
一
万
年
の
風
の
記
憶
を
反
復
す
る
人

　
　
未
津
き
み
第
五
詩
集

　
　
　
　『
ブ
ラ
キ
ス
ト
ン
線

―
十
四
歳
の
夏
』 

に
寄
せ
て

　
　

１

　

青
森
の
未
津
き
み
さ
ん
か
ら
第
四
詩
集
『
幻
の
川　

幻
の
樹
』
が

二
〇
〇
七
年
に
送
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
数
十
篇
を
初
め
て
読
ん
だ
時
に
、

不
思
議
な
感
覚
に
と
ら
わ
れ
た
。
詩
の
言
葉
が
ざ
わ
ざ
わ
と
ゆ
ら
ぎ
、

遠
く
古
代
か
ら
の
風
が
響
い
て
く
る
よ
う
な
感
じ
が
し
た
。
古
代
の
知

識
を
引
用
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
弥
生
時
代
を
遥
か
に
さ
か
の
ぼ
り
、

縄
文
時
代
の
山
河
や
海
辺
に
吹
き
渡
っ
て
い
た
風
が
、
未
津
さ
ん
の
肉

体
を
通
し
て
詩
行
の
リ
ズ
ム
に
乗
り
移
っ
て
い
る
思
い
が
し
た
。
未
津

さ
ん
は
き
っ
と
一
万
年
以
上
の
東
北
の
歴
史
を
我
が
も
の
と
す
る
困
難

な
詩
作
を
自
ら
に
課
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
た
。

　

未
津
き
み
さ
ん
の
初
め
て
の
詩
集
『
仲
間
と
ゆ
く
』
は
三
人
の
共
同

詩
集
で
一
九
六
〇
年
に
発
行
さ
れ
た
そ
う
だ
が
、
本
格
的
な
第
一
詩
集

は
『
浪
漫
散
歩
地
図
』
で
一
九
八
八
年
に
刊
行
さ
れ
た
。
そ
の
当
時
、

未
津
さ
ん
は
会
社
を
早
期
退
職
し
た
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
詩
作
に
専

念
し
て
い
っ
た
ら
し
い
。
二
十
代
の
後
半
で
東
奥
小
説
賞
を
受
賞
し
、

文
芸
誌
「
新
潮
」
や
「
文
芸
」
に
小
説
も
発
表
し
て
い
た
く
ら
い
詩
作

よ
り
も
小
説
に
熱
中
し
て
い
た
。
け
れ
ど
も
小
説
よ
り
も
詩
の
方
が
自

己
表
現
に
適
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
、
真
に
な
す
べ
き
こ
と
を
自
覚

化
し
て
い
っ
た
と
い
う
。
そ
の
第
一
詩
集
の
中
に
「
縄
文　

甕　

―
土

器
―
」
と
い
う
詩
が
あ
る
。

　
　
　

縄
文
　
甕　

―
土
器
―

火
の
匂
い
を
放
ち

焰
の
象
を
秘
し
て
は

肌
の
絲
影
か
ら

遠
古
の
夢
を
か
き
鳴
ら
し

か
く
も
遙
か
な
道
程
を
超
え
て
き
た
こ
と
か

土
を
捏
ね
る
手
指
の
勁
さ
で

獣
を
獲
え

土
を
宥
め
る
優
し
さ
で

森
を
渡
る
風
に
季
の
移
ろ
い
を
測
り

土
を
揉
む
腕
力
に

集
落
の
廂
に
神
の
宿
り
を
祀
る

誦
え
る
祭
文
は

川
の
筋
に
沿
い

森
の
樹
々
を
響
か
せ

峯
々
を
木
霊
し

山
稜
を
崩
れ
墜
ち
て
は

甕
に
こ
も
る
（
前
半
部
）

　

青
森
で
三
内
丸
山
遺
跡
の
本
格
的
な
調
査
が
さ
れ
た
の
は
一
九
九
二

年
頃
で
、
江
戸
時
代
か
ら
こ
の
地
に
遺
跡
が
あ
る
こ
と
は
分
か
っ
て
い

た
ら
し
い
が
、
こ
の
詩
集
が
出
た
頃
は
あ
れ
ほ
ど
の
集
落
が
存
在
し
て

い
た
こ
と
は
知
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
未
津
さ
ん
の
暮
ら
す
青
森
市
郊

