
「
自
衣
の
女
」
と
狂
気

施
蟄
存
の
「
夜
叉
」

に
み
る
都
市
表
象

李
　
　
　
征

一
、
は
じ
め
に

　
中
国
の
近
代
作
家
施
蟄
存
の
「
夜
叉
し
一
原
題
同
一
と
い
う
短
編
小
説
は
、
一
九
三
二
年
十
月
、
上
海
商
務
印
書
館
の
門
東
方
雑
誌
』
に
初
め

て
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
発
表
当
初
の
署
名
は
「
史
存
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
大
型
文
芸
誌
門
現
代
』
の
編
集
長
を
担
当
す
る
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
〕

後
、
作
家
が
愛
用
し
た
ペ
ン
ネ
ー
ム
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

　
都
市
に
お
け
る
青
年
の
精
神
錯
乱
に
焦
点
を
当
て
て
お
り
、
そ
の
精
神
錯
乱
の
過
租
を
解
明
し
て
ゆ
く
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
、
　
「
夜
叉
」

と
い
う
小
説
は
、
同
時
期
に
書
か
れ
た
「
上
元
灯
し
一
原
題
同
一
や
「
鳩
摩
羅
什
」
一
原
題
同
一
、
「
将
軍
の
頭
」
一
原
題
「
将
軍
底
頭
」
）
な
ど
と
同
系

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
一

列
の
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
れ
ら
の
小
説
は
、
と
も
に
フ
ロ
イ
ト
流
の
精
神
分
析
の
手
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
た
め
、
の
ち
に
批
評

家
か
ら
総
じ
て
心
理
分
析
小
説
と
称
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ま
で
の
作
品
の
う
ち
、
作
者
自
身
が
と
1
つ
わ
け
「
夜
叉
」
に
対
し
て
愛
着
を
抱
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
次
の
こ
と
は
そ
の
一
端
を
示

し
て
い
る
。
　
「
夜
叉
」
が
掲
載
さ
れ
た
後
、
や
が
て
Z
フ
ン
ス
留
学
中
の
友
人
戴
望
箭
か
ら
手
紙
が
送
ら
れ
て
き
た
。
な
か
に
は
、
目
下
、
巾

国
近
代
小
説
を
Z
フ
ン
ス
語
に
翻
訳
す
る
こ
と
を
企
画
中
だ
っ
た
と
語
1
っ
、
さ
ら
に
、
施
蟄
存
の
作
編
も
そ
の
翻
訳
対
象
の
一
つ
と
し
て
想
定

さ
れ
、
た
だ
し
、
ど
の
小
説
を
選
ん
で
翻
訳
す
れ
ば
よ
い
か
は
、
作
者
の
ほ
う
で
定
め
て
い
た
だ
き
た
い
と
依
頼
す
る
よ
う
で
あ
る
。
ち
な
み

に
、
当
時
、
戴
望
箭
は
す
で
に
「
雨
巷
」
な
ど
数
多
く
の
近
代
詩
を
発
表
し
、
中
国
象
徴
主
義
詩
人
の
代
表
者
の
一
人
と
し
て
活
雌
し
て
い
る

が
、
Z
フ
ン
ス
滞
在
申
で
も
、
Z
フ
ン
ス
小
説
を
翻
訳
し
た
り
、
あ
る
い
は
彼
地
の
文
学
動
向
を
紹
介
し
た
リ
し
て
、
そ
の
多
く
は
施
蟄
存
編

集
の
雑
誌
『
現
代
』
に
載
せ
て
い
る
。
上
記
の
翻
訳
企
画
は
そ
の
後
、
ど
の
よ
う
な
緒
果
に
な
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
、
当
時
、

施
蟄
存
が
選
定
し
た
作
品
の
リ
ス
ト
に
は
、
　
「
夜
叉
」
が
ト
ッ
プ
に
置
か
れ
た
こ
と
は
興
味
深
い
。
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
見
る
べ
き
は
、
あ

一94一



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
3
一

　
る
ド
イ
ツ
人
の
翻
訳
者
が
「
夜
叉
」
を
一
九
三
二
年
中
国
短
編
小
説
の
代
表
作
の
一
つ
と
し
て
翻
訳
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　
　
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
は
「
夜
叉
」
に
対
す
る
作
家
の
白
負
が
明
ら
か
に
読
み
取
れ
る
。
そ
れ
ま
で
の
施
蟄
存
の
作
品
名
を
並
べ
て
み
れ
ば

」
わ
か
る
よ
う
に
、
か
れ
は
最
初
、
写
実
か
ら
創
作
を
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
　
「
追
し
一
原
題
同
）
な
ど
に
は
、
あ
き
ら
か
に
リ
ア
リ

　
ズ
ム
的
手
法
が
認
め
ら
れ
る
。
　
「
上
元
燈
し
以
来
、
施
蟄
存
は
フ
ロ
イ
ト
流
の
精
神
分
析
手
法
を
作
品
に
取
り
入
れ
て
お
り
、
様
々
な
表
現
上

　
の
実
験
を
試
み
た
が
、
と
り
わ
け
、
　
「
鳩
摩
羅
什
」
や
「
将
軍
の
頭
」
の
よ
う
な
歴
史
題
材
小
説
は
、
豊
か
な
想
像
力
と
精
綴
な
心
理
分
析
を

　
も
っ
て
、
文
壇
か
ら
高
い
評
価
を
受
け
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
小
説
は
い
ず
れ
も
、
作
家
の
文
壇
地
位
を
固
め
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
が
、
そ
れ

　
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
作
家
自
身
は
む
し
ろ
、
そ
の
延
長
上
で
書
か
れ
た
「
夜
叉
」
こ
そ
が
薗
分
の
代
表
作
と
称
し
う
る
と
披
灌
す
る
よ
う
で
あ

　
る
。

　
　
一
九
二
〇
年
代
か
ら
、
三
〇
年
代
に
か
け
て
、
欧
米
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
思
潮
が
中
国
の
近
代
文
壇
に
も
流
れ
込
ん
で
き
、
そ
の
た
め
、
い

　
か
に
欧
米
近
代
文
学
の
方
法
を
自
ら
の
創
作
に
取
リ
入
れ
、
中
国
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
を
確
立
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
は
、
中
国
の
近
代
作
家

　
た
ち
に
と
っ
て
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
時
代
要
請
に
応
じ
て
、
中
国
の
近
代
文
壇
で
は
様
々
な
方
法
的
模
索
が
始
ま
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
モ
ダ
ン
風
俗
の
先
端
に
走
る
上
海
の
文
壇
で
、
と
リ
わ
け
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
。
小
説
「
夜
叉
」
は
、
中
国
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学

　
の
成
立
期
に
、
作
家
た
ち
の
苦
闘
の
様
相
を
記
し
た
作
品
と
い
っ
て
よ
く
、
そ
れ
ゆ
え
、
作
者
自
身
が
こ
の
作
品
に
非
常
に
白
負
を
抱
い
て
い

　
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
施
蟄
存
が
「
夜
叉
」
に
対
す
る
愛
着
は
、
ま
ず
、
一
」
う
し
た
背
景
に
求
め
ら
れ
る
。

　
　
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
「
夜
叉
」
の
よ
う
な
心
理
分
析
小
説
を
と
ら
え
る
に
際
し
て
、
一
九
二
八
年
か
ら
、
施
蟄
存
や
戴
望
箭
、

　
劉
咽
鴎
な
ど
の
若
手
作
家
、
詩
人
が
緒
成
し
た
文
学
同
人
グ
ル
i
プ
の
活
動
も
、
当
然
、
射
程
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
か
れ

　
ら
の
活
動
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
か
ら
、
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ズ
ム
に
ま
で
、
き
わ
め
て
幅
広
か
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
、
日
本
新
感
覚
派
文
学
作

　
品
が
、
世
界
の
モ
ヅ
ニ
ズ
ム
文
学
の
重
要
な
一
部
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
翻
訳
者
は
日
本
留
学
の
体
験
を
も
っ
た
劉
榊
鴎
で
あ
っ
た
。
か

　
れ
は
た
ん
に
翻
訳
に
と
ど
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
新
感
覚
派
的
な
表
現
手
法
を
用
い
て
創
作
し
、
中
国
近
代
文
学
史
で
重
要
な
位
置
を
占
め
る
小
説

　
集
『
都
市
風
景
線
』
を
出
版
し
た
。

　
　
こ
の
時
期
、
劉
噌
鴎
と
親
交
で
あ
っ
た
施
蟄
存
も
、
そ
の
創
作
、
翻
訳
に
惹
か
れ
て
い
る
と
想
定
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
日
本
語
が
わ
か
ら
な

　
い
た
め
、
か
れ
は
多
く
の
場
合
、
劉
咽
鴎
の
創
作
、
あ
る
い
は
そ
の
中
国
語
訳
の
も
の
を
と
お
し
て
、
日
本
新
感
覚
派
文
学
に
接
触
し
た
の
で

　
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
施
蟄
存
に
限
ら
ず
、
一
九
二
〇
年
代
前
後
、
中
国
の
作
家
た
ち
が
都
市
へ
と
眼
を
向
け
る
こ
と
は
、
日
本
新
感
覚
派
文

皿
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学
の
翻
訳
・
紹
介
と
ま
っ
た
く
無
関
係
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
施
蟄
存
の
心
理
分
析
小
説
に
現
れ
た
登
場
人
物
の
精
神
病
理
は
、

ほ
と
ん
ど
同
時
期
の
日
本
新
感
覚
派
文
学
の
な
か
に
も
認
め
ら
れ
る
。
池
谷
信
三
郎
の
「
橋
」
は
そ
の
一
つ
の
典
型
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
ち

な
み
に
、
こ
の
小
説
は
、
一
九
二
八
年
、
劉
噌
鴎
が
翻
訳
し
た
『
色
情
文
化
』
と
い
う
日
本
近
代
小
説
集
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
影
響
は

後
に
登
場
し
て
き
た
穆
時
英
な
ど
の
小
説
家
に
も
及
ん
で
い
る
。

　
一
九
二
〇
年
代
前
後
、
東
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
の
連
動
の
一
様
相
と
し
て
、
都
市
と
狂
気
の
文
学
的
表
象
は
き
わ
め
て

目
立
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
見
て
ゆ
く
施
蟄
存
「
夜
叉
」
と
、
そ
れ
に
先
立
っ
た
池
谷
信
二
郎
「
橋
」
な
ど
は
、
そ
の
一
典
型
と
し
て

注
目
さ
れ
る
。
二
作
の
う
ち
、
　
「
橋
」
に
関
す
る
考
察
は
す
で
に
別
稿
で
行
わ
れ
て
い
る
が
。
そ
こ
で
の
結
論
は
当
然
、
本
稿
の
論
考
に
も
密

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
4
一

接
関
わ
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
参
照
さ
れ
た
い
。

　
以
下
で
は
、
ま
ず
日
本
の
読
者
に
は
そ
れ
ほ
ど
な
じ
み
の
な
い
、
　
「
夜
叉
」
と
い
う
作
品
の
内
容
を
お
さ
え
な
が
ら
、
そ
の
な
か
の
主
要
登

場
人
物
が
狂
気
に
至
る
ま
で
の
心
理
過
程
の
描
写
、
お
よ
び
そ
の
精
神
錯
乱
の
心
理
的
要
因
を
分
析
す
る
。
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
次
に
は
、
一
」
う

し
た
病
理
の
発
症
が
、
ど
の
よ
う
な
手
法
に
よ
っ
て
、
一
九
二
〇
年
代
に
入
っ
て
急
激
に
国
際
都
市
化
し
た
上
海
と
い
う
租
界
都
市
と
む
す
び

つ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
小
説
方
法
な
ど
に
つ
い
て
考
察
し
て
ゆ
く
。
最
後
に
、
同
じ
く
精
神
錯
乱
を
都
市
の
病
理
と
し
て
と
ら
え
ら
れ

る
、
　
「
橋
」
と
「
夜
叉
」
の
よ
う
な
作
品
は
、
東
ア
ジ
ア
地
域
の
近
代
都
市
文
化
と
関
わ
っ
て
み
る
と
、
ど
ん
な
異
同
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
異

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
5
一

同
の
意
味
は
ど
う
だ
っ
た
か
を
み
る
こ
と
に
す
る
。

一92一

二
、
主
人
公
の
精
神
の
ゆ
か
り
1
「
囲
園
」

と
い
う
場
の
意
味

　
㍗
夜
叉
L
と
い
う
小
説
に
お
け
る
主
要
登
場
人
物
は
上
海
に
住
む
一
人
の
都
市
生
活
者
で
、
下
士
明
と
呼
ば
れ
る
、
あ
る
会
社
の
事
務
貝
で

