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一
、「
冬
の
日
」
に
つ
い
て

　

梶
井
基
次
郎
「
冬
の
日
」
に
お
い
て
、
堯
は
病
苦
の
身
体
を

自
室
に
横
た
え
な
が
ら
冬
枯
れ
て
い
く
外
を
眺
め
る
。そ
し
て
、

色
を
失
っ
て
い
く
季
節
の
風
景
の
中
、
病
ん
だ
肺
か
ら
飛
び
出

す
痰
の
赤
色
が
嫌
に
鮮
や
か
に
浮
か
び
上
が
る
。
自
分
の
命
を

蝕
む
鮮
烈
な
赤
色
で
あ
る
「
一
塊
の
彩
り
」
を
〈
凝
視
め
る
〉

こ
と
は
、
自
身
の
死
を
凝
視
め
る
こ
と
だ
。
だ
が
、
そ
こ
に
恐

〈
学
術
論
文
〉

梶
井
基
次
郎
「
冬
の
日
」
論

─
〈
冬
の
日
〉
を
生
成
す
る
眼
と
言
葉

─
岩
　
渕
　
真
　
未

怖
や
悲
し
み
と
い
っ
た
感
情
、
生
死
の
実
感
と
い
っ
た
刺
激
が

伴
わ
な
い
。
作
品
冒
頭
で
は
、
冬
至
が
近
づ
く
風
景
も
、
自
分

の
死
す
ら
も
、
た
だ
冷
徹
な
ま
で
に
凝
視
め
る
こ
と
が
描
か
れ

る
。

　

堯
の
肺
の
病
状
は
、
作
品
執
筆
時
の
梶
井
と
重
な
る
。
大
正

十
五
年
の
八
月
に
「
水
泡
音
が
右
肺
尖
に
き
こ
え（
１
）」
る
よ
う
に

な
り
、
左
右
肺
尖
と
も
に
悪
い
と
い
う
診
断
を
受
け
た
。
急
速
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に
病
が
梶
井
の
精
神
と
身
体
を
蝕
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
ど
う
に

か
締
め
切
り
ま
で
「
一
生
懸
命
に
な
り
た
い（
２
）」
と
引
き
受
け
た

新
潮
か
ら
の
依
頼
も
、
翌
月
に
な
っ
て
結
局
断
っ
て
し
ま
っ
て

い
る
。
こ
の
結
果
、
梶
井
は
東
京
か
ら
伊
豆
の
湯
ヶ
島
へ
療
養

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
川
端
康
成
と
出
会
い
、
実
体
の

あ
る
物
か
ら
闇
を
見
入
る
感
覚
的
表
現
へ
移
行
す
る
こ
と
に
な

る
。「
冬
の
日
」
は
病
状
の
悪
化
後
、
湯
ヶ
島
に
滞
在
す
る
よ

う
な
っ
て
か
ら
初
め
て
執
筆
さ
れ
た
作
品
で
あ
っ
た
。

　
「
冬
の
日
」
は
同
人
雑
誌
「
青
空
」
の
昭
和
二
年
二
月
号
で

掲
載
さ
れ
た
。
好
評
を
博
し
、
室
生
犀
星
が
誉
め
て
く
れ
た
と

梶
井
も
「
冬
の
日
」
に
対
す
る
自
信
を
書
簡
中
に
窺
わ
せ
て
い

る（
３
）。
そ
う
し
た
手
応
え
の
中
、
梶
井
は
自
身
の
文
学
の
立
ち
位

置
も
ま
た
書
き
記
し
て
い
る（
４
）。

私
は
資
本
主
義
的
芸
術
の
尖
端
リ
ヤ
リ
ス
チ
ツ
ク　

シ

ン
ボ
リ
ズ
ム
の
刃
渡
り
を
や
り
ま
す

　

問
題
と
し
た
い
の
は「
リ
ヤ
リ
ス
チ
ツ
ク　

シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
」

で
あ
る
。
梶
井
は
こ
の
宣
言
以
前
か
ら
「
象
徴
主
義
」
だ
と
自

負
し
て
い
た
が
、
こ
こ
に
き
て
「
リ
ヤ
リ
ス
チ
ツ
ク
」
と
「
シ

ン
ボ
リ
ズ
ム
」
を
結
合
さ
せ
た
作
品
を
創
作
す
る
の
だ
、
と
い

う
。
川
端
と
親
交
が
あ
っ
た
こ
と
を
念
頭
に
お
け
ば
、
象
徴
主

義
的
な
作
風
に
惹
か
れ
な
が
ら
、
自
己
の
作
風
の
確
立
を
急
ぐ

梶
井
の
姿
が
見
て
取
れ
よ
う
。
し
か
し
、
リ
ア
リ
ズ
ム
と
シ
ン

ボ
リ
ズ
ム
は
言
語
の
機
能
上
、
相
反
す
る
概
念
で
あ
る
。
梶
井

は
ど
の
よ
う
に
し
て
「
刃
渡
り
」
を
成
し
遂
げ
よ
う
と
し
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
「
リ
ヤ
リ
ス
チ
ツ
ク　

シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
」

と
呼
ん
だ
表
現
方
法
に
に
つ
い
て
「
冬
の
日
」
が
そ
の
作
法
の

実
践
対
象
か
ど
う
か
、
そ
し
て
も
し
実
践
対
象
な
ら
ば
そ
こ
に

描
か
れ
て
い
る
も
の
が
ど
う
読
め
る
の
か
を
分
析
す
る
こ
と

で
、
た
っ
た
数
年
の
作
家
活
動
に
お
け
る
作
品
群
が
、
現
在
も

読
み
継
が
れ
て
き
て
い
る
理
由
の
一
端
が
明
か
さ
れ
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　

さ
て
、「
冬
の
日
」
は
こ
れ
ま
で
に
「
冬
の
日
」
の
前
年
に

発
表
し
た
「
あ
る
心
の
風
景
」
と
比
較
し
て
読
ま
れ
て
き
た
。

両
作
品
は
「
凝
視
っ
て
い
た
」「
凝
視
め
る
」
と
視
覚
表
現
に

お
い
て
同
様
の
表
記
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

「
あ
る
心
の
風
景
」
の
中
で
「
視
る
こ
と
、
そ
れ
は
も
う
な
に

0

0

か0

な
の
だ
。
自
分
の
魂
の
一
部
分
あ
る
い
は
全
部
が
そ
れ
に
乗

り
移
る
こ
と
な
の
だ
」（
傍
点
マ
マ
）
と
い
う
主
人
公
・
喬
の
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感
覚
と
、「
冬
の
日
」
に
お
け
る
感
覚
表
現
の
差
異
が
追
求
さ

れ
て
き
た（
５
）。「
冬
の
日
」
は
梶
井
が
湯
ヶ
島
に
移
っ
て
か
ら
初

の
作
品
で
あ
る
こ
と
も
含
め
て
、
梶
井
文
学
に
お
い
て
一
つ
の

転
換
期
を
迎
え
た
作
品
な
の
で
あ
る
。
で
は
、こ
の
「
冬
の
日
」

の
〈
凝
視
め
る
〉
こ
と
は
「
リ
ヤ
リ
ス
チ
ツ
ク　

シ
ン
ボ
リ
ズ

ム
」
と
関
係
し
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

八
木
恵
子
は
「
冬
の
日
」
に
つ
い
て
、
主
観
に
よ
っ
て
世
界

を
把
握
す
る
私
小
説
技
法
が
「
リ
ヤ
リ
ス
チ
ツ
ク
」
で
あ
り
、

暗
喩
や
象
徴
と
い
っ
た
詩
的
技
法
が
「
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
」
で
あ

る
指
摘
し
た（
６
）。
八
木
論
の
指
摘
の
通
り
、「
冬
の
日
」
は
こ
の

二
つ
の
技
法
の
使
用
が
看
取
で
き
る
よ
う
。
し
か
し
、
梶
井
が

「
リ
ヤ
リ
ス
チ
ツ
ク　

シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
」
と
名
づ
け
た
よ
う
に
、

写
実
性
と
象
徴
性
を
両
立
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
、
梶
井

の
実
践
の
主
眼
は
あ
る
。
凝
視
め
る
こ
と
が
堯
の
世
界
を
把
握

す
る
方
法
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
堯
が
ど
の
よ
う
に
世
界
を

凝
視
め
て
把
握
し
て
い
る
か
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に

象
徴
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
か
。
こ
う
し
た
感
覚
的
表
現
と
象

徴
的
表
現
が
い
か
に
し
て
両
立
し
て
い
る
か
を
分
析
す
る
必
要

が
あ
る
。
本
論
で
は
「
冬
の
日
」
に
お
い
て
実
践
さ
れ
た
表
現

方
法
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
冬
の
日
」
か
ら
我
々
読
者
が
何
を

読
み
取
っ
て
し
ま
う
の
か
を
追
っ
て
い
く
。

　
二
、「
冬
の
日
」
に
お
け
る
〈
凝
視
め
る
〉
こ
と

　
「
冬
の
日
」
は
全
部
で
六
節
か
ら
な
る
が
、
一
節
に
お
け
る

堯
は
自
室
の
窓
か
ら
冬
至
に
近
づ
い
て
い
く
風
景
を
眺
め
、
二

節
で
は
夜
の
風
景
に
母
親
を
幻
視
し
て
い
く
。
こ
こ
で
は
窓
の

外
に
何
か
を
凝
視
め
る
、
と
い
う
堯
の
姿
勢
は
変
わ
ら
な
い
。

だ
が
、
日
に
照
ら
さ
れ
た
物
象
を
見
る
こ
と
か
ら
、
暗
闇
の
中

に
幻
視
す
る
こ
と
へ
と
移
り
変
わ
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
ま
ず

