
■
続
・
ら
く
だ
日
記
（
九
十
四
） 

佐
怒
賀
正
美
■ 

 
寝
流
れ
の
鮫
の
行
方
や
青
満
月 

 
 

 

澤 

好
摩 

（
句
集
『
返
照
』
） 

 

七
月
七
日
に
七
十
九
歳
で
世
を
去
ら
れ
た
澤
好
摩
氏
の
最
後
の
句
集

『
返
照
』
よ
り
。
高
柳
重
信
に
師
事
し
「
俳
句
研
究
」
の
編
集
に
携

わ
り
な
が
ら
、
夏
石
番
矢
、
林
桂
ら
と
同
人
誌
「
未
定
」
を
創
刊
、

後
に
一
九
九
一
年
「
円
錐
」
を
創
刊
、
編
集
発
行
人
を
務
め
た
。
二

〇
一
四
年
に
は
、
句
集
『
光
源
』
に
よ
り
芸
術
選
奨
文
部
科
学
大
臣

賞
を
受
賞
さ
れ
て
い
る
。 

 

私
自
身
は
、
こ
の
十
年
ほ
ど
小
林
恭
二
を
中
心
と
し
た
「
木
曜
会
」

で
澤
さ
ん
と
句
座
を
共
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
が
、
我
々
後
進
の
作

家
た
ち
に
分
け
隔
て
な
い
率
直
な
批
評
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
特
に

俳
句
形
式
を
生
か
す
た
め
の
措
辞
に
は
蒙
を
開
か
れ
る
こ
と
が
多
か

っ
た
。
俳
句
形
式
へ
の
期
待
が
熱
く
伝
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
っ
た
。 

 

実
は
、
澤
さ
ん
に
は
学
生
の
頃
「
未
定
」
に
発
表
さ
れ
た
感
銘
句

に
つ
い
て
短
い
私
信
を
お
送
り
し
た
と
き
に
、
葉
書
で
の
返
信
を
い

た
だ
い
た
。
そ
れ
か
ら
三
十
五
年
以
上
経
て
、「
木
曜
会
」
の
お
か
げ

で
、
句
会
で
の
謦
咳
に
接
す
る
機
会
を
得
た
の
で
あ
っ
た
。 

今
回
の
句
集
に
も
句
形
の
美
し
い
句
が
多
い
が
、
私
は
次
の
句
が
特

に
好
き
で
あ
る
。〈
夜
も
更
け
て
秋
七
草
を
文
字
鎖
〉〈
池
は
一
噸
爆
弾

の
穴
鬼
や
ん
ま
〉〈
山
下
り
て
な
ほ
山
中
や
花
空
木
〉〈
氷
瀑
の
夕
べ
伽

藍
と
な
り
に
け
り
〉〈
火
蛾
は
火
に
遠
く
浮
き
た
る
忘
れ
潮
〉〈
行
き
来

す
る
祭
囃
子
を
水
景
色
〉〈
老
木
の
木
霊
醒
ま
す
か
春
の
雨
〉〈
山
国
の

闇
夜
を
か
け
て
ち
る
桜
〉〈
海
鼠
嚙
む
男 し

肉 し

置 お

き
ゆ
た
か
な
り
〉〈
掘
る

砂
に
水
湧
く
春
を
疲
れ
た
り
〉〈
お
と
う
と
よ
雪
野
の
奥
に
雪
の
山
〉
。

い
ず
れ
も
発
想
が
最
短
距
離
の
言
葉
で
定
着
し
て
い
る
。 

 

上
掲
の
句
は
巻
末
近
く
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、「
寝
流
れ
」
と
は
、

「
水
面
を
寝
た
ま
ま
流
れ
て
行
く
こ
と
」
（
『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二

版
』
）
。
用
例
に
は
「
わ
が
恋
は
海
驢
（
さ
め
）
の
ね
な
が
れ
さ
め
や

ら
ぬ
夢
な
り
な
が
ら
た
え
や
は
て
な
ん 

藤
原
家
良
」
が
引
か
れ
て

い
る
。
近
世
に
は
「
海
驢
（
ミ
チ
）
の
寝
流
」
の
俚
言
も
流
通
し
た

よ
う
だ
。
た
だ
、
こ
の
「
海
驢
」
は
ア
シ
カ
の
古
名
ら
し
い
。 

澤
さ
ん
の
「
寝
流
れ
の
鮫
」
は
こ
の
古
歌
を
自
分
の
晩
年
に
引
き
寄

せ
て
編
み
直
し
た
も
の
か
。
酔
生
夢
死
に
も
似
た
「
寝
流
れ
」
の
先

に
は
「
青
満
月
」
。
作
者
の
最
期
を
冴
え
冴
え
と
彩
る
。
海
驢
を
鮫
と

さ
れ
た
が
、
鮫
の
精
悍
な
美
こ
そ
作
者
の
俳
句
形
式
に
対
す
る
美
意

識
で
あ
り
、
作
家
と
し
て
の
矜
持
で
あ
っ
た
か
と
も
思
う
。 

 



■
続
・
ら
く
だ
日
記
（
九
十
三
） 

佐
怒
賀
正
美
■ 

 
花
を
待
つ
わ
れ
を
よ
ろ
こ
び
花
を
待
つ 

黒
田
杏
子 

（
二
〇
二
〇
年
作
・
句
集
『
八
月
』
所
収
・
角
川
文
化
振
興
財
団
刊
） 

  