あ
る
。
作
品
の
構
成
は
い
わ
ゆ
る
額
縁
小
説
と
い
っ
て
よ
く
、
そ
の
額
縁
の
内
容
は
、
お
も
に
主
人
公
†
土
明
の
告
白
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い

る
。
都
市
か
ら
田
舎
に
帰
省
中
、
か
れ
は
様
々
な
異
相
を
目
撃
し
た
。
一
」
う
し
た
出
来
事
は
、
や
が
て
殺
人
事
件
と
絡
ん
で
展
開
さ
れ
て
お
り
、

つ
い
に
か
れ
の
精
神
錯
乱
を
引
き
起
こ
し
て
ゆ
く
。
†
士
明
に
よ
る
第
一
人
称
の
告
白
は
、
小
説
の
叙
述
量
の
大
半
を
占
め
て
い
る
の
だ
が
、

た
だ
、
精
神
錯
乱
か
ら
昏
倒
し
て
病
院
に
か
つ
ぎ
込
ま
れ
る
ま
で
の
†
士
明
の
狂
気
の
姿
態
描
写
は
、
冒
頭
と
結
末
の
額
縁
部
分
に
登
場
す
る

「
私
」
と
い
う
視
点
人
物
の
叙
述
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
　
「
夜
叉
」
と
い
う
小
説
は
厳
密
に
は
、
第
一
人
称
の



告
白
体
小
説
と
同
一
槻
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
小
説
の
冒
頭
部
は
、
こ
の
若
い
都
市
生
活
者
下
士
明
が
友
人
の
家
で
何
か
の
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
て
突
然
膏
倒
し
、
友
人
に
よ
っ
て
病
院
に
か

つ
ぎ
込
ま
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
入
院
し
た
病
院
を
友
人
が
訪
れ
る
と
、
ド
イ
ツ
人
の
医
師
か
ら
男
が
精
神
錯
乱
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
を

教
ら
れ
る
。
そ
こ
で
友
人
は
、
本
人
か
ら
そ
の
発
狂
の
経
緯
を
聞
き
出
そ
う
と
し
、
そ
れ
に
応
ず
る
か
た
ち
で
、
以
後
こ
の
男
の
告
白
が
作
品

の
主
な
内
容
を
な
す
こ
と
に
な
る
。

　
そ
こ
で
、
こ
の
男
、
す
な
わ
ち
†
士
明
の
狂
気
の
告
白
に
入
っ
て
ゆ
く
前
に
、
ま
ず
下
士
明
自
身
の
素
性
を
こ
の
小
説
か
ら
う
か
が
っ
て
お

一
」
う
。
か
れ
は
そ
の
告
白
で
、
田
舎
へ
の
里
帰
り
に
ふ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
人
物
が
上
海
と
い
う
都
市
の
成
長
・
変
貌
と
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
6
一

に
、
枕
州
近
郊
の
田
舎
一
地
方
一
か
ら
職
を
求
め
て
都
市
に
出
て
き
た
者
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
そ
れ
以
外
に
つ
い
て
は
、
語
り
手

の
「
私
」
の
口
を
と
お
し
て
、
か
れ
が
「
毎
臼
、
事
務
室
で
の
仕
事
を
す
る
以
外
、
い
つ
も
運
動
場
で
ス
ポ
i
ツ
を
し
て
い
る
」
と
語
ら
れ
る

だ
け
で
、
都
市
居
住
者
と
し
て
の
か
れ
に
つ
い
て
知
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　
そ
ん
な
†
士
明
の
告
白
に
よ
れ
ば
、
か
れ
は
都
市
上
海
に
住
む
よ
う
に
な
っ
て
、
最
近
と
き
ど
き
幻
覚
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

か
れ
白
身
は
、
そ
の
症
状
が
現
わ
れ
る
の
は
、
心
身
の
「
健
全
さ
」
を
維
持
す
る
た
め
に
精
神
抑
圧
に
つ
と
め
て
い
る
の
で
、
そ
の
せ
い
だ
と

思
っ
て
い
る
。
こ
の
告
白
を
契
機
に
し
て
以
下
で
は
、
友
人
に
う
な
が
さ
れ
て
†
士
明
が
精
神
錯
乱
の
原
困
を
告
臼
す
る
と
と
も
に
、
時
間
を

遡
行
さ
せ
て
、
か
れ
に
起
こ
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
、
そ
し
て
、
殺
人
事
件
が
回
想
さ
れ
る
と
い
っ
た
構
成
を
と
る
。
額
縁
の
内
部
の
主
人

公
の
告
白
体
形
式
の
叙
述
は
、
こ
こ
か
ら
は
じ
ま
る
。

　
都
市
生
活
に
精
神
的
疲
労
を
お
ぽ
え
て
い
た
†
士
明
は
、
杭
州
郊
外
の
故
郷
の
親
戚
か
ら
墓
作
り
の
知
ら
せ
を
受
け
と
り
、
静
養
を
か
ね
る

目
的
で
、
い
ま
で
も
親
戚
関
係
を
大
事
に
し
て
い
る
田
舎
の
実
家
に
帰
る
こ
と
に
し
た
。
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…
－
私
は
祖
母
の
葬
儀
の
た
め
に
杭
州
に
行
っ
た
の
で
す
。
墓
は
留
下
鎮
の
小
華
山
の
麓
に
築
か
れ
ま
し
た
。
私
は
そ
こ
で
墓
守
を
し
て

い
る
親
戚
の
家
に
泊
ま
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
そ
こ
は
楊
家
牌
楼
と
言
い
ま
す
。
墓
作
り
の
仕
事
は
穴
掘
り
か
ら
墓
の
盛
り
土
完
成
ま
で

ち
よ
う
ど
半
月
ほ
ど
か
か
リ
ま
し
た
が
、
し
か
し
、
そ
の
間
、
私
は
ち
っ
と
も
田
舎
の
暮
ら
し
に
退
屈
を
覚
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
あ

た
リ
は
ほ
ん
と
に
他
人
と
の
関
係
を
断
っ
て
隠
れ
居
む
の
に
い
い
場
所
で
す
。
墓
守
の
親
戚
は
そ
の
山
の
谷
間
に
住
ん
で
い
ま
し
た
。
周

囲
に
は
合
わ
せ
て
五
軒
の
家
が
あ
り
ま
す
が
、
親
戚
の
家
は
東
側
の
端
の
と
こ
ろ
に
立
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
門
前
に
は
竹
林
が
茂
っ
て
お



リ
、
そ
の
傍
ら
に
は
深
い
古
び
た
渕
が
あ
リ
ま
す
。
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せ
ら
ぎ
の
背
が
私
の
心
を
喜
ば
せ
ま
し
た
。

し
か
も
家
の
裏
に
は
清
い
渓
流
が
昼
夜
を
問
わ
ず
に
流
れ
て
い

て
、
そ
の
漢
流
の
せ

と
語
る
か
れ
の
〕
振
リ
に
は
、
疲
れ
た
神
経
が
杭
州
郊
外
に
あ
る
故
郷
の
㎜
舎
に
帰
っ
た
途
端
、
す
っ
か
リ
解
放
さ
れ
た
よ
う
に
感
じ
た
こ
と

が
う
か
が
え
る
。
か
れ
の
語
る
田
舎
に
関
す
る
描
写
は
い
か
に
も
詳
し
く
、
ま
た
繊
細
で
あ
っ
た
か
は
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
豊
か

な
白
然
に
包
ま
れ
た
田
舎
の
風
景
は
、
下
士
明
の
精
神
を
慰
め
る
場
所
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
　
「
葬
儀
が
終
わ
っ
て
い
て
も
、
私
は
あ
い
か
わ

ら
ず
上
海
に
戻
る
気
は
起
こ
り
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
、
主
人
公
は
述
懐
し
て
い
る
。

　
田
舎
の
田
園
風
景
を
楽
し
ん
で
い
る
う
ち
に
、
か
れ
は
ど
う
し
て
も
上
海
に
帰
り
た
く
な
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
、
親
戚
の
家
に
泊
ま
リ
続

け
て
い
る
。
そ
の
眼
に
映
る
繊
細
と
も
い
う
べ
き
田
園
風
景
の
描
写
を
も
う
少
し
み
て
お
こ
う
。

私
は
わ
ざ
わ
ざ
上
海
の
職
場
に
手
紙
を
送
っ
て
、
さ
ら
に
十
日
間
の
休
暇
を
願
い
出
ま
し
た
。
普
段
な
ら
い
ま
の
よ
う
に
山
水
を
楽
し
め

る
機
会
は
そ
れ
ほ
ど
な
い
の
で
、
私
は
な
る
べ
く
こ
の
機
金
を
利
用
し
て
も
う
し
ば
ら
く
田
舎
で
静
養
し
よ
う
と
思
い
ま
し
た
。
私
は
西

湖
図
書
館
か
ら
地
元
の
伝
説
に
関
す
る
本
を
た
く
さ
ん
借
り
て
読
み
ま
し
た
。
松
木
場
か
ら
留
下
鎮
ま
で
の
十
八
里
の
西
漢
に
沿
っ
て
、

両
岸
に
は
見
物
客
の
好
奇
心
を
満
た
す
幽
幻
奇
秘
の
名
勝
が
い
た
る
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
竹
林
の
落
日
、
山
頂
の
朝
日
、
雨
の
日
山
々

に
纏
わ
リ
つ
い
て
い
る
煙
雲
、
水
辺
の
烏
臼
子
の
木
と
麓
の
花
、
そ
れ
に
町
の
朝
の
魚
市
場
、
夕
暮
れ
の
時
、
空
山
の
巾
の
樵
人
が
互
い

に
呼
ぷ
声
、
月
下
の
清
漢
と
白
石
、
暗
夜
に
遠
山
の
野
焼
…
…
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こ
の
脳
園
の
白
然
を
描
写
す
る
下
土
明
の
語
り
に
は
、
古
典
一
詩
一
の
深
い
知
性
か
ら
に
じ
み
出
た
か
の
よ
う
な
か
れ
の
眼
差
し
が
感
じ
ら

れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
い
か
に
も
白
然
に
溶
け
込
ん
だ
か
の
よ
う
な
語
り
に
は
、
た
ん
に
田
舎
の
風
景
を
語
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
ド
士

明
が
古
典
的
な
〈
知
〉
を
愛
す
る
人
物
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
風
景
は
幼
少
期
の
か
れ
の
心
を
養
育
す
る
も
の
だ
っ
た

だ
け
で
な
く
、
都
市
に
出
た
今
で
も
、
そ
の
精
神
の
支
柱
と
な
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
か
れ
は
や
は
り
都
市
の
喧
騒
の
な
か
に
あ
っ
て
も
、
心

の
な
か
で
故
郷
の
田
園
風
景
を
思
い
描
き
続
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
、
こ
の
よ
う
な
田
園
風
景
に
溶
け
込
ん
だ
主

人
公
下
士
明
の
個
性
は
、
孤
独
を
愛
す
る
傾
向
と
言
う
べ
く
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
都
市
へ
の
嫌
悪
は
、
前
引
し
た
箇
所
の
「
他
人
と
の
関
係
を



断
っ
て
隠
れ
屠
む
の
に
い
い
場
所
で
す
」
と
い
う
言
葉
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

　
夜
中
、
一
人
で
眠
れ
な
い
†
士
明
は
、
窓
か
ら
闇
の
な
か
の
田
舎
風
景
を
楽
し
み
、

あ
る
と
と
も
に
、
孤
独
の
世
界
で
も
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。

そ
の
眼
に
映
る
夜
景
は
、
あ
き
ら
か
に
古
典
の
世
界
で

私
が
い
ま
白
分
の
泊
ま
っ
て
い
る
楼
閣
に
戻
っ
た
と
き
、
も
う
煙
霜
が
地
面
か
ら
立
ち
昇
っ
て
、
あ
た
り
が
縢
鱗
と
し
た
夕
暮
れ
の
時
刻

で
し
た
。
こ
こ
で
あ
な
た
に
ぜ
ひ
と
も
言
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
そ
の
墓
守
の
、
私
の
親
戚
は
田
舎
の
地
主
だ
と
い
う

こ
と
で
す
。
だ
か
ら
、
彼
の
家
は
二
階
建
て
で
と
て
も
立
派
な
作
り
を
し
て
い
ま
す
。
私
は
三
つ
の
部
屋
の
な
か
の
、
も
っ
と
も
東
側
に

