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「
吾
人
の
賞
美
す
る
建
築
は
、
そ
の
建
築
家
が
目
的
に
よ
く
副
ふ
や
う

　
　
な
手
段
を
用
ひ
て
、
そ
の
柱
が
、
エ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
麗
は
し
き
人
像
柱

　
　
の
如
く
、
上
に
か
か
る
重
み
を
苦
も
な
く
輕
々
と
支
へ
て
ゐ
る
や
う
な

　
　
建
築
で
あ
る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ン
リ
・
ポ
ア
ン
カ
レ

　
さ
て
、
い
ま
僕
ら
の
努
力
し
て
ゐ
る
の
は
、
詩
を
文﹅
學﹅
か
ら
引
離
す
こ
と

で
あ
る
。
文﹅
學﹅
は
も
は
や
手
品
師
が
ク
リ
ス
ト
に
似
て
る
や
う
に
し
か
詩
に

似
て
ゐ
な
い
。
多
く
の
人
々
は
文﹅
學﹅
に
よ
つ
て
手
品
に
よ
つ
て
の
如
く
に
だ

ま
さ
れ
る
。
そ
れ
が
人
々
に
は
面
白
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
も
は
や
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僕
ら
を
だ
ま
し
得
な
い
。
だ
か
ら
僕
に
は
す
こ
し
も
興
味
が
な
い
。
そ
れ
に

反
し
て
、
詩
は
、
そ
の
宗
教
的
精
神
に
酷
似
し
た
詩
的
精
神
に
よ
つ
て
ク
リ

ス
ト
の
行
爲
の
や
う
に
僕
ら
を
感
動
さ
せ
る
。
今
日
の
詩
人
の
價
値
は
、
彼

が
ク
リ
ス
ト
の
如
き
神
聖
の
無
氣
力
と
信
仰
と
を
持
つ
て
ゐ
る
か
否
か
に
よ

つ
て
決
定
さ
れ
る
と
い
つ
て
よ
い
。

　
詩
的
精
神
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
僕
ら
に
電
流
の
や
う

に
し
か
作
用
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
（
詩
の
非
電
導
體
の
何
と
多
い
こ
と
か

。
）
そ
れ
が
僕
ら
に
作
用
す
る
や
否
や
、
僕
ら
の
感
じ
だ
す
も
の
は
、
よ
き

詩
人
も
、
よ
き
科
學
者
も
、
よ
き
宗
教
家
も
、
實
に
そ
れ
ら
の
精
神
が
そ
の

根
本
に
お
い
て
一
致
し
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
一
致
は
ど
こ
か
ら
く
る

か
。
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科
學
者
は
何
よ
り
も
ま
づ
計
算
を
す
る
。
そ
の
や
う
に
詩
人
も
計
算
す
る
。

た
と
へ
ば
、
一
つ
の
建
築
が
僕
ら
を
感
動
さ
せ
る
の
は
、
そ
の
外
貌
　
　
そ

れ
が
い
か
に
奇
拔
で
あ
つ
て
も
　
　
に
よ
つ
て
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
の

「
重
々
し
い
輕
さ
」
の
感
じ
、
そ
れ
を
組
立
て
る
骨
格
、
そ
の
計
算
等
に
よ

つ
て
で
あ
る
。
一
つ
の
奇
蹟
が
、
一
つ
の
詩
が
、
僕
ら
を
感
動
さ
せ
る
の
も
、

そ
れ
と
す
こ
し
も
異
ら
な
い
こ
と
を
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
詩
人
は
夢
な
ん
か
見
て
ゐ
て
は
い
け
な
い
の
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
初
出
時
の
表
題
は
「
詩
的
精
神
」
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⁂
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二
つ
の
計
算
法
。
そ
の
一
つ
は
ス
タ
ン
ダ
ア
ル
の
「
赤
と
黒
」
の
そ
れ
で

あ
り
、
他
は
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
「
白
痴
」
の
そ
れ
で
あ
る
。

「
赤
と
黒
」
の
場
合
、
僕
が
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
ソ
レ
ル
に
よ
つ
て
感
動
さ
れ
る

