
詩

人

と

そ

の

妻

―
光
太
ツ

／智
恵
子

・
光
時

１

千
代

今
橋
映
子

１

一
は
じ
め
に
―
―
詩
人
と
そ
の
妻

古
来

「
ミ
ュ
ー
ズ
」
と
言
え
ば
、
（大
概
は
男
性
の
）
芸
術
家
に
詩
的
啓
示
を
与
え
る

「女
性
」
の
こ
と
を
指
す
が
、

詩
人
に
と
っ
て
妻
が
そ
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
こ
と
は
珍
し
く
な
い
。
奇
し
く
も
、
光
太
郎
、
光
晴
の
両
詩
人
が
敬
愛

し
、
そ
の
翻
訳
を
試
み
た
ベ
ル
ギ
ー
の
詩
人
、

エ
ミ
ー
ル
・
ヴ

ェ
ラ
ー
ラ
ン
に
と

っ
て
、
妻

マ
ル
ト
は
、
正
に
詩
人
の

精
神
的
危
機
を
救
い
、
豊
饒
な
詩
作
を
産
み
出
す
原
動
力
で
あ

っ
た
。

長
い
間
私
の
で
るヽ
し
ん
で
ゐ
た
時
、

時
間
が
皆
私
に
と
つ
て
係
蹄
で
あ
つ
た
時
、

あ
な
た
は
冬
、
窓
に
さ
し
、

『相性』（東京大学公開講座７２）東京大学出版会、
　2001年、pp.33-50.



夕
暮
の
底
、
雪
の
上
に
ひ
か
る

あ
の
心
う
れ
し
い
光
の
や
う
に
私
に
見
え
た
。

（ヴ
ェ
ラ
ー
ラ
ン
「明
る
い
時
」
十
一
、
光
太
郎
訳
、
１８
‐
２９６
）

［数
字
は
全
集
巻
数
‐頁
］

詩
人
に
と
っ
て
妻
は
、
詩
想
の
源
泉
で
あ
る
と
共
に
、
詩
の
題
材
そ
の
も
の
で
も
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
〈詩
人
〉
と

〈妻
〉
と
の

「相
性
」
は
理
想
的
―
―
と
思
い
た
い
と
こ
ろ
な
の
だ
が
、
実
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
な
も
の
で
は
な
い
ら
し

い
。
特
に
そ
の
妻
が
、
単
な
る

「
ミ
ュ
ー
ズ
」
で
あ
る
こ
と
か
ら

一
歩
踏
み
出
し
、
自
己
表
現
を
求
め
始
め
た
時
に
は

今
回
は
、
高
村
光
太
郎

（
一
八
八
一千

一
九
五
一０

と
金
子
光
晴

（
一
八
九
五
上

九
七
五
）
と
い
う
、
私
た
ち
に
き
わ
め

て
な
じ
み
深
い
、
日
本
の
近
代
詩
人
を
取
り
上
げ
、
妻

。
長
沼
智
恵
子

（
一
八
八
一ノ‐、

一
九
一一一八
）
と
森
三
千
代

（
一
九
〇

五
上

九
七
七
）
に
光
を
当
て
て
み
た
い
。

二
人
の
詩
人
た
ち
の
作
品
に
、
各
々
表
象
さ
れ
た

〈妻
〉
の
像
と
、
時
代
の
中
に
生
き
た
彼
女
た
ち
の
姿
と
の

「ず

れ
」
―
―
そ
れ
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
詩
人
と
そ
の
妻

（あ
る
い
は
ミ
ュ
ー
ズ
と
し
て
の
女
）
と
の

「相
性
」
と
は
何
か
を
、
探

っ
て
い
き
た
い
と
思
う
。

２

一
平
生
企
郎
／
一習
恵
一ｆ
ｌ
ｌ
女
性
画
家
の
自
立
と
狂
気

詩人とその妻

『智
恵
子
抄
』
盆
九
四
こ

と
い
う
詩
集
で
、
す
で
に
良
く
知
ら
れ
た
智
恵
子
と
い
う

一
人
の
女
性
。
し
か
し
そ
の

詳
細
な
生
涯
が
、
詩
人
の
妻
と
し
て
で
は
な
く
、
長
沼
智
恵
子

（図
１
）
と
い
う
芸
術
家
と
し
て
検
討
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
、
最
近
の
こ
と
で
あ
る
。

智
恵
子
は
、
福
島
の
酒
屋
の

「長
女
」
と
し
て
生
ま
れ
、
東
京
の
日
本
女
子
大
学
を
卒
業
後
、　
一
転
し
て
洋
画
家
の

道
を
志
し
た
。
い
わ
ば
時
代
の
最
先
端
を
ゆ
く
女
性
で
あ
っ
た
。
明
治
時
代
に
油
絵
と
い
う
領
分
で
自
立
し
た
女
性
画

家
は
、
実
際
に
は
数
え
る
ほ
ど
し
か
い
な
い
。　
一
八
七
六
年
に
創
設
さ
れ
た
工
部
美
術
学
校
の
第

一
期
生
、
山
下
り
ん

と
ラ
グ
ー
ザ
玉
が
、
そ
の
代
表
的
先
駆
者
だ
が
、
わ
ず
か
六
年
で
閉
鎖
さ
れ
た
工
部
美
術
学
校
の
後
、
東
京
美
術
学
校

で
は
、
女
性
の
入
学
が
実
に

一
九
四
六
年
ま
で
許
可
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。　
一
九
〇
〇
年
に
東
京
に
設
立
さ
れ
た

