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流
人
墓
地
寒
潮
の
日
の
た
か
か
り
き 

 
 

（
昭
和
一
四
年
） 

  

作
者
の
デ
ビ
ュ
ー
作
。「
雲
母
」
で
の
飯
田
蛇
笏
の
評
（
昭
和
一
六
年
）
を
、
三
好
達
治

が
『
諷
詠
十
二
月
』（
昭
和
一
七
年
）
の
中
で
採
り
上
げ
て
、
世
に
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
こ
の
流
人
墓
地
の
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
、
蛇
笏
評
は
北
海
道
の
海
浜
あ

た
り
を
想
定
し
た
が
、
実
際
に
は
、
鴨
川
・
勝
浦
方
面
に
旅
行
し
た
一
九
歳
の
と
き
に
発

想
し
た
も
の
で
、
二
年
後
に
完
成
し
た
と
い
う
。
見
る
か
ら
に
、
蛇
笏
の
影
響
を
受
け
た

剛
直
な
立
て
句
だ
。 

し
か
し
な
が
ら
、
内
容
的
に
は
、
こ
れ
か
ら
青
春
が
始
ま
ろ
う
と
い
う
作
者
の
心
象
と

し
て
は
、
あ
ま
り
に
も
荒
涼
と
し
て
張
り
つ
め
て
は
い
な
い
か
。
暗
澹
た
る
寂
寥
。
作
者

は
歴
史
的
な
悲
劇
の
影
を
旅
人
の
自
分
に
重
ね
て
や
ま
な
い
。
寒
潮
の
真
上
に
据
え
ら
れ

た
太
陽
は
、
流
人
の
時
代
も
「
ぺ
か
ぺ
か
と
照
る
日
輪
の
面
ン
は
鋼
鉄
の
や
う
に
厳
し
い
」

（
蛇
笏
評
）
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
回
顧
の
時
間
が
下
五
の
「
た
か
か
り
き
」
に

込
め
ら
れ
て
い
る
。 

一
方
、
流
人
墓
地
か
ら
寒
潮
の
沖
へ
向
け
る
水
平
的
な
視
線
と
、
寒
潮
か
ら
日
輪
へ
と

仰
ぎ
ゆ
く
視
線
に
よ
っ
て
、
こ
の
句
は
た
い
へ
ん
立
体
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

技
巧
的
な
こ
と
を
付
け
加
え
れ
ば
、
重
く
れ
の
「
流
人
墓
地
」
を
上
五
に
冠
し
な
が
ら
も
、

下
五
は
ひ
ら
が
な
表
記
と
清
音
で
「
た
か
か
り
き
」
と
重
さ
を
取
り
払
っ
て
収
斂
さ
せ
つ

つ
緊
張
感
は
失
わ
せ
て
い
な
い
。 

悲
傷
の
影
を
抱
え
込
み
な
が
ら
旅
に
よ
っ
て
内
面
風
景
を
切
り
拓
く
風
狂
の
俳
人
・
石

原
八
束
。
そ
の
将
来
を
暗
示
す
る
か
の
よ
う
な
象
徴
的
な
代
表
句
と
い
え
よ
う
。 

 

母
が
も
ぐ
白
繭
黄
繭
露
の
中 

 
 

 
 

 
 

（
昭
和
一
六
年
） 

  

八
束
の
父
は
実
業
家
で
「
雲
母
」
の
重
鎮
で
あ
っ
た
石
原
舟
月
。
事
業
を
起
す
た
め
に

舟
月
が
甲
州
か
ら
上
京
し
た
折
、
八
束
は
病
弱
だ
っ
た
た
め
郷
里
に
置
い
て
い
か
れ
る
。

そ
の
た
め
、
一
三
歳
か
ら
六
年
間
を
祖
母
と
暮
ら
す
こ
と
に
な
る
。
思
春
期
の
多
感
な
時

期
を
母
と
離
れ
て
暮
す
こ
と
が
、
八
束
の
そ
の
後
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
。 

こ
の
句
は
、
母
・
さ
と
乃
と
の
少
年
時
代
の
や
わ
ら
か
な
思
い
出
の
一
齣
だ
ろ
う
。
若

い
母
の
そ
ば
で
白
繭
や
黄
繭
が
次
第
に
た
ま
っ
て
ゆ
く
の
を
見
つ
め
て
い
る
少
年
八
束
。

そ
れ
は
事
実
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
八
束
の
母
親
に
対
す
る
憧
憬
の
イ
メ
ー
ジ
で
も

あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
繭
の
白
と
黄
の
織
り
な
す
淡
々
と
し
た
色
彩
は
む
し
ろ
揺
籃
期
の

至
福
感
を
伝
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
作
者
は
さ
ら
に
そ
れ
ら
を
露
の
光
の
中
に
照
ら
し

出
す
。
母
子
と
白
繭
黄
繭
を
包
む
よ
う
な
小
世
界
が
ほ
ん
の
り
と
浮
か
び
上
が
る
の
は
そ

の
た
め
だ
ろ
う
。
音
韻
的
に
は
「
が
」
「
ぐ
」
は
鼻
濁
音
で
発
音
し
た
い
。 



3 

 

戦
燼
の
中
の
日
輪
黄
な
る
春 

 
 

 
 

 
 

（
昭
和
二
〇
年
） 

  

作
者
は
、
三
月
一
〇
日
の
東
京
大
空
襲
に
始
ま
る
戦
禍
を
五
句
詠
ん
で
い
る
。〈
北
風
や

余
燼
の
中
の
幾
屍
〉
〈
春
寒
の
日
輪
を
揺
る
余
燼
か
な
〉
と
、
〈
夕
焼
け
て
羅
刹
の
ご
と
く

焦
土
ゆ
く
〉
〈
日
も
す
が
ら
焦
土
の
け
む
る
炎
天
下
〉
の
間
に
こ
の
句
は
置
か
れ
て
い
る
。

八
束
に
し
て
は
珍
し
く
、
各
句
に
比
較
的
長
い
前
書
を
添
え
て
い
る
が
、
戦
禍
を
詠
む
こ

と
が
い
か
に
難
し
い
か
納
得
さ
れ
る
。 

そ
れ
ら
の
中
で
、
こ
の
句
の
「
日
輪
黄
な
る
春
」
に
は
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
（
両
義
的

な
）
作
者
の
内
面
風
景
が
読
み
取
れ
る
。
こ
の
黄
色
い
太
陽
は
長
期
の
戦
火
の
中
で
の
心

身
の
疲
弊
の
色
で
も
あ
ろ
う
し
、
同
時
に
、
戦
燼
の
裏
か
ら
訪
れ
よ
う
と
し
て
い
る
「
春
」

へ
の
ほ
の
か
な
希
求
の
色
で
も
あ
ろ
う
。
春
は
す
で
に
き
て
い
る
の
に
、
こ
の
戦
燼
の
空

し
さ
は
い
つ
ま
で
続
く
の
か
と
い
う
、
内
心
の
困
憊
し
た
叫
び
が
届
い
て
き
そ
う
だ
。 

こ
の
句
の
前
書
は
、「
空
襲
に
よ
つ
て
都
心
へ
の
交
通
機
関
は
数
日
殆
ん
ど
杜
絶
す
る
こ

と
あ
り
、
や
む
な
く
早
朝
よ
り
疲
労
甚
だ
し
き
足
を
ひ
き
世
田
谷
在
よ
り
丸
之
内
ま
で
徒

歩
に
て
通
勤
す
」
と
前
者
の
心
境
を
強
調
す
る
が
、
事
実
を
伝
え
る
こ
の
前
書
き
以
上
に
、

十
七
文
字
の
俳
句
は
揺
れ
動
く
こ
こ
ろ
模
様
を
深
く
伝
え
て
い
る
よ
う
に
思
う
。 

 

水
温
む
今
宵
の
客
を
思
ひ
帰
る 

 
 

 
 

 

（
昭
和
二
二
年
） 

  

こ
の
句
は
、
二
つ
の
解
釈
が
成
り
立
つ
と
思
う
。
一
つ
は
、
今
夜
訪
ね
て
く
る
初
対
面

の
客
人
を
思
い
描
き
、
愉
し
い
気
持
で
自
宅
に
帰
っ
て
く
る
と
い
う
解
釈
。
も
う
一
つ
は
、

先
ほ
ど
ま
で
共
に
過
ご
し
た
客
人
の
こ
と
を
思
い
返
し
、
そ
の
余
韻
に
浸
り
な
が
ら
帰
っ

て
く
る
と
い
う
解
釈
。
私
は
、
こ
の
句
の
解
と
し
て
は
前
者
を
い
た
だ
く
が
、
い
ず
れ
に

せ
よ
客
人
と
の
一
期
一
会
に
寄
せ
る
情
の
厚
さ
を
こ
の
句
に
見
る
。 

八
束
は
、
客
人
に
対
し
て
は
い
つ
も
行
き
届
い
た
気
配
り
を
見
せ
た
。
歳
時
記
に
載
る

八
束
の
こ
の
「
水
温
む
」
と
い
う
句
に
見
ら
れ
る
愉
快
さ
に
は
、
一
時
代
の
懐
か
し
い
気

分
も
流
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
、
春
に
な
る
と
い
つ
も
こ
の
句
を
思
い
出
し
て
い

