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一

　
　
　
日
。
六
月
の
雑
誌
二
冊
ふ
と
こ
ろ
に
し
て
、
朝
、
砂
浜
に
坐
る
。
時

々
こ
ん
な
風
に
し
て
浜
に
降
り
る
が
今
朝
は
い
つ
も
と
は
違
つ
た
心
だ
つ
た
。

「
月
評
」
を
す
る
筈
な
の
だ
。
こ
れ
は
初
め
て
の
仕
事
だ
。
　
　
だ
か
ら
、

で
あ
る
。
手
紙
で
友
人
の
創
作
に
つ
い
て
の
批
評
や
感
想
は
往
々
書
く
が
、

そ
れ
と
こ
れ
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
。
相
手
の
性
格
も
日
常
生
活
も
よ
く
知

つ
て
ゐ
る
し
、
当
人
の
創
作
は
残
ら
ず
読
ん
で
ゐ
る
と
い
ふ
親
し
い
四
五
人

の
友
達
だ
け
に
止
つ
て
ゐ
た
。
そ
れ
だ
け
に
そ
れ
は
勿
論
、
創
作
以
外
に
わ

た
る
「
お
互
ひ
に
許
し
て
ゐ
る
無
遠
慮
、
同
情
、
非
難
」
で
、
同
志
に
解
り
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き
つ
た
こ
と
は
省
く
…
…
と
い
ふ
や
う
な
あ
ん
ば
い
で
、
極
め
て
安
易
に
行

ふ
、
客
観
的
に
は
批
評
の
形
式
に
な
つ
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
や
う
な
も
の
よ
り

他
に
経
験
が
な
い
。
同
人
雑
誌
を
や
つ
て
ゐ
る
時
分
毎
月
一
回
づ
ゝ
主
に
そ

の
雑
誌
に
つ
い
て
の
座
談
批
評
会
を
や
つ
た
こ
と
が
あ
る
、
そ
れ
は
二
年
あ

ま
り
続
い
た
。
自
分
は
そ
の
席
上
で
一
番
喋
舌
れ
ぬ
者
だ
つ
た
。
「
此
集
り

は
面
白
く
な
い
か
ら
止
よ
う
ぢ
や
な
い
か
。
」
と
云
つ
て
同
人
の
凡
て
に
反

感
を
持
た
れ
た
の
は
自
分
だ
つ
た
。
加
け
に
自
分
の
読
書
範
囲
は
非
常
に
狭

い
、
好
き
な
作
家
尊
敬
し
て
居
る
作
家
の
み
に
止
つ
て
ゐ
た
。
こ
れ
は
余
り

好
も
し
い
癖
で
は
な
い
と
思
ふ
。
出
来
る
こ
と
な
ら
矯
正
し
た
い
と
思
ふ
。

一
つ
は
そ
ん
な
理
由
で
こ
れ
を
引
き
う
け
た
の
で
あ
る
が
。
こ
の
虫
の
よ
さ

は
経
験
と
素
養
と
を
観
れ
ば
、
そ
れ
に
お
ど
か
さ
れ
て
忽
ち
打
ち
消
さ
れ
て
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し
ま
ふ
。
た
ゞ
此
頃
い
ろ
〳
〵
な
も
の
を
読
ん
で
見
た
、
要
求
に
か
ら
れ
て
、

二
三
ヶ
月
前
か
ら
雑
誌
に
限
ら
ず
新
刊
書
を
大
分
読
ん
だ
。
そ
の
中
で
伊
藤

靖
氏
の
「
発
掘
」
は
明
ら
か
な
印
象
が
残
つ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
友
人
に
す
ゝ

め
ら
れ
て
読
ん
だ
の
だ
が
、
読
ん
で
よ
か
つ
た
と
思
つ
た
。
そ
の
他
に
も
二

三
あ
つ
た
が
こ
ゝ
で
は
省
く
。

　
こ
ん
な
風
に
自
分
を
語
る
こ
と
は
読
者
に
と
つ
て
迷
惑
な
こ
と
に
違
ひ
な

い
。
愚
か
な
る
こ
と
は
仕
方
が
な
い
、
素
養
の
な
い
こ
と
は
今
は
間
に
合
は

な
い
不
遜
の
極
み
で
あ
る
が
こ
ん
な
文
章
の
体
裁
で
、
た
ゞ
落
着
い
て
読
ん

だ
後
の
「
感
想
」
を
書
い
て
見
よ
う
、
嘘
で
な
い
こ
と
は
恥
づ
る
必
要
は
な

い
。

　
一
つ
読
ん
で
直
ぐ
に
そ
れ
を
考
へ
る
方
が
記
憶
が
は
つ
き
り
し
て
い
ゝ
か
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？
　
そ
れ
と
も
一
二
冊
ま
と
め
て
読
ん
で
記
憶
を
た
ど
つ
た
方
が
い
ゝ
か
？

