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◆

哭
 —
 雨
 有

時
  秀
記

１み
ず
か
ら
の
存
立
根
拠
が
す
べ
て
崩
壊
し
た
と

お
ぼ
し
い
日
に
、
哀
れ
が
雨
を
降
ら
せ
は
じ
め

る
。
し
と
し
と
、
ざ
あ
ざ
あ
、
と
何
日
も
、
何
か

月
も
、
何
年
も
降
り
続
く
。
現
実
と
非
現
実
の
境

は
定
か
で
は
な
く
、外
界
の
雨
と
内
界
の
雨
が
な

い
ま
ぜ
に
な
っ
た
靄
の
よ
う
な
景
色
で
あ
る
。

わ
た
し
は
沈
黙
し
、
日
常
を
生
き
る
た
め
、
食
料

品
を
詰
め
込
ん
だ
重
い
買
い
物
ぶ
く
ろ
を
独
り
、

手
に
持
っ
て
帰
る
。手
の
ひ
ら
に
食
い
こ
む
袋
の

持
ち
手
が
非
情
な
重
さ
と
痛
み
を
感
じ
さ
せ
る
。

ど
こ
へ
帰
る
の
か
。慣
習
が
わ
た
し
の
足
を
歩
ま

せ
る
の
だ
が
、突
如
降
り
出
し
た
集
中
豪
雨
の
よ

う
な
驟
雨
の
な
か
で
立
ち
止
ま
る
。自
動
販
売
機

の
あ
る
場
所
に
ヒ
サ
シ
が
あ
り
、
そ
こ
で
、
し
ば

し
驟
雨
の
止
む
の
を
待
つ
。

哀
れ
が
内
心
に
犇
め
く
こ
の
と
き
に
、
な
ぜ
、
こ

の
激
し
い
雨
が
降
る
の
か
。手
に
食
い
こ
む
重
い

荷
物
と
と
も
に
、道
端
の
わ
ず
か
な
ヒ
サ
シ
に
雨

を
避
け
て
思
う
。
見
放
さ
れ
た
か
、
と
。
外
界
の

雨
の
勢
い
に
圧
倒
さ
れ
た
意
識
は
、し
か
し
重
力

に
逆
ら
っ
て
、内
心
の
核
を
持
ち
こ
た
え
よ
う
と

す
る
。

持
ち
手
は
重
み
に
絶
え
な
が
ら
、そ
れ
と
入
れ
替

わ
り
に
、こ
の
と
き
身
体
か
ら
無
用
な
汚
穢
が
消

え
る
。地
上
に
放
た
れ
た
汚
穢
。そ
の
汚
穢
の「
放

た
れ
」
と
と
も
に
内
心
に
垂
下
し
た
賜
物
が
あ

る
。重
力
に
し
た
が
い
放
た
れ
た
汚
穢
と
は
反
対

に
、
内
心
に
垂
下
し
た
賜
物
。
こ
の
内
心
の
賜
物

は
軽
い
。名
づ
け
え
ぬ
軽
さ
が
内
心
に
ズ
シ
リ
と

く
る
。
貴
重
な
軽
さ
が
賜
物
に
は
あ
る
。

２そ
の
雨
か
ら
数
年
、し
と
し
と
と
見
え
な
い
雨
は

降
り
つ
づ
き
、
見
え
な
い
雨
の
堆
積
を
経
て
、
さ

ら
に
追
い
討
ち
を
か
け
る
よ
う
に
見
え
な
い
豪

雨
が
降
る
。「
ア
デ
ュ
ー
」と
も
言
え
ず
に
逝
っ
て

し
ま
っ
た
肉
の
魂
が
旅
立
ち
の
日
に
降
ら
せ
る

豪
雨
か
。
天
が
哭
す
。
肉
が
骨
に
な
る
日
に
、
内

な
る
天
が
哭
す
。

魂
の
未
知
の
旅
立
ち
の
印
に
、
し
と
し
と
、
ざ
あ

ざ
あ
と
降
る
こ
の
「
哭
 - 雨
」
の
な
か
、
わ
た
し

は
独
り
を
極
め
、わ
た
し
に
し
か
見
え
な
い
祭
り

に
参
入
す
る
。
汚
穢
が
放
た
れ
た
あ
の
日
に
、
内

心
に
垂
下
し
た
賜
物
の
姿
を
見
定
め
る
た
め
に

参
入
す
る
。参
入
に
備
え
る
た
め
の
数
年
の
時
が

刻
ま
れ
た
か
ら
こ
そ
、
可
能
と
な
る
参
入
。
内
心

に
時
の
刻
み
が
ズ
シ
リ
と
軽
い
感
覚
が
沸
く
。そ

の
「
沸
く
」
が
も
た
ら
す
参
入
の
道
は
静
か
で
透

明
感
が
あ
る
。

独
り
だ
け
の
祭
り
の
な
か
で
、わ
た
し
は
見
え
な

い
も
の
を
見
る
。高
原
病
院
で
の
ガ
ン
治
療
に
通

う
さ
な
か
、
霧
が
高
原
に
湧
い
て
、
霧
の
な
か
で

林
の
陰
に
隠
れ
た
湖
水
に
か
す
か
に
見
え
る
も

の
、あ
ら
か
じ
め
冥
府
に
い
た
わ
た
し
の
影
の
よ

う
な
も
の
。小
鳥
が
霧
の
な
か
湖
面
の
上
と
下
を

往
還
す
る
。影
は
小
鳥
の
往
還
す
る
行
路
に
付
き

従
い
、
あ
る
と
き
湖
水
の
下
に
深
く
入
り
込
み
、

息
絶
え
た
か
の
よ
う
に
沈
む
。小
鳥
は
水
鳥
で
あ

る
が
、
水
中
に
潜
り
こ
む
と
き
、
影
と
一
体
化
す

る
。そ
れ
は
湖
中
の
賜
物
に
触
れ
る
た
め
に
一
体

化
す
る
の
だ
。
形
の
な
い
賜
物
。
ま
ぎ
れ
も
な
い

賜
物
は
、
湖
中
深
く
に
あ
っ
て
形
を
持
た
な
い
。

賜
物
に
触
れ
た
と
お
ぼ
し
い
参
入
の
瞬
間
に
は

稲
妻
が
走
り
、内
心
の
ひ
ら
め
き
の
よ
う
に
光
が

湖
面
を
走
る
。そ
の
光
は
湖
中
か
ら
天
に
向
け
て

か
、天
か
ら
湖
中
に
向
け
て
か
、道
を
成
し
て
、形

の
な
い
賜
物
を
は
こ
ぶ
。わ
た
し
の
中
で
わ
た
し

は
賜
物
を
得
る
の
だ
ろ
う
か
。
い
や
、
わ
た
し
が

無
く
な
る
寸
前
の
あ
か
つ
き
に
賜
物
は
降
る
。重

力
に
従
っ
て
放
た
れ
る
汚
穢
は
犠
牲
物
で
あ
る
。

こ
の
犠
牲
と
引
き
換
え
に
、
重
力
に
逆
ら
っ
て
、

賜
物
は
内
な
る
心
に
降
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、
持

ち
手
に
食
い
こ
ん
だ
痛
み
の
幻
視
と
引
き
換
え

に
、
形
の
な
い
賜
物
は
声
を
出
す
だ
ろ
う
。

4

◆
  都
市
草
紙
５

小
さ
い
市
場
の

林
檎
み
た
い
な木

澤
豊

浮
遊
す
る
霧
の
粒
を
取
り
出
し

キ
リ
　
と
言
う
と
　
霧
が
発
生
す
る

九
月
　
ド
ア
を
開
け
る

ぽ
つ
　
と
　
蛍
が
胸
に
　
あ
た
っ
た

季
節
外
れ
に
お
ど
ろ
い
た
ん
じ
ゃ
な
い

そ
れ
が
錯
覚
か
も
し
れ
な
い
　
発
見

平
凡
だ
が
事
実
と
は
違
う
夢
　
な
つ
か

し
い
よ
う
な
　
そ
の

続
く
風
景
　
悔
恨
か
郷
愁
か
　
区
別
が

な
い

わ
た
し
は
　
わ
た
し
を
欠
席
す
る

〈
わ
た
し
と
い
う
人
に
　
ゆ
び
を

さ
さ
れ
る
　
わ
た
し
は
  だ
れ
で

し
ょ
う
〉

こ
こ
ろ
は
散
文
な
の
に
　
う
た
っ
て
し

ま
う

す
で
に
　
こ
と
ば
に
な
っ
た
わ
た
し

は
　
だ
れ
　
な
の
か
　
す
で
に
　
い
な

か
っ
た
わ
た
し

〈
を
　
だ
れ
が
見
た
の
で
す
か
〉

わ
か
ら
な
い
っ
て
　
衝
撃
だ

い
ま
は
 そ
れ
は
ち
が
う
っ
て
言
え
な
い

静
か
に
手
を
上
げ
て
目
を
空
に
向
け

た
く
さ
ん
の
腕
を
あ
げ
て
左
右
に
振
り
　

お
ど
る

風
の
動
作
が
　
見
た
ひ
と
を
さ
が
し
て

そ
れ
を
言
う
ひ
と
は
　
口
を
ま
る
く
ひ

ら
き

す
で
に
　
そ
れ
だ
け
が
　
あ
っ
た
と
　

言
う
の
は

死
語
だ
っ
た

は
る
か
に
語
ら
れ
た
の
だ
と

〈
内
側
を
こ
と
ば
が
横
切
っ
て
い

く
　
な
〉

菜
の
花
が
ざ
わ
つ
き
　
目
覚
め
へ
　
い

そ
ぐ

わ
た
し
は
　
そ
こ
に
　
目
覚
め
た
　
窓

の
前
で
待
っ
て
い
る
と

明
る
い
影
が
来
た

華
麗
で
過
剰
な
疾
走
だ
っ
た
　
繰
り
返

す
繰
り
返
し

あ
あ
　
わ
た
し
の
皮
膚
が
薄
く
な
っ
て

き
た
　

〈
風
が
入
っ
て
き
て
　
海
や
草
の

匂
い
が
し
み
る
か
ら
な
〉

エ
ン
ジ
ン
の
振
動
を
足
の
う
ら
で
読
み
　

舳
先
を
ゆ
っ
く
り
回
す
方
角
に

見
え
な
い
弧
を
描
く
　
こ
こ
と
　
ど
こ

か
の
　
一
筋
の
境
目
が
あ
る

こ
れ
は
　
わ
が
体
質
な
ん
じ
ゃ
な
い
か

ふ
ん
　
そ
う
か
も
し
れ
な
い

と
 腹
の
中
で
つ
ぶ
や
い
た
や
つ
が
い
る

旅
を
す
る
の
は
　
会
い
た
い
わ
け
で
な

く
　
逃
げ
出
し
た
い
ん
だ

こ
の
世
に
な
か
っ
た
も
の
が
　
ほ
こ
り

っ
ぽ
い
道
ば
た
に
落
ち
て
い
る

逃
亡
へ
の
欲
望
　
切
迫
し
て

じ
ぶ
ん
を
記
号
に
変
え
た
い

〈
発
し
た
こ
と
ば
は
　
な
に
を
望

ん
で
い
る
ん
だ
ろ
う
〉

わ
か
る
と
い
い
ん
だ
が
　
う
ま
く
腰
が

か
が
め
ら
れ
な
い

う
つ
く
し
い
こ
と
ば
に
囲
ま
れ
て

引
き
と
め
る
の
は
　
も
う
遅
い
　

ゆ
る
ゆ
る
と
そ
の
も
の
に
ひ
き
よ
せ
ら
れ

そ
の
場
所
に
駅
は
見
当
た
ら
　
な
い

開
い
た
こ
と
の
な
い
ド
ア
だ
け
あ
る

壺
の
空
は
ひ
ろ
び
ろ
　
広
が
っ
て
い
た
　

そ
こ
で
　

波
の
反
響
に
耳
を
澄
ま
せ
て

う
と
う
と
す
る
