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宮
沢
賢
治

「
修
羅
」

に
お
け
る
表
現
意
識
の
分
裂
と
そ
の
克
服

皇主

話

「
土
神
と
狐
」

童
話
「
土
神
と
狐
」
は
、
大
正
十
年
前
後
の
宮
沢
賢
治
の
表
現
意
識
を
考
え
る
上
で

見
過
す
こ
と
の
で
き
な
い
作
品
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
詩
篇
「
春
と
修
羅
」
に
お
け
る
、

「
ま
こ
と
の
こ
と
ば
」
を
失
っ
た
「
修
羅
」
の
問
題
と
重
な
る
こ
と
も
既
に
指
摘
さ
れ

て
き
た
。
最
近
で
は
、
大
沢
正
善
氏
の
「
『
土
神
と
狐
』
と
そ
の
周
辺

l
l
『
修
羅
』
の

(
1
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克
服
」
が
、
表
現
の
問
題
を
射
程
に
入
れ
た
ト
ー
タ
ル
、
か
つ
詳
細
な
論
と
し
て
、
出

色
の
も
の
で
あ
る
。
本
論
は
、
氏
の
論
に
多
く
の
示
唆
を
受
け
な
が
ら
も
、
氏
と
は
ま

た
異
な
っ
た
角
度
か
ら
賢
治
の
表
現
意
識
を
描
き
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

童
話
「
土
神
と
狐
」
は
、
女
の
樺
の
木
を
恋
す
る
土
神
と
狐
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
恋
ゆ

え
に
嫉
妬
に
悩
む
と
い
う
物
語
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
こ
の
作
品
は
、
賢
治
の
童
話
の

中
で
も
、
恋
愛
感
情
の
生
々
し
き
を
描
い
た
作
品
と
し
て
、
注
目
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
、

大
沢
氏
の
論
の
中
で
は
、
恋
愛
の
問
題
が
、
比
較
的
軽
視
さ
れ
て
い
る
感
を
受
け
る
。

氏
は
、
こ
の
作
品
が
、
恋
愛
の
三
角
関
係
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、

コ
ニ
角
関
係
は
本
来
、
恋
愛
に
限
ら
な
い
人
間
関
係
の
網
の
目
の
最
小
単
位
で
あ
り
、

主
人
公
と
そ
の
欲
望
の
対
象
と
そ
こ
に
介
在
す
る
ラ
イ
バ
ル
の
三
者
が
、
欲
望
を
触
発
、

牽
制
し
あ
う
相
互
媒
介
の
様
相
に
よ
っ
て
様
々
に
機
能
す
る
。
」
(
傍
点
筆
者
〉
と
述
べ

宮
沢
賢
治
「
修
羅
」
に
お
け
る
表
現
意
識
の
分
裂
と
そ
の
克
服

を

中

心

秋

保

枝

美

国

文

科

て
お
り
、
恋
愛
の
要
素
に
対
し
て
は
消
極
的
な
姿
勢
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
氏
の
読

み
に
お
い
て
は
、
土
神
と
狐
の
葛
藤
は
、

「
相
手
を
敵
対
視
す
る
ば
か
り
で
学
ぶ
べ
き

「
土
神
と
狐
の
『
知
』
の
媒
介
不
全
」
が
三

角
関
係
の
悲
劇
を
招
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
学
ぶ
」
と
か
「
知
」
と
い
っ
た
表
現

に
、
氏
の
作
品
理
解
の
姿
勢
は
暗
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
作
品
は
、
そ
の
よ
う
な
精

神
的
な
認
識
レ
ベ
ル
の
み
の
問
題
を
描
い
た
物
語
な
の
だ
ろ
う
か
。
土
神
も
狐
も
、
恋

ゆ
え
に
、
そ
も
そ
も
、
相
手
に
学
ぶ
と
い
っ
た
冷
静
な
判
断
を
持
ち
得
な
い
、
ど
う
し

は
学
ぶ
心
を
閉
じ
た
」
こ
と
に
由
来
し
、

ょ
う
も
な
い
感
情
に
か
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
問
題
は
そ
う
い
っ
た
心
的
な
状
態

そ
の
も
の
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
氏
の
読
み
で
は
、
そ
の
心
情
レ
ベ
ル
の
問
題
が
素

通
り
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。

ま
た
、
氏
は
、
土
神
と
狐
の
分
裂
が
、
「
『
修
羅
』
の
苦
悶
を
三
角
関
係
を
借
り
て
展

開
附
小
か
骨
骨
ぃ
志
野
静
か
ら
」
描
か
れ
た
と
も
述
べ
て
お
り
、
作
品
内
の
三
角
関
係
は
、

「
虚
構
上
の
要
請
か
ら
生
じ
た
」
設
定
だ
と
い
う
見
方
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、

や
は
り
、
恋
愛
の
過
程
で
、
土
神
と
狐
に
分
裂
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
作

者
の
心
的
レ
ベ
ル
の
問
題
が
素
通
り
さ
れ
て
い
る
と
感
ず
る
。
天
沢
退
二
郎
氏
が
既
に

五
五



秋

美

枝

保

指
摘
し
て
い
る
と
お
り
、
詩
篇
「
春
と
修
羅
」
に
お
い
て
は
意
図
的
に
匿
さ
れ
て
は
い

る
が
、
「
『
春
と
修
羅
』
に
お
け
る
修
羅
意
識
の
発
見
が
、
あ
る
『
恋
』
を
契
機
と
し
て

ハ
2
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い
る
こ
と
は
明
ら
か
」
で
あ
っ
て
、

「
ま
こ
と
の
こ
と
ば
」
を
失
わ
せ
、
表
現
に
つ
い

て
の
苦
悩
を
生
じ
き
せ
た
の
が
恋
愛
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
確
か
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
賢

治
自
身
の
恋
愛
体
験
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
既
に
指
摘
さ
れ
て
き
て
い
る
。
と
に

「
土
神
と
狐
」
に
お
い
て
も
、
恋
愛
と
表
現
の
問
題
は
不

か
く
、
賢
治
に
と
っ
て
も
、

離
の
関
係
に
あ
り
、
そ
の
両
者
の
関
係
を
論
じ
る
こ
と
が
、
賢
治
の
表
現
意
識
の
問
題

ハ
3
〉

を
明
か
す
第
一
歩
で
あ
る
。
詩
人
の
表
現
と
恋
愛
の
関
係
に
つ
い
て
の
問
題
意
識
は
、

賢
治
独
自
の
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
文
学
史
的
に
見
て
、
明
治
以
降
の
作
家
の
共
通
の

問
題
意
識
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
こ
の
物
語
を
、
恋
愛
の
物

語
と
し
て
分
析
す
る
必
要
が
生
じ
る
。

童
話
「
土
神
と
狐
」
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
の
第
二
点
は
、
土
神
、
狐
、
樺
の
木
と
い

ぅ
、
登
場
人
物
の
特
異
な
設
定
に
あ
る
。
単
な
る
恋
愛
物
語
の
登
場
人
物
と
し
て
は
、

い
さ
さ
か
奇
抜
な
設
定
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
設
定
の
意
味
に
言
及
す
る
こ

と
は
、
こ
の
物
語
の
独
自
性
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
大
事
な
視
点
に
な
り
得
る
と
思

わ
れ
る
。
そ
の
中
で
、
特
に
注
目
す
べ
き
は
、
土
神
の
設
定
で
あ
る
。
土
神
は
、
「
丸
太

で
持
へ
た
高
さ
一
間
ば
か
り
」
の
洞
に
祭
ら
れ
た
、
民
間
信
仰
の
中
に
実
在
す
る
神
と

し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
人
々
の
信
仰
は
、
土
神
自
身
が
「
し
か
し
な

が
ら
人
間
ど
も
は
不
届
だ
。
近
頃
は
わ
し
の
祭
に
も
供
物
一
つ
持
っ
て
来
ん
」
と
憂
え

て
い
る
よ
う
に
、
表
退
し
て
行
き
つ
斗
あ
る
。
つ
ま
り
、
土
神
は
、
人
々
の
信
仰
の
中

か
ら
忘
れ
去
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
神
な
の
で
あ
る
。
谷
川
雁
氏
は
、
こ
の
点
に
着
目

し
て
、
土
神
を
、
廃
れ
よ
う
と
す
る
古
い
製
鉄
法
を
司
る
神
で
あ
る
と
し
、
こ
の
作
品

ハ
4
〉

に
、
伝
統
的
な
文
化
と
西
洋
文
化
と
の
対
立
葛
藤
を
指
摘
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
大
沢

五
六

氏
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
「
土
神
が
人
間
の
済
土
を
怠
っ
た
た
め
に
供
物
が
供
え
ら

れ
な
い
の
か
、
人
聞
が
供
物
を
供
え
な
い
た
め
に
土
神
が
樺
の
木
に
慰
め
を
求
め
た
の

か
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
土
神
は
人
聞
を
済
土
す
る
こ
と
を
怠
り
、
狐
と
樺
の
木
と
の
三

角
関
係
に
わ
れ
を
忘
れ
て
い
る
ら
し
い
。
」
と
述
べ
、
土
神
に
対
す
る
信
仰
の
表
退
の
意

味
を
あ
ま
り
問
題
に
し
て
お
ら
れ
な
い
。

だ
が
、
谷
川
氏
が
着
眼
さ
れ
た
と
お
り
、
こ
の
作
品
の
中
で
土
神
に
対
す
る
人
々
の

信
仰
の
衰
退
の
問
題
は
大
き
な
意
味
を
も
っ
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
そ
れ
は
、
谷
川

氏
が
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
土
神
の
み
に
関
わ
る
問
題
で
は
な
い
。
樺
の
木
も
狐
も
、
土

神
同
様
民
衆
の
信
仰
を
受
け
て
き
た
精
霊
、
な
い
し
は
神
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
樺
の
木
」

(
5〉

に
つ
い
て
は
、
天
沢
氏
が
既
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
、
賢
治
が
作
品
化

し
た
木
々
(
森
)
の
物
語

1
l
「
か
し
は
ば
や
し
の
夜
」
、
「
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
の
幻
術
」

の
果
樹
た
ち
、
「
若
い
木
霊
」
等

l
iに
登
場
す
る
木
の
精
霊
と
つ
な
が
る
存
在
で
あ

り
、
な
か
で
も
「
若
い
木
霊
」
に
登
場
す
る
「
木
霊
」
(
樹
神
)
と
い
う
古
い
信
仰
の

中
に
あ
っ
た
神
の
人
格
化
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
狐
は
、
賢
治
が
特
に

作
品
の
中
で
よ
く
描
い
た
動
物
で
、
「
と
っ
こ
ベ
と
ら
子
」
、
「
茨
海
小
学
校
」
、
「
雪
渡

「
お
と
ら
狐
」
と
い
っ
た

り
」
、
「
貝
の
火
」
な
ど
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、

民
間
伝
承
や
人
を
だ
ま
す
と
い
う
邪
神
と
し
て
の
狐
神
に
そ
の
起
源
は
あ
る
と
言
え

る。
「
土
神
」
や
」
狐
」
や
「
木
霊
」
に
限
ら
ず
、
賢
治
は
、
童
話
に
お
い
て
、
民
間
伝

承
の
中
に
存
在
し
た
様
々
な
精
霊
た
ち
を
と
り
あ
げ
て
、
そ
の
新
た
な
読
み
換
え
と
再

生
を
意
図
し
た
趣
が
あ
る
。
「
風
の
又
三
郎
」
、
「
山
男
」
、
「
座
敷
童
子
」
等
い
ず
れ
も
、

近
代
に
な
り
、
人
々
の
心
の
変
化
に
伴
っ
て
表
退
し
て
行
き
つ
つ
あ
っ
た
精
霊
た
ち
で

あ
る
。
そ
の
精
霊
た
ち
の
衰
退
は
、
そ
れ
を
存
在
さ
せ
て
き
た
日
本
人
の
精
神
構
造
の



変
化
そ
の
も
の
を
表
わ
し
て
い
る
と
言
え
る
。
賢
治
は
、
そ
の
精
霊
た
ち
の
今
目
的
な

状
況
を
描
く
こ
と
で
、
物
語
の
中
に
、
自
づ
と
自
分
の
置
か
れ
て
い
る
時
代
を
引
き
込

ん
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
賢
治
は
、
消
え
よ
う
と
す
る
民
間
伝
承
を
書

