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桜
し
ゃ
く
ら

の
花
の
美い

つ
く

し
さ
よ
う
な
あ

―
石
牟
礼
道
子
俳
句
が
問
い
か
け
る
も
の

 

武 

良　

竜 

彦

１　

石
牟
礼
文
学
と
の
出
会
い

わ
が
酔
え
ば
花
の
よ
う
な
る
雪
月
夜　
　
　
『
天
』

祈
る
べ
き
天
と
お
も
え
ど
天
の
病
む　
　
　
 

〃

月
影
や
水
底
の
墓
見
え
ざ
り
き　
　
　
　
　
 

〃

天
日
の
ふ
る
え
や
衣
の
み
舞
い
落
ち
ぬ　
　

 
〃

さ
く
ら
さ
く
ら
わ
が
不
知
火
は
ひ
か
り
凪　

 
〃

童
ん
べ
の
神
々
う
た
う
水
の
声
「
水
村
紀
行
」

女
童
や
花
恋
う
声
が
今
際
に
て　
　
　
　
　

 

〃

花
ふ
ぶ
き
生
死
の
は
て
は
知
ら
ざ
り
き　
　

 

〃

石
牟
礼
道
子
は
こ
の
よ
う
な
内
容
の
『
天
』
と
い
う
句
集
を
上
梓
し

て
い
る
。（
注
１
）
二
〇
一
五
年
五
月
に
『
石
牟
礼
道
子
全
句
集　

泣

き
な
が
原
』（
藤
原
書
店
※
以
降
の
俳
句
作
品
の
引
用
は
本
書
か
ら
）

が
上
梓
さ
れ
る
と
、
そ
の
翌
年
に
俳
句
総
合
誌
「
俳
句
四
季
」
が
設
け

て
い
る
「
第
十
五
回
俳
句
四
季
大
賞
」
を
受
賞
し
た
。
同
誌
に
選
考
に

当
た
っ
た
選
者
た
ち
の
言
葉
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。（
注
２
）
選
者
た

ち
の
評
価
の
言
葉
を
要
約
す
れ
ば
、
評
価
の
理
由
は
「
通
常
の
俳
人
の

作
る
俳
句
と
は
異
質
で
あ
る
が
、
既
存
の
俳
句
表
現
の
枠
を
超
え
て
、

表
現
の
可
能
性
を
広
げ
た
」
と
い
う
こ
と
の
よ
う
だ
。
そ
の
可
能
性
の

意
味
を
論
考
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
石
牟
礼

俳
句
が
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
そ
の
作

品
の
背
後
に
横
た
わ
る
表
現
論
的
な
問
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
稿
起
稿
の
目
的
は
そ
こ
に
あ
る
。

評
者
は
石
牟
礼
道
子
と
同
郷
の
水
俣
出
身
で
あ
る
。
評
論
文
の
冒
頭

に
随
筆
的
な
「
わ
た
く
し
事
」
を
表
明
す
る
に
は
理
由
が
あ
る
。
石
牟

礼
文
学
に
ど
ん
な
視
座
で
出
会
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
、
表
現
論
的
に

重
要
だ
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

評
者
は
母
方
の
親
族
が
水
俣
病
の
被
害
に
遭
っ
た
漁
師
一
族
で
あ
る
。

父
は
水
俣
病
の
原
因
企
業
と
な
る
「
チ
ッ
ソ
」
水
俣
工
場
の
工
員
だ
っ

た
。
評
者
が
育
っ
た
の
は
そ
ん
な
水
俣
病
の
加
害
側
と
被
害
側
が
交
錯

す
る
家
庭
だ
っ
た
。
水
俣
病
が
顕
在
化
し
始
め
、
母
方
の
実
家
と
親
戚

が
、
初
期
の
劇
症
型
水
俣
病
の
被
害
に
遭
い
、
家
庭
が
崩
壊
し
て
ゆ
く

有
様
を
間
近
に
見
て
育
っ
た
。
薄
暗
い
部
屋
の
隅
で
全
身
を
痙
攣
さ
せ

第
三
十
九
回
現
代
俳
句
評
論
賞　

受
賞
作
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な
が
ら
呻
き
声
を
上
げ
る
親
族
の
姿
が
、
今
も
心
に
焼
き
付
い
て
い
る
。

そ
こ
で
目
の
当
た
り
に
し
た
地
獄
、
命
の
虐
殺
の
現
場
で
は
侮
蔑
、
偏

見
、
嘲
り
、
そ
の
反
対
の
労
り
、
慰
め
、
同
情
も
、
無
意
味
で
あ
り
、

ど
ん
な
言
葉
を
使
お
う
が
軽
薄
、
滑
稽
な
も
の
に
感
じ
ら
れ
た
。「
チ
ッ

ソ
」
と
い
う
企
業
の
水
俣
工
場
が
垂
れ
流
し
た
有
機
水
銀
化
合
物
に
海

が
汚
染
さ
れ
た
結
果
起
き
た
身
体
機
能
の
破
壊
と
、
そ
の
果
て
の
死
を

含
む
加
害
行
為
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
チ
ッ
ソ
は
そ
れ
を
否
定
し

続
け
た
。
権
威
あ
る
大
学
教
授
や
医
学
者
ま
で
動
員
し
て
、
耳
を
疑
う

よ
う
な
珍
説
を
発
表
し
て
、
原
因
の
特
定
を
曖
昧
に
し
よ
う
と
画
策
し

て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
企
業
、
そ
れ
に
同
調
す
る
行
政
と

「
世
間
」
の
言
動
か
ら
、
評
者
は
世
界
が
「
で
た
ら
め
な
言
葉
」
で
出

来
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
漁
師
た
ち
の
日
常
空
間
に
は
元
々
、
こ
の

よ
う
な
事
態
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
言
葉
も
な
か
っ
た
。
水
俣
は
「
チ
ッ

ソ
」
と
い
う
企
業
城
下
町
と
し
て
栄
え
た
。
市
の
税
収
の
大
半
を
そ
の

チ
ッ
ソ
の
納
税
が
占
め
、
行
政
を
筆
頭
に
市
民
の
大
半
が
「
チ
ッ
ソ
」

関
係
者
で
あ
り
、
無
言
の
差
別
意
識
で
漁
師
た
ち
を
包
囲
し
て
い
た
。

被
害
者
を
中
心
に
し
て
そ
れ
を
同
心
円
状
に
取
り
巻
く
空
間
に
言
葉
の

真
空
状
態
が
生
じ
て
い
た
。

母
方
の
親
族
を
虐
殺
し
た
工
場
の
生
産
物
の
利
益
か
ら
、
父
が
得
て

く
る
給
料
で
養
わ
れ
て
い
る
評
者
と
い
う
身
体
に
、
加
害
者
の
一
人
で

も
あ
る
と
い
う
烙
印
が
刻
ま
れ
て
い
る
自
覚
が
あ
る
。
こ
の
来
歴
故
か

水
俣
病
に
限
ら
ず
、
こ
の
種
の
問
題
を
加
害
・
被
害
の
図
式
で
告
発
す

る
言
動
や
、
社
会
正
義
的
論
調
で
論
難
す
る
姿
勢
に
、
評
者
は
違
和
感

を
抱
い
て
し
ま
う
。

故
郷
を
出
て
働
き
な
が
ら
大
学
の
夜
間
部
に
通
っ
て
い
た
と
き
、
石

牟
礼
道
子
の
『
苦
海
浄
土
―
わ
が
水
俣
病
』（
講
談
社
一
九
六
九
年
）

が
刊
行
さ
れ
た
。
言
葉
な
ど
与
え
よ
う
が
な
い
、
表
現
の
方
法
も
な
い

と
評
者
が
思
い
込
ん
で
い
た
こ
と
に
、
石
牟
礼
道
子
は
言
葉
を
与
え
て

い
た
。
そ
れ
は
新
鮮
な
驚
き
で
も
あ
っ
た
。
評
者
は
石
牟
礼
道
子
と
文

学
と
い
う
も
の
に
、
そ
ん
な
ふ
う
に
出
会
っ
た
。

２　
『
苦
海
浄
土
―
わ
が
水
俣
病
』
の
表
現
論
的
背
景

『
苦
海
浄
土
―
わ
が
水
俣
病
』（
以
降
『
苦
海
浄
土
』
と
表
記
）
と
同

時
期
に
読
み
進
め
て
い
た
の
が
、
吉
本
隆
明
の
『
言
語
に
と
っ
て
美
と

は
何
か
』（
勁
草
書
房
一
九
六
五
年
）だ
っ
た
。「
文
学
と
は
何
か
」、「
文

学
に
何
が
可
能
か
」
と
い
う
こ
と
を
、
詩
作
を
し
な
が
ら
考
え
て
い
た

時
期
で
も
あ
っ
た
。
自
分
が
書
く
言
葉
を
自
分
で
信
用
し
て
い
な
か
っ

た
（
噓
臭
い
世
界
の
中
の
自
己
表
現
と
い
う
も
っ
と
噓
臭
い
言
葉
）。

吉
本
隆
明
の
一
連
の
著
作
、
芸
術
言
語
論
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
い

る
「
指
示
表
出
」「
自
己
表
出
」
の
概
念
に
沿
っ
て
文
学
を
考
え
る
指

標
を
与
え
ら
れ
た
よ
う
に
記
憶
し
て
い
る
。「
指
示
表
出
」
だ
け
で
構

成
さ
れ
る
言
語
情
況
の
中
で
は
、
そ
こ
か
ら
零
れ
て
し
ま
う
思
い
が
自

己
の
中
に
降
り
積
る
。
そ
れ
を
表
出
し
た
い
と
思
う
「
自
己
表
出
」
欲

求
に
、
文
学
の
起
点
が
あ
る
と
い
う
指
標
で
あ
る
。

『
苦
海
浄
土
』
の
作
者
は
、
ど
ん
な
自
己
表
出
欲
求
を
心
の
内
に
募

ら
せ
て
い
っ
た
の
か
。
そ
の
結
果
、
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
表
現
を
可

能
と
し
た
の
か
。『
苦
海
浄
土
』
は
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
性
と
文
学
性

を
併
せ
持
つ
、
多
種
多
様
な
言
語
表
現
を
駆
使
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
後
も
日
本
列
島
全
体
を
覆
い
つ
く
す
こ
と
に
な
る
戦
後
復
興
・
経

済
発
展
と
い
う
名
の
環
境
・
文
化
破
壊
に
よ
る
、
人
間
の
心
身
に
対
す
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る
大
量
虐
殺
の
予
言
の
書
的
側
面
を
も
持
つ
の
は
確
か
だ
。
ま
た
よ
く

指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
被
害
者
・
死
者
の
魂
に
憑
依
し
た
公
害
告
発
、

巫
女
的
視
座
の
社
会
批
評
、
オ
ー
ラ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
的
民
衆
史
で
あ
る

と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

だ
が
『
苦
海
浄
土
』
に
対
す
る
そ
ん
な
多
く
の
評
言
に
は
違
和
感
が

あ
っ
た
。
評
者
に
と
っ
て
『
苦
海
浄
土
』
は
、
そ
ん
な
後
付
け
の
理
屈

で
価
値
づ
け
さ
れ
る
よ
う
な
批
評
性
を
持
つ
作
品
と
し
て
立
ち
現
れ
た

の
で
は
な
い
。
評
者
に
と
っ
て
『
苦
海
浄
土
』
は
、
表
現
論
的
な
意
味

で
の
「
言
葉
」
を
持
た
な
い
被
害
者
た
ち
を
、
自
然
と
の
交
感
を
し
つ

つ
生
き
る
魂
の
持
ち
主
た
ち
と
し
て
、
生
き
生
き
と
し
た
物
語
の
中
に

蘇
生
さ
せ
る
よ
う
な
表
現
に
、
石
牟
礼
道
子
は
何
故
、
駆
り
立
て
ら
れ

た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
評
者
に
問
い
か
け
る
形
で
現
れ
た
の
で
あ
る
。

