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□

要

旨

従
来
こ
の
作
品
は
死
と
転
生
に
関
連
し
て
読
ま
れ
て
来
た
。
小
論
は
お
き
な
ぐ
さ
の
ラ
テ
ン
語
の
学
名
の
持
つ
〈
打
つ
〉〈
な
る
〉
と
い
う
意
味

に
着
目
し
て
、
こ
の
作
品
を
再
読
し
た
。
小
さ
な
鐘
状
の
花
の
〈
聞
こ
え
な
い
〉
鐘
の
音
が
山
男
の
耳
に
は
聞
こ
え
た
こ
と
、
ま
た
山
男
と
ひ
ば

り
の
役
割
が
作
品
全
体
の
構
成
上
に
重
要
な
意
味
が
あ
る
事
を
解
明
し
た
。
賢
治
に
と
っ
て
う
ず
の
し
ゅ
げ
の
鐘
は
妹
を
な
く
し
た
悲
し
み
の
中

か
ら
救
済
し
て
く
れ
た
音
を
象
徴
し
、
従
っ
て
、
お
き
な
ぐ
さ
の
聞
こ
え
な
い
鐘
の
音
と
は
宮
沢
賢
治
の
魂
の
声
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

□

キ
ー
ワ
ー
ド

宮
沢
賢
治

山
男

う
ず
の
し
ゅ
げ

鐘
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は
じ
め
に

一
九
二
二
年
（
大
正
十
一
）
賢
治
二
七
歳
の
時
に
二
歳
下
の
最
愛
の
妹
ト
シ
を
亡
く
し
た
。
彼
女
は
賢
治
の
よ
き
理
解
者
で
あ
り
、
ま

た
は
賢
治
と
同
じ
法
華
経
に
帰
依
し
て
い
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。
賢
治
は
傷
心
の
あ
ま
り
、
詩
の
創
作
が
六
か
月
途
絶
え
た
。
半
年

後
、
仕
事
を
再
開
し
て
、
初
め
て
創
作
し
た
作
品
が
「
お
き
な
ぐ
さ（
１
）」

で
あ
る
。
従
っ
て
、
賢
治
に
と
っ
て
、
こ
の
作
品
は
か
な
り
意
義

の
あ
る
記
念
す
べ
き
作
品
と
も
言
え
る
。

従
来
こ
の
作
品
は
死
と
転
生（
２
）に

関
連
し
て
読
ま
れ
て
き
た
が
、
作
中
に
も
登
場
す
る
、
タ
イ
ト
ル
の
「
お
き
な
ぐ
さ
」
の
別
名
で
あ
る

「
う
ず
の
し
ゅ
げ
」
と
い
う
語
の
「
音
」「
ひ
び
き
」
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
語
ら
れ
た
こ
と
が
な
い
よ
う
で
あ
る
。
テ
キ
ス
ト
の
中
で
、「
山

男
」
と
い
う
装
置
を
使
っ
て
、
彼
の
視
点
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
せ
て
、
お
き
な
ぐ
さ
＝
う
ず
の
し
ゅ
げ
が
描
写
さ
れ
る
。
こ
の
時
、
目

に
つ
く
「
鐘
状
」
の
花
は
「
風
に
ゆ
れ
る
」「
な
る
、
う
つ
」〈
鐘
〉
と
し
て
の
視
覚
描
写
で
あ
る
が
、
実
は
、「
山
男
」
の
耳
を
通
し
て
、

聞
こ
え
な
い
鐘
を
聞
き
手
に
聞
か
せ
よ
う
と
い
う
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
同
時
に
作
品
全
体
の
構
成
の
中
に
も
、
お
き
な
ぐ
さ

の
「
夢
よ
り
も
し
ず
か
に
話
」
し
て
い
る
内
容
を
聞
く
こ
と
を
可
能
に
し
た
こ
と
も
「
山
男
」
の
役
割
で
あ
る
。
ま
た
、
作
品
に
う
ず
の

し
ゅ
げ
の
心
の
声
を
会
話
の
形
で
聞
き
手
に
伝
え
て
お
り
、
そ
れ
は
死
の
悲
し
み
か
ら
救
済
し
て
く
れ
る
〈
梵
鐘
〉
の
声
と
も
聞
こ
え
て

く
る
。聞

こ
え
な
い
鐘
（
王
）
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一

、
う
ず
の
し
ゅ
げ
と
い
う
語
の
響
き

語
り
手
は
次
の
よ
う
に
物
語
を
語
り
始
め
る
。

う
ず
の
し
ゅ
げ
を
知
っ
て
い
ま
す
か
。

う
ず
の
し
ゅ
げ
は
、
植
物
学
で
は
お
き
な
ぐ
さ
と
呼
ば
れ
ま
す
が
お
き
な
ぐ
さ
と
い
う
名
は
何
だ
か
あ
の
や
さ
し
い
若
い
花
を
あ

ら
わ
さ
な
い
よ
う
に
お
も
い
ま
す
。

右
記
の
一
節
は
、
テ
キ
ス
ト
の
冒
頭
部
分
で
あ
る
。
岩
手
県
で
は
、
昔
か
ら
お
き
な
ぐ
さ
を
「
お
ず
（
お
ん
ず
）
の
ひ
げ
」
と
言
っ
て

い
る
そ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
お
き
な
ぐ
さ
（
翁
草
）
の
翁
を
岩
手
県
で
「
お
ず
（
お
ん
ず
）」
と
呼
ん
で
い
た
。
意
味
と
し
て
は
、
お
じ
い

さ
ん
の
ひ
げ
で
あ
る
。

植
物
学
に
お
い
て
、
お
き
な
ぐ
さ
は
、
花
後
に
雌
し
べ
が
長
く
尾
状
に
伸
び
、
密
か
に
生
え
た
羽
毛
と
と
も
に
、
白
い
毛
の
あ
る
実
が

老
人
（
翁
）
の
白
髪
に
た
と
え
ら
れ
て
名
づ
け
ら
れ
た
。
こ
の
名
前
は
確
か
に
〈
う
ず
の
し
ゅ
げ
〉
の
花
後
の
特
徴
を
良
く
表
し
た
。
と

こ
ろ
が
、
あ
の
〝
や
さ
し
い
若
い
花
〞
の
開
花
期
の
特
徴
を
表
す
に
は
不
向
き
で
は
な
い
か
と
語
り
手
は
読
者
に
問
い
か
け
る
。

テ
キ
ス
ト
の
タ
イ
ト
ル
に
つ
い
て
、
現
存
草
稿
で
は
題
目
は
う
ず
の
し
ゅ
げ
を
削
っ
て
、
お
き
な
ぐ
さ
と
書
き
直
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
作
中
で
は
、「
う
ず
の
し
ゅ
げ
」
の
語
を
十
四
か
所
に
も
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
お
き
な
ぐ
さ
」
は
（
タ
イ
ト
ル
を
除
外
）

四
カ
所
し
か
使
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
植
物
学
上
の
名
前
に
言
及
し
た
二
箇
所
と
聞
き
手
の
生
活
感
覚
に
し
た
が
っ
て
使
う
二
箇
所
で
あ
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る
。「
お
き
な
ぐ
さ
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
決
定
し
た
の
は
、
や
は
り
聞
き
手
の
言
語
習
慣
を
優
先
し
た
た
め
だ
ろ
う
。

し
か
し
語
り
手
は
続
け
て
以
下
の
よ
う
に
語
る
。

そ
ん
な
ら
う
ず
の
し
ゅ
げ
と
は
何
の
こ
と
か
と
云
わ
れ
て
も
私
に
は
わ
か
っ
た
よ
う
な
亦
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

そ
れ
は
た
と
え
ば
私
ど
も
の
方
で
ね
こ
や
な
ぎ
の
花
芽
を
べ
ん
べ
ろ
と
云
い
ま
す
が
そ
の
べ
ん
べ
ろ
が
何
の
こ
と
か
わ
か
っ
た
よ

う
な
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
の
と
全
く
お
な
じ
で
す
。
と
に
か
く
べ
ん
べ
ろ
と
い
う
語
の
ひ
び
き
の
中
に
あ
の
柳
の
花
芽
の

銀
び
ろ
う
ど
の
こ
こ
ろ
も
ち
、
な
め
ら
か
な
春
の
は
じ
め
の
光
の
工
合
が
実
に
は
っ
き
り
出
て
い
る
よ
う
に
、
う
ず
の
し
ゅ
げ
と
い

う
と
き
は
あ
の
毛
莨
科
の
お
き
な
ぐ
さ
の
黒
朱
子
の
花
び
ら
、
青
じ
ろ
い
や
は
り
銀
び
ろ
う
ど
の
刻
み
の
あ
る
葉
、
そ
れ
か
ら
六
月

の
つ
や
つ
や
光
る
冠
毛
が
み
な
は
っ
き
り
と
眼
に
う
か
び
ま
す
。

語
り
手
の
こ
の
花
に
対
す
る
切
な
い
愛
情
は
、
そ
の
丁
寧
な
、
感
情
が
こ
も
っ
た
語
調
か
ら
聞
き
と
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
花
の
特
徴

を
精
密
に
表
現
し
よ
う
、
花
の
容
姿
と
心
持
を
聞
き
手
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
っ
て
伝
え
よ
う
と
い
う
気
持
ち
も
読
み
取
れ
る
。
こ
こ
で
語

り
手
は
「
私
に
は
わ
か
っ
た
よ
う
な
亦
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
」
と
語
り
な
が
ら
、
言
葉
の
限
界
を
い
か
に
超
越
す
る
か
、
賢

