
リ
ル
ケ
の

「
窓
」

の
モ
チ
ー
フ

(
上
)

稲

田

伊

久

穂

序

乙
の
地
上
の
存
在
の
な
か
で
も
最
も
惨
い
存
在
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
人
聞
を
認
識
し
な
が
ら
、
そ
の
存
在
の
意
味
と
使
命
を
聞
い
、

そ
れ
を
真
正
面
か
ら
肯
定
す
る
『
第
九
の
悲
歌
』
で
、
「
窓
」
は
大
切
な
事
物
の
一
つ
と
し
て
こ
の
よ
う
に
歌
わ
れ
る
。

旅
人
も
山
の
端
の
斜
面
か
ら
谷
間
へ
持
ち
帰
る
の
は

だ
れ
に
も
言
い
え
な
い
ひ
と
握
り
の
土
で
は
な
く
、

獲
得
し
た
一
つ
の
言
葉
、
純
粋
な
言
葉
、
黄
や
青
に
咲
く

龍
阻
で
は
な
い
か
。
お
そ
ら
く
私
た
ち
が
こ
の
世
に
在
る
の
は
、
言
う
た
め
な
の
だ
。
家
、

橋
、
噴
水
、
門
、
壷
、
果
樹
、
窓
と
、
ー
ー

も
し
く
は
せ
い
ぜ
い
円
柱
、
塔
と
:
:
:
だ
が
、
言
う
た
め
と
は
、
理
解
せ
よ
、

お
お
、
事
物
ら
自
身
も
け
っ
し
て
自
分
ら
が
そ
う
で
あ
る
と
は

心
か
ら
思
っ
た
乙
と
も
な
か
っ
た
そ
の
よ
う
に
言
う
た
め
な
の
だ
。

(
第
四
節
)



と
こ
に
「
家
」
、
「
橋
」
、
「
墳
水
」
、
「
門
」
、
「
壷
」
、
「
果
樹
」
、

「
窓
」
、
も
し
く
は
せ
い
ぜ
い
「
円
柱
」
、
「
犠
」
と
呼
び
出
さ
れ
た

に
つ
い
て
述
べ
た
ヴ
ィ
ト
ル
ト
・
フ
レ
ヴ
ィ
チ
宛
の
リ
ル
ケ
の
手
紙
に
よ
る
と
、
わ
れ
わ
れ

「
事
物
」
(
同
区
ロ
岡
町
)
と
は
、
『
悲
歌
』

人
聞
に
と
っ
て
心
か
ら
親
密
な
大
切
な
も
の
で
、
そ
の
中
に
「
人
間
的
な
も
の
」
を
見
出
し
た
り
、
さ
ら
に
貯
え
た
り
す
る
「
器
」

の
次
節
で
は
、

(
江
口

C
m『
目
立
凶
)

で
あ
る
と
言
え
る
。

ま
た
、

ζ

の
同
じ
『
第
九
の
悲
歌
』

こ
れ
ら
の
も
の
を
真
の
「
形
象
」

を

も
っ
た
、
わ
れ
わ
れ
人
聞
が
「
体
験
し
え
る
事
物
」
と
し
て
、
近
代
の
機
械
文
明
に
お
け
る
大
量
生
産
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
「
形
象

を
も
た
ぬ
行
為
」

(
2
ロ
叶
ロ
ロ

O
V
口市回出向同)、

「
殻
だ
け
の
行
為
」

(
吋
ロ
ロ
ロ
E
R
m『民国丹内ロ)
に
対
比
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し

て
も
、

乙
れ
ら
の
事
物
は
、
人
閣
の
長
い
文
化
の
歴
史
の
な
か
で
、
人
間
と
の
深
い
係
わ
り
を
保
ち
続
け
て
き
た
も
の
ば
か
り
で
あ

る
が
、
リ
ル
ケ
個
人
に
と
っ
て
も
人
間
的
な
特
質
を
宿
す
い
わ
ば
大
切
な
「
器
」
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
詩
人
の
深
い
体
験
と
な

り
、
詩
人
の
親
密
な
心
情
を
引
き
付
け
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
実
際
、

乙
れ
ら
の
事
物
は
、
リ
ル
ケ
の
詩
作
の
上
で
重

要
な
意
味
を
担
っ
て
き
た
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。

そ
し
て
、

リ
ル
ケ
は
窓
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、

乙
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
も
し
誰
か
が
い
つ
か
窓
の
歴
史
を
書
い
て
く
れ
た

ら
ど
う
で
し
ょ
う
t
|
|
わ
れ
わ
れ
の
家
庭
的
な
存
在
を
囲
う
ζ

の
み
ご
と
な
窓
枠
巻
、
お
そ
ら
く
は
わ
れ
わ
れ
の
存
在
の
本
来
の
計

量
器
を
、
ひ
と
つ
の
窓
を
完
全
に
、
ひ
と
つ
の
い
ろ
ん
な
も
の
を
甑
み
と
っ
て
一
杯
に
な
っ
た
窓
ぞ
く
り
返
し
く
り
返
し
書
い
て
く

れ
た
ら
、
も
は
や
わ
れ
わ
れ
の
手
許
に
は
世
界
が
な
く
な
る
の
で
す
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
つ
ど
出
会
う
窓
の
形
は
、
な
ん
と

わ
れ
わ
れ
の
心
情
の
性
格
を
決
定
す
る
ζ

と
で
し
ょ
う
!

囚
人
の
窓
、
宮
殿
の
聞
き
窓
、
船
の
ハ
ッ
チ
、
屋
根
裏
部
屋
の
張
出
し

窓
、
大
聖
堂
の
パ
ラ
窓

l
l、
そ
れ
ら
は
同
じ
く
ら
い
わ
れ
わ
れ
の
本
性
の
希
望
ゃ
、
眺
望
ゃ
、
高
揚
や
、
未
来
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
?

わ
れ
わ
れ
の
広
大
さ
と
の
付
き
合
い
は
、
も
と
も
と
窓
の
仲
介
に
頼
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
窓
の
外
で
は
広
大
さ
も
強

リ
ル
ケ
の
「
窓
」
の
モ
チ
ー
フ
(
上
)



リ
ル
ケ
の
「
窓
」
の
モ
チ
ー
フ
(
上
)

四

力
で
、
強
大
で
し
か
な
く
、
影
響
力
が
ど
ん
な
に
巨
大
で
あ
っ
て
も
わ
れ
わ
れ
と
は
関
係
が
な
い
の
で
す
|
|
。
し
か
し
窓
は
、
ゎ

れ
わ
れ
を
ひ
と
つ
の
関
連
の
な
か
に
入
れ
て
く
れ
ま
す
。
窓
は
、
空
間
で
あ
る
瞬
間
そ
の
も
の
の
中
に
わ
れ
わ
れ
が
占
め
て
い
る
あ

の
未
来
の
部
分
を
わ
れ
わ
れ
の
た
め
に
計
っ
て
く
れ
る
の
で
す
」
。

乙
れ
は
、

晩
年
の
フ
ラ
ン
ス
語
の
詩
集
『
窓
』
の
構
想
が
生
ま

れ
始
め
た
頃
の
手
紙
の
一
節
で
あ
る
。
リ
ル
ケ
は
、
窓
が
人
間
そ
の
も
の
の
尺
度
と
な
っ
た
り
、
人
間
の
内
面
を
規
定
し
た
り
、
ま

た
外
界
の
圧
倒
的
な
力
を
和
ら
げ
て
人
聞
を
関
連
の
な
か
に
引
き
入
れ
た
り
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
存
在
や
内
面
と
、
ま
た
そ
れ

を
取
り
巻
く
外
界
と
に
い
か
に
深
く
係
わ
っ
て
い
る
か
を
そ
の
核
心
に
お
い
て
捉
え
て
い
る
。
乙
の
手
紙
の
窓
に
関
す
る
記
述
は
、

ヴ
ン
ダ
|
リ
l
H
フ
ォ
ル
カ
ル
ト
夫
人
宅
の
忘
れ
が
た
い
小
部
屋
の
窓
の
話
を
織
り
ま
ぜ
な
が
ら
、
さ
ら
に
ζ

の
引
用
分
量
ほ
ど
続

い
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
な
に
よ
り
も
リ
ル
ケ
の
窓
へ
の
深
い
愛
着
と
強
い
関
心
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
意
味
内
容
の
広
が

り
と
変
遷
な
ど
に
つ
い
て
全
体
像
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
「
窓
」
が
登
場
す
る
詩
の
分
布
状
況
を
調
べ
て
み
る
と
、
プ
ラ
!

そ
れ
で
は
、

リ
ル
ケ
の
作
品
に
現
わ
れ
る
「
窓
」
の
モ
チ
ー
フ
に
焦
点
を
絞
っ
て
、

そ
の
分
布
状
況
や
、

ク
で
の
処
女
詩
集
『
人
生
と
小
曲
』
(
一
八
九
四
年
刊
)

か
ら
始
ま
り
、
『
時
膚
詩
集
』
(
第
一
部
一
八
九
九
年
、

第
二
部
一
九
O
一

年
、
第
三
部
一
九

O
一
二
年
作
)

や
『
形
象
詩
集
』
(
一
九

O
二
年
初
版
刊
)

に
到
る
ま
で
の
初
期
の
ほ
と
ん
ど
全
詩
集
に
登
場
し
、

中
期
の
『
新
詩
集
』
(
第
一
部
一
九
O
七
年
、
第
二
部
一
九
O
八
年
刊
)
を
経
て
、
さ
ら
に
後
期
の
第
て
第
二
の
『
悲
歌
』
(
一
九

一
二
年
作
)
や
一
九
一
三
、
四
年
頃
の
「
夜
に
よ
せ
る
詩
篇
」
の
精
神
風
土
の
な
か
で
生
ま
れ
た
詩
群
ぞ
通
っ
て
、
完
成
時
の
『
ド

ウ
イ
ノ
の
悲
歌
』
(
一
九
二
二
年
作
)
に
ま
で
到
っ
て
い
る
。

だ
い
た
い
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、

初
期
も
終
わ
ろ

う
と
す
る
『
形
象
詩
集
』
の
あ
た
り
か
ら
培
え
始
め
、
中
期
パ
リ
時
代
か
ら
後
期
に
か
け
て
や
や
漸
増
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
み
な

ド
イ
ツ
語
の
詩
で
あ
る
が
、

『
ド
ゥ
イ
ノ
の
悲
歌
』
以
後
は
、

幾
篇
か
の
ド
イ
ツ
語
の
詩
に
登
場
し
な
が
ら
、

つ
い
に
最
晩
年
の
フ



ラ
ン
ス
語
の
詩
集
『
窓
』
(
一
九
二
七
年
刊
)

と
な
っ
て
、
詩
集
の
中
心
テ
l
マ
と
し
て
そ
の
主
役
に
昇
り
つ
め
て
い
る
。

な
お
、

リ
ル
ケ
の
散
文
作
品
に
つ
い
て
も
、
初
期
の
短
篇
か
ら
も
「
窓
」
が
よ
く
出
て
く
る
が
、

中
期
の
『
マ
ル
テ
の
手
記
』

(
一
九
一

O

年
刊
)
で
は
、
冒
頭
の
部
分
か
ら
パ
リ
の
街
の
喧
曝
や
物
音
が
入
り
込
ん
で
く
る
場
所
と
し
て
、
ま
た
マ
ル
テ
が
そ
ζ

か
ら
街
の
様

々
な
光
景
を
視
る
場
所
と
し
て
登
場
し
、
後
続
す
る
部
分
で
も
あ
ち
こ
ち
に
現
わ
れ
て
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る
。

