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「
海
邊
の
光
景
」（『
群
像
』
一
九
五
九
・
一
一
、
一
二
）

は
作
者
安
岡
章
太
郎
が
自
分
自
身
の
母
親
の
死
を
看
取
っ
た

体
験
に
基
づ
い
て
描
い
た
小
説
で
あ
る
。
こ
の
小
説
は
父
信

吉
、
母
チ
カ
と
一
人
息
子
の
信
太
郎
か
ら
な
る
浜
口
一
家

が
、
戦
後
を
生
き
る
姿
を
描
い
て
い
る
。
本
論
文
で
は
、
作

者
安
岡
と
ほ
ぼ
等
身
大
の
主
人
公
で
あ
る
息
子
信
太
郎
の
感

覚
器
官
を
通
じ
て
、
小
説
の
文
脈
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
彼
の
嗅
覚
、
視
覚
と
い
っ
た
感
覚

器
官
の
描
写
を
追
尋
し
、
彼
が
母
チ
カ
と
の
濃
密
な
母
子
関

係
を
相
対
化
す
る
視
点
と
し
て
、「
一
つ
の
習
慣
」
と
い
う

考
え
方
を
導
き
出
し
た
こ
と
に
積
極
的
意
味
を
見
い
出
し
て

い
る
。
一
般
論
と
し
て
、
母
の
死
に
接
し
た
息
子
は
、
感
情

的
、
情
緒
的
に
な
る
の
が
き
わ
め
て
自
然
で
あ
る
に
も
拘
わ

ら
ず
、
彼
は
母
の
死
に
接
し
て
も
、
哀
し
み
の
感
情
を
露
骨

に
表
す
こ
と
な
く
、
徹
底
的
に
情
緒
を
抑
制
す
る
人
物
と
し

て
造
型
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
手
法
は
作
者
安
岡
の
小

説
構
成
上
の
言
説
戦
略
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
小

説
を
、
い
わ
ゆ
る
私
小
説
と
い
う
文
学
ジ
ャ
ン
ル
に
回
収
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
所
以
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
小
説
に
は
「
白
」
と
「
黒
」
の
モ
ノ
ト
ー

ン
の
色
彩
が
、
要
所
、
要
所
に
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

を
指
摘
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
色
彩
が
主
人
公
の
家
の
不
幸
と
母

の
死
に
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
最
後
に
、
母
の
死
を
確
認
し
た
直
後
の
信
太
郎
の
立
場
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と
心
境
を
肯
定
的
に
捉
え
る
こ
と
で
、
江
藤
淳
が
『
成
熟
と

喪
失
―
〝
母
〟
の
崩
壊
―
』
で
示
し
た
信
太
郎
へ
の
提
言
に

異
議
を
唱
え
、
江
藤
の
近
代
主
義
的
読
み
方
を
批
判
的
に
検

討
し
て
い
る
。

は
じ
め
に

　

我
が
国
は
、
一
九
五
五
（
昭
和
三
〇
）
年
か
ら
一
九
七
二

（
昭
和
四
七
）
年
に
至
る
期
間
に
高
度
経
済
成
長
を
遂
げ
た
。

時
代
の
変
化
を
捉
え
た
中
野
好
夫
は
、
一
九
五
六
（
昭
和
三

一
）
年
に
、「
も
は
や
「
戦
後
」
で
は
な
い（
１
）」
と
い
う
論
考

を
発
表
し
た
。
サ
ブ
・
タ
イ
ト
ル
に
、「
旧
い
夢
よ
、
さ
ら

ば
。
小
国
の
新
し
い
意
味
を
認
め
、
そ
れ
を
生
か
す
新
し
い

理
想
を
つ
か
も
う
」
と
あ
る
。
中
野
は
こ
の
論
考
で
、「「
戦

後
」
意
識
か
ら
脱
け
出
し
て
、（
中
略
）
未
来
へ
の
見
通
し

に
腰
を
据
え
る
べ
き
時
が
き
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
の

問
題
提
起
を
行
い
、「
国
と
国
と
の
関
係
を
考
え
る
上
に
お

い
て
宿
怨
と
か
報
復
と
か
い
つマ
マ

た
感
情
的
な
考
え
方
に
押
し

流
さ
れ
な
い
こ
と
、
ま
た
国
際
間
の
動
き
を
た
ゞ
単
純
に
正

と
邪
、
善
玉
と
悪
玉
と
い
つマ
マ

た
倫
理
的
範
疇
だ
け
で
考
え
な

い
よ
う
な
習
慣
を
つ
け
る
こ
と
が
一
番
必
要
な
の
で
は
な
か

ろ
う
か
」
と
述
べ
、
当
時
の
「
日
ソ
交
渉
の
現
状
」
と
「
日

韓
関
係
の
緊
張
」
を
そ
の
例
に
掲
げ
、
国
際
間
の
対
立
感
情

を
「
も
う
そ
ろ
そ
ろ
や
め
に
し
た
い
」
と
主
張
し
た
。

　

中
野
が
先
の
論
考
を
発
表
し
て
か
ら
三
年
後
、
安
岡
章
太

郎
は
「
海
邊
の
光
景（
２
）」（『
群
像
』
一
九
五
九
・
一
一
、一
二
）

を
発
表
す
る
。
こ
の
小
説
は
戦
場
か
ら
帰
還
し
た
父
信
吉
が

「
軍
隊
で
結
核
が
な
お
ら
な
い
ま
ま
寝
た
き
り
」
で
あ
っ
た

時
期
も
あ
り
、
無
気
力
と
も
い
え
る
日
常
の
振
る
舞
い
、
そ

し
て
、
信
吉
が
家
長
と
し
て
の
役
割
と
責
任
を
果
た
さ
な
い

た
め
に
生
じ
る
家
計
の
困
窮
、
母
チ
カ
の
精
神
病
院
へ
の
入

院
、
さ
ら
に
、
そ
の
病
院
で
、
母
の
死
を
受
け
止
め
た
息
子

信
太
郎
の
心
境
を
描
い
て
い
る
。

　

彼
ら
は
、
中
野
が
問
題
提
起
し
た
よ
う
に
、「「
戦
後
」
意

識
か
ら
脱
け
出
し
て
」
は
い
な
い
。
む
し
ろ
、
浜
口
一
家

は
「「
戦
後
」
意
識
」
を
引
き
づ
り
な
が
ら
生
活
し
て
い
る
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
後
に
、
詳
細
に
検
討
す
る
。

　

平
野
謙
は
「「
海
辺
の
光
景
」
の
題
材
を
著
者
自
身
の
体

験
と
み
な
し
て
ほ
ぼ
大
過
な
い
、
と
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
決
し
て
著
者
の
体
験
を
そ
の
ま
ま
書
き
写
し
た
も
の

で
は
な
い
。
著
者
の
体
験
は
い
わ
ば
ひ
と
つ
の
素
材
に
す
ぎ

な
い
。
そ
の
素
材
に
ど
ん
な
光
線
を
あ
て
て
、
ど
う
い
う
色

彩
に
描
き
あ
げ
る
か
が
、
体
験
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ぬ
芸
術

創
造
上
の
仕
事
に
属
す
る（
３
）」
と
述
べ
て
い
る
。
な
ら
ば
、
平

野
の
い
う
「
芸
術
創
造
上
の
仕
事
」
と
は
い
っ
た
い
何
な
の

か
。
本
論
の
目
的
は
「
海
辺
の
光
景
」
の
テ
ク
ス
ト
分
析
を

通
じ
て
、「
芸
術
創
造
上
の
仕
事
」
の
具
体
的
内
容
と
こ
の

小
説
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

１
．
羞
恥
の
感
情
の
形
成

　

次
に
引
用
し
た
の
は「
海
辺
の
光
景
」の
冒
頭
部
分
で
あ
る
。

　
　
　

片
側
の
窓
に
、
高
知
湾
の
海
が
ナ
マ
リ
色
に
光
っ
て
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い
る
。
小
型
の
タ
ク
シ
ー
の
中
は
蒸
し
風
呂
の
暑
さ
だ
。

桟
橋
を
過
ぎ
る
と
、
石
灰
工
場
の
白
い
粉
が
風
に
巻
き

上
げ
ら
れ
て
、
フ
ロ
ン
ト
・
グ
ラ
ス
の
前
を
幕
を
引
い

た
よ
う
に
と
お
り
す
ぎ
た
。

　
　
　

信
太
郎
は
、と
な
り
の
席
の
父
親
、信
吉
の
顔
を
窺
っ

た
。
日
焼
け
し
た
頸
を
前
に
の
ば
し
、
助
手
席
の
背
に

手
を
か
け
て
、
こ
め
か
み
に
黒
味
が
か
っ
た
斑
点
を
に

じ
ま
せ
な
が
ら
、
じ
っ
と
正
面
を
向
い
た
頬
に
、
ま
る

で
う
す
笑
い
を
う
か
べ
た
よ
う
な
シ
ワ
が
よ
っ
て
い
る
。

（
中
略
）
大
き
な
頭
部
に
く
ら
べ
て
ひ
ど
く
小
さ
な
眼

は
、
ニ
カ
ワ
の
よ
う
な
黄
色
み
を
お
び
て
、
不
運
な
男

に
ふ
さ
わ
し
く
力
の
な
い
光
を
は
な
っ
て
い
た
。

　
　
「
で
、
ど
う
な
ん
で
す
、
具
合
は
」

　
　
「
電
報
は
何
と
打
っ
た
ん
だ
か
な
、
キ
ト
ク
か
？　
・・

　
　

・
・
・
・
今
晩
す
ぐ
と
い
う
ほ
ど
で
も
な
い
よ
う
だ
な
、

ま
ア
時
間
の
問
題
に
は
ち
が
い
な
い
が
」

　
　

信
吉
は
口
の
端
に
白
く
唾
液
の
あ
と
を
の
こ
し
な
が
ら
、

ゆ
っ
く
り
と
牛
が
草
を
噛
む
よ
う
な
調
子
で
こ
た
え
た
。

（
中
略
）・
・
・
・
・
・
突
然
、
腐
っ
た
魚
の
ハ
ラ
ワ

タ
の
煮
え
る
臭
い
が
鼻
を
撲
っ
た
。
車
の
す
ぐ
前
を
ケ

タ
タ
マ
し
い
叫
び
を
上
げ
て
、
ト
サ
カ
ま
で
真
白
く
ほ

こ
り
を
浴
び
た
ニ
ワ
ト
リ
が
何
羽
も
横
切
っ
た
。
粗
末

な
、
板
片
を
打
ち
つ
け
た
だ
け
の
家
が
、
倒
れ
そ
う
に

な
り
な
が
ら
軒
を
く
っ
つ
け
あ
っ
て
立
っ
て
い
る
。「
部

落
民
」
と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
の
居
住
区
だ
。

　

一
読
す
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
カ
タ
カ
ナ
表
記
が
目
立
つ

文
体
で
あ
る
。
そ
の
表
記
は
小
説
の
最
後
に
近
い
一
文
、「
岬

に
抱
か
れ
、
ポ
ッ
カ
リ
と
童
話
風
の
島
を
浮
か
べ
た
そ
の
風

景
は
、
す
で
に
見
慣
れ
た
も
の
だ
っ
た
。（
中
略
）・・・・・・

一
瞬
、
す
べ
て
の
風
物
は
動
き
を
止
め
た
。
頭
上
に
照
り
か

が
や
い
て
い
た
日
は
黄
色
い
ま
だ
ら
な
シ
ミ
を
、
あ
ち
こ
ち

に
な
す
り
つ
け
て
い
る
だ
け
だ
っ
た
」
と
い
う
語
り
手
に
よ

る
語
り
に
至
る
ま
で
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
は
数
多
く
の
カ
タ

カ
ナ
表
記
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
表
記
に
関
し
て
、小
森
陽
一
は
、安
岡
章
太
郎
の
「
ガ

ラ
ス
の
靴
」（『
三
田
文
學
』
一
九
五
一
・
六
）
の
文
体
を
分

析
し
、「
漢
字
で
書
く
こ
と
も
出
来
、
平
仮
名
書
き
で
も
い

い
は
ず
の
言
葉
を
、
あ
え
て
カ
タ
カ
ナ
書
き
に
す
る
こ
と
で
、

読
者
に
こ
の
言
葉
に
対
す
る
特
別
な
注
意
を
喚
起
す
る
こ
と

に
な
る（
４
）」
と
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
小
森
は
、
中
上
健

次
が
、
安
岡
の
文
体
は
「
内
々
の
事
を
耳
元
で
ひ
そ
ひ
そ
声

で
語
ら
れ
る
よ
う
な
魅
力
に
出
喰
わ
す
。「
君
だ
け
特
別
だ

よ
」
と
ほ
と
ん
ど
読
者
の
耳
元
で
、
語
ら
れ
る
錯
覚
を
抱
か

せ
る（
５
）」
と
指
摘
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、「「
自
分
ひ
と
り
だ

け
」
に
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
「
錯
覚
」
を
読
者
が
抱
く
の

は
、「
カ
タ
カ
ナ
書
き
の
「
表
記
法
」（
６
）」
に
象
徴
さ
れ
る
と
主

張
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
小
森
は
、
漢
字
で
表
現
で
き
る
語

彙
を
作
者
安
岡
が
敢
え
て
カ
タ
カ
ナ
書
き
に
変
換
し
て
記
述

す
る
こ
と
で
、
読
者
に
「
漢
字
の
意
味
作
用
を
呼
び
込
む
」

「
操
作（
７
）」
を
施
す
こ
と
に
な
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
要
す

