
求

道

者

の

文

学

と

い

う

こ

と

な
く
な

っ
た
伊
藤

整
さ
ん
に
は
、
詩

人

・
小
説

家

・
評
論
家

・
翻
訳
家

と
し
て
の
多
面
さ
が
あ

っ

た
。
伊
藤

さ
ん
は
そ
の
多

面
さ
の
、

そ
れ
ぞ

れ
の

面

で
意
義

の
あ
る
仕
事
を
し
て
き

た
人
で
あ

っ
た

が
、
戦
後
、

わ
た
し
た
ち
は
、
特

に
そ
の
評

論
に

大
き

な
啓

示
を
う
け
て
き

た
。

蒼
白

と
い
う
よ
う
な
顔

だ

っ
た
が
、

眼
鏡

の
奥

に
は
、

い

っ
も

な
に
か
も
の
を
深

く
考

え
て

い
る

ら

し
い
眼
が
柔
和
に
光

っ
て

い
た
。
伊

藤
さ
ん
の

名
著

に
数

え
ら
れ
る
評
論

集

「
小
説
の
方

法
」
(
昭

和

二
三
)

と

「
小
説

の
認
識
」

(
昭
和

三
O
)
と
は

秀
抜

な
評
論

で
あ

り
、
近

代
日
本

文
学
の
追
究
の

た
め
に
今
後
も

な
が
く
研

究
家

の
指
針

に
な
る
で

あ

ろ
う
。
最
近

の
評
論
集

「
求
道

者
と
認
識

者
」

〈
昭
和

三
七
)

