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秋
天
の
青
も
ど
し
た
し
白
内
障
【
し
ろ
そ
こ
ひ
】
 
 
 
 
与
史
 

 
 
 
 
 

 
広
辞
苑
に
よ
れ
ば
「
し
ろ
そ
こ
ひ
」
は
白
内
障
の
俗
称
と
さ
れ
、「

し
ろ
そ
こ
ひ
」
の
本
来
の
漢
字
表
記

は
「
白
底
翳
」
で
あ
る
。
余
程
の
難
読
文
字
は
別
と
し
て
、
通
常
、
俳
句
に
は
ル
ビ
は
振
ら
な
い
と
さ
れ

て
い
る
。
句
座
を
と
も
に
す
る
連
衆
の
教
養
学
識
を
信
じ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
逆
に
言
え
ば
、
信
じ

合
う
も
の
同
士
が
句
座
を
組
む
と
さ
れ
て
い
る
。
俳
句
は
和
歌
と
同
様
に
耳
か
ら
鑑
賞
者
に
伝
達
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
か
ら
、
表
記
さ
れ
た
漢
字
の
本
来
の
読
み
方
以
外
の
独
自
の
詠
み
方
を
指
定
さ
れ
て
も
困
る
、

と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
 

 
と
は
言
っ
て
も
、
掲
句
の
「
し
ろ
そ
こ
ひ
」
に
は
、
右
の
よ
う
な
常
識
論
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
ど
の

世
界
で
も
原
則
に
は
例
外
が
あ
る
の
で
あ
る
。「

白
内
障
」
に
「
し
ろ
そ
こ
ひ
」
と
の
ル
ビ
を
振
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
下
五
を
定
型
ど
お
り
の
五
音
に
し
て
音
調
を
整
え
る
と
同
時
に
、「

青
」
と
「
白
」
の
色
彩
の
対

比
を
明
瞭
化
し
た
の
で
あ
る
。「

白
内
障
」
を
「
は
く
な
い
し
ょ
う
」
と
読
ま
せ
る
の
で
は
、
す
っ
き
り
し

た
リ
ズ
ム
感
は
出
ず
、
色
彩
対
比
も
ぼ
や
け
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
 

 
ル
ビ
振
り
の
絶
妙
さ
に
加
え
て
掲
句
の
上
手
い
と
こ
ろ
は
、「

も
ど
し
た
し
」
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
戻
り

け
り
」
と
過
去
形
に
な
っ
て
い
た
ら
、
平
凡
な
一
句
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
切
実
な
る
願
望
の
句
に

し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
の
心
に
訴
え
か
け
る
力
が
掲
句
に
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
 

 
 
 
 
 
 

 
わ
れ
よ
り
も
母
を
知
る
妻
初
秋
刀
魚
 
 
 
 
 
 
 
 
貞
勝
 

 
 
 
 
 

 
い
つ
も
父
母
や
家
族
の
こ
と
を
気
に
か
け
な
が
ら
も
、
永
年
に
わ
た
り
仕
事
一
途
に
人
生
の
多
く
の
時

間
を
過
ご
し
て
き
た
日
本
男
子
の
偽
ら
ざ
る
心
の
一
句
で
あ
る
。
妻
に
は
照
れ
く
さ
く
て
面
と
向
か
っ
て

有
難
う
と
は
言
え
な
い
夫
が
、
こ
の
秋
初
め
て
の
秋
刀
魚
を
焼
き
な
が
ら
、
心
の
中
で
ふ
と
呟
い
た
言
葉

で
あ
ろ
う
。
対
面
の
言
葉
か
け
は
と
も
か
く
と
し
て
、
文
字
に
す
る
と
素
直
に
感
謝
の
気
持
ち
を
表
せ
る

の
で
あ
る
。
俳
句
は
ま
さ
に
一
行
日
記
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
今
は
家
に
居
る
息
子
と
そ
の
良
き
配
偶
者

の
暖
か
い
眼
差
し
の
中
に
、
お
母
様
は
老
境
の
日
々
を
楽
し
く
生
き
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
 

 
 
 
 
 

 
正
装
に
照
れ
し
ポ
ー
ズ
や
七
五
三
 
 
 
 
 
 
 
 
 
渓
水
 

 
 
 
 
 

 
酒
の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
で
は
な
い
が
、「

何
も
足
さ
ず
何
も
引
か
ず
」
の
本
質
そ
の
も
の
を
愛
す
る
純
真
な

一
句
で
あ
る
。
孫
あ
る
い
は
曾
孫
で
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
人
生
の
最
初
の
晴
れ
舞
台
で
あ
る
写
真

ス
タ
ジ
オ
の
少
し
強
い
照
明
の
下
に
、
祖
父
か
ら
贈
ら
れ
た
晴
れ
着
に
身
を
包
み
、
照
れ
な
が
ら
も
懸
命

に
ポ
ー
ズ
を
と
ろ
う
と
し
て
い
る
童
の
姿
。
そ
の
童
に
注
が
れ
る
眼
差
し
の
あ
た
た
か
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。

カ
メ
ラ
マ
ン
は
上
手
く
シ
ャ
ッ
タ
ー
チ
ャ
ン
ス
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

 
 
 
 
 



 
音
立
て
て
冬
の
噴
水
も
つ
れ
け
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
秀
一
 

 
 
 
 
 
 

