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石
見
銀
山
の
小
説
と
詩

ー

何
を
ど
の
よ
う
に
描
く
か
ー洲

浜

昌
三

第
一
六
八
回
芥
川
賞
・
直
木
賞
が

一
月
十
九
に
発
表
さ
れ
た
。
直
木
賞

は
小
川
哲
著
『
地
図
と
拳
』
と
千
早

茜
著
『
し
ろ
が
ね
の
葉
』
が
受
賞
し

た
。

『
し
ろ
が
ね
の
葉
』
は
、
戦
国
末
期

の
石
見
銀
山
を
舞
台
に
、
少
女
ウ
メ

が
過
酷
な
環
境
や
運
命
に
抗
い
、
自

立
し
て
い
く
姿
を
描
い
た
長
編
小

説
。
県
内
で
本
は
す
ぐ
売
り
切
れ
、

図
書
館
で
は
予
約
三
十
日
待
ち
と
い
う
新
聞
報
道
も
あ
っ
た
。

今
は
、
本
が
売
れ
ず
書
店
が
町
か
ら
消
え
て
い
く
時
代
で
あ
る
。

経
済
的
な
豊
か
さ
が
優
先
さ
れ
る
時
代
の
流
れ
の
中
で
、
『
し
ろ

が
ね
の
葉
』
は
、
精
神
的
な
文
化
で
あ
る
文
学
と
い
う
観
点
か
ら

こ
の
地
方
に
光
を
投
げ
か
け
た
。
小
説
の
舞
台
に
な
っ
た
石
見
銀

山
の
町
に
住
み
創
作
活
動
を
し
て
き
た
者
と
し
て
、
喜
び
と
共
に

深
い
感
慨
が
あ
る
。

今
回
『
し
ろ
が
ね
の
葉
』
直
木
賞
受
賞
を
機
会
に
、
石
見
銀
山

と
創
作
」、
特
に
小
説
と
詩
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
。

長
い
間
、地
域
の
歴
史
や
文
化
に
興
味
を
持
っ
て
資
料
を
集
め
、

小
説
や
脚
本
や
詩
な
ど
を
書
い
て
き
た
。

「
何
の
た
め
に
書
く
の
か
」「
何
を
ど
の
よ
う
に
書
く
か
」

こ
の
問
題
意
識
は
常
に
つ
き
ま
と
っ
て
離
れ
な
い
。
特
に
地
域
を

ど
の
よ
う
に
書
く
か
。
こ
れ
は
大
き
な
課
題
で
あ
る
。
下
手
を
す

る
と
観
光
案
内
物
か
自
己
満
足
物
に
な
り
か
ね
な
い
。

平
成
十
二
年
に
、
大
田
市
演
劇
サ
ー
ク
ル
劇
研
「
空
」
を
立
ち

上
げ
た
。
そ
の
と
き
次
の
よ
う
な
目
標
を
掲
げ
た
。

「
感
動
の
あ
る
舞
台
の
創
造
」
「
地
域
の
歴
史
文
化
の
掘
り
起
こ

し
と
再
創
造
」「
独
自
性
と
普
遍
性
の
追
求
」

こ
れ
は
目
標
で
あ
り
、
脚
本
を
書
き
舞
台
で
演
じ
て
初
め
て
意

味
を
持
つ
。
劇
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
詩
や
小
説
に
も
当
て
は
ま

り
、
同
じ
問
題
意
識
を
持
っ
て
取
り
組
ん
で
き
た
。

知
ら
ず
に
歩
け
ば
古
び
た
過
疎
の
町

石
見
銀
山
は
、
「
銀
山
遺
跡
と
そ
の
文
化
的
景
観
」
が
評
価
さ

れ
、
ア
ジ
ア
で
初
め
て
認
定
さ
れ
た
鉱
山
の
世
界
遺
産
で
あ
る
。

石
見
銀
山
へ
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
人
は
、
ど
ん
な
印
象
を
持
っ
て

帰
る
の
だ
ろ
う
。
非
常
に
広
範
囲
な
の
で
総
て
を
見
る
こ
と
は
困

難
で
あ
る
。
見
た
場
所
に
よ
っ
て
感
想
は
様
々
だ
ろ
う
。
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今
ま
で
多
く
の
人
を
案
内
し
た
が
、カ
ナ
ダ
か
ら
来
た
友
人
は
、

