
宮
津
賢
治
論

1

1

日
常
と
非
日
常
の
宇
宙
|
|

ー
ー
ム
抄
録

晴
山
亮
一
、
加
藤
勝
夫
、
賢
治
の
三
人
が
、
「
月
の
よ
い
ひ
ん
や
り
し
た

晩
」
温
泉
か
ら
温
泉
へ
と
「
深
夜
の
温
泉
め
ぐ
り
」
を
し
た
時
の
こ
と
で
あ

る

先
生
は
わ
た
し
ら
俗
人
に
は
見
え
な
い
も
の
を
見
る
人
だ
っ
た
。
だ
か

ら
、
そ
の
真
偽
の
ほ
ど
は
わ
か
ら
な
い
。
わ
た
し
ら
の
鼻
に
に
お
わ
な
い

も
の
も
に
お
う
人
だ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
神
社
か
ら
少
し
行
っ
た

と
こ
ろ
で
、
先
生
は
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
た
。
君
ら
、
こ
の
空
気
の
に
お

い
が
わ
か
ら
な
い
か
。
卯
の
花
の
花
粉
が
い
っ
ぱ
い
飛
ん
で
い
て

実
に

い
い
に
お
い
だ
。
ー
ー
も
ち
ろ
ん
わ
た
し
は
そ
ん
な
に
お
い
は
し
な
い

ん
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
か
ら
少
し
歩
い
て
い
く
と
、
道
路
の
両
側
に
卯
の
花

l

i
ア
カ
シ
ヤ
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
ー
ー
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
満
開
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岡

屋

雄

日百

だ
っ
た
。
夜
の
空
気
が
、
急
に
む
せ
返
る
ほ
ど
に
お
い
立
っ
た
。
お
じ
い

さ
ん
の
話
と
い
い
、
花
粉
の
話
と
い
い
、
わ
た
し
は
お
か
し
な
こ
と
を
言

う
人
だ
な
あ
と
思
っ
た
ん
だ
が
、
先
生
は
必
ず
し
も
で
た
ら
め
を
言
っ
た

わ
け
で
は
な
か
っ
た
ん
だ
。
「
『
啄
木

賢
治

光
太
郎
|
|
二

O
一
人

一
九
八
二
年
)
」

の
証
言
』
(
読
売
新
聞
岩
手
支
局

賢
治
は
、
他
人
の
気
の
つ
か
な
い
こ
と
を
素
早
く
捉
え
る
こ
と
の
出
来

る
優
れ
た
才
能
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
文
章
で
は
、
賢
治

の
臭
覚
の
優
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
が
、
他
に
も
「
目
に
見
え

な
い
も
の
の
存
在
を
語
る
」
能
力
も
あ
り
、
此
岸
と
彼
岸
と
を
自
由
に
往

還
で
き
る
能
力
も
抱
持
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
今
回
の
論
孜
に
お
い
て

は
、
賢
治
の
「
日
常
と
非
日
常
」
の
世
界
・
宇
宙
に
つ
い
て
探
究
す
る
こ

と
に
す
る
。

ヨ王



宮
津
賢
治
論
(
岡
屋
昭
雄
)

キ
ー
ワ
ー
ド
一
日
常
と
非
日
常
、
此
岸
と
彼
岸
、
鬼
神
、
視
点
の
柔
軟
性
、

四
種
法
界
、
山
人
、
イ
ニ
シ
エ

l
シ
ヨ
ン
、

ア
ニ
ミ
ズ
ム

は
じ
め
に

森

荘
巳
池
氏
は
賢
治
の
親
戚
で
あ
り
、
賢
治
も
気
の
お
け
な
い
友
達
と
し
て

よ
く
森
の
家
に
も
遊
び
に
も
行
っ
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
森

治
が
話
し
た
『
鬼
神
』
の
こ
と
」
と
題
し
て
次
の
よ
う
な
示
唆
に
富
む
挿
話
を
紹

荘
己
池
は
、
「
賢

介
す
る
。宮

沢
賢
治
と
い
う
ひ
と
は
、
「
怪
力
乱
神
」
を
一
立
回
っ
て
は
い
け
な
い
と
、

お

父
さ
ん
の
政
次
郎
さ
ん
か
ら
、
き
つ
く
と
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
で
も
折
に
ふ

れ
で
は
、

ぽ
つ
り
ぽ
つ
り
と
、
話
す
こ
と
も
あ
っ
た
。

リ
山
み
」
晶
、

1
l
 ほ
と
ん
ど
会
う
ご
と
に
、
「
怪
力
乱
神
」
ぱ
な
し
を
聞
か
さ
れ
て
い

た。
そ
の
う
ち
で
、
た
だ
の
話
し
で
は
な
く
、
そ
の
話
し
が
実
際
に
詩
に
書
か
れ

て
い
る
の
が

二
つ
あ
る
。

そ
の
ひ
と
つ
は
、
河
原
の
坊
の
こ
と
、
も
う
一
つ
は
岩
手
山
麓
を
夜
中
に
二

人
で
歩
き
回
っ
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
(
別
項
に
く
わ
し
い
。

早
池
峰
の
「
河
原
の
坊
」
の
作
品
と
い
う
の
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。
(
全
編
引
用
で
き
な
い
の
で
、
大
事
な
数
カ
所
だ
け
を
引
用
す
る
)

寒
さ
と
ね
む
さ
/
も
う
月
は
た
だ
の
砕
け
た
貝
ぼ
た
ん
だ
/
さ
あ
ね
む
ら
う

ね
む
ら
う
/
:
:
:
め
さ
め
る
こ
と
も
あ
ら
う
し
/
そ
の
ま
ま
死
ぬ
こ
と
も
あ

ら
、
っ
..... .
 

誰
か
ま
は
り
を
あ
る
い
て
ゐ
る
な
/
誰
か
ま
は
り
を
ご
く
ひ
っ
そ
り
と
あ
る

い
て
ゐ
る
な

そ
こ
の
黒
い
転
石
の
上
に
/
う
す
楕
い
こ
ろ
も
を
つ
け
て
/
裸
脚
四
つ
を
そ

ろ
へ
て
立
つ
ひ
と
/
な
ぜ
上
半
身
が
わ
た
く
し
の
眼
に
見
え
な
い
の
か
/
ま

る
で
半
分
雲
を
か
ぶ
っ
た
鶏
頭
山
の
や
う
だ

あ
し
お
と
が
い
ま
峰
の
方
か
ら
お
り
て
く
る
/
ゆ
う
べ
途
中
の
林
の
な
か
で

/
た
び
た
び
聞
い
た
あ
の
透
明
な
足
音
だ
:
:
:
呼
ん
で
ゐ
る
な
(
南
無
阿
弥

陀
仏
)
(
南
無
阿
弥
陀
仏
)
(
南
無
阿
弥
陀
仏
)

/
何
と
い
ふ
ふ
し
ぎ
な
念
仏

の
し
ゃ
う
だ
/
ま
る
で
突
貫
す
る
や
う
だ
・
・
・
・
・
・
/
/
も
う
わ
た
く
し
を
過
ぎ
て

ゐ
る
/
/
あ
あ
見
え
る
ノ
/
二
人
の
は
だ
し
の
逗
し
い
若
い
坊
さ
ん
だ
/
黒
い
衣

の
袖
を
虹
げ
/
黄
金
で
唐
草
模
様
を
つ
け
た
/
御
輿
を
一
本
の
棒
に
ぶ
ら
さ

げ
て
/
川
下
の
方
へ
か
る
が
る
か
つ
い
で
行
く
/
誰
か
を
送
っ
た
帰
り
だ
な

ノ
/
声
が
山
谷
に
こ
だ
ま
し
て
/
い
ま
や
私
は
や
っ
と
自
由
に
な
っ
て
/
眼
を

ひ
ら
く
/
こ
こ
は
河
原
の
坊
だ
け
れ
ど
も
/
曽
つ
て
は
こ
こ
に
棲
ん
で
ゐ
た

坊
さ
ん
は
真
言
か
天
台
か
わ
か
ら
な
い
/
と
に
か
く
昔
は
谷
が
も
少
し
こ
っ

ち
へ
寄
っ
て
J

あ
あ
い
ふ
崖
も
あ
っ
た
の
だ
ら
う
/
烏
が
し
き
り
に
臨
叩
い
て

ゐ
る
/
/
も
う
登
ら
う

(
二
五
・
八
・

) 



」
の
詩
の
は
じ
め
の
四
行
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

わ
た
く
し
は
水
音
か
ら
洗
は
れ
な
が
ら

」
の
伏
流
の
巨
き
な
大
理
石
の
転
石
に
寝
ょ
う

そ
れ
は
つ
め
た
い
卓
子
だ

じ
つ
に
つ
め
た
く
斜
面
に
な
っ
て
稜
も
あ
る

「
河
原
の
坊
」
あ
た
り
の
上
流
下
流
の
川
の
中
に
、
大
き
な
穴
、
小
さ
な
穴

が
、
水
で
掘
ら
れ
た
巨
大
な
大
理
石
の
岩
盤
が
あ
る
。
そ
の
造
形
の
妙
は
、
こ

と
ば
で
表
現
で
き
な
い
ほ
ど
の
物
で
あ
る
。

む
か
し
は
、
こ
う
い
う
巨
岩
を
く
だ
い
て
、
自
分
の
庭
に
、
つ
つ
し
、
そ
れ
を

な
が
め
よ
う
ー
ー
と
い
う
よ
う
な
ぜ
い
た
く
な
こ
と
は
、
大
商
人
で
も
、
殿

さ
ま
で
も
、
豪
族
で
も
で
き
な
か
っ
た
。

掘
っ
た
り
、
運
ん
だ
り
す
る
技
術
が
な
か
っ
た
し
、
巨
大
な
人
工
の
庭
を
つ

く
ろ
う
と
い
う
よ
う
な
精
神
構
造
を
、
日
本
人
は
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。
(
中

略
賢
治
が
、
そ
の
石
の
上
に
寝
た
大
理
石
は
、
八
月
十
一
目
だ
っ
た
が
、
か
な

り
つ
め
た
く
、
「
つ
め
た
い
大
き
な
テ
ー
ブ
ル
の
よ
う
」
と
書
い
て
い
る
。

半
分
ひ
え
れ
ば
半
分
か
ら
だ
が
み
い
ら
に
な
る

と
、
そ
の
大
理
石
の
夜
の
つ
め
た
さ
を
書
い
て
い
る
。

そ
う
い
う
石
の
上
に
寝
て
い
る
賢
治
が
、
見
た
り
聞
い
た
り
し
た
も
の
が
、

夢
な
の
か
、
う
つ
つ
な
の
か
は
、
は
っ
き
り
わ
か
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
、
う
つ

つ
に
し
ろ
、

ゆ
め
に
し
ろ
そ
の
と
き
賢
治
の
感
官
は
、
透
明
な
幽
重
で
あ
る
こ

人
の
坊
さ
ん
の
、
叫
ぶ
よ
う
な
(
南
無
阿
弥
陀
仏
)
と
連
呼
す
る
ふ
し
ぎ
な
念

$
1
 

仏
を
聞
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
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育
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一
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荘
巳
池
は
賢
治
が
見
え
な
い
も
の
が
見
え
る
超
能
力
を
抱
持
し
て

い
る
こ
と
を
証
し
て
く
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
次
の
よ
う
な
話
し
も
森
は

つ
ま
り
、
森

賢
治
か
ら
聞
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ー
ー
ー
早
池
峰
山
へ
登
っ
た
時
で
し
た
が
ね
え
、
あ
す
こ
の
麓
に
大
き
な
大

理
石
が
ご
ろ
ご
ろ
転
が
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
て
ね
え
、
そ
の
谷
間
は

一
す
し
た
平
地
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
が
そ
こ
の
近
所
に
眠
っ
て
し
ま
っ
た
ん

で
す
よ
。
お
月
さ
ま
も
あ
っ
て
静
か
で
よ
い
晩
で
し
た
ね
、
う
つ
ら
う
つ
ら
し

て
い
ま
し
た
ら
ね
え
、
山
の
上
の
方
か
ら
、
谷
あ
い
を
ま
る
で
疾
風
の
や
う

に
、
黒
い
こ
ろ
も
の
坊
さ
ん
が
駆
け
降
り
て
来
る
ん
で
す
よ
、
念
仏
を
と
な
え

な
が
ら
、
ま
た
た
く
う
ち
に
私
の
前
を
通
り
過
ぎ
、

二
人
と
も
若
い
そ
の
坊
さ

ん
達
は
、
は
だ
し
で
ど
し
ど
し
駆
け
て
行
っ
た
ん
で
す
。
不
思
議
な
こ
と
も
あ

る
も
ん
だ
と
ぼ
ん
や
り
私
は
見
送
っ
て
い
ま
し
た
が
ね
。
念
仏
は
だ
ん
だ
ん
に

細
く
微
か
に
、

や
が
て
聞
こ
え
な
く
な
っ
た
ん
で
す
よ
。
後
で
調
べ
た
ら
、
あ

す
こ
は
昔
大
き
な
お
寺
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
ら
し
い
ん
で
す
ね
、
河
原
の
坊
と
い