『
ド
ゥ
イ
ノ

の
悲
歌
』
の
綿
密
な
解
釈
者
で
あ
る
ヤ

l
コ
プ
・

シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
な
ど
は
、

貫
ぬ
い
て
、
重
要
な
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
い
る
」
と
言
及
し
て
い
る
が
、
乙
れ
は
け
っ
し
て
的
を
は
ず
れ
た
誇
張
で
は
な
い
と
一
一
一
一
口
え

「
窓
は
悲
歌
を
も
越
え
て
、

リ
ル
ケ
の
金
持
情
作
品
を

ト
4

で円ノ。
次
に
、
「
窓
」
が
担
う
主
な
意
味
内
容
と
、

そ
の
展
開
の
軌
跡
の
全
体
像

κ予
め
触
れ
て
お
こ
う
。
「
窓
」
と
は
、
元
来
部
屋
の
中

か
ら
外
界
を
眺
め
る
と
と
も
に
、
同
時
に
外
界
か
ら
様
々
な
も
の
を
内
部
へ
と
受
け
入
れ
る
場
所
で
あ
る
。
先
の
リ
ル
ケ
の
「
窓
」

の
手
紙
か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
内
部
の
世
界
と
外
部
の
世
界
と
が
行
き
交
う
通
路
、

い
わ
ば
内
部
と
外
部
と
の
交
流
の
仲
介
者

と
言
え
よ
う
。
リ
ル
ケ
の
作
品
に
お
け
る
「
窓
」
の
モ
チ
ー
フ
も
、

乙
の
窓
本
来
の
働
き
を
中
心
に
す
え
た
窓
と
し
て
歌
わ
れ
始
め

る
が
、

こ
の
原
初
的
な
窓
の
姿
の
な
か
に
も
、
後
に
象
徴
的
な
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
る
そ
の
原
型
と
も
言
う
べ
き
も
の
が
、
す
で

に
『
人
生
と
小
曲
』

(
一
八
九
七
年
刊
)

そ
れ
と
判
別
で
き
る
よ
う
な
か
な
り
は
っ
き
り
と
し
た
姿
を
見
せ
て
い
る
。

や
『
夢
を
冠
に
』
(
一
八
九
六
年
刊
)

や
『
降
臨
節
』

と
い
っ
た
と
く
初
期
の
詩
作
の
な

か
に
も
、

し
か
し
、

そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
外
形
ば
か
り

で
、
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
深
い
意
味
を
宿
す
ま
で
に
は
到
っ
て
い
な
く
、

そ
れ
が
個
々
の
詩
の
中
で
「
恋
人
」
、

と
く
に
「
愛
の
女
性
」

(
企
巾
ピ
内

σ
g円
山
内
)
や
「
夜
の
空
間
」
や
「
鏡
」
と
い
っ
た
モ
チ
ー
フ
と
結
び
つ
い
て
リ
ル
ケ
個
有
の
象
徴
的
な
深
い
意
味
を
担
い
、

作
品
の
な
か
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
る
の
は
『
新
詩
集
』
と
『
マ
ル
テ
の
手
記
』
の
中
期
パ
リ
時
代
に
入
っ
て
か
ら
で

リ
ル
ケ
の
「
窓
」
の
モ
チ
ー
フ
(
上
〉

二
五



リ
ル
ケ
の
「
窓
」
の
モ
チ
ー
フ
(
上
)

ニムハ

あ
る
。
「
窓
」
は
、
愛
の
対
象
へ
の
所
有
を
求
め
な
い
「
愛
の
女
性
」
と
結
び
つ
い
て
、
「
聞
か
れ
た
世
界
」

2
8
0
R
g内
)

tと
通

じ
る
通
路
と
な
る
。
「
窓
」
は
視
線
の
角
度
や
光
の
当
た
る
角
度
に
よ
っ
て
対
象
を
映
す
「
鏡
」

ム」
d
b作山田
h
ソ、

い
わ
ば
聞
か
れ
た
世

界
を
象
徴
す
る
「
鏡
」
に
よ
っ
て
、
現
実
の
世
界
と
聞
か
れ
た
世
界
と
が
出
会
う
場
所
と
も
な
る
。
ま
た
、
後
期
の
初
頭
あ
た
り
か

ら
、
窓
の
中
に
姿
を
現
わ
す
も
の
は
所
有
で
き
な
い
と
い
う
窓
の
特
質
か
ら
「
隔
た
り
」
を
象
徴
す
る
よ
う
に
も
な
る
。
さ
ら
に
、

聞
か
れ
た
世
界
と
も
同
質
の
広
大
な
「
夜
の
空
間
」

に
向
か
っ
て
聞
か
れ
た
窓
は
、

そ
う
し
た
空
聞
を
体
験
さ
せ
る
場
所
と
も
な

る
。
そ
の
他
に
、
『

C
-
W
伯
爵
の
遺
稿
よ
り
』
の
詩
(
一
九
二

O
年
作
)
で
は
、
若
き
死
者
の
嘆
き
が
吹
き
込
む
窓
と
し
て
、
死
の

世
界
と
の
関
係
が
直
接
一
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

つ
い
に
『
ド
ゥ
イ
ノ
の
悲
歌
』
で
、
先
に
引
用
し
た
『
第
九
の
悲
歌
』
の
よ
う
に
「
言

う
」
べ
き
事
物
、
「
誉
め
称
え
る
」
べ
き
事
物
ら
の
代
表
の
一
つ
と
し
て
呼
び
出
さ
れ
る
と
と
も
に
、
『
第
十
の
悲
歌
』
で
「
窓
」
は

「
悩
み
の
国
」
の
空
に
輝
く
「
星
座
」
に
高
め
ら
れ
、
窓
そ
の
も
の
が
永
遠
化
さ
れ
る
。

ζ

う
し
た
こ
れ
ま
で
の
窓
の
多
様
な
特
質
が
、
震
晩

年
の
詩
集
『
窓
』
と
そ
の
周
辺
の
詩
に
中
心
テ
|
マ
と
な
っ
て
結
集
さ
れ
る
。

ζ

の
詩
集
で
は
、
さ
ら
に
窓
は
窓
枠
に
よ
っ
て
ま
っ

た
く
新
し
い
主
体
的
な
意
味
を
獲
得
す
る
。
窓
は
も
は
や
聞
か
れ
た
世
界
へ
通
じ
る
た
ん
な
る
通
路
で
は
な
く
、
窓
枠
の
中
に
固
ま

れ
た
対
象
を
永
遠
の
存
在
へ
と
高
め
る
主
体
的
な
空
間
、
い
わ
ば
「
聞
か
れ
た
世
界
」
と
か
「
世
界
内
部
空
間
」
と
い
っ
た
高
次
の

ζ

の
よ
う
な
窓
は
ま
た
、
詩
作
の
創
造
に
携
わ
る
詩
人
の
心
の
内
部
、
心
の
空
聞
を
も
象
徴
し

し
か
し
、

リ
ル
ケ
と
「
窓
」
の
関
係
は
乙
れ
で
終
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、

空
間
そ
の
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
、

て
い
る
。

そ
れ
で
は
、

こ
れ
か
ら
リ
ル
ケ
の
個
々
の
作
品
を
検
討
し
な
が
ら
、
「
窓
」

の
も
つ
意
味
内
容
と
、

そ
の
展
開
の
過
程
と
を
具
体

的
に
究
明
し
て
ゆ
き
た
い
。

そ
の
た
め
、

乙
れ
ま
で
の
概
観
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
窓
」

の
も
つ
働
き
や
特
質
に
よ
っ
て
元
々



か
な
り
は
っ
き
り
と
し
た
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
い
る
の
で
、

い
く
つ
か
の
テ

l
マ
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
検
討
し
て
ゆ
く
。
そ
の
方

が
「
窓
」

の
も
つ
多
様
な
意
味
内
容
が
整
理
さ
れ
て
よ
り
明
確
に
な
る
し
、

そ
の
展
開
の
過
程
も
は
る
か
に
把
握
し
や
す
く
な
ろ

ぅ
。
「
恋
人
と
窓
」
、
「
夜
の
空
間
と
窓
」
、
「
鏡
と
し
て
の
窓
」
、
「
死
の
世
界
と
窓
」
、

「
星
座
と
し
て
の
窓
」

な
ど
の
グ
ル
ー
プ
に
分

け
、
ひ
ろ
ん
い
く
つ
か
の
グ
ル
ー
プ
に
ま
た
が
る
詩
も
あ
る
の
で
、
相
互
の
関
係
を
視
野
に
収
め
な
が
ら
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。

恋
人
と
窓

窓
や
バ
ル
コ
ニ
ー
は
、
恋
人
や
恋
心
を
抱
く
女
性
が
そ
乙
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
外
部
の
男
性
と
の
聞
で
愛
が
交
わ
さ
れ
る
場

所
と
な
る
。
こ
う
し
た
「
窓
べ
の
女
性
」
や
「
バ
ル
コ
ニ
ー
の
女
性
」
の
形
姿
は
、
し
ば
し
ば
古
く
か
ら
絵
画
や
文
学
作
品
の
テ

l

マ
や
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
き
た
。
リ
ル
ケ
の
「
窓
」
と
「
恋
人
」
と
の
関
係
も
、

そ
う
し
た
「
窓
べ
の
女
性
(
恋
人
)
」

の
伝
統
的

な
形
姿
が
原
像
と
な
っ
て
い
て
、
様
々
な
変
化
を
伴
い
な
が
ら
も
、
そ
の
原
像
が
失
な
わ
れ
る
こ
と
な
く
最
晩
年
の
詩
集
『
窓
』
に

ま
で
保
た
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

リ
ル
ケ
の
「
窓
」
の
モ
チ
ー
フ
は
、
他
の
ど
の
モ
チ
ー
フ
よ
り
も
こ
の
「
恋
人
」
と
も
っ
と
も
強

く
結
び
つ
い
て
い
る
。

か
の
詩
『
窓
べ
』

乙
の
ー「

窓
Jミ

の
(恋
>人
目 し一

司の

員整
え(8)安
)は

で
あ
る

初
期
の
詩
作
か
ら
か
な
り
明
確
な
輪
郭
を
伴
っ
て
登
場
し
て
く
る
。

『
人
生
と
小
曲
』
の
な

リ
ル
ケ
の
「
窓
」
の
モ
チ
ー
フ
(
上
〉

二
七
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そ
っ
と
彼
女
の
く
ち
び
る
に
ふ
れ
て

魂
を
大
空
へ
運
び
あ
げ
て
い
っ
た

恋
心
を
抱
い
た
少
女
マ
リ
ー
が
、
「
窓
べ
」
か
ら
午
後
の
陽
光
を
浴
び
た
風
景
を
眺
め
て
い
る
と
、
愛
に
み
ち
た
「
春
の
息
吹
」

が
窓
の
中
へ
流
れ
込
み
、

彼
女
の
髪
を
や
さ
し
く
撫
で
た
。

や
が
て
夕
日
も
出
ん
で
、

外
の
世
界
が
夕
聞
に
包
ま
れ
始
め
る
と
、

「
窓
」
か
ら
一
羽
の
小
鳥
が
迷
い
込
み
、
愛
の
使
者
と
な
っ
て
彼
女
の
愛
の
思
い
に
み
ち
た
「
魂
」
を
大
空
へ
運
ぴ
上
げ
て
い
っ

た
。
こ
の
「
窓
べ
の
少
女
(
恋
人
)
」
の
描
写
は
、

漢
と
し
た
淡
い
少
女
の
恋
心
を
い
わ
ば
牧
歌
的
に
描
い
た
・
も
の
で
あ
る
。

そ
乙

に
は
「
窓
べ
の
恋
人
」
の
モ
チ
ー
フ
の
原
型
が
は
っ
き
り
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、