三
月
に
逝
去
さ
れ
た
黒
田
杏
子
の
最
終
句
集
『
八
月
』
よ
り
。
生

前
に
刊
行
計
画
を
伝
え
ら
れ
て
い
た
高
田
正
子
さ
ん
を
中
心
に
編
ま

れ
た
句
集
で
あ
る
。
十
一
年
ほ
ど
の
三
百
九
十
一
句
を
所
収
。 

最
初
に
お
会
い
し
た
の
は
、
私
が
学
生
の
時
、
作
者
四
十
歳
頃
。

山
口
青
邨
の
「
夏
草
」
の
月
例
句
会
に
参
加
さ
れ
て
い
た
。「
も
も
こ
」

と
い
う
名
乗
り
の
柔
ら
か
な
声
と
、「
杏
子
さ
ん
は
お
母
さ
ん
思
い
だ

ね
」
と
い
う
青
邨
先
生
の
声
が
耳
底
に
残
っ
て
い
る
。 

あ
る
時
、〈
暗
室
の
男
の
た
め
に
秋
刀
魚
焼
く
〉
と
い
う
句
が
特
選

に
入
っ
た
。
そ
の
写
真
家
の
ご
主
人
・
勝
男
氏
に
お
目
に
か
か
っ
た

の
は
、
な
ん
と
四
十
数
年
後
、
昨
年
の
「
黒
羽
芭
蕉
の
里
全
国
俳
句

大
会
」
の
席
で
あ
っ
た
。
勝
男
さ
ん
は
杏
子
さ
ん
の
車
椅
子
を
押
し

て
お
ら
れ
た
が
、
二
人
と
も
和
や
か
で
あ
っ
た
。
句
集
に
も
返
歌
の

よ
う
な
〈
梅
雨
上
る
男
の
作
る
朝
ご
は
ん
〉
が
あ
っ
て
微
笑
ま
し
い
。 

作
者
の
大
き
な
主
題
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、
一
つ
は
「
桜
巡
り
」
。

本
句
集
に
も
〈
花
巡
る
い
つ
ぽ
ん
の
杖
あ
る
限
り
〉〈
初
花
の
天
に
凍

れ
る
高
野
か
な
〉
な
ど
の
佳
品
が
あ
る
。
冒
頭
の
句
は
、
そ
ん
な
花

を
待
つ
自
分
を
ま
ず
作
者
自
身
が
喜
び
、
そ
ん
な
作
者
を
ご
主
人
も

喜
ん
で
い
る
よ
う
な
気
配
が
あ
る
。
や
わ
ら
か
い
心
の
交
わ
り
が
や

さ
し
い
文
体
で
詠
ま
れ
て
い
る
。 

一
方
で
、
戦
時
中
の
疎
開
先
の
体
験
を
通
し
た
「
螢
」
も
大
き
な

主
題
で
あ
っ
た
。
昨
年
「
俳
句
」
に
発
表
さ
れ
た
螢
の
句
は
、
記
憶

を
現
在
形
で
編
み
直
す
よ
う
に
書
か
れ
て
い
て
印
象
深
か
っ
た
。
家

の
中
ま
で
乱
舞
す
る
蛍
と
の
共
生
体
験
は
、
蛍
の
命
が
作
者
の
命
と

対
等
の
よ
う
で
も
あ
っ
た
。
本
集
の
〈
ほ
た
る
死
す
徹
宵
の
ペ
ン
置

き
た
れ
ば
〉
は
、
瀬
戸
内
寂
聴
さ
ん
の
厳
し
い
文
筆
作
業
を
詠
ん
だ

も
の
だ
が
、
基
本
的
に
は
作
者
の
蛍
体
験
の
延
長
上
に
あ
ろ
う
か
。 

 

金
子
兜
太
と
の
親
交
も
忘
れ
ら
れ
な
い
。
本
句
集
に
も
、〈
兜
太

待
つ
秩
父
往
還
ま
む
し
谷
〉〈
春
北
斗
寝
釈
迦
の
相
の
大
詩
人
〉
な
ど

自
由
な
捉
え
方
で
兜
太
像
を
提
示
し
て
く
だ
さ
っ
た
。 

 

学
生
の
時
に
、「
夏
草
」
の
句
会
の
後
で
あ
っ
た
か
と
思
う
が
、

東
大
正
門
前
の
喫
茶
店
「
ル
オ
ー
」
で
有
馬
朗
人
先
生
と
黒
田
杏
子

さ
ん
と
一
緒
に
お
茶
を
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
時
の
二

人
の
溌
溂
と
し
た
印
象
か
ら
四
十
五
年
、
青
邨
先
生
亡
き
後
は
、
お

二
人
と
も
俳
誌
を
創
刊
し
、
俳
句
に
大
変
な
情
熱
を
注
が
れ
た
。
も

ち
ろ
ん
、
晩
年
は
身
体
的
不
如
意
も
あ
っ
た
が
、〈
斃
れ
た
る
後
の
月

夜
の
一
遍
忌
〉
な
ど
心
は
さ
ら
に
自
由
な
翼
を
獲
得
さ
れ
た
。 



■
続
・
ら
く
だ
日
記
（
九
十
二
）
■ 

 

佐
怒
賀
正
美 

 
こ
こ
ろ
弱
き
日
は
氷
紋
に
眉
照
ら
し 

 

石
原
八
束 

（
昭
和
四
十
四
年
作
・
句
集
『
高
野
谿
』
所
収
・
東
京
美
術
刊
） 

 

