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【
風
信
の
届
け
先
】 

九
月
沈
思
の
と
き
批
評
家
の
笑
み
て
逝
く 

 

（
昭
和
五
六
年
） 

は
じ
め
か
ら
番
外
編
風
で
申
し
訳
な
い
が
、
こ
の
句
集
の
性
格
の
一
つ
と
し
て
、
最
初

に
触
れ
て
お
い
た
方
が
分
か
り
や
す
い
と
思
う
の
で
、
こ
こ
に
挿
入
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
。 

『
風
信
帖
』
と
い
う
の
は
、
も
と
も
と
は
空
海
が
最
澄
に
宛
て
た
書
簡
を
集
め
た
名
筆

の
一
巻
の
名
称
。
八
束
が
こ
の
「
風
信
」
と
い
う
題
を
選
ん
だ
の
は
、
あ
と
が
き
に
あ
る

よ
う
に
「
（
こ
の
四
年
間
に
）
気
付
い
て
み
る
と
、
詩
人
三
好
達
治
先
生
の
十
三
回
忌
を
す

ま
せ
た
後
の
こ
の
時
期
、
私
は
ず
い
ぶ
ん
多
く
の
先
覚
・
先
輩
・
知
友
の
逝
去
に
あ
っ
て
、

そ
の
葬
送
に
参
席
し
て
ゐ
る
。（
中
略
）
道
山
の
三
好
詩
人
に
そ
の
こ
と
の
風
信
を
お
く
る

意
味
を
も
こ
め
て
、
こ
の
表
題
「
風
信
帖
」
を
用
ゐ
た
こ
と
を
、
先
人
や
多
く
の
読
者
に

お
許
し
願
つ
て
お
き
た
い
」
と
の
気
持
ち
か
ら
で
あ
っ
た
。 

以
下
に
、
そ
れ
ら
の
追
悼
句
を
一
句
ず
つ
一
覧
し
て
お
こ
う
。
い
か
に
多
い
か
、
そ
し

て
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
い
か
に
ふ
さ
わ
し
い
弔
句
を
手
向
け
て
い
る
か
。（
句
の
後
の
名
前

は
作
者
名
で
は
な
く
、
八
束
が
句
を
手
向
け
た
逝
去
し
た
方
の
名
前
で
あ
る
。
） 

手
の
影
の
泳
ぎ
て
ゐ
た
り
油
照
り 

 
 

 

福
永
武
彦 

遺
影
鎮
む
野
草
秋
草
乱
れ
咲
き 

 
 

 
 

中
野
重
治 

霜
の
針
に
散
り
て
さ
さ
り
し
寒
牡
丹 

 
 

菅
井
静
子 

小
夜
時
雨
と
て
通
夜
の
花
か
つ
ぎ
ゆ
く 

 

下
条
八
峰 

鴻
儒
の
瞳
し
づ
む
道
山
の
後
庭
花 

 
 

 

吉
川
幸
次
郎 

さ
ざ
な
み
の
向
う
の
桜
ひ
と
煙
り 

 
 

 

鈴
木
鬼
涙 

愚
兄
賢
弟
と
い
ふ
人
の
死
の
お
ぼ
ろ
か
な 

池
島
も
と
じ 

心
屈
し
ゐ
て
見
る
波
に
菱
の
花 

 
 

 
 

唐
木
順
三 

詩
鷗
み
ぞ
れ
の
声
は
北
よ
り
来 

 
 

 
 

富
山
放
浪 

粉
河
寺
の
ほ
と
り
に
逝
く
か
霜
仏 

 
 

 

木
村
恵
洲 

伊
世
路
逝
く
冬
黒
曜
の
瞳
の
澄
み
に 

 
 

渡
部
伊
世
路 

雪
く
る
と
に
は
か
に
崩
る
筑
波
山 

 
 

 

市
川
花
庭 

デ
ス
マ
ス
ク
花
に
か
げ
れ
ば
詩
人
消
ゆ 

 

堀
口
大
學 

詩
篇
よ
む
納
棺
の
彌
撒
虫
し
ぐ
れ 

 
 

 

河
上
徹
太
郎 

圧
巻
は
河
上
徹
太
郎
に
対
し
て
で
、
十
句
を
捧
げ
て
い
る
。
冒
頭
の
作
は
、
そ
れ
ら
の

第
一
句
。〈
九
月
沈
思
の
と
き
〉
と
い
う
寸
鉄
詩
め
く
フ
レ
ー
ズ
は
現
代
批
評
家
の
河
上
徹

太
郎
へ
の
敬
意
に
満
ち
て
い
る
。
か
つ
て
三
好
達
治
へ
向
け
た
の
と
同
様
の
、
最
大
の
オ

マ
ー
ジ
ュ
で
は
な
い
か
。
日
頃
は
心
休
む
間
も
な
い
批
評
家
は
、
よ
う
や
く
最
後
に
〈
笑

み
て
逝
く
〉
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
。 
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雪
月
夜
白
馬
し
づ
み
て
海
と
な
る 

 
 

 
 

（
昭
和
五
三
年
） 

 

幻
想
的
な
句
。
月
の
煌
々
と
照
ら
す
雪
夜
に
、
白
馬
が
現
れ
た
と
思
っ
た
の
も
つ
か
の

間
、
そ
の
海
の
幻
影
は
沈
み
こ
ん
で
、
目
の
前
に
は
い
ち
め
ん
の
冬
の
海
が
し
ら
じ
ら
と

残
っ
た
。
そ
ん
な
超
現
実
主
義
の
よ
う
な
句
に
見
え
る
が
、
こ
の
句
で
八
束
は
何
を
伝
え

た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
日
常
の
家
庭
生
活
と
作
家
生
活
と
の
苦
闘
の
中
で
、
垣
間
見

た
涅
槃
境
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
さ
え
思
う
。
い
つ
か
『
黒
凍
み
の
道
』
で
見
せ
た
、〈
黒

凍
み
の
道
夜
に
入
り
て
雪
嶺
顕
つ
〉
の
幻
想
的
な
光
に
焦
が
れ
る
よ
う
な
雰
囲
気
が
、
こ

の
白
馬
の
句
に
も
感
じ
ら
れ
る
。
白
い
光
で
編
ん
だ
こ
の
詩
的
イ
メ
ー
ジ
は
、
垂
直
性
と

水
平
性
と
両
方
得
て
い
て
句
柄
が
大
き
い
。 

 
 氷

下
魚

こ

ま

い

釣
り
顔
の
淋
し
さ
か
く
し
を
り 

 

（
昭
和
五
四
年
） 

 

氷
魚
釣
り
と
い
う
の
を
体
験
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
そ
の
風
景
は
間
接
的
に
見
聞
き
し