わ
れ
る
と
こ
ろ
で
し
た
よ
。
土
台
の
の
石
な
ん
か
も
あ
る
と
い
う
話
し
で
し
た

ょ
。
何
百
年
か
前
の
話
し
で
し
ょ
う
ね
え
、
天
台
か
真
言
か
古
い
時
代
の
仏
跡

で
し
た
で
し
ょ
う
ね
え
。

つ
ま
り
、
賢
治
が
眠
っ
て
い
た
時
に
、
黒
い
衣
の
坊
さ
ん
が
二
人
念
仏
を
と
な
え

な
が
ら
、
ま
た
た
く
う
ち
に
私
の
前
を
通
り
過
、
ぎ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
話

は
、
大
正
十
四

(
一
九
二
五
)
年
八
月
二
日
作
と
な
っ
て
い
る
「
河
原
坊
」
と
題

し
、
宮
沢
賢
治
全
集
の
第
一
巻
「
春
と
修
羅
」
第
二
集

い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
賢
治
が
、
「
鬼
神
の
中
に
も
、
非
常
に
た
ち
の
よ
く
な

四
百
二
十
七
頁
に
出
て

い
『
土
神
』
が
あ
り
ま
し
て
ね
え
。
よ
く
村
人
な
ど
に
仇
(
悪
戯
と
か
復
讐
と
か

七二



富
津
賢
治
論
(
問
屋
昭
雄
)

を
ひ
っ
く
る
め
て
い
う
こ
と
ば
)
を
し
て
困
り
ま
す
よ
。
ま
る
で
下
等
な
の
が
あ

る
ん
で
す
ね
」
と
、
云
っ
た
の
を
聞
い
た
の
は
、
宮
沢
さ
ん
が
ま
だ
、
花
巻
農
学

校
の
先
生
を
し
て
お
ら
れ
た
こ
ろ
、
私
が
盛
岡
か
ら
出
か
け
て
行
き
、
宿
直
に
泊

ま
っ
た
大
正
十
四
年
の
秋
の
夜
の
会
話
で
あ
っ
た
。
そ
こ
は
校
長
室
で
、
光
っ
た

大
き
い
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
馬
追
い
が
迷
い
込
み
、
提
灯
を
つ
け
て
宮
沢
さ
ん
が
夜

分
わ
ざ
わ
ざ
畑
か
ら
も
ぎ
と
っ
て
来
た
ト
マ
ト
が
塩
と
一
緒
に
テ
ー
ブ
ル
の
上
に

あ
っ
た
。
ぼ
ん
や
り
し
た
向
こ
う
の
森
を
窓
か
ら
指
さ
し
て
、
『
あ
の
森
に
い
る

神
様
な
ん
か
、
あ
ま
り
よ
い
神
様
で
は
な
く
、
相
当
下
等
な
ん
で
す
よ
』
と
い
っ

た
の
で
あ
っ
た
。
」
と
、
森
荘
巳
氏
の
述
べ
た
こ
と
も
賢
治
の
作
品
を
解
読
・

解
釈
す
る
場
合
に
は
参
考
に
な
る
。
例
え
ば
、
『
土
神
と
狐
』
の
作
品
に
も
つ
な

が
り
、
賢
治
の
無
意
識
の
世
界
を
一
不
す
。

出
会
い
、
「
1

成
彦
氏
の
刺
激
的
な
著
書
『
森
の
ゲ
リ
ラ

東
北
文
学
論
|
|
植
民
地
文
学
か
ら
ク
レ
オ
l
ル
文
学
へ
」
の

と
こ
ろ
で
、
西

宮
沢
賢
治
』
に

---， 

8 

ク
レ
オ

l
ル
な
文
学
」
と
し
て
賢
治
文
学
を
捉
え
、
評
価
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
も
筆
者
の
志
向
す
る
「
日
常
と
非
日
常
」
に
通
底
す
る
も
の
で
あ

り
、
閉
塞
す
る
今
の
人
間
の
生
き
方
を
活
性
化
し
、
人
間
ら
し
い
生
き
方
を
恢
復

す
る
展
望
を
豊
か
に
抱
持
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
こ
と
に
も
な
る
。
西
が
冒
頭
に

述
べ
る
「
宮
沢
賢
治
は
世
界
の
中
間
(
中
心
で
は
な
い
)
に
い
る
。
東
と
西
の
中

問
、
北
と
南
の
中
聞
を
振
動
し
て
い
る
。

『
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
』

の

『
ワ
夕
、
ン
』
、
あ

る
い
は
山
猫
の
召
喚
状
を
手
に
し
て
右
往
左
往
す
る
一
郎
少
年
の
よ
う
に
。
そ
し

て
そ
の
運
動
の
先
々
で
、
何
も
の
か
に
出
会
い
、
屈
折
と
反
射
を
つ
づ
け
る
。
し

か
も
そ
の
運
動
の
中
で
、
宮
沢
賢
治
は
い
つ
も
異
人
な
の
で
あ
る
。

(
傍
点

者
)
東
京
で
は
『
岩
手
か
ら
来
た
音
楽
家
も
し
く
は
宗
教
家
』

で
あ
り
、
樺
太
で

ノ、、

は

『
内
地
の
農
林
学
校
の
助
手
』

で
あ
り
、

『
標
本
採
集
家
』
だ
。
こ
の
異
人

性
・
部
外
者
性
は
、
宮
沢
賢
治
に
は
人
生
を
歩
む
上
で
の
障
害
で
あ
る
か
の
よ
う

に
感
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
し
か
し
、
な
に
も
の
に
も
同
化
せ
ず
、
異
物
と
し
て
生

き
延
び
た
こ
と
が
宮
沢
賢
治
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
で
あ
っ
た
。
」
と
述
べ
つ
つ
、

異
人
と
し
て
み
ず
か
ら
の
視
点
を
自
由
自
在
に
移
動
さ
せ
な
が
ら
、
現
実
を
異
化

す
る
能
力
を
発
揮
す
る
存
在
た
り
得
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
西
は
、
「
な
に
も

の
に
も
帰
属
せ
ず
、
異
人
で
あ
り
つ
守
つ
け
る
頑
迷
さ
と
、
そ
の
執
掲
な
屈
折
と
反

射
の
中
で
、
植
民
地
的
文
化
背
景
を
ま
る
ご
と
記
述
し
て
み
せ
る
説
話
的
技
法
の

獲
得
が
必
要
で
あ
っ
た
。
」
と
述
べ
る
こ
と
も
賢
治
文
学
を
解
読
す
る
場
合
の
有

効
な
手
が
か
り
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
東
北
文
学
論
」
の
土
壌
は
、

「
ま
つ
ろ
わ
ぬ
民
」
で
あ
り
つ
つ
、
か
つ
中
央
文
化
か
ら
見
れ
ば
僻
遠
の
地
で
あ

る
が
故
の
よ
さ
と
不
便
さ
が
ダ
ブ
ル
・
バ
イ
ン
ド
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
あ

る
0

「
蝦
夷
征
伐
」
と
の
歴
史
的
な
こ
と
ば
か
ら
も
分
か
る
如
く
、
東
北
は
中
央

政
府
か
ら
見
れ
ば
野
蛮
な
文
化
と
人
間
と
し
て
し
か
評
価
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
場

所
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
金
と
か
馬
の
生
産
地
と
し
て
陸
奥
は
収
奪
の

対
象
に
も
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
緯
度
的
に
も
寒
冷
地
帯
に
属
し
、
夏
の
や

ま
せ
に
よ
っ
て
冷
害
の
被
害
を
度
々
受
け
、
貧
困
に
瑞
ぎ
、
若
い
女
性
が
都
会
に

身
売
り
き
れ
る
、
と
い
う
現
象
も
起
こ
っ
て
る
こ
と
は
歴
史
の
証
す
と
こ
ろ
で
あ

る
ま
た
、
宮
沢
賢
治
の
異
人
性
に
つ
い
て
、
賢
治
の
弟
の
宮
沢
清
六
氏
は
、
「
幼

少
時
代
」
に
賢
治
の
性
癖
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

筆

父
は
若
い
と
き
か
ら
仏
典
を
好
み
、
同
志
と
と
も
に
中
央
か
ら
各
宗
の
頑

学
・
名
僧
と
言
わ
れ
た
人
た
ち
を
呼
ん
で
仏
教
講
演
会
を
聞
い
た
。
八
，
九
最



の
頃
か
ら
、
毎
年
大
沢
温
泉
で
聞
か
れ
た
講
習
会
に
、
父
に
伴
わ
れ
た
賢
治
は

幼
い
割
合
に
熱
心
に
聞
き

殊
に
講
師
の
う
ち
の
暁
烏
敏
氏
の
そ
ば
に
い
て
離

れ
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
環
境
や
条
件
が
、
前
か
ら
そ
の
傾
向
の
あ
っ
た
賢
治
に
人
の

世
の
無
情
を
極
め
て
自
然
に
染
み
込
ま
せ
た
の
だ
と
思
う
。
全
く
、
幼
い
頃
か

ら
私
の
見
た
兄
は
、
殊
に
中
学
生
の
こ
ろ
と
晩
年
の
こ
ろ
は
表
面
陽
気
に
見
え

な
が
ら
も
、
実
は
何
と
も
言
え
・
な
い
ほ
ど
哀
し
い
も
の
を
内
に
持
っ
て
い
た
と

思
う
の
で
あ
る
。
父
が
と
き
ど
き
「
賢
治
は
前
世
に
、
水
い
問
、
諸
国
を
た
っ
た

一
人
で
巡
礼
し
て
歩
い
た
宿
習
が
あ
っ
て
、
小
さ
い
と
き
か
ら
お
と
な
に
な
る

ま
で
ど
う
し
て
も
そ
の
癖
が
と
れ
な
か
っ
た
も
の
だ
」
と
し
み
じ
み
話
し
た
も

の
だ
が
、

た
し
か
に
そ
の
よ
う
に
見
え
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。

兄
は
家
族
た
ち
と
一
し
ょ
に
食
事
を
す
る
と
き
で
さ
え
、
何
と
な
く
恥
ず
か

し
そ
う
に
、
ま
た
恐
縮
し
た
よ
う
な
恰
好
で
、
物
を
噛
む
に
も
な
る
べ
く
音
を

た
て
な
い
や
う
に
し
た
。
ま
た
、
前
か
が
み
に
う
つ
む
い
て
歩
く
恰
好
や
、
人

よ
り
派
手
な
服
装
を
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
、

い
ず
れ
も
子
供
の
と

き
か
ら
と
い
う
よ
り
は
、
前
世
か
ら
持
っ
て
生
ま
れ
た
旅
僧
と
い
う
よ
う
な
と

*
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こ
ろ
が
あ
っ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
賢
治
は
、
仏
教
的
な
環
境
や
条
件
に
よ
っ
て
、
人
の
世
の
無
情
を
極
め

て
自
然
に
身
体
に
染
み
込
ま
せ
た
と
い
う
の
で
あ
り
、
表
面
的
に
は
陽
気
に
見
え

な
が
ら
も
実
は
何
と
も
一
言
え
な
い
ほ
ど
の
哀
し
い
も
の
を
精
神
の
内
部
に
持
っ
て

い
た
、
と
も
言
、
っ
。
父
が
言
、
つ
「
賢
治
は
前
世
に
永
い
問
、
諸
国
を
た
っ
た
一
人

で
巡
礼
し
て
歩
い
た
宿
習
が
あ
っ
て
、
小
さ
い
と
き
か
ら
大
人
に
な
る
ま
で
ど
う

し
で
も
そ
の
癖
が
と
れ
な
か
っ
た
も
の
だ
」
と
の
言
葉
に
は
説
得
力
が
あ
る
。

教
育
学
部
論
集

第
十
日
す
ご
九
九
九
年
三
月
)

ま
り
、
こ
れ
が
賢
治
自
身
が
「
異
人
性
」
を
日
常
的
に
持
っ
て
い
た
こ
と
の
証
で

あ
り
、
そ
れ
故
に
「
恥
ず
か
し
そ
う
に
、
ま
た
恐
縮
し
た
よ
う
な
恰
好
で
、
物
を

噛
む
に
も
な
る
べ
く
音
を
た
て
な
い
よ
う
に
し
た
。
」
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
る

の
で
あ
る
。
前
世
に
お
け
る
罪
の
意
識
を
持
ち
な
が
ら
、
毎
日
を
贈
罪
の
気
持
ち

で
生
き
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
行
動
・
態
度
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
賢
治
の
生
き
方
そ
の
も
の
が
死
に
急
ぐ
旅
の
僧
と
い
う
認
識
が
成
立

す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
賢
治
作
品
に
は
弱
者
へ
の
眼
差
し
の
や
さ
し
さ
・
あ
た
た
か
さ
が
感
じ

ら
れ
る
作
品
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
基
底
に
は
、
自
然
と
人
間
の
豊
か
な
交

流
・
交
歓
が
あ
る
こ
と
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。

自
然
と
人
間
と
の
交
流
・
交
歓

須
貝
千
里
氏
は
、
「
そ
の
時
ふ
と
う
し
ろ
を
み
ま
す
と
:
:
:
|
|
|
『
注
文
の
多

い
料
理
屈
』
問
題
|
|
」
に
、
文
学
、
文
学
教
育
に
明
日
は
あ
る
の
か
、
と
の

重
要
な
提
言
を
す
る
。
わ
け
で
も
、
「
現
実
|
|
幻
想
(
非
現
実
)
|
|
現

実
」
と
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
指
導
に
対
す
る
ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ
の
主
張
で
あ

