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北
方
の
冬

高
島
高
論

金
山

克
哉

一
、
〈
冬
〉
と
詩

井
上
靖
の
有
名
な
「
青
春
」
（
『
季
節
』
講
談
社

昭
和
四
十
六
年

十
一
月
）
と
い
う
詩
。
若
き
日
の
靖
が
詩
を
書
い
た
一
枚
の
原
稿
用

紙
を
懐
に
入
れ
、
田
舎
の
中
学
教
師
を
し
て
い
る
詩
人
の
も
と
を
訪

ね
る
シ
ー
ン
か
ら
こ
の
詩
は
始
ま
る
。
夕
食
を
ご
馳
走
に
な
り
詩
人

宅
を
辞
し
、
吹
雪
く
中
、
マ
ン
ト
を
目
深
に
か
ぶ
っ
て
駅
へ
と
急
ぐ

靖
の
姿
が
目
に
浮
か
ぶ
。
「
石
動
」
と
い
う
駅
で
ス
ト
ー
ブ
に
身
を

寄
せ
な
が
ら
終
電
車
を
待
っ
た
記
憶
が
、
四
十
年
の
間
に
幾
度
と
な

く
思
い
出
さ
れ
た
と
靖
は
言
う
。
小
説
家
と
し
て
名
を
な
す
以
前
の
、

詩
心
を
豊
饒
に
た
た
え
た
一
人
の
青
年
の
姿
が
こ
こ
に
は
描
か
れ
て

お
り
、
富
山
県
「
石
動
」
駅
は
い
つ
ま
で
も
雪
降
る
記
憶
の
中
で
駅

舎
の
ス
ト
ー
ブ
の
温
も
り
と
と
も
に
灯
り
続
け
て
い
る
。
井
上
靖
に

と
っ
て
の
〈
冬
〉
は
、
自
身
の
詩
的
出
発
を
彩
る
記
憶
の
中
で
生
き

て
い
る

。
*1

同
じ
井
上
靖
の
詩
に
「
雪
」
（
『
運
河
』
筑
摩
書
房

昭
和
四
十
二

年
）
が
あ
る
。

雪
が
降
っ
て
来
た
。

鉛
筆
の
字
が
濃
く
な
っ
た
。

こ
う
い
う
二
行
の
少
年
の
詩
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
。
十
何
年
も

昔
の
こ
と
、
「
キ
リ
ン
」
と
い
う
童
詩
雑
誌
で
み
つ
け
た
詩
だ
。

雪
が
降
っ
て
来
る
と
、
私
は
い
つ
も
こ
の
詩
の
こ
と
を
思
い
出
す
。

あ
あ
、
い
ま
、
小
学
校
の
教
室
と
い
う
教
室
で
、
子
供
た
ち
の
書

く
鉛
筆
の
字
が
濃
く
な
り
つ
つ
あ
る
の
だ
、
と
。
こ
の
思
い
は
ち

ょ
っ
と
類
の
な
い
ほ
ど
豊
饒
で
冷
厳
だ
。
勤
勉
、
真
摯
、
調
和
、

そ
ん
な
も
の
と
も
ど
こ
か
で
関
係
を
持
っ
て
い
る
。

「
雪
」
と
「
鉛
筆
の
字
」
と
の
詩
的
な
関
係
。
子
供
た
ち
の
書
く

字
が
濃
く
な
る
こ
と
は
「
勤
勉
」
「
真
摯
」
「
調
和
」
と
の
結
び
つ
き

が
あ
る
と
連
想
す
る
と
こ
ろ
に
、
人
間
の
人
間
た
る
豊
か
さ
を
想
起

す
る
靖
の
感
受
性
が
見
て
と
れ
る
。
字
を
書
く
、
と
い
う
学
習
の
基

本
の
中
に
あ
る
学
び
へ
の
姿
勢
、
一
画
ず
つ
を
丁
寧
に
処
理
す
る
誠

実
さ
、
余
白
と
軌
跡
と
の
バ
ラ
ン
ス
な
ど
、
そ
の
ま
ま
人
生
全
体
に

つ
な
が
る
人
間
的
な
尊
厳
が
こ
の
詩
の
中
に
息
づ
い
て
い
る
。
井
上

靖
に
と
っ
て
の
〈
冬
〉
と
は
、
こ
の
二
つ
の
詩
に
見
ら
れ
る
よ
う
に

独
自
の
静
謐
さ
を
た
た
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
近
代
の
詩
人
中
原
中
也
は
「
冬
の
夜
」（
『
在
り
し
日
の
歌
』

昭
和
十
三
年
）
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
歌
っ
た
。

空
気
よ
り
よ
い
も
の
は
な
い
の
で
す

そ
れ
も
寒
い
夜
の
室
内
の
空
気
よ
り
も
よ
い
も
の
は
な
い
の
で

す
冬
の
夜
に
、
ひ
と
り
室
内
の
空
気
の
冷
た
さ
に
感
じ
入
る
詩
人
の

姿
が
髣
髴
と
す
る
。

例
え
ば
、
井
上
靖
と
中
原
中
也
。
彼
ら
は
〈
冬
〉
を
自
身
の
感
覚

や
記
憶
に
惹
き
つ
け
て
見
事
に
変
奏
し
て
見
せ
、
詩
の
言
葉
に
定
着

し
て
見
せ
た
。
逆
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
詩
の
表
現
だ
か
ら
こ
そ
〈
冬
〉

に
独
自
の
滋
味
を
加
え
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。

高
村
光
太
郎
も
ま
た
、
「
冬
が
来
た
」
（
『
道
程
』
大
正
三
年
）
の

中
で
「
き
つ
ぱ
り
と
冬
が
来
た
」
と
う
た
う
。

冬
よ

僕
に
来
い
、
僕
に
来
い

僕
は
冬
の
力
、
冬
は
僕
の
餌
食
だ

ス
ト
イ
ッ
ク
な
姿
勢
で
「
冬
」
を
受
け
止
め
る
「
僕
」
の
姿
勢
は

気
概
に
満
ち
て
い
る
。
そ
の
他
に
も
『
測
量
船
』
（
昭
和
五
年
十
二
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月
二
十
日
）
所
収
、
三
好
達
治
の
有
名
な
二
行
詩
「
雪
」
（
太
郎
を

眠
ら
せ
太
郎
の
屋
根
に
雪
ふ
り
つ
む
。
／
次
郎
を
眠
ら
せ
次
郎
の
屋

根
に
雪
ふ
り
つ
む
。
）
な
ど
も
日
本
の
民
族
的
な
〈
冬
〉
が
描
か
れ
、

そ
こ
は
か
と
な
い
空
間
の
広
が
り
が
感
じ
ら
れ
る
。

と
き
に
、
季
節
と
は
何
か
。
殊
に
、
厳
し
い
冬
は
な
に
ゆ
え
に
我

々
の
も
と
に
や
っ
て
く
る
の
か
。
冬
の
存
在
は
我
々
の
精
神
に
何
を

も
た
ら
す
の
か
。
そ
の
よ
う
な
疑
問
の
も
と
に
本
稿
は
書
か
れ
て
い

る
。そ

し
て
、
郷
土
富
山
の
詩
人
で
あ
る
高
島
高
も
ま
た
〈
冬
〉
を
多

く
描
い
た
人
で
あ
る
。
明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
年
）
富
山
県
滑