以
前
、「
ら
く
だ
日
記
」
に
て
次
の
よ
う
に
書
か
せ
て
い
た
だ
い
た
。 

〈
ど
う
し
て
も
弱
気
に
な
っ
て
や
ま
な
い
日
は
、
誰
に
も
訪
れ
よ
う
。

理
由
は
分
か
ら
な
い
の
に
、
な
に
か
し
ら
厭
世
感
に
と
ら
わ
れ
て
、

こ
れ
か
ら
先
の
生
き
方
に
自
信
が
も
て
な
く
て
、
あ
る
い
は
俳
句
の

新
境
地
を
な
か
な
か
拓
け
な
く
て
、
た
だ
た
だ
「
こ
こ
ろ
弱
き
」
ま

ま
に
無
為
に
一
日
を
す
ご
し
て
し
ま
う
。
三
好
達
治
の
『
一
點
鐘
』

に
も
「
志
お
と
ろ
へ
し
日
は
」
と
い
う
詩
が
あ
る
が
、
八
束
の
「
こ

こ
ろ
」
は
こ
の
「
志
」
に
近
い
も
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

と
も
あ
れ
、
そ
ん
な
と
き
八
束
は
近
く
の
池
に
で
も
出
か
け
た
の

で
あ
ろ
う
。
厚
氷
に
氷
紋
が
で
き
て
い
る
の
を
じ
っ
と
見
つ
め
て
い

る
う
ち
に
、
み
ず
か
ら
の
眉
あ
た
り
に
氷
の
光
が
撥
ね
返
っ
て
映
っ

て
い
る
の
を
感
じ
た
。
繊
細
な
感
情
の
句
だ
と
思
う
。
〉 

 

こ
こ
で
三
つ
の
こ
と
を
補
足
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。 

一
つ
目
は
「
氷
紋
」
で
あ
る
。
国
語
辞
典
に
は
未
収
録
の
語
で
あ
る

が
、
グ
ー
グ
ル
で
引
く
と
日
本
雪
氷
学
会
誌
に
発
表
さ
れ
た
東
海
林

明
雄
氏
の
論
文
「
結
氷
し
た
湖
面
な
ど
に
形
成
さ
れ
る
氷
紋
」（
二
〇

一
四
年
）
に
出
合
い
、
池
だ
け
で
は
な
く
湖
な
ど
ま
で
生
成
過
程
を

含
め
て
多
彩
な
も
の
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
た
い
へ
ん
幻
想
的
な

自
然
現
象
の
よ
う
で
あ
る
。 

 

二
つ
目
は
、『
氷
紋
』
と
は
、
一
九
七
二
年
に
渡
辺
淳
一
が
発
表
し

た
小
説
だ
が
、
八
束
の
句
は
一
九
六
九
年
だ
か
ら
、
さ
ら
に
時
期
を

遡
る
。
学
術
用
語
、
あ
る
い
は
寒
冷
地
の
日
常
生
活
語
で
あ
っ
た
と

す
れ
ば
、
い
つ
頃
か
ら
使
わ
れ
始
め
た
の
だ
ろ
う
。 

 

ち
な
み
に
、
三
好
達
治
の
詩
は
、
二
連
か
ら
な
る
が
一
連
目
を
引

け
ば
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
（
／
マ
ー
ク
は
改
行
） 

〈
こ
こ
ろ
ざ
し
お
と
ろ
へ
し
日
は
／
い
か
に
せ
ま
し
な
／
手
に
ふ 

る
き
筆
を
と
り
も
ち
／
あ
た
ら
し
き
紙
を
く
り
の
べ
／
と
ほ 

き
日
の
う
た
の
ひ
と
ふ
し
／
情
感
の
う
せ
し
な
き
が
ら
／
し 

た
た
め
つ
か
つ
は
誦
し
つ
／
か
か
る
日
の
日
の
く
る
る
ま
で
〉 

 

こ
ち
ら
も
「
情
感
の
う
せ
し
な
き
が
ら
」
と
は
鬼
気
迫
る
。 

 
や
や
自
己
演
出
的
な
雰
囲
気
が
な
い
で
も
な
い
句
だ
が
、
繊
細
な

感
覚
の
句
と
し
て
や
は
り
心
に
残
る
に
は
違
い
な
い
。 

 



■
続
・
ら
く
だ
日
記
（
九
十
一
）
■ 

 

佐
怒
賀
正
美 

 
鉱 の

滓 ろ

錆
び
の
荒
梅
雨
渓 だ

に

の
鳴
り
け
む
る 

石
原
八
束 

（
昭
和
四
十
年
作
・
句
集
『
操
手
』
所
収
・
牧
羊
社
刊
） 

 

