
初
出
『
羅
生
門
』
（
「
帝
国
文
学
」
大
4
.
1
1
)
の
末
尾
が
、
単
行
本
『
鼻
』

（大
7
.
7
、
春
陽
堂
）
に
所
収
さ
れ
る
際
に
「
下
人
の
行
方
は
誰
も
知

ら
な
い
。
」
に
改
稿
さ
れ
た
こ
と
は
有
名
な
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て

作
品
世
界
の
読
み
に
少
か
ら
ず
変
容
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
多
く
の
論
者

の
一
致
し
た
見
方
と
言
え
る
。
読
者
は
こ
の
結
末
に
出
会
う
こ
と
に
よ
っ

て
、
下
人
が
老
婆
と
出
会
っ
て
盗
人
に
な
る
た
め
の
勇
気
を
得
る
、
と
い

う
具
体
的
な
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
に
重
ね
合
わ
せ
て
、
作
品
世
界
の
象
徴

性
や
暗
ホ
性
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
衝
動
に
駆
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

初
出
「
下
人
は
、
既
に
、
京
都
の
町
へ
強
盗
を
働
き
に
急
ぎ
つ
つ
あ
っ
た
。
」

と
い
う
主
人
公
の
具
体
的
な
行
動
を
描
写
す
る
結
末
と
比
べ
、
改
稿
後
の

一
文
は
極
め
て
効
果
的
な
結
末
を
描
出
す
る
の
に
成
功
し
た
。
こ
の
改
稿

部
分
か
ら
作
品
世
界
を
逆
照
射
す
る
こ
と
で
、
芥
川
の
創
作
意
識
の
形
象

が
改
め
て
開
示
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
こ
れ
が
長
年
の
『
羅
生
門
』

論
隆
盛
の
所
以
で
も
あ
ろ
う
。
芥
川
自
身
、
『
保
儒
の
言
葉
』
（
「
文
芸
春
秋
」

大
1
2
.
1
S
1
4
.
1
1
)
の
中
で
「
如
何
な
る
時
代
に
も
名
声
を
失
わ
な
い

作
品
は
必
ず
種
々
の
鑑
賞
を
可
能
に
す
る
特
色
を
具
え
て
い
る
」
と
書
き
、

は
じ
め
に

『
羅
生
門
』

感
性
か
ら
論
理
へ

倫1一11"

こ
れ
を
野
放
図
な
解
釈
の
自
由
と
曲
解
さ
れ
る
こ
と
を
避
け
て
、
「
種
々
の

立
場
か
ら
鑑
賞
さ
れ
得
る
多
面
性
を
具
え
て
い
る
」
の
だ
と
い
う
意
味
の

こ
と
を
付
言
し
て
い
る
。

と
す
れ
ば
、
『
羅
生
門
』
論
隆
盛
の
現
代
に
お
い
て
改
め
て
問
い
直
す
べ

き
こ
と
の
一
っ
は
、
現
代
読
者
か
ら
見
た
作
品
の
現
代
性
、
あ
る
い
は
先

駆
性
で
は
な
い
か
。
中
村
真
一
郎
氏
は
「
あ
る
過
去
の
文
学
作
品
が
、
今

日
生
き
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
作
品
の
持
つ
『
現
代
性
』
の
面

に
よ
る
も
の
」
と
し
、
「
近
代
文
学
史
を
生
き
た
も
の
と
し
て
甦
ら
す
た
め

に
は
、
個
々
の
作
家
の
な
か
に
あ
る
『
現
代
性
』
、
今
日
の
現
場
に
お
け
る

(
1
)
 

『
前
衛
性
』
を
発
見
す
る
こ
と
が
必
要
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
見
解

に
沿
う
形
で
、
近
年
の
『
羅
生
門
』
論
に
は
田
中
実
氏
を
は
じ
め
と
し
て

い
く
つ
か
の
優
れ
た
も
の
が
輩
出
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
功
績
は
看
過
で
き

な
い
も
の
が
あ
る
。
こ
こ
で
も
同
様
の
立
場
で
、
円
環
す
る
読
み
の
中
か

ら
『
羅
生
門
』
が
今
な
お
現
代
性
や
先
駆
性
を
持
ち
得
て
い
る
所
以
を
考

察
し
て
み
た
い
。

『
羅
生
門
』
が
社
会
秩
序
の
崩
壊
し
た
世
界
を
前
提
に
展
開
さ
れ
て
い

高

橋

龍

夫
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る
こ
と
は
既
に
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
京
都
の
町
の

荒
廃
と
衰
微
は
、
失
職
と
い
う
境
遇
に
お
か
れ
た
下
人
を
羅
生
門
の
下
に

一
人
置
き
去
り
に
し
た
。
本
来
、
人
の
往
来
の
あ
る
は
ず
の
朱
雀
大
路
の

門
の
下
に
は
「
こ
の
男
の
外
に
は
誰
も
い
な
い
」
の
で
あ
る
。
通
行
人
さ

え
も
が
不
在
で
、
暇
を
出
さ
れ
た
下
人
に
は
多
少
な
り
と
も
か
か
わ
る
べ

き
他
者
が
全
く
存
在
し
な
い
。
そ
の
代
わ
り
、
夕
暮
れ
の
風
景
だ
け
が
彼

を
取
り
囲
ん
で
い
る
。
「
羅
生
門
の
下
で
雨
や
み
を
待
つ
て
ゐ
た
」
、
「
ぼ
ん

や
り
、
雨
の
ふ
る
の
を
眺
め
て
ゐ
た
」
、
「
雨
の
音
を
、
聞
く
と
も
な
く
聞

い
て
ゐ
た
」
、
「
夕
冷
え
の
す
る
京
都
は
、
も
う
火
桶
が
欲
し
い
程
の
寒
さ

で
あ
る
」
、
「
風
は
門
の
柱
と
柱
の
間
を
、
夕
闇
と
共
に
遠
慮
な
く
、
吹
き

ぬ
け
る
」
な
ど
、
雨
、
風
、
夕
冷
え
な
ど
の
自
然
状
況
の
中
に
下
人
は
置

か
れ
る
。
『
羅
生
門
』
の
冒
頭
で
こ
の
よ
う
な
情
景
描
写
が
多
い
の
は
決
し

て
偶
然
で
は
な
く
、
特
に
「
そ
の
上
、
今
日
の
空
模
様
も
少
か
ら
ず
、
こ

の
平
安
朝
の
下
人
の
S
e
n
t
i
m
e
n
t
a
l
i
s
m
e
に
影
響
し
た
」
と
い
う
記
述
は

看
過
で
き
な
い
。
他
者
の
不
在
の
場
所
で
、
下
人
は
自
ず
か
ら
自
然
（
外

界
）
と
じ
か
に
対
面
す
る
こ
と
と
な
り
、
彼
の
感
情
は
自
然
状
況
と
連
れ

添
う
よ
う
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
小
泉
浩
一
郎
氏
が
「
下
人

の
心
理
の
〈
ぼ
ん
や
り
〉
〈
と
り
と
め
も
な
い
〉
あ
り
方
は
、
荒
れ
果
て
た

(
3
)
 

雨
の
羅
生
門
と
い
う
外
部
空
間
の
あ
り
方
と
み
ご
と
な
対
応
を
示
す
」
と

指
摘
し
な
が
ら
論
を
展
開
し
て
い
く
の
に
首
肯
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
読
み
方
か
ら
進
め
れ
ば
、
下
人
の
心
象
風
景
は
、
誰
も
い
な
い
羅

生
門
の
外
部
風
景
と
同
様
の
色
合
い
に
な
る
。
彼
は
「
と
り
と
め
も
な
い

考
え
」
し
か
た
ど
ら
ず
、
「
何
度
も
同
じ
道
を
低
徊
し
た
揚
句
」
、
盗
人
に

な
る
勇
気
が
出
ず
に
い
る
。
彼
を
包
む
外
界
と
対
応
す
る
こ
と
が
、
同
時

に
個
人
と
し
て
の
意
志
の
活
動
を
朧
気
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時

の
下
人
は
積
極
的
な
意
志
の
働
き
を
作
動
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
セ
ン
チ
メ

ン
タ
リ
ス
ム
の
赴
く
ま
ま
で
あ
り
、
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、
自
己
の

