
もののまちがひ
「田園記」を読みてこの拙文を著者井伏君に呈す

佐藤春夫
青空文庫





　
井
伏
鱒
二
君
の
文
は
虚
実
相
半
し
て
自
ら
趣
を
成
す
も
の
で
あ
る
。
た
と
へ
ば
そ
れ
は
歪
ん
だ
面
を
も

つ
た
田
舎
の
理
髪
店
の
鏡
の
ご
と
く
現
実
を
歪
ん
で
映
し
出
し
て
ゐ
る
。
し
か
し
決
し
て
現
実
の
姿
を
総

体
と
し
て
誤
る
こ
と
な
く
映
し
出
し
て
ゐ
る
の
も
事
実
で
あ
つ
て
、
そ
の
ま
ま
な
ら
ぬ
姿
の
現
実
、
現
実

を
井
伏
特
有
の
方
則
で
歪
め
て
ゐ
る
と
こ
ろ
に
君
の
所
謂
な
つ
か
し
い
現
実
の
世
界
を
創
造
し
て
ゐ
る
。

そ
の
姿
は
や
や
不
確
に
歪
み
な
が
ら
に
も
そ
の
内
部
に
現
実
の
精
神
の
活
躍
し
て
ゐ
る
点
、
君
と
内
田
百

間
君
と
は
稍
そ
の
趣
の
相
通
ず
る
と
こ
ろ
の
あ
る
の
を
覚
え
た
。
現
実
の
輪
廓
を
模
し
て
そ
の
真
を
失
ふ

の
が
凡
庸
な
芸
術
家
の
恒
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
一
見
現
実
の
形
を
無
視
し
た
か
の
や
う
に
見
え
な
が

ら
或
は
現
実
を
全
く
変
貌
し
て
し
ま
ひ
な
が
ら
も
よ
く
現
実
の
精
神
を
捕
捉
す
る
者
こ
そ
真
の
芸
術
家
で

あ
る
。
従
つ
て
君
と
内
田
君
と
の
相
似
と
て
も
と
も
に
傑
れ
た
芸
術
家
の
一
人
だ
と
い
ふ
点
だ
け
で
そ
の

他
の
問
題
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
井
伏
内
田
の
対
比
論
は
、
そ
れ
故
、
も
う
こ
れ
以
上
に
は
進
め
な

い
。
次
の
機
会
を
得
て
更
に
深
く
考
へ
て
見
た
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
「
田
園
記
」
中
「
夏
の

狐
」
の
一
章
の
如
き
は
愛
読
す
る
に
堪
え
た
名
品
で
あ
つ
た
。
た
だ
惜
む
と
こ
ろ
は
君
が
こ
の
奇
想
を
惜

し
げ
も
な
く
あ
ん
な
小
品
に
し
て
纒
め
て
し
ま
つ
た
点
で
あ
る
。
否
、
あ
れ
だ
け
の
小
品
の
う
ち
に
あ
れ

ほ
ど
の
興
味
と
美
観
と
を
盛
つ
た
点
に
君
の
力
が
あ
る
と
言
つ
た
方
が
妥
当
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
鯨
の
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お
産
の
話
だ
つ
て
何
等
の
可
憐
、
何
等
の
美
観
ぞ
や
と
呟
き
た
く
な
る
も
の
が
あ
る
。
た
だ
に
こ
の
二
篇

の
み
で
は
な
く
全
篇
、
そ
の
想
や
可
憐
純
真
そ
の
文
の
高
雅
清
新
な
る
こ
と
ま
さ
し
く
佐
野
氏
の
装
幀
と

そ
の
優
劣
を
競
ふ
に
足
る
も
の
で
、
こ
の
点
そ
の
酒
を
盛
る
に
適
当
な
皮
袋
を
以
て
し
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
拙
文
は
田
園
記
の
広
告
文
で
は
な
い
か
ら
、
そ
の
讃
美
は
こ
れ
ぐ
ら
ゐ
に
と
ど
め
て
置
く
と
し
て

拙
文
の
眼
目
た
る
「
も
の
の
ま
ち
が
ひ
」
に
就
て
語
る
こ
と
に
し
よ
う
。
「
田
園
記
」
中
に
は
佐
藤
春
夫

氏
と
題
す
る
一
文
が
あ
る
。
こ
れ
も
佐
藤
春
夫
像
と
し
て
田
舎
の
理
髪
店
の
鏡
面
に
映
じ
た
も
の
で
「
さ

う
い
ふ
の
も
ま
た
歓
迎
す
る
と
こ
ろ
で
す
な
」
な
ど
と
小
生
が
合
評
会
語
を
使
つ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
な
ど
小

