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俳
句
に
お
け
る
原
爆
遺
構

―
水
原
秋
櫻
子
の
「
聖
廃
墟
」
と
そ
の
受
容

―

樫

本

由

貴

一
、
問
題
の
所
在

本
稿
は
、
俳
句
が
原
爆
被
害
の
様
相
を
現
物
と
し
て
場
に
留
め
る
あ
る
い

は
留
め
て
い
た
原
爆
遺
構
・
浦
上
天
主
堂
を
ど
の
よ
う
に
対
象
化
し
、
人
々

が
そ
の
よ
う
な
俳
句
を
ど
う
受
容
し
て
き
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

本
稿
は
は
じ
め
に
、
俳
人
・
水
原
秋
櫻
子
自
身
の
紀
行
文
や
句
集
発
表
当

時
の
評
価
を
整
理
・
検
討
し
、
俳
句
に
お
け
る
原
爆
遺
構
の
対
象
化
の
過
程

と
、
秋
櫻
子
の
原
爆
表
象
に
対
す
る
考
え
を
探
る
。

次
に
、
長
崎
の
原
爆
を
テ
ー
マ
に
し
た
俳
句
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
や
、
俳
句
大

会
で
詠
ま
れ
た
俳
句
か
ら
秋
櫻
子
が
浦
上
天
主
堂
を
指
し
て
用
い
た
語
彙
「
聖

廃
墟
」
を
使
用
し
た
句
を
抄
出
し
、「
聖
廃
墟
」
が
ど
の
よ
う
に
人
々
に
受
容

さ
れ
、
ま
た
使
用
さ
れ
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

こ
れ
ら
の
検
討
に
よ
っ
て
「
聖
廃
墟
」
の
語
彙
イ
メ
ー
ジ
、
ま
た
俳
句
作
品

に
お
け
る
浦
上
天
主
堂
の
表
象
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
。

長
崎
の
原
爆
を
テ
ー
マ
と
し
た
俳
句
の
う
ち
、
浦
上
天
主
堂
を
対
象
と
し

た
俳
句
に
は
、
た
び
た
び
天
主
堂
を
指
し
て
「
聖
廃
墟
」
と
い
う
語
が
出
現

す
る
。
こ
の
語
の
初
出
は
、
俳
人
・
水
原
秋
櫻
子
が
一
九
五
二
年
の
八
月
に

主
宰
誌
『
馬
酔
木
』
に
掲
載
し
た
連
作
「
軽
衣
旅
情
」
の
中
で
発
表
し
た
俳

句
と
思
わ
れ
る
。
秋
櫻
子
は
、
連
作
「
軽
衣
旅
情
」
の
俳
句
を
収
録
し
た
句

集
『
残
鐘
』（
一
九
五
二
、
竹
頭
社
）
刊
行
当
時
は
す
で
に
俳
壇
の
有
力
者
で

あ
っ
た
。
秋
櫻
子
は
一
九
三
〇
年
代
か
ら
長
崎
の
キ
リ
シ
タ
ン
文
化
や
南
蛮
趣

味
に
憧
憬
し
て
い
た
が
、
実
際
に
長
崎
を
訪
問
し
た
の
は
長
崎
・
浦
上
が
被

爆
地
と
な
っ
て
か
ら
だ
っ
た
。
つ
ま
り
秋
櫻
子
は
憧
れ
の
キ
リ
シ
タ
ン
文
化
を

持
つ
土
地
・
長
崎
と
、
被
爆
地
・
長
崎
を
同
時
に
訪
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。

「
聖
廃
墟
」
と
い
う
語
彙
は
、
五
七
五
の
定
型
を
持
つ
俳
句
に
お
い
て
利
便

性
が
高
い
語
で
あ
る
。
書
き
手
と
読
み
手
の
間
で
、
浦
上
天
主
堂
＝
「
聖
廃

墟
」
で
あ
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
て
い
れ
ば
、
浦
上
天
主
堂
は
九
音
で
あ
る
の
に

対
し
、「
聖
廃
墟
」
は
五
音
で
あ
る
か
ら
、
余
っ
た
四
音
を
別
の
描
写
に
使
う

こ
と
が
で
き
る
。
定
型
で
書
け
ば
約
一
七
音
し
か
枠
を
持
た
な
い
俳
句
に
と
っ

て
、
こ
の
差
は
大
き
い
。「
聖
廃
墟
」
は
こ
う
し
た
利
便
性
を
加
味
し
て
発
想

さ
れ
、
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
時
「
浦
上
天
主
堂
」
は
「
聖
廃
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墟
」、
つ
ま
り
聖
な
る
廃
墟
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
「
浦
上
天
主

堂
」
と
い
う
名
詞
が
さ
す
意
味
合
い
は
多
少
な
り
と
も
変
化
す
る
。
秋
櫻
子

の
作
り
出
し
た
「
聖
廃
墟
」
が
ど
の
よ
う
に
人
々
に
受
容
さ
れ
、
波
及
し
た

か
を
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
読
み
解
く
こ
と
は
、
俳
句
を
書
く
／
読
む

人
々
が
原
爆
と
い
う
文
脈
を
負
っ
た
言
葉
の
受
容
に
ど
の
よ
う
に
向
き
合
っ
て

い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
一
助
と
な
る
だ
ろ
う
。

二
、
水
原
秋
櫻
子
の
詠
ん
だ
浦
上
天
主
堂

二
―
一
、「
浦
上
天
主
堂
」
を
取
り
巻
く
言
説
空
間

隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
が
多
く
居
住
し
て
い
た
浦
上
地
区
で
は
、
江
戸
か
ら
明
治

時
代
に
か
け
て
キ
リ
シ
タ
ン
た
ち
に
対
し
て
「
「
〇
番
崩
れ
」
と
呼
称
さ
れ
る

弾
圧
が
行
わ
れ
た
。「
浦
上
一
番
崩
れ
」
は
一
七
九
〇
年
、「
浦
上
四
番
崩
れ
」

が
一
八
六
七
年
の
こ
と
で
あ
る
。
禁
教
令
が
解
か
れ
た
明
治
以
降
も
浦
上
地

区
に
は
多
く
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
住
ん
で
い
た
。

日
本
近
代
文
学
に
お
け
る
南
蛮
趣
味
の
誕
生
は
明
治
末
年
頃
か
ら
で
、
そ

の
代
表
作
が
北
原
白
秋
の
『
邪
宗
門
』（
一
九
〇
九
、
易
風
社
）
で
あ
る
。
大

正
期
に
入
る
と
、
芥
川
龍
之
介
も
キ
リ
ス
ト
教
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
多
く
の
作

品
を
残
し
た

。
(1)

秋
櫻
子
は
南
蛮
趣
味
に
受
け
た
影
響
を
次
の
よ
う
に
述
懐
し
て
い
る
。

私
位
の
年
輩
の
者
の
胸
に
、
昔
の
切
支
丹
に
対
す
る
不
思
議
な
憧
憬

を
植
ゑ
付
け
た
も
の
は
、
ま
づ
第
一
に
北
原
白
秋
氏
の
詩
集
「
邪
宗
門
」

で
あ
ら
う
。〔
中
略
〕
次
に
こ
の
感
激
に
拍
車
を
か
け
た
も
の
は
芥
川
龍

之
介
氏
の
切
支
丹
を
題
材
と
し
た
小
説
で
あ
ら
う
。〔
中
略
〕
一
時
は
そ

の
文
章
ま
で
を
諳
ん
じ
て
ゐ
た
ほ
ど
の
熱
心
な
読
者
で
あ
っ
た
。

(2)

秋
櫻
子
は
『
東
京
日
日
新
聞
』
に
芥
川
の
「
邪
宗
門
」
の
連
載
が
始
ま
っ

た
一
九
一
八
年
に
俳
句
を
始
め
た
。
秋
櫻
子
が
俳
句
を
始
め
る
以
前
に
南
蛮

趣
味
に
出
会
っ
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
。

浦
上
天
主
堂
の
献
堂
式
は
一
九
一
四
年
に
行
わ
れ
た
。
双
塔
の
鐘
楼
を
持

つ
ロ
マ
ネ
ス
ク
様
式
の
大
聖
堂
は
、
当
時
東
洋
一
の
規
模
を
誇
っ
た
。

周
知
の
通
り
、
こ
う
し
た
南
蛮
趣
味
の
対
象
と
し
て
の
長
崎
は
一
九
四
五

年
八
月
九
日
の
原
爆
被
害
に
よ
っ
て
「
被
爆
地
」
と
し
て
眼
差
し
を
向
け
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
。
当
時
、
ア
メ
リ
カ
軍
は
長
崎
を
小
倉
に
次
ぐ
第
二
の
原
爆

投
下
地
と
し
て
定
め
て
い
た
。
当
日
の
視
界
不
良
に
よ
っ
て
小
倉
へ
の
原
爆
投

下
は
回
避
さ
れ
た
も
の
の
、
長
崎
上
空
に
ア
メ
リ
カ
軍
が
到
着
し
た
際
、
雲

が
途
切
れ
た
た
め
、
浦
上
地
区
に
原
爆
が
投
下
さ
れ
た
。
浦
上
地
区
の
被
爆

被
害
は
惨
憺
た
る
も
の
で
あ
り
、
爆
心
地
か
ら
一
キ
ロ
に
満
た
な
い
場
所
に
あ

っ
た
浦
上
天
主
堂
も
全
壊
の
被
害
を
受
け
て
い
る
。
し
か
し
、
長
崎
市
中
心
部

を
含
め
た
浦
上
地
域
以
外
の
被
害
は
、
山
が
爆
風
や
熱
線
を
軽
減
し
た
た
め
、

比
較
的
に
軽
微
で
あ
っ
た
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
多
い
地
域
だ
っ
た
浦
上
地

区
は
、
そ
の
他
の
地
域
住
民
か
ら
差
別
を
受
け
て
き
た
。
一
九
四
五
年
以
降

は
こ
れ
に
加
え
て
、
被
爆
地
と
し
て
の
差
別
を
被
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し

た
苦
し
み
を
癒
す
た
め
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
が
強
い
地
に
あ
っ
て
、
原
爆

被
害
を
「
受
難
」
と
言
い
換
え
る
言
説
が
生
ま
れ
る
。
そ
れ
が
自
ら
も
被
爆

し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
永
井
隆
に
よ
る
「
浦
上
燔
祭
説
」

で
あ
る
。
永
井
は
、

(3)

原
爆
と
そ
れ
に
よ
る
被
害
を
「
神
の
御
摂
理
」
と
そ
の
試
練
で
あ
る
と
し
、
被
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爆
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
た
ち
は
神
に
捧
げ
ら
れ
た
存
在
と
し
て
、
選
ば
れ
た

こ
と
に
む
し
ろ
感
謝
す
べ
き
と
説
い
た
。
こ
の
論
に
対
し
て
は
、
原
爆
を
神
の

御
摂
理
と
す
る
こ
と
で
、
ア
メ
リ
カ
の
原
爆
投
下
の
責
任
を
免
除
し
、
被
害

者
の
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
た
ち
の
苦
し
み
の
訴
え
を
封
じ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る

と
、
山
田
か
ん
や
高
橋
眞
司
な
ど
か
ら
反
論
が
成
さ
れ
て
い
る

。
(4)

長
崎
・
浦
上
の
被
爆
被
害
を
キ
リ
ス
ト
教
表
象
と
結
び
付
け
る
言
説
や
表

現
は
浦
上
燔
祭
説
だ
け
で
は
な
い
。
一
九
五
〇
年
代
、
全
壊
し
た
浦
上
天
主

堂
の
保
存
に
つ
い
て
議
論
が
起
こ
る
。
結
局
、
浦
上
天
主
堂
は
一
九
五
九
年
に

別
の
場
所
に
再
建
さ
れ
、
聖
像
も
移
設
さ
れ
る
。
畑
中
佳
恵
は
、「
被
爆
マ
リ

ア
」
の
像
に
焦
点
を
当
て
た
文
学
作
品
に
つ
い
て
ま
と
め
て
い
る
。
畑
中
に
よ

れ
ば
、
天
主
堂
の
再
建
と
聖
像
の
移
設
を
背
景
に
し
て
、「
マ
リ
ア
像
の
首
を

盗
む
話
」
が
創
作
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
「
遺
構
の
存
在
意
義
が
問
わ

れ
た
状
況
に
呼
応
し
、「
悲
し
み
の
聖
母
像
」
と
ダ
ブ
る
架
空
の
首
が
乱
暴
な

ま
で
に
必
要
と
さ
れ
る
さ
ま
を
描
」
く
こ
と
で
、「
長
崎
と
マ
リ
ア
像
が
結
ん

で
き
た
安
定
的
な
関
係
に
つ
い
て
再
考
を
迫
る
、
刺
激
的
な
光
景
」
を
展
開

し
た

。
(5)

