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劫
火
よ
り
ひ
く
跫
音
を
露
に
ひ
く 

 

（
昭
和
五
九
～
六
一
年
） 

 

「
劫
火
」
と
は
仏
教
語
で
人
間
の
世
を
焼
き
尽
し
て
し
ま
う
大
火
を
言
う
ら
し
い
が
、

八
束
の
こ
の
句
を
読
む
と
き
、
人
間
の
業
の
行
き
つ
い
た
果
て
と
も
思
え
る
戦
火
、
そ
の

中
で
も
東
京
を
は
じ
め
と
す
る
大
空
襲
に
よ
る
す
さ
ま
じ
い
「
大
火
」
や
広
島
・
長
崎
の

原
爆
の
「
超
大
火
」
と
言
う
べ
き
も
の
に
思
い
が
至
る
。
戦
争
と
い
う
業
火
地
獄
を
時
間

軸
の
中
に
抱
え
な
が
ら
生
き
て
き
た
人
生
の
軌
跡
が
見
え
る
よ
う
だ
。
月
並
み
な
言
い
方

な
が
ら
、
こ
こ
に
は
諦
観
と
自
愛
と
祈
り
が
声
高
で
な
く
交
錯
す
る
。
鮮
烈
な
「
劫
火
」

の
記
憶
を
引
き
ず
り
な
が
ら
、
露
に
彩
ら
れ
た
一
本
の
野
道
を
自
ら
の
足
音
を
一
つ
一
つ

確
か
め
る
よ
う
に
今
日
ま
で
遥
か
に
辿
っ
て
来
た
八
束
の
「
い
ま
」
の
思
い
が
、
し
ず
か

に
流
れ
だ
し
て
読
み
手
に
し
み
こ
ん
で
く
る
。
こ
の
遥
か
と
も
思
え
る
軌
跡
も
、
や
が
て

は
「
露
」
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
は
か
な
く
消
え
去
っ
て
し
ま
う
も
の
で
は
あ
ろ
う
が
・
・
・
。 

こ
の
句
は
、「
ひ
く
」
と
い
う
語
を
ひ
ら
が
な
で
繰
り
返
し
て
い
る
た
め
に
、
自
問
の
う

ち
に
し
ず
か
な
思
念
が
身
の
内
を
巡
っ
て
い
る
よ
う
な
、
視
覚
的
効
果
が
あ
る
。
は
る
か

に
劫
火
と
い
う
巨
大
な
修
羅
の
火
を
燃
え
立
た
せ
、
手
前
に
は
一
人
の
人
間
と
い
う
小
さ

な
存
在
が
あ
る
。
時
間
軸
に
加
え
て
、
そ
の
よ
う
な
空
間
的
な
遠
近
法
の
生
き
た
句
で
も

あ
る
。 

 

彼
の
世
よ
り
光
り
を
ひ
い
て
天
の
川 

（
昭
和
五
九
～
六
一
年
） 

 
 

 

句
意
に
つ
い
て
は
、
明
解
な
の
で
説
明
は
要
ら
な
い
だ
ろ
う
。
天
の
川
の
遥
か
奥
に
彼

の
世
が
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
光
り
を
引
く
天
の
川
が
、
そ
の
ま
ま
こ
の
世
に
ま
で
光
り
を

引
い
て
く
る
イ
メ
ー
ジ
。
シ
ャ
ー
プ
で
透
き
通
っ
た
鎮
魂
の
句
と
考
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。 

詩
人
の
安
西
均
は
句
集
の
栞
の
中
で
、
こ
の
句
と
〈
風
吹
く
は
こ
の
世
彼
の
世
や
冬
ざ

る
る
〉
〈
ち
ち
は
は
の
す
べ
て
亡
き
世
や
凍
て
晴
る
る
〉
の
三
句
を
引
い
て
、
「
も
う
こ
ん

な
句
を
示
さ
れ
る
と
、
未
生
（
み
し
ょ
う
）
も
現
在
も
後
世
（
ご
せ
）
も
ひ
っ
く
る
め
て
、

自
在
に
す
り
抜
け
て
い
く
〈
た
ま
し
い
の
軽
業
〉
を
見
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
、
い
さ
さ

