
田

中

冬

二

詩

集

『
青

い

夜

道

」

私

注

村

上

隆

彦

皿

し
ろ
い
一
枚
の
皿
を

見
て
ゐ
る
こ
と
は
か
な
し
い
こ
と
だ

そ
こ
に
季
節
の
果
物
が

燈
火
の
や
う
に
も
り
あ
が
り

あ
た
た
い
よ
い
女
性
の
肉
が
あ
ふ
れ

ま
つ
し
い
み
つ
い
ろ
の

わ
た
し
の
思
想
が
み
ち
…
…

あ
あ

一
枚
の

か
ら
の
皿
を

ぢ

つ
と
な
が
め
て
ゐ
る
こ
と
は

ま
こ
と
に
か
な
し
い
こ
と
だ

「
し
ろ
い

一
枚
の
皿
」
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
形
象
化
さ
れ
た
全
七
行
か
ら
成
る
こ
の
詩
は
、
終
り
三
行
が
初
行
の
リ
フ
レ
イ

ン
に
近
い

田
中
冬
二
詩
集

『青
い
夜
道
』
私
注

一



佛
教
大
學
研
究
紀
要
通
卷
七
三
號

二

姿

の
も
の
で
あ
る
点
を
考
え
れ
ば
、
作
品
世
界
の
実
質
的
な
表
出
は
、
初
行
か
ら
第
四
行
ま
で
の
僅
か
四
行
の
詩
句

に
よ

っ
て
な
さ
れ
て

い
る
と
言
え
る
し
、
表
現
手
法
に
つ
い
て
み
て
も
、
こ
れ
と
い

っ
て
目
に
立

つ
よ
う
な
詩
的
技
法
は
何

一
つ
用

い
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に

み
え
る
。
し
か
し
そ
れ
は
見
か
け
の
上

の
こ
と
で
あ

っ
て
、
無
技
巧
に
み
え
る
こ
の
作
品
の
内
奥

に
は

(
田
中
冬

二
の
他

の
作
品
の
多
く

の
場
合
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
)
緻
密
に
し
て
周
到
な
詩
的
技
巧
が
潜
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、

一
見
無
技
巧

に
み
え
る
こ
の
作
品

の
姿
は
、
実

は
、
詩
的
技
巧
が
そ
れ
と
し
て
跡
を
と
ど
め
ぬ
ま
で
に
充
分
に
消
化
さ
れ
濾
過
さ
れ
た
結
果
生
じ
た
も

の
で
あ
る
。

終
り
三
行
は
、
初
行

の
リ
フ
レ
イ
ン
に
近

い
姿
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
表
出
さ
れ
て
あ
る
ポ

エ
ジ
イ
の
内
実

は
、
初
行
の
そ
れ
の

単
な
る
繰
り
返
し
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
詩
句

の
展
開
に
と
も
な
う
ポ

エ
ジ
イ
の
質
的
な
変
容
が
み
ら
れ
る
。
質
的
変
容
は
、
こ
の
作
品

の

モ
チ
ー
フ
と
な

っ
た

「
皿
」
そ
の
も
の
に
関
す
る
認
識
の
仕
方
、
捉
え
方
の
ち
が
い
に
基
づ

い
て
生
じ
た
。

つ
ま
り
、
初
行
か
ら
第
四

行

に
至
る
ま
で
の
詩
句

(
仮
に
ー
と
呼
ぶ
)
が
捉
え
て
い
る

「
皿
」
は
、

「
し
ろ
い

一
枚

の
皿
」
で
あ
る
が
、
第
五
行
か
ら
終
行
に
至
る

詩
句

(
仮
に
H
と
呼
ぶ
)
が
表
現
し
て
い
る

「
皿
」
は
、

「
か
ら
の
皿
」
で
あ
る
。

「
一
枚

の
皿
」

に
関
す
る
こ
う

し
た
認
識
の
ち
が
い

が
、
初
行
と
終
り
三
行
の
、
ひ
い
て
は
ー
の
部
分
と
∬
の
部
分
の
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
を
規
制
し
、
そ
の
ポ

エ
ジ
イ
に
質
的
な
ち
が
い
を
も

た
ら
す
要
因
と
な

っ
た
。

ち
が
い
は
し
か
し
、

「
皿
」

に
関
す
る

「
わ
た
し
」
の
認
識
の
仕
方
に
あ
る
の
で
あ

っ
て
、

「
一
枚

の
皿
」
そ
れ
自
体
に
あ
る
の
で
は

な

い
。

「
一
枚
の
皿
」
は
当
初
か
ら

「
か
ら
の
皿
」
な
の
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
作
者

は
眼
前

の

「
し
ろ
い
一
枚

の
皿
」
が

「
か
ら
の
皿
」

で
あ
る
こ
と
を
承
知
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
に
発
想
を
得
て
こ
の
作
品
の
詩
世
界
を
展
開
し
て
い
っ
た
の
で
あ

っ
た
。

つ
ま
り
、

「
か
ら

の
皿
」
が
も
た
ら
す
詩
的
イ
メ
ー
ジ
を
最
も
効
果
的
に
表
現
す
る
た
め
に
、
初
行
に
お
い
て
は

「
か
ら
」
で
あ
る
こ
と
が
意
識
的
に
伏
せ

ら
れ
、
1
の
部
分
で
は
単
に

「
し
ろ
い
一
枚

の
皿
」
と
だ
け
表
現
さ
れ
、
そ
れ
に
基
づ

い
て
イ
メ
ー
ジ
が
展
開
さ
れ

た
。
こ
の
こ
と
は
し



か
し
書
き
手
の
側
に
立

っ
た
場
合
に
言
え
る
の
で
あ

っ
て
、
読
み
手

の
側
か
ら
言
え
ば
、

「
し
ろ
い

一
枚
の
皿
」
が

「
か
ら
の
皿
」
で
あ

る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
の
は
、
第
六
行
目
に
至

っ
て
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
に
お
い
て
は
即
ち
ー
の
部
分
を
読
み
進

め
る
段
階

で
は
、

「
し
ろ
い

一
枚
の
皿
」
に
は
現
に
幾
つ
か
の
実
在
物
が
盛
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
実
在
物
は
、

「季
節

の
果
物
」

「女
性
の
肉
」

「わ
た
し
の
思
想
」
と
い
っ
た
比
喩
的
表
現
に
よ

っ
て
暗
示
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
理
解
さ
れ

る
。
そ
う
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
作
者

に
よ

っ
て
表
現
上

の
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
初
行

の

「
し
ろ
い

一
枚
の
皿
」
の
白

さ

は
、
あ
く
ま
で
も
皿
の
肌
の
白
さ
で
あ
り
、

「
か
ら
の
皿
」
を
暗
示
す
る
も
の
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
は
受
け
と
れ
な
い
。

ま
た
、

「
一
枚
の
皿
を

見
て
ゐ
る
こ
と
」
に
よ

っ
て
生
ず
る

「
か
な
し
」
さ
の
内
実

に
つ
い
て
も
、
皿
に
盛
ら

れ

て
い
る
実

在
物

(
果
物
類
)
を
こ
の
よ
う
な
比
喩
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
以
て
見
て
い
る
、
あ
る
い
は
、

こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
以
て
し
か
捉
え
る
こ
と
が

出
来
な
い
現
在
の

「
わ
た
し
」

の
精
神
及
び
感
情
の
在
り
様
を
、
作
者
自
身
が
自
覚
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
生
じ
き
た

っ
た
も
の
で
あ
る
、

と

い
う
ふ
う
に
理
解
す
る
は
ず
で
あ
る
。
1
の
部
分
を
素
直
に
読
む
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
に
読
み
と
る
の
が
自
然
で
あ
り
、
実

は
、
読
み

手

に
よ

っ
て
そ
の
よ
う
に
読
ま
れ
理
解
さ
れ
る
こ
と
を
作
者
自
身
が
期
待
し
て
、
こ
の
作
品
は
構
成
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
行
以
後
、
即
ち
n
の
部
分
を
読
み
進
め
、

「
し
ろ
い

一
枚

の
皿
」
が

「
か
ら
の
皿
」
で
あ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
る
段
階

に
至
る
と
、

読

み
手

の
内
に
、
1
の
部
分
を
読
む
こ
と
に
よ

っ
て
既
に
得
ら
れ
て
い
た
も
ろ
も
ろ
の
イ
メ
ー
ジ
が
改
め
て
よ
み
が

え
り
、
追
体
験
さ
れ

る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
み
が
え
り
、
追
体
験

は
、
イ
メ
ー
ジ
の
実
質
に
つ
い
て
の
質
的
な
変
容
を
伴

い
つ
つ
な
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、

「
し

ろ
い

一
枚
の
皿
」
が

「
か
ら
の
皿
」
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
た
段
階
で
、
そ
の
新
た
な
認
識
に
基
づ

い
て
、
そ
れ
以
前

に
培
わ
れ
た
ー
の

部
分
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
の
修
正
、
変
更
が
行
わ
れ
る
。
修
正
、
変
更
は
単
に
イ
メ
ー
ジ
の
領
域

の
問
題
に
と
ど

ま
ら
な
い
。
既
往
の

イ

メ
ー
ジ
を
通
し
て
形
象
さ
れ
た
ー
の
部
分

の
ポ
エ
ジ
イ
そ
の
も
の
の
質
的
変
容
を
も
う
な
が
す
。
そ
う
し
た
ー
の
部
分
の
ポ

エ
ジ
イ
の

田
中
冬
二
詩
集
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四

,

質

的
変
容
は
、
当
然
、
皿
の
部
分
の
ポ

エ
ジ
イ
の
質
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
ゆ
く
。
要
す
る
に
、
「
し
ろ
い
一
枚

の
皿
」
が

「
か
ら
の
皿
」

で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
こ
の
作
品
の
ポ

エ
ジ
イ
の
全
容
が
初
め
て
明
ら
か
に
な
り
、
そ
の
質
が
確
定
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
過
程
は
、
主
と
し
て
作
品
を
読
む
者
の
内
面
に
お
い
て
た
ど
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
実

は
、

「わ
た
し
」
自

身
も
ま
た
右
の
よ
う
な
手
続
き
を
経
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
自
己
の
心
的
状
況
を
、

つ
ま
り

「
か
な
し
い
こ
と
」

の
具
体
的
な
内
実
を
確
認

す

る
に
至
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
1
の
部
分
と
皿
の
部
分
の
間
に
み
ら
れ
る
詩
的
展
開
上
の

一
種

の
飛
躍
、
断
絶
は
、
そ
の

作
用
を

「
わ
た
し
」
自
身
の
内
面
に
ま
で
及
ぼ
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
を
も
う
少
し
具
体
的