の
は
　
い
い
こ
と

そ
れ
　
か
す
か
な
通
信
　
読
ん
で
　
い

い
か
な

わ
か
ら
な
い
く
ら
い
　
水
面
が
　
ゆ
が

ん
で
い
る
よ
う
だ

〈
そ
れ
は
　
萎
び
て
お
い
し
い
　

小
さ
い
市
場
の
林
檎
み
た
い
な

静
か
な
瞬
間
で
す
〉

現
物
は
別
に
　
あ
る
の
に
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◆
  川
柳
連
作御

黒
�
�
�

屋�

姫�
�

情
野
千
里

秘
め
う
た
百
綛
　
竈
馬

�
�
�
�
�が

百
頭

の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
の
父
君
が
居
て
竈
隠

�
�
�
�
�

八
百
年
籠
っ
て
煤
姫
黒
屋
姫

水
甕
の
水
面
に
映
る
た
そ
か
れ
は

お
竈
さ
ん
か
ら
出
て
「
蛇
苺
食
べ
よ
」

鼠
の
穴
か
ら
肉
襦
袢
が
覗
く

銅
鑼
が
鳴
る
ま
で
親
不
知
子
不
知
の
舞

竈
に
棲
ん
で
聞
く
ひ
と
で
な
し
の
歌

※

黒
屋
＝
厨

◆

奴
婢
論

高
谷
和
幸

バ
ス
が
く
も
る
こ
と
が
あ
る
　
視
覚
の
多
く
は
　
痕

跡
記
憶
が
く
も
る
　
こ
の
道
の
ど
こ
の
　
「
し
た

し
た
　
し
た
　
し
た
」
　
つ
な
が
る
水
路
が
虹
彩
を

縮
め
る
　
あ
ぶ
ら
れ
て
白
色
の
薄
い
も
の
　
い
つ
お

ま
え
に
な
っ
た
の
か
　
横
た
わ
る
頬
を
つ
た
い
　
着

物
の
隙
間
に
あ
っ
た
も
の
　
星
と
言
う
よ
り
は
奴
婢

と
呼
ぼ
う
　
被
り
物
の
多
く
は
身
を
隠
す
こ
と
に
あ

っ
た
か
ら
　
馴
じ
て
し
ま
う
　
名
前
の
な
い
も
の
同

士
が
　
こ
こ
に
あ
っ
た
古
い
地
の
　
記
憶
の
さ
か
い

の
に
ぶ
い
か
さ
　「
お
ま
え
」な
の
か
　
息
の
つ
め
た

さ
を
感
じ
　
く
も
る
そ
の
場
か
ら
道
の
十
方
に
　
出

会
い
頭
の
羊
頭
の
　
さ
ま
よ
う
盲
者
と
な
り
　
地
は

そ
の
指
の
世
界
で
　
そ
の
声
を
ま
さ
ぐ
る
　
瞼
を
閉

じ
た
分
断
は
　
無
名
の
名
辞
＝
身
体
（
イ
コ
ン
の
よ

う
に
）
を
抱
か
れ
て
い
る
　
バ
ス
が
し
る
べ
（
痕
跡
）

に
な
る
い
ま
　
そ
こ
に
い
る
の
は
　
お
ま
え
な
の
か

6

◆

句
集
粗
稿
 １

高
橋
雅
城

妹
 

妹
の
ア
ン
ク
レ
ッ
ト
に
夏
来
る

妹
の
行
く
方
知
れ
ず
赤
い
羽
根

妹
が
ポ
ン
ポ
ン
ダ
リ
ア
あ
ん
ぽ
ん
た
ん
         

蛇
皮
を
脱
ぐ
い
も
う
と
よ
現
れ
よ

妹
は
大
人
に
な
っ
て
雪
女
郎

忌
　

長
崎
を
消
し
ゴ
ム
で
消
す
原
爆
忌
　

長
崎
に
一
夜
の
逢
瀬
原
爆
忌

敗
戦
忌
赤
軍
喰
ら
う
獣
脂
か
な
                

前

衛

は

淫

ら

八

月

十

五

日

も
て
あ
そ
ぶ
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
八
・
一
五
    

井
戸
水
の
温
度
終
戦
記
念
の
日

國
燃
え
て
残
る
寺
山
修
司
の
忌
          

燃
え
残
る
國
の
あ
り
か
や
寺
山
忌
            

國
と
い
う
懸
念
建
國
記
念
の
日
              

塩
か
ら
い
カ
ツ
丼
喰
ら
う
啄
木
忌
  

ア
ン
パ
ン
マ
ン

ア
ン
パ
ン
マ
ン
マ
ー
チ
で
届
く
初
電
話
         

春
愁
の
今
日
に
泣
く
泣
く
ア
ン
パ
ン
マ
ン

焼
藷
を
ほ
お
ば
る
ア
ン
パ
ン
マ
ン
飛
ん
だ

七
月
六
日

忘
却
の
か
な
た
机
を
洗
う
人
                  

い
く
さ
経
て
洗
わ
れ
が
た
き
机
か
な

洗
っ
て
も
常
世
に
残
る
机
か
な
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◆
  浮
遊

中
嶋
康
雄

今
年
も
蕗
は
生
え
る
だ
ろ
う
か

蕗
は
だ
ん
だ
ん
少
な
く
な
る

蕗
は
踏
ま
れ
て
折
れ
て
ゆ
く

葉
は
周
囲
か
ら
枯
れ
て
ゆ
く

蕗
の
葉
に
く
っ
つ
く

ち
ょ
っ
と
し
た
つ
ま
ら
な
い
も
の
が

お
手
軽
な
支
配
を
企
む

笑
う
声
が
夜
露
を
盗
む

か
ら
す
の
糞
で
も
飢
餓
よ
り
は
い
い

か
ら
す
の
声
で
も
静
寂
よ
り
は
い
い

歩
く
そ
ば
か
ら
隣
の
人
が
消
え
て
ゆ
く

好
き
な
人
も
嫌
い
な
人
も

ど
ち
ら
で
も
な
い
人
は
少
し
だ
け
持
ち
が
よ
い

つ
な
い
だ
手
も
つ
な
が
な
い
手
も

影
だ
け
が
ひ
ら
ひ
ら
し
て
い
る

ひ
ら
ひ
ら
の

ひ
ら
ひ
ら
だ
け
が
埋
め
尽
く
す

増
え
る
だ
け
の
思
い
出
に

今
年
も
蕗
は
生
え
る
だ
ろ
う
か

増
え
る
だ
け
が
よ
い
こ
と
な
ら
ば

蕗
も
増
え
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う

毒
の
あ
る
も
の
も

繊
維
だ
け
の
も
の
も

よ
ろ
け
る
酔
っ
ぱ
ら
い
の
よ
う
に

電
車
の
走
る
方
へ
走
る
方
へ
と

喜
び
が
少
し
あ
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う

少
し
も
な
い
か
ら
救
わ
れ
な
い

無
理
が
ま
だ
無
理
を
重
ね
る

終
わ
ら
な
い

今
年
も
蕗
は
生
え
る
だ
ろ
う
か

皆
ゲ
ラ
ゲ
ラ
笑
う

今
年
も
も
っ
と
も
っ
と
薄
く
な
る
方
位
の
浮
遊

◆
  冷
笑

中
嶋
康
雄

丸
い
生
き
物
が
溝
を
走
る

溝
は
泥
で
詰
ま
り

雑
草
が
毎
年
生
え
放
題

梅
雨
時
な
る
と

つ
ま
ら
な
い
虫
が
い
ろ
い
ろ
湧
く

畑
も
随
分
昔
に
な
く
な
り

水
は
ど
こ
に
も
行
き
よ
う
が
な
く

行
き
止
ま
っ
て
い
る

春
先
の
草
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
を

丸
い
生
き
物
が
走
り

生
臭
さ
が
や
た
ら
残
り

腐
っ
た
咳
が
出
て
し
ま
う

も
う
埋
め
て
し
ま
お
う
と

家
族
で
決
め
て
造
園
業
者
に
電
話
す
る

丸
い
生
き
物
が
さ
か
ん
に
溝
を
走
る

生
き
物
は
丸
い
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
く

た
だ
た
だ
丸
い

模
様
は
見
る
た
び
に
変
わ
る
し

足
の
数
も
一
定
で
は
な
い

目
が
合
う

冷
笑
さ
れ
る

一
瞬

溝
に
は
菖
蒲
が
咲
い
た

最
後
は
腰
が
曲
が
っ
て

丸
く
な
っ
た
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
世
話
を
し
た

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
百
歳
ま
で
生
き
た
が

亡
く
な
っ
て
久
し
い

今
も
隅
っ
こ
で
菖
蒲
が
わ
ず
か
残
っ
て
い
て

青
い
花
を
咲
か
す

8

◆
  木
曜
病

黒
田
ナ
オ

に
じ
ん
だ
青
の
信
号
を
渡
っ
て

病
院
に
行
き
ま
し
た

双
子
の
看
護
婦
が
声
を
揃
え
て

私
の
名
前
を
呼
ん
で
い
ま
す

木
曜
病
で
す
な

医
者
が
言
い
ま
し
た

光
る
魚
を
見
ま
し
た

夢
の
中

そ
こ
で
い
つ
も
目
が
覚
め
て
し
ま
う
の
で
す

気
が
つ
く
と

夜
中
に
何
度
も

鏡
を
の
ぞ
き
込
ん
で
い
ま
す

雨
が
や
ん
だ
ら
治
る
で
し
ょ
う

と
は
言
う
の
だ
け
れ
ど

雨
は
毎
日
降
り
続
い
て

朝
か
ら
晩
ま
で
降
り
続
い
て

部
屋
の
中
か
ら

世
界
を
満
た
し

私
は
喉
の
あ
た
り
ま
で

ど
っ
ぷ
り
浸
か
っ
て
し
ま
い
ま
し
た

そ
れ
で
も
ま
だ
ま
だ

や
っ
て
来
な
い
金
曜
日

薄
暗
い
ト
ン
ネ
ル
を
歩
い
て
い
ま
し
た

背
中
ま
で
ぐ
っ
し
ょ
り
と

冷
た
い
雨
が
染
み
込
ん
で

よ
く
滑
る
硬
い
線
路
を
踏
み
し
め
な
が
ら

海
月
み
た
い
に

傘
を
ひ
ろ
げ
て
帰
り
ま
し
た
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◆

マ
ッ
ド
キ
ャ
ッ
ト
は
眠
ら
な
い

中
堂
け
い
こ

凶
暴
な
猫
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
蛙
族
の
な
か
で
猫
の
顔
付
き
を

