
谷

川

俊

太
詩
集

郎

論

『
二
十
億
光
年
の
孤
独
』

に
組
み
込
ま
れ
た
初
期
詩
篇
の
世
界

藤*

本

寿

彦

27

は
じ
め
に

現
代
詩

の
有
力
同
人
誌

「鰐
」
創
刊
に
際
し
て
、
谷
川
俊
太
郎
と
と
も
に
集

っ

　
　

　

た
仲
間

の

一
人
に
飯
島
耕

一
が
い
る
。
彼

は
座
談
会

「詩
人
の
意
味
」
で
、
大
岡

信
の
質
問
に
対
し
て
、
谷
川
の

「ネ
ロ
」
他
五
篇

(文
學
界
」
昭
和
二
十
五
年
十

二
月
号
に
掲
載
)
か
ら
受
け
た
印
象
を
、
次
の
よ
う
に
語

っ
て
い
る
。

大
岡

買

っ
て
読
ん
だ
の
?

飯
島

買

っ
た
。
三
好
達
治

の
推
薦
と
は
う
め
え
こ
と
し
て
や
が
る
な
あ

と
。
(笑

い
)
そ
れ
が
第

一
印
象

で
、
第
二
印
象
は
詩
を
読
ん
で
み

て
、
し
か
し
な
が
ら
い
い
で
は
な
い
か
と
。

谷
川
は
当
代

の
詩
壇
の
公
器
で
あ

っ
た

「詩
学
」

の

「詩
学
研
究
会
」
欄

へ
の

投
稿
が

一
度
、
掲
載
さ
れ
た
だ
け
の
無
名
詩
人
で
あ

っ
た
。
同
じ
世
代
で
、
や
が

て
現
代
詩
の
担

い
手

の

一
人
と
な
る
飯
島

に
と

っ
て
、
国
民
的
詩
人
の
推
奨
を
得

て
、
文
芸
春
秋
社
の
メ
デ
ィ
ア
に
谷
川
が
表
象
さ
れ
た
こ
と
は
看
過
し
得

な

い

「事
件
」
だ

っ
た
は
ず

で
あ
る
。
さ
ら
に
谷
川
は
幸
運
に
恵
ま
れ

る
。
昭
和

二
十
七
年
六
月
、
創
元
社
よ
り
三
好

の
序
文
を
得
て
、
詩
集

『二
十
億
光
年

の
孤
独
』
が
上
梓
さ
れ
、
戦
後
詩
以
降
の
詩
壇
を
牽
引
す

る
若
手
詩
人
と

い
う
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
獲
得
し
た
。
そ
れ
以
降
、
谷
川
は
詩

壇
と
い
う
狭

い
領
野
を
越
え
て
、
大
手
の
新
聞
、
出
版
メ
デ
ィ
ア
を
舞
台

に
多
彩
な
執
筆
を
続
行
す
る
と
と
も
に
、
東
京
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
や
大
阪
万

博
と
い
っ
た
国
家
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
に
も
参
画
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
七
十

歳
を
過
ぎ
た
今
日
に
お
い
て
も
、
最
も
旺
盛
な
創
作
活
動
を
展
開
す
る
表

現
者
の

一
人
で
あ
る
。

だ
か
ら
と

い
っ
て
、
谷
川
が
評
論
や
現
代
詩
研
究
の
主
要
な
対
象

で

あ

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
本
格
的
な
谷
川
俊
太
郎
論
が
、
よ

う
や
く
昨
年
に
な

っ
て
刊
行
さ
れ
た
と
い
う
事
実
に
端
的
に
表
わ
れ
て
い

る
。
そ
の
評
論
と
は
、
北
川
透

の

『谷
川
俊
太
郎
の
世
界
』
(二
〇
〇
五
年

四
月
、
思
潮
社
刊
)
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
は
、
ま
ず
詩
壇
と
谷
川
と

平成18年9月7日 受理*文 学部国文学科教授
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の
関
係
性
に
起
因
し
て
い
る
。
正
確
に
い
え
ば
、
詩
壇
側

の
谷
川
に
対
す
る
捉
え

　
　

　

方

で
あ

る
。

鈴

木

志

郎

康

と

の
対

談

「
ジ

ー

ン
ズ

に
始

ま

る

…

…

」

に

よ

っ
て
、

こ

の
事

情

を

説

き

明

か

し

て
み

よ

う

。

鈴
木

谷
川

鈴
木

谷
川
さ
ん
と
い
う

の
は
そ
れ

の
先
駆
け
的
な
存
在
じ
ゃ
な
い
か
と

い

う
気
は
し
ま
す
。
今
ま
で
は
わ
り
あ

い
と
そ
う

い
う
点
で
は
偏
見
を

も

っ
て
見
ら
れ
て
く
る
部
分

が
あ

っ
た
け
れ
ど
も
、
時
間
が
経

っ
て

み
る
と
そ
こ
の
と
こ
ろ
が
な

に
か
出
て
く
る
。

僕
は
自
分

の
感
覚
と
し
て
は
、

一
時
詩
壇
で
全
く
黙
殺
さ
れ
て

い

た
っ
て
い
う
印
象
が
あ
る
ね
。

ほ
か
の
こ
と
や

っ
た
人
は
み
ん
な
黙
殺
さ
れ
た
ん
で
す
よ
。

鈴
木
の
い
う

「
ほ
か
の
こ
と
」
と
は
、
谷
川
が

「詩
」

の
常
識
を
逸
脱
し
た
表

現
者
で
あ
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
手
短

に
言
え
ば
、
こ
れ
は
谷
川
の
多
彩
な
創

作
活
動
に
向
け
ら
れ
た
表
現
で
あ
り
、
そ

こ
か
ら

「詩
」
と
い
う
器
を
表
現
者
の

内
部
を
汲
み
上
げ
る
言
語
空
間
で
あ
る
と
す
る
常
識
か
ら
逸
脱
し
て
、
メ
デ
ィ
ア

側
の
要
請
を
要
領
よ
く
纏
め
上
げ
る

「型
」
と
し
て
い
る
、
と
い
う
彼
に
対
す
る

「偏
見
」
が
生
じ
て
い
る
の
だ
。
と
こ
ろ
で
、
詩
壇

の
谷
川
俊
太
郎
に
対
す
る

「黙

殺
」
は
、
彼

の
詩
人
と
し
て
の
評
価
や
詩
的
世
界
の
解
明
を
遅
延
さ
せ
た
わ
け
だ

が
、
か
よ
う
な
状
況
下
で
も
谷
川
に
対
す

る
批
評
は
継
起
的
に
表
わ
れ
て
き
た
。

そ
の
担

い
手
は

「詩
学
研
究
会
」
で
谷
川
と
出
会

い
、
「擢
」
の
同
人
仲
間
と
な

っ

た
大
岡
信
ら
で
あ
る
。

一
時
的
に
せ
よ
詩
壇
に
よ
る
黙
殺
と

「擢
」
を
中
心
と
し

た
好
意
的
批
評
の
営
為
に
よ

っ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
谷
川
俊
太
郎
受
容
史
を
背
景

に
し
て
い
る
た
め
で
も
あ
る
の
か
、
谷
川
俊
太
郎
研
究
は
薄
く
て
痩
せ
て
い
る
。

今
日
の
現
代
詩
研
究
か
ら
の
ア
プ

ロ
ー
チ
は
概
ね
、
大
岡
ら
が
構
築
し
た
枠
組

に
依
拠
し
て
き
た
。

そ
の
枠
組
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

石
器
時
代
か
ら
今
に
い
た
る
ま
で
、
と
に
か
く
繁
殖
を

つ
づ
け
て
き
た
人
類

と

い
う
種
の
、
時
あ

っ
て
ふ
と
気
づ
く
、
種
全
体
と
し
て
の
孤
独
と
い
う
も

の
、
そ
れ
が
谷
川
の
初
期
の
詩
の
根
本
的
な
モ
チ
ー
フ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
二

十
億
光
年

の
孤
独
と

い
う
言
葉
の
意
味
も
、
単
に
少
年
期
か
ら
青
年
期
に
う

つ

り
か
わ
り

つ
つ
あ
る
谷
川
俊
太
郎
個
人
の
孤
独
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ

う
。
む
し
ろ
地
球
人
な
る
も
の
が
、
こ
の
二
十
億
光
年
の
ひ
ろ
が
り
を
も
つ
大

宇
宙

の
片
隅
で
、
時
お
り
感
じ
と
る
、
人
類
的
な
孤
独
感
を
さ
し
て
い
る
だ
ろ

・つ
。

　
ヨ

　

引
用
文
は

『谷
川
俊
太
郎
詩
集
』
に
掲
載
さ
れ
た
大
岡
信

の

「解
説
」
で
あ
る
。

こ
の
中
で
、
大
岡
は

コ

九
五
〇
年
代
の
詩
人
た
ち
の
特
質
」
と
い
う
章
を
立

て
て
、
谷
川
や
自
分
の
世
代
に

つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
「こ
の
時
代
の

一
群

の

詩
人
た
ち
は
、
感
受
性
そ
の
も
の
を
、
手
段
で
あ
る
と
同
時
に
目
的
と
す
る
詩
、

言

い
か
え
る
と
、
言
葉
の
世
界

へ
の

一
層
深
い
潜
入
と
い
う
こ
と
が
詩
の
目
的
そ

の
も

の
で
あ
り
う
る
こ
と
を
、
彼
ら
の
詩
そ
の
も
の
に
よ

っ
て
語

っ
て
い
る
よ
う

な
、
そ
ん
な
詩
を
書
き

つ
づ
け
て
き
た
」
と

。
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こ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
登
場
し
た
谷
川

の
詩
的
世
界
や
詩
法
に
言
及
し
た

「宇

　
　

　

