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あ
り

森
や
川
や
海
で
す

そ
し
て

わ
た
し
は

あ
な
た
が
い
て

机
と
ペ
ン
が
あ
り

雨
が
降
り

太
陽
が
輝
き

大
地
と

森
と
川
と
海
が
あ
る
か
ら

わ
た
し
で
す

【
語
意
】
事じ

じ

む

げ

々
無
礙

　
華
厳
宗
の
第
四
祖
澄
観
が
唱
え
た
四
種
の
存

在
領
域
、「
事
法
界
」「
理
法
界
」「
理
事
無
礙
法
界
」

「
事
事
無
礙
法
界
」の
一
つ
。
事
事
無
礙
法
界（
事

象
と
事
象
と
が
妨
げ
な
く
交
流
・
融
合
す
る
世

界
）
を
究
極
の
世
界
観
と
す
る
。



せ
ん
。

　
仏
教
に
お
け
る
宇
宙
観
を
説
い
た
経

典
に
、『
華け
ご
ん
き
ょ
う

厳
経
』
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
経
典
を
本も
と

に
建
て
ら
れ
た
の
が
、
奈

良
の
東
大
寺
で
す
。
ご
本
尊
で
あ
る
大

仏
は
、
毘る
し
ゃ
な
ぶ
つ

盧
遮
那
仏
で
、
蓮
華
蔵
世
界

を
現
じ
て
い
る
と
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、

『
梵ぼ
ん
も
う
き
ょ
う

網
経
』
に
よ
る
と
、
蓮
弁
の
千
葉
一

つ
一つ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
百
億
の
世
界
を
含

む
千
の
世
界
を
な
す
大
蓮
華
の
世
界
で
、

毘
盧
遮
那
仏
は
、
そ
の
中
央
の
台
座
に

坐
し
て
、
千
の
化
身
の
釈
迦
仏
を
現
し
、

そ
れ
ら
が
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
百
億
の
化

身
の
釈
迦
仏
を
現
し
出
す
世
界
と
あ
り

ま
す
。
で
す
か
ら
、
大
仏
の
台
座
の
蓮

弁
に
は
、
仏・

菩
薩
が
、
毛

彫
り
に
よ
っ

て
細
か
く

ぎ
っ
し
り
描

か
れ
て
い
ま
す
。

事
々
無
礙
（
じ
じ
む
げ
）

　
先
般
、
日
本
も
参
加
し
て
い
る
欧
州

合
同
原
子
核
研
究
所
（
Ｃ
Ｅ
Ｒ
Ｎ
、
セ
ル

ン
）
の
実
験
チ
ー
ム
に
よ
っ
て
、
万
物
に

質
量
を
与
え
る
「
ヒ
ッ
グ
ス
粒
子
」
と

み
ら
れ
る
新
し
い
素
粒
子
が
発
見
さ
れ

た
と
、
新
聞
各
紙
等
で
大
き
く
報
道
さ

れ
ま
し
た
。

　
か
つ
て
は
、
原
子
を
「
ア
ト
ム
」、
つ

ま
り
、
分
割
で
き
な
い
も
の
と
名
付
け
、

究
極
の
物
質
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
し

か
し
、
原
子
は
原
子
核
と
電
子
で
構
成

さ
れ
、
そ
の
原
子
核
は
陽
子
と
中
性
子

に
分
け
ら
れ
、
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
は
い

く
つ
も
の
性
質
の
異
な
る
素
粒
子
に
よ
っ

て
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
、
現
代
の
物

理
学
は
証
明
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
素
粒
子
の
研
究
は
、
ノ
ー
ベ
ル

賞
を
と
ら
れ
た
湯
川
秀
樹
を
は
じ
め
、

朝
永
振
一
郎
・
小
柴
昌
俊
・
小
林
誠
・
益

川
敏
英
、特
に
、南
部
陽
一
郎
（
米
国
籍
）

と
い
う
日
本
の
物
理
学
者
の
貢
献
が
大

き
い
の
だ
そ
う
で
す
。
今
回
発
見
さ
れ

た
と
い
う
ヒ
ッ
グ
ス
粒
子
は
、
検
出
が

非
常
に
む
ず
か
し
く
、
神
の
存
在
が
と

ら
え
に
く
い
こ
と
に
喩た
と

え
て
「
神
の
粒

子
」と
呼
ん
だ
学
者
も
い
る
と
か
。
た
だ
、

そ
れ
を
捕
ま
え
た
か
ら
と
い
っ
て
、
宇
宙

の
全
体
が
把
握
で
き
た
と
は
、
と
て
も

い
え
な
い
そ
う
で
す
が
、
宇
宙
創
造
神

の
影
を
踏
ん
づ
け
る
く
ら
い
の
こ
と
は

で
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　
か
く
の
ご
と
く
、
一
口
に
物
質
と
い
っ