し
て
生
ま
れ
た
だ
け
で
そ
う
呼
ば
れ
て
い
る
。
と
き
ど
き
蛙
の
鳴
き
ま
ね
を

し
て
み
る
。
な
ん
と
で
も
な
る
も
の
だ
。
母
は
、
い
い
の
よ
気
に
し
な
く
て
。

あ
な
た
は
ち
ゃ
ん
と
父
さ
ん
の
子
だ
か
ら
。
子
猫
み
た
い
に
可
愛
い
ん
だ
か

ら
。
な
ん
で
、
マ
ッ
ド
な
の
？
　
う
ん
、
眠
れ
な
か
っ
た
か
ら
よ
。
母
は
そ

う
や
っ
て
い
つ
も
ｍ
ｃ
の
不
眠
症
を
猫
の
せ
い
に
し
て
し
ま
う
。

朝
と
い
う
実
感
が
な
い
。
陽
が
昇
り
、
暮
れ
る
と
い
う
一
日
は
日
捲
り
の
一

枚
に
す
ぎ
な
い
。
一
枚
の
紙
切
れ
は
時
間
の
切
れ
っ
ぱ
し
で
あ
っ
た
。
長
く

て
暗
い
夜
は
ま
ん
じ
り
と
も
せ
ず
ベ
ッ
ド
で
横
た
わ
っ
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
寝
静
ま
る
家
族
の
邪
魔
に
な
ら
な
い
よ
う
に
。
せ
め
て
体
を
横
に

し
な
け
れ
ば
成
長
に
さ
し
さ
わ
る
、
と
い
う
親
の
言
い
つ
け
を
守
っ
て
い

る
。
兄
は
す
っ
く
と
伸
び
た
蛙
顔
で
見
下
ろ
し
て
、
静
か
に
し
な
い
と
背
が

伸
び
な
い
ぜ
と
脅
し
た
。

だ
か
ら
ベ
ッ
ド
で
時
間
を
つ
ぶ
す
の
に
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
本
や
ビ
デ
オ
、
ゲ

ー
ム
や
図
鑑
な
ん
か
を
持
ち
こ
ん
だ
。
お
か
げ
で
小
さ
い
く
せ
に
や
た
ら
物

知
り
だ
っ
た
。
だ
が
不
眠
に
よ
る
影
響
は
予
測
で
き
な
い
も
の
だ
。
ｍ
ｃ
は

夢
を
み
る
こ
と
が
な
い
。
目
覚
め
る
瞬
間
に
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
す
る
、
あ

の
甘
い
感
覚
、
大
草
原
を
疾
走
す
る
キ
リ
ン
の
首
に
輪
投
げ
を
し
か
け
る
と

か
、
乙
姫
の
せ
っ
ぷ
ん
を
海
辺
の
亀
に
ゆ
ず
る
と
か
、
ど
う
で
も
い
い
が
ど

う
し
よ
う
も
な
い
幻
覚
を
海
馬
を
ま
た
ぎ
な
が
ら
堪
能
す
る
や
す
ら
か
な

安
息
。
だ
が
ｍ
ｃ
に
は
知
識
や
経
験
は
本
の
背
表
紙
に
す
ぎ
な
い
。
読
み
の

時
間
こ
そ
が
背
表
紙
の
内
容
を
写
し
と
る
、
い
わ
ば
コ
ピ
ー
の
集
積
に
す
ぎ

な
い
の
だ
っ
た
。

マ
ッ
ド
キ
ャ
ッ
ト
・
レ
イ
ン
！

土
砂
降
り
の
雨
の
中
を
び
と
び
と
に
体
毛
を
ぬ
ら
し
た
子
猫
が
走
っ
て
い

く
。

だ
れ
か
救
っ
て
あ
げ
て
、
か
わ
い
い
子
猫
よ
。
紙
袋
を
腕
に
か
か
え
て
傘
の

下
で
女
の
子
が
つ
ぶ
や
く
。
だ
れ
か
。
だ
れ
か
。

ｍ
ｃ
は
目
覚
め
た
ま
ま
悪
い
夢
を
み
た
よ
う
な
気
分
に
な
る
。
つ
ぶ
や
く
女

の
子
か
ら
紙
袋
を
受
け
取
ら
な
く
っ
ち
ゃ
。

マ
ッ
ド
キ
ャ
ッ
ト
・
レ
イ
ン
！

レ
イ
ン
家
の
継
子
よ
。
お
ま
え
は
に
ん
じ
ん
な
の
さ
。
赤
毛
の
に
ん
じ
ん
な

の
さ
。
夜
中
に
ト
イ
レ
に
行
け
な
い
。
尿
瓶
を
母
親
に
隠
さ
れ
る
に
ん
じ
ん

な
の
さ
。

横
書
き
の
小
説
は
卑
猥
だ
。
文
字
が
右
に
進
む
と
視
界
が
字
面
を
す
べ
っ
て

し
ま
う
。
縦
書
き
は
行
間
の
余
白
が
立
ち
上
が
り
、
真
っ
暗
な
廊
下
を
突
っ

切
っ
て
ト
イ
レ
に
行
く
こ
と
が
で
き
る
。
小
説
の
中
身
な
ん
て
み
ん
な
似
た

り
よ
っ
た
り
だ
。
理
解
と
は
な
ん
だ
ろ
う
。
理
解
と
は
お
の
れ
の
中
で
言
語

化
で
き
る
仕
組
み
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
ｍ
ｃ
は
自
分
が
何
ひ
と
つ
理
解

し
て
い
な
い
、
海
馬
の
さ
ざ
な
み
を
枕
の
ふ
ち
に
置
い
た
ま
ま
で
あ
る
こ
と

を
了
解
す
る
。

目
覚
め
た
ま
ま
の
ｍ
ｃ
は
死
に
つ
い
て
考
え
る
。
雨
の
中
、
び
と
び
と
に
ぬ

れ
た
自
分
を
救
い
あ
げ
た
女
の
子
の
手
の
温
も
り
を
覚
え
て
い
た
。

マ
ッ
ド
キ
ャ
ッ
ト
・
レ
イ
ン
！

そ
の
紙
袋
を
投
げ
捨
て
な
い
で
！
　
ル
ナ
ー
ル
は
母
親
を
井
戸
に
落
っ
こ

と
し
た
ら
し
い
け
ど
、
お
ま
え
は
そ
ん
な
こ
と
は
し
な
い
。
に
ん
じ
ん
も
し

な
い
。
だ
れ
も
ど
こ
に
も
落
っ
こ
ち
は
し
な
い
。
夜
の
ふ
ち
に
し
っ
か
り
つ

か
ま
っ
て
い
る
ん
だ
よ
！

10

◆
  く
ね
り
 

大
橋
愛
由
等

こ
こ
に
佇
っ
て
い
る

う
ご
く
こ
と
は
な
い

こ
こ
か
ら
み
え
て
い
た

風
は
ま
っ
す
ぐ
吹
い
て
く
る

こ
こ
へ
か
え
っ
て
く
る

鳥
た
ち
が
知
っ
て
い
よ
う

律
儀
に

積
み
か
さ
ね
ら
れ
た

矩
形
の

そ
の
色
た
ち
に

反
射
し
た
も
の

吸
い
取
ら
れ
た
も
の

もこ
こ
に
い
た
も
の
た
ち

こ
こ
に
い
る
も
の
た
ち

の頬
を
射
ち

た
じ
ろ
ぎ

お
の
の
き

た
め
ら
い

のタ
ー
ム
を

蒐
め
る
こ
と

あ
ら
が
う
こ
と

も手
を
か
じ
か
ま
せ

口
ご
も
ら
せ

沈
黙
を
強
い
た

と
し
て
も

こ
こ
に
佇
っ
て
い
る

石
は
さ
さ
や
き
つ
づ
け
る

こ
こ
か
ら
み
え
て
い
た

囲
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
逼
迫

こ
こ
へ
か
え
っ
て
く
る

カ
イ
エ
に
だ
れ
が
記
そ
う
と
も

み
る
こ
と
は
な
か
っ
た

い
や
、
み
た
も
の
も

か
な
し
み
に

身
の
よ
じ
れ
に

過
呼
吸
に

う
ち
の
め
さ
れ

頭
を
垂
れ

歩
き
　
そ
し
て
　
歩
き

四
囲
を
　
日
々
の
雲
た
ち
を
　

見
上
げ

み
え
ぬ
も
の
を

拾
い
上
げ

冬
の
乾
い
た
樹
皮
を

そ
っ
と
触
る

む
こ
う
か
ら

や
っ
て
き
た
も
の
た
ち
が

あ
ら
た
な

む
こ
う
へ

む
か
う
こ
と
を

歌
っ
た
も
の
は

か
え
っ
て
く
る
の
か

こ
こ
に
佇
っ
て
い
る

手
の
ぬ
く
も
り
が
ほ
し
い

こ
こ
か
ら
み
え
て
い
た

鈍
色
ば
か
り
の
景
色
な
の
に

こ
こ
へ
か
え
っ
て
く
る

眠
り
は
い
つ
ま
で
つ
づ
く
の
か

光
の
声
が
よ
み
と
れ
な
い



『画家の詩、詩人の絵……

絵は詩のごとく、詩は絵のごとく……』
2016 年 2 月 13 日(土)－3 月 27 日(日)・姫路市立美術館

西日本で唯一、姫路市立美術館で開催される『画家の詩、詩人の絵』展で、関西在住の詩人・美術家・学芸
員たちによる応援イベントとして、詩と絵のシンポジアムを開きます。展覧会場での作品鑑賞後に六人のパ
ネリストによる愉しい時間を共有したいと願っています。少し寄り道したい気分で、時間と空間を飛び越え
た裏通りでの自由で闊達な議論と交流を楽しみませんか。

