
品
的
な
あ
ら
ゆ
る
意

じ
る
に
あ
た
っ
て
避

る
か
」
と
い
う
問
題

年
に
か
け
て
発
表
し

一

昭
五
七
・
四
・

地

と
は
ど
の
よ
う

中
上
は
、「
僕
は
、

一
、

中
上
健
次
の
作
品

い
る
こ
と
は
よ
く
知

も
の
を
考
え
て
き
た

〇
）
と
発
言
し
て
い

中
上
健
次

中
上

味
で
基
盤
と
な
っ
て
い
る
。
ゆ
え
に
、

け
ら
れ
な
い
の
が
、「〈
路
地

と
は
ど

で
あ
る
。
本
稿
で
は
中
上
が
一
九
七
七

た
連
作
短
編
『
千
年
の
愉
楽
』（「
文

一
）
を
と
り
あ
げ
る
が
、
そ
の
前
提
要

な
場
で
あ
る
か
」
と
い
う
問
題
か
ら
考

被
差
別
部
落
民
で
す
」（
同
講
演
）
と

中
上
健
次
と
〈
被
差
別
部
落
〈
路

で
は
、
多
く
が
〈
路
地

と
称
す
る
場

ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
中
上
自
身
「

」（
講
演
「
小
説
家
の
想
像
力
２
」「
文

る
よ
う
に
、〈
路
地

は
中
上
に
と
っ

『
千
年
の
愉
楽
』
に
お
け
る
〈
物
語

健
次
『
千
年
の
愉
楽
』

｜
｜
〈
天
皇
〈
文
字
〈
路
地

中
上
の
作
品
を
論

の
よ
う
な
場
で
あ

年
か
ら
一
九
八
二

」
昭
五
五
・
七
・

件
と
し
て
、「〈
路

え
た
い
。

発
言
し
て
い
る
と

地
」
と

「
路
地
」

の
か
、

中
上
は
、

治
的
・
社
会

的
」
に
読
む

と
で
は
な
い

地所
を
舞
台
と
し
て

『
路
地
』
を
中
心
に

学
界
」
平
四
・
一

て
、
思
想
的
・
作

お
り
、
和
歌

「
被
差
別
」
の

が
、
全
く
同

以
下
の
よ
う

小
説
の

的
文
脈

に
お
け
る
〈
物
語

の
関
係
性
か
ら
｜
｜

い
う
言
い
方
に
変
え
て
、
僕
は
書
い

を
中
心
に
、
日
本
と
は
何
な
の
か
、

（
略
）
解
こ
う
と
し
て
き
ま
し
た
。

〈
路
地

が
現
実
の
被
差
別
部
落
と
安

的
に
読
ま
れ
る
こ
と
を
厳
し
く
避
け
て

と
は
、〈
路
地

を
、
同
和
問
題
に
関

か
。
中
上
は
、
平
等
と
い
う
理
念
に
基

山
県
新
宮
市
に
あ
る
被
差
別
部
落
の
出

場
所
で
あ
る
が
、
現
実
に
存
在
す
る

じ
も
の
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
そ
の

に
発
言
し
て
い
る
。

中
で
被
差
別
部
落
と
い
う
語
を
使
う
と

で
文
学
そ
の
も
の
が
妙
な
形
で
読
ま

入

部

て
き
た
ん
で
す
が
（
略
）

あ
る
い
は
文
化
と
は
何
な

（
同
講
演
）

易
に
結
び
つ
け
ら
れ
、
政

い
る
。「
政
治
的
」「
社
会

わ
る
も
の
と
し
て
読
む
こ

づ
く
「
差
別
／
被
差
別
」

身
で
あ
る
。〈
路
地

も

被
差
別
地
域
と
〈
路
地

違
い
に
つ
い
て
、
中
上
は

政
治
的
文
脈
だ
と
か
社
会

れ
て
し
ま
う
。（
略
）「
路

四
六

俊

紘



中
上
健
次

り
、
そ
の
吹
き
溜
ま

「
熊
野
」
に
対
す
る
視

こ
ぼ
れ
落
ち
て
き
た

に
は
畏
れ
ら
れ
て
い

る
。

た
、「
被
差
別
部
落
が

で
も
一
等
半
島
的
状

あ
」
り
、「
差
別
が
日

け
る
小
説
の
構
造
、

（「
同
」）
と
し
て
い
る

紀
州
の
闇
に
対
す

で
あ
る
。
光
は
常
に

文
化
と
は
何
か
を
問

常
に
自
ら
が
生
ま
れ

て
、
そ
の
問
い
そ
の

国
・
根
の
国
物
語
』

一
・
二
〇

以
下
『

中
上
は
そ
こ
で
、

の
敗
れ
続
け
て
き
た

の
問
題
と
は
一
線
を

『
千
年
の
愉
楽
』
に
お
け
る
〈
物
語

り
が
紀
州
、
被
差
別
部
落
と
い
う
の

線
は
常
に
、
天
皇
を
中
心
と
す
る

も
の
、
虐
げ
ら
れ
、
黙
殺
さ
れ
て
き
た

た
も
の
を
す
く
い
あ
げ
よ
う
と
い
う
意

、
冷
や
飯
を
食
わ
さ
れ
て
き
た
紀
州

況
、
紀
伊
と
い
う
歪
み
、
特
性
が
重
な

本
的
自
然
の
生
み
出
す
も
の
で
あ
る

文
化
の
構
造
は
同
時
に
差
別
の
構

。る
光
と
は
、「
天
皇
」
を
そ
の
文
化
の

闇
を
生
み
出
す
が
、
そ
の
必
然
の
産
物

う
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
問
題

育
っ
た
「
熊
野
」
と
い
う
場
所
へ
の
問

も
の
を
作
品
化
し
た
と
い
え
る
の
が

（「
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
」
昭
五
二
・
七

紀
州
』）
で
あ
る
。

「
紀
州
と
は
、
い
ま
ひ
と
つ
の
国
で
あ

闇
に
沈
ん
だ
国
で
あ
る
」（『
紀
州
』「

画
し
、「
差
別
／
被
差
別
」
の
構
造
か

で
あ
る
。
中
上
の

〈
日
本

文
化
か
ら

も
の
、
そ
し
て
時

思
に
貫
か
れ
て
い

『
千
年
の
愉
楽

か
り
に
、〈
路

オ
リ
ュ
ウ

を
つ
ぶ
さ
に

七
・
一
〇

、
紀
伊
半
島
の
中

っ
た
と
こ
ろ
で
も

な
ら
、
日
本
に
お

造
で
も
あ
ろ
う
」

根
に
持
つ
〈
日
本

が
「
差
別
」
で
あ

識
は
、
終
始

地

を
考
え

世
界
と
外
部

い
て
い
く
。

前
章
で
、

意
識
の
根
底
に
は
、

い
が
あ
る
。
そ
し

、『
紀
州

木
の

・
一

昭
五
三
・

」
り
、「
神
武
以
来

序
章
」）
と
し
、
ま

て
は
ま
ら
な

化
と
し
て
と

摘
し
て
い
る

し
て
あ
る
こ

（『
紀
州
』「
序

被
差
別
部

か
ら
文
化
の

ら
、
日
本
と
は
、

し
か
し
こ

』
に
お
け
る
「
オ
リ
ュ
ウ
ノ
オ
バ
」

地

世
界
を
読
み
解
い
て
い
き
た
い

ノ
オ
バ
と
礼
如
さ
ん
に
は
実
在
の
モ
デ

調
査
し
た
高
澤
秀
次
の
著
作
『
評
伝

集
英
社
）
に
そ
の
詳
し
い
著
述
が
あ
る

一
貫
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た

る
上
で
の
基
本
的
な
前
提
要
件
と
な
る

と
の
関
係
性
、
作
品
に
見
ら
れ
る
中
上

二
、「
オ
リ
ュ
ウ
ノ
オ
バ
」
と
「

中
上
の
被
差
別
部
落
観
の
特
性
を
確

い
も
の
」
と
い
う
解
釈
に
と
ど
ま
ら
ず

ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は

よ
う
に
、
中
上
は
、「『
被
差
別
部
落
』

と
を
認
識
」
し
て
い
た
。「
紀
州
と

章
」）
な
の
で
あ
る
。

落
を
一
つ
の
文
化
と
し
て
と
ら
え
、「

構
造
、〈
日
本

の
構
造
を
と
ら
え
よ

こ
で
い
う
「
虐
げ
ら
れ
て
き
た
も
の
」

四
七

と
「
礼
如
さ
ん
」
を
足
が

。ル
が
い
る
。
中
上
の
生
涯

中
上
健
次
』（
平
一
〇
・

。 被
差
別
部
落
観
が
、〈
路

。
そ
の
上
で
、〈
路
地

の
企
み
に
つ
い
て
読
み
解

礼
如
さ
ん
」

認
し
た
が
、
本
章
で
は
、

、
そ
れ
自
体
が
一
つ
の
文

な
る
ま
い
。
川
村
湊
が
指

が
文
化
と
し
て
、
歴
史
と

は
、
い
ま
ひ
と
つ
の
国
」

差
別
／
被
差
別
」
の
構
造

う
と
し
た
中
上
の
問
題
意

が
、「〈
日
本

文
化
に
当



礼
如
さ
ん
は
、「
毛

ら
葬
儀
な
ど
の
折
に

を
生
業
と
し
て
い
る

い
わ
ば
オ
リ
ュ
ウ
ノ

い
る
。

作
品
中
で
際
立
っ

唯
物
的
な
感
性
で
あ

ん
は
田
