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人
間
は
自
分
が
獣
に
ひ
と
し
い
と
思
っ
て
も
い
け
な
い
し
、
天
使
と
ひ
と
し
い
と
思
っ
て
も
い
け
な
い
。
そ
の
ど
ち
ら
を
知
ら
ず
に

い
て
も
い
け
な
い
。
そ
の
ど
ち
ら
も
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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セ
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、
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二
）

一
、

二
、

三
、

四
、

は
じ
め
に

『
藍
色
の
墓
』
登
場
の
動
物
類
個
別
吟
味

大
手
の
動
物
と
西
洋
絵
画

ま
と
め

　
大
手
拓
次
の
作
品
を
通
覧
し
て
目
に
つ
く
特
徴
と
し
て
、
ま
ず
、

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
風
の
共
感
覚
的
手
法
を
織
り
ま
ぜ
た
色
・
香
り
・

音
の
作
り
上
げ
る
感
覚
世
界
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
す
で
に
た
び
た
び
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
大
手
の

前
に
広
が
る
外
界
は
、
ま
ず
、
詩
人
の
動
物
的
感
官
に
じ
か
に
訴

え
る
単
純
な
要
素
で
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
大
手

の
世
界
観
の
ひ
と
つ
の
特
質
が
あ
る
の
は
た
し
か
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
作
品
に
描
か
れ
た
世
界
を
登
場
人
物
の
種
類
か
ら
見

て
み
る
と
、
動
物
登
場
の
頻
度
の
高
さ
が
注
目
さ
れ
る
。
沢
田
弘

明
は
大
手
拓
次
を
「
無
意
識
の
世
界
を
創
造
の
真
の
源
泉
と
考
え

る
こ
と
の
で
き
た
、
日
本
に
お
け
る
も
っ
と
も
早
い
詩
人
の
一
人

で
あ
る
」
と
位
置
づ
け
、
そ
の
動
物
頻
用
に
つ
い
て
ユ
ン
グ
的
解

釈
を
く
だ
し
、
「
人
間
の
心
の
井
戸
に
は
様
々
な
妖
怪
が
住
ん
で

い
る
。
そ
れ
は
、
唯
物
的
で
画
一
的
な
現
実
世
界
に
よ
っ
て
虐
げ

ら
れ
た
個
人
的
な
欲
望
の
暗
い
影
ば
か
り
で
は
な
く
、
人
類
の
記

憶
の
溝
底
を
さ
ま
よ
う
遠
い
時
代
の
恐
怖
や
渇
望
の
亡
霊
で
あ
ろ

う
。
拓
次
の
意
識
下
の
深
層
に
も
妖
し
い
幻
影
が
う
ご
め
き
、
不

気
味
な
妖
怪
が
叫
び
を
あ
げ
て
い
る
。
『
藍
色
の
墓
険
に
登
場
す

る
多
く
の
動
物
た
ち
は
、
い
ず
れ
も
こ
の
無
意
識
の
世
界
に
ひ
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

む
怪
物
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
筆
者
は
こ
の
考
え
方
に
反

対
で
は
な
い
が
、
大
手
の
動
物
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
具
体
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

詳
細
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

　
文
学
作
品
に
動
物
を
登
場
さ
せ
る
の
は
、
世
界
に
は
人
聞
だ
け

で
な
く
動
物
も
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
た
ん
に
リ
ア
リ

テ
ィ
ー
の
要
請
か
ら
考
え
て
も
、
な
に
も
不
思
議
な
こ
と
で
は
な

い
。
世
に
は
動
物
を
主
人
公
と
し
、
そ
の
生
態
を
記
録
す
る
こ
と

で
一
種
の
文
学
に
な
り
え
た
例
が
あ
る
。

　
ま
た
、
動
物
は
そ
の
感
覚
や
行
動
、
習
性
、
あ
る
い
は
思
考
（
学

習
）
な
ど
の
点
で
人
間
と
共
通
点
が
あ
り
、
動
物
の
観
察
と
描
写

が
人
間
世
界
の
考
察
の
有
効
な
材
料
に
な
る
こ
と
は
、
多
く
の
動

物
寓
話
が
存
在
し
て
い
る
ゆ
え
ん
で
も
あ
る
。
動
物
の
生
態
や
動

物
界
の
興
味
深
さ
を
強
調
し
、
動
物
観
察
に
主
眼
を
お
く
純
粋
な

動
物
文
学
と
い
う
も
の
も
考
え
ら
れ
る
が
、
文
学
作
品
が
結
局
、

人
間
へ
の
興
味
を
満
足
さ
せ
、
ま
た
人
間
理
解
に
つ
な
が
る
こ
と

を
期
待
し
て
書
か
れ
る
と
す
れ
ば
、
動
物
の
登
場
も
人
間
と
の
関

係
を
ぬ
き
に
し
て
は
意
義
が
希
薄
に
な
る
と
い
え
よ
う
。
し
て
み

る
と
、
大
手
も
人
間
世
界
の
寓
意
の
手
段
と
し
て
意
識
的
に
動
物

を
あ
れ
ほ
ど
頻
用
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
大
手
の
動
物
詩
を
考
え
る

際
、
こ
の
素
朴
な
疑
問
を
念
頭
に
お
い
て
お
く
の
が
大
切
で
あ
る
。

二

次
表
は
『
藍
色
の
墓
』
（
昭
和
十
一
年
、
ア
ル
ス
）
所
収
の
二

＊
日
本
社
会
文
化
専
攻
・
文
化
構
造
講
座

1

大
手
拓
次
『
藍
色
の
墓
』
動
物
考
（
西
野
常
夫
）



大
手
拓
次
『
藍
色
の
墓
直
動
物
考
（
瀬
野
常
夫
）

五
五
詩
篇
（
韻
文
詩
二
三
九
篇
、
散
文
詩
十
六
篇
）
中
、
二
詩
編

以
上
に
登
場
す
る
動
物
類
の
種
類
と
該
当
詩
篇
数
で
あ
る
。
同
詩

集
は
、
つ
と
に
橋
本
一
明
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
「
大
手
拓
次
・

北
原
白
秋
・
萩
原
朔
太
郎
・
逸
見
亨
・
ア
ル
ス
代
表
者
北
原
鉄
雄
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ら
の
合
作
と
い
う
面
を
も
つ
」
も
の
で
、
原
著
者
大
手
死
後
の

編
集
殺
階
で
故
人
の
意
図
が
忠
実
に
反
映
さ
れ
て
い
な
い
と
も
さ

れ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
詩
集
を
統
計
の
母
集
団
に
選

択
し
た
理
由
は
、
現
在
ま
で
同
詩
集
が
大
手
の
詩
集
と
し
て
一
般

の
認
知
を
え
て
き
た
こ
と
、
大
手
生
前
の
未
刊
自
選
詩
稿
『
藍
色

の
墓
』
（
大
正
十
五
年
）
一
八
六
詩
編
よ
り
も
母
集
団
を
大
き
く

と
る
方
が
、
大
手
の
動
物
選
択
の
傾
向
を
み
る
う
え
で
好
都
合
で

あ
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
れ
に
よ
っ
て
大
手
の
詩
の
真
実
の
姿
を
お

お
い
隠
す
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
る
（
た
だ

し
、
あ
く
ま
で
厳
密
さ
を
旨
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
自
選
詩
稿
『
藍

色
の
墓
』
を
考
察
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
大
き
な
意
味
が
あ
る
だ

ろ
う
）
。

　
表
は
大
手
の
詩
語
の
お
よ
そ
の
傾
向
を
示
せ
ば
事
足
れ
り
と
す

る
も
の
で
、
動
物
の
名
称
の
分
類
は
生
物
学
的
分
類
と
は
必
ず
し

も
一
致
し
な
い
だ
け
で
な
く
、
分
類
の
規
則
も
一
定
し
て
い
な
い
。

た
と
え
ば
、
「
小
鳥
」
「
ひ
な
鳥
」
「
わ
た
り
鳥
」
「
海
鳥
」
「
水
鳥
」

「
毒
鳥
」
「
怪
鳥
」
な
ど
は
す
べ
て
「
鳥
」
の
項
に
一
括
し
、
「
白

鳥
」
「
つ
ば
め
」
な
ど
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
項
を
た
て
た
が
、
一
方
、

「
墓
」
「
蝦
墓
」
と
讐
蛙
」
は
区
別
し
、
「
あ
げ
は
の
て
ふ
」
は
「
蝶
」

に
一
括
す
る
な
ど
し
た
。
原
則
と
し
て
、
大
手
の
嗜
好
を
よ
く
表

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
場
合
を
除
き
、
同
種
の
動
物
は
あ
ま
り
細

分
割
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
表
に
あ
ら
わ
れ
な
い
重
要
な

区
分
に
つ
い
て
は
、
銀
雪
吟
味
の
際
に
言
及
す
る
。
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章　　名

1　1　1 1　3　3 4　1　2　1 7　　2　　1　　1　　】．　　1　　2　　1　　1 陶器の鴉（32篇）

2　　1　　1　　1　　1　　2　　2　　1　　1 2　3 3　1　1 6　1　　　1　　　　　！ 球形の鬼（28篇）

1　　ユ　　1　　ユ　　2　　3　　1　　　　　1　　ユ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2 ！　2　2 3　　　　　1 2　2　　　1　　　　　ユ　2 湿気の小馬（27篇）

1　　　　　1　　　　　　1　　　　　　　　1　　　　　　　　1 1　3 3　　　3　1 3　3 黄論い縮子の蛇（21篇）

2　　　1　　　　　　　　　　　　1　　　　　1 1　　　2　1 3　1 香料の顔寄せ（1G篇）

1　　　　　　　　　　　　1　　　1　　　　　　　　　　　　1 2 2　　　3 2　　　　　　　　　　　　　　1　1 白い狼（12篇）
1

1 1 1　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　1 木製の人魚（16篇）
｝

1 1　2 2　　　1　1 4　　　　　　　　　　1　1　！ みどりの薔薇（13篇〉

1 2 3　2 風のなかに巣をくふ小鳥（14篇）

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　1 3　1 蒼から苔へあるいてゆく（22篇）

1　1　　　　　　　　　　　　　　　　1 3 2　　　1 2　2　　　　　　　　　　　　1 黄色い接吻（29篇）

1 1 3　　　　　　　　　　　　1 みずのほとりの姿α4篇）

1 薔薇の散策（1篇）

1　　5　　1　　2　　ユ　　2　　　　　　　　　　　　1　　　　　2 1　　　5 3　　　2　3 7　5　1　　　1　　　1　2 散文詩（16篇）

3　　2　　3　　3　　　2　　4　　10　　4　　5　　4　　6　　2　　2　　2　　　6　　3　　4　　3 3　9 24　28　2　15　9 46　19　　2　　3　　2　　2　　8　　8　　2 計 255篇
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〔
一
詩
編
の
み
に
登
場
す
る
も
の
〕

虚
羊
、
羊
、
鈴
羊
、
駝
鳥
、
牡
熊
、
精
霊
、
う
じ
む
し
、
啄
木
鳥
、
縞
馬
、
天
馬
、
猿
、

鰐
鮫
、
髄
、
か
げ
ろ
ふ
、
松
虫
、
海
鼠
、
ミ
イ
ラ
、
人
魚
、
羽
虫
、
駒
爲
、
み
つ
す
ま

し
、
文
鳥
、
鶴
鶴
、
妖
精
、
豚
、
野
鼠
、
き
り
ぎ
り
す
、
軟
体
動
物
、
巨
人

2

　
詩
集
に
登
場
す
る
動
物
（
幽
霊
、
怪
物
類
を
ふ
く
む
と
す
る
）

は
表
の
分
類
で
七
十
二
種
を
か
ぞ
え
、
散
文
詩
十
六
篇
を
ふ
く
む

全
二
五
五
詩
篇
中
、
な
ん
ら
か
の
動
物
が
登
場
す
る
の
は
一
八
六

詩
篇
あ
り
、
『
藍
色
の
墓
』
は
動
物
詩
集
と
称
し
て
も
さ
し
っ
か

え
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
以
下
、
鳥
か
ら
幽
霊
ま
で
の
頻
度
上
位
七