あ
る
部
屋
に
泊
ま
っ
て
お
り
ま
し
た
。
床
、
天
井
、
窓
い
ず
れ
も
中
国
産
の
黒
漆
で
塗
ら
れ
た
も
の
で
、
一
種
の
沈
静
さ
が
漂
っ
て
い
ま

す
。
奥
の
山
の
方
に
面
し
た
窓
ガ
ラ
ス
を
透
か
し
て
、
二
つ
の
連
な
っ
て
い
る
峰
が
見
え
ま
す
が
、
そ
の
横
の
窓
か
ら
は
一
種
の
神
秘
さ

に
覆
わ
れ
て
い
る
古
び
た
渕
の
水
や
、
麓
へ
と
く
ね
っ
た
茂
竹
の
林
を
附
鰍
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
私
は
毎
日
い
つ
も
こ
の
楼
闇
に
一

人
で
座
り
、
廻
り
の
闇
に
包
ま
れ
る
が
ま
ま
に
身
を
ま
か
せ
て
、
古
凪
な
村
の
秋
の
夕
暮
の
長
閑
さ
を
昧
わ
う
こ
と
が
好
き
で
し
た
。
窓

を
開
け
る
と
、
涼
し
気
な
風
が
入
り
、
松
葉
を
焚
い
た
芳
香
を
も
た
ら
し
て
来
ま
す
が
、
山
の
小
径
に
は
木
樵
の
足
音
が
喬
木
の
上
で
鳴

き
交
わ
す
烏
や
鷹
の
鳴
き
声
に
と
も
な
っ
て
聞
こ
え
て
き
ま
す
。
こ
ん
な
雰
囲
気
の
な
か
で
私
は
い
つ
も
楽
し
い
気
持
で
二
三
冊
の
本
を

読
ん
で
お
り
ま
し
た
。
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下
士
明
に
と
っ
て
、
都
市
よ
リ
も
、
む
し
ろ
田
舎
の
白
然
こ
そ
が
か
れ
の
空
想
を
最
大
限
に
拡
げ
る
こ
と
の
で
き
る
空
間
な
の
で
あ
っ
た
か

も
し
れ
な
い
。
用
件
で
あ
っ
た
墓
作
つ
の
こ
と
も
一
段
落
す
る
と
、
か
れ
は
あ
い
た
時
間
を
利
用
し
て
、
多
く
の
古
蹟
が
あ
る
こ
と
で
知
ら
れ

る
枕
州
郊
外
の
有
名
な
古
庵
を
尋
ね
よ
う
と
思
い
立
っ
た
。
そ
こ
で
ふ
と
白
衣
の
女
性
を
見
か
け
、
い
っ
そ
う
こ
れ
ま
で
抑
制
さ
れ
て
き
た
か

れ
の
空
想
を
掻
き
立
て
た
。

私
の
乗
っ
た
舟
が
古
庵
の
門
前
に
着
い
た
と
き
、
ち
ょ
う
ど
も
う
一
隻
の
小
舟
が
こ
っ
ち
に
向
か
っ
て
来
ま
し
た
。
そ
の
小
舟
と
す
れ
逮

っ
た
際
に
、
そ
の
舟
の
後
部
に
白
衣
を
着
た
一
人
の
女
性
の
姿
が
私
の
眼
に
映
リ
ま
し
た
。
彼
女
は
お
そ
ら
く
ど
こ
か
か
ら
遊
び
に
来
た



も
の
か
、
あ
る
い
は
地
元
の
娼
婦
だ
ろ
う
と
思
い
な
が
ら
も
、

走
リ
ま
し
た
。

私
は
そ
の
姿
を
見
た
瞬
間
、
電
撃
を
受
け
た
か
の
よ
う
な
感
じ
が
身
体
に

　
租
界
上
海
と
ま
っ
た
く
異
質
な
空
間
一
景
観
）
に
は
、
こ
の
読
書
好
き
で
、
孤
独
を
愛
す
る
青
隼
が
一
種
、
女
性
恐
怖
症
と
も
い
う
ぺ
き
症

状
に
陥
っ
て
い
る
。
　
「
上
海
で
は
、
女
性
に
強
く
誘
惑
さ
れ
た
経
験
は
ま
だ
一
度
も
味
わ
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
か
れ
の
述
懐

す
る
言
葉
は
、
一
面
で
は
真
実
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
都
市
の
な
か
で
抑
制
し
て
き
た
精
神
の
も
う
一
面
が
す
で
に
歪
ん
だ
か
た
ち
で
、
’

内
面
に
沈
潜
し
て
い
た
こ
と
に
下
士
明
は
気
づ
い
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
下
士
明
は
、
古
庵
の
前
で
「
白
衣
を
着
た
一
人
の
女
性
」
を
み
た
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瞬
間
、
な
ぜ
「
電
撃
を
受
け
た
か
の
よ
う
な
感
じ
」
が
そ
の
身
体
を
つ
ら
ぬ
い
た
の
か
、
白
分
で
も
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
ち
ょ
っ
と
し
た

出
来
事
が
か
れ
の
深
層
心
理
の
ゆ
が
み
を
表
面
化
さ
せ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
だ
ん
だ
ん
広
げ
て
ゆ
く
。

私
は
そ
れ
を
欲
情
が
理
性
に
背
い
て
現
わ
れ
た
と
は
認
め
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
そ
の
女
性
の
顔
と
ス
タ
イ
ル
が
と
び
き
り
の
美
人

だ
っ
た
と
も
思
い
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
白
分
の
心
が
そ
の
一
瞬
間
だ
け
確
か
に
動
揺
し
た
の
だ
と
認
め
ま
す
が
、
そ
れ
は
ほ
ん
の
一
瞬
の

動
揺
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
以
上
の
な
に
も
の
で
も
な
か
っ
た
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
ま
し
て
今
や
、
夕
日
の
沈
み
か
け
た
水
郷
か
ら
は
何
も
欲

情
の
刺
激
も
感
じ
ら
れ
ま
せ
ん
か
ら
、
そ
の
時
の
こ
と
は
す
べ
て
自
分
の
眼
の
せ
い
だ
と
思
い
、
上
海
に
帰
っ
た
ら
、
す
ぐ
に
眼
の
診
察

を
受
け
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
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こ
こ
で
は
、
か
れ
は
白
分
が
感
じ
た
心
理
的
シ
ョ
ッ
ク
を
「
欲
情
」
に
よ
っ
て
で
あ
る
こ
と
を
た
だ
ち
に
否
定
す
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、

「
今
ま
で
、
こ
の
よ
う
な
女
性
に
は
上
海
で
は
毎
日
、
何
百
人
も
眼
に
し
て
き
ま
し
た
が
、
一
度
も
彼
女
た
ち
の
姿
が
心
に
残
る
と
い
う
こ
と
」

は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
1
つ
、
都
市
で
の
白
己
抑
制
の
鍛
錬
か
ら
、
お
そ
ら
く
女
性
に
対
し
て
性
的
欲
望
は
起
こ
ら
な
い
と
確
信
し
て
い
た
か
ら

で
あ
る
。
　
「
そ
の
時
ま
で
、
私
は
自
分
の
精
神
の
健
全
さ
に
対
し
て
何
ら
疑
間
を
も
っ
て
お
ら
ず
、
ま
っ
た
く
肉
体
と
同
様
に
健
全
で
あ
っ
た

と
肉
信
を
持
っ
て
い
ま
し
た
し
と
か
れ
が
い
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
そ
の
自
信
の
ほ
ど
が
わ
か
ろ
う
。

当
時
、
私
白
身
も
自
分
の
こ
の
よ
う
な
感
覚
に
び
っ
く
り
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

そ
れ
に
し
て
も
、
そ
の
時
は
た
だ
、

そ
れ
を
白
分
の
邪



念
の
せ
い
だ
と
思
い
こ
む
よ
う
に
し
ま
し
た
。
確
か
に
私
は
そ
そ
れ
も
当
た
り
前
の
こ
と
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。
考
え
て
み
れ
ば
、
一

人
の
女
性
が
身
を
屈
め
て
麓
の
屋
根
で
覆
わ
れ
た
小
舟
に
坐
っ
て
い
る
姿
、
そ
の
媚
び
を
売
る
よ
う
な
、
艶
や
か
さ
を
帯
び
た
姿
を
見
る

の
は
、
そ
れ
ま
で
の
私
に
は
一
度
も
経
験
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
「
邪
念
」
あ
る
い
は
「
狼
塾
な
想
念
」
と
い
う
か
れ
の
言
葉
か
ら
は
、
そ
の
と
き
の
心
の
動
き
を
道
徳
的
な
悪
と
い
う
観
念
で
と
ら
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
そ
の
言
葉
の
背
景
に
は
、
結
婚
と
い
う
制
度
外
の
性
的
欲
求
を
道
徳
的
に
一
種
の
悪
だ
と
み
な
す
観
念
が
あ

る
。
地
方
出
身
で
知
性
も
教
養
も
あ
る
†
士
明
に
と
っ
て
の
常
識
は
、
お
そ
ら
く
伝
統
に
は
ぐ
く
ま
れ
た
知
性
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
常
識
か

ら
す
れ
ば
、
結
婚
外
の
性
欲
は
汚
ら
わ
し
く
不
徳
の
き
わ
み
と
感
じ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
常
識
が
、
大
都
市
上
海
に
お
い
て
も
、
精
神

の
「
健
全
さ
」
を
保
と
う
と
し
て
自
己
抑
制
を
み
ず
か
ら
に
課
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
な
の
に
、
故
郷
の
㎜
舎
に
帰
っ
て
来
る
や
、
ど

う
し
て
ふ
と
行
き
ず
り
の
女
性
に
欲
情
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
†
士
明
は
納
得
で
き
ず
、
む
し
ろ
戸
惑
っ
て
お
リ
、
つ
い
に
そ
ん
な

心
の
動
き
を
「
白
分
の
眼
の
せ
い
だ
」
と
い
う
原
因
に
帰
す
る
と
こ
ろ
で
納
得
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
で
も
、
か
れ
の
眼
に
焼
き
っ
い
た
白
衣

の
女
性
は
消
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
み
ず
か
ら
の
精
神
の
健
全
さ
ま
で
も
、
疑
う
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
。

三
、
　
「
夜
叉
」

王
人
公
の
精
神
病
跡
の
表
象
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都
市
に
お
け
る
女
性
拒
否
の
†
士
明
の
姿
勢
は
、
田
舎
で
目
撃
し
た
白
衣
の
女
性
に
よ
っ
て
崩
さ
れ
た
の
だ
。
こ
れ
は
肥
舎
で
逢
っ
た
女
性

が
都
市
の
女
性
よ
り
魅
力
的
だ
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
上
述
し
た
下
士
明
の
説
明
か
ら
で
も
わ
か
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

都
市
に
お
け
る
か
れ
の
精
神
の
「
健
全
さ
」
は
ど
う
し
て
田
舎
で
急
に
崩
れ
た
の
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
も
う
少
し
説
明
を
付
け
加
え
る

必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
久
し
ぶ
り
に
故
郷
に
帰
り
、
ふ
と
眼
に
し
た
女
性
に
欲
情
を
感
じ
た
そ
の
瞬
間
、
下
士
明
の
潜
在
下
に
卯
圧
さ
れ
て

き
た
性
的
欲
求
は
、
一
気
に
解
放
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
が
、
そ
の
欲
望
が
顕
在
化
し
た
と
き
、
そ
れ
は
歪
ん
だ
か
た
ち
を

と
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
一
且
解
放
さ
れ
た
歪
ん
だ
欲
情
は
、
み
る
物
ご
と
に
幻
影
と
な
っ
て
か
れ
の
眼
前
に
現
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
フ
ロ
イ
ト
流
の
精
神
分
析
の
基
礎
的
解
釈
に
し
た
が
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
解
釈

が
き
わ
め
て
有
効
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
読
者
の
側
の
視
座
と
い
う
よ
り
も
、
作
家
白
身
が
主
人
公
の
心
理
過
程
を
記
述
す
る
方
法
論
で



あ
っ
た
こ
と
を
証
明
し
よ
う
。

　
し
か
し
、
そ
の
夜
、
こ
ん
な
精
神
状
態
で
は
な
か
な
か
寝
付
け
な
か
っ
た
の
で
、
下
士
明
は
煙
草
を
吹
か
し
な
が
ら
、
何
気
な
し
に
本
を
開

い
て
暇
を
潰
そ
う
と
し
て
い
る
と
、
偶
然
に
も
そ
の
本
の
な
か
に
「
夜
叉
」
に
関
す
る
記
述
が
か
れ
の
眼
に
飛
び
込
ん
で
き
た
。
そ
れ
は
、