例
え
ば
特
に
一
人
称
で
語
ら
れ
る
疑
似
「
水
俣
弁
」
の
、
聞
い
た
こ

と
も
な
い
よ
う
な
美
し
い
調
べ
と
文
体
に
よ
る
表
現
、「
語
り
」
の
創

造
的
表
現
へ
と
石
牟
礼
道
子
を
突
き
動
か
し
た
情
念
の
背
後
に
あ
る
の

は
何
か
と
い
う
こ
と
だ
。

　
　
　

※

「
お
る
げ
に
ゃ
よ
そ
ん
家
よ
り
ゃ
う
ん
と
神
さ
ま
仏
さ
ま
も
お
ら
す
ば
っ

て
、
杢
よ
い
、
お
前
こ
そ
が
い
ち
ば
ん
の
仏
さ
ま
じ
ゃ
わ
い
。

や
ん

な
、
お
前
ば
拝
も
う
ご
だ
る
。
お
前
に
ゃ
煩
悩
の
深
う
し
て
な
ら
ん
。

あ
ね
さ
ん
、
こ
い
つ
ば
抱
い
て
み
て
く
だ
っ
せ
。
軽
う
ご
ざ
す
ば
い
。

木
で
造
っ
た
仏
さ
ん
の
ご
た
る
ば
い
。
よ
だ
れ
垂
れ
流
し
た
仏
さ
ま

じ
ゃ
ば
っ
て
。
あ
っ
は
っ
は
、
お
か
し
か
か
い
杢
よ
い
。

や
ん
な
酔

い
く
ろ
う
た
ご
た
る
ね
え
。
ゆ
く
か
、
あ
ね
さ
ん
に
。
ほ
お
ら
、
抱
い

て
も
ら
え
」（『
苦
海
浄
土
』
第
Ⅰ
部
第
四
章
「
天
の
魚　

九
竜
権
現
さ

ま
」
か
ら
）

　
　
　

※

こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
現
実
の
水
俣
弁
と
は
ほ
ど
遠
い
、
不
思

議
な
韻
律
、
琵
琶
法
師
の
語
り
よ
り
も
生
々
し
く
も
、
譬
え
よ
う
も
な

い
ほ
ど
の
内
在
律
の
強
度
を
備
え
た
石
牟
礼
道
子
に
よ
る
、
ど
こ
に
も

存
在
し
な
い
創
作
語
で
あ
る
。
現
実
の
水
俣
の
漁
師
た
ち
は
こ
ん
な
話

し
方
は
決
し
て
し
な
い
。

引
用
し
た
箇
所
の
「
杢
（
も
く=

杢
太
郎
）」
は
、
母
胎
に
蓄
積
し

た
有
機
水
銀
塗
れ
で
生
ま
れ
た
胎
児
性
水
俣
病
の
子
ど
も
だ
。
家
族
親

類
も
そ
の
犠
牲
と
な
り
、
今
は
老
い
た
祖
父
に
育
て
ら
れ
て
い
る
。
作

中
「
あ
ね
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
る
作
者
（
石
牟
礼
道
子
と
仮
定
で
き
る
記

録
者
）
が
漁
師
町
に
足
を
踏
み
入
れ
た
動
機
に
は
、
後
付
け
評
価
さ
れ

る
よ
う
な
意
味
は
な
い
。
漁
の
網
を
食
い
千
切
る
鼠
を
退
治
す
る
た
め

に
漁
師
の
家
で
は
飼
い
猫
を
必
要
と
す
る
。
人
を
介
し
て
石
牟
礼
道
子

家
で
も
、
間
接
的
に
漁
師
に
自
分
の
飼
い
猫
が
生
ん
だ
子
猫
を
提
供
し

て
い
た
。
そ
の
漁
師
町
で
猫
た
ち
が
大
量
に
狂
い
死
に
す
る
と
い
う
不

可
解
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る
と
い
う
。
自
分
が
あ
げ
た
子
猫
の
身
を

案
じ
て
、
貰
わ
れ
た
先
を
辿
っ
て
、
た
ま
た
ま
漁
師
町
に
足
を
踏
み
入

れ
、
漁
師
町
全
体
で
起
こ
っ
て
い
る
悲
惨
な
情
況
を
目
の
当
た
り
に
し

た
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
の
石
牟
礼
道
子
も
、
評
者
と
家
族
が
そ
う
で

あ
っ
た
よ
う
に
言
葉
を
失
っ
た
は
ず
だ
。「
奇
病
」
と
呼
ば
れ
て
気
味

悪
が
ら
れ
て
い
た
時
代
の
被
害
漁
師
た
ち
は
、「
町
の
人
」
た
ち
と
の

魚
の
取
引
は
お
ろ
か
、
普
通
の
往
来
で
さ
え
憚
ら
れ
る
と
い
う
「
差
別

的
」
な
状
況
の
中
に
居
た
。
そ
し
て
被
害
者
た
ち
は
ま
と
も
に
言
葉
を

話
せ
る
よ
う
な
心
身
の
状
態
で
は
な
か
っ
た
。「
水
俣
病
」
の
被
害
者
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石
牟
礼
道
子
は
自
覚
さ
れ
て
い
な
い
表
現
欲
求
に
駆
り
立
て
ら
れ
て

『
苦
海
浄
土
』
を
含
む
す
べ
て
の
作
品
を
書
い
た
の
だ
。
そ
の
中
の
一
つ
、

石
牟
礼
俳
句
を
論
じ
る
の
な
ら
、
石
牟
礼
道
子
を
駆
り
立
て
た
表
現
に

向
か
う
欲
求
の
核
心
へ
垂
鉛
を
下
ろ
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

短
歌
が
灯
し
た
文
学
的
表
現
の
炎

石
牟
礼
道
子
の
創
作
の
出
発
点
は
短
歌
だ
っ
た
。（
注
５
）
正
確
に

は
初
期
に
は
俳
句
・
短
歌
・
詩
・
小
説
も
書
い
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う

「
出
発
点
」
と
は
後
の
文
学
的
展
開
の
起
点
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
次

が
そ
の
初
期
の
短
歌
で
あ
る
。（『
海
と
空
の
あ
い
だ
に
』
葦
書
房
一
九

八
九
年
）

「
冬
の
山
」（
昭
和
十
九
年
〜
二
一
年
）
よ
り
。

こ
の
秋
に
い
よ
よ
死
ぬ
べ
し
と
思
ふ
と
き
十
九
の
命
い
と
し
く
て
な

ら
ぬお

ど
お
ど
と
物
い
は
ぬ
人
達
が
目
を
離
さ
ぬ
自
殺
未
遂
の
わ
た
し
を

囲
ん
で

死
な
ざ
り
し
悔
が
黄
色
き
嘔
吐
と
な
り
寒
々
と
冬
の
山
に
覚
め
た
り

多
感
な
思
春
期
の
中
で
「
死
」
の
想
念
を
抱
え
込
む
こ
と
は
、
早
熟

な
文
学
的
資
質
を
持
つ
者
に
は
よ
く
あ
る
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ

に
し
て
も
石
牟
礼
道
子
の
短
歌
は
こ
の
よ
う
に
初
期
か
ら
死
の
想
念
に

満
ち
て
い
る
。
次
が
短
歌
を
止
め
る
直
前
の
作
品
で
あ
る
。

「
廃
駅
」（
昭
和
三
七
年
〜
四
十
年
）
よ
り
。

向
日
葵
の
首
折
れ
手
錠
の
影
を
せ
り
滲
み
て
い
よ
よ
錆
ふ
か
き
地

頸
ほ
そ
き
坑
夫
あ
ゆ
み
く
る
そ
の
う
し
ろ
闇
に
う
ご
き
ゐ
る
沼
と
お

も
へ
り

た
ち
は
、『
苦
海
浄
土
』
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
は
、
石
牟
礼
道
子

に
語
ら
な
か
っ
た
筈
だ
。（
注
３
）
言
葉
を
失
っ
た
石
牟
礼
道
子
は
ひ

と
時
を
黙
し
た
ま
ま
過
ご
し
た
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
言
葉
を
与
え
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
時
間
を
要
し
た
。

表
現
論
的
に
換
言
す
れ
ば
、
漁
師
家
族
と
自
分
双
方
の
沈
黙
、
言
葉

の
真
空
状
態
に
こ
そ
言
葉
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
ん
な
意
思

の
萌
芽
が
微
か
に
自
覚
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

文
学
と
は
存
在
の
諸
相
を
描
き
出
す
も
の
で
あ
り
、
誰
も
そ
の
こ
と

に
言
葉
を
与
え
て
い
な
い
、
言
葉
の
真
空
状
態
に
言
葉
を
与
え
よ
う
と

志
す
も
の
で
も
あ
り
、
常
に
人
間
の
心
身
に
対
し
て
引
き
起
こ
さ
れ
た

過
去
の
災
禍
の
、
文
学
的
眼
差
し
に
よ
る
掘
り
起
し
で
あ
り
、
同
時
に

こ
れ
か
ら
確
実
に
起
こ
る
だ
ろ
う
災
禍
を
あ
り
あ
り
と
指
し
示
す
言
葉

の
芸
術
で
も
あ
る
。
力
学
系
の
分
岐
理
論
の
一
種
「
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー

理
論
」
を
文
学
に
応
用
し
た
、
常
に
「
突
然
の
大
変
動
」
の
狭
間
に
あ

る
存
在
の
諸
相
を
描
き
出
す
こ
と
が
文
学
の
重
要
な
役
目
の
一
つ
で
あ

る
。
こ
こ
か
ら
石
牟
礼
文
学
を
憑
依
的
、
巫
女
的
資
質
の
持
ち
主
に
よ

る
予
言
書
と
い
う
評
も
生
じ
る
。

こ
れ
ら
は
す
べ
て
作
品
解
説
あ
る
い
は
批
評
の
言
葉
で
あ
る
。
完
成

し
た
文
学
作
品
が
獲
得
し
た
、
あ
る
い
は
獲
得
す
る
可
能
が
あ
っ
た
も

の
に
つ
い
て
論
考
し
た
結
果
、
立
ち
現
れ
て
く
る
も
の
で
あ
り
、
作
家

は
最
初
か
ら
そ
の
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
文
学
は

そ
ん
な
目
的
論
的
な
産
物
で
は
な
い
。（
注
４
）

文
学
と
は
作
者
さ
え
自
覚
で
き
て
い
な
い
何
か
、
ま
だ
言
葉
を
与
え

ら
れ
て
い
な
い
未
知
の
何
か
を
取
り
込
こ
も
う
と
す
る
奥
深
い
も
の
で

あ
る
。
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い
ち
ま
い
の
ま
な
こ
あ
る
ゆ
ゑ
う
つ
し
を
り
ひ
と
の
死
に
ゆ
く
ま
で

の
惨
苦
を

最
後
の
短
歌
な
ど
は
、
身
近
な
死
の
惨
苦
か
ら
目
を
逸
ら
す
こ
と
な

く
、
い
や
、
引
き
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
そ
の
細
部
ま
で
見
届
け
ず
に
止