種
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
ら
の
動
物
の
担
う
意
味
を
考
え
て
み
る
。

　
　
　
↓
　
幣

　
鳥
は
大
手
の
も
っ
と
も
重
要
な
動
物
で
あ
る
。
二
五
五
詩
篇
中
、

四
六
詩
篇
に
登
場
し
、
頻
度
第
一
位
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
同
じ

鳥
類
で
も
一
般
名
「
鳥
」
で
は
あ
き
た
ら
ず
、
鴉
、
鳩
（
各
八
詩

篇
）
、
白
鳥
（
三
詩
篇
）
、
鷲
、
ふ
く
ろ
ふ
、
雲
雀
、
閑
古
鳥
、
カ

ナ
リ
ヤ
、
つ
ば
め
（
各
二
詩
篇
）
、
駝
鳥
、
啄
木
鳥
、
駒
鳥
、
文

鳥
、
温
熱
（
各
一
詩
篇
）
と
十
四
種
類
も
の
個
別
名
を
ち
り
ば
め

る
き
め
細
か
さ
に
、
鳥
に
対
す
る
こ
の
詩
人
の
格
別
な
思
い
入
れ

が
う
か
が
え
る
。
大
手
が
こ
れ
ら
数
多
く
の
鳥
た
ち
の
そ
れ
ぞ
れ

の
生
物
学
的
特
徴
、
習
性
、
あ
る
い
は
文
学
作
晶
に
登
場
さ
せ
る

際
の
常
套
的
な
性
格
づ
け
、
神
話
的
意
味
と
い
っ
た
も
の
を
ど
の

程
度
承
知
し
、
意
識
し
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な

圧
倒
的
頻
度
は
や
は
り
大
き
な
意
味
を
も
つ
。

　
鳥
の
、
他
の
動
物
に
な
い
特
質
は
な
ん
と
い
っ
て
も
、
大
空
を



自
由
に
飛
び
ま
わ
る
能
力
で
あ
る
。
人
閲
は
鳥
の
こ
の
能
力
に
羨

望
を
感
じ
ず
に
い
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
鳥
は
萬
物
の
霊
長
で
あ
る

は
ず
の
人
聞
以
上
に
自
由
で
あ
り
、
天
上
の
神
に
近
い
存
在
で
あ

り
、
し
た
が
っ
て
知
性
も
高
く
、
神
の
使
者
と
し
て
下
界
の
、
鳥

よ
り
も
下
等
な
人
間
を
導
き
助
け
る
役
目
を
負
っ
て
い
る
…
…
。

入
間
が
い
つ
の
時
代
で
あ
れ
、
普
遍
的
に
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
的

な
撞
慷
を
抱
き
つ
つ
、
鳥
を
見
上
げ
て
い
た
こ
と
は
充
分
納
得
の

　
　
　
　
　
　
　
る
　

い
く
こ
と
で
あ
る
。

　
鳥
の
神
性
を
う
た
っ
た
表
現
の
例
と
し
て
は
「
神
よ
、
大
洋
を

と
び
き
る
鳥
よ
」
（
「
枯
木
の
馬
」
）
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

　
鳥
の
自
由
奔
放
な
イ
メ
ー
ジ
は
た
と
え
ば
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ

イ
『
死
の
家
の
記
録
隠
の
読
後
に
書
か
れ
た
「
銀
の
足
鎧
一
死

入
の
家
を
よ
み
て
一
」
中
の
囚
入
の
捕
ら
え
ら
れ
た
不
自
由
な

身
体
と
、
そ
の
内
部
に
住
ま
う
奔
放
な
空
想
と
の
対
照
を
際
立
た

せ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
こ
れ
ら
バ
ラ
ッ
ク
の
な
か
の
人
人
は
／
お

そ
ろ
し
い
空
想
家
で
あ
る
。
／
彼
等
は
精
彩
あ
る
巣
を
つ
く
り
、

雛
を
つ
く
り
、
／
海
を
わ
た
っ
て
と
び
ゆ
く
候
鳥
で
あ
る
」
。

　
空
中
を
自
由
に
疾
駆
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
他
方
で
は
、
長
く
定

着
で
き
な
い
運
命
を
示
唆
す
る
と
も
い
え
る
。
鳥
が
と
ど
ま
る
こ

と
の
な
い
も
の
、
安
住
の
地
を
も
た
な
い
も
の
、
現
れ
て
は
消
え

去
る
も
の
の
象
徴
と
し
て
使
わ
れ
る
例
に
は
、
「
拠
り
ど
こ
ろ
な

い
亡
命
の
鳥
の
歌
を
き
け
」
（
「
罪
の
拝
跳
」
）
、
「
わ
た
り
鳥
の
や

う
に
う
ま
れ
て
く
る
影
の
ば
ら
の
花
」
（
「
薔
薇
の
誘
惑
」
）
な
ど

が
あ
る
。

　
「
鳥
」
の
項
に
は
「
老
麺
」
「
女
鳥
」
「
は
だ
か
鳥
」
な
ど
の
、

鳥
の
強
い
擬
人
的
表
現
も
ふ
く
ま
れ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
造

語
臭
の
強
い
興
味
深
い
表
現
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
女
鳥
」
を
少

し
詳
し
く
吟
味
し
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
美
の
遊
行
者

　
　
そ
の
む
か
し
、
わ
た
し
の
心
に
さ
わ
い
だ
野
獣
の
嵐
が
、

　
　
初
夏
の
日
に
ひ
や
や
か
に
よ
み
が
へ
っ
て
き
た
。

　
　
す
べ
て
の
空
想
の
あ
た
ら
し
い
核
を
も
と
め
や
う
と
し
て
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藍
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を
ん
な
ど
り

　
　
南
洋
の
な
が
い
髪
を
た
れ
た
女
鳥
の
や
う
に
、

　
　
い
た
ま
し
い
ほ
ど
に
狂
い
み
だ
れ
た
そ
の
と
き
の
一
途
の
心
が

　
　
い
ま
も
ま
た
、
こ
の
お
だ
や
か
な
遊
惰
の
日
に
法
服
を
き
た

　
　
昔
の
知
り
人
の
や
う
に
や
っ
て
き
た
。
な
ん
と
い
う
あ
て
も

　
　
な
い
寂
し
さ
だ
ら
う
。

　
　
白
磁
の
皿
に
も
ら
れ
た
こ
の
み
の
や
う
に
人
を
魅
す
る
冷
た

　
　
い
哀
愁
が
な
が
れ
で
る
。

　
　
わ
た
し
は
ま
こ
と
に
美
の
遊
行
者
で
あ
っ
た
。

　
　
苗
床
の
な
か
に
め
ぐ
む
憂
ひ
の
芽
望
み
の
芽
、

　
　
わ
た
し
の
ゆ
く
み
ち
に
は
常
に
か
な
し
い
雨
が
ふ
る
。

安
藤
靖
彦
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
題
名
の
「
美
の
遊
行
者
」
は
求

道
僧
の
よ
う
に
詩
の
達
成
に
執
心
す
る
大
手
の
自
画
像
で
あ
ろ

萸
。
美
を
求
め
る
荒
々
し
い
衝
動
で
あ
る
「
野
獣
の
嵐
」
が
よ

み
が
え
り
、
お
だ
や
か
な
心
を
悲
し
み
に
つ
き
お
と
す
と
い
う
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
ん
な
ど
り

で
あ
る
。
「
野
獣
の
嵐
」
は
さ
ら
に
「
女
鳥
」
と
換
言
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
ん
な
ど
り

る
が
、
「
め
ん
ど
り
」
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
「
女
鳥
」
と
し
た

の
は
、
人
問
的
な
も
の
、
理
性
的
な
も
の
を
含
意
さ
せ
る
た
め
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
は
「
初
夏
」
「
南
洋
」
な
ど
の
語
感
と
あ
い
ま
っ

て
、
理
性
的
抑
制
の
き
か
な
い
開
放
的
・
本
能
的
な
女
性
と
い
う

考
え
方
を
鮮
明
に
さ
せ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
鳥
は
だ
ん
な
る
動
物

で
は
な
く
、
ひ
と
た
び
本
能
的
衝
動
が
再
来
す
る
と
、
他
方
の
属

性
で
あ
る
理
性
と
の
対
照
に
よ
っ
て
、
本
能
の
激
し
さ
が
ひ
と
き

わ
強
く
表
明
さ
れ
る
よ
う
な
存
在
な
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
動
物

的
な
要
素
と
人
間
的
な
要
素
が
大
手
の
動
物
に
は
こ
め
ら
れ
て
い

る
。
そ
こ
に
「
霊
鳥
」
と
い
う
奇
妙
な
表
現
の
成
立
過
程
が
み
て

　
　
　
　
　

と
れ
る
。
ま
た
、
大
手
に
と
っ
て
、
女
と
鳥
は
も
と
も
と
共
通

す
る
イ
メ
：
ジ
を
そ
な
え
て
い
る
こ
と
が
、
「
を
ん
な
は
鳥
だ
、

／
を
ん
な
は
ま
る
い
鳥
だ
。
／
だ
ま
っ
て
み
な
が
ら
も
、
／
し
じ

ゅ
う
な
き
ご
ゑ
を
に
ほ
は
せ
る
」
（
「
ま
る
い
鳥
」
）
な
ど
か
ら
わ

か
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
鳥
の
豊
か
な
イ
メ
ー
ジ
性
は
大
手
の
詩

に
さ
ま
ざ
ま
な
モ
チ
ー
フ
を
あ
た
え
、
ま
た
そ
の
想
像
力
を
か
き

立
て
て
、
大
手
独
特
の
表
現
を
生
み
出
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
点
で
、

い
え
よ
う
。

鳥
は
大
手
の
他
の
動
物
に
一
歩
抜
き
ん
で
て
い
る
と

　
　
　
口
　
魚

　
魚
は
登
場
詩
篇
数
二
八
で
、
鳥
に
次
い
で
第
二
位
を
占
め
、
お

も
に
花
を
主
題
に
し
た
詩
篇
か
ら
な
る
「
苔
か
ら
苔
へ
あ
る
い
て

ゆ
く
」
の
章
を
の
ぞ
く
す
べ
て
の
章
に
ま
ん
べ
ん
な
く
顔
を
出
す
。

上
位
を
占
め
る
鳥
、
蛇
、
馬
、
犬
な
ど
と
比
べ
る
と
、
魚
は
人
間

に
と
っ
て
縁
遠
い
存
在
と
は
い
え
な
い
に
し
て
も
、
人
聞
に
与
え

る
イ
ン
パ
ク
ト
、
人
間
に
喚
起
す
る
感
情
な
ど
の
点
で
少
し
性
質

を
異
に
す
る
と
思
わ
れ
る
。
鳥
は
そ
の
空
中
を
飛
び
交
う
姿
や
情

感
に
訴
え
る
鳴
き
声
に
よ
っ
て
、
詩
人
の
心
を
強
く
引
き
つ
け
る

だ
ろ
う
し
、
蛇
は
そ
の
不
気
味
な
外
観
と
奇
怪
な
葡
旬
運
動
に
よ

っ
て
、
そ
れ
を
見
る
者
に
あ
る
種
の
胸
騒
ぎ
を
起
こ
さ
せ
、
感
受

性
の
強
い
者
は
そ
れ
を
契
機
に
生
命
や
宇
宙
の
神
秘
に
ま
で
想
い

を
馳
せ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
馬
と
犬
は
日
常
生
活
に
お
い
て

