
ロ

ラ

ン

・
バ

ル

ト

再

考

日
本
文
化
を
め
ぐ

っ
て

宗

像

衣

子

序
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こ
と
ば
の
生
み
出
す
空
間
や
時
間
と
は
何
か
。
こ
と
ば
の
ど
の
よ
う
な
あ
り
よ
う
が
、
造
形
芸
術
や
音
楽
芸
術
と
か
か
わ
り
、
文
化
の
様

子
と
か
か
わ

っ
て
い
る
の
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
ど

の
よ
う
な
力
や
意
味
を
も
ち
う
る
の
か
。
そ
う
し
た
問
題
を
、

フ
ラ
ン
ス
の
文
芸
思
想
家

ロ
ラ
ン

・
バ
ル
ト
の
思
索
を
手
が
か
り
に
、
バ
ル
ト
再
考
と
し
て
、
日
本
文
化
と

の
つ
な
が
り
の
角
度
な

い
し

マ
ラ
ル
メ
の
思
考
と
の
関
連

に
お
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

ま
ず
、
記
号
論

『零
度
の
エ
ク
リ
チ

ュ
ー
ル
』
か
ら
、
本
稿
の
問
題
に
関
わ
る
事
柄
を
探
索
し
た
い
。
こ
こ
で
詩
人

マ
ラ
ル
メ
を
巡
る
思

考
に
出
会
う
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
つ
い
て
吟
味
し
た
い
。
次
に
、
バ
ル
ト
の
興
味
深

い
日
本
文
化
論
で
あ
る

『表
象

の
帝

国
』
に
つ
い
て
考
察

し
よ
う
。
こ
こ
に
も
関
連
箇
所
に
マ
ラ
ル
メ
の
存
在
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
に
注
目
し
た
い
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
、
諸
芸
術
の

あ
り
方
と
そ
れ
ら
の
関
連
の
可
能
性
に

つ
い
て
、
主
に

マ
ラ
ル
メ
の
思
索
に
基
づ
き
な
が
ら
、
推
論
し
た

い
。
同
時
に
、
同
じ
く
描
き
出
さ
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れ
る
日
本
の
文
芸

・
文
化
に
つ
い
て
考
究
す
る
こ
と
に
な
る
。
続

い
て
、
映
像
や
写
真

の
ジ
ャ
ン
ル
に

つ
な
が
る
バ
ル
ト
の
意
識
を
検
討
し

た
い
。
そ
し
て
、
以
上
か
ら
見
出
さ
れ
る
バ
ル
ト
の
俳
句

に
対
す
る
強
い
関
心
に
基
づ
き
、
俳
句
に
関
し
て
日
本

の
そ

の
流
れ
を
概
観
す
る

こ
と
で
、
問
題

の
所
在
を
探
り
た
い
。
最
後
に
、
そ
れ
ら
に
現
れ
る
こ
と
ば
と
文
化

の
共
鳴
と
齪
飴
、
そ
し
て
そ
の
価

値
に
つ
い
て
吟
味
し

た
い
。
こ
う
し
た
手
順
に
よ

っ
て
、
上
記
の
問
題
を
検
討
し
た
い
と
思
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
バ
ル
ト
と

マ
ラ
ル
メ
を
軸
に
し
て
、
こ
と
ば
の
生
み
出
す
価
値
、
そ
の
空
間
と
時
間
の
意
味
、
そ
れ
ら
の
あ
り
方
の

意
味
に

つ
い
て
、
そ
し
て
諸
文
化
の
共
通
性
と
相
違
性
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
は
そ
こ
か
ら
見
晴
ら
せ
る
展
望
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
と
思
う
。

第

一
章

『零

度

の

エ
ク

リ

チ

ュ
ー

ル
』

か
ら

一

執
筆
状
況

『零
度
の
エ
ク
リ
チ

ュ
ー
ル
』

(
一
九
五
三
)
の
執
筆
動
機
を
考
え
る
上
で
、
サ
ル
ト
ル
と
の
関
係
は
看
過
で
き
な

い
。

一
九
四
七
年
に
世

に
出
た
サ
ル
ト
ル
の

『文
学
と
は
何
か
』
に
お
け
る
ア
ン
ガ
ー
ジ
ュ
マ
ン
の
思
想
に
対
抗
す
る
か
の
よ
う
に
、
バ
ル
ト
は
、
言
語

・
エ
ク
リ

チ
ュ
ー

ル
の
問
題
を
提
起
す
る
こ
と
に
な
る
。
文
学
と
社
会
と
の
、
文
学
と
歴
史
と
の
つ
な
が
り

へ
の
思
考
に
対
し
て
、
文
学
の
価
値
に
対

し
て
、
根
源
的
問

い
か
け
を
な
そ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
バ
ル
ト

の
本
質
的
な
問
題
意
識
が
表
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

れ
は
、
書
か
れ
た
も

の
の
内
容
の
重
視
か
ら
、
書
く
こ
と
の
媒
体

・
形
態
、
す
な
わ
ち
言
語
、
そ
の
あ
り
方
の
重
視

へ
の
意
識
に
ま
つ
わ
る

創
造
性

の
問
題
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
表
現
形
式
を
対
象
と
し
て
文
化
事
象
を
扱

い
、
記
号
論

・
記
号
学
の
確

立
を
導
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ

っ
た
。
で
は
、

エ
ク
リ
チ

ュ
ー
ル
の
零
度
と
し
て
展
開
さ
れ
る
そ
の
思
索

の
様
子
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、

瞥
見
し
た
い
。
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二

詩
的
エ
ク
リ
チ

ュ
ー
ル

バ
ル
ト
が
詩
に
つ
い
て
論
じ
た
の
は
意
外
に
も
稀

で
あ
り
、
そ
の
例
と
し
て
本
書
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
書
に
お
け
る
そ
の
扱

い
は
、

一

般
的
概
論
の
地
平
を
さ
ほ
ど
越
え
な
い
も
の
と
は
い
え
、
バ
ル
ト
の
中
心
的
で
基
底
的
な
本
質
的
関
心
事
と
捉
え
ら
れ
る
。
彼
の
思
考
を
確

認
し
よ
う
。

古
典
時
代
で
は
、
散
文
と
詩
と

の
違
い
は
、
本
質
的
な
事
柄
で
は
な
く
、
も

っ
ぱ
ら
量
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ

っ
た
と
い
う
。
詩
と
は
概

し
て
散
文
に
装
飾
的
な
も
の
が
付
け
加
え
ら
れ
た
も

の
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と

い
う
考
え
が
示
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
い
ず
れ
に
せ
よ
、
完
結

し
た
思
考
が
そ
れ
を
表
現
す
る
言
葉
を
生
む
、
と

い
う
思
索
が
根
底
に
あ
る
の
で
あ
る
。

と
こ

ろ
が
近
代
詩
に
な

っ
て
か
ら
は
、
事
情
が
変
わ
る
と

い
う
。
こ
と
ば
は
、
思
考
を
も
含
み
、
そ
れ
以
外
の
他

の
何
も
の
か
に
還
元
で

き
る
も

の
で
は
な
い
。
言
葉
自
体
が
実
質
と
し
て
あ
る
。
言
葉

・
語
が
思
考
を
生
む
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し

て
そ
れ
は
ボ
ー
ド
レ

ー
ル
か
ら
始
ま
る
の
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
近
代
は
ラ
ン
ボ
ー
か
ら
始
ま
る
と
す
る
。

文
学
、
言
語
芸
術
を
成
立
さ
せ
て
い
る
も
の
を

エ
ク
リ
チ

ュ
ー
ル
の
う
ち
に
見
て
、
現
在
そ
の
零
度
か
ら
出
発
し
て
い
る
の
だ
と
思
索
す

る
。
こ

こ
に
オ
ブ
ジ

ェ
と
し
て
の
現
代
詩
が
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
造
形
芸
術
と
の
つ
な
が
り
を
検
討
す
る
手
掛
か
り
が
得
ら

れ
る
だ
ろ
う
。
オ
ブ
ジ
ェ
と
し
て
の
言
語
、
そ
れ
は
不
透
明
な
言
語
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

三

沈
黙
と
マ
ラ
ル
メ

こ
の
書
で
バ
ル
ト
は
、
肝
要
な
こ
と
と
し
て
、
詩
的
言
語
に
お
け
る
、
言
語
の
死
の
必
然
性
に
つ
い
て
論
じ
る
。
詩
的
言
語
に
お