『
句
集

長
崎
』
に
は
被
爆
マ
リ
ア
を
表
現
し
た
句
が
あ
る
。

浦
上
天
主
堂
跡

カ
ン
ナ
炎
え
被
爆
聖
母
の
貌
ゆ
が
む

宿
利
杏
花

聖
母
か
げ
裸
子
が
パ
ン
噛
る
な
り

裸
遺
児
壊
え
し
聖
母
に
尿
り
を
り

撤
去
論
が
盛
り
上
が
る
以
前
か
ら
、
俳
句
に
お
い
て
は
浦
上
天
主
堂
や
被

爆
マ
リ
ア
の
表
現
は
試
み
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

二
―
二
、『
残
鐘
』
と
い
う
句
集
名

長
崎
の
吟
行
句
を
ま
と
め
た
連
作
「
軽
衣
旅
情
」
を
収
録
し
た
水
原
秋
櫻

子
は
句
集
『
残
鐘
』
巻
末
に
次
の
よ
う
に
書
き
残
し
て
い
る
。

題
名
は
い
ろ
い
ろ
考
へ
て
見
た
が
、「
軽
衣
旅
情
」
の
中
で
詠
ん
だ
長

崎
の
浦
上
天
主
堂
が
、
つ
よ
い
印
象
を
頭
に
刻
み
つ
け
て
ゐ
る
の
で
、「
残

鐘
」
と
名
付
け
る
こ
と
に
し
た
。「
鐘
楼
落
ち
麦
秋
に
鐘
を
残
し
け
る
」

と
い
ふ
句
か
ら
と
つ
た
の
で
あ
る
。「
遺
鐘
」
と
い
ふ
言
葉
も
あ
る
が
、

音
読
の
感
じ
を
考
へ
て
「
残
鐘
」
に
決
め
た
。
今
ま
で
の
句
集
名
も
す
べ

て
二
字
で
あ
つ
た
。

(6)

表
題
句
〈
鐘
楼
落
ち
麦
秋
に
鐘
を
残
し
け
る
〉
の
「
鐘
楼
」
は
被
爆
し
た

浦
上
天
主
堂
の
鐘
楼
を
指
し
、
残
さ
れ
て
い
る
「
鐘
」
は
鐘
楼
に
取
り
付
け

ら
れ
て
い
た
ア
ン
ジ
ェ
ラ
ス
の
鐘
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
句
集
は
「
軽
衣
旅
情
」

を
核
と
す
る
句
集
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
長
崎
で
の
経
験
な
し
に
は
句
集
も
「
軽

衣
旅
情
」
と
い
う
連
作
も
あ
り
得
な
か
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

一
方
で
、
こ
う
し
た
秋
櫻
子
の
思
惑
は
他
の
俳
人
に
ス
ム
ー
ズ
に
伝
達
さ
れ

た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

「
残
鐘
」
は
水
原
秋
櫻
子
の
近
業
で
あ
る
、
昭
和
二
十
五
年
秋
か
ら
二

十
七
年
秋
ま
で
の
二
年
間
の
作
四
百
四
十
八
句
を
収
録
し
た
句
集
で
あ

る
。〔
中
略
〕
私
は
「
残
鐘
」
が
出
る
と
い
ふ
予
告
を
見
た
時
、
よ
い
名

前
だ
と
思
ふ
と
同
時
に
、
秋
櫻
子
も
還
暦
を
迎
へ
た
の
で
、
そ
の
心
持
を
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こ
め
て
ゐ
る
の
だ
な

―
と
思
つ
た
、
私
も
秋
櫻
子
と
同
じ
年
齢
な
の
で
、

そ
ん
な
感
じ
が
起
つ
た
の
だ
ら
う
、
と
こ
ろ
が
「
あ
と
が
き
」
を
読
ん
で

違
つ
て
ゐ
る
こ
と
が
わ
か
つ
た
が
然
し
残
鐘
が
よ
い
と
思
ふ
心
持
に
は
何

か
六
十
歳
に
な
つ
た
か
ら
感
ず
る
も
の
が
あ
つ
た
の
だ

―
と
ま
た
私
は

思
つ
た
。

(7)

青
邨
は
「
残
鐘
」
か
ら
被
爆
遺
構
の
浦
上
天
主
堂
で
は
な
く
「
残
鐘
」
に

「
還
暦
を
迎
へ
た
」「
心
持
」
を
読
み
取
る
。
そ
れ
は
句
集
を
読
ん
だ
後
で
も

変
わ
ら
な
い
。

そ
も
そ
も
「
残
鐘
」、「
残
る
鐘
」
は
和
歌
の
文
脈
で
用
い
ら
れ
た
。『
新
編

国
歌
大
観
』
で
確
認
す
る
と
、
ま
ず
「
鐘
」
単
独
で
は
『
拾
遺
和
歌
集
』
に

〈
山
寺
の
入
あ
ひ
の
か
ね
の
こ
ゑ
ご
と
に
け
ふ
も
く
れ
ぬ
と
き
く
ぞ
か
な
し
き
〉

が
あ
り
、『
新
古
今
和
歌
集
』
に
前
大
僧
正
慈
円
の
〈
あ
か
月
の
涙
や
そ
ら
に

た
ぐ
ふ
ら
む
袖
に
お
ち
く
る
か
ね
の
お
と
か
な
〉
が
あ
る
。「
残
る
鐘
」
は
『
洞

院
摂
政
家
百
首
』

に
〈
嵐
ふ
く
み
山
の
庵
に
夢
さ
め
て
長
き
夜
残
る
鐘
の
お

(8)

と
か
な

道
家
〉、『
落
書
露
顕
（
群
書
類
従
本
）
』

に
〈
初
瀬
山
月
は
高
根

(9)

に
か
た
ぶ
き
て
嵐
に
残
る
鐘
の
一
こ
ゑ
〉
が
あ
る
。

秋
櫻
子
が
句
集
名
の
別
案
と
し
て
挙
げ
て
い
た
「
遺
鐘
」
は
、
南
蛮
文
化

の
文
脈
で
用
い
ら
れ
、
お
お
む
ね
南
蛮
寺
の
遺
鐘
を
指
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。

国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
で
は
『
考
古
界
』（
一
九
〇
一
・
六
、

考
古
学
会
）
に
山
縣
昌
藏
の
「
南
蠻
寺
の
遺
鐘
」
を
確
認
で
き
る
。
こ
の
南
蛮

寺
の
遺
鐘
に
は
、
新
村
出
も
『
南
蛮
更
紗
』（
一
九
二
四
、
改
造
社
）
で
解
説

を
加
え
て
い
る

。
(10)

北
原
や
芥
川
の
著
作
を
熱
心
に
読
ん
で
い
た
秋
櫻
子
が
新
村
の
こ
う
し
た
著

作
に
目
を
通
し
て
い
た
可
能
性
は
高
い
だ
ろ
う
。
一
九
三
三
年
刊
行
の
第
三

句
集
『
新
樹
』（
交
蘭
社
）
に
は
、
南
蛮
文
化
へ
の
憧
憬
を
高
め
た
句
作
が
収

録
さ
れ
て
い
る
。長

崎
白
蛇
会
よ
り
お
く
ら
れ
た
る
切
支
丹
資
料
集
を
見
て
こ
れ

を
作
る

サ
ン
チ
ア
ゴ
病
院
の
遺
鐘

二
句

玉
と
き
し
芭
蕉
と
塔
と
目
に
は
見
ゆ

こ
の
国
の
夜
櫻
に
塔
は
聳
え
け
む

胴
碑
踏
絵
及
び
真
鍮
踏
板

ぜ
す
き
り
し
と
踏
ま
れ
踏
ま
れ
て
失
せ
た
ま
へ
り

踏
板
や
邪
宗
門
佛
生
る
ゝ
の
図

南
蛮
船
渡
来
図

紺
青
の
あ
せ
た
る
こ
と
の
春
の
潮

(11)

「
長
崎
白
蛇
会
」
と
は
秋
櫻
子
が
指
導
し
て
い
た
長
崎
の
句
会
で
あ
る
。
秋

櫻
子
は
指
導
に
あ
た
り
、
長
崎
の
人
間
が
句
材
と
す
る
教
会
や
鐘
と
い
っ
た
キ

リ
ス
ト
教
関
連
の
資
料
と
し
て
写
真
集
を
送
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
句
は
そ
の
写

真
集
を
見
て
詠
ん
だ
句
で
あ
る

。
(12)

句
集
名
が
「
遺
鐘
」
で
あ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
南
蛮
文
化
の
文
脈
で
長
崎

に
関
連
深
い
句
集
だ
と
読
者
に
容
易
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
秋
櫻
子
が
そ

う
し
な
か
っ
た
の
は
「
音
読
の
感
じ
」
を
考
え
た
結
果
で
あ
る
が
、
付
け
加
え

て
指
摘
し
た
い
の
は
「
遺
鐘
」
が
一
九
五
二
年
当
時
の
浦
上
天
主
堂
の
鐘
を

示
す
語
と
し
て
適
切
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
南
蛮
寺
の
鐘
を

指
し
て
使
用
さ
れ
る
「
遺
鐘
」
だ
が
、
南
蛮
寺
の
鐘
は
一
九
三
〇
年
代
時
点

で
鐘
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
後
述
の
秋
櫻
子
の
手
記
に
も
書
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か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
浦
上
天
主
堂
の
二
つ
の
鐘
の
う
ち
破
損
を
免
れ
た
方
は

被
爆
後
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
浦
上
天
主
堂
の
「
鐘
」
を
当
時
の
時

点
で
「
遺
鐘
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
難
し
い
。「
遺
鐘
」
と
い
う
語
は
、
浦
上
天
主

堂
の
鐘
を
指
す
語
と
し
て
不
適
な
の
で
あ
る
。

二
―
三
、
旅
吟
に
配
置
さ
れ
る
長
崎
・
浦
上
詠

『
残
鐘
』
の
中
核
を
な
し
、
浦
上
天
主
堂
を
詠
ん
だ
句
を
含
む
「
軽
衣
旅

情
」は
九
州
・
四
国
へ
の
旅
行
を
経
て
編
ま
れ
た
全
一
二
六
句
の
大
作
で
あ
る
。

こ
の
旅
行
は
当
時
不
調
だ
っ
た
秋
櫻
子
の
た
め
の
慰
安
旅
行

で
、
長
崎
・
浦

(13)

上
の
ほ
か
に
雲
仙
、
シ
ー
ボ
ル
ト
宅
跡
、
別
府
、
松
山
、
広
島
の
厳
島
、
岡

山
、
和
歌
山
の
崎
の
湯
な
ど
を
巡
っ
て
い
る
。「
関
ヶ
原
」「
安
土
」「
道
後
温

泉
」「
厳
島
」
な
ど
、
名
所
を
差
し
た
前
書
き
が
あ
り
、
長
崎
の
キ
リ
シ
タ
ン

文
化
、
南
蛮
趣
味
を
「
名
所
」

に
連
な
る
も
の
と
し
て
受
容
す
る
様
子
が

(14)

伺
え
る
。
そ
の
う
ち
、
長
崎
に
到
着
後
の
句
か
ら
抄
出
す
る
。

二
十
三
日
、
長
崎
市
内
見
学
。
博
物
館
に
て

三
句

マ
リ
ヤ
観
音
面
輪
愁
ひ
て
枇
杷
青
し

樟
若
葉
か
ゞ
や
き
壺
の
青
磁
澄
む

ミ
ケ
ラ
ン
ジ
エ
ロ
作
の
聖
像
を
模
し
た
り
と
つ
た
ふ
る
踏
絵

古
り
し
も
の
光
放
て
り
薔
薇
咲
く
日

浦
上
天
主
堂
五
句

麦
秋
の
中
な
る
が
悲
し
聖
廃
墟

堂
崩
れ
表
秋
の
天
藍
た
ゞ
よ
ふ

残
る
壁
裂
け
て
蒲
公
英
の
絮
飛
べ
る

天
使
像
く
だ
け
て
初
夏
の
蝶
群
れ
を
り

鐘
楼
落
ち
麦
秋
に
鐘
を
残
し
け
る

長
崎
港
の
一
隅

潮
汚
れ
薄
暑
の
除
染
群
れ
て
泊
す

国
際
墓
地

来
雀
を
寝
墓
を
見
よ
と
草
な
び
く

途
上

薔
薇
の
坂
に
き
く
は
浦
上
の
鐘
な
ら
ず
や

崇
福
寺

荒
れ
ざ
ま
の
あ
は
れ
な
る
か
な
魚
板
の
黴

芭
蕉
咲
き
甍
か
さ
ね
て
堂
立
て
り

大
浦
天
主
堂
は
修
理
完
く
成
り
、
石
階
上
に
日
本
聖
母
像
を
仰

ぐ
。
階
下
に
僧
院
あ
り
、
薔
薇
、
罌
粟
な
ど
咲
け
る
が
見
ゆ

三
句

午
後
の
日
の
暈
に
僧
院
は
罌
栗
咲
け
り

僧
院
は
廊
欄
古
り
ぬ
薔
薇
の
上

薔
薇
喰
ふ
虫
聖
母
見
た
ま
ふ
高
き
よ
り

西
に
か
た
ぶ
き
し
日
影
、
色
硝
子
を
通
し
て
堂
内
に
さ
し
入
り
た
り

五
句

懺
悔
台
初
夏
の
外
光
黄
な
り
け
り

薄
者
の
日
五
彩
あ
や
し
く
壁
に
ゆ
ら
ぐ

聖
祭
壇
明
易
き
弥
撒
の
燭
の
こ
る

燭
さ
は
に
聖
母
の
花
の
ア
マ
リ
リ
ス

オ
ル
ガ
ン
の
み
据
ゑ
わ
す
れ
あ
り
蛾
の
た
ち
ゆ
く

(15)