治
は
苦
心
し
た
末
に
、「
べ
ん
べ
ろ
」
と
い
う
言
葉
を
例
に
し
て
、「
う
ず
の
し
ゅ
げ
」
の
言
葉
の
響
き
を
利
用
し
て
、
聞
き
手
の
五
感
を

喚
起
し
、
全
面
的
に
そ
の
花
の
特
徴
を
認
識
さ
せ
る
手
段
を
取
っ
た
。

｢べ
ん
べ
ろ
」
の
「
べ
ん
」
は
動
き
の
表
現
で
、
ベ
ロ
は
舌
そ
の
も
の
の
感
じ
で
あ
る
。「
べ
ん
べ
ろ
」
の
響
き
で
、
舌
の
柔
ら
か
さ
と

そ
の
独
特
な
動
き
を
連
想
さ
せ
、
早
春
の
柳
の
花
芽
は
光
と
風
の
中
に
、
生
き
生
き
し
て
い
る
様
子
を
よ
く
表
し
た
。

｢べ
ん
べ
ろ
」
と
い
う
語
の
響
き
と
同
じ
で
、「
う
ず
の
し
ゅ
げ
」
と
い
う
語
を
耳
に
し
た
と
き
、
葉
っ
ぱ
の
風
の
中
で
〈
渦
〉
を
巻
く

聞
こ
え
な
い
鐘
（
王
）
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よ
う
な
状
態
が
浮
か
ん
で
く
る
と
同
時
に
、「
う
ず
の
し
ゅ
げ
」
と
風
と
は
い
つ
も
緊
密
な
関
係
を
聞
き
手
に
も
た
ら
せ
る
。「
し
ゅ
げ
」

は
さ
ら
に
、「
渦
」
の
周
り
に
銀
色
の
細
い
冠
毛
が
フ
ワ
フ
ワ
し
て
い
る
状
態
を
胸
に
描
か
せ
、
花
の
花
弁
、
葉
、
冠
毛
の
容
子
を
リ
ア

ル
に
連
想
さ
せ
ら
れ
る
。「
う
ず
の
し
ゅ
げ
」
と
い
う
言
葉
の
響
き
は
、
そ
の
花
の
若
い
と
き
だ
け
で
は
な
く
、
花
の
一
生
の
イ
メ
ー
ジ

に
ぴ
っ
た
り
で
あ
る
。

以
上
の
描
写
の
分
析
か
ら
、
語
り
手
が
聞
き
手
に
自
分
の
花
に
対
す
る
感
じ
方
、
捉
え
方
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
と
き
、
聞
き
手
の

知
っ
て
い
る
言
葉
の
枠
に
限
界
が
あ
る
の
を
知
り
な
が
ら
、
そ
の
言
葉
の
限
界
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
、
賢
治
の
文
学
性
の
高
さ
が
う

か
が
え
る
。
こ
の
解
決
法
と
し
て
、
言
語
の
「
響
き
」

「
口
誦
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル（
３
）」

そ
の
地
方
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
方
言
を

も
と
に
し
た
と
い
う
方
法
と
共
通
で
あ
る
。
賢
治
は
詩
に
お
い
て
も
、
言
葉
の
「
ひ
び
き
」
の
作
用
を
最
大
限
に
利
用
し
て
い
る
。
そ
れ

に
つ
い
て
、
保
田
與
重
郎
は
、
下
記
の
よ
う
に
評
し
た
。

そ
の
詩
に
は
リ
ズ
ム
だ
け
が
あ
っ
て
ど
ん
な
意
味
も
内
容
も
思
想
も
な
い
と
云
う
こ
と
か
ら
、
僕
は
そ
の
リ
ズ
ム
そ
の
も
の
が
、

そ
れ
ら
枯
淡
な
文
芸
談
理
の
対
象
と
な
る
も
の
以
上
に
立
派
で
永
遠
で
あ
る
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
そ
う
い
ふ
リ
ズ
ム
だ
け

の
「
変
化
の
歌
」
は
日
本
の
伝
統
の
中
に
も
あ
る
。
し
か
も
そ
う
い
う
も
の
が
偶
然
東
北
の
山
地
か
ら
出
て
き
た
こ
と
は
、
明
治
大

正
と
い
う
時
代
の
故
ゑ
で
あ
ら
う
か
。
呪
文
の
形
式
が
も
つ
リ
ズ
ム
、
そ
う
い
ふ
も
の
を
歴
史
的
時
期
に
於
い
て
「
変
革
の
歌
の
調
」

と
僕
は
読
ん
で
み
た（
４
）。

保
田
は
賢
治
の
詩
の
｢リ
ズ
ム
｣を
｢調
｣と
し
て
そ
の
特
徴
を
考
え
る
と
同
様
、「
う
ず
の
し
ゅ
げ
」
は
た
だ
の
リ
ズ
ム
と
音
声
を
あ
ら

わ
す
抽
象
的
な
言
葉
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
に
「
ひ
び
き
」
も
内
在
し
て
、
読
者
の
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す
る
。
押
野
武
志
は
『
宮
沢
賢
治
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の
美
学
』
の
中
に
保
田
論
を
引
用
し
な
が
ら
、「
詩
に
は
リ
ズ
ム
だ
け
が
あ
っ
て
ど
ん
な
意
味
も
内
容
も
思
想
も
な
い
」
と
い
う
「
呪
文

の
形
式
」
の
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
、「
永
訣
の
朝
」
を
例
に
下
記
の
よ
う
に
述
べ
た
。

｢永
訣
の
朝
」
の
四
回
繰
り
返
さ
れ
る
（
あ
め
ゆ
じ
ゆ
と
て
ち
て
け
ん
じ
ゃ
）
こ
そ
が
、
呪
術
的
リ
ズ
ム
の
最
も
美
し
い
表
象
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
賢
治
は
、
こ
の
言
語
に
「
あ
め
ゆ
き
と
っ
て
き
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
注
を
付
す
の
で
あ
る
が
、
ト
シ
の
こ
の
言

葉
は
、
意
味
と
し
て
理
解
し
て
は
い
な
い
言
葉
、
言
葉
以
前
の
言
葉
、
た
だ
唱
え
る
だ
け
の
言
葉
、
つ
ま
り
、
賢
治
固
有
の
お
題
目

的
な
も
の
で
あ
る
。

押
野
は
賢
治
の
表
現
を
「
呪
術
的
リ
ズ
ム
」
と
い
う
更
な
る
特
殊
性
を
述
べ
て
、
賢
治
に
と
っ
て
、
最
も
代
表
的
な
「
リ
ズ
ム
」
を
「
お

題
目
」
に
す
る
。
確
か
に
、
言
葉
の
意
味
に
囚
わ
れ
な
い
で
、
音
の
響
き
で
、「
口
誦
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル（
５
）」

を
使
っ
て
、
汚
染
さ
れ
な

い
リ
ズ
ム
こ
そ
、
却
っ
て
無
限
大
の
意
味
を
表
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
現
実
に
『
般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』
の
「
羯
諦
、
羯
諦
、
波
羅
羯

諦
、
波
羅
僧
羯
諦
、
菩
提
薩
婆
訶
」
と
い
う
呪
文
の
意
味
が
分
か
ら
な
く
て
も
、
音
の
響
き
だ
け
で
、
唱
え
る
人
の
精
神
と
気
持
ち
が
作

用
さ
れ
る
。「
あ
め
ゆ
じ
ゆ
と
て
ち
て
け
ん
じ
ゃ
」、「
う
ず
の
し
ゅ
げ
」
は
岩
手
県
の
方
言
で
、
初
め
て
の
読
者
に
と
っ
て
は
わ
か
ら
な

い
が
、
語
り
手
に
し
た
が
っ
て
、
聞
き
手
は
語
り
手
の
「
私
ど
も
の
方
」
の
仲
間
入
り
を
し
た
あ
と
、
共
通
の
「
ひ
び
き
」
を
感
じ
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
賢
治
は
お
き
な
ぐ
さ
を
う
ず
の
し
ゅ
げ
と
い
う
口
誦
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
を
使
っ
て
、
聞
き
手
の
聴
覚
を
呼
び
起
こ

し
、
視
覚
的
に
イ
メ
ー
ジ
化
さ
せ
る
。
ま
た
お
き
な
ぐ
さ
と
い
う
言
葉
を
拡
大
し
て
、
そ
の
花
の
本
当
の
持
つ
イ
メ
ー
ジ
を
最
大
限
に
聞

き
手
に
打
ち
立
て
て
、
風
に
乗
っ
て
飛
ん
で
い
く
と
い
う
本
質
を
も
伏
線
と
し
た
。

聞
こ
え
な
い
鐘
（
王
）
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二
、「
う
ず
の
し
ゅ
げ
」
の
花
の
形
と
色
と
精
神
性

｢う
ず
の
し
ゅ
げ
」（
お
き
な
ぐ
さ
）
の
学
名
は
「
プ
ル
サ
チ
ラ
・
ケ
ル
ヌ
ア
」
で
あ
る
。「
プ
ル
サ
チ
ラ
」
は
ラ
テ
ン
語
の
「
打
つ
・
な
る
」

に
由
来
し
た
も
の
で
、「
鐘
」
を
表
す
。
語
り
手
の
説
明
に
よ
る
と
、「
き
み
か
げ
そ
う
」
と
「
か
た
く
り
」
は
「
う
ず
の
し
ゅ
げ
」
の
友