の
は
、
そ
れ
は
ス
タ
ン
ダ
ア
ル
自
身
の
意
向
に
よ
る
も
の
だ
。
し
か
し
「
白

痴
」
の
場
合
は
、
そ
れ
と
異
つ
て
、
僕
を
感
動
さ
せ
る
も
の
は
、
ド
ス
ト
エ

フ
ス
キ
イ
自
身
の
意
向
で
あ
る
か
誰
の
意
向
で
あ
る
か
は
つ
き
り
分
ら
な
い
。

そ
れ
は
何
か
超
人
間
的
な
力
に
よ
る
も
の
の
ご
と
く
で
あ
る
。
ジ
ィ
ド
の
所

謂
「
作
品
に
お
け
る
神
の
部
分
」
が
後
者
に
は
よ
り
多
く
あ
る
ら
し
い
。

　
ス
タ
ン
ダ
ア
ル
は
自
分
の
計
算
の
結
果
に
相
當
の
見
通
し
を
以
つ
て
「
煙

草
を
す
ぱ
す
ぱ
や
り
な
が
ら
」
仕
事
を
し
た
か
の
よ
う
に
思
は
れ
る
。
と
こ

ろ
が
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
は
全
然
そ
の
計
算
が
ど
ん
な
結
果
に
な
る
か
分
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ら
ず
に
「
し
ど
ろ
も
ど
ろ
に
な
つ
て
」
仕
事
を
し
た
ご
と
く
で
あ
る
。
し
か

し
二
人
と
も
遂
に
同
じ
合
計
に
達
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　
も
し
僕
が
そ
れ
ら
の
精
神
の
中
の
ど
れ
か
一
つ
を
選
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し

た
ら
、
僕
は
む
し
ろ
ス
タ
ン
ダ
ア
ル
の
方
を
選
ぶ
。

　
勿
論
、
詩
人
の
計
算
法
の
神
祕
は
誰
に
も
分
る
も
の
で
は
な
い
。
僕
は
以

上
の
こ
と
を
唯
そ
れ
ら
の
外
見
か
ら
言
ふ
よ
り
ほ
か
は
な
か
つ
た
。
だ
か
ら

僕
は
斷
定
的
に
は
言
へ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
唯
次
の
や
う
な
こ
と
だ
け
は

斷
言
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
ス
タ
ン
ダ
ア
ル
の
方
法
は
よ
り
意
識
的
で
あ

り
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
方
法
は
よ
り
無
意
識
的
で
あ
つ
た
と
。
と
い
ふ

の
は
ジ
ィ
ド
も
言
ふ
や
う
に
、
後
者
は
他
の
い
か
な
る
人
間
と
の
交
渉
よ
り

も
神
と
の
交
渉
に
お
い
て
よ
り
密
接
で
あ
つ
た
と
言
ふ
こ
と
で
あ
る
。
神
と
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の
交
渉
の
苦
痛
は
、
ご
く
僅
か
な
人
々
に
し
か
耐
へ
ら
れ
な
い
の
だ
。
そ
れ

を
僕
の
や
う
に
拒
絶
す
る
こ
と
は
そ
れ
か
ら
逃
げ
出
す
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
　
附
記
　
同
じ
や
う
な
意
味
で
、
僕
の
や
う
な
精
神
は
、
ラ
ン
ボ
オ
の

　
　
「
地
獄
の
季
節
」
よ
り
も
ラ
ジ
ゲ
の
「
ド
ル
ジ
ェ
ル
伯
爵
の
舞
踏
會
」

　
　
の
方
を
選
ぶ
で
あ
ら
う
。

　
自
分
の
先
生
の
仕
事
を
模
倣
し
な
い
で
、
そ
の
仕
事
の
終
つ
た
と
こ
ろ
か

ら
出
發
す
る
も
の
の
み
が
、
眞
の
弟
子
で
あ
る
だ
ら
う
。

　
芥
川
龍
之
介
は
僕
の
最
も
い
い
先
生
だ
つ
た
。
そ
し
て
こ
こ
に
、
僕
の
前

に
、
彼
が
最
後
に
殘
し
て
行
つ
た
言
葉
が
あ
る
の
で
あ
る
。

「
何
よ
り
も
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
の
一
行
を
！
」
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僕
は
此
の
言
葉
の
終
る
と
こ
ろ
か
ら
僕
の
一
切
の
仕
事
を
始
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　
僕
は
こ
の
言
葉
に
ブ
レ
エ
キ
を
か
け
る
。
そ
れ
か
ら
そ
れ
を
再
び
出
發
さ

