
石
牟
礼
道
子
の
降
り
立
つ
「
書
く
」
境
位

ー
乳
幼
児
期
の
世
界
と
「
言
葉
」
忌
避
の
意
味
ー

松

本

昭

彦*

【
要

旨
】

石
牟
礼
道
子
が
作
品
を
書
く
行
為
は
、
言
葉
に
な
ら
な
い
も
の
を
言
葉
に
す
る
、

他
者
の
（
あ
る
い
は
自
他
の
区
別
の
な
い
）
言
葉
に
な
ら
な
い
コ
ト
バ
を
自
ら
を
通

路
と
し
て
言
葉
に
変
換
し
て
伝
え
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
一
見
逆
説
的
な
こ

の
「
書
く
」
行
為
が
、
ど
う
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
足
場
か
ら
す
れ
ば
可
能
だ
っ
た

の
か
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
乳
幼
児
期
の
世
界
や
「
言
葉
」
が
ど
う
関
わ
る
の
か
、
井

筒
俊
彦
の
言
語
哲
学
も
参
考
に
し
て
、
考
察
し
た
。

石
牟
礼
自
身
の
幼
児
期
を
モ
デ
ル
と
し
た
自
伝
的
作
品
や
、
エ
ッ
セ
イ
等
を
材
料

に
考
察
す
る
と
、
石
牟
礼
は
、
誰
か
の
言
葉
に
な
ら
な
い
コ
ト
バ
・
思
い
を
引
き
受

け
て
言
葉
に
す
る
た
め
に
、
自
ら
の
内
面
の
深
奥
―
そ
こ
は
、
故
郷
の
元
型
と
し
て

の
「
水
俣
」
で
も
あ
り
、
「
古
代
」
で
も
あ
っ
た
―
ま
で
投
身
し
、
自
身
を
含
め
た

世
界
の
本
源
的
未
分
化
・
未
分
節
の
境
位
か
ら
「
生
ま
れ
直
す
」
こ
と
を
繰
り
返
し

て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
石
牟
礼
の
無
意
識
の
あ
り
方
が
、

井
筒
俊
彦
の
言
う
「
言
語
ア
ラ
ヤ
識
」
に
近
い
こ
と
も
傍
証
と
な
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
石
牟
礼
道
子
・
『
椿
の
海
の
記
』
・
幼
児
期
・
言
葉
・
井
筒
俊
彦
・
言
語
ア
ラ
ヤ
識

*

三
重
大
学
教
育
学
部

【
本

文
】一

は
じ
め
に

石
牟
礼
道
子
は
、
作
品
を
作
る
こ
と
、
書
く
こ
と
に
関
し
、

○

こ
と
ば
に
う
つ
し
替
え
ら
れ
な
い
も
の
は
心
に
た
ま
る
ば
か
り
、
わ
が
胸
に

湧
い
て
動
か
ぬ
黒
い
湖
の
底
か
ら
、
こ
の
一
冊
を
送
り
出
し
て
し
ま
う
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

（
『
椿
の
海
の
記
』
あ
と
が
き
・
『
石
牟
礼
道
子
全
集

不
知
火
』
第
四
巻
）（
注
１
）

○

初
期
水
俣
病
闘
争
で
は
、
発
言
し
に
く
い
質
の
情
念
を
、
な
ん
と
か
言
葉
に

し
た
い
と
思
っ
て
、
そ
れ
を
発
言
す
る
層
と
対
面
さ
せ
た
く
思
い
、
い
さ
さ
か

の
試
み
を
や
っ
た
つ
も
り
だ
っ
た
が
、
ど
う
し
て
も
文
学
じ
み
て
し
ま
う
。

（
「
言
葉
に
な
ら
な
い
」
・
『
全
集
』
第
九
巻
）
（
注
２
）

と
言
っ
て
い
る
。
ま
た
、
『
苦
海
浄
土
』
を
詩
を
作
っ
て
い
る
つ
も
り
だ
っ
た
と
言

い
（
注
３
）
、
『
椿
の
海
の
記
』
を
叙
事
詩
の
様
式
を
取
ろ
う
と
し
た
と
も
言
う
（
注

４
）
石
牟
礼
は
、
「
詩
人
」
と
い
う
存
在
を
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。

○

言
葉
と
い
う
も
の
は
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
の
か
。
言
葉
に
で
き
な
い
声

音
で
、
こ
の
世
は
み
ち
み
ち
て
い
る
。
詩
人
と
は
、
ふ
つ
う
に
は
聴
こ
え
な
い

生
身
の
山
び
こ
を
肉
声
と
し
て
聴
き
と
れ
る
人
で
は
な
か
ろ
う
か
。
文
字
と
い

う
の
は
、
そ
う
い
う
山
び
こ
を
と
ら
え
る
網
の
目
と
し
て
こ
の
世
に
生
ま
れ
た
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の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

（
『
葭
の
渚

石
牟
礼
道
子
自
伝
』
第
四
部
・
『
全
集
』
別
巻
）（
注
５
）

石
牟
礼
自
身
が
自
ら
を
「
詩
人
」
と
考
え
て
い
た
と
ま
で
は
言
え
な
い
か
も
し
れ

な
い
が
、
自
身
が
作
品
を
書
く
こ
と
が
、
「
ふ
つ
う
に
は
聴
こ
え
な
い
生
身
の
山
び

こ
を
肉
声
と
し
て
聴
き
と
」
り
、
文
字
に
刻
み
込
む
役
割
を
担
う
こ
と
と
い
う
意
識

は
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
石
牟
礼
作
品
を
深
く
読
み
込
み
、
対
談
も
さ
れ
た
若

松
英
輔
氏
も
、

○

誰
か
の
心
に
あ
る
、
言
葉
に
な
ら
な
い
も
の
に
出
会
っ
た
と
き
、
そ
れ
が
石

牟
礼
道
子
の
書
き
手
に
な
る
瞬
間
だ
っ
た
。

○

書
き
手
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
自
ら
の
思
い
を
込
め
、
工
夫
を
こ
ら
す

こ
と
よ
り
も
、
思
い
を
鎮
め
、
ど
こ
か
ら
か
や
っ
て
く
る
無
音
の
「
声
」
を
聞

き
、
言
葉
の
通
路
に
な
り
き
ろ
う
と
す
る
こ
と
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

（
若
松
英
輔
『
常
世
の
花

石
牟
礼
道
子
』
）
（
注
６
）

と
評
さ
れ
て
い
る
。

石
牟
礼
の
書
く
行
為
は
、
言
葉
に
な
ら
な
い
も
の
を
言
葉
に
す
る
。
自
ら
が
主
体

と
な
っ
て
言
葉
を
作
る
の
で
は
な
く
、
他
者
の
（
あ
る
い
は
自
他
の
区
別
の
な
い
）

言
葉
に
な
ら
な
い
コ
ト
バ
（
注
７
）
を
自
ら
を
通
路
と
し
て
言
葉
に
変
換
し
て
伝
え

る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
（
注
８
）
。
本
稿
で
は
、
石
牟
礼
の
、
言
葉
に
な
ら
な
い

も
の
を
言
葉
に
す
る
と
い
う
、
一
見
逆
説
的
な
「
書
く
」
行
為
が
、
ど
う
す
れ
ば
、

ど
の
よ
う
な
足
場
か
ら
す
れ
ば
可
能
だ
っ
た
の
か
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
乳
幼
児
期
の

世
界
や
「
言
葉
」
が
ど
う
関
わ
る
の
か
、
井
筒
俊
彦
の
言
語
哲
学
も
参
考
に
し
て
、

考
え
て
み
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
石
牟
礼
が
文
字
通
り
の
「
書
く
」
こ
と
を
始
め
た
の
は
、
小
学
校
に

上
が
っ
て
、
カ
タ
カ
ナ
を
覚
え
て
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
時
の
こ
と
は
こ
う
記
さ
れ
て

い
る
。

○

小
学
校
に
上
が
る
と
、
世
界
が
一
挙
に
広
が
っ
た
。
文
字
を
覚
え
て
、
「
つ

づ
り
方
（
作
文
）
」
と
い
う
の
を
書
い
て
み
る
と
、
現
実
と
い
う
景
色
が
、
い

の
ち
を
与
え
ら
れ
て
立
ち
上
が
る
の
で
あ
る
。
つ
づ
り
方
の
時
間
に
な
る
と
嬉

し
く
て
、
鐘
が
鳴
っ
て
も
書
き
や
め
た
く
な
か
っ
た
。

（
『
葭
の
渚

石
牟
礼
道
子
自
伝
』
第
二
部
）

○

小
学
校
に
入
っ
て
こ
の
世
に
〈
文
字
〉
と
い
う
も
の
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た

時
の
驚
き
と
い
っ
た
ら
な
か
っ
た
。
世
界
が
ぱ
あ
ー
っ
と
展
け
る
、
と
は
あ
の

頃
の
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

ア
イ
ウ
エ
オ
を
綴
り
合
わ
せ
る
と
、
こ
の
世
も
〈
あ
の
世
〉
も
無
限
に
再
現

で
き
る
の
で
あ
る
。

（
「
本
と
の
出
会
い
」
・
『
全
集
』
第
四
巻
）
（
注
９
）

○

子
ど
も
の
こ
ろ
、
文
字
を
つ
づ
り
合
わ
せ
れ
ば
、
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
が
組

み
立
て
ら
れ
る
と
い
う
の
が
た
い
へ
ん
お
も
し
ろ
か
っ
た
。
小
学
校
一
年
生
の

と
き
、
つ
づ
り
方
の
時
間
に
先
生
が
い
く
ら
書
い
て
も
い
い
と
お
っ
し
ゃ
っ
た

の
で
書
き
始
め
た
ら
、
も
う
書
い
て
も
書
い
て
も
と
ま
ら
な
い
わ
け
で
す
。
と

ま
ら
な
い
の
が
こ
わ
か
っ
た
で
す
ね
。

な
ぜ
な
ら
、
見
え
て
い
る
世
界
と
い
う
の
は
奥
深
い
た
い
へ
ん
な
世
界
な
わ

け
で
す
が
、
書
き
始
め
る
と
さ
ら
に
奥
深
く
感
じ
ら
れ
て
、
こ
の
見
え
て
い
る

世
界
全
部
を
書
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
だ
ろ
う
か
、
ど
こ
ま
で
書
け
ば
い
い