き
留
め
て
い
っ
た
柳
田
国
男
や
、
や
は
り
、
木
霊
の
物
語
や
龍
神
の
物
語
を
描
い
て
失

わ
れ
よ
う
と
す
る
日
本
人
の
精
神
世
界
へ
の
鎮
魂
を
描
い
た
泉
鏡
花
等
と
同
じ
地
平
に

立
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

つ
ま
り
、

「
土
神
と
狐
」
は
、
確
か
に
賢
治
の
個
人
的
な
恋
愛
体
験
の
中
か
ら
生
ま

れ
て
き
た
作
品
で
は
あ
ろ
う
が
、
そ
の
内
的
蔦
藤
を
、
「
狐
」
「
樺
の
木
」

三
者
の
三
角
関
係
の
葛
藤
と
し
て
描
き
出
す
と
き
、
同
時
に
日
本
人
の
精
神
の
構
造
的

な
問
題
を
も
描
き
出
す
拡
が
り
を
獲
得
し
た
と
言
え
る
。

だ
が
、
そ
の
よ
う
な
作
品
の
外
殻
の
問
題
は
さ
て
お
い
て
、
ま
ず
そ
れ
を
成
り
立
た

せ
て
い
る
物
語
の
核
の
部
分
を
考
え
て
行
き
た
い
。
そ
れ
は
、
冒
頭
で
述
べ
た
と
お
り
、

「
土
神
」

「
土
神
」
は
何
を
意
味
し
、

「狐」

表
現
意
識
の
問
題
で
あ
る
。
そ
の
問
題
の
中
で
、

は
何
を
意
味
し
、
「
樺
の
木
」
は
何
を
意
味
す
る
の
か
、
ま
た
、
恋
愛
の
三
角
関
係
は
、

表
現
の
問
題
と
ど
う
関
わ
る
の
か
、
こ
れ
が
、
本
論
の
中
心
的
な
問
題
で
あ
る
。

「
土
神
」
と
は
何
か

こ
の
作
品
の
わ
か
り
に
く
さ
は
、
賢
治
が
お
そ
ら
く
生
き
生
き
と
思
い
浮
か
べ
た
で

あ
ろ
う
様
々
な
精
霊
の
存
在
を
同
じ
よ
う
に
共
感
で
き
る
感
受
性
が
、
現
代
人
の
我
々

の
中
に
乏
し
い
と
い
う
点
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
特
に
「
土
神
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
わ
か
り

に
く
い
。
谷
川
氏
は
、
「
言
葉
の
と
お
り
土
の
神
で
あ
る
。
」
と
し
、

「
土
神
」

tま

「
土
神
」
の
イ
メ
ー
ジ
化
を
進
め
ら
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
氏
の
方
向
性
を
受
け
継

(
6〉

ぎ
な
が
ら
、
氏
が
さ
れ
た
よ
う
に
、
土
神
を
「
古
い
製
鉄
法
を
司
る
神
」
と
い
う
具
合

宮
沢
賢
治
「
修
羅
」
に
お
け
る
表
現
意
識
の
分
裂
と
そ
の
克
服

に
限
定
す
る
の
で
は
な
く
、
な
ぜ
土
が
神
で
あ
る
の
か
と
い
う
土
神
の
起
源
に
遡
り
、

「
土
神
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
み
た
い
。

「
土
神
」
は
、

「
神
と
い
ふ
名
こ
そ
つ
い
て
は
ゐ
ま
し
た
が
ご
く
乱
暴
で
髪
も
ぼ
ろ

ぼ
ろ
の
木
綿
糸
の
束
の
や
う
眼
も
赤
く
き
も
の
だ
っ
て
ま
る
で
わ
か
め
に
似
、
い
つ
も

は
だ
し
で
爪
も
黒
く
長
い
の
で
し
た
。
」
と
い
う
ふ
う
に
描
か
れ
、
神
は
神
で
も
荒
ぶ
る

神
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
。
そ
の
荒
々
し
き
は
、
ど
こ
か
ら
生
じ
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。

土
神
の
住
ん
で
い
る
所
は
、

て
お
り
、
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。 「

ぐ
ち
ゃ
ぐ
ち
ゃ
の
谷
地
」
、
「
冷
た
い
湿
地
」
と
さ
れ

水
が
じ
め
じ
め
し
て
そ
の
表
面
に
は
あ
ち
こ
ち
赤
い
鉄
の
渋
が
湧
き
あ
が
り
見

る
か
ら
ど
ろ
ど
ろ
で
気
味
も
悪
い
の
で
し
た
。

こ
の
「
ど
ろ
ど
ろ
」
の
土
は
、
土
神
の
存
在
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。
そ

れ
は
、
天
地
開
闘
の
混
沌
と
し
た
生
命
の
源
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
か
。
古
事
記

の
冒
頭
で
、
伊
邪
那
岐
命
、
伊
邪
那
美
命
が
「
許
全
哀
々
呂
々
」
と
か
き
ま
わ
し
た
海

水
の
イ
メ
ー
ジ
(
「
古
事
記
」
の
場
合
、
製
塩
法
の
イ
メ
ー
ジ
が
そ
の
背
景
に
は
あ
る
〉

と
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
生
ず
る
も
の
が
鉄
で
あ
れ
塩
で
あ
れ
、

「
ど
ろ

ど
ろ
」
し
た
も
の
か
ら
、
何
ら
か
形
あ
る
物
が
生
ず
る
と
い
う
過
程
に
、
天
地
の
生
ま

れ
出
ず
る
初
め
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
る
と
い
う
の
は
、
人
類
に
共
通
の
発
想
で
は
あ
る

ま
い
か
。

実
際
、
そ
の
ど
ろ
ど
ろ
の
土
の
中
か
ら
、
稲
は
育
ち
、
土
器
は
作
ら
れ
る
。
土
は
無

か
ら
有
を
生
ず
る
創
造
の
根
源
、
生
命
の
根
源
に
あ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
意
味
す
る
と
思

わ
れ
る
。
特
に
農
耕
民
族
に
と
っ
て
、
士
は
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
多
国
道
太
郎
氏
は
、

(
7〉

日
本
人
の
信
仰
の
基
本
構
造
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

ブ
ラ
ジ
ル
に
移
民
し
た
日
本
農
民
は
、
移
っ
て
き
た
そ
の
土
地
の
土
を
い
ち
い

五
七
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ち
嘗
め
、
他
民
族
を
驚
倒
さ
せ
た
そ
う
だ
が
、
私
た
ち
の
土
へ
の
な
じ
み
も
、
た

ん
に
農
耕
の
知
恵
と
い
う
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
日
本
の
神
は
、
た
と
え
ば
松
の

木
を
よ
り
し
ろ
と
し
て
降
臨
し
、
尺
大
の
土
地
を
照
ら
す
の
で
あ
る
。
そ
こ
を
嘗

め
る
よ
う
に
、
は
う
よ
う
に
賞
で
る
の
が
私
た
ち
の
習
性
で
あ
っ
た
。

よま
うた

言柳
うつ因
。ろ園

男
は

「
社
と
い
ふ
字
は
土
の
神
の
義
」
と
い
う
文
章
の
中
で
、
次
の

漢
語
の
社
と
い
う
字
は
、
元
土
の
神
の
義
で
あ
っ
て
、
天
下
の
土
を
一
括
し
て
崇

拝
す
る
代
り
に
、
或
一
定
の
場
所
に
於
て
土
を
盛
っ
て
之
を
祭
っ
た
が
故
に
、
示

一
掃
に
土
と
い
ふ
字
を
書
く
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
が
、
此
の
点
は
梢
々
日
本
の
社
と

は
風
習
が
違
ふ
け
れ
ど
も
、
兎
に
角
我
邦
で
も
社
と
い
ふ
の
は
、
元
建
築
物
の
義

で
は
な
く
、
土
を
高
く
し
た
る
場
所
を
意
味
し
た
が
故
に
、
即
ち
支
那
の
社
の
字

を
当
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
ふ
。

こ
の
よ
う
に
、
土
に
対
す
る
信
仰
が
、
日
本
人
に
と
っ
て
か
な
り
根
源
的
な
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
賢
治
に
と
っ
て
も
同
様
で
、
周
知
の

ご
と
く
、
賢
治
の
一
生
は
「
土
」
の
研
究
に
捧
げ
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
斎
藤
文
一
氏
は
、

賢
治
の
思
想
の
根
本
に
「
土
壌
こ
そ
生
命
の
基
礎
」
だ
と
い
う
見
方
が
あ
っ
た
こ
と
を

(
9〉

指
摘
し
て
い
る
。

し
か
し
、
柳
田
園
男
は
、
日
本
人
の
土
に
対
す
る
感
覚
に
は
、

の
だ
と
い
う
見
方
が
あ
り
、

一
方
で
、
汚
れ
た
も

績
の
区
別
を
立
て
しー

る
習
慣
が「
あ無
る垢
とな
述土

L J¥  

て と

止、〆町、-

c思議

土
Lー

と
の
間

ー寸

厳
重

浄

日
本
で
は
普
通
道
路
の
如
く
、
人
の
足
に
か
ぶ
る
土
は
競
い
も
の
と
し
で
あ
っ
て
、

崇
敬
の
意
を
表
す
る
為
に
は
必
ず
別
に
無
垢
の
土
を
選
ぶ
風
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
日
本
人
に
は
、
「
土
」
に
対
し
て
は
、
聖
な
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
汚
れ

五
J¥.. 

た
も
の
だ
と
い
う
二
面
性
を
感
ず
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
間
が
、

「
生
命
」
と

「
性
」
と
か
い
っ
た
も
の
に
対
し
て
持
つ
根
源
的
な
矛
盾
の
感
覚
と
通
ず
る
も
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
そ
れ
は
、
人
聞
が
自
ら
の
「
肉
体
性
」
に
対
し
て

カミ持
つ
独
特
の
感
覚
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
土
神
の
表
現
行
為
や
心
理
を
特
徴
づ
け
て
い
る
の
は
、

一
貫
し
て
、
身
体

的
な
動
作
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

o
土
神
は
歯
を
き
し
き
し
噛
み
な
が
ら
高
く
腕
を
組
ん
で
そ
こ
ら
を
あ
る
き
ま
は
り

ま
し
た
。

。
土
神
は
日
光
を
受
け
て
ま
る
で
燃
え
る
や
う
に
な
り
な
が
ら
高
く
腕
を
組
み
キ
リ

キ
リ
歯
噛
み
を
し
て
そ
の
辺
を
う
ろ
う
ろ
し
て
ゐ
ま
し
た
が
考
へ
れ
ば
考
へ
る
ほ

ど
何
も
か
も
し
ゃ
く
に
さ
わ
っ
て
来
る
ら
し
い
の
で
し
た
。
そ
し
て
た
う
た
う
こ

ら
え
切
れ
な
く
な
っ
て
、
吠
え
る
や
う
に
う
な
っ
て
荒
々
し
く
自
分
の
谷
地
に
帰

っ
て
行
っ
た
の
で
し
た

D

o
そ
れ
か
ら
い
か
に
も
む
し
ゃ
く
し
ゃ
す
る
と
い
ふ
風
に
そ
の
ぼ
ろ
ぼ
ろ
の
髪
毛

を
両
手
で
掻
き
む
し
っ
て
ゐ
ま
し
た
。

o
土
神
は
大
声
に
笑
ひ
ま
し
た
。
そ
の
芦
は
あ
や
し
い
波
に
な
っ
て
空
の
方
ヘ
行
き

ま
し
た
。

。
土
神
は
今
度
は
ま
る
で
べ
ら
べ
ら
し
た
桃
い
ろ
の
火
で
か
ら
だ
中
燃
さ
れ
て
ゐ
る

や
う
に
お
も
ひ
ま
し
た
。
息
が
せ
か
せ
か
し
て
ほ
ん
た
う
に
た
ま
ら
な
く
な
り
ま

し
た
。

0

あ
ふ
つ
ら
い
つ
ら
い
、
も
う
飛
び
出
し
て
行
っ
て
を
一
裂
き
に
裂
い
て
や
ら
う

か
、
:
:
・
:
:
土
神
は
胸
を
か
き
む
し
る
や
う
に
し
て
も
だ
え
ま
し
た
。

o
土
神
は
頭
|
州
司
刻
州
剖
剖

U
川
剖
利
引
朝
刻
斗
引
例
制
州
川
剖
リ
刈
ω



そ
れ
か
ら
大
声
で
泣
き
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
土
神
の
欝
屈
し
た
心
情
は
、

「
歯
噛
み
」
、
頭
や
胸
を
「
か
き
む
し
る
」
、

「
吠
え
る
」
、
「
う
な
る
」
、
「
こ
ろ
げ
ま
は
る
」
、

と
い
っ
た
特
徴
的

な
動
作
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
土
神
の
神
ら
し
く
な
い
と
感
ぜ
ら
れ
る
部
分
は
、

お
そ
ら
く
、
そ
う
い
っ
た
土
神
の
「
肉
体
性
」
か
ら
生
じ
て
く
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ

