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１　

祇
園
裏
と
い
う
「
神
話
空
間
」

　

京
都
の
祇
園
の
奥
、
四
条
通
り
か
ら
花
見
小
路
を
南
に
下
り
、
建
仁
寺
の

角
を
曲
が
っ
て
少
し
行
っ
た
と
こ
ろ
に
、
安
井
金
比
羅
宮
が
あ
る
。
こ
の
近

辺
は
わ
た
く
し
に
と
っ
て
こ
れ
ま
で
ど
う
い
う
訳
か
死
角
に
な
っ
て
お
り
、

こ
の
神
社
を
訪
れ
た
の
は
最
近
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
夕
方
近
く
だ
が
、

境
内
に
若
い
人
が
多
く
、
行
列
を
作
っ
て
い
る
。
見
る
と
、
境
内
中
央
に
「
縁

切
り
縁
結
び
碑
」
が
あ
り
、
大
き
な
石
の
穴
を
順
番
に
潜
っ
て
い
る
。
潜
る

方
向
を
間
違
え
る
と
、
縁
結
び
が
逆
に
縁
切
り
に
な
る
の
で
、
気
を
付
け
な

け
れ
ば
、
な
ど
と
話
し
て
い
る
。
す
ぐ
近
く
の
有
名
な
絵
馬
館
に
は
、
江
戸

時
代
か
ら
の
多
く
の
絵
馬
が
飾
ら
れ
、
人
間
の
情
念
の
す
さ
ま
じ
さ
が
じ
っ

と
う
か
が
え
る
よ
う
な
場
所
で
あ
る
。
神
社
の
人
に
聞
い
て
み
る
と
、
若
い

人
に
人
気
の
こ
の
石
の
碑
は
、
戦
後
に
な
っ
て
か
ら
の
も
の
と
い
う
。

　

花
見
小
路
か
ら
南
へ
歩
き
な
が
ら
、
突
き
当
た
り
を
曲
が
っ
た
安
井
北
門

通
の
名
か
ら
、
記
憶
が
よ
み
が
え
っ
て
来
た
。「
京
都
市
安
井
北
門
通
東
山

線
西
入
」、
時
に
は
更
に
詳
し
く
「
東
山
線
西
入
南
側
奥
村
露
地
内
」
な
ど

と
手
紙
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
一
九
一
八
年
四
月
か
ら
翌
翌
年
五
月
に
か

け
て
約
二
年
間
、
京
都
の
北
門
通
近
辺
に
断
続
的
に
住
ん
で
い
た
、
近
松
秋

江
の
住
所
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
数
年
の
秋
江
の
足
取
り
を
、
整
理
し
て
お

く
。一

九
一
五
年
（
大
正
四
）　

三
月
末
、
長
田
幹
彦
と
京
都
に
滞
在
、
祇
園
の

遊
女
金
山
太
夫
こ
と
前
田
志
う
（
秋
江
よ
り
一
六
歳
年
下
）
を
知
る
。
そ

の
後
、
金
品
を
送
り
続
け
た
り
、
短
期
間
会
い
に
出
か
け
た
り
す
る
。

一
九
一
八
年
（
大
正
七
）　

四
月
末
、
京
都
に
出
か
け
、
五
月
か
ら
ひ
と
月

ほ
ど
北
門
通
の
奥
村
ヤ
エ
宅
の
二
階
に
い
た
前
田
志
う
の
所
に
住
む
。

そ
の
後
吉
野
・
奈
良
・
高
野
山
に
滞
在
、
秋
に
京
都
に
戻
る
と
、
女
は

姿
を
く
ら
ま
し
て
い
る
。
京
都
の
宿
を
転
々
と
す
る
。

一
九
一
九
年
（
大
正
八
）　

京
都
・
大
阪
・
比
叡
山
な
ど
に
滞
在
、
九
月
に

奥
村
ヤ
エ
の
隣
の
家
を
借
り
、
自
炊
す
る
。

一
九
二
〇
年
（
大
正
九
）　

五
月
、
京
都
滞
在
を
切
り
上
げ
、
二
年
ぶ
り
で

上
京
。

　

言
う
ま
で
も
な
く
、
後
に
単
行
本
『
黒
髪
』（
一
九
二
四
・
七
・
一
五
、
新
潮

　

近
松
秋
江
『
黒
髪
』
連
作
の
空
間
構
成

─
─ 「
路
地
」
と
「
別
天
地
」
の
間
で 

─
─

中
　
島
　
国
　
彦
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社
）
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
連
作
の
背
景
に
な
っ
た
体
験
で
あ
る
。
現
在
残

さ
れ
て
い
る
書
簡
は
、
女
が
姿
を
隠
し
て
か
ら
帰
京
ま
で
の
時
期
で
は
十
四

通
で
、
関
西
の
旅
先
か
、
京
都
の
馴
染
み
の
宿１
に
滞
在
し
て
い
た
時
、
そ
の

後
の
祇
園
裏
滞
在
時
な
ど
が
あ
り
、「
小
生
奥
村
即
ち
四
条
大
橋
袂
の
菊
水

洋
食
店
の
隠
居
さ
ん
の
隣
り
の
持
ち
家
を
一
軒
借
り
て
自
炊
し
て
ゐ
る
」
と

報
じ
た
長
田
幹
彦
宛
葉
書
（
一
九
一
九
・
一
一
・
一
四
付
）
に
記
さ
れ
た
住
所
が
、

「
東
山
線
西
入
南
側
奥
村
露
地
内
」
な
の
で
あ
る
。
秋
江
は
、
一
時
こ
の
奥

村
の
二
階
に
、
母
と
一
緒
に
間
借
り
し
て
い
た
前
田
志
う
の
所
に
、
正
に
転

が
り
込
む
よ
う
な
形
で
同
居
し
て
い
た
わ
け
だ
。

　

