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仏
蘭
西

フ
ラ
ン
ス

現
代
の
詩
壇
に
最
も
幽
暗
典
雅
の
風
格
を
示
す
彼か
の
「
夢
と
影
と
の
詩
人
」
ア
ン
リ
イ
・
ド
・

レ
ニ
エ
エ
は
、
近
世
的
都
市
の
喧
騒
か
ら
逃
れ
て
路ル
易イ
大
王
が
覇
業
の
跡
な
る
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
の
旧
苑
に

さ
ま
よ
い
、
『
噴
水
の
都
』
〔La C

ite' des Eaux

〕 

と
題
す
る
一
巻
の
詩
集
を
著
あ
ら
わし
た
。
そ
の
序
詩
の

末
段
に
、

　
　Q

u'im
porte! ce n'est pas ta splendeur et ta gloire

　
　Q

ue visitent m
es pas et que veulent m

es yeux ;

　
　Et je ne m

onte pas les m
arches de l'histoire.

　
　
〔A

u devant du H
e'ros qui survit en tes D

ieux.

〕

　
　

　
　
〔Il suffit que tes eaux e'gales et sans fe^te

〕

　
　
〔R

eposent dans leur ordre et tranquillite',
〕

　
　
〔Sans que dem

eure rien en leur noble de'faite
〕

　
　
〔D

e ce qui fut jadis un spectacle enchante'.

〕
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わ
が
歩
み
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
を
訪と
ひ
わ
が
眼
ま
な
こヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
を
観み
ん
と
欲
す
る
は

　
　
そ
が
壮
麗
と
光
栄
の
た
め
な
ら
ず
。

　
　
数
知
れ
ぬ
神
と
な
さ
れ
て
路ル
易イ
大
王
は
な
ほ
も
世
に
あ
り
。
然さ
れ
ば

　
　
わ
れ
何
ぞ
史
伝
の
階
段
を
極
め
昇
る
に
及
ば
ん
や
。

　
　

　
　
荒
廃
の
い
と
も
気
高
き
眺
め
の
中うち
に
は
、

　
　
美
し
き
昔
の
さ
ま
の
影
も
あ
は
れ
や
、

　
　
遊
楽
後あと
を
絶
ち
て
唯
だ
変
り
な
き
そ
の 

池  

水 

い
け
み
ず

の
み
、

　
　
昔
い
に
し
えの
秩
序
と
静
寧
の
中うち
に
息いこ
ひ
た
る
こ
そ
嬉
し
け
れ
。

と
い
う
句
が
あ
る
。

　
自
分
が
頻
し
き
りに 

芝 

山 

内 

し
ば
さ
ん
な
い
の  

霊    

廟  

れ
い
び
ょ
う

を
崇
拝
し
て
止
ま
な
い
の
も
全
く
こ
の
心
に
等
し
い
。
し
か
し
レ

ニ
エ
エ
は
既
に
世
界
の
大
詩
人
で
あ
る
。
彼
と
我
と
、
そ
の
思
想
そ
の
詩
才
に
お
い
て
は
、
い
う
ま
で
も

な
く
天
地
雲
泥
の
相
違
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
同
じ
く
生
れ
て
詩
人
と
な
る
や
そ
の
滅
び
た
る
芸
術
を
回
顧

す
る
美
的
感
奮
の
真
情
に
至
っ
て
は
、
さ
し
て
多
く
の
差
別
が
あ
ろ
う
と
も
思
わ
れ
ぬ
。

　 

否  

々 

い
な
い
な

。
自
分
は
彼
れ
レ
ニ
エ
エ
が
「
わ
れ
は
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
の
最
後
の
噴
泉
そ
が
噴
泉
の
都
の
面
お
も
てに
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慟  

哭 
ど
う
こ
く

す
る
を
聴
く
。
」
と
歌
っ
た
懐
古
の
情
の
悲
し
さ
に
比
較
す
れ
ば
、
自
分
が
芝
の
霊
廟
に
対
し
て

傾
注
す
る
感
激
の
底
に
は
、
か
え
っ
て
一
層
の
痛
切
一
層
の
悲
惨
が
潜
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
は
ず
だ

と
思
う
の
で
あ
る
。

　
ポ
ン
ペ
イ
の
古
都
は
火
山
の
灰
の
下
に
も
な
お
昔
の
ま
ま
な
る
姿
を
保
存
し
て
い
た
実
例
が
あ
る
。
仏

蘭
西
の
地
層
か
ら
切
出
し
た
石
材
の
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
は
火
事
と
暴
風
あ
ら
し
と
白
蟻
と
の
災
禍
を
恐
る
る
必
要
な

く
、
時
間
の 

無 

限 
中 

む
げ
ん
ち
ゅ
う
に
今
あ
る
如
く
不
朽
に
残
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
我
が
木
造
の
霊
廟
は
已