「
あ
る
き
ま
は
る
」

る
。
土
神
の
「
ぼ
ろ
ぼ
ろ
の
木
綿
糸
の
束
の
や
う
な
」
髪
や
、
赤
い
眼
、
里
山
く
長
い
爪

と
い
っ
た
、
身
体
的
な
特
徴
か
ら
も
、
そ
れ
は
言
え
る
。
こ
の
「
肉
体
性
」
「
生
命
性
」

が
土
神
の
土
神
た
る
所
以
で
あ
ろ
う
。
「
土
神
」
は
、
賢
治
の
作
品
の
中
で
も
、
他
の

作
品
に
は
登
場
す
る
こ
と
が
な
く
、
恋
愛
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
象
徴
す
る
存
在
か
と
も
思

わ
れ
る
。

土
神
の
苦
悩
も
、
そ
の
自
ら
の
「
肉
体
性
」
「
生
命
性
」
の
意
味
付
け
に
端
を
発
し

て
い
る
よ
う
に
思
う
。
土
神
は
、
樺
の
木
に
次
の
よ
う
に
告
白
し
て
い
る
。

「
わ
し
は
ね
、
ど
う
も
考
へ
て
見
る
と
わ
か
ら
ん
こ
と
が
沢
山
あ
る
、
な
か
な
か
わ

か
ら
ん
こ
と
が
多
い
も
ん
だ
ね
。
」

「
ま
あ
、
ど
ん
な
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
の
。
」

「
た
と
へ
ば
だ
ね
、
草
|
叶
川
斗
叫
叫
川
剥
川
封
刈
引
削
引
州
司
か
な
ぜ
か
う
青
い
も

ん
だ
ら
う
。
黄
や
白
の
花
さ
へ
咲
く
ん
だ
。
ど
う
も
わ
か
ら
ん
ね
え
。
L

「
そ
れ
は
草
の
種
子
が
青
や
白
を
も
っ
て
ゐ
る
た
め
で
は
な
い
で
ご
ざ
い
ま
せ
う

か。」

ま
あ
さ
う
云
へ
ば
き
う
だ
が
そ
れ
で
も
や
つ
は
り
わ
か
ら
ん
な
。
た

と
へ
ば
秋
の
き
の
こ
の
や
う
な
も
の
は
種
子
も
な
し
全
く
土
の
中
か
ら
ば
か
り
出

て
行
く
も
ん
だ
、

「
さ
う
だ
。

そ
れ
に
も
や
っ
ぱ
り
赤
や
貰
い
ろ
や
い
ろ
い
ろ
あ
る
、

わ
か
ら

ん
ね
え
。
」
(
傍
線
、
傍
点
筆
者
〉

宮
沢
賢
治
「
修
羅
」
に
お
け
る
表
現
意
識
の
分
裂
と
そ
の
克
服

こ
の
問
答
は
、
土
神
の
苦
悩
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
。
大
沢
氏
も
こ
れ
を
と
り
あ

げ
て
、

『
法
華
経
』
の
「
薬
草
職
品
第
五
」
の
「
仏
法
は
『
一
地
の
所
生
、

一
雨
の
所

の
ご
と
く
平
等
で
あ
る
が
、
衆
生
の
仏
果
は
そ
の
に
従
っ
て
多
様
な

『
名
色
』
を
生
じ
る
こ
と
を
喰
え
」
る
一
節
を
引
用
さ
れ
、
土
神
の
疑
問
を
「
同
じ
『
一

潤

『
種
性
』

『
一
雨
』
を
得
て
草
木
が
様
々
に
色
づ
く
こ
と
へ
の
疑
問
で
あ
る
」
と
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
そ
の
土
神
の
苦
悩
を
、
「
一
つ
の
本
質
か
ら
多
様
な
現
象
が
生
じ
る
こ
と
に

疑
問
と
興
味
を
い
だ
き
、
現
象
と
し
て
の
自
己
の
本
質
を
模
索
」
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る

地
色=

と
い
う
見
解
を
示
さ
れ
た
。

な
か
な
か
説
得
力
の
あ
る
御
説
で
あ
る
が
、
本
文
と
の
多
少
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い

を
感
じ
な
い
で
も
な
い
。
こ
の
部
分
の
読
み
取
り
は
、
氏
の
修
羅
論
の
中
で
は
最
重
要

な
部
分
で
、
氏
は
、
「
一
つ
の
本
質
か
ら
多
様
な
現
象
が
生
じ
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
、

「
言
葉
の
慾
意
性
」
の
問
題
を
読
み
と
っ
て
い
る
。
そ
し
て
土
神
自
身
が
、
本
質
か
ら

の
二
項
対
立
的
な
分
裂
の
混
乱
に
陥
っ
て
、

態
」
と
な
る
と
こ
ろ
に
、

「
何
が
何
だ
か
分
か
ら
な
い
昏
迷
し
た
状

「
退
落
や
矛
盾
や
分
裂
と
し
て
対
象
化
し
え
な
い
」
、
「
修
羅
」

の
根
源
的
な
姿
が
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
「
『
修
羅
』
と
は
根
源
的
に
、
理
不
尽
な
受

苦
を
怒
り
な
が
ら
同
定
す
べ
き
自
己
を
見
失
い
訪
律
す
る
存
在
、
あ
る
い
は
、
そ
の
昏
迷

し
た
状
態
な
の
で
あ
る
。
」
と
し
て
い
る
。

こ
の
部
分
の
氏
の
読
み
で
気
に
な
る
の
は
、
土
神
の
苦
悩
の
分
析
を
作
品
内
の
論
理

を
た
ど
る
の
で
な
く
、
「
茨
海
小
学
校
」
、
「
二
十
六
夜
、
「
よ
だ
か
の
星
」
等
他
作
品

の
論
理
か
ら
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
氏
の
読
み
は
、

「
土
神
」
の
苦
悩
の
内
実
か
ら
微
妙
に
ず
れ
始
め
る
と
言
え
る
。
特
に
、

「
土
神
」
の

恋
愛
感
情
と
の
関
係
に
は
触
れ
ら
れ
な
い
ま
ま
と
な
る
。
そ
れ
に
、
土
神
の
苦
悩
の
中

心
が
、

「
言
葉
の
慾
意
性
」
と
い
っ
た
唯
心
的
な
問
題
に
あ
る
と
は
、
土
神
の
肉
体
的

五
九
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な
煩
閣
の
仕
方
な
ど
か
ら
考
え
て
、
イ
メ
ー
ジ
し
に
く
い
の
で
あ
る
。
氏
の
読
み
で
却

っ
て
示
唆
的
な
の
は
、

る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、

「
茨
海
小
学
校
」
か
ら
「
言
葉
の
慾
意
性
」
を
引
き
出
し
て
い

「
言
葉
の
慾
意
性
」
に
苦
し
ん
で
い
る
の
は
、
土
神
で
は
な
く
、

「
狐
」
の
方
に
あ
て
は
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
気
付
か
さ
れ
る
。

さ
て
、
前
述
引
用
部
の
、
樺
の
木
に
対
す
る
土
神
の
告
白
に
、
土
神
の
根
本
的
な
問

題
を
見
る
点
で
は
、
筆
者
も
大
沢
氏
に
共
感
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
意
味
に
つ
い
て

は
、
氏
と
は
意
見
を
異
に
す
る
。
土
神
の
疑
問
は
、

「
同
じ
『
一
地
』

『
一
雨
』
を
得

て
草
木
が
様
々
に
色
づ
く
こ
と
」
と
か
、

「
一
つ
の
本
質
か
ら
多
様
な
現
象
が
生
じ
る

こ
と
」
と
い
っ
た
一
般
論
的
な
疑
問
と
い
う
よ
り
は
、
極
め
て
直
載
な
自
己
の
存
在
に

対
す
る
懐
疑
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
傍
線
、
傍
点
で
示
し
た
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
な
ぜ
、

黒
い
「
土
」
か
ら
青
い
草
が
出
、
そ
こ
に
黄
や
白
の
花
が
咲
く
の
か
、
種
子
の
な
い
き

の
こ
が
、
な
ぜ
「
土
」
の
中
か
ら
ば
か
り
出
て
い
く
の
か
と
い
う
疑
問
で
あ
っ
て
、
そ

れ
は
、

「
土
」
と
そ
こ
か
ら
生
い
育
つ
植
物
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
疑
問
だ
と
言
っ
て

い
っ
た
い
何
か
と
い
う
、

よ
い
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
、

「
土
」
と
は
、

「
土
」
の
神
た

る
自
己
の
存
在
の
所
以
を
問
う
、
「
土
神
」
の
根
源
的
な
自
己
懐
疑
と
言
え
る
。

そ
し
て
、
こ
の
土
神
の
言
葉
が
樺
の
木
に
向
け
て
発
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
忘
れ
て

は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
土
神
の
疑
問
は
、
「
土
」
が
植
物
を
始
め
と
す
る
多
く
の

生
命
を
育
む
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
源
で
あ
る
こ
と
を
逆
に
想
起
さ
せ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
を
考

え
れ
ば
土
神
と
、
土
に
根
を
お
ろ
し
、
そ
こ
か
ら
美
し
い
枝
を
拡
げ
る
樺
の
木
と
は
、

本
来
深
い
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
樺
の
木
に
対
し
て
発
せ
ら
れ
た
土

神
の
自
己
懐
疑
は
、
両
者
の
つ
な
が
り
を
、
樺
の
木
に
対
し
て
無
意
識
に
確
認
し
て
い

る
も
の
だ
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
土
神
の
、
樺
の
木
に
対
す
る
一
一
種
の
愛

の
告
白
と
も
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
自
分
と
根
は
一
つ
で
あ
り
な
が
ら
、
天
に
向
か
っ

六

O

て
ひ
た
す
ら
伸
び
て
い
く
、
自
分
と
は
異
っ
た
方
向
性
を
も
っ
た
樺
の
木
に
対
す
る
や

む
に
や
ま
れ
ぬ
憧
僚
で
あ
り
、
恋
慕
で
あ
る
。
土
神
と
樺
の
木
の
関
係
は
、
恋
愛
の
本

質
を
意
味
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。

だ
が
、
土
神
自
身
、
樺
の
木
と
の
そ
の
本
来
的
な
つ
な
が
り
に
確
信
が
持
て
な
い
と

こ
ろ
に
、
ど
う
し
ょ
う
も
な
い
苦
悩
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
前
述
の
よ
う
に
土
神
が
自
ら

の
神
た
る
資
格
を
確
信
で
き
な
い
自
己
懐
疑
に
陥
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

ま
た
、
土
神
に
対
す
る
人
々
の
信
仰
の
表
退
に
そ
の
原
因
が
あ
る
。
土
神
は
、
そ
の
自

己
の
存
在
の
尊
厳
を
樺
の
木
へ
の
恋
愛
を
通
し
て
確
認
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
が
、

そ
の
気
持
ち
は
樺
の
木
に
う
ま
く
伝
わ
っ
て
い
か
な
い
。
土
神
の
疑
問
に
対
し
て
、
樺

の
木
は
、
「
狐
さ
ん
に
で
も
聞
い
て
見
ま
し
た
ら
い
か
ど
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
。
」
と
答
え

て
、
土
神
を
、
怒
り
と
絶
望
に
お
と
し
入
れ
て
し
ま
う
。

そ
の
結
果
、
土
神
の
感
情
は
、
激
し
い
上
昇
志
向
と
自
己
卑
下
の
聞
を
揺
れ
動
く
こ

と
に
な
る
。

0

樺
の
木
の
こ
と
な
ど
は
忘
れ
て
し
ま
へ
。
と
こ
ろ
が
ど
う
し
て
も
忘
れ
ら
れ
な
い
。

今
朝
は
青
ざ
め
て
顛
え
た
ぞ
。
あ
の
立
派
だ
っ
た
こ
と
、
ど
う
し
て
も
忘
ら
れ
な

L 、
o 

0

狐
の
言
っ
て
ゐ
る
の
を
聞
く
と
全
く
狐
の
方
が
自
分
よ
り
は
え
ら
い
の
で
し
た
。

い
や
し
く
も
神
で
は
な
い
か
と
今
ま
で
自
分
で
自
分
に
教
へ
て
ゐ
た
の
が
今
度
は

で
き
な
く
な
っ
た
の
で
す
。
:
:
:
け
れ
ど
も
そ
の
お
れ
と
い
ふ
も
の
は
何
だ
結
局

狐
に
も
劣
っ
た
も
ん
、
ち
ゃ
な
い
か
、

自
己
卑
下
し
つ
つ
、
激
し
い
上
昇
志
向
に
燃
え
る
者
の
気
持
ち
が
う
ま
く
受
け
止
め
ら

れ
な
か
っ
た
と
き
、
そ
の
上
昇
志
向
は
、
し
ば
し
ば
思
わ
ぬ
方
向
に
突
出
す
る
。
「
歯

ぎ
し
り
」
そ
の
他
の
、
様
々
な
土
神
の
動
作
は
、
欝
屈
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
、
ど
う
し