る
に
、
安
岡
の
カ
タ
カ
ナ
表
記
の
読
者
へ
の
注
意
喚
起
を
促
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す
文
体
は
、
読
者
が
、
そ
の
語
彙
の
カ
タ
カ
ナ
の
表
音
性
と

同
じ
く
す
る
漢
字
を
想
起
し
、
そ
の
表
意
性
、
つ
ま
り
、
そ

の
語
彙
の
意
味
を
把
握
す
る
こ
と
で
、
読
者
は
安
岡
の
テ
ク

ス
ト
を
語
彙
表
現
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
重
層
的
に
読
む
こ
と

を
促
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
「
海
辺
の
光
景
」
の
文
体
を
分
析

す
る
際
に
も
有
効
で
あ
る
。
先
に
引
用
し
た
冒
頭
部
分
の
父

親
の
発
言
の
中
の
「
キ
ト
ク
」
を
「
危
篤
」
と
記
述
す
る
の

で
は
な
く
、
敢
え
て
、「
キ
ト
ク
」
と
カ
タ
カ
ナ
で
表
記
す

る
こ
と
で
、
読
者
に
漢
字
表
記
の
「
危
篤
」
を
呼
び
起
こ
し
、

母
親
の
「
病
気
が
非
常
に
重
く
、
体
調
が
弱
っ
て
危
な
い
状

態
」
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
を
、
よ
り
明
確
に
読
者
に
想
起
さ

せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

テ
ク
ス
ト
の
冒
頭
部
分
は
、「
Ｋ
浜
」
に
面
し
た
精
神
病

院
に
入
院
し
て
い
る
母
チ
カ
を
、
そ
の
夫
信
吉
と
息
子
信
太

郎
が
見
舞
い
に
行
く
タ
ク
シ
ー
の
中
の
場
面
が
描
か
れ
て
い

る
。
そ
の
出
自
ゆ
え
に
、「
部
落
民
」
の
書
き
込
み
に
敏
感

に
反
応
し
た
中
上
健
次
は
、
こ
の
「
言
葉
に
触
発
さ
れ
て
、

作
品
中
に
差
別
、
被
差
別
と
い
う
回
路
を
挿
入
す
る
事
に
よ

り
、
安
岡
氏
の
作
品
が
構
造
化
さ
れ
る
の
で
あ
る（
８
）」
と
述
べ

た
後
で
、「
海
辺
で
主
人
公
が
視
た
も
の
は
、
あ
る
個
体
に

訪
れ
た
死
の
み
で
は
な
く
、
軍
隊
で
は
獣
医
で
あ
り
、
敗
戦

後
ニ
ワ
ト
リ
を
飼
う
父
を
、
言
わ
ば
内
々
の
被
差
別
者
の
よ

う
に
恥
か
し
く
思
っ
て
い
た
母
子
の
、
母
子
相
姦
的
な
共
同

意
思
、
内
々
の
死
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？（
９
）」

と
、
疑
問
を
呈
し
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
核
心
に
迫
る
問
題
提

起
を
行
っ
た
。
実
は
、こ
の
母
子
の
父
親
に
対
す
る「
内
々
」

の
関
係
は
羞
恥
の
感
情
の
形
成
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。

　

信
太
郎
が
「
父
の
職
業
を
恥
ず
か
し
が
り
出
し
た
の
は
」、

東
京
の
自
宅
を
戦
災
で
失
い
、
叔
父
が
貸
し
て
く
れ
た
「
鵠

沼
の
別
荘
」
に
住
ん
で
い
た
時
、「
勝
手
口
か
ら
御
用
聞
が

や
っ
て
き
て
」、「
旦
那
さ
ん
は
騎
兵
で
す
か
」
と
問
わ
れ
た

時
に
、
母
は
「
そ
う
じ
ゃ
な
い
よ
」
と
だ
け
答
え
、「（
獣
医

だ
）」
と
答
え
よ
う
と
し
た
信
太
郎
を
押
し
と
ど
め
た
の
が

そ
の
最
初
で
あ
っ
た
。「
母
の
羞
恥
心
が
端
的
に
息
子
の
心

に
乗
り
う
つ
っ
た
」
瞬
間
だ
っ
た
。
信
吉
の
「
獣
医
」
と
い

う
軍
隊
内
で
の
役
割
は
、
直
接
的
な
戦
闘
行
為
か
ら
か
な
り

距
離
が
あ
る
た
め
、
そ
の
妻
子
に
も
羞
恥
の
感
情
を
呼
び
起

こ
し
た
の
で
あ
る
。

　

文
化
人
類
学
者
ル
ー
ス
・
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
は
『
菊
と
刀
』

（
一
九
四
六
年
）
で
、日
本
人
の
気
質
や
行
動
様
式
を
分
析
・

解
明
し
、「
恥
が
主
要
な
強
制
力
と
な
っ
て
い
る）

（（
（

」
と
説
い
た
。

こ
の
著
作
の
目
的
は
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
終
結
後
、
ア

メ
リ
カ
が
日
本
を
占
領
・
統
治
す
る
た
め
、
事
前
に
日
本
人

の
性
格
を
把
握
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ル
ー
ス
・
ベ
ネ
デ
ィ

ク
ト
は
こ
の
著
書
で
、
徳
川
幕
藩
体
制
下
に
お
け
る
君
主
と

家
臣
と
の
関
係
を
分
析
し
、「
日
本
人
の
人
生
観
は
彼
ら
の

忠
・
孝
・
義
理
・
仁
・
人
情
等
の
表
現
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て

い
る）

（（
（

」
と
説
き
、
さ
ら
に
、「
日
本
人
は
罪
の
重
大
さ
よ
り

も
恥
の
重
大
さ
に
重
き
を
置
い
て
い
る）

（（
（

」
と
主
張
し
て
い
た
。

　

し
か
し
、
石
田
英
一
郎
か
ら
『
菊
と
刀
』
の
批
評
を
依
頼

さ
れ
た
和
辻
哲
郎
は
「『
菊
と
刀
』
に
つ
い
て
」（『
民
族
学
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研
究
』
一
九
四
九
・
八
）
と
い
う
論
考
を
書
き
記
し
、
そ
の

中
で
、
和
辻
は
「
こ
の
書
は
「
日
本
軍
人
の
型
」
を
論
じ
て

い
る
の
で
あ
っ
て
「
日
本
文
化
の
型
」
を
論
じ
て
い
る
の
で

は
な
い）

（（
（

」
と
断
定
し
、
彼
女
の
考
え
方
は
「
日
本
人
」
一
般

に
は
妥
当
し
な
い
と
批
判
し
た
。
和
辻
の
考
え
方
を
逆
手
に

取
っ
て
い
え
ば
、
信
吉
や
そ
の
家
族
が
羞
恥
の
感
情
か
ら
逃

れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
彼
ら
が
旧
軍
人
一
家
で
あ
り
、

敗
者
の
側
の
人
間
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
に
他

な
ら
な
い
。

　

浜
口
家
に
お
け
る
羞
恥
の
感
情
を
分
析
・
検
討
す
る
前
に
、

こ
の
一
家
の
家
族
関
係
を
見
て
お
こ
う
。
戦
時
中
、
浜
口
母

子
は
信
吉
の
報
酬
で
問
題
な
く
生
活
す
る
こ
と
が
で
き
て
い

た
が
、
戦
後
、
す
べ
て
の
軍
隊
組
織
が
解
体
さ
れ
、
信
吉
が

た
だ
の
人
と
な
っ
て
か
ら
は
、
そ
の
報
酬
が
な
く
な
り
、
彼

ら
の
生
活
は
困
窮
化
し
て
い
く
。
そ
れ
は
ま
た
、
父
親
不
在

の
戦
時
下
を
共
に
生
き
た
こ
の
母
子
に
と
っ
て
、
信
吉
が
復

員
し
、
家
族
と
共
に
暮
ら
す
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
の
母
子
の

日
常
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
た
の
だ
っ
た
。
信
太
郎

と
母
チ
カ
は
、
信
吉
に
ど
の
よ
う
に
接
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

語
り
手
は
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　

日
華
事
変
の
初
期
か
ら
ほ
と
ん
ど
外
地
ば
か
り
を
ま

わ
ら
さ
れ
て
い
た
父
親
の
信
吉
と
、
同
じ
屋
根
の
下
で

く
ら
す
の
は
信
太
郎
に
と
っ
て
は
十
年
ぶ
り
の
こ
と

だ
っ
た
。
そ
れ
は
奇
妙
な
も
の
だ
っ
た
。
父
親
と
い
う

よ
り
は
遠
い
親
戚
の
よ
う
に
も
思
え
た
。
親
戚
の
老
人

が
上
京
し
た
つ
い
で
に
、
ち
ょ
っ
と
寄
っ
た
と
い
う
恰

好
だ
。
こ
の
感
じ
は
日
が
た
つ
に
つ
れ
て
更
め
ら
れ
る

ど
こ
ろ
か
、
か
え
っ
て
客
に
居
坐
り
こ
ま
れ
た
よ
う
な

気
持
に
さ
え
な
っ
て
き
た
。
親
子
三
人
が
食
卓
を
か
こ

む
と
、
暗
黙
の
う
ち
に
母
と
信
太
郎
と
が
組
に
な
っ
て

父
に
対
峙
す
る
か
た
ち
に
な
る
。

　

明
ら
か
に
、
信
吉
は
そ
の
妻
子
か
ら
完
全
に
疎
外
さ
れ
て

い
る
。
信
吉
は
こ
の
妻
子
に
と
っ
て
、「
遠
い
親
戚
」、
あ
る

い
は
「
客
」、
つ
ま
り
、
他
者
と
し
て
し
か
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
な
い
の
で
あ
る
。
食
卓
で「
組
に
な
っ
て
」信
吉
と「
対

峙
す
る
」
妻
と
そ
の
息
子
と
い
う
歪
な
一
家
団
欒
の
「
か
た

ち
」
が
母
子
の
黙
契
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
で
、

こ
の
母
子
の
か
な
り
濃
密
な
関
係
を
物
語
っ
て
い
る
こ
と
は

明
ら
か
だ
。

　

戦
後
到
来
し
た
平
和
な
時
代
の
日
常
は
、
多
く
の
人
々
に

と
っ
て
は
喜
ぶ
べ
き
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、
母
チ
カ
と
息
子

信
太
郎
は
、
そ
れ
ま
で
の
日
常
が
壊
変
し
た
た
め
に
、
彼
ら

は
父
親
を
含
め
た
家
族
関
係
を
再
構
築
す
る
た
め
の
新
た
な

生
活
の
ス
タ
イ
ル
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
よ
う
な
事
態
が
チ
カ
に
狂
気
を
呼

び
込
む
ひ
と
つ
の
要
因
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、

そ
の
狂
気
が
現
れ
て
く
る
の
は
、
信
吉
が
何
の
目
的
も
な
く

飼
い
始
め
た
「
ニ
ワ
ト
リ
の
眼
つ
き
に
」
彼
が
「
似
て
く
る

よ
う
」
に
な
る
時
期
と
連
動
し
て
い
る
の
だ
。
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・
・
・
・
・
・
狂
気
に
つ
い
て
云
え
ば
、
母
よ
り
も

む
し
ろ
、
こ
ん
な
父
の
方
に
こ
そ
そ
の
キ
ザ
シ
が
あ
る

よ
う
に
お
も
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
こ
ろ
は
ま

さ
に
そ
の
と
お
り
だ
。
母
は
ま
だ
健
全
だ
っ
た
。
た
だ
、

そ
れ
が
崩
れ
は
じ
め
る
最
初
の
要
因
は
、
そ
の
こ
ろ
に

築
か
れ
た
も
の
か
も
し
れ
な
か
っ
た
。・
・
・
・
・
・

　
「
そ
の
こ
ろ
」
と
は
、
信
吉
が
「
庭
の
片
隅
に
ト
リ
小
屋

を
た
て
る
こ
と
に
熱
中
し
は
じ
め
た
」
頃
の
こ
と
で
あ
る
が
、

こ
の
語
り
か
ら
分
か
る
こ
と
は
、
敗
戦
後
、
家
長
と
し
て
経

済
的
・
精
神
的
に
そ
の
役
割
を
担
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ

た
信
吉
は
、
発
狂
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
発
狂
し
た
の
は
信
吉
の
妻
チ
カ
で
あ
っ
た
。

チ
カ
の
狂
気
は
父
の
狂
気
の
「
キ
ザ
シ
」、
つ
ま
り
、
そ
の

徴
候
が
母
に
転
移
し
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

信
吉
の
「
キ
ザ
シ
」
も
戦
中
か
ら
敗
戦
を
経
て
、
戦
後
に

至
る
日
本
と
い
う
国
家
の
在
り
方
の
激
変
に
対
応
し
き
れ
な

い
人
々
の
生
の
不
安
を
象
徴
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
信
吉
も

戦
争
の
犠
牲
者
の
ひ
と
り
に
他
な
ら
な
い
。
か
つ
て
、
陸
軍

「
獣
医
」
で
あ
っ
た
信
吉
が
、
戦
後
、
た
だ
単
に
、「
ニ
ワ

ト
リ
」
を
飼
育
し
て
い
る
の
は
、
日
本
の
敗
戦
に
よ
っ
て
、

男
性
の
権
威
・
権
力
が
失
墜
し
、
旧
軍
人
が
戦
後
を
羞
恥
の

感
情
を
抱
き
な
が
ら
ひ
っ
そ
り
と
生
き
ざ
る
を
得
な
い
象
徴

的
行
為
な
の
で
あ
る
。「
ニ
ワ
ト
リ
」
を
飼
育
す
る
こ
と
以

外
に
、
ま
っ
た
く
何
も
し
な
い
彼
は
社
会
と
無
関
係
に
、
そ

れ
ゆ
え
、孤
独
に
生
き
て
い
る
。
浜
口
家
に
お
け
る「
養
鶏
」

問
題
に
つ
い
て
は
、
後
に
、
詳
細
に
分
析
・
検
討
す
る
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。