に
こ
の
間
あ
い
だも
隣
接
す
る 
増 
上 

寺 
ぞ
う
じ
ょ
う
じ
の
焔
に
脅
お
び
やか
さ
れ
た
。
凡すべ
て
の
物
を
滅
し
て
行
く
恐
し
い
「
時
間
」
の

力
に
思
い
及
ぶ
時
、
こ
の
哀
れ
な
る
朱
と 

金  

箔 

き
ん
ぱ
く

と
漆
う
る
しの
宮
殿
は
、
そ
の
命
の
今
日
か
明あ
日す
か
と
危
ぶ
ま

れ
る
美
し
い
姫
君
の
や
つ
れ
き
っ
た
面
影
に
も
等
し
い
で
は
な
い
か
。

　
そ
も
そ
も
最
初
自
分
が
こ
の
古
蹟
を
眼
に
し
た
の
は
何
年
ほ
ど
前
の
事
で
あ
っ
た
ろ
う
。
ま
だ
小
学
校

へ
も
行
か
な
い
時
分
で
は
な
か
っ
た
か
。
桜
の
さ
く
或
日
の 

午  

後 

ひ
る
す
ぎ 

小 

石 

川 

こ
い
し
か
わ

の
家いえ
か
ら
父
と
母
と
に
連

れ
ら
れ
て
こ
こ
ま
で
来
る
に
は
車
の
上
な
が
ら
も
非
常
に
遠
か
っ
た
。
東
京
の
中うち
で
は
な
い
よ
う
な
気
が

し
た
。
綺
麗
な
金
ピ
カ
な
お
堂
が
い
く
つ
も
あ
っ
て
、
そ
の
階
き
ざ
は
しの
前
で
自
分
は
浅
草
の
観
音
さ
ま
の
よ
う

に
鳩
の
群
に
餌
を
撒ま
い
て
や
っ
た
が
何な
故ぜ
こ
の
お
堂
の
近
所
に
は
仲
見
世

な
か
み
せ

の
よ
う
な
、
賑
や
か
で
お
土
産

を
沢
山
買
う
よ
う
な
処
が
な
い
の
か
と
、
む
し
ろ
不
平
で
あ
っ
た
事
な
ぞ
が
お
ぼ
ろ
に
思
い
返
さ
れ
る
。
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少
年
時
代
の
幾
年
間
は
過
ぎ
た
。
今
か
ら
丁
度
十
年
ほ
ど
前
、
自
分
は
木
曜
会
の
葵
山
き
ざ
ん 

渚  

山 

し
ょ
ざ
ん

湖
山
こ
ざ
ん
な

ぞ
い
う
文
学
者
と
共
に
、
や
は
り
桜
の
花
の
さ
く
或
日
の 

午  

後 

ひ
る
す
ぎ

、
あ
の
五
重
の
塔
の
下
あ
た
り
の
掛  

か
け
ぢ

茶 
屋 

ゃ
や

に
休
ん
だ
。
し
か
し
そ
の
時
に
は
自
分
を
始
め
誰
一
人
霊
廟
を
訪と
お
う
と
い
う
も
の
は
な
く
、
桜

餅
に
渋
茶
を
啜すす
り
な
が
ら
の
会
話
は
如
何
に
す
れ
ば
、 

紅 

葉 

派 

こ
う
よ
う
は

全
盛
の
文
壇
に
対
抗
す
る
こ
と
が
出
来

る
だ
ろ
う
か
。
最
少
も
す
こ
し
具
体
的
に
い
え
ば
ど
う
し
た
ら
『
新
小
説
』
と
『
文
芸
倶
楽
部

ぶ
ん
げ
い
ク
ラ
ブ
』
の  

編  

輯  

者  

へ
ん
し
ゅ
う
し
ゃ

が
わ
れ
わ
れ
の
原
稿
を
買
う
だ
ろ
う
か
と
の
問
題
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
あ
ま
り
に
ト
ル
ス
ト

イ
の
思
想
と
ゾ
ラ
の
法
則
を
論
ず
る
に
忙
し
か
っ
た
。
そ
れ
か
ら
三
年
な
ら
ず
し
て
意
外
な
る
運
命
は
自

分
の
身
を
遠
い
処
へ
運
び
去
っ
て
、
ま
た
四
年
五
年
の
月
日
は
過
ぎ
た
。
再
び
帰
っ
て
来
た
と
き
時
勢
は

如
何
に
著
し
く
昨
日
き
の
う
と
今
日
と
の
間
を
隔
離
さ
せ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

　
久
し
く
別
れ
た
人
た
ち
に
会
お
う
と
て
、
自
分
は 

高  

輪 

た
か
な
わ

な
る 

小  

波 

さ
ざ
な
み

先
生
の
文
学
会
に
赴
く
た
め
始

め
て
市
中
の
電
車
に
乗
っ
た
。 

夕  

靄 

ゆ
う
も
や

の
中うち
に
暮
れ
て
行
く 

外  

濠 

そ
と
ぼ
り

の
景
色
を
見
尽
し
て
、  

内    

幸    

う
ち
さ
い
わ
い
ち

町  ょう
か
ら
別
の
電
車
に
乗
換
え
た
後のち
も
絶
え
ず
窓
の
外
に
眼
を
注
い
で
い
た
。
特
徴
の
な
い
し
か
も
乱
雑

