
も
の

か
お

こ
と

• 

霊
性
の
滋
依
と
転
生
を
め
ぐ
っ
て

1 

「
も
の
」

の
発
生

「
も
の
」
は
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
た
の
か
。
「
も
の
」
と
い
う
以

上
、
日
本
語
と
呼
ば
れ
る
一
百
認
体
系
の
中
で
の
事
件
で
あ
る
。

「
モ
ノ
」
と
い
う
音
で
指
示
さ
れ
て
き
た
〈
モ
ノ
〉
に
書
き
言
葉

と
し
て
文
字
を
光
当
す
る
営
み
で
記
録
に
残
る
の
は
、
古
事
記
や

万
葉
集
に
お
け
る
漢
字
の
「
当
て
」
で
あ
る
。
漢
字
の
意
味
の
部

分
を
場
合
に
よ
っ
て
は
捻
て
世
き
、
も
っ
ぱ
ら
そ
の
音
に
注
目
し

て
、
音
声
記
号
と
し
て
の
役
割
を
負
わ
せ
る
。
ス
イ
ス
の
雪
山
花
学

者
、
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
・
ド
ソ
シ
ユ

I
ル
は
構
造
言
語
学
の
始

もの・こと かお

「
モ
ノ
」
に
は
や
が
て
「
物
」
あ
る
い
は
「
者
」
と
い
う
漢
字

を
あ
て
る
こ
と
が
定
常
と
な
っ
て
ゆ
く
。
漢
字
に
お
け
る
一
花
来
の

発
音
(
「
点
目
」
)
と
は
別
殺
の
読
み
(
「
訓
」
)
が
、
あ
た
か
も
漢
字

一
川
来
の
胤
性
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
付
加
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で

漢
字
の
成
り
立
ち
に
目
配
せ
し
て
お
く
必
要
が
生
じ
る
。
以
下
、

長
谷
川
三
千
子
吋
日
本
語
の
哲
学
へ
」
を
参
照
し
よ
う
。

「
物
」
と
い
う
漢
字
は
「
宇
」
と
「
勿
」
と
の
合
成
で
あ
る
。

「
牛
」
は
身
近
な
家
主
同
の
代
表
で
あ
っ
た
程
度
と
解
釈
さ
れ
る
が
、

「
勿
」
は
藤
堂
明
保
内
漢
字
認
減
辞
典
い
に
よ
れ
ば
、
パ
ッ
チ
ワ

ー
ク
の
布
で
作
っ
た
放
で
あ
り
、
滋
味
不
鮮
明
と
い
う
夜
定
的
な

意
味
を
惜
び
た
字
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
藤
堂
の
説
に
は
異
論
も
あ

る
よ
う
だ
が
、
長
谷
川
氏
は
こ
こ
か
ら
、
「
「
も
の
」
と
い
う
一
言
葉

に
は
、
本
来
〈
無
の
か
げ
〉
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
」
る
、
と
展
開

す
る
。
ま
た
淡
認
で
の
「
万
物
」
と
い
っ
た
用
例
か
ら
は
、
「
物
」

が
森
羅
万
象
を
構
成
す
る
物
質
的
な
存
在
を
包
含
す
る
概
念
と
し

て
妥
当
し
、
そ
れ
が
日
本
部
聞
の
〈
モ
ノ
〉
に
相
当
す
る
モ
ノ
と
見

な
す
コ
ト
が
妥
当
だ
と
認
識
さ
れ
た
、
と
い
っ
た
経
緯
を
想
定
で

き
る
。「

物
」
を
構
成
す
る
「
勿
」
に
は
欠
如
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て

い
る
が
、
「
無
」
の
原
義
を
な
す
「
英
」
も
、
草
の
あ
い
だ
に
日

稲

繁

美

賀

犯
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
そ
の
彼
は
一
一
言
語
記
号
を
盟
問
E
E
E

(
点
目
に
よ
る
形
態
的
側
間
)
と
ωぽ
E
出
品
(
意
味
作
用
の
側
聞
)
と

に
分
離
で
き
る
こ
と
に
注
目
し
た
。
だ
が
そ
れ
を
記
号
使
用
に
お

い
て
実
際
に
分
離
し
た
う
え
で
重
ね
て
兇
せ
た
点
で
、
日
本
語
と

呼
ば
れ
る
言
語
は
、
世
界
で
も
類
例
を
み
な
い
特
異
な
漢
字
使
用

を
実
践
し
て
い
る
。
日
本
語
の
立
日
を
漢
字
で
記
録
に
残
す
試
み
に

お
い
て
、
漢
字
の
選
択
が
ど
こ
ま
で
慾
意
的
だ
っ
た
の
か
、
そ
れ

と
も
意
味
と
の
兼
ね
合
い
に
配
胤
し
た
も
の
だ
っ
た
の
か
を
明
ら

か
に
す
る
に
は
、
万
葉
仮
名
に
よ
る
原
文
精
査
が
必
要
と
な
る
。

だ
が
今
、
紙
…
問
の
都
合
か
ら
こ
れ
を
制
割
愛
す
る
。

が
隠
れ
て
見
え
に
く
い
、
と
い
う
状
態
を
あ
ら
わ
す
字
形
か
ら
発

迷
し
た
と
さ
れ
る
。
し
か
と
は
姻
み
が
た
い
が
、
そ
う
と
で
も
名

付
け
る
ほ
か
な
い
モ
ノ
。
そ
れ
が
「
物
」
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
本
懸
賞
長
の
い
う
「
も
の
の
あ
は
れ
」
も
こ
こ
に
立
脚
す

る
が
、
笠
長
に
は
「
も
の
」
と
は
何
か
を
執
効
に
詮
索
し
た
形
跡

は
確
認
し
が
た
い
と
い
う
。
以
上
の
長
谷
川
氏
に
よ
る
「
も
の
」

説
は
先
行
研
究
を
凌
潟
し
て
い
る
。

大
野
晋
「
日
本
一
請
を
さ
か
の
ぼ
る
』
(
岩
波
新
設
、
一
九
七
凶
)

は
、
「
モ
ノ
」
に
は
同
閥
的
経
過
に
よ
る
変
化
が
な
く
、
存
在
と

し
て
不
変
な
る
特
性
が
込
め
ら
れ
て
い
る
、
と
説
く
。
さ
ら
に
荒

木
博
之
吋
や
ま
と
こ
と
ば
の
人
類
学
』
(
朝
日
選
書
、
一
九
八
五
)

は
、
「
モ
ノ
」
は
恒
常
的
原
現
を
指
す
と
唱
え
る
。
長
谷
川
氏
は

こ
れ
ら
先
行
の
説
に
批
判
を
加
え
、
修
正
を
加
え
る
。
「
も
の
」

の
根
本
義
に
は
、
不
分
明
で
不
在
の
影
に
加
え
、
さ
ら
に
〈
具
体

相
を
消
し
去
る
〉
性
質
が
あ
る
。
「
万
葉
集
い
に
は
大
友
旅
人
の

歌
と
し
て
、

批
の
中
は
ん
空
し
き
も
の
と
知
る
と
き
し
い
よ
よ
ま
す
ま
す

悲
し
か
り
け
り

と
あ
る
。
こ
れ
も
た
だ
姿
の
死
を
悲
し
む
悲
嘆
で
は
な
い
。
む
し

ろ
万
物
の
狼
成
に
あ
る
で
水
遠
の
恨
源
」
た
る
「
無
」
を
兇
つ
め
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と
長
谷
川
氏
は
敷
約
す
る
。
「
万
物
の

根
底
に
は
日
も
鼻
も
日
も
な
い
巨
大
な
紙
が
よ
こ
た
わ
っ
て
い

る
」
。
「
も
の
」
に
は
い
わ
ば
〈
無
の
か
げ
〉
が
つ
き
ま
と
い
、

6 

る
歌
人
が
こ
こ
に
脳
る
、

特集モノからユ与え庶す 比較文明学の哲学的前提

〈
無
の
共
鳴
板
と
し
て
の
モ
ノ
〉
と
で
も
形
容
す
べ
き
別
法
が
あ

る
、
と
。
側
、
え
ば
、
柿
本
人
麻
日
出
向
が
安
の
死
を
「
泣
血
哀
働
(
な

げ
さ
か
な
し
)
み
て
刊
れ
る
歌
」
巻
二
、
二
一

O
)

l土
、 ば み
「ど
も

りσ〉
」児

フうま の
しミ

か

喪
失
と
深
く
か
か
わ
っ
vど

し、

る
か
が

乞
ふ
泣
く
仰
に

痛
切
に
詠
み
表
さ
れ
て
い
る
。

「
も
の
」

「
も
の
」

で
な
い

で
な
い

〈
も
の
〉

〈
こ
と
〉

2 

(
吋
万
葉
集
』

取
り
与
ふ

物
し
加
け
れ

そ
れ
で
は
、
「
も
の
」
と
対
町
山
位
さ
れ
る
「
こ
と
」
は
ど
う
か
。

さ
ら
に
長
谷
川
氏
の
議
論
に
耳
を
傾
け
よ
う
。
ま
ず
、
「
こ
と
」

と
い
う
和
語
に
充
て
ら
れ
た
漢
字
は
「
事
」
と
「
一
一
回
」
と
に
分
岐

す
る
。
そ
の
う
ち
「
事
」
と
は
、
漢
字
の
字
形
と
し
て
は
、
元

来
、
「
加
、
を
定
位
置
に
立
て
る
し
ぐ
さ
」
、
あ
る
い
は
「
竹
筒
に
銭

を
入
れ
て
立
て
た
様
子
」
と
も
さ
れ
る
よ
う
だ
が
、
い
ず
れ
も

「
事
」
と
「
言
」
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
品
川
品
問
日
出
夫
の
古
典
的