畑
リ
ュ
ウ
の

年
に
八
十
一
歳
で
な

唯
一
の
「
毛
坊
主
」

オ
リ
ュ
ウ
ノ
オ
バ

め
、
路
地
に
生
き
る

ま
た
、
文
字
の
読
み

路
地
に
生
き
た
す
べ

中
上
健
次

オ
リ
ュ
ウ
ノ
オ
バ

の
被
差
別
部
落
で
八

小
説
と
同
じ
場
所
で

月
命
日
の
記
憶
と
と

い
う
。
彼
女
が
産
婆

実
際
に
「
オ
リ
ュ
ウ

坊
主
」
で
あ
る
。「
毛
坊
主
」
と
は
、

僧
の
役
を
す
る
も
の
で
あ
り
、
普
段
は

。
主
に
一
向
宗
の
中
に
み
ら
れ
る
も
の

オ
バ
は
路
地
で
の
生
、
礼
如
さ
ん
は
死

て
い
る
の
が
、
オ
リ
ュ
ウ
ノ
オ
バ
の
徹

る
。
彼
女
の
価
値
基
準
で
は
人
が
、

夫
で
あ
る
田
畑
禮
吉
を
モ
デ
ル
と
す
る

く
な
っ
て
い
る
が
、
作
品
上
の
設
定
と

で
あ
っ
た
。

は
路
地
で
唯
一
の
産
婆
で
あ
る
。「
中

あ
ら
か
た
の
人
の
命
は
、
彼
女
に
取
り

書
き
が
全
く
で
き
な
い
が
、
抜
群
の
記

て
の
人
の
生
年
月
日
、
祥
月
命
日
を
諳

『
千
年
の
愉
楽
』
に
お
け
る
〈
物
語

の
モ
デ
ル
は
田
畑
リ
ュ
ウ
と
い
う
。
彼

十
九
歳
ま
で
生
き
、「
春
日
の
路
地
の

、
こ
の
共
同
体
に
生
き
死
に
し
た
無
数

も
に
、
果
て
る
こ
と
の
な
い
語
り
を
提

で
あ
る
と
い
う
設
定
は
中
上
の
虚
構
で

ノ
オ
バ
」
の
愛
称
で
親
し
ま
れ
て
い
た

俗
人
で
あ
り
な
が

農
業
や
林
業
な
ど

で
あ
る
と
い
う
。

に
深
く
携
わ
っ
て

底
的
に
現
世
的
・

「
ど
の
よ
う
に
あ
る

そ
の
一

け
た
。（『

こ
の
よ
う

（
上
野
千
鶴
子

『
火
ま
つ
り
』

。
彼
は
一
九
六
九

同
じ
く
彼
も
路
地

本
の
一
統
」
を
含

上
げ
ら
れ
て
い
る
。

憶
力
に
恵
ま
れ
、

ん
じ
て
い
る
。

っ
た

オ
リ
ュ
ウ

々
な
悪
行
は

下
の
よ
う
な

「
四
ヶ
月

声
を
落

る
ん
や

女
は
実
際
に
新
宮

三
叉
路
を
上
っ
た

の
人
間
た
ち
の
祥

供
し
て
い
た
」
と

あ
る
が
、
彼
女
は

と
い
う
。
礼
如
さ

か
」
は
意
味

女
が
路
地
に

の
で
あ
る
が

世
間
の

な
い
、

何
を
や

言
で
私
は
解
っ
た
。
私
も
女
親
も
そ
の

熊
野
集
』「
妖
霊
星
」

「
群
像
」
昭
五
五
・
一
二

初
出
時

な
言
葉
を
、
中
上
は
「
幼
少
の
頃
よ

と
の
対
談
「
暴
力
と
性
、
死
と
ユ

昭
六
〇
・
五
・
二
〇
）
て
い
た
。
中

ノ
オ
バ
の
こ
の
よ
う
な
感
性
に
基
づ
き

許
容
さ
れ
る
。
こ
の
〈
唯
物
性

の
源

記
述
が
あ
る
。

で
堕
せ
ん
事
な
い
、
堕
せ
と
い
う
た

と
し
、「
ケ
ン
ジ
よ
」
と
言
う
。（
略
）

さ
か
ね
」

を
持
た
ず
、「
た
だ
あ
る
こ
と
」
の
み

生
き
、
無
数
の
生
命
を
取
り
上
げ
て
き

、
そ
こ
に
は
世
間
で
見
ら
れ
る
道
徳
性

親
ら
の
よ
う
に
オ
リ
ュ
ウ
ノ
オ
バ
に
は

殺
傷
し
て
も
い
け
な
い
、
と
い
う
道
徳

っ
て
も
よ
い
、
そ
こ
に
お
ま
え
が
在
る

考
え
で
こ
の
世
に
生
を
受

の
題
は
「
ヨ
ウ
レ
ボ
シ
」）

り
母
親
か
ら
聞
か
さ
れ
」

ー
ト
ピ
ア
」
山
口
昌
男
編

上
は
こ
の
考
え
に
つ
い
て
、

（「
六
道
の
辻
」）

、「
中
本
の
一
統
」
の
様

泉
に
つ
い
て
、
中
上
に
以

れ
」
私
が
言
う
と
女
親
は

「
減
る
ん
で
な
し
に
増
え

四
八

が
尊
ば
れ
る
。
こ
れ
は
彼

た
経
験
よ
り
育
ま
れ
た
も

は
存
在
し
な
い
。

人
の
物
を
盗
ん
で
は
い
け

は
あ
た
う
る
限
り
な
い
。

だ
け
で
よ
い
と
い
つ
も
思



中
上
健
次

こ
の
よ
う
に
、
礼

を
な
め
尽
く
す
よ
う

批
判
的
で
あ
る
。

ま
た
礼
如
さ
ん
に

対
し
て
礼
如
さ
ん

み
ら
れ
る
。
先
に
述

「
死
」
に
深
く
携
わ
る

の
思
想
が
色
濃
く
現

で
、
礼
如
さ
ん
は
次

生
き
と
る
者
が

す
ぐ
足
の
下
に

か
さ
れ
て
き
た
こ
の

継
が
れ
て
い
る
と
い

「
左
手
に
指
が
な
く
た

子
」（「
半
蔵
の
鳥
」）

上
、
何
の
問
題
に
も

と
」
へ
の
肯
定
で
あ

峻
別
が
入
り
込
む
余

「
何
も
そ
れ
に
反
論
す

『
千
年
の
愉
楽
』
に
お
け
る
〈
物
語

如
さ
ん
の
目
は
常
に
死
者
に
向
い
て
お

な
「
中
本
の
一
統
」
の
若
衆
た
ち
の
振

は
、
オ
リ
ュ
ウ
ノ
オ
バ
の
よ
う
な
徹
底

の
感
性
に
は
、
同
棲
す
る
オ
リ
ュ
ウ
ノ

べ
た
と
お
り
、
礼
如
さ
ん
は
「
毛
坊
主

立
場
に
あ
り
、
浄
土
教
的
な
「
厭
離

れ
て
い
る
。
例
え
ば
オ
リ
ュ
ウ
ノ
オ
バ

の
よ
う
に
い
う
。

大
手
振
っ
て
わ
が
者
顔
に
振
舞
う
と
る

は
死
ん
だ
者
ら
が
雨
に
ぬ
れ
と
る
の
も

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
そ
の
ま
ま
オ
リ
ュ

え
る
。
産
婆
で
あ
る
オ
リ
ュ
ウ
ノ
オ

だ
獣
の
ひ
づ
め
の
よ
う
に
二
つ
に
裂

で
あ
っ
て
も
、「
あ
る
」
と
い
う
こ
と

な
ら
な
い
。
そ
れ
は
圧
倒
的
な
「
生
」

る
。
ま
た
そ
こ
に
は
、
存
在
物
に
対
す

地
は
な
い
。

る
術
も
な
い
」（
同
対
談
）
と
述
べ
て

（「
天
人
五
衰
」）

り
、
現
世
の
愉
楽

る
舞
い
に
は
常
に

し
た
非
倫
理
性
を

述
べ
て
い
る

オ
リ
ュ

大
き
な

こ
と
の

の
に
根

オ
バ
と
の
ず
れ
が

」
で
あ
り
路
地
の

穢
土
、
浄
土
欣
求
」

と
の
諍
い
の
な
か

の
に
目
を
ひ
か
れ
、

気
ィ
つ
か
ん

吉
本
隆
明

リ
ュ
ウ
ノ
オ

作
品
全
体
に

い
る
。
し
か

リ
ュ
ウ
ノ
オ

「
何
も
か
も
、

中
上
は
、

ウ
ノ
オ
バ
に
受
け

バ
に
は
、
そ
れ
が

け
た
弦
の
よ
う
な

の
尊
さ
が
あ
る
以

、「
い
ま
、
あ
る
こ

る
「
善
／
悪
」
の

礼
如
さ

り
こ
め

帰
っ
て

バ
が
か

も
の
か

礼
如
さ
ん

オ
リ
ュ
ウ
ノ

い
る
。
中
上
が
聞

見
る
事
も
で

。ウ
ノ
オ
バ
は
産
婆
で
あ
る
わ
け
で
す
ね

、
世
界
を
生
み
出
す
よ
う
な
装
置
、
そ

自
信
で
あ
る
と
思
う
（
略
）
仏
教
渡
来

を
生
や
し
て
ア
ン
チ
を
唱
え
る
み
た
い

は
「
世
界
論
」
の
中
で
、〈
路
地

に

バ
』
の
同
行
者
で
あ
る
蔭
の
存
在
『
礼

撒
布
さ
れ
た
浄
土
の
理
念
に
よ
っ
て
許

し
、〈
路
地

に
お
い
て
非
倫
理
性
の

バ
で
あ
り
、
そ
れ
を
支
え
る
の
は
「
浄

そ
れ
で
よ
い
」
と
認
め
る
感
性
で
あ

オ
リ
ュ
ウ
ノ
オ
バ
と
礼
如
さ
ん
の
対
立

ん
は
（
略
）「
盗
人
に
入
れ
た
ろ
か
い

る
さ
か
一
番
都
合
が
え
え
」
と
か
ら
か

来
た
。「
入
れ
て
も
ろ
た
ら
よ
か
っ
た

ら
か
う
と
礼
如
さ
ん
は
、（
中
略
）
人

と
言
う
。

は
、
こ
こ
で
い
う
「
人
の
道
」
の
よ
う

オ
バ
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

き
な
い
。

四
九

。
仏
教
以
前
の
、
も
っ
と

こ
の
番
人
で
あ
る
と
い
う

以
前
の
感
性
み
た
い
な
も

な
、
そ
う
い
う
部
分
の