宙
」
と

「感
受
性
」
が
、
批
判
や
検
討
を
経

る
こ
と
な
く
今
日
も
流
通
し
て
い
る
。

大
岡
は
ま
ず

「孤
独
」
を
宇
宙
感
覚
と

し
て
造
型
す
る
谷
川
の
乾
い
た
叙
情
性

を
、
朔
太
郎
や
三
好
達
治
、
中
也
を
引
き

合

い
に
出
し
対
比
し
な
が
ら
称
揚
す

る
。
そ

の

一
方

で
、
「荒
地
」
及
び

「列
島
」
が

「詩
」
を
所
与

の
テ
ー
マ
を
語

る
器
に
し
た
こ
と
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て

「感
受
性
」
を
屹
立
さ
せ
て

い
る
。
こ
の
批
評
は

一
見
、
よ
く
整

っ
た
体
裁
を
し
て
い
る
が
、
大
岡
は
日
本
近

代
詩
の
総
体
の
中
で
、
谷
川
の
特
質
で
あ

る

「宇
宙
」
、
「感
受
性
」
を
見
届
け
よ

う
と
し
な

い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
視
点
に
立
脚
し
た
と
す
れ
ば
、
谷
川

が
哲
学
者
で
戦
前

の
宮
沢
賢
治
研
究
を
牽
引
し
た
父
、
徹
三
の
書
斎
で
出
会

っ
た

賢
治
と

い
う
存
在
が
ど
う

い
う
わ
け
か
抜
け
落
ち
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
世
代
論

と
し
て

「感
受
性
」
を
焦
点
化
し
た
こ
と
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
大
岡
の
主
張
す

る

「感
受
性
」
に
依
拠
し
た
詩
法
は
、
大
正
末
年
以
降

の
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
に

と

っ
て
自
明
だ

っ
た
は
ず
で
あ
る
。

大
岡
は
こ
う
し
た
ア
ク
ロ
バ
テ
ィ
ッ
ク
な
論
法
で
、
谷
川
の
詩
的
特
性
を
析
出

し
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
に
よ

っ
て
導
き
出
さ
れ
た
谷
川
俊
太
郎
論
は
果
た
し
て
有

効
な
の
か
。

初
期
の
谷
川
俊
太
郎
を
語
る
時
、
よ
く

引
用
さ
れ
る
の
が
、
「か
な
し
み
」
や

「は
る
」
で
あ
る
。か

な

し

み

あ
の
青
い
空
の
波
の
音
が
聞
こ
え
る
あ
た
り
に

何
か
と
ん
で
も
な

い
お
と
し
物
を

僕
は
し
て
き
て
し
ま

つ
た
ら
し
い

透
明
な
過
去
の
駅
で

遺
失
物
係
の
前
に
立

つ
た
ら

僕
は
余
計
に
悲
し
く
な

つ
て
し
ま

つ
た

空
と
海
が
接
す
る
水
平
線
の
彼
方
、
二
つ
の
視
覚
を
通
し
て
意
識
化
さ
れ
る
青

の
世
界
の
あ
わ
い
を
走
行
す
る
鉄
道
に
乗

っ
て
、
「お
と
し
物
」
を
取
り
に
行
こ
う

と
し
た

「僕
」
。
そ
し
て
、
い
よ

い
よ

「遺
失
物
係
」
に
そ
れ
を
記
録
し
て
も
ら
お

う
と
し
た
途
端
に
、
伝
達
不
能
の
自
分
を
発
見
し
て
し
ま
う
。
名
辞
以
前
の
世
界

へ
と
遡
行
し
、
「
か
な
し
み
」
を
実
感
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

「僕
」
が
、
な
ぜ

語
り
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
か
。
本
稿
は
、
谷
川
の
初
期
詩
篇
に
お

い
て

物
語
ら
れ
た

「僕
」
た
ち
を
め
ぐ
る
さ
さ
や
か
な
試
論
で
あ
る
。

二

初
期
詩
篇
ノ
ー
ト

「
傲
慢
ナ
ル
略
歴
」
が
表
象
す
る
人
物
像

さ
て
、
清
岡
卓
行
は
、
自
分

の
谷
川
受
容
を
踏
ま
え

つ
つ
、
『二
十
億
光
年
の

孤
独
』
に
つ
い
て
、
次

の
よ
う
に
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。
「戦
争
と
戦
後
の
現
実
に

き
た
え
ら
れ
、
そ
の
き
び
し
さ
に
い
さ
さ
か
う
ち
の
め
さ
れ
た
よ
う
な
人
間
か
ら

見
れ
ば
、
谷
川
俊
太
郎
の
そ
の
頃
の
詩
は
、
無
恥
な
ほ
ど
明
る
く
、
軽
く
、

一
種
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ら

　

の
奇
麗
ご
と
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
た
の
で
あ

っ
た
」

。
こ
こ
に
は
、
戦
中
に

詩
作
を
開
始
し
、
十
五
年
戦
争
に
よ

っ
て
否
応
な
く
生
の
実
存
性
を
歪
め
ら
れ
た

世
代
の
違
和
感
が
語
ら
れ
て
い
る
。

谷
川
が
戦
争
体
験
と
無
縁
の
表
現
者
で
あ
る
と

い
う
の
が
常
識
の
よ
う
に
な

っ

て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
果
た
し
て
そ
う

で
あ

っ
た
の
か
。
そ
の
常
識
は
昭
和
二

十
七
年
刊
行
の

『二
十
億
光
年

の
孤
独
』

の
読
解
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
だ

が
、
こ
の
詩
集
の
コ
ン
セ
プ
ト
自
体
が
当
代
に
お
け
る
谷
川
の
セ
ル
フ
イ
メ
ー
ジ

戦
略
と
深
く
関
わ
る
も

の
で
あ

っ
た
か
も
し
れ
な

い
の
だ
。
と

い
う

の
も
、
近
年

に
な

っ
て
、
「
[翻
刻
]
谷
川
俊
太
郎

『
二
十
億
光
年
の
孤
独
』
に
関
わ
る
初
期
詩

　
　

　

篇
ノ
ー
ト
」
が
公
刊
さ
れ
、
昭
和
二
十
四
年
か
ら
二
十
七
年
ま
で
の
谷
川
の
創
作

状
況
が
詳
ら
か
に
な

っ
た
。

十
八
歳
か
ら
二
十

一
歳
に
か
け
て
、
谷
川
が
い
か
な
る
表
現
世
界
を
物
語
る
存

在
だ

っ
た
か
を
検
証
し
、
こ
の
上
で
詩
集
世
界
の
語
り
手
を
問
題
化
す
る
と

い
う

手
続
き
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
そ
こ
で
、
昭
和
二
十
五
年
五
月
八
日
か
ら
二
十
七
年

二
月
二
十
三
日
に
か
け
て
執
筆
さ
れ
た
ノ
ー
ト

「無
題
」
に
着
目
し
て
み
た

い
。

す
る
と
、
次

の
よ
う
な
詩
篇
に
出
合
う
。

そ
し
て

そ
の
法
則
を
求
め
る
心
の
よ
う
に

死
ん
だ
人
人
は
い
ま
ど
う
し
て
い
る
だ
ろ
う

華
や
か
な
宮
廷
の
音
楽
に
送
ら
れ

或
は

ひ
と
り
の
鳴
咽
や
激
し
い
銃
声
に
送
ら
れ

し
か
し

同
じ
よ
う
に
去

っ
て
い
っ
た
人
人
は

ひ
と
つ
の
夢
か
ら
他
の
夢

へ
と
人
人
は
去

っ
て
ゆ
く

そ
し
て

ひ
と
と
き
の
碑
を
人
人
は
残
す

誰
か
の
意
志
の
図
案
の
よ
う
な
あ
の
揃
い
の
碑
を

あ
の
白

い
簡
素
な
制
服
の
よ
う
な
碑
を

は
て
な
い
初
夏
の
空
の
下
で

僕
は
今
日
も
碑
銘
を
探
す

そ
れ
ら
の
不
思
議
な
表
情
の
上
に

一
体
ど
ん
な
言
葉
が
正
し

い
の
だ
ろ
う

一177一

 

碑

銘

骨
は
白

い

骨
は
簡
素
だ

ま
る
で
あ
の
大
き
な
法
則
の
よ
う

に

「碑
銘
」
は
昭
和
二
十
六
年
六
月
に
執
筆
さ
れ
た
も

の
だ
が
、
『二
十
億
光
年

の

　ヱ

　　
　

孤
独
』
や
、
『二
十
億
光
年
の
孤
独

拾
遺
』
及
び

『十
八
歳
』
に
は
収
録
さ
れ

て
い
な
い
。
い
わ
ば
、
作
者
か
ら
文
学
テ
ク
ス
ト
と
見
な
さ
れ
ず
に
埋
没
し
て
い

る

「資
料
」
で
あ
る
。

こ
の
詩
的
世
界
の
語
り
手

「僕
」
は
、
十
五
年
戦
争
で
戦
没
し
た
兵
士
達
の
墓
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が
林
立
す
る
中
を
さ
迷

っ
て
い
る
。
そ
の
時
、
「僕
」
は
直
感
的
に
初
夏
の
日
差
し

に
輝
く
墓
を
、
兵
士

の
身
体
と
し
て
読
み
解
く
の
だ
。
「骨
は
簡
素
だ
」
/

「白

い

簡
素
な
制
服
の
よ
う
な
碑
」
と

い
う
読
み
取
り
が
、
ど
う
し
て

「僕
」
に
可
能

だ

っ
た
の
か
。
こ
の

「ノ
ー
ト
」
の
語
り
手
が
記
し
た
以
下
の
よ
う
な

「資
料
」

を
、
併
せ
て
読
め
ば
よ
い
だ
ろ
う
。

「樹
が
あ
る
ね

草
も
/
楽
し

い
?
/
楽

し

い
?
…
…
う
ん
/
ほ
ん
と
う

に
?

