
■
続
・
ら
く
だ
日
記
（
三
十
八
） 

佐
怒
賀
正
美
■ 

 
朝
市
に
煮
貝
の
匂
ふ
雁
渡
し 

 
 
 

石
原
八
束 

 
 

（
昭
和
５
２
年
作
・
句
集
『
藍
微
塵
』
五
月
書
房
刊
） 

 

「
能
登
」
と
前
書
が
あ
る
。
風
土
感
の
よ
く
出
た
句
で
あ
る
。
能
登
の

煮
貝
と
い
え
ば
蒸
し
ア
ワ
ビ
あ
た
り
で
あ
ろ
う
か
。
朝
市
に
売
ら
れ
て

い
る
煮
貝
の
酒
や
醤
油
な
ど
の
匂
が
鼻
腔
を
く
す
ぐ
る
。
雁
渡
し
が
吹

く
頃
だ
と
す
れ
ば
、
秋
の
初
め
の
頃
か
と
思
う
。 

 

八
束
に
は
、
匂
い
の
句
は
少
な
い
。
こ
の
八
束
の
句
が
載
っ
て
い
る

句
集
『
藍
微
塵
』
の
中
か
ら
拾
っ
て
も
、〈
藍
壺
の
藍
の
匂
ひ
も
暑
き
島

〉〈
落
葉
焚
く
匂
ひ
月
夜
に
残
り
た
る
〉〈
肌
ゆ
あ
み
ゐ
て
落
葉
焚
き
匂

ひ
く
る
〉（
以
上
、
昭
５
２
）、〈
薬
匂
ふ
を
い
と
う
て
眠
る
雪
夜
な
る
〉

（
昭
５
３
）
く
ら
い
し
か
見
当
た
ら
な
い
。
最
後
の
「
薬
匂
ふ
」
の
句

が
病
床
な
ど
を
思
わ
せ
る
の
に
対
し
、
冒
頭
の
「
朝
市
」
の
句
は
、
日

常
生
活
の
健
や
か
さ
が
見
え
る
。 

 

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
在
住
の
青
柳
飛
さ
ん
が
、
十
月
末
に
こ
の
八
束

の
句
を
紹
介
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
サ
イ
ト
名

は

Blue Willow Haiku World (by Fay Aoyagi)

。
飛
さ
ん
は
、

日
本
の
俳
句
を
毎
日
一
、
二
句
英
語
に
翻
訳
し
て
ア
メ
リ
カ
の
俳
人
た

ち
に
紹
介
し
て
き
た
。
そ
の
サ
イ
ト
のToday s Haiku (October 28, 

2016)

の
記
事
を
見
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。 

朝
市
に
煮
貝
の
匂
ふ
雁
渡
し 

 
 

石
原
八
束 

asaichi ni nigai no niou kariwatashi 

             
smell of boiled shells 

            
 at a morning market 

            
 migrating geese wind 

Yatsuka Ishihara 

こ
の
よ
う
に
三
行
に
な
る
と
、
こ
の
句
の
特
徴
が
構
造
的
に
よ
く
見
え

る
。
一
行
目
は
煮
貝
の
匂
い
（
嗅
覚
）、
二
行
目
は
朝
の
市
場
（
主
に
視

覚
）、
そ
し
て
三
行
目
で
は
雁
渡
し
の
風
（
触
覚
）
と
、
感
覚
を
多
様
に

使
い
こ
な
し
て
い
る
。
そ
し
て
朝
市
の
平
面
性
に
対
し
て
、
雁
渡
し
の

立
体
性
が
も
た
ら
す
垂
直
性
と
奥
行
き
。
朝
市
の
閉
じ
ら
れ
た
世
界
で

の
こ
ま
ご
ま
し
た
動
き
と
、
は
る
ば
る
と
渡
り
来
る
「
雁
渡
し
」
の
大

き
な
空
間
も
魅
力
だ
。 

「
雁
渡
し
」
は
陰
暦
八
月
ご
ろ
に
吹
く
北
風
で
、
伊
豆
や
伊
勢
鳥
羽
、

志
摩
な
ど
の
方
言
と
も
あ
る
が
、
八
束
が
訪
ね
た
能
登
で
も
雁
が
渡
っ

て
く
る
頃
に
強
い
北
風
が
吹
い
て
い
た
の
に
違
い
な
い
。 



■
続
・
ら
く
だ
日
記
（
三
十
七
） 

佐
怒
賀
正
美
■ 

 
泣
き
は
れ
し
母
の
目
が
あ
る
簾
か
な 

 

老
川
敏
彦 

（
昭
和
五
八
年
作
・
句
集
『
露
の
目
』
富
士
見
書
房
刊
） 

 