感
情
や
感
性
に
対
し
て
理
性
に
よ
る
何
の
束
縛
も
与
え
る
必
要
の
な
い
状

態
な
の
で
あ
る
。
他
者
の
不
在
の
た
め
に
、
「
す
れ
ば
」
に
お
け
る
早
急
な

問
題
解
決
（
盗
人
と
い
う
行
為
）
に
臨
ん
だ
り
、
荒
廃
し
た
京
都
で
わ
ざ

わ
ざ
夕
刻
に
浮
浪
し
て
い
る
理
由
（
暇
を
出
さ
れ
た
こ
と
）
を
誰
か
に
説

明
す
る
必
要
も
な
く
、
い
わ
ば
過
剰
な
自
意
識
を
抱
く
こ
と
と
無
縁
の
状

態
な
の
で
あ
っ
た
。
自
意
識
は
も
と
も
と
他
者
の
存
在
が
想
定
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
、
他
者
が
不
在
な
ら
自
意
識
を
抱
く

必
要
も
な
く
な
る
。
石
段
の
一
番
上
の
段
で
雨
の
降
る
の
を
眺
め
て
い
る

下
人
が
無
意
識
に
「
右
の
頬
に
出
来
た
、
大
き
な
面
胞
を
気
に
し
」
て
い

る
の
は
、
全
く
他
者
の
い
な
い
世
界
で
、
自
分
を
辛
う
じ
て
「
自
己
」
と

し
て
意
識
し
確
認
で
き
る
唯
一
の
潜
在
的
行
為
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い

か
。
そ
の
ほ
か
に
彼
を
確
固
た
る
「
自
己
」
と
し
て
確
証
を
与
え
て
く
れ

る
も
の
は
何
も
（
誰
も
い
）
な
い
。
餓
死
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
に
も
か

か
わ
ら
ず
彼
の
様
子
に
何
ら
危
機
感
が
感
じ
ら
て
い
な
い
の
は
、
恐
ら
く

彼
の
危
機
を
指
摘
し
た
り
、
あ
る
い
は
同
じ
飢
餓
の
境
遇
の
下
で
生
き
る

こ
と
を
争
っ
た
り
す
る
よ
う
な
他
人
の
眼
に
さ
ら
さ
れ
て
い
な
い
た
め
で

も
あ
ろ
う
。
他
者
の
存
在
か
ら
解
放
さ
れ
、
自
意
識
の
介
在
し
な
い
自
然

（
外
界
）
と
同
化
し
た
状
態
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
す
れ
ば
何
の
束

縛
も
な
い
「
自
由
」
な
存
在
と
も
言
え
る
。

冒
頭
を
そ
う
読
む
時
、
「
何
分
か
の
後
」
に
お
け
る
下
人
の
や
や
ユ
ー
モ

ラ
ス
な
行
動
や
激
し
い
感
情
の
振
幅
は
自
然
な
姿
と
映
っ
て
く
る
。
他
者

不
在
の
中
で
い
ち
い
ち
自
己
の
行
動
や
思
考
を
検
証
す
る
必
要
に
迫
ら
れ

な
い
下
人
が
、
門
の
上
で
火
を
と
も
し
て
い
る
何
か
を
見
た
時
に
、
そ
の
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対
象
に
全
く
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
心
理
的
に
引
き
込
ま
れ
て
し
ま
う
の
は

当
然
で
あ
ろ
う
。
下
人
の
「
猫
の
や
う
に
身
を
ち
ぢ
め
て
」
い
る
姿
も
、

や

も

り

「
守
宮
の
や
う
に
」
足
音
を
ぬ
す
ん
で
や
っ
と
梯
子
を
這
う
よ
う
に
し
て

上
り
つ
め
る
姿
も
、
下
人
自
身
は
意
識
し
な
い
（
自
意
識
の
働
か
な
い
）

自
然
の
動
作
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
読
者
に
と
っ
て
は
ど
こ
か
滑
稽
で
ユ

ー
モ
ラ
ス
な
感
じ
が
拭
い
さ
れ
な
い
。
仮
に
下
人
の
行
為
を
見
つ
め
る
誰

か
の
眼
を
下
人
自
身
が
意
識
し
て
い
た
な
ら
ば
、
彼
は
身
体
を
感
情
の
思

い
の
ま
ま
に
運
ん
だ
か
ど
う
か
。
い
わ
ば
下
人
は
、
い
わ
ゆ
る
「
自
己
」

を
忘
れ
た
か
の
よ
う
に
対
象
と
共
に
生
き
る
瞬
間
を
体
現
し
て
い
る
と
言

え
る
。
感
情
の
赴
く
ま
ま
に
振
る
舞
う
、
と
は
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

「
あ
る
強
い
感
情
が
殆
悉
こ
の
男
の
嗅
覚
を
奪
っ
て
し
ま
っ
た
」
、
「
六
分

の
恐
怖
と
四
分
の
好
奇
心
と
に
動
か
さ
れ
て
」
、
「
は
げ
し
い
憎
悪
が
、
少

し
づ
つ
動
い
て
来
た
」
、
「
あ
ら
ゆ
る
悪
に
対
す
る
反
感
が
、
一
分
毎
に
強

さ
を
増
し
て
来
た
」
こ
れ
ら
の
描
写
は
「
作
者
」
が
語
る
下
人
の
心

理
公
開
で
は
あ
る
が
、
下
人
は
理
性
や
自
意
識
の
介
在
し
な
い
感
情
の
赴

く
ま
ま
、
あ
る
い
は
対
象
の
様
子
い
か
ん
に
よ
っ
て
多
様
に
感
情
が
揺
さ

ぶ
ら
れ
る
ま
ま
の
人
間
と
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
は

ま
だ
対
象
を
「
見
る
」
だ
け
の
状
態
で
あ
り
、
見
る
こ
と
に
お
け
る
対
象

と
自
己
感
情
と
の
一
体
化
に
と
ど
ま
っ
て
は
い
る
。

「
こ
の
時
、
誰
か
が
こ
の
下
人
に
、
さ
つ
き
門
の
下
で
こ
の
男
が
考
え

ヘ
ゐ
た
、
餓
死
を
す
る
か
盗
人
に
な
る
か
と
云
ふ
問
題
を
、
改
め
て
持
出

し
た
ら
」
と
い
う
記
述
は
、
逆
に
先
の
「
問
題
」
を
忘
却
し
て
し
ま
う
ほ

ど
下
人
が
対
象
と
同
化
し
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
お
り
、
同
時
に
他
者

の
意
識
が
皆
無
の
、
従
っ
て
自
意
識
も
不
要
な
状
態
に
お
か
れ
て
い
る
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
対
象
（
自
然
）
と
共
に
同
時
に
人
間

が
存
在
す
る
、
と
い
う
相
対
的
世
界
観
と
も
言
う
べ
き
（
極
め
て
自
明
の
）

状
態
が
独
特
の
怪
奇
趣
味
と
い
う
デ
ィ
テ
ー
ル
に
包
ま
れ
て
端
的
に
示
さ

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
対
象
と
自
己
と
が
切
り
離
さ
れ
、
自
己
が
個

別
に
内
面
を
持
ち
、
対
象
は
独
立
し
て
存
在
す
る
、
と
い
う
い
わ
ば
近
代

の
デ
カ
ル
ト
的
二
元
論
と
は
無
縁
の
世
界
で
あ
る
。
下
人
は
そ
う
い
っ
た

近
代
の
呪
縛
か
ら
解
放
さ
れ
た
、
対
象
と
感
情
と
が
直
裁
に
連
動
す
る
状

態
に
あ
っ
た
。

そ
う
し
て
さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
髪
を
抜
く
老
婆
の
行
為
に
対
し
て

「
合
理
的
に
は
、
そ
れ
を
善
悪
の
何
れ
に
片
づ
け
て
よ
い
か
知
ら
な
か
っ

た
」
と
い
う
下
人
の
姿
は
、
合
理
的
思
考
、
解
釈
、
判
断
な
ど
か
ら
無
縁

の
状
態
に
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
下
人
は
我
々
が
通
常
生
活
し

て
い
る
論
理
の
世
界
に
い
る
の
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
、
因
襲
的
な
価
値

体
系
に
囚
わ
れ
た
状
態
に
あ
る
の
で
も
な
い
。
こ
の
時
、
彼
は
感
性
と
感

情
と
が
論
理
や
解
釈
を
介
在
せ
ず
に
外
界
と
全
く
同
化
し
て
い
る
世
界
に

い
る
の
で
あ
る
。
「
こ
の
雨
の
夜
に
、
こ
の
羅
生
門
の
上
で
、
死
人
の
髪
の

毛
を
抜
く
云
ふ
事
が
、
そ
れ
丈
で
既
に
許
す
可
ら
ざ
る
悪
で
あ
っ
た
」
と

い
う
部
分
は
、
次
の
よ
う
に
言
い
換
え
て
も
よ
い
。
下
人
が
老
婆
の

行
為
を
「
許
す
可
ら
ざ
る
悪
」
と
感
じ
さ
せ
る
状
況
が
、
「
雨
の
夜
」
で
あ

り
死
体
の
議
く
「
羅
生
門
の
上
」
で
あ
っ
た
の
だ
、
と
。

対
象
と
未
分
の
状
態
で
感
性
の
ま
ま
生
き
る
下
人
は
自
己
を
対
象
化
す

る
こ
と
を
意
識
し
な
い
で
済
む
。
し
か
し
、
小
説
と
は
語
る
こ
と
で
あ
る
。

彼
が
自
意
識
の
稀
薄
な
状
態
で
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
下
人
の
内
面
的
世
界

