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翻
伴
透
空

『
安
乗
帖
』

と
田
山
花
袋
『
南
船
北
馬
』

1
1
i

「
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
」
成
立
の
一
過
程

藤

田

叙

子

折
口
信
夫
H
棒
、
逗
空
の
公
刊
処
女
歌
集
『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
』
は
大
正
十
四
年
五
月
に
改
造
社
か
ら
、

「
現
代
代
表
自
選
歌
集
L

の
一
冊

と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
こ
の
時
沼
空
は
三
十
九
歳
。
既
に
歌
誌
『
ア
ラ
ラ
ギ
』
等
で
活
躍
し
て
い
た
沼
空
に
と
っ
て
些
か
遅
い
デ
ビ
ュ
ー
と

も
言
え
る
の
だ
が
、
こ
の
歌
集
に
は
沼
空
短
歌
の
特
質
で
あ
る
旅
の
歌
が
完
成
さ
れ
て
お
り
、

ア
ラ
ラ
ギ
風
の
写
生
歌
と
は
全
く
異
る
そ
の
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独
自
な
世
界
は
当
時
の
歌
壇
の
注
目
を
あ
つ
め
た
。

歌
集
『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
』
が
刊
行
さ
れ
て
程
な
い
大
正
十
五
年
一
月

歌
誌
『
日
光
』
に
お
い
て

『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
』
合
評
が
企

画
さ
れ
た
が
、

そ
こ
で
同
時
代
の
歌
人

土
岐
苦
麿
は
「
『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
』
は
読
ん
で
ゆ
く
内
、

き
ま
っ
て
一
種
の
恐
怖
に
心
が
沈
ん

で
暗
い
生
命
の
底
ヘ
底
へ
と
流
れ
こ
ん
で
ゆ
く
」
と
．
一
一
一
口
い
、
更
に
「
『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
』
は
僕
に
と
っ
て
お
そ
ろ
し
い
歌
集
だ
。
」
と
言
っ

て
い
る
。
又
、
北
原
白
秋
は
『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
』
に
代
表
さ
れ
る
旅
の
歌
に
逸
早
く
H

か
そ
け
さ
ヘ

H

ひ
そ
け
さ
H

の
寂
家
感
を
感
じ
と

り
、
沼
空
を
H

里
山
衣
の
旅
び
と
H

と
評
し
た
。

歌
集
『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
』
で
沼
空
が
完
成
し
た
の
は
正
に
白
秋
言
う
と
こ
ろ
の

H

か
そ
け
さ
ヘ

H

ひ
そ
け
さ
μ

の
境
位
で
あ
り
、
注
目

す
べ
き
は
こ
の
寂
家
感
が

H

旅
H

と
い
う
場
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、

日
常
生
活
の
底
に
も
流
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

例
え
ば

『
海
や
ま



の
あ
ひ
だ
』
所
収
の
「
人
も

.~~ 
も

道
ゆ
き
っ
か
れ
死
に
、
ふ
け
り
。

旅
寝
か
さ
な
る
ほ
ど
の

か
そ
け
さ
」
や
「
津
な
か
の
木
地
屋
の

山
本
に
ゆ
く
わ
れ
の

ひ
そ
け
き
歩
み
は

誰
知
ら
め
や
も
」
等
の
属
旅
歌
か
ら
は
深
い
寂
事
感
が
感
じ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
何
も
、
人
も
通

わ
な
い
深
山
幽
谷
を
唯
一
人
行
く
と
い
う
特
殊
な
旅
の
み
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
全
て
の
人
が
人
生
に
対
し
て
ふ
っ
と
洩
ら
す
嘆
息

の
よ
う
な
思
い
に
重
っ
て
ゆ
く
。

本
稿
で
は
、
沼
空
短
歌
の
原
点
と
も
言
え
る
こ
う
し
た
境
位
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
、
沼
空
を
特
異
な
存
在
と
し
て
の

み
突
出
さ
せ
る
事
な
く
、

な
る
べ
く
同
時
代
の
文
学
の
流
れ
に
引
き
戻
し
な
が
ら
考
察
し
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。

I 

『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
」
は
非
常
に
大
き
な
歌
集
で
あ
っ
て

沼
化
で
短
歌
の
様
々
な
要
素
が
合
ま
れ
て
い
る
が

そ
の
中
心
は
や
は
り
旅
の
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歌
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
口
旅
の
散
に
秀
逸
な
作
品
が
多
い
と
い
う
点
か
ら
も
、
開
制
旅
歌
集
の
印
象
が
強
い
の
だ
が
、
抑
々
「
海
や
ま
の
あ

ひ
だ
』
と
い
う
歌
集
の
題
名
自
体
が
旅
の
歌
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
後
年
活
空
が
、

私
は
町
人
の
子
で
あ
る
。
人
事
に
、

心
を
動
か
さ
れ
る
こ
と
が
頗
深
い
。
若
く
自
然
に
仰
れ
き
っ
て
出
山
の
聞
の
遊
行
を
娯
し
ん
だ
。

け
れ
ど
も
山
も
海
も
見
る
為
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
営
れ
る
ひ
そ
か
な
人
生
に
触
れ
た
か
っ
た
た
め
ら
し
い
。

（

2
）
 

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

ー
出
や
ま
の
あ
ひ
だ
」
と
い
う
訴
は

H

海
と
山
の
聞
を
ゆ
く
旅
H

と
い
う
事
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
即
ち
迫
仰
に
知

歌
の

H

か
そ
け
さ
ヘ

H

ひ
そ
け
さ
H

に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

「
瓶
や
ま
の
あ
ひ
だ
」
と
い
う
一
請
に
つ
い
て
は
、
単
に
一
歌
集
の
題
名
と
し
て
よ
り
、
迫
化
仁
一
短
歌
に
お
け
る
大
き
な
子

l
マ
の
一
つ
と
し

て
考
え
る
事
が
必
要
で
あ
ん
う
。
こ
の
た
め
本
怖
に
お
い
て
は
、
歌
集
『
小
川
山
や
ま
の
あ
ひ
だ
L

と
記
さ
な
い
限
り
は
一
ア

l
マ
と
し
て
の
「
海



や
ま
の
あ
ひ
だ
」
を
指
す
事
と
す
る
。

「
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
」
と
い
う
テ
l
マ
を
沼
空
は
非
常
に
早
い
頃
か
ら
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
大
正
十
四
年
の
公
刊
歌
集
『
海
や
ま

そ
の
内
の
一
つ
の
、
大
正
二
年
成
立
の
歌
集
に
既
に
「
う
み

〈

3
）

や
ま
の
あ
ひ
だ
」
と
い
う
語
が
で
て
く
る
の
だ
。
四
種
類
の
自
筆
歌
集
の
成
立
年
次
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

の
あ
ひ
だ
』
以
前
に
、
実
は
迫
空
に
は
四
種
類
の
自
筆
歌
集
が
あ
る
の
だ
が
、

O
『
安
乗
帖
』
：
：
：
大
正
元
年
成
立
。

O
『
ひ
と
り
し
て
』
：
：
：
大
正
二
年
成
立
。
吉
田
洪
一
、

田
端
憲
之
助
、
武
田
祐
吉
の
三
人
に
贈
旦
さ
れ
た
も
の
。

O
『
う
み
や
ま
の
あ
ひ
だ
』
：
：
：
大
正
四
年
夏
以
後
成
立
。
安
藤
英
方
に
贈
呈
さ
れ
た
も
の
。

O
『
ひ
と
り
し
て
』
：
：
：
大
正
四
年
成
立
。
折
口
所
蔵
の
も
の
。

又、

一
方
で
は
大
正
二
年
か
ら
公
刊
歌
集
『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
』
刊
行
の
大
正
十
四
年
迄
の
間
に
、

七
種
の
崩
旅
歌
の
連
作
が
「
う
み
や
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ま
の
あ
ひ
だ
」
と
題
し
て
、
順
次
雑
誌
に
発
表
さ
れ
て
い
っ
た
。

。
大
正
二
年
七
月
十
七
日
『
日
刊
不
二
新
聞
』
に
「
海
山
の
あ
ひ
だ
」
九
首
。

O
大
正
二
年
八
月
三
日
「
日
刊
不
二
新
聞
』
に
「
海
山
の
あ
ひ
だ
L

五
首
。

。
大
正
四
年
六
月
『
国
学
院
雑
誌
』
に
「
海
山
の
あ
ひ
だ

O
大
正
四
年
七
月
『
国
学
院
雑
誌
』
に
「
海
山
の
あ
い
だ

ご
と
十
九
首
。

（
二
）
」
二
十
三
首
。

O
大
正
九
年
五
月
『
国
学
院
雑
誌
』
に
「
海
山
の
あ
ひ
だ
l
南
九
州
の
旅
に
」
三
十
八
首
。

。
大
正
十
三
年
十
月
『
日
光
』
に
「
海
山
の
あ
ひ
だ
」
二
十
二
首
。

。
大
正
十
四
年
九
月
『
短
歌
雑
誌
』
に
「
島
山
」
二
十
六
首
。
内
八
首
が
『
日
光
』
発
表
の
「
海
山
の
あ
ひ
だ
」
の
歌
。