な
人
家
つ
づ
き
の
街
が
突
然
尽
き
て
、
あ
た
り
が
真
暗
に
な
っ
た
か
と
思
う
と
、
自
分
は 

直  

様 

す
ぐ
さ
ま

窓
の
外

に
縦
横
に
入
り
乱
れ
て
立
っ
て
い
る
太
い
樹
木
を
見
た
。 
蒼  
白 
あ
お
じ
ろ

い
ガ
ス
の
灯ひ
と
澄
み
渡
っ
た
夜
の
空
と

の
光
の
中
に
、
樹
木
の
幹
は
如
何
に
勢
よ
く
、
屈
曲
自
在
な
る
太
い
線
の
美
を
誇
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
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ア
メ
リ
カ
の
曠
野
に
立
つ
樫かし
フ
ラ
ン
ス
の
街
道
に
並
ぶ 

白 

楊 

樹 

は
く
よ
う
じ
ゅ
地
中
海
の
岸
辺
に
見
ら
れ
る 

橄  

欖 

か
ん
ら
ん

の

樹
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
姿
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
国
土
に
特
種
の
風
景
美
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
は

世
界
の
人
が 

広  

重 

ひ
ろ
し
げ

の
名
所
絵
に
お
い
て
の
み
見
知
っ
て
い
る
常
磐
木

と
き
わ
ぎ

の
松
で
あ
る
。

　
自
分
は 
三 
門 

前 
さ
ん
も
ん
ま
え
と
呼
ぶ
車
掌
の
声
と
共
に
電
車
を
降
り
た
。
そ
し
て
前
後
左
右
に
匍
匐
ほ
ふ
く
す
る
松
の
幹

の
間
に
立
っ
て
そ
の
姿
に
見
と
れ
た
時
、
幾
年
間
全
く
忘
れ
果
て
て
し
ま
っ
た
霊
廟
の
屋
根
と
門
と
に
心

付
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
折
に
は
ま
だ
裏
手
の
通
用
門
か
ら
拝
観
の
手
続
き
を
な
す
べ
き
案
内
を

も
知
ら
な
か
っ
た
の
で
、
自
分
は
秋
の
夜
の
静
寂
の
中うち
に  

畳    

々  

じ
ょ
う
じ
ょ
う
と
し
て
波
の
如
く
次
第
に
奥
深
く
重

な
っ
て
行
く
そ
の
屋
根
と
、
海
の
よ
う
に
平
か
な
敷
地
の
片
隅
に
立
ち
並
ぶ 

石 

燈 

籠 

い
し
ど
う
ろ
う
の
影
を
ば
、
廻めぐ
ら

さ
れ
た
柵
の
間
か
ら
恐
る
恐
る
覗
い
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

　 

翌  

日 

あ
く
る
ひ

自
分
は
昨
夜
ゆ
う
べ
降
り
た
三
門
前
で
再
び
電
車
を
乗
り
す
て
、
先
ず
順
次
に
一
番
端はず
れ
な
る
七
代
将

軍
の
霊
廟
か
ら
、
中
央
に
あ
る
六
代
将
軍
、
最
後
に
増
上
寺
を
隔
て
て  

東  

照  

宮  

と
う
し
ょ
う
ぐ
う

に
隣
り
す
る
二
代
将

軍
の
霊
廟
を
参
拝
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
は
已
に
『
冷
笑
』
と
題
す
る
小
説
中
紅
雨
こ
う
う
と
い
う
人
物
を
借

り
て
自
分
は
つ
ぶ
さ
に
こ
れ
を
記
述
し
た
事
が
あ
る
。

　
　
「
紅
雨
の
最
も
感
動
し
た
の
は
、
か
の
説
明
者
が
一
々
に 
勿  

体 
も
っ
た
い

つ
け
る
欄
間
ら
ん
ま
の
彫
刻
や
襖
ふ
す
まの
絵
画

　
　
や 

金  

箔 

き
ん
ぱ
く

の  

張  

天  

井  

は
り
て
ん
じ
ょ
う

の
如
き
部
分
的
の
装
飾
で
は
な
く
て
、
霊
廟
と
名
付
け
ら
れ
た
建
築
と
そ
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れ
を
廻めぐ
る
平
地
全
体
の
構
造
配
置
の
法
式
で
あ
っ
た
。