い
て
は
、

語
は
あ
ら
ゆ
る
文
脈
か
ら
自
由
に
な
り
、
そ
の
無
響
性
が
孤
独
を
、
し
た
が

っ
て
無
垢
を
保
障
す
る
と
い
う
。
詩
的
言
語
は
そ
う
し
た
無
限
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の
自
由
に
よ

っ
て
輝
く
の
で
あ
る
と
い
う
。
無
響
性
が
無
垢
に
、
そ
し
て
自
由
に
つ
な
が
る
、
と

い
う
思
索
に
、

マ
ラ
ル
メ
独
自

の
否
定
意

識
と
の
関
連
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

マ
ラ
ル
メ
に
と

っ
て
、
否
定
に
よ
る
無
あ
る
い
は
無
い
こ
と
は
、
全

あ
る
い
は
全
き
こ
と

で
も
あ
り
、
そ
れ
が
詩
に
と

っ
て
の
重
要
な
要
件
で
あ

っ
た
。
詩
的
言
語

・
無
垢

の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
関
し
て
、
バ

ル
ト
は
マ
ラ
ル
メ
の

詩
作
と
思
索
を
こ
れ
以
降
も
ず

っ
と
参
照
し
注
目
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

マ
ラ
ル
メ
の
無
垢

の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー

ル
は
、
そ
の
不
透
明

性
が
言
葉
を
オ
ブ
ジ
ェ
と
し
て
設
定
し
て
い
る
の
だ
と

い
う
。

こ
う
し
た
意
識
は
、
折
々
そ
れ
自
体
と
し
て
指
摘
さ
れ
、
か
つ
特
に
バ
ル
ト
に
あ

っ
て

「俳
句
」
に
お
け
る
言
葉

の
在
り
方
、
そ
の
無
響

性

の
思
考
に
及
び
、
次
節
の

『表
徴

の
帝
国
』
で
そ
れ
は
中
心
的
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
俳
句
に
関
わ
る
思
索
は
、
バ
ル
ト
に
と

っ

て
日
本
文
化
の
諸
側
面
そ
し
て
全
貌
を
包
む
全
面
的
意
識
と
な
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
過
程
で
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
い
わ
ば
肯
定
か
ら
で
な
く
否
定
か
ら
意
味
を
得
る
と

い
う
思
考
の
点
で
、

一
点

、

マ
ラ
ル
メ
の
い
わ

ゆ
る

「
X
Y
の
ソ
ネ
」
を
挙
げ
て
そ
の
表
れ
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
き
た

い
。
こ
の
詩
は
、
主
人

の
い
な
い
部
屋
で
、
た
だ
部
屋

の
鏡
の
中

の
絶
え
絶
え
の
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
が
、
特
異
な
音
韻

の
共
鳴
に
よ

っ
て
浮
か
ぶ
、
そ
も
そ
も
モ
チ
ー
フ
た
ち
あ
り
や
な
し
や
、
と

い
う
音
響
空

間

・
映
像
空
間
を
生
み
出
し
て
い
る
詩
で
あ
る
。
響
き
合
い
な
が
ら
、
何
も
な

い
よ
う
な
時
空
、
そ
こ
に
ま
さ
に
マ
ラ
ル
メ
に
と

っ
て
宇
宙

の
音
の
交
感
が
あ
る
。
バ
ル
ト
の
無
響
性
と

マ
ラ
ル
メ
の
言
葉
の
思
索
は
ど
の
よ
う
に
関
わ

っ
て
ゆ
く
の
だ
ろ
う
か
。

以
上
、
こ
こ
で
は
こ
の
書
物
以
降
、

マ
ラ
ル
メ
の
詩
的
思
考
が
バ
ル
ト
の
導
き
手

の
ひ
と

つ
と
な

っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
を
書

き
留
め
て
お
き
た
い
。
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第
二
章

「表
徴
の
帝
国
」

一

執
筆
事
情

バ
ル
ト
は
、

一
九
六
七
年
か
ら
六
八
年
の
問
に
三
度
も
来
日
し
て
い
る
。
も
と
も
と
日
本
に
深

い
関
心
を
抱

い
て
い
た
バ
ル
ト
が
、
日
常

の
日
本

の
生
活
を
観
察
し
て
執
筆
し
た
書
物
が
、

一
九
七
〇
年
出
版
の

『表
徴
の
帝
国
』
で
あ
る
。
話
題
は
、
料
理
、
地
理
、
包
装
、
文
具
、

パ
チ
ン

コ
、
俳
句
、
禅
、
書
、
文
字
、
文
楽
、
顔
な
ど
多
岐
に
及
び
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
選
択
に
驚
か
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
ら
に
対
し
て
、
日
本
文
化
の
特
異
性
の
視
野

の
な
か
で
独
特
の
斬
新
な
解
釈
を
与
え

て
い
る
。
こ
れ
ら
対
象
の
あ
り
方
、
そ
れ
へ
の
人
々

の
対
し
方
か
ら
、
バ
ル
ト
は
純
粋
な
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
し
て
の
表
徴
の
水
脈
を
そ
こ
ご
こ
に
掘
り
当
て
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
西
欧
の

一

元
的
で
実
体
主
義
的
な
世
界
観
を
相
対
化
す
る
も

の
で
も
あ

っ
た
。
彼
自
身
語
る
と
こ
ろ
の
、
新
た
な
ガ
ラ
バ
ー
ニ
ュ
国
の
設
立
と
い
え
る

よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
。

言
葉

の
問
題
が
本
書
の
思
索
の
根
底
に
あ
る
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
は
彼
自
身

の
知
ら
な
い
言
葉
で
あ
る
日
本
語
に
対
峙
し
て
、
主
語
の
不

在
、
他
動
詞
の
孤
立
、
人
間
、
動
物
、
植
物

の
同
列
化
な
ど
を
探
索
す
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
、
コ認
識
す
る
主
体
も
も
た
ず
、
認
識
さ
れ
る
客

体
も
も
た
な

い
認
識
行
為
」
を
見
出
し
、
西
洋

の
理
解

・
想
像
力
を
越
え
る
言
葉

の
あ
り
方
を
見
届
け
る
の
で
あ
る
。
あ
た
か
も
主
体
は
宇

宙
全
体
に
包
み
込
ま
れ
て
在
る
か
の
よ
う
な
認
識
を
探
り
当
て
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
主
客
合

一
の
意
識

へ
、
そ
し

て
そ
こ
か
ら
禅
の
思

考

へ
の
関
心
に
導
か
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
感
覚
に
、

マ
ラ
ル
メ
が
想
起
さ
れ
る
が
、
こ
こ
に
は
同
時
に
マ
ラ
ル
メ
か
ら
ク
ロ
ー
デ

ル
、
あ
る
い
は
ヴ

ァ
レ
リ
ー
へ
と

つ
な
が
る
意
識
の
流
れ
も
認
め
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

マ
ラ
ル
メ
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
を
通
じ
て
、
作
者
の
死
、

主
体

の
否
定

へ
と
推
論
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
自
律
し
た
作
品
が
そ
こ
に
認
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
超
論
理
的
超
分
析
的
に
西
欧
の
言
語
思
想
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五

〇

の
枠
組
み
を
超
え
る
意
識

・
思
考
が
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
並
行
し
て
そ
れ
は
、
こ
と
ば
の
意
味
の
重
層
性
、
多

義
性
の
問
題
に
も
つ

な
が
る
は
ず
だ
。
そ
し
て
さ
ら
に
そ
れ
は
用
途
を
越
え
た
こ
と
ば
の
遊
戯
性
の
問
題
に
運
ば
れ
る
だ
ろ
う
。

マ
ラ
ル
メ
が
ま
た
し
て
も
想
起

さ
れ
る
。
そ
こ
に
在
る
の
は
、
脱
中
心
化
の
思
想
で
あ
り
、
虚
無

の
思
考
で
も
あ
る
。
そ
う
し
た
意
識
を
、
バ
ル
ト
は
俳
句
に
見
よ
う
と
す

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
眺
め
よ
う
。

二

俳
句

バ
ル
ト
は
俳
句
を
理
想
的
な

エ
ク
リ
チ

ュ
ー
ル
と
し
て
注
目
す
る
。
バ
ル
ト
に
と

っ
て
俳
句
は
羨
望
を
起
こ
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の

簡
潔
さ
が
完
壁
さ
の
保
障
に
、
そ
の
単
純
さ
が
深
遠
さ
の
証
拠
に
な
る
、
と
彼
は
考
え
る
。
ま
た
俳
句
は
近
寄
り
や
す