に
は
、
近
代

日
本
文
学

の

二
つ
の

川

副

国

基

潮
流

と
し
て
求
道
的
実
践
者

の
文
学

と
人
問
性
認
識

者

の
文
学

と
が
提
起
的

に
考

え
ら

れ
て
い
て
、

い
か

に
も
伊
藤
さ

ん
ら

し
い
近
代
文
学
史
観

を
示

し
た
も

の
で
あ

っ
た
。

明
治
十
年
代
前
半

の
さ
か

ん
な
自
由
民
権
運
動

に

大

い
に
自
我
意
識

を
よ
び
さ
ま
さ

れ
、
つ
い
で
ま

た
、

政
治
家

を
理
想
的
人
間

と
し
て
描

い
た
十
年
代
後
半

の
政
治
小
説

に
大

い
に
感
奮

し
て
、
自
己

を
自
由

に

発
揮

で
き

る
仕
事

と
し
て
ひ
と

た
び

は
政
治
家

に
な

ろ
う
と
熱

心
に
希
望

し
た
青
年

た
ち
、
そ

の
青
年

た

ち

が
、

や
が
て
二
十

二
年

の
欽
定
憲
法

・皇
室
典
範

・

衆
議
院
選
挙
法
な

ど
の
発
布
、
翌

二
十

三
年

の
教
育

勅
語

の
渙
発

な
ど
か
ら
、
わ

が
国

の
政
治

の
前
途

が

逆
に
自
由
民
権

を
圧
殺
す

る
も

の
で
あ

る
こ
と

を
知

っ
て
す

っ
か
り
失
望
し
、
政

治
家

に
な
る

こ
と
を

忌
避
し
て
、

つ
ぎ
に
求

め
た
の
が
文
学
者
と
し

て

の
仕
事

で

あ

っ
た

と

い

う

こ

と
、

い

い
か
え
れ

ば

、
明
治
の
文

学

と

は

そ

う

い

う
政
治
に
裏
切

ら
れ
た
青
年
た
ち
の
手

で
書
か
れ
た
も
の

で
あ

っ

た
、
と

い
う
の
は
、

こ
の
十
数
年
来
の
わ
た
し
の

明
治
文
学
論
の
序
論

で
あ
る
。

自
由

民
権

の
思
想
か
ら
自
己
を
自
由

に
発
揮
す

る
生
き

か
た

こ
そ
、
近
代
人

の
生

き

か

た
で

あ

る
と
教
わ

っ
た
青
年
た
ち
の
多
く
は
、

と
り
た
て

て
誇
る

べ
ぎ

学
歴
も
な
か

っ
た
の
だ
が
、
そ
う

い

う
学
歴
の
な

い
者
に
も
自
由

に
自
己
が
発
揮
で
き

る
仕
事
と
し
て
は
、

も
う
文
学
の
仕
事
以
外
に
は

な
か

っ
た
の

で
あ

る
。
し
か
も
そ
の
文
学
の
仕
事

は
、
明
治

二
十
年
代
半
ば
の
当
時

、
決
し
て
生
活

を
保
証
し
て
く
れ
る
仕
事
で
は
な
か

っ
た
。
商
業

的

な
出

版
は
ま
だ
さ
か
ん
で
な
く
、
出
版
社

や
新

聞

・
雑
誌
の
数
も
す
く
な
か

っ
た
。
生
活
が
で
き

る
と
は
き

ま
ら
な

い
仕
事

、

い
わ
ば
無
償
の
仕
事

に
携
わ
る
ほ
か
は
な

い
と

い
う
と
き
、
そ
う

い
う

人
た
ち
に
は
お
の
ず
か
ら
、

こ
の
文
学
を
自
己
修

業

、
人
間
鍜
錬

の
仕
事
と
考

え
る
求
道
的
な
精
神

も

お
こ

っ
て
き
た

で
あ

ろ
う
と

い
う

の
が
、
わ

た
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し
の
持
論
な

の
で
あ

る
。

作
家
を
求
道
者
か
認
識
者
か

の
ど
ち
ら
か

に
決

め
て
し
ま
う

こ
と
は
甚
だ
困
難
な

こ
と
な

の
で
、

伊
藤
さ
ん

の

「
求
道
者
と
認
識
者
」

に
は
割
り

切

れ
な

い
も

の
が
残

る
の
だ
が
、
そ

の
求
道
者
に

つ

い
て

の
考
え
に
は
わ
た
し

の
考

え
と
は

ほ
ぼ
似
た

も
の
が
あ

っ
た
の

で
あ
ろ
う
と
思
う
。

明
治
初
年
の
諸
改
革
の
な
か
で

一
般
庶
民
の
豁

然

と
し
て
道

が
ひ
ら
け
て
き

た
と

い
う
明
る

い
希

望

を
持

た
せ
た
も
の
は
、

五
箇
条

の
御

誓
文

で
誓

わ
れ
た
庶

民
に
至
る
ま
で
お
の
お
の
そ
の
志

を
遂

げ
得

る
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。

士

・
農

・
工

・

商

の
職
業
的

な
身
分
階
級

が
撤
廃

さ
れ
て
、

才
能

あ

る
者

は
だ
れ
で
も
支

配
的
階
級

に
の
ぼ

れ
る
と

い
う

こ
と

で
あ

っ
た
。
さ

れ
ば

こ
そ
、
貧
賤

か
ら