は
、
こ
の
見
る
対
象
の
変
化
の
過
程
を
追
っ
て
い
く
。

　

一
節
で
は
、血
痰
を
吐
く
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
状
況
に
、

堯
は
す
で
に
「
生
き
る
熱
意
」
が
感
じ
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。

自
己
の
身
体
に
対
す
る
興
味
が
失
わ
れ
て
い
る
た
め
、
窓
の
外

の
風
景
か
ら
何
か
し
ら
刺
激
を
得
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

昼
は
部
屋
の
窓
を
展
い
て
盲
人
の
よ
う
に
そ
と
の
風
景

を
凝
視
め
る
。
夜
は
屋
の
外
の
物
音
や
鉄
瓶
の
音
に
聾

者
の
よ
う
な
耳
を
澄
ま
す
。

　

堯
は
外
界
か
ら
刺
激
を
昼
は
「
盲
人
の
よ
う
に
」
凝
視
め
、
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夜
は
「
聾
者
の
よ
う
」
に
聞
く
、
と
い
う
こ
と
か
ら
、
堯
の
感

覚
に
よ
る
印
象
は
現
実
の
風
景
を
そ
の
ま
ま
写
し
と
る
こ
と
で

は
な
い
。
視
覚
で
捉
え
ら
れ
た
昼
間
の
風
景
は
堯
の
言
葉
に
よ

る
印
象
へ
変
換
さ
れ
、
同
様
に
夜
に
響
く
物
音
も
言
葉
に
よ
る

印
象
へ
置
換
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
日
中
の
風
景
が
展
開
さ
れ
て

い
く
一
節
で
は
視
覚
に
よ
る
印
象
が
中
心
と
な
り
、
そ
の
中

で
堯
は
日
向
に
あ
る
蒼
桐
か
ら
そ
の
蒼
桐
の
影
を
凝
視
め
て

い
く
。

①
日
向
は
わ
ず
か
に
低
地
を
距
て
た
、
灰
色
の
洋
風

の
木
造
家
屋
に
駐
っ
て
い
て
、
そ
の
時
刻
、
そ
れ
は

な
に
か
悲
し
げ
に
、
遠
い
地
平
へ
落
ち
て
ゆ
く
入
日

を
眺
め
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
た
。

②
冬
陽
は
郵
便
受
の
な
か
へ
ま
で
射
し
こ
む
。
路
上

の
ど
ん
な
小
さ
な
石
粒
も
一
つ
一
つ
影
を
持
っ
て
い

て
、
見
て
い
る
と
、
そ
れ
が
み
な
埃
及
の
ピ
ラ
ミ
ッ

ド
の
よ
う
な
巨
大
な
悲
し
み
を
浮
か
べ
て
い
る
。

―
低
地
を
距
て
た
洋
館
に
は
、
そ
の
時
刻
、
並
ん

だ
蒼
桐
の
幽
霊
の
よ
う
な
影
が
写
っ
て
い
た
。
向
日

性
を
持
っ
た
、
も
や
し
の
よ
う
に
蒼
白
い
堯
の
触
手

は
、
不
知
不
識
そ
の
灰
色
し
た
木
造
家
屋
の
方
へ
伸

び
て
行
っ
て
、
そ
こ
に
滲
み
込
ん
だ
不
思
議
な
影
の

痕
を
撫
で
る
の
で
あ
っ
た
。

③
展
望
の
北
隅
を
支
え
て
い
る
樫
の
並
樹
は
、
あ
る

日
は
、
そ
の
鋼
鉄
の
よ
う
な
弾
性
で
撓
な
い
踊
り
な

が
ら
、
風
を
揺
り
お
ろ
し
て
来
た
。
容
貌
を
か
え
た

低
地
に
は
カ
サ
コ
ソ
と
枯
葉
が
骸
骨
の
踊
り
を
鳴
ら

し
た
。

④
そ
ん
な
と
き
蒼
桐
の
影
は
今
に
も
消
さ
れ
そ
う
に

も
見
え
た
。
も
う
日
向
と
は
思
え
な
い
そ
こ
に
、
気

の
せ
い
ほ
ど
の
影
が
ま
だ
残
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ

れ
は
凩
に
追
わ
れ
て
、
砂
漠
の
よ
う
な
、
そ
こ
で
は

影
の
生
き
て
い
る
世
界
の
遠
く
へ
、
だ
ん
だ
ん
姿
を

掻
き
消
し
て
ゆ
く
の
で
あ
っ
た
。

　

①
で
は
日
向
が
ま
る
で
悲
し
げ
に
夕
暮
れ
を
眺
め
る
「
よ
う

に
見
え
た
」、
④
に
お
い
て
も
蒼
桐
の
影
が
「
消
さ
れ
そ
う
に
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も
見
え
た
」
と
い
い
、
心
象
風
景
で
あ
る
か
ら
こ
そ
風
景
が
ま

る
で
悲
し
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
た
り
、
突
然
消
え
る
は
ず
も

な
い
風
景
が
す
ぐ
に
消
え
て
し
ま
う
よ
う
に
見
え
る
こ
と
を
示

す
。
だ
が
、
②
で
は
「
巨
大
な
悲
し
み
を
浮
か
べ
て
い
る
」、

③
で
は「
骸
骨
の
踊
り
を
鳴
ら
し
た
」と
直
喩
か
ら
隠
喩
と
な
っ

て
い
く
こ
と
か
ら
、
②
・
③
で
は
堯
の
眼
に
映
る
印
象
だ
け
が

表
現
さ
れ
て
い
く
。
凝
視
め
る
行
為
の
主
体
を
隠
す
こ
と
に
よ

り
、
心
象
風
景
が
堯
が
い
る
場
に
現
前
す
る
か
の
よ
う
な
臨
場

感
を
得
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
④
の
最
後
で
は
蒼
桐
の

影
が
「
凩
に
追
わ
れ
て
、
砂
漠
の
よ
う
な
、
そ
こ
で
は
影
の
生

き
て
い
る
世
界
の
遠
く
へ
、
だ
ん
だ
ん
姿
を
掻
き
消
し
て
ゆ
く

の
で
あ
っ
た
」
と
実
体
の
な
い
影
を
実
体
の
あ
る
存
在
と
見
て

し
ま
う
。
凝
視
め
る
と
い
う
行
為
は
、
風
景
を
現
実
の
ま
ま
に

写
し
取
る
の
で
は
な
く
、
堯
の
印
象
と
し
て
の
印
象
に
塗
り
替

え
て
し
ま
う
こ
と
な
の
で
あ
り
、
言
葉
に
よ
る
比
喩
が
そ
の
試

み
を
可
能
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
見
る
と
、
堯
の
眼
を
通
し
た
印
象
で
あ
る
心
象
風

景
は
あ
く
ま
で
も
堯
の
想
念
で
あ
り
、
凝
視
め
る
と
い
う
行
為

は
堯
の
現
実
の
捉
え
方
を
反
映
さ
せ
た
物
の
見
方
だ
と
言
え
る

だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
感
覚
に
よ
っ
て
自
室
の
窓
の
外

に
物
音
を
聞
く
場
合
も
印
象
が
創
出
さ
れ
て
い
く
。

　

夜
が
更
け
て
夜
番
の
撃
柝
の
音
が
き
こ
え
出
す
と
、

堯
は
陰
鬱
な
心
の
底
で
呟
い
た
。

「
お
や
す
み
な
さ
い
、
お
母
さ
ん
」

　

撃
柝
の
音
は
坂
や
邸
の
多
い
堯
の
家
の
あ
た
り
を
、

微
妙
に
変
わ
っ
て
ゆ
く
反
響
の
工
合
で
、
そ
れ
が
通
っ

て
ゆ
く
先
ざ
き
を
髣
髴
さ
せ
た
。
肺
の
軋
む
音
だ
と

思
っ
て
い
た
杳
か
な
犬
の
遠
吠
え
。

―
堯
に
は
夜
番

が
見
え
る
。
母
の
寝
姿
が
見
え
る
。
も
っ
と
も
っ
と
陰

鬱
な
心
の
底
で
彼
は
ま
た
呟
く
。

「
お
や
す
み
な
さ
い
、
お
母
さ
ん
」

　

二
節
で
の
「
夜
番
の
撃
柝
の
音
」「
杳
か
な
犬
の
遠
吠
え
」

が
堯
に
「
肺
の
軋
む
音
」「
母
の
寝
姿
」
を
想
起
さ
せ
て
い
く
。

母
親
の
息
子
の
病
状
が
悪
化
し
な
い
か
が
気
が
か
り
で
眠
れ
な

い
姿
も
ま
た
堯
に
「
見
え
た
」
の
で
あ
り
、
母
の
現
状
を
知
ら

せ
る
手
紙
の
言
葉
と
「
夜
番
の
撃
柝
の
音
」
に
よ
っ
て
堯
に
想

起
さ
れ
、
彼
の
眼
前
に
印
象
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
き
て
い