て
い
る
。
た
と
え
ば
氷
湖
の
厚
氷
に
小
さ
な
穴
を
あ
け
て
、
手
先
で
操
る
よ
う
な
単
純
な

釣
り
糸
を
下
ろ
し
て
、
根
気
よ
く
魚
が
か
か
る
の
を
待
つ
よ
う
だ
。
寒
風
の
吹
き
さ
ら
し

に
な
る
の
で
、
防
寒
頭
巾
や
顔
被
い
な
ど
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
目
だ
け
き
ょ
ろ
り
と

見
え
る
よ
う
な
い
で
た
ち
か
。
そ
れ
を
八
束
は
「
淋
し
さ
を
か
く
し
て
い
る
」
と
感
じ
た
。

釣
り
人
は
別
段
淋
し
い
わ
け
で
も
な
か
ろ
う
が
、
い
つ
も
胸
に
風
の
音
を
聴
い
て
い
る
よ

う
な
八
束
に
と
っ
て
は
、
こ
の
世
の
淋
し
さ
を
感
じ
取
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
う
形
容
さ
れ

て
は
楽
し
み
に
浸
っ
て
い
る
釣
り
人
た
ち
は
口
を
尖
ら
せ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
俳
句
と

し
て
は
型
に
収
ま
っ
て
細
身
の
よ
さ
が
で
て
く
る
。
張
り
つ
め
た
寒
中
の
大
気
に
触
れ
る

よ
う
な
ｋ
音
の
ひ
び
き
に
も
注
意
し
た
い
。 

 
 白

炎
を
ひ
い
て
流
氷
帰
り
け
り 

 
 

 
 

 

（
昭
和
五
四
年
） 

 

春
先
に
な
っ
て
流
氷
が
離
岸
し
、
沖
へ
と
帰
っ
て
ゆ
く
と
き
、
氷
の
か
た
ま
り
が
ぶ
つ

か
り
合
い
き
し
め
き
合
っ
て
、
大
き
な
白
炎
を
あ
げ
て
い
る
と
い
う
の
だ
。
た
い
へ
ん
ダ

イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
句
だ
が
、
こ
こ
に
も
八
束
の
白
い
炎
、
つ
ま
り
白
い
光
へ
の
嗜
好
が
見
え

て
お
も
し
ろ
い
。
私
は
こ
の
句
に
接
し
て
い
る
と
、
い
つ
も
こ
の
流
氷
が
八
束
自
身
の
魂

の
炎
立
ち
に
見
え
て
く
る
。
八
束
の
詩
精
神
が
、
み
ず
か
ら
白
い
光
を
編
み
、
そ
の
光
を

自
ら
に
ま
と
わ
せ
て
こ
の
世
を
遠
ざ
か
ろ
う
と
し
て
い
る
よ
う
だ
。
八
束
の
北
方
へ
の
志

向
は
、
こ
の
あ
た
り
か
ら
急
速
に
深
ま
り
、
心
象
性
が
増
し
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。 

 

八
束
の
自
解
文
を
す
こ
し
だ
け
引
こ
う
。「
こ
の
年
は
流
氷
は
四
、
五
百
メ
ー
ト
ル
の
沖
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に
氷
山
の
よ
う
な
断
崖
の
肌
を
見
せ
、
朝
は
岸
ま
で
来
、
午
後
は
沖
に
去
る
。
そ
の
と
き

紺
青
の
海
に
白
い
氷
煙
を
あ
げ
て
ゆ
く
壮
絶
な
景
観
に
息
を
の
ん
だ
」
（
石
原
八
束
：
「
俳

句
研
究
」
昭
和
六
十
一
年
二
月
号
） 

 

俳
諧
や
斧
鉞

ふ

ゑ

つ

一
閃
の
蟻
地
獄 

 
 

 
 

 
 

（
昭
和
五
四
年
） 

  

「
俳
諧
」
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
、
眼
前
の
蟻
地
獄
を
引
き
寄
せ
て
く
る
お
も
し
ろ
い

手
法
の
句
。
「
古
池
や
」
の
先
例
が
あ
る
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
そ
う
だ
が
、
「
俳
諧
や
」

の
方
が
大
分
観
念
的
か
。
蟻
地
獄
は
ウ
ス
バ
カ
ゲ
ロ
ウ
の
幼
虫
だ
が
、
二
つ
の
鋏
に
似
た

顎
を
も
つ
。
実
際
に
は
、
こ
の
鋏
の
形
状
的
な
類
想
か
ら
「
斧
」
に
及
び
、
さ
ら
に
、
意

味
の
連
想
か
ら
「
斧
鉞
（
＝
添
削
）
」
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

俳
諧
に
向
き
合
っ
て
、
身
を
削
る
思
い
で
ば
っ
さ
り
と
句
を
落
と
し
た
り
、
思
い
き
っ

た
朱
筆
を
加
え
た
り
す
る
。
そ
の
「
斧
鉞
」
を
ふ
る
う
自
分
は
、
ど
こ
か
こ
の
蟻
地
獄
の

よ
う
で
は
な
い
か
。
そ
ん
な
、
イ
メ
ー
ジ
を
思
い
浮
か
べ
る
。
八
束
特
有
の
自
虐
的
な
ブ

ラ
ッ
ク
ユ
ー
モ
ア
だ
と
思
う
が
、
も
ち
ろ
ん
斧
鉞
の
返
り
血
も
浴
び
な
が
ら
の
作
業
な
の

で
あ
る
。
実
際
の
蟻
地
獄
は
相
手
を
殺
し
て
し
ま
う
が
、
俳
句
の
斧
鉞
は
相
手
を
生
か
す

た
め
の
も
の
。
こ
の
点
だ
け
は
、
八
束
の
名
誉
の
た
め
に
言
い
添
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な

い
。
こ
こ
に
本
句
の
諧
謔
が
あ
る
。 

 
 香

水
を
知
つ
て
を
る
な
り
去
り
に
け
り 

 
 

（
昭
和
五
四
年
） 

 

こ
う
い
う
句
を
単
独
で
示
さ
れ
た
場
合
、
ふ
つ
う
は
ど
の
よ
う
に
受
け
取
る
の
だ
ろ
う

か
。「
香
水
の
女
は
去
つ
て
し
ま
ひ
け
り
」
く
ら
い
な
ら
ば
、
い
っ
と
き
の
火
遊
び
の
傷
跡

の
よ
う
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
八
束
の
句
の
場
合
、
「
知
つ
て
を
る
な
り
」
（
＝
香
水

く
ら
い
十
分
に
知
っ
て
は
い
る
さ
）
と
ま
ず
は
自
明
の
こ
と
だ
と
ば
か
り
に
強
が
り
を
見

せ
る
。
そ
し
て
、
直
後
に
「
去
り
に
け
り
」（
＝
で
も
去
っ
て
し
ま
っ
た
）
と
不
在
の
状
況

を
示
し
、
二
つ
の
フ
レ
ー
ズ
の
乖
離
あ
る
い
は
落
差
を
利
用
し
て
、
言
外
に
さ
び
し
ら
な

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
醸
し
出
さ
せ
る
。
こ
の
句
が
、
通
俗
的
な
感
情
を
少
し
超
え
て
、
寂
寥
感