街
並
が
一
番
印
象
に
残
っ
た
、
と
い
う
。

何
も
知
ら
ず
に
、
石
見
銀
山
を
歩
け
ば
、「
古
び
た
過
疎
の
町
」

と
い
う
印
象
し
か
残
ら
な
い
。
龍
源
寺
間
歩
を
歩
い
て
も
「
暗
く

て
長
い
ト
ン
ネ
ル
」
だ
ろ
う
し
、
石
見
銀
山
の
中
心
に
あ
る
仙
ノ

山
に
立
っ
て
も
「
山
し
か
見
え
な
い
小
高
い
山
」
だ
ろ
う
。

全
国
に
廃
鉱
鉱
山
は
た
く
さ
ん
あ
る
。
し
か
し
、
多
く
の
作
家

の
手
に
よ
っ
て
何
度
も
小
説
の
舞
台
に
な
る
廃
鉱
は
数
少
な
い
。

石
見
銀
山
は
、
同
じ
廃
鉱
で
あ
り
な
が
ら
、
世
界
や
日
本
の
歴
史

の
中
で
重
要
な
役
目
を
果
た
し
、
さ
ら
に
銀
を
巡
る
数
々
の
争
奪

戦
、
そ
こ
に
生
き
る
人
々
の
人
間
模
様
、
歴
史
や
人
の
喜
怒
哀
楽

な
ど
、
作
家
の
想
像
や
創
造
を
喚
起
す
る
も
の
が
た
く
さ
ん
埋
蔵

さ
れ
て
い
る
。
見
え
る
人
に
は
見
え
な
い
も
の
が
見
え
る
の
だ
。

固
有
性
と
普
遍
性
、
そ
し
て
描
写

『
し
ろ
が
ね
の
葉
』
を
手
に
し
て
、
直
木
賞
だ
か
ら
娯
楽
性
や
大

衆
性
が
強
い
小
説
だ
ろ
う
と
思
っ
て
読
み
始
め
た
。
し
か
し
冒
頭

か
ら
意
表
を
衝
か
れ
異
次
元
の
世
界
へ
運
ば
れ
た
。

「
常
闇
に
い
る
。
／
こ
こ
は
、
山
に
幾
百
と
穿
た
れ
た
間
歩
の
中
な

と
こ
や
み

う
が

ま

ぶ

の
か
、
生
ま
れ
落
ち
る
前
の
胎
内
な
の
か
。
／
そ
れ
と
も
、
こ
の
身

に
空
い
た
穴
を
覗
き
込
ん
で
い
る
の
か
。
／
は
じ
ま
り
も
終
わ
り

も
な
い
闇
。
」

繊
細
で
感
性
豊
か
、
凝
縮
し
た
象
徴
詩
の
よ
う
な
文
体
に
圧
倒

さ
れ
引
き
込
ま
れ
る
。作
者
は
新
聞
で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「
現
代
も
の
で
は
で
き
な
い
死
と
隣
り
合
わ
せ
の
性
描
写
を
描

き
た
か
っ
た
」「
死
が
あ
る
か
ら
こ
そ
生
殖
本
能
が
あ
る
」「
過
酷

な
環
境
か
ら
逃
げ
る
の
で
は
な
く
、そ
こ
で
生
き
た
人
々
を
通
し
、

生
に
つ
い
て
考
え
て
ほ
し
い
」

地
域
固
有
の
石
見
銀
山

が
舞
台
で
あ
り
な
が
ら
、

目
に
見
え
な
い
普
遍
性
的

な
理
念
が
貫
か
れ
て
い
る
。

石
見
銀
山
を
素
材
に
し

て
書
か
れ
た
小
説
は
二
十

編
近
く
あ
る
が
、
エ
ン
タ

ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
性
と
物

語
性
が
強
い
小
説
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
「
し
ろ
が
ね
の
葉
」
は
、
銀
山
と
い
う
過
酷
な