 
「
噴
水
」
は
本
来
的
に
夏
の
季
語
で
あ
る
。
歳
時
記
の
春
の
部
に
は
「
春
の
噴
水
」
と
い
う
季
語
は
な

く
、
秋
の
部
に
は
「
秋
の
噴
水
」
と
い
う
季
語
は
な
く
、
冬
の
部
に
お
い
て
の
み
「
冬
の
噴
水
」
と
い
う

季
語
が
あ
る
。
俳
人
は
、
夏
と
冬
と
い
う
両
極
端
の
季
節
に
お
い
て
の
み
「
噴
水
」
に
季
語
性
を
認
め
て

い
る
の
で
あ
る
。
 

 
こ
の
こ
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
冬
に
見
か
け
た
噴
水
だ
か
ら
「
冬
の
噴
水
」
と
短

絡
的
に
言
う
の
で
は
、
季
語
と
し
て
の
「
冬
の
噴
水
」
を
使
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
「
冬
の
噴
水
」
の
季
語
の
重
心
は
「
冬
の
」
に
あ
り
、
「
冬
だ
か
ら
こ
そ
の
噴
水
」
が
感
じ
ら
れ
る
よ

う
に
作
句
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
掲
句
の
作
者
は
、「
噴
水
の
も
つ
れ
」
、「

そ
の
も
つ
れ
は
音
を
立
て
る
程
で
あ
る
」
と
言
う
こ
と
に
よ
っ

て
、
「
冬
の
噴
水
」
を
見
事
に
詠
み
取
っ
た
の
で
あ
る
。
 

 
夏
に
お
い
て
も
噴
水
が
風
に
煽
ら
れ
て
も
つ
れ
る
こ
と
は
あ
ろ
う
が
、「

音
立
て
る
も
つ
れ
」
と
言
わ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
鑑
賞
者
に
は
「
冬
」
が
感
じ
取
れ
る
の
で
あ
る
。
 

 
 
 
 
 
 

 
小
鳥
ら
の
た
め
ら
ひ
な
く
来
手
水
鉢
 
 
 
 
 
 
 
ヤ
エ
子
 

 
 
 
 
 
 

 
秋
に
な
っ
て
渡
っ
て
来
る
鳥
（
渡
り
鳥
）
で
あ
る
。
通
常
、「
小
鳥
来
る
」
と
使
う
。
掲
句
は
、「
小
鳥
」

と
「
来
る
」
を
分
断
し
、
そ
の
間
に
「
た
め
ら
ひ
な
く
」
と
い
う
言
葉
を
挿
入
し
、
来
た
場
所
を
「
手
水

鉢
」
と
特
定
し
て
い
る
。
 

 
渡
り
が
長
旅
で
あ
っ
た
の
で
、
到
着
す
る
や
い
な
や
水
を
求
め
て
真
っ
先
に
「
手
水
鉢
」
に
降
り
立
っ

た
と
見
る
か
、
到
着
し
て
か
ら
大
分
日
数
が
立
ち
、
周
囲
へ
の
警
戒
心
が
弱
ま
っ
た
な
か
、
手
水
鉢
の
水

に
戯
れ
よ
う
と
し
て
手
水
鉢
に
降
り
立
っ
た
と
見
る
か
は
、
鑑
賞
者
の
自
由
で
あ
ろ
う
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
風
呂
敷
の
空
解
【
ほ
ど
】
け
て
風
に
文
化
の
日
 
 
 
 
 
 
 
幸
 

 
 
 
 
 

 
風
呂
敷
は
日
本
の
伝
統
的
な
生
活
用
具
の
一
つ
で
あ
る
。
何
か
を
包
ん
で
い
た
風
呂
敷
を
解
い
た
ら
、

風
に
煽
ら
れ
た
と
い
う
さ
り
気
な
い
句
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
さ
り
気
な
さ
を
装
っ
た
挑
戦
句
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 

 
鑑
賞
が
難
し
い
句
で
あ
る
が
、
筆
者
は
、「
空
解
け
」
と
表
記
し
て
「
ほ
ど
け
」
と
ル
ビ
を
振
っ
た
作
者

の
意
図
を
手
掛
か
り
に
し
た
い
。
単
に
「
ほ
ど
け
る
」
な
ら
ば
、「
解
け
る
」
の
漢
字
表
現
が
一
般
的
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
作
者
が
「
空
」
と
い
う
漢
字
を
頭
に
付
け
た
こ
と
の
意
味
を
、
深
く
考
え
た
い
の

で
あ
る
。
 

 
伝
統
文
化
あ
る
い
は
現
代
文
化
と
い
っ
て
も
、
人
の
世
の
悠
久
な
時
間
の
流
れ
か
ら
見
れ
ば
、
い
ず
れ

も
確
然
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
遅
か
れ
早
か
れ
泡
沫
の
よ
う
に
消
え
る
も
の
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
、
何

物
か
を
包
ん
で
い
た
の
に
、
そ
れ
は
根
源
的
思
索
か
ら
言
え
ば
、
「
空
（
く
う
・
か
ら
っ
ぽ
）
」
で
あ
る
、



と
思
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
掲
句
は
、
「
文
化
の
日
」
の
句
と
し
て
は
、
異
色
で
あ
り
秀
句
で
あ
る
。
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
会
場
・
桜
蔭
会
館
 
 
文
責
・
増
田
 
守
 

 
 
 
 
 
 

 
【
事
務
連
絡
】
 

 
以
前
俳
話
会
に
参
加
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
し
た
坂
本
則
敏
さ
ん
（
高
校
二
十
二
回
）
か
ら
、
継
続
し
た
い

と
の
ご
連
絡
が
あ
り
ま
し
た
。
眼
科
医
と
言
う
仕
事
柄
、
土
曜
日
・
日
曜
日
は
ク
リ
ニ
ッ
ク
を
休
め
な
い

の
で
、
月
例
会
に
は
不
在
投
句
の
形
で
参
加
さ
れ
る
と
の
こ
と
で
し
た
。
 

 
 
 
 
 