を
語
る
の
は
第
三
者
し
か
い
な
い
。
こ
れ
が
小
説
と
し
て
下
人
を
物
語
る

語
り
手
の
必
要
な
所
以
で
は
な
い
か
。
『
羅
生
門
』
が
三
人
称
小
説
で
あ
る

こ
と
も
、
わ
ざ
わ
ざ
「
作
者
」
と
い
う
呼
称
で
語
り
手
が
た
び
た
び
登
場
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す
る
こ
と
も
、
そ
の
意
味
で
は
必
然
性
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
「
作
者
」
と
い
う
語
り
手
は
、
近
代
の
論
理
の
立
場
に
立
っ
て
次

の
よ
う
に
語
る
。
「
勿
論
、
下
人
は
、
さ
つ
き
迄
自
分
が
、
盗
人
に
な
る
気

で
ゐ
た
事
な
ぞ
は
、
と
う
に
忘
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
」
。
現
代
人
か
ら
見
れ

ば
羨
ま
し
い
こ
と
に
、
こ
こ
で
は
行
動
の
一
貫
性
へ
の
遵
守
や
思
考
的
矛

盾
へ
の
自
問
な
ど
に
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
人
間
の
在
り
方
が
物
語
ら

れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
外
的
時
間
経
過
に
よ
る
意
識
の
変
遷
と
い
う
こ

と
を
自
己
の
内
部
で
内
省
す
る
必
要
の
な
い
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
、
と

も
言
え
る
。
下
人
は
、
京
都
の
町
の
衰
微
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
他
者
不
在

と
社
会
秩
序
の
崩
壊
の
た
め
に
、
偶
然
に
も
、
あ
る
い
は
幸
い
に
も
、
自

己
を
対
象
化
し
な
い
で
済
む
世
界
、
論
理
の
横
行
し
な
い
感
性
の
世
界
に
、

餓
死
の
危
険
性
と
引
き
換
え
に
（
背
中
合
わ
せ
な
が
ら
）
出
会
う
こ
と
が

で
き
た
の
で
あ
る
。

自
分
は
半
年
ば
か
り
前
か
ら
悪
く
こ
だ
は
っ
た
恋
愛
問
題
の
影
響
で
、

独
り
に
な
る
と
気
が
沈
ん
だ
か
ら
、
そ
の
反
対
に
な
る
可
く
現
状
と

懸
け
離
れ
た
、
な
る
可
＜
愉
快
な
小
説
が
書
き
た
か
っ
た
。
（
『
あ
の

頃
の
自
分
の
事
』
大
8
.
1
、
「
中
央
公
論
」
）

こ
の
あ
ま
り
に
も
有
名
な
フ
レ
ー
ズ
は
、
『
羅
生
門
』
執
筆
の
動
機
を
示

す
も
の
と
し
て
必
ず
引
用
さ
れ
る
が
、
恋
愛
問
題
の
影
響
の
是
非
は
と
も

か
く
、
「
な
る
可
く
愉
快
な
小
説
」
と
は
右
に
述
べ
て
き
た
よ
う
な
こ
と
で

は
な
か
っ
た
か
。

『
羅
生
門
』
が
『
今
昔
物
語
』
巻
第
二
十
九
第
十
八
「
羅
生
門
登
上
層

見
死
人
盗
人
語
」
と
巻
第
三
十
一
第
三
十
一
「
太
刀
帯
陣
売
魚
媚
語
」
に

依
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
芥
川
が
後
年
に
発
表
し
た
評
論
『
今
昔
物
語
鑑

賞
』
（
昭
2
.
4
、
新
潮
社
刊
『
日
本
文
学
講
座
』
第
六
巻
所
収
）
が
論
拠

と
し
て
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
。
こ
こ
で
芥
川
は
、
『
今
昔
物
語
』
の
魅
力

を
「
生
ま
な
ま
し
さ
」
と
「
野
性
の
美
し
さ
」
だ
と
し
て
い
る
。
こ
の
「
生

ま
な
ま
し
さ
」
と
は
、
当
時
の
人
間
が
い
か
に
「
仏
菩
薩
を
始
め
天
狗
な

ど
の
超
自
然
的
存
在
を
如
実
に
感
じ
て
ゐ
た
か
」
と
い
う
意
味
で
用
い
て

い
る
。
ま
た
「
野
性
の
美
し
さ
」
は
、
「
陰
影
に
乏
し
い
原
色
ば
か
り
」
で

は
あ
る
が
現
代
人
に
も
「
響
き
合
う
色
を
持
つ
て
ゐ
る
」
人
間
の
心
理
に
、

あ
る
い
は
「
当
時
の
人
々
の
精
神
的
闘
争
」
や
「
当
時
の
人
々
の
泣
き
声

や
笑
い
声
の
立
昇
る
」
こ
と
な
ど
に
見
出
だ
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の

「
生
ま
な
ま
し
さ
」
も
「
野
性
の
美
し
さ
」
も
、
『
今
昔
物
語
』
の
作
者
の

「
写
実
的
手
腕
」
や
「
写
実
的
筆
致
」
に
負
っ
て
い
る
こ
と
を
芥
川
は
強

調
し
て
い
る
。

小
路
へ
曲
れ
ば
、
道
ば
た
の
死
骸
に
肉
を
争
ふ
野
良
犬
の
群
れ
は
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
お
ま
け
に
夜
に
な
っ
た
が
最
後
、
あ
ら
ゆ
る
超
自

然
的
存
在
は
、
ー
大
き
い
地
蔵
菩
薩
だ
の
女
の
童
に
な
っ
た
狐
だ
の

は
春
の
星
の
下
に
も
歩
い
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
修
羅
、
餓
鬼
、
地
獄
、

畜
生
等
の
世
界
は
い
つ
も
現
世
の
外
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
…
…

芥
川
は
こ
の
『
今
昔
物
語
鑑
賞
』
を
右
の
よ
う
に
締
め
く
く
っ
て
い
る

（
こ
の
後
に
自
作
の
詩
「
酒
ほ
が
い
」
を
付
し
て
い
る
）
が
、
こ
こ
で
は

芥
川
の
世
界
観
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
案
外
素
直
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
我
々
は
合
理
的
解
釈
や
科
学
的
思
考
に
よ
る
世

界
観
に
知
ら
ず
知
ら
ず
囚
わ
れ
て
生
き
て
い
る
が
、
こ
の
『
今
昔
物
語
』

の
中
に
写
実
的
に
描
か
れ
た
世
界
で
は
、
「
修
羅
、
餓
鬼
、
地
獄
、
畜
生
等

の
世
界
は
い
つ
も
現
世
の
外
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
」
の
で
あ
り
、
超
自
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然
的
存
在
を
「
感
じ
る
」
感
性
や
「
あ
る
」
も
の
を
「
あ
る
」
と
し
て
受

け
入
れ
る
「
原
色
ば
か
り
」
の
心
理
に
彩
ら
れ
た
世
界
に
人
間
は
生
き
て

た
の
で
あ
る
。
「
生
ま
な
ま
し
さ
」
も
「
野
性
の
美
し
さ
」
も
、
あ
る
意
味

で
は
自
然
（
外
界
）
と
人
間
と
の
原
始
的
な
関
係
そ
の
も
の
で
あ
り
、
芥

川
は
恐
ら
く
近
代
の
人
間
の
精
神
の
在
り
様
と
対
比
さ
せ
、
一
種
の
憧
憬

(
4
)
 

と
共
鳴
と
を
実
感
と
し
て
抱
い
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

何
の
合
理
的
解
釈
も
必
要
の
な
い
世
界
で
、
世
界
（
自
然
）
と
人
間
と

は
共
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
ミ
ス
テ
リ
ア
ス
な
話
が
芥
川
に
と
っ
て
興
味

深
か
っ
た
の
は
、
単
に
怪
奇
趣
味
や
創
作
の
種
探
し
の
た
め
だ
け
で
は
な

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
肉
体
と
い
う
境
界
に
隔
て
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、