著
作
「
日
本
人
の
…
一
コ
日
露
思
惣
』
が
レ
ヴ
ィ
・
ブ
リ
ュ

I
ル
の
「
倣

間
ご
冨
耳
目
。
一
宮
民
自
と
い
う
呪
術
思
考
に
開
削
す
る
人
級
学
的
知
識

を
下
敷
き
に
し
て
、

t
代
の
人
々
の
「
…
五
口
事
顧
問
州
知
附
」
に
迫
っ
て

い
る
。
だ
が
そ
の
用
例
統
計
を
分
析
し
た
長
引
廿
川
氏
は
、
そ
こ
に

見
ら
れ
る
の
は
「
融
却
」
な
ど
で
は
な
い
、
と
修
正
す
る
。
笑
際

吋
万
葉
集
h

の
用
例
で
は
、
「
事
」
と
表
記
し
て
「
当
口
」
を
指
す
用

例
は
、
「
市
主
の
字
が
「
事
」
の
滋
味
、
「
-
百
」
の
学
が
「
ぎ
」
の

な
味
を
指
す
の
と
ほ
ぼ
詞
程
度
に
頻
出
す
る
。
だ
が
「
一
言
」
の
字

に
よ
っ
て
「
事
」
の
意
味
を
指
す
例
は
、
こ
れ
ら
三
者
に
比
較
し

て
、
き
わ
め
て
係
少
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
混
用
で
は
な

い
。
む
し
ろ
「
事
」
か
ら
「
言
」
が
派
生
す
る
と
い
う
意
識
を
跨

ま
え
つ
つ
、
両
者
を
と
も
に
「
こ
と
」
と
訓
じ
た
意
識
を
想
定
で

き
る
。
こ
こ
で
一
般
論
を
補
う
な
ら
ば
、
「
コ
ト
」
を
「
事
」
と

し
て
「
言
葉
」
に
よ
っ
て
「
一
言
挙
げ
」
す
る
行
為
が
、
「
マ
コ
ト
」

(
真
実
)
を
「
ヒ
ガ
ゴ
ト
」
(
偽
)
か
ら
分
割
す
る
「
コ
ト
ワ
ワ
」

(
道
理
・
現
)
を
な
す
。
こ
の
述
惣
と
分
節
と
は
、
日
本
一
訪
の
議

議
論
的
組
成
と
し
て
は
明
白
だ
ろ
う
o

言
葉
す
な
わ
ち
「
コ
ト
ノ

ハ
」
(
言
の
端
)
は
、
「
コ
ト
」
の
出
現
の
端
緒
で
も
あ
っ

た

もの・こと かおフ

1長

「
日
立
ち
際
立
つ
」
様
が
「
こ
と
」
に
は
込
め
ら
れ
て
い
る
。
荒

木
博
之
の
挙
げ
た
例
だ
が
、
「
ま
あ
、
き
れ
い
な
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ

だ
こ
と
」
と
は
言
、
つ
が
「
ま
あ
、
き
れ
い
な
チ
ュ

l
リ
y
プ
だ
も

の
」
と
は
百
え
ず
、
ま
た
「
だ
っ
て
教
え
て
く
れ
な
い
ん
だ
も

の
」
と
は
一
一
泊
う
が
、
「
だ
っ
て
教
え
て
く
れ
な
い
ん
だ
こ
と
」
と

は
設
え
な
い
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
は
、
終
効
詞
の
「
こ
と
」
が
な

に
か
を
際
立
た
せ
る
一
方
、
「
も
の
」
が
そ
う
あ
る
べ
き
事
態
の

欠
如
、
喪
失
を
も
含
ん
で
い
る
こ
と
も
確
認
で
き
る
。
吋
古
事
記
」

の
冒
頭
に
は
こ
う
あ
る
。

次
に
関
税
(
わ
か
)
く
浮
き
し
加
の
如
く
し
て
、
海
月

(
く
ら
げ
)
な
す
深
へ
る
時
、
球
牙
(
あ
し
か
び
)
の
如
く

闘
え
総
(
あ
が
)
る
物
に
よ
り
て
成
れ
る
神
の
名
は
、
宇
臨
県

本
附
斯
詞
仙
川
比
士
口
遅
神
。

「
ゥ
マ
シ
ア
シ
カ
ピ
ヒ
コ
ヂ
」
と
の
名
を
待
た
神
は
「
あ
し
か

び
の
如
く
萌
え
あ
が
る
モ
ノ
」
と
あ
っ
て
、
不
定
形
の
問
地
か
ら

若
い
芽
の
よ
う
に
霊
夜
に
す
っ
く
と
仲
立
す
る
。
不
定
形
の
「
モ

ノ
」
か
ら
す
叩
」
と
い
う
コ
ト
(
事
)
が
コ
ト
パ
(
言
葉
)
を
伴

っ
て
姿
を
現
わ
す
。
だ
が
次
の
採
郎
、
こ
の
神
は
「
身
を
隠
し
た

ま
ひ
き
」
と
あ
り
、
「
事
」
は
「
つ
ぎ
つ
ぎ
と
成
り
ゆ
く
勢
ひ
」

を
見
せ
つ
つ
も
、
去
っ
て
ゆ
く
。

3 

「
も
の
」
と

「
も
の
」
と

〈ぃ、つ〉

〈い、
7
〉
コ
ト

モ
ノ

こ
こ
で
「
も
の
」
と
「
こ
と
」
の
対
に
挺
る
。
「
存
在
・
有
」

myり由。
5
(
動
詞
原
型
)
に
対
し
て
「
存
在
者
」
あ
る
い
は

印
氏
自
己
(
現
在
分
詞
)
を
立
て
て
思
索
を
め
ぐ
ら
せ
た
の
が
『
存

在
と
時
間
」
の
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
だ
っ
た
。
だ
が
「
あ

る
と
い
う
コ
ト
」
が
ぽ
目
、
「
あ
る
モ
ノ
」
を
印

2
2己
2
と
み
な

せ
ば
、
ハ
イ
デ
ガ

l
の
い
さ
さ
か
珍
浴
な
用
語
も
、
日
本
語
に
は

加
加
盟
な
く
悶
収
で
き
る
、
と
長
谷
川
氏
は
主
践
す
る
。
そ
の
一
方

で
日
本
語
の
「
こ
と
」
は
「
十
字
」
と
「
言
」
と
を
横
断
し
つ
つ
架

橋
す
る
が
、
ド
イ
ツ
語
の
∞

R
Z、
英
一
読
の

B
m再
号
あ
る
い
は

フ
ラ
ン
ス
語
の
の
『
O
耳
(
の
ぎ
ω
自
弘
吉
ω
と
は
日
本
語
な
ら
「
語

ら
れ
た
事
」
だ
ろ
う
)
な
ど
に
も
、
用
機
の
揺
ら
ぎ
を
見
て
と
れ

る
。
他
方
「
こ
と
」
を
三
日
」
に
限
定
す
る
と
、
市
悶
洋
折
口
学
の
伝

統
で
は
}
O
向。
ω
に
帰
務
す
る
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
認
の
「
ロ
ゴ
ス
」

は
「
集
め
る
」
「
束
ね
る
」
を
意
味
す
る
UE
言
2
「
レ
ゲ
イ
ン
」

(
日
発
話
す
る
)
と
い
う
動
詞
か
ら
派
生
す
る
が
、
そ
れ
ゆ
え
論

理
学
は
英
語
で
も

Z
唱の
ω
と
呼
ば
れ
る
。
宮
向
。
ω
と
漢
詩
の

「
返
」
や
「
環
」
は
元
よ
り
完
墜
に
は
丞
な
ら
な
い
析
、
「
こ
と
わ
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り
」
は
む
し
ろ
で
」
と
」
の
分
割
か
ら
成
立
す
る
。

ギ
リ
シ
ア
誌
の
「
言
葉
」
宮
向
。
ω
は
、
統
御
や
配
列
に
お
け
る

安
定
し
た
秩
序
を
志
向
す
る
。
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
ヘ
ブ
ラ
イ

請
の
「
言
葉
」
己
与
問
「
ダ
パ

1
ル
」
は
元
来
「
前
に
駆
り
立
て

る
」
と
い
っ
た
動
的
な
性
絡
を
宿
し
て
い
る
。
こ
れ
も
ト
l
レ
イ

7

・
ボ
!
?
ン
の
『
へ
ブ
ラ
イ
人
と
ギ
リ
シ
ア
人
の
思
惟
」
に
拠

っ
て
、
長
谷
川
氏
も
指
抗
す
る
と
お
り
だ
ろ
う
。
鍛
造
主
の
「
発

一
一
ー
と
つ
ま
り
「
一
言
」
(
コ
ト
)
が
「
存
在
」
(
モ
ノ
)
を
「
存
在
へ

と
あ
ら
し
め
る
」
。
そ
れ
が
「
光
あ
れ
」
に
始
ま
る
聖
書
の
創
成

記
の
世
界
観
。
言
(
コ
ト
)
が
物
質
(
モ
ノ
)
を
も
た
ら
す
。
井

筒
俊
彦
の
4

↑
日
い
方
を
な
ぞ
る
な
ら
、
ヘ
ブ
ラ
イ
認
で
は
「
コ
ト
」

と
「
モ
ノ
」
が
窓
織
深
層
で
は
同
一
視
さ
れ
て
い
る
、
と
も
解
釈

で
き
る
。

こ
こ
で
ハ
イ
デ
ガ

l
に
戻
ろ
う
。
存
在
者
印
0
5
E
2
の
根
拠

と
な
る
「
存
夜
」

F
E
と
は
、
そ
う
と
は
公
言
さ
れ
な
い
も
の

の
、
創
造
主
に
山
出
来
す
る
。
だ
が
哲
学
は
神
学
で
は
な
い
。
「
存

在
」
の
絞
拠
た
る
創
造
主
に
言
及
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

「
存
在
と
時
間
」
は
、
こ
の
沈
黙
の
禁
令
の
う
え
に
構
築
さ
れ
た

が
、
そ
の
た
め
か
す
)
中
絶
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
長
谷

川
氏
は
円
台
事
記
一
の
冒
頭
に
現
れ
る
「
も
の
」
の
う
ち
に

もの・こと かお

「
顔
」
と
は
「
こ
と
」
な
の
か
「
も
の
」
な
の
か
。
こ
こ
で
も
和

辻
の
論
考
「
市
山
と
ベ
ル
ソ
ナ
」
が
議
論
の
発
端
と
な
る
。

「
も
の
」

H

「
者
」
は
人
間
存
在
を
指
し
、
「
も
の
」

u
人
格
と

も
兇
倣
し
う
る
。
そ
の
人
格
は
「
顔
」
と
い
う
〈
モ
ノ
〉
に
切
り

詰
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
問
紋
胴
体
が
欠
け
て
い
て
も
、
「
掘
削
」