秋
櫻
子
は
浦
上
天
主
堂
や
大
浦
天
主
堂
以
外
の
被
爆
遺
構
に
も
立
ち
寄
っ
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て
い
る
が
、
被
爆
被
害
を
詠
ん
で
い
る
句
は
「
浦
上
天
主
堂

五
句
」
と
前
書

き
し
て
あ
る
句
だ
け
で
あ
る
。
大
浦
天
主
堂
も
被
爆
被
害
を
受
け
て
い
る
が
、

修
理
が
完
成
し
た
後
で
あ
り
、
原
爆
の
被
害
を
彷
彿
と
さ
せ
る
よ
う
な
描
写

は
な
い
。
浦
上
天
主
堂
の
描
写
も
「
堂
崩
れ
」
な
ど
、
原
爆
を
直
接
表
現
す

る
語
彙
が
避
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

二
―
四
、
俳
句
に
詠
め
る
／
詠
め
な
い
「
感
動
」
と
「
聖
廃
墟
」

秋
櫻
子
は
こ
の
旅
で
出
会
っ
た
南
蛮
文
化
の
品
物
を
俳
句
に
詠
む
こ
と
に
抵

抗
は
な
い
。

住
宅
を
改
造
し
た
ほ
ど
だ
か
ら
、
無
論
大
き
く
は
な
い
が
、
い
か
に
も
が

つ
し
り
し
た
建
築
で
、
二
階
の
三
間
に
、
昔
を
偲
ば
せ
る
も
の
が
い
ろ
い

ろ
並
べ
て
あ
つ
た
。
私
の
俳
句
に
詠
み
た
い
と
思
つ
て
ゐ
た
マ
リ
ヤ
観
音

も
、
踏
絵
も
あ
つ
た
。
マ
リ
ヤ
観
音
は
支
那
で
焼
か
れ
た
白
磁
で
あ
る
が
、

抱
か
れ
て
ゐ
る
の
が
キ
リ
ス
ト
で
、
そ
の
頭
部
は
欠
い
て
あ
る
の
だ
さ
う

で
あ
る
。
こ
れ
は
当
時
の
役
人
の
眼
を
く
ら
ま
す
た
め
で
、
こ
ゝ
に
陳
列

さ
れ
て
ゐ
る
も
の
も
頭
部
は
な
く
、
そ
の
欠
け
口
が
い
か
に
も
無
残
な
感

じ
で
あ
つ
た
。
踏
絵
は
数
多
く
な
か
つ
た
が
、
ミ
ケ
ラ
ン
ヂ
ェ
ロ
作
の
聖

像
を
模
し
た
と
い
ふ
の
が
珍
ら
し
か
つ
た
。
私
は
そ
の
場
で
マ
リ
ヤ
観
音

と
踏
絵
の
句
を
詠
む
こ
と
が
出
来
た

。
(16)

「「
軽
衣
旅
情
」
日
記
」
は
「
軽
衣
旅
情
」
の
旅
を
振
返
る
日
記
形
式
の
回

想
録
で
あ
る
。
長
崎
で
南
蛮
文
化
の
実
物
で
あ
る
踏
絵
や
聖
像
を
見
、
念
願

を
か
な
え
た
秋
櫻
子
の
感
動
は
「
邪
宗
門
図
譜
」
を
書
い
た
時
と
類
似
し
て
い

る
。
だ
が
損
壊
し
た
浦
上
天
主
堂
で
の
秋
櫻
子
の
様
子
は
、
こ
れ
ら
と
は
や
や

異
な
る
。浦

上
天
主
堂
の
ほ
と
り
で
車
を
下
り
、
小
高
い
丘
に
あ
る
そ
の
堂
址

に
登
つ
て
行
つ
た
。
私
は
二
三
ヶ
月
前
に
こ
の
廃
墟
の
写
真
を
見
て
ゐ
て
、

大
体
の
想
像
が
つ
い
て
ゐ
た
が
、
も
し
そ
の
予
備
知
識
が
な
く
、
い
き
な

り
こ
れ
を
見
た
ら
、
も
つ
と
激
し
い
感
動
を
受
け
た
で
あ
ら
う
。
こ
ゝ
は

原
爆
の
中
心
地
に
近
い
か
ら
、
堂
は
外
壁
の
五
分
の
一
ほ
ど
を
残
し
て
飛

び
去
り
、
残
壁
に
は
無
数
の
裂
け
目
が
見
え
て
危
い
上
に
、
十
余
の
天

使
像
が
悲
し
げ
な
ま
な
ざ
し
を
し
て
、
訪
ひ
来
る
人
を
見
お
ろ
し
て
ゐ
る

の
で
あ
つ
た
。

こ
の
廃
墟
を
め
ぐ
る
も
の
は
た
ゞ
麦
秋
の
畑
の
み
で
あ
る
。
背
後
に
は

一
連
の
丘
陵
が
あ
る
が
、
そ
れ
も
大
部
分
は
黄
と
代
赭
と
に
彩
ら
れ
た

麦
畑
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
湧
き
出
た
も
の
で
あ
ら
う
か
、
無
数
の
白
蝶

が
堂
後
の
空
地
に
下
り
て
来
て
、
い
つ
ま
で
も
立
ち
去
ら
ず
飛
び
め
ぐ
つ

て
ゐ
る
の
が
哀
れ
で
あ
つ
た
。

私
は
、
こ
ゝ
を
詠
む
た
め
に
、
何
の
手
が
か
り
も
な
い
の
に
茫
然
と
し

た
。
感
動
は
あ
り
あ
ま
る
ほ
ど
な
の
だ
が
、
そ
の
感
動
を
托
す
べ
き
風

物
が
な
い
の
で
あ
る
。
残
壁
の
あ
ひ
だ
に
見
え
る
空
の
青
さ
な
ど
、
素
晴

ら
し
い
と
は
思
ふ
の
だ
が
、
そ
れ
は
あ
ま
り
に
広
く
大
き
く
て
掴
み
に
く

い
。
き
の
ふ
は
雲
仙
の
道
で
ア
マ
リ
リ
ス
を
見
て
、
こ
ゝ
に
そ
の
花
が
あ
つ

た
な
ら
ば
と
空
想
も
し
た
が
、
こ
の
大
き
な
感
動
は
と
て
も
、
そ
れ
に
托

す
べ
く
も
な
い
。
私
は
堂
後
に
建
て
ら
れ
た
仮
小
舎
に
立
寄
り
、
そ
の
窓

辺
に
置
か
れ
た
壷
に
ア
マ
リ
リ
ス
を
発
見
し
た
け
れ
ど
、
そ
れ
を
詠
み
た

い
と
い
ふ
気
持
は
湧
か
な
か
つ
た
。

(17)
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秋
櫻
子
は
損
壊
し
た
浦
上
天
主
堂
か
ら
受
け
る
「
感
動
を
托
す
べ
き
風
物

が
な
い
」
こ
と
に
「
茫
然
」
と
す
る
。
そ
の
上
、
こ
の
「
感
動
」
を
受
け
止
め

た
り
、
托
し
た
り
す
る
の
に
「
ア
マ
リ
リ
ス
」
で
は
不
可
能
だ
と
述
べ
て
い
る
。

当
時
の
『
馬
酔
木
』
に
掲
載
さ
れ
た
座
談
会
「
残
鐘
合
評
」
で
同
人
の
桂
樟

蹊
子
が
指
摘
す
る
よ
う
に

、
大
浦
天
主
堂
で
〈
燭
さ
は
に
聖
母
の
花
の
ア
マ

(18)

リ
リ
ス
〉
と
詠
ん
で
い
る
こ
と
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
浦
上
天
主
堂
で
秋
櫻
子

が
受
け
た
「
感
動
」
は
、
福
間
（
二
〇
一
五
）
が
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
概
念
で
あ
る

「
ア
ウ
ラ
」
を
用
い
て
説
明
す
る
「
戦
跡
」
の
「
現
物
」
や
土
地
そ
の
も
の
が

提
示
す
る
唯
一
無
二
の
真
正
さ
か
ら
受
け
た
も
の
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う

。
(19)

秋
櫻
子
が
「
浦
上
天
主
堂

五
句
」
を
得
る
き
っ
か
け
は
、
損
壊
し
た
浦

上
天
主
堂
と
の
対
峙
で
は
な
く
、
損
壊
を
免
れ
て
本
来
の
役
割
を
果
た
す
鐘

の
発
見
で
あ
っ
た
。

三
十
分
ほ
ど
居
た
の
ち
に
、
私
達
は
こ
の
丘
を
下
つ
た
。
こ
の
と
き
白

く
塗
ら
れ
た
木
造
の
楼
に
鐘
を
さ
げ
て
あ
る
の
を
発
見
し
、
仮
建
築
の

会
堂
に
行
つ
て
説
明
を
求
め
る
と
、
爆
撃
に
よ
つ
て
崩
れ
た
二
鐘
楼
の
鐘

の
、
一
つ
だ
け
が
破
損
を
免
か
れ
た
の
で
、
か
う
し
て
仮
の
鐘
楼
を
築
き
、

い
ま
も
信
徒
に
刻
を
知
ら
せ
て
ゐ
る
の
だ
と
い
ふ
。
私
は
、
こ
れ
だ
け
は

詠
み
得
る
と
思
つ
た
か
ら
、
自
動
車
に
乗
つ
て
も
、
な
ほ
そ
の
鐘
楼
を
ふ

り
返
つ
て
眺
め
た
。

麦
秋
の
中
な
る
が
悲
し
聖
廃
墟

堂
崩
れ
表
秋
の
天
藍
た
ゞ
よ
ふ

残
る
壁
裂
け
て
蒲
公
英
の
絮
飛
べ
る

天
使
像
く
だ
け
て
初
夏
の
蝶
群
れ
を
り

鐘
楼
落
ち
麦
秋
に
鐘
を
残
し
け
る

こ
の
五
句
、
ど
れ
も
帰
京
し
た
後
に
詠
み
あ
げ
た
。

(20)

五
句
の
内
、「
聖
廃
墟
」
の
句
を
含
む
三
句
に
使
用
さ
れ
て
い
る
季
語
「
麦

秋
」
を
確
認
し
て
お
く
。『
図
説
俳
句
大
歳
時
記
』（
一
九
六
四
、
角
川
書
店
）

で
は
、
こ
の
季
語
の
例
句
に
次
の
よ
う
な
句
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

夕
暮
や
野
に
声
残
る
麦
の
秋

楚
秋
『
五
車
反
古
』（
一
七
八
三
）

麦
の
秋
さ
び
し
き
貌
の
狂
女
か
な

蕪
村
『
蕪
村
句
集
』（
一
七
八
四
）

麦
秋
や
遊
行
の
棺
通
り
け
り

蕪
村
『
新
花
摘
』（
一
七
九
七
）

週
末
の
牧
師
旅
に
あ
り
麦
の
秋山

口
青
邨
『
雪
国
』
龍
星
閣
（
一
九
四
二
）

「
麦
秋
」
は
梅
雨
を
控
え
て
農
家
が
忙
し
く
働
く
時
期
で
あ
る
た
め
、
そ
の

本
意
は
労
働
に
あ
る
。
し
か
し
掲
句
の
「
さ
び
し
き
」
や
「
棺
」
と
い
っ
た
言

葉
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ど
こ
と
な
く
寂
寞
の
情
感
を
湛
え
る
季
語
で
も
あ

る
。
そ
し
て
、
山
口
青
邨
が
秋
櫻
子
の
句
に
先
ん
じ
て
「
牧
師
」
と
取
り
合

わ
せ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
で
き
よ
う
。「
キ
リ
ス
ト
教
」
と
季
語
「
麦
秋
」

の
取
り
合
わ
せ
に
は
先
例
が
あ
り
、
取
り
合
わ
せ
自
体
が
目
を
引
く
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
点
か
ら
、
秋
櫻
子
の
句
は
季
語
の
本
意
を
損
ね
ず
、

美
し
さ
に
重
き
を
置
く
も
の
だ
っ
た
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

秋
櫻
子
が
損
壊
を
免
れ
た
「
鐘
」
を
き
っ
か
け
に
し
て
「
浦
上
天
主
堂
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五
句
」
を
作
っ
た
こ
と
、
そ
れ
も
そ
の
場
で
の
句
作
で
は
な
く
帰
京
後
の
作
で