外
近
く
の
高
台
に
三
内
丸
山
遺
跡
が
あ
り
、
未
津
さ
ん
は
き
っ
と
そ
の

一
万
年
も
の
縄
文
人
の
暮
ら
し
の
存
在
を
い
つ
も
身
体
の
内
部
に
感
じ

て
い
た
に
違
い
な
い
。
陸
奥
湾
は
本
州
の
地
の
果
て
で
あ
り
、
そ
こ
に

あ
る
津
軽
平
野
は
山
と
河
と
海
が
渾
然
一
体
と
な
っ
た
場
所
で
あ
り
、

北
海
道
、
サ
ハ
リ
ン
、
シ
ベ
リ
ア
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
に
広
が
る
出
発

点
と
も
い
え
る
場
所
で
あ
る
だ
ろ
う
。
日
本
で
あ
り
な
が
ら
実
は
世
界

に
繫
が
っ
て
い
く
中
継
地
点
だ
っ
た
は
ず
だ
。
そ
の
意
味
で
未
津
さ
ん

の
感
性
は
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
広
が
っ
て
い
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

　

未
津
さ
ん
の
風
は
、「
火
の
匂
い
」
を
放
っ
て
「
遠
古
の
夢
を
か
き
鳴

ら
し
」
到
来
し
て
く
る
よ
う
だ
。
そ
れ
は
土
器
を
製
造
す
る
縄
文
人
の

「
土
を
揉
む
握
力
」
や
「
集
落
の
廂
」
に
神
を
感
ず
る
こ
と
な
の
だ
と

告
げ
て
い
る
。
そ
し
て
「
風
」
と
は
神
を
「
誦
え
る
祭
文
」
を
響
か
せ
、

川
や
森
や
峯
々
な
ど
の
山
河
に
吹
き
渡
り
、
つ
い
に
は
「
甕
に
こ
も
る
」

と
書
き
記
し
て
い
る
。

荒
々
し
く
分
け
入
る
力
を

拒
め
な
い
力
が
折
れ
て

身
ご
も
る
女
の
よ
う
に
甕
は
ふ
く
ら
み

か
き
鳴
ら
す
絲
線
の
弦
は

燻
蒸
さ
れ
た
呪
文
の
痕

集
落
の
廂
に
睡
る
神
々
の

煮
え
た
ぎ
り

津
波
の
よ
う
に
荒
れ
狂
い

古
代
の
生
き
ざ
ま
が
と
ぐ
ろ
を
巻
き

あ
ふ
れ
ん
ば
か
り

仰
向
け
に
な
り

唇
を
よ
せ
て
吸
う
が
い
い

喉
仏
を
鳴
ら
し

攪か

き拌
ま
わ
す
が
い
い

穢
れ
た
手
で

古
の
夢
を
覚
ま
す
が
い
い

禁た
ぶ
ー忌

に
触
れ
た
も
の
た
ち
へ
の

罪
の
む
く
い
よ

生
き
た
ま
ま

喉
頸
を
か
み
き
ら
れ

手
指
を
そ
が
れ
て
は
火
焰
に
呑
ま
れ



甕
底
に
埋
め
ら
れ
る
の
は

犠
の
図
柄
が

新
た
な
る
仮
説
を
塗
り
変
え

命
の
綾
に
架
け
た
橋
桁
を
往ゆ
き
き来

す
る
た
め

遠
く
の
過
去
を
呼
び
も
ど
し

未
来
の
彼
方
を
引
き
も
ど
し

途
上
に
佇
ち
つ
づ
け
る

無
窮
の
旅
人
よ

（
後
半
部
）

　

未
津
さ
ん
は
縄
文
の
甕
を
母
胎
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
る
。
そ
の

甕
の
中
に
は
古
代
の
神
々
が
息
づ
き
、
民
衆
た
ち
の
日
々
の
暮
ら
し
の

細
部
が
甦
っ
て
く
る
。「
古
の
夢
を
覚
ま
す
が
い
い
」
と
い
う
こ
と
は
、

古
代
の
禁
忌
を
暴
き
、
そ
の
「
古
代
の
生
き
ざ
ま
」
が
現
代
に
お
い
て

も
実
は
私
た
ち
の
意
識
の
中
に
息
づ
い
て
い
る
こ
と
を
知
ら
せ
て
い
る
。

私
た
ち
は
何
者
か
と
い
う
問
い
を
発
す
る
時
に
、
未
津
さ
ん
の
試
み
は
、

と
て
も
刺
激
的
だ
。
小
さ
な
自
己
に
こ
だ
わ
る
現
代
人
へ
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
あ
た
か
も
山
河
か
ら
湧
き
起
こ
る
「
風