/
…
…
/
弾
の
下
で
も
か
な
/
ひ
と
り
な
ら
/
ひ
と
り
な
ら
?
/
そ
う
さ

死
ぬ

こ
と
だ

っ
て
…
…
//
何
が
あ
る
ん
だ
//
さ
あ
…
…
/
ひ
と
り
で
?
/
ひ
と
り
で
」
。

　
　

　

こ
の
ス
タ
ン
ザ
で
閉
じ
ら
れ
る

「道
に

て
」
に
は
、
死
と
引
き
替
え
に
個
を
守

り
抜

こ
う
と
す
る
強
固
な
存
在
が
語
ら
れ

て
い
る
。
こ
の

「僕
」
は
民
族
が
お
の

れ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
賭
し
て
戦
う
殺
鐵

に
対
し
て
、
国
家
が
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
の
生
命
と
国
民
の
死
と
を
リ
ン
ク
さ
せ

つ
つ
、
そ
の
死
の
意
味
を
指
示

し
、
国
家
/
個
人
の
共
同
幻
想
に
お
い
て
美
化
し
よ
う
と

い
う
企
み
を
忌
避
し
よ

う
と
図
る
の
だ
。
「僕
」
は
飛
来
し
た
敵
機

の
機
銃
掃
射
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
る
こ
と

を
幻
視
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
草
木

に
出
合
う
楽
し
み
と
等
価
だ
と
語
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
を
保
証
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
体
験
が
す
ぐ
れ
て
個
人
的
で
あ
る

と

い
う
自
意
識
で
あ
る
。
「道
に
て
」
は
散
歩

の
途
上
に
お

い
て
、
語
り
手
が
自
然

と
拮
抗
し
得
る
主
体
と
な

っ
て
い
く
様
が
描
か
れ
て
い
た
。
さ

っ
き
、
彼

の
死
が

草
木
と
出
会
う
こ
と
と
等
価
だ
と
書

い
た
が
、
そ
れ
は
正
確
で
は
な
い
。
対
話
形

式
で
語
ら
れ
る
中
で
、
「僕
」
は

「樹
が
あ

る
ね

草
も
楽
し

い
?
」
と

い
う
質

問
に
、

一
旦
は
同
意
し
た
も
の
の
、
重
ね

て
の
質
問
に
沈
黙
し
て
し
ま
う
か
ら

だ
。
そ
こ
に
は
草
木
の
よ
う
な
自
然
と
自

己
存
在
と
を
差
別
化
し
よ
う
と
い
う
欲

求
が
介
在
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な

「僕
」
に
と

っ
て
も

っ
と
も
ふ
さ
わ

し
い
死
と
は
、
国
家
が
作
り
上
げ
る
共
同
幻
想

の
物
語
の
圏
外
に
屹
立
す
べ
き
筈

で
あ
る
。

そ
こ
で
文
学
資
料

「碑
銘
」
に
戻

っ
て
み
た
い
。
す
る
と
、
四
行
四
連
に
よ

っ

て
構
成
さ
れ
た
整
然
と
し
た
詩
的
世
界
を
語
る

「僕
」
の
心
象
が
く

っ
き
り
と
浮

か
び
上
が

っ
て
こ
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
世
界

の
枠
組
は
訪
れ
た
墓
地
に
対
す
る

「僕
」
の
読
み
取
り
に
外
な
ら
な

い
。
兵
士
の
死
は
生
前
は
い
う
ま
で
も
な
く
、

死
後
に
お
い
て
も
、
「大
き
な
法
則
」
の
美
に
よ

っ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
よ
う
に
、
「法
則
」
を
自
分
と
関
わ
ら
ぬ
外
在
律
と
し
て
視
覚
化
し
得
る
位
置
に

「僕
」
は
存
在
し
て
い
る
の
だ
。
こ
の
位
置
か
ら
、
兵
士
個

々
へ
と
想
像
を
巡
ら

せ
、
「宮
廷

の
音
楽
に
送
ら
れ
/
ひ
と
り
の
鳴
咽
や
激
し
い
銃
声
に
送
ら
れ
」
て
死

ん
で
い
っ
た
こ
と
を
思
い
描
く
の
だ
が
、
こ
こ
で
コ
ン
テ
ク
ス
ト
は
逆
の
ベ
ク
ト

ル
を
辿
る
。
「し
か
し

同
じ
よ
う

に
」
と

。
こ
う
し
て

「僕
」
は
国
家
が

市
民
に
仕
掛
け
た
死
を
巡
る
共
同
幻
想
を
掴
み
出
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
白
骨

と
し
て
露
出
し
て
い
る
共
同
幻
想
に

「不
思
議
な
表
情
」
を
読
み
取
り

つ
つ
、
こ

れ
に
刻
む
べ
き

「言
葉
が
正
し
い
」
「碑
銘
」
を
探
求
す
る
、
と

い
う
の
だ
。

谷
川
が
詩
人
た
り
得
る
資
格
を
有
し
て
い
る
の
は
、
戦
争
体
験
を
正
し
く
言
語

の
問
題
と
し
て
設
定
し
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
初
期
に
お
け
る

谷
川
の
言
語
意
識
は
や
が
て
、
「ひ
と

つ
の
死
体
、
空
と
地
と
の
問
に
横
た
わ
り
、

変
ら
ぬ
太
陽
に
照
ら
さ
れ
て
、
刻
々
に
腐

っ
て
ゆ
く
ひ
と

つ
の
死
体
。
彼
に
と

つ

て
死
と
は
何
で
あ

っ
た
か
。
そ
う

い
う
問

い
が
私
を
苦
し
め
る
。」
と

い
う

コ
ン

　
り
　

テ
ク
ス
ト
か
ら
語
ら
れ
て
い
く
詩
論

「世
界

へ
」

へ
と
接
続
し
て
い
く
の
だ
。

一176一
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〆

さ
て
、
戦
争
体
験
を
通
し
て
詩
人

へ
と
昇
華
し
て
い
く
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と

言
語
を
獲
得
し
た
谷
川
は
、
詩
的
世
界
を
編
む
語
り
手
に
ど
の
よ
う
な
セ
ル
フ
イ

メ
ー
ジ
を
纏
わ
せ
て
表
象
し
よ
う
と
し
た

の
だ
ろ
う
か
。

ノ
ー
ト

「傲
慢
ナ
ル
略
歴
1
」
(昭
和
二
十
四
年
十
月
十
二
日
～
二
十
五
年
三
月

四
日
)
に
記
録
さ
れ
た
表
題
作

(昭
和
二
十
五
年

一
月
十
日
執
筆
)
を
紹
介
し
よ

う
。
ち
な
み
に
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
初
期
詩
篇
を
集
め
た

『十
八
才
』
(平
成
五
年

四
月
、
東
京
書
籍
刊
行
)
に
収
録
さ
れ
て

い
る
。

傲
慢
ナ
ル
略
歴

ト

モ
カ

ク

モ
満

零

才

カ

ラ
十

八
才

マ

デ

オ

モ

シ

ロ

オ

カ

シ

ク

ヤ

ッ

テ
キ

タ

。

ナ

ン
ト

イ

ッ
テ

モ
健

康

ダ

シ

心

モ
少

シ

バ

美

シ

イ

。

実

際

ヤ

タ

ラ

メ

ッ
ポ

ウ
幸

セ

ナ

ノ

デ

マ
ダ

人

生

ノ

ナ

ヤ

ミ

モ
ナ

イ

。

ト

モ

カ

ク

モ
満

十

八
才

カ

ラ

コ

ノ
後

モ

オ

モ

シ

ロ
オ

カ

シ

ク

ヤ

ッ

テ

ユ
ク

気

ダ

。

り
僕
は
異
常
な
時
代
を
平
常
に
生
活
し
て
い
た
」
と
書

い
て
い
る
。
だ
が
、

一
方

で

「自
分
の
思
う
ま
ま
に
生
き
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
未
成
年
期
は
、
む
し
ろ

　ね
　

苦
痛
の
ほ
う
が
大
き
か
っ
た
」
と
も
記
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
伝
記
的
な
記
載

に
プ
レ
が
あ
る
と

い
う
こ
と
を
承
知
し
つ
つ
、
谷
川
が
お
の
れ
の
セ
ル
フ
イ
メ
ー

ジ
を
ど
の
よ
う
に
表
象
し
よ
う
と
し
た
か
を
、
平
成
四
年
四
月
刊
の

『十
八
才
』

に
収
録
さ
れ
た
こ
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
読
み
解

い
て
み
よ
う
。

そ
こ
で
思

い
起
こ
さ
れ
る
の
が
、
茨
木
の
り
子
の
エ
ッ
セ
イ

「は
た
ち
が
敗

　お
　

戦
」
で
あ
る
。
彼
女
は
典
型
的
な
軍
国
少
女
だ

っ
た
自
分
が
、
敗
戦
に
よ
っ
て
価

値
観
の

一
変
し
た
世
界
に
投
げ
出
さ
れ
た
記
憶
を
辿
り
つ
つ
、
夏
の
太
陽
に
輝
く

若
い
身
体
性
と
天
皇
制

へ
と
収
敏
す
る
観
念
を
吹
き
込
ま
れ
た
こ
と
で
硬
直
化
し

た
思
考
性
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
を
、
「わ
た
し
は
と
て
も
ふ
し
あ
わ
せ
/
わ
た
し
は

と
て
も
と
ん
ち
ん
か
ん
」
と
詠

っ
た
。

わ
た
し
が

一
番
き
れ
い
だ
っ
た
と
き

わ
た
し
が

一
番
き
れ
い
だ

っ
た
と
き

街
々
は
が
ら
が
ら
崩
れ
て
い
っ
て

と
ん
で
も
な
い
と
こ
ろ
か
ら

青
空
な
ん
か
が
見
え
た
り
し
た

一175一
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昭
和
四
十
四
年
九
月
に
発
表
さ
れ
た

