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鯨
死
す
千
尋
の
海
を
恋
ひ
な
が
ら�

橋
本
　
恭
子

　
今
年
の
一
月
に
大
阪
湾
の
淀
川
河
口
近
く
で
見
つ
か
っ
た
マ
ッ

コ
ウ
ク
ジ
ラ
の
死
を
悼
む
。
河
口
付
近
は
水
深
も
浅
く
、
気
の
毒

な
こ
と
に
な
っ
た
。
マ
ッ
コ
ウ
ク
ジ
ラ
の
寿
命
は
70
～
80
歳
で
、

こ
の
ク
ジ
ラ
は
調
べ
た
結
果
46
歳
だ
っ
た
と
い
う
か
ら
寿
命
で
な

い
こ
と
は
確
か
。
河
口
に
入
っ
た
原
因
は
結
局
解
ら
な
か
っ
た
。

お
も
り
を
付
け
て
沈
め
ら
れ
た
鯨
へ
、
せ
め
て
も
の
「
千
尋
の
海

を
恋
ひ
な
が
ら
」
の
措
辞
。
悲
し
み
の
極
み
で
あ
る
。

な
が
な
が
と
貨
車
に
葱
積
む
深
谷
駅�
長
谷
川
菊
男

　
埼
玉
県
の
深
谷
葱
は
千
住
葱
、
矢
切
葱
、
下
仁
田
葱
な
ど
と
同

じ
く
根
深
で
、
柔
ら
か
く
甘
い
。
水
原
秋
櫻
子
の
句
に
も
〈
深
谷

葱
着
き
ぬ
鍋
物
何
々
ぞ
〉
が
あ
り
冬
の
鍋
物
に
は
欠
か
せ
な
い
。

そ
の
葱
を
深
谷
駅
か
ら
積
む
の
だ
ろ
う
、
こ
の
句
の
「
貨
車
に
葱

積
む
」
は
そ
の
光
景
を
詠
ん
で
い
る
。「
な
が
な
が
と
」
は
、
長

い
時
間
を
掛
け
て
葱
を
積
ん
で
い
る
と
い
う
意
味
と
、
長
く
連
結

し
た
貨
車
に
葱
を
積
ん
で
い
る
と
い
う
意
味
と
を
併
せ
持
た
せ
た

言
葉
。
葱
の
出
荷
で
賑
わ
う
深
谷
駅
が
見
え
る
よ
う
だ
。「
葱
鮪
」

が
食
べ
た
く
な
っ
た
。

着
て
ゐ
ま
す
は
は
に
見
立
て
し
カ
ー
デ
ィ
ガ
ン�

浜
田
　
優
子

　
カ
ー
デ
ィ
ガ
ン
は
前
開
き
の
セ
ー
タ
ー
。
こ
の
カ
ー
デ
ィ
ガ
ン

を
作
者
は
か
つ
て
ご
母
堂
に
買
っ
て
差
し
上
げ
た
。
そ
れ
を
現
在

は
ご
自
身
が
「
着
て
ゐ
ま
す
」。
母
か
ら
娘
へ
引
き
継
が
れ
、
今

も
現
役
で
寒
さ
か
ら
身
を
守
っ
て
く
れ
て
い
る
。「
着
て
ゐ
ま
す
」

は
そ
の
亡
母
に
向
か
っ
て
の
言
葉
。
お
蔭
様
で
元
気
で
す
よ
と
。

ス
ク
ラ
ム
を
飛
び
出
し
ラ
ガ
ー
華
と
な
る�

原
田
ミ
チ
子

　
ラ
グ
ビ
ー
は
、
サ
ッ
カ
ー
と
同
様
に
冬
の
季
語
。
ラ
グ
ビ
ー
・

フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
が
正
式
名
称
で
「
ラ
ガ
ー
」
は
元
来
ラ
グ
ビ
ー
競

技
の
愛
称
で
あ
る
。
現
在
で
は
ラ
グ
ビ
ー
競
技
者
の
意
味
に
誤
用

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
言
わ
ぬ
。
こ
の
句
で
は
そ
の
競
技
者
が

飛
び
出
し
て
「
華
と
な
る
」
と
詠
む
。
体
格
も
良
く
、
抜
け
出
て

ト
ラ
イ
を
決
め
る
姿
は
確
か
に
格
好
い
い
。「
華
と
な
る
」
は
言

い
得
て
い
る
。

啓
蟄
や
蛇
に
も
虫
に
も
な
る
粘
土�

春
田
　
千
歳

　
粘
土
細
工
で
蛇
の
形
に
し
た
り
、
虫
を
作
っ
た
り
。
粘
土
は
想

像
力
次
第
で
何
の
形
に
で
も
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
子
ど
も
た
ち