の
言
葉
」
が
未
津
さ
ん
の
肉
体
を
通
過
し
て
う
ね
り
だ
し
、「
遠
く
の
過

去
」
と
「
未
来
の
彼
方
」
に
架
橋
し
、
そ
の
途
上
を
「
無
窮
の
旅
人
」

と
し
て
生
き
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
い

問
い
を
発
し
て
い
た
詩
人
を
思
い
う
か
べ
る
な
ら
、
真
っ
先
に
宗
左
近

を
想
起
し
て
し
ま
っ
た
。
宗
左
近
は
東
京
大
空
襲
で
逃
げ
る
時
に
母
の

手
を
離
し
て
し
ま
い
、
目
の
前
で
母
を
焼
死
さ
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を

生
涯
こ
だ
わ
り
な
が
ら
、
戦
争
を
最
も
憎
み
、
戦
後
詩
の
金
字
塔
で
あ

る
長
詩
『
炎
え
る
母
』
を
書
き
上
げ
た
詩
人
だ
。
戦
後
に
な
っ
て
こ
の

よ
う
な
武
器
を
作
り
出
し
他
国
を
攻
め
滅
ぼ
す
侵
略
思
想
を
弥
生
人
の

特
性
で
あ
る
こ
と
を
見
出
し
、
そ
の
弥
生
人
に
侵
略
さ
れ
、
同
化
さ
れ

て
い
っ
た
縄
文
人
の
中
に
日
本
人
の
根
源
的
な
ル
ー
ツ
を
探
っ
て
い
っ

た
。
宗
左
近
は
縄
文
人
の
自
然
を
畏
敬
し
家
族
や
他
者
を
愛
す
る
縄
文

宗
教
と
い
え
る
べ
き
も
の
を
過
去
の
も
の
と
す
る
の
で
は
な
く
、
縄
文

貝
塚
の
多
い
千
葉
の
市
川
で
「
市
川
縄
文
塾
」
を
作
り
、
市
民
た
ち
と

縄
文
人
の
精
神
を
学
び
、
そ
れ
を
現
代
に
生
か
そ
う
と
し
た
。
私
も
ま

た
そ
の
「
市
川
縄
文
塾
」
に
通
っ
た
一
人
だ
っ
た
が
、
宗
左
近
が
な
ぜ

日
本
人
の
深
層
を
追
及
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
思
い
が

今
も
生
々
し
く
し
く
喚
起
さ
れ
る
の
だ
。
そ
の
よ
う
な
宗
左
近
の
試
み

と
未
津
さ
ん
の
詩
作
が
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
と
私
に
は
感
じ
ら
れ
た

の
だ
っ
た
。

　
　

２　

　

未
津
さ
ん
の
第
二
詩
集
『
智
恵
子
曼
陀
羅
』
は
第
一
詩
集
の
翌
年
の

一
九
八
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
。
こ
の
詩
集
は
、
高
村
光
太
郎
の
妻
で
精

神
を
病
ん
だ
智
恵
子
に
代
わ
っ
て
、
光
太
郎
の
『
知
恵
子
抄
』
へ
の
返

詩
を
試
み
よ
う
と
し
て
い
た
。
未
津
さ
ん
は
彫
刻
家
で
詩
人
の
高
村
光

太
郎
と
貼
り
絵
作
家
の
智
恵
子
の
二
人
の
関
係
を
二
十
世
紀
の
縄
文
人

的
な
愛
の
精
神
で
あ
る
と
見
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
詩
集
の

二
十
六
篇
は
す
べ
て
二
人
の
相
聞
歌
で
あ
り
な
が
ら
、
智
恵
子
が
亡
く

な
っ
た
後
も
続
く
人
間
の
愛
の
極
限
の
姿
を
物
語
っ
て
い
る
か
の
よ
う

だ
。
そ
の
中
か
ら
「
鹿
笛
」
を
紹
介
し
た
い
。

　
　
　