「
詩
を
書
き
始
め
た
頃
」
で
、
谷
川
は
当

時
を
回
想
し
て

「僕
は
戦
後
の
妙
な
時
期
を
大
変
幸
せ
に
す
ご
し
て
い
た
。

つ
ま

わ
た
し
が

一
番
き
れ
い
だ

っ
た
と
き

ま
わ
り
の
人
達
が
沢
山
死
ん
だ
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工
場
で

海
で

名
も
な
い
島
で

わ
た
し
は
お
し
ゃ
れ
の
き

っ
か
け
を
落
し
て
し
ま

っ
た

(中

略

)

わ
た
し
が

一
番
き
れ
い
だ

っ
た
と
き

わ
た
し
は
と
て
も
ふ
し
あ
わ
せ

わ
た
し
は
と
て
も
と
ん
ち
ん
か
ん

わ
た
し
は
め
っ
ぽ
う
さ
び
し
か

っ
た

だ
か
ら
決
め
た

で
き
れ
ば
長
生
き
す
る
こ
と
に

年
と

っ
て
か
ら
凄
く
美
し
い
絵
を
描
い
た

フ
ラ
ン
ス
の
ル
オ
ー
爺
さ
ん
の
よ
う
にね　け

　

こ

の

「
わ

た

し

が

一
番

き

れ

い
だ

っ
た

と

き

」

と

谷

川

の

「
ヤ

タ

ラ

メ

ッ
ポ

ウ

幸

セ

ナ

ノ

デ
」

と

い
う

コ

ン

テ

ク

ス
ト

の
対

照

に

、

ス

ポ

ッ
ト

を

当

て

て

み

た

い
。茨

木
の
り
子
は
日
本
生
産
性
本
部
が
経
済
白
書
に

「も
は
や
戦
後
で
は
な
い
」

と
書
き
入
れ
た
翌
年
に
、
「わ
た
し
が

一
番
き
れ
い
だ

っ
た
と
き
」
を
発
表
し
た
。

こ
の
テ
ク
ス
ト
は
戦
後
復
興
に
よ

っ
て
町
並
み
か
ら
戦
災
の
爪
痕
が
消
え
、
戦
争

に
対
す
る
記
憶
が
薄
れ
て
い
く
と
い
う
状
況
を
背
景
に
し
、
そ
れ
が
み
ず
か
ら
の

存
在
性
を
省
察
す
る
と
い
う
設
定
で
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
彼
女
は

「き
れ

い
」
/

「美
し
い
」
と
い
う
形
容
詞
を
差
別
化
し
、
戦
後
の
道
程
を

「き
れ
い
」

(二
十
才
の
身
体
性
ー
自
然
)
か
ら

「美
し
い
」

(ル
オ
ー
の
絵
画
ー
近
代
的
個
と

し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
)

へ
と
転
生
し
た

い
と
い
う
の
だ
。
こ
こ
に
は
戦
中

と
戦
後
の
問
で
、
股
裂
き
状
態
に
陥

っ
た

「わ
た
し
」
の
危
機
が
存
在
し
て
い
る

わ
け
で
あ
る
が
、
語
り
手

は
そ
う
し
た
自
己
同

一
性

の
危
機
を
、
「
ふ
し
あ
わ

せ
」
、
「と
ん
ち
ん
か
ん
」
平
仮
名
表
記
に
象
徴
さ
れ
る
無
垢
の
感
受
性
に
立
ち
返

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
身
で
受
け
止
め
よ
う
と
し
て
い
る
。

一
般
に

一
九
五
〇
年

代
に
登
場
し
た
詩
人
が
、
既
存

の
思
想
や
観
念
に
依
拠
し
た
戦
後
派
に
対
し
て
、

お
の
れ
の
身
体
性
を
手
掛
か
り
と
し
た
詩
作
を
展
開
し
た
と
批
評
さ
れ
る
所
以

は
、
こ
こ
に
も
指
摘
で
き
る
。
そ
れ
は
い
い
の
だ
が
、
彼
ら
新
人
達
が
戦
後
派
が

抱

い
て
い
た
時
代
認
識
と
無
縁
だ

っ
た
と
は
言
え
な
い
。
た
と
え
ば
、
「
二
十
歳

が
終
戦
」
に
拠
れ
ば
、
茨
木
に
と

っ
て
詩
作
と
は
、
戦
中
戦
後
の
自
己
存
在
を
見

つ
め
る
ツ
ー
ル
で
あ

っ
た
。

こ
こ
で
茨
木

の
詩

「わ
た
し
が

一
番
き
れ

い
だ

っ
た
と
き
」
を
携
え
な
が
ら
、

昭
和

二
十
五
年
に
執
筆
さ
れ
た

「傲
慢
ナ
ル
略
歴
」
に
戻

っ
て
み
た

い
。
す
る

と
、
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
に
表
象
さ
れ
た
若
者
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
、
似
て
非

な
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
戦
後
的
世
界
に
お
い
て

「美
し

い
」
生
を
追
求
し

た

い
と
願
う

「わ
た
し
」
が
、
お
の
れ
の
共
同
幻
想
を
生
き
た

「
ふ
し
あ
わ
せ
」

/

「き
れ

い
」
な
記
憶
と
向
か
い
合
う
視
点
か
ら
離
陸
し
て
い
っ
た
の
に
対
し

て
、
「僕
」
は
ど
う
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
従
来
の
谷
川
俊
太
郎
論
は
、
本
人
自
身

や
大
岡
信
が
発
信
し
て
き
た
詩
人
、
谷
川
の
セ
ル
フ
イ
メ
ー
ジ
を
な
ぞ
る
こ
と
で

一174一
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形
成
さ
れ
て
き
た
と
言

っ
て
よ
い
し
、
テ
ク
ス
ト
の
読
解
さ
え
も
自
立
し
て
は
い

な
い
状
況
が
続
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
右
の
よ
う
な
基
本
的
な
問
題
は

狙
上
に
の
ら
ず
に
来
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
「傲
慢
ナ
ル
略
歴
」
で
語
り
手

が
表
象
し
よ
う
と
し
た

「僕
」
と
は
、

ど
の
よ
う
な
存
在
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
時
に
選
択
さ
れ
た
漢
字
に
カ
タ
カ
ナ
交

じ
り
の
文
体
と

「傲
慢
」
と
い
う
自
己
言
及
は
パ
ラ
レ
ル
で
あ
り
、
直
接
、
「僕
」

を

「傲
慢
」
と
名
指
し
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
読
者
に
向
け
ら
れ
た
語
り
方

も
、
お
そ
ら
く
同
様
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
丸
ご
と

「僕
」

の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
そ
の
も
の
で
あ
る
。
語
り
手
は
ま
ず
、

ハ
リ
ネ
ズ
ミ
の
よ
う
に

武
装
し
た
身
体
性
を
、
窮
屈
な
文
体
で
顕
在
化
す
る
。
そ
れ
は
何
ら
慨
る
も

の
も

な
い

「僕
」
が
吐
露
し
た
言
葉

の
カ
タ
チ
を
明
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
小
英

雄
は
所
詮
、

ハ
リ
ネ
ズ
ミ
の
よ
う
な
虫
け
ら
に
す
ぎ
な

い
わ
け
で
あ
る
が
、
だ
が

彼
が

「碑
銘
」
で
共
同
幻
想
の
虚
妄
な
る
美
を
扶
り
出
し
、
「道
に
て
」
に
よ

っ

て
そ
れ
か
ら
屹
立
す
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
語

っ
た
主
体

へ
と
繋
が

っ
て
い
く

と
す
れ
ば
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
達
成
さ
れ
た
全
き
自
己
同

一
性

の
発
見
は

重
要
で
あ
る
。

「
わ
た
し
が

一
番
き
れ
い
だ

っ
た
と
き
」

の
語
り
手
は
、
「き
れ
い
」
/

「美
し

い
」
と
い
う
形
容
詞
の
は
ざ
ま
を
覗
き
込
む
こ
と
で
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
再

構
築

へ
と
向
か

っ
た
。
「傲
慢
ナ
ル
略
歴
」
の
語
り
手
も
同
じ
枠
組
に
よ

っ
て
、

「僕
」
の

「健
康
」

(身
体
性
)
/

「美
し

い
」
(精
神
性
)
を
析
出
し
、
彼
の
実

存
性
を
灸
り
出
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
語
り
に
よ
っ
て
浮
上
す
る

「僕
」
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
こ
そ
が
、
他
者
が
位
置
す
る
戦
中
戦
後
、
つ
ま
り
茨
木
の

「わ

た
し
」
が
蹉
蹟
し
た
時
空
か
ら
自
己
を
引
き
剥
が
し
て
、
お
の
れ
の
生
を
貫
徹
せ

し
め
る
の
だ
。
語
り
手
は

「傲
慢
ナ
ル
略
歴
」
に
お
い
て
、
外
部
世
界
と
拮
抗
す

る
強
烈
な
自
己
を
創
出
し
、
こ
の
自
己
完
結
的
な
小
宇
宙
の
世
界
を
読
者
に
提
示

　お
　

し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
岩
田
宏
が
飯
島
耕

一
を
論
じ
る
中
で
、

一
九
五
〇
年
代

詩
人
、
す
な
わ
ち

一
九
四
四
年

の
中
学
三
年
生
達

の
精
神
構
造
に
つ
い
て
素
描
し

た

コ
ン
テ
ク
ス
ト
、
「放
心
そ

の
も
の
を
自
己
と
他
者
と
の
積
極
的
な
関
係
を
証

明
す
る
た
め
の
手
段
と
考
え
た
こ
と
は
、
こ
の
世
代

の
特
徴
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ

る
」
、
「或
る
世
代
に
共
通
し
た
疾
患
で
あ
る
貧
血
状
態
の
な
か
で
、
新
し
い
メ
タ

フ
ィ
ジ

ッ
ク
を
創
り
だ
す
こ
と
。
放
心
を
理
解
に
ま
で
変
質
さ
せ
る
こ
と
」
を
運

用
し
て
谷
川
論
を
構
築
し
た
の
は
、
大
岡
信
で
あ

っ
た
。
佐
藤
洋

一
の

「谷
川
俊

太
郎
の
詩
法
」
は
、
大
岡
の
枠
組
に
依
拠
し
て

「分
裂
し
た
自
己
の
統

一
と
詩
的

創
造

へ
の
希
求
」
と

い
う
谷
川
の
モ
デ
ル
が
構
想
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
読
解
す

