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共
感
覚
の
詩

(
I
)
 

横

日百

正

山

は

め

じ

い
き
な
り
結
論
め
い
た
こ
と
を
述
べ
る
が
、
私
は

{l) 

ど
・
み
ち
お
の
詩
の
イ
コ
ノ
ロ
ジ
l
|
|
』
の
な
か
で
、
ま
ど
の
詩
「
に
じ
」

『
虹
の
聖
母
子
|
|
ま

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
い
た
。

共
感
覚
は
、
五
感
と
い
う
、
人
間
に
よ
る
地
上
的
な
「
分
類
」
の
枠
を

取
り
は
ず
す
こ
と
で
あ
り
、
人
間
の
感
覚
を
小
さ
く
分
割
す
る
の
で
は
な

く

一
つ
の
丸
ご
と
の
存
在
と
し
て
認
め
直
す
こ
と
な
の
だ
。
実
際
、

我
々
は
一
つ
の
対
象
を
知
覚
す
る
の
に
、
大
抵
ど
れ
か
一
つ
の
感
覚
で
は

な
く
、
全
感
覚
を
総
動
員
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は

ま
た
、
人
間
存
在
を
一
個
の
、
統
一
あ
る
全
体
と
し
て
と
ら
え
直
す
契
機

に
も
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
〔
:
・
〕
ま
ど
に
と
っ
て
虹
は
、
天
上
の
音
楽

を
奏
で
て
い
る
色
彩
の
天
使
た
ち
で
あ
り
、
そ
の
音
楽
そ
の
も
の
で
も
あ

る
の
だ
。
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(I)

J 加.，' :~ 

(2) 

こ
こ
で
ふ
れ
た
「
に
じ
」
は
、
次
の
小
品
で
あ
る
。

い
ろ
が

み
ん
な
で

お
ん
が
く

し
て
る

あ
あ

き
れ
い

て
ん
の

こ
こ
ろ
の

、った

み
た
い

「
我
々
は
一
つ
の
対
象
を
知
覚
す
る
の
に
〔
:
〕
全
感
覚
を
総
動
員
し
て
い

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
、
私
は
述
べ
た
が
、
更
に
言
え
ば
、
我
々
の
感
覚

は
、
視
覚
・
聴
覚
・
嘆
覚
:
・
:
・
と
い
う
風
に
明
確
に
区
分
さ
れ
て
働
く
と
は
限

ら
ず
、
二
つ
以
上
の
感
覚
が
交
錯
し
た
り
、
入
れ
替
っ
た
り
し
な
が
ら
機
能
す

る
と
い
う
生
理
学
上
の
現
象
が
あ
る
。
こ
の
現
象
が
文
学
作
品
の
な
か
に
ど
の

よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
か
、
作
家
の
技
法
に
ど
の
よ
う
に
生
か
さ
れ
、
ど
の

よ
う
な
効
果
を
あ
げ
て
い
る
か
|
|
こ
の
間
い
を
、
様
々
な
作
品
に
あ
た
り
な

が
ら
考
え
て
い
き
た
い
。

「
共
感
覚
」

の
英
語
は
印
ヨ

2
同
町
内
田
宮
、

フ
ラ
ン
ス
語
は
凹
ヨ

2
同
町
営
符
で
あ
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はi

昭

正

横

る
。
フ
ラ
ン
ス
語
で
最
初
に
用
い
ら
れ
た
の
は
一
八
六
五
年
で
、

一
八
七
二
年

に
は
形
容
調
印
百

g同
町
住
吉
町
が
生
ま
れ
る
。
以
下
『
ト
レ
ゾ
l
ル
・
フ
ラ
ン

(3} 

ス
語
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、
語
源
は
ギ
リ
シ
ア
語
の

2
4
9
E③
S
G
F
m
、
つ
ま
り

《白色。白色町田】
OR04-。町
s
o
n
V
0
8
8
g
b
S
O
S
B宮
内
H
.
5
0
2
R
P
諸
国
凹
邑

S

O
S

宮司

n
o
Z
S
田
町
邑
宮
忠
め
》
「
一
つ
の
も
の
を
別
の
も
の
と
同
時
に
知
覚
す
る

行
為
、
同
時
の
感
覚
な
い
し
は
知
覚
」
で
あ
る
。
病
理
学
用
語
と
し
て
、
「
感

覚
器
の
知
覚
の
混
乱
。
あ
る
通
常
の
感
覚
が
、
刺
激
の
生
じ
る
体
の
部
分
と
は

異
な
る
部
分
で
、
あ
る
い
は
異
な
る
感
覚
野
で
、
同
時
の
補
足
的
感
覚
に
自
動

的
に
伴
わ
れ
る
こ
と
」
と
定
義
づ
け
ら
れ
、

メ
ル
ロ

1
・
ポ
ン
テ
イ
『
知
覚
の

現
象
学
』
(
一
九
四
五
年
)
か
ら
次
の
一
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

メ
ス
カ
リ
ン
中
毒
は
、
そ
れ
が
公
平
な
態
度
を
崩
さ
せ
、
患
者
を
生
命
力

に
委
ね
る
の
で
、
共
感
覚
を
助
長
す
る
こ
と
に
な
る
。
事
実
、

メ
ス
カ
リ

ン
の
せ
い
で
、

フ
ル
ー
ト
の
音
は
青
緑
色
を
も
た
ら
し
、

メ
ト
ロ
ノ
ー
ム

の
音
は
、
閣
の
な
か
の
灰
色
の
し
み
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
音
に
色
彩
を
感
じ
る
共
感
覚
、
「
共
視
症
」
あ
る
い
は
「
共
鳴