役

お
け
る
非
倫
理
性
を
「『
オ

如
さ
ん
』
か
ら
摂
取
さ
れ
、

容
さ
れ
て
い
る
」
と
し
て

源
と
な
っ
て
い
る
の
は
オ

土
の
理
念
」
で
は
な
く
、

る
。に

つ
い
て
以
下
の
よ
う
に

、
坊
主
は
人
の
家
に
上
が

わ
れ
顔
を
真
っ
赤
に
し
て

の
に
」
と
オ
リ
ュ
ウ
ノ
オ

の
道
に
外
れ
て
よ
う
行
く

（「
ラ
プ
ラ
タ
奇
譚
」）

な
倫
理
観
を
持
っ
て
お
り
、



バ
に
は
そ
の
自
然
を

前
に
涙
を
流
す
だ
け

え
る
側
に
い
る
の
は

礼
如
さ
ん
の
機
能

死
の
様
相
で
あ
る
。

オ
リ
ュ
ウ
ノ
オ

な
い
者
が
早
死

の
愉
楽
』
に
お
け
る

定
す
る
も
の
と
常
に

る
。そ

れ
で
は
、
礼
如

踏
み
台
に
過
ぎ
な
い

路
地
の
「
死
」
を
司

一
統
」
に
も
、
最
終

中
上
健
次

割
を
し
て
い
た

こ
こ
で
い
う
「
仏

ん
で
い
く
」
と
い
う

絶
対
的
肯
定
が
あ
る

も
の
を
善
悪
に
規
定

る
」
も
の
が
生
ま
れ

止
め
る
事
な
ど
で
き
る
は
ず
が
な
く
、

で
あ
る
。
中
本
の
一
統
や
路
地
に
生
き

礼
如
さ
ん
な
の
だ
。

を
考
え
る
上
で
注
目
し
た
い
の
が
、
中

バ
は
そ
の
雨
が
、
中
本
の
生
ま
れ
た
こ

に
し
て
天
に
も
ど
っ
て
一
つ
こ
の
世
の

こ
の
肯
定
は
、「
仏
教
」（
礼
如
さ
ん
）

対
比
さ
れ
る
事
に
よ
っ
て
、
そ
の
存
在

さ
ん
は
単
な
る
オ
リ
ュ
ウ
ノ
オ
バ
の
存

か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
な
ぜ

る
存
在
で
あ
り
、
生
の
愉
楽
の
限
り
を

的
に
は
必
ず
死
が
訪
れ
る
か
ら
で
あ
る

『
千
年
の
愉
楽
』
に
お
け
る
〈
物
語

と
思
う
。

（
前
掲
「
暴
力
と
性
、
死

教
渡
来
以
前
の
感
性
」
と
は
、「
存
在

厳
然
た
る
事
実
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ

限
り
、
そ
こ
に
「
善
／
悪
」
の
峻
別

す
る
の
は
、
仏
教
や
道
理
、「
人
の
道

た
後
に
発
生
す
る
体
系
・
規
範
だ
か

た
だ
そ
の
事
実
を

る
人
々
の
死
を
迎

本
の
若
衆
た
ち
の

の
世
の
も
の
で
は

罪
を
償
い
浄
め
て

間
」（『
紀
州

一
統
」
の
若

あ
る
「
毛
坊

中
本
の
〈
生

ノ
オ
バ
と
は

の
路
地
観
に

オ
リ
エ

と
い
う
世
界
を
規

を
際
立
た
せ
て
い

在
を
際
立
た
せ
る

な
ら
礼
如
さ
ん
は

尽
く
す
「
中
本
の

。
オ
リ
ュ
ウ
ノ
オ

か
の
よ
う
に

甘
い
汁
を
吸

の
も
の
と
し

も
輝
く
だ
ろ

に
「
死
」
で

中
上
自
身

が
否
応
な
く

と
ユ
ー
ト
ピ
ア
」）

物
は
生
ま
れ
、
死

ろ
う
。
そ
れ
へ
の

は
な
い
。「
あ
る
」

」
と
い
っ
た
、「
あ

ら
で
あ
る
。『
千
年

く
れ
た

っ
て
手

祥
月
命

し
た

中
本
の
死

を
味
わ
い
続

』「
天
満
」）
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ

衆
の
生
き
死
に
そ
の
も
の
で
あ
り
、
自

主
」、
礼
如
さ
ん
の
役
割
を
言
い
表
し

、
言
い
換
え
る
な
ら
〈
触
穢

を
強

対
極
の
関
係
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
こ

も
当
て
は
ま
る
。

ン
ト
の
康
が
（
略
）
道
に
落
ち
た
石
を

、
悲
惨
な
死
を
迎
え
て
い
る
こ
と
が
わ

い
、
そ
の
愉
楽
と
澱
み
を
発
現
し
よ
う

て
あ
る
。
ま
た
、
生
の
輝
き
が
強
い
も

う
。
穢
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
美
し
い
中

あ
り
、
礼
如
さ
ん
は
そ
れ
を
迎
え
る
側

は
、「
毛
坊
主
」
の
定
義
を
「
共
同
体

は
ら
ん
で
し
ま
う
触
穢
と
浄
化
の
二

し
る
し
の
甘
露
だ
と
思
い
、
有
難
い
事

を
あ
わ
せ
た
。

日
を
作
ら
ぬ
ま
ま
中
本
の
高
貴
な
澱
ん

は
常
に
礼
如
さ
ん
の
い
う
「
人
の
道
」

け
た
事
に
対
す
る
仏
罰
と
し
て
あ
り
、

れ
は
ま
さ
に
、「
中
本
の

身
「
中
本
の
一
統
」
で
も

て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

烈
に
称
揚
す
る
オ
リ
ュ
ウ

う
し
た
構
造
は
そ
れ
ぞ
れ

ひ
ろ
い
あ
げ
、「
こ
こ
ら

か
る
。
ど
れ
だ
け
現
世
の

と
も
、「
死
」
は
不
可
避

の
で
あ
る
ほ
ど
死
の
儚
さ

本
の
穢
れ
の
浄
化
は
、
常

の
番
人
な
の
で
あ
る
。

（
こ
こ
で
は
被
差
別
部
落
）

つ
を
一
身
に
体
現
す
る
人

五
〇

だ
と
何
度
も
三
好
に
む
か

（「
六
道
の
辻
」）

だ
血
が
仏
の
罰
を
一
つ
消

（「
カ
ン
ナ
カ
ム
イ
の
翼
」）

に
抗
い
、
こ
の
世
の
愉
楽

そ
の
非
常
さ
を
象
徴
す
る



中
上
健
次

き
る
オ
リ
ュ
ウ
ノ
オ

る
と
と
る
礼
如
さ
ん

注
意
し
な
け
れ
ば

／
死
」
と
い
う
対
立

い
う
事
で
あ
る
。
オ

が
堆
積
す
る
と
こ
ろ

路
地
に
あ
っ
て
は
、

概
念
は
、
同
時
に
現

で
あ
る
「
路
地
」
で

昧
に
な
り
、
そ
れ
ら

り
、「
生
／
死
」「
高

そ
れ
は
、
生
き
て
い

っ
た
の
は
路
地

あ
げ
く
、
蓮
池

う
に
路
地
が
拡

け
は
蓮
の
花
の

こ
ろ
だ
と
取
っ

オ
リ
エ
ン
ト
の
康

り
続
け
る
「
生
」
の

は
蓮
池
じ
ゃ
っ

『
千
年
の
愉
楽
』
に
お
け
る
〈
物
語

バ
の
能
力
で
あ
る
し
、「
路
地
」
を

の
感
性
の
こ
と
で
も
あ
る
。

な
ら
な
い
の
が
、
こ
う
し
た
極
端
に
曖

概
念
は
、
最
終
的
に
必
ず
「
死
」
の
側

リ
ュ
ウ
ノ
オ
バ
の
支
援
を
受
け
発
現

で
あ
る
と
と
る
か
の
違
い
で
あ
る
。

「
触
穢
と
高
貴
」
や
「
生
と
死
」
と
い

象
し
て
い
る
。
私
た
ち
の
常
識
的
概
念

は
、
対
立
す
る
は
ず
の
二
つ
の
概
念
の

が
同
時
に
現
象
す
る
事
が
自
然
な
事
と

貴
／
穢
れ
」「
過
去
／
未
来
」
と
い
っ

る
も
の
の
後
ろ
に
そ
の
親
た
ち
の
姿
を

の
者
ら
が
戦
争
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ

を
う
め
た
て
さ
な
が
ら
蓮
の
花
の
園
を

大
し
続
け
て
い
る
と
い
う
事
だ
っ
た

園
を
足
下
に
敷
い
て
い
る
と
は
極
楽
浄

た
。

と
礼
如
さ
ん
と
の
違
い
は
、「
路
地
」

坩
堝
で
あ
る
と
と
る
か
、「
路
地
」
に

た
」
と
言
っ
た
。（
略
）
オ
リ
エ
ン
ト「

極
楽
浄
土
」
で
あ

昧
化
さ
れ
た
「
生

に
収
斂
さ
れ
る
と

さ
れ
る
「
生
の
愉

描
か
れ
た
「

に
よ
っ
て
語

行
為
の
意
味

語
り
と

「
中
本
の
一
統
」
や

う
相
反
す
る
対
立

か
ら
完
全
に
自
由

境
界
が
極
端
に
曖

し
て
あ
る
。
つ
ま

た
概
念
で
あ
る
。

「
視
る
」
事
が
で

そ
し
て
「
死

ノ
オ
バ
に
と

突
と
も
思
え

オ
リ
ュ
ウ

な
立
場
に
あ

ら
ず
増
え
続
け
た

足
の
下
に
敷
く
よ

（
略
）
礼
如
さ
ん
だ

土
に
も
等
し
い
と

（「
天
人
五
衰
」）

を
増
え
続
け
広