る
テ
ク
ス
ト
は
谷
川
が
昭
和
三
十
年
以
降
に
発
表
し
た
評
論

エ
ッ
セ
イ
の
類
で
あ

る
こ
と
、
詩
法
を
論
ず
る
の
に

一
篇

の
詩

の
読
解
も
さ
れ
な

い
と

い
う
不
徹
底
な

研
究
姿
勢
ゆ
え
に
、
谷
川
が
構
築
し
た

「傲
慢
ナ
ル
略
歴
」
と

い
う

ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
を
見
落
と
し
た
の
だ
ろ
う
。

谷
川
の
初
期
詩
篇
の
語
り
手
は

「歴
史
」
に
つ
い
て
、
し
ば
し
ば
言
及
し
て
い

る
。
そ
の

「歴
史
」
は
語
ら
れ
る

「僕
」

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
無
縁
で
は
な

い
。
先
回
り
し
て
言
え
ば
、
「僕
」
は
引
き
剥
が
し
た
現
実
世
界
の
代
替
と
な
る
物

語
の
時
空
を
追

い
求
め
て
い
く

の
だ
。
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三

谷
川
の
初
期
詩
篇
に
お
け
る

「
歴
史
」
の
造
型
性

「僕
」
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
表
象
と
し
て

博

物

館

あ
れ
か
ら
あ

っ
た

石
斧
な
ど

ガ
ラ
ス
の
む
こ
う
に
馬
鹿
に
ひ
つ
そ
り
し
て
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石
斧
な
ど

ガ
ラ
ス
の
む
こ
う
に
ひ
つ
そ
り
し
て

星
座
は
何
度
も
廻
り

た
く
さ
ん
の
わ
れ
わ
れ
は
消
滅
し

た
く
さ
ん
の
わ
れ
わ
れ
は
発
生
し

そ
し
て

彗
星
が
何
度
か
ぶ

つ
か
り
そ
う
に
な
り

た
く
さ
ん
の
お
皿
な
ど
が
割
ら
れ

南
極

の
上
を
エ
ス
キ
モ
ー
犬
が
歩
き

大
き
な
墳
墓
は
東
西
で
造
ら
れ

詩
集
が
何
回
も
捧
げ
ら
れ

最
近
で
は

原
子
を
ぶ
つ
こ
わ
し
た
り

大
統
領

の
お
嬢
さ
ん
が
歌
を
う
た

つ
た
り

そ
ん
な
い
ろ
い
ろ
の
こ
と
が

こ
の
テ
ク
ス
ト
は
昭
和
二
十
五
年
四
月
三
十
日
に
執
筆
さ
れ
、
三
好
達
治
の
推

挽
に
よ
っ
て
、
「文
學
界
」
同
年
十
二
月
号
に

「ネ
ロ
」
な
ど
と
と
も
に
掲
載
さ

れ
た
。
鮎
川
信
夫
は

『日
本
の
叙
情
詩
』
(昭
和
四
十
五
年
四
月
、
思
潮
社
刊
)
収

録
の

「谷
川
俊
太
郎

の
詩
」
に
お
い
て
、
「か
な
し
み
」
と

「博
物
館
」
を
論
じ

な
が
ら
、
「
い
つ
ど
こ
で
果
た
さ
れ
た
か
は
わ
か
ら
な

い
が
、
は
じ
め
て
な
ん
ら

か
の
主
題
を
発
見
し
た
原
体
験
は
実
に
痛
烈
な
も
の
で
あ

っ
た
に
違
い
な
い
と
、

僕
は
思
わ
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
残
念
な
こ
と
に
、
そ
う
し
た
こ
と

は
、
詩
作
品
で
は
必
ず
し
も
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。」
と
告
白
し
て
い
る
。

こ
の
直
後
に
、
「彼
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
?
」
と
い
う
深
い
謎
に
捉
え
ら
れ
て
し

ま
う
と
い
う
。
そ
う
し
て
、
鮎
川
は
谷
川
の
原
体
験
と
詩
作
の
秘
密
を
、
谷
川
が

音
楽
家
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
を
受
容
し
た
年
譜
的
事
実
に
求
め
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な

　め
　

批
評
は
清
岡
卓
行
の

『拝
情

の
前
線
』

に
も
引
き
継
が
れ
、
谷
川
研
究
に
も
運
用

さ
れ
て
き
た
。

鮎
川
は

「谷
川
俊
太
郎

の
詩
」
に
お
い
て
、
「「ネ
ロ
」
が
、
あ
く
ま
で
虚
構
と

し
て
通
用
す
る
」
と

い
う
批
評
的
立
場
を
取
り
な
が
ら
、
や
は
り
作
家
論
の
コ
ン

テ
ク
ス
ト
で
し
か
理
解
し
よ
う
と
な
い
の
で
あ
る
。
彼
は
作
品
批
評
を
、
谷
川
が

表
現
者
と
し
て
立
ち
上
が

っ
て
い
く

「原
体
験
」
に
到
達
す
る
営
為
と
し
て
措
定
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す
る
と

い
う
、
つ
ま
り
安
易
な
実
証
に
身

を
委
ね
た
。
実
は
彼
に
は

「詩
作
品
で

は
必
ず
し
も
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
挫
折
を
繰
り
返
す
こ
と
こ
そ

が
求
め
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
鮎
川
は

「博
物
館
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。
「こ

こ
で
真
に
暗
示
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
む
し
ろ
石
斧
以
前
の
涯
て
し
な

い
過
去
で

あ
り
、
同
時
に
こ
れ
か
ら
の
涯
し
な
い
未

来
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
お
皿
や
エ
ス

キ
モ
ー
犬
や
墳
墓
な
ど
が
、
地
上
の
事
象

へ
の
彼
の
絶
え
ざ
る
良
識
的
な
関
心

の

遠
近
法
を
そ
れ
と
な
く
か
た
ど

っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。」
と

。
だ
が
、

一

読
す
れ
ば
判
明
す
る
こ
と
だ
が
、
「博
物
館
」
の
語
り
手
は
鮎
川
が
読
解
し
た
よ
う

な
過
去
や
未
来
を
語

っ
て
は

い
な

い
。
そ
し
て
語
ら
れ
た
事
象
が
な
ぜ
、
谷
川
の

「絶
え
ざ
る
良
識
の
遠
近
法
」
を
造
型
し

て
い
る
こ
と
に
な
る
の
か
も
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
読
解
の
有
り
様
を
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
、
テ
ク
ス
ト
に
戻

っ
て
み
た

い
。語

り
手
は
博
物
館
の
最
初
の
陳
列
ケ
ー

ス
を
覗
き
込
む
こ
と
か
ら
、
物
語
を
開

始
す
る
。
人
類
が
最
初
に
造

っ
た
道
具
に
よ

っ
て
、
ま
ず
自
然

の
時
間
と

「歴

史
」
と
を
裁
断
す
る
。
そ
の
上
で
博
物
館

と
い
う
近
代
の
装
置
に
お

い
て
表
象
さ

　
り
　

れ
る
国
家
固
有
の
歴
史
と
向
か
い
合
お
う

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
戦
後
派
の
詩

人
と
讃
え
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
鮎
川
の
批
評
は
、
博
物
館
と

い
う
装
置
に

目
を
光
ら
せ
る
語
り
手
の
歴
史
認
識
を
見
落
と
し
て
い
る
の
だ
。

こ
の
語
り
手
は
博
物
館
に
お
い
て
表
象

さ
れ
る
歴
史
を
そ
の
ま
ま
受
容
す
る
の

で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
接
続
す
る
第
二
連
は
自
然
の
時
間
と
人
類
の
時
間

(生

と
死
で
暗
示
さ
れ
る
)
の
経
過
が
パ
ラ
レ
ル
で
あ
る
こ
と
を
語

っ
て
い
る
の
だ

が
、
そ
れ
が

「消
滅
」
か
ら

「発
生
」

へ
と
い
う
よ
う
に
、
自
然
の
摂
理
を
逆
転

さ
せ
て
い
る
か
ら
だ
。
こ
の
こ
と
に
気
づ
く
と
、
第
三
連
の
語
り
が
お
よ
そ
博
物

館
の
陳
列
と
か
け
離
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
て
く
る
。

お
そ
ら
く
、
語
り
手
は
国
家

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
眼
に
見
え
る
カ
タ
チ
で

国
民
に
表
象
し
た
物
語
に
背
を
向
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
博
物
館