私
が
「
秋
」
に
入
会
し
て
間
も
な
い
こ
ろ
に
発
表
さ
れ
、
強
烈
な
印
象

を
受
け
た
一
句
で
あ
る
。
老
川
さ
ん
の
代
表
句
と
も
い
え
る
。 

句
集
の
「
あ
と
が
き
」
に
、
作
者
自
ら
「
母
」
に
つ
い
て
書
き
残
し
て

い
る
の
で
少
し
長
い
が
引
く
。「
集
中
に
お
い
て
母
へ
の
追
慕
の
作
が
多

く
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
母
ひ
と
り
子
ひ
と
り
の
若
き
日
の
思
い
出
が

忘
れ
ら
れ
な
い
た
め
で
あ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
と
、
そ
の
前
後
の
二

十
年
余
り
の
月
日
は
、
飢
餓
と
貧
窮
の
連
続
で
あ
っ
た
。
そ
の
激
動
の

歳
月
を
、
女
手
ひ
と
つ
で
私
を
育
て
上
げ
て
く
れ
た
母
は
、
昭
和
三
十

二
年
六
月
、
僅
か
三
十
八
歳
の
若
さ
で
亡
く
な
っ
た
。
幼
少
の
頃
よ
り

訊
い
た
母
の
薄
倖
の
生
い
立
ち
と
、
そ
の
境
涯
へ
追
わ
れ
る
に
至
っ
た

運
命
の
無
情
さ
は
、
私
自
身
の
作
句
の
原
点
に
常
に
か
か
わ
り
、
人
生

派
と
も
言
う
べ
き
悲
愴
な
ま
で
の
詩
性
追
求
の
原
動
力
と
も
な
っ
て
来

た
」
と
。
老
川
さ
ん
の
、
境
涯
を
問
う
人
生
派
と
し
て
の
俳
句
の
起
点

が
こ
こ
に
あ
っ
た
。 

こ
の
句
集
に
は
、
母
の
思
い
出
の
句
が
散
見
さ
れ
る
。 

 

裏
切
ら
れ
ど
ほ
し
の
母
や
曼
珠
沙
華 

 
 

敏
彦 

 

狐
火
や
泣
か
な
く
な
り
し
母
な
き
子 

 
 
 

〃 

 

病
み
瘠
せ
の
母
の
顔
あ
る
日
除
か
な 

 
 
 

〃 

冒
頭
掲
出
の
句
は
、
こ
れ
ら
の
試
行
錯
誤
を
経
て
完
成
形
に
至
っ
た
の

だ
ろ
う
。
四
半
世
紀
の
昔
に
亡
く
な
っ
た
夭
逝
の
母
へ
の
思
い
が
、
よ

う
や
く
俳
句
の
器
に
叶
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
二
句
め
の
「
母
な
き
子
」

は
も
ち
ろ
ん
作
者
自
身
で
あ
ろ
う
。
母
も
薄
幸
に
泣
き
つ
づ
け
、
母
を

失
っ
た
幼
い
作
者
も
泣
き
続
け
た
。
狐
火
に
悲
運
を
弄
ば
れ
な
が
ら
。 

と
こ
ろ
で
、
冒
頭
の
「
簾
」
の
句
は
ど
の
よ
う
に
読
む
の
だ
ろ
う
。
母

は
単
な
る
薄
幸
を
嘆
く
の
で
は
な
く
、
自
分
の
短
命
を
悟
っ
て
泣
い
て

い
た
よ
う
に
も
思
え
る
。「
簾
」
は
幼
子
に
は
見
せ
た
く
な
い
泣
き
顔
を

隠
す
役
割
を
し
て
い
た
が
、
あ
る
日
、
作
者
は
思
い
が
け
ず
禁
断
の
簾

の
向
こ
う
側
に
踏
み
込
ん
で
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
日
以
来
、
罪

意
識
と
共
に
、
泣
き
は
れ
た
母
の
目
を
「
簾
」
に
感
じ
る
の
で
あ
っ
た
。 

最
後
に
句
集
の
題
名
に
も
な
っ
た
句
を
引
い
て
、
老
川
さ
ん
の
ご
冥
福

を
祈
り
な
が
ら
筆
を
お
き
た
い
。 

 
生
く
る
意
味
問
ひ
し
露
の
目
わ
が
娘
の
目 

 

敏
彦 

 