男
社
会
に
一
人
の
少
女
が
身
を
置
き
、
女
性
と
し
て
如
何
に
そ
の

壁
を
切
り
開
い
て
い
く
か
、
と
い
う
テ
ー
マ
が
背
骨
に
あ
る
文
学

性
の
強
い
小
説
で
あ
る
。銀
山
も
単
な
る
物
語
の
背
景
で
は
な
く
、

主
人
公
や
登
場
人
物
と
一
体
の
存
在
で
あ
る
。
何
よ
り
も
感
性
豊

か
で
、
濃
密
、
リ
ア
ル
で
あ
り
な
が
ら
象
徴
的
で
詩
的
な
描
写
が

血
肉
と
な
っ
て
独
特
の
世
界
を
創
り
出
し
、
頭
で
は
な
く
皮
膚
や
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腹
に
伝
わ
っ
て
く
る
。

松
江
の
詩
人
・
田
村
さ
ん
は
手
紙
の
中
で
、
「
ま
え
が
き
と
結

び
と
が
、
震
え
る
ほ
ど
詩
で
あ
る
と
断
言
し
た
い
」
と
書
い
て
寄

越
さ
れ
た
。
同
感
で
あ
る
。
精
緻
な
具
体
の
描
写
が
同
時
に
具
体

を
超
越
し
た
世
界
を
象
徴
し
、
眼
前
に
展
開
さ
れ
る
石
見
銀
山
の

営
み
と
同
時
に
読
者
は
独
自
の
世
界
を
イ
メ
ー
ジ
し
な
が
ら
文
字

を
追
っ
て
い
る
。
ま
さ
に
詩
で
あ
る
。

松
本
清
張
『
数
の
風
景
』
は
じ
め
石
見
銀
山
の
小
説

面
白
い
こ
と
に
、
最
近
二
年
間
に
三
冊
、
著
名
な
作
家
が
石
見

銀
山
を
舞
台
に
し
た
小
説
を
書
き
、
刊
行
さ
れ
た
。

『
し
ろ
が
ね
の
葉
』
の
前
年
に
直
木
賞
作
家
で
多
数
の
著
作
が

あ
る
澤
田
瞳
子
の
『
輝
山
』
、
更
に
脚
本
家
と
し
て
も
知
ら
れ
て

い
る
土
橋
章
宏
の
『
い
も
殿
様
』
で
あ
る
。

土
橋
氏
は
大
田
市
民
会
館
で
講
演
し
、
多
く
の
市
民
が
聴
講
し

た
。

著
名
な
作
家
で
、
最
初
に
石
見
銀
山
を

舞
台
に
し
た
小
説
を
書
い
て
全
国
に
紹

介
し
た
の
は
松
本
清
張
だ
っ
た
。
１
９

８
６
年
週
刊
朝
日
に
小
説
『
歌
の
な
い

歌
集
』
を
連
載
。
そ
の
第
一
話
「
数
の

風
景
」
に
石
見
銀
山
が
登
場
し
た
。
そ

の
後
、
朝
日
新
聞
社
、
角
川
書
店
や
光
文
社
か
ら
本
に
な
っ
て
刊

行
さ
れ
ヒ
ッ
ト
し
た
。

松
本
清
張
は
、
１
９
８
６
年
に
松
江
で
開
催
さ
れ
た
古
代
史
の

シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
に
参
加
し
た
折
に
大
森
へ
き
て
中
村
ブ
レ
イ
ス