る
。
こ
の
母
の
印
象
も
ま
た
堯
の
想
像
に
よ
っ
て
現
前
化
さ
れ
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て
い
る
と
い
え
、
堯
の
内
面
を
反
映
さ
せ
て
い
る
点
は
今
ま
で

の
印
象
と
同
質
で
あ
る
。

　

日
中
の
視
認
で
き
る
対
象
に
は
視
覚
か
ら
得
る
姿
を
、
夜
間

の
視
認
で
き
な
い
対
象
に
は
聴
覚
か
ら
得
る
物
音
を
そ
れ
ぞ
れ

言
語
化
し
て
印
象
を
生
成
し
て
い
る
。
こ
の
印
象
が
眼
前
に
あ

る
と
見
て
し
ま
う
こ
と
が
〈
凝
視
め
る
〉
と
い
う
こ
と
な
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
感
覚
の
ま
ま
凝
視
め
続
け
て
い
き
、
母

を
幻
視
す
る
ま
で
に
な
る
。
つ
ま
り
、
堯
は
窓
の
外
の
風
景
や

物
音
、
ま
た
は
他
者
で
あ
る
母
を
通
す
こ
と
で
し
か
自
分
の
内

面
を
映
し
出
せ
な
い
。
母
を
苦
し
ま
せ
る
自
分
の
存
在
を
直
視

で
き
な
い
の
で
あ
っ
た
。

　

四
節
で
堯
は
「
自
分
の
静
か
な
町
」
か
ら
銀
座
へ
と
出
掛
け

る
。「
自
分
の
」
と
形
容
す
る
よ
う
に
、
堯
に
と
っ
て
は
あ
の

静
か
な
町
が
安
住
の
地
と
な
っ
て
い
る
。
銀
座
に
居
て
も
嗜
好

品
を
手
に
し
た
過
去
の
咸
興
が
思
い
出
さ
れ
る
だ
け
で
、
堯
の

眼
が
見
て
し
ま
う
の
は
病
弱
な
少
女
や
痰
を
忌
避
す
る
玩
具
屋

の
老
人
で
あ
り
、
病
を
抱
え
た
人
間
で
あ
る
堯
は
疎
外
さ
れ
る

孤
独
し
か
得
ら
れ
ず
、「
何
を
し
に
自
分
は
来
た
の
だ
」
と
自

問
を
繰
り
返
す
。
銀
座
に
お
け
る
風
景
は
眼
が
捉
え
る
物
象
が

自
己
の
主
観
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
を
堯
に
突
き
つ
け
る
。
そ
し

て
、
そ
れ
が
物
象
の
仮
象
性
な
の
で
あ
る
。

　

固
い
寝
床
は
そ
れ
を
離
れ
る
と
午
後
に
は
じ
ま
る
一

日
が
待
っ
て
い
た
。
傾
い
た
冬
の
日
が
窓
の
そ
と
の
ま

の
あ
た
り
を
幻
燈
の
よ
う
に
写
し
出
し
て
い
る
、
そ
の

毎
日
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
不
思
議
な
日
射
し
は
だ

ん
だ
ん
す
べ
て
の
も
の
が
仮
象
に
し
か
過
ぎ
な
い
と
い

う
こ
と
や
、
仮
象
で
あ
る
ゆ
え
精
神
的
な
美
し
さ
に
染

め
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
露
骨
に
し
て
来
る

の
だ
っ
た
。
枇
杷
が
花
を
つ
け
、
遠
く
の
日
溜
り
か
ら

は
橙
の
実
が
目
を
射
っ
た
。
そ
し
て
初
冬
の
時
雨
は
も

う
霰
と
な
っ
て
軒
を
は
し
っ
た
。

　

霰
は
あ
と
か
ら
あ
と
へ
黒
い
屋
根
瓦
を
打
っ
て
は
こ

ろ
こ
ろ
転
が
っ
た
。
ト
タ
ン
屋
根
を
撲
つ
音
。
や
つ
で

の
葉
を
弾
く
音
。
枯
草
に
消
え
る
音
。
や
が
て
サ
ア
ー

と
い
う
そ
れ
が
世
間
に
降
っ
て
い
る
音
が
き
こ
え
出

す
。
と
、
白
い
冬
の
面
紗
を
破
っ
て
近
く
の
邸
か
ら
は

鶴
の
啼
き
声
が
起
こ
っ
た
。
堯
の
心
も
そ
ん
な
と
き
に

は
な
に
か
新
鮮
な
喜
び
が
感
じ
ら
れ
る
の
だ
っ
た
。
彼

は
窓
際
に
倚
っ
て
風
狂
と
い
う
も
の
が
存
在
し
た
古
い
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時
代
の
こ
と
を
思
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
を
自
分
の
身
に

当
て
嵌
め
る
こ
と
は
堯
に
は
で
き
な
か
っ
た
。

　

銀
座
か
ら
「
自
分
の
静
か
な
町
」
に
帰
っ
て
き
た
時
、
一
節

で
は
あ
れ
ほ
ど
暗
鬱
に
見
え
て
い
た
自
室
の
窓
の
外
の
風
景
も

美
し
く
見
え
る
。
こ
の
窓
か
ら
の
風
景
こ
そ
自
分
が
安
住
す
る

地
の
風
景
で
あ
る
と
い
う
主
観
に
よ
っ
て
、
午
後
の
風
景
が
枇

杷
の
花
と
実
の
鮮
や
か
な
色
や
霰
が
落
ち
る
音
、
鶴
の
鳴
き
声

と
い
っ
た
清
幽
な
風
景
の
印
象
と
し
て
堯
の
眼
前
に
現
れ
る
の

で
あ
っ
た
。

　

見
る
物
の
姿
は
仮
象
で
あ
る
と
い
う
堯
の
認
識
は
、
風
景
に

自
己
を
仮
託
さ
せ
自
己
の
内
面
を
見
つ
め
る
こ
と
か
ら
避
け
て

い
た
堯
の
眼
を
嫌
で
も
自
己
の
内
面
へ
と
向
け
さ
せ
る
。
作
品

冒
頭
で
は
何
も
感
じ
な
く
な
っ
て
い
た
痰
の
赤
色
に
対
し
て

も
、
そ
の
色
を
見
た
時
、
発
熱
を
通
し
て
病
身
を
意
識
し
、
感

情
が
発
露
す
る
。

　

突
然
匕
首
の
よ
う
な
悲
し
み
が
彼
に
触
れ
た
。
次
か

ら
次
へ
愛
す
る
も
の
を
失
っ
て
い
っ
た
母
の
、
と
き
ど

き
す
る
と
ぼ
け
た
よ
う
な
表
情
を
思
い
浮
か
べ
る
と
、

彼
は
静
か
に
泣
き
は
じ
め
た
。

　

血
の
色
の
痰
は
母
を
悲
し
ま
せ
る
は
ず
だ
。
堯
は
過
去
に
は

何
か
し
ら
「
刺
激
」
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
血
痰
に

以
前
は
そ
う
思
っ
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
こ
の

突
き
刺
さ
る
よ
う
な
刺
激
が
堯
に
蘇
る
の
も
、
同
じ
風
景
を
見

続
け
た
日
々
の
繰
り
返
し
で
摩
耗
し
忘
れ
去
ら
れ
た
感
覚
が
物

象
の
仮
象
性
に
気
づ
き
、
自
己
の
内
面
へ
と
視
線
が
向
き
始
め

た
こ
と
に
よ
っ
て
思
い
出
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

だ
が
、
六
節
で
母
が
見
舞
い
に
行
け
な
い
と
い
う
手
紙
を

送
っ
て
き
た
こ
と
に
よ
り
、
母
を
幻
視
す
る
こ
と
は
止
む
が
、

風
景
を
仮
象
と
し
て
凝
視
め
る
こ
と
は
終
わ
ら
な
い
。

　

青
く
澄
み
透
っ
た
空
で
は
浮
雲
が
次
か
ら
次
へ
美
し

く
燃
え
て
い
っ
た
。み
た
さ
れ
な
い
堯
の
心
の
燠
に
も
、

や
が
て
そ
の
火
は
燃
え
う
つ
っ
た
。

「
こ
ん
な
に
美
し
い
と
き
が
、
な
ぜ
こ
ん
な
に
短
い
の

だ
ろ
う
」

　

彼
は
そ
ん
な
と
き
ほ
ど
は
か
な
い
気
の
す
る
と
き
は

な
か
っ
た
。
燃
え
た
雲
は
ま
た
つ
ぎ
つ
ぎ
に
死
灰
に
な



梶井基次郎「冬の日」論 8

り
は
じ
め
た
。
彼
の
足
は
も
う
進
ま
な
か
っ
た
。

「
あ
の
空
を
涵
し
て
ゆ
く
影
は
地
球
の
ど
の
辺
の
影
に

な
る
か
し
ら
。
あ
す
こ
の
雲
へ
ゆ
か
な
い
か
ぎ
り
今
日

も
も
う
日
は
見
ら
れ
な
い
」

　

に
わ
か
に
重
い
疲
れ
が
彼
に
凭
り
か
か
る
。
知
ら
な

い
町
の
知
ら
な
い
町
角
で
、
堯
の
心
は
も
う
再
び
明
る

く
は
な
ら
な
か
っ
た
。

　

