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谷

川

俊

太

郎

の

詩

法

。
生
”
の
意
識
と
世
界
・
他
者
・
言
語
を
め
ぐ
っ
て
I

は

じ

め

に

詩
集
『
二
十
億
光
年
の
孤
独
』
(
一
九
五
二
年
)
で
の
三
好
達
治
の
序
文
「
こ
の
若
者
は
/
冬

の
さ
な
か
に
永
ら
く
待
た
れ
た
も
の
と
て
/
突
忽
と
し
て
は
る
か
な
国
か
ら
や
っ
て
き
た
」
と

評
さ
れ
た
谷
川
俊
太
郎
の
詩
的
な
位
置
を
、
戦
後
詩
史
・
現
代
詩
史
に
位
置
づ
け
た
の
は
大
岡

信
で
あ
る
。

大
岡
信
は
、
大
岡
自
身
を
含
め
た
一
九
五
〇
年
代
詩
人
の
特
質
を
「
感
受
性
自
体
の
最
も
厳

密
な
自
己
表
現
」
「
感
受
性
そ
の
も
の
を
、
手
段
で
あ
る
と
同
時
に
目
的
と
す
る
詩
」
と
と
ら
え
、

そ
の
典
型
的
な
詩
人
と
し
て
谷
川
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
感
受
性
そ
の
も
の
の
祝
祭
と

し
て
の
詩
」
は
、
そ
れ
以
前
の
世
代
で
あ
る
鮎
川
信
夫
・
田
村
隆
一
等
と
対
比
さ
れ
、
谷
川
達

の
世
代
は
「
何
よ
り
も
ま
ず
主
題
の
時
代
で
あ
っ
た
『
荒
地
』
派
や
『
列
島
』
派
に
対
す
る
ア

ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
出
現
し
た
」
(
「
戦
後
詩
概
説
」
『
現
代
詩
大
系
』
解
説
、
一
九
六
六
~
六
七

年

思
潮
社
)
と
語
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
谷
川
の
詩
的
世
界
は
大
岡
の
詩
的
以
後
、
現
在
ま
で
多
様
に
展
開
し
、
い
わ
ゆ
る

『
荒
地
』
派
や
『
列
島
』
派
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
の
「
感
受
性
そ
の
も
の
の
祝
祭

と
し
て
の
詩
」
と
し
て
の
特
質
も
具
体
的
に
十
分
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
の

が
現
状
で
あ
る
。
例
え
ば
、
一
人
っ
子
・
学
校
嫌
い
と
い
っ
た
生
い
立
ち
や
環
境
・
宇
宙
感
覚

(
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
)
と
独
特
な
孤
独
感
・
言
葉
遊
び
の
世
界
・
子
ど
も
の
語
り
の
作
品
世
界
等
、

谷
川
を
語
る
視
点
は
多
く
提
出
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
の
多
く
は
い
わ
ば
大
岡
の
言
う
と
こ

ろ
の
「
主
題
」
的
な
面
か
ら
の
み
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
谷
川
の
詩
的
世
界
の
全
体
像
や

詩
法
の
系
譜
・
作
品
の
構
図
等
を
踏
ま
え
た
、
個
々
の
作
品
の
も
つ
谷
川
独
自
の
詩
的
レ
ト
リ
ッ

ク
(
詩
の
方
法
と
文
体
)
の
考
察
等
は
き
わ
め
て
不
十
分
で
あ
る
。

本
稿
は
、
詩
人
谷
川
の
現
代
詩
史
に
お
け
る
位
置
や
作
品
固
有
の
レ
ト
リ
ッ
ク
・
詩
法
の
系

譜
等
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
基
礎
的
考
察
と
し
て
、
詩
の
発
想
や
方
法
意
識
の
検
討
を
中
心

に
谷
川
の
詩
的
世
界
の
方
法
と
全
体
像
、
詩
風
の
構
図
を
示
す
こ
と
に
ね
ら
い
が
あ
る
。

佐

藤

洋
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(
国
語
教
室
)

1
、
詩
的
出
発
と
一
九
五
〇
年
代

谷
川
の
詩
的
世
界
の
構
図
を
論
ず
る
前
に
、
戦
後
詩
史
の
中
で
谷
川
俊
太
郎
や
大
岡
信
を
め

ぐ
る
位
置
に
つ
い
て
簡
単
に
確
認
し
て
お
き
た
い
。
大
岡
信
は
「
四
、
感
受
性
の
祝
祭
の
時
代
」

(
前
掲
害
に
同
じ
)
の
中
で
一
九
五
〇
年
代
詩
人
の
世
代
的
な
特
質
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に

述
べ
た
。

詩
と
い
う
も
の
を
、
感
受
性
自
体
の
最
も
厳
密
な
自
己
表
現
と
し
て
、
つ
ま
り
感
受
性

そ
の
も
の
を
て
に
を
は
の
ご
と
き
も
の
と
し
て
自
立
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
い
わ

ゆ
る
一
九
五
〇
年
代
の
詩
人
た
ち
の
担
っ
た
ひ
と
つ
の
歴
史
的
役
割
だ
っ
た
と
い
え
る
だ

ろ
う
。
そ
れ
は
。
、
あ
る
主
題
を
表
現
す
る
た
め
に
書
か
れ
る
詩
、
と
い
う
文
学
的
功
利
説

を
拒
み
、
詩
そ
の
も
の
が
主
題
で
あ
り
か
つ
そ
の
全
的
表
現
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
感
受
性

の
王
国
と
し
て
の
詩
と
い
う
概
念
を
、
作
品
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
新
た
に
提
出
し
た
。
そ

の
意
味
で
、
一
九
五
〇
年
代
の
詩
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
主
題
の
時
代
で
あ
っ
た
「
荒
地
」

派
や
「
列
島
」
派
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
出
現
し
た
。
(
略
)
「
擢
」
「
氾
」
「
今

日
」
そ
の
他
の
詩
人
た
ち
か
ら
、
一
九
五
〇
年
代
末
期
の
「
鰐
」
に
至
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
づ
づ
け
て
き
た
。

な
お
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
一
九
五
〇
年
代
の
詩
人
た
ち
と
は
、
川
崎
洋
・
茨
木

の
り
子
・
谷
川
俊
太
郎
・
岸
田
衿
子
・
中
江
俊
夫
・
水
尾
比
呂
志
・
吉
野
弘
の
大
岡
信
等
の
詩

誌
「
擢
」
や
、
堀
川
正
美
・
江
森
国
友
等
の
「
氾
」
、
飯
島
耕
丁
岩
田
宏
等
を
含
む
「
今
日
」
、

さ
ら
に
安
水
稔
和
・
鴫
岡
晨
、
入
沢
康
夫
等
同
世
代
の
詩
人
を
さ
し
て
い
る
。

そ
れ
で
は
「
あ
る
主
題
を
表
現
す
る
た
め
に
書
か
れ
る
詩
、
と
い
う
文
学
的
功
利
説
を
拒
み
、

詩
そ
の
も
の
が
主
題
で
あ
り
か
つ
そ
の
全
的
表
現
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
感
受
性
の
王
国
と
し
て
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の
詩
と
い
う
概
念
を
、
作
品
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
新
た
に
提
出
し
た
」
こ
れ
ら
の
文
学
的
世
代

に
共
通
す
る
感
覚
や
意
識
の
背
景
に
は
、
ど
の
よ
う
な
時
代
認
識
や
詩
的
方
法
が
あ
っ
た
の
か
。

田
〈
放
心
〉
と
い
う
「
自
己
と
他
者
と
の
関
係
の
証
明
」
一
一
つ
の
文
学
的
世
代
の
形
成
-

岩
田
宏
は
飯
島
耕
一
を
論
じ
た
中
で
、
一
九
五
〇
年
代
に
お
け
る
「
一
九
四
四
年
の
中
学
三

年
生
」
達
の
精
神
構
造
に
つ
い
て
「
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
」
「
あ
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
」
(
ユ
リ
イ
カ
版
「
飯
島
耕
一
詩
集
」
解
説
)
と
述

べ
た
。

大
岡
信
は
こ
う
し
た
指
摘
を
五
〇
年
代
詩
人
の
時
代
認
識
と
文
学
的
世
代
論
と
し
て
普
遍
化

し
、
「
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
個
体
は
歴
史
の
網
の
目
に
よ
っ
て
も
、
政
治
の
網
の
目
に
よ
っ
て
も

掬
い
と
る
こ
と
の
で
き
な
い
領
域
に
、
す
で
に
は
み
出
て
し
ま
っ
た
も
の
と
し
て
、
自
覚
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
自
覚
が
岩
田
の
い
う
『
放
心
』
の
実
体
だ
っ
た
の
だ
と
い
っ
て
よ
い
」
(
前