視
」
担
当
。
官
庁
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
病
的
な
症
状
と
み
な
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
心
理
学
用
語
と
し
て
は
必
ず
し

帥).~~}... 'U.o......-_円且酷.....o.-->...&..山、旧.~". ....，・~... " ・‘.、

も
そ
う
で
は
な
い
|
|
「
異
な
る
感
覚
野
か
ら
の
印
象
の
、
同
一
主
体
に
お
け

る
、
絶
え
ざ
る
連
合
と
い
う
現
象
」
と
定
義
さ
れ
、
興
味
ふ
か
い
例
が
引
か
れ

て
い
る
。

共
感
覚
を
い
つ
も
病
的
な
徴
候
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
ま
い
、
な
ぜ
な

ら
、
そ
れ
は
、
理
性
に
よ
る
知
的
洗
練
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
る
に
せ
よ
、

あ
る
種
の
個
性
に
顕
著
な
感
情
表
現
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
正

{4) 

常
な
状
態
で
も
存
在
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
考
え
と
同
じ
よ
う
に
、
我
々
は
、
文
学
作
品
に
あ

ら
わ
れ
た
共
感
覚
の
表
現
を
病
的
な
も
の
と
し
て
受
け
と
ら
な
い
よ
う
に
し
た

い
ー
ー
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
そ
れ
が
病
的
で
あ
る
か
否
か
は
問
題
と
し
な
い

つ
も
り
で
あ
る
。

さ
て
、
共
感
覚
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
我
々
が
ま
ず
思
い
浮
か
べ
る
の

は
、
ボ
l
ド
レ
I
ル
の
名
高
い
詩
「
照
応
」
向
。
ミ
hMEsn投
書
p
h
n
師
、
雷
雲

母

hhaz日
で
あ
ろ
う
。
そ
の
第
二
・
三
・
四
節
は
、
次
の
と
お
り
で
あ

る。

夜
の
よ
う
に
、
光
の
よ
う
に
広
々
と
し
た
、

深
く
、
ま
た
、
暗
黒
な
、
ひ
と
つ
の
統
一
の
中
で
、

こ
だ
ま

遠
く
か
ら
混
り
合
う
長
い
木
霊
さ
な
が
ら
、

ニト~

も
ろ
も
ろ
の
香
り
、
色
、
音
は
た
が
い
に
応
え
合
う
。

あ
る
香
り
は
、
子
供
の
肌
の
よ
う
に
さ
わ
や
か
で
、

オ
ー
ボ
エ
の
よ
う
に
や
さ
し
く
、
牧
場
の
よ
う
に
緑
、

ー
ー
ま
た
あ
る
香
り
は
、
腐
敗
し
て
、
豊
か
に
も
誇
ら
か
に
、



精龍1無
神保告限
と 宍 ん な

も臨ヒ物
ろ Z22と
も臼;うお

ろ虫な
の雷じ
感雲ひ
覚 R ろ
と事が
の雲り
熱京を

雪22
歌 24 て
つ5 ス、

こ
の
ソ
ネ
ッ
ト
で
は
、
明
ら
か
に
香
り
(
喚
覚
)
が
支
配
的
で
あ
り
、

嘆
覚
H
触
覚
・
視
覚
(
「
子
供
の
肌
」
)

嘆
覚
H

聴
覚
(
「
オ
ー
ボ
エ
」
)

嘆
覚
H
視
覚
(
「
牧
場
の
よ
う
に
緑
」
)

と
い
う
共
感
覚
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
共
感
覚
を
核
と
す
る
照
応
の
詩
学

は
、
ボ
ー
ド
レ

l
ル
の
独
創
で
は
な
い
。
こ
こ
に
、
先
行
す
る
類
似
の
テ
ク
ス

ト
を
い
く
つ
か
あ
げ
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
ボ
ー
ド
レ

l
ル
が
自
ら
の
美
術
批
評

『
一
八
四
六
年
の
サ
ロ
ン
』
に
引
用
し
て
い
る
、
ホ
フ
マ
ン
の
『
ク
ラ
イ
ス
レ

リ
ヤ
l
ナ
』
の
一
節
|
|

ア

ナ

ロ

ジ

ー

私
が
色
と
音
と
香
り
と
の
関
に
類
縁
関
係
と
内
密
な
結
合
と
を
見
出
す
の

は
、
た
だ
夢
の
中
で
と
か
、
眠
り
に
先
立
つ
軽
い
譜
妄
状
態
に
お
い
て
だ

け
で
は
な
く
、
目
覚
め
て
い
て
、
音
楽
を
聞
く
時
も
そ
う
な
の
だ
。
私
に

は
、
そ
れ
ら
が
み
な
一
条
の
同
じ
光
隷
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
ら
が
集
ま
っ
て
一
個
の
す
ば
ら
し
い
合
奏
を
成
す
べ
き
も
の

さ
ん
せ
ん
か

の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
掲
色
と
赤
の
金
蓋
花
の
匂
は
わ
け
で
も
魔
術
的
な
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(I)

