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堀
田
善
衛
著

　
海
鳴
り
の
底
か
ら

　
　
　
　
　
古
庄
ゆ
き
子

　
こ
れ
は
、
日
本
の
中
世
末
、
近
世
初
頭
め
時
期

に
行
わ
れ
た
キ
リ
シ
タ
ン
弾
圧
を
受
け
て
立
っ
た

島
原
天
草
の
大
衆
蜂
起
を
描
い
た
歴
史
小
説
で
あ

る
。

　
し
か
し
、
歴
史
小
説
と
言
え
ば
即
鴎
外
の
そ
れ

芥
川
の
そ
れ
を
思
い
浮
べ
る
こ
と
し
が
で
き
な
い

わ
た
し
な
ど
に
は
、
読
み
終
る
ま
で
、
ま
る
で
予

測
も
つ
か
な
い
作
品
で
あ
っ
た
。

か

れ
た
地
位
・
身
分
・
立
場
・
階
級
等
を
異
に
し
、

従
っ
て
時
代
の
課
題
に
対
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
担
い

方
を
も
っ
た
人
間
群
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
Ｉ
の

そ
れ
ぞ
れ
の
目
を
通
し
て
多
元
的
に
描
い
た
作
品

の
系
統
を
考
え
て
み
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

　
私
小
説
と
言
わ
な
い
ま
で
も
、
あ
る
個
人
を
主

人
公
に
し
た
小
説
に
な
れ
切
っ
て
い
る
わ
れ
わ
れ

は
、
集
団
を
多
元
的
に
把
え
る
平
家
の
方
法
は
つ

い
忘
れ
勝
ち
で
あ
る
が
、
時
代
の
変
革
期
に
生
き

て
、
既
に
私
が
そ
の
ま
ま
独
立
し
た
人
格
と
し
て

存
在
し
得
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
い
や
で
も
知

ら
さ
れ
て
い
る
（
戦
後
文
学
の
も
っ
と
も
大
き
な

課
題
が
私
小
説
の
克
服
に
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出

　
鵬
外
が
歴
史
の
自
然
を
描
く
こ
と
を
意
図
し
、
　
し
て
ほ
し
い
）
現
在
こ
そ
、
む
し
ろ
積
極
的
に
こ

芥
川
が
自
己
の
似
顔
を
平
安
末
期
の
人
物
に
写
し
　
み
平
家
物
語
の
方
法
を
取
り
出
し
て
み
る
べ
き
で

た
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
そ
こ
で
中
心
と
た
っ
て
い
’
は
な
か
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
’

る
の
が
個
人
で
あ
る
こ
と
に
は
少
し
も
変
り
は
な

い
。

　
し
か
し
、
歴
史
小
説
に
は
こ
れ
以
外
の
道
が
あ

る
は
ず
だ
し
、
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

　
例
え
ば
平
家
物
語
の
よ
う
に
、
個
人
を
も
呑
み

込
ん
で
旧
時
代
が
没
落
し
、
新
時
代
の
胎
動
す
る

時
代
の
様
相
、
そ
の
中
に
お
け
る
多
く
の
人
間
１

単
に
量
的
に
多
い
と
言
う
こ
と
で
な
し
に
、
置
か

　
堀
田
氏
は
こ
の
方
法
―
複
数
の
視
点
に
よ
る
多

元
的
方
法
ｉ
で
歴
史
小
説
「
海
鳴
り
の
底
か
ら
」

を
書
い
た
。
も
ち
ろ
ん
私
は
氏
が
「
平
家
物
語
」

の
影
響
を
受
け
た
な
ど
と
言
う
つ
も
り
で
は
毛
頭

な
い
。

　
　
「
海
鳴
り
の
底
か
ら
」
は
Ｔ
几
五
一
年
「
広
場

の
孤
独
」
を
ひ
つ
さ
げ
て
登
場
し
て
以
来
、
「
時

間
」
「
歴
史
」
　
「
記
念
碑
」
と
常
に
ア
ク
チ
ュ
ア

　
　
　
　
”
’
f
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ル
な
課
題
を
自
分
の
文
学
上
の
課
題
と
し
、
現
代

