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夕
暮
れ
が
た
汽
船
が
小
さ
な
港
に
着
く
。

　
點
燈
後
程
經
た
頃
で
あ
る
か
ら
し
て
、
船
も
人
も
周
圍
の
自
然
も
極
め
て
蕭
し
め
やか
で
あ
る
。
そ
の
間
に
通

ふ
靜
か
な
物
音
を
聞
い
て
ゐ
る
と
、
か
の
少
年
時
の
薄
玻
璃

う
す
は
り

の
如
く
あ
え
か
な
る
情
操
の
再
び
歸
り
來
る

の
で
は
な
い
か
と
疑
ふ
。

　
艀
舟
は
し
け
か
ら
本
船
に
荷
物
を
積
み
入
る
る
人
々
の
掛
聲
は
殊
に
興
が
深
い
。

「
や
つ
と
こ
、
さ
い
や
の
、
ど
つ
こ
い
さ
あ
。
」

「
や
れ
こ
ら
、
さ
よ
な
　
　
。
」

　
と
、
そ
の
「
さ
よ
な
」
と
い
ふ
所
か
ら
、
揃
つ
た
聲
の
調
子
が
急
に
下
つ
て
行
く
の
を
聞
く
の
は
、
眞

に
悲
哀
の
極
み
で
あ
る
。
諸
ろ
の
日
本
俗
謠
の
暗
潮
を
な
す
所
の
一
種
の
哀
調
が
、
亦
此
裡
に
聞
き
出
さ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
強
ひ
て
形
容
す
れ
ば
、 

銅 

青 

石 

ア
ヅ
リ
ツ
ト

の
溶
け
て
な
せ
る
が
如
き
冷
き
冬
の
夜
の
空
氣
の
内
に
　
　
そ
の
空

氣
は
漁
村
の
點
々
た
る
燈
火
を
も
に
じ
ま
せ
、
將
た
船
の
鐘
の
徒
ら
に
風
に
驚
く
響
に
さ
へ
朗
か
な
る
金

屬
の
音
を
含
ま
せ
る
程
に
も
濃
い
の
で
あ
る
が
　
　
そ
の
う
ち
に
、
か
の
「
や
れ
こ
ら
さ
よ
な
、
や
こ
ら

さ
の
お
さ
あ
。
」
を
聞
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
。
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そ
れ
か
ら
ま
た
船
が
出
て
行
く
の
で
あ
る
。
人
と
自
然
と
の
靜
か
な
る
生
活
の
間
を
、
黒
い
大
き
な
船

が
悠
然
と
し
て
悲
し
き
汽
笛
を
後
に
殘
し
て
航
行
を
始
め
る
。

　
そ
の
あ
と
に
、
ま
だ
耳
鳴
り
の
や
う
に
殘
つ
て
居
る
謠うた
の
聲
や
人
の
さ
け
び
は
、
正
に
古
酒
「LEG

E

N
D

E

」
の
香
ひ
に
も
、
較
ぶ
れ
は
較
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
。
（
明
治
四
十
三
年
十
二
月
二
十
九
日
伊

豆
伊
東
に
於
て
）

　
海
濱
に
於
け
る
人
間
の
生
活
と
そ
こ
の
自
然
と
の
交
渉
ほ
ど
、
予
等
の
興
味
を
引
く
自
然
觀
相
の
對
象

は
蓋
し
鮮
い
。
鹿
兒
島
は
久
し
く
他
郷
と
交
通
を
謝
絶
し
て
居
た
か
ら
其
風
物
は
甚
だ
珍
ら
し
い
さ
う
で

あ
る
が
、
予
は
未
だ
漫
遊
の
機
を
得
な
い
。
其
他 

天  

草 

あ
ま
く
さ

、
島
原
等
の
九
州
の
諸
港
で
も
、
紀
州
沿
岸
の

江
浦
で
も
、
近
く
房
州
、
伊
豆
等
に
於
て
も
、
天
候
や
地
勢
や
生
業
等
の
諸
條
件
を
稍
等
し
く
し
て
居
る

も
の
の
間
に
は
、
亦
必
ず
共
通
な
人
間
生
活
及
び
其
表
現
を
見
出
し
得
る
の
で
あ
る
。
ゲ
エ
テ
が
古
い
伊

太
利
亞
紀
行
を
讀
ん
で
も
、
殊
に
其
エ
ネ
チ
ア
、
ナ
ポ
リ
、
シ
シ
リ
ヤ
等
の
諸
篇
は
同
樣
の
興
味
か
ら
し

て
予
等
の
膝
を
打
た
し
め
る
の
で
あ
る
。

　
温
和
な
る
氣
侯
が
彼
等
を
怠
惰
に
す
る
。
荒
海
の
力
と
音
と
に
對
す
る
爭
が
彼
等
の
筋
肉
を
強
大
に
し
、

其
音
聲
を
太
く
、
語
調
を
暴
く
す
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
常
に
遠
く
人
里
か
ら
離
れ
て
居
る
彼
等
の
生
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活
が
夫
婦
間
の
愛
情
を
濃
か
に
す
る
。
誰
か
あ
の
岩
疊
の
體
格
、
獰
猛
な
顏
容
の
裡
に
此
種
の sentim

en

talism
e 

を
豫
期
し
よ
う
。
が
、
同
時
に
、
海
濱
に
於
け
る
作
業
に
必
然
要
求
せ
ら
る
る
共
同
生
活
が
、

仕
事
の
責
任
者
を
無
く
す
と
同
時
に
仲
間
同
志
の
思
遣
り
を
深
く
す
る
と
云
ふ
事
は
確
か
で
あ
る
。
年
寄

つ
た
漁
夫
は
小
さ
い
子
供
等
を
始
終
叱
責
し
て
居
る
け
れ
ど
も
、
其
粗
暴
な
言
葉
の
裏
に
は
き
つ
と
快
活

な
諧
謔
を
潜
ま
せ
て
置
く
の
で
あ
る
。
こ
の
共
同
生
活
が
實
際
ま
た
、
か
の
渡
り
鳥
や
旅
行
者
の
心
安
さ

の
や
う
に
、
生
活
と
云
ふ
も
の
を
如
何
に
も
愉
快
さ
う
な
も
の
に
し
て
居
る
。
そ
し
て
又
青
い
　
　
青
い

彼
方
か
ら
雲
の
や
う
に
湧
い
て
來
る
他
郷
の
船
舶
、
新
し
い
貨
物
、
知
ら
な
い
人
々
や
、
そ
の
方
言
乃
至

珍
ら
し
い
物
語
や 

時 

花 

歌 

は
や
り
う
た

を
迎
へ
る
の
に
慣
れ
て
居
る
と
云
ふ
事
が
、
彼
等
の
心
を
非
常
に rom

antiq

ue 

に
し
、
且
容
易
に
妄
誕
を
信
ぜ
し
む
る
に
至
る
。
そ
こ
で
「
海
坊
主
」
「
船
幽
靈
」
の
話
が
生
れ
る
。

ま
た
荒
れ
た
日
に
水
平
線
に
立
つ
水
柱
を
「
龍
」
と
い
ふ
奇
怪
な
生
物
の
力
に
歸
せ
ね
ば
止
ま
ぬ
の
で
あ

る
。
將
又
こ
の 

羅 

曼 

底 

ロ
マ
ン
チ
ツ
ク
が
實
生
活
に
も
働
く
の
で
あ
る
。
で
彼
等
は
祭
典
を
華
美
に
す
る
。
其
儀
式
を

莊
嚴
に
す
る
。
例
へ
ば
、
偶
然
海
岸
に
漂
着
し
た
櫛
を
も
　
　
そ
れ
が
橘
姫
の
遺
愛
の
櫛
だ
な
ど
と
し
て

　
　
神
社
に
祀
る
。
神
主
は
し
か
つ
め
ら
し
く
そ
れ
に
和
田
津
海
の
神
社
と
云
ふ
名
を
命
ず
る
。
案
内
記

を
書
く
人
は
古
老
の
傳
説
を
事
可
笑
し
く
誇
張
し
て
、
櫛
漂
着
一
件
の
考
證
を
す
る
。
け
れ
ど
も
無
學
の

漁
夫
や
其
息
子
た
ち
は
そ
ん
な
事
は
知
ら
な
い
か
ら
、
此
神
社
を
龍
宮
さ
ん
と
呼
び
仿
は
せ
る
。
そ
れ
も
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音
を
訛
つ
て
「
り
ゆ
う
ご
ん
さ
ん
」
に
し
て
し
ま
ふ
の
で
あ
る
。
然
し
ま
た
そ
れ
か
ら
し
て
、
反
つ
て
こ

の
神
社
の
正
體
が
橘
姫
の
櫛
で
も
、
浦
島
の
玉
手
箱
で
も
な
く
、
「
海
」
だ
　
　
限
も
知
ら
ぬ
海
だ
　
　

彼
等
素
朴
な
る
漁
夫
に
（
人
間
の
心
の
約
束
上
、
自
然
）
さ
う
解
釋
せ
ら
れ
て
、
形
象
を
賦
せ
ら
れ
た
る

所
の
海
の
精
靈
だ
と
云
ふ
事
を
暴
露
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
事
は
奈
何
で
も
可
い
。
も
う
か
の

捕
捉
し
難
き
海
の
精
靈
も
、
ソ
ロ
モ
ン
の
壺
の
や
う
な
こ
の
小
さ
い
祠
の
中
に
藏
め
ら
れ
れ
ば
、
既
に
彼

等
の
實
際
生
活
の
役
に
立
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
新
し
い
船
の 

新 

造 

下 

し
ん
ぞ
お
ろ

し
の
時
に
は
、
港
頭
を
漕
い
で
見
せ

び
ら
か
す
爲
め
の
口
實
に
、
拜
み
祭
ら
れ
る
と
い
ふ
半
間
な
役
を
す
る
の
で
あ
る
。
實
は
、
そ
の
あ
と
で

酒
を
飮
む
爲
め
に
、
日
頃
素
振
の
氣
に
食
わ
ぬ
若
い
娘
を
海
に
入
れ
る
爲
め
に
　
　
其
前
の
因
縁
い
は
れ
あ
り
げ

な
儀
式
と
し
て
彼
等
は
こ
れ
ら
の
海
神
の
祠
を
拜
す
る
に
過
ぎ
な
い
の
だ
。
こ
の
新
造
下
し
の
儀
式
は
今

は
廢
つ
た
。
海
に
入
れ
ら
れ
て
水
で
び
し
よ
び
し
よ
に
濡
れ
た
若
い
娘
た
ち
の
痛
ま
し
い
笑
顔
は
、
儀
式

と
い
ふ
崇
高
な
藝
術
的
活
動
の
裏
に
か
く
れ
た 
〔e'rotique

〕 

で
あ
つ
た
に
相
違
な
い
。
而
し
て
又
一
方

に
は
此
種
の
羅
曼
底
と
結
合
し
て
、
變
り
易
き
天
候
に
支
配
せ
ら
る
る
其
日
其
日
の
生
活
が
著
し
く
彼
等

を
現
世
的
に
し
、
而
し
て
冬
も
尚
鮮
か
な
る
雜
木
山
の
代
赭
、
海
の
緑
、
橘
の
實
の
黄
色
　
　
是
等
の
自

然
の
色
彩
が
彼
等
の
心
、
服
裝
、
實
用
的
工
藝
品
に
け
ば
け
ば
し
い
原
始
的
の grotesque 

を
賦
與
す
る
。

　
　
誰
で
も
海
郷
に
來
て
あ
の
「 

萬  

祝 

ま
い
は
ひ

」
と
云
ふ
着
物
、
船
の
裝
飾
な
ど
を
見
た
な
ら
ば
直
ぐ
に
同
じ
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感
想
を
懷
く
に
相
違
な
い
。

　
今
日
の
午
過
ぎ
、
ま
た
ぶ
ら
ぶ
ら
と
海
岸
を
漫
歩
し
た
の
で
あ
る
。
す
る
と
正
月
の
事
で
あ
る
か
ら
し

て
、
船
は
何
れ
も
陸
に
揚
げ
て
あ
つ
て
、
胴
の
間
に
は
竹
、
松
、
橙
を
飾
り
、
艫
に
は
幟
を
立
て
て
あ
る
。