川
市
に
生
ま
れ
、
小
学
、
中
学
、
高
校
時
代
を
富
山
で
過
ご
し
、
昭

和
三
年
（
一
九
二
八
年
）
に
日
本
大
学
予
科
に
進
学
、
東
京
で
文
学

に
親
し
ん
だ
。
医
師
で
あ
っ
た
父
の
願
い
に
よ
り
、
日
本
大
学
を
中

退
、
昭
和
医
学
専
門
学
校
（
現
・
昭
和
大
学
医
学
部
）
に
入
学
し
、

医
師
と
し
て
の
資
格
を
身
に
つ
け
、
横
浜
市
の
電
気
局
病
院
の
内
科

医
と
し
て
勤
務
。
の
ち
、
父
逝
去
に
よ
り
富
山
に
戻
り
、
地
元
滑
川

の
医
院
を
継
ぐ
こ
と
に
な
る
。

萩
原
朔
太
郎
を
し
て
鴉
の
よ
う
な
風
貌
を
連
想
さ
せ
、
そ
の
「
鴉
」

が
「
今
こ
の
詩
集
の
中
で
、
北
国
の
暗
い
森
や
、
氷
の
張
り
つ
め
た

平
原
や
、
白
く
雪
に
光
る
山
脈
の
上
を
飛
び
な
が
ら
、
ニ
ヒ
リ
ス
ト

の
哀
切
な
悲
歌
を
歌
っ
て
い
る
の
だ
」（
高
島
高
『
北
方
の
詩
』「
序
」
）

と
言
わ
し
め
た
高
島
。
方
法
的
に
は
「
詩
と
詩
論
」
に
見
ら
れ
る
新

散
文
詩
運
動
の
流
れ
を
組
む
も
の
で
あ
っ
た
が

、
そ
の
描
か
れ
る
対

２

象
は
多
く
が
北
ア
ル
プ
ス
で
あ
り
、
太
古
か
ら
変
わ
ら
ず
明
滅
を
続

け
る
蛍
烏
賊
の
群
の
す
む
滑
川
の
海
で
あ
っ
た
り
し
た
。
ま
た
、
立

野
幸
雄
は
詩
集
『
北
方
の
詩
』
に
つ
い
て
、
「
立
山
連
峰
に
託
し
た

も
の
」
で
あ
り
「
北
国
の
山
々
を
力
強
く
男
性
的
に
歯
切
れ
よ
く
う

た
い
」
「
風
土
に
根
差
し
た
ロ
マ
ン
が
胸
を
打
つ
」
と
す
る

。
高
島

３

は
富
山
に
戻
っ
た
後
も
、
自
ら
が
編
集
し
た
「
文
学
国
土
」
「
文
学

組
織
」
に
お
い
て
白
蠟
色
に
染
ま
る
立
山
の
姿
に
幾
度
と
な
く
触
れ

て
い
る

。
４

本
稿
で
は
、
高
島
高
の
詩
に
お
け
る
〈
冬
〉
の
位
相
に
つ
い
て
考

察
し
、
改
め
て
「
冬
の
詩
人
」
と
し
て
の
姿
を
と
ら
え
な
お
し
た
い

と
考
え
る
。

二

鑑
賞
「
北
方
の
詩
」

高
島
高
の
第
一
詩
集
で
あ
る
『
北
方
の
詩
』
（
ボ
ン
書
房

昭
和

十
三
年
七
月
）
に
は
四
十
四
篇
の
詩
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う

ち
冬
の
詩
が
十
八
篇
、
春
の
詩
が
二
篇
、
夏
の
詩
が
な
し
、
秋
の
詩

が
一
篇
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
特
定
の
季
節
に
分
類
で
き
な
い
詩
が
二

十
三
篇
で
あ
っ
た
。
ど
の
季
節
を
選
択
し
て
詩
を
書
く
か
、
と
い
う

問
題
は
そ
の
詩
人
の
資
質
に
関
わ
る
重
要
な
テ
ー
マ
と
な
る
。
で
は
、

高
島
高
の
詩
の
特
徴
と
は
何
か
。
虚
構
（
文
学
）
だ
か
ら
こ
そ
描
く

こ
と
が
で
き
た
〈
冬
〉
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
考
え

た
い
。山

脈
を
馳
け
て
ゆ
く
白
馬
の
む
れ
が
あ
る

空
は
虹
の
パ
ン
セ
を
孕
ん
で
か

朝
あ
け
は
雲
な
ど
呼
ん
で

い
ま
山
麓
の
雪
を
踏
む
牛
群

草
は
見
え
な
い

こ
の
冷
却
の
皮
膚
下
に

草
は
生
き
て
い
る

こ
の
ひ
ろ
び
ろ
と
し
た
高
原
は
生
き
て
い
る

ほ
の
お
す
る
も
の
は

氷
だ

は
り
つ
め
て
こ
わ
れ
そ
う
な

こ
の
十
行
で
書
か
れ
た
短
い
詩
は
、
萩
原
朔
太
郎
、
北
川
冬
彦
が

序
文
を
書
い
た
第
一
詩
集
『
北
方
の
詩
』
（
ボ
ン
書
房

昭
和
十
三

年
七
月
）
の
巻
頭
を
飾
る
高
島
高
の
代
表
的
な
作
品
で
あ
る

。
５

「
馳
け
て
ゆ
く
白
馬
の
む
れ
」
は
イ
メ
ー
ジ
で
あ
ろ
う
か
、
写
実

で
あ
ろ
う
か
。
大
事
な
こ
と
は
そ
の
判
断
で
は
な
く
、
こ
の
詩
の
中
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に
は
確
か
に
白
い
馬
た
ち
が
息
づ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
「
空

は
虹
の
パ
ン
セ
を
孕
ん
で
か
」
、
七
色
の
思
考
が
山
脈
の
上
の
空
を

彩
り
、
晴
れ
間
が
広
が
っ
て
い
く
様
が
想
像
で
き
る
。
朝
の
虹
に
ほ

の
か
に
雲
が
か
か
り
、
「
牛
群
」
が
山
麓
に
息
づ
く
。
詩
の
前
半
は

雄
大
な
北
の
山
脈
の
姿
が
生
き
生
き
と
描
か
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
詩
の
魅
力
は
後
半
に
こ
そ
あ
る
。
「
草
は
見
え
な

い
」
と
い
う
一
行
か
ら
、
雪
、
つ
ま
り
「
こ
の
冷
却
の
皮
膚
」
が
草

原
を
す
っ
か
り
覆
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
「
こ

の
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
視
点
が
雪
原
に
接
近
し
て
い
る
こ
と
が
伝

わ
っ
て
く
る
。
草
は
隠
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
確
か
に
雪
原
の
下
に

存
在
し
、
見
え
な
い
け
れ
ど
も
ま
さ
に
生
き
て
い
る
大
地
の
鼓
動
の

よ
う
な
も
の
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
高
原
そ
の
も
の
が
生
き
て
い
る
と

い
う
表
現
か
ら
、
山
そ
の
も
の
、
冬
そ
の
も
の
が
生
命
を
た
た
え
た

存
在
で
あ
る
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、
「
ほ
の
お

す
る
」
と
い
う
動
詞
が
こ
の
詩
の
核
と
な
る
。
「
ほ
の
お
」
と
い
う

名
詞
を
動
詞
化
し
て
創
ら
れ
た
こ
の
独
自
の
詩
語
は
、
お
そ
ら
く
は

「
い
の
ち
を
燃
や
す
」
と
い
う
意
味
を
持
ち
、
「
氷
」
は
そ
の
冷
た

さ
を
増
せ
ば
増
す
ほ
ど
に
「
氷
」
と
し
て
の
い
の
ち
を
燃
や
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
燃
え
て
い
る
も
の
は
寒
冷
の
象
徴
で
あ
る

「
氷
」
で
あ
る
。
冷
た
い
も
の
が
燃
え
て
い
る
、
と
い
う
一
見
矛
盾

し
た
論
理
に
な
る
が
、
「
氷
」
は
「
氷
」
と
し
て
の
い
の
ち
を
燃
や

し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
「
氷
」
は
あ
く
ま
で
も
「
は
り
つ
め
て
こ

わ
れ
そ
う
な
」
緊
張
状
態
で
あ
る
。
硬
質
な
緊
張
が
創
り
出
す
清
冽

な
も
ろ
さ
。
「
ほ
の
お
す
る
」
も
の
の
健
気
な
ま
で
の
い
の
ち
の
燃

焼
と
、
そ
の
代
償
と
し
て
の
い
の
ち
の
儚
さ
が
両
義
的
に
含
ま
れ
て

い
る
。

あ
ら
ゆ
る
も
の
が
「
ほ
の
お
す
る
」
北
の
山
脈
世
界
。
高
島
高
が

描
く
〈
冬
〉
の
世
界
に
は
、
冷
た
く
も
燃
え
、
夾
雑
物
の
介
入
を
許

さ
な
い
清
澄
な
自
然
の
厳
し
さ
が
あ
る
。

三

〈
春
〉
と
〈
冬
〉
の
比
較
論

詩
集
『
北
方
の
詩
』
に
は
二
篇
の
春
の
詩
が
あ
る
。
冬
の
詩
が
圧

倒
的
に
多
い
中
で
の
春
の
詩
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
、
「
早
春
」
を
概

観
し
た
い
。早

春

き
れ
ぎ
れ
に
み
だ
れ
飛
ぶ
白
雲

柵
に
も
た
れ
て
じ
っ
と
み
つ
め
て
い
る

草
を
喰
ん
で
は
も
の
う
げ
に
見
上
げ
る

ま
だ
ら
牛
等
の
瞳

網
膜
に
は
雪
解
け
の
山
々
が
も
の
か
な
し
い
の
で
あ
ろ
う
か

牛
等
は
だ
ま
り
合
い

く
ろ
土
の
湿
り
を
踏
ん
で
い
る

い
つ
の
日
き
え
て
ゆ
く
お
も
い
で
あ
ろ
う
か

い
つ
の
日
と
け
て
ゆ
く
う
れ
い
で
あ
ろ
う
か

め
ま
ぐ
る
し
く
な
が
れ
る
生
活
の
日
々

た
と
え
ば
ほ
て
る
血
潮
の
よ
う
に

そ
れ
は
せ
き
こ
む
流
れ
の
よ
う
に

た
だ
あ
て
ど
な
く
か
き
狂
い
押
し
な
が
さ
れ
て
ゆ
く
日
々
だ

こ
の
詩
は
長
さ
と
い
い
、
登
場
す
る
動
物
と
い
い
、
「
北
方
の
詩
」

の
春
バ
ー
ジ
ョ
ン
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う

に
仮
定
し
て
双
方
を
比
較
し
て
み
る
と
、
い
く
つ
か
の
違
い
に
気
づ

く
こ
と
が
で
き
る
。

「
北
方
の
詩
」
で
は
「
白
馬
」
は
山
脈
を
駆
け
て
ゆ
き
、
「
牛
群
」

は
雪
を
踏
み
し
め
て
い
る
。
冬
山
の
幻
想
的
な
情
景
か
ら
詩
が
始
ま

っ
て
い
た
が
、
「
早
春
」
で
は
「
牛
等
」
は
「
柵
」
に
閉
ざ
さ
れ
て

い
る
の
か
「
も
の
う
げ
」
で
あ
り
「
だ
ま
り
合
」
っ
て
い
る
。
そ
こ

に
は
「
北
方
の
詩
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
躍
動
感
は
感
じ
ら
れ
な
い
。