こ
の
恋
心
を
抱
く
少
女
の
姿
に
は
後
に
現
わ
れ

て
く
る
リ
ル
ケ
固
有
の
愛
の
思
租
が
ま
だ
見
ら
れ
な
い
と
と
も
に
、
ま
た
そ
う
し
た
「
愛
の
女
性
」
と
結
び
つ
い
て
生
ま
れ
る
窓
の

象
徴
的
な
意
味
も
見
出
せ
な
い
。
な
お
、

こ
の
詩
の
後
半
に
は
(
第
三
節
後
半
か
ら
)
、
す
で
に
夜
の
空
間
(
夜
の
「
大
空
」
)
が
忍

ぴ
寄
っ
て
い
て
、
「
窓
」
と
「
夜
の
空
間
」
と
の
関
係
を
も
ほ
の
か
に
予
感
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

歌

(
H
h戸
市
内
凶

2i
門
田
町
田

N
』
間
内
ロ
ロ

2
・
rロ
回
目
U
内
ロ

の
な
か
の
詩
『
憧
れ
の
思
い
』
(
∞
ユ

5
5
Z荷
主

g
r
g

同

1
4自
〉
な
ど
に
も
「
窓
べ
の
恋
人
」
の
モ
チ
ー
フ
が
見
ら
れ
る
。
前
者
の
う
ち
の
第
二

ァl
g
)

や

『
ジ
プ
シ
ー
の
少
年
の

ま
た
、
同
じ
『
人
生
と
小
曲
』

の
詩
は
、
抑
え
き
れ
な
い
「
憧
れ
」
を
小
鳥
に
託
し
、

そ
の
憧
れ
を
乗
せ
た
小
鳥
は
恋
人
の
部
屋
の
「
窓
ガ
ラ
ス
」

を
叩
い
て
、

「
さ
あ
小
鳥
を
な
か
へ
入
れ
て
お
く
れ
!
」
と
切
望
す
る
詩
で
、
愛
の
使
者
の
「
小
鳥
」
と
「
窓
べ
の
恋
人
」
と
い
う
組
み
合
わ
せ

で
、
先
の
詩
「
窓
ベ
』
と
姉
妹
篇
を
な
す
も
の
と
言
え
よ
う
。
後
者
は
、
バ
イ
オ
リ
ン
や
シ
ン

バ
ル
に
合
わ
せ
て
若
い
女
た
ち
が
踊

る
酒
場
の
灯
火
が
洩
れ
て
く
る
「
窓
」
(
第
二
の
詩
)
や

ジ
プ
シ
ー
の
バ
イ
オ
リ
ン
の
音
に
引
か
れ
て
娘
ら
が
外
を
の
ぞ
き
見
す

リ
ル
ケ
の
「
窓
」
の
モ
チ
ー
フ
(
上
)

二
九



リ
ル
ケ
の
「
窓
」
の
モ
チ
ー
フ
(
上
)

。

る
「
窓
」
(
第
五
の
詩
)
で
、

い
ず
れ
も
「
窓
べ
の
恋
人
」
の
変
形
で
あ
る
・

さ
ら
に
、
初
期
の
創
作
期
の
最
後
に
位
置
す
る
『
形
象
詩
集
』
に
も
「
窓
べ
の
恋
人
」
の
モ
チ
ー
フ
が
出
て
く
る
。

(

豆

町

国

g
h
)
で
あ
る
。
窓
の
外
も
暗
く
な
っ
て
、
街
路
に
は
人
気
が
絶
え
た
の
を
見
計
ら
っ
て
、
婚
約
者
の
娘
は
恋
人
の
男
性

『
婚
約
者
』

に
呼
び
か
け
る
。

わ
た
し
を
呼
ん
で
、
恋
人
よ
、
お
お
き
な
声
で
わ
た
し
を
呼
ん
で
!

あ
な
た
の
婚
約
者
を
こ
ん
な
に
な
が
く
窓
べ
に
立
た
せ
て
お
か
な
い
で
!

古
い
プ
ラ
タ
ナ
ス
の
並
木
路
に
は

も
う
夕
べ
が
見
張
っ
て
は
い
な
い
、

あ
そ
こ
に
は
ひ
と
気
も
な
い
。

(
第
一
節
)

先
に
引
用
し
た
『
人
生
と
小
曲
』
の
詩
に
比
べ
る
と
、
牧
歌
的
な
雰
囲
気
も
ほ
と
ん
ど
な
く
な
り
、
詩
の
言
葉
も
か
な
り
引
き

締
っ
た
も
の
に
な
っ
て
き
て
い
る
が
、

こ
の
婚
約
者
の
娘
の
姿
に
は
ま
だ
所
有
を
求
め
な
い
愛
の
思
想
が
認
め
ら
れ
ず
、
ま
た
乙
乙

の
「
窓
」
に
も
な
ん
ら
象
徴
的
な
意
味
も
見
出
せ
な
い
。
『
人
生
と
小
曲
』
に
歌
わ
れ
た
ど
の
「
窓
」

と
も
同
じ
「
窓
」

で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
次
に
中
期
パ
リ
時
代
に
お
け
る
「
恋
人
」
と
「
窓
」
と
の
関
係
と
、
「
窓
」
の
も
つ
意
味
内
容
を
探
っ
て
ゆ
き
た
い
。



中
期
パ
リ
時
代
に
入
る
と
リ
ル
ケ
の
創
作
態
度
に
大
き
な
変
化
が
起
こ
る
と
と
も
に
、
彼
の
愛
の
思
想
に
も
彼
固
有
の
愛
の
思
想
が

創
作
活
動
の
重
要
な
テ

l
マ
の
一
つ
と
し
て
前
面
に
出
て
く
る
。

つ
ま
り
相
手
に
対
す
る
所
有
を
求
め
ず
、
ま
た
相
手
か
ら
の
愛
の

応
答
を
も
恐
れ
る
、

乙
の
思
想
の
蘭
芽
は
す
で

ω
 

に
パ
リ
時
代
に
先
行
す
る
ヴ
ォ
ル
プ
ス
ヴ
ム

l
デ
時
代
の
頃
か
ら
か
な
り
は
っ
き
り
と
現
わ
れ
て
き
て
は
い
る
が
、
そ
れ
が
作
品
の

い
わ
ゆ
る
「
所
有
な
き
愛
」
、
「
対
象
な
き
愛
」

と
呼
ば
れ
る
愛
の
思
想
で
あ
る
。

な
か
で
重
要
な
テ

1
マ
と
な
っ
て
開
花
す
る
の
は
中
期
の
『
マ
ル
テ
の
手
記
』
や
『
新
詩
集
』
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
乙
の
所
有

な
き
愛
の
思
想
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
郊
の
尼
僧
マ
リ
ア
ン
ナ
・
ア
ル
コ
フ
ォ
ラ
ド
や
女
流
詩
人
サ
ッ
フ
ォ
ー
と
い
っ
た
偉
大
な
「
愛
の

女
性
」
を
理
想
像
に
掲
げ
て
、
「
愛
さ
れ
る
こ
れ
」
や
「
ひ
き
留
め
あ
う
艶
」
の
姿
を
退
け
て
い
る
。
『
新
詩
集
』
第
二
部
の
詩
『
恋

(ロ
5
F
E
)
巾
ロ
品
川
)
に
、
そ
う
し
た
「
愛
の
女
性
」
と
「
窓
」
と
の
深
い
関
係
が
現
わ
れ
て
い
る
。

す
る
女
』

こ
れ
は
わ
た
し
の
窓
で
す
。
今
ち
ょ
う
ど

こ
ん
な
に
安
ら
か
に
目
を
き
ま
し
た
と
乙
ろ
で
す
。

わ
た
し
が
宙
に
漂
っ
て
い
る
か
と
思
わ
れ
ま
し
た
。

ど
こ
ま
で
わ
た
し
の
生
が
と
ど
く
の
で
し
ょ
う
、

そ
し
て
ど
こ
か
ら
夜
が
始
ま
る
の
で
し
ょ
う
。

ま
わ
り
の
す
べ
て
の
も
の
が
、
今
で
も

わ
た
し
自
身
で
あ
る
と
さ
え
思
え
そ
う
で
す
、

リ
ル
ケ
の
「
窓
」
の
モ
チ
ー
フ
(
上
)



リ
ル
ケ
の
「
窓
」
の
モ
チ
ー
フ
(
上
)

ま
る
で
水
晶
の
奥
の
よ
う
に
透
明
で
、

ほ
の
暗
く
、
抗
黙
し
て
い
る
の
で
す
。

わ
た
し
の
内
部
に
は
あ
の
星
ま
で
も

い
だ抱

く
乙
と
す
ら
で
き
そ
う
で
す
、
そ
れ
ほ
ど

わ
た
し
の
心
は
大
き
く
思
え
る
の
で
す
。

も
し
や
わ
た
し
が
愛
し
は
じ
め
た
か
も
し
れ
な
い
、

ひ
き
留
め
は
じ
め
に
か
も
し
れ
な
い
あ
の
人
を
も

乙
の
心
は
す
す
ん
で
手
放
し
て
し
ま
え
る
ほ
ど
。

い
い
表
わ
し
ょ
う
も
な
い
よ
そ
よ
そ
し
き
で

わ
た
し
の
運
命
が
わ
た
し
を
見
つ
め
て
い
ま
す
。

ど
う
し
て
わ
た
し
は
と
の
限
り
な
い

ひ
ろ
が
り
の
も
と
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
、

牧
草
地
の
よ
う
に
香
り
な
が
ら

あ
ち
こ
ち
に
揺
れ
う
と
き
な
が
ら



呼
び
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
や
は
り

だ
れ
か
に
聞
き
と
ら
れ
る
の
を
恐
れ
な
が
ら
、

そ
し
て
だ
れ
か
ほ
か
の
男
の
う
ち
に

没
落
し
て
ゆ
く
さ
だ
め
を
負
っ
て
。

「
愛
の
女
性
」
も
い
わ
ゆ
る
「
恋
人
」
の
最
高
の
理
想
像
で
あ
る
か
ら
、

と
の
詩
も
「
窓
べ
の
恋
人
」
の
系
譜
に
入
る
・
も
の
で
あ

る

ζ

の
詩
に
は
、
た
っ
た
い
ま
夜
の
眠
り
か
ら
覚
め
た
ば
か
り
の
「
愛
の
女
性
(
恋
す
る
女
)
」

の
広
大
な
存
在
感
が
歌
わ
れ
て

い
る
。
愛
し
始
め
る
乙
と
に
よ
っ
て
引
き
留
め
始
め
た
か
も
知
れ
な
い
男
性
を
も
、
再
び
「
す
す
ん
で
手
放
し
て
し
ま
え
る
」
愛
の

女
性
は
、
そ
の
「
内
部
」
(
出
2
N
)
に
宇
宙
の
彼
方
の
「
星
」
ま
で
も
包
容
で
き
る
ほ
ど
の
広
大
な
空
間
性
を
得
て
、

無
限
の
「
乙

の
限
り
な
い
ひ
ろ
が
り
」

(
&
m
z
d
口
市
ロ
畠

n
E
Z
)
と
の
一
体
感
に
ひ
た
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
愛
の
女
性
の
広
大
な
空
間
性
は
、

愛
の
対
象
を
も
乗
り
越
え
て
さ
ら
に
彼
方
へ
と
広
が
っ
て
ゆ
く
自
由
で
広
々
と
し
た
所
有
な
き
愛
の
姿
の
形
象
化
で
あ
る
と
言
え
よ