~l!~品ベペヤ

お
ち
い

効
果
を
私
の
身
に
及
ぽ
す
。
そ
れ
は
私
を
深
い
夢
想
に
陥
ら
せ
、
そ
の

時
、
さ
な
が
ら
遠
方
か
ら
〔
の
よ
う
に
〕
、
オ
ー
ボ
エ
の
荘
重
で
深
い
音

ー

{6}

が
聞
え
て
く
る
の
だ
。

(7) 

ア
ダ
ン
は
、
ガ
ル
ニ
エ
版
『
悪
の
花
』
の
注
釈
で
、
こ
の
ホ
フ
マ
ン
の
一
節

は
、
後
に
「
共
感
覚
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
も
、
共
感
覚
の
一
種
で
あ
る

「
色
聴
」
自
&
民
O
出

g-a常
と
も
関
係
が
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

つ
ま
り
、

ホ

フ
マ
ン
に
み
ら
れ
る
共
感
覚
は
、
次
に
引
く
コ

l
テ
ィ
エ
の
記
述
に
お
け
る
共

感
覚
、
特
に
ハ
シ
ッ
シ
ュ
の
服
用
に
よ
っ
て
惹
き
起
さ
れ
る
、
例
外
的
で
病
的

な
も
の
と
は
違
う
、
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
一
八
四
三
年
に
ゴ

l
テ
ィ
エ
が

書
い
た
、
『
ハ
シ
ッ
シ
ュ
吸
飲
者
ク
ラ
ブ
』

の
な
か
の
一
節
|
|
'

私
は
色
彩
の
音
を
聞
い
て
い
た
。
緑
の
、
青
い
、
黄
色
い
音
が
、
完
全
に

(8) 

明
確
な
波
動
を
な
し
て
私
に
届
く
の
だ
っ
た
。

ア
ダ
ン
が
こ
の
よ
う
に
、
症
例
と
し
て
の
共
感
覚
と
、
ホ
フ
マ
ン
の
、
と
い

う
こ
と
は

(
そ
れ
を
引
用
し
た
)
ボ

1
ド
レ

l
ル
の
共
感
覚
と
を
区
別
す
る
の

は
、
ボ
l
ド
レ
l
ル
の
「
照
応
」
に
お
い
て
は
、
地
上
に
お
け
る
諸
感
覚
の
あ

上
と
地
上
の
、

い
わ
ば
水
平
的
な
共
感
覚
よ
り
、
精
神
界
と
物
質
界
、
天

い
わ
ば
垂
直
的
な
照
応
、
ま
た
は
類
縁
関
係
が
根
底
を
な
し
て

い
だ
に
成
立
す
る
、

い
る
、
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

た
し
か
に
、

ホ
フ
マ
ン
の
一
節
で
は
、
「
色
と
音
と
香
り
」
と
の
問
に
「
類

縁
関
係
」
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
、
そ
れ
ら
相
互
の
置
換
、
も
し
く
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正

横

山

日百

は
結
合
、

い
い
か
え
れ
ば
共
感
覚
の
現
象
は
、
「
一
条
の
同
じ
光
隷
」
に
よ
っ

て
統
一
さ
れ
、

や
が
て
「
一
個
の
す
ば
ら
し
い
合
奏
」
の
う
ち
に
融
合
す
る
も

の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
同
様
に
、
ボ
l
ド
レ
l
ル
の
「
照
応
」
に
お
い

て
は
、
「
〈
自
然
〉
は
ひ
と
つ
の
神
殿
」
(
第
一
節
)
と
断
言
さ
れ
、
既
に
見
た

よ
う
に
、
「
夜
の
よ
う
に
、
光
の
よ
う
に
広
々
と
し
た
、
/
深
く
、
ま
た
、
暗

黒
な
、

ひ
と
つ
の
統
一
の
中
で
」
「
も
ろ
も
ろ
の
香
り
、
色
、
音
は
た
が
い
に

応
え
合
う
」
(
第
二
節
)
と
、
天
と
地
の
照
応
が
示
さ
れ
、
共
感
覚
は
、
広
大

な
宇
宙
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
寸
も
ろ
も
ろ
の
香
り
、
色
、

音
」
は
自
然
の
な
か
に
充
満
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
を
知
覚
す
る
の
は
一
人
一

人
の
人
間

(
H
小
宇
宙
)
に
他
な
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
聞
に
成
立
す
る
共
感
覚
を

通
し
て
、
寸
小
宇
宙
」
と
し
て
の
個
々
の
人
間
は
、
「
夜
」
も
「
光
」
も
含
む
、

「
大
宇
宙
」
の
隠
さ
れ
た
統
一
に
参
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
(
こ
こ

に
は
、
ボ
l
ド
レ
l
ル
が
十
八
世
紀
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
神
知
学
者
ス
ウ
ェ

l
デ

ン
ボ
ル
グ
か
ら
受
け
つ
い
だ
秘
教
思
想
が
あ
る
。
)

日
本
文
学
に
お
け
る
共
感
覚
の
作
品
を
い
く
つ
か
読
ん
で
み
た

い
。
ま
ず
蕪
村
の
秀
句
か
ら
|
|

こ
こ
で
、

地
車
の
と
ず
ろ
と
ひ
ず
く
牡
丹
か
な

「
地
車
」
を
、
「
だ
ん
じ
り
」
、
「
ぢ
ぐ
る
ま
」
の
ど
ち
ら
に
と
る
か
で
、
句
の

、。.・‘て、‘.......