と
透
明
感
を
感
じ
さ
せ
る
「
香
水
」
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
以
上
の
よ
う
な
仕
掛
け
に
あ

る
の
で
は
な
い
か
。
余
白
を
多
く
取
り
な
が
ら
、
心
理
の
綾
は
し
っ
か
り
と
示
さ
れ
て
い

る
。 
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梅
干
す
は
風
樹
の
嘆
に
似
た
り
け
り 

 
 

 

（
昭
和
五
四
年
） 

  

「
風
樹
の
嘆
」
と
は
中
国
の
故
事
の
「
樹
慾
静
而
風
不
止
、
子
慾
養
而
親
不
待
（
＝
樹

静
か
な
ら
ん
と
欲
す
れ
ど
も
風
止
ま
ず
、
子
養
わ
ん
と
欲
す
れ
ど
も
親
待
た
ず
）
」
に
も
と

づ
く
成
句
で
、
「
孝
行
し
た
い
時
に
は
親
は
な
し
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
合
い
。
「
風
木
の

嘆
」
と
も
い
う
。
梅
を
干
す
母
親
の
つ
つ
ま
し
い
行
為
と
、
そ
の
干
さ
れ
る
梅
の
実
の
赤

色
に
、
郷
愁
め
い
た
風
景
を
感
じ
取
り
、
十
分
に
孝
行
で
き
な
か
っ
た
自
分
を
顧
み
て
慙

愧
の
念
に
駆
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
八
束
の
個
人
的
な
事
情
も
あ
る
が
、

そ
れ
は
知
ら
な
く
て
も
普
遍
的
な
意
味
合
い
は
汲
み
取
れ
る
句
だ
と
思
う
。 

 

ケ
ル
ン
積
む
あ
な
た
花
野
に
霧
の
影 

 
 

 

（
昭
和
五
四
年
） 

 

木
曾
駒
ケ
岳
に
登
高
し
た
と
き
の
句
。
三
千
メ
ー
ト
ル
に
近
い
山
だ
か
ら
、
霧
が
か
か

る
と
あ
っ
と
い
う
間
に
視
界
は
遮
ら
れ
、
霧
が
晴
れ
る
と
視
界
は
ど
こ
ま
で
も
広
が
る
。

こ
の
句
で
は
、
ケ
ル
ン
を
積
ん
で
、
ほ
っ
と
休
息
。
は
る
か
を
見
渡
す
と
、
彼
方
の
花
野

に
霧
の
影
が
移
っ
て
ゆ
く
の
が
認
め
ら
れ
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。 

中
七
に
は
「
あ
」
音
が
五
つ
連
続
す
る
。
ま
た
、
Ｎ
音
が
一
つ
出
現
し
た
後
、
一
息
つ

い
て
三
つ
連
続
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、「
あ
な
た
」
と
い
う
や
や
古
風
な
が
ら
も
浪
漫
的

な
調
べ
の
語
が
生
き
る
。 

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
「
あ
な
た
」
は
「
か
な
た
」
の
意
味
だ
が
、
郷
愁
め
い
た
人
懐
か
し

さ
を
ふ
く
む
言
い
方
で
も
あ
る
。
カ
ー
ル
・
ブ
ッ
セ
の
「
山
の
あ
な
た
」
の
詩
句
を
思
い

浮
か
べ
る
向
き
も
あ
ろ
う
。
私
の
世
代
に
は
な
か
な
か
使
え
な
い
語
で
あ
る
。 

「
ケ
ル
ン
積
む
」
と
い
う
個
人
的
な
行
為
は
、
中
七
に
及
ん
で
読
者
の
共
通
感
情
に
入

り
込
み
な
が
ら
、
音
韻
的
に
も
大
ら
か
な
広
が
り
を
見
せ
て
ゆ
く
。
そ
れ
は
、
こ
の
句
を

〈
ケ
ル
ン
積
む
か
な
た
花
野
に
霧
の
影
〉
あ
る
い
は
、〈
ケ
ル
ン
積
む
は
る
か
花
野
に
霧
の

影
〉
と
言
い
換
え
て
比
べ
て
み
れ
ば
一
目
瞭
然
の
こ
と
。
共
に
景
を
叙
し
た
だ
け
で
、
八

束
の
原
句
か
ら
感
じ
る
人
懐
か
し
さ
は
ま
る
で
生
ま
れ
て
こ
な
い
。
こ
の
叙
情
の
深
さ
を

八
束
の
こ
の
句
か
ら
学
び
た
い
。 

一
方
で
、
こ
の
句
で
は
、
視
覚
的
に
も
ケ
ル
ン
を
積
む
と
い
う
手
前
の
点
景
か
ら
、
は

る
か
前
方
の
広
が
り
へ
と
転
換
が
図
ら
れ
て
い
る
。「
霧
の
影
」
は
や
や
あ
い
ま
い
な
置
き

方
だ
が
、
山
の
霧
は
動
い
て
ゆ
く
方
が
ふ
つ
う
の
あ
り
方
で
あ
ろ
う
。
霧
の
影
が
移
動
し

て
ゆ
く
に
つ
れ
て
、
ふ
た
た
び
花
野
の
明
る
さ
が
現
れ
て
く
る
さ
ま
を
捉
え
た
も
の
だ
と

解
釈
し
て
み
た
い
。 
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白
鳥
に
流
れ
寄
り
く
る
薄
氷 

 
 

 
 

 
 

（
昭
和
五
四
年
） 

 
 

 

句
意
は
平
明
。
一
句
独
立
し
た
読
み
を
す
れ
ば
、
舞
台
は
ど
こ
で
も
よ
い
。
白
鳥
に
薄

氷
が
す
い
と
流
れ
寄
っ
て
来
た
と
い
う
句
。
こ
の
句
の
ポ
イ
ン
ト
は
二
つ
あ
ろ
う
。 

一
つ
は
、「
流
れ
寄
り
く
る
」
と
い
う
表
現
。「
流
れ
」
ま
で
は
客
観
的
描
写
だ
が
、「
寄

り
く
る
」
に
は
客
観
だ
け
で
な
く
主
観
も
加
わ
る
。「
薄
氷
」
が
白
鳥
を
慕
っ
て
、
そ
の
傍

ら
に
寄
っ
て
き
た
よ
う
な
、
親
し
み
を
覚
え
る
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
理
屈
で
考
え
れ
ば
、

薄
氷
が
寄
っ
て
き
た
の
は
、
白
鳥
が
身
を
動
か
し
て
水
に
く
ぼ
み
を
作
っ
た
り
、
風
が
吹

い
て
き
て
湖
面
の
薄
氷
を
押
し
出
し
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
が
思
い
浮
か
ぶ
。
だ
が
、

そ
の
自
然
科
学
的
な
「
理
」
を
超
え
な
け
れ
ば
俳
句
の
詩
は
生
ま
れ
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の

