
川
端
康
成
の
「
掌
の
小
説
」
の
詩
学

ー
〈
短
さ
〉

の
考
察
を
通
し
て
｜

〈短さ〉の考察を通して

序
川
端
康
成
は
戦
前
戦
後
を
通
じ
、
「
掌
の
小
説
」
と
呼
ば
れ
る
一
連
の
短
い

作
品
を
書
い
た
。
そ
の
総
数
は
一
四
六
篇
に
達
す
る
。
川
端
存
命
中
、
或
る
研

究
者
が
「
き
わ
め
て
短
い
作
品
を
書
い
た
作
家
は
他
に
い
な
い
わ
け
で
は
な
い

が
、
そ
の
制
作
期
間
の
長
さ
か
ら
も
、
制
作
量
か
ら
い
っ
て
も
、
「
掌
の
小
説
」

は
川
端
独
特
の
小
説
形
式
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
多
く
の
識
者
が
指
摘
す

る
よ
う
に
、
川
端
の
生
涯
を
通
じ
て
創
作
さ
れ
た
「
き
わ
め
て
短
い
小
説
」
形

川端康成の「掌の小説jの詩学

式
は
、
小
説
家
と
し
て
の
川
端
の
本
質
と
深
く
関
わ
っ
て
も
い
る
。
も
っ
と
も
、

小
説
と
い
う
概
念
自
体
、
日
本
で
は
微
妙
で
あ
る
。
西
欧
の
文
学
概
念
で
あ
る

ノ
ヴ
ェ
ル
を
基
準
と
し
て
考
え
る
時
、
そ
れ
は
形
式
的
に
は
む
し
ろ
長
さ
を
特

徴
と
す
る
が
ゆ
え
に
、
短
い
小
説
と
は
、
そ
れ
自
体
、

一
個
の
形
容
矛
盾
で
あ

り
、
逆
説
的
存
在
で
あ
る
。

短
い
小
説
、
そ
れ
も
短
篇
小
説
よ
り
も
一
層
短
い
小
説
と
は
、

体

し、

か

国
k
r
H

阿
国

ο戸
z
m
c句
。
ロ
H
K
C
。
口
問

な
る
存
在
に
し
て
、
ま
た
雲
術
的
本
質
を
有
す
る
も
の
な
の
か
。
し
か
も
、
こ

の
短
さ
を
特
徴
と
す
る
小
説
が
、
日
本
的
伝
統
を
担
、
っ
と
目
さ
れ
、
ノ
ー
ベ
ル

賞
作

J

家
で
も
あ
る
川
端
康
成
の
本
質
に
深
く
関
わ
る
、
と
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は

ま
た
、
掌
の
小
説
の
問
題
を
越
え
て
、
日
本
の
文
義
の
伝
統
の
抱
え
る
問
題
が
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存
す
る
だ
ろ
う
。

川
端
の
掌
篇
小
説
に
関
す
る
研
究
は
、
も
と
よ
り
膨
大
で
あ
り
、
か
つ
あ
ら

ゆ
る
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
創
作
の
秘
密
の
解
明
を
目
指
す
も
の
だ
け
で
も
、

評
伝
研
究
や
病
跡
学
的
研
究
や
文
体
論
や
分
類
や
時
代
背
景
等
々
、
多
彩
で
あ

る
。
し
か
し
、
掌
篇
小
説
の
創
造
の
根
底
に
あ
る
詩
学
に
関
す
る
論
考
は
、
殆

ど
見
当
た
ら
な
い
。
本
稿
は
、
掌
篇
小
説
の
文
芸
形
式
の
〈
短
さ
〉
に
注
目
し

て
、
そ
の
詩
学
を
考
察
す
る
。
そ
の
際
、
大
正
末
期
か
ら
昭
和
初
期
の
川
端
の

評
論
活
動
に
依
拠
し
、
先
ず
は
彼
の
基
本
的
な
創
作
概
念
に
光
を
当
て
る
。
具

体
的
に
は
、
川
端
の
掌
篇
小
説
の
創
作
観
の
基
本
を
解
明
し
、
そ
れ
を
若
干
の

事
例
的
作
品
の
具
体
的
分
析
を
通
し
肉
付
け
し
、
一
銀
さ
を
核
と
す
る
川
端
の
創
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作
の
本
質
に
迫
る
。

〈
短
さ
〉

第
一
章
掌
篇
小
説
の

の
意
義

1

「
掌
の
小
説
」
の
短
さ

ま
ず
注
目
す
べ
き
は
、
そ
の
小
説
形
式
の
短
き
で
あ
る
。
平
均
し
て
、
原
稿

用
紙
で
七
枚
程
度
、
字
数
に
し
て
三
千
字
に
及
ば
な
い
長
さ
、
い
や
短
さ
で
あ

る
。
こ
の
短
さ
の
意
味
は
何
か
。

川
端
は
、
昭
和
四
年
に
「
体
の
虚
弱
な
小
説
家
の
私
に
は
、
最
も
適
し
た
文

学
形
式
で
あ
る
が
ゆ
ゑ
に
。
短
時
間
に
出
来
上
が
り
、
苦
痛
を
伴
は
ず
、
創
作

の
快
感
に
終
始
す
o
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
短
い
文
学
的
形
式
が
、
自
ら

の
体
質
、
ま
た
気
質
と
適
合
的
で
あ
る
こ
と
を
よ
く
自
覚
し
て
い
た
。
し
か
し

な
が
ら
、
彼
は
、

よ
り
本
質
的
な
塞
術
的
理
由
か
ら
短
い
小
説
形
式
を
選
ん
だ

の
で
あ
り
、

そ
こ
に
は
明
瞭
な
表
現
の
意
思
や
創
作
観
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の

点
を
考
え
る
う
え
で
参
照
す
べ
き
は
、

派
と
い
う
文
学
運
動
で
あ
る
。
今
ひ
と
つ
は
、
時
に
俳
句
に
比
せ
ら
れ
る
掌
篇

一
つ
は
、
時
代
背
景
と
し
て
の
新
感
覚

小
説
の
詩
的
性
格
で
あ
る
。
ま
ず
は
詩
的
性
格
か
ら
述
べ
よ
う
。

川
端
の
掌
篇
小
説
は
、
執
筆
時
期
と
そ
の
分
量
・
性
格
に
応
じ
て
、
三
期
に

分
け
ら
れ
る
。
そ
の
第
一
期
に
は
、
多
く
の
掌
篇
小
説
が
童
日
か
れ
た
が
、
ま
た

掌
篇
小
説
に
関
す
る
彼
の
評
論
等
が
書
か
れ
た
。
幾
つ
か
の
批
評
的
エ
セ

1
で

は
「
極
外
面
的
に
」
〈
短
さ
〉

の
美
点
に
つ
い
て
述
べ
る
。
川
端
は
、
和
歌
や

俳
句
の
外
面
的
・
形
式
的
な
性
格
と
し
て
の
短
さ
が
、
創
作
の
手
軽
さ
と
な
っ

て
、
多
く
の
人
々
の
愛
好
を
勝
ち
得
て
き
て
い
る
こ
と
と
、
掌
篇
小
説
が
、
そ

の
短
さ
に
よ
っ
て
多
く
の
人
の
創
作
を
招
き
、
今
後
、
隆
盛
す
る
こ
と
と
を
結

び
つ
け
て
考
え
て
い
る
。
「
昔
の
和
歌
や
俳
句
の
や
う
に
、
無
数
の
掌
篇
小
説

が
一
般
市
井
人
の
手
で
制
作
さ
れ
る
日
を
空
想
す
る
と
は
何
た
る
愉
快
で
あ
ら

う
ム
）
こ
の
小
説
形
式
の
〈
短
さ
〉
は
創
作
実
践
の
上
で
の
〈
身
近
さ
〉
と
な
っ

て
、
「
一
般
市
井
人
」
に
手
近
な
創
作
の
喜
び
を
も
た
ら
す
と
評
価
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

2
「
嚢
術
的
で
純
粋
」
な
る
「
短
い
形
式
の
掌
篇
小
説
」

こ
う
し
た
表
面
的
な
類
似
と
は
別
に
、
川
端
は
文
義
の
本
質
と
し
て
掌
篇
小
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説
、
詩
、
そ
し
て
俳
句
（
例
え
ば
、
引
用
②
）
に
共
通
性
を
認
め
て
い
る
。
そ

の
短
さ
故
に
掌
篇
小
説
の
性
格
を
「
套
術
的
に
純
粋
」
と
把
握
し
、
末
尾
で
短

詩
型
文
塞
に
於
け
る
創
造
的
直
観
と
表
現
の
特
性
を
寸
言
で
捉
え
て
い
る
。

引
用
①
「
短
篇
小
説
は
長
篇
小
説
よ
り
も
嚢
術
的
に
純
粋
で
あ
る
。
詩
は

短
篇
小
説
よ
り
も
嚢
術
的
に
純
粋
で
あ
る
。
こ
れ
は
分
か
り
き
っ
た
文
挙

論
だ
。
し
て
み
れ
ば
最
も
短
い
形
式
の
掌
篇
小
説
が
小
説
の
う
ち
で
最
も

義
術
的
で
純
粋
で
あ
る
の
は
首
然
で
あ
る
。
鋭
い
心
の
一
閃
め
き
、
束
の

聞
の
純
情
、
そ
ん
な
も
の
は
ち
ょ
う
ど
郎
興
的
な
詩
を
歌
ふ
や
う
に
、
掌

篇
小
説
の
形
式
に
は
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
移
し
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。
」



引
用
テ
キ
ス
ト
に
拠
れ
ば
、
小
説
は
短
い
ほ
ど
「
義
術
的
に
純
粋
」
に
な
る
が
、

そ
の
短
編
小
説
よ
り
も
詩
が
「
套
術
的
に
純
粋
」
で
あ
る
の
は
、
寸
前
と
い
え
＝

語
芸
術
の
本
質
が
、
そ
も
そ
も
「
雲
術
的
に
純
粋
」
だ
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

掌
篇
小
説
は
小
説
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
短
さ
の
故
に
詩
に
接
近
す
る
一
方

で
、
や
は
り
、
そ
の
短
さ
の
故
に
、

フ
ラ
ン
ス
の
コ
ン
ト
に
比
せ
ら
れ
る
こ
と

コ
ン
ト
の
短
さ
は
、
「
詩
」
的
な
特
性
よ
り
も
、

む
し
ろ
機
知
や
ウ
イ
ッ
ト
に
よ
っ
て
性
格
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、

も
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

一〈短さ〉の考察を遇して

川
端
が
掌
編
小
説
の
〈
短
さ
〉
と
い
う
形
式
性
格
を
、
文
学
の
内
実
と
関
わ
る

と
考
え
ら
れ
る
「
純
粋
」
や
「
詩
」
と
関
連
づ
け
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