あ
っ
た
こ
と
と
、
句
が
美
し
さ
を
帯
び
て
い
る
こ
と
は
切
り
離
せ
な
い
。

秋
櫻
子
は
関
東
大
震
災
で
被
災
し
て
お
り
、
大
量
死
の
場
に
立
ち
会
っ
た
の

は
長
崎
が
初
め
て
で
は
な
い
。
秋
櫻
子
は
関
東
大
震
災
で
も
体
験
を
俳
句
に

す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
西
村
睦
子
（
二
〇
〇
九
）
は
、
そ
の
理
由
を
秋
櫻
子

が
俳
句
は
「
自
然
の
詩
趣
」
を
詠
む
も
の
で
あ
り
「
現
実
に
も
が
く
人
間
」

を
描
く
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
た
か
ら
だ
と
説
明
し
て
い
る

。
こ
の
秋
櫻

(21)

子
の
考
え
は
秋
櫻
子
の
師
・
高
濱
虚
子
の
言
葉
に
基
づ
い
て
い
る
。

秋
櫻
子
に
は
自
身
が
出
来
事
の
直
接
の
当
事
者
か
当
事
者
で
な
い
か
は
、

俳
句
に
出
来
る
／
出
来
な
い
に
関
係
の
な
い
こ
と
だ
っ
た
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

だ
が
、
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
の
弾
圧
も
浦
上
天
主
堂
を
始
め
と
し
た
被
爆
地
も

「
現
実
に
も
が
く
人
間
」
抜
き
に
は
語
れ
な
い
出
来
事
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
、

秋
櫻
子
は
キ
リ
ス
ト
教
弾
圧
の
事
実
を
示
す
品
々
を
展
示
す
る
博
物
館
で
は

即
座
に
俳
句
を
詠
み
、
浦
上
天
主
堂
で
は
「
帰
京
」
と
い
う
手
続
き
な
し
に

は
俳
句
を
詠
め
な
か
っ
た
の
か
。

多
く
の
命
が
犠
牲
に
な
っ
た
被
爆
地
や
自
然
災
害
の
被
災
地
な
ど
を
訪
れ
る

観
光
を
ダ
ー
ク
ツ
ー
リ
ズ
ム

と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
。
長
崎
の
地
で
博
物
館
や

(22)

被
爆
地
を
巡
っ
た
秋
櫻
子
の
旅
は
こ
の
概
念
に
近
い
旅
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

秋
櫻
子
の
南
蛮
文
化
と
被
爆
遺
構
の
受
容
の
違
い
に
つ
い
て
、
岡
本
亮
輔
の
考

察
が
手
掛
か
り
と
な
る
。

上
の
議
論
を
踏
ま
え
る
と
、
死
の
出
来
事
と
の
時
間
的
空
間
的
距
離
、

娯
楽
性
・
商
業
性
／
教
育
性
・
反
省
性
と
い
っ
た
観
点
か
ら
、
ダ
ー
ク

ツ
ー
リ
ズ
ム
を
腑
分
け
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
先
の
例
で
言

え
ば
、
衣
川
、
本
能
寺
、
関
ヶ
原
、
壇
ノ
浦
で
起
き
た
戦
い
は
時
間
的

に
遠
す
ぎ
る
。
こ
れ
ら
は
、
た
し
か
に
日
本
で
起
き
た
出
来
事
だ
。
し

か
し
、
多
く
の
人
は
、
そ
れ
ら
と

世
紀
を
生
き
る
自
分
た
ち
と
の
間

21

に
連
続
性
を
感
じ
と
れ
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
い
か
に
非
業
の
死
や
大
量

死
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
時
間
的
距
離
の
大
き
さ
が
あ
る
た
め
、
ダ
ー
ク

ツ
ー
リ
ズ
ム
で
は
な
く
、
歴
史
ツ
ー
リ
ズ
ム
と
し
て
体
験
さ
れ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。

(23)

秋
櫻
子
の
見
た
博
物
館
の
展
示
品
は
、
キ
リ
ス
ト
教
弾
圧
に
よ
っ
て
多
く
の

命
が
犠
牲
に
な
っ
た
事
実
を
示
す
こ
と
に
間
違
い
な
い
も
の
の
、
江
戸
か
ら
明

治
に
か
け
て
の
出
来
事
で
あ
っ
た
た
め
に
、
一
九
五
〇
年
代
か
ら
は
時
間
的
距

離
が
開
い
て
い
た
。
ゆ
え
に
、
秋
櫻
子
は
こ
れ
ら
の
体
験
を
ダ
ー
ク
ツ
ー
リ
ズ

ム
で
は
な
く
歴
史
ツ
ー
リ
ズ
ム
と
し
て
受
容
し
た
。
秋
櫻
子
は
弾
圧
の
犠
牲
に

な
っ
た
信
徒
た
ち
と
の
連
続
性
を
感
じ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
「
現
実
に
も
が

く
人
間
」
が
い
た
こ
と
は
事
実
だ
が
、
所
謂
俳
枕
と
呼
ば
れ
る
名
所
と
同
じ

よ
う
に
俳
句
に
詠
む
こ
と
が
で
き
た
。

一
方
で
、
秋
櫻
子
は
被
爆
遺
構
で
あ
る
浦
上
天
主
堂
で
ア
ウ
ラ
と
も
と
れ

る
「
大
き
な
感
動
」
を
抱
く
。
約
二
〇
年
前
の
出
来
事
で
あ
る
原
爆
投
下
に

よ
る
惨
禍
は
連
続
性
を
断
ち
切
る
に
は
時
間
的
距
離
が
開
い
て
い
な
か
っ
た
。

そ
の
上
、
大
浦
天
主
堂
の
よ
う
に
修
理
も
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
浦
上
天
主
堂
で

の
体
験
は
、
彼
の
俳
句
に
欠
か
せ
な
い
要
素
で
あ
る
美
し
さ
や
格
調
高
さ
と
は

相
反
す
る
「
現
実
に
も
が
く
人
間
」
を
、
真
正
性
を
伴
っ
て
秋
櫻
子
に
示
し

た
。
そ
の
た
め
、
秋
櫻
子
は
浦
上
天
主
堂
に
お
い
て
俳
句
を
詠
む
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

た
だ
し
本
来
の
役
割
を
果
た
し
続
け
る
「
鐘
」
は
こ
の
論
理
か
ら
外
れ
、

俳
句
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
な
ぜ
か
。
秋
櫻
子
は
損
壊
を
免
れ
て
「
い
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ま
も
信
徒
に
刻
を
知
ら
せ
て
ゐ
る
」「
鐘
」
を
中
心
に
、
人
々
が
原
爆
以
前
／

以
後
で
変
わ
ら
な
い
営
み
を
続
け
て
い
る
と
捉
え
て
い
る
。
こ
の
「
鐘
」
と
、

寂
寞
の
情
感
と
人
々
が
せ
わ
し
く
働
く
本
意
を
持
つ
季
語
「
麦
秋
」
と
を
取

り
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
そ
の
出
来
事
の
以
前
／
以
後
で
大
き
く
変
容
し
た
「
現

実
に
も
が
く
人
間
」
と
の
連
続
性
を
断
ち
、
秋
櫻
子
の
句
作
に
欠
か
せ
な
い

美
し
さ
を
付
与
で
き
る
と
考
え
た
の
で
は
な
い
か
。

俳
人
・
富
安
風
生
は
、「
聖
廃
墟
」
が
こ
う
し
た
秋
櫻
子
の
美
意
識
を
凝

縮
し
た
言
葉
だ
と
評
す
る
。

そ
れ
は
作
者
の
、
格
調
の
高
い
一
流
の
句
風
と
い
ふ
こ
と
に
も
繋
が
る
し
、

ま
た
句
の
柄
合
ひ
が
純
粋
無
雑
で
、
混
色
を
容
れ
な
い
と
い
ふ
こ
と
に
も

関
係
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
強
い
て
一
口
に
言
ふ
な
ら
ば
、
申
分

の
な
い
豊
か
に
快
い
匂
ひ
と
潤
ほ
ひ
、
明
る
さ
、
美
し
さ

―
こ
れ
が
秋

櫻
子
調
を
今
日
に
代
表
す
る
「
残
鐘
」
の
、
悩
殺
す
る
や
う
な
魅
力
と

な
つ
て
ゐ
る
と
思
ふ
。
と
同
時
に
ま
た
そ
れ
が
一
方
で
、
ど
こ
か
さ
う
い

ふ
完
成
に
反
す
る
レ
ヂ
ス
タ
ン
ス
の
素
と
も
な
つ
て
ゐ
は
し
な
い
か
と
わ

た
し
は
思
ふ
。

〔
中
略
〕（
樫
本
注
＝
『
残
鐘
』
か
ら
右
の
例
に
当
て
は
ま
る
句
を
並
べ
て
い
る
。

そ
の
中
に
〈
麦
秋
の
中
な
る
が
悲
し
聖
廃
墟
〉
が
あ
る
）

「
聖
廃
墟
」
に
見
る
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
と
レ
ア
リ
ズ
ム
と
の
妙
に
も
美
し

い
交
錯
と
渾
融
。

(24)

「
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
と
レ
ア
リ
ズ
ム
と
の
妙
に
も
美
し
い
交
錯
と
渾
融
」
と
い

う
評
が
、
秋
櫻
子
の
句
作
の
特
徴
を
端
的
に
表
し
て
い
る
。「
聖
廃
墟
」
と
い

う
言
葉
は
被
爆
遺
構
・
浦
上
天
主
堂
を
端
的
に
示
し
て
「
リ
ア
リ
ズ
ム
」
を

保
障
し
な
が
ら
も
、
被
爆
遺
構
の
文
脈
を
可
能
な
限
り
削
ぎ
落
し
て
「
リ
ア
リ

ズ
ム
」
と
「
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
」
を
融
合
さ
せ
る
。
風
生
が
「
聖
廃
墟
」
に
見

出
す
「
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
」
は
、
秋
櫻
子
が
俳
句
に
し
え
た
南
蛮
趣
味
、
キ
リ

ス
ト
教
モ
チ
ー
フ
の
イ
メ
ー
ジ
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
原
爆
が
「
豊
か
に
快
い

匂
ひ
と
潤
ほ
ひ
、
明
る
さ
、
美
し
さ
」
と
無
縁
の
出
来
事
で
あ
る
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
秋
櫻
子
の
俳
句
に
不
可
欠
な
こ
の
要
素
を
満
た
す
た

め
に
、
浦
上
天
主
堂
は
「
聖
廃
墟
」
と
言
い
換
え
ら
れ
た
。「
聖
廃
墟
」
は
「
現

実
に
も
が
く
人
間
」
を
そ
ぎ
落
と
し
、
キ
リ
ス
ト
教
モ
チ
ー
フ
に
重
き
を
置
い

た
「
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
と
レ
ア
リ
ズ
ム
」
の
「
渾
融
」
を
示
す
語
な
の
で
あ
る
。

三
、
詞
華
集
に
お
け
る
「
聖
廃
墟
」
の
使
用

三
―
一
、
研
究
対
象

本
節
で
は
秋
櫻
子
の
「
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
と
レ
ア
リ
ズ
ム
」
の
「
渾
融
」
を

含
意
す
る
「
聖
廃
墟
」
が
、
ど
の
よ
う
に
人
々
に
受
容
さ
れ
表
現
さ
れ
て
い
っ

た
の
か
を
、
原
爆
俳
句
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
と
平
和
祈
念
俳
句
大
会
に
お
け
る
表
現

か
ら
明
ら
か
に
す
る
。
研
究
対
象
は
次
の
通
り
。

・
句
集
長
崎
刊
行
委
員
会
編
『
句
集
長
崎
』（
一
九
五
五
、
平
和
教
育
研
究
集

会
事
務
局
）

・
長
崎
原
爆
忌
俳
句
大
会
実
行
委
員
会
編
『
句
集
長
崎
２
』（
一
九
八
五
、
長

崎
原
爆
忌
俳
句
大
会
実
行
委
員
会
）

・
長
崎
原
爆
忌
平
和
祈
念
俳
句
大
会
実
行
委
員
会
編
『
原
爆
俳
句

1954-2020
』（
二
〇
二
一
、
え
ぬ
編
集
室
）
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『
句
集
長
崎
』

の
掲
載
人
数
と
句
数
は
、
稿
者
に
よ
る
調
査
で
収
録
者
は

(25)

重
複
な
し
で
六
一
二
名
、
句
数
は
二
四
三
六
句
だ
っ
た
。
投
句
者
の
名
前
間

違
い
や
、
同
じ
部
内
で
同
一
作
者
に
よ
る
句
の
二
か
所
に
わ
た
る
掲
載
（
句
の

重
複
は
な
し
）
、
居
住
地
区
の
不
統
一
な
ど
、
不
備
が
目
立
つ
。
刊
行
当
時
多

く
が
売
れ
残
り
焼
却
処
分
さ
れ
た

。
(26)

『
句
集
長
崎
２
』

は
第
一
回
長
崎
原
爆
忌
俳
句
大
会
か
ら
一
九
八
五
年
大

(27)