の
か
と
思
う
と
、
数
を
数
え
始
め
て
数
が
無
限
だ
と
わ
か
る
恐
ろ
し
さ
と
同
じ

よ
う
に
、
た
ま
ら
な
く
恐
ろ
し
く
な
る
の
で
し
た
。
数
が
無
限
に
つ
づ
く
よ
う

に
、
こ
の
世
界
は
自
分
の
生
ま
れ
る
ず
っ
と
前
か
ら
あ
っ
て
自
分
が
死
ん
だ
あ

と
も
ず
っ
と
つ
づ
く
だ
ろ
う
、
こ
れ
を
全
部
書
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
と

思
う
と
、

初
は
喜
ん
で
つ
づ
り
方
を
書
い
て
い
て
も
、
あ
と
は
ど
う
な
る
ん

だ
ろ
う
と
思
う
わ
け
で
す
。
ご
は
ん
も
食
べ
ず
に
眠
ら
な
い
で
書
か
な
け
れ
ば

い
け
な
い
の
だ
ろ
う
か
と
。
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（
「
作
家
」
・
『
全
集
』
第
四
巻
）
（
注

）
10

文
字
を
使
え
ば
こ
の
世
も
あ
の
世
も
再
現
で
き
る
、
も
う
一
つ
の
世
界
を
組
み
立

て
ら
れ
る
、
と
初
め
は
嬉
し
く
面
白
く
な
っ
た
が
、
書
い
て
も
書
い
て
も
書
き
き
れ

ず
恐
ろ
し
く
な
っ
た
、
と
い
う
述
懐
で
あ
る
。
世
界
の
総
体
を
書
こ
う
と
い
う
意
識

も
深
遠
だ
が
、
ま
た
、
恐
ろ
し
く
な
る
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

当
面
、
こ
の
疑
問
を
考
え
る
た
め
に
、
文
字
を
習
う
以
前
、
乳
幼
児
期
の
石
牟
礼

の
世
界
と
言
葉
に
対
す
る
意
識
を
見
て
行
く
こ
と
に
す
る
。

二

「
み
っ
ち
ん
」
の
「
言
葉
」
観

石
牟
礼
に
は
、
『
椿
の
海
の
記
』
や
『
あ
や
と
り
の
記
』
な
ど
、
自
ら
の
幼
少
期

を
モ
デ
ル
に
し
た
自
伝
的
小
説
が
あ
る
。
本
節
で
は
、
こ
れ
ら
を
主
な
材
料
と
し
て
、

幼
児
期
に
言
葉
や
世
界
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
た
か
を
考
察
す

る
。四

、
五
歳
の
石
牟
礼
自
身
と
等
身
大
の
「
み
っ
ち
ん
」
が
主
人
公
と
な
る
『
椿
の

海
の
記
』
で
、
石
牟
礼
は
言
葉
に
対
し
て
期
待
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
忌
避

さ
れ
る
も
の
だ
っ
た
と
語
っ
て
い
る
。

○

人
の
言
葉
を
幾
重
に
つ
な
い
だ
と
こ
ろ
で
、
人
間
同
士
の
言
葉
で
し
か
な
い

と
い
う

初
の
認
識
が
来
た
。
草
木
や
け
も
の
た
ち
に
は
そ
れ
は
お
そ
ら
く
通

じ
な
い
。
‥
‥
あ
の
深
い
未
分
化
の
世
界
と
呼
吸
し
あ
っ
た
ま
ん
ま
、
し
つ
ら

え
ら
れ
た
時
間
の
緯
度
を
す
こ
し
ず
つ
ふ
み
は
ず
し
、
人
間
は
た
っ
た
ひ
と
り

で
こ
の
世
に
生
ま
れ
落
ち
て
来
て
、
大
人
に
な
る
ほ
ど
に
泣
い
た
り
舞
う
た
り

す
る
。
そ
の
よ
う
な
も
の
た
ち
を
つ
く
り
出
し
て
く
る
生
命
界
の
み
な
も
と
を

思
っ
た
だ
け
で
も
、
言
葉
で
こ
の
世
を
あ
ら
わ
す
こ
と
は
、
千
年
た
っ
て
も
万

年
た
っ
て
も
出
来
そ
う
に
な
か
っ
た
。

（
『
椿
の
海
の
記
』
第
八
章
）

○

（
じ
ゃ
の
ひ
げ
の
）
そ
の
碧
い
ち
い
さ
な
粒
は
、
こ
の
世
の
成
り
立
ち
と
し

っ
く
り
調
和
し
て
お
か
れ
て
い
た
。
こ
と
ば
を
持
っ
て
い
る
世
界
を
本
能
的
に

わ
た
し
は
忌
避
し
て
い
た
。

（
『
椿
の
海
の
記
』
第
八
章
）

○

だ
ま
っ
て
存
在
し
あ
っ
て
い
る
こ
と
に
く
ら
べ
れ
ば
、
言
葉
と
い
う
も
の
は
、

な
ん
と
不
完
全
で
、
不
自
由
な
約
束
ご
と
だ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
は
、
心
の
中
に

む
ら
が
り
お
こ
っ
て
流
れ
去
る
想
念
に
く
ら
べ
れ
ば
、
符
牒
に
す
ら
な
ら
な
か

っ
た
。

（
『
椿
の
海
の
記
』
第
九
章
）

小
説
で
は
な
く
、
実
際
の
自
分
自
身
の
記
憶
と
し
て
も
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ

る
。○

無
語
の
世
界
が
も
し
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
生
ま
れ
た
ら
、
さ
ぞ
か
し
し

ん
と
し
て
、
よ
か
ろ
う
な
あ
と
い
う
感
じ
が
、
こ
と
ば
を
発
す
る
以
前
か
ら
あ

り
ま
し
た
。
そ
の
、
の
ぞ
ま
し
い
世
界
を
垣
間
み
た
、
い
ち
ば
ん

初
の
記
憶

が
ひ
と
つ
あ
っ
て
、
た
ぶ
ん
そ
の
後
の
自
分
を
導
い
て
い
る
と
思
え
る
ふ
し
が

あ
り
ま
す
。

（
「
こ
と
ば
以
前
」
・
『
全
集
』
第
九
巻
）
（
注

）
11

こ
の
、
言
葉
と
い
う
も
の
に
期
待
せ
ず
、
む
し
ろ
言
葉
の
な
い
世
界
を
好
ま
し
く

感
じ
る
こ
と
は
、
右
の
引
用
に
も
「
そ
の
後
の
自
分
を
導
い
て
い
る
と
思
え
る
」
と

あ
る
が
、
幼
児
期
に
限
ら
ず
、
後
年
の
こ
と
と
し
て
も
語
ら
れ
て
い
る
。

○

人
様
の
前
で
話
を
す
る
の
は
、
い
ろ
い
ろ
不
思
議
で
、
そ
れ
が
わ
か
ら
な
い

も
の
で
す
か
ら
、
言
葉
と
い
う
の
が
と
て
も
小
さ
く
な
り
ま
し
て
、
自
分
が
生

き
て
い
る
こ
と
が
、
言
葉
で
は
表
現
で
き
な
い
の
で
、
言
葉
は
そ
れ
ぞ
れ
持
っ

て
い
る
け
れ
ど
も
、
全
部
消
し
て
し
ま
え
ば
、
息
を
か
わ
し
あ
っ
て
生
き
て
い

る
世
界
と
い
う
の
が
見
え
て
く
る
ん
で
す
が
‥
‥

（
「
こ
の
世
が
影
を
失
う
と
き
」
・
『
全
集
』
第
四
巻
）
（
注

）
12
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こ
の
よ
う
に
、
石
牟
礼
は
幼
児
期
に
（
さ
ら
に
は
後
年
に
も
）
言
葉
を
不
自
由
な

も
の
と
感
じ
、
言
葉
の
な
い
世
界
を
好
ま
し
い
も
の
と
し
て
い
た
。

こ
の
理
由
と
し
て
、
先
の
引
用
に
も
出
て
き
た
が
、
世
界
と
の
「
未
分
化
」
（
未

分
節
）
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
重
要
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
ま
ず
赤
ん
ぼ
時
代
の
こ
と

を
ど
う
表
現
し
て
い
る
か
見
て
み
る
。

○

も
の
を
い
い
え
ぬ
赤
ん
ぼ
の
世
界
は
、
自
分
自
身
の
形
成
が
ま
だ
と
と
の
わ

ぬ
ゆ
え
、
か
え
っ
て
世
界
と
い
う
も
の
の
整
わ
ぬ
ず
う
っ
と
前
の
、
ほ
の
ぐ
ら

い
生
命
界
と
吸
引
し
あ
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
か
っ
た
。
も
の
ご
こ
ろ
つ
く

と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
い
う
五
官
の
は
た
ら
き
が
、
外
界
に
向
い
て
開
い
て
ゆ

く
過
程
を
も
い
う
の
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
人
間
と
い
う
も
の
に
な
り
つ
つ
あ
る

自
分
を
意
識
す
る
こ
ろ
に
な
る
と
、
き
っ
と
も
う
そ
う
い
う
根
源
の
深
い
世
界

か
ら
、
は
な
れ
落
ち
つ
つ
あ
る
の
に
ち
が
い
な
か
っ
た
。

（
『
椿
の
海
の
記
』
第
八
章
）

○

こ
の
世
は
生
命
あ
る
も
の
た
ち
で
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
の
生
命
た
ち
は
有