が
粘
土
を
捏
ね
て
新
し
い
生
命
が
生
ま
れ
る
。
掲
出
句
は
「
啓
蟄
」

を
季
語
に
置
い
た
こ
と
で
、
蛇
や
地
虫
が
本
当
に
あ
た
か
も
穴
か

ら
出
て
き
た
か
の
よ
う
に
読
者
を
錯
覚
さ
せ
る
。
俳
句
は
季
語
次

第
と
よ
く
言
わ
れ
る
が
、
こ
の
句
は
「
啓
蟄
」
で
極
っ
た
。

「
閏
」
一
句
鑑
賞

守
屋
　
明
俊

（
五
十
音
順
）



－　 －27

寒
中
の
寒
と
し
て
あ
る
鉄
パ
イ
プ�

平
野
　
豊
雄

　
寒
々
し
い
一
句
。
鉄
パ
イ
プ
は
乱
闘
と
か
爆
弾
と
か
を
イ
メ
ー

ジ
さ
せ
る
物
騒
な
も
の
と
一
般
的
に
は
思
わ
れ
、
こ
の
句
も
そ
こ

を
踏
ま
え
巧
く
作
ら
れ
て
い
る
。
殊
に
「
寒
中
の
寒
」。
こ
の
措

辞
が
究
極
の
寒
さ
を
よ
く
伝
え
る
。
鉄
パ
イ
プ
の
も
つ
怖
さ
、
そ

れ
を
手
に
す
る
人
間
の
恐
ろ
し
さ
を
存
分
に
表
現
し
得
た
。

こ
は
れ
さ
う
な
愛
の
か
た
ち
に
冬
の
薔
薇�

福
井
　
芳
野

　
形
あ
る
も
の
は
い
つ
か
崩
れ
る
。「
最
後
に
愛
は
勝
つ
」
な
ど

と
歌
わ
れ
た
愛
だ
が
、
人
生
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。
千
切

れ
た
り
、
壊
れ
た
り
す
る
愛
が
あ
る
か
ら
こ
そ
小
説
が
出
来
た

り
、
映
画
が
生
ま
れ
た
り
す
る
。
冬
の
薔
薇
の
崩
れ
か
け
た
景
か

ら
、
作
者
も
そ
の
不
安
定
な
愛
を
発
見
し
、
そ
れ
を
「
こ
は
れ
さ

う
な
愛
の
か
た
ち
に
」
と
表
現
し
た
。「
こ
わ
れ
た
愛
」
で
な
く

「
こ
は
れ
さ
う
な
愛
」
で
微
妙
な
幼
さ
が
表
出
さ
れ
た
。

人
事
に
も
あ
げ
る
総
務
の
鏡
割�

本
多
　
遊
子

　
総
務
部
総
務
課
、
人
事
課
、
厚
生
課
な
ど
の
事
務
組
織
を
想
像

し
て
み
た
。
古
い
時
代
か
ら
の
風
習
で
年
の
暮
に
餅
を
搗
き
正
月

十
一
日
に
鏡
開
き
す
る
。
そ
れ
を
仕
切
る
の
は
大
抵
は
総
務
課
。

大
き
な
二
つ
重
ね
の
硬
い
鏡
餅
を
取
り
お
ろ
し
、
錐
で
か
い
て
細

分
す
る
。
鏡
餅
は
心
臓
の
象
徴
と
い
わ
れ
、
そ
れ
を
配
る
の
は
服

従
を
誓
わ
せ
る
た
め
だ
と
か
。
そ
う
思
う
と
怖
い
句
で
あ
る
。

煤
逃
げ
や
芝
生
の
光
る
競
馬
場�

水
谷
　
光
子

　
昔
の
男
ど
も
は
「
煤
逃
げ
」
と
称
し
煤
払
い
を
忌
避
し
て
家
を

出
た
。
こ
の
句
で
は
競
馬
場
へ
忌
避
し
て
い
る
。
現
在
の
競
馬
場

は
昔
の
よ
う
な
薄
汚
い
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
し
、
女
性
や
子
ど
も
も

楽
し
く
遊
べ
る
よ
う
遊
び
場
や
バ
ラ
園
を
作
っ
た
り
し
て
客
を
呼

ぶ
。「
芝
生
の
光
る
競
馬
場
」
は
も
は
や
健
康
的
で
さ
え
あ
る
。

こ
の
一
家
は
明
る
く
年
を
越
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。

初
不
動
秞
子
師
句
碑
の
「
未
来
」
の
意�

持
田
き
よ
え

　
高
幡
不
動
尊
境
内
に
あ
る
恩
師
の
句
碑
〈
未
来
図
は
直
線
多
し

早
稲
の
花
　
鍵
和
田
秞
子
〉
を
訪
ね
て
の
句
。
こ
の
句
碑
の
「
未

来
」
の
意
味
を
改
め
て
自
問
す
る
作
者
で
あ
る
。
新
道
が
稲
田
を

貫
き
ど
こ
ま
で
も
伸
び
る
。「
早
稲
の
花
は
豊
か
な
稔
り
を
予
想

さ
せ
た
。
私
自
身
の
未
来
図
も
信
じ
た
か
っ
た
」
と
若
き
日
の
秞

子
先
生
。
未
来
は
信
ず
る
者
の
手
に
あ
る
。

ま
ま
ご
と
の
ご
と
き
一ひ

と
よ生

か
薺
打
つ�

森
尻
　
礼
子

　
飯
事
は
子
ど
も
の
炊
事
・
食
事
の
真
似
事
。
真
似
だ
か
ら
本
当

の
食
事
を
体
験
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
句
の
「
ま
ま
ご

と
の
如
き
一
生
か
」
は
、
現
実
を
知
ら
ず
未
熟
な
ま
ま
で
生
き
て

き
た
な
ぁ
と
、
自
身
を
省
み
た
果
て
の
感
嘆
。
松
飾
り
が
外
さ
れ

正
月
六
日
の
夜
に
は
薺
を
打
つ
。
正
月
気
分
は
こ
こ
で
終
り
、
明

日
か
ら
ま
た
普
段
の
暮
し
が
始
ま
る
。
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一
人
居
の
寒
さ
ぬ
ぎ
捨
て
街
に
出
づ�

八
尋
　
信
子

　
一
人
暮
ら
し
は
一
家
の
団
欒
が
な
く
、
と
て
も
寒
い
。
そ
の
寒

さ
を
家
に
置
い
て
、
作
者
は
街
へ
繰
り
出
し
た
と
い
う
。
そ
れ
を

「
寒
さ
ぬ
ぎ
捨
て
」
と
し
て
強
い
表
現
を
し
得
た
の
は
、
こ
れ
か

ら
も
一
人
で
生
き
て
い
く
と
い
う
覚
悟
を
決
め
た
か
ら
だ
ろ
う
。

そ
の
心
の
強
さ
を
羨
ま
し
く
思
う
。

臘
梅
や
社
の
や
う
な
厠
辺
に�

山
田
　
雅
子

　
外
厠
が
神
社
の
社
の
よ
う
な
作
り
の
屋
根
に
な
っ
て
い
る
の

か
。
か
な
り
立
派
な
厠
ら
し
い
。
そ
の
近
く
に
臘
梅
が
太
陽
に
透

け
て
良
い
香
り
を
放
っ
て
い
る
。
芳
香
剤
の
よ
う
な
役
割
を
し
て

い
て
こ
の
厠
辺
の
臘
梅
は
ま
こ
と
に
尊
い
。

味
噌
つ
歯
も
洟
垂
れ
も
見
ぬ
入
園
式�
横
須
賀
智
子

　
近
頃
は
子
ど
も
た
ち
が
み
ん
な
小
綺
麗
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、

昔
の
よ
う
な
味
噌
っ
歯
の
子
や
洟
垂
れ
小
僧
は
ど
こ
を
見
渡
し
て

も
居
な
い
。
清
潔
で
何
よ
り
だ
が
、
で
も
何
故
か
作
者
は
ふ
た
昔

も
前
の
、
国
民
全
体
が
貧
し
か
っ
た
時
代
の
そ
の
味
噌
っ
歯
と
洟

垂
れ
の
様
相
に
憧
れ
る
。
味
噌
っ
歯
、
洟
垂
れ
で
も
、
瞳
だ
け
は

光
輝
い
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。
一
抹
の
寂
し
さ
も
窺
え
る
一
句
。