せ
る
。
全
く
別
の
言
葉
の
や
う
に
。
「
あ
ら
ゆ
る
作
品
の
中
で
我
々
が
よ
き

涙
を
流
す
の
は
悲
し
い
數
頁
の
た
め
で
は
な
く
、
適
當
な
場
所
に
置
か
れ
た

一
行
の
奇
蹟
の
た
め
で
あ
る
。
」

　
奇
蹟
的
な
一
行
、
そ
れ
は
も
ほ
や
單
な
る
一
行
で
は
な
い
。
そ
し
て
そ
れ

は
、
そ
れ
を
生
か
す
た
め
に
百
の
事
件
、
千
の
細
部
が
大
き
な
背
景
に
な
つ

て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
一
行
だ
。

　
芥
川
龍
之
介
が
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
の
一
行
を
欲
し
た
氣
持
は
悲
痛
で
あ
つ
た
。

し
か
し
何
が
彼
を
あ
ん
な
絶
望
の
中
に
ま
で
落
ち
込
ま
せ
た
か
。
そ
れ
は
、
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一
つ
は
彼
が
詩
人
の
一
行
と
小
説
家
の
一
行
と
を
混
同
し
た
た
め
で
あ
る
か

も
知
れ
ぬ
。
詩
人
の
一
行
と
小
説
家
の
一
行
と
は
お
の
づ
か
ら
異
る
も
の
で

あ
る
。
芥
川
龍
之
介
は
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
一
行
を
こ
そ
欲
す
べ
き
で
は

な
か
つ
た
か
。

　
（
初
出
時
の
表
題
は
「
芸
術
の
た
め
の
芸
術
に
つ
い
て
」
。
抄
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⁂

　
僕
ら
が
超
現
實
主
義
を
方
向
し
て
ゐ
る
か
の
や
う
に
、
い
ま
だ
に
考
へ
て

ゐ
る
人
々
の
あ
る
こ
と
は
甚
だ
遺
憾
だ
。

　
僕
ら
の
方
向
し
て
き
た
も
の
は
新
し
い
現
實
主
義
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
本
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當
の
現
實
主
義
は
、
僕
ら
が
毎
日
觸
れ
て
ゐ
る
た
め
に
も
は
や
機
械
的
に
し

か
見
な
く
な
つ
て
ゐ
る
事
物
を
、
あ
た
か
も
そ
れ
を
始
め
て
見
る
か
の
や
う

な
、
新
し
い
角
度
と
速
度
と
を
も
つ
て
示
す
こ
と
に
あ
る
の
だ
。
僕
ら
の
作

品
は
一
見
す
る
と
、
見
知
ら
ぬ
も
の
の
ご
と
く
に
奇
異
に
見
え
る
か
も
知
れ

な
い
。
が
、
す
ぐ
、
そ
れ
が
僕
ら
の
日
常
生
活
の
主
題
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を

發
見
す
る
に
違
ひ
な
い
の
だ
。
そ
し
て
そ
れ
の
み
が
僕
ら
に
な
し
得
る
と
こ

ろ
の
唯
一
の
創
造
だ
。
僕
ら
の
現
實
主
義
と
世
間
の
い
は
ゆ
る
現
實
主
義
と

を
混
同
し
て
は
な
ら
ぬ
。

　
僕
ら
の
作
品
が
超
現
實
主
義
の
作
品
と
混
同
さ
れ
る
の
は
、
お
そ
ら
く
外

見
上
の
類
似
に
よ
る
の
だ
ら
う
。
そ
れ
は
兩
方
と
も
夢﹅
か
ら
多
く
の
も
の
を

借
り
て
ゐ
る
か
ら
だ
。
が
、
超
現
實
主
義
者
ら
が
夢﹅
を
絶
對
的
な
る
も
の
と
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考
へ
る
に
反
し
、
僕
ら
は
夢﹅
を
裏﹅
返﹅
し﹅
に﹅
さ﹅
れ﹅
た﹅
現﹅
實﹅
と
し
か
考
へ
な
い
の