ま
た
、
詩
の
後
半
部
分
の
比
較
を
し
て
み
て
も
、
「
北
方
の
詩
」
に

お
い
て
は
、
「
冷
却
の
皮
膚
下
」
に
は
確
か
に
息
づ
く
生
命
力
が
感
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じ
ら
れ
、
「
ほ
の
お
す
る
」
も
の
と
し
て
氷
も
ま
た
寒
冷
な
る
存
在

と
し
て
の
自
身
の
在
り
方
を
十
全
に
生
き
て
い
る
。
し
か
し
、
「
早

春
」
後
半
部
に
お
い
て
は
「
め
ま
ぐ
る
し
く
な
が
れ
る
生
活
の
日
々
」

の
中
で
「
た
だ
あ
て
ど
な
く
か
き
狂
い
押
し
な
が
さ
れ
て
ゆ
く
日
々

だ
」
と
い
う
、
詩
的
な
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
飛
躍
と
い
う
よ
り
は
、

生
活
苦
の
中
に
埋
没
す
る
想
像
力
の
硬
直
が
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に

感
じ
ら
れ
る
。

「
早
春
」
に
は
春
が
訪
れ
た
こ
と
に
対
す
る
喜
び
や
明
る
さ
は
な

い
。
む
し
ろ
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
無
為
の
日
々
に
対
す
る
空
し
さ

ば
か
り
が
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
か
つ
、
冬
の
厳
し

い
寒
さ
が
和
ら
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
、
寒
冷
の
中
に
保
存
さ
れ
て
い
た

「
は
り
つ
め
て
こ
わ
れ
そ
う
な
」
い
の
ち
の
存
在
そ
の
も
の
も
緩
和

さ
れ
て
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
印
象
を
う
け
る
。
弛
緩
し
た

〈
春
〉
の
姿
が
こ
こ
に
は
あ
る
。

だ
か
ら
、
「
北
方
の
詩
」
に
描
か
れ
た
〈
冬
〉
は
、
い
の
ち
の
燃

焼
を
厳
寒
の
中
に
保
存
し
、
そ
れ
が
溶
け
出
し
て
流
れ
て
し
ま
わ
な

い
よ
う
に
す
る
、
一
種
の
「
い
の
ち
の
燃
焼
を
閉
じ
こ
め
て
お
く
冷

蔵
庫
」
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
春
の
暖

気
の
中
で
は
感
じ
る
こ
と
の
で
き
な
い
存
在
の
確
か
さ
が
、
ま
さ
に

〈
冬
〉
の
冷
気
の
中
で
こ
そ
冴
え
返
っ
て
息
づ
く
も
の
と
し
て
認
識

さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

四

〈
冬
〉
の
諸
相

高
島
高
は
「
麺
麭
」
の
活
動
を
通
じ
て
北
川
冬
彦
と
知
り
、
「
詩

と
詩
論
」
が
提
唱
し
た
新
散
文
詩
運
動
、
短
詩
運
動
の
理
論
を
自
ら

の
詩
法
の
中
に
取
り
入
れ
た
。
『
北
方
の
詩
』
に
は
様
々
な
詩
形
が

実
験
的
に
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
、
高
島
高
の
詩
の
特
徴
を
形
作
っ
て

い
る
。
こ
の
章
で
は
、
言
語
芸
術
と
し
て
様
々
な
方
法
で
描
き
出
さ

れ
、
認
識
さ
れ
た
〈
冬
〉
の
諸
相
に
つ
い
て
触
れ
て
い
く
。

北
方
の
冬

１

枯
木
を
め
ぐ
る
風
は
日
に
日
に
捨
て
残
さ
れ
た
落
葉
等
を
さ
ら
に

蝕
ば
ん
で
ゆ
く
の
で
あ
っ
た
。
其
処
の
陰
影
に
あ
る
水
溜
り
に
つ
い

て
幾
た
び
も
暗
い
雲
等
は
何
か
噂
し
合
っ
て
は
流
れ
て
い
っ
た
。
浸

潤
さ
れ
た
地
層
よ
、

２

落
葉
の
色
に
し
み
た
地
層
の
腐
敗
物
質
に
つ
い
て
枯
枝
の
上
で
終

日
小
鳥
は
考
え
こ
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
き
に
は
盲
い
た
風

が
そ
の
椋
毛
を
さ
え
き
び
し
く
吹
き
な
ぐ
っ
て
い
っ
た
の
だ
っ
た
が
。

３

小
鳥
は
も
う
飛
べ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い

４

思
い
出
し
て
か
ら
も
う
十
日
。
は
る
か
剣
氷
の
刃
を
か
す
め
て
冬

ご
と
に
幾
年
も
幾
年
も
私
は
待
っ
て
い
る
人
の
こ
と
を
。

５

鉛
色
に
截
断
さ
れ
た
風
景
を
截
断
す
る
水
溜
り
の
上
の
枯
枝
の
上

で
小
鳥
は
終
日
考
え
こ
ん
で
い
た
。

「
陰
影
の
あ
る
水
溜
り
」
「
暗
い
雲
」
「
剣
氷
の
刃
」
「
鉛
色
」
な

ど
の
詩
語
に
北
方
の
灰
色
の
冬
が
思
い
出
さ
れ
る
。
色
彩
の
イ
メ
ー

ジ
は
重
く
暗
い
。
そ
し
て
「
浸
潤
さ
れ
た
地
層
」
は
「
腐
敗
物
質
」

を
含
み
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
腐
ら
せ
土
に
還
そ
う
と
す
る
。
生
命
が

解
体
さ
れ
て
ゆ
く
冬
の
姿
が
寒
々
と
描
か
れ
、
「
小
鳥
」
は
飛
び
立

つ
こ
と
も
で
き
ず
「
終
日
考
え
こ
ん
で
い
」
る
存
在
と
し
て
あ
く
ま

で
も
静
的
で
あ
る
。
こ
の
詩
は
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
年
）
、
高

島
が
昭
和
医
学
専
門
学
校
卒
業
後
に
「
麺
麭
」
に
投
稿
し
た
作
品
で

あ
る
。
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ま
た
、
『
北
方
の
詩
』
に
は
様
々
な
短
詩
が
存
在
す
る
。

雪
崩

何
喰
ぬ
太
陽
が

ボ
ン
ヤ
リ
照
っ
て
い
る

こ
の
詩
は
雪
山
に
お
け
る
雪
崩
の
危
険
性
を
ス
ナ
ッ
プ
風
に
描
く

ユ
ー
モ
ア
が
あ
る
。
「
何
喰
わ
ぬ
太
陽
」
の
も
と
で
今
に
も
雪
崩
が

起
き
そ
う
な
危
険
な
風
景
が
描
か
れ
る
。
雪
崩
の
危
険
を
全
く
気
に

も
し
な
い
「
太
陽
」
と
の
対
比
が
面
白
い
。

吹
雪

目
を
た
た
く

唇
ま
で
た
た
く

そ
し
て
ゆ
き
過
ぎ
る

激
し
い
勢
い
で
吹
き
付
け
、
過
ぎ
去
っ
て
い
く
吹
雪
の
様
子
を
「
た

た
く
」
と
い
う
皮
膚
感
覚
で
表
現
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
「
雪
崩
」

も
「
吹
雪
」
も
〈
北
方
〉
世
界
の
部
分
的
な
要
素
を
切
り
取
っ
て
結

晶
化
し
て
い
る
。
限
定
さ
れ
た
言
葉
に
よ
る
簡
潔
な
世
界
が
逆
に
、

〈
冬
〉
の
あ
る
一
面
を
鮮
明
に
描
き
出
し
て
い
る
。

五

東
京
と
〈
冬
〉

こ
れ
ら
〈
冬
〉
の
詩
を
所
収
し
た
『
北
方
の
詩
』
は
、
昭
和
十
三

年
七
月
に
東
京
の
豊
島
区
に
あ
る
ボ
ン
書
房
か
ら
出
版
さ
れ
た
。
今

こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
こ
と
は
、
こ
れ
ら
〈
北
方
〉
〈
冬
〉
を
満
載

し
た
詩
集
が
、
高
島
が
東
京
に
い
る
と
き
に
、
東
京
の
出
版
社
を
通

じ
て
世
に
出
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
事
実
か
ら
読
み
取
れ
る
い

く
つ
か
の
仮
説
を
こ
こ
で
示
し
た
い
。

ま
ず
、
東
京
に
い
た
か
ら
こ
そ
言
語
化
で
き
た
〈
北
方
〉
が
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
北
方
の
詩
」
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
、