生
が
以
前
あ
ま
り
屡
々
合
評
会
へ
出
席
し
す
ぎ
た
の
を
諷
す
る
か
の
如
き
趣
が
あ
つ
て
こ
れ
は
別
に
も
の

の
間
違
と
こ
ち
た
く
あ
げ
つ
ら
ふ
に
も
及
ば
ぬ
次
第
で
あ
る
が
、
問
題
は
「
紀
州
の
人
」
に
あ
る
。
こ
れ

と
て
も
虚
実
相
半
し
て
自
ら
趣
を
生
ず
る
底
の
井
伏
世
界
の
一
現
象
と
看
過
し
て
差
支
へ
の
な
い
も
の
で

は
あ
る
が
こ
の
一
文
献
の
た
め
に
郷
土
の
風
物
が
後
世
に
誤
り
伝
へ
ら
れ
る
の
が
本
意
な
い
の
で
そ
の
反

証
た
る
べ
く
忙
中
の
閑
を
偸
ん
で
こ
こ
に
拙
文
一
篇
を
草
し
置
く
わ
け
で
あ
る
が
、
『
「
紀
の
国
の
五
月

な
か
ば
は
椎
の
木
の
く
ら
き
下
か
げ
（
後
略
）
」
と
い
ふ
詩
は
圧
倒
的
に
詩
情
ゆ
た
か
な
詩
で
あ
る
が
、

そ
の
詩
の
作
者
』
た
る
小
生
の
話
で
は
『
紀
州
に
は
椎
の
木
は
す
く
な
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
つ
た
。
』
云

々
の
一
節
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
こ
の
一
節
は
井
伏
君
の
芸
術
観
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
の
一
端
を
示
す
た
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め
の
小
さ
な
一
例
と
し
て
拙
詩
の
一
節
を
上
げ
て
ゐ
る
だ
け
の
こ
と
で
、
「
圧
倒
的
に
詩
情
ゆ
た
か
な
」

と
い
つ
て
く
れ
る
点
な
ど
は
勿
論
訂
正
し
や
う
と
は
ゆ
め
思
は
な
い
が
、
た
だ
「
紀
州
に
は
椎
の
木
が
尠

い
」
と
小
生
が
言
つ
た
と
い
ふ
一
事
に
到
つ
て
は
紀
州
の
風
物
を
一
見
し
た
こ
と
の
あ
る
人
を
し
て
小
生

が
椎
の
木
と
い
ふ
も
の
を
知
ら
な
い
か
、
或
は
盲
人
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
虚
言
家
で
あ
る
か
の
や
う
な

印
象
を
与
へ
し
め
る
惧
れ
の
あ
る
も
の
で
、
小
生
は
椎
の
木
の
無
智
も
失
眼
者
た
る
不
具
も
、
虚
言
癖
あ

る
怪
人
物
た
る
事
を
も
三
者
同
様
に
好
ま
ぬ
の
で
、
小
生
は
「
そ
ん
な
出
鱈
目
は
未
だ
曾
て
一
言
半
句
も

申
し
た
事
は
な
い
」
と
こ
こ
で
一
言
き
つ
ぱ
り
と
発
言
し
て
置
き
た
い
の
で
あ
る
。
尤
も
井
伏
氏
を
し
て

そ
ん
な
間
違
つ
た
記
憶
を
留
め
し
め
た
か
も
知
れ
な
い
や
う
な
事
は
申
し
述
べ
た
覚
え
が
あ
る
こ
と
を
も

同
時
に
申
し
添
へ
て
置
く
義
務
を
感
ず
る
。

　
小
生
は
数
年
前
井
伏
君
と
詩
を
語
つ
た
末
に
、
拙
作
「
紀
の
く
に
の
五
月
半
…
…
」
の
事
に
及
ん
で
、

あ
の
詩
は
う
そ
だ
と
述
べ
、

「
…
…
は
椎
の
木
の
く
ら
き
下
か
げ
う
す
に
で
る
流
れ
の
ほ
と
り
野
う
ば
ら
の
花
の
一
だ
れ
…
…
」
と
は

い
ふ
が
野
う
ば
ら
は
物
暗
き
椎
の
木
か
げ
な
ど
に
生
ひ
茂
り
或
は
花
咲
く
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
あ
か