人
で
あ
る
。「
き
み
か
げ
そ
う
」
は
漢
字
で
書
く
と
「
鈴
蘭
」
で
あ
り
、
や
は
り
鐘
と
同
類
の
鈴
が
付
い
て
い
る
。
か
た
く
り
の
花
は
開

花
直
前
の
蕾
が
鐘
の
形
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
う
ず
の
し
ゅ
げ
」
こ
れ
ら
の
友
達
と
と
も
に
鐘
の
形
の
花
で
あ
る
。「
鐘
」
は
形
に

だ
け
で
は
な
く
、
音
を
出
せ
る
こ
と
を
も
暗
示
し
て
い
る
。
そ
の
音
は
山
男
を
媒
介
に
し
て
、
聞
き
手
に
聞
か
せ
る
こ
と
か
ら
で
き
る
。

鐘
の
形
の
う
ず
の
し
ゅ
げ
の
花
の
外
側
の
色
は
黒
で
あ
る
。
植
物
学
で
う
ず
の
し
ゅ
げ
と
ア
ネ
モ
ネ
は
キ
ン
ポ
ウ
ゲ
科
で
あ
る
か
ら
、

賢
治
は
「
う
ず
の
し
ゅ
げ
」
と
「
ア
ネ
モ
ネ
」
の
関
係
に
つ
い
て
「
従
兄
」
と
い
う
言
葉
を
的
確
に
使
っ
た
。
ア
ネ
モ
ネ
の
花
は
真
っ
赤

で
あ
り
、
う
ず
の
し
ゅ
げ
の
色
も
赤
が
は
い
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
た
だ
私
た
ち
の
眼
に
は
見
え
な
い
。
語
り
手
は
蟻
の
目
を
媒
介

し
て
そ
の
赤
色
が
見
え
る
方
法
を
紹
介
し
て
く
れ
る
。
語
り
手
「
私
」
と
蟻
と
の
問
答
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
花
の
下
を
終
始
往
っ
た
り
来
た
り
す
る
蟻
に
私
は
た
ず
ね
ま
す
。

「
お
ま
え
は
う
ず
の
し
ゅ
げ
は
す
き
か
い
、
き
ら
い
か
い
。」

蟻
は
活
撥
に
答
え
ま
す
。

「
大
す
き
で
す
。
誰
だ
っ
て
あ
の
人
を
き
ら
い
な
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。」

「
け
れ
ど
も
あ
の
花
は
ま
っ
黒
だ
よ
。」
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「
い
い
え
、
黒
く
見
え
る
と
き
も
そ
れ
は
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
ま
る
で
燃
え
あ
が
っ
て
ま
っ
赤
な
時
も
あ
り
ま
す
。」

「
は
て
な
、
お
前
た
ち
の
眼
に
は
そ
ん
な
工
合
に
見
え
る
の
か
い
。」

「
い
い
え
、
お
日
さ
ま
の
光
の
降
る
時
な
ら
誰
に
だ
っ
て
ま
っ
赤
に
見
え
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。」

「
そ
う
そ
う
。
も
う
わ
か
っ
た
よ
。
お
前
た
ち
は
い
つ
で
も
花
を
す
か
し
て
見
る
の
だ
か
ら
。」

「
そ
し
て
あ
の
葉
や
茎
だ
っ
て
立
派
で
し
ょ
う
。
や
わ
ら
か
な
銀
の
糸
が
植
え
て
あ
る
よ
う
で
し
ょ
う
。
私
た
ち
の
仲
間
で
は
誰
か

が
病
気
に
か
か
っ
た
と
き
は
あ
の
糸
を
ほ
ん
の
す
こ
う
し
貰
っ
て
来
て
し
ず
か
に
か
ら
だ
を
さ
す
っ
て
や
り
ま
す
。」

「
そ
う
か
い
。
そ
れ
で
、
結
局
、
お
前
た
ち
は
う
ず
の
し
ゅ
げ
は
大
す
き
な
ん
だ
ろ
う
。」

「
そ
う
で
す
。」

「
よ
ろ
し
い
。
さ
よ
な
ら
。
気
を
つ
け
て
お
い
で
。」

以
上
の
短
い
会
話
描
写
は
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
語
り
手
賢
治
の
科
学
者
と
し
て
の
態
度
、
文
学
者
と
し
て
の
ロ
マ
ン

的
想
像
及
び
救
済
精
神
を
重
視
す
る
宗
教
者
と
し
て
の
教
養
を
一
斉
に
注
入
さ
れ
る
。
賢
治
の
花
鳥
童
話
の
中
に
於
け
る
最
も
美
し
い
作

品
を
誕
生
さ
せ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
語
り
手
は
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
蟻
を
か
ら
か
い
な
が
ら
た
ず
ね
る
。
蟻
は
ま
じ
め
な
口
調
で
一
生
懸
命

に
う
ず
の
し
ゅ
げ
の
花
か
ら
葉
と
茎
ま
で
高
く
評
価
す
る
。
語
り
手
に
は
う
ず
の
し
ゅ
げ
の
色
が
黒
と
し
か
見
え
な
か
っ
た
が
、
蟻
に
は

真
っ
赤
に
も
見
え
る
。
し
か
も
語
り
手
「
お﹅

前﹅

た﹅

ち﹅

の﹅

眼﹅

に﹅

は﹅

そ
ん
な
工
合
に
見
え
る
の
か
い
」
と
い
う
限
定
す
る
よ
う
な
見
方
に
対
し

て
、
蟻
の
「
お
日
さ
ま
の
光
の
降
る
時
な
ら
誰﹅

に﹅

だ﹅

っ﹅

て﹅

真
っ
赤
に
見
え
る
」
と
い
う
普
遍
性
を
強
調
す
る
。
さ
ら
に
、「
す
か
し
て
見
る
」

と
い
う
見
方
の
重
要
性
を
提
示
す
る
。
そ
れ
は
、
つ
ま
り
語
り
手
の
上
か
ら
下
を
見
る
視
線
に
対
し
て
、
蟻
の
視
線
は
下
か
ら
上
を
見
る

の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
話
し
手
は
蟻
の
眼
を
媒
介
し
て
、
人
間
と
相
反
し
た
視
線
を
獲
得
し
、
そ
の
結
果
う
ず
の
し
ゅ
げ
の
赤
色
が
彼

聞
こ
え
な
い
鐘
（
王
）
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に
も
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。「
賢
治
の
テ
ク
ス
ト
で
は
花
は
天
上
の
星
と
比
較
に
よ
っ
て
地
上
の
星
と
し
て
描
か
れ
る（
６
）」

と
大
塚
常
樹

が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
そ
の
透
か
し
て
見
え
た
真
っ
赤
な
色
を
も
つ
こ
と
か
ら
う
ず
の
し
ゅ
げ
も
地
上
の
星
で
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ

る
。
黒
く
見
え
る
時
と
真
っ
赤
に
見
え
る
時
と
う
ず
の
し
ゅ
げ
が
二
色
を
備
え
て
い
る
こ
と
は
、
最
後
に
変
光
星
に
生
ま
れ
変
わ
る
た
め

の
下
敷
き
に
な
る
。

う
ず
の
し
ゅ
げ
は
美
し
い
形
と
色
だ
け
で
は
な
く
、
ま
た
や
さ
し
い
心
の
持
ち
主
で
あ
る
。
蟻
の
話
に
よ
る
と
う
ず
の
し
ゅ
げ
の
葉
と

茎
に
生
え
た
「
銀
の
糸
」
は
、
自
分
た
ち
の
病
気
治
療
に
役
立
つ
。
治
療
法
と
し
て
、「
あ
の
糸
を
ほ
ん
の
す
こ
う
し
貰
っ
て
来
て
し
ず

か
に
か
ら
だ
を
さ
」
す
る
。
聞
き
手
ま
で
、
そ
の
柔
ら
か
い
「
銀
の
糸
」
で
さ
す
ら
れ
る
蟻
の
追
体
験
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が

「
ほ
ん
の
す
こ
う
し
」
の
「
銀
の
糸
」
を
も
ら
う
と
言
っ
て
も
、
う
ず
の
し
ゅ
げ
の
体
か
ら
と
る
も
の
だ
か
ら
、
痛
さ
を
感
じ
な
い
わ
け

が
な
い
。
他
者
の
た
め
に
う
ず
の
し
ゅ
げ
の
痛
み
を
拒
ま
な
い
気
持
ち
と
忍
耐
す
る
気
持
ち
と
が
読
み
取
れ
る
。
う
ず
の
し
ゅ
げ
の
言
葉

を
借
り
れ
ば
、
そ
れ
は
自
分
の
「
仕
事
」
で
あ
る
だ
ろ
う
。
賢
治
の
妹
で
あ
る
ト
シ
は
病
気
で
苦
し
ん
で
亡
く
な
る
前
に
「
生
ま
れ
て
く

る
時
は
今
度
は
こ
ん
な
に
自
分
の
こ
と
ば
か
り
で
苦
し
ま
な
い
よ
う
に
生
ま
れ
て
く
る（
７
）」

と
い
う
願
い
を
立
て
た
。
つ
ま
り
自
分
一
人
で

病
苦
し
て
死
ぬ
よ
り
、
他
人
の
た
め
に
苦
し
む
ほ
う
が
価
値
が
あ
る
と
い
う
意
味
合
い
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ト
シ
の
慈
悲
の