て
も
、
宇
宙
全
体
の
成
り
立
ち
か
ら
、

素
粒
子
と
い
う
捕
ら
え
が
た
い
も
の
を

捕
ま
え
な
い
と
理
解
で
き
な
い
と
同
じ

よ
う
に
、
人
間
も
、
宇
宙
の
中
の
生
物

と
い
う
物
質
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
捕
ら

え
が
た
い
心
が
宿
り
、
そ
う
い
っ
た
深
淵

な
宇
宙
を
包
含
し
て
い
る
自
己
を
知
る

と
い
う
こ
と
は
、
宇
宙
物
理
学
と
、
案

外
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
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こ
の
よ
う
な
世
界
観
は
、
大
宇
宙
の

中
に
い
く
つ
も
の
小
宇
宙
が
あ
る
と
い

う
銀
河
世
界
を
連
想
さ
せ
ま
す
し
、
表

題
に
掲
げ
ま
し
た
『
華
厳
経
』
の
中
心

思
想
で
あ
る
「
事
々
無
礙
」
と
い
う
考

え
方
は
、
素
粒
子
物
理
学
に
一
脈
通
ず
る

も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

　
仏
教
で
い
う
と
こ
ろ
の
空く
う

は
、
何
も
な

い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
、
素
粒

子
の
よ
う
な
も
の
が
充
満
し
て
い
る
状

態
で
、
条
件
が
調
っ
た
と
き
、
仏
教
で
は

そ
れ
を
縁え
ん

と
呼
び
ま
す
が
、
色し
き

（
形
あ

る
も
の
）
と
な
り
ま
す
。
そ
れ
を｢

空く
う

即そ
く

是ぜ
し
き色｣

と
い
い
、
縁
を
失
え
ば
「
色し
き

即そ
く
ぜ
く
う

是
空
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
私
と
い
う
人
間
は
、
両
親
と
の
関
わ

り
、
他
人
と
の
関
わ
り
、
家
・
食
物
・

道
具
等
々
、
あ
ら
ゆ
る
事
象
の
縁
と
の

関
わ
り
に
よ
っ
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ

り
、
同
時
に
、
私
は
、
あ
ら
ゆ
る
事
象

に
縁
を
与
え
つ
つ
、
存
在
し
て
い
る
も
の

で
も
あ
り
ま
す
。
一つ
の
事
象
は
、
多
く

の
事
象
と
縁
で
繋つ
な

が
り
、
ま
た
、
見
方

を
変
え
れ
ば
、
多
く
の
事
象
は
縁
に
よ
っ

て
、
一つ
の
事
象
を
存
在
せ
し
め
て
い
ま

す
。
つ
ま
り
、「
一
即
多
」
で
あ
り
「
多

即
一
」
と
も
い
え
る
の
で
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、「
色
即
是
空
・
空
即
是

色
」「
一
即
多
・
多
即
一
」、
事
象
と
事
象

と
が
妨
げ
る
こ
と
な
く
、
交
流
し
融
合

し
あ
っ
て
い
る
と
い
う
世
界
観
を
「
事
々

無
礙
」
と
い
い
ま
す
。
ま
た
、
事
象
と

事
象
と
が
相
互
に
関
係
し
あ
い
、
無
限

に
重
な
り
あ
っ
て
、
一
体
不
離
で
あ
る
と

い
う
こ
と
か
ら
「
重じ
ゅ
う
じ
ゅ
う
む
じ
ん

々
無
尽
」「
相
即
相

入
」
と
も
い
い
ま
す
。

　『
華
厳
経
』
と
い
う
経
典
は
、
膨
大
な

内
容
か
つ
複
雑
で
、
釈
尊
の
悟
り
を
そ

の
ま
ま
表
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
舎し
ゃ
り
ほ
つ

利
弗
や
目も
く

連れ
ん
の
よ
う
な
す
ぐ
れ
た
弟
子
で
も
理
解

で
き
な
か
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
を
、
理
解
し
よ
う
と
い
う
の
も
無