ょ
う
も
な
い
突
出
で
あ
る
。
そ
れ
が
エ
ス
カ
レ
ー
ト
す
る
と
、
破
壊
的
な
行
為
に
ま
で

発
展
す
る
。
土
神
が
「
お
れ
は
む
し
ゃ
く
し
ゃ
ま
ぎ
れ
に
あ
ん
な
あ
は
れ
な
人
間
な
ど

を
い
ぢ
め
た
の
だ
。
け
れ
ど
も
仕
方
な
い
。
誰
だ
っ
て
む
し
ゃ
く
し
ゃ
し
た
と
き
は
何

を
す
る
か
わ
か
ら
な
い
の
だ
。
」
と
自
己
分
析
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
気
持
ち

の
延
長
上
に
、
狐
の
殺
害
と
い
う
行
為
が
生
ず
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
嫉
妬
と
は
、

歪
ん
だ
上
昇
志
向
の
な
れ
の
果
て
だ
と
言
っ
て
よ
い
。

土
神
は
、
そ
う
い
っ
た
清
濁
合
わ
せ
持
つ
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
固
ま
り
の
よ
う
に
感
じ
ら

れ
る
。
だ
が
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
苦
し
い
三
角
関
係
の
中
に
あ
っ
て
、
正
し
い
方

向
に
流
れ
出
す
こ
と
な
く
、
彼
自
身
の
内
部
で
空
回
り
す
る
か
、
そ
の
は
て
に
破
壊
行

為
に
至
る
か
、
し
か
な
い
。
土
神
の
苦
悩
は
、
そ
う
い
っ
た
自
ら
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
欝

屈
の
状
況
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
こ
に
、
詩
篇
「
春
と
修
羅
」
に
お
け
る
「
修
羅
」

の
苦
悩
の
具
体
的
な
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

2 

「
樺
の
木
」
と
は
何
か

「
樺
の
木
」
の
イ
メ
ー
ジ
も
、

「
土
神
」
と
同
様
、
想
起
し
に
く
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

「
木
」
の
モ
チ
ー
フ
を
描
い
た
作
品
の
系
譜

|
|
「
か
し
は
ば
や
し
の
夜
」
、
「
若
い
木
霊
」
、
「
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
の
幻
術
」
|
|

だ
が
、
こ
の
「
樺
の
木
」
が
、
賢
治
の
、

の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
る
存
在
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
作
品
に
共

通
す
る
「
木
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
、

品
μ

い
っ
た
い
ど
ん
な
も
の
と
言
え
ば
よ
い
で
あ
ろ
う

柳
田
園
男
は
、
「
神
樹
篇
」
に
お
い
て
、
日
本
人
の
樹
木
信
仰
の
中
で
、

神
の
依
代
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
折
口
信
夫
は
、
そ
の
こ
と
を
言
語

表
現
の
方
に
引
き
寄
せ
て
、
興
味
深
い
指
摘
を
し
て
い
る
。

「
木
」
が

「
木
霊
」
は
、
山
中
で
叫

宮
沢
賢
治
「
修
羅
」
に
お
け
る
表
現
意
識
の
分
裂
と
そ
の
克
服

ん
だ
戸
が
反
響
す
る
「
山
彦
」
の
こ
と
で
も
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言

ハ
ロ
〉

〉
何
ノ
。

言
語
な
き
物
を
し
て
、
こ
と
ば
を
出
き
し
め
る
の
は
、
神
の
威
力
で
あ
っ
た
。

き
う
し
て
口
を
開
い
た
が
最
後
、
神
の
兜
詞
を
反
覆
し
て
、
違
は
ざ
ら
む
こ
と
を

誓
ふ
も
の
と
考
へ
た
の
で
あ
る
。
鶴
鵡
返
し
の
芸
能
は
、
必
し
も
近
代
に
初
っ
た

こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
古
代
に
湖
る
ほ
ど
寧
、
き
う
し
た
形
で
あ
っ
た
が
為
に
、

わ
り
に
安
易
に
次
第
に
日
本
の
芸
の
種
目
は
殖
え
て
行
っ
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。

「
山
の
こ
だ
ま
・
す
だ
ま
・
山
わ
ろ
」
に
は
、

の
言
葉
を
悟
り
、
反
覆
し
た
と
い
う
。
そ
し
て
、

「
き
と
り
の
力
」
が
あ
り
、
そ
れ
で
神

「
山
彦
・
こ
だ
ま
を
単
に
あ
ふ
し
た

物
理
作
用
と
言
ふ
風
に
考
へ
る
様
に
な
っ
た
の
は
、
ご
く
近
年
の
事
で
、
今
も
山
中
の

人
々
の
中
に
は
、
山
の
精
霊
・
木
の
精
霊
が
あ
・
与
し
た
答
へ
を
し
て
特
く
の
だ
と
信
じ

て
ゐ
る
も
の
が
な
か
/
¥
あ
る
。
」
と
言
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、

「
木
」
は
大
地
に
根
を
下
ろ
し
て
枝
葉
を
繁
ら
せ
る
そ

の
形
か
ら
、
神
霊
に
し
ろ
、
言
霊
に
し
ろ
、
霊
的
な
力
を
宿
ら
せ
て
、
繁
栄
さ
せ
る
も

の
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
、
そ
の
根
源
に
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
点
か
ら
考
え
る
と
、

賢
治
の
作
品
に
登
場
す
る
「
木
」
は
折
口
の
言
う
古
代
の
「
木
」
の
よ
う
に
、
宿
ら
す

べ
き
確
固
と
し
た
神
霊
や
、
言
霊
を
失
っ
て
、

「
若
い
木
霊
」
や
、

い
さ
さ
か
惑
い
の
状
況
に
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

「
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
の
幻
術
」
に
登
場
す
る
「
木
」
は
、

「
光
の
酒
」
に
心
魅
か
れ
て
火
事
と
喧
嘩
騒
動
に
引
き
込
ま

妖
し
い
「
鴇
の
火
」
や
、

「
か
し
は
ば
や
し
の
夜
」
の
柏
の
木
た
ち
は
、
「
五
月
蝿
」
の
様
に
、

ア
ナ
ー
キ
ー
に
歌
い
騒
い
で
い
る
。
そ
し
て
、
「
土
神
と
狐
」
に
登
場
す
る
「
樺
の
木
」

は
、
土
神
と
狐
、
二
人
の
愛
の
聞
に
は
さ
ま
れ
て
、
ど
ち
ら
の
男
性
に
心
を
聞
い
て
ゆ

れ
て
い
る
し
、

く
べ
き
か
、
迷
い
の
苦
悩
の
中
に
あ
る
。

」 ー

/、
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だ
が
、
地
に
生
い
立
つ
「
樺
の
木
」
に
と
っ
て
は
、
三
角
関
係
の
中
で
も
、
特
に
土

神
と
強
い
つ
な
が
り
が
あ
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
つ
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
お
そ
ら
く

樺
の
木
は
、
土
神
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
天
の
高
み
へ
昇
華
さ
せ
る
存
在
と
し
て
あ
る
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
樺
の
木
自
身
は
、
土
神
同
様
そ
の
こ
と
に
自
覚
的
で
は
な
い
。
樺
の

木
は
、
土
神
が
近
付
い
て
く
る
と
、
「
何
だ
か
少
し
困
っ
た
や
う
に
思
」
う
し
、
土
神

が
感
情
を
爆
発
さ
せ
れ
ば
、
「
お
ろ
お
ろ
」
し
、

「
も
う
す
っ
か
り
恐
く
な
っ
て
ぷ
り

つ
い
に
は
「
も
う
ど
う
し
た
ら
い
ふ
か
わ

か
ら
な
く
」
な
る
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
ま
た
、
土
神
が
一
人
で
煩
悶
を
く
り
返
し
た

揚
句
に
到
達
し
た
束
の
間
の
悟
り
の
境
地
を
樺
の
木
に
告
白
し
た
と
き
も
、
樺
の
木
は
、

ぷ
り
」
ゆ
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、

「
な
ぜ
か
そ
れ
が
非
常
に
重
苦
し
い
こ
と
の
や
う
に
思
は
れ
て
返
事
し
か
ね
」
、
「
吐
息

を
つ
く
ば
か
り
」
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
樺
の
木
の
感
情
は
、
単
に
土
神
を
嫌
い
遠
ざ
け
て
い
る
の
と
は
、

微
妙
に
異
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
樺
の
木
と
土
神
の
複
雑
な
関
係
は
、
例
え
ば
次
の

よ
う
な
場
面
に
明
ら
か
で
あ
る
。

o
土
神
は
大
戸
に
笑
ひ
ま
し
た
。
そ
の
戸
は
あ
や
し
い
波
に
な
っ
て
空
の
方
へ
行
き

ま
し
た
。

空
へ
行
っ
た
戸
は
ま
も
な
く
そ
っ
ち
か
ら
は
ね
か
へ
っ
て
ガ
サ
リ
と
樺
の
木
の

処
に
も
落
ち
て
行
き
ま
し
た
。
樺
の
木
は
は
っ
と
顔
い
ろ
を
変
へ
て
日
光
に
青
く

す
き
と
ほ
り
せ
わ
し
く
せ
わ
し
く
ふ
る
え
ま
し
た
。

土
神
の
芦
が
樺
の
木
の
上
に
「
ガ
サ
リ
」
と
落
ち
て
く
る
と
い
う
表
現
に
、
樺
の
木

と
土
神
の
宿
命
的
な
つ
な
が
り
が
明
ら
か
に
感
じ
ら
れ
る
。
樺
の
木
に
と
っ
て
、
土
神

は
自
分
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
存
在
の
根
源
で
あ
る
と
同
時
に
、
影
響
力
の
強
い
支
配

(

ロ

〉

「
恋
愛
小
説
の
陥
穿
」
の
中
で
、
男
性
に
と
っ

的
な
存
在
で
も
あ
る
。
三
枝
和
子
は
、

ーノ、

て
の
恋
愛
が
所
有
の
観
念
と
つ
な
が
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
女
性
の
側
に
は
、
所
有

さ
れ
る
こ
と
、
支
配
さ
れ
る
こ
と
に
対
す
る
嫌
悪
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
樺
の

木
に
と
っ
て
、
土
神
が
重
苦
し
い
の
は
、
心
の
深
い
と
こ
ろ
で
、
あ
ま
り
に
強
く
自
己

の
存
在
が
土
神
に
結
び
つ
い
て
い
る
か
ら
だ
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
た

め
に
、
樺
の
木
は
、
土
神
を
避
け
よ
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
樺
の
木
は
、
自
分
に
支
配
的
な
影
響
力
の
少
な
い
、
あ
た
り
の
良
い
相
手

に
親
近
感
を
覚
え
て
ゆ
く
。
狐
は
「
大
へ
ん
に
上
品
な
風
で
滅
多
に
人
を
怒
ら
せ
た
り

気
に
さ
わ
る
や
う
な
こ
と
を
し
な
か
っ
た
」
心
樺
の
木
が
狐
に
魅
か
れ
る
の
は
、
土
神

と
の
重
苦
し
い
関
係
か
ら
逃
れ
る
た
め
の
自
衛
反
応
の
一
面
も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
土
神
が
情
熱
的
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
樺
の
木
は
土
神
か
ら
離
れ
よ
う
と
す
る
で

あ
ろ
う
。
こ
の
物
語
は
、
土
神
の
よ
う
な
野
性
的
な
男
性
と
、
狐
の
よ
う
な
知
的
な
男

性
と
の
間
で
揺
れ
る
女
性
の
特
徴
的
な
心
理
の
一
面
を
起
点
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
樺
の
木
は
、
こ
の
三
角
関
係
の
中
心
か
ら
ず
ら
さ
れ
て
い
る
よ
う

で
は
あ
る
が
、
実
は
、
土
神
と
狐
を
分
裂
さ
せ
て
い
る
の
は
、
他
な
ら
ぬ
樺
の
木
の
女

性
と
し
て
の
本
性
だ
と
言
え
る
。
ま
た
、
逆
に
言
え
ば
、
賢
治
は
、
そ
う
し
た
女
性
と

の
関
係
性
の
中
で
、
自
分
が
、
土
神
と
狐
に
分
裂
す
る
の
を
体
験
し
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

3

「
狐
」
と
は
何
か

賢
治
の
、
狐
に
対
す
る
関
心
の
深
さ
は
、
な
み
な
み
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
。
前
述
し

た
と
お
り
、
狐
を
主
人
公
や
、
重
要
な
脇
役
に
配
し
た
多
く
の
物
語
の
存
在
は
、
賢
治

の
中
に
狐
と
い
う
動
物
の
イ
メ
ー
ジ
を
中
心
と
す
る
重
要
な
物
語
の
テ
i
マ
の
系
譜
が

あ
る
こ
と
を
推
察
さ
せ
る
。
そ
の
テ
l
マ
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。