そ
れ
で
は
、
「
詩
」
の
形
式
的
な
短
さ
が
い
か
に
し
て
ジ
ャ
ン
ル
の
本
質
と
関

わ
る
の
か
。

3
詩
的
直
観
の
特
徴
と
表
現
形
式

上
記
引
用
①
の
最
後
の
一
文
に
即
し
検
討
し
て
み
よ
う
。
「
鋭
い
心
の
一
閃

川端康成の「掌の小説」の詩学

め
き
、
束
の
間
の
純
情
」
は
創
作
家
の
詩
的
直
観
、
主
観
の
創
造
性
の
特
徴
を

語
っ
て
い
る
。
創
造
的
「
一
閃
」
に
よ
り
詩
的
世
界
が
観
照
さ
れ
る
時
、
そ
の

世
界
を
虹
の
ご
と
く
瞬
時
に
彩
る
様
相
が
「
純
情
」
で
あ
る
。
こ
の
「
純
情
」

は
詩
的
主
観
も
体
験
す
る
が
、
ま
た
詩
的
主
観
が
合
一
的
に
観
照
す
る
世
界
の

姿
で
も
あ
り
、
と
り
わ
け
描
か
れ
た
世
界
の
中
心
的
人
物
や
事
物
の
あ
り
ょ
う

に
即
し
て
感
得
さ
れ
る
。

少
し
具
体
的
に
考
え
て
み
よ
う
。
例
え
ば
、
俳
句
の
吟
行
で
、
そ
の
場
の
興

に
乗
じ
て
閃
く
思
い
（
詩
的
直
観
の
内
容
）
が
十
七
文
字
の
言
葉
（
詩
的
様
式
）

に
「
即
興
的
」
に
「
そ
の
ま
ま
移
し
出
さ
れ
る
」
。
詩
的
直
観
に
よ
っ
て
産
出

さ
れ
る
内
容
が
、
そ
の
ま
ま
に
俳
句
の
表
現
へ
と
転
ず
る
所
、
そ
こ
に
句
が
成

る

つ
ま
り
一
つ
の
嚢
術
作
品
が
生
成
す
る
。
こ
こ
に
、
直
観
・
表
現
・
作
品

と
い
う
一
連
の
、
し
か
し
瞬
時
の
創
造
の
機
制
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
感
興
即

表
現
、
表
現
即
作
品
と
い
う
即
興
性
に
あ
っ
て
、
「
純
粋
」
が
第
一
義
に
関
わ

る
の
は
詩
的
直
観
で
あ
る
。
「
興
」
が
去
っ
た
後
に
、
あ
れ
こ
れ
知
的
に
考
量

し
作
品
を
構
成
し
修
辞
を
推
敵
す
る
段
階
で
は
な
い
。

川
端
は
ク
ロ

l
チ
エ

（
後
出
、
引
用
⑤
）

の
名
を
借
り
、
こ
の
創
造
の
義
術

哲
学
を
「
心
象
即
表
現
即
嚢
術
」
と
述
べ
る
。
表
現
の
媒
体
と
な
る
文
学
形
式

の
短
さ
は
、
重
要
な
契
機
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
美
的
感
興
が
詩
的
様
式
に
瞬
時
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に
宿
る
こ
と
に
関
わ
る
。
詩
的
直
観
の
内
容
が
即
興
の
歌
と
な
り
句
と
な
る
の

に
、
詩
人
が
身
に
つ
け
た
ス
タ
イ
ル
を
媒
介
と
し
て
、
内
容
が
即
座
に
表
現
へ

と
転
ず
る
際
、
そ
の
様
式
の
短
さ
リ
身
近
さ
は
決
定
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
も
と

よ
り
、
こ
の
短
さ
H
身
近
さ
は
、

ス
タ
イ
ル
を
我
が
物
に
す
る
こ
と
と
関
わ
っ

て
い
る
。
か
く
し
て
、
詩
的
直
観
の
特
徴
を
一
不
す
「
一
閃
」
「
純
情
」
は
、
そ

の
言
語
様
式
の
「
短
さ
」
も
関
与
し
て
「
詩
」
と
な
る
。
詩
的
直
観
が
そ
の
ま

ま
短
い
詩
的
形
式
に
拠
っ
て
表
現
と
な
り
、
そ
れ
が
ま
た
そ
の
ま
ま
に
詩
と
い

、
っ
萎
術
に
な
る
。
こ
こ
に
は
純
粋
の
い
わ
ば
一
気
通
貫
が
あ
る
。
も
っ
と
も

『
純
粋
の
声
』
や
『
詩
と
散
文
』
に
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
川
端
の
「
純
粋
」
は
、

普
通
の
意
味
で
の
純
粋
や
純
情
と
通
う
。
な
ぜ
な
ら
、
「
心
象
即
表
現
即
禁
術
」
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と
い
う
創
造
的
過
程
の
根
源
に
あ
る
詩
的
直
観
が
、
そ
も
そ
も
人
生
や
世
界
を
、

爽
雑
物
を
排
し
て
純
化
し
昇
華
し
て
味
わ
う
、
そ
の
根
源
的
意
味
で
〈
純
粋
〉

と
関
わ
る
か
ら
で
あ
る
。

4
大
き
な
内
容
を
宿
す
小
さ
な
詩

「
掌
篇
一
小
説
に
就
い
て
」
の
終
末
部
で
は
、
掌
の
小
説
と
俳
句
を
重
ね
合
わ
せ
、

掌
の
小
説
は
、
そ
の
形
式
が
短
く
と
も
、
広
い
内
容
を
め
ざ
し
て
い
る
、
と
す

る
。
引
用
②
で
は
、
俳
句
と
掌
篇
小
説
と
の
類
似
を
、
そ
の
小
さ
い
器
に
盛
ら

れ
る
内
容
の
大
き
さ
に
認
め
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
「
短
さ
」
は
形
式
で
あ
り
な

が
ら
、
単
な
る
形
式
を
超
え
、
表
現
と
内
容
の
バ
ラ
ン
ス
、
そ
し
て
美
的
効
果

の
問
題
に
関
わ
る
。

引
用
②
「
掌
篇
小
説
は
形
式
が
短
い
か
ら
と
云
っ
て
内
容
ま
で
短
く
あ
っ

て
は
な
ら
ぬ
。
内
容
ま
で
小
さ
く
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
感
銘
の
弱
々
し
き

は
短
い
か
ら
と
云
ふ
競
解
で
は
許
さ
れ
な
い
。
十
七
字
の
俳
句
が
千
万
言

を
費
し
た
風
景
描
寓
よ
り
も
力
強
い
こ
と
の
あ
る
の
は
、
誰
し
も
知
る
通

り
で
あ
る
。
」

長
い
描
写
で
世
界
の
表
現
へ
と
向
か
う
小
説
の
記
述
や
風
景
描
写
と
、
（
俳

句
や
掌
篇
小
説
の
目
指
す
）
「
詩
」
は
、
本
質
的
に
異
な
が
o

こ
の
点
に
関
わ

る
の
が
、
文
学
的
容
器
の
小
さ
さ
、

つ
ま
り
短
さ
で
あ
る
。
「
十
七
字
の
俳
句

が
千
万
三
日
を
費
し
た
風
景
描
寓
よ
り
も
力
強
い
こ
と
の
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る

点
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
小
さ
な
器
に
広
く
深
く
大
き
い
「
内
容
」
が
盛
ら

れ
る
。
そ
の
こ
と
で
、
小
さ
な
文
学
的
容
器
に
、
通
常
の
「
描
寓
」
で
は
叶
え

ら
れ
な
い
「
感
銘
」
や
「
力
強
さ
」
が
宿
る
。
そ
れ
は
「
強
」
「
弱
」
で
測
ら

れ
る
表
現
の
効
果
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
俳
句
や
掌
篇
小
説
の
如
き
小
さ
な
文
学
的
容
器
に
大
き
な
内
容
が

宿
り
得
る
の
は
な
ぜ
か
。
そ
の
大
き
き
ゃ
広
さ
が
、
言
葉
の
分
量
と
は
異
な
る

意
味
や
価
値
や
世
界
、

つ
ま
り
解
釈
の
相
関
者
で
あ
る
表
現
の
問
題
だ
か
ら
で

あ
る
。
複
雑
で
広
大
な
世
界
を
、
僅
か
な
言
語
の
量
、

つ
ま
り
短
さ
で
言
い
取

る
た
め
に
は
、
「
千
万
言
を
費
し
た
風
景
描
寓
」
と
は
別
の
表
現
手
法
と
内
実

が
要
請
さ
れ
る
。
短
さ
が
志
向
す
る
の
は
、
現
実
の
描
写
で
は
な
く
、
現
実
を

純
化
し
た
詩
的
理
念
の
〈
純
粋
〉
さ
の
表
現
で
あ
る
。
掌
篇
小
説
や
俳
句
の
言

語
自
体
が
、
単
に
意
味
を
伝
達
す
る
記
号
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
、
豊
か
な
意
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味
を
覆
蔵
し
、
或
い
は
知
性
に
よ
っ
て
多
彩
な
解
釈
を
許
す
余
白
を
残
す
。

以
上
、
「
掌
の
小
説
に
就
い
て
」
に
依
拠
し
た
分
析
は
い
さ
さ
か
形
式
的
で
あ
る
。

次
に
、
川
端
の
「
手
法
」
に
触
れ
る
「
新
進
作
家
の
新
傾
向
解
説
」
を
取
り
上

げ
よ
う
。

第
二
章
新
感
覚
主
義
の
美
学

1

「
新
感
覚
主
義
」
の
「
新
し
い
「
詩
美
」
」

掌
篇
小
説
の
第
一
期
で
あ
る
大
正
末
期
か
ら
昭
和
初
期
ま
で
に
、
川
端
自
身

の
掌
篇
小
説
に
つ
い
て
書
か
れ
た
エ
ッ
セ
イ
は
五
つ
あ
る
。
早
い
順
に
、
「
新



進
作
家
の
新
傾
向
解
説
」
（
大
正
十
四
年
一
月
）
、
「
短
篇
小
説
の
新
傾
向
」
（
大

正
十
四
年
六
月
）
、
「
掌
篇
小
説
の
流
行
」
（
大
正
十
五
年
一
月
）
、
「
掌
篇
小
説

に
就
い
て
」
（
昭
和
二
年
）
、
「
短
い
小
説
」
（
昭
和
四
年
）

で
あ
る
。
こ
の
中
で
、

手
法
に
関
し
、
ま
た
新
感
覚
派
運
動
と
の
関
連
で
も
注
目
す
べ
き
は
、
「
新
進

作
家
の
新
傾
向
解
説
」
で
あ
る
。
新
感
覚
派
の
表
現
原
理
で
注
目
す
べ
き
も
の

に
「
主
観
」
と
「
感
覚
」
が
あ
る
。
ま
ず
は
「
感
覚
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

引
用
③
「
砂
糖
は
甘
い
。
従
来
の
文
萎
で
は
、
こ
の
甘
い
と
云
ふ
こ
と
を
、

〈短さ〉の考察を通して一

舌
か
ら
一
度
頭
に
持
っ
て
行
っ
て
頭
で
「
甘
い
」
と
書
い
た
。
と
こ
ろ
が
、

今
は
舌
で
「
甘
い
o
」
と
書
く
。
ま
た
こ
れ
ま
で
は
、
眼
と
蓄
被
と
を
二

つ
の
も
の
と
し
て
「
私
の
眼
は
赤
い
蓄
殺
を
見
た
o
」
と
書
い
た
と
す
れ
ば
、

新
進
作
家
は
眼
と
菩
夜
と
を
一
つ
に
し
て
、
「
私
の
眼
が
赤
い
蓄
蔽
だ
o
」

（却）

と
書
く
。
」

新
感
覚
派
は
、
頭
で
常
識
的
に
理
解
さ
れ
る
世
界
で
は
な
く
、
感
覚
に
感
受

さ
れ
る
世
界
を
言
語
的
に
掬
い
取
ろ
う
と
す
る
。
通
常
は
、
例
え
ば
対
象
（
菩
蔽
）

川端康成の「掌の小説jの詩学

と
自
己
（
眼
）
と
認
識
（
見
る
）
の
関
係
を
常
識
的
に
解
し
、
「
日
が
菩
被
を
見
る
」

と
表
現
す
る
。
そ
こ
に
働
く
の
は
日
常
的
主
観
、
古
い
常
識
で
あ
る
。
し
か
し
、

新
感
覚
派
は
「
私
の
眼
が
赤
い
菩
蔽
だ
」
と
表
現
す
る
。
一
言
葉
は
前
時
代
の
制

度
に
依
拠
す
る
慣
習
的
な
記
号
性
を
介
さ
ず
に
、
目
で
直
接
に
対
象
や
世
界
を

感
受
す
る
事
態
を
表
現
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
新
し
い
文
芸
の
言
葉
が
依
拠
す

