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文
語
詩
「〔
わ
れ
は
ダ
ル
ケ
を
名
乗
れ
る
も
の
と
〕」
の
生
成

杉
浦　
　

静

　

ダ
ル
ゲ
／
ダ
ル
ケ
草
稿
群
の
最
後
に
位
置
す
る
の
は
、
文
語
詩
﹁︹
わ

れ
は
ダ
ル
ケ
を
名
乗
れ
る
も
の
と
︺﹂
で
あ
る
。
こ
の
詩
は
、
宮
沢
賢
治

自
身
に
よ
る
文
語
詩
集
成
︿
文
語
詩
稿
五
十
篇
﹀
に
も
、︿
文
語
詩
稿
一
百

篇
﹀
に
も
収
め
ら
れ
て
は
い
な
い
。︿
五
十
篇
﹀︿
一
百
篇
﹀
に
選
択
・
集

成
さ
れ
た
文
語
詩
は
、
そ
れ
ぞ
れ
﹁
表
現
未
だ
足
ら
ざ
る
も
﹂﹁
想
は
定
ま

り
﹂
た
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
﹁︹
わ
れ
は
ダ
ル
ケ
を
名
乗
れ
る
も
の

と
︺﹂
は
、
い
ま
だ
﹁
想
定
ま
﹂
ら
ず
、﹁
表
現
未
だ
足
ら
ざ
る
﹂
も
の
で
あ

り
、
定
稿
に
至
る
推
敲
途
次
の
詩
な
の
で
あ
る
。

　
　
︹
わ
れ
は
ダ
ル
ケ
を
名
乗
れ
る
も
の
と
︺

わ
れ
は
ダ
ル
ケ
を
名
乗
れ
る
も
の
と

つ
め
た
く
最
后
の
わ
か
れ
を
交
は
し

閲
覧
室
の
三
階
よ
り
、

白
き
砂
を
は
る
か
に
た
ど
る
こ
ゝ
ち
に
て

そ
の
地
下
室
に
下
り
来
り

か
た
み
に
湯
と
水
と
を
呑
め
り

そ
の
と
き
瓦
斯
の
マ
ン
ト
ル
は
や
ぶ
れ

焰
は
葱
の
華
な
せ
ば

網
膜
半
ば
奪
は
れ
て

そ
の
洞
黒
く
錯
乱
せ
り
し

か
く
て
ぞ
わ
れ
は
そ
の
文
に

ダ
ル
ケ
と
名
乗
る
哲
人
と

永と

は久
の
わ
か
れ
を
な
せ
る
な
り

　

こ
の
詩
は
﹁
ダ
ル
ケ
と
名
乗
る
哲
人
﹂
と
の
﹁
永と

は久
の
わ
か
れ
﹂
を
テ
ー

	

―
宮
沢
賢
治
と
ダ
ル
ケ
⑵
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マ
に
し
て
い
る
。
ダ
ル
ケ
な
ら
ぬ
ダ
ル
ゲ
と
の
別
れ
を
テ
ー
マ
に
し
た
散

文
﹁
ダ
ル
ゲ
﹂（
後
に
﹁
図
書
館
幻
想
﹂
と
改
題
）、
及
び
そ
の
口
語
詩
へ
書

き
換
え
で
あ
る
詩
﹁
ダ
ル
ゲ
﹂
は
、
い
ず
れ
も
﹁
ダ
ル
ゲ
﹂
な
る
人
物
を
登

場
さ
せ
、﹁
ダ
ル
ゲ
﹂
と
語
り
手
﹁
お
れ
﹂
と
の
対
峙
を
テ
ク
ス
ト
の
中
心

に
置
き
、
面
会
ま
で
の
緊
張
と
期
待
か
ら
、
面
会
時
の
ダ
ル
ゲ
か
ら
の
冷

遇
、
決
別
の
辞（
？
）の
発
語
に
至
る
心
理
と
行
動
の
推
移
を
描
い
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
﹁︹
わ
れ
は
ダ
ル
ケ
を
名
乗
れ
る
も
の
と
︺﹂
は
、
二
連
構

成
で
、
第
一
連
で
、
ダ
ル
ケ
と
の
﹁
最
后
の
別
れ
﹂
後
の
﹁
わ
れ
﹂
の
動
き

に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
、
第
二
連
で
、﹁
か
く
て
ぞ
﹂
と
別
れ
の
全
体
を
ま

と
め
て
い
る
。
同
じ
ダ
ル
ゲ
と
の
別
れ
を
テ
ー
マ
に
し
て
い
る
が
、
散
文

﹁
ダ
ル
ゲ
﹂（﹁
図
書
館
幻
想
﹂）、
口
語
詩
﹁
ダ
ル
ゲ
﹂
と
は
大
き
く
テ
ク
ス

ト
構
造
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
お
の
ず
と
﹁
別
れ
﹂
の
扱
い
方
も

異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
﹁
わ
れ
﹂
が
﹁
最
后
の
別
れ
﹂
を
か
わ
し
た
﹁
ダ
ル
ケ
﹂
と
は
、﹁
そ
の
文

に
ダ
ル
ケ
と
名
乗
る
﹂
と
書
か
れ
、
ま
た
別
れ
を
交
わ
し
た
場
所
が
、﹁
閲

覧
室
﹂
と
あ
る
よ
う
に
﹁
図
書
館
﹂
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、

︿
擬
人
化
さ
れ
た
書
物
﹀
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
名
乗
ら
れ
る
ダ
ル
ケ
と
は
、
賢
治
蔵
書
に
も
あ
っ
た
﹃
仏
教
の

世
界
観
﹄（
高
桑
純
天 

訳
、
甲
子
社
書
房
、 

大
正
一
五
）
の
著
者
で
あ
る

パ
ウ
ル
・
ダ
ー
ル
ケ
（P

au
l D

ah
lk

e

）
そ
の
人
を
モ
デ
ル
と
す
る
。
こ

の
詩
で
は
、
パ
ウ
ル
・
ダ
ー
ル
ケ
（P

au
l D

ah
lk

e

）
と
の
﹁
永
久
の
わ
か

れ
﹂
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
り
、﹁
そ
の
文
に
﹂
と
い
う
こ
と
は
、
ダ
ー

ル
ケ
の
著
作
、
さ
ら
に
い
う
な
ら
、
ダ
ー
ル
ケ
の
著
作
の
表
象
す
る
（
仏

教
）
思
想
と
の
別
れ
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
文
語

詩
﹁︹
わ
れ
は
ダ
ル
ケ
を
名
乗
れ
る
も
の
と
︺﹂
に
は
、
別
れ
の
前
提
と
な

る
ダ（
ー
）ル
ケ
の
（
仏
教
）
思
想
に
対
す
る
語
り
手
あ
る
い
は
宮
沢
賢
治

の
理
解
や
認
識
が
直
接
に
語
ら
れ
て
は
い
な
い
。
テ
ク
ス
ト
に
あ
る
よ
う

な
﹁
冷
た
く
最
后
の
わ
か
れ
を
交
は
し
﹂
た
の
が
、
思
想
や
世
界
観
に
対

し
て
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
否
定
さ
れ
る
べ
き
点
に
つ
い
て
何
ら
か
の
言
及

や
示
唆
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
書
か
れ

て
い
な
い
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
描
か
れ
て
い
る
︿
最
后
の
わ

か
れ
﹀
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
以
下
に
こ
の
文
語
詩
の

生
成
過
程
を
ふ
ま
え
な
が
ら
あ
ら
た
め
て
読
み
解
い
て
行
き
た
い
。

　
﹁︹
わ
れ
は
ダ
ル
ケ
を
名
乗
れ
る
も
の
と
︺﹂
に
は
、
先
駆
稿
が
存
在
す
る
。

﹁﹁
東
京
﹂
ノ
ー
ト
﹂
の
四
九
・
五
〇
頁
に
記
さ
れ
た
﹁︹
わ
れ
は
ダ
ル
ゲ
を

名
乗
れ
る
も
の
はマ
マ

︺﹂
で
あ
る
。
な
お
、
末
尾
﹁
も
の
は
﹂
の
﹁
は
﹂
は
﹁
と
﹂

の
誤
り
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
、
紙
葉
を
異
に
し
た
推
敲
に
よ

り
、
文
語
詩
に
改
作
さ
れ
て
﹁︹
わ
れ
は
ダ
ル
ケ
を
名
乗
れ
る
も
の
と
︺﹂

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
︹
わ
れ
は
ダ
ル
ゲ
を
名
乗
れ
る
も
の
はマ
マ

︺

わ
れ
は
ダ
ル
ゲ
を
名
乗
れ
る
も
の
はマ
マ

つ
め
た
く
最
后
の
別
れ
を
か
は
し

白
き
砂
を
は
る
か
に
は
る
か
に
た
ど
れ
る
な
り

そ
の
三
階
よ
り
灰
い
ろ
な
せ
る
地
下
室
に
来
て
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わ
れ
は
し
ば
ら
く
湯
と
水
と
を
呑
め
り