鹿
　
笛

病
窓
の
あ
け
く
れ

三
年
八
ヶ
月

釣
瓶
落
と
し
の
刻
も
す
ぎ
る

五
ヶ
月
ぶ
り
に
訪
れ
た

十
月
五
日

光
太
郎
を
待
っ
て
い
た
も
の
は

病
み
廃
て
し
女

智
恵
子
五
十
三
歳

死
因

粟
粒
性
肺
結
核

添
え
書
き
さ
れ
る

直
接
理
由

遺
さ
れ
た
も
の

紙
絵
作
品
千
数
百
点

流
動
す
る
愛
の
原
質
が

岩ま
ぐ
ま漿

の
烈
し
さ
で
語
り

か
た
く
な
に
火
成
岩
の
沈
黙
に
ね
む
る

た
ず
さ
え
て
き
た

一
顆
の
レ
モ
ン
は

貧
者
の
一
灯
か

黄よ

み

じ
泉
路
を
照
ら
す

黄
灯
の
杖
か

酸
涼
の
雫
を
し
た
た
ら
せ
て

待
つ
こ
と
の
楽
し
さ
は

餓
鬼
道
に
お
ち
い
り

三
年
八
ヶ
月
よ
り
長
か
っ
た

五
ヶ
月
の
空
白

五
十
余
年
の
女
の
生
涯
に
等
し
く

涙
も
す
が
れ
る
季
節

秋
風
を
き
り
裂
き

聴
え
て
く
る
智
恵
子
の
鹿し
し
ぶ
え笛
が

秋
風
を
ま
き
添
え
に
し
て
哭
い
て
い
る

牡
鹿
を
恋
う
る



牝
鹿
の
鳴
き
声
に
擬
せ
ら
れ

智
恵
子
の
肉し
し
む
ら叢

を
嗅
ぎ
ま
わ
り

鹿
笛
の
震と
れ
も
ろ音

に
猛
り
狂
う

光
太
郎
五
十
六
歳

　

未
津
さ
ん
の
詩
は
、
智
恵
子
の
最
晩
年
の
五
ケ
月
間
に
病
室
を
見
舞

わ
な
か
っ
た
光
太
郎
の
非
情
を
一
見
責
め
て
い
る
よ
う
に
も
読
み
取
れ

る
。
し
か
し
最
終
連
を
読
む
と
そ
の
謎
が
少
し
分
か
る
気
が
す
る
。
光

太
郎
は
最
愛
の
妻
が
廃
人
と
な
り
壊
れ
て
い
く
さ
ま
を
見
る
に
忍
び
な

か
っ
た
に
違
い
な
い
。
未
津
さ
ん
も
そ
の
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
か
ら

こ
そ
、「
牡
鹿
を
恋
う
る
／
牝
鹿
の
鳴
き
声
に
擬
せ
ら
れ
／
智
恵
子
の

肉し
し
む
ら叢

を
嗅
ぎ
ま
わ
り
／
鹿
笛
の
震と
れ
も
ろ音

に
猛
り
狂
う
」
と
光
太
郎
の
心
情

を
記
し
た
の
だ
と
思
う
。
美
し
い
存
在
が
壊
れ
て
い
く
こ
と
こ
そ
最
も

恐
ろ
し
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
回
避
す
る
に
は
光
太
郎
自
身
も

一
緒
に
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
五
十
六
歳
の
光
太

郎
は
、
彫
刻
家
・
詩
人
で
あ
る
表
現
者
と
し
て
ま
だ
成
す
べ
き
こ
と
が

あ
っ
た
に
違
い
な
い
、
と
未
津
さ
ん
は
語
っ
て
い
る
よ
う
に
私
に
は
思

わ
れ
た
。
光
太
郎
と
智
恵
子
の
愛
の
深
さ
を
二
人
の
内
面
に
降
り
立
っ

て
こ
の
連
作
は
試
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
人
を
愛
す
る
こ
と
の
凄
ま
じ
い

生
き
ざ
ま
を
垣
間
見
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
二
人
を
縄
文
人
の
末
裔

で
あ
る
日
本
人
の
典
型
と
し
て
書
き
記
し
た
の
で
は
な
い
か
と
私
に
は

感
じ
ら
れ
た
。

　
　

３

　

第
三
詩
集
『
羊
水
』
は
十
九
篇
に
わ
た
り
「
母
の
羊
水
」
を
巡
っ
て

い
く
詩
集
だ
。
冒
頭
の
詩
「
体
内
の
旅
程
は
」
は
こ
の
詩
集
の
試
み
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
　
　