浮
雲
が
次
々
に
美
し
く
燃
え
て
死
灰
と
し
て
堯
に
は
見
え
て

い
る
。
仮
象
を
凝
視
め
る
と
い
う
堯
の
物
の
見
方
に
変
わ
り
は

な
い
の
だ
。
つ
ま
り
、見
え
て
い
る
も
の
は
主
観
に
よ
る
虚
像
、

す
な
わ
ち
仮
象
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
至
っ
て
も
、
な
お
凝
視

め
る
と
い
う
現
実
を
把
握
す
る
感
覚
が
先
行
す
る
の
で
あ
る
。

も
は
や
堯
に
と
っ
て
現
実
離
れ
し
た
風
景
を
見
た
と
し
て
も
眼

前
に
見
え
て
い
る
風
景
が
現
実
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

「
冬
の
日
」
に
お
い
て
は
、堯
の
凝
視
め
る
と
い
う
感
覚
に
よ
っ

て
堯
が
捉
え
る
風
景
の
印
象
を
現
前
に
あ
る
風
景
と
し
て
見
て

し
ま
う
た
め
、
ど
れ
だ
け
空
想
的
な
風
景
だ
と
し
て
も
、
堯
に

と
っ
て
は
写
実
的
に
捉
え
ら
れ
た
風
景
な
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、「
冬
の
日
」
は
散
文
詩
で
あ
る
と
す
る
評
価
も
あ

る（
７
）通
り
、
梶
井
の
作
品
は
象
徴
詩
の
よ
う
な
趣
き
が
あ
る
。
そ

れ
は
「
冬
の
日
」
も
同
じ
で
あ
る
が
、「
冬
の
日
」
に
描
か
れ

た
風
景
は
な
ぜ
象
徴
的
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
三
、「
冬
の
日
」
に
お
け
る
「
リ
ア
リ
ス
チ
ッ
ク
　
シ
ン
ボ

リ
ズ
ム
」

　

堯
が
風
景
を
凝
視
め
る
の
「
裡
に
住
む
べ
き
と
こ
ろ
を
な
く

し
た
魂
は
、
常
に
外
界
へ
逃
れ
よ
う
逃
れ
よ
う
と
焦
慮
っ
て
い

た
」
か
ら
で
あ
る
。
自
由
が
き
か
な
い
病
身
故
に
、
物
象
に
自

己
を
仮
託
さ
せ
る
。
様
々
な
制
約
か
ら
逃
れ
て
生
き
た
い
、
と

い
う
病
を
抱
え
た
人
の
悲
痛
な
願
い
が
読
み
取
れ
よ
う
。だ
が
、

こ
う
し
た
見
方
は
風
景
が
自
己
を
反
射
す
る
鏡
と
な
り
、
凝
視

め
れ
ば
凝
視
め
る
ほ
ど
病
に
お
か
さ
れ
て
い
く
自
分
の
姿
が
風

景
に
映
し
出
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
。

①
日
向
は
わ
ず
か
に
低
地
を
距
て
た
、
灰
色
の
洋

風
の
木
造
家
屋
に
駐
っ
て
い
て
、
そ
の
時
刻
、
そ

れ
は
な
に
か
悲
し
げ
に
、
遠
い
地
平
へ
落
ち
て
ゆ

く
入
日
を
眺
め
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
た
。
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②
冬
陽
は
郵
便
受
の
な
か
へ
ま
で
射
し
こ
む
。
路

上
の
ど
ん
な
小
さ
な
石
粒
も
一
つ
一
つ
影
を
持
っ

て
い
て
、
見
て
い
る
と
、
そ
れ
が
み
な
埃
及
の
ピ

ラ
ミ
ッ
ド
の
よ
う
な
巨
大
な
悲
し
み
を
浮
か
べ
て

い
る
。
―
低
地
を
距
て
た
洋
館
に
は
、そ
の
時
刻
、

並
ん
だ
蒼
桐
の
幽
霊
の
よ
う
な
影
が
写
っ
て
い
た
。

向
日
性
を
持
っ
た
、
も
や
し
の
よ
う
に
蒼
白
い
堯

の
触
手
は
、
不
知
不
識
そ
の
灰
色
し
た
木
造
家
屋

の
方
へ
伸
び
て
行
っ
て
、
そ
こ
に
滲
み
込
ん
だ
不

思
議
な
影
の
痕
を
撫
で
る
の
で
あ
っ
た
。

③
展
望
の
北
隅
を
支
え
て
い
る
樫
の
並
樹
は
、
あ

る
日
は
、
そ
の
鋼
鉄
の
よ
う
な
弾
性
で
撓
な
い
踊

り
な
が
ら
、
風
を
揺
り
お
ろ
し
て
来
た
。
容
貌
を

か
え
た
低
地
に
は
カ
サ
コ
ソ
と
枯
葉
が
骸
骨
の
踊

り
を
鳴
ら
し
た
。

④
そ
ん
な
と
き
蒼
桐
の
影
は
今
に
も
消
さ
れ
そ
う

に
も
見
え
た
。
も
う
日
向
と
は
思
え
な
い
そ
こ
に
、

気
の
せ
い
ほ
ど
の
影
が
ま
だ
残
っ
て
い
る
。
そ
し

て
そ
れ
は
凩
に
追
わ
れ
て
、
砂
漠
の
よ
う
な
、
そ

こ
で
は
影
の
生
き
て
い
る
世
界
の
遠
く
へ
、
だ
ん

だ
ん
姿
を
掻
き
消
し
て
ゆ
く
の
で
あ
っ
た
。

　

凝
視
め
る
対
象
の
印
象
は
、①
風
景
を
悲
し
げ
に
眺
め
る
姿
、

③
骸
骨
の
よ
う
に
痩
せ
細
っ
た
身
体
、
④
今
に
も
消
え
て
し
ま

い
そ
う
な
存
在
、
で
あ
る
。
蒼
桐
と
そ
の
影
に
対
す
る
見
方
が

全
て
堯
自
身
を
想
起
さ
せ
る
印
象
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ま
た
、

こ
の
印
象
を
見
終
え
た
後
「
絶
望
に
似
た
感
情
」
を
抱
く
こ
と

か
ら
、こ
れ
ら
は
堯
の
自
己
認
識
そ
の
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
た
め
に
、
凝
視
め
る
と
い
う
見
て
し
ま
う
感
覚
が
先
行

す
る
堯
は
物
象
と
一
体
化
す
る
前
に
、
徐
々
に
自
分
の
姿
を
映

し
て
い
く
風
景
に
「
絶
望
に
似
た
感
情
」
を
得
て
し
ま
う
の
で

あ
る
。
た
だ
し
、
完
全
に
は
絶
望
し
な
い
こ
と
か
ら
、
自
己
の

姿
を
全
て
見
て
し
ま
う
訳
で
は
な
い
。
物
象
に
自
己
の
一
部
を

仮
託
す
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
母
の
手
紙
に
よ
っ
て
堯
は
生
死
の
実
感
が
伴
わ
な

い
日
常
を
凝
視
め
直
す
こ
と
に
な
る
。
堯
の
妹
を
亡
く
し
た
嘆

き
か
ら
始
ま
る
母
の
手
紙
に
は
、
母
が
堯
の
安
否
を
気
に
し
て

眠
れ
な
い
夜
を
過
ご
し
て
い
る
こ
と
が
綴
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
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手
紙
を
読
ん
だ
堯
の
心
中
に
は
、「
脊
椎
カ
リ
エ
ス
」
で
死
ん

だ
弟
と
「
腰
椎
カ
リ
エ
ス
」
で
死
ん
だ
妹
、
そ
し
て
自
分
自
身

に
対
す
る
医
者
か
ら
の
宣
告
が
思
い
出
さ
れ
て
い
く
。
自
分
も

ま
た
病
に
身
体
が
蝕
ま
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
弟
と
妹
が

「
意
志
を
喪
っ
た
風
景
の
な
か
を
死
ん
で
い
っ
た
」
と
い
う
堯

に
も
そ
う
し
た
風
景
が
現
前
に
見
え
て
い
る
の
で
あ
る
。「
意

志
を
喪
っ
た
風
景
」
は
一
節
に
お
け
る
蒼
桐
の
風
景
と
同
様
、

堯
の
自
己
認
識
が
強
く
反
映
さ
れ
た
風
景
と
し
て
の
印
象
が
描

写
さ
れ
て
い
く
。

　

堯
の
頭
に
は
彼
に
し
ば
し
ば
現
前
す
る
意
志
を
喪
っ

た
風
景
が
浮
か
び
あ
が
る
。

　

暗
い
冷
た
い
石
造
の
官
衙
の
立
ち
並
ん
で
い
る
街
の

停
留
所
。
そ
こ
で
彼
は
電
車
を
待
っ
て
い
た
。
家
へ
帰

ろ
う
か
賑
や
か
な
街
へ
出
よ
う
か
、彼
は
迷
っ
て
い
た
。

ど
ち
ら
の
決
心
も
つ
か
な
か
っ
た
。
そ
し
て
電
車
は
い

く
ら
待
っ
て
も
ど
ち
ら
か
ら
も
来
な
か
っ
た
。
圧
し
つ

け
る
よ
う
な
暗
い
建
築
の
陰
影
、
裸
の
並
樹
、
疎
ら
な

街
燈
の
透
視
図
。

―
そ
の
遠
く
の
交
叉
路
に
は
時
ど

き
過
ぎ
る
水
族
館
の
よ
う
な
電
車
。
風
景
は
に
わ
か
に

統
制
を
失
っ
た
。
そ
の
な
か
で
彼
は
激
し
い
滅
形
を
感

じ
た
。

　