る
。
そ
し
て
、
次
の
よ
う
な
解
釈
に
依
拠
し
つ
つ
、
読
み
の
あ
り
方
を
求
め
る
の

で
あ
る
。:

:
・
獲
物
は
「
昨
日
の
宿
屋
で
、
山
鳥
を
拾
円
も
買
っ
て
帰
れ
ば
い
い
」
と

二
人
は
言
い
合
っ
て
い
る
。
「
そ
の
時
ふ
と
う
し
ろ
を
見
ま
す
と
、
立
派
な
一

軒
の
西
洋
造
り
の
家
」
が
現
れ
る
の
で
あ
る
。
二
人
が
「
う
し
ろ
を
見
」
な
け

つ

れ
ば
、
「
西
洋
造
り
の
家
」
は
現
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
す
で

7L 



宮
津
賢
治
論
(
問
屋
昭
雄
)

に
別
役
実
が
注
目
し
て
お
り
、

人
々
は
自
分
が
自
分
で
あ
り
、
世
界
が
世
界
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
を
抱
い

た
時
、
思
わ
ず
振
り
返
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
世
界
の
方
も
、
振
り
返
ら

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
瞬
混
乱
を
き
た
す
か
ら
で
あ
る
。
も
し
二
人
の
紳

土
が
そ
の
時
振
り
返
ら
な
け
れ
ば
、
二
人
は
そ
の
ま
ま
山
の
中
で
迷
子
に

な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
世
界
の
裂
け
目
の
中
に
迷
い
込
む
こ
と
は

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

一別
九役
九実
o 
年イ

月ハ
ト

ボ
ゆ
き
軽
便
鉄
道

リ
プ
ロ
ポ

l
ト

こ
こ
で
別
役
氏
は
、
「
思
わ
ず
振
り
返
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
世
界
の
方
も
、

振
り
返
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
瞬
混
乱
を
き
た
す
か
ら
で
あ
る
。
」
と
述
べ
る

つ
ま
り
、
我
々
人
聞
が
「
う
し
ろ
を
振
り
返
る
」
し
ぐ
さ

の
音
ム
味
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
深
読
み

意
味
は
重
要
で
あ
る
。

す
れ
ば
す
る
ほ
ど
真
実
か
ら
遠
く
な
る
こ
と
も
あ
る
。
別
役
が
ヨ
一
口
う
よ
う
な

「
『
こ
ち
ら
の
世
界
』
に
対
す
る
『
疑
い
』
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
」
と
い
う
こ

と
が
首
肯
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
教
師
が
子
ど
も
に
教
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る
。
そ
れ
は
「
『
山
猫
』
と
は
何
物
か
。
『
山
猫
軒
』
と
は
何
物
か
。
そ
れ
は
す
で

に
田
近
が
的
確
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

『
紳
士
の
幻
想
』

で
あ
り
、

し
た

が
っ
て
そ
れ
は

『
紳
士
と
相
似
形
の
俗
物
』
な
の
で
あ
る
。
」
と
須
貝
が
述
べ
る

こ
と
に
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
言
語
の
明
示
的
機
能
・
暗
示
的
機
能
を
超
え

て
文
学
で
は
象
徴
的
機
能
を
重
視
す
る
と
い
う
言
語
に
拘
る
こ
と
な
く
、
自
己
の

人
生
観
と
突
き
合
わ
せ
つ
つ
、
対
立
・
葛
藤
を
繰
り
返
し
つ
つ
も
さ
ら
な
る
自
己

の
生
き
方
を
構
築
す
る
営
為
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
紳
士
の
幻
想
」
そ

[T9 
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の
も
の
の
内
実
が
問
題
と
な
ら
な
け
れ
ば
、
授
業
と
い
う
営
為
は
成
立
し
な
い
こ

と
に
な
る
。

賢
治
自
身
の
丈
案
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
童
話
集
刊
行
の
際
の
「
広
告
ち

ら
し
」
に
し
次
の
よ
う
に
、
述
べ
ら
れ
る
。

二
人
の
青
年
神
土
が
猟
に
出
て
路
に
迷
ひ
「
注
文
の
多
い
料
理
屈
」
に
入

り
そ
の
途
方
も
な
い
経
営
者
か
ら
却
っ
て
注
文
さ
れ
て
ゐ
た
は
な
し
。
糧

に
乏
し
い
村
の
こ
ど
も
ら
が
都
会
文
明
と
放
恋
な
階
級
と
に
対
し
て
止
む

に
止
ま
れ
な
い
反
感
で
す
。

つ
ま
り
、
「
山
猫
」
「
自
然
」
「
村
の
こ
ど
も
」
を
一
体
と
し
て
把
握
す
る
こ
と

は
、
必
ず
し
も
「
山
猫
」
の
行
為
を
「
自
然
」
「
村
の
こ
ど
も
ら
」
の
反
感
と
し

て
読
み
取
ら
れ
た
と
須
貝
氏
は
述
べ
る
の
で
あ
る
が
、
果
た
し
て
こ
の
よ
う
な
実

践
が
な
さ
れ
た
と
の
前
提
そ
の
も
の
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
教
材
を
中

核
と
し
て
、
教
師
と
子
ど
も
と
の
教
材
解
釈
の
共
同
作
業
が
授
業
だ
と
す
れ
ば
、

前
掲
の
解
釈
に
ま
で
到
達
す
る
の
は
大
変
で
あ
る
。
自
然
の
顕
現
と
し
て
の
山
猫

と
の
解
釈
に
至
る
ま
で
の
教
師
と
子
ど
も
と
の
せ
め
、
ぎ
合
い
が
成
立
し
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
「
扉
」
の
表
と
裏
に
書
か
れ
て
い
る
言
葉
に
よ
っ
て
出
現

す
る
事
態
、
食
べ
よ
う
と
す
る
人
が
食
べ
ら
れ
そ
う
な
人
に
な
る
と
い
う
事
態
は

何
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
自
身
に
も
「
思
い
込
み
」
と
い
う
の
が

日
常
的
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
「
風
が
吹
い
た
ら
異
世
界
が
現

れ
る
の
が
賢
治
の
丈
学
の
特
徴
で
あ
る
。
」
と
い
く
ら
説
明
し
て
も
文
学
を
読
ん

だ
こ
と
に
は
な
ら
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
賢
治
の
描
く
文
学
世
界
・
宇
宙
に

つ
ま
り
、
文
学
を
読
む
と

遊
ぶ
こ
と
が
文
学
の
授
業
と
し
て
よ
り
重
要
で
あ
る
。

い
う
営
為
そ
の
も
の
は
、
自
己
の
生
き
る
未
来
行
動
の
プ
リ
ン
シ
プ
ル
の
樹
立
な



の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
風
が
今
ま
で
自
分
の
生
活
で
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
、

賢
治
は
風
を
ど
う
描
い
て
い
る
の
か
、
と
い
う
発
想
に
立
た
な
け
れ
ば
、
文
学
の

読
み
は
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。
賢
治
が
「
風
」
を
ど
う
描
い
て
い
る
の
か
に
つ

い
て
は
、
寸
風
の
又
コ
一
郎
」
、
詩
の
「
風
が
お
も
て
で
呼
ん
で
い
る
」
等
を
参
考
に

し
で
も
理
解
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
風
、
雲
、
太
陽
に
対
す
る
賢
治
の
心
性
を
理

解
す
る
こ
と
が
丈
学
を
読
む
楽
し
さ
に
連
続
す
る
よ
う
な
指
導
で
あ
っ
て
欲
し

"、。
西

成
彦
氏
は
、
「
8

ク
レ
オ

l
ル
な
文
学
」
に
お
い
て
、
「
宮
沢
賢
治
は

日
本
語
を
ま
る
で
そ
れ
が
ク
レ
オ

l
ル
言
語
で
あ
る
か
の
よ
う
に
文
学
に
用
い
、

ク
レ
オ

1
ル
化
の
途
上
に
あ
る
言
語
の
弾
力
性
を
い
っ
そ
う
高
め
る
方
向
に
、
日

本
語
を
駆
使
し
、
屈
折
さ
せ
る
。
/
/
宮
沢
賢
治
の
作
品
を
読
む
た
め
に
は
、
通
常

の
国
語
辞
典
で
は
不
充
分
で
あ
る
。
い
き
な
り
方
言
が
使
用
さ
れ
て
昨
易
す
る
こ

(
と
り
わ
け
口
語
詩
に
は
)
鉱
物
や
植
物
の
専
門
用
語
が
お
び
た

と
も
あ
れ
ば
、

リ
f
f
、

劃
肝
1

・7
、・カ

子
朗
編
著
・
東
京
書
籍
)
が
便

そ
れ
で
も
ま
だ
足
り
な
い
く
ら
い
だ
。
」
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。

だ
し
く
登
場
し
、
『
宮
沢
賢
治
語
葉
辞
典
L

(

原

つ
ま

り
、
「
ク
レ
オ

l
ル
化
の
途
上
に
あ
る
言
語
の
弾
力
性
を
い
っ
そ
う
高
め
る
方
向

に
、
日
本
語
を
駆
使
し
、
屈
折
さ
せ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る

こ
こ
で
い
く
つ
か
の
賢
治
の
詩
を
用
い
て
賢
治
の
精
神
世
界
を
解
読
・
解
釈
し

て
み
よ
う
。

石
手
山

そ
ら
の
微
塵
反
射
の
な
か
に

古
ぼ
け
て
黒
く
え
ぐ
る
も
の
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ひ
か
り
の
微
塵
反
射
の
底
に

き
た
な
く
し
ろ
く
澱
む
も
の

こ
の
「
岩
手
山
」
を
書
い
た
賢
治
の
視
点
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
空

か
ら
の
視
点
で
あ
る
。
岩
手
山
を
空
の
上
か
ら
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
賢
治
の
信

仰
の
対
象
で
あ
っ
た
岩
手
山
、
そ
ら
の
散
乱
反
射
の
な
か
に
、
古
ぼ
け
て
黒
く
え

ぐ
る
も
の
、
と
い
わ
れ
る
と
変
に
納
得
さ
せ
ら
れ
る
。
火
山
の
特
徴
を
備
え
、
周

り
の
山
と
比
較
し
て
も
、
崇
高
で
あ
り
、
か
つ
威
厳
を
保
っ
て
い
る
岩
手
山
、
周

り
の
山
を
牌
脱
し
て
い
る
、
と
い
え
ば
、
倣
慢
に
聞
こ
え
る
の
で
あ
る
が
、
決
し

て
そ
う
で
は
な
く
、
神
秘
的
で
あ
り
、
信
仰
の
対
象
と
し
て
人
聞
に
迫
る
迫
力
も

あ
る
。
小
岩
井
農
場
か
ら
見
る
岩
手
山
が
最
も
美
し
い
と
い
う
の
が
筆
者
の
感
想

で
あ
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。
「
古
ぼ
け
て
黒
く
え
ぐ
る
も
の
」
と

「
き
た
な
く
し
ろ
く
澱
む
も
の
」
を
響
き
合
わ
せ
る
と
古
色
蒼
然
と
し
た
古
仏
を

拝
ん
で
い
る
よ
う
な
思
い
に
駆
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

中
村
稔
氏
は
、
「
岩
手
山
」
を
次
の
よ
う
に
賢
治
の
心
的
風
景
と
し
て
評
価
す

る

宮
沢
賢
治
が
好
ん
だ
岩
手
山
が
こ
こ
に
造
型
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
あ

ら
ゆ
る
注
釈
を
拒
否
す
る
よ
う
な
行
情
の
完
壁
き
で
あ
る
。
賢
治
は
岩
手
山
を

好
ん
だ
と
い
わ
れ
る
。

一
九
一

O
年
は
じ
め
て
こ
の
山
に
の
ぼ
っ
た
と
年
譜
に

あ
る
。
そ
れ
以
後
何
回
と
な
く
こ
の
山
に
の
ぼ
り
、

そ
し
て
生
活
の
日
常
に
た

え
ず
こ
の
山
を
望
み
み
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
賢
治
の
心
を
惹
い
た
岩

手
山
は
、
岩
手
富
士
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
そ
の
山
の
容
姿
の
秀
麗
さ
で
は
な

か
っ
た
。
光
の
散
乱
し
反
射
す
る
空
を
、
古
ぼ
け
て
黒
く
え
ぐ
っ
て
い
る
、
ま

た
ひ
し
め
く
微
塵
の
底
の
深
み
に
、
き
た
な
く
し
ろ
く
澱
ん
で
い
る
奇
怪
な
自

F可
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然
の
相
貌
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
う
し
た
相
貌
に
お
い
て
し
か
自
然
を
と
ら
え

な
か
っ
た
青
春
の
、
魂
の
苦
痛
と
憂
愁
と
が
読
者
の
心
を
と
ら
え
る
の
で

あ
る
。

つ
ま
り
、
賢
治
が
好
ん
で
い
た
岩
手
山
は
、
「
光
の
散
乱
し
反
射
す
る
空
を
、
古

ほ
け
て
黒
く
え
ぐ
っ
て
い
る
、
ま
た
ひ
し
め
く
徴
塵
の
底
の
深
み
に
、
き
た
な
く

し
ろ
く
澱
ん
で
い
る
奇
怪
な
相
貌
」
で
あ
っ
た
の
は
、
そ
う
し
た
相
貌
で
し
か
自

然
を
と
ら
え
ら
れ
な
か
っ
た
青
春
の
、
魂
の
苦
痛
と
憂
愁
で
あ
る
、
と
い
う
の
で

あ
る
。
詩
人
が
詩
人
の
心
を
的
確
に
射
抜
い
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
だ
か