掲
書
)
と
語
っ
て
い
る
。
一
九
三
〇
年
前
後
に
生
ま
れ
た
五
〇
年
代
人
に
と
っ
て
は
、
満
州
事

変
(
一
九
こ
二
年
九
月
)
以
降
の
日
本
軍
国
主
義
下
に
幼
少
年
時
代
を
送
り
、
一
九
四
五
年
の

敗
戦
の
時
期
に
は
一
三
~
一
四
歳
頃
に
あ
た
る
。

こ
れ
は
、
鮎
川
信
夫
や
田
村
隆
一
等
『
荒
地
』
派
や
『
列
島
』
に
よ
っ
た
詩
人
た
ち
が
、
既

に
自
己
形
成
を
あ
る
程
度
終
え
た
時
点
で
戦
争
に
参
加
(
出
征
)
し
た
り
、
戦
場
で
あ
る
抵
抗

を
試
み
た
り
、
友
人
の
死
と
直
接
出
会
っ
た
世
代
と
は
大
き
な
差
が
あ
る
。
彼
ら
は
戦
争
を
観

念
と
し
て
で
は
な
く
、
生
々
し
い
実
体
験
と
し
て
経
験
し
、
戦
友
の
死
を
は
じ
め
と
す
る
夥
し

い
死
者
の
群
れ
の
中
で
偶
然
の
重
な
り
で
生
き
残
っ
た
存
在
で
あ
る
。
詩
に
お
け
る
国
家
・
戦

争
の
組
織
と
個
人
の
無
力
、
文
明
の
崩
壊
の
危
機
感
、
組
織
や
国
家
に
よ
っ
て
解
体
さ
れ
た
「
人

間
性
」
の
回
復
等
の
テ
ー
マ

(
主
題
)
等
は
、
い
ず
れ
も
体
験
を
通
し
た
文
明
批
評
の
枠
組
み

の
中
で
、
い
か
に
戦
後
に
お
け
る
「
人
間
性
」
の
全
体
的
回
復
・
詩
的
な
創
造
を
め
ざ
す
か
が

問
わ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
五
〇
年
代
の
詩
人
た
ち
に
と
っ
て
、
戦
争
と
い
う
現
実
は
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
始

ま
り
、
そ
し
て
終
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
矛
盾
す
る
諸
価
値
の
狭
間
に
生
き
た
彼
ら
に
と
っ

て
、
日
本
の
戦
後
の
出
発
は
同
時
に
「
世
界
」
と
「
自
己
」
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る

か
と
い
う
本
格
的
な
自
己
形
成
の
時
期
と
重
な
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
彼
ら
の
自
意
識
の
目

覚
め
の
時
期
は
、
矛
盾
す
る
さ
ま
さ
ま
な
価
値
観
が
騒
然
と
共
存
す
る
戦
後
日
本
の
時
期
と
重

な
り
、
そ
れ
ら
の
溢
れ
る
情
報
は
「
す
で
に
信
用
な
ら
な
い
も
の
」
で
あ
り
、
同
時
に
「
世
界

に
対
し
て
『
イ
エ
ス
』
と
い
う
べ
き
か
『
ノ
オ
』
と
う
い
べ
き
か
、
そ
の
態
度
決
定
の
た
め
の

一

一

材
料
を
目
前
に
何
ひ
と
つ
も
た
な
い
存
在
と
し
て
の
自
己
を
自
覚
し
て
い
た
」
(
前
掲
書
)
。

②
〈
「
貧
血
状
態
」
に
あ
る
青
春
の
肖
像
〉
と
い
う
詩
的
方
法

歴
史
や
政
治
の
網
の
目
に
よ
っ
て
も
掬
い
と
る
こ
と
の
で
き
な
い
領
域
に
既
に
は
み
出
し
て

し
ま
っ
た
と
「
自
己
」
を
自
覚
し
た
青
年
が
、
「
自
己
」
と
「
世
界
」
を
捉
え
よ
う
と
す
る
時
ま

ず
行
わ
れ
た
の
は
、
彼
ら
の
内
面
に
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
歴
史
や
政
治
を
超
え
て
ひ
ろ
が
る
「
あ

の
空
や
、
土
や
、
太
陽
」
(
勤
労
動
員
の
思
春
期
の
中
学
生
が
み
た
自
然
や
世
界
)
を
「
言
葉
」

の
世
界
に
よ
っ
て
た
ぐ
り
よ
せ
、
「
自
己
」
自
身
を
対
象
化
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
の
時
、
信
じ
る
に
値
す
る
唯
一
の
も
の
と
し
て
の
「
感
受
性
」
を
武
器
に
、
既
成
の
詩
で

使
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
生
硬
で
観
念
的
な
語
彙
に
頼
る
こ
と
な
く
、
対
象
化
さ
れ
た
自
己
を
「
言

葉
(
イ
メ
ー
ジ
)
」
の
世
界
に
返
し
て
や
る
こ
と
が
こ
の
世
代
に
一
斉
に
獲
得
し
た
「
唯
一
の
詩

的
方
法
」
で
あ
っ
た
。

大
岡
は
、
こ
う
し
た
自
己
と
世
界
の
「
関
係
」
の
発
見
・
創
造
の
一
例
と
し
て
「
他
人
の
空
」

(
飯
島
耕
一
)
を
あ
げ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
詩
人
個
々
の
「
感
受
性
」
に
よ
る

詩
的
な
方
法
に
よ
っ
て
「
貧
血
状
態
」
に
あ
る
青
春
の
肖
像
を
描
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は

詩
人
に
よ
っ
て
は
「
個
人
的
な
神
話
」
「
自
家
製
の
神
話
」
を
創
る
こ
と
で
も
あ
り
(
例
え
ば
、

。
恋
愛
”
と
い
う
関
係
に
よ
る
他
者
理
解
)
、
「
超
現
実
」
的
な
イ
メ
ー
ジ
や
感
覚
に
よ
っ
て
「
見

え
な
い
も
の
を
見
る
」
と
い
う
発
想
に
な
っ
た
り
、
「
世
界
(
外
部
)
」
と
の
関
係
の
発
見
や
願

望
を
を
共
生
や
喪
失
感
覚
等
(
宇
宙
感
覚
や
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
デ
ッ
ク
な
表
現
等
)
と
い
う

形
で
描
く
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

③
へ
分
裂
し
た
自
己
〉
の
統
一
と
詩
的
創
造
へ
の
希
求

「
言
葉
」
に
よ
る
自
己
と
世
界
の
関
係
の
創
造
と
い
う
詩
的
行
為
は
、
「
感
受
性
の
祝
祭
」
と

し
て
の
詩
的
世
界
の
創
造
と
い
う
こ
の
世
代
に
は
、
『
荒
地
』
『
列
島
』
等
の
詩
人
た
ち
と
は
異

な
る
形
で
「
言
葉
」
(
認
識
・
詩
的
な
世
界
)
と
「
行
為
」
(
現
実
・
事
実
)
の
葛
藤
を
引
き
起

こ
す
こ
と
に
な
る
。
自
己
と
世
界
の
関
係
は
結
局
、
言
葉
の
世
界
の
中
で
し
か
実
現
さ
れ
な
い

と
い
う
事
実
は
、
「
即
自
」
と
「
対
自
」
に
分
裂
し
た
自
己
自
身
の
統
一
を
め
ぐ
っ
て
、
言
葉
に

対
す
る
信
と
不
信
の
葛
藤
の
テ
ー
マ
ヘ
、
そ
し
て
分
裂
し
た
自
己
(
感
受
性
)
の
存
在
を
行
為

や
時
代
・
歴
史
の
中
で
ど
の
よ
う
に
描
く
か
と
い
っ
た
課
題
に
向
き
合
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
大
岡
信
は
五
〇
年
代
詩
人
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
使
命
(
役
割
)
に
つ
い
て
「
意

識
下
の
領
域
」
の
言
語
的
組
織
化
の
時
代
的
重
要
性
を
強
調
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
詩
人
の
質
を
決
定
す
る
大
き
な
要
素
は
(
略
)
彼
の
意
識
下
の
部
分
の
質
如
何
に
あ
る
」
と

し
、
「
読
者
の
意
識
下
に
漠
然
と
可
能
性
の
ま
ま
で
わ
だ
か
ま
っ
て
い
る
感
性
を
、
詩
の
言
葉
の
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組
織
的
な
構
造
を
通
じ
て
組
織
化
し
、
ぼ
ん
や
り
み
れ
ば
何
の
意
味
を
も
啓
示
し
な
い
も
の
の

中
に
深
い
感
動
の
源
泉
を
見
出
し
う
る
能
力
を
育
て
て
い
く
こ
と
が
必
要
な
の
だ
。
ぼ
く
ら
と

他
者
と
の
関
係
の
新
た
な
様
式
を
生
み
出
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
な
の
だ
」
「
詩
の
必
要
」
一
九