女
子
美
術
学
校
に
つ
い
て
も
、
当
時
の
新
聞
が

「所
詮
裁
縫
学
校
」
に
過
ぎ
な
い
と
椰
楡
す
る
始
末
で
あ
る
。

智
恵
子
は
、
い
わ
ば
私
塾
に
あ
た
る
太
平
洋
画
会
研
究
所
に
通
い
、
女
性
解
放
運
動
の
雑
誌

『青
踏
』
に
表
紙
絵

貧
九

一
こ

（図
２
）
を
描
き
、
誰
よ
り
も
セ
ザ
ン
ヌ
の
よ

う
な
色
彩
を
目
指
し
た
画
家
で
あ
っ
た
と
い
う
。

同
時
代
、
「洋
画
」
の
本
家
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
も
、

離
　

女
性
画
家
の
地
位
は
実
は
さ
し
て
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
例
え

氏
詢
糊
　

ば
パ
リ
の
国
立
美
術
学
校
で
も
、
女
性
の
入
学
が
許
可
さ
れ

２７
離
　

た
の
は

一
八
九
七

（明
治
三
〇
）
年
の
こ
と
で
あ
り
、
女
性

は

「花
」
や

「静
物
」
な
ど
、
西
洋
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
で
は
階

図 1 長沼智恵子 (明 治 45年 ,

■

■



層
が
低
い
と
さ
れ
て
い
た
ジ
ャ
ン
ル
で
し
か
、
活
躍
の
場
が

望
め
な
い
の
が
普
通
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

供
　
　
そ
の
よ
う
な
時
代
下
に
あ

っ
て
、
高
村
智
恵
子
が
ど
の
よ

一一
［“嘲̈
巌「いはい」̈
か″一】一『詰罐酬熱硼』

む
し
ろ
意
外
に
感
ず
る
の
は
、
間
欠
泉
の
よ
う
に
ほ
と
ば
し

る
熱
情
的
表
現
で
あ
る
。
例
え
ば
関
東
大
震
災
直
後
に
求
め

ら
れ
た

「帝
都
復
興
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
」
に
智
恵
子
は
次
の
よ
う
な
文
章
を
寄
せ
て
い
る
。

眼
を
あ
げ
て
高
き
者

へ
の
、
趣
味
と
憧
憬
と
そ
の
不
撓
の
力
と
を
も
っ
て
、
石
を
と
れ
、
岩
石
を
彫
刻
せ
よ
。

剛
堅
に
し
て
し
か
も
温
か
い
生
命
を
蔵
す
る
石
材
に
よ
っ
て
、
焼
け
失
せ
蝕
ま
ぬ
わ
が
首
都
の
衣
裳
と
な
さ
じ
め

よ
。
そ
し
て
山
嶽
の
威
風
と
優
美
と
、
森
林
の
荘
厳
と
下
草
の
軽
快
と
、
大
洋
の
自
由
と
勢
力
と
を
理
想
せ
よ
。

（高
村
智
恵
子

「建
設
の
根
源
は
此
処
に
在
り
」
響
同村
光
太
郎
資
料
』
第
六
巻
所
収
）

一
方
光
太
郎
は
、
ア
メ
リ
カ
／
ロ
ン
ド
ン
／
パ
リ
と
巡
っ
た
外
遊

（
一
九
〇
一ノ‐、

一
九
〇
九
）
の
後
、
日
本
や
自
分
の

芸
術
の
方
向
に
絶
望
し
、
自
暴
自
棄
の
デ
カ
ダ
ン
ス
生
活
の
中
で
智
恵
子
と
知
り
合
う
。
正
に
ヴ

ェ
ラ
ー
ラ
ン
に
と
っ

て
の
マ
ル
ト
の
ご
と
く
、
智
恵
子
は
光
太
郎
の
生
活
と
詩
作
に
光
を
も
た
ら
し
た
。
二
人
の
結
婚
直
後
、
収
入
の
あ
て

図 2 長沼智恵子「『青轄』

創刊号表紙絵」 (明 治

詩人とその妻

の
全
く
無
い
時
代
に
、
光
太
郎
が
智
恵
子
の
た
め
に
訳
し
た
、
ヴ

ェ
ラ
ー
ラ
ン
詩
集

『明
る
い
時
』
に
、
彼
が
自
分
た

ち
夫
妻
の
軌
跡
と
結
婚
の
歓
び
そ
の
も
の
を
、
「故
意
に
」
重
ね
合
わ
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
、
従
来
の
研
究
で
指
摘

さ
れ
て
き
た
。
光
太
郎
は
ヴ

ェ
ラ
ー
ラ
ン
の
評
伝

（
一
九
一
九
）
の
中
で
、
「夫
人
マ
ル
ト
に
対
す
る
彼
の
敬
愛
は
殆
ど

礼
拝
の
域
に
ま
で
達
す
る
。
彼
は
あ
の
恐
ろ
し
い
心
身
の
危
機
に
際
し
て
此
の
善
き
女
性
に
救
は
れ
た
事
を
終
生
忘
れ

な
か
っ
た
。
夫
人
は
絵
を
描
き
、
ア
ト
リ
エ
ま
で
持
っ
て
い
た
程
で
あ
っ
た

（…
…
と

（８
１

２２‐
）
と
述
べ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
ま
た
そ
の
ま
ま
、
彼
自
身
の
告
白
と
も
取
れ
る

一
文
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
す
ぐ
れ
た
芸
術
批
評
家
で
も
あ

っ
た
光
太
郎
は
そ
の

一
方
で
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
色
彩
を
求
め
て
苦
闘
す
る
画