る
の
は
「
頭
」
で
は
な
く
「
感
覚
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
音
楽
の
楽
音
を
聴
く
耳
、

美
術
の
色
彩
を
見
る
眼
に
等
し
い
「
感
覚
の
働
き
方
」
を
す
る
。

引
用
④
「
新
感
覚
主
義
と
呼
ば
れ
る
丈
嚢
は
、
そ
の
手
法
や
表
現
に
於
て
、

美
術
や
音
楽
の
場
合
の
感
覚
の
働
き
方
に
一
歩
近
づ
い
た
、
と
は
云
へ
る

と
私
は
思
ふ
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
、
新
進
作
家
の
作
風
に
新
し
い
「
ポ

エ
ム
｜
｜
詩
美
」
を
漂
は
せ
る
一
原
因
と
な
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
o
」

一
言
語
が
、
音
楽
や
美
術
の
よ
う
に
、
感
じ
た
こ
と
を
感
じ
た
ま
ま
に
表
現
す

る
媒
体
と
な
る
こ
と
、
そ
れ
が
「
新
感
覚
主
義
と
呼
ば
れ
る
丈
萎
」
の
目
標
で

あ
る
。
言
葉
は
、
眼
が
喜
被
を
見
る
と
い
う
具
合
に
説
明
的
に
働
く
の
で
は
な

ぃ
。
対
象
を
見
る
「
感
覚
の
働
き
方
」
の
中
に
入
り
込
ん
で
生
命
を
把
握
す
る
。

そ
の
時
、
生
起
す
る
「
眼
が
赤
い
蓄
被
だ
」
と
い
う
感
覚
的
表
現
に
、
ま
た
そ

れ
を
果
た
す
「
新
進
作
家
の
作
風
に
」
「
ポ
エ
ム
詩
美
」
が
宿
る
。

こ
の
点
で
、
新
感
覚
派
は
憧
れ
の
美
術
や
音
楽
に
、
今
や
十
分
に
接
近
し
、

（辺）

私
の
眼
が
赤
い
蓄
薮
に
な
る
、
と
い
う
「
主
客
一
如
」
の
経
験
が
表
現
さ
れ
る
。
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私
と
蓄
穣
と
い
う
別
々
の
も
の
が
一
如
的
に
体
験
H
表
現
さ
れ
る
時
、
そ
こ
に

「
新
感
覚
主
義
」
の
言
う
主
観
、

つ
ま
り
旧
来
の
慣
習
に
馴
染
ん
だ
主
観
と
は

別
物
の
新
し
い
詩
的
主
観
と
そ
の
表
現
が
誕
生
す
る
。
こ
れ
が
、
川
端
が
「
私

の
理
論
」
と
称
す
る
「
ダ
ダ
主
義
的
発
想
法
」
で
あ
る
。

引
用
⑤
「
古
い
発
想
法
か
ら
解
放
さ
れ
よ
う
と
す
る
ら
し
い
新
進
諸
氏
の

表
現
を
、
仮
り
に
「
ダ
ダ
主
義
的
発
想
法
」
と
で
も
呼
ん
で
、
そ
れ
を
私

の
理
論
と
し
て
ゐ
る
。
簡
単
に
云
ふ
な
ら
ば
、
心
象
の
配
列
法
が
、
主
観

に
忠
実
と
な
り
、
直
観
的
と
な
り
、
同
時
に
感
覚
的
と
な
っ
て
来
た
の
で

あ
る
。
最
近
の
大
美
学
者
、
ベ
ネ
デ
ッ
ト
・
ク
ロ
オ
チ
ェ
の
説
も
、
心
象
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即
表
現
即
事
術
と
云
ひ
約
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
」

小
説
の
「
手
法
や
表
現
」
（
引
用
④
）
に
関
す
る
川
端
の
理
論
的
立
場
は
、
「
心

象
の
配
列
法
」
に
関
し
て
、
「
主
観
に
忠
実
」
で
あ
り
、
「
直
観
的
」
で
「
感
覚
的
」

で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
詩
的
主
観
は
、
万
物
を
映
す
鏡
と
し
て
、
「
古
い
発
想
法
」

に
拘
束
さ
れ
る
頭
を
介
し
て
で
は
な
く
、
詩
的
主
観
に
映
ず
る
ま
ま
に
万
物
の

心
象
を
言
葉
に
移
す
。

つ
ま
り
心
象
即
表
現
の
塞
術
で
あ
る
。
こ
こ
で
詩
的
主

観
は
思
考
を
巡
ら
す
主
体
で
は
な
く
、
詩
的
体
験
を
言
葉
に
移
す
「
感
覚
」
で

あ
る
。
そ
の
新
し
い
感
覚
に
映
じ
る
心
象
が
、
そ
の
ま
ま
に
言
葉
へ
と
移
る
と

こ
ろ
が
表
現
で
あ
り
、
そ
の
表
現
が
、
意
志
的
な
構
築
性
に
媒
介
さ
れ
な
い
点

が
、
短
い
文
学
形
式
の
「
掌
の
小
説
」
の
特
徴
で
あ
る
。
心
象
即
表
現
が
、
そ

の
ま
ま
雲
術
化
す
る
点
が
、
所
謂
「
ポ
エ
ム
｜
詩
美
」
、
詩
的
な
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
短
い
小
説
に
は
、
詩
と
も
異
な
る
、
そ
し
て
旧
来
の
自
然
主
義
と
も

異
な
る
手
法
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
如
何
な
る
も
の
か
。

2

「
新
主
観
主
義
的
表
現
の
根
拠
」
と
し
て
の
「
生
命
化
」

引
用
⑥
「
百
合
と
私
と
が
別
々
に
あ
る
と
考
へ
て
百
合
を
描
く
の
は
、
自

然
主
義
的
な
書
き
方
で
あ
る
。
古
い
客
観
主
義
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
文

嚢
の
表
現
は
、
す
べ
て
こ
れ
だ
っ
た
と
云
っ
て
い
い
。

と
こ
ろ
が
、
主
観
の
力
は
そ
れ
で
満
足
し
な
く
な
っ
た
。
百
合
の
内
に
私

が
あ
る
。
私
の
内
に
百
合
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
は
結
局
同
じ
で
あ
る
。
そ

し
て
、
こ
の
気
持
で
物
を
書
き
現
さ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
新
主
観
主
義

的
表
現
の
根
拠
が
あ
る
の
で
あ
る
o
」

「
古
い
客
観
主
義
」
と
異
な
る
「
新
主
観
主
義
的
表
現
の
根
拠
」
は
、
「
百
合

（出）

の
内
に
私
が
あ
る
。
私
の
内
に
百
合
が
あ
る
o
」
と
い
う
「
主
客
一
如
」
の
「
気

持
で
物
を
書
き
現
さ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
」
あ
る
。
そ
の
「
表
現
の
根
拠
」
が
、

対
象
の
生
命
性
を
把
握
す
る
こ
と
や
活
か
す
こ
と
に
関
わ
る
こ
と
は
、
次
の
引

用
⑦
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。

引
用
⑦
「
蔦
物
を
直
観
し
て
全
て
を
生
命
化
し
て
ゐ
る
。
対
象
に
個
性
的

な
、
ま
た
、
捉
へ
た
瞬
間
の
特
殊
な
状
態
に
適
当
な
、
生
命
を
与
へ
て
ゐ

る
。
そ
し
て
作
者
の
主
観
は
、
無
数
に
分
散
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
対
象
に
躍

（出）

り
込
み
、
対
象
を
躍
ら
せ
て
ゐ
る
o
」

川
端
は
、
私
と
蓄
穣
、
私
と
百
合
の
出
会
い
を
、
万
物
を
直
観
す
る
こ
と
へ
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と
拡
大
し
て
い
る
。
更
に
理
論
化
を
進
め
、
「
主
観
の
う
ち
に
天
地
寓
物
が
あ

る
0

」
と
「
詩
的
主
観
の
絶
対
性
」
を
主
張
す
る
。
ま
た
逆
に
「
天
地
蔦
物
」

と
い
う
客
観
に
詩
的
主
観
が
宿
る
と
考
え
、
「
蔦
有
霊
魂
説
」
を
唱
え
る
。
そ

（訂）

こ
に
は
、
先
行
研
究
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
仏
教
や
心
学
か
ら
の
影
響
が
あ
ろ

ぅ
。
し
か
し
、
我
々
は
、
万
物
を
小
説
世
界
と
の
関
わ
り
で
検
討
し
よ
う
。

第
三
章
瞬
間
の
中
の
永
遠
｜
「
雨
傘
」

の
分
析

1

「
一
点
」
集
中
と
「
永
遠
の
今
」
に
つ
い
て

前
章
で
、
川
端
の
初
期
評
論
に
即
し
て
、
詩
的
直
観
の
形
式
（
「
一
閃
」
「
束



の
間
」
）
と
内
容
（
生
命
性
）
に
関
し
触
れ
た
が
、
具
体
性
に
欠
け
、
踏
み
込

み
不
足
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
創
造
の
根
底
に
あ
る
詩
的
直
観
の
性
格
は
、
短
い