か
薄
気
味
わ
る
い
く
ら
い
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。 

こ
の
句
を
巡
っ
て
は
、
最
終
的
な
句
の
表
記
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
た
か
謎
が
残
さ
れ
て

い
る
。「
天
の
川
」
な
の
か
「
天
の
河
」
な
の
か
。
こ
の
句
は
、
越
前
三
国
の
東
尋
坊
の
崖

の
上
に
、
三
好
達
治
の
詩
碑
と
す
こ
し
離
れ
た
自
ら
の
句
碑
に
刻
ま
れ
た
。
句
碑
に
刻
ま

れ
た
の
は
「
天
の
河
」
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
と
き
に
八
束
が
話
し
て
く
れ
た
の
は
、「
天
の

川
」
だ
と
最
後
の
「
川
」
の
字
が
バ
ラ
ン
ス
的
に
な
か
な
か
う
ま
く
収
ま
ら
な
い
。
「
河
」

に
し
て
、
な
ん
と
か
碑
面
と
し
て
文
字
が
収
ま
っ
た
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、

そ
の
時
点
で
は
、「
天
の
河
」
は
句
碑
向
け
の
一
時
し
の
ぎ
の
表
記
で
、
句
と
し
て
の
本
来
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の
表
記
は
「
天
の
川
」
と
な
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
、
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
な
ど
で
も
八
束
の
表
記
は
揺
れ
動
い
て
い

る
。
私
見
を
言
え
ば
、「
天
の
川
」
の
軽
さ
と
速
度
感
が
好
ま
し
く
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、

「
天
の
河
」
の
滔
々
と
押
し
寄
せ
て
く
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
、
常
識
を
超
え
て
面
白
い
と
思

う
。 上

五
に
奥
深
い
も
の
を
引
き
寄
せ
る
「
お
」
、
中
七
に
澄
明
な
緊
張
感
を
孕
む
「
い
」
、

下
五
に
素
直
に
明
る
く
響
い
て
く
る
「
あ
」
を
多
用
し
、
音
律
的
に
も
メ
リ
ハ
リ
を
つ
け

て
い
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
芭
蕉
の
「
荒
海
や
」
の
句
が
「
あ
」「
お
」
音
に
支
配
さ
れ

て
い
た
の
と
比
べ
る
と
、
八
束
の
句
は
中
七
に
「
い
」
音
を
登
場
さ
せ
た
た
め
に
、
近
代

的
な
明
澄
感
を
漂
わ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

 

五
平
餅
を
爐
に
串
立
て
て
雁
を
聞
く 

（
昭
和
五
九
～
六
一
年
） 

 
 

 

五
平
餅
は
木
曽
・
伊
那
地
方
あ
た
り
を
発
祥
と
し
た
郷
土
食
。
地
域
に
よ
っ
て
変
化
が

あ
る
よ
う
だ
が
、
潰
し
た
ご
飯
を
扁
平
な
楕
円
形
に
伸
ば
し
、
そ
れ
を
平
た
い
竹
ま
た
は

木
の
串
に
練
り
つ
け
た
も
の
が
多
い
。
そ
れ
に
醤
油
や
味
噌
の
た
れ
を
つ
け
る
か
、
ゴ
マ

や
ク
ル
ミ
味
の
た
れ
を
用
い
る
も
の
な
ど
が
あ
る
。
一
説
に
は
、
神
事
に
用
い
た
「
御
幣
」

に
ち
な
む
も
の
と
も
い
わ
れ
る
。 

 

さ
て
、
八
束
の
こ
の
句
は
、
山
里
な
ど
の
爐
に
、
こ
の
五
平
餅
を
立
て
か
け
て
焼
き
な

が
ら
、
渡
っ
て
く
る
雁
の
鳴
き
声
に
耳
を
傾
け
て
い
る
。「
な
つ
か
し
い
日
本
」
的
な
懐
か

し
い
原
郷
の
風
景
で
も
あ
ろ
う
。
薄
暗
い
爐
ば
た
に
焼
か
れ
て
い
る
五
平
餅
の
実
質
感
と
、

哀
愁
感
の
た
だ
よ
う
「
雁
」
の
鳴
き
声
の
取
り
合
わ
せ
の
中
に
、
晩
年
を
意
識
し
た
八
束

の
心
象
風
景
が
立
ち
現
れ
た
よ
う
な
気
配
の
句
だ
と
思
う
。 

 