る
。 

 

原
爆
地
子
が
か
げ
ろ
ふ
に
消
え
ゆ
け
り 

 
 

（
昭
和
二
二
年
） 

  

こ
の
句
に
は
作
者
の
自
註
が
あ
る
の
で
、
そ
の
一
部
を
引
く
。
舞
台
は
、
長
崎
の
浦
上

天
主
堂
よ
り
奥
の
高
台
に
あ
っ
た
兵
器
製
作
所
跡
。
三
菱
重
工
本
社
に
勤
務
し
て
い
た
八

束
に
と
っ
て
は
、
そ
こ
は
原
爆
を
受
け
て
知
人
な
ど
数
千
人
の
職
工
員
が
爆
死
し
た
跡
地
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で
も
あ
っ
た
。 

「
ど
こ
か
ら
出
て
き
た
の
か
、
家
一
つ
な
い
そ
の
瓦
礫
の
路
を
、
貧
し
い
幼
児
が
、
聞

こ
え
な
い
ほ
ど
の
泣
き
声
を
ひ
い
て
現
れ
た
の
で
あ
る
。
／
瞬
時
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
／

そ
の
子
は
、
目
を
瞠
っ
て
見
ま
も
る
私
の
前
を
す
ぐ
に
ま
た
、
た
ち
け
む
る
陽
炎
の
中
に

昇
天
す
る
よ
う
に
消
え
て
い
っ
た
」
（
「
俳
句
研
究
」
昭
和
六
一
年
二
月
号
） 

戦
争
直
視
の
目
を
戦
後
の
現
実
の
中
に
据
え
た
作
風
を
目
指
し
た
八
束
だ
っ
た
が
、
こ

の
句
に
登
場
す
る
の
は
、
い
た
い
け
な
無
垢
な
る
子
ど
も
だ
。
直
前
の
句
〈
被
爆
地
区
跣

（
は
だ
し
）
の
餓
鬼
が
泣
き
通
る
〉
の
現
実
か
ら
、
上
掲
句
へ
と
詩
的
に
昇
華
さ
せ
た
と

こ
ろ
に
八
束
の
本
領
が
あ
る
。
そ
の
子
ど
も
が
、
現
実
と
幻
想
の
は
ざ
ま
に
立
ち
現
れ
、

ひ
と
こ
と
も
言
い
残
せ
ず
に
「
か
げ
ろ
ふ
」
に
か
き
消
え
て
ゆ
く
。「
か
げ
ろ
ふ
」
は
季
語

で
あ
る
と
同
時
に
、
さ
き
の
原
爆
の
熱
波
の
幻
影
で
あ
り
、
さ
ら
に
子
ど
も
の
あ
ま
り
に

も
は
か
な
い
運
命
を
象
徴
し
て
い
る
。
八
束
が
伝
統
俳
句
と
作
風
を
異
に
す
る
の
は
明
ら

か
で
あ
ろ
う
。 

戦
争
俳
句
を
声
高
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
の
で
は
な
く
、
大
人
の
社
会
の
不
条
理
に
よ
っ
て

翻
弄
さ
れ
た
子
ど
も
の
「
生
命
」
を
主
題
に
お
い
た
点
で
、
こ
れ
こ
そ
戦
争
に
お
け
る
弱

者
を
見
つ
め
た
平
和
希
求
の
社
会
批
評
だ
と
思
う
。
祈
り
に
も
似
た
詩
的
リ
リ
シ
ズ
ム
に

「
原
爆
地
」
と
い
う
重
い
現
実
が
か
ぶ
さ
り
、
読
者
は
大
人
と
し
て
の
良
心
を
い
つ
ま
で

も
し
ず
か
に
問
い
直
さ
ざ
る
を
得
な
い
。 

 

人
形
を
抱
き
紋
十
郎
風
邪

ふ

う

じ

ゃ

ご
ゑ 

 
 

 
 

 

（
昭
和
二
二
年
） 

  

前
書
に
「
文
楽
座
―
紋
十
郎
丈
の
楽
屋
、
二
句
」
と
あ
る
。
「
丈
（
じ
ょ
う
）
」
は
歌
舞

伎
俳
優
の
芸
名
な
ど
に
添
え
る
敬
称
。
紋
十
郎
師
匠
の
楽
屋
と
い
う
よ
う
な
感
じ
だ
ろ
う
。

〈
傀
儡
姫
（
く
ぐ
つ
ひ
め
）
凍
て
て
吊
ら
る
る
楽
屋
裏
〉
が
も
う
一
句
。
文
楽
座
の
二
世

桐
竹
紋
十
郎
を
楽
屋
に
訪
ね
た
よ
う
だ
。
当
時
紋
十
郎
は
四
七
歳
頃
だ
が
、
す
で
に
風
格

も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

 

「
風
邪
（
ふ
う
じ
ゃ
）
」
と
い
う
読
み
方
が
珍
し
く
聞
こ
え
る
が
、
こ
れ
は
浄
瑠
璃
や
人

情
本
な
ど
に
見
ら
れ
る
言
い
方
の
よ
う
だ
。
文
楽
の
世
界
を
意
識
し
な
が
ら
、
風
格
漂
う

こ
の
読
み
を
あ
て
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ペ
ダ
ン
テ
ィ
ッ
ク
と
言
え
な
く
も
な
い
が
、
八

束
の
隠
れ
た
サ
ー
ビ
ス
精
神
を
こ
こ
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。（
余
談
だ
が
、
八
束
の
好

き
だ
っ
た
森
鷗
外
の
『
渋
江
抽
斎
』
に
も
「
ふ
う
じ
ゃ
」
は
出
て
く
る
。
） 

 

「
人
形
を
抱
き
」
と
あ
る
の
は
、
舞
台
か
ら
戻
っ
て
手
入
れ
な
ど
を
し
て
い
た
の
か
。

狭
い
楽
屋
で
、
人
形
を
労
わ
っ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
り
、
人
形
と
親
し
く
し
て
い
る
よ
う

で
も
あ
り
、
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
情
景
だ
。
そ
の
紋
十
郎
が
風
邪
声
（
か
ぜ
ご
え
）
だ
っ
た

と
こ
ろ
に
、
舞
台
務
め
の
厳
し
さ
を
知
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
八
束
は
そ
こ

に
共
感
す
る
だ
け
で
な
く
、
紋
十
郎
の
「
か
ぜ
」
を
「
ふ
う
じ
ゃ
」
と
転
じ
て
、
句
と
し



5 

 

て
の
俳
諧
味
を
得
た
。 

 
こ
の
句
に
は
、
濁
音
が
五
つ
も
あ
る
。
そ
の
中
で
も
、「
ぎ
ょ
」「
じ
ゅ
」「
じ
ゃ
」
と
い

う
比
較
的
発
音
時
間
の
長
い
音
が
、
全
体
の
し
ら
べ
に
恰
幅
を
生
み
、
文
楽
と
い
う
伝
統

芸
能
の
落
ち
着
い
た
風
格
を
伝
え
て
い
る
。
と
同
時
に
、
「
に
ん
」
「
も
ん
」
と
撥
音
を
含

ん
だ
音
を
上
五
中
七
の
最
初
に
置
き
リ
ズ
ム
を
整
え
て
い
る
。
加
え
て
、「
ろ
う
」「
ふ
う
」

と
や
は
り
長
く
ひ
く
音
を
織
り
込
む
な
ど
、
音
韻
の
効
果
を
も
っ
て
全
体
の
雰
囲
気
を
作

り
上
げ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。 

 

夕
焼
け
の
炎ほ

む
ら
の
中
の
す
み
れ
草 

 
 

 

（
昭
和
二
四
年
） 

  

「
な
ん
で
も
な
い
句
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
下
五
の
「
す
み
れ
草
（
ぐ
さ
）
」
に
至
る
と
、

い
つ
も
ほ
っ
と
し
た
も
の
を
感
じ
て
忘
れ
ら
れ
な
い
句
な
の
で
す
」
と
、
師
で
あ
る
八
束

に
申
し
上
げ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
頃
、
私
は
三
十
そ
こ
そ
こ
の
青
二
才
。
思
い
出
す

た
び
に
顔
か
ら
火
が
出
る
。
先
生
は
、
そ
れ
で
も
「
油
照
り
」
や
「
原
爆
地
」
な
ど
の
強

い
印
象
の
句
ば
か
り
で
は
な
く
、「
白
繭
黄
繭
」
や
こ
の
「
す
み
れ
草
」
の
よ
う
な
心
も
ち

に
共
感
し
て
く
れ
る
若
い
人
が
い
る
こ
と
に
、
こ
そ
ば
ゆ
い
よ
う
な
表
情
を
見
せ
な
が
ら

受
け
容
れ
て
く
だ
さ
っ
た
。 

 

