
欠
落
と
生
き
る
こ
と

︱
徳
冨
蘆
花
﹁
砂
上
の
文
字
﹂
﹁
夏
の
月
﹂
と
﹃
家
庭
雑
誌
﹄
を
め
ぐ
っ
て

︱

平

石

岳

は
じ
め
に

明
治
二
二
年
に
実
兄
徳
富
蘇
峰
の
主
宰
す
る
民
友
社
に
入
社
し
︑
翻
訳
や
小

欄
執
筆
に
従
事
す
る
徳
冨
蘆
花
の
民
友
社
社
員
作
家
時
代
は
︑﹁
不
如
帰
﹂
の

連
載
︵﹃
国
民
新
聞
﹄
明
治
三
一
年
一
一
月
～
三
二
年
五
月
︶
ま
で
︑
蘇
峰
や

周
り
の
社
員
に
劣
等
感
を
持
ち
続
け
︑
仕
事
に
強
い
誇
り
を
持
て
な
か
っ
た
時

期
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
︒
瀬
沼
茂
樹
が
﹁
十
年
間
に
発
表
し
た
文
章
は
お
び

た
ゞ
し
い
数
に
の
ぼ
り
な
が
ら
︑
そ
れ
は
い
わ
ば
民
友
社
員
と
し
て
の
文
章
で

あ
り
︑
ま
だ
彼
の
作
家
と
し
て
の
面
目
を
世
に
問
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い①

﹂

と
い
う
よ
う
に
︑
流
行
作
家
前
夜
の
文
筆
活
動
は
﹁
雑
文
時
代②

﹂
と
こ
れ
ま
で

片
づ
け
ら
れ
て
き
た
︒

し
か
し
こ
の
雌
伏
の
時
代
に
︑
蘆
花
は
社
員
と
し
て
民
友
社
系
メ
デ
ィ
ア
に

向
き
合
い
続
け
︑
文
学
の
方
法
に
つ
い
て
熟
考
し
︑
試
み
を
重
ね
て
い
た
︒
社

員
期
蘆
花
の
文
筆
活
動
の
主
な
舞
台
は
﹃
家
庭
雑
誌
﹄
と
﹃
国
民
新
聞
﹄
で
あ

る
が
︑
そ
の
な
か
に
は
蘇
峰
や
編
集
部
か
ら
の
指
示
で
執
筆
し
た
と
思
わ
れ
る

も
の
も
少
な
く
な
い
︒
だ
が
︑
流
行
作
家
と
な
り
個
人
的
な
嗜
好
や
資
質
を
強

く
発
揮
す
る
以
前
に
︑
﹃
家
庭
雑
誌
﹄
と
い
う
婦
人
雑
誌
で
試
み
た
方
法
を
確

か
め
て
お
く
こ
と
は
︑
蘆
花
の
文
筆
活
動
を
総
括
的
に
検
討
す
る
際
に
新
た
な

視
座
と
な
る
は
ず
で
あ
る
︒
そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
﹃
家
庭
雑
誌
﹄
の
方
針
や
報

道
姿
勢
︑
そ
こ
で
唱
え
ら
れ
た
﹁
家
庭
﹂
や
﹁
主
婦
﹂
の
あ
り
方
を
確
認
し
な

が
ら
︑
蘆
花
が
そ
の
﹃
家
庭
雑
誌
﹄
に
発
表
し
た
﹁
砂
上
の
文
字
﹂
と
﹁
夏
の

月
﹂
と
い
う
二
作
品
に
注
目
し
た
い
︒
あ
る
女
性
が
自
身
の
過
去
の
体
験
を
語

る
︿
女
語
り
﹀
の
形
式
を
と
る
こ
の
二
作
品
は
︑﹃
家
庭
雑
誌
﹄
の
報
道
・
論

調
を
採
り
入
れ
な
が
ら
も
︑
そ
れ
に
収
斂
す
る
こ
と
の
な
い
物
語
と
し
て
誌
上

に
あ
ら
わ
れ
て
お
り
︑
蘆
花
の
作
家
と
し
て
の
出
発
期
を
窺
う
う
え
で
︑
注
目

す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
︒

欠
落
と
生
き
る
こ
と

四
五



一
︑﹁
主
婦
﹂
の
役
割

ま
ず
︑
蘆
花
の
﹃
家
庭
雑
誌
﹄
に
お
け
る
文
筆
活
動
を
概
観
す
る
︒
明
治
二

五
年
九
月
か
ら
三
一
年
八
月
ま
で
発
刊
さ
れ
た
﹃
家
庭
雑
誌
﹄
全
一
一
九
号
の

内
︑
蘆
花
の
文
章
は
半
分
以
上
に
あ
た
る
六
九
号
に
発
表
さ
れ
て
お
り③

︑
そ
れ

ぞ
れ
の
文
章
の
体
裁
・
内
容
は
以
下
の
よ
う
に
分
類
で
き
る
︒

Ⅰ

外
国
の
偉
人
の
母
・
妻
︑
あ
る
い
は
女
性
の
偉
人
に
関
す
る
文
章

Ⅱ

外
国
文
学
の
翻
訳

Ⅲ

創
作
小
説
・
物
語

Ⅳ

談
話
・
随
筆
・
紀
行

Ⅰ
は
﹁
欧
州
諸
国
王
家
の
片
影
﹂︵
第
二
五
～
三
〇
号

明
治
二
七
年
三
～

五
月
︶︑﹁
ビ
ス
マ
ア
ク
夫
人
﹂︵
第
四
七
号

明
治
二
八
年
二
月
︶
な
ど
で
︑

後
に
蘆
花
生
編
﹃
世
界

古
今

名
婦
鑑
﹄︵
民
友
社

明
治
三
一
年
四
月
一
九
日
︶
に
多

く
が
収
録
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
Ⅱ
は
オ
リ
ー
ブ
・
シ
ュ
ラ
イ
ネ
ル
の
﹁
白
薔

薇
﹂︵
第
一
三
号

明
治
二
六
年
九
月
︶︑
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
・
ド
ー
デ
ー
の
﹁
誤

解
﹂︵
第
一
一
二
号

明
治
三
一
年
一
月
︶
な
ど
で
あ
る
︒
Ⅲ
は
特
に
本
稿
で

取
り
上
げ
る
﹁
砂
上
の
文
字
﹂﹁
夏
の
月
﹂
や
﹁
漁
師
の
娘
﹂︵
第
九
四
号

明

治
三
〇
年
一
月
︶
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
分
量
的
に
も
蘆
花
は
﹁
史
談
﹂﹁
談

叢
﹂
欄
で
の
執
筆
が
中
心
で
Ⅰ
に
数
え
ら
れ
る
も
の
が
多
く
︑
こ
れ
ら
は
明
ら

か
に
編
集
部
の
指
示
︑
あ
る
い
は
掲
載
誌
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
り
︑
英
語
の

得
意
な
蘆
花
の
仕
事
と
し
て
割
り
振
ら
れ
た
と
推
測
で
き
る④

︒

ま
ず
︑﹃
家
庭
雑
誌
﹄
と
の
関
わ
り
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
の
は
Ⅰ
の
諸

篇
だ
ろ
う
︒
こ
こ
で
蘆
花
は
︑
各
国
の
女
王
︑
王
女
︑
皇
后
や
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー

ル
と
い
っ
た
女
性
た
ち
と
と
も
に
︑
ビ
ス
マ
ル
ク
の
妻
︑
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ー

ゴ
ー
の
母
︵﹁
ユ
ー
ゴ
の
少
年
﹂
第
八
︑
九
号

明
治
二
六
年
四
︑
五
月
︶︑
レ

フ
・
ト
ル
ス
ト
イ
の
妻
︵
﹁
ト
ル
ス
ト
イ
家
の
家
庭
教
育
﹂
第
一
一
〇
︑
一
一

一
号

明
治
三
〇
年
一
一
︑
一
二
月
︶
と
い
っ
た
女
性
た
ち
に
注
目
し
て
い
る
︒

し
か
し
︑
著
名
と
な
っ
た
男
性
を
育
て
︑
あ
る
い
は
支
え
る
﹁
家
庭
﹂
経
営
の

手
腕
を
讃
え
る
こ
の
よ
う
な
女
性
た
ち
の
紹
介
は
蘆
花
だ
け
が
行
っ
て
い
た
わ

け
で
は
な
く
︑
大
隈
重
信
の
母
に
注
目
し
た
蘇
峰
生
﹁
賢
母
﹂
︵
第
四
六
号

明
治
二
八
年
一
月
︶
や
︑
中
野
三
鷹
訳
述
﹁
わ
し
ん
と
ん
の
妻
﹂
︵
第
七
九
︑

八
〇
︑
八
二
号

明
治
二
九
年
六
︑
七
月
︶
な
ど
︑
雑
誌
全
体
の
大
き
な
方
針

と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
︒
つ
ま
り
﹃
家
庭
雑
誌
﹄
で
は
︑
国
家
の
統
治
や
国
を