　
　
（
白
き
砂
を
は
る
か
に
は
る
かマ

マた
ど
れ
る
な
り
）

そ
の
と
き
瓦
斯
の
マ
ン
ト
ル
は
や
ぶ
れ
居
て

焰
は
葱
の
華
を
な
せ
る
に

見
つ
や
網
膜
の
半
ば
らマ
マ

奪
ひ
取
ら
れ
て

そ
の
床
は
黒
く
散
乱
せ
り
き

　
　
（
白
き
砂
を
は
る
か
に
は
る
か
に
た
ど
れ
る
な
り
）

　

ま
さ
に
﹁︹
わ
れ
は
ダ
ル
ゲ
を
名
乗
れ
る
も
の
と
︺﹂
の
原
型
と
言
う
べ

き
短
唱
で
あ
る
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
で
は
、﹁
わ
れ
﹂
は
図
書
館
の
三
階
か

ら
地
下
の
食
堂
ま
で
下
り
て
き
た
に
過
ぎ
な
い
の
だ
が
、﹁（
白
き
砂
を
は

る
か
に
は
る
か
に
た
ど
れ
る
な
り
）﹂
の
リ
フ
レ
イ
ン
が
、
別
れ
て
き
た

ダ
ル
ゲ
と
の
精
神
的
或
い
は
心
理
的
距
離
の
遠
さ
を
語
っ
て
い
る
。
こ
の

リ
フ
レ
イ
ン
の
間
に
、
三
階
か
ら
の
下
降
の
末
の
﹁
湯
と
水
﹂
の
飲
用
と
、

網
膜
の
作
用
に
よ
る
光
と
暗
黒
の
交
錯
が
対
に
な
っ
て
置
か
れ
て
い
る
。

ス
ケ
ッ
チ
の
契
機
は
、
マ
ン
ト
ル
の
破
れ
に
よ
っ
て
﹁
葱
の
華
﹂
の
形
に

か
が
や
く
焰
を
凝
視
し
て
い
る
時
に
、
眩
暈
の
よ
う
に
視
界
が
暗
転
し
て

し
ま
っ
た
瞬
間
へ
の
興
味
深
さ
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
ス
ケ
ッ

チ
を
構
成
す
る
な
か
で
、
三
階
か
ら
の
降
下
に
至
る
で
き
ご
と
に
関
連
さ

せ
て
、
そ
こ
に
何
等
か
の
意
味
を
付
与
し
よ
う
と
す
る
ア
イ
デ
ア
が
浮
か

ん
で
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
短
唱
は
、
先
に
記
し
た
と
お
り
、﹁﹁
東
京
﹂
ノ
ー
ト
﹂
に
書
か
れ

て
い
る
の
だ
が
、
執
筆
時
期
は
い
つ
頃
で
あ
ろ
う
か
。﹁︹
わ
れ
は
ダ
ル

ゲ
を
名
乗
れ
る
も
の
は
︺﹂
は
﹁︹
わ
れ
は
ダ
ル
ケ
を
名
乗
れ
る
も
の
と
︺﹂

の
先
駆
稿
で
あ
り
、﹁︹
わ
れ
は
ダ
ル
ゲ
を
名
乗
れ
る
も
の
は
︺﹂
で
、﹁
ダ

ル
ゲ
﹂
と
名
乗
っ
て
い
た
人
物
は
、﹁︹
わ
れ
は
ダ
ル
ケ
を
名
乗
れ
る
も
の

と
︺﹂
で
は
﹁
ダ
ル
ケ
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
ダ
ル
ゲ
あ
る
い
は
ダ

ル
ケ
と
書
か
れ
て
い
る
人
物
は
、
先
に
も
記
し
た
と
お
り
ド
イ
ツ
の
仏
教

学
者
（
と
理
解
さ
れ
て
い
た
）
パ
ウ
ル
・
ダ
ー
ル
ケ
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

ダ
ル
ケ
が
正
し
い
の
で
あ
る
が
、
な
ぜ
二
通
り
の
呼
称
が
出
て
来
る
の
で

あ
ろ
う
か
。

　

宮
沢
賢
治
が
書
い
た
ダ
ル
ゲ
・
ダ
ル
ケ
が
出
現
す
る
テ
ク
ス
ト
（
ダ

ル
ゲ
／
ダ
ル
ケ
草
稿
群
）
を
、
時
系
列
に
従
っ
て
並
べ
る
と
次
の
よ
う
に

な
る
。

①
初
期
散
文
﹁
ダ
ル
ゲ
﹂（
一
九
二
一
、一
一
）　

筆
記
具
は
、
ブ
ル
ー
ブ

ラ
ッ
ク
イ
ン
ク

②
心
象
ス
ケ
ッ
チ
﹁
ダ
ル
ゲ
﹂（
一
九
二
四
～
二
六
）　

筆
記
具
は
、
エ

ン
ピ
ツ
。
行
間
稿
。

③
短
唱
﹁︹
わ
れ
は
ダ
ル
ゲ
を
名
乗
れ
る
も
の
は
︺﹂（
一
九
三
〇
）

＊
﹁︹
わ
れ
は
ダ
ル
ケ
を
名
乗
れ
る
も
の
と
︺﹂
下
書
稿
（
一
）（
先

駆
稿
）

　

筆
記
具
は
赤
イ
ン
ク

④
題
名
メ
モ
﹁
◎
図
書
館
（
ダ
ー
ル
ケ
博
士
）﹂　

筆
記
具
は
赤
イ
ン
ク

⑤
﹁
図
書
館
幻
想
﹂（
散
文
﹁
ダ
ル
ゲ
﹂
の
改
題
）

＊
題
名
以
外
に
変
更
は
な
い
。
題
名
の
変
更
は
赤
イ
ン
ク
に
て
行
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わ
れ
た
。

⑥﹁︹
わ
れ
は
ダ
ル
ケ
を
名
乗
れ
る
も
の
と
︺﹂下
書
稿（
二
）（
一
九
三
一
）

　

筆
記
具
は
ブ
ル
ー
ブ
ラ
ッ
ク
イ
ン
ク

こ
の
う
ち
③
と
④
は
、
同
じ
﹁﹁
東
京
﹂
ノ
ー
ト
﹂
中
に
書
か
れ
て
い
る
。

﹁﹁
東
京
﹂
ノ
ー
ト
﹂
は
、
一
九
二
八
（
昭
和
三
）
年
六
月
の
東
京
・
大
島
旅

行
の
際
に
書
か
れ
た
、
東
京
を
題
材
に
し
た
心
象
ス
ケ
ッ
チ
な
ど
を
ま
と

め
た
ノ
ー
ト
で
あ
る
。
こ
の
ノ
ー
ト
へ
の
記
入
は
、
昭
和
五
年
頃
と
推
定

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
入
の
際
に
、
昭
和
三
年
六
月
以
前
の
、
東
京
を
題

材
に
し
た
短
歌
や
短
章
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。

　

大
島
旅
行
の
際
の
心
象
ス
ケ
ッ
チ
は
、
三
原
三
部
手
帳
、
三
原
三
部
ノ

ー
ト
に
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
旅
行
中
の
手
帳
へ
の
ス
ケ
ッ
チ
（
三

原
三
部
手
帳
）
と
、
そ
れ
を
清
書
し
た
も
の
（
三
原
三
部
ノ
ー
ト
）
と
い

う
関
係
に
な
っ
て
い
る
。
東
京
滞
在
中
の
心
象
ス
ケ
ッ
チ
も
、
三
原
三

部
同
様
に
最
初
に
は
手
帳
に
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
現
存
す
る
の

は
﹁
丸
善
階
上
喫
煙
室
小
景
﹂
が
書
か
れ
た
﹁
手
帳
断
片
﹂
の
み
で
あ
る
。

﹁﹁
東
京
﹂
ノ
ー
ト
﹂
の
最
初
の
一
頁
～
三
九
頁
に
は
、﹁
浮
世
絵
展
覧
会
印

象
﹂
等
の
手
帳
か
ら
転
記
・
清
書
さ
れ
た
心
象
ス
ケ
ッ
チ
が
鉛
筆
で
書
か

れ
て
れ
て
い
る
。
ま
た
、
五
九
頁
～
六
七
頁
に
は
、
浮
世
絵
展
関
連
以
外

の
同
時
期
の
東
京
で
の
ス
ケ
ッ
チ
が
鉛
筆
を
用
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
東
京
を
題
材
に
し
た
心
象
ス
ケ
ッ
チ
群
に
挟
ま
れ
て
、
四
一
頁
～

五
六
頁
に
は
、﹁︹
東
京
︺﹂
と
い
う
章
題
の
も
と
に
、
短
歌
、
短
唱
、
及

び
メ
モ
が
、
す
べ
て
赤
イ
ン
ク
を
用
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。

　

