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は
じ
め
に

　
「
生
者
や
死
者
の
思
い
が
凝こ

っ
て
出
て
歩
く
姿
が
、
幻
に
な
っ
て

人
の
目
に
見
え
る
の
を
こ
の
地
方
で
は
オ
マ
ク
と
い
っ
て
い
る
」。

柳
田
國
男
『
遠
野
物
語
拾
遺
』
の
こ
の
一
節
（
第
一
六
〇
話
）
が
、

本
稿
の
出
発
点
と
な
る
。

　

怪
異
に
関
心
を
も
ち
つ
づ
け
た
民
俗
学
者
・
宮
田
登
は
、「
怪
異
」

を
タ
イ
ト
ル
に
も
つ
遺
稿
の
中
で
、
柳
田
國
男
の
初
期
の
論
文
「
幽

冥
談
」
に
言
及
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　
　

�「
柳
田
の
頭
の
中
に
は
神
社
神
道
を
中
心
と
す
る
神
道
の
世
界

が
あ
り
、
そ
れ
と
は
別
に
、
あ
の
世
の
手
掛
か
り
や
霊
魂
の
行

く
末
な
ど
を
、
日
本
人
は
古
く
か
ら
も
っ
て
い
た
。
そ
の
体
系

化
が
「
幽
冥
教
」
で
あ
る
。「
幽
冥
教
」
は
神
官
や
山
伏
や
巫

女
と
い
っ
た
人
々
が
秘
伝
と
し
て
伝
え
て
い
る
も
の
で
、
な
か

な
か
活
字
に
な
ら
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
や
儒
教
や
仏
教
が
入
っ

て
き
て
、
大
き
く
そ
れ
が
変
貌
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ

で
い
ざ
資
料
と
し
て
集
め
よ
う
に
も
、
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
が

「
幽
冥
教
」
に
属
す
る
か
分
か
ら
な
い
の
で
、
そ
の
手
掛
か
り

が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
を
し
て
い
る
。」

　
　

�「
柳
田
國
男
は
「
幽
冥
譚マ

マ

」
の
中
で
、
あ
の
世
と
こ
の
世
、
平

田
篤
胤
が
い
っ
た
「
隠
り
世
」
と
い
う
も
の
と
の
交
通
を
可
能

に
し
て
い
る
現
象
に
つ
い
て
は
、
実
際
に
経
験
し
た
人
々
の
話

を
聞
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
て
い
る

（
1
（

。」

　

こ
の
引
用
部
分
に
は
、
本
稿
の
問
題
に
か
か
わ
る
要
素
が
出
揃
っ

て
い
る
。
制
度
宗
教
と
区
別
さ
れ
る
べ
き
「
幽
冥
教
」
と
い
う
民
俗

信
仰
が
あ
る
こ
と
、
幽
冥
談
を
伝
え
る
体
験
は
近
現
代
に
も
再
生
産

さ
れ
て
い
る
こ
と
、
平
田
篤
胤
や
柳
田
國
男
ら
は
そ
の
体
験
者
の
取

材
に
熱
心
で
あ
っ
た
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。

　

幽
冥
教
に
お
い
て
最
も
重
要
な
役
割
を
果
た
す
の
は
、
か
つ
て
は

人
間
の
身
で
あ
っ
た
「
死
者
」
と
い
う
存
在
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、

死
者
の
幻
影

―

民
俗
信
仰
と
心
霊
研
究
の
間―

津

城

寛

文
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近
現
代
に
も
命
脈
を
保
っ
て
い
る
他
界
観
、
霊
魂
観
を
考
え
る
た
め
、

そ
の
「
死
者
の
幻
影
」
の
出
現
に
焦
点
を
絞
り
込
ん
で
い
き
た
い
。

一
、
平
田
篤
胤
と
柳
田
國
男

　

柳
田
國
男
の
関
心
が
、初
期
の
「
幽
冥
談
」（
明
治
三
八
年
）
や
『
遠

野
物
語
』（
同
四
三
年
）
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
で
広
が
っ
て
（
そ

の
結
果
と
し
て
遠
ざ
か
っ
て
）
い
っ
た
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ

る
。
初
期
の
柳
田
を
引
き
つ
つ
宮
田
登
は
、「
宗
教
が
衰
微
し
て
く

る
と
幽
冥
界
の
消
息
が
不
明
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
幽
冥
界
に

対
す
る
、
あ
の
世
と
霊
魂
に
対
す
る
感
覚
を
失
い
つ
つ
あ
る
こ
と
を

示
す
。
そ
う
す
る
と
形
骸
化
し
た
宗
教
だ
け
が
残
っ
て
し
ま
う
」
と

言
い
放
っ
た
。
た
だ
宮
田
の
こ
の
課
題
に
対
す
る
見
通
し
は
、
幽
冥

談
の
担
い
手
と
し
て
「
若
者
」
と
く
に
「
少
女
」、
空
間
と
し
て
は

「
道
端
、
峠
、
坂
、
橋
、
浜
、
岸
辺
」
な
ど
の
「
境
界
地
点
」「
曖
昧

な
領
域
」、
時
間
と
し
て
は
「
微
妙
な
時
間
帯
」
に
注
目
す
る
こ
と

で
あ
り
、
そ
れ
を
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
と
し
て
の
怪
奇
趣
味
に
つ
な
げ

て
い
る

（
（
（

。
宮
田
は
、
日
本
の
近
代
都
市
に
お
い
て
も
「
民
俗
」
と
呼

ぶ
べ
き
心
性
や
行
動
が
、
変
貌
し
つ
つ
持
続
し
て
い
る
こ
と
を
確
認

し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
都
市
民
俗
学
が
新
た
な
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
成

立
す
る
た
め
に
、
変
化
の
側
面
に
関
心
を
集
中
せ
ざ
る
を
得
ず
、
大

衆
文
化
、
若
者
や
少
女
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
領
域
に
引
き
寄
せ
ら

れ
、限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。宮
田
の
遺
稿
の
も
う
一
つ
の
キ
ー

ワ
ー
ド
「
都
市
空
間
」
は
、こ
の
横
滑
り
を
示
し
て
い
る
。「
幽
冥
界
」

が
い
わ
ば
一
種
の
保
護
観
察
地
区
に
囲
い
込
ま
れ
、
矮
小
化
す
る
こ

と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

同
様
に
、「
幽
冥
教
」
の
観
点
か
ら
み
た
民
俗
学
の
不
十
分
さ
は
、

人
間
以
外
の
存
在
、
現
世
以
外
の
他
界
を
、
民
話
や
説
話
、
行
事
や

儀
礼
の
世
界
に
囲
い
込
ん
だ
こ
と
に
あ
る
。
い
わ
ば
、
人
間
に
よ

る
他
界
の
植
民
地
化
で
あ
る
。
創
始
者
の
柳
田
の
場
合
、『
遠
野
物

語
』
段
階
で
は
、「
幽
冥
教
」
の
比
重
が
高
ま
る
方
向
が
あ
り
得
た
が
、

そ
れ
は
日
本
民
俗
学
の
確
立
と
い
う
直
近
の
課
題
に
よ
っ
て
、
迂
回

さ
れ
た
。『
先
祖
の
話
』
の
著
者
は
、
死
者
を
祭
る
生
者
の
心
情
に

重
き
を
置
き
、
先
祖
祭
祀
の
根
拠
と
な
る
べ
き
「
幽
冥
教
」
を
十
分

に
説
き
き
れ
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

　

平
田
篤
胤
の
場
合
、「
死
後
の
世
界
に
つ
い
て
の
安
心
」
に
「
タ

テ
マ
エ
で
は
な
く
ホ
ン
ネ
の
部
分
で
関
心
を
寄
せ
た
」
と
い
わ
れ
る

よ
う
に
、
単
な
る
「
死
後
の
世
界
」
で
は
な
く
、
ま
た
単
な
る
「
死

後
の
安
心
」
で
も
な
く
、「
死
後
の
世
界
」
に
お
け
る
「
死
後
の
安

心
」
と
い
う
、他
界
信
仰
的
な
側
面
が
強
か
っ
た
。
こ
れ
は
、「
復
古
」

と
い
う
歴
史
意
識
と
は
一
応
別
物
で
、「
鬼
神
」
な
ど
の
リ
ア
リ
テ
ィ

に
か
か
わ
る
。
芳
賀
登
に
よ
れ
ば
、「
こ
こ
に
ふ
れ
た
部
分
と
の
関

連
で
こ
の
運
動
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
も
の
は
少
な
い
」
が
、
そ
の