が
そ
の
人
を
体
現
す
る
。
と
こ
ろ
が
顔
を
切
り
離
し
た
ト
ル
ソ
ー

と
な
る
と
、
そ
こ
に
は
「
美
し
い
自
然
の
表
現
」
が
見
印
さ
れ

る
、
と
和
辻
は
述
べ
る
。
ギ
リ
シ
ア
・
口
!
?
の
遺
跡
か
ら
発
掘

さ
れ
た
彫
刻
の
断
片
が
い
か
に
美
的
鑑
賞
の
対
象
と
な
っ
た
の
か

の
経
緯
も
無
視
で
き
な
い
が
、
今
溺
愛
す
る
。

人
間
が
「
顔
」
と
し
て
造
形
し
た
〈
モ
ノ
〉
は
「
閣
」
あ
る
い

は
「
お
も
て
」
と
呼
ば
れ
る
。
関
洋
で
は
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
の
仮

雨
、
プ
ロ
ソ
ポ
ン
号
。
Q
S
E
〈
に
淵
源
を
発
す
る
。
そ
の
複
数

形
「
プ
ロ
ソ
パ
」
が
エ
ト
ル
リ
ア
説
経
由
で
ラ
テ
ン
語
の
「
ベ
ル

ソ
ナ
」
℃
号

E
E
に
転
化
し
た
と
す
る
の
が
、
一
応
の
通
説
だ
ろ

う
。
そ
れ
は
仮
面
の
み
な
ら
ず
、
仮
市
山
を
付
け
て
淡
じ
る
役
柄
、

さ
ら
に
社
会
的
地
位
や
役
割
、
人
格
、
そ
こ
か
ら
転
じ
て
文
法
上

の
人
称
を
も
指
す
。

キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
話
を
転
ず
る
な
ら
、
ウ
ル
ガ
タ
一
訳
が
プ
ロ

ソ
ポ
ン
を
ベ
ル
ソ
ナ
と
訳
し
、
テ
ル
ト
ゥ
リ
ア
ヌ
ス
経
由
で
、
三

9 

「
「
お
の
れ
を
一
不
さ
な
い
」
も
の
が
そ
れ
と
し
て
現
れ
る
」
契
機
を

拠、
λ
、

「
モ
ノ
」

「
存
夜
者
の
底
i
l
tあ
る

日
本
語
の

の
、
つ
中
り
に

い
は
む
し
ろ
、
存
在
者
の
無
底
ー
ー
ー
を
示
す
言
葉
」

を
見
出
す
に

主
る
。

「
モ
ノ
」
を
「
「
も
の
」
と

読
み
梼
え
る
誘
惑
で
は
な
か
っ
た
か
。

〈ぃ、つ〉

だ
が
そ
れ
は
、

コ
ト
」
に

る
〈
い
う
〉
と

の
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
こ
こ
で
用
い
ら
れ

仰
を
一
百
表
し
、
語
っ
て
い
る

「
発
話
」
す
る
顔
に
思
索
を
移

「
一
言
、
つ
」
動
詞
は
、

こ
こ
か
ら
我
々
は

さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

4 

「
か
お
」
は
「
も
の
」
と
〈
い
う
〉
「
モ
ノ
」
か
?

こ
こ
ま
で
長
谷
川
一
一
…
千
子
氏
に
よ
る
巧
み
な
思
索
か
ら
乱
暴
に

械
判
決
し
て
き
た
。
長
谷
川
川
氏
の
議
論
は
、
和
辻
哲
郎
が
ハ
イ
デ
ガ

ー
を
含
む
治
洋
哲
学
と
の
対
話
あ
る
い
は
絡
悶
か
ら
導
き
だ
し
た

議
論
の
発
端
を
、
さ
ら
に
突
き
詰
め
て
遂
行
す
る
こ
と
を
目
指
し

た
〈
も
の
〉
だ
っ
た
(
「
目
指
し
た
〈
こ
と
ご
と
は
一
言
え
な
い
理

由
は
、
す
で
に
明
ら
か
だ
ろ
う
)
。
前
節
末
の
河
い
を
探
る
た
め

に
、
「
も
の
」
の
在
り
方
を
、
さ
ら
に
角
度
を
変
え
て
検
討
し
た

い
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
の
は
「
顔
」
で
あ
る
。
来
た
し
て

位
一
体
の
「
位
格
」
も
何
百
円

g
E
と
呼
ば
れ
る
に
至
る
。

は
別
系
統
の
ヒ
ユ
ポ
ス
夕
、
ン
ス
6
2
G吋

Q
9山
は
ラ
テ
ン
訴
で
は

z
g
z昆
ぽ
と
訳
さ
れ
、
現
在
の
欧
米
近
代
誌
で
は

E
『
忠
告
白

と
い
え
ば
物
質
、
つ
ま
り
〈
モ
ノ
〉
に
重
な
る
。
周
知
の
と
お
り

ヒ
ュ
ポ
ス
タ
シ
ア
は
、
第
…
剖
ニ
カ
イ
ア
か
ら
第
占
一
回
コ
ン
ス
タ

ン
テ
ィ
ノ
ポ
リ
ス
の
公
会
談
(
凶
世
紀
)
を
通
じ
て
「
父
と
子
と

聖
母
誕
」
の
三
位
一
体
の
教
義
が
碍
立
さ
れ
る
な
か
で
、
プ
ロ
ソ
ポ

ン
に
代
っ
て
「
佼
格
」
を
意
味
す
る
話
集
の
地
位
を
奪
取
し
た

が
、
そ
の
定
着
に
は
ボ
エ
テ
イ
ウ
ス
(
四
八

O
l五
二
回
/
五
)

の
『
三
位
一
体
論
い
が
重
要
な
役
割
を
来
た
し
た
と
さ
れ
る
。
市
立

す
る
に
ラ
テ
ン
語
の
「
人
格
」
宮
E
O
B
概
念
の
成
立
に
至
る
ま

{9} 

で
の
品
目
款
は
、
お
よ
そ
一
筋
縄
で
は
ゆ
か
な
い
。

こ
う
し
た
「
人
格
」
や
「
塑
滋
」
と
い
っ
た
諾
殺
に
つ
き
、
議

論
に
最
低
限
必
要
な
補
足
を
加
え
る
。
現
抽
出
川
h
r
d
A

。
ロ
〈
巴
τロ
を

ラ
テ
ン
語
で
は
印
日
出
口
百
ω
印
自
nEω
、
英
語
で
は
現
在
で
は
甲
山
。
q

SM号
と
呼
ぶ
が
、
ド
イ
ツ
語
で
は
含
乙
向
包
出
向
命
の
め
一
ω
円
で
あ
り
、

ガ
イ
ス
ト
と
い
え
ば
ゴ
ー
ス
ト
却
ち
幽
霊
と
も
週
間
搬
を
共
有
す
る

一
油
禁
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
認
の
「
策
」
ロ
〈
包
τロ
プ
、
不
ウ
マ
も
呼

気
あ
る
い
は
風
(
風
の
神
の
息
吹
)
に
出
来
し
、
と
り
わ
け
ヨ
ハ

ネ
に
よ
る
福
音
書
の
重
要
な
概
念
と
し
て
特
筆
さ
れ
て
き
た
。
だ

こ
れ
と



>0 

が
プ
ネ
ウ
マ
と
、
へ
ブ
ラ
イ
訴
の
コ
コ
(
ル

1
7
ハ
)
と
を
そ
の

ま
ま
同
一
視
す
る
の
も
危
険
だ
ろ
う
。
河
一
視
は
あ
く
ま
で
ギ
リ

シ
ア
語
使
用
者
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
か
ら
な
さ
れ
た
制
訳
上
の
要
請

で
あ
っ
て
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
立
場
と
は
必
ず
し
も
符
合
し
な
い
。
紀

元
前
三
股
紀
か
ら
前
一
一
間
紀
頃
と
推
定
さ
れ
る
ギ
リ
シ
ア
正
問
「
七

十
人
訳
班
点
者
」
の
成
立
に
間
附
し
て
、
そ
こ
に
「
聖
霊
」
の
働
き
が

あ
っ
た
と
の
言
い
伝
え
は
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ワ
ア
の
フ
ィ
ロ
ン
か