　
こ
ん
な
こ
と
に
も
迷
つ
た
が
、
今
日
は
と
に
か
く
こ
の
二
冊
（
「
改
造
」

と
「
解
放
」
）
を
す
つ
か
り
読
ん
で
し
ま
は
う
と
思
つ
た
。

　
　
　
　
　
二

　
滝
井
孝
作
氏
の
「
妹
の
問
題
」
（
「
改
造
」
）
は
、
静
か
な
気
持
で
読
み

終
つ
た
。
別
に
退
屈
も
覚
へ
な
か
つ
た
代
り
に
は
、
興
奮
も
感
じ
な
か
つ
た
。

お
そ
ら
く
作
者
の
特
質
は
こ
ゝ
に
存
る
の
だ
ら
う
。
余
程
念
の
入
つ
た
筆
づ

か
ひ
で
あ
つ
た
作
者
は
、
努
め
て
堪
へ
た
の
で
も
あ
ら
う
が
、
主
人
公
の
気

持
が
地
味
過
ぎ
て
「
妹
の
問
題
」
が
余
り
淡
い
や
う
に
思
へ
て
な
ら
な
か
つ
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た
。
「
彼
」
が
も
つ
と
悩
ん
で
も
よ
さ
ゝ
う
に
見
ゆ
る
と
こ
ろ
で
奇
麗
に
脱

し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
が
物
足
り
な
か
つ
た
。
作
者
の
こ
の
特
質
を
忘
れ
て
不
満

を
覚
へ
る
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
お
だ
や
か
な
調
子
の
う
ち
で
、
も
つ
と

「
熱
」
を
望
み
た
い
の
だ
。
氏
の
も
の
は
初
め
て
読
ん
だ
が
、
所
謂
熱
情
に

駆
ら
れ
て
、
あ
と
に
な
つ
て
冷
汗
を
覚
ゆ
る
や
う
な
失
敗
の
作
は
書
か
な
い

人
だ
ら
う
と
思
ふ
。

　
同
じ
雑
誌
で
、
や
は
り
初
め
て
読
ん
だ
武
林
無
想
庵
氏
の
「
ダ
ン
ス
、
マ

カ
ブ
ル
」
と
い
ふ
の
が
あ
る
、
こ
れ
は
ま
た
何
と
い
ふ
愉
快
な
「
暴
風
雨
」

で
あ
ら
う
。
し
か
し
読
ん
で
ゐ
る
間
は
烈
し
い
文
字
や
、
く
ど
い
形
容
な
ど

で
ム
カ
つ
い
て
し
ま
つ
た
が
、
読
後
に
至
つ
て
、
ド
ス
ン
と
明
ら
か
に
胸
に

響
く
も
の
が
あ
つ
た
。
さ
う
し
て
読
ん
で
ゐ
た
間
の
不
満
は
大
概
棒
引
き
に
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す
る
こ
と
が
出
来
た
。
「
無
理
も
な
い
」
と
い
ふ
気
が
し
て
、
す
つ
か
り
嬉

し
く
な
つ
た
、
「
彼
」
が
あ
の
や
う
に
す
さ
ま
じ
い
興
奮
に
引
づ
ら
れ
て
づ

る
〳
〵
と
次
か
ら
次
へ
堕
ち
て
ゆ
く
目
ざ
ま
し
さ
は
、
何
よ
り
も
親
し
み
を

覚
ゆ
る
。
「
彼
」
が
酔
つ
て
し
ま
つ
て
か
ら
種
々
な
人
々
に
出
遇
ふ
、
そ
の

人
々
が
酔
漢
に
依
つ
て
或
程
度
ま
で
統
一
さ
れ
て
、
よ
く
、
面
白
く
描
か
れ

て
ゐ
た
、
こ
の
作
を
読
ん
で
文
字
通
り
な
恐
怖
と
か
頽
廃
と
か
…
…
そ
ん
な

こ
と
は
余
り
感
じ
な
か
つ
た
。
「
醜
悪
」
な
感
じ
も
し
な
い
。

「
ダ
ン
ス
、
マ
カ
ブ
ル
」
と
い
ふ
文
字
を
知
ら
な
か
つ
た
の
で
友
達
に
も
二

三
訊
ね
た
が
解
ら
な
か
つ
た
の
で
字
引
を
引
い
て
見
た
ら
「
デ
ツ
ス
、
オ
ブ
、

ダ
ン
ス
」
と
あ
つ
た
。
作
者
と
し
た
ら
そ
れ
位
ひ
の
題
は
付
け
た
い
で
あ
ら

う
が
　
　
細
い
こ
と
は
云
ひ
た
く
な
い
。
自
分
は
好
意
を
も
ち
過
ぎ
て
作
者
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に
む
し
ろ
不
遜
な
言
葉
を
送
つ
た
か
も
知
れ
な
い
。
云
ひ
足
し
て
お
く
が
篇