小
説
の
表
現
手
法
と
い
か
に
関
わ
る
か
を
求
め
、

作
品
に
即
し
具
体
的
に
分
析

す
る
。

引
用
⑧
「
人
聞
は
同
時
に
多
く
の
物
を
見
、
多
く
の
こ
と
を
感
じ
る
。
も

と
よ
り
、
あ
る
瞬
間
の
視
点
は
一
点
で
あ
り
、
意
識
の
中
心
は
一
事
で
あ

る
、
と
一
五
ふ
説
は
正
し
い
で
あ
ら
う
。
し
か
し
、
そ
の
一
点
や
中
心
は
、

〈短さ〉の考察を通して

言
葉
や
文
字
よ
り
は
早
く
移
り
変
る
。
そ
し
て
、
視
野
や
意
識
内
容
は
、

文
章
よ
り
も
変
化
に
富
み
、
広
さ
を
持
っ
て
ゐ
る
。
こ
の
変
化
と
広
さ
を
、

言
葉
と
文
字
で
写
さ
う
と
す
る
努
力
は
、
石
漬
金
作
氏
の
最
近
の
表
現
に

（却）

最
も
よ
く
現
れ
て
ゐ
る
。
横
光
氏
の
表
現
に
も
、
そ
の
気
持
が
あ
る
o
」

「
多
く
の
物
を
見
、
多
く
の
こ
と
を
感
じ
る
」
の
が
、
我
々
の
生
の
あ
り
よ

う
で
あ
る
。
そ
の
生
を
生
き
る
「
瞬
間
の
視
点
」
の
「
一
点
」
、
「
意
識
の
中
心
」

で
あ
る
「
一
事
」
に
徹
す
る
こ
と
で
、
例
え
ば
「
砂
糖
」
あ
る
い
は
「
百
合
」

川端康成の［掌の小説」の詩学

の
「
直
観
」
が
、
頭
で
は
な
く
感
覚
に
よ
る
把
握
H
心
象
即
表
現
と
し
て
問
題

と
な
っ
て
い
た
。
生
き
る
と
い
う
事
態
の
表
現
は
、
世
界
と
生
の
本
質
を
「
一

閃
」
の
う
ち
に
「
見
」
、
「
束
の
間
の
純
情
」
を
「
感
じ
る
」
こ
と
を
通
し
、
「
こ

の
変
化
と
広
さ
を
、
一
一
一
日
葉
と
文
字
で
写
さ
う
と
す
る
努
力
」
で
あ
る
。
そ
こ
に

は
視
点
や
意
識
の
、
ひ
い
て
は
表
現
の
「
一
点
」
や
「
一
事
」
へ
の
集
中
が
必

然
と
な
る
。
引
用
文
⑧
に
は
「
石
漬
」
「
横
光
」
の
名
が
挙
が
る
が
、
川
端
の
『
雨

傘
』
に
即
し
説
明
し
よ
う
。
僅
か
三
枚
半
の
分
旦
一
で
川
端
は
、
読
者
に
少
年
少

女
の
恋
の
純
粋
さ
と
一
つ
の
恋
を
、
「
傘
」
に
焦
点
を
し
ぼ
る
こ
と
で
、
「
永
遠

の
今
」
と
し
て
印
象
づ
け
る
。
そ
の
分
析
に
入
る
前
に
、
少
し
く
迂
路
を
経
ょ
う
。

川
端
の
手
法
と
文
体
に
つ
い
て
古
典
的
な
考
察
を
示
し
た
佐
伯
彰
一
は
「
た
え

ず
神
経
質
な
不
安
に
ゆ
ら
め
い
て
い
る
よ
う
な
、
瞬
間
的
、
利
那
的
な
頂
点
を

目
ざ
す
行
情
で
あ
る
。
谷
崎
を
か
り
に
短
歌
的
と
い
え
ば
、
俳
句
的
と
い
う
こ

と
も
出
来
よ
う
。
」
と
述
べ
る
。
更
に
佐
伯
は
、
「
作
者
の
感
受
性
が
あ
り
、
対

象
が
そ
の
前
に
あ
り
、
解
釈
や
批
判
を
ふ
く
ま
ぬ
両
者
の
触
れ
合
い
の
一
瞬
、

「
永
遠
の
今
」
と
も
よ
ぶ
べ
き
瞬
間
の
把
握
に
、
作
者
の
中
心
的
な
関
心
が
む

け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
え
な
い
。
／
小
説
家
の
追
求
す
る
も
の
は
、
瞬
間
で

は
な
く
て
持
続
で
あ
り
、

一
瞬
の
昂
揚
よ
り
は
そ
れ
に
至
る
逐
次
的
な
プ
ロ
セ

ス
で
あ
る
。
／
わ
が
国
の
芸
術
的
な
伝
統
に
は
、
能
や
茶
道
や
俳
句
な
ど
、
何

（却）

と
こ
の
種
の
試
み
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
か
o
」
と
述
べ
る
。
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「
作
者
の
感
受
性
」
と
「
対
象
」
と
の
「
触
れ
合
い
」
で
あ
る
詩
的
直
観
は
、

佐
伯
が
言
、
つ
よ
う
に
、
「
解
釈
や
批
判
を
ふ
く
ま
ぬ
両
者
の
触
れ
合
い
」
で
あ
り
、

作
為
的
な
営
為
の
及
ば
な
い
神
秘
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
美
的
直
観
を
表
現

に
粛
す
の
に
、
川
端
の
一
言
、
っ
「
ダ
ダ
的
表
現
主
義
」
即
ち
「
心
象
即
表
現
即
萎
術
」

が
理
想
で
あ
る
と
し
て
も
、
実
際
上
、
川
端
は
筋
立
て
や
修
辞
を
工
夫
し
て
い

る
。
心
象
と
表
現
の
関
係
は
、
山
早
な
る
「
即
」
で
尽
き
な
い
。
そ
こ
に
理
論
家

川
端
と
小
説
家
川
端
と
の
求
離
が
あ
る
。

川
端
は
掌
篇
小
説
に
於
い
て
、

長
編

小
説
の
持
続
的
構
築
性
と
は
異
な
る
が
、
筋
の
展
開
や
構
成
に
工
夫
を
こ
ら
し
、

「
「
永
遠
の
今
」
と
も
呼
ぶ
べ
き
瞬
間
の
把
握
」
に
腐
心
し
て
い
る
。
記
述
の
細
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部
を
削
り
、
説
明
を
省
く
が
故
に
表
現
は
単
純
と
な
り
ま
た
含
蓄
的
・
余
情
的

と
な
る
。
も
と
よ
り
、
そ
れ
は
美
的
直
観
を
具
現
化
す
る
た
め
の
解
釈
と
表
現

の
作
業
の
賜
物
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
直
観
に
即
し
て
い
る
。
し
か
し
、
不

要
を
削
除
し
、
必
要
を
残
す
省
筆
の
創
造
的
工
夫
で
あ
る
点
で
、
単
な
る
即
で

は
な
い
。
詩
的
直
観
と
表
現
と
の
聞
に
は
、
「
感
覚
」
に
徹
し
よ
う
と
す
る
創

造
的
努
力
が
存
す
る
。
そ
れ
は
近
代
的
で
あ
り
な
が
ら
、
ま
た
伝
統
的
で
も
あ

る
川
端
自
身
や
佐
伯
ら
に
よ
り
掌
篇
小
説
と
の
本
質
的
繋
が
り
が
示
唆
さ
れ
る

俳
句
の
表
現
を
参
考
に
し
て
み
よ
う
。
俳
句
表
現
の
短
さ
を
考
察
す
る
も
の
に

（却）

平
井
照
敏
の
『
俳
句
開
眼
』
、
上
田
真
の
『
終
わ
り
の
美
学
』
な
ど
が
あ
る
。

平
井
は
俳
句
の
創
作
に
関
し
「
注
意
十
箇
条
」
を
挙
げ
る
。
そ
の
中
の
「
一
点

集
中
」
と
「
単
純
化
」
が
川
端
の
掌
の
小
説
の
短
さ
を
考
え
る
う
え
で
指
針
と

な
が
）
。
「
俳
句
は
短
く
、
多
く
を
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
け
れ
ど
も
大
き
な

世
界
を
も
り
こ
み
た
い
こ
と
は
誰
し
も
が
求
め
て
い
る
こ
と
だ
。
（
中
略
）
具

体
的
に
一
点
に
集
中
し
て
書
く
と
、
極
小
が
極
大
に
ひ
ろ
が
る
と
い
う
こ
と
が

「担）ト
F

起
こ
る
の
だ
。
普
遍
性
が
生
じ
る
の
で
あ
る
」

0
匂
の
一
点
集
中
は
、
そ
の

有
限
な
る
も
の
を
通
し
て
無
限
な
る
も
の
を
表
わ
す
手
法
で
あ
る
。

2

『
雨
傘
」

の
分
析
｜
一
点
集
中
に
よ
る
恋
の
姿
の
永
遠
化

筋
を
辿
ろ
う
。
好
意
を
寄
せ
て
い
た
少
年
の
転
校
を
機
に
、
同
級
生
の
少
女

は
、
記
念
撮
影
を
希
望
す
る
。
春
雨
の
あ
る
日
、
少
年
は
傘
を
持
っ
て
少
女
と

一
緒
に
写
真
屋
に
入
る
。
写
真
館
で
、
少
女
は
少
年
に
寄
り
添
い
写
真
を
撮
る

こ
と
を
恥
ず
か
し
が
っ
て
い
た
が
、
撮
影
後
の
彼
女
に
は
変
化
が
生
じ
て
い
た
。

引
用
⑨
「
寓
呉
屋
を
出
ょ
う
と
し
て
、
少
年
は
雨
傘
を
捜
し
た
。
ふ
と
見

る
と
、
先
に
出
た
少
女
が
そ
の
傘
を
持
っ
て
、
表
に
立
っ
て
ゐ
た
。
少
年

に
見
ら
れ
て
は
じ
め
て
、
少
女
は
自
分
が
少
年
の
傘
を
持
っ
て
出
た
こ
と

に
気
が
つ
い
た
。
そ
し
て
、
少
女
は
驚
い
た
。
な
に
ご
こ
ろ
な
い
し
ぐ
さ

の
う
ち
に
、
彼
女
が
彼
の
も
の
だ
と
感
じ
て
ゐ
る
こ
と
を
現
は
し
た
で
は

な
い
か
。
少
年
は
傘
を
持
た
う
と
言
へ
な
か
っ
た
。
少
女
は
傘
を
少
年
に

手
渡
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
寓
呉
屋
へ
来
る
道
と
は
ち
が

っ
て
、
二
人
は
急
に
大
人
に
な
り
、
夫
婦
の
や
う
な
気
持
ち
で
踊
っ
て
行

く
の
だ
っ
た
。
傘
に
つ
い
て
の
た
だ
こ
れ
だ
け
の
こ
と
で
｜
J
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撮
影
を
契
機
に
、
二
人
の
恋
心
は
微
妙
に
変
容
し
、
知
ら
ず
識
ら
ず
に
自
分

を
相
手
の
身
内
と
感
じ
て
い
る
。
二
人
の
聞
に
生
ま
れ
た
無
意
識
の
、
そ
れ
だ

け
に
自
然
な
寄
り
添
う
気
持
ち
の
変
化
、
こ
う
言
っ
て
よ
け
れ
ば
「
夫
婦
の
や

う
な
気
持
ち
」
誕
生
の
一
瞬
を
、
傘
を
焦
点
に
切
り
取
り
鮮
や
か
で
あ
針
。
「
傘

に
つ
い
て
の
た
だ
こ
れ
だ
け
の
こ
と
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
川
端
は
、
少
年
少

女
の
恋
の
過
程
を
「
傘
を
持
つ
」
行
為
を
軸
に
語
り
、
少
女
の
心
が
ど
の
よ
う

に
変
化
し
た
の
か
を
少
な
い
言
葉
で
、
印
象
深
く
表
現
し
て
い
る
。
こ
れ
が
一

点
集
中
の
一
例
で
あ
る
。

こ
の
表
現
上
の
特
色
は
、
詩
的
直
観
の
性
格
と
深
く
結
び
つ
く
。
そ
れ
は
、

一
瞬
の
閃
き
を
時
間
の
短
さ
と
し
て
で
は
な
く
、
永
遠
の
瞬
間
と
し
て
、
現
実



の
時
間
と
は
別
の
時
間
的
志
向
を
以
て
「
純
情
」
を
表
現
す
る
点
に
あ
る
。
事
実
、

こ
の
シ
l
ン
に
は
、
天
か
ら
柔
ら
か
な
日
が
射
し
込
む
よ
う
な
穏
や
か
な
高
揚

感
と
輝
照
が
傘
を
手
に
立
つ
少
女
と
見
つ
め
る
少
年
の
姿
に
感
得
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
傘
」
に
焦
点
を
絞
る
こ
と
で
、
少
年
と
少
女
の
純
粋
な
恋
心