胎
内
の
旅
程
は

胎
内
の
旅
程
は
い
ま
尽
き
よ
う
と
し
て

激
し
い
ド
ラ
マ
を
展
開
す
る

太
古
の
海
か
ら

陸
へ
あ
が
っ
た
古
代
生
物
の

変
貌
の
旅
路
を

そ
の
ま
ま
く
ぐ
り
抜
け
て
き
た

遠
大
な
過
程

古
代
の
一
億
年
を

数
日
で
復
習
す
る
胎
児
の

母
の
海
で
の
日
常
が

刻
を
大
股
で
こ
え
て
ゆ
く

細
胞
の
大
集
団
が
群
れ
を
な
し
て

個
体
へ
と
集
結
を
か
さ
ね

く
る
日
も　

く
る
日
も

羊み

ず水
の
集
合
体
に
揺
れ
て
い
る

振
り
か
え
る

遠
い
ま
な
ざ
し
の
線
上
に

脚
を
け
り

肩
を
打
ち

背
を
さ
す
り
な
が
ら

相
貌
を
形
象
す
る

羊
水
の
時
間

宇
宙
空
間
の
果
て
か
ら

銀
河
星
雲
を
渦
巻
い
て

な
つ
か
し
い
響
き
が
子
守
唄
に
な
る

胎
内
の
時
間

あ
ふ
れ
る
ば
か
り
の
羊
水
に
洗
わ
れ

そ
の
分
量
の
暈
が

心
を
く
ま
ど
る
と
き

天
候
は
晴
れ
に
も
曇
り
に
も
な
り

精こ
こ
ろ神
の
絵
模
様
が
刻
ま
れ
る

羊
水
よ

親
し
み
の
音
を
と
ど
ろ
か
せ

背
筋
を
洗
う
が
い
い

羊
水
で
み
が
か
れ
る
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン

立
ち
あ
が
る
脚
の
け
な
げ
さ
を

鍛
え
る
が
い
い

古
生
代
の
一
億
年
を

数
日
で
生
き
る

胎
児
の
叡
知
が

あ
わ
た
だ
し
く
上
下
す
る

か
ぎ
り
な
い
羊
水
の
目
盛
り
を

　

未
津
さ
ん
は
「
母
の
羊
水
」
の
中
に
「
古
代
の
一
億
年
」
の
ド
ラ
マ

を
読
み
取
っ
て
い
こ
う
と
す
る
。
そ
の
縄
文
時
代
の
一
万
年
を
遥
か
に

さ
か
の
ぼ
り
、
生
き
も
の
の
神
秘
に
触
れ
な
が
ら
、
私
た
ち
は
ど
こ
か

ら
来
て
、
ど
こ
へ
向
か
お
う
と
し
て
い
る
か
と
い
う
始
原
の
問
い
と
し

て
い
る
。
未
津
さ
ん
の
根
源
に
迫
っ
て
い
く
思
考
方
法
は
、「
母
の
羊
水
」

に
安
住
す
る
こ
と
な
く
、
子
を
生
み
出
し
た
宇
宙
の
誕
生
の
神
秘
に
迫

っ
て
い
く
。
異
質
な
父
の
存
在
を
他
の
詩
で
は
触
れ
て
い
る
が
、
多
く

は
母
の
存
在
を
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
命
の
根
源
に
目
覚
め
て

い
っ
た
の
だ
ろ
う
。
冒
頭
か
ら
二
番
目
の
詩
「
そ
の
声
に
触
発
さ
れ
て
」

の
最
終
連
は
次
の
よ
う
に
終
っ
て
い
る
。「
母
へ
の
訣
別
を
／
言こ
と
ば語

が
生

ま
れ
る
以
前
の
言
語
で
か
た
り
つ
く
す
／
縁
切
り
状
／
果
た
し
状
／
全

身
を
円
形
に
抱
き
か
か
え
て
／
生
誕
の
深
淵
を
覗
き
こ
ん
で
い
る
」。
こ



互
い
の
始は
じ
ま
り原
を
秘
め
て

二
つ
の
川
が
合
流
す
る
地
点
を
川
合
と
よ
び

よ
く
社
が
祀
ら
れ
て
い
る

小
動
物
が
人
々
と
と
も
に
群
雄
割
拠
す
る

特
別
で
あ
っ
て
特
別
で
な
い

い
わ
ば
祝
祭
の
賑
わ
い
に
み
ち
て

「
あ
う
」
と
は
「
交
合
」
と
古
代
日
本
語
は
説
く

二
筋
の
川
の
出
合
い
を

ア
イ
ヌ
語
で
「
オ
ウ
コ
ッ
ナ
イ
」
と
い
う

交
尾
し
て
い
る
川
の
意
で
あ
る

そ
れ
ば
か
り
か

「
川
の
源
」「
川
の
胸
」「
川
の
腸
」
と
名
付
け

川
は
大
っ
ぴ
ら
に
生
殖
行
為
に
い
そ
が
し
い

川
は
生
き
て
い
る

擦
れ
ち
が
う
の
で
な
く

二
者
が
ぶ
つ
か
り
あ
い

水
と
水
の
壁
が
破
壊
し

よ
り
あ
わ
さ
れ

背
と
背
を　

胸
と
胸
と

掌
と
掌
を
合
わ
せ

の
よ
う
に
母
の
母
胎
へ
の
問
い
を
発
し
な
が
ら
、
母
や
父
や
家
族
を
大

い
な
る
生
命
体
へ
と
解
体
さ
せ
て
い
っ
た
よ
う
に
私
に
は
感
じ
ら
れ
る
。

未
津
さ
ん
は
「
一
億
年
の
命
の
時
間
」
を
見
詰
め
て
、
生
き
て
い
る
存

在
を
感
ず
る
こ
と
の
奇
跡
を
伝
え
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

　
　

４　

　