小
さ
い
船
の
は
、
白
か
赤
か
の
布
で
あ
る
。
少
し
高
い
所
か
ら
見
る
と
、
殊
に
赤
い
旗
は
、
土
耳
古
玉
の

や
う
に
眞
青
な
海
面
の
前
に
、
強
く
に﹅
ゆ﹅
つ﹅
と﹅
浮
び
出
て
、
い
か
に
も
鮮
か
で
あ
る
。
自
然
と
い
ふ
印  

ア
ン
プ

象  

派 

畫 

工  

レ
ツ
シ
ヨ
ニ
ス
卜

の
目
も
さ
む
る
や
う
な
此
筆
觸
の
手
際
に
は
實
際
感
心
せ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た

や
や
大
き
な
船
に
な
る
と
、
幟
の
意
匠
も
亦
複
雜
に
な
る
。
或
ひ
は
長
方
形
の
眞
岡
の
布
の
上
端
に
、
横

に
藍
の
條
を
引
く
。
そ
の
下
に
、
そ
れ
に
并
べ
て
赤
の
條
を
引
く
。
次
に
は
黒
の
紋
所
で
あ
る
。
太
い
圓

の
輪
を
染
め
る
。
輪
の
中
に
蔦
を
入
れ
る
。
而
し
て
布
の
下
端
は
水
淺
黄
の
波
模
樣
で
あ
る
。
或
は
黒
の

條
、
赤
の
條
、
丸
に
澤
瀉
の
紋
、
そ
の
下
の
波
の
模
樣
に
簑
龜
を
斑
ら
に
染
め
拔
い
た
の
も
あ
る
。
或
は

波
の
代
り
に
、
斜
め
に
引
か
れ
た
る
赤
條
で
旗
の
下
端
を
三
角
に
仕
切
り
、
そ
こ
を
黒
く
染
め
て
白
の
井

桁
を
拔
い
た
の
も
あ
る
。
紋
は
上
り
藤
で
中
に
大
の
字
が
は
ひ
る
。
紋
と
赤
條
と
の
中
に
横
に
「
正
徳
丸
」

と
染
め
出
さ
れ
る
。
一
體
船
の
名
も
、
漁
夫
の
狹
い
聯
想
作
用
に
制
限
せ
ら
れ
る
の
で
、
ま
た
土
地
の
關

係
、
日
常
の
簡
單
な
精
神
生
活
を
暗
示
す
る
處
が
面
白
い
。
「
不
動
丸
」
「
天
神
丸
」
「
妙
法
丸
」
な
ど

は
日
頃
信
心
す
る
神
佛
に
因
縁
ゆ
か
り
の
あ
る
名
で
あ
る
。
「
青
峰
丸
」
「
清
通
丸
」
に
至
つ
て
は
唯
彼
等
の
語
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彙
の
貧
し
い
事
を
示
す
に
止
る
。
而
し
て
彼
等
の
色
彩
に
對
す
る
要
求
は
之
を
以
つ
て
滿
足
せ
ず
に
、
汽

船
宿
の
搏
風
を
赤
く
塗
り
、
和
洋
折
衷
の
鰹
船
の
舷
を
群
青
で
飾
る
の
で
あ
る
。

　
東
京
で
は
冬
は
、
市
街
は
澁
い
銀
鼠
と
白
茶
の  

配    

調  

ア
ラ
ン
ジ
マ
ン
が
色
彩
の
主
調
で
あ
る
。
縱よ
令し
天
保
の
法
度

が
出
な
か
つ
た
と
し
た
所
で
、
よ
し
ま
た
そ
の
爲
め
に
表
お
も
てを
質
素
に
し
裏
を
贅
澤
に
す
る
と
云
ふ
樣
な
傾

向
に
な
ら
な
か
つ
た
と
し
た
所
で
、
派
手
な
冬
の
衣
裳
は
周
圍
と
調
和
せ
ぬ
の
で
あ
る
。
故
に
一
頃
流
行

つ
た
小
豆
色
、 

活  
色 

か
つ
い
ろ

の
羽
織
は
、
動
物
園
の
中
の
暗
い
水
族
館
の
金
魚
を
思
ひ
出
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

江
戸
が
澁
い
趣
味
を
東
京
に
殘
し
た
の
も
故
あ
る
事
だ
。
ま
た
ゲ
エ
テ
は
ナ
ポ
リ
人びと
が
馬
車
を
赤
く
し
、

馬
首
に
旗
を
飾
り
、
色
斑
ら
な
帽
子
を
被
る
の
は
趣
味
の
野
蠻
な
の
で
は
な
く
て
、
明
る
い
周
圍
の
爲
め

だ
と
云
つ
て
ゐ
る
。
同
じ
意
味
で
こ
の
土
地
に
青
い
船
が
出
來
、
あ
の
「
萬
祝
」
の
着
物
が
出
來
る
の
で

あ
る
。

　
自
然
で
さ
へ
も
輕
佻
で
あ
る
。
一
日
の
内
に
海
や
空
が
幾
度
色
を
變
へ
る
か
知
れ
は
し
な
い
。
遠
く
、

水
平
線
上
に
相
模
の
大
山
の
一
帶
が
浮
ん
で
居
る
。
予
の
見
た
の
は
夕
方
で
あ
つ
た
。
緑
の
水
の
上
の
、

入
日
を
受
け
た
大
山
の  

影    

繪  

シ
ル
エ
ツ
ト

は
眞
に
一
個
の 

乾   
闥   

婆   

城  

フ
ア
タ
ア
・
モ
ル
ガ
ア
ナ

で
あ
つ
た
。
そ
の
赤
と
云
つ
て
も
單

調
の
赤
で
は
な
い
。
燈
火
に
照
ら
さ
れ
た
鮮
か
な
自
然
銅
鑛
の
赤
で
あ
る
。
而
し
て
そ
の
日
か
げ
の
紫
は
、

正
に
濁
つ
た   

螢      

石   

フ
リ
ウ
オ
リ
イ
ン

の
紫
で
あ
る
。
其
間
に
も
殊
に
光
つ
た
岬
影
の
一
部
は
、
あ
か
あ
か
と
熱
せ
ら
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れ
た
る
電
氣
暖
爐
の
銅
板
よ
り
外
に
比
較
の
出
來
な
い
光
澤
に
閃
め
い
て
居
た
。
遠
く
、
こ
な
た
の
渚
か

ら
そ
の
不
思
議
な
陸
影
を
眺
め
て
居
る
と
、
い
つ
か
心
は
亞
刺
比
亞
奇
話
の
あ
や
し
い
情
調
の
國
へ
引
き

入
れ
ら
れ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。

　
　
「
濱
の
眞
砂
に
文
か
け
ば

　
　
ま
た
波
が
來
て
消
し
ゆ
き
ぬ
。

　
　
あ
は
れ
は
る
ば
る
我わが
お
も
ひ

　
　
遠
き
岬
に
入
日
い
り
ひ
す
る
」

　
一
條
の
微
か
な
る
浪
の
高
ま
り
が
あ
る
か
な
き
か
の
や
う
に
、
そ
の
銅
城
の
ほ
と
り
か
ら
離
れ
て
來
て
、

段
々
と
色
は
濃
く
、
形
は
明
か
に
な
つ
て
　
　
人
に
擬
し
て
云
ふ
な
ら
ば
、
或
諧
謔
を
思
ひ
つ
い
た
人
が
、

遠
く
か
ら
話
相
手
と
目
指
す
人
に
笑
ひ
な
が
ら
近
ち
か
づく
や
う
に
　
　
こ
の
波
の
高
ま
り
も
段
々
と
渚
に
近
寄

り
、
遂
に
笑
の
破
裂
す
る
や
う
に
、
「
ざ
、
ざ
、
ざ
、
ざ
、
ざ
…
…
」
と
さ
わ
が
し
く
黒
く
囁
や
き
、
か

く
て
沸
騰
せ
る  

波    

頭  

な
み
が
し
ら

は
「
ざ
つ
く
ろ
ん
　
　
」
と
長
く
引
い
て
碎
け
る
。
青
い
水
の
築
牆
は
全
く
白

い
音
の
泡
と
な
つ
て
し
ま
ふ
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
水
は
、
磨
か
れ
た
蛇
紋
石
の
樣
な
滑
か
な
渚
を
す
べ

り
、
「
ざ
ざ
あ
あ
　
　
る
ろ
、
る
ろ
、
る
ろ
　
　
」
と
い
ふ
や
う
な
優
し
い
、
然
し
彈
性
の
抵
抗
あ
る
音

と
言
葉
と
を
立
て
な
が
ら
、
さ
う
し
て
ま
た
靜
か
に
「
す
ら
、
す
ら
、
す
ら
…
…
」
と
引
い
て
行
く
の
で

9



あ
る
。
も
う
そ
の
時
は
第
二
の
波
が
高
ま
つ
て
、
既
に
波
頭
が
散
り
初
め
た
時
で
あ
つ
た
。
　
　
か
う
し

て
波
は
厭
か
ず
、
や
さ
し
い
い
た
づ
ら
を
續
け
る
。
で
、
そ
の
引
い
て
ゆ
く
波
の
一
す
ぢ
、
泡
の
一
つ
一

つ
に
ま
で
、
折
し
も
西
山
に
近
い
た
る
夕
日
の
影
が
斜
め
に
當
つ
て
、
か
く
て
シ
ヤ
ボ
ン
玉だま
の
色
の
や
う

な
美
し
い
夢
の
模
樣
を
現
は
す
の
で
あ
る
。

　
か
く
の
如
き
波
の
主
な
る
運
動
の
間
に
、
ま
た
長
い
小
説
の  

揷    

話  

エ
ピ
ソ
オ
ド

に
比
す
可
き
小
さ
い
葛
藤
が
あ

る
。
殊
に
渚
を
引
く
波
の
歸
る
も
の
、
ゆ
く
も
の
の
間
に
、
か
の
蟻
の
挨
拶
の
や
う
な
表
情
、
輕
ろ
き
優

し
き
さ
ん
ざ
め
き
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
靜
か
に
心
を
靜
め
て
、
こ
の
波
の
な
す
曲
節
を
聞
い
て
居
る
と
、
か
の
漁
夫
の
集
會
の
時
に
歌
ふ
「
船ふ

   

唄 

な
う
た
」
の
調
子
を
思
ひ
出
さ
ず
に
は
居
ら
れ
な
か
つ
た
。
彼
が
こ
れ
を
生
ん
だ
と
云
つ
て
は
餘
り
に
牽
強

で
は
あ
る
。
然
し
海
や
波
、
そ
の
心
持
が
こ
の
唄
の
曲
節
と
深
い
關
係
の
な
い
と
云
ふ
事
は
全
く
考
へ
ら

れ
な
い
。
そ
の
唄
の
ゆ
る
や
か
に
流
れ
て
ゆ
く
時
、
突
然
音
頭
を
取
る
人
の
高
い   

轉      

向   

モ
ヂ
ユ
ラ
シ
オ
ン

に
驚
か
さ

れ
る
事
が
あ
る
。
そ
れ
は
突
然
大
き
い
波
が
碎
け
た
時
の
心
持
に
よ
く
似
て
居
る
。
ま
た
そ
の
唄
の
下
に

高
い
問
答
の
や
う
な
調
子
が
長
く
續
く
所
の
あ
る
の
は
、
濱
邊
の
聲
高
の
生
活
が
靜
か
な
夕
波
の
曲
節
を

崩
す
の
に
よ
く
似
て
居
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
時
も
、
予
は
亦
突
然
艀
舟
は
し
け
を
陸をか
に
あ
げ
る
人
々
の
叫
聲
に
驚
か
さ
れ
た
。
船
の
陰
で
姿
は
見
え
な
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い
け
れ
ど
も
、
其
聲
か
ら
し
て
、
如
何
に
人
々
が
船
を
背
負
ふ
や
う
に
腰
を
か
が
め
て
居
る
か
、
如
何
に