四

解
釈
も
変
わ
っ
て
く
る
。
「
だ
ん
じ
り
」
と
読
む
清
水
孝
之
は
、
「
鉦
と
太
鼓
の

音
が
遠
く
か
ら
聞
こ
え
、
や
が
て
勇
ま
し
く
も
賑
や
か
に
祭
礼
の
地
車
が
近
づ

(9) 

い
て
き
た
」
と
評
釈
す
る
。
「
ぢ
ぐ
る
ま
L

と
読
む
萩
原
朔
太
郎
は
、
「
夏
の
炎

熱
の
沈
歎
の
中
で
、
地
球
の
廻
轄
す
る
時
劫
の
音
を
、
牡
丹
の
幻
覚
か
ら
聴
い

(
叩
)

て
る
」
と
、
壮
大
な
宇
宙
感
覚
に
基
づ
く
解
釈
を
展
開
す
る
。
も
っ
と
も
朔
太

だ

し

巴

吋

ん

じ

り

郎
は
、
「
ぢ
ぐ
る
ま
」
と
読
み
な
が
ら
、
華
麗
な
山
車
、
あ
る
い
は
楽
車
を
イ

メ
ー
ジ
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
不
明
で
あ
る
。
ひ
ょ
っ
と
し
て
彼
は
、

寸
地
車
」
を
直
ち
に
「
地
球
と
い
う
車
」
と
類
推
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

しミ

ず
れ
に
し
ろ
彼
は
、
地
響
き
を
た
て
る
地
車
を
、
牡
丹
が
呼
ぴ
起
す
「
雄
大
で

グ
ロ
テ
ス
ク
な
幻
想
」
と
断
定
す
る
。

私
の
好
み
か
ら
言
え
ば
「
地
車
」
は
、
車
体
の
低
い
四
輪
の
大
型
荷
車
の
類

い
で
あ
り
、
そ
の
方
が
牡
丹
の
豊
麗
な
イ
メ
ー
ジ
を
一
層
き
わ
立
た
せ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
そ
の
大
音
響
が
実
際
に
聞
え
た
の
か
、
そ
れ
と
も
朔
太
郎
の
言

う
よ
う
に
幻
聴
な
の
か
ど
う
か
、

は
重
要
な
問
題
で
は
な
い
。
清
水
は
、
「
上

五
に
「
地
車
の
」
と
出
し
て
、
遠
く
か
ら
車
の
音
が
地
響
き
た
て
て
近
づ
い
て

く
る
様
を
う
か
が
わ
せ
、
中
七
の
擬
音
的
表
現
に
よ
り
、
牡
丹
の
花
弁
を
ゆ
る

が
せ
な
が
ら
、
近
く
を
通
り
す
ぎ
る
生
動
の
状
態
を
描
写
し
、
結
五
は
そ
の
過

ぎ
去
っ
た
あ
と
の
余
韻
な
り
、
も
と
の
静
け
さ
に
か
え
っ
た
一
層
の
静
寂
な
り

を
、
表
現
し
て
い
る
」
だ
け
で
な
く
、
「
そ
れ
が
音
響
の
中
に
捕
え
ら
れ
て
い

る
手
法
は
極
め
て
清
新
で
あ
り
、
「
山
蟻
の
」
の
よ
う
な
単
純
な
視
覚
的
把
握

(
日
)

の
句
よ
り
も
、
立
体
的
な
表
現
に
な
っ
て
い
る
」
と
、
高
く
評
価
す
る
。

大
切
な
の
は
、
蕪
村
が
花
の
揺
れ
を
車
の
轟
き
が
惹
き
起
し
た
も
の
と
想
像

し
、
そ
の
よ
う
に
表
現
し
た
こ
と
で
あ
る
。
(
そ
の
場
合
で
も
、
本
当
に
音
響
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が
花
を
揺
ら
し
た
の
か
ど
う
か
ー
ー
ー
お
そ
ら
く
そ
う
で
は
な
か
ろ
う
ー
ー
ー
も
重

要
で
は
な
い
。
)
あ
で
や
か
に
咲
き
誇
る
大
輪
の
花
(
一
本
で
は
あ
る
ま
い
)

の
揺
れ
(
視
覚
)
と
車
輪
の
響
き
(
聴
覚
)
と
を
じ
か
に
結
合
さ
せ
、
そ
こ
に

夢
幻
的
な
空
間
を
創
出
す
る
こ
と
が
こ
の
句
の
狙
い
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
そ
れ
が
、
朔
太
郎
の
よ
う
な
雄
津
な
想
像
力
の
飛
淘
を
も
許
す
の
で
あ
ろ

、
司
ノ
O

そ
の
形
(
円
環
)
か
ら
太
陽

(
時
に
月
)
の
象
徴
で
あ
っ
た
(
車
軸
日
光
線
)
。
と
同
時
に
、
そ
の
回
転
運
動

か
ら
、
循
環
や
更
新
(
し
た
が
っ
て
時
間
)
の
象
徴
で
も
あ
っ
摂
時
の
流
れ

ま
た
、
車
輪
は
古
来
、
様
々
な
文
化
圏
で
、

を
暗
示
す
る
動
的
な
円
環
が
、
花
の
静
的
な
円
環
に
重
ね
合
さ
れ
、
花
は
一
と

き
、
車
輪
の
進
行

(
H
時
間
)
に
共
鳴
す
る
か
の
よ
う
に
揺
れ
る
。
逆
に
、
今

こ
の
瞬
間
、
眼
の
前
に
あ
る
花
の
円
環

(
H
空
間
)