身
を
責
め
る
夢
木
枯
に
吊
さ
る
る 

 

（
昭
和
五
九
～
六
一
年
） 

 
 

 

必
ず
し
も
成
功
作
と
は
思
わ
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
文
体
的
な
迷
い
も
八
束
が
抱
え
て

い
た
現
代
俳
句
の
課
題
と
し
て
無
視
は
で
き
ま
い
。
実
は
、
こ
の
句
の
前
の
方
に
、〈
彼
方

な
る
湖
光
目
覚
め
る
十
三
夜
〉
と
い
う
句
が
あ
る
。
文
語
に
こ
だ
わ
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
目

覚
め
る
」
は
「
目
覚
む
る
」
が
正
し
い
。
し
か
し
な
が
ら
、「
目
覚
む
る
」
の
こ
も
っ
た
よ

う
な
意
匠
は
日
常
的
な
親
し
さ
か
ら
言
え
ば
や
や
古
め
か
し
い
。
そ
こ
で
、
一
句
の
近
代

的
な
感
覚
を
重
ん
じ
て
、
八
束
は
「
目
覚
め
る
」
と
い
う
口
語
の
表
記
を
こ
こ
で
は
用
い

た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。
そ
れ
は
そ
れ
で
一
つ
の
立
場
だ
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
掲
出
の
句
に
な
る
と
、
手
放
し
で
賛
成
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
、

と
い
う
の
が
大
方
の
反
応
で
あ
ろ
う
。
私
も
、
こ
の
句
の
や
や
シ
ュ
ー
ル
的
な
内
景
に
は
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惹
か
れ
る
が
、「
責
め
る
」
と
「
吊
さ
る
る
」
の
口
語
・
文
語
の
混
在
し
た
文
体
に
は
違
和

感
を
覚
え
る
。
八
束
を
は
じ
め
現
代
俳
句
に
向
き
合
っ
て
き
た
作
家
は
、
多
か
れ
少
な
か

れ
、
文
語
・
口
語
の
揺
れ
の
中
に
俳
句
表
現
の
過
渡
期
を
意
識
し
て
き
た
は
ず
だ
。「
俳
句

は
文
語
で
あ
る
」
と
か
、「
俳
句
は
口
語
で
よ
い
」
と
か
、
あ
っ
け
ら
か
ん
と
発
言
し
て
迷

う
と
こ
ろ
を
感
じ
さ
せ
な
い
作
家
を
私
は
す
ぐ
に
信
用
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
日
常
的
な

実
感
と
詩
的
実
感
の
は
ざ
ま
に
、
文
体
的
に
も
揺
れ
動
き
な
が
ら
、
教
条
的
な
一
律
主
義

か
ら
は
み
出
て
自
分
の
新
し
い
文
体
を
求
め
て
苦
悩
し
た
世
代
に
こ
そ
、
私
た
ち
の
世
代

は
も
っ
と
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。 

 

我
が
修
羅
を
得
た
り
と
刺
す
は
誰
れ
が
咳 

 
 

（
昭
和
五
九
～
六
一
年
） 

 
 

こ
の
句
は
、
今
回
読
み
な
お
し
て
浮
上
し
た
も
の
の
一
つ
。
人
間
関
係
を
捉
え
て
、
平

凡
と
紙
一
重
で
成
り
立
つ
。
あ
る
人
が
発
し
た
「
咳
」
が
「
我
が
修
羅
を
得
た
り
」
と
い

う
気
持
ち
と
共
に
聞
こ
え
て
き
た
と
こ
ろ
に
、
八
束
の
尋
常
な
ら
な
い
人
間
観
察
の
深
さ

と
詩
的
実
感
へ
の
志
向
が
窺
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
修
羅
場
に
立
た
さ
れ
て
い
る
の
は
八