■
続
・
ら
く
だ
日
記
（
三
十
六
） 

佐
怒
賀
正
美
■ 

凌
霄

の

う

花 ぜ
ん

の
ほ
た
ほ
た
ほ
た
り
ほ
た
え
死 

文
挾
夫
佐
恵

（
昭
和
五
七
年
作
・
句
集
『
井
筒
』
東
京
四
季
出
版
） 

こ
れ
ま
で
何
気
な
く
愛
誦
し
て
い
た
句
が
突
然
深
々
と
見
え
て
く
る
と

き
が
あ
る
。
読
者
の
成
熟
を
待
っ
て
い
て
く
れ
る
句
な
の
だ
ろ
う
。
こ

の
句
も
そ
の
一
つ
。
ち
な
み
に
作
者
は
九
九
歳
の
と
き
句
集
『
白
駒
』

で
蛇
笏
賞
を
受
賞
し
、
翌
年
百
歳
で
他
界
し
た
。 

「
ほ
た
え
る
」
と
は
「
ふ
ざ
け
る
、
た
わ
む
れ
る
、
じ
ゃ
れ
る
」
な
ど

の
意
。
一
句
の
前
半
は
、
花
び
ら
の
落
ち
方
の
形
容
か
と
思
う
が
、
下

五
に
至
る
と
人
間
の
死
に
ざ
ま
に
思
い
が
至
る
。
こ
の
流
れ
が
心
遊
ば

せ
る
よ
う
に
、
な
ん
と
も
ゆ
っ
た
り
と
し
て
い
る
。
情
熱
的
に
天
辺
ま

で
咲
き
昇
っ
た
凌
霄
の
花
は
、
や
が
て
笑
う
よ
う
に
戯
れ
る
よ
う
に
落

ち
な
が
ら
こ
の
世
の
生
を
終
わ
る
。
凌
霄
の
落
花
の
光
景
が
、
い
つ
の

間
に
か
作
者
の
心
象
風
景
に
重
な
っ
て
い
る
の
だ
。 

実
は
、
こ
の
句
は
、
句
集
の
中
で
は
次
の
よ
う
な
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
連

作
仕
立
て
で
三
句
の
真
ん
中
に
置
か
れ
て
い
る
。 

魔
の
な
か
の
睡
魔
は
や
さ
し
青
葉
木
菟 

凌
霄
花
の
ほ
た
ほ
た
ほ
た
り
ほ
た
え
死 

の
う
ぜ
ん
の
曼
陀
羅
覆
へ
わ
が
柩 

句
集
の
流
れ
で
読
ん
で
し
ま
う
と
、
前
後
の
句
の
通
俗
性
に
引
っ
張
ら

れ
て
、
確
か
に
一
句
の
主
張
は
浅
く
感
じ
ら
れ
て
し
ま
う
。
作
者
自
身

「
こ
の
句
は
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
、ふ
ざ
け
た
よ
う
な
句
な
の
だ
が
」

（『
わ
た
し
の
昭
和
俳
句
』
富
士
見
書
房
）
と
謙
遜
気
味
に
自
重
し
て
い

る
気
持
ち
も
分
か
る
。 

だ
が
、
一
句
独
立
で
読
む
と
、
こ
の
句
は
俄
に
生
気
か
が
や
く
。
韻
律

的
な
趣
向
を
尽
く
し
な
が
ら
、全
体
と
し
て
は
恰
幅
あ
る
詩
品
と
な
る
。

一
風
戯
れ
た
よ
う
に
見
え
な
が
ら
も
、
実
は
深
く
内
心
を
見
つ
め
た
句

な
の
で
あ
る
。「
心
く
ば
り
が
あ
り
す
ぎ
て
詩
品
の
本
筋
が
少
々
弱
く
な

っ
て
い
る
の
が
俳
諧
と
い
う
野
性
的
な
詩
情
と
違
和
を
生
じ
て
い
て
、

そ
れ
が
こ
の
作
者
に
と
っ
て
は
惜
し
ま
れ
る
」（
石
原
八
束
）
と
の
批
評

も
一
理
あ
る
が
、
こ
の
句
に
「
野
性
的
な
詩
情
」
を
求
め
る
の
も
少
々

無
理
筋
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

こ
の
句
に
は
、
晩
節
へ
の
意
識
が
籠
っ
て
い
よ
う
。
情
熱
的
な
生
き
方

に
続
く
よ
う
に
、最
後
に
は
戯
れ
る
よ
う
に
笑
い
な
が
ら「
ほ
た
え
死
」

へ
向
か
い
た
い
と
の
願
望
を
、
心
開
い
て
表
白
し
た
句
と
受
け
止
め
た

い
。
豊
か
な
心
情
と
自
在
な
言
葉
が
呼
応
し
な
が
ら
、
し
な
や
か
に
流

れ
る
文
体
の
強
さ
も
こ
の
句
に
は
あ
る
。 



■
続
・
ら
く
だ
日
記
（
三
十
五
） 

佐
怒
賀
正
美
■ 

 
水
中
花
み
づ
を
弔
ふ
ご
と
く
な
る 

 

井
上
弘
美 

（
句
集
『
俳
句
日
記
２
０
１
３ 

顔
見
世
』・
ふ
ら
ん
す
堂
刊
） 
 

七
月
十
四
日
の
作
。
実
は
、
こ
の
句
集
を
順
に
読
ん
で
い
く
と
、「
六
月

二
十
二
日
（
土
）
晴
」
に
は
次
の
句
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。 

ほ
う
た
る
の
闇
を
弔
ふ
ご
と
く
な
る 

 

弘
美 

 