③
の
短
唱
﹁︹
わ
れ
は
ダ
ル
ゲ
を
名
乗
れ
る
も
の
は
︺﹂
は
、
こ
の
﹁︹
東

京
︺﹂
章
中
に
あ
る
。
ま
た
、
④
の
題
名
メ
モ
﹁
◎
図
書
館　
（
ダ
ー
ル
ケ

博
士
）﹂
は
、﹁︹
東
京
︺﹂
章
の
末
尾
に
書
か
れ
て
い
る
。

　
﹁︹
東
京
︺﹂
章
は
、
最
初
に
、﹁
歌
稿
︹
Ｂ
︺﹂
に
収
め
ら
れ
て
い
る
東
京

を
歌
っ
た
短
歌
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
最
初
は
、﹁
一
九
一
六
年
（
大
正

五
年
）
三
月
一
〇
日（
マ

マ
？
）盛
岡
高
農
修
学
旅
行
に
て
始マ
マ

め
て
出
京
﹂
と
い

う
日
付
・
題
の
も
と
に
、﹁
◎
鉱
物
陳
列
館
﹂﹁
◎
博
物
館
﹂
な
ど
三
首
が

並
ぶ
。
次
い
で
﹁
一
九
一
六
年
八
月
﹂
の
日
付
（
題
）
の
も
と
に
、
四
首
が

並
ぶ
。
こ
れ
ら
は
、
こ
の
夏
﹁
独
逸
語
夏
期
講
習
会
﹂
参
加
の
た
め
に
八

月
一
日
か
ら
一
个
月
間
東
京
に
滞
在
（
下
宿
）
し
た
時
の
歌
で
あ
る
。
四

首
目
は
、
東
京
滞
在
を
終
え
て
盛
岡
高
等
農
林
学
校
の
長
瀞
・
三
峰
地
方
、

土
性
・
地
質
調
査
見
学
に
出
発
す
る
時
の
上
野
駅
で
の
歌
と
な
っ
て
い

る
。
そ
の
次
に
は
﹁
一
九
一
六
年
一
二
月
﹂
と
い
う
日
付
（
題
）
で
、﹁
◎

上
野
﹂
と
い
う
歌
題
の
歌
が
置
か
れ
て
い
る
。
短
歌
は
﹁
東
京
の
／
光
の

渣
に
わ
か
れ
ん
と
／
ふ
り
か
へ
り
見
て
／
ま
た
い
ら
だ
て
り
﹂
と
出
京
の

感
懐
を
歌
っ
て
い
る
。
こ
の
歌
は
、﹁
歌
稿
︹
Ａ
︺﹂﹁
歌
稿
︹
Ｂ
︺﹂
と
も
に
、

﹁
大
正
六
年
一
月
﹂
の
章
の
直
前
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
、﹁
一
九
一
六
年

一
二
月
﹂
と
い
う
詞
書
の
記
入
に
誤
り
は
な
い
。注
１

　

こ
こ
ま
で
が
、
短
歌
で
あ
る
。
宮
沢
賢
治
の
初
め
て
の
﹁
出
京
﹂
か
ら

時
間
順
に
東
京
で
の
作
を
並
べ
て
い
る
。
各
章
で
の
順
番
も﹁
歌
稿︹
Ｂ
︺﹂

で
の
配
列
順
と
同
じ
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
歌
が
、﹁
歌
稿
︹
Ｂ
︺﹂

か
ら
の
抜
き
書
き
で
あ
る
こ
と
は
、﹁
歌
稿
︹
Ｂ
︺﹂
の
中
で
、
こ
れ
ら
の

歌
が
、
赤
イ
ン
ク
で
枠
を
付
さ
れ
た
り
、
さ
ら
に
そ
こ
に
﹁
東
京
中
別
掲
﹂
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と
記
入
が
あ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
﹁
一
九
一
六
年
三
月
一
〇
日
﹂﹁
一
九
一
六
年
八
月
﹂﹁
一
九
一
六
年
一
二

月
﹂
の
次
に
は
、
短
唱
・
短
歌
が
置
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
日
付
（
章
題
）

は
﹁
一
九
二
一
年
（
大
正
十
年
）
一
月
よ
り
八
月
に
至
る
う
ち
﹂
と
な
っ
て

い
る
。
賢
治
の
上
京
は
、
盛
岡
高
等
農
林
時
代
に
は
、
一
九
一
六
（
大
正

五
）
年
の
三
回
の
み
で
あ
る
が
、
大
正
十
年
一
月
の
出
京
ま
で
に
は
、
盛

岡
高
農
の
研
究
生
時
代
の
一
九
一
八
（
大
正
七
）
年
一
二
月
か
ら
翌
年
三

月
ま
で
、
妹
ト
シ
の
病
気
看
病
の
た
め
の
東
京
滞
在
と
い
う
大
き
な
体
験

が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
の
東
京
滞
在
中
に
は
短
歌
の
制
作
は
さ
れ

な
か
っ
た
の
か
、﹁
歌
稿
︹
Ａ
︺﹂﹁
歌
稿
︹
Ｂ
︺﹂
と
も
に
、﹁
大
正
七
年
五

月
以
降
（
よ
り
）﹂
か
ら
﹁
大
正
八
年
八
月
﹂
へ
と
章
題
が
跳
び
、﹁
歌
稿

︹
Ａ
︺﹂
で
連
作
の
最
後
に
﹁（
大
正
七
年
十
二
月
）﹂
と
注
記
の
あ
る
﹁
ア
ン

デ
ル
ゼ
ン
白
鳥
の
歌
﹂
か
ら
、﹁
天
窓
二
首
﹂
及
び
﹁
雲
垂
れ
し
／
こ
の
店

さ
き
を
／
相
つ
ぎ
て
／
道
化
ま
つ
り
の
山
車
は
行
く
な
れ
﹂﹁
つ
つ
ま
し

き
／
春
の
く
る
み
の
枝
々
に
﹂
の
春
ま
で
、
歌
が
存
在
し
な
い
。
さ
ら
に
、

友
人
等
へ
の
書
簡
中
に
も
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
、
や
は
り
、
こ
の
時
期

に
は
歌
作
が
な
か
っ
た
と
考
え
て
よ
い
の
だ
ろ
う
。

　
﹁
一
九
二
一
年
（
大
正
十
年
）
一
月
よ
り
八
月
に
至
る
う
ち
﹂
の
章
に
も
、

﹁
歌
稿
︹
Ｂ
︺﹂
か
ら
の
抜
き
書
き
が
あ
る
。
こ
の
章
は
、
最
初
に
﹁
く
も

に
つ
ら
な
る　

で
こ
ぼ
こ
が
ら
す
﹂
と
は
じ
ま
る
短
唱
が
置
か
れ
、
つ
い

で
﹁（
ば
か
ば
か
し
か
ら
ず
や
﹂
と
始
ま
る
短
唱
が
あ
る
。
こ
の
後
に
、
九

首
の
短
歌
が
並
ぶ
。
こ
の
九
首
は
、﹁
歌
稿
︹
Ｂ
︺﹂
の
最
終
部
の
、﹁
旅
中

草
稿
﹂
と
の
詞
書
の
グ
ル
ー
プ
か
ら
二
首
、﹁
東
京
。﹂
の
詞
書
の
グ
ル
ー

プ
の
全
七
首
と
か
ら
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
﹁
歌
稿
︹
Ｂ
︺﹂
掲
載
順
に

並
ん
で
い
る
。
な
お
、﹁
歌
稿
︹
Ｂ
︺﹂
草
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
九
首
に
対

し
て
も
、
赤
枠
で
囲
む
等
の
記
号
が
付
さ
れ
て
い
る
。

　
﹁
旅
中
草
稿
﹂
は
、
大
正
一
〇
年
四
月
初
旬
に
賢
治
が
父
政
次
郎
と
関

西
旅
行
を
し
た
際
の
帰
路
、
東
京
到
着
の
こ
ろ
の
車
中
情
景
が
歌
わ
れ
て

い
る
。
ま
た
、﹁
東
京
。﹂
の
短
歌
は
、
千
住
を
遥
か
に
見
や
る
隅
田
川
の

堤
防
に
て
の
花
見
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
時
期
は
、
関
西
旅
行
に
続
く
時
期

だ
が
、﹁
咲
き
そ
め
し
そ
め
ゐ
よ
し
の
﹂
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
開
花
直

後
の
時
期
で
ま
だ
四
月
下
旬
に
は
な
っ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た

こ
の
日
は
、
短
歌
中
に
﹁
雨
に
う
ち
ど
よ
む
﹂﹁
か
ゞ
や
き
の
あ
め
﹂﹁
ひ

か
り
ま
ば
ゆ
く
翔
け
る
雲
﹂﹁
ま
し
ろ
き
そ
ら
﹂
な
ど
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、

雨
が
降
っ
た
り
止
ん
だ
り
、
ま
た
日
が
射
す
こ
と
も
あ
る
と
言
っ
た
変
わ

り
や
す
い
天
気
の
一
日
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

桜
の
花
見
が
で
き
る
期
間
は
、
せ
い
ぜ
い
一
週
間
程
度
で
あ
ろ
う
。
先

に
述
べ
た
よ
う
に
﹁
さ
き
そ
め
し
﹂
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
開
花
す
ぐ
の

