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谷川俊太郎『絵本』論

大八木　敦彦

　１９５６年に出版された谷川俊太郎の第四詩集『絵本』は、谷川の初期の詩集の中では特殊な存在

である。というのは、谷川が自ら撮影した写真と、詩を組み合わせた写真詩集だからだ。当時、谷川

が写真詩集という実験的なスタイルを敢えて試みなければならなかったのは、処女詩集からの詩作の

周期においてちょうど一つのサイクルを終えた、季節に喩えるならば四番目の冬の時期を迎えていた

ことによる。けれども、この冬の時期に準備された蕾は、後年、詩とビジュアルの結合（あるいは拮抗）

という豊かな花を咲かせることになる。『絵本』に収録された詩についても、一つのサイクルの終わ

りが示されていて、つまり、詩人にとっての少年期の終わりが、全篇を貫くテーマとなっている。本

論では、２０１０年に刊行された『絵本』の復刻版を元に、写真詩集として、また少年期の墓標として、

谷川の詩世界に極めて重要な意味を持つこの詩集の、正確な位置づけを試みた。

キーワード：谷川俊太郎、詩、写真、少年

On A Picture Book by Shuntaro TANIKAWA

OYAGI Atsuhiko

　　A Picture Book (1956), the fourth collection of poems by Shuntaro Tanikawa, holds a unique position in his 
early works, as it is a photo-poem book which combines the poems with the photos, taken by the poet himself. At 
that time, he was in the fourth and the final stage of his cycle for making poems, when he spent the first winter 
season of his poetry life. Therefore, he worked hard to develop such an experimental style as the photo-poem 
book. This style, however, had a lot of buds that would be in full bloom in later years and bring rich harvests 
to the poet. He was to make many books showing both the harmony and the competition between poems and 
visual works like photos and paintings. The theme that crosses over all of the poems, collected in A Picture 
Book, is also ‘the final stage’ of a cycle, that is, the end of boyhood for the poet. This treatise tries to prove the 
significance of this book, consisting of poems and photos, as a burial marker of the poet’s boyhood, based on the 
recent reprint edition (2010) of it.

Keywords: Shuntaro Tanikawa, Poem, Photo, Boyhood
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一　

『
絵
本
』
の
位
置

　

谷
川
俊
太
郎
が
最
初
期
に
刊
行
し
た
詩
集
、
即
ち
、
処
女
詩
集
で
あ
る
『
二
十
億

光
年
の
孤
独
』
や
二
作
目
の
『
62
の
ソ
ネ
ッ
ト
』
、
三
作
目
の
『
愛
に
つ
い
て
』
の

初
版
本
は
、
今
で
も
古
書
店
で
手
に
入
る
。
以
前
（
二
十
年
ほ
ど
昔
）
に
、
私
が
そ

れ
ら
を
神
田
の
古
書
店
で
見
か
け
て
購
入
し
た
際
は
、
い
ず
れ
も
数
万
円
代
で
あ
っ

た
。
現
在
で
は
価
格
も
当
時
の
倍
近
く
に
は
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
が
、
入
手
可
能

で
あ
る
こ
と
は
、
時
折
目
に
す
る
古
書
店
の
目
録
等
で
も
確
認
で
き
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
四
作
目
の
『
絵
本
』
だ
け
は
、
ず
っ
と
市
場
に
出
た
の
を
見
た
こ
と
が
な
い
。

私
が
『
絵
本
』
の
初
版
本
の
実
物
を
目
に
し
た
の
は
、
十
数
年
前
に
長
野
に
あ
る
文

学
館
の
一
つ
、
軽
井
沢
高
原
文
庫
で
、
谷
川
俊
太
郎
に
関
す
る
企
画
１

が
あ
っ
た
際

に
、
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
の
中
に
展
示
さ
れ
て
い
る
の
を
見
た
、
後
に
も
先
に
も
唯
そ
の

一
度
き
り
で
あ
る
。

　

谷
川
俊
太
郎
の
詩
集
は
今
日
ま
で
、
選
詩
集
も
含
め
て
七
十
冊
以
上
が
刊
行
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
の
中
で
『
絵
本
』
だ
け
が
、
い
わ
ゆ
る
稀
覯
本
に
な
っ
て
い
る
。
こ

れ
は
『
絵
本
』
が
初
版
三
百
部
の
限
定
版
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
第
一
の
理
由
で
あ
る
。

無
論
、
出
版
的
に
通
常
は
商
業
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
に
至
ら
な
い
詩
集
と
い
う
領

域
に
置
い
て
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
初
版
限
定
が
実
情
で
あ
り
、
部
数
も
一
千
部
を
超

え
る
も
の
は
稀
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
よ
う
な
状
況
の
現
代
詩
に
お
い
て
、
例
外
的
に

多
く
の
読
者
を
持
つ
谷
川
の
場
合
は
そ
の
限
り
で
は
な
い
。
実
際
、
『
二
十
億
光
年

の
孤
独
』
は
重
版
ま
で
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
『
絵
本
』
の
み
が
何
ゆ
え
に
文

字
通
り
少
部
数
の
限
定
版
だ
っ
た
の
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
こ
れ
が
写
真
詩
集
で

あ
っ
た
か
ら
だ
。

　

『
絵
本
』
は
一
九
五
六
年
、
的
場
書
房
か
ら
出
版
さ
れ
た
。
内
容
は
、
詩
十
七
篇

に
谷
川
自
身
の
撮
影
し
た
写
真
二
十
枚
（
表
紙
を
含
む
）
を
別
貼
に
し
た
構
成
で
、

通
し
番
号
と
署
名
が
入
っ
て
い
た
。
ま
た
、
こ
の
詩
集
の
六
百
円
と
い
う
価
格
の
設

定
は
、
当
時
と
し
て
は
豪
華
本
の
類
に
入
る
（
『
二
十
億
光
年
の
孤
独
』
は
百
八
十
円
、

『
62
の
ソ
ネ
ッ
ト
』
は
二
百
五
十
円
、
『
愛
に
つ
い
て
』
は
二
百
円
で
あ
る
か
ら
、
三

倍
の
価
格
で
あ
る
）
。
加
え
て
、
そ
れ
ま
で
の
三
冊
は
、
い
ず
れ
も
創
元
社
か
ら
刊

行
さ
れ
て
お
り
、
『
絵
本
』
の
次
の
詩
集
『
あ
な
た
に
』
も
や
は
り
創
元
社
で
あ
る

か
ら
、
そ
の
点
で
も
、
出
版
社
の
異
な
る
『
絵
本
』
の
刊
行
は
、
か
な
り
特
殊
な
も

の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

『
絵
本
』
の
出
版
元
で
あ
っ
た
的
場
書
房
は
、
今
日
で
は
児
童
文
学
者
と
し
て
知

ら
れ
る
北
川
幸
比
古
が
若
き
日
に
営
ん
で
い
た
出
版
社
で
あ
る
。
と
言
っ
て
も
、
実

谷
川
俊
太
郎
『
絵
本
』
論
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際
は
北
川
が
唯
一
人
で
経
営
し
、
出
版
の
事
業
を
お
こ
な
っ
た
の
も
、
わ
ず
か
二
年

ほ
ど
に
過
ぎ
な
い
の
だ
が
、
そ
の
間
に
、
寺
山
修
司
の
第
一
歌
集
『
空
に
は
本
』
を

始
め
、
中
江
俊
夫
の
『
暗
星
の
う
た
』
や
永
瀬
清
子
の
『
薔
薇
詩
集
』
な
ど
を
出
し

て
、
戦
後
の
現
代
詩
歌
を
牽
引
す
る
役
目
を
果
た
し
、
伝
説
的
な
存
在
と
な
っ
た
出

版
社
で
あ
る
。

　

北
川
幸
比
古
は
谷
川
俊
太
郎
の
高
校
（
当
時
は
ま
だ
旧
制
の
豊
多
摩
中
学
校
）
の

同
級
生
で
あ
り
、
谷
川
よ
り
も
一
足
早
く
文
学
に
目
覚
め
て
い
て
、
谷
川
に
詩
を
書

く
契
機
を
与
え
た
と
い
う
意
味
で
非
常
に
重
要
な
人
物
な
の
だ
が
、
谷
川
は
そ
の
よ

う
な
経
緯
も
あ
っ
て
『
絵
本
』
の
出
版
を
依
頼
し
た
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、『
二
十
億

光
年
の
孤
独
』
以
来
、
谷
川
の
詩
集
の
出
版
に
携
わ
っ
て
い
た
創
元
社
は
、
小
林
秀

雄
を
取
締
役
に
迎
え
て
、
川
端
康
成
の
『
雪
国
』
を
刊
行
す
る
な
ど
、
文
芸
に
造
詣

の
深
い
出
版
社
で
あ
っ
た
が
、写
真
別
貼
の
体
裁
で
六
百
円
と
い
う
異
例
の
詩
集
は
、

作
成
し
売
り
さ
ば
く
（
そ
う
し
て
利
益
を
上
げ
る
）
こ
と
が
無
理
と
判
断
さ
れ
て
も

致
し
方
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
何
れ
に
し
て
も
様
々
な
事
情
の
故
に
、
谷
川
は
的
場

書
房
か
ら
の
出
版
に
踏
み
切
り
、
そ
れ
ゆ
え
『
絵
本
』
は
、
谷
川
の
著
作
と
し
て
は

実
質
上
、
唯
一
の
自
費
出
版
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

『
絵
本
』
を
通
し
番
号
や
署
名
入
り
と
い
う
特
製
本
的
な
ス
タ
イ
ル
に
し
た
の
は
、

高
い
価
格
に
見
合
う
プ
レ
ミ
ア
性
を
狙
っ
た
と
も
言
え
る
が
、
そ
れ
は
、
決
し
て
趣

味
性
の
強
い
私
家
本
を
意
図
し
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
の
活
動
の
最
初
か
ら
、