心
は
ど
う
し
て
も
、
本
作
の
う
ず
の
し
ゅ
げ
と
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
で
見
て
来
た
こ
と
を
整
理
す
れ
ば
、
う
ず
の
し
ゅ
げ
は
鐘
の
形
で
あ
り
、
色
は
黒
と
赤
の
二
色
の
変
光
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
う

よ
う
に
、
だ
か
ら
、
形
も
色
も
特
徴
が
あ
る
植
物
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
「
銀
の
糸
」
は
蟻
た
ち
の
病
気
を
治
療
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
よ
う
に
う
ず
の
し
ゅ
げ
は
み
ん
な
に
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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三
、

聞
こ
え
な
い
〈
鐘
〉
の
音

テ
キ
ス
ト
で
語
り
手
と
蟻
と
の
会
話
を
終
わ
ら
せ
た
後
、
作
者
は
「
山
男
」
を
黙
劇
の
よ
う
に
登
場
さ
せ
る
。
こ
こ
で
は
、
聞
き
手
は

語
り
手
と
一
緒
に
、
第
三
者
の
客
観
的
な
視
線
で
「
山
男
」
に
注
目
す
る
。

又
向
う
の
、
黒
い
ひ
の
き
の
森
の
中
の
あ
き
地
に
山
男
が
居
ま
す
。
山
男
は
お
日
さ
ま
に
向
い
て
倒
れ
た
木
に
腰
掛
け
て
何
か
鳥

を
引
き
裂
い
て
喰
べ
よ
う
と
し
て
い
る
ら
し
い
の
で
す
が
な
ぜ
あ
の
黝
ん
だ
黄
金
の
眼
玉
を
地
面
に
じ
っ
と
向
け
て
い
る
の
で
し
ょ

う
。
鳥
を
喰
べ
る
こ
と
さ
え
忘
れ
た
よ
う
で
す
。

あ
れ
は
空
地
の
か
れ
草
の
中
に
一
本
の
う
ず
の
し
ゅ
げ
が
花
を
つ
け
風
に
か
す
か
に
ゆ
れ
て
い
る
の
を
見
て
い
る
か
ら
で
す
。

（
傍
線
引
用
者
）

｢山
男
」
は
彼
に
と
っ
て
ご
馳
走
の
鳥
を
引
き
裂
い
た
あ
と
、
食
べ
よ
う
と
し
て
い
る
と
き
に
、
上
に
向
け
て
い
る
視
線
を
地
面
の
方

に
移
動
し
、
そ
こ
に
「
じ
っ
と
」
向
け
た
ま
ま
で
、「
鳥
を
喰
べ
る
こ
と
さ
え
」
忘
れ
た
よ
う
に
な
る
。
こ
の
場
面
に
つ
い
て
従
来
の
研

究
は
吉
江
久
弥
を
は
じ
め
、「
野
蛮
で
無
骨
な
山
男
が
鳥
を
裂
い
て
食
べ
よ
う
と
し
て
、
ふ
と
目
に
と
ま
っ
た
一
本
の
う
ず
の
し
ゅ
げ
に

心
を
惹
か
れ
て
し
ま
う
。
そ
ん
な
魅
力
が
こ
の
若
い
花
に
あ
る（
７
）」

と
い
う
簡
易
な
説
明
に
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
大
自
然
の
中
に
生
き
て
い
る
「
山
男
」
に
と
っ
て
、
美
し
い
花
は
い
く
ら
で
も
あ
る
。「
銀
び
ろ
う
ど

の
刻
み
の
あ
る
」
葉
は
美
し
い
が
、
近
く
に
行
っ
て
、
角
度
を
選
ん
で
観
察
し
な
い
と
、
見
え
な
い
。
ま
た
蟻
の
眼
を
持
っ
て
い
な
け
れ

聞
こ
え
な
い
鐘
（
王
）
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ば
、
う
ず
の
し
ゅ
げ
の
〈
赤
〉
色
も
見
い
だ
せ
ず
、
従
っ
て
「
黒
朱
子
の
花
び
ら
」
に
よ
っ
て
食
事
を
忘
れ
さ
せ
ら
れ
る
ほ
ど
注
意
を
引

か
れ
る
こ
と
に
は
納
得
で
き
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
食
欲
の
強
い
「
山
男
」
が
、「
食
べ
よ
う
」
と
い
う
意
識
か
ら
「
見
よ
う
」
と
い
う

意
識
へ
と
転
化
で
き
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
。
普
通
、
私
た
ち
が
周
り
に
他
人
が
い
な
く
て
、
一
人
だ
け
で
い
て
、
食
事
を
前
に
し
て
、
食

べ
よ
う
と
し
た
と
き
に
、
食
べ
よ
う
と
す
る
動
作
の
進
行
を
止
め
る
と
し
た
ら
そ
れ
は
、
突
然
呼
ば
れ
た
り
、
突
然
の
音
を
聞
い
た
り
な

ど
の
事
態
が
発
生
し
た
と
き
で
は
な
い
か
。

山
の
中
に
生
き
て
い
る
自
然
人
の
山
男
に
と
っ
て
、
食
欲
の
解
決
や
生
存
の
危
険
か
ら
の
自
己
保
護
の
た
め
に
、
聴
覚
力
は
優
れ
て
い

る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
山
男
は
常
に
わ
ず
か
の
動
き
で
も
、
無
意
識
的
に
感
じ
取
れ
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
食
事
し
よ
う
と
す
る
時

で
も
、
耳
は
敏
感
に
働
い
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
食
事
を
忘
れ
た
原
因
は
う
ず
の
し
ゅ
げ
の
美
で
は
な
く
、
う
ず
の
し
ゅ
げ
の

鐘
の
「
音
」
に
気
づ
い
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
う
ず
の
し
ゅ
げ
の
学
名
は
プ
ル
サ
チ
ラ
・
ケ
ル
ヌ
ア
で
あ
り
、
ラ
テ
ン
語
の
〈
打
つ
〉〈
な
る
〉
か
ら
由
来
し

た
も
の
で
、
鐘
を
表
す
。
風
の
中
に
う
ず
の
し
ゅ
げ
の
小
さ
な
鐘
状
の
花
は
揺
れ
て
「
打
つ
「
な
る
」。
し
た
が
っ
て
、
う
ず
の
し
ゅ
げ

の
鐘
の
音
の
大
き
さ
は
風
に
非
常
に
関
係
す
る
。
大
き
い
風
に
揺
れ
て
大
き
く
〈
打
つ
〉〈
な
る
〉
し
、
微
風
の
中
に
小
さ
く
〈
打
つ
〉〈
な

る
〉。
普
通
の
人
間
に
と
っ
て
、
大
き
い
風
に
揺
れ
て
も
そ
の
「
鐘
」
の
音
が
聞
こ
え
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
自
然
人
の
山
男
に
と
っ
て

自
然
の
「
か
す
か
な
」
な
風
で
も
感
じ
と
れ
る
と
同
時
に
う
ず
の
し
ゅ
げ
の
「
鐘
」
の
音
が
聞
こ
え
る
こ
と
は
、
な
に
も
難
し
い
こ
と
で

は
な
く
、
ご
く
普
通
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

テ
キ
ス
ト
の
中
で
は
「
一
本
の
う
ず
の
し
ゅ
げ
が
花
を
つ
け
風
に
か
す
か
に
ゆ
れ
て
い
る
」
と
書
い
て
あ
る
。
う
ず
の
し
ゅ
げ
の
「
鐘
」

の
「
か
す
か
に
」「
ゆ
れ
て
い
る
」
の
描
写
は
、
そ
の
「
鐘
」
が
「
な
る
」
と
い
う
動
き
の
状
態
を
よ
く
表
し
て
い
る
。
同
時
に
音
の
小

さ
さ
聞
き
に
く
さ
も
暗
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
聞
き
に
く
い
」「
動
き
」
の
描
写
を
通
し
て
、
そ
の
「
鐘
」
が
「
な
る
」
イ
メ
ー
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ジ
を
視
覚
化
さ
せ
る
の
は
、
聞
き
手
に
「
観
音（
８
）」

と
い
う
方
法
が
求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
聞
き
に
く
い
声
で
も

智
慧
で
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
聞
こ
え
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
山
男
の
特
有
の
「
黄
金
の
眼
玉
」
は
「
観
音
」
で

き
る
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

も
し
「
山
男
と
う
ず
の
し
ゅ
げ
」
と
い
う
黙
劇
を
上
演
さ
せ
る
な
ら
、
う
ず
の
し
ゅ
げ
の
「
鐘
」
の
音
の
介
在
が
必
要
と
さ
れ
る
だ
ろ

う
。
鳥
を
食
べ
よ
う
と
し
て
い
る
と
き
に
、
う
ず
の
し
ゅ
げ
の
「
か
す
か
に
」
揺
れ
て
い
る
「
鐘
」
の
音
が
耳
か
ら
聞
こ
え
た
と
い
う
仕

草
を
な
く
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
か
ら
、
そ
の
音
を
発
生
源
を
目
で
探
し
た
瞬
間
、
食
欲
意
識
か
ら
、
聴
覚
意
識
を
通
し
て
、
見
る
意

識
に
到
着
す
る
。
作
中
で
山
男
の
食
べ
よ
う
と
い
う
意
識
か
ら
見
よ
う
と
い
う
意
識
の
回
路
は
あ
ま
り
早
い
の
で
、
話
し
手
に
も
聞
き
手

に
も
確
認
で
き
な
く
、
最
後
の
山
男
の
眼
の
注
目
点
だ
け
私
た
ち
の
目
に
捉
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す
る
と
、