い
が
、
し
か
し
何
も

り

語
ら
な

い
、
と
す
る
。
西
洋
の
文
学
な
ら
、
修
辞
的
苦
心
が
要
請
さ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
に
、
数
語

の
こ
と
ば
、
ひ
と

つ
の
映
像
が
あ
る
だ
け

だ
と
い
う
。
俳
句
に
禅
の
文
学
的
な
現
れ
を
見
て
、
い
わ
ば
言
葉

の
停
止
を
認
め
る
。
そ
れ
は
、
短

い
形
式
に
還
元
さ
れ
た
豊
か
な
思
念
と

い
う

の
で
は
な
く
、
見
切
り
を

つ
け
ら
れ
た
こ
と
ば
に
よ
る
短

い
終
焉
の
よ
う
な
も

の
だ
と

い
う
。
そ
し
て
こ
の
俳
句

の
的
確
さ
に
は
何
か

音
楽
的

な
も
の
が
あ
る
。
音
の
音
楽
で
は
な
く
、
意
味
の
音
楽
が
あ
る
、
と
推
論
し
て
い
る
。

西
洋

の
芸
術
は

「印
象
」
を
描
写
に
変
形
す
る
が
、
俳
句
は
描
写
し
な

い
。
俳
句
と
い
う
芸
術
で
は
、
描
写
は
幻
影

の
原
質
に
変
質
さ
れ

る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
反
描
写
で
あ
る
と

い
う
。
俳
句
の
時
間
は
主
語
を
も
た
な
い
。
そ
の
総
体
は
、
宝
石
の
網

で
あ
り
、
網
目
の
宝

石
の
ひ
と

つ
ひ
と

つ
は
そ
れ
自
身
以
外
の
す
べ
て
の
宝
石
の
輝
き
を
反
射
し
、
無
限
に
至
る
。
中
心
、
最
初
の
核
は
把
握
で
き
な
い
、
発
光

ね

源

の
な

い
反
射
で
あ
る
、
と
す
る
。
俳
句
は
何
に
も
似
ず
、
す
べ
て
に
似
て
い
る
。
そ
こ
に
は
意
味

の
宙
づ
り
状
態
が
見
ら
れ
る
。
俳
句
に

は
描
写
と
規
定
が
な
く
、
そ
れ
は
単
な
る
指
示
と
な
る
の
で
あ
る
。
俳
句
の
閃
光
は
、
丹
念
に
撮
ら
れ
た
写
真
の
閃
光

の
よ
う
で
あ
り
、
指



示

の
し
ぐ
さ
の
復
元
で
あ
る
、
と
も
い
う
。
美
し
い
巻
き
毛
の
よ
う
に
、
俳
句
は
自
分
自
身
の
上
に
自
ら
を
巻
く
。
言
葉
の
宝
石
は
無

の
た

お

め
に
投
げ
ら
れ
て
い
る
の
だ
、
と
締
め
く
く
ら
れ
る
。
バ
ル
ト
を
惹
き

つ
け
た
こ
と
ば
の
特
異
な
あ
り
方
が
こ
の
よ
う

に
検
証
さ
れ
て
い
る
。

バ
ル
ト
は
、
こ
の
書
に
お
い
て
論
じ
る
だ
け
で
な
く
、
晩
年
に
至
る
ま
で
も
俳
句
に
対
す
る
関
心
を
深
め
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。
そ
の
こ
と

ば
の
あ
り
方
は
、
主
観
を
排
し
た
客
観
的
写
生
と
し
て
、
西
欧
文
化
に
お
け
る
主
体
や
個
人
の
思
想
、
個
人
の
感
情

の
表
現
と

い
っ
た
思
考

の
対
極
に
あ
る
、
と
バ
ル
ト
は
考
え
る
。
バ
ル
ト

一
流
の
対
し
方
が
認
め
ら
れ
る
。
俳
句

に
お
い
て
意
味
が
無
化
さ
れ
る
こ
と
が
禅
と
重
ね

て
思
惟
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
俳
句
が
、
日
本
文
化
の
核
に
お
い
て
、
さ
ら
に
言
語
の
本
来
的
問
題
と
し
て
思
考
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
意

味
を
免
れ
、
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
無
に
、
あ
る
言
語

の
極
限
的
な
あ
り
方
が
思
索
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
こ
れ
は
こ
れ
で
あ
る
」
、
と
い
っ

た
禅
の
公
案
に
そ
れ
は
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
。
言
語
に
よ
る
悟
り
は
、
論
理
を
突
き
崩
す
の
で
あ
り
、
自
己
矛
盾
的
あ
り
方
で
あ
る
。
こ
こ
に

い
わ
ば
言
葉
の
宙
吊
り
、
空
白
が
あ
る
。

マ
ラ
ル
メ
の
思
考
を
意
識
し
て
、
無
化
す
る
言
語
に
、
新
た
な
言
語
の
可
能

性
を
追
求
し
た
と
い

え
る
だ
ろ
う
。
俳
句
の
言
葉
の
あ
り
方
に
、
こ
う
し
て
理
想
的
言
語
の
在
り
方
を
バ
ル
ト
は
見
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
俳
句

の
断
章
性
、
断
片
的
形
態
に
も
留
意
さ
れ
る
。
そ
し
て
俳
句
に
は
主
体
が
な

い
と
考
え
る
。
そ
こ
に
、

こ
と
ば
た
ち
の
無
限

レ

の
反
射
、
宝
石

の
網
目
を
見
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
ま
さ
に
マ
ラ
ル
メ
が
捉
え
る
詩
の
内
部
の
状
態
、
作
者
の
死
と
引
き
換
え
と
し
て
あ

る
こ
と
ば
た
ち
の
反
射
反
映
に
対
す
る
思
念
を
彷
彿
さ
せ
る
。

一
神
教
の
な
す
中
心
主
義
や
実
体
主
義
に
代
わ
る
、
多
元
的
で
相
対
的
な
、

関
係
的

世
界
観
が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
確
か
に
動
作
の
主
体
と
し
て
の
人
間
は
な
い
。

さ
ら
に
や
は
り
こ
こ
に
マ
ラ
ル
メ
も
考
え
る
意
味

の
音
楽
と
で
も
い
う
べ
き
も

の
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う

か
。
く
り
か
え
さ
れ

る
音

の
重
ね
は
、

フ
ラ
ン
ス
の
詩
よ
り
は
る
か
に
単
純
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
音
の
ひ
と
つ
ひ
と

つ
が
重
く
深

い
価
値
を
も

つ
。
単
純
さ
短
さ

め

の
も
つ
意
味
と
音

の
、
遅
い
重
み
が
あ
る
。
そ
れ
は
進
ま
ず
停
ま
り
、
そ
れ
自
身

の
価
値
を
開
き
示
す
だ
ろ
う
。
こ
う

し
た

マ
ラ
ル
メ
と
の

五

一



五

二

つ
な
が
り
は
最
後
に
端
的
に
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「俳
句
に

つ
い
て
私
が

い
う
こ
と
は
、
日
本
と
呼
ば
れ
る
こ
の
国
を
旅
す
る
時
に
起
こ

る

一
切

の
こ
と
に

つ
い
て
も

い
え
る
で
あ
ろ
う
。」
と
の
こ
と
ば
は
、
俳
句
の
こ
と
ば

の
こ
う
し
た
あ
り
方
に
日
本
文
化

の
本
質
を
見
よ
う
と

お

す
る
点

で
意
味
深
い
。

三

無
、
文
化

レ

こ
の
書

の
最
後
に
、
「表
徴
の
部
屋
」
が
あ
り
、
そ
れ
は

「
マ
ラ
ル
メ
の
住
処
」
で
あ
る
、
と
端
的
に
書
か
れ
た
の
で
あ
る
。
日
本
文
化
の

核
と
マ
ラ
ル
メ
へ
の
収
束
が
顕
著
に

一
言
で
示
さ
れ
る
。
空
無
の
理
論
は
、

マ
ラ
ル
メ
に
収
敏
し
、
そ
し
て
そ
れ
は
同
時
に
、
ソ
シ
ュ
ー
ル

以
降
の
記
号
論
的
相
対
性
関
係
性

の
理
論
と
関
わ
り
、
俳
句
、
そ
し
て
禅
に
、
ひ
い
て
は
東
洋
の
文
化
と
照
ら
し
合
う

の
で
あ

っ
た
。
そ
れ

が
こ
の
書
物
の
閉
じ
ら
れ
る
地
点
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
よ
う
に
も
強
く
広
く
バ
ル
ト
の
関
心
を
惹