中
の
主
人
公
の
独
白
的
「
饒
舌
」
に
は
決
し
て
ま
か
れ
な
か
つ
た
。
若
し
平

読
者
だ
つ
た
ら
そ
の
あ
た
り
で
措
い
て
し
ま
つ
て
、
こ
の
「
傑
作
」
を
見
落

し
た
か
も
知
れ
ぬ
。

　
　
　
　
　
三

　
広
津
和
郎
氏
の
「
隠
れ
家
」
（
「
改
造
」
）
は
、
原
稿
を
書
く
こ
と
に
追

は
れ
て
ゐ
る
「
私
」
が
仕
事
の
為
め
隠
れ
家
を
持
つ
て
ゐ
た
、
執
筆
に
迷
つ

て
ゐ
る
最
中
偶
然
に
も
隣
室
に
興
味
の
あ
る
事
件
を
発
見
し
て
、
こ
れ
は
書

け
る
な
…
…
と
思
ふ
、
さ
う
し
て
そ
の
奇
異
な
事
件
の
こ
と
が
「
私
」
が
書
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か
う
と
思
つ
て
ゐ
る
隣
り
か
ら
聞
え
て
来
る
儘
に
書
い
て
あ
る
、
そ
の
事
件

の
結
果
は
あ
つ
け
な
く
終
る
。
さ
う
し
て
そ
れ
を
小
説
に
書
か
う
と
思
つ
て

ゐ
た
「
私
」
は
失
望
を
感
じ
な
が
ら
「
人
生
に
対
す
る
私
達
の
仕
事
の
位
置
」

を
見
せ
つ
け
ら
れ
た
や
う
な
気
が
し
て
苦
笑
す
る
、
と
こ
ろ
で
終
つ
て
ゐ
る
。

未
定
稿
と
し
て
あ
る
が
こ
れ
だ
け
で
充
分
ま
と
ま
つ
て
ゐ
る
と
思
ふ
。
奇
異

な
事
件
そ
の
も
の
よ
り
も
、
無
論
心
を
引
か
れ
た
の
は
か
く
れ
て
ゐ
る
主
人

公
の
気
持
に
で
あ
つ
た
。
あ
の
事
件
を
い
き
な
り
小
説
に
し
な
い
で
傍
観
し

な
が
ら
、
さ
う
し
て
そ
の
二
つ
の
心
が
共
に
あ
ゝ
し
た
結
末
に
至
る
と
こ
ろ

が
こ
の
短
篇
の
主
題
で
、
氏
の
も
の
ゝ
見
方
が
は
つ
き
り
う
か
ゞ
は
れ
て
快

か
つ
た
。

　
私
は
武
者
小
路
氏
の
古
く
か
ら
の
愛
読
者
だ
。
「
或
る
男
」
も
、
自
叙
伝
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を
読
む
興
味
な
ど
か
ら
離
れ
た
意
味
に
於
て
も
、
出
る
毎
に
愛
読
は
し
て
ゐ

る
が
、
こ
れ
は
こ
ゝ
で
事
更
に
感
想
を
述
べ
た
く
な
い
。
こ
の
作
に
つ
い
て
、

小
説
と
し
て
ど
う
の
こ
う
の
と
い
ふ
こ
と
は
云
ひ
た
く
な
い
し
（
そ
ん
な
こ

と
を
一
寸
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
が
）
だ
ま
つ
て
終
ひ
ま
で
読
み
た
い
と
思
ふ
。

「
新
型
の
帽
子
諸
君
」
と
氏
は
「
雑
二
十
」
（
「
解
放
」
）
の
中
で
叫
ん
で

ゐ
る
が
全
く
そ
ん
な
こ
と
は
氏
に
叫
ば
せ
た
く
な
い
。

　
葛
西
善
蔵
氏
の
「
不
良
児
」
（
「
改
造
」
）
は
、
「
不
良
児
」
を
も
つ
た

父
が
そ
の
子
供
の
行
衛
に
つ
い
て
種
々
の
気
苦
労
を
重
ね
る
と
こ
ろ
が
、
ど

つ
し
り
と
重
味
の
あ
る
筆
で
書
か
れ
て
居
る
。
氏
の
も
の
は
大
概
読
ん
で
ゐ

る
、
そ
う
し
て
愛
読
者
で
あ
る
。
こ
の
短
篇
も
決
し
て
期
待
を
裏
切
ら
ぬ
も

の
だ
つ
た
。
氏
の
愛
読
者
は
誰
で
も
そ
う
思
ふ
で
あ
ら
う
。
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小
川
未
明
氏
の
「
も
う
不
思
議
で
な
い
」
（
「
解
放
」
）
を
読
ん
だ
時
、

私
は
ず
つ
と
以
前
「
記
憶
は
復
讐
す
」
と
い
ふ
の
を
読
ん
だ
時
の
こ
と
を
思

ひ
出
し
た
。
こ
れ
は
Ａ
と
Ｂ
と
の
二
つ
の
話
で
、
Ａ
は
少
年
時
代
の
思
ひ
出

が
詩
味
の
深
い
筆
で
、
善
良
な
人
間
が
「
人
を
殺
し
た
り
、
ま
た
自
分
が
殺

さ
れ
た
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
こ
と
を
ま
ざ
ま
ざ
と
見
せ
つ
け
ら
れ
て