史
を
収
斂
す
る
文
学
を
つ
く
る
こ
と
、
創
作
方
法

し
て
複
数
の
視
点
に
よ
る
多
元
的
方
法
と
を
志
し

て
い
る
作
者
堀
田
善
衛
氏
に
は
当
然
の
帰
結
と
言

う
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
そ
の
必
然
的
帰
結
が
「
平
家
物
語
」

の
流
れ
を
汲
む
こ
と
に
な
っ
て
い
る
点
に
こ
そ
興

味
深
い
問
題
か
お
る
。

　
ま
わ
り
道
に
な
っ
た
が
、
歴
史
小
説
「
海
鳴
り

の
底
か
ら
」
は
テ
ー
マ
・
形
式
と
も
に
注
目
す
べ

き
作
品
で
あ
り
、
作
者
の
今
ま
で
の
課
題
の
す
べ

て
が
ぶ
ち
込
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
か
ら
は
一

応
の
集
大
成
と
も
言
う
べ
き
作
品
で
あ
る
。
（
そ

の
事
と
、
作
品
と
し
て
の
完
璧
さ
を
持
っ
て
い
る

か
と
い
う
こ
と
は
別
で
め
る
）

　
ま
ず
形
式
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
島
原
・

天
草
の
村
々
の
庄
屋
を
も
含
む
各
階
層
の
農
民
、

土
着
武
士
、
医
者
、
そ
し
て
は
る
ば
る
種
子
島
か

ら
は
せ
加
わ
っ
た
小
西
の
遣
臣
た
ち
と
い
っ
た
キ

リ
シ
タ
ン
や
、
神
主
、
果
て
は
高
野
山
で
剃
髪
謹

慎
中
の
い
わ
ゆ
る
黒
田
騒
動
の
元
兇
で
あ
っ
た
元

黒
田
家
老
を
含
む
多
く
の
立
帰
り
者
、
非
キ
リ
シ

タ
ン
（
多
く
教
仏
徒
）
等
々
三
万
七
千
人
が
さ
ま

ざ
ま
な
過
去
、
現
在
を
負
い
な
が
ら
、
一
揆
と
い
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W

う
政
治
行
動
に
つ
な
が
っ
て
原
城
址
へ
蜻
集
し
、

新
し
い
原
城
を
形
成
、
権
力
倆
の
戦
い
の
果
て
に

全
滅
さ
せ
ら
れ
て
い
く
過
程
を
、
こ
れ
ら
さ
ま
ざ

ま
な
人
間
の
目
を
通
し
て
描
い
て
い
く
の
だ
が
、

特
に
注
目
す
べ
ぎ
は
作
者
が
こ
の
複
数
の
視
点
に

よ
る
多
元
的
な
方
法
を
一
揆
側
だ
け
で
な
く
、
権

力
側
に
ま
で
持
込
み
、
原
城
攻
撃
の
権
力
倆
の
内

部
矛
盾
を
も
え
ぐ
り
出
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
私

は
又
こ
こ
で
「
平
家
物
語
」
を
思
い
出
す
。
少
々

残
念
だ
が
、
権
力
側
を
描
く
時
が
「
反
乱
軍
」
を

描
く
時
よ
り
ず
っ
と
不
明
確
だ
と
い
う
点
ま
で
似

て
い
る
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
、
と
も
あ
れ
両
者

が
権
力
倆
の
内
部
を
「
反
乱
軍
」
と
の
攻
防
戦
の

中
で
把
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
複
数
の
視
点
に

よ
る
多
元
的
方
法
を
と
っ
て
い
る
こ
と
の
た
め
で

あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
「
海
鳴
り
の
底
か
ら
」
の
作
者
は
そ