そ
う
し
た
一
九
一
八
、
一
九
一
九
年
の
体
験
こ
そ
、『
黒
髪
』
連
作
に
描

か
れ
た
物
語
の
中
軸
で
あ
り
、
女
の
失
踪
と
そ
れ
に
対
す
る
主
人
公
「
私
」

の
煩
悶
と
行
動
が
辿
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
連
作
が
一
気
に
書
か
れ
た
の

は
、
事
件
よ
り
四
年
後
で
あ
り２
、
次
の
よ
う
に
発
表
さ
れ
た
。

『
黒
髪
』　

一
九
二
二
（
大
正
一
一
）・
一
・
一
「
改
造
」

『 

狂
乱
』　

同
四
・
一
「
改
造
」（
＊
文
末
に
「
一
月
号
「
黒
髪
」
後
篇
」
と

あ
る
）

『 

霜
凍
る
宵
』　

同
五
・
一
、
七
・
一
「
新
小
説
」（
＊
七
月
号
は
「
霜
凍

る
宵
続
篇
」
の
表
題
）

　

東
京
に
帰
っ
た
時
点
か
ら
、
四
年
ほ
ど
前
の
京
都
で
の
女
と
の
体
験
を
書

い
て
行
く
─
─
過
去
を
造
形
す
る
と
い
う
、
そ
う
し
た
行
為
が
、
ど
う
い
う

創
作
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
関
連
す
る
か
は
、
興
味
深
い
点
で
あ
ろ
う
。
も
う
何

年
も
姿
を
見
る
こ
と
の
無
い
祇
園
の
女
は
、
す
で
に
性
愛
の
対
象
で
は
な

く
、
秋
江
の
情
念
の
向
か
う
対
象
に
、
質
的
に
変
容
し
て
い
る
は
ず
だ
。

　

一
読
し
て
、
時
間
の
処
理
が
複
雑
で
、
読
者
は
読
み
な
が
ら
迷
路
に
迷
い

込
む
感
じ
が
す
る
が
、
更
に
興
味
深
い
の
は
、
京
都
の
祇
園
裏
の
場
所
を
背

景
に
し
た
、
地
理
的
な
空
間
処
理
で
あ
る
。
確
か
に
地
名
は
、
は
っ
き
り
と

書
か
れ
て
い
る
。
が
、
よ
く
読
む
と
、
固
有
名
詞
の
先
に
実
体
の
な
い
不
思

議
な
空
間
が
広
が
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
固
有
名
詞
の
場

所
に
つ
い
て
の
土
地
勘
が
必
ず
し
も
無
く
て
も
、
充
分
情
景
に
酔
え
て
し
ま

う
。
か
え
っ
て
、
具
体
的
な
場
所
を
知
ら
ず
に
い
た
方
が
、
い
い
の
か
も
知

れ
な
い
。

　

今
、
祇
園
裏
を
歩
く
と
、
細
い
路
地
が
入
り
組
ん
で
お
り
、
道
が
行
き
止

ま
り
に
な
っ
た
り
、
道
幅
が
急
に
変
わ
っ
た
り
す
る
（
写
真
参
照
）。
昔
も
こ

れ
と
同
じ
で
あ
り
、
正
に
路
地
の
奥
が
不
思
議
な
空
間
な
の
で
あ
る
。『
黒

髪
』
の
主
要
部
分
は
、
一

九
一
八
年
五
月
の
前
田
志

う
と
そ
の
母
と
の
同
棲
体

験
を
ベ
ー
ス
に
す
る
。
読

者
は
、「
四
」
に
な
っ
て

や
っ
と
物
語
の
現
在
に
戻

さ
れ
、
一
年
半
ぶ
り
に
女

に
会
う
「
私
」
の
心
情
に

寄
り
添
う
の
で
あ
る
。
茶

屋
で
短
時
間
女
に
会
い
、

そ
の
後
女
の
言
う
通
り
下

河
原
の
「
祇
園
社
の
入
口

に
接
近
し
て
ゐ
る
」
旅
館

で
「
不
安
な
悩
ま
し
い
思
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ひ
」
を
持
っ
て
待
っ
て
い
て
も
、
女
は
や
っ
て
来
て
、「
こ
れ
か
ら
二
時
間

ほ
ど
し
て
か
ら
俥
屋
を
お
こ
し
ま
す
。
ほ
ん
な
ら
待
つ
と
く
れ
や
す
」
と

言
っ
て
帰
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
夜
半
に
な
っ
て
や
っ
て
来
た
の
は
女
の

母
で
、「
私
」
を
秘
か
に
案
内
す
る
こ
と
に
な
る
。
女
の
母
に
は
以
前
会
っ

た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
時
は
、「
五
」
に
あ
る
よ
う
に
、
近
松
の
『
心
中
天