だ
。
僕
ら
に
よ
れ
ば
、
夢﹅
は
現
實
に
何
物
を
も
附
け
加
へ
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
し
て
た
だ
そ
れ
を
攪
拌
す
る
だ
け
だ
。
僕
ら
が
夢﹅
か
ら
多
く
の
も
の
を
借

り
て
く
る
の
は
、
た
だ
現
實
を
新
し
い
角
度
と
速
度
と
を
も
つ
て
見
る
た
め

に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
初
出
時
の
表
題
は
「
超
現
実
主
義
」
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⁂

　
最
近
、
僕
は
あ
る
雜
誌
か
ら
こ
ん
な
質
問
を
受
け
た
。

　
超
現
實
主
義
は
沒
落
す
る
か
？
　
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
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こ
れ
で
見
る
と
、
ど
う
や
ら
、
去
年
の
最
新
流
行
品
だ
つ
た
超
現
實
主
義

も
、
そ
ろ
そ
ろ
も
う
流
行
遲
れ
に
な
つ
て
來
た
も
の
ら
し
い
。

　
も
し
超
現
實
主
義
と
い
ふ
も
の
が
さ
う
い
ふ
流
行
に
の
み
生
命
を
託
し
て

ゐ
る
も
の
な
ら
ば
、
勝
手
に
沒
落
す
る
が
い
い
の
だ
。
そ
ん
な
こ
と
は
僕
の

知
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。

　
だ
が
僕
は
思
ふ
に
、
眞
の
超
現
實
主
義
は
、
恐
ら
く
二
三
の
眞
面
目
な
詩

人
ら
に
よ
つ
て
死
守
さ
れ
て
行
く
に
違
ひ
な
い
の
だ
。

　
そ
し
て
そ
れ
ら
の
詩
人
の
み
が
、
超
現
實
主
義
の
超
現
實
主
義
た
る
役
目

を
完
全
に
果
す
で
あ
ら
う
。

　
で
は
そ
れ
は
ど
ん
な
役
目
か
？

　
と
い
ふ
に
僕
一
個
の
見
地
か
ら
見
れ
ば
、
超
現
實
主
義
が
わ
れ
わ
れ
に
與
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へ
た
も
つ
と
も
大
き
な
影
響
は
、
わ
れ
わ
れ
の
藝
術
の
見
方
を
一
變
さ
せ
た

こ
と
に
あ
る
と
い
つ
て
よ
い
。

　
こ
こ
で
特
に
注
意
し
た
い
の
は
、
藝﹅
術﹅
そ﹅
の﹅
も﹅
の﹅
を
で
は
な
く
、
藝﹅
術﹅
の﹅

見﹅
方﹅
を
一
變
さ
せ
た
と
い
ふ
こ
と
だ
。

　
ア
ン
ド
レ
・
ブ
ル
ト
ン
は
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
に
「
道
徳
に
お
け
る
超
現
實
主

義
者
」
と
い
ふ
名
稱
を
與
へ
た
。
そ
ん
な
風
に
し
て
、
彼
は
、
在
來
の
あ
ら

ゆ
る
よ
き
藝
術
家
を
、
そ
の
獨
自
の
領
域
に
お
い
て
、
す
べ
て
超
現
實
主
義

者
な
り
と
斷
言
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る
。
彼
に
い
は
せ
る
と
、
あ
る
ひ
は
レ
エ

ニ
ン
も
政
治
に
お
け
る
超
現
實
主
義
者
だ
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
な