２
．
嗅
覚
と
視
覚
の
役
割

　
「
海
辺
の
光
景
」
を
構
造
的
に
読
み
解
く
た
め
に
は
、
先

に
引
用
し
た
テ
ク
ス
ト
の
冒
頭
部
分
か
ら
「
ニ
ワ
ト
リ
」
以

外
の
い
く
つ
か
の
語
彙
や
表
現
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
る
ま

い
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
狂
気
の
母
と
無
為
の
父
と
い
う

非
対
称
の
夫
婦
関
係
を
、
よ
り
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
で

き
る
は
ず
で
あ
る
。

　

こ
の
テ
ク
ス
ト
に
は
、「
臭
い
」
と
い
う
語
彙
が
数
多
く

使
用
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
、
杉
本
優
は
「
臭
気
と
ニ
ワ
ト

リ
と
は
、
病
院
で
母
親
を
見
守
る
現
在
時
の
物
語
の
進
行
と

そ
れ
に
挿
入
さ
れ
る
回
想
時
の
出
来
事
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ

れ
重
要
な
文
脈
を
形
成
す
る）

（（
（

」と
主
張
し
て
い
る
。「
臭
気
」

に
つ
い
て
は
、
四
方
田
犬
彦
も
信
太
郎
の
「
嗅
覚
が
抜
き
差

し
な
ら
な
い
体
験
の
直
接
性）

（（
（

」
に
基
づ
い
て
い
る
と
抽
象
的

に
述
べ
て
い
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
研
究
者
の
海
老
坂
武
は
、

こ
の
テ
ク
ス
ト
に
描
か
れ
た
「
臭
い
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ

う
に
具
体
的
に
言
及
し
て
い
る
。

　

冒
頭
、
車
で
病
院
に
向
か
う
途
中
、
突
然
「
腐
っ
た

魚
の
ハ
ラ
ワ
タ
の
煮
え
る
臭に
お

い
が
鼻
を
撲な
ぐ

っ
た
」。
そ

れ
は
〈
部
落
民
〉
た
ち
の
居
住
区
と
い
う
こ
と
で
す
が
、

そ
の
後
青
年
に
つ
い
て
ま
わ
る
臭
い
を
予
兆
し
て
い
る

よ
う
に
も
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
す
ぐ
あ
と
に
こ
ん
ど
は
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母
親
の
病
室
の
臭
い
が
出
て
来
ま
す
。「
汗
と
体
臭
と

分ぶ
ん
ぴ
つ
ぶ
つ

泌
物
の
腐
敗
し
た
よ
う
な
臭
い
が
刺
す
よ
う
に
鼻
に

つ
い
た
」。
さ
ら
に
重
病
病
棟
の
臭
い
、
食
事
を
持
っ

て
来
た
女
の
髪
油
の
臭
い
。
そ
し
て
再
び
母
の
病
室
の

臭
い）

（（
（

。（
ル
ビ
―
引
用
文
）

　

引
用
し
た
の
は
、
海
老
坂
が
、
信
太
郎
は
「
き
わ
め
て
感

覚
的
な
細
部
に
こ
だ
わ
る
人
間
、
と
り
わ
け
臭
い
に
、
悪
臭

に
敏
感
な
人
間
で
あ
る）

（（
（

」
こ
と
を
指
摘
し
た
直
後
の
文
章
で

あ
る
。
し
か
し
、
海
老
坂
は
「
汗
と
体
臭
と
分
泌
物
の
腐
敗

し
た
よ
う
な
臭
い
が
刺
す
よ
う
に
鼻
に
つ
い
た
」
の
す
ぐ
後

に
、「
し
か
し
、
そ
の
臭
い
を
嗅
ぐ
と
、
な
ぜ
か
彼
は
安
堵

し
た
気
持
ち
に
な
っ
た
。
重
い
、
甘
酸
っ
ぱ
い
、
熱
を
も
っ

た
そ
の
臭
い
が
、
胸
の
底
ま
で
し
み
こ
ん
で
く
る
に
つ
れ
て
、

自
分
の
内
部
と
周
囲
の
外
側
の
も
の
と
の
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ

て
く
る
よ
う
で
あ
っ
た
」
と
い
う
文
章
が
続
く
こ
と
を
見
逃

し
て
い
る
。
信
太
郎
が
「
汗
と
体
臭
と
分
泌
物
の
腐
敗
し
た

よ
う
な
臭
い
」を「
嗅
ぐ
と（
中
略
）安
堵
し
た
気
持
ち
に
な
っ

た
」
の
は
、
大
貫
虎
吉
の
的
確
な
指
摘
を
援
用
し
て
い
え
ば
、

そ
の
「
臭
い
」
は
、「
か
つ
て
赤
ん
坊
で
あ
っ
た
信
太
郎
の

身
体
か
ら
発
生
し
」
て
い
た
の
で
あ
り
、そ
し
て
、そ
の
「
臭

い
」
を
「
彼
自
身
と
母
親
の
二
人
だ
け
が
幸
福
に
も
共
有）

（（
（

」

し
て
い
た
の
だ
っ
た
。
こ
こ
に
、「
臭
い
」
を
媒
介
に
し
た

母
子
一
体
感
の
端
緒
を
看
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

嗅
覚
の
対
象
に
関
し
て
、
具
体
的
に
述
べ
て
い
な
い
四
方

田
は
と
も
か
く
、
海
老
坂
と
大
貫
は
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
は

母
の
死
を
予
兆
さ
せ
る
「
臭
い
」
だ
け
で
は
な
く
、
平
仮
名

表
記
に
限
定
さ
れ
る
生
を
象
徴
す
る
「
に
お
い
」
が
描
か
れ

て
い
る
こ
と
を
見
落
と
し
て
い
る
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
は
、

「
木
の
葉
の
に
お
い
、
海
の
に
お
い
、
土
の
に
お
い
」「
青

い
稲
の
に
お
い
」
と
い
っ
た
自
然
に
関
わ
る
生
き
生
き
と
し

た
「
に
お
い
」
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
病
室

内
の
「
臭
い
」
と
外
部
の
「
に
お
い
」
の
文
字
表
記
の
使
い

分
け
は
、信
太
郎
が
死
と
生
に
纏
わ
り
つ
く
「
臭
い
」
と
「
に

お
い
」
を
嗅
ぎ
分
け
る
嗅
覚
的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

嗅
覚
ば
か
り
か
、
信
太
郎
の
視
覚
も
極
め
て
重
要
な
役
割

を
果
た
し
て
い
る
。
四
方
田
は
信
太
郎
の
「
視
覚
か
ら
く
る

印
象
は
よ
り
間
接
的
で
あ）

（（
（

」
る
と
書
き
記
し
て
い
る
。「
海

辺
の
光
景
」
冒
頭
一
行
目
の
「
片
側
の
窓
に
、
高
知
湾
の
海

が
ナ
マ
リ
色
に
光
っ
て
い
る
」
と
い
う
語
り
手
に
よ
る
風
景

描
写
と
「
信
太
郎
は
、
と
な
り
の
席
の
父
親
、
信
吉
の
顔
を

窺
っ
た
」
と
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
れ
ば
、
信
太
郎

の
視
線
の
先
に
は
、「
高
知
湾
の
海
」
と
父
親
の
存
在
を
捉

え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
そ
し
て
、
信
太
郎
の
視
線
が
、

こ
の
テ
ク
ス
ト
で
最
終
的
に
捉
え
て
い
る
の
は
、
そ
の
最
後

の
一
文
で
、「
歯
を
立
て
た
櫛
の
よ
う
な
、
墓
標
の
よ
う
な
、

杙
の
列
を
な
が
め
な
が
ら
彼
は
、
た
し
か
に
一
つ
の
〝
死
〟

が
自
分
の
手
の
中
に
捉
え
ら
れ
た
の
を
み
た
」
と
い
う
語
り

手
の
言
説
に
他
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
信
太
郎
は
テ
ク
ス
ト

の
冒
頭
か
ら
結
末
に
至
る
ま
で
一
貫
し
て
視
覚
的
存
在
で
あ

り
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
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あ
ら
ゆ
る
体
験
は
人
間
の
五
感
を
通
し
て
身
体
化
さ
れ
、

脳
内
に
記
憶
さ
れ
て
い
く
と
す
れ
ば
、
記
憶
に
残
り
続
け
る

の
は
、
鮮
明
か
不
鮮
明
か
は
別
に
し
て
も
、
主
に
視
覚
を
通

し
て
得
ら
れ
た
「
光
景
」
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、「
海
辺
の

光
景
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
そ
れ
自
体
が
信
太
郎
の
記
憶
の
物

語
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
海

と
空
」
の
「
光
景
」
は
、
信
吉
や
信
太
郎
に
は
見
る
こ
と
は

で
き
て
も
、
す
で
に
、「
視
力
は
半
年
ほ
ど
ま
え
か
ら
全
く

失
わ
れ
て
」「
睡
り
つ
づ
け
」、「
顔
の
筋
肉
は
す
こ
し
も
う

ご
か
な
い
」
母
に
は
、
そ
れ
は
決
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
な

い
「
光
景
」
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
一
方
、
母
と
は
反
対

に
、
視
覚
的
存
在
で
あ
り
続
け
る
信
太
郎
は
、
視
覚
を
喪
失

し
、
表
情
が
消
え
た
母
を
黙
っ
て
見
守
る
事
し
か
で
き
な
い

存
在
な
の
だ
。

　

母
の
視
覚
能
力
が
「
全
く
失
わ
れ
て
」
い
る
た
め
、
信
太

郎
は
言
語
や
視
線
、
表
情
や
身
振
り
、
手
振
り
な
ど
の
言
語

的
、
非
言
語
的
手
段
を
総
動
員
し
た
と
し
て
も
、
彼
は
、
も

は
や
、
母
と
は
正
し
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
こ
と

が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
事
態
に
陥
っ
て
い
る

母
の
掌
を
信
太
郎
が
握
っ
た
時
に
、
そ
の
掌
の
中
に
、「
シ

ワ
の
よ
っ
た
皮
膚
に
包
ま
れ
て
意
外
に
小
さ
く
柔
ら
か
な
掌

が
あ
る
の
を
感
じ
」、
母
が
「
イ
タ
イ
・
・
・
・
・
・
、
イ

タ
イ
・
・
・
・
・
」
と
拒
絶
す
る
よ
う
な
声
を
上
げ
、「
看

護
人
」
が
母
親
に
、「
息
子
さ
ん
ぞ
ね
、
息
子
さ
ん
・
・
・

・
・
・
」
と
声
を
掛
け
て
も
、
ま
っ
た
く
反
応
が
な
く
、
父

親
が
室
内
に
現
れ
た
瞬
間
、
母
が
あ
た
か
も
遺
言
を
言
い
残

し
た
い
か
の
よ
う
に
、「
お
と
う
さ
ん
・
・
・
・
・
・
」
と

「
か
す
れ
か
か
る
声
で
低
く
云
っ
た
」
こ
と
の
意
味
は
大
き

い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
後
、
母
の
叫
び
声
も
囁
く
声
も
ま
っ

た
く
描
か
れ
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。「
お
と
う
さ

ん
・
・
・
・
・
・
」
と
い
う
囁
き
こ
そ
が
、
生
前
、
母
が
発

し
た
最
後
の
言
葉
な
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
も
信
太
郎
は
、
母
の
「
や
わ
ら
か
な
掌
」
を
感
じ

る
だ
け
で
あ
っ
て
、
母
を
た
だ
見
守
る
事
し
か
で
き
な
い
存

在
な
の
だ
。「
お
と
う
さ
ん
・
・
・
・
・
・
」
と
い
わ
れ
た

信
吉
は
、
語
り
手
に
よ
っ
て
、「
い
つ
も
の
う
す
ら
笑
い
を

頬
に
う
か
べ
た
ま
ま
、
安
ら
か
な
寝
息
を
た
て
は
じ
め
る
妻

の
顔
に
眼
を
お
と
し
た
」
と
描
写
さ
れ
、
妻
が
一
瞬
、
発
し

た
自
分
を
呼
ぶ
囁
き
に
返
す
言
葉
は
な
い
。

　

お
そ
ら
く
、
意
識
と
無
意
識
の
狭
間
で
発
し
た
で
あ
ろ
う

チ
カ
の
言
葉
は
、
息
子
よ
り
は
夫
を
選
択
し
た
こ
と
を
物

語
っ
て
い
る
し
、
反
対
に
、
信
太
郎
は
母
の
潜
在
意
識
に
は

確
固
と
し
て
父
の
存
在
が
息
づ
い
て
い
る
こ
と
に
、
驚
愕
し
、

そ
の
瞬
間
、
そ
の
母
子
関
係
は
閉
じ
ら
れ
、
信
太
郎
は
母
を

見
詰
め
る
し
か
な
い
こ
と
を
再
認
識
し
た
は
ず
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
先
に
引
用
し
た
中
上
健
次
の
言
説
に
従
え
ば
、「
内
々

の
死）

（（
（

」
が
成
立
し
た
瞬
間
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
、

母
の
最
期
の
言
葉
を
信
太
郎
は
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
た
の

だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
、
次
に
確
認
し
て
お
こ
う
。

　