こ
れ
ら
を
順
を
追
っ
て
み
て
ゆ
く
と
、
道
空
短
歌
に
お
け
る
「
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
」
と
い
う
テ
l
マ
は
常
に
固
定
す
る
事
な
く
、
生
成
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
一
応
の
集
大
成
が
歌
集
『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
』
で
あ
る
と
み
る
事
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

特
に
四
種
の
自
筆
歌
集
は
、
テ
ー
マ

「
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
」
の
形
成
を
考
え
る
上
で
重
要
な
存
在
で
あ
る
。
四
種
の
自
筆
歌
集
に
収
め
ら

れ
た
歌
は
、
互
い
に
重
複
し
合
い
な
が
ら
、

又
、
そ
の
内
の
或
る
歌
は
幾
度
か
の
改
変
を
経
な
が
ら
、
歌
集
『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
』
の
一
部

分
に
組
み
込
ま
れ
て
ゆ
く
の
だ
が
、
殊
に
第
一
自
筆
歌
集
の
『
安
乗
帖
』
に
つ
い
て
は
、

（

4
〉

る
事
を
言
及
し
て
い
る
の
で
注
目
さ
れ
る
。

沼
空
自
身
、

『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
』
の
原
型
で
あ

明
治
四
十
五
年
八
月
、
二
十
六
歳
の
時
に
迫
空
は
大
阪
今
宮
中
学
の
教
え
子
二
人
を
連
れ
て
、
志
摩
・
熊
野
へ
十
三
日
間
の
徒
歩
旅
行
を

し
た
。
そ
の
旅
で
で
き
た
歌
を
同
年
冬
、

百
七
十
七
首
に
ま
と
め
た
も
の
が
『
安
乗
帖
』
な
の
で
あ
る
。

た
。
大
正
二
年
成
立
の
第
二
自
筆
歌
集
『
ひ
と
り
し
て
』
は
内
容
が
四
部
に
分
け
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
の
第
四
部
に
は
「
う
み
や
ま
の
あ
ひ
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「
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
」
と
い
う
語
は
元
々
、
こ
の
時
の
旅
で
沼
山
工
が
歩
い
た
範
問
｜
志
摩
か
ら
紀
伊
の
日
高
ま
で
ー
を
指
す
も
の
だ
っ

だ
」
と
い
う
小
題
が
附
さ
れ
て
お
り
、
前
書
き
に
よ
っ
て
そ
の
テ
l
マ
が
明
治
四
十
五
年
の
志
摩
・
熊
野
の
旅
で
あ
る
事
が
わ
か
る
。
又
、

第
四
部
に
収
め
ら
れ
た
九
十
九
首
の
内
、

八
十
五
首
ま
で
が
『
安
乗
帖
』
の
歌
を
基
と
し
て
い
る
。

『
安
乗
帖
』
自
体
に
は
「
う
み
や
ま
の

あ
ひ
だ
」
と
い
う
語
は
直
接
で
て
こ
な
い
が
、
明
ら
か
に
「
う
み
や
ま
の
あ
ひ
だ
」
は
『
安
乗
帖
』
か
ら
出
発
し
た
テ
l
マ
だ
と
い
う
事
が

で
き
る
の
で
あ
る
。

因
に
『
安
乗
帖
』
と
『
ひ
と
り
し
て
』
第
四
部
の
回
目
頭
部
分
を
比
較
す
る
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

安
乗
帖



大
正
み
も
の
お
も
ひ
の
年

志
摩
よ
り
熊
野
路
の
旅
に
の
ぼ
る

の
伊
勢
清
志
・
上
道
清

〔
こ
の
間
旅
程
が
記
さ
れ
て
い
る
が
省
略
。
〕

た
び
ご
t
A

ろ
も
ろ
く
な
り
来
ぬ

志
摩
の
は
て
安
乗
の
崎
に

松
ふ
た
木
あ
る

そ
の
梢
夕
日
さ
し

な
ぞ
の
岬
か
波
白
く
散
る

旅
の
ね
ざ
め
の
耳
に
し
た
し
き

以
下
略

町
の
か
ど

木
ぶ
ね
に
お
と
す
水
の
音

う
み
や
ま
の
あ
ひ
だ

第
四
部

あ
は
れ
に
も
う
ち
か
ど
ふ
か
な

山
草
の

た
ぶ
さ
に
し
め
る

人
、
折
口
信
夫
・
伊
勢
清
志
・
上
道
清

時
、
大
正
お
ほ
み
も
の
お
も
ひ
の
年
八
月

慮
、
志
摩
の
園
よ
り
紀
伊
日
高
ま
で

た
び
ご
斗
ろ
も
ろ
く
な
り
来
ぬ

志
摩
の
は
て
安
乗
の
崎
に

わ
た
つ
み
の
豊
は
た
雲
と

査
の
夢
と

あ
は
れ
な
る
浮
き
寝
の

閣
に
聾
し
て
あ
は
れ
な
り

志
摩
の
海
相
差
の
迫
門
に

八
月
の
十
三
日
よ
り
廿
五
日
ま
で
、
そ
の
間
十
三
日

赤
き
灯
の
見
ゆ

夏
の
お
も
ひ
出

（
燈
の
明
り
見
ゆ
）

赤
き
灯
の
見
ゆ

た
ゆ
た
ふ

盆
の
貝
吹
く

従
ひ
た
る
も

- 49 -



（
『
折
口
信
夫
全
集
』
第
廿
二
巻
よ
り
。

大
正
元
年
の
志
摩
・
熊
野
へ
の
旅
は
後
に
沖
縄
の
旅
へ
と
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
わ
け
だ
が
、
学
問
・
創
作
の
両
面
で
、
折
口
信
夫
H
棒、逼内工

に
大
き
な
方
向
を
質
す
契
機
と
な
っ
て
い
る
。

」
の
旅
に
お
い
て
、

「
う
み
や
ま
の
あ
ひ
だ
」
と
い
う
テ

l
マ
が
芽
生
え
、

一
方
学
問
の
上

で
は
〈
批
が
国
H
常
世
〉
と
い
う
事
を
実
感
し
て
い
る
。
若
い
心
を
ゆ
さ
ぶ
ら
れ
る
よ
う
に
感
銘
の
深
か
っ
た
こ
の
時
の
旅
を
、
後
年
沼
空

は
様
々
に
回
想
し
て
い
る
が
、
次
の
よ
う
な
言
葉
は
特
に
印
象
に
残
る
。

O
敷
年
前
、
熊
野
に
旅
し
て
、
同
県
書
の
海
に
突
き
出
た
大
王
A
l
崎
の
謹
端
に
立
っ
た
時
、
私
は
そ
の
波
路
の
果
に
、

わ
が
魂
の
ふ
る
さ
と

が
あ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
、

と
い
ふ
心
地
が
募
っ
て
来
て
堪
へ
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
、
車
な
る
詩
人
的
の
感
傷
と
思
は
れ
た
く

は
な
い
。
こ
れ
は
あ
た
ゐ
ず
む
か
ら
来
た
、

の
す
た
る
、
ち
い

（
懐
郷
）

で
あ
っ
た
の
だ
と
信
じ
て
ゐ
る
。
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（
大
正
五
年
十
一
月
号
「
ア
ラ
ラ
ギ
』
に
発
表
の
「
異
郷
意
識
の
進
展
」
よ
り
。
）

。
明
治
四
十
五
年
大
正
元
年
（
二
十
六
歳
）

八
月
、
志
摩
・
伊
勢
・
紀
伊
に
渉
っ
て
、
熊
野
廻
り
を
す
る
。
同
行
、
生
徒
伊
勢
清
志
・

上
道
清
一
の
二
人
。
（
此
時
、
）
教
育
の
意
義
を
痛
感
す
る
。
『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
』
第
一
稿
は
こ
の
間
に
出
来
る
。

（
昭
和
十
二
年
一
月
刊
行
『
短
歌
文
皐
全
集
・
樫
泡
空
篇
』
よ
り
。
）

O
ち
ゃ
う
ど
明
治
陛
下
の
諒
閣
の
夏
で
あ
っ
た
。
心
ひ
そ
か
に
旅
す
る
に
は
、
極
め
て
適
し
て
ゐ
た
。
こ
の
旅
行
は
鳥
羽
を
最
初
に
、
志

摩
か
ら
南
北
東
西
の
牟
婁
郡
、
印
、
伊
勢
・
紀
伊
の
熊
野
に
属
し
て
ゐ
る
地
方
を
、
十
日
程
の
日
敷
を
か
け
て
歩
い
た
の
で
あ
っ
た
。

伊
勢
清
志
・
上
道
清
一
と
い
ふ
、

心
の
美
し
い
生
徒
を
二
人
連
れ
て
出
た
。
心
の
底
に
は
、
極
度
に
敬
度
な
、
教
育
者
と
し
て
の
反
省

を
持
ち
つ
い
A

け
て
ゐ
た
。
其
間
に
若
い
故
の
私
の
心
は
、
感
傷
に
ゆ
す
ぶ
ら
れ
る
や
う
な
こ
と
が
多
か
っ
た
ο

（
昭
和
二
十
八
年
に
口
述
の
「
白
歌
自
註
」
よ
り
。



「
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
」
の
形
成
に
つ
い
て
は
、
そ
の
出
発
点
と
な
っ
た
『
安
乗
帖
』
を
考
察
す
る
事
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