故
郷
の
中
に
い
て
写
実
的
に
北
国
を
描
い
た
も
の
と
は
明
ら
か
に
異

な
る
詩
の
言
語
の
ひ
ら
め
き
が
あ
る
。
紡
ぎ
出
さ
れ
、
現
前
さ
せ
ら

れ
た
言
葉
と
し
て
の
〈
北
方
〉
は
、
生
ま
れ
故
郷
の
外
に
生
活
す
る

経
験
を
し
た
者
が
持
ち
得
る
対
象
と
の
距
離
を
保
っ
て
い
る
。
そ
の

距
離
が
「
北
方
の
詩
」
の
前
半
部
分
の
幻
想
性
を
生
み
、
後
半
部
分

の
生
命
観
の
力
強
さ
を
支
え
て
い
る
と
私
は
考
え
る
。
か
つ
、
〈
北

方
〉
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
言
語
化
す
る
に
あ
た
っ
て
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の

手
法
を
『
北
方
の
詩
』
に
柔
軟
に
取
り
入
れ
た
点
が
評
価
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。
高
島
に
と
っ
て
土
着
の
世
界
で
あ
る
北
国
は
、
あ
く
ま

で
も
自
身
の
経
験
や
記
憶
と
密
接
に
結
び
つ
き
、
そ
れ
を
多
数
の
読

者
に
向
け
て
開
示
し
て
い
く
場
合
、
個
人
的
な
経
験
や
記
憶
が
詩
の

世
界
の
広
が
り
を
限
定
し
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
独

善
に
お
ち
い
る
危
機
を
孕
ん
だ
モ
チ
ー
フ
、
そ
れ
が
〈
北
方
〉
で
あ

っ
た
。
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
手
法
は
、
高
島
の
詩
を
粘
着
質
で
個
人
的
な

歴
史
か
ら
解
き
放
ち
、
「
個
人
的
な
北
国
」
を
、
多
く
の
読
者
に
送

り
届
け
る
こ
と
の
で
き
る
「
詩
の
世
界
の
〈
北
方
〉
」
に
ま
で
研
ぎ

澄
ま
せ
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
ス
ト
イ
ッ
ク

な
作
風
を
、
例
え
ば
北
川
冬
彦
は
「
男
性
的
」
と
表
現
し
た
の
か
も

し
れ
な
い

。
６

さ
ら
に
、
高
島
の
〈
北
方
〉
に
関
す
る
詩
は
、
東
京
で
出
版
さ
れ

た
こ
と
か
ら
も
、
都
市
生
活
者
の
視
点
か
ら
み
た
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な

世
界
を
あ
え
て
現
前
さ
せ
る
こ
と
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
は
自
分
の
故
郷
を
形
象
化
し
て
都
市
生

活
者
の
前
に
現
前
さ
せ
た
い
と
い
う
高
島
の
思
い
が
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
。
都
市
生
活
者
の
頭
の
中
で
描
か
れ
た
北
国
の
姿
、
つ
ま
り

都
市
生
活
者
が
内
包
す
る
地
方
の
イ
メ
ー
ジ
を
詩
に
結
晶
化
さ
せ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
東
京
の
詩
壇
に
お
い
て
独
自
の
作
風
を
作
り
、
他

の
詩
人
と
の
差
異
化
を
図
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
。
戦
略

的
、
と
言
え
ば
言
い
過
ぎ
か
も
し
れ
な
い
が
、
自
身
の
内
奥
に
広
が

る
自
然
の
風
景
を
自
ら
の
詩
的
特
徴
と
し
て
中
央
詩
壇
に
立
つ
こ
と
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が
で
き
た
こ
と
は
、
高
島
に
と
っ
て
は
大
き
な
自
信
に
も
つ
な
が
っ

た
は
ず
だ
。

『
北
方
の
詩
』
の
〈
冬
〉
に
は
人
間
の
生
活
は
ほ
と
ん
ど
描
か
れ

て
い
な
い
。
徹
底
し
た
寒
冷
の
風
景
が
様
々
な
手
法
で
定
着
さ
れ
て

い
る
。
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
恐
ら
く
、
誰
が
読
ん
で
も
そ
こ
に
厳
然
と

し
て
存
在
す
る
〈
北
方
〉
の
姿
を
描
く
こ
と
を
心
が
け
た
高
島
の
創

作
方
針
が
息
づ
い
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
。
慣
習
に
塗
り
込
め
ら

れ
、
情
に
揺
れ
動
く
人
間
の
生
活
の
断
面
は
、
こ
こ
で
は
あ
え
て
描

く
こ
と
が
抑
制
さ
れ
て
い
る
と
私
は
考
え
る
の
だ
。

六

詩
集
『
山
脈
地
帯
』
の
〈
冬
〉

～

人
間
と
自
然

～

私
は
、
『
北
方
の
詩
』
が
余
人
の
解
釈
を
許
さ
な
い
屹
立
し
た
〈
北

方
〉
の
形
象
化
で
あ
り
、
同
時
に
都
市
生
活
者
が
夢
見
る
〈
北
方
〉

の
イ
メ
ー
ジ
を
映
し
鏡
に
し
て
書
か
れ
た
詩
集
で
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
た
。
「
母
」
（
母
は
／
傷
み
や
ぶ
れ
た
手
風
琴
で
す
）
の
よ
う
に
無

季
の
作
品
で
、
か
つ
母
親
に
対
す
る
思
慕
を
含
ん
だ
作
品
も
も
ち
ろ

ん
あ
る
が
、
冬
を
テ
ー
マ
に
し
た
作
品
の
ほ
と
ん
ど
が
、
抑
制
さ
れ

た
リ
リ
シ
ズ
ム
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
第
二
詩
集
で
あ
る
『
山
脈
地
帯
』
（
旗
社
出
版
部

昭

和
十
六
年
二
月
二
十
日
）
を
読
む
と
、
同
じ
〈
北
方
〉
を
モ
チ
ー
フ

に
し
た
作
品
で
も
、
『
北
方
の
詩
』
に
比
べ
て
人
間
の
物
語
を
意
識

的
に
描
く
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
見
て
取
れ
る
。
「
山
脈
地
帯

第
一
章
」

を
読
ん
で
み
よ
う
。

あ
ん
な
曇
り
雲
が
光
る
の
は

あ
れ
は
山
脈
の
雪
の
せ
い
だ

曇
り
雲
そ
れ
自
身
に
発
光
体
が
あ
る
と
考
え
る
の
は

そ
れ
は
君
の
画
か
き
と
し
て
の
感
覚
の
せ
い
だ

本
当
の
雲
そ
の
も
の
は
鉛
色
な
ん
だ

ど
ん
な
に
白
く
見
え
る
雪
だ
っ
て

鉛
色
と
し
て
の
一
種
の
光
の
要
素
を
も
っ
て
い
る
ん
だ

そ
れ
は
色
そ
の
も
の
と
し
て
受
け
る
感
覚
よ
り

温
度
を
失
っ
て
い
る
と
い
う
冷
却
感
の
せ
い
か
も
知
れ
な
い

だ
か
ら
こ
の
裸
木
の
立
木
な
ど
も

雲
の
陰
影
の
色
と
い
う
よ
り
雪
の
陰
影
の
色
と
い
っ
た
方
が
た

し
か
な
ん
だ

（
と
こ
ろ
で
こ
ん
な
雪
の
地
方
で
は

何
で
も
か
ん
で
も
陰
影
を
帯
び
て
く
る
も
の
な
ん
だ

た
と
え
ば
魂
に
だ
っ
て
あ
の
裸
木
以
上
の
陰
影
が
さ
す
）

だ
か
ら
あ
の
山
脈
の
襞
々
に
あ
る
陰
影
な
ど
は

こ
の
地
方
の
風
景
を
現
す
に
最
も
重
要
な
シ
ン
ボ
ル
な
ん
だ

そ
れ
は
冷
却
感
を
表
象
す
る
こ
と
よ
り
も

心
理
的
な
意
味
に
お
け
る
神
秘
感
に
と
っ
て
重
大
な
ん
だ

時
々
小
鳥
が
あ
の
山
脈
の
脊
の
上
で
叩
き
落
と
さ
れ
る
の
は

あ
れ
は
冷
却
感
よ
り
そ
の
よ
う
な
神
秘
感
の
た
め
か
も
知
れ
な

い

も
っ
と
云
え
ば
あ
れ
は
鳥
さ
え
落
と
す
よ
う
な
鋭
い
刃
物
を
も

っ
て
い
る
ん
だ

（
君
に
い
つ
か
は
な
し
た
ろ
う

Ｎ
村
の
美
也
子
さ
ん
が
雪
の
山
脈
の
中
で
死
ん
だ
こ
と
を

美
貌
で
人
間
で
あ
る
美
也
子
さ
ん
は
勿
論
鳥
と
は
一
緒
に
出
来

な
い
け
れ
ど

そ
の
よ
う
な
神
秘
的
な
刃
物
で
切
ら
れ
た
こ
と
は
た
し
か
だ
ね

し
か
し
雪
が
解
け
て
か
ら
美
也
子
さ
ん
は
鳥
の
よ
う
に
骨
ば
か

り
に
な
っ
て
い
た

ど
っ
ち
か
と
云
え
ば
雪
国
の
人
は
悲
劇
に
な
れ
て
い
る
ね

こ
れ
で
一
た
ん
嵐
に
な
っ
た
ら
悲
劇
だ
な
ど
と
い
う
生
や
さ
し

い
も
の
じ
ゃ
な
い
ん
だ
か
ら

東
京
生
ま
れ
の
君
に
も
そ
れ
は
わ
か
る
だ
ろ
う
）

こ
の
麓
の
村
の
人
た
ち
は
死
ぬ
こ
と
な
ど
は
な
ん
と
も
思
っ
ち

ゃ
い
な
い
ん
だ

そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
自
然
現
象
と
同
じ
よ
う
に
ご
く
自
然
な
こ
と