形
に
も
無
形
に
も
、
す
べ
て
つ
な
が
り
あ
っ
て
存
在
し
て
い
た
。
赤
ん
ぼ
う
と

い
う
も
の
は
ま
ず
、
言
葉
を
知
る
前
に
、
視
覚
と
聴
覚
と
、
そ
れ
か
ら
、
見
え

な
い
触
覚
の
よ
う
に
満
を
持
し
て
い
る
お
ど
ろ
く
べ
き
全
感
覚
で
、
他
の
存
在

に
つ
い
て
知
覚
し
な
が
ら
育
つ
の
で
あ
る
。
も
の
ご
と
を
在
る
が
ま
ま
に
理
解

し
、
肯
定
す
る
と
い
う
こ
と
な
ら
ば
、
こ
の
世
と
幼
児
と
は
、
出
遭
い
の

初

か
ら
そ
の
縁
を
完
了
さ
せ
て
も
い
た
の
で
あ
る
。（

『
椿
の
海
の
記
』
第
九
章
）

赤
ん
ぼ
は
、
言
葉
を
持
た
な
い
か
ら
こ
そ
、
あ
る
が
ま
ま
の
世
界
と
つ
な
が
り
あ

い
一
体
化
し
て
い
る
、
言
葉
を
持
ち
自
分
を
意
識
し
始
め
る
と
、
一
体
性
は
失
わ
れ

て
行
く
と
い
う
の
で
あ
る
。

次
に
、
幼
児
期
の
「
み
っ
ち
ん
」
の
様
子
を
見
て
み
る
。
幼
児
期
に
な
る
と
、
も

ち
ろ
ん
言
葉
を
覚
え
始
め
る
わ
け
だ
が
、
一
方
で
み
っ
ち
ん
は
人
間
世
界
の
住
人
に

な
り
き
ら
ず
、
む
し
ろ
言
葉
を
介
さ
ず
に
動
物
や
自
然
、
そ
の
背
後
に
い
る
神
霊
、

さ
ら
に
は
世
界
全
体
と
ま
じ
わ
り
、
つ
な
が
っ
て
共
生
し
て
い
た
。

○

「
山
に
成
る
も
の
は
、
山
の
あ
の
ひ
と
た
ち
の
も
ん
じ
ゃ
け
ん
、
も
ら
い
に

い
た
て
も
、
慾
々
と
こ
さ
ぎ
取
っ
て
し
も
う
て
は
な
ら
ん
。
カ
ラ
ス
女
の
、
兎

女
の
、
狐
女
の
ち
ゅ
う
ひ
と
た
ち
の
も
ん
じ
ゃ
る
け
ん
、
ひ
か
え
て
、
も
ろ
う

て
来
」

お
も
か
さ
ま
が
さ
さ
や
く
よ
う
に
、
い
つ
も
そ
う
い
う
。
ま
だ
人
界
に
交
わ

ら
ぬ
世
界
の
方
に
、
よ
り
多
く
わ
た
し
は
棲
ん
で
い
た
。

（
『
椿
の
海
の
記
』
第
一
章
）

○

い
の
ち
の
精
が
炎
え
立
っ
て
い
る
よ
う
で
、
わ
た
し
は
あ
の
ひ
と
た
ち
の
気

配
と
ま
じ
わ
り
な
が
ら
、
草
の
穂
な
ど
を
噛
ん
で
い
る
の
だ
が
、
山
童
の
姿
な

ど
は
や
は
り
見
え
な
い
の
で
あ
っ
た
。

（
『
椿
の
海
の
記
』
第
一
章
）

○

こ
の
世
の
成
り
立
ち
を
紡
い
で
い
る
も
の
の
気
配
を
、
春
に
な
る
と
い
つ
も

わ
た
し
は
感
じ
て
い
た
。

す
こ
し
成
長
し
て
か
ら
、
そ
れ
は
造
物
主
と
か
、
神
と
か
天
帝
と
か
、
妖
精

の
よ
う
な
も
の
と
か
、
い
ろ
い
ろ
自
分
の
感
じ
て
い
る
も
の
に
近
い
言
葉
の
あ

る
こ
と
を
知
っ
た
が
、
そ
の
こ
ろ
感
じ
て
い
た
気
配
は
、
非
常
に
年
を
と
っ
て

は
い
る
が
、
生
ま
生
ま
し
い
楽
天
的
な
お
じ
い
さ
ん
の
妖
精
の
よ
う
な
も
の
で
、

自
分
と
い
の
ち
の
切
れ
て
い
な
い
な
に
も
の
か
だ
っ
た
。

（
『
椿
の
海
の
記
』
第
八
章
）

小
説
で
は
な
く
、
後
年
の
対
談
に
お
い
て
も
、
四
、
五
歳
の
時
、
母
に
連
れ
ら
れ

て
水
俣
川
の
上
流
の
小
さ
な
谿
谷
に
行
っ
た
際
の
印
象
を
、

○

あ
の
川
の
谷
底
に
連
れ
て
行
か
れ
た
と
き
、
な
ん
て
言
い
ま
す
か
ね
、
こ
う
、

一
種
生
命
の
爆
発
現
象
と
い
う
か
（
笑
）
。
「
こ
こ
に
来
た
か
っ
た
！
」
っ
て
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い
う
か
、
な
ん
て
い
う
か
。
‥
‥
ふ
っ
と
見
上
げ
る
と
百
合
の
花
な
ん
か
が
こ

う
崖
か
ら
ね
、
咲
い
て
い
る
。

空
に
浮
き
出
て
い
る
百
合
の
花
っ
て
い
う
の
は
宇
宙
を
表
し
て
い
る
。
宇
宙

と
す
べ
て
の
生
命
が
呼
吸
し
て
る
み
た
い
だ
し
、
私
と
も
呼
吸
し
て
る
み
た
い

だ
し
、
花
々
は
山
に
根
づ
い
て
い
ま
す
。
‥
‥

（
石
牟
礼
道
子
・
野
田
研
一
・
高
橋
勤
「
ま
ず
言
葉
か
ら
壊
れ
た
」

・
『
石
牟
礼
道
子
対
談
集

魂
の
言
葉
を
紡
ぐ
』
）
（
注

）
13

と
語
っ
て
い
る
。
幼
児
期
の
み
っ
ち
ん
は
、
言
葉
を
使
っ
て
と
ら
え
る
の
で
は
な
い

形
で
、
こ
の
世
の
す
べ
て
の
い
の
ち
、
神
霊
と
も
魂
を
交
わ
し
あ
い
、
共
生
し
て
い

た
。た

だ
し
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
赤
ん
ぼ
の
こ
ろ
の
よ
う
な
完
全
な
一
体
化
で
は
な
く
、

自
分
と
は
別
の
存
在
と
し
て
神
霊
や
い
の
ち
を
感
じ
た
上
で
で
あ
っ
た
。

○

山
の
畠
に
つ
れ
ら
れ
て
来
て
、
秋
の
山
野
の
草
の
中
を
さ
ま
よ
っ
て
い
る
こ

と
は
わ
か
っ
て
い
て
も
、
不
思
議
な
、
処
理
し
よ
う
の
な
い
自
他
の
存
在
感
が

な
や
ま
し
か
っ
た
。
自
分
は
ど
こ
へ
ゆ
く
の
か
、
五
官
の
す
べ
て
を
総
動
員
し

て
、
わ
た
し
は
知
り
た
が
り
、
ほ
と
ん
ど
や
つ
れ
く
ら
し
て
い
た
。
草
と
か
水

と
か
、
麦
と
か
雪
と
か
に
な
り
替
っ
て
み
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
安
息
で
も
あ
っ

た
の
だ
。

（
『
椿
の
海
の
記
』
第
八
章
）

○

生
命
の
本
源
と
い
う
の
か
、
川
原
の
石
も
水
も
、
そ
の
音
も
崖
を
形
づ
く
っ

て
い
る
草
も
背
後
の
山
々
も
呼
吸
し
あ
っ
て
い
た
が
、
わ
た
し
は
不
思
議
な
孤

独
を
感
じ
て
い
た
。

（
『
葭
の
渚

石
牟
礼
道
子
自
伝
』
第
一
部
）

こ
こ
で
、
「
自
他
の
存
在
感
」
と
い
い
、
「
孤
独
」
と
い
う
の
は
、
赤
ん
ぼ
が
本

源
的
世
界
と
完
全
に
一
体
化
し
て
い
る
の
と
比
較
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
金
石
範

氏
は
、
石
牟
礼
の
幼
児
期
の
あ
り
方
を
、

○

完
全
に
未
分
化
の
赤
ん
坊
の
生
と
死
の
あ
い
だ
の
境
界
、
夜
明
け
以
前
の
暁

闇
の
未
分
化
と
は
違
う
、
人
界
に
、
意
識
界
に
幼
な
い
片
足
を
入
れ
て
の
未
分

化
。

（
金
石
範
「
『
椿
の
海
の
記
』
の
巫
女
性
と
普
遍
性
」
・
『
全
集
』
第
四
巻
「
解
説
」
）

と
評
し
て
い
る
。

石
牟
礼
の
幼
児
期
と
は
、
言
葉
を
覚
え
始
め
、
自
分
と
い
う
も
の
が
出
来
か
か
っ

て
、
自
他
の
存
在
が
意
識
さ
れ
始
め
た
た
め
に
、
か
え
っ
て
自
分
と
ま
わ
り
の
い
の

ち
、
神
霊
と
の
一
体
感
を
感
じ
る
と
い
う
時
期
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
い
ず

れ
に
し
ろ
、
石
牟
礼
に
と
っ
て
乳
幼
児
期
の
、
自
身
を
含
め
た
世
界
の
「
未
分
化
」
、

一
体
性
が
、
言
葉
を
必
要
と
し
な
い
感
覚
と
も
つ
な
が
っ
て
い
て
、
非
常
に
重
要
で

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
こ
で
、
先
に
見
た
よ
う
な
赤
ん
ぼ
や
言
葉
の
捉
え
方
は
、
『
老
子
』
『
荘
子
』