ら
賢
治
は
岩
手
山
が
好
き
な
の
だ
。
ま
た
、
見
田
宗
介
も
「
『
岩
手
山
』
と
い
う

み
じ
か
い
詩
の
な
か
で
賢
治
は
岩
手
山
を
描
い
て
い
る
が
、

そ
の
岩
手
山
は
、
宇

宙
に
散
乱
反
射
す
る
光
の
中
に
、
黒
く
え
ぐ
ら
れ
た
ひ
と
つ
の
欠
如
と
し
て
表
象

さ
れ
て
い
る
。
わ
た
し
た
い
が
こ
の
作
品
を
と
お
し
て
作
者
と
共
有
す
る
の
は
、

存
在
の
地
の
部
分
に
こ
そ
み
ち
あ
ふ
れ
で
い
る
い
ち
め
ん
の
か
が
や
き
と
光
に
向

本
刊

け
ら
れ
た
感
度
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
見
田
は

「
ま
づ
も
ろ
と
も
に
か
が
や
く
宇
宙
の
微
塵
と
な
り
て
無
方
の
空
に
ち
ら
ぱ
ら

『
農
民
芸
術
概
論
綱
要
』

う
」
と
賢
治
の

の
詩
を
あ
げ
て
、
「
わ
た
し
た
ち
が

『
自
我
』

の
彼
方
へ
ゆ
く
と
い
う
こ
と
を
、

ひ
と
つ
の
解
放
と
し
て
把
握
す
る
思

想
を
支
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
世
界
感
覚
だ
け
で
あ
る
。
」
と

の
高
い
評
価
を
す
る
。

高
原

海
だ
べ
が
ど

お
ら

お
も
た
れ
ば

や
っ
ぱ
り
光
る
山
だ
た
ぢ
ゃ
い

ホ
ウ

1m 

髪
毛

風
吹
け
ば

鹿
踊
り
だ
ぢ
ゃ
い

こ
の
詩
は
筆
者
の
好
き
な
詩
の
一
つ
で
あ
る
。
「
高
原
」
の
最
初
の
題
目
は

「
叫
び
」
で
あ
っ
た
が
、
後
に
「
高
原
」
に
か
え
た
こ
と
が
分
か
る
。
高
原
に
出

れ
ば
、
叫
び
た
く
な
る
気
持
ち
は
誰
も
が
持
っ
て
い
る
感
覚
・
感
情
で
あ
る
。
高

原
の
彼
方
に
は
空
が
見
え
る
。
海
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
太
陽
の
乱
反
射
で
そ
の

よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
じ
っ
と
眼
を
凝
ら
す
と
山
が
光
り
輝
い
て
い
る
の
で

あ
る
。
「
ホ
ウ
」
と
飛
び
上
が
っ
て
叫
ぶ
と
、
風
が
髪
を
揺
ら
し
始
め
る
。
鹿
踊

り
の
よ
う
に
心
は
弾
む
。
賢
治
は
、
自
然
と
の
交
流
・
交
歓
に
よ
っ
て
気
持
ち
が

高
揚
す
る
場
合
が
多
い
。
自
然
の
一
部
が
自
分
で
あ
る
か
の
よ
う
な
身
体
を
抱
持

し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
。

教
え
子
の
一
人
で
あ
る
照
井
勤
二
郎
氏
は
『
春
と
修
羅
』
が
出
版
さ
れ
る
少
し

前
の
出
来
事
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

農
事
講
演
打
ち
合
わ
せ
の
た
め
、
明
日
(
大
正
十
三
〈
一
九
二
四
〉
年
三
月

末
)
飯
豊
、
笹
問
、
太
田
の
役
場
を
訪
問
す
る
か
ら
、
私
に
一
緒
に
参
る
よ
う

に
と
言
伝
を
受
け
ま
し
た
。
(
略
)

三
月
末
の
田
舎
の
辺
り
は
森
と
し
て
眠
っ
て
ゐ
る
や
う
で
し
た
。
人
通
り
が

あ
る
訳
ぢ
ゃ
な
し
、
ほ
ん
と
に
淋
し
い
道
中
で
あ
り
ま
し
た
。
し
ば
ら
く
の
間

沈
黙
の
時
が
流
れ
ま
し
た
。
何
を
思
っ
た
か
先
生
は
、
道
路
側
の
竹
薮
の
中
を

ガ
サ
/
1
1
/
1
1
、
ガ
サ
/
¥
、

ほ、っ
l
、
ほ、つ
1
、
ほ
う
l
、
と
透
き
通
っ
た

声
で
叫
ぶ
の
で
す
。
全
く
狂
気
沙
汰
の
振
る
舞
い
な
の
で
す
が
、
先
生
は
真
撃

で
し
た
。
寂
と
し
て
声
の
な
か
っ
た
辺
り
は
、
急
に
ど
よ
め
き
出
し
て
、
野
の

精
が
一
度
に
乗
り
う
つ
っ
た
情
景
な
の
で
す
。



「
あ
ア
ツ
!

あ
の
色
!
」
感
受
性
の
鋭
敏
な
先
生
は
、
音
色

あ
の
音
!

に
さ
ま
ざ
ま
な
姿
を
連
想
さ
れ
て
何
か
口
ご
も
っ
て
ゐ
た
ゃ
う
で
し
た
。
な
お

も
「
ほ
う
l

」
遊
び
狂
じ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
姿
な
の
で
し
た
。

ほ、つ
l

精
し
ば
ら
く
し
て
、
先
生
は
い
と
も
満
足
し
た
様
子
で
、
元
の
道
路
に
帰
ら

れ
て
、「

お
れ
と
一
緒
に
歩
い
て
、
お
ま
え
さ
ん
も
、
お
も
し
れ
っ
か
?
」

つ
ま
り
、
感
覚
の
鋭
敏
な
賢
治
は
、
ま
わ
り
の
自
然
の
音
色
に
さ
ま
ざ
ま
な
姿
を

連
想
し
て
口
ご
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
竹
薮
に
中
に
入
っ
て
棄
の
鳴
き
声

を
出
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
ま
さ
に
狂
気
の
沙
汰
で
あ
っ
た
と
照
井
は
い
う

の
で
あ
る
。
動
物
や
鳥
類
と
人
間
と
の
一
体
の
世
界
を
現
出
さ
せ
て
い
る
の
で
あ

る
。
賢
治
の
行
動
は
、
「
自
他
一
如
」
「
主
客
一
如
」
の
実
践
行
と
い
っ
て
も
い
い

で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
無
生
物
で
あ
る
石
ゃ
、
木
や
、
居
一
首
や
風
と
も
賢
治
は
、

同
様
な
交
流
・
交
歓
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
体
験
が
自
己

よ
り
も
他
者
に
対
す
る
慈
悲
の
心
を
培
、
つ
こ
と
に
繋
が
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

も
っ
と
言
え
ば
、
命
あ
る
も
の
の
み
な
ら
ず
、
命
な
き
も
の
へ
も
慈
悲
や
慈
し
み

の
眼
差
し
を
注
ぐ
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
賢
治
と
と
も
に
農
学
校
の
教
師
を
し

て
い
た
白
藤
慈
秀
が
「
宮
沢
君
ノ
奇
行
」
と
題
し
て
回
想
し
た
文
章
が
あ
る
。

あ
る
晩
八
時
頃
、
街
の
方
か
ら
学
校
に
用
事
が
あ
っ
て
帰
っ
て
き
た
、
学
校

道
路
の
両
側
は
麦
畑
で
あ
る
。
麦
は
背
丈
位
に
伸
び
て
、
真
夏
の
青
白
い
光
り

を
浴
び
つ
¥
涼
し
い
風
に
、
重
い
穂
頭
が
手
招
、
ぎ
を
す
る
か
の
や
う
に
柔
ら

か
く
揺
ら
い
で
ゐ
た
、
此
の
情
景
を
見
た
瞬
間
に
宮
沢
君
の
心
は
動
い
た
の

か
、
突
然
両
手
を
高
く
か
¥
げ
、
脱
兎
の
如
く
走
り
、
月
光
を
浴
び
て
ゐ
る
麦

畑
の
中
に
身
を
躍
ら
し
た
、
両
手
を
左
右
水
平
に
動
か
し
、
畦
の
聞
を
抜
き
手
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の
や
う
な
恰
好
し
て
、
向
ふ
に
飛
ん
で
行
っ
た
、
直
ぐ
に
戻
っ
て
来
た
、
又
向

ふ
に
泳
ぐ
や
う
に
し
て
走
っ
て
行
っ
た
、
こ
ん
な
こ
と
を
数
回
繰
り
返
し
て
深

い
吐
息
を
し
な
が
ら
元
の
道
に
戻
っ
て
来
た
か
ら
そ
の
わ
け
を
問
ふ
た
、
答
は

簡
単
で
あ
る
、
銀
の
波
を
泳
い
で
来
ま
し
た
と
い
ふ
、
酒
々
然
た
る
も
の
で

あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
賢
治
は
自
然
と
一
体
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
然
が
自

分
な
の
か
、
自
分
が
自
然
な
の
か
、
が
分
か
ら
な
い
状
況
で
あ
り
、
自
然
と
賢
治

は
一
如
の
世
界
・
宇
宙
を
造
り
出
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
「
麦
は
背
丈
位
に
伸

び
て
、
真
夏
の
青
白
い
光
り
を
浴
び
つ
¥
涼
し
い
風
に
、
重
い
穂
頭
が
手
招
ぎ

を
す
る
か
の
や
う
に
柔
ら
か
く
揺
ら
い
で
ゐ
た
、
」
と
白
藤
は
、
表
現
す
る
が
、

賢
治
は
、
麦
の
生
命
力
を
貰
い
受
け
、
青
白
い
光
り
を
体
一
杯
に
浴
び
た
の
で
あ

り
、
麦
の
手
招
き
を
麦
の
言
葉
と
し
て
受
け
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
述
べ
た
如
く
、
賢
治
の
抱
持
し
て
い
た
も
の
は
、

か
つ
て
の
日
本
人
は

つ
ま
り
、
自
然
環
境
の
な
か
に
こ
そ
神
聖
な
る
も
の
を

一
木
一
草
に
も
魂
が
宿
る
こ
と
を
信
じ
て
疑
わ
な
か
っ
た
。
太
陽
や
月
に
向

持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

観、か
つ
て
頭
を
垂
れ
、
草
花
に
も
語
り
か
け
る
こ
と
の
で
き
た
彼
ら
に
と
っ
て
、
人

聞
が
自
然
か
ら
遊
離
す
る
こ
と
こ
そ
、
罪
で
あ
り
、
ケ
ガ
レ
で
あ
っ
た
。
現
代
人

は
、
飢
え
や
寒
さ
か
ら
逃
れ
る
術
を
巧
み
に
得
た
と
は
い
え
、
同
じ
地
球
上
の
生

き
物
と
し
て
の
自
然
と
共
感
す
る
力
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
様
々
な
自

然
環
境
保
護
運
動
も
、
そ
れ
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
次
元
で
認
識
し
て
い
る
限
り
自

然
を
対
象
と
し
て
し
か
認
識
し
て
い
な
い
の
で
あ
り
自
然
破
壊
者
の
世
界
観
と
本

質
的
に
は
相
違
は
な
い
。
自
然
を
わ
が
身
と
し
て
共
感
で
き
て
こ
そ
真
実
の
意
味

で
の
環
境
保
護
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
近
代
と
い
う
時
代
思
想
が
、
人
間
こ
そ
が

['!] 
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特
別
の
存
在
で
あ
り
、
人
間
中
心
の
思
想
を
生
み
出
し
た
と
断
言
し
て
も
間
違
い

は
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
人
間
中
心
の
思
想
が
、
底
の
な
い
孤
独

を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

町
田
宗
鳳
氏
は
、
自
然
共
感
力
の
恢
復
の
必
要
性
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

日
本
人
の
人
間
中
心
観
の
一
つ
の
要
因
と
し
て
、
鎌
倉
以
降
の
宗
教
家
の
視

点
が
、
山
川
草
木
悉
皆
成
仏
か
ら
人
間
救
済
に
移
行
し
た
事
実
が
あ
げ
ら
れ

る
。
人
間
を
絶
望
か
ら
解
放
す
る
こ
と
が
、
鎌
倉
新
仏
教
の
指
導
者
た
ち
に
課

せ
ら
れ
た
重
大
な
責
務
で
あ
っ
た
た
め
、
自
然
と
感
応
道
交
す
る
こ
と
が

過
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
簡
単
に
言
え
ば
、
鎌
倉
期
に
日
本
仏
教

は
ア
ニ
ミ
ズ
ム
か
ら
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
へ
の
転
換
を
成
し
遂
げ
た
の
だ
が
、

そ
れ
を
単
純
に
進
化
論
的
な
発
展
と
見
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