「
私
」
が
最
初
の
驚
異
に
出
遇
つ
た
こ
と
が
書
い
て
あ
る
。
Ｂ
に
は
、
あ
る

友
達
に
依
つ
て
折
角
の
喜
び
を
裏
切
ら
れ
た
が
、
「
も
う
不
思
議
で
な
い
」

と
思
ふ
や
う
に
な
つ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
ゐ
る
。
二
つ
と
も
主
題
に
向
つ
て

簡
潔
に
書
か
れ
て
あ
る
、
簡
潔
で
は
あ
る
が
ゆ
つ
た
り
と
し
た
筆
致
で
静
か

に
物
語
を
聞
か
す
や
う
に
余
韻
を
残
す
も
の
だ
つ
た
。
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四

　
宮
島
資
夫
氏
の
「
安
全
弁
」
（
「
解
放
」
）
は
結
末
で
、
全
体
が
生
き
返

つ
て
ゐ
る
。
凋
ん
で
ゆ
か
う
と
す
る
生
命
か
ら
反
抗
の
手
段
に
ま
で
及
ぶ
経

過
は
、
端
的
す
ぎ
る
程
に
語
ら
れ
て
ゐ
る
が
感
じ
が
生
々
と
し
て
ゐ
な
い
。

病
状
の
幻
想
や
生
活
は
想
像
的
な
や
う
な
と
こ
ろ
も
割
合
に
実
際
的
に
う
な

づ
か
れ
る
が
、
さ
う
し
て
結
末
に
向
つ
て
効
果
を
も
た
ら
せ
て
ゐ
る
が
、
題

材
か
ら
見
れ
ば
も
つ
と
陰
惨
な
感
銘
を
与
へ
ら
れ
べ
き
筈
だ
が
、
そ
れ
が
迫

つ
て
来
な
い
。

　
こ
の
人
の
も
の
は
初
め
て
読
む
と
か
、
こ
の
人
の
も
の
は
愛
読
し
て
ゐ
る

の
で
す
つ
か
り
読
ん
で
ゐ
る
か
ら
、
な
ど
ゝ
云
ふ
こ
と
は
、
つ
い
云
ひ
た
く
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も
な
る
し
云
つ
て
も
好
い
と
は
思
ふ
が
、
な
る
べ
く
多
く
読
ん
で
「
そ
の
も

の
」
だ
け
に
つ
い
て
出
来
る
だ
け
簡
単
に
述
べ
よ
う
と
す
る
に
は
不
必
要
な

こ
と
で
、
ま
た
自
分
に
と
つ
て
も
不
快
な
気
が
す
る
の
で
、
な
る
べ
く
省
き

た
い
と
思
つ
た
。

　
戯
曲
は
ま
と
め
て
後
で
読
む
つ
も
り
に
し
て
ゐ
た
が
、
谷
崎
潤
一
郎
氏
の

戯
曲
は
、
い
つ
も
そ
の
小
説
を
読
む
場
合
と
殆
ど
同
じ
気
持
で
読
み
得
ら
る
ゝ

の
で
（
「
新
小
説
」
）
の
「
お
国
と
五
平
」
を
先
に
読
ん
だ
。
こ
れ
は
自
分

ば
か
り
が
そ
ん
な
気
が
す
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
さ
う
い
ふ
気
持
で
氏
の

戯
曲
を
読
ん
で
、
大
概
幻
滅
を
覚
へ
た
こ
と
が
な
い
。
戯
曲
と
し
て
読
む
堅

苦
し
さ
を
感
じ
な
い
。
「
お
国
と
五
平
」
も
さ
う
だ
つ
た
。
こ
れ
は
氏
の
す

つ
か
り
手
に
入
つ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
ま
た
例
の
人
物
が
出
て
来
た
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と
さ
う
い
ふ
眼
で
自
分
は
見
た
く
な
い
。

　
そ
れ
は
余
裕
あ
る
完
成
を
示
し
て
ゐ
る
。
大
成
の
境
が
う
か
ゞ
は
れ
る
。

近
頃
氏
の
創
作
が
、
初
期
の
頃
に
比
べ
て
「
熱
」
が
乏
し
い
な
ど
ゝ
い
ふ
こ

と
を
よ
く
聞
く
。
さ
う
し
て
そ
れ
は
、
さ
う
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
は
一
応
う
な

づ
か
れ
る
が
自
分
は
決
し
て
さ
う
は
思
は
な
い
。
読
者
の
心
に
響
く
と
こ
ろ

が
な
い
と
か
何
も
の
を
も
与
へ
ら
れ
な
い
と
か
（
僕
は
さ
う
思
は
な
い
が
）

そ
ん
な
こ
と
は
云
ふ
必
要
は
な
い
。
自
分
は
氏
が
悉
く
時
流
を
超
越
し
た
、

と
い
ふ
よ
り
も
寧
ろ
別
個
の
も
の
と
し
て
存
在
し
て
ゐ
る
の
だ
と
い
ふ
明
か

な
態
度
を
見
せ
ら
る
ゝ
の
を
快
く
思
ふ
。

　
　
　
　
　
五
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里
見
弴
氏
の
随
筆
「
白
酔
亭
漫
記
」
（
「
新
小
説
」
）
で
は
得
る
と
こ
ろ