会
の
総
記
録
を
主
と
し
、
寄
稿
を
中
心
に
作
家
に
よ
る
連
作
・
群
作
形
式
の

句
を
含
め
た
エ
ッ
セ
イ
、
メ
モ
、
資
料
な
ど
が
含
ま
れ
た
詞
華
集
で
あ
る
。『
句

集
長
崎
』
の
刊
行
や
長
崎
原
爆
俳
句
大
会
で
も
中
心
的
役
割
と
な
っ
た
隈
治

人
が
発
行
者
。
巻
頭
の
松
尾
敦
之
「
火
を
継
ぐ
」
は
ガ
リ
版
句
集
の
完
全
再

録
で
、
ガ
リ
版
句
集
の
完
全
復
元
は
刊
行
当
時
、
本
書
だ
け
で
確
認
で
き
た
。

実
物
は
『
句
集
長
崎
』
と
比
べ
入
手
し
や
す
い
。

『
原
爆
俳
句

1954-2020

』
は
二
〇
一
九
年
に
長
崎
市
に
よ
る
「
被
爆

周
75

年
記
念
事
業
」
の
一
環
と
し
て
作
成
さ
れ
た
。
長
崎
原
爆
忌
平
和
記
念
俳
句

大
会
の
全
入
選
作
品
を
掲
載
し
て
い
る

。
そ
の
他
に
年
表
、
関
係
者
の
寄
稿

(28)

文
も
収
録
。「
浦
上
」
や
「
き
の
こ
雲
」
と
い
っ
た
原
爆
に
関
連
し
、
句
に
頻

出
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
の
索
引
も
収
録
し
て
あ
る
。
Ｄ
Ｖ
Ｄ
も
付
録
さ
れ
、
前
述

の
『
句
集
長
崎
』
な
ど
の
Ｐ
Ｄ
Ｆ
デ
ー
タ
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

三
―
二
、「
聖
廃
墟
」
あ
る
い
は
「
廃
墟
」
を
用
い
た
句

次
に
示
す
の
は
、
三
つ
の
資
料
か
ら
抄
出
し
た
「
聖
廃
墟
」
あ
る
い
は
「
廃

墟
」
を
含
ん
だ
句
で
あ
る
。『
原
爆
俳
句

1954-2020

』
か
ら
は
各
俳
句
大
会

の
入
選
作
品
な
ど
か
ら
抄
出
し
た
た
め
、
句
と
と
も
に
大
会
情
報
を
付
す
。『
句

集
長
崎
２
』
に
は
「
聖
廃
墟
」
を
用
い
る
句
が
な
か
っ
た
た
め
、「
廃
墟
」
を

用
い
て
い
る
句
を
抄
出
し
た
。

【
資
料
１
】『
原
爆
俳
句1954-2020

』
よ
り
「
聖
廃
墟
」
を
用
い
た
句

・
一
九
五
四
年

第
一
回
原
爆
忌
平
和
記
念
俳
句
大
会

(29)

聖
廃
墟
裸
子
が
攀
づ
隠
れ
な
し

小
林
康
治

・
一
九
五
六
年

第
三
回
原
水
爆
禁
止
世
界
大
会
記
念
俳
句
大
会

聖
廃
墟
仰
げ
ば
ま
ぶ
し
大
西
日

梅
原
啄
朗
（
長
崎
）

・
一
九
五
七
年

第
四
回
長
崎
忌
平
和
記
念
俳
句
大
会

聖
廃
墟
ひ
ま
わ
り
楯
の
ご
と
咲
か
す

宮
脇
豊
子
（
福
岡
）

子
等
と
影
伸
ば
し
切
る
聖
廃
墟

矢
上
秋
生
（
長
崎
）

・
一
九
五
七
年

長
崎
俳
人
回
原
爆
忌
俳
句
大
会

(30)

玉
を
解
く
芭
蕉
彼
の
日
の
聖
廃
墟

倉
田
青
雞

・
一
九
五
八
年

第
五
回
長
崎
原
爆
忌
俳
句
大
会

己
が
影
踏
み
炎
天
の
聖
廃
墟

大
庭
ち
か
を
（
長
崎
）

・
一
九
五
八
年

「
原
爆
忌
三
十
句
（
以
前
の
作
品
の
抄
出
）」
よ
り

(31)

聖
廃
墟
黒
き
揚
羽
の
奇
蹟
め
き

笹
野
博
之

・
一
九
八
〇
年

第
二
七
回
長
崎
原
爆
俳
句
大
会

花
鳥
満
つ
れ
ど
ト
ル
ソ
ー
し
ぐ
れ
聖
廃
墟

田
村
菊
枝
（
長
崎
）

・
一
九
八
一
年

第
二
八
回
長
崎
原
爆
忌
俳
句
大
会

紫
蘇
も
め
ば
死
者
染
ま
り
く
る
聖
廃
墟

田
村
菊
枝

・
一
九
八
六
年

第
三
三
回
長
崎
原
爆
忌
俳
句
大
会

灼
け
残
る
た
た
き
に
人
型
聖
廃
墟

田
村
菊
枝

・
二
〇
〇
八
年

第
五
五
回
長
崎
原
爆
忌
平
和
記
念
俳
句
大
会

夏
雨
に
使
徒
の
首
墜
つ
聖
廃
墟

横
山
哲
夫
（
長
崎
）

聖
廃
墟
夏
手
套
が
通
り
過
ぐ

横
山
哲
夫
（
長
崎
）
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【
資
料
２
】『
句
集
長
崎
』
よ
り
「
聖
廃
墟
」
を
用
い
た
句

菊
さ
げ
て
黒
衣
の
尼
僧
聖
廃
墟

長
谷
川
史
郊
（
広
島
）

穂
芒
に
昼
月
あ
は
し
聖
廃
墟

長
谷
川
史
郊

邂
逅
や
晩
夏
光
濃
き
聖
廃
墟

山
本
素
彦
（
大
分
）

蛇
逃
げ
て
も
と
の
静
け
さ
聖
廃
墟

隅
治
人
（
長
崎
）

浦
上
天
主
堂

聖
廃
墟
地
下
た
び
梅
雨
に
跪
座
し
を
り

八
反
田
宏
（
長
崎
）

長
崎
暑
し
裸
灯
の
か
こ
む
聖
廃
墟

小
川
峰
翠
（
長
崎
）

【
資
料
３
】『
句
集
長
崎
２
』「
寄
稿
作
品
」
よ
り
「
廃
墟
」
を
含
ん
だ
句

「
お
さ
な
の
き
」

田
村
菊
枝

手
と
樹
皮
を
垂
ら
し
爆
心
の
百
日
紅

無
花
果
裂
け
て
種
子
お
そ
ろ
し
き
被
爆
の
木

万
緑
に
ど
よ
も
す
怒
り
死
魚
朱
し

紫
陽
花
あ
か
り
爆
碑
に
濡
れ
る
紙
の
鶴

た
ん
ぽ
ぽ
は
万
燈
廃
墟
の
夕
か
わ
ら

パ
ン
ジ
ー
の
爆
発
お
さ
な
き
忌
の
碑
銘

宵
ぼ
た
る
沖
へ
沖
へ
と
見
え
る
核

夾
竹
桃
語
り
部
と
な
る
爆
忌
今
日

原
爆
あ
る
な
マ
ッ
チ
一
本
の
吾
が
火
勢

丘
は
み
ど
り
爆
死
者
眠
る
そ
の
日
の
鎧

「
聖
廃
墟
」
は
『
句
集
長
崎
』
と
同
じ
く
原
爆
俳
句
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
と
し
て

出
版
さ
れ
た
『
句
集
広
島
』（
一
九
五
五
、
句
集
広
島
刊
行
会
編
）
に
は
見
ら
れ

な
い
。
つ
ま
り
、「
聖
廃
墟
」
は
長
崎
・
浦
上
の
原
爆
を
句
に
す
る
と
き
の
特

徴
語
と
い
え
る

。
(32)

【
資
料
１
】
で
は
、
五
九
年
～
七
九
年
の
二
〇
年
間
に
わ
た
っ
て
「
聖
廃
墟
」

を
用
い
た
投
句
は
な
い
。「
廃
墟
」
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
第
五
回
（
五
八
年
）

に
〈
己
が
影
踏
み
炎
天
の
聖
廃
墟
〉
の
投
句
が
見
ら
れ
た
の
ち
、
第
二
三
回

（
七
六
年
）
の
〈
忘
ら
れ
る
廃
墟
花
一
輪
に
原
爆
忌

石
橋
克
介
〉
ま
で
見

ら
れ
な
い
。
こ
の
空
白
に
浦
上
天
主
堂
の
撤
去
、
再
建
、
平
和
記
念
公
園
の

平
和
像
の
建
立
が
影
響
し
て
い
る
の
か
は
関
連
す
る
資
料
を
見
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
。【
資
料
３
】
で
は
、「
聖
廃
墟
」
を
用
い
た
句
は
な
い
。
そ
の
た
め
、

「
廃
墟
」
を
詠
み
こ
ん
だ
句
を
含
む
連
作
を
抄
出
し
た
。
こ
の
連
作
の
作
者

で
あ
る
田
村
菊
枝
は
、【
資
料
１
】
で
確
認
で
き
る
よ
う
に
長
崎
忌
平
和
記
念

大
会
で
八
〇
年
、
八
一
年
、
八
六
年
に
投
句
し
て
い
る
。
こ
こ
で
田
村
菊
枝

は
「
聖
廃
墟
」
を
詠
み
込
み
、
一
貫
し
た
問
題
意
識
を
見
せ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
句
群
か
ら
「
聖
廃
墟
」
が
説
明
不
要
な
語
か
ど
う
か
を
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
〈
菊
さ
げ
て
黒
衣
の
尼
僧
聖
廃
墟

長
谷
川
史
郊
〉

や
〈
夏
雨
に
使
徒
の
首
墜
つ
聖
廃
墟

横
山
哲
夫
〉
は
「
聖
廃
墟
」
に
「
黒

衣
の
尼
僧
」「
使
徒
」
と
い
っ
た
宗
教
的
キ
ー
ワ
ー
ド
を
重
ね
て
い
る
。
こ
れ

に
よ
り
「
聖
廃
墟
」
が
宗
教
的
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
、

そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
補
強
し
て
い
る
と
言
え
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
は
句
群
の
中
で

は
少
数
で
あ
る
。

そ
し
て
「
聖
廃
墟
」
が
被
爆
遺
構
・
浦
上
天
主
堂
で
あ
る
と
句
中
で
説
明

さ
れ
な
い
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
む
し
ろ
「
聖
廃
墟
」
に
よ
っ
て
何
か
を

説
明
し
よ
う
と
す
る
句
が
あ
る
。
例
え
ば
〈
玉
を
解
く
芭
蕉
彼
の
日
の
聖
廃

墟

倉
田
青
雞
〉
に
お
け
る
「
彼
の
日
」
は
「
聖
廃
墟
」
に
よ
っ
て
説
明
さ

れ
る
。
こ
の
句
の
季
語
は
「
玉
を
解
く
芭
蕉
」
だ
が
、
季
節
は
初
夏
で
あ
り
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八
月
を
含
ま
ず
、
ま
た
時
候
の
季
語
で
も
な
い
。
そ
の
た
め
「
彼
の
日
」
の
説

明
に
は
な
ら
な
い
。「
彼
の
日
」
を
考
え
る
手
が
か
り
は
「
聖
廃
墟
」
に
あ
り
、

「
聖
廃
墟
」
が
浦
上
天
主
堂
で
あ
る
と
了
解
し
て
い
る
読
者
に
と
っ
て
は
「
彼

の
日
」
は
八
月
九
日
と
理
解
さ
れ
る
。

さ
ら
に
〈
花
鳥
満
つ
れ
ど
ト
ル
ソ
ー
し
ぐ
れ
聖
廃
墟

田
村
菊
枝
〉
で
も

同
様
に
「
聖
廃
墟
」
は
説
明
さ
れ
ず
、
他
の
部
分
の
説
明
に
な
っ
て
い
る
。「
花

鳥
満
つ
れ
ど
」
は
句
中
の
具
体
物
「
ト
ル
ソ
ー
」
の
描
写
で
は
な
い
。
む
し
ろ

「
ト
ル
ソ
ー
」
は
「
聖
廃
墟
」
が
キ
リ
ス
ト
教
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ

て
何
の
ト
ル
ソ
ー
か
補
わ
れ
て
い
る
。「
聖
廃
墟
」
が
浦
上
天
主
堂
で
あ
る
と

理
解
し
た
読
者
に
は
破
損
し
た
聖
像
だ
と
読
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