が

生
き
た
者
の
「
死
」

バ
が
礼
如
さ

一
統
」
の
若

事
は
あ
り
得

オ
リ
ュ
ウ

に
あ
る
が
、

十
分
認
識
し

る
と
き
、
彼

の
康
が
言
い
た
か

楽
」
は
、
絶

路
地
」
の
物
語
が
、
す
べ
て
文
字
を
知

り
だ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
で
あ
る
。

に
つ
い
て
多
く
言
及
し
て
い
る
。

い
う
行
為
は
書
く
と
い
う
行
為
を
超
え

」
と
い
う
不
可
避
の
重
力
に
吸
い
取
ら

っ
て
も
例
外
で
は
な
い
。「
天
人
五
衰

る
死
を
迎
え
る
か
ら
だ
。

三
、
オ
リ
ュ
ウ
ノ
オ
バ
の
「
機
能

ノ
オ
バ
は
、
ほ
か
の
登
場
人
物
た
ち
と

り
、
機
能
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
基
本

ん
、
も
し
く
は
「
仏
教
的
な
も
の
」
に

衆
た
ち
が
礼
如
さ
ん
を
馬
鹿
に
し
よ
う

な
い
。

ノ
オ
バ
は
生
の
番
人
と
し
て
、〈
路
地

同
時
に
彼
女
は
礼
如
さ
ん
の
妻
で
あ
り

て
い
る
。
礼
如
さ
ん
に
抗
い
、
自
ら
の

女
は
常
に
「
自
分
が
悪
党
で
あ
る
」
と

対
に
こ
の
構
造
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
。

五
一

ら
な
い
オ
リ
ュ
ウ
ノ
オ
バ

中
上
は
「
語
り
」
と
い
う

て
あ
る
。
豊
か
で
あ
る
。

（『
紀
州
』「
田
辺
」）

れ
る
構
造
は
、
オ
リ
ュ
ウ

」
に
お
い
て
彼
女
は
、
唐

」は
一
線
を
画
し
た
特
権
的

は
、『
千
年
の
愉
楽
』
に

反
感
を
抱
き
、「
中
本
の

と
も
こ
の
構
造
が
変
わ
る

の
生
を
支
援
す
る
立
場

、「
死
」
の
不
可
避
性
を

感
性
を
突
き
通
そ
う
と
す

い
う
不
安
を
口
に
す
る
。

ど
れ
だ
け
オ
リ
ュ
ウ
ノ
オ



者
も
同
時
に
両
方
の

る
。
オ
リ
ュ
ウ
ノ
オ

い
て
「
ヒ
サ
シ
と
文

バ
に
は
そ
れ
が
視
え

に
文
彦
が
「
中
本
の

る
祖
先
た
ち
の
姿
を

は
実
在
の
田
畑
リ
ュ

で
あ
る
が
、
そ
の
よ

の
よ
う
な
感
想
を
述

そ
の
語
り
言
葉

僕
が
い
れ
ば
僕

と
こ
れ
を
掛
け

そ
う
い
う
も
の

中
上
は
田
畑
リ
ュ

中
上
健
次

柳
岡
氏
の
語
り

こ
こ
で
柳
岡
氏

し
て
い
る
の
で

中
上
に
お
け
る
「

ど
の
よ
う
な
も
の
だ

の
人
た
ち
が
誰
の
子

目
で
見
て
る
み
た
い
な
」
も
の
で
あ
る

バ
も
同
様
の
機
能
を
持
っ
て
い
る
。

彦
、
と
も
に
中
本
の
一
統
の
血
だ
っ
た

た
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
オ
リ
ュ
ウ

一
統
」
の
中
で
風
変
わ
り
で
あ
っ
て
も

「
視
る
」
事
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
血

ウ
か
ら
摂
取
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

う
な
田
畑
リ
ュ
ウ
の
記
憶
の
装
置
に
触

べ
て
い
る
。

、
字
を
知
ら
な
い
人
間
の
人
を
み
る
眼

の
向
こ
う
に
死
ん
だ
人
間
が
ぼ
う
っ
と

合
わ
せ
れ
ば
、
こ
う
い
う
顔
が
で
き
る

が
見
え
て
い
る
語
り
の
言
葉
に
、
び
っ

ウ
の
語
り
の
機
能
を
、「
生
き
て
い
る

『
千
年
の
愉
楽
』
に
お
け
る
〈
物
語

は
、
私
に
、
語
り
と
い
う
行
為
の
意
味

は
複
数
の
声
を
わ
が
事
と
し
て
、
声
に

あ
る
。

語
り
」
を
可
能
と
す
る
オ
リ
ュ
ウ
ノ
オ

ろ
う
か
。
田
畑
リ
ュ
ウ
が
、「
路
地
」

で
あ
る
か
を
記
憶
し
て
い
た
事
は
先
に

と
感
じ
入
っ
て
い

「
六
道
の
辻
」
に
お

。
オ
リ
ュ
ウ
ノ
オ

ノ
オ
バ
は
、
い
か

、
彼
の
背
後
に
い

縁
を
見
通
す
能
力

オ
リ
ュ
ウ
ノ
オ
バ

き
わ
ら

「
霊
魂
の
オ

機
能
の
強
度

す
る
耳
目
と

う
か
ら
だ
。

の
だ
ろ
う
か

オ
リ
ュ

れ
た
中
上
は
以
下

み
た
い
な
も
の
、

で
て
き
て
、
こ
れ

だ
ろ
う
と
い
う
、

く
り
し
た
。

者
も
死
ん
で
い
る

え
る

オ
リ
ュ
ウ

駕
し
、
遠
く

に
お
い
て
は

生
身
の
オ
リ

霊
魂
の

リ
ュ
ウ

を
考
え
さ
せ
る
。

緩
急
を
つ
け
て
話

（『
紀
州
』「
御
坊
」）

バ
の
機
能
と
は
、

に
生
き
る
す
べ
て

確
認
し
た
と
お
り

に
は
さ
ら
に

こ
と
ご

は
見
よ

ら
や
っ

ね
る
よ

サ
ン
パ

う
の
だ
っ
た
。

リ
ュ
ウ
ノ
オ
バ
」
は
生
身
の
オ
リ
ュ

を
増
し
て
い
る
と
い
え
る
。〈
世
界

な
り
、
生
身
の
オ
リ
ュ
ウ
ノ
オ
バ
の
死

そ
れ
で
は
な
ぜ
中
上
は
生
身
の
オ
リ
ュ

。ウ
ノ
オ
バ
は
自
分
が
死
ん
だ
後
に
残
っ

ノ
オ
バ
の
機
能
は
田
畑
リ
ュ
ウ
が
持
っ

南
米
の
街
の
姿
す
ら
見
通
し
て
し
ま
う

、
冒
頭
か
ら
「
霊
魂
の
オ
リ
ュ
ウ
ノ
オ

ュ
ウ
ノ
オ
バ
か
ら
遊
離
し
、
路
地
世
界

オ
リ
ュ
ウ
ノ
オ
バ
は
路
地
の
山
の
中
腹

ノ
オ
バ
に
、「
オ
リ
ュ
ウ
よ
、
よ
う
齢

広
範
の
視
力
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。

と
く
が
オ
リ
ュ
ウ
ノ
オ
バ
の
眼
の
内
に

う
と
思
え
ば
藤
一
郎
が
そ
う
な
よ
う
に

て
き
て
住
み
者
ら
の
つ
い
た
者
ら
の
顔

う
に
人
の
数
が
増
え
続
け
た
り
減
っ
た

ウ
ロ
に
も
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
に
も
広

（「
天
人
五
衰
」）

ウ
ノ
オ
バ
よ
り
も
さ
ら
に

の
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
偏
在

を
す
ら
語
り
だ
し
て
し
ま

ウ
ノ
オ
バ
を
「
殺
し
た
」

て
い
る
者
ら
が
生
き
て
い

（「
六
道
の
辻
」）

て
い
た
能
力
を
大
き
く
凌

。
そ
し
て
「
天
人
五
衰
」

バ
」
な
る
も
の
が
登
場
し
、

を
自
由
に
語
り
だ
す
。

で
床
に
臥
っ
た
ま
ま
の
オ

取
っ
た
ね
え
」
と
つ
ぶ
や

五
二

あ
り
、
オ
リ
ュ
ウ
ノ
オ
バ

昔
、
山
の
端
の
い
ず
こ
か

が
見
え
、
そ
れ
が
波
に
う

り
し
て
サ
ン
ジ
ェ
ゴ
に
も

が
っ
て
ゆ
く
の
が
眼
に
見



中
上
健
次

人
に
改
善
住
宅
を
提

実
に
あ
る
「
路
地
」

畑
リ
ュ
ウ
の
死
後
す

中
上
が
オ
リ
ュ
ウ

は
「
解
放
事
業
」
と

て
生
き
る
し
か
な
い

「
人
の
生
命
は
消
え
る

し
て
い
る
よ
う
に
、

よ
っ
て
、「
生
と
死
の

寄
せ
ら
れ
る
こ
と
と

高
澤
秀
次
に
よ
れ

市
春
日
の
「
不
良
住

よ
う
に
よ
ど
ん

ノ
オ
バ
も
見
、

る
わ
せ
う
め
き

び
、
こ
ん
な
風

た
板
壁
の
す
す

「
路
地
」
の
生
の
絶

「
路
地
」
に
あ
っ
た
愉

る
の
で
は
な
く

『
千
年
の
愉
楽
』
に
お
け
る
〈
物
語

供
す
る
事
業
の
総
仕
上
げ
が
行
わ
れ
て

が
姿
を
消
そ
う
と
し
て
い
た
の
だ
。

ぐ
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ノ
オ
バ
の
死
に
見
た
の
は
「
路
地
」
の