詩
の
大
衆
性
と
詩
集
の
商
業
性
（
即
ち
、
詩
人
の
自
活
性
）
を
強
力
に
意
識
し
て
い

た
谷
川
俊
太
郎
が
、
一
般
読
者
を
相
手
に
「
売
れ
る
」
こ
と
を
目
的
に
し
な
い
詩
集

の
刊
行
と
い
う
も
の
を
考
え
た
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
一
度
も
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
果
と
し
て
『
絵
本
』
は
三
百
部
限
定
の
自
費
出
版
と
い
う
、

如
何
に
も
谷
川
ら
し
か
ら
ぬ
形
で
世
に
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
う
ま
で
し
て

谷
川
を
『
絵
本
』
の
出
版
に
踏
み
切
ら
せ
た
も
の
は
、
一
体
何
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
ま
で
の
三
冊
の
詩
集
で
詩
人
と
し
て
の
地
歩
を
固
め
た
谷
川
に
、
こ
こ
で
一

種
の
余
裕
が
生
じ
、
私
家
本
的
な
ス
タ
イ
ル
の
発
想
が
浮
か
ん
だ
と
い
う
こ
と
も
、

確
か
に
な
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
上
に
、
こ
の
若
い
詩
人
を
突

き
動
か
し
た
の
は
、
写
真
と
詩
の
組
合
せ
と
い
う
新
し
い
形
式
へ
の
挑
戦
の
意
識
で

は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
、
論
を
進
め
る
前
に
、
谷
川
の
詩
に
お
け
る
最
初
期
の
ス
タ
イ
ル
の
変
遷

に
つ
い
て
考
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

谷
川
俊
太
郎
と
い
う
詩
人
は
、
他
の
多
く
の
天
才
芸
術
家
の
例
に
漏
れ
ず
、
初
め

か
ら
完
成
さ
れ
た
ス
タ
イ
ル
を
持
っ
て
い
た
。こ
の
よ
う
な
類
の
芸
術
家
に
と
っ
て
、

成
長
と
は
ス
タ
イ
ル
の
発
展
や
深
化
で
は
な
く
（
既
に
「
完
成
」
さ
れ
て
い
る
も
の
に

発
展
は
あ
り
得
な
い
）、
た
だ
「
変
化
」
を
意
味
す
る
。
言
葉
を
換
え
れ
ば
、
天
才
は

生
涯
、
自
ら
の
ス
タ
イ
ル
か
ら
逃
げ
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
運
命
を
負
っ
て
い
る
。

　

詩
人
な
ど
よ
り
、
む
し
ろ
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
デ
ザ
イ
ナ
ー
に
な
り
た
か
っ
た

と
言
い
続
け
て
い
る
谷
川
の
詩
語
は
、
常
に
シ
ン
プ
ル
な
デ
ザ
イ
ン
性
を
備
え
て
お

り
、
日
常
的
な
機
能
と
フ
ォ
ル
ム
の
美
し
さ
を
完
璧
に
一
致
さ
せ
て
い
る
点
で
、
ど

こ
か
「
無
印
良
品
」
を
思
わ
せ
る
。
そ
の
よ
う
な
均
整
の
と
れ
た
詩
語
の
特
性
は
、

『
二
十
億
光
年
の
孤
独
』
に
お
い
て
既
に
十
二
分
に
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
処
女

詩
集
で
は
、
少
年
の
清
新
な
感
受
性
と
、
近
未
来
の
感
覚
に
貫
か
れ
た
知
的
な
ポ
エ

ジ
ー
が
、
様
々
な
詩
型
の
中
で
溢
れ
ん
ば
か
り
の
生
命
の
勢
い
を
示
し
て
い
る
。
そ

れ
は
あ
た
か
も
、
春
の
野
の
至
る
所
で
多
く
の
種
類
の
植
物
が
、
思
い
思
い
の
形
態

で
芽
や
葉
を
い
っ
せ
い
に
吹
き
出
し
て
い
る
さ
ま
を
思
わ
せ
る
。

　

続
く
『
62
の
ソ
ネ
ッ
ト
』
で
、
谷
川
は
西
欧
詩
に
お
け
る
古
典
的
な
十
四
行
と
い

う
定
型
に
よ
っ
て
、
詩
想
と
ス
タ
イ
ル
を
制
御
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
そ
れ
は
ち
ょ

う
ど
、
活
発
か
つ
奔
放
に
生
育
を
始
め
た
植
物
の
枝
葉
を
思
い
切
っ
て
刈
り
込
み
、

整
然
と
し
た
人
工
的
な
庭
園
を
造
成
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
言
葉
の
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日
常
性
を
濾
過
し
た
形
而
上
的
な
詩
語
を
終
始
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
庭
園
の
植

物
は
幾
何
学
的
に
統
一
さ
れ
た
精
緻
な
文
様
を
描
い
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。

　

け
れ
ど
も
、
第
三
詩
集
の
『
愛
に
つ
い
て
』
で
は
、
前
作
に
お
け
る
緊
密
な
定
型

統
一
の
反
動
の
よ
う
に
詩
型
が
自
由
化
し
、
あ
る
意
味
で
は
ス
タ
イ
ル
の
弛
緩
が
起

こ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
長
詩
と
散
文
詩
の
割
合
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
同
時
に
極
め

て
重
要
な
こ
と
に
は
、
『
愛
に
つ
い
て
』
で
は
、
標
題
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
「
愛
」

が
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。
確
か
に
、
宇
宙
や
自
然
（
谷
川
の
用
語
で
は
「
世

界
」
）
に
対
す
る
「
愛
」
は
、『
62
の
ソ
ネ
ッ
ト
』
で
も
繰
り
返
し
歌
わ
れ
て
い
た
・
・
・

の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
自
体
が
『
62
の
ソ
ネ
ッ
ト
』
の
テ
ー
マ
と
も
言
え
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
異
性
に
対
す
る
恋
愛
感
情
と
い
う
、
最
も
詩
を
誘
発
し
な
が
ら
も
、
最
も

詩
と
し
て
結
晶
し
難
い
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、
谷
川
は
そ
れ
ま
で
慎
重
に
、
そ
し
て

本
能
的
に
こ
れ
を
避
け
て
き
た
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
第
三
詩
集
に
至
っ
て
、
よ
う
や

く
谷
川
は
詩
に
恋
愛
感
情
を
歌
い
込
も
う
と
試
み
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
結
果

的
に
愛
の
喜
び
よ
り
も
む
し
ろ
愛
へ
の
疑
念
、
失
望
感
を
歌
う
詩
篇
の
方
が
多
く

な
っ
た
こ
と
が
、
詩
人
の
経
験
的
な
成
長
の
著
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
『
二
十
億
光

年
の
孤
独
』
か
ら
わ
ず
か
三
年
の
間
に
、
少
年
の
季
節
は
春
か
ら
夏
を
過
ぎ
て
、
青

年
の
秋
へ
と
速
や
か
に
移
ろ
っ
た
。
葉
は
落
ち
、
花
々
は
枯
れ
、
あ
る
も
の
は
果
実
と

し
て
熟
し
、
そ
の
果
実
も
大
半
は
鳥
や
虫
に
食
さ
れ
な
が
ら
、
痛
ん
だ
果
皮
を
秋
の

風
に
晒
し
て
い
る
よ
う
な
光
景
が
、『
愛
に
つ
い
て
』
に
は
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
。

　

当
然
な
が
ら
、
次
は
冬
の
季
節
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
詩
人
と
し
て
の
い
わ
ば

一
つ
の
周
期
を
完
了
す
る
時
に
谷
川
が
試
み
た
の
は
、
言
葉
と
画
像
の
合
体
に
よ
る

写
真
詩
集
と
い
う
新
し
い
ス
タ
イ
ル
で
あ
っ
た
。

　

無
論
、
新
し
い
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
谷
川
俊
太
郎
に
と
っ
て
初
め
て
だ
っ
た
と

い
う
意
味
で
あ
り
、
現
代
詩
の
中
で
写
真
詩
集
と
い
う
ス
タ
イ
ル
が
そ
れ
ま
で
に
無

か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。『
絵
本
』
よ
り
も
十
七
年
前
に
刊
行
さ
れ
た
村
野
四
郎
の
『
体

操
詩
集
』
は
、
そ
の
最
も
優
れ
た
例
で
あ
ろ
う
か
。

　

『
体
操
詩
集
』
は
、
新
即
物
主
義
（
ノ
イ
エ
ザ
ッ
ハ
リ
ヒ
カ
イ
ト
）
に
基
づ
く
村

野
四
郎
の
第
二
詩
集
で
あ
り
、
二
つ
の
点
で
革
新
的
で
あ
っ
た
。
一
つ
は
、
「
体
操
」

と
い
う
、
そ
れ
ま
で
の
近
代
・
現
代
の
詩
の
題
材
と
し
て
は
似
つ
か
わ
し
く
な
い
・
・
・

む
し
ろ
、
感
情
・
感
覚
と
精
神
の
詩
の
世
界
と
は
対
極
に
あ
る
よ
う
な
、
肉
体
と
そ

の
運
動
の
世
界
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
村
野
自
身
、
体
操

が
得
意
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
よ
る
の
だ
が
、
そ
れ
以
上
に
、
詩
に
意
図
的
に
健
康
な