の
網
島
』
の
「
私
ひ
と
り
の
頼
み
の
母
さ
ん
、
南
辺
に
賃
仕
事
し
て
裏
屋
住

み
」
の
一
節
の
よ
う
に
、「
祇
園
町
の
方
ほ
と
り
の
露
地
裏
に
侘
し
ひ
住
ひ

を
し
て
ゐ
た
」
と
い
う
の
だ
か
ら
、
こ
の
夜
も
そ
こ
な
の
か
と
も
想
像
出
来

よ
う
が
、「
私
」
は
ま
る
で
初
め
て
の
場
所
に
行
く
よ
う
な
感
じ
で
、
母
に

連
れ
ら
れ
て
行
く
の
で
あ
る
。

　

読
者
も
一
緒
に
つ
い
て
行
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
、
サ
ス
ペ
ン
ス
に
満
ち

た
、
周
知
の
一
節
を
改
め
て
見
て
み
よ
う
。

　

月
の
下
の
夜
道
を
そ
ん
な
こ
と
を
語
り
合
ひ
な
が
ら
私
達
は
も
う
電

車
の
音
も
途
絶
え
た
東
山
道
を
下
へ
し
も
へ
と
歩
い
て
い
つ
た
。
そ
し

て
暫
く
行
つ
て
か
ら
母
親
は
、
と
あ
る
横
町
を
建
仁
寺
の
裏
門
の
方
へ

折
れ
曲
り
な
が
ら
、

「
こ
つ
ち
や
へ
お
い
で
や
す
。」
と
い
つ
て
、
少
し
ゆ
く
と
、
薄
暗
い

む
さ
く
る
し
い
露
地
の
中
へ
か
ら
〳
〵
足
音
を
さ
せ
て
入
つ
て
い
つ

た
。
私
は
そ
の
後
か
ら
黙
つ
て
蹤
い
て
ゆ
く
と
、
す
ぐ
露
地
の
突
当
り

の
門
を
そ
つ
と
扉
を
押
開
い
て
先
き
に
入
り
、

「
ど
う
ぞ
お
入
り
や
し
て
。」
と
い
つ
て
、
私
の
つ
ゞ
い
て
入
っ
た
あ

と
を
閂
を
差
し
て
か
た
〳
〵
締
め
て
置
い
て
、
又
先
に
立
つ
て
入
口
の

潜
戸
を
が
ら
り
と
開
け
て
入
つ
た
。 

（
五
）

　

そ
の
先
に
茶
の
間
が
あ
り
、
そ
こ
に
い
た
老
婦
人
に
挨
拶
し
つ
つ
襖
の
先

の
階
段
を
上
り
、
二
階
の
「
六
畳
の
汚
れ
た
座
敷
」
を
通
っ
て
、
初
め
て
女

の
い
る
「
八
畳
」
に
到
着
す
る
の
で
あ
る
。「
私
」
は
、
い
っ
た
い
何
回
曲

が
っ
て
、
目
的
地
に
辿
り
つ
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
祇
園
の
裏
通
り
の
、
そ
の

ま
た
奥
の
家
の
、
入
口
か
ら
最
も
遠
い
、
最
も
奥
の
一
間
、
と
い
う
極
限
の

設
定
な
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
設
定
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
紅
野
謙
介
「『
黒
髪
』
論
序
説
─

〈
潜
戸
〉
の
世
界
─
」（『
近
松
秋
江
研
究
』、
一
九
八
〇
・
八
・
二
〇
、
学
習
研
究
社
）、

「
解
説
・
回
想
の
至サ
ン
ク
チ
ユ
ア
リ

聖
所
」（『
近
松
秋
江
全
集
』
第
四
巻
、
一
九
九
二
・
一
二
・
二

三
、
八
木
書
店
）
の
二
論
文
が
、
丹
念
に
分
析
し
て
い
る
。
前
者
で
は
、「『
黒

髪
』
は
京
都
か
ら
離
れ
、
東
京
に
戻
っ
た
時
点
で
書
か
れ
た
が
故
に
」、
作

品
の
「
一
つ
一
つ
の
細
部
に
こ
そ
〈
私
〉
の
認
識
す
る
実
在
の
京
都
が
あ
る
」

と
し
、
作
中
の
門
も
潜
戸
も
、「〈
私
〉
が
女
の
住
ま
う
〈
聖
な
る
空
間
〉
へ

入
り
込
ん
で
い
く
た
め
の
入
口
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
し
た
点
、
後
者
で
は
、

こ
の
母
と
の
道
行
の
場
面
が
「﹁
私
﹂
に
と
っ
て
の
永
遠
の
現
在

0

0

0

0

0

」（
傍
点
原

文
）
と
な
る
の
は
、「
時
間
的
な
先
後
関
係
に
拘
束
さ
れ
た
物
語
内
容
よ
り

も
、
先
験
的
な
時
間
を
越
え
た
と
こ
ろ
で
物
語
言
説
の
歩
行
が
、
た
め
ら
い

が
ち
の
徐
々
に
そ
の
歩
行
の
速
度
を
は
や
め
、
記
憶
の
な
か
の
至
聖
所
を
開

い
て
い
く
」
か
ら
だ
と
し
た
と
こ
ろ
な
ど
、
見
事
な
指
摘
と
な
っ
て
い
る
。

　

祇
園
裏
が
一
種
の
「
神
話
空
間
」
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
だ
が
、「
路

地
」（
秋
江
は
雑
誌
初
出
で
は
「
露
地
」、
初
版
で
は
「
路
次
」
の
表
記
を
用
い
て
い
る
）

が
そ
れ
を
支
え
て
い
る
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
よ
う
。
最
近
も
、
例
え
ば
、