・
・
・
・
・
・
堪
え
が
た
い
そ
の
臭
気
の
な
か
で
信

太
郎
は
、
糜
爛
し
た
母
の
軀
の
あ
ち
こ
ち
の
瘡
口
や
膿
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に
濡
れ
た
ガ
ー
ゼ
を
お
も
い
だ
す
。
と
同
時
に
、
あ
の

と
き
母
の
口
か
ら
も
れ
た
「
お
と
う
さ
ん
」
と
い
う
声

が
頭
に
う
か
ん
だ
。
そ
れ
は
彼
に
と
っ
て
信
じ
ら
れ
な

い
ほ
ど
不
思
議
な
出
来
事
だ
っ
た
。
―
―
あ
れ
以
来
、

自
分
は
い
く
ら
か
の
失
望
と
そ
れ
に
見
合
う
安
堵
と
を

感
じ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
な
に
し
ろ
、
あ
の
一
と

言
で
三
十
年
間
ば
か
り
も
背
負
い
続
け
て
き
た
荷
物
が

失
く
な
っ
た
は
ず
だ
か
ら
だ
。
し
か
し
実
際
に
は
彼
に

は
何
の
感
慨
も
な
か
っ
た
。
た
だ
、
い
か
に
も
不
思
議

だ
と
い
う
印
象
が
あ
る
ば
か
り
だ
。

　
「
お
と
う
さ
ん
・
・
・
・
・
・
」
と
発
し
た
母
の
言
葉
に
よ
っ

て
、
信
太
郎
が
「
三
十
年
間
ば
か
り
も
背
負
い
つ
づ
け
て
き

た
荷
物
」、
つ
ま
り
、
母
親
の
過
剰
に
息
子
を
思
う
気
持
ち

か
ら
彼
自
身
が
解
放
さ
れ
た
こ
の
場
面
で
も
信
太
郎
の
嗅
覚

は
活
き
て
い
る
。
信
太
郎
は
、
病
室
内
の
「
臭
気
」
を
感
じ

た
こ
と
が
契
機
と
な
っ
て
、母
の
患
部
に
手
当
さ
れ
た「
ガ
ー

ゼ
」
を
想
起
し
、
さ
ら
に
、
母
の
声
を
想
起
す
る
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。
嗅
覚
と
視
覚
と
聴
覚
が
密
接
に
連
携
し
な
が

ら
信
太
郎
の
記
憶
を
炙
り
出
し
て
い
る
の
だ
。
し
か
も
、
語

り
手
が
「
実
際
に
は
彼
に
は
何
の
感
慨
も
な
か
っ
た
」
と
語

る
こ
と
で
、
信
太
郎
が
「
情
緒
」
的
な
人
物
で
は
な
い
こ
と

を
こ
こ
で
明
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

母
の
死
に
至
る
文
脈
の
形
成
は
感
覚
器
官
の
描
写
だ
け
に

留
ま
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、「
海
」
と
い
う
語
彙
は
そ
の
ひ

と
つ
で
あ
る
。
母
親
が
入
院
し
て
い
る「
精
神
病
院
」は「
高

知
湾
の
海
」
に
面
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
病
院
」
は

「
海
」
と
「
陸
」
の
境
界
で
あ
る
海う
み

辺べ

に
近
い
陸
地
に
建
て

ら
れ
て
い
る
の
だ
。
身
体
や
精
神
を
病
ん
だ
患
者
の
回
復
は

都
会
の
喧
騒
か
ら
離
れ
、
自
然
豊
か
な
場
所
が
そ
れ
な
り
に

相
応
し
い
こ
と
は
改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
い
。

　

生
命
発
生
の
場
で
あ
る
「
海
」
は
、
解
剖
学
者
の
三
木
成

夫
が
、「「
海
」
の
漢
字
に
「
母
」
の
字
が
ふ
く
ま
れ
、「
う
み
」

の
大
和
こ
と
ば
が
「
生
み
」
に
通
じ
る）

（（
（

」
と
述
べ
て
い
る
よ

う
に
、
我
が
国
に
お
い
て
は
、「
海
」
は
「
生
み
」
に
通
じ
、

生
命
を
産
み
出
す
「
母
」
を
想
起
す
る
語
彙
と
し
て
理
解
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
海
」、
あ
る
い
は
、
海う
み

辺べ

が
自
然
と

生
命
の
関
連
深
い
場
所
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
は
、
信
太
郎

が
母
と
の
関
係
を
再
認
識
す
る
た
め
に
は
、
最
も
相
応
し
い

場
所
と
い
え
よ
う
。
浜
口
と
い
う
名
字
が
「
海
」
と
隣
接
関

係
に
あ
る
の
も
偶
然
で
は
あ
る
ま
い
。

　
「
海
」
の
象
徴
性
は
そ
れ
だ
け
に
留
ま
ら
な
い
。「
海
」
は

季
節
や
天
候
に
応
じ
て
、
さ
ら
に
、
時
間
の
経
過
に
応
じ
て
、

そ
の
様
相
を
刻
一
刻
と
変
化
さ
せ
る
。
そ
の
よ
う
な
自
然
の

変
化
は
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
暗

い
海
面
」
の
時
も
あ
れ
ば
、「
青
空
を
映
し
た
海
」
の
時
も

あ
る
。「
海
」
は
人
の
人
生
と
同
じ
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
表
情

を
垣
間
見
せ
る
の
で
あ
る
。
母
チ
カ
の
死
と
の
関
連
か
ら
い

え
ば
、「
頸
に
ホ
ウ
タ
イ
を
巻
い
た
男
」
が
予
想
し
た
よ
う
に
、

干
潮
は
人
の
死
期
の
暗
喩
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

信
吉
が
「
タ
ク
シ
ー
」
の
中
で
信
太
郎
に
、「
ま
ア
時
間

の
問
題
に
は
ち
が
い
な
い
が
」
と
話
し
掛
け
て
い
る
が
、
こ
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の
言
葉
に
遠
く
呼
応
し
て
い
る
の
は
、「
頸
に
ホ
ウ
タ
イ
を

巻
い
た
男
」
が
「
人
間
が
死
ぬ
る
と
き
は
必
ず
干
潮
じ
ゃ
。

満
潮
で
死
ぬ
る
こ
と
は
め
っ
た
に
あ
り
や
せ
ん
」
と
語
る
言

葉
な
の
で
あ
る
。
信
吉
と
「
頸
に
ホ
ウ
タ
イ
を
巻
い
た
男
」

の
予
想
は
母
の
死
亡
時
刻
に
至
る
ま
で
の
文
脈
を
形
成
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
頸
に
ホ
ウ
タ
イ
を
巻
い
た
男
」

の
予
想
に
反
し
、
母
チ
カ
が
亡
く
な
っ
た
の
は
午
前
「
十
一

時
十
九
分
」
で
あ
り
、男
が
予
想
し
た
午
後
「
十
一
時
す
ぎ
」

で
は
な
か
っ
た
。

　

蓮
實
重
彥
は
、そ
の
時
刻
が
午
後
で
は
な
く
、午
前
で
あ
っ

た
こ
と
で
、「
予
言
は
半
分
し
か
適
中
し
て
は
い
な
い
」
と

述
べ
た
後
で
、
こ
の
男
の
時
間
意
識
の
ズ
レ
か
ら
生
と
死
の

関
係
に
言
及
し
、
信
太
郎
が
母
の
死
に
接
し
た
こ
と
に
つ
い

て
、
次
の
よ
う
な
考
え
方
を
示
し
て
い
る
。

　

こ
の
正
確
無
比
な
と
り
違
え
が
、
信
太
郎
を
ど
こ
ま

で
も
怯
え
さ
せ
る
。
昼
を
夜
と
し
て
生
き
る
頸
に
ホ
ウ

タ
イ
を
巻
い
た
男
は
お
そ
ら
く
、
生
を
死
と
し
て
生
き
、

死
を
生
と
し
て
死
ん
で
い
る
存
在
な
の
だ
ろ
う
。（
中

略
）
錯、

覚、

と
い
う
よ
り
、
あ
り
え
な
い
真
実
と
す
べ
き

か
も
し
れ
な
い
こ
の
正
確
な
逆
転
現
象
こ
そ
、
信
太
郎

を
不
意
撃
ち
し
た
海、

辺、

の、

光、

景、

に
ほ
か
な
ら
な
い
。「
一

つ
の
〝
死
〟
が
自
分
の
手
の
中
に
捉
え
ら
れ
た
」
と
は
、

こ
う
し
た
正
確
な
逆
転
現
象
を
、
避
け
が
た
い
生
の
体

験
と
し
て
自
分
の
も
の
と
し
た
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な

ら
ぬ
は
ず
だ）

（（
（

。（
強
調
点
―
引
用
文
）

　
「
頸
に
ホ
ウ
タ
イ
を
巻
い
た
男
」
の
精
神
疾
患
が
何
で
あ

る
の
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
蓮
實
が
「
信
太
郎
を
ど
こ
ま

で
も
怯
え
さ
せ
る
」
と
捉
え
た
の
は
、
昼
夜
逆
転
現
象
は
信

太
郎
の
母
親
に
も
当
て
嵌
ま
る
こ
と
を
想
像
し
た
か
ら
で
あ

ろ
う
。
そ
の
「
怯
え
」
と
は
、
す
で
に
、「
老
耄
性
痴
呆
症
」

と
診
断
さ
れ
て
い
る
母
チ
カ
が
、
昼
を
昼
と
し
て
、
夜
を
夜

と
し
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
正
常
な
時
間
感

覚
が
保
持
で
き
な
く
な
る
恐
れ
に
他
な
ら
な
い
。

　

信
太
郎
の
母
は
、
そ
の
よ
う
な
深
刻
な
事
態
に
陥
っ
て
い

る
可
能
性
が
高
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
注
目
す
べ
き
は
、

蓮
實
が
、「
頸
に
ホ
ウ
タ
イ
を
巻
い
た
男
」
が
母
の
死
亡
時

刻
を
確
定
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
の
で
は
な

く
、そ
の
男
の
時
間
意
識
の「
と
り
違
え
」に
、「
生
」と「
死
」

が
逆
転
す
る
構
図
を
読
み
取
り
、
そ
の
「
逆
転
現
象
」
か
ら

信
太
郎
が
母
の
死
を
受
容
せ
ざ
る
を
得
な
い
必
然
性
を
導
き

出
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

単
に
、
母
の
死
を
確
認
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
死
を

「
自
分
の
も
の
と
し
た
」
と
い
う
蓮
實
の
指
摘
は
テ
ク
ス
ト

の
最
後
の
一
文
、「
一
つ
の
〝
死
〟
が
自
分
の
手
の
中
に
捉

え
ら
れ
た
の
を
み
た
」
と
い
う
表
現
を
一
部
、
反
復
し
て
い

る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
母
の

死
を
所
有
す
る
信
太
郎
の
意
識
の
出
所
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
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３
．「
一
つ
の
習
慣
」
の
発
見

　

こ
の
テ
ク
ス
ト
の
様
々
な
場
面
に
散
り
ば
め
ら
れ
た

「
白
」
と
い
う
色
彩
が
母
の
死
に
至
る
文
脈
の
形
成
に
大
き

な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
は
容
易
に
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
テ
ク
ス
ト
冒
頭
に
、
早
く
も
「
石
灰
工
場
の
白
い

粉
」
の
「
白
」
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
「
白
」
は

「
白
い
角
砂
糖
の
よ
う
な
病
院
」
に
も
使
用
さ
れ
、「
精
神

病
院
」
に
勤
務
す
る
職
員
の
「
白
い
診
察
衣
」
や
「
看
護
師

の
白
い
帽
子
」の「
白
」と
も
連
動
し
て
い
る
。
信
吉
親
子
が
、

車
で
母
が
入
院
し
て
い
る
病
院
に
向
か
う
途
中
で
は
、「
ト

サ
カ
ま
で
真
白
く
ほ
こ
り
を
浴
び
た
ニ
ワ
ト
リ
」
が
登
場
し
、

母
の
具
合
を
尋
ね
る
信
太
郎
の
質
問
に
、「
車
内
の
信
吉
は

口
の
端
に
白
く
唾
液
の
あ
と
を
の
こ
し
な
が
ら
」
答
え
て
い

る
。
そ
の
信
吉
が
金
策
の
た
め
に
帰
郷
し
た
「
Ｙ
村
の
実
家

は
白
い
土
塀
に
か
こ
ま
れ
て
」
い
た
。
信
太
郎
に
母
親
の
年

齢
を
尋
ね
る
現
在
時
の
医
師
は
「
色
の
黒
い
医
者
」
で
あ
る

が
、
一
年
前
に
、
母
を
入
院
さ
せ
た
時
に
診
察
に
当
た
っ
た

当
時
の
医
師
は
「
色
の
白
い
丸
顔
の
男
」
と
形
容
さ
れ
て
い

る
。
あ
る
い
は
、
こ
の
「
白
」
は
母
の
死
亡
時
刻
を
予
言
す

る
「
頸
に
ホ
ウ
タ
イ
を
巻
い
た
男
」
の
「
ホ
ウ
タ
イ
」
の
白

を
想
起
さ
せ
、
病
院
内
に
留
ま
る
時
間
が
長
く
、
陽
射
し
を

浴
び
る
こ
と
が
少
な
い
男
は
「
色
の
白
い
看
護
人
」
と
も
形

容
さ
れ
て
い
る
。

　