い
う
名
の
「
路
地
」
の
破
壊
・
同
化
事

生
が
充
満
す
る
。
そ
れ
は
「
路
地
」
世

も
の
」
と
い
う
礼
如
さ
ん
が
現
世
か

「
路
地
」
の
生
の
牽
引
者
た
る
オ
リ
ュ

力
学
関
係
」
は
何
の
抵
抗
も
な
く

な
る
。

ば
、
田
畑
リ
ュ
ウ
が
亡
く
な
っ
た
昭
和

宅
」
の
撤
去
は
二
十
八
戸
に
及
び
、

だ
廃
墟
の
路
地
を
彷
徨
つ
き
、
風
が
吹

死
ん
だ
半
蔵
も
見
た
亡
霊
が
人
の
住
ま

す
す
り
泣
き
、
イ
サ
ム
、
イ
サ
ム
と
路

に
し
た
の
は
お
ま
え
か
、
と
問
い
、
風

り
泣
く
声
が
す
る
の
を
想
像
す
る
。

対
肯
定
者
た
る
オ
リ
ュ
ウ
ノ
オ
バ
が

楽
は
腐
敗
し
、
礼
如
さ
ん
が
言
う
よ

た
だ
死
に
向
っ
て
刻
々
と
時
間
を
費
や

い
た
と
い
う
。
現

「
天
人
五
衰
」
は
田

死
だ
っ
た
。
そ
れ

業
の
事
で
あ
る
。

オ
バ
の
機
能

と
す
る
。「
路

由
で
あ
る
事

上
で
あ
る
が

中
上
が
文
字

界
の
死
で
あ
る
。

ら
死
ぬ
事
を
準
備

ウ
ノ
オ
バ
の
死
に

「
死
」
の
側
に
吸
い

五
十
五
年
、
新
宮

「
同
和
地
区
」
の
住

蓮
如
上

の
だ
ろ

ま
さ
に
「

「
過
去
現
在
未

よ
う
と
し
て

地
」
に
も
オ

路
地
の
「

く
度
に
オ
リ
ュ
ウ

ぬ
家
の
板
壁
を
ふ

地
の
者
の
名
を
呼

が
吹
く
た
び
に
ま

（「
天
人
五
衰
」）

死
ぬ
事
に
よ
っ
て
、

う
な
死
に
向
か
っ

生
・
拡
散
を

べ
て
南
米
や

た
め
で
あ
り

中
上
の
小
説

に
す
る
の
も

は
オ
リ
エ
ン

過
去
も

し
て
い
る
だ
け
の

そ
し
て
中
上

は
、
そ
の
ま
ま
オ
リ
ュ
ウ
ノ
オ
バ
を
、

地
」
と
い
う
〈
世
界

は
、
オ
リ
ュ

は
あ
り
得
な
い
の
だ
。
つ
ま
り
、『
千

、
そ
れ
は
「
オ
リ
ュ
ウ
ノ
オ
バ
が
語
り

に
、『
千
年
の
愉
楽
』
と
し
て
書
き
取

人
の
白
骨
の
御
文
章
の
中
に
あ
る
よ
う

う
か
。

路
地
」
に
渦
巻
き
、
オ
リ
ュ
ウ
ノ
オ
バ

来
」
が
、
オ
リ
エ
ン
ト
の
康
に
よ
っ

い
た
の
で
は
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
そ
の

リ
ュ
ウ
ノ
オ
バ
の
視
線
は
注
が
れ
て
い

現
在
過
去
未
来
」
の
す
べ
て
を
記
憶
し

も
目
論
ん
だ
の
で
は
な
い
か
。「
天
人

北
海
道
と
い
っ
た
「
路
地
」
外
部
の
場

、
さ
ら
に
、
そ
れ
ま
で
か
た
く
な
に

群
が
『
千
年
の
愉
楽
』
以
降
、「
熊
野

無
関
係
と
は
言
え
ま
い
。「
天
人
五
衰

ト
の
康
に
よ
っ
て
外
部
に
移
植
さ
れ
よ

未
来
も
含
め
て
若
死
に
し
た
り
不
慮
の

は
オ
リ
ュ
ウ
ノ
オ
バ
の
霊
魂
の
再
生

五
三

「
路
地
世
界
」
の
創
造
者

ウ
ノ
オ
バ
の
語
り
か
ら
自

年
の
愉
楽
』
の
作
者
は
中

だ
す
〈
路
地

の
物
語
を

る
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、

な
船
に
乗
せ
よ
う
と
し
た

（「
天
人
五
衰
」）

の
記
憶
に
殺
到
し
て
い
た

て
路
地
外
部
に
移
植
さ
れ

よ
う
に
殖
え
続
け
る
「
路

る
。

、
語
り
だ
す
オ
リ
ュ
ウ
ノ

五
衰
」
以
降
の
物
語
が
す

所
を
志
向
す
る
の
は
こ
の

「
熊
野
」
に
執
着
し
て
い
た

」
外
部
へ
の
志
向
性
を
露

」
に
お
い
て
も
「
路
地
」

う
と
し
て
い
る
。

死
を
死
ぬ
者
ら
を
集
め
て
、

に
よ
っ
て
「
路
地
」
の
再



楽
』
に
お
け
る
中
上

四
、

こ
こ
ま
で
、
主
に

場
人
物
と
の
関
わ
り

作
品
内
外
の
要
素
か

い
に
つ
い
て
考
え
た

記
』
を
筆
録
し
た
「

い
か
。

「
天
地
開
闢
」
が
語

系
譜
、
物
語
が
記
さ

語

で
あ
る
。
対
し

「
オ
リ
ュ
ウ
ノ
オ
バ
｜

〈
歴
史

の
〈
物
語

中
上
健
次

自
ら
創
り
だ
し
た
オ

う
か
た
ち
で
、〈
路
地

も
ち
ろ
ん
「
オ
リ
ュ

澤
秀
次
が
指
摘
す
る

言
し
て
も
よ
か
っ
た

オ
バ

中
上
健
次
」

の
大
き
な
ね
ら
い
が
見
え
る
。

『
千
年
の
愉
楽
』
に
お
け
る
中
上
健

オ
リ
ュ
ウ
ノ
オ
バ
に
焦
点
を
あ
て
、
そ

か
ら
作
品
を
読
解
し
て
き
た
。
こ
れ
ま

ら
、『
千
年
の
愉
楽
』
に
込
め
ら
れ
た

い
。

稗
田
阿
礼
｜
太
安
万
侶
」
の
関
係
に
よ

り
だ
さ
れ
、〈
天
皇

に
よ
っ
て
支
配

れ
る
『
古
事
記
』
は
、〈
日
本

の
、

て
中
上
は
、「
稗
田
阿
礼
｜
太
安
万
侶

中
上
健
次
」
に
よ
る
も
う
一
つ
の
敗

を
書
こ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ

『
千
年
の
愉
楽
』
に
お
け
る
〈
物
語

リ
ュ
ウ
ノ
オ
バ
が
語
り
だ
す
「
言
葉
」

の
「
物
語
」
を
書
き
記
そ
う
と
し

ウ
ノ
オ
バ
」
と
は
中
上
が
創
り
だ
し
た

よ
う
に
「
作
者
は
、『
オ
リ
ュ
ウ
ノ
オ

」
の
だ
が
、
む
し
ろ
そ
の
両
者
の
関
係

と
い
う
よ
り
も
、『
帝
紀
』『
旧
辞
』

次
の
ね
ら
い

の
機
能
や
他
の
登

で
の
読
解
で
得
た

最
も
大
き
な
ね
ら

厖
大
な

て
こ
な

語
り
の

て
い
る

中
上
が
こ

れ
た
と
す
る

者
た
ち
は
す

り
近
い
の
で
は
な

さ
れ
る
〈
国

の

「
勝
者
」
の
〈
物

」
を
模
造
し
た
、

れ
続
け
る
〈
国
・

こ
に
『
千
年
の
愉

の
詞
の

る
。
私

ノ
ハ
、

の
だ
っ

の
働
き

る
統
括

私
が
「

を
受
け
取
る
と
い

て
い
る
の
で
あ
る
。

機
能
な
の
で
、
高

バ
は
私
だ
』
と
宣

は
「
オ
リ
ュ
ウ
ノ

を
暗
誦
し
、『
古
事

前
章
に
お

〈
世
界

を
語

目
す
べ
き
自

こ
の
日

思
っ
た

さ
れ
て

コ
ト
ノ
ハ
の
国
の
言
葉
で
は
な
く
、
別

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
い
は
書
く
こ

言
葉
か
。
書
く
こ
と
の
毒
、
書
き
言
葉

。こ
で
と
ら
え
て
い
る
の
は
、「
文
字
」

の
で
あ
れ
ば
、〈
日
本

語
の
「
文
字

べ
て
、
天
皇
と
い
う
神
人
の
統
括
か
ら

国
の
小
説
家
で
あ
る
私
の
矛
盾
の
一
切

の
使
う
言
葉
は
出
所
来
歴
が
定
か
に
な

文
字
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
こ
の
国
を

た
。（
略
）
こ
と
ば
を
統
治
す
る
と
は

で
あ
る
な
ら
、
草
を
草
と
呼
び
書
き
記

（
シ
ン
ク
タ
ス
）、
統
治
の
下
に
あ
る

天
皇
」
の
言
葉
に
よ
る
統
治
を
拒
む
な

い
て
稗
田
阿
礼
と
オ
リ
ュ
ウ
ノ
オ
バ
の

り
だ
す
言
葉
に
つ
い
て
中
上
は
、『
紀

問
を
発
す
る
。

本
の
小
説
家
の
す
べ
て
の
根
は
右
翼
の

の
だ
っ
た
。（
略
）
文
化
の
統
ら
ぎ
で

し
ま
う
感
性
の
事
で
あ
る
。（
略
）「
天

の
、
異
貌
の
言
葉
を
持
っ

と
、
書
か
れ
る
事
を
拒
む

の
毒
に
私
は
侵
さ
れ
す
ぎ

（
傍
点
・
引
用
者
）

が
天
皇
に
よ
っ
て
与
え
ら

」
を
使
い
、
小
説
を
書
く

逃
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
構

も
ま
た
消
え
る
は
ず
で
あ

る
。（
略
）
天
皇
が
コ
ト

治
め
て
い
る
、
と
思
っ
た

「
天
皇
」
と
い
う
、
神
人

す
事
は
、「
天
皇
」
に
よ

事
で
も
あ
る
。（
略
）
も
し
、

ら
、
こ
の
書
き
記
さ
れ
た

五
四

共
通
点
を
指
摘
し
た
が
、

州
』「
伊
勢
」
の
中
で
注

感
情
に
基
づ