路
地
が
、「
景
色
の
多
彩
さ
・
シ
ー
ク
エ
ン
ス
の
豊
か
さ
、
そ
し
て
ヒ
ュ
ー

マ
ン
ス
ケ
ー
ル
性
な
ど
を
作
り
出
し
て
い
る
」
と
す
る
田
端
修
「
京
・
大
阪

の
都
心
路
地
空
間
─
人
工
の
都
市
か
ら
自
然
の
都
市
へ
─
」（
上
田
篤
・
田
端
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修
編
『
路
地
研
究
─
も
う
ひ
と
つ
の
都
市
の
広
場
』（
二
〇
一
三
・
二
・
二
〇
、
鹿
島

出
版
会
）
と
い
っ
た
達
成
も
見
ら
れ
る
。
秋
江
作
品
で
は
、
路
地
に
入
り
、

路
地
を
曲
が
る
た
び
に
世
界
が
変
化
す
る
情
景
が
、
見
事
に
造
形
さ
れ
て
い

る
。「
私
」
の
心
情
に
あ
っ
た
「
悩
ま
し
さ
」
が
、
次
第
に
薄
れ
て
行
く
の

で
あ
る
。
女
と
一
緒
に
居
ら
れ
る
と
い
う
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
間
と
空

間
は
そ
の
路
地
の
奥
に
焦
点
化
さ
れ
る
。「
私
」
は
、
そ
の
世
界
の
主
に
な

れ
る
の
で
あ
る
。

２　

探
索
行
の
始
ま
り

　
「
路
地
」
の
奥
が
造
型
さ
れ
る
『
黒
髪
』
に
対
し
、
連
作
の
次
の
『
狂
乱
』

は
、
思
い
出
の
同
棲
の
時
期
が
過
去
の
出
来
事
に
な
っ
た
そ
の
年
の
十
一
月

に
、
旅
先
か
ら
京
都
に
戻
っ
て
、
女
に
会
お
う
と
し
て
も
会
え
ず
、
母
親
も

居
所
を
知
ら
せ
よ
う
と
し
な
い
の
で
、
次
第
に
女
が
姿
を
隠
し
た
こ
と
が
わ

か
っ
て
行
く
物
語
と
変
わ
っ
て
行
く
。「
四
」
に
あ
る
よ
う
に
、
今
回
は
、

「
上か

京み

の
方
の
、
気
の
張
ら
な
い
、
以
前
か
ら
馴
染
の
あ
る
家
」
に
泊
ま
り
、

「
ヒ
ポ
コ
ン
デ
リ
イ
の
や
う
に
常
に
気
の
鬱
い
で
ゐ
る
自
分
の
症
状
」
を
見

つ
め
つ
つ
、「
ど
う
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
や
う
な
漂
泊
の
悲
哀
と
寂
寞
と

に
包
ま
れ
な
が
ら
」、
じ
っ
と
時
を
過
ご
す
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
読
み
過
ご
し
て
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
時
期
に
、
隠
れ
て
し
ま
っ

た
女
が
、「
叔
父
は
油
の
小
路
と
か
で
悉
皆
屋
と
か
糊
屋
と
か
を
し
て
ゐ
る
」

と
話
を
し
て
い
た
の
を
思
い
出
し
、「
私
」
が
「
油
の
小
路
に
往
つ
て
、
悉

皆
屋
と
糊
屋
と
を
一
軒
々
々
探
ね
て
歩
い
て
み
よ
う
」
と
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。「
私
」
は
実
際
に
そ
う
し
て
、
何
の
手
掛
か
り
も
得
ら
れ
ず
に
宿
に

帰
る
だ
け
な
の
だ
が
、
秋
江
の
読
者
な
ら
、
そ
こ
に
彼
の
独
特
な
探
索
癖
の

現
わ
れ
を
感
ず
る
に
違
い
な
い
。

　

そ
の
後
、「
私
」
は
、
女
の
母
が
、
前
に
住
ん
で
い
た
と
こ
ろ
の
近
く
の

一
軒
家
を
借
り
た
こ
と
を
突
き
止
め
る
。
そ
こ
も
、
路
地
の
奥
の
わ
か
り
に

く
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

私
は
、
心
に
勇
み
が
つ
い
て
、
そ
の
足
で
直
ぐ
金
比
毘
羅
様
の
境
内

を
北
か
ら
南
に
突
き
抜
け
て
、
絵
馬
堂
に
沿
ふ
た
そ
こ
の
横
町
を
、
少

し
往
つ
て
更
に
石
畳
み
に
し
た
小
綺
麗
な
露
地
の
中
に
入
つ
て
行
つ
て

見
る
と
、
俥
屋
の
女
房
は
小
さ
い
家
だ
と
教
へ
た
が
、
三
四
軒
並
ん
だ

二
階
建
の
家
の
ほ
か
に
は
、
な
る
ほ
ど
三
軒
つ
ゞ
き
の
、
小
さ
い
平
屋

が
あ
る
け
れ
ど
、
入
口
の
名
札
に
藤
村
と
い
ふ
女
の
姓
も
名
も
出
て
ゐ

な
い
。 

（
六
）

　

そ
の
後
、「
母
親
と
一
緒
に
来
た
小
村
と
い
ふ
男
」
か
ら
、
女
が
静
養
し

て
い
る
と
い
う
場
所
を
聞
き
、
そ
の
山
科
の
場
所
に
行
っ
て
み
よ
う
と
す
る

の
で
あ
る
。
京
都
の
町
か
ら
、
そ
の
外
に
行
動
半
径
が
広
が
っ
て
行
く
の
で

あ
る
。

　