の
一
瞬
が
結
晶
す
る
。
そ
の
鮮
や
か
さ
は
焦
点
と
な
る
事
柄
以
外
の
描
写
を
断

（店）

念
す
る
集
中
と
単
純
化
に
よ
る
。
単
純
化
は
、
表
現
の
省
略
で
あ
り
、
ま
た
純

粋
な
理
念
を
露
呈
さ
す
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
純
粋
化
で
あ
る
。
集
中
と
単
純
化

（短さ〉の考察を通して一

と
純
粋
化
と
は
表
裏
一
体
な
の
で
あ
る
。

記
念
撮
影
の
場
面
へ
の
集
中
は
、
少
年
と
少
女
が
ど
の
よ
う
に
出
会
っ
た
か
、

二
人
の
恋
が
ど
の
よ
う
に
な
る
か
、

つ
ま
り
過
去
も
未
来
も
語
ら
な
い
。

占

集
中
は
、
過
去
と
将
来
の
流
れ
か
ら
現
在
へ
の
集
約
的
集
中
で
あ
る
。
時
間
と

し
て
は
、

ほ
ん
の
小
一
時
間
も
な
い
瞬
間
を
切
り
取
っ
て
、
「
、
水
遠
の
今
」
を

感
じ
さ
せ
る
。

一
点
集
中
は
表
現
の
意
識
で
も
あ
り
、
ま
た
手
法
で
も
あ
る
。

（
そ
し
て
解
釈
の
焦
点
で
も
あ
る
。
）
「
単
純
化
」
の
手
法
が
及
ぶ
の
は
、
時
間

川端康成の「掌の小説」の詩学

だ
け
で
は
な
い
。
何
よ
り
も
、
雨
傘
と
い
う
小
道
具
の
焦
点
化
が
効
い
て
い
る
。

雨
傘
は
、
二
人
の
恋
心
の
変
化
を
集
約
し
、
「
傘
を
持
た
う
と
言
へ
な
か
っ
た
」

少
年
と
「
傘
を
少
年
に
手
渡
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
」
少
女
の
微
妙
な
心
の

様
子
を
も
語
っ
て
い
る
。
読
者
に
と
っ
て
は
想
像
上
の
視
覚
の
上
で
も
、
ま
た

二
人
の
思
い
へ
の
関
心
の
上
で
も
、
傘
が
焦
点
と
な
っ
て
い
る
。
小
さ
き
具
体

物
へ
の
描
写
と
関
心
の
集
中
化
は
、
川
端
の
掌
の
小
説
の
結
晶
作
用
の
特
徴
の

一
つ
で
あ
る
。

（部）

芭
蕉
は
俳
句
に
関
し
「
く
ま
ぐ
ま
ま
で
言
い
尽
く
す
も
の
に
あ
ら
ず
」
と
言

う
が
、
こ
れ
は
描
写
を
省
略
し
て
、
読
者
を
余
白
の
理
解
と
想
像
の
充
実
へ
と

誘
導
す
る
こ
と
を
一
言
う
。
こ
う
し
て
、
単
純
化
と
集
中
は
、
読
者
の
「
感
銘
」

を
増
し
て
「
力
強
い
」
効
果
を
生
む
。
無
駄
な
も
の
を
削
る
表
現
の
彫
琢
は
、

あ
た
か
も
掌
に
乗
せ
た
玉
を
磨
く
よ
う
な
愛
玩
で
も
あ
る
が
、
表
現
し
よ
う
と

す
る
世
界
を
、
詩
人
が
自
己
の
解
釈
で
染
め
上
げ
、
削
り
だ
す
創
造
の
研
磨
で

も
あ
る
。
そ
こ
に
手
塩
に
か
け
る
意
味
で
も
把
握
の
意
味
で
も
「
手
」
の
意
義

が
あ
ろ
う
。

第
四
章
「
掌
」
の
な
か
の
宇
宙

l

『
朝
の
爪
』

の
分
析
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－
新
感
覚
派
と
反
｜
自
然
主
義

掌
篇
小
説
は
、
新
感
覚
派
と
の
繋
が
り
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
所
謂
自
然

主
義
小
説
と
は
異
な
る
表
現
思
想
に
依
拠
す
る
。
川
端
が
時
代
の
底
流
に
感
じ

て
い
た
思
潮
の
一
端
を
、
大
正
六
年
の
和
辻
哲
郎
の
「
『
自
然
』
を
深
め
よ
」

と
い
う
小
エ
ッ
セ
イ
を
通
し
見
て
み
よ
う
。

和
辻
は
、
「
自
然
主
義
は
殻
の
固
く
な
っ
た
理
想
を
打
ち
砕
く
こ
と
に
成
功

し
た
。
し
か
し
代
わ
り
に
与
え
ら
れ
た
も
の
は
、
き
わ
め
て
常
識
的
な
平
俗

な
、
家
常
茶
飯
の
「
真
実
」
に
過
ぎ
な
か
っ
た

（
た
と
え
ば
、
人
間
の
神
を
求

め
る
心
と
か
人
道
的
な
良
心
と
か
い
う
も
の
は
あ
と
か
ら
つ
け
た
白
粉
に
過
ぎ

な
い
。
人
聞
を
赤
裸
々
に
す
れ
ば
そ
こ
に
は
食
欲
、
性
欲
、
食
欲
、
名
誉
欲
な
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ど
が
あ
る
き
り
だ
、
と
言
う
ご
と
き
）
。
こ
う
い
う
こ
と
は
い
か
な
る
意
味
で

も
新
発
見
で
は
な
い
o
」
と
す
る
。
彼
に
と
っ
て
、
「
問
題
は
、
そ
の
対
象
の
生

命
に
ピ
タ
リ
と
相
応
ず
る
よ
う
な
生
命
を
自
己
の
内
に
経
験
し
得
る
か
ど
う
か

に
帰
着
し
て
来
る
。
／
感
受
性
が
鋭
く
、
内
生
が
豊
富
で
、
象
徴
を
解
す
る
強

い
直
覚
力
を
豊
か
に
獲
得
し
て
い
る
も
の
は
さ
ま
ざ
ま
な
対
象
の
生
命
の
動
き

を
自
己
の
内
に
深
く
感
じ
得
る
だ
ろ
う
。
彼
ら
は
外
に
現
わ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な

（却）

現
象
を
見
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
内
部
の
生
命
に
力
強
く
没
入
し
行
く
o
」
和

辻
の
要
請
は
、
「
対
象
の
内
的
生
命
に
力
強
く
没
入
」
し
、
「
対
象
の
生
命
の
働

き
を
自
己
の
内
に
深
く
感
じ
得
る
」
こ
と
で
あ
る
。
先
に
検
討
し
た
「
新
進
作

家
の
新
傾
向
」
に
認
め
ら
れ
る
川
端
の
詩
学
は
、
「
家
常
茶
飯
の
「
真
実
」
」
を

排
し
、
（
例
え
ば
思
い
合
う
少
年
少
女
と
い
う
）
「
対
象
の
内
的
生
命
」
で
あ
る

「
純
情
」
を
強
調
す
る
点
で
、
和
辻
の
要
請
に
対
応
し
、
ま
た
照
応
し
て
い
る
。

こ
こ
で
「
感
じ
得
る
」
こ
と
は
、
砂
糖
の
甘
み
の
場
合
よ
り
も
、
遥
か
に
深
い

意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
直
観
に
よ
っ
て
対
象
の
生
命
に
力
強
く
参
入
し
て

も
、
そ
の
表
現
は
、
掌
篇
小
説
に
あ
っ
て
独
特
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
短
い

か
ら
で
あ
る
。

短
さ
は
表
現
の
単
純
化
を
呼
ぶ
。
そ
れ
は
、
表
現
す
べ
き
も
の
と
の
関
わ
り

で
の
省
筆
を
要
求
す
る
が
故
に
認
識
の
錬
磨
を
呼
ぶ
。
何
を
表
現
す
べ
き
か
に

つ
い
て
、
掌
篇
小
説
は
、
永
遠
と
関
わ
る
世
界
の
相
と
の
関
連
で
、
神
や
純
情

を
拒
ま
な
い
。
そ
の
世
界
や
永
遠
を
短
い
小
説
で
表
現
す
る
に
は
、
俳
句
の
よ

う
に
、
ま
た
『
雨
傘
」

の
よ
う
に
、
極
大
を
宿
す
極
小
の
一
点
へ
の
集
中
が
要

請
さ
れ
る
。

2 

『
朝
の
府
』

の
分
析

簡
単
に
粗
筋
を
述
べ
よ
う
。
朝
日
も
射
さ
な
い
貧
し
い
家
に
住
む
娘
に
は
恋

人
が
い
る
が
、
「
毎
晩
ち
が
っ
た
男
」
が
通
う
。
蚊
帳
も
買
え
な
い
「
貧
し
い
娘
」

は
、
通
っ
て
く
る
客
の
た
め
に
蚊
取
り
線
香
を
焚
き
、
団
一
扇
で
煽
ぐ
。
初
秋
の
夜
、

あ
る
老
人
が
娘
の
部
屋
に
来
て
、
彼
女
に
新
し
く
白
い
蚊
帳
を
与
え
た
。
翌
朝
、

娘
の
恋
人
が
帰
っ
て
き
て
、
「
い
よ
い
よ
明
日
結
婚
出
来
る
ぞ
。
」
と
一
百
い
、
そ

の
朝
の
光
の
中
で
、
娘
は
足
の
爪
を
切
る
。
こ
れ
で
小
説
は
終
わ
る
。

自
然
主
義
的
な
描
写
を
念
頭
に
置
け
ば
、
苦
界
に
身
を
沈
め
る
娼
婦
か
ど
う

か
は
不
明
だ
が
、
恋
人
と
の
結
婚
を
待
っ
て
い
る
の
に
売
春
に
従
事
す
る
状
況
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は
醜
く
汚
い
。
し
か
し
、
世
間
的
な
意
味
で
、
汚
濁
の
世
界
に
生
き
る
売
春
婦

の
境
遇
を
川
端
は
、
敢
え
て
外
か
ら
描
か
な
い
。
彼
女
を
、

一
度
と
し
て
娼
婦

と
も
売
春
婦
と
も
醜
い
と
も
描
写
し
な
い
。
世
俗
の
視
点
を
導
入
し
な
い
。
川

端
は
、
そ
の
世
界
を
世
間
と
は
別
の
閃
光
で
照
明
し
、
世
俗
の
人
情
と
は
異
な

る
純
情
の
世
界
を
建
立
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
自
然
主
義
の
作
家
が
依
拠
す

る
世
間
の
常
識
と
は
別
の
論
理
が
機
能
し
て
い
る
。

川
端
は
、
結
婚
を
夢
見
る
二
人
の
恋
心
に
深
く
共
感
し
て
、
蚊
遣
の
た
め
に
、

一
晩
中
、
団
扇
を
仰
ぐ
よ
う
な
優
し
い
娘
の
身
の
上
に
訪
れ
た
運
命
の
変
化
を
、

白
蚊
帳
を
通
し
て
描
い
て
い
る
。
蚊
艇
は
娘
の
運
命
を
変
え
る
。
「
白
い
蚊
帳
」

が
訪
れ
た
夜
、
彼
女
の
境
遇
が
変
わ
る
。
朝
に
な
り
、
「
い
よ
い
よ
明
日
結
婚



出
来
る
ぞ
。
」
と
言
っ
た
恋
人
は
「
娘
を
蚊
帳
の
下
か
ら
引
っ
ぱ
り
出
し
て
、

蚊
帳
の
上
へ
は
ふ
り
上
げ
」
て
、
「
こ
の
蚊
帳
の
上
へ
の
つ
か
れ
。
大
き
い
白

蓮
華
み
た
い
だ
。
こ
れ
で
こ
の
部
屋
も
お
前
の
や
う
に
清
ら
か
だ
」
と
一
言
、
っ
。

白
い
蚊
帳
は
彼
の
言
葉
に
よ
れ
ば
白
い
蓮
華
の
蓮
台
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