ま
な
い
自
分
の
業
を
嗤
っ
て
い
る
よ
う
な
雰
囲
気
が
あ
る
。「
い
ち
ま

い
の
ま
な
こ
」
と
い
う
形
容
に
、
そ
の
残
酷
な
ま
で
の
記
録
性
と
、
そ

の
平
板
さ
へ
の
自
己
批
判
の
意
識
さ
え
感
じ
る
。

だ
が
、
当
時
は
「
奇
病
」
と
呼
ば
れ
て
気
味
悪
が
ら
れ
て
い
た
「
水

俣
病
」
の
被
害
者
た
ち
と
の
交
流
を
続
け
る
う
ち
に
、
石
牟
礼
道
子
は

そ
れ
ま
で
詠
ん
で
い
た
「
短
歌
の
も
つ
叙
情
性
と
日
常
」
に
限
界
を
感

じ
た
と
述
懐
し
て
い
る
。（
注
６
）
そ
こ
に
石
牟
礼
道
子
俳
句
を
考
え

る
上
で
重
要
な
問
題
が
現
れ
て
い
る
。
石
牟
礼
道
子
が
逃
れ
た
か
っ
た

と
い
う
「
短
歌
の
も
つ
叙
情
性
と
日
常
」
と
は
、
表
現
に
お
け
る
「
わ

た
く
し
性
」
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
文
学
表
現
で
い
う
「
自
己
表
出
」

と
は
性
質
が
異
な
る
。
吉
本
隆
明
が
い
う
「
自
己
表
出
」
と
い
う
文
学

的
表
現
欲
求
に
起
源
を
持
た
な
い
狭
い
意
味
の
「
わ
た
く
し
性
」
で
あ

る
。
石
牟
礼
道
子
が
こ
の
と
き
抱
え
込
み
つ
つ
あ
っ
た
の
は
、「
水
俣
病
」

と
い
う
「
社
会
」
の
問
題
に
触
れ
る
こ
と
で
自
覚
さ
れ
た
文
学
的
な
表

現
欲
求
だ
っ
た
。
そ
れ
故
「
限
界
」
が
感
じ
ら
れ
た
の
だ
。
文
学
的
表

現
の
創
作
に
お
い
て
は
、「
社
会
」
を
含
め
た
あ
ら
ゆ
る
事
象
は
、
自

己
の
外
側
あ
る
の
で
は
な
く
、
内
面
化
さ
れ
た
も
の
が
表
現
に
向
か
う

情
熱
と
な
り
、「
自
己
表
出
」
と
し
て
の
文
学
表
現
と
な
っ
て
ゆ
く
も

の
だ
。に

ん
げ
ん
は
も
う
い
や
ふ
く
ろ
う
と
居
る

死
に
お
く
れ
死
に
お
く
れ
し
て
彼
岸
花

ま
だ
来
ぬ
雪
や
ひ
と
り
情
死
行

原
郷
ま
た
ま
ぼ
ろ
し
な
ら
む
祭
笛

頰
に
伝
う
菜
種
の
雨
や
特
攻
兵

地
の
涯
へ
雨
ゆ
く
ら
し
や
母
恋
し

前
の
世
に
て
逢
は
む
君
か
も
花
ふ
ぶ
き

来
世
に
て
逢
は
む
君
か
も
花
御ま
ん
ま飯

わ
れ
ひ
と
り
闇
を
抱
き
て
悶
絶
す

お
も
か
げ
や
泣
き
な
が
原
の
夕
茜

こ
れ
ら
の
俳
句
は
俳
句
的
な
着
想
、
表
現
方
法
で
は
な
く
、
短
歌
的

情
念
と
叙
述
法
で
詠
ま
れ
て
い
る
。
石
牟
礼
道
子
自
身
は
そ
の
こ
と
を

自
覚
し
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
こ
に
石
牟
礼
文
学
の
表
現
論

的
な
原
点
が
あ
る
。
石
牟
礼
道
子
が
「
別
れ
た
」
の
は
短
歌
と
い
う
形

式
で
あ
る
。
短
歌
に
替
わ
っ
て
表
出
先
に
選
ば
れ
た
石
牟
礼
俳
句
に
は
、

短
歌
的
な
内
省
的
な
響
き
が
あ
る
。
そ
れ
が
ま
た
不
思
議
な
表
現
的
強

度
を
支
え
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

小
説
の
虚
構
性
を
持
つ
構
造
の
中
で
の
徹
底
を
極
め
た
「
わ
た
く
し

性
」
は
、
汎
文
学
的
な
表
現
方
法
と
な
り
得
る
が
、
詩
よ
り
も
短
い
短

歌
は
塚
本
邦
雄
が
挑
ん
だ
よ
う
に
は
「
わ
た
く
し
性
」
を
脱
し
た
表
現

の
地
平
を
獲
得
し
づ
ら
く
、
ど
こ
か
閉
塞
感
の
伴
う
自
己
表
現
の
枠
内

に
囚
わ
れ
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
。
俳
句
は
そ
れ
を
も
っ
と
短
く
し
た

「
不
自
由
な
」
形
式
に
な
っ
た
こ
と
で
、「
わ
た
く
し
性
」
を
突
き
抜
け

た
表
現
の
地
平
に
至
る
可
能
性
を
手
に
入
れ
た
。
俳
句
と
い
う
表
現
形

式
は
、
散
文
的
な
通
常
的
意
味
性
、
安
易
な
象
徴
性
な
ど
を
排
除
し
な

け
れ
ば
、
独
立
し
た
価
値
を
持
つ
表
現
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
枷
を
自

ら
に
課
し
た
表
現
形
式
で
あ
る
。
そ
の
分
だ
け
独
自
の
創
造
性
を
発
揮
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で
き
る
と
い
う
表
現
論
的
「
自
由
」
を
手
に
入
れ
た
の
で
あ
る
。

石
牟
礼
道
子
俳
句
に
は
、
そ
ん
な
俳
句
的
な
作
品
と
は
呼
び
難
い
も

の
が
あ
る
。
こ
の
短
歌
時
代
に
培
わ
れ
た
自
己
の
う
ち
な
る
「
暗
い
情

念
」
が
、
俳
句
的
な
形
式
を
揺
さ
ぶ
り
つ
つ
、
独
特
の
魅
力
を
放
っ
て

い
る
。

４　

詩
に
よ
っ
て
広
が
っ
た
表
現
世
界

石
牟
礼
詩
篇
の
「
薫
香
」（
注
７
）
を
一
例
と
し
て
石
牟
礼
道
子
の

文
学
的
表
現
に
向
か
う
情
念
の
在
処
を
検
証
し
て
み
よ
う
。
詩
は
次
の

二
行
で
始
ま
る
。

万
管
の
笛
よ
り
も
綾
な
し
て

樹
々
の
み
ど
り
を
渡
る
風

作
中
、
こ
の
「
風
」
が
「
主
人
公
」
の
物
語
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て

ゆ
き
、
次
の
二
行
で
終
わ
る
。

魂
だ
け
に
な
っ
て

じ
ぶ
ん
を
焚
き
は
じ
め
た

こ
の
表
現
は
詩
的
な
「
喩
」
を
超
え
て
い
る
。
こ
こ
に
籠
め
ら
れ
た

作
者
の
表
現
の
真
意
を
、
読
者
は
了
解
し
か
ね
る
だ
ろ
う
。
こ
の
詩
を

含
む
石
牟
礼
道
子
の
す
べ
て
の
詩
が
持
つ
独
特
の
「
難
解
さ
」
は
現
代

詩
の
「
難
解
さ
」
と
は
別
種
の
も
の
だ
。
現
代
詩
は
吉
本
隆
明
が
い
う

「
指
示
表
出
」
的
言
語
表
現
を
可
能
な
限
り
排
除
し
て
、「
自
己
表
出
」

表
現
に
徹
し
た
文
学
世
界
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
た
め
に
生
じ
る
「
難

解
さ
」
で
あ
る
。
石
牟
礼
道
子
の
詩
の
「
難
解
さ
」
は
、
読
者
の
方
に

石
牟
礼
道
子
と
共
有
で
き
る
「
原
郷
」
的
な
も
の
が
失
わ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
く
る
断
絶
の
せ
い
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
石
牟
礼
道
子
の
詩
を
、

難
解
な
が
ら
も
繰
り
返
し
読
み
続
け
て
い
る
と
、
そ
の
喪
失
し
た
原
郷

が
心
の
中
に

復
し
て
ゆ
く
。
す
る
と
突
然
、
心
が
太
古
の
海
山
空
に

舞
い
、
翔
び
始
め
る
。
そ
う
し
て
石
牟
礼
道
子
の
詩
の
世
界
に
入
り
こ

む
こ
と
で
、
逆
に
そ
の
世
界
が
今
、
決
定
的
に
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
、

あ
る
い
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
、
心
に
刻
み
込
ま
れ
る
よ
う
な

思
い
に
至
る
の
で
あ
る
。
根
源
的
自
然
詠
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
表
現
で
あ

る
こ
と
が
体
感
さ
れ
て
く
る
。
そ
れ
は
あ
る
種
、
壮
大
で
爽
快
さ
を
感

じ
る
詩
だ
が
、
そ
れ
を
書
く
石
牟
礼
道
子
の
文
学
的
情
念
は
、
短
歌
の

自
省
的
「
暗
さ
」
の
ま
ま
な
の
だ
。

こ
の
詩
作
に
よ
っ
て
切
り
拓
か
れ
た
根
源
的
自
然
詠
が
、
次
の
よ
う

な
俳
句
で
も
為
さ
れ
て
い
る
。
詩
と
同
様
の
一
種
独
特
な
「
難
解
さ
」

を
持
つ
俳
句
で
あ
る
。

角
欠
け
し
け
も
の
歩
み
く
る
み
ぞ
お
ち
を

紅
葉
嵐
天
の
奥お
く
が処
も
い
ま
昏
る
る

ふ
る
さ
と
は
桃
の
蕾
ぞ
出
婚
儀

ひ
と
つ
目
の
月
の
ぼ
り
尾
花
ケ
原
ふ
ぶ
き

さ
く
ら
さ
く
ら
わ
が
不
知
火
は
ひ
か
り
凪

こ
と
ば
な
き
は
豊
け
し
幾
億
の
昔
来
る

湖
底
よ
り
仰
ぐ
神
楽
の
袖
ひ
ら
ひ
ら

こ
こ
に
、
彼
女
の
全
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
に
通
底
す
る
表
現
方
法
確
立

の
兆
し
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
稿
に
お
い
て
重
要
な
こ
と
は
、
そ
れ
が
独
立
し
た
俳
句
作
品
と
し

て
の
危
う
さ
の
原
因
に
も
な
り
、
同
時
に
独
創
的
な
魅
力
と
な
っ
て
い

る
点
だ
。
そ
の
背
後
に
、
定
ま
り
つ
つ
あ
る
石
牟
礼
流
の
「
自
己
表
出
」

の
情
念
の
在
処
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
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５　
『
苦
海
浄
土
』
と
い
う
文
学
の
構
造
と
方
法