肉
体
と
、
そ
こ
に
宿
る
健
康
な
精
神
を
持
ち
込
も
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
彼

自
身
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、

「
在
来
の
憂
悶
詩
に
對
抗
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
ま
た
望
外
の
よ
ろ
こ
び
で
あ
る
。

今
日
で
は
も
う
、
詩
人
が
本
質
と
し
て
ヒ
ス
テ
リ
ー
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
ふ

理
由
は
何
處
に
も
な
い
。
」２

　

『
体
操
詩
集
』
の
も
う
一
つ
の
画
期
的
な
特
徴
は
、
詩
に
写
真
を
組
み
合
わ
せ
た

こ
と
で
あ
る
。
詩
篇
は
全
部
で
十
九
、
写
真
は
十
五
枚
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

数
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、写
真
が
す
べ
て
の
詩
に
対
応
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

け
れ
ど
も
、
詩
と
写
真
の
組
み
合
わ
せ
ら
れ
た
ペ
ー
ジ
に
は
、
そ
れ
ま
で
の
詩
集
に

見
ら
れ
た
よ
う
な
単
な
る
挿
画
的
意
味
合
い
を
越
え
た
、
言
葉
と
画
像
と
の
緊
密
な

関
係
性
と
、
そ
れ
に
よ
る
対
照
、
並
び
に
ハ
ー
モ
ニ
ー
の
効
果
が
濃
厚
に
う
か
が
え

る
。
こ
の
よ
う
な
『
体
操
詩
集
』
の
独
創
性
は
、
詩
集
の
構
成
を
担
当
し
た
、
詩
人
、

写
真
家
で
あ
り
、
ま
た
、
画
家
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
で
も
あ
っ
た
北
園
克
衛
の
尽
力
に
よ

る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
そ
し
て
何
よ
り
、
北
園
自
身
が
『
体
操
詩
集
』
に
寄
せ
た
序

文
が
、
こ
の
詩
集
の
特
徴
を
的
確
に
捉
え
て
余
す
と
こ
ろ
が
な
い
。
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「
而
し
て
著
者
は
そ
の
完
璧
な
作
品
の
一
つ
一
つ
に
對
し
て
極
め
て
鮮
明
な
寫
眞

を
鋭
く
對
立
せ
し
め
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
優
秀
な
寫
眞
は
そ
の
強
烈
な
物
質
感
に

依
つ
て
作
品
を
衝
撃
し
、
そ
の
作
品
効
果
を
一
層
顕
著
な
も
の
と
し
て
ゐ
る
。
然
し

乍
ら
こ
こ
に
注
目
す
べ
き
は
、
そ
れ
ら
の
写
真
が
決
し
て
所
謂
挿
繪
の
概
念
に
依
つ

て
求
め
ら
れ
た
も
の
で
な
く
、
又
そ
の
作
品
は
寫
眞
の
解
説
と
し
て
與
へ
ら
れ
た
も

の
で
も
な
い
點
で
あ
ら
う
。こ
の
な
か
ば
突
發
的
な
作
品
と
寫
眞
と
の
遭
遇
こ
そ
は
、

こ
の
詩
集
の
一
つ
の
新
し
い
タ
イ
プ
を
性
格
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
」３

　

『
体
操
詩
集
』
が
刊
行
さ
れ
た
一
九
三
九
年
（
昭
和
十
四
年
）
、
谷
川
俊
太
郎
は
ま

だ
九
歳
で
あ
る
が
、
長
じ
て
こ
の
革
新
的
な
詩
集
を
読
む
機
会
は
あ
っ
た
は
ず
で
あ

り
、
ま
た
、
村
野
は
後
に
詩
誌
『
詩
学
』
の
作
品
投
稿
欄
に
携
わ
っ
た
折
、
谷
川
の

才
能
を
発
掘
し
た
一
人
と
さ
れ
て
い
て
、
二
人
の
関
係
は
（
少
な
く
と
も
そ
の
詩
精

神
に
お
い
て
）
浅
か
ら
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
実
際
、
「
詩
人
が
本
質
と

し
て
ヒ
ス
テ
リ
ー
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
ふ
理
由
は
何
處
に
も
な
い
」
と
い
う

信
念
の
も
と
に
「
在
来
の
憂
悶
詩
に
對
抗
」
し
た
村
野
の
姿
勢
は
、
そ
の
ま
ま
『
二
十
億

光
年
の
孤
独
』
で
出
発
し
た
谷
川
に
も
見
事
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ

れ
故
に
例
え
ば
、
先
に
引
用
し
た
『
体
操
詩
集
』
に
記
さ
れ
て
い
る
北
園
の
序
文
は
、

谷
川
の
『
絵
本
』
の
序
文
と
し
て
読
ん
で
も
何
ら
差
し
支
え
は
な
い
ほ
ど
に
、
そ
の

血
統
を
正
し
く
伝
え
て
い
る
。

　

と
は
言
っ
て
も
『
体
操
詩
集
』
と
『
絵
本
』
に
、
質
的
に
異
な
る
部
分
も
多
く
認

め
ら
れ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
中
で
も
、
こ
の
二
つ
の
詩
集
を
比
較
し
た
場
合
に

最
も
目
に
付
く
の
は
、
写
真
の
撮
影
者
に
関
し
て
で
あ
る
。
『
体
操
詩
集
』
で
は
、

レ
ニ
ー
・
リ
ー
フ
ェ
ン
シ
ュ
タ
ー
ル
と
パ
ウ
ル
・
ヴ
ォ
ル
フ
の
写
真
が
用
い
ら
れ
て

い
る
の
だ
が
、
リ
ー
フ
ェ
ン
シ
ュ
タ
ー
ル
は
ベ
ル
リ
ン
・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
記
録
映

画
『
オ
リ
ン
ピ
ア
』
を
作
成
し
た
こ
と
で
著
名
な
女
流
監
督
で
あ
り
、
ま
た
写
真
家

で
あ
っ
て
、
片
や
、
ヴ
ォ
ル
フ
は
元
々
医
師
で
あ
っ
た
が
、
今
日
で
は
名
機
ラ
イ
カ

の
名
を
広
め
た
写
真
家
と
し
て
世
に
知
ら
れ
て
い
て
、
い
ず
れ
に
し
て
も
『
体
操
詩

集
』
の
写
真
は
プ
ロ
の
写
真
家
の
作
品
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
『
絵
本
』
で
は
、
谷

川
俊
太
郎
自
身
が
撮
影
し
た
写
真
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

　

谷
川
は
初
期
の
頃
か
ら
写
真
に
非
常
な
興
味
を
持
っ
て
い
た
。
谷
川
が
二
十
代
に

記
し
た
詩
、
歌
、
ラ
ジ
オ
劇
、
エ
ッ
セ
イ
等
を
集
大
成
し
た
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
『
Ｏ
Ｎ

Ｃ
Ｅ
』
に
は
、
同
時
期
に
谷
川
が
撮
っ
た
写
真
も
四
十
五
枚
、
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
ら
の
写
真
の
「
引
き
伸
ば
し
は
自
分
で
や
っ
た
」
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、
ま
た
、

写
し
出
さ
れ
た
セ
ピ
ア
色
の
風
景
に
独
特
の
詩
情
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
谷

川
は
カ
メ
ラ
を
扱
う
際
に
、
言
葉
を
扱
う
の
と
同
等
の
愛
着
と
感
性
を
働
か
せ
よ
う

と
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

こ
の
『
Ｏ
Ｎ
Ｃ
Ｅ
』
の
末
尾
に
は
当
時
の
日
記
が
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
、

初
め
は
確
か
に
毎
日
の
感
想
や
思
索
を
そ
の
ま
ま
記
録
し
た
文
章
で
あ
る
の
だ
が
、

日
を
追
う
ご
と
に
次
第
に
言
葉
が
詩
的
に
結
晶
し
始
め
、
し
ま
い
に
は
箴
言
に
近
い

断
章
の
連
続
と
化
し
て
い
く
。
そ
の
最
後
の
言
葉
、
即
ち
『
Ｏ
Ｎ
Ｃ
Ｅ
』
の
締
め
く

く
り
と
な
っ
て
い
る
の
は
次
の
一
節
で
あ
る
。

「
我
々
が
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
押
す
前
に
、
カ
メ
ラ
は
既
に
解
釈
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

科
学
の
眼
が
対
象
を
み
て
い
る
。
」４

　

「
科
学
の
眼
」
に
よ
る
「
解
釈
」
に
人
間
の
感
性
が
立
ち
入
る
隙
は
無
い
。
し
か
し
、

だ
か
ら
と
言
っ
て
科
学
に
詩
、
あ
る
い
は
芸
術
一
般
を
敵
対
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
科
学
が
切
り
捨
て
た
部
分
を
補
い
、
む
し
ろ
科
学
を
利

用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
科
学
の
先
へ
行
き
着
く
の
が
詩
の
本
来
の
役
割
で
あ
ろ
う
。

「
万
有
引
力
と
は
／
ひ
き
合
う
孤
独
の
力
で
あ
る
」（「
二
十
億
光
年
の
孤
独
」）
と
い
う
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引
力
の
定
義
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
科
学
的
定
義
で
は
ど
う
し
て
も
説
明
で
き
な
い
宇
宙

の
神
秘
を
、
精
神
と
一
体
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
詩
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　

そ
れ
は
と
も
か
く
、
先
に
引
用
し
た
『
Ｏ
Ｎ
Ｃ
Ｅ
』
の
一
節
は
、
科
学
と
詩
の
相

違
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
必
ず
し
も
写
真
の
話
を
し
て
い
る
の
で
は
な