小
村
は
、
君
が
独
り
で
往
つ
た
の
で
は
と
て
も
分
ら
な
い
、
ひ
ど
く

分
り
に
く
い
処
だ
と
い
つ
て
ゐ
た
が
、
そ
れ
で
も
強
ゐ
て
此
方
が
訊
く

の
で
、
山
科
は
字
小
山
と
い
ふ
処
で
、
大
津
ゆ
き
の
電
車
の
毘
沙
門
前

と
い
ふ
停
留
所
で
降
り
て
五
六
町
い
つ
た
百
姓
家
だ
と
い
ふ
。
姓
は
と

き
く
と
、
さ
あ
姓
は
、
自
分
も
一
度
母
親
に
連
れ
ら
れ
て
一
度
行
つ
た

き
り
で
つ
い
気
が
付
か
な
か
つ
た
が
、
や
つ
ぱ
り
藤
村
と
い
つ
た
か
も

知
れ
ぬ
と
い
ふ
。 

（
八
）

　

早
速
「
私
」
は
、「
い
づ
う
」
の
寿
司
を
持
っ
て
電
車
に
乗
り
、
毘
沙
門

前
の
駅
で
降
り
、村
の
人
に
尋
ね
る
が
、「
小
山
は
こ
ゝ
か
ら
五
六
町
や
き
ゝ
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ま
へ
ん
な
あ
」
と
言
わ
れ
て
し
ま
う
。「
逢
坂
山
の
峰
つ
ゞ
き
に
あ
た
る
高

い
山
の
麓
の
方
に
冬
の
日
を
浴
び
て
人
家
の
散
ら
ば
っ
て
ゐ
る
村
里
」
を
見

つ
け
る
が
、
も
と
よ
り
尋
ね
当
て
る
こ
と
な
ど
出
来
な
い
。
む
な
し
い
探
索

行
の
描
写
は
、
必
ず
読
者
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
な
ど
不
可
能
だ
と
思
わ
せ
る

よ
う
な
天
気
と
状
況
を
示
す
。
こ
の
場
合
は
、
こ
ん
な
調
子
だ
。

　

為
方
が
な
い
か
ら
、
私
は
そ
こ
か
ら
大
津
往
来
街
道
の
往
来
の
方
に

出
て
、
京
都
か
ら
携
へ
て
来
た
寿
し
の
折
詰
と
水
菓
子
の
籠
と
を
持
ち

扱
ひ
な
が
ら
、
雲
を
捉
む
や
う
な
こ
と
を
云
つ
て
は
、
折
々
立
ち
止
ま

つ
て
、
そ
こ
ら
の
人
間
に
心
当
り
を
い
つ
て
問
ひ
〳
〵
元
気
を
出
し
て

向
う
の
山
裾
の
小
山
の
字
ま
で
探
ね
て
往
つ
た
。
十
二
月
の
初
旬
の
頃

で
と
こ
ろ
〴
〵
薄
陽
の
射
し
て
ゐ
る
陰
気
な
空
か
ら
、
ち
ら
り
〳
〵

雪ゆ

き花
が
落
ち
て
来
た
。 

（
同
）

　

こ
の
時
の
「
私
」
は
、
も
っ
と
後
で
、
こ
れ
よ
り
何
倍
も
厳
し
い
探
索
行

を
す
る
こ
と
に
な
る
な
ど
と
は
、
全
く
考
え
て
も
い
な
か
っ
た
ろ
う
。
こ
れ

は
あ
く
ま
で
も
、
類
ま
れ
な
近
松
秋
江
の
探
索
行
の
始
ま
り
に
過
ぎ
な
か
っ

た
の
だ
。「
私
」
は
、『
黒
髪
』
連
作
で
は
、
一
所
に
じ
っ
と
待
ち
続
け
る
か
、

や
み
く
も
に
行
動
し
て
し
ま
う
か
の
間
で
、
引
き
裂
か
れ
た
存
在
に
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

３　
「
自
然
」
を
背
景
と
し
た
演
出

　

こ
こ
に
興
味
深
い
一
文
が
あ
る
。
山
科
の
字
小
山
に
女
を
探
し
に
行
っ
た

少
し
後
の
時
点
で
、
秋
江
は
、「
一
日
一
信
」（
一
九
一
八
・
一
二
・
二
四
「
読

売
新
聞
」）
と
い
う
短
信
を
寄
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
十
二
月
十
九
日
付
で
書