五
四
年
一
一
月
、
『
今
日
三
号
』
)
。

現
代
に
お
け
る
詩
の
あ
り
か
た
を
「
意
識
下
の
領
域
(
無
意
識
や
感
覚
)
」
の
組
織
的
言
語
化

に
よ
っ
て
「
他
者
(
世
界
・
外
部
)
」
と
の
関
係
を
創
造
的
に
描
く
と
い
う
立
場
、
観
念
・
リ
ズ

ム
・
形
象
・
音
の
総
体
と
し
て
「
存
在
と
存
在
と
の
関
係
の
新
た
な
様
式
」
の
探
究
と
と
ら
え

る
視
点
は
、
大
岡
の
批
評
的
文
脈
の
中
で
は
モ
ダ
エ
ズ
ム
詩
運
動
等
に
お
け
る
日
本
的
シ
ュ
ー

ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
批
評
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
五
〇
年
代
以
降
の
大
岡
自
身
の
詩

的
方
法
を
語
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
指
摘
は
単
に
大
岡
個
人
の
方
法
意
識
の
レ
ベ
ル
を
超
え
て
、
そ
れ
以
前

の
詩
人
と
は
異
な
る
五
〇
年
代
詩
人
の
言
語
観
・
詩
の
構
成
論
、
詩
人
の
時
代
的
な
役
割
等
の

主
張
を
も
語
っ
て
い
る
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

2
、
谷
川
の
詩
の
発
想
-
詩
の
方
法
意
識
の
検
討
か
ら
I

過
去
の
歴
史
や
政
治
・
国
家
(
世
界
)
か
ら
「
す
で
に
は
み
出
し
て
し
ま
っ
た
も
の
と
し
て

自
覚
さ
れ
た
」
自
己
の
発
見
と
創
造
(
回
復
)
と
い
う
テ
ー
マ
を
、
「
自
己
と
他
者
(
世
界
)
と

の
関
係
の
証
明
」
の
手
段
と
し
て
語
る
時
、
世
代
的
な
特
徴
と
と
も
に
当
然
、
詩
人
固
有
の
詩

的
出
発
や
方
法
意
識
の
問
題
が
あ
る
。

谷
川
俊
太
郎
は
自
己
と
「
世
界
(
外
部
)
」
の
関
係
の
発
見
を
ど
の
よ
う
に
意
識
し
、
詩
的
な

方
法
と
し
て
い
っ
た
の
か
。
谷
川
の
詩
的
な
発
想
を
彼
の
語
る
言
葉
の
中
か
ら
、
こ
こ
で
は
谷

川
の
詩
の
構
図
と
方
法
を
考
え
る
と
い
う
視
点
か
ら
、
四
項
目
に
整
理
し
て
特
徴
を
ま
と
め
て

み
た
い
。

山
。
生
と
言
葉
の
関
係
”
へ
の
執
着
-
。
生
'
と
。
関
係
(
存
在
様
式
)
‘
の
探
究
-

谷
川
に
あ
っ
て
は
、
詩
人
で
あ
る
こ
と
・
詩
を
書
く
こ
と
は
自
己
の
「
生
と
言
葉
の
関
係
」

の
発
見
で
あ
り
、
そ
れ
は
現
代
人
(
一
九
五
〇
年
代
)
に
お
け
る
「
生
活
と
生
の
大
き
な
不
一

致
/
離
反
」
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
を
詩
人
が
自
己
の
課
題
と
し
て
引
き
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て

人
々
の
中
で
結
び
付
け
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
詩
観
(
認
識
)
が
極
め
て
顕
著
で
あ
る
。

こ
う
し
た
詩
観
が
エ
ッ
セ
ー
と
し
て
繰
り
返
さ
れ
書
か
れ
る
の
は
「
世
界
へ
!
」
(
一
九
五
六

年
)
を
初
め
と
す
る
文
章
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
言
い
方
で
あ
る
。

詩
に
お
い
て
、
私
が
本
当
に
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
必
ず
し
も
詩
で
は
な
い
の
だ
と

い
う
一
見
奇
妙
な
確
信
を
、
私
は
ず
っ
と
持
ち
続
け
て
き
た
。
私
に
と
っ
て
本
当
に
問
題
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な
の
は
、
生
と
言
葉
の
関
係
な
の
だ
。
(
略
)
念
の
た
め
に
言
う
が
、
私
は
決
し
て
け
ち
な

自
己
表
現
の
た
め
に
、
言
葉
を
探
す
の
で
は
な
い
。
人
々
と
の
唯
一
の
つ
な
が
り
の
途
と

し
て
言
葉
を
探
す
の
で
あ
る
。

(
傍
線
は
佐
藤
、
以
下
同
じ
。
「
私
に
と
っ
て
の
必
要
な
逸
脱
」

一
九
五
六
年
)

あ
ら
ゆ
る
人
間
は
、
常
に
何
も
の
か
を
通
し
て
、
生
き
続
け
て
ゆ
こ
う
と
し
て
い
る
の

て
あ
る
。
詩
人
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
彼
は
詩
を
通
し
て
生
き
続
け
て
ゆ
こ
う
と
し
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
詩
そ
の
も
の
を
求
め
て
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
。
掬
剔
出

詩
を
書
く
た
め
に
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
。
生
き
て
い
く
た
め
に
、
あ
る
い
は
、
生
糸

て
い
る
か
ら
詩
を
書
く
の
で
あ
る
。
私
は
詩
に
は
惚
れ
て
い
な
い
が
、
世
界
に
は
惚
れ
て

い
る
。
私
か
言
葉
を
つ
か
ま
え
る
こ
と
の
出
来
る
の
は
、
私
か
言
葉
を
追
う
故
で
は
な
い
。

私
か
世
界
を
追
う
故
で
あ
る
。
私
は
何
故
世
界
を
追
う
の
か
、
何
故
な
ら
私
は
生
き
て
い

Iる
。

(
「
世
界
へ
!
」

一
九
五
六
年
)

。
生
”
の
探
究
と
、
ノ
百
葉
”
に
よ
る
世
界
と
の
〈
関
係
(
自
己
の
生
と
生
活
・
他
者
と
詩
人

の
つ
な
が
り
等
〉
の
発
見
と
い
う
詩
観
は
、
具
体
的
な
詩
集
と
の
つ
な
が
り
か
ら
言
え
ば
第
三

詩
集
『
愛
に
つ
い
て
』
(
一
九
五
五
年
)
の
モ
チ
ー
フ
や
方
法
等
と
深
い
関
連
が
あ
る
が
、
単
に

時
期
的
な
認
識
に
と
ど
ま
ら
ず
、
谷
川
の
詩
法
や
詩
の
構
図
の
基
本
的
な
枠
組
み
を
構
成
し
て

い
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
。
世
界
‘
と
の
一
体
感
と
。
孤
独
‘
-
独
特
な
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
ー

谷
川
独
特
の
宇
宙
感
覚
(
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
)
・
世
界
と
の
肯
定
的
な
一
体
感
、
そ
の
中
で
語
ら

れ
る
清
新
な
孤
独
感
や
喪
失
感
覚
は
、
第
一
詩
集
『
二
十
億
光
年
の
孤
独
』
(
一
九
五
二
年
)
で

鮮
明
に
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
離
婚
や
安
保
闘
争
等
個
人
的
・
社
会
的
な
背
景
の
中
で
、

詩
法
は
様
々
に
変
奏
し
て
い
く
が
、
自
己
の
。
生
”
や
日
常
・
青
春
を
「
世
界
」
と
の
連
帯
や

一
体
感
と
し
て
捉
え
る
人
間
把
握
の
方
法
や
態
度
、
孤
独
や
喪
失
と
い
っ
た
伝
統
的
な
テ
ー
マ

を
非
感
傷
的
に
幾
何
学
的
な
清
潔
さ
で
描
い
て
い
く
方
法
は
、
彼
の
詩
的
出
発
の
発
想
の
基
盤

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

世
界
と
む
す
ば
れ
て
い
る
と
い
う
意
識
、
世
界
と
の
こ
の
連
帯
感
、
そ
れ
ら
が
ぼ
く
ら

Iを
生
か
す
。
ぼ
く
ら
の
生
の
意
識
、
そ
れ
は
人
間
の
間
だ
け
で
全
く
な
る
も
の
で
は
な
い
。

あ
る
時
に
は
非
人
間
的
な
も
の
が
人
を
生
か
す
。
わ
れ
わ
れ
が
生
命
で
あ
る
以
上
、
わ
れ

わ
れ
は
物
質
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
星
々
と
同
じ
生
ま
れ
な
の
で
あ
る
。

(
「
世
界
へ
!
」

一
九
五
六
年
)

こ
の
よ
う
な
自
己
の
。
生
”
と
、
「
世
界
」
/
未
来
に
対
す
る
無
条
件
な
肯
定
的
な
眼
差
し
に
、

い
わ
ゆ
る
人
間
関
係
の
地
獄
を
経
験
し
な
い
恵
ま
れ
た
青
年
の
育
ち
の
よ
さ
を
見
る
こ
と
も
で

一

一

一
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さ
る
し
(
清
岡
卓
行
『
抒
情
の
前
線
』

一
九
七
〇
年
)
、
思
想
家
谷
川
徹
三
の
一
人
息
子
・
恵
ま

れ
た
環
境
と
生
い
立
ち
・
学
校
嫌
い
・
短
波
ラ
ジ
オ
を
作
る
等
事
物
や
器
械
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に