い
の
だ
が
、
図
ら
ず
も
写
真
の
こ
と
に
関
し
て
大
変
重
要
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
科
学
の
眼
が
見
る
前
に
、
人
間
の
眼
が
見
た
こ
と
を
カ
メ
ラ
に
見
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
れ
ば
、
写
真
は
詩
を
写
し
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う

こ
と
だ
。
そ
う
し
て
、
も
し
も
詩
に
添
え
ら
れ
た
写
真
に
、
詩
と
同
じ
ほ
ど
の
詩
情

が
含
ま
れ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
詩
に
共
調
し
詩
を
装
飾
す
る
よ
り
も
、

む
し
ろ
逆
に
、
北
園
克
衛
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
、
詩
と
「
鋭
く
對
立
」
し
「
作
品

を
衝
撃
」
す
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
十
代
の
頃
よ
り
写
真
に
愛
着
を
示
し
て
い
た
谷
川
は
、
最
終
的
に
『
Ｓ

Ｏ
Ｌ
Ｏ
』
と
い
う
自
作
の
写
真
集
を
出
版
す
る
ま
で
に
至
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
谷
川

が
五
十
歳
を
超
え
て
後
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
を
遡
る
二
十
年
前
に
、
谷
川

は
『
絵
本
』
に
お
い
て
既
に
、
自
ら
撮
影
し
た
写
真
を
言
葉
と
同
等
の
作
品
と
し
て

扱
う
試
み
を
示
し
て
い
る
の
だ
。
そ
う
し
て
言
語
芸
術
と
視
覚
芸
術
と
の
コ
ン
ビ

ネ
ー
シ
ョ
ン
は
、
実
は
後
年
、
谷
川
俊
太
郎
の
詩
の
世
界
に
独
特
の
豊
穣
を
も
た
ら

す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

谷
川
に
は
、
絵
や
写
真
を
挿
画
と
し
て
用
い
て
い
る
詩
集
も
た
く
さ
ん
あ
る
の
だ

が
、
そ
れ
ら
の
視
覚
芸
術
に
む
し
ろ
詩
と
同
等
の
位
置
を
与
え
て
い
る
構
成
の
詩
集

の
方
が
、
数
の
上
で
は
多
い
と
思
わ
れ
る
。
絵
画
と
し
て
は
香
月
泰
男
と
の
コ
ラ
ボ

レ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
『
旅
』
が
最
初
の
も
の
だ
が
、
三
番
目
の
妻
と
な
っ
た
画
家
、

佐
野
洋
子
と
の
共
作
で
あ
る
『
は
だ
か
』
と
『
女
に
』
は
六
十
代
を
迎
え
た
谷
川
の

詩
世
界
を
代
表
す
る
傑
作
で
あ
り
、
ま
た
、
自
身
の
最
も
愛
好
す
る
画
家
、
パ
ウ
ル
・

ク
レ
ー
の
作
品
に
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
た
『
ク
レ
ー
の
絵
本
』
と
『
ク
レ
ー

の
天
使
』
も
、
詩
と
絵
画
と
の
「
鋭
く
對
立
」
し
た
表
現
の
可
能
性
を
示
し
て
い
る

点
で
鮮
や
か
な
光
芒
を
放
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
写
真
に
関
し
て
は
、
丹
地
保
尭
の
写
真
に
一
行
詩
を
付
し
た
『
50
本
の
木
』

が
比
較
的
初
期
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
詩
集
と
い
う
よ
り
も
写
真
集
と
い
う
位

置
付
け
で
あ
っ
て
、
確
か
に
詩
よ
り
も
写
真
の
方
に
重
心
が
あ
る
。
し
か
し
、
荒
木

経
惟
の
写
真
に
詩
を
対
置
さ
せ
た
二
作
『
や
さ
し
さ
は
愛
じ
ゃ
な
い
』
『
写
真
ノ
中

ノ
空
』
、
百
瀬
恒
彦
の
写
真
に
よ
る
『
子
ど
も
の
肖
像
』
と
田
淵
章
三
の
写
真
に
よ

る
『
子
ど
も
た
ち
の
遺
言
』
と
い
う
子
ど
も
シ
リ
ー
ズ
等
で
は
、
詩
と
写
真
の
比
重

が
等
し
く
、
詩
の
み
、
あ
る
い
は
写
真
の
み
で
も
成
立
す
る
作
品
が
、
各
々
の
結
合

に
よ
っ
て
単
体
の
時
に
は
持
ち
得
な
か
っ
た
特
性
を
激
し
く
発
揮
し
て
お
り
、
言
葉

の
み
の
詩
集
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
世
界
を
現
出
し
て
い
る
。

　

先
述
し
た
よ
う
に
『
絵
本
』
は
、
初
期
の
谷
川
の
詩
集
の
周
期
に
お
い
て
は
冬
の

時
期
に
当
た
る
。
し
か
し
な
が
ら
秋
に
葉
を
落
と
し
尽
く
し
た
樹
が
、
冬
の
間
、
秘

か
に
、
か
つ
入
念
に
芽
を
準
備
し
来
た
る
べ
き
春
に
備
え
る
よ
う
に
、
『
絵
本
』
は
、

視
覚
芸
術
と
の
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
後
年
の
豊
か
な
花
を
咲
か
す
た
め
の
多

く
の
芽
を
孕
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
重
要
な
『
絵
本
』
で
あ
る
が
、
初
版
以
降
、
写
真
の
部
分
が
す
べ
て

再
録
さ
れ
る
機
会
は
ず
っ
と
絶
た
れ
て
い
た
。
『
二
十
億
光
年
の
孤
独
』
以
来
の
六

つ
の
詩
集
お
よ
び
エ
ッ
セ
イ
集
に
含
ま
れ
て
い
た
詩
や
未
刊
の
作
品
の
す
べ
て
を
網

羅
し
た
画
期
的
な
『
谷
川
俊
太
郎
詩
集
』
に
も
、
『
絵
本
』
は
詩
の
部
分
の
み
で
、

写
真
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
全
集
的
な
大
冊
の
編
集
に
谷
川
自
身
が
関
わ
っ

て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
れ
は
不
可
思
議
で
も
あ
る
が
、
詩
集
と
し
て
の
構
成
や

装
丁
上
の
問
題
で
写
真
を
入
れ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
長
ら
く
の
間
、
『
絵
本
』
の
写
真
を
眼
に
す
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た

の
は
、
角
川
文
庫
の
『
空
の
青
さ
を
み
つ
め
て
い
る
と　

谷
川
俊
太
郎
詩
集
Ⅰ
』
の
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口
絵
に
、
二
枚
の
み
が
入
っ
て
い
る
の
だ
け
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
昨
今
、
谷
川

の
初
期
の
詩
集
の
復
刻
が
相
次
ぎ
（
復
刻
と
い
っ
て
も
、
装
丁
は
原
本
と
異
な
っ
て
い

る
が
）、『
絵
本
』
も
二
〇
一
〇
年
に
復
刻
さ
れ
、
そ
の
帯
に
も
あ
る
通
り
「
ま
ぼ
ろ
し

の
写
真
詩
集
」
が
半
世
紀
を
超
え
て
、我
々
の
前
に
そ
の
全
貌
を
甦
ら
せ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

二　

復
刻
版
『
絵
本
』

　

原
本
の
『
絵
本
』
は
、
縦
二
十
四
セ
ン
チ
、
横
二
十
五
・
六
セ
ン
チ
と
、
横
が
わ

ず
か
に
長
い
が
正
方
形
に
近
い
判
型
で
、
小
型
で
あ
っ
た
『
二
十
億
光
年
の
孤
独
』

の
ほ
ぼ
倍
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
の
谷
川
の
詩
集
の
中
で
も
最
も
大
き
い
サ
イ
ズ
で

あ
っ
た
。
そ
う
し
て
そ
れ
が
、
別
張
り
の
写
真
を
（
十
分
な
余
白
の
中
で
）
活
か
す

た
め
の
大
き
さ
で
あ
り
、
判
型
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
復
刻
版
『
絵
本
』
は
縦
、
横
と
も
十
七
・
八
セ
ン
チ
と
、
ひ
と

回
り
小
さ
い
正
方
形
の
判
型
と
な
っ
て
い
る
が
、
「
復
刻
普
及
版
」
と
し
て
は
原
本

の
香
り
を
あ
る
程
度
伝
え
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
原
本
の
外
函
に
は
一
枚
の
写
真
が

貼
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
、
詩
集
の
題
名
も
詩
人
の
名
前
も
表
記
が
な
く
（
背
表
紙
に

は
「
絵
本
」
と
入
っ
て
い
る
）
、
そ
れ
は
い
か
に
も
限
定
の
豪
華
版
詩
集
ら
し
い
、

静
か
だ
が
確
固
た
る
主
張
を
持
っ
た
デ
ザ
イ
ン
で
あ
り
、
ま
た
、
何
よ
り
も
写
真
詩

集
と
し
て
の
趣
を
漂
わ
せ
て
い
る
。
復
刻
版
で
は
さ
す
が
に
そ
こ
ま
で
の
装
丁
で
通

す
こ
と
は
難
し
か
っ
た
ら
し
く
、
題
名
と
作
者
名
が
入
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、「
絵