ま
た
ぐ
社
会
的
事
業
を
為
し
た
女
性
と
同
列
に
︑
一
家
族
の
﹁
家
庭
﹂
を
経
営

し
た
女
性
も
﹁
鑑
﹂
と
し
て
顕
彰
し
て
お
り
︑
そ
れ
に
蘆
花
も
大
き
く
関
わ
っ

て
い
た
の
で
あ
る
︒

こ
の
妻
や
母
た
ち
が
担
う
﹁
家
庭
﹂
は
︑
H
O
M
E
の
訳
語
と
し
て
明
治
二

〇
年
代
か
ら
雑
誌
新
聞
に
登
場
し
︑
夫
婦
と
そ
の
子
と
い
う
単
位
を
重
視
す
る

こ
と
で
新
し
い
血
縁
集
団
の
価
値
観
を
提
示
し
た
語
・
概
念
で
あ
り⑤

︑
“T
H
E

H
O
M
E
JO
U
R
N
A
L
”
を
英
タ
イ
ト
ル
と
し
て
表
紙
に
掲
げ
た
﹃
家
庭
雑
誌
﹄

欠
落
と
生
き
る
こ
と

四
六



の
創
刊
号
に
は
︑
次
の
よ
う
な
目
標
が
示
さ
れ
た
︒

世
界
の
開
化
に
後
れ
た
る
日
本
社
会
は
長
足
の
進
歩
を
な
さ
ヾ
る
べ
か
ら

ざ
る
な
り
︑
世
界
の
文
明
に
遺
さ
れ
た
る
日
本
人
民
は
異
常
の
生
長
を
な

さ
ヾ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
︒︵
中
略
︶
科
学
的
改
革
は
当
に
個
人
的
に
な

さ
れ
ざ
る
べ
か
ら
ず
︑
当
に
平
民
的
に
な
さ
れ
ざ
る
べ
か
ら
ず
︒
而
し
て

個
人
的
若
く
は
平
民
的
改
革
は
家
庭
改
革
に
あ
ら
ず
や
︒

文
明
的
な
﹁
家
庭
﹂
概
念
を
広
く
世
に
広
め
︑
同
時
に
そ
の
﹁
改
革
﹂
を
目
指

し
た
の
が
﹃
家
庭
雑
誌
﹄
で
あ
り
︑
同
じ
く
民
友
社
系
の
総
合
雑
誌
﹃
国
民
之

友
﹄
が
主
に
男
性
知
識
人
を
想
定
読
者
と
し
て
い
た
こ
と
と
は
対
照
的
に
︑

﹃
家
庭
雑
誌
﹄
の
記
事
は
﹁
家
庭
婦
人
の
啓
蒙
と
育
児
の
助
成
の
た
め
の
も
の⑥

﹂

が
中
心
だ
っ
た
︒

こ
の
﹃
家
庭
雑
誌
﹄
の
基
本
的
性
格
を
踏
ま
え
た
う
え
で
確
認
し
た
い
の
は
︑

誌
上
で
唱
え
ら
れ
た
﹁
家
庭
﹂
や
﹁
主
婦
﹂
と
病
の
関
係
で
あ
る
︒
た
と
え
ば

﹁
健
康
︑
衛
生
附
︑
看
護
の
心
得
﹂︵
第
一
九
号

明
治
二
六
年
一
二
月
︶
で
は
︑

﹁
一
家
の
主
婦
た
る
人
な
ど
は
︑
別
し
て
一
通
り
衛
生
の
道
理
を
も
合
点
し
︑

一
家
老
幼
の
無
病
息
災
﹂
の
た
め
に
﹁
病
気
せ
ぬ
工
夫
﹂
こ
そ
が
大
事
だ
と
説

く
︒﹁
病
気
が
一
家
の
呪
詛
た
る
を
知
る
人
は
︑
宜
し
く
衛
生
の
知
識
︑
看
護

の
仕
業
を
心
得
﹂
る
べ
き
で
︑﹁
妙
法
様
の
水
の
初
穂
や
︑
不
動
様
の
胡
麻
の

灰
﹂
と
い
っ
た
民
間
信
仰
で
﹁
病
気
平
癒
を
祈
る
﹂
こ
と
は
﹁
沙
汰
の
限
り
﹂

な
の
だ
と
力
説
し
た
︒﹁
健
全
な
る
身
体
︑
健
全
な
る
家
庭
﹂︵
第
三
〇
号

明

治
二
七
年
五
月
︶
で
も
︑
身
体
の
﹁
健
全
﹂
は
﹁
百
福
の
基
ひ
﹂
で
あ
る
か
ら

﹁
一
家
を
治
む
る
も
の
﹂
は
こ
れ
を
用
心
す
る
べ
き
だ
と
説
い
た
︒

こ
の
よ
う
に
﹁
家
政
﹂
欄
を
設
け
た
﹃
家
庭
雑
誌
﹄
に
は
︑
健
康
衛
生
に
関

す
る
実
用
的
な
記
事
や
心
構
え
が
ほ
ぼ
毎
号
の
よ
う
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
︑

﹁
主
婦
﹂
が
﹁
家
庭
﹂
の
構
成
員
の
身
体
を
﹁
健
全
﹂
に
保
つ
必
要
性
が
繰
り

返
し
説
か
れ
て
い
た
︒
そ
の
際
︑
﹁
主
婦
﹂
に
と
っ
て
大
切
な
の
は
科
学
的
文

明
的
な
﹁
道
理
﹂﹁
知
識
﹂
で
あ
り
︑
そ
の
﹁
知
識
﹂
の
提
供
源
と
し
て
﹃
家

庭
雑
誌
﹄
は
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
上
野
千
鶴
子
が
﹃
家
庭
雑
誌
﹄
誌
上

で
﹁
家
庭
﹂
に
付
加
さ
れ
る
主
な
語
と
し
て
﹁
幸
福
﹂
﹁
快
楽
﹂﹁
健
全
﹂
を
挙

げ
て
い
る⑦

よ
う
に
︑
﹁
知
識
﹂
に
よ
っ
て
欠
け
る
こ
と
の
な
い
満
た
さ
れ
た

﹁
家
庭
﹂
を
経
営
す
る
こ
と
が
﹁
主
婦
﹂
に
求
め
ら
れ
た
役
割
だ
っ
た
︒
そ
れ

で
は
︑
こ
れ
を
踏
ま
え
て
ま
ず
﹁
砂
上
の
文
字
﹂
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
︒

﹁
砂
上
の
文
字
﹂
は
︑
あ
る
女
性
﹁
妾
﹂
が
自
身
の
﹁
記
臆
﹂
に
つ
い
て
語

る
一
人
称
小
説
で
あ
る
︒
五
年
前
の
一
九
歳
の
頃
︑
﹁
妾
﹂
は
海
村
に
仮
寓
し
︑

人
々
と
語
ら
い
周
囲
の
自
然
に
慰
め
ら
れ
な
が
ら
平
穏
な
日
々
を
送
っ
て
い
た
︒

あ
る
日
東
京
か
ら
許
嫁
の
従
兄
が
見
舞
い
が
て
ら
訪
問
し
︑﹁
妾
﹂
と
の
婚
姻
︑

将
来
の
こ
と
を
真
剣
に
語
り
︑
心
を
通
わ
せ
る
︒
だ
が
最
後
に
﹁
妾
﹂
が
語
っ

た
の
は
︑
従
兄
と
﹁
妾
﹂
の
仲
を
や
っ
か
む
少
年
た
ち
が
従
兄
と
海
中
で
揉
み

合
っ
た
結
果
︑
従
兄
が
行
方
不
明
に
な
っ
た
こ
と
だ
っ
た
︒
こ
の
作
品
は
︑

﹃
家
庭
雑
誌
﹄
第
三
一
︑
三
四
︑
三
五
号
︵
明
治
二
七
年
六
︑
七
︑
八
月
︶
に

欠
落
と
生
き
る
こ
と

四
七



﹁
上
﹂﹁
中
﹂﹁
下
﹂
で
発
表
さ
れ
た
も
の
の
︑
後
の
作
品
集
な
ど
に
収
録
さ
れ

る
こ
と
は
な
く
︑
前
田
河
広
一
郎
が
﹁
あ
ま
り
ぱ
ツ
と
し
な
い
小
説
へ
の
試

み⑧

﹂
と
片
付
け
て
い
る
よ
う
に
︑
研
究
史
で
も
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
︒
し
か
し
こ
の
物
語
を
﹃
家
庭
雑
誌
﹄
誌
上
で
捉
え
た
場
合
︑
掲
載
誌
を

意
識
し
た
蘆
花
の
方
法
と
︑
そ
の
特
質
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
︒

こ
の
﹁
砂
上
の
文
字
﹂
と
﹃
家
庭
雑
誌
﹄
と
の
関
係
性
を
捉
え
る
際
︑﹁
不

図
し
た
る
病
﹂
が
長
引
い
た
た
め
﹁
医
師
の
勧
に
任
せ
て
相
州
の
海
辺
﹂
に
赴

い
た
と
い
う
﹁
妾
﹂
の
あ
り
方
に
目
を
向
け
た
い
︒﹁
妾
﹂
は
﹁
清
き
海
辺
の

空
気
を
吸
ひ
︑
海
水
に
浴
し
て
︑
薬
剤
の
足
ら
ざ
る
所
を
補
﹂
う
と
い
う
目
的

を
持
っ
て
海
村
に
赴
く
︒
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
民
間
レ
ベ
ル
で
海
水

浴
が
広
ま
っ
た
の
は
明
治
二
〇
年
代
の
こ
と⑨

だ
が
︑﹃
家
庭
雑
誌
﹄
に
お
い
て

も
た
と
え
ば
﹁
家
庭
衛
生

海
水
浴
﹂︵
第
九
号

明
治
二
六
年
五
月
︶︑﹁
海

水
浴
を
如
何
に
し
て
面
白
く
過
さ
ん
乎
﹂︵
第
一
二
号

明
治
二
六
年
八
月
︶︑

﹁
海
浜
の
快
楽
﹂︵
第
三
〇
～
三
五
号

明
治
二
七
年
五
～
八
月
︶
な
ど
︑
初
夏

や
盛
夏
の
定
番
記
事
と
し
て
海
水
浴
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
︒

こ
こ
で
重
要
な
の
は
︑
海
水
浴
が
行
楽
か
つ
準
医
療
的
行
為
と
し
て
み
な
さ

れ
︑
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
︒﹁
海
水
浴
を
如
何
に
し
て
面
白
く
過
さ
ん