つ

し
か
し
、
そ
れ
は
た
ん
に
広
大
な
広
が
り
を
表
わ
す
形
象
だ
け
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
れ
は
、
「
聞
か
れ
た
世
界
」

と
か
「
世
界
内
部
空
間
」
と
い
っ
た
無
常
な
日
常
の
世
界
を
越
え
た
高
次
の
空
聞
に
つ
な
が
る
空
間
で
あ
る
の
は
、
詩
の
な
か
の

「
夜
」
や
「
心
」
や
「
運
命
」
が
つ
よ
く
暗
示
し
て
い
る
。

「
夜
」
は
、
後
に
「
夜
の
空
間
と
窓
」
の
テ
l
マ
の
箇
所
で
総
合
的
に
検
討
す
る
が
、
そ
乙
で
取
り
上
げ
る
同
じ
『
新
詩
集
』
第

二
部
の
詩
『
狂
人
た
ち
』
(
恩
師

r
Rロ
)
で
は
、
「
よ
く
夜
に
、
狂
人
た
ち
が
窓
べ
に
歩
み
よ
る
と
/
と
つ
ぜ
ん
な
に
も
か
も
よ
く
な

リ
ル
ケ
の
「
窓
」
の
モ
チ
ー
フ
(
よ
)



る
の
で

そリ
‘ Jレマ・
作自由ケ
ーの
，......_ 

墾蚕
_ L一
節の
、._/

モ
とチ
歌 1
わノ
れ全
て O
L、
る

四

日
常
の
現
実
の
世
界
の
な
か
で
混
濁
し
て
い
た
狂
人
た
ち
の
精
神
も
、

夜
の
空

聞
に
参
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
正
常
な
秩
序
に
戻
る
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
「
夜
の
空
間
」
も
や
は
り
日
常
の
空
間
と
は
異
な
る
存

在
を
存
在
た
ら
し
め
る
空
間
、
そ
れ
本
来
の
存
在
に
引
き
戻
す
空
間
で
あ
っ
て
、

い
わ
ば
リ
ル
ケ
の
言
う
「
聞
か
れ
た
世
界
」
と
同

質
の
空
間
で
あ
る
と
言
え
る
。

「
夜
の
空
間
」
は
、
乙
の
中
期
パ
リ
時
代
に
続
く
一
九
一
三
、

四
年
頃
の
「
夜
に
ょ
せ
る
詩
篇
」
に

な
る
と
、

「
聞
か
れ
た
世
界
」
を
表
わ
す
形
象
と
し
て
い
っ
そ
う
重
要
な
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
の
詩
に
戻

る
と
、
第
一
節
三
行
目
か
ら
第
二
節
に
か
け
て
の
恋
す
る
女
の
独
白
か
ら
、
彼
女
の
「
生
」
と
「
夜
」
の
空
間
と
の
境
が
消
え
て
両

者
が
一
つ
に
つ
な
が
り
合
っ
て
い
る
の
が
分
か
る
。
ま
た
、
わ
た
し
の
「
心
」
も
、
彼
方
の
星
を
も
包
容
で
き
る
広
大
な
内
的
空
間

と
し
て
(
第
三
節
)
、

や
が
て
外
部
の
存
在
や
事
象
が
同
時
に
そ
の
内
部
に
存
在
し
生
起
す
る
「
世
界
内
部
空
間
」

へ
と
そ
の
ま
ま

つ
な
が
っ
て
ゆ
く
も
の
が
あ
る
。

乙
の
詩
の
愛
の
女
性
の
も
つ
空
間
性
が
、
た
ん
な
る
広
大
さ
を
表
わ
す
だ
け
で
な
く
、

日
常
の
空
聞
を
越
え
た
内
部
空
間
、

わ

ば
「
聞
か
れ
た
世
界
」
か
そ
れ
に
き
わ
め
て
近
い
内
的
空
間
と
解
さ
れ
る
と
き
、
「
い
い
表
わ
し
ょ
う
も
な
い
よ
そ
よ
そ
し
さ
で
/
わ

た
し
の
運
命
が
わ
た
し
を
見
つ
め
て
い
ま
す
」
(
第
四
節
)

と
い
う
一
見
奇
妙
に
思
え
る
詩
句
が
見
事
に
理
解
で
き
る
・

リ
ル
ケ
が

庭
を
散
歩
し
て
い
る
う
ち
に
ふ
と
「
自
然
の
裏
側
」
に
出
て
し
ま
っ
た
と
い
う
、

年
作
の
散
文
『
体
験
』
(
開
ユ
与
2
U
K
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
聞
か
れ
た
世
界
」
に
は
自
然
の
事
物
や
動
植
物
や
死
者
た
ち
と
の
自
由

で
純
粋
な
交
わ
り
(
純
粋
関
連
)
が
あ
る
だ
け
な
の
で
、
そ
こ
に
は
現
実
の
世
界
に
見
ら
れ
る
運
命
の
介
在
は
な
い
の
で
あ
る
。
事

実
、
エ
ロ
イ
l
ズ
や
ア
ル
コ
フ
ォ
ラ
ド
や
サ
ッ
フ
ォ
!
と
い
っ
た
『
マ
ル
テ
の
手
記
』
に
登
場
す
る
偉
大
な
愛
の
女
性
た
ち
も
、
運

命
と
は
係
わ
り
を
も
た
な
か
っ
向
。
わ
れ
わ
れ
の
詩
で
も
、
愛
の
女
性
と
な
っ
て
目
覚
め
た
乙
女
に
は
、
以
前
た
え
ず
付
き
ま
と
っ

「
聞
か
れ
た
世
界
」

で
の
体
験
を
語
る
一
九
一
三



て
い
た
運
命
も
近
付
き
が
た
く
、

そ
の
新
し
い
存
在
感
に
あ
ふ
れ
る
姿
を
た
だ
「
よ
そ
よ
そ
し
い
」
(
『
3
5
5
目
っ
き
で
見
つ
め
る

ば
か
り
で
あ
る
。

さ
て
、
官
頭
の
「
窓
」
で
あ
る
。

一
般
に
窓
と
い
う
も
の
は
、
内
側
か
ら
は
外
の
風
景
(
外
部
の
世
界
)
を
見
せ
る
と
同
時
に
、

外
側
か
ら
は
部
屋
の
内
部
(
内
部
の
世
界
)
を
見
せ
る
と
い
う
二
重
の
働
き
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

ζ

の
詩
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の

は
外
界
の
現
実
の
風
景
で
は
な
く
、
愛
の
存
在
感
に
よ
っ
て
大
き
く
広
げ
ら
れ
た
内
部
の
心
象
風
景
で
あ
る
。
と
な
る
と
こ
の
窓
は
、

元
来
は
夜
の
空
聞
に
通
じ
る
窓
で
は
あ
る
が
、
む
し
ろ
も
っ
ぽ
ら
内
部
を
見
せ
る
窓
と
し
て
の
働
き
を
持
っ
て
い
て
、
外
部
か
ら
愛

の
女
性
の
内
部
空
間
へ
と
通
じ
る
窓
と
解
す
る
万
が
は
る
か
に
適
切
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
、
冒
頭
の
「
乙
れ
は
わ
た

し
の
窓
で
す
」

(
U
8
5
s
aロ
岡
市
口
問
丹
市
司
・
)
と
い
う
、

こ
の
行
以
降
の
す
べ
て
の
描
写
と
一
見
何
の
関
係
も
な
い
か
の
よ
う
に
見
え

る
唐
突
な
一
文
も
、
乙
の
詩
全
体
か
ら
は
み
出
た
言
葉
で
は
な
く
、
以
降
の
描
写
を
導
く
冒
頭
部
と
し
て
こ
の
詩
全
体
の
な
か
に
見

事
に
お
さ
ま
る
の
で
あ
る
。
「
わ
た
し
の
窓
」

t

と
は
わ
た
し
の
内
部
を
見
せ
る
窓
、
わ
た
し
の
内
部
に
通
じ
る
窓
で
あ
る
。
後
の
『
あ

そ
の
恋
人
に
「
別
荘
の
聞
か
れ
た
窓
」

ら
か
じ
め
失
わ
れ
た
恋
人
よ
:
:
:
』
で
は
、

と
呼
び
か
け
、

『
C
-
W
伯
爵
の
遺
稿
よ
り
』

の
『
少
女
よ
、
夏
の
日
が
お
ま
え
を
成
熟
さ
せ
る
の
か
:
:
:
』
で
も
、
外
に
立
つ
男
(
詩
人
)
が
窓
べ
の
少
女
(
恋
人
)
に
向
か
っ

制

て
、
彼
女
の
「
家
の
な
か
へ
引
き
入
れ
て
お
く
れ
」
と
切
願
す
る
。

ζ

の
「
家
」
は
現
実
の
家
ば
か
り
で
な
く
、
同
時
に
彼
女
の
心

の
家
、
心
の
内
部
を
も
象
徴
し
て
い
る
。
後
者
の
詩
と
同
じ
く
ベ
ル
ク
の
館
で
書
か
れ
た
『
遺
書
』

(
U
S
叶，

g
gロ岡市口同)
と
い
う

宮圭
?2 百口

::lで
とLω は

で
あ
ら
ん
こ
と
を
明
記
し
て

る

「
愛
の
女
性
」
は
「
存
在
の
広
げ
ら
れ
た
世
界
空
間
へ
入
る
窓
」

(岡市出
2
2
2
号
ロ
巾
『
毛
色
町
『
丹
市
ロ
雲
市
-
q
E
B
内同市制

以
上
の
よ
う
に
、
リ
ル
ケ
の
明
確
な
証
言
は
多
少
遅
れ
て
現
わ
れ
て
く
る
も
の
の
、

乙
の
『
恋
す
る
女
』
に
登
場
す
る
「
窓
」
は

リ
ル
ケ
の
「
窓
」
の
モ
チ
ー
フ
(
上
)

五



リ
ル
ケ
の
「
窓
」
の
モ
チ
ー
フ
ハ
上
)

す
で
に
い
ち
早
く
愛
の
女
性
の
聞
か
れ
た
世
界
に
通
じ
る
窓
と
い
っ
た
象
徴
的
な
意
味
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

六

"
 

な
お
、
同
じ
『
新
詩
集
』
第
二
部
の
詩
『
一
八
八

0
年
代
の
婦
人
の
肖
像
』
(
ロ
但

g
g
l巴
E
E
M
E
M
号
ロ
〉

n
v
E岡市『
l』与
『

g
〉

に
も
、
あ
る
種
の
窓
べ
の
恋
人
の
モ
チ
ー
フ
が
見
ら
れ
る
。

ζ

こ
で
は
、
前
の
『
恋
す
る
女
』
と
は
異
な
っ
て
、
最
終
節
に
窓
の
や

上
げ
る
に
は
ま
だ
不
充
分
で
、
漠
然
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
序
」
で
触
れ
た
よ
う
に
、
窓
が
恋
人
と
の
関
係
で
具
体
的
に
、

的
と
言
え
る
ま
っ
た
く
新
し
い
意
味
を
獲
得
す
る
の
は
最
晩
年
の
詩
集
『
窓
』
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

や
主
体
的
な
働
き
が
見
ら
れ
る
が
、
非
現
実
的
な
仮
定
で
あ
り
ま
た
具
体
性

κも
欠
け
て
い
て
、
窓
の
主
体
的
な
意
味
と
し
て
取
り

主
体

そ
れ
で
は
こ
と
で
、
『
ド
ゥ
イ
ノ
の
悲
歌
』

と
『
オ
ル
フ
ォ
イ
ス
に
ょ
せ
る
ソ
ネ
ッ
ト
』

を
後
期
リ
ル
ケ
の
頂
点
と
す
る
と
、
そ

こ
に
到
る
ま
で
の
後
期
前
半
の
創
作
期
で
の
、
「
恋
人
」
と
「
窓
」
と
の
関
係
が
見
ら
れ
る
数
篇
の
詩
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