い
ま
白
分
が
泊
ま
っ
て
い
る
村
の
付
近
の
、
林
木
が
茂
っ
た
高
い
山
に
、
百
年
前
に
一
人
の
夜
叉
が
現
れ
た
。
そ
の
魔
物
は
い
つ
も
夕
方

頃
に
な
る
と
、
締
麗
な
婦
人
に
幻
化
し
て
、
麓
に
あ
る
墓
の
入
口
の
側
に
座
っ
て
、
畷
っ
た
り
泣
い
た
り
し
て
そ
の
側
を
通
り
過
ぎ
る
農

夫
や
木
樵
を
誘
惑
す
る
。
最
も
ひ
ど
い
と
き
に
は
、
付
近
の
村
は
、
毎
晩
き
ま
っ
て
誰
か
が
食
わ
れ
る
が
、
朝
に
な
る
と
、
夜
叉
に
食
べ

残
さ
れ
た
そ
の
白
骨
だ
け
が
村
人
の
眼
に
止
ま
る
の
だ
っ
た
。

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
記
述
を
読
ん
だ
†
士
明
は
、
や
が
て
昼
間
み
た
山
衣
の
女
性
と
む
す
び
つ
け
て
連
想
す
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま

う
。
　
「
な
に
か
を
企
ん
だ
よ
う
な
邪
気
を
浮
か
べ
た
顔
を
し
、
男
を
誘
惑
す
る
悪
魔
の
よ
う
な
眼
を
し
て
い
る
彼
女
一
白
衣
の
女
性
一
は
、
き

っ
と
夜
叉
の
変
身
に
ち
が
い
な
い
し
と
い
う
の
は
、
そ
の
箇
所
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
う
思
う
と
、
か
れ
は
思
わ
ず
何
と
も
言
え
な
い
恐
怖
感
に

襲
わ
れ
、
た
ち
ま
ち
不
安
に
な
っ
て
く
る
。
一
」
う
し
て
、
今
日
た
ま
た
ま
出
会
っ
た
白
衣
の
女
性
は
、
確
か
に
夜
叉
の
化
身
に
ち
が
い
な
い
と

思
い
込
む
よ
う
に
な
る
。
こ
の
†
士
明
の
心
理
の
動
き
は
、
白
己
の
病
理
を
他
者
の
悪
に
転
化
す
る
典
型
的
な
精
神
病
者
の
症
状
の
一
つ
で
あ

る
。
一
」
う
し
て
、
眼
に
と
め
て
あ
る
書
物
に
記
さ
れ
て
い
る
「
夜
叉
」
の
記
述
を
読
む
こ
と
で
、
か
れ
の
幻
想
は
い
っ
そ
う
激
し
く
な
り
、
み

ず
か
ら
の
幻
影
に
浮
か
ぷ
白
衣
の
女
性
が
も
し
か
す
る
と
夜
叉
で
は
な
か
ろ
う
か
と
幻
想
す
る
。

　
下
士
明
は
考
え
れ
ば
考
え
る
ほ
ど
、
ま
す
ま
す
そ
う
信
じ
込
ん
で
し
ま
い
、
そ
れ
ま
で
ま
っ
た
く
頑
健
で
あ
っ
た
身
体
も
少
し
だ
る
さ
を
感

じ
る
よ
う
に
な
る
。
　
「
私
は
は
じ
め
て
自
分
が
神
経
衰
弱
に
か
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
」
と
か
れ
は
い
う
。
こ
の
よ
う
に
述
懐
す
る
下
⊥
⊥
明

の
認
識
に
は
、
都
市
の
近
代
化
に
伴
っ
て
生
じ
た
都
市
と
田
舎
の
文
化
的
な
ギ
ャ
ッ
プ
が
認
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
大
都
市
上
海
に
来
た
下
士

明
が
眼
に
し
た
も
の
は
、
性
そ
の
も
の
も
商
品
化
さ
れ
る
よ
う
な
、
な
に
も
か
も
が
商
品
と
な
っ
て
氾
濫
す
る
消
費
文
化
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ

う
な
文
化
は
、
地
方
の
村
里
の
な
か
で
は
厳
然
と
し
て
存
在
す
る
儒
教
遺
徳
と
は
、
ま
っ
た
く
相
容
れ
ら
れ
な
い
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ

ゆ
え
に
こ
そ
、
伝
統
的
知
性
の
持
ち
主
で
あ
る
、
青
年
下
士
一
明
に
と
っ
て
は
、
都
市
文
化
か
ら
防
御
す
る
か
の
よ
う
に
、
－
己
抑
制
を
す
る
こ

と
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
。
す
べ
て
が
商
品
化
さ
れ
、
金
銭
に
よ
っ
て
交
換
さ
れ
る
都
市
に
お
い
て
は
、
公
娼
制
度
の
存
在
と
、
そ
の
周
囲
に
無

一86一
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数
の
私
娼
の
耕
も
黙
認
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
性
的
欲
望
と
い
え
ど
も
、
売
買
さ
れ
る
こ
と
は
変
わ
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
租
界
都
市
上
海
に

お
い
て
、
下
士
明
が
伝
統
的
倫
理
と
教
養
か
ら
、
性
的
欲
望
を
意
識
の
潜
在
下
に
抑
圧
し
て
き
た
の
も
必
然
で
あ
っ
た
ろ
う
。
た
だ
し
、
そ
の

抑
圧
が
み
ず
か
ら
の
性
的
欲
望
を
ま
っ
た
く
な
く
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
そ
れ
が
歪
め
ら
れ
て
潜
在
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
は
か
れ
は
気
づ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
9
一

な
い
で
い
た
。
だ
か
ら
、
か
れ
は
そ
れ
を
み
ず
か
ら
の
身
体
の
不
調
一
「
神
経
衰
弱
」
一
に
帰
し
よ
う
と
す
る
。

　
小
説
は
こ
こ
か
ら
、
白
衣
の
女
性
に
対
す
る
†
士
明
の
過
度
に
反
応
す
る
精
神
的
躁
蟹
状
態
が
引
き
起
こ
す
殺
人
事
件
を
、
か
れ
自
身
の
視

点
を
と
お
し
て
描
い
て
ゆ
く
。
し
か
も
そ
の
殺
人
は
、
か
れ
の
知
性
に
媒
介
さ
れ
て
、
故
郷
の
山
水
や
そ
の
土
地
の
民
俗
に
ひ
そ
む
「
夜
叉
」

の
伝
承
と
か
ら
ん
で
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
あ
る
日
の
夜
、
気
晴
ら
し
に
ま
た
散
策
に
出
か
け
た
ド
士
閉
は
、
村
遭
の
は
ず
れ
で
「
白

く
」
輝
く
よ
う
な
も
の
を
見
か
け
る
。
最
初
、
　
「
白
く
輝
く
よ
う
な
そ
の
影
」
は
お
そ
ら
く
†
士
閉
の
告
白
の
と
お
リ
、
一
匹
の
免
に
す
ぎ
な

か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
白
い
輝
き
　
　
白
衣
の
女
性
　
　
夜
叉
と
い
っ
た
よ
う
な
異
常
な
連
想
を
信
じ
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
た
ト

士
明
か
ら
す
れ
ば
、
な
に
か
臼
い
物
が
眼
に
入
る
と
、
そ
れ
は
必
ず
夜
叉
の
化
身
に
ち
が
い
な
い
と
思
い
込
む
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
夜
叉
の

化
身
と
信
じ
た
蒐
の
跡
を
追
っ
て
い
る
う
ち
に
、
†
士
明
は
不
意
に
逢
い
引
き
の
た
め
に
村
の
は
ず
れ
に
舳
て
き
て
い
た
一
人
の
白
衣
の
女
性

を
見
か
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
前
述
の
ご
と
き
観
念
連
合
に
と
り
つ
か
れ
て
い
る
か
れ
の
脳
裏
に
ひ
ら
め
い
た
の
は
、
次
の
よ
う
な

考
え
だ
っ
た
。
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こ
の
女
性
は
き
っ
と
、
一
世
紀
こ
の
か
た
殺
さ
れ
ず
に
生
き
残
っ
て
い
る
夜
叉
に
ち
が
い
あ
リ
ま
せ
ん
。
こ
の
夜
叉
は
最
初
、
船
中
の
1
女

に
変
身
し
た
り
、
古
庵
の
近
く
で
飛
ぶ
鳥
に
化
け
た
り
し
た
の
で
す
が
、
さ
ら
に
は
免
に
変
身
し
て
私
を
こ
こ
ま
で
誘
惑
し
て
来
た
の
で

す
。
今
度
、
こ
の
白
衣
の
婦
人
も
き
っ
と
そ
の
魔
物
の
変
身
に
ち
が
い
あ
る
ま
い
。

　
そ
う
考
え
つ
く
と
、
か
れ
は
そ
の
白
衣
の
女
性
の
跡
を
ひ
そ
か
に
遺
い
か
け
は
じ
め
た
。
し
か
し
、
臼
衣
を
着
た
女
性
は
村
里
に
住
む
若
い

農
婦
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
下
士
明
に
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
い
て
い
な
い
。
こ
う
し
て
二
人
が
川
の
麓
の
墓
地
に
た
ど
り
着
い
た
と

き
、
か
れ
は
若
い
農
婦
に
迫
っ
た
。
そ
れ
は
欲
情
の
た
め
に
強
姦
し
よ
う
と
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
殺
意
を
も
っ
て
襲
っ
た
の
か
は
わ
か
ら
な

い
。
農
婦
は
身
を
守
ろ
う
と
無
言
の
ま
ま
必
死
に
あ
ら
が
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
行
為
が
夜
叉
の
攻
撃
だ
と
、
ド
士
明
の
確
信
を
一
層
強
め
さ

せ
て
し
ま
い
、
つ
い
に
こ
の
女
性
を
殺
害
し
て
し
ま
っ
た
。
あ
と
に
な
っ
て
の
か
れ
の
告
自
に
よ
れ
ば
、
そ
の
自
衣
の
若
い
農
婦
は
唖
の
女
で



あ
っ
た
。

　
†
士
明
か
ら
す
れ
ば
、
若
い
農
婦
を
殺
害
し
た
の
は
、
す
で
に
言
及
し
た
異
常
な
連
想
か
ら
す
る
白
衣
を
身
に
ま
と
っ
た
魔
物
の
夜
叉
を
殺

し
た
、
と
い
う
正
義
の
行
為
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
行
為
は
、
精
神
分
析
学
か
ら
す
れ
ば
、
抑
圧
さ
れ
て
い
る
う
ち
に
歪
め
ら
れ
た
性
的

欲
求
の
倒
錯
に
よ
る
衝
動
的
な
狂
気
殺
人
だ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
次
の
よ
う
な
告
自
か
ら
う
か
が
え
る
。
こ
の
若
い
農
婦
の
姿
を
見
か
け
た
と

き
、
一
瞬
女
性
は
†
士
明
の
ほ
う
を
振
リ
向
い
た
。
そ
の
と
き
、
か
れ
は
夜
叉
が
立
ち
止
ま
っ
て
、
こ
っ
ち
を
向
い
て
微
笑
し
た
と
思
い
こ
ん

だ
。
そ
の
次
は
お
そ
ら
く
白
分
を
喰
う
で
あ
ろ
う
と
思
い
な
が
ら
も
、

私
の
心
に
は
急
に
あ
る
非
条
理
な
欲
望
が
浮
か
び
上
が
り
ま
し
た
。
私
は
古
代
の
怪
奇
小
説
に
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
経
験
し
よ
う
と

思
っ
た
の
で
す
。
と
い
う
の
は
、
私
は
人
類
の
恋
愛
領
域
を
広
げ
よ
う
と
覚
悟
し
た
か
ら
で
す
。
私
は
こ
の
不
白
然
な
出
会
い
か
ら
白
然

な
か
た
ち
で
の
美
女
と
の
恋
愛
を
求
め
よ
う
と
し
ま
し
た
。

と
思
い
詰
め
、
そ
れ
に
こ
の
夜
叉
の
化
身
で
あ
る
美
女
に
喰
い
殺
さ
れ
る
に
ち
が
い
な
い
と
承
知
し
な
が
ら
も
、
美
女
と
の
恋
に
身
を
ゆ
だ
ね

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
抑
〕

よ
う
と
覚
悟
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
白
衣
の
農
婦
を
殺
し
た
†
士
明
は
み
ず
か
ら
が
犯
し
た
こ
の
罪
に
お
び
え
、
あ
わ
て
て
故
郷
を
離
れ
上
海
に
逃
げ
帰
ろ
う
と
し
た
。
し
か
し
、