を
創
業
し
た
中
村
俊
郎
社
長
に
会
っ
て
色
紙
を
手
渡
し
た
。

中
村
社
長
は
、
大
森
町
の
発
展
に
力
を
注
ぎ
、
自
ら
貴
重
な
歴

史
的
資
料
を
収
集
し
、
芸
術
文
化
の
活
動
も
積
極
的
に
支
援
し
、

石
見
銀
山
の
活
性
化
に
献
身
的
し
て
き
た
第
一
人
者
で
あ
る
。
当

時
、
石
見
銀
山
に
関
心
が
あ
っ
た
松
本
清
張
と
も
交
流
が
あ
っ
た
。

色
紙
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
た
。

「
空
想
の
翼
で
駆
け
現
実
の
山
野
往
か
ん
」

こ
の
言
葉
は
大
き
な
石
碑
に
刻
ま
れ
、

中
村
ブ
レ
イ
ス
の
前
庭
に
置
か
れ
て
い

る
。目

の
前
に
あ
る
山
や
原
野
は
、
も
の

言
わ
ぬ
荒
涼
と
し
た
山
野
だ
。
豊
か
な

空
想
と
創
造
の
翼
を
持
っ
て
そ
の
山
野

を
見
れ
ば
、
そ
こ
に
人
の
営
み
、
戦
い
、

生
活
、
人
々
の
喜
怒
哀
楽
等
々
、
歴
史
や
文
化
が
見
え
、
物
語
が

生
ま
れ
て
く
る
。
そ
れ
は
芸
術
や
文
学
創
造
の
原
点
で
あ
る
。
石

見
銀
山
の
山
野
に
も
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
示
唆
で
も
あ
る
。
今
か

ら
三
十
七
年
前
、
石
見
銀
山
が
現
在
ほ
ど
注
目
さ
れ
ず
、
鉱
山
遺
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跡
が
自
然
の
ま
ま
山
野
に
埋
も
れ
て
い
た
時
代
で
あ
る
。