本
」
の
ロ
ゴ
は
、
原
本
の
本
体
表
紙
に
使
わ
れ
て
い
る
ロ
ゴ
と
同
一
で
、
全
体
の
瀟

洒
な
デ
ザ
イ
ン
も
昭
和
三
十
一
年
当
時
の
雰
囲
気
を
十
分
に
伝
え
て
い
る
。
少
な
く

と
も
、
数
十
年
以
上
の
間
、
探
し
続
け
て
き
た
原
本
の
こ
と
を
思
い
描
き
な
が
ら
、

手
に
取
る
者
の
胸
を
高
鳴
ら
せ
る
に
足
る
秀
逸
な
デ
ザ
イ
ン
で
あ
る
。

　

何
よ
り
も
特
筆
す
べ
き
は
、
原
本
の
奥
付
を
復
刻
版
の
奥
付
と
併
記
し
て
い
る
こ

と
だ
。
そ
れ
は
、
原
本
の
奥
付
に
は
使
用
し
た
カ
メ
ラ
（
ロ
ー
ド
三
十
五
Ⅳ
）
等
の

貴
重
な
情
報
が
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
も
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
原

本
の
イ
メ
ー
ジ
を
少
し
で
も
忠
実
に
再
現
し
よ
う
と
す
る
編
者
の
熱
意
あ
る
こ
だ
わ

り
と
周
到
な
気
配
り
が
感
じ
ら
れ
る
か
ら
だ
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
不
満
を
述
べ
る
と
す
れ
ば
、（
原
本
に
は
勿
論
無
か
っ
た
）
詩
の

英
訳
を
復
刻
で
は
併
記
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
写
真
の
余
白
に
入
れ
て
し

ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
復
刻
版
の
編
者
、
山
田
兼
士
は
詩
人
で
あ
り
フ
ラ
ン
ス

文
学
を
専
門
と
す
る
学
者
で
も
あ
っ
て
、
「
こ
の
英
訳
が
加
わ
る
こ
と
で
さ
ら
に
多

様
性
と
立
体
性
を
増
幅
」５

す
る
と
記
し
て
い
る
が
、
英
訳
に
余
白
を
奪
わ
れ
た
写
真

は
、
む
し
ろ
立
体
的
で
豊
か
な
余
韻
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

誤
解
を
与
え
な
い
よ
う
に
記
し
て
お
く
が
、
私
は
英
訳
詩
を
掲
載
し
て
い
る
こ
と

に
異
を
唱
え
て
い
る
の
で
は
な
い
。
谷
川
は
近
年
の
詩
集
に
英
訳
を
併
記
す
る
こ
と

が
非
常
に
多
く
、
詩
の
翻
訳
と
い
う
一
見
絶
望
的
に
深
い
異
言
語
の
谷
間
を
あ
え
て

軽
々
と
超
え
よ
う
と
す
る
そ
の
試
み
は
尊
重
す
べ
き
と
思
う
。
だ
が
、
右
ペ
ー
ジ
に

詩
、
左
ペ
ー
ジ
に
写
真
と
い
う
見
開
き
二
ペ
ー
ジ
の
構
成
を
と
る
『
絵
本
』
に
、
日

本
語
の
原
詩
と
英
訳
詩
と
を
共
に
載
せ
よ
う
と
す
れ
ば
、
英
詩
は
日
本
語
の
原
詩
の

下
か
、
写
真
と
同
じ
ペ
ー
ジ
に
し
か
入
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
原
詩
の
ペ
ー
ジ
に
は

も
は
や
ス
ペ
ー
ス
の
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
れ
ば
、
当
然
、
写
真
の
ペ
ー
ジ
に
入

れ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。

　

け
れ
ど
も
、
繰
り
返
す
ま
で
も
な
く
、
『
絵
本
』
と
い
う
詩
集
は
何
よ
り
も
そ
の

表
題
が
示
す
通
り
、
視
覚
の
た
め
の
本
で
あ
る
。
通
常
の
意
味
で
絵
本
の
画
が
、
単

な
る
挿
絵
で
は
あ
り
得
な
い
よ
う
に
、
『
絵
本
』
の
写
真
は
詩
と
対
等
の
、
あ
る
い

は
場
合
に
よ
っ
て
は
詩
以
上
の
重
要
性
を
持
っ
た
作
品
で
あ
る
。
写
真
の
ペ
ー
ジ
に

お
け
る
余
白
の
意
味
合
い
は
様
々
で
あ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
、
そ
こ
に
英
訳
が
侵

入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、写
真
の
作
品
と
し
て
持
つ
本
来
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
は
失
わ
れ
、
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そ
の
結
果
、
写
真
は
挿
画
に
近
い
状
態
に
追
い
や
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。
そ
の
上
に
、
復
刻
版
『
絵
本
』
の
場
合
に
は
、
写
真
を
圧
迫
す
る
よ
う
な
レ
イ

ア
ウ
ト
で
英
訳
詩
が
詰
め
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
う
ま
で
し
て
英
訳
詩
を
掲
載
す
る
必

要
は
本
当
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

　

例
え
ば
、
後
年
の
谷
川
に
よ
る
写
真
詩
集
の
構
成
と
比
べ
て
み
た
場
合
、
荒
木
経

惟
の
写
真
に
よ
る
『
や
さ
し
さ
は
愛
じ
ゃ
な
い
』
で
は
、
詩
が
写
真
の
余
白
に
収
ま
っ

て
い
る
ペ
ー
ジ
は
む
し
ろ
少
な
く
、
活
字
は
往
々
に
し
て
写
真
の
画
面
に
ま
で
入
り

込
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
、
帯
に
も
あ
る
通
り
「
写
真
と
詩
は
か
ら
み
あ
い
、
反
発
し
、

戦
い
つ
づ
け
」
て
い
る
こ
と
を
如
実
に
物
語
る
レ
イ
ア
ウ
ト
で
あ
り
、
荒
木
経
惟
の
、

あ
る
意
味
で
谷
川
と
は
正
反
対
の
破
天
荒
な
個
性
を
示
す
、
情
念
の
絡
み
付
く
よ
う

な
画
像
に
、
谷
川
の
あ
く
ま
で
端
正
で
知
的
に
制
御
さ
れ
た
言
葉
が
、
時
に
荒
々
し

く
揺
さ
ぶ
ら
れ
挑
発
さ
れ
る
様
が
見
て
取
れ
る
。

　

一
転
し
て
百
瀬
恒
彦
の
写
真
に
よ
る
『
子
ど
も
の
肖
像
』
で
は
、写
真
と
詩
の
ペ
ー

ジ
が
す
べ
て
厳
格
に
区
分
け
さ
れ
て
い
る
。
写
真
と
詩
が
同
一
の
ペ
ー
ジ
に
並
ぶ
こ

と
は
一
度
も
な
い
。
そ
れ
は
、
極
め
て
紳
士
的
に
各
々
の
持
ち
場
を
わ
き
ま
え
て
、

相
手
の
領
域
を
侵
さ
な
い
よ
う
な
構
成
で
あ
る
が
、
か
と
い
っ
て
、
互
い
に
没
交
渉

な
印
象
を
与
え
る
こ
と
は
決
し
て
な
く
、
詩
と
写
真
が
独
立
し
た
ま
ま
で
対
位
法
的

な
旋
律
を
奏
で
て
い
る
。

　

『
子
ど
も
た
ち
の
遺
言
』
（
写
真
・
田
淵
章
三
）
で
は
、
同
じ
よ
う
に
子
供
の
写
真

に
詩
が
付
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
ち
ら
は
『
子
ど
も
の
肖
像
』
と
は
対
照
的
に
、

詩
は
す
べ
て
写
真
と
同
じ
ペ
ー
ジ
の
余
白
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
余
白

と
言
っ
て
は
言
い
過
ぎ
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
写
真
の
方
に
ウ
ェ
イ
ト
が
あ
る

の
は
確
か
で
あ
っ
て
、
そ
の
埋
合
せ
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
、
巻
末
に
詩
だ
け
が
再

び
掲
載
さ
れ
て
い
る
と
い
う
、
た
い
へ
ん
に
珍
し
い
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
後
年
の
写
真
詩
集
と
比
較
し
て
み
て
も
、
『
絵
本
』
の
詩
と
写
真
を
並
列

に
対
置
す
る
構
成
は
極
め
て
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
詩
人
と
し
て

既
に
名
声
を
得
た
谷
川
が
、
自
ら
の
写
真
を
詩
と
等
価
値
に
置
い
て
、
新
た
な
表
現

形
式
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
意
気
込
み
が
非
常
に
強
く
感
じ
ら
れ
る
の
だ
。
そ
の
よ

う
な
点
か
ら
も
、
復
刻
版
に
お
い
て
写
真
と
同
じ
ペ
ー
ジ
に
英
訳
詩
を
掲
載
し
た
こ

と
は
、
『
絵
本
』
の
本
来
の
意
味
を
見
失
わ
せ
る
も
の
と
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　

三　

『
絵
本
』
の
詩

　

『
絵
本
』
が
谷
川
俊
太
郎
の
初
期
の
詩
作
に
お
い
て
は
「
冬
」
の
時
期
に
相
当
す

る
と
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
無
論
、
写
真
詩
集
と
い
う
谷
川
に
と
っ
て

初
め
て
の
ス
タ
イ
ル
に
影
響
が
見
ら
れ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
収
録
さ
れ
た
詩
の

テ
ー
マ
に
つ
い
て
も
強
く
感
じ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
『
絵
本
』
の
全
十
七

篇
を
貫
く
の
は
、
救
い
が
た
い
喪
失
感
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
ゆ
え
の
深
い
寂
寥
感

に
他
な
ら
な
い
。

　

で
は
、
こ
こ
か
ら
、
『
絵
本
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
詩
篇
に
つ
い
て
、
順
に
考
察