ら
ア
ウ
グ
ス
一
ア
イ
ヌ
ス
の
「
神
の
日
出
い
(
第
一
八
幸
四
一
…
節
)
へ

一
脈
}

と
継
承
さ
れ
る
。
ヘ
ブ
ラ
イ
認
聖
書
の
釈
義
か
ら
新
約
聖
誌
の
聖

典
解
釈
を
巡
る
文
献
に
は
膨
大
な
議
開
制
が
あ
る
が
、
教
義
上
の
問

題
が
絡
む
た
め
、
学
術
的
に
中
立
な
殺
現
は
容
易
で
な
く
、
素
人

の
容
叫
怖
を
許
さ
な
い
。

こ
こ
で
の
目
的
は
煩
雑
な
紛
訳
語
“
日
常
の
神
学
的
な
錯
綜
に
立
ち

入
る
こ
と
で
は
な
い
。
た
だ
、
凶
洋
訟
の
歴
史
で
も
「
精
神
」
と

「
物
質
」
と
の
分
別
が
け
っ
し
て
明
断
判
明
で
は
な
く
、
そ
こ
に

は
設
と
か
槻
議
と
い
っ
た
不
分
明
な
〈
モ
ノ
〉
が
跳
梁
し
て
お

り
、
そ
う
し
た
議
論
の
起
点
の
中
核
を
人
格
と
仮
耐
と
が
市
め
て

い
た
1
1
1
プ
ロ
ソ
ポ
ン
と
は
同
時
に
顔
と
仮
面
と
を
怠
味
す
る

1
1ー
。
そ
の
こ
と
を
確
認
す
る
に
と
と
め
、
先
に
進
み
た
い
。

而
あ
る
い
は
仮
而
は
日
本
誌
で
は
「
お
も
て
」
と
呼
ば
れ
る
。

特集モノから考え由す比較文明学の哲学的!JIJ舵ものことかお

し
て
い
る
。
「
而
(
お
も
て
)
」
は
記
号
概
念
が
破
綻
す
る
場
所
に

現
れ
る
〈
も
の
〉
で
あ
り
、
「
記
号
学
の
阪
き
の
お
」
だ
と
い
う

の
だ
。
さ
ら
に
坂
部
は
「
お
も
て
」
(
炎
)
と
「
お
も
や
」
(
母
際

日
主
屋
)
さ
ら
に
は
「
お
も
み
」
(
重
み
)
の
語
源
的
述
鎖
を
頼

り
に
「
お
も
て
」
に
は
大
切
な
「
思
ひ
」
が
宿
る
、
と
述
べ
、

「
お
も
ざ
し
」
と
い
う
古
風
な
言
葉
を
引
き
合
い
に
だ
す
。
「
ま
な

ざ
し
」
が
慎
み
の
な
い
阪
視
を
怠
味
す
る
の
に
比
べ
、
授
、
ぇ
目
で

術
き
が
ち
な
「
お
も
ざ
し
」
の
依
み
を
坂
部
は
懐
か
し
む
。

そ
も
そ
も
顔
と
は
知
覚
す
る
た
め
の
器
官
だ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
「
ま
な
ざ
し
」
が
'Hら
投
げ
か
け
る
視
線
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

「
お
も
や
さ
し
」
と
は
見
つ
め
る
顔
で
は
な
く
、
む
し
ろ
視
線
を
受

け
身
に
被
る
受
動
の
綴
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
プ
ロ
ソ
ポ
ン
も
、
佐
燦

具
現
市
山
氏
が
述
べ
る
と
お
り
、
前
彼
誌
の
プ
ロ
ス
(
に
対
し

て
、
の
方
へ
)
と
名
詞
「
白
・
顔
」
の
対
格
を
合
わ
せ
た
認
袋
だ

っ
た
。
「
目
に
対
す
る
〈
モ
ノ
〉
・
自
に
遭
遇
す
る
〈
モ
ノ
〉
」
で

あ
り
、
一
義
的
に
は
受
動
態
と
し
て
の
〈
存
在
〉
と
な
る
。
と
こ

ろ
が
官
同
ω
。
E
E
と
い
う
ラ
テ
ン
郊
に
は
「
声
高
に
唱
え
る
」
と

の
滋
味
も
あ
る
。
唱
。
ぺ

(
iを
過
し
て

)
Eロ
(
弘
日
声
)
を
発
す

る
、
能
動
的
な
器
首
が
「
顔
而
」
と
い
う
〈
モ
ノ
〉
で
も
あ

る
。
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
、
顔
・
耐
と
い
う
〈
モ
ノ
〉
は
主
体
か

" 

そ
れ
は
顔
凶
を
夜
、
つ
仮
面
な
ら
ば
、
あ
く
ま
で
ひ
と
つ
の
「
も

の
」
で
あ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
「
仮
而
」
と
呼
ぶ
と
、
そ
れ
は
「
実

体
」
即
ち
「
本
当
の
人
格
」
を
隠
す
も
の
、
「
偽
り
」
と
の
嫌
疑

を
も
受
け
る
。
「
仮
而
」
に
相
当
す
る
西
洋
証
聞
は
英
語
な
ら
ば

5
B
r
だ
が
、
ラ
テ
ン
誌
の

E
2
2
は
元
来
「
呪
術
遣
い
」
、
あ

る
い
は
「
附
議
」
を
意
味
し
、
こ
れ
に
は
語
源
と
し
て
、
ア
ラ
ビ

ア
誌
の
マ
ス
カ
ラ
(
「
道
化
」
)
に
由
来
す
る
語
裁
が
訓
出
入
し
た
も

の
と
も
推
定
さ
れ
て
い
る
。
「
人
絡
」
も
「
仮
市
川
」
も
、
深
い
亀

裂
や
不
可
視
の
内
而
を
申
制
し
て
い
た
。

5 

「
も
の
」
は
所
有
で
き
る
の
か
?

よ
く
「
顔
」
は
人
絡
を
現
す
と
訪
日
わ
れ
る
。
だ
が
そ
も
そ
も
一

定
不
変
の
「
人
格
」
な
ど
ど
こ
に
定
伎
で
き
る
の
だ
ろ
う
o

素
顔

も
「
お
も
て
」
と
呼
ば
れ
る
が
、
「
お
も
て
」
に
は
で
つ
ら
」
が

あ
り
、
外
凶
が
そ
れ
と
は
裳
阪
な
内
而
を
隠
し
持
つ
こ
と
は
、
悲

劇
の
仮
出
山
た
る
プ
ロ
ソ
ポ
ン
が
物
諮
る
と
お
り
で
あ
る
。
坂
都
市
山

は
「
〈
お
も
て
〉
の
解
釈
学
試
論
」
で
〈
お
も
て
〉
と
は
「
〈
怠
味

さ
れ
る
も
の
(
盟
問
自
閉
め
)
の
な
い
、
怠
味
す
る

(ω
一
向
巳
出
自
門
)

も
の
〉
と
で
も
い
っ
て
お
く
し
か
仕
お
が
な
い
」
と
の
解
釈
を
一
市

そ
れ
と
も
存
体
か
、
と
い
う
線
淑
的
疑
問
が
頭
を
も
た
げ
る
。

腕
品
団
法
一
氏
は
「
顔
の
現
象
学
」
で
、
自
分
の
顔
は
自
分
で
は

〔
陀
}

所
有
で
き
な
い
と
述
べ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
自
分
の
顔
は
、
指

で
な
ぞ
っ
て
み
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
映
像
と
し
て
は
、
鋭
に
映

す
こ
と
に
よ
っ
て
、
友
お
逆
転
し
た
光
学
の
虚
像
で
し
か
拠
え
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
見
る
こ
と
の
で
き
る
顔
は
、
他
人
の
顔
ば
か

り
。
写
真
は
ど
う
か
、
と
言
え
ば
、
こ
れ
は
中
国
認
で
い
え
ば

「
服
彩
」
で
あ
っ
て
、
こ
れ
も
光
学
的
装
置
を
媒
介
と
し
た
刻
印

の
彩
に
す
ぎ
な
い
。

電
車
の
車
内
に
は
巡
刊
誌
の
吊
広
告
が
ぶ
ら
さ
が
り
、
そ
こ
に

は
無
数
と
い
っ
て
よ
い
有
名
無
名
の
顔
写
真
が
放
ん
で
い
る
。
だ

が
そ
れ
ら
は
は
た
し
て
「
顔
」
な
の
か
、
と
紳
抽
出
氏
は
間
附
い
砲

す
。
応
答
と
い
う
沼
路
に
入
る
も
の
が
「
劇
」
で
あ
る
な
ら
ば
、

写
真
と
い
う
映
像
記
号
に
切
り
詰
め
ら
れ
た
「
顔
」
は
個
体
織
別

の
た
め
の
標
識
で
は
あ
っ
て
も
、
も
は
や
本
来
の
窓
味
で
の

「
顔
」
、
人
絡
を
宿
す
「
聞
」
と
し
て
の
資
絡
は
喪
失
し
た
幻
影

(
イ
マ

l
ゴ
)
に
過
き
ま
い
。
顔
は
「
み
ら
れ
る
〈
も
の
と
で
な

く
、
「
み
ら
れ
る
〈
こ
と
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
「
顔
」
と
な

る。
さ
ら
に
自
分
の
顔
は
自
分
だ
け
で
作
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
生



" 
物
学
的
に
附
円
相
帆
に
至
る
遺
伝
形
冊
以
の
総
合
と
し
て
顔
貌
が
形
成
さ

れ
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
o

忘
賀
夜
哉
は
、
泡
車
で
見

か
け
た
家
族
に
つ
い
て
、
母
と
子
も
似
て
い
る
し
、
父
と
子
も
似

て
い
る
の
に
、
父
母
の
顔
貌
が
ま
っ
た
く
似
て
い
な
い
の
に
驚
い

た
経
験
を
市
泣
き
印
刷
め
て
い
る
。
さ
ら
に
新
生
児
や
乳
幼
児
と
母
親

と
の
泣
り
取
り
を
み
れ
ば
浬
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
自
分
の
顔
は
問

問
の
眼
差
し
ゃ
扱
触
の
結
果
、
そ
こ
に
発
生
し
た
相
互
作
用
と
し

て
現
象
す
る
。
成
人
に
透
し
て
の
喜
怒
哀
楽
は
、
内
部
か
ら
の
表

出
で
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
外
部
か
ら
の
働
き
か
け
と
の
関
数
と
し