綱
を
引
い
て
居
る
か
が
想
像
せ
ら
れ
た
。
「
よ
う
、
よ
う
、
よ
う
、
よ
い
や
、
よ
う
、
よ
う
、
…
…
」
と

い
ふ
懸
聲
が 

〔cadence'

〕 

に
聞
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
そ
の
間
に
、
僅
か
三
十
分
許
り
し
か
經
た
ぬ
の
に
、
も
う
空
も
海
も
全
く  

更    

衣  

こ
ろ
も
が
へ

を
し
て
し
ま

つ
た
。
自
然
銅
の
や
う
な
赤
も
消
え
て
、
一
面
に
日
を
受
け
た
菫
の
花
の
青
色
で
ぎ
ざ
ぎ
ざ
と
大
山
一
帶

の 

〔m
odele'

〕 
が
平
面
的
に
現
出
し
た
。
殊
に
空
は
、
そ
れ
も
水
平
線
に
近
き
所
は
、
ち
や
う
ど
試
驗

管
の
底
に
澱
む
ヨ
オ
ド
の
如
く
、
重
い   

鬱      

憂   

メ
ラ
ン
コ
リ
ツ
ク

な
紫
に
淀
ん
で
し
ま
つ
た
の
で
あ
つ
た
。

　
そ
の
時
に
、
一
つ
の
汽
船
の
陰
が
か
す
か
な
る
陸
影
の
裾
に
現
は
れ
た
。

　
　
　
ぶ
ら
ぶ
ら
と
川
口
に
出
た
ら
、
ご
み
を
燒
い
た
あ
と
に
、
こ
ん
も
り
と
灰
が
積
ん
で
あ
つ
た
。
阿

夫
利
神
社
神
璽
の
印
を
お
し
た
紙
、
南
無
普
賢
大
荒
神
守
、
火
不
能
燒
、
水
不
能
漂
、
と
か
い
た
護
符
な

ど
が
散
ら
ば
つ
て
居
た
。
是
等
は
海
濱
に
棲
む
、
「
心
」
を
持
つ
た
自
然
が
作
り
だ
す
所
の
一
種
の
分
泌

物
で
あ
る
。

　
恰
も
遠
き
汽
船
に
第
一
の
汽
笛
を
鳴
ら
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
正
月
二
日
）
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今
日
は
午
後
偶
然
に
、
例
の 

萬  

祝 

ま
い
は
ひ

を
著
た
人
々
の
ぞ
ろ
ぞ
ろ
と
街
頭
を
通
り
過
ぐ
る
の
に
遭
遇
し
た
。

こ
の
二
十
人
ば
か
り
の
人
の
中
に
は
子
供
も
大
分
雜
じ
つ
て
居
た
。
お
と
な
の
人
々
は
、
多
く
は
そ
の
上

に
黒
い
紋
付
を
羽
織
つ
て
居
た
が
、
兔
に
角
、
七
子
か
羽
二
重
の
紋
付
の
裾
か
ら
紅
緑
の
彩
色
の
高
砂
の

尉
姥
、
三
番
叟
、
龜
に
乘
る
人
、
「
大
漁
」
の
扇
を
持
つ
人
、
ま
た
龍
宮
、
寶
船
、
七
福
神
な
ど
の
模
樣

の
出
て
居
る
所
は
、
ま
た
南
國
の
海
邊
に
似
付
か
は
し
い
「
眞ま
面じ
目め
」
の
服
裝
で
あ
る
と
頷
か
し
め
る
。

　
是
等
の
老
少
不
同
の
雜
然
た
る
人
の
群
が
こ
の
一
樣
の
服
裝
で
統
一
さ
れ
て
ゐ
る
と
云
ふ 

〔paralle'li

sm
e

〕 

は
ち
や
う
ど
若
沖
の
群
鷄
圖
と
同
じ
意
味
で
著
し
く
視
官
に
媚
び
る
け
れ
ど
も
、
同
時
に
人
を
し

て
彼
等
を dim

inutif 

に
觀
察
せ
し
む
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
い
よ
い
よ
藝
術
的
で
あ
る
。

　
遠
く
に
は
海
の
青
が
見
え
、
四
周
に
は
冬
の
田
圃
、
村
里
の
傳
説
を
有
す
る
山
と
森
、
生
活
し
つ
つ
あ

る
市
街
の
半
面
が
あ
る
。
そ
し
て
街
道
の
兩
側
に
は
川
、
芝
居
小
屋
、
料
理
屋
、
果
物
屋
が
あ
る
。
そ
の

中
を
歩
い
て
ゆ
く
こ
の
二
三
十
人
の
人
の
群
を
想
像
し
て
見
た
ま
へ
。

　
殊
に
子
供
の
腰
揚
げ
が
深
く
、
辨
財
天
、
毘
沙
門
天
、
布
袋
、
福
祿
壽
の
腰
か
ら
下
が
青め
縞く
の
地
に
か

く
れ
て
、
裾
と
足
と
だ
け
が
見
え
る
の
は
興
が
深
い
。

　
夜
は
水
上
の
、
燈
あ
か
る
き
船
か
ら
船
唄
が
聞
え
て
き
た
。
若
し
他
郷
の
人
の
、
此
聲
に
慣
れ
な
い
も

の
が
聞
い
た
な
ら
ば
、
恐
ら
く
あ
れ
が
人
の
聲
の
集
り
で
あ
る
と
は
信
じ
ま
い
。
實
際
そ
れ
程
よ
く
海
の
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波
の
響
に
似
か
よ
う
て
居
る
の
で
あ
る
。

　
二
日
の
朝
乘
り
初
め
と
云
つ
て
、
夜
の
暗
い
の
に
船
を
沖
に
出
し
て
、
釣
絲
を
繋
が
ぬ
竿
で
鰹
を
釣
る

ま
ね
を
す
る
さ
う
で
あ
る
。
そ
の
話
は
幾
年
も
幾
年
も
聞
い
た
か
ら
、
も
と
は
さ
う
し
た
の
で
あ
ら
う
。

近
頃
は
唯
だ
陸
の
船
の
上
で
節せち
を
祝
ふ
に
過
ぎ
な
い
。
（
正
月
三
日
）

　
正
月
四
日
は
坊
さ
ま
の
年
頭
廻
り
の
日
で
あ
る
。
漁
夫
れ
ふ
し
の 

萬  

祝 

ま
い
は
ひ

と
は
違
つ
た
に
ぎ
や
か
な
服
裝
が
街
ま
ち

の
あ
ち
こ
ち
で
見
ら
れ
た
。

　
始
終
動
い
て
居
て
、
而
か
も
永
久
に
不
變
な
る
大
蒼
海
を
後
景
と
し
て
、
金
襴
の
法
衣
の
僧
侶
の
群
を

見
る
の
は
非
常
に
愉
快
で
あ
る
。
更
ら
に
兩
者
の
間
に
町
の
歴
史
を
結
び
付
け
て
考
へ
る
と
、
一
味
の
　

　
長
篇
小
説
の
最
終
の
頁
を
忍
ば
せ
る
趣
が
出
る
。

　
無
知
な
り
し
昔
の
時
代
は
幸
福
で
あ
つ
た
。
科
學
的
知
識
を
以
つ
て
教
義
を
議
し
、
阿
頼
耶
識

あ
ら
や
し
き

を
檢
め

よ
う
と
す
る
や
う
な
時
代
は
既
に
末
世
の
事
で
あ
る
。 

加 

持 

力 

カ
ト
リ
ツ
ク

の
儀
典
、
行
列
か
ら
離
れ
て
、
授
戒
會

の
儀
式
を
離
れ
て
、
而
か
も
尚
蒸
々
た
る
衆
生
は
、
神
人
を
忘
る
る
底
の
莊
嚴
な
る
醉ゑひ
を
、
そ
も
何
れ
の

經
典
か
ら
搜
し
出
さ
う
と
す
る
。

　
日
の
暮
れ
し
が
た
、
川
に
臨
ん
だ
浴
室
で
晩
鐘
の
聲
を
聞
い
た
。
官
能
の
快
感
と
冥
想
の
甘
味
と
が
薄
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明
と
温
泉
の
湯
氣
と
を
充
た
せ
る
小
さ
い
室
の
中
に
溶
け
て
行
く
の
で
あ
る
。
（
正
月
四
日
）

　
夕
方
二
階
の 

欄  

干 

ら
ん
か
ん

か
ら
海
を
見
下
ろ
し
て
居
る
と
、
海
岸
に
連
つ
た
家
々
の
屋
根
の
上
を
汽
船
の
檣

だ
け
が
通
つ
て
居
る
所
で
あ
つ
た
。
家
が
途
切
れ
た
時
大
き
い
船
の
腹
が
見
え
た
が
、
ち
や
う
ど
強
い
夕

日
に
照
り
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
黒
の
ペ
ン
キ
は
怪
し
い
褐
色
に
光
り
、
殊
に
赤
い
窓
の
扉
は
き

ら
き
ら
と
事
々
し
く
輝
い
て
居
た
。
甲
板
上
の
船
客
も
亦
一
々
分
明
に
見
わ
け
ら
れ
た
が
、
知
ら
ぬ
人
の

旅
な
が
ら
、
出
て
行
く
も
の
を
見
送
る
の
は
何
と
な
く
心
さ
び
し
い
。 

少  

時 

し
ば
ら
く

の
間
に
船
は
遠
く
な
る
の

で
あ
る
。
さ
う
す
る
と
、
と
ろ
り
と
ろ
り
と
最
後
の
笛
を
鳴
ら
す
。
水
平
に
近
ち
か
づく
頃
に
は
、
ち
や
う
ど
八

月
の
青
草
の
中
に
一
つ
開
い
た
落
花
生
の
花
の
や
う
な
黄
ろ
い
燈
を
と
も
し
た
の
で
あ
る
。

　
千
七
百
八
十
七
年
三
月
二
日
ナ
ポ
リ
に
て
と
あ
る
日
附
の
ゲ
エ
テ
が
伊
太
利
亞
紀
行
の
中
に
も
同
じ
心

持
が
書
い
て
あ
る
。
「
海
及
び
船
舶
も
此
地
に
於
て
は
亦
全
く
別
種
の
面
目
を
呈
し
て
居
る
。
」
と
い
ふ

當
り
前
の
書
き
出
し
か
ら
、
前
日
強
い   

北      
風   

ト
ラ
モ
ン
タ
ア
ネ

に
送
ら
れ
て
パ
レ
ル
モ
に
向
け
て
航
行
し
た
る
弗
列
フ
レ
ガ

戛
艇
ツ
テ
エ
の
事
を
報
じ
、
「
か
の
風
な
れ
ば
今
度
の
航
海
に
は
三
十
六
時
間
以
上
は
か
か
ら
な
い
だ
ら
う
」
と

推
察
を
下
し
た
り
な
ど
し
て
居
る
。
「
か
の
艦
の
滿
々
と
風
を
孕
ん
だ
帆
が
カ
プ
リ
と
ミ
ネ
ル
　ヷ
の
岬
と

の
間
を
走
り
、
遂
に
何
方
と
も
な
く
姿
を
か
く
し
た
の
を
見
送
つ
た
時
、
予
の
心
は
限
り
も
な
き
憧
憬
の
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念
に
滿
さ
れ
た
。
若
し
も
自
分
の
戀
人
が
あ
あ
し
て
遠
く
去
つ
て
ゆ
く
の
を
見
た
な
ら
ば
、
き
つ
と
人
は

こ
が
れ
死じに
に
死
ん
で
し
ま
ふ
に
相
違
な
い
。
」
と
書
い
て
あ
る
。
今
も
昔
も
人
の
心
に
變
り
は
な
い
と
思

は
れ
る
。

　
予
が
窓
下
に
、
昔
讀
ん
だ
事
が
あ
る
と
い
ふ
記
憶
を
唯
一
の
た
よ
り
に
、
か
の
紀
行
の
内
か
ら
や
う
や

う
こ
の
頁
を
搜
し
あ
て
た
頃
に
は
、
既
に
海
は
暗
く
、
向さ
き
の
船
影
は
既
に
見
る
可
か
ら
ざ
る
に
至
つ
た
。