の
そ
れ
と
類
似
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
（
注

）
14

○

第
十
章

心
と
身
体
と
を
し
っ
か
り
持
っ
て
合
一
さ
せ
、
分
離
さ
せ
な
い
ま

ま
で
い
ら
れ
る
か
。
精
気
を
散
ら
さ
な
い
よ
う
に
集
中
さ
せ
、
柔
軟
さ
を
保
ち
、

赤
児
の
よ
う
な
状
態
の
ま
ま
で
い
ら
れ
る
か
。

○

第
二
十
八
章

剛
強
な
あ
り
方
を
知
り
な
が
ら
、
柔
弱
の
立
場
を
守
っ
て
い

く
と
、
世
の
中
の
人
々
が
慕
い
よ
る
谿
と
な
る
。
世
の
中
の
谿
と
な
れ
ば
、
恒

常
の
徳
は
身
か
ら
離
れ
ず
、
純
粋
な
嬰
児
の
状
態
に
立
ち
か
え
る
。

○

第
五
十
五
章

豊
か
に
徳
を
そ
な
え
て
い
る
人
は
、
赤
ん
坊
に
た
と
え
ら
れ

る
。

つ
ま
り
『
老
子
』
に
お
い
て
、
赤
ん
ぼ
は
心
身
が
合
一
さ
れ
た
ま
ま
で
純
粋
な
存

在
で
、
「
道
」
に
近
い
と
重
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
『
老
子
』
に
は

○

第
十
四
章

こ
の
「
一
」
は
、
そ
の
上
の
方
が
明
る
い
わ
け
で
は
な
く
、
そ
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の
下
の
方
が
暗
い
わ
け
で
も
な
い
。
は
て
し
も
な
く
広
く
て
活
動
し
て
や
ま
ず
、

名
づ
け
よ
う
が
な
く
、
万
物
が
万
物
と
し
て
名
づ
け
ら
れ
る
以
前
の
根
元
的
な

道
に
復
帰
す
る
。
こ
れ
を
状
の
な
い
状
、
物
の
な
い
象
と
い
い
、
こ
れ
を
恍
惚

と
い
う
。

○

第
五
十
六
章

本
当
の
知
者
は
も
の
言
わ
ず
、
も
の
言
う
人
は
本
当
の
知
者

で
は
な
い
。

○

第
八
十
一
章

本
当
の
言
葉
は
華
美
で
は
な
く
、
華
美
な
言
葉
は
本
当
で
は

な
い
。
本
当
の
弁
論
家
は
弁
舌
が
巧
み
で
は
な
く
、
弁
舌
が
巧
み
な
者
は
本
当

の
弁
論
家
で
は
な
い
。
本
当
の
知
者
は
博
識
で
は
な
く
、
博
識
な
者
は
本
当
の

知
者
で
は
な
い
。

と
も
あ
っ
て
、
「
道
」
は
名
づ
け
よ
う
が
な
く
、
言
葉
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
が
強

調
さ
れ
る
。

『
荘
子
』
に
お
い
て
も
、
「
道
」
と
は
、
世
界
す
べ
て
の
本
源
で
あ
り
、
全
て
が

一
体
化
し
て
い
る
混
沌
の
状
態
で
あ
る
。
『
荘
子
』
に
は
、

○

人
間
の
言
葉
と
い
う
も
の
は
風
や
波
の
よ
う
に
、
ゆ
ら
ぎ
や
す
く
定
め
の
な

い
も
の
で
あ
り
‥
‥

（
第
四

人
間
世
篇
）

○

万
物
は
斉
し
い
と
い
う
事
実
と
、
「
万
物
は
斉
し
い
」
と
い
う
言
葉
は
同
じ

で
は
な
い
。
逆
に
「
万
物
は
斉
し
い
」
と
い
う
言
語
は
、
万
物
は
斉
し
い
と
い

う
事
実
と
同
じ
で
は
な
い
。
だ
か
ら
先
人
も
「
無
言
で
あ
れ
」
と
い
っ
た
の
で

あ
る
。

（
第
二
十
七

寓
言
篇
）

と
も
あ
っ
て
、
言
葉
は
世
界
を
正
し
く
記
述
し
な
い
、
不
完
全
な
も
の
で
、
む
し
ろ

そ
の
一
体
性
を
損
な
う
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

石
牟
礼
道
子
と
老
荘
思
想
を
直
接
結
び
つ
け
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
い
ま
は
措
く
と

し
て
、
石
牟
礼
の
乳
幼
児
期
の
、
世
界
が
未
分
化
で
、
自
分
と
も
一
体
性
を
持
っ
て

命
を
重
ね
て
い
る
意
識
や
そ
の
た
め
に
言
葉
を
必
要
と
し
な
い
感
覚
は
、
老
荘
の
言

語
観
に
通
じ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
「
み
っ
ち
ん
」
の
「
言
葉
」
観
は
、
言
語
哲
学
が
指
摘
す
る

言
語
の
一
側
面
で
あ
り
、
老
荘
思
想
と
の
類
似
も
、
そ
こ
か
ら
来
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
井
筒
俊
彦
の
論
を
見
て
み
よ
う
（
注

）
。

15

○

今
日
、
言
語
を
論
じ
る
人
た
ち
が
口
を
揃
え
て
言
う
よ
う
に
、
言
語
は
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
重
要
な
手
段
で
あ
る
。
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手

段
で
あ
る
こ
と
の
ほ
か
に
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
以
前
に
、
言
語
は
、
意
味
論
的

に
は
、
一
つ
の
「
現
実
」
分
節
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
生
（
な
ま
）
の
存
在
カ

オ
ス
の
上
に
投
げ
掛
け
ら
れ
た
言
語
記
号
の
網
状
の
枠
組
み
、
個
別
言
語
（
ソ

シ
ュ
ー
ル
の
い
わ
ゆ
る

langue

）
を
構
成
す
る
記
号
単
位
と
し
て
の
語
の
表
わ

す
意
味
の
指
示
す
る
範
列
的
な
線
に
沿
っ
て
、
生
の
存
在
カ
オ
ス
が
様
々
に
分

割
、
分
節
さ
れ
、
秩
序
づ
け
ら
れ
る
。

○

言
語
を
も
ち
、
文
化
に
生
き
る
人
間
は
、
ほ
と
ん
ど
運
命
的
に
、
生
（
な
ま
）

の
自
然
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
る
。
存
在
世
界
を
一
つ
の
「
象
徴
の
森
」
と
し
て

経
験
す
る
人
間
に
は
、
象
徴
の
意
味
体
系
の
彼
方
な
る
も
の
に
じ
か
に
触
れ
る

す
べ
は
な
い
の
だ
。

○

荘
子
。
彼
に
よ
れ
ば
、
存
在
リ
ア
リ
テ
ィ
の
窮
極
的
、
本
源
的
な
様
態
は
「
混

沌
」
、
す
な
わ
ち
、
物
と
物
と
を
分
つ
境
界
線
が
ど
こ
に
も
引
か
れ
て
い
な
い

全
く
の
無
分
節
で
あ
る
。
物
と
物
と
を
互
い
に
区
別
し
対
立
さ
せ
る
存
在
境
界

線
は
、
す
べ
て
人
間
意
識
の
迷
妄
の
所
産
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
こ
の
事
物
識

別
的
迷
妄
の
源
に
は
コ
ト
バ
の
意
味
分
節
的
働
き
が
あ
る
。

○

一
般
的
に
、
東
洋
哲
学
の
諸
伝
統
を
通
じ
て
、
根
深
い
言
語
不
信
が
働
い
て

い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

客
観
的
に
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
言
葉
に
よ
っ
て
あ
る
意
味
恣
意
的
に
分
節

さ
れ
て
意
味
づ
け
ら
れ
る
世
界
、
「
迷
妄
」
と
ま
で
言
う
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、

こ
の
よ
う
な
世
界
と
言
葉
の
捉
え
方
は
老
荘
等
の
東
洋
思
想
に
共
通
し
、
石
牟
礼
道
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子
に
も
通
底
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

「
一

は
じ
め
に
」
に
お
い
て
、
小
学
校
に
入
っ
て
文
字
を
覚
え
始
め
た
石
牟
礼

が
「
書
く
」
こ
と
を
や
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
恐
ろ
し
く
な
っ
た
と
あ
っ
た
が
、
こ

う
し
て
見
て
く
る
と
、
そ
れ
は
言
葉
の
世
界
分
節
の
機
能
と
関
わ
っ
て
い
よ
う
。
分

節
前
の
本
源
的
自
然
と
し
て
世
界
を
感
じ
て
い
た
か
ら
に
は
、
自
分
の
言
葉
で
分
節

さ
れ
た
そ
の
一
部
だ
け
を
記
述
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
自
分
の
責
任
と
し
て
分
節
の

結
果
と
し
て
の
全
体
が
記
述
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
実
際

に
は
そ
ん
な
こ
と
は
で
き
ず
、
途
中
で
終
わ
る
わ
け
だ
が
。

と
す
れ
ば
、
後
年
の
石
牟
礼
が
作
品
を
書
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

書
く
こ
と
に
よ
っ
て
世
界
を
分
節
し
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
、
何
ら
か
の
形
で
未
分
化

・
未
分
節
性
を
回
復
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
（
注

）
。

16

三

石
牟
礼
道
子
の
「
書
く
」
足
場

本
節
で
は
、
石
牟
礼
が
「
書
く
」
時
の
足
場
を
見
て
行
こ
う
。
そ
れ
は
、
本
源
的

世
界
の
未
分
化
・
未
分
節
性
を
回
復
す
る
場
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
端
的
に
言
っ

て
、
そ
れ
は
自
ら
の
郷
土
で
も
あ
る
「
水
俣
」
で
あ
っ
た
（
注

）
。
但
し
、
こ
こ

17

に
言
う
水
俣
は
実
際
の
水
俣
市
と
い
う
よ
り
、
後
述
の
よ
う
に
自
身
も
「
現
実
の
風

土
と
し
て
の
故
郷
と
い
う
意
味
で
も
な
く
て
」
と
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
石
牟
礼
の