II 

『
安
乗
帖
』
に
つ
い
て
、

ま
ず
問
題
と
な
る
の
は
そ
の
題
名
で
あ
る
。
H

安
乗
H

と
は
、
志
摩
半
島
の
安
乗
崎
で
あ
る
事
は
歌
集
の
巻
頭
に

置
か
れ
た
「
た
び
ご
斗
ろ
も
ろ
く
な
り
来
ぬ

志
摩
の
は
て
安
乗
の
崎
に

赤
き
灯
の
見
ゆ
」
の
歌
か
ら
す
ぐ
判
る
が
、
何
故
其
を
歌
集
の

題
名
に
主
で
し
た
の
か
が
わ
か
ら
な
い
。
同
じ
旅
で
立
ち
寄
っ
た
志
摩
の
大
王
ホ
i

崎
に
つ
い
て
は
、

そ
の
先
端
に
立
っ
た
時
〈
批
が
国
V
を

視
た
、

と
ま
で
言
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
安
乗
崎
に
つ
い
て
は
何
も
触
れ
て
い
な
い
の
だ
。
志
摩
半
島
の
小
さ
な
岬
、
安
乗
崎
！
。
こ
の
場

所
に
対
す
る
道
内
工
の
思
い
入
れ
は
ど
こ
か
ら
来
て
い
る
の
だ
ろ
う
か

1
1
0

こ
こ
に
、

一
つ
の
手
懸
り
が
残
さ
れ
て
い
る
。
『
安
乗
帖
』
成
立
の
頃
、

迫
空
は
大
阪
今
宮
中
学
に
勤
め
て
い
た
が

同
僚
教
師
の
石
丸
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相
一
平
に
誘
わ
れ
て
『
日
刊
不
二
新
聞
』
と
い
う
大
衆
紙
に
頻
り
に
文
芸
論
や
創
作
を
発
表
し
て
い
た
。
そ
の
『
日
刊
不
二
新
聞
』
大
正
三
年

一
月
二
十
八
日
の
項
に
沼
空
は
「
一
月
の
文
壇
（
中
）
」

と
題
し
て
、

田
山
花
袋
の
新
作
の
小
説
『
一
握
の
藁
』
に
つ
い
て
の
文
芸
時
評
を

書
い
て
い
る
の
だ
が
、
そ
こ
に
こ
ん
な
一
節
が
あ
る
。

：
：
：
青
年
時
代
の
花
袋
氏
が
行
き
逢
ふ
人
も
稀
な
熊
野
路
の
旅
に
道
づ
れ
に
な
っ
た
若
い
郵
便
脚
夫
と
再
度
道
に
わ
か
れ
て
、
淋
し
い

旅
行
を
つ
に
け
た
あ
の
頃
の
心
も
ち

（H
南
船
北
馬
）
が
こ
の
「
一
握
の
藁
』
に
到
っ
て
蘇
っ
て
来
た
。
膏
に
こ
の
作
に
止
ら
な
い
、

氏
の
力
あ
る
小
説
に
は
す
べ
て
こ
の
う
ら
は
か
な
い
生
活
情
調
の
あ
ら
は
れ
て
ゐ
な
い
も
の
は
な
い
。
氏
は
こ
の
心
も
ち
の
起
る
こ
と

に
よ
っ
て
常
に
浄
め
ら
れ
、
芸
術
や
恋
愛
に
対
す
る
敬
度
の
念
に
生
き
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

熊
野
路
の
旅
、

と
い
う
件
か
ら
花
袋
の
著
作
『
南
船
北
馬
』
と
『
安
乗
帖
』
の
聞
に
或
る
符
合
が
感
じ
ら
れ
る
。

『
南
船
北
馬
』
の
こ
の



筒
所
は
温
空
に
と
っ
て
忘
れ
得
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
昭
和
十
九
年
四
月
、
弟
子
で
あ
る
加
藤
守
雄
の
国
学
院
大
学
講
義
の
た
め
口
述

（

6
〉

し
た
「
明
治
文
学
論
」
の
中
の
、
田
山
花
袋
の
項
で
も
も
う
一
度
触
れ
て
い
る
。

：
た
と
え
ば
、
彼
の
若
い
時
分
の
紀
行
文
に
お
い
て
書
か
れ
た
、
熊
野
路
の
郵
便
脚
夫
の
記
述
の
よ
う
な
も
の
は
、
文
章
は
な
る
ほ

ど
、
力
の
薄
弱
な
も
の
で
は
あ
る
が
、

そ
う
い
う
文
に
か
こ
わ
れ
た
し
み
じ
み
し
た
、
明
る
い
憂
鯵
な
内
容
が
、

ほ
と
ん
ど
、
文
章
を

他
に
し
て
わ
れ
わ
れ
の
心
を
動
か
し
た
。
そ
し
て
、

い
ま
も
思
い
出
す
ご
と
に
心
を
揺
す
る
、
そ
う
い
う
よ
さ
は
確
か
に
あ
る
。

『
南
船
北
馬
』
は
明
治
三
十
二
年
に
博
文
館
か
ら
刊
行
さ
れ
た
花
袋
の
最
初
の
紀
行
文
集
で
あ
る
。

そ
の
時
、
沼
空
は
十
三
歳
。

沼
空
は

少
年
時
代
に
藤
村
や
花
袋
の
主
な
作
品
は
殆
ん
ど
読
ん
で
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
し
、
後
年
新
潟
の
方
へ
旅
行
し
た
折
に
、

〈

7
〉

「
再
び
草
の
野
に
」
と
い
う
小
説
の
事
が
胸
を
掠
め
た
、
等
と
言
っ
て
い
る
の
で
、

ふ
っ
と
花
袋
の

花
袋
の
作
品
に
は
か
な
り
興
味
を
持
っ
て
い
た
ら
し
い

- 52 -

の
だ
。
前
述
の
「
明
治
文
学
論
」
に
お
い
て
も
、

自
然
主
義
の
陣
頭
に
立
っ
て
戦
う
よ
う
に
な
っ
た
彼
の
作
物
が
、

や
は
り
依
然
と
し
て
昔
の
濃
や
か
な
紀
行
文
の
色
彩
を
失
わ
ず
に
お

り
、
静
か
な
感
激
に
輝
い
て
い
る
よ
う
な
場
合
は
、
彼
の
作
物
だ
け
が
も
っ
て
い
る
よ
さ
に
人
を
誘
う
た
も
の
で
あ
る
。

と
あ
る
よ
う
に
、

か
な
り
早
い
頃
か
ら
花
袋
の
作
品
、

特
に
そ
の
紀
行
文
に
深
い
理
解
を
も
っ
て
い
た
事
が
う
か
が
わ
れ
る
。

『
南
船
北

馬
』
も
刊
行
さ
れ
て
余
り
日
数
の
経
た
な
い
内
に
、
少
く
と
も
明
治
三
十
年
代
に
は
当
然
読
ん
で
い
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

又

『南

船
北
馬
』
の
一
部
に
つ
い
て
は
、
沼
内
工
は
雑
誌
発
表
の
段
階
で
読
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
事
に
つ
い
て
は
後
で
述
べ
る
。

明
治
三
十
一
年
三
月
、
花
袋
は
志
摩
・
熊
野
へ
旅
を
し
た
。
当
時
花
袋
は
紀
行
文
家
と
し
て
活
躍
し
、
地
理
に
も
興
味
の
あ
っ
た
と
こ
ろ

か
ら
、
旅
に
明
け
暮
れ
る
様
な
生
活
を
し
て
い
た
の
だ
が
、

そ
の
中
で
も
こ
の
志
摩
・
熊
野
の
旅
は
感
銘
の
深
い
も
の
だ
っ
た
ら
し
く
、
こ

の
旅
を
題
材
に
し
た
紀
行
文
を
次
々
に
書
い
た
。
『
南
船
北
馬
』
所
収
の
「
志
摩
め
ぐ
り
」
「
北
紀
伊
の
海
岸
」
「
熊
野
紀
行
」
「
月
夜
の
和
歌



浦
」
と
い
う
四
篇
も
こ
の
旅
に
取
材
し
た
紀
行
文
で
あ
る
。

こ
の
四
篇
を
順
序
立
て
て
読
む
事
に
よ
っ
て
花
袋
が
ど
の
よ
う
に
志
摩
・
熊
野
を
旅
し
た
の
か
わ
か
る
の
だ
が
、
こ
れ
を
『
安
乗
帖
』
の