い
つ
の
頃
か
ら
か
、
こ
の
句
を
見
る
と
〈
劫
火
よ
り
ひ
く
跫
音
を
露
に
ひ
く 

八
束
〉

（
『
人
と
そ
の
影
』
昭
和
六
二
年
刊
）
が
重
な
っ
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。
「
夕
焼
け
の
炎

む
ら
」
は
、
戦
争
や
自
ら
の
喀
血
の
危
機
な
ど
の
隠
喩
、
あ
る
意
味
で
「
劫
火
」
か
と
思

う
が
、
い
ま
に
も
作
者
に
降
り
か
か
っ
て
き
そ
う
な
大
夕
焼
け
の
炎
む
ら
の
下
で
、
こ
の

「
す
み
れ
草
」
こ
そ
八
束
の
青
春
の
胸
に
抱
き
続
け
た
つ
つ
ま
し
い
祈
り
そ
の
も
の
で
あ

っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
八
束
は
晩
年
に
至
る
ま
で
、
容
赦
な
く
降
り
か
か
る
人
生

行
路
の
火
の
粉
を
被
り
続
け
な
が
ら
、
少
々
ス
ト
イ
ッ
ク
な
殻
に
包
み
込
ん
で
、
こ
の
無

垢
な
気
持
を
心
の
奥
に
持
ち
続
け
た
作
家
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。 

 

〈
山
路
来
て
何
や
ら
ゆ
か
し
す
み
れ
草 

芭
蕉
〉
も
、
す
み
れ
草
の
俯
い
た
よ
う
な
可

憐
さ
が
、
山
道
を
歩
い
て
来
た
芭
蕉
を
な
ご
ま
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
芭
蕉
の
激
し
い
風
狂

の
精
神
の
中
に
も
、
時
折
は
こ
の
よ
う
な
小
さ
な
心
の
や
す
ら
ぎ
が
あ
っ
た
こ
と
を
貴
重

に
思
う
。
そ
の
小
さ
な
心
の
灯
を
抱
え
な
け
れ
ば
、
ま
わ
り
の
山
河
や
自
ら
の
運
命
が
見

え
て
は
こ
な
い
だ
ろ
う
。
八
束
の
俳
人
と
し
て
の
人
生
も
こ
れ
に
似
て
い
た
よ
う
な
気
が

す
る
。 

 

す
み
れ
と
言
え
ば
、
桑
原
武
夫
が
フ
ラ
ン
ス
留
学
す
る
と
き
の
こ
と
、
神
戸
の
埠
頭
で

皆
が
送
別
の
辞
を
あ
れ
こ
れ
述
べ
て
い
た
と
き
に
、
三
好
達
治
だ
け
は
こ
の
学
友
に
す
み

れ
の
花
束
を
そ
っ
と
手
渡
し
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
そ
う
だ
。（
石
原
八
束
『
秋
琴

帖
』
） 

こ
の
達
治
の
差
し
出
し
た
「
す
み
れ
」
は
、
や
が
て
八
束
に
継
が
れ
、
い
つ
の
間

に
か
我
々
八
束
の
弟
子
の
心
明
り
に
な
っ
て
い
る
。 
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た
と
え
ば
、
八
束
も
推
奨
し
た
〈
か
た
ま
つ
て
薄
き
光
り
の
菫
か
な 

渡
辺
水
巴
〉
な

ど
に
比
べ
れ
ば
、
は
る
か
に
若
書
き
と
も
い
え
る
こ
の
句
だ
が
、
私
に
は
、
そ
の
一
灯
の

よ
う
に
「
す
」
の
音
が
と
て
も
澄
ん
で
聞
こ
え
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。 

 

血
を
喀は

い
て
眼
玉
の
乾
く
油
照
り 

 
 

 
 

（
昭
和
二
六
年
） 

  

句
集
の
中
で
は
、
「
秋
風
琴
」
の
小
題
に
て
、
「
晩
春
発
病
し
て
以
来
の
病
状
七
月
に
至

り
て
俄
か
に
悪
化
し
、
喀
血
六
度
七
度
と
重
な
り
て
止
ら
ず
―
愚
か
な
る
人
生
の
一
頁
に

し
る
す
、
三
十
二
句
」
の
前
書
を
お
く
。
こ
の
句
は
、〈
梅
雨
靂
（
は
げ
）
し
血
を
喀
く
夜

の
闇
底
に
〉〈
血
を
喀
く
や
梅
雨
の
疊
に
爪
を
た
て
〉〈
血
を
喀
い
て
大
夕
焼
の
中
に
臥
す
〉

な
ど
と
共
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
頃
に
は
特
効
薬
の
ス
ト
マ
イ
が
使
え
る
よ
う
に
な

っ
て
、
や
が
て
症
状
は
改
善
さ
れ
て
い
く
が
、
耳
鳴
り
に
襲
わ
れ
て
〈
耳
鳴
り
て
嗤
（
わ

ら
）
ひ
も
き
こ
ゆ
油
照
り
〉
と
い
う
作
も
残
し
た
。
八
束
は
、
幼
少
の
頃
か
ら
右
の
耳
が

不
自
由
だ
っ
た
の
で
、
こ
の
副
作
用
が
さ
ら
に
不
安
だ
っ
た
よ
う
だ
。 

 

後
年
の
自
註
に
よ
れ
ば
、「
ね
っ
と
り
と
す
る
暑
さ
に
汗
は
冷
た
く
流
れ
、
吊
り
あ
が
っ

て
光
っ
た
眼
玉
が
、
コ
ッ
プ
の
赤
い
血
に
映
る
の
を
感
じ
た
。
そ
ん
な
自
己
と
の
格
闘
の

中
で
、
自
分
の
眼
玉
を
〈
乾
い
た
〉
と
見
た
作
者
は
、
一
方
、
案
外
の
ん
び
り
と
冷
静
で

さ
え
あ
っ
た
。
（
中
略
）
〈
乾
く
〉
は
反
語
。
こ
こ
に
こ
の
句
の
余
裕
が
あ
る
の
だ
と
思
っ

て
い
る
」
（
「
俳
句
研
究
」
昭
和
六
一
年
二
月
号
）
と
な
る
。 

 

こ
の
句
を
読
む
と
、
油
照
り
の
逃
げ
も
隠
れ
も
で
き
な
い
猛
暑
の
な
か
で
、
眼
玉
も
飛

び
出
し
て
乾
き
き
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
の
喀
血
の
苦
し
み
を
味
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

た
し
か
に
、「
乾
く
」
は
誇
張
法
で
、
若
干
の
滑
稽
味
が
読
み
取
れ
な
い
こ
と
も
な
い
。
で

も
、
そ
れ
は
実
感
か
も
し
れ
な
い
、
と
も
思
わ
れ
そ
う
だ
。「
余
裕
」
と
い
う
に
は
「
血
を

喀
い
て
眼
玉
の
乾
く
」
ま
で
の
切
迫
感
と
速
度
感
は
、
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
一
気
に
引
き
寄

せ
て
し
ま
う
。
む
し
ろ
、
こ
の
句
の
ほ
ん
と
う
の
余
裕
は
「
油
照
り
」
を
下
五
に
置
い
た

と
こ
ろ
で
は
な
い
か
。
ふ
つ
う
な
ら
ば
〈
血
を
喀
い
て
眼
玉
の
乾
く
大
暑
か
な
〉
ぐ
ら
い

に
な
る
は
ず
だ
。
こ
れ
だ
っ
て
十
分
に
秀
品
だ
ろ
う
。
だ
が
、
喀
血
と
い
う
地
獄
の
苦
し

み
に
対
し
て
、
八
束
の
表
現
欲
は
こ
れ
で
は
収
ま
ら
な
い
。 

 

す
で
に
、
先
行
句
に
は
有
名
な
〈
秋
風
や
眼
を
張
つ
て
啼
く
油
蝉 

渡
辺
水
巴
〉
が
あ

る
。
水
巴
の
句
は
、
秋
風
（
＝
死
）
に
接
し
な
が
ら
「
眼
を
見
張
る
よ
う
に
し
て
」
啼
く

油
蝉
を
作
者
自
身
に
ひ
き
つ
け
て
詠
ん
だ
も
の
。
こ
れ
に
対
し
て
、
八
束
の
句
も
、
死
が

貼
り
付
い
て
い
る
よ
う
な
心
持
ち
だ
ろ
う
が
、
あ
え
て
「
秋
風
」
の
よ
う
な
し
ず
か
な
諦

観
に
反
発
し
て
、「
油
照
り
」
と
い
う
逃
げ
場
の
な
い
暑
地
獄
の
中
に
自
ら
を
置
い
た
。
自

分
を
外
側
か
ら
見
て
い
る
も
う
一
人
の
自
分
が
い
て
、
前
者
を
「
油
照
り
」
と
い
う
舞
台

で
喀
血
を
演
じ
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
だ
。 

 

八
束
の
尖
鋭
的
な
感
覚
を
、
と
き
に
表
現
主
義
的
志
向
に
見
て
と
る
こ
と
が
あ
る
が
、
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こ
の
句
に
も
強
く
そ
れ
を
感
じ
る
。
こ
れ
が
、
実
質
的
な
八
束
世
界
の
開
闢
の
句
。
ビ
ッ