理
由
は
、
多
く
の
神
々
を
崇
敬
、
礼
拝
す
る
「
平
田
神
道
の
複
合
的

性
格
」
に
あ
る
。「
復
古
神
道
の
名
に
お
い
て
よ
み
が
え
っ
て
き
た
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も
の
」
が
、
こ
の
よ
う
に
複
合
的
で
あ
っ
た
の
は
、「
民
族
信
仰
の

歴
史
そ
の
も
の
が
…
…
四
教
の
複
合
的
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た

と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
」
か
ら
で
あ
る
と
い
う

（
（
（

。

　

こ
の
「
複
合
的
性
格
」
が
、
肯
定
的
に
も
否
定
的
に
も
、
小
さ
か

ら
ぬ
感
情
価
を
も
っ
て
評
価
さ
れ
て
い
る
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

す
で
に
大
国
隆
正
が
「
該
博
古
今
に
た
ぐ
ひ
な
く
、
識
量
五
大
州
を

か
ね
た
り
と
い
ふ
べ
し
。
著
書
こ
と
ご
と
く
人
の
意
表
に
い
で
て
、

眼
識
あ
る
人
は
こ
れ
を
ほ
め
、
凡
庸
の
人
は
あ
や
し
み
に
く
む
」
と

鳥
瞰
し
て
い
た

（
4
（

。
双
方
の
評
言
を
ラ
ン
ダ
ム
に
あ
げ
る
と
、
一
方
は

「
そ
の
脳
髄
中
に
う
か
ぶ
想
念
を
古
伝
説
に
む
す
び
つ
け
て
、
恰
も

事
実
の
裏
付
け
で
あ
る
か
の
ご
と
く
に
仕
立
て
た
、
客
観
性
を
も
た

な
い
独
断
」
な
ど
と
批
判
す
る

（
（
（

。
他
方
で
は
、「
初
期
日
本
研
究
の

頂
点
」
と
評
さ
れ
る
英
国
外
交
官
ア
ー
ネ
ス
ト
・
サ
ト
ウ
の
よ
う
に
、

「
神
道
を
基
本
と
し
て
新
た
な
宗
教
」
を
目
指
し
た
平
田
篤
胤
の
「
広

域
的
学
際
的
な
学
説
」
に
大
き
な
親
和
を
示
し
た
り
す
る

（
（
（

。

　

柳
田
國
男
が
の
ち
に
想
定
す
る
「
固
有
信
仰
」
は
、
こ
の
よ
う
な

複
合
性
を
切
り
分
け
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
析
出
し
得
る
（
と
期
待

さ
れ
た
）
も
の
で
は
あ
っ
た
。
篤
胤
と
柳
田
と
の
近
く
て
遠
い
関
係

に
つ
い
て
、
芳
賀
登
は
さ
ら
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
柳
田

は
篤
胤
を
ほ
と
ん
ど
引
用
し
て
い
な
い
（
し
、
言
及
す
る
場
合
は
否
定

的
あ
る
い
は
留
保
的
で
あ
る
）
が
、
祖
父
か
ら
父
の
代
ま
で
平
田
国
学

の
影
響
を
受
け
て
お
り
、
主
題
に
も
か
な
り
共
通
点
が
あ
る
か
ら
、

柳
田
に
と
っ
て
篤
胤
は
「
お
そ
ら
く
隠
さ
れ
た
前
提
」
だ
っ
た
の
だ

ろ
う
。
篤
胤
の
信
仰
の
書
で
あ
り
、庶
民
生
活
の
安
心
論
で
あ
る『
霊

能
真
柱
』
は
、
死
後
の
霊
魂
の
行
方
に
関
す
る
柳
田
の
「
魂
の
ゆ
く

え
に
つ
い
て
」
論
文
の
原
型
を
な
す
と
い
っ
て
よ
く
、
先
祖
の
祭
り

方
を
書
い
た
『
玉
襷
』
は
、『
先
祖
の
話
』
の
下
敷
き
と
考
え
ら
れ
る
。

他
方
、『
仙
童
寅
吉
物
語
』
は
、「
仙
境
」
へ
の
つ
な
が
り
と
と
も
に
、

産
土
そ
の
他
の
神
々
を
拝
む
な
ど
「
庶
民
の
民
俗
社
会
に
お
け
る
信

仰
の
あ
り
方
」
と
常
に
つ
な
が
り
を
も
た
さ
れ
て
い
た
。
柳
田
の
中

で
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
と
し
て
は
、『
妖
怪
談
義
』
が
あ
る
が
、「
淫

祀
邪
教
」
に
接
す
る
部
分
が
削
除
さ
れ
て
お
り
、
民
俗
信
仰
の
捉
え

方
と
し
て
は
十
分
で
は
な
い
。
ま
た
篤
胤
は
「
神
仙
霊
異
を
信
じ
た

人
」
で
あ
り
、
柳
田
も
「
そ
の
よ
う
な
好
奇
心
を
も
つ
」
人
だ
っ
た

が
、
柳
田
の
関
心
は
、
神
仙
霊
異
か
ら
、
し
だ
い
に
常
民
の
生
活
と

信
仰
を
扱
う
学
問
へ
と
後
退
し
た
、
等

（々
7
（

　

右
は
篤
胤
と
柳
田
を
論
じ
た
一
例
で
あ
る
が
、
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ

ら
れ
る
両
者
を
ま
と
め
て
単
純
化
す
る
と
、
ど
ち
ら
も
民
族
・
固
有

の
信
仰
の
復
古
・
再
生
を
計
る
と
い
う
意
味
で
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
で

あ
る
が
、
結
果
と
し
て
出
て
き
た
信
仰
は
、
し
ば
し
ば
そ
う
で
あ
る

よ
う
に
、
排
外
的
な
側
面
と
、
包
摂
的
な
側
面
を
も
っ
て
い
た
。
何

よ
り
も
、
両
者
は
一
学
派
の
体
系
化
を
目
指
す
職
業
知
識
人
で
あ
り
、

死
者
や
他
界
の
リ
ア
リ
テ
ィ
と
の
接
点
は
、
遠
近
の
報
告
者
を
介
し

た
間
接
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
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二
、
浅
野
和
三
郎

　

篤
胤
や
柳
田
に
対
し
て
、
柳
田
よ
り
一
歳
年
長
の
浅
野
和
三
郎
は
、

明
治
後
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
の
人
生
の
後
半
を
、
大
本
教
幹

部
か
ら
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ス
ト
／
心
霊
研
究
者
へ
と
立
場
を
移
し
つ

つ
、
一
貫
し
て
死
者
や
他
界
の
リ
ア
リ
テ
ィ
と
直
面
し
た
。
大
本
教

時
代
に
は
、
大
本
霊
学
と
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
（
や
神
智
学
）
を
、

圧
倒
的
な
大
本
優
位
の
関
係
で
結
び
つ
け
、「
霊
智
学
は
百
中
の
九

十
九
ま
で
は
知
っ
て
居
る
…
…
が
、
た
だ
残
る
所
の
一
ツ
、
扇
で
言

へ
ば
要
に
相
当
す
る
所
を
知
ら
な
い
」
な
ど
と
説
き

（
（
（

、
ま
た
晩
年
は
、

「
近
代
心
霊
科
学
の
指
示
す
る
所
と
、
日
本
神
話
の
指
示
す
る
所
と

は
、
正
に
符
節
を
合
し
て
居
る
」「
神
霊
主
義
な
る
も
の
は
、
詮
じ

つ
む
れ
ば
…
…
惟
神
の
道
、
以
外
の
何
物
で
も
な
い
」
な
ど
、
心
霊

研
究
に
よ
っ
て
神
道
の
正
確
さ
が
証
明
さ
れ
（
つ
つ
あ
）
る
と
説
い

た
（
9
（

。
こ
の
直
接
の
延
長
線
上
に
、
友
清
歓
清
の
神
道
天
行
居
、
岡
田

茂
吉
の
世
界
救
世
教
、
谷
口
正
治
（
雅
春
）
の
生
長
の
家
な
ど
、
大

本
系
の
人
物
、
教
団
が
あ
る
。

　