い
た
俳
句
と
は
、
バ
ル
ト
の
俳
句
と
は
、

日
本
で
は
何
で
あ

っ
た
の
か
。
ど
の
よ
う
な
歴
史
を
も
ち
、
変
遷
を
遂
げ
、
ど
の
よ
う
な
問
題
を
抱
え
る
の
か
、
日
本

の
俳
句
の
側
か
ら
検

討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
検
討
の
前
に
、
マ
ラ
ル
メ
の
思
索
と
の
重
ね
合
わ
せ
を
も
求
め
て
、
バ
ル
ト
の
い
う
俳
句
の
瞬
間
性
の

点
で
そ
れ
ら
と
深
い
つ
な
が
り
を
も

つ
と
考
え
ら
れ
る
、
他
の
芸
術
領
域
に
お
け
る
バ
ル
ト
の
意
識
を
手
短
に
見
て
お
こ
う
。

第
三
章

他
領
域
と
バ
ル
ト
の
意
識

一

映
像

・
写
真

・
俳
句

『第
三
の
意
味
』

(
一
九
七
〇
)
と

『明
る
い
部
屋
』

(
一
九
八
〇
)
に
お

い
て
考
察
対
象
と
し
て
見
ら
れ
る
映
像

・
写
真
に
つ
い
て
検
討

　

し
た
い
。
そ
こ
に

「瞬
間
」
の
思
考
が
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
静
と
動
の
観
念
に
結
び

つ
く
だ
ろ
う
。
そ
し
て
写
真

に

つ
い
て
の
覚
書
に



　

お
い
て
、
バ
ル
ト
は
俳
句

に
言
及
し
て
い
る
。
あ
ま
り
詩
に
つ
い
て
語
ら
な
か

っ
た
バ
ル
ト
が
、
俳
句
に
対
し
て
は
強
く
関
心
を
抱

い
て
し

ば
し
ば
触
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
そ
う
し
た
俳
句
と
の
つ
な
が
り
を
見
よ
う
と
す
る
点
で
写
真
論
は

一
考
に
値
す
る
。
写
真
論
と

し
て
、
写
真
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
、
報
道
記
事
の
分
析
、
写
真
特
有
の
無
意
味
が
記
さ
れ
る
。
そ
こ
に
写
真
の
も

つ
現
実
的
な
非
現
実
性
が
見
出

　

さ
れ
、
そ
の
反
響
し
な
い
様
が
論
述
さ
れ
る
。
そ
の
点
が
俳
句
と
共
有
す
る
場
だ
ろ
う
か
。

ニ

デ

ッ
サ

ン
と

展

覧

会

バ

ル

ト

の
死

後

、

二
〇

〇

三
年

一

一
月

-

一
二
月

に
東

京

大

学

で

、

二

〇

〇

四

年

一
月
-

二
月

に
京

都

大

学

で

、

「
色

の
音

楽

・
手

の
幸

福

ー

ロ

ラ

ン

・
バ

ル

ト

の

デ

ッ
サ

ン
」

と

題

さ

れ

た

バ

ル
ト

展

が

開

か

れ

た

。

あ

ま

り
知

ら

れ

て

い
な

か

っ
た

バ

ル

ト

の

デ

ッ
サ

ン

が

展

示

さ

れ

、

彼

の
造

形

芸

術

へ
の
関

心

が
思

索

面

で

あ

る

の
み

な

ら

ず

そ

の
実

践
者

と

し

て
も

あ

る

、

そ

の

よ
う

な
彼

の
姿

が

公

開

さ

れ

た

。

か

つ
、

ク

ロ
ー

デ

ル

と

並

ん

で

日

本

と

緊

密

な

関

係

を

も

っ
た

人

物

と

し

て

の
、

デ

ッ
サ

ン

ーー

エ

ク

リ

チ

ュ
ー

ル
と

し

て

の

デ

ッ
サ

ン

で

あ

っ
た

。

ハ

す
な
わ
ち

「西
欧
文
化

の
限
界
を
越
え
て
書
き
、
描
き
、
弾
こ
う
と
し
た
バ
ル
ト
」
の
展
覧
会
と

い
わ
れ
、
広
範
な

芸
術
的
関
心
と
思
索

家

・
実
作
者
バ
ル
ト
、
そ
し
て
日
本
文
化

へ
の
傾
倒
者
と
し
て
の
バ
ル
ト
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
も
、
俳
句
と
同
じ
よ
う
に

　

写
真
は
展
開
不
能
な
も
の
、
写
真
は
静
、
死
と

い
う
解
釈
が
見
ら
れ
、
そ
し
て
写
真
を
映
画
よ
り
優
位
に
置
く
バ
ル
ト

の
見
解
が
指
摘
さ
れ

お

て
い
る
。

エ
ク
リ
チ

ュ
ー
ル
の
展
開
不
可
能
性
や
瞬
間
性
が
、
ジ
ャ
ン
ル
を
超
え
て
共
通
し
た
バ
ル
ト
の
重
要
な
視
点

と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ

・つ
。こ

こ
で
は
そ
の
デ
ッ
サ
ン
た
ち
に
見
ら
れ
る
遊
び

の
感
覚
に
注
目
し
た

い
。
無
造
作
な
遊
び
の
よ
う
に
描
か
れ
た

そ
の
デ
ッ
サ
ン
群
は
、

無
目
的
性
、
無
意
味
性

へ
の
嗜
好
を
如
実
に
示
す
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
日
常
折

々
の
身
辺
の
紙
の
切
れ
端
に
、
す
ば
や
く
書
き
留
め
ら
れ
て

五
三



五

四

い
た
り
、
冗
談

の
よ
う
に
無
邪
気
に
描
き
出
さ
れ
て
い
た
り
す
る
。
そ
の
点

で
そ
の
創
作
行
為
は
ま
た
断
片
性

へ
の
志
向
に
も

つ
な
が
る
。

さ
ら
に
書
く
意
識
と
描
く
意
識
の
近
さ
が
見
ら
れ
る
。
同
じ
く
書
く
人
で
あ
り
描
く
人
で
あ

っ
た
ア
ン
リ

・
ミ
シ
ョ
ー
も
関
心
を
抱

い
た
よ

ム

う
に
、
東
洋
と

い
う
表
意
文
字
の
文
明
世
界
に
お
い
て
は
、
デ
ッ
サ
ン
は

エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
絵
画

の
間
に
あ
り
う
る
。
と
す
れ
ば
、
東
洋

文
化

へ
の
バ
ル
ト
の
強

い
興
味
が
こ
こ
で
も
う
な
ず
け
る
。

一
方
、
そ
の
描
く
こ
と
と
書
く
こ
と
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
が
無
を
志
向
し
、
「無

の
た
め
に
」
企
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
東
洋
の
世
界
に
お
け
る
無
の
意
識

へ
の
つ
な
が
り
も
あ
ら
た
め
て
浮
上
し
、
バ
ル
ト
と

芸
術
諸

ジ
ャ
ン
ル
の
あ
り
方
と
東
洋
の
世
界
が
、
こ
こ
に
結
び
合
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
連
鎖
す
る
無
の
観
念
、
「無
」
の
た
め
の
行
為
、
す
な
わ
ち
遊
び
の
意
識
に
つ
な
が
る
も
の
、
そ
れ
は
、
芸
術

の
位
置
と
価
値

に
関
わ
る
。
こ
れ
は
同
様
の
核
心
的
問
題
と
し
て
、
マ
ラ
ル
メ
の
思
索
を
思
わ
せ
る
。
次
に
そ
れ
を
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

三

マ
ラ
ル
メ

芸
術
行
為
、
創
作
行
為
に
対
す
る
遊
び
の
意
識
は
、
マ
ラ
ル
メ
の
語
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
。
瞥
見
し
よ
う
。
文
芸

の
意
味
と
あ
り
方
に

つ

あ

い
て

の
断

章

に

お

い

て
、

文

芸

が
何

の
役

に
立

つ

の
か

、

と

自

問

し

、

遊

び

に
役

立

つ
、

と

自

答

し

て

い
る

。

ま

た

「
文

学

的

シ

ン

フ

ォ

ニ

め

ー
」
に
お
い
て
も
、
「明
晰
さ
」
の
た
め
に
、
詩
的
営
為
は

「戯
れ
の
組
み
合
わ
せ
」
に
よ

っ
て
営
ま
れ
る
と
さ
れ
る
。

こ
う

し
た
遊
び

(」・『

遊
び
、
演
奏
、
賭
け
)
の
意
識
は
、
行
為
の
無
目
的
性
と
し
て
、
そ
れ
自
体

の
価
値

の
表
象

へ
と
向
か
う
。
芸
術

創
造
の
無
目
的
性
も
し
ば
し
ば
明
示
さ
れ
た

マ
ラ
ル
メ
の
思
考
で
あ
る
。
詩
論
に
お
け
る

「全
体
的
律
動
と
は
沈
黙

の
詩
篇
、
余
白
行
間
に

　