家
と
街
の
ど
ち
ら
へ
行
こ
う
か
迷
う
中
、
そ
れ
ぞ
れ
に
向
か

う
電
車
が
ど
ち
ら
と
も
来
な
い
。
こ
の
風
景
に
堯
自
身
が
お
弟

や
妹
た
ち
が
見
て
い
た
「
意
志
を
喪
っ
た
風
景
」
と
名
づ
け
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
堯
が
現
状
を
ど
の
よ
う
に
生
き
る
か
も
選
べ

ず
、
ま
た
、
社
会
か
ら
そ
の
選
択
肢
を
与
え
ら
れ
な
い
と
認
識

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
認
識
が
印
象
に
現
れ
る
と
、

風
景
は
統
制
が
失
わ
れ
、
堯
は
そ
こ
に
「
滅
形
」
を
感
じ
る
。

広
辞
苑
等
に
記
載
が
な
く
、「
冬
の
日
」
で
梶
井
が
独
自
に
生

み
出
し
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
る
「
滅
形
」
は
、
形
が
滅
す

る
と
書
く
こ
と
も
だ
が
、
一
節
に
お
け
る
印
象
の
終
わ
り
が
日

暮
の
中
に
蒼
桐
の
影
が
消
え
て
い
く
こ
と
か
ら
、
影
が
作
り
出

す
立
体
的
な
風
景
が
暗
闇
の
中
に
飲
み
込
ま
れ
形
を
失
っ
て
い

く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
堯
の
生
死
に
対
す
る
意
志
の
持

て
な
い
現
状
が
こ
れ
以
上
の
風
景
と
し
て
の
印
象
を
想
像
す
る

こ
と
を
不
可
能
に
し
、
目
の
前
が
真
っ
暗
に
な
っ
た
こ
と
を
意

味
し
よ
う
。
注
視
し
た
い
の
は
、
一
節
の
蒼
桐
に
対
す
る
よ
う

な
物
に
自
己
を
仮
託
す
る
見
方
で
は
な
く
、
堯
自
身
を
そ
の
ま
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ま
想
像
し
た
時
、
凝
視
め
る
と
い
う
行
為
が
断
絶
し
て
し
ま
う

こ
と
で
あ
る
。
自
己
の
姿
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い

う
こ
と
は
、
自
己
を
直
視
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。「
意

志
を
失
っ
た
風
景
」
の
印
象
は
続
く
。

　

穉
い
堯
は
捕
鼠
器
に
入
っ
た
鼠
を
川
に
漬
け
に
行
っ

た
。
透
明
な
水
の
な
か
で
鼠
は
左
右
に
金
網
を
伝
い
、

そ
れ
は
空
気
の
な
か
で
の
よ
う
に
見
え
た
。
や
が
て

鼠
は
網
目
の
一
つ
へ
鼻
を
突
っ
込
ん
だ
ま
ま
動
か
な

く
な
っ
た
。
白
い
泡
が
鼠
の
口
か
ら
最
後
に
泛
ん
だ
。

…
…

　

こ
の
溺
死
す
る
鼠
の
印
象
は
「
意
志
を
喪
っ
た
風
景
」
の
中

で
示
さ
れ
て
い
る
。
母
の
手
紙
に
よ
っ
て
、
医
者
に
宣
告
さ
れ

た
自
身
の
病
躯
が
想
起
さ
れ
た
時
、
電
車
に
乗
れ
な
い
自
分
の

想
像
、
そ
れ
に
続
い
て
ど
う
す
る
こ
と
も
な
く
命
が
尽
き
て
し

ま
う
自
己
を
逃
げ
る
こ
と
も
で
き
ず
に
水
死
す
る
鼠
を
想
像
し

て
い
る
。
こ
の
た
め
、
電
車
に
乗
れ
な
い
自
分
の
想
像
と
溺
死

す
る
鼠
の
想
像
は
連
想
さ
れ
て
い
る
と
読
め
る
。
つ
ま
り
、
こ

の
二
つ
の
印
象
は
母
の
手
紙
が
突
き
つ
け
る
己
の
病
身
の
認
識

か
ら
連
想
さ
れ
て
い
っ
た
印
象
の
連
な
り
で
あ
り
、
そ
れ
を
堯

は
「
意
志
を
失
っ
て
風
景
」
と
よ
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
に
溺

死
す
る
鼠
の
印
象
が
堯
の
自
己
認
識
で
あ
る
と
読
め
る
の
は
、

印
象
が
連
想
し
て
い
る
と
読
め
る
よ
う
に
配
置
か
つ
表
現
さ
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
印
象
が
連
な
る
こ
と

で
、
自
己
を
直
視
は
で
き
な
い
も
の
の
、
い
ず
れ
自
分
は
自
由

が
き
か
な
い
ま
ま
に
死
ぬ
の
だ
と
い
う
自
己
認
識
に
堯
が
至
っ

て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、「
冬
の
日
」
の
結
末
で
も
印
象
を
連
想
さ
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
堯
の
心
情
が
表
出
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

日
の
光
に
満
ち
た
空
気
は
地
上
を
わ
ず
か
も
距
っ
て

い
な
か
っ
た
。
彼
の
満
た
さ
れ
な
い
願
望
は
、
と
き
に

高
い
屋
根
の
上
へ
の
ぼ
り
、
空
へ
手
を
伸
ば
し
て
い
る

男
を
想
像
し
た
。
男
の
指
の
先
は
そ
の
空
気
に
触
れ
て

い
る
。

―
ま
た
彼
は
水
素
を
充
し
た
石
鹸
玉
が
、
蒼

ざ
め
た
人
と
街
と
を
昇
天
さ
せ
な
が
ら
、
そ
の
空
気
の

な
か
へ
パ
ッ
と
七
彩
に
浮
か
び
上
が
る
瞬
間
を
想
像
し

た
。

　

青
く
澄
み
透
っ
た
空
で
は
浮
雲
が
次
か
ら
次
へ
美
し
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く
燃
え
て
い
っ
た
。み
た
さ
れ
な
い
堯
の
心
の
燠
に
も
、

や
が
て
そ
の
火
は
燃
え
う
つ
っ
た
。

「
こ
ん
な
に
美
し
い
と
き
が
、
な
ぜ
こ
ん
な
に
短
い
の

だ
ろ
う
」

　

彼
は
そ
ん
な
と
き
ほ
ど
は
か
な
い
気
の
す
る
と
き
は

な
か
っ
た
。
燃
え
た
雲
は
ま
た
つ
ぎ
つ
ぎ
に
死
灰
に
な

り
は
じ
め
た
。
彼
の
足
は
も
う
進
ま
な
か
っ
た
。

「
あ
の
空
を
涵
し
て
ゆ
く
影
は
地
球
の
ど
の
辺
の
影
に

な
る
か
し
ら
。
あ
す
こ
の
雲
へ
ゆ
か
な
い
か
ぎ
り
今
日

も
も
う
日
は
見
ら
れ
な
い
」

　

に
わ
か
に
重
い
疲
れ
が
彼
に
凭
り
か
か
る
。
知
ら
な

い
町
の
知
ら
な
い
町
角
で
、
堯
の
心
は
も
う
再
び
明
る

く
は
な
ら
な
か
っ
た
。

　

高
い
屋
根
か
ら
空
気
に
触
れ
よ
う
と
す
る
男
と
、
そ
の
男
の

風
景
を
映
し
た
眼
だ
け
が
身
体
か
ら
遊
離
し
て
い
く
よ
う
な
空

高
く
に
浮
か
ぶ
石
鹸
玉
。
こ
れ
ら
の
高
所
へ
昇
っ
て
い
く
印
象

も
ま
た
「
大
き
な
落
日
が
見
た
い
」
と
い
う
願
望
が
反
映
さ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
空
想
に
よ
っ
て
願
望
が
認
識
さ
れ
る

と
満
た
さ
れ
な
い
ま
ま
に
願
望
が
強
ま
り
、
堯
の
視
線
は
空
に

流
れ
る
雲
に
ま
で
達
す
る
。
こ
の
雲
は
燃
え
て
い
く
死
灰
に
見

え
る
。
太
陽
に
近
づ
き
燃
え
て
い
く
そ
の
姿
が
堯
の
理
想
な
の

で
あ
る
。
印
象
が
連
想
さ
れ
て
記
述
さ
れ
る
こ
と
で
、
堯
が
消

え
て
い
く
雲
に
何
か
を
見
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
読
者
は
想
像
し

て
し
ま
う
。

　