束
自
身
だ
。
そ
の
八
束
の
窮
地
に
追
い
打
ち
を
か
け
る
よ
う
に
、
い
や
、
と
ど
め
を
刺
す

か
の
よ
う
に
、「
咳
」
を
響
か
せ
た
男
が
い
る
。
悲
し
い
か
な
、
こ
れ
が
古
今
変
わ
ら
ぬ
人

間
関
係
の
不
実
の
部
分
だ
。 

逃
げ
道
は
な
い
世
の
中
だ
か
ら
、
こ
れ
を
俳
句
で
笑
い
飛
ば
す
し
か
能
が
な
い
、
そ
ん

な
思
い
で
八
束
は
こ
の
句
を
不
適
に
も
川
柳
と
は
異
な
る
地
平
か
ら
提
示
し
た
の
に
違
い

な
い
。 

加
え
て
言
え
ば
、
八
束
に
と
っ
て
、
こ
の
場
合
の
「
咳
」
は
季
節
感
と
し
て
の
主
張
は

薄
手
だ
。
季
語
に
含
ま
れ
る
フ
ィ
ギ
ュ
ラ
テ
ィ
ブ
な
部
分
に
こ
そ
、
現
代
俳
句
が
踏
み
込

み
直
す
余
地
が
あ
る
。
そ
ん
な
こ
と
を
八
束
は
感
じ
取
っ
て
い
て
、
暗
喩
や
寓
意
な
ど
へ

の
主
張
と
つ
な
が
っ
た
。 

尚
、
こ
の
句
の
「
誰
れ
」
は
「
た
れ
」
と
読
む
。
文
語
的
表
現
の
中
で
は
「
だ
れ
」
と

い
う
語
感
は
ど
う
も
な
じ
め
な
い
。
も
ち
ろ
ん
口
語
的
な
文
体
な
ら
ば
、「
誰
の
咳
」
は
「
だ

れ
の
せ
き
」
で
よ
い
。 

 

ま
た
逝
つ
て
し
ま
ひ
ぬ
あ
と
は
霜
げ
む
り 

 
 

（
昭
和
五
九
～
六
一
年
） 

 

「
十
二
月
七
日
に
続
き
十
八
日
に
岳
父
母
相
次
い
で
逝
く
二
句
」
と
前
書
が
あ
る
中
の

第
一
句
。「
霜
げ
む
り
」
に
は
、
悲
し
み
は
あ
り
な
が
ら
も
、
確
信
を
も
っ
て
句
を
な
し
た

よ
う
な
ゆ
と
り
が
表
現
の
中
に
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
世
を
駆
け
抜
け
て
ゆ
く
よ
う
に
逝
く

の
は
人
の
世
の
常
。
あ
と
に
は
、
そ
の
名
残
と
し
て
の
「
霜
げ
む
り
」
が
騰
が
っ
て
い
る
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と
い
う
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
心
象
的
な
「
霜
げ
む
り
」
で
も
あ
る
。
こ
の
句
の
場
合
、「
ま

た
逝
つ
て
し
ま
ひ
し
あ
と
の
霜
げ
む
り
」
の
形
も
可
能
だ
が
、
八
束
は
掲
出
句
の
よ
う
に

「
ま
た
逝
つ
て
し
ま
ひ
ぬ
」
と
、
こ
こ
で
い
っ
た
ん
句
を
切
っ
た
。
こ
こ
ま
で
で
、
や
や

悲
憤
を
込
め
る
か
の
よ
う
に
事
実
を
述
べ
、
以
下
の
「
あ
と
は
霜
げ
む
り
」
の
部
分
で
具

体
的
な
心
象
（
イ
メ
ー
ジ
）
を
提
出
し
た
。
こ
の
句
の
直
前
に
、「
十
二
月
十
四
日
句
友
塩

澤
沫
波
逝
く
」
と
し
て
、〈
凍
え
逝
く
車
の
マ
ッ
ハ
句
の
沫
波 

石
原
八
束
〉
を
詠
ん
で
い

る
が
、
こ
の
車
の
マ
ッ
ハ
の
後
に
も
霜
げ
む
り
が
騰
が
っ
て
い
る
よ
う
な
気
配
が
あ
る
。 

 