が
あ
つ
た
。
「
春
め
い
た
日
の
出
来
ご
と
」
「
瑠
璃
子
の
鞭
」
な
ど
共
に
極

く
短
い
文
章
だ
が
、
は
つ
き
り
と
胸
に
注
ぎ
こ
ま
れ
た
も
の
が
あ
つ
た
。
場

面
の
活
々
し
た
描
写
　
　
例
へ
ば
「
そ
こ
へ
来
て
、
巡
査
に
手
を
挙
げ
ら
れ

て
、
岡
持
の
な
か
で
ガ
チ
リ
と
瀬
戸
物
の
音
を
さ
せ
て
、
出
前
持
の
男
が
、

危
く
自
転
車
か
ら
飛
び
お
り
る
と
ち
よ
い
と
舌
鼓
で
も
打
ち
た
げ
な
表
情
を

見
せ
た
が
…
…
」
等
で
も
喜
ば
さ
れ
過
ぎ
て
し
ま
つ
た
か
た
ち
だ
つ
た
。

「
詩
」
で
あ
る
。

（
第
二
回
の
と
こ
ろ
で
「
デ
ツ
ス
オ
ブ
ダ
ン
ス
」
と
あ
つ
た
の
は
「
ダ
ン
ス

オ
ブ
デ
ツ
ス
」
の
誤
り
だ
つ
た
と
思
ふ
か
ら
訂
正
す
る
。
）

16海浜日誌



　
中
戸
川
吉
二
氏
の
「
叔
母
老
い
る
」
（
「
表
現
」
）
は
、
キ
ビ
キ
ビ
し
た

筆
致
で
、
書
か
う
と
し
た
こ
と
を
一
気
に
書
き
終
へ
た
（
事
実
は
そ
ん
な
筈

は
な
か
ら
う
が
）
や
う
に
思
は
せ
ら
る
ゝ
作
だ
。
作
者
は
可
成
り
自
由
な
気

持
で
、
そ
の
材
料
を
取
り
扱
つ
て
ゐ
る
。
だ
か
ら
「
面
白
く
」
読
み
得
る
も

の
だ
つ
た
。
殊
に
叔
母
に
対
す
る
思
ひ
出
の
と
こ
ろ
（
そ
れ
が
こ
の
作
の
中

心
で
あ
る
通
り
）
で
、
母
と
叔
母
と
幼
い
「
私
」
と
の
三
人
が
温
泉
場
に
於

け
る
個
所
は
、
情
景
も
気
持
の
描
写
も
飽
く
ま
で
も
細
か
く
（
よ
く
こ
ん
な

古
い
記
憶
が
こ
ん
な
に
ま
で
細
か
く
残
つ
て
ゐ
た
と
思
は
れ
る
程
）
書
か
れ

て
、
あ
る
淡
い
詩
的
情
緒
を
滲
ま
せ
て
ゐ
る
。

「
詩
的
情
緒
」
と
云
つ
た
ら
う
な
づ
か
れ
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
所
謂

「
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
」
を
嫌
つ
て
、
お
さ
へ
て
、
そ
の
反
動
的
な
言
葉
を
投