つ
ま
り
、
町
田
氏
は
鎌
倉
以
降
の
宗
教
家
の
視
点
が
山
川
草
木
悉
皆
成
仏
か
ら
人

間
救
済
に
移
行
し
た
こ
と
を
あ
げ
る
の
で
あ
る
が
、
筆
者
は
、
近
代
の
人
聞
が
科

学
が
人
聞
を
救
う
と
の
幻
想
を
抱
き
、
物
質
依
存
の
、

し
た
が
っ
て
、
科
学
が
、

人
間
を
幸
福
に
す
る
、
あ
る
い
は
物
の
豊
か
さ
が
人
間
を
幸
福
に
す
る
と
の
幻
想

に
操
ら
れ
た
結
果
に
他
な
ら
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
比
除
的
に
言
え
ば
お
金

で
幸
福
が
買
え
る
と
の
幻
想
を
抱
い
た
か
ら
で
あ
る
。
自
然
を
人
間
の
都
合
に

よ
っ
て
破
壊
し
尽
く
し
た
が
故
で
も
あ
る
。
か
つ
て
は
川
に
は
メ
ダ
カ
や
鮒
や
泥

舗
が
た
く
さ
ん
い
た
。
そ
れ
が
農
薬
に
よ
っ
て
い
な
く
な
っ
て
い
る
。
豊
か
さ
の

な
か
の
貧
し
さ
と
で
も
い
っ
て
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
今
の
人
間
の
危
機

が
あ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
町
田
氏
は
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
仏
教
が
進
み
行
く
方
向
と
し
て
二
人
の

人
物
を
上
げ
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

P可
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そ
の
二
人
の
人
物
と
は
、
時
代
的
に
は
か
け
離
れ
る
が
円
空
(
一
六
三
二

一
六
九
五
)

と
宮
沢
賢
治
(
一
八
九
六
一
九
三
二
一
)

で
あ
る
。
二
人
と

も
、
ど
う
い
う
組
織
の
後
ろ
楯
も
な
く
個
人
の
主
体
性
を
も
っ
て
厳
し
い
現
実

を
生
き
た
だ
け
で
な
く
、
自
然
と
一
体
と
な
り
自
然
の
中
の
自
分
を
感
じ
と
る

稀
な
能
力
を
も
っ
て
い
た
。
そ
し
て
何
よ
り
も
す
ば
ら
し
い
こ
と
は
、

人
と

も
孤
独
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
自
分
の
中
に
湧
き
出
る
豊
か
な
イ
メ
ー
ジ
に
恵

ま
れ
て
、
そ
れ
を
媒
体
と
し
て
自
分
の
信
じ
る
世
界
を
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
表
現
す

看

る
創
造
的
手
段
を
も
っ
て
い
た
こ
と
だ
。

円
空
は
厳
し
い
現
実
生
活
に
哨
ぐ
庶
民
生
活
の
祈
り
を
円
空
仏
と
い
う
具
体

的
に
形
あ
る
も
の
で
表
し
た
。
彼
の
仏
像
は
彼
の
止
む
に
止
ま
れ
ぬ
仏
へ
の
問

い
か
け
が
形
を
と
っ
た
も
の
で
あ
り
、
美
し
く
見
せ
る
と
か
、
技
巧
的
に
落
ち

度
が
な
い
と
言
う
こ
と
は
、
彼
の
眼
中
に
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
熱
病
に
か

か
っ
て
苦
し
む
少
女
に
急
い
で
彫
っ
た
仏
像
を
持
た
せ
、
「
恐
れ
な
く
て
よ

い
、
仏
さ
ま
と
一
緒
だ
」
と
声
を
か
け
て
や
る
こ
と
は
、
高
僧
が
ど
ん
な
立
派

な
お
説
教
を
す
る
よ
り
も
病
人
に
と
っ
て
力
強
い
励
ま
し
に
な
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
円
空
仏
は
ど
ん
な
に
粗
末
で
ね
じ
れ
た
り
穴
が
空
い
て
い
る
材
料
で
も
、

素
材
の
癖
を
そ
の
ま
ま
活
か
し
て
、
命
の
通
っ
た
仏
像
を
彫
り
だ
し
た
。
野
僧

の
彼
は
、
何
の
特
徴
も
な
い
木
っ
端
の
中
に
光
り
輝
く
仏
の
姿
を
見
出
す
第
三

の
眼
を
も
っ
て
い
た
ら
し
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
第
二
一
の
眼
こ
そ
、
戦
後

の
消
費
経
済
に
侵
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
現
代
人
が
最
も
欠
い
て
い
た
も
の
で

あ
る
。
(
傍
線
筆
者
)

つ
ま
り
、
賢
治
に
即
し
て
述
べ
る
な
ら
ば
、
「
自
然
と
一
体
と
な
り
自
然
の
中
の

自
分
を
感
じ
と
る
稀
な
能
力
を
も
っ
て
」

い
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
円
空
は
、



「
何
の
特
徴
も
な
い
木
っ
端
の
中
に
光
り
輝
く
仏
の
姿
を
見
出
す
第
三
一
の
眼
を

も
っ
て
」
い
た
ら
し
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
町
田
は
、
「
大
自
然
の

生
命
力
と
、
人
間
の
心
が
そ
の
根
元
で
叫
び
続
け
て
い
る
幸
せ
へ
の
祈
り
声
が
み

ご
と
に
合
体
し
て
い
る
」
こ
と
を
見
る
力
が
第
三
一
の
眼
で
あ
る
と
も
い
う
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
円
空
に
と
っ
て
は
、
自
然
の
息
吹
が
経
典
で
あ
り
、
師
で
も

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
然
の
大
循
環
の
流
れ
と
そ
れ
に
呼
応
す
る

人
間
の
幸
せ
へ
の
祈
り
が
合
体
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
結
論
的
に
賢
治
は
、

「
あ
る
と
き
は
星
に
な
り
、
あ
る
と
き
は
熊
に
な
っ
て
、
そ
の
視
点
か
ら
世
界
を

見
る
こ
と
が
で
き
た
。
彼
の
生
み
出
し
た
物
語
は
、
単
な
る
文
学
作
品
で
は
な

く
、
彼
が
自
分
の
身
体
を
通
じ
て
実
際
に
経
験
し
て
い
た
世
界
の
宗
教
的
表
現
で

あ
っ
た
。
」
と
町
田
氏
は
、
高
い
評
価
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
西
田
幾
多
郎

氏
の
主
張
す
る
「
主
客
一
如
」
「
自
他
一
如
」
の
世
界
・
宇
宙
を
、
も
っ
と
壬
一
ヲ
ん

ば
、
仏
教
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
党
我
一
如
」

の
高
い
見
識
を
持
っ
て
い
た
と
い
う

の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
「
彼
の
存
在
が
貴
重
な
の
は
、
彼
の
中
に
ア
ニ
ミ
ズ
ム
と
仏
教
思
想

と
科
学
的
知
識
と
文
学
的
才
能
が
共
存
し
開
花
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
」
と
町

田
氏
が
述
べ
て
い
る
こ
と
も
検
討
す
べ
き
課
題
で
あ
る
。

最
近
、
短
歌
の
世
界
に
お
い
て
も
ア
ニ
ミ
ズ
ム
と
い
う
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い

ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
概
念
を
利
用
し
な
が
ら
、
自
然
と
一
体
化
し

た
り
、
自
然
を
人
格
化
す
る
こ
と
を
通
し
て
環
境
問
題
へ
の
接
近
を
図
っ
た
り
、

自
然
か
ら
人
聞
を
観
察
し
た
り
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

る
。
こ
の
こ
と
は
、

教
育
学
部
論
集

第
十
号
ご
九
九
九
年
三
月
)

賢
治
に
お
け
る
日
常
と
非
日
常
と
の
関
連

賢
治
は
自
分
の
詩
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

。
一
六
七

一
六
八
頁
(
ブ
ル

1
ブ
ラ
ッ
ク
イ
ン
ク

わ
が
う
ち
秘
め
し

異異
空事
聞の

数
幽
界
。コ
〔こ〕

の
断
片

(
兄
妹
像
手
帳
メ
モ
)

こ
の
「
異
空
間
」
と
か
「
異
世
界
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
こ
の
他
に
も
メ
モ
の

な
か
に
幾
度
か
出
て
来
る
。
萩
原
孝
雄
氏
は
、
賢
治
が
「
異
空
間
」
を
追
及
し
た

理
由
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
示
唆
的
な
意
見
を
述
べ
る
。

賢
治
は
、
「
異
空
間
」
あ
る
い
は
「
他
界
」
に
魅
せ
ら
れ
、
そ
れ
を
意
識
的

に
追
求
し
た
人
間
で
あ
っ
た
。
賢
治
の
全
生
涯
は
、
「
異
空
間
」
の
追
求
と
、

こ
の
世
の
媒
体
を
通
し
て
の
そ
の
表
現
に
か
け
ら
れ
て
い
た
と
言
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
。

賢
治
が
異
空
間
を
追
求
し
た
の
は
、
他
の
多
く
の
人
聞
が
そ
う
で
あ
る
よ
う

に
、
生
ま
れ
て
き
た
こ
の
世
に
満
足
で
き
な
か
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
る
ま
い
。

賢
治
に
と
っ
て
、
異
空
間
は
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
、
こ
ち
ら
側
の
空
間
(
こ
の

世
)
よ
り
真
実
で
あ
り
、

よ
り
良
く
、

よ
り
美
し
く
、

よ
り
完
全
で
あ
っ
た
。

言
い
換
え
れ
ば
そ
れ
は
本
源
的
(
胃

5
0去
と
)
な
イ
ノ
セ
ン
ス
の
場
所
で
あ

り
、
世
界
中
の
神
話
伝
説
が
証
し
て
い
る
よ
う
に
、
人
は
劫
初
そ
こ
か
ら
放
逐

さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
か
ら
と
て
、
賢
治
が
現

実
逃
避
主
義
者
で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
他
の
多
く
の
芸
術

[Ig 
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宮
津
賢
治
論
(
問
屋
昭
雄
)

家
、
思
想
家
、
そ
し
て
宗
教
家
と
同
じ
く
賢
治
も
ま
た
こ
の
世
と
あ
の
世
の
調

何
れ
も
筆
者
)

和
、
統
合
を
試
み
た
に
す
ぎ
な
い
の
だ
。
(
傍
線

つ
ま
り
、
萩
原
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
賢
治
が
、
生
ま
れ
て
き
た
こ
の
世
に
満
足

で
き
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
賢
治
に
と
っ
て
は
、
「
異
空
間
は
い
ろ
い
ろ
な
意

味
で
、
こ
ち
ら
側
の
空
間
(
こ
の
世
)

よ
り
真
実
で
あ
り
、
よ
り
良
く
、
よ
り
美

し
く
、

よ
り
完
全
で
あ
っ
た
。
」
と
、

い
う
の
で
あ
り
、
異
空
間
、
あ
る
い
は
異

界
が
理
想
的
な
場
所
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
賢
治
の
死
を
も
萩
原
氏
は
異
空
間
の
あ
り
ょ
う
で
あ
る
、
と
次
の
よ
う

に
述
べ
る
。

賢
治
の
死
は
、
賢
治
と
い
う
人
間
の
一
生
ば
か
り
で
な
く
彼
に
お
け
る
異
空

聞
の
あ
り
ょ
う
を
も
、

い
か
に
も
適
切
に
象
徴
し
て
い
る
。
賢
治
の
死
の
一
二
，

一
一
目
前
に
、
鳥
谷
ケ
崎
神
社
の
秋
祭
り
が
行
わ
れ
、
御
輿
は

い
わ
ば
他
界

(
異
界
、
異
空
間
)
と
し
て
の
境
内
か
ら
、
こ
の
世
と
し
て
の
町
な
か
へ
担
ぎ

だ
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
お
祭
り
を
礼
拝
す
る
た
め
に
、
三
日
間
に
わ
た
っ
て
賢

治
は
病
を
押
し
て
門
口
ま
で
出
向
い
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
賢
治
は
、
宇
宙

の
再
生
と
豊
能
の
儀
式
の
た
め
に
身
を
「
犠
牲
」
に
し
た
の
だ
と
も
言
え
よ

ぅ
。
賢
治
の
死
に
は
、
生
と
死
、
こ
の
世
と
あ
の
世
と
の
融
即
相
入
が
象
概
さ

れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
賢
治
の
死
に
は
、
「
宇
宙
の
再
生
と
豊
能
の
儀
式
の
た
め
に
身
を
『
犠

牲
』
に
し
た
」
の
だ
と
言
え
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
賢
治
の
初
期
作
品
の
「
葡

萄
水
」
の
清
作
の
子
ど
も
、
「
虞
十
公
園
林
」
に
登
場
す
る
知
恵
遅
れ
の
主
人
公

虞
十
の
無
邪
気
さ
、
つ
ま
り
イ
ノ
セ
ン
ス
が
強
調
さ
れ
る
o

「
異
空
間
」
と
子
ど

も
の
無
邪
気
さ
が
融
合
し
て
る
の
は
、
「
異
空
間
」
そ
の
も
の
が
子
ど
も
を
通
し

四
六

て
現
前
し
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

ま
た
、
日
常
と
非
日
常
、
あ
る
い
は
イ
ノ
セ
ン
ス
と
経
験
の
関
係
は
、
賢
治
の

作
品
の
視
点
と
も
関
連
し
て
く
る
。
小
学
校
六
年
生
、
国
語
の
教
科
書
教
材
に
も

な
っ
て
い
る
「
や
ま
な
し
」
で
は
、
水
中
か
ら
上
を
見
る
視
点
が
あ
る
。
あ
る
い

は
、
詩
「
岩
手
山
」
で
は
上
空
か
ら
の
視
点
で
岩
手
山
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。