こ
う
見
る
と
二
つ
の
句
の
発
想
は
似
て
い
る
。
本
来
、
死
ぬ
の
は
蛍

や
水
中
花
で
あ
る
の
に
、
大
胆
な
逆
転
の
発
想
で
あ
る
。
た
だ
し
、
よ

く
見
る
と
、
蛍
の
句
は
、「
ほ
う
た
る
＝
は
か
な
い
命
」「
闇
＝
死
」
と

句
の
核
に
な
る
二
物
は
そ
れ
ぞ
れ
比
較
的
常
套
な
象
徴
関
係
を
見
せ
る
。

し
た
が
っ
て
、
分
か
り
や
す
く
受
け
入
れ
や
す
く
も
あ
る
。 

こ
れ
に
対
し
て
、
冒
頭
の
句
は
、「
水
中
花
＝
（
人
工
的
な
）
疑
似
的
生

命
」「
み
づ
＝
（
通
常
は
生
命
を
育
み
な
が
ら
）
と
き
に
死
を
呼
ぶ
も
の

」と
い
う
よ
う
に
、緩
衝
域
を
抱
え
た
象
徴
関
係
で
成
り
立
っ
て
い
る
。

一
見
難
解
に
感
じ
る
の
は
、
こ
の
せ
い
で
あ
る
。 

と
こ
ろ
で
、「
水
中
花
」
に
つ
い
て
は
、〈
い
き
い
き
と
死
ん
で
ゐ
る
な

り
水
中
花 

櫂
未
知
子
〉
や
、
〈
水
中
花
誰
か
死
ぬ
か
も
知
れ
ぬ
夜
も 

有
馬
朗
人
〉
な
ど
を
思
い
浮
か
べ
る
ま
で
も
な
く
、
誘
い
水
の
よ
う
に

死
を
引
き
寄
せ
る
素
材
で
あ
る
。（
ち
な
み
に
櫂
の
句
は
、
水
中
花
に
作

者
自
身
を
取
り
合
わ
せ
た
二
物
衝
撃
の
佳
品
。） 

一
方
、「
み
づ
（
水
）」
に
つ
い
て
は
、
ふ
だ
ん
は
多
く
の
生
命
体
を
育

む
豊
か
な
恵
み
だ
が
、
と
き
に
は
津
波
や
、
洪
水
な
ど
、
や
は
り
死
を

呼
び
寄
せ
る
。
も
っ
と
も
、
創
作
と
は
い
え
、
ジ
ョ
ン
・
エ
ヴ
ァ
レ
ッ

ト
・
ミ
レ
ー
の
絵
画
「
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
」
の
よ
う
に
「
い
き
い
き
と
死

ん
で
ゐ
る
」
美
し
い
死
を
提
示
す
る
こ
と
も
あ
る
。 

さ
て
、
最
後
に
、「
水
中
花
」
が
「
み
づ
を
弔
ふ
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ

と
か
。
蛍
の
句
を
伏
線
と
す
れ
ば
分
か
り
や
す
い
が
、
は
か
な
い
命
が

「
短
い
生
」
を
遂
げ
よ
う
と
輝
く
と
き
、
そ
の
強
い
意
志
は
迫
真
の
力

を
帯
び
て
、
そ
れ
ま
で
生
命
体
を
包
ん
で
き
た
周
囲
の
も
の
（
＝
闇
、

水
）
の
活
気
や
ひ
か
り
を
失
せ
さ
せ
て
し
ま
う
ほ
ど
、
自
ら
の
生
命
力

を
主
張
す
る
「
よ
う
だ
」、
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
絶
対
的
な
「
生
」
と

、
相
対
的
な
「
死
」
で
あ
る
。
特
に
「
水
中
花
」
は
疑
似
の
生
命
体
で

あ
る
だ
け
に
、
そ
の
輝
き
に
は
異
様
な
ほ
ど
の
白
々
し
た
須
臾
の
妖
し

さ
も
添
う
。「
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
」
の
美
も
す
ぐ
に
再
び
水
の
死
の
影
に
包

ま
れ
て
し
ま
う
宿
命
な
の
で
あ
る
。「
弔
ひ
ゐ
た
り
け
り
」
と
の
断
定
で

は
な
く
、「
弔
ふ
ご
と
く
な
る
」
と
直
喩
に
し
た
は
か
ら
い
が
見
事
に
働

い
た
句
で
あ
る
と
思
う
。 



■
続
・
ら
く
だ
日
記
（
三
十
四
） 

佐
怒
賀
正
美
■ 

 
月
光
入
城
で
で
虫
あ
ま
た
引
き
具
し
て 

金
子 

彩 

（
季
刊
「
ら
ん
」
７
３
号
・
二
〇
一
六
年
四
月
号
） 

  

軽
快
な
機
智
に
満
ち
た
二
頁
の
特
別
作
品
十
七
句
プ
ラ
ス
小
エ
ッ
セ

ー
。
創
作
の
自
由
な
精
神
世
界
に
遊
ぶ
作
者
は
、
読
者
を
意
外
な
日
常

的
裂
け
目
か
ら
世
に
も
楽
し
い
異
界
的
深
み
へ
引
き
込
ん
で
し
ま
う
。

超
現
実
的
世
界
と
異
界
と
現
世
は
同
質
的
世
界
か
も
。
そ
ん
な
愉
快
な

錯
覚
に
魅
せ
ら
れ
た
ら
最
後
、
作
者
の
い
ざ
な
う
迷
宮
の
虜
囚
に
な
る

し
か
な
い
。
こ
の
特
別
作
品
は
、
句
集
や
エ
ッ
セ
ー
で
は
金
原
ま
さ
子

と
名
乗
る
超
百
歳
パ
ワ
ー
作
家
の
独
擅
場
な
の
だ
。 

 