ジ
ャ
ン
ル
名
な
ど
で
特
定
で
き
な
い
『
苦
海
浄
土
』
と
い
う
作
品
の

表
現
方
法
の
構
造
を
具
体
的
に
見
て
お
こ
う
。『
苦
海
浄
土
』
は
次
の

四
種
類
の
文
体
で
書
か
れ
て
い
る
。

Ａ　

第
三
者
と
し
て
の
被
害
者
の
描
写
（
ル
ポ
的
）

作
者
石
牟
礼
道
子
の
視
点
で
の
表
現
。

Ｂ　

被
害
者
の
一
人
称
語
り

被
害
者
の
独
白
の
聞
き
書
き
を
模
し
た
表
現
。

Ｃ　

三
人
称
小
説
体
で
の
描
写

被
害
者
た
ち
を
主
人
公
に
し
た
よ
う
な
三
人
称
小
説
体
で
の
表
現
。

Ｄ　

現
実
の
資
料
文
書
の
挿
入

こ
れ
は
被
害
者
が
「
水
俣
病
」
の
患
者
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
際
、
医
学
的
な
論
理
で
組
み
立
て
ら
れ
た
表
現
に
よ
る
診
断
書
、
報

告
書
の
類
で
あ
る
。
そ
の
専
門
性
故
に
一
般
人
に
は
理
解
が
困
難
で
、

読
ん
で
い
て
そ
こ
に
非
人
間
性
を
感
じ
る
。

『
苦
海
浄
土
』
は
こ
の
Ａ
か
ら
Ｄ
の
文
体
で
編
み
上
げ
ら
れ
た
作
品

で
あ
る
。

例
え
ば
第
一
部
第
三
章
「
ゆ
き
女
き
き
書
」
で
は
、
次
の
よ
う
に
展

開
さ
れ
て
い
る
。（
注
８
）

章
の
冒
頭
に
「
Ｄ
」
の
資
料
的
言
語
表
現
が
置
か
れ
て
い
る
。
続
け

て
「
Ａ
」
の
石
牟
礼
道
子
が
「
坂
上
ゆ
き
」
の
病
室
を
訪
ね
る
ル
ポ
形

式
の
表
現
が
展
開
さ
れ
る
。「
坂
上
ゆ
き
」
の
姿
に
衝
撃
を
受
け
な
が

ら
慈
愛
の
籠
っ
た
眼
差
し
で
、
彼
女
の
人
間
的
な
意
思
表
示
を
、
た
だ

の
一
つ
も
見
落
と
す
ま
い
と
す
る
筆
致
で
精
密
に
表
現
す
る
。

そ
し
て
次
に
「
Ｂ
」
の
「
坂
上
ゆ
き
」
か
ら
の
「
聞
き
書
き
」
を
模

し
た
一
人
称
独
白
体
で
、「
坂
上
ゆ
き
」
の
人
間
的
側
面
を
描
き
出
し

て
ゆ
く
。「
坂
上
ゆ
き
」
の
言
葉
は
や
が
て
流
暢
な
語
り
に
変
化
す
る
。

読
者
は
そ
こ
に
不
自
然
さ
を
感
じ
な
い
魔
法
の
よ
う
な
技
巧
が
凝
ら
さ

れ
て
い
る
。
彼
女
の
生
き
生
き
と
し
た
海
の
暮
し
の
話
へ
と
展
開
し
て

ゆ
く
。
そ
れ
が
佳
境
に
入
っ
た
辺
り
で
、
文
体
は
「
Ｃ
」
の
三
人
称
の

小
説
文
体
へ
と
変
化
し
て
、
彼
女
た
ち
漁
師
の
生
活
が
こ
の
上
も
な
く

眩
し
く
、
幸
福
感
を
滲
ま
せ
な
が
ら
語
ら
れ
て
ゆ
く
。

こ
の
よ
う
に
医
学
的
な
病
状
の
記
録
か
ら
始
ま
り
、
作
者
の
ル
ポ
に

移
り
、
一
人
称
独
白
体
へ
と
移
り
、
三
人
称
小
説
体
に
変
化
し
、
そ
れ

ら
の
文
体
が
自
在
に
入
れ
替
わ
り
な
が
ら
話
は
進
行
す
る
。

そ
ん
な
『
苦
海
浄
土
』
の
各
章
を
読
み
終
わ
る
ご
と
に
、
わ
た
し
た

ち
が
今
、
破
壊
し
喪
失
し
よ
う
と
し
て
い
る
大
切
な
も
の
、
か
け
が
え

の
な
い
も
の
が
、
震
え
る
よ
う
な
共
感
を
も
っ
て
実
感
さ
せ
ら
れ
る
。

表
現
の
核
に
な
っ
て
い
る
の
は
被
害
者
が
失
っ
た
、
豊
か
な
自
然
を
相

手
に
し
た
暮
ら
し
の
姿
と
、
そ
こ
で
生
き
る
被
害
者
た
ち
の
命
の
手
応

え
で
あ
る
。

こ
れ
が
『
苦
海
浄
土
』
の
表
現
構
造
で
あ
り
方
法
で
あ
る
。
そ
れ
は

内
省
的
な
短
歌
的
情
念
と
、
詩
で
描
か
れ
た
根
源
的
自
然
詠
に
よ
る
、

わ
た
し
た
ち
が
破
壊
し
つ
つ
あ
る
世
界
の
か
け
が
え
の
無
さ
の
表
現
の
、

そ
の
す
べ
て
を
駆
使
し
て
編
み
上
げ
ら
れ
た
文
学
世
界
で
あ
る
。
そ
し

て
そ
れ
は
俳
句
作
品
も
同
じ
で
あ
る
。
本
稿
の
冒
頭
で
引
用
し
た
俳
句

す
べ
て
に
、
そ
れ
が
表
れ
て
い
る
。

６　

石
牟
礼
文
学
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ

石
牟
礼
俳
句
の
特
性
を
他
の
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
か
ら
探
っ
て
み
た
が
、
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そ
の
分
野
を
超
え
た
影
響
を
論
述
す
る
だ
け
で
は
、
そ
の
本
質
に
は
迫

り
得
な
い
。
次
は
視
点
を
変
え
て
検
証
し
て
み
た
い
。

石
牟
礼
文
学
を
理
解
す
る
上
で
参
考
に
な
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。

そ
れ
は
日
本
の
敗
戦
直
後
、
彼
女
が
十
八
歳
の
時
の
こ
と
だ
。
職
場
の

田
浦
か
ら
水
俣
へ
帰
る
国
鉄
鹿
児
島
本
線
の
列
車
の
中
で
、
座
席
に
う

ち
捨
て
ら
れ
た
よ
う
に
座
っ
て
い
た
み
す
ぼ
ら
し
い
少
女
の
姿
を
見
か

け
た
。
戦
災
孤
児
で
遠
い
親
戚
の
家
を
目
指
し
て
の
乗
車
の
よ
う
だ
っ

た
が
、
少
女
は
無
一
物
で
ろ
く
に
食
事
も
し
て
い
な
い
よ
う
で
弱
り

切
っ
て
い
た
。
そ
の
様
子
で
は
縁
戚
の
者
が
い
る
と
こ
ろ
に
辿
り
着
く

の
は
困
難
に
思
わ
れ
て
、
石
牟
礼
道
子
は
そ
の
少
女
を
自
宅
に
連
れ
て

帰
り
、
四
十
日
間
起
居
を
共
に
し
て
、
少
女
が
元
気
に
な
っ
て
か
ら
駅

ま
で
送
り
、
そ
の
再
出
発
を
見
送
っ
て
い
る
。
後
年
、
こ
の
体
験
は
「
タ

デ
子
の
記
」
と
い
う
随
筆
と
し
て
書
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
石
牟
礼
文
学
の
創
作
の
原
点
の
よ
う
な
も
の
が

あ
る
。
そ
れ
は
弱
っ
て
い
る
者
、
困
難
に
直
面
し
て
い
る
者
、
苦
難
に

呻
吟
し
て
い
る
者
を
見
る
と
「
加
勢
す
る
ー
放
っ
て
お
け
な
い
」
感
性

の
持
ち
主
で
、
そ
の
者
に
寄
り
添
っ
て
行
動
を
起
こ
し
て
し
ま
う
資
質

の
持
ち
主
で
も
あ
る
と
い
う
原
点
だ
。
そ
れ
を
後
に
「
悶
え
神
」
と
い

う
言
葉
で
苦
し
み
を
共
に
引
き
受
け
る
土
着
的
感
性
を
「
思
想
的
」
な

言
葉
に
ま
で
高
め
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

「
の
さ
り
」
と
い
う
言
葉
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。「
水
俣
病
」
の
被
害

に
苦
し
む
被
害
者
た
ち
の
心
の
在
り
方
に
、
彼
女
が
与
え
た
言
葉
だ
。

ま
る
で
幸
運
で
も
授
か
っ
た
よ
う
な
響
き
を
持
つ
そ
の
言
葉
の
意
味
は

深
い
。
キ
リ
ス
ト
教
的
な
原
罪
認
識
に
よ
る
「
受
難
・
受
苦
」
の
思
想

で
は
な
い
。
喜
ん
で
引
き
受
け
た
受
苦
で
は
な
い
が
、
何
か
そ
こ
に
尊

い
も
の
を
見
出
し
て
し
ま
う
感
受
性
の
在
処
を
的
確
に
指
し
示
し
た
言

葉
だ
。
こ
の
言
葉
を
熟
考
し
て
い
る
と
、
社
会
運
動
が
纏
っ
て
し
ま
う

表
層
的
な
怒
り
や
、
告
発
的
な
言
葉
の
根
拠
が
揺
ら
ぎ
出
す
の
を
感
じ

て
し
ま
う
。

そ
ん
な
、
一
言
で
は
解
説
し
難
い
深
い
言
葉
、
思
想
が
、『
苦
海
浄
土
』

に
代
表
さ
れ
る
全
文
学
を
貫
い
て
い
る
。
石
牟
礼
道
子
は
そ
れ
を
、
被

害
者
た
ち
と
共
に
考
え
行
動
し
な
が
ら
深
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。「
水

俣
病
」
の
社
会
運
動
的
な
側
面
を
持
つ
被
害
者
た
ち
の
言
動
が
、
他
の

い
か
な
る
社
会
運
動
の
言
葉
と
も
似
て
い
な
い
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

例
え
ば
「
チ
ッ
ソ
は
私
だ
」
と
唱
え
た
緒
方
正
人
と
、「
チ
ッ
ソ
を

許
す
」
と
宣
言
し
た
緒
方
正
実
と
い
う
二
人
の
緒
方
氏
の
運
動
と
著
作

に
伺
え
る
思
想
は
、
石
牟
礼
道
子
と
い
う
文
学
者
の
影
響
な
く
し
て
は

獲
得
で
き
な
か
っ
た
地
平
で
あ
る
。（
注
９
）

石
牟
礼
道
子
の
思
想
的
伴
奏
者
と
な
っ
た
渡
辺
京
二
は
、
石
牟
礼
文

学
の
本
質
に
つ
い
て
「
人
び
と
は
な
ぜ（
評
者
補
注　

石
牟
礼
作
品
が
）

き
わ
め
て
幻
想
的
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う

な
美
し
さ
は
、
け
っ
し
て
現
実
そ
の
も
の
の
美
し
さ
で
は
な
く
、
現
実

か
ら
拒
ま
れ
た
人
間
が
必
然
的
に
幻
想
せ
ざ
る
を
え
ぬ
美
し
さ
に
ほ
か

な
ら
な
い
」
と
評
し
て
い
る
。（
注
１
０
）
こ
こ
に
も
俳
句
表
現
論
的

に
論
考
を
要
す
る
問
題
が
あ
る
。

俳
句
は
そ
の
よ
う
な
分
厚
い
背
景
を
持
つ
思
想
を
盛
る
こ
と
に
向
い

て
な
い
文
芸
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
石
牟
礼
俳
句
は
そ
の
よ
う
な
地