乎
﹂
で
は
︑
二
三
週
間
以
上
で
な
い
と
海
水
浴
は
﹁
功
な
し
﹂
と
﹁
医
者
﹂
が

述
べ
て
い
る
︑
と
い
う
前
置
き
が
行
わ
れ
て
い
る
︒
六
月
か
ら
八
月
に
か
け
て

発
表
さ
れ
た
﹁
砂
上
の
文
字
﹂
も
︑
こ
の
よ
う
な
医
療
・
行
楽
と
し
て
の
海
水

浴
の
文
脈
に
沿
っ
て
描
か
れ
／
読
ま
れ
た
は
ず
で
あ
る
︒
先
に
触
れ
た
よ
う
に
︑

﹁
家
庭
﹂
に
と
っ
て
病
は
何
よ
り
も
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
︑

﹁
打
ち
棄
て
置
く
病
な
ら
ざ
る
﹂
た
め
に
﹁
医
師
﹂
の
助
言
に
従
っ
て
海
村
に

仮
寓
し
︑
そ
こ
に
訪
ね
て
き
た
従
兄
と
心
を
通
わ
せ
る
﹁
妾
﹂
の
あ
り
方
は
︑

﹁
知
識
﹂
に
従
い
﹁
健
全
﹂
な
身
体
を
持
っ
た
う
え
で
﹁
主
婦
﹂
と
な
る
女
性

の
姿
を
予
感
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
ろ
う
︒
し
か
し
最
後
に
﹁
妾
﹂
が
語
っ
た
の

は
︑
従
兄
が
海
中
で
行
方
不
明
に
な
っ
た
と
い
う
悲
劇
で
あ
っ
た
︒

憂
あ
る
毎
に
︑
妾
は
常
に
彼
浜
辺
に
行
き
て
︑
彼
の
洗
ひ
消
せ
る
砂
の
上

に
向
ひ
て
文
字
の
痕
を
求
む
︒
あ
ゝ
是
れ
空
し
き
事
な
り
︑
妾
も
よ
く
之

を
知
る
︒
妾
よ
く
之
を
知
る
︑
而
し
て
妾
は
猶
斯
く
為
さ
ヾ
る
能
は
ず
︒

否
々
妾
が
生
命
此
世
に
あ
ら
ん
限
り
は
︑
年
又
年
妾
は
行
き
て
彼
浜
辺
に

行
き
て
消
え
に
し
文
字
の
痕
を
問
は
む
︒
今
年
の
夏
も
︑
明
年
も
︑
塵
の

浮
世
に
う
た
ゝ
ね
の
夢
の
醒
め
な
む
時
ま
で
は
︒

﹁
妾
﹂
は
︑﹃
家
庭
雑
誌
﹄
が
標
榜
し
た
よ
う
な
﹁
主
婦
﹂
像
に
反
す
る
わ
け
で

は
な
い
の
に
﹁
主
婦
﹂
に
は
な
れ
な
い
︒
む
し
ろ
﹁
妾
﹂
は
︑
作
中
冒
頭
と
終

盤
で
﹁
然
れ
ど
彼
記
臆
！
﹂
と
繰
り
返
す
よ
う
に
︑﹁
空
し
き
事
﹂
だ
と
知
り

つ
つ
も
過
去
の
﹁
記
臆
﹂
の
な
か
に
生
き
て
い
る
の
だ
︒

そ
の
際
﹁
妾
﹂
を
﹁
記
臆
﹂
に
引
き
留
め
続
け
る
の
は
︑
従
兄
が
﹁
妾
﹂
と

の
ひ
と
と
き
の
な
か
で
海
岸
に
書
き
つ
け
て
い
た
︑
と
あ
る
和
歌
で
あ
っ
た
︒

東
京
に
帰
ろ
う
と
す
る
従
兄
と
﹁
妾
﹂
は
︑﹁
近
き
ほ
と
り
に
は
漁
人
の
小
舟

欠
落
と
生
き
る
こ
と

四
八



漕
ぎ
行
く
櫓
声
吚
唖
と
し
て
︑
節
面
白
き
滄ふ

な

浪う
た

の
一
曲
二
曲
夕
べ
の
渚
に
満
ち

渡
﹂
る
な
か
で
︑
以
下
の
よ
う
に
別
れ
を
惜
し
ん
だ
︒

久
し
く
黙
し
居
た
る
従
兄
は
︑
傍
に
落
ち
散
り
し
美
し
き
貝
の
殻
も
て
砂

の
上
に
斯
く
書
き
つ
け
ぬ
︑︵
彼
は
歌
を
作
る
能
は
ざ
り
き
︑
彼
は
多
く

の
歌
を
知
ら
ざ
り
き
)
／
世
の
中
は
常
に
も
か
も
な
渚
漕
ぐ
／
海
士
の
小

舟
の
つ
な
で
か
な
し
も
／
ア
ヽ
是
れ
実
に
妾
が
心
な
り
き
︒﹁
常
に
も
か

も
な
！
﹂﹁
常
に
も
か
も
な
！
﹂
ア
ヽ
是
れ
真
に
妾
が
心
な
り
き
︒

こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
和
歌
は
︑﹁
小
倉
百
人
一
首
﹂
九
三
番
︑
鎌
倉
右
大

臣
︵
源
実
朝
︶
作
の
羈
旅
歌
で
あ
る
︒
渚
に
た
だ
よ
う
小
舟
の
海
士
が
︑
綱
手

を
ひ
く
様
子
が
い
と
お
し
く
︑
世
の
中
が
い
つ
ま
で
も
変
わ
ら
な
い
で
い
て
ほ

し
い
︑
と
い
う
の
が
大
意
だ
が⑩

︑﹁
妾
﹂
は
こ
の
歌
に
よ
っ
て
従
兄
へ
の
思
い

を
強
く
す
る
︒
従
兄
は
﹁
漁
人
の
小
舟
﹂
が
見
え
る
海
岸
で
語
ら
っ
て
い
る
と

い
う
状
況
か
ら
︑﹁
妾
﹂
と
の
時
間
が
い
つ
ま
で
も
続
い
て
ほ
し
い
こ
と
を
歌

に
託
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
﹁
記
臆
﹂
に
よ
っ
て
︑﹁
妾
﹂
は
消
え
て
し
ま
っ

た
﹁
砂
上
の
文
字
﹂
を
な
ぞ
り
過
去
の
﹁
夢
﹂
に
浸
っ
て
い
る
の
だ
︒

﹃
家
庭
雑
誌
﹄
は
﹁
結
婚
前
よ
り
も
︑
結
婚
後
こ
そ
最
も
緊
要
な
る
に
あ
ら

ず
や
﹂︵﹁
新
婚
者
へ
の
戒
め
﹂
第
二
三
号

明
治
二
七
年
二
月
︶
な
ど
と
説
く

よ
う
に
︑
結
婚
前
の
プ
ロ
セ
ス
よ
り
も
結
婚
後
の
夫
婦
や
親
子
の
あ
り
方
を
重

視
し
て
い
た
︒
男
女
が
結
婚
せ
ず
に
﹁
社
交
上
の
関
係
に
止
む
る
﹂
こ
と
や

﹁
ひ
と
り
身
に
て
暮
す
﹂
こ
と
は
﹁
自
然
に
そ
む
く
﹂﹁
奇
説
﹂︵
秀
香
女
史

﹁
結
婚
後
の
幸
福
﹂
第
一
五
号

明
治
二
六
年
一
〇
月
︶
で
あ
り
︑
満
た
さ
れ

た
﹁
家
庭
﹂
の
な
か
で
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
︑
女
性
に
と
っ
て
の
﹁
自
然
﹂

だ
と
述
べ
た
︒
﹁
妾
﹂
の
語
り
の
な
か
で
も
﹁
読
者
若
し
妾
に
向
ひ
て
︑
御
身

已
に
嫁
せ
し
や
と
否
と
問
は
ヾ
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
結
婚
し
﹁
家
庭
﹂
を
築
い

た
か
ど
う
か
を
︑﹁
読
者
﹂
が
知
り
た
が
っ
て
い
る
の
だ
と
﹁
妾
﹂
は
気
づ
い

て
い
る
︒

し
か
し
︑﹁
妾
を
し
て
長
く
幸
福
を
語
り
短
く
悲
哀
を
語
ら
し
め
よ
﹂
と

﹁
妾
﹂
が
語﹅

り﹅

た﹅

が﹅

っ﹅

た﹅

の
は
︑
か
つ
て
あ
っ
た
従
兄
と
の
﹁
幸
福
﹂
な
﹁
記

臆
﹂
な
の
で
あ
る
︒
他
の
男
性
の
下
で
﹁
家
庭
﹂
を
築
く
こ
と
は
﹁
妾
﹂
に
と

っ
て
優
先
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
︒﹁
砂
上
の
文
字
﹂
に
描
か
れ
て
い
た
の
は
︑

悲
劇
に
よ
っ
て
生
じ
た
欠
落
を
埋
め
︑
あ
る
い
は
乗
り
越
え
て
﹁
家
庭
﹂
を
築

こ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
︑
か
つ
て
あ
っ
た
﹁
幸
福
﹂
に
浸
り
続
け
︑
互
換
不