17



げ
出
さ
ず
に
は
居
ら
れ
な
い
「
私
」
の
心
と
心
と
の
移
り
ゆ
く
間
に
、
さ
う

し
た
雰
囲
気
を
滲
ま
せ
た
と
で
も
云
ふ
べ
き
も
の
で
、
一
体
中
戸
川
氏
の
そ

の
好
み
は
余
程
強
い
も
の
で
、
多
く
の
作
で
は
大
概
そ
れ
を
か
く
し
終
し
て

ゐ
る
が
、
こ
れ
は
題
材
が
題
材
だ
け
に
全
体
を
か
へ
り
み
て
も
、
さ
う
し
た

気
分
は
残
る
。
だ
か
ら
文
章
と
文
章
の
つ
な
ぎ
に
も
可
成
り
注
意
が
施
し
て

あ
る
。
妙
な
言
葉
を
使
ふ
が
「
気
持
を
お
さ
へ
て
　
　
」
と
い
ふ
や
う
な
と

こ
ろ
を
余
り
露
骨
に
見
せ
つ
け
ら
れ
る
の
も
厭
だ
が
こ
れ
で
は
、
大
概
自
然

に
運
ば
れ
て
ゐ
る
。
勿
論
こ
の
作
は
胸
を
打
た
れ
る
や
う
な
力
作
で
は
な
い
。

作
者
が
意
識
し
て
ゐ
る
通
り
軽
い
も
の
だ
。
末
段
で
、
「
私
」
が
零
落
し
た

叔
母
の
家
を
訪
れ
て
か
ら
、
叔
母
に
会
ひ
従
弟
に
会
ふ
と
こ
ろ
が
、
書
き
足

り
ぬ
気
が
し
た
。

18海浜日誌



　
自
分
は
こ
の
場
合
の
「
私
」
の
態
度
が
余
り
簡
単
だ
、
と
思
ふ
、
仮
令
ど

ん
な
幻
滅
を
与
へ
ら
れ
た
に
し
て
も
、
も
つ
と
叔
母
に
対
し
て
親
密
な
観
察

（
作
者
が
故
意
に
省
い
た
気
持
は
解
る
）
を
施
し
て
も
い
ゝ
。
余
り
一
図
に

「
ロ
マ
ン
チ
ツ
ク
な
、
美
し
い
幻
影
を
、
長
い
間
胸
に
秘
め
て
ゐ
た
自
分
自

身
に
」
腹
を
た
て
過
ぎ
た
か
た
ち
だ
、
余
り
「
嫌
」
の
度
が
露
骨
だ
。
従
弟

の
道
雄
も
、
単
な
る
嫌
ひ
な
「
文
学
青
年
」
と
し
て
片
附
け
て
し
ま
つ
て
は

可
愛
想
だ
、
作
者
が
堪
へ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
は
解
る
、
一
種
の
ユ
ー
モ
ア
を
出

て
ゐ
る
。
が
、
書
き
出
し
か
ら
中
頃
へ
か
け
て
の
気
持
を
、
も
つ
と
残
し
て

置
い
て
も
差
支
へ
な
い
だ
ら
う
と
思
ふ
、
自
由
な
態
度
を
余
り
「
私
」
に
許

し
過
ぎ
て
し
ま
つ
た
や
う
な
憾
み
を
覚
ゆ
る
の
で
あ
る
。

　
自
分
は
こ
の
作
の
た
ゞ
「
末
段
」
に
こ
だ
は
つ
て
同
時
に
自
分
に
こ
だ
は

19



つ
て
云
ひ
過
ぎ
た
か
た
ち
で
あ
る
が
、
そ
こ
は
こ
の
作
の
ち
よ
つ
と
し
た

「
結
末
」
で
あ
つ
て
、
自
分
が
今
云
つ
た
や
う
な
こ
と
は
全
体
に
と
つ
て
は

別
に
大
し
た
影
響
も
な
い
し
、
勿
論
失
敗
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
初
め

に
云
つ
た
通
り
書
か
う
と
し
た
こ
と
を
一
気
に
書
き
終
へ
て
、
纏
つ
た
作
で

あ
る
。

　
　
　
　
　
六

　
宮
地
嘉
六
氏
「
破
婚
ま
で
」
（
「
表
現
」
）
は
、
こ
ゝ
ま
で
読
ん
で
き
た

も
の
ゝ
う
ち
で
は
、
最
も
読
み
ご
た
へ
の
あ
る
も
の
だ
つ
た
。
お
そ
ら
く
今

月
中
で
の
雄
な
る
も
の
で
あ
ら
う
。

20海浜日誌



「
君
と
い
ふ
男
は
そ
れ
で
な
か
な
か
気
む
づ
か
し
や
だ
か
ら
ね
」
と
「
俺
と

い
ふ
男
の
性
格
を
よ
う
く
見
ぬ
い
て
ゐ
る
友
人
」
が
主
人
公
の
「
俺
」
に
向

つ
て
云
つ
て
ゐ
る
の
を
「
俺
」
も
承
認
し
て
は
ゐ
る
が
、
此
作
に
現
れ
て
ゐ

る
「
俺
」
は
、
決
し
て
特
に
さ
う
ゆ
う
程
の
気
む
づ
か
し
い
男
で
は
な
い
。

む
し
ろ
気
の
弱
い
愚
痴
つ
ぽ
い
男
で
あ
る
。
そ
の
愚
痴
つ
ぽ
さ
が
、
ど
こ
ま

で
も
自
分
の
気
持
に
徹
底
し
て
書
か
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
は
反
つ
て
面
白
い
。

な
ま
じ
妻
の
気
持
に
立
ち
入
つ
て
小
六
ヶ
敷
い
文
句
を
云
つ
た
り
し
な
い
で
、

飽
く
ま
で
も
自
分
の
あ
る
感
情
に
殉
じ
て
進
ん
で
ゐ
る
だ
け
に
読
者
に
は
細

い
不
満
を
覚
へ
さ
せ
る
と
こ
ろ
も
あ
ら
う
が
特
種
の
場
面
や
自
分
の
気
持
の

説
明
な
ど
も
可
成
り
穿
つ
て
描
か
れ
て
ゐ
る
の
が
目
に
付
く
。

「
俺
」
か
ら
見
た
妻
は
悉
く
欠
点
の
み
に
見
ゆ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
さ
う