て
、
表
情
や
顔
面
の
表
現
を
生
み
出
し
て
は
刻
々
と
変
貌
を
遂
げ

る
。
解
剖
学
的
に
は
ヒ
ト
の
表
情
筋
は
一
八
ほ
ど
に
分
類
さ
れ
る

が
、
そ
の
多
く
は
、
述
動
を
司
る
骨
格
筋
と
違
っ
て
、
特
と
皮
尚
川

と
を
連
絡
し
て
い
る
。
近
年
で
は
こ
の
表
情
筋
を
鍛
え
る
美
容
法

が
繁
践
し
て
い
る
が
、
変
貌
し
な
く
な
っ
た
顔
は
、
も
は
や
死
休

日一

と
い
う
〈
モ
ノ
〉
へ
と
質
的
に
変
貌
を
遂
げ
て
い
る
。

「
も
の
」
と
は
、
一
般
に
所
有
可
能
な
物
質
を
お
す
。
だ
が
、

自
己
の
身
体
の
み
な
ら
ず
、
と
り
わ
け
阪
は
、
そ
の
所
ふ
有
者
の
慈

の
ま
ま
に
は
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
自
分
の
希
望
し
な
い
顔
だ
か

ら
と
い
っ
て
、
安
易
に
掃
げ
替
え
る
わ
け
に
は
ゆ
く
ま
い
。
美
容

援
形
と
い
う
手
段
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
た
か
だ
か
部
分
修
正
に
と

特集モノから与え11'(-4- 比較文明学的哲学的!日HA¥もの・こと かお

は
「
神
」
と
〈
い
う
〉
本
来
「
己
を
一
市
さ
な
い
」
〈
モ
ノ
〉
が
設

え
て
い
た
。
そ
れ
を
「
神
」
と
呼
ぶ
〈
こ
と
〉
が
、
そ
の
絶
対

性
・
無
限
性
を
言
語
に
よ
っ
て
有
限
な
る
「
も
の
」
へ
と
制
限
す

る
と
い
う
楽
扱
行
為
と
な
る
。
「
顔
」
と
い
う
存
在
者
を
、
取
り

扱
い
で
き
る
「
も
の
」
と
し
て
扱
っ
た
線
開
問
に
、
こ
れ
と
日
円
程
の

楽
損
が
発
生
す
る
。
そ
れ
も
、
こ
こ
ま
で
の
議
論
か
ら
分
か
る

〈
こ
と
〉
だ
っ
た
は
ず
だ
。
ユ
ダ
ヤ
教
の
伝
統
で
は
「
神
」
の
似

姿
を
描
く
こ
と
は
厳
裕
に
禁
止
さ
れ
た

G

「
似
せ
〈
モ
ノ
〉
」
は

「
偽
〈
モ
ノ
〉
」
に
通
ず
る
。
レ
ヴ
f
ナ
ス
が
こ
う
し
た
背
理
を

「
顔
」
の
う
え
に
拙
い
た
こ
と
は
見
逃
せ
ま
い
。
「
顔
は
包
含

g
E
g
qさ
れ
る
こ
と
の
相
絶
に
お
い
て
現
前
す
る
。
そ
れ
ゆ
え

二
H
V

判
別
は
理
解

g
B百
ヨ
ロ
骨
め
さ
れ
得
な
い
」
。
こ
れ
は
定
義
の
問
問
題

で
あ
る
。
顔
と
い
う
現
象
は
、
そ
れ
を
抱
援
可
能
な
対
象
と
い
う

純
降
、
す
な
わ
ち
「
も
の
」
に
還
元
す
る
こ
と
を
散
さ
な
い
。

「
も
の
」
と
見
倣
さ
れ
た
瞬
間
、
そ
れ
は
も
は
や
「
綴
」
と
し
て

の
機
能
を
喪
失
す
る
か
ら
だ
。
「
浬
解
」

2
5官
再
三

2
と
は

「
と
も
に
つ
か
む
」
と
い
う
把
持
に
起
源
を
も
っ
表
現
だ
が
、
文

字
通
り
「
顔
」
は
そ
れ
と
し
て
凋
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
描
み
取

っ
た
と
思
っ
た
瞬
間
、
そ
れ
は
顔
と
は
別
の
「
も
の
」
に
変
貌
し

て
し
ま
っ
て
い
る
。
実
際
、
討
ち
取
っ
た
紋
の
「
首
」
は
、
そ
の

'3 

ど
ま
る
。
人
の
素
顔
と
い
う
が
、
出
勤
前
の
お
化
粧
は
、
村
会
的

な
「
我
」
の
阪
を
演
出
す
る
た
め
の
変
装
で
も
あ
る
。
戸
向
存
命
名

と
は
「
我
」
を
調
合
す
る
こ
と
だ
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
は
逆
に

討
会
的
な
「
我
」
に
占
有
さ
れ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
「
顔
に
お
い

て
、
わ
た
し
は
そ
の
主
人
で
は
な
い
」
。
そ
う
鷲
郎
氏
は
述
べ
る
。

ど
う
や
ら
と
ト
は
自
分
自
身
の
顔
を
所
有
す
る
こ
と
す
ら
で
き

な
い
。
所
有
不
可
能
と
な
れ
ば
「
飯
」
は
、
「
も
の
」
の
資
仲
間
を

主
張
し
え
ま
い
。
逆
に
い
え
ば
、
「
顔
」
た
る
以
上
、
そ
れ
は

「
も
の
」
の
定
義
に
満
た
な
い
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
越
え
た

〈
存
在
〉
デ
ア
ル
と
〈
一
一
訪
う
〉
〈
こ
と
〉
に
な
る
。
顔
は
「
み
ら
れ

る
こ
と
の
権
利
」
を
主
張
す
る
。
顔
の
そ
う
し
た
特
殊
な
権
能
に

つ
い
て
深
い
思
索
を
展
開
し
た
官
学
者
に
、
ハ
イ
デ
ガ
l
の
河
辺

か
ら
出
発
し
た
、
エ
マ
ニ
ユ
エ
ル
・
レ
ヴ
イ
ナ
ス
が
あ
る
。

6 

似
せ
モ
ノ
と
偽
モ
ノ
と
の

〈
あ
い
だ
〉

し い の
た「を Z7

0 郎通公
レ 」 じ :f
ヴとてゲ
イい 、三

ナうお ff
ス〈の主
のもれ:可
I品のをド
栄〉示乎

'': Sす82
aぅ Zとしコミ ロ
っとg 山

て子こだ
、z.n 
ことが お
のと「の
「は所れ
飯 j有f主
」す」耳、

のでをす
彼に許或
方 1i{1 さる
に認、なも

相
則
を
一
泊
し
て
、
そ
の
人
絡
の
山
氏
失
引
不
在
日
死
を
示
す
「
モ
ノ
」

と
な
る
。
だ
が
な
ぜ
「
顔
」
は
概
念
に
よ
る
「
包
含
」
を
犯
絶
す

る
の
か
。

7 

「
も
の
」

の

「け」

と
は
な
に
か
?

こ
こ
で
反
対
に
「
包
含
」
と
は
何
か
を
考
え
て
み
よ
う
。
「
我

が
も
の
に
す
る
」
と
は
、
州
問
え
ば
乗
り
こ
な
す
こ
と
で
も
あ
る
。

自
転
車
を
来
り
こ
な
す
に
は
、
期
自
然
が
必
要
だ
。
採
る
コ
ツ
を
飲

み
込
む
こ
と
で
、
自
分
の
身
体
は
二
輪
車
の
仰
に
な
に
が
し
か
乗

り
移
る
。
自
動
車
の
場
合
で
も
、
慣
れ
親
し
ん
だ
車
体
が
路
害
物

に
接
触
し
そ
、
つ
に
な
る
と
、
ま
る
で
自
分
の
身
体
が
狽
傷
を
受
け

る
よ
う
な
感
党
が
生
じ
る
。
自
己
の
身
体
は
、
「
も
の
」
で
し
か

な
い
は
ず
の
物
体
の
外
縁
に
ま
で
延
長
さ
れ
て
お
り
、
「
も
の
」

で
し
か
な
い
は
ず
の
自
動
車
は
、
運
転
手
の
身
体
の
一
部
と
化
し

て
い
る
。
道
具
を
例
に
と
れ
ば
ど
う
か
。
長
年
使
い
慣
れ
た
万
年

筆
を
突
然
な
く
し
た
り
す
る
と
、
ま
る
で
自
分
の
手
指
の
一
部
が

も
ぎ
取
ら
れ
た
よ
う
な
喪
失
感
を
味
わ
う
。
代
わ
り
の
万
年
筆

は
、
仮
に
同
じ
製
品
だ
っ
た
と
し
て
も
、
筆
先
に
違
和
感
を
感

じ
、
思
う
よ
う
に
文
'
ネ
や
絵
を
綴
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
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ま
う

O

比
日
気
質
の
大
工
さ
ん
な
ら
ば
、
鈎
や
鋸
と
い
っ
た
自
分
の

道
兵
を
他
人
が
勝
手
に
使
、
つ
こ
と
を
嫌
が
る
。
器
具
に
故
慌
が
生

じ
る
恐
れ
が
あ
る
か
ら
だ
が
、
そ
れ
以
上
に
長
年
使
い
込
ん
だ
道

具
に
は
、
自
分
の
身
体
が
し
み
込
ん
で
お
り
、
そ
れ
は
も
は
や
代

替
可
能
な
「
も
の
」
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
道
具
を
所
有
す
る