家

・
智
恵
子
の
洋
画
作
品

（図
３
）
を
、
妻
と
は
い

え
高
く
評
価
す
る
こ
と
が
つ
い
に
で
き
ず
、
彼
女
も

ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
苦
し
ん
で
い
っ
た
。
智
恵
子
の

枷
蔵

　
動
神
¨
は
輸
れ
期
に
は
串
ｒ
刹
喘
¨
骸
は

つ 長
『
軒

荷 ‐こ
、

心
の
病
を
得
た
後
に
遺
し
た
、
千
数
百
点
に
及
ぶ
紙

図 3長 沼智恵子「花 (ヒ ヤ シンス)」 油彩,



図 4a 長沼智恵子「カニ」紙絵 255× 34 8cm
高村 規氏提供

図 4b 長沼智恵子「花と花瓶」紙絵 282× 27 8cm
高村 規氏提供

絵

（図
４
ａ
、
ｂ
）
の
中
に
こ
そ
、
色
彩
と
繊
細
な
造
形
に
つ
い
て
の

「天
賦
の
才
」
が
発
揮
さ
れ
る
の
を
見
る
時
、

私
た
ち
は
何
と
も
切
な
い
気
持
ち
に
な
る
。
そ
し
て
考
え
て
み
れ
ば
、
油
彩
画
と
い
う
西
洋
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
伝
統
の
技

術
と
美
学
の
中
で
自
由
に
な
れ
ず
、
凡
庸
に
終

っ
た
智
恵
子
は
、
「紙
絵
」
と
い
う
、
西
洋
的
絵
画
芸
術
の
範
疇
外
の

世
界
に
出
た
時
に
初
め
て
、
皮
肉
に
も
そ
の
才
能
を
開
花
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

詩人とその妻

３

一
智
恵
子

＝
か
ぐ
や
姫
伝
説

と
こ
ろ
で
今
日
、
長
沼
智
恵
子
と
い
う
女
性
画
家
の
執
筆
作
品
や
絵
画
で
残
さ
れ
た
も
の
は
、
光
太
郎
に
比
べ
れ
ば

圧
倒
的
に
少
な
い
。
智
恵
子
は
、
彼
女
の
声
や
作
品
以
上
に
、
『智
恵
子
抄
』
を
は
じ
め
と
す
る
光
太
郎
作
品
の
中
で

の

〈智
恵
子
〉
と
し
て
、
表
象
さ
れ
、
解
釈
さ
れ
続
け
て
き
た
の
で
あ
る
。
「人
間
商
売
さ
ら
り
と
や
め
て
／
も
う
天

然
の
向
こ
う
へ
行

つ
て
し
ま
つ
た
」
智
恵
子
。
「あ
ど
け
な
い
空
の
話
」
を
す
る
智
恵
子
。
「ち
い
、
ち
い
、
ち
い
、
ち

い
」
と
千
鳥
を
呼
ぶ
智
恵
子
…
…
。
『智
恵
子
抄
』
に
あ
ら
わ
れ
る
彼
女
の
姿
は
、
「建
設
の
根
源
は
此
処
に
在
り
」
と

晴
れ
や
か
に
書
き
綴

っ
た
、
あ
の
女
性
画
家
と
は
あ
ま
り
に
違
う
。

吉
本
隆
明
氏
を
は
じ
め
と
す
る
論
者
に
よ
っ
て
、
闘
病
中
の
智
恵
子
の
実
際
の
病
状
が
、
絶
え
間
な
い
独
言
、
徘
徊
、

暴
力
暴
言
な
ど
を
伴
う
凄
絶
な
も
の
で
あ
っ
て
、
『智
恵
子
抄
』
の
詩
世
界
を
い
か
に
裏
切
る
現
実
で
あ
っ
た
の
か
が
、

す
で
に
資
料
的
に
裏
付
け
ら
れ
て
き
た
。　
一
方
主
に
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
観
点
か
ら
も
、
こ
う
し
た
光
太
郎
／
智
恵
子
の

夫
婦
の
危
機
が
、
分
析
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
光
太
郎
側
の
過
剰
の
思
い
入
れ
の
み
な
ら
ず
、
自
己
拡
大
の
衝
動
を
生

身
の
男
性
の
上
に
転
位
し
て
し
ま
っ
た
、
智
恵
子
自
身
の
自
己
欺
脳
、
結
婚
に
よ
っ
て
過
去
を
全
て
破
棄
し
、
社
会
的

人
間
関
係
か
ら
の
完
全
分
離
を
図

っ
て
し
ま
っ
た
智
恵
子
の
時
代
的
限
界
か
ら
も
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
分
析

を
ふ
ま
え
た
上
で
、
な
お
も

『智
恵
子
抄
』
が
、
詩
人
と
そ
の
妻
の

「虚
偽
で
は
な
い
」
、
愛
の
詩
集
と

「読
ま
れ
」

続
け
た
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
―
―
。



そ
れ
に
一
つ
の
仮
説
を
与
え
る
な
ら
ば
、
私
は

『智
恵
子
抄
』
あ
る
い
は
光
太
郎
の
造
型
し
た

〈智
恵
子
〉
像
が
、

４０
　
実
は
日
本
に
古
来
か
ら
あ
る

〈天
人
女
房
諄
〉
を
、
内
包
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
い
る
。

『智
恵
子
抄
』
に
お
い
て
、
心
の
病
を
得
た
彼
女
が
、
何
か

「小
さ
き
人
」
か

「童
女
」
の
よ
う
に
表
象
さ
れ
る
の

は
先
に
見
た
通
り
で
あ
る
。
光
太
郎
は

一
九
四
〇

ヽ
年

ヽ
―こ

ヽ
発
表
し
た

「智
恵
子
の
半
生
」
と
い
う
ま
と
ま
っ
た
追
悼
文
の

中
で
、
こ
れ
を
補
足
す
る
か
の
よ
う
に
、
彼
女
の
前
半
生
を
自
分
は
全
く
知
ら
な
か
っ
た
し
、
「年
齢
さ
え
実
は
後
年