内
な
る
水
俣
、
と
い
う
面
が
強
い
。

○

（
水
俣
の
漁
師
や
お
百
姓
さ
ん
た
ち
が
）
ど
う
い
う
内
的
な
世
界
を
も
っ
て

い
る
か
と
い
う
と
、
お
魚
と
の
世
界
と
か
、
草
や
土
と
の
世
界
と
か
そ
れ
は
言

葉
が
先
に
あ
る
世
界
で
な
く
っ
て
、
川
と
か
海
と
か
、
そ
う
い
う
世
界
、
ア
ニ

ミ
ズ
ム
と
い
っ
て
し
ま
え
ば
、
非
常
に
矮
小
化
さ
れ
て
し
ま
う
ん
で
す
け
れ
ど

も
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
な
ん
て
名
前
を
と
う
て
い
つ
け
ら
れ
な
い
広
大
無
辺
な
命
の

世
界
に
住
ん
で
い
る
人
た
ち
が
い
て
、
私
も
そ
こ
に
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
こ

か
ら
し
か
世
の
中
を
み
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
自
分
に
気
が
つ
く
ん

で
す
。
（
中
略
）

（
漁
師
・
お
百
姓
さ
ん
は
）
身
に
つ
け
た
文
明
観
と
か
論
理
を
語
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
も
っ
と
そ
の
奥
に
は
、
ま
だ
未
分
化
の
世
界
を
も
っ
て
る
ん
じ

ゃ
な
い
か
と
私
は
思
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
。
そ
こ
に
ど
う
し
て
も
帰
っ
て
し
ま

う
。
現
実
の
風
土
と
し
て
の
故
郷
と
い
う
意
味
で
も
な
く
て
。

（
「
こ
の
世
が
影
を
失
う
と
き
」
・
『
全
集
』
第
四
巻
）

○

『
苦
海
浄
土
』
で
書
こ
う
と
し
て
お
り
ま
す
の
は
、
‥
‥
現
の
世
、
ど
の
よ

う
に
か
す
か
な
意
味
で
で
も
、
魂
た
ち
が
存
在
感
を
持
ち
合
っ
て
い
た
世
界
を

わ
た
く
し
自
身
思
い
出
し
て
み
た
く
っ
て
、
日
本
の
田
舎
を
、
都
会
を
生
ん
だ

故
郷
と
し
て
の
田
舎
を
水
俣
に
託
し
て
書
い
て
み
ま
し
た
の
で
す
。
‥
‥
全
的

存
在
と
し
て
あ
っ
た
世
界
、
今
も
ま
だ
辛
う
じ
て
生
き
残
っ
て
い
る
世
界
を
思

い
出
し
た
か
っ
た
の
で
す
。
分
類
さ
れ
た
り
整
理
さ
れ
た
り
、
捨
て
ら
れ
た
り

す
る
、
高
度
に
情
報
化
さ
れ
た
社
会
で
の
、
頭
の
な
か
だ
け
の
知
識
で
す
る
ん

じ
ゃ
な
く
て
、
む
し
ろ
未
分
化
な
世
界
を
見
て
み
た
か
っ
た
の
で
す
。

（
「
陽
い
さ
ま
を
は
ら
む
海
」
・
『
花
を
た
て
ま
つ
る
』
）

○

（
幼
児
期
を
過
ご
し
た
「
と
ん
と
ん
村
」
に
つ
い
て
）
あ
の
神
話
的
世
界
の

方
が
健
全
と
い
う
か
‥
‥
言
葉
の
始
ま
り
と
か
、
文
字
の
始
ま
り
と
か
、
人
と

人
と
の
き
ず
な
の
あ
り
方
と
か
は
、
全
部
そ
こ
に
あ
る
よ
う
な
気
が
今
も
し
て

お
り
ま
す
け
れ
ど
も
。
そ
れ
を
さ
が
す
た
め
に
文
章
を
ま
た
書
き
始
め
た
ん
で

す
ね
。（

『
Ｅ
Ｔ
Ｖ
特
集

「
花
を
奉
る

石
牟
礼
道
子
の
世
界
」
』
）
（
注

）
18

○

い
ま
、
か
の
時
の
こ
と
を
思
え
ば
、
（
水
俣
の
）
大
廻
り
の
塘
と
は
、
文
字

う

ま
わ

と
も

以
前
の
も
の
た
ち
の
願
望
が
、
あ
ち
こ
ち
か
ら
流
れ
寄
っ
て
、
見
果
て
ぬ
夢
を

手
織
っ
て
み
た
り
、
休
ま
ら
ぬ
魂
を
ま
つ
っ
た
り
す
る
存
在
の
〝
原
郷
〟
だ
っ
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た
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
『
葭
の
渚

石
牟
礼
道
子
自
伝
』
第
三
部
）

水
俣
の
「
と
ん
と
ん
村
」
、
大
廻
り
の
塘
と
は
、
全
的
存
在
と
し
て
あ
っ
た
未
分

化
な
世
界
・
言
葉
が
先
に
あ
る
の
で
は
な
い
世
界
・
神
話
的
世
界
・
存
在
の
原
郷
と

説
明
さ
れ
、
諸
作
品
の
中
で
そ
の
よ
う
な
空
間
と
し
て
登
場
し
、
ま
た
「
そ
こ
か
ら

し
か
世
の
中
を
み
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
」
足
場
で
あ
っ
た
。
そ
こ
は
、

父
母
や
狂
気
の
祖
母
「
お
も
か
さ
ま
」
が
「
山
の
あ
の
ひ
と
た
ち
」
と
と
も
に
棲
む

場
所
で
あ
っ
た
。

こ
の
「
水
俣
」
は
、
時
間
軸
で
言
う
と
、
古
代
（
前
近
代
）
に
相
当
す
る
（
注

）
。

19

こ
こ
に
言
う
「
古
代
」
も
、
日
本
史
上
の
何
世
紀
、
と
具
体
的
に
言
え
る
も
の
で
は

な
く
、
「
神
話
的
」
と
も
言
え
る
よ
う
な
、
「
近
代
」
の
反
措
定
と
し
て
の
「
古
代
」

で
あ
る
。

○

（
熊
本
地
方
に
台
風
が
来
た
際
の
感
想
）
山
々
が
ひ
と
晩
中
唸
っ
て
い
た
時

の
、
は
る
か
な
古
代
へ
で
も
帰
っ
て
ゆ
く
よ
う
だ
っ
た
、
あ
の
な
つ
か
し
さ
は

何
だ
ろ
う
。
幼
い
頃
よ
く
聴
い
て
、
心
を
ゆ
さ
ぶ
ら
れ
て
い
た
風
と
山
の
声
で

あ
る
。
神
さ
ま
と
一
緒
に
住
ん
で
い
た
頃
の
、
遠
い
遠
い
世
界
に
戻
っ
て
ゆ
く

よ
う
な
、
鳥
も
け
も
の
も
、
妖
怪
た
ち
も
ま
だ
十
分
に
す
こ
や
か
で
、
人
間
と

そ
の
精
を
、
い
つ
で
も
交
換
し
あ
っ
て
い
た
時
代
に
戻
っ
て
、
自
分
も
唸
り
声

を
あ
げ
な
が
ら
の
び
の
び
遊
ん
で
い
る
、
そ
ん
な
気
持
ち
だ
っ
た
。

（
「
古
代
の
嵐
」
・
石
牟
礼
道
子
『
花
い
ち
も
ん
め
』
）
（
注

）
20

○

ヒ
ト
の
意
識
の
古
代
的
な
原
点
と
し
て
遺
っ
て
い
た
鹿
児
島
県
境
の
水
俣
茂

道
と
い
う
集
落
。

（
『
葭
の
渚

石
牟
礼
道
子
自
伝
』
第
三
部
）

水
俣
に
は
意
識
の
古
代
的
な
原
点
が
残
り
、
幼
い
こ
ろ
の
風
と
山
は
、
神
さ
ま
と

一
緒
に
住
み
、
動
物
や
妖
怪
と
も
精
を
交
換
し
あ
う
時
代
と
も
重
な
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
「
古
代
」
（
前
近
代
）
を
足
場
と
し
て
作
品
が
作
ら
れ
る
こ

と
が
語
ら
れ
る
。

○

（
石
牟
礼
）
私
自
身
は
、
さ
っ
き
も
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
と
も
か
く
二
百

年
ぐ
ら
い
前
ま
で
戻
っ
て
、
そ
こ
か
ら
も
の
を
言
お
う
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。

前
近
代
こ
そ
大
事
だ
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。

（
石
牟
礼
道
子
・
佐
藤
登
美
「
わ
れ
わ
れ
の
行
く
手
に
あ
る
も

の
」
・
『
石
牟
礼
道
子
対
談
集

魂
の
言
葉
を
紡
ぐ
』（
注

）
21

○

か
ら
だ
は
こ
の
近
代
社
会
の
な
か
に
置
い
て
い
る
ん
だ
け
れ
ど
、
心
が
な
じ

ま
な
い
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
も
の
を
書
い
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
‥
‥

（
「
人
間
に
宿
っ
た
自
然
」
・
『
全
集
』
第
七
巻
）
（
注

）
22

こ
の
よ
う
な
石
牟
礼
の
「
書
く
」
視
座
は
、

○

彼
女
の
そ
う
し
た
語
り
、
文
体
が
ど
こ
か
ら
生
れ
た
の
か
は
謎
で
あ
る
。
資

質
と
い
っ
て
よ
い
の
か
も
知
れ
な
い
し
、
近
代
的
理
性
に
よ
っ
て
整
序
さ
れ
る

以
前
の
世
界
把
握
の
し
か
た
が
、
何
ら
か
の
遺
伝
法
則
に
よ
っ
て
出
現
し
て
い

る
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
渡
部
京
二
「
新
た
な
石
牟
礼
道
子
像
を
」
・
『
花
を
奉
る