時
期
で
あ
る
。
一
九
二
一
（
大
正
一
〇
）
年
の
東
京
の
桜
は
、
い
つ
ご
ろ

開
花
し
た
の
か
朝
日
新
聞
の
記
事
か
ら
探
っ
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
四
月
八

日
発
行
の
九
日
付
夕
刊
に
は
、﹁
明
日
と
明
後
日
は
／
桜
の
書
入
れ
◇
上

野
も
飛
鳥
山
も
／
晴
れ
ゝ
ば
忽
ち
満
開
﹂
の
見
出
し
の
も
と
に
、﹁
降
り

み
降
ら
ず
み
花
に
は
鬱
陶
し
い
□
雨
が
艶
め
か
し
い
銀
絲
の
や
う
に
今
日

も
降
る
。
昨
日
は
突
然
の
暴
風
警
報
に
驚
か
さ
れ
た
地
方
か
ら
の
お
上
り

さ
ん
達
は
重
ね
重
ね
の
日
和
に
恨
め
し
さ
う
な
顔
付
だ
、
花
は
ま
ず
上
野

鐘
撞
堂
の
堤
か
ら
咲
き
初
め
⋮
若
木
は
既
に
七
八
分
の
咲
き
具
合
、
そ
の
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他
も
一
斉
に
半
ば
の
咲
き
を
見
せ
﹂
と
上
野
の
山
が
五
分
以
上
の
咲
き
ぶ

り
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
二
日
間
天
候
が
不
順
で
あ
る
こ
と
を
報
じ
て
い
る
。

次
い
で
、
一
〇
日
日
曜
の
朝
刊
で
は
、
各
桜
の
名
所
の
開
花
状
況
を
報
じ

て
い
る
。
賢
治
が
、
短
歌
に
詠
っ
た
の
は
﹁
隅
田
川
﹂
だ
が
、
然
し
こ
の

隅
田
川
は
向
島
・
浅
草
辺
り
で
は
な
く
、
千
住
が
遥
か
に
見
え
る
荒
川
堤

で
あ
る
。
新
聞
で
は
、
こ
の
日
の
荒
川
堤
の
咲
き
ぶ
り
は
﹁
三
分
﹂
と
さ

れ
て
い
る
。
な
お
、
都
内
の
名
所
は
、
上
野
公
園
の
一
部
を
除
い
て
お
お

よ
そ
三
分
の
開
花
で
あ
っ
た
。
賢
治
た
ち
の
訪
れ
た
場
所
の
花
が
遅
か
っ

た
わ
け
で
は
な
い
。
な
お
、
こ
の
一
〇
日
の
日
曜
は
、
快
晴
で
、
翌
日
朝

刊
に
﹁
物
凄
い
人
出
﹂﹁
昨
日
の
花
見
客
未
曽
有
の
騒
ぎ
﹂
と
報
道
さ
れ
る

ほ
ど
の
花
見
日
和
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
四
月
八
日
の
金
曜
日
辺
り
が
、
こ
の
短
歌
の
歌

わ
れ
た
日
に
最
も
近
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
一
〇
日
で
三
分
で

あ
る
か
ら
、
二
日
前
に
は
ま
だ
﹁
咲
き
初
め
﹂
た
ば
か
り
で
あ
り
、
天
気

も
﹁
降
り
み
降
ら
ず
み
﹂
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
、
気
象
庁

の
デ
ー
タ
で
は
、
こ
の
一
九
二
一
年
四
月
八
日
は
、
午
前
9
時
か
ら
11
時

ま
で
は
降
雨
量
0
㎜
、
12
時
か
ら
13
時
ま
で
1
㎜
降
り
、
ま
た
14
時
に
は

0
㎜
、
15
時
以
降
は
毎
時
0.1
か
ら
0.7
㎜
の
あ
い
だ
の
し
と
し
と
雨
で
あ
っ

た
。（
注
２
）

　

こ
の
九
首
以
後
、﹁
一
九
二
一
年
（
大
正
十
年
）
一
月
よ
り
八
月
に
至
る

う
ち
﹂
に
は
短
歌
は
存
在
し
な
い
。
短
唱
と
、
一
連
二
行
ず
つ
で
構
成
さ

れ
た
文
語
の
詩
﹁
白
孔
雀
﹂、
そ
し
て
、
題
名
メ
モ
で
あ
る
。

　

さ
て
、
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、﹁︹
東
京
︺﹂
中
の
短
歌
は
、

﹁
歌
稿
︹
Ｂ
︺﹂
か
ら
題
材
の
日
付
順
に
抜
き
出
し
て
並
べ
た
も
の
で
あ

る
。﹁
一
九
一
六
年
一
二
月
﹂
の
次
に
、﹁
一
九
二
一
年
（
大
正
十
年
）
一

月
よ
り
八
月
に
至
る
う
ち
﹂
の
章
が
並
び
、
短
歌
は
、
一
九
一
六
年
一
二

月
制
作
の
も
の
の
後
に
、
一
九
二
一
年
四
月
の
も
の
が
並
ぶ
。
と
こ
ろ

が
、﹁
一
九
二
一
年
（
大
正
十
年
）
一
月
よ
り
八
月
に
至
る
う
ち
﹂
の
章
で

は
、
一
九
二
一
年
四
月
の
九
首
の
短
歌
の
前
に
﹁
く
も
に
つ
ら
な
る　

で

こ
ぼ
こ
が
ら
す
﹂
と
は
じ
ま
る
短
唱
と
﹁（
ば
か
ば
か
し
か
ら
ず
や
﹂
と
始

ま
る
短
唱
が
置
か
れ
て
い
る
。
短
歌
が
年
代
順
に
並
べ
ら
れ
、
そ
の
間
に
、

短
唱
が
挟
ま
れ
て
い
る
と
し
た
ら
、
配
列
は
時
間
順
を
守
る
た
め
と
い
う

ほ
か
な
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、﹁
く
も
に
つ
ら
な
る　

で
こ
ぼ
こ
が
ら

す
﹂
と
は
じ
ま
る
短
唱
と
﹁（
ば
か
ば
か
し
か
ら
ず
や
﹂
と
始
ま
る
短
唱
は
、

﹁
一
九
二
一
（
大
正
十
）
年
一
月
﹂
か
ら
三
月
ま
で
の
間
の
で
き
ご
と
を
題

材
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
九
首
の
短
歌
の
次
の
﹁︹
棕

櫚
の
葉
大
き
く
痙
攣
し
︺﹂
以
後
の
短
唱
の
な
か
で
、﹁︹
日
過
ぎ
来
し
雲

の
原
は
︺﹂
は
、
の
ち
に
﹁
叔
母
枕
頭
﹂
と
い
う
題
名
の
文
語
詩
に
改
作
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
文
語
詩
の
中
に
﹁
七
月
は
さ
や
に
来
た
れ
ど
﹂
と
い
う

詩
句
が
追
加
さ
れ
、
ま
た
、
大
正
一
〇
年
六
月
二
九
日
付
の
母
イ
チ
宛
書

簡
に
も
京
橋
の
古
宇
田
医
院
に
叔
母
瀬
川
コ
ト
を
見
舞
っ
た
こ
と
が
報
告

さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
短
唱
の
題
材
は
大
正
一
〇
年
六
月
末
か
ら
七
月

初
旬
の
こ
と
で
あ
る
と
推
定
で
き
る
。
ま
た
、﹁︹
日
過
ぎ
来
し
雲
の
原

は
︺﹂
の
次
の
短
唱
﹁︹
か
く
ま
で
は
︺﹂
に
は
、﹁
新
ら
し
き
／
見
習
士
官

の
肩
章
を
つ
け
て
﹂
と
い
う
一
節
が
現
れ
る
。
こ
の
短
唱
の
中
で
は
、
こ

の
見
習
士
官
は
恋
敵
と
し
て
登
場
す
る
の
で
、
直
接
の
モ
デ
ル
を
想
定
す
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る
の
は
難
し
い
。
し
か
し
、
こ
の
年
、
七
月
一
日
付
で
保
阪
嘉
内
が
甲
種

勤
務
演
習
に
応
召
し
、
近
衛
輜
兵
重
大
隊
に
見
習
士
官
と
し
て
入
隊
し
て

い
る
（
七
月
三
日
付
書
簡194

）
の
で
、
そ
れ
が
意
識
さ
れ
た
短
唱
で
あ

る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。

　

こ
れ
ら
に
見
る
よ
う
に
、﹁
一
九
二
一
年
（
大
正
十
年
）
一
月
よ
り
八
月

に
至
る
う
ち 

﹂
の
章
の
短
唱
は
、
題
材
の
時
間
順
に
並
ん
で
い
る
こ
と

は
間
違
い
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

　

で
は
、
こ
れ
ら
の
短
唱
は
、
い
つ
書
か
れ
た
の
か
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ

ら
の
短
唱
は
、︿
東
京
の
ス
ケ
ッ
チ
﹀
と
い
う
よ
う
な
短
唱
集
が
あ
っ
て
、

そ
こ
か
ら
の
書
抜
き
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
、
当
時
を
振
り
返
り
な