の
な
か
に
、
見
え
な
い
車

輪
の
音
響
が
導
入
さ
れ
(
聴
覚
化
て
そ
の
こ
と
に
よ
り
時
間
の
永
劫
の
流
れ

が
凝
集
・
定
着
さ
れ
た
(
視
覚
化
)
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ

の
危
う
い
均
衡
U
美
の
一
つ
の
形
、
は
言
葉
の
空
間
の
な
か
で
の
み
成
り
立
つ

の
で
あ
り
、
現
実
の
世
界
で
は
容
赦
な
い
時
間
の
進
行
ー
ー
や
が
て
車
が
去

り
、
花
も
萎
れ
る
ー
ー
に
よ
っ
て
崩
れ
、
失
わ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

* あ
た
た
か
き

Z
B
(
ニ
l
ス
)

の
浜
に
寄
す
る
波

園
の
な
か
な
る
花
に
し
ひ
び
く

斎
藤
茂
吉
の
欧
州
旅
行
中
の
作
(
大
正
十
三
〔
一
九
二
四
〕
年
)
。
こ
こ
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で
、
花
が
庭
の
「
な
か
」
に
あ
る
こ
と
を
、
茂
吉
が
わ
ざ
わ
ざ
指
示
し
て
い
る

の
は
、
花
が
波
打
ち
際
に
は
な
い
、
つ
ま
り
、
浜
に
打
ち
寄
せ
る
「
波
L

か
ら

は
遠
く
に
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
た
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
何
気
な
い
ス

ケ
ッ
チ
の
よ
う
で
あ
る
が
、
空
間
を
隔
て
て
耳
に
届
く
地
中
海
の
波
の
響
き

と
、
眼
に
映
る
花
群
れ
の
小
さ
な
震
え
と
が
、
茂
吉
の
な
か
で
、
共
感
覚
の
か

た
ち
で
結
び
つ
く
の
で
あ
る
。

* 
村
野
四
郎
の
『
亡
羊
記
』
(
昭
和
三
四
〔
一
九
五
九
〕
年
)

は
、
彼
の
詩
業

の
頂
点
を
な
し
て
い
る
。
こ
の
詩
集
に
は
、
二
篇
の
「
暗
い
春
」
が
収
め
ら
れ

ー

(

日

)

て
い
る
が
、
二
番
目
の
作
品
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ど
こ
か
の
谷
間
の
雪
崩
が

シ
ク
ラ
メ
ン
に
戦
傑
を
は
し
ら
せ

少
年
の
ゆ
め
が

ね
ず
み
の
頚
骨
の
よ
う
に

小
さ
く

砕
け
ち
る
日

街
は
白
く

女
た
ち
は
乾
い
て

木
の
股
の
よ
う
に
歩
く
の
だ
っ
た

全
体
が
一
行
の
文
章
で
、
行
分
け
に
し
て
も
た
つ
た
八
行
の
小
品
な
が
ら
、

こ
の
詩
に
は
、
村
野
の
精
妙
な
言
語
技
術
と
蒼
白
な
虚
無
観
が
凝
集
し
て
い

五
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日百

る
。
教
科
書
の
解
剖
図
な
ど
を
除
き
、
ね
ず
み
の
首
の
骨
を
見
た
者
は
ま
ず
い

な
い
だ
ろ
う
が
、
そ
う
で
あ
る
に
し
て
も
、
こ
の
鮮
烈
な
直
職
(
「
ね
ず
み
の

頭
骨
の
よ
う
に

小
さ
く
」
)
に
よ
っ
て
読
者
は
、
単
な
る
表
現
の
域
を
こ
え

て
生
理
的
な
痛
み
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
に
も
、
遠
く
の
雪
崩
の
と
ど
ろ
き
(
聴
覚
、
た
だ
し
幻
聴
か
も

し
れ
な
い
)
と
、
可
憐
な
花
の
お
の
の
き
(
視
覚
、
白
か
赤
の
色
彩
が
浮
か
ぶ

か
も
し
れ
な
い
)
と
の
共
感
覚
が
あ
る
。
花
の
震
え
は
、
実
際
に
は
雪
崩
の
音

響
と
の
共
鳴
、
あ
る
い
は
共
振
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
春
を
予
感
さ

せ
る
微
風
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
村
野
は
意
図
し
て
こ
の
二
つ
を
結
合
さ

せ
、
広
大
な
幻
想
的
な
空
間
を
喚
起
し
た
か
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

海
港
に
日
暮
し
て

海
く
れ
て
鴨
の
こ
ゑ
ほ
の
か
に
白
し

『
甲
子
吟
行
』

「
鴨
の
こ
ゑ
ほ
の
か
に
自
し
」
に
つ
い
て
は
、
解
釈
が
二
つ
に
分
か
れ
る
。

『
績
々
芭
蕉
俳
句
研
究
』
(
岩
波
書
庖
、

で
は
、

一
九
二
六
年
五
月
)