こ
と
と
は
、
そ
の
道
具
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
。

そ
こ
で
道
具
と
身
体
と
は
抑
制
五
に
包
摂
さ
れ
る
関
係
を
築
く
。

こ
れ
と
対
照
的
な
感
覚
は
、
私
的
な
「
も
の
」
が
公
的
な
「
も

の
」
に
変
貌
す
る
折
り
に
経
験
さ
れ
る
。
例
え
ば
自
分
の
作
文
が

活
字
に
な
っ
た
の
を
初
め
て
日
に
し
た
時
の
、
不
思
議
な
気
持

ち
。
あ
る
い
は
生
ま
れ
て
は
じ
め
て
、
自
分
の
声
が
録
音
さ
れ
た

の
を
羽
に
し
た
と
き
の
、
不
気
味
な
巡
和
感
。
「
自
分
の
も
の
」

で
あ
っ
た
つ
も
り
の
何
か
が
、
「
自
分
の
も
の
」
で
は
な
い
〈
も

の
〉
に
な
っ
て
し
ま
う
。
村
会
の
側
へ
の
包
摂

u
転
移
が
、
「
我
」

の
側
で
の
な
ん
ら
か
の
喪
失
と
感
じ
ら
れ
る
瞬
間
と
い
っ
て
も
よ

、。し

特能モノから#え il'r:す比較文明学O).mq:的 lìíH}~

身
体
の
延
長
と
し
て
の
道
具
と
、
道
具
に
よ
っ
て
操
作
さ
れ
た

「
我
」
に
感
じ
る
疎
外
感
と
。
こ
の
附
者
の
あ
い
だ
に
「
仮
阪
」

と
「
素
顔
」
と
の
「
あ
わ
い
」
を
定
位
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う

か
。
「
顔
」
と
は
こ
の
「
あ
わ
い
」
を
な
す
「
凶
」
だ
っ
た
。
そ

〈
ソ
山
が
能
っ
て
い
る
。
そ
の
能
っ
た
モ
ノ
の
気
を
適
切
に
処
涼
し
な

け
れ
ば
、
あ
と
で
照
り
を
な
す
o

そ
の
こ
と
を
古
人
は
経
験
則
と

し
て
弁
え
て
い
た
。
川
市
い
の
礼
節
と
は
、
道
具
使
川
刑
者
の
側
の
心

の
強
理
、
精
神
衛
生
上
の
通
渇
儀
礼
で
も
あ
る
。
道
具
に
注
が
れ

て
き
た
物
質
的
紡
神
的
投
資
に
対
す
る
象
徴
的
な
次
元
で
の
返

礼
。
そ
の
「
気
配
り
」
が
「
も
の
の
気
」
に
託
さ
れ
て
い
る
。

「
葬
式
は
、
死
者
を
哀
悼
す
る
集
団
の
儀
式
で
あ
る
か
に
み
え
て
、

-M) 

実
際
に
は
生
存
者
の
荻
し
さ
の
う
ず
さ
を
鎮
め
る
儀
式
で
あ
る
」
。

今
村
仁
司
は
逃
者
と
な
っ
た
司
社
会
性
の
哲
学
い
で
そ
う
述
べ

る
。
だ
が
そ
の
「
死
者
」
と
は
人
間
や
生
物
の
み
に
は
限
定
さ
れ

ず
、
場
合
に
よ
っ
て
は
無
生
物
の
「
も
の
」
に
も
遊
山
川
せ
ね
ば
な

る
ま
い
。

8 

「
ば
け
も
の
」

と
は
な
に
か

もの。こと かお

「
も
の
の
け
」
現
象
は
大
別
し
て
「
滋
依
」
と
「
脱
魂
」
と
に

分
岐
す
る
。
だ
が

H
M
W的
に
も
、
述
転
中
に
'M我
の
一
部
が
自
動

車
の
車
体
に
「
泌
依
」
し
た
り
、
反
対
に
録
ι日
や
録
制
問
に
よ
っ
て

自
殺
の
一
部
が
「
脱
魂
」
に
近
い
絞
験
を
味
わ
っ
た
り
す
る
こ
と

を
、
前
節
で
確
認
し
た
。
「
ば
け
も
の
」
は
こ
こ
に
出
現
す
る
。

'5 

し
て
こ
こ
ま
で
仮
に
「
も
の
」
と
呼
ん
で
き
た
〈
も
の
〉
も
、
け

っ
し
て
単
純
な
存
体
。
ず
]
ゅ
の
べ
認
識
の
対
象

g
Z
2同
と
し
て

「
捌
み
取
る
」
だ
け
の
す
も
の
」
で
は
な
か
っ
た
。

古
道
具
は
九
九
年
の
歳
月
を
閲
す
る
と
付
山
氏
神
と
な
り
、
「
も

の
の
い
知
」
を
祁
ぴ
る
、
と
い
、
っ
。
「
気
」
と
は
西
洋
諸
な
ら
ば

「
呼
気
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
ヘ
ブ
ラ
イ
訟
の
「
ル

l
ア
ハ
」
か
ら

ギ
リ
シ
ア
認
の
「
プ
、
ネ
ウ
マ
」
さ
ら
に
ラ
テ
ン
語
の
「
ス
ピ
リ
ッ

ト
ゥ
ス
」
へ
と
変
遷
を
遂
げ
た
様
子
も
先
に
素
描
し
た
。
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
の
自
然
学
の
系
古
川
で
は
、
さ
ら
に
「
ア
ニ
マ
」
が
加
わ

る
。
「
庁
一
気
論
」
吉
山
田
日
告
な
ど
に
残
存
す
る
鋭
念
の
源
流
で
あ

る。
「
気
」
と
い
え
ば
、
近
代
の
自
拭
“
科
学
的
な
認
識
か
ら
す
れ
ば
、

申
な
る
迷
信
と
片
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
だ
が
「
も
の
」
の

「
け
」
と
い
、
っ
「
気
」
は
、
生
物
の
み
な
ら
ず
無
生
物
に
も
没
透

す
る
。
ヒ
ト
と
い
う
生
物
は
そ
こ
に
、
自
分
た
ち
の
生
存
が
魚
、
つ

紡
神
的
な
負
依
、
生
き
る
こ
と
の
「
つ
け
」
を
託
し
た
o

針
供
養

と
い
っ
た
儀
礼
は
そ
の
こ
と
を
物
古
川
る
。
身
に
帯
び
た
「
も
の
」
、

使
い
込
ん
だ
道
具
を
単
な
る
「
物
」
と
し
て
過
し
、
壊
れ
た
ら
使

い
拾
て
に
し
て
、
無
滋
悲
に
も
自
由
に
処
分
す
る
と
、
人
は
時
に

「
も
の
の
気
」
に
苛
ま
れ
る
。
市
滋
リ
パ
に
は
使
用
者
の
愛
着
や
情

そ
こ
で
も
と
り
わ
け
顔
而
が
、

わ
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

一
フ
フ
カ
デ
ィ
オ
ハ

i
ン
こ
と
小
泉
八
雲
は
、
「
佼
」
と
い
う

俊
樹
で
、
日
本
人
た
ち
が
虫
の
な
か
に
総
る
魂
を
多
く
の
和
歌
や

鋭
諮
、
そ
し
て
童
謡
に
歌
っ
て
い
る
こ
と
を
、
欧
米
人
に
む
け
て

紹
介
し
て
い
る
。
そ
の
末
尾
に
ハ

i
ン
は
や
や
不
思
議
な
こ
と
を

点
引
き
つ
け
て
い
る
。
無
生
物
の
物
質
の
う
ち
に
も
古
か
ら
の
記
憶

が
菰
秘
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
生
命
の
述
鎖
を
綴
り
に
現
在
に
ま

で
伝
え
ら
れ
て
い
る
、
と
。

私
と
し
て
は
こ
ん
な
考
え
を
払
い
き
れ
な
い
で
い
る
o

l
-
-
物
質
は
何
ら
か
の
方
法
で
誤
り
な
く
た
だ
ひ
た
す
ら
に

記
憶
し
て
い
る
、
そ
し
て
生
命
存
在
の
い
か
な
る
小
さ
な
単

伎
の
中
に
も
無
限
の
浴
在
的
可
能
性
が
ひ
そ
ん
で
い
る
、
そ

の
現
出
は
単
純
で
、
あ
ら
ゆ
る
究
観
の
微
小
の
原
子
に
は
す

で
に
消
滅
し
た
幾
憶
兆
の
字
術
の
無
限
な
不
滅
の
経
験
が
術

一円と

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

折
口
学
者
間
則
幾
多
郎
も
ハ

i
ン
に
親
し
ん
だ
人
物
の
ひ
と
り
だ

が
、
こ
う
し
た
ハ

1
ン
特
異
な
発
想
法
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
る
。

「
我
々
の
人
格
は
我
々
一
代
の
も
の
で
は
な
く
、
抑
制
先
以
来
幾
代

か
の
人
同
市
の
複
合
体
で
あ
る
」
と
。
マ
ル
テ
f
一
一
ツ
ク
時
代
の
ハ

「
ば
け
も
の
」

の
出
現
に
深
く
閲



，6 

ー
ン
の
文
章
「
幽
霊
」
(
一
八
八
九
)
に
も
、
「
多
く
の
親
し
い
顔

の
特
徴
か
ら
形
づ
く
ら
れ
た
、
思
い
出
に
よ
っ
て
汲
ね
焼
き

告
官
コ
呂
吉
見
《
目
さ
れ
た
像
、
愛
情
に
よ
り
混
ぜ
あ
わ
さ
れ

宮
古
号
話
口
分
円
一
つ
の
闘
笠
の
よ
う
な
人
格
と
な
っ
た
(
中

略
)
退
憾
の
合
成
体

g
E宮
盟
存
え
話
。
。

--2toロ
」
と
い
、
つ
表

現
が
え
ら
れ
る
o

藤
原
ま
み
氏
は
、
こ
こ
に
ハ

i
ン
が
フ
ラ
ン
シ

ス
・
コ

i
ル
ト
ン
か
ら
符
た
知
識
を
応

mし
た
い
れ
跡
を
認
め
て
い

円一十
日
。
ゴ

i
ル
ト
ン
は
、
進
化
論
で
著
名
な
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ダ
l
ウ

