た
も

の
に
す

ぎ
な

い
の
も
、
あ

る

い
は

こ
の
間

の
事
情

を
示

し
て

い
る

の
か
も
知

れ

な

い
。し

か
し

、
翌
九

年

に
な

る
と

、
静
雄

は
自

己
を
確

実

に
把

え
、

そ

こ
に

立

っ
て
詩

を
作

る

こ
と

に
な
る
。

そ

れ
は
言

う
ま

で
も

な
く
、

自
己

が
、

「
強

い
ら

れ

て
」

在

る
と

い
う

認

識

で
あ

る
。

こ
れ
は
桶

谷
氏

も
指

摘
す

る
通

り
、

昭
和
八

年

の
詩

に
も
萌

芽

と
し

て
表

現
さ
れ

て

い
た
が
、

「
私

は
強

ひ
ら

れ
る
「

」

一
篇

は
、
そ

れ

が
確

か

に
自

己

の
存
在

の
現

実

で

あ

る

こ
と

の
認

識

の
上

に
立

っ
て
作

ら
れ

た
も

の
と
言

え
よ
う
。

Ⅳ

以
上

述

べ

て
き

た

よ
う

に
、
初

期

の
詩

か
ら

『
哀
歌
』

期

の
詩

へ
の
移

行
と

は
、
他

者

か
ら
自

己

へ
と

い
う
静

雄

の
視
線

の
変
化

で
あ

る

と

い
う

こ
と

で
あ

っ
た
。

そ

し

て
両
者

の
中
間

に
あ

る
昭
和

八
年

の
詩

は
、
静

雄

の
視
線

が
、
他
者

か

ら
自
己

へ
と
向

か
う

ま

さ

に
そ

の
屈
折
点

に

お

い
て

書

か
れ
た

も

の
で
あ

り
、

日
常
生

活

の
平
面

に

お

い
て

、
自
己

を
認

識
す

る
場

で
あ

っ
た
と
言

え
よ
う
。

こ

の
昭
和

八
年

の
詩

に
対

し

て
、
浜

川
勝
彦

氏

は

「
即
物

的

な
詩

が
多

い
」

と
し

て
次

の
よ
う

に
述

べ

て
お
ら

れ
る
。

昭
和

八
年

の
後

半

に
な

っ
て
、

そ
れ
ま

で

と
や

・
異

っ
た
即
物

的

な
作

品
が
あ

ら
わ

れ
始

め
た

こ
と

に

つ

い
て

は
、

一
つ
に
は
結
婚

と

い
う
生

活
上

の
変

化
が
考

え

ら
れ

る
。

伊

東
静

雄

の
結

婚

は
、
昭
和

七
年

四
月

に
行
わ

れ
た

が
、

そ
れ

か
ら

一
年
、

世
俗

の
垢

が
、
そ

ろ

そ
ろ
身

に
し

み

る
頃

で
も
あ

り
、
加

え

て
、
彼

の
結
婚

が

、
(中

略

)