お
け
る
詩
篇
」
と

い
っ
た
思
索
や
、
ワ
ー
グ
ナ
ー
の
楽
劇
の
意
識
に
対
抗
し
た
ワ
ー
グ
ナ
ー
評
論
で
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
重
要
な
の
は
、

「視
覚

の
虚
焦
点
に
お
け
る
精
神
的
事
実
」
と
し
て
現
前
す
る

「何
も
の
で
も
な
い
姿
」
で
あ
る
。
「何
ら
か
の
至
高

の
鋳
型
」
と
も
表
現
さ



　

れ
る
こ
れ
ら
が
詩
の
成
就
、
詩
の
あ
り
方
と
し
て
示
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。

そ
し

て
そ
こ
で
は
行
為
の
主
体
は
必
ず
し
も
必
要

で
は
な

い
。
創
造
自
体

へ
の
注
視
の
た
め
に
む
し
ろ
主
体
の
抹
殺

の
思
考
が
展
開
さ
れ

る
こ
と

に
な
る
。
マ
ラ
ル
メ
の
有
名
な

一
節
が
こ
う
し
た
脈
絡
に
お
い
て
蘇
る
だ
ろ
う
。

純

粋
な
作
品
は
、
詩
人
の
語
り
な
が
ら
の
消
滅
を
含
む
。
詩
人
は
そ
の
不
等
性

の
衝
突
に
よ

っ
て
動
的
状
態
に
あ
る
語
た
ち
に
主
導
権

を

譲
る
。
語
た
ち
は
、
宝
石
の
上
の

一
条
の
火

の
連
な
り
の
よ
う
に
、
相
互
間

の
反
映
に
よ

っ
て
点
火
さ
れ
て
い
る
。
古
来
の
拝
情
詩

の
息
づ
か

い
に
お
け
る
は

っ
き
り
認
知
で
き
る
よ
う
な
呼
吸
に
、
あ
る

い
は
ま
た
文
章
の
熱
狂
的
な
個
人
的
導
き
に
と

っ
て
か
わ
り
な

ふ

が

ら

。

こ
こ
に
は
、
主
体

の
消
滅
と
引
き
換
え
に
働
き
合
う

こ
と
ば
た
ち
が
光
を
交
わ
し
合
う
様
子
が
見
え
る
。
同
時
に
詩
人
の
主
体
と
し
て
の

消
滅
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
主
体

の
欠
如
は
、
遊
び
、
無
の
観
念
の
中
枢

に
直
結
す
る
も
の
で
あ
り
、
今

、
本
稿
の
文
脈
で
価

値
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
確
か
に
、
系
譜
と
し
て
現
代
芸
術
に
つ
な
が
る
も
の
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
そ
こ
に
、
日
本
の
芸

術
や
生
活
感
覚
と
触
れ
合
う
も
の
が
あ

っ
た
と

い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

で
は

一
体
日
本
文
化
に
お

い
て
そ
う
し
た
意
識
や
感
覚
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
認
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
本
稿
で
日
本
文

化

の
ひ
と

つ
の
表
徴

の
よ
う
に
バ
ル
ト
に
よ

っ
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
俳
句
、
今
や
世
界
に
流
布
す
る
俳
句
を
、
ま
ず
は
日
本
の
文
芸

の
側
面

か
ら
歴
史
的
に
概
観
し
て
み
よ
う
。

五
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第
四
章

日
本
に
お
け
る
俳
句

一

日
本
で
の
流
れ

俳
句

は
、
今
や
世
界
の
文
学
の
な
か
で
最
短

の
詩
と
し
て
評
価
が
高
く
、
世
界
で
多
様
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
日
本
の
俳
句
は
、

バ
ル
ト
に
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
日
本
に
お
け
る
俳
句

の
側
か
ら
、
突
き
合
せ
た

い
。

一
口
に

俳
句
と
言

っ
て
も
も
ち
ろ
ん
歴
史
が
あ
る
。
概
観
し
た
い
。

江
戸
時
代
に
お
い
て
、
俳
句
は
遊
戯
性
を
も

つ
庶
民
的
な
文
芸
活
動
で
あ

っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
芸
術
と
し
て
価
値

を
高
め
る
べ
く
改
革
を
成
し
た
の
が
芭
蕉
で
あ
る
。
芭
蕉
は
、
世
俗
化
し
た
俳
句

の
実
情
を
刷
新
し
て
、
俳
句
を
哲
学
的
思
想
的
な
生
の
意

識
の
表

現
に
ま
で
築
き
上
げ
た
。
そ
れ
は
弟
子
た
ち
に
引
き
継
が
れ
、
結
集
し
、
成
功
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

明
治
期
に
な

っ
て
近
代
日
本
の
幕
開
け
の
な
か
で
、
文
学
や
芸
術
は
欧
米
の
波
に
洗
わ
れ
、
俳
句

の
価
値
も
ま
た
変
容
を
被
る
こ
と
に
な

る
。
子
規
に
よ
る
俳
句

の
近
代
化
と
い
う
べ
き
も

の
が
見
ら
れ
る
。
写
実
的
思
想
が
重
ん
じ
ら
れ
る
中
で
、
写
生

の
観

念
が
意
識
化
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
子
規
は
こ
の
脈
絡
の
な
か
で
、
蕪
村
を
発
掘
す
る
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
事
態
は
展
開
し
、
仏
文
学
者
桑
原
武
夫
が
、
俳
句
に
対
し
て
、
第
二
芸
術
に
す
ぎ
な

い
と
の
批
判
を
加
え
る

こ
と
に
な
る

(
一
九

四
六
年

)。
個
人
性
を
も
た
な
い
と
い
う
理
由
で
大
衆
芸
術
に
他
な
ら
な

い
と
の
低

い
芸
術
的
価
値
が
俳
句
に
付
与
さ
れ
る
。
近
代
化
の
行
き

過
ぎ
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
が
、
時
代
の
思
想
と
社
会

の
実
情
の
必
然
的
流
れ
で
も
あ
る
。
個
人
と
文
学
の
関
係
に
関
わ
る
問
題
と
考
え
ら
れ

る
だ
ろ
う
。

そ
し

て
現
代
に
お
い
て
、
や
は
り
社
会
の
あ
り
よ
う
や
変
遷
と
結
び

つ
い
た
文
学

の
そ
の
後
の
多
様
な
流
れ

の
な
か

で
、
俳
句
は
世
界
の



文
芸
と

し
て
広
く

一
般
に
親
し
ま
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の

一
般
化
の
得
失
は
慎
重
に
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ

ろ
う
。

二

俳
句
の
定
義
に
対
す
る
見
解
と
そ
の
展
開

そ
れ
で
は
次
に
、
元
来
の
俳
句

の
定
義

の
側
面
か
ら
こ
う
し
た
流
れ
に
お
い
て
何
が
問
題
で
あ
る
の
か
を
見
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

俳
句
の
言
語
表
現
と
し
て
次
の
三
点
が
要
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

言
葉

の
組
み
立
て
の
な
か
で
、
確
か
な
季
題
を
具
え
、
そ
れ
が
時
間
と
空
間
の
広
が
り
あ
る
い
は
範
囲
を
作

っ
て

い
る
こ
と
。
そ
し
て
、

語

の
つ
な
が
り
に
は
、
切
れ
が
あ
り
、
そ
れ
は
、
ま
と
め
た
り
、
問
を
置

い
た
り
し
な
が
ら
、
リ
ズ
ム
と
共
に
全
体
性
を
形
成
す
る
骨
組
を

形
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
最
後
に
、
対
象
に
対
し
て
は
、
客
観
描
写
が
基
本
で
あ
り
、
写
生
を
旨
と
し
、
私
情
の
介
入
は
控
え
ら
れ
る
。
す

な
わ
ち

い
わ
ゆ
る
個
性
、
個
人
性
、
主
体
性
と

い
う
も
の
は
排
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
意
味
で
、
総
じ
て
俳
句
は
、
自
然