イ
ン
の
従
弟
に
あ
た
り
、
優
生
遺
伝
学
を
提
附
し
た
人
物
だ
が
、

ま
た
多
数
の
顔
写
真
を
重
ね
合
わ
せ
て
典
却
を
探
る
実
験
を
行
っ

た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。
同
様
の
考
え
方
は
、
卵
細
胞
の
な
か
に

地
球
史
的
な
記
憶
の
総
体
が
無
意
識
で
限
っ
て
い
る
と
夢
想
し

た
、
夢
野
久
作
に
も
木
援
し
て
い
る
。
そ
れ
を
十
日
生
物
学
と
解
部

学
の
立
場
か
ら
問
い
直
し
た
の
が
さ
木
成
夫
だ
っ
た
。

「
人
綴
の
生
命
記
憶
」
と
の
剣
題
を
も
っ
一
二
木
の
主
著
吋
胎
児

の
世
界
一
は
、
エ
ル
、
ネ
ス
ト
ヘ
ッ
ケ
ル
の
「
似
体
発
生
は
系
統

発
生
を
反
復
活

g宮
E]旦
め
す
る
」
を
導
き
と
し
て
、
古
生
物
か

ら
現
代
に
い
た
る
生
物
進
化
の
系
統
が
、
個
々
の
卵
発
生
の
過
税

で
極
度
に
短
縮
し
て
反
復
さ
れ
、
い
わ
ば
卵
の
給
児
の
形
態
の
う

え
に
十
日
生
物
の
姿
が
「
お
も
か
げ
」
の
よ
う
に
次
々
に
絞
場
し
て

特集モノから;~.え fl'_fす 比舵文明午この哲学的uiJ挺ものことかお

隠
物
た
ち
は
そ
の
労
一
の
ヰ
だ
け
を
引
き
ち
さ
っ
て
退
散
し
た
と

い
う
。
だ
が
こ
こ
で
な
ぜ
、
耳
川
市
が
問
題
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う

か。
羽
市
市
と
い
う
「
も
の
」
は
顔
珂
の
周
辺
部
に
位
置
す
る
。
通
常

「
副
」
を
打
つ
場
合
に
は
、
耳
は
除
外
さ
れ
る
o

践
を
定
義
す
る

場
合
に
も
、
首
と
頭
部
の
問
を
「
顔
」
と
呼
ぶ
の
が
一
般
で
あ

り
、
表
悩
筋
に
よ
っ
て
動
か
せ
る
部
分
に
間
叫
ん
止
す
る
の
が
、
解
剖
凶

学
の
習
慣
で
あ
る
。
耳
川
市
を
動
か
せ
る
ヒ
ト
も
少
な
く
な
い
が
、

い
わ
ば
耳
南
米
と
は
「
綴
」
と
そ
う
で
は
な
い
部
分
と
の
境
界
を
な

す
「
も
の
」
だ
っ
た
。

芳
一
を
見
持
っ
た
怒
肢
閉
山
き
も
、
現
主
の
精
神
医
学
の
胤
誌
で

解
釈
す
る
な
ら
ば
、
一
一
線
の
精
神
異
常
の
疾
例
だ
っ
た
だ
ろ
う
。

そ
し
て
精
神
の
危
機
と
し
て
の
滋
依
や
脱
魂
の
経
験
者
に
は
、
耳

染
に
損
傷
を
加
え
る
自
傷
行
為
が
し
ば
し
ば
伴
、
っ
。
臼
本
で
は
明

市
川
上
人
が
修
行
の
過
程
で

'M分
の
耳
染
を
刃
物
で
切
断
し
た
こ
と

が
知
ら
れ
て
い
る
。
開
洋
な
ら
ば
、
日
本
の
仏
僧
に
な
り
た
い
と

析
附
加
し
た
フ
イ
ン
セ
ン
ト
・
フ
ァ
ン
・
ゴ
ツ
ホ
が
、
一
八
八
九
年

の
ク
リ
ス
マ
ス
・
イ
ヴ
前
日
に
、
ア
ル
ル
で
同
僚
の
ボ
ー
ル
・
ゴ

ー
ガ
ン
と
誇
い
に
な
っ
た
直
後
、
自
分
の
耳
采
を
剃
万
で
切
断
し

た
事
件
の
こ
と
は
有
名
だ
ろ
う
。
践
と
そ
の
外
側
と
の
境
界
を
な

'7 

は
消
え
て
ゆ
く
と
説
く
。
版
制
な
胎
発
生
が
何
ら
か
の
原
則
削
で
阻

申
告
さ
れ
、
発
生
の
途
中
で
停
止
す
る
と
、
そ
こ
に
は
魚
類
、
両
生

類
、
あ
る
い
は
拠
虫
類
の
相
貌
に
焔
似
し
た
肢
体
が
出
現
す
る
。

サ
リ
ド
マ
イ
ド
制
に
よ
る
「
奇
形
」
も
、
そ
う
し
た
発
生
途
上
で

の
事
故
と
考
え
ら
れ
封
。
人
は
と
も
す
れ
ば
こ
う
し
た
「
奇
形
」

に
「
ば
け
も
の
」
じ
み
た
姿
を
認
識
す
る
。
だ
が
そ
れ
が
「
不
気

味」

E
Z話
回
忌
な
の
は
、
自
分
の
未
生
以
前
の
説
先
の
姿
が
、

そ
こ
に
紋
郷

E
E
E
の
「
ま
ぼ
ろ
し
」
の
よ
う
に
再
来
し
、
不
意

に
透
視
さ
れ
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
か
。
逆
に
そ
う
し
た
目
鼻
立

ち
の
記
憶
が
消
去
さ
れ
る
と
「
絡
の
話
」
の
「
の
っ
ペ
ら
ぼ
う
」

と
な
る
は
ず
だ
。

9 

「
も
の
が
つ
く
」
「
つ
き
も
の
」

「
も
の
が
た
り
」

(J) 

小
泉
八
雲
の
「
怪
談
」
で
い
ま
ひ
と
つ
著
名
な
も
の
に
「
耳
な

し
芳
一
の
江
川
」
が
あ
る
。
平
家
の
務
人
の
援
に
滋
り
付
か
れ
て
隠

界
に
村
一
致
さ
れ
か
か
っ
た
琵
琶
法
的
を
救
出
す
る
た
め
、
品
川
が
芳

一
の
全
身
に
般
若
心
経
を
川
県
併
で
書
き
つ
け
る
。
経
文
に
よ
っ
て
夜

わ
れ
た
部
所
は
、
法
力
の
加
護
ゆ
え
魔
物
た
ち
の
日
に
は
見
え
な

い
。
だ
が
う
っ
か
り
耳
に
だ
け
は
経
典
の
字
句
を
書
き
忘
れ
た
。

す
「
も
の
」
と
し
て
の
耳
染
が
、
同
ぃ
依
や
脱
魂
に
際
し
て
、
ま
さ

に
正
気
と
狂
気
と
の
境
目
と
し
て
、
「
孜
」
と
い
う
「
人
絡
」
の

有
統
の
た
め
の
犠
牲
に
選
ば
れ
、
切
断
さ
れ
る
対
象
の
「
も
の
」

と
な
っ
た
こ
と
は
、
け
っ
し
て
、
た
だ
の
偶
然
と
ば
か
り
は
い
え

な
い
だ
ろ
、
っ
。

平
家
の
滅
亡
を
語
る
「
か
た
り
も
の
」
。
そ
の
物
諸
に
忘
我
の

境
地
を
味
わ
う
こ
と
は
、
「
も
の
」
に
魂
を
奪
わ
れ
る
危
機
で
も

あ
る
。
「
か
た
り
も
の
」
を
聞
く
受
容
務
官
の
聞
記
除
で
あ
り
、
高

戸
記
憶
の
場
(
「
故
人
の
声
が
耳
采
に
残
る
」
)
と
も
な
る
耳
拍
車

が
、
脱
魂
(
日
目
劇
体
離
脱
)
か
ら
の
帰
還
の
た
め
の
標
的
に
選
ば

れ
た
こ
と
に
つ
い
て
も
、
そ
こ
に
な
ん
ら
か
の
必
然
活
は
認
め
ら

れ
よ
う
。

「
も
の
」
に
滋
む
〈
モ
ノ
〉
の
射
税
を
め
ぐ
る
探
索
は
、

(幻一

そ
の
端
緒
に
辿
り
若
い
た
に
す
ぎ
ま
い
。

ま
だ

注(
1
)

仲
野
志
夜
光
竹
市
山
'
イ
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
古
事
記
』
、
東
京
大
学

山
版
会
、
二
C
O
じ
年
「
万
葉
集
を
ど
う
読
む
か
「
歌
」
の
発
見

と
漢
字
世
界
」
車
京
大
学
出
版
会
、
二
O
一
一
一
一
年
ー
ほ
か
の
方
法
論
か

ら
汲
む
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
る
。

(
2
)

長
相
官
川
三
千
子
『

H
本
訴
の
哲
学
三
ち
く
ま
新
主
、

。
。



(
3
)

な
お
こ
こ
で
「
物
抗
的
」
と
か
「
存
有
」
と
い
っ
た
抽
象
認
は
、

い
や
お
う
な
く
近
代
以
降
の
岡
洋
官
学
の
洗
礼
を
受
け
て
侠
付
い
た

外
来
話
集
と
い
っ
て
よ
い
。
川
荒
川
を
厳
併
に
者
え
る
な
ら
ば
議
論
に

術
開
吋
が
生
じ
る
が
、
そ
う
し
た
方
法
論
的
一
な
閉
山
県
に
'H

目
覚
し
つ
つ
、

以
下
の
者
祭
を
す
す
め
て
ゆ
く
ほ
か
な
い
。
上
代
の
日
本
訴
の
話
紫

の
み
で
i
代
の
世
界
観
を
記
述
す
る
こ
と
に
も
、
逆
の
循
環
論
法
が

発
4J
す
る
。
こ
れ
は
広
い
窓
味
で
の
翻
訳
の
問
題
に
つ
な
が
る
が
、

こ
こ
で
は
そ
う
し
た
問
題
の
所
拘
を
ぷ
唆
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