「
一
本
の
う
ず
の
し
ゅ
げ
が
花
を
つ
け
風
に
か
す
か
に
ゆ
れ
て
い
る
」
と
同
時
に
、
う
ず
の
し
ゅ
げ
の
鐘
の
音
も
鳴
っ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
の
で
は
な
い
か
。

賢
治
作
品
の
中
に
は
、
従
来
「
山
男
も
の
」
と
称
さ
れ
て
き
た
「
山
男
の
四
月
」「
紫
紺
染
に
つ
い
て
」「
祭
り
の
晩
」「
狼
森
と
笊
森
、

盗
森
」
な
ど
の
作
品
が
あ
る
。
人
間
と
か
か
わ
り
が
あ
る
こ
れ
ら
の
山
男
の
物
語
は
セ
ッ
ト
で
扱
わ
れ
、
柳
田
国
男
の
『
遠
野
物
語
』
や

佐
々
木
喜
善
の
エ
ッ
セ
イ
と
比
較
さ
れ
な
が
ら
、
賢
治
の
造
型
し
た
単
純
正
直
な
山
男
が
い
か
に
都
会
文
明
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
る
か
、

ま
た
都
会
文
明
批
判
が
込
め
ら
れ
て
い
る
か
、
と
い
っ
た
こ
と
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
「
お
き
な
ぐ
さ
」
の
物
語
は
「
山
男

も
の
」
系
列
と
し
て
は
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
人
間
で
は
な
く
、
植
物
と
関
わ
り
が
あ
る
山
男
で
あ
る
の
で
、
注
目
さ

れ
に
く
い
か
ら
だ
ろ
う
。
し
か
し
本
作
で
、、
う
ず
の
し
ゅ
げ
を
山
男
が
黄
金
の
眼
玉
で
じ
っ
と
見
て
い
る
シ
ー
ン
は
印
象
的
で
あ
る
。

実
は
大
正
一
三
年
一
二
月
に
発
行
さ
れ
た
童
話
集
『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
は
、
当
初
は
「
山
男
の
四
月
」
と
い
う
標
題
で
出
版
予
定
さ

聞
こ
え
な
い
鐘
（
王
）
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れ
て
い
た
。
人
間
、
植
物
と
の
か
か
わ
り
に
関
係
な
く
山
男
は
賢
治
の
作
品
世
界
で
か
な
り
重
要
な
存
在
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

柳
田
の
『
遠
野
物
語
』
の
伝
承
を
総
合
す
る
と
、
山
男
の
人
物
像
は
「
人
並
み
は
ず
れ
て
背
が
高
い
。
目
が
き
ら
き
ら
光
り
、
顔
色
は

黒
か
赫
で
あ
る
。
木
綿
か
麻
の
着
物
に
、
藤
蔓
で
作
っ
た
鞄
を
さ
げ
、
篠
竹
で
編
ん
だ
草
履
を
は
く
者
も
い
る
。
自
分
で
洗
濯
を
す
る
ら

し
い
。
歩
き
方
が
早
く
、
忽
然
と
出
没
す
る（
９
）。」

賢
治
の
「
山
男
」
も
こ
う
い
っ
た
伝
承
を
踏
ま
え
た
作
品
で
あ
る
が
、
た
だ
、
賢
治
は

さ
ら
に
「
四
月
の
山
男
」
で
は
、
金
い
ろ
の
眼
を
、「
お
き
な
ぐ
さ
」
で
は
、
黄
金
の
眼
玉
を
持
つ
山
男
を
創
作
し
た
。
伝
承
の
き
ら
き

ら
し
た
眼
を
「
金
」
色
表
現
し
た
の
は
、
賢
治
の
独
創
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
こ
と
は
賢
治
の
山
男
が
優
れ
た
本
能
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を

象
徴
し
て
い
る
。「
山
男
」
は
「
黄
金
の
眼
玉
」
を
持
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
賢
治
の
山
男
は
音
を
「
観
」
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
と

も
い
え
る
の
で
あ
る
。

現
行
テ
キ
ス
ト
の
中
に
は
山
男
、
蟻
、
ひ
ば
り
の
対
話
と
い
う
内
容
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
、
実
は
草
稿
で
は
「
牧
童
、
蟻
、

ひ
ば
り
の
対
話（
10
）」

と
書
か
れ
て
い
る
。
な
ぜ
、
牧
童
を
山
男
に
書
き
直
し
た
の
か
。
そ
れ
は
牧
童
と
な
る
と
、
安
易
に
読
者
に
「
十
牛
図
」

に
連
想
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
十
牛
図
は
、
中
国
宋
代
の
臨
済
宗
楊
岐
派
の
禅
僧
廓
庵
禅
師
の
創
案

に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
図
で
あ
る
。
人
間
が
本
来
持
っ
て
い
る
仏
性
、
真
実
の
自
己
を
牛
に
喩
え
、
路
頭
に
迷
う
牧
童
が
や
が
て
「
聖
な
る

笑
い
」
へ
至
る
為
の
修
行
の
道
程
を
十
枚
の
絵
に
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
修
行
し
悟
り
に
至
る
人
間
よ
り
、
も
っ
と
反
近
代
的
な
自
然
か

ら
生
ま
れ
た
自
然
人
の
方
が
賢
治
世
界
に
は
よ
り
必
要
と
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

賢
治
は
ひ
た
す
ら
に
、
聞
こ
え
な
い
「
鐘
」
を
聞
き
手
に
聞
こ
え
さ
せ
よ
う
と
い
う
苦
心
の
末
に
、「
黄
金
の
眼
玉
」
を
も
つ
山
男
と

い
う
装
置
を
使
っ
て
、
そ
の
目
的
を
達
成
し
た
。
山
男
の
音
を
観
す
る
本
性
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
次
の
場
面
で
の
二
本
の
う
ず
の
し
ゅ
げ

の
「
夢
よ
り
も
し
ず
か
」
な
会
話
が
聞
こ
え
て
、
語
り
手
の
口
を
利
用
し
て
、
聞
き
手
に
語
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
山
男
は
作
品
構
成

の
な
か
で
、「
見
色
」
か
ら
「
観
音
」
ま
で
の
「
繋
ぎ
」
と
し
て
、
と
て
も
大
事
な
装
置
で
あ
る
。
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ち
な
み
に
、
吉
江
は
「
お
き
な
ぐ
さ
」
の
構
成
を
四
つ
の
部
分
と
し
て
分
け
て
、
作
品
の
冒
頭
か
ら
山
男
を
書
い
た
と
こ
ろ
ま
で
を
、

第
一
部
分
と
し
て
考
え
て
い
る（
11
）。

し
か
し
そ
の
結
果
、
山
男
の
役
割
は
蟻
の
視
線
の
延
長
に
す
ぎ
な
く
な
り
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
で
は

山
男
の
本
当
の
機
能
に
気
づ
か
れ
な
く
な
る
。
こ
の
作
品
の
構
成
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
、
賢
治
の
草
稿
メ
モ
に
し
た
が
っ
て
、
①

蟻
と
私
と
の
会
話
、
②
山
男
、
③
ひ
ば
り
と
う
ず
の
し
ゅ
げ
の
会
話
を
三
つ
の
独
立
と
し
た
部
分
と
し
て
考
え
、
こ
の
三
つ
の
会
話
の
関

連
性
を
考
察
し
た
方
が
、
賢
治
の
本
意
に
近
く
、
作
品
の
深
み
を
理
解
し
や
す
い
の
で
は
な
い
か
。

山
男
と
ひ
ば
り
と
う
ず
の
し
ゅ
げ
の
精
神
の
境
地
を
分
析
す
る
と
き
、
仏
教
の
欲
界
・
色
界
・
無
色
界
の
三
界
思
想
を
媒
介
す
る
と
解

釈
し
や
す
い
。『
法
華
経
』
の
譬
喩
品
に
「
三
界
は
安
き
こ
と
な
く
、
な
お
、
火
宅
の
ご
と
し
」
と
い
う
喩
が
あ
る
。
三
界
は
凡
夫
が
生

死
を
繰
り
返
し
な
が
ら
輪
廻
す
る
世
界
を
三
つ
に
分
け
た
も
の
。
欲
界
は
淫
欲
と
食
欲
の
二
つ
の
欲
望
に
と
ら
わ
れ
た
有
情
の
住
む
処
。

色
界
は
欲
界
の
二
つ
の
欲
望
は
超
越
し
た
が
、
物
質
的
条
件
（
色
）
に
と
ら
わ
れ
た
有
情
が
住
む
処
。
無
色
界
は
欲
望
も
物
質
的
条
件
も

超
越
し
、
た
だ
精
神
作
用
に
の
み
住
む
世
界
で
あ
り
、
禅
定
に
住
し
て
い
る
世
界
で
あ
る
。

テ
キ
ス
ト
の
中
で
山
男
が
食
欲
を
忘
れ
て
、
そ
の
う
ず
の
し
ゅ
げ
を
じ
っ
と
見
て
い
る
と
い
う
間
、
か
れ
は
欲
界
か
ら
脱
出
し
て
、
色

界
に
入
っ
た
と
も
言
え
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
を
可
能
に
し
た
の
は
、
う
ず
の
し
ゅ
げ
の
清
浄
の
「
鐘
」
の
音
の
功
徳
と
も
言
え
る
の
で