惹
か
れ
る
性
格
等
を
指
摘
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

例
え
ば
、
父
谷
川
徹
三
の
「
コ
ス
モ
ス
の
感
覚
」
に
つ
い
て
の
質
問
に
答
え
て
、
谷
川
は
「
人

間
の
社
会
も
宇
宙
の
部
分
と
し
て
含
ん
で
し
ま
う
よ
う
な
大
き
な
宇
宙
」
で
あ
る
と
語
り
、
次

の
よ
う
な
青
年
期
の
体
験
を
語
っ
て
い
る
。

コ
ス
モ
ス
と
い
う
ふ
う
な
も
の
を
感
じ
取
れ
た
の
は
、
青
年
の
こ
ろ
、
こ
の
北
軽
井
沢

の
自
然
の
中
に
い
た
か
ら
だ
と
思
う
(
略
)
十
代
の
終
り
か
ら
二
十
代
の
初
め
に
か
け
て
、

自
分
が
自
然
と
い
う
も
の
と
I
体
に
な
っ
ち
ゃ
っ
て
い
る
よ
う
な
状
態
、
一
体
に
な
っ
て

い
る
状
態
が
そ
の
ま
ま
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
こ
で
自
分
が
ほ
ん
と
う
に
幸
せ

で
完
全
だ
っ
た
よ
う
な
状
態
が
あ
っ
た
ん
で
す
よ
。
そ
の
ば
あ
い
は
、
自
然
と
い
う
ふ
う

な
言
葉
で
人
間
と
対
立
し
た
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
よ
り
も
、
コ
ス
モ
ス
と
い
う
言
葉
で

自
分
と
自
然
を
全
部
ひ
っ
く
る
め
て
と
ら
え
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
あ
り
ま
し
た
ね
。
無

機
物
か
ら
進
化
し
て
き
た
人
間
の
命
も
、
地
球
と
い
う
星
も
、
空
に
散
ら
ば
っ
て
い
る
他

の
星
も
、
仝
部
む
す
ば
れ
て
い
る
と
い
う
一
種
の
汎
神
論
み
た
い
な
も
の
が
あ
っ
た
。

(
『
対
談
』
一
九
六
一
年
)

ま
た
、
他
者
・
世
界
と
の
〈
関
係
〉
の
認
識
に
、
ロ
ー
レ
ン
ス
の
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
も
し

ば
し
ば
述
ぺ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

D
・
H
・
ロ
ー
レ
ン
ス
の
「
ア
ポ
カ
リ
プ
ス
論
」
、
〈
現
代
人
は
愛
し
得
る
か
〉
と
い
う

題
名
で
邦
訳
さ
れ
て
い
た
そ
の
本
が
、
当
時
の
私
の
聖
書
で
し
た
。
私
は
い
つ
も
、
女
の

む
こ
う
に
樹
々
を
見
、
空
を
見
、
人
々
を
見
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
私
は
、
い
つ
も
自
分

が
そ
れ
を
愛
せ
る
の
か
ど
う
か
と
お
そ
れ
て
い
ま
し
た
。

(
『
愛
の
パ
ン
セ
』

一
九
八
一
年
)

谷
川
に
お
け
る
。
生
”
の
意
識
と
。
世
界
(
外
部
)
‘
の
把
握
、
そ
の
関
係
の
表
現
に
は
、
従

米
と
は
異
な
る
新
し
い
「
人
類
的
な
孤
独
観
」
「
『
人
類
』
意
識
」
の
表
現
と
人
間
把
握
の
表
現

(
大
岡
信
『
空
の
青
さ
を
み
つ
め
て
い
る
と

谷
川
俊
太
郎
詩
集
I
』
角
川
文
庫
、
一
九
九
六

牛
改
版
)
、
独
特
な
清
新
な
叙
情
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
単
に
谷
川
に
限
ら

1
、
戦
後
に
詩
作
を
始
め
た
詩
人
に
あ
る
程
度
共
通
し
た
敗
戦
後
の
日
本
の
国
家
(
国
民
)
意

識
の
希
薄
化
と
い
う
点
と
微
妙
な
関
係
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

③
言
語
的
無
意
識
と
日
本
語
(
詩
)
の
可
能
性
I
非
主
体
・
周
辺
の
詩
-

谷
川
の
詩
の
方
法
で
あ
る
言
葉
遊
び
・
わ
ら
べ
う
た
・
数
え
歌
等
の
ジ
ャ
ン
ル
は
、
言
語
の

意
識
と
無
意
識
(
リ
ズ
ム
・
意
味
・
伝
統
等
)
を
生
か
し
て
日
本
語
に
お
け
る
豊
か
さ
や
多
面

性
を
拡
大
し
た
も
の
と
し
て
重
要
な
意
味
が
あ
る
。

例
え
ば
、
「
こ
と
ば
あ
そ
び
」
の
詩
を
書
く
発
想
に
、
現
代
詩
に
欠
落
し
て
い
る
「
韻
文
性
の

回
復
」
が
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
童
歌
の
よ
う
な
伝
統
的
な
「
詠
み
人
知
ら
ず
」
(
匿
名
の
非
私

性
・
日
常
的
な
人
々
)
の
詩
と
リ
ズ
ム
の
中
に
「
詩
の
源
」
あ
る
こ
と
等
に
つ
い
て
、
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

ど
れ
く
ら
い
し
つ
こ
く
韻
を
ふ
め
ば
日
本
人
の
耳
に
聞
こ
え
て
、
そ
れ
が
お
も
し
ろ
い

だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
が
、
僕
の
「
こ
と
ば
あ
そ
び
」
の
発
想
の
一
番
初
め
だ
っ
た
ん
で

す
。
そ
し
て
、
一
番
は
し
め
に
書
い
た
の
が
「
は
な
の
の
の
の
は
な
/
は
な
の
な
な
あ
に
/

な
ず
な
な
の
は
な
/
な
も
な
い
の
ば
な
」
、
こ
れ
は
幼
稚
園
関
係
の
機
関
誌
に
出
し
た
ん
だ

け
ど
、
当
時
は
発
表
で
き
な
い
と
言
わ
れ
た
の
ね
。
(
略
)
日
本
の
現
代
詩
に
欠
け
て
い
る

韻
文
性
を
ど
う
回
復
し
よ
う
か
と
い
う
の
が
、
こ
の
詩
を
書
い
た
意
図
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

そ
の
こ
と
は
同
時
に
、
光
太
郎
と
か
朔
太
郎
と
か
日
本
の
現
代
詩
の
天
才
達
が
富
士
山

の
頂
上
だ
と
す
る
と
、
詩
に
は
裾
野
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
(
略
)
例
え
ば
民
間
伝

承
の
詩
と
か
そ
う
い
う
も
の
で
す
ね
。
日
本
の
例
で
言
え
ば
、
わ
ら
ぺ
う
た
の
よ
う
な
も

の
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
も
詩
の
源
が
あ
っ
て
、
僕
自
身
ど
う
に
か
し
て
そ
う
い
う
も
の

を
書
き
た
い
と
考
え
続
け
て
い
た
っ
て
こ
と
も
あ
る
ん
で
す
。
僕
は
マ
ザ
ー
グ
ー
ス
を
翻

訳
し
て
い
く
過
程
で
、
そ
う
い
う
「
詠
み
人
知
ら
ず
」
と
い
う
よ
う
な
普
通
の
人
の
な
か

か
ら
出
て
き
た
詩
み
た
い
な
も
の
を
書
き
た
い
と
い
う
欲
望
か
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
こ
と

も
、
こ
の
「
こ
と
ば
あ
そ
び
」
と
結
び
つ
い
て
い
る
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
こ
の
詩
の
位

置
は
天
才
遠
の
書
い
た
詩
や
現
代
詩
と
は
全
然
違
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
地
理
的

な
こ
と
で
言
う
と
、
裾
野
の
ほ
う
に
あ
る
。
中
心
よ
り
も
縁
の
ほ
う
に
あ
る
、
縁
の
ほ
う

に
あ
る
か
ら
こ
そ
大
切
で
あ
る
。

(
『
現
代
詩
入
門
』

一
九
八
五
年
)

特
に
、
「
詠
み
人
知
ら
ず
」
の
よ
う
な
普
通
の
人
々
の
生
活
か
ら
出
て
き
た
言
葉
(
詩
)
を
周

辺
だ
か
ら
こ
そ
逆
に
重
要
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
は
、
田
で
述
ぺ
た
よ
う
に
、
詩
を
書
く
こ
と

は
自
己
の
「
生
と
言
葉
の
関
係
」
の
発
見
で
あ
り
、
「
人
々
と
の
唯
一
の
つ
な
が
り
の
途
と
し
て

言
葉
を
探
す
」
と
い
う
詩
観
と
も
つ
な
が
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。