労

苦

に
充
ち

た
も

の
で
あ

っ
て

み
れ
ば
、
身

近

か
な
素

材
を

、
よ

り

即
物
的

に
扱

お
う

と
す

る
態
度

も
頷

け

る
し
、

又
彼

に
と

っ
て

は
新

領

域
開

拓

の
意
味

も
あ

っ
た

で
あ

ろ
う

。

確

か

に
、
初

期

の
詩

か
ら

の
変

化

の
直
接

の
き

っ
か
け

は
静

雄

の
結

婚

に
よ
る

も

の
で
あ

る
か
も

知
れ

な

い
。

し

か
し
、

そ
れ

だ
け

で
は
不

十
分

で
あ

っ
て
、
先

に
述

べ
た
よ
う

な
静
雄

内
部

の
、

あ

る

い
は
詩

と

い
う

表

現
行
為

の
中

で

の
動
機
も

考
え

合
わ

せ
ね

ば
な
ら

な

い
。

そ

し

て
そ
れ

は
、

「
新
領

域
開

拓
」

と

い

っ
た
楽

観
的

、
希

望
的
な

も

の
で

は
決
し

て
な
く

、

苦
汁

に
満
ち

た
、

よ
り
深

い
必

然

と

い

っ
た
も

の
も
感

じ
ら

れ

る

の
で
あ

る
。そ

の
他

こ

の
時

期

に
関

す

る
意
見

と
し

て
安

藤
靖
彦

氏

の
も

の
が
あ

る

(
「静
雄

・
そ
の
愛
」
=

「解
釈
と
鑑
賞
」
昭
50
・
3
)
。
氏

の
意

見

は
、
初
期

の
詩

が

「
イ

ロ

ニ
ー
」

「
ク

セ

ニ
エ
」
を

「
か
な
り

十
分

に
意

図

さ
れ

た
」

「
方

法
」

と
し

て
持

っ
て
お
り
、

そ
れ

に

「
い
き

ど
お
り

や
嘆

き
、
そ

し

て
傷

」

が
加
え

ら
れ

た
と
き

に
、
「
「
哀

歌
』

の
主

調

に
か

か
わ
る
も

の
が
生
ま

れ

る

」
、

そ
し

て
そ

の
移
動

は

「
昭

和
八

年
中

葉

か
ら
徐

々
に
、

け
れ

ど
も
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か

な
り
意

図

的

に
行
な

わ
れ

、
九
年

初
頭

に

は
完

了
し

て

い
た

と
見

て
」

よ

い
と

い
う

も

の
で
あ

る
。

つ
ま

り
、
安
藤

氏

は
、
初

期

の
詩

に
、

い
き

ど

お
り

、
嘆

き
、

そ
し

て
傷

が
加

え
ら

れ
て

『
哀
歌
』

期

へ
と
移
行

す

る

そ

の
過

程

に
昭
和

八
年

の
詩

が
あ

る
と
述

べ
ら

れ
る

の
で
あ

る
。

こ
れ

は

い
さ
さ

か
単

純
す

ぎ
る

図
式

で
は
な

い
だ
ろ
う

か
。

つ
ま
り

、
初

期
か

ら

「
哀
歌
』

期

へ
と

い
わ

ば
等
差

級
数

的

に
変

化

し
て

い

っ
た

の
で
は
な
く

、

先

に
見

た
よ
う

に
、
両
者

の
中

間

に
あ

る
昭
和

八
年

に
お

い
て
、
静

雄

の

内

部

で
、
意

識

の
逆
転

と

で
も

い
う

べ
き

大
き

な
変
動

が
起

き

て

い
る

の

で
あ
る
。

苦

汁

に
満
ち

た
、

よ
り
深

い
必

然
と

い
う

の
は
、

そ

こ
を

指
し

て

い
る

の
で
あ
る
。

最
後

に
、

今

一
度

以
上

の
こ
と
を

繰
り

返
す

な
ら
ば

、
昭

和
八
年

の
静

雄

の
詩

は
、

他
者

か
ら

自
己

へ
と

そ

の
認

識

の
方

向

を

変

え

た

内

部

の

苦

汁

に
満

ち

た
必

然

の
も

と

に
生

み
出
さ

れ
た

、
初

期

と

『
哀
歌
』

期
を

つ
な
ぐ
作

品

で
あ

る
と

い
う

こ
と

で
あ
り

、

こ
れ
ら

の
詩

は

そ
う

い
う

観

点

か
ら

把
え
直

さ

れ
る
必

要

が
あ

る
と

い
う

こ
と
で
あ

る
。
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注

①
拙
橋

「伊
東
静
雄
の
初
期
の
詩
」
　

「近
代
文
学
考
』
昭
50

・
6

②
浜
川
勝
彦

「詩
集

「わ
が
ひ
と
に
与
ふ
る
哀
歌
」
序
論
「
=
昭
和
七

・
八
年
の
意
義
を

中
心

に
「

」
「

「
文
林

」
昭

47

・
3

紛
注
幻
に
同
じ
。

尚

、
テ

キ

ス
ト

は

『
定
本

伊
東

静
雄

全
集

』

(人
文
書
院
昭
46
.
12
)
を
使

い
、
旧

字
体

は
新
字

体

に
改

め
た
。