次
郎

え
え
、
波
頭
か
何
か
が
白
さ
を
誘
ふ
の
で
す
。

能
成

芭
蕉
が
賓
際
「
鴨
の
い
き
白
し
」
と
や
っ
た
か
ど
う
か
は
知
り
ま

せ
ん
が
、
そ
ん
な
気
持
ち
が
幾
分
あ
る
と
思
ふ
。
寒
い
日
で
、
人
の

ムノ、

い
き
が
白
い
の
を
夕
方
の
白
け
た
様
な
感
じ
に
も
っ
て
来
て
、
そ
こ

を
い
き
と
云
は
ず
に
聾
白
し
と
云
っ
た
所
は
な
い
で
せ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
、
「
こ
ゑ
」
が
「
白
し
」
と
言
い
切
っ
て
い
る
事
実
を
素
直
に

受
け
と
め
ず
、
夕
方
の
海
上
の
白
さ
や
、
〔
鴨
の
〕
息
の
白
さ
に
結
び
つ
け
て

い
わ
ば
論
理
的
に
無
理
の
な
い
解
釈
と
、
小
宮
豊
隆
の
「
場
所
は
海
濯
、
ほ
の

か
に
白
し
は
、
波
が
し
ら
の
白
い
の
を
見
る
と
か
、
息
の
白
い
の
を
見
る
と
か

い
ふ
の
で
な
く
、
直
ち
に
ほ
の
白
く
撃
を
感
じ
た
も
の
だ
と
す
る
」
解
釈
と
に

分
か
れ
る
。
露
伴
の
「
海
が
暮
れ
て
鴨
の
聾
の
み
が
ほ
の
か
に
聞
え
る
の
で

す
。
暮
れ
た
海
の
鴨
の
聾
と
い
ふ
も
の
は
い
か
に
も
ほ
の
か
に
白
い
」
と
い
う

評
釈
は
、
後
者
に
近
い
と
言
え
よ
う
。
大
谷
篤
裁
の
「
海
上
一
面
に
薄
暮
が
せ

ま
り
、
ほ
の
白
い
微
光
が
た
だ
よ
う
あ
た
り
、
一
声
鴨
の
声
が
聞
え
る
の
艶
一

と
い
う
校
注
は
、
前
者
に
属
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
匂
に
は
「
ほ
の
白
い
徹

光
が
た
だ
よ
う
あ
た
り
」
に
対
応
す
る
描
写
は
な
く
、
し
か
も
「
鴨
の
こ
ゑ
」

が
「
ほ
の
か
に
白
し
」
、
と
い
う
表
現
の
特
異
さ
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
お

ら
ず
、
こ
の
注
釈
は
恋
意
的
で
片
手
落
ち
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

我
々
は
、
芭
蕉
が
表
現
し
た
通
り
に
「
こ
ゑ
H

白
し
」
と
受
け
と
り
た
い
。

}
の
点
で
は
、
岩
田
九
郎
の
評
釈
が
適
切
で
あ
る
。

「
鴨
の
声
ほ
の
か
に
白
し
」
と
い
う
の
は
、

ほ
の
白
い
海
の
上
の
水
蒸

気
と
、
鳴
の
声
と
が
感
覚
の
上
で
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

白
い
の
は
自
の
感
覚
、
声
は
も
と
よ
り
耳
の
感
覚
だ
が
、
そ
の
耳
の
感
覚

が
目
の
感
覚
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
微
妙
な
感
じ
を
一
句
に
ま
と
め
た
の
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で
あ
る
。
「
鴨
の
声
ほ
の
か
に
白
し
」
と
鴨
の
声
を
上
に
お
い
た
の
も
そ

の
用
意
で
あ
る
。

(
日
)

そ
し
て
、
「
そ
の
詩
情
は
全
く
新
し
い
天
地
を
聞
い
て
い
る
」
と
賞
揚
す

る
今
栄
蔵
の
注
釈
も
、
「
鴨
の
鳴
く
声
を
灰
白
い
と
す
る
幻
想
的
な
把
握
が
冬

の
海
の
う
そ
寒
き
と
作
者
の
寂
塞
感
と
を
感
覚
的
に
呼
ぴ
起
す
。
す
ぐ
れ
た
感

(
時
)

覚
句
」
と
捉
え
る
が
、
「
冬
の
海
の
う
そ
寒
さ
」
と
「
作
者
の
寂
塞
感
」
に
直

ち
に
結
び
つ
け
る
の
は
、
や
や
ゆ
き
す
ぎ
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
鴨
の
姿
は
、

暮
れ
方
の
海
上
の
薄
明
に
ま
ぎ
れ
て
み
え
な
い
。
し
か
し
こ
の
薄
明
の
空
間
を

鴨
の
鳴
き
声
が
ほ
の
白
く
満
た
す
と
き
、
同
時
に
、
渡
っ
て
い
く
鴨
の
漂
泊
の

生
が
こ
の
声
に
同
化
し
て
、
う
っ
す
ら
と
、
だ
が
広
大
に
視
界
に
拡
が
っ
て
い

く
の
で
あ
る
。
し
か
し
作
者
が
こ
の
情
景
に
自
ら
の
「
寂
察
感
」
を
こ
め
た
か

ど
う
か
は
、
断
定
で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
作
者
は
暮
れ
残
る
海
の
薄
明
か
ら
、
鴨
の
鳴
き
声
を
白
く