「
狐
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
民
俗
学
の
中
で
も
定
め
が
た
い
も
の
で
あ
る
ら
し
く
、
柳

(

臼

〉

「
孤
猿
随
筆
」
の
中
で
、

田

園

男

は

、

「

馴

れ

っ

こ

に

な

っ

て

も

う

誰

も

不

審

を

抱

か

な
い
が
、
実
際
に
日
本
の
狐
話
ほ
ど
、
不
揃
ひ
な
混
同
を
し
て
居
る
も
の
も
少
な
い
。
」

と
述
べ
て
い
る
。
だ
が
、
狐
が
「
と
に
か
く
人
間
の
知
ら
ぬ
こ
と
を
知
っ
て
居
て
、
頼

め
ば
教
へ
て
く
れ
る
と
い
ふ
信
仰
が
下
に
有
つ
」
た
の
で
あ
っ
て
、
狐
が
崩
し
た
り
、

化
か
し
た
り
、
悪
き
を
す
る
動
物
だ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
そ
の
信
仰
の
類
発
し
た
形

だ
と
い
う
。
狐
本
来
の
働
き
を
示
す
伝
説
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
狐
飛
脚
」
の
話

は
、
興
味
深
い
。
交
通
の
便
の
悪
か
っ
た
昔
、
大
事
な
書
状
を
運
ぶ
の
は
狐
だ
と
考
え

ら
れ
て
い
た
と
い
い
、
さ
ら
に
、
時
間
、
空
間
を
越
え
て
大
事
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
運
ぶ

使
者
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
狐
本
来
の
姿
に
は
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
た
め
か
、
歌
や
、

書
画
を
書
き
残
し
た
狐
の
伝
説
や
、
「
お
と
ら
狐
」
の
よ
う
に
合
戦
を
物
語
る
狐
の
伝

説
な
ど
、
狐
の
伝
説
に
は
、
文
芸
や
、
芸
術
と
関
わ
り
の
深
い
も
の
が
多
い
。
つ
ま
り
、

狐
は
、
芸
術
や
宗
教
の
虚
構
性
を
司
る
神
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

賢
治
の
作
品
に
登
場
す
る
狐
も
、
実
際
に
人
聞
を
化
か
す
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、

す
べ
て
、
「
編
す
」
「
化
か
す
」
こ
と
が
、
作
品
中
の
狐
に
ま
つ
わ
る
話
題
性
の
中
心

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
大
沢
氏
が
、
「
茨
海
小
学
校
」
で
指
摘
さ
れ
た
と
お
り
、
「
言
葉

の
洛
意
性
」
と
深
い
関
わ
り
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
言
葉
は
、
実
体
か
ら
離
れ
て
そ
れ
独

自
の
世
界
を
築
き
上
げ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
言
葉
の
虚
構
性
」
と
で

も
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
言
葉
の
構
築
し
た
世
界
が
実
体
を
伴
わ
な
い
時
、
我
々
は

そ
れ
を
「
偽
」
と
言
い
、
構
築
さ
れ
た
世
界
の
見
事
さ
に
圧
倒
さ
れ
て
実
体
を
忘
れ
た

時
、
我
々
は
「
編
さ
れ
た
」
と
感
ず
る
。
し
か
し
、
狐
の
虚
構
性
が
、
未
知
な
る
も
の

を
人
聞
に
も
た
ら
し
、
人
間
の
精
神
に
展
開
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で

あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
の
虚
構
に
実
体
と
し
て
の
裏
付
け
が
な
く
な
っ
た
と
き
、
そ
れ
は

宮
沢
賢
治
「
修
羅
」
に
お
け
る
表
現
意
識
の
分
裂
と
そ
の
克
服

た
だ
の
「
虚
偽
」
と
な
る
。
お
そ
ら
く
、

「
雪
渡
り
」
の
世
界
な
ど
は
、
そ
の
虚
構
と

実
体
の
融
和
し
た
、
両
者
の
理
想
的
な
関
係
を
描
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
狐
は
、
樺
の
木
に
娼
び
へ
つ
ら
い
、
我
が
身
を
偽
で
飾
り
立
て
て
し
ま

う

あ
ふ
僕
は
た
っ
た
一
人
の
お
友
達
に
ま
た
つ
い
偽
を
云
っ
て
し
ま
っ
た
。
あ
t
A

僕

は
ほ
ん
た
う
に
だ
め
な
や
つ
だ
。
け
れ
ど
も
決
し
て
悪
い
気
で
云
っ
た
ん
ぢ
ゃ
な

い
。
よ
ろ
こ
ば
せ
ゃ
う
と
思
っ
て
云
っ
た
ん
だ
。
あ
と
で
す
っ
か
り
本
統
の
こ
と

を
云
っ
て
し
ま
は
う
、
・

こ
の
よ
う
に
、
恋
愛
の
中
で
、
自
ら
の
言
葉
が
虚
構
の
中
に
流
れ
出
し
て
ゆ
く
こ
と
に
、

狐
の
ど
う
し
ょ
う
も
な
い
苦
悩
が
あ
る
と
言
え
る
。
そ
れ
は
、
本
当
の
こ
と
を
言
い
た

い
の
に
言
え
な
い
苦
し
み
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
言
葉
の
虚
構
性
が
、
西
洋
文
明
の
世
界
を
模
倣
す
る
方
向
に
流
れ
出

す
と
こ
ろ
も
、
賢
治
の
作
品
中
の
狐
が
も
っ
一
つ
の
傾
向
で
あ
る
。

「
貝
の
火
」
の
狐

は
、
動
物
達
の
世
界
に
「
パ
ン
」
と
い
う
文
明
の
食
物
を
持
ち
込
む
し
、

「
雪
渡
り
」

「
幻
鐙
会
」
を
開
い
て
、
文
明
の
視
点
を
持
ち
込
む
。
本
作
品
の
狐
は
、
星

に
関
す
る
科
学
的
な
知
識
、
ハ
イ
ネ
な
ど
西
洋
文
学
の
知
識
を
披
歴
し
、
自
ら
の
「
が

ら
ん
と
し
た
」
巣
穴
を
、
本
の
ぎ
っ
し
り
つ
ま
っ
た
研
究
室
兼
用
の
書
斎
と
し
て
描
き

の
狐
は
、

上
げ
る
。
狐
の
魅
力
は
、
新
し
い
文
明
の
持
つ
根
の
な
い
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
性
に
あ
る
口

土
神
も
、
樺
の
木
も
、
そ
れ
に
対
し
て
強
い
コ

γ
プ
レ
ァ
ク
ス
を
持
っ
て
お
り
、
過
敏

な
反
応
を
示
す
。
狐
に
対
す
る
樺
の
木
の
憧
憶
が
強
け
れ
ば
、
土
神
の
狐
に
対
す
る
嫉

「
本
統
の
こ
と
」
か
ら
次
第
に
季

離
し
て
い
く
自
分
に
、
激
し
い
焦
操
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
三
者
に
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
本
来
の
志
向
が
ま
っ
す
ぐ
に
伸
び
ず
、
ね
じ
曲
げ
ら
れ
た
形
で
表
現
さ
れ
る
と

妬
は
ま
す
ま
す
強
く
な
る
。
だ
が
、
当
の
狐
に
は
、

-'-
ノ、



秋

美

保

枝

い
う
、
共
通
し
た
心
的
状
況
が
存
在
す
る
。
こ
れ
が
、
い
わ
ゆ
る
「
修
羅
」
的
状
況
と

い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

|
|
詩
「
春
と
修
羅
」
と
の
関
係
|
|

「
ま
こ
と
の
こ
と
ば
」
を
失
っ
た
修
羅
の
苦
悩
の
状
況
を
シ

4

「
修
羅
」
と
は
何
か

詩
「
春
と
修
羅
」
は
、

ン
ポ
リ
ッ
ク
に
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
詩
に
お
い
て
は
、
修
羅
は
、
常
に
「
気
一
層
の
ひ

か
り
の
底
」
か
ら
「
天
」
を
見
上
げ
る
か
た
ち
で
視
線
を
据
え
て
い
る
が
、
彼
が
目
に

留
め
る
の
は
、
地
か
ら
天
を
め
ざ
す
植
物
の
二
つ
の
対
照
的
な
方
向
性
で
あ
る
。
「
し
ん

と
天
に
立
つ
」
「
N
d屯
同
開

ωω
開

Z
」
の
方
向
性
と
雲
に
か
ら
ま
る
「
あ
け
び
の
つ

る
」
や
「
の
ば
ら
の
や
ぶ
」
の
方
向
性
で
あ
る
。
修
羅
の
心
は
、
「
N
J同
司
同
開

ωω
開

Z
」

の
天
を
ま
っ
す
ぐ
に
志
向
す
る
方
向
性
を
希
求
し
な
が
ら
、
そ
の
実
、
曲
が
り
く
ね
っ

た
「
い
ち
め
ん
の
い
ち
め
ん
の
謡
曲
模
様
」
と
「
い
か
り
の
に
が
さ
」

「
青
さ
」
で
い

っ
ぱ
い
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
自
分
本
来
の
志
向
性
が
、
ど
う
し
て
も
ま
っ
す
ぐ

に
伸
び
て
行
か
ず
、
怒
り
と
諮
曲
の
ね
じ
曲
が
っ
た
感
情
の
中
に
流
れ
出
し
て
し
ま
う

苦
し
み
で
あ
る
。
そ
の
心
的
状
況
の
中
で
「
お
れ
」
は
、

「
ま
こ
と
の
こ
と
ば
」
を
失

っ
て
い
る
。

そ
の
ど
う
し
ょ
う
も
な
い
状
況
は
、
ち
ょ
う
ど
、
土
神
と
狐
と
樺
の
木
三
者
、
各
々

の
心
的
状
況
に
そ
の
ま
ま
反
吠
さ
れ
て
い
る
。
樺
の
木
へ
の
恋
の
中
で
自
己
を
確
認
し

か
ね
て
怒
る
土
神
、
樺
の
木
に
婿
び
へ
つ
ら
っ
て
本
当
の
こ
と
を
言
え
な
い
狐
、
土
神

と
の
重
い
つ
な
が
り
を
避
け
て
狐
の
虚
言
に
魅
か
れ
る
樺
の
木
。
三
者
三
様
に
修
羅
の

苦
し
み
の
中
に
あ
る
。

童
話
「
土
神
と
狐
」
に
お
い
て
は
、
詩
に
描
か
れ
た
修
羅
の
二
つ
の
感
情
1

1
怒
り

と
諮
曲
ー
ー
を
、
土
神
と
狐
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
に
よ
り
、
修
羅
の
心
の
分
裂

六
四

の
実
体
を
描
き
出
す
と
い
う
、
詩
に
は
な
い
、
修
羅
の
心
的
状
況
に
つ
い
て
の
認
識
作

用
が
生
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
大
沢
氏
も
言
う
よ
う
に
、
そ
の
登
場
人
物
の
葛
藤
と
そ

の
終
駕
と
い
う
ド
ラ
マ
を
描
く
こ
と
で
、
修
羅
の
分
裂
の
超
克
が
な
し
と
げ
ら
れ
て
い

る
。
童
話
「
土
神
と
狐
」
は
、
そ
う
い
っ
た
修
羅
の
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
認
識
活
動
の

全
体
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
れ
は
、
土
神
と
狐
と
樺
の
木
三
者
の
あ
り
得
ベ
き

関
係
の
中
に
「
ま
こ
と
の
こ
と
ば
」
の
具
体
相
を
模
索
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

き
て
、
童
話
に
お
い
て
ま
ず
明
確
に
見
え
て
く
る
の
は
、
詩
に
描
か
れ
た
修
羅
の
分

裂
相
が
ど
こ
か
ら
生
ず
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る

D

土
神
と
狐
が
、
一
人
の
人
間
の
分

裂
し
た
姿
で
あ
る
と
し
て
、
何
が
そ
の
分
裂
を
強
い
る
の
か
。
そ
れ
は
、
前
述
し
た
よ

う
に
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
土
神
的
な
も
の
を
避
け
、
狐
的
な
も
の
に
魅
か
れ
る
樺
の
木

の
態
度
に
、
そ
の
原
因
は
あ
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
樺
の
木
の
態
度
が
、
女
性

の
心
理
の
一
面
を
よ
く
と
ら
え
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
詩
「
春

と
修
羅
」
に
お
け
る
修
羅
の
分
裂
の
根
源
に
は
、
こ
う
し
た
女
性
と
の
恋
愛
と
い
う
現

実
の
関
係
性
の
問
題
が
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

そ
れ
で
は
、
賢
治
は
、
そ
の
分
裂
し
た
意
識
を
、
土
神
と
狐
と
し
て
描
き
出
す
こ
と

「
ま
こ
と
の
こ
と
ば
」
を
失
な
っ
た
状
態
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
た
の
だ