点
か
ら
発
想
さ
れ
て
い
る
。
石
牟
礼
道
子
は
俳
句
作
品
と
し
て
の
独
立

性
な
ど
と
い
う
「
評
価
」
の
世
界
と
は
無
関
係
に
俳
句
を
生
み
出
し
た
。

わ
た
し
た
ち
が
そ
の
文
学
表
現
論
的
な
必
然
性
や
本
質
的
な
姿
勢
を
喪
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失
し
て
い
る
こ
と
か
ら
く
る
、
読
解
上
の
困
難
さ
を
持
つ
美
し
い
調
べ

の
俳
句
を
生
み
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
創
造
力
の
源
泉
は
石
牟
礼
道
子
の
幼
年
期
に
お
け
る
原
体
験
、

喪
失
し
た
原
郷
へ
の
熱
い
思
い
の
中
に
あ
る
。
精
神
を
病
ん
だ
盲
目
の

祖
母
に
寄
り
添
い
、
自
然
と
人
、
そ
れ
を
超
え
た
霊
的
な
世
界
と
の
交

感
と
い
う
幼
時
の
記
憶
を
描
い
た
『
椿
の
海
の
記
』（
河
出
書
房
新
社

二
〇
一
三
年
）、
そ
の
幼
年
期
か
ら
「
近
代
化
」
に
よ
る
文
明
の
軋
み
、

農
漁
村
の
崩
壊
、
敬
愛
す
る
高
群
逸
枝
と
の
出
会
い
な
ど
を
経
て
、『
苦

海
浄
土
』
を
執
筆
す
る
こ
ろ
ま
で
の
記
憶
を
描
い
た
『
葭
の
渚
〔
石
牟

礼
道
子
自
伝
〕』（
藤
原
書
店
二
〇
一
四
年
）、
そ
し
て
十
六
歳
か
ら
二

十
歳
の
期
間
に
書
か
れ
た
未
完
歌
集
『
虹
の
く
に
』、
代
用
教
員
だ
っ

た
敗
戦
前
後
の
日
々
を
綴
る
「
錬
成
所
日
記
」、
尊
敬
す
る
師
宛
て
の

手
紙
、
短
篇
小
説
・
随
筆
を
収
め
た
『
不
知
火
お
と
め
〔
若
き
日
の
作

品
集
』（
藤
原
書
店
同
年
）
な
ど
を
繙
け
ば
、
石
牟
礼
道
子
と
い
う
魂

が
育
ま
れ
た
原
風
景
が
鮮
や
か
に
見
え
て
く
る
。
そ
の
最
後
に
挙
げ
た

書
の
短
歌
を
引
く
。

わ
れ
は
も
よ　

不
知
火
を
と
め　

こ
の
浜
に　

い
の
ち
火
焚
き
て

消
え
つ
つ
ま
た
燃
へ
つ

先
に
鑑
賞
し
た
詩
篇
「
薫
香
」
の
結
び
、

魂
だ
け
に
な
っ
て

じ
ぶ
ん
を
焚
き
は
じ
め
た

の
世
界
と
通
底
す
る
世
界
で
あ
る
。
ま
た
次
の
一
節
が
あ
る
。

こ
の
世
に
悲
し
み
を
持
つ
程
に
、
人
は
美
し
く
な
る
と
か
申
し
ま

す
。
物
狂
ひ
の
心
程
、
一
筋
な
も
の
は
ご
ざ
い
ま
せ
ぬ
。

天
草
と
い
う
太
古
か
ら
続
く
伝
承
的
な
霊
的
精
神
世
界
で
生
ま
れ
育

ち
、
後
年
「
近
代
化
」
の
象
徴
の
よ
う
な
水
俣
に
出
会
っ
た
「
物
狂
ひ

の
心
」
が
、
石
牟
礼
道
子
を
「
自
己
表
出
」
欲
求
へ
と
駆
り
立
て
た
の

だ
。
評
者
は
先
に
被
害
漁
師
た
ち
の
世
界
に
は
元
々
言
葉
が
な
か
っ
た

と
表
現
し
た
が
、
そ
れ
を
訂
正
す
る
と
き
が
き
た
よ
う
だ
。
石
牟
礼
文

学
は
、
彼
ら
と
共
有
す
る
、
自
然
と
直
結
し
た
霊
的
で
豊
か
な
精
神
文

化
の
「
こ
と
ば
」
で
描
き
出
し
た
の
だ
。

そ
の
こ
と
に
情
熱
を
傾
け
る
石
牟
礼
道
子
の
「
物
狂
ひ
」
の
精
神
世

界
に
は
、
日
本
の
「
近
代
化
」
に
要
し
た
時
間
を
遥
か
に
凌
駕
す
る
、

太
古
か
ら
の
悠
久
の
時
間
が
育
ん
だ
豊
か
な
命
の
手
応
え
が
あ
る
。「
水

俣
病
」
事
件
も
そ
の
眼
差
し
で
書
か
れ
た
が
、
そ
の
批
判
を
目
的
と
し

た
わ
け
で
は
な
い
。
完
成
し
た
作
品
が
獲
得
し
た
別
次
元
の
価
値
で
あ

る
。

７　

石
牟
礼
道
子
俳
句
が
問
い
か
け
る
も
の

俳
句
は
石
牟
礼
道
子
に
と
っ
て
自
分
自
身
と
死
者
た
ち
へ
の
慰
撫
で

も
あ
っ
た
。
痛
ま
し
い
死
を
遂
げ
た
魂
た
ち
へ
の
鎮
魂
は
、
日
本
の
詩

歌
や
能
に
お
け
る
基
本
的
な
主
題
で
あ
っ
た
こ
と
に
思
い
至
る
。

世
阿
弥
の
夢
幻
能
は
、
名
所
旧
跡
を
訪
れ
る
旅
人
（
ワ
キ
の
僧
侶
な

ど
）
の
前
に
超
現
実
的
存
在
（
神
・
霊
・
精
な
ど
）
の
主
人
公
（
シ
テ
）

が
出
現
す
る
形
式
で
、
そ
の
地
で
不
遇
の
死
を
遂
げ
た
者
に
対
す
る
鎮

魂
の
意
味
を
持
つ
。
石
牟
礼
道
子
は
「
不
知
火
」
と
い
う
新
作
能
も
書

い
て
い
る
。
チ
ッ
ソ
の
有
毒
物
質
が
不
知
火
海
に
垂
れ
流
さ
れ
た
河
口

を
埋
め
立
て
た
地
に
能
舞
台
が
設
え
ら
れ
、
水
俣
病
の
犠
牲
に
な
っ
た

人
間
や
動
植
物
の
魂
を
慰
撫
す
る
幽
玄
な
能
曲
で
あ
る
。（
注
１
１
）

そ
の
主
題
も
石
牟
礼
俳
句
に
込
め
ら
れ
て
い
る
。
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苦
し
み
の
果
て
に
亡
く
な
っ
た
被
害
者
た
ち
の
目
と
な
っ
て
、
そ
の

心
に
寄
り
添
っ
て
詠
ん
だ
俳
句
も
あ
る
。
石
牟
礼
道
子
は
死
者
、
被
害

者
た
ち
と
精
神
的
同
居
を
し
て
、
こ
の
天
地
の
命
と
魂
を
「
天
」
は
病

ん
で
い
よ
う
と
も
、
そ
の
す
べ
て
を
受
け
入
れ
て
、
俳
句
の
新
境
地
を

切
り
開
い
た
。

女
童
や
花
恋
う
声
が
今
際
に
て

こ
の
句
に
は
、
そ
の
作
句
の
元
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
詩
入
り
の
「
い

ま
わ
の
花
」
と
い
う
随
筆
が
あ
る
。（
注
１
２
）
そ
の
随
筆
も
『
苦
海

浄
土
』
と
同
じ
表
現
方
法
で
、
疑
似
「
聞
き
書
き
」
を
含
む
多
様
な
文

体
で
書
か
れ
て
い
て
、
自
ら
も
や
が
て
「
水
俣
病
」
で
死
ぬ
こ
と
に
な

る
母
の
語
り
で
、
先
に
死
ん
だ
娘
の
様
子
が
回
想
さ
れ
、
そ
れ
を
作
者

が
記
録
し
た
と
い
う
形
式
で
書
か
れ
て
い
る
。
身
体
も
言
語
も
自
由
に

操
れ
な
く
な
っ
て
い
た
娘
が
、
死
に
際
に
縁
側
に
這
い
出
し
て
き
て
、

庭
前
に
咲
い
た
桜
の
花
を
見
上
げ
て
、
や
っ
と
聞
き
取
れ
る
声
で
「
し
ゃ

く
ら
の
花
の
い
つ
く
し
さ
よ
う
な
あ
、
か
か
さ
ん
」
と
呟
い
て
死
ん
だ

と
い
う
随
筆
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
石
牟
礼
俳
句
も
、
他
の
石
牟
礼
文
学
同
様
、「
水
俣
病
」

の
被
害
者
、
死
者
た
ち
の
膨
大
な
沈
黙
、
そ
こ
に
あ
っ
た
当
時
の
自
分

を
含
む
言
葉
の
真
空
状
態
に
、
創
造
的
な
言
葉
を
与
え
よ
う
と
し
て
詠

ま
れ
て
い
る
。
す
べ
て
が
石
牟
礼
道
子
の
「
自
己
表
出
」
と
い
う
文
学

的
欲
求
、
情
念
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
を
表
現
す
る
こ
と
は
、
従
来
の
俳
句
表
現
観
に
よ
る
俳
句
で
は

困
難
な
、
あ
る
い
は
不
可
能
に
近
い
こ
と
だ
ろ
う
。
ど
こ
か
表
現
が
破

綻
し
た
よ
う
な
、
一
句
と
し
て
の
独
立
性
、
完
結
性
を
欠
い
た
作
品
に

見
え
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
石
牟
礼
俳
句
は
そ
の
よ
う
な
視
座
で
の
評
価

に
耐
え
る
作
品
で
は
な
い
。

評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
石
牟
礼
道
子
の
「
自
己
表
出
」

と
い
う
文
学
的
表
現
に
向
か
う
姿
勢
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

東
日
本
大
震
災
後
、
何
か
表
現
し
た
い
、
表
現
し
な
け
れ
ば
、
と
い

う
思
い
に
突
き
動
か
さ
れ
た
俳
人
も
多
い
だ
ろ
う
。
言
葉
を
失
う
よ
う

な
こ
と
に
直
面
し
た
そ
の
と
き
、
ど
ん
な
表
現
が
可
能
か
と
い
う
問
題

に
、
向
き
合
わ
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

石
牟
礼
俳
句
は
す
で
に
、
そ
の
こ
と
に
一
つ
の
指
針
を
与
え
て
く
れ

て
い
た
こ
と
に
、
改
め
て
思
い
至
る
。
わ
た
し
た
ち
は
石
牟
礼
俳
句
と
、

そ
の
よ
う
な
表
現
論
的
出
会
い
を
、
も
う
一
度
、
い
や
何
度
で
も
や
り

直
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

石
牟
礼
俳
句
を
正
当
に
評
価
で
き
る
地
点
に
わ
た
し
た
ち
は
ま
だ
辿

り
着
い
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
俳
句
と
い
う
形
式
を
内
側
か
ら
壊