可
能
な
パ
ー
ト
ナ
ー
の
欠
落
を
抱
え
持
っ
た
ま
ま
生
き
て
い
こ
う
と
す
る
女
性

の
姿
な
の
で
あ
る
︒
頭
で
は
﹁
空
し
﹂
い
と
わ
か
り
つ
つ
も
︑
欠
落
と
と
も
に

生
き
る
︒﹁
家
庭
﹂
の
意
義
を
唱
え
続
け
た
﹃
家
庭
雑
誌
﹄
の
な
か
で
︑
こ
の

﹁
妾
﹂
の
よ
う
な
女
性
の
意
志
を
描
く
こ
と
こ
そ
︑
蘆
花
が
試
み
た
物
語
の
方

法
だ
っ
た
︒
そ
れ
は
約
三
年
後
の
﹃
家
庭
雑
誌
﹄
に
発
表
さ
れ
た
﹁
夏
の
月
﹂

を
参
照
す
る
こ
と
で
︑
さ
ら
に
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
︒

欠
落
と
生
き
る
こ
と

四
九



二
︑
天
然
痘
と
い
う
病

﹁
夏
の
月
﹂
は
︑﹃
家
庭
雑
誌
﹄
第
一
〇
七
︑
一
〇
八
号
︵
明
治
三
〇
年
八
︑

九
月
︶
に
﹁
上
﹂﹁
下
﹂
で
発
表
さ
れ
︑﹃
自
然
と
人
生
﹄︵
民
友
社

明
治
三

三
年
八
月
一
八
日
︶
に
﹁
雨
後
の
月
﹂
と
改
題
し
て
収
録
さ
れ
た
︒
中
野
好
夫

が
﹁
習
作
に
も
な
ら
ぬ
ほ
ど
の
稚
拙
作
だ
か
ら
︑
問
題
外
と
す
る⑪

﹂
と
厳
し
い

評
価
を
下
し
た
作
品
だ
が
︑
こ
の
物
語
も
﹃
家
庭
雑
誌
﹄
誌
上
で
検
討
す
る
と
︑

蘆
花
の
方
法
と
そ
の
特
質
が
窺
え
る
︒

﹁
夏
の
月
﹂
は
︑
年
少
者
と
思
わ
れ
る
聞
き
手
た
ち
に
︑
妙
齢
の
女
性
が
自

ら
の
履
歴
を
語
る
形
式
が
採
ら
れ
て
い
る
︒
広
島
の
酒
屋
の
娘
だ
っ
た
﹁
妾
﹂

は
︑
父
母
を
相
次
い
で
亡
く
し
︑
父
の
弟
の
叔
父
夫
婦
に
引
き
取
ら
れ
る
︒
し

か
し
叔
父
も
ま
た
亡
く
な
り
︑
次
は
母
の
弟
の
叔
父
夫
婦
に
引
き
取
ら
れ
る
︒

叔
父
夫
婦
は
自
分
た
ち
の
子
・
欽
一
郎
を
﹁
妾
﹂
と
結
婚
さ
せ
た
い
と
思
っ
て

い
た
が
︑﹁
妾
﹂
は
あ
る
青
年
と
心
を
通
わ
せ
結
納
を
交
わ
す
︒
こ
れ
に
叔
父

一
家
は
落
胆
し
︑﹁
妾
﹂
も
そ
れ
に
心
を
痛
め
る
︒
直
後
﹁
妾
﹂
は
天
然
痘
に

罹
り
︑
顔
中
あ
ば
た
だ
ら
け
に
な
る
︒
そ
し
て
あ
る
日
︑
青
年
が
他
の
女
性
と

逢
い
引
き
す
る
場
面
に
出
く
わ
し
た
﹁
妾
﹂
は
絶
望
す
る
が
︑
た
ま
た
ま
通
り

か
か
っ
た
﹁
耶
蘇
教
﹂
の
教
会
で
讃
美
歌
を
聴
き
︑
精
神
的
に
救
わ
れ
る
︒
そ

の
後
欽
一
郎
に
求
婚
さ
れ
る
が
断
り
︑
独
身
の
ま
ま
﹁
今
﹂
に
至
る
︒

以
上
が
梗
概
だ
が
︑
こ
の
﹁
夏
の
月
﹂
に
お
い
て
も
︑
過
去
を
語
る
女
性

﹁
妾
﹂
は
﹁
家
庭
﹂
を
築
い
て
い
な
い
︒
こ
の
こ
と
を
考
え
る
際
︑
ま
ず
注
目

し
た
い
の
が
﹁
妾
﹂
の
罹
っ
た
病
︑
天
然
痘
で
あ
る
︒

最
初
は
朝
晩
に
熱
が
出
て
︑
そ
れ
か
ら
身
体
中
の
血
が
湧
ひ
た
り
冷
へ
た

り
︑
痛
ひ
様
な
掻
き
む
し
り
た
い
程
痒
い
様
な
心
地
で
し
た
が
︑
其
内
顔

か
ら
手
足
ま
で
一
面
に
赤
み
か
ゝ
つ
た
紫
色
の
も
の
が
ぼ
つ
〳
〵
出
来
て
︑

医
者
に
見
せ
る
と
︑
さ
あ
大
変
︑
天
然
痘
だ
と
云
のマ

ふマ

で
す
︒

天
然
痘
︵
疱
瘡
︶
と
は
︑
日
本
で
も
﹁
疱
瘡
神
﹂
信
仰
な
ど
が
広
ま
っ
た
よ
う

に
古
代
か
ら
人
々
を
苦
し
め
て
き
た
病
で
あ
っ
た
︒
だ
が
江
戸
時
代
後
期
に
な

る
と
︑
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ジ
ェ
ン
ナ
ー
の
発
見
・
提
唱
し
た
種
痘
法
︵
牛
痘
法
︶

と
い
う
予
防
法
が
輸
入
さ
れ
︑
漸
進
的
に
そ
の
有
効
性
が
広
ま
っ
て
い
く⑫

︒
明

治
新
政
府
も
そ
の
必
要
性
を
認
識
し
︑
明
治
九
年
の
﹁
天
然
痘
予
防
規
則
﹂
で

は
︑﹁
小
児
初
生
七
十
日
ヨ
リ
満
一
年
迄
ノ
間
ニ
必
ズ
種
痘
ス
ベ
シ
﹂︵
第
一

条
︶
な
ど
と
号
令
さ
れ
︑
官
民
一
体
と
な
っ
て
声
高
に
種
痘
法
の
必
要
性
が
叫

ば
れ
た
︒
そ
し
て
明
治
二
〇
年
代
後
半
に
な
る
と
︑
種
痘
法
は
自
明
の
こ
と
と

し
て
語
ら
れ
て
い
く
︒
た
と
え
ば
﹃
家
庭
雑
誌
﹄
第
七
九
号
︵
明
治
二
九
年
六

月
︶
に
推
薦
文
が
掲
載
さ
れ
た
平
田
鐙
﹃
看
病
の
心
得
﹄︵
博
文
館

明
治
二

九
年
五
月
五
日
︶
に
は
︑
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

昔
は
疱
瘡
の
た
め
天
然
の
美
を
損
し
生
命
を
失
ひ
た
る
者
其
数
を
知
ら
ず

と
雖
も
今
は
予
防
法
と
し
て
種
痘
の
忽
諸
に
す
可
ら
ざ
る
を
知
る
が
故
に

文
明
諸
国
に
於
て
は
其
流
行
を
見
る
こ
と
殆
ど
稀
な
り

欠
落
と
生
き
る
こ
と

五
〇



こ
こ
で
は
﹁
昔
﹂
と
﹁
今
﹂
を
対
照
さ
せ
︑
天
然
痘
の
流
行
を
抑
え
ら
れ
る
の

が
﹁
文
明
諸
国
﹂
で
あ
る
と
い
う
論
調
が
と
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
論
調

は
﹃
家
庭
雑
誌
﹄
の
﹁
天
然
痘
の
流
行
﹂︵
第
九
一
号

明
治
二
九
年
一
二
月
︶

に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
の
記
事
で
は
﹁
天
然
痘
の
感
染
を
予
防
す
る
に

は
︑
最
も
易
き
こ
と
な
り
︑
予
防
法
と
は
種
痘
こ
れ
な
り
﹂
と
断
言
し
︑﹁
天

然
痘
流
行
の
際
は
︑
年
限
に
係
は
ら
ず
種
痘
を
断
行
す
べ
し
︑
こ
れ
文
明
人
種

の
義
務
な
り
﹂
と
い
う
文
言
を
用
い
る
︒
そ
し
て
﹁
こ
ゝ
に
は
わ
ざ
と
天
然
痘

の
治
療
法
及
看
護
法
を
記
さ
ず
︑
た
ゞ
種
痘
の
断
行
を
促
す
の
み
﹂
と
記
事
を

結
ぶ
よ
う
に
︑
あ
え
て
病
後
策
を
記
さ
な
い
と
い
う
報
道
姿
勢
す
ら
と
っ
て
い

た
︒
こ
の
よ
う
な
天
然
痘
の
特
殊
な
事
情
を
間
接
的
に
明
ら
か
に
す
る
記
事
と

し
て
︑﹁
麻
疹
の
流
行
︵
其
予
防
及
治
療
法
︶﹂︵
第
九
九
号

明
治
三
〇
年
四

月
︶
が
あ
る
︒
麻
疹
の
流
行
の
際
に
は
﹁
予
防
﹂
と
と
も
に
﹁
治
療
法
﹂
と

﹁
看
護
﹂
の
心
得
を
記
し
て
い
る
の
だ
︒

明
治
初
年
代
か
ら
二
〇
年
代
に
か
け
て
︑
致
死
率
の
高
い
伝
染
病
が
都
市
圏

で
何
度
も
流
行
し
て
い
た⑬

こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
︑
明
治
二
五
年
に
帰
国
し
︑

伝
染
病
研
究
所
所
長
と
な
っ
た
北
里
柴
三
郎
の
活
動
が
誌
上
で
頻
繁
に
報
じ
ら

れ
て
い
る⑭

の
も
︑
病
を
防
ぐ
た
め
最
新
の
﹁
知
識
﹂
を
早
く
届
け
よ
う
と
す
る

報
道
姿
勢
を
﹃
家
庭
雑
誌
﹄
が
持
っ
て
い
た
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
︒
天
然

