
                             

       
 

『
雪
こ
ん
こ
ん
お
寺
の
柿
の
木
』
の
中
の
「
角
田
川
」
の
冒
頭
は
、
竹
久
夢
二

の
「
を
さ
な
き
夢
」
の
一
節
か
ら
「
夢
の
一
つ
は
か
く
な
り
き 

青
き
頭
巾
を
か
ぶ

り
た
る 

人
買
の
背
に
な
い
じ
や
く
り
・
・
・
」
と
い
う
詩
か
ら
始
ま
り
、
こ
の
作

品
の
テ
ー
マ
を
示
し
て
い
ま
す
。 

 

話
は
い
く
つ
か
の
場
面
に
分
か
れ
て
い
ま
す
が
、
最
初
の
場
面
で
は
、
す
み
だ

川
（
本
文
中
は
平
仮
名
表
記
）
の
岸
を
一
人
の
男
が
小
さ
な
男
の
子
の
手
を
引
い

て
歩
い
て
い
ま
す
。
男
の
子
は
川
面
に
浮
か
ぶ
「
鳥
」
を
と
っ
て
お
く
れ
と
男
に

し
き
り
に
頼
み
ま
す
。
「
左
金
吾
な
ら
と
れ
る
」
と
言
い
、
そ
こ
か
ら
母
の
こ
と
を

思
い
出
す
男
の
子
と
の
や
り
取
り
か
ら
、
次
第
に
こ
の
男
が
人
買
い
で
、
男
の
子

は
母
と
引
き
離
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
き
ま
す
。
男
の
子
は
熱
の
た
め
に
男
に

負
ぶ
さ
っ
た
ま
ま
目
を
開
け
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

次
の
場
面
で
は
子
ど
も
を
さ
が
し
狂
っ
た
よ
う
に
か
け
て
来
る
母
親
が
登
場
し

ま
す
。
母
親
は
川
岸
の
若
い
柳
の
木
の
下
に
盛
ら
れ
て
い
る
新
し
い
土
饅
頭
に
気

づ
き
、
母
親
の
直
感
で
そ
れ
が
我
が
子
の
墓
と
悟
り
ま
す
。
や
は
り
男
の
子
は
人

買
い
の
男
の
背
中
で
そ
の
ま
ま
息
絶
え
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
、
読
者
に
も
こ
こ

で
は
っ
き
り
と
分
か
る
構
成
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

タ
イ
ト
ル
の
「
角
田
川
」、
母
親
の
口
か
ら
出
た
「
梅
若
」
と
い
う
子
ど
も
の
名

前
、
子
ど
も
が
最
後
ま
で
求
め
て
い
た
鳥
を
母
は
「
都
鳥
」
と
呼
ん
で
い
た
こ
と

か
ら
も
、
森
三
郎
が
謡
曲
「
隅
田
川
」
に
題
材
を
求
め
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

謡
曲
「
隅
田
川
」
で
は
隅
田
川
の
渡
し
守
と
母
親
と
の
応
答
の
中
で
、
子
ど
も
が

死
ん
で
し
ま
い
、
土
饅
頭
に
葬
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
子
ど
も
が
直

接
登
場
す
る
の
は
念
仏
を
唱
え
鉦
鼓
を
鳴
ら
す
母
の
前
に
亡
霊
と
し
て
現
わ
れ
る

場
面
だ
け
で
す
。
亡
霊
と
な
っ
て
現
れ
る
我
が
子
を
抱
き
し
め
る
事
も
出
来
な
い

母
子
の
悲
哀
が
母
親
の
立
場
を
通
し
て
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
森
三
郎
の

「
角
田
川
」
で
は
熱
に
浮
か
さ
れ
な
が
ら
「
鳥
を
と
っ
て
お
く
れ
」
と
繰
り
返

し
、
母
親
を
求
め
る
い
た
い
け
な
男
の
子
を
描
く
前
半
部
分
に
作
者
の
力
の
注
ぎ

方
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。
ま
た
亡
く
な
っ
て
星
に
な
っ
た
子
ど
も
を
想
い
母
親
は
星