病
室
の
陶
器
の
便
器
も
色
も
ま
た
「
白
」
で
あ
り
、
そ
の

便
器
の
横
に
束
ね
て
積
み
重
ね
て
あ
る
「
洗
い
さ
ら
し
た
古

布
」
が
母
に
使
用
さ
れ
て
い
る
「
お
む
つ
」
で
あ
る
こ
と
を

信
太
郎
が
後
に
知
る
こ
と
で
、
も
は
や
、
母
は
自
力
で
は
排

泄
処
理
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
も
見
え
て
く
る
。
母

の
頭
髪
が
「
刈
り
上
げ
た
白
毛
」
に
な
っ
て
い
た
こ
と
に
も

注
目
し
て
お
い
て
よ
い
。
想
像
を
逞
し
く
す
れ
ば
、
テ
ク
ス

ト
冒
頭
部
分
の
「
石
灰
工
場
の
白
い
粉
」
か
ら
、
荼
毘
に
付

さ
れ
た
後
の
母
チ
カ
の
遺
灰
を
連
想
す
る
こ
と
も
で
き
な
く

は
な
い
。

　

す
で
に
、
言
及
し
て
お
い
た
が
、「
堪
え
が
た
い
そ
の
臭

気
の
な
か
で
信
太
郎
は
、
糜
爛
し
た
母
の
軀
の
あ
ち
こ
ち
の

瘡
口
や
膿
に
濡
れ
た
ガ
ー
ゼ
を
お
も
い
だ
」
し
て
い
た
。
こ

こ
で
使
用
さ
れ
た
「
ガ
ー
ゼ
」
は
、
お
そ
ら
く
、「
白
」
に

違
い
な
く
、そ
し
て
、そ
の
「
白
」
い
「
ガ
ー
ゼ
」
は
「
膿
」

で
一
部
変
色
し
て
い
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
つ
く
。
さ
ら

に
い
え
ば
、
テ
ク
ス
ト
に
は
描
か
れ
て
は
い
な
い
が
、「
白
」

は
死
後
、
遺
体
と
化
し
た
死
者
の
顔
を
覆
う
「
白
」
の
打
ち

覆
い
を
想
像
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
テ
ク
ス
ト
冒
頭
部
分
の
語
彙
分
析
を
続
け
よ
う
。

「
光
」
と
い
う
語
彙
は
「
高
知
湾
の
海
が
ナ
マ
リ
色
に
光
っ

て
い
る
」
と
い
う
描
写
に
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

そ
の
「
光
」
は
信
吉
の
「
小
さ
な
眼
」
が
「
力
の
な
い
光
」

を
放
っ
て
い
る
「
光
」
と
同
じ
語
彙
で
あ
り
な
が
ら
、
信
吉

の
「
眼
」
に
仮
託
さ
れ
て
い
る
の
は
、
病
床
の
妻
の
看
護
に

向
か
う
疲
労
感
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
「
光
」
に
「
力
が
な

い
」
こ
と
で
、
戦
後
を
か
ろ
う
じ
て
生
き
て
い
る
信
吉
の
無

力
感
も
表
象
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
光
」
は
「
精

神
病
院
」
に
入
院
中
の
患
者
が
外
部
世
界
を
懐
か
し
む
か
の
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よ
う
に
、
あ
る
い
は
、
外
部
に
出
る
こ
と
を
欲
望
す
る
か
の

よ
う
に
、
そ
の
顔
を
「
金
網
に
ぴ
っ
た
り
寄
せ
」
な
が
ら
外

を
見
詰
め
る
「
光
っ
た
眼
」
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
。
さ
ら

に
、
母
が
「
急
に
眼
を
光
ら
せ
」
る
そ
の
「
光
」
は
、
母
が

「
不
気
味
な
」
存
在
と
化
し
て
い
る
こ
と
の
証
左
で
も
あ
る

だ
ろ
う
。

　

し
か
も
、母
に
提
供
さ
れ
る
の
は
「
食
事
」
で
は
な
く
、「
食

餌
」
な
の
で
あ
る
。「
餌
」
と
い
う
文
字
は
、
浜
口
家
が
飼

育
し
て
い
た
「
ニ
ワ
ト
リ
の
餌
代
」
や
父
親
が
食
事
の
際
の

顔
つ
き
が
、「
せ
き
こ
ん
で
餌
を
喉
に
つ
ま
ら
せ
た
ト
リ
が

仰
向
い
た
と
き
の
顔
に
似
て
い
な
い
も
の
で
も
な
い
」
と
描

写
さ
れ
て
い
る
時
の
「
餌
」
と
同
じ
語
彙
な
の
で
あ
る
。
こ

の
「
餌
」
と
い
う
語
彙
は
、
す
で
に
、
母
は
人
間
性
を
剥
奪

さ
れ
た
動
物
的
存
在
と
化
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

思
え
ば
、
浜
口
家
が
「
養
鶏
」
を
始
め
る
の
は
、
一
九
四

五
（
昭
和
二
〇
）
年
の
東
京
大
空
襲
に
よ
っ
て
世
田
谷
の
自

宅
が
焼
失
し
た
こ
と
と
密
接
に
関
係
し
て
い
た
。
敗
戦
後
の

生
活
に
困
窮
し
て
い
た
こ
の
家
族
は
、
母
方
の
叔
父
が
貸
し

て
く
れ
た
「
鵠
沼
の
別
荘
」
で
暮
ら
す
こ
と
に
な
る
が
、
そ

の
家
計
は
か
な
り
逼
迫
し
て
い
た
。
浜
口
家
の
家
計
を
支
え

て
い
る
の
は
、
信
太
郎
の
「
服
飾
雑
誌
そ
の
他
の
翻
訳
の
下

受
け
」
に
よ
っ
て
得
た
収
入
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
彼

一
人
の
配
給
物
資
を
買
え
る
程
度
の
金
」
で
し
か
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
案
出
さ
れ
た
の
が
、「
養
鶏
」
に
よ
っ
て
収
入
を
得

る
こ
と
で
あ
っ
た
。
信
吉
の「
Ｙ
村
の
実
家
」は
旧
家
で
あ
っ

て
、
経
済
的
支
援
を
期
待
し
て
信
吉
は
、
一
時
帰
郷
す
る
が
、

持
ち
帰
っ
た
の
は
「
ニ
ワ
ト
リ
を
入
れ
た
籠
を
一
つ
さ
げ
て

き
た
だ
け
」
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
「
養
鶏
」
問
題
が
発
生
す

る
。
そ
の
後
、
一
家
は
「
二
十
羽
ほ
ど
の
ト
リ
を
買
入
れ
」

る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
浜
口
家
の
「
ニ
ワ
ト
リ
」
を
飼

育
す
る
目
的
は
、
次
の
よ
う
に
ま
っ
た
く
食
い
違
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。

　

母
は
も
っ
ぱ
ら
何
と
か
し
て
鵠
沼
の
家
に
居
の
こ
る

手
段
と
し
て
養
鶏
を
か
ん
が
え
た
の
だ
が
、
父
に
と
っ

て
は
ト
リ
を
飼
う
こ
と
そ
の
も
の
が
目
的
だ
っ
た
。
そ

し
て
信
太
郎
は
、
そ
の
ど
ち
ら
に
も
無
関
心
だ
っ
た
。

　

浜
口
家
の
亀
裂
は
、
こ
の
「
養
鶏
」
と
向
き
合
う
家
族
そ

れ
ぞ
れ
の
意
識
の
違
い
か
ら
生
じ
た
と
い
っ
て
も
決
し
て
過

言
で
は
あ
る
ま
い
。
母
だ
け
は
、「
養
鶏
」
を
生
活
・
生
産

手
段
と
し
て
考
え
て
い
た
が
、
信
吉
と
信
太
郎
は
、
そ
れ
ぞ

れ
別
の
考
え
方
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
信
太

郎
は
「
ト
リ
」
を
飼
う
こ
と
そ
れ
自
体
に
「
無
関
心
」
だ
っ

た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
母
は
「
養
鶏
」
こ
そ
が
浜
口
家

を
経
済
的
に
救
済
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
夢
見
て
い
た

に
も
拘
わ
ら
ず
、
夫
と
息
子
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
考
え
方
を

し
て
い
た
こ
と
で
、
そ
の
道
す
ら
も
完
全
に
絶
た
れ
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
家
族
の
困
窮
す
る
生
活
が

一
向
に
改
善
さ
れ
ず
、
そ
の
こ
と
が
ひ
と
つ
の
原
因
で
、
母

の
経
済
的
不
安
が
増
大
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
仮
に
、
信
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太
郎
が
母
の
考
え
方
に
同
調
し
、
父
も
含
め
、
家
族
全
員
が

「
養
鶏
」
に
励
み
、
そ
れ
な
り
の
収
益
を
獲
得
す
る
こ
と
が

で
き
て
お
れ
ば
、
母
の
経
済
的
不
安
は
、
多
少
な
り
と
も
緩

和
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
事
に
よ
れ
ば
、
母
は
入
院
せ
ず
に

済
ん
だ
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
浜
口
家
に
も
戦
後
、
安
定
し
た
時
期
が
ま
っ
た

く
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
時
期
は
、語
り
手
が「
朝

鮮
で
動
乱
が
は
じ
ま
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
か
ら
、
一
家
が
鵠
沼

を
は
な
れ
る
ま
で
の
二
年
間
あ
ま
り
は
、
家
じ
ゅ
う
が
戦
後

で
も
っ
と
も
明
る
く
暮
ら
し
た
時
期
だ
っ
た
と
い
え
る
」
と

語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
信
太
郎
が
「
服
飾
雑
誌
そ
の
他
の
翻

訳
の
下
受
け
」
仕
事
に
加
え
、「
織
物
会
社
の
嘱
託
」
に
採

用
さ
れ
、
信
吉
が
「
駐
留
軍
の
病
院
の
施
設
で
カ
ー
ド
の
整

理
係
」
に
雇
用
さ
れ
、
給
与
所
得
者
と
な
れ
た
の
も
、
そ
し

て
、
信
吉
の
給
与
の
一
部
で
、
母
チ
カ
が
「
酒
と
菓
子
」
を

購
入
し
て
、
食
卓
を
賑
わ
せ
て
家
族
全
員
が
喜
ぶ
こ
と
が
で

き
た
の
も
、
朝
鮮
戦
争
（
一
九
五
〇
―
一
九
五
三
）
の
特
需

景
気
の
賜
物
に
他
な
ら
な
い
。

　
「
養
鶏
」
問
題
と
は
別
に
、
母
親
の
も
う
ひ
と
つ
の
生
活

の
不
安
要
素
は
、
家
族
が
安
心
し
て
生
活
で
き
る
住
居
が

確
保
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
関
係
し
て
い
た
。
と
い
う
の

も
、
敗
戦
後
、
浜
口
一
家
が
暮
ら
し
て
い
た
鵠
沼
の
叔
父
か

ら
提
供
さ
れ
た
家
は
立
ち
退
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。
母
チ
カ
が
語
っ
て
い
た
よ
う
に
、
そ
れ

が
事
実
か
ど
う
か
は
、
判
然
と
は
し
な
い
が
、
そ
の
所
有
権

が
、叔
父
か
ら
第
三
者
に
渡
り
、浜
口
家
は
そ
の
家
か
ら
「
追

い
立
て
」
ら
れ
、「
家
屋
不
法
占
拠
で
告
訴
さ
れ
た
」
こ
と

で
、
一
家
は
住
む
場
所
す
ら
確
保
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
ニ
ワ
ト
リ
」
を
生
活
・
生

産
手
段
と
し
て
飼
育
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
、
母
に
経
済
的

不
安
を
誘
発
し
、
住
む
べ
き
住
居
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
こ
と
で
、
母
の
不
安
は
よ
り
一
層
、
増
大
し
、
そ

の
結
果
、
彼
女
は
「
精
神
病
院
」
に
入
院
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
現
在
時
に
、
時
々
、
母
親
に
関
す
る

過
去
の
出
来
事
が
挿
入
さ
れ
、
信
太
郎
が
母
の
存
在
を
想
起

す
る
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
構
成
か
ら
浜
口
家

の
不
幸
な
過
去
の
出
来
事
が
、
現
在
の
深
刻
な
事
態
を
規
定

し
て
い
る
こ
と
が
自
ず
と
見
え
て
く
る
。
母
と
信
太
郎
と
の

濃
密
な
関
係
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
彼
ら
ふ
た
り
の
過
去

か
ら
現
在
に
至
る
記
憶
の
連
続
性
に
注
目
し
、
と
同
時
に
、

そ
の
差
異
に
つ
い
て
も
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　　

信
太
郎
は
子
供
の
こ
ろ
か
ら
母
の
歌
で
悩
ま
さ
れ
た

歌
詞
の
一
つ
を
お
ぼ
え
て
い
る
。「
お
さ
な
く
て
罪
を

し
ら
ず
、
む
ず
か
り
て
は
手
に
ゆ
ら
れ
し
、
む
か
し
忘

れ
し
か
。
春
は
軒
の
雨
、
秋
は
庭
の
露
、
母
は
泪
か
わ

く
ま
な
く
祈
る
と
し
ら
ず
や
」
と
い
う
の
が
そ
れ
だ
。

い
わ
ば
そ
れ
は
彼
女
の
テ
ー
マ
・
ソ
ン
グ
だ
っ
た
。
ど

う
か
す
る
と
一
日
の
う
ち
に
何
遍
と
な
く
繰
り
か
え
し

て
そ
の
歌
を
う
た
っ
た
。
た
ぶ
ん
そ
れ
は
半
ば
習
慣
的
、

無
意
識
の
も
の
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
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母
チ
カ
は
、
入
院
後
、
す
べ
て
の
記
憶
を
失
っ
て
い
る
に