"
 

ま
ず
、
後
期
の
初
頭
に
あ
た
る
一
九
一
二
年
作
の
『
真
珠
玉
が
と
ぽ
れ
散
る
:
:
:
』

9
2
-
2
2可。ロ
g
:・)
の
詩
で
あ
る
。
リ

ル
ケ
の
「
充
た
さ
れ
た
時
間
」
(
去
四
時
『
苫
ロ
丹
市

N
S
)
と
か
「
全
数
の
時
間
」
(
岳
町
〈

o--Br--岡町

Naる
と
い
っ
た
高
次
の
時
間
概

念
が
、
日
常
の
流
れ
去
る
時
聞
を
克
服
す
る
も
の
と
し
て
初
め
て
明
確
な
姿
で
登
場
す
る
詩
で
、
彼
の
時
間
思
想
の
一
つ
の
転
換
点

を
示
す
重
要
な
詩
で
も
あ
る
。

乙
ぽ
れ
散
っ
て
ゆ
く
真
珠
玉
と
は
、
詩
人
の
貴
重
な
体
験
や
経
験
な
ど
を
含
み
な
が
ら
-
刻
一
刻
過
去
へ
流
れ
去
っ
て
ゆ
く
日
常

の
時
聞
を
表
わ
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
個
別
的
な
時
聞
を
一
つ
の
大
き
な
全
体
へ
と
つ
な
ぎ
留
め
る
「
強
い
留
め
金
」
が
「
恋
人
」

(
。
冊
目
与
問
乙
で
あ
る
。
従
っ
て
、

ζ

の
恋
人
は
パ
リ
時
代
の
た
ん
に
「
愛
さ
れ
る
女
性
」
(
&
聞
の
在
四
宮
市
〉
と
い
う
意
味
で
の
「
恋



ω
 

人
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
愛
の
女
性
」
(
島
市
ピ
与

g
p〉
と
し
て
の
「
恋
人
」
で
あ
っ
て
、
こ
の
詩
で
は
「
全
数
の
時
間
」
の
な

か
に
住
ん
で
い
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
詩
は
、
そ
の
恋
人
の
到
来
を
待
望
す
る
と
い
う
テ

l
マ
で
貫
か
れ
て
い
る
。

待
ち
焦
が
れ
る
恋
人
を
「
日
の
出
」
「
舞
台
の
中
央
に
登
場
す
る
気
高
い
形
姿
」
、

「
ひ
ろ
ぴ
ろ
と
し
た
外
海
」
、

「
天
空
の
余
韻
を
含

ん
で
た
ぎ
り
落
ち
る
雨
」
、
「
夜
空
の
星
」
、

「
奇
跡
」
(
以
上
第
二
節
)

と
い
っ
た
広
大
な
空
間
性
を
も
っ
た
比
聡
や
隠
喰
で
呼
び
か

け
て
ゆ
く
な
か
で
、
「
窓
」
は
次
の
よ
う
に
登
場
す
る
。

囚
人
が
ま
っ
す
ぐ
立
っ
て
、

そ
の
罪
の
な
い
窓
の
な
か
へ

ひ
と
つ
の
星
か
ら
の
答
え
が
き
し
込
む
の
を
待
ち
焦
が
れ
る
よ
う
に
。

(
第
二
節
九
、
十
行
)

夜
空
の
「
星
」
は
「
夜
の
空
間
」
の
象
徴
で
あ
る
。
従
っ
て
、

こ
こ
の
「
窓
」
は
、
「
恋
人
」
の
隠
喰
と
し
て
の
「
星
」
、

つ
ま
り

「
夜
の
空
間
」
に
通
じ
る
窓
と
な
っ
て
い
る
。

い
わ
ば
「
聞
か
れ
た
世
界
」
に
通
じ
る
「
窓
」

で
あ
る
。

な
お
、

乙
の
詩
の
恋
人

に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
「
聞
か
れ
た
世
界
」

lま

日
常
の
空
間
と
は
異
な
っ
た
広
大
な
空
間
性
を
も
つ
だ
け
で
な
く
、
「
全
数
の
時

間
」
と
い
っ
た
日
常
の
個
別
的
な
時
聞
を
越
え
た
高
次
の
時
間
性

κも
裏
打
ち
き
れ
た
世
界
で
あ
る
の
を
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
。

ま
た
、
今
の
「
真
珠
玉
」
の
詩
か
ら
ほ
ぼ
一
年
後
に
作
ら
れ
た
詩
『
あ
ら
か
じ
め
失
わ
れ
た
恋
人
よ
:
:
:
』

M
開

2
ユ0
3向
。
色
町
宮
市
:
・
)
の
恋
人
も
、
今
の
詩
と
同
じ
よ
う
に
、
か
つ
て
体
験
し
た
風
景
や
都
市
や
橋
と
い
っ
た
「
広
大
な
形
象
」

(ロロ

-
B
ぐ
0
門
田
己
目

を
伴
っ
て
詩
人
の
内
部
に
蘇
っ
て
く
る
。
詩
人
は
期
待
に
胸
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
彼
女
の
あ
と
を
追
お
う
と
す
る
が
、

つ
い
に
追
い
つ

け
な
か
っ
た
。

リ
ル
ケ
の
「
窓
」
の
モ
チ
ー
フ
(
上
〉

七



リ
ル
ケ
の
「
窓
」
の
モ
チ
ー
フ
(
上
)

i¥ 

あ
あ
、
お
ま
え
は
庭
園
だ
、

あ
あ
、
わ
た
し
は
ど
ん
な
に
期
待
に
み
ら
て

そ
れ
を
眺
め
た
乙
と
か
。
別
荘
の

聞
か
れ
た
窓

l
i、
す
る
と
お
ま
え
は
も
の
思
い
に
沈
ん
で

も
う
少
し
で
乙
ち
ら
へ
歩
み
寄
っ
て
く
る
と
ζ

ろ
だ
っ
た
。
路
地
を
見
つ
け
る
と
、
ー
ー

お
ま
え
は
ち
ょ
う
ど
そ
ζ

を
立
ち
去
っ
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

(
第
二
節
前
半
)

乙
の
詩
で
は
、
「
別
荘
の
聞
か
れ
た
窓
」

(
2
ロ
。
R
2
2
岡
市

D
M
Z
-
S
F
S
E
g
E
)
そ
の
も
の
が
ず
ば
り
「
恋
人
」
を
象
徴
し
て

い
る
。
そ
し
て
こ
の
「
聞
か
れ
た
」
と
い
う
形
容
調
も
、
「
聞
か
れ
た
世
界
」
と
同
質
の
意
味
を
担
っ
て
い
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

な
お
、

こ
れ
に
続
く
「
す
る
と
お
ま
え
は
も
の
思
い
に
抗
ん
で
/
も
う
少
し
で
乙
ち
ら
へ
歩
み
寄
っ
て
く
る
と
ζ

ろ
だ
っ
た
」

の

二
行
に
は
、
窓
の
も
つ
新
し
い
特
性
「
隔
た
り
」
(
〉

g
gロ
仏
)
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
窓
は
そ
の
中
に
姿
を
現
わ
す
も
の
を

い
っ
そ
う
美
し
く
、
ま
た
把
握
し
や
す
く
す
る
が
、
そ
の
中
に
現
わ
れ
も
の
自
体
は
だ
れ
に
も
所
有
で
き
な
い
。
け
っ
き
ょ
く
恋
人

は
詩
人
の
方
に
歩
み
寄
っ
て
は
こ
な
か
っ
た
。
ヤ
l
コ
プ
・
シ
ュ
タ
イ
ナ
|
の
言
う
よ
う
に
「
窓
の
な
か
に
歩
み
入
る
女
性
は
、
あ

同
開

ら
か
じ
め
失
わ
れ
た
恋
人
で
あ
る
」
と
言
え
よ
う
。
こ
の
窓
の
も
つ
「
隔
た
り
」
の
特
性
は
、
の
ち
に
詩
集
『
窓
』
で
も
っ
と
明
確

に
現
わ
れ
て
く
る
。

さ
ら
に
も
う
一
篇
、
『
C
-
W
伯
爵
の
遺
稿
よ
り
』
第
一
部
(
一
九
二

O
年
作
)
の
詩
『
少
女
よ
、
夏
の
日
が
お
ま
え
を
成
熟
さ

倒

せ
る
の
か
・
:
:
・
』

(
ζ
E
n
F
g
w
『
何
回
『
同
全

n
F
号

『

印

o
g
S
2
g開
・:
〉
を
取
り
上
げ
て
お
こ
う
。
窓
の
外
に
立
つ
「
恋
す
る
男
」
(
詩



人

が
窓
べ
の
少
女
に
向
か
っ
て
、

「
お
お
、

燃
え
よ
/
燃
え
て
、

そ
の
人
を
家
の
な
か
へ
引
き
入
れ
て
お
く
れ
」
(
最
終
二
行
)

と
切
願
す
る
。

す
で
に
触
れ
た
と
お
り
、

ζ

の
「
家
」

は
少
女
の
心
の
家
、

心
の
内
部
を
も
象
徴
し
て
い
る
。

そ
し
て
、

乙
の

「
少
女
」
も
「
夏
の
日
」
に
よ
っ
て
成
熟
す
る
女
性
で
あ
る
か
ら
、
愛
と
い
う
も
の
に
成
熟
し
つ
つ
あ
る
女
性
、
ほ
と
ん
ど
「
愛
の

女
性
」
に
近
い
女
性
で
あ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
、

乙
の
「
窓
」
も
愛
の
女
性
の
「
聞
か
れ
た
世
界
」
に
通
じ
る
窓
で
あ
る
と
言
え

る

四

『
ド
ゥ
イ
ノ
の
悲
歌
』
で
は
、
窓
は
第
一
、
第
二
、
第
七
、
第
九
、
第
十
と
計
五
篇
の
悲
歌
に
登
場
す
る
。

「第
一
の
悲
歌
』
で

は
、
内
側
か
ら
バ
イ
オ
リ
ン
の
音
が
詩
人
に
身
を
委
ね
て
く
る
窓
、
詩
人
に
「
委
託
」
(
〉
巳
有
田
岡
)
を
求
め
て
く
る
窓
と
し
て
登
場

す
る
向
、
乙
の
窓
か
ら
の
「
委
託
」
は
「
序
」
の
冒
頭
部
に
引
用
し
た
『
第
九
の
悲
歌
』
の
第
四
節
で
部
分
的
に
答
え
ら
れ
て
い
る

と
言
え
よ
う
|
|
「
お
そ
ら
く
私
た
ち
が
乙
の
世
に
在
る
の
は
、
言
う
た
め
な
の
だ
。
家
、
/
橋
、
噴
水
:
:
:
窓
と
」
。
そ
し
て
『
第

凶

十
の
悲
歌
』
で
、
「
窓
」
は
星
座
と
な
っ
て
「
悩
み
の
国
」
の
空
に
掲
げ
ら
れ
、
「
言
う
」
と
い
う
詩
人
へ
の
委
託
は
つ
い
に
成
就
き

れ
る
。
乙
の
窓
に
つ
い
て
の
詳
察
は
「
星
座
と
し
て
の
窓
」
の
章
に
ゆ
ず
り
た
い
。

『第
二
の
悲
歌
』
と
『
第
七
の
悲
歌
』
と
が
「
恋
人
」
と
関
係
す
る
「
窓
」
で
あ
る
。
悲
観
的
な
調
子
の
強
い
第
一
次
大
戦
前
の
悲

同
開

歌
の
一
つ
で
あ
る
『
第
二
の
悲
歌
』
の
窓
は
、
恋
人
た
ち
が
「
窓
べ
で
の
憧
れ
」
(
【

r
∞与口
E
n
E
回
自
司

2
回
目
刊
円
)
に
耐
え
る
と
き
、

恋
の
憧
れ
が
外
に
向
か
っ
て
流
れ
出
て
ゆ
く
窓
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
こ
の
世
に
あ
る
乙
と
は
す
ば
ら
し
い
」

(
E
2
3
ロヨ

-H2『
E
n
F
・
)
と
、
無
常
な
乙
の
世
に
お
い
て
も
真
の
「
存
在
」
ぞ
持
ち
得
る
こ
と
を
ほ
め
称
え
る
『
第
七
の
悲
歌
』
は
、
天
使
に
向

リ
ル
ケ
の
「
窓
」
の
モ
チ
ー
フ
(
上
)

九



か
-っ
て
こ H

の fJレ
さケ
つの
に「

歌竺
L、ー
あ Z
11 ;_ 
るω)
。フ

r、
上
、-'

問。

け
れ
ど
塔
は
偉
大
で
あ
っ
た
で
は
な
い
か
。
お
お
天
使
よ
、
塔
は
そ
う
だ
つ
た
、
|
|

偉
大
だ
っ
た
、
お
ん
み
と
並
ん
で
さ
え
も
?