に
よ
っ
て
、

ろ
う
か
。

大
沢
氏
も
、
こ
の
物
語
の
ド
ラ
マ
に
、
や
は
り
、
賢
治
の
表
現
意
識
の
展
開
を
読
み

と
っ
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
氏
は
、
「
ま
こ
と
の
こ
と
ば
」
の
喪
失
を
「
言
葉

の
怒
意
性
」
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
現
象
の
多
様
性
、
言
葉
の

慾
意
的
な
増
殖
の
中
に
あ
っ
て
、
同
定
す
べ
き
自
己
の
本
質
を
模
索
し
て
い
る
土
神
は
、

土
神
と
狐
と
い
う
こ
項
対
立
的
分
裂
の
中
で
同
定
す
べ
き
自
己
を
見
失
っ
て
、

「
何
が

何
だ
か
わ
か
ら
な
い
」

「
昏
迷
し
た
」
状
態
に
な
っ
た
揚
旬
、
狐
を
殺
害
し
、
二
項
対



立
の
両
者
を
相
殺
す
る
。
そ
の
全
否
定
の
後
に
、
「
あ
ら
ゆ
る
事
が
可
能
」
だ
と
い
う
全

肯
定
的
な
『
注
文
の
多
い
料
理
底
』
の
世
界
が
開
け
る
。
そ
の
全
否
定
か
ら
全
肯
定
へ

の
反
転
に
、
「
行
き
詰
っ
た
昏
迷
を
『
非
論
理
の
論
理
』
の
中
で
活
性
化
す
る
」
賢
治

の
文
芸
の
特
徴
が
あ
る
、
と
。

」
の
氏
の
論
に
は
、

様
々
な
点
で
違
和
感
を
覚
え
る
。
ま
ず

「
昏
迷
し
た
状
態
」
、

「
全
否
定
か
ら
全
肯
定
へ
」
、
「
非
論
理
の
論
理
」
と
い
っ
た
表
現
に
よ
く
現
れ
て
い
る

よ
う
に
、
賢
治
に
お
け
る
表
現
の
問
題
を
、
不
可
知
論
的
な
ヴ
ェ
ー
ル
で
包
み
す
ぎ
る

き
ら
い
が
あ
る
点
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
表
現
し
て
し
ま
う
と
、
賢
治
が
言
葉
に
つ
い

て
ど
こ
ま
で
つ
め
て
認
識
し
て
い
っ
た
か
と
い
う
問
題
の
核
を
不
問
に
付
す
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
。
そ
の
よ
う
な
氏
の
論
の
引
き
金
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
氏
の
修
羅
論
で

「
何
が
何
だ
か
わ
か
ら
な
い
昏
迷
し
た
状
態
」
を
「
修
羅
」
と
し
て

お
り
、
そ
の
昏
迷
し
た
状
態
を
介
し
て
、
精
神
に
新
し
い
展
開
が
生
ず
る
と
と
ら
え
て

お
ら
れ
る
よ
う
だ
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
昏
迷
し
た
状
態
が
、
童
話
「
土
神
と
狐
」
に

描
か
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
氏
が
修
羅
的
な
状
態
と
し
て
挙
げ
て
い
る

あ
ろ
う
口
氏
は
、

の
は
、
作
品
末
尾
に
お
け
る
、
土
神
が
狐
を
殺
害
す
る
過
程
で
あ
る
が
、
あ
の
場
面
で

は
、
後
述
す
る
よ
う
に
そ
れ
ま
で
欝
屈
し
て
い
た
土
神
が
、
自
ら
の
め
ざ
す
相
手
が
狐

で
あ
る
こ
と
を
悟
り
、
そ
の
狐
め
が
け
て
一
筋
に
走
っ
て
狐
の
正
体
を
知
る
の
で
あ
り
、

そ
こ
に
始
め
て
土
神
の
明
確
な
方
向
性
を
も
っ
情
熱
が
、
邪
悪
な
形
で
は
あ
る
が
、

軌
に
流
れ
出
し
て
土
神
を
一
つ
の
認
識
に
導
く
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、

「
昏
迷
し
た

状
態
」
と
い
う
の
と
は
、
全
く
逆
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
い
く
つ
か
の
作
品
に
お
け
る

「
:
:
:
な
の
か
:
:
:
な
の
か
分
か
ら
な
い
」
と
い
う
「
修
辞
」
を
「
昏
迷
し
た
状
態
」

の
表
現
と
と
り
、
氏
の
修
羅
論
を
裏
付
ょ
う
と
す
る
試
み
も
魅
力
的
で
は
あ
る
が
、
挙

げ
ら
れ
た
作
品
の
前
後
の
文
脈
の
流
れ
の
中
で
考
え
た
場
合
、
後
述
す
る
よ
う
に
す
べ

宮
沢
賢
治
「
修
羅
」
に
お
け
る
表
現
意
識
の
分
裂
と
そ
の
克
服

て
の
例
が
、
「
言
葉
の
洛
意
性
」
の
中
で
生
ず
る
「
昏
迷
し
た
状
態
」
だ
と
は
思
え
な
い

(
M〉

の
で
あ
り
、
違
和
感
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。

き
て
、
修
羅
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
論
が
あ
る
の
だ
が
、
中
で
も
、
最
も
目
を
聞
か

(

日

〉

さ
れ
る
の
は
、
見
田
宗
介
氏
の
修
羅
論
で
あ
る
。
氏
は
、
賢
治
の
屈
折
し
た
精
神
の
原

点
に
、
思
愛
で
あ
る
と
同
時
に
抑
圧
で
も
あ
る
父
母
の
恩
愛
の
両
義
性
が
あ
っ
た
こ
と

を
指
摘
し
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

そ
れ
ハ
恩
愛
の
両
義
性
、
筆
者
注
〉
は
賢
治
の
八
二
面
的
心
性

V
(恩
田
逸
夫
〉

な
ど
と
評
さ
れ
る
も
の
を
生
み
だ
す
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
の
〈
二
面
性

V
と

は
、
じ
つ
は
関
係
の
客
観
性
自
体
の
中
に
す
で
に
内
在
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
い
ず
れ
か
の
側
面
を
切
捨
て
て
し
ま
う
こ
と
の
上
に
な
り
た
つ
い
つ
わ
り
の

デ
イ
ア
レ
タ
テ
ィ

l
タ

「
明
噺
さ
」
を
拒
否
す
る
賢
治
の
認
識
の
総
体
性
の
、
あ
る
い
は
精
神
の
弁
証
法

的
な
強
靭
さ
の
不
可
避
の
帰
結
に
他
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
氏
は
「
修
羅
」
の
根
源
に
、

「
明
噺
」
な
「
認
識
の
総
体
性
」
を
見
て

い
る

D

筆
者
も
、
こ
の
修
羅
論
、
賢
治
論
に
深
い
共
感
を
覚
え
る
も
の
で
あ
る
。

愛
の
両
義
性
を
主
題
に
す
え
た
の
は
、
作
品
「
貝
の
火
」
だ
と
思
わ
れ
る
。
〉
お
そ
ら
く
、 思

賢
治
の
信
仰
も
そ
う
い
っ
た
明
噺
な
認
識
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
確
固
た

る
存
在
感
を
持
ち
得
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
賢
治
の
明
噺
き
が
何
を
問
題
と

し
、
何
を
つ
か
ん
だ
の
か
、
そ
れ
を
神
秘
の
ヴ
ェ
ー
ル
に
包
む
の
で
は
な
く
、
論
理
化

し
て
ゆ
く
努
力
が
、
賢
治
を
理
解
す
る
た
め
に
は
必
要
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

き
て
、
そ
れ
で
は
、
女
性
と
の
恋
愛
と
い
う
関
係
の
中
で
、
自
ら
の
存
在
が
、
怒
り

と
誼
曲
と
い
う
二
つ
の
方
向
性
に
分
裂
す
る
の
を
感
じ
た
賢
治
は
、
こ
の
分
裂
を
ど
の

よ
う
に
認
識
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
誼
曲
は
、
「
狐
」
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
化
さ
れ
、
既

に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
言
葉
の
虚
構
性
」
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
と
言
え
る
。
問
題
は
、

六
五



秋

枝

美
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も
う
一
方
の
、
怒
り
の
イ
メ
ー
ジ
化
で
あ
る
「
土
神
」
が
負
っ
て
い
る
問
題
性
と
は
何
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
特
に
、
表
現
の
問
題
に
関
し
て
、
「
言
葉
の
虚
構
性
」
に
相
対
し
て

生
ず
る
問
題
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
や
は
り
「
言
葉
の
実
体
性
」
と
い
う
こ
と

で
は
な
か
ろ
う
か
。
賢
治
は
「
言
葉
の
実
体
性
」
の
極
限
に
何
を
見
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
を
考
え
て
い
く
上
で
重
要
な
の
は
、
「
土
神
」
と
「
修
羅
」
の
特
徴
的
な
行
為

で
あ
る
「
歯
ぎ
し
り
」
で
あ
る
。

o
土
神
は
日
光
を
受
け
て
ま
る
で
燃
え
る
や
う
に
な
り
な
が
ら
高
く
腕
を
組
み
ギ
リ

ギ
リ
歯
噛
み
を
し
て
そ
の
辺
を
う
ろ
う
ろ
し
て
ゐ
ま
し
た
が
・
・
:
・
・

。

ま
こ
と
の
こ
と
ば
は
う
し
な
は
れ

雲
は
ち
ぎ
れ
て
そ
ら
を
と
ぶ

あ
あ
か
が
や
き
の
四
月
の
底
を

は
ぎ
し
り
燃
え
て
ゆ
き
き
す
る

お
れ
は
ひ
と
り
の
修
羅
な
の
だ

「
は
ぎ
し
り
」
と
は
、
自
ら
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
自
爆
さ
せ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
に
は
、
激
し
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
噴
出
と
、
そ
れ
と
同
じ
く
ら
い
の
激
し
さ
で
そ
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
自
ら
抑
圧
す
る
精
神
の
強
さ
と
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
、

エ
ネ
ル
ギ
ッ

シ
ュ
な
生
命
性
と
、
そ
れ
に
対
す
る
否
定
的
な
精
神
性
と
の
合
体
に
、
お
そ
ら
く
「
修

羅
」
の
魅
力
の
核
は
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
を
端
的
に
示
し
て
い
る
「
は
ぎ
し
り
」
は
、
ま
た
同
時
に
「
ま
こ
と
の
こ
と
ば
」

を
失
っ
た
状
況
を
感
覚
的
に
示
す
行
為
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
は
ぎ
し
り
」
と
は
、

言
葉
を
発
し
よ
う
と
し
て
発
し
ら
れ
な
い
内
的
な
葛
藤
の
様
相
を
、
肉
体
と
精
神
の
接

点
に
お
い
て
、
全
存
在
的
に
表
わ
し
た
独
特
の
表
象
で
あ
る
。
肉
体
と
精
神
の
接
点
と

は
、
こ
の
場
合
、
口
腔
か
ら
発
せ
ら
れ
る
肉
声
と
し
て
の
言
葉
そ
の
も
の
を
指
す
。
賢

六
六

治
が
言
葉
の
発
生
の
問
題
を
口
腔
内
の
身
体
的
感
覚
と
し
て
描
こ
う
と
し
て
い
た
こ
と

(

時

〉

は
、
既
に
拙
論
『
「
タ
ネ
リ
は
た
し
か
に
い
ち
に
ち
噛
ん
で
ゐ
た
ゃ
う
だ
つ
た
」
論
』
に

お
い
て
述
べ
た
。
つ
ま
り
、
タ
ネ
リ
の
表
現
意
識
の
葛
藤
は
、
藤
蔓
を
か
み
な
が
ら
言

葉
を
発
す
る
と
き
の
「
も
が
も
が
」
と
い
う
口
腔
内
の
感
覚
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
い
た

と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
賢
治
に
と
っ
て
、
言
葉
は
、
観
念
的
な
も
の
で
あ
る
と
同

時
に
、
体
を
ふ
る
わ
せ
て
発
せ
ら
れ
る
肉
戸
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
土
神
が
負
っ
て
い
る
問
題
と
は
、
言
葉
の
現
実
相
と
し
て
の
「
言
葉
の
肉
体

性
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

賢
治
が
恋
愛
の
中
で
陥
っ
た
表
現
意
識
の
分
裂
相
は
、
童
話
「
土
神
と
狐
」
の
中
で
、

つ
ま
り
、
言
葉
の
「
虚
構
性
」
と
「
肉
体
性
」
の
分
裂
と
し
て
認
識
さ
れ
た
と
言
え
よ

う
。
ま
た
、
そ
の
言
葉
の
問
題
性
の
認
識
の
根
源
に
は
、
仏
教
的
な
言
語
観
が
あ
っ
た

こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
言
葉
の
「
虚
構
性
」
に
つ
い
て
は
、
既
に
大
沢
氏