　
　
先
ず  

彎    

曲  

わ
ん
き
ょ
く

し
た
屋
根
を
戴
き
、
装
飾
の
多
い
扉
の
左
右
に 

威 

嚇 

的 

い
か
く
て
き

の
偶
像
を
安
置
し
た
門
を

　
　
這は
入い
る
と
真
直
な
敷
石
道
が
第
二
の
門
の
階
段
に
達
し
て
い
る
。
敷
石
道
の
左
右
は
驚
く
ほ
ど
平
か

　
　
で
あ
っ
て
、
珠たま
の
如
く
滑
な
め
らか
な
粒
の
揃
っ
た
小
石
を
敷
き
、
正
方
形
に
玉
垣
を
以
て
限
ら
れ
た
隅
々

　
　
に
銅
あ
か
が
ねの
燈
籠
を
数
え
き
れ
ぬ
ほ
ど
整
列
さ
し
て
あ
る
。
第
二
の
門
内
に
這
入
る
と
地
盤
が
一
段
高
く

　
　
し
て
あ
っ
て
第
一
と
同
じ
形
式
の
唯た
だ
少
し
く
狭
い
平
地
は 

直  

様 

す
ぐ
さ
ま

霊
廟
を
戴
く
更
に
高
い
第
三
の

　
　
乃
す
な
わち
最
後
の
区
劃
に
接
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
此こ
処こ
に
は
そ
れ
を
廻めぐ
る
玉
垣
の
内
側
が
他
の
も
の
と

　
　
は
違
っ
て
、
悉
こ
と
ご
とく
廻
廊
の
体てい
を
な
し
、
霊
廟
の
方
か
ら
見
下
み
お
ろ
す
と
そ
の
間
に
釣
燈
籠
を
下
げ
た
漆
塗

　
　
の
柱
の
数かず
が
い
か
に
も  

粛    
々  

し
ゅ
く
し
ゅ
く
と
し
て
整
列
し
て
い
る
。
霊
廟
そ
の
も
の
も
ま
た
平
地
と
等
し
く

　
　
そ
の
床ゆか
に
二
段
の
高
低
が
つ
け
て
あ
る
の
で
、
も
し
こ
れ
を
第
三
の 

門  

際 

も
ん
ぎ
わ

よ
り
し
て
望
ん
だ
な
ら

　
　
ば
、
内
殿
の
深
さ
は
周
囲
の
装
飾
と
薄
暗
い
光
線
の
た
め
に
測
り
知
る
べ
く
も
な
い
。

　
　
こ
の
建
築
全
体
の
法
式
は
つ
ま
り
人
間
の
有
す
る
敬
虔
崇
拝
の
感
情
を
出
来
得
べ
き
限
り
の
最
高
度

　
　
ま
で
興
奮
さ
せ
よ
う
と
企
て
た
も
の
で
し
か
も
立
派
に
そ
の
目
的
に
成
功
し
た
大だい
な
る
美
術
的
傑
作

　
　
品
で
あ
る
。

　
　
紅
雨
は
生
涯
忘
れ
な
い
美
的
感
激
の
極
度
を
経
験
し
た
と
信
ず
る
巴
里
パ
リ
ー
の
有
名
な
る
建
築
物
に
対
し
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た
時
の
心
持
に
思
い
較くら
べ
て
、
芝
の
霊
廟
は
そ
れ
に
優
る
と
も
決
し
て
劣
ら
ぬ
感
激
を
与
え
て
く
れ

　
　
た
事
を
感
謝
し
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
彼
は
ま
た
曲
線
的
な
る
ゴ
チ
ッ
ク
式
の
建
築
が
能よ
く
か

　
　
の
民
族
の
性
質
を
伝
つ
た
える
よ
う
に
、
こ
の
方
形
的
な
る
霊
廟
の
構
造
と
濃
厚
な
る
彩
色
と
は
甚
だ
よ
く

　
　
東
洋
固
有
の
寂
し
く
、
驕
慢
に
、
隔
離
し
た
貴
族
思
想
を
説
明
し
て
く
れ
る
事
を
喜
ん
だ
。
な
お
そ

　
　
れ
の
み
に
止とど
ま
ら
ず
、
紅
雨
は
門
と
玉
垣
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
二
段
三
段
の
区
劃
を
眺
め
て
メ
エ
テ

　
　
ル
リ
ン
ク
や
レ
ニ
エ
エ
な
ど
が
宮
殿
の
数
あ
る
柱
や
扉
に
よ
っ
て
用
い
た
よ
う
な
象
徴
芸
術
の
真
髄

　
　
を
会
得
え
と
く
し
た
よ
う
に
も
感
じ
た
。
」

　
実
際
こ
の
二
世
紀
以
前
の
建
築
は
自
分
に
対
し
て
明
治
と
称
す
る
過
渡
期
の
芸
術
家
に
対
し
て
、
数
え

尽
さ
れ
ぬ
ほ
ど
い
か
に
有
益
な
る
教
訓
と
意
外
な
る
驚
嘆
の
情
と
を
与
え
て
く
れ
た
か
分
ら
な
い
。

　
自
分
は
も
し
か
の
形
式
美
の
詩
人
テ
オ
フ
ィ
ル
・
ゴ
オ
チ
エ
エ
が
凡
そ
美
し
き
宇
宙
の
現
象
に
し
て
文

辞
を
以
て
い
い
現
わ
せ
な
い
も
の
は
な
い
と
い
っ
た
よ
う
に
、
詞
藻
し
そ
う
の
豊
富
に
対
し
て
驚
く
べ
き
自
信
を