人
間
の
伴
侶
と
も
い
え
る
身
近
な
存
在
で
あ
り
、
人
間
は
馬
や
犬

の
表
情
、
し
ぐ
さ
、
発
声
音
か
ら
そ
れ
ら
の
心
の
内
を
理
解
で
き

る
と
自
負
す
る
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
魚
は
そ
の
泳
ぐ
姿

は
こ
の
種
の
動
物
独
特
の
も
の
で
あ
り
、
あ
る
種
の
想
像
力
を
刺

激
す
る
と
は
い
え
、
わ
れ
わ
れ
と
は
た
え
ず
水
で
隔
て
ら
れ
て
い

る
、
も
の
言
わ
ぬ
動
物
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
思
惑
に
敏
感
に
反

応
す
る
と
も
思
え
な
い
地
味
な
存
在
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

詩
の
中
で
こ
れ
ほ
ど
頻
繁
に
魚
を
取
り
上
げ
る
に
は
、
魚
に
対
す

る
欄
人
的
愛
着
、
も
し
く
は
魚
に
よ
っ
て
空
想
力
が
と
く
に
た
く

ま
し
く
さ
れ
る
と
い
う
特
殊
な
事
情
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
大
手
独
特
の
魚
は
空
中
を
飛
ぶ
も
の
と
し
て
登
場
す
る
。
「
空

を
ま
ふ
魚
の
う
ろ
こ
の
鏡
」
（
「
宝
輪
草
」
）
や
「
み
ど
り
の
く
も

の
な
か
に
す
む
魚
の
あ
し
あ
と
」
（
「
鈴
蘭
の
香
料
」
）
な
ど
の
超

現
実
主
義
風
の
語
法
が
可
能
な
の
は
、
水
と
魚
の
関
係
が
、
空
と

鳥
の
関
係
に
似
て
い
る
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
り
、
他
の
動
物

に
は
あ
り
え
な
い
、
水
中
を
の
び
の
び
と
自
由
に
滑
走
す
る
さ
ま
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は
、
魚
が
か
く
も
恵
ま
れ
た
動
物
で
あ
っ
た
か
と
今
さ
ら
な
が
ら

人
問
の
蒙
を
啓
く
よ
う
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
常
識
的
な
視
点
に
も
ど
り
、
魚
の
生
き
ざ
ま

を
思
う
時
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
水
の
中
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
た
不
自

由
な
生
物
で
あ
り
、
ひ
と
た
び
縄
張
り
を
越
え
て
陸
に
あ
が
れ
ば
、

や
が
て
息
絶
え
る
し
か
な
い
哀
れ
な
存
在
で
あ
る
。
こ
の
あ
り
ふ

れ
た
考
え
方
が
、
魚
に
さ
び
し
さ
、
悲
し
さ
と
い
う
情
緒
を
容
易

に
結
び
つ
け
る
。
「
餌
を
も
と
め
る
魚
の
や
う
に
さ
び
し
さ
に
お

と
ろ
へ
る
」
（
「
彫
金
の
盗
人
」
）
、
「
憂
雛
は
な
が
れ
る
魚
の
か
な

し
み
に
も
似
て
」
（
「
椅
子
に
眠
る
憂
国
」
）
、
「
こ
の
ひ
た
す
ら
に

う
ら
さ
び
し
い
か
げ
は
ど
こ
か
ら
く
る
の
か
、
（
中
略
）
す
ず
し

げ
に
お
よ
ぐ
し
ろ
い
魚
の
や
う
で
あ
る
」
（
「
さ
び
し
い
か
げ
」
）

な
ど
に
は
、
魚
の
心
が
悲
し
さ
や
さ
び
し
さ
で
お
お
わ
れ
て
い
る

と
空
想
す
る
詩
人
の
、
魚
に
同
情
す
る
か
の
よ
う
な
さ
び
し
い
気

持
ち
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
魚
の
心
が
さ
び
し
さ
で
お
お
わ
れ
て

い
る
と
感
じ
る
の
は
、
そ
れ
が
も
の
言
わ
ぬ
生
物
だ
か
ら
な
お
さ

ら
だ
ろ
う
。
魚
は
鳥
や
犬
の
よ
う
に
感
情
を
声
に
よ
っ
て
表
現
し

え
な
い
。
魚
の
心
に
は
表
現
を
は
ば
ま
れ
た
感
情
が
長
い
あ
い
だ
、

深
く
積
み
重
な
り
、
恨
み
の
こ
も
っ
た
諦
念
と
な
っ
て
魚
の
姿
を

い
っ
そ
う
わ
び
し
い
も
の
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
頻
度
第
一
位
の
鳥
は
も
と
も
と
上
方
の
天
の
高
み
を
舞
う
神
的

な
も
の
を
暗
示
す
る
が
、
そ
れ
が
詩
の
中
で
地
上
を
歩
行
す
る
人

聞
と
同
一
化
さ
れ
る
と
き
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
神
的
な
も
の
の

一
種
の
堕
落
、
下
降
の
図
式
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
第
二
位
の

魚
の
棲
む
下
方
の
水
中
は
生
物
発
祥
の
場
所
あ
る
い
は
胎
内
の
羊

水
を
想
起
さ
せ
る
が
、
そ
れ
が
詩
人
に
よ
っ
て
か
く
も
人
間
的
な

情
念
を
秘
め
て
い
る
存
在
と
み
な
さ
れ
る
と
き
、
そ
こ
に
は
原
初

的
状
態
か
ら
の
離
脱
あ
る
い
は
上
昇
の
契
機
が
は
た
ら
い
て
い
る

と
い
え
よ
う
。
第
三
位
に
く
る
蛇
は
空
で
も
水
中
で
も
な
く
、
地

を
低
く
這
う
動
物
で
あ
り
、
鳥
と
魚
の
中
間
に
位
置
す
る
、
人
間

に
よ
り
接
近
し
た
存
往
で
あ
る
。
蛇
と
遭
遇
し
、
わ
れ
わ
れ
の
眼

前
で
は
た
と
静
止
す
る
そ
の
身
体
と
対
峙
し
、
そ
の
視
線
と
向
か

い
合
う
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
と
同
レ
ベ
ル
の
も
の
が

そ
こ
に
い
る
と
感
じ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
日
　
蛇

　
蛇
は
複
雑
で
強
烈
な
イ
メ
ー
ジ
を
生
み
出
す
動
物
で
あ
り
、
文

学
作
品
中
で
モ
チ
ー
フ
の
担
い
手
と
な
り
や
す
く
、
動
物
使
い
の

大
手
が
見
逃
す
は
ず
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
蛇
が
登
場
す
る

や
い
な
や
、
読
み
手
は
そ
こ
に
な
ん
ら
か
の
象
徴
的
意
味
合
い
を

期
待
し
、
詩
の
展
開
を
予
想
す
る
誘
惑
に
か
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
日

本
文
学
の
伝
統
に
は
『
古
事
記
』
の
中
で
須
佐
之
男
命
に
退
治
さ

れ
る
八
難
大
蛇
や
、
道
成
寺
の
伝
説
中
の
安
珍
を
襲
う
黒
姫
の
化

身
の
蛇
な
ど
が
あ
る
が
、
大
手
の
同
時
代
の
読
者
に
と
っ
て
は
西

洋
文
学
中
の
蛇
、
す
な
わ
ち
『
創
世
記
』
中
、
エ
ヴ
ァ
を
誘
惑
す

る
悪
魔
の
化
身
で
あ
る
蛇
、
ミ
ル
ト
ン
『
失
楽
園
馳
中
の
蛇
、
W
。

ブ
レ
イ
ク
が
描
く
蛇
な
ど
も
そ
の
イ
メ
ー
ジ
の
源
泉
と
し
て
よ
く

知
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う
。

　
『
藍
色
の
墓
』
で
は
「
道
心
」
に
お
い
て
蛇
が
最
初
に
登
場
す
る
。

　
　
　
　
　
道
心

　
　
七
頭
の
怪
物
の
や
う
な
形
を
し
て
、
わ
た
し
の
道
心
は
呼
吸

　
　
を
し
て
み
る
。

　
　
洪
水
の
喧
露
、
洪
水
の
騒
乱
、

　
　
わ
た
し
は
死
骸
と
な
っ
た
童
貞
の
そ
ば
に
、

　
　
自
い
布
に
包
ま
れ
て
母
の
嘆
き
を
お
び
て
み
る
。

　
　
た
は
む
れ
た
水
蛇
は
怪
し
い
理
知
の
影
に
逃
げ
ま
は
る
。

　
　
世
界
は
黄
昏
永
遠
を
波
立
た
せ
る
。

　
「
七
頭
の
怪
物
」
と
は
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
ヒ
ュ
ド
ラ
の
こ
と
だ

ろ
う
か
。
ヒ
ュ
ド
ラ
は
泉
の
か
た
わ
ら
に
棲
む
巨
大
な
水
蛇
で
、

家
畜
を
食
ら
い
、
土
地
を
荒
ら
す
た
め
、
ヘ
ラ
ク
レ
ス
が
十
二
の

難
業
の
二
番
目
に
退
治
し
た
。
頭
は
五
頭
か
ら
百
頭
ま
で
諸
説
あ

る
と
さ
れ
、
一
頭
つ
ぶ
す
と
か
わ
り
に
二
頭
は
え
る
と
い
う
魔
物

で
あ
る
。
「
道
心
」
は
大
手
愛
用
の
語
句
で
あ
り
、
前
述
の
よ
う

に
詩
や
美
を
ひ
た
す
ら
求
め
る
気
持
ち
を
仏
道
修
行
僧
の
道
心
に

た
と
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
道
心
が
忘
れ
た
こ
ろ
に
詩
人
の
内

部
に
馨
勃
と
沸
き
上
が
る
こ
と
も
先
に
み
た
と
お
り
で
、
そ
の
再

生
不
死
の
さ
ま
が
ヒ
ュ
ド
ラ
の
首
に
た
と
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。

大
手
に
と
っ
て
、
詩
を
追
求
す
る
心
は
一
種
の
固
定
観
念
、
偏
執
、

業
と
い
え
る
も
の
に
ま
で
肥
大
し
、
大
手
自
身
も
も
て
あ
ま
し
気

味
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
日
記
な
ど
か
ら
推
測
で
き
る
。
三
行

目
の
洪
水
は
ヒ
ュ
ド
ラ
が
棲
む
泉
か
ら
の
湧
水
と
も
と
れ
る
が

（
ヘ
ラ
ク
レ
ス
は
こ
の
泉
を
干
拓
し
よ
う
と
し
た
が
、
湧
水
は
止

ま
ら
ず
、
こ
の
泉
が
ヒ
ュ
ド
ラ
の
頭
に
た
と
え
ら
れ
た
と
す
る
説

も
あ
る
ら
し
い
）
、
四
、
五
行
目
に
い
た
っ
て
、
「
死
骸
と
な
っ
た

童
貞
」
「
母
の
嘆
き
」
は
キ
リ
ス
ト
教
美
術
の
ピ
エ
タ
を
思
わ
せ
、

最
終
行
で
は
終
末
論
と
な
り
、
詩
は
全
体
と
し
て
ギ
リ
シ
ア
神
話

と
キ
リ
ス
ト
教
的
題
材
の
折
衷
の
様
相
を
お
び
る
。
こ
こ
に
、
大

手
の
動
物
使
用
に
ひ
と
つ
の
特
質
が
み
て
と
れ
る
。
つ
ま
り
、
頻

出
す
る
動
物
は
複
数
の
神
話
体
系
か
ら
互
い
の
脈
絡
を
無
視
し
つ

つ
引
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ひ
と
つ
の
動
物

に
多
様
な
象
徴
的
意
味
を
多
く
盛
り
こ
み
す
ぎ
る
場
合
は
詩
全
体

の
思
想
の
統
一
性
に
破
綻
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、

同
じ
動
物
多
用
の
詩
人
で
あ
る
萩
原
朔
太
郎
と
の
ち
が
い
で
も
あ

る
。　

『
創
世
記
』
の
蛇
に
発
す
る
禁
断
、
罪
、
性
的
イ
メ
ー
ジ
は
た

と
え
ば
「
蛇
の
道
行
」
に
み
ら
れ
る
。
「
獺
惰
の
考
へ
深
い
錆
色

を
し
た
蛇
め
が
、
／
若
い
は
ち
き
れ
る
や
う
な
血
を
み
な
ぎ
ら
し

て
蝋
色
の
臥
床
に
あ
り
な
が
ら
、
／
（
中
略
）
／
い
た
づ
ら
な
神

様
は
／
か
う
し
て
二
人
に
罪
と
恵
み
の
楽
し
み
を
料
理
し
て
く
れ

た
」
。
こ
の
詩
は
人
闇
の
情
欲
の
発
現
を
う
た
っ
た
も
の
で
あ
る

が
、
読
み
手
が
あ
ら
か
じ
め
抱
い
て
い
る
蛇
の
象
徴
的
意
味
に
依

存
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
意
味
を
も
つ
よ
う
な
詩
で
あ
る
。
換