「
同
人
高
杉
平
知
楼
急
逝
」
の
前
書
が
あ
る
一
句
。
も
ち
ろ
ん
私
自

身
は
面
識
が
な
い
が
、
創
刊
の
頃
の
「
秋
」
に
参
加
さ
れ
て
お
ら
れ

た
の
で
あ
ろ
う
。
「
高
杉
平
知
楼
」
で
グ
ー
グ
ル
検
索
す
る
と
、
「
足

尾
の
風
景
」
（h

ttp
s:/

/
sh

o
re

b
o

o
k

.jp
/

a
sh

i/
k

in
sa

n
3

3
se

i1
.h

tm
l

）

（
二
〇
〇
九
年
開
設
。
制
作
・
管
理
：
岸
本
と
お
る
氏
）
と
い
う
サ

イ
ト
の
「
足
尾
精
錬
所
の
あ
る
風
景
」
の
章
に
「
坑
出
で
し
坑
夫
に

西
日
殺
到
す
」
「
薫
風
や
町
を
見
下
ろ
す
五
日
荘
」
「
雪
嶺
を
四
囲
に

足
尾
の
春
遅
し
」「
鉱
山
の
社
宅
の
空
や
五
月
鯉
」
な
ど
が
紹
介
さ
れ

て
を
り
、「
明
治
三
九
年
生
、
足
尾
出
身
」
と
あ
る
。
足
尾
銅
山
に
縁

の
深
い
方
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
こ
の
章
に
は
「
『
足
尾

銅
山
俳
壇
史
』（
太
田
貞
祐
著
・
ユ
ー
コ
ン
企
画
・
一
九
九
七
年
）
を

参
照
し
た
」
と
但
書
き
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
に
は
、

や
は
り
「
秋
」
の
主
要
同
人
で
も
あ
ら
れ
た
太
田
後
凋
氏
（
龍
蔵
寺

第
五
十
六
世
住
職
太
田
貞
観
大
僧
正
）
の
「
若
葉
谷
は
鉄
索
た
る
み

懸
り
け
り
」「
つ
ば
め
来
る
鉱
山
よ
り
古
き
寺
一
宇
」
も
紹
介
さ
れ
て

い
る
。 

 

上
掲
の
句
に
戻
る
が
、
こ
れ
は
足
尾
銅
山
精
錬
所
の
あ
っ
た
山
渓

を
想
起
し
な
が
ら
の
追
悼
句
で
あ
ろ
う
。
鉱
滓
は
ス
ラ
グ
と
も
言
わ

れ
る
が
、
外
に
捨
て
置
か
れ
て
あ
れ
ば
金
属
を
含
ん
で
い
る
の
で
錆

び
も
し
よ
う
。
そ
の
渓
に
荒
々
し
い
梅
雨
が
音
を
立
て
て
打
ち
付
け

わ
た
る
。
雨
脚
の
強
さ
は
、
錆
が
目
立
つ
よ
う
な
鉱
滓
だ
ま
り
を
叩

き
、
傍
の
川
面
を
叩
き
け
む
り
立
つ
と
い
う
激
し
さ
を
持
つ
。
そ
の

よ
う
な
荒
々
し
い
風
景
と
時
代
の
中
に
生
き
て
き
た
地
元
出
身
の
俳

人
に
対
し
て
、
そ
の
思
い
の
奥
処
を
鷲
摑
み
に
し
た
よ
う
な
追
悼
句

で
あ
る
。
私
自
身
も
そ
う
で
あ
る
が
、
作
者
を
知
ら
な
い
読
者
は
、

こ
の
句
か
ら
生
半
可
な
鎮
魂
の
句
に
は
な
い
ほ
ど
、
時
代
の
産
業
政

策
の
強
い
陰
り
と
土
地
に
根
差
し
た
宿
命
的
な
激
し
い
心
情
を
抱
い

た
一
生
を
感
じ
取
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
高
杉
平
知
楼
に
つ
い
て

は
ま
だ
調
べ
な
け
れ
ば
確
と
し
た
こ
と
は
書
け
な
い
も
の
の
、
勇
み

足
を
承
知
で
石
原
八
束
の
生
半
可
で
は
な
い
鎮
魂
の
在
り
方
を
覗
い

た
気
が
し
た
。『
足
尾
銅
山
俳
壇
史
』
は
い
ま
取
り
寄
せ
て
い
る
と
こ

ろ
だ
が
、
何
ら
か
の
情
報
を
お
持
ち
の
方
が
あ
れ
ば
ご
教
示
い
た
だ

け
る
と
あ
り
が
た
い
。 



■
続
・
ら
く
だ
日
記
（
九
十
）
■ 

 

佐
怒
賀
正
美 

 
炎
天
の
振
子
に
縋
る
悪
の
翳 

 
 

 
 

石
原
八
束 

（
昭
和
三
十
八
年
作
・『
空
の
渚
』
所
収
・
三
雲
書
店
刊
） 

    

こ
の
句
集
の
巻
尾
に
八
束
は
「
炎
天
」
の
句
を
四
句
ほ
ど
載
せ
て

い
る
。
〈
炎
天
の
石
こ
ろ
が
れ
り
こ
ん
に
ち
は
〉
〈
炎
天
の
黒
人
霊
歌

け
む
ら
へ
り
〉
、
そ
し
て
本
句
と
〈
炎
天
の
鎖
を
ひ
い
て
疾
走
す
〉
。

季
語
の
「
炎
天
」
か
ら
人
間
の
営
み
の
何
が
引
き
出
せ
る
か
思
案
試

作
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
上
掲
句
に
つ
い
て
、「
翳
」
は
必
ず
し
も

成
功
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
炎
天
の

巨
大
な
振
子
と
い
う
虚
の
イ
メ
ー
ジ
に
縋
ら
ざ
る
を
得
な
い
悪
の
陰

翳
が
見
え
始
め
て
い
る
こ
と
に
は
驚
く
。
天
の
振
子
の
刻
む
時
代
の

流
れ
に
遅
れ
ま
い
と
縋
る
よ
う
に
身
を
任
せ
て
い
る
間
に
、
い
つ
し

か
多
様
な
欲
に
と
ら
わ
れ
て
悪
の
翳
が
生
ま
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
人

間
の
宿
命
を
物
語
ろ
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
も
あ
る
。 

 