前
書
き
と
較
べ
る
と
、
花
袋
と
、
活
空
の
旅
程
が
か
な
り
似
て
い
る
事
が
判
明
す
る
。

志
摩
・
熊
野
の
旅
に
お
け
る
沼
空
と
花
袋
の
旅
程
の
比
較

－
｜
｜
『
安
乗
帖
』
の
旅
｜
｜

（
全
集
『
安
乗
帖
』
に
よ
る
）

。
宇
治
山
田
（
参
宮
）
！
鳥
羽
｜
磯
部
（
伊
雑
宮
の
た
そ
が
れ
）

l
下
の
郷

よ
り
船
i
安
乗

O
安
乗
｜
園
分
寺
（
国
分
松
原
）

l
鵜
方

l
御
座
1

潰
嶋

l
田
曾

O
田
曾
1

相
賀
l
奈
屋
｜
紳
前
｜
引
本

O
引
本

i
船
津
｜
八
町
瀧
｜
檎
苗
圃
（
花
の
木
峠
）
｜
山
中
木
樵
小
屋

O
大
杉
谷
に
お
つ
る
大
川
！
山
中
｜
木
樵
小
屋

O
l船
津
｜
引
本

l
尾
鷲
ゆ
き
の
船
に
乗
り
お
く
る
｜
尾
鷲

。
尾
鷲
l
木
本
｜
鬼
十
城
｜
花
岩
屋
｜
阿
多
和
l
小
川
口
｜
玉
置
口

O
玉
置
口

i
瀞
八
町

l
船
に
て
宮
井
｜
楊
枝
村
遠
望

l
新
宮

O
新
宮

l
三
輪
崎

l
那
智
｜
勝
浦
｜
田
遺

。
因
遺
｜
鉛
山
（
斧
原
生
待
居
る
）

。
鉛
山

l
田
遺

l
南
部

l
岩
代
峠

l
切
目

i
印
南

i
盟
屋
！
御
坊
｜
天
田
橋

ー
田
端
君
家

O
田
端
君
家

O
吉
原

l
比
井

l
和
歌
浦
｜
和
歌
山

l
大
阪

ー

l
花
袋
の
旅

（
『
南
船
北
馬
』
よ
り
摘
出
け
）

O
二
見
の
浦
｜
日
和
山
l
鳥
羽
l
磯
部

（

舟

で

）

（

舟

で

）

O
磯
部

l
下
の
郷

l
安
乗

l
大
王
崎

l
御
座
（
金
比
羅
山
）
｜
漬
島

O
潰
島
l

（
下
津
の
村
よ
り
舟
）
五
ケ
所
l
伊
勢
路
村
1

惜
柄
！
鷲
港

（
郵
便
脚
夫
と
出
会
う
）
（
汽
船
）

O
鷲
港
｜
神
前
の
浦
｜
棚
橋
錦
浦
1
1
1
1
1
1
1
長
島
！
新
宮
・
コ
一
輪
崎

O
本
宮
l
那
智
瀧
｜
新
宮

O
新
宮
l
瀞
八
町
l
玉
置
山

（
こ
の
後
は
田
辺
か
ら
和
歌
浦
に
出
た
の
だ
が
、
そ
の
問
の
旅
程

の
詳
細
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
）
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迫
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が
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＠
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二
人
と
も
徒
歩
で
紀
伊
半
島
を
海
岸
沿
い
に
右
目
り
に
ゆ
き
、
途
中
の
志
摩
で
は
安
乗
崎
や
大
一
十
一
A
l
崎
に
立
ち
寄
っ
て
い
る
。
『
安
乗
帖
』

成
立
以
前
に
沼
空
が
『
南
船
北
馬
』
を
読
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
事
を
考
え
る
と
、

」
れ
は
偶
然
と
は
思
わ
れ
な
い
。

『
南
船
北
馬
』
は
紀
行

文
集
で
あ
る
と
同
時
に
旅
行
案
内
書
の
要
素
も
濃
く
、
名
所
と
し
て
寄
る
べ
き
処
や
そ
こ
ま
で
の
道
筋
が
詳
し
く
書
か
れ
て
お
り
、
道
空
が

か
な
り
そ
れ
を
踏
襲
し
た
形
跡
が
あ
る
。

『
南
船
北
馬
』
は
携
帯
用
に
心
丈
夫
な
ク
ロ
ー
ス
装
般
が
さ
れ
、

大
き
さ
は
丁
度
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
る

位
の
本
で
あ
る
。
沼
空
が
ポ
ケ
ッ
ト
に
『
南
船
北
馬
』
を
入
れ
な
が
ら
よ
摩
・
熊
野
を
旅
し
て
ゆ
く
情
景
は
充
分
想
像
で
き
る
。

史
に
特
記
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
花
袋
が
安
乗
崎
に
対
し
て
抱
い
て
い
た
感
慨
の
深
き
で
あ
る
。
明
治
一
二
十
一
年
の
旅
の
途
、
花
袋

そ
こ
で
一
人
の
健
台
守
に
出
逢
う
。
燈
台
守
の
淋
し
い
生
活
は
彼
に
強
い
印
象
を
与
え
、

（

8
）
 

そ
の
出
逢
い
故
に
安
乗
崎
は
花
袋
に
と
っ
て
忘
れ
難
い
も
の
と
な
っ
た
。
小
林
一
郎
も
、
『
田
山
花
袋
研
究
』
の
中
で
、

は
安
乗
崎
の
突
端
に
鐙
え
る
安
乗
燈
台
を
訪
ね
、

」
の
三
十
一
年
三
月
か
ら
四
月
へ
か
け
て
の
旅
の
中
で
も

」
の
「
安
乗
崎
熔
台
L

の
事
は
印
象
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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と
指
摘
し
て
い
る
。

花
袋
は
安
乗
崎
及
び
そ
の
燈
台
を
訪
ね
た
経
験
に
つ
い
て
書
い
た
紀
行
文
を
何
篇
か
発
表
し
て
い
る
。
初
出
の
順
に
そ
れ
ら
を
整
理
す
る

と
、
次
の
様
に
な
る
。

。
「
志
摩
め
ぐ
り
」
：
：
：
明
治
三
十
一
年
六
月
『
太
陽
』
に
発
表
。
明
治
三
十
二
年
刊
行
の
『
南
船
北
馬
』
所
収
。

。
「
安
乗
崎
と
日
光
の
奥
」
：
：
：
明
治
三
十
一
年
「
太
陽
」
に
発
表
。
明
治
四
十
二
年
七
月
『
文
章
世
界
』
に
再
発
表
。

。
「
伊
良
湖
半
島
」
：
：
：
明
治
三
十
三
年
刊
行
『
南
船
北
馬
』
所
収
。

O
「
鳥
羽
よ
り
大
阪
へ
」
：
：
：
明
治
一
二
十
五
年
六
月
『
太
陽
』
海
之
日
本
特
集
号
に
発
表
。
こ
の
時
花
袋
と
並
ん
で
柳
田
国
男
が
松
岡
梁

北
の
筆
名
で
、
明
治
三
十
一
年
夏
の
伊
良
湖
半
島
滞
在
を
題
材
と
し
た
「
伊
勢
の
海
」
と
い
う
紀
行
文
を
発
表
し
て
い
る
。



O
「
南
伊
豆
よ
り
」
：
：
：
明
治
四
十
二
年
三
月
十
四
日
の
『
読
売
新
聞
』
に
発
表
。

O
「
日
本
一
周
（
前
篇
）
東
海
道
・
畿
内
』
：
：
：
大
正
三
年
四
月
刊
行
。

こ
れ
ら
の
文
章
に
お
い
て
安
乗
燈
台
守
の
姿
は
、
時
に
は
当
時
花
袋
が
愛
読
し
て
い
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
作
家
、

シ
エ
ン
キ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
短

篇
「
ア
ス
ピ
ン
ウ
ォ
ル
の
燈
台
守
」
の
孤
独
な
老
燈
台
守
の
姿
に
重
ね
ら
れ
、

時
に
は
東
京
生
れ
の
若
者
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。

「
安
乗

崎
と
日
光
の
奥
」
に
日
く
、

私
の
最
も
感
興
を
惹
い
た
山
水
、
海
で
は
志
摩
の
安
乗
崎
の
燈
台
の
上
か
ら
的
矢
湾
の
湧
き
返
る
怒
誌
を
見
た
時
で
あ
る
。
：
：
：
中
略

：
シ
ヰ
エ
キ
ウ
ッ
チ
の
「
ア
ス
ピ
ン
ウ
ォ
ル
の
燈
台
守
」
を
読
ん
だ
時
に
も
安
乗
崎
を
思
ひ
出
し
た
。
老
い
て
世
に
労
れ
て
そ
の
海

角
を
唯
一
の
安
息
所
と
し
た
燈
台
守
と
、
燃
ゆ
る
心
を
抱
い
て
さ
び
し
く
怒
詩
の
音
と
千
鳥
の
戸
と
を
友
と
し
て
ゐ
る
若
い
燈
台
守
と

を
比
べ
て
考
へ
て
見
た
。
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『
日
本
一
周
（
前
篇
）
』
に
日
く
、

私
は
長
い
間
そ
の
燈
台
を
忘
れ
ず
に
い
た
。
博
文
館
の
一
二
階
の
室
で
筆
を
執
っ
て
い
な
が
ら
ふ
と
そ
の
燈
台
を
思
ひ
出
し
た
り
し
た
。

あ
る
友
達
は
そ
の
燈
台
を
想
像
し
て
小
説
を
書
い
た
。
そ
れ
か
ら
私
は
シ
ェ
ン
キ
ヴ
ィ
ツ
の
「
ア
ス
ピ
ン
オ
l
ル
の
燈
台
守
」
と
い
う

短
篇
を
読
ん
だ
時
に
も
そ
れ
を
思
ひ
出
し
た
。
そ
の
年
取
っ
た
生
活
に
労
れ
た
ポ
ォ
ラ
ン
ド
生
れ
の
老
人
と
此
処
の
老
燈
台
守
と
を
比

ベ
て
考
へ
て
見
た
り
し
た
。
そ
の
燈
台
守
と
安
乗
の
漁
村
か
ら
松
原
の
中
を
通
っ
て
燈
台
に
行
く
道
と
は
、
長
く
私
の
記
憶
に
絡
み
つ

