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サ
ン
グ
ラ
ス
ど
ん
な
に
見
ゆ
と
妻
に
聞
き
 
 
 
 
 
 
渓
水
 

 
 

 
結
婚
し
た
ば
か
り
の
熱
々
カ
ッ
プ
ル
で
あ
れ
ば
、
間
髪
を
入
れ
ず
に
「
素
敵
、
よ
く
似
合
っ
て
い
る
よ
」

と
の
弾
ん
だ
言
葉
が
返
っ
て
来
る
で
あ
ろ
う
が
、
も
う
倦
怠
期
に
入
っ
て
い
る
中
年
夫
婦
で
は
、「

何
を
も

て
よ
う
と
し
て
若
作
り
し
て
い
る
の
よ
」
と
い
う
半
ば
冷
笑
的
な
言
葉
が
返
っ
て
来
る
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
、
永
年
苦
楽
を
共
に
し
た
夫
婦
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
偽
り
の
な
い
心
か
ら
の
静
か
な
言
葉
が
交

わ
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
掲
句
は
年
輪
を
重
ね
た
良
き
関
係
に
あ
る
夫
婦
の
間
で
あ
る
か
ら
こ
そ
成
立
す

る
一
句
な
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
夏
座
敷
声
を
と
と
の
へ
口
を
切
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
秀
一
 

 
 

 
何
ら
か
の
大
事
な
事
柄
を
決
め
た
り
、
あ
る
い
は
厳
粛
な
事
柄
を
始
め
る
席
が
、
夏
座
敷
に
設
け
ら
れ

て
い
る
。
一
定
の
緊
張
感
が
漂
う
な
か
、
仲
立
ち
の
者
、
あ
る
い
は
一
方
の
当
事
者
が
第
一
声
を
発
し
た
。

「
声
を
と
と
の
へ
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
に
よ
っ
て
、
そ
の
席
の
目
的
や
雰
囲
気
が
読
み
手
に
的
確
に
伝
わ

っ
て
来
る
。「

を
」
と
「
に
」
の
使
用
は
、
一
般
的
に
俳
句
を
散
文
的
に
す
る
危
険
が
あ
る
。
し
か
し
、
掲

句
で
は
、「

声
を
」
、「

口
を
」
と
し
て
「
を
」
を
二
回
使
用
し
て
い
る
が
、
決
し
て
散
文
的
印
象
を
与
え
る

こ
と
が
な
い
。
 

 
 

 
雲
の
峰
一
気
に
大
空
描
く
な
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヤ
エ
子
 

 
 

 
大
空
は
地
平
線
や
水
平
線
を
下
側
境
界
と
し
て
昼
も
夜
も
常
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
太
陽
の
ぎ

ら
ぎ
ら
輝
く
夏
空
に
入
道
雲
が
も
く
も
く
と
立
ち
上
が
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
青
空
の
部
分
が
眼
前
に
現
わ

れ
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
空
は
雲
と
い
う
異
物
の
存
在
に
よ
っ
て
こ
そ
実
体
あ
る
も
の
と
し
て
鮮
明
に
描

か
れ
る
の
だ
と
い
う
、
作
者
の
ダ
イ
レ
ク
ト
な
把
握
が
心
地
良
い
。「

一
気
に
・
・
・
描
く
」
と
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
雲
の
峰
の
動
き
ま
で
活
写
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
暑
き
町
し
つ
か
り
抱
か
れ
赤
ん
坊
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヤ
エ
子
 

 
 

 
赤
子
の
体
温
は
高
い
。
赤
ん
坊
を
抱
き
あ
げ
れ
ば
、
己
が
身
に
た
ち
ど
こ
ろ
に
汗
が
噴
き
出
る
。
し
か

し
、
母
親
に
と
っ
て
赤
子
は
自
分
の
分
身
で
あ
り
、
天
か
ら
授
か
っ
た
宝
物
で
あ
る
。
部
屋
に
居
る
と
き

で
あ
っ
て
も
、
床
に
落
と
さ
な
い
よ
う
に
し
っ
か
り
胸
に
抱
き
か
か
え
る
の
で
あ
る
。
い
ろ
い
ろ
な
障
害

物
の
あ
る
街
中
に
出
る
と
き
に
は
尚
更
で
あ
る
。
ま
さ
に
赤
ん
坊
を
抱
く
と
は
命
を
抱
く
こ
と
で
あ
る
。
 

 
掲
句
で
は
、
「
抱
か
れ
」
と
な
っ
て
お
り
、
他
者
が
赤
子
を
抱
い
て
い
る
様
子
を
詠
ん
で
い
る
が
、
「
抱

い
て
」
に
す
れ
ば
作
者
自
身
が
赤
子
を
抱
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
文
芸
上
の
眞
を
重
視
す
れ
ば
、
実
景



か
ら
離
れ
て
も
、
「
抱
い
て
」
の
方
が
よ
い
か
と
思
う
。
 

 
 

 
酒
呑
ま
ぬ
女
家
族
や
冷
奴
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
秀
一
 

 
 
 

 
俳
句
が
十
七
音
と
い
う
短
詩
型
で
あ
り
な
が
ら
、
句
意
を
伝
達
で
き
る
の
は
、
作
者
（
詠
み
手
）
と
鑑

賞
看
（
詠
み
手
）
と
の
間
に
、
題
材
の
事
柄
に
つ
い
て
の
暗
黙
の
了
解
ま
た
は
共
通
認
識
が
存
在
す
る
か

ら
で
あ
る
。
 

 
掲
句
の
場
合
に
は
、
酒
の
肴
に
は
冷
奴
が
よ
く
合
う
と
い
う
認
識
が
一
般
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
現
今