句
の
親
し
み
が
も
と
に
あ
っ
て
、
い
か
に
も
白
鳥
と
薄
氷
が
仲
良
く
し
て
い
る
よ
う
な
ユ

ー
モ
ア
に
つ
な
が
る
の
だ
。 

ポ
イ
ン
ト
の
二
つ
目
は
、「
薄
氷
」
と
い
う
下
五
の
季
語
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
か
ら
厳
し
い

寒
さ
に
入
る
冬
の
初
め
で
は
な
く
、
風
雪
の
厳
し
さ
を
乗
り
越
え
て
氷
も
薄
く
な
る
頃
、

す
な
わ
ち
春
の
息
吹
を
感
じ
始
め
る
頃
で
あ
る
。
中
七
の
句
の
「
親
し
み
」
と
ユ
ー
モ
ア

を
、
八
束
は
下
五
の
春
到
来
の
兆
し
で
温
か
く
支
え
る
。 

季
語
が
や
わ
ら
か
く
働
い
て
、「
白
鳥
」
と
「
薄
氷
」
の
間
に
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
感
情
の

交
感
が
生
ま
れ
る
の
は
、
こ
う
し
た
表
現
の
は
か
ら
い
が
あ
っ
て
の
こ
と
。
強
い
言
葉
を

使
っ
て
の
イ
ン
パ
ク
ト
こ
そ
少
な
い
も
の
の
、
春
の
到
来
を
白
鳥
も
作
者
も
し
ず
か
に
喜

ん
で
い
る
よ
う
な
、
あ
た
た
か
い
ま
な
ざ
し
の
句
だ
と
思
う
。 

 

芋
虫
の
寄
る
と
き
露
の
笑
ひ
け
り 

 
 

 
 

（
昭
和
五
四
年
） 

 

へ
ん
て
こ
な
句
だ
。
せ
い
ぜ
い
虫
愛
づ
る
姫
が
愛
で
る
か
も
し
れ
な
い
く
ら
い
の
代
物
。

芋
虫
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
グ
ロ
テ
ス
ク
イ
メ
ー
ジ
の
虫
で
あ
ろ
う
。
あ
ま
り
好
き
で
は

な
い
人
の
方
が
多
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
句
で
は
、
芋
虫
が
這
い
す
す
む
と
そ
の
重
み

で
多
少
揺
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
露
が
す
こ
し
震
え
て
、
そ
の
さ
ま
が
笑
っ
た
よ
う
に
感
じ

ら
れ
た
と
い
う
の
だ
。
ニ
ン
ゲ
ン
の
目
を
介
す
る
と
醜
悪
な
イ
メ
ー
ジ
が
現
出
す
る
の
が

関
の
山
だ
が
、
芋
虫
と
露
だ
け
の
世
界
を
作
る
と
睦
ま
じ
い
対
話
が
生
ま
れ
る
。
芋
虫
は

八
束
の
分
身
と
も
見
え
て
く
る
か
ら
愉
快
。
露
の
玉
が
芋
虫
（
＝
八
束
）
を
歓
迎
す
る
よ

う
な
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
世
界
が
現
れ
る
の
だ
。
こ
の
ど
こ
か
ほ
ろ
苦
い
味
わ
い
を
も
っ
た
笑

い
も
、
八
束
が
と
き
お
り
見
せ
る
世
界
で
あ
る
。 
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落
葉
松
に
真
綿
の
ひ
か
る
ス
ガ
レ
追
ひ 

 
 

（
昭
和
五
四
年
） 

 

ス
ガ
レ
と
は
地
蜂
（
＝
ク
ロ
ス
ズ
メ
バ
チ
）
の
こ
と
。
小
型
で
お
と
な
し
い
蜂
で
、
地

中
に
巣
を
作
る
ら
し
い
。
こ
の
幼
虫
が
珍
味
な
る
「
蜂
の
子
の
佃
煮
」
に
な
る
と
の
こ
と
。

い
く
つ
か
の
話
を
総
合
す
る
と
、
夏
～
秋
に
か
け
て
、
真
綿
を
付
け
た
蝉
や
蛙
の
肉
な
ど

を
カ
ラ
マ
ツ
の
枝
に
か
け
て
お
く
と
、
ス
ガ
レ
が
そ
れ
を
巣
に
運
ん
で
ゆ
く
。
そ
の
真
綿

の
目
印
を
追
い
か
け
て
巣
を
見
つ
け
る
の
が
「
ス
ガ
レ
追
い
」
だ
そ
う
だ
。
井
伏
鱒
二
の

随
筆
に
も
こ
の
話
が
あ
る
。 

八
束
は
井
伏
鱒
二
と
も
交
流
が
あ
っ
た
か
ら
、
実
際
に
こ
の
光
景
を
案
内
し
て
も
ら
っ

た
の
か
、
あ
る
い
は
話
か
ら
想
像
し
て
詠
ん
だ
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、

「
ス
ガ
レ
追
い
」
を
知
っ
て
い
る
人
な
ら
ば
、
そ
の
説
明
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
か
も
し
れ

な
い
が
、
私
の
よ
う
に
知
ら
な
い
読
者
に
と
っ
て
は
、
た
い
へ
ん
い
き
い
き
と
鮮
明
な
映

像
が
浮
か
び
上
が
る
。
あ
た
り
の
空
気
の
澄
ん
だ
様
子
と
作
者
の
心
躍
り
が
伝
わ
っ
て
く

る
。 ち

な
み
に
、
井
伏
鱒
二
も
ス
ガ
レ
を
飼
っ
て
い
た
そ
う
だ
。
そ
の
話
は
、『
稀
れ
な
仙
客
』

（
石
原
八
束
：
角
川
書
店
刊
）
に
も
出
て
く
る
が
、
こ
の
句
集
に
も
、
次
の
形
で
収
め
ら

れ
て
い
る
。
前
書
に
「
信
州
高
森
井
伏
先
生
山
荘
」
と
あ
る
。 

 

ス
ガ
レ
飼
ふ
軒
よ
り
仙
翁
咲
く
を
見
る 

 

八
束 

 

韓
国
の
妓
の
立
膝
の
き
り
ぎ
り
す 

 
 

 
 

（
昭
和
五
四
年
） 

 

こ
の
年
の
秋
、
八
束
は
「
秋
」
の
会
員
た
ち
と
韓
国
に
吟
行
に
出
か
け
て
、
二
三
句
を

発
表
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
を
眺
め
る
に
八
束
の
奮
闘
ぶ
り
が
う
か
が
え
よ
う
。
海
外
詠

は
や
は
り
難
し
い
も
の
だ
。
な
か
な
か
限
ら
れ
た
期
間
に
、
俳
句
に
ま
と
ま
る
よ
う
な
風

景
に
遭
遇
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
の
だ
。 

こ
の
旅
行
の
結
末
が
ス
リ
リ
ン
グ
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
最
後
の
句
〈
穴
惑
ひ
朴
氏
官
邸

