
時
評人

物
像
と
い
う
補
助
エ
ン
ジ
ン
久
永
草
太

・
布
団
か
ら
今
朝
も
出
な
け
り
ゃ
な
ら
ん
の
か
一
晩
か
け
て
温
め
た
の
に

　
角
川
「
短
歌
」
二
〇
二
三
年
四
月
号
の
月
評
で
乾
遥
香
が
、
久
永
草
太
の

歌
壇
賞
受
賞
第
一
作
「
た
こ
た
こ
」
か
ら
右
の
掲
出
歌
な
ど
に
触
れ
、「
出

産
を
感
じ
さ
せ
た
の
は
受
賞
作
が
生
物
に
思
い
を
向
け
る
も
の
だ
っ
た
か
ら

か
。
解
剖
に
よ
り
殺
す
側
と
も
な
る
こ
と
を
詠
ん
だ
農
学
部
獣
医
学
科
の
精

神
が
、
産
む
側
の
葛
藤
に
似
る
」
と
述
べ
て
い
た
。

　
作
者
、つ
ま
り
僕
と
し
て
は
む
し
ろ
「
獣
医
学
生
」
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
か
ら
切
り
離
し
た
連
作
に
仕
立
て
た
つ
も
り
だ
っ
た
の
だ
が
、
そ
ん
な

の
は
作
り
手
の
エ
ゴ
に
過
ぎ
ず
、
獣
医
学
生
で
あ
る
こ
と
を
詠
ん
だ
受
賞
作

を
踏
ま
え
れ
ば
、
な
る
ほ
ど
乾
の
よ
う
な
読
み
も
あ
り
得
る
。

　
作
者
が
ど
う
い
う
人
物
で
あ
る
か
を
踏
ま
え
て
歌
を
読
む
こ
と
は
、
と
き

に
歌
の
解
釈
を
助
け
る
が
、
作
者
が
歌
に
込
め
た
意
味
以
上
の
情
報
を
付
与

し
て
し
ま
う
危
険
も
孕
ん
で
も
い
る
。
こ
の
危
険
に
常
に
晒
さ
れ
る
の
が
、

夭
折
し
た
歌
人
、
そ
の
歌
で
あ
る
。
石
川
啄
木
は
代
表
格
だ
が
、
現
代
で
は

笹
井
宏
之
、
萩
原
慎
一
郎
、
安
藤
美
保
ら
の
名
前
が
浮
か
ぶ
。
無
論
、
晩
年

の
健
康
状
態
や
、
存
命
中
の
歌
集
か
遺
歌
集
か
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
事
情
は
異

な
る
が
、
共
通
し
て
言
え
る
こ
と
は
（
無
礼
は
承
知
だ
が
）、
故
人
や
遺
族

へ
配
慮
し
な
が
ら
批
評
す
る
こ
と
の
難
し
さ
や
、
不
謹
慎
へ
の
恐
れ
が
あ

り
、
こ
れ
ら
に
抗
っ
て
読
み
を
展
開
せ
ん
と
す
る
と
き
、
作
者
の
人
物
像
や

生
涯
と
い
う
補
助
エ
ン
ジ
ン
に
頼
っ
て
し
ま
い
や
す
い
と
い
う
こ
と
だ
。

　「
ね
む
ら
な
い
樹
」vol.10

に
は
笹
井
宏
之
の
第
一
歌
集
『
ひ
と
さ
ら
い
』

刊
行
十
五
年
を
う
け
た
特
集
が
組
ま
れ
た
。
笹
井
の
歌
の
解
釈
し
難
さ
に
苦

手
意
識
の
あ
っ
た
僕
も
、
こ
の
特
集
に
刺
激
さ
れ
て
、
改
め
て
彼
の
歌
集
を

読
む
。

・
あ
の
枝
に
湯
呑
み
茶
碗
が
実
り
ま
す
　
耳
を
磨
い
て
お
越
し
く
だ
さ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
笹
井
宏
之
『
ひ
と
さ
ら
い
』

〈
一
生
に
一
度
ひ
ら
く
と
い
う
窓
の
む
こ
う
　
あ
な
た
は
靴
を
そ
ろ
え
る
〉

と
い
う
歌
の
直
後
に
並
べ
ら
れ
た
一
首
。
湯
呑
み
茶
碗
の
実
は
熟
れ
た
の
ち

落
果
し
て
、
け
た
た
ま
し
い
音
を
立
て
て
割
れ
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
音
を
心

し
て
聞
け
と
言
う
下
句
。
こ
の
音
が
死
の
瞬
間
の
音
で
あ
る
よ
う
に
聞
こ
え

る
の
は
、
直
前
に
置
か
れ
た
歌
の
効
果
か
、
夭
折
の
歌
人
の
歌
で
あ
る
か
ら

か
。
そ
の
後
の
笹
井
の
運
命
を
知
ら
ず
に
読
む
、
と
い
う
選
択
肢
を
与
え
ら

れ
な
か
っ
た
世
代
と
し
て
は
、
彼
の
連
作
に
潜
む
病
の
気
配
、
死
の
匂
い
に

過
敏
に
反
応
し
て
い
る
自
覚
が
あ
る
。
補
助
エ
ン
ジ
ン
の
読
み
で
あ
る
。

　
し
か
し
同
特
集
に
寄
せ
ら
れ
た
文
章
の
中
に
は
、
瀬
戸
夏
子
や
吉
川
宏
志

を
は
じ
め
、
笹
井
の
人
物
像
か
ら
積
極
的
に
距
離
を
置
き
、
作
品
を
評
し
よ

う
と
試
み
る
も
の
も
多
く
、
読
み
の
参
考
に
な
る
。
例
え
ば
、

・
こ
の
森
で
軍
手
を
売
っ
て
暮
ら
し
た
い
　
ま
ち
が
え
て
図
書
館
を
建
て
た

　
い

　
こ
の
歌
も
長
く
理
解
で
き
ず
い
た
の
だ
が
、
東
直
子
は
笹
井
の
歌
は
音
楽

だ
と
し
て
解
釈
し
た
。
掲
出
歌
の
「
て
」
の
多
用
を
指
摘
し
「
森
で
軍
手
を

売
る
イ
メ
ー
ジ
を
、
ま
ず
思
い
つ
い
た
の
か
と
。（
中
略
）
あ
と
は
も
う
リ

ズ
ム
で
導
き
出
し
て
」
作
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
対
談
の
中
で
推
測
す
る
。

　
補
助
エ
ン
ジ
ン
の
切
離
に
十
五
年
を
要
し
た
、
と
も
捉
え
ら
れ
る
が
、

十
五
年
読
ま
れ
続
け
る
歌
を
遺
し
た
歌
人
の
力
を
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
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