痘
と
は
︑
当
時
の
読
者
に
と
っ
て
身
近
な
恐
怖
で
あ
っ
た
が
︑
種
痘
法
と
い
う

文
明
的
な
﹁
知
識
﹂
が
あ
れ
ば
避
け
ら
れ
る
よ
う
に
語
ら
れ
て
お
り
︑
日
清
戦

争
後
の
﹁
衛
生
の
時
代
﹂︵
第
五
三
号

明
治
二
八
年
五
月
︶
に
お
い
て
﹁
主

婦
﹂
が
防
ぐ
べ
き
病
だ
っ
た
の
だ
︒﹁
熱
が
退
ひ
て
正
気
づ
く
と
直
ぐ
浮
む
だ

の
が
︑﹁
結
婚
﹂
と
云
ふ
こ
と
ゝ
︑
ま
た
﹁
此
病
気
が
結
婚
の
邪
魔
に
な
り
は

せ
ま
い
か
﹂
と
云
ふ
心
配
で
し
た
﹂
と
語
る
よ
う
に
︑
天
然
痘
罹
患
の
際
に

﹁
妾
﹂
が
ま
ず
思
い
浮
か
べ
た
の
は
︑
自
身
の
健
康
や
外
見
の
変
貌
で
は
な
か

っ
た
︒﹁
如
何
し
て
此
顔
を
下
げ
て
厚
顔
し
く
嫁
に
と
云
は
れ
ま
せ
う
か
﹂
と

い
う
思
い
が
浮
か
ぶ
よ
う
に
︑
天
然
痘
と
は
女
性
と
し
て
の
美
し
さ
を
失
わ
せ

る
と
と
も
に
︑﹁
主
婦
﹂
の
役
割
か
ら
見
た
時
に
も
罹
っ
て
は
い
け
な
い
病
だ

っ
た
の
で
あ
る
︒

﹁
夏
の
月
﹂
は
︑
作
品
発
表
時
と
重
な
る
﹁
今
﹂
か
ら
︑﹁
妾
﹂
が
約
一
〇
年

前
の
出
来
事
を
回
顧
的
に
語
る
設
定
が
と
ら
れ
て
お
り⑮

︑
幼
少
期
に
﹁
小
供
ら

し
い
自
然
な
性
質
を
失
つ
て
し
ま
﹂
う
よ
う
な
﹁
家
庭
﹂
で
育
っ
た
こ
と
を
背

景
と
し
て
語
っ
て
い
る
︒
だ
が
﹁
夏
の
月
﹂
は
︑
天
然
痘
罹
患
に
よ
っ
て
﹁
家

庭
﹂
を
築
け
な
い
﹁
妾
﹂
を
反
面
教
師
に
し
て
︑
種
痘
法
と
い
う
﹁
知
識
﹂
の

重
要
性
や
﹁
主
婦
﹂
の
理
想
的
な
あ
り
方
を
啓
蒙
す
る
物
語
で
は
な
い
︒

天
然
痘
罹
患
後
に
︑﹁
此
顔
を
寸
々
に
切
り
裂
ひ
て
︑
世
の
中
の
女
と
云
ふ

女
の
扯
き
む
し
つ
て
︑
出
来
る
こ
と
な
ら
此
世
界
を
打
壊
し
て
も
仕
舞
ひ
度

く
﹂︑﹁
此
様
な
腐
れ
た
世
の
中
に
生
き
て
居
た
つ
て
何
に
な
ら
ふ
︑
あ
ゝ
い
や

だ
〳
〵
︑
自
分
も
い
や
︑
人
間
も
い
や
︑
世
の
中
も
い
や
︑
何
も
か
も
掻
き
む

し
つ
て
︑
ぶ
ち
壊
し
て
︑
劈
い
て
仕
舞
い
た
い
﹂
と
い
う
強
烈
な
呪
詛
の
念
を

欠
落
と
生
き
る
こ
と

五
一



﹁
妾
﹂
は
持
っ
て
し
ま
う
︒
だ
が
﹁
今
﹂
に
お
い
て
そ
れ
は
解
消
さ
れ
て
お
り
︑

﹁
見
る
か
げ
も
無
い
独
り
者
﹂
で
あ
り
な
が
ら
も
﹁
自
分
を
大
切
に
﹂
し
︑
自

ら
の
過
去
を
﹁
背
負
つ
た
荷
﹂
と
し
て
語
り
だ
し
て
い
る
の
だ
︒
つ
ま
り
蘆
花

は
︑
防
ぐ
べ
き
病
に
罹
っ
て
し
ま
っ
た
女
性
の
病
後
の
あ
り
よ
う
︑
自
身
の
美

貌
や
心
を
通
わ
せ
て
い
た
は
ず
の
青
年
と
の
絆
を
失
い
な
が
ら
も
︑
そ
れ
を
受

け
と
め
よ
う
と
す
る
女
性
の
意
志
を
描
こ
う
と
し
て
い
た
の
だ
︒

こ
の
よ
う
に
﹁
夏
の
月
﹂
は
︑﹁
家
庭
﹂
を
築
け
な
い
ま
ま
生
き
る
女
性
を

描
い
て
い
る
と
い
う
点
で
﹁
砂
上
の
文
字
﹂
と
共
通
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
自

ら
の
﹁
記
臆
﹂
に
す
が
り
続
け
よ
う
と
す
る
﹁
砂
上
の
文
字
﹂
の
﹁
妾
﹂
と
は

異
な
り
︑﹁
夏
の
月
﹂
の
﹁
妾
﹂
は
︑﹁
心
の
悟
﹂
を
得
た
う
え
で
過
去
を
語
り

は
じ
め
る
︒
そ
し
て
そ
れ
を
得
る
際
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
が
讃

美
歌
と
い
う
歌
な
の
で
あ
る
が
︑
こ
の
歌
が
作
中
で
果
た
す
機
能
も
ま
た
︑
キ

リ
ス
ト
教
を
中
心
と
し
た
﹁
宗
教
心
﹂
を
薦
め
る
記
事
が
多
数
載
せ
ら
れ
た⑯

﹃
家
庭
雑
誌
﹄
の
姿
勢
と
は
や
や
異
質
な
も
の
で
あ
っ
た
︒

三
︑
讃
美
歌
の
力
量

天
然
痘
罹
患
後
︑
青
年
が
他
の
女
性
と
逢
い
引
き
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
見

た
﹁
妾
﹂
は
︑
動
揺
し
て
番
町⑰

附
近
を
無
闇
に
歩
き
回
る
︒
す
る
と
暗
闇
か
ら

﹁
歌
ふ
様
な
声
﹂
が
聞
こ
え
﹁
耶
蘇
教
﹂
の
教
会⑱

に
気
づ
く
が
︑﹁
妾
﹂
は
﹁
耶

蘇
教
﹂
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
印
象
を
抱
い
て
い
た
︒

妾
は
耶
蘇
教
が
大
嫌
ひ
で
︑
と
云
ふ
の
は
何
も
耶
蘇
教
を
知
つ
て
何
処
の

所
が
嫌
ひ
と
云
ふ
で
は
な
く
︑
唯
耶
蘇
と
云
ふ
其
名
か
ら
嫌
ひ
で
︑
虫
が

嫌
ひ
で
︑
嫌
だ
嫌
だ
と
云
つ
て
ま
し
た

明
確
な
理
由
も
な
く
﹁
妾
﹂
は
﹁
耶
蘇
教
﹂
を
嫌
っ
て
い
た
が
︑﹁
さ
ま
よ
へ

る
者
よ
︑
立
ち
か
へ
り
て
︑
／
天
ツ
ふ
る
さ
と
の

父
を
見
よ
や
﹂
と
い
う
讃

美
歌
の
一
節
を
聞
く
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
讃
美
歌
の
出
典
は
︑
植
村
正
久
ほ
か

編
﹃
新
撰
讃
美
歌
﹄
︵
警
醒
社

明
治
二
一
年
四
月
一
一
日
︶
に
収
録
の
﹁
第

百
一
﹂
だ
と
指
摘
さ
れ
て
い
る⑲

︒
こ
の
﹁
第
百
一
﹂
は
︑
巻
頭
の
目
次
で
﹁
拯

救
﹂
中
の
﹁
招
き
﹂
と
題
さ
れ
る
讃
美
歌
で
あ
り
︑
こ
れ
を
聞
い
た
﹁
妾
﹂
は

次
の
よ
う
に
反
応
す
る
︒

つ
ひ
其
節
の
美
し
い
の
に
聞
き
惚
れ
て
一
句
一
節
耳
を
傾
け
て
居
る
と
︑

其
美
し
い
節
に
包
む
だ
美
し
い
文
句
が
油
の
様
に
し
み
渡
ツ
て
︑
何
だ
か

母
の
懐
に
で
も
抱
か
れ
て
其
和
ら
か
な
手
に
背
を
撫
で
ら
れ
る
様
な
心
地

が
し
て
︑
妾
は
身
震
ひ
し
て
顔
を
抑
へ
て
泣
き
出
し
ま
し
た
︒
歌
は
猶

つ
ヾ
い
て
︑
や
さ
し
い
愛
の
言
葉
は
耳
か
ら
電
気
の
様
に
全
身
に
し
み
渡

る
︑
涙
は
泉
の
よ
う
に
湧
く
︑
妾
は
身
も
浮
く
程
泣
い
て
涙
の
下
か
ら
石

か
鉛
の
様
に
固
ま
つ
て
居
た
胸
さ
き
は
段
々
に
く
つ
ろ
い
で
︑
ち
つ
と
は

心
も
軽
く
な
つ
た
様
に
思
わ
れ
た
の
で
す
︒

吉
田
正
信
は
︑
こ
の
讃
美
歌
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
﹁
妾
﹂
の
﹁
内
的
革
命
﹂
を
︑