バ
ッ
カ
ス
の
機
嫌
う
る
は
し
年
酒
く
む�

東
　
　
祥
子

　
酒
の
神
が
宿
り
、
年
頭
に
酌
む
酒
の
麗
し
い
こ
と
。
き
っ
と
酒

の
神
様
の
機
嫌
が
良
い
せ
い
だ
と
、
更
に
一
献
。
蓬
莱
飾
り
に
は

酒
の
四
斗
樽
が
積
ま
れ
て
い
て
こ
れ
を
神
と
分
か
ち
合
う
。
な
に

し
ろ
相
手
は
ギ
リ
シ
ャ
の
神
。
飲
め
飲
め
と
酒
を
勧
め
る
。
そ
う

で
す
か
と
、
ま
た
一
杯
戴
く
。
厳
粛
な
め
で
た
い
一
句
で
あ
る
。

や
は
ら
か
な
赤
子
の
蹠
春
を
待
つ�

伊
澤
や
す
ゑ

　
お
孫
さ
ん
だ
ろ
う
か
、
体
全
体
が
柔
ら
か
く
肌
は
赤
み
が
さ
し

健
康
そ
の
も
の
。
と
り
わ
け
、
足
の
裏
は
柔
ら
か
く
、
見
守
る
大

人
た
ち
を
喜
ば
す
。
も
う
直
ぐ
春
が
来
る
。
赤
子
に
は
遥
か
な
る

未
来
が
あ
る
。
そ
の
新
し
い
命
の
御
裾
分
け
を
作
者
も
戴
い
て
、

共
に
春
を
待
っ
て
い
る
。
仄
々
と
命
の
輝
く
一
句
。

待
つ
日
々
や
男
雛
女
雛
を
は
や
飾
り�

石
垣
喜
代
子

　
雛
を
飾
る
の
を
今
か
今
か
と
待
つ
。
京
都
の
冷
泉
家
は
旧
暦
な

の
で
三
月
二
十
九
日
か
三
十
日
に
お
雛
さ
ん
を
飾
り
四
月
三
日
に

は
小
さ
な
お
膳
で
お
雛
さ
ん
に
ご
馳
走
を
上
げ
る
そ
う
で
あ
る
。

東
京
は
三
月
三
日
が
雛
祭
。
作
者
は
も
う
二
月
か
ら
心
が
は
や
り

雛
祭
が
来
る
の
を
今
か
今
か
と
待
つ
。
男
に
は
解
か
ら
な
い
華
や

ぎ
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

生
き
る
世
に
今
も
戦
や
二
月
来
る�

市
村
　
啓
子

　
昨
年
の
二
月
の
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍
事
進
攻
。
ウ
ク

ラ
イ
ナ
の
民
間
人
の
死
者
数
は
八
千
人
を
超
え
た
。
ロ
シ
ア
が
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撤
退
す
る
気
配
も
な
い
。
我
々
は
今
、
現
代
史
の
最
先
端
に
立
ち
、

自
分
た
ち
人
類
が
地
球
の
環
境
汚
染
の
多
く
を
惹
き
起
こ
し
て
い

る
現
実
に
直
面
し
、
ま
た
一
方
で
戦
争
へ
の
脅
威
を
共
有
す
る
。
作

者
の
こ
の
句
に
は
そ
の
よ
う
な
背
景
が
あ
る
。
三
月
、
八
月
、
九

月
、
十
二
月
に
続
き
、
二
月
も
心
に
刻
ま
れ
る
月
と
な
っ
た
。

う
れ
し
く
て
泣
く
と
き
も
あ
り
花
便
り�

岩
根
　
　
甲

　「
嬉
し
涙
」
と
表
現
で
き
た
だ
ろ
う
に
、
そ
れ
を
「
う
れ
し
く

て
泣
く
と
き
も
あ
り
」
と
、
心
の
揺
れ
を
デ
リ
ケ
ー
ト
に
伝
え

る
。
自
分
で
も
解
か
ら
な
い
自
分
の
心
の
内
が
巧
く
表
出
さ
れ
て

い
る
と
思
っ
た
。
そ
れ
ほ
ど
に
、
桜
は
人
間
の
心
を
虜
に
す
る
。

作
者
の
今
の
境
涯
か
ら
発
せ
ら
れ
た
花
便
り
の
句
。

泣
初
の
止
ま
ら
ぬ
「
二
十
四
の
瞳
」�
牛
込
は
る
子

　
壺
井
栄
の
『
二
十
四
の
瞳
』
は
幾
た
び
か
映
画
や
ド
ラ
マ
に

な
っ
た
。
殊
に
高
峰
秀
子
主
演
の
映
画
に
は
本
当
に
涙
を
誘
わ
れ

心
に
沁
み
た
。
こ
の
句
の
「
泣
初
の
止
ま
ら
ぬ
」
は
ま
さ
に
そ
の

通
り
。
壺
井
栄
で
は
『
海
の
音
』
も
ま
た
心
に
残
る
文
章
だ
っ
た
。

初
旅
や
シ
ル
ク
ス
カ
ー
フ
贅
沢
に�

内
海
　
範
子

　
シ
ル
ク
ス
カ
ー
フ
の
イ
メ
ー
ジ
が
つ
か
な
い
が
、
高
級
な
品
と

い
う
感
じ
が
す
る
。
そ
れ
を
贅
沢
に
巻
い
て
の
初
旅
。
国
内
で
な

く
海
外
へ
の
旅
だ
ろ
う
と
、
想
像
す
る
の
も
愉
し
い
。

生
命
の
保
持
が
や
つ
と
の
寒
気
か
な�

大
下
　
壽
櫻

　「
生
命
の
保
持
」
と
い
う
硬
い
言
葉
を
俳
句
に
用
い
、
切
羽
詰

ま
っ
た
何
か
を
訴
え
て
い
る
。
命
ぎ
り
ぎ
り
に
生
き
て
い
る
こ
と

が
「
保
持
が
や
つ
と
の
寒
気
か
な
」
の
詠
嘆
か
ら
滲
み
出
て
い
よ

う
。
早
く
春
が
来
ま
す
よ
う
に
と
願
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
私

も
そ
う
だ
が
、
基
礎
疾
患
の
あ
る
人
、
頑
張
れ
。

鯛
焼
の
魂
よ
こ
ん
な
に
熱
い
と
は�

太
田
　
裕
子

　
鯛
焼
に
も
魂
が
存
在
す
る
と
思
う
の
は
、
そ
の
身
が
ず
っ
し
り

と
重
い
か
ら
だ
ろ
う
。
そ
し
て
何
よ
り
も
作
り
た
て
は
熱
い
か
ら

で
あ
る
。
そ
う
、
魂
は
熱
く
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
人
間
の
魂
も