石
牟
礼
道
子
の
時
空
』
）

（
注

）
23

と
も
評
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
石
牟
礼
は
、
後
年
に
な
っ
て
作
品
を
「
書
く
」
足
場
と

し
て
、
乳
幼
児
期
の
よ
う
な
、
言
葉
に
よ
っ
て
世
界
が
分
節
さ
れ
る
以
前
の
、
未
分

化
・
一
体
性
を
希
求
す
る
。
逆
に
言
う
と
、
石
牟
礼
は
作
品
を
書
く
時
、
乳
幼
児
期

の
世
界
・
言
葉
観
に
帰
っ
て
い
る
、
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

○

（
若
松
）
現
代
の
書
き
手
た
ち
は
努
力
し
て
良
い
作
品
を
書
こ
う
と
し
ま
す
。

で
も
『
苦
海
浄
土
』
は
そ
の
よ
う
な
作
品
で
は
な
い
。
作
品
を
拝
見
し
て
い
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る
と
、
石
牟
礼
さ
ん
が
自
分
で
努
力
し
て
書
い
た
、
と
い
う
の
と
は
少
し
異

な
る
様
子
の
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。

（
石
牟
礼
）
は
い
。

（
若
松
）
そ
う
い
う
作
品
が
生
ま
れ
て
く
る
と
き
、
書
き
手
の
内
面
で
は
何

が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
、
も
う
少
し
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
。

（
石
牟
礼
）
生
ま
れ
直
す
‥
‥
と
い
っ
た
感
じ
な
の
で
す
。
世
に
同
じ
人
は

二
人
と
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
ぞ
れ
が
、
刻
々
と
変
化
し
な
が
ら
毎
日
を
生
き
て

い
る
。
そ
う
し
た
こ
と
を
深
く
感
じ
る
の
で
す
。

（
若
松
英
輔
『
常
世
の
花

石
牟
礼
道
子
』
）
（
注

）
24

こ
こ
で
「
生
ま
れ
直
す
」
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
、
乳
幼
児
期
の
世
界
・
言
葉
へ

の
感
覚
を
改
め
て
賦
活
し
て
、
自
他
の
未
分
化
な
状
態
と
な
り
、
言
葉
を
介
さ
ず
に

誰
か
の
コ
ト
バ
・
思
い
を
受
け
取
っ
て
、
作
品
の
言
葉
を
紡
ぎ
出
し
て
い
る
、
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
生
ま
れ
直
」
し
は
、
自
ら
の
内
面
の

も
深
い
と
こ
ろ

で
行
わ
れ
る
。

○

短
歌
に
限
ら
な
い
が
、
物
を
書
く
と
い
う
こ
と
は
わ
た
し
の
場
合
、
人
生
の

深
淵
に
投
身
す
る
こ
と
で
あ
る
。（

『
葭
の
渚

石
牟
礼
道
子
自
伝
』
第
三
部
）

で
は
、
な
ぜ
「
深
淵
」
に
お
い
て
そ
れ
が
可
能
だ
っ
た
の
か
。

○

さ
っ
き
か
ら
へ
ど
も
ど
申
し
て
い
る
生
命
世
界
の
、
一
番
奥
に
あ
っ
て
、
自

覚
し
な
く
て
も
、
私
と
い
う
も
の
に
宿
っ
て
い
る
は
る
か
な
世
か
ら
の
生
命
の

意
思
、
‥
‥
自
分
の
な
か
に
、
遠
い
は
る
か
な
世
か
ら
の
い
の
ち
が
動
い
て
い

て
、
生
き
て
い
る
ん
だ
と
思
い
た
い
も
の
で
す
か
ら
‥
‥
。

（
「
陽
い
さ
ま
を
は
ら
む
海
」
・
石
牟
礼
道
子
『
花
を
た
て
ま
つ
る
』
）

○

中
国
古
代
学
の
白
川
静
先
生
は
文
字
の
成
立
の
以
前
に
は
、
な
が
い
こ
と
ば

の
時
代
の
意
識
が
あ
り
、
金
文
や
甲
骨
文
字
の
形
に
そ
の
あ
と
が
歴
然
と
系
統

的
に
残
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
言
わ
れ
る
。

「
も
し
こ
の
文
字
の
背
後
に
、
文
字
以
前
の
、
は
か
り
知
れ
ぬ
悠
遠
な
こ
と

ば
の
時
代
の
記
憶
が
残
さ
れ
て
い
る
す
れ
ば
、
漢
字
の
体
系
は
、
こ
の
文
化
圏

に
お
け
る
人
類
の
歩
み
を
貫
い
て
、
そ
の
歴
史
を
如
実
に
示
す
地
層
の
断
面
で

あ
る
と
い
え
よ
う
」
（
『
漢
字
』
岩
波
新
書
、
一
九
七
〇
年
、
四
ー
五
頁
）
。
わ

た
し
は
こ
の
く
だ
り
を
読
む
ご
と
に
、
め
ま
い
の
よ
う
な
昂
奮
を
お
ぼ
え
る
。

「
文
字
以
前
の
、
は
か
り
知
れ
ぬ
悠
遠
な
こ
と
ば
の
時
代
の
記
憶
」
が
、
わ
た

し
自
身
の
無
意
識
界
で
目
ざ
め
よ
う
と
し
て
、
言
霊
の
大
地
が
ふ
い
に
足
も
と

で
ざ
わ
め
き
は
じ
め
、
身
震
い
す
る
の
で
あ
る
。

（
「
祖
様
で
ご
ざ
い
ま
す
ぞ
」
・
『
全
集
』
第
一
六
巻
）
（
注

）
25

石
牟
礼
は
自
ら
の
内
部
・
無
意
識
下
に
、
自
身
の
生
ま
れ
て
か
ら
の
体
験
だ
け
で

な
く
、
時
間
・
空
間
を
超
え
た
、
は
る
か
な
世
か
ら
の
生
命
の
意
思
や
記
憶
が
宿
っ

て
い
る
と
言
う
（
注

）
。
そ
れ
は
人
類
以
前
の
す
べ
て
の
「
生
類
」
の
「
記
憶
」

26

さ
え
入
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、
や
は
り
世
界
全
体
が
未

分
化
で
無
分
節
の
本
源
的
世
界
に
非
常
に
近
い
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
お

い
て
こ
そ
、
「
生
ま
れ
直
」
し
が
可
能
と
な
る
。

こ
こ
で
再
び
、
井
筒
俊
彦
の
言
語
哲
学
を
参
考
に
し
た
い
。
井
筒
は
、
イ
ス
ラ
ム

思
想
や
仏
教
の
唯
識
論
を
も
と
に
し
て
、
無
意
識
内
に
「
言
語
ア
ラ
ヤ
識
」
と
い
う

領
域
を
想
定
す
る
。

○

ま
だ
経
験
的
意
識
の
地
平
に
、
辞
書
的
に
固
定
さ
れ
た
意
味
と
し
て
、
出
現

す
る
に
至
っ
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
、
ま
だ
出
現
し
き
っ
て
い
な
い
、
「
意
味

可
能
体
」
、
つ
ま
り
、
ま
だ
社
会
制
度
と
し
て
の
言
語
（
ラ
ン
グ
）
の
コ
ー
ド

に
形
式
的
に
組
み
込
ま
れ
て
い
な
い
浮
動
的
な
意
味
の
貯
蔵
所
と
し
て
、
上
述

の
意
識
構
造
モ
デ
ル
第
三
層
を
形
象
化
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
形
象
化

さ
れ
た
言
語
ア
ラ
ヤ
識
は
、
半
ば
出
来
か
け
の
、
ま
だ
一
定
の
「
名
」
を
も
た

な
い
、
不
定
の
意
味
を
収
蔵
す
る
場
所
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
意
味
ら
し
き

も
の
が
、
ほ
と
ん
ど
全
く
分
節
さ
れ
な
い
漠
然
と
し
た
形
で
、
始
め
て
生
れ
出
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て
く
る
場
所
で
も
あ
る
。
要
す
る
に
、
す
べ
て
意
味
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
誕
生

し
生
育
す
る
意
識
下
の
領
域
で
あ
る
。

○

意
味
「
種
子
」
が
、
具
体
的
に
実
現
さ
れ
る
の
は
、
個
人
個
人
の
意
識
内
で

あ
る
が
、
言
語
ア
ラ
ヤ
識
そ
の
も
の
は
、
根
源
的
に
、
個
人
の
心
の
限
界
を
超

出
す
る
。
そ
れ
は
、
水
平
的
に
は
個
人
の
体
験
の
範
囲
を
越
え
て
拡
が
り
、
垂

直
的
に
は
、
こ
れ
ま
で
す
べ
て
の
人
が
経
験
し
て
き
た
生
体
験
の
総
体
に
延
び

る
と
こ
ろ
の
、
集
合
的
共
同
下
意
識
領
域
と
し
て
表
象
さ
れ
る
べ
き
も
の

○

も
し
我
々
が
コ
ト
バ
の
深
層
的
意
味
構
造
に
気
づ
き
、
そ
れ
に
注
意
を
向
け

る
な
ら
、
文
化
の
本
源
的
言
語
性
に
関
す
る
我
々
の
見
方
は
根
本
的
に
変
っ
て

し
ま
う
だ
ろ
う
。
使
い
古
さ
れ
て
色
褪
せ
た
記
号
の
コ
ー
ド
、
ほ
と
ん
ど
化
石

化
し
た
意
味
の
構
成
す
る
、
固
く
か
た
ま
っ
て
動
き
の
と
れ
な
い
シ
ス
テ
ム
の

か
わ
り
に
、
創
造
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
み
ち
た
意
味
マ
ン
ダ
ラ
の
溌
剌
た
る
動
き

を
、
我
々
は
見
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
全
体
的
意
味
マ
ン
ダ
ラ
の
一
領
域