ま
た
、
近
代
以
降
、
作
者
の
思
想
や
批
評
性
の
確
保
(
〈
私
性
〉
の
固
有
性
と
普
遍
性
)
と
い

う
詩
の
方
法
の
強
調
に
よ
っ
て
切
り
捨
て
ら
れ
て
き
た
、
も
う
一
つ
の
別
な
側
面
の
重
要
性
に

つ
い
て
、
詩
的
出
発
期
の
戦
後
派
の
詩
人
の
態
度
と
の
比
較
で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

一
般
的
に
言
う
と
、
わ
れ
わ
れ
が
出
発
し
た
こ
ろ
の
戦
後
詩
と
い
う
の
は
、
非
常
に
は
っ

き
り
と
韻
文
性
み
た
い
な
も
の
を
拒
否
し
て
い
た
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
う
の
ね
。
(
略
)
そ

の
詩
の
内
蔵
す
る
世
界
の
大
き
さ
、
あ
る
い
は
そ
の
作
者
が
抱
い
て
い
る
考
え
方
、
大
ざ
っ

ぱ
に
言
う
と
意
味
み
た
い
な
も
の
が
ま
ず
問
題
で
あ
っ
て
、
こ
と
ば
の
持
っ
て
い
る
一
種
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の
身
体
性
、
言
い
換
え
れ
ば
音
の
側
面
み
た
い
な
も
の
は
切
り
捨
て
よ
う
と
。
む
し
ろ
そ

う
い
う
も
の
を
切
り
捨
て
な
い
と
、
詩
の
も
っ
て
い
る
思
想
性
と
か
批
評
性
が
明
ら
か
に

な
ら
な
い
と
い
う
考
え
が
、
ど
う
も
大
勢
だ
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。(

『
詩
の
授
業
』
一
九
八
八
年
)

つ
ま
り
、
戦
後
詩
の
大
き
な
流
れ
は
「
詩
に
お
け
る
韻
文
性
・
身
体
性
」
の
拒
否
に
よ
る
「
意

味
・
批
評
性
・
思
想
」
重
視
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
の
行
き
過
ぎ
に
よ
っ
て
狭
く
な
っ
た
詩
/
言

葉
の
世
界
の
豊
か
さ
や
多
面
性
を
、
言
葉
遊
び
歌
等
に
よ
っ
て
「
音
」
の
側
面
(
韻
文
性
)
・
身

体
性
か
ら
回
復
さ
せ
た
い
と
述
べ
て
い
る
。

別
の
部
分
で
は
、
詩
に
お
け
る
自
己
表
現
の
固
有
性
と
は
対
局
に
あ
る
「
こ
と
ば
あ
そ
び
」

の
詩
作
に
よ
っ
て
、
逆
に
「
言
葉
の
富
」
(
日
本
語
の
意
識
と
無
意
識
の
可
能
性
)
を
獲
得
し
、

日
本
語
の
表
現
の
幅
や
魅
力
を
拡
大
で
き
る
点
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。

最
近
や
っ
て
い
る
詩
の
書
き
方
の
一
つ
に
「
こ
と
ば
あ
そ
び
う
た
」
と
い
う
、
語
呂
あ

わ
せ
の
み
た
い
な
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
ま
ず
非
常
に
短
い
語
呂
み
た
い
な
の
を
思
い
つ
い

た
ら
、
あ
と
は
音
韻
的
に
そ
れ
と
お
も
し
ろ
く
組
み
合
わ
さ
れ
る
言
葉
を
ス
キ
ャ
ニ
ン
グ

す
る
わ
け
ね
。
音
の
似
て
い
る
言
葉
を
辞
書
を
繰
っ
て
探
し
た
り
、
頭
の
な
か
で
一
生
懸

命
思
い
出
す
こ
と
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
五
十
音
図
で
順
列
組
合
せ
を
つ
く
っ
て
い
く
と
い

う
、
ほ
と
ん
ど
手
仕
事
に
近
い
よ
う
な
こ
と
も
や
っ
て
い
る
ん
だ
よ
。
(
略
)
こ
れ
は
僕
に

と
っ
て
は
わ
り
あ
い
新
し
い
詩
の
書
き
方
な
ん
だ
。
(
略
)
「
こ
と
ば
あ
そ
び
」
の
場
合
に

は
、
む
し
ろ
そ
う
い
う
書
き
方
を
す
る
こ
と
で
自
己
表
現
か
ら
ま
っ
た
く
自
由
に
な
れ
て
、

言
葉
の
な
か
に
身
を
浸
す
と
い
う
か
、
言
葉
の
富
を
ア
ノ
ニ
ム
に
自
分
の
も
の
に
し
て
い

く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
感
じ
が
す
る
ん
だ
。

(
『
詩
の
誕
生
』
一
九
七
三
年
)

谷
川
の
詩
風
(
ジ
ャ
ン
ル
)
の
大
き
な
特
色
で
あ
る
言
葉
遊
び
の
世
界
は
、
単
に
才
能
あ
る

詩
人
に
よ
る
言
葉
遊
び
の
楽
し
い
詩
の
提
出
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
現
代
に
お
け
る
日
本
語

(
言
語
)
の
新
た
な
探
究
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
つ
に
は
〈
声
と
い
う
個
性
的
な

肉
体
〉
に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
る
言
葉
(
詩
)
の
身
体
性
・
リ
ズ
ム
(
音
楽
性
)
の

回
復
で
あ
り
、
二
つ
目
は
伝
統
的
な
リ
ズ
ム
や
発
想
(
日
本
人
的
な
「
集
合
的
無
意
識
」
)
を
生

か
し
て
い
る
と
い
う
点
で
日
本
語
の
「
伝
統
の
再
創
造
(
発
見
)
」
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
「
個
」

と
し
て
の
主
張
の
固
有
性
(
〈
私
性
〉
の
限
り
な
い
消
去
)
を
特
色
と
し
て
い
る
と
い
う
点
で
近

代
以
降
の
詩
と
詩
の
方
法
の
欠
落
を
日
本
語
論
の
側
面
か
ら
も
補
う
と
い
う
面
が
み
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
は
谷
川
の
詩
に
よ
る
″
生
”
(
。
生
活
・
日
常
乙
の
探
究
、
戦
後
・

現
代
詩
の
表
現
の
可
能
性
の
拡
大
と
い
う
詩
作
態
度
と
も
つ
な
が
っ
て
い
る
点
が
重
要
で
あ
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。
自
己
‘
へ
の
帰
還
-
日
常
性
・
他
者
の
再
発
見
一

年
齢
の
成
熟
と
と
も
に
谷
川
の
詩
風
も
変
化
を
み
せ
る
が
、
大
き
な
転
機
と
な
っ
た
の
は
と

り
わ
け
父
母
の
死
と
い
う
経
験
で
あ
る
。

「
父
の
死
」
と
い
う
の
が
そ
の
ひ
と
つ
の
終
わ
り
で
あ
り
始
ま
り
の
よ
う
な
も
の
で
す

け
れ
ど
も
、
自
分
の
家
で
母
が
ボ
ヶ
た
り
し
て
、
い
わ
ゆ
る
老
人
問
題
が
出
て
き
て
、
結

婚
生
活
が
破
綻
し
て
し
ま
う
。
(
略
)
そ
う
い
う
流
れ
の
な
か
で
(
佐
野
洋
子
氏
か
ら
受
け

た
大
き
な
影
響
や
批
判
に
ど
う
答
え
る
か
と
い
う
こ
と
・
佐
藤
注
)
自
分
の
外
側
に
い
る

人
間
を
主
人
公
と
し
て
詩
を
書
こ
う
と
し
て
い
た
ん
だ
け
ど
、
「
父
の
死
」
あ
た
り
か
ら
で

き
る
だ
け
正
直
に
自
分
を
描
く
と
い
う
こ
と
に
自
覚
的
に
な
り
ま
し
た
。
も
う
ひ
と
つ
は

父
親
に
対
し
て
遠
慮
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
死
ん
だ
時
に
一
種
の
解
放
感
が
生
ま
れ

て
、
つ
ま
り
こ
れ
で
い
く
ら
父
に
恥
を
か
か
せ
て
も
い
い
ん
だ
と
い
う
よ
う
に
ふ
っ
き
れ

て
、
こ
れ
か
ら
は
本
音
で
書
こ
う
と
思
い
ま
し
た
。

(
「
い
ま
、
谷
川
俊
太
郎
を
読
む
」
『
現
代
詩
手
帖
』

一
九
九
三
年
七
月
号
)

ま
た
こ
の
後
、
佐
野
洋
子
氏
の
影
響
を
受
け
「
女
(
と
い
う
他
者
)
の
視
点
」
か
ら
自
己
の

人
間
関
係
の
無
知
を
見
直
す
と
い
う
点
に
も
自
覚
的
に
な
り
、
そ
れ
が
詩
集
『
世
問
知
ラ
ズ
』

に
つ
な
が
っ
た
こ
と
に
も
触
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
父
母
の
死
を
一
つ
の
契
機
に
自
己
の
″
生
”
や
日
常
を
見
つ
め