﹁
耶
蘇
教
と
い
う
自
然
﹂
が
﹁
劣
等
感
を
も
っ
て
い
る
主
人
公
を
正
当
化⑳

﹂
し

欠
落
と
生
き
る
こ
と

五
二



た
と
述
べ
て
い
る
が
︑﹃
自
然
と
人
生
﹄
と
い
う
作
品
集
の
タ
イ
ト
ル
か
ら

﹁
耶
蘇
教
﹂
を
﹁
自
然
﹂
と
す
る
こ
と
に
は
留
保
が
必
要
で
あ
ろ
う
︒
覆
面
冠

者
が
﹁
信
仰
は
人
生
の
最
大
慰
藉
で
あ
る㉑

﹂
と
い
う
作
者
蘆
花
の
信
仰
心
を

﹁
妾
﹂
に
見
出
し
た
こ
と
も
妥
当
と
は
い
え
な
い
︒
む
し
ろ
﹁
夏
の
月
﹂
に
お

い
て
注
目
す
べ
き
は
︑
こ
の
﹁
内
的
革
命
﹂
が
︑
キ
リ
ス
ト
教
の
思
想
・
教
旨

に
対
す
る
感
動
や
信
仰
心
で
は
な
く
︑
讃
美
歌
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
︒
引
き
寄
せ
ら
れ
た
よ
う
に
し
て
入
っ
た
教
会
で
︑﹁
妾
﹂
は
次
の
よ

う
に
反
応
し
て
い
る
の
だ
︒

そ
れ
な
ら
嫌
ひ
な
祈
祷
も
吾
れ
と
は
な
し
に
頭
が
下
が
れ
ば
︑
説
教
も
よ

く
は
分
か
ら
な
か
つ
た
の
で
す
が
︑
何
や
ら
妾
の
為
ば
か
り
云
つ
て
聞
か

せ
る
心
地
が
し
て
︑
あ
ゝ
ほ
ん
に
悪
か
つ
た
︑
天
道
様
が
見
て
い
ら
つ
し

や
る
︑
此
様
な
事
で
死
ん
で
は
済
ま
ぬ
︑
妾
は
不
仕
合
で
も
妾
よ
り
不
仕

合
せ
な
人
が
あ
ら
う
︑
是
れ
か
ら
心
を
入
れ
か
へ
て
人
間
に
な
り
ま
せ
う
︑

と
思
ふ
で
は
な
く
感
じ
て
︑
今
夜
の
事
を
忘
れ
ま
す
ま
い
と
心
に
誓
ひ
ま

し
た
︒

こ
の
よ
う
に
﹁
妾
﹂
は
﹁
説
教
も
よ
く
は
分
か
ら
﹂
ず
︑﹁
妾
は
不
仕
合
で

も
妾
よ
り
不
仕
合
せ
な
人
が
あ
ら
う
﹂
と
﹁
感
じ
﹂
る
こ
と
し
か
な
い
︒﹁
妾
﹂

の
さ
ら
な
る
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
接
近
は
予
定
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
説
教
や
信
仰
心

と
本
来
な
ら
ば
不
可
分
に
結
び
つ
く
は
ず
の
讃
美
歌
が
︑﹁
妾
﹂
に
と
っ
て
は

単
な
る
﹁
愛
の
言
葉
﹂
と
し
て
し
か
機
能
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
︒

そ
も
そ
も
﹁
妾
﹂
は
︑
自
ら
の
過
去
や
伝
え
た
い
事
柄
を
︑
様
々
な
歌
や
歌

語
を
介
し
て
語
っ
て
い
た
︒
﹁
海
人
が
塩
焼
く㉒

﹂
と
い
う
和
歌
の
表
現
を
用
い

て
﹁
せ
ち
辛
い
世
の
中
﹂
の
無
情
を
嘆
き
︑
ま
た
﹁
う
れ
し
き
も
う
き
も
う
き

世
の
村
時
雨

し
ば
し
忍
ぶ
の
軒
に
過
ぎ
行
く
﹂
と
い
う
歌
か
ら
﹁
忍
ぶ
﹂
こ

と
が
大
切
だ
と
語
る
︒
自
ら
が
広
島
・
音
戸
出
身
で
あ
る
こ
と
は
﹁
船
頭
可
愛

や
︑
音
戸
の
瀬
戸
で
︑
一
丈
五
尺
の
櫓
が
し
は
る
﹂
と
い
う
﹁
舟
謠㉓

﹂
を
用
い

て
伝
え
︑
さ
ら
に
両
親
の
死
も
﹁
な
き
て
ぞ
人
は
恋
し
か
り
け
る
﹂
と
い
う
古

歌㉔

に
基
づ
い
た
表
現
に
よ
っ
て
語
り
伝
え
る
︒
こ
の
よ
う
に
﹁
妾
﹂
は
︑
歌
に

慰
藉
さ
れ
る
よ
う
な
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

こ
の
讃
美
歌
体
験
の
後
︑
一
定
の
精
神
の
安
定
を
得
た
﹁
妾
﹂
は
︑
欽
一
郎

か
ら
求
婚
さ
れ
﹁
嬉
し
﹂
く
思
う
も
の
の
︑
そ
の
申
し
出
を
辞
退
す
る
︒﹁
本

当
は
世
の
中
を
浮
い
て
暮
ら
す
が
上
分
別
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
惑
つ
て
見

た
り
﹂︑
婚
約
を
破
棄
し
た
青
年
の
没
落
を
夢
想
し
て
し
ま
う
な
ど
︑﹁
妾
﹂
の

﹁
心
の
悟
﹂
は
不
十
分
な
も
の
で
あ
り
︑
そ
れ
を
﹁
妾
﹂
も
自
覚
し
て
い
る
︒

し
か
し
﹁
妾
﹂
が
最
後
に
語
っ
た
の
は
﹁
裏
に
龍
と
鳳
凰
の
彫
刻
の
あ
る
古
風

の
鏡
﹂
の
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
は
﹁
今
﹂
の
﹁
妾
﹂
が
︑
あ
れ
ほ
ど
呪
っ
て
い

た
自
身
の
顔
を
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
︒﹁
夏
の
月
﹂

は
︑
男
性
に
求
め
ら
れ
﹁
家
庭
﹂
を
築
く
こ
と
や
慰
藉
と
し
て
の
﹁
宗
教
心
﹂

の
重
要
性
で
は
な
く
︑
﹁
主
婦
﹂
で
は
な
い
独
身
で
あ
っ
て
も
﹁
自
分
を
大
切

に
﹂
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
﹁
妾
﹂
の
心
持
を
描
い
て
い
る
の
だ
︒

欠
落
と
生
き
る
こ
と

五
三



﹁
砂
上
の
文
字
﹂﹁
夏
の
月
﹂
と
い
う
︿
女
語
り
﹀
の
二
作
品
に
描
か
れ
て
い

た
の
は
︑﹃
家
庭
雑
誌
﹄
が
唱
え
る
﹁
家
庭
﹂
の
経
営
者
と
し
て
の
﹁
主
婦
﹂

の
あ
り
方
を
理
解
し
つ
つ
も
﹁
家
族
間
の
愛
情㉕

﹂
の
な
か
で
生
き
る
こ
と
を
第

一
に
優
先
し
な
い
女
性
の
姿
だ
っ
た
︒
流
行
病
や
戦
争
︑
ま
た
﹁
砂
上
の
文

字
﹂
で
起
き
た
よ
う
な
偶
発
的
な
悲
劇
に
よ
っ
て
︑
経
営
す
べ
き
﹁
家
庭
﹂
を

持
て
な
い
／
持
た
な
い
女
性
は
当
時
少
な
か
ら
ず
い
た
は
ず
だ
ろ
う
︒
蘆
花
が

﹃
家
庭
雑
誌
﹄
で
描
こ
う
と
し
た
の
は
︑
そ
の
よ
う
な
女
性
た
ち
の
姿
だ
っ
た

の
で
あ
る
︒
そ
も
そ
も
︿
女
語
り
﹀
と
い
う
形
式
自
体
も
︑
女
性
記
者
や
寄
稿

家
︑
女
性
読
書
か
ら
の
投
書
を
積
極
的
に
採
り
入
れ
た
﹃
家
庭
雑
誌
﹄
と
の
関

係
性
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒

た
と
え
ば
日
清
戦
争
の
最
中
︑﹃
家
庭
雑
誌
﹄
は
そ
の
戦
況
を
伝
え
る
と
と

も
に
︑
占
領
し
た
土
地
に
日
本
の
﹁
家
庭
﹂
を
﹁
移
植
﹂
す
る
た
め
﹁
男
女
諸

共
移
り
住
﹂
む
こ
と
を
提
案
し
た
り
︵
筑
峯
女
史
﹁
家
庭
の
移
植
﹂
第
四
五
号

明
治
二
八
年
一
月
︶︑﹁
出
征
の
軍
人
諸
士
と
労
苦
﹂
を
共
に
す
る
た
め
に
︑
内

地
の
﹁
大
切
な
楽
し
き
家
庭
を
無
事
安
全
﹂
に
保
つ
重
要
性
を
説
い
た
︵
筑
峯

女
史
﹁
戦
争
と
家
庭
﹂
第
五
〇
号

明
治
二
八
年
三
月
︶︒
ま
た
戦
勝
後
に
は
︑

﹁
婦
人
﹂
が
﹁
人
間
と
し
て
取
扱
は
れ
て
居
﹂
な
い
こ
と
を
﹁
支
那
の
衰
退
﹂

の
理
由
と
す
る
︵
快
哉
生
﹁
支
那
の
婦
人
﹂
第
八
四
号

明
治
二
九
年
八
月
︶

な
ど
︑
文
明
国
︵
＝
戦
勝
国
︶
日
本
の
証
明
を
﹁
家
庭
﹂
や
﹁
主
婦
﹂
の
あ
り

方
に
求
め
て
い
た
︒
だ
が
こ
の
よ
う
な
記
事
が
並
ぶ
な
か
で
︑
蘆
花
は
﹁
征
清

大
勝
利
の
後
に
は
︑
思
ふ
に
無
数
の
悲
劇
あ
ら
む
︒
余
は
其
尤
も
簡
単
な
る
一

を
知
れ
り
﹂
と
︑
戦
争
で
夫
を
亡
く
し
︑
そ
れ
を
追
う
よ
う
に
病
で
死
ん
で
い

っ
た
女
性
の
姿
を
綴
っ
た
︵
敬
亭
生
﹁
訪
は
ぬ
墓
﹂
第
五
三
号

明
治
二
八
年

五
月
︶︒
蘆
花
は
︑﹃
家
庭
雑
誌
﹄
が
理
想
化
し
た
よ
う
な
﹁
家
庭
﹂
を
築
け
な

い
︑
も
し
く
は
失
っ
た
女
性
に
ま
な
ざ
し
を
向
け
て
い
く
の
で
あ
る
︒

た
だ
︑﹁
家
庭
﹂
を
担
え
な
い
女
性
に
よ
る
︿
女
語
り
﹀
の
記
事
・
物
語
は

﹃
家
庭
雑
誌
﹄
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
﹁
浮
世
の
つ
と
め
と
し
て
快
楽
の
結