2016 年 3 月 21 日(月･祝)

画家の詩、詩人の絵についてのシンポジウムをします
場所／姫路市立美術館　講堂

〒670-0012 姫路市本町 68-25　 TEL.079-222-2288/FAX.079-222-2290

時間／ 14:40～16:40
パネリスト／京谷裕彰(詩人・批評家)／鼓直(スペイン語文学者)／時里二郎(詩人)／原田哲郎(美術家)
高瀬晴之(姫路市立美術館)／未定 (姫路文学館) 　司会・大橋愛由等(詩人)

〈シンポジウムの前に 13:00～14:30 美術館を鑑賞します〉

※移動
◎納屋工房にて　17:30～19:30 交流会

〒670-0012 姫路市本町 68 番地　大手前第 1 ビル 4 階

参加費／3,000 円(鑑賞券・シンポ・交流会含む)

主催／「主催・「画家の詩、詩人の絵」姫路展シンポジウム実行委員会　(事務局/エクリの会 079-447-3652 高谷方)
後援・姫路市、姫路市教育委員会、(公財)姫路市文化国際交流財団、(公財)兵庫県芸術文化協会、日本現代詩人会、兵庫県現代詩協
会、(株)思潮社、(株)澪標、播磨灘詩話会、半どんの会、姫路美術協会、姫路地方文化団体連合協議会、姫路文学会、姫路文学人会
議、文学同人誌｢播火｣、句会亜流里、ルネッサンス・スクエア
協力／姫路文学館、図書出版まろうど社、納屋工房  シンポジウム協賛協力・姫路市立美術館

宮沢賢治《日輪と山》制作年不詳
林風舎蔵　©林風舎

冊子
進呈
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◆
  violet   poétique   ①
雪

月
村
 香

雪
を
も
の
に
た
と
え
る
と
き
も
は
や
ゆ
き
と
言
わ
な
い
の
が
も
ど
か
し
い

の
だ
三
歳
の
子
が
か
あ
さ
ん
と
目
に
し
た
瞬
間
飛
び
つ
い
て
く
る
そ
の
原

始
的
遊
戯
を
し
て
な
ぜ
わ
た
し
を
か
わ
す
の
だ
ゆ
き
と
は
あ
れ
の
こ
と
だ

だ
か
ら
原
始
は
か
あ
さ
ん
あ
れ
は
な
あ
に
と
問
う
の
だ
雪
の
降
る
日
は
し

か
し
わ
た
し
に
も
日
常
の
平
易
の
ち
ょ
こ
っ
と
甘
い
や
つ
が
く
っ
つ
い
て

き
た
り
す
る
電
車
の
座
席
が
あ
っ
た
か
い
な
ど
か
あ
さ
ん
ゆ
き
ふ
っ
て
ね

る
ね
手
帳
は
も
う
長
針
が
カ
チ
カ
チ
言
う
の
で
は
な
く
い
つ
の
間
に
か
ず

れ
て
ゆ
く
短
針
を
残
す
も
う
時
間
が
な
い
で
も
そ
れ
で
い
い
背
中
の
長
い

と
言
え
ば
き
り
ん
と
答
え
る
そ
の
幼
稚
さ
が
一
杯
の
紅
茶
で
そ
の
湯
気
が

ア
ラ
ジ
ン
の
夢
の
世
界
だ
バ
ス
が
ち
ょ
う
ど
す
べ
り
来
て
み
ん
な
同
じ
よ

う
に
溶
か
し
た
雪
を
燃
や
し
た
風
呂
に
入
る
の
だ
ゆ
き
と
交
わ
る
の
だ
な
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◆
  楽
師

富
  哲
世

杖
を
つ
い
た

く
の
字
の
か
た
ち
が
い
い

も
う
立
て
な
い
で

じ
っ
と
見
据
え
て
い
る
の
も

で
っ
ぷ
り
と
腹
に
両
腕
を
添
え
た

反
っ
た
姿
勢
も
と
て
も

塗
り
こ
め
ら
れ
た
晩
鐘
の
よ
う
な

耳
鳴
り
の
な
か

音
は
と
っ
く
に
き
こ
え
な
い
が

ひ
だ
り
肩
に
  小
麦
の
精
の
頭
蓋
を
載
せ
た

目
鼻
立
ち
も
ま
っ
す
ぐ
な
立
ち
居
も
見
事

そ
し
て
奥
行
き
を
閉
じ
込
め
る
真
っ
赤
な
闇
に
封
じ
ら
れ
て

気
が
つ
け
ば
頂
き
で
溶
け
始
め
て
い
る
の
だ

猿
の
唇
  あ
ば
ら
  こ
め
か
み
と
古
い
写
真
の
よ
う
に

白
髭
の

山
羊
の
頭
を
脱
ぎ
な
が
ら

と
が
っ
た
鼻
面
の
修
道
女
ア
ン
ジ
ェ
リ
カ
が
慎
ま
し
い
眼
を
伏
せ
な
が
ら

マ
リ
ア
の
腕
の
  ふ
く
よ
か
な
 お
さ
な
児
の
左
手
を

ベ
ン
タ
グ
ラ
ム
の
刻
ま
れ
た
分
厚
い
書
物
で

淫
ら
に
挟
も
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ

ろ
た
ろ
た
ろ
た
  と
呟
き
な
が
ら

こ
れ
ら
は
み
な
ゆ
き
ず
り
芝
居
の

判
じ
絵
の
い
く
つ
か
の
場
面
に
見
え
て

間
違
い
は

答
え
合
わ
せ
の
な
か
に
あ
る

ひ
と
り
き
り
で
い
て
も

み
ん
な
何
か
の
ペ
ア
だ
か
ら

こ
う
し
て
鼠
の
花
嫁
の

夢
物
語
を
ほ
ど
い
て
は
壊
し
て
い
く
ん
だ

ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
終
わ
ら
な
い

ゴ
ム
工
場
の
煤
け
た
石
塀

そ
う
か
も
し
れ
な
い

け
れ
ど
消
え
て
は
あ
ら
わ
る

よ
た
よ
た
犬
の
蒼
い
散
歩
道

そ
う
考
え
て

樹
の
瘤
に
す
が
り
つ
い
て
泣
い
た

藤
原
安
紀
子
   詩
集
「
ア
    ナ
ザ
   ミ
ミ
ク
リ
 」

ロ
ロ
ロ
　
ロ
　
ア

ひ
と
と
　
光
り
の
棒
が
　
ら
せ
ん
             描
く
視
書
へ
射
し
た

水
の
葉
た
た
き
に
埋
ま
っ
て
い
る
　
み
つ
け
　
て

水
仙
の
群
れ
も
ま
わ
り

つ
ま
れ
た
標
立
て
て
こ
の
　
（
イ
ヲ
）
は
還
っ
て
く
る
　
ロ
ロ
リ
ホ
ー

ロ
ロ
リ

ー
ロ
ロ
ロ

う
た
う
口
に
な
っ
て
ぼ
く
が
踏
む
   口
　
に
な
っ
て
散
り

ね
む
る
（
イ
ヲ
）
を
連
れ
て
径
を
　
ま
た
き
こ
し
　
ア

や
わ
ら
か
い
杖
は
曲
が
る
　
こ
す
り

あ
わ
せ
て
笑
う

こ
こ
え
て
不
途
　
ロ
　
ロ
　
音
に
な
り
生
ま
れ
て
つ
た
う

祝
福
す
る
空
も
咳
を
し
て

リ
ホ
ー
  目
を
  両
手
の
凹
み
で
運
び

よ
う
や
く
懐
か
し
い
  耳
を
な
で
 て
(ル
カ
リ
テ
)も
奔
り
よ
り

ロ
    ア
    ロ

つ
ま
突
い
て

こ
わ
れ
る
ま
で
抱
い
た
  ぼ
く
も

記
憶
す
る
骨
屑
が
ど
こ
ま
で
も
延
び
る
よ
う
に

ひ
ろ
げ
る

(イ
ヲ
)は

(詩
集
「
ア
  ナ
ザ
  ミ
ミ
ク
リ
」
冒
頭
見
開
き
ペ
ー
ジ
)

〈
ぼ
く
〉
は
こ
こ
で
う
た
う
者
、
風
光
と
あ
ざ
な
い
あ
う
者
、
抱
き
締
め
る
者
、
こ

こ
へ
と
記
憶
を
跨
ぎ
越
し
、
と
も
ど
も
連
れ
ゆ
く
者
と
な
っ
て
登
場
す
る
。
そ
れ
は

一
方
で
強
く
思
念
を
も
と
め
、
こ
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
を
過
ぎ
て
、
イ
メ
ー
ジ
と
融
合
し

た
う
た
と
し
て
、
意
味
の
理
路
、
物
語
の
理
路
を
あ
や
う
く
不
全
と
釣
り
合
わ
せ
な

が
ら
、「
こ
わ
れ
た
名
詞
」
や
構
文
、
一
語
の
な
か
で
ぶ
つ
か
り
合
う
シ
ニ
フ
ィ
エ
の

多
様
さ
の
中
で
と
き
に
片
言
的
で
、
不
明
は
不
明
の
ま
ま
に
投
げ
出
す
よ
う
に
留
め

置
か
れ
る
。
そ
の
水
路
は
消
失
や
欠
落
へ
の
注
視
(「
本
質
的
な
僅
か
な
光
を
塗
り
残

す
た
め
に
    視
た
      い
ま
。」
)、
余
白
や
、
無
の
在
り
方
と
い
っ
た
言
外
の
歴
史

や
体
躯
の
記
録
を
抱
き
込
み
な
が
ら
、
動
詞
の
連
鎖
と
し
て
可
視
化
さ
れ
浮
き
彫
ら

れ
て
い
く
、
切
り
取
ら
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
可
塑
性
と
し
て
引
き
受
け
ら
れ
、
 開
か

れ
続
け
て
行
く
が
、
そ
の
出
来
事
の
散
種
の
容
態
の
な
か
に
、
垣
間
見
え
る
う
た
う

主
体
の
場
所
が
維
持
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
見
え
る
。そ
れ
は
た
と
え
ば
、新
し
く
、懐

か
し
い
、
ま
だ
見
ぬ
き
み
を
準
備
す
る
か
の
よ
う
だ

ぼ
く
は
い
つ
か
き
み
に
な
る

そ
れ
を
忘
れ
は
し
な
い
か
ら

外
庭
か
ら
つ
た
っ
て
く
る
囀
り
に

と
き
ど
き
は
か
な
し
い
    か
お
を
し
て

い
い
よ

富
哲
世

ひ

と

言

詩

評

13
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る
。
あ
る
い
は
そ
の
こ
と
は
自
然
も
夢
も
経
験
を
通
じ
て
森
羅
万
象
を
お
な
じ
ゅ
う