ま
で
確
実
に
知
ら
な
か
っ
た
」
（
日
実
際
は
三
歳
年
下
）
と
書
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

天
か
ら
ふ
と
降
り
て
き
た
童
女
の
か
ぐ
や
姫
が
、
成
長
し
た
の
ち
あ
る
満
月
の
晩
に
お
迎
え
が
来
て
、
「天
の
羽
衣
」

を
羽
織

っ
て
、
あ
の
世
に
帰

っ
て
し
ま
う
―
―
と
ぃ
ぅ
物
語
。
「
か
ぐ
ゃ
姫
」
は
、
東
ア
ジ
ア
に
広
く
流
布
す
る
天
人

女
房
諄

（白
鳥
処
女
説
話
）
の

一
つ
で
あ
る
。
天
の
羽
衣
を
着
る
と
こ
の
世
の
人
と
は

「心
異
に
」
な
っ
て
し
ま
っ
た

か
ぐ
や
姫
は
、
「人
間
商
売
さ
ら
り
と
や
め
て
」、
夫
と
通
じ
る
言
葉
を
も
た
な
い
智
恵
子
と
そ
の
ま
ま
重
な
る
。
そ
れ

に
気
づ
い
て

「智
恵
子
の
半
生
」
を
読
み
返
し
て
み
る
と
、
驚
く
ほ
ど

一
致
す
る
表
現
が
次
々
と
見
出
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
光
太
郎
に
と
っ
て
彼
女
は

「心
に
何
か
天
上
的
な
も
の
を
い
つ
で
も
湛
え
て
居
り
」
、
「何
だ
か
彼
女
は
仮
に
こ
の

世
に
存
在
し
て
い
る
魂
の
や
う
に
思
え
る
事
が
あ

っ
た
」
と
述
懐
す
る
。
さ
ら
に
次
の
よ
う
な

一
節
は
ど
う
だ
ろ
う
。

さ
う
い
ふ
幾
箇
月
の
苦
闘

〔
＝
智
恵
子
の
没
後
、
制
作
欲
が
全
く
無
く
な
っ
た
と
ぃ
ぅ
こ
と
〕
の
後
、
或
る
偶
然
の

事
か
ら
満
月
の
夜
に
、
智
恵
子
は
そ
の
個
的
存
在
を
失
ふ
事
に
よ
つ
て
却
て
私
に
と
つ
て
は
普
遍
的
存
在
と
な
つ

た
の
で
あ
る
事
を
痛
感
し
、
そ
れ
以
来
智
恵
子
の
息
吹
を
常
に
身
近
か
に
感
ず
る
事
が
出
来
、
言
は
ば
彼
女
は
私

詩人とその妻

と
偕
に
あ
る
者
と
な
り
、
私
に
と

つ
て
の
永
遠
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
実
感
の
方
が
強
く
な

つ
た
。

（９
１
‐９
～
‐９
、
〔　
〕
内
お
よ
び
傍
点
引
用
者
）

天
上
よ
り
降
り
て
き
た
妻
が
、
自
分
の
危
機
を
救

っ
て
光
明
を
も
た
ら
し
た
も
の
の
、
あ
る
日

「
羽
衣
」
を
着
た
か

の
よ
う
に
人
間
の
声
を
解
し
な
い
存
在
と
な
り
、
天
に
再
び
昇

っ
て
い
っ
て
し
ま
う
と
い
う
物
語
。
東
ア
ジ
ア
に

一
千

年
以
上
も
生
き
続
け
る
伝
説
を
詩
人
は
お
そ
ら
く
無
意
識
の
う
ち
に
、
そ
の
詩
集
の
中
に
封
印
し
た
ら
し
い
。
『智
恵

子
抄
』
の
中
の
詩

「
荒
涼
た
る
帰
宅
」
は
次
の
よ
う
に
結
ば
れ
て
い
る
。

（・・・・・・）

夜
が
明
け
た
り
日
が
く
れ
た
り
し
て

そ
こ
ら
中
が
に
ぎ
や
か
に
な
り
、

家
の
中
は
花
に
う
づ
ま
り
、

何
処
か
葬
式
の
や
う
に
な
り
、

い
つ
の
ま
に
か
智
恵
子
が
居
な
く
な
る
。

私
は
誰
も
居
な
い
暗
い
ア
ト
リ
エ
に
た
だ
立

つ
て
ゐ
る
。

外
は
名
月
と
い
ふ
月
夜
ら
し
い
。

（光
太
郎

「荒
涼
た
る
帰
宅
」
２
１
３２６
～
３２７
）



４

一
光
一晴
／
一壬
十
代
―
―
愛
の
確
執

爪
楊
枝
の
先
で
せ
せ
つ
て
は

丹
波
ほ
ほ
づ
き
の
種
を
も
み
な
が
ら

女
は
、
言
ふ

―
―
あ
た
い
を
好
き
と
言

つ
て
。

男
の
吸
つ
て
る
た
ば
こ
を
と
つ
て

一
く
ち
吸
つ
て
、
も
ど
し
て
か
ら

女
は
、
言
ふ
。

―
―
ね
え
。
言
ふ
だ
け
で
い
い
ん
だ
か
ら
さ
。

ほ
ほ
づ
き
の
種
が
大
き
い
の
で

む
づ
か
し
さ
う
に
眉
根
を
よ
せ
て

女
は
、
言
ふ
。

―
―
水
と
木
は
、
相
性
が
わ
る
い
か
し
ら
。

種
が
や

つ
と
出
た
は
ほ
づ
き
を

き
ゅ

つ
と
鳴
ら
し
て

女
は
、
言
ふ
。

―
―
ど
う
だ

つ
て
い
い
や
ね
。
そ
ん
な
こ
と
は
。

（金
子
光
晴

「愛
情
１６
」
『愛
情
６９
』
４
１
３５０
～

３５‐
）

す
で
に
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
金
子
光
晴
は
男
女
の
愛
の
機
微
を
生
涯
に
わ
た