の
空
間
を
移
動

し
な
が
ら
も
、
語
り
手

の
眼
は
陳
列
台
の
中
に
注
が
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
第

一

連
が

「石
斧
な
ど
/
ガ
ラ
ス
の
む
こ
う
に
」
と
語
ら
れ
、
最
終
連

「
石
斧
な
ど
/

ガ
ラ
ス
の
む
こ
う
に
馬
鹿
に
ひ
つ
そ
り
し
て
」
で
締
め
く
く
ら
れ
る
作
品
構
造
の

上
に
置
い
て
、
語
り
手
は
博
物
館
を
見
学
し
た
後
、
そ
の
物
語
に
何

一
つ
感
銘
を

し
て
い
な

い
の
だ
。
感
銘
ど
こ
ろ
か
、
「馬
鹿
に
」
と
眩

い
て
い
る
の
で
あ
る
。
で

は
、
こ
の

「博
物
館
」
と

い
う
テ
ク
ス
ト
内
で
、
ど

の
よ
う
な
事
態
が
起
き
て
い

る
の
だ
ろ
う
。

第
三
連
第

一
行
目
は
ハ
レ
ー
彗
星
接
近
と

い
う
歴
史
的
事
件
に
対
す
る
言
及
で

あ
ろ
う
が
、
次
行
が
表
象
す
る
内
容
は
何
時
、
何
処
で
、
誰
が
が
不
明
な
た
め
に

歴
史
的
な
記
述
が
不
可
能
で
あ
る
。
第
三
行
目
は
白
瀬
な
ど
の
南
極
探
検
を
語

っ

て

い
る
が
、
次
行
は
特
定
す

べ
き
歴
史
的
事
実
が
不
明
で
あ
る
。
第
四
行
に
い

た

っ
て
は
意
味
不
明
と

い
っ
て
い
い
か
も
し
れ
な

い
。

で
は
、
こ
の
語
り
は
何
を
目
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
博
物
館
と
い
う

ハ
ー

ド
な
物
語
装
置
と
対
極
に
語
り
手
が
存
在
し
て
い
る
と
考
え
て
み
よ
う
か
。
そ
れ

は
歴
史
解
釈
か
ら
自
由
な
物
語
主
体
を
獲
得
す
る
と

い
う
事
態
を
想
定
す
る
こ
と

で
あ
る
。
す
る
と
、
彗
星
が
衝
突
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
割
ら
れ
る
皿
の
イ
メ
ー
ジ
の

ア
ナ
ロ
ジ
ー

(極
大
と
極
小
の
対
極
に
あ
り
な
が
ら
、
円
と

い
う
形
態
的
な
同

一
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性
に
よ

っ
て
結
ば
れ
た
物
象
が
破
壊
さ
れ

る
イ
メ
ー
ジ
表
象

の
構
築
)
を
見
出
す

語
り
手
の
戯
れ
が
検
出
さ
れ
る
。

次
に
第
三
行
目
か
ら
五
行
目
に
至
る
語
り
で
あ
る
が
、
語
り
手
は

「南
極
」
と

「
エ
ス
キ
モ
ー
犬
」
(北
極
)
と
次
行
の

「
墳
墓
は
東
西
」
と
で
、
方
位
の
言
語
表

象
に
よ

っ
て
、
イ
メ
ー
ジ
の
戯
れ
を
生
み
出
す
。
「大
き
な
墳
墓
は
東
西
で
造
ら

れ
/
詩
集
が
何
回
も
捧
げ
ら
れ
」
に
は
、
「墳
墓
」
の
大
と

「詩
集
」
の
小
と
の

コ
ン
ト
ラ
ス
ト
、
さ
ら
に

「墳
墓
」
か
ら
想
起
さ
れ
る
死
の
イ
メ
ー
ジ
を

〈言
語
〉

で
作
ら
れ
た

〈寺
〉

へ
と
繋
げ
、
さ
ら
に

〈子
〉
の
イ
メ
ー
ジ
を
連
想
す
る

「原

子
」
と

「娘
」
を
ダ
ブ
ら
せ
る
、
と
い
う

ア
ク
ロ
バ
テ
ィ
ッ
ク
な
言
語
遊
戯
が
感

じ
取
れ
る
。

つ
ま
り
、
第
三
連
は
博
物
館

の
展
示
品
を
横
目
に
し
な
が
ら
、
そ
れ
と
は
全
く

異
な
る
コ
ン
セ
プ
ト
で
、
語
り
手
自
身
の

ハ
ン
ド
メ
イ
ド
の
歴
史
を
物
語

っ
て
い

る
の
だ
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
読
者
は
こ
の
語
り
手
の
目
論
見
に
よ

っ
て
立
ち
現

れ
て
く
る

「歴
史
」
と
、
そ
の
背
後
に
存
在
す
る
博
物
館
が
表
象
す
る
国
民
国
家

の
歴
史
観
を
併
読
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
明
治
三
十
三
年
六
月
、
帝
国
博
物

館
が
東
京
帝
室
博
物
館
と
改
称
さ
れ
、
こ
れ
以
降
、
そ
こ
は
国
民
に
と

っ
て
天
皇

家

の
所
蔵
品
を
拝
観
さ
せ
て
も
ら
う
場
所

へ
と
変
容
し
た
。
語
り

の
背
景
に
は
こ

の
事
実
が
存
在
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
既
存
の
歴
史
解
釈
を
、
自

ら
の
遊
戯
的
な
言
語
表
象
に
よ

っ
て
無

効
化
し
た
あ
と
で
、
谷
川
は
次

の
よ
う
な

テ
ク
ス
ト
を
書
き
上
げ
る
。
昭
和
二
十

五
年

一
月
二
十
二
日
に
執
筆
、
翌
年
八
月

の

「歴
程
」
に
掲
載
さ
れ
た

「埴
輪
」

を
紹
介
し
よ
う
。

埴

輪

す
べ
て
の
感
情
と
苔
む
し
て
静
か
な
時
間
と
が

君
の
脳
に
沈
殿
し
て
い
る

眼
の
奥
に
あ
る
二
千
年
の
重
量
に
耐
え

君
の
口
は
何
か
壮
大
な
秘
密
に
ひ
き
し
め
ら
れ
る

泣
く
こ
と
も
笑
う
こ
と
も
怒
る
こ
と
も
君
に
は
な
い

何
故
な
ら

君
は
常
に
泣
き

笑
い

そ
し
て
怒

つ
て
い
る
の
だ
か
ら

考
え
る
こ
と
も
感
ず
る
こ
と
も
君
に
は
な

い

し
か
し

君
は
常
に
吸
収
す
る

そ
し
て
そ
れ
ら
は
永
久
に
沈
殿
す
る
の
だ

地
球
か
ら
直
接
生
ま
れ
た
君
は
人
間
以
前
の
人
間
だ

足
り
な
か
つ
た
神
の
吐
息
の
故
に

君
は
美
し
い
素
朴
と
健
康
を
誇
る
こ
と
が
出
来
る

君
は
宇
宙
を
貯
え
る
こ
と
が
出
来
る

語
り
手
が
直
接
語
り
か
け
る
こ
と
が
可
能
な
存
在
、
つ
ま
り

「君
」
と
し
て

「埴
輪
」
は
詩
的
世
界
に
呼
び
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
埴
輪
が
古
代
の
歴
史
的
遺
物
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で
は
な
く
、
「人
間
」
で
あ
る
と

い
う
解
釈

に
依
拠
し
て
い
る
の
だ
。
こ
の
語
り
手

は
埴
輪

に
対
す
る
皇
国
史
観
的
解
釈
を
、
「
二
千
年
」
「神
」
と

い
う
タ
ー
ム
に

よ

っ
て
灰
め
か
す
の
だ
が
、
そ
れ
を
利
用
し
な
が
ら
転
倒
さ
せ
て
い
く
。
日
本
の

古
典
研
究
者
と
歴
史
研
究
者
は
紀
元
二
千
六
百
年
と

い
う

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
た
め

に
使
役
さ
れ
た
こ
と
が
、
当
代
に
お
い
て
白
日
の
下
に
曝
さ
れ
る
中
、
日
本
歴
史

の
起
源
が
昭
和
二
十
四
年
の
岩
宿
遺
跡
の
発
見
に
よ

っ
て
、
旧
石
器
時
代
に
ま
で

さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
「博
物
館
」
の
語
り
が

「
石
斧
」
に
よ

つ

て
開
始
さ
れ
た
の
は
故
な
き
こ
と
で
は
な

い
の
で
あ
る
。

語
り
手
は

「君
」
が
創
造
さ
れ
て
以
来

の
時
間

「
二
千
年
の
重
量
」
と
パ
ラ
レ

ル
な

「壮
大
な
秘
密
」
を
読
み
取
ろ
う
と
し
て
物
語
を
続
け
る
の
だ
が
、
そ
の
果

て
に
見
え
て
き
た
の
は

「神
」
//
赤
子
と

い
う
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
は
な

い
。

一
見
す

る
と

「考
え
る
こ
と
も
感
ず
る
こ
と
も
君

に
は
な

い
」
と

い
う

コ
ン
テ
ク
ス
ト
は

眼
差
す
者
//
眼
差
さ
れ
る
者

の
垂
直
的
な
支
配
構
造
に
生
き
る
存
在
性
を
表
象
し

て
い
る
か
の
如
く
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
高
村
光
太
郎
が
、
野
間
清
六
の

『埴
輪

美
』
(昭
和
十
七
年
十

一
月
、
聚
楽
社
刊
)

の

「序
」
で

「
そ
の
面
貌
は
大
陸
や

南
方
で
戦

つ
て
ゐ
る
わ
れ
ら

の
兵
士
の
面

貌
と
少
し
も
変

つ
て
ゐ
な
い
。
」、
「
こ

れ
ら
の
美
は
大
和
民
族
を
貫

い
て
永
久
に
其
の
健
康
性
を
保
有
せ
し
め
」
る
と
、

埴
輪
を
讃
え
た
よ
う
に
。
だ
が
、
最
終
連

の
叙
述
で
、
語
り
手
は
近
代

の
産
物
で

あ
る
国
民
国
家
の
共
同
幻
想
に
懊
を
打
ち
込
ん
で
い
る
。
そ
れ
は

「神
」
/
天
皇

制
を
、
「神
」
/

「宇
宙
」
と
読
み
替
え
る
こ
と
に
よ

っ
て

。
そ
の
時
、
「埴

輪
」
は
皇
国
史
観

の
で
は
な
く
、
国
家
を
相
対
化
す
る

「宇
宙
」
を
貯
え
る
器
と

し
て
再
発
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
こ
う
し
た
歴
史
認
識
を
構
築