明
治
初
期
の
神
社
行
政
に
よ
っ
て
、
国
家
や
共
同
体
の
祭
祀
は
神

社
が
、
個
人
の
修
養
や
救
済
は
教
派
神
道
が
担
う
よ
う
に
な
っ
た
。

さ
ら
に
明
治
後
半
に
な
っ
て
、
従
来
の
宗
教
と
は
異
質
な
、
ス
ピ
リ

チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
／
心
霊
研
究
が
、
新
思
想
や
新
科
学
と
し
て
輸
入
さ

れ
は
じ
め
、
近
代
化
の
プ
ロ
セ
ス
で
押
し
出
さ
れ
た
、
神
学
的
に
は

軽
装
備
な
新
宗
教
で
あ
る
神
道
系
新
宗
教
の
い
く
つ
か
は
、
そ
の
全

面
的
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
受
け
た
。
こ
こ
か
ら
「
神
道
と
ス
ピ
リ
チ
ュ

ア
リ
ズ
ム
」
と
い
う
テ
ー
マ
が
出
て
く
る
。

　

他
方
、
浅
野
和
三
郎
の
講
演
を
聞
い
た
柳
田
國
男
が
、「
こ
う
い

う
話
を
ど
し
ど
し
出
し
て
も
ら
い
た
い
」
と
迫
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
、

折
口
信
夫
が
篤
胤
を
評
し
た
中
で
「
心
霊
学
者
」
の
仕
事
に
言
及
し

て
、「
さ
う
い
ふ
方
面
も
研
究
し
て
を
り
ま
す
の
で
、
篤
胤
先
生
の

態
度
を
軽
蔑
は
し
ま
せ
ん
」
と
述
べ
て
い
る
一
節

（
（（
（

は
、
神
道
か
ら
民

俗
信
仰
、
民
俗
信
仰
か
ら
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
ま
で
を
つ
ら
ぬ
く

モ
チ
ー
フ
が
あ
る
こ
と
を
証
し
て
い
る
。「
民
俗
信
仰
と
ス
ピ
リ
チ
ュ

ア
リ
ズ
ム
」
と
い
う
テ
ー
マ
が
こ
こ
か
ら
出
て
く
る
。

　

篤
胤
か
ら
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
的
な
神
道
系
宗
教
へ
の
脈
絡
は
、

芳
賀
登
が
「
今
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
」
と
し
て
、
天
行

居
の
友
清
歓
清
の
編
纂
に
な
る
『
幽
冥
界
研
究
資
料
』
を
あ
げ
た
箇

所
な
ど
に
も
現
わ
れ
て
い
る

（
（（
（

。
同
書
は
、
す
で
に
流
布
し
て
い
る
平

田
篤
胤
『
仙
童
寅
吉
物
語
』
を
巻
頭
に
、
未
公
刊
あ
る
い
は
稀
観
の

類
書
（『
霧
島
山
幽
境
真
語
』『
薩
摩
神
変
奇
録
』『
幸
安
仙
界
物
語
』『
前
橋

神
女
物
語
』
な
ど
）
を
収
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
冒
頭
で
「
七
八
十

年
前
来
欧
米
に
於
て
も
幽
冥
界
の
研
究
漸
く
学
術
的
と
な
り
…
…
我

が
国
に
於
て
も
同
じ
く
七
八
十
年
来
に
於
て
幽
冥
交
通
の
学
術
的
資

料
と
す
る
の
価
値
あ
る
記
録
は
随
所
に
産
出
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る

と
お
り
、
そ
れ
ら
を
近
代
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
／
心
霊
研
究
の
た
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め
の
「
学
術
的
資
料
」
と
位
置
づ
け
て
い
る

（
（（
（

。

　

の
ち
に
天
行
居
は
、
明
治
初
期
の
伊
勢
神
宮
主
典
で
あ
っ
た
山
口

起
業
が
編
ん
だ
『
神
判
記
実
』
と
い
う
本
を
、
口
語
訳
・
出
版
し
て

い
る
が
、
こ
れ
も
良
く
似
た
性
格
の
文
書
で
あ
る
。
解
説
で
、
一
方

に
「
こ
こ
百
年
間
に
、
科
学
は
超
科
学
界
を
根
底
と
し
て
成
立
し
、

人
間
は
死
後
に
お
い
て
も
霊
的
に
存
在
す
る
こ
と
が
、
幾
多
の
実
例

に
よ
っ
て
漸
次
に
承
認
さ
れ
つ
つ
あ
る
」
と
あ
り
、
他
方
「
海
外
の

有
識
者
間
に
は
、
自
然
の
中
に
神
を
見
、
神
の
中
に
自
然
を
見
、
神

人
一
体
を
原
理
と
す
る
日
本
神
道
に
対
す
る
渇
望
が
澎
湃
と
し
て
起

り
、そ
こ
に
世
界
人
類
の
最
後
の
救
済
を
発
見
せ
ん
と
し
つ
つ
あ
る
」

と
あ
る
の
は
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
／
心
霊
研
究
と
神
道
（
的
な

る
も
の
）
と
の
一
致
を
説
く
と
い
う
、
典
型
的
な
ス
タ
イ
ル
で
あ
る

（
（（
（

。

　

日
本
の
固
有
信
仰
が
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
／
心
霊
研
究
と
一
致

す
る
と
い
う
、
こ
れ
ら
の
主
張
の
裏
づ
け
と
な
っ
た
の
は
、
神
異
や

怪
異
で
あ
り
、
な
に
よ
り
も
死
者
や
霊
的
存
在
の
憑
霊
談
な
ど
、「
心

霊
に
関
す
る
科
学
上
の
諸
研
究
、
並
び
に
日
本
・
欧
米
に
ま
た
が
る

霊
界
の
記
録
」
で
あ
っ
た
。
大
本
系
の
団
体
で
「
鎮
魂
帰
神
」
そ
の

他
の
名
の
も
と
に
実
践
さ
れ
た
憑
霊
の
発
話
、
心
霊
研
究
で
霊
媒
を

通
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
発
話
そ
の
他
の
「
心
霊
現
象
」
は
、
こ
う
し

た
死
者
や
他
界
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
高
め
る
の
に
大
き
な
効
果
を
も
っ

た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
人
々
の
感
じ
た
リ
ア
リ
テ
ィ
を
想
像
す
る
た
め
、
浅
野

和
三
郎
の
記
録
か
ら
、「
恐
ら
く
私
が
こ
の
十
有
余
年
の
間
に
逢
着

し
た
心
霊
現
象
中
で
、
最
も
深
み
と
正
確
味
と
に
富
め
る
も
の
」
と

考
え
ら
れ
た
ケ
ー
ス
を
見
て
み
よ
う
。

　

大
正
一
四
年
（
一
九
二
五
）、
東
京
府
下
三
河
島
町
の
澤
部
か
ね
代

と
い
う
主
婦
が
、
病
気
が
な
か
な
か
治
ら
な
い
の
で
、
付
近
の
不
動

様
へ
祈
願
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
か
ね
代
は
、
山
梨
県
北
巨
摩
郡
の

旧
名
主
、
横
森
家
の
出
身
で
あ
っ
た
。
不
動
様
の
お
堂
に
は
不
動
明

王
の
掛
軸
が
あ
り
、
堂
守
は
田
中
秀
蓮
と
い
う
老
婆
で
あ
っ
た
。
病

気
平
癒
の
た
め
参
拝
を
重
ね
、
八
月
末
、
参
篭
の
た
め
お
堂
に
宿
泊

す
る
と
、
夜
半
に
起
き
出
し
た
か
ね
代
は
、
大
音
声
で
経
典
読
誦
の

あ
と
、
驚
愕
す
る
堂
守
の
老
婆
に
向
っ
て
、
二
時
間
ほ
ど
に
わ
た
っ

て
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
を
語
っ
た
。

　
　