を
進
め
て
い
こ
う
。

　

冒
頭
に
収
め
ら
れ
た
作
品
の
題
名
は
「
生
き
る
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
十
代
の

頃
か
ら
谷
川
に
と
っ
て
は
最
も
馴
染
み
深
い
言
葉
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
言

葉
が
、
以
前
は
若
々
し
い
輝
き
と
、
は
る
か
な
宇
宙
大
の
希
望
に
満
ち
あ
ふ
れ
て
い

た
の
に
比
べ
て
、
こ
こ
で
は
、
詩
人
を
生
か
し
て
い
る
も
の
が
「
死
ん
だ
魚
」
「
雨

に
濡
れ
た
仔
犬
」
「
夕
焼
」
「
忘
れ
ら
れ
ぬ
記
憶
」
「
死
神
」
と
、
む
し
ろ
「
生
」
と

は
反
対
の
「
死
」
や
「
終
わ
り
」
や
「
過
去
」
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
も
の
に
よ
っ
て
象

徴
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
生
は
、
自
ら
強
い
輝
き
を
発
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

死
の
闇
や
陰
に
包
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
ろ
う
じ
て
そ
の
か
す
か
な
光
が
見
分

け
ら
れ
る
と
い
う
状
態
に
な
っ
て
い
る
。
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二
番
目
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
二
つ
の
四
月
」
は
、
「
七
つ
の
四
月
」
と
い
う
題

名
の
詩
を
改
作
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
七
つ
の
四
月
」
は
、
実
際
は
詩
と
い
う
よ
り

も
歌
詞
で
あ
り
、
友
人
の
作
曲
家
、
寺
島
尚
彦
の
曲
が
付
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
「
七

つ
の
四
月
」
の
方
に
も
、
人
の
生
の
哀
し
さ
は
歌
い
込
ま
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
ち

ら
の
詩
は
全
篇
に
わ
た
っ
て
四
月
の
桜
の
イ
メ
ー
ジ
で
統
一
さ
れ
、
明
る
い
軽
妙
な

響
き
に
満
ち
て
い
る
。
「
ど
ん
な
花
が
咲
く
か
あ
た
し
は
知
ら
な
い
」
と
い
う
リ
フ

レ
イ
ン
は
、
最
後
ま
で
、
周
り
で
咲
い
て
い
る
花
に
気
付
か
な
い
無
邪
気
な
歌
声
と

し
て
聞
こ
え
て
く
る
。
け
れ
ど
も
、
「
二
つ
の
四
月
」
に
は
桜
の
イ
メ
ー
ジ
は
全
く

無
い
。
「
ど
ん
な
花
が
咲
く
か
僕
は
知
ら
な
い
」
と
い
う
リ
フ
レ
イ
ン
は
、
ど
ん
な

花
も
咲
か
な
い
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
そ
う
し
て
、
こ
の
詩
に
お
け

る
四
月
は
、
ど
こ
ま
で
も
暗
く
、
蒼
黒
く
、
冷
た
く
、
湿
っ
て
い
る
。

　

三
番
目
の
「
こ
の
日
」
。
全
二
十
三
行
の
う
ち
、
十
五
行
が
「
日
」
と
い
う
言
葉

で
終
わ
る
。
実
際
、『
絵
本
』
に
は
こ
の
よ
う
な
形
式
の
リ
フ
レ
イ
ン
を
と
る
作
品
が
、

た
い
へ
ん
多
く
目
に
付
く
。
「
生
き
る
」
、
「
手
」
、
「
男
」
、
「
夢
」
、
「
私
は
か
つ
て
ど

こ
か
に
い
た
の
に
」
、
「
道
」
が
そ
う
で
あ
り
、
そ
の
他
の
詩
も
、
多
か
れ
少
な
か
れ

同
じ
語
句
の
繰
り
返
し
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
要
素
を
全
く
含
ん
で
い
な
い
の

は
「
祭
」
、
「
八
月
と
二
月
」
の
二
篇
の
み
で
あ
る
。

　

谷
川
が
こ
の
よ
う
に
単
純
な
形
式
の
リ
フ
レ
イ
ン
を
用
い
て
作
品
を
書
い
た
の

は
、
『
愛
に
つ
い
て
』
の
中
の
「
無
題
」
が
最
初
で
あ
ろ
う
。
計
二
十
一
行
の
詩
行

が
す
べ
て
「
私
は
倦
い
た
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
で
始
ま
る
こ
の
詩
は
、
文
字
通
り
「
倦

怠
」
が
テ
ー
マ
で
あ
り
、
題
名
の
「
無
題
」
も
実
質
的
に
は
、
題
名
を
付
す
る
気
力

も
な
い
よ
う
な
倦
怠
感
を
表
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　

ま
た
、
『
あ
な
た
に
』
に
収
め
ら
れ
た
「
頼
み
」
も
同
じ
ス
タ
イ
ル
で
、
頼
み
と

い
う
よ
り
も
恨
み
に
近
い
よ
う
な
「
裏
返
せ
」
の
リ
フ
レ
イ
ン
が
延
々
と
続
け
ら
れ

る
。
無
論
、
同
じ
リ
フ
レ
イ
ン
を
用
い
た
ス
タ
イ
ル
で
も
、『
愛
に
つ
い
て
』
の
「
地

球
へ
の
ピ
ク
ニ
ッ
ク
」
の
よ
う
に
、
幸
福
感
に
満
ち
た
作
品
が
無
い
わ
け
で
は
な
い

が
、
概
し
て
谷
川
の
場
合
、
リ
フ
レ
イ
ン
は
主
題
が
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
場
合
、
あ
る
い

は
、
精
神
の
停
滞
、
不
活
発
さ
を
表
現
す
る
場
合
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ

れ
は
確
か
に
、
詩
の
テ
ー
マ
に
直
結
し
た
ス
タ
イ
ル
を
谷
川
が
意
識
的
に
と
っ
て
い

る
結
果
と
も
考
え
ら
れ
る
。
が
、
同
時
に
、
谷
川
の
詩
精
神
あ
る
い
は
詩
法
自
体
が

衰
弱
し
て
、
単
純
な
リ
フ
レ
イ
ン
に
頼
る
と
い
う
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
に
陥
っ
て
い
る
こ

と
の
表
れ
と
思
わ
れ
る
場
合
も
少
な
く
は
な
い
。
「
こ
の
日
」
に
歌
わ
れ
て
い
る
行

き
つ
戻
り
つ
の
停
滞
感
は
、
あ
る
意
味
で
谷
川
自
身
の
詩
心
の
停
滞
を
、
意
識
的
に

も
無
意
識
的
に
も
表
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

さ
て
、
『
絵
本
』
の
中
で
も
五
番
目
の
「
手
」
が
特
に
重
要
で
あ
る
の
は
、
こ
の

写
真
詩
集
に
収
め
ら
れ
て
い
る
写
真
の
す
べ
て
が
、
手
を
モ
チ
ー
フ
に
し
て
い
る
こ

と
に
よ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
逆
説
的
で
は
あ
る
が
、
こ
の
詩
に
関
し
て
は
特
に
、

詩
だ
け
を
取
り
出
せ
ば
一
種
の
物
足
り
な
さ
も
感
じ
ら
れ
る
、
と
言
っ
て
し
ま
っ
て

も
、
こ
の
詩
を
貶
め
る
こ
と
に
は
決
し
て
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

無
論
、
「
手
」
は
詩
の
み
で
も
優
れ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
つ
も
り
は

な
い
の
だ
が
、
一
旦
、
写
真
と
対
置
さ
れ
た
『
絵
本
』
の
ペ
ー
ジ
で
読
ん
で
し
ま
う

と
、
写
真
の
果
た
し
て
い
る
役
割
が
如
何
に
大
き
い
か
を
改
め
て
認
め
ざ
る
を
得
な

い
。
こ
の
詩
と
写
真
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

　

続
く
「
誰
で
も
」
は
喪
失
感
、「
八
月
」
は
虚
無
感
、
そ
し
て
「
男
」
は
疲
労
感
を
歌
っ

て
い
る
が
、
谷
川
の
詩
精
神
は
終
末
観
に
陥
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
後
の
「
女
に
」で
、

男
女
の
愛
に
関
す
る
一
種
の
信
頼
が
復
活
す
る
。

だ
か
ら
俺
に
は
お
ま
え
が
要
る

生
の
そ
う
し
て
続
い
て
ゆ
く
間

一
日
の
い
つ
ま
で
も
終
ら
ぬ
間 

（
「
女
に
」
）
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改
め
て
考
え
れ
ば
、『
絵
本
』
の
冒
頭
の
「
生
き
る
」
は
、
そ
の
題
名
の
通
り
「
生

き
る
」
こ
と
の
定
義
で
あ
り
、
こ
の
詩
集
全
体
に
絶
望
的
な
雰
囲
気
は
漂
っ
て
い
る

も
の
の
、
決
し
て
生
の
否
定
を
示
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
生
き
る
」

に
続
く
六
篇
が
い
ず
れ
も
生
に
懐
疑
的
な
内
容
の
た
め
、
こ
こ
ま
で
は
陰
鬱
な
短
調

の
イ
メ
ー
ジ
が
濃
厚
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
八
篇
目
の
「
女
に
」
に
至
り
、
よ
う
や

く
か
す
か
な
光
が
差
し
込
み
、
長
調
に
転
ず
る
気
配
が
感
じ
ら
れ
る
。

　