感
じ
た
、
と
受
け
と
る
べ
き
で
は
な
く
、
「
こ
ゑ

1
日
し
」
と
い
う
共
感
覚
の

発
見
と
そ
の
表
現
に
よ
っ
て
、
作
者
と
共
に
読
者
は
、
薄
明
の
空
間
の
ほ
の
白

い
拡
が
り
と
、
そ
こ
に
溶
け
入
っ
て
視
界
全
体
を
覆
う
か
に
み
え
る
小
さ
な
渡

り
烏
の
寄
る
辺
な
い
生
の
、
蒼
白
な
来
し
方
と
行
く
末
を
思
い
や
る
こ
と
に
な

る
、
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ほ
の
白
い
鳴
の
声
に
、
作
者
自
身
の
声

(
H

詩
作
行
為
、
と
同
時
に
作
品
そ
の
も
の
。
さ
ら
に
、
作
者
の
生
き
ざ
ま
)
を
重

ね
合
せ
て
読
み
と
る
か
ど
う
か
は
、
そ
の
次
に
来
る
問
題
で
あ
る
。
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* 
次
に
、
花
の
白
い
色
と
香
り
を
結
び
つ
け
た
蕪
村
の
一
句
を
読
む
こ
と
に
し

，
E

3

0

 

J
J
U
 夜

の
蘭
香
に
か
く
れ
て
や
花
白
し

こ
の
作
品
で
は
、
香
り
に
色
を
、
ま
た
そ
の
逆
に
色
に
香
り
を
感
じ
た
の
で

は
な
い
。
そ
う
し
た
共
感
覚
の
表
現
で
は
な
い
が
、
句
全
体
か
ら
、
香
り
と
色

の
融
合
し
た
世
界
が
現
出
す
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
も
と
も
と
蘭
の
花
自

体
、
香
り
と
色
彩
が
海
然
一
体
を
な
す
清
雅
な
存
在
で
あ
り
、
こ
の
二
つ
の
要

素
を
別
々
に
し
て
蘭
の
魅
力
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
こ
の
作
品
で

は
、
「
香
」
と
「
色
」
を
あ
え
て
切
り
離
し
、
両
者
を
比
較
し
た
と
こ
ろ
に
面

白
さ
が
あ
る
。
夜
の
闇
(
こ
の
情
景
が
部
屋
の
内
部
な
ら
、
そ
こ
に
は
灯
が
と

も
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
)
に
、
蘭
の
清
測
な
香
り
は
満
ち
拡
が
っ
て
い

る
が
、
花
弁
は
闇
に
ま
ぎ
れ
て
、
つ
つ
ま
し
く
、
ほ
の
か
に
白
く
浮
か
ん
で
見

え
る
。
中
七
の
「
骨
に
か
く
れ
て
や
」
に
つ
い
て
言
え
ば
、
「
か
」
立
国
の
頭
韻

長
件
。
『
回
一
位
。
ロ
が
香
り
の
強
さ
を
聴
覚
的
に
喚
起
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
そ
の
香
り
の
膨
張
す
る
球
体
に
包
ま
れ
て
、
花
弁
の
白
色
は
こ
こ
で
は
空

聞
に
大
き
く
拡
が
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
収
縮
す
る
か
に
見
え
、
こ
の
高
雅

な
花
の
奥
ゆ
か
し
い
可
憐
さ
が
つ
の
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

障
峻
康
隆
の
校
注
で
は
、
「
蘭
が
聞
に
か
く
れ
、
花
だ
け
が
お
ぼ
ろ
に
自

く
、
清
香
を
放
っ
て
い
る
様
を
「
香
に
か
く
れ
て
や
」
と
い
っ
た
表
現
は
た
く

七
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)

み
で
あ
る
」
と
評
価
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
永
田
龍
太
郎
は
「
こ
れ
は
、
夜
に

な
っ
て
、
暗
い
閣
の
中
か
ら
蘭
の
清
香
が
殊
更
た
だ
よ
い
、
そ
れ
が
「
香
に
か

く
れ
て
や
」
で
、
た
だ
花
だ
け
が
お
ぼ
ろ
に
白
く
見
え
る
。
と
い
う
そ
れ
だ
け

の
意
で
〔
・
:
〕
「
香
に
か
く
れ
て
や
」
の
表
現
は
花
よ
り
も
香
の
強
さ
を
強
調

し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
ま
た
一
言
葉
の
巧
み
が
先
に
立
っ
て
、
感
情
は
柳
か
留
守

(
問
)

に
な
っ
て
い
る
憾
み
が
あ
る
」
と
、
作
者
の
機
智
に
難
を
と
な
え
て
い
る
。

く
り
返
し
に
な
る
が
、
「
香
り
」
(
喚
覚
)
と
「
色
彩
」
(
視
覚
)
と
い
う
、

本
来
な
ら
同
じ
基
準
で
は
そ
の
強
度
を
測
れ
な
い
、
相
異
な
る
二
つ
の
感
覚

を
、
あ
え
て
比
較
し
、
結
び
つ
け
た
と
こ
ろ
に
、
作
者
の
発
見
が
あ
る
と
言
わ

ね
ば
な
ら
な
い
。
考
え
て
み
れ
ば
、
閣
の
な
か
で
は
、
視
覚
よ
り
先
に
嘆
覚
や

聴
覚
が
働
い
て
、
対
象
を
知
覚
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
清
水
孝
之
は
、
こ
う
し
た

