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「
驟
雨
」
の
視
点

津
木
林

洋

八
月
の
末
、
大
阪
文
学
学
校
で
文
章
講
座
を
行
っ
た
。
課
題
は
、
「
三
人
称
一
視
点

で
、
人
と
の
出
会
い
を
描
く
」
と
い
う
も
の
。
参
考
図
書
と
し
て
、
吉
行
淳
之
介
の

「
驟
雨
」
を
上
げ
て
お
い
た
。

そ
の
前
の
講
座
で
は
、
「
一
人
称
で
、
人
と
の
出
会
い
を
描
く
」
と
い
う
課
題
を
与

え
て
お
り
、
そ
の
時
の
参
考
作
品
は
太
宰
治
の
「
女
生
徒
」
だ
っ
た
。

吉
行
は
太
宰
治
と
違
っ
て
基
本
は
三
人
称
で
書
く
作
家
な
の
で
、
ち
ょ
う
ど
い
い
と

思
っ
た
の
だ
。
手
許
に
あ
っ
た
「
驟
雨
」
を
読
み
返
し
て
み
る
と
、
二
箇
所
、
明
ら
か

に
作
者
視
点
で
書
い
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
課
題
の
三
人
称
一
視
点
と
は
厳
密
に
言

え
ば
異
な
る
が
、
ま
あ
い
い
だ
ろ
う
と
考
え
た
。

そ
の
箇
所
を
引
用
す
る
と
、

「
し
か
し
、
眼
の
前
の
女
が
彼
一
人
の
専
有
の
叶
わ
ぬ
、
多
く
の
男
た
ち
を
送
り
迎
え

し
て
い
る
躯
で
あ
る
こ
と
を
、
今
更
の
よ
う
に
自
分
自
身
に
納
得
さ
せ
よ
う
と
い
う
気

持
も
、
そ
の
言
葉
の
裏
に
は
潜
ん
で
い
た
の
だ
。
そ
の
こ
と
に
は
、
彼
は
気
付
く
こ
と

が
出
来
な
か
っ
た
。
」

そ
れ
と
も
う
一
箇
所
。

「
内
部
で
膨
れ
あ
が
り
か
か
っ
た
感
情
が
、
彼
の
苦
笑
に
よ
っ
て
中
断
さ
れ
、
結
婚
と

い
う
も
の
か
ら
遠
い
距
離
に
在
る
娼
婦
の
位
置
が
は
っ
き
り
と
眼
に
映
し
出
さ
れ
た
た

め
、
侘
し
い
気
持
が
彼
女
の
躯
を
満
た
し
た
…
…
、
と
い
う
解
釈
が
お
そ
ら
く
正
し
い

も
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
女
の
涙
は
、
彼
に
誤
解
さ
せ
た
。
」

文
章
講
座
の
最
初
に
、
そ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
と
、
該
当
ペ
ー
ジ
を

示
す
と
、
あ
り
ま
せ
ん
と
い
う
答
え
が
返
っ
て
き
た
。
あ
わ
て
て
、
前
に
坐
っ
て
い
る

受
講
者
の
持
っ
て
い
た
文
庫
本
を
借
り
て
、
見
て
み
る
と
、
二
ペ
ー
ジ
ほ
ど
ず
れ
て
お

り
、
若
干
活
字
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
。

や
は
り
版
を
変
え
て
い
た
の
だ
。
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前
回
の
「
女
生
徒
」
（
『
走
れ
メ
ロ
ス
』
に
収
蔵
）
も
私
の
持
っ
て
い
る
も
の
と
は
版

が
変
わ
っ
て
い
て
、
新
し
く
買
っ
た
の
だ
が
、
今
回
は
、
ア
マ
ゾ
ン
で
調
べ
て
も
改
版

版

(
1
9
6
5
/
1
0
)

と
あ
り
、
私
の
持
っ
て
い
る
も
の
と
一
緒
だ
っ
た
の
で
、
ま
さ
か
変
わ

っ
て
い
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。

ま
あ
、
二
ペ
ー
ジ
程
度
の
ず
れ
な
ら
大
し
た
こ
と
は
な
い
と
、
該
当
の
ペ
ー
ジ
を
見

て
、
び
っ
く
り
し
た
。

作
者
視
点
の
箇
所
が
彼
の
視
点
に
変
わ
っ
て
い
る
の
だ
。

一
つ
め
は
、
「
そ
の
こ
と
に
は
、
彼
は
気
付
く
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
」
の
代
わ
り