童
話
に
お
い
て
も
日
常
の
世
界
か
ら
、
非
日
常
の
世
界
を
見
る
視
点
の
作
品
と
、

逆
に
非
日
常
の
世
界
か
ら
日
常
の
世
界
へ
の
視
点
の
あ
る
作
品
が
見
ら
れ
る
こ
と

で
あ
る
。
前
者
の
代
表
的
な
作
品
と
し
て
は
、
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
が
あ
げ
ら
れ

る
。
後
者
の
作
品
と
し
て
は
、
「
畑
の
へ
り
」
「
ブ
ラ
ン
ド
ン
農
学
校
の
豚
」
「
山

男
の
四
月
」
「
ペ
ン
ネ
ン
ネ
ン
ネ
ン
ネ
ン
・
ネ
ネ
ム
の
伝
記
」
等
が
あ
げ
ら
れ

る
。
ち
な
み
に
「
畑
の
へ
り
」
は
、
畑
に
住
む
蛙
の
目
を
通
し
て
人
間
の
世
界
が

観
察
さ
れ
る
。
畑
の
へ
り
の
向
こ
う
か
ら
や
っ
て
く
る
人
聞
は
、
蛙
か
ら
見
れ

ば
、
頭
か
ら
十
六
本
の
手
を
生
や
し
て
お
り
、
と
う
も
ろ
こ
し
の
娘
た
ち
を
が
り

が
り
折
り
取
っ
て
し
ま
う
「
ほ
ん
た
う
に
こ
は
い
も
ん
だ
」
と
な
る
の
だ
。
畑
の

へ
り
は
、
自
然
界
と
人
間
界
を
分
か
つ
境
界
線
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の

こ
と
は
人
聞
か
ら
見
れ
ば
、
自
然
界
は
、
妖
怪
の
住
む
異
空
間
で
あ
り
、
自
然
の

側
、
つ
ま
り
、
異
空
聞
か
ら
見
れ
ば
、
人
間
の
世
界
は
化
け
物
の
世
界
に
見
え
る

の
で
あ
る
。
現
代
人
に
と
っ
て
は
、
人
間
の
側
か
ら
し
か
物
事
は
見
え
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
間
中
心
主
義
の
毒
に
ど
っ
ぷ
り
浸

か
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
死
の
側
か
ら
、
弱
者
の
立
場

か
ら
、
自
然
の
側
か
ら
、
等
々
か
ら
人
間
あ
る
い
は
自
分
を
反
省
・
省
察
で
き
な

く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
萩
原
氏
も
中
心
・
周
縁
の
問
題
の
意
味
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。



賢
治
に
お
け
る
中
心
・
周
縁
の
問
題
は
、
し
か
し
単
純
に
中
心
と
周
縁
の
二

項
対
立
の
問
題
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
世
あ
の
世
、
経
験
対
イ
ノ
セ
ン

ス
、
東
京
対
岩
手
、
文
化
対
自
然
、
人
間
対
自
然
な
ど
の
二
項
対
立
に
置
き
換

え
ら
れ
る
て
い
の
も
の
で
は
、
決
し
て
な
い
の
だ
。

つ
ま
り
、
萩
原
氏
の
主
張
す
る
の
は
、
中
心
・
周
縁
の
関
係
も
相
互
浸
透
、
相
即

相
入
の
関
係
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
た
、
が
っ
て
、
岩

手
を
ド
リ
ー
ム
ラ
ン
ド
と
か
、
イ

l
ハ
ト

l
ヴ
ォ
と
命
名
し
た
の
は
、
中
央
で
あ

る
東
京
と
周
縁
で
あ
る
岩
手
と
を
逆
転
さ
せ
た
発
想
で
あ
る
こ
と
は
今
更
言
及
す

る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
萩
原
氏
が
述
べ
る
「
相
互
浸
透
、
相
即
相
入
」
の
関
係
と
い
う
の

は
、
華
厳
思
想
の
中
心
的
な
考
え
方
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
華
厳
思
想
を
明
確

に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
鎌
田
茂
雄
氏
の
解
説
を
次
に
紹
介
す
る
。

ほ
っ
か
い

華
厳
思
想
で
は
真
理
の
領
域
の
こ
と
を
「
法
界
」
と
呼
ぶ
が
、
「
法
」
に
は

も
の
の
意
味
と
真
理
の
意
味
と
が
あ
る
。
も
の
の
世
界
と
真
理
の
世
界
と
の
関

し
し
ゅ
ほ
っ
か
い

四
種
法
界
の
教
え
で
あ
る
。

係
を
説
い
た
の
が

四
事 (4) (3) (2) (1) 種
法 法
界事じ理η 理月事L 界
と事i事I法与法1の
い 無3無5界<，界い名
う磁空凝T 材、
の法よ法よ を
は界ぃ界ぃ あ
現 げ
実よ
のう
世
界

あ
る
い
は
事
実
の
世
界
と
い
っ
て
も
よ

ぃ
。
哲
学
的
な
概
念
を
使
う
と
現
象
の
世
界
で
あ
る
。
も
っ
と
具
体
的
に
い
う

と
山
川
草
木
、
人
間
、
あ
ら
ゆ
る
生
き
も
の
、
動
物
、
み
ん
な
含
む
。
現
に
存
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在
し
て
い
る
も
の
す
べ
て
を
事
法
界
と
い
う
。
あ
る
い
は
事
界
で
も
い
い
が
、

哲
学
用
語
で
い
え
ば
客
観
世
界
と
い
っ
て
も
い
い
。

り
し
よ
う

理
法
界
と
は
理
性
の
世
界
、
空
の
世
界
で
あ
り
、
理
事
無
醍
法
界
と
は
理
性

と
現
象
と
が
無
擬
な
る
関
係
に
よ
る
世
界
で
あ
り
、
最
後
の
事
事
生
…
眠
法
界
と

は
、
現
象
の
個
物
と
個
物
と
が
融
通
す
る
世
界
で
あ
る
。
事
法
界
は
現
象
、
理

法
界
は
本
体
、
理
事
無
擬
法
界
は
現
象
と
本
体
と
の
関
係
、
事
事
無
擬
法
界
は

現
象
世
界
の
な
か
の
個
物
と
個
物
と
の
関
係
と
い
っ
て
も
よ
い
。

つ
ま
り
、
も
の
の
世
界
と
真
理
の
世
界
と
の
関
係
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
事
法

界
は
、
現
実
の
世
界
、
事
実
の
世
界
で
あ
り
、

つ
ま
り
現
象
の
世
界
で
あ
る
、
と

い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
理
法
界
と
い
う
の
は
、
理
性
の
世
界
、
空
の

世
界
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
理
事
無
擬
法
界
と
事
事
無
擬
法
界
に
つ
い
て

鎌
田
氏
は
前
者
は
、
「
『
大
乗
起
信
論
』
の
真
如
随
縁
と
不
変
の
問
題
を
例
に
と
っ

た
よ
う
に
、
事
が
現
象
の
世
界
で
、
理
が
理
性
の
世
界
、
こ
れ
が
両
方
に
貫
徹
す

る
わ
け
で
あ
る
。
現
象
の
世
界
の
な
か
に
そ
の
ま
ま
理
性
が
貫
徹
す
る
わ
け
で
あ

る
。
現
象
の
世
界
の
な
か
に
そ
の
ま
ま
理
性
が
貫
徹
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
現
象

の
世
界
を
裏
か
ら
見
る
と
理
性
そ
の
も
の
で
あ
る
。
色
H
事
H

現
象
、
空
H

理
H

理
性
と
い
う
関
係
に
な
る
。
/
理
事
無
醍
法
界
は
、
『
般
若
心
経
』
の
言
葉
を
使

う
と
空
即
是
色
で
も
い
い
。
空
と
色
と
が
そ
の
ま
ま
、
表
か
ら
見
れ
ば
空
、
裏
か

ら
見
れ
ば
色
で
あ
る
。
し
か
も
空
そ
の
も
の
の
な
か
に
色
全
体
が
あ
り
、
色
そ
の

も
の
の
な
か
に
空
全
体
が
貫
徹
し
て
い
る
と
い
う
考
え
方
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学

で
い
え
ば
現
象
即
本
体
と
い
う
考
え
方
で
あ
り
、
ふ
つ
う
の
論
理
、
理
性
で
理
解

が
可
能
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
は
頭
で
理
解
が
可
能
な
世
界
で
あ
る
。
」
と
解
説

し
、
後
者
は
、
「
こ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
考
に
は
お
そ
ら
く
な
い
の
で
は
な
い

E且
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宮
津
賢
治
論
(
問
屋
昭
雄
)

か
と
思
う
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
モ
ナ
ド
ロ
ジ
l
あ
た
り
が
似
て
い
る
と
よ
く
い
わ

れ
る
が
、
仏
教
独
特
の
考
え
方
で
あ
る
。
こ
こ
を
見
る
と
理
法
界
、
理
性
が
消
え

て
し
ま
い
、
あ
る
の
は
現
実
の
物
、
山
が
あ
っ
て
川
が
あ
る
、
こ
れ
だ
け
で
あ

る
。
理
性
と
か
空
性
と
か
、
原
理
的
な
も
の
が
全
部
消
え
去
る
。
そ
う
す
る
と
事

法
界
と
ど
こ
が
ど
う
ち
が
う
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
事
事
無
擬
法
界
と
い
う

の
は
理
事
無
擬
法
界
を
経
過
し
な
い
と
わ
か
ら
な
い
が
、
事
法
界
は
理
事
無
擬
法

界
を
経
過
し
な
い
で
見
た
事
法
界
、
同
じ
も
の
で
も
ま
っ
た
く
ち
が
っ
て
見
え
る

世
界
な
の
で
あ
る
。
」
と
解
説
す
る
。
つ
ま
り
、
事
事
無
醗
法
界
で
は
、
人
聞
が

山
で
あ
り
、
山
が
人
間
に
な
り
、

つ
な
が
っ
て
く
る
関
係
で
あ
る
。
ど
う
し
て
つ

な
が
っ
た
世
界
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
か
と
い
う
の
は
、
理
事
無
磯
法
界

を
通
過
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
あ
る
。
理
事
無
擬
法
界
と
は
、
神
と
悪
魔
の

道
が
わ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
神
と
悪
魔
、
仏
と
衆
生
、
そ
れ
が
つ
な

が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
人
間
は
あ
る
と
き
悟
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
う
し
た

眼
で
見
れ
ば
、
事
法
界
が
そ
の
ま
ま
事
事
無
磁
法
界
に
移
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
華
厳
思
想
の
四
種
の
真
理
を
援
用
す
れ
ば
、
萩
原
が
主
張
す
る
「
相

互
浸
透
、
相
即
相
入
」
の
考
え
方
は
賢
治
の
作
品
を
解
読
・
解
釈
す
る
と
き
の
重

要
な
手
が
か
り
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
こ
と
を
視
野
に
入
れ
て
萩
原
が
述
べ
る
次
の
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

地
上
で
、
自
分
だ
け
が
食
物
連
鎖
か
ら
逃
れ
る
権
利
を
も
ち
、
ま
た
逃
れ
う

る
と
ほ
と
ん
ど
無
意
識
に
考
え
て
い
る
の
は
お
そ
ら
く
人
間
だ
け
だ
ろ
う
。
生

き
と
し
生
け
る
も
の
、
森
羅
万
象
が
究
極
的
に
は
同
等
の
価
値
を
持
つ
と
考
え

て
い
た
賢
治
に
と
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
余
り
に
も
身
勝
手
で
横

暴
な
も
の
と
見
え
た
に
ち
が
い
な
い
。
賢
治
童
話
の
中
に
、
人
間
を
恐
れ
る
動

巨司
ノに

植
物
や
山
男
、
化
け
物
な
ど
異
空
間
の
住
人
が
頻
出
す
る
こ
と
の
一
つ
の
理
由

市
お

は
こ
こ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
こ
こ
で
普
通
一
般
の
人
聞
は
、
自
分
だ
け
が
食
物
連
鎖
か
ら
逃
げ
る
権

利
を
持
っ
て
い
る
、
ま
た
逃
れ
う
る
と
無
意
識
的
に
考
え
て
い
る
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
が
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
生
き
と

し
生
け
る
も
の
、
森
羅
万
象
が
究
極
的
に
は
同
等
の
価
値
を
持
つ
と
考
え
て
い
た

賢
治
に
と
っ
て
は
、
人
間
と
い
う
生
き
物
は
余
り
に
も
身
勝
手
で
横
暴
で
あ
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
賢
治
童
話
に
は
、
人
聞
を
恐
れ
る
動
植
物
や

山
男
、
化
け
物
な
ど
異
空
間
の
住
人
が
頻
出
す
る
一
つ
に
理
由
だ
(
傍
線
筆

者
)
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
筆
者
は
、
傍
線
部
分
の
萩
原
の
考
え
方
に
は
賛
同
で

き
な
い
。
萩
原
氏
は
、
森
羅
万
象
が
究
極
的
に
は
同
等
の
価
値
を
持
っ
て
い
る
が

故
に
、
人
間
だ
け
の
価
値
観
で
動
物
を
勝
手
に
殺
し
、
自
然
を
破
壊
す
る
こ
と
が

許
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
の
異
議
申
し
立
て
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
賢
治
の
視
点
は
、
決
し
て
人
聞
の
み
の
視
点
か
ら
見
て
い
る
の
で
は
な