参
考
ま
で
に
、
そ
れ
以
前
（
２
０
１
５
～
１
９
９
０
）
に
刊
行

さ
れ
た
主
な
小
説
の
題
名
と
作
家
を
新
し
い
順
に
記
し
て
お
こ

う
。

あ
さ
の
あ
つ
こ
『
ゆ
ら
や
み
』
、

安
部
龍
太
郎
『
石
見
銀
山
も
の
が
た

り
』
、
山
本
兼
一
『
銀
の
島
』
、
西
村

京
太
郎
『
生
死
を
分
け
た
石
見
銀

山
』
、
梓

林
太
郎
『
殺
人
鉱
脈
』
、

半
村

良
『
大
久
保
長
安
』
、
杉
本
苑

子
『
終
焉
』
、
斎
藤
吉
見
『
大
久
保

長
安
』
、
堀

和
久
『
大
久
保
長
安
』。

井
戸
平
左
衛
門
は
こ
れ
以
外
に
も
あ

り
、
劇
も
あ
る
。

書
棚
に
な
い
の
で
、
仁
万
の
図
書
館
が
特
別
展
示
し
た
時
に
許

可
を
得
て
背
表
紙
を
写
し
た
の
が
次
の
本
で
あ
る
。

県
内
で
は
、
「
山
陰
文
藝
」
会
員
で
も

あ
っ
た
大
田
市
の
田
中

通
『
芋
代

官
』
、
川
本
町
の
小
笠
原
秀
昱
『
大
森

哀
愁
浪
漫
』
上
下
、
三
次
市
出
身
の

小
原
一
登
『
涙
峠
』
が
あ
る
。
本
に

は
な
っ
て
い
な
い
が
、
本
誌
五
十
一

号
ま
で
七
回
連
載
さ
れ
た
沢
村
俊
介
『
石
見
銀
山
見
回
り
同
心
控
』

が
あ
る
。（
沢
村
俊
介
は
ペ
ン
ネ
ー
ム
、
大
田
市
出
身
）

小
説
以
外
で
は
石
見
銀
山
の
記
録

や
評
論
、
解
説
本
、
論
文
は
多
く
の

研
究
者
、
郷
土
史
家
に
よ
っ
て
書
か

れ
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

書
棚
に
は
郷
土
の
研
究
者
な
ど
が
執

筆
し
た
本
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
参
考

ま
で
に
写
し
て
み
た
。

地
方
で
あ
り
世
界
的
存
在
＾

今
年
は
宮
沢
賢
治
没
後
九
十
年
、『
春
と
修
羅
』
発
行
百
年
目
に

当
た
る
。
そ
れ
を
記
念
し
て
、
日
本
現
代
詩
歌
文
学
館
で
は
、
三

月
中
旬
か
ら
一
年
間
、
「
賢
治
に
献
ず
る
詩
歌
」
展
を
計
画
し
て

い
る
。
岩
手
県
北
上
市
に
あ
り
、
明
治
以
降
の
詩
歌
や
書
籍
、
研

究
書
、
雑
誌
な
ど
、
有
名
・
無
名
を
問
わ
ず
に
収
集
、
保
存
し
て

い
る
。
全
国
の
同
人
雑
誌
も
積
極
的
に
収
集
し
て
閲
覧
に
供
し
て

い
る
日
本
唯
一
の
詩
歌
文
学
館
で
あ
る
。

昨
年
末
、
作
品
揮
毫
依
頼
が
き
た
。
色
紙
か
原
稿
用
紙
一
枚
の

詩
歌
、
短
文
、
写
真
、
朗
読
音
声
デ
ー
タ
の
依
頼
で
あ
る
。
開
館

当
初
に
は
色
紙
の
依
頼
が
あ
り
、
２
０
２
１
年
に
は
『
大
震
災
と

詩
歌
ー
あ
の
日
か
ら

明
日
へ
』
刊
行
に
際
し
指
名
さ
れ
た
詩
を
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送
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

今
回
、
何
を
書
く
か
悩
ん
だ
。
何
し
ろ
、
詩
を
献
じ
る
相
手
は
、

大
詩
人
、
宮
沢
賢
治
で
あ
る
。
正
月
が
過
ぎ
、
〆
切
の
一
月
末
が

目
前
。
ギ
ブ
ア
ッ
プ
を
決
断
し
か
け
た
と
き
、
ふ
と
入
澤
康
夫
の

言
葉
が
浮
上
し
蘇
っ
た
。

「
賢
治
の
作
品
は
東
北
の
田
舎
が
舞
台
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に

世
界
的
な
存
在
で
あ
る
」

入
沢
康
夫

は
松
江
の
出

身
で
フ
ラ
ン

ス
文
学
者
で

も
あ
り
詩
人

で

も

あ

っ

た
。
Ｈ
賞
は

じ
め
十
指
に

余
る
詩
人
賞

を
受
賞
し
、
出
雲
風
土
記
を
素
材
に
し
た
詩
集
『
わ
が
出
雲
・
わ

が
鎮
魂
』
は
読
売
文
学
賞
を
受
賞
、
オ
ペ
ラ
に
も
な
っ
た
。
サ
イ

ン
入
り
の
詩
集
と
プ
ロ
が
舞
台
発
表
し
た
テ
ー
プ
を
受
贈
し
た
こ

と
も
あ
る
。
難
解
な
詩
だ
が
、
群
読
し
て
み
た
い
と
い
う
夢
が
今

も
あ
る
。
２
０
０
１
年
に
は
島
根
に
講
師
に
招
き
「
風
土
と
文
学
」

と
い
う
題
で
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ー
ム
を
開
催
し
た
。
そ
の
後
も
「
囲
む

会
」
を
田
村
の
り
子
の
企
画
で
数
人
が
集
ま
っ
っ
た
こ
と
も
あ
る
。

残
念
な
こ
と
に
２
０
１
８
年
に
八
十
六
歳
で
他
界
さ
れ
た
。

長
年
、宮
沢
賢
治
の
研
究
家
で
も
あ
っ
た
入
沢
康
夫
の
言
葉
は
、

印
象
に
残
り
、
深
く
記
憶
に
沈
殿
し
て
い
た
。

あ
な
た
の
眼
差
し
（
宮
沢
賢
治
に
献
ず
る
詩
）

畑
を
打
つ
手
を
休
め
た
と
き

ふ
と

あ
な
た
の
眼
差
し
を
見
た
こ
と
が
あ
る

透
き
通
っ
た
風
の
ず
っ
と
向
こ
う

ひ
と
り
夜
の
道
を
歩
い
て
い
る
と

美
し
い
歌
が
聞
こ
え
て
く
る
こ
と
が
あ
る

満
点
の
星
空

オ
リ
オ
ン
の
あ
た
り

暗
い
迷
路
で
立
ち
止
ま
っ
て
い
た
と
き

ふ
と
闇
を
射
し
て
届
い
た
も
の
が
あ
る

修
羅
と
交
わ
し
た
刃
の
鋭
い
光

小
さ
な
個
で
あ
り
な
が
ら

宇
宙
さ
え
包
む

あ
な
た
の
こ
と
ば

あ
な
た
の
詩
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入
沢
康
夫
の
詩
論
に
こ
ん
な
言
葉
が
あ
る
。