と
し
て
眺
め
ら
れ
る
時
、
一
見
、
制
度
化
さ
れ
、
因
襲
化
し
、
枯
渇
し
切
っ
て

し
ま
っ
た
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
た
「
外
部
言
語
」
す
ら
、
意
外
な
生
命
力

を
示
し
は
じ
め
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
コ
ト
バ
の
表
層
構
造
も
、
本
当
は
、

ア
ラ
ヤ
識
そ
れ
自
体
の
外
化
形
態
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
。

言
語
ア
ラ
ヤ
識
は
、
時
間
・
空
間
を
越
え
て
「
こ
れ
ま
で
す
べ
て
の
人
が
経
験
し

て
き
た
生
体
験
の
総
体
に
延
び
」
る
領
域
で
あ
り
、
そ
こ
に
あ
る
「
意
味
種
子
」
は
、

ま
だ
言
葉
に
な
り
切
ら
ず
、
分
節
機
能
を
持
つ
前
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
体
で
あ
る
、
と
さ

れ
る
。
石
牟
礼
の
言
う
自
ら
の
無
意
識
は
、
井
筒
の
「
言
語
ア
ラ
ヤ
識
」
と
と
て
も

よ
く
似
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
井
筒
は
こ
こ
か
ら
、
言
語
ア
ラ
ヤ
識
と
外
部
言
語
を

十
分
に
交
流
さ
せ
る
こ
と
で
言
語
が
活
性
化
し
、
そ
の
「
意
味
マ
ン
ダ
ラ
」
を
他
言

語
・
他
文
化
と
接
触
さ
せ
る
こ
と
で
自
ら
の
文
化
も
更
新
で
き
る
、
と
説
く
の
だ
が
、

こ
れ
も
、
石
牟
礼
が

○

言
葉
自
体
が
日
本
人
の
情
念
か
ら
抜
け
出
し
て
、
概
念
語
と
し
て
行
き
来
し

て
、
ち
っ
と
も
心
が
籠
も
ら
な
い
し
、
人
間
の
も
っ
て
い
る
原
質
を
離
れ
て
、

た
だ
物
が
流
れ
る
機
構
が
あ
る
よ
う
な
具
合
に
、
言
葉
も
流
通
し
て
い
る
だ
け

の
よ
う
な
気
が
し
ま
す
も
の
で
、
話
し
て
い
て
も
ど
う
も
ピ
ン
と
こ
な
い
。
そ

う
じ
ゃ
な
い
、
生
き
て
る
実
感
に
即
し
た
や
り
と
り
が
あ
る
は
ず
だ
け
れ
ど
な

あ
と
い
う
、
何
か
身
悶
え
す
る
よ
う
な
感
じ
で
、
言
葉
を
ど
う
や
っ
た
ら
復
活

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
と
、
い
つ
も
思
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

（
石
牟
礼
道
子
・
佐
藤
登
美
「
わ
れ
わ
れ
の
行
く
手
に
あ
る

も
の
」
・
『
石
牟
礼
道
子
対
談
集

魂
の
言
葉
を
紡
ぐ
』
）

と
言
う
の
と
重
な
る
。
言
葉
を
、
情
報
を
乗
せ
る
だ
け
の
無
機
質
で
乾
い
た
道
具
と

し
て
使
う
の
で
は
な
く
、
「
生
き
て
る
実
感
」
を
伴
う
、
魂
の
通
っ
た
も
の
に
し
て

や
り
と
り
が
し
た
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

石
牟
礼
は
、
作
品
を
書
く
時
、
誰
か
の
言
葉
に
な
ら
な
い
コ
ト
バ
・
思
い
を
引
き

受
け
て
言
葉
に
す
る
た
め
に
、
自
ら
の
内
面
の
深
奥
に
あ
る
コ
ト
バ
た
ち
の
場
―
そ

こ
は
故
郷
の
元
型
と
し
て
の
「
水
俣
」
で
も
あ
り
、
「
古
代
」
で
も
あ
っ
た
―
ま
で

投
身
し
、
自
身
を
含
め
た
世
界
の
本
源
的
未
分
化
・
未
分
節
の
境
位
か
ら
「
生
ま
れ

直
す
」
こ
と
を
繰
り
返
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
、
本
稿
冒
頭
で
設
定
し
た
問

い
の
答
え
と
し
た
い
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
し
て
言
葉
を
紡
い
で
送
り
出
す
こ
と
は
、
石
牟
礼
道
子
に

と
っ
て
、
時
に
「
幸
福
」
と
も
言
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

○

あ
る
と
き
、
石
牟
礼
さ
ん
に
と
っ
て
ど
ん
な
時
が
幸
福
で
す
か
と
聞
か
れ
て
、

石
牟
礼
さ
ん
が
即
座
に
こ
う
答
え
ら
れ
た
の
を
は
っ
き
り
覚
え
て
い
る
。
そ
れ

は
、
私
が
風
に
な
っ
て
吹
か
れ
て
い
る
と
き
、
自
分
が
感
受
性
に
満
ち
あ
ふ
れ

て
宇
宙
と
一
体
化
し
て
い
る
と
実
感
し
て
い
る
と
き
、
そ
の
時
が
一
番
幸
福
で
、

私
は
風
に
そ
よ
ぐ
雑
草
の
一
本
と
し
て
精
霊
の
物
語
を
伝
え
て
い
き
た
い
、
と

言
わ
れ
た
。
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（
岩
岡
中
正
「
天
地
の
間
」
・
『
花
を
奉
る

石
牟
礼
道
子
の
時
空
』
）
（
注

）
27

【
注
】

（
１
）
単
行
本
刊
行
は
、
河
出
書
房
・
１
９
７
６
年
１
０
月
。

（
２
）
初
出
は
、
『
月
刊

地
域
闘
争
』
・
１
９
８
０
年
１
０
月
号
。

（
３
）
（
若
松
）
『
苦
海
浄
土
』
は
、
ど
ん
な
ジ
ャ
ン
ル
に
も
収
ま
ら
な
い
作
品
で

す
。
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
も
小
説
で
も
エ
ッ
セ
イ
で
も
な
い
。
以
前
、

ど
ん
な
お
気
持
ち
で
こ
の
本
を
お
書
き
に
な
っ
た
の
か
と
お
尋
ね
し
た

ら
、
「
新
し
い
詩
の
形
を
示
し
て
み
た
い
と
思
っ
た
」
と
お
っ
し
ゃ
っ

た
。
石
牟
礼
さ
ん
に
と
っ
て
詩
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
す
か
。

（
石
牟
礼
）
近
代
詩
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
ね
。
古
典
的
な
詩
も
あ
り
ま
す
。

そ
れ
ら
と
は
全
く
違
う
、
表
現
が
欲
し
か
っ
た
ん
で
す
よ
。
水
俣
の
こ

と
は
、
近
代
詩
の
や
り
方
で
は
ど
う
し
て
も
言
え
な
い
。
詩
壇
に
登
場

す
る
た
め
の
表
現
で
も
な
い
。
闘
い
だ
と
思
っ
た
ん
で
す
。
一
人
で
闘

う
つ
も
り
で
し
た
。
今
も
闘
っ
て
い
ま
す
。

（
若
松
英
輔
「
『
苦
海
浄
土
』
が
生
ま
れ
る
ま
で
」
・
『
常
世

の
花

石
牟
礼
道
子
』
・
亜
紀
書
房
・
２
０
１
８
年
５
月
。

初
出
は
「
新
潟
日
報
」
・
２
０
１
６
年
３
月
２
７
日
）
。

（
４
）
（
石
牟
礼
）
『
椿
の
海
』
で
は
、
そ
れ
で
も
っ
と
、
口
説
き
そ
の
も
の
に
近

づ
け
た
く
て
、
叙
事
詩
と
い
う
か
そ
ん
な
ふ
う
な
様
式
で
や
り
た
か
っ

た
の
で
す
が
、
ど
う
も
破
綻
だ
ら
け
で
、
意
図
し
た
も
の
と
は
大
そ
う

ず
れ
ち
ゃ
い
ま
し
た
。

（
『
石
牟
礼
道
子
対
談
集

魂
の
言
葉
を
紡
ぐ
』
・
河
出
書
房
新
社
・

２
０
０
０
年
１
２
月
。
初
出
は
、
石
牟
礼
道
子
・
原
田
奈
翁
雄
「
『
椿

の
海
の
記
』
を
め
ぐ
っ
て
」
・
『
エ
デ
ィ
タ
ー
』
・
１
９
７
７
年
３
月
）

（
５
）
単
行
本
刊
行
は
、
藤
原
書
店
・
２
０
１
４
年
１
月
。

（
６
）
初
出
は
、
前
者
が
、
「
偉
大
な
る
名
無
き
者
」
・
「
共
同
通
信
」
・
２
０
１
８

年
２
月
１
６
日
、
後
者
が
、
「
亡
き
者
た
ち
の
季
節
」
・
「
熊
本
日
日
新
聞
」
・

２
０
１
８
年
２
月
２
４
日
。

（
７
）
井
筒
俊
彦
・
若
松
英
輔
氏
は
、
「
形
の
定
ま
ら
な
い
意
味
の
顕
わ
れ
」
（
若

松
英
輔
『
生
き
る
哲
学
』
・
文
春
新
書
・
２
０
１
４
年
１
１
月
）
、
「
事
象
が
存

在
す
る
こ
と
を
喚
起
す
る
力
動
的
な
実
在
、
す
な
わ
ち
存
在
を
喚
起
す
る
「
エ

ネ
ル
ギ
ー
体
」
」
（
若
松
英
輔
『
井
筒
俊
彦

叡
知
の
哲
学
』
・
慶
応
大
学
出
版

会
・
２
０
１
１
年
５
月
）
を
「
コ
ト
バ
」
と
表
記
す
る
。
本
稿
も
そ
れ
に
倣
う
。

（
８
）
こ
の
こ
と
は
、
石
牟
礼
が
「
巫
女
的
で
あ
る
」
と
よ
く
指
摘
さ
れ
る
こ
と
と

関
連
す
る
。
石
牟
礼
は
、
他
者
が
自
分
に
入
り
こ
ん
だ
り
、
他
者
と
重
な
っ
た

り
す
る
経
験
を
よ
く
語
っ
て
い
る
。

・

こ
の
日
は
こ
と
に
わ
た
く
し
は
自
分
が
人
間
で
あ
る
こ
と
の
嫌
悪
感
に
、

耐
え
が
た
か
っ
た
。
釜
鶴
松
の
か
な
し
げ
な
山
羊
の
よ
う
な
、
魚
の
よ
う
な

瞳
と
流
木
じ
み
た
姿
態
と
、
決
し
て
往
生
で
き
な
い
魂
魄
は
、
こ
の
日
か
ら

全
部
わ
た
く
し
の
中
に
移
り
住
ん
だ
。

（
『
苦
海
浄
土
』
第
一
部
・
第
三
章
「
ゆ
き
女
き
き
書
」
・
『
全
集
』
第
二
巻
）

・

た
し
か
そ
の
と
き
、
三
つ
子
の
魂
と
、
八
十
く
ら
い
の
め
く
ら
さ
ま
の
魂

と
が
、
入
れ
替
わ
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
入
れ
替
わ
っ
た
と
は
い
っ
て
も
、