に
言
、兄
ば
、
次

の
よ

う

に
な
る
で
あ
ろ
う
。

「
し
ろ
い

一
枚

の
皿
」
が

「
か
ら
の
皿
」
で
あ
る
こ
と
を
知

っ
た
段
階
で
、
1

の
部
分
を
改
め
て
ふ
り
か
え

っ
て
み
る
こ
と
に
な
る
が
、

そ

の
際
、
初
行

の

「
し
ろ
い
一
枚

の
皿
を

見
て
ゐ
る
こ
と
は
」
と
い
う
表
現
そ
の
も

の
が
す
で
に
、
当
の

「
皿
」
が

「
か
ら
の
皿
」
で

あ

る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
に

「
し
ろ
い
皿
」
と
い
う
捉
え
方
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
そ

の
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
に
よ

っ
て
、
第

二
行
以
降
に
描
か
れ
て
い
る

「季
節
の
果
物
」

「
女
性

の
肉
」

「
わ
た
し
の
思
想
」
等
は
、
皿
に

盛
ら
れ
て
あ
る
実
在
物

(果
物
類
)
を
比
喩
的
に
イ

メ
ー
ジ
し
た
の
で
は
な
く
、
実

は

「
か
ら
の
皿
」

の
上
に

「
わ
た
し
」
が
思
い
描
い

た
い
わ
ば
幻
像
で
あ

っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
に

「も
り
あ
が
り
」

「あ
ふ
れ
」

「
み
ち
」
と
い
う
よ
う
な
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る

こ
と
に
思
い
至
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
更
に
次
の
よ
う
な
こ
と
が

一
応
言
え
る
だ
ろ
う
。

「
し
ろ
い

一
枚
の
皿
を

見
て
ゐ
る
こ
と
は
か
な
し
い
こ
と
だ
」

(第

一
行
)、

「
か
ら
の
皿
を

ぢ

つ
と
な
が
め
て
ゐ
る
こ
と
は
/



ま

こ
と
に
か
な
し
い
こ
と
だ
L

(第
六
行
、
第
七
行
)
と
い
う
具
合
に
、
作
者
は
こ
の
詩
の
中
で
二
度

「
か
な
し
い
こ
と
だ
」
と
い
う
表

現
を
用
い
て
い
る
が
、
前
者

の

「
か
な
し
」
さ
と
後
者
の
そ
れ
と
の
間
に
は
質
的
な
ち
が

い
が
あ
る
し
、
深
浅
の
度
合
も
異
な

っ
て
い
る
。

そ
れ
は
単
に
、

「ぢ

つ
と
」

「
ま
こ
と
に
」
等

の
副
詞
の
あ
る
な
し
に
か
か
わ

っ
て
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
こ
れ
ら
の
副

詞
を
用
い
た
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
こ
れ
ら
の
言
葉
を
必
要
と
す
る
も
の
へ
と

「か
な
し
」
み
の
質
が
変
化
し
深
ま

っ
て
い
っ
た
こ
と
を

暗
示
し
て
い
る
。
具
体
物
に
言
え
ば
、
互
の
部
分
に
み
ら
れ
る

「
か
な
し
」
さ
は
、

「
し
ろ
い
一
枚

の
皿
」
に

「季
節

の
果
物
」

「女
性

の
肉
」

「
わ
た
し
の
思
想
」
等

の
幻
像
を
思

い
描
く
自
分
の
孤
独
な
姿
や
、
そ
う
し
た
行
為

に
お
も
む
く
自
分

の
内
面
的
状
況
を
か
え
り

み
る
こ
と
に
よ

っ
て
生
じ
た

「
か
な
し
」
さ
で
あ
る
。
そ
こ
に
孤
独
な
思

い
が
た
だ
よ

っ
て
い
る
こ
と
は
事
実
だ
が
、
そ
の
反
面
、
意
識

の
ど
こ
か
で
そ
の
よ
う
に
し
て
幻
像
を
描
く
こ
と
に

一
種
の
楽
し
み
を
見
出
し
て
い
る
と
い
う
点
が
な
く
は
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

す
く
な
く
と
も
そ
こ
に
は
或
る
余
裕
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。

そ
れ
に
比
べ
て
、
皿

の
部
分
に
お
け
る

「
か
な
し
」
さ
は
、

「
か
ら
の
皿
を
ぢ

つ
と
な
が
め
て
ゐ
る
こ
と
」
を
通
じ
て
、
「
か
ら
の
皿
」

は
所
詮

「
か
ら
の
皿
」
で
あ

っ
て
、
そ
こ
に

「も
り
あ
が
り
」

「あ
ふ
れ
」

「
み
ち
」
て
い
た
か
に
見
え
た
物
た
ち

は
、
自
分
の
孤
独
な

心
が
描

い
た
束
の
間
の
幻
像
に
過
ぎ
な
か

っ
た
こ
と
を
♪
改
め
て
確
認
し
た
こ
と
に
よ

っ
て
生
じ
き
た

っ
た

「
か
な
し
」
さ
で
あ
る
。
し

た
が

っ
て
、
1
の
部
分
に
揺
曳
し
て
い
た
か
そ
け
き
楽
し
さ
は
、

こ
こ
に
は
み
ら
れ
な
い
。
こ
こ
に
は

一
種
の
落
着

い
た
響
き
が
た
ゆ
た

っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
諦
念
に
基
づ
い
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。

「あ
あ

一
枚

の
/
か
ら
の
皿
を

ぢ

つ
と
な
が
め
て
ゐ
る
こ
と
は
」

と
表
現
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
時
点
で

「
わ
た
し
」

の
視
線
は
皿
か
ら
離
れ
て
自
分
の
内
面
に
む
か

っ
て
伏
せ
ら
れ
て
い
っ

て
い
る
。
そ
れ
に
つ
れ
て
感
情
も
ま
た
、
自
己
の
内

に
沈
湎
す
る
方
向
を
た
ど

っ
て
い
る
。
束

の
間
に
描

い
た
幻
像
が
、
「
も
り
あ
が
り
」

「あ

ふ
れ
」

「
み
ち
」
る
ほ
ど
に
豊
か
な
も
の
で
あ

っ
た
だ
け
、
そ
れ
ら
が
消
え
去

っ
た
あ
と
、
そ
こ
に
残
さ
れ
て
あ
る

「
か
ら
の
皿
」

田
中
冬
二
詩
集

『青
い
夜
道
』
私
注
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六

の
姿
は
、

一
層

「
か
な
し
い
」
も
の
に
感
じ
ら
れ
る
。

「
わ
た
し
」
の
眼
前
に
初
め
か
ら
変
ら
ぬ
姿
で
在
り
つ
づ
け
る
も

の
は

「
か
ら
の

皿
」
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
を
見
て
い
る

「
わ
た
し
」
自
身
で
あ
る
。
そ
れ
が
厳
然
た
る
事
実
で
あ

る
、
と
い
う
こ
と
の
再
確
認
ー

そ

の
こ
と
に
基
づ

い
て
生
じ
た

「
か
な
し
」
さ
が
、
豆
の
部
分
に
み
ら
れ
る

「
か
な
し
」
さ
の
実
質
で
あ
る
。
そ
れ
に
か
か
わ
る
も
の
と
し

て

の
感
動
詞

「あ
あ
」
の
使
用
で
あ
り
、
副
詞

「
じ

っ
と
」

「
ま
こ
と
に
」
の
使
用
で
あ
る
、
と
い
う
ふ
う
に
読
み
手
は
理
解
す
る
。

こ
う
し
た
認
識

の
移
り
行
き
に
伴

っ
て
生
じ
た

「
か
な
し
」
み
の
質
的
変
化
の
確
認
は
、
し
か
し
、
読
み
手
の
側

の
問
題
と
し
て
も
た

ら
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、

「わ
た
し
」
自
身
に
も
、
皿
の
部
分

に
至

っ
て
よ
り
明
確
に
認
識
さ
れ
た
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ

の
意
味
で
、
先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、

「わ
た
し
」
自
身
も
こ
う
し
た
手
続
き
を
経
て
自
己
の
心
的
状
況
を
、

つ
ま
り

「
か
な
し
い
こ
と
」

の
具
体
的
な
内
実
を
確
認
す
る
に
至

っ
て
い
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、

こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
も
う

一
歩
踏
み
込
ん
で
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
は
作
品
の
表
面
に
表
わ
れ
た
事
象
で
あ
り
、

言

い
換
え
れ
ば
、
作
者
が
こ
の
作
品
に
施
し
た

一
種
の
詩
的
技
巧
で
あ
る
こ
と
が
み
て
と
れ
る
。
例
え
ば
、
こ
の
作
品
に
お
け
る

「
わ
た

し
」

の
視
線

は
、
実
は
初
行
か
ら
終
連
に
至
る
ま
で
終
姶
変
ら
ず
、

一
貫
し
て

「
か
ら
の
皿
」
及
び
そ
れ
に
よ

っ
て
象
徴
さ
れ
る
自
分
自

身

の
姿

に
む
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。

つ
ま
り
、
こ
の
文
章
の
初
め
の
部
分
で
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、

「
皿
」
を

「
し
ろ
い

一
枚

の

皿
」
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
初
行

の
段
階
に
お
い
て
す
で
に
、
そ
れ
が
ま
ぎ
れ
も
な
く

「
か
ら
の
皿
」
で
あ
る
こ
と
を

「わ
た
し
」

は
認

識

し
て
い
る
。
そ
し
て
、

「季
節

の
果
物
」

「女
性
の
肉
」

「み
つ
い
ろ
の
思
想
」
等
も
、

「
か
ら
の
皿
」
に
注
が
れ
た

「わ
た
し
」

の

眼
を
、
そ
こ
か
ら
そ
ら
さ
せ
る
働
き
を
何

一
つ
持

っ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
眼
前
の
皿
が
あ
く
ま
で
も

「
か
ら
の
皿
」
で
あ
る
と
い
う
明

晰

な
認
識
が
、
あ
れ
ら
の
幻
像
を
あ
え
か
に
描
か
せ
た
と
言
え
る
。

そ
の
意
味
で
、
見
て
い
る
の
も
自
己
で
あ
り
、
見
ら
れ
て
い
る
の
も
自
己
で
あ
る
。
幻
像
を
描
い
た
の
も
自
己
で
あ
り
、
そ
の
幻
像
を



見

て
い
る
の
も
、
そ
し
て
そ
れ
が
幻
像
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
知

っ
て
い
る
の
も
自
己
で
あ
る
し
、
そ
れ
ら

一
切
を

「
ま
こ
と
に
か
な
し
い

こ
と
」
と
し
て
認
識
し
て
い
る
の
も
自
己
自
身
で
あ
る
。
要
す
る
に
こ
の
作
品
は
、
終
始
自
己
凝
視
の
視
線
に
よ

っ
て
貫
か
れ
た
自
己
認

識

の
詩
で
あ
り
、
そ
う
し
た
性
格

は
当
初
か
ら

一
貫
し
て
変
ら
な
い
。

こ
の
作
品
の
基
本
的
な
構
造
は
お
お
よ
そ
右

の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
詩
的
構
造
を
持

っ
た
詩
世
界
を
肉
づ
け
し
形
象
化
す

る
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
句
が
独
自

の
感
性
に
根
ざ
し
て
的
確
に
選
ば
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
作
者
独
自

の
感
性
に
裏
う
ち
さ
れ
て

形
象
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
の
奥

に
透
け
て
見
え
る
詩
的
構
造
は
、
右
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
言
い
換
え
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
。

と
こ
ろ
で
田
中
冬

二
に
は
、
総
じ
て
対
象
を
感
性
や
感
覚
に
基
づ
い
て
捉
え
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
が
、
初
期
詩
篇