グ
・
バ
ン
的
記
念
碑
と
な
ろ
う
。 

 

秋
の
夢
さ
め
て
灯
と
も
る
心
の
座 

 
 

 
 

（
昭
和
二
六
年
） 

  

一
連
の
喀
血
の
句
の
中
に
、
こ
の
よ
う
に
し
み
入
る
灯
り
の
世
界
が
あ
る
こ
と
に
気
付

い
た
。「
再
び
山
廬
先
生
の
見
舞
を
受
く
」
と
い
う
前
書
が
あ
る
。
山
廬
先
生
と
は
、
八
束

の
恩
師
飯
田
蛇
笏
の
こ
と
。「
雲
母
」
を
や
が
て
飯
田
龍
太
が
引
き
継
ぎ
、
二
人
は
袂
を
分

つ
こ
と
に
な
る
が
、
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
に
な
っ
た
評
伝
『
飯
田
蛇
笏
』
の
大
著
に
見
る
よ
う

に
、
八
束
の
蛇
笏
へ
の
敬
意
は
生
涯
衰
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、

後
日
ま
た
別
の
句
の
と
こ
ろ
で
詳
し
く
触
れ
よ
う
。 

 

こ
の
句
に
は
、
ひ
い
や
り
と
し
た
幻
想
の
中
に
目
覚
め
た
よ
う
な
雰
囲
気
が
あ
る
が
、

蛇
笏
の
見
舞
い
を
受
け
た
そ
の
夜
、
彼
の
世
と
こ
の
世
の
あ
わ
い
に
得
た
小
さ
な
幸
の
よ

う
に
、
ほ
ん
の
り
と
「
心
の
座
」
に
灯
り
が
と
も
っ
た
と
い
う
の
だ
。「
心
の
座
」
は
「
自

ら
の
心
の
棲
む
場
所
」
く
ら
い
の
意
。 

 

「
秋
の
夢
」
は
「
春
の
夢
」
に
対
す
る
位
置
に
あ
ろ
う
が
、
あ
ま
り
詠
ま
れ
る
こ
と
は

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
句
を
見
る
と
、
少
々
さ
び
し
ら
な
雰
囲
気
も
た
だ
よ
う
が
、

虚
飾
の
な
い
さ
っ
ぱ
り
し
た
空
気
が
感
じ
ら
れ
て
、
な
か
な
か
よ
い
も
の
だ
と
思
う
。 

 

鏡
凍
て
驚
破

す

は

真
ッ
白
き
脳
が
う
つ
る 

 
 

 

（
昭
和
二
六
年
） 

  

「
強
度
の
神
経
過
敏
症
に
な
や
み
」
と
前
書
が
あ
る
。
こ
の
句
の
ポ
イ
ン
ト
は
二
点
あ

ろ
う
。
一
つ
は
、「
鏡
に
映
っ
た
白
き
脳
」
と
い
う
詩
的
感
覚
。
も
う
一
つ
は
、「
驚
破
（
す

は
）
」
の
措
辞
。 

 

前
者
に
つ
い
て
は
、「
凍
て
」
に
「
白
」
が
き
び
し
く
貼
り
付
い
て
い
る
よ
う
な
感
覚
を

覚
え
る
。
神
経
過
敏
的
な
特
異
感
覚
か
も
し
れ
な
い
。
凍
て
き
っ
た
部
屋
で
、
ひ
と
り
鏡

に
向
か
っ
て
い
る
青
年
八
束
を
想
像
し
よ
う
。
鏡
に
映
っ
た
の
は
、
表
情
の
あ
る
顔
で
は

な
く
て
、
そ
の
裏
に
あ
る
頭
蓋
の
中
の
「
真
ッ
白
き
脳
」
だ
っ
た
。
鏡
に
自
分
の
精
神
状

況
ま
で
見
抜
か
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
強
迫
感
。
こ
の
場
合
の
「
真
っ
白
」
は
脳
内
の
記
憶

が
す
っ
か
り
消
さ
れ
て
し
ま
っ
た
空
白
感
か
も
し
れ
な
い
。 

 

も
ち
ろ
ん
、
先
例
と
し
て
は
〈
頭
の
中
で
白
い
夏
野
と
な
つ
て
ゐ
る 

高
屋
窓
秋
〉
が

あ
る
が
、
窓
秋
の
記
憶
は
空
白
で
は
な
い
。「
白
い
夏
野
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
び
上
が
っ

て
い
る
の
だ
。
加
え
て
、
窓
秋
は
夏
、
八
束
は
冬
。
片
や
の
び
や
か
な
風
景
、
片
や
膠
着

し
た
イ
メ
ー
ジ
。
そ
れ
で
も
、〈
鏡
凍
て
真
白
き
脳
の
う
つ
り
け
り
〉
の
よ
う
な
熟
鮨
（
な

れ
ず
し
）
み
た
い
な
文
体
に
は
、
八
束
は
も
ち
こ
ま
な
い
。
敢
え
て
神
経
過
敏
症
の
状
況
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を
交
え
て
、
窓
秋
の
し
な
や
か
さ
を
大
胆
に
破
壊
し
て
し
ま
お
う
と
す
る
。 

 
そ
の
切
り
札
が
「
驚
破
（
す
は
）
」
の
一
語
だ
っ
た
。
こ
の
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
め
く
間
投

詞
は
、
い
わ
ば
古
典
的
な
口
語
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
。『
日
本
国
語
大
辞
典
（
第
二
版
）
』

（
小
学
館
）
で
は
、
い
く
つ
か
の
用
例
の
中
に
浄
瑠
璃
の
例
が
見
ら
れ
る
が
、
い
か
に
も

舞
台
的
演
出
に
効
果
的
な
発
語
だ
と
思
う
。（
八
束
の
好
ん
だ
泉
鏡
花
の
作
品
に
も
い
く
つ

か
見
ら
れ
る
よ
う
だ
。
）「
驚
破
（
す
は
）
」
に
「
真
ッ
白
き
」
と
促
音
の
語
を
続
け
た
と
こ

ろ
も
、
八
束
の
言
語
感
覚
の
す
ぐ
れ
た
と
こ
ろ
。〈
鏡
凍
て
真
白
き
脳
の
う
つ
り
け
り
〉
と

比
べ
た
ら
、
言
葉
の
鮮
度
が
ま
る
で
違
う
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
こ
の
「
驚
破
（
す
は
）
」

は
間
投
詞
で
あ
る
と
同
時
に
、
上
五
と
断
ち
切
っ
て
次
を
呼
び
込
む
「
切
れ
字
」
の
よ
う

な
役
目
も
果
し
、
句
の
要
に
あ
っ
て
リ
ズ
ム
感
を
加
え
、
全
体
に
口
語
的
な
定
型
感
を
生

ん
で
い
る
。
面
白
い
作
り
の
句
だ
と
思
う
。
こ
こ
に
も
八
束
の
表
現
主
義
的
な
傾
向
が
強

く
見
ら
れ
る
。 

 

月
光
を
炎
え
さ
か
の
ぼ
る
海
の
蝶 

 
 

 
 

（
昭
和
二
七
年
） 

  

海
の
上
に
そ
そ
ぐ
月
光
の
青
白
い
光
り
を
返
し
な
が
ら
、
蝶
の
群
が
炎
上
す
る
か
の
よ

う
に
天
へ
と
昇
っ
て
ゆ
く
。
造
形
的
イ
メ
ー
ジ
の
鮮
や
か
な
句
だ
。
と
も
す
る
と
こ
の
句

を
統
制
す
る
の
は
「
月
光
」
で
、
季
節
は
秋
か
と
思
わ
せ
る
。
あ
る
い
は
炎
の
力
強
さ
か

ら
夏
か
と
も
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
句
の
本
来
的
な
季
語
は
「
蝶
」
で
、
季
節
は
「
春
」
。

あ
ら
た
め
て
そ
う
思
い
な
が
ら
読
み
直
す
と
、
春
と
も
読
め
る
。
ト
ロ
ン
プ
ル
イ
ユ
（
だ

ま
し
絵
）
の
よ
う
な
句
だ
。
青
白
い
月
光
を
浴
び
た
幻
想
的
な
春
の
蝶
を
思
い
描
い
た
も

の
で
あ
ろ
う
。 

 

こ
の
句
を
見
る
と
速
水
御
舟
の
世
に
知
ら
れ
た
「
炎
舞
」
、
「
蛾
」
の
日
本
画
を
思
い
起

こ
す
。
蛾
の
群
れ
が
螺
旋
上
昇
を
続
け
て
い
る
。
八
束
の
蝶
は
春
の
季
語
だ
が
、
そ
れ
は

御
舟
の
蛾
が
蝶
に
な
っ
た
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
か
。
海
の
上
に
篝
火
を
焚
い
た
よ
う
な
、

絢
爛
な
妖
気
た
だ
よ
う
幻
想
句
。
そ
ん
な
受
け
取
り
方
を
長
年
し
て
き
た
の
だ
が
、
そ
れ

は
ど
う
も
違
う
の
で
は
、
と
近
頃
気
付
い
た
。 

 