持
っ
て
い
た
な
ら
、
自
分
は
余
す
処
な
く
霊
廟
の
柱
や
扉
の
彫
刻
と
天
井
や
襖
ふ
す
まの
絵
画
の
一
ツ
一
ツ
を
茲
こ
こ

に
写
生
し
、
そ
し
て
ま
た
七
代
と
六
代
将
軍
と
互
に
相
隣
り
せ
る
霊
廟
の
構
造
の
全
く
同
一
で
あ
り
な
が

ら
、
単
に
装
飾
の 

細  

節 

さ
い
せ
つ

に
お
い
て
相
違
す
る
点
を
も
つ
ぶ
さ
に
書
き
分
け
て
い
ま
だ
霊
廟
を
見
な
い
人

に
向
っ
て
誇
り
顔
に
こ
れ
を
紹
介
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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し
か
し
自
分
の 

画  

版 

カ
ン
バ
ス

は
あ
ま
り
に
狭
く
自
分
の
目
の
前
に
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
世
界
は
あ
ま
り
に
荘
重

美
麗
で
あ
る
。
自
分
は
た
だ
断
片
的
な
る
感
想
を
断
片
的
に
記
述
す
る
事
を
以
て
足
れ
り
と
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
。

　
わ
れ
わ
れ
過
渡
期
の
芸
術
家
が
一
度
ひ
と
た
び
こ
の
霊
廟
の
内
部
に
進
入
っ
て
感
ず
る
の
は
、
玉
垣
の
外
な
る

明
治
時
代
の
乱
雑
と
玉
垣
の
内
な
る
秩
序
の
世
界
の
相
違
で
あ
る
。
先
ず
案
内
の
僧
侶
に
導
か
れ
る
ま
ま
、

手て
摺ず
れ
た
古
い
漆
塗
り
の
廻
廊
を
過
ぎ
、
階
段
を
後
う
し
ろに
し
て
拝
殿
の
堅
い
畳
の
上
に
坐
っ
て
、
正
面
の
奥

遥はる
かに
は
、 

金  

光  

燦  
爛 

き
ん
こ
う
さ
ん
ら
ん

た
る
神
壇
、
近
く
前
方
の
右
と
左
に
は
金
地
き
ん
じ
に
唐
獅
子

か
ら
し
し

の
壁
画
、
四
方
の
欄
間

に
は
百
種
百
様
の
花
鳥
と
波
浪
の
彫
刻
を
望
み
、
金
箔
の
円
柱
に
支
え
ら
れ
た 

網 

代 

形 

あ
じ
ろ
が
た

の
高
い
天
井
を

仰
ぎ
見
よ
。
そ
し
て
広
大
な
る
こ
の
別
天
地
の 

幽  

邃 

ゆ
う
す
い

な
る
光
線
と
暗
然
た
る
色
彩
と
冷
静
な
る
空
気
と

に
何
か
知
ら
心
の
奥
深
く
、
騒
さ
わ
がし
い
他
の
場
所
に
は
決
し
て
味
わ
れ
ぬ
或
る
感
情
を
誘
い
出
さ
れ
る
時
、

こ
の
霊
廟
の
来
歴
を
説
明
す
る
僧
侶
の
あ
た
か
も 

読  

経 
ど
き
ょ
う

す
る
よ
う
な
低
い
無
表
情
の
声
を
聞
け
。
　
　

昔
は
十
万
石
以
上
の
大
名
が
こ
の
殿
上
に
居
並
い
な
ら
び
、
十
万
石
以
下
の
大
名
は
外
な
る
廻
廊
に
参
列
し
て
礼ら

   

拝 

い
は
い
の
式
を
な
し
た
。
か
く
説
明
す
る
僧
侶
の
音
声
は
（
言
語
の
意
味
か
ら
で
は
な
い
。
）
如
何
に
よ
く

過
去
の
時
代
の
壮
麗
な
る
式
場
の
光
景
を
眼
前
に 

髣  

髴 

ほ
う
ふ
つ

た
ら
し
め
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
自
分
は
厳
お
ご
そか
な
る
唐
獅
子
の
壁
画
に
添
う
て
、
幾
個
い
く
つ
と
な
く
並
べ
ら
れ
た
古
い  