風
の
裾
に
灯
を
ひ
き
銀
座
雪
舞
へ
り 

（
昭
和
五
九
～
六
一
年
） 

 

瀟
洒
な
句
だ
。
舞
台
が
銀
座
な
の
だ
か
ら
、
少
々
モ
ダ
ン
な
ふ
る
ま
い
も
許
さ
れ
よ
う

か
。
「
風
吹
い
て
灯
と
も
る
」
と
で
も
い
え
ば
済
む
も
の
を
、
「
風
の
裾
に
灯
を
ひ
き
」
と

ち
ょ
っ
ぴ
り
レ
ト
リ
ッ
ク
に
遊
ん
で
み
る
。
そ
れ
も
厚
化
粧
に
な
ら
な
い
よ
う
に
。「
灯
を

ひ
き
」
あ
た
り
に
時
代
の
流
れ
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
る
。〈
雪
赤
く
降
り
青
く
解
け
銀
座

の
灯 

鷹
羽
狩
行
〉
の
モ
ダ
ン
な
情
景
の
色
を
消
し
て
、
風
壊
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
を

強
く
感
じ
さ
せ
る
句
と
な
っ
た
。 

 

ふ
く
ら
ん
で
水
浴
び
飛
ん
で
尉
鶲 

 

（
昭
和
五
九
～
六
一
年
） 

  

先
に
も
引
用
し
た
詩
人
の
安
西
均
は
、
こ
の
句
に
つ
い
て
「
た
ま
し
い
に
は
軽
さ
が
必

要
だ
と
思
う
が
、
そ
の
象
徴
を
つ
ぎ
の
句
に
見
る
思
い
で
あ
る
。（
中
略
）
こ
う
い
う
場
合

の
小
禽
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
自
体
が
一
つ
の
こ
ち
ら
を
〈
見
返
す
存
在
〉
で
あ
り
、
仮

に
小
禽
の
形
を
と
っ
た
〈
純
粋
存
在
〉
だ
と
い
う
気
が
す
る
」
と
賞
揚
し
て
い
る
。
動
詞

を
三
つ
も
重
ね
た
ら
、
ふ
つ
う
は
饒
舌
に
な
っ
て
句
に
た
る
み
を
感
じ
る
の
が
常
だ
が
、

こ
の
句
は
「
ふ
く
ら
ん
で
」
「
水
浴
び
」
「
飛
ん
で
」
と
、
時
間
的
順
序
を
描
い
た
形
と
な

っ
て
い
る
が
、「
ふ
く
ら
ん
で
」
と
い
う
切
り
こ
み
方
が
一
気
に
読
者
を
「
鶲
」
の
世
界
へ

引
き
込
ん
で
し
ま
う
。〈
純
粋
存
在
〉
に
ふ
さ
わ
し
く
、
こ
の
句
に
は
世
俗
的
な
意
味
が
付

さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
き
ら
き
ら
と
鶲
の
生
態
が
詩
的
光
源
と
し
て
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
さ

れ
て
、
読
者
の
胸
に
定
着
す
る
。 

 

花
の
夢
魔
万
朶
に
濡
れ
て
老
い
に
け
り 

 

（
昭
和
五
九
～
六
一
年
） 

 

こ
の
解
釈
は
二
つ
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
従
来
の
「
夢
魔
」
の
意
味
を
持
ち
込
ん
で

の
解
釈
。
つ
ま
り
、「
夢
魔
」
は
夢
の
中
に
現
れ
る
悪
魔
、
ひ
い
て
は
恐
怖
や
不
安
に
満
ち
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た
悪
夢
と
い
う
前
提
で
の
読
み
。
こ
れ
だ
と
、
桜
の
花
の
夜
、
悪
夢
を
見
る
。
夢
魔
に
追