し
て
し
ま
い
そ
う
な
多
様
な
表
現
方
法
。
そ
し
て
題
材
主
義
・
テ
ー
マ

詠
な
ど
を
遥
か
に
超
え
た
、
存
在
の
痛
み
に
届
く
言
葉
に
よ
る
「
文
明

の
軋
み
」
の
表
現
。
そ
こ
か
ら
立
ち
上
げ
た
普
遍
的
で
根
源
的
な
生
命

観
、
自
然
観
に
支
え
ら
れ
た
主
題
と
多
様
な
表
現
。

石
牟
礼
道
子
俳
句
が
問
い
か
け
て
い
る
の
は
、
そ
ん
な
表
現
論
的
な
、

文
学
に
向
き
合
う
姿
勢
、
創
造
性
、
表
現
方
法
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ

う
。 

―
了

「
桜
し
ゃ
く
らの
花
の
美い
つ
くし
さ
よ
う
な
あ
―
石
牟
礼
道
子
俳
句
が
問
い
か
け
る
も

の
」
注
記

注
１石

牟
礼
道
子
の
句
集
『
天
』
を
編
集
発
行
し
た
の
は
俳
人
の
穴
井
太
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で
あ
る
。
穴
井
太
は
上
野
英
信
と
北
九
州
の
地
で
親
交
が
あ
っ
た
。
上

野
英
信
は
谷
川
雁
、
森
崎
和
江
ら
と
筑
豊
の
炭
鉱
労
働
者
の
自
立
共
同

体
・
サ
ー
ク
ル
村
を
結
成
し
、
機
関
誌
『
サ
ー
ク
ル
村
』
を
刊
行
し
た

メ
ン
バ
ー
で
あ
る
。
穴
井
太
は
北
九
州
市
で
益
田
清
ら
と
『
未
来
派
』

を
創
刊
し
た
。
後
に
金
子
兜
太
の
「
海
程
」
同
人
と
な
り
、
葉
書
の
「
天

籟
通
信
」
を
発
行
し
、
そ
れ
が
や
が
て
俳
誌
形
態
と
な
っ
て
い
る
。
石

牟
礼
道
子
の
俳
句
発
表
の
舞
台
は
主
に
こ
の
誌
上
だ
っ
た
。

注
２「

第
十
五
回
俳
句
四
季
大
賞
」
選
評
（『
俳
句
四
季
』
二
〇
一
六
年
七

月
号
）

注
３『

葭
の
渚　

石
牟
礼
道
子
自
伝
』（
藤
原
書
店
二
〇
一
四
年
）
で
石
牟

礼
道
子
は
こ
う
述
懐
し
て
い
る
。

　
　
　
　

※

『
苦
海
浄
土
』
を
刊
行
し
た
あ
と
、
わ
た
し
が
ノ
ー
ト
片
手
に
、
患

者
さ
ん
宅
を
回
っ
て
取
材
し
た
よ
う
に
思
い
こ
ん
だ
人
た
ち
が
い
た
が
、

わ
た
し
は
そ
う
い
う
こ
と
は
一
切
し
な
か
っ
た
。
見
も
知
ら
ぬ
患
者
さ

ん
の
家
を
直
接
訪
ね
る
な
ど
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
職
業
的
な
ラ
イ

タ
ー
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
志
す
人
に
と
っ
て
は
当
然
の
行
為
か
も
知
れ

な
い
が
、
わ
た
し
は
水
俣
病
に
つ
い
て
何
か
書
こ
う
と
思
っ
て
、
湯
堂

や
茂
道
を
訪
ね
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
た
だ
、
何
か
重
大
な
こ
と
が
起

こ
っ
て
い
る
の
を
感
じ
と
っ
て
、
気
に
か
か
っ
て
な
ら
ず
、
そ
れ
を
見

届
け
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。（
略
）

注
４例

え
ば
東
日
本
大
震
災
後
、
俳
句
総
合
誌
が
「
被
災
地
に
励
ま
し
の

一
句
を
」
と
企
画
し
作
品
の
寄
稿
を
求
め
、
ま
た
、
そ
れ
に
実
作
で
応

え
た
と
い
う
行
為
に
違
和
感
を
抱
く
の
は
、
そ
の
合
〈
目
的
〉
的
な
行

為
が
非
文
学
的
に
感
じ
ら
れ
る
か
ら
だ
。

こ
の
感
じ
方
に
対
す
る
反
論
と
し
て
、
俳
句
は
そ
の
よ
う
な
意
味
で

の
文
学
で
は
な
く
、「
挨
拶
句
」
と
い
う
よ
う
な
言
語
作
法
を
持
つ
特

殊
な
文
芸
で
あ
り
、
困
難
と
思
わ
れ
た
「
震
災
」
と
い
う
「
機
会
句
」

が
隆
盛
を
見
せ
た
の
は
、
俳
句
史
的
に
も
画
期
的
な
事
象
で
あ
っ
た
、

と
い
う
も
の
が
あ
る
。

こ
こ
で
論
考
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
「
俳
句
作
法
内
的
俳

句
論
」
で
は
な
い
。
俳
句
表
現
が
そ
の
よ
う
な
「
特
殊
な
作
法
」
を
伝

統
的
に
持
つ
も
の
だ
と
し
て
も
、
文
芸
の
一
つ
で
あ
る
俳
句
も
、
吉
本

隆
明
が
い
う
直
截
的
な
意
味
作
用
だ
け
で
機
能
す
る
「
指
示
表
出
」
で

は
な
く
、
表
明
し
た
言
語
の
指
示
す
る
意
味
を
超
え
た
何
か
を
表
現
し

よ
う
と
す
る
、「
自
己
表
出
」
的
な
表
現
・
伝
達
機
能
を
有
す
る
も
の

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
ど
ん
な
に
特
殊
で
あ
ろ
う
と
も
、「
俳

句
も
文
学
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
か
ら
免
れ
得
る
も
の
で
は
な
い
。

注
５短

歌
の
才
能
の
開
花
が
契
機
と
な
っ
て
地
方
紙
へ
の
散
文
の
寄
稿
を

求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
谷
川
雁
た
ち
の
『
サ
ー
ク
ル
村
』
活
動
に

も
関
わ
る
よ
う
に
な
る
。『
苦
海
浄
土
』
の
原
型
に
当
た
る
随
筆
も
、

こ
の
過
程
で
書
か
れ
始
め
て
い
る
。
短
歌
と
そ
の
軌
跡
は
歌
集
『
海
と

空
の
間
に
』（
葦
書
房
一
九
八
九
年
刊
）
に
お
い
て
読
み
取
る
こ
と
が

で
き
る
。

注
６短

歌
に
つ
い
て
の
石
牟
礼
道
子
の
言
葉
。
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※

歌
は
言
葉
の
ま
ま
ご
と
だ
っ
た
。
昭
和
三
十
一
年
に
は
『
短
歌
研
究
』

十
月
号
に
「
変
身
の
刻
」
十
四
首
、
十
一
月
に
「
海
女
の
笛
」
十
四
首

が
載
っ
た
り
し
た
が
、
こ
の
頃
が
一
番
心
の
底
に
空
白
感
を
持
っ
て
い

た
よ
う
に
思
う
。
本
心
を
言
え
ば
、
短
歌
と
い
う
形
と
自
分
と
が
し
っ

く
り
し
な
い
気
持
ち
が
消
え
な
か
っ
た
。
一
つ
に
は
「
奇
病
」
が
お
き

つ
つ
あ
っ
た
せ
い
で
、
短
歌
の
も
つ
叙
情
性
と
日
常
に
諸
問
題
が
あ
り

す
ぎ
て
表
現
し
き
れ
な
く
な
っ
て
い
た
。（
略
）
言
葉
に
対
す
る
根
底

的
な
疑
問
が
湧
い
た
。
観
念
の
言
葉
で
は
表
現
で
き
な
い
大
き
な
沼
の

よ
う
な
も
の
を
抱
え
て
い
る
自
覚
が
あ
っ
た
。（
略
）
わ
た
し
は
当
時
、

精
神
的
に
非
常
に
追
い
つ
め
ら
れ
て
い
た
。
短
歌
を
や
め
た
い
と
し
き

り
に
思
っ
て
い
た
。（『
葭
の
渚　

石
牟
礼
道
子
自
伝
』）

注
７『

は
に
か
み
の
国
―
石
牟
礼
道
子
全
詩
集
』（
石
風
社　

二
〇
〇
二
年
）

所
収
「
薫
香
」
全
文

万
管
の
笛
よ
り
も
綾
な
し
て

樹
々
の
み
ど
り
を
渡
る
風

谿た
に
ま間
を
す
べ
り
降
り
る
や

野
牛
の
耳
朶
を
く
す
ぐ
り

じ
い
さ
ま
の
な
た
ま
め
煙
管
に
も
ぐ
り
こ
み

尺
と
り
虫
に
腕
角ず
も
う力
を
し
か
け
て
も
み
た

穀
物
の
み
の
り
を
祝
う
祭
だ
っ
た
の
で

花
び
ら
が
渦
巻
く
よ
う
な

恋
の
さ
ま
ざ
ま
に
ま
ぎ
れ
こ
み　

つ
い

若
も
の
た
ち
の
息
を
ぬ
す
み
と
っ
た
り
し
て

風
は
夜
霧
の
中
で

じ
ぶ
ん
の
い
の
ち
の

素す

裸は
だ
か

を
は
じ
ら
っ
て
い
た
が

た
え
き
れ
ぬ
ま
ま

海
の
上
で　

高
原
の
香
気
を

  

腕か
い
な

の
中
に
囲
い
こ
み

魂
だ
け
に
な
っ
て

じ
ぶ
ん
を
焚
き
は
じ
め
た

注
８

Ｄ　

現
実
の
資
料
文
書
の
挿
入
例

水
俣
市
立
病
院
水
俣
病
特
別
病
棟
Ｘ
号
室

坂
上
ゆ
き　
　
　
　

大
正
三
年
十
二
月
一
日
生

入
院
時
所
見

三
十
年
五
月
十
日
発
病
、
手
、
口
唇
、
口
囲
の
痺
れ
感
、
震
頭
、
言

語
障
碍
、
言
語
は
著
明
な
断
綴
性
蹉
跌
性
を
示
す
。
歩
行
障
碍
、
狂
燥

状
態
。
骨
格
栄
養
共
に
中
等
度
、
生
来
頑
健
に
し
て
著
患
を
知
ら
な
い
。

顔
貌
は
無
慾
状
で
あ
る
が
、
絶
え
ずA

theotse

様Chorea

（
舞
踏
病
）

運
動
を
繰
り
返
し
、
視
野
の
狭
窄
が
あ
り
、
正
面
は
見
え
る
が
側
面
は

見
え
な
い
。
知
覚
障
碍
と
し
て
触
覚
、
痛
覚
の
鈍
麻
が
あ
る
。

Ａ　

第
三
者
と
し
て
の
被
害
者
の
描
写
（
ル
ポ
的
）
例

「
う
、
う
ち
、
は
、
く
、
口
が
、
良
う
、
も
、
も
と
ら
、
ん
。
案
じ
、
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加
え
、
て
聴
い
て
、
は
い
よ
。
う
、
海
の
上
、
は
、
ほ
、
ほ
ん
、
に
、