二
〇
〇
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
幻
の
川　

幻
の
樹
』
は
四
十
篇
を
超

す
厚
い
詩
集
だ
っ
た
。
Ⅰ
章
の
十
四
篇
は
そ
の
土
地
に
生
き
続
け
る
多

様
な
樹
木
を
通
し
て
、
家
族
や
親
族
た
ち
を
鎮
魂
し
、
ま
た
千
年
も
の

樹
木
の
声
を
聴
き
取
ろ
う
と
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
仲
の
良
い
恋
人
や

夫
婦
の
よ
う
な
二
本
の
樹
木
の
囁
き
や
、
孤
高
の
気
高
い
男
の
独
白
や
、

少
女
に
寄
せ
る
ほ
の
か
な
恋
情
な
ど
樹
木
語
を
豊
か
に
解
読
し
て
い
る
。

Ⅱ
章
は
、
陶
芸
家
や
写
真
家
た
ち
の
作
品
に
寄
せ
た
詩
群
で
あ
っ
た
り
、

光
太
郎
の
高
村
山
荘
を
訪
れ
た
連
作
な
ど
だ
っ
た
。
そ
し
て
私
が
最
も

驚
か
さ
れ
た
の
は
Ⅲ
章
の
「
州
デ
ル
タ

」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
五
篇
の
連
作
か

ら
な
る
詩
だ
っ
た
。

　
　
　

州
デ
ル
タ

　
　
　
　

川
合
に
て

出
会
え
ば

合
流
す
る
し
か
な
い

作
す
る
視
線
は
、
二
つ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
存
在
に
気
付
き
、
そ
の
線
引

き
さ
れ
て
い
る
場
所
を
直
観
し
て
し
ま
う
。
と
同
時
に
そ
の
二
者
が
出

合
い
、
交
じ
り
合
い
新
た
な
る
存
在
と
な
っ
て
価
値
を
生
み
出
し
て
い

る
の
を
透
視
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
風
」
が
「
草
々

の
風
」
に
質
的
に
転
換
し
て
い
く
臨
界
線
を
見
て
し
ま
う
未
津
さ
ん
の

感
受
性
が
あ
る
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

Ⅲ
章
の
「
水
の
食
卓
」
は
四
篇
の
詩
か
ら
成
っ
て
い
る
が
、
三
篇
目

の
「
帯
の
川
」
を
読
む
と
、
母
の
締
め
て
い
た
帯
の
存
在
に
こ
だ
わ
り
、

一
本
の
帯
を
締
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
母
は
、
真
の
母
と
な
っ
て
い
る
こ

と
へ
の
憧
れ
を
込
め
て
記
し
て
い
る
。
人
は
胸
を
締
め
付
け
る
も
の
を

持
つ
こ
と
に
な
っ
て
、
自
分
と
は
ち
が
っ
た
他
者
に
変
身
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
大
い
な
る
存
在
に
向
か
う
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

　　
　

５

　

新
詩
集
『
ブ
ラ
キ
ス
ト
ン
線

―
十
四
歳
の
夏
』
は
、
未
津
さ
ん
に

と
っ
て
一
九
四
五
年
の
終
戦
の
夏
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る

か
を
書
き
記
し
た
詩
篇
だ
。
し
か
し
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
に
戦
前
と
戦

後
を
分
け
る
意
味
と
は
何
か
を
問
い
、
戦
死
者
を
追
憶
し
、
そ
の
当
時

を
生
き
た
人
び
と
の
暑
い
夏
を
永
遠
に
刻
印
し
よ
う
と
し
た
力
作
の
詩

篇
群
だ
。
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
全
篇
に
わ
た
る
文
体
に
は
、
ざ
わ
ざ
わ

と
し
た
縄
文
の
風
が
通
奏
低
音
の
よ
う
に
流
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
Ⅰ
章

の
冒
頭
の
詩
「
草く
さ
ぐ
さ々

の
風
」
の
出
だ
し
の
と
こ
ろ
を
引
用
し
て
み
る
。

果
て
は
海
へ
呑
ま
れ
て
ゆ
く

静
謐
に
し
て

は
げ
し
い
息
づ
か
い
が
起
ち
あ
が
る

川
合
で
は

抱
き
あ
い

む
つ
み
あ
い

水
は
全
裸
で

素
朴
に
ま
じ
り
あ
う
し
か
な
い

　
　
　
　
　
（
前
半
部
）

　

未
津
さ
ん
に
と
っ
て
こ
の
「
州
デ
ル
タ

」
は
、
最
も
書
き
た
か
っ
た
も
の
で

あ
り
、
自
ら
の
生
き
て
い
る
場
所
の
意
味
を
開
示
す
る
こ
と
が
、
直
ち

に
詩
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
記
念
す
べ
き
詩
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
青
森