外
界
と
人
間
と
の
共
鳴
、
知
覚
に
の
み
頼
ら
な
い
感
性
や
思
念
と
い
っ
た

も
の
に
よ
る
外
界
と
の
不
即
不
離
の
結
び
付
き
に
強
い
本
能
的
直
観
を
抱

い
て
い
た
こ
と
も
、
少
か
ら
ず
関
与
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
羅
生
門
』
発
表
の
約
一
年
前
に
彼
が
井
川
恭
宛
書
簡
（
大
正
三
年
一
月

二
十
一
日
付
）
で
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
つ
い
て
「
矛
盾
せ
る
二
つ
の
も
の
が

自
分
に
と
り
て
同
じ
誘
惑
力
を
有
す
る
也
」
と
語
り
、
『
悪
の
華
』
所
収
の

有
名
な
詩
「
万
物
照
応
」
（
コ
レ
ス
ポ
ン
ダ
ン
ス
）
を
的
確
に
理
解
し
て
い

(
5
)
 

た
こ
と
も
、
恐
ら
く
世
界
と
自
己
と
の
共
鳴
、
矛
盾
す
る
も
の
の
一
如
的

存
在
へ
の
確
信
と
し
て
本
能
的
に
彼
の
感
性
が
は
た
ら
い
て
い
た
の
で
は

な
か
っ
た
か
。

吉
田
精
一
氏
は
か
つ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

後
年
の
彼
が
好
ん
で
現
実
以
上
の
現
実
に
神
秘
の
影
を
見
た
り
、
非

現
実
的
な
怪
異
を
信
じ
ら
れ
な
い
迄
も
愛
好
し
た
り
し
た
の
は
、
も

っ
て
生
ま
れ
た
本
能
の
ほ
か
に
、
こ
う
し
た
幼
少
年
時
か
ら
の
体
験

が
、
彼
の
虚
弱
な
体
質
や
繊
細
な
神
経
に
ま
と
い
つ
い
て
、
性
癖
の

(
6
)
 

一
部
と
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

確
か
に
幼
少
期
の
特
異
な
環
境
で
の
体
験
や
、
彼
の
神
経
的
な
性
情
が
、

創
作
に
お
け
る
彼
を
怪
奇
趣
味
に
駆
り
立
て
て
い
た
の
は
間
違
い
な
い
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
、
近
代
に
喪
失
し
つ
つ
あ
っ
た
人
間
の

本
性
的
な
直
観
に
よ
る
能
力
の
よ
う
な
も
の
を
「
も
っ
て
生
ま
れ
た
本
能
」

と
し
て
人
一
倍
強
く
感
じ
取
っ
て
い
た
の
も
事
実
で
あ
ろ
う
。
『
今
昔
物
語
』

に
お
け
る
「
生
ま
な
ま
し
さ
」
や
「
野
性
の
美
し
さ
」
の
発
見
は
、
人
間

の
原
始
的
本
能
、
い
わ
ば
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
な
性
質
が
、
何
の
合
理
的
解
釈

や
判
断
に
よ
る
抑
制
ぬ
き
に
直
裁
に
物
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
へ
の
共
感
で

も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
こ
の
「
生
ま
な
ま
し
さ
」
や
「
野
性
の
美
し
さ
」
は
、
下

人
の
置
か
れ
て
い
た
状
況
や
そ
の
中
で
の
下
人
の
在
り
方
と
相
通
ず
る
と

こ
ろ
が
少
く
な
い
の
で
は
な
い
か
。
羅
生
門
の
上
で
老
婆
を
発
見
し
た
下

人
の
、
世
界
に
対
峙
す
る
仕
方
そ
の
も
の
が
、
い
わ
ば
「
生
ま
な
ま
し
さ
」

や
「
野
性
の
美
し
さ
」
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
、

下
人
の
行
動
は
ほ
と
ん
ど
無
意
識
的
で
あ
る
。
「
両
足
に
力
を
入
れ
て
、
い

き
な
り
、
梯
子
か
ら
上
へ
飛
び
上
っ
た
」
下
人
は
、
逃
げ
よ
う
と
す
る
老

婆
の
行
く
手
を
塞
ぎ
「
暫
、
無
言
の
ま
ま
、
つ
か
み
合
」
う
。
こ
こ
で
初

め
て
下
人
の
肉
声
が
発
せ
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
「
お
の
れ
、
ど
こ
へ
行

く
」
、
「
何
を
し
て
ゐ
た
。
云
へ
。
云
は
ぬ
と
、
こ
れ
だ
ぞ
よ
。
」
と
い
う
、

そ
の
時
の
感
情
と
直
結
し
た
素
朴
な
言
葉
に
よ
る
極
め
て
単
純
な
発
話
内

容
だ
け
な
の
で
あ
る
。
逃
げ
よ
う
と
す
る
老
婆
を
思
考
を
伴
っ
た
躊
躇
も

な
い
ま
ま
手
で
つ
か
ん
で
格
闘
し
て
し
ま
っ
た
の
も
、
彼
の
「
そ
の
ま
ま

の
」
感
情
が
対
象
へ
有
無
を
言
わ
さ
ず
向
か
わ
し
め
た
の
で
あ
り
、
「
見
る

こ
と
」
か
ら
さ
ら
に
「
じ
か
に
掴
む
こ
と
」
へ
と
彼
は
感
情
の
赴
く
ま
ま
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自
由
に
対
象
に
取
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
同
時
に
、

そ
う
行
為
さ
せ
る
老
婆
の
姿
が
下
人
の
目
の
前
に
あ
っ
た
、
と
い
う
表
現

と
表
裏
一
体
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
そ
の
感
情
が
達
成
さ
れ
た
時
、
そ
れ
は

同
時
に
「
安
ら
か
な
得
意
と
満
足
」
と
に
等
し
く
な
る
。
老
婆
の
生
死
が

自
分
に
あ
る
、
つ
ま
り
あ
る
意
味
で
自
分
と
対
象
が
一
体
化
し
た
時
、
既

に
老
婆
と
い
う
対
象
は
彼
自
身
に
取
り
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
場
面
ま
で
彼
の
主
体
的
な
発
言
（
直
接
話
法
）
が
な
い
こ
と
に
は

改
め
て
注
意
し
て
い
い
と
思
わ
れ
る
。
冒
頭
で
彼
の
内
面
の
逸
巡
す
る
描

写
が
あ
っ
た
が
、
そ
こ
で
も
彼
そ
の
も
の
の
内
心
の
呟
き
で
は
な
く
、
「
作

者
」
が
代
弁
し
た
形
を
と
っ
て
い
た
。
彼
は
風
景
と
同
化
し
、
対
象
と
一

体
化
し
て
動
物
の
よ
う
に
（
美
し
く
）
嘉
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
安
ら
か

な
得
意
と
満
足
」
は
老
婆
が
「
執
拗
＜
黙
つ
て
ゐ
る
」
間
は
少
く
と
も
続

行
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
対
象
と
彼
と
の
間
の
溝
は
こ
こ
で
も
ま
だ
存

在
し
な
か
っ
た
。
下
人
は
無
邪
気
で
素
朴
な
原
始
的
感
情
と
感
性
の
世
界

で
辛
う
じ
て
安
住
し
て
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
対
象
と
し
て
自
己
に
取
り
込
ん
だ
は
ず
の
老
婆
に
下
人
が
具
体

的
に
語
り
か
け
老
婆
の
返
答
を
聞
い
た
時
か
ら
、
皮
肉
に
も
下
人
は
「
野

性
の
美
し
さ
」
か
ら
無
縁
の
世
界
へ
と
少
し
ず
つ
切
り
離
さ
れ
て
い
く
こ

と
に
な
る
。
い
わ
ば
近
代
の
様
相
を
帯
び
る
人
間
へ
と
化
し
て
い
く
の
で

あ
る
。社

会
秩
序
が
崩
壊
し
て
い
る
と
は
い
え
、
言
語
制
度
が
死
滅
し
て
い
な

か
っ
た
こ
と
は
『
羅
生
門
』
の
世
界
の
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
言
語

を
用
い
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
彼
に
「
失
望
」
と
い
う
感
情
を
導
く
。

そ
れ
は
、
対
象
と
の
分
離
へ
の
予
告
で
あ
り
、
他
者
と
自
己
と
の
分
化
意

識
の
再
認
識
で
も
あ
る
。
ま
し
て
老
婆
の
ほ
う
で
も
彼
の
表
情
を
み
て
い

わ
ば
他
者
意
識
1
1

自
意
識
の
膜
に
覆
わ
れ
て
い
く
。
他
者
を
意
識
し
た
上

で
の
自
己
弁
護
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。

「
霊
に
せ
う
と
思
う
た
の
ぢ
ゃ
」
と
い
う
老
婆
の
返
答
に
よ
っ
て
、
下

人
は
今
ま
で
の
興
味
と
恐
怖
の
対
象
が
あ
ま
り
に
も
現
実
的
な
生
活
上
の

レ
ベ
ル
で
の
行
為
で
あ
っ
た
こ
と
に
「
失
望
」
す
る
。
そ
れ
ま
で
現
実
と

し
て
の
餓
死
の
不
安
か
ら
一
時
と
は
い
え
解
放
さ
れ
て
い
た
下
人
は
、
こ

の
老
婆
の
言
葉
か
ら
再
び
彼
の
現
実
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
こ
と
は
予