作
者
の
句
の
独
自
性
は
、次
の
よ
う
な
作
を
引
け
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。

〈
転
生
を
や
め
て
春
満
月
へ
あ
る
き
だ
す
〉〈
椿
あ
っ
落
ち
そ
う
サ
ム
ゲ

タ
ン
噴
き
そ
う
〉〈
梟
の
横
に
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
が
置
い
て
あ
る
〉〈
渾
身

の
一
滴
い
ま
わ
の
ド
ン
・
ペ
リ
ニ
ョ
ン
〉。
ま
さ
に
意
識
下
の
呼
び
声
を

吸
い
上
げ
て
自
由
な
イ
メ
ー
ジ
空
間
に
遊
び
出
た
か
の
よ
う
な
世
界
ば

か
り
だ
。 

 

さ
て
、
冒
頭
の
句
か
ら
は
、
ま
っ
た
く
根
拠
は
な
い
が
瞬
間
的
に
次

の
三
つ
の
イ
メ
ー
ジ
が
次
々
に
立
ち
現
れ
た
。 

第
一
に
は
、
入
城
と
は
反
対
の
釈
迦
出
城
の
風
景
。
二
十
九
歳
の
若
者

ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
タ
ル
ダ
が
白
馬
に
跨
っ
て
カ
ピ
ラ
城
を
出
る
場
面
で

あ
る
。「
で
で
虫
」
と
は
無
縁
、
一
介
の
修
行
者
と
し
て
の
覚
悟
を
も
っ

て
颯
爽
と
出
城
し
た
に
ち
が
い
な
い
。 

 

第
二
は
、
戦
国
の
「
入
城
」
風
景
。
多
く
は
攻
め
落
と
し
た
城
に
、

月
光
の
下
、
長
い
遠
征
の
果
て
、
多
く
の
疲
弊
し
た
兵
士
や
捕
虜
な
ど

が
「
で
で
虫
」
の
よ
う
に
城
門
を
潜
っ
た
の
で
は
な
い
か
。 

そ
し
て
、
三
つ
目
は
、
昨
今
の
シ
リ
ア
難
民
が
城
門
を
こ
じ
開
け
る
よ

う
に
Ｅ
Ｕ
の
国
々
へ
と
入
国
し
て
ゆ
く
風
景
。月
光
に
曝
さ
れ
な
が
ら
、

残
酷
な
運
命
に
引
き
回
さ
れ
る
「
で
で
虫
」
の
よ
う
に
。 

こ
れ
ら
の
出
処
知
れ
ぬ
三
つ
の
イ
メ
ー
ジ
は
戯
れ
る
よ
う
に
私
の
脳
中

を
何
度
も
出
入
り
し
た
。
だ
が
、
そ
れ
で
も
な
か
な
か
核
心
に
迫
れ
な

い
。
何
よ
り
も
、
こ
の
浮
か
れ
気
分
は
ど
う
だ
。
ま
る
で
、
作
者
が
で

で
虫
を
引
率
し
て
い
る
よ
う
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
ど
う
見
て
も
、
暗

喩
の
重
苦
し
さ
か
ら
離
れ
た
、
た
と
え
ば
夢
の
中
の
直
接
体
験
だ
。
奇

譚
だ
が
、
こ
れ
こ
そ
作
者
の
入
城
体
験
な
の
だ
。 

と
も
あ
れ
、
作
者
の
あ
ま
り
に
独
創
的
な
世
界
に
私
の
詩
嚢
は
心
地
よ

く
攪
乱
さ
れ
続
け
た
こ
と
を
告
白
し
て
お
こ
う
。 



■
続
・
ら
く
だ
日
記
（
三
十
三
） 

佐
怒
賀
正
美
■ 

 
帆
船
に
ム
ン
ク
の
貌
の
あ
る
白
夜 

 
 

石
原
八
束 

 
 

（
昭
和
五
八
年
作
（『
白
夜
の
旅
人
』・
角
川
書
店
刊
） 

こ
の
句
の
帆
船
と
は
、
実
際
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ラ
ー
デ
ィ
ッ
ク
と