い
て
い
る
と

あ
る
と
い
う
天
皇
に
収
斂

皇
」
と
一
言
言
え
ば
、
こ



中
上
健
次

ら
が
生
ま
れ
育
っ
た

か
っ
た
。
中
上
は
「

と
の
最
初
の
遭
遇
者

中
上
は
天
皇
の
統

い
う
テ
ー
ゼ
を
射
程

だ
と
い
う
葛
藤
が
あ

中
上
は
自
ら
の
事

（「
生
の
ま
ま
の
子
ら

後
す
ぐ
生
ま
れ
た
自

を
満
足
に
受
け
ら
れ

事
が
徹
底
さ
れ
た
中

（「
同
」）
だ
っ
た
と
い

ら
彼
も
書
き
言
葉
と

「
小
説
家
」
で
あ
る
か

す
る
〈
日
本

文
化

る
は
ず
の
自
ら
が
、

事
に
対
す
る
強
い
違

に
よ
っ
て
も
た
ら
さ

自
覚
と
、
出
自
が
そ

造
の
事
で
あ
る
。
こ

『
千
年
の
愉
楽
』
に
お
け
る
〈
物
語

環
境
・
文
化
へ
の
、〈
日
本

文
化
の

文
字
」
に
よ
っ
て
「
こ
の
国
を
支
配
す

な
の
で
あ
っ
た
。

括
か
ら
自
由
で
あ
る
た
め
に
「
書
か
れ

に
入
れ
る
。
そ
れ
は
、
天
皇
を
そ
の

る
の
だ
。

を
「
部
落
が
文
字
と
出
会
っ
て
生
れ
出

」「
解
放
教
育
」
昭
五
八
・
八
）
と
規

ら
を
「
部
落
の
第
二
世
代
」
と
呼
び
、

な
か
っ
た
「
第
一
世
代
」
の
人
間
と
違

上
に
と
っ
て
、
教
育
と
は
「
異
質

う
。
つ
ま
り
彼
に
と
っ
て
戦
後
の
部

し
て
の
「
文
字
」
を
使
い
、『
千
年
の

ら
で
あ
る
。
し
か
し
中
上
に
は
、「
天

か
ら
排
除
さ
れ
て
き
た
、
そ
の
外
部
に

結
局
は
「
天
皇
」
と
い
う
統
括
者
の
感

和
と
反
発
が
あ
る
。〈
日
本

文
化
と

れ
た
「
文
字
」
と
い
う
支
配
が
自
ら
に

の
支
配
か
ら
虐
げ
ら
れ
て
き
た
被
差
別

れ
は
、
中
上
自
身
に
と
っ
て
も
例
外
で

浸
食
に
他
な
ら
な

る
」「
異
質
文
明
」

て
あ
る
語
り
」
と

起
源
と
し
、
公
文

単
に
風

言
葉
の
力

前
で
は
そ
れ

畏
怖
を
覚
え

た
初
め
て
の
子
」

定
し
て
い
た
。
戦

貧
困
に
よ
り
教
育

い
、
学
校
に
行
く

文
明
と
の
遭
遇
」

落
解
放
と
は
、
自

な
い
。
書
き

感
性
を
失
っ

事
物
そ
の
も

醸
成
さ
れ
る

「
事
物
」
の
氾

う
な
感
想
を

山
が
幾

愉
楽
』
を
書
い
た

皇
」
を
統
ら
ぎ
と

あ
っ
た
存
在
で
あ

性
に
収
斂
さ
れ
る

い
う
「
異
文
化
」

及
ん
で
い
る
事
の

部
落
に
あ
る
は
ず

作
ら
れ
、
口

す
る
も
の
で

う
な
も
の
で

読
み
書

不
足
な

中
上
に
と

は
な
い
。
な
ぜ
な

書
・
小
説
な

景
と
い
う
に
は
大
き
す
ぎ
る
。
言
葉
が

で
世
界
を
捉
え
よ
う
と
す
る
小
説
家
に

を
十
全
に
表
す
言
葉
が
な
い
。
中
上
は

て
い
る
よ
う
だ
。「
熊
野
」
は
「
文
字

言
葉
に
統
括
さ
れ
き
っ
て
い
る
者
は
、

て
、
書
き
言
葉
を
介
し
て
事
物
を
捉
え

の
を
十
全
に
表
し
う
る
た
め
、
事
物
そ

。
つ
ま
り
、「
文
字
」
を
持
た
な
い

濫
が
あ
る
の
で
あ
る
。
中
上
は
熊
野

述
べ
て
い
る
。

つ
も
重
な
っ
て
あ
っ
た
。
日
に
洗
わ
れ

承
昔
話
や
説
教
節
を
形
作
っ
て
き
た
無

あ
る
。
そ
れ
で
は
書
き
言
葉
と
語
り
言

あ
る
か
。
中
上
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て

き
の
で
き
ん
婆
さ
ん
の
し
ゃ
べ
る
言
葉

く
、
ぴ
た
っ
と
く
っ
つ
い
た
あ
る
状
態

（
前

っ
て
書
き
言
葉
は
、
事
物
す
べ
て
を
十

ど
を
形
作
っ
て
き
た
文
字
文
化
と
、
被

五
五

間
尺
に
合
わ
な
い
。

（『
紀
州
』「
皆
ノ
川
」）

と
っ
て
、
熊
野
の
自
然
の

そ
の
こ
と
に
い
ら
立
ち
と

」
に
よ
っ
て
表
現
し
つ
く

事
物
そ
の
も
の
に
対
す
る

る
。
し
か
し
語
り
言
葉
は

の
も
の
に
対
す
る
感
性
が

場
で
あ
る
「
路
地
」
に
は

の
自
然
を
前
に
以
下
の
よ

て
木
々
の
茂
っ
た
山
は
、

文
字
文
化
の
中
間
に
位
置

葉
と
の
違
い
と
は
ど
の
よ

い
る
。

の
中
に
、
物
と
言
葉
が
過

が
あ
っ
た
ん
で
は
な
い
か

掲
「
春
日
と
『
古
事
記
』」）

全
に
表
し
得
る
も
の
で
は

差
別
の
人
々
に
よ
っ
て
形



っ
た
事
は
明
ら
か
で

感
性
の
対
立
は
、
そ

と
い
う
事
が
で
き
る

「
生
の
愉
楽
」
が
渦
巻

な
の
で
あ
る
。
中
上

っ
た
。

し
か
し
、
中
上
が

書
き
言
葉
を
持
た

て
薄
い
。
彼
女
は

「
あ
る
」
と
い
う
事
実

ノ
オ
バ
の
〈
唯
物
的

あ
る
こ
と
は
間
違
い

こ
の
オ
リ
ュ
ウ
ノ

大
な
数
の
過
去
帳
や

中
上
健
次

す
事
が
で
き
な
い
が

つ
ま
り
、
天
皇
が

れ
ば
、「
言
葉
が
間
尺

土
地
が
天
皇
の
統
括

は
な
い
か
。
そ
し
て

汲
み
取
る
語
り
の
言

あ
る
。
な
ら
ば
オ
リ
ュ
ウ
ノ
オ
バ
の
感

の
ま
ま
「
語
り
言
葉
」
と
「
書
き
言
葉

だ
ろ
う
。
オ
リ
ュ
ウ
ノ
オ
バ
に
よ
っ

く
「
路
地
世
界
」
は
語
り
の
感
性
に

に
と
っ
て
「
語
る
」
こ
と
は
「
書
く
」

オ
リ
ュ
ウ
ノ
オ
バ
と
「
路
地
」
を
描
く

な
い
オ
リ
ュ
ウ
ノ
オ
バ
に
社
会
的
規
約

「
事
実
・
事
物
の
地
平
に
」（『
紀
州
』

を
見
、
そ
れ
に
最
も
畏
れ
を
抱
い
て

な
感
性
が
「
無
文
字
文
化
」
に
根
を

な
い
。

オ
バ
に
対
立
し
て
い
た
の
が
礼
如
さ
ん

日
記
を
つ
け
て
い
た
事
か
ら
「
文
字
を

『
千
年
の
愉
楽
』
に
お
け
る
〈
物
語

故
に
「
ア
ナ
ー
キ
ー
」
で
あ
る
。

事
物
を
「
名
付
け
る
」
こ
と
に
よ
っ
て

に
あ
わ
な
い
」
と
い
う
中
上
の
実
感

す
ら
及
ば
な
い
非
常
な
る
「
隠
国
」
と

そ
れ
は
、
書
き
言
葉
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち

葉
の
感
性
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る

性
と
礼
如
さ
ん
の

」
の
対
立
で
あ
る

て
語
り
だ
さ
れ
、

支
え
ら
れ
た
も
の

こ
と
を
超
え
て
あ

事
に
よ
っ
て
、
語

た
の
だ
ろ
う

中
上
が
徹

先
鋭
的
に
体

「
物
語
の
系
譜

谷
崎
潤

エ
ロ
チ

べ
て
は

の
制
約
は
き
わ
め

「
吉
野
」）
お
り
、

い
る
。
オ
リ
ュ
ウ

生
や
し
た
も
の
で

で
あ
る
。
彼
は
膨

持
つ
」
人
間
で
あ

中
上
は
そ

の
言
葉
」
を

な
が
ら
も
そ

点
が
、
最
終

い
う
自
負
で

「
語
り
」
と

う
し
た
不
可

支
配
す
る
の
で
あ

は
、
熊
野
と
い
う

し
て
あ
る
証
明
で

る
も
の
を
す
べ
て

も
の
で
あ
る
。

り
の
世
界
を

『
千
年
の
愉
楽

れ
る
対
象
と

に
縛
ら
れ
、

は
結
局
〈
天

ろ
う
。

か
。

底
的
に
拒
否
し
た
「
書
き
言
葉
」
と
い

現
し
た
の
が
、
中
上
に
と
っ
て
は
谷
崎

」
と
題
し
、
谷
崎
を
ま
と
ま
っ
た
形

一
郎
は
法
や
制
度
の
作
家
で
あ
る
。
谷

シ
ズ
ム
、
悪
魔
主
義
（
？
）、
関
西
移

こ
の
法
や
制
度
に
順
応
し
、
法
や
制
度

の
構
造
を
熟
知
し
た
う
え
で
な
お
、「

書
こ
う
と
し
た
。
そ
れ
は
中
上
の
、「

れ
を
拒
も
う
と
い
う
意
思
の
表
出
で
あ

的
に
反
対
側
に
吸
収
さ
れ
る
に
せ
よ
、

も
あ
ろ
う
。
オ
リ
ュ
ウ
ノ
オ
バ
と
礼
如

「
書
き
言
葉
」
の
対
立
の
必
然
的
模
造

避
の
構
造
に
抗
う
意
志
を
示
し
続
け
る

読
者
に
十
全
に
示
す
事
は
絶
対
に
不
可

』