見
て
帰
る 

八
束
〉
に
次
の
よ
う
な
前
書
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
分
か
る
。「
十
月
二
十

六
日
夕
刻
、
山
腹
を
走
る
車
中
よ
り
朴
大
統
領
官
邸
を
眺
む
。
そ
れ
よ
り
空
港
着
、
飛
行

機
の
離
陸
二
時
間
余
り
遅
れ
、
深
夜
帰
京
。
翌
朝
、
前
日
夕
刻
の
朴
氏
暗
殺
の
こ
と
を
知

る
」 さ

て
、「
き
り
ぎ
り
す
」
の
句
を
採
り
上
げ
た
の
は
、
俳
句
は
偶
然
に
よ
っ
て
面
白
く
な

る
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
こ
の
句
に
よ
っ
て
知
る
か
ら
だ
。「
韓
国
の
妓
の
立
膝
を
な
せ
り
け

り
」
だ
け
で
あ
れ
ば
何
の
こ
と
は
な
い
、
ふ
つ
う
の
報
告
句
に
と
ど
ま
り
情
感
も
平
凡
な

も
の
に
と
ど
ま
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
句
で
は
、
立
膝
に
ふ
と
き
り
ぎ
り
す
が
飛
ん

で
き
て
止
ま
っ
た
。
予
期
せ
ぬ
ハ
プ
ニ
ン
グ
が
一
句
に
ユ
ー
モ
ア
を
も
た
ら
し
た
。
上
品
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な
だ
け
で
は
俳
句
の
味
わ
い
は
薄
っ
ぺ
ら
な
も
の
に
と
ど
ま
る
。
そ
こ
に
「
き
り
ぎ
り
す
」

の
よ
う
な
雑
物
が
入
り
込
ん
で
予
定
調
和
を
崩
す
と
こ
ろ
か
ら
俳
句
の
笑
い
が
始
ま
る
の

だ
。 

 

こ
こ
ろ
ざ
し
寒
林
に
あ
り
細さ

さ

焚
火 

 
 

 
 

（
昭
和
五
四
年
） 

 

前
書
に
「
拙
著
『
三
好
達
治
』
刊
」
と
あ
る
。
後
に
、
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
の
一
つ
と
も
言

え
る
も
う
一
冊
の
三
好
達
治
評
伝
『
駱
駝
の
瘤
に
ま
た
が
っ
て
』
を
刊
行
し
た
八
束
だ
が
、

恩
師
・
三
好
達
治
に
関
す
る
こ
の
評
論
も
上
梓
で
き
て
う
れ
し
か
っ
た
に
違
い
な
い
。 

し
か
し
な
が
ら
、
八
束
は
こ
こ
で
手
放
し
に
喜
ん
だ
り
は
し
な
い
。
あ
え
て
気
を
引
き

締
め
て
、
自
分
の
「
こ
こ
ろ
ざ
し
」
は
華
や
か
な
所
に
は
な
く
、
「
寒
林
」
に
「
細
焚
火
」

を
す
る
よ
う
な
き
び
し
い
次
元
に
今
も
置
い
て
い
る
の
だ
、
と
言
明
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、

表
向
き
は
明
る
く
振
る
舞
っ
て
い
て
も
、
ひ
と
た
び
仕
事
場
で
文
筆
に
携
わ
る
と
き
は
、

「
寒
林
の
細
焚
火
」
を
抱
え
込
ん
で
い
る
こ
と
く
ら
い
は
、
文
人
の
世
界
と
し
て
八
束
も

了
解
し
て
い
る
。 

た
だ
し
、
そ
れ
で
も
あ
え
て
私
は
こ
の
句
の
姿
勢
を
貴
重
な
も
の
だ
と
思
う
。
俳
句
に

言
志
を
語
ら
せ
る
の
は
、
ひ
と
た
び
間
違
え
ば
、
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
陥
っ
た
り
不
必
要
な
ポ

ー
ズ
に
見
え
か
ね
た
り
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
句
に
つ
い
て
私
が
な
お
共
感
す
る
の

は
、
こ
の
句
の
凛
と
引
き
締
ま
っ
た
細
身
の
句
の
姿
が
、
い
つ
も
私
が
接
し
て
き
た
八
束

の
よ
い
部
分
と
重
な
る
か
ら
だ
。
い
つ
も
謙
虚
に
人
生
に
正
対
し
て
俳
句
の
目
標
を
き
び

し
く
保
っ
て
い
た
八
束
そ
の
も
の
が
こ
の
句
に
は
現
れ
て
い
る
。
Ｋ
音
や
、
Ｓ
音
が
多
い

こ
と
も
こ
の
句
の
雰
囲
気
を
支
え
て
い
よ
う
。
慢
心
を
諫
め
ら
れ
る
よ
う
な
厳
し
さ
と
共

に
、
前
述
し
た
よ
う
な
意
味
で
た
い
へ
ん
懐
し
い
句
と
な
っ
て
い
る
。 

 

危
な
絵
を
隠
す
蔵
建
て
冬
籠
り 
 

 
 

 
 

（
昭
和
五
五
年
） 

  

大
人
の
世
界
に
遊
ん
だ
く
つ
ろ
い
だ
作
品
。「
危
な
絵
」
と
い
う
言
葉
の
選
択
が
文
芸
の

世
界
に
馴
染
ん
で
き
た
八
束
ら
し
く
風
格
が
あ
る
。
『
日
本
国
語
大
辞
典 

第
二
版
』
（
小

学
館
）
の
「
あ
ぶ
な
え
」
の
項
目
に
は
、「
浮
世
絵
で
、
女
性
の
湯
上
り
、
更
衣
、
階
段
の

上
り
降
り
、
ま
た
は
風
に
衣
の
翻
る
さ
ま
な
ど
を
書
い
た
、
エ
ロ
チ
ッ
ク
な
き
わ
ど
い
絵
。

江
戸
中
期
の
鈴
木
春
信
の
頃
か
ら
み
ら
れ
、
江
戸
末
期
に
も
し
ば
し
ば
描
か
れ
た
。
春
画

と
は
異
な
る
」
と
あ
る
。
ふ
ー
ん
な
る
ほ
ど
、
と
思
う
も
の
の
、
庶
民
の
市
井
感
覚
を
詠

み
込
む
俳
句
と
な
る
と
、
ど
こ
か
こ
の
定
義
通
り
で
は
胡
散
臭
さ
が
残
る
。
や
は
り
、
そ

の
用
例
に
あ
が
っ
て
い
る
「
あ
ぶ
な
絵 

猥
せ
つ
な
絵
。
風
俗
壊
乱
的
絵
画
」
（
『
超
モ
ダ

ン
用
語
辞
典
』（
一
九
三
一
）
隠
言
葉
用
語
篇
）
の
語
感
で
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
一
流
の
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画
商
や
豪
商
な
ど
が
浮
世
絵
を
所
蔵
す
る
た
め
に
蔵
を
建
て
た
と
い
う
よ
う
な
立
派
な