る
視
点
が
変
化
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
自
己
の
。
生
”
と
。
世
界
”
の
関
係
を
表
現
す
る
と

い
う
方
法
は
、
初
期
か
ら
一
貫
し
た
も
の
だ
が
、
離
婚
や
佐
野
洋
子
氏
と
の
出
会
い
等
も
含
め

て
、
こ
の
時
期
、
「
世
界
」
と
し
て
の
他
者
(
自
分
の
外
側
の
人
間
)
や
。
社
会
(
世
間
ご
等

を
語
る
方
法
が
よ
り
直
截
に
な
り
、
同
時
に
「
正
直
に
自
分
を
描
く
」
こ
と
で
人
生
の
認
識
を

描
く
こ
と
に
自
覚
的
に
な
る
。

3
、
谷
川
の
詩
の
詩
法
と
構
図

谷
川
俊
太
郎
の
詩
の
発
想
や
詩
的
な
方
法
意
識
の
多
面
性
は
、
も
ち
ろ
ん
「
2
、
谷
川
の
詩

の
発
想
」
で
述
べ
た
よ
う
な
四
項
目
に
ま
と
め
ら
れ
る
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。
他
に
、
。
関
係
”

の
発
見
(
。
他
者
”
の
両
義
性
)
・
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
中
の
詩
人
像
(
現
代
に
お
け
る
詩
と
詩
人

の
位
置
)
等
、
谷
川
の
詩
を
構
成
し
て
い
る
重
要
な
要
素
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、

こ
こ
で
示
し
た
四
要
素
に
し
て
も
、
初
期
か
ら
中
期
、
後
期
へ
と
詩
風
の
変
遷
の
中
で
、
ま
た

各
詩
集
の
中
で
そ
れ
ぞ
れ
重
な
っ
た
り
変
奏
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た

取
り
上
げ
方
に
よ
っ
て
谷
川
俊
太
郎
の
詩
の
発
想
と
基
盤
と
な
っ
て
い
る
構
図
や
詩
観
の
全
体

像
が
あ
る
程
度
鮮
明
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
1
、
詩
的
出
発
と
一
九
五
〇
年
代
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
谷
川
や
大
岡
信
達
五

五
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○
年
代
詩
人
は
戦
争
経
験
の
世
代
的
相
違
を
背
景
に
、
そ
れ
以
前
の
世
代
の
詩
人
達
の
詩
の
方

法
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
登
場
し
た
わ
け
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
両
者
の
詩
風
の
骨
格

に
大
き
な
断
絶
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

既
に
自
己
形
成
を
終
え
た
時
期
に
戦
争
に
参
加
し
た
鮎
川
・
田
村
・
中
桐
等
の
世
代
は
、
戦

争
を
観
念
と
し
て
で
は
な
く
生
々
し
い
実
体
験
と
し
て
経
験
し
、
夥
し
い
死
者
の
群
れ
の
中
で

偶
然
生
き
残
り
帰
還
し
た
存
在
で
あ
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
詩
を
書
く
行
為
と
は
、
戦
争
に
よ
る

文
明
崩
壊
の
危
機
感
を
背
景
に
、
組
織
や
国
家
に
よ
っ
て
解
体
さ
れ
た
「
人
間
性
」
の
回
復
等

の
テ
ー
マ

(
主
題
)
を
体
験
を
通
し
た
文
明
批
評
の
枠
組
み
の
な
か
で
語
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

彼
ら
の
詩
に
頻
出
す
る
。
死
”
の
描
写
や
戦
場
の
日
常
は
、
既
成
の
価
値
観
や
思
想
の
虚
妄

性
、
グ
ロ
テ
ス
ク
さ
、
国
家
に
よ
る
支
配
の
不
合
理
性
等
を
批
評
す
る
表
現
装
置
と
し
て
選
ば

れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
観
念
や
自
己
の
思
想
が
戦
争
と
の
出
会
い
を
通
し
て
解
体
/
崩
壊
す
る

過
程
が
自
己
の
。
生
”
の
真
実
と
批
評
と
し
て
、
悲
劇
的
な
構
成
で
描
か
れ
る
こ
と
が
多
か
っ

た
。し

か
し
、
戦
後
日
本
の
出
発
が
本
格
的
な
自
己
形
成
の
時
期
と
重
な
っ
て
い
た
五
〇
年
代
の

詩
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、
少
年
期
の
過
去
の
記
憶
や
喪
失
感
と
い
っ
た
曖
昧
な
存
在
感
覚
を
基

礎
に
自
己
の
。
生
”
の
意
味
と
「
世
界
(
他
者
・
外
部
)
」
と
の
関
係
を
新
た
に
発
見
し
、
創
造

し
て
い
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
既
成
の
価
値
観
や
秩
序
が
悲
劇
的
な
解
体
/
崩
壊
過
程

と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
で
自
己
と
世
界
の
関
係
を
語
る
と
い
う
方
法
と
は
発
想
が
異
な
る
も
の

で
あ
る
。

谷
川
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
が
、
詩
を
書
く
こ
と
は
自
己
の
「
生
と
言
葉
の
関
係
」
の
発
見

で
あ
り
、
人
々
と
の
「
関
係
(
つ
な
が
り
ご
の
意
味
を
探
究
す
る
こ
と
で
あ
る
と
繰
り
返
さ
れ

て
い
る
点
、
つ
ま
り
言
葉
に
よ
る
世
界
と
の
。
関
係
"
の
発
見
と
い
う
詩
観
と
い
う
構
図
に
谷

川
も
含
め
た
五
〇
年
代
詩
人
の
一
つ
の
大
き
な
特
質
が
あ
り
、
自
己
探
究
は
自
分
探
し
/
他
者

と
の
。
関
係
”
の
亀
裂
(
孤
独
)
等
の
感
覚
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
五
〇
年
代
詩
人
、
特
に
谷
川
の
詩
の
発
想
の
中
核
に
「
《
関
係
・
発

見
》
型
の
詩
法
(
詩
風
)
」
と
で
も
名
づ
け
ら
れ
る
方
法
意
識
を
位
置
づ
け
る
こ
と
で
、
そ
の
詩

風
の
個
性
や
特
質
が
分
か
り
や
す
く
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
次
の
図
は
、
「
《
関
係
・
発
見
》

型
の
詩
法
(
詩
風
)
」
を
中
核
に
、
谷
川
の
詩
風
の
特
質
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。

ノ｀
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I
型
は
、
い
わ
ゆ
る
伝
統
的
な
詩
の
テ
ー
マ
で
あ
る
自
分
は
何
者
か
?
人
生
の
意
味
と
は
何

か
?
と
い
っ
た
「
自
己
(
内
部
)
」
の
探
究
の
詩
風
で
あ
る
。
。
生
”
の
認
識
論
・
他
者
の
発
見
。

〈
関
係
〉
の
認
識
等
が
「
世
界
」
と
の
関
係
の
中
で
、
あ
る
い
は
子
ど
も
が
語
り
の
作
品
・
こ

と
ば
あ
そ
び
等
の
詩
風
の
作
品
の
中
で
描
か
れ
る
。

H
型
は
「
世
界
(
外
部
)
」
の
探
究
の
詩
風
で
あ
り
、
谷
川
独
特
な
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
(
宇
宙
感

覚
ご
日
常
の
再
発
見
や
現
代
日
本
の
文
明
批
評
が
語
ら
れ
る
作
品
群
で
あ
る
。
戦
争
を
体
験
し

た
戦
後
詩
の
方
法
に
あ
っ
て
は
、
個
人
や
日
常
の
細
部
も
国
家
や
制
度
の
支
配
/
非
支
配
の
関

係
に
あ
る
と
い
う
構
図
が
共
通
の
認
識
で
あ
る
。
政
治
や
国
家
・
戦
争
等
具
体
的
な
表
現
が
は
っ

き
り
と
表
さ
れ
な
い
作
品
に
あ
っ
て
も
、
背
後
に
は
個
人
と
国
家
の
構
図
や
詩
人
の
批
評
精
神

の
眼
差
し
を
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
メ
タ
フ
イ
ジ
ッ
ク
な
宇
宙
感
覚
や
自
然
の
描
写

は
、
い
わ
ば
反
転
し
た
個
性
的
な
批
評
空
間
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
と
読
む
こ
と
が
重
要
な
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の
で
あ
る
。

m
型
は
思
考
の
形
式
と
し
て
の
言
語
/
日
本
語
の
。
豊
か
さ
”
や
可
能
性
の
探
究
の
詩
風
で

あ
る
。
数
え
歌
・
童
歌
・
言
葉
遊
び
等
の
作
品
を
通
し
て
、
伝
統
や
言
語
的
無
意
識
、
リ
ズ
ム
・

言
葉
(
詩
)
の
魅
力
の
可
能
性
が
描
か
れ
て
い
る
(
詳
細
は
「
2
、
谷
川
の
詩
の
発
想
/
倒
言

語
的
無
意
識
と
日
本
語
(
詩
)
の
可
能
性
L
非
主
体
・
周
辺
の
詩
i
」
参
照
)
。

Ⅳ
型
は
現
代
に
お
け
る
「
詩
人
」
の
役
割
と
意
味
に
つ
い
て
の
認
識
が
語
ら
れ
る
詩
風
で
あ

る
。
現
代
に
お
け
る
。
生
と
言
葉
”
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
の
か
、
詩
人
で
あ
る
こ
と