い
て
ゐ
る
。
い
つ
ま
で
も
／
＼
絡
み
つ
い
て
離
れ
な
い
だ
ろ
う
と
私
は
思
っ
て
ゐ
る
。

「
鳥
羽
よ
り
大
阪
へ
」
に
臼
く
、

：
そ
の
燈
台
に
若
い
空
想
勝
の
青
年
。
で
な
け
れ
ば
年
老
い
て
世
の
荒
波
に
漂
ひ
果
て
た
老
爺
。
そ
れ
が
、
静
か
に
、
穏
か
に
、
位



の
中
で
は
と
て
も
見
る
事
を
得
ぬ
迫
ら
ぬ
態
度
で
、
海
に
な
や
む
船
人
の
矯
め
に
、

そ
の
夜
毎
の
勤
め
を
怠
ら
ぬ
さ
び
し
い
生
活
｜
｜

ど
ん
な
に
空
想
に
乏
し
い
人
で
も
、
こ
れ
を
見
て
は
、

さ
ま
ざ
ま
の
想
像
を
起
さ
ず
に
は
居
ら
れ
ま
い
。

多
少
の
変
化
は
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、

と
に
か
く
花
袋
は
流
浪
の
未
、
世
か
ら
身
を
隠
す
た
め
に
絶
海
の
ほ
と
り
で
燈
台
守
を
し
て
い

る
、
と
い
う
様
な
は
か
な
い
人
生
を
安
乗
燈
台
守
の
上
に
見
て
い
る
。
彼
が
深
い
感
慨
を
抱
い
た
の
は
、
安
乗
崎
の
風
景
よ
り
も
そ
の
燈
台

守
の
淋
し
い
人
生
に
つ
い
て
な
の
で
あ
る
。

安
乗
崎
に
つ
い
て
書
い
た
花
袋
の
一
連
の
文
章
は
明
治
一
ニ
十
一
年
か
ら
数
年
に
互
っ
て
雑
誌
「
太
陽
』
を
中
心
に
発
表
さ
れ
た
。
つ
自
選

（

9
）
 

年
譜
」
に
よ
る
と
、
道
空
は
十
三
歳
の
時
か
ら
父
や
兄
の
と
っ
て
い
た
『
太
陽
』
、
『
帝
国
文
学
』
等
の
雑
誌
を
愛
読
し
て
い
た
、
と
あ
る
の

で
、
当
然
花
袋
が
そ
れ
ら
に
発
表
し
た
文
章
も
『
安
乗
帖
』
成
立
以
前
に
読
ん
で
い
た
筈
で
あ
る
。
少
年
時
代
に
憧
僚
を
も
っ
て
読
ん
だ
花

花
袋
の
一
連
の
文
章
の
中
で
も
、

特
に
『
安
乗
帖
』
、

及
び
そ
こ
か
ら
発
し
た
「
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
」
の
テ
l
マ
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
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袋
の
一
連
の
紀
行
文
が
活
空
の
『
安
乗
帖
』
に
深
く
影
響
し
て
い
る
事
は
否
め
な
い
。

の
は
『
南
船
北
馬
』
所
収
の
「
伊
良
湖
半
島
」
と
「
北
紀
伊
の
海
岸
」
の
二
つ
の
紀
行
文
で
あ
る
。

「
伊
良
湖
半
島
」
は
『
南
船
北
馬
』
中
で
も
、
非
常
な
名
文
で
あ
り
、
青
年
時
代
の
花
袋
と
柳
田
国
男
の
親
交
を
描
い
て
い
る
点
で
も
興

味
深
い
。
志
摩
・
熊
野
の
旅
に
で
た
同
年
の
夏
、
花
袋
は
避
暑
の
た
め
伊
良
湖
半
島
に
滞
在
し
て
い
た
友
人
の
柳
田
国
男
を
訪
ね
る
。
柳
田

（

mv 

か
ら
来
た
、
次
の
よ
う
な
書
き
だ
し
の
手
紙
に
旅
ご
こ
ろ
を
誘
わ
れ
た
の
だ
。

松
原
の
月
夜
の
さ
び
し
さ
限
り
を
し
ら
ず
。
今
宵
初
め
て
小
山
に
登
り
て
対
岸
の
安
乗
の
燈
台
の
火
光
を
見
候
。
御
話
の
事
悉
く
胸
に

う
か
ベ
候
。

御
話
の
事
、

と
は
花
袋
が
柳
田
に
春
の
旅
の
事
、
特
に
感
銘
深
か
っ
た
安
乗
燈
台
に
つ
い
て
色
々
話
し
た
事
を
指
す
の
だ
ろ
う
。
今
度
は



逆
に
、
柳
田
か
ら
伊
良
湖
半
島
の
様
子
を
聞
か
さ
れ
た
花
袋
は
矢
も
楯
も
た
ま
ら
ず
、
伊
良
湖
を
訪
ね
、

柳
田
と
数
日
を
過
ご
す
。

つ
伊
良

湖
半
島
」
は
そ
の
時
の
経
験
を
題
材
と
し
た
紀
行
文
な
の
で
あ
る
。

伊
良
湖
半
島
に
到
着
し
た
花
袋
は
早
速
柳
田
と
夜
の
浜
辺
を
散
歩
す
る
内
、
子
紙
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
対
岸
に
安
乗
燈
台
の
火
光
を
見
出

す
。
「
伊
良
湖
半
島
」
に
日
く
、

「
見
給
へ
」
と
、
友
は
不
意
に
け
を
聞
き
て
、
「
見
給
へ

神
品
の
少
し
右
に
当
り
て

か
の
安
乗
の
燈
台
の
旋
廻
す
る
火
光
の
見
ゆ

る
に
：
：
：
」

「
何
処
に
：
・
・
：
」

胞
を
凝
し
た
れ
ど
、
最
早
旋
廻
し
て
見
え
ざ
り
き
。

「
待
ち
給
へ
、
今
見
ゆ
ぺ
き
に
：
：
：
」
と
友
は
又
言
ひ
し
が
、
そ
れ
よ
り
ま
だ
十
秒
も
経
ぬ
聞
に
、
果
し
て
／

古内一
£
7
Q
支
ぢ
可
〉
一
二

日
村
正
左
千

j
z
h占山
V
午

h
o
－－
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に
、
花
火
線
香
と
も
覚
し
き
程
の
微
か
な
る
火
光
、

ち
ら
と
光
り
て
や
が
て
又
消
え
ぬ
。

安
乗
燈
台
の
火
光
を
見
た
二
人
は
自
然
と
そ
の
火
を
点
し
て
い
る
燈
台
守
の
身
の
上
に
思
い
を
致
す
。
こ
こ
で
は
、
燈
台
守
は
二
人
の
若

者
と
し
て
捕
か
れ
て
い
る
。

か
く
て
猶
二
度
つ
一
度
火
光
の
旋
廻
す
る
を
見
や
り
た
る
が
、

「
そ
れ
に
し
て
も
、

此
処
に
来
て
、

今
こ
の
我
が
か
の
二
人
の
若
き
燈
台

守
の
点
し
た
る
火
を
望
み
て
、
烈
し
く
感
じ
て
居
れ
り
と
は
、
二
人
は
夢
に
も
知
り
て
居
ら
ぬ
な
る
べ
し
」
と
我
は
遂
に
言
ひ
ぬ
。

「
然
な
り
、

ま
こ
と
に
然
な
り
」
と
、
友
も
い
た
く
感
じ
た
る
さ
ま
に
て
い
ふ
。
「
そ
の
上
、

そ
の
二
人
の
燈
台
守
は

君
が
コ
一
月
の

某
日
に
、

そ
の
燈
台
を
尋
ね
た
り
と
い
ふ
事
を
も
、
今
は
己
に
忘
れ
居
る
に
相
違
な
け
れ
ば
、

か
く
遠
く
望
み
て
あ
り
と
い
ふ
事
の
、

た
と
へ
向
ふ
に
通
じ
た
り
と
て
、
何
の
反
響
を
も
起
さ
に
る
べ
し
。

人
生
に
も
」
と
友
は
言
ひ
淀
み
し
が
、
「
人
生
に
も

こ
れ
と
同



じ
き
よ
う
な
る
は
か
な
き
事
い
く
ら
も
あ
る
べ
し
。
は
か
な
し
と
は
思
ひ
給
は
ず
や
J

其
声
は
い
と
沈
め
り
。

二
人
は
黙
し
て
言
葉
な
か
り
き
。
対
岸
の
安
乗
の
燈
台
の
火
光
の
み
、
幾
度
と
な
く
消
え
て
は
顕
れ
、
あ
ら
は
れ
て
は
又
消
え
ぬ
。

人
生
の
は
か
な
さ
に
対
す
る
花
袋
の
思
い
が
う
つ
く
し
い
流
露
を
み
せ
て
い
る
文
章
で
あ
る
。
夜
の
浜
辺
か
ら
安
乗
燈
台
の
火
光
を
見
出

し
た
こ
の
経
験
は
他
の
紀
行
文
で
も
幾
度
か
回
想
さ
れ
て
い
る
。

0
・・・・・・また、

そ
れ
か
ら
一
二
年
経
っ
た
後
に
、
一
二
河
の
伊
良
湖
岬
の
鼻
か
ら
そ
の
安
乗
の
燈
台
の
火
光
の
旋
廻
す
る
の
を
望
ん
で
、
立
、