だ
と
思
っ
て
い
る
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生
と
か
死
と
か
、
そ
ん
な
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
ん
だ

そ
の
意
味
で
は
こ
こ
の
村
人
は
ニ
イ
チ
ェ
以
上
に
超
人
だ
よ

都
会
生
ま
れ
の
君
が
、
そ
の
上
芸
術
家
で
あ
る
君
が
感
ず
る
感

覚
な
ど
と
い
う
も
の
も
こ
の
村
で
は
一
本
の
髪
の
毛
よ
り

も
無
用
な
も
ん
な
ん
だ

彼
ら
は
子
供
を
生
ん
で
そ
し
て
死
ん
で
行
く
ば
か
り
さ

だ
か
ら
か
え
っ
て
こ
の
雪
の
色
が
こ
ん
な
に
凄
味
の
あ
る
陰
影

を
僕
ら
に
与
え
る
の
か
も
知
れ
な
い

恋
愛
だ
っ
て
恋
愛
そ
れ
自
身
と
し
て
は
け
っ
し
て
感
じ
て
恋
愛

な
ん
か
し
て
い
な
い
ん
だ

だ
か
ら
あ
の
山
脈
の
脊
の
上
で
鳥
が
凍
死
す
る
の
も
あ
た
り
ま

え
か
も
知
れ
な
い

悲
惨
と
い
え
ば
こ
れ
以
上
の
悲
惨
が
な
い
ね

（
だ
が
た
っ
た
一
人
美
也
子
さ
ん
だ
け
は
考
え
た
ん
だ

─
―
し
か
し
考
え
る
も
の
は
こ
こ
で
は
生
き
て
ゆ
け
な
い
ん
だ

結
局
鳥
の
よ
う
に
骨
ば
か
り
に
な
る
か
狂
う
か
よ
り
他
に
手
が

な
い
ん
だ
よ

そ
し
て
相
手
の
男
は
君
ど
う
な
っ
た
と
思
う
？

風
は
裸
木
を
ゆ
り
う
ご
か
し
て
吹
い
て
来
た

平
原
の
雪
が
う
ず
ま
き
の
よ
う
な
形
で
浮
き
立
ち

ど
っ
し
り
と
し
た
雲
が
少
し
ず
つ
山
脈
の
脊
の
上
で
光
っ
た
腹

を
見
せ
な
が
ら
位
置
を
か
え
は
じ
め
る

（
そ
の
男
は
ね
、
美
也
子
さ
ん
の
よ
う
な
直
接
行
動
に
は
行
け

な
か
っ
た
ん
だ
。
卑
怯
と
い
え
ば
卑
怯
だ
が
ね
。

─
―
し
か
し
、
結
局
哲
学
に
入
っ
て
行
っ
て
今
で
は
も
う
流
刑

人
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
さ
。

こ
こ
で
は
知
性
は
必
ず
一
種
の
復
し
う
を
受
け
る
ん
だ
。
自
然

、
、

と
文
化
の
闘
い
と
云
う
か
ね
。
こ
こ
で
は
そ
れ
程
自
然
の
偉
力

と
い
う
も
の
は
絶
対
的
な
ん
だ
。
自
然
に
そ
む
く
者
の
こ
と
ご

と
く
は
手
ひ
ど
い
目
に
会
う
の
さ
。
考
え
て
み
れ
ば
無
茶
な
話

だ
が
ね
。
そ
れ
程
無
智
は
こ
こ
で
は
絶
対
的
な
ん
だ
。
都
会
生

活
者
の
君
に
は
こ
う
い
う
こ
と
は
ち
ょ
っ
と
わ
か
り
に
く
い
か

も
知
れ
な
い
が
ね
。
そ
ろ
そ
ろ
嵐
に
な
っ
て
来
た
ぞ
。
こ
れ
は

物
凄
い
吹
雪
に
な
る
ぜ
。
あ
、
そ
の
男
が
僕
だ
っ
て
い
う
の
か

い
？
そ
ん
な
こ
と
は
ど
う
で
も
い
い
じ
ゃ
な
い
か
。
た
だ
君
に

こ
の
風
景
を
写
生
し
て
貰
う
た
め
に
、
そ
し
て
こ
の
風
景
た
ち

の
陰
影
を
説
明
す
る
た
め
に
云
っ
た
ま
で
の
話
さ
。
さ
あ
あ
の

森
ま
で
歩
こ
う
。
あ
そ
こ
の
ア
ト
リ
エ
に
は
も
う
火
の
用
意
も

し
て
あ
る
は
ず
だ
。
そ
し
て
あ
そ
こ
で
は
充
分
に
、
君
の
素
晴

ら
し
い
タ
ッ
チ
に
よ
っ
て
、
こ
の
雪
の
山
脈
地
帯
の
風
景
の
再

生
が
見
れ
る
と
い
う
わ
け
な
ん
だ
）

雪
に
め
り
こ
ま
な
い
よ
う
に
し
た
ま
え

君
も
知
性
人
の
一
人
だ
か
ら
、
自
然
は
ど
ん
な
風
に
こ
の
自
然

自
身
の
陰
影
を
増
す
た
め
の
復
し
う
を
し
な
い
と
も
か
ぎ

、
、

ら
な
い
ね

あ
ぶ
な
か
っ
た
ら
僕
に
つ
か
ま
り
た
ま
え

（
第
一
章
終
わ
り
）

附
記

作
者
は
第
一
章
、
第
二
章
、
第
三
章
、
夜
明
け
を
意
図

せ
る
第
四
章
ま
で
書
き
し
が
、
意
に
満
た
ず
後
日
を
期
し
こ
こ

に
第
一
章
の
み
を
発
表
す
。

こ
の
物
語
風
の
長
詩
を
読
み
進
め
る
上
で
、
と
り
あ
え
ず
は
内
容

を
二
項
対
立
に
整
理
し
て
み
る
こ
と
が
分
か
り
や
す
い
だ
ろ
う
。

・
美
也
子

←
→

男

・
自
然

←
→

文
化

・
雪
の
地
方

←
→

東
京
（
都
会
生
活
者
）

・
無
智

←
→

知
性

・
直
接
行
動

←
→

哲
学

厳
然
た
る
自
然
の
前
で
は
あ
ら
ゆ
る
価
値
、
思
想
、
知
性
、
美
貌
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は
何
の
意
味
も
持
た
な
い
。
こ
の
詩
に
は
、
知
性
に
寄
り
か
か
り
「
考

え
る
こ
と
」
に
と
ら
わ
れ
る
近
代
人
を
相
対
化
す
る
自
然
の
力
が
描

か
れ
て
い
る
。
北
方
の
山
脈
は
そ
の
「
陰
影
を
増
す
」
た
め
に
「
神

秘
的
な
刃
物
」
に
よ
っ
て
生
き
物
の
い
の
ち
を
奪
い
そ
の
肉
を
土
へ

と
還
元
さ
せ
る
。
そ
う
い
っ
た
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
平
等
に
働
く
自
然

の
力
の
下
で
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
北
方
に
生
き
る
人
々
に

と
っ
て
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
都
会
に
生
き
る
人
々
と
自
分
た
ち

を
差
異
化
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
要
素
で
あ
る
こ
と
が
語
ら
れ
る
。

北
の
山
麓
に
生
き
る
人
た
ち
は
「
死
ぬ
こ
と
な
ど
な
ん
と
も
思
っ
ち

ゃ
い
な
い
」
存
在
で
あ
り
、
「
死
」
は
「
あ
ら
ゆ
る
自
然
現
象
」
の

一
つ
に
過
ぎ
ず
、
「
子
供
を
生
ん
で
そ
し
て
死
ん
で
い
く
ば
か
り
」

の
人
生
で
あ
る
と
詩
は
言
う
。
自
我
や
個
人
を
土
台
と
し
た
近
代
的

な
恋
愛
の
意
識
は
そ
こ
に
は
な
く
、
共
同
体
の
中
で
行
わ
れ
る
生
殖

の
営
み
に
よ
っ
て
い
の
ち
を
つ
な
ぎ
、
世
を
去
る
。
知
性
に
支
え
ら

れ
た
近
代
的
な
生
活
を
志
向
す
る
価
値
観
は
そ
こ
に
は
見
ら
れ
な
い
。

し
か
し
、
こ
こ
で
私
が
措
定
し
た
二
項
対
立
は
あ
ま
り
に
も
単
純

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
詩
の
中
で
描
か
れ
て
い
る
〈
北
方
〉