想
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
何
ら
か
の
対
象
に
惹
か
れ
自
意
識
が
な
く
自
己

滅
却
し
て
い
る
時
、
我
々
は
生
き
る
こ
と
の
生
活
上
の
現
実
的
な
問
題
を

忘
却
し
、
体
験
的
時
間
の
流
れ
も
緩
や
か
と
な
る
。
下
人
が
梯
子
の
中
段

で
「
火
の
光
」
を
発
見
し
て
か
ら
老
婆
の
腕
を
掴
む
ま
で
、
現
実
の
外
的

時
間
か
ら
す
れ
ば
恐
ら
く
短
時
間
の
出
来
事
か
も
知
れ
な
い
の
だ
が
、
彼

の
意
識
（
感
情
）
の
流
れ
に
沿
っ
た
体
験
的
時
間
に
基
づ
い
た
描
写
か
ら

は
か
な
り
長
時
間
に
感
じ
さ
せ
る
。
と
こ
ろ
が
、
老
婆
に
歩
み
寄
ろ
う
と

し
て
「
い
き
な
り
」
行
動
を
開
始
し
た
時
点
か
ら
下
人
の
体
験
的
時
間
は

少
し
ず
つ
早
ま
り
、
老
婆
の
話
を
聞
い
た
後
は
「
不
意
に
」
「
す
ば
や
く
」

「
ま
た
た
く
ま
に
」
と
い
う
瞬
間
的
な
描
写
と
な
り
、
彼
の
体
験
的
時
間

の
流
れ
は
急
速
に
早
ま
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
の
体
験
的
（
内

的
）
時
間
は
現
実
的
（
外
的
）
時
間
と
パ
ラ
レ
ル
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ

れ
だ
け
老
婆
の
返
答
は
、
対
象
と
一
体
と
な
っ
て
「
自
己
」
を
忘
却
し
て

い
た
彼
を
、
論
理
と
時
間
で
構
築
さ
れ
た
「
現
実
」
に
引
き
戻
す
の
で
あ

る。
下
人
に
憎
悪
と
侮
蔑
の
「
気
色
」
を
読
み
取
っ
た
老
婆
は
「
口
ご
も
り
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な
が
ら
」
さ
ら
に
話
し
続
け
る
。
こ
の
時
、
老
婆
は
下
人
と
い
う
他
者
を

前
に
自
意
識
を
巡
ら
せ
て
い
る
。
人
間
の
表
情
の
読
み
取
り
合
い
が
行
わ

れ
る
。
対
象
や
他
人
と
同
化
す
る
原
初
的
精
神
作
用
と
は
正
反
対
の
、
猜

疑
と
防
衛
の
た
め
の
、
対
象
や
他
人
と
の
乖
離
、
拮
抗
で
あ
る
。
し
か
も
、

老
婆
の
話
は
多
く
の
論
者
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
生
き
る
た
め
の
「
論

理
」
な
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
が
詭
弁
で
あ
ろ
う
と
矛
盾
が
潜
ん
で
い
よ

う
と
、
い
ず
れ
に
せ
よ
言
語
に
よ
る
「
論
理
」
を
盾
に
他
者
と
対
立
し
、

競
争
し
よ
う
と
す
る
自
己
正
当
化
の
方
法
が
提
示
さ
れ
る
。
し
か
も
老
婆

の
第
一
声
は
こ
う
で
あ
る
。

「
成
程
な
、
死
人
の
髪
の
毛
を
抜
く
と
云
ふ
事
は
、
何
ぼ
う
悪
い
事

か
も
知
れ
ぬ
。
」

下
人
は
老
婆
の
髪
を
抜
く
事
に
対
し
て
「
失
望
」
を
感
じ
た
の
が
前
提

に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
直
接
的
に
悪
に
対
す
る
憎
悪
の
表
情
を
し
た
の
で

は
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
下
人
は
先
に
抱
い
た
憎
悪
に
し
て
も
「
合
理
的

に
は
」
「
善
悪
の
何
れ
に
片
づ
け
て
よ
い
か
知
ら
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
。

だ
が
、
老
婆
は
単
に
社
会
的
、
因
襲
的
善
悪
に
終
始
し
た
発
言
を
し
た
。

老
婆
の
囚
わ
れ
て
い
る
一
般
的
な
善
悪
は
こ
こ
で
は
下
人
に
と
っ
て
さ
し

て
問
題
で
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
が
、
老
婆
は
自
己
の
判
断
か
ら
「
成
程
な
、

死
人
の
髪
の
毛
を
抜
く
と
云
ふ
事
は
、
何
ぼ
う
悪
い
事
か
も
知
れ
ぬ
」
と

下
人
の
意
識
を
先
読
み
し
た
つ
も
り
の
発
言
を
す
る
。
こ
こ
で
、
社
会
的
、

現
実
的
な
判
断
、
思
考
に
囚
わ
れ
い
る
老
婆
と
、
そ
れ
以
前
の
人
間
の
原

初
的
精
神
作
用
に
身
を
任
せ
て
い
た
下
人
と
の
対
比
が
浮
か
び
上
が
っ
て

く
る
の
だ
が
、
老
婆
の
話
を
聞
い
て
い
る
う
ち
に
下
人
も
変
化
し
て
い
か

ざ
る
を
得
な
い
。
老
婆
の
論
理
は
「
冷
然
と
し
て
」
聞
い
て
い
た
彼
を
逆

に
「
或
勇
気
」
へ
と
動
か
し
て
い
く
。
「
冷
然
と
し
て
」
と
は
、
ま
さ
に
ひ

や
や
か
で
情
に
欠
け
て
い
る
様
子
を
指
す
。
先
程
ま
で
対
象
に
感
情
を
委

ね
て
い
た
下
人
は
、
老
婆
の
言
葉
に
感
情
を
抱
く
事
が
な
く
な
る
の
で
あ

る
。
ま
さ
に
対
象
と
の
分
化
で
あ
り
、
同
時
に
世
界
に
対
す
る
自
己
内
部

へ
の
閉
塞
1
1

個
人
と
し
て
の
自
立
で
も
あ
る
。

老
婆
の
言
葉
は
直
接
話
法
で
あ
り
な
が
ら
「
大
体
こ
ん
な
意
味
の
事
を

云
っ
た
」
と
語
ら
れ
て
い
る
。
『
羅
生
門
』
と
い
う
小
説
に
と
っ
て
、
老
婆

の
言
葉
の
内
容
の
厳
密
さ
は
さ
し
て
問
題
で
は
な
い
。
（
も
ち
ろ
ん
、
話
の

内
容
は
面
白
い
。
）
む
し
ろ
、
老
婆
の
言
葉
を
も
っ
て
論
理
と
い
う
人
工
的

な
方
法
に
よ
る
自
己
存
在
の
合
理
化
、
い
わ
ば
言
葉
の
有
効
性
と
欺
職
性

を
武
器
と
し
て
の
人
間
の
自
立
が
こ
こ
で
は
問
題
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
確
か
に
前
田
角
蔵
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
下
人
は
生
活
者
と
し
て

弱
者
の
立
場
に
あ
る
老
婆
を
「
本
質
的
な
意
味
で
〈
他
者
〉
と
し
て
発
見

(
7
)
 

す
る
こ
と
さ
え
で
き
な
か
っ
た
」
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ま

で
の
老
婆
に
風
景
同
様
の
対
象
と
し
て
感
情
的
に
囚
わ
れ
て
い
た
下
人
で

あ
っ
た
な
ら
ば
、
生
活
者
と
し
て
の
他
者
と
い
う
視
点
が
『
羅
生
門
』
の

世
界
に
ど
れ
だ
け
有
効
で
あ
る
か
は
定
か
で
な
い
。
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、