例
外
と
し
て
〈
長
崎
暑
し
裸
灯
の
か
こ
む
聖
廃
墟

小
川
峰
翠
〉
だ
け
が

「
聖
廃
墟
」
が
何
か
を
特
定
す
る
た
め
に
「
長
崎
」
と
い
う
地
名
を
用
い
て
い

る
。【
資
料
１
】
か
ら
【
資
料
３
】
を
通
し
て
こ
の
句
だ
け
が
、
長
崎
の
平
和

俳
句
大
会
で
発
表
さ
れ
た
と
い
う
文
脈
を
排
し
て
「
聖
廃
墟
」
が
何
を
指
す

言
葉
な
の
か
を
読
者
に
示
唆
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

「
聖
廃
墟
」
は
浦
上
天
主
堂
を
示
す
語
と
し
て
、
秋
櫻
子
の
作
り
出
し
た
イ

メ
ー
ジ
を
頼
り
に
受
容
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

続
い
て
そ
の
伝
播
を
見
て
い
く
。
次
に
挙
げ
る
の
は
「
聖
廃
墟
」
と
同
じ
く

長
崎
の
被
爆
被
害
や
被
爆
遺
構
と
し
て
の
浦
上
天
主
堂
を
読
む
時
の
特
徴
語

と
思
わ
れ
る
「
聖
遺
壁
」
を
含
ん
だ
句
で
あ
る
。
長
崎
原
爆
平
和
記
念
大
会

の
句
よ
り
抄
出
し
た
。

亡
母
は
瞼
に
被
爆
使
徒
立
つ
聖
遺
壁山

中
と
し
お
（
第
一
五
回
・
六
八
年
）

聖
遺
壁
万
霊
と
蟻
地
よ
り
湧
く

坂
口
康
二
（
第
三
〇
回
・
八
三
年
）

葉
騒
消
え
陽
の
滴
り
の
聖
遺
壁

田
尻
吉
三
（
第
三
三
回
・
八
六
年
）

空
○

の
背
中
が
寒
い
聖
遺
壁

(33)

野
川
幸
江
（
第
三
七
回
・
九
〇
年
）

聖
遺
壁
仰
ぐ
兵
士
の
サ
ン
グ
ラ
ス

木
場
田
秀
俊
（
第
四
二
回
・
九
五
年
）

「
聖
遺
壁
」
も
「
聖
廃
墟
」
と
同
様
に
、
句
の
中
で
説
明
は
付
さ
れ
な
い
。

〈
聖
遺
壁
万
霊
と
蟻
地
よ
り
湧
く
〉〈
聖
遺
壁
仰
ぐ
兵
士
の
サ
ン
グ
ラ
ス
〉
は

な
ん
の
壁
な
の
か
、
な
ぜ
「
残
っ
て
」
い
る
の
か
、
俳
句
か
ら
は
分
か
ら
な
い
。

「
遺
壁
」
で
あ
れ
ば
、
城
跡
を
説
明
す
る
言
葉
と
し
て
使
用
例
が
あ
る
が
、『
日

本
大
百
科
全
書
』
で
は
「
平
和
公
園
」
の
項
目
に
旧
浦
上
天
主
堂
の
説
明
語

句
と
し
て
表
れ
る
。「
聖
遺
壁
」
は
そ
の
他
に
『
馬
酔
木
』（
一
九
八
八
・
四
）

の
田
中
蘇
水
の
連
作
作
品
の
タ
イ
ト
ル
に
な
っ
て
い
る
。
田
中
の
連
作
自
体
は

長
崎
の
様
子
を
詠
む
も
の
で
、
蘇
水
は
「
馬
酔
木
」
の
会
員
で
も
あ
り
、
こ

の
語
は
秋
櫻
子
の
「
聖
廃
墟
」
か
ら
連
想
さ
れ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

三
―
三
、「
聖
廃
墟
」
の
受
容
と
伝
播

こ
う
し
た
言
葉
の
受
容
と
伝
播
は
さ
ほ
ど
珍
し
く
な
い
。
有
名
な
の
は
中
村

草
田
男
の
〈
万
緑
の
中
や
吾
子
の
歯
生
え
初
む
る
〉

に
よ
っ
て
そ
れ
ま
で
季

(34)

語
で
な
か
っ
た
「
万
緑
」
が
伝
播
し
、
そ
の
後
様
々
な
俳
人
に
用
い
ら
れ
た
例

だ
。「
聖
廃
墟
」
の
語
の
初
出
は
今
回
調
査
し
き
れ
な
か
っ
た
が
、
少
な
く
と
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も
俳
句
に
お
け
る
「
聖
廃
墟
」
の
使
用
は
秋
櫻
子
の
〈
麦
秋
の
中
な
る
が
悲

し
聖
廃
墟
〉
が
初
め
て
と
考
え
ら
れ
る
。
秋
櫻
子
の
「
聖
廃
墟
」
も
「
万
緑
」

と
同
じ
よ
う
に
、
も
と
も
と
実
力
の
あ
る
俳
壇
の
有
力
者
が
名
句
を
作
り
、

そ
れ
が
人
口
に
膾
炙
し
た
た
め
に
、
名
句
を
名
句
た
ら
し
め
て
い
る
と
思
わ
れ

る
キ
ー
ワ
ー
ド
が
、
そ
の
他
大
勢
の
俳
人
や
俳
句
愛
好
家
に
使
用
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

と
は
い
え
「
万
緑
」
が
季
語
と
し
て
全
国
的
に
広
ま
っ
た
の
に
対
し
、
原
爆

遺
構
・
浦
上
天
主
堂
を
示
す
「
聖
廃
墟
」
は
使
わ
れ
る
文
脈
が
限
ら
れ
て
い

る
。
ゆ
え
に
、
こ
う
し
た
伝
播
が
成
立
す
る
に
は
、
俳
句
以
外
の
要
素
も
欠

か
せ
な
か
っ
た
。
そ
の
要
素
を
整
理
す
る
。

ま
ず
、
長
崎
と
い
う
場
所
で
あ
る
。
長
崎
は
秋
櫻
子
が
「
白
蛇
会
」
を
指

導
し
て
い
た
こ
と
も
相
ま
っ
て
、
被
爆
前
か
ら
秋
櫻
子
の
影
響
が
強
か
っ
た
。

そ
の
影
響
は
被
爆
後
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。「
残
鐘
雑
記
」
に
登
場
す
る
下

村
ひ
ろ
し
は
長
崎
馬
酔
木
会
の
中
心
人
物
で
、『
句
集
長
崎
』
の
編
集
員
で
も

あ
る
。『
句
集
長
崎
』
の
制
作
の
中
心
は
「
馬
酔
木
」
と
は
思
想
を
異
に
す
る

新
俳
句
人
連
盟
だ
っ
た
が
、
下
村
は
そ
の
中
で
も
馬
酔
木
の
人
間
と
し
て
『
句

集
長
崎
』
の
作
成
に
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
た
。
ま
た
、
平
和
記
念
俳
句
大

会
の
選
者
に
は
秋
櫻
子
の
高
弟
・
石
田
波
郷
が
名
を
連
ね
て
お
り
、
こ
う
し

た
大
会
や
長
崎
の
土
地
に
根
付
い
た
句
会
で
は
「
馬
酔
木
」
系
列
の
存
在
感

が
大
き
か
っ
た
。
秋
櫻
子
調
の
美
を
端
的
に
示
す
言
葉
で
あ
る
「
聖
廃
墟
」

が
受
け
入
れ
ら
れ
る
地
盤
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。「
馬
酔
木
」
や

長
崎
で
開
か
れ
る
句
会
な
ど
、
使
用
さ
れ
る
場
も
整
っ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
背
景
で
も
っ
て
秋
櫻
子
の
認
め
る
美
が
強
制
的
に
句
に
挿
入
さ

れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
次
の
よ
う
な
句
は
そ
こ
に
連
な
り
な
が
ら
も
、
秋
櫻
子

の
美
と
ず
れ
て
い
く
。

聖
廃
墟
裸
子
が
攀
づ
隠
れ
な
し

小
林
康
治

紫
蘇
も
め
ば
死
者
染
ま
り
く
る
聖
廃
墟

田
村
菊
枝

灼
け
残
る
た
た
き
に
人
型
聖
廃
墟

田
村
菊
枝

一
句
目
、「
裸
子
」
と
い
う
「
現
実
に
も
が
く
人
間
」
が
直
接
的
に
描
か
れ

て
い
る
。
田
村
菊
枝
の
句
は
「
死
者
」
や
被
爆
に
よ
っ
て
残
っ
た
「
人
型
」
を

直
接
描
写
し
、
同
じ
く
秋
櫻
子
調
の
「
美
」
で
は
排
除
さ
れ
た
モ
チ
ー
フ
を

詠
み
こ
ん
で
い
る
。

田
村
菊
枝
は
、
三
―
二
で
示
し
た
よ
う
に
度
々
「
聖
廃
墟
」
を
用
い
た
句

を
平
和
俳
句
大
会
に
投
句
し
て
い
る
。
句
を
今
一
度
確
認
す
る
。

・
一
九
八
〇
年

第
二
七
回
長
崎
原
爆
俳
句
大
会

花
鳥
満
つ
れ
ど
ト
ル
ソ
ー
し
ぐ
れ
聖
廃
墟

田
村
菊
枝
（
長
崎
）

・
一
九
八
一
年

第
二
八
回
長
崎
原
爆
忌
俳
句
大
会

紫
蘇
も
め
ば
死
者
染
ま
り
く
る
聖
廃
墟

田
村
菊
枝

・
一
九
八
六
年

第
三
三
回
長
崎
原
爆
忌
俳
句
大
会

灼
け
残
る
た
た
き
に
人
型
聖
廃
墟

田
村
菊
枝

「
お
さ
な
の
忌
」

田
村
菊
枝

手
と
樹
皮
を
垂
ら
し
爆
心
の
百
日
紅

無
花
果
裂
け
て
種
子
お
そ
ろ
し
き
被
爆
の
木

万
緑
に
ど
よ
も
す
怒
り
死
魚
朱
し

紫
陽
花
あ
か
り
爆
碑
に
濡
れ
る
紙
の
鶴

た
ん
ぽ
ぽ
は
万
燈
廃
墟
の
夕
か
わ
ら
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パ
ン
ジ
ー
の
爆
発
お
さ
な
き
忌
の
碑
銘

宵
ぼ
た
る
沖
へ
沖
へ
と
見
え
る
核

夾
竹
桃
語
り
部
と
な
る
爆
忌
今
日

原
爆
あ
る
な
マ
ッ
チ
一
本
の
吾
が
火
勢

丘
は
み
ど
り
爆
死
者
眠
る
そ
の
日
の
鎧

こ
の
う
ち
〈
花
鳥
満
つ
れ
ど
ト
ル
ソ
ー
し
ぐ
れ
聖
廃
墟
〉
は
「
花
鳥
満
つ
」

「
ト
ル
ソ
ー
し
ぐ
れ
」
が
秋
櫻
子
調
の
美
に
連
な
る
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
の
要
素

で
あ
り
、〈
た
ん
ぽ
ぽ
は
万
燈
廃
墟
の
夕
か
わ
ら
〉
も
「
た
ん
ぽ
ぽ
」
を
「
万

燈
」
に
見
立
て
る
と
こ
ろ
に
同
様
の
要
素
が
見
ら
れ
る
。
田
村
菊
枝
が
「
聖

廃
墟
」
を
継
続
的
に
読
み
続
け
る
中
で
、「
聖
廃
墟
」
を
秋
櫻
子
の
作
り
出
し

た
イ
メ
ー
ジ
に
寄
り
か
か
る
形
で
使
用
し
た
り
、
逆
に
相
対
化
し
よ
う
と
し
た

り
し
て
い
る
こ
と
は
、
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
聖
廃
墟
」
の
語
彙
イ
メ
ー

ジ
が
秋
櫻
子
の
句
に
よ
っ
て
固
め
ら
れ
る
中
で
、
そ
う
し
た
表
象
に
収
ま
ら
な

い
実
作
も
試
み
ら
れ
て
い
た
。

四
、
終
わ
り
に

本
稿
の
目
的
は
、
俳
句
が
原
爆
被
害
の
様
相
を
現
物
と
し
て
場
に
留
め
る

あ
る
い
は
留
め
て
い
た
原
爆
遺
構
・
浦
上
天
主
堂
を
ど
の
よ
う
に
対
象
化
し
、

人
々
は
そ
の
よ
う
な
俳
句
を
ど
う
受
容
し
て
き
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

で
あ
っ
た
。
本
稿
の
成
果
を
確
認
す
る
。

ま
ず
水
原
秋
櫻
子
の
句
集
や
句
作
に
関
す
る
資
料
を
整
理
す
る
こ
と
に
よ

り
、
秋
櫻
子
が
重
要
視
し
た
美
的
感
覚
を
確
認
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
と
相
反

す
る
体
験
だ
っ
た
浦
上
天
主
堂
の
訪
問
を
秋
櫻
子
が
ど
の
よ
う
に
句
作
に
落

と
し
込
ん
だ
か
を
指
摘
し
た
。
秋
櫻
子
が
長
崎
を
訪
れ
た
動
機
は
キ
リ
シ
タ
ン

文
化
や
南
蛮
文
化
へ
の
憧
憬
で
あ
り
、
浦
上
天
主
堂
も
こ
の
延
長
線
上
に
置
か

れ
て
い
た
が
、
浦
上
天
主
堂
を
訪
れ
た
秋
桜
子
は
、
そ
の
場
で
即
座
に
俳
句
を

詠
む
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
秋
櫻
子
は
、
帰
京
に
よ
っ
て
時
間
的
・
空
間
的