か
れ
た
こ
の
文
章
に
は
、「
此
方
に
ゐ
る
と
読
書
の
暇
々
に
ま
だ
見
ぬ
寺
院

や
旧
跡
を
一
人
見
て
歩
く
の
が
最
も
よ
く
寂
寞
を
医
す
る
」
と
あ
り
、
次
の

よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

余
り
関
西
に
遊
ん
で
ゐ
て
何
も
し
て
ゐ
な
い
や
う
に
思
は
れ
ま
す
か

ら
一
寸
私
の
取
り
掛
つ
て
ゐ
る
仕
事
を
申
せ
ば
、
随
分
長
い
こ
と
で
す

が
新
潮
社
か
ら
出
版
す
べ
き
私
の
近
松
情
話
、
早
稲
田
大
学
か
ら
出
版

す
べ
き
ト
ル
ス
ト
イ
の
生
ひ
立
ち
の
記
の
改
訂
、
天
佑
社
か
ら
明
春
出

版
す
べ
き
「
近
畿
の
山
水
」
以
上
悉
く
私
に
興
味
あ
る
仕
事
で
す
が
こ

の
「
近
畿
の
山
水
美
」
は
取
り
分
け
私
に
感
興
が
あ
り
ま
す
。
私
は

自ネ
ー
チ
ユ
ア
然
ほ
ど
心
を
安
静
に
し
て
く
れ
る
物
は
あ
り
ま
せ
ん
。
言
葉
は
確
に

記
憶
し
て
ゐ
な
い
が
ゲ
ー
テ
が
「
ウ
エ
ル
テ
ル
の
悲
み
」
で
自
然
の
こ

と
を
云
つ
て
ゐ
た
の
が
最
も
よ
く
私
の
意
に
適
い
ま
す
。
そ
れ
ゆ
ゑ
都

会
の
真
中
で
騒
然
た
る
芝
居
な
ど
。
と
て
も
観
る
気
に
な
れ
な
い
。
近

畿
の
山
水
を
私
は
西
洋
画
家
や
、
日
本
画
家
南
画
派
な
ど
の
観
る
や
う

な
種
々
の
心
持
ち
や
、
で
観
た
い
と
思
つ
て
ゐ
ま
す
。
つ
ま
り
私
の
日

本
風
景
論
の
一
部
な
の
で
す
。
そ
し
て
其
の
仕
事
は
私
に
と
り
て
神
経

衰
弱
治
療
法
の
一
つ
な
の
で
す
。
併
し
小
説
創
作
の
方
の
こ
と
も
忘
れ

は
致
し
ま
せ
ん
。

　

事
実
を
確
か
め
て
置
こ
う
。
一
九
一
九
年
に
は
、
こ
の
よ
う
に
多
く
の
単

行
本
の
出
版
予
定
が
あ
っ
た
が
、
実
際
に
刊
行
さ
れ
た
の
は
、
短
篇
集
『
秘

密
』（
一
九
一
九
・
八
・
一
〇
、
天
佑
社
）
一
冊
の
み
で
あ
り
、
恐
ら
く
紀
行
文

集
が
短
篇
集
に
変
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
新
潮
社
か
ら
の
「
私
の
近
松
情

話
」
は
、
少
し
前
に
『
新
註
近
松
名
作
集
』（
一
七
一
七
・
一
〇
・
八
）
を
編

集
し
て
お
り
、「
私
の
」
と
は
当
面
の
女
と
の
経
緯
を
、
何
ら
か
の
創
作
世

界
に
ま
と
め
た
い
と
い
う
意
向
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
山
科
の
探
索
行
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が
終
わ
っ
た
ば
か
り
で
、
あ
る
程
度
の
目
途
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

早
稲
田
大
学
出
版
部
か
ら
の
ト
ル
ス
ト
イ
『
生
ひ
立
ち
の
記
』
改
訂
は
、
そ

の
後
も
実
現
し
て
い
な
い
。

　

わ
た
く
し
が
確
か
め
た
か
っ
た
の
は
、
女
が
姿
を
く
ら
ま
す
と
い
う
異
常

な
事
態
で
あ
っ
て
も
、
秋
江
の
作
家
と
し
て
の
意
識
は
動
揺
し
て
は
い
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
逆
に
、
自
分
自
身
の
立
ち

位
置
を
、
明
確
に
認
識
し
て
い
た
感
じ
す
ら
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
秋
江
が

「
自
然
」
を
問
題
に
し
、
ゲ
ー
テ
の
『
若
き
ウ
ェ
ル
テ
ル
の
悩
み
』
の
描
写

を
想
起
し
て
い
る
の
は
、
興
味
深
い
。「
心
を
安
静
に
し
て
く
れ
る
」
も
の

と
し
て
の
「
自
然
」
と
い
う
の
は
、
ゲ
ー
テ
の
作
品
で
は
、
次
の
よ
う
な
と

こ
ろ
だ
ろ
う
か
。

　

自
然
の
み
が
無
限
に
豊
か
で
あ
る
。
自
然
の
み
が
大
芸
術
を
つ
く
り

う
る
。 

（
第
一
巻
、
五
月
二
十
六
日
、
竹
山
道
雄
訳
、
以
下
同
）

　

私
は
今
日
或
る
一
つ
の
情
景
に
接
し
た
が
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
写
し

と
れ
ば
、
世
に
も
う
つ
く
し
い
牧
歌
と
な
る
に
ち
が
い
な
い
。
と
は
い

え
、
文
学
、
情
景
、
牧
歌
、
こ
う
し
た
こ
と
に
な
ん
の
意
味
が
あ
ろ
う
？

わ
れ
わ
れ
は
な
に
よ
り
自
然
の
発
露
に
沈
潜
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
技
巧

の
ご
と
き
は
末
で
は
な
い
か
？ 

（
五
月
三
十
日
）

　

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
そ
う
し
た
「
自
然
」
と
の
関
わ
り
は
、
一
人

の
人
間
の
中
だ
け
で
成
り
立
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
何
ら
の
他
者
0