熱
く
燃
え
上
が
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
。
元
気
で
美
味
し
そ
う
な

一
句
で
あ
る
。〈
鯛
焼
の
あ
つ
き
を
食
む
も
わ
び
し
か
ら
ず
や
〉

と
い
う
安
住
敦
の
句
も
あ
る
。

マ
ス
ク
し
て
帽
子
の
奥
に
訝
る
眼�

小
河
原
政
子

　
マ
ス
ク
し
て
帽
子
を
被
っ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
怪
し
い
人
。

加
え
て
、
帽
子
を
目
深
に
被
り
そ
の
奥
に
ぽ
つ
ん
と
こ
ち
ら
を
見

据
え
て
い
る
眼
が
ま
た
怪
し
い
。
こ
れ
は
そ
の
人
が
悪
い
の
で
は

な
く
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
に
伴
う
不
安
か
ら
き
て
い

る
。「
訝
る
眼
」
に
し
た
の
は
コ
ロ
ナ
。
概
し
て
男
性
に
多
い
よ

う
で
、
女
性
は
全
体
的
に
笑
み
を
湛
え
て
い
る
。
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小
さ
き
子
は
松
を
引
き
ず
る
注
連
貰�

金
子
か
ほ
る

　
注
連
貰
は
、
小
正
月
の
ど
ん
ど
作
り
や
道
祖
神
祭
の
と
き
に
、

子
ど
も
た
ち
が
地
域
の
家
を
一
軒
ず
つ
回
り
、
注
連
飾
り
な
ど
を

貰
っ
て
く
る
行
事
。
子
ど
も
た
ち
に
は
リ
ー
ダ
ー
格
の
子
が
い
て

手
際
よ
く
貰
っ
て
く
る
。
御
礼
に
と
お
菓
子
を
頂
い
た
り
小
銭
を

頂
く
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
句
で
は
、
ま
だ
幼
く
て
松
飾
り
を
引
き

ず
る
よ
う
に
持
っ
て
く
る
子
を
描
く
。「
引
き
ず
る
」
が
秀
抜
。

ひ
ふ
み
の
四よ

気
合
で
生
き
て
芽
吹
き
時�

金
子
　
　
学

　
こ
の
号
の
校
正
中
の
三
月
、
金
子
学
さ
ん
が
亡
く
な
ら
れ
た
。

今
号
の
作
品
に
は
〈
酒
漬
け
の
体
ま
ろ
ま
る
寒
の
入
〉〈
酒
呷
り

酢
茎
刻
ん
で
朝
餉
と
す
〉〈
瘋
癲
の
八
十
路
の
果
て
や
寒
鴉
〉
の

作
品
も
見
ら
れ
る
。
今
思
え
ば
か
な
り
病
状
が
進
ん
で
い
た
の
だ

ろ
う
。
そ
の
自
虐
的
な
句
に
対
し
掲
出
句
は
「
体
は
駄
目
だ
が
気

合
で
生
き
よ
う
、
こ
の
ま
ま
で
は
終
わ
ら
せ
な
い
ぞ
」
と
い
う
信

念
も
垣
間
見
ら
れ
る
。
享
年
八
十
。
反
骨
の
人
だ
っ
た
。
合
掌
。

忘
年
会
思
は
ず
喋
り
涙
さ
れ�

金
田
　
知
子

　
忘
年
会
で
同
席
し
た
方
と
図
ら
ず
も
会
話
し
た
際
に
、
何
の
弾

み
か
、
そ
の
方
が
急
に
涙
を
流
し
た
。
何
か
悪
い
事
で
も
言
っ
て

気
に
障
っ
た
の
か
と
作
者
は
思
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
会
話
の
流
れ

の
中
で
語
ら
れ
た
或
る
言
葉
が
、
相
手
の
心
を
過
去
の
哀
し
い
出

来
事
へ
と
誘
う
こ
と
は
よ
く
あ
る
。
作
者
が
悪
い
訳
で
は
な
い
。

冬
至
柚
子
一
個
浮
べ
て
得
心
す�

金
田
　
喜
子

　
冬
至
に
た
て
る
柚
子
の
風
呂
。
そ
の
柚
子
一
つ
を
今
、
作
者
は

湯
に
浮
か
べ
て
眺
め
て
い
る
。
柚
子
は
浴
槽
で
作
者
が
動
く
た
び

に
ぷ
か
ぷ
か
と
健
気
に
揺
れ
る
。
た
だ
の
柚
子
な
の
に
、
そ
れ
が

湯
に
入
る
だ
け
で
存
在
感
が
増
し
、
親
近
感
が
湧
く
。「
得
心
す
」

と
は
そ
う
い
う
こ
と
か
と
得
心
が
い
っ
た
。

鎌
倉
へ
ち
よ
い
と
江
ノ
電
旅
始�

北
　
　
好
夫

　
鎌
倉
辺
り
は
作
者
の
身
近
な
散
策
の
地
な
の
だ
ろ
う
、
思
い

立
っ
た
ら
直
ぐ
に
で
も
行
け
る
。「
鎌
倉
へ
」
は
「
い
ざ
鎌
倉
へ
」

を
踏
ま
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
鎌
倉
か
ら
乗
っ
た
と
い
う
の
で
な

く
、
藤
沢
か
ら
江
ノ
電
で
鎌
倉
を
目
指
す
。
旅
始
に
は
う
っ
て
つ

け
の
小
旅
行
で
あ
る
。「
ち
よ
い
と
」
に
は
「
ほ
ん
の
つ
い
で
に
」

の
意
が
あ
り
、
か
ろ
や
か
な
旅
に
は
ぴ
っ
た
り
な
言
葉
。
つ
い
で

な
が
ら
、
も
し
鎌
倉
に
行
く
の
で
あ
れ
ば
、
鎌
倉
を
愛
し
た
詩
人

田
村
隆
一
の
好
著
『
ぼ
く
の
鎌
倉
散
歩
』
を
お
勧
め
す
る
。

菱
餅
を
嚙
む
子
ま
な
こ
を
膨
ら
ま
せ�

久
保
田
勝
一

　「
ま
な
こ
を
膨
ら
ま
せ
」
は
何
か
不
可
思
議
な
も
の
を
食
べ
て

い
る
よ
う
な
子
ど
も
た
ち
の
目
つ
き
を
言
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