が
ら
昭
和
五
年
頃
の
段
階
で
新
た
に
短
唱
を
書
い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

　

か
つ
て
栗
原
敦
氏
は
、﹁
冬
の
ス
ケ
ッ
チ
﹂
を
﹁
賢
治
の
文
語
と
口
語

の
交
錯
す
る
最
初
の
現
場
﹂
と
位
置
づ
け
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
評
価
し

た
。（
注
3
）

　

全
体
的
に
は
文
語
の
枠
が
優
勢
な
が
ら
、
定
型
と
し
て
の
七
・
五

調
や
五
・
七
調
が
形
作
ら
れ
そ
う
に
な
る
の
を
懸
命
に
抑
制
し
て
い

る
ふ
し
が
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
短
歌
的
・
新
体
詩
的
定
型
か
ら
口

語
自
由
詩
が
形
成
さ
れ
る
臨
界
期
に
登
場
し
た
詩
史
上
の
抒
情
小
曲

に
対
応
し
て
い
る
。

　

い
ま
、﹁﹁
東
京
﹂
ノ
ー
ト
﹂
の
﹁︹
東
京
︺﹂
章
の
短
唱
群
を
見
渡
し
て
み

る
と
、
た
と
え
ば
、﹁︹
か
く
ま
で
に
︺﹂
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
音
数
律
か

ら
な
っ
て
い
る
。

か
く
ま
で
に
（
5
）

心
を
い
た
ま
し
む
る
は
（
4
・
7
）

薄
明
穹
の
黒
き
血
痕
（
7
・
7
）

新
ら
し
き
（
5
）

見
習
士
官
の
肩
章
を
つ
け
て
（
8
・
8
）

そ
の
恋
敵
笑
っ
て
過
ぐ
る
（
7
・
7
）

　

こ
れ
は
、
七
音
・
五
音
を
並
べ
な
が
ら
、
七
・
五
調
、
五
・
七
調
に
な
る

の
を
抑
制
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
れ
に
続
く
﹁︹
聖

な
る
窓
︺﹂
も
同
じ
よ
う
な
リ
ズ
ム
に
な
っ
て
い
る
。

聖
な
る
窓
（
５
）

そ
ら
の
ひ
か
り
は
う
す
青
み
（
７
・
５
）

汚
点
あ
る
幕
は
ひ
る
が
へ
る
（
８
・
５
）

　
　

⋮
⋮O

h
, m

y reveren
ce!

                   Sacred
 St.W

in
d
o
w

s!

　

こ
れ
も
、
英
文
部
を
除
け
ば
、
五
音
・
七
音
の
組
み
合
わ
せ
と
そ
の
バ
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リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
点
に
短
歌
の
音

数
律
を
抜
け
出
そ
う
と
す
る
方
向
性
が
見
出
さ
れ
る
の
だ
が
、
し
か
し

﹁︹
東
京
︺﹂
中
の
短
唱
は
、﹁
冬
の
ス
ケ
ッ
チ
﹂
が
口
語
自
由
詩
へ
と
向
っ

て
行
く
動
き
が
明
確
に
現
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
一
貫
し
て
文
語
枠
が
優

勢
で
あ
る
。
文
語
定
型
を
抜
け
出
そ
う
と
し
て
、
し
か
し
、
語
法
的
に
は

文
語
自
由
詩
と
口
語
自
由
詩
の
中
間
に
あ
る
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

宮
沢
賢
治
は
、﹁﹁
東
京
﹂
ノ
ー
ト
﹂
の
作
成
の
の
ち
、
こ
れ
ま
で
の
心

象
ス
ケ
ッ
チ
や
歌
稿
の
改
作
の
か
た
ち
で
、
文
語
の
詩
の
創
作
へ
と
向
か

っ
て
行
く
の
だ
が
、
そ
こ
で
書
か
れ
た
文
語
の
詩
は
、
明
確
に
五
七
調
を

基
調
と
し
、
格
助
詞
を
省
略
し
た
り
、
主
語
を
明
示
し
な
い
と
い
っ
た
、

古
典
文
語
の
語
法
で
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
、
昭
和
五
年
頃
か
ら
後
に
書

か
れ
た
文
語
の
詩
と
比
較
す
る
と
、﹁︹
東
京
︺﹂
中
の
短
唱
は
、
確
か
に

文
語
脈
で
は
あ
る
が
口
語
的
な
語
法
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、﹁︹
東
京
︺﹂
章
の
短
唱
群
は
、﹁
冬
の
ス
ケ

ッ
チ
﹂
と
近
接
し
つ
つ
、﹁
歌
稿
﹂（
短
歌
）
の
後
の
時
期
の
、
文
体
・
語

法
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
昭
和
五
年

以
降
の
、
小
沢
俊
郎
が
言
う
と
こ
ろ
の
﹁
自
分
史
的
﹂
文
語
詩（
注
４
）

と

も
ま
た
一
線
を
画
し
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
﹁︹
東
京
︺﹂
章
の
短
唱
群
は
、
昭
和
五
年
に
﹁︹
東
京
︺﹂
章
の
編
成
の
際

に
、
歌
稿
か
ら
の
短
歌
抜
き
書
き
の
後
に
、
あ
ら
た
め
て
回
想
し
て
書

き
下
ろ
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、﹁
冬
の
ス
ケ
ッ
チ
﹂
に
な
ぞ
ら
え
て
仮
に

題
す
る
な
ら
ば
︿
東
京
の
ス
ケ
ッ
チ
﹀
と
い
う
短
唱
群
が
書
か
れ
て
あ
り
、

そ
こ
か
ら
の
抜
き
出
し
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
﹁︹
東
京
︺﹂
章
の
短
唱
群
も
短
歌
も
、
す
べ
て
赤
イ
ン
ク
で
書
か
れ
、

ノ
ー
ト
紙
葉
の
使
用
状
況
か
ら
見
て
も
、
こ
れ
ら
は
同
一
時
期
に
連
続
し

て
書
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

短
歌
（
八
首
）、
短
唱
（
二
篇
）、
短
歌
（
九
首
）、
短
唱
（
十
七
篇
）、
詩

（
文
語
定
型
一
篇
）
と
い
う
順
番
で
、
異
な
る
ジ
ャ
ン
ル
の
テ
ク
ス
ト
が

配
列
さ
れ
る
の
は
、
章
題
が
﹁
一
九
一
六
年
三
月
一
〇
日
﹂
と
い
う
よ
う

に
題
材
の
年
月
順
に
並
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
章
の

中
も
、
同
様
に
時
間
順
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、﹁
一
九
一
六
年

三
月
一
〇
日
﹂
の
章
は
、
最
初
﹁
◎
鉱
物
陳
列
館
﹂、﹁
◎
博
物
館
﹂、﹁
◎
﹂

（
浅
草
の
木
馬
）、
に
順
に
書
か
れ
た
が
、
短
歌
を
記
し
た
の
と
同
じ
赤
イ

ン
ク
の
筆
記
具
で
、﹁
◎
博
物
館
﹂
を
﹁
◎
鉱
物
陳
列
館
﹂
の
前
に
移
動
す

る
指
示
を
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、﹁
歌
稿
︹
Ｂ
︺﹂
に
お
け
る
配
列
に
従
う

た
め
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
見
る
と
、﹁︹
東
京
︺﹂
章
中
の
、﹁︹
わ
れ
は
ダ
ル
ゲ
を
名
乗

れ
る
も
の
はマ
マ

︺﹂
は
、
ま
さ
に
そ
の
日
付
通
り
、﹁
一
九
二
一
年
一
月
よ
り

八
月
に
至
る
う
ち
﹂
の
七
月
以
降
に
書
か
れ
た
も
の
が
、
昭
和
五
年
段
階

で
﹁﹁
東
京
﹂
ノ
ー
ト
﹂
中
に
抜
き
書
き
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

本
文
に
つ
い
て
は
、﹁
歌
稿
︹
Ｂ
︺﹂
か
ら
抜
き
書
き
さ
れ
た
短
歌
と
同
じ

よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
異
同
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
﹁︹
わ
れ
は
ダ
ル
ゲ
を
名
乗
れ
る
も
の
はマ
マ

︺﹂
が
、
大
正
一
〇
年
七
月
以

降
に
書
か
れ
た
も
の
の
コ
ピ
ー
と
す
る
と
、
①
の
初
期
散
文
﹁
ダ
ル
ゲ
﹂

と
ほ
ぼ
同
一
時
期
に
書
か
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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初
期
散
文
﹁
ダ
ル
ゲ
﹂
は
、
草
稿
末
尾
に
﹁（1921. 11

）﹂
と
記
入
さ
れ

て
い
る
。
心
象
ス
ケ
ッ
チ
の
場
合
、
草
稿
の
日
付
は
、
そ
の
ス
ケ
ッ
チ
の

着
手
の
日
付
、
あ
る
い
は
ス
ケ
ッ
チ
さ
れ
た
題
材
の
生
起
し
た
日
付
で
あ

る
。﹁
ダ
ル
ゲ
﹂
の
場
合
は
、
一
九
二
一
年
一
一
月
に
は
既
に
宮
沢
賢
治

は
花
巻
に
戻
っ
て
い
る
し
、
ま
た
こ
の
散
文
は
、
何
等
か
の
体
験
に
基
づ

き
な
が
ら
も
そ
れ
を
虚
構
化
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
（1921.11