凝
視
め
る
こ
と
で
視
点
人
物
で
あ
る
堯
が
写
実
的
に
風
景
を

捉
え
る
と
い
う
構
図
は
崩
さ
な
い
ま
ま
、
風
景
と
空
想
と
い
っ

た
印
象
が
連
想
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
そ
こ
に
堯
の
主
観

が
表
出
さ
れ
て
い
る
と
読
者
が
象
徴
的
に
捉
え
て
し
ま
う
。
つ

ま
り
、印
象
同
士
の
具
体
的
な
繋
が
り
が
表
現
さ
れ
な
く
と
も
、

印
象
＝
堯
の
主
観
を
反
映
さ
せ
た
も
の
と
い
う
凝
視
め
る
感
覚

と
堯
の
認
識
を
想
起
さ
せ
る
言
葉
に
よ
っ
て
印
象
が
連
想
さ
れ

る
こ
と
で
読
者
は
印
象
に
堯
の
心
情
や
認
識
を
次
々
に
読
み
込

ん
で
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
に
、
印
象
を
そ
の
ま
ま
見
て
し
ま
う

写
実
的
感
覚
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
た
印
象
が
象
徴
的
に
連
想
さ

れ
て
い
く
表
現
が
リ
ア
ル
ス
テ
ィ
ッ
ク
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
で
あ
る

と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
四
、〈
冬
の
日
〉
と
い
う
風
景

　

で
は
、
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
「
冬
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の
日
」
か
ら
読
者
は
何
を
読
み
取
っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
。

堯
が
物
を
凝
視
め
る
時
、
彼
の
内
面
が
強
く
反
映
さ
れ
た
印
象

を
見
て
し
ま
う
。
こ
の
感
覚
を
軸
に
し
て
「
冬
の
日
」
は
印
象

が
連
想
し
な
が
ら
展
開
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
凝
視
め
る
こ
と

が
終
わ
る
時
、
堯
の
内
面
が
写
し
出
さ
れ
る
印
象
に
よ
っ
て
苦

し
む
。
一
・
二
節
で
は
こ
の
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
い
た
訳
だ

が
、
印
象
か
ら
得
る
感
情
が
三
節
の
始
ま
り
で
は
ど
こ
か
幸
福

を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
一
・
二
節
と
は
対
照
的
な
も

の
と
な
っ
て
い
く
。

　

三
節
の
始
ま
り
は
「
美
し
い
午
前
の
日
光
が
葉
を
こ
ぼ
れ
て

い
る
」
と
日
射
量
が
増
え
る
ば
か
り
の
生
命
力
あ
る
午
前
の
太

陽
の
光
を
尊
び
、
そ
の
光
が
生
み
出
す
華
族
の
庭
に
干
さ
れ
た

「
赤
い
蒲
団
」
や
黄
色
に
移
り
変
わ
る
「
公
孫
樹
」、「
白
い
化

粧
煉
瓦
を
張
っ
た
長
い
塀
」と
い
っ
た
鮮
や
か
な
風
景
に「

―

堯
は
い
つ
に
な
く
早
起
き
を
し
た
午
前
に
う
っ
と
り
と
し
た
」

「「
痴
呆
の
よ
う
な
幸
福
だ
」
と
彼
は
思
っ
た
」
と
幸
福
を
感
じ

る
。
こ
の
午
前
の
風
景
の
中
で
は
堯
の
視
線
は
物
の
影
は
捉
え

ず
、
影
に
対
す
る
表
現
は
「
午
前
の
日
光
の
な
か
で
静
か
に
影

を
畳
ん
で
い
た
公
孫
樹
」
と
影
が
見
え
な
い
こ
と
を
表
現
す
る

箇
所
の
み
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
風
景
の
印
象
か
ら
連

想
さ
れ
る
の
も
ま
た
一
・
二
節
と
は
打
っ
て
変
わ
り
、
暗
鬱
さ

の
欠
片
も
な
い
彼
の
幼
少
期
な
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
午
前
の
風
景
と
そ
こ
か
ら
得
る
印
象

は
堯
が
偶
然
午
前
に
目
が
覚
め
た
た
め
に
引
き
起
こ
さ
れ
た
に

過
ぎ
な
か
っ
た
。

　

午
後
に
な
っ
て
、
日
が
い
つ
も
の
角
度
に
傾
く
と
、

こ
の
考
え
は
堯
を
悲
し
く
し
た
。
穉
い
と
き
の
古
ぼ
け

た
写
真
の
な
か
に
、
残
っ
て
い
た
日
向
の
よ
う
な
弱
陽

が
物
象
を
照
ら
し
て
い
た
。

　

希
望
を
持
て
な
い
も
の
が
、
ど
う
し
て
追
憶
を
慈
し

む
こ
と
が
で
き
よ
う
。
未
来
に
今
朝
の
よ
う
な
明
る
さ

を
覚
え
た
こ
と
が
近
頃
の
自
分
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。
そ

し
て
今
朝
の
思
い
つ
き
も
な
ん
の
こ
と
は
な
い
、
ロ
シ

ア
の
貴
族
の
よ
う
に
（
午
後
二
時
頃
の
朝
餐
）
が
生
活

の
習
慣
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
の
い
い
証
拠
で
は

な
い
か
。

―

　

午
前
の
風
景
に
重
ね
た
追
憶
か
ら
幸
福
を
得
た
よ
う
な
視
線

を
、
同
じ
よ
う
に
自
分
の
未
来
に
対
し
て
は
向
け
る
こ
と
が
で
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き
な
い
。
堯
が
午
後
の
風
景
を
見
る
生
活
の
中
で
生
き
て
き
た

か
ら
だ
。
そ
れ
で
も
、
電
灯
の
光
に
照
ら
さ
れ
た
物
象
に
自
分

を
救
う
印
象
を
見
よ
う
と
す
る
。

「
俺
の
部
屋
は
あ
す
こ
だ
」

　

堯
は
そ
う
思
い
な
が
ら
自
分
の
部
屋
に
目
を
注
い

だ
。
薄
暮
に
包
ま
れ
て
い
る
そ
の
姿
は
、
今
エ
ー
テ
ル

の
よ
う
に
風
景
に
拡
が
っ
て
ゆ
く
虚
無
に
対
し
て
は
、

何
の
力
で
も
な
い
よ
う
に
眺
め
ら
れ
た
。

「
俺
が
愛
し
た
部
屋
。
俺
が
そ
こ
に
棲
む
の
を
よ
ろ
こ

ん
だ
部
屋
。
あ
の
な
か
に
は
俺
の
一
切
の
所
持
品
が

―
ふ
と
す
る
と
そ
の
日
そ
の
日
の
生
活
の
感
情
ま
で

が
内
蔵
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
か
ら
声
を

か
け
れ
ば
、
そ
の
幽
霊
が
あ
の
窓
を
あ
け
て
首
を
差
し

伸
べ
そ
う
な
気
さ
え
す
る
。
が
し
か
し
そ
れ
も
、
脱
ぎ

棄
て
た
宿
屋
の
褞
袍
が
い
つ
し
か
自
分
自
身
の
身
体
を

そ
の
な
か
に
髣
髴
さ
せ
て
来
る
作
用
と
わ
ず
か
も
ち

が
っ
た
こ
と
は
な
い
で
は
な
い
か
。
あ
の
無
感
覚
な
屋

根
瓦
や
窓
硝
子
を
こ
う
し
て
じ
っ
と
見
て
い
る
と
、
俺

は
だ
ん
だ
ん
通
行
人
の
よ
う
な
心
に
な
っ
て
来
る
。
あ

の
無
感
覚
な
外
囲
は
自
殺
し
か
け
て
い
る
人
間
を
そ
の

な
か
に
蔵
し
て
い
る
と
き
も
や
は
り
あ
の
と
お
り
に
ち

が
い
な
い
の
だ
。

―
と
言
っ
て
、
自
分
は
先
刻
の
空

想
が
俺
を
呼
ぶ
の
に
従
っ
て
こ
の
ま
ま
こ
こ
を
歩
み
去

る
こ
と
も
で
き
な
い
。

　

早
く
電
燈
で
も
来
れ
ば
よ
い
。
あ
の
窓
の
磨
硝
子
が

黄
色
い
灯
を
滲
ま
せ
れ
ば
、
与
え
ら
れ
た
生
命
に
満
足

し
て
い
る
人
間
を
部
屋
の
な
か
に
、
こ
の
通
行
人
の
心

は
想
像
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
幸
福
を
信
じ
る
力

が
起
こ
っ
て
来
る
か
も
し
れ
な
い
」

　

自
分
の
生
活
を
象
徴
す
る
、
落
日
の
暗
が
り
に
消
え
て
い
く

部
屋
。
堯
は
そ
の
暗
が
り
の
中
に
自
殺
を
し
そ
う
な
自
分
が
い

つ
も
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
だ
が
、
自
己
の
印
象
は
ま
だ

確
定
で
き
な
い
。「
幸
福
を
信
じ
る
力
」
を
も
た
ら
す
印
象
を

見
て
し
ま
わ
な
い
か
、と
い
う
期
待
を
捨
て
て
は
な
い
か
ら
だ
。

自
分
の
生
活
を
象
徴
す
る
自
室
を
凝
視
め
る
こ
と
で
聞
こ
え
て

き
た
幻
聴
は
、
何
を
見
て
し
ま
う
の
か
、
と
、
何
が
見
た
い
の

か
、
を
堯
に
暗
示
す
る
の
だ
。

　
「
冬
の
日
」
は
確
実
に
迫
る
死
と
そ
こ
で
踠
く
生
の
両
方
が
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示
さ
れ
て
い
る
。
死
は
現
実
の
時
間
と
共
に
着
実
に
存
在
す
る