は
な
い
か
。

四
、

う
ず
の
し
ゅ
げ
の
〈
梵
鐘
〉

山
男
が
一
本
の
う
ず
の
し
ゅ
げ
を
じ
っ
と
見
て
い
る
と
い
う
シ
ー
ン
を
見
た
後
、「
私
」
も
去
年
の
春
と
夏
に
、「
小
岩
井
農
場
の
南
、

あ
の
ゆ
る
や
か
な
七
つ
森
の
い
ち
ば
ん
西
の
は
ず
れ
の
西
が
わ
」
で
、
二
回
に
わ
た
っ
て
、
二
本
の
う
ず
の
し
ゅ
げ
た
ち
の
会
話
お
よ
び

聞
こ
え
な
い
鐘
（
王
）
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う
ず
の
し
ゅ
げ
た
ち
と
ひ
ば
り
の
会
話
を
思
い
出
す
。

と
こ
ろ
で
、
う
ず
の
し
ゅ
げ
た
ち
の
「
夢
よ
り
も
し
ず
か
に
話
」
し
て
い
る
内
容
を
「
私
」
は
な
ぜ
聞
く
こ
と
が
で
き
た
か
。
そ
れ
は
、

「
私
」
が
山
男
の
分
身
に
な
っ
て
、
一
本
の
う
ず
の
し
ゅ
げ
の
〈
鐘
〉
の
形
状
と
色
と
揺
れ
を
「
観
」
て
か
ら
、
さ
ら
に
死
の
恐
怖
か
ら

救
済
し
て
く
れ
る
〈
梵
鐘
〉
の
声
が
聞
こ
え
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
テ
キ
ス
ト
は
う
ず
の
し
ゅ
げ
の
会
話
を
通
し
て
、
聞
こ
え
な
い

鐘
の
音
を
聞
き
手
に
聞
か
せ
る
こ
と
を
実
現
し
た
の
で
あ
る
。

聞
き
手
に
そ
の
春
の
会
話
を
リ
ア
ル
に
再
現
す
る
た
め
に
、
ま
ず
場
面
描
写
と
う
ず
の
し
ゅ
げ
の
肉
声
の
会
話
を
通
し
て
、
文
字
の
力

を
最
大
に
発
揮
し
て
、
映
像
と
音
声
と
の
効
果
を
同
じ
よ
う
に
達
成
し
た
。
そ
し
て
そ
の
内
容
は
主
に
「
生
」
に
か
か
わ
る
テ
ー
マ
で
あ
る
。

当
初
、
う
ず
の
し
ゅ
げ
た
ち
は
お
日
様
が
雲
に
か
か
る
具
合
に
よ
っ
て
、
畑
、
松
、
ポ
プ
ラ
の
木
、
空
の
色
交
錯
変
化
と
速
さ
に
感
激

し
な
が
ら
、
そ
の
美
し
さ
に
吸
い
込
ま
れ
て
陶
酔
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
雲
は
、
ど
こ
か
ら
来
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
問
題

を
提
起
す
る
。

「
不
思
議
だ
ね
え
、
雲
な
ん
て
ど
こ
か
ら
出
て
来
る
ん
だ
ろ
う
。
ね
え
、
西
の
そ
ら
は
青
じ
ろ
く
て
光
っ
て
よ
く
晴
れ
て
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
風
が
ど
ん
ど
ん
空
を
吹
い
て
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
だ
の
に
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
雲
が
な
く
な
ら
な
い
じ
ゃ
な
い
か
。」

「
い
い
や
、
あ
す
こ
か
ら
雲
が
湧
い
て
来
る
ん
だ
よ
。
そ
ら
、
あ
す
こ
に
小
さ
な
小
さ
な
雲
き
れ
が
出
た
ろ
う
。
き
っ
と
大
き
く
な

る
よ
。」

う
ず
の
し
ゅ
げ
た
ち
は
雲
と
風
の
観
察
を
通
し
て
、
雲
の
出
来
し
ゅ
つ
ら
い

現
象
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
が
、
実
質
は
す
べ
て
生
の
現
象
に
共
通
し

て
い
て
、
私
た
ち
の
命
は
「
ど
こ
か
ら
出
て
来
」
た
か
と
考
え
さ
せ
ら
れ
て
い
く
。「
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
雲
が
な
く
な
ら
な
い
じ
ゃ
な
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い
か
」
と
い
う
話
は
、
個
々
の
生
命
に
対
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
生
命
現
象
を
さ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
雲
が
「
小
さ
な

小
さ
な
雲
き
れ
」
か
ら
生
ま
れ
て
、
だ
ん
だ
ん
大
き
く
な
る
と
い
う
見
方
は
、
仏
教
の
「
因
縁
」
思
想
に
由
来
す
る
。
つ
ま
り
、
風
と
い

う
因
が
な
い
と
、
雲
は
生
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
関
係
に
な
る
。

二
本
の
う
ず
の
し
ゅ
げ
が
こ
の
よ
う
な
生
に
関
わ
る
大
事
な
話
を
交
わ
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
ひ
ば
り
は
大
風
の
中
で
空
か
ら
下
り
て

来
て
、
会
話
に
参
加
す
る
。
こ
れ
は
、
常
に
空
で
飛
ぶ
ひ
ば
り
の
視
点
を
借
り
て
、
風
と
飛
翔
の
話
題
を
膨
ら
ま
す
と
同
時
に
生
の
飛
翔

と
い
う
話
題
を
展
開
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ひ
ば
り
は
う
ず
の
し
ゅ
げ
と
次
の
よ
う
な
会
話
を
交
わ
す
。

「
今
日
は
、
風
が
あ
っ
て
い
け
ま
せ
ん
ね
。」

「
お
や
、
ひ
ば
り
さ
ん
、
い
ら
っ
し
ゃ
い
。
今
日
な
ん
か
高
い
と
こ
は
風
が
強
い
で
し
ょ
う
ね
。」

「
え
え
、
ひ
ど
い
風
で
す
よ
。
大
き
く
口
を
あ
く
と
風
が
僕
の
か
ら
だ
を
ま
る
で
麦
酒
瓶
の
よ
う
に
ボ
ウ
と
鳴
ら
し
て
行
く
位
で
す

か
ら
ね
。
わ
め
く
も
歌
う
も
容
易
の
こ
っ
ち
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
よ
。」

「
そ
う
で
し
ょ
う
ね
。
だ
け
ど
こ
こ
か
ら
見
て
い
る
と
ほ
ん
と
う
に
風
は
お
も
し
ろ
そ
う
で
す
よ
。
僕
た
ち
も
一
ぺ
ん
飛
ん
で
見
た

い
な
あ
。」

「
飛
べ
る
ど
こ
じ
ゃ
な
い
。
も
う
二
ヶ
月
お
待
ち
な
さ
い
。
い
や
で
も
飛
ば
な
く
ち
ゃ
な
り
ま
せ
ん
。」

右
の
会
話
の
中
に
「
風
が
あ
っ
て
い
け
ま
せ
ん
」、「
ひ
ど
い
風
」、「
わ
め
く
も
歌
う
も
容
易
の
こ
っ
ち
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
」
な
ど
ひ
ば
り

の
台
詞
は
す
べ
て
自
分
の
立
場
と
視
点
か
ら
風
と
い
う
も
の
を
捉
え
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
う
ず
の
し
ゅ
げ
は
、「
こ
こ
か
ら
見
て

い
る
と
ほ
ん
と
う
に
風
は
お
も
し
ろ
そ
う
で
す
よ
」
と
い
う
感
想
で
あ
る
。
ま
た
「
僕
た
ち
も
一
ぺ
ん
飛
ん
で
見
た
い
な
あ
」
と
い
う
願

聞
こ
え
な
い
鐘
（
王
）
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望
を
口
に
し
て
い
る
。
両
方
の
会
話
内
容
を
比
較
す
る
と
、
ひ
ば
り
は
た
だ
「
僕
」
を
意
識
し
、
自
分
を
中
心
に
し
て
考
え
て
お
り
、
し

た
が
っ
て
、
自
分
の
飛
び
た
い
、
歌
い
た
い
と
い
う
欲
望
を
損
な
う
も
の
を
マ
イ
ナ
ス
と
し
て
考
え
る
。
こ
の
こ
と
は
ひ
ば
り
が
は
っ
き

り
三
界
の
欲
界
に
い
る
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
。
対
し
て
、
う
ず
の
し
ゅ
げ
は
自
分
の
現
在
い
る
欲
界
か
ら
脱
し
て
、
色
界
の
目
で
物
事

を
見
て
い
る
か
ら
、「
お
も
し
ろ
く
」
感
じ
る
。
さ
ら
に
、
自
分
の
居
る
世
界
を
超
越
し
て
、「
無
色
界
」
の
天
上
に
憧
れ
て
、「
飛
ん
で

見
た
い
」
と
発
心
す
る
。
こ
の
「
天
上
」
は
も
ち
ろ
ん
ひ
ば
り
の
飛
ん
で
い
る
空
よ
り
も
も
っ
と
上
に
あ
る
世
界
で
あ
る
。
こ
の
発
心
は

ひ
ば
り
に
と
っ
て
は
死
を
意
味
す
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
運
命
の
定
め
に
し
た
が
っ
て
、「
も
う
二
ヶ
月
お
待
ち
な
さ
い
。
い
や
で
も
飛
ば

な
く
ち
ゃ
な
り
ま
せ
ん
」
と
窘
め
る
。

二
ヶ
月
後
の
夏
に
ひ
ば
り
は
ふ
た
た
び
現
れ
る
。
う
ず
の
し
ゅ
げ
の
最
後
の
心
の
声
を
直
接
的
に
聞
き
出
し
て
、
間
接
的
に
私
達
聞
き