に
浦
上
天
主
堂
と
距
離
を
取
る
こ
と
で
、
天
主
堂
を
対
象
化
す
る
こ
と
に
成

功
し
「
浦
上
天
主
堂

五
句
」
を
作
っ
た
。
俳
句
に
使
用
さ
れ
た
浦
上
天
主

堂
を
言
い
換
え
た
語
彙
「
聖
廃
墟
」
は
、
発
表
当
時
秋
櫻
子
の
創
作
態
度
を

反
映
し
た
美
的
な
到
達
点
と
し
て
評
価
さ
れ
た
。

秋
櫻
子
の
美
的
感
覚
は
句
集
名
『
残
鐘
』
に
も
生
か
さ
れ
た
。
本
稿
で
指

摘
し
た
よ
う
に
、『
残
鐘
』
と
い
う
句
集
名
は
鐘
本
来
の
使
わ
れ
方
を
し
な
く

な
っ
た
南
蛮
寺
の
「
遺
鐘
」
と
、
被
爆
被
害
を
受
け
な
が
ら
も
鐘
と
し
て
の
役

割
を
果
た
し
続
け
る
こ
と
に
な
っ
た
浦
上
天
主
堂
の
鐘
を
意
図
せ
ず
区
別
し

た
。
代
案
の
「
遺
鐘
」
が
採
用
さ
れ
て
い
れ
ば
、
浦
上
天
主
堂
の
鐘
は
当
時

も
使
わ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
南
蛮
寺
の
鐘
と
同
じ
よ
う
に
も
は
や
役

目
を
終
え
た
も
の
と
し
て
の
意
味
が
付
加
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
キ

リ
シ
タ
ン
弾
圧
の
歴
史
と
原
爆
被
害
と
が
美
し
さ
と
い
う
視
点
で
関
係
づ
け
ら

れ
て
し
ま
っ
た
か
も
し
れ
な
か
っ
た
。
以
上
の
点
で
『
残
鐘
」
は
音
感
を
超
え

た
意
義
を
有
し
て
い
る
。

一
方
で
、
秋
櫻
子
は
美
的
な
到
達
を
第
一
と
し
て
「
聖
廃
墟
」
を
表
象
す

る
と
き
、
浦
上
天
主
堂
と
被
爆
の
被
害
に
苦
し
む
人
々
を
切
り
離
し
た
。
秋

櫻
子
が
永
井
隆
の
著
作
に
目
を
通
し
て
い
た
記
録
は
な
い
。
し
か
し
〈
麦
秋
の

中
な
る
が
悲
し
聖
廃
墟
〉
の
句
に
お
い
て
原
爆
被
害
へ
の
感
情
を
「
悲
し
」
と

い
う
一
言
に
ま
と
め
上
げ
、「
現
実
に
も
が
く
人
間
」
を
巧
妙
に
隠
し
て
美
を

強
調
す
る
こ
と
は
、「
一
種
の
明
る
さ
を
も
っ
て
被
爆
体
験
」
を
語
り
、
被
爆

者
は
神
に
捧
げ
ら
れ
た
の
だ
と
す
る
「
浦
上
燔
祭
説
」
へ
の
関
連
を
感
じ
さ
せ
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る
。こ

れ
ら
の
危
険
性
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
詞
華
集
の
中
で
「
聖
廃
墟
」
を

用
い
た
俳
句
を
取
り
上
げ
、
秋
櫻
子
の
作
っ
た
語
彙
が
ど
の
よ
う
に
人
々
に
受

容
さ
れ
た
か
を
調
査
し
た
。
本
稿
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
句
が
秋
櫻
子
の
語
彙
イ

メ
ー
ジ
を
引
き
継
い
で
い
る
中
で
、
田
村
菊
枝
の
句
作
が
秋
櫻
子
の
「
聖
廃
墟
」

の
本
意
か
ら
ず
れ
た
句
作
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
発
見
し
た
。
田
村
菊
枝
は
秋

櫻
子
の
作
っ
た
語
彙
イ
メ
ー
ジ
を
反
復
す
る
句
を
作
っ
て
も
い
る
が
、「
聖
廃
墟
」

の
イ
メ
ー
ジ
再
考
を
図
る
句
の
発
見
は
俳
句
に
お
け
る
原
爆
表
象
に
お
い
て
重

要
で
あ
る
。

本
稿
で
は
踏
み
込
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
問
題
と
し
て
、
俳
句
に
お
け
る

「
み
な
す
」
行
為
の
倫
理
的
な
問
題
が
あ
る
。
秋
櫻
子
が
浦
上
天
主
堂
を
「
聖

廃
墟
」
を
言
い
換
え
た
こ
と
は
、
浦
上
天
主
堂
を
聖
な
る
廃
墟
と
み
な
し
た

こ
と
と
同
義
で
あ
る
。
こ
の
言
い
換
え
が
浦
上
天
主
堂
と
被
爆
の
被
害
に
苦
し

む
人
々
を
切
り
離
し
て
い
る
と
い
う
問
題
点
は
、
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
。
こ

れ
は
原
爆
表
象
の
枠
に
留
ま
る
問
題
で
は
な
く
、
む
し
ろ
俳
句
表
象
全
体
の

問
題
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

例
え
ば
、
西
山
泊
雲
の
〈
傘
さ
し
て
水
落
し
居
る
男
か
な
〉

は
、
書
き

(35)

手
が
傘
を
さ
す
対
象
を
「
男
」
と
み
な
し
て
い
る
。
季
語
は
「
水
落
と
し
」
つ

ま
り
「
落
と
し
水
」
で
、
季
節
は
秋
で
あ
る
。
秋
の
雨
の
降
る
中
、
傘
を
差

し
た
男
が
稲
の
生
長
に
不
要
に
な
っ
た
田
の
水
を
抜
い
て
い
る
光
景
を
描
い
て

い
る
。
掲
句
に
は
装
い
や
ふ
る
ま
い
と
い
っ
た
要
素
か
ら
男
性
と
み
な
す
力
学

が
働
い
て
い
る
。
手
法
と
し
て
は
写
生
の
句
だ
が
、
こ
の
句
は
対
象
の
性
自
認

を
置
き
去
り
に
し
て
お
り
、
書
く
と
い
う
行
為
が
孕
む
暴
力
性
を
読
み
取
る

こ
と
が
で
き
る
。
他
に
も
、
東
日
本
大
震
災
に
際
し
て
詠
ま
れ
た
照
井
翠
の

〈
双
子
な
ら
同
じ
死
顔
桃
の
花
〉

は
、「
双
子
な
ら
」
死
に
顔
も
「
同
じ
」

(36)

で
あ
る
と
み
な
し
て
、
双
子
と
い
う
属
性
を
持
っ
て
生
ま
れ
た
死
者
の
個
別
性

を
そ
ぎ
落
と
す
。
こ
の
句
に
つ
い
て
は
青
本
柚
紀
が
批
判
し
て
い
る
ほ
か
、
そ

の
他
の
照
井
句
に
は
、
関
悦
史
が
震
災
の
直
接
の
体
験
者
で
は
な
い
読
者
が
照

井
の
句
が
理
解
で
き
て
し
ま
う
も
の
だ
と
い
う
点
で
、
震
災
表
象
を
「
ス
ケ
ー

ル
ダ
ウ
ン
」
し
て
い
る
と
批
評
す
る

。
(37)

秋
櫻
子
の
「
聖
廃
墟
」
も
ま
た
、
浦
上
天
主
堂
を
〝
聖
な
る
廃
墟
〟
と
み

な
す
こ
と
で
一
句
を
成
立
さ
せ
、
同
時
に
被
爆
し
た
人
々
を
表
現
か
ら
切
り

離
し
た
点
で
、
同
様
の
暴
力
性
を
孕
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う

し
た
点
は
、
と
あ
る
語
彙
を
一
つ
だ
け
選
出
し
て
そ
の
使
用
に
つ
い
て
足
跡
を

追
う
本
稿
の
よ
う
な
研
究
方
法
で
は
十
分
に
考
察
を
深
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
浦

上
天
主
堂
を
表
現
す
る
他
の
語
彙
も
含
め
て
調
査
す
る
こ
と
で
、
俳
句
が
ど

の
よ
う
に
原
爆
遺
構
を
言
い
換
え
、
み
な
し
て
き
た
の
か
を
明
ら
か
に
で
き
る

だ
ろ
う
。「
原
爆
乙
女
」
や
「
原
爆
孤
児
」
と
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ
る
被
爆
者

の
表
象
も
同
様
で
あ
る
。

造
語
の
音
数
と
情
報
量
と
が
、
造
語
の
孕
む
問
題
を
超
え
て
受
容
さ
れ
、

ほ
と
ん
ど
相
対
化
さ
れ
な
い
ま
ま
今
日
に
至
っ
て
い
る
こ
と
は
、
俳
句
が
簡
潔

な
言
葉
、
特
に
名
詞
に
よ
っ
て
対
象
を
客
体
化
す
る
文
芸
で
あ
る
こ
と
の
問
題

点
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
。
本
稿
で
は
「
聖
廃
墟
」
に
注
目
し
た
が
、
こ
の

よ
う
な
社
会
的
文
脈
に
負
う
と
こ
ろ
の
多
い
俳
句
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
詞
華

集
の
中
で
集
団
的
に
使
用
さ
れ
る
言
葉
の
発
生
に
立
ち
返
っ
た
俳
句
の
読
解
を

行
い
た
い
。

稿
中
の
「
〔
前
略
〕
」「
〔
中
略
〕」
は
全
て
樫
本
に
よ
る
。
ま
た
、
稿
中
の
俳
句
の

引
用
は
〈

〉
を
使
用
し
た
。
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注

畑
中
佳
恵
「
近
代
文
学
に
お
け
る
「
南
蛮
趣
味
誕
生
」
の
「
同
時
代
」
」『
文

1
獻
探
究
』（
二
〇
〇
三
・
三
、
文
献
探
究
の
会
、
一
‐
二
三
頁
）
は
南
蛮
趣
味
が

生
ま
れ
た
同
時
代
の
言
説
を
整
理
し
、「
明
治
四
〇
年
以
前
の
「
外
国
一
般
」
あ

る
い
は
「
南
蛮
鉄
の
硬
さ
」
と
関
わ
る
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
の
振
幅
は
、
以
後
の
南

蛮
趣
味
に
お
い
て
「
ポ
ル
ト
ガ
ル
・
ス
ペ
イ
ン
・
イ
タ
リ
ア
と
そ
の
植
民
地
で
あ
っ

た
南
洋
の
地
域
」
と
い
う
幅
へ
と
淘
汰
さ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
の
「
南
蛮
」

一
語
と
対
応
し
て
立
ち
上
が
る
イ
メ
ー
ジ
の
幅
の
中
に
、
当
時
、
主
に
人
類
学
を

通
し
て
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
、
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
に
代
表
さ
れ
る
南
の
野
蛮
な
地

へ
の
志
向
と
、
そ
れ
を
支
配
す
る
側
で
あ
る
西
洋
・
近
代
へ
の
志
向
が
同
居
し
て
い

る
こ
と
は
、
と
て
も
興
味
深
い
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
北
原
白
秋

ら
が
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
た
の
は
、「
未
開
／
先
進
の
二
項
対
立
の
い
ず
れ
か
」
と
い

う
形
で
の
所
属
が
不
明
瞭
な
「
南
蛮
」
で
あ
っ
た
、
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。」（
八

頁
）
と
整
理
す
る
。

水
原
秋
櫻
子
『
俳
句
に
な
る
風
景
』（
一
九
三
五
、
交
蘭
社
、
一
四
五
‐
一
四

2
八
頁
）

命
名
は
高
橋
眞
司
に
よ
る
。

3

四
條
知
恵
『
浦
上
の
原
爆
の
語
り

―
永
井
隆
か
ら
ロ
ー
マ
教
皇
へ
』（
二
〇

4
一
五
、未
来
社
）、福
間
良
明「
被
爆
の
語
り
と
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
」『
焦
土
の
記
憶