シ
ャ
ル
ト
ル
は
偉
大
だ
っ
た
|
|
、
そ
し
て
音
楽
は

な
お
い
っ
そ
う
高
く
昇
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
を
凌
駕
し
た
の
だ
。
だ
が
た
だ
ひ
と
り
の

愛
の
女
性
で
さ
え
|
|
、
お
お
、
ひ
と
り
夜
の
窓
べ
に
あ
っ
て

お
ん
み
の
膝
ま
で
届
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
l
l
l
?

、
、
、
、

思
つ
て
は
な
ら
な
い
、
わ
た
し
が
求
め
て
い
る
と
。

天
使
よ
、
た
と
え
お
ん
み
を
求
め
た
と
て
!

お
ん
み
は
来
な
い
の
だ
。

(
第
八
節
)

の
「
天
使
」
を
此
岸
と
彼
岸
の
両
界
を
貫
く
「
大
き
な
統
一
界
」
(
会
内
問
『
O
P
何
回
ロ
F
m
U
)

ω
 

あ
る
と
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

リ
ル
ケ
は
『
悲
歌
』

に
住
む
存
在
で

「
悲
歌
の
「
天
使
」
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
天
国
の
天
使
と
何
の
関
係
も
あ
り
ま
せ
ん
(
む
し
ろ
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
天
使
た
ち
の
姿

に
近
い
の
で
す
)
:
:
:
悲
歌
の
天
使
は
私
た
ち
が
行
な
っ
て
い
る
自
に
見
え
る
も
の
か
ら
自
に
見
え
な
い
も
の
へ
の
変
容
が
、
そ
の

内
部
で
す
で
に
成
就
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
あ
の
存
在
な
の
で
す
。
悲
歌
の
天
使
に
と
っ
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
過
去
の
塔
や
宮
殿

が
杏
在
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
そ
れ
ら
が
久
し
く
自
に
見
え
な
く
な
っ
て
い
る
か
ら
な
の
で
す
。
そ
し
て
、
私
た
ち
の
世
界
の
存

在
で
あ
る
ま
だ
現
存
中
の
塔
や
橋
も
、
そ
れ
ら
が
ま
だ
ハ
私
た
ち
に
と
っ
て
〉
物
体
と
し
て
存
続
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
す



で
に
天
使
に
は
自
に
見
え
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
悲
歌
の
天
使
は
、
自
に
見
え
な
い
も
の
の
う
ち
に
よ
り
高
次
の
実
在
性
が
認

め
ら
れ
る
の
を
保
証
し
て
く
れ
る
あ
の
存
在
な
の
で
す
。
ー
ー
で
す
か
ら
、

天
使
が
私
た
ち
に
と
っ
て
「
恐
ろ
し
い
」
の
は
、

目
t乙

見
え
る
も
の
を
愛
し
つ
つ
そ
れ
を
変
容
す
る
者
で
あ
る
私
た
ち
が
、
そ
れ
で
も
な
お
自
に
見
え
る
も
の
に
執
着
し
て
い
る
か
ら
な
の

で
す
」
。

こ
の
天
使
に
つ
い
て
の
リ
ル
ケ
の
証
言
は
、
い
ま
引
用
し
た
悲
歌
の
個
所
の
か
な
り
の
部
分
を
説
明
し
て
く
れ
る
。
天
使
の
住
む

「
大
き
な
統
一
界
」
は
、
生
と
死
の
両
界
を
包
摂
し
、
過
去
の
塔
や
宮
殿
も
、
現
存
中
の
塔
や
橋
も
不
可
視
の
も
の
と
な
っ
て
共
に
存

在
す
る
広
大
な
空
間
的
・
時
間
的
な
世
界
で
あ
る
か
ら
、

乙
の
「
大
き
な
統
一
界
」
は
愛
の
女
性
や
夜
の
空
聞
に
象
徴
さ
れ
る
「
開

か
れ
た
世
界
」
と
ま
っ
た
く
同
質
か
、
ま
た
は
そ
れ
に
き
わ
め
て
近
い
性
質
の
世
界
で
あ
り
、
し
か
も
そ
う
し
た
「
聞
か
れ
た
世
界
」

を
も
包
み
込
む
き
わ
め
て
広
大
な
空
間
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
私
た
ち
を
越
え
て
高
く
昇
っ
て
ゆ
く
「
音
楽
」
も
、

ω
 

八
年
作
の
『
音
楽
に
よ
せ
て
』
(
〉
ロ
丘
町
玄
Z
払

r
)

の
詩
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
あ
る
種
の
「
聞
か
れ
た
世
界
」
や
「
世
界
内
部
空
間
」

九

を
表
わ
す
広
大
な
「
内
的
空
間
」
(
出
2
N
E
E
U
)
で
あ
る
。
さ
て
こ
乙
で
、

ζ

う
し
た
関
係
を
視
野
に
収
め
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
の

詩
句
に
戻
ろ
う
。
「
ひ
と
り
の
愛
の
女
性
」
が
「
夜
の
窓
べ
」

(EM
ロ陣
n
F
佳
品

g
司

g又
2
)
に
立
つ
と
き
、
「
お
ん
み
の
膝
ま
で
届

い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
l
!
?
」

と
い
う
反
語
的
な
聞
い
は
、

ど
う
い
う
意
味
を
も
つ
の
か
?

ヤ
l
コ
プ
・
シ
ュ
タ
イ
ナ
1

は
、
こ
の
間
い
は
愛
の
女
性
の
高
い
意
味
を
形
象
的
に
示
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
天
使
と
愛
の
女
性
と
の
直
接
的
な
信
頼
関
係
の

イ
メ
ー
ジ
を
も
伴
っ
て
い
る
、

1

1
つ
ま
り
、
小
さ
な
子
供
が
大
人
の
膝
ま
で
届
く
よ
う
に
、
愛
の
女
性
が
夜
の
窓
べ
に
あ
っ
て
純

粋
な
(
ま
っ
た
く
目
的
意
識
の
な
い
)
感
情
に
な
っ
た
瞬
間
に
天
使
に
届
く
の

r、
と
い
う
風
に
解
釈
し
て
い
加
。
た
し
か
に
シ
ユ

タ
イ
ナ
l
の
解
す
る
と
お
り
で
あ
る
が
、
天
使
や
愛
の
女
性
の
も
つ
象
徴
的
な
深
い
意
味
に
さ
ら
に
も
う
一
歩
踏
み
込
仕
と
、
愛
の

リ
ル
ケ
の
「
窓
」
の
モ
チ
ー
フ
(
上
)

四



リ
ル
ケ
の
「
窓
」
の
モ
チ
ー
フ
〈
上
〉

四

女
性
の
聞
か
れ
た
世
界
が
、
夜
の
「
窓
」
を
通
じ
て
、
も
っ
と
広
大
な
天
使
の
住
む
「
大
き
な
統
一
界
」
に
達
す
る
こ
と
も
可
能
と

な
る
。

今
ま
で
「
窓
」
は
、

よ
っ
て
天
使
の
世
界
、
同
じ
「
聞
か
れ
た
世
界
」
と
い
っ
て
も
此
岸
と
彼
岸
と
を
包
摂
す
る
き
わ
め
て
広
大
な
世
界
に
通
じ
る
窓
と

愛
の
女
性
の
「
聞
か
れ
た
世
界
」
に
通
じ
る
窓
で
あ
っ
た
の
が
、

つ
い
に
乙
の
『
第
七
の
悲
歌
』

lこ

ょ
っ
こ
。

f
''

ゆ

e'

五

そ
れ
で
は
最
後
に
フ
ラ

ン
ス
語
の
詩
集
『
窓
』

(
F
2
Fロ
品
目
『
内
国
)
に
お
け
る
「
恋
人
」
と
「
窓
」
と
の
関
係
を
見
て
ゆ
き
た
い
。

ζ

の
詩
集
は
、
も
と
も
と
リ
ル
ケ
が
パ
ラ
デ
ィ

l
ヌ
・
ク
ロ
ソ
フ
ス
カ
(
メ
ル
リ
l
ヌ
)
と
あ
る
種
の
恋
愛
関
係
を
結
び
始
め
た
頃

の
一
九
二

O
年
八
月
に
、
「
窓
」

を
主
題
に
し
た
詩
作
の
構
想
が
彼
の
頭
に
浮
か
び
あ
が
り
、

彼
女
と
ふ
た
り
で
挿
絵
入
り
の
詩
集

を
出
す
こ
と
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
の
が
そ
も
そ
も
の
発
端
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
書
か
れ
た
の
は
一
九
二
四
年
夏
の
ラ
ガ
ツ

(
第
三
、
第
四
の
二
篇
)
と
、

一
九
二
六
年
春
の
ヴ
ァ
ル
モ
ン
療
養
所
(
他
の
八
篤
)
と
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ζ

の
詩
集

が
、
メ
ル
リ
l
ヌ
に
よ
る
十
枚
の
エ
ッ
チ
ン
グ
の
挿
絵
を
つ
け
て
出
版
さ
れ
た
の
は
、
リ
ル
ケ
の
死
の
翌
年
、

一
九
二
七
年
夏
に

な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
ζ

う
し
た
詩
集
誕
生
の
経
緯
か
ら
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
恋
人
と
窓
」

と
の
関
係
が
こ
の
詩
集
を
お
お
き

く
覆
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
乙
の
詩
集
の
大
き
な
特
長
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
な
に
よ
り
も
、

リ
ル
ケ
の
窓
の
モ
チ
ー
フ
の

歴
史
の
上
で
「
窓
」
が
ζ

の
詩
集
に
よ
っ
て
、

中
心
テ

l
マ
と
な
っ
て
そ
の
主
役
に
な
り
、
「
恋
人
」
、
が
脇
役
の
位
置
に
転
換
し
た

と
こ
ろ
に
重
要
な
意
味
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
窓
の
本
質
や
特
質
が
き
わ
め
て
明
瞭
に
浮
上
し
て
き
て
い
る
。

乙
乙
で
、

ζ

の
十
篇
の
詩
を
窓
の
モ
チ
ー
フ
を
中
心
に
し
た
内
容
か
ら
類
別
す
る
と
、
「
恋
人
と
窓
」

が
七
篇
(
第
一
、

第
三
、



第
五
、
第
六
、
第
七
、
第
八
、
第
十
)
、
「
夜
の
空
間
と
窓
」
が
二
篇
(
第
六
、
第
十
)