わ
れ
る
よ
う
に
、
八
束
は
夢
の
中
で
桜
の
万
朶
に
濡
れ
な
が
ら
逃
げ
ま
ど
う
。
そ
ん
な
恐

ろ
し
い
思
い
を
し
な
が
ら
、
目
覚
め
て
み
る
と
す
っ
か
り
老
い
て
し
ま
っ
て
い
た
、
と
い

う
句
。
た
し
か
に
、
八
束
の
人
生
は
こ
の
意
味
で
の
夢
魔
に
追
わ
れ
続
け
た
よ
う
な
も
の

か
も
し
れ
な
い
。 

も
う
一
つ
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
る
今
日
的
な
語
釈
に
よ
る
、
あ
る
意
味
で
、
八
束

の
真
意
を
す
っ
か
り
離
れ
た
読
み
。
「
夢
魔
」
は
も
と
も
と

I
n
c
u
b
u
s
/
S
u
c
c
u
b
u
s

の
訳
ら

し
い
。
こ
の
言
語
の
本
来
の
意
味
は
、
夢
に
入
り
込
ん
で
き
て
人
間
に
欲
情
を
掻
き
立
て

堕
落
さ
せ
る
「
淫
魔
」
。
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
で
は
悪
魔
の
一
つ
と
さ
れ
る
。
こ
の
語
釈
に
従

う
と
、
花
の
姿
を
と
っ
て
い
る
夢
魔
は
桜
の
無
数
の
枝
に
揉
み
し
だ
か
れ
て
、
恍
惚
境
を

繰
り
返
し
な
が
ら
老
い
を
迎
え
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
さ
く
ら
の
夜
は
、
そ

の
淫
魔
の
姿
が
夢
の
中
に
入
り
込
ん
で
く
る
。
花
の
精
は
昼
に
は
瑞
々
し
い
光
を
八
方
へ

降
り
注
ぐ
が
、
夜
に
入
る
と
一
転
し
て
妖
艶
な
翳
り
を
月
光
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
昼

は
女
神
、
夜
は
淫
魔
の
よ
う
に
働
く
桜
の
大
樹
。
し
か
も
樹
齢
千
年
。
そ
の
千
年
の
恍
惚

を
重
ね
秘
め
た
桜
へ
の
夢
想
と
、
わ
が
身
に
照
ら
し
た
老
い
の
官
能
を
洩
ら
し
た
、
大
胆

な
エ
ロ
チ
シ
ス
ム
の
句
と
な
ろ
う
。
客
観
的
に
は
、
そ
ん
な
新
解
釈
も
可
能
か
も
し
れ
な

い
が
、
八
束
に
は
絶
対
叱
ら
れ
そ
う
だ
。 

 

逆
落
つ
る
ご
と
く
運
河
の
壁
に
芥
子 

（
昭
和
五
九
～
六
一
年
） 

 

「
ギ
リ
シ
ャ
に
て 

九
句
」
と
前
書
の
あ
る
一
連
の
句
の
第
九
句
。
従
来
の
芥
子
の
花

の
イ
メ
ー
ジ
を
は
み
出
し
た
作
と
言
え
よ
う
か
。
急
峻
と
も
言
え
る
深
い
運
河
の
両
岸
の

壁
面
。
そ
の
壁
に
逆
さ
ま
に
墜
ち
る
よ
う
に
雪
崩
咲
い
て
い
る
芥
子
の
花
の
群
落
。
奇
想

的
と
も
思
え
る
風
景
だ
が
、
ど
こ
か
あ
っ
け
ら
か
ん
と
し
た
装
い
な
が
ら
、
同
時
に
凄
味

の
あ
る
生
命
力
が
伝
わ
っ
て
も
く
る
。「
逆
落
つ
る
ご
と
く
」「
運
河
の
」「
壁
に
」「
芥
子
」

と
、
音
韻
は
八
・
四
・
三
・
二
と
徐
々
に
急
速
に
す
ぼ
ま
り
、
奈
落
へ
墜
ち
て
ゆ
く
よ
う

な
危
機
感
と
速
度
感
を
演
出
し
て
い
る
。
こ
れ
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
音
律
効
果
で
あ

ろ
う
。 

 

鳥
風

と

り

か

ぜ

を
聞
く
脚
病
み
の
杖
に
拠よ

り 
 

（
昭
和
五
九
～
六
一
年
） 

 