夜
叉
の
幻
影
は
絶
え
ず
か
れ
に
付
き
ま
と
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
上
海
行
き
の
列
車
の
な
か
で
、
偶
然
「
私
」
の
親
戚
の
女
性
と
乗
り
合
わ
せ

た
†
士
明
は
、
彼
女
の
白
い
服
装
に
何
気
な
く
眼
を
と
め
た
と
き
に
も
、
か
れ
の
心
は
夜
叉
の
幻
影
に
恐
れ
と
と
き
め
き
を
お
ぼ
え
て
い
る
。

次
の
引
用
は
す
な
わ
ち
、
そ
の
と
き
の
場
面
描
写
で
あ
る
。
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私
は
一
刻
も
休
ま
ず
、
急
い
で
町
の
駅
に
向
か
っ
て
行
き
ま
し
た
。
私
は
す
ぐ
に
上
海
行
き
の
列
車
に
飛
び
乗
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
で
も
私
は
人
殺
し
の
罪
を
犯
し
た
こ
の
両
手
を
ど
こ
に
置
い
て
も
、
い
つ
も
あ
の
女
性
の
恐
し
い
頭
を
抱
え
て
い
る
よ
う
な
気
が
し

ま
し
た
。
周
囲
の
人
々
が
私
を
見
る
眼
は
す
べ
て
探
偵
の
よ
う
に
見
え
ま
し
た
。
も
し
か
し
た
ら
、
か
れ
ら
は
私
の
顔
か
ら
昨
夜
私
が
犯

し
た
殺
人
の
罪
を
読
み
と
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
私
は
帽
子
を
眉
の
と
こ
ろ
ま
で
低
く
引
っ
張
っ
て
被
っ
て
い
ま
し
た
。
私
は

頭
を
上
げ
る
勇
気
ま
で
も
失
っ
て
い
ま
し
た
。
切
符
を
買
っ
て
私
は
す
ぐ
改
札
口
か
ら
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
に
向
か
っ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
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ろ
が
切
符
を
改
札
係
に
出
す
た
め
に
や
む
を
え
ず
頭
を
上
げ
た
と
き
、
思
い
が
け
ず
プ
ラ
ッ
ト
ホ
…
ム
に
立
っ
て
い
る
一
人
の
女
性
、
あ

の
時
舟
中
に
乗
っ
た
白
衣
の
女
性
の
姿
が
眼
に
飛
び
込
ん
で
き
ま
し
た
。
彼
女
は
き
っ
と
魔
法
使
い
に
ち
が
い
あ
1
っ
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
こ

そ
、
そ
の
幻
影
を
も
っ
て
人
々
を
殺
人
の
犯
罪
者
に
な
る
ま
で
誘
っ
て
来
る
の
で
す
。
一
」
う
思
う
と
、
私
は
な
る
べ
く
彼
女
か
ら
離
れ
て
、

彼
女
の
眼
を
避
け
る
よ
う
に
気
を
つ
け
て
い
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
そ
こ
で
は
何
事
も
起
ら
ず
、
そ
の
と
き
は
そ
れ
だ
け
だ
っ
た
。
そ
し
て
ふ
た
た
び
上
海
で
暮
ら
す
よ
う
に
な
っ
た
か
れ
は
、
あ
る

日
、
デ
パ
ー
ト
メ
ン
ト
ス
ト
ア
に
買
い
物
に
出
か
け
た
が
、
そ
の
と
き
に
も
、
偶
然
白
い
服
を
着
た
女
性
を
見
か
け
る
こ
と
が
あ
っ
て
、
そ
の

心
は
い
っ
そ
う
恐
れ
と
と
き
め
き
を
お
ぽ
え
た
。

　
一
」
う
し
て
、
上
海
に
戻
る
途
中
、
ま
た
帰
っ
た
あ
と
の
都
市
の
な
か
で
も
何
度
も
白
衣
の
女
性
に
出
会
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
夜
叉
へ
の
恐

怖
が
ま
す
ま
す
か
れ
の
脳
裏
に
刻
み
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
精
神
的
脅
迫
感
に
耐
え
ら
れ
ず
、
友
人
の
家
に
山
か
け
て
行
っ
た
下
士
明
は
、

そ
こ
で
自
衣
を
着
て
い
る
友
人
の
姪
を
眼
に
す
る
や
否
や
、
つ
い
に
激
し
い
精
神
錯
乱
を
起
こ
し
て
、
そ
の
場
に
昏
倒
し
て
し
ま
っ
た
。
友
人

の
介
護
で
か
れ
は
病
院
に
収
容
さ
れ
た
。
こ
こ
で
や
っ
と
か
れ
の
告
白
は
小
説
の
冒
頭
部
と
つ
な
が
り
、
終
わ
る
こ
と
に
な
る
。

一83一

四
、
　
「
自
衣
の
女
性
」
－
女
性
糎
否
か
ら
都
市
拒
否
へ
1

　
前
節
ま
で
小
説
「
夜
叉
し
の
内
容
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
主
人
公
の
殺
人
に
至
る
ま
で
の
精
神
病
理
の
発
症
過
程
を
追
究
し
て
き
た
。
こ
の
よ

う
に
み
て
く
る
と
、
主
人
公
の
病
理
の
過
程
に
お
い
て
、
　
「
白
衣
の
女
性
」
が
重
要
な
役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。
そ

れ
で
は
、
　
「
白
衣
の
女
性
し
の
役
割
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
本
節
で
は
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
「
白
衣
」
H
白
色
と
「
女
性
し
に
分
け
、
そ
れ
が

租
界
都
市
上
海
の
都
市
表
象
の
記
号
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
そ
れ
が
小
説
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
機
能
し

て
い
る
の
か
に
考
察
を
加
え
て
ゆ
一
」
う
。

　
ま
ず
、
あ
ら
た
め
て
「
白
衣
の
女
性
」
に
よ
っ
て
惹
き
起
こ
さ
れ
る
主
人
公
下
士
明
の
精
神
病
理
の
過
程
を
要
約
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な

ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
夜
叉
の
幻
影
に
お
び
え
る
†
士
明
の
精
神
世
界
を
か
た
ち
作
っ
た
の
は
、
最
初
に
見
た
白
衣
の
女
性
の
観
光
客
が
契
機
と

な
っ
て
い
た
。
こ
の
白
衣
の
女
性
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
白
己
抑
制
し
て
き
た
†
士
明
の
女
性
へ
の
歪
ん
だ
情
念
が
、
一
気
に
解
放
さ
れ
た
。



13

し
か
し
、
田
舎
の
農
婦
を
眼
に
し
た
時
点
か
ら
、
白
衣
の
女
性
が
か
れ
の
性
欲
を
そ
そ
る
対
象
か
ら
、
そ
の
存
在
を
威
嚇
す
る
対
象
へ
と
転
化

し
て
く
る
。
か
れ
は
m
舎
の
若
い
農
婦
を
殺
害
す
る
の
も
、
そ
の
歪
ん
だ
情
念
に
よ
っ
て
精
神
に
錯
乱
を
来
し
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
リ
、
主

人
公
は
、
性
的
倒
錯
に
よ
る
女
性
へ
の
憎
悪
か
ら
、
結
果
と
し
て
白
衣
の
女
性
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
下
士
明
は
、

こ
の
小
説
の
締
末
で
語
1
っ
手
の
「
私
」
の
姪
一
彼
女
も
白
衣
の
姿
を
し
て
い
る
）
を
眼
に
し
た
と
き
、
良
心
の
苛
責
か
ら
、
そ
の
姪
が
自
分
の

罪
を
暴
一
」
う
と
す
る
裁
判
官
と
し
て
来
た
夜
叉
で
あ
る
か
の
よ
う
に
み
え
て
、
昏
倒
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
「
古
代
の
怪
奇
小
説
に
記
述
さ
れ
」
た
夜
叉
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
女
性
誘
惑
と
女
性
憎
悪
と
い
っ
た
相
反
す
る
二
つ
の
情
念
を
な
い
ま
ぜ
に
し

た
対
象
と
信
じ
込
ん
だ
下
士
明
の
、
狂
的
精
神
状
況
を
見
事
に
象
徴
し
て
い
る
。
白
衣
の
女
性
の
イ
メ
i
ジ
は
ま
る
で
通
奏
底
音
の
ご
と
く
次
々

と
筋
立
て
に
あ
ら
わ
れ
、
主
人
公
の
病
理
進
行
の
過
程
に
む
す
び
つ
け
て
描
か
れ
て
ゆ
く
。
そ
の
進
行
に
伴
っ
て
、
主
人
公
の
狂
的
病
跡
が
性

的
倒
錯
か
ら
強
度
の
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
ヘ
、
そ
し
て
そ
れ
が
嵩
じ
た
極
眼
に
、
行
き
ず
り
の
衝
動
殺
人
へ
と
変
わ
り
つ
つ
あ
る
よ
う
に
、
精
神
分
析

学
の
知
識
に
し
た
が
っ
て
精
綴
に
追
究
さ
れ
て
い
る
。

　
η
白
衣
L
、
と
い
う
よ
リ
も
む
し
ろ
白
色
、
と
都
市
上
海
の
と
関
連
は
、
ひ
と
ま
ず
あ
と
に
譲
る
こ
と
に
し
、
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
、
女

性
と
都
市
と
の
関
係
を
み
て
お
一
」
う
。
そ
の
関
係
は
作
品
内
容
の
紹
介
の
と
こ
ろ
で
触
れ
た
よ
う
に
、
而
者
の
問
は
と
も
に
拒
絶
す
べ
き
も
の

と
し
て
同
一
視
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
す
べ
て
が
商
品
化
さ
れ
、
金
銭
に
よ
っ
て
交
換
さ
れ
る
都
市
に
あ
っ
て
は
、
売
春
婦
の
群
そ
の
も
の

も
性
を
商
品
と
し
て
勇
性
に
売
り
つ
け
る
存
在
で
あ
っ
た
。
租
界
都
市
上
海
に
住
む
よ
う
に
な
り
、
街
に
立
ち
並
ぶ
売
春
婦
を
多
く
眼
に
し
た

†
士
明
に
と
っ
て
は
、
都
市
の
腐
敗
と
堕
落
は
そ
の
よ
う
な
女
性
と
む
す
び
つ
い
て
思
わ
れ
る
。
伝
統
的
な
倫
理
と
教
養
か
ら
自
己
の
心
身
の

η
健
全
さ
L
を
守
る
た
め
に
白
己
防
御
の
措
置
を
と
つ
、
こ
の
姿
勢
に
よ
っ
て
下
士
明
は
か
え
っ
て
、
田
舎
で
の
狂
気
に
導
か
れ
る
。
田
舎
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
H
〕

帰
っ
て
、
心
身
の
く
つ
ろ
ぎ
を
お
ぼ
え
た
と
き
、
そ
の
性
的
欲
望
は
ひ
そ
か
に
解
放
さ
れ
る
。
西
湖
の
古
庵
で
白
衣
の
女
性
を
眼
に
す
る
際
、

解
放
さ
れ
た
性
的
欲
望
は
つ
い
に
噴
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
白
衣
の
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
都
市
上

海
に
お
け
る
売
春
婦
の
群
れ
と
主
人
公
の
白
己
抑
制
を
介
し
て
、
都
市
と
む
す
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
小
説
「
夜
叉
」
に

お
い
て
田
舎
の
田
園
か
ら
都
市
上
海
ま
で
連
続
し
て
代
わ
る
代
わ
る
に
現
れ
て
く
る
白
衣
の
女
性
の
姿
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ

て
い
る
と
い
え
る
。

　
†
士
明
の
意
識
に
は
、
女
性
H
都
市
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
連
想
が
一
貫
し
て
い
る
。
し
か
し
、
都
市
生
活
に
つ
ね
に
違
和
感
を
お
ぼ
え
て
い
た

か
れ
は
、
そ
の
連
想
を
意
識
下
に
沈
潜
さ
せ
、
そ
れ
を
「
自
己
抑
制
」
の
美
徳
と
信
じ
、
心
身
の
「
健
全
さ
し
を
自
慢
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
の

一82一
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だ
が
、
そ
れ
が
田
舎
の
田
園
に
ふ
れ
る
こ
と
で
一
挙
に
解
放
さ
れ
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
精
神
の
崩
壊
を
も
た
ら
し
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
経
緯
に
よ
っ
て
も
、
か
れ
が
狂
気
に
走
っ
て
し
ま
っ
た
原
因
は
、
都
市
上
海
で
の
女
性
拒
否
の
姿
勢
に
求
め
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

み
た
と
お
り
、
主
人
公
の
告
白
に
み
ら
れ
る
場
面
設
定
は
、
杭
州
郊
外
の
故
郷
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
設
定
は
、
主
人
公
の
病