旅
行
記
の
面
白
さ
は
、
例
へ
ば
陸
游
が
入
蜀
記
の
土
地
の
景
物
を
舒
し
舊
址
を
弔
ふ
文
な
ど
の
末
に
、
晩

に
大
風
と
な
り
船
人
纜
を
増
す
と
か
、
夜
雨
あ
め
ふる
と
か
、
蚊
が
多
く
て
、
始
め
て
復
た
幮
を
設
け
た
と
か
い

ふ
短
い
言
葉
で
、
唯
時
の
關
係
よ
り
外
に
は
全
く
聯
絡
の
な
い
事
を
書
い
て
あ
る
の
で
、
却
つ
て
躍
然
と

旅
中
の
趣
が
目
前
に
彷
彿
た
る
に
至
る
と
同
じ
く
、
ゲ
エ
テ
の
上
記
の
感
傷
的
な
記
述
の
直
ぐ
次
の
行
に

は
、
今
は 

巽  

風 

シ
ロ
ツ
コ

が
出
た
か
ら
、
是
れ
が
強
く
な
つ
た
ら
モ
ロ
の
邊
の
波
は
一
入
興
深
い
事
だ
ら
う
な
ど

と
書
い
て
あ
る
か
ら
、
如
何
に
も
こ
の
詩
人
の
多
情
な
性
格
と
南
歐
の
風
物
と
が
よ
く
見
え
る
の
で
あ
る
。

　 

閑   

話   

休   

題  

あ
だ
し
ご
と
は
さ
て
お
き

、
松
浦
佐
用
姫
、
鬼
界
が
島
の
俊
寛
な
ど
の
物
語
に
も
同
じ
心
持
が
は
ひ
つ
て
居
る

が
、
行
く
と
來
る
と
の
別
れ
こ
そ
あ
れ
、
「
沖
の
暗
い
の
に
白
帆
が
見
え
る
。
」
の
歌
は
俗
謠
の
絶
唱
で

あ
る
と
思
ふ
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
「
蒸
氣
や
出
て
ゆ
く
、
煙
は
殘
る
」
の
歌
は
少
し
下
品
だ
。
が
、
然
し

尚
ほ
生
活
と
歌
謠
と
の
間
に
密
接
な
る
關
係
の
あ
る
事
は
近
頃
の
唱
歌
に
優
る
事
萬
々
で
あ
る
。
（
一
月
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五
日
夜
）

　
や
や
大
き
い
額
の
中
央
に
、
ほ
ん
の
形
を
現
は
す
と
云
ふ
ま
で
に
鰹
船
の
畫
が
か
い
て
あ
る
。
木
の
板

の
上
へ
、
漆
喰
に
混
ぜ
た
繪
の
具
で
厚
く
で
こ
で
こ
と
盛
り
上
げ
ら
れ
て
居
る
。
船
に
は
二
三
十
人
の
木で

偶く
の
坊
が
紺
色
の
繪
の
具
で
並
列
せ
し
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
人
の
中
か
ら
十
幾
本
か
の
釣
竿
が

立
つ
て
居
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
不
器
用
な
垂
直
線
に
な
つ
て
並
立
し
て
ゐ
る
が
、
そ
の
一
つ
一
つ
の
釣

絲
の
先
き
に
鰹
が
く
つ
つ
い
て
居
る
。
船
の
舳
の
所
に
二
つ
の
白
い
鳥
が
浮
い
て
居
る
。
一
群
の
鴎
は
、

聲
を
も
想
像
さ
せ
る
位
に
船
の
後
ろ
に
飛
び
亂
れ
て
居
る
。
水
平
線
は
高
い
。
そ
こ
に
は
岩
石
か
ら
成
る

島
が
あ
つ
て
、
島
影
か
ら
朝
日
が
出
懸
け
て
居
る
所
で
あ
る
。
額
の
上
部
に
は
大
き
く
「
奉
納
」
と
書
い

て
あ
る
。
明
治
四
十
一
年
寅
季
秋
の
奉
獻
に
係
る
の
で
あ
る
。

　
同
じ
構
圖
の
が
も
一
枚
あ
る
。
そ
れ
に
小
さ
い
島
の
代
り
に
水
平
線
に
盛
に
噴
煙
し
つ
つ
あ
る
大
島
が

畫
か
れ
て
居
た
。
で
船
の
下
の
波
の
中
に
は
、
何
れ
も
釣
竿
の
先
を
目
が
け
て
集
れ
る
數
十
の
鰹
が
浮
い

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　
小
さ
い
山
腹
の
神
社
の
幕
に
も
鰹
の
繪
が
染
め
て
あ
る
。
そ
の
間
か
ら
日
が
出
て
居
る
の
で
あ
る
が
、

ち
や
う
ど
そ
こ
の
所
が
絞
り
上
げ
ら
れ
て
居
た
。
「
海
上
安
全
」
の
文
字
と
共
に
。
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こ
ん
な
原
始
的
な
漁
村
の
藝
術
は
、
實
際
自
分
の
眼
が
見
た
の
で
無
け
れ
ば
面
白
く
な
い
。
も
し
そ
の

郷
土
の
地
勢
を
見
、
産
業
を
檢
べ
、
其
歴
史
を
知
る
眼
が
見
た
な
ら
ば
、
却
つ
て
異
國
の
大
藝
術
を
見
た

時
よ
り
も
、
も
つ
と
懷
か
し
い
、
感
深
き
印
象
を
得
る
に
違
ひ
な
い
と
思
ふ
。

　
小
さ
い
郷
社
を
出
て
、
隣
接
す
る
寺
の
鐘
樓
の
邊
か
ら
眺
望
す
る
と
、
南
國
の
冬
の
海
は
一
種
の
温
味

あ
る
青
色
の
表
面
を
織
り
出
し
て
居
る
。
海
の
あ
な
た
の
岬
に
は
午
前
の
淡
い
日
影
を
受
け
た
一
部
落
の

屋
根
が
連
つ
て
居
る
。
山
腹
の
神
社
さ
え
見
え
る
。
殊
に
そ
こ
に
今
日
祭
典
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、

幾
竿
か
の
幟
が
立
つ
て
居
る
の
で
あ
る
が
、
透
明
な
る
空
氣
を
通
し
て
、
そ
の
布
の
、
乃
至
港
の
帆
船
の

帆
の
は
た
め
き
さ
へ
も
耳
に
聞
え
る
許
り
に
よ
く
見
え
る
の
で
あ
る
。
正
に
是
れ
一
種
の
「
廣
重
情
調
」

で
あ
る
。
即
ち
視
感
を
動
か
す
繪
畫
的
刺
戟
は
直
ち
に
海
郷
の
傳
説
を
聯
想
せ
し
む
る
契
點
と
な
る
の
で

あ
る
。
前
景
と
し
て
は
、
下
つ
て
ゆ
く
道
の
途
中
な
る
山
門
。
大
な
る
山
櫻
と
柑
子
の
木
の
群
。
四
百
年

の
松
。
及
び
眼
下
の
海
濱
の
赤
き
船
の
旗
で
あ
る
。
而
し
て
嚮
に
云
ふ
所
の
奉
納
の
額
は
、
か
か
る
郷
土

を
背
景
と
し
て
鑑
賞
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

　
土
地
柄
、
日
蓮
や
曾
我
兄
弟
を
對
照
と
し
た
額
も
少
く
な
い
。
こ
れ
は
亦
違
ふ
方
角
の
街
區
の
寺
で
見

ら
れ
た
。
祖
師
堂
の
壁
を
飾
る
多
く
の
額
の
内
で
は
船
乘
彌
三
郎
の
事
を
畫
い
た
の
が
尤
も
興
味
が
あ
つ

た
。
こ
の
郷
の
一
角
を
名
所
圖
會
の
鳥
瞰
景
に
見
た
も
の
が
、
額
面
の
右
の
上
部
の
大
半
を
占
め
、
そ
の
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岬
の
鼻
は
尚
左
半
の
大
部
分
に
延
び
て
居
る
。
船
乘
彌
三
郎
は
小
さ
い
傳
馬
船
に
乘
つ
て
、
今
し
も
ぱ
つ

と
投
網
を
打
つ
た
所
で
あ
る
。
途
端
金
光
は
赫
灼
と
し
て
海
底
の
金
佛
か
ら
起
つ
た
。
　
　
然
し
繪
馬
の

畫
工
は
、
も
つ
と
著
し
く
土
地
と
云
ふ
も
の
の
概
念
を
現
は
さ
う
と
欲
し
た
ら
し
か
つ
た
。
即
ち
海
上
に

烟
を
吐
く
所
の
大
島
を
畫
き
そ
へ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
ま
た
岬
邊
の
一
小
島
を
も
畫
き
漏
ら
さ
な
か
つ

た
。
且
一
個
の
圖
案
と
し
て
の
因
襲
的
興
味
を
尊
重
す
る
此
の
無
名
の
畫
工
は
、
更
に
水
平
線
上
の
二
個

の
帆
影
、
海
を
昇
る
朝
暉
の
赤
き
後
光
を
添
加
す
る
を
以
つ
て
、
多
く
の
效
果
を
收
む
る
も
の
と
考
へ
た

に
相
違
な
い
。

　
つ
ま
ら
な
い
冥
想
を
樂
し
ん
だ
あ
と
で
予
等
は
寺
の
坂
を
下
つ
た
。
そ
れ
か
ら
小
學
校
の
庭
で
す
る
消

防
出
初
式
の
稽
古
を
見
、
冬
の
日
の
田
圃
の
心
持
よ
い
暖
色
を
樂
し
み
な
が
ら
、
午
少
し
前
の
比
こ
ろ
ほひ
、
か

の
祭
典
の
催
の
あ
る
街
區
に
入
つ
た
の
で
あ
る
。

　
海
郷
の
祭
典
が
如
何
に
愉
快
な
る
諧
調
を
四
圍
の
自
然
と
そ
こ
の
住
民
と
の
間
に
造
り
出
し
た
か
に
就

い
て
は
更
に
筆
を
新
に
し
て
報
告
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
予
は
今
は
勞
れ
て
居
る
。
こ
れ
か
ら
一
つ
湯
に
は
ひ

ら
う
と
思
ふ
。

　
今
日
も
さ
う
で
あ
つ
た
が
、
を
と
と
ひ
の
晝
間
は
春
の
や
う
な
風
が
此
町
を
音
づ
れ
た
。
庭
の
葡
萄
の

枯
葉
、
石
菖
、
野
芹
な
ど
を
眺
め
て
ゐ
る
と
、
陽
炎
で
目
が
霞
ん
だ
。
そ
れ
か
ら
田
圃
へ
出
た
ら
例
の
稻
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村
が
淡
く
日
を
受
け
て
居
た
。
そ
の
下
の
田
の
土
の
色
、
畔くろ
の
草
の
色
　
　
是
等
は
他
の
季
節
に
見
る
事

の
出
來
な
い
親した
し
み
、
懷なつ
か
し
み
を
藏
し
て
ゐ
る
。
日
本
の
油
畫
で
は
や
や
ふ
る
く
は
久
米
氏
の
稻
村
の

畫
、
山
本
森
之
助
氏
の
山
麓
の
農
家
の
畫
、
そ
れ
か
ら
一
昨
年
か
の
白
馬
會
の
跡
見
泰
氏
の
田
圃
の
畫
の

外
に
は
か
う
云
ふ
致
お
も
む
きを
寫
し
た
の
は
見
な
い
。
早
く Exoticom

anie 

が
過
ぎ
て
か
う
い
ふ
地
方
色
を
ゑ

が
い
た
畫
が
見
た
い
。

　
こ
れ
か
ら
温
泉
で
あ
る
。
あ
の
硫
化
水
素
の
臭
ひ
と
温
い
液
體
の
輕
い
壓
力
と
は
兎
に
角
氣
持
が
よ
い
。

人
間
を
の
ら
く
ら
者
に
さ
せ
る
丈
の
力
は
十
分
あ
る
。
今
日
、
日
沒
の
少
し
前
、
街
道
を
歩
い
て
温
泉
の

一
廓
に
出
た
ら
ま
た
忽
ち
こ
の
臭
ひ
に
襲
は
れ
た
の
で
あ
つ
た
。
田
舍
と
は
云
ひ
な
が
ら
、
そ
の
賑
か
な

街
道
に
、
煙
草
屋
、
下
駄
屋
、
小
間
物
屋
の
間
に
共
同
の
温
泉
場
が
あ
つ
て
、
外
か
ら
裸
形
の
人
影
が
覗

か
れ
る
な
ど
は
、
全
く
異
郷
の
感
じ
が
す
る
。
道
傍
に
立
つ
柳
、
石
の
道
陸
神
、
湯
槽
か
ら
出
て
川
に
流

る
る
湯
の
匂
ひ
、
冬
の
穩
か
な
る
日
の
微
か
な
る
風
、
ま
た
野
邊
の
揚
雲
雀
、
藺
の
田
に
淀
む
脂
な
ど
は

正
に
蕪
村
の
詩
趣
で
あ
る
。

　
か
う
云
ふ
土
地
に
生
れ
て
、
今
の
世
は
知
ら
ず
、
昔
の
の
ん
き
な
時
代
の
人
が
怠
け
者
か
道
樂
者
に
な

ら
な
い
と
云
ふ
筈
は
な
い
の
で
あ
る
。
さ
う
云
ふ
人
々
の
逸
話
も
亦
こ
こ
彼
方
か
し
こ
の
家
庭
に
殘
つ
て
ゐ
る
。

そ
の
人
々
の
多
く
は
小
高
い
山
腹
の
墓
の
下
に
眠
つ
て
居
る
。
そ
の
家
は
或
は
な
く
な
り
、
或
は
今
に
殘
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つ
て
、
其
あ
と
の
人
々
を
住
ま
し
て
居
る
。

　V
edi N

apoli e poi m
uori !