菱
餅
を
作
る
に
は
も
ち
ろ
ん
餅
を
搗
き
、
そ
れ
を
赤
、
白
、
緑
の

三
種
類
の
伸
し
餅
に
伸
し
、
菱
形
に
切
る
。
赤
は
お
天
道
さ
ま
、

白
は
雪
、
緑
は
雪
ど
け
後
に
生
え
て
く
る
草
を
表
す
と
い
う
。
そ
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の
め
で
た
い
菱
餅
を
雛
祭
り
に
お
供
え
す
る
。
得
体
の
知
れ
ぬ
菱

餅
に
目
を
ま
ん
丸
く
し
て
い
る
子
ど
も
の
姿
が
可
愛
い
一
句
。

独
り
居
の
老
い
の
極
楽
冬
至
風
呂�

栗
原
　
季
星

　
温
泉
に
入
る
と
決
ま
っ
て
「
極
楽
、
極
楽
」
と
言
う
。
栗
原
さ

ん
の
句
で
は
、
自
宅
で
立
て
た
風
呂
。
そ
れ
も
一
年
の
終
り
頃
の

冬
至
風
呂
で
、
そ
の
湯
に
入
り
一
人
極
楽
を
感
じ
て
い
る
。
こ
の

一
年
い
ろ
い
ろ
の
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
回
顧
し
つ
つ
手
足
を

伸
ば
し
柚
子
の
香
を
愛
で
て
い
る
情
景
が
目
に
浮
か
ぶ
。「
老
い

の
極
楽
」
に
共
鳴
。

足
元
を
見
て
歩
か
ね
ば
寅
彦
忌�

小
圷
あ
ゆ
み

　
漱
石
の
高
弟
、
物
理
学
者
に
し
て
名
随
筆
家
だ
っ
た
寺
田
寅
彦
。

有
名
な
「
天
災
は
忘
れ
た
頃
に
や
っ
て
来
る
」
は
寅
彦
の
言
葉

で
、
掲
出
の
句
は
こ
れ
を
踏
ま
え
て
い
る
。「
足
元
を
見
て
歩
か

ね
ば
」
は
今
や
高
齢
者
に
と
っ
て
必
須
の
心
構
え
で
あ
り
、
至
極

納
得
が
ゆ
く
。「
歩
か
ね
ば
」
の
柔
ら
か
な
物
言
い
が
ま
た
良
い
。

紅
玉
を
じ
ゆ
て
ー
む
と
煮
る
飴
色
に�

小
泉
ま
り
子

　
フ
ラ
ン
ス
語
の
「
ジ
ュ
テ
ー
ム
」
を
平
仮
名
書
き
に
し
て
い
る

と
こ
ろ
が
面
白
い
。
ジ
ャ
ム
に
す
る
の
だ
ろ
う
か
林
檎
の
紅
玉
を

飴
色
に
な
る
ま
で
煮
て
い
る
。
林
檎
に
対
す
る
愛
情
が
ジ
ュ
テ
ー

ム
だ
し
、
煮
る
音
も
ジ
ュ
テ
ー
ム
と
い
う
感
じ
な
の
だ
ろ
う
。

て
ふ
て
ふ
の
や
う
に
ひ
ら
ひ
ら
春
着
の
子�

幸
喜
美
恵
子

　
年
始
に
着
る
春
着
。
普
段
は
着
な
い
ハ
レ
の
も
の
だ
か
ら
少
女

は
心
う
き
う
き
し
て
い
る
。
そ
れ
を
「
て
ふ
て
ふ
の
や
う
に
」
と

こ
の
句
は
詠
ん
で
い
る
。「
て
ふ
て
ふ
」
と
「
ひ
ら
ひ
ら
」
を
並

べ
た
修
辞
が
た
だ
た
だ
目
に
優
し
く
、
心
地
良
く
楽
し
い
。

永
き
日
や
エ
ン
ド
ロ
ー
ル
を
仕
舞
ま
で�

小
林
ゆ
き
お

　
映
画
の
エ
ン
ド
ロ
ー
ル
。
映
画
館
で
エ
ン
ド
ロ
ー
ル
が
流
れ
る

と
席
を
立
つ
人
が
い
る
け
れ
ど
、
や
は
り
最
後
ま
で
観
て
い
た
い
。

映
画
製
作
に
は
何
百
と
い
う
ス
タ
ッ
フ
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が

解
か
り
、
一
人
で
原
作
・
主
演
・
監
督
・
編
集
を
担
う
俳
句
と
は

随
分
違
う
な
と
か
も
感
じ
る
こ
と
が
出
来
る
。「
永
き
日
」
は
日
が

長
く
な
っ
た
春
の
長
閑
さ
。
映
画
を
仕
舞
ま
で
き
ち
っ
と
観
て
、

外
へ
出
る
と
ま
だ
明
る
い
。
い
い
一
日
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

梅
一
輪
汀
に
鯉
の
供
養
塔�

小
濱
け
え
子

　〈
む
め
一
輪
一
り
ん
ほ
ど
の
あ
た
た
か
さ
　
嵐
雪
〉。
少
し
ず
つ

春
の
気
配
が
立
ち
、
梅
も
ほ
こ
ろ
ん
で
き
た
。
池
を
巡
り
歩
い
て

い
た
ら
鯉
の
供
養
塔
を
見
つ
け
た
。
こ
の
供
養
塔
は
池
の
汀
に
建

て
て
あ
る
が
そ
れ
が
本
当
の
供
養
な
の
だ
ろ
う
。
魚
の
供
養
塔
は

全
国
に
在
っ
て
、
ふ
ぐ
塚
や
鰹
塚
な
ど
も
散
見
す
る
。
命
あ
る
も

の
を
戴
い
た
こ
と
を
心
に
深
く
刻
み
供
養
す
る
。
掲
出
句
は
一
句

全
体
が
供
養
に
な
っ
て
い
て
、
格
調
高
い
。
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京
な
ま
り
み
ち
の
く
な
ま
り
女
正
月�

小
林
　
　
玲

　
女
性
た
ち
が
骨
休
み
す
る
女
正
月
。
湯
治
に
出
掛
け
る
人
や
、

親
し
い
者
同
士
で
ひ
と
と
き
の
安
ら
ぎ
を
共
有
す
る
人
も
居
る
。

こ
の
句
で
は
、
作
者
の
回
り
に
座
す
「
京
な
ま
り
」
の
人
や
「
み

ち
の
く
の
な
ま
り
」
の
人
、
い
ろ
い
ろ
の
訛
が
聞
こ
え
て
き
て
賑

や
か
こ
の
上
な
い
。
き
っ
と
疲
れ
も
と
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