に
あ

っ
て
は
と
り
わ

け
そ
れ
が
著
る
し
い
。
対
象
把
握
な
い
し
詩
的
発
想
に
お
け
る
こ
う
し
た
傾
向
は
、
必
ず
し
も
田
中
冬
二
の
ポ

エ
ジ
イ
の
質
そ
の
も
の
に

た
だ
ち
に
つ
な
が
る
も

の
で
は
な
い
が
、
彼
が
感
性
や
感
覚
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
は
多
く
の
作
品
に
徴
し
て
み
て
明
ら
か
で
あ
る
。
田

中
冬

二
自
身
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

な
に
も
詩
や
短
歌
だ
け
に
限
つ
た
こ
と
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
ん
に
ち
の
文
学
全
般

に
於
い
て
見
ら
れ
る
病
弊

の
ひ
と

つ

う
し
な

は
、
感
覚
的
な
美
し
さ
と
い
つ
た
も
の
へ
の
考
慮
が
喪
わ
れ
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

(
略
)
私
は
い
か
な
る

そ
な

作
品
も
芸
術
作
品
で
あ
る
以
上
は
つ
ね
に
感
覚
的
に
美
し
い
要
素
を
具
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
お
も
う

の
で
す
。

(略
)
感
覚

の
重
要
さ
と
い
う
こ
と
は
や
が
て
詩
人
に
と

つ
て
詩
の
精
神
、
言
語
の
機
能
、
言
語

の
制
約
と
い
つ
た
よ
う
な
根
本
的
な
問
題
に
関

し
て
、
私
た
ち
銘
々
が
も
つ
と
重
大
な
負
担
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
結
論
め
い
た
こ
と
ま
で
を
意
味

し
ま
顔
。
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田
中
冬

二
の
初
期
詩
篇
に
み
ら
れ
る
感
覚
的
傾
向
は
、
視
覚

の
働
き

に
依
存
す
る
度
合
が
多
く
、
し
た
が

っ
て
そ
れ
は
色
彩
感
覚
に
基

づ

く
傾
向
を
帯
び
て
い
る
。
田
中
冬
二
は
終
生
色
彩
に
対
す
る
鋭
敏
な
感
受
性
を
持
ち
つ
づ
け
た
が
、
初
期

に
あ

っ
て
は
特
に
白
色
や
青

　

色

に
敏
感
な
反
応
を
示
し
、
そ
れ
ら
の
色
調
は
初
期
詩
篇
に
お
け
る
色
彩
の
基
調
を
な
し
て
い
る
。
そ
し
て
基
調
を
な
す
白
や
青
を
よ
り

鮮
明
に
定
着
さ
せ
る
た
め
に
、
そ
れ
を
対
立
す
る
色
彩
を
対
比
的
に
用
い
る
場
合
が
多
い
。

詩

「皿
」
の
場
合
も
、
基
調
を
な
す
色
は
白
で
あ
る
が
、

「季
節
の
果
物
が

灯
火
の
や
う
に
も
り
あ
が
り
」

「
あ
た
た
か
い
よ
い
女

性

の
肉
が
あ
ふ
れ
」

「ま
つ
し
い
み
つ
い
ろ
の

わ
た
し
の
思
想
が
み
ち
…
…
」
と
い
う
よ
う
に

「白
」

に
対
立
す
る
色
彩
が
ふ
ん
だ
ん

に
用

い
ら
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
皿
の
白
さ
は
効
果
的
に
き
わ
だ
た
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
実
は
、

「白
」
と
い
う
い
わ
ば
寒
色

が

「季
節

の
果
物
」

「女
性
の
肉
」
等
の
い
わ
ば
暖
色
を
、
鮮
明
に
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
た
め
に
効
果
的
に
用
い
ら
れ

て
い
る
と
も
言
、兄
る

の
で
あ

っ
て
、
い
ず
れ
に
せ
よ
対
比
的
な
色
彩
間
の
相
互
作
用
を
通
し
て
最
後
に
浮
か
び
上

っ
て
く
る
色
彩
は
や
は
り

「
白
」
で
あ
る
。

そ

の
よ
う
に
こ
の
作
品

の
表
現
は
工
夫
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
時
点
に
お
い
て
も
な
お
、
そ
の

「白
」
は
、

「季
節
の
果
物
」

「
女

性

の
肉
」

「
み
つ

い
ろ
の

わ
た
し
の
思
想
」
等
の
も
た
ら
す
残
像
に
よ

っ
て
補
強
さ
れ
、
そ
の

「白
」
さ
を

一
層
き
わ
だ
た
せ
て
い
る
。

お
そ
ら
く
作
者
は

「
し
ろ
い

一
枚

の
皿
を
見
て
ゐ
る
」
時
、
こ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
物
象
以
外

の
も
の
も

「
皿
」
の
上
に
思
い
描
い

た
に
ち
が
い
な
い
。

「
わ
た
し
の
思
想
が
み
ち
…
…
」
と
い
う
表
現
に
お
け
る

「
…
…
」
が
そ
の
こ
と
を
暗
示
し
て

い
る
。
そ
れ
ら
の
も

の
が
捨
象
さ
れ
て
、
こ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
物
象
だ
け
に
し
ぼ
ら
れ
た
の
は
、
こ
れ
ら
が
、
こ
の
作
品
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
る

「
し
ろ
い

一
枚
の
皿
」
を
具
象
的
に
表
現
す
る
上
で
最
も
有
効
に
働
く
も
の
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

こ
れ
ら
の
物
象
が
も

た
ら
す
豊
饒
な
色
彩
を
展
開
す
る
こ
と
に
よ

っ
で
、
そ
れ
ら
の
幻
影
が
消
え
去

っ
た
後

の

「
皿
」

の
虚
し
さ
と
白
さ
が
鮮
明
に
印
象
づ
け

ら
れ
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
詩
的
テ
ク
ニ
ッ
ク
が
そ
こ
に
は
働

い
て
い
る
の
で
あ
る
。



そ
れ
は
冫
「
庭
は
暗
く
な
つ
た
/
僕

の
膝
に

ユ
ウ
ゼ

ニ
ッ
ク
ス
の
貮
測
白
い
/
僕
は
消
え
て
し
ま
つ
た

は
な
や

か
な
夕
空
と
ん
觀
イ
.籀
,

に

ペ
ロ
ジ

ツ
ワ
イ
ラ
イ
ト

の
行
方
を
追

つ
て
い
る

(
以
下
略
)」
と
い
う
詩
句
に
お
け
る

「頁
」
の

「白
」
と
、

「
は
な
や
か
な
空
」
及
び

「薄

光
」
と
の
相
互
関

係

に
通
じ
あ
う
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
し
、
ま
た
例
え
ば

「草
い
ち
ご
洗
い
も
て
れ
ば
紅
解
け
て
皿
の
底

に
は
水
た
ま
り
け
狄
」
と

い
う
短
歌
に
お
け
る
草
い
ち
ご
の

「紅
」
と

「
皿
」
と
の
関
係
に
似
た
も
の
が
、
こ
の
詩
の
場
合
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。

か

こ
の
作
品
に
用
い
ら
れ
て
い
る

「
し
ろ
い
皿
」
は
、
阪
本
越
郎
茂
の
言
う
よ
う
碩

「西
洋
皿
」
で
あ
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
こ
の
作
品
全

体
を
お
お

っ
て
い
る
感
覚
上
の
傾
向
か
ら
言

っ
、て
も
そ
の
よ
う
に
判
断
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
西
洋
皿
で
あ
り
、
そ
の
皿
は
白
く
ひ
や
や
か

な
感
触
を
持
ち
、、
そ
し
て
た
ぶ
ん
厚
手
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
こ
と
に
よ

っ
て
初
め
て
こ
の
作
品
の
詩
句
と
イ
メ
ー
ジ
が
生
き
た
も
の

と
な
る
。
つ
ま
り
、

「
季
節
の
果
物
」
や

「
あ
た
た
か
い
女
性

の
肉
」
や

「
ま
つ
し
い
み
つ
い
ろ
の
わ
た
し
の
思

想
」
が
、

そ
れ
ぞ

れ

「
も
り
あ
が
り
」

「あ
ふ
れ
」

「
み
ち
…
…
」
と
い
う
表
現
は
リ
ア
リ
テ
ィ
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
。

当
時
の
田
中
冬

二
は

ハ
イ
カ
ラ
な
趣
味
を
持

っ
て
い
た
。
例
え
ば
次

の
よ
う
な
文
章
か
ら
も
そ
う
し
た
傾
向
は
う

か
が
え
る
。

フ
ラ
ン
ス
と
ス
ペ
イ
ン
の
国
境
、
ピ
レ
ネ
ー
山
脈
の
中
の
ビ
ク

・
ド

ユ
ー
ミ
デ

ィ
と
い
ふ
処
で
は
、
空
気
が
ま
こ
と
に
明
澄
な
の

で
ハ
星
あ
か
り
で
手
紙
や
聖
書
が
読
め
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

(略
)
や
が
て
ま
た
夜
と
な
る
。
ゼ
リ
菓
子

の
や
う
な
夜
は
、

ハ

バ
ナ
の
匂
ひ
を
フ
リ
ー
ジ
ャ
の
花
に
す
る
。
月
の
夜
は
レ
モ
ン
ソ
ー
ダ
水
で
あ
る
。
私
は
こ
の
冷
澄
な
空
気
が
驪
諞
や
罐
詰
に
で
も

出
来
る
な
ら
ば
と
い
つ
も
思
ふ
。
も
し
も
本
当
に
罐
詰
に
な

っ
て
都
会

の
食
料
店
に
、
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
や
サ
ー
デ

ン
や
ク
ラ
ブ
や
シ

リ

ル
バ

ー

、
サ

モ

ン
や

M

・
J

・
B

の
罐

詰

た
ち

と

一
緒

に
並

ぶ

な

ら
、

そ

の

レ

ッ
テ

ル
の
意

匠

は
ど

ん
な

の
が

好

い
だ

ろ

ゑ
。

田
中
冬
二
詩
集

『
青

い
夜
道
』
私
注

九



佛
教
大
學
研
究
紀
要
通
卷
七
三
號

一
〇

こ
こ
に
見
ら
れ
る

エ
キ
ゾ
チ
シ
ズ
ム
と

ハ
イ
カ
ラ
趣
味
、
そ
れ
に
裏
う
ち
さ
れ
た
感
覚
及
び
そ
の
感
覚
が
も
た
ら
す
イ

メ
ー
ジ
の
傾
向

は
、
詩

「皿
」
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

「
ま
ず
し
い
み
つ

い
ろ
の

わ
た
し
の
思
想
が
み
ち
…
…
」
と
い
う
詩
句
が
表
現
し
て
い
る
内
質
は
、
こ
れ
に
先
だ

つ
二

行

の
そ
れ
と
質
を
異
に
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
そ
れ
は
両
者

の
詩
句

の
間
に
み
ら
れ
る
色
彩
上
の
あ
る
い
は
イ

メ
ー
ジ
上

の
ち
が

い

で
あ
る
。

つ
ま
り
、
先
行
の
二
行
の
場
合
に
は

「灯
火
の
や
う
に
」

「あ
た
た
か
い
」
と
い
う
よ
う
な
い
わ
ば
暖
色
系
統

の
赤
味
を
帯
び

た
色
彩
及
び
イ

メ
ー
ジ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

こ
の
一
行

の
場
合
は

「
ま
つ
し
い
み
つ
い
ろ
」
と
い
っ
た
青
系
統

の
い
わ
ば

冷
色

(寒
色
)
が
対
比
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
も
う

一
つ
の
ち
が

い
は
、
前
の
二
行
が
果
物
の
果
肉
な
い
し

「
女
性
の
肉
」
と
い
う
よ

う
な
肉
体
的
存
在
、
い
わ
ば
情
念
の
分
野
に
か
か
わ
る
も
の
を
表
現
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
者
の
場
合
に
は