「
詩
の
役
割
の
核
心
は
作
者
の
心
境
、
感
想
な
ど
の
個
人
的
あ
る
い

は
日
常
的
事
実
を
述
べ
伝
え
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
事
実
を
越
え

た
事
実
を
持
っ
て
、
感
動
を
読
者
の
心
に
生
み
出
す
と
こ
ろ
に
あ

る
」歳

と
共
に
感
性
は
衰
え
る
。
感
覚
や
情
緒
、
情
念
、
抽
象
よ
り
、

客
観
的
な
事
実
を
重
視
す
る
傾
向
が
強
く
な
る
。
同
時
に
認
識
や

技
法
、
方
法
論
も
深
化
し
な
け
れ
ば
創
作
は
行
き
詰
ま
る
。

今
ま
で
に
五
十
篇
近
い
地
域
の
風
物
詩
を
書
き
、
石
見
銀
山
を

素
材
に
し
た
詩
が
二
十
篇
近
く
あ
る
。
そ
の
中
の
二
編
。

石
見
銀
山

五
百
羅
漢

洲
浜
昌
三

石
の
反
り
橋
を
渡
る
と

そ

羅
漢
さ
ま
の
静
か
な
岩
室
が
あ
る

い
わ
む
ろ

父
や
母
や

夫
や
妻
や

愛
し
い
我
が
子
が

安
ら
か
に
眠
り
ま
す
よ
う
に

は
る
か
江
戸
時
代
に

人
々
が
込
め
た

深
い
祈
り
の
石
仏

い
し
ぼ
と
け

羅
漢
と
は
ー

い
っ
さ
い
の
煩
悩
を
滅
し
、
自
力
で
悟
り
を
開
い
た
人
ー

じ

り
き

と
辞
書
に
あ
る

そ
れ
に
し
て
は

「て
め
え
ら
ぁ

そ
れ
で
え
え
ん
か
や
！
」

と
目
を
む
い
て
怒
鳴
る
羅
漢

「う
ち
の

に
ょ
う
ぼ
う
の
や
つ
が
の
ぅ
」

口
を
曲
げ
て
愚
痴
を
こ
ぼ
す
羅
漢

「
助
け
ち
ゃ
ん
さ
い

頼
む
け
ぇ
」

天
に
号
泣
す
る
羅
漢

「
わ
し
ゃ

は
あ
知
ら
ん
で
」

膝
を
深
く
抱
え
る
羅
漢

「
あ
り
ゃ

ぼ
け
て
き
た
か
い
の
ぅ
」

ふ
と

頭
に
手
を
や
る
羅
漢

静
か
に
瞑
想
す
る
数
多
の
尊
者
の
中
に

あ
ま

た

悟
り
と
は
遠
い
数
体
の
羅
漢

石
見
の
国

福
光
の
石
工
は

い
し

く

う
っ
か
り
本
音
を
刻
ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い

発
見
と
喜
び
、
広
が
る
イ
メ
ー
ジ
や
風
景
、
想
像

ー
そ
れ
は

詩
の
要
素
の
一
部
だ
と
思
う
。
ユ
ー
モ
ア
も
同
様
だ
と
思
う
。

現
在
、
日
本
と
い
え
ば
東
京
で
あ
る
。
４
０
０
年
前
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
人
々
に
と
っ
て
、
日
本
と
い
え
ば
石
見
銀
山
だ
っ
た
か
も
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し
れ
な
い
。
当
時
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
日
本
地
図
に
は
、
石
見
の
位

置
に
「
銀
山
東
京
な
ど
地
図
で
は
白
紙
、
空
白
で
あ
る
。

ポ
ル
ト
ガ
ル
生
ま
れ
の
カ
ル
ロ
ス
夫
妻
を
我
が
家
に
泊
め
て
三

瓶
や
石
見
銀
山
を
案
内
し
た
。
今
ま
で
に
な
い
視
点
に
遭
遇
し
て
、

固
定
観
念
や
常
識
が
ひ
っ
く
り
返
さ
れ
る
驚
き
や
、
そ
こ
か
ら
広

が
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
発
見
と
同
様
に
詩
の
要
素
だ
ろ
う
。