っ
て
描
き
尽
し
た
詩
人
で
あ
る
。

「愛
情
１６
」
は

『
愛
情
６９
』
と
い
う
詩
集
に
収
め
ら
れ
た

一
編
で
、
こ
こ
で
光
晴
は
男
女
の
愛
の
あ
ら
ゆ
る
局
面
を
６９

（
ソ
ワ
サ
ン
ト

・
ヌ
ッ
フ
Ｈ
フ
ラ
ン
ス
語
の
隠
語
、
男
女
の
合
体
の
こ
と
）
と
い
う
意
味
深
長
な
数
の
詩
編
で
織
り
上

げ
て
い
く
。
有
名
な

「洗
面
器
」
を
含
む
詩
集

『女
た
ち
の
エ
レ
ジ
ー
』
と
同
様
、
光
晴
は
こ
と
さ
ら

〈女
〉
を
精
霊

化
す
る
こ
と
も
、
貶
め
る
こ
と
も
な
く
、
愛
、
倦
怠
、
憎
し
み
、
未
練
な
ど
微
妙
な
陰
影
を
描
き
込
む
。
そ
の

「
ふ
た

り
」
の
関
係
も
恋
人
や
夫
婦
と
限
ら
な
い
、
ゆ
き
ず
り
の
恋
、
不
倫
、
匿
名
の
お
嬢
さ
ん
に
語
り
か
け
る
詩
、
古
典
世

界
に
事
寄
せ
る
技
巧
―
―
と
、
実
に
多
種
多
様
で
あ
る
。

そ
れ
で
あ
り
な
が
ら
金
子
光
晴
は

一
方
で
、
時
代

へ
の
徹
底
的
な
反
骨
精
神
を
持
ち
続
け
、

ニ
ヒ
ル
な
ま
で
の
自
我

意
識
と
、
〈放
浪
〉
の
精
神
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
中
で
こ
そ
、
彼
の
詩
世
界
は
、
独
自
の
光

彩
を
放

っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

詩人とその妻
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〈女
〉
を
語

っ
て
や
ま
な
い
光
晴
は
、
意
外
な
こ
と
に
妻

・
三
千

代
の
姿
を
、
直
接
的
に
詩
の
中
に
ほ
と
ん
ど
遺
し
て
い
な
い
。
む
し

ろ
彼
は
、
妻
と
の
複
雑
な
人
生
の
行
程
を
、
最
晩
年
自
伝
的
小
説
の

中
心
モ
チ
ー
フ
に
し
て
、
そ
の
稀
有
な
散
文
を
成
立
さ
せ
た
と
言

っ

て
良
い
。
す
で
に
光
太
郎
の
章
で
見
た
通
り
、
も
と
よ
り
文
学
テ
ク

ス
ト
の
中

の

〈妻
〉
は
、
彼
女
本
人

の
声
や
思
想
を
奪
わ
れ
て
、

「書
か
れ
た
女
」
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
よ
う
も
な
い
。
し
か
し
戦
中

戦
後
、
自
ら
作
家
と
な
っ
て

「書
く
側
」
に
回
ろ
う
と
し
た
妻

。
三
千
代
は
、
現
実
の
中
で
絶
え
ず
不
確
定
、
不
安
定

な
夫
妻
関
係
を
夫

・
光
晴
に
突
き
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
〈妻
〉
の
像
の
神
話
化
を
免
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

森
三
千
代

（図
５
）
は
、
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校

（現
在
の
御
茶
の
水
女
子
大
学
）
時
代
に
十
歳
年
上
の
金
子
光
晴

と
知
り
合
い
、
妊
娠
に
気
付
い
て
三
年
生
で
中
退
、
結
婚
生
活
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。
厳
格
な
教
師
の
家
に
生
ま
れ
育

っ
た
三
千
代
の
選
択
は
、
当
時
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
破
天
荒
な
も
の
だ
っ
た
ろ
う
が
、
早
く
か
ら
詩
歌
雑
誌
の
活
動
に