も
拘
わ
ら
ず
、
彼
女
は
引
用
し
た
歌
詞
だ
け
は
、
確
実
に
記

憶
に
留
め
て
い
る
。
こ
の
歌
詞
が
物
語
っ
て
い
る
母
親
と
子

ど
も
を
、
母
チ
カ
と
息
子
信
太
郎
に
置
き
換
え
た
場
合
、
次

に
引
用
す
る
場
面
に
も
言
及
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

彼
（
信
太
郎
―
引
用
者
）
が
母
に
あ
る
ウ
ト
マ
シ
さ

を
お
ぼ
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
そ
の
こ
ろ
（
父
が

飼
い
始
め
た
一
羽
の
ニ
ワ
ト
リ
が
猫
に
襲
わ
れ
死
骸
と

な
っ
て
発
見
さ
れ
た
こ
ろ
―
引
用
者
）
か
ら
だ
。
昼
間
、

寝
て
い
る
枕
も
と
に
黙
っ
て
意
味
も
な
く
坐
り
こ
ま
れ

る
と
き
は
、
こ
と
に
そ
う
だ
っ
た
。
母
に
す
れ
ば
、
無

意
識
に
習
慣
的
に
そ
う
し
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
の
だ

が
、
お
も
う
ま
い
と
し
て
も
そ
ん
な
と
き
母
の
体
に

「
女
」
を
感
じ
た
。

　

信
太
郎
は
、
子
供
の
頃
か
ら
一
人
息
子
の
自
分
を
過
剰
に

思
う
母
親
の
心
情
を
、
父
親
が
ニ
ワ
ト
リ
を
飼
い
始
め
た
頃

に
、
改
め
て
別
の
視
点
か
ら
自
覚
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

母
が
「
無
意
識
に
習
慣
的
」
に
信
太
郎
に
寄
り
添
う
行
為
に
、

彼
は
「
ウ
ト
マ
シ
さ
を
お
ぼ
え
る
よ
う
に
な
っ
」
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
識
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
信
太
郎

が「
タ
バ
コ
」を
吸
う
た
め
に
病
室
を
出
て
、海う
み

辺べ

に
い
た「
狂

人
の
女
」
と
出
遭
い
、
彼
女
か
ら
自
分
の
母
親
は
「
エ
エ
ひ

と
や
」
と
い
う
言
葉
を
何
回
も
聞
き
、
彼
女
が
母
に
好
印
象

を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
信
太

郎
は
彼
女
と
の
会
話
を
き
っ
か
け
に
、
子
ど
も
の
頃
の
母
と

の
関
係
を
想
起
し
、
次
の
よ
う
な
結
論
を
導
き
出
す
こ
と
に

な
る
。

　

母
親
に
と
っ
て
い
っ
た
い
自
分
が
何
で
あ
る
の
か
、

母
と
は
何
で
あ
り
息
子
と
は
何
で
あ
る
の
か
、
問
い
か

え
し
た
い
衝
動
を
子
供
心
に
お
ぼ
え
た
も
の
だ
。（
中

略
）
要
す
る
に
、
母
と
子
を
結
び
つ
け
て
い
る
の
は
一

つ
の
習
慣
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
習

慣
に
は
そ
れ
な
り
の
内
容
が
別
に
一
つ
あ
る
と
い
う
こ

と
だ
。

　

信
太
郎
は
母
の
記
憶
に
残
り
続
け
て
い
る
「
情
緒
」
的
な

歌
詞
に
象
徴
さ
れ
る
息
子
を
思
う
過
剰
な
心
情
に
対
置
す
る

べ
く
、
母
子
関
係
を
「
一
つ
の
習
慣
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

そ
の
「
習
慣
」
は
母
が
わ
が
子
を
思
う
母
性
と
は
区
別
さ
れ

た
意
識
的
な
そ
れ
に
他
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、信
太
郎
は「
そ

の
習
慣
に
は
そ
れ
な
り
の
内
容
が
別
に
一
つ
あ
る
」
と
も
考

え
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
、「
そ
れ
な
り
の
内
容
」
と

は
何
か
。

　
「
そ
れ
な
り
の
内
容
」
と
呼
応
す
る
の
は
、
こ
の
テ
ク
ス

ト
の
文
脈
か
ら
い
え
ば
、「
息
子
は
そ
の
母
親
の
子
ど
も
で

あ
る
と
い
う
だ
け
で
す
で
に
充
分
償
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
？）

（（
（

」
と
い
う
疑
問
符
付
き
の
信
太
郎
の
考
え
方
で
あ
ろ
う
。

確
か
に
、
父
親
が
復
員
し
て
く
る
ま
で
の
間
、
母
チ
カ
と
息
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子
信
太
郎
は
「
最
良
の
月
日
」
を
共
有
し
て
い
た
。
し
か
し
、

信
太
郎
の
母
へ
の
思
い
は
別
の
と
こ
ろ
に
も
潜
在
し
て
い
た

の
で
あ
る
。

　

信
太
郎
は
「
母
親
の
情
緒
の
圧
し
つ
け
が
ま
し
さ
」
を
、

い
ま
、
こ
こ
、
高
知
の
海う
み

辺べ

で
、「
一
つ
の
習
慣
」
と
し
て

相
対
化
し
た
こ
と
で
、
新
た
な
自
己
を
発
見
し
、
母
を
文
字

通
り
、
他
者
と
し
て
位
置
づ
け
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
信
太

郎
の
「
習
慣
」
と
い
う
認
識
に
問
題
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ

の
よ
う
な
認
識
は
、
偽
っ
て
母
を
「
精
神
病
院
」
に
入
院
さ

せ
た
こ
と
へ
の
言
い
訳
に
転
用
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

４
．
生
成
変
化
す
る
海
辺

　

信
太
郎
と
母
と
の
関
係
は
彼
が
母
の
死
の
前
日
に
見
る
夢

の
内
容
に
も
表
出
し
て
い
る
。
そ
の
夢
は
、
次
の
よ
う
に
描

か
れ
て
い
る
。

　

―
―
あ
た
り
は
暗
く
、
ゆ
れ
う
ご
い
て
い
る
水
ば
か

り
で
あ
り
、
自
分
は
岩
の
よ
う
な
も
の
の
上
に
乗
っ
て

い
る
。
と
き
ど
き
水
の
底
で
動
い
て
い
る
風
が
重
苦
し

く
自
分
に
ぶ
っ
つ
か
っ
て
、ふ
と
見
る
と
、自
分
が
乗
っ

て
い
る
の
は
岩
で
は
な
く
、
海
亀
の
よ
う
に
甲
羅
の
固

い
動
物
の
背
中
な
の
だ
。
そ
の
夢
の
中
で
彼
は
未
だ
子

供
の
こ
ろ
、
海
で
母
に
水
泳
を
教
え
て
も
ら
っ
た
こ
と

を
憶
い
出
し
て
い
た
。
母
に
水
の
中
で
眼
を
開
い
て
い

る
よ
う
に
云
わ
れ
、
そ
の
と
お
り
に
す
る
と
緑
色
の
水

を
透
し
て
、
す
ぐ
そ
ば
に
黒
い
大
き
な
母
の
体
が
ゆ
ら

ゆ
ら
揺
れ
て
い
る
・
・
・
・
・
・
。

　

大
貫
虎
吉
は
こ
の
場
面
に
描
か
れ
た
「
夢
の
中
の
水
を
母

親
の
子
宮
の
〈
羊
水
〉
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る）

（（
（

」
と

指
摘
し
て
い
る
。
正
し
い
見
解
で
あ
る
。
し
か
も
、
重
要
な

の
は
、
そ
の
水
の
「
緑
色
」
は
、
母
チ
カ
が
入
院
し
た
「
病

棟
内
部
の
壁
」、「
窓
枠
や
鉄
格
子
」、
そ
し
て
、「
金
網
」
が

「
す
べ
て
淡
い
緑
色
に
塗
ら
れ
」
て
い
る
こ
と
に
通
底
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
病
院
側
が
母
に
用
意
し
た
部

屋
は
、
信
太
郎
が
期
待
し
た
「
小
奇
麗
な
個
室
」
で
は
な
く
、

他
の
入
院
患
者
た
ち
と
同
室
の
大
部
屋
で
あ
り
、
そ
の
部
屋

の
「
鉄
製
の
扉
」
と
「
閂
」
の
色
も
ま
た
、「
淡
い
み
ど
り

色
」
な
の
で
あ
る
。
漢
字
と
ひ
ら
が
な
の
文
字
表
記
の
違
い

は
あ
れ
、
こ
の
色
彩
は
「
人
間
の
心
を
落
ち
着
か
せ
る
色
だ

と
信
じ
ら
れ
て
い
る
た
め
に
ち
が
い
な
い
」
と
信
太
郎
に
内

的
焦
点
化
す
る
語
り
手
の
推
測
に
反
し
、
信
太
郎
が
見
た
夢

の
中
の
「
緑
色
」
と
は
区
別
さ
れ
た
現
実
の
そ
の
淡
い
色
彩

は
、
母
チ
カ
と
信
太
郎
と
の
間
に
は
、
も
は
や
埋
め
よ
う
も

な
い
距
離
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

信
太
郎
は
幼
児
の
頃
に
水
泳
を
習
う
夢
の
中
で
、
母
に
出

逢
い
、
母
か
ら
「
水
の
中
」
で
「
眼
を
開
い
て
い
る
よ
う
に

言
わ
れ
」、「
黒
い
大
き
な
母
の
体
」
を
確
認
し
て
い
る
。
お

そ
ら
く
、
そ
の
「
母
の
体
」
の
黒
と
い
う
色
彩
は
、
ま
じ
か

に
迫
っ
て
い
る
母
の
死
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
、
信
太
郎
が
見
た
夢
の
中
の
「
海
」
は
、
こ
の
テ
ク
ス
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ト
の
最
終
場
面
の
「
海
」
に
も
繋
が
っ
て
い
る
と
見
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
テ
ク
ス
ト
の
最
終
場
面
を
読
ん
で
み
よ
う
。

　

信
太
郎
は
、
ぼ
ん
や
り
そ
ん
な
考
え
（「
母
親
は
そ

の
息
子
を
持
っ
た
こ
と
で
償
い
、
息
子
は
そ
の
母
親
の

子
で
あ
る
こ
と
で
償
う
」
と
い
う
考
え
方
―
引
用
者
）

に
ふ
け
り
な
が
ら
運
動
場
を
、
足
の
向
く
方
へ
歩
い
て

い
た
。
―
―
要
す
る
に
、
す
べ
て
の
こ
と
は
終
っ
て
し

ま
っ
た
―
―
と
い
う
気
持
か
ら
、
い
ま
は
こ
う
や
っ
て

誰
に
遠
慮
も
気
兼
ね
も
な
く
、
病
室
の
分
厚
い
壁
を
く

り
ぬ
い
た
窓
か
ら
眺
め
た
〝
風
景
〟
の
中
を
自
由
に
歩

き
ま
わ
れ
る
こ
と
が
、
た
と
え
よ
う
も
な
く
愉
し
か
っ

た
。（
中
略
）
そ
の
と
き
、
い
つ
か
海
辺
を
石
垣
ぞ
い

に
歩
い
て
い
た
信
太
郎
は
、
眼
の
前
に
ひ
ろ
が
る
光
景

に
あ
る
衝
撃
を
う
け
て
足
を
止
め
た
。

　

岬
に
抱
か
れ
、
ポ
ッ
カ
リ
と
童
話
風
の
島
を
浮
べ
た

そ
の
風
景
は
、
す
で
に
見
慣
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
が
、

い
ま
彼
が
足
を
と
め
た
の
は
、
波
も
な
い
湖
水
よ
り
も

な
だ
ら
か
な
海
面
に
、
幾
百
本
と
も
し
れ
ぬ
杙
が
黒
ぐ

ろ
と
、
見
わ
た
す
か
ぎ
り
眼
の
前
い
っ
ぱ
い
に
突
き

立
っ
て
い
た
か
ら
だ
。・
・
・
・
・
・
一
瞬
、
す
べ
て

の
風
物
は
動
き
を
止
め
た
。
頭
上
に
照
り
か
が
や
い
て

い
た
日
は
黄
色
い
ま
だ
ら
な
シ
ミ
を
、
あ
ち
こ
ち
に
な

す
り
つ
け
て
い
る
だ
け
だ
っ
た
。
風
は
落
ち
て
、
潮
の

香
り
は
消
え
失
せ
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
、
い
ま
海
底
か

ら
浮
び
上
っ
た
異
様
な
光
景
の
ま
え
に
、
一
挙
に
干

上
っ
て
見
え
た
。
歯
を
立
て
た
櫛
の
よ
う
な
、
墓
標
の

よ
う
な
、
杙
の
列
を
な
が
め
な
が
ら
彼
は
、
た
し
か
に

一
つ
の
〝
死
〟
が
自
分
の
手
の
中
に
捉
え
ら
れ
た
の
を

み
た
。

　

信
太
郎
は
海
辺
に
出
て
、「
窓
か
ら
眺
め
た
〝
風
景
〟
の

中
を
自
由
に
歩
き
ま
わ
」
っ
て
い
る
。
彼
は
観
念
的
に
疎
外

さ
れ
た
も
う
ひ
と
り
の
自
分
を
見
詰
め
て
い
る
の
だ
。
信
太

郎
は
観
察
者
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
風
景
の
中

で
の
「
自
由
」
と
は
、信
太
郎
が
自
然
と
一
体
化
す
る
こ
と
で
、

よ
う
や
く
母
の
存
在
か
ら
解
放
さ
れ
た
謂
い
に
他
な
ら
な
い
。

し
か
し
、そ
の「
自
由
」を
感
受
し
た
次
の
瞬
間
、引
潮
に
よ
っ

て
、「
歯
を
立
て
た
櫛
の
よ
う
な
、墓
標
の
よ
う
な
、杙
の
列
」

が
信
太
郎
の
視
界
に
入
っ
て
く
る
。
観
察
者
と
し
て
の
信
太

郎
と
客
体
と
し
て
の
自
然
が
明
確
に
分
離
し
た
瞬
間
で
あ
る
。

篠
田
一
士
は「
海
辺
の
光
景
」が「
意
味
を
も
つ
瞬
間
」は
、「
信

太
郎
が
参
加
者
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
劇
が
は
じ
め
て
完
成