「
わ
た
し
の
思
想
」
が
、

つ
ま
り
情
念
や
感
情
に
対
置
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の

「思
想
」
が
表
現
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
前
者
に
あ

っ
て
は
、

「
季
節

の
果
物
」

「あ
た
た
か
い
よ
い
女
性
の
肉
」
と
い
う
そ
れ
自
体
が
豊
饒
な
存
在
で
あ
る
上
に
、

「も
り
あ
が
り
」

「あ
ふ
れ
」
と
い
う
表

現

を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
の
豊
饒
感
を

一
層
き
わ
だ
た
せ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
者
に
お
い
て
は

「ま
つ
し
い
み
つ
い

ろ
」
と
い
う
よ
う
な
豊
饒
感
に
対
蹠
す
る
事
柄
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

け
れ
ど
も
、
実

は
、

「灯
火
の
や
う
」
な

「季
節
の
果
物
」、
「あ
た
た
か
い
よ
い
女
性
の
肉
」
と
い
う
よ
う
な
見
方
で
こ
れ
ら
の
も
の

を
認
識
し
た
と
い
う
そ
の
こ
と
自
体
が
、

「
ま
つ
し
い
み
つ
い
ろ
の

わ
た
し
の
思
想
」
に
基
づ

い
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の

も

の
が

「も
り
あ
が
り
」

「
あ
ふ
れ
」
る
も
の
と
し
て
幻
想
さ
れ
た
の
も
、

「わ
た
し
の
思
想
が
み
ち
」
る
こ
と
に
よ

っ
て
で
あ

っ
た
。

し
た
が

っ
て
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る

「
わ
た
し
の
思
想
」
は
、
前
の
二
行
に
表
現
さ
れ
て
い
る
事
柄
と
切
り
離
さ
れ
た
も

の
と
し
て
別

個

に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
前

の
二
行

に
示
さ
れ
て
い
る
認
識

の
内
実
そ
の
も
の
、

つ
ま
り
、
あ
れ
ら
の
も
の
を
、
あ
れ
ら
の
姿
に
お



い
て
、

「
か
ら
の
皿
」

の
上
に
思

い
描

い
た
と
い
う
、
あ

の
時
点
に
お
け
る

「わ
た
し
」
の
心
的
状
況
そ
の
も
の
を
示
し
て
い
る
、
と
み

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、

こ
れ
ら
三
行
は
均
質

の
も
の
と
し
て
並
列
的
に
み
ら
れ
る
べ
き
性
質

の
も
の
で
は
な
い
。

「
わ
た
し
の
思
想
が
み
ち
」
る
に
つ
れ
て
、

「季
節

の
果
物
が

灯
火
の
や
う
に
も
り
あ
が
り
」

「
あ
た
た
か
い
よ
い
女
性
の
肉
が
あ

ふ
れ
」
る
と
い
う
現
象
が
生
じ
た
の
で
あ
り
、
両
者
は
相
即

の
関
係
に
あ
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
あ
れ
ら
の
も
の
が

「
も
り
あ
が

り
」

「
あ
ふ
れ
」
る
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
あ
れ
ら
の
も
の
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
見
、
思

い
描

い
た

「
わ
た
し
の
思
想
」

の

「
も
り
あ
が
り
」
や

「あ

ふ
れ
」
を
表
わ
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
あ
れ
ら
の
も
の
を

「
も
り
あ
が
り
」

「
あ
ふ
れ
」
る
姿
に
お
い
て
捉

え
た
と
い
う
こ
と
そ
の
こ
と
が
、
そ
の
時

の

「
わ
た
し
の
思
想
」
な
の
で
あ
る
。

「し
ろ
い

一
枚
の
皿
を

見
て
ゐ
る
こ
と
は
」

「
か
ら

の
皿
を

ぢ

つ
と
な
が
め
て
ゐ
る
こ
と
は
」
と

い
う
詩
句
が
も
た
ら
す
調
べ
と
響
き
は
、

「
見
て
ゐ
る
」
も
の
、

「
じ
つ
と
な
が
め
て
ゐ

る
」
当
の
対
象
物
が
、
眼
前

の
事
物
だ
け
で
は
な
い
こ
と
、
事
物
を
凝
視
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
そ
の
事
物
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
在
る
も
の
、

即
ち
事
物
を
凝
視
し
て
い
る
自
分
自
身
で
も
あ
り
、
そ
の
自
分

の
内
に
満
ち
て
い
る

「
思
想
」
で
も
あ
る
こ
と
を
知

ら
せ
て
い
る
。

こ
の

「
わ
た
し
の
思
想
」

に
は
、
し
か
し
、
右

の
説
明
で
は
律
し
き
れ
な
い
他
の
感
情
や
思

い
も
潜
ん
で
い
る
よ
う
に
思
う
。
そ
の

一

つ
に
諦
念
が
あ
り
、
そ
の
諦
念

に
裏
う
ち
さ
れ
た
静
謐
な
思
考
が
あ
る
。
こ
の
作
品
が
備
え
て
い
る
観
照
的
な
傾
向
、
あ
る
い
は
、

「
か

な
し
い
こ
と
だ
」
と
い
う
感
懐
を
繰
り
返
し
述
べ
な
が
ら
、
そ
の

「
か
な
し
」
さ
の
世
界
に
自
足
し
て
い
る
よ
う
に
み
て
と
れ
る
の
は
、

そ

の
こ
と
に
関
係
し
て
い
る
。

坂
本
越
郎
氏
は
こ
の
作
品
に
ふ
れ
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

白

い
西
洋
皿
に
女
の
き
れ
い
な
肉
体
を
思
う
の
も
、

(略
)
青
春

の
生
理
的
な
香
気
で
あ
り
、
近
代
的
な
新

し
い
感
覚
で
あ
る
。
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そ
れ
ら
の
静
物
は
、
こ
の
詩
人
の
あ
る
日
の
心
の
位
置
を
占
め
て
い
る
の
だ
。
そ
の
た
め
、
そ
れ
ら
は
生
き
も

の
の
よ
う
に
、

「
か

な
し
い
存
在
感
」
を
許
さ
れ
て
い
る
。

「
わ
た
し
の
思
想
」
と
は
、
そ
の
よ
う
な
精
神

の
存
在
を
許
す
、
み
ず

み
ず
し
い
エ
ス
プ
リ
。

い
と

だ

「
か
な
し
い
こ
と
だ
」
は
、

「愛
し
い
」
に
通
ず
る
情
感
で
、
若
い
人
の
求
め
る
人
生
的
な
寂
し
さ
を
意
味
す

る
。

「青
春

の
生
理
的
な
香
気
」
「
近
代
的
な
新
し
い
感
覚
」
「
み
ず
み
ず
し
い
エ
ス
プ
リ
」
を
こ
の
作
品
が
備
え
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
る
。

こ

の
作
品
が
青
春
の
孤
独
を
描
き
な
が
ら
陰
欝
な
も
の
に
陥
ら
な
か

っ
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

「香
気
」
や

「
感
覚
」
や

「
エ
ス
プ
リ
」
に
彩
ら
れ
た

「
か
な
し
」

み
の
奥

に
わ
だ
か
ま

っ
て
あ
る
も

の
は
、
坂
本
氏
も
言
う
よ
う
に

「人
生
的
な
寂
し
さ
」
で
あ

い
と

る
が
、
そ
の

「寂
し
さ
は
」
し
か
し
、

「若
い
人
の
求
め
る
」
も
の
と
し
て
の
そ
れ
で
も
、
「
『愛
し
い
』
に
通
ず
る
情
感
」
で
も
な
く
、

求

め
る
求
め
な
い
に
か
か
わ
り
な
く
、
生
き
て
在
る
こ
と
に
必
然
的
に
伴
う

「寂
し
さ
」
で
あ
り
孤
独
感
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。

「
少
年

ゆ

と

や

は
生
き
も
の
を

背
負

つ
て
ゐ
る
や
う
に
さ
び
し
い
」

「
な
ん
と
い
ふ
こ
と
な
く
/
あ
か
り
を
も

つ
て

鶏
屋

へ
ゆ
き
の
ぞ
く
/
あ
は
れ

と
り

や

と

な
鶏
た
ち
は
/
と
ま
り
木
に
/
か
た
く

ま
る
く
な
つ
て
ね
て
ゐ
る
/
く
ら
い
鶏
屋
の
中
を
/
ほ
そ
い
あ
か
り
は

ゆ
た
ゆ
た
と
う
ご
き

/
さ
び
し
い
生
き
も
の
ら
は
/
小
さ
な
い
の
ち
を

よ
き
ね
む
り
に
た
く
し
て
ゐ
る

(略
)
そ
し
て
わ
た
し
は
い
ま
/
あ
は
れ
な
鶏
た
ち

ゆ

よ
り
も
/
も

つ
と
さ
び
し
い
も
の
を
も
つ
て
ゐ
る
」
ー

こ
れ
ら
の
詩
句
に
表
現
さ
れ
て
い
る

「さ
び
し
」
さ
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
よ

う

に
思
う
。

そ
れ
は
、
「
人
生
的
な
寂
し
さ
」
と
呼
ぶ
よ
り
も
、
実
存
的
な
寂
し
さ
と
言

っ
た
方
が
む
し
ろ
ふ
さ
わ
し
い
も
の
の
よ
う
に
思
う
。
そ
う

し
た
実
存
的
な
寂
し
さ
や
揺
れ
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
て
、
「
か
ら
の
皿
」
の
上

に
、
つ
ま
り
自
己
の
実
存
の
上
に
思

い
描
い
た
の
が

「
季
節

の
果
物
」
で
あ
り

「
女
性
の
肉
」
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
も
の
が
束
の
間
の
幻
像
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
再
確
認
し
た
あ
と
に
一



層
深

い
も

の
と
し
て
訪
れ
た
寂
し
さ
や
孤
独
感
、
そ
の
寂
し
さ
や
孤
独
感
が
も
た
ら
し
た
も
の
が
こ
の
作
品
に
た
だ

よ
う
諦
念
で
あ

っ
た
。

こ
う
し
た

「
か
な
し
」
さ
や
寂
し
さ
を
表
現
す
る
に
際
し
て
、

こ
の
作
品
が
示
し
て
い
る
よ
う
な
詩
句
を
も

っ
て
し
た
と
こ
ろ
に
、
坂

本
氏
の
言
う
よ
う
に
田
中
冬
二
の

「近
代
的
な
新
し
い
感
覚
」
が
あ
り
、

「
み
ず
み
ず
し
い
エ
ス
プ
リ
」
が
あ

っ
た
。
そ
う
し
た

「新
し

い
感
覚
」
や

「
エ
ス
プ
リ
」
は
、
こ
の
作
品
の
詩
世
界
を
、
特
に
そ
の
構
図
と
図
柄
と
色
彩
を
極
め
て
薪
鮮
な
も
の
に
し
た
。