人
間
同
士
を
冷
静
に
さ
せ
、
状
況
を
説
明
し
、
自
己
を
弁
護
し
、
時
に
は

虚
構
に
よ
っ
て
必
要
以
上
に
現
実
を
意
味
付
け
し
て
そ
の
内
容
を
よ
り
現

実
化
す
る
と
い
う
、
い
わ
ば
近
代
合
理
主
義
の
基
盤
と
し
て
の
言
葉
の
役

割
で
あ
る
。
自
意
識
が
介
在
せ
ず
感
性
に
よ
っ
て
対
象
や
他
者
と
じ
か
に

対
面
し
同
化
す
る
状
況
か
ら
、
言
葉
を
介
し
て
分
化
し
個
人
と
し
て
自
立

す
る
近
代
の
構
造
そ
の
も
の
へ
の
変
容
で
あ
る
。
最
も
非
力
で
あ
り
な
が

ら
か
つ
強
大
な
力
に
も
変
化
し
う
る
「
言
葉
」
と
い
う
も
の
を
き
っ
か
け

に
、
下
人
が
「
或
る
勇
気
」
を
抱
い
て
い
く
こ
と
は
象
徴
的
で
あ
ろ
う
。

「
老
婆
の
話
」
が
終
わ
っ
た
時
、
「
き
っ
と
、
そ
う
か
。
」
と
念
を
押
す
下
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人
は
、
他
者
と
の
関
係
に
言
葉
が
介
在
し
て
自
己
が
自
立
（
孤
立
）
し
、

そ
れ
ま
で
辛
う
じ
て
自
己
を
意
識
さ
せ
て
く
れ
て
い
た
「
面
飽
」
に
も
触

れ
て
い
る
必
要
は
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
（
も
ち
ろ
ん
、
「
面
胞
」
は
下
人

が
行
動
を
起
こ
す
契
機
と
し
て
効
果
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
。
）

老
婆
の
着
物
を
剥
ぎ
取
る
行
為
に
対
し
て
は
幾
つ
か
の
解
釈
が
提
示
さ

れ
て
い
る
が
、
老
婆
が
ま
と
っ
て
い
た
論
理
と
し
て
の
言
葉
の
有
効
性
と

欺
職
性
と
を
下
人
が
獲
得
し
て
い
く
象
徴
的
行
為
と
も
解
釈
で
き
る
の
で

は
な
い
か
。
下
人
は
自
意
識
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
た
無
防
備
な
感
情
の
揺

ら
め
き
に
よ
る
対
象
（
世
界
）
と
の
原
初
的
な
同
化
を
捨
て
て
、
人
間
の

本
性
を
隠
蔽
し
、
「
生
き
る
」
こ
と
の
不
条
理
性
を
他
者
に
向
か
っ
て
合
理

づ
け
、
外
界
と
の
距
離
を
は
か
る
こ
と
に
便
利
で
、
し
か
も
虚
構
性
を
も

持
ち
合
わ
せ
る
論
理
と
し
て
の
言
葉
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
は

混
沌
と
し
た
世
界
へ
か
け
下
り
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
来
て
、
下
人
の
物

語
は
感
性
か
ら
論
理
へ
と
変
容
し
て
い
く
。

再
び
『
今
昔
物
語
鑑
賞
』
を
引
き
合
い
に
出
せ
ば
、
芥
川
の
志
向
し
た

「
生
ま
な
ま
し
さ
」
や
「
野
性
の
美
し
さ
」
は
、
こ
こ
で
人
工
的
で
近
代

的
な
も
の
へ
と
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
と
言
え
よ
う
。
結
論
を
先
走
っ
て
言

え
ば
、
言
葉
に
束
縛
さ
れ
な
い
人
間
の
も
と
も
と
持
っ
て
い
た
原
初
的
な

感
情
の
閃
光
を
、
言
葉
に
よ
る
表
現
と
い
う
芸
術
の
一
方
法
の
枠
組
み
に

収
め
る
こ
と
で
作
家
と
し
て
自
立
す
る
「
勇
気
」
を
得
た
「
作
者
」
芥
川

の
姿
が
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
さ
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
言
葉
は
感
性
の

反
映
で
は
あ
る
が
、
芸
術
的
表
現
に
お
い
て
は
、
や
は
り
論
理
的
構
築
が

基
本
と
な
る
。
芥
川
に
お
い
て
は
、
表
現
の
論
理
的
構
築
の
中
に
い
か
に

原
初
的
感
性
を
生
か
し
め
る
か
が
問
題
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は

四

ポ
エ
ジ
ー
の
小
説
化
と
も
言
え
、
ち
ょ
う
ど
『
或
阿
呆
の
一
生
』
で
、
若

き
「
彼
」
が
共
鳴
し
た
ゴ
ッ
ホ
の
目
指
し
て
い
た
原
初
的
魂
の
表
出
方
法

(
8
)
 

の
模
索
と
同
じ
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
で
は
な
い
か
。
そ
の
意
味
で
海
老

井
英
次
氏
が
『
羅
生
門
』
は
芥
川
の
「
感
傷
性
か
ら
創
造
性
へ
と
中
軸
の

(
9
)
 

変
化
し
た
〈
精
神
的
の
革
命
〉
」
の
核
を
成
し
て
い
る
作
品
で
あ
る
と
い
う

指
摘
は
最
も
的
を
射
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
芥
川
文
氏
は
芥
川

龍
之
介
か
ら
聞
い
た
一
高
時
代
の
回
想
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

そ
の
日
は
大
変
風
の
吹
く
日
で
し
た
。
窓
の
外
を
何
気
な
く
眺
め

て
い
ま
す
と
、
木
の
葉
が
風
に
吹
か
れ
て
揺
れ
動
き
、
そ
の
木
の
葉

の
一
っ
―
つ
が
、
思
い
思
い
の
形
に
揺
れ
て
い
る
の
を
み
て
い
る
と
、

創
造
の
世
界
の
素
晴
ら
し
さ
、
美
し
さ
に
魅
せ
ら
れ
て
、
文
学
を
終

生
の
仕
事
に
し
て
み
た
い
と
、
痛
切
に
感
じ
た
そ
う
で
す
。

ま
さ
に
下
人
の
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ス
ム
は
、
そ
れ
と
相
反
す
る
老
婆
の

言
葉
に
よ
る
論
理
の
世
界
の
獲
得
に
よ
っ
て
創
造
性
へ
と
飛
躍
し
て
い
く

の
で
あ
る
。

言
葉
と
は
現
実
を
最
も
的
確
に
論
理
的
に
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
と
同

時
に
、
そ
の
虚
構
性
、
虚
偽
性
を
も
表
裏
一
体
の
も
の
と
し
て
備
え
て
い

る
。
文
芸
と
は
そ
の
最
た
る
も
の
で
あ
り
、
例
え
ば
中
島
敦
の
『
狐
憑
』

（
初
出
『
光
と
風
と
夢
』
昭
1
7
.
7

筑
摩
書
房
）
に
お
い
て
最
終
的
に

「
一
人
の
詩
人
が
喰
わ
れ
て
了
っ
た
」
よ
う
に
、
文
芸
に
お
け
る
虚
構
性

に
は
常
に
そ
の
在
り
方
自
体
に
対
す
る
懐
疑
も
付
き
ま
と
う
で
あ
ろ
う
。

虚
構
を
語
る
こ
と
が
人
間
の
現
実
と
理
想
を
的
確
に
写
し
だ
す
反
面
、
そ

こ
に
は
人
間
生
活
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
限
界
も
内
包
し
て
い
る
の
で
は
な
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い
か
。
世
界
に
絶
対
的
価
値
を
求
め
よ
う
と
す
る
も
の
に
と
っ
て
、
世
界

の
様
々
な
価
値
体
系
の
中
で
は
、
自
己
の
求
め
よ
う
と
す
る
も
の
の
相
対

性
に
気
付
か
ざ
る
を
得
な
い
。
い
わ
ば
近
代
小
説
と
い
う
形
式
も
決
し
て

普
遍
的
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
芥
川
の
青
年
期
、
つ
ま
り
二
十
世
紀

初
頭
の
日
本
で
は
、
当
時
の
現
代
日
本
文
学
に
当
た
る
も
の
は
決
し
て
自

明
の
も
の
に
は
な
り
き
っ
て
い
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
中
村
真
一
郎
氏

も
「
英
訳
で
イ
プ
セ
ン
や
ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
を
読
み
は
じ
め
て
い

た
早
熟
な
芥
川
少
年
に
と
っ
て
、
日
本
の
現
代
文
学
と
先
進
西
洋
文
学
と

の
距
離
は
開
き
す
ぎ
て
い
た
」
こ
と
か
ら
「
今
世
紀
初
頭
の
芥
川
の
文
学

(11) 

者
を
志
し
た
際
の
不
安
は
、
想
像
が
困
難
だ
ろ
う
と
思
う
」
と
述
べ
て
い

る
。
例
え
ば
後
年
の
芥
川
が
「
人
生
は
一
行
の
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
も
若
か

な
い
」
と
言
っ
た
時
、
そ
こ
に
は
み
す
ぼ
ら
し
い
人
生
へ
の
落
胆
が
あ
る

(12) 