21



し
た
場
面
の
描
写
は
可
成
り
鮮
か
に
描
か
れ
て
ゐ
る
、
例
へ
ば
「
お
前
は
善

良
な
と
こ
ろ
が
あ
る
く
せ
に
そ
ん
な
無
作
法
な
こ
と
を
す
る
が
ど
う
し
た
ん

だ
相
当
の
家
に
育
つ
た
の
な
ら
何
故
そ
ん
な
不
作
法
な
こ
と
を
す
る
の
だ
」

と
い
ふ
や
う
な
こ
と
を
云
つ
て
妻
を
叱
る
あ
た
り
か
ら
「
何
と
し
て
も
悲
惨

だ
、
も
う
我
慢
は
出
来
な
い
…
…
」
な
ど
ゝ
「
離
婚
を
強
く
覚
悟
」
す
る
あ

た
り
で
は
反
つ
て
主
人
公
の
気
持
か
ら
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
気
分
を
感
じ
さ
せ
ら

れ
た
。
蝦
蟇
口
が
な
く
つ
て
看
護
婦
に
気
を
兼
ね
な
が
ら
、
そ
れ
を
探
し
た

り
、
看
護
婦
の
潔
白
な
行
為
で
す
つ
か
り
気
持
が
回
復
し
た
り
す
る
と
こ
ろ

な
ど
は
よ
く
描
け
て
ゐ
る
と
思
つ
た
。

　
こ
れ
は
全
篇
を
通
じ
て
、
別
れ
た
妻
に
呼
び
か
け
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら

さ
う
し
て
改
め
て
妻
に
自
分
を
語
る
調
子
で
書
か
れ
て
あ
る
の
だ
か
ら
、
今

22海浜日誌



更
妻
の
心
に
立
ち
入
る
必
要
は
な
く
、
自
分
を
語
る
こ
と
ゝ
事
件
の
報
告
だ

け
で
足
り
る
の
で
、
そ
れ
で
小
説
的
効
果
も
認
め
ら
れ
る
が
、
殊
に
前
半
で

あ
く
ど
い
気
持
の
重
複
を
感
ぜ
さ
せ
ら
る
ゝ
の
は
欠
点
だ
と
思
ふ
。

　
妻
が
出
て
行
つ
て
し
ま
つ
た
後
の
方
が
、
余
程
真
に
迫
つ
て
響
い
た
。
主

人
公
の
気
持
が
ス
ラ
ス
ラ
と
う
け
容
れ
ら
れ
た
。
前
半
と
後
半
と
の
事
件
の

相
違
も
あ
る
に
は
違
ひ
な
い
が
、
出
来
栄
へ
か
ら
見
て
も
終
り
に
近
づ
け
ば

近
づ
く
程
、
読
者
と
し
て
の
心
も
順
調
に
従
つ
て
ゆ
く
こ
と
が
出
来
た
。
こ

う
ゆ
う
場
合
に
生
れ
た
子
供
に
対
す
る
父
の
気
持
は
余
程
複
雑
で
は
あ
る
が
、

そ
れ
ら
の
気
持
は
純
粋
な
子
供
に
対
す
る
愛
に
依
つ
て
統
一
さ
れ
て
ゆ
く
、

そ
の
辺
の
叙
実
は
要
を
と
ら
へ
て
、
は
つ
き
り
と
浮
び
出
て
ゐ
る
。
手
紙
の

配
列
も
、
自
然
の
ま
ゝ
出
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
妙
も
あ
り
、
具
合
よ

23



く
事
件
を
解
決
し
て
行
つ
て
ゐ
る
。

　
　
　
　
　
七

　
藤
森
成
吉
氏
の
「
そ
の
後
の
旧
先
生
」
（
「
新
潮
」
）
は
、
詩
的
情
緒
の

勝
つ
た
も
の
で
あ
る
。
旧
先
生
か
ら
醸
さ
れ
る
情
緒
に
、
あ
る
程
度
ま
で
明

ら
か
に
「
私
」
も
酔
は
さ
れ
て
ゐ
る
、
酔
は
さ
れ
て
は
ゐ
る
も
の
ゝ
「
私
」

が
先
生
に
対
し
て
、
ど
こ
ま
で
も
傍
観
者
の
態
度
を
保
つ
て
ゐ
る
こ
と
は
、

は
つ
き
り
し
て
ゐ
る
。
純
然
た
る
冷
た
い
傍
観
者
で
も
な
く
、
ま
た
純
然
た

る
陶
酔
者
で
も
な
く
、
こ
の
中
間
の
態
度
や
気
持
が
、
生
温
い
感
じ
を
与
へ

な
い
程
度
に
融
和
さ
れ
て
ゐ
る
。
「
先
生
」
を
描
い
た
と
い
ふ
よ
り
も
、
一

24海浜日誌



見
明
ら
か
に
さ
う
見
ゆ
る
が
「
先
生
」
か
ら
受
け
る
感
じ
と
、
そ
れ
に
対
す

る
「
私
」
の
態
度
と
の
二
つ
が
爽
か
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
さ
れ
て
、
一
種
特
別

の
雰
囲
気
を
感
ぜ
さ
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
、
自
分
は
こ
の
作
の
特
点
を
認
め