参
加
し
、
文
壇
の
動
向
に
敏
感
だ

っ
た
三
千
代
は
、　
一
九
二
〇
年
代
の

「
モ
ガ
」
の
典
型
的
な
女
性
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

実
際
光
晴
と
知
り
合
い
、
結
婚
す
る
決
意
を
固
め
た
後
も
、
彼
女
は
詩
人
吉
田

一
穂
と
の
恋
を
捨
て
き
れ
ず
に
い
た
。

光
晴
が
三
千
代
と
知
り
合

っ
た
の
は
、
関
東
大
震
災
後
、
東
京
か
ら
流
浪
し
続
け
、
耽
美
派
詩
人
か
ら
の
転
向
を
迫
ら

れ
て
い
た
辛
い
時
期
で
、
そ
の
意
味
で
は
光
太
郎
同
様
、
「救
い
の
光
」
で
あ

っ
た
に
は
違
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ

の
時
す
で
に
彼
女
の
心
が
、
も
う

一
人
の
男
性
と
の
間
で
揺
れ
動
い
て
い
る
と
い
う
状
況
の
中
で
、
光
晴
の
詩
は
光
太

詩人とその妻

郎
と
、
必
然
的
に
別
の
陰
影
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。

泥
ん
こ
の
な
か
か
ら
、
俺
は

ガ
ラ
ス
の
か
け
ら
を
さ
が
し
出
し
た
。

ガ
ラ
ス
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、

う
ち
あ
げ
た
花
火
の
か
け
ら
だ
。

泥
ん
こ
の
な
か
で
、
俺
は
、

そ
の
ひ
と
の
膝
小
僧
に
ふ
れ
た
。

そ
の
膝
小
僧
ひ
と

つ
で
も
、

ず
ゐ
ぶ
ん
、
抱
き
ご
た
え
が
あ
る
。

泥
ん
こ
を
ぬ
け
出
ら
れ
な
い
俺
は
、

膝
小
僧
を
抱
い
て
眠
る
ほ
か
な
い
。

（光
晴

「
日
記

一
東
」
１５
‐

３３４
）

お
そ
ら
く
東
北

へ
の
新
婚
旅
行
中

（
一
九
一
一四
年
七
月
）
に
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る

「
日
記

一
束
」
は
、
右
の
よ
う
な

詩
と
散
文
で
交
互
に
綴
ら
れ
た
、
特
異
な
か
た
ち
の
旅
行
日
誌
で
あ
り
、
あ
き
ら
か
に
公
表
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た

「作
品
」
で
あ
る
。
こ
の
中
に
、
す
で
に
私
た
ち
は
、
実
に
半
世
紀
の
後
、
光
晴
最
晩
年
の
散
文
作
品
に
ま
で
通
底
す



る
テ
ー
マ
ー
ー
妻

へ
の
愛
の
執
着
と
、
個
の
絶
対
的
孤
独
の
ジ
レ
ン
マ
ー
ー
を
、
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

こ
と
さ
ら
に
彼
女
を
愛
し
た
い
と
い
う
つ
よ
い
欲
望
は
な
い
。
ま
し
て
、
愛
さ
れ
た
い
と
い
う
ナ
ル
シ
ズ
ム
は

な
い
。
た
だ
、
私
の
こ
こ
ろ
の
な
か
で
な
に
か
で
償
わ
れ
た
い
と
い
う
不
当
な
の
ぞ
み
が
あ
る
だ
け
だ
。
男
全
体

が
、
女
全
体
に
求
め
る
、
な
に
か
の
返
済
で
、
水ヽ
遠
に
み
た
さ
れ
な
い
結
界
を
我
意
に
あ
い
て
に
押
し
つ
け
る
こ

と
は
、
真
実
、
迷
惑
至
極
な
こ
と
に
相
違
な
い
。
Ｔ
…
↓

私
が
ひ
と
り
な
よ
う
に
、
彼
女
も
ひ
と
り
だ
。
ど
ん

な
愛
執
も
、
ふ
た
り
の
孤
独
を
な
ぐ
さ
め
は
し
な
い
。

（光
晴

「日
記
一
束
」
１５
‐
３４８
）

お
互
い
の

「自
由
な
」
恋
愛
を
受
け
容
れ
、
拘
束
さ
れ
な
い
関
係
を
続
け
よ
う
と
い
う
当
初
の
も
く
ろ
み
が
、
妊
娠

―
出
産
―
極
貧
の
新
婚
生
活
と
い
う
現
実
に
よ
っ
て
、
早
く
も
崩
壊
し
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
詩
壇
の
動
き
が

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
運
動
全
盛
に
な
っ
て
い
く
中
、
そ
の
時
流
に
乗
る
こ
と
を
潔
じ
と
せ
ず
、
反
骨
精
神
か
ら
沈
黙
を
守
る

夫
に
対
し
、
社
会
主
義
運
動
に
深
く
興
味
を
も
っ
て
い
た
森
三
千
代
は
、
深
く
失
望
し
た
と
い
う
証
言
が
残

っ
て
い
る
。

そ
れ
に
し
て
は
経
済
的
に
も
た
だ
風
ま
か
せ
、
彼
女
を

一
人
置
い
て
上
海
旅
行
を
決
行
し
た
光
晴
の
留
守
中
、
三
千
代

は
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
の
美
術
史
家
上
方
定

一
と
不
倫
の
関
係
に
陥
る
。

一
九
二
八
‐
三
二
年
に
、
ア
ジ
ア
／
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
巡

っ
た
光
晴

。
三
千
代
の
外
遊
は
、
こ
う
し
た
危
機
的
状
況
を

救
う
た
め
に
、
い
わ
ば
唐
突
に
決
行
さ
れ
た
の
だ

っ
た

（詳
細
は
、
後
出
拙
著
を
参
照
）。
金
子
光
晴
は
そ
の
第
二
回
渡

詩人とその妻

欧
の
全
貌
を
、
四
十
年
も
の
歳
月
を
経
て
そ
の
最
晩
年
、
『ど
く
ろ
杯
』
『
ね
む
れ
巴
里
』
『西
ひ
が
し
』
と
い
う
自
伝

二
部
作
に
結
晶
さ
せ
た
。
特
に
そ
の
第
二
部

『
ね
む
れ
巴
里
』
は
、
「私
」
と
、
ヨ
一千
代
」
と
の
愛
の
確
執
と
そ
の
軌

跡
を
縦
軸
に
、
パ
リ
の
ど
ん
底
生
活
と
放
浪
、
越
境
の
精
神
を
横
軸
に
据
え
た
精
妙
極
ま
り
な
い
小
説
で
あ
る
。

光
晴
が
、
「仇
花
の
都
」
と
椰
楡
す
る
パ
リ
に
お
い
て
観
察
す
る
の
は

「
シ
ャ
ン
ジ

ュ
・
シ
ュ
バ
リ
エ
」
の
土
地
柄

で
あ
る
。
そ
れ
は
パ
ー
テ
ィ
ー
の
踊
り
の
途
中
の
掛
声
で
、
即
座
に
踊
り
の
相
手
を
変
え
る
こ
と
。

つ
ま
り

「自
由
恋

愛
」
の
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
現
実
の
も
の
と
し
て
起

っ
て
い
る
こ
の
異
邦
に
お
い
て
、
光
晴
は

「昨
日
は
他

人
の
こ
と
、
明
日
は
わ
が
身
と
、
心
を
寒
く
」
す
る
。

彼
女
に
対
す
る
愛
情
の
変
化
と
い
う
よ
う
な
ち
ょ
ろ
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
澱
ん
だ
水
が
、
し
ら
ぬ
ま
に
ど