は
あ
ま
り
に
も
原
始
的
で
、
ま
る
で
〈
北
方
〉
に
は
「
文
化
」
や
「
知

性
」
が
存
在
し
て
い
な
い
か
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
富

山
で
育
っ
た
高
島
高
が
、
北
国
に
対
し
て
こ
の
よ
う
な
平
面
的
な
認

識
し
か
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
ゆ
え
に
、

こ
こ
で
描
か
れ
る
〈
北
方
〉
も
ま
た
、
や
は
り
『
北
方
の
詩
』
に
お

い
て
指
摘
し
た
よ
う
に
、
あ
え
て
東
京
を
基
準
と
し
た
物
差
し
で
語

ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
「
〈
北
方
〉
＝
自
然
＝

無
知
」
と
「
東
京
＝
文
化
＝
知
性
」
と
い
う
極
端
な
物
差
し
が
こ
こ

で
は
採
用
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
都
市
生
活
者
か
ら
見
た
北
国
の
異
質

性
、
他
を
受
け
付
け
な
い
絶
対
的
な
世
界
の
存
在
を
高
島
は
意
識
し

て
こ
の
詩
の
世
界
観
を
構
築
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
し
、
北

国
を
基
準
と
し
て
も
の
を
考
え
る
な
ら
ば
、
北
国
に
は
北
国
の
文
化

や
民
俗
に
根
ざ
し
た
知
性
が
存
在
す
る
は
ず
だ
が
、
こ
の
詩
の
中
で

は
そ
の
よ
う
な
伝
統
的
な
地
方
文
化
に
、
お
そ
ら
く
は
意
図
的
に
触

れ
て
は
い
な
い
。

た
だ
し
、
こ
の
二
項
対
立
に
収
斂
さ
れ
な
い
存
在
と
し
て
「
美
也

子
さ
ん
」
「
君
（
画
か
き
）
」
「
僕
」
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
は
着

目
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
厳
然
と
し
た
北
国
の
冬
を
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
に

描
い
た
『
北
方
の
詩
』
と
の
方
法
的
な
違
い
も
ま
た
、
そ
こ
に
発
見

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

生
ま
れ
、
子
孫
を
残
し
、
死
ん
で
い
く
だ
け
の
習
俗
の
中
、
「
美

也
子
さ
ん
」
だ
け
は
「
考
え
た
ん
だ
」
と
詩
は
言
う
。
「
美
也
子
さ

ん
」
は
「
美
貌
の
人
間
」
で
あ
り
、
「
直
接
行
動
」
を
と
っ
て
「
雪

の
山
脈
」
に
入
り
、
そ
こ
で
「
神
秘
な
刃
物
」
で
切
ら
れ
て
い
の
ち

を
落
と
し
た
。
そ
し
て
冬
が
あ
け
て
鳥
の
よ
う
に
白
骨
化
し
た
状
態

で
発
見
さ
れ
た
女
性
で
あ
る
。
「
美
也
子
さ
ん
」
が
「
雪
の
山
脈
」

に
対
し
て
と
っ
た
「
直
接
行
動
」
が
何
を
考
え
て
の
行
動
か
は
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
「
無
智
」
の
ま
ま
に
生
き
、
子
孫
を
残
し

て
死
ん
で
い
く
こ
の
北
方
の
民
の
中
に
あ
っ
て
「
知
性
」
を
も
っ
て

考
え
、
自
己
の
在
り
方
を
問
う
も
の
と
し
て
の
「
恋
愛
」
と
い
う
も

の
を
経
験
し
、
そ
れ
が
ゆ
え
に
自
然
か
ら
「
一
種
の
復
し
う
」
を
受

、
、

け
る
こ
と
に
な
っ
た
女
性
で
あ
る
。
自
然
の
力
の
前
に
屈
す
る
存
在

の
「
美
也
子
さ
ん
」
で
は
あ
る
が
、
「
僕
」
は
そ
の
生
き
方
を
記
憶

に
留
め
、
東
京
か
ら
来
た
「
画
か
き
」
に
話
す
の
で
あ
る
。

「
君
」
は
都
会
か
ら
や
っ
て
き
た
「
画
か
き
」
で
あ
る
。
「
絵
か

き
」
で
あ
る
「
君
」
は
、
こ
の
山
脈
地
帯
の
陰
影
を
ア
ト
リ
エ
で
キ

ャ
ン
バ
ス
に
「
再
生
」
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
技
能
を
持
つ
者
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
芸
術
性
も
ま
た
人
間
の
知
性
の
産
物
で
あ
り
、
「
こ

の
村
で
は
一
本
の
髪
の
毛
よ
り
も
無
用
な
も
の
な
ん
だ
」
と
さ
れ
る

一
方
で
、
絶
対
的
な
存
在
と
し
て
の
自
然
を
人
間
の
力
に
よ
っ
て
認

識
、
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
と
し
て
希
望
を
持
っ
て
描
か
れ
て

も
い
る
存
在
で
あ
る
。
絵
を
描
く
と
い
う
行
為
は
、
モ
ノ
を
対
象
化

し
、
そ
の
対
象
に
自
己
を
接
近
さ
せ
る
視
点
を
獲
得
す
る
知
的
営
為

で
も
あ
る
。
「
直
接
行
動
」
を
と
っ
て
山
に
入
っ
た
「
美
也
子
さ
ん
」

と
は
異
な
り
、
「
画
か
き
」
は
知
性
に
よ
る
認
識
の
一
形
態
と
し
て

の
絵
画
と
い
う
方
法
で
厳
然
た
る
自
然
と
対
峙
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

そ
こ
に
は
、
知
に
よ
る
自
然
の
克
服
の
意
志
が
息
づ
い
て
い
る
と
考
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え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
「
僕
」
の
位
置
を
整
理
す
る
な
ら
ば
、
か
つ
て
「
美
也
子

さ
ん
」
と
恋
に
落
ち
た
か
も
知
れ
な
い
存
在
で
あ
り
、
「
哲
学
に
入

り
」
「
流
刑
人
」
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
存
在
で
あ
る
。
か
つ

ま
た
「
君
」
と
い
う
「
画
か
き
」
を
こ
の
山
脈
地
帯
に
誘
い
、
そ
の

陰
影
の
深
さ
を
教
え
て
絵
に
描
か
せ
よ
う
と
す
る
存
在
で
も
あ
る
。

そ
し
て
最
終
行
の
「
あ
ぶ
な
か
っ
た
ら
僕
に
つ
か
ま
り
た
ま
え
」
と

い
う
言
葉
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
都
会
の
知
性
を
持
ち
つ
つ
も
こ

の
山
脈
地
帯
を
生
き
抜
く
こ
と
が
で
き
る
土
着
の
生
活
感
を
持
っ
た
、

い
わ
ば
「
自
然
と
文
化
の
闘
い
」
の
中
を
自
由
に
行
き
来
す
る
こ
と

が
で
き
る
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
高
島
高
の
伝
記
に
還
元
す

れ
ば
、
こ
の
「
僕
」
は
東
京
と
富
山
の
両
方
の
生
活
を
知
っ
た
高
島

自
身
の
投
影
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
「
山
脈
地
帯

第
一
章
」
に
は
詩
集
『
北

方
の
詩
』
と
は
ま
た
違
っ
た
魅
力
が
あ
る
。
そ
の
魅
力
と
は
、
〈
北

方
〉
の
中
に
〈
人
間
〉
が
息
づ
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
東

京
生
ま
れ
の
人
間
と
北
に
生
き
る
人
間
と
が
明
ら
か
な
形
で
対
置
さ

れ
、
近
代
人
が
よ
す
が
と
し
て
い
る
知
性
の
脆
弱
さ
を
自
然
の
猛
威

と
比
較
す
る
こ
と
で
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
姿
勢
は

『
北
方
の
詩
』
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
要
素
で
あ
る
。
抑
制
さ
れ
た

リ
リ
シ
ズ
ム
の
『
北
方
の
詩
』
、
人
間
の
ド
ラ
マ
を
物
語
風
に
描
い

た
『
山
脈
地
帯
』
。
こ
の
二
つ
の
詩
集
に
お
け
る
〈
冬
〉
の
様
相
を

比
べ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
高
島
高
の
表
現
の
幅
の
広
さ
、
そ
の