猛
禽
に
な
れ
ず
寒
禽
啼
く
ば
か
り�

斉
藤
久
美
子

　
ご
自
身
の
こ
と
な
の
か
、
猛
禽
に
な
り
た
い
の
に
成
れ
な
い
と

い
う
。
寒
禽
の
ま
ま
、
啼
い
て
ば
か
り
。
寒
禽
と
は
、
寒
さ
に
悴

ん
だ
よ
う
に
し
て
い
る
鳥
の
総
称
で
寒
雀
、
寒
鴉
、
冬
の
鳶
な
ど

冬
の
鳥
を
い
う
。
寒
苦
鳥
と
い
う
傍
題
も
あ
る
か
ら
、
苦
し
そ
う

に
啼
く
の
か
も
し
れ
な
い
。
可
哀
想
な
作
者
だ
。
で
も
春
は
も
う

そ
こ
ま
で
来
て
い
る
。
鶯
の
谷
渡
り
も
間
近
。

句
帳
ま
だ
筋
書
の
ま
ま
三
ヶ
日�

佐
藤
　
和
子

　
正
月
は
な
ん
だ
か
句
が
残
ら
な
い
。
国
民
が
大
方
同
じ
よ
う
な

め
で
た
い
気
持
ち
で
い
る
の
で
、
詠
む
内
容
も
似
、
一
歩
抜
き
ん

出
た
句
は
出
来
づ
ら
い
の
だ
。
こ
の
作
者
も
句
の
筋
書
、
趣
向
は

考
え
た
も
の
の
、
そ
の
表
現
を
精
査
す
る
に
至
っ
て
い
な
い
。
こ

う
い
う
時
は
句
を
一
定
の
時
間
寝
か
せ
て
お
い
て
、
正
月
気
分
が

消
え
た
頃
に
再
度
見
直
し
を
す
れ
ば
い
い
と
思
う
。
冷
静
に
な
れ

ば
何
か
発
見
も
出
来
る
。
俳
句
は
発
見
と
想
像
力
。

木
の
葉
髪
こ
の
道
尽
き
る
と
こ
ろ
ま
で�

島
　
　
昌
子

　
こ
の
道
と
は
人
生
の
並
木
道
。
道
が
尽
き
る
ま
で
生
き
抜
く
と

い
内
容
の
句
で
「
木
の
葉
髪
」
の
季
語
を
上
五
に
置
き
、
何
や
ら

侘
し
さ
が
加
わ
っ
た
。
抜
け
落
ち
た
髪
を
木
の
葉
髪
と
認
識
す
る

の
は
高
齢
に
な
っ
て
か
ら
。
人
生
の
残
り
時
間
を
意
識
す
る
の
も

こ
の
頃
。
石
こ
ろ
だ
ら
け
の
道
で
す
が
弛
ま
ず
歩
き
ま
し
ょ
う
。

笹
鳴
や
幼
こ
と
ば
の
一
途
に
て�

清
水
　
悠
太

　
冬
鶯
の
笹
鳴
。
餌
を
求
め
里
の
人
家
近
く
に
来
て
、
藪
辺
り
か

ら
チ
ャ
ツ
チ
ャ
ツ
と
小
さ
な
声
で
鳴
く
。
こ
の
句
の
「
幼
こ
と
ば
」

は
勿
論
、
笹
鳴
を
そ
の
よ
う
に
捉
え
た
言
葉
だ
ろ
う
。
幼
子
の
発

す
る
声
、
物
言
い
も
、
笹
鳴
と
同
じ
よ
う
に
声
を
慣
ら
し
て
い
る

感
が
あ
る
。
正
調
の
声
を
獲
る
た
め
の
「
一
途
」
さ
が
可
愛
い
。

掛
軸
の
富
士
に
見
ら
れ
る
冬
座
敷�

正
田
　
和
子

　
掛
軸
に
描
か
れ
て
い
る
壮
大
な
霊
峰
富
士
。
冬
座
敷
だ
か
ら
本

当
に
真
白
な
富
士
。
こ
の
句
は
そ
の
富
士
を
眺
め
て
い
る
と
い
う

の
で
は
な
く
、
逆
に
、
そ
の
富
士
か
ら
見
ら
れ
て
い
る
と
感
じ

た
。
実
際
の
富
士
山
が
そ
こ
に
立
っ
て
い
る
と
感
じ
た
と
こ
ろ
が

面
白
い
。
富
士
の
偉
容
を
讃
え
る
一
句
で
あ
る
。

熊
本
の
馬
刺
を
囲
む
三
日
か
な�

新
海
あ
ぐ
り

　
正
月
の
料
理
に
そ
ろ
そ
ろ
飽
き
て
き
た
三
日
。
そ
の
晩
に
は
予
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て
送
ら
れ
て
き
た
馬
刺
し
を
囲
み
一
家
団
欒
、
酒
盛
り
が
始
ま

る
。
そ
の
賑
や
か
な
様
子
が
よ
く
表
出
さ
れ
て
い
る
。
馬
刺
し
は

信
州
や
会
津
に
帰
省
し
た
際
に
そ
の
赤
身
を
よ
く
戴
く
が
、
熊
本

の
馬
刺
し
も
有
名
な
逸
品
。
四
日
か
ら
ま
た
出
勤
の
家
族
も
居
ろ

う
。
霜
降
の
馬
刺
し
で
三
が
日
を
締
め
、
元
気
潑
溂
な
親
子
。

マ
ス
ク
し
て
ゐ
る
を
た
し
か
め
外
出
か
な�

菅
原
　
淑
子

　
コ
ロ
ナ
禍
の
三
年
間
、
沢
山
の
マ
ス
ク
の
句
に
出
会
っ
た
。
こ

の
句
な
ど
は
、
哀
し
い
か
な
、
マ
ス
ク
が
日
常
に
定
着
し
て
様
子

を
よ
く
伝
え
て
い
る
。
外
出
す
る
時
に
家
の
電
気
や
戸
締
り
を
確

認
す
る
よ
う
に
、
自
ら
が
マ
ス
ク
を
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
か

め
る
。
そ
の
自
分
の
仕
種
を
極
め
て
素
朴
に
詠
ん
だ
佳
句
。

「
拾
つ
て
」
と
落
ち
し
ば
か
り
の
葉
の
揺
ら
ぐ�
杉
渕
真
喜
子

　
落
葉
を
詠
む
。
落
ち
た
と
き
の
少
し
ば
か
り
の
揺
ら
ぎ
を
発
見

し
た
作
者
は
、
そ
の
揺
ら
ぎ
を
落
葉
か
ら
の
発
信
だ
と
捉
え
た
。

あ
た
か
も
「
拾
つ
て
」
と
言
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
そ
の
落
葉