�「
わ
れ
は
山
梨
県
北
巨
摩
郡
穂
坂
村
に
於
て
、
二
十
八
ケ
村
の

名
主
な
り
し
横
森
市
兵
衛
で
あ
る
ぞ
。
こ
れ
な
る
不
動
明
王
の

掛
軸
は
、
わ
が
家
の
祖
先
か
ら
伝
れ
る
と
こ
ろ
の
貴
重
の
宝
物
、

普
通
の
掛
物
と
は
訳
が
違
ふ
ぞ
。
…
…
指
折
り
数
ふ
れ
ば
、
一

人
の
六
部
の
為
に
、
こ
の
掛
軸
が
盗
み
出
さ
れ
た
は
、
今
か
ら

丁
度
三
十
六
年
前
、
か
く
い
ふ
市
兵
衛
は
八
十
一
歳
、
か
ね
代

が
ま
だ
生
ま
れ
ぬ
時
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
間
も
な
く
市
兵
衛
の

体
は
亡
び
た
が
、
そ
の
魂
魄
は
こ
れ
な
る
か
ね
代
の
肉
体
に
憑

り
、
彼
女
を
迷
は
せ
迷
は
せ
て
、
幾
度
と
な
く
病
気
に
か
か
ら

せ
、
最
後
に
今
度
の
難
病
で
苦
し
め
た
の
も
、
つ
ま
り
こ
の
病
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気
に
よ
っ
て
、
か
ね
代
を
不
動
明
王
の
お
傍
へ
引
寄
せ
る
手
段

で
あ
っ
た
。
…
…
田
中
秀
蓮
ど
の
よ
く
聴
い
て
く
れ
！　

か
ね

代
が
尋
ね
当
て
る
ま
で
、
仮
に
汝
の
守
本
尊
と
し
て
預
け
て

あ
っ
た
な
れ
ど
、
実
は
こ
の
掛
軸
は
、
深
い
因
縁
の
あ
る
宝
物

で
、
横
森
家
以
外
の
も
の
の
預
か
る
べ
き
品
物
で
な
い
。
一
刻

も
早
く
、
き
れ
い
に
横
森
家
へ
返
し
て
貰
ひ
た
い
。
…
…
」

　

こ
の
怪
異
現
象
に
か
か
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
浅
野
和
三
郎
は
、
そ

の
後
「
か
ね
代
を
神
懸
状
態
に
導
い
て
、
彼
女
の
曽
祖
父
、
横
森
市

兵
衛
と
い
ふ
人
の
霊
魂
か
ら
、
可
な
り
詳
し
く
掛
軸
の
由
来
そ
の

他
」
を
尋
ね
る
と
、
こ
の
不
動
明
王
は
武
田
家
伝
来
、
し
か
も
武
田

信
玄
が
自
ら
の
御
霊
代
と
す
る
と
遺
言
し
た
掛
軸
で
あ
る
と
語
ら
れ

た
。「
不
動
明
王
の
掛
軸
の
所
在
地
が
判
っ
た
上
は
、
か
ね
代
の
難

病
は
即
刻
に
治
し
て
や
る
」
と
い
う
託
宣
ど
お
り
、
間
も
な
く
か
ね

代
の
全
身
か
ら
水
気
が
抜
け
、
髪
が
生
え
変
わ
り
、
以
後
は
生
食
を

余
儀
な
く
さ
れ
た
。
託
宣
の
内
容
は
さ
ら
に
複
雑
な
も
の
だ
っ
た
が
、

こ
れ
ら
の
二
重
三
重
に
錯
綜
し
た
経
緯
に
つ
い
て
、
浅
野
は
「
今
回

の
問
題
は
、
た
だ
宝
探
し
な
ど
と
い
う
、
児
戯
に
類
せ
る
事
柄
で
は

な
く
、
其
処
に
大
な
る
隠
れ
た
る
謎
、
人
間
界
か
ら
霊
界
の
奥
の
奥

に
か
け
て
、
首
尾
聯
関
せ
る
遠
大
な
る
、
一
の
計
画
と
言
っ
た
や
う

な
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
述
べ
て
い
る

（
（（
（

。

　

篤
胤
の
『
仙
童
寅
吉
物
語
』『
勝
五
郎
再
生
記
』
が
、
生
者
の
聞

き
書
き
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
浅
野
が
聞
き
書
き
し
た
の
は
、
自
ら

が
対
話
者
と
な
っ
て
の
死
者
の
聞
き
書
き
で
あ
っ
た
。
こ
の
両
者
の

隔
た
り
は
、間
接
話
法
と
直
接
話
法
の
隔
た
り
で
あ
り
、リ
ア
リ
テ
ィ

の
差
に
反
映
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

三
、『
日
本
霊
異
記
』
か
ら
『
現
代
民
話
考
』
ま
で

　

篤
胤
や
柳
田
、
と
り
わ
け
浅
野
ら
の
文
書
が
伝
え
る
蘇
生
譚
、
他

界
探
訪
、
死
霊
憑
依
、
幽
姿
出
現
な
ど
は
、
脈
絡
な
く
出
て
き
た
も

の
で
は
な
く
、
古
今
東
西
の
平
行
例
が
あ
り
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
一
貫

性
が
あ
る
。
制
度
宗
教
と
は
か
か
わ
ら
な
い
、
日
常
生
活
の
中
の
、

信
仰
と
人
倫
の
連
続
性
に
注
目
し
て
、『
日
本
霊
異
記
』
か
ら
『
現

代
民
話
考
』（
松
谷
み
よ
子
）
ま
で
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
拾
っ
て
み
よ
う
。

　

ま
と
ま
っ
た
も
の
と
し
て
は
日
本
最
古
の
説
話
集
で
あ
る
、
景
戒

の
『
日
本
（
国
現
報
善
悪
）
霊
異
記
』（
九
世
紀
頭
成
立
）
は
、唐
の
『
冥

報
記
』『
般
若
験
記
』
な
ど
に
範
を
と
っ
た
も
の
で
、
幽
冥
の
審
判

に
叶
う
べ
く
、
善
行
を
勧
め
る
も
の
だ
っ
た
。

　

出
来
事
の
種
類
毎
に
、
一
話
ず
つ
み
て
み
る
と
、
ま
ず
臨
死
蘇
生

譚
、
他
界
譚
と
し
て
、「
布
施
し
な
い
の
と
放
生
す
る
の
と
で
善
悪

二
つ
の
報
い
を
得
た
話
」
が
あ
る
。
聖
武
天
皇
の
時
代
の
人
が
、
貧

し
い
老
婆
に
食
を
施
す
の
を
惜
し
ん
だ
一
方
、
牡
蠣
を
放
生
し
た
。

そ
の
後
、
山
に
薪
を
拾
い
に
い
っ
て
木
か
ら
落
ち
て
死
ん
だ
が
、
占

い
者
に
乗
り
移
っ
て
、「
わ
た
し
の
体
を
焼
い
て
は
い
け
な
い
。
七

日
間
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
け
」
と
託
宣
し
た
。
そ
の
よ
う
に
す
る
と
、
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ち
ょ
う
ど
七
日
目
に
生
き
返
っ
て
、
施
し
を
惜
し
ん
だ
悪
の
報
い
と
、

牡
蠣
を
救
っ
た
善
の
報
い
を
間
の
あ
た
り
に
し
た
話
を
し
た
。
こ
の

人
は
地
獄
を
見
て
か
ら
、
ど
し
ど
し
物
を
施
す
の
を
好
む
よ
う
に

な
っ
た
（
中
巻
・
第
一
六
話
）。

　