理
を
と
お
し
て
都
市
表
象
を
背
後
に
暗
示
さ
せ
よ
う
と
す
る
手
法
と
一
致
し
て
い
る
。
主
人
公
†
士
明
の
眼
に
映
る
幻
影
か
ら
は
、
都
市
に
お

け
る
「
健
全
さ
」
を
求
め
て
の
自
己
抑
制
、
と
い
う
よ
り
も
、
白
己
閉
塞
の
状
況
が
い
か
に
そ
の
精
神
を
む
し
ば
ん
で
い
る
か
が
わ
か
り
、
こ

の
都
市
の
病
理
を
描
き
出
す
の
は
「
夜
叉
し
と
い
っ
た
小
説
の
仕
掛
け
で
あ
る
。

　
†
士
明
が
狂
気
に
走
る
様
相
は
、
都
市
上
海
の
後
景
化
さ
れ
て
い
る
田
舎
で
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て
、

白
已
抑
制
を
精
神
の
「
健
全
さ
」
と
信
じ
切
っ
て
い
る
、
都
市
生
活
者
の
悲
劇
が
か
え
っ
て
い
っ
そ
う
鮮
明
に
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
。
「
夜

叉
」
に
お
い
て
、
田
園
と
し
て
の
田
舎
は
、
つ
ね
に
租
界
都
市
上
海
の
不
毛
性
と
対
照
し
な
が
ら
描
か
れ
て
い
る
の
も
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
†
士
明
に
と
っ
て
の
田
舎
は
、
た
ん
に
都
市
で
疲
れ
切
っ
た
肉
体
を
く
つ
ろ
が
す
土
地
と
い
う
意
味
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ま
た
そ
の
精

神
を
育
み
、
い
つ
で
も
寄
託
す
る
こ
と
の
で
き
る
空
問
で
あ
る
。
墓
守
の
親
戚
と
の
関
係
を
と
お
し
て
感
じ
ら
れ
る
田
舎
の
濃
密
な
人
聞
関
係
、

そ
れ
に
古
び
た
渕
や
竹
林
な
ど
の
風
景
を
語
る
か
れ
の
眼
差
か
ら
は
、
古
典
の
世
界
に
導
か
れ
る
一
人
の
伝
統
的
な
中
国
知
識
人
の
イ
メ
ー
ジ

が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
田
舎
の
な
か
で
と
ら
え
ら
れ
る
主
人
公
の
調
和
性
は
、
都
市
で
の
か
れ
の
不
安
定
な
状
況
、

す
な
わ
ち
不
調
和
性
一
違
和
感
一
を
も
同
時
に
暗
示
さ
せ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

　
「
上
海
に
い
る
と
き
、
こ
ん
な
静
か
な
田
舎
の
原
始
の
風
景
を
楽
し
む
機
会
は
ど
こ
に
も
な
か
っ
た
」
と
、
心
を
な
ご
ま
せ
る
†
士
明
の
言

葉
に
は
、
空
と
湖
の
青
、
田
や
林
の
緑
こ
そ
が
か
れ
の
精
神
を
癒
す
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
意
味
合
い
が
読
み
と
れ
る
。
し
か
も
、
か

れ
の
発
話
の
な
か
の
「
原
始
一
の
風
景
一
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
あ
き
ら
か
に
「
近
代
（
都
市
上
海
）
」
が
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
す

る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
都
市
上
海
の
色
彩
イ
メ
i
ジ
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
「
白
衣
の
女
性
」
の
白
色
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
の
も
つ
記
号
性
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
以
下
で
は
す
で
に
ふ
れ
た
白
衣
u
白
色
と
都
市
表
象
の
関
係
に
関
し
て
考
察
を
加
え
て
み
る
。

　
「
夜
叉
」
に
お
い
て
、
主
人
公
下
士
明
と
は
ま
っ
た
く
関
係
を
持
た
な
い
三
人
の
女
性
の
登
場
人
物
は
、
と
も
に
身
に
つ
け
て
い
た
白
衣
に

よ
っ
て
、
か
れ
の
眼
に
混
同
さ
れ
て
み
ら
れ
る
。
そ
の
姿
は
さ
ら
に
夜
叉
の
伝
説
と
な
い
交
ぜ
し
て
、
†
士
明
の
意
識
の
奥
で
浸
っ
て
ゆ
く
。

当
時
、
中
国
の
江
南
地
方
あ
た
つ
で
は
、
気
温
が
高
い
た
め
、
白
衣
を
着
て
暑
さ
を
し
の
ぐ
女
性
の
姿
が
多
く
み
ら
れ
る
。
租
界
都
市
上
海
と

い
え
ど
も
変
わ
ら
な
い
以
上
、
白
色
の
衣
裳
は
そ
の
当
時
、
流
行
の
服
装
の
色
調
と
な
っ
て
い
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
古
庵
で

一81一
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見
か
け
た
貴
婦
人
ま
が
い
の
女
性
一
お
そ
ら
く
都
市
か
ら
の
観
光
客
一
と
列
車
で
見
か
け
た
語
り
手
の
「
私
」
の
姪
も
、
そ
の
色
の
服
を
着
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〃
〕

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
「
白
衣
」
と
い
う
設
定
の
根
拠
は
こ
う
し
た
社
会
文
化
に
よ
っ
て
で
あ
ろ
う
。

　
た
だ
し
、
田
舎
の
女
性
の
姿
は
、
普
段
着
か
ど
う
か
は
、
は
っ
き
り
判
明
で
き
な
い
。
も
し
か
す
る
と
、
そ
の
「
白
衣
」
は
喪
服
で
あ
る
こ

と
も
あ
り
得
る
。
中
国
の
伝
統
社
会
で
は
、
夫
に
死
な
れ
た
女
性
一
寡
婦
）
が
白
衣
を
身
に
ま
と
う
か
ら
で
あ
る
。
小
説
に
お
い
て
、
　
「
夜

叉
」
の
イ
メ
i
ジ
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
女
性
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
。
前
引
の
小
説
の
記
述
に
見
る
、
　
「
墓
の
入
口
の
側
に
座
っ
て
泣
い
た

り
畷
っ
た
リ
」
し
て
、
農
夫
を
誘
惑
す
る
夜
叉
の
白
色
の
扮
装
は
、
問
違
い
な
く
夫
に
死
な
れ
た
田
舎
の
農
婦
の
姿
を
ま
ね
た
も
の
で
あ
っ
た
。

性
欲
倒
錯
に
陥
っ
た
†
士
明
の
意
識
が
、
こ
の
伝
説
に
深
く
む
す
び
つ
い
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
か
れ
の
眼
に
映
る
田
舎
の
農
婦
の
姿

に
白
衣
を
媒
介
と
し
て
、
夜
叉
の
イ
メ
i
ジ
が
覆
っ
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
当
時
都
市
上
海
の
女
性
の
流
行
一
風
俗
一
と
は
別
に
、
自
色
と
都
市
表
象
の
む
す
び
つ
き
は
、
語
り
手
の
「
私
」
が
病
院
で
受

け
た
色
彩
感
覚
か
ら
も
と
ら
え
ら
れ
る
。
友
人
の
「
私
」
が
下
士
明
を
見
舞
い
に
病
院
を
訪
れ
た
と
き
、
眼
に
映
っ
た
病
院
内
の
壁
や
服
装
や

医
療
器
具
は
何
も
か
も
真
っ
白
で
あ
っ
た
。
そ
の
と
き
、
　
「
私
」
は
強
烈
な
苛
立
し
さ
を
感
じ
、
す
ぐ
に
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
青
色
の
縞
の
入
っ
た

ハ
ン
カ
チ
を
と
り
出
し
、
そ
の
色
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
苛
立
っ
た
神
経
を
鎮
め
よ
う
と
す
る
、
と
い
っ
た
何
気
な
い
描
写
は
小
説
の
冒
頭

で
み
ら
れ
る
。
こ
こ
に
見
る
白
色
が
神
経
に
刺
激
的
で
あ
っ
て
、
青
色
が
神
経
を
鎮
め
る
と
い
っ
た
知
識
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
フ
ロ
イ
ト
流

の
精
神
分
析
学
に
よ
っ
た
と
み
て
よ
い
が
、
そ
れ
よ
り
、
　
「
私
」
の
行
為
と
感
覚
が
、
人
間
の
心
理
に
与
え
る
白
色
の
刺
戟
的
効
果
を
示
す
と

と
も
に
、
そ
の
白
色
が
近
代
都
市
の
粋
と
も
い
え
る
病
院
と
む
す
び
つ
け
て
表
象
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
重
要
視
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、

小
説
の
冒
頭
部
に
お
い
て
、
病
院
の
イ
メ
ー
ジ
を
介
し
て
白
色
と
都
市
が
む
す
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
わ
ば
あ
ら
か
じ
め
読

者
の
心
理
に
一
定
の
観
念
結
合
を
植
え
付
け
た
こ
と
に
も
な
る
。
読
者
は
こ
の
小
説
を
読
み
進
め
て
ゆ
く
う
ち
に
、
白
色
の
イ
メ
ー
ジ
が
表
象

さ
れ
る
た
び
に
、
無
意
識
の
う
ち
に
都
市
上
海
を
想
起
さ
せ
ら
れ
て
ゆ
く
。

　
こ
う
し
て
、
小
説
「
夜
叉
」
で
は
、
都
市
引
女
性
、
都
市
H
白
色
を
通
路
と
し
て
、
都
市
－
女
性
－
精
神
病
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
連
合
の
展

開
の
な
か
で
主
題
が
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
。
換
言
す
れ
ば
、
都
市
へ
の
欲
望
と
憎
悪
に
む
す
び
つ
い
た
白
色
の
女
性
は
、
い
か
に
†
士
明
の
精
神

の
深
層
を
む
し
ば
ん
で
い
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
が
こ
の
よ
う
な
描
写
を
と
お
し
て
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
う
ち
の
二
箇

所
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
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そ
れ
以
来
、
私
は
何
を
見
て
も
す
べ
て
そ
の
女
性
の
幻
影
と
交
錯
す
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
古
庵
の
唐
寅
の
画
を
見
て
も
、

そ
の
落
葉
の
散
る
木
の
背
後
に
ひ
と
つ
の
寺
の
建
物
が
見
え
、
そ
の
女
性
が
ま
さ
に
そ
こ
に
白
く
光
っ
て
立
っ
て
い
る
の
で
す
。
侃
雲
林

の
画
を
見
て
も
、
そ
の
小
山
を
埋
め
る
笹
竹
の
隙
間
に
ま
た
あ
の
白
衣
の
女
性
が
竹
に
依
り
添
う
よ
う
に
し
て
し
ば
ら
く
休
ん
で
い
る
姿

が
ぽ
ん
や
つ
と
見
え
る
の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
H
一

　
「
唐
寅
の
画
」
や
「
侃
雲
林
の
画
」
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
中
国
の
古
典
文
人
画
と
し
て
有
名
な
も
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
名
画
の
構
図
の
な

か
に
も
白
衣
の
女
性
が
侵
入
し
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
は
、
†
士
明
の
精
神
的
病
理
が
い
か
に
深
刻
な
の
か
は
う
か
が
え
る
。
白
衣

の
女
性
は
†
士
明
の
性
的
欲
望
の
対
象
と
な
る
一
方
、
ま
た
み
ず
か
ら
を
威
嚇
す
る
且
ハ
象
と
し
て
も
感
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
威
嚇
は
あ
き
ら

か
に
か
れ
の
女
性
恐
怖
症
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
と
と
も
に
、
い
ま
ひ
と
つ
、
都
市
へ
の
反
擬
・
拒
否
が
投
影
さ
れ
て
い
よ
う
。
こ
の
意
味

で
は
、
白
色
は
下
士
明
と
い
う
青
年
に
と
っ
て
、
女
性
に
対
す
る
恐
怖
の
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
る
と
同
時
に
、
都
市
上
海
へ
の
拒
否
の
そ
れ
で
も

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
」
う
し
た
†
士
明
の
精
神
病
理
の
構
造
は
、
次
の
引
用
に
も
読
み
と
れ
る
。

そ
れ
以
来
、
私
は
な
る
べ
く
自
分
の
頭
に
こ
ぴ
り
付
い
た
狼
塾
な
想
念
を
潮
笑
し
た
り
、
叱
責
し
た
り
し
て
、
そ
の
女
性
の
姿
を
頭
か
ら

ふ
り
払
お
う
と
し
ま
し
た
が
、
ど
う
し
て
も
ふ
り
払
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
小
庵
の
侍
童
が
お
茶
を
入
れ
て
く
れ
て
、
私
を
水