詩
集
に
付
与
す
る
べ
き
意
図
を
選
択
す
る
意
識
の
確
か
さ
が
分
か
る

と
い
う
も
の
だ
。

詩
集
『
山
脈
地
帯
』
か
ら
も
う
一
篇
、
「
故
郷
挽
歌
」
を
読
ん
で

み
る
。

故
郷
挽
歌

─

僕
は
こ
の
若
き
日
の
詩
篇
を
愛
す
る
が
ゆ
え
に
憎
む

雲
は
低
く
て
暗
く

そ
の
上
光
る
の
は

あ
れ
は
立
山
連
峰
の
雪
の
せ
い
だ

こ
ん
な
重
っ
た
い
空
気
は
め
っ
た
に
あ
る
も
の
で
は
な
く

（
つ
る
ぎ
た
て
や
ま
）

こ
ん
な
鋭
い
山
脈
系
は
め
っ
た
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
は

こ
の
地
方
の
風
景
画
家
た
ち
の
エ
ス
プ
リ
ら
し
い
が

と
こ
ろ
で
僕
は
た
っ
た
今
午
後
三
時
五
十
分
着
の

上
野
発
列
車
か
ら
下
り
立
っ
た
ば
か
り
の
旅
の
男
だ

列
車
つ
か
れ
の
眼
窓
に
は

は
る
か
山
脈
の
頂
上
の
雪
の
層
が
き
ら
き
ら
光
り

こ
の
停
車
場
の
古
風
な
こ
と
は

い
つ
ま
で
た
っ
て
も
ま
が
っ
た
針
の
柱
時
計
や

朽
ち
た
四
角
柱
の
陰
影
や
こ
わ
れ
た
窓
の
窓
ガ
ラ
ス

窓
ガ
ラ
ス
の
外
の
積
荷
の
陰
に
は

幼
な
じ
み
の×

町
の
Ｔ
さ
ん
や
Ｎ
さ
ん
が
い
る
よ
う
だ
け
れ

ど

僕
は
な
る
べ
く
知
ら
な
い
ふ
り
を
し
た
い
の
で

切
符
を
渡
す
と
帽
子
を
真
深
く
か
む
り

さ
て
雪
道
を
先
ず
山
麓
の
方
に
向
け
て
と
り
た
い
と
思
う

町
の
中
は
今
も
や
っ
ぱ
り
魚
屋
さ
ん
や
お
菓
子
屋
さ
ん
や

銀
行
や
荒
物
屋
さ
ん
で
に
ぎ
わ
っ
て
い
る
だ
ろ
う
け
れ
ど

僕
は
今
で
も
帰
郷
者
で
も
な
く
成
功
者
で
も
な
く

一
介
の
行
き
ず
り
の
旅
の
男
だ
し

又
町
中
自
転
車
や
乗
合
自
動
車
を
さ
け
た
り
す
る
の
が
う
る

さ
い
し

そ
れ
に
も
ま
し
て
町
湯
の
噂
た
ち
に
花
を
さ
か
せ
て
よ
る
の

は
業
腹
だ

僕
の
生
れ
た
町
だ
と
い
う
の
は
あ
の
雪
の
中
の
灯
だ
け
で
け

っ
こ
う

あ
の
灯
た
ち
を
一
つ
二
つ
と
か
ぞ
え
な
が
ら

今
日
は
せ
め
て
夜
中
ま
で
あ
の
山
麓
の
雪
道
で
も
あ
て
ど
な
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く
さ
ま
よ
い
歩
い
て
み
よ
う

こ
の
詩
に
は
、
詩
集
『
北
方
の
詩
』
の
時
点
で
あ
え
て
抑
制
さ
れ
、

控
え
ら
れ
た
い
た
表
現
が
堰
を
切
っ
た
よ
う
に
あ
ふ
れ
出
て
い
る
。

抽
象
的
な
表
現
は
む
し
ろ
避
け
ら
れ
、
あ
く
ま
で
も
具
体
的
な
表
現

が
採
用
さ
れ
て
お
り
固
有
名
詞
の
使
用
が
目
立
つ
。
例
え
ば
「
立
山

連
峰
」
や
「
（
つ
る
ぎ
た
て
や
ま
）
」
な
ど
の
詩
語
を
見
れ
ば
、
は
っ

き
り
と
富
山
県
の
自
然
が
連
想
さ
れ
る
。
こ
の
具
体
性
は
ど
こ
か
ら

来
る
の
か
。
私
は
、
第
一
詩
集
に
お
い
て
〈
北
方
〉
の
厳
然
た
る
〈
冬
〉

を
世
に
問
う
た
高
島
は
、
む
し
ろ
自
ら
の
内
奥
・
記
憶
・
愛
憎
に
従

っ
て
、
故
郷
富
山
を
具
体
的
に
対
象
化
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
と

考
え
る
の
だ
。

固
有
名
詞
の
使
用
に
よ
っ
て
舞
台
は
富
山
で
あ
る
こ
と
が
限
定
さ

れ
た
。
上
野
発
の
列
車
に
乗
っ
て
東
京
を
後
に
し
た
「
僕
」
。
そ
の

「
僕
」
は
、
上
野
駅
と
の
比
較
の
中
で
故
郷
の
「
停
車
場
」
を
「
古

風
」
だ
と
言
い
な
が
ら
、
「
ま
が
っ
た
針
の
柱
時
計
」
や
「
朽
ち
た

四
角
柱
」
、
「
こ
わ
れ
た
窓
の
窓
ガ
ラ
ス
」
に
懐
か
し
さ
を
感
じ
て
い

る
。
そ
し
て
、
「
僕
」
は
自
分
自
身
の
こ
と
を
「
帰
郷
者
で
も
な
く

成
功
者
で
も
な
く
」
「
一
介
の
行
き
ず
り
の
旅
の
男
」
だ
と
規
定
す

る
。
知
り
合
い
の
い
る
場
所
を
避
け
、
ひ
と
り
「
雪
道
を
山
麓
の
方

に
向
け
て
と
り
た
い
と
思
う
」
と
言
い
、
「
今
日
は
せ
め
て
夜
中
ま

で
あ
の
山
麓
の
雪
道
で
も
あ
て
ど
な
く
さ
ま
よ
い
歩
い
て
み
よ
う
」

と
感
じ
入
る
。

こ
の
詩
に
お
い
て
「
僕
」
は
故
郷
に
対
し
て
「
帰
郷
者
」
「
成
功

者
」
と
い
う
意
識
を
持
っ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
ひ
と
り
「
雪
道
」

を
歩
く
「
旅
の
者
」
、
つ
ま
り
「
歩
行
者
」
と
し
て
の
自
己
を
見
出

し
て
い
る
。
人
か
ら
離
れ
て
、
故
郷
の
〈
冬
〉
を
歩
行
す
る
東
京
在

住
の
富
山
県
出
身
者
。
東
京
と
富
山
と
い
う
二
つ
の
空
間
に
よ
っ
て

二
重
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ァ
イ
さ
れ
た
存
在
は
、
同
時
に
ど
ち
ら
の

土
地
に
も
自
身
の
居
場
所
を
見
出
せ
な
い
宙
づ
り
に
さ
れ
た
存
在
で

も
あ
る
。
題
名
に
あ
る
「
挽
歌
」
と
は
、
富
山
に
生
ま
れ
な
が
ら
も

富
山
に
「
帰
郷
」
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
し
て
規
定
さ
れ
た
「
僕
」

自
身
を
葬
る
告
別
の
歌
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
「
僕
は
こ
の
若
き
日

の
詩
篇
を
愛
す
る
が
ゆ
え
に
憎
む
」
と
い
う
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
は
、
愛

憎
入
り
混
ざ
る
「
若
き
日
」
の
自
己
と
の
決
別
の
意
を
含
む
と
解
す

る
こ
と
も
可
能
だ
。

と
こ
ろ
で
、
故
郷
に
は
二
種
類
あ
る
。
一
つ
は
事
実
と
し
て
そ
の

人
が
生
ま
れ
育
っ
た
場
所
で
あ
る
。
戸
籍
や
履
歴
に
従
っ
て
規
定
さ

れ
た
故
郷
の
こ
と
だ
。
も
う
一
つ
は
人
が
自
ら
主
体
的
に
決
定
し
て

い
く
故
郷
だ

。
必
ず
し
も
生
ま
れ
故
郷
で
な
く
と
も
、
後
天
的
に
選

７

択
さ
れ
た
故
郷
意
識
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ

の
詩
の
中
の
「
僕
」
は
、
生
ま
れ
育
っ
た
故
郷
富
山
す
ら
も
「
帰
郷
」

の
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
換
言
す
れ

ば
、
故
郷
富
山
を
「
ふ
る
さ
と
」
と
し
て
選
択
す
る
だ
け
の
理
由
が

自
身
の
中
に
見
い
だ
せ
ず
に
い
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
あ
る
い
は
、

東
京
で
の
「
成
功
者
」
で
な
い
自
分
は
故
郷
に
対
し
て
凱
旋
で
き
な

い
と
い
う
負
い
目
を
感
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
富
山
を
「
故
郷
」
で

あ
る
と
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

「
せ
め
て
」
、
雪
道
を
ひ
と
り
夜
中
ま
で
、
あ
て
ど
な
く
さ
ま
よ

い
歩
く
こ
と
が
「
僕
」
に
と
っ
て
の
慰
め
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
歩

行
は
、
故
郷
富
山
と
東
京
の
両
方
か
ら
脱
落
し
そ
う
に
な
っ
て
ど
こ

に
も
帰
属
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
感
じ
る
ひ
と
り
の
人
間
の
姿
を

描
い
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
同
時
に
、
「
僕
の
生
ま
れ
た
町
だ