言
す
れ
ば
、
ま
た
も
や
動
物
を
登
場
さ
せ
た
（
こ
の
場
合
は
蛇
）

と
い
う
点
以
外
に
は
、
大
手
の
個
性
、
創
造
性
と
い
う
も
の
は
み

ら
れ
な
い
。

　
さ
ら
に
、
火
中
の
話
の
筋
の
展
開
と
い
う
点
か
ら
い
え
ば
、
最
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銀
行
「
か
う
し
て
二
人
に
罪
と
恵
み
の
楽
し
み
を
料
理
し
て
く
れ

た
」
の
以
降
の
話
を
続
け
る
こ
と
に
こ
そ
、
こ
の
詩
の
独
自
の
意

味
が
あ
っ
た
は
ず
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
動
物
の

展
示
だ
け
で
終
止
す
る
顕
著
な
例
と
し
て
は
「
夜
会
」
が
あ
げ
ら

れ
る
。
「
夜
会
」
は
「
わ
た
し
の
腹
の
な
か
で
い
ま
夜
会
が
あ
る
」

と
い
う
前
置
き
に
続
い
て
、
蛇
、
猿
、
法
師
、
蟹
、
ふ
く
ろ
ふ
、

鰐
鮫
、
幽
霊
、
蛙
、
蜥
蜴
、
髄
、
少
女
が
次
々
と
夜
会
場
に
到
着

す
る
さ
ま
を
メ
ル
ヘ
ン
風
に
描
い
た
も
の
で
、
詩
人
の
幻
想
に
棲

む
動
物
総
出
の
顔
見
せ
の
観
が
あ
る
が
、
最
終
行
が
「
さ
て
何
が

は
じ
ま
る
の
で
あ
ろ
う
し
で
頓
挫
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
動
物
が

一
同
に
会
す
る
意
味
は
興
味
津
々
の
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
の
説
明
、

夜
会
の
内
実
に
ま
で
踏
み
こ
め
な
か
っ
た
点
に
大
手
の
方
法
の
限

界
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
念
の
た
め
に
つ
け
加
え
れ
ば
、
筆

者
が
少
し
物
足
り
な
い
作
晶
の
例
と
し
て
上
に
あ
げ
た
「
道
心
」

「
蛇
の
蛇
行
」
「
夜
会
」
な
ど
は
い
ず
れ
も
大
手
自
選
の
『
藍
色
の

墓
』
（
未
刊
）
に
収
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
上
述
と

は
別
の
観
点
か
ら
い
え
ば
、
大
手
の
発
想
に
は
秩
序
の
と
れ
な
い

ほ
ど
に
動
物
の
イ
メ
ー
ジ
が
ひ
し
め
い
て
お
り
、
ひ
と
た
び
筆
を

と
る
と
、
作
者
の
制
御
を
お
し
の
け
て
洪
水
の
よ
う
に
奔
出
し
た

と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
四
　
馬

　
大
手
は
馬
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
い
だ
い
て
い
た

の
か
。
前
述
の
、
「
神
よ
、
大
洋
を
と
び
き
る
鳥
よ
、
／
神
よ
、

凡
て
の
実
在
を
正
し
く
お
く
も
の
よ
、
／
あ
あ
、
わ
た
し
の
盲
の

肉
体
よ
滅
亡
せ
よ
、
（
中
略
）
香
枕
の
そ
ぼ
に
投
げ
だ
さ
れ
た
あ

を
い
手
を
見
よ
、
／
も
は
や
、
深
淵
を
か
け
め
ぐ
る
枯
木
の
馬
に

の
っ
て
、
／
わ
た
し
は
懐
疑
者
の
冷
た
い
着
物
を
み
て
み
る
」
（
「
枯

木
の
馬
」
）
に
お
い
て
、
馬
は
死
の
世
界
へ
の
導
き
手
と
な
っ
て

い
る
。
動
物
の
背
に
乗
っ
て
死
に
向
か
う
と
い
う
構
図
は
「
蛙
に

の
っ
た
死
の
老
爺
」
に
も
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
「
青
白
い
幻
の
雪
を
の
む
馬
」
（
「
雪
を
の
む
馬
」
）
、
「
青
白
い
馬

大
手
拓
次
『
藍
色
の
墓
』
動
物
考
（
西
野
常
夫
）

は
水
に
う
つ
る
頭
の
角
に
恐
れ
て
、
草
の
な
か
を
か
け
め
ぐ
り
」

（「

ﾂ
白
い
馬
」
）
、
「
な
め
ら
か
に
青
い
ほ
の
ほ
を
う
つ
す
馬
に
ゆ

ら
れ
て
」
（
「
馬
に
ゆ
ら
れ
て
」
）
、
「
わ
た
し
は
い
つ
び
き
の
あ
を

い
馬
で
は
な
い
だ
ら
う
か
」
（
「
あ
を
い
馬
」
）
な
ど
の
特
徴
的
な

色
の
馬
は
、
『
黙
示
録
駈
の
青
白
い
馬
を
連
想
さ
せ
る
。
「
そ
れ
に

乗
っ
て
い
る
者
の
名
は
〈
死
〉
と
い
い
、
こ
れ
に
陰
雨
が
し
た
が

っ
て
い
た
」
（
六
”
四
）
。
『
黙
示
録
』
に
ヒ
ン
ト
を
え
た
と
さ
れ

る
ア
ー
ノ
ル
ド
・
ペ
ッ
ク
リ
ン
の
門
戦
争
」
と
い
う
絵
（
一
八
九

六
年
）
に
は
、
出
入
の
騎
手
が
戦
火
の
中
を
駆
け
る
さ
ま
が
描
か

れ
て
い
る
。
赤
い
馬
に
乗
っ
た
も
の
凄
い
形
相
の
男
は
メ
ド
ゥ
ー

サ
の
よ
う
に
頭
に
三
皇
の
蛇
を
戴
き
、
手
前
の
栗
毛
の
馬
に
は
死

を
も
た
ら
す
兵
士
と
し
て
の
死
神
が
乗
っ
て
い
る
（
図
1
）
。

　
大
昔
か
ら
人
間
は
馬
を
乗
り
物
と
し
て
活
用
し
て
き
た
。
迅
速

に
し
て
頑
丈
、
黙
々
と
長
距
離
を
重
荷
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
、

ま
た
人
間
に
馴
れ
、
従
順
な
点
で
犬
に
似
て
い
る
が
、
犬
と
の
決

定
的
な
ち
が
い
は
そ
の
背
に
人
聞
を
乗
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し

て
、
人
間
は
馬
に
乗
っ
て
戦
場
に
も
出
る
。
や
さ
し
い
ま
な
ざ
し

を
も
っ
こ
の
動
物
（
「
や
さ
し
い
老
馬
よ
、
／
お
ま
へ
の
眼
の
な

か
に
は
あ
を
い
水
草
の
か
げ
が
あ
る
」
（
「
年
寄
の
馬
」
）
は
皮
肉

に
も
人
間
を
乗
せ
て
破
滅
の
淵
に
向
か
う
役
割
を
も
担
う
こ
と
に

な
っ
た
。

　
　
　
国
　
犬

　
大
手
の
犬
に
つ
い
て
は
朋
友
萩
原
朔
太
郎
の
詩
に
や
は
り
頻
出

す
る
犬
と
の
関
連
で
、
梁
東
国
氏
が
論
じ
て
い
る
。
梁
氏
に
よ
る

と
、
「
拓
次
に
と
っ
て
「
犬
」
は
「
詩
人
」
そ
の
も
の
で
あ
り
、

自
分
自
身
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
〈
吠
え
る
〉
こ
と
こ

そ
な
い
が
、
朔
太
郎
の
散
文
詩
「
吠
え
る
犬
」
と
相
通
じ
る
と
こ

ろ
が
あ
る
。
（
中
略
）
大
手
拓
次
は
、
ま
さ
に
犬
の
詩
人
と
言
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
よ
い
ほ
ど
、
多
様
な
犬
を
描
い
て
い
る
」
。
こ
こ
で
、
大
手
の

犬
は
吠
え
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
重
要
で
あ
る
。
お
よ
そ

動
物
が
詩
人
の
想
像
力
に
訴
え
る
の
は
そ
の
動
物
の
特
徴
を
充
分

に
生
か
し
え
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。
犬
の
場
合
、
外
界
や
人
聞
と
の

接
触
、
感
応
は
ま
ず
際
立
っ
た
嗅
覚
と
表
情
豊
か
な
泣
き
声
、
砲

障
を
通
じ
て
お
こ
な
わ
れ
る
が
、
大
手
の
犬
は
ま
ず
逆
説
的
に
、

吠
え
な
い
存
在
と
し
て
詩
人
の
感
性
に
働
き
か
け
る
の
で
あ
る
。

「
僧
衣
の
犬
は
ひ
と
こ
ゑ
も
ほ
え
な
い
で
黙
っ
て
み
た
」
（
「
僧
衣

の
犬
」
）
、
「
だ
ま
っ
て
聴
い
て
み
る
（
中
略
）
む
く
む
く
と
太
古

を
夢
見
て
る
犬
よ
」
（
「
つ
ん
ぼ
の
犬
」
）
な
ど
の
犬
は
や
は
り
、

口
を
籍
し
て
詩
の
達
成
を
忍
耐
強
く
待
っ
て
い
る
詩
人
の
姿
で
あ

ろ
う
。
こ
う
し
て
、
犬
は
擬
人
化
ざ
れ
（
「
ひ
た
い
に
し
わ
の
あ

る
犬
し
（
「
僧
衣
の
犬
』
）
、
す
ぐ
れ
て
人
間
に
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
笑

い
を
さ
え
う
か
べ
る
の
で
あ
る
（
「
そ
こ
に
ち
ひ
さ
な
ま
つ
し
ろ

い
小
犬
が
み
て
、
／
に
こ
に
こ
わ
ら
ひ
な
が
ら
、
／
迷
い
入
る
わ

た
し
の
背
中
に
黄
色
い
息
を
は
き
か
け
た
。
／
わ
た
し
は
ぶ
る
ぶ

る
と
ふ
る
へ
た
」
（
「
ナ
ル
シ
サ
ス
の
香
料
」
）
。
「
黄
色
い
息
」
は

詩
集
冒
頭
の
「
藍
色
の
墓
」
に
も
み
え
る
大
手
の
重
要
語
句
で
あ

り
、
創
造
の
息
吹
、
詩
作
品
を
生
む
霊
感
を
さ
す
と
思
わ
れ
る

漢
、
「
小
犬
」
は
大
手
の
創
造
的
部
分
を
担
う
分
身
と
し
て
、
生

活
者
と
し
て
の
「
わ
た
し
」
の
前
に
現
れ
、
「
わ
た
し
」
を
呪
縛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
、
偏
執
的
な
詩
の
道
に
い
ざ
な
う
の
で
あ
る
。

　
大
手
の
犬
は
吠
え
な
い
、
と
い
う
先
の
引
用
に
あ
る
指
摘
は
お

そ
ら
く
、
沈
黙
に
耐
え
る
犬
の
イ
メ
ー
ジ
こ
そ
大
手
独
自
の
も
の

で
あ
る
と
い
う
印
象
か
ら
出
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
実
際
は
大
手