世
間
的
な
意
味
で
汚
濁
の
世
界
に
属
す
娘
が
、
蓮
華
の
台
座
に
座
る
仏
に
な
っ

た
こ
と
を
意
味
す
る
。
彼
女
は
、
泥
水
の
境
遇
か
ら
抜
け
出
て
、
清
潔
と
汚
穣

の
対
立
を
越
え
た
締
麗
な
存
在
へ
と
変
容
し
て
い
る
。
恋
人
に
「
こ
の
部
屋
も

〈短さ〉の考察を通してー

お
前
の
や
う
に
清
ら
か
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
彼
女
の
部
屋
も
境
遇
も
浄
化

さ
れ
る
。
恋
人
の
眼
に
は
、
も
と
も
と
彼
女
は
、
白
く
清
ら
か
で
あ
る
。
白
蓮

華
に
見
立
て
ら
れ
る
蚊
帳
、
換
言
す
れ
ば
蓮
台
の
上
に
座
る
娘
は
、
こ
の
蚊
帳

の
力
を
借
り
て
娼
婦
か
ら
浄
化
さ
れ
、
花
嫁
に
な
る
。
ラ
ス
ト
直
前
の
文
章
で

蚊
帳
に
触
れ
る
「
娘
は
新
し
い
麻
の
肌
触
り
か
ら
、
白
い
花
嫁
を
感
じ
た
。
」

0

こ
こ
に
は
蚊
帳
へ
の
一
点
集
中
が
あ
る
。
夜
に
吊
る
さ
れ
る
白
い
蚊
帳
は
、

夜
の
暮
ら
し
に
光
を
鷲
し
た
。
蚊
帳
の
中
が
象
徴
す
る
過
去
の
泥
水
の
世
界
も
、

川端康成の［掌の小説］の詩学

白
い
蚊
帳
か
ら
出
て
行
く
二
人
の
今
後
も
、
述
べ
ら
れ
な
い
。
娘
の
運
命
を
変

え
た
白
い
蚊
帳
に
描
写
は
集
中
す
る
。
だ
が
、
こ
の
小
説
は
、
次
の
シ
l
ン
で

終
わ
る
。
「
「
私
足
の
爪
を
切
る
わ
o
」
／
部
屋
一
ぱ
い
の
白
蚊
帳
の
上
に
坐
っ
て
、

彼
女
は
忘
れ
て
い
た
足
の
長
い
爪
を
無
心
に
切
り
は
じ
め
た
o
」
「
朝
の
爪
」
は
、

単
な
る
爪
で
は
な
く
「
朝
」
と
い
う
限
ら
れ
た
瞬
間
を
一
示
し
、
世
界
の
変
容
を

夜
の
明
け
た
朝
の
一
瞬
に
縮
約
し
て
い
る
。
そ
の
光
の
中
に
照
ら
し
だ
さ
れ
る

の
は
、
読
者
の
関
心
の
焦
点
で
も
あ
れ
ば
、
主
人
公
の
命
の
輝
き
で
も
あ
る
「
朝

の
爪
」
で
あ
る
。

白
い
蚊
帳
の
存
在
に
よ
っ
て
朝
日
の
射
さ
な
い
部
屋
が
照
ら
さ
れ
る
。
部
屋
、

蚊
帳
、
娘
、
足
、
指
、
爪
先
、
そ
し
て
爪
。
視
線
は
求
心
的
に
一
点
に
集
中
す
る
。

爪
を
切
る
娘
は
、
あ
り
ふ
れ
た
仕
種
の
中
に
輝
き
、
新
生
の
姿
そ
の
も
の
と
見

え
る
。
そ
れ
は
読
者
の
関
心
の
集
中
と
結
晶
化
を
導
い
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
『
朝

の
爪
』
に
は
、
主
人
公
が
生
き
、
読
者
も
理
解
し
感
じ
て
い
る
小
説
世
界
全
体

が
映
り
込
ん
で
い
針
。
か
く
し
て
極
小
が
極
大
を
宿
し
、
結
び
に
深
い
余
韻
が

残
る
。
極
端
に
省
筆
さ
れ
て
い
る
こ
の
シ
l
ン
の
解
釈
は
、

一
義
的
に
決
定
で

き
な
い
と
し
て
も
、

『
朝
の
爪
』
は
、
掌
篇
小
説
の
全
局
面
が
こ
の

タ
イ
ト
ル

爪
に
集
約
さ
れ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
と
す
る
我
々
を
支
持
す
る
。
主
客
（
こ

の
場
合
、
主
は
主
人
公
、
客
は
読
者
）

の
融
合
の
結
果
と
し
て
、
今
や
明
る
い
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世
界
が
「
朝
の
爪
」
に
締
約
さ
れ
て
感
じ
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
『
朝
の
爪
』

は
十
分
反
省
的
に
創
作
さ
れ
て
い

る
。
細
部
に
い
た
る
ま
で
、
川
端
の
解
釈
に
依
拠
し
て
、
暗
示
的
ま
た
示
唆
的

に
全
体
は
構
成
さ
れ
、
表
現
さ
れ
て
い
る
。
「
白
い
蚊
帳
」
「
老
人
」
「
朝
」
「
爪
」
、

そ
の
一
々
が
含
蓄
的
な
言
葉
と
な
っ
て
一
つ
の
世
界
を
建
立
し
て
い
る
。

3
手
中
の
作
品
を
解
釈
で
染
め
る
詩
的
主
観

「
新
進
作
家
の
新
傾
向
」
か
ら
、
お
よ
そ
五
カ
月
後
、
更
に
理
論
的
自
覚
を

一
歩
深
め
か
川
端
は
、
「
短
篇
小
説
の
新
傾
向
」
（
一
九
二
五
年
六
月
）
に
お
い

て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
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引
用
⑩
「
尚
私
の
考
へ
る
と
こ
ろ
を
少
し
云
へ
ば
、
人
生
を
写
実
主
義
的

な
眺
め
方
で
客
観
視
し
な
い
の
で
あ
る
。
客
観
的
存
在
と
見
て
離
れ
た
立

場
か
ら
解
釈
し
な
い
の
で
あ
る
。
人
生
を
自
分
の
手
に
拾
い
上
げ
る
。
拾

い
上
げ
た
ま
ま
で
自
分
の
解
釈
を
下
す
。

つ
ま
り
、
人
生
と
そ
れ
に
対
す

る
作
者
の
解
釈
と
の
距
離
を
も
っ
と
短
く
す
る
。
と
云
ふ
よ
り
、
人
生
を

解
釈
で
染
め
、
人
生
と
解
釈
と
を
組
合
せ
て
、

一
つ
の
模
様
を
措
く
ゃ
う

な
気
持
ち
で
取
扱
ふ
。
気
随
気
憧
に
振
舞
ふ
。
従
っ
て
、
主
知
的
で
あ
る

と
同
時
に
、
主
観
的
で
あ
る
と
云
へ
る
o
」

「
人
生
を
写
実
主
義
的
な
眺
め
方
で
客
観
視
」
せ
ず
に
、
「
自
分
の
手
に
拾
い

上
げ
る
」
と
は
、
冷
た
く
距
離
を
置
い
て
対
象
を
解
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
白

己
と
対
象
と
の
関
係
を
〈
一
如
〉
と
な
る
ま
で
、
深
め
る
姿
勢
を
示
す
。
主
客

一
如
ま
で
、
距
離
を
詰
め
る
こ
と
は
、
「
人
生
と
そ
れ
に
対
す
る
作
者
の
解
釈

と
の
距
離
を
も
っ
と
短
く
す
る
。
」
こ
と
で
あ
る
。
前
に
、
「
高
物
を
直
観
し
て

全
て
を
生
命
化
し
て
ゐ
る
o
」
（
引
用
⑦
）
と
言
っ
て
い
た
が
、
こ
の
引
用
で
は
、

主
客
の
距
離
を
直
観
に
よ
っ
て
融
合
さ
せ
る
こ
と
が
、
よ
り
具
体
的
に
示
さ
れ

て
い
る
。
即
ち
、
自
己
の
解
釈
と
対
象
の
人
生
を
融
合
さ
せ
る
こ
と
。
そ
の
際
、

主
客
の
融
合
し
た
「
模
様
を
描
く
や
う
な
気
持
ち
」
で
人
生
を
自
己
の
解
釈
で

染
め
上
げ
る
の
で
あ
る
。

世
界
の
隅
々
ま
で
、
自
己
の
解
釈
を
浸
透
さ
せ
る
べ
く
、
人
生
を
描
く
短
い

小
説
世
界
を
、
「
自
分
の
手
に
拾
い
上
げ
る
。
拾
い
上
げ
た
ま
ま
で
自
分
の
解

釈
を
下
す
o
」o

そ
こ
に
あ
る
の
は
、
登
場
人
物
の
人
生
に
深
く
寄
り
添
い
、
そ

の
内
的
な
生
に
潜
入
し
て
、
対
象
の
生
命
を
く
み
取
り
つ
つ
生
き
、
表
現
を
与

え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
自
他
一
如
に
於
け
る
認
識
は
、
対
象
の
命
を
汲
む
こ

と
、
つ
ま
り
自
己
の
生
命
を
対
象
に
注
ぐ
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
己
の
命
で
染

め
上
げ
る
こ
と
で
あ
る
。
最
後
の
二
行
、
無
心
に
爪
を
切
る
娘
の
姿
に
焦
点
を

絞
る
表
現
は
、
作
者
の
解
釈
的
努
力
の
結
実
で
あ
る
。
そ
れ
故
「
主
知
的
で
あ

る」
o

そ
の
知
的
努
力
は
、
他
方
で
作
者
の
自
己
の
生
命
の
注
入
で
あ
り
、
冷

た
い
客
観
と
は
対
蹴
的
と
い
う
意
味
で
、
「
同
時
に
、
主
観
的
で
あ
る
」

0

問
題
の
主
客
融
合
は
、
作
家
と
主
人
公
の
そ
れ
の
み
で
は
な
い
。
読
者
と
主

人
公
の
そ
れ
で
も
あ
る
。
娘
を
娼
婦
と
見
、
ず
に
仏
と
み
る
恋
人
の
姿
勢
は
、
川

端
の
姿
勢
で
あ
る
。
今
、
我
々
は
恋
人
の
視
線
、
さ
ら
に
は
娘
の
視
線
、

い
や

生
に
同
化
す
る
。
無
心
で
人
生
に
訪
れ
た
浄
福
を
味
わ
う
彼
女
の
視
線
は
、
運
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命
を
変
え
た
蚊
帳
を
背
後
に
、

日
常
の
些
事
た
る
爪
切
り
の
爪
に
向
か
う
。

結
び本

稿
は
、
川
端
の
初
期
評
論
に
基
づ
い
て
「
純
」
に
関
し
て
「
純
粋
」
「
単
純
」
「
純

情
」
な
ど
の
一
連
の
概
念
を
明
ら
か
に
し
、
作
品
を
ベ

l
ス
に
し
て
具
体
的
に

分
析
し
、
「
掌
の
小
説
」
の
詩
学
を
探
究
し
た
。
「
き
わ
め
て
短
い
」
掌
の
小
説

は
小
説
で
あ
り
な
が
ら
短
さ
の
ゆ
え
に
詩
に
近
づ
き
、
こ
の
短
さ
が
目
指
す
の

は
現
実
の
「
純
粋
さ
」
の
表
現
で
あ
る
。
掌
の
小
説
の
一
点
集
中
、
単
純
化
と

い
う
手
法
は
、
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
短
さ
と
い
う
特
殊
な
形
式
の
制
約
か
ら
生
ま