混
ぜ
合
う
た
め
の
だ
れ
も
そ
の
正
体
を
知
ら
な
い
合
言
葉
の
よ
う
な
も
の
だ
と
言

っ
て
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
魔
術
の
種
で
あ
っ
て
、
道
端
の
小
石
で
あ
ろ
う

が
木
の
葉
で
あ
ろ
う
が
何
で
も
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。物
語
の
最
初
か
ら
、実
は「
ぼ

く
」
と
は
「
わ
た
し
」
に
よ
っ
て
あ
な
た
と
呼
び
掛
け
ら
れ
る
は
ず
の
ぼ
く
で
あ
り
、

き
み
と
は
、
ぼ
く
の
夢
の
挿
話
の
な
か
へ
わ
た
し
と
し
て
語
り
現
れ
る
者
で
あ
る
か

も
し
れ
な
い
。
ぼ
く
は
わ
た
し
と
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
ぼ
く
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、

わ
た
し
は
ぼ
く
と
い
う
こ
と
で
わ
た
し
と
な
る
。「
イ
ヲ
」「
ル
カ
リ
テ
」
に
よ
っ
て

こ
そ
「
ぼ
く
」「
私
」
は
仮
構
の
往
復
書
簡
物
語
と
な
り
、
世
界
性
と
し
て
不
即
不
離

の
関
係
性
と
な
り
う
る
。
そ
の
魔
法
の
「
種
」
が
あ
っ
て
こ
そ
不
可
能
性
は
可
能
性

と
し
て
起
こ
り
ゆ
く
す
べ
て
は
「
ぼ
く
」
と
「
私
」
を
め
ぐ
る
「
わ
た
し
た
ち
」
の

出
来
事
と
し
て
語
り
う
る
の
だ
。
こ
の
と
き
、
一
人
称
で
語
ら
れ
る
「
ぼ
く
」「
私
」

と
は
「
こ
と
ば
」
の
擬
人
法
で
あ
る
と
言
い
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ぼ
く
、は
流
れ
続
け
る
途
中
と
し
て
(「
き
み
は
石
灰
の
線
と
と
も
に
う
ね
り
束
と

な
る
運
動
を
涯
な
く
つ
づ
け
、光
り
の
重
さ
と
釣
り
あ
っ
て
い
る
。」)渇
き
、欲
し
て

い
る
。
そ
れ
は
わ
た
し
た
ち
が
歴
史
的
身
体
性
と
い
う
、
わ
た
し
た
ち
で
あ
り
外
部

で
あ
る
も
の
か
ら
束
ね
ら
れ
た
者
で
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
(「
虹
が
円
形
に
な
る
の
を
見

届
け
る
老
人
が
後
ろ
向
き
に
な
り
幼
い
か
ら
だ
を
庇
う
よ
う
に
消
え
た
。
(…
) ぼ
く

ら
の
母
は
み
え
な
く
落
ち
た
葉
の
背
骨
を
ひ
と
し
く
悲
し
み
、
沈
む
光
り
が
う
ご
き

だ
す
空
径
の
よ
う
だ
っ
た
。」
)。
わ
た
し
、
は
ル
カ
リ
テ
と
と
も
に
、
は
る
か
に
揺
蕩

う
時
空
を
生
き
る
者
で
あ
る
よ
う
に
映
る
。
求
め
る
先
が
、
か
つ
て
失
っ
た
も
の
で

あ
る
の
か
、
ま
だ
見
ぬ
な
に
か
で
あ
る
の
か
を
知
ら
な
い
ま
ま
、
わ
た
し
を
あ
な
た

に
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
、
そ
の
流
動
の
な
か
で
〈
ぼ
く
〉〈
わ
た
し
〉
は
孤
独
で
あ
り

な
が
ら
も
は
や
単
独
性
で
は
あ
り
え
な
い
。

そ
と
か
ら
、

イ
ヲ
の
月
へ
繰
り
な
す
(中
性
的
に
)三
つ
編
み
の
ぼ
く
や
ル
カ
リ
テ
の
母
が
、
最

後
の
目
を
と
ど
け
て
歌
う
き
み
を
書
物
に
の
こ
す
。
て
を
、
あ
わ
せ
大
き
さ
を
挟
み

二
把
の
、
ほ
の
つ
れ
の
樹
を
抜
け
て
み
る
ぼ
く
は
永
い
葉
と
と
も
に
く
つ
ろ
う
。
(咲

き
に
)、名
を
ひ
ら
い
た
小
鳥
と
パ
ピ
ル
ス
と
庭
や
森
の
音
を
、叩
く
ゆ
び
あ
と
に
(裂

く
れ
)待
つ
径
は
ふ
き
抜
け
、
い
つ
し
か
拍
も
増
え
て
い
た
。
わ
た
し
は
も
う
、
葉
に

繁
る
ル
カ
リ
テ
が
い
な
く
と
も
明
け
て
車
輪
を
押
し
、
降
り
つ
く
白
い
き
み
の
頬
と

音
の
灰
と
と
も
に
、
別
の
枝
へ
と
ま
る
だ
ろ
う
。
ど
ん
な
と
き
も
ぼ
く
は
い
る
。
茫

然
と
萌
え
つ
づ
け
る
も
の
と
か
さ
な
り
　
　
      (117
頁
)

ど
ん
な
と
き
も
ぼ
く
は
か
さ
な
り
の
な
か
に
い
る
。
イ
ヲ
や
ル
カ
リ
テ
や
母
や
わ

た
し
や
き
み
を
跨
い
で
、
こ
こ
で
は
既
知
と
未
知
が
全
体
と
し
て
す
っ
か
り
混
在
し

て
姿
を
見
せ
る
。

〈
き
み
〉、〈
あ
な
た
〉
と
い
う
二
人
称
は
特
殊
な
他
者
、
他
者
の
否
定
と
し
て
の
他

者
で
あ
る
。他
者
と
し
て
の
他
者
は
外
部
性
と
し
て
訪
れ
る
何
か
で
あ
る
が
、き
み
、

あ
な
た
、
お
前
…
と
呼
び
掛
け
ら
れ
る
他
者
、〈
わ
た
し
〉
に
よ
っ
て
対
幻
想
的
、
共

犯
性
の
う
ち
へ
と
囲
い
込
ま
れ
て
し
ま
う
他
者
は
、
間
主
観
性
の
閾
の
上
に
い
る
他

者
で
あ
り
、〈
わ
た
し
〉
は
そ
の
〈
き
み
、
あ
な
た
、〉
の
扉
を
開
け
閉
め
し
て
外
へ

内
へ
と
出
這
い
り
す
る
。内
と
外
と
の
閾
の
上
で
、わ
た
し
は
わ
た
し
た
ち
で
あ
り
、

そ
こ
で
は
、
現
象
の
こ
ち
ら
側
と
も
向
こ
う
側
と
も
言
え
る
よ
う
な
あ
り
方
で
濡
れ

合
う
も
の
た
ち
が
存
在
を
存
在
す
る
。〈
音
の
な
い
う
た
〉を
見
え
る
う
た
に
変
え
る

よ
う
に
。
ほ
ん
と
う
の
他
者
は
イ
ヲ
や
ル
カ
リ
テ
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

あ
る
不
到
の
こ
と
が
ら
に
対
す
る
よ
う
に
、ぼ
く
が
ぼ
く
で
あ
る
出
来
事
は
そ
の

都
度
の
唯
一
性
と
し
て
〈
ぼ
く
ら
〉
の
上
に
次
々
に
何
度
も
何
度
も
生
じ
来
る
出
来

事
の
た
た
な
わ
り
と
し
て
な
ぞ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
決
定
的
に
ぼ
く
が
ぼ
く
あ
る
い

は
ぼ
く
ら
に
に
遅
れ
を
と
る
「
今
」
と
し
て
な
ぞ
ら
れ
る
、
自
身
へ
の
不
到
と
し
て

の
謎
な
の
だ
。
こ
の
わ
た
し
と
い
う
交
流
装
置
の
原
像
で
あ
る
も
の
に
、
藤
原
は
素

直
で
忠
実
で
あ
ろ
う
と
し
て
、
ぼ
く
や
わ
た
し
や
き
み
、「
イ
ヲ
」「
ル
カ
リ
テ
」「
ラ

ビ
」
…
な
ど
と
い
う
仮
想
の
搭
乗
者
を
配
置
し
、
そ
こ
に
ぼ
く
や
わ
た
し
を
出
入
り

す
る
無
名
の
書
き
手
と
い
う
も
う
ひ
と
つ
の
主
体
の
直
接
性
を
も
擬
態
し
よ
う
と

す
る
。
い
づ
れ
に
せ
よ
、
わ
た
し
と
い
う
次
元
の
な
か
で
わ
た
し
た
ち
は
擬
態
で
在

る
こ
と
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
の
だ
か
ら
。
と
、
古
い
、
枯
れ
た
火
に
く
ぼ
み
の
う
て

な
を
か
ざ
し
な
が
ら
、
呪
術
師
は
言
う
。

〈
し
だ
い
に
何
か
の
全
貌
で
あ
る
あ
の
小
さ
な
生
き
物
は
な
に
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。〉

そ
こ
に
は
途
切
れ
な
い
う
た
の
欲
望
が
も
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

(2
0
1
3
年
1
月
   書
肆
山
田
)　
　

16

手
紙
に
は
そ
う
書
い
て
お
く

き
み
の
名
ま
え
を
綴
る
    数
な
く
残
っ
た

チ
      カ
    ラ
      ハ
、

(29
―
30
頁
)

こ
れ
は
誰
へ
の
伝
言
な
の
だ
ろ
う
。
す
ぐ
側
に
い
る
よ
う
で
先
を
見
透
か
し
て
も
、

振
り
返
っ
て
も
、
き
み
の
姿
は
見
え
な
い
よ
う
だ
。
断
念
の
抒
情
を
か
か
え
て
ど
こ

か
せ
つ
な
く
交
感
を
求
め
る
感
傷
を
も
自
己
許
容
す
る
こ
の
ポ
エ
ジ
ー
の
場
所
は
、

ど
こ
ま
で
ゆ
こ
う
と
す
る
の
か
。

(…
)膨
張
し
つ
づ
け
る
語
を
束
に
し
て
こ
こ
ろ
な
ど
と
い
う
も
の
を
語
れ
ぬ
よ
う

に
    己
の
声
で
歌
い
光
速
で

ば
く
は
し
て
い
く
サ
ン
ク
チ
ュ
ア
リ
で
    あ
そ
ぼ
う
よ

(15
頁
)

世
界
は
、
も
う
〈
こ
こ
ろ
〉
と
言
っ
て
安
心
で
き
な
い
ほ
ど
、
再
び
顕
ら
か
な
、
盲

目
の
意
志
で
で
も
あ
る
の
か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
わ
た
し
た
ち
を