あ
り
、

そ
の
他
に
「
鏡
と
し
て
の
窓
」
ハ
第

四
)
、

「
詩
人
の
心
の
内
部
と
し
て
の
窓
」

〈
第
九
)
、

「
期
待
と
不
安
を
も
た
せ
る
窓
」

(
第
二
)
な
ど
と
な
る
。
そ
れ
で
は
、

本
稿
で
は
、
ま
ず
「
恋
人
と
窓
L

と
の
関
係
か
ら
「
窓
」
の
本
質
や
特
質
を
考
察
し
て
ゆ
き
、
そ
の
他
の
関
係
は
次
の
稿
に
議
り
た

L、
。

制

第
三
の
詩
『
お
ま
え
は
わ
た
し
た
ら
の
幾
何
学
で
は
な
い
か
:
:
:
』

(
Z
.
2
1
E
苦
闘
ロ
O

可
内
四
宮
ヨ
公
江
市
:
・
)
で
あ
る
。

お
ま
え
は
わ
た
し
た
ら
の
幾
何
学
で
は
な
い
か
、

窓
よ
、
わ
た
し
た
ち
の
途
方
も
な
く
大
き
な
生
を

や
す
や
す
と
取
り
囲
ん
で
い
る

き
わ
め
て
単
純
な
形
よ
。

愛
す
る
人
が
お
ま
え
の
枠
に
縁
ど
ら
れ
て

姿
を
現
わ
す
の
を
見
る
と
き
ほ
ど

美
し
い
こ
と
は
な
い
。
お
お
、
窓
よ
、

お
ま
え
は
彼
女
を
ほ
と
ん
ど
永
遠
の
も
の
に
す
る
。

ど
ん
な
偶
然
も
廃
棄
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
存
在
は

リ
ル
ケ
の
「
窓
」
の
モ
チ
ー
フ
(
上
)

四



リ
ル
ケ
の
「
窓
」
の
モ
チ
ー
フ
(
よ
)

四
四

愛
の
ま
っ
た
だ
中
に
留
っ
て
い
る
の
だ
、

ひ
と
が
自
由
に
で
き
る
よ
う
な

乙
の
わ
ず
か
な
空
聞
が
ま
わ
り
に
あ
れ
ば
。

「
恋
人
と
窓
」
と
の
関
係
に
ま
っ
た
く
新
し
い
意
味
を
つ
け
加
え
て
い
る
。
ど
ん
な
窓
に
も
そ
の
周
囲
を
取
り
囲
む

窓
枠
が
あ
る
。
窓
は
乙
の
窓
枠
に
よ
っ
て
ま
っ
た
く
新
し
い
意
味
、
主
体
的
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
四
角
形
の
|
|
あ
る

ζ

の
詩
は
、

い
は
円
形
や
そ
の
両
者
を
組
み
合
わ
せ
た
形
の
|
|
窓
枠
の
「
き
わ
め
て
単
純
な
」
輪
郭
は
、
「
わ
た
し
た
ら
の
途
方
も
な
く
大
き

な
生
」
(
ロ
2
3
丘
町
宮
2
g巾)、

つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
の
見
渡
す
乙
と
の
で
き
な
い
広
大
な
生
の
世
界
を
一
つ
の
見
渡
せ
る
形
に
枠
囲

い
し
、
そ
れ
ぞ
他
か
ら
孤
立
さ
せ
る
と
同
時
に
一
つ
の
独
立
し
た
形
象
(
富
島
)
へ
と
高
め
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
こ
の
地

一
つ
の
形
象
、
つ
ま
り
純
粋
な
形
姿
へ
と
高
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
永
遠
化
さ
れ
る
の

上
の
世
界
の
移
り
ゆ
く
無
常
な
存
在
が
、

で
ゐ
る

l
l
「
お
お
窓
よ
、
/
お
ま
え
は
彼
女
を
ほ
と
ん
ど
永
遠
の
も
の
に
す
る
」
〈
第
二
節
)
。
ち
な
み
に
、

M
開

ノ
ウ
は
ζ

う
し
た
リ
ル
ケ
の
窓
の
働
き
を
、
「
枠
効
果
」
(
島
町

E
r
g
g
r
4
5『
E
ロ
四
)
と
呼
ん
で
い
る
。

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ボ
ル

き
て
、

こ
の
よ
う
な
窓
の
主
体
的
な
特
質
に
よ
っ
て
、
リ
ル
ケ
の
窓
の
モ
チ
ー
フ
の
歴
史
の
上
で
三
つ
の
重
要
な
事
が
明
ら
か
に

な
っ
て
く
る
。
第
一
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
と
お
り
、
こ
の
『
窓
』
の
詩
集
以
前
の
詩
で
は
窓
が
愛
の
女
性
の
「
聞
か
れ
た
世
界
」

に
通
じ
る
通
路
で
あ
っ
た
の
が
、
乙
の
詩
集
に
よ
っ
て
窓
が
逆
に
、
恋
人
を
永
遠
の
存
在
へ
と
高
め
る
主
体
的
な
空
間
そ
の
も
の
と

な
っ
た
乙
と
で
あ
る
。
第
二
は
、
第
一
の
特
質
か
ら
窓
は
、
永
遠
の
存
在
を
包
摂
す
る
世
界
、
い
わ
ば
あ
る
種
の
「
聞
か
れ
た
世
界
」

そ
の
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

こ
れ
は
第
三
節
の
、

そ
の
中
で
は
「
ど
ん
な
偶
然
も
廃
棄
さ
れ
て
い
る
」
(
吋
。
E

r回

F
E
R
E



8
5
同

σ0医
師
・
)
と
い
う
一
句
か
ら
も
、
偶
然
と
か
運
命
と
か
に
脅
か
さ
れ
る
と
と
の
な
い
「
聞
か
れ
た
世
界
」
の
特
質
が
窺
わ
れ
る
。

的

ャ
l
コ
プ
・
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
も
、
乙
の
空
聞
を
一
種
の
「
世
界
内
部
空
間
」
と
解
し
て
い
る
。
な
お
、
当
詩
集
の
第
五
の
詩
『
窓

ょ
、
な
ん
と
お
ま
え
は
す
べ
て
の
も
の
に
:
:
:
』
(
の
o
g
g
n
Z
と
0
5
2
跡

HOE-rEz--J
で
も
、
「
窓
枠
の
中
」

(
E
5
5

2ι
『
司
)
の
子
供
を
次
の
よ
う
に
歌
っ
て
い
る
。

ぼ
ん
や
り
と
し
た
倦
怠
に
洗
み
な
が
ら

子
供
が
窓
に
も
た
れ
て
留
ま
っ
て
い
る
。

夢
み
て
い
る
の
だ
:
:
:
彼
の
上
着
を
す
り
切
ら
せ
て
い
る
の
は

彼
で
は
な
く
て
時
間
で
あ
る
。

(
第
三
節
)

「
子
供
の
上
着
が
す
り
切
れ
る
」
の
は
「
上
着
」
が
一
刻
一
刻
過
去
へ
と
流
れ
去
る
日
常
の
「
時
間
」

Q
Z問
自
国
る
に
さ
ら
さ
れ

て
い
る
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
窓
の
な
か
の
子
供
」
は
、
流
れ
去
る
日
常
の
時
間
と
は
別
の
時
間
の
世
界
に
「
留
ま
っ
て

い
る
」
(
『
冊
目
同
2
H
Z
E
u
g
)
の
で
あ
る
。
時
間
と
存
在
の
問
題
に
真
正
面
か
ら
取
り
組
ん
で
い
る
『
真
珠
玉
が
ζ

ぽ
れ
散
る
:
:
:
』

の
詩
ゃ
、
『
C
-
W
伯
爵
の
遺
稿
よ
り
』
の
詩
『
な
ん
と
奇
妙
な
言
葉
ょ
、
時
を
ま
ぎ
ら
す
と
は
:
:
:
』
(
ざ

E
P忌
n
F
2
4〈
O

『
三
島
内

M
開

N
S
2
3
E
v
g
:・
)
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
留
ま
る
こ
と
」
(
忠
ロ
虫
色

Z
ロ
)
に
よ
っ
て
「
つ
い
の
存
在
」
(
巳
ロ

g
e
r
r
-
Vな〉

が
可
能
に
な
る
の
は
、
流
れ
去
る
日
常
の
時
閣
で
は
な
く
、
先
の
「
真
珠
玉
」
の
詩
で
も
言
及
し
た
「
全
数
の
時
間
」
と
か
「
充
た

帥
糊

さ
れ
た
時
間
」
と
言
わ
れ
る
高
次
の
時
聞
に
お
い
て
で
あ
る
。
乙
の
詩
で
も
、
た
ん
に
「
子
供
が
窓
に
も
た
れ
て
い
る
」
の
で
は
な

リ
ル
ケ
の
「
窓
」
の
モ
チ
ー
フ
(
上
)

四
五



リ
ル
ケ
の
「
窓
」
の
モ
チ
ー
フ
〈
上
)

四
六

く
て
、
「
子
供
が
窓
に
も
た
れ
て
留
ま
っ
て
い
る
」

(て
2
F三
M
J
3
E
5
2
『
内
帥
丹
市
山
)
の
で
あ
る
。
「
留
ま
っ
て
い
る
」
が
行
末
に
お

か
れ
て
、
詩
人
は
明
ら
か
に
乙
の
語
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
置
き
、
象
徴
的
な
意
味
を
担
わ
せ
て
い
る
の
が
分
か
る
。
以
上
の
よ
う
に
、

こ
の
窓
枠
の
な
か
の
空
間
は
、

日
常
の
時
聞
を
越
え
た
高
次
の
時
間
性
を
も
っ
た
空
間
で
あ
っ
て
、

そ
の
よ
う
な
時
間
的
な
特
質
を

も
っ
た
空
間
は
ま
さ
に
「
開
か
れ
た
世
界
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。

第
三
は
、

こ
れ
も
第
一
の
窓
の
主
体
的
な
働
き
か
ら
考
察
で
き
る
こ
と
で
あ
る
が
、
現
実
の
世
界
を
]
定
の
枠
の
な
か
に
切
り
取

り
、
孤
立
さ
せ
、
そ
れ
を
独
立
し
た
永
遠
の
形
象
へ
と
転
佑
す
る
働
き
は
、
ま
さ
に
芸
術
の
も
つ
本
質
的
な
機
能
で
あ
る
。
絵
画
や

彫
刻
で
あ
れ
、
音
楽
で
あ
れ
、
言
語
芸
術
で
あ
る
詩
や
小
説
で
あ
れ
、
ど
れ
も
そ
の
本
質
に
お
い
て
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
捉

で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、

乙
の
窓
の
空
聞
に
詩
作
の
仕
事
に
携
わ
る
詩
人
自
身
の
内
的
空
間
、
心
の
空
聞
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
の

ζ

の
枠
で
囲
ま
れ
た
窓
の
空
聞
は
、
詩
人
の
心
の
空
間
の
象
徴
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。

え
て
く
る
と
、
詩
人
は
、

乙
れ
が
た
ん
な
る
推
論
で
な
い
の
は
、
後
に
取
り
上
げ
る
当
詩
集
の
第
九
の
誇
『
す
す
り
泣
き
、
す
す
り
泣
き
、
た
だ
す
す
り
泣
く