（
正
月
七
日
夕
刻
。
）

　
で
、
祭
の
事
を
書
か
う
。
を
と
と
し
君
と
一
緒
に
見
た
あ
の
祭
だ
。
予
は
四
年
目
に
一
度
あ
る
も
の
と

思
つ
て
居
た
ら
、
さ
う
で
は
な
く
て
隔
年
に
あ
る
の
で
あ
つ
た
。
そ
ん
な
ら
君
に
さ
う
言
つ
て
や
る
の
だ

つ
た
の
に
。
今
年
は
も
う
慣
れ
て
居
た
か
ら
大
し
て
心
を
動
か
す
や
う
な
事
は
無
か
つ
た
。
一
昨
年

を
と
と
し

は
、

君
に
は
言
は
な
い
で
居
た
が
、
十
幾
年
の
間
と
云
ふ
も
の
、
全
く
忘
れ
て
居
た
い
ろ
い
ろ
の
物
を
突
然
見

せ
ら
れ
た
の
だ
か
ら
し
て
、
す
つ
か
り
少
年
時
の
情
調
の
中
へ
移
さ
れ
て
し
ま
つ
て
、
可
笑
し
い
事
だ
が

虚う
言そ
で
は
な
い
、
止
め
て
も
止
め
て
も
涙
が
出
る
位
に
感
動
し
た
の
だ
つ
た
。

　
今
朝
實
は
偶
然
遠
來
の
少わか
い
親
類
の
人
を
案
内
し
て
、
所
謂
舊
跡
廻
り
を
し
て
、
山
の
途
中
か
ら
幟
の

立
つ
て
居
る
の
を
望
見
し
て
始
め
て
此
の
街
區
に
祭
典
の
あ
る
と
云
ふ
事
を
知
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
か

ら
、
遂
に
、
此
町
の
内
で
も
尤
も
海
に
親
し
い
一
小
區
域
に
出
た
の
で
あ
る
。
一
瞥
の
下
に
予
は
如
何
に

今
日
の
凪
の
好
い
日
で
あ
る
か
を
知
つ
た
。
溶
か
さ
な
い
群
青
の
や
う
に
濃
い
海
の
一
端
に
、
岸
に
近
く
、

一
艘
の
船
が
盛
裝
せ
ら
れ
て
居
る
。
青
い
水
面
の
上
の
赤
、
白
、
黄
　
　
旗
、
幕
、
造
花
等
の
裝
飾
　
　

是
等
は
十
分
予
の
視
感
を
喜
ば
す
に
足
る
の
で
あ
る
。
況
ん
や
、
そ
れ
が
更
に
海
邊
の
住
民
の
生
活
の
象
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徴
で
あ
る
に
於
て
を
や
。
此
區
に
近
づ
く
に
從
つ
て
高
く
聳
や
ぐ
幟
、
街
道
を
跨
ぐ
提
灯
、
幣
束
を
付
け

た
榊
、
夏
蜜
柑
の
枝
、
蝦
、
し
め
蠅
の
類
が
見
え
出
し
て
來
た
。
祭
典
の
繪
畫
的
要
素
は
忽
ち
に
予
等
に

お
祭
の
情
調
を
吹
き
込
ん
だ
の
で
あ
る
。

　
高
い
、
海
と
家
と
を
直
下
に
瞰み
お
ろ
す
例
の
お
宮
の
石
段
に
は
既
に
大
勢
押
し
懸
け
て
居
た
の
で
あ
る
。

で
予
等
も
人
の
波
を
分
け
て
石
段
を
登
つ
て
行
つ
た
。
例
の
青
龍
、
白
虎
等
の
四
神
を
頭
に
付
け
た
鋒
、

錦
の
旗
、
榊
の
枝
、
其
他 

御 

酒 

錫 

お
み
き
す
ゞ

、
供
餅
な
ど
を
持
つ
た
人
々
が
嚴
肅
に
石
段
の
上
に
並
ぶ
。
そ
し
て

何
か
重
大
な
る
事
を
期
待
し
て
居
る
や
う
な
顏
を
す
る
。
彼
等
は
上
の
狹
い
廣
場
の
鹿
島
踊
の
終
る
の
を

待
つ
て
居
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
終
へ
た
ら
ば
直
ち
に
動
き
出
さ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
坂
下
に

集
つ
て
居
る
十
人
許
り
の
男
の
子
供
は
、
皆
法
螺
の
貝
の
口
を
脣
に
當
て
て
居
る
。
ま
た
踊
が
終
へ
た
ら

鳴
ら
さ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
　
　
此
時
既
に
予
等
は
、
海
の
波
の
諧
音
に
も
比
す
べ
き
歌
聲
を
聞
い
て

居
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
鹿
島
踊
の
人
々
の
歌
で
あ
つ
た
。

　
狹
い
、
崖
の
上
の
廣
場
の
石
の
鳥
居
の
下
で
、
三
十
人
許
り
の
烏
帽
子
白
丁
の
人
々
が
踊
を
を
ど
つ
て

居
る
の
で
あ
る
。
人
の   

相      

貌   

フ
イ
ジ
オ
ノ
ミ
イ

に
對
し
て
は
殊
に
深
い
興
味
を
有
す
る
予
は
、
直
ち
に
是
等
の
人
々

の
内
か
ら
面
白
い
表
情
や
骨
骼
を
搜
し
出
し
た
の
で
あ
る
。
が
、
取
り
分
け
て
予
の
心
を
動
か
し
た
の
は
、

そ
の
側
に
立
つ
て
歌
だ
け
を
唄
ふ
四
人
の 

謳  

者 

う
た
ひ
て

の
極
め
て
眞
面
目
な
顏
で
あ
つ
た
。
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歌
の
文
句
は
善
く
分
ら
な
い
。
「
鎌
倉
の
御
所
の
お
庭
に
椿
を
植
ゑ
て
、
植
え
て
育
て
て
云
々
」
と
い

ふ
の
や
「
そ
れ
彌
勒
み
ろ
く
の
船
の
云
々
」
と
い
ふ
の
や
の
外
に
は
頓
と
解
す
る
事
が
出
來
な
か
つ
た
が
、
そ
れ

を
音
頭
取
つ
て
歌
ふ
最
端
の
一
人
は
、
海
濱
で
屡
見
る
や
う
な
、
ま
る
で
粘
土
で
燒
い
た
假
面
の
や
う
な

顏
を
持
つ
た
老
人
で
あ
つ
て
、 

眼  

瞼  

縁  

炎 

ブ
レ
フ
ア
リ
イ
チ
ス

の
し
よ
ぼ
し
よ
ぼ
し
た
、
灰
白
の
睫
毛
の
眼
は
一
層
そ
の

相
貌
を
ま
じ
め
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
人
は
紋
付
の
羽
織
を
着
て
袴
を
穿
か
ぬ
。
第
二
第
三
の
人
は
揃

ひ
の
袴
を
着
け
て
脇
差
を
さ
し
て
居
る
。
比
較
的
年
は
わ
か
い
。
殊
に
第
三
の
男
は
屈
強
な
筋
肉
の
、
正

に
典
型
的
の 

漁 

夫 

顏 

れ
ふ
し
が
ほ

で
あ
る
。
而
も
其
の
態
度
は
異
常
に
嚴
格
で
あ
る
。
ま
た
假
面
的
相
貌
に
、
絶
大

な
る
何
物
か
に
向
つ
て
心
か
ら
の 
頌  

歌 
ほ
め
う
た

を
唄
ふ
や
う
な
極
め
て
敬
虔
な
る
表
情
を
刻
ん
で
居
る
の
で
あ

つ
た
。
第
四
の
人
は
ま
た
年
寄
で
、
同
じ
く
袴
を
ば
は
か
な
か
つ
た
。

　
此
四
人
は
、
或
は
聲
を
揃
へ
て
歌
ふ
。
或
は
少
時
し
ば
し
息
を
凝
し
て
踊
の
人
の
答
の
歌
を
待
つ
や
う
に
默
す
。

或
は
踊
の
人
々
と
共
に
唄
ふ
。

　
踊
は
左
の
手
に
幣
束
の
柄
を
持
ち
右
に
扇
を
持
つ
て
歌
ひ
な
が
ら
踊
る
の
で
あ
る
。
ち
よ
つ
と
見
た
所

で
は
何ど
う
規
律
が
あ
る
の
か
分
ら
な
い
。
子
供
の
す
る
蓮
華
の
は
な
の
遊
び
の
や
う
に
開
い
た
り
萎
ん
だ

り
す
る
。
時
々
ご
ち
や
ご
ち
や
ん
と
圓
く
集
つ
て
し
ま
つ
て
、
扇
と
幣
束
と
を
膝
の
前
に
寢
か
し
て
、

「
そ
こ
、
そ
こ
、
そ
こ
、
そ
こ
や
あ
れ
、
そ
こ
や
れ
、
は
い
や
」
と
い
ふ
。
そ
れ
で
一
節
が
終
へ
た
の
で
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あ
る
。
そ
れ
か
ら
復
再
び
繰
り
返
し
て
踊
る
。

　
兎
に
角
此
踊
と
い
ふ
も
の
は
、
か
か
る
屈
強
な
る
、
最
早
分
別
も
出
た
男
の
す
る
も
の
と
し
て
は
甚
だ

馬
鹿
氣
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
程
價
値
あ
る
も
の
と
は
思
は
れ
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
一
人
な
ら
ず

二
十
三
十
の
人
が
揃
つ
て
踊
る
　
　
而
か
も
嚴
肅
な
顏
を
以
て
、
少
し
も
詰
ら
な
い
と
云
ふ
や
う
な
風
も

し
な
い
で
踊
る
の
を
見
る
と
、
何
か
知
ら
ん
、
觀
者
は
非
常
に
感
傷
的
な
悲
哀
又
は
悲
壯
の
心
持
に
な
る

の
で
あ
る
。
總
じ
て
多
く
の
人
が
揃
つ
て
一
事
を
演
ず
る
と
い
ふ
場
合
に
は
、
そ
こ
に
一
種
の
「
力
」
の

感
じ
を
生
ず
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
活
動
の
目
的
が
大
な
る
も
の
よ
り
小
な
る
も
の
に
行
く
に
從
つ
て
、