運
ぶ
そ
の
原
理
構
造
に
、
ど
の
よ
う
に
抗
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
も
し
〈
真
実
〉
と
い

う
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
、壊
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
か
ら
、「
光
速

で
ば
く
は
し
て
い
く
サ
ン
ク
チ
ュ
ア
リ
で
あ
そ
ぼ
う
」
と
は
、
ひ
と
つ
の
自
己
矛
盾

を
生
き
よ
う
と
す
る
衝
動
で
あ
り
、
わ
た
し
た
ち
に
出
来
る
こ
と
は
、
衝
動
ゲ
ー
ム

の
よ
う
に
〈
あ
そ
ぼ
う
よ
〉、
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
質
を
見
透
か
す
「
真
の
ひ

つ
じ
」
に
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
に
ま
た
が
ろ
う
と
し
て
、〈
擬
態
(ミ
ミ
ク
リ
)〉
の
テ
ク

ス
ト
と
し
て
の
こ
と
ば
の
身
体
性
を
示
す
こ
と
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
は
か
っ
て
朔
太

郎
 が
近
代
詩
の「
こ
こ
ろ
」を「
感
情
」に
よ
っ
て
追
放
し
よ
う
と
し
た
よ
う
に
、現

代
の
こ
こ
ろ
の
追
放
が
言
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
い
や
、
そ
う
で
は
な
く
、
こ

こ
で
語
ら
れ
よ
う
と
す
る
の
は
、
こ
こ
ろ
の
塗
り
変
え
で
あ
っ
て
、
テ
キ
ス
ト
の
擬

態
は
擬
態
と
し
て
も
う
ひ
と
つ
の
他
な
る
擬
態
、
擬
態
と
し
て
し
か
語
り
得
ぬ
、
他

な
ら
ぬ
こ
こ
ろ
の
擬
態
の
必
死
さ
で
あ
る
と
も
言
え
る
の
だ
。
語
り
え
ぬ
と
い
う
こ

と
で
鏡
像
的
に
言
い
表
わ
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
「
き
み
」
へ
と
、
と
ど
か
ぬ

心
に
ま
っ
す
ぐ
コ
ミ
ッ
ト
し
よ
う
と
す
る
擬
態
な
の
か
も
し
れ
な
い
の
だ
。
で
は
こ

の
不
測
の
理
路
に
お
い
て
、
問
答
無
用
に
親
し
げ
で
間
近
な
、「
イ
ヲ
」「
ル
カ
リ
テ
」

と
は
何
か
？
 そ
れ
は
先
ず
、〈
か
た
ち
〉で
あ
り〈
伝
言
〉で
あ
り
、こ
と
ば
で
あ
り
、

そ
こ
に
投
げ
出
さ
れ
て
あ
る
も
の
で
あ
る
。

ひ
ろ
が
り

は
や
く
間
に
あ
わ
な
い
    ぼ
く
も
    祖
に
な
る
と
き
み
    (イ
ヲ
)は
倒
れ
て
か

さ
な
る影

ぼ
う
し
は
数
と
と
も
に
は
ら
這
っ
て
、
地
上
を
も
つ
れ
駆
け
る
      音
    ア

く
し
ゃ
み
し
て

下
敷
き
に
な
る
    (ル
カ
リ
テ
)が
弾
け
て
跳
ね
て
    来
る
    き
    こ
え
て

( 10
頁
)

瞬
間
に
し
て
や
さ
し
か
っ
た
    イ
ヲ
    か
た
ち
だ
っ
た
    (イ
ヲ
)

ぼ
く
た
ち
は
砕
か
れ
    躯
抱
か
れ
て
捲
き
返
す
    イ
ヲ
    (イ
ヲ
)

( 35
頁
)

こ
し
つ
の
る
か
り
て

ひ
と
が
の
ぼ
る
ほ
ら
る

な
か
に
い
る
の
だ
ろ
う
  

( 55
頁
)

最
初
に
届
い
た
の
は
ル
カ
リ
テ
の
個
室
だ
。

う
た
っ
て
ご
ら
ん
。

( 58
頁
)

影
で
あ
る
と
か
、 ぼ
く
と
、ぼ
く
の
き
み
と
に
仮
託
と
し
て
交
わ
さ
れ
る
愛
称
で

あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
イ
ン
ナ
ー
チ
ャ
イ
ル
ド
や
ト
ー
テ
ム
の
呼
称
で
あ
る
な
ど
と

想
像
さ
れ
な
く
も
な
い「
イ
ヲ
」「
ル
カ
リ
テ
」と
い
う
記
号
(そ
れ
は
結
局
は
同
一
の

記
号
の
別
名
で
あ
る
だ
ろ
う
)は
、ぼ
く
と
き
み
を
ぼ
く
た
ち
と
い
う
関
係
性
と
し
て

成
り
立
た
せ
る
た
め
の
、
化
金
石
、
人
が
「
間
」
的
存
在
で
あ
る
た
め
の
触
媒
で
あ
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〈
註
〉

1
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
テ
ー
マ
：
　
純
粋
理
性
を
批
判
す
る
こ
と
。「
理
性
」
→
さ
し

あ
た
り
人
間
の
理
性
。「
純
粋
」
→
経
験
的
な
も
の
(感
覚
的
な
も
の
)を
混
入
し
な
い
、
の

謂
〔
私
た
ち
の
通
常
の
理
性
使
用
は
不
純
理
性
使
用
〕。「
批
判
」
→
「
分
け
る
こ
と
」、
人

間
の
認
識
能
力
を
要
素
・
原
理
(感
性
、
悟
性
、
理
性
)に
分
け
、
要
素
の
権
能
、
権
限
を
見

極
め
る
。
根
底
の
問
い
：
人
間
と
は
何
か
？
（
①
私
は
何
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
？

②
私
は
何
を
な
す
べ
き
か
？
　
③
　
私
は
何
を
希
望
し
て
も
よ
い
か
？
 ）―『
純
粋
理
性

批
判
』
の
課
題
：
　
①
「
私
は
何
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
」
と
い
う
問
い
の
探
求
。
第

一
版
公
刊
ま
え
、
1
7
7
0
年
に
『
感
性
界
と
叡
知
界
と
の
形
式
と
諸
原
理
』
公
刊
。
 (1

7
7
0
年
～
1
7
８
１
年
は
後
に「
沈
黙
の
10
年
」と
い
わ
れ
る
)。「
69
年
と
い
う
年
は
大

い
な
る
光
を
与
え
て
く
れ
た
」
と
い
う
メ
モ
が
遺
さ
れ
て
い
る
。
70
年
論
文
：
、
①
『
純

粋
理
性
批
判
』で
展
開
さ
れ
る
時
間
・
空
間
論
を
ほ
ぼ
先
取
り
。②
　
感
性
界
(現
象
界
)と

叡
知
界
(も
の
自
体
の
世
界
)と
を「
分
け
る
」。「
現
象
」：「
目
に
見
え
、手
で
触
れ
る
も
の
」

「
可
感
的
sensibilis な
も
の
」
の
世
界
（
感
性
界
＝
こ
の
宇
宙
）
と
「
も
の
自
体
」
の
世

界
（
叡
知
界
）
と
を
「
分
け
る
」
の
で
あ
る
。
以
上
が
、「
大
い
な
る
光
」
に
照
ら
し
出
さ

れ
た
現
実
の
相
貌
。

2
た
と
え
ば「
不
在
」absence
と「
非
在
」non-existence
と
の
相
違
は
何
か
と
、常

識
的
な
地
平
で
問
う
て
み
よ
う
。「
不
在
」
と
は
、
こ
の
世
の
ど
こ
か
に
い
る
が
、
そ
の
場

に
い
な
い
、
目
の
届
く
範
囲
に
い
な
い
こ
と
。
だ
が
「
こ
の
世
に
〈
存
在
す
る
〉」
が
含
意

さ
れ
て
い
る
。「
非
在
」
non-existence は
、
そ
も
そ
も
こ
の
世
に
い
な
い
。
だ
か
ら
私

の
誕
生
以
前
、
私
の
死
後
は
、
私
の
「
非
在
」
non-existence
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ

の
反
対
が
「
存
在
」
で
あ
る
。
―
―
こ
の
場
合
、
生
、
命
は
、
誕
生
か
ら
死
へ
の
時
間
的

現
象
で
あ
る
。そ
の
人
物
は
、誕
生
か
ら
死
に
い
た
る
時
間「
有
る
」、「
私
は
有
る
」「
彼
or

彼
女
は
有
る
」、「
あ
な
た
は
有
る
」。
だ
が
「
存
在
す
る
」
と
は
？
感
性
界
に
見
い
だ
さ
れ

る
こ
と
に
限
定
さ
れ
る
の
か
。
首
を
刎
ね
ら
れ
た
ら
、「
私
は
有
る
」
の
持
続
は
、
無
批
判

に
排
除
？
　
首
を
刎
ね
ら
れ
る
こ
と
で
、
時
間
的
現
象
と
し
て
の
私
の
命
は
終
わ
る
。
死

を
以
て
「
私
は
有
ら
ぬ
」
こ
と
に
な
る
。
私
の
時
間
は
そ
こ
ま
で
で
あ
る
。
こ
の
世
を
去

っ
て
い
っ
た
者
の
魂
も
、
天
使
も
、
神
も
、
神
の
国
も
「
有
ら
ぬ
」
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

3
「
存
在
者
」と
は
ド
イ
ツ
語
で
 W
esen、ラ
テ
ン
語
で
  ens、「
有
る
も
の
」。〈
も
の
〉

Dinge と
同
義
。「
現
実
的
」
は
「
可
能
的
」「
必
然
的
」
と
区
別
。「
可
能
的
」
は
「
そ
う

か
も
し
れ
な
い
」、「
そ
れ
も
あ
り
う
る
」の
謂
。必
然
的
は「
反
対
が
不
可
能
」の
謂
。「
そ

れ
以
外
は
あ
り
え
な
い
」。
こ
れ
ら
の
表
現
の
意
味
も
、「
存
在
」
理
解
に
応
じ
て
異
な
る
。

こ
れ
は
コ
ギ
ト
の
認
識
様
態
に
関
わ
る
事
柄
で
あ
る
。「
現
実
的
」
に
は
「
空
想
的
」「
幻

想
的
」
の
概
念
も
対
置
さ
せ
ら
れ
う
る
。
要
す
る
に
イ
マ
ジ
ネ
ー
ル
で
は
な
い
と
い
う
の

が
「
現
実
的
」
の
謂
で
も
あ
る
。
今
現
に
感
覚
を
通
し
て
知
覚
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
「
現

実
的
」
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
る
。
―
―
カ
ン
ト
の
念
頭
に
あ
る
の
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
的
時