「灯
火
」

の
よ
う
な

「果
物
」
の
色
調
、

「あ
た
た
か
い
よ
い
女
性
の
肉
」

の
色
合
い
、

「
わ
た
し
の
思
想
」
を
言
い
表
わ
す

「
ま
つ
し
い
み
つ

い

ろ
」
と

い
う
色
彩
感
、

「ま
つ
し
い
」
と
い
う
言
葉
か
ら
も
或
る
色
彩
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
も
の
が
互
い
に
響
き
合

っ
て
白

い
皿

の
上
に
か
も
し
出
す
微
妙
な
色
調
は
、

ヨ
」

ロ
ッ
パ
近
代
絵
画
を
み
る
よ
う
な
趣
き
が
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
詩
は

「
か
ら
の
皿
を

ぢ

つ
と
な
が
め
て
ゐ
る
こ
と
は
/
ま
こ
と
に
か
な
し
い
こ
と
だ
」
と
い
う
詩
句
で
終
る
が
、

「
か

ら

の
皿
を

ぢ

つ
と
な
が
め
る
」
と
い
う
行
為
は
、
こ
の
詩
が
完
結
し
た
こ
と
に
よ

っ
て
も
終
ら
ず
、
再
び
初
行

の
状
態

に
た
ち
返

っ
て

「
わ
た
し
」
の
内
で
幾
度
と
な
く
繰
り
返
さ
れ
る
だ
ろ
う
こ
と
を
予
測
さ
せ
る
。
し
た
が

っ
て

「わ
た
し
」

の

「
か
な
し
」
み
も
ま
た
続

く

で
あ
ろ
う
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
。
精
神
及
び
感
情
の
そ
う
し
た
循
環
運
動
を
こ
の
詩
は
暗
示
し
て
い
る
。
そ
れ
故

に

一
層
、

「
か
ら
の

皿
を

じ

っ
と
な
が
め
て
い
る
こ
と
は
」

「
わ
た
し
」
に
と

っ
て

「
ま
こ
と
に
か
な
し
い
こ
と
」
な
の
だ
。

洋

燈

ラ
ン
プ
の
火
を
ふ
と
く
し
た
り

ほ
そ
く
し
た
り
す
る

田
中
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さ
び
し
い
か
げ
を
ひ
く
明
暗
の
ゆ
ら
ぎ
よ

む
な
し
い
か
げ
に

う

つ
く
し
き
夢
を
み
よ
う
と
す
る

な
ん
と
い
ふ
か
な
し
い
こ
と
か

あ
あ

け
れ
ど

こ
ん
や
わ
た
し
の
思
想
は

あ
の
ラ
ン
プ

の
し
ん
に
と
ほ
つ
て
ゐ
る

き
れ
い
な
あ
か
い
線

の
や
う
に

ひ
つ
そ
り
と
し
て

た
い
さ
う
閑
雅
で
あ
る

灘
が
主
題
と
裏
の
主
題
と
い
う
言
い
方
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
作
品
に
あ

っ
て
は
表
裏
そ
れ
ぞ
れ

の
主
題
が
、
デ

ュ
エ
ッ
ト
の
よ

う

に
互
い
に
か
ら
み
合
い
な
が
ら

一
つ
の
ハ
ー
モ
ニ
ー
を
形
づ
く
り
つ
つ
展
開
さ
れ
て
い
る
。
表

の
主
題
は
言
う
ま
で
も
な
く
洋
燈
の
様

態

で
あ
り
、
裏
の
主
題
は

「
わ
た
し
」
自
身

の
心
的
状
況
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
作
品
に
潜
め
ら
れ
た
こ
れ
ら
二
様

の
主
題
に
気
づ
く
の

は
、
こ
の
作
品
の
後
半
を
読
む
段
階
に
至

っ
て
で
あ
る
。
こ
の
詩
に
お
い
て
は
、
当
初

「
ラ
ン
プ
」
と

「
わ
た
し
」

と
は
別
箇
の
も
の
と

し
て
捉
え
ら
れ
表
現
さ
れ
て
い
る
。
す
く
な
く
と
も
読
み
手
に
は
そ
の
よ
う
に
受
け
と
ら
れ
る
形
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り

「
ラ
ン

プ
」
と

「
わ
た
し
」
と

の
間
に
は

一
定
の
距
離
が
あ
り
、
そ
の
距
離
の
介
在
を
通
し
て

「
ラ
ン
プ
」
は

「わ
た
し
」
が
む
か
い
合
う
も

の

と
し
て
対
象
化
さ
れ
て
い
る
。
第

一
行
か
ら
第
五
行
に
か
け
て
の
表
現
に
お
い
て
特
に
そ
の
こ
と
が
目
立

つ
。
そ
こ
で
は
、

「
ラ
ン
プ

の

火
を
ふ
と
く
し
た
り
/
ほ
そ
く
し
た
り
す
る
」
行
為
は
、
言
う
ま
で
も
な
く

「
わ
た
し
」
の
行
為
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て

「
明
暗

の
ゆ
ら

ぎ
」
も
、
そ
れ
に
伴

っ
て
生
ず
る

「む
な
し
い
か
げ
」
も

「
ラ
ン
プ
」
の
そ
れ
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
ら
に

「う

つ
く
し
き
夢
を
み
よ
う

と
」
し
て
い
る
も
の
は

「
わ
た
し
」
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に

「
ラ
ン
プ
」
と

「
わ
た
し
」
と
は
截
然
と
区
別
さ
れ

て
表
現
さ
れ
て
い
る



よ
う
に
み
え
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
う
し
た
表
現
に
導
か
れ

つ
つ
こ
の
作
品
の
世
界
に
入

っ
て
ゆ
く
と
、
い
つ
し
か

「
ラ
ン
プ
」
と

「
わ
た

し
」
と
が

一
体
の
も
の
に
な

っ
て
い
る
こ
と
に
気
が

つ
く
。
当
初

「わ
た
し
」
に
外
在
し
て
い
た

「
ラ
ン
プ
」
は
い

つ
し
か

「
わ
た
し
」

自
身
に
重
な
り
、

「
わ
た
し
」

の
暗
喩
と
し
て
存
在
し
は
じ
め
る
。
そ
れ
に
つ
れ
て

「
ラ
ン
プ
」

の
様
態
は
そ
の
ま
ま

「わ
た
し
」
の
内

的
様
態
の
象
徴
的
表
現
と
な
り
、
し
た
が

っ
て

「
ラ
ン
プ
」
の
形
象
化
そ
の
も
の
が
、

「
わ
た
し
」

の
内
的
状
況
に
即
応
し
て
進
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
を
知
る
に
至
る
。
そ
れ
を
知
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
読
み
手
は
は
じ
め
て
、
作
者
自
身
は
発
想

の
段
階
か
ら

「
ラ
ン
プ
」
を
自

己

の
暗
喩
と
し
て
形
象
化
し
て
い
た
の
で
あ

っ
た
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
の
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
な
く
今
迄

読

み
進
め
て
き
た
初
行
以
降

の
詩
句
を
、
そ
れ
が
も
た
ら
し
た
と
こ
ろ
の
イ
メ
ー
ジ
意
味
及
び

ニ
ュ
ア
ン
ス
等
を
改
変
、
修
正
し
つ
つ
、

改

め
て
思
い
お
こ
さ
せ
る
と
い
う
作
用
を
も
た
ら
す
。
そ
こ
で
、
私
た
ち
は
、

「
ラ
ン
プ
の
火
」

の
様
態
に

「
わ
た
し
」
自
身
の
姿
が
重

な

っ
て
い
る
以
上
、

「
ふ
と
く
し
た
り
/
ほ
そ
く
し
た
り
す
る
」
当
の
も
の
は
、

「
ラ
ン
プ
の
火
」
で
あ
る
と
土
ハに

「
わ
た
し
」
自
身
の

感
情
な
い
し
は
情
念
で
も
あ
り
、
し
た
が

っ
て

「さ
び
し
い
か
げ
を
ひ
く
明
暗
の
ゆ
ら
ぎ
」

に
も
、

「
む
な
し
い
か
げ
」
に
も
、

「
わ
た

し
」
自
身
の
感
情
内
容
が
濃
密

に
投
影
さ
れ
仮
託
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
こ
の
作
品
に
用
い
ら
れ
て
い
る
表
現
技
法
の
面
か
ら
、
も
う
少
し
具
体
的
に
み
て
み
た
い
と
思
う
。

「
ふ
と
く
し
た
り
/
ほ
そ
く
し
た
り
す
る
」
と
い
う
表
現
は
、

「
ラ
ン
プ
の
火
」
を
操
作
す
る
行
為
を
表
わ
す
も

の
と
し
て
極
め
て
的

確

で
あ
る
し
、
操
作
に
伴

っ
て
明
滅
す
る

「
ラ
ン
プ

の
火
」

の
様
態
の
表
現
と
し
て
ゆ
る
ぎ
の
な
い
レ
ア
リ
テ
ィ
を
持

っ
て
い
る
。
け
れ

ど
も
こ
の
詩
が
、
仮
に
ラ
ン
プ
の
火
そ
の
も
の
を
叙
景
的
に
表
現
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
だ
け
の
も
の
で
あ

っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
こ

の
部
分
を
例
え
ば

「大
き
く
し
た
り
/
小
さ
く
し
た
り
す
る
」
と
表
現
し
て
も
、

「明
る
く
し
た
り
/
暗
く
し
た
り
す
る
」
と
表
現
し
た

と
し
て
も
、
意
味
の
上
で
は
そ
れ
ほ
ど
の
ち
が
い
は
な
い
。
そ
れ
を
せ
ず
に
如
上
の
表
現
を
用
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
詩
人
と
し
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一
六

て

の
田
中
冬

二
の
資
質
が
か
か
わ

っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
資
質

の
発
揚
は
、

「
ラ
ン
プ

の
火
」
に

「わ
た
し
」
の
心
的
状
況
を
仮
託
し
て

表

現
す
る
と
い
う
、
こ
の
作
品
の
基
本
的
な
性
格
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
の
で
あ

っ
た
。

「
ラ
ン
プ
の
火
」
を
操
作
す
る
こ
と
に
伴

っ
て

生
ず
る

「
さ
び
し
い
か
げ
を
ひ
く
明
暗
の
ゆ
ら
ぎ
」
、
そ
の

「さ
び
し
い
か
げ
」
と

「
明
暗
の
ゆ
ら
ぎ
」
に
は
、
「
ラ

ン
プ
の
火
」
の
様
態

と

「
わ
た
し
」

の
心
的
状
況
と
が
多
層
的
に
重
な

っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
両
者

の
様
態
を
同
時
的
に
、
し
か
も
十
全
な
姿
に
お
い
て
形
象

化
す
る
た
め
の
表
現
と
し
て
、
「
ふ
と
く
し
た
り
/
ほ
そ
く
し
た
り
す
る
」
と
い
う
詩
句
が
選
ば
れ
た
の
で
あ
る
し
、
更
に
言
え
ば
、
「明