）

と
い
う
日
付
は
、
執
筆
日
付
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

大
正
一
〇
年
の
夏
か
ら
秋
の
時
期
に
お
い
て
は
、
宮
沢
賢
治
は
、P

au
l 

D
ah

lk
e

を
、﹁
ダ
ル
ゲ
﹂
と
形
象
化
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ

れ
は
、
散
文
﹁
ダ
ル
ゲ
﹂
で
、
図
書
館
の
﹁
お
れ
﹂
の
前
に
現
れ
た
実
在
の

人
物
と
し
て
﹁
ダ
ル
ゲ
﹂
を
設
定
し
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
が
、
一
九
三
〇
年
頃
に
は
、﹁
ダ（
ー
）ル
ケ
﹂
に
な
る
。
タ
イ
ト

ル
の
み
だ
が
﹁﹁
東
京
﹂
ノ
ー
ト
﹂
の
︹
東
京
︺
章
末
尾
の
メ
モ
﹁
◎
図
書
館

（
ダ
ー
ル
ケ
博
士
）﹂
に
は
、
ダ
ー
ル
ケ
と
現
れ
る
し
、
ま
た
﹁︹
わ
れ
は
ダ

ル
ゲ
を
名
乗
れ
る
も
の
は
︺﹂
を
文
語
詩
と
し
て
整
え
て
別
紙
に
書
き
直

し
た
﹁︹
わ
れ
は
ダ
ル
ケ
を
名
乗
れ
る
も
の
と
︺﹂
で
は
、
先
駆
稿
が
﹁
ダ

ル
ゲ
﹂
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
こ
ち
ら
は
﹁
ダ
ル
ケ
﹂
と
変
更
し
て
い
る
。

　
﹁
◎
図
書
館
（
ダ
ー
ル
ケ
博
士
）﹂
が
ど
の
よ
う
な
内
容
を
意
図
し
て
い

た
の
か
は
、
推
測
す
る
ほ
か
な
い
の
だ
が
、
散
文
﹁
ダ
ル
ゲ
﹂
の
タ
イ

ト
ル
が
赤
イ
ン
ク
で
、﹁
図
書
館
幻
想
﹂
と
推
敲
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

こ
の
﹁
図
書
館
幻
想
﹂
こ
そ
が
、﹁
◎
図
書
館
（
ダ
ー
ル
ケ
博
士
）﹂
と
考
え

て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ダ
ル
ゲ
と
い
う
西
洋
人
名
で
は
な

く
、﹁
図
書
館
﹂
を
明
示
す
る
タ
イ
ト
ル
に
変
更
さ
れ
た
。
当
時
図
書
館

と
言
え
ば
東
京
の
帝
国
図
書
館
が
代
表
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
賢
治
自
身

も
書
簡
等
で
帝
国
図
書
館
と
は
書
か
ず
、
帝
国
図
書
館
を
す
べ
て
﹁
図
書

館
﹂
と
書
い
て
い
る
。
従
っ
て
、
図
書
館
と
言
え
ば
、
こ
れ
が
﹁
東
京
﹂

の
帝
国
図
書
館
を
指
示
す
る
こ
と
に
な
り
、﹁
図
書
館
幻
想
﹂
の
タ
イ
ト

ル
で
も
っ
て
、﹁﹁
東
京
﹂
ノ
ー
ト
﹂
を
構
成
す
る
テ
ク
ス
ト
の
指
標
と
し

て
も
機
能
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
タ
イ
ト
ル
の
変
更

に
用
い
ら
れ
て
い
る
赤
イ
ン
ク
は
、﹁﹁
東
京
﹂
ノ
ー
ト
﹂
に
用
い
ら
れ
て

い
る
赤
イ
ン
ク
と
同
じ
で
、
こ
の
タ
イ
ト
ル
変
更
の
時
期
が
、﹁﹁
東
京
﹂

ノ
ー
ト
﹂
の
成
立
と
同
じ
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、﹁
◎
図
書

館
（
ダ
ー
ル
ケ
博
士
）﹂
に
併
記
さ
れ
て
い
る
メ
モ
は
、﹁
◎
床
屋
の
弟
子

と
イ
デ
ア
界
﹂
で
あ
る
。﹁
ダ
ル
ゲ
﹂
と
同
様
に
現
在
﹁
初
期
短
篇
綴
等
﹂

に
分
類
さ
れ
て
い
る
散
文
に
﹁
床
屋
の
弟
子
と
イ
デ
ア
界
﹂
と
い
う
タ
イ

ト
ル
の
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
末
尾
に
﹁1921. 6–

﹂
と
書
き
込
み
が

あ
る
。
ま
さ
に
、﹁
一
九
二
一
年
一
月
よ
り
八
月
に
至
る
う
ち
﹂
の
体
験

を
題
材
に
し
て
、
コ
ン
ト
風
に
創
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
、

﹁
床
屋
の
弟
子
と
イ
デ
ア
界
﹂
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
、
赤
イ
ン
ク
で
も
っ

て
手
入
れ
さ
れ
、
同
じ
筆
記
具
で
傍
題
が
付
さ
れ
て
、﹁
床
屋
／
本
郷
区

菊
坂
町
﹂
と
変
更
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
赤
イ
ン
ク
に
よ
る
手
入
れ
と
傍
題

付
加
に
よ
り
、﹁
床
屋
の
弟
子
と
イ
デ
ア
界
﹂
は
﹁﹁
東
京
﹂
ノ
ー
ト
﹂
中
の

メ
モ
と
は
タ
イ
ト
ル
が
異
な
っ
て
い
っ
た
が
、
然
し
傍
題
の
付
加
に
よ
り

東
京
で
の
場
所
が
明
示
さ
れ
、﹁﹁
東
京
﹂
ノ
ー
ト
﹂
中
へ
の
編
入
の
可
能

性
が
高
く
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
赤
イ
ン
ク
に

よ
る
手
入
れ
も
、
そ
の
性
格
か
ら
、﹁
ダ
ル
ゲ
﹂
の
題
名
変
更
と
同
じ
コ
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ン
セ
プ
ト
で
同
じ
時
期
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
赤
イ
ン

ク
手
入
れ
に
よ
っ
て
、
散
文
﹁
図
書
館
幻
想
﹂
及
び
﹁
床
屋
／
本
郷
菊
坂

町
﹂
は
、﹁﹁
東
京
﹂
ノ
ー
ト
﹂
の
外
部
に
あ
り
な
が
ら
、 

作
品
集
︿﹁
東
京
﹂

ノ
ー
ト
﹀
を
構
成
す
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
っ
た
と
言

う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
問
題
は
、
こ
れ
ら
が
︿﹁
東
京
﹂
ノ
ー
ト
﹀
を
構

成
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
は
し
た
も
の
の
、︹
東
京
︺
章
末
尾

の
メ
モ
の
最
後
の
一
行
が
﹁
◎
﹂
の
み
で
中
絶
し
て
い
る
よ
う
に
、
作
品

集
︿﹁
東
京
﹂
ノ
ー
ト
﹀
の
構
想
が
変
化
し
て
い
っ
た
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
東
京
体
験
の
中
で
の
短
歌
や
短
唱
、
心
象
ス
ケ
ッ
チ
、
散
文

ス
ケ
ッ
チ
等
を
集
成
し
た
﹁﹁
東
京
﹂
ノ
ー
ト
﹂
の
構
想
か
ら
、﹁﹁
東
京
﹂

ノ
ー
ト
﹂
六
八
頁
か
ら
い
き
な
り
編
年
体
の
短
歌
・
文
語
詩
題
材
メ
モ
が

書
き
付
け
ら
れ
た
り
、
ノ
ー
ト
冒
頭
の
心
象
ス
ケ
ッ
チ
﹁
浮
世
絵
展
覧
会

印
象
﹂
が
赤
イ
ン
ク
を
用
い
て
文
語
詩
へ
と
改
作
さ
れ
て
い
っ
た
よ
う

に
、
文
語
詩
の
制
作
へ
と
向
か
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
た
め
か
、
た
と
え
ば
、

﹁﹁
東
京
﹂
ノ
ー
ト
﹂
五
一
頁
の
﹁︹
西
ぞ
ら
の
ち
ゞ
れ
羊
よ
り
︺﹂
の
全
面
削

除
と
い
っ
た
ノ
ー
ト
自
体
の
推
敲
作
業
は
停
ま
っ
て
し
ま
い
、﹁
◎
図
書

館
（
ダ
ー
ル
ケ
博
士
）﹂
の
推
敲
手
入
れ
も
﹁
ダ
ル
ゲ
﹂
の
題
名
の
変
更
に

と
ど
ま
っ
て
し
ま
い
、
ダ
ー
ル
ケ
博
士
が
ど
の
よ
う
な
形
で
テ
ク
ス
ト
中

に
登
場
す
る
の
か
不
明
の
ま
ま
残
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

　