は
、
女
性
で
も
酒
を
飲
む
者
が
多
く
な
っ
て
来
て
い
る
か
ら
、「
女
家
族
・
・
・
冷
奴
」
だ
け
で
は
俳
句
と

し
て
成
立
し
な
い
。「
酒
呑
ま
ぬ
」
と
い
う
限
定
の
修
飾
フ
レ
ー
ズ
を
か
ぶ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
俳
諧
味

が
出
て
来
る
の
で
あ
る
。
単
に
「
酒
飲
む
」
で
は
な
く
、「
酒
呑
む
」
と
し
て
あ
る
の
も
「
の
ん
兵
衛
」
を

連
想
さ
せ
て
面
白
い
。
表
記
に
も
よ
く
注
意
が
行
き
届
い
て
い
る
。
 

 
 

 
緑
陰
や
鳩
と
語
ら
ふ
ホ
ー
ム
レ
ス
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貞
勝
 

 
 

 
「
ホ
ー
ム
レ
ス
」
と
い
う
言
葉
、
ま
た
、
そ
れ
が
意
味
す
る
事
柄
を
俳
句
の
中
に
持
ち
込
む
こ
と
に
対

し
て
、
頭
か
ら
否
定
・
嫌
悪
す
る
立
場
の
結
社
が
あ
る
。
筆
者
は
、
俳
句
の
題
材
に
は
タ
ブ
ー
を
作
ら
ず
、

短
詩
型
の
俳
句
の
力
を
信
じ
て
、
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
事
象
を
詠
ん
で
行
こ
う
と
す
る
立
場
を
と
る
も
の
で

あ
る
が
、
掲
句
は
、
前
者
の
立
場
を
と
る
者
で
あ
っ
て
も
、
俳
句
と
し
て
認
め
得
る
境
界
領
域
に
あ
る
も

の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
「
鳩
と
語
ら
ふ
」
と
い
う
措
辞
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
ホ
ー
ム
レ
ス
」
と
い

う
き
つ
い
言
葉
が
中
和
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

 
し
か
し
、
鳩
と
の
交
流
は
あ
っ
て
も
、
社
会
一
般
と
の
交
流
が
な
い
こ
と
を
連
想
さ
せ
る
の
で
、
寂
し

く
て
厳
し
い
内
容
の
句
で
は
あ
る
。
 

 
 

 
老
鶯
の
真
似
の
口
笛
か
す
れ
け
り
 
 
 
 
 
 
 
 
友
子
 

 
 
 
 

 
掲
句
は
、
夏
鶯
の
鳴
き
声
を
口
笛
で
真
似
し
て
野
山
を
渉
猟
し
て
い
る
間
に
、
そ
の
口
笛
が
か
す
れ
て

来
た
と
言
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
定
の
時
間
の
経
過
内
で
起
き
た
事
柄
を
詠
ん
で
い
る
。
 

 
よ
く
俳
句
は
、
時
間
（
事
象
の
生
起
・
消
滅
に
係
る
時
の
経
過
）
を
詠
む
の
で
は
な
く
て
、
時
刻
（
事

象
の
生
起
・
消
滅
し
た
特
定
の
時
点
）
を
詠
む
べ
き
で
あ
る
と
言
わ
れ
、
ま
た
、
一
般
的
に
「
時
刻
」
の

俳
句
が
成
功
す
る
確
率
は
高
い
。
 
 
 
し
か
し
な
が
ら
、
掲
句
は
、「

口
笛
が
か
す
れ
る
」
と
い
う
作
者

本
人
に
生
理
的
に
発
生
し
た
具
体
的
事
実
を
前
面
に
据
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
時
間
」
俳
句
で
あ
り
な
が

ら
、
内
実
を
と
も
な
っ
た
佳
句
と
な
っ
て
い
る
。
 

 
 

 
空
と
海
と
け
合
ひ
由
比
の
梅
雨
ぐ
も
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
幸
 

 
 



 
作
者
は
由
比
の
海
岸
に
ひ
と
と
き
旅
の
足
を
と
め
て
い
る
。
梅
雨
ぐ
も
り
の
空
は
混
然
一
体
と
し
て
海

と
溶
け
合
い
、
空
と
海
の
境
界
線
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
 

 
地
名
を
単
に
読
み
込
ん
だ
俳
句
は
、
と
も
す
れ
ば
観
光
地
俳
句
的
に
な
り
や
す
い
が
、
掲
句
の
場
合
に

は
、
空
と
海
が
と
け
合
う
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
に
よ
っ
て
、
立
ち
位
置
で
あ
る
由
比
の
海
岸
線
の
長
さ
・
広

が
り
も
見
え
て
来
て
、
地
名
・
由
比
が
生
き
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
 

 
 

 
片
陰
を
ゆ
く
ハ
マ
風
や
野
毛
の
坂
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
眞
三
 

 
 

 
こ
の
「
ハ
マ
風
」
は
海
岸
地
帯
で
時
間
帯
に
よ
っ
て
吹
き
変
わ
る
二
種
類
の
風
、
す
な
わ
ち
、
海
風
（
海

か
ら
陸
に
向
か
っ
て
吹
く
風
）
と
陸
風
（
陸
か
ら
海
に
向
か
っ
て
吹
く
風
）
の
う
ち
、
前
者
の
海
風
に
相

当
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
野
毛
坂
の
通
り
に
沿
っ
て
片
陰
が
生
ま
れ
、
、
そ
こ
を
「
ハ
マ
風
」
と
い
う
涼
し

さ
の
風
が
行
き
渡
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ハ
マ
風
は
「
ヨ
コ
ハ
マ
の
風
」
に
も
通
じ
、
明
治
の
文
明
開
化

の
先
陣
を
切
っ
た
「
横
浜
」
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
野
毛
坂
の
地
名
が
効
い
て
い
る
。
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