も
の
と
し
て
迫
っ
て
く
る
の
に
対
し
、
凝
視
め
る
こ
と
し
か
で

き
な
い
身
体
で
あ
る
堯
に
と
っ
て
、
生
は
見
よ
う
と
し
な
け
れ

ば
捉
え
ら
れ
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
自
室
の
窓
の
外
の
風
景

に
自
己
を
仮
託
し
て
も
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
生
の
幸
福

へ
の
期
待
は
、
反
対
に
自
室
の
風
景
に
自
己
の
生
活
を
想
起
し

て
み
る
と
い
う
自
己
に
視
線
を
向
け
て
い
く
こ
と
で
表
出
し
た

の
で
あ
る
。

　

堯
は
午
後
の
風
景
に
は
物
象
が
夜
の
中
に
消
え
て
い
く
し
か

な
い
こ
と
、
午
前
の
風
景
に
は
物
象
の
美
し
さ
を
見
て
い
た
。

そ
し
て
、
暗
が
り
に
消
え
て
い
く
自
室
の
風
景
に
は
自
殺
す
る

自
身
が
い
る
こ
と
が
い
る
こ
と
を
確
信
す
る
一
方
で
、
電
灯
が

点
れ
ば
与
え
ら
れ
た
生
命
の
幸
福
を
感
じ
る
自
身
の
姿
を
想
起

す
る
可
能
性
を
持
つ
に
至
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
影
に
消
え
て

い
く
物
象
に
は
自
身
の
死
を
見
て
し
ま
い
、
実
在
性
を
強
め
る

光
に
照
ら
さ
れ
た
物
象
に
は
自
身
の
生
を
見
よ
う
と
す
る
の
で

あ
る
。
ど
ち
ら
も
堯
の
内
面
を
反
映
さ
せ
た
印
象
で
あ
る
と
い

え
る
が
、
見
て
し
ま
う
だ
け
の
毎
日
の
中
で
、
見
よ
う
と
す
る

意
志
が
堯
に
は
残
っ
て
い
た
。

　

そ
し
て
、
堯
は
こ
う
し
た
内
面
を
凝
視
め
て
い
く
こ
と
が
、

失
っ
て
し
ま
っ
た
感
覚
を
蘇
ら
せ
て
い
く
こ
と
に
自
覚
的
で

あ
っ
た
。「

俺
は
そ
ん
な
と
き
ど
う
し
て
も
冷
静
に
な
れ
な
い
。

冷
静
と
い
う
も
の
は
無
感
動
じ
ゃ
な
く
て
、
俺
に
と
っ

て
は
感
動
だ
。
苦
痛
だ
。
し
か
し
俺
の
生
き
る
道
は
、

そ
の
冷
静
で
自
分
の
肉
体
や
自
分
の
生
活
が
滅
び
て
ゆ

く
の
を
見
て
い
る
こ
と
だ
」

「
自
分
の
生
活
が
壊
れ
て
し
ま
え
ば
ほ
ん
と
う
の
冷
静

は
来
る
と
思
う
。水
底
の
岩
に
落
ち
つ
く
木
の
葉
か
な
。

…
…
」

　

五
節
の
折
田
と
の
会
話
に
は
現
状
の
自
分
か
ら
眼
を
背
け
ず

に
凝
視
め
て
い
く
姿
勢
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
れ
は
今
の
生
活
の
終
わ
り
も
同
時
に
示
唆
し
て
い
る
の

で
あ
っ
た
。

　

堯
は
「
自
分
の
生
活
が
壊
れ
て
し
ま
え
ば
ほ
ん
と
う
の
冷
静

は
来
る
と
思
う
」
と
予
期
す
る
。
こ
の
「
自
分
の
生
活
」
は
ま

さ
し
く
冬
至
前
後
の
日
々
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
日
々
の
中
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に
あ
っ
て
は
、
堯
に
い
く
ら
生
命
に
幸
福
を
願
う
心
が
残
っ
て

い
る
こ
と
を
自
覚
し
母
を
想
っ
て
悲
し
み
に
暮
れ
て
も
、
病
身

を
蝕
む
死
は
確
実
に
近
づ
い
て
く
る
。
そ
う
し
た
現
実
的
時
間

の
進
み
は
堯
の
心
を
暗
く
し
、
一
・
二
節
で
見
て
い
た
よ
う
な

窓
の
外
の
風
景
を
毎
日
繰
り
返
し
見
せ
た
は
ず
だ
。
そ
し
て
、

こ
の
日
々
は
ど
れ
だ
け
見
て
も
夜
の
中
に
消
え
、
堯
の
中
で
は

日
々
と
し
て
積
み
重
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
に
た
だ
一
日
限
り

の
風
景
で
あ
る
〈
冬
の
日
〉
と
し
て
現
れ
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
冬
の
日
と
し
て
の
一
日
の
終
わ
り
に
堯
は
母
を

幻
視
し
て
い
た
。
幻
視
さ
れ
た
母
が
こ
の
生
活
を
支
え
て
い
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
幻
視
も
止
む
。

　

六
節
は
見
舞
い
に
行
け
な
い
と
い
う
母
の
手
紙
か
ら
始
ま

る
。
こ
の
頃
に
な
る
と
堯
は
母
の
幻
覚
に
頻
繁
に
見
る
よ
う
に

な
っ
て
お
り
、
日
常
の
徒
労
の
反
動
に
よ
っ
て
母
を
追
い
求
め

て
し
ま
う
。
だ
が
、
そ
の
実
在
の
母
に
は
会
え
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
。こ
の
時
、堯
が
母
に
は
会
え
な
い
と
い
う
認
識
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
こ
と
で
、
母
が
こ
の
町
に
来
て
い
る
か
も
し
れ
な

い
と
い
う
期
待
は
打
ち
砕
か
れ
幻
視
も
止
む
。
実
在
の
母
に
も

幻
視
さ
れ
た
母
に
も
会
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
、
生

活
の
最
後
の
支
え
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
堯

の
生
活
は
母
の
喪
失
に
よ
っ
て
崩
れ
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
、
生
活
が
崩
れ
た
時
、
堯
の
心
の
奥
に
あ
っ
た
願
望
が
表

出
す
る
の
で
あ
る
。

　

何
が
彼
を
駆
る
の
か
。
そ
れ
は
遠
い
地
平
へ
落
ち
て

行
く
太
陽
の
姿
だ
っ
た
。

　

彼
の
一
日
は
低
地
を
距
て
た
灰
色
の
洋
風
の
木
造
家

屋
に
、
ど
の
日
も
ど
の
日
も
消
え
て
ゆ
く
冬
の
日
に
、

も
う
堪
え
き
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
窓
の
外
の

風
景
が
次
第
に
蒼
ざ
め
た
空
気
の
な
か
へ
没
し
て
ゆ
く

と
き
、
そ
れ
が
す
で
に
た
だ
の
日
蔭
で
は
な
く
、
夜
と

名
付
け
ら
れ
た
日
蔭
だ
と
い
う
自
覚
に
、
彼
の
心
は
不

思
議
な
い
ら
だ
ち
を
覚
え
て
来
る
の
だ
っ
た
。

「
あ
あ
あ
大
き
な
落
日
が
見
た
い
」

　
「
大
き
な
落
日
」
で
あ
れ
ば
時
間
は
長
く
、
そ
し
て
空
間
も

遠
く
ま
で
風
景
を
照
ら
す
。
昼
の
時
間
が
短
い
冬
至
前
後
の
季

節
が
つ
く
る
物
象
を
い
と
も
容
易
く
影
の
中
に
飲
み
込
ん
で
し

ま
う
世
界
は
、
堯
に
と
っ
て
あ
ま
り
に
も
残
酷
な
の
で
あ
る
。

こ
の
季
節
に
抗
う
「
大
き
な
落
日
」
を
求
め
る
姿
に
は
、
少
し
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で
も
広
い
冬
の
日
の
風
景
を
長
く
見
続
け
ら
れ
る
こ
と
を
望
む

堯
の
感
情
が
露
わ
に
な
っ
て
い
る
。
生
活
の
限
界
と
同
時
に
発

露
さ
れ
た
の
は
限
り
あ
る
生
命
へ
の
哀
情
と
愛
着
で
あ
っ
た
。

自
室
を
眺
め
た
時
、
幻
聴
が
す
で
に
堯
の
こ
う
し
た
本
心
が
暗

示
さ
れ
て
い
た
。
生
活
が
崩
れ
、「
冷
静
」
に
自
分
の
命
の
あ

り
様
を
凝
視
め
る
し
か
な
く
な
っ
た
時
、
よ
う
や
く
「
大
き
な

落
日
」
が
見
た
い
と
い
う
意
志
が
発
露
さ
れ
、
自
己
の
内
面
を

直
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

青
く
澄
み
透
っ
た
空
で
は
浮
雲
が
次
か
ら
次
へ
美
し

く
燃
え
て
い
っ
た
。み
た
さ
れ
な
い
堯
の
心
の
燠
に
も
、

や
が
て
そ
の
火
は
燃
え
う
つ
っ
た
。

「
こ
ん
な
に
美
し
い
と
き
が
、
な
ぜ
こ
ん
な
に
短
い
の

だ
ろ
う
」

　