す
る
語
り
手
が
母
胎
か
ら
産
み
落
さ
れ
た
途
端
、
名
前
を
与
え
ら
れ
、
社
会
制
度

の
第

一
関
門
で
あ
る
戸
籍
に
登
録
さ
れ
て
し
ま
う
人
間
と
異
な
る

「地
球
か
ら
直

接
生
ま
れ
た
君
は
人
間
以
前
の
人
間
」
で
あ
る
こ
と
を
も
語

っ
て
い
る
の
だ
。
こ

の
よ
う
な
存
在
性
は
昭
和
二
十
五
年
二
月
十
三
日
に
執
筆
さ
れ
た

「わ
た
く
し
」

で
、
「え

へ
ん
、
わ
た
く
し
は
あ
る

い
て
い
る
/
ノ
ー
ト
を
か
か
え

二
十
世
紀

の
原
始
時
代
を
/
と
こ
と
こ

て
く
て
く

あ
る
い
て
い
る
」
と
語
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
。
そ
の

一
方
で
、
詩
的
世
界
で
語
ら
れ
た

「傲
慢
ナ
ル
略
歴
」
を
持

つ
存

在
が
、
「人
間
以
前

の
人
間
」
で
あ
る
お
の
れ
の
誕
生
し
た
時
空
を
、
昭
和
二
十
六

年

一
月
二
十
日
執
筆
さ
れ
た

「潭

〈お
伽
話
1
>」
で
、
次
の
よ
う
に
語
り
始
め
る

の
だ
。
「太
古
火
山
の
下
あ
た
り
で
は
/
若

い
ね
ず
み
が
決
闘
で
死
に
/
史
家
た

ち
の
影
も
み
だ
れ
た
」
、
「並
木
通
り
の
果
あ
た
り
で
は
/
銀
の
火
の
手

の
火
事
が

燃
え
/
深
紅
の
自
動
車
な
ど
も
馳

つ
た
/

心
と
海
と
空
の
あ
た
り
に
/
わ
た
し

の
精
は
夢
を
翻
え
し
/
ひ
と
と
き
天
使
や
悪
魔
の
唄
も
う
す
れ
た
」

。

四

「傲
慢

ナ
ル
略

歴
」
と

い
う

ア
イ
デ

ン
テ

ィ
テ

ィ
の
造
型

詩

「雲
」
、
「は
る
」
の
読
解
を
通
し
て

前
章
に
お
い
て
、
「傲
慢
ナ
ル
略
歴
」
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
い
か
に
し

て
構
築
さ
れ
て
い
っ
た
か
を
検
証
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
い
ま
し
ば
ら
く
こ
の
存

在
が
物
語
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
世
界
を
覗
い
て
み
よ
う
。
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雲

(僕
は
雲
が
大
好
き
な
の
だ
)

現
実
の
立
体
感
を
与
え
よ
う
と

神
様
は
我
々
に
雲
を
く
だ
さ
れ
た

遠
い
天
空
の
無
限
性
に

青
い
天
空
の
単
調
さ
に

美
し
い
五
彩
の
変
化
を
与
え
よ
う

と

神
様
は
我
々
に
雲
を
く
だ
さ
れ
た

(入
道
雲
海
に
映
え

夕
焼
雲
山
に
映
え

僕
は
雲
が
大
好
き

だ

馬
に
も
な
り

自
動
車
に
も
な
り

蛙
に
も

森
に
も

靴
に
も
な
る

雲
は
偉
大
な
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト

(
つ
く
ら
れ
た
神
様
も
雲

の
天
才
ぶ
り
に
は

舌
を
ま
か
れ
た
と

か

僕
は
雲
が
大
好
き
だ
)

わ
れ
わ
れ
地
上
の
人
間
共

遠
く
雲
に
憧
れ
を
求
め

そ
の
う

つ
ろ
ひ
や
す
き
を
歎
く
が

　マ
マ
　

雲
と
ゆ
う
物
象
は
水
の
世
界
の
展
開

水
滴

の
芸
術

そ
の
う

つ
ろ
ひ
や
す
き
を
な
げ
く
よ
り

わ
れ
わ
れ
地
上
の
人
間
共

遠
く
雲
に
お
よ
ば
ぬ
を

歎

い
た
ほ
う
が
よ
く
は
な
い
か

(と
に
か
く
僕
は
雲
ほ
ど
好
き
な
も
の
は
な
い
)

昭
和
二
十
四
年
十
月
十
二
日
と
い
う
執
筆
日
時
を
持
ち
、
ノ
ー
ト

「傲
慢
ナ
ル

略
歴
」
の
第

一
頁
に
記
録
さ
れ
た

「雲
」
で
あ
る
が
、
谷
川
は

「棚
川
新
太
郎
」

の
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
、
「蛍
雪
時
代
」
の

「読
者
文
藝
」
欄
に
こ
れ
を
投
稿
し
、
昭

和
二
十
五
年

一
月
号
に
掲
載
し
て
い
る
。
そ
れ
は

「雲
」
は
谷
川
の
創
作
時
歴
に

お
い
て
出
発
点
と
な
る
テ
ク
ス
ト
だ
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

一
席
は
三
田

賢
太
郎
で
、
谷
川
の
作
品
を
二
席
に
選
ん
だ
神
保
光
太
郎
は

「童
話
的
雰
囲
気
が

読
者
の
心
を
と
ら
え
る
。
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
未
熟
な
用
語
も
あ
る
が
青
年
特
有

の
ど

こ
か
い
た
ず
ら

っ
ぽ
い
、
し
か
し
限
り
も
な
く
純
粋
な
精
神
が
貫
か
れ
て
い
て
好

意
が
持
て
る
。」
と

コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
表
象
さ
れ
た
詩
的

世
界
は
青
年

一
般
の
心
象
と

い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
「雲
よ

/

日
曜
の
こ
の
空
の

一
つ
ば

い
に
/
黒

い
お
前

の
マ
ン
ト
を
/
せ
い
ぎ
り
拡
げ
て
は

み
な
い
か
」
と
い
う
ス
タ
ン
ザ
か
ら
語
ら
れ
る
三
田
賢
太
郎
の

「雲
に
よ
せ
て
」

は
、
地
上
世
界
の
日
常
性
を
、
偶
然
出
現
し
た
黒
雲
の
視
点
か
ら
見
た
作
品
で
あ

る
。
こ
の
高
校
生
に
と

っ
て
、
詩
的
営
為
と
は
お
の
れ
と
外
的
世
界
と
の
関
係
性
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を
、
空
/
地
上

の
二
分
法
に
よ

っ
て
仮
構
…さ
れ
た
雲

(自
分
)
と
い
う
装
置

に

よ

っ
て
、
実
在
の
自
分
を
捉
え
直
す
こ
と

で
あ

っ
た
ろ
う
。
言
う
な
ら
ば
、
青
春

期
を
生
き
て
い
る
お
の
れ
の
肖
像
に
対
す
る
愛
惜
で
あ
る
。

だ
が
、
谷
川

の
テ
ク
ス
ト

に
は
そ
れ

が
微
塵
も
な

い
の
だ
。
と

い
う

の
も

「雲
」
と
い
う
地
上
世
界
に
お
い
て
現
象
化
し
た
自
然
は
当
初
、
お
の
れ
と

い
う

身
体
性
と
パ
ラ
レ
ル
で
は
な
い
か
ら
だ
。
な
ぜ
な
ら

「僕
」
と
い
う
語
り
手
は
、

「雲
」
が

「神
様
」
の
創
造
物
だ
と
語
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
は
神
意
を

超
越
し
た
天
才
芸
術
家
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
帯
び
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
語
り
を

続
行
す
る
こ
と
で
、
「僕
」
は

「雲
」
を
芸

術
家
、
そ
れ
も
天
才

の
存
在
を
、
そ

し
て
や
が
て
そ
れ
を
見
出
す
自
分
と
を
表
象
す
る
の
だ
。
そ
の
意
図
は
明
ら
か
で

あ
る
。
物
語

の
ス
ト
ー
リ
ー
を
追

っ
て
い
け
ば
、
神
と
雲
、
天
才
の
実
在
と
し
て

の
雲
、
こ
う
し
た
雲
と
自
然
現
象
の
雲
と
を
峻
別
し
得
る

「地
上
の
人
間
共
」
の

中
で
は
唯

一
の
存
在
、
「僕
」
が
超
出
し

て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
叙
述
は
つ
ま
り

「雲
」
と
同

一
な
る

「僕
」
の
存
在
性
を
物
語

っ
て
い
る
の
だ
。

こ
の
よ
う
な
詩
的
世
界
の
構
図
を
運
用
し
た
の
が
、
昭
和
二
十
五
年
四
月
十
日

に
執
筆
さ
れ
、
ノ
ー
ト

「電
車
で
の
素
朴

な
演
説
H
」
に
記
録
さ
れ
た

「
は
る
」

で
あ
る
。

は

る

は
な
を
こ
え
て

し
ろ
い
く
も
が

く
も
を
こ
え
て

ふ
か
い
そ
ら
が

は
な
を
こ
え

く
も
を
こ
え

そ
ら
を
こ
え

わ
た
し
は
い
つ
ま
で
も
の
ぼ
つ
て
ゆ
け
る

は
る
の
ひ
と
と
き

わ
た
し
は
か
み
さ
ま
と

し
ず
か
に
は
な
し
を
し
た

「
は
る
」
は

『二
十
億
光
年
の
孤
独
』
に
収
録
さ
れ
、
人
口
に
膳
災
さ
れ
た
テ
ク

ス
ト
だ
が
、
必
ず
し
も
読
解
が
進
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
と