さ
れ
た
と
き
で
あ
る）

（（
（

」
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
信
太

郎
が
眼
に
映
っ
た
自
然
の
風
景
を
主
体
的
に
認
識
し
た
情
景
、

つ
ま
り
「
光
景
」
に
切
り
替
わ
っ
た
瞬
間
に
他
な
ら
な
い
。

　
「
杙
」
を
「
墓
標
の
よ
う
な
」
と
形
容
す
る
こ
と
で
、
そ

の
「
杙
」
は
母
の
死
を
弔
う
装
置
に
見
立
て
ら
れ
て
い
る）

（（
（

。

「
杙
」
の
色
が
「
黒
ぐ
ろ
」
と
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
色
彩

が
喪
を
象
徴
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。「
黒
」
と
い
う
色

彩
は
、
鵠
沼
の
借
家
の
立
ち
退
き
を
要
求
し
た
「
浅
黒
い
顔

の
男
」
の
「
黒
」
や
「
家
屋
不
法
占
有
」
で
告
訴
さ
れ
、
そ
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れ
を
通
知
す
る
封
筒
の
裏
に
記
さ
れ
て
い
た
「
横
浜
地
方
裁

判
所
」
の
活
字
の
「
黒
」、
さ
ら
に
、
母
の
臨
終
の
時
刻
を

告
知
し
た
医
師
の「
浅
黒
い
脂
気
の
な
い
皮
膚
」の「
黒
い
」

色
と
も
結
び
つ
く
。
思
え
ば
、
信
太
郎
が
見
た
夢
で
は
、「
黒

い
大
き
な
母
の
体
」
に
も
「
黒
」
は
使
用
さ
れ
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
黒
」
は
浜
口
家
に
と
っ
て
不
幸
な
出
来

事
を
表
象
す
る
色
彩
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
す
で
に
指
摘

し
て
お
い
た
よ
う
に
、「
白
」
は
母
の
死
に
至
る
流
れ
を
示

唆
す
る
色
彩
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
は
、

母
の
死
に
至
る
文
脈
を
形
成
す
る
た
め
に
「
白
」
と
「
黒
」

の
ふ
た
つ
の
モ
ノ
ト
ー
ン
の
色
彩
が
、
随
所
に
散
り
ば
め
ら

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

テ
ク
ス
ト
最
後
の
場
面
に
は
、
信
太
郎
が
「
杙
」
を
眺
め

る
こ
と
で
、
母
チ
カ
の
非
在
＝
存
在
を
完
璧
に
所
有
し
た
こ

と
が
見
え
て
く
る
。
信
太
郎
が
一
貫
し
て
「
感
慨
」
や
「
情

緒
」
と
は
無
縁
な
観
察
者
と
し
て
在
り
続
け
た
の
は
、
こ
の

「
杙
」
に
向
き
合
う
た
め
の
長
い
助
走
で
あ
っ
た
の
か
も
知

れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
信
太
郎
の
人
物
造
型
は
異

様
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　

一
般
論
と
し
て
、母
の
死
に
接
し
た
息
子
は
、感
情
的
、「
情

緒
」
的
に
な
る
の
が
き
わ
め
て
自
然
な
振
る
舞
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
信
太
郎
は
母
の
死
を
看
取
っ
た
際
に
も
、「
情
緒
」

を
徹
底
的
に
抑
制
し
、
拒
絶
す
る
人
物
と
し
て
造
型
さ
れ
て

い
る
。
伯
母
は
「
嗚
咽
の
声
」
を
上
げ
る
が
、
父
は
「
大
き

な
頭
を
両
手
に
か
か
え
こ
ん
で
」
い
る
だ
け
で
あ
り
、
信
太

郎
は
「
人
が
死
ん
だ
と
き
に
は
泣
く
も
の
だ
と
い
う
習
慣
的

な
事
例
」
に
「
不
愉
快
に
な
っ
て
」
い
る
。
信
太
郎
は
母
の

死
に
立
ち
会
っ
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、「
泣
く
も
の
だ
と

い
う
習
慣
」
に
反
発
し
、
彼
の
悲
哀
の
感
情
は
徹
底
的
に
抑

制
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
信
太
郎
が
反
「
情
緒
」
的
な
人

物
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る）

（（
（

こ
と
が
、
母
の
臨
終
の
場
面
で

も
十
二
分
に
活
か
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
手
法
は
、
作
者
安
岡
の
小
説
構
成
上
の
言
説

戦
略
で
あ
っ
て
、
そ
の
戦
略
は
「
海
辺
の
光
景
」
を
私
小
説

と
い
う
文
学
ジ
ャ
ン
ル
に
組
み
込
ま
れ
た
く
は
な
い
と
い
う

作
者
の
小
説
観
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
。「
海
辺
の
光
景
」
は
作
者
安
岡
章
太
郎
の
自
己
体

験
を
踏
ま
え
て
は
い
る
も
の
の
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
私
小
説

と
見
做
す
こ
と
が
で
き
な
い
所
以
で
あ
る）

（（
（

。

　
『
群
像
』
の
初
出
で
は
、
最
終
場
面
の
「
・
・
・
・
・
・
」

の
後
は
、「
人
が
死
ぬ
の
は
干
潮
の
と
き
だ
、
と
い
ふ
變
哲

も
な
い
言
ひ
傳
へ
を
想
ひ
う
か
べ
な
が
ら
、
信
太
郎
は
い
ま

海
底
か
ら
浮
び
出
た
異
様
な
光
景
に
、
眼
を
ひ
ら
か
れ
た
ま

ま
動
く
こ
と
も
で
き
な
か
つ
た
。」
と
い
う
文
章
で
終
わ
っ

て
い
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
「（
完
）」
と
付
さ
れ
て
い
る
。

信
太
郎
が
視
覚
的
存
在
で
あ
り
続
け
て
い
る
の
は
初
出
で
も

変
わ
ら
な
い
が
、『
海
辺
の
光
景
』（
講
談
社
、
一
九
五
九
・

一
二
）
や
『
安
岡
章
太
郎
集
５
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
六
・

八
）
に
収
め
ら
れ
た
決
定
稿
で
は
、「（
完
）」
は
省
略
さ
れ
、

大
幅
に
加
筆
・
修
正
さ
れ
て
い
る
。

　

改
稿
さ
れ
た
箇
所
に
注
目
す
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
機
能
し
て

い
た
信
太
郎
の
嗅
覚
機
能
は
、
そ
の
瞬
間
、
完
全
に
停
止
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し
た
こ
と
が
、
よ
り
鮮
明
に
私
た
ち
読
者
に
伝
わ
っ
て
く

る
。
彼
は
文
字
通
り
、
視
覚
だ
け
の
存
在
と
化
し
て
い
る
の

だ
。
そ
の
よ
う
な
時
間
が
停
止
し
た
「
風
物
」
こ
そ
が
、「
海

辺
の
光
景
」
の
核
心
部
分
に
他
な
ら
な
い
。
生
成
変
化
す
る

海う
み

辺べ

の
光
景
は
、
信
太
郎
の
視
線
に
よ
っ
て
、
あ
た
か
も
静

止
画
像
の
よ
う
に
、
く
っ
き
り
と
切
り
取
ら
れ
、
そ
れ
が
彼

の
脳
裏
に
深
く
刻
印
さ
れ
る
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
見
慣
れ
た

海う
み

辺べ

の
光
景
は
、
改、

変、

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

か
つ
て
、
江
藤
淳
は
「
海
辺
の
光
景
」
の
最
後
の
場
面
に

関
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

　

信
太
郎
は
、「
歯
を
立
て
た
櫛
の
や
う
な
、
墓
標
の

や
う
な
、
杙
の
列
を
な
が
め
た
」
次
の
瞬
間
に
、
彼
が

「
自
然
」
の
な
か
で
で
は
な
く
「
社
会
」
と
い
う
も
の

の
な
か
で
、
つ
ま
り
人
と
人
と
の
あ
い
だ
で
生
き
て
行

か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
自
覚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
そ
こ
に
し
か
彼
の
「
成
熟
」
の
場
が
な
い
こ

と
を
、
そ
し
て
こ
の
人
と
人
と
の
あ
い
だ
で
「
自
由
」

に
生
き
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か
を
、
彼
は
身

を
も
っ
て
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た）

（（
（

。

　

想
像
す
る
に
、
母
の
死
を
確
認
し
た
直
後
の
信
太
郎
の
心

境
は
、
文
字
通
り
、
空
虚
感
を
抱
く
他
は
な
か
っ
た
は
ず
で

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
時
の
彼
は
、
た
だ
海う
み

辺べ

に
佇
む
こ
と

し
か
、
為
す
す
べ
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
し
か
し
、
江
藤
が

信
太
郎
に
促
し
た
の
は
、「「
自
然
の
な
か
で
で
は
な
く
「
社

会
」」、「
つ
ま
り
人
と
人
と
の
あ
い
だ
生
き
て
行
か
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
自
覚
」
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
、
信

太
郎
の
「
成
熟
の
場
」
が
あ
る
、
と
い
う
提
言
で
あ
っ
た
。

お
そ
ら
く
、
江
藤
が
い
う
「
人
と
人
と
の
あ
い
だ
」、
そ
し
て
、

「
社
会
」
と
は
、
自
立
し
た
諸
個
人
の
関
係
の
総
体
を
指
し

て
い
る
。
つ
ま
り
、江
藤
の
考
え
方
に
は
、近
代
的
人
間
観
・

社
会
観
が
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
確

か
に
、
信
太
郎
が
案
出
し
た
「
一
つ
の
習
慣
」
は
、
子
ど
も

の
時
以
来
の
母
と
の
濃
密
な
関
係
を
総
括
し
た
個
人
的
な
納

得
の
仕
方
で
あ
り
、
海う
み

辺べ

で
感
じ
た
「
自
由
」
も
、
母
の
死

に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
個
人
的
な
感
情
で
あ
っ
て
、
江
藤

が
い
う
意
味
で
の
「
社
会
」
に
即
直
結
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

し
か
し
、
江
藤
の
人
間
観
・
社
会
観
と
は
別
に
、「
人
と

人
と
の
あ
い
だ
」
と
い
う
文
言
に
つ
い
て
、
精
神
病
理
学
者

の
木
村
敏
は
、
次
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
た
。
即
ち
、「
人

と
人
と
の
あ
い
だ
」
と
は
、「
そ
こ
か
ら
自
分
と
相
手
と
が

そ
れ
ぞ
れ
独
立
の
「
人
格
」
と
し
て
分
離
し
て
出
て
く
る
、

そ
の
源
の
よ
う
な
場
所
を
指
し
て
い
る）

（（
（

」
と
述
べ
て
い
る
の

で
あ
る
。
明
ら
か
に
、
木
村
の
考
え
方
は
江
藤
の
そ
れ
と
は

異
な
っ
て
い
る
。
木
村
の
考
え
方
に
従
う
な
ら
ば
、
す
で
に

こ
れ
ま
で
の
論
述
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
信
太
郎
は
母

と
の
関
係
を
「
一
つ
の
習
慣
」
と
位
置
づ
け
る
こ
と
で
、
そ

の
関
係
を
一
応
、相
対
化
し
て
い
た
。「
自
由
」
に
つ
い
て
も
、

病
室
の
「
窓
か
ら
眺
め
た
〝
風
景
〟
の
中
を
自
由
に
歩
き
ま
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わ
れ
る
こ
と
が
、
た
と
え
よ
う
も
な
く
愉
し
か
っ
た
」
と
い

う
表
現
を
踏
ま
え
れ
ば
、
こ
の
「
自
由
」
は
母
の
束
縛
か
ら

よ
う
や
く
解
放
さ
れ
た
信
太
郎
の
心
境
と
立
場
を
意
味
し
て

い
る
。

　

従
っ
て
、
信
太
郎
に
と
っ
て
、
母
が
入
院
し
た
病
室
、
と

り
わ
け
、
病
院
近
く
の
高
知
湾
を
臨
む
海う
み

辺べ

こ
そ
が
、
母
と

自
分
と
を
別
つ
、つ
ま
り
、木
村
の
い
う
「
独
立
の
「
人
格
」

と
し
て
分
離
し
」た「
場
所
」で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
の
意
味
で
、

母
の
死
を
捉
え
た
ば
か
り
の
信
太
郎
は
、
必
ず
し
も
、
江
藤

の
提
言
を
直
ち
に
受
け
止
め
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
母
を

喪
っ
た
息
子
の
「
成
熟
」
は
彼
の
今
後
の
生
の
歩
み
の
只
中

で
、
他
者
と
の
関
係
性
に
お
い
て
検
証
さ
れ
る
べ
き
だ
か
ら

で
あ
る
。

注（
１
）『
文
藝
春
秋
』（
一
九
五
六
・
二
）。

（
２
）
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
タ
イ
ト
ル
の
文
字
表
記
と
ル
ビ
問