（
？
）
話
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
地
方
の
成
金
地
主
な
ど
が
蔵
を
建
て
た
。「
ど
う
せ
あ
ん

中
に
は
あ
ぶ
な
絵
で
も
隠
し
て
る
ん
だ
ろ
う
さ
」
と
、
近
所
の
者
が
立
ち
話
で
も
し
な
が

ら
揶
揄
し
て
い
る
。
せ
い
ぜ
い
そ
ん
な
話
で
は
な
い
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
句
と
し
て
は

品
格
を
保
っ
て
脱
線
し
す
ぎ
な
い
よ
う
に
配
慮
し
て
い
る
。
大
人
の
身
だ
し
な
み
み
た
い

な
も
の
だ
ろ
う
。
い
や
、
昔
は
蔵
の
中
に
危
な
絵
く
ら
い
隠
し
持
っ
て
い
た
も
の
さ
、
と

い
う
向
き
も
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
そ
れ
で
も
構
わ
な
い
。
そ
の
方
が
、
時
代
が
か
っ
て
却
っ

て
陰
影
を
深
め
る
か
も
し
れ
な
い
。 

 

き
わ
ど
い
大
人
の
世
界
は
普
段
は
隠
し
て
あ
る
か
ら
こ
そ
意
味
が
あ
る
。
子
ど
も
は
、

好
奇
心
を
も
っ
て
そ
ん
な
秘
密
を
少
し
ず
つ
覗
き
な
が
ら
、
自
然
に
成
長
し
て
ゆ
く
も
の

だ
ろ
う
。
い
ま
の
世
の
中
の
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
情
報
が
無
差
別
に
「
ま
る
だ
し
」
に
さ

ら
け
出
さ
れ
て
い
る
の
で
は
、
刺
激
ば
か
り
が
前
面
に
立
っ
て
、
子
ど
も
の
成
長
と
い
う

に
は
あ
ま
り
に
性
急
と
い
う
も
の
だ
。
文
芸
の
世
界
も
し
か
り
。
ち
ょ
っ
と
猥
褻
な
話
な

ん
か
も
小
説
や
物
語
の
世
界
に
ち
り
ば
め
て
、
文
芸
作
家
は
大
人
の
「
世
界
」
を
ど
う
創

造
し
構
築
す
る
か
に
人
生
を
賭
け
る
。
一
方
、
読
み
手
は
、「
蔵
」
で
も
建
て
る
よ
う
に
好

尚
の
本
を
集
め
て
は
「
冬
籠
り
」
で
も
す
る
よ
う
に
、
自
分
に
合
う
文
芸
の
世
界
に
惑
溺

し
埋
没
す
る
。
そ
れ
こ
そ
が
文
芸
の
醍
醐
味
で
は
な
い
か
。
そ
ん
な
比
喩
め
い
た
世
界
を
、

こ
の
句
か
ら
読
み
取
れ
そ
う
な
気
が
す
る
。
ふ
だ
ん
は
ス
ト
イ
ッ
ク
な
志
向
の
八
束
の
、

文
芸
世
界
に
対
す
る
余
裕
の
現
れ
た
面
白
い
句
と
な
っ
た
。 

 
 蟻

地
獄
す
さ
り
て
見
れ
ば
煙
り
を
り 

 
 

 

（
昭
和
五
五
年
） 

  

「
す
さ
り
て
」
の
措
辞
が
す
べ
て
の
よ
う
な
一
句
。
蟻
地
獄
を
こ
の
世
の
修
羅
場
に
重

ね
て
み
る
と
分
か
り
や
す
い
。
す
こ
し
離
れ
て
み
る
と
、
こ
と
の
全
体
が
煙
立
つ
よ
う
に

見
え
て
く
る
。
そ
の
と
き
に
、
後
ろ
向
き
に
逃
げ
出
す
の
で
は
な
く
て
、
も
の
の
修
羅
を

見
据
え
な
が
ら
、
後
ず
さ
り
に
距
離
を
取
っ
て
ゆ
く
の
だ
。
背
を
向
け
て
の
敗
走
で
は
な

く
て
、
も
の
の
正
体
を
見
極
め
る
た
め
の
後
退
。
こ
こ
に
八
束
の
世
に
対
す
る
粘
り
強
い

態
度
を
認
め
る
こ
と
も
で
き
よ
う
か
。
煙
り
た
ち
な
が
ら
も
見
え
て
く
る
全
体
像
の
怖
さ

も
改
め
て
身
に
し
み
る
。 

 
 身

の
老
い
の
深
む
あ
け
く
れ
行
々
子 

 
 

 

（
昭
和
五
五
年
） 

 

「
『
石
原
八
束
句
集
』
刊
」
と
の
前
書
が
あ
る
。
自
嘲
と
も
言
え
そ
う
な
句
で
あ
る
が
、

な
に
よ
り
も
ふ
だ
ん
八
束
は
「
老
い
」
を
詠
ま
な
い
作
家
だ
っ
た
。
だ
か
ら
余
計
に
こ
の

句
が
目
に
飛
び
込
む
。「
身
の
老
い
」
と
は
、
や
は
り
還
暦
を
意
識
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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句
の
方
は
、
上
五
中
七
で
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
三
好
達
治
の
詩
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
こ
な

れ
た
文
体
で
深
々
と
「
老
い
」
の
心
情
を
吐
露
し
、
下
五
の
「
行
々
子
」
で
途
端
に
ト
ー

ン
を
高
く
し
て
俳
諧
的
に
切
り
返
し
て
い
る
。 

「
行
々
子
」
は
夏
の
日
ざ
し
の
下
で
、
喧
（
か
ま
び
す
）
し
い
鳴
き
方
を
す
る
。
若
い

日
に
油
照
り
の
も
と
で
喀
血
の
生
き
地
獄
を
体
験
し
た
八
束
は
、
そ
れ
か
ら
四
十
年
ほ
ど

経
っ
た
今
、
こ
ん
ど
は
喧
噪
に
埋
も
れ
る
か
の
よ
う
に
一
人
深
ま
り
ゆ
く
老
い
を
意
識
し

て
い
る
の
だ
。
寓
意
的
な
側
面
も
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
こ
ま
で
の

詮
索
は
無
用
。 

下
五
の
季
語
の
据
え
方
に
学
ぶ
こ
と
が
大
き
い
。
俳
諧
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
取
り
込
む

よ
う
な
強
い
生
命
力
を
感
じ
さ
せ
る
「
行
々
子
」
だ
か
ら
、
そ
れ
ま
で
の
内
心
吐
露
の
短

歌
性
を
大
胆
に
「
切
る
」
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。「
行
」
と
い
う
鳴
き
声
を
下
敷
き
に
し
た