が
「
言
葉
の
洛
意
性
」
と
し
て
指
摘
し
て
お
り
、
そ
こ
に
、
賢
治
の
「
妄
言
締
語
」
へ

の
不
信
が
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
梶
山
雄
一
氏
は
、

「
般
若
心
経
」
の
「
空
」

の
思
想
の
根
源
に
、
「
も
の
の
真
実
は
言
葉
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
ず
、
言
葉
は
そ
れ
と

(

げ

〉

一
致
す
る
対
象
、
つ
ま
り
本
体
を
実
在
の
世
界
に
も
つ
わ
け
で
も
な
い
。
」
と
い
う
言
葉

の
虚
構
性
に
対
す
る
不
信
が
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
一
方
、
そ
れ
に
対
し
て
、

仏
教
に
は
、
真
実
の
示
現
の
最
高
の
形
を
、
空
中
か
ら
の
仏
の
芦
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
す

る
と
い
う
独
特
の
悟
脱
の
型
が
あ
る
。
「
声
聞
」
と
は
、
そ
う
し
た
仏
の
声
を
聞
い
て
悟

り
を
開
い
た
者
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
他
な
ら
ぬ
「
法
華
経
」
の
「
常
不
軽
菩
薩

品
」
に
お
い
て
は
、
そ
の
名
も
「
威
音
声
王
如
来
」
と
い
う
仏
が
登
場
し
、
常
不
軽
菩

薩
は
、
死
の
直
前
に
、
空
中
で
、
そ
の
「
威
音
戸
王
如
来
」
の
戸
を
聞
い
て
、

「
法
華

経
」
の
教
え
を
受
け
入
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
仏
の
教
え
が
、
観
念
的
な
も
の
で
は
な



く
、
あ
た
か
も
仏
の
生
命
の
発
露
で
で
も
あ
る
か
の
ご
と
く
、
そ
の
声
と
し
て
イ
メ
ー

ジ
さ
れ
る
と
い
う
の
は
、
実
に
興
味
深
い
。
土
神
の
「
は
ぎ
し
り
」
は
、
そ
う
い
っ
た

本
来
的
な
生
命
の
発
露
か
ら
季
離
し
た
、
言
葉
の
生
命
性
の
零
落
し
た
姿
と
と
ら
え
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。

5 

「
修
躍
」
の
克
服

言
葉
の
「
虚
構
性
」
と
「
肉
体
性
」
と
い
う
、
言
葉
の
悪
し
き
分
裂
に
直
面
し
た
賢

治
は
、
大
沢
氏
の
言
う
よ
う
に
そ
の
両
方
を
全
否
定
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
両
者
の

あ
る
べ
き
関
係
の
中
に
、

「
ま
こ
と
の
こ
と
ば
」
を
模
索
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
言
葉
の
二
面
性
は
、
日
本
人
が
、
土
神
と
狐
神
と
し
て
既
に
存
在

を
与
え
て
い
た
、
精
神
の
全
体
性
を
担
う
重
要
な
要
素
で
あ
り
、
あ
る
べ
く
し
て
あ
る

も
の
と
し
て
、
賢
治
は
と
ら
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
作
品
末
尾
に
お
い

て
、
土
神
は
、
そ
の
両
者
の
あ
り
う
べ
き
関
係
を
開
く
新
し
い
認
識
に
到
達
し
た
と
思

わ
れ
る
。
天
沢
氏
は
、
狐
の
死
骸
を
抱
い
て
「
途
方
も
な
い
声
で
泣
き
出
し
」
た
土
神

に
つ
い
て
、
「
泣
い
て
泣
い
て
泣
き
つ
づ
け
る
土
神
の
目
に
は
、
世
界
は
お
そ
ろ
し
く

な
ま
な
ま
し
く
膨
脹
し
、
か
ぎ
り
な
く
新
鮮
に
息
づ
い
て
見
え
た
は
ず
だ
。
」
と
述
べ
、

「
宮
沢
賢
治
に
お
け
る
『
作
品
』
は
、
分
裂
の
終
り
ー
ー
そ
の
一
方
の
死
|
|
の
彼
方

ハ
時
〉

に
、
よ
う
や
く
は
じ
ま
ろ
う
と
し
て
い
る
よ
と
い
う
。

土
神
は
、
狐
を
殺
害
し
た
後
、
狐
の
巣
穴
に
勢
い
込
ん
で
入
っ
た
が
、
そ
の
中
が

「
が
ら
ん
と
し
て
暗
く
、
何
も
な
い
の
を
知
る
。
ま
た
狐
の
レ
ー
ン
コ
ー
ト
の
か
く
し

の
中
に
は
「
茶
い
ろ
な
か
も
が
や
の
穂
が
二
本
」
は
い
っ
て
い
た
だ
け
な
の
を
知
る
。

つ
ま
り
、
土
神
は
こ
こ
で
樺
の
木
の
憧
れ
で
あ
り
、
自
ら
の
嫉
妬
の
対
象
で
あ
っ
た
狐

の
華
麗
な
西
洋
文
化
が
、
す
べ
て
実
体
の
な
い
虚
言
で
あ
っ
た
こ
と
を
初
め
て
知
る
の

宮
沢
賢
治
「
修
羅
」
に
お
け
る
表
現
意
識
の
分
裂
と
そ
の
克
服

で
あ
る
。
そ
れ
が
、
土
神
に
と
っ
て
の
「
言
葉
の
虚
構
性
」
の
認
識
で
あ
っ
た
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
、
狐
が
、
自
分
と
同
様
恋
に
悩
ん
で
悪
行
へ
と
流
れ
て
い

く
弱
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
悟
り
、
狐
の
苦
し
み
を
、
は
じ
め
て
自
ら
の
痛
み
と
し
て
共

感
す
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
認
識
が
、
単
に
観
念
的
な
も
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
表
現
へ

の
苦
悩
の
体
験
を
通
し
て
感
情
レ
ベ
ル
で
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

狐
に
対
す
る
嫉
妬
に
燃
え
あ
が
り
、
狐
を
「
嵐
の
や
う
に
」
追
い
か
け
て
、

ご
う
鳴
っ
て
汽
車
の
や
う
に
」
走
り
、
狐
の
か
ら
だ
を
ね
じ
っ
て
殺
し
、

「
ご
う

「
地
べ
た
に

投
げ
つ
け
て
ぐ
ち
ゃ
ぐ
ち
ゃ
、
四
五
へ
ん
踏
み
つ
け
」
る
土
神
の
激
し
い
行
動
は
、

ペ〉

ま
る
と
こ
ろ
、
狐
を
知
ろ
う
と
す
る
全
存
在
的
な
土
神
独
特
の
認
識
の
あ
り
様
だ
と
言

っ
て
よ
い
。
賢
治
に
と
っ
て
の
新
し
い
認
識
は
、
し
ば
し
ば
、
こ
の
よ
う
に
肉
体
性
の

イ
ノ
セ
ン
ス
な
暴
走
が
何
か
を
破
壊
し
た
後
に
、
そ
の
破
壊
の
罪
を
感
受
す
る
痛
み
と

共
に
開
け
て
く
る
。
童
話
「
貝
の
火
」
の
主
人
公
子
兎
の
ホ
モ
イ
が
失
明
の
罰
を
受
け

る
と
同
時
に
新
し
い
認
識
に
到
達
す
る
の
と
同
様
に
。
そ
れ
は
、
観
念
的
な
認
識
に
対

し
て
、
肉
体
に
刻
印
さ
れ
た
認
識
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

s、
詩
人
と
し
て
の
立
場

言
葉
の
虚
構
性
を
認
識
し
た
土
神
に
、
賢
治
の
新
し
い
詩
人
と
し
て
の
立
場
が
託
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
土
神
は
、
自
ら
の
肉
体
性
に
よ
っ
て
、
流
れ
出
す
言

葉
の
虚
構
性
の
独
走
を
お
し
留
め
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
虚
構
性
に
対
す
る
共
感
に

よ
っ
て
深
め
ら
れ
た
土
神
の
肉
体
性
に
、
賢
治
は
、
自
己
の
詩
人
と
し
て
の
立
場
の
原

点
を
置
い
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
「
は
ぎ
し
り
」
か
ら
解
放
さ
れ
た
土
神
の
、
作
品

末
尾
の
号
泣
に
、
「
ま
こ
と
の
こ
と
ば
」
を
開
く
、
土
神
の
は
じ
め
て
の
「
声
」
を
聞

く
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
賢
治
は
、
こ
の
世
界
に
肉
体
を
伴
っ
て
存
在
す
る
「
世

六
七



秋

枝

美

保

界
内
存
在
」
と
し
て
の
自
己
を
表
現
の
基
点
に
す
え
た
の
だ
と
言
っ
て
よ
い
。

た
だ
し
、
賢
治
に
お
け
る
「
ま
こ
と
の
こ
と
ば
」
が
、
土
神
の
肉
体
性
の
み
に
あ
っ

た
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
密
教
は
、
「
戸
」
と
い
う
言
葉
の
肉
体
性
を
通
し
て
自

ら
の
肉
体
を
全
宇
宙
(
神
)
と
一
体
化
さ
せ
る
と
い
う
方
向
性
を
持
つ
の
だ
が
、
賢
治

の
立
場
は
、
こ
う
し
た
神
秘
的
な
立
場
と
も
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
賢
治
の
作
品
に
お

い
て
は
、

「
ま
こ
と
の
こ
と
ば
」
は
、
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

0

ス
l
ル
ダ
ッ
タ
よ
、
あ
の
う
た
こ
そ
は
わ
た
し
の
う
た
で
ひ
と
し
く
お
ま
へ
の
う

た
で
あ
る
。
い
っ
た
い
わ
た
し
は
こ
の
洞
に
居
て
う
た
っ
た
の
で
あ
る
か
考
へ
た

の
で
あ
る
か
。
お
ま
へ
は
こ
の
洞
の
上
に
ゐ
て
そ
れ
を
聞
い
た
の
で
あ
る
か
考
へ

た
の
で
あ
る
か
。
お
-
A

ス
l
ル
ダ
ッ
タ
。

そ
の
と
き
わ
た
し
は
雲
で
あ
り
風
で
あ
っ
た

あ
っ
た
。

そ
し
て
お
ま
へ
も
笥
羽
川
則
.
で

(
中
略
)
こ
の

に
こ
そ
あ
の
歌
こ
そ
は
お
ま
へ
の
う
た
で
ま
た
わ
れ

わ
れ
の
雲
と
風
と
を
御
す
る
分
の
そ
の
精
神
の
う
た
で
あ
る
。
(
「
龍
と
詩
人
」
)

「
ま
こ
と
の
こ
と
ば
」
の
発
生
の
イ
メ
ー
ジ
化
と
し
て
、
「
サ
ガ
レ
ン
と
八
月
」
に
お
け

る
「
風
|
外
科
叫
叫
林
山
叫
叫
叫
外
科
跡
叫
叫
叫
叫
叫
叫
外
机
叫
叫
叫
外
叫
4
叫
川
林
外
」

ら
な
い
話
、
あ
る
い
は
、

「
ひ
か
り
の
素
足
」
に
お
い
て
、

一
郎
に
「
か
す
か
な
風
の

や
う
に
又
匂
の
や
う
に
」
感
じ
ら
れ
た
「
に
よ
ら
い
じ
ゅ
り
ゃ
う
ぼ
ん
第
十
六
」
と
い

う
言
葉
、
「
鹿
踊
り
の
は
じ
ま
り
」
に
お
い
て
、
「
波
に
な
っ
て
伝
は
っ
て
来
」
る
「
風

に
ゆ
れ
る
草
穂
の
や
う
な
」
鹿
の
気
持
ち
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
現
実
の

肉
体
性
を
超
越
し
た
本
来
的
な
生
命
の
発
露
と
い
っ
た
も
の
が
、

「龍」

「風」

ー寸

光

る
素
足
」

「
鹿
」
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
が
、

「
万
象
同
帰
の
い
み
じ
い
生
物
」
の
実
体
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
も
は
や
「
言
葉
」
や

「
論
理
」
の
及
ば
な
い
窮
局
の
実
在
だ
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
「
:
:
:
な
の
か
:
:
:

六
八

「
龍
と
詩
人
」
の
「
:
:
:
で
も
あ
り
:
:
:
で

な
の
か
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
修
辞
は
、

も
あ
る
」
と
い
う
、
窮
局
の
実
在
と
自
分
と
の
区
別
が
無
化
し
て
、
一
体
化
し
て
い
く

至
高
の
体
験
を
表
現
す
る
修
辞
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
修
辞
を
、
氏
が
言
わ