に
、
「
そ
の
こ
と
に
は
、
女
と
別
れ
た
あ
と
で
彼
は
気
付
い
た
」
と
い
う
文
章
に
な
っ

て
い
た
。

二
つ
め
は
、
該
当
箇
所
が
そ
っ
く
り
削
除
さ
れ
て
い
る
。

私
の
文
庫
本
の
奥
付
は
、
昭
和
四
十
七
年
十
刷
で
、
借
り
た
文
庫
本
は
平
成
十
年
四

十
九
刷
改
版
、
ど
ち
ら
も
発
行
は
昭
和
四
十
一
年
に
な
っ
て
い
る
。

「
驟
雨
」
が
芥
川
賞
を
受
賞
し
た
の
は
昭
和
二
十
九
年
だ
か
ら
、
二
十
年
ほ
ど
は
手
を

入
れ
ず
に
、
そ
の
後
書
き
直
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
こ
ま
で
書
い
て
き
て
、
女
房
の
書
棚
に
新
潮
日
本
文
学
・
吉
行
淳
之
介
集
が
あ

っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
た
。

早
速
取
り
出
し
て
見
て
み
る
と
、
面
白
い
こ
と
に
、
一
箇
所
目
は
元
の
ま
ま
だ
が
、

二
箇
所
目
が
新
し
い
版
と
同
様
に
、
削
除
さ
れ
て
い
る
。

と
い
う
こ
と
は
、
一
度
に
両
方
を
書
き
直
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

作
者
視
点
は
、
ど
う
に
も
傲
慢
な
感
じ
が
す
る
か
ら
や
め
よ
う
と
思
っ
た
の
な
ら
、

一
度
に
書
き
直
す
は
ず
だ
が
、
そ
う
思
い
な
が
ら
も
作
品
上
効
果
が
あ
る
と
考
え
て
、

あ
え
て
残
す
と
い
う
選
択
を
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
後
一
箇
所
目
を
、
「
そ
の
こ
と
に
は
、
女
と
別
れ
た
あ
と
で
彼
は
気
付
い
た
」

と
し
た
の
は
、
苦
肉
の
策
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

吉
行
淳
之
介
で
さ
え
、
視
点
の
こ
と
を
気
に
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け

難
し
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
初
心
者
が
戸
惑
う
の
も
無
理
は
な
い
。

と
も
か
く
、
吉
行
が
書
き
直
し
て
く
れ
た
お
か
げ
で
、
課
題
の
テ
ー
マ
に
「
驟
雨
」

が
ぴ
た
り
と
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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以
上
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ミ
ク
シ
ィ
の
日
記
で
八
月
末
日
に
書
い
た
文
章
だ
が
、

「
二
十
年
ほ
ど
は
手
を
入
れ
ず
に
、
そ
の
後
書
き
直
し
た
と
考
え
ら
れ
る
」
と
い
う
言

葉
が
ど
う
に
も
気
に
な
っ
た
。

調
べ
も
せ
ず
に
憶
測
で
も
の
を
言
う
の
は
マ
ズ
イ
な
あ
と
い
う
気
持
ち
だ
っ
た
。

そ
れ
で
こ
こ
は
初
版
本
を
手
に
入
れ
て
、
徹
底
的
に
調
べ
て
み
よ
う
と
思
い
立
っ
た
。

ま
ず
大
阪
市
立
と
府
立
の
図
書
館
で
「
驟
雨
」
の
初
版
本
を
検
索
し
て
み
た
。

し
か
し
「
驟
雨
」
の
単
行
本
は
見
当
た
ら
ず
、
一
冊
だ
け
大
阪
府
立
中
央
図
書
館
に

『
創
作
代
表
選
集1

4
(

昭
和2

9

年
前
期)
』
（
日
本
文
芸
家
協
会
編
）
と
い
う
本
が
あ
り
、

そ
の
中
に
作
品
が
収
め
ら
れ
て
い
た
。
た
だ
し
個
人
貸
出
不
可
な
の
で
図
書
館
ま
で
出

向
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

面
倒
臭
い
な
あ
と
思
い
な
が
ら
、
今
度
は
日
本
の
古
本
屋
と
い
う
サ
イ
ト
で
検
索
を

掛
け
て
み
た
。

す
る
と
昭
和
二
十
九
年
発
行
の
初
版
本
が
、
三
十
冊
ほ
ど
出
て
き
た
。
し
か
し
値
段

を
見
て
び
っ
く
り
し
た
。
ど
れ
も
一
万
円
以
上
す
る
の
で
あ
る
。
高
い
も
の
に
な
る
と
、

十
五
万
円
の
値
段
が
つ
い
て
い
る
。

吉
行
淳
之
介
の
エ
ッ
セ
イ
集
『
軽
薄
の
す
す
め
』
に
載
っ
て
い
る
「
私
の
第
一
創
作

集
」
と
い
う
文
章
に
よ
る
と
、
芥
川
賞
受
賞
が
き
っ
か
け
で
出
版
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
が
、
初
版
部
数
五
千
で
再
版
は
さ
れ
な
か
っ
た
と
あ
る
。
当
時
新
人
作
家
の
短
編
集