本
句
集
に
は
、
旺
盛
な
吟
行
句
に
加
え
て
、〈
く
ら
が
り
に
歳
月
を

負
ふ
冬
帽
子
〉
を
始
め
と
す
る
「
内
観
造
型
」
の
句
、
や
や
観
念
的

な
が
ら
も
内
観
的
な
イ
メ
ー
ジ
句
が
と
き
ど
き
見
ら
れ
る
が
、
一
方

で
、
や
る
か
た
な
い
人
間
本
態
の
「
悪
」
へ
の
憤
懣
を
押
し
殺
す
よ

う
に
嘲
笑
し
て
い
る
句
も
散
見
さ
れ
る
。〈
眼
鏡
暑
に
く
も
る
慇
懃
に

あ
ざ
む
か
れ
〉
〈
水
洟
や
す
こ
し
機
嫌
の
名
士
面
ら
〉
〈
凍
て
に
曳
く

悪
玉
の
影
闇
に
消
ゆ
〉
〈
悪
玉
が
笑
へ
り
赫
き
盆
の
月
〉
な
ど
。 

こ
の
最
後
の
、「
悪
玉
」
の
句
は
昔
か
ら
気
に
な
っ
て
い
た
が
、
ア
ク

が
強
く
て
私
に
は
あ
ま
り
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
句
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

俗
臭
的
な
作
意
が
感
じ
ら
れ
て
し
ま
う
の
だ
っ
た
。
こ
の
句
の
「
盆

の
月
」
に
は
本
来
の
先
祖
を
偲
ぶ
心
情
が
希
薄
な
よ
う
に
も
受
け
取

ら
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
実
際
に
世
の
中
を
跋
扈
し
て
い
た
悪
党
の
先

祖
が
い
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
し
、
こ
の
陰
の
部
分
が
人
間
の
本
態

に
深
く
迫
り
、
文
芸
の
厚
み
や
立
体
性
を
も
た
ら
し
て
き
た
こ
と
も

事
実
で
あ
る
。
だ
が
、
俳
句
と
い
う
極
端
に
短
い
詩
に
お
い
て
こ
の

陰
の
部
分
を
季
語
と
併
せ
て
取
り
込
む
の
は
か
な
り
高
難
度
の
技
で

は
な
い
か
と
も
思
う
。 

一
方
、
人
間
の
悲
劇
性
に
加
え
て
、
こ
の
よ
う
な
人
間
の
不
良
性
に

つ
い
て
も
八
束
が
俳
句
の
世
界
の
中
に
意
識
し
て
い
た
こ
と
も
、
あ

な
が
ち
的
外
れ
で
は
な
か
ろ
う
。
こ
の
ダ
ー
ク
サ
イ
ド
の
笑
い
が
自

嘲
的
あ
る
い
は
や
や
自
虐
的
に
自
分
自
身
の
内
面
へ
降
り
て
い
く
と
、

「
く
ら
が
り
」
の
よ
う
な
句
に
辿
り
着
く
の
か
も
し
れ
な
い
。 

と
も
あ
れ
、
上
掲
の
句
の
イ
メ
ー
ジ
が
示
唆
す
る
と
こ
ろ
は
現
代
俳

句
に
お
い
て
も
決
し
て
小
さ
く
は
な
い
か
と
思
う
。 



■
続
・
ら
く
だ
日
記
（
八
十
九
）
■ 

 

佐
怒
賀
正
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ひ
ろ
げ
た
る
枯
葉
に
隠
れ
ゐ
し
滴 

イ
オ
ン
・
コ
ッ
ド
レ
ス
ク 

 
 

イ
オ
ン
さ
ん
は
ル
ー
マ
ニ
ア
の
俳
画
家
・
俳
人
、
連
句
も
お
作
り

に
な
る
。
一
九
五
一
年
生
ま
れ
で
、
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
ァ
・
オ
ヴ
ィ
デ

ィ
ウ
ス
大
学
元
准
教
授
、
ル
ー
マ
ニ
ア
・
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
ァ
俳
句
協

会
の
創
始
者
で
、
か
つ
編
集
者
で
も
あ
る
。
高
校
の
時
に
俳
画
と
出

合
い
、
そ
の
後
い
く
つ
か
の
奨
学
金
を
得
な
が
ら
来
日
。
日
本
の
伝

統
的
な
俳
画
を
吸
収
し
、
西
欧
風
の
精
神
風
景
を
底
に
敷
い
た
独
自

の
現
代
的
画
風
を
展
開
し
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
私
に
と
っ
て
も

二
十
余
年
ぶ
り
の
再
会
で
あ
っ
た
。
イ
オ
ン
さ
ん
は
、
欧
米
各
国
を

歩
い
て
は
俳
画
や
水
墨
画
を
軸
と
す
る
美
術
と
、
俳
句
・
連
句
な
ど

を
広
め
て
こ
ら
れ
た
。
す
で
に
著
書
は
二
十
冊
を
数
え
る
。
四
月
十

七
日
私
ど
も
の
「
秋
」
で
も
「P

a
in

tin
g

 in
 P

o
e

try

」
と
い
う
講
演

を
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
は
十
八
か
国
の
俳
人
の
百

句
を
収
録
し
た
「H

A
ÏG

A

」(
É

d
itio

n
 A

.F
.H

., 2
0

1
2

)

と
い
う
フ
ラ

ン
ス
の
出
版
社
か
ら
刊
行
し
た
本
か
ら
、
二
十
数
点
の
俳
句
と
俳
画

の
紹
介
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
俳
句
と
俳
画
の
素
材
的
な
距
離
感

の
取
り
方
に
は
、
と
き
に
ユ
ー
モ
ア
も
交
じ
り
、
現
代
俳
句
に
も
示

唆
さ
れ
る
こ
と
が
大
き
か
っ
た
。 

上
掲
の
句
（
＝
佐
怒
賀
訳
）
は
、
そ
の
講
演
と
は
別
の
テ
キ
ス
ト
で

出
合
っ
た
私
の
一
番
好
き
だ
っ
た
句
で
あ
る
。「
作
者
を
教
え
て
」
と

メ
ー
ル
し
た
ら
、「
そ
れ
は
私
の
俳
句
で
す
」
と
す
ぐ
に
返
事
が
来
て

大
変
う
れ
し
か
っ
た
。
す
で
に
枯
れ
て
丸
ま
っ
て
い
る
葉
っ
ぱ
を
拾

っ
て
開
こ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
何
よ
り
も
俳
人
ら
し
い
。
俳