の
季
節
の
風
景
の
な
か
で
、
こ
と
ば
が
そ
の
も
の
と
し
て
最
大
限
に
生
か
さ
れ
、
こ
と
ば
の

突
き
合

わ
せ
と
そ
の
反
映
が
、
隠
れ
た
作
者

・
主
体
を
も

っ
て
、
ひ
と

つ
の
世
界
を
生
み
出
し
て
い
る
と

い
え
な
い
だ

ろ
う
か
。
こ
の
点
で
、

俳
句

の
歴
史
は
、
日
本
の
近
代
化
に
緊
密
に
か
か
わ
り
、
文
学
の
根
本
問
題
と
し
て
考
察
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し

て
そ
れ
は
日
本
の
文

化
の
根
底
的
側
面
に
つ
な
が
る
。

季
語
が
問
題
で
あ
る
な
ら
、
ま
ず
何
も
設
定
し
て
い
な
い
わ
け
で
は
な

い
。
切
れ
が
問
題
で
あ
る
な
ら
、
全
体
性
、
そ
の
基
軸
を
も
た
な

い
わ
け

で
は
な

い
。
写
生
で
あ
れ
ば
具
体
的
、
客
観
的
な
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
ど
こ
の
だ
れ
と
も
わ
か
ら
な
い
主
体
に
よ

っ
て
、
ど

こ
の
何
と
も
わ
か
ら
な
い
事
柄
が
表
出
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
あ
る
か
も
曖
昧
で
あ
る
の
は
な
ぜ
か
。
短
さ
は
大
き
な
問
題
だ
ろ
う
。

極
端
な
短
さ
で
も
成
立
す
る
日
本
語
は
、
主
体
表
現
を
必
ず
し
も
必
要
と
し
な

い
。
時
制
は
現
在
、
と
い
う
べ
き
か
、
必
ず
し
も
ま
た
明
確

五
七
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で
は
な

い
。
そ
し
て
、
感
情
表
現
は
、
本
来
、
日
本
文
化
に
お
け
る
個
人
の
あ
り
方
か
ら
考
え
て
、
必
ず
し
も
明
解
に
主
張
さ
れ
る
必
要
は

な
い
。
こ
う
し
た
文
化
と
言
語
の
あ
り
よ
う
が
核
心
的
な
問
題
を
成
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

三

世
界
の
俳
句

へ

そ
う

い
う
あ
り
方
に
対
し
て
、
近
代
化
と
連
動
し
た
展
開
や
変
遷
を
見
た
の
は
当
然
の
経
路
で
あ
り
経
過
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
仲
間
内
の

遊
戯
性
や
庶
民
性
に
対
し
て
、
桑
原
は
個
人
の
主
体
性
の
欠
如
、
そ
し
て
文
学
性

の
低
さ
を
見
た
。
そ
れ
以
前
に
、
写
実
性

・
個
人
性
に
対

し
て
子
規
は
疑
義
を
呈
し
た
。

つ
ま
り
そ
れ
ら
は
日
本
文
化
の
近
代
化

・
西
欧
化

の
な
か
で
の
主
体

の
問
題
の
展
開
で
あ

っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う

か
。

そ
れ
に
対
し
て
、
そ
れ
以
前
、
あ
る
い
は
本
来

の
俳
句

の
あ
り
方
が
バ
ル
ト
に
評
価
さ
れ
る
と

い
う
流
れ
を
見
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う

か
。
し
か
し
評
価
は
的
を
射
て
い
る
の
か
、
微
妙
な
ず
れ
が
な

い
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
個
人
性
の
有
無
が
問
題
化
さ
れ
た
と
き
、
個
人
性
の

あ
り
方
自
体
が
問
題
と
し
て
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

季
語
が
必
ず
し
も
重
要
視
さ
れ
な
い
俳
句
は
、
現
在
、
西
欧
等
で
流
布
し
て
い
る
世
界
の
俳
句
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
自
然
観
は

ど
う
関
係
し
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。
関
連
し
て
そ
こ
に
認
め
ら
れ
る
無
の
意
識
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

第
五
章

言
語
と
文
化

一

言
葉
と
文
化
の
齪
齪

簡
略
的
に
問
題
を
整
理
し
て
ゆ
き
た
い
。
収
束
し
な
い
も
の

・
反
射
反
映
す
る
も

の
、
中
心
の
不
在
と

い
う
思
索
が
無
に
関
わ
る
と
さ
れ



る
。
し
か
し
俳
句
に
お
い
て
、
表
象
は
む
し
ろ
無
限
で
あ
る
。
西
欧
文
化
に
お

い
て
も
先
の
無
は
無
限
で
も
あ
る
と

い
う
な
ら
、
俳
句

の
無

は
、
無

よ
り
無
限
に
近

い
と

い
う
べ
き
か
。
で
は
、
こ
の
無
が
有
で
あ
る
と

い
う
思
想
は
、
ど
こ
か
ら
来
る
の
だ
ろ
う

か
。

関
わ
る
宗
教

の
違

い
、
自
然
観

の
違
い
は
ど
こ
に
見
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
共
鳴
し
合
う
点
は
ど
こ
だ
ろ
う
か
。
ま
た
不
協
和
に
食

い
違
う

点
は
ど
こ
か
。
無
の
意
識
は
、
お
そ
ら
く
文
化
の
基
底
に
つ
な
が
る
問
題
で
あ
る
。

言
語
的
に
主
体
を
必
要
と
し
な
い
も
の
が
示
す
無
と
、
本
来
存
在
す
る
主
体
が
抹
殺
さ
れ
た
場
合

の
無
と
に
違

い
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す

な
わ
ち
無
響
性

の
違

い
は
何
だ
ろ
う
か
。
有
を
含
む
無
と
有
を
否
定
し
て
あ
る
無

の
違
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
確
か
に
言
語
と
文
化

の
問
題
に

な
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
辿

っ
て
見
て
く
る
と
、
多
く
は
言
葉

の
あ
り
方
の
違

い
に
由
来
す
る
様

々
な
文
化
的
事
象
の
あ
り
よ
う

、
そ
の
解
釈

の
相
違

に
気
づ
か
さ
れ
る
。
こ
と
ば

・
言
語
が
先
か
文
化
が
先
か
難
し
い
事
柄
で
は
あ
る
。
あ
く
ま
で
相
互
作
用
的
な
も
の
だ

ろ
う
か
。

主
体

の
あ
り
方
、
外
界

・
世
界

・
自
然
に
対
す
る
、
人
間
の
心

の
あ
り
よ
う
が
問
題
で
あ

っ
た
。
主
体
の
無
さ
は
、

い
わ
ゆ
る
コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー
シ

ョ
ン
の
必
然
性
を
少
な
く
す
る
。
そ
の
と
き
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
道
具
と
し
て
の
こ
と
ば
は
、
必
ず
し
も
明
確
な
指
示
機
能

を
必
要

と
し
な
い
。
そ
れ
自
身
と
し
て
在
る
可
能
性
を
も

つ
。
こ
れ
は
、
バ
ル
ト
の
記
号
の
思
考
に
見
合
う
も
の
だ

っ
た
ろ
う
。

そ
し

て
確
か
に
そ
の
よ
う
な
思
考

の
側
面
は
バ
ル
ト
に
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
す
ぐ
さ
ま
無
に
直
結
し
な

い
。
否
、
バ
ル
ト
の
無
を
意

味
し
な

い
。
そ
う
し
た
言
葉
で
表
現
さ
れ
た
俳
句
は
、
何
も
意
味
し
な
い
と
同
時
に
、
無
限
の
歴
史
的
意
味
を
内
に
含

む
。

い
か
よ
う
に
も

人
は
読

め
る
。
響
か
な
い
ど
こ
ろ
か
、
無
限
に
響
く
。
こ
れ
は
芸
術
の
本
来
的
あ
り
方
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
ら

に
こ
う
し
た
主
体
の
無
さ
、
い
わ
ば
有
無

の
曖
昧
な
あ
り
方
は
、
外
界

・
世
界
と
個
人
と

の
関
係
に
関
わ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
は
当

然
ひ
い
て
は
人
間
と
自
然
と
の
関
係
に
関
わ
る
。
そ
れ
は
、
他
者
や
外
界
と
自
己
の
間
に
明
確
な
区
別
が
な
い
と
い
う

さ
ま
を
示
す
だ
ろ
う
。

五
九
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そ
し
て
そ
れ
ら
は
、
共
に
自
然
を
制
覇
す
る
存
在
で
は
な
い
。
大