は
「
書
か
れ
た
」
小
説
で
あ
る
か

し
て
俎
上
に
載
せ
ら
れ
た
時
点
で
書
き

天
皇
の
感
性
に
収
斂
さ
れ
て
し
ま
う
。

皇

と
い
う
社
会
的
制
度
の
中
に
あ
る

う
社
会
的
制
度
を
、
最
も

潤
一
郎
で
あ
る
。
中
上
は

で
論
じ
て
い
る
。

崎
潤
一
郎
の
女
性
崇
拝
、

住
、
関
西
弁
の
模
倣
、
す

に
身
を
ゆ
だ
ね
る
事
か
ら

書
か
れ
る
事
を
拒
む
語
り

書
き
言
葉
の
毒
に
犯
さ
れ
」

る
。
ま
た
、
自
ら
の
立
脚

「
語
り
」
の
側
に
あ
る
と

さ
ん
の
対
立
の
構
造
も
、

な
の
で
あ
る
。
中
上
は
こ

こ
と
で
、
な
に
を
形
に
し

五
六

能
で
あ
る
。
繰
り
返
す
が

ら
だ
。「
語
り
」
は
、
書
か

言
葉
と
い
う
社
会
的
規
範

ゆ
え
に
、『
千
年
の
愉
楽
』

小
説
と
い
う
事
に
な
る
だ



中
上
健
次

在
る
だ
け
で
よ
い
」

ず
内
包
す
る
（
略
）

す
る
。
そ
の
要
旨
は

中
本
の
若
衆
た
ち

り
」
で
あ
る
と
同
時

小
森
陽
一
は
、「『

『
千
年
の
愉
楽
』
に
お

は
「
物
語
」
と
は
、

文
化
的
・
社
会
的
価

「
オ
リ
ュ
ウ
ノ
オ
バ
の

を
め
ぐ
る
言
葉
は
、

た
と
え
ば
、
オ
リ
ュ

こ
こ
で
い
う
「
法

ら
自
由
を
奪
う
も
の

定
型
表
現
の
こ
と
で

識
」
の
こ
と
で
も
あ

包
含
で
き
な
い
も
の

制
度
」
と
規
定
し
て

は
な
い
。

来
て
い
る
の
で

『
千
年
の
愉
楽
』
に
お
け
る
〈
物
語

と
い
う
オ
リ
ュ
ウ
ノ
オ
バ
の
言
葉
か
ら

禁
忌
を
め
ぐ
る
論
理
的
秩
序
が
存
在
し

以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

は
「
路
地
の
中
で
も
一
、
二
を
あ
ら

に
「
中
本
の
男
ら
の
早
死
に
す
る
不
幸

千
年
の
愉
楽
』
論
｜
差
異
の
言
説
空

け
る
「
物
語
」
の
問
題
に
つ
い
て
論

「
あ
る
一
つ
の
言
語
体
系
を
共
有
し
、

値
体
系
を
持
つ
共
同
体
の
中
で
語
ら
れ

記
憶
の
中
に
堆
積
し
て
い
る
、
中
本

あ
ら
ゆ
る
意
味
に
お
い
て
そ
の
対
極
に

ウ
ノ
オ
バ
の
「
何
を
や
っ
て
も
よ
い
、

や
制
度
」
と
は
、「
あ
ら
ゆ
る
も
の
に

」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
和
歌

も
あ
れ
ば
、
よ
り
隠
微
に
文
学
の
中
に

る
。
そ
の
よ
う
な
美
意
識
こ
そ
が
文
学

を
排
除
す
る
構
造
を
生
み
出
す
。
中
上

い
た
が
、
そ
れ
は
〈
物
語

を
完
全
否

あ
る
。

（「
物
語
の
系
譜

、「『
物
語
』
が
必

な
い
」
点
を
指
摘

そ
う
ほ
ど
の
男
振

の
象
徴
の
よ
う
に

る
。
小
森
が

文
彦
が

な
い
事

文
彦
の

間
へ
」
の
中
で
、

じ
て
い
る
。
小
森

共
通
の
歴
史
的
・

る
言
説
で
あ
」
り
、

の
一
統
の
男
た
ち

あ
る
」
と
す
る
。

そ
こ
に
お
ま
え
が

あ
る
。」「『
中

を
生
成
す
る

以
上
、
小

「
差
別
」
を
差

し
て
そ
う
だ

そ
の
内
部
に

文
彦
に
お
け

偏
在
し
、
芸
術
か

に
お
け
る
種
々
の

浸
透
す
る
「
美
意

か
ら
自
由
を
奪
い
、

は
「
物
語

法
と

定
し
て
の
も
の
で

も
生
ま
れ
て

純
血
の
流
れ

実
は
彼
ら
の

る
。「
血
統
や

る
よ
う
に
見

に
お
い
て
、

に
お
い
て
現

谷
崎
潤
一
郎
」）

生
ま
れ
つ
い

引
用
し
て
い
る
箇
所
の
全
体
を
再
度
引

中
本
の
浄
ら
か
で
澱
ん
だ
血
の
一
人
だ

だ
っ
た
が
、
文
彦
の
男
親
の
ヨ
シ
、
女

体
に
流
れ
る
血
は
単
に
中
本
一
つ
で
は

（「

本
の
一
統
』
の
男
た
ち
と
『
路
地
』

場
な
の
で
あ
る
。」

森
に
よ
る
と
『
千
年
の
愉
楽
』
は
〈
物

異
化
す
る
運
動
の
言
説
で
あ
る
と
い

ろ
う
か
。「
中
本
の
一
統
」
と
い
う
「

お
い
て
崩
さ
れ
て
い
る
と
あ
る
が
こ
れ

る
「
差
異
」
を
、「
中
本
の
一
統
」
全

く
る
。「
そ
こ
に
は
絶
対
的
な
同
一
性

は
な
い
。」「
中
本
の
一
統
」
と
い
う
言

『
体
の
中
に
流
れ
る
血
は
単
に
一
つ
だ

人
種
と
い
っ
た
、
人
間
の
身
体
的
存

え
る
『
差
別
』
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
自
体
が

そ
し
て
路
地
の
中
で
崩
さ
れ
て
い
る
こ

象
し
て
い
る
の
は
、『
差
別
』
で
は
な

た
獣
の
ひ
づ
め
の
よ
う
な
形
を
し
た
」

五
七

用
し
て
み
よ
う
。

と
い
う
こ
と
は
ま
ぎ
れ
も

親
の
カ
ネ
と
考
え
る
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。

天
狗
の
松
」
傍
点
引
用
者
）

は
ま
さ
に
そ
の
『
差
異
』

語

差
別

を
拒
絶
し
、

う
こ
と
に
な
る
が
、
果
た

差
別
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
が

は
、「
中
本
の
一
統
」
の

体
に
置
き
換
え
た
論
で
あ

の
根
拠
と
な
る
よ
う
な
、

葉
を
与
え
ら
れ
な
が
ら
も
、

け
で
は
な
い
』
の
で
あ
」

在
の
同
一
性
を
根
拠
付
け

、
ま
さ
に
『
中
本
の
血
』

と
に
な
る
。」「
血
の
流
れ

く
、『
差
異
』
だ
け
な
の
で

手
を
も
つ
弦
の
よ
う
な
男



〈
物
語

の
無
化
で
は

た
地
平
か
ら
新
し
い

差
別
部
落
」
と
い
う

『
宇
津
保
物
語
』
や

る
。

私
が
注
目
し
た

か
ぐ
や
姫
の
竹

っ
て
廃
物
と
な
っ
て

そ
こ
に
中
本
で
の
文

聖
性
を
否
定
す
る
根

さ
え
、
最
終
的
に
は

し
ろ
、
中
本
に
お
け

カ
テ
ゴ
リ
ー
」
の
力

〈
差
別

物
語

に
敗

中
上
健
次

こ
の
よ
う
に
、
小

る
中
本
」
に
現
象
し

し
て
い
る
の
で
あ
る

か
の
中
本
の
血
の
者

た
め
に
腹
に
力
を
入

を
飲
ん
で
い
た
り
、

な
く
、
こ
れ
ま
で
の
〈
日
本

近
代

〈
物
語

を
創
出
す
る
事
な
の
で
あ

隠
国
と
接
触
を
持
っ
て
い
る
物
語
、

『
竹
取
物
語
』
が
、
そ
の
原
型
と
し
て

の
は
、
物
語
の
祖
で
あ
り
、『
宇
津
保

の
筒
、
仲
忠
の
う
つ
ほ
、
つ
ま
り
そ
れ

い
く
の
で
も
な
か
っ
た
」（「
天
狗
の

彦
の
差
異
は
指
摘
さ
れ
て
も
、「
中
本

拠
は
見
い
だ
せ
な
い
。
し
か
も
、
差
異

い
か
に
も
中
本
ら
し
い
死
を
遂
げ
て
い

る
文
彦
の
差
異
が
、「
中
本
の
一
統
」

に
よ
っ
て
無
化
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る

北
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
中
上
が
企

『
千
年
の
愉
楽
』
に
お
け
る
〈
物
語

森
が
指
摘
す
る
「
差
別
」
の
差
異
化

て
い
る
の
で
は
な
く
、「
中
本
に
お
け

。
文
彦
に
は
こ
の
よ
う
な
差
異
が
あ

の
よ
う
に
路
地
に
い
て
生
命
の
心
棒
が

れ
踏
ん
ば
る
事
も
で
き
な
く
な
っ
て
た

ヒ
ロ
ポ
ン
や
シ
ャ
ブ
を
射
っ
て
一
瞬
の

文
学
と
全
く
違
っ

る
。
そ
し
て
、「
被

中
上
に
と
っ
て
は

と
ら
え
ら
れ
て
い

物
語
』
で
あ
る
。

は
擬
似
神
話
空
間

落
と
す
事
で

事
に
対
す
る

中
上
の
『

隠
微
で
強
固

に
さ
ら
し
問

る
事
で
は
な

学
に
取
り
込

松
」）
の
で
あ
る
。

の
一
統
」
全
体
の

化
さ
れ
た
文
彦
で

る
。
こ
こ
で
は
む

と
い
う
「
差
別
的

。
つ
ま
り
差
異
が