の
犬
も
朔
太
郎
の
犬
と
同
様
、
吠
え
る
動
物
と
し
て
も
登
場
す
る
。

「
く
ろ
ぐ
う
と
け
む
る
叡
智
の
犬
、
／
わ
た
し
の
両
手
は
く
さ
り

に
つ
な
が
れ
、
／
ほ
そ
い
う
め
き
を
た
て
て
み
る
」
（
「
あ
を
ざ
め

た
僧
形
の
薔
薇
の
花
」
）
、
「
犬
の
遠
吠
の
や
う
に
う
づ
ま
く
」
（
「
罪

悪
の
美
貌
」
）
、
「
お
う
お
う
と
ひ
く
い
う
な
り
ご
ゑ
に
身
を
し
づ

ま
せ
る
二
疋
の
犬
」
（
「
舞
ひ
あ
が
る
犬
」
）
な
ど
に
お
い
て
、
犬

は
吠
え
る
と
い
う
属
性
の
ゆ
え
に
も
ち
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

り
、
換
言
す
れ
ば
、
特
殊
な
例
を
除
き
、
吠
え
な
い
犬
は
そ
れ
自

体
で
は
登
場
の
意
味
が
半
減
す
る
の
で
あ
る
。

5



大
手
拓
次
『
藍
色
の
墓
』
動
物
考
（
西
野
常
夫
）

　
　
　
㈹
　
幽
霊
（
亡
霊
）

　
幽
霊
は
動
物
と
は
い
え
な
い
が
、
大
手
の
詩
的
世
界
に
欠
く
こ

と
の
で
き
な
い
印
象
深
い
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
を
登
場
さ
せ
る
意

図
は
他
の
動
物
の
場
合
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の

で
、
本
稿
で
触
れ
て
お
き
た
い
。
大
手
の
朋
友
萩
原
朔
太
郎
は
大

正
三
年
の
山
村
暮
鳥
あ
て
の
手
紙
で
、
「
世
界
第
一
の
宝
石
で
あ

り
哲
学
で
あ
る
」
と
し
て
、
「
北
原
氏
の
真
実
、
室
生
君
の
感
傷
、

貴
兄
の
奇
蹟
」
と
な
ら
ん
で
「
吉
川
君
の
幽
霊
」
を
あ
げ
て
い

　
む
　る

。
朔
太
郎
独
特
の
誇
張
さ
れ
た
言
い
方
で
あ
る
が
、
日
本
近

代
詩
に
お
い
て
『
藍
色
の
墓
』
ほ
ど
幽
霊
に
執
着
を
み
せ
た
詩
集

は
め
ず
ら
し
い
の
で
は
な
い
か
。

　
こ
の
詩
集
に
お
い
て
、
幽
霊
は
生
物
の
不
滅
の
霊
魂
が
模
糊
と

し
た
形
態
を
と
り
、
詩
人
の
幻
想
世
界
に
出
現
し
た
も
の
と
理
解

し
て
よ
い
（
「
魚
の
祭
礼
」
中
の
「
こ
れ
は
凡
て
の
い
き
も
の
の

持
っ
て
い
る
心
霊
の
な
が
れ
で
あ
る
。
（
中
略
）
魚
の
む
れ
は
亡

霊
の
形
な
き
手
と
な
り
、
／
わ
た
し
の
椅
子
の
ま
は
り
に
い
つ
ま

で
も
お
よ
い
で
み
る
」
）
。
幽
霊
は
他
の
生
物
の
一
部
あ
る
い
は
分

身
と
し
て
、
そ
の
生
物
に
従
属
す
る
場
合
も
あ
る
が
（
「
輝
く
城

の
な
か
へ
」
中
の
「
磯
辺
の
草
は
亡
霊
の
影
を
そ
だ
て
て
」
）
、
独

立
し
た
個
体
の
資
格
で
登
場
す
る
場
合
も
あ
る
（
「
夜
会
」
中
の

「
く
ら
い
な
か
か
ら
せ
り
あ
が
る
の
は
う
す
色
の
幽
霊
で
あ
る
」
）
。

　
後
者
の
場
合
、
幽
霊
は
人
間
の
霊
だ
と
思
わ
せ
る
ふ
し
が
あ
る
。

「
あ
る
日
な
ま
け
も
の
の
幽
霊
が
／
感
奮
し
て
魔
王
の
黒
い
黒
い

殿
堂
の
建
築
に
従
事
し
た
」
（
「
な
ま
け
も
の
の
幽
霊
」
）
の
悪
魔

主
義
的
で
挑
戦
的
な
態
度
（
黒
い
殿
堂
は
ミ
ル
ト
ン
『
失
楽
園
』

な
ど
に
あ
る
万
象
堂
鴫
き
ユ
。
露
。
鋤
貯
ヨ
か
）
、
あ
る
い
は
「
う
こ

ん
色
に
ひ
か
る
遊
戯
の
な
か
に
／
追
ひ
た
て
ら
れ
た
亡
霊
は
つ
ま

つ
い
て
た
ふ
れ
る
／
き
ら
び
や
か
な
荊
棘
の
杖
を
つ
い
て
／
足
の

す
わ
ら
な
い
生
活
が
せ
ま
っ
て
く
る
」
（
「
長
い
耳
の
亡
霊
」
）
の

「
杖
」
「
生
活
」
と
い
う
こ
と
ば
な
ど
に
、
そ
れ
が
あ
ら
わ
れ
て
い

る
。
こ
の
二
詩
篇
に
共
通
す
る
の
は
、
幽
霊
に
姿
を
変
え
て
も
な

お
仕
事
や
生
活
に
お
わ
れ
て
い
る
と
い
う
脅
迫
観
念
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
そ
の
仕
事
や
生
活
は
お
そ
ら
く
詩
人
と
し
て
の
そ
れ
な

の
で
あ
る
。

　
「
幽
霊
の
や
う
に
」
と
い
う
ふ
う
に
、
幽
霊
が
曖
昧
模
糊
と
し

た
現
象
の
直
喩
と
し
て
も
ち
い
ら
れ
る
例
も
あ
る
。
「
わ
け
知
ら

ず
の
顔
の
白
い
け
も
の
た
ち
、
／
お
前
は
幽
霊
の
や
う
に
わ
た
し

の
ま
は
り
に
坐
っ
て
み
る
」
（
「
な
り
ひ
び
く
鉤
」
）
、
「
い
う
れ
い

の
や
う
に
ひ
る
が
へ
る
女
た
ち
は
ゆ
き
き
す
る
」
（
「
耳
の
う
し
ろ

の
野
」
）
な
ど
の
幽
霊
は
、
相
手
の
正
体
あ
る
い
は
存
在
そ
の
も

の
の
不
確
か
さ
を
印
象
強
く
伝
え
る
た
め
に
詩
の
中
に
動
員
さ
れ

て
い
る
。
一
方
で
大
手
は
「
影
」
と
い
う
こ
と
ば
を
多
用
し
、
ま

た
「
…
…
の
も
の
」
と
い
う
、
明
確
な
定
義
を
許
さ
ぬ
も
の
、
名

状
し
が
た
い
も
の
を
好
ん
で
う
た
う
詩
人
で
も
あ
っ
た
（
「
鏡
に

う
つ
る
裸
体
」
の
「
ま
る
い
も
の
、
ふ
と
い
も
の
、
ぬ
ら
ぬ
ら
す

る
も
の
、
べ
っ
た
り
と
す
ひ
つ
き
さ
う
な
も
の
（
中
略
）
の
つ
ぺ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

り
と
し
て
わ
ら
ひ
か
け
る
も
の
」
な
ど
）
。
「
わ
た
し
は
臼
頃
か

ら
、
眼
に
み
え
な
い
も
の
へ
、
ま
た
形
の
な
い
も
の
へ
の
あ
こ
が

れ
を
抱
い
て
み
た
の
で
あ
っ
た
」
と
い
う
こ
と
ば
が
散
文
詩
「
無

為
の
世
界
の
相
に
つ
い
て
」
に
見
つ
か
る
が
、
曖
昧
な
存
在
の
代

名
詞
と
し
て
使
用
さ
れ
る
「
幽
霊
」
が
さ
ら
に
そ
の
実
在
感
を
弱

め
た
時
に
は
、
「
影
」
「
…
…
の
も
の
」
と
い
う
、
も
は
や
生
あ
る

も
の
と
は
呼
べ
な
い
も
の
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
ひ
き
　
　
　
が
　
　
な

　
　
　
㈹
　
墓
、
蝦
墓
、
蛙
、
蟹

　
大
手
の
最
初
の
遺
稿
詩
集
は
当
初
は
朔
太
郎
の
案
に
よ
り
『
尼

僧
』
と
題
さ
れ
る
予
定
だ
っ
た
が
、
結
局
、
白
秋
が
大
手
の
意
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
レ

汲
ん
で
『
藍
色
の
墓
』
に
決
定
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
墓
、
蝦

墓
を
ふ
く
む
蛙
類
は
計
十
二
詩
篇
に
登
場
す
る
が
、
大
手
が
残
し
、

遺
稿
第
二
詩
集
（
詩
画
集
）
『
蛇
の
花
嫁
』
に
挿
入
さ
れ
た
「
蛙

の
た
た
か
ひ
」
あ
る
い
は
「
蛙
の
魔
術
」
（
図
2
）
と
題
さ
れ
た

独
特
の
幻
想
画
を
見
る
に
つ
け
て
も
、
大
手
に
と
っ
て
糖
類
は
そ

の
登
場
頻
度
以
上
の
存
在
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。

　
世
聞
の
脚
光
を
浴
び
る
こ
と
の
な
い
芸
術
家
を
暗
い
森
の
中
の

墓
に
た
と
え
た
表
題
作
「
藍
色
の
墓
」
は
大
手
の
も
っ
と
も
よ
く

知
ら
れ
た
詩
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
注
解
も
ほ
ど
こ
さ
れ
、
筆
者
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

墓
の
吐
く
「
黄
色
い
息
」
を
中
心
に
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、

解
釈
を
繰
り
返
す
の
は
ひ
か
え
る
が
、
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、

詩
人
が
自
己
を
投
影
し
た
数
々
の
動
物
の
う
ち
、
琴
弾
が
も
っ
と

も
は
ま
り
役
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
墓
と
い
う
こ
と
ば
は
詩
集
冒

頭
の
こ
の
「
藍
色
の
墓
」
に
登
場
す
る
だ
け
で
、
そ
れ
以
降
は
墓

の
言
い
換
え
で
あ
る
蝦
墓
が
や
は
り
「
灰
色
の
蝦
墓
」
一
詩
篇
に

登
場
す
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
「
藍
色
の
墓
」
（
草
稿
題
名
は
「
藍

色
の
墓
蛙
」
で
、
詩
句
二
行
目
も
「
ひ
き
か
え
る
」
と
あ
る
。
大

正
元
年
十
一
月
十
二
日
作
、
作
者
二
十
四
才
）
の
墓
と
「
灰
色
の

提
訴
」
（
大
正
十
年
六
月
十
二
日
作
、
三
十
三
才
）
の
蝦
墓
に
つ

い
て
は
宮
沢
章
二
の
解
説
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
前
者
は
青

年
期
の
幻
想
家
が
対
面
し
た
〈
藍
色
の
ガ
マ
〉
で
あ
り
、
後
者
は

中
年
期
の
幻
想
家
の
前
に
再
び
出
現
し
た
〈
灰
色
の
ガ
マ
〉
で
あ

　
　
　
　
ぬ
　

る
と
い
う
。
こ
の
考
え
方
を
う
け
て
、
原
子
朗
は
、
詩
集
『
藍

色
の
墓
』
に
は
不
収
録
で
は
あ
る
が
、
五
年
後
に
書
か
れ
た
「
蛙

を
つ
れ
て
」
（
大
正
十
五
年
五
月
五
日
作
、
三
十
八
才
）
を
「
幽

玄
な
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
世
界
」
で
あ
る
と
し
、
さ
ら
に
そ
の
翌
年