る
い
日
な
た
で
花
開
く
筈
で
あ
る
。
と
い
ふ
意
味
を
話
し
た
。
或
は
拙
文
の
ど
こ
か
に
書
い
た
事
も
あ
る

や
う
な
気
が
す
る
。
そ
れ
か
ら
、
同
じ
く
数
年
前
の
別
の
或
る
時
、
同
じ
く
井
伏
君
と
庭
樹
を
語
つ
た
末
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に
土
地
に
よ
つ
て
そ
の
尊
重
す
る
庭
樹
の
異
る
の
一
事
を
言
つ
て
「
東
京
で
は
か
く
れ
み
の
と
名
づ
け
ら

れ
て
茶
庭
な
ど
に
重
ん
ぜ
ら
れ
る
と
い
ふ
庭
木
は
僕
の
郷
里
紀
州
熊
野
地
方
で
は
芋
木
と
呼
ば
れ
て
芋
と
、

交
換
す
る
に
し
か
価
し
な
い
木
で
あ
る
。
ま
た
、
樫
の
木
は
時
に
庭
樹
に
す
る
が
、
椎﹅
の﹅
木﹅
は
絶
対
に
こ

れ
を
庭﹅
樹﹅
と﹅
は﹅
し﹅
な﹅
い﹅
。
」
と
述
べ
た
も
の
で
あ
つ
た
。
そ
れ
が
あ
ま
り
に
多
い
か
ら
そ
の
木
を
重
ん
じ

な
い
結
果
庭
樹
に
も
採
用
し
な
い
の
で
あ
ら
う
が
、
聞
け
ば
椎
の
木
を
異
常
に
愛
好
す
る
と
い
ふ
井
伏
君

は
僕
の
話
を
奇
異
に
聞
い
て
、
あ
れ
程
味
の
深
い
椎
の
木
を
庭
樹
に
し
な
い
と
い
ふ
紀
州
熊
野
に
は
恐
ら

く
椎
の
木
は
無
い
の
だ
ら
う
と
思
ひ
込
ん
で
し
ま
つ
た
の
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
「
紀
の

国
の
五
月
な
か
ば
」
の
拙
詩
の
野
う
ば
ら
に
関
す
る
僕
の
話
を
椎
の
木
と
一
緒
に
し
て
考
へ
た
と
も
思
は

れ
る
。
こ
の
結
果
と
し
て
書
か
れ
た
あ
の
一
語
に
よ
つ
て
紀
州
に
椎
の
木
は
無
い
と
信
ず
る
人
が
生
じ
又

そ
の
結
果
は
更
に
、
そ
れ
故
、
「
家
に
あ
れ
ば
笥
に
盛
る
飯
を
草
枕
旅
に
し
あ
れ
ば
椎
の
葉
に
盛
る
」
の

咏
を
、
そ
れ
故
椎
の
木
の
な
い
紀
州
に
於
て
よ
む
道
理
が
な
い
か
ら
あ
れ
は
紀
の
国
以
後
に
於
て
の
作
歌

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
論
ず
る
万
葉
学
者
が
出
て
来
た
ら
も
の
の
ま
ち
が
ひ
は
愈
々
出
で
て
愈
々
ゆ
ゆ
し

い
も
の
に
な
ら
う
と
い
ふ
の
が
折
か
ら
神
経
衰
弱
の
小
生
の
心
配
の
種
で
あ
る
。
そ
れ
故
も
う
一
度
こ
こ

に
明
言
す
る
「
熊
野
は
無
論
紀
州
全
体
、
椎
の
木
は
甚
だ
多
し
」
と
。
事
実
我
等
兄
弟
の
如
き
は
崖
下
の

家
に
育
つ
て
崖
の
上
は
全
体
皆
椎
の
木
だ
つ
た
か
ら
秋
の
嵐
の
朝
の
如
き
は
そ
の
実
を
拾
ふ
面
白
さ
の
た
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め
に
応
々
登
校
時
間
の
迫
る
を
厭
ふ
こ
と
も
あ
つ
た
し
、
ま
た
拾
ひ
集
め
た
も
の
を
秋
の
夜
の
な
ぐ
さ
み

に
味
つ
た
記
憶
も
あ
る
。
椎
の
木
が
紀
州
に
な
い
な
ど
は
絶
対
に
大
う
そ
で
あ
る
。
最
も
多
い
木
な
れ
ば

こ
そ
旅
人
の
飯
を
も
盛
つ
た
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。
　
　
ど
う
や
ら
、
こ
れ
で
も
う
安
心
し
て
も
い
い

ら
し
い
。
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