身

を
お
こ
し
て
発
達
す

る
こ
と

の
可
能
性

を
説

い

た
中
村
敬
宇
訳

の

「
西
国
立
志
編
」

や
福
澤
諭
吉

の

「
学
問

の
す

x
め
」

が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
の
か
た

ち

で
広
汎

に
読
ま
れ
た

の
で
あ

っ
た
。

し
か
し
、

こ
の
こ
と
か
ら
ば
ま
た
ま

こ
と

に
世

俗
的

な
立
身
出
世
主
義
の
風
潮
を

お
こ
す

こ
と
と

な

っ
た
。
日
露
戦
争
の
直
後
か
ら
夏
目
漱
石

が
憂

え
た
近
代

日
本
人

の
利

己
主
義

も
こ
の
あ
た
り
か
ら

胚
胎

し
た
の
で
あ

っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
立

身
出
世

の
道

は

一
般
庶

民
の
世
界

に
も

ひ
ろ
く
開
放

さ
れ
、
才

あ
る
者
、
努

力
す

る
者

は
な
る
ほ
ど
栄

達
す
る
こ
と
も
で
き

る
よ
う
に
な

っ

た
が
、
学
制

が
と
と
の

っ
て
く
る
に

つ
れ
て
、
支

配

階
級

に
の
ぼ

る
道

は
東
京
大
学

の
出
身
者

に
直
結
す

る
よ
う
に
な

っ
て
い

っ
た
Q
明
治
十

九
年

に
帝
国
大

学
と
称

し
た
東
京
大
学
は
、

三
十
年

に
京
都
帝
国
大

学

が
創
立
さ

れ
る
ま

で
は
わ

が
国
唯

一
の
、
も

っ
と

も
輝
か
し

い
立
身
出
世

の
道
を
独
占

し
た
学
校

で
あ

っ
た
。
学
歴

が
あ

る
と

い
う

こ
と
は

こ
の
東
京
帝
国

大
学

に
学

ん
だ

こ
と

が

あ

る
と

い
う

こ
と

で
あ

っ

た
。
明
治
学
院

に
在
学
、中

の

島

崎

藤

村
は
、
東
大

進
学
を
目
標
と
し

て

一
高
を
受
験

し

て
失
敗
し
た
の

で
あ

る
。

こ
ん
に
ち
か
ら
思
え
ば
藤
村

ほ
ど
の
人
が

な
ん

で
わ
ざ
わ
ざ

一
高

・
東
大
を
望
ん
だ
の
か
と
お

か
し

い
気
が
す
る
が
、

ま
だ
文

学
で
身
を
立

て
る

こ

と
も
考

え
な
か

っ
た
十

八
歳

ご
ろ
の
藤
村

に
、
東

大

を
卒
業

す
る

こ
と
は
そ
の
ま
ま
島

崎
の
家

を
興
す

こ

と
と
考

え
ら
れ
た
の
で
あ

っ
た
。

萌
治

学
院

で
藤
村

と
同
級

で
あ

っ
た

戸

川

秋

骨
は
、
明

治

学
院
卒
業

後
、
東
大

の
選
科

に
進
ん
だ
。

正
式

の
東
大
生

と
な

っ
た
わ
け

で
は
な
か

っ
た
が
、
処

世
上

で
は
明
治

学
院
卒
業

だ
け

よ
り

も

遙

か

に

有

利
で
あ

っ
た

ろ
う
。

学
歴

の
な

い
者

が
、
学
歴
な
ど

を
問
わ

れ
る
こ

と
な
く
自
由

に
そ

の
才
能

を
の
ぱ

せ
る
の
が
文
学

の
世
界

で
あ

っ
た
、
と

い

っ
た
が
、

こ
の
こ
と
を

具
体
的
に
示
し
て
み
よ
う
。

東
京
帝
国
大
学
を
卒
業

し
た
夏
目
金
之
助
が
明

治
三
十

八
年
、

一
高
と
東
大
に
講
師
を
し
て
得
た

俸
給

は
月
百

二
十

五
円

(年
俸

千
五
百
円
)

で
あ

っ
た
。

同
じ
三
十

八
年
春

ま
で
信
州

小
諸

の
小
諸

義
塾

に
敏
鞭

を
と

っ
て

い
た
明
治

学
院

卒
業

の
学

歴

の
藤
村

の
月
俸

は
最

高
の
と
ぎ

で
四
十
円

ぐ
ら

い
か
と
推

定
さ
れ
る
。
明
治

三
十

九
年
、
盛

岡
中

学
校

を
中
退

し
た
学
歴

し
か
な

い
石
川

啄
木

が
、

郷

里
渋
民
村

の
小
学
校

の
代
用
教

員
を
し
た
時

の

月
俸
は
八
円

で
あ

っ
た
。

し
か

し
こ
れ
は
学
歴

か

ら

の
月
俸

の
ち

が
い
で
、
文
学
者

と
し
て
は
月
百

二
十

五
円

の
漱
石
、
月
四
十
円

の
藤
村
、
月

八
円

の
啄
木
な
ど
と

い
う
評
価
な
ど
成
り

た
た
な

い
こ

と

い
う
ま

で
も
な

い
。
そ

の
こ
と
を

い
う

の
で
あ

る
。
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