ば
か
り
:
:
:
』

2
2包
o
f
gロ
包

o
f
E
2
2偶
-
0
・:
)
が
も
っ
と
強
力
に
支
援
し
て
く
れ
る
。
そ
乙
で
は
、
雨
に
降
ら
れ
て
誰
も
い

な
い
窓
に
、
病
床
に
臥
す
詩
人
の
孤
独
な
心
の
内
部
、
孤
独
な
魂
が
照
応
し
て
い
る
。

ω
 

な
お
、
す
で
に
『
あ
ら
か
じ
め
失
わ
れ
た
恋
人
よ
:
:
:
』
に
見
ら
れ
た
窓
の
も
つ
「
隔
た
り
」
の
特
性
は
、
当
詩
集
の
第
一
の
詩

に
も
見
ら
れ
る
。

バ
ル
コ
ニ
ー
の
上
に
、

あ
る
い
は
窓
の
額
縁
の
な
か
に
、



ひ
と
り
の
女
が
た
め
ら
う
だ
け
で
充
分
で
あ
る

わそ
Tこの
し姿
Tこカf

ち現
かわ
られ
失る
わの
れを
る見
女tた
でと
あた
るん
Tこ
め
tζ 
は

(
第
一
節
)

窓
は
そ
の
窓
枠
に
よ
っ
て
、

恋
人
や
子
供
を
永
遠
の
存
在
へ
と
高
め
る
が
、

同
時
に
そ
の
対
象
を
所
有
す
る
と
と
が
で
き
ず
、

「
わ
た
し
た
ち
か
ら
失
わ
れ
」
、
遠
ざ
か
っ
た
存
在
に
す
る
。
第
四
の
詩
で
も
窓
は
、

制え
」
(
第
二
節
)
と
歌
わ
れ
て
い
る
。

「
引
き
難
し
た
り
引
き
寄
せ
た
り
す
る
お
ま

f主)
 -

(
 

)
 

2
 

(
 

)
 

内

d(
 

)
 

a姐(
 

MgrH印
J
J
w
w
p
f
∞・ご∞・

一
九
二
五
年
十
一
月
十
三
日
付
ヴ
ィ
ト
ル
ト
・
フ
レ
ヴ
ィ
チ
宛
の
手
紙
(
岡
山
M
F
士
回
『
芯

p
・
m-
∞坦∞同・)。

m
z
w伶
日
∞
三
回
仏
・
ア
甲
子
ご
∞
『
・

一
九
二

O
年
八
月
二
十
七
日
付
ナ
ニ

l
・
ゲ
ン
タ
l
リ
l
H
フ
ォ
ル
カ
ル
ト
夫
人
宛
の
手
紙

(
E
r
-切コ
ペ
p
g
z
z
z
g
E
H仏
内
ユ
マ
〈
。

-zp

切
門
戸
グ
回
・
凶
-
u
・)。

な
お
、
リ
ル
ケ
の
韻
文
に
お
け
る
「
窓
」
と
い
う
語
の
全
体
の
使
用
頻
度
は
、

U
-
K
，
コ
ー
ル
ド
ス
ミ
ス
編
の
『
ラ
イ
ナ
ー
・
マ
リ
ア
・
リ

ル
ケ
、
韻
文
コ
ン
コ

l
ダ
ン
ス
』
を
手
掛
り
に
し
て
調
べ
る
と
、
町
内
宮
丹
市
円
は
単
数
、
複
数
の
あ
ら
ゆ
る
形
を
含
め
て
九
三
回
、
さ
ら
に
フ

ラ
ン
ス
語
の
『

2
会

2
は
複
数
を
も
含
め
て
三

O
回
で
、
計
一
二
三
四
に
な
る
。
ま
た
、
こ
の
ま
わ
り
に
「
窓
ガ
ラ
ス
」
、
「
窓
枠
」
、
「
窓

台
」
、
「
窓
の
カ
ー
テ
ン
」
な
ど
が
と
り
巻
い
て
い
る
の
で
、
可
成
り
の
数
に
の
ぼ
る
。
リ
ル
ケ
の
愛
し
た
「
パ
ラ
」
や
「
星
」
、
ま
た
「
神
」

や
「
天
使
」
、
「
夜
」
や
「
風
」
の
使
用
頻
度
な
ど
は
、
「
窓
」
の
そ
れ
を
は
る
か
に
越
え
て
い
る
も
の
の
、
本
文
で
引
用
し
た
『
第
九
の
悲

歌
』
で
呼
び
出
さ
れ
た
事
物
ら
の
う
ち
で
「
窓
」
を
上
ま
わ
っ
て
い
る
の
は
「
家
」
だ
け
で
、
そ
の
他
は
意
外
に
少
な
く
、
七
五
回
の
「
門
」

(
叶
。
ァ
宮
『
円
。
)
を
除
く
と
他
は
「
窓
」
の
半
分
に
も
達
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
む
ろ
ん
、
意
味
内
容
と
は
何
の
係
わ
り
も
な
い
の
で
、
リ

(5) 

リ
ル
ケ
の
「
窓
」
の
モ
チ
ー
フ
(
上
)

四
七



リ
ル
ケ
の
「
窓
」
の
モ
チ
ー
フ
(
上
)

四
八

(7) (6) 

ル
ケ
の
詩
作
に
お
け
る
重
要
度
を
表
わ
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
が
、
あ
る
程
度
詩
人
の
関
心
度
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

』

R
o
v
m
R
5
2
Hm
z
r
g
U巳
ロ
2
2
巴
伶
同
庁

P
凶

-
M
2
・

た
と
え
ば
『
降
臨
節
』
の
詩
『
夕
べ
が
遠
く
か
ら
や
っ
て
く
る
:
::』

(
0
2
〉

Z
E
r
o
g
E
4
0ロ

Z
E
令
官
蒜

2
・:
)
で
は
、
「
窓
」

を
境
に
し
て
部
屋
の
中
を
窺
う
外
界
の
自
然
(
冬
の
夕
べ
)
と
内
側
か
ら
そ
れ
に
じ
っ
と
聞
き
耳
を
た
て
る
人
間
(
家
族
)
と
の
姿
が
歌
わ

れ
て
い
て
、
そ
こ
に
は
外
界
と
内
界
と
の
仲
介
者
と
し
て
の
「
窓
」
の
素
朴
な
原
裂
が
見
ら
れ
る
(
宮
』

rt
回当

w
p
f
m・
5
∞・)。

E
r
f
ω
さ
E
-
タ

ω・
怠
〔

E
W命
日
田
三
宮
・
♂

ω・
ぷ
1
由。・

2
w一
切
さ

E.
♂
ω・
∞め
1
2
・

E-ZHω
さ

E
-
了

ω・凶吋∞・

拙
稿
「
『

C-w
伯
爵
の
遺
稿
よ
り
』
と
そ
の
周
辺
を
め
ぐ
っ
て
|
|
リ
ル
ケ
の
中
期
か
ら
晩
年
へ
の
詩
境
の
展
開
(
そ
の
四
)
」
(
「
ド
イ
ツ

文
学
研
究
」
(
京
都
大
学
教
養
部
)
報
告
第
三
O
号
〈
一
九
八
四
年
)
所
収
〉
三

O
|三
四
頁
参
照
。

『
マ
ル
テ
の
手
記
』

(
E
F
m
-∞
三
回
門
戸
-m-ω
・
8
吋・)
。

パ
ウ
ラ

・
モ
l
ダ

i
ゾ
l
ン
H
ベ
ッ

カ
ー
に
捧
げ
る
『
鎮
魂
歌
』

(E
-
Z
一
切
さ
回
仏
・
グ

ω・
8
串・
)。

室
町
ふ
さ

E-
ア
∞

-s=

m
F
O
H
田
君

E
・
ケ
∞

-ug・

目
-wRω
ぜ
〈
切
込
・
少

ω・
5
8
ι
S
M
-

m回目白日
ωぜ〈岡島・
m
Y

∞・∞曲目凶「

本
文
三
八
頁
参
照
。

本
文
三
九
頁
参
照
。

m
-倖
m
H
U
E
叶

B
E
g
g
r
ω
・ま
-

E
w
n
H
切
さ

E
・
-
h-S
1

E
F
R
切
さ
切
F
M
-
切
-AFM
『・

中
期
パ
リ
時
代
で
は
、
「
愛
の
女
性
」

(RF
一C
O
Z
E
n
)
と
「
恋
人
H
愛
さ
れ
る
女
性
」
ハ
色
町
の
忌
m
v
Z
)
と
が
鋭
い
対
立
の
な
か
に
お
か
れ

。1)ω(9) (8) ω ωωωω 申Il)(19)帥帥倒帥 ωω



て
、
後
者
が
前
者
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
退
け
ら
れ
て
い
る
が
、
後
期
に
な
る
と
「
恋
人
」
が
必
ず
し
も
パ
リ
時

代
の
後
者
の
意
味
だ
け
で
使
用
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
こ
の
詩
の
「
恋
人
」
〈
の
己
W
Zと
も
後
者
の
意
味
で
は
な
く
、
明
ら
か
に
前

者
の
意
味
で
の
所
有
な
き
愛
の
女
性
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

M
w
m
-
-
W
H
ω
さ
回
仏

-Muω
・
選
・

同開

M
w
n
o
σ
ω
E
Z
『ニ
VFpu
∞-MS-

M

判

担

-rHω
三
回
仏
・

MM
∞
・
二
回
・

同
開
担
-wouω
さ
切
仏
-
r
ω
-
g
m
-

M判
型
-r何日

ω
2
E
-
-
u
m・
吋

MU-

M

側

担

保

2
ω
さ

E
・
ヶ
国
・

2--

ω
E
-
w
o
H
ヨミ
E
-
-
w
m・ご
M
同・

ω

一
九
二
五
年
十
一
月
十
三
日
付
ヴ
ィ
ト
ル
ト
・
フ
レ
ヴ
ィ
チ
宛
の
手
紙

(
E
F土
田
z
r
-
m・
∞
窓
口

E
m
-
∞
由
也
戸
)
。

帥
岡
田
-WH
田君

E
-
M
u
m
-
-
ニ・

M
開

』

削

wn
。σ
切符山口
2
L
Z
p
w
∞・

5
-『
-

M
例
目
-
W
H
ω
さ
回
仏
・

MMω-u∞叫『・

帥
開
。
=
。
吋
江
市
内
同

HF円
V
切

D-EC宅
um--FRJ
∞-MS-

伺

』

Mwnoσ
由
席
宮
内
吋
日
目
立
仏
よ
∞

-
M
S・

側
岡
山

FFOHω
さ
E
-
P
ω
-
u
g円

M開

E
-
W
H
ω
4〈
回
仏
-Mw
∞
--NU・

、
、
、
、

同
開
な
お
、
『
真
珠
玉
が
こ
ぼ
れ
散
る
:
:
:
』
と
『
な
ん
と
奇
妙
な
言
葉
よ
、
時
を
ま
ぎ
ら
す
と
は
:
:
:
』
の
両
詩
に
お
け
る
時
間
と
春
在
の
問

題
は
拙
稿
「
『
C
-
W
伯
爵
の
遺
稿
よ
り
』
と
そ
の
周
辺
を
め
ぐ
っ
て
|
|
リ
ル
ケ
の
中
期
か
ら
晩
年
へ
の
詩
境
の
展
開
(
そ
の
三
)
」
に
詳

し
く
述
べ
て
い
る
。
「
ド
イ
ツ
文
学
研
究
」
(
京
都
大
学
教
養
部
)
報
告
第
二
三
号
(
一
九
七
七
年
)
七
二
|
八
三
頁
参
照
。

担
-r。
日
∞
ぜ
〈
切
込
・

M
w
m
-
U
2
・

担
保
命
日

ωさ
E
.
M
W
ω
-
u
s
.

ωω 
リ
ル
ケ
の
「
窓
」
の
モ
チ
ー
フ
(
上
)

四
九
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