い
な
る
自
然
か
ら
見
れ
ば
、
互
い
の
距
離
は
大
き
く
な
い
、
同
類
と
い
う

感
覚
だ

ろ
う
か
。
皆
、
自
然
の
中
に
ひ
と
時
住
ま
う
存
在
と

い
う
感
覚
や
思
考
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
と
き
、
も
ち
ろ
ん
人
間
も
動
物
も
同

列
に
置
か
れ
る
。
存
在

に
軽
重
は
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
人
の
み
な
ら
ず
、
動
物
も
植
物
も
、
主
体
と
し
て
主
語
に
な
る
必
要
は
必
ず
し
も

な
く
、
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
自
体
と
し
て
流
動
的
弾
力
的
な
主
体
を
も

つ
。
そ
れ
ら
は
わ
ざ
わ
ざ
擬
人
化
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
ご
く
自
然
に

あ
る
が
ま
ま
の
こ
と
と
し
て
、
描
か
れ
語
ら
れ
る
主
題
と
な
る
。
何
よ
り
問
題
は
、
こ
う
し
た
意
識
を
、
土
壌
に
根
付

い
た
流
れ
と
し
て
も

つ
こ
と
と
、
意
識
的
転
換
と
し
て
も
つ
こ
と
の
違

い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
に
あ
る
曖
昧
さ
も
、
そ
れ
と
引
き
換
え

に
多
義
性
と
し
て
豊

か
さ
を
保
障
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

一
一

可
能
性

こ
う
し
た
食

い
違

い
は
、
食

い
違
う
こ
と
自
体
が
意
味
を
も
た
な
い
だ
ろ
う
か
。
差
異
こ
そ
が
、
相
互
の
文
化
を
相
対
化
し
、
明
る
み
に

出
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
よ
り
豊
か
な
可
能
性
の
道
を
開
く
可
能
性
を
も
つ
。
た
と
え
ば
主
体
に
つ
い
て
、
そ
の
有
無

の
あ
り
よ
う
、
そ
の
変
遷

に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
得
失
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
自
覚
の
中
で
、
解
釈
の
豊
か
さ
も
生
ま
れ
て
ゆ
く
。

そ
れ
に
関
わ

っ
て
た
と
え
ば
無
も
、
消
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
有

・
無
と
、
元
々
無
の
な
か
に
あ
る
無
、
い
わ
ば
無
の
な
か
に
あ
る
有

・
無
、

響
き
合
う
無
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
が
も
た
ら
す
文
化
の
あ
り
方
、
そ
の
解
釈

の
理
解
を
促
す
だ
ろ
う
。
そ
し
て
文
化
、
そ
の
相
違
を
汲

み
上
げ
る
こ
と
は
、
対
立
性
や
浅
薄
か
ら
脱
し
、
有
意
味
な
協
働
の
進
展
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
う
し
た
こ
と
を
考
え
る
の
に
、
こ
と
ば
、
芸
術
、
芸
術
と
し
て
の
言
葉
、
指
示
機
能
に
収
束
し
な
い
、
シ
ニ
フ
ィ

エ
な
き
シ
ニ
フ
ィ
ア

ン
の
追
究
は
、
価
値
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
直
接
間
接
に
、
意
識
的
無
意
識
的
に
、
文
化
の
様
相
に
深
く
関
わ
る
も
の
で
あ

っ
た
。



結
び以

上

の
考
察
に
よ

っ
て
、
バ
ル
ト
と

マ
ラ
ル
メ
を
手
掛
か
り
に
、
そ
れ
ら
の
日
本
文
化
と
の
関
わ
り
を
眺
め
る
こ
と

で
、
こ
と
ば
の
も

つ

力

の
幅

の
広
さ
と
奥

の
深
さ
の
意
味
に

つ
い
て
、
ひ
と
つ
の
見
解
を
示
せ
た
と
思
う
。
こ
と
ば
の
あ
り
方
は
、
芸
術
諸
ジ
ャ
ン
ル

・
諸
領
域

の
他

の
あ
り
方
、
な
い
し
そ
れ
ら
と
の
つ
な
が
り

の
様
子
を
浮
上
さ
せ
る
。
そ
し
て
こ
と
ば
が
根
付
く
と
同
時
に
ま
た

こ
と
ば
が
世
界
を
生

み
出
す
文
化
の
あ
り
よ
う
を
も
示
す
。
し
た
が

っ
て
こ
う
し
た
こ
と
ば
の
探
究
は
、
文
化
を
豊
か
に
推
進
す
る
手
立
て
と

な
る
だ
ろ
う
。

こ
と
ば
と
文
化
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
詳
細
に
、
か
つ
他
国
の
場
合
を
射
程
に
入
れ
て
、
研
究
を
進
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

に
は
ま
た
同
時
に
、
諸
芸
術
の
多
様
な
あ
り
方

の
実
態
と
展
開
が
問
題
と
な

っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
も
分
析
し
て
ゆ

き
た
い
。
そ
う
し
て
、
総
合
的
な
芸
術
と
文
化
、
人
間
の
営
み
の
価
値
、
位
置
づ
け
、
展
望
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
と

思
う
。

注
4 3216 5

特

に
本

稿

で

は

日
本

の

研
究

者

た

ち

の
解

釈

や

思
索

を

参

照

し

な

が

ら
吟

味

し

た

い
と

思
う

。

肉
9
き
畠
u」
讐

冨

。。
ト

Q
b
£
愚

N
縣
き

§

N
、警
ミ
ミ
Q
」

も。
も

ら

(訳

書

一
四
、

四

二
、

以

下

括

弧

内

の
数

字

は
訳

書

頁

を

示

す

)

奪
ミ

も

'も。
○。
6
0

(四

八

)

な

お

こ

れ

に
関

し

て

、

シ

ュ
ー

ル

レ

ア
リ

ス

ム

の
言

語

錯

乱

は

ま

た

異

な

る
も

の

で
あ

る
と

い
う

花

輪

氏

の
思

考

を

特

記

し

て

お

き

た

い
。

(
『
ロ
ラ

ン

・
バ

ル

ト

そ

の
言

語

圏

と

イ

メ

ー

ジ
圏

』

一
五

〇
頁

)

花

輪

前

掲

書

一
四

ニ
ー

一
四

四
頁

参

照

。
拙

著

『
マ
ラ

ル

メ

の
詩

学

』

三

〇
九

-

三

一
四
頁

参

照

。

Q。
$
嘗

き

。
竃
巴
一母
ヨ
少
§

ぐ
ミ
財
8
ミ
濠

弱

」

O
O
O。
も

お゚

一
゜

荒

木

亨

『
鎖

国

の
日

本

語
』

=

二

一
1

=

二
二
頁

参

照

。

⊥
登
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二

8 719 18 17 16 1514131211109

即
。
宣
巳

bd
農

げ
①
。。
ト

、肉
ミ

リ譜

§

竃

お
ミ
吻
も

N゚
堅

(
一
六
)

そ

こ

に
禅

の
起

源

に

関

わ

る
想

像

力

を

バ

ル
ト

は
見

る

。

大

久

保

喬

樹

『
見

出

さ

れ

た

「
日
本

」

ロ
チ

か

ら

レ
ヴ

ィ
ーー
ス
ト

ロ
ー

ス
ま

で
』

一
七

一
-

一
七

二
頁

参

照

。

ヴ

ァ
レ

リ

ー

や

ク

ロ
ー

デ

ル
と

の

つ
な

が
り

に

つ

い
て
も

参

照

。

大

久

保

前

掲

書

一
七

二
頁

参

照

。

同
書

は
西

田

、
中

村

の
哲

学

と

の

照
応

を

見

る

。
前

掲

拙

著

第

四
部

第

三
章

参

照
。

肉
o
訂
巳

uJ
讐

冨

。゚
w
毫

亀゚
魅
も

℃
b
一
-O
N

(
八
九

-

九

〇

)

奪
ミ

も

μ
〇
一
゜
(九

九

)

奪
ミ

も

'一
〇
◎

(
一
〇

三
)

§

罫

薯

ヒ

ト。
-=

ら
゜
(
一

一
ニ
ー

=

四
)

奪
ミ

も

μ
O
①
゜
(
一
〇

三
)

俳

句

に
対

す

る

こ
う

し
た

思

索

は
極

め

て
興

味

深

い
。

大

久

保

前

掲

書

に

マ

ラ

ル

メ
と

バ

ル
ト

の
緊

密

な

関

係

の
提

示

が

あ

る

。

関

連

し

て
日

本

の
音

楽

、

そ

の
和

音

の
無

さ

に

関

す

る

論

及
も

意

味

深

い
。

(
二

一
〇

頁

)