〈
て
ふ
て
ふ
が
一
匹 

韃
靼
海
峡
を
渡
っ
て
行
っ
た
〉
と
い
う
安
西
冬
衛
の
「
春
」
と

い
う
一
行
詩
が
あ
る
。
こ
ち
ら
は
、
死
を
目
前
に
し
な
が
ら
も
大
き
な
世
界
へ
の
冒
険
に

乗
り
出
す
よ
う
な
、
張
り
つ
め
た
意
識
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
八
束
の
「
海
の
蝶
」
は
ど
ち

ら
か
と
い
う
と
、
こ
の
心
の
中
の
「
一
匹
の
蝶
」
な
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
よ
う
に
な

っ
た
。
も
ち
ろ
ん
現
実
の
渡
り
の
蝶
な
ど
で
は
な
か
ろ
う
。 

 

御
舟
の
絵
の
よ
う
に
、
実
際
に
天
へ
と
昇
っ
て
ゆ
く
の
で
は
な
い
が
、
春
先
の
ま
だ
冷

た
さ
の
残
る
月
光
に
対
し
て
、
こ
の
世
の
生
を
享
け
た
も
の
が
本
能
の
よ
う
に
感
じ
る
遡

行
・
昇
天
の
意
識
。
そ
れ
は
、
結
核
を
病
ん
だ
青
春
の
危
機
意
識
と
無
縁
で
は
な
い
だ
ろ

う
。
そ
の
危
機
感
が
作
者
の
意
識
に
強
い
た
「
燃
え
尽
き
る
よ
う
な
は
か
な
い
一
生
」
の
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暗
喩
。
そ
れ
が
、
こ
の
「
炎
え
さ
か
の
ぼ
る
」
蝶
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
な
が

ら
、
一
方
で
、
一
句
独
立
と
し
て
そ
こ
ま
で
踏
み
込
ん
だ
解
釈
は
勇
み
足
か
も
し
れ
な
い

と
も
思
う
。 

 

と
も
あ
れ
、
い
ず
れ
が
正
し
く
て
い
ず
れ
が
間
違
い
と
い
う
も
の
で
も
な
か
ろ
う
。
こ

の
句
の
場
合
は
、
単
数
も
複
数
も
「
蝶
」
と
い
う
一
語
で
代
表
さ
せ
て
し
ま
う
日
本
語
の

特
質
と
も
絡
む
が
、
俳
句
と
い
う
最
短
詩
の
器
は
、
と
き
に
相
反
す
る
よ
う
な
複
数
の
解

釈
や
イ
メ
ー
ジ
を
抱
え
込
む
も
の
で
も
あ
る
。
俳
句
の
両
義
性
あ
る
い
は
重
層
性
は
、
書

き
方
の
巧
拙
と
は
別
の
角
度
か
ら
も
っ
と
考
察
さ
れ
て
も
よ
い
。 

 

と
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、
若
い
日
の
龍
太
の
句
が
思
い
浮
か
ん
だ
。
龍
太
は
も
ち
ろ

ん
、
八
束
も
「
雲
母
」
が
出
発
点
で
あ
っ
た
こ
と
が
興
味
深
い
。 

 
 

春
の
鳶
寄
り
わ
か
れ
て
は
高
み
つ
つ 

飯
田
龍
太
（
『
百
戸
の
谿
』
） 

片
や
山
国
に
、
片
や
海
上
に
、
青
春
の
燃
え
の
ぼ
る
精
神
的
希
求
の
軌
跡
を
残
し
て
、
こ

の
世
を
去
っ
た 

。 凩
が
奪
ふ
孤
り
の
夜
の
影 

 
 

 
 

 
 

 
（
昭
和
二
七
年
） 

 

作
者
が
世
田
谷
の
松
陰
神
社
の
近
く
に
住
ん
で
い
た
頃
の
、
電
燈
が
所
々
に
し
か
な
い

頃
の
帰
宅
途
中
に
詠
ん
だ
と
さ
れ
る
句
。（
先
日
の
〈
水
温
む
今
宵
の
客
を
思
ひ
帰
る
〉
も

同
じ
帰
路
の
上
で
と
の
こ
と
。
）
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
句
は
八
束
の
代
表
句
の
一
つ
と
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
ま
読
み
返
す
と
、
生
硬
で
や
や
予
定
調
和
的
な
感
じ
が
す
る
。

「
凩
」「
孤
」「
夜
」「
影
」
と
ほ
ぼ
同
方
向
の
ベ
ク
ト
ル
が
重
な
り
合
っ
て
、
ド
ミ
ノ
倒
し

の
よ
う
な
様
相
を
見
せ
て
い
る
か
ら
だ
。「
切
れ
」
あ
る
い
は
詩
想
の
飛
躍
が
乏
し
い
、「
凩
」

と
い
う
季
語
が
つ
き
す
ぎ
、
と
も
言
え
よ
う
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
学
生
時
代
、
私
は
こ
の
句
が
好
き
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
、

モ
ノ
ト
ー
ン
の
こ
の
句
の
抱
え
る
深
い
孤
独
感
が
、
若
き
心
に
浸
み
わ
た
っ
た
せ
い
か
も

し
れ
な
い
。
深
刻
な
内
容
の
俳
句
に
こ
そ
共
感
を
し
や
す
い
青
年
で
あ
っ
た
。 

 

こ
の
句
で
は
、
「
奪
ふ
」
「
孤
り
」
と
い
う
語
の
選
択
に
、
無
理
に
で
も
深
い
孤
愁
を
表

現
し
よ
う
と
自
分
の
ス
タ
イ
ル
を
模
索
し
て
い
る
若
き
日
の
八
束
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で

き
る
。
い
ま
の
私
な
ら
ば
、〈
こ
が
ら
し
や
わ
が
夜
の
影
の
失
せ
に
け
る
〉
く
ら
い
に
抑
え

て
、
「
凩
が
奪
ふ
」
と
い
う
擬
人
化
に
は
踏
み
込
ま
な
い
だ
ろ
う
。
加
え
て
、
「
孤
り
」
な

ど
と
い
う
孤
独
を
強
く
匂
わ
せ
る
言
葉
も
た
ぶ
ん
用
い
な
い
。
だ
が
、
結
核
を
患
っ
た
あ

と
の
若
き
日
の
八
束
に
と
っ
て
は
、
そ
の
二
つ
の
語
は
、
苦
い
胸
中
を
表
現
す
る
に
は
避

け
て
通
れ
な
い
真
実
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
、
八
束
初
期
に
お
け
る
、
表
現
主
義

的
傾
向
の
句
の
、
表
現
内
容
と
表
現
効
果
の
ジ
レ
ン
マ
が
浮
き
彫
り
に
な
る
。 

だ
が
、
八
束
は
根
気
よ
く
こ
の
手
法
を
追
い
つ
め
て
、
後
に
、〈
く
ら
が
り
に
歳
月
を
負

ふ
冬
帽
子
〉
と
い
う
内
観
の
代
表
句
を
得
る
に
至
る
。
改
め
て
、
ほ
ん
と
う
に
根
気
づ
よ

い
作
家
だ
っ
た
と
思
う
。 
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雪
の
上
を
死
が
か
が
や
き
て
通
り
け
り 

 
 

（
昭
和
二
八
年
） 

  

「
二
月
二
十
五
日
斎
藤
茂
吉
氏
逝
く
」
の
前
書
が
あ
る
。
戦
後
の
こ
の
時
期
の
茂
吉
が

ど
の
く
ら
い
大
き
な
存
在
で
あ
っ
た
か
、
そ
の
頃
ま
だ
生
ま
れ
て
い
な
い
私
に
は
想
像
が

つ
か
な
い
。
し
か
し
、
私
の
父
の
世
代
の
歌
人
や
俳
人
は
た
い
て
い
茂
吉
を
語
り
、
歌
集

を
語
る
。
八
束
も
『
茂
吉
ノ
オ
ト
』
に
耽
溺
し
た
時
期
が
あ
っ
た
。 

た
と
え
ば
〈
た
ま
し
ひ
を
育
み
ま
す
と
聳
え
た
つ
蔵
王
の
や
ま
の
朝
雪
げ
む
り 

斎
藤

茂
吉
〉（
『
小
園
』
）
あ
る
い
は
〈
の
ど
赤
き
玄
鳥
ふ
た
つ
屋
梁
（
は
り
）
に
ゐ
て
足
乳
根
の

母
は
死
に
た
ま
ふ
な
り 

 

同
〉
（
『
赤
光
』
）
な
ど
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
茂
吉
も
蛇
笏
同

様
に
「
た
ま
し
い
」
を
見
え
る
よ
う
に
描
い
た
作
家
だ
。 

 

八
束
の
追
悼
句
が
ど
の
短
歌
を
底
敷
き
に
し
た
も
の
か
は
不
明
だ
が
、
こ
の
句
で
は
、

「
死
」
が
ま
る
で
「
魂
」
に
な
っ
て
光
り
輝
い
て
走
り
去
っ
て
ゆ
く
よ
う
だ
。
も
と
も
と

目
に
は
見
え
な
い
「
死
」
と
い
う
不
可
視
の
観
念
を
、「
死
が
か
が
や
き
て
」「
通
り
け
り
」

と
イ
メ
ー
ジ
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
さ
に
見
え
る
「
モ
ノ
」
の
よ
う
に
表
現
す
る
。