0

の
存
在

は
必
要
な
い
の
で
あ
る
。
秋
江
が
、「
山
水
」「
寺
院
や
旧
跡
」
を
見
つ
め
、

感
興
を
得
る
の
も
、そ
う
し
た
関
係
性
に
お
い
て
で
あ
る
。『
黒
髪
』
の
「
四
」

に
も
、「
晩
春
の
大
和
路
」
を
訪
れ
た
「
私
」
が
、「
恰
ど
ウ
ェ
ル
テ
ル
が
悲

し
く
傷
ん
だ
心
を
美
し
い
自
然
の
懐
に
抱
か
れ
て
慰
め
よ
う
と
し
た
の
と
同

じ
や
う
な
も
の
で
あ
つ
た
」
と
い
う
一
節
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
ロ
ッ
テ

の
登
場
の
後
は
、
そ
の
「
自
然
」
す
ら
も
、
ウ
ェ
ル
テ
ル
の
中
で
は
変
容
す

る
の
だ
。

　

生
け
る
自
然
に
対
す
る
熱
い
情
感
は
わ
が
胸
に
あ
ふ
れ
て
、
私
は
多

く
の
歓
喜
の
浴ゆ
あ

み
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
四
囲
の
世
界
は
わ
が
た
め
の

天
国
と
化
し
た
。
そ
れ
だ
の
に
、
こ
れ
が
い
ま
は
堪
え
が
た
い
迫
害
者
、

呵
責
す
る
霊
と
な
っ
て
、
ど
こ
に
い
て
も
私
を
追
い
く
る
し
め
る
。

 

（
八
月
十
八
日
）

　
「
自
然
」
を
め
ぐ
る
、
こ
の
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ス
な
心
情
は
決
し
て
珍
し
い

も
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
一
節
を
書
き
写
し
な
が
ら
、
こ
の
心
的
構
造
は
、

正
に
秋
江
に
よ
く
あ
て
は
ま
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な

い
。
秋
江
の
場
合
、「
自
然
」
の
重
み
は
作
品
の
自
然
描
写
に
解
消
さ
れ
、

作
者
の
創
作
意
識
の
中
で
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
る
の
で
は
な
い
か
。「
神
経
衰

弱
治
療
法
」
と
い
う
自
然
の
慰
藉

0

0

0

0

0

と
、「
小
説
創
作
」
と
い
う
人
間
の
情
念
0

0

へ
の
の
め
り
込
み

0

0

0

0

0

0

0

と
は
、
秋
江
の
中
で
、
他
者
の
存
在
し
な
い
、
あ
く
ま
で

も
一
人
の
情
感
の
中
で
共
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
存
在
す
る
の
は
、
そ
の

二
つ
を
両
極
と
す
る
情
感
の
揺
れ
の
大
き
さ
、
そ
の
情
感
の
レ
ベ
ル
を
い
か

に
高
め
る
か
と
い
う
、
創
作
の
場
で
の
無
意
識
の
機
微
0

0

な
の
で
あ
る
。

４　

十
二
月
二
十
九
日
の
南
山
城
探
索
行

　

一
九
一
八
年
暮
の
ド
ラ
マ
を
描
く
の
が
、『
狂
乱
』
の
「
八
」
で
あ
る
。

十
二
月
上
旬
の
山
科
探
索
行
の
後
、「
私
」
の
心
情
は
、
ど
う
揺
れ
動
い
て

い
た
の
か
。『
狂
乱
』
の
「
私
」
は
、
女
の
母
親
に
再
び
会
っ
て
も
そ
の
悪

態
に
驚
く
だ
け
で
あ
り
、
女
の
母
親
は
話
を
あ
い
ま
い
に
し
、
女
の
居
所
を
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隠
す
ば
か
り
で
あ
る
。
実
際
の
そ
の
頃
が
、
秋
江
の
「
一
日
一
信
」
の
よ
う

だ
、
と
は
思
え
な
い
作
品
の
展
開
で
あ
る
。「
私
」
は
、
思
い
を
募
ら
せ
、

次
の
よ
う
な
苦
し
い
論
理
で
、新
た
な
探
索
行
を
試
み
る
よ
う
に
な
る
の
だ
。

　

た
し
か
に
南
山
城
に
行
つ
て
ゐ
る
と
も
思
へ
な
い
が
、
母
親
が
、
毎

時
よ
く
い
ふ
と
ほ
り
だ
と
す
れ
ば
、
或
は
さ
う
か
も
知
れ
ぬ
。
あ
の
女

が
、
自
分
の
索
り
求
め
え
ら
れ
る
世
界
か
ら
外
へ
身
を
隠
し
た
、
も
う
、

と
て
も
何
う
し
て
も
会
ふ
こ
と
も
見
る
こ
と
も
出
来
ぬ
と
思
へ
ば
、
自

分
は
生
き
て
ゐ
る
心
地
は
せ
ぬ
。
そ
ん
な
思
ひ
を
し
て
毎
日
じ
つ
と
し

て
鬱
い
で
ば
か
り
ゐ
る
よ
り
は
、
当
て
の
な
い
こ
と
で
も
、
往
つ
て
探

し
て
み
る
方
が
い
く
ら
か
気
を
慰
め
る
と
思
つ
て
、
私
は
、
十
二
月
の

も
う
二
十
九
日
と
い
ふ
日
に
、
わ
ざ
〳
〵
そ
ち
ら
の
方
へ
出
掛
け
て
い

つ
た
。 

（
八
）

　
「
私
」
は
、
以
前
、
女
の
親
戚
に
、「
南
山
城
の
大
河
原
字
童
仙
坊
と
い
ふ

処
の
藤
村
利
平
と
い
ふ
人
間
」
が
い
た
こ
と
を
聞
い
て
お
り
、
そ
の
南
山
城

を
探
れ
ば
、
手
掛
か
り
が
あ
る
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。『
黒
髪
』
連
作
の
読