い
位
だ
。

　
僕
は
い
た
づ
ら
に
彼
の
獨
斷
を
責
め
ま
い
。
む
し
ろ
僕
は
、
彼
の
獨
斷
に
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贊
成
し
て
も
い
い
と
思
つ
て
ゐ
る
位
な
の
で
あ
る
。

　
何
故
な
ら
、
あ
ら
ゆ
る
す
ぐ
れ
た
藝
術
家
が
、
世
間
の
い
は
ゆ
る
「
現
實
」

の
み
に
は
滿
足
で
き
ず
に
、
「
現
實
よ
り
も
つ
と
現
實
な
も
の
」
を
捕
ま
へ

よ
う
と
し
て
ゐ
る
こ
と
を
、
彼
は
よ
く
見
拔
い
て
、
そ
れ
を
ば
は
つ
き
り
我

々
に
示
さ
う
と
し
て
ゐ
る
か
ら
だ
。

「
現
實
よ
り
も
つ
と
現
實
な
も
の
。
」
そ
れ
が
ど
れ
だ
け
確
實
に
、
し
つ
か

り
と
捕
ま
へ
ら
れ
て
ゐ
る
か
に
よ
つ
て
、
藝
術
の
作
品
の
價
値
は
決
定
さ
れ

る
と
い
つ
て
よ
い
。
そ
し
て
さ
う
い
ふ
「
現
實
を
超
え
た
も
の
」
に
は
、
我

々
は
た
だ
、
そ
れ
ら
の
よ
い
作
品
を
通
し
て
し
か
、
觸
れ
る
こ
と
が
出
來
な

い
の
だ
。

　
そ
の
や
う
に
僕
に
は
、
超
現
實
主
義
は
少
く
と
も
藝
術
の
見
方
を
一
歩
進
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ま
せ
る
や
う
に
見
え
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
そ
れ
を
藝
術
の
一
方
法
と

し
て
取
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
な
ら
、
僕
は
躊
躇
し
な
い
訣
に
は
い
か
な
い
。

　
僕
は
、
超
現
實
主
義
的
方
法
に
よ
つ
て
、
ど
こ
ま
で
新
し
い
詩
が
創
造
さ

れ
る
か
ど
う
か
、
疑
問
に
思
つ
て
ゐ
る
か
ら
だ
。

　
僕
は
た
と
へ
ば
、
フ
ロ
イ
ド
の
學
説
は
確
に
夢
の
註
釋
と
し
て
は
面
白
く

思
つ
て
ゐ
る
。
し
か
し
そ
の
學
説
に
よ
つ
て
新
し
い
夢
が
創
造
さ
れ
よ
う
と

は
思
は
な
い
の
で
あ
る
。
僕
は
超
現
實
主
義
の
場
合
も
そ
の
や
う
に
考
へ
る
。

そ
れ
は
確
に
藝
術
の
新
解
釋
と
し
て
は
面
白
い
。
し
か
し
そ
れ
に
よ
つ
て
新

し
い
詩
が
創
造
さ
れ
る
か
否
か
は
疑
問
だ
。

　
僕
は
超
現
實
主
義
の
作
品
を
い
か
に
多
く
讀
ん
で
見
て
も
、
そ
の
理
論
ほ

ど
面
白
い
も
の
に
ぶ
つ
か
ら
な
い
の
は
、
さ
う
い
ふ
た
め
で
は
な
い
だ
ら
う
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か
。

　
し
か
し
超
現
實
主
義
は
、
藝
術
の
千
古
の
謎
を
解
く
べ
き
重
大
な
る
鍵
を

僕
ら
に
與
へ
た
に
は
相
違
な
い
。

（
初
出
時
の
表
題
は
「
す
こ
し
独
断
的
に
　
　
超
現
実
主
義
は
疑
問
だ
」
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⁂

　
僕
ら
の
古
典
主
義
は
ま
た
別
の
問
題
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
僕
ら
の
古
典
主
義
と
い
ふ
も
の
を
誤
解
さ
れ
な
い
や
う
に
、
僕
は