と
同
時
に
、
菅
野
昭
正
氏
も
触
れ
て
い
る
よ
う
に
「
一
行
の
ボ
ー
ド
レ
ー

ル
に
も
」
の
「
も
」
と
い
う
係
助
詞
に
よ
っ
て
、
「
人
生
」
と
比
較
さ
れ
る

対
象
「
一
行
の
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
」
も
実
は
そ
の
存
在
価
値
の
絶
対
性
が
懐

疑
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

下
人
が
「
勇
気
」
を
も
っ
て
飛
び
込
ん
だ
世
界
は
「
作
者
」
に
よ
っ
て

「
下
人
の
行
方
は
誰
も
知
ら
な
い
。
」
と
語
ら
れ
て
し
ま
う
の
だ
が
、
こ
れ

こ
そ
「
作
者
」
に
も
予
測
不
可
能
な
、
感
性
の
上
に
近
代
の
論
理
を
身
に

ま
と
っ
た
文
学
者
の
運
命
の
行
方
が
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
紀
末
芸
術
が
十
九
世
紀
の
芸
術
へ
の
反
逆
や
懐
疑

(13) 

か
ら
生
ま
れ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
近
代
文
芸
と
世
紀
末
芸
術
を
ほ
ぼ
同
時

に
摂
取
し
て
い
っ
た
芥
川
に
と
っ
て
は
、
文
学
者
と
し
て
の
出
発
点
か
ら

文
学
に
対
す
る
盲
目
的
信
奉
と
批
判
的
懐
疑
と
が
同
時
に
は
た
ら
い
て
い

た
と
し
て
も
何
ら
矛
盾
は
な
い
。
文
芸
は
他
の
価
値
体
系
と
比
較
し
て
相

対
的
に
帰
依
し
目
指
す
も
の
に
過
ぎ
ず
、
恐
ら
く
人
間
が
世
界
と
い
う
中

で
生
き
て
い
る
以
上
、
絶
対
的
な
も
の
を
目
指
す
こ
と
の
不
毛
性
は
始
め

か
ら
見
え
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
自
然
と
共
鳴
す
る
感
性
の
赴
く

ま
ま
の
原
初
的
体
験
か
ら
、
言
葉
の
論
理
の
有
効
性
と
虚
偽
性
と
を
奪
っ

て
世
界
に
改
め
て
立
っ
た
下
人
の
行
方
は
、
「
作
者
」
も
含
め
て
誰
も
想
像

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
分
の
選
択
し
た
道
そ
れ
自
体
に
誰
も
保
証
を

与
え
て
は
く
れ
な
い
の
で
あ
る
。
外
界
と
共
に
あ
っ
た
原
初
的
感
性
を
持

ち
合
わ
せ
て
い
た
若
い
人
間
（
下
人
）
は
、
既
に
浸
透
し
て
い
た
近
代
の

形
式
と
論
理
（
老
婆
）
に
出
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
芸
術
家
（
盗
人
）
に
な

る
「
勇
気
」
を
得
る
の
だ
が
、
同
時
に
そ
れ
は
彼
に
主
体
と
し
て
自
立
を

迫
り
、
迷
路
に
追
い
や
る
危
険
を
も
備
え
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
『
羅

生
門
』
の
結
末
が
あ
る
種
の
力
強
さ
を
有
し
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
闇

の
中
に
下
人
が
踏
み
込
み
行
方
不
明
に
な
る
こ
と
で
、
現
実
世
界
の
一
切

に
属
す
る
こ
と
か
ら
決
別
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
毅
然
た
る
在
り
様
に
も

な
ぞ
ら
れ
よ
う
。
確
か
に
、
原
初
的
魂
を
持
っ
た
人
間
が
芸
術
形
式
を
獲

得
し
た
時
、
そ
れ
は
世
界
に
属
さ
な
い
主
体
と
し
て
孤
独
に
し
か
も
果
敢

に
歩
む
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
『
羅
生
門
』
の
読
み
は
、
人
間
の
持
つ
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
還
元

す
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
無
明
の
闇
の
獲
得
、
自
己
解
放
の
叫
び
、
異
空

間
の
創
出
な
ど
多
様
な
方
向
へ
流
れ
て
来
た
。
い
ず
れ
も
解
釈
に
お
け
る

妥
当
性
を
備
え
て
『
羅
生
門
』
の
世
界
を
広
げ
て
き
た
。
し
か
し
、
描
写

そ
の
も
の
を
そ
の
ま
ま
受
け
取
る
な
ら
ば
、
老
婆
に
出
会
う
ま
で
の
下
人

の
姿
そ
の
も
の
が
、
現
代
人
の
失
い
か
け
て
い
る
原
初
的
感
性
を
体
現
し

て
い
る
と
い
う
点
に
、
も
う
少
し
着
目
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
一
個
人
で
あ
る
「
作
者
」
と
い
う
語
り
手
の
存
在
に
よ
っ
て
近
代
小
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説
の
形
式
を
用
い
て
は
い
る
が
、
そ
の
中
で
第
一
に
表
現
さ
れ
て
い
た
の

は
、
近
代
に
喪
失
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
、
自
然
（
外
界
）
と
感
性
と
の
一
体

と
な
っ
た
体
験
的
時
間
を
軸
と
し
た
ゆ
っ
た
り
と
流
れ
る
世
界
で
あ
り
、

第
二
に
、
個
人
が
ど
う
い
う
経
緯
か
ら
近
代
の
相
貌
へ
と
変
容
し
て
い
く

の
か
を
、
老
婆
と
の
出
会
い
か
ら
加
速
す
る
外
的
時
間
と
コ
ミ
ッ
ト
す
る

こ
と
で
象
徴
的
に
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
『
羅

生
門
』
に
お
け
る
老
婆
の
言
葉
と
は
、
い
わ
ば
既
に
成
熟
と
疲
弊
と
を
迎

え
つ
つ
あ
っ
た
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
そ
の
も
の
の
在
り
様
に
な
ぞ
ら
れ
る
の

か
も
知
れ
な
い
。
近
代
の
成
熟
と
終
焉
と
し
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
摂
取
し

近
代
化
し
た
日
本
の
行
方
は
、
当
事
者
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
も
想
像
で
き
ず
「
黒

洞
々
た
る
夜
」
の
中
で
見
失
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
『
羅
生
門
』

執
筆
時
期
の
大
正
三
•
四
年
当
時
は
史
上
空
前
の
大
戦
、
第
一
次
世
界
大

戦
が
始
ま
っ
て
お
り
、
日
本
も
参
戦
し
て
俄
に
利
益
の
追
求
へ
と
奔
走
す

る
。
柄
谷
行
人
氏
は
こ
の
時
期
に
「
『
大
正
的
な
も
の
』
の
自
閉
性
」
を
見

て
「
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
外
か
ら
導
入
し
な
が
ら
な
ん
ら
『
外
部
』

(15) 

を
も
た
な
い
自
己
充
足
性
」
に
着
目
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
『
羅
生
門
』

の
結
末
に
お
い
て
、
外
界
と
隔
絶
し
た
個
人
の
自
立
が
ど
の
よ
う
な
運
命

を
担
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
か
と
い
う
見
通
し
の
立
た
な
い
問
題
を
あ
り
の

ま
ま
提
示
し
て
い
る
こ
と
と
相
通
じ
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
と

す
れ
ば
、
『
羅
生
門
』
の
語
り
手
「
作
者
」
は
、
日
本
の
近
代
化
の
問
題
を

同
時
代
の
渦
中
に
あ
り
な
が
ら
無
意
識
的
に
も
下
人
の
物
語
の
中
に
刷
り

込
ん
で
い
た
こ
と
と
な
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
一
連
の
変
貌
と
行
方
を
「
作

者
」
と
し
て
の
語
り
手
は
『
今
昔
物
語
』
の
よ
う
に
何
の
解
釈
を
も
加
え

ず
に
写
実
的
に
描
写
し
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
田
中
実
氏
が
『
羅
生

(16) 

門
』
を
「
批
評
の
文
学
」
と
端
的
に
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
登
場
人
物

3
 

2 1注 へ
の
視
座
だ
け
で
な
く
、
下
人
の
物
語
に
重
層
さ
れ
た
内
面
化

(11孤
立

化
）
の
時
代
に
対
す
る
「
批
評
」
を
も
含
ん
で
い
る
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

暇
を
出
さ
れ
た
下
人
は
、
い
わ
ば
封
建
体
制
か
ら
解
放
さ
れ
た
前
近
代
の

人
間
の
姿
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
ず
、
そ
う
し
て
、
原
初
的
な
感
性
に
回