―

沖
縄
・
広
島
・
長
崎
に
映
る
戦
後
』（
二
〇
一
一
、
新
曜
社
）

畑
中
佳
恵
「
被
爆
マ
リ
ア
」
川
口
隆
行
編
『〈
原
爆
〉
を
読
む
文
化
事
典
』（
二

5
〇
一
七
、
青
弓
社
、
二
八
〇
頁
）

水
原
秋
櫻
子
「
巻
末
に
」『
残
鐘
』（
一
九
五
二
、
竹
頭
社
）、
所
収
『
増
補
版

6

現
代
俳
句
体
系

第
九
巻
』（
一
九
八
〇
、
角
川
書
店
、
二
五
六
頁
）

山
口
青
邨
「「
残
鐘
」
鑑
賞
ノ
ー
ト
」『
馬
酔
木
』（
一
九
五
三
・
三
）
一
七
頁

7

一
二
三
二
年
成
立
。

8

今
川
了
俊
著
。
一
四
一
二
年
頃
成
立
。
群
書
類
従
本
に
よ
る
。

9

新
村
出
「
切
支
丹
宗
の
遺
物
」『
南
蛮
更
紗
』（
一
九
二
四
、
改
造
社
、
四
二

10
‐
四
三
頁
）

水
原
秋
櫻
子
「
邪
宗
門
図
譜
」『
新
樹
』（
一
九
三
三
、
交
蘭
社
、
一
七
‐
二

11
〇
頁
）

水
原
秋
櫻
子
「
残
鐘
雑
記
」『
馬
酔
木
』（
一
九
五
三
・
三
、
五
一
頁
）

12

私
が
長
崎
へ
行
つ
て
句
を
詠
み
た
い
と
い
ふ
の
は
、「
新
樹
」
時
代
か
ら
の
念
願

で
あ
つ
た
。
あ
の
句
集
に
は
「
邪
宗
門
図
譜
」
と
い
ふ
一
聯
の
作
が
あ
る
が
、
常

時
長
崎
医
大
に
白
蛇
会
と
い
ふ
句
会
が
あ
つ
て
、
そ
の
句
稿
を
見
て
ゐ
た
ゝ
め
に
、

私
は
切
支
丹
関
係
の
写
真
集
を
も
ら
ひ
、
そ
れ
を
材
料
と
し
て
詠
ん
で
見
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
以
後
長
崎
の
こ
と
が
頭
を
は
な
れ
ず
、
写
真
や
絵
や
物
語
で
見
た
り

想
像
し
た
り
す
る
結
果
が
、
自
分
だ
け
の
長
崎
風
景
を
あ
れ
こ
れ
と
創
作
し
て
し

ま
ひ
、
句
を
詠
む
な
ら
ど
う
い
ふ
構
図
を
と
り
、
ど
う
い
ふ
色
彩
を
配
合
し
よ
う

か
と
い
ふ
こ
と
ま
で
も
考
へ
る
や
う
に
な
つ
た
。

水
原
秋
櫻
子
「
残
鐘
雑
記
」『
馬
酔
木
』（
一
九
五
三
・
三
、
五
一
頁
）

13
「
木
倉
王
滝
」
も
そ
れ
で
、
失
敗
に
ち
か
い
出
来
だ
と
考
へ
る
と
、
そ
の
落
胆
が

あ
と
の
作
に
も
ひ
ゞ
い
て
、
去
年
の
春
ま
で
は
わ
れ
な
が
ら
調
子
が
わ
る
か
つ
た
。

そ
ん
な
と
き
に
、
竹
頭
社
版
の
悌
二
郎
君
の
「
風
雪
前
」
が
出
来
た
。
い
ゝ
句

集
だ
と
思
つ
た
。〔
中
略
〕
そ
の
う
ち
に
九
州
・
四
国
へ
の
旅
行
の
話
が
も
ち
あ
が

つ
た
が
、
こ
れ
は
殆
ど
私
の
知
ら
ぬ
う
ち
に
波
郷
君
や
、
悌
二
郎
君
が
御
膳
立
て

を
し
て
く
れ
た
の
で
、
た
ゞ
私
は
日
を
き
め
て
身
体
だ
け
持
つ
て
行
け
ば
よ
い
と
い

ふ
好
条
件
に
恵
ま
れ
た
の
で
あ
つ
た
。

古
典
で
詠
ま
れ
て
き
た
名
所
・
旧
跡
の
こ
と
で
あ
り
、
松
尾
芭
蕉
が
『
奥
の
細

14
道
』
で
歩
い
た
東
北
が
代
表
だ
が
、
そ
の
性
質
上
歌
枕
と
重
な
る
と
こ
ろ
も
多
い
。
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水
原
秋
櫻
子
「
軽
衣
旅
情
」『
馬
酔
木
』（
一
九
五
二
・
八
、
九
‐
一
一
頁
）

15
よ
り
長
崎
到
着
後
の
句
か
ら
二
一
句
を
抄
出
し
た
。

水
原
秋
櫻
子
「「
軽
衣
旅
情
」
日
記
」『
十
二
橋
の
紫
陽
花
』（
一
九
五
四
、
読

16
売
新
聞
社
、
二
〇
頁
）

「
「
軽
衣
旅
情
」
日
記
」『
十
二
橋
の
紫
陽
花
』（
一
九
五
四
、
読
売
新
聞
社
、

17
二
一
‐
二
二
頁
）

篠
田
悌
二
郎
、
佐
野
ま
も
る
、
桂
樟
蹊
子
、
相
馬
遷
子
、
小
島
昌
勝
、
澤
田

18
幻
詩
朗
、
能
村
登
四
郎
「
残
鐘
合
評
」『
馬
酔
木
』（
一
九
五
三
・
三
）
に
「
浦

上
の
廃
墟
に
対
し
て
、
大
浦
天
主
堂
は
「
修
理
完
く
成
り
」
と
せ
ら
れ
て
あ
る
。

先
生
の
お
気
持
は
落
ち
着
い
て
い
る
の
で
あ
ら
う
。
先
生
は
思
ふ
存
分
、
対
象
に

立
向
ひ
か
つ
切
り
込
ん
で
ゐ
ら
れ
る
感
が
あ
る
。
こ
の
「
燭
さ
は
に
」
の
お
作
な

ど
特
に
そ
の
感
が
大
き
い
。」
と
あ
る
。

福
間
良
明
『
「
戦
跡
」
の
戦
後
史

―
せ
め
ぎ
あ
う
遺
構
と
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
』

19
二
〇
一
五
、
岩
波
現
代
全
書
）。

「
「
軽
衣
旅
情
」
日
記
」『
十
二
橋
の
紫
陽
花
』（
一
九
五
四
、
読
売
新
聞
社
、

20
二
二
頁
）

西
村
睦
子
『「
正
月
」
の
な
い
歳
時
記
―
虚
子
が
作
っ
た
近
代
季
語
の
枠
組
み
』

21
（
二
〇
〇
九
、
本
阿
弥
書
店
、
三
一
四
頁
）

震
災
後
刊
行
さ
れ
た
［
ホ
ト
ト
ギ
ス
］

月
号
は
い
つ
も
の
通
り

月

、

10

8

24

25

日
締
切
の
句
だ
け
で
、
見
開
き
と
消
息
欄
に
虚
子
の
文
が
載
る
だ
け
で
あ
る
。

〔
中
略
〕

新
題
を
積
極
的
に
採
り
入
れ
、
実
際
に
客
観
写
生
し
て
詠
む
よ
う
に
推
進
し
、

誌
友
に
被
災
者
も
多
く
、
千
載
一
遇
で
体
験
し
た
こ
と
で
も
、
震
災
は
俳
句
で
詠

む
対
象
で
は
な
い
と
極
め
て
冷
淡
に
扱
っ
た
。
こ
こ
に
は
虚
子
の
俳
句
観
が
は
っ
き

り
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
俳
句
は
自
然
の
詩
趣
を
詠
む
も
の
で
あ
っ
て
、
現
実
に

も
が
く
人
間
を
描
く
も
の
で
は
な
い
と
。
そ
し
て
、
か
か
る
場
合
は
写
生
文
こ
そ

威
力
を
発
揮
す
る
と
し
て
、

月
号
で
数
編
の
震
災
体
験
記
を
載
せ
て
い
る
が
、

11

句
は
全
く
載
せ
て
い
な
い
。
子
を
背
負
い
火
で
顔
が
熱
く
な
る
よ
う
な
中
を
逃
げ

た
秋
櫻
子
で
さ
え
一
句
も
出
詠
し
て
い
な
い
。
こ
の

年
後
の
昭
和

年
に
は
花

4

9

鳥
諷
詠
を
唱
え
、
詠
む
対
象
は
花
鳥
諷
詠
、
詠
み
方
は
客
観
写
生
と
俳
句
を
定

義
し
た
。
俳
句
は
遊
芸
で
あ
り
極
楽
の
文
学
な
の
で
あ
る
。

「
ダ
ー
ク
ツ
ー
リ
ズ
ム
」
は
『
日
本
大
百
科
全
書
』
に
「
大
規
模
災
害
の
被
災

22
地
、
戦
争
の
激
戦
地
な
ど
多
く
の
人
が
犠
牲
に
な
っ
た
場
所
を
訪
ね
る
、
観
光
の

一
ジ
ャ
ン
ル
。
娯
楽
を
目
的
と
し
た
通
常
の
ツ
ー
リ
ズ
ム
と
区
別
し
た
呼
称
で
あ

る
。「
ブ
ラ
ッ
ク
ツ
ー
リ
ズ
ム
」black

tourism

、「
悲
し
み
の
ツ
ー
リ
ズ
ム
」grief

tourism

な
ど
と
も
よ
ば
れ
る
。〔
中
略
〕
ダ
ー
ク
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
基
本
的
な
目
的

は
、
そ
の
悲
惨
さ
を
後
世
に
伝
え
て
い
く
た
め
に
関
連
施
設
を
保
存
す
る
こ
と
（
保

全
目
的
）
や
、
現
地
を
訪
れ
る
こ
と
で
災
害
や
戦
争
の
悲
惨
さ
を
追
体
験
す
る
こ

と
（
学
習
目
的
）
に
あ
る
。」
と
あ
る
。

岡
本
亮
輔
「
ダ
ー
ク
ツ
ー
リ
ズ
ム
か
ら
見
る
聖
地
巡
礼

―
カ
ト
リ
ッ
ク
の
聖

23
遺
物
と
主
観
的
真
正
性

―
」『
立
命
館
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
』（
二
〇

一
六
・
三
、
立
命
館
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
六
七
‐
六
八
頁
）

富
安
風
生
「
残
鐘
雑
感
」『
馬
酔
木
』（
一
九
五
三
・
三
、
一
四
頁
）

24

現
在
は
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
、『
日
本
の
原
爆
記
録
⑱

25
原
爆
歌
集
・
句
集
長
崎
編
』（
二
六
）、『
原
爆
俳
句

1954-2020

』
の
三
つ
で
確

認
で
き
る
。
本
稿
で
は
『
原
爆
俳
句1954-2020

』
の
デ
ー
タ
を
調
査
に
用
い
た
。

早
川
雅
之
解
説
「
凝
縮
し
た
訴
え
の
重
さ
」『
日
本
の
原
爆
記
録
⑱

原
爆
歌

26
集
・
句
集
長
崎
編
』（
一
九
九
一
、
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
四
五
九
頁
）

現
在
は
国
立
国
会
図
書
館
の
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
お
い
て
確
認
可
能
な
ほ

27
か
『
日
本
の
原
爆
記
録
⑱

原
爆
歌
集
・
句
集
長
崎
編
』（
た
だ
し
、
第
二
部
、
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第
三
部
の
み
の
抄
録
。）、『
原
爆
俳
句1954-2020

』
に
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
と
し
て

全
編
収
録
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
『
原
爆
俳
句

1954-2020

』
の
デ
ー
タ
を
調

査
に
用
い
た
。

た
だ
し
、第
一
回
か
ら
第
一
五
回
ま
で
の
入
選
作
品
は
作
品
集
が
入
手
で
き
ず
、

28
『
句
集
長
崎
２
』
に
収
録
さ
れ
た
ま
と
め
に
依
っ
た
資
料
。「
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
つ

い
て
の
説
明
」
よ
り
。
そ
の
他
に
年
表
、
関
係
者
の
寄
稿
文
も
収
録
。

長
崎
原
爆
忌
を
追
悼
す
る
平
和
記
念
俳
句
と
後
援
の
会
。

29

第
四
回
長
崎
忌
平
和
記
念
俳
句
大
会
と
は
別
に
、
同
年
八
月
一
一
日
に
催
さ

30
れ
た
大
会
。

隈
治
人
「
矛
盾
の
論
理
を
破
ろ
う

第

回
原
爆
忌
を
迎
え
て
」

31

13

な
お
、
対
象
を
キ
リ
ス
ト
教
関
連
の
言
葉
と
す
る
と
「
聖
母
」「
聖
鐘
」
な
ど

32
が
『
句
集
広
島
』
に
見
ら
れ
る
。

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
は
「
？
」
と
あ
る
。
判
別
不
能
。

33
『
火
の
島
』（
一
九
三
九
、
龍
星
閤
）

34
『
泊
雲
句
集
』（
一
九
三
四
、
巧
芸
社
）

35
『
龍
宮
』（
二
〇
一
三
、
角
川
書
店
）

36

青
本
柚
紀
「
顔
の
な
い
双
子
」（
二
〇
一
八
・
一
一
・
八
、https://note.com

/

37nam
itom

inatoto/n/n27ee47eb9b0c

二
〇
二
一
年
一
二
月
八
日
閲
覧
）
、
関
悦

史
「
俳
句
形
式
の
胸
で
泣
く

照
井
翠
句
集
『
龍
宮
』
を
読
む
」（『
週
刊
俳
句
』

二
〇
一
二
・
一
二
・
一
六
、https://w

eekly-haiku.blogspot.com
/2012/12/blog-

post_4940.htm
l

二
〇
二
一
年
一
二
月
八
日
閲
覧
）