婚
﹂
を
し
た
女
性
が
︑
身
分
違
い
の
夫
と
離
婚
す
る
ま
で
の
苦
し
み
を
語
っ
た

荷
月
生
﹁
結
婚
﹂
と
い
う
投
書
︵
﹁
家
庭
の
破
裂
﹂
第
三
一
号

明
治
二
七
年

六
月
︶
や
︑
日
清
戦
争
で
夫
を
失
い
︑
尼
と
な
っ
た
女
性
の
身
の
上
話
を
聞
く

賤
の
舎
女
史
﹁
木
が
ら
し
﹂︵
第
六
九
号

明
治
二
九
年
一
月
︶
な
ど
が
あ
る

よ
う
に
︑﹃
家
庭
雑
誌
﹄
は
﹁
家
庭
﹂
を
適
切
に
経
営
す
る
女
性
た
ち
を
取
り

上
げ
称
揚
す
る
一
方
で
︑﹁
家
庭
﹂
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
悲
劇
も
誌
上
に
掲
載

し
︑
そ
の
苦
し
み
を
共
有
し
よ
う
と
し
て
い
た
︒

し
か
し
こ
の
よ
う
な
女
性
た
ち
の
悲
劇
と
︑
蘆
花
が
描
い
た
︿
女
語
り
﹀
の

物
語
の
差
異
と
し
て
見
出
せ
る
の
は
︑
満
た
さ
れ
た
﹁
家
庭
﹂
を
自
明
の
目
標

と
し
︑
そ
れ
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
嘆
き
を
主
眼
と
す
る
の
で
は
な
く
︑
む
し
ろ

そ
の
﹁
家
庭
﹂
に
お
け
る
女
性
の
役
割
に
縛
ら
れ
ず
︑
﹁
家
庭
﹂
を
築
け
な
い

と
い
う
欠
落
の
ま
ま
に
生
き
よ
う
と
す
る
意
志
や
心
持
を
描
い
た
こ
と
に
あ
る
︒

﹃
家
庭
雑
誌
﹄
が
恒
常
的
に
話
題
に
し
て
い
た
﹁
主
婦
﹂
と
病
の
関
係
性
を
物

欠
落
と
生
き
る
こ
と

五
四



語
に
採
り
入
れ
な
が
ら
︑
こ
の
よ
う
な
意
志
を
描
く
こ
と
を
蘆
花
は
試
み
て
い

た
︒
そ
れ
は
﹃
家
庭
雑
誌
﹄
と
の
深
い
関
わ
り
の
な
か
で
生
ま
れ
た
も
の
で
あ

る
と
同
時
に
︑
し
か
し
メ
デ
ィ
ア
の
方
針
に
迎
合
す
る
こ
と
の
な
い
︑
作
家
と

し
て
の
独
自
性
の
表
出
だ
っ
た
と
い
え
る
︒

お
わ
り
に

本
稿
で
検
討
し
た
﹁
砂
上
の
文
字
﹂﹁
夏
の
月
﹂
で
描
か
れ
た
﹁
主
婦
﹂
と

病
の
関
係
性
は
︑
出
世
作
と
な
っ
た
﹁
不
如
帰
﹂
で
も
重
要
な
役
割
を
果
た
す

こ
と
に
な
る
︒
結
核
と
い
う
当
時
不
治
の
病
に
罹
っ
た
浪
子
は
︑﹁
家
嫡
﹂
を

何
よ
り
も
重
視
す
る
武
男
の
母
・
慶
子
か
ら
離
縁
す
べ
き
だ
と
言
い
立
て
ら
れ

る
︒
し
か
し
武
男
は
︑
こ
の
母
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
反
駁
し
た
︒

設
令
ま
た
癒
ら
ず
に
︑
如
何
し
て
も
死
ぬ
な
ら
︑
阿
母
︑
何
卒
私
の
妻
で

死
な
し
て
下
さ
い
︑
病
気
が
危
険
な
ら
往
来
も
絶
つ
で
す
︑
用
心
も
す
る

で
す
︒
其
は
阿
母
の
御
安
心
な
さ
る
様
に
す
る
で
す
︒
で
も
離
別
丈
は
如

何
あ
ツ
て
も
私
は
出
来
な
い
の
で
す
！

︵
上
篇
六
の
三
︶

武
男
が
求
め
た
の
は
︑
い
ず
れ
や
っ
て
く
る
だ
ろ
う
浪
子
の
死
を
受
け
入
れ
な

が
ら
︑
そ
れ
で
も
﹁
妻
﹂
と
夫
の
関
係
性
を
維
持
す
る
こ
と
だ
っ
た
︒
つ
ま
り

﹁
不
如
帰
﹂
に
は
︑
避
け
ら
れ
な
い
欠
落
を
受
け
と
め
︑
そ
し
て
そ
の
欠
落
の

ま
ま
に
生
き
て
い
こ
う
と
す
る
男﹅

の﹅

意
志
が
描
か
れ
て
い
る
の
だ
︒
そ
こ
に
︑

﹁
砂
上
の
文
字
﹂﹁
夏
の
月
﹂
と
の
連
続
性
と
︑
さ
ら
な
る
展
開
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
︒

蘆
花
自
身
も
﹁
十
年
書
い
て
こ
れ
は
と
い
ふ
小
品
一
つ
な
い㉖

﹂
と
自
嘲
的
に

回
顧
す
る
﹁
雑
文
時
代
﹂
の
作
品
は
︑
確
か
に
顧
み
る
べ
き
も
の
は
少
な
い
か

も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
そ
の
よ
う
な
時
代
に
︑
蘆
花
は
民
友
社
社
員
と
し
て
文

筆
と
い
う
仕
事
に
向
き
合
い
な
が
ら
︑
作
家
と
し
て
の
独
自
性
や
物
語
の
方
法

を
模
索
し
て
い
た
︒
﹃
家
庭
雑
誌
﹄
誌
上
で
行
わ
れ
た
こ
の
試
み
は
︑
後
年
の

蘆
花
文
学
に
引
き
継
が
れ
て
い
く
の
で
あ
る
︒

注①

瀬
沼
茂
樹
﹁
作
品
解
説
﹂
︵
伊
藤
整
ほ
か
編
﹃
徳
冨
蘆
花
集
﹄
日
本
現
代
文
学
全

集
17

講
談
社

昭
和
五
五
年
五
月
二
六
日
︶

②

前
田
河
広
一
郎
﹃
蘆
花
の
芸
術
﹄
興
風
館

昭
和
一
八
年
一
一
月
二
〇
日

③

吉
田
正
信
編
﹃
﹁
家
庭
雑
誌
﹂
解
説
・
総
目
次
・
索
引
﹄
︵
不
二
出
版

昭
和
六
二

年
一
月
一
〇
日
︶
を
参
照
︒

④

Ⅰ
の
諸
篇
と
同
時
期
の
婦
人
伝
ブ
ー
ム
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
︑
峯
岸
英
雄

﹁
近
代
女
性
論
萌
芽
期
の
軌
跡
﹂︵﹃
公
評
﹄
第
五
五
巻
第
九
号

平
成
三
〇
年
一
〇

月
︶
が
詳
し
い
︒

⑤

牟
田
和
恵
﹁
﹁
家
庭
﹂
の
登
場
と
そ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
﹂︵﹃
戦
略
と
し
て
の
家
族