の
「
部
屋
に
巣
を
食
ふ
白
い
蛙
」
（
昭
和
二
年
七
月
十
日
作
、
三

十
九
才
）
中
の
「
白
い
蛙
」
を
、
「
晩
年
期
の
「
風
」
的
な
、
風

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

化
さ
れ
た
」
も
の
と
み
て
い
る
。

　
生
物
学
的
に
同
類
で
あ
る
蛙
、
墓
、
蝦
墓
の
う
ち
後
二
者
の
禁

欲
的
な
登
用
は
一
種
の
特
権
づ
け
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
ひ
き
、

ひ
き
が
え
る
、
が
ま
、
が
ま
が
え
る
、
こ
れ
ら
は
同
一
の
も
の
の

言
い
換
え
に
す
ぎ
な
い
が
、
か
り
に
五
音
節
の
「
ひ
き
が
え
る
」

「
が
ま
が
え
る
」
を
使
っ
て
「
ア
イ
イ
ロ
ノ
　
ヒ
キ
ガ
エ
ル
」
あ

る
い
は
「
ハ
イ
イ
ロ
ノ
　
ガ
マ
ガ
エ
ル
」
と
す
る
よ
り
は
、
二
音

節
の
「
ひ
き
」
「
が
ま
」
を
使
っ
て
「
ア
イ
イ
ロ
ノ
　
ヒ
キ
」
あ

る
い
は
「
ハ
イ
イ
ロ
ノ
　
ガ
マ
」
と
す
る
方
が
音
調
的
に
引
き
締

ま
り
、
安
定
す
る
。
「
カ
エ
ル
」
と
い
う
も
っ
と
も
あ
り
ふ
れ
た

言
い
方
は
読
み
手
に
与
え
る
印
象
が
弱
く
、
ま
た
、
ど
こ
か
し
ら

6



童
話
的
で
漫
画
的
な
も
の
を
予
想
さ
せ
る
。
同
じ
蛙
類
で
も
、
「
ヒ

キ
」
と
い
う
、
古
め
か
し
い
言
い
方
に
な
る
と
童
話
的
・
漫
画
的

要
素
が
い
く
ぶ
ん
払
拭
さ
れ
、
さ
ら
に
「
ガ
マ
」
と
い
う
突
き
放

し
た
言
い
方
に
な
る
と
、
詩
人
の
ね
ら
い
で
あ
る
自
虐
的
世
界
に

う
っ
て
つ
け
な
の
で
あ
る
。
「
ガ
」
と
い
う
耳
障
り
な
濁
音
も
い

か
に
も
効
果
的
で
あ
る
。
ひ
き
（
が
ま
）
は
、
い
ぼ
が
え
る
、
と

も
呼
ば
れ
、
い
ぼ
状
の
突
起
が
あ
る
大
き
な
蛙
で
あ
り
、
そ
の
よ

う
な
不
気
味
な
外
観
の
ち
が
い
も
、
む
ろ
ん
、
特
権
づ
け
の
大
き

な
理
由
に
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

　
詩
人
自
身
を
自
虐
的
に
グ
ロ
テ
ス
ク
な
生
物
に
た
と
え
る
方
法

は
印
象
的
な
蟹
の
詩
に
も
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
「
お
ま
え
は

ね
、
し
ろ
い
ひ
げ
を
は
や
し
た
蟹
だ
よ
、
／
な
り
が
大
き
く
つ
て
、

の
さ
の
さ
と
よ
こ
ば
い
を
す
る
。
／
幻
影
を
し
ま
っ
て
お
く
う
ね

り
ま
が
っ
た
迷
宮
の
き
ざ
は
し
の
ま
へ
に
、
／
何
年
と
い
ふ
こ
と

な
く
ね
こ
ろ
ん
で
み
る
。
（
中
略
）
け
れ
ど
も
お
ま
へ
は
お
な
じ

や
う
に
ふ
く
ろ
ふ
の
羽
ば
た
く
昼
に
か
く
れ
て
、
／
な
ま
け
く
さ

っ
た
手
で
風
琴
を
ひ
い
て
み
る
」
（
「
白
い
髭
を
は
や
し
た
蟹
」
）

は
、
怠
惰
の
う
ち
に
こ
そ
芸
術
が
成
就
す
る
と
い
う
考
え
方
を

ユ
ー
モ
ラ
ス
に
描
い
た
逸
品
で
あ
る
。
蟹
は
蛙
と
同
様
、
暗
い
湿

地
に
好
ん
で
棲
む
小
動
物
で
あ
り
、
大
手
に
と
っ
て
、
蛙
と
共
通

す
る
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
し
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
登
場
頻

度
、
描
写
の
幅
か
ら
考
え
て
、
詩
人
と
の
親
近
性
の
点
で
は
蛙
が

蟹
を
し
の
い
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

三

　
大
手
の
詩
に
登
場
す
る
一
部
の
動
物
は
西
洋
美
術
作
品
に
示
唆

さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
『
藍
色
の
墓
』
全
二
五
五
詩
篇
の

末
尾
近
い
第
二
五
三
の
散
文
詩
「
日
食
す
る
燕
は
明
暗
へ
急
ぐ
」

の
中
で
、
大
手
が
強
い
印
象
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
画
家
の
名
が

列
挙
さ
れ
て
い
る
。
「
わ
た
し
は
、
そ
こ
に
は
て
し
な
い
森
林
を

ひ
ろ
げ
る
怪
物
料
理
を
ゆ
め
み
る
。
（
中
略
）
あ
た
ら
し
い

大
手
拓
次
『
藍
色
の
墓
』
動
物
考
（
西
野
常
夫
）

O
回
》
穏
6
0
び
拐
蘭
留
の
こ
こ
ろ
よ
い
花
園
で
あ
る
。
／
ブ
レ
エ
ク

よ
り
、
ビ
ア
ヅ
レ
エ
よ
り
、
モ
ロ
オ
よ
り
、
ロ
オ
ト
レ
エ
ク
よ
り
、

ド
オ
ミ
エ
よ
り
、
ベ
ツ
ク
リ
ン
よ
り
、
ゴ
ヤ
よ
り
、
タ
リ
ン
ゲ
ル

よ
り
、
ロ
ツ
プ
ス
よ
り
、
ホ
ル
バ
イ
ン
よ
り
、
ム
ン
ク
よ
り
、
カ

ム
ペ
ン
ド
ン
ク
よ
り
、
怪
奇
な
る
幻
想
の
な
ま
な
ま
と
血
の
し
た

た
る
ク
ビ
ン
で
あ
る
」
。
こ
れ
ら
の
画
家
の
多
く
は
た
し
か
に
悪

魔
主
義
と
も
い
え
る
幻
想
的
で
怪
奇
な
絵
を
得
意
と
す
る
。
大
手

は
当
時
、
雑
誌
や
画
集
な
ど
で
そ
れ
ら
の
絵
に
接
し
、
詩
作
の
刺

激
を
え
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
登
場
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
動
物
や

怪
物
が
、
そ
の
ま
ま
の
姿
で
大
手
の
詩
に
再
現
さ
れ
る
と
は
い
え

な
い
に
し
て
も
、
い
わ
ば
脳
裏
に
焼
き
つ
い
た
強
烈
な
イ
メ
ー
ジ

が
さ
ま
ざ
ま
に
ふ
く
ら
み
、
や
が
て
大
手
の
詩
の
主
人
公
の
資
格

を
獲
得
す
る
に
い
た
っ
た
の
だ
ろ
う
。
詩
人
は
い
つ
し
か
、
動
物

や
怪
物
の
姿
形
は
人
闇
よ
り
も
は
る
か
に
興
味
深
い
も
の
だ
と
考

え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
「
日
食
す
る
燕
は
明
暗
へ
急
ぐ
偏
は
「
近
代
風
景
」
昭
和
二
年

四
月
号
初
出
で
あ
る
。
『
藍
色
の
墓
』
収
録
の
詩
と
散
文
詩
の
制

作
期
間
は
大
正
元
年
か
ら
昭
和
八
年
に
お
よ
ん
で
い
る
が
、
「
日

食
す
る
燕
は
明
暗
へ
急
ぐ
」
以
前
の
作
品
は
、
詩
章
「
陶
器
の
鴉
」

か
ら
「
蒼
か
ら
蓄
へ
あ
る
い
て
ゆ
く
」
ま
で
の
一
九
五
詩
編
お
よ

び
、
「
緑
色
の
馬
に
乗
っ
て
」
と
「
無
為
の
世
界
の
相
に
就
い
て
」

を
除
く
十
四
散
文
詩
で
あ
る
。
先
の
表
か
ら
、
「
日
食
す
る
燕
は

明
暗
へ
急
ぐ
」
で
西
洋
画
家
の
名
が
列
挙
さ
れ
る
頃
に
は
、
大
手

の
お
も
な
動
物
は
ほ
と
ん
ど
ひ
と
通
り
出
揃
っ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。

　
大
手
の
列
挙
す
る
よ
う
な
西
洋
画
家
の
作
品
を
昭
和
二
年
以
前

に
広
範
囲
に
紹
介
し
た
情
報
源
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
雑
誌
「
白

樺
」
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
「
白
樺
」
（
明
治
四
三
年
四
月
～
大
正
十

二
年
八
月
）
は
文
芸
雑
誌
で
あ
る
と
同
時
に
美
術
雑
誌
で
あ
り
、

三
色
版
や
白
黒
の
写
真
版
で
西
洋
の
名
画
を
精
力
的
に
紹
介
し
、

批
評
・
解
説
を
試
み
た
。
深
萱
和
男
作
成
の
復
刻
本
総
目
次
に
よ

る
と
、
終
刊
ま
で
に
総
勢
七
十
一
名
の
西
洋
画
家
・
彫
刻
家
の
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

晶
が
挿
画
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
、
大
手
が
「
日

食
す
る
燕
は
明
暗
へ
急
ぐ
」
で
列
挙
し
た
十
三
名
の
画
家
の
う
ち
、

モ
ロ
オ
、
ホ
ル
バ
イ
ン
、
カ
ム
ペ
ン
ド
ン
ク
、
ク
ビ
ン
以
外
の
九

名
を
ふ
く
ん
で
い
る
。
も
っ
と
も
、
か
り
に
大
手
が
直
接
・
間
接

的
に
「
白
樺
」
か
ら
こ
れ
ら
の
画
家
の
情
報
を
え
た
と
し
て
も
、

情
報
源
が
「
白
樺
」
に
限
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
画
家
の
表
記
の
ち

が
い
（
た
と
え
ば
、
大
手
の
「
ブ
レ
イ
ク
」
に
対
し
、
柳
宗
悦
に

よ
る
先
駆
的
な
伝
記
〔
「
白
樺
」
大
正
三
年
四
月
号
〕
で
は
「
ヰ

リ
ヤ
ム
・
ブ
レ
ー
ク
」
と
表
記
）
か
ら
も
た
し
か
だ
ろ
う
。
た
だ
、

「
白
樺
」
の
当
時
の
影
響
力
を
考
え
る
と
、
両
者
の
関
係
の
究
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

は
興
味
深
い
課
題
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

大
手
の
詩
風
に
類
似
し
た
絵
画
、
あ
る
い
は
、
も
し
大
手
が
見
た

ら
、
そ
の
想
像
力
を
か
き
立
て
ら
れ
た
に
ち
が
い
な
い
と
思
わ
れ

る
絵
画
を
い
く
つ
か
あ
げ
て
お
こ
う
。
先
に
み
た
よ
う
に
、
大
手

に
は
『
黙
示
録
』
の
青
白
い
馬
を
連
想
さ
せ
る
作
品
が
詩
編
あ
る

が
、
同
じ
モ
チ
ー
フ
は
ブ
レ
イ
ク
の
絵
に
も
使
わ
れ
て
い
る
（
図

3
）
。
原
罪
を
象
徴
す
る
蛇
も
大
手
と
ブ
レ
イ
ク
が
と
も
に
好
ん

で
採
用
し
た
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
（
図
4
）
。
大
手
独
特
の
女
1
1
鳥