経    

机  

き
ょ
う
づ
く
え
を
見
る
と
共
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に
、 

金  

襴 

き
ん
ら
ん

の
袈け
裟さ
を
か
が
や
か
す
僧
侶
の
列
を
あ
り
あ
り
と
目
に
浮うか
べ
る
。
拝
殿
の
畳
の
上
に
据
え
置

か
れ
た
太
鼓
と
鐘
と
鼓
と
か
ら
は
宗
教
的
音
楽
の
重
々
し
く 

響  

出 

ひ
び
き
で

る
の
を
聞
き
得
る
よ
う
に
も
思
う
。

ま
た
振
返
っ
て
階
段
の
下
な
る
敷
石
を
隔
て
て
網
目
の
よ
う
に 

透  

彫 

す
き
ぼ
り

の
し
て
あ
る
朱
塗
の
玉
垣
と
整
列

し
た
柱
の
形
を
望
め
ば
、
こ
こ
に
居
並
ん
だ
諸
国
の
大
名
の
威
儀
あ
る
服
装
と
、
秀
麗
な
る
貴
族
的
容
貌

と
を
想
像
す
る
。
そ
し
て
自
分
は
比
較
す
る
気
も
な
く
、 

不 

体 

裁 

ふ
て
い
さ
い

な
る
洋
服
を
着
た
貴
族
院
議
員
が
日

比
谷
の
議
場
に
集
合
す
る
光
景
に
思
い
至
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
こ
れ
に
つ
け
て
も
わ
れ
わ
れ
は
か
の
ア
ン
グ
ロ
サ
キ
ソ
ン
人
種
が
齎
も
た
らし
た
散
文
的
実
利
的
な
文
明
に
基
も
と
づ

い
て
、
没
趣
味
な
る
薩
長
人
の
経
営
し
た
明
治
の
新
時
代
に
対
し
て
、 

幾  

度 

い
く
た
び

幾
年
間
、
時
勢
の
変
遷
と

称
す
る
余
儀
な
い
事
情
を
繰
返
し
繰
返
し
て
嘆
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。

　
わ
れ
わ
れ
は
已すで
に
今
日
と
な
っ
て
は
、
い
か
に
美
し
い
か
ら
と
て
、
昔
の
夢
を
そ
の
ま
ま
わ
れ
ら
の
目

の
前
に
呼
返
そ
う
と
思
っ
て
は
お
ら
ぬ
。
し
か
し
な
が
ら
文
学
美
術
工
芸
よ
り
し
て
日
常
一
般
の
風
俗
流

行
に
至
る
ま
で
、
新
し
き
時
代
が
促
う
な
がし
つ
く
ら
し
め
る
凡すべ
て
の
も
の
が
過
去
に
比
較
し
て
劣
る
と
も
優
っ

て
お
ら
ぬ
か
ぎ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
丁
度
か
の
沈
滞
せ
る
英
国
の
画
界
を
覚
醒
し
た
ロ
セ
ッ
チ
一
派
の
如
く
、

理
想
の
目
標
を
遠
い
過
去
に
求
め
る
必
要
が
あ
り
は
せ
ま
い
か
。

　
自
分
は
次
第
に
激
し
く
、
自
分
の
生
き
つ
つ
あ
る
時
代
に
対
し
て
絶
望
と
憤
怒
ふ
ん
ぬ
と
を
感
ず
る
に
従
っ
て
、
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ま
す
ま
す
深
く
松
の
木
蔭
こ
か
げ
に
声
も
な
く
居
眠
っ
て
い
る
過
去
の
殿
堂
を
崇
拝
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
欄
間
や
柱
の
彫
刻
、
天
井
や
壁
の
絵
画
を
一
ツ
一
ツ
に
眺
め
よ
う
。

　
自
分
は
こ
こ
に
わ
れ
ら
の
祖
先
が
数
限
り
な
く
創
造
し
た
東
洋
固
有
の
芸
術
に
逢
着
す
る
。
松
、
竹
、

梅
、
桜
、
蓮
、
牡
丹
ぼ
た
ん
の
如
き
植
物
と
、
鶴
、
亀
、
鳩
、
獅
子
、
犬
、
象
、
竜
の
如
き
動
物
と
、
渦
巻
く
雲
、

逆
巻
く
波
の
如
き
自
然
の
現
象
と
は
、
い
ず
れ
も
一
種
不
思
議
な
意
匠
に
よ
っ
て
勇
ま
し
く
も
写
実
の
規

定
か
ら
超
越
し
て
巧
み
に
模
様
化
せ
ら
れ
、
理
想
化
せ
ら
れ
て
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は 

今  

日 

こ
ん
に
ち

春
の
日
の
麗
う
る
わ

し
い
自
然
美
を
歌
お
う
と
す
る
に
、
ど
う
い
う
訳
で 

殊  

更 

こ
と
さ
ら

ダ
リ
ヤ
と
菫
す
み
れの
花
と
を
手た
折お
っ
て
来
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
朱
塗
の
玉
垣
の
ほ
と
り
に
は
敷
石
に
添
う
て
幾
株
の
松
や
梅
が
植
え
ら
れ
て
あ
る
。
こ
れ
ら
の
植
物
の