幽
霊
譚
と
し
て
、「
髑
髏
の
目
か
ら
竹
の
子
を
抜
い
て
、
不
思
議

な
し
る
し
が
現
れ
た
話
」が
あ
る
。光
仁
天
皇
の
時
代
に「
品
知
牧
人
」

と
い
う
人
が
、行
き
暮
れ
て
竹
林
に
泊
ま
っ
て
い
る
と
、「
目
が
痛
い
」

と
い
う
う
め
き
声
が
し
て
、
見
る
と
髑
髏
の
目
の
穴
に
竹
の
子
が
生

え
て
い
た
。
そ
れ
を
抜
い
て
や
っ
た
。
復
の
日
に
竹
林
に
泊
ま
る
と
、

髑
髏
が
生
き
返
っ
て
お
り
、「
弟
公
」
と
名
乗
り
、賊
の
伯
父
「
秋
丸
」

に
殺
さ
れ
た
と
語
っ
た
。
導
か
れ
て
家
に
至
り
、
親
に
経
緯
を
話
す

と
、
謝
し
て
牧
人
に
礼
を
尽
く
し
た
（
下
巻
・
第
二
七
話
）。

　

輪
廻
転
生
譚
と
し
て
、「
智
恵
と
修
行
を
あ
わ
せ
備
え
て
い
る
禅

師
が
、
再
び
人
と
な
っ
て
、
皇
子
に
生
ま
れ
た
話
」
が
あ
る
。
桓
武

天
皇
の
時
代
に
死
去
し
た
「
釈
善
珠
禅
師
」
と
い
う
僧
正
は
、
あ
ご

の
右
に
大
き
な
ほ
く
ろ
が
あ
っ
た
。死
後
、占
い
師
に
憑
依
し
て
、「
わ

た
し
は
必
ず
日
本
国
王
の
夫
人
、
丹
治
比
嬢
女
の
胎
内
に
宿
っ
て
、

王
子
に
生
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。
わ
た
し
の
顔
の
ほ
く
ろ
が
つ
い
て
生

ま
れ
、そ
れ
で
も
っ
て
本
当
か
う
そ
か
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
」と
い
っ

た
。
は
た
し
て
そ
の
後
、
丹
治
比
夫
人
が
そ
の
よ
う
な
王
子
を
産
ん

だ
（
下
巻
・
第
三
九
話
）。

　

憑
依
譚
と
し
て
は
、
す
で
に
引
用
し
た
中
巻
・
第
一
六
話
、
お
よ

び
下
巻
・
第
三
九
話
に
そ
の
モ
チ
ー
フ
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
後

の
往
生
伝
、
法
華
験
記
も
、
中
国
の
往
生
伝
、
法
華
験
期
の
日
本
版

を
意
図
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
臨
死
蘇
生
譚
、
他
界
譚
、
幽

霊
譚
、
輪
廻
譚
、
憑
依
譚
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
近
世
に
な
る
と
、

柳
田
國
男
な
ら
ば
「
面
白
く
読
ま
せ
る
た
め
に
書
い
た
も
の
」（「
幽

冥
談
」）
と
い
う
で
あ
ろ
う
『
雨
月
物
語
』
は
、
文
学
と
し
て
の
成

熟
を
示
し
て
い
る
。
他
方
、
随
筆
に
な
る
と
近
代
の
報
告
文
書
の
よ

う
に
な
る
。
典
型
例
が
、南
町
奉
行
で
あ
っ
た
根
岸
鎮や

す

衛も
り

の
『
耳
袋
』

（
一
八
一
四
）
で
あ
る
。

　

中
世
説
話
と
の
比
較
の
た
め
に
、「
臨
死
蘇
生
譚
、
他
界
譚
」
と

い
う
べ
き
も
の
を
み
る
と
、
あ
る
老
女
が
急
に
具
合
が
悪
く
な
っ
て

死
ん
だ
が
、
ま
わ
り
の
者
が
さ
わ
い
で
い
る
内
に
蘇
生
し
、
ほ
ど

な
く
快
気
し
て
語
っ
た
こ
と
は
、「
我
ら
事
ま
こ
と
に
夢
の
ご
と
く
、

旅
に
て
も
い
た
し
候
心
得
に
て
広
き
野
へ
出
で
け
る
が
、
い
ず
ち
行

く
べ
き
や
も
知
れ
ず
。
人
家
あ
る
方
へ
到
ら
ん
と
思
え
ど
も
方
角
知

れ
ざ
る
に
、
一
人
の
出
家
の
通
り
け
る
ゆ
え
呼
び
か
け
ぬ
れ
ど
答
え

ず
。
い
ず
れ
右
出
家
の
あ
と
に
つ
き
行
き
た
ら
ん
に
は
、
悪
し
き
事

も
あ
ら
じ
と
、
頻
り
に
あ
と
を
追
い
行
き
し
が
、
右
出
家
の
足
早
に

し
て
、
な
か
な
か
追
い
つ
く
事
か
な
わ
ず
。
そ
の
内
に
、
あ
と
よ
り

声
を
か
け
候
者
あ
り
と
覚
え
て
蘇
り
ぬ
」
と
語
っ
た
と
い
う

（
（（
（

。
こ
の

聞
き
書
き
の
細
か
さ
は
、
時
代
的
な
近
さ
だ
け
で
は
な
く
、
宗
教
者

に
よ
る
奇
瑞
譚
で
は
な
い
、
世
俗
官
吏
に
よ
る
事
件
記
録
的
な
文
体
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か
ら
く
る
も
の
だ
ろ
う
。

　
「
幽
霊
譚
」「
死
霊
譚
」
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
も
報
告
が
あ
る
。

ま
ず
、
生
者
と
死
者
の
境
が
定
か
で
な
い
も
の
、
い
わ
ば
「
生
者
の

幻
影
」
と
「
死
者
の
幻
影
」
の
境
に
あ
る
出
来
事
と
し
て
、
あ
る
女

の
産
後
が
悪
く
て
里
子
に
出
し
た
が
、
あ
る
夜
た
ず
ね
て
き
て
、
そ

の
翌
日
、
親
元
か
ら
娘
が
昨
晩
病
死
し
た
と
い
う
知
ら
せ
が
あ
っ
た
、

と
い
う
も
の
が
あ
る

（
（（
（

。

　

明
ら
か
な
「
死
者
の
幻
影
」
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
数
年
奉
公
し

て
い
た
女
が
、
病
気
療
養
で
休
ん
で
い
る
と
き
、
主
人
に
挨
拶
に
き

て
土
産
を
置
い
て
い
っ
た
が
、
姿
が
見
え
な
く
な
っ
た
の
で
実
家
に

問
い
合
わ
せ
る
と
、す
で
に
数
日
前
に
死
ん
で
い
た
、と
い
う
話
（「
巻

の
四
、
女
の
幽
霊
主
家
へ
来
り
し
事
」）。
あ
る
武
士
が
懇
意
に
し
て
い

た
家
を
訪
ね
る
と
、
い
つ
も
可
愛
が
っ
て
い
た
幼
児
が
袖
を
引
い
て

勝
手
の
方
へ
連
れ
て
い
っ
た
、
見
る
と
屏
風
を
立
て
て
病
人
で
も
寝

て
い
る
様
子
だ
っ
た
が
、
そ
こ
へ
主
人
が
出
て
き
て
、
子
供
が
疱
瘡

で
死
ん
だ
と
い
わ
れ
、
ぞ
っ
と
し
た
と
い
う
話
（「
巻
の
五
、
幽
霊
な

き
と
も
申
し
が
た
き
事
」）。
召
し
使
わ
れ
て
い
た
侍
が
流
行
の
疱
瘡
で

死
亡
し
た
、
お
供
を
連
れ
た
旧
知
の
武
士
が
昌
平
橋
で
そ
の
侍
に
行

き
会
っ
て
、
死
ん
だ
こ
と
も
知
ら
な
か
っ
た
の
で
、「
い
か
が
、
主

人
に
は
御
か
わ
り
も
な
き
や
」
な
ど
挨
拶
し
て
別
れ
た
が
、
当
家
を

尋
ね
た
と
こ
ろ
、
だ
い
ぶ
前
に
死
亡
し
た
と
聞
い
て
、
と
も
に
驚
い

た
と
い
う
話
（「
巻
の
五
、遊
魂
を
ま
の
あ
た
り
に
見
し
事
」。
そ
の
他
、「
巻

の
八
、
亡
霊
の
歌
の
事
」「
巻
の
十
、
幽
魂
奇
談
の
事
」「
巻
の
十
、
死
霊
そ

の
血
縁
を
た
ち
し
事
」）
な
ど
が
あ
る
。

　