閣
へ
案
内
し
て
藤
の
花
を
見
せ
て
く
れ
た
と
き
、
つ
い
に
、
そ
こ
こ
こ
に
あ
る
麓
の
花
の
草
む
ら
す
べ
て
が
あ
の
臼
衣
の
女
性
に
化
し
て

私
の
眼
前
で
な
び
き
揺
れ
て
い
る
と
感
じ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
瞬
問
、
私
は
一
種
の
、
ど
う
に
も
祇
抗
で
き
な
い
憂
蟹
に
陥
り
ま
し

た
。
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自
い
「
麓
の
花
」
が
白
衣
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
な
っ
て
く
る
こ
と
は
、
白
己
抑
制
さ
れ
て
い
た
主
人
公
の
意
識
下
の
欲
望
が
噴
出
さ
れ
て
き
た

こ
と
を
象
徴
す
る
。
そ
の
反
動
と
し
て
田
舎
の
白
衣
の
女
性
の
観
光
客
の
姿
態
か
ら
、
　
「
紙
抗
で
き
な
い
」
強
い
誘
惑
を
感
じ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
か
れ
の
眼
に
映
る
白
い
「
蔵
の
花
」
は
、
そ
の
潜
在
下
の
性
的
欲
望
を
も
象
徴
す
る
。
　
「
な
び
き
揺
れ
て
い
る
」
自
い
蔵
花
の
イ
メ

ー
ジ
は
、
や
が
て
白
衣
の
女
性
へ
と
変
容
し
て
ゆ
く
う
ち
に
、
白
己
抑
制
が
解
放
さ
れ
る
†
士
明
は
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
そ
の
潜
在
下



の
性
的
欲
望
を
釈
放
し
、
女
性
拒
否
の
姿
勢
か
ら
、
女
性
願
望
へ
と
転
化
し
て
狂
気
殺
人
に
走
る
。

　
一
」
う
し
て
、
こ
の
小
説
に
お
い
て
白
色
と
女
性
は
、
†
士
明
の
存
在
の
威
嚇
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
ま
た
、

そ
れ
は
小
説
の
プ
ロ
ッ
ト
に
随
所
に
盛
り
込
ま
れ
、
読
者
の
読
み
を
み
ち
び
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
作
者
は
こ
の
白
色
と

女
性
を
と
お
し
て
、
な
に
を
語
ろ
う
と
す
る
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
あ
き
ら
か
に
都
市
そ
の
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
白
色
と
女
性
の
威
嚇

は
す
な
わ
ち
、
都
市
か
ら
の
威
嚇
で
あ
る
、
そ
の
よ
う
な
白
色
の
イ
メ
i
ジ
の
連
鎖
を
と
お
し
て
、
狂
気
と
い
う
都
市
の
病
理
は
表
象
さ
れ
て

お
り
、
読
者
の
感
性
に
訴
え
つ
づ
け
て
い
る
。

五
、
む
す
び

17

　
以
上
で
、
施
蟄
存
の
「
夜
叉
」
と
い
う
小
説
に
お
け
る
狂
気
の
発
症
お
よ
び
そ
の
意
味
を
と
ら
え
て
き
た
。
そ
の
考
察
に
あ
た
っ
て
は
、
な

る
べ
く
こ
の
小
説
と
施
蟄
存
の
他
の
精
神
分
析
小
説
と
の
関
連
に
も
留
意
し
て
お
い
た
。
た
だ
し
、
狂
気
に
よ
る
殺
人
と
い
う
結
末
は
、
そ
れ

ま
で
の
施
蟄
存
の
小
説
に
は
な
か
っ
た
設
定
で
あ
っ
た
。
施
蟄
存
の
精
神
分
析
小
説
は
、
従
来
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
小
説
家
シ
ュ
ニ
ッ
ツ
ラ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ど

に
影
響
さ
れ
た
も
の
と
評
価
さ
れ
て
き
た
が
、
本
章
で
は
他
の
小
説
は
と
も
か
く
も
、
こ
の
「
夜
叉
」
と
い
う
小
説
に
限
っ
て
い
え
ば
、
ほ
ぽ

同
時
代
の
「
橋
」
の
影
響
も
認
め
ら
れ
る
と
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
三
つ
あ
る
。

　
第
一
に
は
、
　
「
は
じ
め
に
」
で
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
　
「
夜
叉
」
を
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
、
池
谷
信
三
郎
の
「
橋
」
は
す
で
に
施
蟄

存
の
友
人
劉
咽
鴎
に
よ
っ
て
翻
訳
さ
れ
た
。
施
蟄
存
が
そ
の
中
国
語
訳
を
読
ん
だ
蓋
然
性
は
き
わ
め
て
大
き
か
っ
た
こ
と
。
第
二
に
は
、
両
者

の
作
品
内
容
は
、
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
ご
と
く
、
一
見
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
の
だ
が
、
作
品
の
深
層
の
構
造
に
お
い

て
、
都
市
－
女
性
－
精
神
病
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
の
連
合
に
お
い
て
深
い
共
通
性
が
み
と
め
ら
れ
る
こ
と
。
た
だ
し
「
夜
叉
」
の
ほ
う
に
は
都

市
－
白
色
と
い
う
フ
ロ
イ
ト
流
の
色
彩
の
心
理
学
が
加
上
さ
れ
て
い
る
点
は
、
施
蟄
存
の
新
た
な
追
求
と
し
て
認
め
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
第
三

に
、
登
場
人
物
の
精
神
病
の
発
症
や
衝
動
殺
人
な
ど
は
、
と
も
に
都
市
の
病
理
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
そ
れ
に
従
う
プ
ロ
ッ
ト
の
展
開
に
も
共

通
性
が
み
と
め
ら
れ
る
こ
と
。

　
池
谷
信
三
郎
「
橋
し
と
施
蟄
存
「
夜
叉
し
と
い
っ
た
両
作
品
か
ら
は
、
一
九
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
に
か
け
て
の
、
日
本
と
巾
国
の
モ
ダ

ニ
ス
ム
文
学
の
連
動
が
う
か
が
え
る
。
都
市
の
成
長
・
成
熟
に
と
も
な
う
人
間
存
在
　
　
と
い
う
よ
リ
も
、
都
市
屑
住
者
の
存
在
性
　
　
の
問
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題
に
、
近
代
文
学
の
新
た
な
主
題
と
表
現
方
法
を
求
め
る
こ
と
は
、
両
作
家
の
共
通
し
た
志
向
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
共
通
点
が
認
め
ら
れ
る

一
方
、
両
作
品
に
は
決
定
的
な
差
異
が
あ
る
こ
と
も
見
逃
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
。
つ
ま
り
、
施
蟄
存
の
「
夜
叉
」
に
み
ら
れ
る
「
健
全
さ
」

へ
の
眼
差
し
で
あ
る
。

　
「
夜
叉
」
の
冒
頭
を
あ
ら
た
め
て
見
て
み
よ
う
。
田
舎
か
ら
都
市
に
出
て
来
た
青
年
†
士
明
は
、
都
市
生
活
を
送
り
な
が
ら
、
ス
ポ
ー
ツ
を

と
お
し
て
心
身
の
「
健
全
さ
」
を
維
持
し
よ
う
と
つ
と
め
て
き
た
と
友
人
に
告
白
し
て
い
る
。
　
「
毎
B
運
動
場
で
ス
ポ
ー
ツ
を
や
る
」
か
れ
に

と
っ
て
は
、
事
務
仕
事
の
余
暇
、
デ
ー
ト
に
出
か
け
る
都
市
青
年
の
行
動
パ
タ
ー
ン
は
、
不
健
全
な
も
の
と
し
て
映
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の

た
め
か
え
っ
て
ま
わ
り
か
ら
は
、
女
性
と
付
き
合
お
う
と
も
し
な
い
か
れ
の
行
動
を
い
ぶ
か
ら
れ
る
。
そ
ん
な
周
囲
の
眼
を
気
に
す
る
こ
と
は
、

あ
る
い
は
か
れ
を
運
動
場
に
追
い
や
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
か
れ
が
「
ま
わ
リ
の
仲
間
が
失
恋
す
る
」
の
を
み
て
潮
る
の

も
、
一
種
の
白
己
防
御
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
う
し
た
行
動
の
結
果
、
か
れ
は
「
身
体
は
普
通
の
人
以
上
に
頑
丈
で
あ
っ
た
」
代
わ
り

に
、
そ
の
精
神
は
次
第
に
病
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
主
人
公
の
都
市
で
の
生
活
ぶ
り
が
、
以
後
筋
立
の
展
開
の
主
要
な
動
機
と
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
、
本
稿
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
の
動
機
と
し
て
の
心
身
の
「
健
全
さ
」
と
い
う
間
題
が
、
一
九
三
〇
年
代
の
租
界
都
市
上
海
に
お
け
る
社
会
現
象
と
深
く
む
す
び
つ
い

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
作
家
劉
柄
鴎
の
「
礼
儀
と
衛
生
」
に
お
い
て
も
み
と
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
登
場
人
物
の
「
健
全
さ
」
、
あ
る
い
は

「
衛
生
」
と
い
う
意
識
に
は
、
な
ん
の
意
味
が
隠
さ
れ
た
か
、
こ
こ
で
は
細
か
く
論
証
は
展
開
し
な
い
こ
と
に
す
る
が
、
た
だ
；
百
で
お
さ
え

て
お
く
こ
と
に
す
る
。
つ
ま
り
、
都
市
上
海
に
お
け
る
異
性
間
交
遊
で
も
、
売
春
婦
と
の
性
交
渉
で
も
、
と
も
に
当
時
、
社
会
的
問
題
と
し
て

議
論
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
間
題
は
、
た
ん
に
梅
毒
に
よ
る
中
国
人
の
身
体
へ
の
破
壊
に
と
ど
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
植
民
地
の
現
状
と
連
動
し
て
中

華
民
族
の
危
機
意
識
と
し
て
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
施
蟄
存
の
「
夜
叉
し
や
劉
咽
鴎
の
「
礼
儀
と
衛
生
し
な
ど
は
、
池

谷
信
三
郎
の
「
橋
」
に
み
る
私
小
説
の
よ
う
な
性
格
と
異
な
り
、
よ
り
社
会
性
が
強
か
っ
た
作
品
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
く
、
そ
の
「
健
全
」
「
衛

生
」
と
い
っ
た
意
識
の
底
に
は
、
民
族
危
機
の
警
鐘
が
ひ
そ
か
に
響
い
て
い
る
か
の
よ
う
に
聞
こ
え
よ
う
。

一77一

注
一
－
一
施
蟄
存
は
一
九
〇
、
五
年
二
一
月
三
日
、

杭
州
に
生
ま
れ
。
二
歳
の
と
き
か
ら
、

弼
親
に
し
た
が
っ
て
蘇
州
や
松
江
に
転
々
し
た
が
、
の
ち
に
松
江
に
定
住
す
る
よ
う
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に
な
る
。
か
れ
が
小
説
創
作
に
興
味
を
お
ぽ
え
た
の
は
、
ニ
ハ
歳
の
と
き
で
あ
る
。
こ
の
年
、
新
た
な
方
針
に
し
た
が
っ
て
革
新
さ
れ
た
『
小
説
月
報
』
は
多
く
の

　
　
青
年
の
文
学
志
願
を
呼
び
起
こ
し
た
。
施
蟄
存
の
処
女
作
「
名
誉
を
固
復
す
る
夢
」
一
原
題
「
恢
復
名
誉
之
夢
」
一
は
す
な
わ
ち
こ
の
直
後
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
た
だ
し
、
こ
の
と
き
、
都
市
文
学
は
ま
だ
「
鴛
驚
胡
蝶
派
」
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
た
時
代
で
あ
っ
て
、
施
蟄
存
の
処
女
作
も
最
初
は
こ
の
一
派
の
雑
誌
『
礼
拝
六
』

　
　
に
載
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一
八
歳
の
と
き
、
施
蟄
存
が
短
編
小
説
集
門
江
干
集
』
を
向
費
出
版
し
、
こ
の
間
、
上
海
大
学
に
在
学
し
て
い
る
か
れ
は
、
同
大
学

　
　
で
教
貝
を
担
任
し
て
い
る
茅
盾
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
文
学
の
謡
を
う
か
が
っ
て
い
た
。
一
九
二
八
年
、
小
説
「
媚
子
」
が
新
文
学
雑
誌
『
小
説
月
報
』
に
発
表
ざ
れ
、