題
に
つ
い
て
纏
め
て
お
く
。『
群
像
』
掲
載
時
の
タ

イ
ト
ル
表
記
は
「
海
邊
の
光
景
」
で
あ
る
。
そ
の
タ

イ
ト
ル
に
ル
ビ
は
振
ら
れ
て
は
い
な
い
。
本
文
は
旧

字
旧
か
な
で
印
字
さ
れ
て
い
る
。
一
九
五
九
年
一
二

月
刊
行
初
版
の
箱
入
り
講
談
社
版
で
は
、
箱
の
表
と

背
、
及
び
本
体
の
表
紙
、
背
、
扉
の
す
べ
て
に
「
海

邊
の
光
景
」
と
印
字
さ
れ
て
い
る
。
奥
付
け
に
タ
イ

ト
ル
名
は
な
い
。
い
づ
れ
の
箇
所
に
も
ル
ビ
は
な
く
、

本
文
は
旧
字
旧
か
な
で
印
字
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　

講
談
社
ミ
リ
オ
ン
ブ
ッ
ク
ス
版
（
一
九
六
一
・

九
）
で
も
タ
イ
ト
ル
は
「
海
邊
の
光
景
」
で
あ
る
が
、

そ
の
奥
付
け
の
タ
イ
ト
ル
に
「
海う
み

邊べ

の
光く
わ
う
け
い景」
と
ル

ビ
が
付
さ
れ
て
い
る
。
本
文
は
、
そ
れ
ま
で
と
同
様
、

旧
字
旧
か
な
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
テ
ク
ス
ト

が
収
録
さ
れ
た
『
安
岡
章
太
郎
全
集
１
』（
講
談
社
、

一
九
七
一
・
一
）
で
は
、
タ
イ
ト
ル
は
新
字
で
ル
ビ

は
な
く
、
本
文
は
新
字
旧
か
な
が
使
用
さ
れ
て
い

る
。
作
者
自
選
の
『
安
岡
章
太
郎
集
５
』（
岩
波
書
店
、

一
九
八
六
・
八
）
で
は
、
タ
イ
ト
ル
に
新
字
が
使
わ

れ
、
ル
ビ
は
な
い
。
本
文
は
新
字
新
か
な
で
あ
る
。

　
　
　
　

し
か
し
、
す
で
に
絶
版
と
な
っ
て
い
る
旺
文
社
文

庫
（
一
九
七
八
・
三
）
の
奥
付
け
に
は
、「
海か
い
へ
ん辺
の

光
景
」
と
あ
り
、
角
川
文
庫
（
一
九
七
九
・
五
）
で

は
「
海か
い
へ
ん辺
の
光こ
う
け
い景
」、
そ
し
て
、
今
日
、
最
も
流
通

し
て
い
る
新
潮
文
庫
で
は
、
カ
バ
ー
表
紙
に
「
海か
い
へ
ん辺

の
光
景
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
現
在
、

読
者
は「
海
辺
の
光
景
」は「
う
み
べ
の
こ
う
け
い
」

で
は
な
く
、「
か
い
へ
ん
の
こ
う
け
い
」
と
読
む
こ

と
を
強
い
ら
れ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
タ
イ
ト
ル

の
漢
字
表
記
と
ル
ビ
の
振
り
方
は
微
妙
な
変
化
を
遂

げ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
　

安
岡
章
太
郎
は
吉
田
精
一
と
の
対
談
で
、
吉
田
の

質
問
に
、
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

　
　
　

吉
田　

あ
な
た
は
今
、「
海
辺
」
を
「
か
い
へ
ん
」
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と
言
わ
れ
た
が
、『
海カ
イ
ヘ
ン辺
の
光
景
』
と
読
む

の
が
正
し
い
ん
で
す
か
、『
海ウ
ミ

辺ベ

の
光
景
』、

ど
っ
ち
が
正
し
い
ん
で
す
か
。

　
　
　

安
岡　

い
や
、
ど
ち
ら
で
も
・
・
・
・
・
・
。
ま
あ

こ
れ
は
非
常
に
あ
い
ま
い
で
す
け
ど
。（「
吉

田
精
一
連
載
対
談
―
９
―
第
三
の
新
人
と
文

学
」『
國
文
學
』
一
九
六
九
・
六
、ゴ
チ
ッ
ク
・

ル
ビ
―
引
用
文
）。

　
　
　
　

安
岡
の
発
言
は
、「
海
辺
」
の
読
み
方
に
「
ど
ち

ら
で
も
」
と
言
っ
た
後
で
一
瞬
、
口
ご
も
っ
て
い
る
。

「
う
み
べ
」
と
明
言
し
な
い
こ
と
で
、
安
岡
は
「
か

い
へ
ん
」
と
理
解
し
て
い
た
と
推
測
す
る
こ
と
も
で

き
る
。

（
３
）
平
野
謙
「
解
説
」（『
集
英
社
新
日
本
文
学
全
集
35
安

岡
章
太
郎
集
』
一
九
六
三
・
五
）。

（
４
）
小
森
陽
一「
多
声
的
意
味
作
用
を
呼
び
込
む
文
字
遣

い
」（『
三
田
文
學
』
二
〇
一
四
・
八
）。

（
５
）
中
上
健
次
「
肉
体
的
文
学
論
」（『
國
文
學
』
一
九
七

七
・
八
）。

（
６
）
注
（
４
）
に
同
じ
。

（
７
）
注
（
４
）
に
同
じ
。

（
８
）
注
（
５
）
に
同
じ
。

（
９
）
注
（
５
）
に
同
じ
。

（
10
）
ル
ー
ス
・
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
『
菊
と
刀
』（
社
会
思
想
社
、

一
九
四
八
・
一
一
）。

（
11
）
注
（
10
）
に
同
じ
。

（
12
）
注
（
10
）
に
同
じ
。

（
13
）
和
辻
哲
郎
「
埋
も
れ
た
日
本
」（『
和
辻
哲
郎
全
集
第

三
巻
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
二
・
一
）。

（
14
）
杉
本
優
「
安
岡
章
太
郎
―
「
海
辺
の
光
景
」」（『
国

文
学 

解
釈
と
鑑
賞
』
二
〇
〇
六
・
二
）。

（
15
）
四
方
田
犬
彦
「
解
説
」（『
海
辺
の
光
景
』
新
潮
文
庫
、

二
〇
〇
〇
・
八
）。

（
16
）
海
老
坂
武
「
故
郷
の
別
れ　

安
岡
章
太
郎
『
海
辺
の

光
景
』」（『
戦
後
文
学
は
生
き
て
い
る
』
講
談
社
現

代
新
書
、
二
〇
一
二
・
九
）。

（
17
）
注
（
16
）
に
同
じ
。

（
18
）
大
貫
虎
吉
『
母
の
死
ん
で
ゆ
く
病
院
』（
創
樹
社
、

一
九
八
九
・
七
）。

（
19
）
注
（
15
）
に
同
じ
。

（
20
）
注
（
５
）
に
同
じ
。

（
21
）
三
木
成
夫
『
海
・
呼
吸
・
古
代
形
象
』
う
ぶ
す
な
書

院
、
一
九
九
二
・
八
）。
な
お
、
ガ
ス
ト
ン
・
バ
シ
ュ

ラ
ー
ル
は
『
水
と
夢　

物
質
の
想
像
力
に
つ
い
て
の

試
論
』（
小
浜
俊
郎
・
桜
木
素
行
訳
、
国
文
社
、
一

九
六
九
八
・
八
）
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
精
神
分
析
学
者

マ
リ
ー
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
の
『
ポ
ー
の
精
神
分
析
』
か

ら
「
海
は
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
と
っ
て
、
母
性
的
象
徴

の
な
か
で
最
も
大
き
く
不
変
な
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ

る
」
と
い
う
一
文
を
引
用
し
て
い
る
。

（
22
）　
蓮
實
重
彥
「
安
岡
章
太
郎
論　

風
景
と
変
容
」（『「
私

小
説
」
を
読
む
』
中
央
公
論
社
、
一
九
七
九
・
一
〇
）。
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（
23
）
石
原
千
秋
は
「
償
う
」
と
い
う
用
語
の
意
味
に
つ
い

て
、「
家
父
長
制
資
本
主
義
下
に
お
け
る
核
家
族
の

逆
説
」
を
看
て
取
っ
て
い
る
。
石
原
は
「「
息
子
に

は
自
分
よ
り
も
立
身
出
世
し
て
ほ
し
い
」
と
い
う
父

親
が
抱
く
夢
を
叶
え
る
た
め
に
、
母
親
は
父
親
嫌
い

の
息
子
を
育
て
上
げ
る
。
息
子
は
息
子
で
、
結
婚
に

よ
る
自
ら
の
所
属
す
る
社
会
的
な
階
層
上
昇
に
失
敗

し
た
母
親
の
、「
あ
り
得
た
は
ず
の
夫
の
姿
」
を
立

身
出
世
の
期
待
と
し
て
引
き
受
け
る
」
と
指
摘
し
て

い
る
。（「
第
五
章 
裏
返
さ
れ
た
家
族
―
安
岡
章
太

郎『
海
辺
の
光
景
』」『
教
養
と
し
て
読
む
現
代
文
学
』

朝
日
新
聞
出
版
、二
〇
一
三
・
一
〇
）。拙
論
で
は
、「
償

う
」
の
意
味
を
「
習
慣
」、
つ
ま
り
、
母
子
関
係
を

日
常
性
の
反
復
と
し
て
捉
え
た
主
人
公
の
共
同
存
在

論
的
な
考
え
方
を
追
認
す
る
だ
け
に
留
め
て
い
る
。

（
24
）
注
（
18
）
に
同
じ
。

（
25
）
篠
田
一
士
「
安
岡
章
太
郎
試
論
―
「
海
辺
の
光
景
」

を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
文
學
界
』
一
九
六
〇
・
七
）。

篠
田
は
こ
の
論
考
で
、
信
太
郎
を
傍
観
者
と
参
加
者

と
に
区
別
し
て
議
論
し
て
い
る
が
、
拙
論
で
は
、
自

己
の
内
面
に
向
か
う
意
識
の
指
向
性
も
含
め
、
信
太

郎
を
観
察
者
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。

（
26
）
坂
上
弘
は
「
杙
そ
の
も
の
が
、
母
チ
カ
の
姿
な
の

で
あ
る
」
と
解
釈
し
て
い
る
。「「
海
辺
の
光
景
」
再

読
」（『
國
文
學
』（
一
九
七
七
・
八
）。
そ
し
て
、
作

者
安
岡
は
杙
の
描
写
に
関
連
し
て
、「
戦
争
責
任
な

ど
と
い
う
大
き
な
も
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
些
細
な
、

卑
小
な
も
の
だ
」
と
記
し
て
い
る
（「
後
書
」『
安
岡

章
太
郎
集
５
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
六
・
八
）。
し

か
し
、
拡
大
解
釈
を
す
れ
ば
、「
幾
百
本
と
も
し
れ

ぬ
杙
」
と
い
う
数
値
表
現
に
は
、
母
の
死
を
含
む
、

海
辺
の
病
院
で
亡
く
な
っ
た
死
者
や
遠
く
南
の
海
で

亡
く
な
っ
た
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
の
死
者
も
含
ま

れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。「
杙
」
が
「
真
珠
の
養
殖
」

に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
ハ
ワ
イ
の
真パ
ー
ル
ハ
ー
バ
ー

珠
湾
を

連
想
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
27
）
磯
田
光
一
は
「
安
岡
章
太
郎
―
戦
中
派
の
羞
恥
に
つ

い
て
―
」（『
近
代
文
学
』
一
九
六
三
・
一
）
で
、
信

太
郎
は
、「
ひ
と
つ
の
感
性
の
場
」
と
な
っ
て
い
る

と
述
べ
て
い
る
。
拙
論
で
は
、
信
太
郎
の
様
々
な
感

覚
器
官
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
る
彼
の
「
感
性
」
の
質

が
反
情
緒
的
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

（
28
）
四
方
田
犬
彦
は
「『
海
辺
の
光
景
』
に
お
け
る
「
光

景
」と
は
実
の
と
こ
ろ
、無
意
識
的
な
る
も
の
に
よ
っ

て
内
面
化
さ
れ
た
光
景
で
あ
り
、
そ
こ
に
私
小
説
的

な
達
観
や
観
想
が
さ
し
挟
ま
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な

い
」
と
指
摘
し
て
い
る
（『
海
辺
の
光
景
』「
解
説
」

新
潮
文
庫
、
二
〇
〇
〇
・
八
）。
ま
た
、
加
藤
典
洋
も
、

『
海
辺
の
光
景
』
は
「「
私
小
説
」
と
似
て
見
え
る
。

し
か
し
「
私
小
説
」
と
全
く
違
っ
て
い
る
」
と
述
べ

て
い
る
（『
ガ
ラ
ス
の
靴　

悪
い
仲
間
』
安
岡
章
太

郎
、「
解
説　

小
市
民
の
眼
―
安
岡
章
太
郎
の
新
し
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さ
」
講
談
社
文
芸
文
庫
一
九
八
九
八
・
八
）。
し
か
し
、

加
藤
は
、
こ
の
小
説
が
「
私
小
説
」
と
異
な
る
理
由

を
明
ら
か
に
し
て
は
い
な
い
。

（
29
）
江
藤
淳
『
成
熟
と
喪
失
―
〝
母
〟
の
崩
壊
―
』（
河
出

書
房
新
社
、
一
九
六
七
・
六
）。

（
30
）　
木
村
敏
『
人
と
人
と
の
間　

精
神
病
理
学
的
日
本
論
』

　
　
　
（
弘
文
堂
、
一
九
七
二
・
三
）。

【
附
記
】

　

本
文
の
引
用
は
『
安
岡
章
太
郎
集
５
』（
岩
波
書
店
、
一

九
八
六
・
八
）
に
拠
っ
た
。
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