そ
う
し
て
、
計
十
七
篇
の
ち
ょ
う
ど
中
間
に
位
置
す
る
「
祭
」
は
、
長
調
と
短
調

の
交
錯
す
る
光
と
闇
の
ハ
ー
モ
ニ
ー
で
あ
ろ
う
か
。

一
日
は
置
き
ざ
り
に
さ
れ
て
ひ
と
り
で
暮
れ
て
ゆ
く 

（
「
祭
」
）

　

『
絵
本
』
に
は
「
一
日
」
「
日
」
「
今
日
」
と
い
う
言
葉
が
多
用
さ
れ
て
い
る
が
、

か
つ
て
（
『
二
十
億
光
年
の
孤
独
』
や
『
62
の
ソ
ネ
ッ
ト
』
の
頃
）
は
生
命
力
で
充

実
し
て
い
た
今
日
と
い
う
日
が
、
こ
こ
で
は
空
虚
な
時
間
の
墓
場
の
よ
う
な
イ
メ
ー

ジ
で
描
か
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
人
々
の
未
来
の
た
め
に
」
と
い
う
「
祭
」

の
最
終
行
も
決
し
て
救
い
と
な
り
得
な
い
の
は
、
未
来
も
い
ず
れ
置
き
去
り
に
さ
れ

る
日
と
な
る
こ
と
が
、
既
に
暗
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

「
祭
」
の
終
止
音
は
そ
の
ま
ま
「
夢
」
へ
と
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

夢　

そ
れ
は
破
れ
る
だ
ろ
う 

（
「
夢
」
）

　

「
夢
」
に
お
い
て
は
こ
の
リ
フ
レ
イ
ン
が
す
べ
て
で
あ
る
。
リ
フ
レ
イ
ン
以
外
の
、

日
常
の
あ
り
ふ
れ
た
光
景
を
淡
々
と
叙
述
す
る
詩
行
は
、
そ
の
気
に
な
れ
ば
幾
千
万

行
で
も
延
々
と
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
ら
の
無
限
の
堆
積
も
、
こ
の
一

行
の
リ
フ
レ
イ
ン
に
よ
っ
て
即
座
に
崩
壊
し
霧
消
す
る
で
あ
ろ
う
。

　

「
八
月
と
二
月
」
に
は
、
『
絵
本
』
に
お
け
る
陰
鬱
さ
の
理
由
を
解
く
重
要
な
鍵
が

示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
点
で
は
「
二
つ
の
四
月
」
に
も
同
様
の
鍵
は
秘
め
ら
れ
て
い

た
の
で
あ
る
が
、「
八
月
と
二
月
」
の
方
で
は
、
そ
れ
が
一
層
明
確
に
表
さ
れ
て
い
る
。

即
ち
、
こ
こ
で
対
比
さ
れ
て
い
る
の
は
大
人
と
子
供
の
世
界
で
あ
り
、
そ
れ
を
太
宰

治
の
名
言
に
な
ら
っ
て
言
う
な
ら
ば
、
大
人
と
は
裏
切
ら
れ
た
子
供
の
姿
で
あ
り
６

、

ま
た
、
夢
の
破
れ
た
子
供
の
姿
な
の
で
あ
る
。
谷
川
に
お
け
る
子
供
と
は
少
年
で
あ

り
、
少
年
は
夢
に
破
れ
て
、
夢
を
失
う
こ
と
で
大
人
に
な
る
が
、
少
女
は
夢
を
丸
呑

み
し
、
排
泄
し
な
が
ら
成
長
し
て
行
く
。
『
絵
本
』
で
谷
川
の
詩
が
一
つ
の
周
期
を

終
え
た
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
、
こ
の
詩
人
に
と
っ
て
少
年
期
が
こ
こ
で
完
全
に

終
わ
り
を
告
げ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
『
絵
本
』
は
谷
川
に
と
っ
て

の
、
一
つ
の
墓
標
と
も
言
え
る
の
だ
。

少
年
は
夜
に
な
っ
て
も
泣
き
や
ま
な
か
っ
た 

（
「
八
月
と
二
月
」
）

　

『
絵
本
』
の
全
篇
の
底
流
に
絶
え
ず
流
れ
続
け
て
い
る
短
調
の
旋
律
が
、
実
は
、

自
ら
の
少
年
期
を
葬
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
（
詩
の
中
で
は
、
仔
犬
を
水
没
さ

せ
る
こ
と
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
）
こ
の
子
供
の
泣
き
声
で
あ
る
こ
と
に
、
読
者
は
こ

こ
で
は
っ
き
り
と
気
付
く
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
少
年
期
を
葬
っ
た
詩
人
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
大
人
と
し
て
は
空
虚

な
存
在
で
し
か
在
り
得
な
い
こ
と
が
「
私
は
か
つ
て
ど
こ
か
に
い
た
の
に
」
に
示
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
一
篇
は
『
絵
本
』
が
何
よ
り
も
少
年
期
の
挽
歌
で
あ
る
こ
と
を
端

的
に
表
し
て
い
る
。

　

「
私
は
か
つ
て
ど
こ
か
に
い
た
の
に
」
で
少
年
の
不
在
を
歌
っ
た
詩
人
は
、
「
子
ど

も
と
線
路
」
に
お
い
て
、
少
年
の
姿
を
最
後
に
も
う
一
度
だ
け
復
活
さ
せ
る
。
『
絵

本
』
の
中
で
も
絶
唱
と
い
う
べ
き
こ
の
傑
出
し
た
一
篇
に
お
い
て
、
谷
川
は
ま
た
し
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て
も
大
人
と
子
供
を
対
比
さ
せ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る

内
容
が
そ
れ
ま
で
の
詩
篇
と
大
き
く
異
な
る
の
は
、
こ
こ
で
は
大
人
と
子
供
と
い
う

二
つ
の
世
界
の
単
な
る
対
比
に
と
ど
ま
ら
ず
、
大
人
の
世
界
が
子
供
の
世
界
を
「
殺

す
」
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
は
っ
き
り
と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

子
供
が
電
車
に
轢
か
れ
た
時

夕
陽
は
ま
る
で
終
点
の
よ
う
に

白
い
チ
ョ
ー
ク
の
線
路
の
向
こ
う
に
か
か
つ
て
い
た 

（
「
子
供
と
線
路
」
）

　

子
供
が
道
路
に
書
い
て
い
た
白
い
チ
ョ
ー
ク
の
線
路
、
そ
の
終
点
、
い
わ
ば
子
供

の
夢
の
終
点
を
、
紅
い
光
と
血
の
色
の
交
錯
す
る
夕
陽
と
見
な
し
た
イ
メ
ー
ジ
の
鮮

烈
さ
。
そ
し
て
、
「
子
供
は
毎
日
忙
し
か
っ
た
」
の
リ
フ
レ
イ
ン
も
、
こ
こ
で
は
決

し
て
単
調
な
繰
り
返
し
で
は
な
く
、
あ
た
か
も
断
崖
の
よ
う
な
破
滅
の
終
結
に
向

か
っ
て
、
ま
さ
し
く
列
車
の
よ
う
に
疾
走
し
て
行
く
漸
層
法
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る

点
で
、
他
の
詩
篇
の
リ
フ
レ
イ
ン
と
は
全
く
異
な
る
緊
張
感
を
孕
ん
で
い
る
。

　

「
子
供
と
線
路
」
で
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
迎
え
た
『
絵
本
』
の
詩
群
は
、
そ
の
後

は
一
種
の
エ
ピ
ロ
ー
グ
と
も
読
め
る
。
「
空
」
の
各
行
に
は
、
そ
れ
ま
で
の
詩
篇
の

語
句
が
こ
だ
ま
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
例
と
な
る
詩
行
を
並
置
し
て
み
よ
う
。

空
は
い
つ
ま
で
広
が
っ
て
い
る
の
か　
　
　
　
　
　

 

（
「
空
」
一
行
目
）

空　

そ
れ
は
青
い
だ
ろ
う
い
つ
ま
で
も　
　
　
　
　

 

（
「
夢
」
）

ぼ
く
ら
の
生
き
て
い
る
間　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
「
空
」
三
行
目
）

生
の
そ
う
し
て
つ
づ
い
て
ゆ
く
間　
　
　
　
　
　
　

 

（
「
女
」
）

今
日
子
供
た
ち
は
遊
ぶ
の
に
忙
し
い　
　
　
　
　
　

 

（
「
空
」
九
行
目
）

子
供
は
そ
の
日
も
忙
し
か
つ
た　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
「
子
供
と
線
路
」
）

ひ
と
り
で
暮
れ
て
い
つ
て
し
ま
う
の
か　
　
　
　
　

 

（
「
空
」
二
十
三
行
）

一
日
は
置
き
ざ
り
に
さ
れ
て
ひ
と
り
で
暮
れ
て
ゆ
く
（
「
祭
」
）

　

「
空
」
で
上
方
に
向
け
ら
れ
た
詩
人
の
視
線
は
、
次
に
は
地
上
の
道
へ
と
向
け
ら

れ
る
。
し
か
し
、
空
が
何
も
な
い
空
白
で
あ
る
よ
う
に
、
道
も
ま
た
「
誰
の
道
で
も

な
い
道
」
と
記
さ
れ
る
。
で
は
、こ
の
「
道
」
に
お
い
て
、
後
半
に
現
れ
る
「
通
り
ゃ

ん
せ
」
の
リ
フ
レ
イ
ン
は
誰
に
対
し
て
発
せ
ら
れ
た
も
の
か
。
「
空
」
と
「
道
」
の
、

姉
妹
篇
と
も
い
え
る
こ
の
二
作
に
お
い
て
、
子
供
は
死
に
、
大
人
は
蒸
散
し
て
既
に

そ
の
影
も
な
い
。
す
べ
て
が
失
わ
れ
た
後
に
響
く
「
通
り
ゃ
ん
せ
」
の
リ
フ
レ
イ
ン

は
無
の
中
に
こ
だ
ま
す
る
弔
い
の
言
葉
で
あ
る
と
同
時
に
、
新
し
い
季
節
の
巡
り
を

祈
祷
す
る
呪
文
の
よ
う
で
も
あ
る
。

　