と
い
う
図
式
は
モ
ロ
オ
（
モ
冠
雪
）
の
有
名
な
作
品
を
想
起
さ
せ

る
（
図
5
）
。
グ
ロ
テ
ス
ク
な
動
物
を
偏
愛
し
た
タ
ー
ビ
ン
の
絵

は
い
ず
れ
も
奇
怪
さ
で
比
類
な
く
、
大
手
の
着
想
を
彩
る
に
ふ
さ

わ
し
い
（
図
6
）
。

7



芽

ノつ晩蹴嚇夕

窃つ

⑨
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図2　大手のスケッチ「蛙の魔術」

　腿蝿

藪響
雛i塾騰旛

難灘難．
鱗灘

図1　ペックリン「戦争」

大
手
拓
次
『
藍
色
の
蕃
』
動
物
考
（
西
野
常
夫
）

　　　　　　　　　　　　淵叢

犠
騰
鯵
　

懸
軍
羅
臼
籍
紺
L
廼
藁
幽
誠
肇
嘉
雛
臨
豊
蔚
。

　　
　　　、鑑識

…．
図4　ブレイク「ユリゼン書」より
　　　「白樺」大正6年4月号

図3　ブレイク「青ざめた馬に乗った死神」
　　　「白樺」大正3年4月号

図6　クビン「礼拝」 図5　モロー「オイディプスとスフィンクス」
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四

　
大
手
の
動
物
は
大
別
し
て
、
自
然
的
特
性
（
外
観
、
鳴
き
声
、

運
動
の
様
態
、
人
間
と
の
関
係
な
ど
）
の
興
味
深
さ
の
ゆ
え
に
登

場
す
る
場
合
と
、
神
話
的
文
学
的
象
徴
と
し
て
効
果
的
で
あ
る
と

い
う
理
由
で
動
員
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。

　
大
手
の
動
物
は
ま
た
、
し
ば
し
ば
詩
人
自
身
の
分
身
と
し
て
登

場
す
る
。
人
間
一
般
の
寓
意
と
し
て
動
物
を
主
人
公
と
す
る
の
は

イ
ソ
ッ
プ
以
来
の
動
物
寓
話
の
常
套
手
法
で
あ
る
が
、
作
者
そ
の

人
の
寓
意
と
し
て
動
物
を
選
ぶ
の
は
、
ど
う
い
う
わ
け
だ
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
、
大
手
と
詩
風
の
近
い
萩
原
朔
太
郎
は
、
「
自
分
の
映

像
を
見
て
」
と
い
う
文
章
の
中
で
、
「
鳥
の
や
う
に
見
え
る
時
は
、

自
分
の
気
持
が
高
翔
し
て
、
心
の
翼
が
ひ
ろ
が
っ
て
み
る
時
で
あ

り
、
爬
虫
類
の
や
う
に
見
え
る
時
は
、
心
が
憂
馨
に
重
く
沈
ん
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

地
面
を
這
ひ
廻
っ
て
い
る
時
で
あ
る
し
と
書
い
て
い
る
。
大
手

も
時
に
よ
っ
て
自
分
が
い
ろ
い
ろ
な
動
物
に
似
て
い
る
と
感
じ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
大
手
の
場
合
、
眼
疾
や
耳
疾
の
強
い

自
覚
が
、
詩
の
中
に
し
ば
し
ば
眼
や
耳
を
病
ん
だ
動
物
を
登
場
さ

せ
た
と
も
い
え
る
。

　
大
手
初
期
の
創
作
活
動
の
も
っ
と
も
旺
盛
な
時
期
に
属
す
大
正

三
年
六
月
三
十
日
に
、
「
動
物
も
の
」
執
着
の
理
由
と
み
な
し
う

る
次
の
よ
う
な
「
感
想
」
が
書
か
れ
て
い
る
。
「
高
き
も
の
、
理

想
的
の
も
の
、
抽
象
的
の
も
の
を
す
て
よ
。
／
も
っ
と
い
や
し
き

も
の
、
低
き
も
の
、
醜
き
も
の
、
あ
ら
き
も
の
、
粗
雑
な
も
の
、

野
趣
の
あ
る
も
の
、
感
覚
的
な
も
の
、
を
と
り
扱
う
べ
し
、
（
象

徴
の
材
と
な
ら
ん
（
小
説
の
）
／
即
ち
最
も
深
く
現
実
の
底
に
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

る
と
き
象
徴
は
涌
き
出
る
也
。
（
中
略
）
神
よ
り
も
人
間
を
と
れ
」
。

人
間
が
他
の
動
物
よ
り
も
「
高
き
も
の
」
に
み
え
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
人
間
の
理
知
に
よ
る
自
己
美
化
と
自
己
隠
蔽
術
の
た
め
で

あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
高
低
、
美
醜
の
区
別
は
人
勝
側
の
判

断
に
左
右
さ
れ
る
人
間
的
発
想
の
産
物
で
あ
り
、
動
物
の
関
知
し

な
い
も
の
だ
。
小
さ
な
昆
虫
が
雌
を
誘
惑
す
る
の
に
そ
の
華
麗
な

大
手
拓
次
『
藍
色
の
墓
』
動
物
考
（
西
野
常
夫
）

羽
を
も
っ
て
す
る
、
と
い
う
話
は
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
生
物
学

的
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
、
昆
虫
の
判
断
と
人
間
の
判
断
が
一
致
す

る
の
は
偶
然
だ
ろ
う
。
パ
ス
カ
ル
の
い
う
よ
う
に
、
人
間
は
そ
の

理
知
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
、
自
由
に
、
自
分
や
他
の
存
在
を
高

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　

き
も
の
に
も
低
き
も
の
に
も
し
た
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

動
物
は
隠
蔽
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
。
そ
れ
は
人
間
に
よ
く
似

た
存
在
で
あ
り
、
し
か
も
、
人
間
を
ふ
く
む
被
造
物
全
体
が
共
有

す
る
地
上
的
要
素
を
露
顕
さ
せ
て
い
る
。
大
手
は
、
人
間
を
観
察

す
る
た
め
に
、
ま
ず
動
物
に
は
っ
き
り
あ
ら
わ
れ
る
人
間
の
地
上

的
要
素
を
収
拾
し
た
の
で
は
な
い
か
。
大
手
の
考
え
で
は
、
人
間

の
理
知
に
よ
る
曇
り
を
介
入
さ
せ
ず
に
現
実
を
み
る
に
は
、
人
間

が
考
え
る
限
り
に
お
い
て
の
相
対
的
に
「
低
き
も
の
」
ま
で
一
度

下
降
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば

公
平
に
世
界
を
み
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

人
間
も
動
物
も
ま
と
め
て
相
対
化
す
る
こ
の
よ
う
な
方
法
を
破
綻

な
く
維
持
す
る
た
め
に
、
大
手
が
念
頭
に
お
い
て
い
た
の
は
、
絶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

対
的
に
「
高
き
も
の
」
で
あ
る
創
造
者
と
し
て
の
神
で
は
な
い
か
。

　
大
手
の
同
時
代
の
動
物
詩
と
し
て
は
萩
原
朔
太
郎
の
作
晶
の
ほ

か
に
、
高
村
光
太
郎
の
「
猛
獣
篇
」
、
草
野
心
平
の
蛙
も
の
な
ど

が
注
目
さ
れ
る
。
と
く
に
草
野
心
平
の
「
お
れ
も
眠
ろ
う
」
の
「
る

る
り
／
り
り
り
／
る
る
り
／
り
り
り
」
や
「
黒
黒
」
の
「
る
る
る

る
る
る
る
る
る
る
る
る
」
（
と
も
に
『
第
百
階
級
』
所
収
）
な
ど

の
擬
音
語
表
現
は
、
『
藍
色
の
墓
』
中
の
「
ち
う
　
そ
ろ
　
ち
う

そ
ろ
／
そ
ろ
　
そ
う
　
そ
う
」
（
「
夜
の
時
」
）
を
想
起
さ
せ
る
し
、

蛙
を
う
た
っ
た
「
聾
の
る
り
る
」
（
『
蛙
』
）
と
い
う
題
名
も
大
手

ば
り
の
擬
人
法
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は

詳
し
く
は
別
の
機
会
に
考
え
て
み
た
い
。

注

1
、
沢
田
弘
明
「
大
手
拓
次
の
世
界
」
、
「
位
置
」
第
三
号
（
三
和
三
十
七

　
年
十
月
、
位
置
の
会
）
五
七
頁
。

2
、
大
手
の
動
物
を
具
体
的
に
分
析
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
論
文
と
し

　
て
は
道
坂
春
雄
「
詩
人
の
色
彩
と
動
物
－
一
大
手
拓
次
詩
集
に
よ
る
～

　
分
析
」
（
「
近
代
文
学
」
1
、
昭
和
三
十
五
年
四
月
、
近
代
日
本
文
学
研

　
究
会
。
『
大
手
拓
次
全
集
別
巻
』
〔
昭
和
四
十
六
年
、
白
鳳
社
〕
所
収
の

　
「
資
料
・
書
誌
・
参
考
文
献
」
四
四
二
頁
参
照
）
が
あ
る
が
、
残
念
な

　
が
ら
拙
稿
脱
稿
ま
で
に
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

3
、
橋
本
一
明
「
詩
集
『
藍
色
の
墓
』
を
め
ぐ
っ
て
（
1
）
1
墓
の
歴

　
史
」
、
「
秩
序
」
十
一
号
（
昭
和
三
十
八
年
七
月
、
思
潮
社
）
九
八
頁
。

4
、
世
界
各
地
の
神
話
に
お
け
る
鳥
の
位
置
づ
け
、
鳥
の
象
徴
す
る
も
の

　
の
説
明
と
し
て
、
霊
性
、
神
性
、
不
死
、
自
由
、
英
知
な
ど
の
観
念
を
見

　
つ
け
る
の
は
、
他
の
ど
の
動
物
に
も
ま
し
て
容
易
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

5
、
安
藤
靖
彦
に
よ
る
「
大
手
拓
次
集
」
補
注
、
『
日
本
近
代
文
学
体
系
5
4

　
近
代
詩
集
H
』
（
昭
和
四
十
八
年
、
角
川
書
店
）
四
五
一
頁
。

6
、
「
女
」
の
文
字
を
冠
し
て
、
当
該
動
物
の
メ
ス
と
人
闇
の
女
の
意
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
ん
な
ど
り

　
を
だ
ぶ
ら
せ
る
語
法
は
、
「
鈴
蘭
の
香
料
」
中
の
「
思
ひ
に
ふ
け
る
女
鳥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
ざ
う