れ
だ
け
で
は
な
お
あ
き
足
り
な
い
か
の
よ
う
に
、

作
者
自
身
を
合
法
的
に
登
場
さ
せ
る
場
所
を
つ
く

っ
て
い
る
。
つ
ま
り
ロ
シ
ア
の
作
曲
家
ム
ソ
ン
グ

ス
キ
ー
の
組
曲
「
展
覧
会
の
絵
」
の
構
成
に
な
ら

っ
た
と
作
者
の
い
う
、
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
と
名
づ
け

て
い
る
エ
ッ
セ
イ
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
作
者
は
こ
れ
を
作
中
六
か
所
に
わ
た
っ
て
入
れ

｝
ｋ

そ
の
た
び
毎
に
創
作
の
舞
台
裏
を
見
せ
、
彼
の
意

見
を
の
べ
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
歴
史
小
説
の
も
つ

　
″
歴
史
其
ま
ま
″
と
Ｊ
屁
史
ば
な
れ
〃
の
制
約
を

乗
り
切
る
為
の
作
者
独
自
の
方
法
の
よ
う
で
あ
る

　
こ
れ
は
非
常
に
漸
新
た
方
法
な
の
だ
け
れ
ど
も

問
題
が
緊
迫
し
た
か
と
思
わ
れ
る
時
に
こ
の
多
弁

な
作
者
が
ひ
ょ
い
ひ
ょ
い
と
割
っ
て
入
っ
て
来
て

状
況
を
分
析
し
、
反
省
し
一
般
化
す
る
こ
と
に
読

者
で
あ
る
私
は
か
な
り
抵
抗
を
感
じ
な
い
で
は
お

れ
な
か
っ
た
。
ヽ

　
こ
の
こ
と
は
作
者
が
作
品
中
に
投
げ
こ
ん
だ
テ

ー
マ
、
知
識
人
の
政
治
参
加
、
転
向
の
問
題
、
芸

術
と
政
治
の
関
係
、
外
来
思
想
の
土
着
化
の
問
題

日
本
人
の
武
器
感
覚
の
問
題
、
権
力
の
非
人
間
性

の
問
題
、
庶
民
の
無
党
派
的
立
あ
が
り
の
問
題
等

々
が
一
つ
の
溶
鉱
炉
で
鋳
直
さ
れ
な
い
で
、
混
合

の
状
態
で
ご
ろ
ご
ろ
し
て
い
る
感
じ
を
与
え
る
こ

と
と
も
深
く
か
か
わ
っ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
作
中
の
人
物
某
々
は
、
作
者
か
ら
性
格
づ
げ
を

さ
れ
た
時
、
作
者
と
は
独
立
に
新
し
い
状
況
を
来

る
可
能
性
を
持
っ
て
し
ま
う
は
ず
で
あ
る
。

　
新
し
い
形
式
の
歴
史
小
説
で
は
あ
る
が
、
そ
の

新
し
い
形
式
こ
そ
彼
の
伽
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考

え
る
。
。

ｙ
Ｋ

　
し
か
し
そ
う
は
言
っ
て
も
、
常
に
現
代
日
本
の

あ
る
い
は
世
界
に
生
き
る
人
間
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル

な
課
題
を
日
本
の
文
学
上
の
課
題
と
し
て
き
た
作

者
が
、
「
現
代
の
『
自
然
』
に
足
の
裏
を
べ
っ
た

り
と
つ
け
て
」
「
歴
史
の
な
か
の
『
自
然
』
が
現

代
の
な
か
の
『
自
然
』
と
い
か
に
揉
み
あ
い
、
矛

盾
し
あ
い
あ
る
い
は
競
合
し
、
戦
う
か
と
い
う
点

」
を
追
求
し
た
力
作
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
（
朝
日
新
聞
社
刊
五
三
〇
狗
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
別
火
　
文
学
部
講
師
）
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