れ
た
表
現
法
で
あ
る
。
作
家
は
単
純
な
プ
ロ
ッ
ト
を
書
き
、
極
度
に
限
定
さ
れ

た
世
界
だ
け
を
表
し
て
い
る
。
単
純
化
は
、

一
方
で
、
純
粋
な
理
念
を
映
ず
る

素
材
を
、

い
わ
ば
選
鉱
す
る
営
為
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
こ
の
単
純
化
は
、
他

方
で
簡
素
化
と
も
な
っ
て
、
表
現
に
余
白
を
生
み
出
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
読

者
に
無
限
な
思
惟
と
想
像
を
生
み
出
さ
せ
る
。
そ
の
結
果
、
作
品
の
意
味
も
読

者
に
よ
っ
て
違
い
、
絶
え
ず
生
ま
れ
変
わ
っ
て
い
く
。
こ
れ
ら
の
手
法
は
具
体

的
事
物
を
通
し
て
全
体
を
表
わ
し
、
余
白
を
通
し
て
想
像
力
を
招
き
、
語
り
き

〈短さ〉の考察を通して

れ
な
い
余
情
を
残
し
て
終
わ
る
。

こ
う
し
た
手
法
は
、
新
感
覚
派
の
創
造
の
原
理
と
関
わ
っ
て
い
る
。
川
端
は

自
分
の
「
新
感
覚
派
的
表
現
の
理
論
的
根
拠
」
が
西
洋
の
表
現
主
義
の
影
響
を

受
け
て
い
る
と
し
つ
つ
、
東
洋
の
一
元
的
な
考
え
方
「
自
他
一
如
」
「
蔦
物
一
如
」

「
主
客
一
如
主
義
」
に
力
点
が
あ
る
と
一
一
首
っ
て
い
る
。
上
述
の
通
り
、
川
端
の

新
感
覚
派
的
な
表
現
は
、
純
粋
に
「
舌
で
「
甘
い
o
」
と
書
く
」
の
よ
う
に
感

じ
る
主
体
と
感
じ
ら
れ
る
対
象
の
距
離
を
消
す
詩
的
直
観
を
表
現
原
理
と
し
て

川端康成の「掌の小説」の詩学

い
る
。
こ
れ
は
主
観
性
を
消
す
と
い
う
よ
り
、
殆
ど
東
洋
の
「
主
客
一
如
」
に

相
当
す
る
主
観
と
客
観
の
対
立
的
な
状
態
を
超
え
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

ま
た
、
川
端
が
現
代
主
義
の
ク
ロ

1
チ
ェ
の
「
心
象
即
表
現
即
義
術
」
を
も
借
つ

て
、
新
感
覚
派
の
直
観
・
表
現
・
作
品
と
い
う
一
連
の
瞬
時
的
な
創
造
の
原
理

を
展
開
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
美
的
感
興
そ
れ
自
体
は
表
現
で
あ
り
、
表
現
そ

れ
自
体
は
作
品
で
あ
る
と
い
う
即
興
性
的
な
創
造
の
原
理
で
あ
る
。
詩
的
直
観

は
、
そ
の
創
造
的
過
程
の
根
源
に
あ
り
、
対
象
の
無
駄
な
現
象
を
捨
て
純
化
し

て
味
わ
う
の
で
あ
り
、
そ
の
根
源
的
意
味
で
〈
純
粋
〉
と
関
わ
る
。
こ
こ
で
、

掌
の
小
説
の
短
さ
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
感
興
が
一
瞬
で
詩
的
様
式
に
内
在
す

る
こ
と
に
関
わ
り
、
重
要
な
形
式
的
な
要
素
で
あ
る
。

＋
主（1

）
長
谷
川
泉
ら
は
、
『
詩
魂
の
源
流

五
十
二
年
）
で
一
凶
六
と
数
え
る
。

（2
）
松
坂
俊
夫
、
「
山
芋
の
小
説
研
究
へ
の
序
章
」
（
長
谷
川
泉
編
著
、
『
川
端
康
成

研
究
』
、
八
木
書
房
、
一
九
六
九
年
、
二
八
頁
）

（3
）
例
え
ば
、
前
注
の
著
作
の
編
者
で
あ
る
長
谷
川
泉
が
い
る
。

（4
）
ジ
ェ
イ
ナ
・
T
・
ヤ
マ
グ
チ
「
百
合
」
（
前
出
「
詩
魂
の
源
流
』
所
収
、
一
六
一
頁
）
は
、

日
本
の
小
説
概
念
は
英
語
闘
の
そ
れ
よ
り
も
広
く
、
シ
ョ
ー
ト
・
シ
ョ
ー
ト
・
ス
ト
ー

リ
ー
、
ノ
ヴ
エ
ラ
、
ノ
ヴ
エ
ル
の
全
て
を
包
含
し
て
い
る
。
し
か
し
、
「
掌
の
小
説
」

は
、
こ
の
広
い
日
本
的
小
説
概
念
に
も
該
当
し
な
い
独
特
の
も
の
で
あ
る
、
と
言
、
っ
。

ま
た
、
広
島
一
雄
は
、
「
〈
詩
の
代
り
に
〉
を
め
ぐ
っ
て
｜
掌
の
小
説
・
風
紀
」
（
『
東

洋
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
三
十
三
集
、
昭
和
五
十
同
年
）
で
、
「
小
説
は
人
生
の
全

体
的
・
総
合
的
表
現
」
で
あ
り
、
「
個
性
の
強
調
で
あ
り
、
討
議
的
な
力
（
思
惟
）

を
有
し
」
、
「
戯
曲
に
か
わ
り
会
話
と
ト
書
の
表
出
を
拡
大
し
た
も
の
」
で
あ
り
、
「
散

文
芸
術
と
し
て
韻
丈
芸
術
と
対
等
な
位
置
を
し
め
る
に
い
た
っ
た
」
、
と
い
う
モ
ー

ル
ト
ン
の
小
説
諭
を
ま
と
め
て
、
そ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
岡
有
の
存
在
様
態
か
ら
見
て

「
掌
の
小
説
」
と
普
通
の
小
説
と
の
相
違
を
「
詩
的
技
法
」
の
利
用
に
見
る
。

（5
）
例
え
ば
、
長
谷
川
泉
は
、
「
掌
の
小
説
は
、
川
端
文
学
の
貴
重
な
道
標
で
あ
る
と

思
う
。
『
雪
国
』
『
名
人
』
『
山
の
立
日
』
『
千
羽
鶴
』
な
ど
川
端
文
学
関
扉
の
鍵
は
、
「
伊

豆
の
踊
子
』
な
ど
で
は
な
い
。
掌
の
小
説
群
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
（
長
谷
川
泉
、

「
川
端
康
成
入
門
」
、
『
日
本
現
代
文
学
全
集
川
端
康
成
集
』
、
講
談
社
、
一
九
六
一
年
、

内
四
七
貞
）

（6
）
研
究
史
を
概
観
す
る
と
、
次
の
も
の
が
あ
る
。
伊
藤
整
の
『
掌
の
小
説
百
篇
（
下

容
）
』
（
新
潮
文
庫
、
一
九
五
二
年
）
の
「
解
説
」
、
渋
川
援
の
「
掌
の
小
説
」
、
（
『
解

釈
と
鑑
賞
』
（
一
九
五
七
・
二
）
、
松
坂
俊
夫
の
「
川
端
康
成
『
感
情
装
飾
』
覚
え
書

掌
の
小
説
』
（
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
、

昭
和
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そ
の
某
礎
的
研
究
」
（
米
沢
東
高
『
研
究
紀
要
」
第
四
号
、
一
九
六
七
年
）
、
前

述
「
掌
の
小
説
研
究
へ
の
序
立
芝
、
「
『
掌
の
小
説
』
小
論
｜
川
端
文
学
の
源
流
」
（
『
川

端
康
成
の
人
間
と
芸
術
』
、
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
、
一
九
七
ご
等
は
「
掌
の
小
説
L

総
論
を
展
開
し
各
種
類
に
分
類
を
行
い
、
作
品
の
傾
向
を
論
じ
て
い
る
。
前
世
紀

の
八
十
午
代
、
九
十
年
代
に
川
端
文
学
会
体
の
作
品
研
究
・
評
伝
研
究
等
は
成
熟

の
域
に
達
し
、
編
集
さ
れ
た
も
の
が
多
い
。
そ
の
中
で
多
く
の
掌
の
小
説
に
言
及

さ
れ
て
い
る
o

例
え
ば
、
古
谷
綱
武
・
吉
田
精
一
監
修
『
川
端
康
成
近
代
作
家

研
究
叢
書
辺
』
（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
四
年
）
、
林
武
志
『
川
端
康
成
戦

後
作
品
研
究
史
・
文
献
目
録
』
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
（
一
九
八
四
年
）
、
羽
鳥
徹
哉
・