『
絵
本
』
に
は
一
年
の
月
を
題
名
に
し
た
作
品
が
四
篇
あ
り
、
そ
れ
ら
、
二
月
、
四
月
、

八
月
を
題
名
に
し
た
一
連
の
作
品
の
中
で
も
、
「
十
二
月
」
は
文
字
通
り
最
終
に
位

置
す
る
。「
十
二
月
」
に
記
さ
れ
た
男
女
の
愛
は
相
変
わ
ら
ず
不
毛
な
も
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
お
そ
ら
く
次
の
「
家
族
」
に
見
ら
れ
る
ほ
の
か
な
灯
り
を
際
立
た
せ
る
た
め

の
闇
で
あ
ろ
う
。

　

『
絵
本
』
を
締
め
く
く
る
「
家
族
」
は
、
お
そ
ら
く
谷
川
自
身
が
自
ら
の
救
済
の

た
め
に
、
ど
う
し
て
も
最
後
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
詩
篇
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
以
前
は
詩
人
の
魂
の
中
核
に
あ
っ
た
「
子
供
」
の
死
と
、
今
日
と
い
う
日
（
あ

る
い
は
過
ぎ
て
ゆ
く
時
間
）
の
空
白
、
周
り
の
世
界
の
空
虚
さ
、
そ
れ
ら
を
歌
い
紡

ぐ
十
六
篇
の
後
に
、
詩
人
が
辿
り
着
い
た
の
は
、
家
族
と
い
う
、
疑
い
よ
う
も
な
く

有
機
的
な
繋
が
り
に
支
え
ら
れ
た
存
在
の
世
界
で
あ
っ
た
。
男
女
の
繋
が
り
の
虚
し
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さ
は
繰
り
返
し
記
さ
れ
て
き
た
が
、
子
供
が
生
ま
れ
る
こ
と
で
連
続
す
る
親
と
子
の

絆
を
断
ち
切
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
。
子
供
は
い
つ
か
そ
の
子
供
と
し
て
の
時

代
を
終
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
大
人
と
し
て
新
た
な
子
供
の
誕
生
を
見
守
る
こ

と
は
で
き
る
。
家
族
と
い
う
一
つ
の
宇
宙
で
、
男
女
は
あ
た
か
も
公
転
す
る
惑
星
の

よ
う
に
巡
り
合
い
、
す
れ
違
い
な
が
ら
、
常
に
同
じ
軌
道
を
回
り
続
け
る
父
母
と
し

て
互
い
の
位
置
を
確
か
め
合
い
、
大
人
は
親
と
し
て
、
自
ら
の
子
供
の
中
に
、
一
度

は
失
わ
れ
た
子
供
の
世
界
を
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

「
家
族
」
に
は
、
谷
川
俊
太
郎
が
、
少
年
期
の
終
焉
と
い
う
絶
対
的
な
危
機
を
家

族
の
認
識
に
よ
っ
て
脱
し
、
自
ら
の
魂
を
救
済
し
た
証
が
記
さ
れ
て
い
る
。
同
時
に
、

こ
の
後
、
詩
人
は
大
人
と
し
て
、
ま
た
父
親
と
し
て
成
長
し
、
新
た
な
時
代
へ
と
足

を
踏
み
入
れ
て
い
く
こ
と
の
予
兆
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

谷
川
は
昭
和
二
十
九
年
に
詩
人
で
あ
る
岸
田
衿
子
と
最
初
の
結
婚
を
し
、
翌
三
十

年
に
は
離
婚
し
て
い
る
。
『
絵
本
』
が
出
版
さ
れ
た
の
は
昭
和
三
十
一
年
の
九
月
で

あ
る
か
ら
、
こ
の
詩
集
は
ち
ょ
う
ど
離
婚
と
い
う
、
谷
川
が
お
そ
ら
く
そ
れ
ま
で
の

人
生
で
直
面
し
た
最
大
の
危
機
の
中
で
書
か
れ
た
作
品
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
恋

愛
や
結
婚
は
、
あ
る
意
味
で
少
年
の
夢
の
延
長
に
あ
る
が
、
そ
の
失
敗
で
あ
る
離
婚

は
、
何
よ
り
も
大
人
の
世
界
の
壁
の
大
き
さ
、
厚
さ
に
よ
っ
て
、
詩
人
の
魂
に
か
つ

て
な
い
衝
撃
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
、
詩
人
は
自
ら
の
少

年
期
が
終
焉
し
た
こ
と
を
意
識
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
が
、
谷
川
の

少
年
期
の
墓
碑
銘
と
し
て
記
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
意
味
で
は
、
こ
の
『
絵
本
』
と

い
う
題
名
は
、
如
何
に
も
暗
示
的
で
あ
る
。

　

以
上
は
『
絵
本
』
の
詩
に
関
し
て
の
考
察
で
あ
っ
た
が
、
絵
、
つ
ま
り
こ
の
詩
集

に
収
め
ら
れ
た
谷
川
自
身
の
手
に
な
る
写
真
、
及
び
写
真
と
詩
と
の
関
係
性
に
つ
い

て
述
べ
る
た
め
に
は
残
念
な
が
ら
既
に
紙
面
が
尽
き
た
。
そ
れ
ら
は
、
稿
を
改
め
て

記
す
こ
と
に
し
た
い
。

注１ 

「
詩
人
の
50
年　

谷
川
俊
太
郎
展　

こ
と
ば
の
宇
宙
を
旅
し
て
」
二
〇
〇
三
年
七
月
三
十
日

～
十
一
月
三
日　

於　

軽
井
沢
高
原
文
庫

２ 

村
野
四
郎
、
序
文
、
『
體
操
詩
集
』
、
ア
オ
イ
書
房
、
一
九
三
九
年
、
カ
バ
ー
前
袖

３ 

北
園
克
衛
、　

序
文
、　

同
右
書
、
カ
バ
ー
前
袖

４ 

谷
川
俊
太
郎
、
『
Ｏ
Ｎ
Ｃ
Ｅ 

1
9
5
0
-
1
9
5
9

』
、
出
帆
新
社
、
一
九
八
二
年
、
三
三
五
頁

５ 

山
田
兼
士
、「
谷
川
俊
太
郎
『
絵
本
』
の
復
刻
に
つ
い
て
」『
絵
本
』
澪
標
、
二
〇
〇
五
年
付
録
、

四
頁

６ 

太
宰
治
、「
津
軽
」
『
太
宰
治
全
集
７
』
ち
く
ま
文
庫
版
、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
九
年
、
四
〇
頁
、

尚
、
原
文
は
「
大
人
と
は
、
裏
切
ら
れ
た
青
年
の
姿
で
あ
る
。
」

参
考
文
献
（
本
文
に
お
い
て
言
及
し
た
も
の
）

谷
川
俊
太
郎
の
詩
集

『
二
十
億
光
年
の
孤
独
』
、
東
京
創
元
社
、
一
九
五
二
年

『
62
の
ソ
ネ
ッ
ト
』
、
東
京
創
元
社
、
一
九
五
三
年

『
愛
に
つ
い
て
』
、
東
京
創
元
社
、
一
九
五
五
年

『
絵
本
』
、
的
場
書
房
、
一
九
五
六
年
（
復
刻
版
、
澪
標
、
二
〇
〇
五
年
）

『
あ
な
た
に
』
、
東
京
創
元
社
、
一
九
六
〇
年

『
谷
川
俊
太
郎
詩
集
』
、
思
潮
社
、
一
九
六
五
年

『
旅
』
、
求
龍
堂
、
一
九
七
〇
年
、
絵
・
香
月
泰
男

『
50
本
の
木
』
、
あ
す
か
書
房
、
一
九
八
二
年
、
写
真
・
丹
地
保
尭

『
空
の
青
さ
を
見
つ
め
て
い
る
と　

谷
川
俊
太
郎
詩
集
Ⅰ
』
、
角
川
文
庫
、
角
川
書
店
、

一
九
八
五
年

『
は
だ
か
』
、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
八
年
、
絵
・
佐
野
洋
子

『
女
に
』
、
マ
ガ
ジ
ン
ハ
ウ
ス
、
一
九
九
一
年
、
絵
・
佐
野
洋
子

『
子
ど
も
の
肖
像
』
、
紀
伊
国
屋
書
店
、
一
九
九
三
年
、
写
真
・
百
瀬
恒
彦

『
ク
レ
ー
の
絵
本
』
、
講
談
社
、
一
九
九
五
年
、
絵
・
パ
ウ
ル
・
ク
レ
ー

『
や
さ
し
さ
は
愛
じ
ゃ
な
い
』
、
幻
冬
舎
、
一
九
九
六
年
、
写
真
・
荒
木
経
惟

『
ク
レ
ー
の
天
使
』
、
講
談
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
絵
・
パ
ウ
ル
・
ク
レ
ー

『
写
真
ノ
中
ノ
空
』
、
ア
ー
ト
ン
、
二
〇
〇
六
年
、
写
真
・
荒
木
経
惟

『
子
ど
も
た
ち
の
遺
言
』
、
佼
成
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
、
写
真
・
田
淵
章
三