彼
は
そ
ん
な
と
き
ほ
ど
は
か
な
い
気
の
す
る
と
き
は

な
か
っ
た
。
燃
え
た
雲
は
ま
た
つ
ぎ
つ
ぎ
に
死
灰
に
な

り
は
じ
め
た
。
彼
の
足
は
も
う
進
ま
な
か
っ
た
。

「
あ
の
空
を
涵
し
て
ゆ
く
影
は
地
球
の
ど
の
辺
の
影
に

な
る
か
し
ら
。
あ
す
こ
の
雲
へ
ゆ
か
な
い
か
ぎ
り
今
日

も
も
う
日
は
見
ら
れ
な
い
」

　

に
わ
か
に
重
い
疲
れ
が
彼
に
凭
り
か
か
る
。
知
ら
な

い
町
の
知
ら
な
い
町
角
で
、
堯
の
心
は
も
う
再
び
明
る

く
は
な
ら
な
か
っ
た
。

　

高
い
屋
根
か
ら
空
気
に
触
れ
よ
う
と
す
る
男
と
、
そ
の
男
の

風
景
を
映
し
た
眼
だ
け
が
身
体
か
ら
遊
離
し
て
い
く
よ
う
な
空

高
く
に
浮
か
ぶ
石
鹸
玉
。
こ
れ
ら
の
高
所
へ
昇
っ
て
い
く
印
象

も
ま
た
「
大
き
な
落
日
が
見
た
い
」
と
い
う
願
望
が
反
映
さ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
空
想
に
よ
っ
て
願
望
が
認
識
さ
れ
る

と
満
た
さ
れ
な
い
ま
ま
に
願
望
が
強
ま
り
、
堯
の
視
線
は
空
に

流
れ
る
雲
に
ま
で
達
す
る
。
こ
の
雲
は
燃
え
て
い
く
死
灰
に
見

え
る
。
太
陽
に
近
づ
き
燃
え
て
い
く
そ
の
姿
が
堯
の
理
想
な
の

で
あ
る
。
限
り
あ
る
生
命
を
生
に
向
か
っ
て
使
い
尽
く
す
。
死

へ
の
絶
望
と
生
き
る
意
志
が
そ
こ
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
よ

う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
自
己
の
内
面
に
視
線
が
向
い
て
い
く
中
で
風

景
を
印
象
と
し
て
捉
え
、
そ
の
物
象
の
印
象
が
連
想
し
て
表
現

さ
れ
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
堯
の
〈
冬
の
日
〉
と
い
う
絶
望
の

中
に
あ
る
生
き
る
意
志
を
「
冬
の
日
」
か
ら
我
々
は
読
み
取
る

の
で
あ
る
。
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最
後
に
「
冬
の
日
」
に
書
か
れ
た
「
空
想
」
に
つ
い
て
触
れ

て
お
き
た
い
。「
冬
の
日
」
の
中
で
堯
は
空
想
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
述
懐
す
る
。

　

何
ゆ
え
そ
ん
な
空
想
が
起
こ
っ
て
来
る
の
か
？　

何

ゆ
え
そ
の
空
想
が
か
く
も
自
分
を
悲
し
ま
せ
、
ま
た
、

か
く
も
親
し
く
自
分
を
呼
ぶ
の
か
？

　

空
想
が
連
想
し
て
い
く
度
に
自
己
を
深
く
凝
視
め
て
い
く
。

そ
の
孤
独
で
悲
し
い
営
み
は
感
情
や
感
動
、
記
憶
と
い
っ
た
自

分
の
内
面
の
一
部
を
映
し
出
し
、
忘
れ
て
い
た
も
の
を
思
い
出

さ
せ
、
心
の
奥
底
を
自
覚
さ
せ
る
。
人
と
街
を
映
し
出
し
な
が

ら
空
へ
と
昇
っ
て
ゆ
く
石
鹸
玉
を
想
像
し
て
い
る
時
、
そ
の
空

気
に
浮
か
ぶ
石
鹸
玉
に
眼
は
吸
い
寄
せ
ら
れ
、
堯
は
病
の
身
体

か
ら
も
現
実
の
静
か
な
町
か
ら
も
遊
離
す
る
。
だ
が
、
そ
の
ま

ま
空
想
は
続
き
、
虚
構
で
あ
る
か
ら
こ
そ
美
し
い
街
の
風
景
が

そ
の
ま
ま
消
え
去
る
の
を
見
る
。
こ
の
時
の
消
失
感
に
堯
の
心

は
も
は
や
耐
え
き
れ
な
い
。
空
想
が
堯
に
こ
れ
ま
で
以
上
の
消

失
感
や
虚
無
感
を
誘
引
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
空

想
と
い
う
想
像
力
は
自
己
の
抱
え
て
い
る
も
の
以
上
、
ま
た
は

全
く
新
し
い
別
の
感
覚
や
認
識
を
生
み
出
す
力
が
あ
る
。
そ
の

感
応
に
よ
っ
て
変
容
さ
せ
ら
れ
る
自
己
の
あ
り
様
が
、
石
鹸
玉

が
弾
け
る
印
象
を
見
て
日
は
も
う
見
ら
れ
な
い
と
独
白
す
る
堯

の
姿
が
「
冬
の
日
」
に
は
如
実
に
描
き
出
さ
れ
て
い
た
。

　

堯
の
心
が
空
想
に
よ
っ
て
再
び
明
る
く
な
ら
な
か
っ
た
よ
う

に
、
梶
井
も
ま
た
「
そ
の
暗
さ
に
負
け
て
た
う
と
う
完
結
ま
で

筆
を
押
す
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
で
し
た（
８
）」
と
い
う
。
一
か
ら
六

節
で
絶
望
の
中
に
あ
る
生
を
見
事
に
描
き
き
っ
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
一
方
で
、「
冬
の
日
」
は
梶
井
に
と
っ
て
未
完
の
作
品

と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、「
冬
の
日
」
で
実
践
さ
れ
た

表
現
技
法
は
梶
井
に
と
っ
て
確
か
な
手
応
え
が
あ
っ
た
は
ず

だ
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、「
冬
の
日
」
を
「
割
合
自
信
の
あ
る

作
品（
９
）」
だ
と
は
言
わ
な
い
だ
ろ
う
。
ゆ
え
に
、「
冬
の
日
」
の

表
現
技
法
に
よ
る
空
想
は
、
こ
の
作
品
以
降
、
よ
り
目
に
す
る

よ
う
に
な
る
「
空
想
」「
連
想
」「
想
像
」
と
い
う
言
葉
と
響
き

合
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

〔
注
〕

（
１
）
大
正
十
五
年
八
月
十
六
日　

淀
野
龍
三
宛
書
簡

（
２
）（
１
）
と
同
じ
書
簡
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（
３
）
昭
和
二
年
三
月
十
七
日　

近
藤
直
人
宛
書
簡

（
４
）
昭
和
二
年
二
月
四
日　

近
藤
直
人
宛
書
簡

（
５
）
飛
高
隆
夫
「
冬
の
日
」（「
国
文
学　

解
釈
と
教
材
の

研
究
」　

十
九
巻
七
号　

昭
和
四
十
九
年
六
月
）で
は「
季

節
の
推
移
を
冷
静
に
叙
す
る
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
自
己
の

精
神
の
あ
り
よ
う
を
語
る
こ
と
に
な
る
」
と
し
て
「
あ
る

心
の
風
景
」
に
お
け
る
自
己
の
魂
を
乗
り
移
る
よ
う
に
見

る
こ
と
と
は
異
な
る
と
し
た
。
濱
川
勝
彦
「
梶
井
基
次
郎

「
冬
の
日
」
論
」（「
叙
説
」　

第
十
四
号　

昭
和
六
十
二
年

十
月
）
に
お
い
て
も
、「
あ
る
心
の
風
景
」
で
は
主
体
的

に
凝
視
る
こ
と
で
外
界
と
自
己
を
一
体
化
し
て
い
る
が
、

「
冬
の
日
」
で
は
「
生
き
る
熱
意
」
を
失
っ
て
お
り
、
対

決
す
る
外
界
と
一
体
化
を
目
指
し
て
凝
視
ろ
う
と
す
る
姿

勢
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。

（
６
）
八
木
恵
子
「
梶
井
基
次
郎
『
冬
の
日
』
に
つ
い
て
（
Ⅰ
）

―
「
幼
年
」
と
「
母
」
の
系
譜

―
」（「
文
研
論
集
」　

四
号　

昭
和
五
十
四
年
三
月
）・
八
木
恵
子
「
梶
井
基
次

郎
『
冬
の
日
』
に
つ
い
て
（
Ⅱ
）
―
「
幼
年
」
と
「
母
」

の
系
譜

―
」（「
文
研
論
集
」　

五
号　

昭
和
五
十
四
年

十
月
）

（
７
）
河
盛
好
蔵
「
梶
井
と
「
冬
の
日
」
―
文
学
巷
談
（
１
１
）

―
」（「
新
潮
」　

六
十
九
巻
十
二
号　

昭
和
四
十
七
年

十
一
月
）

（
８
）（
３
）
と
同
じ
書
簡

（
９
）（
３
）
と
同
じ
書
簡