一
つ
の
比
喩
を
語
ら
う
。

　
一
個
の
風
船
。
そ
れ
を
一
本
の
絲
が
地
上
に
結
び
つ
け
て
ゐ
る
。
そ
の
間
、
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そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
を
あ
ん
ま
り
感
動
さ
せ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
絲
が
切
ら

れ
る
。
す
る
と
風
船
は
、
ひ
と
り
、
美
し
く
、
空
に
上
昇
す
る
。
そ
の
時
、

わ
れ
わ
れ
は
深
く
感
動
す
る
。

　
そ
こ
に
僕
ら
の
古
典
主
義
の
原
理
が
あ
る
。
一
つ
の
作
品
が
現
實
に
絲
に

よ
つ
て
結
び
つ
け
ら
れ
て
ゐ
る
間
は
、
そ
ん
な
に
美
し
く
な
い
。
も
つ
と
美

し
く
な
る
た
め
に
は
、
そ
の
絲
が
切
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

　
あ
ら
ゆ
る
浪
漫
主
義
は
、
作
品
と
現
實
と
を
混
同
さ
せ
る
こ
と
か
ら
出
發

す
る
。
そ
し
て
だ
ん
だ
ん
そ
の
關
係
を
深
め
て
行
く
の
だ
。
そ
の
結
果
、
作

品
は
作
家
の   

告      

白   

コ
ン
フ
エ
シ
ヨ
ン

と
な
る
。   
告      

白   
コ
ン
フ
エ
シ
ヨ
ン

の
文
學
は
も
つ
と
も
素
朴

の
文
學
だ
。
苦
し
い
人
間
が
苦
し
い
と
書
く
の
は
、
小
鳥
が
歌
を
歌
ふ
の
と

何
等
變
り
は
な
い
。
彼
の
苦
痛
が
我
々
を
打
つ
た
め
に
は
、
そ
れ
が
彼
の
心
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臟
か
ら
切
離
さ
れ
て
ゐ
れ
ば
ゐ
る
ほ
ど
い
い
の
で
あ
る
。

　
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ィ
ド
な
ど
も
、
そ
の
點
は
ま
だ
、
ロ
マ
ン
チ
ス
ト
で
あ
る
。

彼
の
作
品
に
は
あ
ん
ま
り
告
白
が
多
過
ぎ
る
。

　
そ
れ
が
コ
ク
ト
オ
や
ラ
ジ
ゲ
の
作
品
に
な
る
と
、
ほ
と
ん
ど
告
白
ら
し
い

も
の
が
見
出
さ
れ
な
い
。
作
品
が
現
實
か
ら
完
全
に
切
離
さ
れ
て
し
ま
つ
て

ゐ
る
の
で
あ
る
。
さ
う
い
ふ
も
の
に
僕
ら
は
も
つ
と
も
深
く
感
動
さ
れ
る
。

（
初
出
時
の
表
題
は
「
す
こ
し
独
断
的
に
　
　
超
現
実
主
義
は
疑
問
だ
」
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⁂

　
小
説
の
危
機
　
　
さ
う
い
ふ
も
の
を
僕
は
痛
切
に
感
じ
て
ゐ
る
。
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た
と
へ
ば
、
今
日
ぐ
ら
ゐ
、
詩
が
小
説
の
中
に
割
込
ん
で
き
て
ゐ
る
時
代

は
あ
る
ま
い
。
そ
し
て
こ
の
混
合
は
近
頃
ま
す
ま
す
、
ひ
ど
く
な
つ
て
き
た

や
う
だ
。
し
か
し
、
小
説
を
小
説
で
あ
ら
し
め
る
た
め
に
は
、
さ
う
い
ふ
混

合
を
も
出
來
る
だ
け
避
け
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
我
々
が
ま
だ

小
説
と
い
ふ
獨
自
の
形
式
を
信
用
し
て
ゐ
る
な
ら
ば
。

　
詩
が
生
れ
る
の
は
、
一
種
の
發
汗
作
用
だ
。
あ
ら
ゆ
る
精
神
上
の
散
歩
、

ス
ポ
オ
ツ
、
格
鬪
な
ど
が
さ
う
い
ふ
汗
を
か
か
せ
る
。
詩
と
は
汗
だ
。

　
だ
が
、
小
説
を
書
く
に
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
充
分
で
な
い
。
そ
れ
に
は
も