〈
此
の
秋
は
何
で
年
よ
る
雲
に
鳥 

芭
蕉
〉
を
思
い
浮
か
べ
る
。
芭
蕉
の
は
秋
の
渡
り

鳥
を
見
て
の
作
。
八
束
の
は
帰
り
ゆ
く
渡
り
鳥
を
見
て
の
春
の
句
。 

「
鳥
風
」
と
い
う
の
は
、
二
つ
の
説
が
あ
る
よ
う
だ
。
一
つ
は
、
天
文
的
現
象
と
し
て

春
先
に
鳥
が
帰
る
頃
に
吹
き
わ
た
る
風
。
こ
の
風
に
乗
っ
て
渡
り
鳥
が
帰
る
。『
日
本
大
歳
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時
記
』（
講
談
社
）
は
飯
田
龍
太
の
解
説
で
こ
の
説
の
み
を
採
る
。
も
う
一
つ
は
、
渡
り
鳥

が
帰
っ
て
ゆ
く
と
き
の
翼
の
な
す
風
の
よ
う
な
音
。
こ
れ
だ
と
、
群
れ
を
な
し
て
低
く
飛

び
立
つ
あ
た
り
に
な
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
、
八
束
は
後
者
の
解
釈
を
採
っ
て
い
た
。
後
者

の
定
義
は
、『
新
季
寄
』（
一
八
〇
二
）
に
「
鳥
曇 

鳥
風 

鳥
雲 

い
づ
れ
も
北
国
に
て
、

雁
鴨
の
羽
音
を
風
と
う
た
が
ひ
又
く
も
る
雲
な
ど
い
ふ
也
」
、『
季
引
席
用
集
』（
江
戸
中
後

期
）「
北
国
に
て
雁
か
も
の
わ
た
る
羽
音
を
云
」
な
ど
に
拠
る
も
の
だ
ろ
う
。
角
川
の
『
図

説
俳
句
大
歳
時
記
』（
昭
四
八
）
で
は
、「
風
の
よ
う
な
羽
音
」
の
定
義
の
み
だ
っ
た
の
に
、

近
年
に
な
っ
て
「
鳥
が
渡
る
風
」
の
解
釈
が
加
わ
っ
た
形
に
な
っ
て
い
る
。「
鳥
風
」
は
な

か
な
か
味
の
あ
る
季
語
な
の
で
、
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
専
門
分
野
の
調
査
研
究
を
す
す
め

て
い
た
だ
け
る
と
あ
り
が
た
い
。 

さ
て
、
後
者
の
解
釈
に
従
う
と
、
雁
な
ど
が
北
の
国
へ
去
っ
て
ゆ
こ
う
と
群
れ
な
し
て

飛
び
立
っ
た
羽
音
が
風
の
よ
う
に
伝
わ
っ
て
く
る
。
そ
れ
を
聞
き
な
が
ら
、
病
ん
だ
脚
の

癒
え
る
日
を
し
ず
か
に
待
っ
て
い
る
よ
う
な
雰
囲
気
の
句
に
な
ろ
う
か
。
羽
ば
た
き
ゆ
く

鳥
の
羽
音
が
老
い
を
意
識
し
た
自
分
の
体
に
し
み
こ
ん
で
く
る
よ
う
な
実
感
が
あ
る
。 

 

さ
よ
な
ら
を
く
り
か
へ
し
ゐ
る
走
馬
燈 

 
 

（
昭
和
五
九
～
六
一
年
） 

 

走
馬
燈
を
よ
く
眺
め
て
い
る
と
、
同
じ
牛
馬
や
人
の
絵
が
ぐ
る
ぐ
る
め
ぐ
っ
て
い
る
。

ど
こ
や
ら
「
さ
よ
な
ら
」「
さ
よ
な
ら
」
と
言
い
な
が
ら
、
永
久
に
こ
の
世
と
あ
の
世
を
巡

り
つ
づ
け
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
、
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
「
さ
よ
な
ら
」
「
そ
う
ま
と