と
い
う
の
は
あ
の
雪
の
中
の
灯
だ
け
で
け
っ
こ
う
」
と
い
う
最
低
限

か
つ
謙
虚
と
も
言
え
る
認
識
の
中
に
は
、
「
生
ま
れ
た
町
」
が
存
在

す
る
こ
と
の
確
認
に
よ
っ
て
自
分
と
い
う
も
の
の
根
幹
を
と
ら
え
直

し
、
さ
ら
な
る
「
旅
」
の
途
上
へ
と
向
か
う
静
か
な
納
得
と
、
ま
だ

明
確
な
形
こ
そ
持
っ
て
い
な
い
が
、
来
る
べ
き
出
発
へ
の
助
走
を
読

み
取
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

「
め
っ
た
に
あ
る
も
の
で
は
な
」
い
「
重
っ
た
い
空
気
」
を
含
ん

だ
「
鋭
い
山
脈
」
、
つ
ま
り
故
郷
富
山
の
持
つ
希
有
の
暗
さ
と
そ
こ

に
降
る
雪
の
冷
た
さ
は
、
「
僕
」
の
孤
独
な
歩
行
を
ひ
そ
か
に
後
押

し
し
て
い
る
。
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七

ま
と
め

〈
冬
〉
が
我
々
に
も
た
ら
す
も
の
は
何
か
。
そ
の
よ
う
な
問
い
の

も
と
、
こ
の
文
章
は
書
か
れ
、
高
島
高
の
詩
は
読
ま
れ
た
。

今
回
、
『
北
方
の
詩
』
、
『
山
脈
地
帯
』
と
い
う
二
つ
の
詩
集
の
一

部
作
品
を
取
り
上
げ
て
〈
冬
〉
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
『
北
方
の
詩
』

は
厳
然
た
る
自
然
の
創
出
が
目
指
さ
れ
、
ま
る
で
ひ
と
つ
の
揺
る
ぎ

な
い
風
景
画
が
描
か
れ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
高
島

が
詩
壇
か
ら
注
目
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
の
第
一
詩
集
が
、
東
京
の
出

版
社
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
う
か
が
え
る
こ
と
と
し
て
、

高
島
が
都
市
生
活
者
か
ら
見
た
北
方
と
し
て
の
富
山
を
意
識
し
て
、

き
わ
め
て
抑
制
さ
れ
た
表
現
で
厳
し
い
寒
さ
や
暗
い
風
土
を
現
前
さ

せ
た
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
手
法
を

用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
故
郷
と
い
う
あ
ま
り
に
も
近
す
ぎ
る
対
象

と
適
度
な
距
離
を
保
つ
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
そ
れ
が
『
北
方
の
詩
』

の
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
世
界
を
構
築
す
る
こ
と
に
役
立
っ
た
こ
と
に
つ

い
て
も
言
及
し
た
。

さ
ら
に
、
『
北
方
の
詩
』
が
風
景
画
だ
と
す
れ
ば
、
『
山
脈
地
帯
』

は
人
間
の
劇
が
具
体
的
に
描
か
れ
た
物
語
性
に
富
む
こ
と
に
つ
い
て

も
指
摘
し
た
。
特
に
、
具
体
的
に
東
京
、
富
山
を
示
す
地
名
が
詩
の

中
に
出
て
く
る
作
品
に
お
い
て
は
、
二
つ
の
土
地
に
挟
撃
さ
れ
た
近

代
人
独
特
の
孤
独
や
葛
藤
が
包
括
さ
れ
て
お
り
、
作
中
人
物
の
心
の

ひ
だ
も
ま
た
よ
り
複
雑
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

高
島
は
、
『
北
方
の
詩
』
に
よ
っ
て
示
し
た
〈
冬
〉
の
景
色
の
中

に
、
『
山
脈
地
帯
』
に
お
い
て
は
人
間
の
内
に
流
れ
る
血
の
ぬ
く
も

り
を
付
与
し
た
と
言
え
る
。
今
回
取
り
上
げ
た
二
つ
の
詩
集
を
読
ん

だ
だ
け
で
も
、
高
島
の
詩
人
と
し
て
の
技
法
の
豊
か
さ
を
知
る
こ
と

が
で
き
、
か
つ
詩
集
ご
と
に
表
現
の
方
向
性
を
統
一
、
選
択
す
る
知

的
な
判
断
が
働
い
て
い
る
こ
と
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

高
島
高
、
た
し
か
に
〈
冬
〉
の
詩
人
で
あ
る
。

１

若
き
日
に
詩
を
井
上
靖
が
詩
を
書
い
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

多
く
の
研
究
者
が
触
れ
て
い
る
。
福
田
宏
年
の
『
井
上
靖
評
伝
覚
え
』

（
集
英
社

一
九
七
九
年
九
月
一
〇
日
）
、
近
藤
周
吾
の
「
井
上
靖

と
源
氏
鶏
太
（
一
）

富
山

詩
壇
に
お
け
る
邂
逅
を
中
心
に
」（
「
富

山
文
学
の
会

第
四
回
ふ
る
さ
と
文
学
を
語
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

報

告
書
」
富
山
文
学
の
会
編

二
〇
一
三
年
三
月
三
日
）
な
ど
が
あ
る
。

２

「
詩
と
詩
論
」
第
三
冊
（
昭
和
四
年
三
月
七
日
発
行
）
に
載
せ

ら
れ
た
北
川
冬
彦
の
「
新
散
文
詩
へ
の
道
―
新
し
い
詩
と
詩
人
―
」

に
は
、
「
語
と
語
。
句
と
句
。
行
と
行
。
こ
れ
ら
が
が
っ
ち
り
結
合

さ
れ
る
。
煉
瓦
の
や
う
に
、
セ
メ
ン
ト
は
強
く
き
か
せ
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
プ
ラ
ン
は
、
幾
度
、
変
更
さ
れ
て
も
い
い
。
」
の
箇
所
が
あ

る
。
ま
た
、
旧
来
の
詩
に
対
し
て
、
「
新
し
い
詩
の
構
成
法
が
き
び

し
く
追
究
さ
れ
れ
ば
、
追
究
さ
れ
る
ほ
ど
、
無
闇
に
行
を
か
へ
、
連

を
切
る
こ
と
の
必
然
性
が
失
わ
れ
て
く
る
。
そ
し
て
外
観
は
、
散
文

と
殆
ど
異
な
ら
な
い
も
の
と
な
る
。
こ
こ
に
真
の
自
由
詩
へ
の
道
の

鍵
が
藏
は
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
立
場
か
ら
批
判
を
加
え
て

い
る
。

３

立
野
幸
雄
『
越
中
文
学
の
情
景
』
（
桂
書
房

二
〇
一
三
年
十

月
）

４

高
島
高
編
「
文
学
組
織
」
第
二
号
（
昭
和
二
十
二
年
十
二
月
二

十
日
）
の
「
編
集
後
記
」
に
は
、
編
集
者
で
あ
る
高
島
の
近
況
や
時

節
に
応
じ
て
感
じ
た
こ
と
が
断
章
風
に
書
か
れ
て
お
り
面
白
い
。

「
冬
」
に
関
す
る
記
事
も
多
く
、
高
島
の
季
節
に
対
す
る
感
性
を
身

近
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
も
う
い
よ
い
よ
冬
だ
。
北
ア
ル
プ

ス
は
日
増
し
に
白
蠟
色
の
冷
感
を
深
め
て
ゆ
く
。
立
山
の
頂
上
に
た

だ
よ
う
雲
は
毎
日
、
雪
と
立
山
颪
を
は
ら
ん
で
い
る
。
」
な
ど
の
記

述
を
読
む
と
風
土
の
像
が
髣
髴
と
す
る
。

５

伊
勢
功
治
は
『
ふ
る
さ
と
文
芸
―
あ
ゆ
み
と
高
島
高
』
（
滑
川

市
教
育
委
員
会
『
ふ
る
さ
と
文
芸
』
編
集
委
員

平
成
二
十
五
年
三

月
）
の
中
で
「
北
方
の
詩
」
に
つ
い
て
触
れ
、
そ
の
独
自
の
生
命
観

に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
こ
の
詩
に
描
か
れ
た
も
の
は

新
し
い
山
景
の
発
見
で
あ
り
、
言
語
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
詩
人
の
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精
神
世
界
で
す
」
と
評
価
し
て
い
る
。
他
、
多
く
の
評
言
が
『
別
冊

焔
の
よ
う
に
生
命
燃
や
し
た
詩
人

高
島
高
』
（
立
野
幸
雄
編
集

髙
嶋
修
太
郎
発
行

桂
書
房

二
〇
一
三
年
一
〇
月
一
五
日
）
に
ま

と
め
ら
れ
て
い
る
。

６

『
北
方
の
詩
』（
ボ
ン
書
房

昭
和
十
三
年
七
月
一
日
）
の
「
序
」

に
お
い
て
北
川
冬
彦
は
、
高
島
高
の
こ
と
を
「
新
詩
壇
に
は
稀
に
見

る
男
性
的
詩
人
」
だ
と
評
し
て
い
る
。

７

成
田
龍
一
は
「
都
市
空
間
と
『
故
郷
』
」
（
『
故
郷
の
喪
失
と
再

生
』
青
弓
社

二
〇
〇
〇
年
五
月
三
一
日
）
の
中
で
、
「
故
郷
の
概

念
の
成
立
は
移
動
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
ま
る
」
と
し
、

故
郷
と
い
う
も
の
が
「
事
後
的
に
、
自
分
が
移
動
し
た
後
に
発
見
さ

れ
る
」
と
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
「
し
か
し
何
回
も
移
動
を
く
り
か

え
し
故
郷
の
概
念
が
形
成
さ
れ
て
く
る
な
か
で
、
必
ず
し
も
出
発
点

が
故
郷
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
」
と
も
論
じ
て
い
る
。