そ
の
意
味
で
は
、〈
原
爆
地
子
が
か
げ
ろ
ふ
に
消
え
ゆ
け
り 
八
束
〉
の
句
よ
り
も
、
さ
ら

に
句
風
を
進
め
た
地
点
に
こ
の
句
は
あ
る
と
い
え
よ
う
。 

一
方
、
八
束
の
師
で
も
あ
っ
た
蛇
笏
に
は
、「
芥
川
龍
之
介
の
長
逝
を
悼
み
て
」
の
前
書

付
き
で
、 

 
 

た
ま
し
ひ
の
た
と
へ
ば
秋
の
ほ
た
る
か
な 

 
 

蛇
笏 

が
あ
る
。
こ
の
蛇
笏
の
句
を
深
く
学
び
取
っ
て
蘇
生
さ
せ
た
の
が
八
束
の
こ
の
句
だ
と
い

う
の
が
、
飯
田
龍
太
の
見
方
で
あ
っ
た
。
『
秋
風
琴
』
の
句
集
解
説
「
求
光
の
詩
」
（
飯
田

龍
太
）
は
、
石
原
八
束
の
初
期
の
句
業
を
知
る
上
で
読
み
過
ご
す
こ
と
の
で
き
な
い
鋭
利

な
批
評
だ
。
だ
が
、
蛇
笏
の
句
が
「
比
喩
」
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
八
束
の

場
合
は
「
死
」
が
「
か
が
や
き
」「
通
る
」
と
主
体
性
（
動
作
性
）
を
獲
得
し
て
い
る
。
近

代
的
詩
性
を
加
え
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。 

 

そ
し
て
、
最
晩
年
、
八
束
の
こ
の
句
の
は
る
か
延
長
上
に
、
次
の
句
が
生
ま
れ
る
こ
と

も
言
い
添
え
て
お
こ
う
。
前
書
に
「
盟
友 

鈴
木
詮
子
逝
く
」
と
あ
る
。 

 
 

邯
鄲
の
夢
と
も
空
を
ゆ
く
火
と
も 

 
 

八
束 

（
平
成
九
年
） 

 

こ
こ
で
は
、「
死
」
と
も
「
た
ま
し
い
」
と
も
言
っ
て
い
な
い
が
、
た
し
か
に
こ
の
「
火
」

の
一
語
に
も
こ
の
世
を
飛
び
去
っ
て
ゆ
く
「
た
ま
し
い
」
の
輝
き
が
象
徴
的
に
表
現
さ
れ

て
い
る
。 

 

聖
夜
来
ぬ
「
聖
ヴ
ェ
ロ
ニ
カ
」
の
目
色
に
も 

 

（
昭
和
二
八
年
） 

 

「
ル
オ
ー
の
作
」
と
前
書
が
あ
る
。
こ
の
年
、
大
規
模
な
ル
オ
ー
展
が
上
野
で
開
か
れ
、

八
束
は
ル
オ
ー
の
絵
の
「
深
い
哀
し
み
」
の
虜
（
と
り
こ
）
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
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「
聖
ヴ
ェ
ロ
ニ
カ
」
は
、
ゴ
ル
ゴ
ダ
の
丘
に
向
う
キ
リ
ス
ト
の
汗
を
拭
き
取
っ
た
心
や
さ

し
き
伝
説
の
聖
女
。
絵
画
の
方
も
、
平
明
で
力
強
い
中
に
、
や
さ
し
さ
が
秘
め
ら
れ
て
、

聖
女
の
顔
が
た
い
へ
ん
美
し
い
。
八
束
も
ル
オ
ー
の
中
で
こ
れ
が
一
番
好
き
だ
っ
た
の
で

は
な
い
か
。 

 

い
ま
か
ら
二
十
数
年
前
、「
秋
」
の
句
友
た
ち
の
パ
リ
見
物
に
合
流
し
た
際
、
ポ
ン
ピ
ド

ゥ
ー
美
術
館
の
フ
ロ
ア
に
、
偶
然
ル
オ
ー
の
小
さ
な
コ
ー
ナ
ー
を
見
つ
け
た
。
も
ち
ろ
ん
、

「
ヴ
ェ
ロ
ニ
カ
」（
フ
ラ
ン
ス
語
の
題
名
は

V
é
r
o
n
i
q
u
e

）
の
絵
も
。
そ
れ
を
お
伝
え
し
た

と
き
、
八
束
先
生
の
喜
ん
で
く
だ
さ
っ
た
こ
と
。
予
期
せ
ぬ
再
会
に
、
懐
か
し
さ
の
こ
み

上
げ
て
く
る
よ
う
な
面
持
ち
で
、
し
ば
ら
く
こ
の
絵
に
見
入
っ
て
お
ら
れ
た
。
普
段
は
リ

ゴ
リ
ズ
ム
の
八
束
の
、
こ
う
い
う
と
き
の
こ
こ
ろ
安
ら
い
で
い
く
表
情
は
実
に
い
い
。
い

つ
ま
で
も
つ
づ
い
て
欲
し
い
と
思
う
よ
う
な
穏
や
か
な
表
情
で
あ
っ
た
。 

 

さ
て
、
こ
の
ヴ
ェ
ロ
ニ
カ
の
目
の
色
に
、
八
束
は
何
を
感
じ
と
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

図
版
を
改
め
て
眺
め
て
み
る
と
、
ヴ
ェ
ロ
ニ
カ
の
目
は
左
右
と
も
優
し
さ
を
湛
え
て
清
ら

か
だ
が
、
よ
く
見
る
と
左
の
下
目
蓋
あ
た
り
が
う
っ
す
ら
と
曇
っ
て
い
て
、
涙
を
溜
め
て

い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
こ
の
句
の
二
句
後
に
〈
凍
て
に
痺
れ
睡
眠
剤
を
も
て
あ
そ
ぶ
〉

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
、
八
束
は
精
神
的
に
切
迫
し
て
い
た
よ
う
だ
。
八
束
に
と
っ

て
は
、
心
の
救
い
の
絵
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。 

 

音
韻
的
に
も
、
「
せ
」
「
ろ
」
「
に
」
の
繰
り
返
し
な
ど
、
隠
れ
た
工
夫
が
し
て
あ
る
。 

 

鉱の

滓ろ

赤
き
溪
ぞ
ひ
の
町
霜
げ
む
る 

 
 

 
 

（
昭
和
二
八
年
） 

  

鉱
毒
の
足
尾
銅
山
を
訪
ね
た
折
の
一
四
句
の
中
の
一
句
。
銅
の
赤
色
の
鉱
滓
が
積
み
上

げ
て
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
八
束
に
は
、
先
の
〈
原
爆
地
子
が
か
げ
ろ
ふ
に
消
え
ゆ
け
り
〉

に
し
て
も
、
あ
る
い
は
こ
の
鉱
山
の
句
に
し
て
も
、
若
い
と
き
の
句
に
は
社
会
批
評
を
多

分
に
含
ん
だ
も
の
が
あ
る
。 

 

こ
の
句
は
、
谿
沿
ひ
に
「
赤
い
鉱
滓
」
が
あ
る
と
い
う
の
が
、
ど
こ
か
負
の
美
意
識
を

感
じ
さ
せ
る
。
そ
れ
は
、
鉱
毒
禍
に
つ
な
が
る
よ
う
な
爛
れ
た
文
化
の
傷
跡
の
よ
う
な
色

合
い
で
は
な
い
か
。
こ
の
鉱
山
の
谷
間
に
は
、
当
時
の
国
策
に
よ
り
、
労
働
力
が
あ
つ
ま

り
銅
と
い
う
「
宝
物
」
に
す
が
る
よ
う
に
町
が
で
き
て
し
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
盛
衰
の
行

方
を
肌
で
感
じ
な
が
ら
、
時
代
に
翻
弄
さ
れ
た
人
々
の
運
命
を
八
束
は
醒
め
た
目
で
見
つ

め
、
怒
り
は
心
の
奥
に
隠
ら
せ
て
、
し
ず
か
に
嘆
く
。
そ
の
心
情
を
表
す
た
め
に
、
八
束

は
季
語
の
二
重
性
を
活
用
す
る
。
町
全
体
が
こ
の
世
の
幻
で
あ
る
か
の
よ
う
に
「
霜
げ
む

る
」
と
い
う
の
だ
。
こ
の
季
語
に
よ
っ
て
、
こ
の
句
は
客
観
写
生
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
句

か
ら
し
ず
か
に
離
れ
、
心
象
的
な
句
と
し
て
完
結
す
る
。 

鉱
山
に
棲
み
つ
い
た
人
々
の
運
命
の
哀
し
さ
を
、
わ
が
身
に
照
ら
し
な
が
ら
抑
制
し
た

心
象
句
と
し
て
後
世
に
伝
え
る
こ
と
。
そ
れ
が
八
束
の
し
ず
か
な
社
会
批
評
の
態
度
で
も

あ
っ
た
。 
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【
句
集
名
『
秋
風
琴
』
に
つ
い
て
①
】 