間
空
間
で
あ
る
。ニ
ュ
ー
ト
ン
で
は
時
間
空
間
は
客
観
的
な〈
も
の
〉res だ
と
想
定
さ
れ

る
。
だ
が
〈
も
の
〉
は
空
間
内
の
対
象
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
が
、
空
間
を
〈
も
の
〉
と
し

て
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
時
間
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
世
の
あ
ら

ゆ
る
〈
も
の
〉
は
時
間
内
に
有
る
も
の
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
。
が
、
時
間
の
知
覚
は
で
き

な
い
。ま
た
痛
み
や
悲
し
み
苦
悩
は
時
間
の
な
か
で
経
験
さ
れ
る
に
し
て
も
、時
間
を〈
も

の
〉
と
し
て
対
象
的
に
見
た
り
触
っ
た
り
は
で
き
な
い
。

4
色
、
匂
い
、
味
、
音
、
触
感
な
ど
は
心
の
中
で
作
ら
れ
る
。〈
も
の
〉
の
主
観
的
規
定
。

デ
カ
ル
ト
で
は
、空
間
的
広
が
り
は〈
も
の
〉と
は
切
り
離
せ
な
い
規
定
で
あ
る
。object

の
側
に
属
す
る
か
ら
 objective
で
あ
る
。
又
「
い
か
な
る
〈
も
の
〉、
出
来
事
に
も
始
め

と
終
わ
り
が
あ
る
」
と
私
た
ち
は
確
信
を
も
っ
て
言
え
る
。
そ
れ
は
時
間
の
な
か
で
の
こ

と
で
あ
る
。
時
間
的
規
定
を
も
た
な
い
〈
も
の
〉
も
、
時
間
的
規
定
の
な
い
痛
み
も
悲
し

み
も
快
楽
も
喜
び
も
な
い
。

5
関
係
と
は
、
時
間
に
関
し
て
は
、
先
後
、
よ
り
前
、
よ
り
後
と
い
っ
た
〈
も
の
〉
の
、

あ
る
い
は
表
象
の
時
間
内
で
の〈
も
の
〉相
互
、あ
る
い
は
表
象
相
互
の
関
係
の
こ
と
　
ラ

イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
「
継
起
存
在
の
秩
序
」。
空
間
に
関
し
て
は
、
上
下
、
左
右
、
手
前
、
向
こ

う
と
い
っ
た
前
置
詞
で
言
い
表
さ
れ
る
よ
う
な
関
係
が
考
え
ら
れ
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の

「
同
時
存
在
の
秩
序
」。

6『
純
粋
理
性
批
判
』の
別
の
箇
所
で
は
こ
ん
な
ふ
う
に
も
言
わ
れ
て
い
る
。「
し
た
が
っ

て
私
た
ち
が
空
間
や
延
長
せ
る
も
の
等
々
に
つ
い
て
語
り
う
る
の
は
、
人
間
の
立
脚
点
か

ら
の
み
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、
主
観
的
な
制
約
の
下
で
の
み
、
ど
の
よ
う
に
対
象
に
触
発

さ
れ
よ
う
と
も
、
そ
の
と
お
り
に
外
的
直
観
を
獲
得
し
う
る
わ
け
で
あ
る
が
、
主
観
的
制

約
を
離
れ
れ
ば
、
空
間
の
表
象
は
な
ん
の
意
味
も
な
い
。
こ
の
述
語
は
、
私
た
ち
に
現
象

す
る
か
ぎ
り
で
の
、
す
な
わ
ち
感
性
の
対
象
で
あ
る
か
ぎ
り
で
の
、〈
も
の
〉
に
の
み
付
与

さ
れ
る
。」
B 42.

7
人
間
は
地
面
か
ら
生
え
て
き
た
の
か
、天
か
ら
堕
ち
て
き
た
の
か
。人
間
な
ら
ざ
る
存

在
者
と
い
え
ば
、
通
常
思
い
浮
か
べ
る
の
は
、
ア
リ
ン
コ
や
ミ
ツ
バ
チ
、
猫
や
犬
、
コ
ウ

モ
リ
や
ク
ジ
ラ
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
ら
は
皆
、
地
面
か
ら
生
え
て
き
て
進
化
の
歴
史
を

た
ど
っ
た
結
果
、
今
あ
る
様
態
で
地
上
に
あ
る
。
人
間
は
所
詮
動
物
だ
と
い
う
命
題
が
あ

た
か
も
ド
グ
マ
の
ご
と
く
私
た
ち
の
頭
に
た
た
き
込
ま
れ
て
い
る
。
だ
が
、
人
間
は
動
物

で
あ
る
に
し
て
も
、
ど
こ
か
感
性
界
を
突
き
抜
け
て
い
る
。
自
由
で
あ
る
。
自
由
と
い
う

超
越
論
的
述
語
は
。
理
性
的
存
在
者
一
般
の
実
在
性
で
あ
る
。
所
詮
動
物
に
す
ぎ
な
い
人

間
が
万
物
に
君
臨
す
る
の
は
、
理
性
、
知
性
の
故
に
だ
と
さ
れ
る
が
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら

理
性
的
存
在
者
一
般
の
な
か
で
、
人
間
は
最
低
の
存
在
者
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

18

詩
人
の
た
め
の
（
？
）
カ
ン
ト
入
門

北
岡
武
司

2
0
1
6
年
2
月
28
日
　
「
M
elange」
読
書
会
の
た
め
の
資
料

『
純
粋
理
性
批
判
』（
A
版
1
7
8
1
、
B
版
1
7
8
7
）
公
刊
に
先
立
ち
、
カ
ン
ト
は

1
7
7
0
年
に
『
感
性
界
と
叡
知
界
と
の
形
式
と
諸
原
理
』
な
る
論
文
を
著
し
、「
69
年
と

い
う
年
は
大
い
な
る
光
を
与
え
て
く
れ
た
」
と
メ
モ
に
書
く
。
こ
の
照
明
に
導
か
れ
、「
沈

黙
の
10
年
」
の
あ
い
だ
、
カ
ン
ト
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
執
筆
に
埋
没
す
る
。
70
年
論
文

タ
イ
ト
ル
に
も
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
感
性
界
」
と
「
叡
知
界
」
と
を
分
け
て
考
え
る
こ

と
で
、
自
然
科
学
と
形
而
上
学
と
の
矛
盾
を
ア
ウ
フ
ヘ
ー
ベ
ン
し
、
学
と
し
て
の
形
而
上

学
の
基
礎
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
。
形
而
上
学
と
は
「
神
」、「
自
由
」、「
魂
の
不
死
」
に

つ
い
て
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
命
題
か
ら
な
る
シ
ス
テ
ム
（
体
系
）
で
あ
る
。
70
年
論
文
以
降
、

カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
で
一
貫
し
て
踏
襲
さ
れ
る
の
は
、
時
間
と
空
間
に
つ
い
て
の
驚
く
べ

き
テ
ー
ゼ
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
現
象
と
「
も
の
自
体
」
と
を
分
け
る
こ
と
、
感
性
界
と

叡
知
界
と
を
分
け
る
こ
と
、
後
者
の
テ
リ
ト
リ
ー
で
学
と
し
て
の
形
而
上
学
を
樹
立
す
る

こ
と
が
可
能
に
な
る
。『
純
粋
理
性
批
判
』
か
ら
空
間
に
関
す
る
ご
く
一
部
の
命
題
を
読

み
、
詩
的
な
（
？
）
思
い
に
耽
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
、
お
時
間
頂
戴
で
き
れ
ば
幸
い
で

す
。カ

ン
ト
哲
学
を
一
言
で
い
え
ば
、「
現
象
」
と
「
も
の
自
体
」
と
の
区
別
、
こ
れ
に
も
と

づ
く
感
性
界
と
叡
知
界
と
の
区
別
の
主
張
に
あ
る
。
理
論
的
な
フ
ィ
ー
ル
ド
で
は
純
粋
理

性
は
「
仮
象
の
論
理
」
を
産
み
だ
す
だ
け
で
、
む
し
ろ
実
践
の
領
野
で
こ
そ
純
粋
理
性
が

積
極
的
に
浮
き
彫
り
に
な
る
。
さ
ら
に
叡
知
界
を
存
在
の
場
と
す
る
「
理
性
的
存
在
者
一

般
」
の
概
念
が
確
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
1
。
こ
れ
は
結
局
、「
存
在
」
を
ど
う
捉
え
る
か

と
い
う
と
こ
ろ
へ
収
斂
す
る
2
。
感
性
界
か
ら
叡
知
界
へ
の
「
存
在
」
の
突
き
抜
け
の
突

破
口
は
「
超
越
論
的
感
性
論
」
で
展
開
さ
れ
る
時
間
空
間
論
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
時
間
は
「
ど
こ
に
」
？
「
い
つ
」
？
有
る
の
か
。
こ
の
宇
宙
を
包
ん
で
い
る
空

間
は
「
ど
こ
に
」
？
「
い
つ
」
？
有
る
の
か
。
こ
れ
を
究
明
す
る
こ
と
で
、
魂
の
不
死
、
自

由
、
神
も
、
叡
知
界
と
い
う
メ
タ
フ
ィ
ジ
カ
ル
な
地
平
で
思
惟
可
能
に
な
ろ
う
。
時
間
空

間
の
本
質
究
明
は
「
存
在
」
の
問
題
と
切
り
離
せ
な
い
。「
存
在
」
は
、
常
識
的
に
は
こ
の

世
で
(時
空
内
で
）知
覚
さ
れ
る
こ
と
で
証
明
さ
れ
る
。存
在
の
エ
ヴ
ィ
デ
ン
ス
は
感
覚
的

デ
ー
タ
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
時
間
空
間
は
私
た
ち
を

離
れ
て
、そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
と
い
う
考
え
で
あ
る
。と
こ
ろ
が『
純
粋
理
性
批
判
』は
、

時
間
も
空
間
も
「
私
た
ち
の
う
ち
」「
心
」
に
具
わ
っ
た
純
粋
直
観
で
あ
り
、
と
も
に
表
象

だ
と
説
く
。

「
・
・
・
・
と
こ
ろ
で
空
間
と
時
間
と
は
何
な
の
か
。
こ
れ
ら
は
現
実
的
な
存
在
者
か

3
。
こ
れ
ら
は
〈
も
の
〉
の
規
定
4
に
す
ぎ
な
い
の
か
、
も
し
く
は
関
係
5
で
も
あ
る
が
、

た
と
え
〈
も
の
〉
が
直
観
さ
れ
ず
と
も
、〈
も
の
〉
そ
れ
自
体
に
属
す
る
よ
う
な
規
定
も
し

く
は
関
係
な
の
か
、
そ
れ
と
も
直
観
の
形
式
に
の
み
付
着
し
て
い
る
よ
う
な
、
し
た
が
っ

て
ま
た
私
た
ち
の
心
の
主
観
的
性
質
に
の
み
付
着
し
て
い
て
、
こ
れ
な
く
し
て
は
、
こ
の

述
語
が
い
か
な
る
〈
も
の
〉
に
も
付
与
さ
れ
え
な
い
よ
う
な
、
規
定
も
し
く
は
関
係
な
の

か
。」
―
(『
純
粋
理
性
批
判
』「
超
越
論
的
感
性
論
第
一
節
空
間
に
つ
い
て
」
§2，
A23,

B37)―
こ
こ
で
は「
主
観
的
」と
い
う
概
念
に
着
目
す
る
。注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、「
主