の
街
の
古
層
に
は
、
ア
イ
ヌ
人
や
縄
文
人
た
ち
が
一
万
年
前
か
ら
暮
ら

し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
「
オ
ウ
コ
ッ
ナ
イ
」
の
地
名
に
隠
さ
れ
て

い
た
意
味
は
、「
州
」
の
恵
み
を
受
け
た
者
と
し
て
説
得
力
が
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
。
人
び
と
は
川
の
合
流
す
る
場
所
に
集
い
街
を
作
っ
て
い
く
。

な
ぜ
な
ら
大
地
の
「
生
殖
行
為
」
で
あ
り
、
人
び
と
は
そ
の
富
を
受
け

て
辛
う
じ
て
生
き
延
び
て
き
た
か
ら
だ
。
二
筋
の
異
質
な
水
の
流
れ
が

合
流
す
る
場
所
こ
そ
が
、
新
た
な
る
価
値
を
生
み
出
し
て
き
た
こ
と
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
の
息
づ
か
い
で
あ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
未
津
さ

ん
は
詩
に
変
換
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
未
津
さ
ん
の
詩



土
の
湿
り
と
草
の
匂
い
に
抱
か
れ

死
も
ま
た
祭
り
な
の
か
と

祝
祭
の
只
中
に
い
る

あ
の
世
渡
り
を
し
た
人
々
が
や
っ
て
き
て

草
々
の
人
と
な
っ
て
い
る

不
思
議
な
タ
ン
ポ
ポ
野

風
は
往
っ
た
き
り
戻
っ
て
こ
な
い
の
に

風
が
呼
ん
で
く
れ
た
の
か

哀
し
み
は
風
を
呼
び

風
は
哀
し
み
を
呼
び

透
明
に
人
の
心
を
通
過
し
て

風
葬
す
る
（
略
）

　

こ
の
詩
篇
に
流
れ
て
い
る
「
草
々
の
風
」
の
リ
ズ
ム
は
、
深
い
鎮
魂

の
思
い
を
秘
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
未
津
さ
ん
に
と
っ
て
こ
の
思
い
が

戦
場
に
行
っ
た
伯
父
た
ち
や
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
で
死
ん
だ
多
く
の
死

者
た
ち
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
そ
れ
以
外
の
例
え
ば
青
森
の

連
隊
か
ら
冬
の
八
甲
田
山
に
向
か
い
死
ん
だ
兵
士
た
ち
、
ま
た
こ
の
地

で
亡
く
な
っ
た
無
数
の
縄
文
人
た
ち
へ
の
鎮
魂
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
の

だ
ろ
う
。「
哀
し
み
は
風
を
呼
び
／
風
は
哀
し
み
を
呼
び
／
透
明
に
人
の

心
を
通
過
し
て
／
風
葬
す
る
」
と
い
う
詩
行
は
、
数
千
年
・
一
万
年
の

哀
し
み
を
呼
び
寄
せ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

　

詩
集
タ
イ
ト
ル
の
「
ブ
ラ
キ
ス
ト
ン
線
」
と
は
、
未
津
さ
ん
の
註
に

　
　
　