石
見
は
何
も
な
い
空
白
地
帯

洲
浜
昌
三

ー
石
見
銀
山
考
ー

遠
い
フ
ラ
ン
ス
か
ら

は
る
ば
る
石
見
の
我
が
家
へ

カ
ル
ロ
ス
夫
妻
が
や
っ
て
き
た

カ
ル
ロ
ス
は

陽
気
で
た
く
ま
し
い
赤
ら
顔
の
ラ
テ
ン
系

若
い
と
き
日
本
の
ミ
ノ
ル
タ
カ
メ
ラ
が
欲
し
く
て

ド
イ
ツ
ま
で
稼
ぎ
に
行
っ
た

と
い
う
カ
メ
ラ
狂

フ
ラ
ン
ス
で
手
に
し
た
日
本
観
光
地
図
で
は

こ
の
辺
り
は
空
白
で

何
も
書
い
て
な
い
と
い
う

三
瓶
山
か
ら

刻
々
変
わ
る
日
本
海
に
沈
む
夕
日
を
連
写
し

火
山
で
埋
も
れ
た
四
千
年
前
の
縄
文
杉
に
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
切
り

山
裾
の
露
天
温
泉
に
身
を
浮
か
べ
て

浮
世
を
忘
れ

ヴ
ェ
リ
ィ

グ
ッ
ド

と
我
が
妻
の
日
本
料
理
と
酒
を
味
わ
い

タ
タ
ミ
マ
ッ
ト
の
上
の
セ
ン
ベ
イ
フ
ト
ン
で
熟
睡
し

江
戸
風
情
の
大
森
の
街
中
を

秋
風
に
打
た
れ
て
共
に
走
り

石
見
銀
山
世
界
遺
産
セ
ン
タ
ー
の
ヒ
ノ
キ
の
ホ
ー
ル
を
抜
け

輝
く
銀
貨
を
眺
め

銀
山
争
奪
戦
絵
図
の
前
を
過
ぎ
た
と
き

突
然

カ
ル
ロ
ス
が
大
声
を
上
げ
た

T
h
is
m
a
p
is
P
o
rtu

g
u
e
s
e
!

ヴ
ァ
ス
コ
・
ダ
・ガ
マ
に
出
会
っ
た
か
の
如
く
興
奮
し

日
本
地
図
「AS

M
IN
A
S
D
A
P
R
A
T
A

」
を
見
つ
め
て
い
る

大
航
海
時
代

世
界
の
銀
の
三
分
の
一
を
産
出
し

石
見
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「
銀
鉱
山
王
国
」だ
っ
た
の
だ

カ
ル
ロ
ス
の
生
誕
地
は

ポ
ル
ト
ガ
ル
だ
っ
た

英
語
の
教
師
だ
っ
た
が

当
時
戦
争
を
嫌
っ
て
故
郷
を
脱
出

芸
術
の
都

パ
リ
へ
移
っ
た
と
い
う

何
も
な
か
っ
た
石
見
の
空
白
地
帯
か
ら

生
ま
れ
育
っ
た
遠
い
故
郷
を

じ
っ
と
見
つ
め
て
い
る

創
作
は
、
人
の
心
、
精
神
の
記
録
で
あ
り
、
そ
の
時
代
、
そ
の
地

域
の
生
き
た
精
神
的
記
録
で
も
あ
る
。

「
し
ろ
が
ね
の
葉
」
に
触
発
さ
れ
、
地
域
の
詩
や
小
説
の
創
作
に
つ

い
て
、
日
頃
考
え
て
い
た
一
端
を
書
い
て
見
た
。
地
方
か
ら
も
豊
か
な

作
品
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
。

（
石
見
銀
山
の
詩
は
詩
集
『
春
の
残
像
』
よ
り
。
文
中
敬
称
は
省
略
し
ま
し
た
。

原
文
に
少
し
手
を
入
れ
て
写
真
を
挿
入
し
ま
し
た
）
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