世
事
の
中
に
奇
談
が
織
り
合
わ
さ
れ
た
、
人
情
話
の
よ
う
な
記
述

に
よ
っ
て
、
読
者
は
虚
構
性
を
感
じ
た
り
、
唐
突
さ
を
感
じ
た
り
、

あ
る
い
は
生
々
し
さ
を
感
じ
た
り
す
る
だ
ろ
う
。
こ
の
リ
ア
リ
テ
ィ

は
、
た
と
え
ば
篤
胤
の
『
勝
五
郎
再
生
記
』
の
よ
う
な
、
全
篇
が
怪

異
で
あ
る
作
品
の
リ
ア
リ
テ
ィ
と
は
異
な
っ
て
い
る
。ち
な
み
に『
耳

袋
』
に
は
「
輪
廻
転
生
譚
」
と
い
う
べ
き
話
は
採
録
さ
れ
て
い
な
い

が
、
し
ば
ら
く
後
に
な
っ
て
や
っ
と
篤
胤
が
『
勝
五
郎
再
生
記
』
を

驚
く
べ
き
事
件
と
し
て
報
告
す
る
く
ら
い
だ
か
ら
、
町
奉
行
の
耳
に

は
ま
だ
入
っ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

近
代
に
な
っ
て
、
こ
の
種
の
話
題
と
し
て
最
も
影
響
が
大
き
か
っ

た
の
は
、
柳
田
國
男
『
遠
野
物
語
』
で
あ
る
。
百
余
の
話
に
は
番
号

が
う
た
れ
、
そ
の
内
容
と
題
目
一
覧
を
み
る
と
、「
ま
ぼ
ろ
し
」「
魂

の
行
方
」
と
し
て
一
三
話
あ
げ
ら
れ
た
も
の
が
、
死
者
の
幻
姿
や
人

魂
の
出
現
で
あ
る
。『
遠
野
物
語
拾
遺
』
に
な
る
と
、
同
様
の
題
目

で
、
三
百
近
い
話
の
中
に
二
〇
話
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。『
遠
野
物

語
』
の
文
体
は
あ
る
種
の
文
学
と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
を
促
し
た
た

め
、リ
ア
リ
テ
ィ
が
薄
れ
て
い
る
。こ
れ
に
比
べ
て『
遠
野
物
語
拾
遺
』

は
、「
真
価
以
上
に
珍
重
せ
ら
れ
た
」
前
著
へ
の
反
省
か
ら
、
文
飾

の
弊
が
除
か
れ
、「
ま
ぼ
ろ
し
」「
魂
」
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
強
ま
っ
て

い
る
。
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現
代
の
松
谷
み
よ
子
は
「
父
が
死
ん
だ
と
き
青
い
火
の
玉
が
あ
け
び

棚
の
あ
た
り
か
ら
柿
の
木
の
上
の
方
へ
あ
が
っ
て
い
っ
た
」
と
い
う

自
ら
の
体
験
に
つ
い
て
、「
そ
ん
な
馬
鹿
な
と
思
っ
て
い
た
」
気
持

ち
が
一
変
し
た
の
は
、
初
め
て
手
に
し
た
『
遠
野
物
語
』
の
「
要
す

る
に
こ
の
書
は
現
在
の
事
実
な
り
」
と
い
う
、「
平
地
人
を
戦
慄
」

さ
せ
る
言
葉
だ
っ
た
と
述
べ
て
、『
遠
野
物
語
』『
同
拾
遺
』
の
イ
ン

パ
ク
ト
を
証
言
し
て
い
る

（
（（
（

。

　

松
谷
み
よ
子
『
現
代
民
話
考
』
の
第
５
巻
「
あ
の
世
へ
行
っ
た

話
・
死
の
話
・
生
ま
れ
か
わ
り
」
は
、「
あ
の
世
へ
行
っ
た
話
」
の

項
だ
け
で
も
、ほ
ぼ
二
六
〇
例
を
採
録
し
て
い
る
。「
起
こ
っ
た
場
所
、

語
っ
た
人
も
は
っ
き
り
し
て
い
る
」
こ
れ
ら
の
実
話
は
、「
私
た
ち

日
本
人
が
か
い
ま
み
た
死
後
の
世
界
の
、
小
さ
な
証
と
な
る
か
も
し

れ
な
い
」
と
い
う
と
き
、
松
谷
が
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
は
、
柳
田

の
『
遠
野
物
語
』
よ
り
は
、
レ
イ
モ
ン
ド
・
ム
ー
デ
ィ
『
か
い
ま
み

た
死
後
の
世
界
』（
原
著
一
九
七
五
年
、邦
訳
一
九
七
七
年
）で
あ
る
。「
実

際
に
は
よ
く
あ
る
で
き
ご
と
で
あ
り
な
が
ら
、
異
常
に
沈
黙
が
守
ら

れ
て
い
る
現
象
」
に
つ
い
て
、
は
じ
め
て
一
貫
し
た
ス
ト
ー
リ
ー
を

描
い
て
み
せ
た
ム
ー
デ
ィ
の
圧
倒
的
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
受
け
な
が
ら
、

松
谷
は
日
米
の
異
同
を
考
え
、
臨
死
者
が
見
る
川
や
花
咲
く
野
原
と

い
っ
た
「
日
本
人
独
特
の
心
象
風
景
」
を
指
摘
し
、「
違
い
は
あ
る

に
せ
よ
…
…
民
族
の
心
…
…
い
や
人
類
の
、
未
知
の
部
分
」
を
か
い

ま
み
せ
て
い
る
こ
と
を
実
感
す
る

（
（（
（

。

　

死
者
と
他
界
の
リ
ア
リ
テ
ィ
に
か
か
わ
る
題
目
と
し
て
、
松
谷
み

よ
子
は
他
に
も「
夢
の
知
ら
せ
」「
火
の
玉
」「
ぬ
け
出
し
た
魂
」「
木
霊
」

「
蛇
」
な
ど
を
ま
と
め
て
い
る
。
木
霊
や
蛇
は
、死
者
の
リ
ア
リ
テ
ィ

と
は
別
の
、
他
界
あ
る
い
は
別
の
霊
的
存
在
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
惹
き

起
こ
す
話
題
で
あ
る
。
こ
の
話
題
で
は
松
谷
の
ご
く
身
近
な
人
物
が

登
場
し
、「
ス
マ
ト
ラ
で
の
、
凄
ま
じ
い
ま
で
の
木
の
精
霊
の
怒
り
」

へ
の
畏
怖
が
語
ら
れ
る
。
こ
れ
は
自
然
破
壊
へ
の
警
鐘
、
自
然
か
ら

の
復
讐
と
い
っ
た
話
題
で
は
な
く
、
も
っ
と
リ
ア
ル
な
「
木
の
も
つ

力
」
で
あ
り
、
人
間
の
生
活
に
と
っ
て
都
合
の
よ
い
だ
け
の
環
境
論

で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る

（
（（
（

。

四
、
近
代
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
と
心
霊
研
究

　

死
者
や
他
界
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
、
こ
う
し
た
報
告
の
証
言
者
に