よ
か
っ
た
。」

彼
女
の
言
語
は
あ
の
、
長
く
ひ
っ
ぱ
る
よ
う
な
、
途
切
れ
途
切
れ
な

幼
児
の
あ
ま
え
口
の
よ
う
な
特
有
な
し
ゃ
べ
り
方
で
あ
る
。
彼
女
は
も

と
ら
ぬ
（
も
つ
れ
る
）
口
で
、
自
分
は
生
来
、
こ
の
よ
う
な
不
自
由
な

見
苦
し
い
言
語
で
し
ゃ
べ
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
水
俣
病
の

た
め
に
、
こ
ん
な
に
言
葉
が
誰
と
で
も
通
じ
に
く
く
な
っ
た
の
は
非
常

に
残
念
で
あ
る
、
と
恥
じ
入
っ
た
。

Ｂ　

被
害
者
の
一
人
称
語
り
例

う
ち
は
前
は
達
者
か
っ
た
。
手
も
足
も
ぎ
ん
ぎ
ん
し
と
っ
た
。
働
き

者
じ
ゃ
ち
ゅ
う
て
、
ほ
め
ら
れ
も
の
で
し
た
。
う
ち
は
寝
と
っ
て
も
仕

事
の
こ
と
ば
っ
か
り
考
ゆ
る
と
ば
い
。

今
は
も
う
麦
ど
き
で
し
ょ
う
が
。
麦
も
播
か
ん
ば
な
ら
ん
が
、
こ
や

し
も
す
る
時
期
じ
ゃ
が
と
気
が
も
め
て
な
ら
ん
。
も
う
す
ぐ
ボ
ラ
の
時

期
じ
ゃ
が
、
と
。
こ
ん
な
ベ
ッ
ド
の
上
に
お
っ
て
も
、
ほ
ろ
ほ
ろ
気
が

モ
メ
て
頭
に
く
る
と
ば
い
。

Ｃ　

三
人
称
小
説
体
で
の
描
写
例

二
丁
櫓
の
舟
は
夫
婦
舟
で
あ
る
。
浅
瀬
を
は
な
れ
る
ま
で
、
ゆ
き
が

脇
櫓
を
軽
く
と
っ
て
小
腰
を
か
が
め
、
ぎ
い
ぎ
い
と
漕
ぎ
つ
づ
け
る
。

渚
の
岩
が
石
に
な
り
砂
に
な
り
、
砂
が
溶
け
て
た
っ
ぷ
り
と
海
水
に
入

り
交
い
、
茂
平
が
力
づ
よ
く
艫
櫓
を
ぎ
い
っ
と
入
れ
る
の
で
あ
る
。
追

う
て
ま
た
ゆ
き
が
脇
を
入
れ
る
。
両
方
の
力
が
狂
い
な
く
追
い
合
っ
て

舟
は
前
へ
ぐ
い
と
で
る
。

不
知
火
海
は
の
ど
か
で
あ
る
が
、
気
ま
ぐ
れ
に
波
が
う
ね
り
を
立
て

て
も
、
ゆ
き
の
櫓
に
か
か
れ
ば
波
は
な
だ
め
ら
れ
、
海
は
舟
を
ゆ
っ
た

り
あ
つ
か
う
の
で
あ
っ
た
。

ゆ
き
は
前
の
嫁
御
に
ど
こ
や
ら
似
と
る
、
と
茂
平
は
お
も
っ
て
い
た
。

口
重
い
彼
は
そ
ん
な
こ
と
は
気
ぶ
り
に
も
出
さ
な
い
。
彼
が
む
っ
つ
り

と
し
て
い
る
と
き
は
大
が
い
気
分
の
い
い
と
き
で
あ
る
。
ゆ
き
が
嫁

入
っ
て
き
た
と
き
、
茂
平
は
新
し
い
舟
を
下
し
た
。
漁
師
た
ち
は
、
ほ

ら
、
茂
平
や
ん
の
よ
さ
よ
さ
、
舟
も
嫁
ご
も
新
し
ゅ
う
な
っ
て
！

と

冷
や
か
し
た
が
、
彼
は
む
っ
と
口
を
ひ
き
結
ん
で
に
こ
り
と
も
し
な

か
っ
た
。
彼
の
気
分
を
知
っ
て
い
る
人
び
と
は
満
足
げ
な
目
つ
き
で
、

そ
の
よ
う
な
彼
を
見
や
っ
た
も
の
で
あ
る
。

注
９

緒
方
正
人
『
常
世
の
舟
を
漕
ぎ
て
―
水
俣
病
私
史
』（
世
織
書
房
一
九

九
六
年
）／
緒
方
正
実
『
水
俣
・
女
島
の
海
に
生
き
る
―
わ
が
闘
病
と

認
定
の
半
生
』(

世
織
書
房
二
〇
一
六
年)

こ
の
二
人
が
辿
り
着
い
た
の
は
、
自
分
の
う
ち
な
る
「
チ
ッ
ソ
」
を

見
つ
め
直
し
、
そ
れ
を
「
許
す
」
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い

う
地
平
で
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
は
そ
の
言
葉
に
触
れ
る
と
、
で
は
、「
あ

な
た
」
と
い
う
個
人
は
、
ど
う
や
っ
て
自
分
の
中
の
加
害
性
を
「
許
し

ま
す
か
」
と
問
わ
れ
て
い
る
地
点
に
追
い
込
ま
れ
る
気
持
ち
に
な
る
。

こ
の
問
い
の
矢
は
日
本
と
い
う
現
代
の
精
神
的
病
理
の
根
源
を
指
し
示

し
て
い
る
。
二
人
を
こ
の
地
平
に
導
い
た
の
も
石
牟
礼
文
学
の
力
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

注
１
０

「『
苦
海
浄
土
』
の
世
界
」
講
談
社
文
庫
『
苦
海
浄
土
』
解
説
。
後
に
『
も

う
ひ
と
つ
の
こ
の
世
―
石
牟
礼
道
子
の
宇
宙
』（
弦
書
房
二
〇
一
三
年
）

に
収
録
。
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注
１
１

新
作
能
「
不
知
火
」（
あ
ら
す
じ
）

チ
ッ
ソ
水
俣
工
場
が
垂
れ
流
し
た
毒
に
よ
っ
て
水
俣
の
海
は
滅
び
た
。

竜
神
の
娘
で
あ
る
海
底
の
宮
の
斎
女
「
不
知
火
」
は
そ
の
毒
に
よ
っ
て

瀕
死
の
状
態
と
な
っ
て
海
底
か
ら
渚
に
現
れ
る
。
一
方
、
竜
神
の
息
子

「
常と
こ

若わ
か

」
は
竜
神
か
ら
人
の
世
の
有
様
の
視
察
に
赴
か
さ
れ
、
海
ば
か

り
で
は
な
く
陸
地
ま
で
も
汚
染
し
た
有
様
を
視
察
す
る
。
そ
の
旅
の
帰

路
、「
不
知
火
」
と
渚
で
邂
逅
す
る
。「
隠お
ん

亡ぼ
う

の
尉じ
ょ
う

」（
注　

実
は
末
世

に
あ
ら
わ
れ
る
菩
薩
）
の
力
で
、「
不
知
火
」
は
死
を
免
れ
る
。
二
人

の
祝
婚
（
注　

神
の
子
で
あ
る
姉
弟
に
禁
忌
婚
の
掟
は
な
い
）
の
た
め

に
古
代
中
国
の
歌
舞
音
曲
の
祖
と
言
わ
れ
る
「
き
」（
注　

パ
ソ
コ
ン

用
字
に
は
な
い
漢
字
な
の
で
ひ
ら
が
な
表
記
に
し
て
い
る
）
が
呼
び
出

さ
れ
、
妙
な
る
音
楽
が
奏
で
ら
れ
る
な
か
、
人
間
が
垂
れ
流
し
た
毒
に

よ
っ
て
狂
い
死
に
し
た
人
、
動
物
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
た
ち
が
蘇

生
し
、
舞
い
踊
り
、
海
は
新
し
い
生
命
を

ら
せ
る
と
い
う
物
語
で
あ
る
。

初
演
は
東
京
の
国
立
能
楽
堂
。「
水
俣
病
」
被
害
者
の
漁
師
た
ち
が

水
俣
で
そ
の
再
演
を
実
現
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
能
舞
台
は
チ
ッ
ソ
水
俣

工
場
の
排
水
口
か
ら
垂
れ
流
さ
れ
た
有
機
水
銀
化
合
物
に
よ
っ
て
汚
染

さ
れ
た
魚
た
ち
が
ド
ラ
ム
缶
に
詰
め
ら
れ
て
埋
め
ら
れ
た
場
所
で
あ
り
、

狂
い
死
に
し
た
猫
た
ち
、
鳥
た
ち
も
こ
こ
に
埋
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た

毒
に
よ
っ
て
悶
死
し
た
す
べ
て
の
人
間
た
ち
の
魂
の
鎮
魂
の
碑
も
こ
こ

に
あ
る
。
水
俣
公
演
で
の
演
出
は
屋
外
で
あ
り
、
夜
の
帷
の
中
で
演
じ

ら
れ
た
。
冒
頭
、
地
謡
が
『
苦
海
浄
土
』
の
エ
ピ
グ
ラ
ム
「
繫
が
ぬ
沖

の
捨す
て

小お

舟ぶ
ね

。
生し
ょ
う
じ死
の
苦く

海が
い

果
て
も
な
し
」
を
歌
い
、「
隠
亡
の
尉
」
が
、

実
景
の
恋
路
島
を
臨
む
水
俣
の
浜
辺
を
「
恋
路
が
浜
」
と
し
た
岸
辺
に

現
れ
、
灯
さ
れ
た
無
数
の
光
の
玉
が
、
周
り
が
暗
く
な
る
に
連
れ
て
輝

き
を
増
す
と
い
う
演
出
で
あ
る
。
そ
れ
は
有
機
水
銀
化
合
物
に
脳
神
経

を
侵
さ
れ
て
体
の
動
き
を
制
御
で
き
な
く
な
り
、

の
火
や
海
の
水
に

飛
び
込
ん
で
狂
い
死
に
を
し
た
無
数
の
猫
た
ち
の
魂
の
象
徴
で
も
あ
っ

た
。「
水
俣
病
」
顕
在
化
の
最
初
の
兆
候
は
、
そ
ん
な
猫
た
ち
の
狂
死

だ
っ
た
。
水
俣
公
演
で
は
、
静
か
に
暗
転
す
る
舞
台
の
闇
の
な
か
、
生

き
と
し
生
け
る
も
の
た
ち
の
無
数
の
魂
の
点
滅
で
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
迎

え
て
い
る
。

注
１
２

随
筆
「
い
ま
わ
の
花
」
抜
粋

　
　
　

※

（
略
）
極
端
な
「
構
語
障
害
」
の
た
め
、
き
き
と
り
に
く
か
っ
た
が
、

母
親
だ
け
に
き
き
と
れ
る
言
い
方
で
、
そ
の
子
は
縁
側
に
い
ざ
り
出
て
、

首
を
も
た
げ
、
唇
を
動
か
し
た
。

な
あ　

か
か
し
ゃ
ん

か
か
し
ゃ
ん

し
ゃ
く
ら
の
は
な
の　

咲
い
と
る
よ
う

  

美い
つ
く

し
さ
よ　

な
あ

な
あ　

し
ゃ
く
ら
の
は
な
の

い
つ
く
し
さ
よ
う

な
あ　

か
か
し
ゃ
ん

し
ゃ
く
ら
の
は
な
の

母
親
は
、
娘
の
眸
に
見
入
っ
た
。
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「
あ
れ
は
ま
だ
…
…
、
こ
の
世
が
見
え
と
っ
た
ば
い
な
ぁ
」