音
の
中
に
は
、
人
生
行
路
的
な
意
味
も
期
せ
ず
し
て
入
り
込
み
、
こ
の
句
に
深
々
と
し
た

老
い
の
風
懐
を
漂
わ
せ
て
い
る
。 

 
 蓮

の
花
片
羽
く
づ
れ
に
吹
か
れ
を
り 

 
 

 
（
昭
和
五
五
年
） 

 

蓮
の
花
は
大
ぶ
り
で
凛
と
し
て
い
る
。
咲
き
き
っ
た
と
き
は
ま
さ
に
完
成
品
。
崩
れ
そ

う
な
気
配
さ
え
感
じ
さ
せ
る
こ
と
が
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
「
片
羽
く
づ
れ
」
の
唐

突
な
動
き
が
生
き
て
く
る
。
一
句
仕
立
て
の
句
だ
が
、「
片
羽
く
づ
れ
」
と
は
、
見
立
て
の

前
提
と
し
て
花
を
翼
に
た
と
え
て
い
る
。
そ
の
羽
根
の
片
方
が
、
ち
ょ
っ
と
風
に
崩
れ
て

い
る
。
崩
れ
な
が
ら
も
、
風
に
捥
が
れ
て
し
ま
わ
な
い
。
こ
の
宙
吊
り
の
緊
張
感
が
独
自

の
美
意
識
を
生
み
出
し
て
い
る
。
音
韻
的
に
は
、「
片
羽
」
の
「
あ
」
音
の
三
連
続
が
、
片

崩
れ
し
な
が
ら
も
漂
わ
せ
て
い
る
軽
や
か
さ
と
明
る
さ
を
支
え
て
い
よ
う
。 

 

暖
簾
師
の
去
る
を
見
て
よ
り
日
を
数
ふ 

 
 

（
昭
和
五
五
年
） 

 

「
暖
簾
師
」
と
は
、
暖
簾
作
り
の
職
人
な
ど
で
は
な
く
、「
ご
ま
か
し
物
を
売
り
つ
け
る

ず
る
い
商
人
」（
『
広
辞
苑
』
）
を
い
う
。
正
月
を
目
前
に
し
て
、
暖
簾
師
も
気
合
い
を
入
れ

ね
ば
な
ら
ぬ
（
？
）
時
期
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
例
に
も
れ
ず
八
束
の
家
に
も
回
っ
て
き
た

が
、
お
そ
ら
く
八
束
も
気
合
い
で
玄
関
払
い
し
た
の
に
違
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ

の
去
っ
て
ゆ
く
後
姿
に
は
、
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
事
情
で
こ
ん
な
仕
事
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
く
な
っ
た
男
の
哀
れ
さ
が
滲
み
出
て
い
て
、
八
束
も
い
っ
と
き
同
情
す
る
の
で
あ
っ
た
。 

暖
簾
師
が
去
る
の
を
見
届
け
た
後
、
自
分
に
も
他
人
ご
と
で
は
な
い
年
の
暮
が
迫
っ
て

き
た
。
年
詰
ま
る
ほ
ど
に
切
羽
詰
ま
る
原
稿
執
筆
と
俳
句
制
作
。
こ
ち
ら
は
「
ま
が
い
も

の
」
で
は
世
に
通
用
し
な
い
し
、
八
束
自
身
も
そ
ん
な
も
の
を
発
表
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
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文
筆
業
は
暖
簾
師
に
負
け
じ
劣
ら
じ
厳
し
い
生
業
（
な
り
わ
い
）
な
の
で
あ
る
。 

 

コ
ン
コ
ル
ド
広
場
の
釣
瓶
落
し
か
な 

 
 

 

（
昭
和
五
五
年
） 

 

こ
の
年
の
秋
、
八
束
は
「
秋
」
の
有
志
で
十
年
ぶ
り
に
欧
州
旅
行
に
出
か
け
て
い
る
。

イ
タ
リ
ア
・
フ
ラ
ン
ス
・
ス
イ
ス
・
ス
ペ
イ
ン
な
ど
を
吟
行
し
た
。
こ
の
時
期
の
収
穫
と

し
て
は
、
他
に
、
次
の
よ
う
な
佳
品
が
あ
る
。 

 
 

ジ
プ
シ
ー
の
カ
ス
タ
ネ
ッ
ト
の
落
葉
か
な 

 

八
束 

 
 

龕
燈
に
寒
き
灯
の
点
く
グ
レ
コ
の
家 

 
 

鳴
る
風
も
落
葉
最
中
の
ミ
レ
ー
の
家 

 
 

ト
レ
ド
な
る
タ
ホ
河
青
し
か
い
つ
ぶ
り 

 
 

雪
の
山
越
え
て
ヴ
ェ
ニ
ス
に
来
た
り
け
り 

 
 

時
鐘
鳴
る
ヴ
ェ
ニ
ス
の
時
雨
橋
幾
つ 

コ
ン
コ
ル
ド
広
場
（P

l
a
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
n
c
o
r
d
e

）
は
、
パ
リ
の
チ
ュ
イ
ル
リ
ー
公
園
と

シ
ャ
ン
ゼ
リ
ゼ
通
り
に
挟
ま
れ
て
い
る
。
一
七
五
五
年
に
造
ら
れ
た
が
、
は
じ
め
は
ル
イ

一
五
世
の
騎
馬
像
が
置
か
れ
て
い
た
の
で
「
ル
イ
一
五
世
広
場
」
と
呼
ば
れ
た
。
そ
の
後
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
勃
発
に
よ
り
、「
革
命
広
場
」
と
名
称
も
変
わ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
の

時
期
に
は
、
ル
イ
一
六
世
や
マ
リ
ー
・
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
の
処
刑
で
も
知
ら
れ
る
。
や
が

て
、
「
コ
ン
コ
ル
ド
広
場
」
と
い
う
名
前
で
呼
ば
れ
始
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

作
者
は
、
こ
の
広
場
に
大
き
な
秋
の
没
日
を
眺
め
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
革
命
に
見
る

よ
う
に
、
時
代
と
共
に
人
の
没
落
は
早
い
。
釣
瓶
落
し
の
夕
日
に
そ
の
思
い
を
重
ね
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
。
実
は
、
コ
ン
コ
ル
ド
広
場
か
ら
夕
日
が
沈
む
方
角
を
眺
め
る
と
、
そ
こ

に
は
二
十
世
紀
の
先
駆
け
と
も
い
う
べ
き
エ
ッ
フ
ェ
ル
塔
が
シ
ル
エ
ッ
ト
に
な
っ
て
聳
え

て
い
る
。
ギ
ロ
チ
ン
台
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
夕
日
の
象
徴
す
る
凋
落
の
果
て
に
新
世
紀

の
シ
ン
ボ
ル
が
あ
っ
て
、
こ
れ
も
ま
た
一
世
紀
を
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
句
の
省

略
さ
れ
た
「
隠
し
味
」
も
ま
た
面
白
い
で
は
な
い
か
。 

 

甃い

し

の
目
を
瞼
に
き
ざ
む
冬
の
娼
婦 

 
 