こ
か
へ
う
ご
き
だ
し
て
い
る
感
じ
で
あ
っ
た
。
Ｔ
…
し

あ
ま
り
に
も
自
由
な
パ
リ
ぐ
ら
し
が
滲
み
つ
い
て
き
て
、

眼
に
み
え
な
い
縛
縄
が
ぱ
ら
ぱ
ら
と
ち
ぎ
れ
て
ゆ
き
、
頑
な
モ
ラ
ル
で
し
ば
ら
れ
て
い
た
女
が
、
当
然
の
権
利
を

つ
か
も
う
と
し
て
、
他
の
男
の
ふ
と
こ
ろ
に
飛
び
こ
み
、
さ
て
こ
そ
、
パ
リ
に
来
て
ク
ー
プ
ル

〔
＝
カ
ッ
プ
ル
〕

の
組
み
替
え
が
多
い
の
だ
と
い
う
確
証
が
、
僕
に
も
実
感
と
し
て
つ
か
め
て
き
た
。

（光
晴

『ね
む
れ
巴
里
』
７
１
８７
～
８８
）

す
で
に

「
日
記

一
束
」
で
見
た
よ
う
な
、
自
由
な
恋
愛
関
係
を
受
け
容
れ
よ
う
と
す
る

「明
晰
さ
」
は
、
こ
の
パ
リ

時
代
に
も
あ
る
。
し
か
し
光
晴
の
実
人
生
と
小
説
は
、
そ
の
明
晰
さ
を
つ
ね
に
裏
切
り
続
け
た
よ
う
で
あ
る
。
小
説
中
、

|



娘
の
外
遊
を
気
づ
か

っ
た
二
千
代
の
父
が
、
日
本
か
ら
彼
女
の
た
め
に
、
帰
国
旅
費
を
送
金
し
て
く
る
く
だ
り
が
あ
る
。

「僕
」
は
偶
然
に
も
そ
の
通
知
を
彼
女
の
不
在
時
に
受
け
取
り
、
そ
の

「大
金
」
を
勝
手
に
換
金
し
て
使
い
込
ん
で
し

ま
う
。
せ
め
て
も
の
罪
滅
ぼ
し
に
、
彼
女
の
た
め
に
も
洋
服
や
ら
レ
ス
ト
ラ
ン
の
食
事
や
ら
、
次
々
と
サ
ー
ビ
ス
す
る

夫
の
言
動
―
―
そ
れ
に
つ
い
て
意
外
に
も
何
も
追
及
し
な
い
自
由
奔
放
な
妻
の
姿
が
、
小
説
中
に
は
あ
る
。

新
装
に
な

っ
た
彼
女
は
、
そ
れ
以
上
に
、
積
年
の
仇
討
ち
を
終

っ
た
よ
う
に
歩
い
て
い
る
の
が
も
ど
か
し
く
、

時
々
、
跳
ね
上
り
な
が
ら
先
に
立

っ
て
あ
る
い
た
。
そ
し
て
、
ど
こ
か
ら
金
が
湧
出
し
て
、
ど
う
し
て
そ
の
金
を

僕
が
も

っ
て
い
る
の
か
、
ふ
し
ぎ
が

っ
た
り
、
想
像
し
た
り
す
る
筈
の
と
こ
ろ
を
、
眼
の
前
の
華
や
か
さ
に
ま
ぎ

れ
て
、
よ
ほ
ど
後
廻
し
に
な
る
と
こ
ろ
が
彼
女
で
あ

っ
た
。

（光
晴

『ね
む
れ
巴
里
』
７
１
２‐７
）

後
年
森
三
千
代
は
あ
る
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
の
中
で
、
こ
の
件
に
つ
い
て
、
最
初
か
ら

「
ピ
ン
と
来
て
」
、
今
さ
ら
責
め

て
も
仕
方
が
な
い
し
、
「
な
ん
と
か
し
て
も
う
、
別
れ
た
い
と
心
の
中
で
は
思

っ
て
い
ま
し
た
」
と
、
語

っ
て
い
る
。

『
ね
む
れ
巴
里
』
の
中
の

〈妻
〉
の
姿
が
、
底
抜
け
に
自
由
な
、
世
離
れ
し
た
女
の
姿
と
し
て
、　
一
方
的
に
詩
人
の
側

か
ら
や
は
り
造
型
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
こ
で
も
明
ら
か
だ
ろ
う
。

『
ね
む
れ
巴
里
』
で
は
結
局
表
面
化
し
な
い
夫
妻
の
感
情
的
葛
藤
の
有
様
は
、

つ
い
先
年
公
刊
さ
れ
た

（未
刊
の
手

記
）
『
フ
ラ
ン
ド
ル
遊
記
』
の
中
に
も
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

つ
い
に
パ
リ
で
食
い
つ
め
て
、
ベ
ル
ギ
ー
の
知
人
を
頼

詩人とその妻

引
用
お
よ
び
主
要
参
考
文
献

４９
　

高
村
光
太
郎
関
係

『高
村
光
太
郎
全
集
』
筑
摩
書
房
、　
一
九
七
六
年

（本
文
引
用
後
に
巻
数
‐頁
数
の
順
で
一不
す
）

っ
て
何́
っ
た
彼
ら
は
、
ビ
ー
ル
セ
ル
城
と
い
う
荒
れ
た
古
城
で
言
い
合
い
に
な
る
。
三
千
代
は
彼
に
、
レ
ー
ス
の
ド
レ