か
ら
感
じ
取
っ
た
。
感
受
性
豊
か
で
心
や
さ
し
い
作
者
で
あ
る
。

見
馴
れ
た
る
山
美
し
き
お
元
日�

鈴
木
　
智
子

　
い
つ
も
通
り
、
起
き
れ
ば
す
ぐ
其
処
に
見
え
る
山
。
作
者
は
盛

岡
に
住
ま
わ
れ
て
い
る
の
で
岩
手
山
な
の
だ
ろ
う
。
見
馴
れ
た
山

で
も
元
日
と
も
な
れ
ば
改
め
て
美
し
い
と
思
う
。
新
年
を
迎
え
た

厳
粛
な
気
持
ち
が
そ
の
美
し
さ
を
発
見
し
た
。〈
ふ
る
さ
と
の
山

に
向
ひ
て
言
ふ
こ
と
な
し
ふ
る
さ
と
の
山
は
あ
り
が
た
き
か
な
〉。

石
川
啄
木
の
こ
の
歌
は
盛
岡
市
内
の
「
啄
木
新
婚
の
家
」
に
掲
げ

ら
れ
て
い
る
。

良
き
音
よ
氷
大
根
の
煮
付
け
嚙
む�

鈴
木
　
藤
子

　
氷
大
根
は
作
者
の
住
む
岩
手
県
奥
州
市
の
食
物
か
。
青
森
県
の

『
八
戸
俳
句
歳
時
記
』
に
は
「
寒
大
根
」
と
い
う
保
存
食
が
載
っ

て
い
る
か
ら
、
ほ
ぼ
同
じ
も
の
と
思
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
収
穫
し

た
大
根
を
凍
ら
な
い
よ
う
土
中
に
埋
め
、
一
月
半
ば
を
過
ぎ
る
頃

に
こ
れ
を
掘
り
出
し
て
、
洗
っ
て
皮
を
剝
く
。
縦
に
切
っ
て
釜
で

茹
で
、
そ
れ
を
戸
外
に
吊
る
し
て
凍
ら
せ
自
然
乾
燥
。
随
時
味
噌

汁
の
実
や
魚
と
煮
付
け
る
。
こ
れ
は
三
百
年
ほ
ど
前
か
ら
の
保
存

方
法
と
い
う
。
掲
出
の
句
で
は
、
そ
の
大
根
を
嚙
む
と
良
い
音
が

し
た
と
い
う
。「
良
き
音
よ
」
に
さ
さ
や
か
な
暮
し
ぶ
り
と
大
根

の
命
を
感
じ
た
。

産
声
は
ラ
の
音
ミ
モ
ザ
揺
ら
す
音�

高
橋
　
章
子

　
ド
レ
ミ
の
「
ラ
」
と
「
ミ
」
が
巧
み
に
一
句
に
挿
入
さ
れ
て
い

る
。「
音
」
も
二
回
、
対
に
用
い
て
い
る
。
こ
れ
も
巧
み
だ
。「
産

声
が
ラ
の
音
」
と
判
る
と
は
絶
対
音
感
の
持
ち
主
に
違
い
な
い
。

産
声
が
ま
た
「
ミ
モ
ザ
を
揺
ら
す
音
」
と
い
う
の
も
ユ
ニ
ー
ク
で

こ
の
産
声
か
ら
ミ
モ
ザ
へ
の
飛
躍
、
展
開
が
心
地
よ
い
。
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に
ぎ
や
か
に
敬
虔
に
越
え
去
年
今
年�

髙
橋
満
利
子

　〈
去
年
今
年
貫
く
棒
の
如
き
も
の
　
虚
子
〉。
作
者
も
虚
子
と
同

じ
よ
う
に
年
を
越
し
た
が
、
そ
れ
を
「
に
ぎ
や
か
に
」
と
い
い
、

ま
た
「
敬
虔
に
」
と
い
っ
て
い
る
。
敬
虔
は
、
う
や
ま
い
つ
つ
し

む
こ
と
。
さ
ま
ざ
ま
な
祈
り
ご
と
を
胸
に
秘
め
年
を
越
し
た
の
だ

ろ
う
。
こ
の
生
き
方
に
学
び
た
い
と
思
う
。

大

仏

の

懐

に

入

る

旅

始�

高
橋
美
智
子

　
鎌
倉
の
大
仏
さ
ん
。
胎
内
に
入
っ
た
の
を
「
懐
に
入
る
」
と
詠

む
。
大
仏
の
懐
に
包
ま
れ
た
温
か
な
至
福
が
こ
の
句
を
通
し
て
感

じ
ら
れ
る
。
今
年
初
め
て
の
旅
だ
。
幸
く
あ
れ
と
、
大
仏
も
こ
の

旅
の
無
事
を
祈
ら
れ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。

梅
探
る
地
図
に
な
き
道
た
も
と
ほ
り�
竹
森
　
美
喜

　
探
梅
で
ど
の
方
面
へ
出
掛
け
た
の
か
、
初
め
て
の
土
地
な
の
で

地
図
を
手
に
し
て
い
る
が
、
ど
ん
ど
ん
深
み
に
は
ま
り
迷
っ
て
し

ま
っ
た
。
ま
さ
に
「
た
も
と
ほ
り
」
で
あ
る
。
そ
れ
程
に
梅
が
好

き
で
あ
る
か
ら
、
行
っ
た
り
戻
っ
た
り
逡
巡
し
た
だ
ろ
う
が
最
後

に
は
き
っ
と
お
目
当
て
の
梅
を
観
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。

寒
に
入
る
悪
し
き
戦
の
矛
下
ろ
せ�

田
中
　
　
京

　「
悪
し
き
戦
」
は
勿
論
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
を
指
す
。

昨
年
の
二
月
か
ら
一
年
が
経
つ
が
い
っ
こ
う
に
戦
の
矛
を
収
め
な

い
。
一
年
前
は
雪
を
詰
ん
だ
戦
車
が
国
境
を
越
え
て
侵
入
し
た
。

年
が
明
け
て
も
収
ま
る
気
配
は
な
く
今
後
も
戦
争
の
拡
大
が
懸
念

さ
れ
る
。「
寒
に
入
る
」
に
作
者
の
思
い
が
凝
縮
し
て
い
る
。

天

上

と

地

上

は

隣

蟬

氷�

寺
田
　
幸
子

　
天
上
は
空
よ
り
も
無
限
に
遠
い
所
。
地
上
は
我
々
生
き
物
が
住

む
こ
の
世
。
普
通
は
行
け
そ
う
も
な
い
天
上
だ
が
、
死
ぬ
と
昇

天
す
る
の
で
、
そ
う
い
う
意
味
で
こ
の
句
の
「
天
上
と
地
上
は

隣
」
を
読
む
と
、
生
と
死
は
隣
同
士
に
あ
る
の
だ
と
理
解
で
き

る
。「
蟬
氷
」
は
立
春
以
前
の
冬
季
に
、
水
の
上
に
薄
く
張
っ
た

氷
が
透
明
な
蟬
の
羽
根
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
「
蟬
氷
」
と
呼
ば