 

（
昭
和
五
五
年
） 

 

こ
の
句
は
寒
々
と
し
た
パ
リ
の
裏
道
で
あ
ろ
う
。
石
畳
の
石
の
目
が
瞼
に
刻
ま
れ
て
い

る
よ
う
な
街
娼
。
革
命
を
通
し
て
獲
得
し
た
自
由
の
影
の
部
分
を
、
八
束
は
安
っ
ぽ
い
毛

皮
に
身
を
包
ん
だ
こ
の
娼
婦
に
認
め
た
。「
瞼
に
き
ざ
む
」
と
い
う
表
現
は
、
娼
婦
の
非
常

に
厳
し
い
現
実
を
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
的
な
詩
人
の
目
で
引
き
寄
せ
た
も
の
。
ル
オ
ー
の
娼
婦

の
よ
う
に
醜
態
を
さ
ら
け
出
し
退
廃
に
耐
え
て
生
き
て
い
る
女
。
そ
の
た
く
ま
し
さ
の
闇

が
瞼
に
石
畳
の
影
の
よ
う
に
深
く
刻
ま
れ
て
い
る
。 
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ア
イ
ガ
ー
に
雪
け
む
る
日
の
鳩
時
計 

 
 

 

（
昭
和
五
五
年
） 

 

ア
イ
ガ
ー 

(
E
i
g
e
r
)
 

は
、
ス
イ
ス
の
ベ
ル
ニ
ー
ズ
ア
ル
プ
ス
の
一
峰
で
、
標
高
三
、
九

七
五
メ
ー
ト
ル
。
特
に
知
ら
れ
る
の
は
、
高
さ
一
、
八
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
北
壁
。「
死
の
ビ

バ
ー
ク
」
を
抱
え
て
、
困
難
な
三
大
ル
ー
ト
の
一
つ
と
し
て
知
ら
れ
、
遭
難
者
も
多
い
。 

こ
の
句
は
、
宿
の
窓
か
ら
、
そ
の
ア
イ
ガ
ー
の
雪
山
を
眺
め
や
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

ア
イ
ガ
ー
に
雪
け
む
り
が
上
が
っ
て
い
る
。
厳
し
い
気
象
条
件
に
、
こ
れ
ま
で
見
聞
き
し

た
さ
ま
ざ
ま
の
修
羅
の
風
景
が
思
い
浮
か
ん
で
、
魔
の
山
の
凄
絶
を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
ば
ら
く
し
て
、
ふ
と
部
屋
の
鳩
時
計
が
鳴
り
だ
し
た
。
八
束
の
思

考
は
、
ア
イ
ガ
ー
か
ら
現
実
の
部
屋
の
暖
か
さ
へ
と
引
き
戻
さ
れ
て
、
よ
う
や
く
安
ら
ぐ
。

こ
の
句
で
は
、「
鳩
時
計
」
が
と
ぼ
け
た
よ
う
な
ユ
ー
モ
ア
ラ
ス
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。 

 

神
座

か

み

く

ら

の
緋
鯉
を
啖く

ら
ふ
雪
女 

 
 

 
 

 
（
昭
和
五
六
年
） 

 

神
座
と
い
う
の
は
神
の
宿
る
所
や
降
り
立
つ
場
所
を
い
う
よ
う
だ
が
、
こ
の
雪
女
は
神

座
に
捧
げ
ら
れ
た
緋
鯉
を
食
っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
だ
。
真
っ
白
な
衣
装
の
雪
女
の
口
か

ら
、
緋
鯉
の
鮮
血
が
滴
り
落
ち
る
よ
う
な
鮮
烈
な
イ
メ
ー
ジ
の
中
に
、
雪
女
の
業
（
ご
う
）

の
深
さ
を
描
い
た
よ
う
な
作
品
か
と
思
う
。
雪
女
は
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
「
に
ん
げ
ん
」

を
食
べ
て
は
い
け
な
い
と
諭
さ
れ
、
代
わ
り
に
「
恋
」
の
音
を
埋
め
込
ん
だ
「
緋
鯉
」
を

食
し
、
仙
女
の
よ
う
に
永
遠
の
命
を
有
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
ん
な
新
し
い
物

語
を
考
え
み
て
も
、
雪
女
の
哀
し
い
性
（
さ
が
）
が
薄
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
雪
女
郎
に

比
べ
て
雪
女
の
方
が
、（
音
に
も
沿
っ
て
）
よ
り
や
さ
し
い
姿
に
感
じ
ら
れ
る
だ
け
に
、
こ

の
句
に
み
る
雪
女
の
妖
怪
味
は
、
見
て
は
な
ら
ぬ
も
の
を
覗
い
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
た
だ

な
ら
ぬ
凄
ま
じ
さ
を
覚
え
る
。 

 

雁
帰
る
三
好
達
治
の
三
国
町 

 
 

 
 

 
 

（
昭
和
五
六
年
） 

 

前
書
に
「
越
前
三
国
「
川
喜
」
に
て
」
と
あ
る
。
こ
の
「
川
喜
」
の
主
人
の
大
森
杏
雨

さ
ん
に
つ
い
て
は
、
以
前
に
触
れ
た
が
、「
秋
」
の
創
刊
同
人
で
三
好
達
治
疎
開
時
代
の
学

習
会
メ
ン
バ
ー
の
一
人
で
も
あ
る
。
こ
の
句
を
刻
ん
だ
ミ
ニ
句
碑
が
、
割
烹
料
理
の
お
店

の
前
に
あ
る
。 

こ
の
句
、
何
の
変
哲
も
な
い
よ
う
な
句
だ
が
、
春
駘
蕩
と
し
た
中
に
も
郷
愁
め
い
た
味

わ
い
が
濃
く
残
る
。「
雁
帰
る
」
に
は
、
三
好
達
治
の
「
春
の
岬
」
に
出
て
く
る
〈
春
の
岬
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旅
の
を
は
り
の
鷗
ど
り
浮
き
つ
つ
遠
く
な
り
に
け
る
か
も
〉
の
漂
泊
の
春
の
鷗
を
対
照
的

に
思
い
浮
か
べ
る
。
三
好
の
「
み
」
と
三
国
の
「
み
」
も
春
ら
し
く
穏
や
か
に
響
き
合
っ

て
い
る
の
も
よ
い
。
尚
、
三
国
町
は
福
井
県
の
九
頭
竜
川
の
河
口
近
く
に
位
置
し
て
い
た

港
町
で
、
か
つ
て
の
北
前
船
の
拠
点
。
い
ま
で
は
坂
井
市
の
独
立
行
政
地
区
の
一
つ
に
な

っ
て
い
る
。
狭
い
路
地
に
残
る
昔
な
が
ら
の
町
並
み
を
歩
く
と
、
こ
の
句
の
雰
囲
気
に
近

い
も
の
を
感
じ
る
。 

                              

第
九
句
集
『
風
信
帖
』 