原
善
『
川
端
康
成
全
作
品
研
究
事
典
』
（
勉
誠
出
版
、
一
九
九
八
年
）
等
が
あ
る
。

特
に
川
端
文
学
研
究
会
に
よ
る
「
掌
の
小
説
」
の
論
集
刊
行
は
、
一
九
七
七
年
『
詩

魂
の
源
流
』
（
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
）
と
二

O
O
一
年
『
論
集
川
端
康
成
掌
の
小

説
』
（
教
文
堂
）
が
あ
る
。
そ
れ
ら
に
は
掌
の
小
説
の
総
論
や
作
品
研
究
が
ま
と
め

ら
れ
る
。
ま
た
、
掌
の
小
説
の
研
究
史
に
個
キ
の
作
品
論
が
多
い
。
近
年
、
代
表

的
な
の
は
、
森
晴
雄
の
『
川
端
康
成
「
掌
の
小
説
」
論
「
中
心
」
そ
の
他
』
（
一
九
九
七

年
）
、
『
川
端
康
成
「
掌
の
小
説
」
論
「
貧
者
の
恋
人
」
そ
の
他
』
（
二

0
0
0年
）
、
『
川

端
康
成
「
掌
の
小
説
」
論
1

「
雨
傘
」
そ
の
他
』
（
二

O
O
一
二
年
）
、
『
川
端
康
成
「
掌

の
小
説
」
論
｜
「
日
向
」
そ
の
他
』
（
二

O
O
七
年
）
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
龍
書
房

よ
り
刊
行
さ
れ
る
。

（7
）
松
坂
俊
夫
、
「
掌
の
小
説
｜
研
究
へ
の
序
章

l
」
（
長
谷
川
泉
編
著
、
『
川
端
康
成

研
究
」
、
八
木
書
房
、
一
九
六
九
年
、
二
九
頁
）

（8
）
川
端
康
成
、
「
短
い
小
説
」
、
『
川
端
康
成
全
集
』
第
三
十
巻
、
新
潮
社
、
一
九
八
二
年
、

二
八
八
頁
o

（
以
下
、
こ
の
全
集
は
鈎
括
弧
を
略
し
、
刊
行
年
等
も
記
載
し
な
い

0

）

（9
）
川
端
自
身
、
評
論
等
を
通
じ
、
新
感
覚
派
運
動
の
理
論
的
音
頭
を
取
っ
て
い
る
が
、

掌
の
小
説
と
新
感
覚
派
運
動
と
の
本
質
的
関
わ
り
は
、
注
mw
の
川
嶋
、
注
釘
で
言

及
の
金
井
景
子
を
は
じ
め
多
く
の
論
者
が
認
め
て
い
る
。

（
叩
）
前
出
松
坂
（
三
四
頁
）
に
依
拠
し
整
理
す
る
と
「
大
正
十
年
か
ら
昭
和
十
年
に

か
け
て
の
第
一
期
。
次
い
で
、
十
九
年
か
ら
二
十
七
年
に
か
け
て
の
第
二
期
。
第

三
期
は
作
品
量
に
お
い
て
は
少
な
い
が
三
十
七
年
か
ら
三
十
九
年
に
な
る
」
。

（
日
）
川
端
康
成
、
「
掌
篇
小
説
に
就
い
て
」
（
全
集
第
三
十
二
巻
、
五
四
六
頁
）

（
ロ
）
川
端
康
成
、
「
掌
篇
小
説
に
就
い
て
」
（
全
集
第
三
十
二
巻
、
五
四
六
頁
）

（
日
）
川
端
に
即
し
て
、
詩
と
散
文
の
違
い
に
つ
い
て
述
べ
る
代
表
的
論
者
片
山
倫
太

郎
の
「
川
端
康
成
『
詩
と
散
文
』
の
問
」
（
岡
山
大
学
法
文
学
部
言
語
国
語
国
文
学

研
究
室
、
『
同
大
国
文
論
稿
』
、
一
九
九
六
年
、
五
二

1
六
三
頁
）
、
「
川
端
康
成
「
掌

の
小
説
」
に
お
け
る
「
詩
」
の
問
題
」
（
野
山
嘉
正
編
、
『
詩
う
作
家
た
ち
』
至
文
堂
、

平
成
九
年
、
二
一
二
一

1
二
二
三
頁
）
等
が
あ
る
。

（U
）
岡
田
三
郎
は
大
正
十
二
年
か
ら
「
極
め
て
一
知
い
小
説
」
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
の
コ

ン
ト
を
紹
介
し
日
本
で
普
及
活
動
に
努
め
て
い
る
。
岡
田
の
コ
ン
ト
論
と
掌
篇
小

説
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
金
井
京
子
「
川
端
の
掌
の
小
説
論
」
（
紅
野

敏
郎
編
『
新
感
覚
派
の
文
学
世
界
』
［
名
著
刊
行
会
、
一
九
八
二
年
］
所
収
）
が
詳

1

レい。

（
日
）
昭
和
九
年
、
山
本
健
吉
編
「
川
端
康
成
の
人
と
作
品
』
、
学
習
研
究
社
、
昭
和

三
九
年
、
一
一
七
五

1
二
八
一
頁
。

（
日
）
昭
和
三
年
初
出
。
（
全
集
第
三
巻
、
一
一
一
一
一
di－－一一一一一頁）

（
口
）
川
端
康
成
、
「
掌
篇
小
説
に
就
い
て
」
（
全
集
第
三
十
二
巻
、
五
四
六
頁
）

（
凶
）
注
目
参
照
。

（
山
口
）
川
端
が
、
こ
の
論
考
で
新
感
覚
派
の
理
論
化
に
真
撃
に
取
り
組
ん
だ
背
景
に
つ

い
て
は
、
川
嶋
至
「
川
端
康
成
｜
大
正
期
に
於
け
る
批
評
活
動
｜
」
（
前
出
『
川
端

康
成
近
代
作
家
研
究
叢
童

H
m』
所
収
）
参
照
。

（
却
）
川
端
康
成
、
「
新
進
作
家
の
新
傾
向
解
説
」
（
全
集
第
三
十
巻
、
一
七
五
頁
）

（
幻
）
同
上
、
一
七
六
頁

（
辺
）
向
上
、
一
七
七
頁

（
お
）
同
上
、
一
八
一
頁

（M
）
向
上
、
一
七
七
頁

（
お
）
同
上
、
一
七
七
質
、
一
七
八
頁

（
お
）
向
上
、
一
七
八
頁

（
幻
）
例
え
ば
、
羽
鳥
一
英
「
川
端
康
成
と
万
物
一
如
・
輪
廻
転
生
思
想
」
（
『
国
語
と

国
文
学
』
東
京
大
学
国
語
国
文
学
会
・
昭
同
卜
了
三
）
、
前
田
真
理
「
川
端
の

新
感
覚
派
理
論
」
（
紅
野
敏
郎
編
、
『
新
感
覚
派
の
文
学
世
界
」
、
名
著
刊
行
会
、

一
九
八
二
年
、
一
二
九
頁
）
等
が
あ
る
。
こ
の
論
点
の
検
討
・
展
開
は
、
将
来
の

課
題
と
し
た
い
。

（
お
）
川
端
、
前
出
、
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〈短さ〉の考察を通して一

（
却
）
佐
伯
彰
一
、
「
川
端
康
成
の
文
体
」
（
山
本
健
吉
編
、
『
近
代
文
学
鑑
賞
講
座
第

十
三
巻
川
端
康
成
』
、
角
川
書
店
、
昭
和
三
ト
四
年
、
三
O
六
1
コ
二
五
頁

（
初
）
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
を
始
め
、
こ
と
に
西
欧
の
川
端
研
究
者
に
、
俳
句
と
の

類
似
の
指
摘
が
多
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
大
分
古
い
が
、
長
谷
川
泉
・
武
出

勝
彦
編
『
川
端
文
学
｜
海
外
の
評
価
」
（
昭
和
四
十
四
年
、
早
稲
田
大
学
出
版
部
）

や
上
回
真
・
山
中
光
一
編
『
終
わ
り
の
美
学
」
（
明
治
書
院
、
一
九
九
O
年
）
が
参

考
に
な
る
。

（
汎
）
他
の
箇
条
は
、
詩
と
し
て
俳
句
の
言
葉
、
文
法
、
韻
、
リ
ズ
ム
な
ど
に
か
か
わ
り
、

物
語
と
の
関
係
が
薄
い
の
で
、
掌
の
小
説
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。
な
お
、
出
典
は
、

次
注
参
照
。

（
認
）
平
井
照
敏
、
『
俳
句
開
眼
』
、
講
談
社
、
一
九
八
七
年
、
一
一
一
一
一
一
頁

（
お
）
川
端
康
成
、
『
雨
傘
』
、
初
出
は
、
昭
和
七
年
。
二
一
枚
半
。
川
端
康
成
全
集
第
一
巻
、

三
六
六
頁

（
担
）
森
晴
雄
は
少
女
が
少
年
の
傘
を
持
つ
と
い
う
無
意
識
の
行
為
に
つ
い
て
論
じ
て

い
る
。
「
少
年
が
傘
を
持
と
う
と
言
え
な
か
っ
た
の
は
（
中
略
）
そ
れ
が
自
分
の
傘

と
い
う
意
識
が
薄
れ
て
少
女
と
の
一
体
感
を
感
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
少
女
も

（
中
略
）
そ
れ
以
上
に
少
年
と
同
じ
く
一
心
同
体
の
よ
う
に
思
っ
て
、
わ
ざ
わ
ざ
返

す
必
要
を
感
じ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
二
人
は
「
夫
婦
の
や
う
な
気
持
」

に
な
り
、
家
路
に
つ
く
。
」
（
森
晴
雄
、
『
川
端
康
成
「
掌
の
小
説
」
論
「
雨
傘
」
そ

の
他
』
、
龍
書
一
房
、
二

O
O
一
二
年
、
五

1
六
頁
）

（
お
）
単
純
化
の
手
法
は
、
他
の
掌
の
小
説
に
も
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
『
指
環
』
『
港
』
『
有

難
、
つ
』
「
死
顔
の
出
来
事
』
『
火
に
行
く
彼
女
』
『
朝
の
爪
』
『
木
の
上
』
な
ど
で
あ
る
。

（
お
）
向
井
去
来
、
『
去
来
抄
』
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
第
八
十
八
虫
色
、
小
学
館
、

二
O
O
一
年
、
四
四
六
頁

（
幻
）
新
感
覚
派
の
理
論
に
関
し
て
は
横
光
利
一
『
新
感
覚
派
文
学
の
研
究
』
（
昭
和
三

年
）
が
多
く
言
及
さ
れ
る
。
し
か
し
、
川
端
も
新
感
覚
派
の
理
論
を
担
い
、
彼
の

掌
篇
小
説
が
そ
の
理
論
と
関
係
が
深
い
こ
と
は
、
前
田
真
理
の
「
川
端
の
新
感
覚

一
保
理
論
」
や
金
井
景
子
の
「
川
端
の
掌
の
小
説
諭
」
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
い

ず
れ
も
、
紅
野
敏
郎
編
『
新
感
覚
派
の
文
学
世
界
』
（
名
著
刊
行
会
、
一
九
八
二
年
）

所
収
。

（
お
）
和
辻
哲
郎
、
「
「
自
然
」
を
深
め
よ
」
、
和
辻
哲
郎
全
集
第
十
七
巻
、
岩
波
書
店
、

川端康成の［掌の小説」の詩学

一
九
六
三
年
、
一
七
九
頁

（
ぬ
）
向
上
、
一
八
三
頁

（
必
）
初
出
は
大
正
十
五
年
八
月
か
不
明
で
あ
る
が
、
昭
和
五
年
単
行
本
に
収
録
さ
れ

て
い
る
。
分
量
、
四
枚
。
（
以
上
、
「
川
端
康
成
全
作
品
研
究
事
典
』
、
勉
誠
社
、
平

成
十
年
）

（4
）
蚊
帳
に
よ
る
浄
化
を
論
じ
る
も
の
に
、
細
井
尚
子
「
朝
の
爪
」
（
『
川
端
康
成
研

究
叢
童
日
2

詩
魂
の
源
流
』
（
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
、
昭
和
五
十
二
年
）
所
収
）
等

が
あ
る
。

（
必
）
焦
点
に
世
界
の
永
遠
の
相
が
映
り
込
み
、
あ
る
い
は
世
界
の
中
で
生
き
る
人
生

の
「
永
遠
の
今
」
が
象
徴
さ
れ
る
。
こ
の
手
法
は
、
『
指
環
』
『
港
』
『
有
難
う
』
『
死

顔
の
出
来
事
』
な
ど
の
掌
の
小
説
に
も
見
ら
れ
る
。

（
必
）
金
井
は
、
注
幻
で
言
及
の
論
考
で
、
「
主
知
的
」
「
主
観
的
」
と
い
う
立
場
は
、
「
短

篇
小
説
の
新
傾
向
」
が
発
表
さ
れ
る
五
カ
月
前
に
公
表
さ
れ
た
新
感
覚
論
「
新
進

作
家
の
新
傾
向
解
説
」
で
一
不
さ
れ
た
「
新
主
観
主
義
的
表
現
」
の
「
立
場
の
延
長

と
み
る
べ
き
も
の
で
、
掌
篇
小
説
の
創
作
は
、
新
感
覚
論
の
実
践
と
見
る
こ
と
も

で
き
よ
う
」
と
指
摘
す
る
。

（
必
）
川
端
康
成
、
「
短
篇
小
説
の
新
傾
向
」
（
全
集
第
三
十
審
、
二

O
二
1
二
O
三
頁
）
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