　
は
よ
ろ
め
い
た
」
、
「
強
い
象
の
賀
宴
」
中
の
「
女
象
の
足
は
地
を
ふ
ん

　
で
、
／
あ
や
し
い
舞
踊
に
ふ
け
り
」
な
ど
に
も
み
ら
れ
る
。
後
者
の
場

　
合
、
門
め
」
と
い
う
ル
ビ
が
動
物
の
意
味
あ
い
を
強
め
て
い
る
も
の
の
、

　
挑
発
的
な
踊
り
を
披
露
す
る
女
の
イ
メ
ー
ジ
を
生
み
出
す
こ
と
に
か
わ

　
り
は
な
い
。

7
、
梁
東
国
「
日
韓
近
代
詩
に
お
け
る
〈
吠
え
る
犬
〉
の
イ
メ
ー
ジ
ー

　
萩
原
朔
太
郎
を
中
心
に
一
」
、
「
比
較
文
学
研
究
」
六
四
号
（
平
成
五

　
年
十
二
月
、
東
大
比
較
文
学
会
）
、
六
一
頁
。

8
、
西
野
常
夫
「
青
の
詩
人
－
大
手
拓
次
」
、
「
叙
説
」
孤
（
平
成
五
年

　
十
月
、
叙
説
舎
）
、
一
〇
一
頁
。

9
、
た
と
え
ば
、
大
正
九
年
十
月
三
臼
の
備
忘
録
に
「
芸
術
に
死
ね
！
芸

　
術
に
死
ね
！
わ
た
し
の
生
ま
れ
た
わ
け
は
、
そ
れ
よ
り
ほ
か
に
な
い
」

　
と
あ
る
。
『
大
手
拓
次
全
集
』
第
五
巻
（
昭
和
四
十
六
年
、
白
鳳
社
）

　
九
〇
六
頁
参
照
。

1
0
、
笥
萩
原
朔
太
郎
全
集
』
第
十
三
巻
（
昭
和
五
十
二
年
、
筑
摩
書
房
）

　
五
七
頁
。
な
お
、
「
吉
川
」
と
は
大
手
の
筆
名
で
あ
る
。

1
1
、
「
…
…
の
も
の
」
と
い
う
言
い
方
の
列
挙
に
は
、
ま
た
、
そ
の
「
も

　
の
」
の
正
体
の
明
示
よ
り
も
、
そ
の
も
の
の
形
状
、
色
、
様
子
の
見
き

　
わ
め
を
優
先
さ
せ
る
一
種
の
写
生
重
視
の
態
度
が
う
か
が
え
る
。
大
正

　
十
年
十
一
月
十
三
日
の
日
記
に
は
、
「
写
生
に
よ
っ
て
、
深
く
深
く
物

　
や
心
や
の
奥
底
に
は
ひ
っ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
（
中
略
）
私
の
あ

　
た
ま
が
母
体
と
な
り
、
写
生
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
物
の
真
の
姿
を
う

　
け
入
れ
、
そ
れ
を
受
胎
し
て
、
そ
こ
で
、
芸
術
的
創
造
が
生
れ
て
く
る

　
の
だ
。
か
く
し
て
こ
そ
、
そ
の
創
造
に
は
真
実
の
裏
附
が
あ
る
。
空
想

9



大
手
拓
次
霊
監
色
の
墓
』
動
物
考
（
西
野
常
夫
）

　
を
受
胎
し
た
創
造
は
、
私
に
真
実
感
を
も
つ
て
迫
っ
て
こ
な
い
。
（
中

　
略
）
私
は
い
ま
ま
で
空
想
の
中
ば
か
り
を
歩
い
て
み
た
か
ら
悪
い
の
だ
。

　
ど
ん
な
小
事
で
も
よ
い
。
私
は
ま
だ
選
択
す
る
だ
け
の
力
が
な
い
、
眼

　
が
な
い
か
ら
、
出
来
る
だ
け
ひ
ろ
く
、
深
く
、
こ
ま
か
く
、
観
察
し
て
、

　
写
生
し
て
置
く
こ
と
だ
。
一
つ
の
写
生
は
一
つ
の
斧
と
な
っ
て
。
心
理

　
の
発
掘
に
は
た
ら
く
の
だ
」
（
『
大
手
拓
次
全
集
』
第
五
巻
（
昭
和
四
十

　
六
年
、
白
鳳
社
）
八
七
三
頁
）
と
あ
る
。
こ
れ
は
奔
放
な
空
想
、
奇
抜

　
な
幻
想
を
ひ
と
つ
の
持
ち
味
と
し
て
き
た
は
ず
の
大
手
の
こ
の
時
点
で

　
の
反
省
の
弁
と
と
れ
る
。
大
正
十
年
末
と
い
え
ば
、
原
子
朗
の
い
う
、

　
大
正
七
年
か
ら
始
ま
る
「
『
藍
色
の
墓
』
時
代
後
半
期
」
に
属
し
、
「
高

　
揚
期
」
で
あ
る
「
前
半
期
」
に
対
し
、
「
深
化
」
「
沈
静
」
の
時
期
で
あ

　
り
（
『
大
手
拓
次
詩
集
』
〔
平
成
三
年
、
岩
波
文
庫
〕
顯
二
八
頁
）
、
香

　
料
や
薔
薇
を
執
拗
な
ま
で
に
細
か
く
観
察
し
た
作
品
が
多
く
な
る
時
期

　
で
あ
る
。
写
生
と
い
う
こ
と
ば
に
関
連
し
て
つ
け
加
え
る
な
ら
ば
、
斎

　
藤
茂
吉
が
「
短
歌
に
於
け
る
写
生
の
説
」
（
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
大
正
九
年
四

　
月
～
十
年
一
月
）
で
「
実
相
に
観
入
し
て
自
然
自
己
一
元
の
生
を
写
す
」

　
と
い
う
理
論
を
展
開
し
て
か
ら
ほ
ぼ
一
年
が
た
っ
て
い
る
。

1
2
、
『
大
手
拓
次
全
集
』
別
巻
（
昭
和
四
十
六
年
、
自
鳳
社
）
三
六
二
…

　
三
⊥
ハ
三
轡
貝
。

1
3
、
西
野
常
夫
、
前
掲
論
文
。

1
4
、
神
保
光
太
郎
編
『
大
手
拓
次
詩
集
』
（
昭
翻
四
十
年
、
白
鳳
社
）
一

　
七
九
頁
。

1
5
、
原
子
朗
「
大
手
拓
次
研
究
」
、
『
大
手
拓
次
全
集
』
別
巻
（
昭
諏
四
十

　
六
年
、
白
鳳
社
）
二
三
八
－
二
四
〇
頁
。

1
6
、
深
草
和
男
編
『
白
樺
総
目
録
』
（
昭
秘
四
十
七
年
、
臨
州
書
店
）
一

　
四
四
…
一
四
六
百
ハ
。

1
7
、
梛
宗
悦
は
、
「
（
「
白
樺
」
発
刊
後
）
僅
か
一
年
余
り
の
闇
に
殆
ん
ど

　
知
識
あ
る
一
切
の
青
年
に
、
ロ
ダ
ン
・
、
識
ッ
ホ
・
ゴ
オ
ガ
ン
の
名
が
伝

　
播
せ
ら
れ
た
事
実
は
、
一
面
に
於
て
最
も
幸
福
な
時
代
に
我
々
が
生
き

　
て
る
る
こ
と
を
証
明
し
て
み
る
」
と
書
い
て
い
る
（
「
ア
ン
リ
・
マ
テ

　
ィ
ス
と
後
印
象
派
」
、
「
白
樺
」
大
正
二
年
一
月
号
、
＝
ハ
玉
頁
）
。

1
8
、
『
廊
下
と
室
房
』
所
収
、
『
萩
原
朔
太
郎
全
集
』
第
九
巻
（
昭
和
五
十

　
一
年
、
筑
摩
書
房
）
三
〇
八
頁
。

1
9
、
『
大
手
拓
次
全
集
』
第
五
巻
（
昭
和
四
十
六
年
、
白
鳳
社
）
二
八
六

　
一
二
八
七
頁
。

2
0
、
パ
ス
カ
ル
『
パ
ン
セ
』
ラ
フ
ユ
マ
版
一
三
〇
に
「
彼
が
自
分
を
ほ
め

　
上
げ
た
ら
、
私
は
彼
を
卑
し
め
る
。
彼
が
自
分
を
卑
し
め
た
ら
、
私
は

　
彼
を
ほ
め
上
げ
る
。
そ
し
て
、
い
つ
ま
で
も
彼
に
反
対
す
る
。
彼
が
わ

　
か
る
よ
う
に
な
る
ま
で
は
、
彼
が
不
苛
解
な
怪
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と

　
を
」
と
あ
る
。

2
1
、
大
手
の
詩
語
に
深
い
感
銘
を
あ
た
ら
れ
た
萩
原
朔
太
郎
は
『
藍
色
の

　
墓
』
の
賊
文
「
大
手
拓
次
君
の
詩
と
人
物
」
に
、
「
即
ち
「
犬
」
と
い

　
ふ
言
葉
、
「
僧
」
と
い
ふ
～
言
葉
、
「
城
」
と
い
ふ
言
葉
な
ど
が
、
作
者
の

イ
メ
ー
ジ
の
中
で
は
、
す
べ
て
女
性
の
肉
体
（
胴
や
、
膀
や
、
胸
や
、

乳
房
や
）
を
表
象
し
て
居
る
」
と
書
い
て
い
る
が
、
以
上
の
よ
う
に
考

え
る
と
、
朔
太
郎
の
印
象
は
必
ず
し
も
ま
と
を
え
て
い
な
い
こ
と
が
わ

か
る
。
『
萩
原
朔
太
郎
全
集
陳
第
十
四
巻
（
昭
和
五
十
三
年
、
筑
摩
書

房
）
三
〇
七
頁
参
照
。

10



Les """"""""""''07 dans Aiiro no hild (Sombre crapaud) d'ÔTE Takuji

NISHINO Tsuneo

On trouve divers noms de la gent animale dans le recueil de poèmes Aiiro no hiki (1936) d'ÔTE Takuji.

Les animaux jouent un rôle considérable dans le monde fantasmagorique de ce poète.Jusqu'ici, cependant, on

n'a pas encore suffisamment traité ce sujet. Dans cet article nous essayons d'analyser le mode d'emploi des

animaux dans le recueil de poèmes et en expliquer les sens symboliques.

Constatons d'abords que sur les 255 poèmes, les 16 poèmes en prose inclus, dans Aiiro no hiki, on trouve

186 poèmes qui mentionnent quelque animal, ce qui compose une fréquence remarquable. Le poète introduit

presque 70 différents termes concernant le monde animal, dont le plus souvent employé est l'oiseau (46

poèmes), suivi du poisson (28 poèmes), le serpent (24 poèmes), le cheval (19 poèmes), le chien (15 poèmes),

le grenouille (10 poèmes), et le revenant (9 poèmes).

L'oiseau est l'animal le plus aimé du poète. Outre le terme genenque d'oiseau, le poète aussi utilise 15

différents termes appartenant au genre: corbeau, pigeon, cygne, alouette, aigle, chouette, etc. Cette classification

détaillée fait penser à une forte inspiration poétique donnée au poète par l'oiseau, être volant en l'air, souvent

symbolisant la divinité. Mais, surtout caractéristique du poète est la comparaison de l'oiseau à la femmme, qui

se rencontre dans le curieux mot combiné femme-oiseau (onna-dori).

Dans le recueil de poèmes le poisson, qui habite dans l'eau, figure à la manière surréaliste comme être

volant. Le poisson, qui est toujours muet, et ainsi différent de l'oiseau, du cheval et du chien à ce point de

vue, est souvent isolé et triste.

Chez ce poète japonais, comme dans la tradition littéraire occidentale, le serpent signifie le péché originel.

On dirait que l'influence biblique semble irrésistible, et ce poète aussi se contente de s'y soumettre passivement.

On peut dire la même chose à l'egard du mode d'emploi du cheval, qui est souvent décrit pâle comme celui

de l'Apocalypse. Aussi fidèle à l'homme que le chien, le cheval paradoxalement conduit son maître à la mort.

Le chien figure comme être aboyeur de nature comme dans certains poèmes de HAGIWARA Sakutarô,

mais, chez ÔTE, il souvent reste muet et représente allégoriquement le poète lui-même, qui patiemment attend

l'arrivée du moment de l'achèvement de son oeuvre.

On ne peut pas oublier non plus des êtres impressionnants comme le grenouille ou le crapaud et le

revenant. Ce dernier fait une très bonne explication de l'intention du poète de décrire des choses insaisissables

et indéfinissables. Cette intention parfois va, semble-t-il, jusqu'à interdire au poète de définir ce qu'il voit et,

dans ce cas-là, le poète est obligé de se contenter avec la répétition de l'expression vague et obscure "une chose

de . .. " ( ... no mono), qui dénote la présence de quelque chose inexprimable.

Enfin, il sera intéressant de comparer les animaux monstrueux d'ÔTE avec ceux dans la peinture

occidentale, par exemple, ceux de symbolistes comme Blake, Bocklin, Kubin, et chercher une source possible

de l'inspiraion du poète.
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