、

図
し
て
い
る
の
は

い
の
根
源
で

つ
ほ
」
と
い

い
る
の
が
『

復
活
さ
せ
よ

「
原
初
の
物
語

「
物
語
の
物
語

中
上
に
は
〈

は
、「
路
地
に
お
け

る
文
彦
」
に
現
象

る
か
ら
こ
そ
、「
ほ

腐
り
生
き
て
い
く

だ
昼
日
中
か
ら
酒

光
芒
だ
け
を
味
わ

で
あ
る

い
か
。

中
上
は
『

に
開
い
た
穴

る
と
し
て
い

う
闇
の
事
で

成
立
し
、
文
化
、
文
学
を
抑
圧
的
な
価

憎
悪
が
あ
る
。

千
年
の
愉
楽
』
に
お
け
る
狙
い
と
は

な
「
法
と
制
度
」
を
取
り
払
い
「
物
語

い
直
す
試
み
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
物

く
、
そ
の
原
初
に
あ
っ
た
「
う
つ
ほ
」

も
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
中
上
は
そ

は
な
い
か
」（「
同
」）
と
も
述
べ
て
い

う
概
念
を
欠
落
さ
せ
「〈
日
本

的
美

源
氏
物
語
』
で
あ
り
、
谷
崎
は
そ
れ
を

う
と
し
た
。
中
上
は
そ
れ
ら
を
、『

」
が
持
っ
て
い
た
「
熱
」
を
覆
い
隠

の
物
語
」
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
命

日
本

的
美
が
、「
賤
な
る
も
の
」「
被

が
、
現
実
の
被
差
別
部
落
と
同
一
の
働

（「
賤
者
に
な
る
」『
毎
日
新
聞
』
昭

宇
津
保
物
語
』
に
お
け
る
「
う
つ
ほ
」

ぼ
こ
」
で
あ
り
、「
暗
く
温
い
闇
み
た

る
。
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
〈
日
本

に
お

は
な
い
か
。
中
上
は
「
こ
の
う
つ
ほ
こ

値
観
の
中
に
閉
じ
込
め
た

「
物
語
」
に
ま
と
わ
り
つ
く
、

」
を
今
一
度
が
白
日
の
下

語
」
そ
の
も
の
を
無
化
す

と
い
う
闇
、
熱
を
近
代
文

れ
を
、
書
き
言
葉
の
範
疇

る
。
中
上
に
よ
れ
ば
「
う

意
識
」
の
雛
形
と
な
っ
て

現
代
語
訳
と
い
う
方
法
で

宇
津
保
物
語
』
の
よ
う
な

し
た
「
物
語
の
物
語
」、

名
の
妥
当
性
は
と
も
か
く
、

差
別
部
落
」
を
常
に
切
り

五
八

き
を
し
て
い
る
の
で
は
な

五
四
・
八
・
一
八

夕
刊
）

と
は
、
あ
る
も
の
の
内
側

い
な
も
の
」（「
同
」）
で
あ

け
る
「
紀
州
熊
野
」
と
い

そ
が
芸
術
、
文
化
い
っ
さ



中
上
健
次

間
し
か
あ
り
得
な
い

に
よ
っ
て
中
絶
し
て

問
い
の
意
味
は
非
常

中
上
の
執
拗
な
抵
抗

初
の
物
語
」
が
持
っ

敗
れ
て
い
く
作
品
な

〈
日
本
、〈
文
化

い
直
そ
う
と
し
た
中

た
。
徹
底
し
た
思
考

『
千
年
の
愉
楽
』
の
先

創
出
す
る
事
で
成
し

本
の
一
統
」
と
い
う

み
か
ら
創
り
だ
さ
れ

そ
の
よ
う
な
意
志

は
、
常
に
死
を
迎
え

上
に
と
っ
て
自
明
で

れ
、
死
ん
で
い
く
六

で
「
語
り
言
葉
」
を

『
千
年
の
愉
楽
』
に
お
け
る
〈
物
語

の
だ
ろ
う
か
。
中
上
が
示
し
た
命
題
の

し
ま
っ
た
よ
う
だ
。
し
か
し
、
近
代
文

に
大
き
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

の
現
れ
で
あ
る
か
の
よ
う
だ
。『
千
年

て
い
た
輝
か
し
く
も
儚
い
「
物
語
の
愉

の
で
あ
る
。

、〈
文
学

と
い
う
問
題
を
、
そ
の
根

上
の
意
識
は
、
彼
の
活
動
の
中
で
一
貫

の
果
て
に
「
原
初
の
物
語
」
の
愉
楽

に
は
、
物
語
空
間
〈
路
地

の
、
死

遂
げ
よ
う
と
し
た
。〈
路
地

や
オ
リ

『
千
年
の
愉
楽
』
を
構
成
す
る
諸
要
素

た
も
の
で
あ
る
。

に
基
づ
い
て
も
決
し
て
十
全
に
表
し
得

る
事
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

あ
っ
た
。『
千
年
の
愉
楽
』
に
お
い
て

つ
の
物
語
は
、
そ
れ
自
体
中
本
の
一
統

獲
得
し
、
言
葉
と
事
物
が
過
不
足
な
く

回
答
は
中
上
の
死

学
に
お
け
る
こ
の

例
え
ば

輪
の
翼
」

を
舞
台
と

〈
路
地

が
挙
げ
ら

注

に

の
愉
楽
』
は
「
原

楽
」
に
浸
り
崩
れ
、

か
ら
徹
底
的
に
洗

し
た
も
の
で
あ
っ

と
死
と
を
描
い
た

に
満
た
さ
れ
た
空

吉
本
隆

武
書
店
）

柳
岡
市

州
』「
御

部
落
青

日
と
『
古

『
中
上
健

高
澤
秀

平
一
一
・

ュ
ウ
ノ
オ
バ
、「
中

す
べ
て
は
こ
の
試

な
い
語
り
の
世
界

物
語
の
創
造
主
中

矢
継
ぎ
早
に
放
た

の
生
き
方
で
あ
り
、

柄
谷
行

三
文
明
社

川
村
湊

第
一
〇
〇

高
澤
秀

〇

集
英

石
田
瑞

項
。柄

谷
行

三
文
明
社

結
合
す
る
世
界
を

注

、
ト
レ
ー
ラ
ー
に
七
人
の
「
オ
バ
」
を
乗
せ

（
昭
五
九
・
一

昭
和
五
九
・
三
）、「
日
輪

す
る
「
讃
歌
」（
昭
六
二
・
七

平
元
・
一

に
火
を
放
ち
姿
を
消
す
「
地
の
果
て

至
上

れ
る
。

同
じ
。

明
「
世
界
論
」（『
マ
ス
・
イ
メ
ー
ジ
論
』

次
郎
。
御
坊
市
の
市
会
議
員
。
被
差
別
部

坊
」
の
章
で
、
御
坊
の
同
和
地
域
の
様
子
を

年
文
化
会
連
続
公
開
講
座
「
開
か
れ
た
豊
か

事
記
』」
昭
和
五
三
年
三
月
二
三
日
開
催

次
と
熊
野
』
平
一
二
・
六
・
二
五

太
田
出

次
「
オ
リ
ュ
ウ
ノ
オ
バ
の
死
と
誕
生
」（

七
・
一

小
学
館
）

人
・

秀
実
編
『
中
上
健
次
発
言
集
成
６

）「『
路
地
』
か
ら
、
普
遍
の
世
界
へ
」（『
週

号

平
一
三
・
六
・
二
四

朝
日
新
聞
社
）

次
「『
路
地
』
世
界
の
形
成
」（『
評
伝

中

社
）

麿
『
例
文

佛
教
語
辞
典
』（
平
九
・
三
・

人
・

秀
実
編
『
中
上
健
次
発
言
集
成
２

）

五
九 日

本
各
地
を
巡
礼
す
る
「
日

の
翼
」
の
続
編
で
あ
り
東
京

〇
）、
結
末
に
お
い
て
秋
幸
が

の
時
」（
昭
五
八
・
四
）
な
ど

昭
和
五
九
・
七
・
一
五

福

落
の
出
身
で
、
中
上
は
『
紀

聞
い
て
い
る
。

な
文
学
」
第
二
回
講
座
「
春

（
柄
谷
行
人
・
渡
部
直
己
編

版
）

小
学
館
文
庫
『
千
年
の
愉
楽
』

』（
平
一
一
・
九
・
二
五

第

刊
朝
日
百
科

世
界
の
文
学
』

上
健
次
』
平
一
〇
・
七
・
一

一

小
学
館
）「
毛
坊
主
」
の

』（
平
七
・
一
二
・
二
五

第



収
録
の
講
演
、
対
談

中
上
健
次
の
作
品

合
が
あ
る
が
、
中
上

こ
と
を
か
ん
が
み
て

中
上
健
次

中
上
の
こ
の
よ

譜
」
な
ど
。

小
森
陽
一
「『
千

学
解
釈
と
鑑
賞
別

【
付
記
】

本
稿
で
引
用
し
た

五
・
二
三

平
八
・

、
講
座
等
は
引
用
の
都
度
に
底
本
を
注
記
し

中
に
は
、
社
会
的
差
別
に
か
か
わ
る
用
語
が

文
学
の
本
質
が
差
別
構
造
の
矛
盾
を
テ
ー
マ

、
原
文
の
ま
ま
引
用
し
た
。

『
千
年
の
愉
楽
』
に
お
け
る
〈
物
語

う
な
主
旨
の
論
は
多
数
見
ら
れ
る
。
例
え

年
の
愉
楽
』
論
｜
差
異
の
言
説
空
間
へ
」

冊

中
上
健
次
』
平
三
・
九
・
一
〇

至

中
上
健
次
の
文
章
は
、『
中
上
健
次
全
集
』

八
・
二
五

集
英
社
）
を
底
本
と
す
る
。
た

た
。

使
用
さ
れ
て
い
る
場

に
し
た
も
の
で
あ
る

ば
前
掲
「
物
語
の
系

（
関
井
光
男
編
『
国
文

文
堂
）

全
一
五
巻
（
平
七
・

だ
し
『
全
集
』
に
未

六
〇