ぃ
。
森
羅
万
象
を
超
え
た
、

つ
ま
り
超
越
し
た
地
点
か
ら
見
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
萩
原
は
、
山
男
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

山
男
は
岩
手
の
民
話
に
よ
く
登
場
す
る
不
思
議
な
山
の
住
人
で
、
柳
田
国
男

(
一
八
七
五
一
九
六
二
)

の
採
集
編
纂
し
た
有
名
な
『
遠
野
物
語
』
に
も

し
き
り
に
出
て
く
る
。
賢
治
は
柳
田
国
男
に
遠
野
の
民
話
を
提
供
し
た
佐
々
木

と
も
個
人
的
に
面
識
が
あ
っ
た
か
ら
、

喜
善
氏
(
一
八
八
七
一
九
三
三
)

自
分
の
山
男
は

『
遠
野
物
語
』
か
ら
想
を
得
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
守
遠
野
物

語
』
の
山
男
は
よ
く
人
間
に
危
害
を
加
え
る
こ
と
が
あ
る
が
、
賢
治
の
山
男
は

場

町

山

全
く
の
お
人
好
し
で
か
え
っ
て
人
間
に
迫
害
さ
れ
て
ば
か
り
い
る
。



」
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
個
人
1

1

集
団
ー
ー
ー
社
会
|
|
宇
宙

(
究
寛
地

の
四
段
階
が
設
定
さ
れ
て
お
り
、
彼
の
思
惟
が
、
決
し
て
社
会
を

終
点
と
は
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
社
会
を
通
過
し
て
宇

宙
に
い
た
る
。
こ
の
点
が
、
宮
沢
賢
治
と
平
均
的
近
代
人
と
基
本
的
に
ち
が
う

*
幻

と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
個
人
の
意
識
は
、
宇
宙
へ
進
む
こ
と
と
し
て
存
在
し
て
い
る
、
と
い
う

の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
山
男
を
人
聞
か
ら
の
視
点
、

つ
ま
り
、
人
間
中
心
の

視
点
か
ら
で
は
な
く
、
宇
宙
的
な
視
点
か
ら
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
磯
貝

そ
れ
は
法
華
経
の
影
響
を
受
け
て
い
る
、
と
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

そ
れ
は
、
法
華
経
の
壮
麗
な
世
界
観
に
裏
打
ち
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
。
例

氏
は
、の

、
天
地
を
含
み
、
過
現
未
を
貫
く
十
界
の
世
界
が
そ
れ
で
あ
る
。
「
宇
宙
」

が
単
に
地
質
学
的
イ
メ
ー
ジ
に
と
ど
ま
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
賢
治
を
支
え
る

思
想
に
は
な
り
え
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
れ
が
仏
教
に
由
来
す
る
概
念

に
と
ど
ま
る
な
ら
ば
、
そ
れ
も
、
か
れ
を
動
か
す
力
と
は
な
り
え
な
か
っ
た
だ

ろ
う
。
そ
の
両
者
が
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
そ
れ
は
、
か
れ
の

-Mロ

活
動
の
源
泉
と
な
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
賢
治
の
作
品
を
通
底
す
る
基
本
的
な
思
想
が
宇
宙
か
ら
す
べ
て
の
も
の

を
見
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
壮
麗
な
世
界
観
を
持
つ
法
華
経

と
仏
教
が
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
と
、
述
べ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
磯
貝
氏
は
、
『
春
と
修
羅
』
第
一
集
の
序
の
冒
頭
の
文
章
を
あ
げ
つ

つ
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

こ
れ
は
、
有
名
な
、
『
春
と
修
羅
』
第
一
集
の
序
の
な
か
に
あ
る
文
句
で
す

が
、
こ
れ
が
、
法
華
信
仰
に
支
え
ら
れ
た
か
れ
の
自
我
意
識
な
の
で
す
。
こ
こ
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で
は
、
自
我
は
、
仏
教
の
万
有
円
環
・
万
法
流
転
の
思
想
に
支
え
ら
れ
て
、
他

の
人
間
み
ん
な
の
み
な
ら
ず
、
風
景
な
ど
と
も
つ
な
が
り
の
実
在
と
し
て
意
識

さ
れ
て
い
ま
す
。
自
分
と
万
有
と
は
、
究
極
一
体
の
も
の
な
の
で
す
。
こ
れ

は
、
近
代
的
自
我
絶
対
観
|
|
i
正
確
に
は
、
疑
似
近
代
的
自
我
絶
対
観
と
言

う
べ
き
で
し
ょ
う
が
ー
ー
ー
と
、
ま
っ
た
く
性
質
の
ち
が
っ
た
も
の
で
す
。

つ
ま
り
、
磯
貝
氏
は
、
「
自
我
は
、
仏
教
の
万
有
円
環
・
万
法
流
転
の
思
想
に
支

え
ら
れ
て
、
他
の
人
間
の
み
な
ら
ず
、
風
景
な
ど
と
も
一
つ
な
が
り
の
実
在
と
し

て
意
識
さ
れ
て
い
ま
す
。
自
分
と
万
有
と
は
、
究
極
一
体
の
も
の
な
の
で
す
。
」

と
述
べ
る
如
く
、
『
春
と
修
羅
』
第
一
集
の
序
の
「
風
景
や
み
ん
な
と
い
っ
し
ょ

に
/
せ
は
し
く
せ
は
し
く
明
滅
し
な
が
ら
/
い
か
に
も
た
し
か
に
と
も
り
つ
づ
け

る
/
/
因
果
交
流
電
燈
の
/
ひ
と
つ
の
青
い
照
明
で
す
/

/ 

/ 

(
す
べ
て
が

(
中
略
)

わ
た
く
し
の
中
の
み
ん
な
で
あ
る
や
う
に
/
み
ん
な
の
お
の
お
の
の
な
か
の
す
べ

て
で
す
か
ら
)
」
と
対
応
さ
せ
れ
ば
分
明
の
よ
う
に
、
近
代
の
人
間
中
心
主
義
を

超
克
し
た
世
界
・
宇
宙
を
抱
持
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
「
・
:
こ
う

い
う
発
想
は
、
か
れ
の
場
合
、
む
り
を
冒
し
て
の
、
や
せ
た
観
念
と
い
っ
た
も
の

で
は
決
し
て
な
か
っ
た
の
で
、
か
れ
の
、
本
来
的
な
、

ア
ニ
ミ
守
ス
ム
的
、
幻
覚
的

資
質
と
、
こ
の
仏
教
に
お
け
る
唯
心
的
万
有
円
環
論
と
が
相
互
に
支
え
あ
っ
て
、

か
れ
は
、
こ
の
思
想
を
完
全
に
感
じ
、
か
つ
生
き
た
の
で
す
。
」
と
、
磯
貝
氏
の

述
べ
る
こ
と
は
首
肯
で
き
る
の
で
あ
る
。
賢
治
の
作
品
を
読
め
ば
分
か
る
よ
う

に
、
人
間
の
み
な
ら
ず
、
他
の
動
物
・
鉱
物
・
植
物
・
天
体
な
ど
と
も
、
そ
れ
ぞ

れ
が
自
我
を
持
っ
た
生
き
た
存
在
と
し
て
、
そ
れ
と
交
流
・
交
歓
し
て
い
る
状
況

が
読
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。
村
武
精
一
は
、
聖
な
る
自
然
へ
の
信
仰
と
し
て
の
ア

ニ
ミ
ズ
ム
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

['B 
7L 



宮
津
賢
治
論
(
岡
屋
昭
雄
)

ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
語
と
概
念
を
唱
え
た

E
・
B
・
タ
イ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
れ

は
す
べ
て
の
事
物
に
は
霊
的
存
在
が
あ
る
と
い
う
原
初
的
信
仰
で
あ
る
と
考

ぇ
、
こ
れ
を
も
っ
て
宗
教
の
起
源
と
み
な
し
た
。
そ
し
て
タ
イ
ラ
l
は、

ア
ニ

ズ
ム
論
の
な
か
に
二
つ
の
問
題
を
設
定
し
た
。

一
つ
は
霊
的
存
在
の
観
念
は

い
か
に
し
て
発
想
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
二
つ
目
は
、

ひ
と
た
び
形
成
さ
れ

た
霊
的
存
在
は
、
そ
の
後
ど
の
よ
う
な
進
化
の
過
程
を
へ
て
宗
教
的
発
展
を
し

た
の
で
あ
ろ
う
か

一
八
七
一
年
、
英
文
)
(
中
略
)

(
『
原
始
文
化
』
二
巻
、

わ
た
く
し
の
関
心
は
、
現
代
人
お
よ
び
過
去
の
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
の
な
か

に
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
信
仰
が
深
く
根
さ
し
て
い
て
生
き
つ
づ
け
て
い
る
こ
と
の

意
味
、
あ
る
い
は
種
々
の
社
会
的
・
文
化
的
装
置
を
通
し
て
今
も
ア
ニ
ミ
ズ
ム

ア
ニ
ミ
ズ
ム
は
人
間
の
根
元

$

刊

以

的
な
心
情
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
主
張
し
た
い
の
で
あ
る
。

が
発
現
し
て
い
る
、
そ
の
形
に
あ
る
。
つ
ま
り
、

つ
ま
り
、
あ
ら
ゆ
る
事
物
に
は
「
生
命
」
が
存
在
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
村
武

氏
が
例
と
し
て
あ
げ
る
「
た
と
え
ば
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
ポ
ン
ト
ッ
ク
族
は
死
と
い

そ
の
人
聞
が
も
っ
て
い
た
霊
的
存
在
が
肉
体
か
ら
は
な
れ
て
い
っ

$
ね

て
、
ア
ニ

l
ト
霊
に
な
る
こ
と
と
考
え
る
。
」
よ
う
に
、
こ
の
こ
と
は
タ
イ
ラ

1

事
担

の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
自
然
の
生
命
化
」
と
い
う
の
だ
、
と
も
述
べ
る
。
こ

の
よ
う
な
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
な
発
想
は
賢
治
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
磯
貝
英

う
も
の
を
、

夫
氏
が
「
・
:
こ
の
共
同
体
に
は
、
自
然
が
、
単
な
る
背
景
と
し
て
で
は
な
く
、
人

聞
と
平
等
の
一
構
成
員
と
し
て
参
与
し
て
い
る
こ
と
が
、
と
り
わ
け
賢
治
的
特
色

と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
で
す
が
、
と
に
か
く
、

か
れ
は
、
生
徒
を
愛
し
、
自
然
と

親
し
ん
だ
こ
の
学
校
生
活
に
お
い
て
、
そ
の
巨
大
な
共
生
感
を
現
実
化
す
る
場
を

持
ち
え
た
の
で
す
。
仏
教
思
想
に
加
え
て
、
こ
の
生
活
を
得
る
に
お
よ
ん
で
、
は

三三
〈コ

じ
め
て
、
か
れ
の
歓
喜
の
文
学
は
豊
鏡
に
開
花
す
る
の
で
す
。
」

つ
ま
り
、
磯
良
氏
が
評
価
す
る
よ
う
に
、
賢
治
は
、
花
巻
農
学
校
に
お
い
て
、
自

分
と
生
徒
と
自
然
と
を
構
成
員
と
す
る
、
理
想
的
な
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
を
建
立

し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
賢
治
が
四
年
半
の
教
師
生
活
は
最
も
充

実
し
た
時
代
で
あ
り
、
か
つ
理
想
的
共
同
体
を
豊
か
に
夢
見
た
の
で
あ
っ
た
、
と

い
う
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
斉
藤
寿
始
子
が
「
宮
津
賢
治
に
と
っ
て
行
き
来
自
在
の
世
界
は
、

東
北
人
は
も
と
よ
り
、
日
本
人
の
精
神
構
造
の
う
え
に
展
開
さ
れ
る
、
こ
の
世
と

事

担

あ
の
世
の
観
念
の
中
に
成
立
す
る
世
界
で
あ
っ
た
。
」
と
述
べ
る
こ
と
は
「
生
死

一
如
」

、つノ。

の
世
界
、
あ
る
い
は
「
党
我
一
如
」
の
世
界
か
ら
見
て
も
当
然
で
あ
ろ

梅
原
猛
は
、
次
の
よ
う
に
賢
治
独
自
の
宇
宙
観
を
評
価
す
る
。

一
生
を
東
北
の
、
し
か
も
花
巻
の
地
を
ほ
と
ん
ど
離
れ
な
か
っ
た
賢
治
が
、

想
像
力
の
翼
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
時
空
の
限
界
を
超
え
て
、
地
球
の
隅
々
ば

か
り
か
、
宇
宙
の
隅
々
に
向
け
て
、
そ
し
て
悠
久
の
過
去
と
悠
久
な
未
来
へ
期

び
は
ね
る
の
で
あ
る
。
賢
治
は
、
こ
の
よ
う
な
想
像
力
の
行
使
を
決
し
て
詩
人

の
戯
れ
と
考
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
し
て
、
そ
れ
は
人
間
の
心
の

奥
に
あ
る
隠
れ
た
物
の
自
然
な
展
開
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
彼
は
自
ら
最
も
正