　
　
こ
の
作
品
は
施
蟄
存
が
新
文
学
運
動
に
投
身
す
る
記
し
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
同
年
の
春
、
施
蟄
存
は
劉
噌
鵬
や
戴
望
箭
、
杜
衡
な
ど
と
一
緒
に
雑
誌

　
　
　
『
文
学
工
場
』
を
編
集
し
、
同
誌
は
左
翼
の
傾
向
が
強
い
と
い
う
理
崩
で
強
制
的
に
廃
刊
さ
せ
ら
れ
た
。
九
月
、
か
れ
ら
は
あ
ら
た
に
半
月
刊
門
無
軌
列
車
』
を
創

　
　
刊
し
、
施
蟄
存
は
安
華
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
小
説
や
詩
歌
な
ど
を
発
表
し
た
。
こ
の
雑
誌
も
年
末
に
左
翼
的
傾
向
に
よ
っ
て
当
局
か
ら
出
版
停
止
と
命
令
さ
れ
た
。
翌

　
　
年
、
　
『
無
軌
列
車
』
の
継
続
誌
と
し
て
創
刊
さ
れ
た
の
は
『
新
文
芸
』
で
あ
っ
た
が
、
創
刊
号
に
施
熱
存
の
代
表
作
「
鳩
摩
羅
什
」
以
外
に
、
劉
納
鵬
の
「
礼
儀
と

　
　
衛
生
」
も
掲
載
さ
れ
た
。
一
九
三
二
年
三
月
、
上
海
事
変
や
中
国
国
内
の
政
治
事
情
な
ど
の
影
響
で
多
く
の
文
学
雑
誌
が
休
刊
を
迫
ら
れ
る
状
態
で
、
現
代
書
周
は

　
　
大
型
文
学
雑
誌
門
現
代
』
を
企
蘭
し
、
施
蟄
存
は
現
代
書
周
の
張
静
廠
の
摺
き
で
、
こ
の
一
九
三
〇
年
代
、
巾
国
の
近
代
文
学
史
上
で
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る

　
　
雑
誌
の
編
集
長
を
担
当
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
本
稿
で
と
り
あ
げ
た
「
夜
叉
」
は
す
な
わ
ち
、
か
れ
が
こ
の
雑
誌
の
編
集
を
担
当
し
始
め
た
時
期
に
書
い
た
も
の
で

　
　
あ
っ
た
。

（
2
）
「
鳩
摩
羅
什
し
、
一
九
二
九
年
九
月
『
新
文
芸
』
創
刊
号
に
掲
載
。
　
「
将
軍
の
顕
」
、
一
九
三
〇
年
『
小
説
月
報
』
第
二
一
巻
第
一
〇
号
に
掲
載
。

（
3
）
施
蟄
存
「
致
載
望
野
函
十
四
通
」
、
孔
男
境
繍
『
現
代
作
家
書
簡
』
（
生
活
蕃
店
、
一
九
三
六
年
一
二
〇
頁
、
二
一
二
－
二
…
頁
。

一
4
一
拙
稿
「
近
代
に
お
け
る
都
市
と
精
神
病
－
池
谷
獲
二
郎
の
「
橋
」
と
そ
の
周
辺
1
L
一
筑
波
大
学
文
化
批
評
研
究
会
編
閉
柚
民
地
主
義
と
ア
ジ
ア
の
表
象
』
、
一
九
九
九

　
　
年
三
月
一

一
5
一
施
蟄
存
の
小
説
の
う
ち
、
　
「
詩
人
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
　
「
在
巴
黎
大
戯
院
し
「
魔
遭
」
お
よ
び
本
稿
で
と
り
あ
げ
た
「
夜
叉
」
な
ど
は
す
べ
て
、
登
場
人
物
の
病

　
　
理
的
な
心
理
、
精
神
状
態
に
蒲
目
し
て
そ
の
様
棚
を
と
ら
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
楼
遭
夷
「
施
蟄
存
的
新
感
覚
主
義
」
を
参
照
一
司
文
芸
新
聞
嶋
一
九
三
一

　
　
年
一
〇
月
二
六
日
）
。

一
6
一
施
蟄
存
に
と
っ
て
、
蘇
州
と
上
海
の
間
に
あ
る
松
江
県
は
、
た
ん
に
実
家
の
所
在
地
だ
け
で
は
な
く
、
ま
た
剣
作
の
題
材
の
源
で
も
あ
る
。
大
学
時
代
か
ら
ず
っ
と

　
　
こ
の
松
江
県
の
申
学
校
で
教
員
を
担
当
し
て
い
る
施
蟄
存
は
、
そ
の
時
期
の
生
活
体
験
か
ら
取
材
し
て
多
く
の
小
説
を
書
い
た
。
こ
の
よ
う
な
状
態
は
、
か
れ
が
雑

　
　
誌
門
現
代
』
の
繍
集
長
に
な
っ
た
時
点
ま
で
続
い
て
い
た
。

一
7
一
本
稿
で
引
用
し
た
「
夜
叉
」
の
臼
本
語
訳
は
す
べ
て
筆
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

（
8
一
小
説
の
叙
述
に
よ
る
と
、
こ
の
古
庵
一
が
枕
州
の
一
つ
の
名
勝
で
あ
る
こ
と
は
門
西
漢
志
』
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
女
性
の
信
者
が
多
く
訪
れ
て
き
た
よ

　
　
う
で
あ
り
、
唐
寅
、
侃
雲
林
な
ど
の
中
国
古
代
の
文
人
画
も
蔵
し
て
い
る
と
い
う
。

76
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一
9
一
幡
光
∬
『
優
生
一
概
論
』
を
参
照
一
『
民
国
叢
蕃
』
第
一
編
第
二
〇
巻
所
収
。
上
海
書
応
復
刻
版
、
一
九
八
九
年
一
二
五
四
－
二
五
九
頁
。

一
1
0
一
「
夜
叉
」
や
「
鬼
」
と
の
恋
愛
を
摘
い
て
い
る
小
説
は
、
一
九
三
〇
年
代
の
上
海
文
壇
で
は
、
一
時
期
か
な
リ
流
行
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
本
稿
で
と
り
あ
げ
た
「
夜

　
　
叉
」
以
外
に
、
葉
霊
鳳
の
「
落
雁
」
や
徐
許
の
「
鬼
恋
」
も
そ
の
典
型
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。

一
1
1
一
一
九
三
二
年
一
月
七
日
、
　
『
中
報
』
に
は
か
つ
て
読
者
か
ら
の
「
新
し
い
上
海
と
は
何
か
」
と
い
っ
た
投
書
が
載
せ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
な
か
に
は
、
　
「
衛
生
的
な

　
　
上
海
を
建
設
せ
よ
」
が
錦
一
項
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
一
同
申
報
』
、
一
九
三
二
年
一
月
七
日
「
本
埠
増
刊
」
一
。

一
1
2
一
「
凶
色
」
を
精
神
分
析
学
の
視
点
か
ら
と
ら
え
る
場
合
、
　
「
差
異
化
さ
れ
て
い
な
い
も
の
。
趨
越
的
な
完
全
さ
、
単
純
性
」
と
の
意
昧
は
ま
ず
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、

　
　
「
光
」
「
太
陽
」
「
空
気
し
「
啓
蒙
」
「
純
粋
」
「
無
蛎
し
「
貞
節
」
「
神
聖
さ
」
「
購
い
」
「
霊
的
権
威
」
な
ど
の
象
微
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
純
牛
、
純
潔
、
あ
る
い
は
肉

　
　
に
対
す
る
霊
の
勝
利
は
よ
く
n
色
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
オ
り
エ
ン
ト
で
は
喪
服
と
し
て
蒲
用
さ
れ
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
で
も
、
そ
う
い

　
　
う
も
の
と
し
て
使
用
さ
れ
た
。
他
に
、
自
は
生
命
と
愛
、
人
の
埋
葬
と
も
緒
び
つ
い
て
い
る
。
結
婚
に
お
い
て
臼
は
、
古
い
生
に
対
す
る
死
を
、
そ
し
て
新
し
い
企

　
　
　
へ
の
誕
生
を
象
徴
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
死
に
お
い
て
は
、
現
阯
を
趨
え
た
新
し
い
生
へ
の
誕
生
を
表
象
し
て
い
る
。
・
u
い
服
を
潜
た
女
性
は
、
ま
た
愛
・
坐

　
　
　
・
死
の
意
昧
合
い
を
も
っ
て
い
る
。
－
O
．
O
○
○
勺
向
沌
「
＞
Z
P
ピ
O
ω
H
震
↓
内
O
向
Z
O
ぺ
O
い
○
～
＞
同
9
＞
○
句
づ
肉
＞
9
↓
｛
0
2
＞
ピ
ω
k
竃
b
O
○
い
ω
二
｝
零
・
。
H
臣
ヨ
窃

　
　
則
箏
｛
寅
¢
創
ω
o
箏
ピ
叶
戸
ピ
o
箏
①
o
箏
p
鳥
H
－
仁
N
）

一
聖
唐
寅
、
閉
靹
巾
期
の
一
繭
家
、
文
人
。
侃
雲
林
、
元
末
の
蘭
家
、
文
人
。
二
人
と
も
江
蘇
出
身
の
人
。
唐
寅
は
豪
宕
不
鰯
、
酒
を
縦
に
し
て
生
薬
を
事
と
せ
ず
。
醐
を

　
　
善
く
し
、
…
水
・
人
物
・
花
草
に
秀
で
、
殊
に
葵
人
画
に
特
殊
な
才
能
を
発
揮
し
た
。
ま
た
古
文
詞
・
詩
歌
を
工
に
し
て
内
居
易
の
体
を
倣
い
、
才
情
を
尚
ん
だ
が
、

　
　
肉
ら
そ
の
詩
文
に
「
江
南
第
一
風
流
才
子
」
と
署
す
。
著
書
に
「
唐
黄
集
」
四
巻
、
　
「
磨
寅
晒
譜
」
三
巻
が
あ
る
。
侃
雲
林
は
元
の
末
、
幾
も
な
く
兵
乱
が
興
る
時

　
　
代
に
生
き
て
、
家
財
を
散
じ
て
漁
夫
野
嬰
と
混
じ
り
、
五
湖
一
二
江
の
閉
を
枕
襟
し
、
そ
の
姿
を
晦
ま
し
て
い
た
と
い
う
巾
そ
の
詩
・
醐
・
譜
、
と
も
に
蒋
く
し
て
、

　
　
と
く
に
枯
淡
な
趣
に
あ
ふ
れ
た
山
水
晒
で
名
商
い
。
「
夜
叉
」
の
主
人
公
ド
土
明
が
、
こ
の
よ
う
な
文
人
に
な
る
こ
と
を
憧
れ
る
人
物
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。

一
坐
シ
ュ
ニ
ッ
ツ
ラ
ー
一
＞
『
庄
罵
ω
o
ぎ
ぎ
一
R
罵
①
㌣
畠
ω
ご
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
作
家
、
精
神
分
析
学
者
フ
ロ
イ
ト
の
知
人
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
作
舳
は
多
く
登

　
　
場
人
物
の
心
理
を
精
神
分
析
学
に
よ
っ
て
と
ら
え
て
い
る
の
で
、
フ
ロ
イ
ト
の
学
説
の
文
学
化
と
い
っ
て
も
よ
い
。
施
齢
存
は
こ
の
作
家
か
ら
多
く
影
響
を
受
け
て

　
　
い
た
こ
と
に
関
し
て
は
、
か
れ
白
身
で
も
み
と
め
ら
れ
る
竈
施
蟄
存
は
か
つ
て
シ
ュ
ニ
ッ
ツ
ラ
i
の
作
舳
を
多
く
訳
山
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
代
表
的
な
も
の
は
『
多

　
　
情
的
寡
婦
山
『
薄
命
的
戴
麗
沙
』
『
愛
爾
蜜
小
姐
』
門
生
之
恋
鮎
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
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遣
記
、
こ
の
論
文
は
、
口
本
学
術
振
興
会
外
国
人
特
別
研
究
員
奨
励
費
の
助
成
を
受
け
て
公
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
同
テ
ー
マ
に
関
す
る
諭
考
は
三
郁
構
成

と
な
リ
、
本
稿
は
そ
の
第
二
本
目
に
当
た
る
。
鶴
一
本
冒
「
近
代
に
お
け
る
都
市
と
精
抑
病
　
　
池
谷
信
三
邸
の
「
橋
と
そ
の
周
辺
　
　
」
は
、
　
『
楠
民
地
王
義
と

ア
ジ
ア
の
表
象
』
（
筑
波
大
学
文
化
批
評
研
究
会
編
、
一
九
九
九
年
三
月
刊
行
一
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
参
照
さ
れ
た
い
。