暗

の
ゆ
ら
ぎ
」
と

「
さ
び
し
い
か
げ
」
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
響
き
合
い
を
も
考
慮

に
入
れ
て
、
細
心
に
、
周
到
に
選
ば

れ
た
表
現
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、

「
ラ
ン
プ
の
火
を
ふ
と
く
し
た
り
/
ほ
そ
く
し
た
り
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
明
暗
」

の
陰
影
は
深
く
も
な
り
複
雑
に
も

な
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に

「
ゆ
ら
ぎ
」
の
変
化
を
う
な
が
す
と
共
に
、
そ
の
変
化
が
も
た
ら
す

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
微
妙

な
も

の
に
す
る
。
こ

う

し
た
微
妙
さ
を
備
え
持

つ

「明
暗
の
ゆ
ら
ぎ
」
は
、

「
さ
び
し
い
か
げ
を
ひ
く
」
と
い
う
詩
句
に
表
現
さ
れ
て

い
る

「が
け
」

の
色
合

い
と
響
き
合
う
し
、

「
ひ
く
」
曳
き
具
合
を
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
力
を
持

っ
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
こ
に
用
い
ら
れ
て
い
る

表
現
は
、

「さ
び
し
い
か
げ
」
に
し
て
も

「
明
暗
の
ゆ
ら
ぎ
」
に
し
て
も
、
そ
の
さ
び
し
さ
の
程
度
、
明
暗

の
度
合

い
が
お
の
ず
か
ら
類

推

で
き
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
類
推
が
可
能
に
な
る
の
は
、

「さ
び
し
い
」

「
む
な
し
い
」

「
う
つ
く
し

き
」

「
か
な
し
い
」
と
い

っ
た
表
現
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
実
は
、
こ
れ
ら
の
形
容
詞
表
現
自
体
が

「
ラ
ン
プ

の
火
を
ふ

と
く
し
た
り
/
ほ
そ
く
し
た
り
す
る
」
と
い
う
詩
句
に
規
制
さ
れ
て
選
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
規
制
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ

て
は
じ
め
て
、
あ
れ
ら
の
言
葉
は
詩
の
言
葉
と
し
て
生
命
力
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と

「
ラ
ン
プ

の
火
を
ふ
と

く
し
た
り
/
ほ
そ
く
し
た
り
す
る
」
と
い
う
詩
句
の
影
響
は
、
作
品
全
体
に
広
く
深
く
及
ん
で
い
る
。



こ
の
詩
句
に
は

「
わ
た
し
」
の
心
的
状
況
が
重
な

っ
て
い
る
と
述
べ
た
が
、
そ
の
心
的
状
況
は
、

「火
を
ふ
と
く

し
た
り
/
ほ
そ
く
し

た
り
す
る
」
あ
る
い
は

「さ
び
し
い
か
げ
を
ひ
く
明
暗
の
ゆ
ら
ぎ
ょ
」
と
い
う
表
現
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
は
じ
め
て
最
も
適

切

に
言
い
表
わ
す
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
状
況
で
あ
る
。
即
ち
、

「
ふ
と
く
」
な
り
、

「
ほ
そ
く
」
な
り
し
て
、

「
明
暗
」
定
か
な
ら
ぬ

「
ラ
ン
プ
の
火
」
の
よ
う
に
、

「
ゆ
ら
ぎ
」
つ
づ
け
る
感
情

の
状
況
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の

「
ゆ
ら
ぎ
」

は
、

「
わ

た
し
」

の

「生
」

の

あ

り
よ
う
に
か
か
わ
り
、

「生
」
を
み
た
し
て
い
る
孤
独
感
に
か
か
わ
り
、
要
す
る
に
生
き
て
あ
る
こ
と
の
さ
び

し
さ
に
深
く
か
か
わ

っ

て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
そ
う
し
た
孤
独
感
や
寂
寥
感
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
て
、

「わ
た
し
」
は
、

「
む
な
し
い
か
げ

に

う

つ
く
し
き
夢
を
み
よ
う
と
す
る
」

「
か
な
し
い
」
行
為
に
お
も
む
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
か
え

っ
て
深

く

「む

な
し
」

さ
や

「
か
な
し
」
さ
を
自
覚
す
る
に
至

っ
た
。

こ
の
こ
と
を
表
の
主
題
と
裏
の
主
題
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
言
う
と
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

「
ラ
ン
プ
の
火
」
に
即
し
て
展
開
さ
れ
る
表
の
主
題
は
、

「
わ
た
し
」

の
内
的
状
況
に
即
し
て
展
開
さ
れ
る
裏

の
主
題
に
よ

っ
て
補
強

さ
れ

つ
つ
、
そ
の
主
題
を
十
全
に
展
開
し
て
ゆ
く
。

一
方
、
そ
う
し
た
表
の
主
題
の
展
開
に
即
し
て
、
裏

の
主
題
も
そ
の
世
界
を
深
め
て

ゆ
く
。
両
主
題
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
題

に
基
づ
い
て
独
自

の
イ
メ
ー
ジ
を
微
妙
な
姿
で
繰
り
ひ
ろ
げ
な
が
ら
、
両
者

の
世
界
を
貫
ぬ
い
て

流
れ
る
通
奏
低
音
の
よ
う
な
、
共
通
し
た

一
つ
の
詩
世
界
を
築
い
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
ヒ
の
作
品
世
界
は
展
開
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
展
開
を
促
進
す
る
た
め
の
大
切
な
要
素

に
時
間

の
経
過
が
あ
る
。
時

間

は
、
こ
の
作
品
の
世
界
を
貫
ぬ
い
て
ひ

っ
そ
り
と
、
し
か
し
確
実
に
流
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は

「
ラ
ン
プ

の
火
」
の
様
態
や
色
合

い
を
微
妙
に
変
化
さ
せ
る
。

「
わ
た
し
」

に
よ

っ
て
操
作
さ
れ
た
も
の
と
は
い
え
、
当
初

「
ふ
と
く
」
な

っ
た
り

「
ほ
そ
く
」
な

っ
た
り

し
な
が
ら
ゆ
ら
い
で
い
た

「
ラ
ン
.フ
の
火
」
は
、
や
が
て

「き
れ
い
な
あ
か
い
線
」
を

「
し
ん
に
と
ほ
」
し
て
、

「
ひ

っ
そ
り
と
し
て
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八

た

い
そ
う
閑
雅
で
あ
る
L
と
い
う
ゆ
ら
ぎ
の
な
い
姿
を
保

つ
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
に
つ
れ
て
、

「
ラ
ン
プ

の
火
」
も

ま
た
、

「明
暗
の
ゆ

ら
ぎ
」
と
い
う
表
現
が
示
し
て
い
る
よ
う
な
不
安
定
な
陰
影
に
彩
ら
れ
た
不
透
明
な
色
か
ら
、
澄
ん
だ
透
明
な
色

へ
と
次
第
に
変
化
し
て

い
る
。
そ
の
変
化
は
第
六
行
と
第
七
行
に
至

っ
て
き
わ
ま
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前

の
段
階
に
お
い
て
も
注
意
し
て
読
ん
で
み
る
と
、

そ
れ
と
な
い
変
化
が
静
か
に
進
ん
で
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。

「
む
な
し
い
か
げ
」

の

「む
な
し
い
」
と
い
う
表
現
、

「
う
つ
く
し
き
夢
」

に
お
け
る

「夢
」、
「
か
な
し
い
こ
と
か
」
と
い
う

「
か
な
し
」
さ
ー

こ
れ
ら
の
表
現
な
い
し
言
葉
は
、

一
般
的
に
は
そ
れ
自
身
と
し
て

の
色
彩
を
持
た
な
い
。
い
わ
ば
イ
メ
ー
ジ
上
の
抽
象
語
で
あ
る
が
、
こ
の
作
品
の
中
で
か
く
の
如
き
も
の
と
し
て
表

現
さ
れ
て
あ
る
時
、

そ
れ
ら
は
或
る
淡
い
独
自
の
色
彩
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
く
な
く
と
も

「明
暗
の
ゆ
ら
ぎ
」
と
い
う
表
現
に
よ

っ
て
暗
示

さ
れ
た
色
合
い
に
比
べ
て
、
淡
く
そ
し
て
透
明
度

の
進
ん
だ
色
合
い
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
前
者
が
混
沌
を
孕

ん
だ
不
透
明
な
色
調

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
混
沌
を
濾
過
し
て
澄
明
に
至

っ
た
色
調
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

「
む
な
し
い
」
と
い
う
言
葉
が
も
た
ら
す

つ

か
み
ど
こ
ろ
の
な
い
空
虚
さ
や
、

「夢
」

の
淡
さ
や
は
か
な
さ
、
確
た
る
原
因
に
基
づ
い
て
生
じ
た
も
の
と
は
質
を
異
に
す
る
そ
こ
は
か

と

な
い

「
か
な
し
み
」
1

そ
う
し
た
も
の
が
影
響
し
合

っ
て
築
き
上
げ
た
色
彩
感
で
あ
ろ
う
。

前
半

(
初
行
～
第
五
行
)
と
後
半

(第
六
行
～
終
行
)
と
の
間
に
は
、
こ
の
よ
う
な
色
調
上
の
対
比

(
明
暗

の
対
比
)
が
あ
り
、
ま
た

一
方
で
は
動
と
静
と
の
対
比
も
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
対
比
は
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
そ
こ
に
は
感
情
と
思
想
と
の
対
比
も
描

か
れ
て
い
る
。
前
半
で
は
感
情

の
あ
り
さ
ま
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
半
で
は

「
わ
た
し
の
思
想
」
の
あ
り
さ
ま
が
述
べ
ら

れ

て
い
る
。

つ
ま
り
、
単
に

「
ラ
ン
プ

の
火
」

の
様
態

の
前
半
に
お
け
る
と
後
半
に
お
け
る
と
の
相
異
を
対
比
す
る
形
で
述
べ
る
に
と
ど

ま
ら
ず
、
感
情
と
思
想
と
い
う
、
よ
り
本
質
的
な
も

の
の
対
比
が
こ
こ
に
は
み
ら
れ
る
。
む
し
ろ
そ
う
し
た
本
質
的

な
も
の
の
対
比
に
基

づ

い
て
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
色
調
上

の
対
比
や
、
動
と
静
と
い
う
様
態
上
の
対
比
が
鮮
明
に
描
き
出
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
と
言
え
る



の
で
あ
る
。

「
ラ
ン
プ
の
火
」
は

「
明
暗
の
ゆ
ら
ぎ
」
を
重
ね
な
が
ら
燃
え
さ
か
り
、
や
が
て
お
の
ず
か
ら
澄
み
透
り
、
そ

の
芯
を
貫
い
て
ゆ
ら
ぎ

の
な
い
静
謐
な
世
界
が
現
わ
れ
る
。
そ
う
し
た

「
ラ
ン
プ
の
火
」
の
姿
と
極
め
て
類
似
し
た
性
質
を
持

つ
も

の
と
し
て
、

「わ
た
し
の
思

想
」
と
感
情
と
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
変
幻
し
、
揺
曳
し
、
消
長
を
繰
り
返
す