空
を
見
上
げ
ま
す
。
そ
し
て
も
う
す
ぐ
七
つ
の
子
ど
も
の
年
の
数
と
同
じ
星
の
数

を
数
え
な
が
ら
母
親
も
意
識
を
失
っ
て
い
き
ま
す
。
最
後
ま
で
子
ど
も
が
中
心
に

描
か
れ
て
い
ま
す
。 

子
ど
も
の
最
期
も
母
親
の
最
期
も
直
接
的
な
言
葉
で
表
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

く
、「
淡
い
悲
し
み
が
よ
く
描
か
れ
て
い
る
作
品
」
だ
と
い
う
感
想
が
出
ま
し
た
。

ま
た
作
品
の
構
成
に
つ
い
て
は
「
物
語
の
展
開
が
面
白
く
、
プ
ロ
ロ
ー
グ
が
こ
と

に
良
い
と
思
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
エ
ピ
ロ
ー
グ
に
繋
が
る
感
じ
が
し
ま
し
た
」
と

い
う
感
想
も
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。 

こ
の
話
の
中
に
も
展
開
の
要
所
に
三
郎
は
歌
を
使
っ
て
い
ま
す
。
京
の
町
の
物

売
り
の
品
目
（
こ
こ
で
は
い
ろ
い
ろ
の
瓜
の
名
前
）
を
並
べ
た
「
や
し
ょ
う
め 

(

優
女
）」
の
歌
は
、
母
子
が
供
の
左
金
吾
と
一
緒
に
、
事
情
が
あ
っ
て
都
か
ら

東
に
や
っ
て
来
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
ま
す
。 

前
回
読
ん
だ
『
雪
こ
ん
こ
ん
お
寺
の
柿
の
木
』
の
最
初
の
所
収
作
「
雪
こ
ん
こ

ん
お
寺
の
柿
の
木
」
は
、
別
れ
て
暮
ら
し
て
い
た
和
尚
さ
ん
と
小
坊
主
が
再
び
一

緒
に
暮
ら
す
こ
と
に
な
る
、
あ
た
り
ま
え
の
生
活
の
温
か
み
を
滑
稽
の
中
に
描
い

て
い
る
話
で
し
た
。「
角
田
川
」
の
悲
し
み
は
そ
の
正
反
対
の
よ
う
に
見
え
ま
す

が
、
ど
ち
ら
も
一
九
四
三
年
と
い
う
時
代
の
中
で
三
郎
が
生
き
る
こ
と
の
意
味
を

考
え
描
い
た
作
品
だ
と
い
う
思
い
が
強
く
し
ま
す
。 

 

当
日
読
ん
だ
も
う
一
作
は
『
赤
い
鳥
』
に
発
表
の
「
雪
」
で
す
が
、
母
子
を
題

材
に
し
て
い
る
点
で
共
通
し
て
い
ま
し
た
。「
雪
」
は
小
学
校
六
年
の
男
の
子
の
一

日
の
生
活
を
母
親
へ
の
男
の
子
の
気
持
を
中
心
に
描
い
て
い
ま
す
（「
か
さ
さ
ぎ
通

信
」
№
２８
、
８２
参
照
）。
「
反
抗
期
の
男
の
子
の
気
持
を
う
ま
く
描
い
て
い
る
ね
」

と
い
う
感
想
や
、
そ
う
い
う
時
期
の
子
育
て
を
過
ぎ
て
来
た
大
人
の
立
場
か
ら
の

反
応
も
出
て
、
活
発
な
会
と
な
り
ま
し
た
。 
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二
〇
二
三
年
十
月
の
「
森
三
郎
の
作
品
を
読
む
会
」
で
は
、「
角
田
川
」（
『
雪

こ
ん
こ
ん
お
寺
の
柿
の
木
』1

9
4
3
.
12

）
と
「
雪
」（
『
赤
い
鳥
』
一
九
三
三
年
八

月
号
所
収
作
）
を
読
み
ま
し
た
。 

次
回
予
定 

二
〇
二
三
年
十
二
月
八
日
（
金
）
午
後
一
時
半
～
三
時
半 

 

・「
山
彦
（
『
雪
こ
ん
こ
ん
お
寺
の
柿
の
木
』1

9
4
3
.
12

） 

・「
銀
作
」
（『
赤
い
鳥
』1

9
3
3
.5

） 