こ
の
感
じ
に
崇
高
、
悲
壯
乃
至
可
憐
の
第
二
の
心
持
が
附
い
て
來
る
。
多
く
の
僧
侶
が
涅
槃
の
釋
尊
を
一

齊
に
諦
視
す
る
古
畫
の
表
に
は
悲
壯
が
あ
る
。
單
に
美
し
い
藤
娘
や
鷹
匠
の
踊
の
地ぢ
を
附
け
る
爲
め
に
二

十
人
の
樂
人
が
歌
を
唄
ひ
三
味
線
を
彈
く
の
を
見
る
と
き
に
は
、
人
を
し
て
涙
ぐ
ま
し
む
る
哀
愁
が
あ
る
。

此
の
鹿
島
踊
が
そ
れ
を
見
る
人
々
を
動
か
す
の
は
そ
の
二
つ
の
孰
れ
の
作
用
で
あ
る
か
は
知
ら
な
い
け
れ

ど
も
、
兎
に
角
一
種
の
力
を
印
象
せ
ら
れ
、
而
し
て
踊
そ
の
も
の
は
つ
ま
ら
な
い
も
の
だ
と
感
じ
た
る
見

物
は
、
こ
の
力
の
源
を
こ
の
踊
　
　
こ
の
人
間
活
動
の
裏
に
求
め
て
止
ま
ぬ
の
で
あ
る
。
　
　
即
ち
踊
そ

の
も
の
の
爲
で
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
是
れ
は
所
謂
「
御
神
體
」
を
崇
め
、
そ
れ
を
喜
ば
す
が

爲
め
に
行
は
れ
た
の
だ
と
云
ふ
事
を
發
見
す
る
に
至
る
。
そ
こ
で
人
の
注
意
が
此
御
神
體
の
上
に
集
る
の
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で
あ
る
。

　
鳥
居
を
潜
つ
て
又
一
つ
石
段
を
登
る
と
そ
こ
に
ま
た
鰹
の
幕
や
、
蛭
子
の
面
で
飾
ら
れ
た
拜
殿
が
あ
つ

た
。
榊
が
立
ち
、
提
灯
が
弔
る
さ
れ
る
。
一
群
の
人
は
亦
此
の
處
に
於
て
も
堂
内
の
一
物
に
注
視
し
て
居

る
の
で
あ
る
。

　
即
ち
新
し
き
筵
を
敷
い
た
神
殿
の
床
の
上
に
は
、
黄
ろ
い
綸
子
や
藍
の
玉
蟲
の
綾
な
ど
の
直
衣
を
着
た

禰
宜
が
色
斑
ら
に
並
ぶ
。
其
側
に
は
脇
差
を
さ
し
た
漁
夫
が
禮
裝
し
て
坐
る
。
此
際
予
の
氣
付
い
た
所
に

よ
る
に
、
黒
羽
二
重
な
ど
の
羽
織
に
大
き
な
紋
の
つ
い
た
の
は
可
い
が
、
下
の
着
物
は
淺
黄
の
辨
慶
と
か
、

淺
黄
の
あ
ら
い
薩
摩
縞
の
や
う
な
の
が
多
か
つ
た
。
親
讓
り
の
絲
織
の
晴
衣
と
云
ふ
や
う
な
も
の
は
固
よ

り
あ
つ
た
が
、
ま
だ
新
し
い
の
に
年
に
似
合
は
ず
、
派
手
な
の
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
漁
夫
の
眼

に
媚
び
る
や
ぼ
な
色
や
縞
柄
の
着
物
を
、
少
し
窮
屈
に
着
て
居
る
の
を
見
て
さ
へ
も
、
何
か
妙
な
哀
深
い

心
持
に
な
つ
た
。

　
而
し
て
是
等
の
人
は
、
一
種
の
莊
重
な
る
儀
式
を
以
て
御
神
體
を
御
輿
の
中
に
移
す
。
「
今
御
輿
へ
魂

を
移
し
た
ぞ
」
と
い
ふ
私
語
が
子
供
等
の
う
ち
に
擴
ま
る
。
で
皆
な
感
動
し
た
ら
し
い
顏
付
を
す
る
。

　
神
秘
　
　
昔
か
ら
今
に
懸
け
て
地
上
の
あ
ら
ゆ
る
人
々
の
求
め
あ
か
し
た
者
は
そ
れ
で
は
無
い
か
。
原

子
分
子
の
假
説
で
宇
宙
の
規
律
の
や
や
整
然
と
説
明
さ
れ
さ
う
に
な
る
と
、
人
々
は
驚
い
て
新
な
る
不
可
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思
議
を
求
め
る
。
そ
し
て
新
に
發
見
し
た
電
子
と
い
ふ
鍵
で
第
二
の
扉
を
開
け
よ
う
と
努
力
す
る
。
宗
教

藝
術
は
勿
論
の
事
で
あ
る
が
、
一
見 niladm

irali 

に
見
え
る
朴
訥
な
る
科
學
も
亦
人
間
の
世
界
に
神
秘
を

餘
計
に
し
よ
う
と
努
力
す
る
や
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
所
で
予
は
此
魂
移
し
の
儀
式
に
於
て
、
あ
ま
り

に
手
輕
に  
神    

秘  
ミ
ス
チ
ツ
ク

を
求
め
得
て
、
そ
れ
で
滿
足
し
た
昔
の
人
の
寛
濶
を
思
う
て
ほ
ほ
笑
ま
ず
に
は
居
ら

れ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
魂
移
し
が
濟
む
と
突
然
鐵
砲
が
な
る
。

「
え
、
ど
つ
こ
い
、
ど
つ
こ
い
」

「
そ
お
ら
あ
あ
…
…
」

　
と
、
ち
や
う
ど
唄
の
應
答
の
半
で
あ
つ
た
踊
の
人
々
は
驚
い
て
踊
を
休
め
て
か
た
ま
る
。
坂
下
で
は
子

供
等
が
け
た
た
ま
し
く
法
螺
の
貝
を
吹
き
出
す
。
三
十
人
許
り
の
壯
者
に
擔
が
れ
た
神
輿
は
拜
殿
前
の
石

段
を
下
つ
て
鳥
居
の
下
の
廣
場
に
出
る
。
群
集
が
道
を
開あ
け
る
。
赤
、
緑
、
黄
色
の
旗
が
ゆ
ら
ゆ
ら
と
動

き
初
め
る
。

　
御
輿
は
崖
の
上
の
狹
い
平
地
に
出
た
。
そ
し
て
蹌よ
踉ろ
け
出
し
た
。
年
老
い
た
る
二
三
の
漁
夫
は
心
配
さ

う
に
小
走
り
に
走
つ
て
往
つ
て
、
こ
の
暴
れ
る
神
體
を
宥
め
よ
う
と
し
た
。

「
ぶ
う
ぢ
や
つ
か
ん
、
ぢ
や
つ
か
ん
、
ぢ
や
つ
か
ん
」
と
云
ふ
言
葉
が
あ
る
。
子
供
等
の
言
ひ
な
せ
る
擬

音
の
言
葉
で
あ
る
。
ぶ
う
と
い
ふ
の
は
法
螺
の
貝
の
音
で
あ
る
。
ぢ
や
つ
か
ん
、
ぢ
や
つ
か
ん
と
は
御
輿
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に
飾
る
珠
や
風
鐸
の
響
を
模
し
た
の
で
あ
ら
う
。
そ
の
や
う
に
今
も
神
輿
が
ゆ
れ
な
が
ら
響
い
た
の
で
あ

る
。

　
高
い
坂
の
上
か
ら
狹
い
街
路
を
下
瞰
し
て
居
る
と
、
今
し
も
坂
を
下
つ
た
御
輿
が
屋
根
と
屋
根
と
の
間

に
現
は
れ
た
所
で
あ
る
。
法
螺
の
貝
は
も
の
も
の
し
げ
に
鳴
る
。
而
し
て
幾
度
か
止
ま
り
幾
度
か
蹌
踉
よ
ろ
め
い

て
、
子
供
等
の
小
さ
い
胸
を
痛
ま
し
め
た
神
輿
は
、
突
然
何
か
思
ひ
付
い
た
や
う
に
細
い
道
を
東
の
方
に

驅
つ
て
行
つ
た
。

　
山
腹
の
石
の
鳥
居
、
そ
の
下
は
直
ぐ
崖
で
、
海
に
沿
ふ
家
の
屋
根
が
見
え
る
。
そ
こ
に
青
い
海
面
か
ら

拔
け
て
白
の
幟
が
立
つ
。
而
し
て
水
平
線
の
彼
方
に
は
房
總
の
山
が
眠
る
。
こ
の
光
景
は
既
に
な
つ
か
し

い
廣
重
の
情
調
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
種
の
情
調
の
中
に
、
凡
て
を
破
壞
す
る
現
代
文
明
の
波
に
も
破
ら

れ
ず
に
、
尚
能
く
昔
の
面
影
を
止
む
る
祭
典
及
び
其
他
の
年
中
行
事
を
殘
し
て
居
る
と
云
ふ
事
は
め
づ
ら

し
い
事
で
あ
る
。
實
際
は
こ
の
鹿
島
踊
の
如
き
も
必
し
も
珍
ら
し
い
も
の
で
は
無
い
か
も
知
れ
ぬ
。
香
取
、

鹿
島
の
兩
社
は
遠
く
藤
原
氏
の
時
代
か
ら
勢
力
の
あ
つ
た
社
で
、
そ
の
末
社
も
少
く
は
な
い
だ
ら
う
。
隨

つ
て
鹿
島
踊
、
鹿
島
の
事
つ
げ
、
船
唄
の
類
も
ま
だ
全
國
の
諸
所
に
殘
つ
て
居
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
然

し
盆
踊
は
つ
い
近
頃
ま
で
は
あ
ん
な
に
盛
で
あ
つ
た
の
が
、
今
は
殆
ど
全
廢
し
て
し
ま
つ
た
。
此
種
の
祭

典
も
や
が
て
遠
か
ら
ず
無
く
な
つ
て
し
ま
ふ
の
だ
ら
う
。
だ
か
ら
予
も
冗
漫
を
厭
は
ず
に
目
に
見
た
所
を
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そ
の
ま
ま
書
き
付
け
よ
う
と
思
つ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
か
ら
予
等
は
神
輿
の
跡
は
追
及
し
な
い
で
、
後
に
そ
の
着
く
可
き
海
岸
で
待
つ
て
居
た
。
を
と
と

し
見
て
覺
え
て
居
る
所
で
は
、
や
は
り
そ
こ
に
踊
が
も
う
一
度
あ
つ
て
、
そ
れ
か
ら
裸
體
の
男
が
三
十
人

許
り
で
御
輿
と
人
々
と
を
船
に
乘
せ
る
の
で
あ
つ
た
。

　
や
が
て
そ
れ
も
濟
ん
だ
と
見
え
て
、
岸
に
繋
い
で
あ
つ
た
船
が
動
き
出
し
た
。
怪
し
い
人
の
ど
よ
も
し

が
遠
く
か
ら
聞
え
て
來
る
。
船
に
は
各
二
本
の
竹
竿
を
立
て
、
そ
れ
に
燈
籠
と
幟
と
を
付
け
、
數
條
の
造

花
を
し
だ
ら
し
た
。
こ
の
二
艘
の
主
な
船
を
中
心
に
し
て
、
其
他
四
五
艘
の
小
さ
い
船
が
そ
れ
を
取
り
卷

く
。
ま
た
別
に
一
艘
、
彩
色
を
施
し
た
彫
物
の
屋
臺
で
飾
つ
た
、
俗
に
「
御
船
お
ふ
ね
」
と
い
ふ
船
が
あ
る
。
そ

れ
に
は
舳
の
所
に
肩
衣
を
付
け
大
小
を
差
し
た
人
が
坐
つ
て
ゐ
る
。

　
是
等
の
船
が
動
き
出
し
て
、
艪
を
漕
ぐ
人
の
姿
は
見
え
る
け
れ
ど
も
船
は
中
々
に
近
よ
ら
ぬ
。
こ
な
た

の
海
岸
に
は
見
物
の
群
が
増
し
て
は
や
五
六
百
の
人
を
數
へ
ら
れ
る
や
う
に
な
つ
た
。
陸
に
揚
げ
て
あ
る

多
く
の
船
は
是
等
の
人
々
に
よ
つ
て
占
領
さ
れ
た
。
海
岸
に
立
つ
二
階
屋
の
窓
に
は
女
子
供
、
新
し
き
媳
よ
め