「
わ
た
し
」

の
諸
感
情
は
、
あ
た
か
も

「明
暗
の
ゆ
ら

ぎ
」
を
繰
り
返
す

「
ラ
ン
プ
の
火
」

の
よ
う
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
し
、
や
が
て
そ
の
芯

に
現
わ
れ
る

「き
れ

い
な
あ
か
い

線
」
に
似
た
も
の
と
し
て

「
わ
た
し
の
思
想
」
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
感
情
の
芯
を
貫
い
て
在
り
つ
づ
け
る

「
わ
た
し
の
思
想
」
、
そ
れ

は
感
情
や

「
ラ
ン
プ
の
火
」

の
よ
う
に
は
ゆ
ら
が
な
い
。
ゆ
ら
が
ず
に
感
情
の
ゆ
ら
ぎ
そ
の
も
の
を
見
て
い
る
。

つ
ま
り
、

「わ
た
し
の
思
想
」
が

「
ひ

っ
そ
り
と
し
て

た
い
さ
う
閑
雅
で
あ
る
」
状
態
に
至
れ
ば
至
る
ほ
ど
、

「
わ
た
し
の
思
想
」

と

「
ラ
ン
プ
の
火
」
と
の
間
に
は

一
定

の
距
離
が
介
在
し
は
じ
め
、
そ
の
距
離
を
通
し
て

(
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
自
己
を
客
体
化
す
る

こ
と
に
ょ
つ
て
)
は
じ
め
て
、

「
わ
た
し
」
は
、
彼
我

の
様
態
を
冷
静
に
客
観
的
に
認
識
す
る
視
点
を
得
る
こ
と
が

可
能
に
な

っ
た
の
で

あ

る
。
実
は
、
そ
う
し
た
冷
静
な
視
点
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
「
あ
の
ラ
ン
プ

の
し
ん
に
と
ほ

っ
て
ゐ
る

き
れ
い
な
あ
か
い
線
」

を
そ
れ
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
が

「
わ
た
し
」

に
で
き
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が

「
わ
た
し
の
思
想
」

の
あ
り
さ
ま
を

「
わ

た
し
」
自
身
が
冷
静
に
観
察
し
把
握
す
る
こ
と
を
可
能

に
し
た
の
で
も
あ

っ
た
。
冷
静
に
観
察
し
把
握
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、

「
ラ
ン
プ

の
火
」
と

「
こ
ん
や
」
の

「
わ
た
し
の
思
想
」
と
の
間
に
共
通
す
る
性
格
が
確
認
さ
れ
、
そ
こ
で
、

「
こ
ん
や
」

の

「
わ
た
し
の
思
想
」

の
あ
り
さ
ま
を
適
切
に
言
い
表
わ
す
も
の
と
し

「あ
の
ラ
ン
プ
の
し
ん
に
と
ほ
つ
て
ゐ
る

き
れ
い
な
あ
か
い
線

の
や
う
に
」
と
い
う
比

喩
表
現
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
比
喩
表
現
を
仲
だ
ち
と
し
て
両
者
の
世
界
は
重
な
り
合

い
、

一
体
化
し
、

「
ひ
つ
そ
り

と

し
て
た
い
さ
う
閑
雅
で
あ
る
」
と
い
う
状
態
を
共
有
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
こ
の
比
喩
表
現
は
き
わ
だ

っ
た
表
現

で
あ
り
、
田
中
冬

二

田
中
冬
二
詩
集
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夜
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の
詩
句
の
中
で
も
特
に
優
れ
た
も
の
の
部
類
に
属
す
る
。
こ
の
詩
句
を
含
む
終
り
三
行
の
表
現
に
よ

っ
て
、

こ
の
作

品
の
ポ
エ
ジ
イ
は
深

ま
り
、
詩
的
リ
ア
リ
テ
ィ
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
れ
ら
の
こ
と
に
か
か
わ

っ
て
、
も
う

一
つ
の
こ
と
に
こ
こ
で
気
が

つ
く
。
そ
れ
は
、
こ
の
作
品
の
後
半

に
至

っ
て

「
ラ
ン
プ

の
火
」

や

「わ
た
し
」
自
身
を
見
る
見
方
が
質
的
に
変
化
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

「
さ
び
し
い
か
げ
を
ひ
く
明
暗

の
ゆ
ら
ぎ
」
が
も
た
ら

す

「む
な
し
い
か
げ
に

う
つ
く
し
き
夢
を
み
よ
う
と
す
る
」
お
の
れ
の
行
為
を
、

「な
ん
と
い
ふ
か
な
し
い
こ
と
か
」
と
い
う
感
慨
を

も

っ
て
み
て
い
る
前
半
に
あ

っ
て
は
、

「
わ
た
し
」
が
見
て
い
る
対
象
は

「明
暗
の
ゆ
ら
ぎ
」
と
そ
の

「
ゆ
ら
ぎ
」
が
も
た
ら
す

「
む
な

し
い
か
げ
」
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
ら
を
見
て
い
る
自
分
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
そ
う
し
て
見
て
い
る
自
分

の
行
為

を

「あ
あ

な
ん
と

い
ふ
か
な
し
い
こ
と
か
」
と
い
う
感
慨
を
も

っ
て
見
て
い
る
い
わ
ば
第

二
の
自
分
で
あ
る
。

つ
ま
り
こ
の
三
つ
の
も

の
が
見
る

(或

い
は

見

ら
れ
る
)
対
象
に
な

っ
て
い
る
。
む
ろ
ん

「
ラ
ン
プ
の
火
」
や

「明
暗

の
ゆ
ら
ぎ
」
そ
の
も
の
に

「
わ
た
し
」

の
姿
が
暗
喩
さ
れ
て
い

る
点
を
考
え
れ
ぽ
、
そ
れ
ら
を
見
る
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
の
中
に
す
で
に
、
見
る
自
己
と
見
ら
れ
る
自
己
が
内
在
し
て
い
た
わ
け
で
あ

る
が
、
し
か
し
、
第

一
の
自
己
を
第
二
の
自
己
が
見
る
と
い
う
関
係
が
明
確
な
形
を
と
る
の
は
、

「
あ
あ

な
ん
と

い
ふ
か
な
し
い
こ
と

か
」
と
い
う
詩
句
に
至

っ
て
で
あ
る
。

「
こ
ん
や
」
の

「わ
た
し
の
思
想
」
を
、

「
ラ
ン
プ
の
し
ん
に
と
ほ

っ
て
い
る

き
れ
い
な
あ
か
い
線
の
よ
う
」
な
も
の
と
し
て
見
、

そ

の
様
子
を

「
ひ

っ
そ
り
と
し
て

・
た
い
さ
う
閑
雅
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
後
半
部

の
場
合
に
も
、
見
る
自
己
と
見
ら
れ
る
自
己
と
が
描

か
れ
て
お
り
、
基
本
的
に
前
半
部
に
照
応
す
る
構
図
が
そ
こ
に
認
め
ら
れ
る
。
認
め
ら
れ
る
ぼ
か
り
か
、
後
半
部

に
お
い
て
は
見
る
自
己

と
見
ら
れ
る
自
己
と
の
対
応
は

一
段
と
進
み
、

一
層
鮮
明
な
も
の
に
な

っ
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な

い
。

「
こ
ん
や
」
の

「わ
た
し
」
は
、

「
ひ
つ
そ
り
と
し
て

た
い
さ
う
閑
雅
」
な

「思
想
」
を
通
し
て
、

「
ラ
ン
。フ
の
火
を
ふ
と
く
し
た



り
/
ほ
そ
く
し
た
り
L
し
な
が
ら

「
む
な
し
い
か
げ

に

う
つ
く
し
き
夢
を
み
ょ
う
と
」
し
て
い
る
自
己
を
も
、
そ
う
い
う
自
己
と
そ
の

行
為
を

「
な
ん
と
い
ふ
か
な
し
い
こ
と
か
」
と
い
う
感
慨
を
以
て
見
て
い
る
第

二
の
自
己
を
も
静
か
に
見
て
い
る
。
そ
こ
に
は
第
三
の
自

己
と
で
も
言
う
べ
き
自
己
が
現
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
眼
を
通
し
て

「
ラ
ン
プ

の
火
」

の
全
容
が
、
即
ち
、
自
己
の
全
様
態
が
静
観
さ
れ
て

い
る
。「

こ
ん
や
」
の

「
わ
た
し
の
思
想
」
が
、

「あ
の
ラ
ン
プ
の
し
ん
に
と
ほ
つ
て
ゐ
る

き
れ
い
な
あ
か
い
線
の
や
う
に
/
ひ
つ
そ
り
と

し
て

た
い
さ
う
閑
雅
で
あ
る
」
と
い
う
ふ
う
に
見
て
と
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
に
見
て
い
る
別

の
自
己
が
存
在
し
て

い
る
こ
と
に
な
る
が
、
し
か
し
も
う

一
歩

つ
っ
込
ん
で
こ
れ
ら
の
詩
句
を
読
ん
で
み
る
な
ら
ば
、

「
ひ
つ
そ
り
と

し
て

た
い
さ
う
閑
雅

で
あ
る
」
と
い
う
見
方
を
し
て
い
る

「
わ
た
し
」
自
身
が
、

「
あ
の
ラ
ン
プ

の
し
ん
に
と
ほ
つ
て
ゐ
る

き
れ
い
な
あ
か
い
線

の
や
う
」

な

「
こ
ん
や
」
の

「
わ
た
し
の
思
想
」
を
通
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
初
め
て
存
在
す
る
こ
と
に
な

っ
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
が
理

解

さ
れ
て
く
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

「
こ
ん
や
」
の

「
わ
た
し
の
思
想
」
が
、

「
ラ
ン
プ
の
火
」
に
む
か
う

「
わ

た
し
」

の
心
を
落
着
か

せ
、
そ
の
結
果
、

「
こ
ん
や
わ
た
し
の
思
想
は
…
…
た
い
さ
う
閑
雅
で
あ
る
」
と
い
う
ふ
う
に
自
己
を
客
体
化
す

る
余
裕
と
平
静
さ
を
、

「
わ
た
し
」
に
も
た
ら
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
、

「あ
あ

け
れ
ど

こ
ん
や
…
…
」
と
い
う
詩
句
に
み
ら
れ
る

「け
れ
ど
」
と
い
う
表
現
に
は
、
複
雑
な
意
味
が
こ
め
ら

れ

て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の

「
け
れ
ど
」
は
、

「
こ
ん
や
」

の
み
な
ら
ず
そ
れ
に
先
だ

つ
夜
々
に
お
い
て
、

「
む
な
し

い
か
げ

に

う
つ
く

し
き
夢
を
み
よ
う
と
す
る
」
行
為
を

「
わ
た
し
」
が
繰
り
返
し
て
き
た
と
い
う
事
実
を
暗
示
し
、
そ
の
際
、

「
わ
た
し
の
思
想
」
は

「
こ

ん
や
」
の
よ
う
に
必
ず
し
も

「閑
雅
」
で
あ

っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
も
推
測
さ
せ
る
。

「
こ
ん
や
」
も
今
迄

の
夜
と
同

じ
よ
う

に

「む
な
し
い
か
げ
に

う
つ
く
し
き
夢
を
み
よ
う
と
す
る
」
行
為
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
や
は
り