れ
る
よ
う
に
、

「
士
神
」
と
「
狐
」
の
「
修
羅
」
の
分
裂
葛
藤
に
、
無
条
件
に
重
ね
て

と
ら
え
る
の
に
は
無
理
が
あ
る
と
感
ず
る
。
そ
の
本
来
的
な
生
命
と
一
体
化
し
て
語
り

出
す
過
程
は
、
引
用
部
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、
肉
体
性
を
超
越
し
た
体
験
と
し
て
描

か
れ
て
い
る
。

「
土
神
」
の
肉
体
性
は
、
「
ま
こ
と
の
こ
と
ば
」
と
の
関
係
で
、
ど
の

よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
か
と
言
え
ば
、
言
葉
の
悪
し
き
分
裂
を
打
破
す
る
た
め
に
立

つ
べ
き
基
本
的
な
足
場
、
土
台
と
し
て
、
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
童
話
「
土

神
と
狐
」
に
お
い
て
は
、
そ
の
分
裂
を
人
々
の
信
仰
を
失
な
い
つ
つ
あ
る
土
神
と
狐
と

そ
れ
で
は
、

し
て
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
日
本
人
に
お
け
る
言
葉
の
問
題

を
同
時
に
浮
か
ひ
あ
が
ら
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
言
え
る
。
そ
こ
に
は
、
神
霊
に
対
す

る
感
受
性
を
失
な
い
、
言
霊
を
衰
微
さ
せ
た
日
本
人
の
言
葉
が
、
生
命
を
と
り
も
ど
す

た
め
に
は
、
ま
ず
言
葉
の
肉
体
性
に
立
ち
返
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
立
場
が
あ
る
よ
う

ハ
日
〉

に
思
う
。
(
そ
の
た
め
に
、
西
洋
文
化
模
倣
の
方
向
へ
流
れ
出
す
狐
の
虚
構
性
は
押
し

そ
う
い
っ
た
テ
l
マ
を
追
求
し
た
の
が
、
「
若
い
研
師
」

留
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
)

系
作
品
群
か
ら
「
タ
ネ
リ
は
た
し
か
に
:
:
:
」
に
致
る
作
品
の
系
譜
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

「
若
い
研
師
」
や
「
若
い
木
霊
」
、
「
タ
ネ
リ
」
に
は
、
春
、
新
し
い
生
命
を
得
て
歩
き

出
す
詩
人
の
、
あ
る
い
は
日
本
人
の
言
霊
の
、
お
ぼ
つ
か
な
い
訪
復
と
い
っ
た
も
の
を

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
作
品
に
は
、

の
果
て
に
あ
る
巨
大
な
暗
闇
が
描
き
出
さ
れ
て
も
い
た
。

一
様
に
、
言
葉
の
肉
体
性

お
そ
ら
く
、
賢
治
は
、
一
言
葉
の
肉
体
性
と
虚
構
性
と
の
両
方
に
ま
た
が
り
、
そ
の
対



立
の
中
で
両
者
を
鍛
え
な
が
ら
、

「
ま
こ
と
の
こ
と
ば
」
を
模
索
し
て
い
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
肉
体
性
を
排
し
た
と
こ
ろ
に
「
ま
こ
と
の
こ
と
ば
」
は
な
く
、
か
と
い
っ
て

現
実
の
肉
体
性
を
超
越
し
た
本
来
的
な
生
命
に
裏
付
け
ら
れ
な
い
、
現
実
の
肉
体
性
そ

の
も
の
に
も
「
ま
こ
と
の
こ
と
ば
」
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
賢
治
が
再
び
、
そ

の
表
現
意
識
の
分
裂
に
遭
遇
す
る
の
は
、
妹
ト
シ
の
臨
終
の
場
面
に
お
い
て
で
あ
っ

た。?注
、../

大
沢
正
善
司
土
神
と
狐
』
と
そ
の
周
辺

l
l
『
修
羅
』
の
克
服
」
ハ
『
宮
沢
賢
治
研
究

〉
ロ
ロ
ロ
巴
〈
己
・
己
平
成
2
・
3
〉

天
沢
退
二
郎
「
賢
治
詩
に
お
け
る
『
修
羅

E
ハ
「
解
釈
と
鑑
賞
」
・
昭
和
田
・
ロ
。
後
『

A

宮
沢
賢
治

V
鑑
』
所
収
〉

詩
人
の
表
現
と
恋
愛
の
関
係
は
、
明
治
期
の
北
村
透
谷
「
厭
世
詩
家
と
女
性
」
な
ど
か
ら
、

大
正
期
の
作
家
に
い
た
る
ま
で
、
文
学
の
中
心
的
な
関
心
事
で
あ
ろ
う
。

谷
川
雁
「
な
ぜ
退
職
教
授
な
の
か
『
土
神
と
狐
』
の
二
項
対
立
か
ら
」
ハ
「
解
釈
と
鑑
賞
」

昭
和
田
・
日
〉

天
沢
退
二
郎
『
宮
沢
賢
治
の
彼
方
へ
』
ハ
増
補
改
訂
版
〉
ハ
思
潮
社
・
昭
和
白
・
口
、
初

版
昭
和
必
・

1
〉
四
頁
。

注
3
に
同
じ
。

多
国
道
太
郎
『
風
俗
学
路
上
の
思
考
』
ハ
ち
く
ま
ぶ
つ
く
す
口
、
昭
和
弘
・
ロ
〉

柳
田
闇
男
「
塚
と
森
の
話
」
ハ
『
定
本
柳
田
園
男
集
』
ロ
巻
〉

「
テ
レ
ビ
評
伝
宮
沢
賢
治
」
昭
和
団
・

8
・
ぉ
、

N
H
N
教
育
テ
レ
ビ
。

注
7
に
同
じ
。

折
口
信
夫
「
日
本
文
学
に
お
け
る
一
つ
の
象
徴
」
(
『
折
口
信
夫
全
集
』
げ
巻
〉
川
頁

l

m頁
三
枝
和
子
『
恋
愛
小
説
の
陥
穿
』
ハ
青
江
社
、
平
成
3
・
1
〉
四
頁

l
m頁

柳
田
園
男
「
孤
猿
随
筆
」
(
『
定
本
柳
田
園
男
集
』
沼
巻
〉

ハ
2
〉

ハ
3
〉

ハ
4
〉

ハ
5
〉

ハ
6
)

ハ
7
V

ハ
8
〉

ハ
9
〉

ハ
叩
)

ハ
日
)

ハロ〉
ハ日〉

宮
沢
賢
治
「
修
羅
」
に
お
け
る
表
現
意
識
の
分
裂
と
そ
の
克
服

ハ
M
〉

(日〉

注
4
に
同
じ

氏
は
、
「
サ
ガ
レ

γ
と
八
月
」
の
「
そ
れ
も
風
が
私
に
は
な
し
た
の
か
私
が
風
に
は
な
し

た
の
か
あ
と
は
も
う
さ
っ
ぱ
り
わ
か
り
ま
せ
ん
。
」
と
い
う
表
現
と
、
『
注
文
の
多
い
料
理

庖
』
序
の
「
な
ん
の
こ
と
だ
か
、
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
あ
も
る
で
せ
う
が
、
そ
ん

な
と
こ
ろ
は
、
わ
た
く
し
に
も
ま
た
、
わ
け
が
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。
」
と
い
う
表
現
を
挙

げ
、
そ
れ
を
司
:
・
な
の
か
:
:
:
な
の
か
分
か
ら
な
い
』
と
い
う
昏
迷
の
修
辞
は
、
虚
構
上

の
分
裂
す
る
『
修
羅
』
同
士
の
相
殺
と
全
否
定
的
な
意
識
化
で
あ
る
点
で
共
通
す
る
。
」
と

述
べ
て
い
る
。
だ
が
、
「
サ
ガ
レ
ン
と
八
月
」
の
場
合
も
、
『
注
文
の
多
い
料
理
庖
』
序

の
場
合
も
、
「
分
か
ら
な
い
」
と
い
う
否
定
形
で
し
か
表
現
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
物

語
」
、
お
話
し
、
文
学
の
意
義
を
、
そ
の
表
現
の
奥
に
語
ろ
う
と
し
て
い
る
レ
ト
リ
ッ
ク
で

あ
っ
て
、
こ
れ
を
土
神
と
狐
の
修
羅
の
分
裂
葛
藤
に
重
ね
る
の
は
筋
違
い
の
感
が
あ
る
。

特
に
「
サ
ガ
レ
ン
と
八
月
」
の
よ
み
に
つ
い
て
は
、
本
論
末
尾
で
引
用
し
て
い
る
「
龍
と

詩
人
」
の
読
み
を
比
較
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

見
田
宗
介
「
修
羅
:
:
:
明
断
な
倫
理
」
(
『
宮
沢
賢
治
』
、
岩
波
書
庖
、
昭
和
問
・
2
〉

拙
稿
「
夕
、
不
リ
は
た
し
か
に
い
ち
に
ち
噛
ん
で
ゐ
た
や
う
だ
つ
た
」
論
、
(
「
比
治
山
女
子

短
期
大
学
紀
要
部
号
」
平
成
4
・
3
〉

梶
山
雄
一
『
空
の
思
想
仏
教
に
お
け
る
言
葉
と
沈
黙
』
(
人
文
書
院
・
昭
和
・

6
〉
問

頁。注
4
に
同
じ

現
代
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
動
き
の
原
点
と
し
て
、
一
九
一

0
年
代
思
潮
を
「
大
正

生
命
主
義
」
、
「
大
正
神
秘
主
義
」
と
し
て
評
価
し
直
そ
う
と
す
る
傾
向
が
、
現
代
文
芸
批

評
界
に
顕
著
で
あ
る
。
こ
の
時
期
は
、
大
本
教
等
を
は
じ
め
と
し
て
宗
教
的
な
神
秘
思
想

ゃ
、
エ
ロ
チ
ス
ム
の
濃
厚
な
作
品
が
多
く
生
ま
れ
、
「
可
能
性
に
み
ち
た
時
代
」
だ
と
い

う
。
〈
鈴
木
貞
美
〉
ハ
『
文
事
』
平
成
四
年
秋
季
号
、
平
成
4
・

8
・
ー
が
「
大
正
生
命
主

義
」
を
特
集
し
、
『
現
代
詩
手
帖
』
平
成
4
・

9
・
1
が
「
大
正
神
秘
主
義
の
詩
的
世
界
」

を
特
集
し
て
い
る
。
〉
ま
た
、
そ
う
い
っ
た
主
題
を
小
説
化
し
た
も
の
に
、
久
間
十
義
の
小

説
「
ヤ
ポ
ニ
カ
・
タ
ベ
ス
ト
リ
l
」
ハ
初
出
「
文
事
」
平
成
4
・
夏
季
号
、
同
年
7
月
河

出
書
房
新
社
か
ら
出
版
)
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
明
治
、
大
正
、
昭
和
に
ま
た
が
る
日
本
人

の
精
神
史
の
曲
折
点
を
、
大
正
生
命
主
義
の
中
か
ら
輩
出
し
た
出
口
王
仁
三
郎
と
二
・
二

ハ叩山〉
〈げ〉

ハ
時
〉

ハ四〉
(
却
〉

六
九



秩

枝

美

保

七
O 

六
事
件
の
弾
圧
に
見
る
、
壮
大
な
構
想
の
日
本
精
神
史
で
あ
る
。
既
に
拙
論
「
グ
ス
コ
ー

プ
ド
リ
の
伝
記
」
論
〈
「
国
文
学
」
平
成
4

・9
-
m〉
で
述
べ
た
よ
う
に
、
賢
治
に
お

け
る
「
生
命
と
は
何
か
」
と
い
っ
た
発
想
の
原
点
、
あ
る
い
は
、
修
羅
の
肉
体
性
、
生
命

性
も
、
そ
う
い
っ
た
同
時
代
の
思
想
と
連
動
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お

き
た
い
。

な
お
、
宮
沢
賢
治
の
作
品
の
引
用
は
、
す
べ
て
『
校
本
宮
津
賢
治
全
集
』
所
収
の
も
の

に
よ
る
。

後
記

こ
れ
ま
で
「
秋
枝
」
〈
旧
姓
)
、
「
青
木
」
(
新
姓
)
と
両
方
の
名
前
で
論
文
を
発
表
し
て
き

た
が
、
そ
の
使
い
分
け
に
さ
し
た
る
意
味
は
な
い
の
で
、
こ
れ
よ
り
、
す
べ
て
「
秋
枝
」

ハ
旧
姓
)
で
統
一
す
る
こ
と
と
し
た
。

(
受
理

平
成
四
年
十
月
二
十
四
日
〉