曲
っ
て
地
に
垂
れ
た
そ
の
枝
振
り
と
、
岩
の
よ
う
に
ご
つ
ご
つ
し
て
苔
に
蔽
わ
れ
た
古
い
幹
と
の
形
は
、

日
本
画
に
の
み
見
出
さ
れ
る
線
の
筆
力
を
想
像
せ
し
め
る
。
並
ん
だ
石
燈
籠
の
蔭
や
敷
石
の
上
に
ま
る
で

  

造    

花  

つ
く
り
ば
な

と
し
か
見
え
ぬ
椿
の
花
の
落
ち
散
っ
て
い
る
有
様
は
、
極
め
て
写
実
的
な
ら
ざ
る 

光 

琳 

派 

こ
う
り
ん
は

の

色
彩
を
思
わ
し
め
る
。
互
い
に
異
な
る
風
土
か
ら
は
互
い
に
異
な
る
芸
術
が
発
生
す
る
の
は
当
然
の
事
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
風
土 

特  

種 

と
く
し
ゅ

の
感
情
を
遺
憾
な
く
発
揮
す
る
処
に
、
凡すべ
て
の
大だい
な
る
芸
術
の
尽

き
な
い
生
命
が
含
ま
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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雪
の
降
る
最
中
、
自
分
は
い
つ
も
の
よ
う
に
霊
廟
を
訪たず
ね
た
事
が
あ
っ
た
。
屋
根
に
積
っ
た
真
白
な
雪

の
間
か
ら
、 

軒  

裏 

の
き
う
ら

を
飾
る
彫
刻
の
色
彩
の
驚
く
ば
か
り
美
し
く
浮
上
っ
て
い
た
事
と
、
漆
塗
の
黒
い
門

の
扉
を
後
う
し
ろに
し
て
落
花
の
よ
う
に
柔
か
く
雪
の
降
っ
て
来
る
有
様
と
、
そ
れ
ら
は
一
面
の
絵
と
し
て
、
自

分
に
は
如
何
な
る
外
国
の
傑
作
品
を
も 

聯  

想 

れ
ん
そ
う

せ
し
め
な
い
、
全
く
特
種
の
美
し
い
空
想
を
湧
起
ゆ
う
き
せ
し
め

た
事
を
記
憶
し
て
い
る
。
強し
い
て
何
か
の
聯
想
を
思
い
出
さ
せ
れ
ば
、
や
は
り
名
所
の
雪
を
描
い
た
古
い

錦
絵
か
、
然
ら
ず
ば
、
芝
居
の
舞
台
で
見
る
「 

吉 

野 

山 

よ
し
の
や
ま

」
か
「 

水 

滸 

伝 

す
い
こ
で
ん

」
の
如
き
場
面
で
あ
ろ
う
。

け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
の
錦
絵
も
芝
居
の 

書  

割 

か
き
わ
り

も
決
し
て
完
全
に
こ
の
珍
ら
し
い
貴
重
な
る
東
洋
固
有
の

風
景
を
写
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。

　 

寒  

月 

か
ん
げ
つ

の
隈くま
な
く
照
り
輝
い
た
風
の
な
い
静
な
晩
、
そ
の
蒼
白
い
光
と
澄
み
渡
る
深
い
空
の
色
と
が
、

何
と
い
う
わ
け
な
く
、
わ
れ
ら
の
国
土
に
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
な
南
方
的
情
趣
を
帯
び
さ
せ
る
夜よる
、
自
分
は

公
園
の
裏
手
な
る
池
の
ほ
と
り
か
ら
、
深
い
樹
木
に
蔽
わ
れ
た
丘
の
上
に
攀よ
じ
登
っ
て
、
二
代
将
軍
の
墳

墓
に
近
い
朱
塗
の
橋
を
渡
り
、
そ
の
辺へん
の
小
高
い
処
か
ら
、
木
の
根
に
腰
を
か
け
て
、
目
の
下
一
面
に
、

二
代
将
軍
の
霊
廟
全
体
を
見
下
み
お
ろ
し
た
事
が
あ
る
。

　
底
光
り
の
す
る
空
を
縫
っ
た
老
樹
の
梢
こ
ず
えに
は
折
々
梟
ふ
く
ろが
啼
い
て
い
る
。
月
の
光
は
幾
重
い
く
え
に
も
重
か
さ
なっ
た
霊

廟
の
屋
根
を
銀
盤
の
よ
う
に
、
そ
の
軒
裏
の
彩
色
を
不
知
火

し
ら
ぬ
い

の
よ
う
に
輝
か
が
や
かし
て
い
た
。
屋
根
を
越
し
て
は
、
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廟
の
前
な
る
平
地
が
湖
水
の
面
お
も
ての
よ
う
に
何
と
も
い
え
ぬ
ほ
ど
平
か
に
静
に
見
え
た
。
二
重
に
も
三
重
に