時
の
こ
と
を
追
想
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

・
「
安
乗
崎
と
日
光
の
奥
」
よ
り
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。
そ
し
て
、
松
原
を
出
て
了
っ
た
な
ら
、
日
比
を
留
め
て
、
神
島
の
、

そ
の
向
ふ
に
遠
く
微
か
に
連
り
渡
っ
た
よ
摩
の
山
脈
と
の
間
を
見
る

が
好
い
。
月
の
夜
に
は
そ
の
明
か
な
光
に
ま
ぎ
れ
て
、

そ
れ
と
分
明
に
見
出
す
事
が
出
来
ぬ
か
も
知
れ
ぬ
け
れ
ど
｜
閣
の
伐
に
は
、

そ

の
暗
い
物
凄
い
波
の
上
に
、
大
凡
一
分
間
位
づ
っ
聞
を
隔
だ
て
、
線
香
花
火
の
よ
う
に
、

び
か
ッ
と
光
っ
て
そ
し
て
す
ぐ
消
え
る
も
の

が
見
え
る
で
あ
る
う
口
何
だ
と
思
ふ

7

燈
明
崎
l
志
摩
国
安
乗
の
廻
転
燈
台
の
光
で
あ
る
。

「
鳥
羽
よ
り
大
阪
へ
」
よ
り
。

O
：
：
：
志
摩
の
安
乗
岬
の
燈
台
の
火
を
一
二
一
川
の
伊
良
湖
岬
か
ら
君
と
二
人
で
望
ん
で
、

い
ろ
い
ろ
な
物
語
に
耽
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、

も
う
あ
れ
か
ら
十
二
、
一
二
年
に
な
る
口
こ
う
い
う
処
に
来
る
と
、

い
つ
で
も
絶
海
の
波
の
な
日
を
友
と
す
る
燈
台
守
の
生
活
を
思
は
ず
に

居
ら
れ
な
い
。
続
い
て
君
の
こ
と
を
思
は
ず
に
居
ら
れ
な
い
。



・
「
南
伊
豆
よ
り
」
よ
り

「
伊
良
湖
半
島
」
の
情
景
か
ら
す
ぐ
に
思
い
浮
べ
ら
れ
る
の
は
、

『
安
乗
帖
』
の
冒
頭
歌

「
た
び
ご
斗
ろ
も
ろ
く
な
り
来
ぬ

志
摩
の
は

て
安
乗
の
崎
に

赤
き
灯
の
見
ゆ
」
で
あ
る
。
こ
の
一
首
は
『
安
乗
帖
』
と
い
う
題
名
と
響
き
あ
っ
て
歌
集
の
主
調
を
な
す
歌
だ
が
、
従
来

の
研
究
で
は
「
志
摩
の
は
て
」
と
い
う
や
や
感
傷
的
な
一
誌
が
問
題
と
さ
れ
て
き
た
。
、
退
空
自
身
は
こ
の
歌
を
舟
で
的
矢
湾
へ
乗
り
出
し
た
時

に
詠
ん
だ
も
の
と
し
て
い
る
が
、
眼
前
の
情
景
を
詠
ん
だ
に
し
て
は
「
志
摩
の
は
て
」
と
い
う
語
が
大
げ
さ
に
過
ぎ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ

で

沼
空
の
愛
読
し
て
い
た
伊
良
子
清
白
の
「
安
乗
の
稚
児
」
と
い
う
詩
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
た
。

「
安
乗
の
稚
児
」
は
明
治
三
十
八
年
九

月
号
の
『
文
庫
』
に
発
表
さ
れ
、
後
に
詩
集
『
孔
雀
船
』
に
収
め
ら
れ
た
詩
で
あ
る
。

安
乗
の
稚
児
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志
摩
の
果
安
乗
の
小
村
／
平
手
風
討
を
ど
よ
も
し
／
柳
道
木
々
を
根
こ
じ
て
／
虚
空
飛
ぶ
断
の
細
葉

水
底
の
泥
を
逆
上
げ
／
か
き
に
ご
す
海
の
病
／
そ
そ
り
立
つ
波
の
大
鋸
／
過
げ
と
こ
そ
船
を
ま
つ
ら
め

と
あ
る
家
に
飯
蒸
か
へ
り
／
男
も
あ
ら
ず
女
も
出
で
行
き
て
／
稚
児
ひ
と
り
小
篇
に
坐
り
／
ほ
う
ゑ
み
て
海
に
封
へ
り

荒
壁
の
小
家
一
村
／
反
響
す
る
心
と
心
／
稚
児
ひ
と
り
恐
怖
を
し
ら
ず
／
ほ
う
ゑ
み
て
海
に
封
へ
り

い
み
じ
く
も
貴
き
景
色
／
今
も
な
ほ
胸
に
ぞ
跳
る
／
少
く
し
て
人
と
行
き
た
る
／
志
摩
の
は
て
安
乗
の
小
村

旅
人
と
稚
児
の
一
瞬
の
、
け
れ
ど
も
心
に
必
む
め
ぐ
り
逢
い
を
う
た
っ
た
こ
の
詩
の
哀
切
な
調
子
を
沼
空
は
非
常
に
好
み
、
陪
一
摘
す
る
程

だ
っ
た
と
い
う
。

私
は
、
こ
の
詩
の
影
響
に
加
え
て
、
「
伊
良
湖
半
島
」
で
花
袋
と
柳
田
が
安
乗
燈
台
の
火
光
を
見
る
情
景
の
記
憶
が
は
た
ら
い
て
、
『
安
乗
帖
』

の
冒
頭
歌
が
成
立
し
た
と
考
え
る
。
こ
の
一
首
は
五
種
の
歌
集
に
組
み
こ
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
の
度
に
改
変
さ
れ
て
い
る
。
校
異
と
し
て



は
、
歌
集
『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
』
に
収
め
ら
れ
る
際
に
、
「
た
び
ご
t
A

ろ
も
ろ
く
な
り
来
ぬ

志
摩
の
は
て
安
乗
の
崎
に

赤
き
灯
の
見
ゆ
L

が
「
た
び
ご
斗
ろ
も
ろ
く
な
り
来
ぬ

志
摩
の
は
て
安
乗
の
崎
に

燈
の
明
り
見
ゆ
」

と
い
う
様
に
、

「
赤
き
灯
の
見
ゆ
」
↓
「
燈
の
明
り

見
ゆ
」
と
な
っ
て
い
る
点
が
注
意
さ
れ
る
。

「
伊
良
湖
半
島
」
の
情
景
そ
の
ま
ま
で
は
な
く
、

ひ
と
つ
屈
折
さ
せ
て
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
逆
に

そ
の
影
響
が
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
安
乗
の
稚
児
」
に
し
ろ
、
「
伊
良
湖
半
島
」
に
し
ろ
、
、
過
空
が
心
惹
か
れ
た
の
は
そ
こ
に
う
た
わ
れ
る
流
離
の
生
活
で
あ
ろ
う
。
「
安
乗

の
稚
児
」
に
は
旅
人
と
行
き
ず
り
の
稚
児
が
描
か
れ
て
い
る
。

一
方
花
袋
は
安
乗
燈
台
守
の
孤
独
な
生
活
を
通
し
て
、
誰
の
人
生
も
流
離
を

つ
づ
け
て
ゆ
く
は
か
な
い
も
の
だ
と
感
じ
て
い
る
。
沼
空
の
「
た
び
ご
斗
ろ
：
：
：
」
の
一
首
も
そ
う
し
た
人
生
の
は
か
な
さ
を
詠
じ
て
い

る。
花
袋
の
一
連
の
紀
行
文
を
、
少
年
ら
し
い
憧
債
を
抱
い
て
読
ん
で
い
た
迫
空
が
花
袋
の
旅
を
下
敷
き
に
志
摩
・
熊
野
へ
の
旅
を
試
み
た
と
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考
え
れ
ば
、
安
乗
の
名
を
歌
集
の
題
名
に
冠
し
た
事
も
、
安
乗
崎
の
歌
を
冒
頭
に
置
い
た
事
も
領
け
る
。

更
に
、
沼
空
に
お
け
る
「
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
」
の
語
も
元
々
は
花
袋
の
紀
行
文
に
触
発
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

「
志
摩
め
ぐ
り
」
や
「
北
紀
伊
の
海
岸
」
の
文
章
に
お
い
て
、

花
袋
は
ぷ
摩
か
ら
北
紀
伊
に
か
け
て
の
海
と
山
の
入
り
組
ん
だ
地
形
を
、

H

海
と
山
の
間
H

と
い
う
様
に
表
現
し
て
い
る
。

O
素
よ
り
山
と
海
の
聞
な
れ
ば
、
こ
の
参
宮
街
道
の
や
う
に
は
あ
ら
ね
ど
、
人
の
往
来
す
る
処
な
れ
ば
、
中
途
に
て
路
絶
え
て
帰
り
給
ふ

や
う
な
る
気
遣
は
な
し
。

O
海
に
離
れ
、
山
に
添
ひ
て
、
猶
行
く
事
里
許
、
遂
に
そ
の
鳥
羽
街
の
瓦
聾
を
、
前
な
る
低
き
両
山
の
聞
に
認
め
し
が
：