ス
一
つ
買
え
な
い
あ
な
た
は
、
自
分
の
不
倫
相
手
と
戦
お
う
に
も

「砲
弾
が
不
足
し
て
い
る
」
、
「私
の
若
い
日
は
ど
う

な
る
」
と
激
し
く
問
い
詰
め
る
の
で
あ
る
。
し
か
し

「私
」
は
、
「彼
女
の
、
靴
下
と
猿
又
の
あ
い
だ
か
ら
く
び
れ
出

た
、
貝
釦

の
よ
う
に
眩
耀
す
る
肉
に
、
接
吻
」
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
―
―
。

＊

詩
人
と
そ
の

〈妻
〉
の
関
係
は
、
こ
の
よ
う
に
多
様
な
感
情
の
も
つ
れ
や
局
面
を
示
し
続
け
る
。
そ
し
て
そ
の
妻
が
、

特
に
自
己
の
表
現
を
求
め
始
め
た
時
、
詩
人
に
表
象
さ
れ
た
女
の
姿
は
、
「現
実
」
を

つ
ね
に
裏
切
り
続
け
、
し
か
も

だ
か
ら
こ
そ

「詩
」
を
成
立
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
だ
ろ
う
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
今
後
は
、
詩
人
の
陰
に
隠
れ
が

ち
な
女
性
た
ち
の
人
生
と
仕
事
に
、
今

一
度
光
を
当
て
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
ら
か
に
時
代
的
限
界
を
示
し
な
が
ら

も
、
個
別
の
光
を
放
と
う
と
す
る
彼
女
た
ち
の
意
志
を
再
発
見
す
る
に
違
い
な
い
。



『高
村
光
太
郎
資
料
』
第
六
巻
、
文
治
堂
書
店
、　
一
九
七
七
年

『高
村
光
太
郎

・
智
恵
子
―
―
そ
の
造
形
世
界
』
展
カ
タ
ロ
グ
、
二
重
県
立
美
術
館
、　
一
九
九
〇
年

吉
本
隆
明

『高
村
光
太
郎

〈増
補
決
定
版
と

春
秋
社
、　
一
九
七
〇
年

平
川
砧
弘

『西
洋
の
詩
、
東
洋
の
詩
』
河
出
書
一房
新
社
、　
一
九
八
六
年

駒
沢
喜
美

『高
村
光
太
郎
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
』
朝
日
文
庫
、　
一
九
九
二
年

今
橋
映
子

『異
都
憧
憬
　
日
本
人
の
パ
リ
』
柏
書
房
、　
一
九
九
二
年
／
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
二
〇
〇

一
年

小
嶋
菜
温
子

『
か
ぐ
や
姫
幻
想
―
―
皇
権
と
禁
忌
』
森
話
社
、　
一
九
九
五
年

金
子
光
晴
関
係

『金
子
光
晴
全
集
』
中
央
公
論
社
、　
一
九
七
五
年

（本
文
引
用
後
に
巻
黎

頁
数
の
順
ｒ
小
す
）

金
子
光
晴

『
フ
ラ
ン
ド
ル
遊
記
』
平
凡
社
、　
一
九
九
四
年

森
三
千
代

「金
子
光
晴
の
周
辺
１
‐
１５
」
（イ
ン
タ
ヴ

ュ
１
／
聞
き
手

。
松
本
亮
）
前
掲
全
集
月
報
所
載
。

今
橋
映
子
編
著

『金
子
光
晴
　
旅
の
形
象
―
―
ア
ジ
ア
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
放
浪
の
画
集
』
平
凡
社
、　
一
九
九
七
年

今
橋
映
子

『
パ
リ

・
貧
困
と
街
路
の
詩
学
―
―

一
九
二
〇
年
代
外
国
人
芸
術
家
た
ち
』
都
市
出
版
、　
一
九
九
八
年



こ
れ
を
も

っ
て
閉
講
の
あ
い
さ
つ
と
い
た
し
ま
す
。

二
〇
〇
〇
年
五
月
二
〇
日

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

東
京
大
学
副
学
長

（大
学
院
農
学
生
命
科
学
研
究
科
教
授
）

○    座
日       72
初
　

版

編
　
集

財
団
法
人
東
京
大
学
綜
合
研
究
会

理
事
長
蓮
賞
重
彦

発
行
者

河
野
通
方

発
行
所

財
団
法
人
東
京
大
学
出
版
会

〓
〒
八
奎
四
東
京
都
文
京
区
本
郷
七
丁
目
二
番

一
号

東
大
構
内

電
話
　
〇
三
―
三
八

一
一
―
八
八

一
四

振
替
　
○
〇

一
六
〇
―
六
―
五
九
九
六
四

印
刷

株
式
〈
ム社

理
想

社

製
本
　
株
式
会
社

白昴
崎
製
字
令

◎^
∞ｏｏ
】
∽
コ
】∞
ｏ
〓
だ
ｏ
〓
“
∽」
ヨ
】

】∽
ｍ高名
トー
】∞―
〇〇
∞
】〇
∞―
∞

回
宍
日
本
複
写
権
セ
ン
タ
ー
委
託
出
版
物
〉

本
書

の
全
部
ま
た
は

一
部
を
無
断
で
複
写
複
製

（
コ
ピ
ー
）
す
る
こ
と
は
、

著
作
権
法
上
で
の
例
外
を
除
き
、
禁
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

本
書
か
ら
の
複
写
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
日
本
複
写
権
セ
ン
タ
ー

（〇
三
―
三
四
〇

一
―
二
三
八
二
）
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
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