い
う
豪
華
客
船
だ
が
、
作
品
の
上
で
は
幽
霊
船
の
よ
う
な
雰
囲
気
す
ら

漂
う
。
白
夜
に
包
ま
れ
な
が
ら
帆
船
が
進
ん
で
ゆ
く
に
つ
れ
て
、
船
首

像
が
次
第
に
ム
ン
ク
の
「
叫
び
」
の
よ
う
に
変
貌
し
て
ゆ
く
よ
う
に
感

じ
ら
れ
る
。白
夜
の
海
の
霧
が
深
ま
る
に
つ
れ
、夜
が
更
け
る
に
つ
れ
、

ム
ン
ク
の
貌
を
掲
げ
な
が
ら
帆
船
は
異
界
へ
と
入
り
込
ん
で
ゆ
く
。
異

界
を
抱
え
込
ん
だ
よ
う
な
幻
想
的
風
景
だ
。 

こ
の
句
の
「
ム
ン
ク
の
貌
」
は
、
八
束
が
北
欧
の
白
夜
の
世
界
に
感

じ
と
っ
た
不
安
や
孤
独
な
ど
を
抱
え
る
病
的
な
精
神
風
土
の
象
徴
で
も

あ
る
し
、
白
夜
を
旅
す
る
自
分
の
幽
暗
な
内
面
風
景
の
象
徴
で
も
あ
ろ

う
。
六
五
歳
の
八
束
が
「
清
水
の
舞
台
か
ら
飛
び
降
り
た
覚
悟
」
を
も

っ
て
訪
ね
た
白
夜
の
世
界
は
、
意
外
に
も
若
き
日
か
ら
内
面
的
な
陰
り

を
抱
え
て
き
た
八
束
に
は
馴
染
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。 

そ
れ
は
、「
先
年
ム
ン
ク
展
は
東
京
で
も
開
か
れ
て
い
て
、
そ
の
病
的
な

幻
想
の
世
界
に
は
、
早
く
か
ら
私
は
親
し
み
を
い
だ
い
て
い
た
。
こ
の

病
的
な
幻
想
は
ま
た
白
夜
の
世
界
の
も
の
で
も
あ
っ
た
」（「
俳
句
研
究
」

昭
和
六
十
一
年
二
月
号
）
と
、
八
束
自
身
も
発
言
し
て
い
る
通
り
で
あ

ろ
う
。 

 

八
束
は
こ
の
北
欧
の
旅
で
、〈
髪
洗
ひ
ゐ
れ
ば
ム
ン
ク
の
裸
婦
と
な
る

〉〈
ム
ン
ク
は
森
に
妖
精(

ニ
ン
フ)

は
海
に
白
夜
来
る
〉〈
ム
ン
ク
の
乗

り
し
馬
橇
白
夜
の
骨
と
な
る
〉
な
ど
、
他
に
も
ム
ン
ク
を
幻
想
的
に
詠

み
込
ん
で
い
る
。
晩
年
の
い
ち
ば
ん
輝
く
幻
想
俳
句
が
生
み
出
さ
れ
た

旅
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
。 

 

ム
ン
ク
は
、
生
と
死
、
孤
独
、
不
安
な
ど
を
主
題
と
し
て
追
求
し
た

と
言
わ
れ
る
。
俳
句
で
言
え
ば
、
八
束
の
追
求
し
た
心
象
性
、
内
観
造

型
の
作
風
に
通
じ
る
。
表
現
主
義
と
言
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

八
束
の
句
は
、
ム
ン
ク
と
同
じ
よ
う
に
、
人
生
の
根
源
的
な
不
安
を
抱

え
、
人
間
存
在
の
深
淵
の
部
分
に
向
き
合
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
幻
想

風
景
と
い
え
ど
も
深
く
共
感
す
る
の
だ
と
思
う
。 

八
束
は
「
幻
想
も
詠
ん
で
よ
い
」
と
す
る
作
家
で
あ
っ
た
。
人
間
の
内

面
を
見
つ
め
る
句
風
で
あ
れ
ば
、
究
極
的
に
は
意
識
の
底
か
ら
立
ち
上

が
っ
て
く
る
幻
想
の
世
界
も
無
視
で
き
な
い
。
詩
的
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を

引
き
寄
せ
な
が
ら
、
八
束
は
、『
白
夜
の
旅
人
』
の
諸
作
で
幻
想
的
世
界

を
大
胆
に
勇
気
を
も
っ
て
切
り
拓
い
て
み
せ
た
。 



■
続
・
ら
く
だ
日
記
（
三
十
二
） 

佐
怒
賀
正
美
■ 

 
ふ
る
つ
く
ふ
う
ふ
う
南
京
豆
は
土
の
中 

穴
井 

太 

（
平
成
二
年
作
・
句
集
『
原
郷
樹
林
』
牧
羊
社
刊
） 

 