い
う

の
も
、

「わ
た
し
」
が
空

へ
と
上
昇
し
て
い
く
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
て
、
語

り
手
の
物
語
戦
略
が
見
え
て
な
い
か
ら
だ
。
そ
れ
は
ま
ず
、

一
行
が
六
字
に
整
え

ら
れ
、
叙
述
が
中
断
さ
れ
宙
吊
り
に
な
る
第

一
連
の
叙
述
構
造
に
顕
在
化
し
て
い

る
。
こ
れ
に
よ

っ
て
、
四
行
が
構
築
す
る
風
景

の
実
在
性
が

一
層
鮮
明
に
な
る
企

て
が
伏
在
し
て
い
る
の
だ
。
語
り
が
意
図
し
て
欠
落
さ
せ
た
も
の
を
、
読
者
に
補

わ
せ
る
こ
と
で

〈あ
る
〉
こ
と
を
強
く
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
「し
ろ
い
く
も
が
」
、
「ふ
か
い
そ
ら
」
が

〈あ
る
〉
の
だ
。
そ
し
て
、
こ
れ

は
視
覚
に
よ
る

「し
ろ
い
」
あ
る
い
は

「ふ
か
い
」
と

い
う
対
象
把
握
で
補
強
さ
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れ
、
第

一
連
の
叙
述
が
は
る
の
実
景
を
造
型
す
る
方
向
に
進
行
し
て
い
る
こ
と
を

感
じ
取
ら
せ
る
。

そ
こ
で
だ
が
、
第
二
連
は
こ
れ
の
延
長
線
上
に
架
け
ら
れ
た
詩
的
イ
メ
ー
ジ
に

見
せ
か
け
て
い
る
。
だ
が
、
語
り
手
は
第

一
連
の
詩
行
に
細
工
を
施
す
の
だ
。

「し
ろ
い
」
、
「
ふ
か
い
」
が
省
か
れ
る
こ
と
だ
け
で
、
第

一
連
と
異
な

っ
て
、
こ
の

「そ
ら
」
は
視
覚
で
は
把
握
で
き
な
い
レ
ベ
ル
へ
と
質
的
転
換
を
遂
げ
て
し
ま
う
。

だ
か
ら
、
「わ
た
し
」
は
風
景
と
し
て
の
空

な
ら
ぬ
、
「わ
た
し
」
個
有
の

「そ
ら
」

を

「
い
つ
ま
で
も
の
ぼ
つ
て
ゆ
け
る
」
わ
け
な
の
だ
。

つ
ま
り

「わ
た
し
」
は
宇

宙

へ
と
続
く
外
的
空
間
を
移
動
し
て
い
る

の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
「か
み
さ
ま
」

に
出
合
う
運
動
の
ベ
ク
ト
ル
は
上
空
を
見
上
げ
る
第

一
連
の
目
差
し
と
の
正
反
対

の
、
「わ
た
し
」
の
視
覚
で
は
捉
え
ら
れ
な

い
自
分
の
内
奥
を
指
し
示
し
て
い
る
。

従
来
、
外
部
に
存
在
す
る

「宇
宙

の
実
在
感
」
を
詠

っ
た
と
い
う
読
解
が
な
さ
れ

　　
　

て
き
た
が
、
再
考
を
促
し
た

い
。

さ
て
、
詩

「雲
」
と

「は
る
」

の
詩
的
世
界
を
整
理
し
て
み
る
と
、
語
り
手
が

表
象
し
て
い
る
も
の
は
、
神
保
の
指
摘
し
た
よ
う
な
単
な
る
童
話
的
世
界
で
は
な

い
こ
と
が
は

っ
き
り
す
る
。
そ
し

て
、
そ
れ
が
作
中
人
物

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
、
す
な
わ
ち

「傲
慢
ナ
ル
略
歴
」
を
そ

っ
く
り
掴
み
だ
し
て
み
せ
る
た
め
の

物
語
空
間
で
あ
る
こ
と
に
思

い
当
た
る
だ
ろ
う
。
「神
様
」
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
、

そ
れ
を
発
見
し
得
た
故
に
、
「雲
」
の
出
自

や
天
才
性
に
も
言
及
で
き
る
こ
の
存
在

は
人
間

一
般
で
は
な
い
。
滑
稽
か
も
知
れ
な
い
が
、
彼
に
と

っ
て
自
己
は
世
界
そ

の
も

の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
何
の
た
め
ら

い
も
な
く
、
テ
ク
ス
ト
を
通
し
て

「わ

れ
わ
れ
人
間
共
」
の
誤
謬
を
訂
正
す
る
よ
う
な
言
挙
げ
が
、
可
能
だ

っ
た
の
だ
。

五

お
わ
り
に

本
稿
は
詩
集

『二
十
億
光
年

の
孤
独
』

へ
と
結
実
し
て
い
く
谷
川
の
初
期
詩
篇

の
世
界
を
め
ぐ

っ
て
、
考
察
を
す
す
め
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
「傲
慢
ナ
ル
略

歴
1
」
、
「電
車
で
の
素
朴
な
演
説
H
」
、
便
宜
上

「無
題
」
と
命
名
さ
れ
た
表
題
の

な

い
ノ
ー
ト
、
合
わ
せ
て
全
三
冊

の
存
在
は
新
た
な
谷
川
俊
太
郎
研
究
に
と

っ

て
、
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
「無
限
の
純
粋
が
/
僕
に
と

つ

て
は
神
に
等
し
い
」
と
い
う

コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
含
む

「犬
に
」
は
、
「愛
さ
れ
た

犬
に
」
を
副
題
に
持

つ
詩

「ネ
ロ
」
の
読
解
に
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
詩

「
二
十
億
光
年

の
孤
独
」
の

「人
類
」
と

「火
星
人
」
が
そ
れ
ぞ
れ
に
仲
間
を
欲

し
が

っ
て
い
る
と

い
う
確
信

の
上
に
、
こ
れ
ま
で
の
詩
表
現
が
描
き
得
な
か

っ
た

「孤
独
」
を
語
る
語
り
手

の
問
題
性
に
つ
い
て
、
筆
者
は

「傲
慢
な
る
略
歴
」
と
い

う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
密
接
に
繋
が

っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
が
、
異
な
る
角

度
か
ら
の
ア
プ

ロ
ー
チ
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

注4321

「
現
代
詩
手
帖
」

昭
和

四
十
八
年

六
月
号
に
掲
載
。

「
国
文
学

解
釈
と

教
材

の
研
究
」
昭
和
五
十
五
年
十

一
月
号
に
掲
載
。

昭
和
四
十

三
年
十

二
月

二
十
日
、
角
川
文
庫

の

一
冊
と
し

て
角
川
書
店
よ
り
刊
行
。

そ

の
例

と
し

て
、

田
原

「谷

川
俊
太
郎

の
詩

世
界
」

(「
論
究
日
本
文
学
」

二
〇
〇
二

年

一
二
月
)
、
佐

藤
洋

一

「
谷
川
俊

太
郎

の
詩

法

"生
"

の
意

識
と
世

界

・
他

者

・
言
語
を

め
ぐ

っ
て
」

(「愛
知
教
育
大
学

研
究
報
告

(人
文

・
社
会
科
学
)
」
平
成
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)

十

一
年

三
月

)
が
あ
る
。

『拝
情

の
前
線
』

一
九
七

〇
年

七
月

、
新

潮
社
刊
行
に
収
録
さ

れ
た

「
谷
川
俊
太
郎

の

詩
」

に
拠

る
。

平
成

一
五
年

三
月
、
安
田
女
子
大
学
言
語
文
化
研

究
所

発
行
。

昭
和

四
十
七
年

四
月
、
角
川
書
店
刊
行
。

平
成

五
年

四
月
、
東
京
書
籍
刊
行
。

昭
和

二
十
七
年

二
月

二
十
三
日
執
筆
、

こ
れ
ま

で
刊
行
さ
れ
た
谷

川

の
詩
集

に
は
未

収
録

。

「
ユ
リ
イ
カ
」
昭
和
三
十

一
年
十
月
号

に
掲
載

。

『
現
代

詩
文

庫

27

谷
川
俊
太
郎
』
昭
和

四
十

四
年

十

一
月
、
思
潮
社
刊
行

に
収
録
。

注
11
に
同
じ
。

『花
神

ブ

ッ
ク

ス
ー

茨
木

の
り
子
』

一
九

八
五
年

六
月
、
花
神
社
刊
行

に
収
録
。

「詩
文

芸
」
昭
和
三
十

二
年
八
月
号

に
掲
載
。

『飯
島

耕

一
詩
集
』
昭
和

四
十
年

一
月

、

ユ
リ
イ
ヵ
刊
行
に
収
録
さ
れ
た

「解
説
」
。

注

5
に
同
じ
。

近
代

の
装
置

に
対

す
る
谷
川

の

ア
イ

ロ
ニ
カ
ル
な
眼
差
し

は

「病

院
は
秘
密

の
な

い

近
代
都
市

に
似
て

い
る
」

で
閉
じ
ら
れ

る
詩

「病

院
」
や

「
秘
密

と
レ

ン
ト

ゲ
ン
」

に
お

い
て
も
指
摘

で
き

る
。

『現
代
詩
評
釈
』

(昭
和
四
十

三
年

三
月
、
學
燈
社
刊
行

)
に
収
録

さ
れ
た
安
藤
靖
彦

「
谷
川
俊
太
郎
」
。
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