は
三
千
部
ほ
ど
が
常
識
ら
し
い
か
ら
二
千
部
は
賞
の
お
か
げ
だ
が
、
今
、
芥
川
賞
受
賞

作
品
を
出
版
す
る
と
な
っ
た
ら
初
版
一
万
部
を
下
る
こ
と
は
ま
ず
あ
り
得
な
い
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
世
の
中
に
「
驟
雨
」
の
昭
和
二
十
九
年
発
行
の
単
行
本
は
五
千
部
し
か
な

い
こ
と
に
な
る
。
現
存
す
る
数
は
も
っ
と
少
な
い
だ
ろ
う
。
エ
ッ
セ
イ
の
中
に
も
「
こ

の
本
は
、
い
ま
私
の
手
も
と
に
一
冊
し
か
な
い
。
古
本
屋
で
探
し
て
も
ら
っ
て
い
る
が
、

い
ま
だ
に
見
つ
か
ら
な
い
」
と
あ
る
。

高
い
は
ず
で
あ
る
。

や
っ
ぱ
り
図
書
館
ま
で
足
を
運
ぶ
か
、
と
検
索
画
面
を
ス
ク
ロ
ー
ル
し
て
い
く
と
、

何
と
２
，
１
０
０
円
の
値
段
の
つ
い
た
初
版
本
が
現
れ
た
。
前
後
の
値
段
と
は
一
桁
違

う
。
古
本
屋
の
値
段
の
つ
け
間
違
い
か
と
詳
細
を
見
る
と
、
ど
う
や
ら
状
態
が
悪
い
ら

し
い
。
こ
ち
ら
と
し
て
は
、
落
丁
が
な
く
文
字
が
読
め
さ
え
す
れ
ば
い
い
の
だ
か
ら
と
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注
文
し
た
。

届
い
た
本
は
確
か
に
紙
が
赤
茶
け
て
糸
綴
じ
も
解
け
か
か
っ
て
い
た
が
、
調
べ
る
分

に
は
何
の
問
題
も
な
い
。

早
速
、
新
潮
社
版
『
吉
行
淳
之
介
全
集
』
第
一
巻
（
平
成
九
年
九
月
刊
）
を
底
本
に

し
た
新
潮
文
庫
の
「
驟
雨
」
と
逐
一
読
み
比
べ
て
い
っ
た
。

い
き
な
り
、
一
行
目
か
ら
書
き
換
え
て
あ
る
こ
と
に
驚
き
つ
つ
、
そ
う
い
う
箇
所
に

ポ
ス
ト
イ
ッ
ト
を
貼
り
な
が
ら
読
ん
で
い
っ
て
、
面
白
い
こ
と
を
発
見
し
た
。

初
版
本
に
は
、
主
人
公
の
相
手
を
す
る
娼
婦
道
子
の
視
点
に
な
っ
て
い
る
部
分
が
、

九
箇
所
も
あ
っ
た
の
だ
。

例
え
ば
、

「
女
は
気
ま
ず
さ
を
取
繕
お
う
と
し
て
、
言
つ
て
み
た
。
」

「
そ
の
言
葉
は
、
道
子
自
身
の
心
を
最
も
驚
か
せ
た
。
そ
れ
は
、
彼
の
幼
な
顔
へ
の
不

意
の
変
貌
に
、
ど
の
女
に
も
潜
ん
で
い
る
母
親
め
い
た
と
こ
ろ
が
刺
戟
さ
れ
た
の
だ
、

と
彼
女
は
考
え
よ
う
と
し
た
。
」

「
そ
の
言
葉
は
、
道
子
を
不
意
打
し
た
。
そ
し
て
、
動
搖
が
収
つ
た
と
き
、
意
外
に
も

そ
れ
は
安
堵
の
お
も
い
を
伴
つ
て
彼
女
の
心
に
落
ち
て
き
た
の
で
あ
つ
た
。
」

な
ど
。

文
庫
本
で
は
、
道
子
の
視
点
は
削
除
さ
れ
る
か
、
彼
の
視
点
か
ら
の
描
写
に
変
更
さ

れ
て
い
る
。

例
え
ば
前
の
例
の
最
後
は
、

「
道
子
は
不
意
を
打
た
れ
た
顔
に
な
っ
た
。
」
だ
け
に
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
道
子
の
視
点
を
作
者
の
視
点
に
書
き
換
え
て
、
さ
ら
に
最