北
九
州
の
福
本
弘
明
さ
ん
か
ら
『
穴
井
太
全
句
集
』（「
天
籟
通
信
」

創
刊
五
十
周
年
記
念
）
を
い
た
だ
い
て
読
み
耽
っ
た
。
先
師
・
穴
井
太

（
昭
和
元
年
～
平
成
九
年
）
の
生
前
の
六
句
集
と
以
降
の
作
品
を
句
集

順
、
制
作
年
代
順
に
再
構
成
し
た
力
作
の
一
冊
で
、
戦
後
の
現
代
俳
句

の
様
々
な
試
行
の
軌
跡
も
見
渡
せ
る
の
が
あ
り
が
た
い
。 

さ
て
、
冒
頭
の
句
の
「
ふ
る
つ
く
」
と
は
フ
ク
ロ
ウ
の
異
名
。
正
岡
子

規
の
『
病
牀
六
尺
』
に
「
わ
が
郷
里
予
州
松
山
で
は
、
梟
が
『
フ
ル
ツ

ク
、
ホ
ー
ソ
』
と
な
け
ば
雨
が
降
る
〈
略
〉
さ
う
し
て
梟
の
事
を
ば
俗

に
フ
ル
ツ
ク
と
い
ふ
」（『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
）
と
あ
る
そ
う

だ
。（
確
認
済
。
昔
は
上
野
の
森
で
も
鳴
い
て
い
た
由
。）
主
に
四
国
や

関
西
の
方
言
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
ら
し
い
。 

「
ふ
る
つ
く
ふ
う
ふ
う
」
を
意
欲
的
に
詠
み
込
ん
だ
の
は
種
田
山
頭
火

で
あ
る
。〈
ふ
く
ら
う
は
ふ
く
ら
う
で
わ
た
し
は
わ
た
し
で
ね
む
れ
な
い

〉
も
知
ら
れ
る
が
、〈
死
ね
な
い
で
ゐ
る
ふ
る
つ
く
ふ
う
ふ
う
〉〈
ふ
る

つ
く
ふ
う
ふ
う
逢
ひ
た
う
な
っ
た
〉〈
ふ
る
つ
く
ふ
う
ふ
う
お
月
さ
ん
が

の
ぼ
る
〉
な
ど
十
数
句
残
し
た
。
こ
れ
ら
の
句
と
対
句
の
よ
う
に
並
べ

て
、
冒
頭
の
穴
井
作
を
読
む
の
も
一
興
で
あ
ろ
う
。 

 

と
も
あ
れ
、
こ
の
句
で
は
月
の
照
ら
し
出
す
夜
、
梟
が
啼
き
、
南
京

豆
は
土
の
中
で
そ
の
声
を
聴
い
て
い
る
。
や
が
て
こ
の
世
に
出
生
す
る

日
を
待
ち
望
み
な
が
ら
。
そ
れ
は
、
童
話
め
い
た
雰
囲
気
な
が
ら
、
作

者
の
未
生
で
あ
っ
た
頃
の
原
郷
感
で
あ
る
に
違
い
な
い
。 

 

初
期
作
の
〈
異
動
期
の
鳩
む
き
あ
っ
て
ぼ
そ
ぼ
そ
鳴
く
〉〈
機
械
で
砥

ぐ
墓
石
漂
白
さ
れ
る
街
〉〈
死
ぬ
ま
で
戦
後
よ
じ
れ
て
残
る
縄
の
灰
〉〈

ふ
と
る
悪
人
し
ん
に
さ
び
し
い
桜
咲
く
〉
な
ど
、
ど
こ
か
社
会
性
を
意

識
し
た
句
群
を
経
て
、〈
霧
に
ま
ぎ
れ
重
工
業
の
突
き
出
す
胃
〉〈
は
れ

ば
れ
と
墓
た
ち
な
ら
び
空
の
病
む
〉〈
う
そ
う
そ
と
ね
む
り
ぐ
す
り
を
の

む
家
霊
〉
な
ど
戦
後
復
興
と
そ
の
影
を
詠
み
こ
ん
だ
中
年
期
の
作
品
。

そ
し
て
、
平
成
の
世
の
入
口
で
、
冒
頭
の
「
ふ
る
つ
く
」
の
句
が
得
ら

れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
は
、〈
地
獄
ま
で
も
の
の
は
ず
み
に
牛
膝
〉〈

痩
せ
る
だ
け
や
せ
て
し
ま
え
ば
良
夜
か
な
〉〈
い
わ
し
雲
内
ぽ
け
っ
と
に

侠
気
あ
り
〉〈
血
は
枯
れ
て
途
方
に
く
れ
る
ナ
ー
ス
と
俺
〉
な
ど
、
滑
稽

と
自
在
さ
を
加
え
な
が
ら
句
は
内
向
し
て
い
く
。
中
年
か
ら
晩
年
へ
の

転
換
期
に
ふ
と
訪
れ
た
冒
頭
の
原
郷
的
な
風
景
に
、
作
者
の
安
ら
い
だ

時
間
を
窺
う
の
で
あ
る
。 



■
続
・
ら
く
だ
日
記
（
三
十
一
） 

佐
怒
賀
正
美
■ 

 
蘭
奢
待
ゆ
き
も
か
え
り
も
吹
雪
か
な 

高
橋
比
呂
子 

（
句
集
『
つ
が
る
か
ら
つ
ゆ
い
り
』
平
成
二
十
八
年
・
文
學
の
森
刊
） 

 