。
か
く
て
わ
が
何
方
に
行
き
て
も

l
山
に
入
り
て
も
海
に
乏
び
て
も
｜
遂
に
平
和
を
得
る
事
能
は
ざ
る
身
な
る
べ
き
を
思
ひ
て
、
何
と
な



く
悲
し
く
な
り
ぬ
。

以
上
、
「
志
摩
め
ぐ
り
し
よ
り
。

。
こ
れ
よ
り
半
日
の
問
、
わ
れ
は
絶
え
ず
海
と
山
と
の
聞
を
行
き
、
松
績
と
凶
戸
と
の
間
を
た
ど
り
ぬ
。

。
路
は
絶
え
ず
山
岨
水
挺
の
間
を
行
き
て
、
峠
を
の
ぼ
り
果
れ
ば
必
ず
海
の
長
色
あ
ら
は
れ
、
阪
を
下
り
終
れ
ば
、
必
ず
山
の
翠
微
出
づ
。

日
出
て
己
に
一
二
竿
の
高
さ
に
及
べ
る
頃
の
事
な
り
し
が
、
山
限
水
阿
の
問
、
断
江
残
磯
の
辺
、
先
初
め

O
わ
が
今
朝
鷺
港
を
出
で
し
は
、

て
わ
が
心
を
ひ
き
て

。
思
へ
人
々
、
こ
の
き
び
し
き
海
と
山
と
の
聞
を
、

と
ぼ
と
ぼ
と
し
て
過
ぎ
行
く
二
人
の
胸
に
は
い
か
に
呉
れ
る
感
の
み
ち
わ
た
り
た
る

ミ

P

E

O

カ
毛

特
に
道
内
工
の
「
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
L

と
花
袋
の
「
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
」
が
重
り
を
み
せ
る
の
は
、

「
北
紀
伊
の
海
岸
L

で

花
袋
と
少
年
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以
上
、
「
北
紀
伊
の
海
岸
」
よ
り

※
波
線
は
筆
者
が
記
入
し
た
も
の
。

郵
便
脚
夫
が
め
ぐ
り
逢
う
場
．
由
で
あ
る
。

（
こ
の
め
ぐ
り
逢
い
に
つ
い
て
は

迫
化
工
が
前
述
の
『
．
小
二
新
聞
』
、
「
明
治
文
学
論
」
で
触
れ
て

い
る
。人

も
通
ら
な
い
夕
暮
の
北
紀
伊
の
峠
道
で
、
花
袋
は
一
人
の
少
年
郵
便
脚
犬
に
呼
び
と
め
ら
れ
、
被
と
道
つ
れ
に
な
っ
て
峠
を
越
え
て
ゆ

く
。
花
袋
は
都
会
に
憧
れ
る
少
年
に
東
京
の
河
川
を
し
て
や
り
な
が
ら
、
山
で
一
生
を
終
え
る
そ
の
少
年
の
人
生
に
も
、
都
会
生
活
に
絶
望
し

て
旅
を
し
て
い
る
己
が
人
生
に
も
、
あ
る
は
か
な
さ
を
覚
え
て
次
の
よ
う
に
嘆
ず
る
。

路
は
い
つ
か
絶
壁
の
聞
を
過
ぎ
て
、
次
第
に
山
路
へ
と
か
斗
り
始
め
ぬ
。
以
前
の
帆
影
は
既
に
錦
油
の
湾
内
に
入
り
て
見
え
ず
な
り

ぬ
。
怒
出
は
遠
雷
の
ご
と
く
長
く
連
れ
る
絶
壁
の
間
に
咽
べ
り
。
思
へ
人
々
、
こ
の
さ
び
し
き
海
と
山
と
の
間
を
と
ぼ
／
1
1
と
し
て
過



ぎ
行
く
二
人
の
胸
に
は
い
か
に
異
れ
る
感
の
み
ち
わ
た
り
た
る
か
を
。

一
人
は
若
き
血
胸
に
振
り
て
、
頻
り
に
将
来
を
夢
み
つ
斗
あ
る

T

」、
、uu－

一
人
は
は
か
な
く
正
し
か
り
し
過
去
の
経
験
を
思
ひ
て
、

ほ
と
／
＼
絶
望
の
思
に
沈
み
つ
斗
あ
る
に
あ
ら
ず
や
。
あ
は
れ
こ
の
二

人
の
姿
l

H

さ
び
し
き
海
と
山
の
間
H

と
い
う
話
が
で
て
く
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。

、
返
常
に
お
け
る
「
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
」
も
正
に

人
生
の
こ
う

し
た
H

さ
び
し
さ
ヘ

H

は
か
な
さ
H

か
ら
出
発
し
て
い
る
か
ら
だ
。

Ill 

花
袋
の
紀
行
文
は
地
方
の
人
生
に
し
ず
か
な
限
を
注
ぎ
、

そ
の
限
は
や
が
て
自
身
の
人
生
の
は
か
な
さ
に
向
け
ら
れ
て
ゆ
く
、

と
い
う
主
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題
を
持
つ
が
、

そ
れ
は
具
体
的
に
は
旅
先
で
の
人
々
と
の
め
ぐ
り
逢
い
を
通
し
て
描
か
れ
る
。
郵
便
脚
夫
や
行
尚
人
や
鉱
夫
：
：
：
皆
、
縁
も

ゆ
か
り
も
無
い
貧
し
い
人
ば
か
り
だ
。
そ
う
し
た
傾
向
は
花
袋
の
み
な
ら
ず
、
同
時
代
の
国
木
田
独
歩
等
の
作
品
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

明
治
二
十
年
代
か
ら
四
十
年
代
に
か
け
て
は
紀
行
文
が
非
常
な
隆
盛
を
み
た
時
期
で
あ
っ
た
。
旅
行
家
の
み
な
ら
ず
、
歌
人
や
小
説
家
も

争
う
よ
う
に
紀
行
文
を
書
い
た
。
鉄
道
の
施
工
も
そ
の
一
因
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
当
時
博
文
館
を
中
心
に
、
大
町
桂
月
や
江
見
水
蔭
、
大
橋

乙
羽
の
諸
家
が
次
々
に
紀
行
文
集
を
刊
行
し
て
い
る
。
こ
の
紀
行
文
学
の
時
代
に
特
に
活
躍
し
、
紀
行
文
に
新
生
面
を
展
開
し
た
の
が
花
袋

や
独
歩
、
柳
田
国
男
等
の
人
々
で
あ
っ
た
。
後
に
自
然
主
義
文
学
の
旗
手
と
な
る
彼
ら
は
こ
の
頃
は
浪
漫
主
義
的
傾
向
に
あ
り
、
明
治
三
十

年
四
月
に
は
、
宮
崎
湖
処
子
、
太
田
玉
若
ら
と
共
に
合
同
詩
集
『
打
情
詩
』
を
刊
行
し
、
浪
漫
詩
風
の
先
駆
と
な
っ
た
。
匂
い
濃
や
か
な
彼

ら
の
紀
行
文
は
、
確
実
に
行
情
詩
の
系
譜
を
ひ
く
も
の
だ
が
、
も
う
一
方
の
性
格
と
し
て
は
、
自
然
主
義
文
学
へ
の
要
因
も
有
し
て
い
た
。

こ
の
頃
彼
ら
は
ド

l
デ
ー
や
ゾ
ラ
、

ピ
ョ
ル
ン
セ
ン
等
の
外
国
文
学
の
影
響
の
下
に
、
地
方
の
生
活
と
い
う
も
の
に
眼
を
向
け
始
め
て
い
た



か
ら
だ
。
旅
を
盛
ん
に
行
い
、
山
々
や
海
の
聞
に
散
ら
ば
っ
て
ひ
っ
そ
り
と
暮
ら
す
人
々
の
生
活
や
、

心
惹
か
れ
る
出
来
事
を
互
い
に
報
告

し
合
い
、
何
と
か
そ
れ
を
文
学
の
一
つ
の
主
題
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
花
袋
と
柳
田
の
地
方
生
活
へ
の
関
心
に
つ

い
て
は
、
共
通
の
歌
の
師
、
松
浦
辰
男
の
唱
え
た
幽
冥
道
の
影
響
も
濃
い
。
現
世
と
幽
界
と
の
交
流
を
考
え
る
時
、
ど
う
し
て
も
地
方
の
人

々
の
宗
教
生
活
が
問
題
と
な
る
。
明
治
三
十
六
年
三
月
、
柳
田
と
花
袋
は
『
近
枇
奇
談
全
集
』
（
博
文
館
刊
行
）

の
共
同
編
集
を
し
て
い
る

が
、
こ
れ
は
「
老
姐
茶
話
」
や
コ
二
州
奇
談
」
等
の
随
筆
か
ら
魂
の
行
方
に
関
す
る
奇
談
を
抜
粋
し
た
も
の
で
あ
る
。
奇
談
と
は
い
え
、

そ

れ
ら
は
お
の
づ
か
ら
地
方
に
暮
ら
す
人
々
の
信
仰
生
活
を
問
わ
ず
語
り
し
て
い
る
。

地
方
の
貧
し
く
は
か
な
い
人
生
に
注
が
れ
る
し
ず
か
な
眼
｜
。
柳
田
国
男
の
民
俗
学
も
一
面
と
し
て
は
そ
う
し
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て

い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
若
き
道
空
の
心
を
捉
え
た
の
も
、
自
然
主
義
文
学
云
々
の
枠
を
超
え
た
、