手
に
死
の
恐
怖
か
ら
救
済
す
る
う
ず
の
し
ゅ
げ
の
〈
梵
鐘
〉
を
聞
か
せ
る
こ
と
に
な
る
。
ひ
ば
り
は
こ
こ
で
〈
梵
鐘
〉
を
鳴
ら
す
役
割
を

果
た
せ
た
の
で
あ
る
。

ひ
ば
り
と
う
ず
の
し
ゅ
げ
の
最
後
の
対
話
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

「
今
日
は
。
い
い
お
天
気
で
す
。
ど
う
で
す
。
も
う
飛
ぶ
ば
か
り
で
し
ょ
う
。」

「
え
え
、
も
う
僕
た
ち
遠
い
と
こ
へ
行
き
ま
す
よ
。
ど
の
風
が
僕
た
ち
を
連
れ
て
行
く
か
さ
っ
き
か
ら
見
て
い
る
ん
で
す
。」

「
ど
う
で
す
。
飛
ん
で
行
く
の
は
い
や
で
す
か
。」

「
な
ん
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
僕
た
ち
の
仕
事
は
も
う
済
ん
だ
ん
で
す
。」

「
恐
か
あ
り
ま
せ
ん
か
。」

「
い
い
え
、
飛
ん
だ
っ
て
ど
こ
へ
行
っ
た
っ
て
野
は
ら
は
お
日
さ
ん
の
ひ
か
り
で
一
杯
で
す
よ
。
僕
た
ち
ば
ら
ば
ら
に
な
ろ
う
た
っ
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て
ど
こ
か
の
た
ま
り
水
の
上
に
落
ち
よ
う
た
っ
て
お
日
さ
ん
ち
ゃ
ん
と
見
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
よ
。」

「
そ
う
で
す
、
そ
う
で
す
。
な
ん
に
も
こ
わ
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
僕
だ
っ
て
も
う
い
つ
ま
で
こ
の
野
原
に
居
る
か
わ
か
り
ま
せ

ん
。
も
し
来
年
も
居
る
よ
う
だ
っ
た
ら
来
年
は
僕
は
こ
こ
へ
巣
を
つ
く
り
ま
す
よ
。」

う
ず
の
し
ゅ
げ
は
ひ
ば
り
よ
り
こ
の
世
か
ら
先
立
つ
こ
と
に
な
る
。
う
ず
の
し
ゅ
げ
の
最
後
を
ひ
ば
り
は
見
届
け
に
来
て
、「
ど
う
で

す
。
も
う
飛
ぶ
ば
か
り
で
し
ょ
う
」、「
ど
う
で
す
。
飛
ん
で
行
く
の
は
い
や
で
す
か
」、「
恐
か
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
尋
ね
る
。
実
は
、
そ

れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
、
ひ
ば
り
の
一
番
関
心
事
で
も
あ
る
。
ひ
ば
り
の
死
に
対
す
る
、
忌
避
と
恐
怖
の
気
持
ち
を
も
そ
こ
か
ら
は
読
み

取
れ
る
。
う
ず
の
し
ゅ
げ
の
「
飛
ぶ
」
こ
と
は
、
ひ
ば
り
に
と
っ
て
、
こ
の
世
を
離
れ
て
の
死
を
意
味
す
る
が
、
う
ず
の
し
ゅ
げ
に
と
っ

て
は
、
天
上
界
に
行
く
「
生
」
を
意
味
す
る
。
だ
か
ら
、「
ど
う
で
す
。
も
う
飛
ぶ
ば
か
り
で
し
ょ
う
」
と
い
う
ひ
ば
り
の
問
い
に
、

う
ず
の
し
ゅ
げ
は
「
飛
ぶ
」
と
い
う
言
葉
を
避
け
て
、「
遠
い
と
こ
へ
行
き
ま
す
よ
。
ど
の
風
が
僕
た
ち
を
連
れ
て
行
く
か
さ
っ
き

か
ら
見
て
い
る
ん
で
す
」
と
答
え
る
。
つ
ま
り
、「
飛
ぶ
」
イ
コ
ー
ル
死
を
考
え
る
よ
り
、
こ
の
世
を
超
越
し
て
、
そ
の
先

「
遠
い

と
こ
」

を
目
標
に
し
て
い
る
。
う
ず
の
し
ゅ
げ
は
今
の
欲
界
と
色
界
を
離
れ
て
無
色
界
の
世
界
に
到
達
し
た
い
と
願
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

う
ず
の
し
ゅ
げ
と
風
と
は
い
つ
も
不
可
分
な
深
い
関
係
が
あ
る
。「
風
」
が
な
い
と
、
う
ず
の
し
ゅ
げ
の
鐘
を
鳴
ら
せ
な
い
。
ま
た
は
、

う
ず
の
し
ゅ
げ
の
響
き
か
ら
来
る
イ
メ
ー
ジ
の
よ
う
に
、
風
が
な
い
と
、
渦
に
な
ら
な
い
し
、
毛
も
フ
ワ
フ
ワ
に
な
ら
な
い
。
誕
生
時
に

風
が
欠
か
せ
な
い
し
、
命
の
最
後
の
旅
に
も
風
が
欠
か
せ
な
い
。
そ
の
風
の
来
迎
を
う
ず
の
し
ゅ
げ
は
信
仰
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

「
ど
う
で
す
。
飛
ん
で
行
く
の
は
い
や
で
す
か
」
と
い
う
ひ
ば
り
の
問
い
に
「
な
ん
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
僕
た
ち
の
仕
事
は
も
う
済
ん
だ

ん
で
す
」
と
う
ず
の
し
ゅ
げ
は
答
え
て
い
る
。
こ
こ
で
「
僕
た
ち
の
仕
事
」
と
は
、
実
ら
せ
た
こ
と
を
指
す
の
で
は
な
く
、
蟻
た
ち
の
病

聞
こ
え
な
い
鐘
（
王
）

―83―



気
治
療
を
指
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
こ
の
世
で
他
人
に
役
立
つ
こ
と
を
経
験
し
た
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
最
後
に
、
こ
の
よ
う
な

執
着
の
な
い
、
さ
っ
ぱ
り
し
た
気
持
ち
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。「
飛
ぶ
」
こ
と
に
恐
怖
が
な
い
と
い
う
理
由
に
つ
い
て
、
自
分
の
物
質

と
し
て
の
体
は
ど
ん
な
形
に
な
っ
て
も
か
ま
わ
な
く
、
ど
ん
な
場
所
に
行
っ
て
も
、
結
局
太
陽
に
ま
も
ら
れ
る
と
い
う
う
ず
の
し
ゅ
げ
の

思
想
は
日
光
菩
薩
の
信
仰（
12
）か

ら
来
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
死
な
ど
の
闇
を
太
陽
の
光
で
滅
ぼ
せ
る
の
は
こ
の
日
光
菩
薩
の
慈

悲
な
の
で
あ
る
。

ひ
ば
り
は
う
ず
の
し
ゅ
げ
の
以
上
の
話
を
聞
い
た
あ
と
、「
そ
う
で
す
、
そ
う
で
す
。
な
ん
に
も
こ
わ
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。」
と

悟
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
う
ず
の
し
ゅ
げ
の
心
境
に
達
す
る
よ
う
に
、
う
ず
の
し
ゅ
げ
の
居
場
所
に
憧
れ
て
、「
も
し
来
年
も
居
る
よ

う
だ
っ
た
ら
来
年
は
僕
は
こ
こ
へ
巣
を
つ
く
り
ま
す
よ
」
と
意
思
を
表
明
す
る
。

テ
キ
ス
ト
の
最
後
で
「
う
ず
の
し
ゅ
げ
は
光
っ
て
ま
る
で
踊
る
よ
う
に
ふ
ら
ふ
ら
し
て
」
風
に
迎
え
ら
れ
て
、
ひ
ば
り
と
さ
よ
う
な
ら

と
言
っ
て
、
無
色
界
の
世
界
に
行
っ
た
。「
羽
虫
の
よ
う
に
北
の
方
へ
飛
ん
で
行
き
ま
し
た
。
そ
し
て
ひ
ば
り
は
鉄
砲
玉
の
よ
う
に
空
へ

と
び
あ
が
っ
て
鋭
い
み
じ
か
い
歌
を
ほ
ん
の
一
寸
歌
っ
た
の
で
し
た
。」
と
い
う
う
ず
の
し
ゅ
げ
の
最
後
の
場
面
を
語
り
手
「
私
」
が
見

て
い
る
。「
な
ぜ
ひ
ば
り
は
う
ず
の
し
ゅ
げ
の
銀
毛
の
飛
ん
で
行
っ
た
北
の
方
へ
飛
ば
な
か
っ
た
か
、
ま
っ
す
ぐ
に
空
の
方
へ
飛
ん
だ
か
」

と
い
う
問
題
に
、
語
り
手
の
「
私
」
は
「
た
し
か
に
二
つ
の
う
ず
の
し
ゅ
げ
の
た
ま
し
い
が
天
の
方
へ
行
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
し
て
も
う

追
い
つ
け
な
く
な
っ
た
と
き
ひ
ば
り
は
あ
の
み
じ
か
い
別
れ
の
歌
を
贈
っ
た
の
だ
ろ
う
」
と
論
理
的
に
推
測
し
た
。
実
は
、
こ
の
部
分
も
、