る
。
殊
に
、
結
末
で
、
「
先
生
」
と
「
私
」
と
が
、
兎
の
箱
を
荷
ひ
な
が
ら

帰
つ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
は
、
自
分
が
こ
の
作
か
ら
受
け
容
れ
ら
れ
た
感
じ
を
、

程
よ
く
、
し
つ
か
り
と
引
き
し
め
た
。
「
先
生
」
に
対
す
る
「
私
」
の
態
度

が
あ
の
程
度
の
温
み
に
包
ま
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
勿
論
不
自
然
は
な
い
が

「
私
」
と
「
先
生
」
と
を
対
立
さ
せ
て
あ
の
飽
和
さ
れ
て
ゆ
く
気
持
の
過
程

で
、
も
つ
と
「
私
」
自
身
を
孤
立
さ
せ
て
観
察
さ
せ
た
な
ら
ば
結
末
か
ら
受

け
る
感
じ
も
一
層
強
く
読
者
に
響
く
だ
ら
う
し
、
ま
た
「
先
生
」
の
性
格
も

「
私
」
自
身
の
態
度
も
処
々
に
現
さ
れ
て
ゐ
る
如
く
説
明
的
に
陥
ら
ず
に
、

25



各
々
浮
び
あ
が
る
だ
ら
う
と
思
ふ
、
が
、
「
私
」
の
温
情
が
「
先
生
」
に
対

し
て
特
別
な
も
の
を
持
つ
て
ゐ
る
の
で
な
く
、
大
袈
裟
に
云
へ
ば
万
象
に
対

し
て
そ
の
程
度
の
親
密
さ
を
抱
い
て
ゐ
る
真
摯
な
温
厚
さ
で
あ
る
こ
と
は
解

る
。

　
細
田
源
吉
氏
の
「
過
去
」
（
「
太
陽
」
）
は
、
以
前
の
愛
人
と
の
間
に
出

来
た
子
供
に
違
ひ
な
い
と
思
つ
て
ゐ
る
子
供
を
抱
い
て
、
不
満
な
結
婚
生
活

に
ゐ
る
一
人
の
女
の
或
時
の
気
持
が
か
な
り
細
か
く
描
か
れ
て
ゐ
る
。
生
温

い
記
憶
で
、
極
め
て
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
で
、
印
象
的
で
は
な
い
が
、
そ
の
場

合
の
女
と
し
て
の
回
想
と
し
て
、
う
な
づ
か
れ
る
。
が
妹
と
別
れ
る
時
に
妹

の
手
を
握
り
な
が
ら
云
ふ
言
葉
な
ど
は
、
余
り
露
骨
に
芝
居
沁
み
て
ゐ
る
。

　
妹
が
帰
つ
て
し
ま
つ
て
か
ら
の
と
こ
ろ
は
余
り
甘
さ
が
強
す
ぎ
る
。
対
照
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的
に
妹
を
出
し
て
会
話
の
間
で
姉
の
気
持
を
描
い
て
ゐ
る
前
半
の
方
が
優
れ

て
ゐ
る
と
思
ふ
。
比
べ
る
わ
け
で
は
な
い
が
「
文
章
倶
楽
部
」
に
出
て
ゐ
る

「
初
心
」
と
い
ふ
短
篇
は
、
手
軽
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
全
く
型
の
違
つ
た

二
人
の
青
年
が
一
寸
面
白
く
出
て
ゐ
る
。

「
処
女
地
」
に
出
て
ゐ
る
河
井
稲
子
氏
の
「
夕
食
」
と
い
ふ
の
は
、
ほ
ん
の

短
い
も
の
だ
が
つ
か
ま
へ
ど
こ
ろ
に
妙
味
が
あ
る
。
た
ゞ
終
ひ
の
あ
た
り
で

と
こ
ろ
ど
こ
ろ
、
自
分
だ
け
の
感
情
に
走
つ
て
ゐ
る
の
を
露
骨
に
現
し
て
ゐ

る
の
が
、
折
角
の
す
つ
き
り
し
た
全
体
の
印
象
を
濁
し
て
し
ま
つ
た
。
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日
初
出
：
「
時
事
新
報
（
夕
刊
）
　
第
一
三
九
六
七
号
、
第
一
三
九
七
二
号
、

第
一
三
九
七
四
号
、
第
一
三
九
七
七
号
、
第
一
三
九
七
九
号
、
第
一
三
九
八

29



一
号
、
第
一
三
九
八
四
号
」
時
事
新
報
社

　
　
　1922

（
大
正11

）
年6

月3

日
、8

日
、10

日
、13

日
、15

日
、17

日
、

20

日
※
底
本
は
、
物
を
数
え
る
際
や
地
名
な
ど
に
用
い
る
「
ヶ
」
（
区
点
番
号5-

86

）
を
、
大
振
り
に
つ
く
っ
て
い
ま
す
。

入
力
：
宮
元
淳
一

校
正
：
門
田
裕
志

2011

年5

月26

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

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

w

w
.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

30海浜日誌



の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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