H

生
活
H

に
対
す
る
眼
で
は
な
か
っ
た
か
。

道
づ
れ
と
な
れ
る
若
人

沼
空
は
自
ら
も
旅
を
し
て
地
方
の
生
活
を
う
た
い
は
じ
め
る
。

（
吹
け
ば
、
吹
く
が
あ
は
れ
な
る
か
な
）

円
、
ぷ
え
吹
き
て
淋
し
き
タ

そ
が
一
人
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惹
か
れ
る
ま
ま
に
、

こ
と
し
げ
き
都
曾
ず
ま
ひ
を
う
ら
や
み
で
は
な
し
を
の
ぞ
む
木
こ
り
の
子
ど
も

花
瓦
斯
の
火
か
げ
に
ぎ
は
ふ
町
の
こ
と
聞
き
っ
さ
し
ぐ
む
山
が
つ
の
子
よ

や
す
か
ら
ぬ
こ
と
を
刊
に
し
わ
た
ら
ひ
ぬ
旅
商
人
の
さ
び
し
き
は
な
し

『
安
乗
帖
』
に
は
旅
で
出
逢
っ
た
ゆ
き
ず
り
の
人
々
を
詠
ん
だ
歌
が
多
い
。

柳
か
稚
拙
で
は
あ
っ
て
も

そ
れ
は
「
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
」

へ
の
確
か
な
一
歩
で
あ
っ
た
。
迫
空
の
少
年
時
代
に
台
頭
し
て
い
た
紀
行
文
の
隆
盛
、

そ
こ
か
ら
始
ま
っ
て
、
地
方
の
生
活
に
眼
を
向
け
、

自
然
主
義
文
学
の
素
地
を
つ
く
っ
て
い
っ
た
田
山
花
袋
や
柳
田
国
男
等
の
活
動
｜
。

」
の
よ
う
な
流
れ
を
背
景
に
置
い
て
み
る
時
、

『
安
乗

帖
』
及
び
「
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
」
と
い
う
テ
l
マ
の
一
つ
の
形
成
過
程
、
が
あ
ざ
や
か
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
、



「
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
」
は
更
に
大
き
な
方
向
へ
と
成
長
し
て
ゆ
く
。

明
治
四
十
三
年
に
は
柳
田
国
男
の
『
遠
野
物
語
』
が
刊
行
さ
れ
、
こ
こ
で
柳
田
と
花
袋
の
め
ざ
す
方
向
が
は
っ
き
り
と
分
か
れ
る
。
地
方

ハロ》

の
前
民
の
ひ
そ
か
な
生
活
を
一
つ
／
＼
堀
り
お
こ
し
て
ゆ
く
柳
田
の
試
み
を
、
花
袋
は
閑
人
の
道
楽
に
過
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
と
批
判
す

る
。
二
人
は
同
じ
う
し
て
地
方
の
生
活
に
庄
日
し
、

日
本
人
の
精
神
生
活
に
関
心
を
持
つ
の
だ
が
、

そ
こ
か
ら
何
を
目
指
し
て
ゆ
く
か
、

と

い
う
段
階
で
大
き
く
分
か
れ
て
い
っ
た
。
民
族
と
い
う
単
位
で
其
ら
を
考
え
始
め
た
柳
田
に
対
し
、
花
袋
は
や
は
り
ど
こ
ま
で
も
小
説
的
な

興
味
で
地
方
の
人
生
を
見
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

っ
て
い
る
が
、
「
先
生
の
学
問
」
と
い
う
文
章
に
よ
る
と

、
温
空
は
『
古
代
感
愛
集
』
所
収
の
「
遠
野
物
語
」
と
い
う
詩
に
お
い
て
、
大
正
三
年
に
「
遠
野
物
語
』
を
読
ん
で
深
く
感
動
し
た
と
う
た（ロ）

大
学
卒
業
の
頃
に
『
遠
野
物
語
』
を
読
ん
だ
と
い
っ
て
お

も
っ
と
早
い
時
則

り
、
後
者
と
考
え
る
の
が
妥
当
と
忠
わ
れ
る
。

す
る
と
、
「
安
乗
帖
』
成
立
の
前
に
は
『
遠
野
物
語
』
を
読
ん
で
い
る
事
に
な
る
が
、

す
ぐ
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に
そ
の
影
響
を
安
乗
帖
に
見
出
そ
う
と
す
る
の
は
い
計
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
後
、
迫
空
の
「
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
」
は
確
実
に
大
き
な
広

が
り
を
み
せ
て
ゆ
く
。
例
え
ば
そ
の
一
端
は
、
大
正
六
年
の
九
州
旅
行
を
題
材
と
し
て
、
同
年
十
二
月
の
『
ア
ラ
ラ
ギ
』
に
発
表
し
た
「
海

道
の
砂
」
と
い
う
文
章
に
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
著
名
な
部
分
だ
が
、
引
い
て
お
こ
う
。

尾
道
に
来
た
。
山
と
海
と
の
間
の
納
長
い
空
地
に
、
遠
く
延
び
た
町
で
あ
る
。
山
の
上
に
は
、
干
の
査
や
畑
や
回
が
見
え
る
ば
か
り

で
、
人
は
ま
だ
幾
程
も
山
を
領
有
し
て
ゐ
な
い
。
山
陽
線
を
西
に
走
る
ほ
ど
、
山
と
海
と
の
接
近
の
度
が
強
く
な
っ
て
来
て
、
こ
の
二

つ
の
大
き
な
自
然
に
脅
か
さ
れ
て
胸
跨
っ
て
住
ん
で
ゐ
た
、
祖
先
の
生
活
が
思
は
れ
る
。
柳
田
先
生
は
日
本
を
山
島
と
異
名
し
て
ゐ
ら

れ
る
。
わ
た
し
は
天
野
家
の
梢
か
け
づ
く
り
の
傾
き
を
持
っ
た
二
階
座
敷
に
居
て
、

日
本
人
の
恐
怖
と
憧
僚
と
の
精
神
博
品
を
書
い
て

見
た
い
と
思
う
た
。



と
な
り
、

こ
こ
に
到
っ
て
「
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
」
と
い
う
語
は
、
志
摩
・
熊
野
と
い
う
特
定
の
場
処
に
限
ら
ず
、

日
本
と
い
う
島
国
全
体
を
表
す
語

ひ
い
て
は
日
本
民
族
の
宿
命
、
と
い
う
テ

l
マ
を
も
包
含
し
て
く
る
。
海
と
山
と
の
聞
に
息
づ
く
人
々
の
ひ
そ
か
な
生
活
を
み
つ

め
て
ゆ
こ
う
と
す
る
迫
空
H
折
口
信
夫
の
方
向
は
徐
々
に
定
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

明
治
三
十
年
代
に
お
け
る
花
袋
や
柳
田
国
男
等
の
グ
ル
ー
プ
に
よ

「
安
乗
帖
』
に
そ
の
方
向
を
は
っ
き
り
と
見
出
す
事
は
で
き
な
い
が
、

る
地
方
の
生
活
へ
の
注
目
と
、

い
る
点
は
大
い
に
注
目
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
時
期
に
活
空
も
又

そ
こ
か
ら
発
し
て
更
に
異
る
地
平
線
へ
と
広
が
っ
て
ゆ
く
民
俗
学
と
の
過
渡
期
に
『
安
乗
帖
』
が
成
立
し
て

H

旅
H

を
し
、

感
傷
的
で
は
あ
っ
て
も
、

と
に
か
く
歌
を
詠
む
事
に
よ
っ

て
、
地
方
の
生
活
に
切
込
み
を
い
れ
て
い
っ
た
。
「
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
」
の
原
点
は
そ
こ
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
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（
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（ロ）

『
短
歌
文
皐
全
集
・
棒
、
過
空
篇
』
月
報
（
昭
和
十
二
年
一
月
・
第
一
書
房
）

同
右
所
収
「
追
ひ
書
き
」

長
谷
川
政
春
「
『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
』
論
」
（
『
園
文
皐
』
昭
和
五
十
二
年
六
月
号
所
収
）
の
分
類
に
よ
る

Q

前
掲
『
短
歌
文
皐
全
集
』
所
収
「
樺
迫
空
年
譜
」

以
下
、
折
口
信
夫
の
著
作
の
引
用
は
『
折
口
信
夫
全
集
』
（
昭
和
四
十
三
年
発
行
・
中
央
公
論
社
）
に
拠
る

Q

『
折
口
信
夫
全
集
・
ノ
ー
ト
編
』
第
一
巻

「
山
の
湯
雑
記
」
（
『
折
口
信
夫
全
集
』
第
廿
八
巻
）

小
林
一
郎
『
田
山
花
袋
研
究
』
第
三
巻
（
昭
和
五
十
一
－

J
五
十
七
年
。
桜
楓
社
）
六
百
七
頁

「
自
撰
年
譜
」
（
『
折
口
信
夫
全
集
』
第
品
川
一
巻
）

前
掲
『
田
山
花
袋
研
究
』
第
三
巻
、
六
百
十
九
頁

「
イ
ン
キ
壷
」
（
『
文
章
世
界
』
明
治
四
十
三
年
七
月
号
）

「
先
生
の
皐
問
」
（
『
折
口
信
夫
全
集
』
第
十
六
巻
）
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