視
覚
と
し
て
し
か
読
者
に
伝
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
「
音
」
の
媒
介
を
潜
在
的
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
六
月
の
風
は
南
か
ら

北
に
吹
く
か
ら
、
う
ず
の
し
ゅ
げ
の
銀
毛
は
北
に
飛
ん
で
い
く
の
を
ひ
ば
り
の
視
覚
で
確
か
に
見
て
と
っ
て
い
る
。
そ
の
物
質
と
し
て

「
色
相
」
の
銀
毛
を
送
ろ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
目
に
見
え
な
い
う
ず
の
し
ゅ
げ
の
魂
の
「
音
」
が
聞
こ
え
た
。
そ
の
「
音
」
の
方

向
は
「
天
上
」
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ひ
ば
り
は
〝
鉄
砲
玉
の
よ
う
に
〞
空
に
向
か
っ
て
う
ず
の
し
ゅ
げ
の
魂
を
送
る
。
そ
の
あ
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と
は
、
た
し
か
に
語
り
手
の
推
測
と
お
り
、「
追
い
つ
け
な
く
な
っ
た
と
き
ひ
ば
り
は
あ
の
み
じ
か
い
別
れ
の
歌
を
贈
っ
た
」
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
ひ
ば
り
の
視
覚
意
識
か
ら
聴
覚
意
識
を
通
し
て
、
ひ
ば
り
は
う
ず
の
し
ゅ
げ
の
魂
の
再
生
を
確
認
で
き
て
、
お
め
で
と
う
の
歌

を
送
れ
た
の
で
あ
る
。

テ
キ
ス
ト
の
最
後
に
う
ず
の
し
ゅ
げ
の
魂
は
転
生
し
て
、
小
さ
な
変
光
星
に
な
っ
た
と
語
り
手
は
語
っ
た
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
語

り
手
は
う
ず
の
し
ゅ
げ
の
地
上
に
こ
の
よ
う
に
い
る
と
き
の
「
色
」
は
、
そ
の
ま
ま
に
変
わ
ら
な
く
、
天
上
に
も
現
れ
て
い
る
と
説
明
し

た
の
で
あ
る
。
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
、
蟻
の
目
、
山
男
の
耳
、
ひ
ば
り
の
意
識
を
通
し
て
、
う
ず
の
し
ゅ
げ
の
色
界
か
ら
無
色
界
に
到
達

で
き
た
過
程
を
は
っ
き
り
と
把
握
で
き
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

小
論
は
、「
お
き
な
ぐ
さ
」
に
お
い
て
、
ま
ず
う
ず
の
し
ゅ
げ
と
い
う
語
の
響
き
と
花
の
イ
メ
ー
ジ
を
関
連
さ
せ
て
解
釈
し
た
。
次
に
、

う
ず
の
し
ゅ
げ
の
友
達
、
従
兄
で
あ
る
植
物
と
の
関
係
、
さ
ら
に
蟻
の
目
を
と
お
し
て
、
う
ず
の
し
ゅ
げ
の
鐘
の
形
と
花
の
色
に
つ
い
て

考
察
し
、
そ
の
慈
悲
の
精
神
性
を
解
明
し
た
。
ま
た
山
男
の
見
る
目
が
実
質
は
音
を
観
る
こ
と
な
の
で
と
い
う
新
し
い
読
み
を
提
出
す
る

こ
と
に
よ
り
、
う
ず
の
し
ゅ
げ
の
鐘
の
音
は
山
男
の
「
黄
金
色
の
目
玉
」
を
媒
介
に
し
て
、
は
じ
め
て
聴
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
論
じ

た
。
こ
れ
を
通
じ
て
山
男
の
分
身
で
あ
る
語
り
手
の
「
私
」
は
、
う
ず
の
し
ゅ
げ
の
心
の
声
を
会
話
の
形
で
聞
き
手
に
伝
え
る
こ
と
が
出

来
た
こ
と
を
論
証
し
た
。
最
後
に
ひ
ば
り
に
つ
い
て
の
視
覚
意
識
か
ら
聴
覚
意
識
を
通
し
て
、
ひ
ば
り
は
う
ず
の
し
ゅ
げ
の
魂
の
再
生
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
お
め
で
と
う
の
歌
を
送
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
つ
ま
り
死
の
恐
怖
か
ら
救
済
し
て
く
れ
る
〈
梵
鐘
〉
の
声

を
ひ
ば
り
と
の
対
話
を
通
じ
て
聞
き
手
に
聞
か
せ
る
こ
と
を
果
た
せ
た
の
で
あ
る
。
本
作
に
お
け
る
う
ず
の
し
ゅ
げ
の
鐘
の
音
と
は
妹
を

聞
こ
え
な
い
鐘
（
王
）
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な
く
し
た
悲
し
み
の
中
か
ら
救
済
し
て
く
れ
た
音
を
象
徴
し
、
従
っ
て
そ
れ
は
作
者
賢
治
の
魂
の
声
と
も
聞
こ
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

注
（
１
）『
新
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
第
九
巻
』（
本
文
篇
）

筑
摩
書
房

一
九
九
五
年
六
月

一
七
九
頁

（
２
）
天
沢
退
二
郎
は
こ
の
作
品
に
つ
い
て
、〈
死
の
主
題
〉
あ
る
い
は
〈《
死
の
主
題
》
へ
の
傾
斜
〉
を
指
摘
し
た
。『
新
修
版
全
集
第
九
巻
』「
解
説
」（
筑

摩
書
房

昭
和
五
四
・
七
）

池
川
敬
司
は
〈
う
ず
の
し
ゅ
げ
の
無
償
の
生
の
救
済
の
主
題
を
〈
う
ず
の
し
ゅ
げ
の
変
光
星
へ
の
転
生
と
い
う
宗
教
的
理
念
と
し
て
提
示
〉
を
論

証
。「『
お
き
な
ぐ
さ
』
考
」（『
作
品
論

宮
沢
賢
治
』
萬
田
務

伊
藤
真
一
郎

双
文
社
出
版

昭
和
五
十
九
年
七
月
）。
押
野
武
志
の
言
う
と
こ
ろ

の
「
口
承
の
エ
ク
リ
リ
チ
ュ
ー
ル
」
の
「
承
」
を
小
論
で
は
「
誦
」
と
直
し
た
。

（
３
）「
口
承
」
は
方
言
に
由
来
。
対
し
て
「
口
誦
」
は
音
の
響
き
の
面
白
さ
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
性
を
強
調
す
る
お
と
と
な
る
。
小
論
で
は
主
に
う
ず
の
し
ゅ

げ
の
「
口
誦
性
」
を
主
に
論
じ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

（
４
）
前
掲
（
３
）
に
述
べ
た
理
由
か
ら
こ
こ
で
は
「
口
誦
」
と
記
す
。

（
５
）
保
田
與
重
郎
「
雑
記
帖
（
一
）」（『
コ
ド
キ
』
第
五
九
号
、
一
九
三
七
年
四
月
）

（
６
）
大
塚
常
樹
『
宮
沢
賢
治
心
象
の
記
号
論
』
朝
文
社

一
九
九
九
年
九
月

二
九
九
頁

（
７
）
宮
沢
賢
治
「
永
訣
の
朝
」

（
８
）
こ
こ
で
の
観
音
は
観
音
菩
薩
と
関
係
な
く
、
た
だ
、
音
を
観
察
し
て
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
捉
え
て
い
る
。

（
９
）
続
橋
達
雄
『
宮
沢
賢
治
・
童
話
の
世
界
』
昭
和
五
〇
年
十
月
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（
10
）『
新
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
第
九
巻
』（
校
異
篇
）

筑
摩
書
房

一
九
九
五
年
六
月

八
二
頁

（
11
）
吉
江
久
弥
「
宮
沢
賢
治
「
お
き
な
ぐ
さ
」
の
主
題
と
成
立
」（「
武
庫
川
国
文
」
第
四
十
六
号

平
成
七
年
）

（
12
）
日
光
菩
薩
は
日
光
返
照
菩
薩
あ
る
い
は
日
光
普
照
菩
薩
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
薬
師
如
来
の
左
脇
に
侍
す
る
。
薬
師
如
来
の
右
脇
に
侍
す
る
月
光

菩
薩
と
と
も
に
薬
師
三
尊
を
構
成
し
て
い
る
。『
薬
師
経
』
に
書
か
れ
た
よ
う
に
、
日
光
菩
薩
は
一
千
も
の
光
明
を
発
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
広
く
天
下

を
照
ら
し
、
そ
の
こ
と
こ
で
諸
苦
の
根
源
た
る
無
明
の
闇
を
滅
尽
す
る
と
さ
れ
る
。
や
は
り
う
ず
の
し
ゅ
げ
は
日
光
菩
薩
の
光
明
に
よ
っ
て
、
無
明

の
闇
を
滅
尽
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
明
が
な
く
な
れ
る
と
信
じ
る
か
ら
こ
そ
、
遠
い
と
こ
ろ
に
行
け
る
と
確
信
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
だ
ろ
う
。

（
お
う

せ
い
・
河
南
師
範
大
学
外
国
語
学
院
専
任
講
師
、
皇
學
館
大
学
客
員
研
究
員
）

〔
付
記
〕

本
論
文
は
、
皇
學
館
大
学
で
の
客
員
研
究
員
と
し
て
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
ご
指
導
を
い
た
だ
き
ま
し
た
先
生
方
に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

聞
こ
え
な
い
鐘
（
王
）
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