れ
る
。
そ
れ
を
剝
が
し
て
日
に
か
ざ
す
と
美
し
い
。
生
と
死
の
幻

想
が
こ
の
一
句
を
通
し
て
感
じ
ら
れ
た
。

夕
刊
の
誘
う
て
き
た
る
時
雨
か
な�

長
井
　
敦
子

　
夕
時
雨
を
こ
う
詠
ん
だ
句
は
初
め
て
見
た
。
夕
刊
が
配
達
さ
れ

る
と
、
そ
れ
が
時
雨
を
降
ら
す
合
図
と
な
り
夕
時
雨
と
相
成
る
。

こ
れ
は
実
際
に
作
者
が
体
験
し
た
事
実
だ
と
思
わ
れ
る
。
夕
刊
が

配
ら
れ
た
の
と
ほ
ぼ
同
時
に
、
時
雨
れ
て
き
た
の
だ
。
そ
れ
を
夕

刊
が
誘
っ
た
か
ら
と
。
面
白
い
句
に
出
合
え
た
。

手
力
を
こ
こ
ぞ
と
婿
の
鏡
割�

中
嶋
き
よ
し

　
普
段
は
優
男
で
頼
り
な
さ
そ
う
な
婿
だ
が
、
こ
こ
が
頑
張
り
ど
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こ
ろ
。
義
父
（
作
者
）
の
面
前
で
鏡
餅
と
格
闘
す
る
婿
の
顔
が
見

え
る
よ
う
だ
。
奮
闘
努
力
の
甲
斐
が
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
私
事

で
恐
縮
だ
が
、
新
婚
の
頃
、
元
旦
に
会
津
の
義
父
か
ら
「
明
俊

君
は
今
年
如
何
に
」
と
、
面
と
向
か
っ
て
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
っ

た
。
何
と
答
え
た
か
忘
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
の
時
も
そ
れ
以
降

も
、
こ
こ
ぞ
と
い
う
場
面
が
未
だ
な
い
。

読
初
は
読
め
ぬ
書
展
の
仮
名
の
文
字�

中
村
　
敬
子

　
新
年
早
々
に
訪
ね
た
書
展
の
墨
書
の
字
が
今
年
初
め
て
の
読
み

物
だ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
作
品
の
多
く
が
流
麗
な
仮
名
の
文
字
で

と
て
も
読
む
こ
と
が
出
来
ず
、
意
味
も
解
ら
ず
。
墨
書
だ
が
、
ど

ち
ら
か
と
言
え
ば
絵
画
に
近
い
書
な
の
で
仕
方
が
な
い
だ
ろ
う
。

字
が
読
め
な
く
て
も
書
全
体
の
筆
の
勢
い
を
見
て
い
る
だ
け
で
心

が
和
む
。
印
象
深
い
書
展
だ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

無
人
駅
ス
イ
カ
タ
ッ
チ
へ
風
花
す�

中
村
　
東
子

　
切
符
を
い
ち
い
ち
買
わ
な
く
て
も
、
ス
イ
カ
と
い
う
カ
ー
ド
で

入
場
で
き
る
。
無
人
駅
で
も
勿
論
だ
。
掲
出
句
は
そ
の
ス
イ
カ
を

タ
ッ
チ
す
れ
ば
認
証
で
き
る
機
械
を
「
ス
イ
カ
タ
ッ
チ
」
と
命
名

し
て
面
白
い
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
そ
の
ス
イ
カ
タ
ッ
チ
に
風
花

が
舞
っ
て
き
た
と
い
う
か
ら
、
ど
こ
の
無
人
駅
だ
ろ
う
か
と
知
り

た
く
も
な
る
。
風
花
が
そ
の
機
械
に
タ
ッ
チ
す
る
の
は
現
代
な
ら

で
は
の
景
色
で
あ
る
。
い
い
所
を
ご
覧
に
な
っ
た
。

断
捨
離
や
つ
ひ
に
ア
イ
ゼ
ン
仲
間
入
り�

中
村
　
幹
子

　
衣
類
に
始
ま
り
、
食
器
、
書
籍
、
趣
味
の
物
を
断
捨
離
し
て
き

た
が
、
最
早
使
う
こ
と
も
な
く
な
っ
た
ア
イ
ゼ
ン
ま
で
断
捨
離
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。
登
山
用
具
で
あ
る
ア
イ
ゼ
ン
は
作
者
の
若
い

頃
か
ら
の
想
い
出
の
品
。
手
放
す
の
に
躊
躇
い
も
あ
っ
た
筈
だ
が

断
行
。
淡
々
と
「
仲
間
入
り
」
と
詠
む
。

沈
丁
の
蕾
た
し
か
む
朝
な
さ
な�

野
沢
　
慶
子

　
沈
丁
花
は
、
こ
れ
も
私
事
だ
が
、
カ
ラ
ー
版
俳
句
大
歳
時
記
で

初
め
て
確
認
し
た
花
。
好
き
な
花
だ
。
い
つ
咲
く
だ
ろ
う
か
と
毎

日
眺
め
て
い
て
飽
き
な
い
。
蕾
が
少
し
ず
つ
開
き
そ
の
芳
香
を
嗅

ぐ
時
、
言
う
に
言
わ
れ
ぬ
幸
せ
を
感
ず
る
。
作
者
も
ま
た
「
朝
な

さ
な
」
と
詠
み
、
至
福
の
瞬
間
を
今
か
今
か
と
待
っ
て
い
る
。

●
備
忘
録

ボ
ケ
る
と
い
う
の
も
、
便
利
な
も
の
だ
。

お
な
じ
映
画
を
新
作
と
同
じ
よ
う
に
、

な
ん
ど
も
た
の
し
め
る
。

�

田
中
小
実
昌

�
『
ひ
る
は
映
画
館
、
よ
る
は
酒
』（
ち
く
ま
文
庫
）
よ
り