あ
っ
て
は
、最
高
度
に
高
ま
っ
て
い
る
が
、そ
の
証
言
を
聞
く
（
読
む
）

者
に
あ
っ
て
は
、「
事
実
」
か
ら
「
想
像
」「
妄
想
」「
虚
偽
」
ま
で
、

さ
ま
ざ
ま
な
受
け
取
り
方
が
あ
る
。
こ
れ
は
時
代
や
地
域
を
問
わ
な

い
。
ま
た
そ
の
受
け
取
り
方
の
違
い
は
、
必
ず
し
も
問
題
化
す
る
と

は
限
ら
な
い
が
、
と
き
と
し
て
、
真
偽
あ
る
い
は
信
疑
が
大
き
く
問

題
化
す
る
こ
と
が
あ
る
。
一
九
世
紀
末
の
欧
米
の
先
端
学
術
レ
ベ
ル

で
起
こ
っ
た
心
霊
研
究
が
ま
さ
に
そ
れ
で
あ
り
、
死
者
と
他
界
の
リ

ア
リ
テ
ィ
を
探
究
す
る
プ
ロ
セ
ス
で
絞
り
込
ま
れ
た
の
が
、
死
者
の

幻
影
＝
幻
姿
出
現
と
い
う
ト
ピ
ッ
ク
だ
っ
た
。
死
者
が
姿
を
現
す
と
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い
う
民
俗
信
仰
は
ど
う
理
解
で
き
る
か
、
と
い
う
本
稿
の
設
問
を
考

え
る
た
め
の
補
足
と
し
て
、
そ
の
一
端
を
示
し
て
み
よ
う
。

　

心
霊
研
究
の
代
表
的
な
人
物
で
あ
る
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
マ
イ
ヤ
ー

ズ
の
遺
稿
、『
人
間
個
性
の
死
後
存
続
』の
第
七
章
は
、「
死
者
の
幻
影
」

と
い
う
主
題
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
友
人
ら
と
の
共
著
『
生
者
の
幻

影
』
の
直
接
の
延
長
線
上
に
あ
る
。
あ
ま
り
聞
き
な
れ
な
い
「
幻
影

phantasm

」と
い
う
言
葉
は
、フ
ァ
ン
ト
ム
と
同
語
源
な
が
ら
、フ
ァ

ン
ト
ム
ほ
ど
常
用
さ
れ
な
い
の
で
、
特
殊
な
意
味
で
用
い
る
こ
と
が

で
き
る
と
し
て
採
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

（
（（
（

。

　

共
著
『
生
者
の
幻
影
』
で
は
、「
死
者
の
幻
姿
出
現
と
称
さ
れ
る

も
の
は
ま
っ
た
く
除
外
す
る
」
と
さ
れ
て
い
た
の
が
、
単
著
『
人
間

個
性
の
死
後
存
続
』
で
は
そ
の
限
定
が
消
え
て
、「
死
者
の
幻
影
」

と
し
て
主
題
化
さ
れ
た
。
も
は
や
「
死
者
の
幻
影
」
は
「
生
者
の

幻
影
」
と
別
種
の
現
象
と
し
て
区
別
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
ど
ち
ら
も

「
幻ア

パ
リ
シ
ョ
ン

姿
出
現
」
と
し
て
、「
こ
れ
ま
で
の
議
論
の
延
長
線
上
に
あ
り
、

断
絶
す
べ
き
必
要
は
ま
っ
た
く
な
い
」、
さ
ら
に
、「
肉
体
の
中
に
宿

り
、
互
い
に
関
心
を
も
っ
て
い
る
霊
た
ち
の
活
動
や
知
覚
か
ら
、
も

は
や
肉
体
に
宿
っ
て
い
な
い
霊
た
ち
の
活
動
や
、
ま
た
そ
う
し
た
未

知
で
不
思
議
な
作
用
者
に
反
応
す
る
肉
体
に
宿
っ
た
人
間
の
知
覚
の

形
態
の
探
究
へ
と
、
私
た
ち
は
進
ま
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
主
張
さ
れ

る
に
い
た
っ
た
。
そ
こ
で
の
主
題
は
三
つ
に
区
別
さ
れ
た
。
ま
ず
一

つ
目
は
、
死
後
存
続
と
そ
の
証
拠
に
関
す
る
理
論
的
な
検
討
、
二
つ

目
は
、
死
後
存
続
の
主
要
な
証
拠
を
分
類
し
公
開
す
る
こ
と
、
三
つ

目
は
、
そ
れ
ら
の
証
拠
が
全
体
と
し
て
何
を
意
味
し
、
科
学
的
お
よ

び
倫
理
的
に
い
か
な
る
含
意
を
も
つ
か
を
考
察
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。

遺
稿
七
章
の
主
な
作
業
は
、
こ
の
二
つ
目
で
あ
っ
た

（
（（
（

。

　

幻
影
・
幻
姿
の
出
現
・
顕
現
（phantasm

,�apparition,�appearance,�

m
anifestation

）は
、「
生
者
」た
る
と「
死
者
」た
る
と
、あ
る
い
は「
不

可
視
で
未
知
の
知
性
」
た
る
と
を
問
わ
ず
、
何
ら
か
の
知
性
に
よ
っ

て
惹
き
起
こ
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
「
幻

ハ
ル
シ
ネ
イ
シ
ョ
ン

覚
」
の
特
殊
な
一
種
と
し

て
、
さ
ま
ざ
ま
な
現
象
が
集
め
ら
れ
、
そ
の
状
況
が
整
理
さ
れ
、
含

意
が
問
い
つ
め
ら
れ
た
。
そ
こ
で
設
定
さ
れ
た
の
が
、「
事
実
と
符

合
す
るveridical

幻
覚
」
と
い
う
範
疇
で
あ
っ
た
。
死
の
危
機
に

あ
る
一
人
の
生
者
の
印
象
が
、
そ
の
人
の
心
か
ら
別
の
人
の
心
へ
伝

達
さ
れ
る
、「
生
者
の
幻
姿
出
現
」
の
夥
し
い
報
告
例
は
、「
偶
然
の

つ
な
が
り
」
や�

「
幻
姿
出
現
と
の
一
致
」
と
い
う
意
味
で
、
確
信
を

与
え
る
に
十
分
だ
と
い
う
結
論
に
達
し
た
。
さ
ら
に
、
数
は
少
な
い

が
、
い
わ
ゆ
る
死
者
の
幻
姿
出
現
な
ど
も
着
々
と
集
ま
っ
て
、
そ
れ

ら
は
「
事
実
と
符
合
す
る
」
性
格
を
備
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た

（
（（
（

。

マ
イ
ヤ
ー
ズ
は
こ
れ
を
受
け
て
、「
死
者
の
幻
姿
出
現
そ
の
他
の
直

接
的
な
顕
現
」
を
、「
知
覚
者
の
単
な
る
主
観
的
な
幻
覚
」
か
ら
区

別
す
る
条
件
と
し
て
、
㈠
「
そ
の
現
象
に
よ
っ
て
複
数
の
人
間
が
独

立
に
影
響
を
受
け
た
」、
㈡
「
知
覚
者
が
知
ら
な
い
こ
と
で
、
あ
と

に
な
っ
て
本
当
で
あ
る
と
わ
か
る
よ
う
な
情
報
が
、
幻
影
に
よ
っ
て



�0�明治聖徳記念学会紀要〔復刊第 44 号〕平成 19 年 11 月

も
た
ら
さ
れ
る
」、
㈢
「
出ア

ピ
ア
ラ
ン
ス

現
し
た
姿
が
、
知
覚
者
の
見
知
ら
ぬ
人

で
あ
っ
た
か
、
あ
る
い
は
（
知
っ
て
い
る
人
で
あ
っ
て
も
）
そ
の
状
態

を
知
ら
な
い
人
で
あ
っ
て
、
か
つ
そ
の
相
手
の
人
（
の
状
態
）
の
描

写
が
正
確
で
あ
る
」
と
い
う
三
つ
と
、
も
う
一
つ
は
㈣
「
そ
の
人
の

死
の
直
後
4

4

」
の
幻
姿
出
現
は
、
事
例
の
数
の
異
常
な
多
さ
と
、
時
間

の
一
致
と
い
う
確
率
的
に
特
異
な
要
素
を
考
慮
す
れ
ば
、
客
観
的
な

原
因
に
よ
る
も
の
と
考
え
て
も
よ
い
、
と
い
う
四
つ
の
条
件
を
考
え

た
。
つ
ま
り
、
い
つ
で
も
起
き
て
い
る
主
観
的
な
想
像
や
幻
覚
と
区

別
す
る
た
め
、
た
と
え
ば
死
の
瞬
間
の
幻
姿
出
現
の
よ
う
に
、
ま
さ

に
そ
の
時
に
「
突
然
か
つ
短
時
間
」
に
起
こ
っ
た
「
幻
覚
」
を
ア
ク

チ
ュ
ア
ル
な
幻
影
・
幻
姿
出
現
と
み
な
し
、
時
間
的
一
致
に
欠
け
る

も
の
は
さ
ら
に
厳
し
い
条
件
を
つ
け
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る