︱
近
代
日
本
の
国
民
国
家
形
成
と
女
性
﹄
新
曜
社

平
成
八
年
七
月
三
〇
日
︶︑

佐
藤
健
二
﹁
家
庭
﹂︵
大
澤
真
幸
ほ
か
編
﹃
現
代
社
会
学
事
典
﹄
弘
文
堂

平
成
二

四
年
一
二
月
一
五
日
︶
な
ど
を
参
照
︒

⑥

吉
田
正
信
﹁
解
説
﹂︵
注
③
前
掲
書
︶

⑦

上
野
千
鶴
子
﹁
近
代
と
女
性
﹂︵﹃
近
代
家
族
の
成
立
と
終
焉
﹄
岩
波
書
店

平
成

欠
落
と
生
き
る
こ
と

五
五



六
年
三
月
二
五
日
︶

⑧

前
田
河
広
一
郎
﹃
追
は
れ
る
魂

復
活
の
蘆
花
﹄︵
月
曜
書
房

昭
和
二
三
年
八

月
三
一
日
︶︒
こ
の
﹁
砂
上
の
文
字
﹂
は
︑
蘆
花
全
集
刊
行
会
編
﹃
蘆
花
全
集
﹄
第

一
九
巻
︵
新
潮
社

昭
和
四
年
九
月
五
日
︶
で
は
﹁
第
四

随
筆
﹂
欄
に
収
録
さ
れ

て
い
る
︒

⑨

小
口
千
明
﹁
日
本
に
お
け
る
海
水
浴
の
受
容
と
明
治
期
の
海
水
浴
﹂︵﹃
人
文
地

理
﹄
第
三
七
巻
第
三
号

昭
和
六
〇
年
六
月
︶
な
ど
を
参
照
︒

⑩

下
野
遠
光
﹃
百
人
一
首
略
解
﹄︵
博
文
館

明
治
二
五
年
二
月
六
日
︶
な
ど
を
参

照
︒

⑪

中
野
好
夫
﹃
蘆
花
徳
冨
健
次
郎
﹄
第
二
部

筑
摩
書
房

昭
和
四
八
年
三
月
二
五

日
⑫

江
戸
後
期
か
ら
明
治
初
期
の
天
然
痘
を
め
ぐ
る
状
況
に
つ
い
て
は
︑
ハ
ル
ト
ム
ー

ト
・
オ
・
ロ
ー
テ
ル
ム
ン
ド
﹃
疱
瘡
神

︱
江
戸
時
代
の
病
い
を
め
ぐ
る
民
間
信
仰

の
研
究
﹄︵
岩
波
書
店

平
成
七
年
三
月
一
七
日
︶︑
川
村
純
一
﹃
病
い
の
克
服

︱

日
本
痘
瘡
史

︱
﹄︵
思
文
閣
出
版

平
成
一
一
年
五
月
二
〇
日
︶
な
ど
を
参
照
︒

⑬

立
川
昭
二
﹃
病
気
の
社
会
史

︱
文
明
に
探
る
病
因
﹄︵
日
本
放
送
出
版
協
会

昭
和
四
六
年
一
二
月
二
〇
日
︶
な
ど
を
参
照
︒

⑭

﹁
北
里
柴
三
郎
氏
﹂︵
第
五
号

明
治
二
六
年
一
月
︶︑﹁
此
の
科
学
者
﹂︵
第
三
五

号

明
治
二
七
年
八
月
︶︑
家
庭
叢
書
記
者
﹁
伝
染
病
毒
黴
菌
の
現
状
及
予
防
﹂︵
第

四
七
号

明
治
二
八
年
二
月
︶
な
ど
︒

⑮

作
中
に
お
い
て
︑﹁
妾
﹂
と
結
納
を
交
わ
し
た
青
年
は
﹁
三
菱
銀
行
＝
其
頃
は
ま

だ
駿
河
台
に
あ
つ
た
の
で
す
＝
の
社
員
﹂
と
語
ら
れ
て
い
る
︒
三
菱
銀
行
が
駿
河
台

に
あ
っ
た
の
は
明
治
一
九
年
七
月
一
九
日
か
ら
翌
年
四
月
一
八
日
で
あ
る
か
ら
︵
三

菱
銀
行
史
編
纂
委
員
会
編
発
行
﹃
三
菱
銀
行
史
﹄
昭
和
二
九
年
八
月
一
五
日
︶︑
作

中
回
顧
時
代
は
明
治
二
〇
年
ご
ろ
に
設
定
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
欽
一
郎
か
ら
も
ら
っ

た
鏡
は
﹁
一
昨
年
田
庄
台
で
分
取
つ
た
も
の
﹂
と
あ
り
︑
田
庄
台
の
戦
闘
は
明
治
二

八
年
三
月
で
あ
る
た
め
︑﹁
妾
﹂
が
語
り
だ
す
﹁
今
﹂
は
明
治
三
〇
年
で
あ
る
︒

⑯

﹁
家
庭
の
伴
侶
﹂︵
第
一
四
号

明
治
二
六
年
九
月
︶
で
は
﹁
家
庭
﹂
に
常
備
す
べ

き
書
物
の
筆
頭
に
﹁
新
旧
約
書
﹂
を
挙
げ
て
お
り
︑
﹁
家
庭
の
教
育

宗
教
心
﹂︵
第

五
二
号

明
治
二
八
年
四
月
︶︑
し
ば
の
や
﹁
主
婦
の
位
置
﹂︵
第
五
九
号

明
治
二

八
年
八
月
︶
な
ど
﹁
宗
教
心
﹂
の
必
要
性
を
説
く
記
事
は
数
多
い
︒

⑰

初
出
は
﹁
番
丁
﹂
と
表
記
さ
れ
て
い
る
が
︑﹁
雨
後
の
月
﹂
で
は
﹁
番
町
﹂
と
訂

正
さ
れ
て
い
る
︒

⑱

こ
の
教
会
は
︑
国
木
田
独
歩
に
洗
礼
を
授
け
︑
蘇
峰
と
の
交
流
も
あ
っ
た
植
村
正

久
が
明
治
二
〇
年
か
ら
大
正
一
四
年
ま
で
牧
師
を
務
め
た
︑
一
番
町
教
会
︵
麹
町
区

一
番
町
四
八
番
地
︶
が
想
定
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
︒

⑲

辻
橋
三
郎
﹁
日
本
近
代
文
学
と
讃
美
歌
﹂︵﹃
神
戸
女
学
院
図
書
館
所
蔵
オ
ル
チ
ン

文
庫
版
﹁
復
刻

明
治
初
期
讃
美
歌
﹂
解
説
﹄
新
教
出
版
社

昭
和
五
三
年
一
二
月

一
日
︶

⑳

吉
田
正
信
﹁
﹃
自
然
と
人
生
﹄
の
成
立

︱
そ
の
認
識
論
に
つ
い
て

︱
﹂
︵﹃
国

文
学
研
究
﹄
第
四
二
集

昭
和
四
五
年
六
月
︶

㉑

覆
面
冠
者
﹁
蘆
花
氏
と
基
督
教
主
義
﹂
︵﹃
徳
富
蘆
花
と
其
哲
学
﹄
嵩
山
房

大
正

三
年
八
月
二
日
︶

㉒

﹁
海
人
が
︵
の
︶
塩
焼
く
﹂
と
い
う
表
現
を
用
い
た
有
名
な
和
歌
は
い
く
つ
か
あ

る
が
︑
た
と
え
ば
﹁
須
磨
の
海
人
の
塩
焼
く
煙
風
を
い
た
み
思
は
ぬ
方
に
た
な
び
き

に
け
り
﹂︵
﹃
古
今
集
﹄︑
一
四
巻
︵
恋
歌
四
︶︑
七
〇
八
番
︑
よ
み
人
し
ら
ず
︶
が
あ

る
︒
佐
々
木
信
綱
・
佐
々
木
弘
綱
標
註
﹃
日
本
歌
学
全
書
﹄
第
一
編
︵
博
文
館

明

治
二
三
年
一
〇
月
二
八
日
︶
に
て
確
認
︒

㉓

前
田
林
外
編
﹃
日
本
民
謡
全
集

続
編
﹄﹁
船
唄
﹂︵
本
郷
書
院

明
治
四
〇
年
一

一
月
一
九
日
︶
参
照
︒﹃
思
出
の
記
﹄
︵
民
友
社

明
治
三
四
年
五
月
一
五
日
︶
に
も
︑

こ
の
舟
唄
は
登
場
す
る
︵
四
の
巻
︿
三
﹀
︶︒

㉔

藤
井
乙
男
編
﹃
諺
語
大
辞
典
﹄︵
有
朋
堂

明
治
四
三
年
三
月
三
日
︶
で
︑﹁
無
ク

欠
落
と
生
き
る
こ
と

五
六



テ
ゾ
人
ハ
恋
シ
カ
リ
ケ
ル
﹂
が
立
項
さ
れ
て
お
り
︑
説
明
文
に
は
﹁
源
氏
奥
入
︑
あ

る
時
は
あ
り
の
す
さ
び
に
憎
か
り
き
︑
な
く
て
ぞ
人
は
恋
し
か
り
け
る
﹂
と
あ
る
︒

こ
の
説
明
文
に
あ
る
歌
は
︑
藤
原
定
家
﹃
源
氏
物
語
奥
入
﹄︑
ま
た
は
﹃
源
氏
物
語
﹄

最
古
の
注
釈
書
﹃
源
氏
釈
﹄
で
︑
桐
壺
の
死
後
女
房
た
ち
が
﹁
な
く
て
ぞ
﹂
と
嘆
く

場
面
︵﹁
桐
壺
﹂︶
の
注
釈
に
引
か
れ
て
い
る
︵
中
野
幸
一
・
栗
山
元
子
編
﹃
源
氏
釈

奧
入

光
源
氏
物
語
抄
﹄
武
蔵
野
書
院

平
成
二
一
年
九
月
三
〇
日
︶︒
よ
っ
て

﹁
な
き
て
ぞ
人
は
恋
し
か
り
け
る
﹂
は
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
の
注
釈
書
の
み
に
見
ら
れ
る

古
歌
が
諺
化
し
た
も
の
だ
と
推
定
で
き
る
︒

㉕

牟
田
和
恵
注
⑤
前
掲
論

㉖

﹃
冨
士
﹄
第
二
巻
第
九
章
︿
二
﹀︵
福
永
書
店

大
正
一
五
年
二
月
一
一
日
︶

︹
付
記
︺

作
品
や
資
料
の
引
用
に
際
し
て
︑
旧
字
は
新
字
に
改
め
︑
振
り
仮
名
は
適
宜

省
略
し
た
︒
引
用
文
中
の
傍
線
は
稿
者
に
よ
り
︑
／
は
改
行
を
表
す
︒

欠
落
と
生
き
る
こ
と

五
七