　
　
さ
う
云
ふ
人
達
が
首
を
出
す
。
而
し
て
實
際
こ
ん
な
狹
い
町
で
は
何ど
處こ
の
誰
が
何
處
に
居
る
と
云
ふ

事
が
愉
快
な
る
穿
鑿
の
種
に
な
り
、
そ
れ
が
歸
宅
の
後
家
人
に
告
げ
ら
れ
る
と
、
女
達
の
夜
の
爐
邊
の
話

題
を
賑
か
し
、
そ
れ
か
ら
そ
れ
へ
の
穿
鑿
が
更
に
人
の
家
の
親
類
縁
者
の
事
に
移
り
、
か
く
て
話
は
や
う
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や
う
一
つ
前
の  

人  

一  

代  

ジ
エ
ネ
ラ
シ
オ
ン

に
飛
ぶ
。
そ
し
て
遂
に
日
常
の
話
に
物
語
の
情
調
を
添
へ
る
に
至
る
の
で
あ

る
。

　
陸
の
船
の
上
に
ま
た
二
人
の
漁
夫
の
子
が
乘
つ
て
居
た
。
そ
の
一
人
は
羨
ま
し
さ
う
に
他ほか
の
子
の
持
つ

二
つ
の
小
さ
い
薄
荷
水
の
罎
を
諦み
視つ
め
て
居
た
。
遂
に
は
彼
は
そ
れ
を
要
求
す
る
に
至
つ
た
。
そ
こ
で
小

さ
い
爭
が
始
ま
る
。
然
し
結
局
兄
と
見
え
た
一
人
が
一
本
を
配
ち
與
へ
る
事
に
極
ま
つ
た
。
が
、
與
へ
る

そ
の
前
に
罎
中
の
大
半
の  

靈    

液  

ネ
ク
タ
ア
ル

は
傾
け
盡
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
此 

〔e'pisode

〕 

も
亦
、
待
ち
に
待

つ
て
退
屈
し
き
つ
た
人
々
に
は
恰
好
な
笑
艸
で
あ
つ
た
。
け
れ
ど
も
一
罎
を
貰
ひ
得
た
本
人
は
多
少
の
物

議
の
末
に
、
は
や
甘
ん
じ
て
、
も
う
勿
體
な
さ
さ
う
に
罎
の
口
を
嘗
め
出
し
た
の
で
あ
る
。

　
船
唄
と
鹿
島
歌
と
の
掛
合
の
間
に
、
「
え
、
ど
つ
こ
い
、
ど
つ
こ
い
」
と
云
ふ refrain 

で
金
剛
杖
で

船
の
板
を
う
つ
拍
子
が
明
か
に
聞
え
て
來
て
、
こ
な
た
の
濱
も
色
め
き
出
し
た
。
即
ち
二
人
の
若
者
は
勢

よ
く
着
物
を
脱
い
で
女
達
に
渡
し
、
そ
れ
か
ら
海
を
清
む
可
く
、
藻
屑
を
浚
ふ
可
く
冷
い
海
水
の
中
に
飛

び
込
ん
だ
。
そ
こ
で
輕
い
感
動
が
見
物
の
間
に
現
は
れ
て
來
る
。
單
に
儀
式
と
は
見
え
な
い
眞
面
目
を
以

て
こ
の
二
人
の
男
は
海
の
中
を
驅
け
廻
る
。
祭
典
の
遊
戲
的
活
動
は
愈
〻
ま
じ
め
な
も
の
に
鍍
金
さ
れ
て

し
ま
ふ
。Lipps 

の
自
己
投
入
の
説
で
は
無
い
け
れ
ど
も
、
見
物
さ
へ
も
自
み
づ
から
海
に
入
つ
た
時
の
や
う
な

筋
肉
の
緊
張
を
覺
え
て
、
隨
つ
て
、
御
船
を
待
つ
心
は
愈
〻
切
に
な
る
。
御
輿
の
魂
は
六
百
の
見
物
に
乘
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り
移
つ
た
の
で
あ
る
。

　
然
し
此
場
の situation 

の
面
白
さ
は
予
が
立
つ
處
よ
り
、
寧
ろ
か
の
二
階
の
窓
か
ら
見
た
も
の
の
方
が

優
れ
て
居
る
だ
ら
う
。
明
け
放
つ
た
後
景
の
窓
の
あ
な
た
に
は
暗
示
的
な
青
い
海
が
見
え
る
。
そ
の
方
を

眺
め
な
が
ら
八
九
人
の
女
子
供
の
群
が
立
つ
。
時
々
下
の
方
か
ら
騷
が
し
い
ざ
ん
ざ
め
き
が
聞
え
る
。
も

し
そ
の
内
の
一
人
の
女
が
、
下
の
出
來
事
の
經
過
を H

ofm
annsthal 

ば
り
の
美
し
い
言
葉
で
語
つ
た
ら

一
篇
の
戲
曲
が
出
來
る
か
も
知
れ
な
い
。

　
船
の
船
唄
も
明
か
に
な
る
。
そ
れ
を
唄
ふ
人
の
顏
も
讀
め
て
來
る
。
白
い
直
衣
の
禰
宜
が
渚
に
立
つ
て

遙
拜
す
る
。
忽
ち
四
五
十
人
の
若
者
が
裸
體
は
だ
か
に
な
つ
て
海
に
飛
び
込
む
。
或
人
は
神
輿
に
か
か
る
。
他
の

人
は
一
人
一
人
鹿
島
踊
の
人
を
背
に
乘
せ
て
渚
に
運
ん
で
や
る
。
そ
れ
を
肩
に
取
る
樣
も
異
樣
で
、
い
き

な
り
、
ぐ
つ
と
胸
倉
を
掴
ん
で
か
つ
ぐ
。
す
る
と
背
の
人
は
枚
を
喞
ん
で
、
幣
束
樂
器
の
類
を
持
つ
た
左

の
手
を
前
に
突
き
出
し
て
よ
い
よ
い
と
叫
ぶ
。
暫
時
は
よ
い
、
よ
い
、
そ
り
や
、
と
叫
ぶ
聲
で
渚
が
ふ
さ

が
る
。
小
さ
い
法
螺
の
貝
を
持
つ
兒
童
ま
で
が
同
じ
型
を
す
る
。
榊
を
外
す
、
そ
れ
を
受
取
る
。
海
の
波

に
色
々
の
彩
文
が
う
つ
る
。
既
に
渚
に
上
つ
た
子
供
は
法
蝶
の
貝
を
吹
く
。
　
　
そ
れ
ら
の
事
が
濟
む
と

復
踊
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。

　
船
唄
及
び
鹿
島
踊
の
事
に
關
し
て
は
予
は
何
の
知
識
を
も
持
つ
て
居
な
い
。
二
三
の
人
に
も
尋
ね
て
見
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た
が
分
ら
な
か
つ
た
。
敢
て
そ
れ
を
窮
め
よ
う
と
云
ふ
氣
も
な
か
つ
た
か
ら
其
儘
に
し
た
。
唯
予
が
こ
の

種
の
人
間
活
動
に
就
い
て
愉
快
に
感
ず
る
所
は
、
昔
の
人
の
生
活
が
藝
術
的
で
あ
つ
た
事
で
あ
る
。
神
社

と
云
ふ
も
の
が
あ
り
、
そ
の
内
の
神
を
祭
る
と
云
ふ
の
で
目
的
が
神
秘
に
化
せ
ら
れ
る
。
天
平
勝
寶
の
昔

に
貴
人
よ
り
庶
民
に
至
る
ま
で
、
形
に
せ
ら
れ
た
る
人
心
の
象
徴
た
る
大
佛
に
禮
拜
し
た
と
同
じ
意
味
で

あ
る
。
嚴
格
な
る
老
幼
の
序
、
階
級
、
制
度
等
に
對
す
る
不
平
や
反
抗
も
凡
て
此
の  

神    

秘  

ミ
ス
チ
ツ
ク

が
融
解
し

た
の
で
あ
る
。
た
と
へ
人
間
の
知
を
求
め
る
心
は
凡
て
不
可
解
を
闡
明
し
、
思
想
の
不
純
を
澄
ま
さ
な
け

れ
ば
休
ま
な
い
と
し
た
所
で
、
然
し
一
方
に
は
亦
新
し
い
神
秘
が
な
く
て
は
滿
足
が
出
來
な
い
や
う
に
も

見
え
る
。
實
は
今
朝
小
學
校
の
廣
場
で
消
防
組
の
若
衆
た
ち
の
稽
古
を
見
た
。
中
隊
若
し
く
は
大
隊
教
練

で
あ
つ
て
、
其
嚮
導
を
務
め
る
人
は
在
郷
軍
人
で
あ
る
。
人
間
は
ど
う
し
て
も
共
同
の
活
動
を
要
求
す
る

の
で
あ
る
か
ら
、
昔
の
馬
鹿
氣
た
お
祭
の
遊
戲
に
比
し
て
此
の
種
の
有
目
的
の
文
化
的
行
爲
は
贊
成
す
る

に
足
る
の
で
あ
る
が
、
其
の
目
的
が
、
明
か
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
、
信
仰
及
び
獻
身
の
心
持
が
な
く
な
る

の
は
止
む
を
得
な
い
。

　
軍
國
主
義
の
外
に
衆
生
の
心
を
統
一
せ
し
む
る
に
足
る
巨
大
な
る
磁
石
は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
だ
ら
う

か
。
（
同
日
夜
）
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夜
、
一
種
の
好
奇
心
か
ら
ち
よ
つ
と
芝
居
小
屋
を
覗
い
て
見
た
。
こ
の
海
邊
の
小
さ
い
町
の
人
々
が
如

何
な
る
遊
樂
を
求
め
る
か
を
も
知
り
た
い
と
思
つ
た
の
で
あ
つ
た
が
、
別
に
珍
ら
し
い
發
見
も
し
な
か
つ

た
。
特
殊
の
事
も
な
か
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
今
の
樣
な
交
通
の
便
利
の
時
に
、
東
京
か
ら
遠
く
な
い
所
に

さ
う
云
ふ
者
を
求
め
る
と
云
ふ
事
は
第
一
無
理
で
あ
る
が
、
然
し
舞
臺
と
見
物
と
は
非
常
に
親
密
で
あ
る
。

い
や
な
敵
役
に
は
蜜
柑
の
皮
が
抛
ら
れ
る
。
花
道
は
子
供
等
の
群
に
占
領
せ
ら
れ
て
居
て
、
揚
幕
が
あ
い

て
松
前
五
郎
兵
衞
の
女
房
が
出
て
來
る
と
途
中
で
思
入
れ
を
す
る
場
所
を
作
る
爲
め
に
、
小
さ
い
聲
で
先

づ
子
供
等
を
叱
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
で
わ
ら
わ
ら
と
子
供
等
が
逃
げ
出
す
。

　
汚
い
淺
黄
の
着
物
を
き
た
五
郎
兵
衞
が
拷
問
に
か
け
ら
れ
て
醜
い
顏
を
す
る
。
粗
末
な
二
重
舞
臺
の
上

で
は
役
人
が
手
習
で
も
す
る
や
う
な
大
き
な
字
で
口
供
を
取
つ
て
ゐ
る
。
か
う
云
ふ
所
か
ら
藝
術
の
幻
影

郷
を
抽
き
出
す
に
は
隨
分
無
理
な 

〔e'lim
ination

〕 

を
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
と
思
ふ
が
、
見
物
は
一

向
平
氣
で
見
と
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
然
し
此こ
地こ
も
東
京
と
同
じ
く
、
三
十
未
滿
の
人
達
は
松
前
五
郎
兵