う
」
と
い
ず
れ
も
や
さ
し
い
音
韻
の
こ
と
ば
を
、
し
ず
か
に
舌
頭
に
上
せ
て
み
る
と
よ
い
。

こ
の
句
に
は
、
内
容
で
勝
負
と
い
う
よ
り
、
繰
り
返
し
て
い
る
う
ち
に
や
さ
し
く
読
者
の

胸
に
棲
み
つ
い
て
し
ま
う
よ
う
な
趣
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
八
束
の
脳
裏
に
は
亡
き
妻
や

母
た
ち
の
お
も
か
げ
が
行
き
交
っ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
昨
今
は
電
気
仕
掛
け
で
回
る

も
の
も
見
か
け
る
が
、
や
は
り
こ
の
句
に
は
芯
に
蝋
燭
の
炎
を
揺
ら
し
て
い
た
い
。 

 

懐
柔
の
筆
意
読
み
を
り
鮔ご

り

を
喰
ふ 

 
 

（
昭
和
五
九
～
六
一
年
） 

 

「
鮔
」
は
、
越
前
の
方
で
は
「
あ
ら
れ
が
こ
」
と
も
い
い
醜
（
し
こ
）
の
魚
だ
が
、
雷

に
産
卵
期
の
腹
を
打
た
せ
る
か
ら
「
か
み
な
り
う
お
」
と
も
呼
ぶ
と
い
う
凄
絶
な
話
を
読

ん
だ
こ
と
が
あ
る
。
天
然
記
念
物
だ
か
ら
、
あ
る
時
期
に
し
か
解
禁
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

よ
う
だ
。
い
ま
で
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。
じ
っ
く
り
と
受
け
身
で
相
手
の
意
図
を
ゆ
っ

く
り
と
推
し
測
っ
て
い
る
よ
う
な
雰
囲
気
の
句
。
誰
彼
か
ら
と
ど
い
た
手
紙
に
、
ど
こ
と

や
ら
懐
柔
の
意
が
読
み
取
れ
る
。
そ
の
懐
柔
に
巻
き
込
ま
れ
る
か
、
振
り
を
す
る
か
、
拒

絶
す
る
か
。
選
択
肢
と
そ
の
先
を
読
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
先
行
き
は
よ
く
見
え
な
い
。
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あ
れ
こ
れ
推
し
測
っ
て
い
る
自
分
も
ど
こ
や
ら
こ
の
鮔
に
似
て
き
そ
う
に
思
え
て
、
鏡
を

そ
っ
と
映
し
て
み
た
。
そ
ん
な
大
人
の
人
事
の
世
界
を
「
鮔
」
を
象
徴
的
に
用
い
て
描
い

た
、
短
編
小
説
で
も
な
り
そ
う
な
一
句
。 

 

人
と
そ
の
影
加
賀
友
禅
を
晒
し
を
り 

（
昭
和
五
九
～
六
一
年
） 

 

錬
成
会
を
加
賀
で
行
っ
た
と
き
の
作
。
ふ
つ
う
の
京
都
の
友
禅
晒
し
は
寒
中
に
行
わ
れ

る
が
、
加
賀
友
禅
の
晒
し
は
真
夏
に
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
私
た
ち
は
見
学
し
た
。
当

初
、
八
束
は
〈
人
と
そ
の
影
友
禅
を
晒
し
を
り
〉
を
発
表
し
た
が
、
の
ち
に
「
加
賀
友
禅
」

と
特
定
化
し
た
。
皆
が
加
賀
友
禅
の
色
合
い
や
晒
し
方
や
川
の
光
な
ど
に
捉
わ
れ
て
い
た

が
、
八
束
は
そ
の
間
ず
っ
と
職
人
た
ち
の
ま
と
う
濃
い
影
に
興
味
を
も
っ
て
眺
め
て
い
た

よ
う
だ
。
光
だ
け
で
な
く
、
人
間
に
は
影
も
密
着
し
て
い
て
、
そ
の
二
つ
が
一
つ
に
な
っ

た
職
人
が
加
賀
友
禅
を
晒
し
て
い
る
、
と
い
う
の
が
句
意
で
あ
ろ
う
。「
人
と
そ
の
影
」
と

い
う
切
り
だ
し
方
が
新
鮮
で
印
象
深
い
句
に
な
っ
た
。 

           

第
一
二
句
集
『
人
と
そ
の
影
』 