年
末
に
い
た
だ
い
た
こ
の
軽
や
か
な
タ
イ
ト
ル
の
句
集
が
今
年
の

読
書
始
め
と
な
っ
た
。
た
ぶ
ん
、「
津
軽
か
ら
梅
雨
入
り
」
と
な
る
の
だ

ろ
う
が
、
全
部
ひ
ら
が
な
に
し
た
「
つ
が
る
か
ら
つ
ゆ
い
り
」
は
一
見

漢
字
表
記
か
ら
く
る
押
し
つ
け
が
ま
し
い
意
味
性
を
弱
め
、
ひ
ら
が
な

同
士
の
音
韻
を
よ
り
お
も
て
に
出
し
て
呪
文
の
よ
う
な
舌
触
り
を
押
し

出
す
。「
か
ら
」
は
一
瞬
「
か
ら
つ
ゆ
」
へ
と
絡
み
な
が
ら
伸
び
て
い
く

よ
う
な
絡
み
を
感
じ
さ
せ
も
す
る
。
作
者
の
あ
と
が
き
に
よ
れ
ば
、〈
言

葉
同
士
の
絡
み
合
い
、
関
係
性
、
言
葉
の
リ
ズ
ム
、
音
韻
の
響
き
、
意

味
性
、
そ
れ
ら
と
の
衝
撃
。『
つ
が
る
か
ら
つ
ゆ
い
り
』
は
、
こ
れ
ま
で

よ
り
も
、
言
葉
の
関
係
性
に
重
心
を
シ
フ
ト
し
た
〉
と
の
こ
と
だ
が
、

こ
の
句
集
名
に
な
っ
た
〈
絵
本
魔
術
師
つ
が
る
か
ら
つ
ゆ
い
り
〉
も
、

「
絵
本
魔
術
師
」
が
絵
本
か
ら
脱
け
出
し
て
、「
つ
が
る
か
ら
つ
ゆ
い
り

」
と
呪
文
を
唱
え
る
と
、
童
心
に
は
「
つ
が
る
か
ら
つ
ゆ
い
り
」
の
世

界
が
広
が
る
。
そ
の
よ
う
な
音
韻
と
リ
ズ
ム
を
楽
し
み
な
が
ら
、
既
存

の
概
念
に
と
ら
わ
れ
ず
、
次
々
に
出
て
く
る
単
語
の
つ
な
が
り
や
飛
躍

を
、
子
供
の
よ
う
に
遊
び
な
が
ら
受
け
入
れ
て
い
け
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う

な
句
も
楽
し
く
受
け
容
れ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。〈
あ
せ
ち
る
こ
り
ん

り
ん
ご
こ
ろ
が
る
こ
り
ん
〉〈
老
子
に
も
臍
あ
る
と
ご
と
し
大
垂
氷
〉〈

竜
胆
の
白
雲
ひ
く
く
フ
ロ
イ
ト
す
る
〉〈
茗
荷
か
ら
花
の
い
で
た
る
悟
り

か
な
〉〈
砂
の
聖
書
ふ
く
ろ
う
の
火
で
あ
り
〉〈
ぽ
す
と
か
ら
と
ぽ
す
ま

で
の
冬
銀
河
〉
な
ど
。〈
阿
部
完
市
氏
追
悼 

兎
き
て
狐
き
て
狸
き
て
鶏

こ
ろ
ぶ
阿
部
館
〉
を
手
向
け
て
い
る
の
で
、
阿
部
完
市
の
作
品
を
意
識

し
な
が
ら
自
分
の
世
界
を
追
求
し
て
い
る
面
も
あ
ろ
う
。 

冒
頭
掲
出
の
句
の
「
蘭
奢
待
（
ら
ん
じ
ゃ
た
い
）
」
は
、
奈
良
時
代

に
中
国
か
ら
渡
来
し
た
香
木
で
、
正
倉
院
宝
物
の
黄
熟
香
の
こ
と
。
織

田
信
長
や
徳
川
家
康
な
ど
も
所
望
し
た
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
の
名
香
ら
し

い
。
作
者
も
こ
れ
を
拝
観
に
足
を
運
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
往
復
と
も
閉

塞
感
の
強
い
吹
雪
ゆ
え
に
、胸
に
は
憧
れ
た
名
香
が
棲
み
つ
い
て
い
る
。

だ
が
、
冷
静
に
考
え
る
と
、
帰
り
は
よ
い
が
、
往
き
は
ま
だ
名
香
に
ま

み
え
て
い
な
い
。「
ゆ
き
も
か
え
り
も
」
と
い
う
常
套
句
を
手
玉
に
取
っ

て
、往
復
の
時
間
と
い
う
か
た
ま
り
で
読
者
の
意
識
の
中
に「
蘭
奢
待
」

を
刻
印
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
、「
か
な
」
が
ダ
メ
押
し
。
作
者

の「
絵
本
魔
術
師
」が
見
事
な
マ
ジ
ッ
ク
を
披
露
し
た
一
瞬
で
あ
っ
た
。 