当
な
意
味
の
想
像
力
の
行
使
者
と
考
え
る
。
彼
は
無
理
に
い
び
つ
な
ユ
ー
ト
ピ

ア
を
つ
く
ろ
う
と
し
た
り
、
怪
奇
な
膜
想
に
耽
ろ
う
と
し
た
こ
と
は
一
度
も
な

い
。
彼
の
想
像
力
は
人
間
の
心
の
深
部
の
奥
深
く
隠
れ
た
、
深
い
心
理
を
掴
み

事
訂

だ
し
、
そ
れ
を
見
事
に
具
象
化
す
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
理
想
と
現
実
の
一
元
化
と
把
握
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
賢
治
は
、
決
し
て



存
在
と
意
識
と
を
分
け
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
心
象
に
お
い
て
存
在
す
る
も

の
、
す
べ
て
そ
れ
は
実
在
す
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
想
像
力
と
い
う
も
の

は
、
現
実
と
は
違
う
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
此
岸
と
彼
岸
、
理
想

日
常
と
非
日
常
と
は
断
絶
し
た
世
界
・
宇
宙
で
は
な
く
、
連
続
し
、
交

流
・
交
歓
す
る
世
界
な
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
岩
手
県
を
「
イ

l
ハ
ト

l

と
現
実
、

ヴ
ォ
」
と
い
い
、
北
上
川
と
猿
カ
石
川
の
合
流
す
る
地
点
の
西
岸
を
「
イ
ギ
リ
ス

海
岸
」
と
名
付
け
た
こ
と
で
も
分
明
で
あ
る
。
賢
治
の
つ
け
た
こ
の
よ
う
な
カ
タ

カ
ナ
表
記
に
も
彼
は
世
界
性
、
宇
宙
性
を
を
も
た
そ
う
と
し
た
こ
と
と
つ
な
が
る

の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
方
言
に
し
て
も
、
周
縁
を
活
性
化
し
つ
つ
中
央
と
対
等
な

立
場
を
と
ろ
う
と
し
た
表
現
・
宣
言
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
も
分
明
の
如
く
、
賢
治
の
理
想
を
実
現
す
る
に
は
、

日
常
と

非
日
常
は
連
続
し
、
発
展
し
合
う
関
係
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

お
わ
り
に

今
回
は
、
賢
治
の
作
品
構
造
は
日
常
と
非
日
常
の
連
続
す
る
世
界
・
宇
宙
で
あ

り
、
華
厳
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
事
事
無
擬
法
界
」
で
あ
る
。
鎌
田
茂
雄
は
「
事
事

無
擬
法
界
」
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
古
池
や
蛙
飛
び
込
む
水
の
音
」
を
英
訳
す
る
と
何
も
な
く
な
っ
て
し
ま

う
。
蛙
が
い
て
池
の
な
か
に
と
び
込
ん
だ
、
そ
う
し
た
ら
お
と
が
き
こ
え
た
で

は
事
法
界
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
芭
蕉
の
あ
の
句
は
事
事
無
擬
法
界
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
聞
い
て
い
る
芭
蕉
も
蛙
も
な
い
、
ボ
チ
ャ
ン
と
い
う
音
だ
け
が
宇
宙

を
破
っ
て
い
る
。
そ
の
な
か
に
蛙
と
芭
蕉
が
事
事
無
擬
法
界
の
な
か
で
遊
ん
で

教
育
学
部
論
集

第
十
号
(
一
九
九
九
年
三
月
)

い
る
こ
と
に
な
る
。
遊
ぶ
と
い
っ
て
も
た
だ
の
遊
び
で
な
く
遊
戯
、
遊
泳
し
て

い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
が
、
解
け
合
っ
て
い
る
こ
と
を
い
う
の
で
、
そ
れ
を
英

語
に
訳
す
と
事
法
界
に
戻
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
芭
蕉
の
句
を
、
ど
こ
か
森

-e
珂

の
池
で
も
見
な
が
ら
思
い
出
す
と
事
事
無
擬
法
界
が
わ
か
っ
て
く
る
。

つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
の
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
事
事
無
擬
法
界
の
な
か
で

生
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
、
事
事
生
…
醍
法
界
の
解
け
合
っ
た
霊

的
世
界
の
な
か
で
生
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

結
論
的
に
は
、
賢
治
の
作
品
を
貫
流
す
る
宇
宙
・
世
界
は
事
事
無
碇
法
界
で
あ

り
、
彼
岸
と
此
岸
、
つ
ま
り
、
日
常
と
非
日
常
の
世
界
・
宇
宙
は
、
事
事
無
擬
法

界
の
融
け
合
っ
た
霊
的
世
界
の
な
か
で
生
か
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
、
こ
と
を

述
べ
て
こ
の
論
孜
を
終
え
る
。
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摘
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わ
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も

の
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あ
る
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と
述
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る
こ
と
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唆
的
で
あ
る
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つ
ま
り
、
何
の
不
思
議
も
な

い
こ
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と
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を
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な
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し
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る
。
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!
』
(
明
治
書
院

九

* 19 

日
本
仏
教
」
季
刊
「
仏
教

]
戸
市

W
川

w
h
ア
円
。
」

口。
N

。

百
三
十
三
頁

百
三
十
三
頁

百
三
十
三
頁

百
三
十
三
!
百
三
十
四
頁

* 20 

前
掲
書

八
九
年
十
一
月
)
七
十
六
頁

七
十
四
頁

* 21 

前
掲
書

鎌
田
茂
雄
『
華
厳
の
思
想
』
(
講
談
社
学
術
文
庫

四
種
の
真
理
の
領
域
|
|
四
種
法
界
」
の
節
に

牢

22 

百
七
頁

一
九
九
三
年
十
二
月
)
百
八

「
戸
口

十
四
l
百
八
十
五
頁

* 23 

前
掲
書

4

青
か
れ
て
い
る
も
の

百
八
十
九
頁

* 24 

前
掲
書

百
九
十
頁

* 26 

前
掲
書

萩
原
孝
雄
『
宮
沢
賢
治
|
|
i
イ
ノ
セ
ン
ス
の
丈
学
|
|
』
九
十
八
頁

九
十
八
頁

「
山
男
の
四
月
」
の
山
男
も
こ
の
例
に
も
れ
ず
、
う
わ

* 25 

べ
は
恐
ろ
し
げ
だ
が
心
は
い
た
っ
て
優
し
く
、
「
町
へ
は
ひ
っ
て
行
く
と
す
れ

ぽ
、
化
け
な
い
と
な
ぐ
り
殺
さ
れ
る
」
と
い
っ
た
り
、
魚
屋
の
蛸
に
み
と
れ
た

り
、
シ
ナ
人
の
反
物
売
り
に
だ
ま
さ
れ
て
六
神
丸
に
さ
れ
て
も
寸
お
れ
の
か
ら

だ
な
ど
は
、
支
那
人
が
六
十
銭
も
う
け
て
宿
屋
に
行
っ
て
、
鰯
の
頭
や
菜
っ
葉



汁
を
た
べ
る
か
は
り
に
く
れ
て
や
ら
う
」
と
思
っ
た
り
す
る
の
だ
。
山
男
の
こ

う
し
た
限
り
な
い
人
の
よ
さ
は
「
度
十
公
園
林
」
の
度
十
、
「
な
め
と
こ
山
の

熊
」
の
小
十
郎
、
「
祭
り
の
晩
」
の
山
男
、
「
よ
だ
か
の
星
」
の
よ
だ
か
、
「
土
神

と
狐
」
の
土
神
な
ど
に
共
通
の
も
の
で
あ
る
、
と
萩
原
は
述
べ
る
。

*
幻

『
遠
野
物
語
』
初
版
序
文
に
書
か
れ
た
も
の
。
「
こ
の
話
は
す
べ
て
遠
野
の
人

佐
々
木
鏡
石
君
よ
り
聞
き
た
り
。
昨
明
治
四
十
二
年
の
二
月
頃
よ
り
始
め
て
夜

分
を
り
を
り
訪
ね
米
た
り
。
こ
の
話
を
せ
ら
れ
し
を
筆
記
せ
し
な
り
。
鏡
石
君

は
話
上
手
に
は
あ
ら
、
ぎ
れ
ど
も
誠
実
な
る
人
な
り
。
自
分
も
一
字
一
句
を
も
加

減
せ
ず
感
じ
た
る
ま
ま
を
書
き
た
り
。
」
と
の
柳
田
国
男
の
言
葉
は
重
要
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
柳
田
は
、
鏡
石
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
書
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ

ヲ
心
。

* 28 

機
貝
英
夫
『
昭
和
初
頭
の
作
家
と
作
品
』
(
明
治
書
院

一
九
八

O
年
六
月
)

十
七

l
二
一
十
八
頁

「
賢
治
の
社
会
意
識
」
に
書
か
れ
て
い
る
。

* 29 

三
十
八
頁

と
に
か
く
、

そ
う
い
う
視
野
を
も
っ
て
い
る
賢
治
に

前
掲
童
百

と
っ
て
、
社
会
を
終
点
と
す
る
思
想
運
動
は
、
到
底
一
本
化
で
き
る
も
の
で
は

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
、
と
磯
貝
が
述
べ
る
こ
と
は
、
賢
治
の
作
品
を
解
読
・
解

釈
す
る
場
合
に
は
重
要
な
拠
点
で
あ
る
。

* 30 

前
掲
書

二
十
六
頁

* 31 

前
掲
書

二
十
六
頁

* 32 

「
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
世
界
』
(
古
川
弘
丈
館

一
九
九
七
年
六
月
)
十

寸
J
T主
宵

ふ
か
1
一
す
け
酔
中
士

rf

ー
十
二
頁

「
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
と
ら
え
方
」
の
書
か
れ
て
い
る
。
〈
自
然
の
霊

化
〉
に
、
だ
が
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
を
せ
ま
く
規
定
し
て
考
え
る
と
、
世
界
の
多
様

な
宗
教
丈
化
を
理
解
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
恐
れ
が
あ
る
。
最
小
限
あ
る
い

教
育
学
部
論
集

第
十
号
二
九
九
九
年
三
月
)

は
も
っ
と
も
基
底
的
な
も
の
と
し
て
「
自
然
の
生
命
化
」
あ
る
い
は
「
自
然
の

霊
化
」
と
し
て
ア
ニ
ミ
ズ
ム
を
と
ら
え
る
と
す
れ
ば
、
宗
教
文
化
あ
る
い
は
民

俗
宗
教
を
か
な
り
の
幅
を
も
っ
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
そ
し
て
と
く
に
「
生
者
」
と
「
死
者
」
と
、
ま
た
「
こ
の
世
」
(
白
界
)
と

「
あ
の
世
」
(
異
界
)
と
の
関
係
で
み
て
ゆ
く
と
、
死
後
に
存
在
す
る
「
死
霊
」

信
仰
の
普
遍
性
、
死
霊
に
た
い
す
る
畏
怖
と
愛
着
(
追
憶
)
、
生
霊
一
と
死
霊
の
二

元
論
を
と
も
な
う
「
死
霊
ア
ニ
ミ
ズ
ム
」
の
世
界
は
、
基
本
的
な
民
俗
宗
教
と

し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
、
と
述
べ
る
こ
と
は
示
唆
的
で
あ

る
。
つ
ま
り
「
生
死
一
如
」
の
世
界
・
宇
宙
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
り
、
今
の

人
間
の
閉
塞
的
状
況
を
克
服
で
き
る
展
望
が
開
け
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
の
で

あ
る
。

* 33 

前
掲
書

十

頁

死
と
は
身
体
か
ら
生
命
の
力
が
は
な
れ
て
い
っ
た
こ
と
で

あ
る
、
と
い
う
こ
と
の
例
証
で
あ
る
。

* 34 

前
掲
書

生
者
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
共
同
体
の
共
通
の
死
霊
を
慰
撫

し
、
供
養
す
る
こ
と
を
寸
自
然
の
生
命
化
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

*
お

磯
貝
英
夫
『
昭
和
初
頭
の
作
家
と
作
品
』
(
明
治
書
院

一
九
八

O
年
六
月
)

十
八
頁
磯
貝
は
、
賢
治
が
、
花
巻
農
学
校
で
生
徒
と
共
に
学
校
演
劇
を
上
演

し
、
共
同
体
の
お
祭
り
を
し
た
こ
と
の
意
味
を
高
く
評
価
す
る
。

* 36 

中
川
正
丈
教
授
定
年
退
職
記
念
論
文
集
『
児
童
文
化
の
伝
統
と
現
在
』
(
ミ
ネ
ル

ヴ
ア
書
房

一
九
八
六
年
三
月
)

に
「
『
注
文
の
多
い
料
理
庖
』
研
究
ー
ー
ー

『
行
き
は
よ
い
よ
い
帰
り
は
こ
わ
い
』
の
世
界
を
め
ぐ
っ
て
|
|
」
の
タ
イ
ト

ル
で
書
か
れ
た
も
の

百
二
十
七
頁

* 37 

梅
原
猛
『
賢
治
の
宇
宙
』
(
佼
成
出
版
社

一
九
八
五
年
七
月
)
三
十
九
頁

3i 



宮
津
賢
治
論
(
問
屋
昭
雄
)

* 38 

鎌
田
茂
雄
『
華
厳
の
思
想
』
(
講
談
社

五
回

一
九
九
三
年
十
二
月
)
百
九
十
五
頁

(
お
か
や

あ
き
お

(
一
九
九
八
年
十
月
十
四
日
受
理
)

教
育
学
科
)