観
的
」
と
「
個
人
的
」
と
は
一
線
を
画
す
る
。「
主
観
的
」
と
は
、
人
間
の
心
の
中
で
つ
く

ら
れ
る
、
あ
る
い
は
人
間
の
心
に
具
わ
っ
て
い
る
、
と
い
う
事
態
に
ほ
か
な
ら
な
い
。「
人

間
の
立
脚
点
か
ら
」
と
い
う
の
と
、
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
6
。
時
間
空
間
は
純
粋
直
観
で
あ

る
に
し
て
も
、
そ
れ
が
主
観
的
に
す
ぎ
な
い
の
は
、
す
べ
て
の
自
由
の
主
体
に
通
用
す
る

わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
理
性
的
存
在
者
一
般
の
制
約
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

時
間
空
間
が
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
お
な
じ
よ
う
に
、
主
観
が
思
惟
し
(コ
ギ
ト
)、〈
も
の
〉
を

捉
え
る
た
め
の
形
式
な
ら
ば
、
私
た
ち
は
主
観
的
形
式
に
服
し
た
モ
ー
ド
で
し
か
、〈
も

の
〉
の
相
を
認
識
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
自
然
科
学
は
、
そ
の
時
代
そ
の
時
代
の
宇
宙

像
を
含
め
、
そ
の
よ
う
な
〈
も
の
〉
の
相
、
あ
る
い
は
関
係
、
そ
こ
か
ら
構
成
さ
れ
る
全

体
を
認
識
す
る
。
そ
れ
を
カ
ン
ト
は
「
現
象
」
と
呼
び
、
現
象
と
現
象
と
の
関
係
、
あ
る

い
は
現
象
を
素
材
に
構
成
さ
れ
る
世
界
を
現
象
界
、
も
し
く
は
感
性
界
と
呼
ぶ
。
だ
が
現

象
 (appearance) が
あ
る
以
上
、現
象
す
る
も
の
 (w
hat appears) が
考
え
ら
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。現
象
は
現
象
す
る
も
の
の
現
象
だ
か
ら
で
あ
る
。時
空
的
に
展
開
さ
れ
た〈
も

の
〉
は
時
空
的
に
展
開
さ
れ
る
以
前
の
〈
も
の
〉
の
現
象
な
の
で
あ
る
。
そ
の
展
開
の
場

と
な
る
の
が
時
間
空
間
で
あ
り
、
そ
の
場
で
〈
も
の
〉
は
コ
ギ
ト
に
照
射
さ
れ
る
。
現
象

す
る
当
の
〈
も
の
〉
を
カ
ン
ト
は
「〈
も
の
〉
自
体
」
と
呼
ぶ
。「〈
も
の
〉
自
体
」
は
時
間

空
間
の
制
約
や
因
果
律
に
は
服
さ
な
い
(因
果
律
は
時
間
制
約
下
で
妥
当
す
る
)。
人
間
は

現
象
で
あ
る
と
同
時
に
「〈
も
の
〉
自
体
」
で
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
存
在
者
と
し
て
私
は

自
由
で
あ
る
。自
由
が
私
の
本
質
的
実
在
性
で
あ
り
、本
質
的
述
語
で
あ
る
。「
私
は
有
る
」

は
「〈
も
の
〉
自
体
」
と
し
て
叡
知
界
に
「
有
る
」
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
叡
知

界
、〈
も
の
〉
自
体
の
世
界
は
自
由
の
主
体
の
客
観
的
世
界
で
あ
り
、
そ
れ
は
道
徳
法
則
と

い
う
客
観
的
法
則
を
基
礎
に
し
て
展
け
て
く
る
。
人
間
は
感
性
界
に
自
ら
を
見
い
だ
し
な

が
ら
、
同
時
に
理
性
的
存
在
者
一
般
の
一
員
と
し
て
自
由
の
世
界
、
叡
知
界
に
存
在
す
る

7
。
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現
在
、
確

認
さ
れ
て
い

る
だ
け
で
二

篇
の
詩
稿
を

遺
し
た
吉
満

義
彦
(1902-

1946)は
、
詩

人
哲
学
者
と

呼
ば
れ
て
い

る
。詩

人
と
呼

ば
れ
る
の
は
詩
稿
の
数
で
は
な
い
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
る
。
で
は
な

ぜ
こ
の
吉
満
が
詩
人
哲
学
者
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

『
吉
満
義
彦
』
(岩
波
書
店
、
2014)の
著
作
が
あ
る
若
杉
英
輔
は
こ
の

よ
う
に
解
析
す
る
。「
吉
満
に
と
っ
て
の
「
詩
」
と
は
、
形
式
と
し
て

の
詩
文
で
は
な
い
。
言
い
換
え
る
な
ら
文
学
的
霊
性
と
で
も
呼
ぶ
べ

き
働
き
」
p99、「
詩
は
論
理
に
お
い
て
の
み
解
析
さ
れ
る
の
で
は
な

い
。そ
れ
を
照
ら
し
出
す
の
は
形
而
上
の
光
で
あ
る
。詩
の
器
に
な
る

も
の
は
、文
学
の
み
な
ら
ず
、現
代
に
お
い
て
は
む
し
ろ
、神
学
で
あ

り
、
哲
学
な
の
で
は
な
い
か
と
吉
満
は
書
い
て
い
る
。」
P225

吉
満
は
こ
と
の
ほ
か
詩
の
あ
り
よ
う
を
重
要
視
し
た
。
神
学
や
哲

学
を
成
り
立
た
せ
る
も
の
に
は〈
詩
〉が
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え

た
の
で
あ
る
。
若
杉
は
こ
う
も
書
く
。「「
詩
」
は
、
義
彦
の
思
想
を
読

み
解
く
上
で
重
要
な
鍵
言
語
で
あ
る
。
た
だ
、
彼
は
詩
を
読
む
と
き
、

い
つ
も
言
葉
の
奥
に「
詩
的
精
神
」、す
な
わ
ち
ポ
エ
ジ
ー
を
見
る
。詩

は
、
可
視
的
な
「
言
葉
」
に
よ
っ
て
書
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
可

視
的
な
ポ
エ
ジ
ー
が
存
在
す
る
こ
と
を
明
示
す
る
。」
p201

〈
詩
〉と
い
う
書
き
言
葉
で
構
成
さ
れ
て
い
る
表
現
に
は
詩
精

�
�
�
�

が
ひ

そ
み
、
そ
の
詩
精

�
�
�
�

こ
そ
が
不
可
視
な
存
在
の
根
源
を
も
あ
ら
わ
に
し

て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

「
哲
学
が
ポ
エ
ジ
ー
を
失
っ
た
と
こ
ろ
に
堕
落
が
始
ま
っ
た
。そ
れ

は
彼
の
哲
学
の
底
を
流
れ
て
い
る
深
い
自
覚
で
あ
っ
た
。
ポ
エ
ジ
ー

は
、
言
語
的
世
界
を
超
え
て
働
く
。
絵
画
、
音
楽
、
彫
刻
、
踊
り
、
そ

し
て
祈
り
、人
の
魂
を
真
に
ふ
る
え
さ
せ
る
も
の
に
は
、す
べ
か
ら
く

ポ
エ
ジ
ー
が
偏
在
し
て
い
る
。」
p200 つ
ま
り
は
創
造
の
根
源
的
動

因
と
し
て
、
吉
満
は
詩
精

�
�
�
�

を
捉
え
て
い
た
の
だ
と
と
ら
え
て
い
る
。

そ
し
て
、吉
満
は
詩
の
あ
り
か
を
、詩
を
書
く
ひ
と
た
ち
に
む
け
て

こ
う
語
り
か
け
て
い
る
。「
わ
た
く
し
は
、
こ
の
わ
た
く
し
た
ち
の
今

の
時
代
に
真
実
に
苦
し
む
こ
と
を
知
っ
て
い
る
人
、
真
実
に
時
代
の

深
淵
か
ら
ひ
と
つ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
へ
の
す
ば
ら
し
い
通
路
を
、
こ
の

時
代
の
感
覚
の
内
か
ら
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
人
が
、
現
代
の
詩

人
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
い
ま
す
。」
(「
詩
人
の
友
に
与
え
る
手
紙
」
よ

り
)生

の
根
源
者
で
あ
っ
て
こ
そ
、
詩
人
は
詩
人
た
り
う
る
の
だ
と
言

い
換
え
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
吉
満
は
〈
詩
〉
こ
そ
が
、
世
界
の
根

源
を
表
出
し
う
る
創
造
の
器
で
あ
り
、詩
を
書
く
と
い
う
こ
と
は
、も

の
ご
と
の
本
質
を
言
語
化
=視
覚
化
し
う
る
営
為
だ
と
位
置
づ
け
て

い
る
。

奄
美
・
徳
之
島
出
身
の
吉
満
は
、カ
ト
リ
ッ
ク
の
世
界
に
生
き
、詩

を
語
り
、神
学
と
哲
学
の
研
究
を
究
め
た
人
物
で
あ
る
。一
九
四
二
年

に
開
か
れ
た「
近
代
の
超
克
」シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
神
学
者
と
し
て
参
加

し
て
い
る
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。「
私
は
詩
人
を
、
あ
ら
ゆ
る
批

評
家
中
の
最
上
の
批
評
家
と
み
な
す
。」
と
言
っ
て
は
ば
か
ら
な
い
。

そ
う
し
た
発
言
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
存
在
や
言
葉
の
持
つ
詩
精

�
�
�
�

=

根
源
的
な
す
が
た
=「
霊
性
」
を
深
く
感
受
し
て
い
た
の
に
違
い
な

い
。
吉
満
は
哲
学
と
神
学
に
お
け
る
「
霊
性
」
の
あ
り
か
を
、
井
筒
俊

彦
よ
り
先
ん
じ
て
唱
え
た
人
物
で
あ
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。

神戸詞
うた

あしび

99-2016.02.28  大橋愛由等

詩
人
哲
学
者
と
呼
ば
れ

た
吉
満
義
彦
の
生
き
方

徳之島・亀津にある吉満義彦の銅像