は
何
を
意
味
す
る
の
か
と
い
っ
た
テ
ー
マ
は
「
世
界
へ
!
」
と
い
う
初
期
の
エ
ッ
セ
イ
以
来
一

貫
し
て
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
谷
川
の
課
題
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
本
当
の
こ
と
を
言
お
う
か
/
詩

人
の
ふ
り
は
し
て
い
る
が
/
私
は
詩
人
で
は
な
い
」
「
鳥
羽
□
の
二
連
(
詩
集
『
旅
』
一
九
九

五
年
)
と
い
う
形
で
現
代
に
お
け
る
言
葉
そ
の
も
の
の
力
(
詩
の
機
能
、
詩
人
の
役
割
)
の
あ

り
か
た
等
を
語
る
場
合
も
あ
る
。

4
、
三
つ
の
テ
ー
マ
と
詩
法

先
の
詩
法
と
詩
風
の
構
図
を
踏
ま
え
、
重
な
り
や
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
当
然
あ
る
も
の
の
巨

視
的
に
谷
川
の
詩
の
テ
ー
マ
と
方
法
を
ま
と
め
る
と
、
お
お
よ
そ
次
の
三
つ
に
整
理
す
る
こ
と

が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
田
。
生
”
の
讃
歌
の
系
譜
、
②
「
日
本
語
(
言
語
)
」
の
探
究

の
系
譜
、
倒
「
人
生
(
生
)
」
の
認
識
の
系
譜
と
名
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
、
要
点
を
簡

単
に
説
明
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

倒
。
生
”
の
讃
歌
の
系
譜

フ
生
”
の
讃
歌
の
系
譜
」
と
は
、
い
わ
ゆ
る
「
い
の
ち
の
ほ
め
う
た
」
の
系
譜
で
あ
り
人
間
・

関
係
の
「
発
見
」
、
つ
ま
り
「
世
界
(
外
部
)
」
と
「
自
己
」
の
関
係
を
語
る
も
の
で
あ
る
。
自

己
の
身
体
や
存
在
感
覚
と
「
世
界
」
の
関
係
の
あ
り
か
た
、
例
え
ば
自
然
や
宇
宙
と
の
一
体
感

の
感
覚
や
そ
の
ズ
レ
(
孤
独
や
か
な
し
み
、
喪
失
感
覚
等
の
違
和
感
)
を
語
る
詩
風
の
系
譜
の

こ
と
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
初
期
の
詩
集
で
あ
る
『
二
十
億
光
年
の
孤
独
』
(
一
九
五
二
年
)
、
『
六
十
二
の

ソ
ネ
ッ
ト
』
『
愛
に
つ
い
て
』
(
と
も
に
一
九
五
五
年
)
等
が
中
心
で
あ
る
が
、
初
期
か
ら
現
在

ま
で
一
貫
し
て
み
ら
れ
る
詩
風
で
あ
り
、
谷
川
の
詩
風
の
中
核
が
肯
定
的
な
形
を
と
っ
て
作
品

化
さ
れ
た
も
の
が
多
い
。
『
六
十
二
の
ソ
ネ
ッ
ト
』
は
詩
集
全
体
が
そ
う
し
た
構
造
に
な
っ
て
い

る
作
品
群
で
あ
る
。

〈
六
十
二
の
ソ
ネ
ッ
ト
〉
全
体
は
、
大
ざ
っ
ぱ
に
い
え
ば
、
ひ
と
つ
の
生
命
的
な
ほ
め

う
た
で
あ
る
。
私
の
肉
体
は
、
一
生
の
う
ち
の
最
も
輝
か
し
い
時
期
に
あ
り
、
私
の
感
受

性
は
世
界
の
す
べ
て
に
向
か
っ
て
最
も
官
能
的
に
開
か
れ
て
い
た
。
私
は
自
ら
が
死
す
べ

き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
つ
つ
、
正
に
そ
れ
故
に
、
今
の
こ
の
生
の
喜
び
と
悲
し
み
の

瞬
間
に
お
い
て
、
自
分
が
不
死
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
て
い
た
。

(
「
世
界
へ
!
」
一
九
五
六
年
)

ま
た
、
子
ど
も
の
語
り
に
よ
る
詩
や
身
体
(
肉
体
ご
存
在
の
肯
定
的
な
表
現
の
作
品
等
も
こ

れ
に
あ
た
る
。
例
え
ば
「
お
な
ら
う
た
」
「
う
ん
こ
」
等
は
子
ど
も
の
語
り
(
子
ど
も
の
視
点
)

を
通
し
て
日
常
的
に
は
タ
ブ
ー
と
さ
れ
て
い
る
話
題
を
取
り
上
げ
、
生
き
て
い
る
こ
と
(
生
・

身
体
)
の
肯
定
を
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
描
い
て
い
る
作
品
で
あ
る
。
こ
の
詩
風
に
は
、
比
重
の
置
き

方
に
よ
っ
て
。
生
”
の
肯
定
的
な
認
識
や
「
世
界
」
と
の
一
体
感
が
語
ら
れ
る
詩
と
、
そ
う
し

た
一
体
感
や
肯
定
的
な
認
識
と
ズ
レ
た
存
在
感
覚
を
喪
失
感
覚
や
孤
独
感
と
し
て
描
く
詩
の
系

譜
が
あ
る
。

。
生
"
の
肯
定
・
讃
歌

(
「
世
界

1

と
の
一
体
感

喪
失
感
・
孤
独
感
と
い
う
存
在

感
覚

(
「
世
界
」
と
の
関
係
認
識
)
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谷
川
独
特
の
世
界
感
覚
・
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
)

こ
れ
ら
の
こ
と
を
図
式
的
に
示
せ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

七
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を
生
か
し
た
豊
か
な
日
本
語
の
世
界
の
探
究
の
詩
の
系
譜
の
こ
と
で
あ
る
。
谷
川
の
詩
の
世
界

に
は
、
わ
ら
ぺ
う
た
・
か
ぞ
え
う
た
・
言
葉
遊
び
等
の
日
本
語
の
詩
歌
の
伝
統
を
生
か
し
た
谷

川
的
展
開
の
世
界
が
詩
風
の
一
つ
と
し
て
あ
る
こ
と
、
そ
の
現
代
詩
的
・
言
語
論
的
な
意
義
等

に
つ
い
て
も
、
先
に
も
述
べ
た
。

こ
れ
は
要
す
る
に
、
日
本
語
の
「
発
見
」
・
意
味
と
リ
ズ
ム
・
伝
統
的
感
性
(
無
意
識
)
等
を

生
か
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
日
本
人
・
日
本
語
の
探
究
」
を
行
っ
て
い
る
詩
の
系
譜
と
読
む
こ
と

が
で
き
る
詩
風
で
あ
る
。
『
マ
ザ
ー
グ
ー
ス
』
の
翻
訳
(
一
九
七
五
年
)
『
こ
と
ば
あ
そ
び
』
(
一

九
七
三
年
)
『
わ
ら
べ
う
た
』
(
一
九
八
一
年
)
『
こ
と
ば
あ
そ
び
う
た

ま
た
』
(
一
九
八
二
年
)

等
の
作
品
を
発
表
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
テ
ー
マ
を
も
つ
子
ど
も
の
語
り
を
通
し
て
の

作
品
も
多
い
。
図
式
的
に
示
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

八

強
調
さ
れ
、
そ
ち
ら
に
比
重
が
あ
る
作
品
の
傾
向
(
A
型
)
と
、
も
う
一
つ
は
「
自
己
」
の
″
生
”

。
人
生
”
の
本
質
や
意
味
を
自
己
探
究
の
形
で
語
ら
れ
て
い
る
作
品
の
傾
向
(
B
型
)
で
あ
る
。

図
式
的
に
示
せ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
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A
型
「
世
界
(
外
部
・
他
者
)
」
の
発
見
と
批
評
は
、
「
世
界
」
を
言
葉
で
ど
の
よ
う
に
捉
え