諸
感
覚
の
働
き
の
時
間
差
に
気
付
い
た
の
で
あ
ろ
う
|
|
「
暗
い
閣
の
中
か
ら

蘭
の
清
香
が
た
だ
よ
い
、
熟
視
し
て
い
る
と
白
い
花
が
ほ
ん
の
り
見
え
て
き

(ぬ)
た
」
と
注
釈
を
付
け
て
い
る
。

我
々
は
む
し
ろ
こ
う
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
|
|
B
「
香
に
か
く
れ
て

f).1'.I広;;......~.... .、・"...~叫町 J.' '~_~'-"..<...o.L. ・'“....c......、 ~ .s.... .，J .....・

や
」
と
い
う
表
現
に
よ
り
、
「
香
り
」
と
「
色
彩
L

が
一
気
に
結
び
つ
け
ら

れ
、
我
々
の
内
部
で
は
、
ど
ち
ら
の
要
素
も
(
一
方
が
他
方
よ
り
強
く
と
い
う

わ
け
で
は
な
く
)
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
あ
り
方
で
、
だ
が
一
つ
に
融
合
し
て
闇

の
底
の
花
の
存
在
を
知
覚
さ
せ
る
、
と
。

一
つ
に
融
合
し
て
1

1
・
し
か
し
こ
の

度
は
、
色
が
香
り
に
包
み
こ
ま
れ
る
、
包
含
の
か
た
ち
で
。
こ
こ
に
も
、
共
感

覚
が
、
嘆
覚
と
視
覚
の
あ
い
だ
の
共
感
覚
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
『
共
感
覚
の
詩
』

(
I
)
H
完
)

)¥ 

+エ
昌一

--n(
l
)

『
広
島
女
学
院
大
学
論
集
』

頁。

(2)

『
ま
ど
・
み
ち
お
全
詩
集
』
伊
藤
英
治
・
編
、
理
想
社
、

第
日
刷
、
一
五
九
頁
。

(3)

『
フ
ラ
ン
ス
語
の
宝
庫
』
同
ー
な
M

ミ
S
E
h
s
h
題
、
、
室
町
民
号
・

5w
の
色
冨
白
H
P

岡
山
w
申
M
・

(4)
、
色
『

b
F
g
a
-

(5)

『ボ
l
ド
レ

l
ル
全
集
』
I
・
『
悪
の
華
』
、
阿
部
良
雄
訳
(
再
版
・
一
八
六
一

年
に
よ
る
)
、
筑
摩
書
一
房
、
一
九
八
三
年
十
月
、
二
二
頁
。

(6)

同
全
集

-
E、
八
六
頁
。

(
7
)
回

E
B
E
g
-
h
s
g
s
a
母
』
堂
、

E
E
S
島
町

E
S宮
市
首
皇
室
丹
吉
田
凹

。
民
忌
而
♂
]
戸
由
∞
∞
・

(8)

同
書
、
二
七
二
頁
。

(9)

『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』
第
三
二
回
・
『
輿
謝
燕
村
集
』
清
水
孝
之
・
校
注
、
昭

和
五
十
七
年
七
月
・
二
刷
、
七
五
頁
。

(
叩
)
『
萩
原
朔
太
郎
会
集
』

3
・
『
郷
愁
の
詩
人
与
謝
蕪
村
』
新
潮
社
、
昭
和
三
七

年
九
月
・
第
二
刷
、
四
九
二
頁
。

(
日
)
清
水
孝
之
『
与
謝
蕪
村
の
鑑
賞
と
批
評
』
明
治
書
院
、
昭
和
五
八
年
六
月
、
一

五
七
l
一
五
八
頁
。

(
ロ
)
』
・
ゎ
君
主
己
完
忠
〉
・
の
E
B宙
望
号
宮
S
.
S塁
走
雪
ミ
一
三
岳
町
SLN-F由
民

g
F

]戸市甲∞∞・唱・品目印
l
晶印∞・

(
日
)
村
野
四
郎
『
亡
羊
記
』
政
治
公
論
社
『
無
限
』
編
集
部
、
一
九
五
九
年
十
一

月
、
八
四
l
八
五
頁
。

(U)

『
日
本
古
典
文
撃
大
系
』

6
・
『
芭
蕉
句
集
』
岩
波
書
店
、
昭
和
三
七
年
六
月
、

二
二
八
頁
。

(
日
)
岩
田
九
郎
『
諸
注
評
釈
芭
蕉
俳
句
大
成
』
明
治
書
院
、
平
成
三
年
八
月
・
五

版
、
一
九
七
頁
。

(
日
)
『
新
潮
古
典
集
成
』
第
五
一
回
・
『
芭
蕉
句
集
』
今
栄
蔵
・
校
注
、
新
潮
社
、
昭

和
五
十
七
年
六
月
、
八
四
頁
。

(
げ
)
『
日
本
古
典
文
拳
大
系
』
日
・
『
蕪
村
集
一
茶
集
』
岩
波
書
店
、
昭
和
四
六
年

七
月
・
第
一
一
刷
、
一
六
九
頁
。

(
同
)
永
田
龍
太
郎
『
続
評
穆
蕪
村
秀
句
』
永
図
書
房
、

頁。

(
印
)
清
水
孝
之
校
注
、
前
掲
書
、

第
四
十
四
集
、

一
九
九
四
年
一
一
一
月
、

一
三
九

一
九
九
四
年
五
月
・

平
成
四
年
十
月
、

九

一
三
九
頁
。