終
的
に
は
そ
れ
を
削
除
し
て
い
る
こ
と
だ
。

ミ
ク
シ
ィ
で
取
り
上
げ
た
作
者
視
点
の
二
箇
所
目
、

「
内
部
で
膨
れ
あ
が
り
か
か
っ
た
感
情
が
、
彼
の
苦
笑
に
よ
っ
て
中
断
さ
れ
、
結
婚
と

い
う
も
の
か
ら
遠
い
距
離
に
在
る
娼
婦
の
位
置
が
は
っ
き
り
と
眼
に
映
し
出
さ
れ
た
た

め
、
侘
し
い
気
持
が
彼
女
の
躯
を
満
た
し
た
…
…
、
と
い
う
解
釈
が
お
そ
ら
く
正
し
い

も
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
女
の
涙
は
、
彼
に
誤
解
さ
せ
た
。
」

こ
れ
が
初
版
本
で
は
道
子
の
視
点
に
な
っ
て
い
る
。
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「
道
子
の
内
部
で
膨
れ
あ
が
つ
て
ゆ
こ
う
と
し
た
感
情
が
、
彼
の
苦
笑
に
よ
つ
て
中
断

さ
れ
、
結
婚
と
い
う
も
の
か
ら
杳
か
な
と
こ
ろ
に
在
る
娼
婦
の
位
置
が
は
つ
き
り
彼
女

の
眼
に
映
し
出
さ
れ
た
た
め
、
侘
し
い
気
持
が
躯
を
満
た
し
た
の
だ
。

女
の
眼
の
涙
を
み
て
、
今
度
は
彼
が
誤
解
し
た
。
」

そ
の
他
、
細
か
い
表
現
の
書
き
直
し
な
ど
を
含
め
る
と
、
百
箇
所
以
上
に
手
が
入
れ

ら
れ
て
い
る
。

吉
行
の
作
品
は
、
新
潮
社
か
ら
新
潮
日
本
文
学5

3

と
し
て
吉
行
淳
之
介
集
、
さ
ら
に

晩
年
に
は
全
集
が
出
て
い
る
の
で
、
お
そ
ら
く
そ
の
度
に
書
き
直
し
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。視

点
だ
け
に
限
っ
て
言
え
ば
、
彼
の
視
点
＋
彼
女
の
視
点
＋
作
者
の
視
点
、
だ
っ
た

も
の
が
、
彼
の
視
点
＋
作
者
の
視
点
、
に
な
り
、
最
終
的
に
は
、
彼
の
視
点
だ
け
に
な

っ
て
い
る
。

そ
れ
は
お
そ
ら
く
作
者
の
位
置
が
神
の
位
置
か
ら
ど
ん
ど
ん
下
げ
ら
れ
て
来
た
こ
と

と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
一
人
の
人
間
か
ら
見
え
な
い
と
こ
ろ
は
見
え
な
い
ま
ま

で
い
い
、
見
え
な
い
と
こ
ろ
は
読
者
が
想
像
す
れ
ば
い
い
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
曖

昧
な
方
が
か
え
っ
て
い
い
の
だ
。

私
は
文
学
学
校
の
初
日
に
講
義
め
い
た
こ
と
を
す
る
の
だ
が
、
そ
の
中
で
、
「
始
め

の
う
ち
は
三
人
称
で
書
く
時
も
、
一
視
点
を
守
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
」
と
言
っ
て
い

る
。

「
驟
雨
」
の
視
点
の
変
遷
を
見
て
い
る
と
、
そ
の
逆
の
流
れ
を
た
ど
る
必
要
は
な
い
か

な
と
い
う
気
が
し
て
く
る
。

（
註

「
驟
雨
」
の
原
文
は
、
旧
漢
字
、
旧
仮
名
遣
い
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
フ
ォ
ン

ト
が
な
い
の
で
適
当
な
言
葉
に
置
き
換
え
て
い
ま
す
）