八
束
の
処
女
句
集
名
の
由
来
に
つ
い
て
、
若
干
の
こ
と
を
記
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
題

の
名
付
け
親
は
、
八
束
の
師
事
し
た
三
好
達
治
で
あ
っ
た
。
第
一
句
集
名
の
候
補
と
し
て
、

三
好
詩
人
は
「
春
琴
集
」「
秋
琴
集
」
の
二
つ
を
提
案
さ
れ
た
。
そ
れ
に
応
じ
て
、
八
束
は

「
大
阪
の
玉
堂
作
の
秋
霜
の
気
品
を
思
い
出
し
て
、
後
者
を
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
の
で

あ
る
」（
『
秋
琴
帖
』
）
。
実
際
、
戦
禍
と
病
弱
の
青
年
期
を
過
ご
し
た
八
束
に
は
、「
秋
」
こ

そ
親
し
く
、
「
春
」
の
心
境
と
は
縁
遠
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。 

 

玉
堂
（
ぎ
ょ
く
ど
う
）
と
は
、
琴
に
も
秀
で
た
江
戸
期
の
文
人
画
家
浦
上
玉
堂
（
一
七

四
五
～
一
八
二
〇
）
。
そ
し
て
、
こ
の
玉
堂
の
二
人
の
息
子
の
名
前
が
「
春
琴
」
と
「
秋
琴
」

で
あ
っ
た
。 

 

ま
た
、
こ
の
「
大
阪
の
・
・
・
」
と
い
う
の
は
、
昭
和
二
二
年
秋
、
飯
田
蛇
笏
に
従
っ

て
一
カ
月
余
の
関
西
旅
行
を
し
た
際
、
帰
り
の
大
阪
の
旅
館
に
掛
か
っ
て
い
た
玉
堂
の
青

墨
画
を
指
し
て
い
る
。
同
じ
旅
館
の
食
事
の
部
屋
に
は
鉄
斎
、
蛇
笏
の
部
屋
に
は
竹
田
（
ち

く
で
ん
）
の
細
密
画
が
掛
け
て
あ
っ
た
と
い
う
。
竹
田
も
玉
堂
と
交
流
が
あ
っ
た
。 

 

八
束
の
書
斎
に
は
、
田
能
村
竹
田
の
細
密
画
が
掛
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
思
い

出
に
ち
な
ん
だ
も
の
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
八
束
の
書
斎
や
応
接
間
に
は
、
三
好
達

治
の
「
春
の
岬
」
の
色
紙
（
そ
し
て
遺
影
）
、
西
脇
順
三
郎
の
写
真
、
浅
井
閑
右
衛
門
の
「
黒

薔
薇
」
や
骨
董
の
大
壺
な
ど
、
そ
の
好
尚
に
適
う
も
の
の
み
が
置
か
れ
て
い
て
、
プ
チ
美

術
館
で
も
あ
っ
た
。
部
屋
に
通
さ
れ
て
か
ら
、
八
束
が
現
れ
る
ま
で
の
待
ち
時
間
が
、
け

っ
こ
う
楽
し
か
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

【
句
集
名
『
秋
風
琴
』
に
つ
い
て
②
】 

 

話
を
句
集
名
に
も
ど
そ
う
。「
琴
」
の
名
手
で
も
あ
っ
た
玉
堂
に
「
秋
風
」
と
い
う
子
が

い
た
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、『
秋
風
琴
』
の
成
り
立
ち
は
《
「
秋
風
」
＋
「
琴
」
》
で
あ
ろ
う
。

芭
蕉
以
来
の
「
わ
び
さ
び
」
に
通
じ
る
よ
う
な
境
地
だ
。
八
束
の
い
う
「
秋
霜
の
気
品
」

は
、
同
時
に
自
ら
を
恃
ん
で
立
つ
覚
悟
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。 

し
か
し
な
が
ら
、
戦
後
の
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
の
あ
と
に
生
ま
れ
、
恵
ま
れ
た
時
代
に
育
っ

た
私
に
は
、
「
秋
風
琴
」
か
ら
、
も
う
一
つ
の
意
味
の
連
結
が
浮
か
び
上
が
る
。
そ
れ
は
、

《
「
秋
」
＋
「
風
琴
」
》
と
い
う
ハ
イ
カ
ラ
風
の
イ
メ
ー
ジ
を
と
も
な
う
。
も
ち
ろ
ん
、「
風

琴
」
は
、
明
治
の
頃
は
オ
ル
ガ
ン
、
後
年
に
は
「
ア
コ
ー
デ
オ
ン
」
を
さ
す
。
余
談
な
が

ら
、
林
芙
美
子
の
作
に
『
風
琴
と
魚
の
町
』
（
昭
和
六
年
）
が
あ
る
が
、
「
お
そ
ろ
し
く
古

風
で
、
大
き
く
て
、
肩
に
掛
け
ら
れ
る
べ
く
、
皮
の
ベ
ル
ト
が
つ
い
て
い
た
」
と
出
て
く

る
「
父
」
の
「
風
琴
」
は
ア
コ
ー
デ
オ
ン
（
＝
手
風
琴
）
に
ち
が
い
な
い
。 

 

一
方
で
、「
手
風
琴
」
か
ら
い
つ
も
連
想
さ
れ
る
の
は
、
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ド
ゥ
・
ラ
・
ト

ゥ
ー
ル(

一
五
九
三-

一
六
五
二)

 

の
「
ハ
ー
デ
ィ
ガ
ー
デ
ィ
弾
き
」
と
い
う
絵
。
物
乞
い

で
あ
ろ
う
か
、
ぼ
ろ
を
ま
と
っ
た
盲
目
の
老
人
が
薄
闇
の
中
に
こ
の
手
回
し
オ
ル
ガ
ン
を

弾
い
て
い
る
。
こ
の
楽
器
は
、
実
際
は
音
盤
を
回
転
さ
せ
て
こ
す
り
だ
し
て
音
を
出
す
の
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で
、
空
気
を
送
っ
て
音
を
出
す
「
風
琴
」
で
は
な
い
の
だ
が
、
物
乞
い
や
旅
楽
士
の
楽
器

と
し
て
も
知
ら
れ
る
。
こ
の
楽
器
に
は
、
ド
ゥ
・
ラ
・
ト
ゥ
ー
ル
の
絵
を
見
て
以
来
、
い

つ
も
秋
の
風
が
さ
び
し
く
ま
と
い
つ
い
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。 

 

八
束
の
初
志
か
ら
は
だ
い
ぶ
隔
た
っ
て
し
ま
う
句
集
名
の
解
釈
に
な
る
が
、
拡
大
解
釈

の
そ
れ
ぞ
れ
の
イ
メ
ー
ジ
を
辿
っ
て
い
る
う
ち
に
、
古
来
の
伝
統
俳
句
に
西
欧
近
代
の
詩

精
神
を
融
合
さ
せ
よ
う
と
孤
軍
奮
闘
し
た
八
束
の
生
涯
と
の
、
思
わ
ぬ
附
合
を
見
る
こ
と

に
な
る
。 

   

堕
胎
室
の
金
属
響
く
黄
落
期 

 
 

 
 

 
 

（
昭
和
二
九
年
） 

  
f
a
l
l
e
n
 
s
e
a
s
o
n

と
い
う
英
語
が
ア
メ
リ
カ
に
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
、
俳
句
の
季
語
に

応
用
し
た
の
は
八
束
で
あ
っ
た
。
直
訳
す
れ
ば
「
落
葉
季
」
。
同
じ
句
集
の
前
の
方
に
〈
落

葉
期
濡
る
る
夜
の
灯
は
遠
く
澄
み 

八
束
〉
が
あ
る
。
さ
ら
に
少
々
詩
的
に
訳
し
た
の
が
、

上
記
の
「
黄
落
期
」
。
（
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ま
で
に
「
落
葉
す
」
と
い
う
季
語
は
あ
っ
た
。
） 

 

ふ
つ
う
な
ら
ば
、「
黄
落
」
と
は
、
た
と
え
ば
巴
里
の
並
木
道
を
ゆ
く
恋
人
た
ち
の
よ
う

に
、
ロ
マ
ン
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
ゆ
た
か
な
彩
り
に
包
ま
れ
た
季
語
で
あ
る
は
ず
だ
。

し
か
し
な
が
ら
、
八
束
の
醒
め
た
目
は
、
そ
ん
な
甘
い
も
の
に
は
さ
す
が
に
流
さ
れ
な
か

っ
た
。
お
そ
ら
く
、「f

a
l
l
e
n

」
の
中
に
恋
や
抒
情
で
は
な
く
、
も
う
一
つ
の
《
「
落
ち
る
」

→
「
堕
胎
」
》
と
い
う
意
味
的
な
つ
な
が
り
を
嗅
ぎ
取
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。 

 

一
読
い
や
な
句
だ
と
思
わ
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。
作
者
の
意
識
だ
け
が
好
奇
的
に
異
常