帰
す
る
好
機
は
餓
死
と
引
き
換
え
に
し
か
成
立
し
な
い
ゆ
え
、
生
き
延
び

る
た
め
に
は
西
洋
近
代
の
論
理
を
利
用
し
て
自
立
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
語
り
手
は
、
「
下
人
の
行
方
は
誰
も
知
ら
な
い
。
」
と
す
る
こ

と
で
、
矛
盾
を
卒
ん
だ
近
代
化
の
両
義
性
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
突
き
放
す

し
か
な
か
っ
た
。

芥
川
は
『
羅
生
門
』
と
い
う
準
処
女
作
に
お
い
て
、
自
己
の
世
界
に
閉

塞
せ
ず
、
い
わ
ば
時
代
の
趨
勢
を
背
景
と
し
て
下
人
の
物
語
を
生
み
出
し

た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
晩
年
の
芥
川
自
身
の
行
方

を
も
示
唆
し
て
い
よ
う
。
し
か
し
同
時
に
、
下
人
の
体
現
し
た
も
の
は
今

な
お
硬
化
し
つ
づ
け
る
世
界
観
へ
の
柔
軟
な
境
界
線
と
し
て
我
々
に
問
い

か
け
る
現
代
的
役
割
を
担
っ
て
お
り
、
ま
た
近
代
化
の
不
透
明
な
行
方
を

提
ホ
し
た
点
で
も
そ
の
後
の
時
代
の
流
れ
を
先
取
り
し
て
い
る
。
『
羅
生
門
』

は
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
現
代
性
と
先
駆
性
と
を
備
え
た
存
在
で
も
あ
る

の
で
あ
る
。

『
再
読
日
本
近
代
文
学
』
（
平
7
.
1
1

集
英
社
）

「
『
羅
生
門
」
（
初
稿
）
の
空
間
ー
そ
の
主
題
把
握
を
め
ぐ
り
ー
」
（
「
日
本
文
学
」
昭

6
1
.
1
)
 

例
え
ば
、
大
森
荘
蔵
氏
は
「
風
情
と
感
情
」
（
「
現
代
思
想
」
平
2
.
7
、
『
時
間
と
自

我
』
平
4
.
3

青
土
社
所
収
）
で
「
感
情
の
自
覚
と
は
ま
さ
に
風
情
の
高
階
知
覚

で
あ
る
」
と
し
、
「
心
の
側
に
と
り
こ
ま
れ
た
感
情
を
心
の
外
つ
ま
り
世
界
の
側
に
返
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13 12 11 10 

，
 

8 7 6 5
 

4
 

還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

例
え
ば
、
伊
豆
利
彦
氏
は
「
芥
川
龍
之
介
ー
作
家
と
し
て
の
出
発
の
一
考
察
ー
」
（
「
文

学
」
昭
5
3
.
1
)
の
中
で
、
『
今
昔
物
語
』
の
平
安
末
期
が
「
暗
黒
の
時
代
」
で
あ
り

つ
つ
も
「
お
し
ゅ
が
め
ら
れ
た
人
間
性
が
、
新
し
い
息
吹
を
も
っ
て
よ
み
が
え
り
、

赤
裸
々
な
自
己
を
主
張
し
て
躍
動
す
る
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
、
『
現
状
か
ら
か
け
離
れ

た
、
愉
快
な
』
時
代
で
あ
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

拙
稿
「
『
舞
踏
会
』
論
ー
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
『
悪
の
華
』
と
の
照
応
か
ら
ー
」
（
「
日
本
近

代
文
学
」
第
53
集
、
平
7
.
1
1
)
参
照
。

『
芥
川
龍
之
介
』
（
昭
3
3
.
1

新
潮
文
庫
）
、
（
初
出
、
昭
1
7
.
1
2
、
三
省
堂
）

「
『
羅
生
門
』
論
ー
老
婆
の
視
座
か
ら
ー
」
（
「
日
本
文
学
」
平
8
.
2
)

芥
川
は
、
大
正
三
年
十
一
月
三
十
日
付
井
川
恭
宛
書
簡
で
ゴ
ッ
ホ
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
書
い
て
い
る
。

此
頃
に
な
つ
て
ほ
ん
と
う
に
ゴ
ー
ホ
の
絵
が
わ
か
り
か
け
た
や
う
な
気
が
す
る

さ
う
し
て
之
が
す
べ
て
の
画
に
対
す
る
ほ
ん
と
う
の
理
解
の
や
う
な
気
が
す
る
も

つ
と
大
胆
に
云
へ
ば
之
が
す
べ
て
の
芸
術
に
対
す
る
ほ
ん
と
う
の
理
解
か
も
し
れ

な
い
と
思
ふ
（
中
略
）

一
体
自
己
の
表
現
と
云
ふ
事
に
は
自
己
の
価
値
は
問
題
に
な
ら
な
い
も
の
か
し

ら
ゴ
ー
ホ
も
「
己
は
何
を
持
つ
て
ゐ
る
か
世
間
に
み
せ
て
や
る
」
と
は
云
っ
た

が
「
ど
ん
な
に
醜
い
も
の
を
持
つ
て
ゐ
る
か
み
せ
て
や
る
」
と
は
云
は
な
か
っ
た

「
『
老
年
』
か
ら
『
羅
生
門
』
ヘ
ー
大
正
三
年
秋
の
〈
精
神
的
な
革
命
〉
に
よ
る
飛
翔

|
」
（
「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
昭
5
8
.
3
、
後
に
「
芥
川
龍
之
介
論
孜
ー
自
己
覚

醒
か
ら
解
体
ヘ
ー
』
昭
6
3
.
2

桜
楓
社
所
収
）

中
野
妙
子
記
『
追
想
芥
川
龍
之
介
』
（
昭
5
2
.
2

筑
摩
書
房
、
後
に
昭
5
6
.
7

中

公
文
庫
所
収
）

注
1
参
照
。

「
あ
る
見
取
図
」
（
「
図
書
」
平
7
.
1
0
)

吉
田
健
一
氏
は
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
世
紀
末
』
（
昭
45

新
潮
社
、
後
に
平
6
.
1
0

岩

波
文
庫
所
収
）
の
中
で
、
「
十
九
世
紀
の
ヨ
オ
ロ
ッ
パ
で
は
言
葉
も
人
間
と
と
も
に
観

念
に
奉
仕
す
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
従
っ
て
言
葉
は
そ
の
効
力
を
失
っ
て
」
「
十
九
世
紀

の
ヨ
オ
ロ
ッ
パ
人
か
ら
言
葉
が
奪
わ
れ
」
、
「
言
葉
を
使
う
に
も
不
自
由
を
感
じ
た
人

間
が
現
れ
た
時
に
世
紀
末
が
始
ま
っ
た
と
も
見
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
観
念
に

16 15 14 

（
た
か
は
し

た
つ
お

香
川
大
学
教
育
学
部
助
手
）

よ
っ
て
逆
に
現
実
を
統
御
し
よ
う
と
し
た
の
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
十
九
世
紀
だ
と
す
れ
ば
、

老
婆
の
言
葉
の
様
相
は
、
ま
さ
に
芥
川
の
触
れ
て
い
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
十
九
世
紀
芸
術

を
象
徴
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
下
人
は
そ
れ
へ
の
反
逆
と
し
て
の
世

紀
末
の
傾
向
を
背
負
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
。

村
上
陽
一
郎
氏
は
『
文
明
の
中
の
科
学
』
（
平
6
.
6

青
土
社
、
初
出
「
現
代
思
想
」

平
5
.
1
S
1
2
)
の
中
で
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
文
明
の
当
事
者
た
ち
」
に
と
っ
て
、

日
本
の
活
動
は
「
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
文
明
』
の
内
部
に
お
い
て
、
そ
の
文
明
の
持
つ

本
質
的
な
性
格
に
対
す
る
何
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
も
な
い
ま
ま
に
、
し
か
も
、
そ
の
文
明

の
成
果
を
さ
ら
わ
れ
て
い
る
、
と
い
う
意
識
が
苛
立
ち
の
根
本
に
あ
る
」
と
述
べ
、

「
『
日
本
文
化
の
顔
が
見
え
な
い
」
と
か
『
日
本
文
化
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
ど
こ

に
あ
る
の
か
』
と
言
わ
れ
る
の
も
、
帰
す
る
と
こ
ろ
は
そ
こ
に
あ
る
」
と
指
摘
し
て

い
る
。

「
一
九
七

0
年
1
1

昭
和
四
十
五
年
」
（
「
海
燕
」
昭
6
3
.
1
、
後
に
『
終
焉
を
め
ぐ
っ

て
』
平
2
.
5

福
武
書
店
所
収
）

「
批
評
す
る
〈
語
り
手
〉
ー
『
羅
生
門
』
ー
」
（
「
國
語
と
國
文
学
」
平
6
.
3
)
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