（
（（
（

。

　

こ
う
し
た
基
準
を
念
頭
に
お
い
た
上
で
、
死
の
瞬
間
の
幻
影
・
幻

姿
と
判
断
さ
れ
た
ケ
ー
ス
を
一
つ
だ
け
あ
げ
る
と
、
ク
リ
ミ
ア
戦
争

中
の
一
八
五
五
年
、
一
九
歳
の
英
国
兵
士
が
戦
場
で
右
の
こ
め
か
み

に
銃
弾
を
受
け
て
、
多
く
の
戦
死
者
の
上
に
膝
ま
ず
く
よ
う
に
折
り

重
な
っ
て
死
亡
し
て
い
る
の
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
の
状
況
は
二
週
間

ほ
ど
あ
と
に
な
っ
て
家
族
に
知
ら
さ
れ
た
が
、
ち
ょ
う
ど
死
亡
し
た

と
思
わ
れ
る
時
刻
に
、
そ
の
兵
士
が
膝
ま
ず
い
て
右
の
こ
め
か
み
か

ら
赤
い
血
を
流
し
て
い
る
幻
影
を
、
故
郷
の
弟
が
見
た
、
と
い
う
報

告
が
あ
る

（
（（
（

。

　

こ
れ
は
膨
大
な
報
告
か
ら
任
意
に
選
ん
だ
わ
ず
か
一
例
で
あ
る

が
、
マ
イ
ヤ
ー
ズ
ら
の
心
霊
研
究
は
、
同
時
代
の
そ
う
し
た
夥
し
い

報
告
を
検
討
し
た
結
果
、
死
の
瞬
間
の
幻
姿
出
現
、
さ
ら
に
は
死
後

の
幻
姿
出
現
が
「
事
実
と
符
合
す
る
」
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し

て
、
何
ら
か
の
死
後
存
続
が
「
証
言
」
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た
。
こ

れ
ら
の
証
言
に
、
伝
統
宗
教
や
民
俗
信
仰
の
証
言
を
加
え
れ
ば
、
死

後
存
続
の
信
仰
を
軽
視
す
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
困
難
な
こ
と
に
な

る
。
こ
の
「
事
実
と
符
合
す
る
」
現
象
の
含
意
を
、
生
者
に
関
心
を

寄
せ
る
存
在
が
あ
る
と
考
え
る
と
き
、
そ
れ
は
伝
統
的
な
民
俗
信
仰

と
共
通
す
る
、
善
き
智
恵
と
な
る
だ
ろ
う
。

注（
1
）　

宮
田
登
『
都
市
空
間
の
怪
異
』
角
川
書
店
、
二
〇
〇
一
年
、
四
〇
、

四
四
頁
。

（
（
）　

同
書
、
五
二
、
五
三
、
一
一
六
、
一
三
八
、
一
四
二
頁
。

（
（
）　

芳
賀
登
『
柳
田
國
男
と
平
田
篤
胤
』
皓
星
社
、
一
九
九
七
年
、
一

六
七
、
一
七
一
、
一
七
二
、
一
七
六
、
一
九
二
、
二
〇
三
頁
。

（
4
）　

大
国
隆
正
「
学
統
弁
道
」『
日
本
思
想
大
系　

（0　

平
田
篤
胤　

伴
信
友　

大
国
隆
正
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
、
四
七
四
頁
。

（
（
）　

田
原
嗣
郎
「『
霊
の
真
柱
』
以
後
に
お
け
る
平
田
篤
胤
の
思
想
に

つ
い
て
」『
日
本
思
想
大
系　

（0　

平
田
篤
胤　

伴
信
友　

大
国

隆
正
』、
五
七
六
頁
。

（
（
）　

ア
ー
ネ
ス
ト
・
サ
ト
ウ
／
庄
田
元
男
編
訳
『
ア
ー
ネ
ス
ト
・
サ
ト

ウ
神
道
論
』
平
凡
社
、二
〇
〇
六
年
、四
、一
二
六
、二
九
五
～
六
頁
。

（
7
）　

芳
賀
、
前
掲
書
、
二
〇
六
～
一
三
、
二
一
九
、
二
九
二
～
三
頁
。
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（
（
）　

浅
野
和
三
郎
『
皇
道
大
本
略
説
』
大
日
本
修
斎
会
、
一
九
一
八
年
、

九
三
頁
。

（
9
）　

浅
野
和
三
郎
『
心
霊
学
よ
り
日
本
神
道
を
観
る
』
心
霊
科
学
研
究

会
、
一
九
三
八
年
、
八
〇
、
九
九
頁
。

（
10
）　

折
口
信
夫
「
平
田
国
学
の
伝
統
」『
折
口
信
夫
全
集
』
中
央
公
論
社
、

一
九
六
五
～
八
年
、
第
二
〇
巻
、
三
三
五
頁
。

（
11
）　

芳
賀
、
前
掲
書
、
二
一
〇
頁
。

（
1（
）　

友
歓
清
編
『
幽
冥
界
研
究
資
料　

第
一
巻
』
天
行
居
、一
九
三
九
年
、

一
～
三
頁
。

（
1（
）　

皇
大
神
宮
主
典
山
口
起
業
、神
道
天
行
居
古
道
編
集
局
、口
訳
、『
口

語　

神
判
記
実
』
山
雅
房
、
一
九
七
二
年
、
二
八
〇
～
二
頁
。

（
14
）　

浅
野
和
三
郎
「
横
森
家
に
搦
ま
る
因
縁
譚
」『
二
つ
の
怪
奇
な
心

霊
現
象
』
心
霊
科
学
研
究
会
出
版
部
、
一
九
四
〇
年
、
三
三
～
五

二
頁
。

（
1（
）　
「
巻
の
二
、
鄙
姥
冥
途
へ
到
り
立
ち
帰
り
し
事
」『
耳
袋
』
１
・
２
巻
、

平
凡
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
１
・
一
五
二
～
三
頁
。
ほ
か
に
「
巻
の
九
、

蘇
生
せ
し
老
人
の
事
」、「
巻
の
十
、
蘇
生
奇
談
の
事
」
な
ど
。

（
1（
）　
「
巻
の
二
、
幽
霊
な
し
と
も
き
め
難
き
事
」『
耳
袋
』、
１
・
一
二

〇
～
一
頁
。
ほ
か
に
、「
巻
の
八
、
思
念
故
郷
へ
帰
り
し
事
」「
巻

の
八
、
幽
鬼
そ
の
証
を
留
め
し
事
」
な
ど
。

（
17
）　

松
谷
み
よ
子
『
現
代
民
話
考　

４
』
立
風
書
房
、
一
九
八
六
年
、

二
七
三
～
四
頁
。

（
1（
）　

松
谷
み
よ
子
『
現
代
民
話
考　

５　

あ
の
世
へ
行
っ
た
話
・
死
の

話
・
生
ま
れ
か
わ
り
』
立
風
書
房
、
一
九
八
六
年
、
一
四
～
九
頁
。

（
19
）　

松
谷
み
よ
子
『
現
代
民
話
考　

９　

木
霊
・
蛇―

木
の
精
霊
・

木
が
死
ぬ
・
木
を
守
る
・
戦
争
と
木
・
大
蛇
や
つ
ち
の
こ
と
あ
う
・

蛇
聟
・
主
や
守
り
神
』
立
風
書
房
、
一
九
九
四
年
、
一
四
～
七
、

五
七
頁
。
関
連
し
て
、『
耳
袋
』「
巻
の
十
、
非
情
と
い
え
ど
も
松

樹
不
思
議
の
事
」
参
照
。
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