つ
と
複
雜
な
精
神
作
用
が
、
百
パ
ア
セ
ン
ト
の  

虚    

構  

フ
イ
ク
シ
ヨ
ン
が
必
要
だ
。
よ
い

小
説
と
は
言
は
ば
「
嘘
か
ら
出
た
眞
實
ま
こ
と
」
だ
。
本
當
の
小
説
家
は
、
い
つ
も

眞
實
を
語
る
た
め
虚
僞
を
使
用
す
る
。
反
對
に
、
虚
僞
を
眞
實
の
や
う
に
見
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せ
か
け
て
言
ふ
奴
は
、
も
つ
と
も
惡
い
小
説
家
だ
。
「
小
説
家
は
命
が
け
で

嘘
を
つ
く
べ
し
。
」

　
と
こ
ろ
で
、
小
説
を
小
説
で
あ
ら
し
め
る
た
め
に
は
、
た
だ
さ
う
い
ふ
詩

と
の
混
合
を
避
け
る
ば
か
り
で
な
く
、
「
小
説
に
特
有
で
な
い
あ
ら
ゆ
る
要

素
を
、
小
説
か
ら
取
除
く
」
（
ジ
ィ
ド
）
必
要
が
あ
る
。
一
例
を
あ
げ
る
と
、

筋
と
か
、
事
件
と
か
、
風
景
な
ど
は
、
す
で
に
シ
ネ
マ
の
領
分
に
入
つ
て
ゐ

る
。
そ
れ
ら
の
す
べ
て
は
シ
ネ
マ
に
任
せ
て
し
ま
ふ
が
よ
い
。
等
、
等
。
…

…　
今
日
の
多
く
の
小
説
の
中
で
、
僕
が
こ
れ
こ
そ
本
當
の
小
説
だ
と
思
つ
た

の
は
、
若
い
レ
エ
モ
ン
・
ラ
ジ
ゲ
の
書
い
た
「
舞
踏
會
」
だ
。
此
の
小
説
が
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一
番
僕
を
打
つ
た
の
は
、
作
者
の
異
常
な
手
腕
に
よ
つ
て
虚
構
さ
れ
た
人
間

社
會
の
生
き
た
カ
ラ
ク
リ
だ
。
ス
タ
ン
ダ
ア
ル
の
小
説
が
僕
を
打
つ
の
と
全

く
同
一
の
も
の
だ
。

　
小
説
を
書
く
以
上
は
、
か
か
る
傳
統
的
な
法
則
に
從
ふ
よ
り
他
は
な
い
。

　
だ
が
、
か
か
る
法
則
を
破
壞
し
て
、
新
し
い
小
説
（
？
）
の
型
を
創
り
出

さ
う
と
し
て
ゐ
る
も
の
も
、
無
い
の
で
は
な
い
。
そ
の
一
人
は
ジ
ェ
ム
ス
・

ジ
ョ
イ
ス
だ
。
彼
の
「
ユ
リ
シ
イ
ズ
」
は
單
純
に
小
説
と
呼
ん
で
い
い
も
の

で
あ
る
か
ど
う
か
。
こ
れ
は
恐
ら
く
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
が
今
日
の
小
説
と
い
ふ

も
の
を
當
時
の
物
語
類
か
ら
獨
立
さ
せ
た
ご
と
く
に
今
日
の
小
説
か
ら
ジ
ョ

イ
ス
に
よ
つ
て
新
し
く
獨
立
さ
せ
ら
れ
た
未
知
の
型
式
だ
、
と
云
つ
た
方
が

い
い
だ
ら
う
。
「
ユ
リ
シ
イ
ズ
」
が
今
日
の
讀
者
を
當
惑
さ
せ
て
ゐ
る
こ
と

22詩人も計算する



は
非
常
な
も
の
だ
。
し
か
し
こ
れ
は
、
小
説
と
は
別
種
の
も
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
な
り
に
完
成
し
た
新
し
い
一
個
の
文
學
で
あ
る
こ
と
は
、
疑
ふ
べ
く
も