「
う
つ
く
し
き
夢
」
を
み
る
こ
と
が
出

田
中
冬
二
詩
集
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来
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
は
、
今
迄
と
同
じ
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
こ
ん
や
」

の

「
わ
た
し

の
思
想
」
は
今
迄
と

ち
が

っ
て

「
た
い
さ
う
閑
雅
」
で
あ
る
、
そ
う
し
た
状
態
を
示
す
も
の
と
し
て
の

「
け
れ
ど
」
で
あ
る
。

こ
の

「
閑
雅
」
さ
は
、

「
明
暗

の
ゆ
ら
ぎ
」

の
果
て
に
、

「
ラ
ン
プ
の
し
ん
に
と
ほ
つ
て
ゐ
る

き
れ
い
な
あ
か

い
線
の
や
う
」
な
も

の
と
し
て
現
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
点
を
考
慮

に
入
れ
る
な
ら
ば
、

「
こ
ん
や
」
の

「
明
暗
の
ゆ
ら
ぎ
」
や

「
う
つ
く
し
き
夢
を
み
よ
う
と

す

る
」
願
望
や

「
な
ん
と
い
ふ
か
な
し
い
こ
と
か
」
と
い
う
嘆
き
等
は
、
今
迄
の
夜
の
そ
れ
に
比
べ
て
小
さ
な
も
の
で
あ

っ
た
と
は
決
し

て
言
え
な
い
よ
う
に
思
う
。
ま
た
、

「
な
ん
と
い
ふ
か
な
し
い
こ
と
か
」
と
い
う
慨
嘆
の
質
も
深
さ
も
、
こ
れ
ま
で
の
そ
れ
と
さ
し
て
変

ら
な
い
の
だ
が
、
そ
う
し
た
悲
し
み
や
、
悲
し
み
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
自
分
の
姿
を
、
平
静
な
態
度
で
客
観
視
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る

「
わ
た
し
の
思
想
」
が
、

「
わ
た
し
」

の
存
在
の
芯
を

一
筋
に
貫
く
も
の
と
し
て
、

「
こ
ん
や
」

の

「
わ
た
し
」
に
は
存
在
す
る
。
そ
の

「
わ
た
し
の
思
想
」

は
、
平
静
な
態
度
で
自
己
を
客
観
視
す
る
働
き
を
も
た
ら
し
た
だ
け
で
は
な
い
。

「き
れ
い
な

あ

か
い
線

の
や
う

に
」
と
い
う
詩
句
が
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
か
く
あ
る
現
在
の

一
切
を
素
直
に
受
け
入
れ
つ
つ
、
自
己
の
存
在
そ

の
も
の
を
本
質
に
お

い
て
是
認
し
、
か
つ
、

い
つ
く
し
ん
で
い
る
姿
が
こ
こ
に
は
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
自
足
し
た
精
神
の
姿
で
あ
り
、
他

の
な
に
も
の
の
力
を

も
借
り
ず
、
た
だ
自
己
自
身

の
世
界

に
よ

っ
て
輝
い
て
い
る
姿
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
で

「
こ
ん
や
」

の

「
わ
た
し
」
は
そ
れ
以
前
の
自

分

と
異
な

っ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
だ
け
に
実
は
、

「
な
ん
と
い
ふ
か
な
し
い
こ
と
か
」
と
い
う
そ
の

「
か
な
し
」
さ
の
度
合
も
、

「
か

な
し
」
さ
を
認
識
す
る
そ
の
認
識
の
程
度
も
深
い
も
の
に
な

っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
た
い
さ
う
閑
雅
で
あ

る
」
と
い
う
自
覚
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
は
、
そ
こ
に

一
種
の
諦
念
が
働
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
感
動
詞

「あ
あ
」

に
は
そ
う
し
た
諦
念

の
響
き
が
揺
曳
し
て
い
る
し
、
諦
念

の
色
合

い
を
含
ん
だ
も
の
と
し
て
の

「
ひ
つ
そ
り
と
し
て
」
で
あ
り

「閑
雅
」
さ
で
あ
る
。
感
情
の

ゆ
れ
が
や
が
て
諦
念

に
よ

っ
て
鎮
め
ら
れ
て
ゆ
く
、
と

い
う
点
で
は
、
こ
の
作
品
は

「
皿
」
と
共
通
す
る
要
素
を
持

っ
て
い
る
。



と
こ
ろ
で
、
当
時

の
田
中
冬

二
は
ラ
ン
プ
に
深
く
心
を
ひ
か
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

エ
ッ
セ
イ
の
中
で
し
ば
し
ば
ラ
ン
プ
に
ふ
れ
て

い
る
。
主
な
も
の
を
次

に
引
用
す
る
。

　

私
の
い
た
下
宿

は
、
未
だ
ラ
ン
プ
で
あ

っ
た
。
私
は
、
そ
れ
ら
の
本
を
暗
い
ラ
ン
プ
の
下
で
読
ん
だ
の
で
あ

る
。

夜
、
私
は
硝
子
戸

の
近
く
に
ラ
ン
プ
を
点
し
て
、
し
ら
べ
物
を
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。

(略
)

か

私
は
恁
う
し
て
毎
夜
ラ
ン
プ
を
点
し
て
し
ら
べ
物
を
し
て
ゐ
る
。

へ
り

洋
灯

の
笠
-

赤

い
シ
ン
プ

ル
な
縁
と
り
の
紙
笠
に
は
、
燐
寸
の
燃
え
さ
し
で
縦
横

に
種

々
の
文
字
や
数
字
が
書
か
れ
て
ゐ
る
。

何
時

の
頃
か
ら
か
私

の
心
の
中
に
も
、
た

っ
た
ひ
と

つ
の
ラ
ン
プ
が
白
昼
も
点

つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　

吹
き
消
し
え
ぬ
洋
灯
。

釣
ラ
ン
プ
の
下
炬
燵
の
読
書
に
稍
倦
む
と
、
私
は
縁
側
の
障
子
を
あ
け
て
す
ぐ
手
の
届
く
夏
み
か
ん
の
木
か
ら
実
を

一
っ
椀

い
で

　

食
べ
た
の
で
あ
る
。

灯
火
の
色
ほ
ど
な

つ
か
し
い
も
の
は
な
い
。

信
州
長
野
、
あ
の
善
光
寺
の
町
の
背
を
し
た
山
な
ぞ

へ
に
、
段
々
に
並
ん
で
ゐ
る
往
生
寺
あ
た
り
の
灯
火
は
忘
れ
ら
れ
な
い
。
城
山

公
園
の
城
山
館
と
い
ふ
大
き
な
料
亭
を
出
る
と
、
丁
度
雨
の
過
ぎ
た
あ
と
で
葉
桜
の
匂
ひ
が
し
て
、
す
ぐ
善
光
寺
の
上
、
ま
つ
黒
な
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大
峰
山
の
横
に
そ
の
灯
火
が
斜
に
見
え
た
。

　
.

私
は
信
州
の
冬
が
好
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
の
澄
ん
だ
空
気

の
中
に
、
灯
火
が
冴
え
冴
え
と
し
て
美
し
い
か
ら
で
あ
る
。

た
て
つ
め
た
障
子
を
染
め
る
ラ
ン
プ
の
黄
ば
ん
だ
色
、
そ
の
色
に
は
人
情
の
な

つ
か
し
さ
が
あ
る
。

が

渓
の
温
泉
に
は
未
だ
誰
か
ゐ
る
と
み
え
て
煙
草

の
火
が
小
さ
く
み
え
た
。

　

ラ
ン
プ
の
火
屋
に
何
か
昆
虫
の
産
み
つ
け
た
小
さ
な
卵
を
見

つ
け
る
。
南
京
玉
の
や
う
に
透
明
だ
。

「
ラ
ン
プ
は
消
し
て
来
た
ん
だ
ら
う
ね
」

「消
し
て
来
ね
」

「そ
れ
で
は
障
子
は
閑
め
て
来
た
か
ね
」

「
い
い
や
」

私
は
困

つ
た
と
思

つ
た
。

(
略
)

道
か
ら
上

つ
た
高
い
処
、
石
段
の
上
や
、
下
の
方
、
谷
川
に
臨
ん
だ
処
。
ど
の
家
も
宿
屋
の
や
う
に
二
階
や
土
間
に
ま
で
ラ
ン
プ

働

を
と
も
し
て
ゐ
る
。

右

に
あ
げ
た
も

の
の
う
ち
、
と
り
わ
け

「何
時
の
頃
か
ら
か
私
の
心
の
中

に
も
、
た
つ
た
ひ
と
つ
の
ラ
ン
プ
が
白
昼
も
点
つ
て
ゐ
る
の



で
あ

る
。

/

吹

き

消

し
え

ぬ
洋

灯
L

と

い
う
文

章

は
印

象

深

い
。

詩

「
洋

燈

」

の
世

界

に
通

じ

る
竜

の
が

あ

る
か

ら

で

あ

る
。

(
88

・
11

・
3
)

注

,

ω

田
中
冬

二

「
桜
草
と
飛
洙
と
」
(『
田
中
冬

二
全
集
』
第
三
巻
所
収
)

②

例
え
ば
詩

「
青

い
夜
道
」

「
ふ
る
さ
と
に
て
」

「
み
ぞ
れ
の
す

る
小
さ
な
所
」

「
水
郷
」

「軽
井
沢

の
氷
菓

子
」

な
ど
。

㈲

例

え
ぽ
詩

「
秋

の
夜
」

「
凍
豆
腐
を
夜
干
し
す
る
冬

の
村
」

「
ア
メ
ゾ
カ
村
」

な
ど
。

ω

詩

「
ロ
マ
ン
チ

ッ
ク
の
夕
暮
」

⑤

長
塚
簾

⑥

阪
本
越
郎

『
日
本

の
詩
歌
』
第

盟
巻

「
鑑
賞
」

⑦

田
中
冬

二

「
三
国
峠

の
大
蝋
燭

を
偸

ま
う
と
す
る
」

(
全
集
第
三
巻

所
収
)

⑧

阪
本
越
郎

『
日
本

の
詩
歌
』
第

勿
巻

「
鑑
賞
」

⑨

詩

「
青

い
夜
道
」

⑩

詩

「
鶏
小
屋
」

⑪

田
中
冬

二

「
立
春
よ
り
雨
水
に
」

(
全
集
第
三
巻
所
収
)

⑫

同

「
山
荘
起

(
同
)

⑬

同

「
ラ
ソ
プ

の
下

で
読

ん
だ
本
」

(
同
)

⑭

同

「炉

辺

・
灯
火

・
橡

の
花
」

(
同
)

⑮

同

「
浴
泉
」

(
同
)

⑯

同

「
ポ

ッ
プ

の
草

の
匂
ひ
」

(
同
)

⑰

同

「
ア
ヤ

メ
香
水
」

(
同

)

田
中
冬

二
詩
集

『
青

い
夜
道
』
私
注

二
五