も
建
て
廻めぐ
ら
さ
れ
た
正
方
形
な
る
玉
垣
の
姿
と
、
並
ん
だ
石
燈
籠
の
直
立
し
た
形
と
左
右
に
相
対
し
て
立

つ
御
手
洗

み
た
ら
し

の
石
の
柱
の
整
列
と
は
、
い
ず
れ
も
幽
暗
な
る
月
の
光
の
中
に
、
浮
立
つ
ば
か
り
そ
の
輪
郭
を

鋭
く
さ
せ
て
い
た
の
で
、
も
し
誇
張
し
て
い
え
ば
、
自
分
は
凡
て
目
に
見
る
線
の
シ
ン
メ
ト
リ
イ
か
ら
は

 

一  

所 

い
っ
し
ょ

に
な
っ
て
、
或
る
音
響
が
発
す
る
よ
う
に
も
思
う
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
音
楽
は
ワ
グ
ネ
ル

の
組
織
と
も
ド
ビ
ュ
ッ
シ
イ
の
法
式
と
も
全
く
異
っ
て
そ
の
土
地
に
生
れ
た
も
の
の
心
に
の
み
、
そ
の
土

地
の
形
象
が
秘
密
に
伝
え
る
特
種
の
芸
術
の
囁
さ
さ
やき
と
も
い
う
べ
き
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
已
に
半
世
紀
近
き
以
前
一
種
の
政
治
的
革
命
が 

東 

叡 

山 

と
う
え
い
ざ
ん
の 

大 

伽 

藍 

だ
い
が
ら
ん

を 

灰  

燼 

か
い
じ
ん

と
な
し
て
し
ま
っ
た
。

そ
れ
以
来
新
し
く
こ
の
都
に
建
設
せ
ら
れ
た
新
し
い
文
明
は
、
汽
車
と
電
車
と 

製 

造 

場 

せ
い
ぞ
う
ば

を
造
っ
た
代
り
、

建
築
と
称
す
る
大
な
る
国
民
的
芸
術
を
全
く
滅
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
一
刻
一
刻
、
時
間
の
進
む
ご
と

に
、
わ
れ
ら
の
祖
国
を
し
て
ア
ン
グ
ロ
サ
キ
ソ
ン
人
種
の
殖
民
地
で
あ
る
よ
う
な
外
観
を
呈
せ
し
め
る
。

古
く
し
て
美
し
き
も
の
は
見
る
見
る
滅
び
て
行
き
新
し
く
し
て
好
き
も
の
は
い
ま
だ
そ
の
芽
を
吹
く
に
至

ら
な
い
。
丁
度
焼
跡
の
荒
地
あ
れ
ち
に
建
つ
仮
小
屋
の
間
を
彷
徨
さ
ま
よ
う
よ
う
な
、
明
治
の
都
市
の
一
隅
に
お
い
て
、

わ
れ
わ
れ
が
た
だ
僅
か
、
壮
麗
な
る
過
去
の
面
影
に
接
し
得
る
の
は
、
こ
の
霊
廟
、
こ
の
廃
址
は
い
し
ば
か
り
で

は
な
い
か
。
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過
去
を
重
ん
ぜ
よ
。
過
去
は
常
に
未
来
を
生
む
神
秘
の
泉
で
あ
る
。
迷
え
る
現
在
の
道
を
照
す
燈
火
と
う
か
で

あ
る
。
わ
れ
ら
を
し
て
、
ま
ず
こ
の
神
聖
な
る
過
去
の
霊
場
よ
り
、 

不 

体 

裁 

ふ
て
い
さ
い

な
る
種
々
の
記
念
碑
、
醜

悪
な
る
銅
像
等
凡
て
新
し
き
時
代
が
建
設
し
た
る
劣
等
に
し
て
不
真
面
目
な
る
美
術
を
駆
逐
し
、
そ
し
て

わ
れ
ら
を
し
て
永
久
に
祖
先
の
残
し
た
偉
大
な
る
芸
術
に
の
み 

恍  

惚 

こ
う
こ
つ

た
ら
し
め
よ
。
自
分
は
断
言
す
る
。

わ
れ
ら
の
将
来
は
わ
れ
ら
の
過
去
を
除
い
て
何
処
い
ず
こ
に
頼
る
べ
き
途みち
が
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明
治
四
十
三
年
六
月
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
荷
風
随
筆
集
（
上
）
」
岩
波
文
庫
、
岩
波
書
店

　
　
　1986
（
昭
和61

）
年9

月16

日
第1

刷
発
行

　
　
　2006
（
平
成18

）
年11

月6

日
第27

刷
発
行

底
本
の
親
本
：
「
荷
風
隨
筆
　
一
」
岩
波
書
店

　
　
　1981

（
昭
和56
）
年11

月17

日
第1

刷
発
行

入
力
：
門
田
裕
志

校
正
：
阿
部
哲
也

2010

年4

月15

日
作
成

2019

年12

月12

日
修
正

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（https://w

w
w

.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら

れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た
の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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