荒

木

『
ロ

ラ

ン

・
バ

ル
ト

/

日
本

』

の
俳

句

に

関

す

る

論

究

(
二

一
〇

1

二

一
二

)

参

照

。

関

係

し

て
花

輪

前

掲

書

二
九

〇
1

二
九

一
頁

参

照

。

肉
2
き
畠
uu
畳

冨

。・
も

肉
ミ

ミ
Q
譜
吻
覧
讐

塁

三

ら
○。
°
(
一
四

六
)

「
マ

ラ

ル

メ

の
住

処

」

と

の
結

末

は

多

様

な

意

味

で
特

筆

す

べ
き

推

論

と

考

え

ら

れ

る

。

卜
亀
Ω
評
亀
ミ
ぴ
、
Q
亀
ミ
き
℃
℃
°○O
O
-○◎
一
゜
(⊥
ハ
ゴ
一)

奪
ミ

も

や
○。
一
-。。
P

(
六

三
-

六

四
)

篠

田
浩

一
郎

『
ロ
ラ

ン

・
バ

ル

ト

世

界

の
解

読

』

二

三

六
-

二

五

五
頁

参

照

。
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荒

木

前

掲

書

二

〇

五

、

二

=

二
頁

参

照

。

『
色

の
音

楽

・
手

の
幸

福

ー

ロ

ラ

ン

・
バ

ル
ト

の

デ

ッ
サ

ン
展

』

八
頁

参

照

(小

林

康

夫

「
色

の
音

楽

・
手

の
幸

福

ー

ロ

ラ

ン

・
バ

ル

ト

の

デ

ッ
サ

ン

展

に
寄

せ

て
」
)

荒

木

前

掲

書

二

〇

三
-

二

〇

五
頁

参

照

。

『
色

の
音

楽

・
手

の
幸

福

ー

ロ

ラ

ン

・
バ

ル
ト

の

デ

ッ
サ

ン
展

』

一
二

頁

参

照

(松

島

征

「
ロ

ラ

ン

・
バ

ル
ト

の
想

い
出

(断

章

風

に
)
」
)

ア

ン

リ

・
ミ

シ

ョ
ー

に

つ

い
て

、
拙

著

『
こ
と

ば
と

イ

マ
ー

ジ

ュ
の
交

歓

』

第

一
部

第

三
章

参

照

。

Q。
審
喜

き

①
ζ
9
=
鎚
日
少
く<9

9
図
8

器

9
三

ま

舞

①
〉評
臼

ミ
、
題

8

ミ
貰
斜
§

」

㊤
島

も

N゚
O
①
゜

<<Q。
図
ヨ
嘗

o
巳
2

凶ま

邑

『o
vvΨ
毫

亀゚
魅
も

面
①
P

<<9

凶゚。o
山
o
<
9
°。>>鴇
毫

亀゚
魅
も

℃
°ω
①
①
-G。
①
8

<<空

oぎ

a

毛
㊤
αq
器
お
脇
<
o
同凶o
自
、巨

℃
0
9
0
時
き

ゆ
駐

>>9
§

°6
軌魅
も

罐゚

9

<<9

同゚。o
自
o
<
o同
。゚>>9
起

亀゚
魅
も

ω゚
①
①
。

俳

句

の
歴

史

に

関

し

て

、

山
本

健

吉

『俳

句

と

は
何

か
』

等

参

照

。
前

掲

拙

著

第

四
部

第

三
章

参

照

。

俳

句

世

界

に

つ

い
て

、
星

野
恒

彦

『俳

句

と

ハ
イ

ク

の
世

界

』
、

佐

藤

和

夫

『
海

を

越

え

た

俳

句

』

等

参

照

。

前

掲

拙

著

同

所

参

照

。

桑

原

の

思
索

お

よ

び
俳

句

の
歴

史

展

開

に

つ

い
て

、
前

掲

拙

著

同
所

参

照

。

西
洋

と

東

洋

の
無

に

関

し

て

、
前

掲

拙

著

同
所

参

照

。

六
三
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文
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殉
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莚
⇒
侮
bJ
9
旨
げ
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b
弗

愚

N
縣
、
o
亀
Q
、
、鳳
ら
ミ
ミ
、魯

QQ
o巳

拶
一
㊤
α
らQ
°

『
零

度

の

エ

ク

リ

チ

ュ
ー

ル

』

渡

辺

淳

・
沢

村

昴

一
訳

、

み

す

ず

書

房

、

一
九

七

一

肉
o
訂
⇒
畠
uJ
勾
訴
げ
o
°。
w卜
肉
ミ
題
母
Q
駄
題

亀
αq
ミ
Q
鈎

〉
子
o
暮

QQ
匹
蜀
w
一
り
刈
9

『
表

徴

の

帝

国

』

宗

左

近

訳

、

新

潮

社

、

一
九

七

四

肉
o
冨
昌
畠
uu
9
ほ
げ
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O
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ミ
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ミ
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、
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貯

、
隷
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ミ
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O
巴
=
日
舘
ρ

一
り
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9

『
明

る

い

部

屋

写

真

に

つ

い

て

の

覚

書

』

花

輪

光

訳

、

み

す

ず

圭
旦
房

、

一
九

八

五

即
O
宣
昌
O
bd
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ほ
げ
①
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ぴ
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偽
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、
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ミ
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臣
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㊤
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三
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意

味

映

像

と

演

劇

と

音

楽

と

』

沢

崎

浩

平

訳

、

み

す

ず

書

房

、

一
九

八
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殉
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莚
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げ
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拶
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9

ロ

ラ
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バ

ル

ト

『
ロ

ラ
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バ

ル

ト

著

作

集

1
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学
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ユ

ー

ト

ピ

ア

一
九

四

ニ

ー

一
九

五

四

)
』

み

す

ず

書

房
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二

〇
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四

QQ
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=
o

α
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訂

勺
示
す
匹
ρ

一
㊤
㊤
○◎
°

ロ

ラ

ン

・
バ

ル

ト

『色

の

音

楽

・
手

の

幸

福

ロ

ラ

ン

・
バ

ル

ト

の

デ

ッ

サ

ン

展

』

東

京

日

仏

学

院

・
関

西

日

仏

学

院

、

二

〇

〇

三

荒

木

亨

『鎖

国

の

日

本

語

』

木

魂

社

、

一
九

八

九

六

四



荒
木
亨

『
ロ
ラ
ン

・
バ
ル
ト
/
日
本
』
木
魂
社
、

一
九
八
九

大
久
保
喬
樹

『見
出
さ
れ
た

「
日
本
」

ロ
チ
か
ら
レ
ヴ
ィ
ーー
ス
ト
ロ
ー
ス
ま
で
』
平
凡
社
、
二
〇
〇

一

佐
藤
和
夫

『海
を
越
え
た
俳
句
』
丸
善
、

一
九
九

一

鈴
村
和
成

『バ
ル
ト

テ
ク
ス
ト
の
快
楽
』
講
談
社
、

一
九
九
六

篠
田
浩

一
郎

『
ロ
ラ
ン

・
バ
ル
ト

世
界
の
解
読
』
岩
波
書
店
、

一
九
八
九

花
輪
光

『
ロ
ラ
ン

・
バ
ル
ト

そ
の
言
語
圏
と
イ
メ
ー
ジ
圏
』
み
す
ず
圭
旦
房
、

一
九
八
五

蓮
見
重
彦

『表
象
の
奈
落

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
思
考
の
動
体
視
力
』
青
土
社

二
〇
〇
六

星
野
恒
彦

『俳
句
と

ハ
イ
ク
の
世
界
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
二

松
浦
寿
輝

『ク
ロ
ニ
ク
ル
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
七

山
本
健
吉

『俳
句
と
は
何
か
』
角
川
書
店
、
二
〇
〇
〇

渡
辺
諒

『バ
ル
ト

距
離

へ
の
情
熱
』
白
水
社
、
二
〇
〇
七

拙
著

『
マ
ラ
ル
メ
の
詩
学
-
拝
情
と
抽
象
を
め
ぐ
る
近
現
代
の
芸
術
家
た
ち
ー
』
勤
草
書
房
、

一
九
九
九

拙
著

『こ
と
ば
と
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
交
歓
ー

フ
ラ
ン
ス
と
日
本
の
詩
情
1
』
人
文
書
院
、
二
〇
〇
五

六

五