さ
て
、
な
が
な
が
と
﹁﹁
東
京
﹂
ノ
ー
ト
﹂
の
成
立
に
も
わ
た
る
議
論
を

展
開
し
て
き
た
が
、
あ
ら
た
め
て
確
認
で
き
る
の
は
、﹁︹
わ
れ
は
ダ
ル
ゲ

を
名
乗
れ
る
も
の
は
︺﹂
は
﹁
冬
の
ス
ケ
ッ
チ
﹂
と
同
じ
ジ
ャ
ン
ル
の
短
唱

で
あ
り
、﹁︹
わ
れ
は
ダ
ル
ケ
を
名
乗
れ
る
も
の
と
︺﹂
は
、
前
者
を
文
語

詩
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。

　
﹁﹁
東
京
﹂
ノ
ー
ト
﹂
の
︹
東
京
︺
章
中
に
は
、
十
九
篇
の
短
唱
が
収
め

ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
﹁︹
く
も
に
つ
ら
な
る
で
こ
ぼ
こ
が
ら
す
︺﹂

﹁︹
ば
か
ば
か
し
か
ら
ず
や
︺（
砲
兵
観
測
隊
）﹂﹁︹
棕
櫚
の
葉
や
ゝ
に
痙
攣

し
︺﹂﹁︹
日
過
ぎ
来
し
雲
の
原
は
︺（
叔
母
枕
頭
）﹂﹁︹
か
く
ま
で
に
︺﹂﹁︹
聖

な
る
窓
︺﹂﹁︹
わ
れ
は
ダ
ル
ゲ
を
名
乗
れ
る
も
の
は
︺﹂﹁︹
こ
は
ド
ロ
ミ
ッ

ト
洞
窟
の
︺﹂
の
九
篇
が
文
語
詩
化
さ
れ
て
い
る
。（　

）
内
は
、
文
語
詩

化
さ
れ
た
際
に
付
さ
れ
た
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
す
べ
て
同

一
種
類
の
黄
罫
詩
稿
用
紙（
22 

 0
）に
書
か
れ
、
し
か
も
﹁︹
ば
か
ば
か
し

か
ら
ず
や
︺﹂
以
外
は
、
す
べ
て
﹁
ブ
ル
ー
ブ
ラ
ッ
ク
イ
ン
ク
で
、
罫
を

用
い
て
き
ち
ん
と 

﹂
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
書
か
れ
方
は
、﹁
歌

稿
︹
Ｂ
︺﹂
か
ら
文
語
詩
化
さ
れ
た
詩
稿
が
数
種
の
用
紙
を
用
い
ら
れ
て
い

る
こ
と
と
比
較
し
た
時
、︹
東
京
︺
章
の
短
唱
の
文
語
詩
化
が
同
一
時
期

に
ま
と
め
て
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、

そ
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
昭
和
六
年
以
後
で
あ
ろ
う
が
限
定
し
に
く
い
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
文
語
詩
化
さ
れ
た
﹁︹
わ
れ
は
ダ
ル
ケ
を
名
乗
れ
る

も
の
と
︺﹂
の
第
一
形
態
が
成
立
し
た
。

　
　
︹
わ
れ
は
ダ
ル
ケ
を
名
乗
れ
る
も
の
と
︺

わ
れ
は
ダ
ル
ケ
を
名
乗
れ
る
も
の
と

つ
め
た
く
最
后
の
わ
か
れ
を
交
は
し

白
き
砂
を
は
る
か
に
は
る
か
に
た
ど
れ
る
な
り
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そ
は
す
な
は
ち

図
書
館
の
三
階
よ
り
地
下
室
に
下
り

湯
と
水
と
を
呑
め
る
と
い
ふ
こ
と
な
り

そ
の
と
き
瓦
斯
の
マ
ン
ト
ル
は
や
ぶ
れ

焰
は
葱
の
華
な
せ
ば

網
膜
半
ば
奪
は
れ
て

洞
穴
黒
く
錯
乱
せ
り
し

げ
に
や
最
后
の
わ
か
れ
を
かマ
マ

は
し

白
き
砂
を
は
る
か
に
は
る
か
に
た
ど
れ
る
な
り

　
﹁
東
京
ノ
ー
ト
﹂
中
の
﹁︹
わ
れ
は
ダ
ル
ゲ
を
名
乗
れ
る
も
の
はマ
マ

︺﹂
を

推
敲
し
つ
つ
文
語
詩
に
改
作
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
第
一
形
態
は
、

﹁
わ
れ
﹂
は
、
三
階
か
ら
地
下
ま
で
﹁
は
る
か
に
は
る
か
に
﹂
下
り
て
き
て
、

水
と
お
湯
を
飲
み
、
マ
ン
ト
ル
の
破
れ
た
ガ
ス
灯
の
焰
を
凝
視
し
て
目
が

く
ら
む
、
と
い
う
プ
ロ
ッ
ト
は
そ
の
ま
ま
引
き
継
ぎ
な
が
ら
、
追
加
し
た

の
は
、﹁
図
書
館
の
三
階
﹂
と
い
う
場
所
の
明
示
と
、
終
末
部
の
﹁
げ
に
や

最
后
の
わ
か
れ
を
か
は
し
﹂
と
い
う
主
題
の
明
示
の
繰
り
返
し
の
一
行
で

あ
る
。
こ
の
追
加
は
、
冒
頭
三
行
﹁
わ
れ
は
ダ
ル
ケ
を
名
乗
れ
る
も
の
と

／
つ
め
た
く
最
后
の
わ
か
れ
を
交
は
し
／
白
き
砂
を
は
る
か
に
は
る
か
に

た
ど
れ
る
な
り
﹂
に
呼
応
し
て
、﹁
最
后
の
別
れ
﹂
を
強
調
す
る
と
同
時
に
、

直
前
の
焰
の
散
華
と
凝
視
、
眩
暈
と
寒
く
暗
い
錯
乱
視
へ
の
転
換
が
、
別

れ
と
関
わ
り
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
こ
と

に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。（
注
5
）

　

こ
の
の
ち
、
さ
ら
に
推
敲
さ
れ
次
の
よ
う
な
最
終
形
態
が
成
立
す
る
。

わ
れ
は
ダ
ル
ケ
を
名
乗
れ
る
も
の
と

つ
め
た
く
最
后
の
わ
か
れ
を
交
は
し

閲
覧
室
の
三
階
よ
り
白
き
砂
を
は
る
か
に
た
ど
る
こ
ゝ
ち
に
て

地
下
室
に
下
り
来
り

か
た
み
に
湯
と
水
と
を
呑
め
り

そ
の
と
き
瓦
斯
の
マ
ン
ト
ル
は
や
ぶ
れ

焰
は
葱
の
華
な
せ
ば

網
膜
半
ば
奪
は
れ
て

そ
の
洞
黒
く
錯
乱
せ
り

か
く
て
わ
れ
は
そ
の
文
に

ダ
ル
ケ
と
名
乗
る
哲
人
と

永と

は久
の
わ
か
れ
を
な
せ
る
な
り

　

大
正
一
〇
年
の
時
点
で
は
、
東
京
の
帝
国
図
書
館
に
は
、
三
階
に
一
般

閲
覧
室
が
あ
り
、
地
下
室
に
は
食
堂
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
地
下
室

の
み
に
ガ
ス
灯
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。（
注
６
）

ま
さ
に
、
大
正
一
〇
年
夏

頃
の
ス
ケ
ッ
チ
を
も
と
に
、
ダ
ル
ゲ
と
い
う
人
物
と
図
書
館
の
一
〇
階

で
邂
逅
し
、
そ
し
て
別
離
す
る
散
文
﹁
ダ
ル
ゲ
﹂（﹁
図
書
館
幻
想
﹂）
を
書

き
、﹁﹁
東
京
﹂
ノ
ー
ト
﹂
に
は
、
そ
の
ダ
ル
ゲ
と
の
別
れ
後
の
行
動
と
心

理
の
ス
ケ
ッ
チ
を
書
き
抜
い
て
い
た
。
こ
れ
ら
に
あ
っ
た
虚
構
の
設
定
は
、

﹁︹
わ
れ
は
ダ
ル
ゲ
を
名
乗
れ
る
も
の
を
︺﹂
か
ら
の
推
敲
の
過
程
で
徐
々
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に
取
り
払
わ
れ
、
そ
の
と
き
の
体
験
の
事
実
に
即
し
た
描
写
に
な
っ
て
い

る
。
か
つ
て
小
沢
俊
郎
は
、
宮
沢
賢
治
の
文
語
詩
の
は
じ
ま
り
を
自
分
史

の
記
述
の
た
め
と
、
位
置
づ
け
た
こ
と
が
あ
っ
た
。（
注
７
）

そ
の
説
の
当

否
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
の
詩
は
、
体
験
し
た
事
実
を
再
構
成
す
る
方

向
で
手
が
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
閲
覧
室
の
位
置
や
ガ
ス
灯
の