に
醒
め
て
い
て
、
私
も
好
き
な
句
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
読
者
の
好
き
嫌
い
と
は

離
れ
て
、「
黄
落
期
」
の
澄
ん
だ
空
気
は
、
何
も
か
も
暴
い
て
響
か
せ
て
し
ま
う
よ
う
な
冷

た
さ
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
。
そ
ん
な
季
語
と
し
て
の
「
裏
の
」
性
格
を
期
せ
ず
し
て
知

ら
し
め
る
句
と
な
っ
た
。 

 

六
つ
の
ｋ
音
が
き
ん
き
ん
と
響
き
合
っ
て
、
耳
底
に
い
つ
ま
で
も
残
っ
て
い
る
よ
う
な

一
句
だ
と
思
う
。 

 

凩
の
夜
が
透
き
と
ほ
る
濤
の
上 

 
 

 
 

 

（
昭
和
二
九
年
） 

  

抽
象
画
的
と
も
い
え
る
ほ
ど
、
原
始
的
な
素
材
に
絞
っ
て
構
成
さ
れ
た
句
だ
。
出
て
く

る
の
は
「
夜
」「
凩
」「
（
海
の
）
濤
」
の
三
つ
。
凩
が
吹
き
抜
け
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
海

上
の
夜
が
透
き
通
っ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
し
か
言
っ
て
い
な
い
。
何
の
面
白
さ
が
あ
ろ
う
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か
。 

 
た
と
え
ば
、
有
名
な
〈
凩
の
果
て
は
あ
り
け
り
海
の
音 

言
水
〉
な
ら
ば
、「
あ
り
け
り
」

の
断
定
に
お
か
し
み
が
あ
る
。
〈
海
に
出
て
凩
帰
る
と
こ
ろ
な
し 

誓
子
〉
な
ら
ば
、
「
と

こ
ろ
な
し
」
に
お
か
し
み
の
対
極
に
あ
る
深
い
哀
し
み
が
た
だ
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

八
束
の
句
は
、
た
だ
澄
み
わ
た
っ
て
ゆ
く
だ
け
だ
。 

 

こ
の
句
は
、
あ
る
意
味
で
、
俳
句
に
俳
諧
を
、
言
い
換
え
れ
ば
「
お
か
し
さ
」
を
求
め

る
古
来
の
俳
句
に
訣
別
し
よ
う
と
し
た
句
だ
と
思
う
。
そ
の
代
わ
り
に
、
八
束
が
俳
句
に

持
ち
込
ん
だ
の
は
、
西
欧
的
な
詩
性
、
と
り
わ
け
澄
み
き
っ
た
精
神
性
だ
っ
た
の
で
は
な

い
か
。
こ
の
句
で
は
、
孤
高
の
影
は
夜
の
闇
に
溶
け
こ
み
、
凩
に
よ
っ
て
透
明
に
さ
れ
、

浄
化
さ
れ
て
ゆ
く
。
海
上
の
夜
の
闇
は
、
八
束
の
心
中
の
闇
と
パ
ラ
レ
ル
に
透
明
に
な
っ

て
ゆ
く
の
だ
。 

 

音
楽
で
言
う
な
ら
ば
、
さ
し
ず
め
シ
ベ
リ
ウ
ス
の
、
あ
の
北
方
大
陸
系
の
、
ど
こ
ま
で

も
冴
え
ざ
え
と
透
徹
し
て
ゆ
く
広
大
な
平
原
的
な
広
が
り
。
絵
画
な
ら
ば
、
あ
の
ル
オ
ー

の
、
絵
の
具
の
塗
り
重
ね
に
よ
る
暗
い
色
調
に
反
し
て
、
精
神
的
に
深
く
澄
み
わ
た
っ
て

い
る
か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
キ
リ
ス
ト
の
一
連
の
作
な
ど
。 

 

現
実
の
地
獄
の
よ
う
な
濤
の
音
は
絶
え
ず
押
し
寄
せ
砕
け
な
が
ら
も
、
そ
の
上
の
夜
の

空
間
は
心
理
的
に
澄
み
わ
た
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
当
時
の
八
束
が
希
求
し
た
、
あ
る
意

味
で
非
常
に
ス
ト
イ
ッ
ク
な
精
神
的
世
界
だ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。 

 
 

 

落
鮎
の
簗
し
ろ
じ
ろ
と
日
照
雨
け
り 

 
 

 

『
定
本
秋
風
琴
』 

（
昭
和
一
二
～
一
六
年
） 

  

『
秋
風
琴
』
定
本
に
は
、
八
〇
句
ほ
ど
の
拾
遺
の
作
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
比
較
的
、
見

過
ご
さ
れ
や
す
い
の
で
、
こ
こ
に
二
句
だ
け
追
加
を
し
て
、
改
め
て
鑑
賞
し
て
み
た
い
。 

 

ま
ず
、
こ
の
句
の
「
日
照
雨
け
り
」
は
「
そ
ば
え
け
り
」
と
読
む
。
ど
こ
と
な
く
〈
海

暮
れ
て
鴨
の
声
ほ
の
か
に
白
し 

芭
蕉
〉
を
底
敷
き
に
し
た
か
の
よ
う
な
、
あ
る
い
は
〈
し

ら
じ
ら
と
貌
に
貼
り
つ
く
秋
の
風 

八
束
〉（
『
操
守
』
）
を
先
取
り
し
た
よ
う
な
句
だ
と
思

う
。 

 

「
落
鮎
」
に
は
食
指
が
動
く
か
も
知
れ
な
い
が
、
同
時
に
生
き
も
の
の
終
末
を
感
じ
さ

せ
、
風
景
と
し
て
は
秋
の
蕭
然
と
し
た
暗
さ
が
思
い
浮
か
ぶ
。
こ
の
句
は
、
そ
の
よ
う
な

風
景
に
、
白
昼
夢
の
よ
う
に
晴
れ
た
中
に
日
照
雨
が
通
っ
て
、「
落
ち
鮎
の
簗
」
を
し
ろ
じ

ろ
と
照
ら
し
出
し
た
と
い
う
の
だ
。 

 

落
鮎
に
か
り
そ
め
の
浄
土
を
用
意
し
た
よ
う
な
、
日
照
雨
の
明
る
さ
に
も
ど
こ
か
白
々

し
さ
が
残
る
。 
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野
を
か
へ
る
牛
の
背
に
憑
く
雪
ほ
た
る 

 
 

『
定
本
秋
風
琴
』 

（
昭
和
一
二
～
一
六
年
） 

  

第
二
句
集
の
『
雪
稜
線
』
に
収
め
た
〈
仔
馬
帰
る
月
夜
雪
稜
線
を
負
ひ 

八
束
〉
の
プ

ロ
ト
タ
イ
プ
的
な
句
だ
。『
秋
風
琴
』
の
中
に
も
、〈
籬
ふ
か
き
小
督
の
塚
の
雪
ほ
た
る 

八

束
〉
が
あ
る
。
近
頃
で
は
〈
お
お
か
み
に
蛍
が
一
つ
付
い
て
い
た 

金
子
兜
太
〉
の
名
句

が
生
ま
れ
た
の
で
、
こ
の
句
も
影
が
薄
く
な
っ
て
し
ま
う
が
、
八
束
の
初
期
の
翳
り
を
引

い
た
抒
情
の
質
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

「
雪
蛍
」
が
舞
い
出
し
て
、
そ
ろ
そ
ろ
山
に
雪
が
降
っ
て
く
る
時
期
な
の
で
あ
ろ
う
。

牛
が
野
を
帰
る
あ
い
だ
、
雪
蛍
が
お
守
り
の
よ
う
に
光
っ
て
付
き
添
っ
て
い
る
よ
う
で
、

メ
ル
ヘ
ン
的
な
抒
情
も
あ
る
が
、
な
ん
だ
か
心
細
さ
も
伝
わ
っ
て
く
る
。
こ
の
句
で
は
、

人
間
が
介
在
せ
ず
、
牛
と
雪
蛍
だ
け
を
登
場
さ
せ
た
と
こ
ろ
が
い
い
。
こ
の
句
を
読
ん
で

あ
た
た
か
さ
を
感
じ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
一
緒
に
帰
る
父
子
の
風
景
の
よ

う
に
も
見
え
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
、
淋
し
さ
を
感
じ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
雪
蛍

の
は
か
な
さ
に
触
れ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。 

 

雪
蛍
は
、
地
方
に
よ
っ
て
は
「
雪
ば
ん
ば
」
や
「
綿
虫
」
「
大
綿
」
「
雪
虫
」
な
ど
と
も

呼
ば
れ
る
。〈
綿
虫
や
そ
こ
は
屍
の
出
で
ゆ
く
門 

石
田
波
郷
〉
の
こ
の
「
綿
虫
」
と
、
八

束
の
「
雪
ほ
た
る
」
は
死
や
運
命
の
よ
う
な
も
の
を
先
に
置
い
て
、
同
じ
よ
う
な
登
場
の

仕
方
を
し
て
い
る
。 

 
                

第
一
句
集
『
秋
風
琴
』 