も
と
の
魂
を
持
っ
た
ま
ん
ま
で
た
が
い
の
魂
の
中
に
這
入
る
の
で
す
か
ら
、

ふ
た
つ
の
魂
が
重
な
っ
て
も
の
を
感
じ
た
り
、
世
界
を
眺
め
た
り
す
る
の
で

し
た
。

（
『
あ
や
と
り
の
記
』
第
一
章
・
福
音
館
書
店

・
２
０
０
９
年
３
月
。
『
全
集
』
第
七
巻
）

（
９
）
初
出
は
、
『
ほ
る
ぷ
新
聞
』
・
１
９
７
０
年
３
月
１
５
日
。

（

）
初
出
は
、
『
女
と
し
ご
と
』
第
一
巻
・
筑
摩
書
房
・
１
９
８
３
年
４
月
。

10
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（

）
初
出
は
、
『
こ
と
ば
・
詩
・
子
ど
も
』
・
世
界
思
想
社
・
１
９
７
９
年
４
月
。

11
（

）
初
出
は
、
『
わ
だ
つ
み
の
こ
え
』
・
六
十
一
号
・
１
９
７
５
年
１
１
月
（
わ

12
だ
つ
み
会
集
会
講
演
「
こ
の
世
が
自
分
の
影
を
失
う
と
き
」
・
１
９
７
５
年
８

月
１
５
日
に
よ
る
）
。

（

）
単
行
本
刊
行
は
、
河
出
書
房
新
社
・
２
０
０
０
年
１
２
月
。
初
出
は
『
フ
ォ

13
リ
オ
α
』
・
五
号
・
１
９
９
９
年
２
月
。

（

）
『
老
子
』
は
岩
波
文
庫
『
老
子
』
（
蜂
屋
邦
夫
・
訳
注
）
、
『
荘
子
』
は
中
公

14
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
『
荘
子
』（
森
三
樹
三
郎
・
訳
）
か
ら
、
口
語
訳
を
引
用
し
た
。

（

）
井
筒
俊
彦
の
論
の
引
用
は
、
す
べ
て
「
文
化
と
言
語
ア
ラ
ヤ
識

―
異
文
化

15
間
対
話
の
可
能
性
を
め
ぐ
っ
て
―
」
・
『
意
味
の
深
み
へ

東
洋
哲
学
の
水
位
』

（
岩
波
文
庫
・
２
０
１
９
年
３
月
）
に
よ
る
。

（

）
「
書
く
」
際
の
こ
と
に
つ
い
て
で
は
な
い
が
、
石
牟
礼
は

16

原
初
か
ら
伝
え
ら
れ
て
き
た
い
ろ
ん
な
生
命
系
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
個
体
史
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
ず
っ
と
さ
か
の
ぼ
っ
て
い
け
ば
、
さ
ら
に

つ
な
が
っ
て
し
ま
う
、
そ
う
い
う
生
命
系
の
一
番
奥
に
あ
る
も
の
、
そ
う

い
う
と
こ
ろ
か
ら
く
る
意
志
が
あ
っ
て
、
私
ど
も
は
今
生
き
て
い
る
と
思

う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
一
番
奥
の
、
今
生
き
て
い
る
私
ど
も
に

対
す
る
生
命
の
意
志
、
そ
う
い
う
世
界
か
ら
の
呼
び
か
け
を
き
い
て
い
る

と
き
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
。

そ
こ
へ
立
ち
返
っ
て
み
れ
ば
、
ど
ん
な
に
か
こ
の
文
明
が
高
度
化
さ
れ

て
、
個
々
が
分
裂
し
て
お
互
い
を
分
断
し
て
い
く
よ
う
な
世
界
が
、
な
ぜ

そ
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
、
よ
く
見
え
る
の
で
は
な
い
か
、
自
分
た
ち

が
来
た
所
に
た
ど
っ
て
ゆ
け
る
道
す
じ
み
た
い
な
も
の
を
見
つ
け
て
お
き

た
い
、
自
分
た
ち
の
生
ま
れ
て
き
た
そ
う
い
う
世
界
を
再
現
し
て
お
き
た

い
と
い
う
か
、
復
元
し
て
お
き
た
い
と
い
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
回
帰
本

能
に
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
か
ら
れ
て
お
り
ま
し
て
ね
。

（
「
陽
い
さ
ま
を
は
ら
む
海
」
・
『
花
を
た
て
ま
つ
る
』
・
葦
書
房
・
１
９
９
０
年

６
月
。
初
出
は
、
『
地
獄
と
人
間
』
・
朝
日
新
聞
社
・
１
９
７
６
年
９
月
。
）

と
い
う
意
識
を
持
っ
て
い
る
と
語
る
。

（

）
因
み
に
、
水
俣
の
風
土
に
は
、
『
老
子
』
に
言
う
「
小
国
寡
民
」
の
風
も
感

17
じ
ら
れ
る
。

（
熊
本
県
警
察
本
部
編
『
管
内
実
態
調
査
書

天
草
編
』
に
よ
る
と
）「
八

幡
の
瀬
戸
」
で
と
れ
た
鯛
の
味
は
天
下
一
品
と
自
賛
し
て
い
れ
ば
、
そ
れ
以

上
の
望
み
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
昭
和
二
十
七
年
ご
ろ
ま
で
の
調
査
）
。

考
え
よ
う
で
は
貧
し
い
が
、
何
と
小
さ
な
村
の
人
び
と
の
、
心
ゆ
た
か
な

こ
と
だ
ろ
う
。
調
査
員
の
巡
査
さ
ん
た
ち
も
、
宗
教
の
項
で
村
民
の
浄
土
宗

と
真
宗
と
に
ふ
れ
、
「
純
朴
で
あ
る
」
と
書
き
添
え
て
い
る
。

（
『
葭
の
渚

石
牟
礼
道
子
自
伝
』
第
二
部
）

（

）
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
テ
レ
ビ
・
２
０
１
２
年
２
月
２
６
日
（
日
）
放
送
。

18
（

）
一
方
、
石
牟
礼
に
と
っ
て
、「
近
代
」
は
水
俣
病
に
行
き
着
く
時
代
で
あ
る
。

19

・
「
目
の
前
に
は
チ
ッ
ソ
と
い
う
近
代
化
学
工
業
の
工
場
が
ご
ざ
い
ま
す

‥
‥
近
代
の
図
式
を
あ
る
意
味
で
結
集
し
た
よ
う
な
工
場
」

・
「
近
代
文
明
の
行
き
つ
く
果
て
を
私
は
水
俣
で
い
や
と
い
う
ほ
ど
見
て

し
ま
い
ま
し
た
」

（
「
人
間
に
宿
っ
た
自
然
」
・
『
全
集
』
第
七
巻
。
初
出
は
、
『
葛

の
し
と
ね
』
朝
日
新
聞
社
・
１
９
９
４
年
３
月
。
１
９
８
９
年

８
月
２
１
日
の
長
崎
大
学
評
議
会
夏
期
研
修
の
講
演
に
よ
る
）

（

）
単
行
本
刊
行
は
、
弦
書
房
・
２
０
０
５
年
１
１
月
。

20
（

）
初
出
は
、
『
看
護
展
望
』
・
一
八
号
・
１
９
９
３
年
１
２
月
。

21
（

）
初
出
は
、

に
同
じ
。

22

19

（

）
単
行
本
刊
行
は
、
藤
原
書
店
・
２
０
１
３
年
６
月
。
初
出
は
、
『
環
』
・
５

23
３
号
・
２
０
１
３
年
４
月
。
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（

）
初
出
は
、
「
荘
厳
の
詩
学

―
石
牟
礼
道
子
の
原
点
」
・
「
三
田
文
学
」
・
２

24
０
１
５
年
秋
号
。

（

）
初
出
は
、
岩
波
書
店
「
思
想
」
・
２
０
０
０
年
２
月
号
。

25
（

）
石
牟
礼
は
自
ら
の
幼
児
期
を
、
「
海
の
向
こ
う
に
そ
の
天
草
が
見
え
る
浜
辺

26
に
立
つ
と
、
天
と
海
と
の
風
光
に
ま
ぶ
さ
れ
て
、
は
る
か
な
は
る
か
な
無
意
識

か
ら
来
た
子
の
よ
う
に
、
茫
々
と
そ
の
浜
辺
を
往
っ
た
り
来
た
り
し
て
す
ご
し

た
」
（
「
渚
」
・
『
花
い
ち
も
ん
め
』
）
と
も
語
っ
た
。

（

）
初
出
は
、
『
全
集
』
第
１
２
巻
「
月
報
」
・
２
０
０
５
年
５
月
。

27
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