マ
ン
ト
ル
の
破
れ
な
ど
を
実
際
に
即
し
た
も
の
に
変
更
し
た
ほ
か
、
最
終

的
に
は
ダ
ル
ケ
と
の
別
れ
は
、
そ
れ
ま
で
の
よ
う
な
﹁
ダ
ル
ゲ
﹂
や
﹁
ダ

ル
ゲ
を
名
乗
れ
る
も
の
﹂
か
ら
、
さ
ら
に
一
歩
進
め
て
、﹁
そ
の
文
に
ダ

ル
ケ
を
名
乗
る
哲
人
﹂
と
の
﹁
永
久
の
別
れ
﹂
へ
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
詩
の
舞
台
が
（
帝
国
）
図
書
館
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
ろ
う
か
ら
、
そ
こ
で
﹁
そ
の
文
に
ダ
ル
ケ
を
名
乗
る
哲
人
﹂
と
は
、
書

物
か
ら
形
象
し
た
人
物
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
ダ
ル
ケ
の
書

物
を
読
ん
で
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
言
説
内
容
に
別
れ
を
告
げ
た
と
い
う

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

ダ
ル
ケ
（
ダ
ル
ゲ
）
と
の
邂
逅
と
別
れ
の
具
体
的
様
相
に
つ
い
て
は
、

散
文
﹁
図
書
館
幻
想
﹂
及
び
、
そ
れ
を
口
語
詩
化
し
た
﹁
ダ
ル
ゲ
﹂
に
、
実

在
の
人
物
ダ
ル
ゲ
と
の
場
面
と
し
て
虚
構
化
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
さ

き
に
も
指
摘
し
た
と
お
り
﹁︹
わ
れ
は
ダ
ル
ゲ
を
名
乗
れ
る
も
の
と
︺﹂
は
、

﹁
わ
れ
﹂
が
ダ
ル
ケ
の
前
を
去
っ
て
以
後
の
行
動
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ

れ
が
人
物
で
あ
っ
た
に
せ
よ
書
物
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
ダ
ル
ケ
（
ダ
ル

ゲ
）
と
の
実
際
の
別
れ
の
瞬
間
で
は
な
い
。
こ
の
詩
が
、﹁
わ
れ
は
ダ
ル

ケ
を
名
乗
れ
る
も
の
と
／
つ
め
た
く
最
后
の
わ
か
れ
を
交
は
し
﹂﹁
地
下

室
に
下
り
来
り 

﹂
と
始
ま
る
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
後
を
描
く
の
で
あ
る

か
ら
当
然
の
は
じ
ま
り
方
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
後
の
破
れ
た

マ
ン
ト
ル
か
ら
の
﹁
葱
の
華
﹂
の
ご
と
き
焰
の
耀
き
と
凝
視
に
よ
る
眩
暈

は
、
新
鮮
な
感
覚
的
体
験
と
し
て
ス
ケ
ッ
チ
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

し
か
し
、
こ
れ
が
、
最
終
形
態
に
至
っ
て
、﹁
か
く
て
わ
れ
は
そ
の
文
に
﹂

と
終
結
部
が
置
か
れ
た
時
、
こ
の
焰
と
眩
暈
の
体
験
に
意
味
が
与
え
ら
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
閲
覧
室
か
ら
の
退
出
以
後
の
す

べ
て
を
含
め
て
、
そ
れ
を
﹁
か
く
て
﹂
と
受
け
る
こ
と
で
、
ダ
ル
ケ
と
の

わ
か
れ
は
対
峙
の
場
面
の
み
か
ら
拡
大
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
焰
と

眩
暈
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
ダ
ル
ゲ
と
の
別
れ
の
象
徴
と
し
て
機
能
す
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
様
に
読
む
な
ら
ば
、
耀
き
か
ら
﹁
洞
暗
く
﹂
へ
の
変
換
そ
の
も
の

が
賢
治
の
ダ
ル
ケ
体
験
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

　

こ
れ
は
、
散
文
﹁
ダ
ル
ゲ
﹂
に
お
け
る
ダ
ル
ゲ
へ
の
面
会
に
対
す
る
期

待
と
緊
張
と
い
う
輝
か
し
い
状
況
か
ら
、
黙
殺
と
決
別
の
辞
の
後
の
地
下

室
へ
下
り
る
間
の
短
唱
（﹁
わ
れ
は
ダ
ル
ゲ
を
名
乗
れ
る
も
の
を
﹂）
に
書

か
れ
た
﹁
は
る
か
に
は
る
か
に
﹂
続
く
﹁
白
き
砂
﹂
の
単
色
を
歩
む
状
況
へ

の
転
換
と
、
ま
さ
に
対
応
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
を
ふ
ま

え
て
、
最
後
に
想
像
を
述
べ
る
な
ら
ば
、
現
存
の
﹁︹
わ
れ
は
ダ
ル
ケ
を

名
乗
れ
る
も
の
と
︺﹂
の
最
終
形
態
は
、
さ
ら
に
推
敲
が
進
ん
で
い
っ
た
時
、

散
文
﹁
ダ
ル
ゲ
﹂
を
口
語
詩
化
し
た
﹁
ダ
ル
ゲ
﹂
を
さ
ら
に
文
語
詩
化
す
る

形
で
取
り
込
ん
で
、
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
ダ
ル
ケ
と
の
別
離
詩
篇
と
し
て

構
築
さ
れ
る
か
た
ち
で
、﹁
想
は
定
ま
﹂っ
て
い
っ
た
か
も
知
れ
な
い
の

で
あ
る
。
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注
１　

し
か
し
、
年
譜
に
拠
れ
ば
、
書
簡
等
で
確
認
す
る
限
り
、
こ
の
時

の
東
京
行
は
、
一
九
一
六
年
一
二
月
の
予
定
で
あ
っ
た
が
父
の
み
の

上
京
に
変
更
に
な
り
、
賢
治
が
上
京
し
た
の
は
翌
年
一
月
四
日
、
帰

花
は
七
日
で
あ
っ
た
。

注
２　

宮
沢
俊
司
氏
は
、﹁
隅
田
川
﹂（﹃
宮
沢
賢
治
文
語
詩
の
森　

第
二
集
﹄

二
〇
〇
〇
・
九
、
柏
プ
ラ
ー
ノ
）
で
、
こ
の
日
付
を
四
月
一
二
～
一
四

日
の
い
ず
れ
か
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
頃
に
は
荒
川
の
桜
は
満
開
か

散
り
始
め
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。﹁
咲
き
初
め
﹂
で
は
な
い
の
で
こ
の
日

と
す
る
の
は
適
当
で
は
な
い
。

注
3　

栗
原
敦
﹁
賢
治
の
口
語
詩
と
文
語
詩
﹂（﹁
日
本
語
学
﹂
一
九
九
七
年

九
月
号
）

注
4　

小
沢
俊
郎﹁﹁
疾
中
﹂と︿
文
語
詩
﹀﹂（
新
修
宮
沢
賢
治
全
集
別
巻﹃
宮

沢
賢
治
研
究
﹄
一
九
八
〇
・
一
二
、
筑
摩
書
房
）

注
５　

秋
枝
美
保
氏
は
、﹃
宮
沢
賢
治
の
文
学
と
思
想
﹄（
二
〇
〇
四
・
九
、

朝
文
社
）第
三
章
、
お
よ
び﹁︹
わ
れ
は
ダ
ル
ケ
を
名
乗
れ
る
も
の
と
︺﹂

（
宮
沢
賢
治　

文
語
詩
の
森　

第
三
集
﹄二
〇
〇
二
・
七
、
柏
プ
ラ
ー
ノ
）

に
お
い
て
本
詩
篇
に
つ
い
て
詳
細
な
論
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
こ
で

は
、﹁
炤
と
闇
の
対
さ
れ
る
こ
の
﹂
一
節
を
、﹁
そ
の
と
き
マ
ン
ト
ル

の
耐
用
年
数
は
尽
き
て
、
一
瞬
の
輝
き
を
見
せ
た
後
焼
き
切
れ
た
の

で
あ
る
。
そ
の
ま
ぶ
し
さ
に
、
眼
が
く
ら
む
様
が
﹁
網
膜
半
ば
奪
は

れ
た
状
態
﹂
で
あ
ろ
う
。﹂（
前
著
一
四
〇
頁
）
と
解
釈
し
て
い
る
。
私

は
、
先
駆
稿
に
﹁
瓦
斯
の
マ
ン
ト
ル
は
や
ぶ
れ
居
て
／
炤
は
葱
の
華

を
な
せ
る
に
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
、﹁
そ
の
と
き
﹂
は
マ
ン
ト
ル
の
焼

き
き
れ
た
最
後
の
輝
き
の
瞬
間
で
は
な
い
と
考
え
、
異
な
っ
た
解
釈

に
も
と
づ
き
、
考
察
し
た
。　

注
６　
﹃
上
野
図
書
館
八
十
年
略
史
﹄（
一
九
五
三
・
三
、
国
立
国
会
図
書
館

支
部
上
野
図
書
館
）　

注
７　

注
4
に
同
じ