る
か
と
い
っ
た
試
み
(
詩
集
『
定
義
』

一
九
七
五
年
)
や
高
度
経
済
成
長
下
の
日
本
へ
の
批
評

(
詩
集
『
落
首
九
十
九
』

一
九
六
四
年
)
等
、
世
界
と
日
常
性
の
構
造
や
無
意
識
の
探
究
の
詩

風
の
作
品
で
あ
る
。
例
え
ば
、
詩
集
『
定
義
』
は
意
識
的
な
詩
の
実
験
的
作
品
で
あ
る
と
述
べ
、

非
常
に
正
確
な
散
文
と
い
う
も
の
を
念
頭
に
於
い
て
、
一
つ
の
も
の
を
定
義
す
る
と
い
う

気
持
ち
で
書
き
は
じ
め
た
散
文
詩
の
一
群
れ
。
(
略
)
正
確
に
突
き
つ
め
れ
ば
突
き
つ
め
る

ほ
ど
滑
稽
に
な
っ
て
く
る
み
た
い
な
、
そ
う
い
う
形
で
言
葉
に
裏
切
ら
れ
た
と
も
い
え
る

し
、
逆
に
そ
う
い
う
具
合
に
言
葉
を
広
げ
る
こ
と
が
で
き
た
と
も
い
え
る
も
の
だ
。

(
大
岡
信
と
の
対
談
、
『
詩
の
誕
生
』

一
九
七
三
年
)

と
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
言
葉
に
よ
る
「
世
界
」
の
認
識
の
実
験
的
な
方
法
で
あ
り
、
「
世
界
」

へ
の
名
づ
け
を
め
ぐ
る
言
語
の
探
究
と
い
う
側
面
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
詩
集
の
特
質
に
つ
い

て
北
川
透
氏
は
様
々
な
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
一
つ
の
理
解
に
収
斂
す
る
の
は
危
険
だ
が

と
断
り
な
が
ら
「
も
の
と
こ
と
ば
と
の
既
成
の
関
係
を
解
体
し
、
最
初
に
も
の
を
こ
と
ば
で
名

づ
け
る
、
あ
る
不
安
で
魅
惑
に
満
ち
た
関
係
を
取
り
も
ど
そ
う
と
す
る
方
法
」
が
あ
る
と
し
「
自

由
で
不
安
に
満
ち
た
そ
の
も
の
を
め
ぐ
る
こ
と
ば
の
運
動
の
過
程
の
記
述
、
そ
れ
自
体
が
め
ざ

さ
れ
た
」
と
語
っ
て
い
る
(
『
朝
の
か
た
ち

谷
川
俊
太
郎
詩
集
H
』
一
九
八
五
年
、
角
川
文
庫
)
。

B
型
「
自
己
」
の
本
質
の
発
見
と
批
評
は
、
先
に
示
し
た
「
″
生
″
の
讃
歌
の
系
譜
」
の
中
の

③
「
人
生
(
生
)
」
の
認
識
の
系
譜

「
人
生
(
生
)
」
の
認
識
の
系
譜
と
は
、
。
生
"
。
人
生
”
や
「
世
界
(
外
部
・
他
者
)
」
に
つ

い
て
の
存
在
論
的
な
詩
風
の
系
譜
の
こ
と
で
あ
る
。
「
自
己
」
と
「
世
界
(
外
部
・
他
者
)
」
の

存
在
形
式
や
関
係
に
つ
い
て
の
「
《
関
係
・
発
見
》
型
の
詩
風
」
を
中
核
に
据
え
た
場
合
、
二
つ

の
詩
風
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
つ
は
「
世
界
(
外
部
・
他
者
)
」
の
探
究
や
批
評
が
「
世
界
(
他
者
ご
の
認
識
論
と
し
て
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子
ど
も
・
女
・
父
母
/
世
界
(
外
部
社
会
)
と
い
う
他
者
と
の
。
関
係
”
が
語
ら
れ
、
そ
こ
か

ら
見
え
て
く
る
自
己
の
存
在
感
覚
(
生
の
本
質
や
人
生
の
意
味
)
に
焦
点
化
さ
れ
て
い
る
詩
風

の
作
品
で
あ
る
。
他
者
に
よ
る
自
己
の
再
発
見
の
詩
風
と
言
い
換
え
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

詩
集
と
し
て
は
例
え
ば
、
『
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
の
川
下
り
』
(
一
九
八
八
年
)
『
日
々
の
地
図
』
(
一

九
八
二
年
)
『
女
に
』
(
一
九
九
一
年
)
『
世
間
知
ラ
ズ
』
(
一
九
九
三
年
)
『
真
っ
白
で
い
る
よ
り

も
』
(
一
九
九
五
年
)
『
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
を
聴
く
人
』
(
一
九
九
五
年
)
等
、
一
九
八
〇
年
代
以
降

の
作
品
に
多
い
。

お

わ

り

に

本
稿
で
は
、
谷
川
俊
太
郎
に
お
け
る
詩
的
出
発
を
一
九
五
〇
年
代
詩
人
の
時
代
認
識
や
共
通

し
た
喪
失
感
覚
(
貧
血
状
態
の
青
春
)
、
す
な
わ
ち
歴
史
や
政
治
の
網
の
目
で
も
掬
い
取
る
こ
と

の
で
き
な
い
領
域
に
ま
で
既
に
は
み
出
し
て
し
ま
っ
て
い
る
自
己
の
自
覚
の
問
題
を
、
前
の
世

代
で
あ
る
『
荒
地
』
派
や
『
列
島
』
グ
ル
ー
プ
の
詩
法
と
の
相
違
か
ら
捉
え
、
谷
川
独
自
の
詩

的
発
想
や
方
法
の
構
図
の
全
体
像
を
鮮
明
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

。
放
心
”
を
新
し
い
メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク
と
い
う
詩
的
表
現
に
ま
で
変
質
さ
せ
る
こ
と
(
岩
田

宏
)
は
、
谷
川
に
あ
っ
て
は
「
世
界
」
と
「
自
己
」
と
の
。
関
係
”
を
発
見
す
る
形
で
自
己
の

。
生
”
の
存
在
様
式
を
描
い
て
い
く
と
い
う
詩
的
な
発
想
が
中
核
に
あ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
「
世
界
(
コ
ス
モ
ス
)
」
と
の
肯
定
的
な
一
体
感
と
自
己
の
。
生
”
の
探
究
の
中

で
、
世
界
・
他
者
・
言
語
・
時
代
(
文
明
批
評
)
等
多
面
的
な
展
開
を
見
せ
て
い
る
。

戦
争
の
狂
気
を
経
験
し
た
戦
後
日
本
の
国
家
意
識
の
希
薄
さ
、
文
明
崩
壊
の
危
機
感
、
言
葉

に
よ
る
。
生
"
の
全
体
性
の
回
復
へ
の
願
い
は
、
谷
川
の
中
で
は
伝
統
的
な
人
生
の
認
識
と
諸

相
を
描
く
と
い
う
詩
法
の
他
に
、
感
傷
的
な
存
在
感
覚
の
把
握
か
ら
は
遠
い
澄
ん
だ
幾
何
学
的

な
独
自
な
孤
独
感
や
存
在
感
覚
の
表
現
(
宇
宙
感
覚
の
孤
独
観
)
、
「
世
界
(
外
部
・
他
者
)
」
と

の
″
関
係
″
の
新
し
い
把
握
の
方
法
(
生
の
讃
歌
)
等
と
し
て
展
開
し
て
い
る
。

と
り
わ
け
、
言
葉
遊
び
や
童
歌
・
数
え
歌
等
の
非
私
的
な
作
品
は
、
現
代
的
な
自
己
表
現
(
作

者
の
思
想
や
批
評
の
固
有
性
)
か
ら
離
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
逆
に
日
本
語
の
(
近
現
代
詩
の
)

世
界
が
失
っ
て
き
た
日
本
語
(
言
語
)
の
豊
か
な
可
能
性
と
ひ
ろ
が
り
を
示
す
も
の
で
あ
り
、

こ
れ
は
谷
川
の
「
生
と
言
葉
の
関
係
」
を
重
視
す
る
詩
観
の
一
貫
し
た
詩
風
の
表
現
で
も
あ
る
。

本
稿
で
示
し
た
詩
法
の
モ
デ
ル
で
谷
川
の
全
て
の
作
品
を
解
明
す
る
こ
と
が
出
来
る
わ
け
で

は
な
い
が
、
こ
れ
ら
を
一
つ
の
手
掛
か
り
に
す
る
こ
と
で
、
例
え
ば
こ
れ
ま
で
部
分
的
断
片
的

に
し
か
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
言
葉
遊
び
の
詩
と
人
生
の
認
識
を
語
る
詩
の
関
連
、
自
己
の
生
の

探
究
の
作
品
が
初
期
か
ら
ど
の
よ
う
に
変
遷
し
て
き
た
の
か
、
谷
川
的
な
独
自
性
等
、
各
詩
風

の
作
品
の
関
係
と
位
置
が
明
ら
か
に
な
り
、
同
時
に
い
わ
ゆ
る
戦
後
詩
と
の
違
い
等
詩
史
的
な

位
置
づ
け
も
よ
り
明
ら
か
に
す
る
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
の
意
味
が
重
要
で
あ
る
。

な
お
、
初
期
か
ら
現
在
ま
で
の
詩
風
の
変
遷
に
つ
い
て
や
各
作
品
を
取
り
上
げ
て
の
詩
的
レ

ト
リ
ッ
ク
や
詩
風
と
の
関
係
等
に
つ
い
て
の
詳
細
は
別
稿
を
期
し
た
い
。

九
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