と
思
い
、
自
分
も
ふ
っ
と
ど
こ
か
ら
か
戻
っ
た
気
が
し
た
。
何
の
病
気

だ
か
わ
か
ら
な
い
娘
を
抱
え
歩
い
て
、
病
院
巡
り
も
数
え
き
れ
ぬ
ほ
ど

し
て
、
ど
こ
だ
か
わ
か
ら
ぬ
よ
う
な
世
の
中
に
、
踏
み
迷
っ
て
い
た
よ

う
な
気
が
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

―
桜
の
時
期
に
な
っ
と
っ
た
ば
い
な
あ
、
世
の
中
は
春
じ
ゃ
っ
た
と

ば
い
な
あ
、
ち
思
い
ま
し
た
。
思
い
ま
し
た
が
、
春
が
ち
ゃ
ん
と
見
え

た
わ
け
で
も
な
か
で
す
も
ん
。
そ
れ
で
も
、
と
よ
子
が
さ
す
指
の
先
に
、

桜
の
咲
い
と
り
ま
し
て
、
あ
あ
ほ
ん
に
、
美い
つ
くし
さ
よ
う
ち
、
思
い
よ
り

ま
し
た
が
な
あ
。

わ
た
し
は
あ
の
頃
、
ど
こ
に
お
り
ま
し
た
で
し
ょ
う
か
。
ど
う
も
、

こ
の
世
で
は
な
か
っ
た
ご
た
る
で
す
よ
。（
略
）

　
　
　

※

こ
の
後
、
母
親
が
娘
を
背
負
っ
て
病
院
巡
り
を
し
て
い
た
頃
の
回
想

と
な
り
、
そ
ん
な
あ
る
雪
の
日
、
坂
の
途
中
で
背
中
の
娘
が
突
然
激
し

い
痙
攣
を
起
こ
し
て
、
二
人
は
そ
の
ま
ま
崖
下
の
畑
に
転
落
し
、
振
っ

て
来
た
石
に
も
当
た
っ
て
し
ま
う
。
幸
い
二
人
は
そ
の
と
き
は
一
命
を

取
り
留
め
る
。

随
筆
は
こ
う
続
く
。

　
　
　

※

あ
ん
時
に
死
な
せ
ず
に
、
よ
っ
ぽ
ど
よ
か
っ
た
で
す
よ
。
桜
の
花
見

て
死
ん
で
。

人
の
せ
ぬ
病
気
に
摑
ま
え
ら
れ
て
、
苦
し
ん
で
死
ん
で
。
そ
の
苦
し

み
よ
う
は
、
人
間
の
か
わ
り
、
人
さ
ま
方
の
か
わ
り
で
し
た
。
そ
れ
で

美
し
か
桜
ば
見
て
死
ん
で
。

親
に
教
え
て
く
れ
ま
し
て
な
あ
。
口
も
利
け
ん
よ
う
に
な
っ
と
っ
て
。

さ
く
ら
と
言
え
ず
に
、
し
ゃ
く
ら
、
し
ゃ
く
ら
ち
ゅ
う
て
、
曲
が
っ
た

指
で
。

美
し
か
、
お
ひ
な
さ
ん
の
ご
た
る
指
し
と
り
ま
し
た
て
、
曲
っ
て
し

も
て
。

そ
の
指
で
桜
ば
さ
し
て
み
せ
て
。（
略
）

わ
た
し
は
不
思
議
じ
ゃ
っ
た
で
す
よ
。
こ
の
世
に
ふ
っ
と
戻
っ
た
で

す
も
ん
。
死
ん
で
ゆ
く
あ
の
子
に
呼
ば
れ
て
、
花
ば
見
て
。

ど
こ
に
居
っ
た
と
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
ま
で
は
。

こ
の
世
の
景
色
は
見
え
と
っ
て
、
見
え
と
ら
ん
。
人
の
言
葉
も
聞
い

て
お
っ
て
、
聞
こ
え
て
は
お
ら
ん
、
わ
た
し
の
言
葉
も
、
ど
な
た
に
も

聞
こ
え
ち
ゃ
お
ら
ん
と
で
す
も
ん
ね
え
。
あ
あ
い
う
所
は
、
こ
の
世
と

あ
の
世
の
間
で
し
ょ
う
ば
い
な
あ
。

と
よ
子
が
死
ん
で
か
ら
、
自
分
の
躰
も
お
か
し
ゅ
う
な
る
ば
っ
か
り

で
、
長
う
は
生
き
ら
れ
ま
せ
ん
と
で
す
も
ん
き
っ
と
、
同
じ
病
気
で
す

け
ん
。
あ
の
子
の
言
葉
が
、
時
々
聞
え
ま
す
と
、
耳
元
に
。

死
ぬ
前
に
美
し
か
も
ん
の
見
ゆ
れ
ば
、
よ
か
所
に
ゆ
け
る
ち
言
い
ま

す
で
し
ょ
。
仏
さ
ん
の
世
界
は
遠
か
そ
う
で
す
も
ん
、
死
ん
で
か
ら
ま

た
、
そ
の
先
に
往
か
ん
ば
な
ら
ん
と
こ
ろ
は
。
十
万
億
土
ち
云
い
ま
す

も
ん
。（
略
）

病
ん
で
、
ひ
と
り
で
は
な
ん
も
し
き
ら
ず
、
人
さ
ま
の
厄
介
に
な
る

の
を
み
す
み
す
置
い
て
、
先
に
往
き
な
は
る
親
御
さ
ん
も
、
お
ん
な
は

る
と
で
す
け
ん
、
残
し
て
往
く
人
よ
り
わ
た
し
は
よ
っ
ぽ
ど
よ
か
で
す

よ
な
あ
。
親
よ
り
先
に
往
っ
て
く
れ
て
。
何
ち
ゅ
う
子
で
し
ょ
か
。
こ

の
世
の
な
ご
り
に
、
花
ま
で
見
せ
て
く
れ
て
。
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溝
口
ま
さ
ね
と
い
う
人
で
あ
っ
た
。
大
工
を
し
て
い
た
夫
は
、
娘
の

後
を
追
う
よ
う
に
先
に
死
に
、
さ
く
ら
の
花
、
と
い
う
と
き
、
こ
の
人

は
、
眉
根
を
き
ゅ
っ
と
寄
せ
、
い
つ
も
う
る
ん
で
い
た
大
き
な
黒
目
勝

ち
の
ま
な
こ
を
思
い
凝
ら
し
た
よ
う
に
遠
く
へ
放
っ
て
い
た
。
か
な
し

み
の
く
れ
な
い

0

0

0

0

が
、
瞼
に
さ
し
て
、
そ
の
顔
は
美
し
か
っ
た
。

人
さ
ま
方
の
替
り
に
、
人
間
の
負
っ
た
こ
と
の
な
い
荷
を
負
っ
て
、

八
つ
の
娘
と
と
も
に
往
く
の
だ
と
は
、
人
柱
に
な
る
者
の
想
い
に
近
い
。

望
ん
で
な
っ
た
の
で
は
な
い
が
、
わ
れ
と
わ
が
胸
に
、
そ
の
よ
う
に
言

い
聞
か
せ
ね
ば
、
娘
も
成
仏
で
き
ま
い
。

 

―
注
記　

以
上

◇
評
論
賞
受
賞
の
こ
と
ば
◇

　

豊
か
な
る
古
謡
的
韻
律
の
源
淵
を
求
め
て

 
武
良　

竜
彦

　

石
牟
礼
道
子
の
魂
の
伴
走
者
で
、
そ
の
作
品
を
世
界
に
知
ら
し
め
る
こ

と
に
尽
力
し
た
評
論
家
の
渡
辺
京
二
氏
が
「
重
要
な
の
は
、
彼
女
の
作
品

の
構
造
、
文
章
の
特
質
を
分
析
し
、
そ
の
特
異
さ
が
何
を
意
味
す
る
の
か

理
解
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の
作
業
は
ほ
と
ん
ど
ま
だ
行
わ
れ
て
い
な
い
」

と
二
○
一
三
年
の
時
点
で
述
べ
て
い
た
。
そ
ん
な
文
学
作
品
論
的
な
空
白

を
埋
め
る
こ
と
を
志
し
た
の
が
、
本
稿
の
起
稿
の
目
的
で
あ
る
。
石
牟
礼

の
全
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
の
構
造
分
析
を
し
て
、
俳
句
作
品
と
の
関
連
を
論

考
し
た
。

　

文
学
作
品
の
評
論
と
は
「
作
品
行
為
論
」
的
手
法
で
、
作
品
の
孕
む
深

淵
な
主
題
を
探
り
当
て
、
そ
の
可
能
性
に
つ
い
て
論
考
す
る
も
の
だ
。
そ

の
意
味
で
本
稿
は
石
牟
礼
論
の
序
論
に
過
ぎ
な
い
。
石
牟
礼
文
学
は
、
現

代
の
世
界
文
学
的
な
水
準
か
ら
見
て
も
、
最
前
衛
的
価
値
と
深
度
を
有
し

て
い
る
。
非
文
字
文
化
の
伝
承
的
古
謡
の
調
べ
と
、
そ
れ
を
支
え
る
魂
を

蘇
生
さ
せ
る
力
を
有
し
て
い
る
。
肉
声
に
よ
る
古
謡
に
内
在
す
る
魂
の
力

は
、
自
然
と
直
接
的
に
交
感
す
る
言
霊
的
、
憑
依
的
、
呪
術
的
韻
律
文
化

で
あ
る
。
そ
の
力
は
、
現
代
俳
句
を
内
側
か
ら
蘇
生
さ
せ
る
可
能
性
を
秘

め
て
い
る
。
論
考
す
べ
き
石
牟
礼
文
学
の
真
の
論
点
は
そ
こ
に
あ
る
と
言

う
べ
き
だ
ろ
う
。
論
考
執
筆
の
場
を
与
え
て
く
れ
た
高
野
ム
ツ
オ
氏
、
齋

藤
愼
爾
氏
に
、
こ
の
誌
面
を
借
り
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

六
名
の
選
考
委
員
の
方
々
に
も
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

俳
歴

一
九
九
三
年（
平
成
五
年
）高
野
ム
ツ
オ
第
二
句
集
『
鳥
柱
』
の
栞
文
「『
鳥

柱
』
の
方
へ
『
か
げ
ろ
う
の
家
』
発
、
午
前
零
時
」

二
〇
一
三
年
（
平
成
二
五
年
）
第
六
回
佐
藤
鬼
房
顕
彰
俳
句
大
会
奨
励
賞

二
〇
一
四
年
（
平
成
二
六
年
）
第
三
四
回
現
代
俳
句
評
論
賞
佳
作
「
不
可

能
性
の
文
学
の
大
い
な
る
可
能
性
―
高
野
ム
ツ
オ
句
集
の
軌
跡
か
ら
」（『
現

代
俳
句
』
に
掲
載
）

二
〇
一
五
年
（
平
成
二
七
年
）
第
九
回
小
熊
座
賞
佳
作
「
後
の
余
白
」（『
小

熊
座
』
に
掲
載
）

二
〇
一
六
年
（
平
成
二
八
年
）
齋
藤
愼
爾
句
集
『
陸
沈
』
解
説
文
「
葬
送

の
螢
袋
」、
栞
「〈
喪
郷
〉
の
眼
差
し
」

現
在　
「
小
熊
座
」
俳
句
会
同
人
。「
俳
句
時
評
」
担
当
。