な
い
。
そ
し
て
こ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
ま
づ
第
一
に
、
ジ
ョ
イ
ス
流

の
新
し
い
文
學
上
の
見
地
に
立
つ
こ
と
が
出
來
な
け
れ
ば
駄
目
だ
。

　
こ
の
や
う
に
、
我
々
の
時
代
は
、
傳
統
的
な
「
舞
踏
會
」
と
革
命
的
な

「
ユ
リ
シ
イ
ズ
」
と
の
間
に
板
挾
み
に
な
つ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
い
づ

れ
に
行
く
べ
き
か
、
我
々
は
躊
躇
し
て
ゐ
る
。
　
　
と
こ
ろ
で
、
か
か
る
不

安
な
雰
圍
氣
に
よ
つ
て
、
こ
こ
に
、
一
種
獨
特
な
小
説
が
創
り
出
さ
れ
つ
つ

あ
る
の
だ
。

　
そ
こ
に
ジ
ャ
ン
・
コ
ク
ト
オ
の
小
説
が
あ
る
。
彼
は
自
分
の
小
説
に
「
ポ

エ
ジ
イ
・
ド
・
ロ
マ
ン
」
（
小
説
詩
）
と
い
ふ
獨
自
な
型
式
を
與
へ
て
は
ゐ
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る
が
、
そ
れ
は
彼
の
苦
し
ま
ぎ
れ
に
過
ぎ
な
い
。
彼
の
小
説
は
、
ジ
ョ
イ
ス

ほ
ど
で
は
な
い
が
、
す
こ
ぶ
る
我
々
を
當
惑
さ
せ
る
思
ひ
が
け
な
い
、
新
し

い
ス
タ
イ
ル
に
よ
つ
て
、
一
個
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
（
そ
れ
は
ラ
ジ
ゲ
と
同
樣

に
傳
統
的
な
）
に
ア
ン
ダ
ア
ラ
イ
ン
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
恐
ら
く
は
、

も
つ
と
現
代
的
な
小
説
が
そ
こ
に
、
あ
る
だ
ら
う
。
い
や
、
あ
る
よ
り
他
に

仕
方
が
な
い
だ
ら
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
初
出
時
の
表
題
は
「
小
説
の
危
機
」
。
）
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
堀
辰
雄
作
品
集
第
五
卷
」
筑
摩
書
房

　
　
　1982
（
昭
和57

）
年9

月30

日
初
版
第1

刷
発
行

初
出
：
詩
的
精
神
「
帝
国
大
学
新
聞
　
第
二
百
九
十
六
号
」

　
　
　1929

（
昭
和4
）
年5

月13

日

　
　
　
芸
術
の
た
め
の
芸
術
に
つ
い
て
「
新
潮
　
第
二
十
七
巻
第
二
号
」

　
　
　1930

（
昭
和5

）
年2
月
号

　
　
　
超
現
実
主
義
「
文
学
　
第
三
号
」
第
一
書
房

　
　
　1929

（
昭
和4

）
年12

月1

日

　
　
　
す
こ
し
独
断
的
に
―
―
超
現
実
主
義
は
疑
問
だ
「
帝
国
大
学
新
聞
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第
三
百
三
十
七
号
」

　
　
　1930

（
昭
和5

）
年4

月28

日

　
　
　
小
説
の
危
機
「
時
事
新
報
」

　
　
　1930
（
昭
和5

）
年5

月20

日

初
収
単
行
本
：
「
堀
辰
雄
全
集
　
第
五
巻
」
新
潮
社

　
　
　1955

（
昭
和30
）
年3

月10

日

※
初
出
時
の
表
題
を
、
各
章
の
末
尾
に
補
い
ま
し
た
。

入
力
：tatsuki

校
正
：
岡
村
和
彦

2013

年1

月9

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：
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こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w

w
.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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