(
4
)

以
下
、
「
物
」
「
も
の
」
〈
も
の
〉
〈
モ
ノ
〉
な
ど
去
お
に
M
M
ら
ぎ
が

性
じ
る
。
引
川
原
文
中
の
衣
記
は
時
近
、
し
、
読
み
や
す
き
の
工
夫
と

と
も
に
、
行
文
中
で
「
も
の
」
が
変
質
し
て
い
る
こ
と
を
仮
名
や
記

告
で
表
示
し
た
。
な
お
こ
の
点
を
さ
ら
に
突
き
l
m
め
た
議
論
と
し

て
、
山
本
折
n
ゴ
「
〈
も
の
〉
の

H
本
心
性
い

E
H
E
S
C文
化
科
学

尚
等
研
究
脱
出
版
局
、
日
一

O
一
回

4
を
参
照
し
た
い
。
'
収
長
に
つ
い

て
は
弐
京
、
折
口
信
夫
に
つ
い
て
は
参
示
。
本
山
を
、
辿
じ
て
山
本
は

ず
ン
t
y
ク
・
ラ
カ
ン
の
議
品
を
受
け
、
〈
モ
ノ
)
に
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン

辿
鎖
の
空
取
な
中
心
な
い
し
与
』
丘
℃
耳
目
件
∞
を
定
似
し
(
問
一
二
三

区
て
そ
の
観
点
か
ら
鎌
限
小
泉
二
が
能
的
す
る
「
モ
ノ
学
・
感
覚
側

仙
品
」

M

地
洋
計
一
肘
、
二

C
…
0
年
、
「
モ
ノ
学
の
H
M

険
い
創
元
引
、

。
。
九
年
な
ど
に
方
法
論

t
の
不
徹
底
を
指
錦
、
し
て
い
る
(
二
一

一rH)
。

(
5
)

中
閃
訴
に
は
十
川
卓
「
論
埋
」
の
川
法
は
存
在
す
る
が
、
西
洋
わ
た

り
の

-om回
目
は
茂
山
科
苧
戸
忌
』
-
X
E
O
と
し
て
区
別
さ
れ
る
。

(
6
)

井
筒
俊
彦
「
vd
識
と
本
質
一
九
八
一
一
年
、
民
波
文
郎
版
、

!

?

、

一

l
i

h
一
司
て
二

1
5

" 
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割
、
二

O
一
同
年
、
一
二
一
一
針
。

(
時
)
泊
山
後
多
郎
「
小
泉
八
雲
伝
」
認
問
川
幾
多
郎
全
集
い
お
波
岳
山
、

第
一
巻
、
一
九
六
五
年
、
山
…

o
l
一
二
頁
。

(
凶
)
除
以
ま
み
「
合
成
体
と
し
て
の
側

i
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ

l
ン
と

フ
ラ
ン
ン
ス
ゴ

l
ル
l
ン
の
合
成
巧
真
論
」
「
比
較
文
学
」
五
五

巻
、
二

O
二
一
年
、
六
♂
七
五
目
。
な
お
大
塚
英
士
山
「
「
仲
間
て
子
」

た
ち
の
民
俗
学
小
泉
八
雲
と
仰
剖
凶
開
」
角
川
選
書
、
二

O
O
六

一
ー
も
参
照
。

(
初
)
一
一
本
成
夫
「
飴
川
沿
の
刊
附
介
入
知
の
生
命
記
憶
」
中
央
公
論
新

割
、
…
九
八
三
年
。
稲
院
に
よ
る
阿
読
は
『
接
触
造
形
論
触
れ
合

う
魂
、
紡
が
れ
る
形
」
名
古
屋
太
学
山
政
会
、
一
一

O
一
六
司
、
第
Z

部
第
山
市
。

(
幻
)
新
聞
公
子
「
ゴ
ッ
ホ
契
約
の
兄
弟
」
ブ
リ
ユ
ツ
ケ
、
三

O
-
一

年
、
第
八
日
下
。
稲
賀
紫
主
「
絵
而
問
の
東
方
い
名
古
屋
大
学
出
版
会
、

一
九
九
九
年
、
第
四
市
に
そ
れ
ぞ
れ
、
通
俗
的
な
「
夜
気
」
の
通
説

と
は
誌
な
る
解
釈
が
泌
さ
れ
て
い
る
。

(
詑
)
森
村
奈
川
向
が
内
山
川
闘
像
の

tua」
筑
臨
時
占
一
一
出
、
一

o
…
六
年
、
お

よ
び
そ
れ
と
辿
動
す
る
向
一
題
名
の
矧
顧
問
批
(
滋
J
M
滋
際
美
術
館
、

一一

O

六
会
i

)

で
な
ぜ
フ
ァ
ン
ゴ
y
ホ
の
《
耳
に
包
帯
を
し
た
'
川

両
像
》
を
砕
謀
術
よ
ろ
し
く
阿
波
し
た
の
か
が
、
こ
こ
で
服
組
と
な

る
。
以
下
を
参
問
。
締
針
山
指
先
「
「
私
」
と
「
わ
た
し
」
が
出
会
う

と
き

l
あ
る
い
は
双
子
の
織
活
」
「
凶
児
国
際
美
術
館
ニ
ュ
ー
ス
」

二
一
問
号
、
二

O
一六

4
、
一
…
三
一
目
。
ま
た
木
下
長
宏
「
一
白
磁
伎

の
思
怒
史
」
五
柳
お
続
、
二

O
…
六
年
。

(
お
)
害
問
、
小
柴
和
明
「
写
し
似
せ
・
よ
そ
お
う
も
の
の
現
象
論
」

吋
日
本
文
学
」
第
矧
ト
じ
巻
一
世
(
日
本
文
学
協
会
)
、
一
九
九
八

も町 こヒー合、お'9 

(
7
)

和
辻
哲
郎
訪
問
と
ベ
ル
ソ
ナ
い
お
波
書
的
、
}
九
三
じ
年
、
て
1

一
二
真
。
な
お
吋
去
象
い
師
、
月
限
相
、
二

O
二
一
年
「
ベ
ル
ソ
ナ

の
詩
学
」
引
集
号
に
収
め
ら
れ
た
、
附
本
源
太
、
徴
山
木
郎
ほ
か
の

筒
論
者
が
大
い
に
参
考
と
な
る
。

(
8
)

佐
牒
山
円
前
忠
「
治
慨
す
る
衣
偏
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
以
前
の
ギ
リ
シ
ア

に
お
け
る
プ
ロ
ソ
ポ
ン
の
寺
第
」
「
拾
い
古
学
い
五
九
(
二
)
、
一
…

0
0八

年
、
間
四
1
五
九
民
。

(
9
)

収
口
ふ
み
た
側
〉
の
誕
生
キ
リ
ス
ト
教
教
訓
引
を
つ
く
っ
た
人

び
と
」
岩
波
在
的
、
一
九
九
六
年
。

(
凶
)
問
削
福
司
「
翻
訳
の
人
知
学
、
事
始
め
」
「
衣
象
…

m
山
、
月
附
社
、

-
O
一
一
一
一
年
、
一
一
二
一
則
夜
。

(
日
)
坂
部
出
品
「
〈
お
も
て
〉
の
解
釈
学
試
論
」
混
同
而
の
解
釈
F
f
」
車
京

大
学
山
版
会
、
一
九
じ
六
年
、
一
…

ruo

(
立
)
務
問
的
一
「
顔
の
現
象
学

i
み
ら
れ
る
こ
と
の
椛
羽
」
(
一
九
九

五
)
、
講
談
判
学
術
文
庫
、
一
九
九
八

40

(
臼
)
「
緩
」
に
つ
い
て
の
総
覧
は
、
以
下
を
参
照
日
本
顔
学
会
(
編
)

円
州
制
の
百
科
事
典
」
丸
苦
、
一
一

o
…
五
可
。

(H)

山
門
別
樹
吋
他
者
と
死
者

i
ラ
カ
ン
に
よ
る
レ
ヴ
イ
ナ
ス
」
海
鳴

社
、
一
一

0
0凶
年
、
一
九
O
頁。

(
臼
)
ロ
E
E
E
5
-
M
L
O
S
P
E
-
『
丘
豆
町
内
ミ

p
h
E
1
2
E
Z
m
q
~ば
弘
吉
ぜ

3
R

Z出
E
o
H
H
C
G
H
¥

∞N
-
M
U
H
∞∞

(
日
叩
)
今
村
仁
司
「
社
会
性
の
哲
学
」
岩
波
件
応
、
第
四
平
「
負
い
日
」
、

一
O
九
頁
。
本
苫
は
犠
牲

g
g同
日
と
袈
別
自
の

E
z
g
z
g
と
の
拠

源
的
州
関
係
と
、
そ
の
社
会
的
忘
却
の
機
櫛
に
つ
い
て
、
間
到
な
議
論

を
展
開
し
て
い
る
。

(η)
小
泉
八
九
A

「
蛍
」
吋
甘
荒
怯
談
い
干
川
祐
弘
訳
、
河
川
吉
一
応
新

年
、
一
八
i
i
一
八
点
。
「
ゴ
ー
ス
ト
・
ラ

f
タ

l
」
も
何
故
「
山
間
程
」

な
の
か
苓
え
る
に
依
す
る
。