理
な
話
で
す
が
、「一
即
多・多
即
一
」「
事
々

無
礙
」「
重
々
無
尽
」「
相
即
相
入
」、
自

分
の
中
で
こ
う
い
っ
た
言
葉
を
繰
り
返
し

て
い
る
と
、
縦
横
無
尽
に
宇
宙
を
遊
ぶ

思
い
が
し
て
く
る
か
ら
不
思
議
で
す
。

　
私
ど
も
は
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
、

人
で
あ
れ
物
で
あ
れ
、
自
と
他
は
別
物

の
で
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

自
分
を
世
界
の
中
心
に
置
い
て
物
事
を

考
え
ま
す
の
で
、
そ
の
判
断
は
、
ど
う

し
て
も
自
利
に
偏か
た
より

、
時
に
対
立
が
生

ま
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
す
べ
て
の
関
係

総
和
の
中
に
自
分
を
置
い
た
と
き
、
世

界
は
が
ら
っ
と
変
わ
り
ま
す
。「
事
々
無

礙
」
と
い
う
こ
の
華
厳
の
教
え
は
、
難

解
な
面
は
あ
り
ま
す
が
、
こ
じ
れ
た
人

間
関
係
の
修
復
、
あ
る
い
は
自
然
環
境
・

エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
っ
た
問
題
を
考
え
て
い

く
上
で
も
、
よ
り
良
い
解
決
の
糸
口
に

な
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
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く
、
多
分
に
演
出
の
妙
が
影
響
し
て
く
る

も
の
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
こ
の
語
の
変
わ

り
方
は
正
し
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

 

　
　
　
　
　
　 （『
仏
教
の
こ
と
ば
』
ひ
ろ
さ
ち
や
監
修
）

▼iPhone

　
ソ
フ
ト
バ
ン
ク
孫
社
長
の
「iPhone

・

iPad

を
持
っ
て
い
な
い
人
は
人
生
を
悔
い

改
め
て
い
た
だ
き
た
い
」
は
過
言
に
し
て

も
、
当
方
、
最
近
使
い
始
め
ま
し
た
が
、

な
か
な
か
便
利
が
よ
ろ
し
い
。

◆
号
外
が
スマフ
ォ
に
届
く
パン
ダ
の
死
　
沐
魚

▼
ト
マ
ト

　
桃
太
郎
ト
マ
ト
が
、
そ
れ
な
り
に
実

り
ま
し
た
。
し
か
し
、
味
は
今
一つ
。
次

の
期
待
は
、
捨
て
ら
れ
て
い
た
馬ジ
ャ
ガ
イ
モ

鈴
薯
・

薩サ
ツ
マ
イ
モ

摩
芋・里サ
ト
イ
モ芋

で
、
収
穫
が
楽
し
み
で
す
。

◆
捥も

ぎ
た
て
の
ト
マ
ト
分
か
ち
て

　  

　
　
　
　
　Tea For Tw

o

　
沐
魚

で
き
る
の
が
面
白
い
。

　
こ
の
語
は
梵ぼ

ん
ご語
の

ヴ
ュ
ー
ハ（
配
置
を

意
味
す
る
）
と
ア
ラ

ン
カ
ー
ラ
（
飾
り
）

が
二
つ
合
わ
さ
っ
て

で
き
た
も
の
。
つ
ま

り
は
仏
身
、
仏
具
、

仏
土
を
ど
の
よ
う
な

飾
り
立
て
を
し
、
配

置
を
考
え
て
並
べ
る

か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
と
な
れ
ば
、
当
然
の
ご
と
く
立
派
で
重

厚
な
、
あ
り
が
た
い
ム
ー
ド
が
漂
っ
て
く

る
よ
う
な
イ
ン
テ
リ
ア
感
覚
が
必
要
に
な

る
。
つ
ま
り
は
、
こ
う
し
て
飾
り
立
て
た

結
果
の
様
子
を
、
本
来
の
意
味
と
取
り
違

え
て
し
ま
っ
た
も
の
の
よ
う
だ
。

　
も
っ
と
も
「
荘
厳
」
ム
ー
ド
は
、
そ
の

本
体
か
ら
に
じ
み
出
て
く
る
も
の
で
は
な

◎
荘
厳
（
そ
う
ご
ん
）

　
仏
教
で
は
、
し
ょ
う
ご
ん

0

0

0

0

0

と
発
音
す
る
。

『
広
辞
苑
』

に
よ
る
と
、

「
た
っ
と
く
お

ご
そ
か
な
こ

と
。
重
々
し

く
立
派
な
こ
と
」
と
あ
る
が
、語
源
を
探
っ

て
み
る
と
い
さ
さ
か
矛
盾
す
る
点
を
発
見
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今月の一言

お
盆
の
行
事
お
知
ら
せ

◎
精
霊
お
迎
え

 

○
平
和
公
園
墓
地　
８
月
12
日　
午
前
７
時
～
正
午

 

○
潮
音
寺
納
骨
堂　
８
月
13
日　
午
前
７
時
～
正
午

◎
盆
施
餓
鬼
会

　
　
８
月
19
日
（
日
）
午
後
１
時
30
分
～
２
時
45
分

お
彼
岸
の
行
事
お
知
ら
せ

◎
彼
岸
施
餓
鬼
会

　
　

 

９
月
23
日
（
日
）
午
後
１
時
30
分
～
２
時
45
分