衞
は
愚
か
、
も
う
白
井
權
八
、
鈴
木
主
水
、
梅
川
忠
兵
衞
な
ん
ぞ
の
傳
説
、
及
び
其
藝
術
的
感
情
と
は
全

く
沒
交
渉
で
あ
る
か
ら
し
て
、
隙
つ
ぶ
し
と
い
ふ
外
に
大
し
て
面
白
く
も
な
さ
さ
う
に
、
偏
に
鮨
や
蜜
柑

を
食
べ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
彼
等
の
遊
樂
、
戀
愛
乃
至
放
蕩
は
全
く
數
學
的
だ
。
よ
し R

hythm
e 

は
あ

つ
て
も 

〔M
e'lodie

〕 

は
な
い
。
少
く
と
も
二
十
年
前
に
は
、
良
い
事
か
惡
い
事
か
知
ら
な
い
が
、
ま
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だ
民
間
に
音
樂
と
い
ふ
も
の
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
も
四
十
恰
好
の
、
少
し
は
鼻
唄
で
も
歌
ひ
さ
う
な
男
が
、
時
々
取
つ
て
付
け
た
や
う
に
「
よ
い
、

チ
ヨ
ボ
、
チ
ヨ
ボ
」
な
ど
と
呼
ん
で
居
た
。
そ
の
内
に
色
々
の
商
家
の
名
を
染
め
た
汚
い
幕
が
引
か
れ
る
。

す
る
と
ど
や
ど
や
と
子
供
等
が
飛
び
出
し
て
幕
の
中
へ
首
を
突
き
込
ん
で
、
引
い
て
行
く
役
者
を
見
送
る

の
で
あ
る
。

　
不
快
に
な
つ
て
小
屋
を
出
て
、
暇
乞
に
と
縁
者
を
訪
ね
た
。
そ
し
て
偶
然
人
一
代
前
の
世
の
話
が
出
て

面
白
か
つ
た
。
其
内
容
が
餘
り
に
特
殊
で
、
事
に
關
與
し
た
人
や
、
乃
至
そ
れ
ら
の
人
の
運
命
を
知
つ
た

者
で
な
け
れ
ば
興
味
が
な
い
か
ら
、
報
告
す
る
事
は
止
め
る
。
唯
然
し
君
と
て
も
か
う
い
ふ
想
像
は
す
る

事
が
出
來
る
だ
ら
う
。
即
ち
東
京
か
ら
さ
う
遠
く
な
い
港
へ
、
押
送
り
、
乃
至
珍
ら
し
い
蒸
氣
船
で
、

「
窮
理
問
答
」
「
世
界
膝
栗
毛
」
「
學
問
の
す
す
め
」
「
倭
國
字
西
洋
文
庫
」
と
云
つ
た
や
う
な
本
が
は

ひ
つ
て
、
本
棚
の
「
當
世
女
房
氣
質
」
「
北
雪
美
談
」
を
驅
逐
し
、
英
山
等
の 

華  

魁 

お
い
ら
ん

繪
、
豐
國
、
國
貞

等
の
役
者
の
似
顏
、
國
滿
が
吉
原
花
盛
の
浮
繪
う
き
ゑ
な
ど
の
卷
物
の
尾しり
に
芳
虎
の
『
英
吉
利
國
』
の
畫
、
清
親

が
「
東
京
名
所
圖
」
其
他
「
無
類
絶
妙
英
國
役
館
圖
」
「
第
一
國
立
銀
行
五
階
造
」
の
圖
な
ど
が
繼
ぎ
足

さ
れ
、
獵
虎
帽
の
年
寄
り
が
太
陽
は
無
數
に
西
の
海
底
に
た
ま
り
、
地
の
下
の
大
鯰
が
地
震
を
起
す
な
ど

と
い
ふ
須 

彌 

山 

説 

し
ゆ
み
せ
ん
せ
つ

の
代
り
に
西
洋
の
窮
理
を
説
い
た
時
が
あ
つ
た
と
い
ふ
事
で
あ
る
。
予
の
眼
に
は
そ

32海郷風物記



の
時
代
の
人
々
の
姿
が
ま
だ
あ
り
あ
り
と
殘
つ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
古
い
文
庫
ぐ
ら
に
其
時
の
遺
物
を
搜
し

出
す
心
持
は
一
種
特
別
で
あ
る
。
「
横
濱
へ
通
ふ
蒸
氣
は
千
枚
張
り
の
共
車
こ
の
家や
へ
通
ふ
は 

人 

力 

車 

り
ん
り
き
し
や
」

の
其
頃
は
多
少 exotiqeque 

で
あ
つ
た
甚
句
の
歌
と
共
に
、
純
然
た
る
昔
の
風
俗
並
び
に
歌
謠
の
殘
つ
て

居
た
時
の
事
が
ど
う
か
し
て
鮮
明
に
思
ひ
浮
べ
ら
れ
る
時
は
、
涙
も
催
さ
む
許
り
に
悲
し
く
な
る
事
が
あ

る
。

　
も
と
押
送
り
に
乘
つ
て
東
京
通
ひ
を
し
て
、
仕
切
も
取
り
勘
定
も
濟
ま
し
た
後
の
早
朝
出
帆
に
、
檣
を

立
て
る
唄
で
靈
岸
島
の
岸
の
人
を
泣
か
し
た
と
い
ふ
船
頭
も
尚
生
き
て
居
る
け
れ
ど
も
、
も
う
唄
も
覺
え

て
居
な
い
。

　
子
供
等
も
お
し
ろ
お
し
ろ
の
白
木
屋
の
才
三
さ
ん
、
丈
八
ッ
さ
ん
と
云
ふ
や
う
な
毯
唄
は
歌
は
ぬ
。
其

代
り
幸
ひ
に
そ
ん
な
唄
を
今
き
く
と
、
聯
想
は
朦
朧
た
る
過
去
の
世
界
を
開
い
て
く
れ
る
。

　
然
し
そ
れ
か
ら
尚
聯
想
を
追
究
し
て
ゆ
く
と
か
う
云
ふ
世
界
が
段
々
と
崩
さ
れ
た
迹
が
思
ひ
出
さ
れ
る
。

其
中
に
も
尤
も
深
く
予
に
印
象
を
與
へ
た
も
の
は
此
町
に
耶
蘇
教
の
入はひ
つ
て
來
た
沿
革
で
あ
る
。
初
め
は

小
さ
い
家
に
日
曜
日
の
夜
々
赤
い
十
字
の
提
灯
が
點
さ
れ
た
。
そ
れ
が
廢
れ
た
頃
怪
し
い
一
人
の
男
が
突

然
ま
だ
寂
し
か
つ
た
頃
の
此
郷
に
來
て
、
毎
夜
十
字
街
に
立
つ
て
説
教
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
西
洋
か

ら
歸
つ
て
來
た
こ
の
郷
の
人
で
あ
つ
た
。
後
に
其
人
の
新
し
い
、
感
情
的
な
人
格
は
こ
の
一
郷
の
多
く
の
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青
年
に
深
い
感
化
を
與
へ
た
。

　
さ
う
云
ふ
風
な
事
を
思
ひ
出
し
な
が
ら
今
の
状
態
に
思
ひ
比
べ
て
見
る
と
、
十
年
十
五
年
の
間
に
も
い

ろ
ん
な
世
相
の
變
遷
が
あ
る
。
と
、
考
へ
る
と
同
時
に
何なん
か
自
分
の
背
後
に
強
大
な
る
力
が
隱
れ
て
居
る

や
う
に
思
は
れ
る
。

　
そ
れ
か
ら
ま
た
暗
い
海
へ
出
て
、
恣
ほ
し
い
ま
まな
冥
想
に
耽
つ
た
の
で
あ
る
。

　
　
夕
暮
れ
が
た
の
濱
へ
出
て

　
　
二
上
り
節
を
う
た
へ
ば
、

　
　
昔
も
か
く
人
の
歌
ひ
※
と

　
　
よ
ぼ
よ
ぼ
の
盲
目
め
く
ら
が
い
う
た
。

　
　
さ
て
も
昔
も
今
に
か
は
ら
ぬ

　
　
人
の
心
の
つ
ら
さ
、
懷
な
つ
かし
さ
、
悲
し
さ
。

　
　
磯
の
石
垣
に

　
　  

薄    

紅  

う
す
く
れ
な
ゐ
の
石
竹
の
花
が
咲
い
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
日
深
更
）
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昨
夜
ゆ
う
べ
は
空
が 

眞  

黒 

ま
つ
く
ろ

で
あ
つ
た
が
、
今
朝
六
時
半
に
起
き
た
時
も
亦
冬
と
は
云
ひ
な
が
ら
あ
ま
り
暗
か

つ
た
。
そ
れ
で
も
日
の
出
る
頃
に
は
曇
つ
た
空
が
段
々
と
明
る
く
な
る
。
そ
こ
へ
遠
く
で
汽
笛
が
な
る
。

　
汽
船
宿
に
は
派
手
な
縞
の
外
套
を
小
脇
に
抱
へ
た
大
學
生
や
、
鼠
の
二
重
廻
の
男
、
洋
服
を
着
た
十
三

四
の
女
の
子
、
そ
の
紫
紺
色
の
外
套
が
殊
に
美
し
か
つ
た
こ
と
や
な
ど
が
大
勢
集
つ
て
ゐ
て
、
一
種
の
繪

模
樣
を
造
り
出
し
て
居
た
。

　
昨
夜
は
近
い
山
に
雪
が
降
つ
た
。
か
う
云
ふ
事
は
南
方
の
海
國
に
は
珍
し
い
の
で
、
人
々
は
そ
の
噂
を

以
て
朝
の
挨
拶
に
代
へ
て
居
た
。
で
、
町
の
人
は
皆
朝
日
を
受
け
た
山
を
見
た
の
で
あ
る
。
山
腹
の
畑
、

松
や
蜜
柑
の
樹
、
ま
た
遠
山
の
皺しわ
、
そ
れ
ら
の
上
に
は
紫
い
ろ
の
白
い
雪
が
積
つ
て
、
そ
の
あ
ひ
ま
あ
ひ

ま
の
山
の
色
は 

種  

々 

い
ろ
い
ろ

な
礦
石
で
象
眼
し
た
や
う
に
美
し
い
。
殊
に
遠
い
峰
は  

赤  

沸  

石  

エ
エ
ラ
ン
ヂ
ツ
ト

の
や
う
な
半

透
明
な
灰
緑
色
を
呈
し
て
、
ぼ
ん
や
り
と
漠
々
た
る
大
空
の
内
に
沈
ん
で
ゐ
る
。
唯
こ
こ
か
し
こ
に
白
雲

の
滃
淡
が
　
　
鋭
く
小
刀
で
、
彫
ま
れ
た
や
う
に
　
　
風
も
な
い
の
に
動
い
て
居
る
。

「
成
程
ゆ
う
べ
は
寒さみ
い
と
も
つ
た
ら
、
ほ
れ
山やま
あ
あ
ん
な
に
積
つ
た
。
」
で
濱
に
立
つ
漁
夫
れ
ふ
し
で
も
、
萬
祝

の
古
着
で
拵
へ
た
半
纏
で
子
供
を
背
負
つ
た
女
房
で
も
、
皆
み
ん
な額
に
手
を
翳
し
て
山
の
方
を
見
た
。

　
汽
船
に
乘
つ
て
か
ら
町
の
方
を
見
る
と
、
一
列
の
人
家
が
山
脈
の
直
下
に
見
え
、
三
千
石
の
平
地
が
そ

の
下
に
あ
り
さ
う
に
は
思
は
れ
な
い
。
見
送
人
の
歸
り
ゆ
く
樣
、
ま
た
始
め
ら
れ
る
其
日
の
仕
事
な
ど
が
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遠
く
に
見
え
る
。
何なん
か
人
生
と
い
ふ
も
の
の 

機  

關 

か
ら
く
り

、
そ
の
歸
趨
、
そ
の
因
果
が
明
か
に
久
遠
の
相
下
に

見
え
る
や
う
な
氣
が
し
て
妙
な
心
地
に
な
つ
た
。

　
そ
の
内
に
鐘
が
な
つ
て
、G

o

《
ゴ
オ
》 off

《
オ
フ
》 !  

が
人
か
ら
人
に
傳
へ
ら
れ
た
。
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