諧
は
三
尺
の
童
に
さ
せ
よ
、
の
好
奇
心
に
満
ち
た
童
心
。
枯
葉
を
開

い
て
み
る
と
、
そ
の
内
側
の
底
の
方
に
、
二
、
三
滴
分
く
ら
い
の
露

し
ず
く
が
隠
れ
て
い
た
、
と
い
う
の
だ
。
ま
ず
は
何
よ
り
も
枯
葉
の

中
の
露
し
ず
く
と
の
出
合
い
を
子
ど
も
の
よ
う
に
素
直
に
喜
び
楽
し

み
た
い
。
そ
の
上
で
、
詩
心
の
象
徴
的
奥
行
き
を
味
わ
う
こ
と
に
な

る
。
外
側
は
枯
れ
と
い
う
老
い
を
余
儀
な
く
さ
れ
な
が
ら
も
、
心
の

内
側
に
は
生
命
の
力
を
し
ず
か
に
保
ち
養
っ
て
い
る
。
芭
蕉
は
じ
め

「
わ
び
・
さ
び
」
の
精
神
風
景
も
か
く
の
如
き
で
あ
っ
た
か
な
ど
と
、

ふ
と
時
間
軸
を
遡
っ
て
詩
心
の
在
り
方
を
た
の
し
ん
だ
。 

も
う
一
つ
の
講
演
「
芭
蕉
と
ブ
リ
ュ
ー
ゲ
ル
」
で
も
示
唆
さ
れ
る
こ

と
は
深
く
多
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
ま
た
本
誌
の
紙
面
を
借
り
て
後
日

ゆ
っ
く
り
と
ご
紹
介
し
た
い
。
取
り
急
ぎ
、
二
週
間
の
東
京
滞
在
の

中
で
五
回
の
講
演
を
好
評
の
内
に
無
事
終
え
ら
れ
た
イ
オ
ン
さ
ん
に

敬
意
と
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。 



■
続
・
ら
く
だ
日
記
（
八
十
八
）
■ 

 

佐
怒
賀
正
美 

 
山
焼
き
の
焔
を
さ
か
お
と
す
迅
風
か
な 

石
原
八
束 

（
昭
和
三
十
五
年
作
・
『
空
の
渚
』
所
収
・
三
雲
書
店
刊
） 

  

前
回
こ
の
句
を
次
の
よ
う
に
評
し
た
。 

「
阿
蘇
の
山
焼
き
を
詠
ん
だ
句
。
こ
の
年
、
八
束
は
三
好
達
治
の
か

つ
て
歩
い
た
阿
蘇
を
訪
ね
て
『
俳
句
』
に
八
十
一
句
を
発
表
、
句
集

に
も
七
十
七
句
を
収
め
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
句
な
ど
は
前
書

が
な
い
か
ら
、
ど
こ
の
山
焼
き
を
想
像
し
て
も
か
ま
わ
な
い
。
固
有

名
詞
に
頼
ら
ず
に
句
の
情
景
が
鮮
明
に
伝
わ
っ
て
く
れ
ば
、
そ
の
句

は
普
遍
性
を
得
た
こ
と
に
な
る
。
八
束
が
固
有
名
詞
を
外
し
た
理
由

も
そ
の
辺
に
あ
ろ
う
か
。 

春
先
の
山
焼
き
は
、
ま
だ
風
の
強
い
こ
と
が
多
い
の
だ
ろ
う
。〈
霜
の

華
き
ら
き
ら
く
づ
れ
阿
蘇
も
ゆ
る 

八
束
〉
と
あ
る
く
ら
い
だ
か
ら
、

ま
だ
寒
さ
も
き
び
し
い
こ
ろ
だ
。
こ
の
句
は
、『
山
焼
き
の
』
で
少
し

息
を
つ
い
て
、『
焔
を
』『
さ
か
お
と
す
』『
迅
風
か
な
』
と
一
気
に
読

む
。
そ
の
流
れ
に
勢
い
が
あ
っ
て
、
山
焼
き
の
焔
が
、
中
空
へ
育
っ

た
か
と
思
う
と
一
気
に
斜
面
を
舞
い
落
ち
て
く
る
よ
う
な
、
迫
力
あ

る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
句
に
な
っ
た
。
」 

こ
の
内
容
に
つ
い
て
は
変
更
す
る
こ
と
も
あ
る
ま
い
。
今
回
は
、
こ

の
句
を
構
造
的
に
読
み
解
い
て
み
た
い
。
こ
の
句
は
、
句
末
の
「
か

な
」
に
一
気
に
流
れ
込
ん
で
い
く
の
で
、「
さ
か
お
と
す
」
の
直
後
に

は
切
れ
は
な
か
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
意
味
的
に
も
「
山
焼
き
の
焔
を

さ
か
お
と
す
／
迅
風
か
な
」
で
は
な
く
「
〈
山
焼
き
の
焔
を
さ
か
お
と

す
〉
迅
風
か
な
」
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
句
の
主
格
は
「
迅