草
々
の
風

小
さ
な
背
丈
を
ふ
る
わ
せ
て
い
る

草
々
に
座
り

密
集
す
る
草
々
の
命
に
す
べ
て
を
あ
ず
け

渡
っ
て
ゆ
く
風
の
行
方
を
追
っ
て
い
る

風
を
見
た
も
の
は
い
た
の
か

風
の
象
か
た
ち

を
捉
え
た
も
の
は
い
た
の
か

一
瞬
だ
っ
て
風
は
止
ん
だ
こ
と
は
な
く

飾
り
気
な
く
吹
い
て
い
る
だ
け

（
略
）

草
々
に
座
り

風
の
由
来
に
揺
れ
て
い
る

タ
ン
ポ
ポ
の
綿
毛
が
無
数
に
翔
ん
で

悠
然
と

お
お
ら
か
に

風
の
波
長
に
乗
り

こ
の
世
か
ら
あ
の
世
へ
渡
っ
て
ゆ
く
か
の
よ
う

や
さ
し
く
運
ん
で
い
る

草
々
を
な
び
か
せ

草
々
を
泳
が
せ

浄
土
と
は
こ
ん
な
と
こ
ろ
か
と

兵
士
た
ち
が
整
列
す
る

あ
た
か
も
生
還
者
の
よ
う
に

母
の
懐
へ

妻
や
子
の
許
へ

恋
し
て
い
た
女
の
側
へ

待
っ
て
い
る
同
胞
の
傍
ら
へ

一
斉
に
は
じ
ま
る
兵
士
た
ち
の
無
言
の
帰
還

暑
い
八
月

旧
暦
二
十
四
節
気
で
は
す
で
に
立
秋

虫
た
ち
も
限
り
あ
る
命
の
果
て
ま
で
鳴
き

兵
士
た
ち
の
言
霊
が
林
立
す
る

苦
い
八
月

兵
士
た
ち
は
横
た
わ
る
こ
と
を
知
ら
な
い

戦
が
終
わ
っ
て
六
十
四
年

未
だ
立
っ
た
ま
ま
眠
っ
て
い
る

そ
っ
と
手
を
添
え
て
お
や
り

野
の
草
花
を
供
え
故
国
の
土
に
安
置
せ
よ

飢
餓
と
い
う
地
獄
の
底
を
見
た
眼

捕
虜
の
辱
は
ず
か
しめ

を
受
け
ぬ
た
め
僚
兵
に
射
殺
さ
れ
た
病
兵
の
哀
し
い
眼

名
誉
の
戦
死
以
前
の
死
を

よ
る
と
津
軽
海
峡
で
本
州
と
北
海
道
を
東
西
に
分
け
る
動
植
物
境
界
線

で
、
そ
れ
を
実
証
的
に
明
ら
か
に
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
動
物
学
者
ト
ー
マ

ス
・
ブ
ラ
キ
ス
ト
ン
を
記
し
た
も
の
だ
。
未
津
さ
ん
は
こ
の
換
喩
に
よ

っ
て
そ
の
土
地
に
育
ま
れ
る
文
化
の
固
有
性
も
ま
た
地
球
規
模
の
世
界

の
中
で
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
と
考
え
て
い
る
の
だ
。
換
喩
と
は
隣
接
す

る
存
在
に
よ
っ
て
言
い
た
い
対
象
を
浮
き
彫
り
に
す
る
手
法
だ
。
こ
の

「
ブ
ラ
キ
ス
ト
ン
線
」
に
は
後
に
述
べ
る
未
津
さ
ん
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と

も
言
え
る
課
題
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
は
未
津

さ
ん
に
と
っ
て
の
十
四
歳
の
少
女
時
代
の
価
値
観
が
一
変
し
た
戦
争
体

験
で
あ
り
、
多
く
の
戦
死
者
や
生
き
残
っ
た
者
た
ち
の
苦
悩
を
決
し
て

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
風
土
の
中
で
永
遠
に
鎮
魂
が
反
復
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
い
と
い
う
思
い
だ
と
感
じ
ら
れ
た
。
最
後
に
「
苦
い

八
月
」
を
引
用
し
て
こ
の
小
論
を
終
え
た
い
が
、
多
く
の
日
本
人
を
含

め
て
未
津
さ
ん
の
十
四
歳
の
八
月
は
決
し
て
終
る
こ
と
は
な
い
永
遠
の

「
苦
い
八
月
」
な
の
だ
。

　
　
　

苦
い
八
月

背
囊
の
骨
々
が
鳴
り

は
じ
ま
る
兵
士
た
ち
の
帰
還

日
本
列
島
の

あ
ら
ゆ
る
地
場
へ



る
こ
と
を
風
の
よ
う
に
語
り
か
け
て
く
れ
る
。

敵
で
な
く
祖
国
に
殺
戮
さ
れ
た
無
念
が
立
ち
の
ぼ
る

や
が
て
打
ち
殺
し
た
僚
兵
も
死
に

殺
し
殺
さ
れ
た
者
同
士
が

肩
を
抱
き
あ
い

八
月
の
峰
を
渡
っ
て
く
る

日
本
列
島
の
す
べ
て
の
故
郷
が

一
糸
乱
れ
ぬ
帰
還
兵
で
あ
ふ
れ
る

ふ
た
た
び
の

ふ
た
た
び
の

や
っ
て
く
る
年
毎
の
八
月

太
く
刻
印
せ
よ

明
ら
か
に
記
憶
せ
よ

挙
手
を
す
る
兵
士
た
ち
の

起
立
す
る
背
筋
が

ふ
た
た
び
旅
立
つ
の
を

苦
い
八
月
の
尾
根
を
越
え
て
ゆ
く
の
を

　

こ
の
詩
は
新
詩
集
の
中
で
も
最
も
鎮
魂
の
思
い
が
込
め
ら
れ
た
詩
だ
。

未
津
さ
ん
の
伯
父
や
父
の
世
代
の
兵
士
た
ち
が
旅
立
っ
て
行
っ
た
八
月

は
、
日
本
人
が
決
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
痛
切
な
八
月
で
あ
り
続
け