風
」
で
あ
る
。
散
文
的
に
書
け
ば
、「
迅
風
が
山
焼
き
の
炎
を
さ
か
お

と
す
」
と
な
る
は
ず
だ
。
こ
の
散
文
的
な
書
き
方
に
沿
っ
て
読
ん
で

み
れ
ば
、「
迅
風
」
の
擬
人
化
も
含
め
て
大
き
な
破
綻
も
な
く
風
景
が

収
ま
る
。 

一
方
、
こ
れ
が
上
掲
の
俳
句
仕
立
て
に
な
る
や
、「
山
焼
き
の
焔
を
さ

か
お
と
す
」
と
主
格
は
ま
だ
隠
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
大
い
な
る

も
の
の
力
に
よ
っ
て
山
焼
き
の
焔
が
急
斜
面
を
勢
い
よ
く
滑
り
落
ち

る
さ
ま
が
ま
ず
目
に
飛
び
込
ん
で
く
る
。
そ
の
あ
と
で
、
滑
り
落
ち

る
一
面
の
焔
の
奥
か
ら
、
煽
り
立
て
る
よ
う
に
「
迅
風
」
が
追
い
打

ち
を
か
け
て
く
る
。
こ
の
と
き
の
「
迅
風
」
は
自
然
現
象
で
あ
り
な

が
ら
、
何
や
ら
人
智
を
超
え
た
鬼
神
の
よ
う
な
力
に
満
ち
て
い
る
。 

こ
の
読
み
は
多
少
強
引
で
場
合
に
よ
っ
た
ら
勇
み
足
か
も
し
れ
な
い

が
、
こ
の
句
を
読
み
直
し
た
時
に
、
句
末
の
「
か
な
」
の
切
れ
字
の

効
果
と
共
に
、
俳
句
の
倒
置
法
に
よ
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
蘇
生
感
を

感
じ
取
っ
た
こ
と
を
、
こ
こ
に
記
し
て
お
き
た
い
。 



■
続
・
ら
く
だ
日
記
（
八
十
七
） 

佐
怒
賀
正
美
■ 

妻
と
浅
蜊
は
厨
に
泣
き
ぬ
明
や
す
し 

石
原
八
束 

（
昭
和
三
十
四
年
作
・
句
集
『
空
の
渚
』
所
収
・
三
雲
書
店
刊
） 

  

前
回
に
引
き
続
き
第
三
句
集
『
空
の
渚
』
か
ら
。
実
は
、
以
前
「
ら

く
だ
日
記
」
の
時
に
、
こ
の
句
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
評
し
た
。 

 
≪

八
束
の
代
表
句
で
、
愛
唱
し
て
い
る
人
も
多
い
か
も
し
れ
な
い
。

私
は
、
「
妻
と
浅
蜊
」
の
組
み
合
わ
せ
に
は
惹
か
れ
る
が
、
「
厨
」
は

少
々
常
套
的
か
と
思
う
し
、「
明
や
す
し
」
は
舞
台
を
作
り
す
ぎ
て
し

ま
っ
て
い
る
と
思
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
句
を
読
む
た
び
に
、

そ
の
よ
う
に
感
じ
る
の
は
、
私
自
身
が
平
和
で
豊
か
な
時
代
に
馴
れ

て
生
活
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
も
反
問
し
て
み
る
。
い
っ
た

い
、
八
束
は
何
を
感
じ
て
こ
の
句
を
詠
ん
だ
の
だ
ろ
う
。 

 

こ
の
句
の
面
白
さ
を
一
つ
だ
け
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
妻
と
浅
蜊
の

悲
し
み
の
出
口
が
異
な
る
こ
と
だ
。
妻
の
方
は
、
泣
き
止
め
て
再
び

一
日
の
生
活
へ
と
け
な
げ
に
立
ち
向
か
う
。
浅
蜊
の
方
は
、
泣
い
た

後
に
待
っ
て
い
る
の
は
食
べ
ら
れ
て
し
ま
う
運
命
。
徹
夜
を
し
た
翌

朝
、
早
々
と
厨
に
立
っ
て
い
る
妻
を
見
て
、
そ
の
両
方
の
悲
哀
の
内

容
に
思
い
を
馳
せ
た
の
だ
ろ
う
か
。
変
と
い
え
ば
、
た
し
か
に
へ
ん

な
句
だ
が
、
戦
後
の
つ
つ
ま
し
い
生
活
感
が
伝
わ
っ
て
き
て
、
私
は

好
き
な
句
。
現
代
の
シ
ス
テ
ム
キ
ッ
チ
ン
に
は
な
い
楚
々
と
し
た
味

わ
い
が
感
じ
ら
れ
る
。≫

 

 

い
ま
読
み
直
す
と
、
い
ち
ば
ん
大
事
な
点
を
書
き
落
し
て
い
た
か

と
思
う
。
そ
れ
は
時
代
的
な
女
性
の
立
場
の
弱
さ
で
あ
る
。
一
般
的

に
は
、「
厨
」
と
い
う
語
か
ら
は
、
現
代
の
「
キ
ッ
チ
ン
」
に
は
な
い
、

「
楚
々
と
し
た
味
わ
い
」
と
い
う
よ
り
も
、
薄
暗
い
（
も
っ
と
昔
な

ら
ば
土
間
に
通
じ
る
）
炊
事
の
空
間
を
感
じ
取
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
。

「
厨
」
は
家
の
中
で
女
性
の
仕
切
れ
る
空
間
で
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ

は
古
い
社
会
体
制
の
中
で
女
性
が
暗
黙
の
内
に
「
任
さ
れ
て
し
ま
っ

た
」
場
所
で
も
あ
る
。
昔
の
古
い
木
造
平
屋
な
ら
ば
、
冬
に
は
ガ
ラ

ス
窓
が
風
に
鳴
り
、
隙
間
風
な
ど
も
入
っ
て
き
た
時
代
だ
。
日
々
の

厳
し
い
妻
の
役
割
と
状
況
に
耐
え
な
が
ら
夫
に
見
え
ぬ
よ
う
に
一
人

忍
ん
で
泣
く
の
も
、
こ
の
「
厨
」
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
場
面

を
八
束
は
見
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
を
ペ
ー
ソ
ス
を
誘
う
か
の
よ
う
な

句
に
成
し
て
い
る
が
、
現
代
で
は
こ
ん
な
醒
め
た
書
き
方
は
で
き
な

い
か
も
し
れ
な
い
。 

そ
れ
は
そ
う
と
し
て
、
い
ま
の
恵
ま
れ
た
若
い
シ
ス
テ
ム
キ
ッ
チ

ン
世
代
に
、
こ
の
「
厨
」
の
語
が
醸
し
出
す
翳
り
や
闇
の
奥
行
き
が

ど
の
く
ら
い
見
え
た
り
感
じ
た
り
で
き
る
だ
ろ
う
か
。「
蚊
帳
」
と
同

じ
よ
う
に
「
厨
」
も
死
語
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
ら
も
、
私
自
身

に
と
っ
て
郷
愁
め
い
て
浮
き
上
が
っ
て
く
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。 



■
続
・
ら
く
だ
日
記
（
八
十
六
）
■ 

花
ふ
ぶ
く
荒
波
島
の
納 な

ん

戸 ど

神 が
み 

 

石
原
八
束 

（
昭
和
三
十
四
年
作
・
句
集
『
空
の
渚
』
所
収
・
三
雲
書
店
刊
） 

 

第
三
句
集
『
空
の
渚
』
に
移
ろ
う
。
こ
れ
は
第
三
句
集
な
が
ら
、

三
好
達
治
先
生
の
ご
多
忙
な
事
情
の
中
で
第
二
句
集
と
発
行
順
序
が

逆
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
珍
し
い
句
集
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
私
自
身

の
第
一
句
集
と
第
二
句
集
も
石
原
八
束
先
生
の
同
様
な
ご
事
情
で
、

発
行
順
序
が
逆
に
な
っ
た
経
緯
が
あ
る
。
そ
の
と
き
先
生
は
「
順
序

が
逆
に
な
る
こ
と
は
た
ま
に
あ
り
ま
す
よ
」
と
確
信
を
も
っ
て
お
答

え
に
な
っ
た
の
で
、
妙
に
納
得
し
て
し
ま
っ
た
記
憶
が
あ
る
。
今
年

は
元
旦
の
机
に
向
か
っ
て
こ
ん
な
感
懐
に
し
ば
し
耽
っ
て
い
る
。 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
句
集
『
空
の
渚
』
の
序
詩
は
三
好
達
治
作
。
何

度
読
ん
で
も
私
は
何
よ
り
も
日
本
語
の
美
し
い
姿
と
調
べ
に
惹
き
込

ま
れ
て
、
し
め
や
か
で
ひ
ろ
び
ろ
と
し
た
心
象
風
景
に
飽
き
る
こ
と

が
な
い
。
す
こ
し
長
い
が
新
年
な
の
で
お
許
し
を
い
た
だ
こ
う
。 

空
の
な
ぎ
さ 

 
 

 
 

 
 

三
好 

達
治 

い
づ
こ
よ
遠
く
来
り
し
旅
人
は 

冬
枯
れ
し
梢
の
も
と
に
い
こ
ひ
た
り 

空
の
な
ぎ
さ
に
さ
し
か
は
す 

梢
の
す
ゑ
は
し
な
め
き
て 

煙
ら
ひ
し
な
ひ
さ
や
さ
や
に
さ
さ
や
く
こ
ゑ
す 

仰
ぎ
見
つ
か
つ
は
き
く
遠
き
音
づ
れ 

落
葉
つ
み
落
葉
は
つ
み
て 

あ
た
た
か
き
日
ざ
し
の
う
へ
に 

は
や
こ
こ
に
角
ぐ
む
も
の
は
む
き
む
き
に 

お
の
が
じ
し
彼
ら
が
堅
き
包
み
も
の
と
き
ほ
ど
く
な
る 

路
の
く
ま
樹
下
石
上
に
昼
の
風
歩
み
と
ど
ま
り 

旅
人
な
れ
ば
お
の
づ
か
ら
組
み
し
小
指
に
ま
つ
は
り
ぬ 

か
く
あ
り
て
今
日
の
ゆ
く
て
を
さ
さ
ん
と
す
小
指
の
す
ゑ
に 

 

さ
て
、
冒
頭
の
句
に
話
を
戻
そ
う
。
昭
和
三
十
四
年
、
八
束
は
唐

津
、
有
田
、
中
津
、
柳
川
、
平
戸
、
諫
早
な
ど
九
州
を
吟
行
し
て
い

る
。
そ
の
中
の
一
句
で
、
平
戸
島
で
の
作
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
「
納

戸
神
」
は
、
「
隠
れ
切
支
丹
の
納
戸
に
祀
ら
れ
た
聖
画
像
な
ど
」
。
厳

し
い
自
然
な
が
ら
花
ふ
ぶ
く
力
強
さ
の
裡
に
祀
ら
れ
て
い
る
納
戸
神

は
、
隠
れ
切
支
丹
の
心
象
風
景
に
相
応
し
い
か
と
も
思
う
。
四
百
年

も
昔
の
風
景
が
い
ま
で
も
眼
前
に
あ
り
あ
り
と
見
え
て
く
る
。 