者
は
、
一
九
一
八
年
十
二
月
二
十
九
日
に
、
実
際
に
秋
江
に
そ
う
し
た
体
験

が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
の
有
無
を
、
想
像
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
あ
く

ま
で
そ
れ
は
、
作
品
の
中
の

0

0

0

0

0

行
動
な
の
で
あ
る
。「
私
」
と
同
じ
よ
う
に
、

京
都
か
ら
奈
良
線
で
木
津
に
向
か
い
、
木
津
で
関
西
線
に
乗
り
換
え
て
、
加

茂
、
笠
置
、
大
河
原
と
乗
っ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
木
津
か
ら
三
つ
目
の
大
河
原
駅
ま
で
の
間
の
描

写
に
、
す
で
に
確
認
し
た
、
自
然
の
慰
藉
と
情
念
へ
の
の
め
り
込
み
の
構
図

が
、
さ
り
気
な
く
書
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
木
津
川
の
渓
谷

に
沿
」
っ
て
の
「
汽
車
か
ら
の
眺
望
」
の
中
で
、「
私
」
は
、「
堪
え
が
た
い

憂
ひ
」
を
感
じ
て
行
く
。
女
と
の
も
つ
れ
が
、
こ
の
探
索
行
を
生
み
出
し
、

情
念
の
世
界
が
深
ま
る
。
一
方
で
、「
せ
め
て
も
自
分
の
好
め
る
窓
外
の
冬

景
色
に
眼
を
慰
め
」
た
り
も
す
る
の
で
あ
る
。
作
者
の
筆
は
こ
こ
で
大
き
く

自
然
の
慰
藉
の
方
向
に
む
け
ら
れ
、
次
の
よ
う
な
見
事
な
自
然
描
写
、
意
図

的
に
期
待
の
心
情
を
膨
ら
ま
せ
る
演
出
が
な
さ
れ
た
よ
う
な
一
節
が
続
く
。

三
年
前
の
情
景
が
こ
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
は
、
問
わ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
。

女
を
探
し
、
言
わ
ば
京
都
か
ら
距
離
的
に
最
も
離
れ
た
場
所
に
向
か
う
シ
ー

ン
を
印
象
付
け
る
た
め
の
、
巧
み
な
演
出
に
違
い
な
い
。

　

車
室
が
ス
チ
ー
ム
に
暖
め
ら
れ
て
ゐ
る
せ
い
か
、
冬
枯
れ
た
窓
外
の

山
も
野
も
見
る
か
ら
暖
か
さ
う
な
静
か
な
冬
の
陽
に
浴
し
て
、
渓
流
に

臨
ん
だ
雑
木
林
の
山
に
は
茜
色
の
日
影
が
澱
ん
で
、
美
し
く
澄
ん
だ
空

の
表
に
そ
の
山
の
姿
が
、
は
つ
き
り
浮
い
て
ゐ
る
。
間
も
な
く
志
す
大

河
原
駅
に
来
て
私
は
下
車
し
た
。 

（
同
）

　

木
津
川
を
は
る
か
下
に
見
下
ろ
す
斜
面
に
あ
る
大
河
原
の
駅
は
、
今
で
も

小
さ
く
、
町
の
中
心
の
役
場
や
文
化
会
館
ま
で
は
少
し
歩
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
、
け
っ
こ
う
寂
れ
た
感
じ
だ
。
下
り
立
っ
た
「
私
」
の
表
情
が
思

い
浮
か
ぶ
。
こ
の
時
は
、「
い
づ
う
」
の
寿
司
な
ど
用
意
す
る
気
に
な
れ
な

い
だ
ろ
う
。

　

大
河
原
（
南
山
城
村
）
で
の
探
索
行
は
、
ま
ず
村
役
場
に
行
っ
て
「
藤
村

利
平
」
な
る
名
前
を
告
げ
、
戸
籍
簿
を
調
べ
て
も
ら
う
こ
と
か
ら
始
ま
る
。

当
時
に
近
い
地
図３
を
確
認
し
な
が
ら
、
描
か
れ
た
空
間
を
確
か
め
て
み
た

い
。
別
れ
た
妻
が
日
光
に
来
た
こ
と
を
、
日
光
の
宿
屋
の
宿
帳
を
し
ら
み
つ

ぶ
し
に
調
べ
て
突
き
止
め
る
と
い
う
、
あ
の
執
念
に
近
い
行
動
で
あ
る
。
が
、

戸
籍
簿
で
も
見
つ
か
ら
な
い
し
、「
童
仙
坊
」
と
い
う
場
所４
は
も
っ
と
山
の
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中
で
あ
り
、「
こ
ゝ
か
ら
車
馬
も
通
は
ぬ
険
悪
な
山
路
を
二
三
里
も
奥
へ
入

つ
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
」
場
所
だ
と
い
う
。
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
は
、「
二
三
里
も
奥
へ
」
と
あ
る
も
の
の
、
実
際
は
一
里
少
し
の
距

離
で
あ
り
、
い
か
に
も
遠
い
奥
の
地
と
い
う
印
象
を
分
け
与
え
ら
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
秋
江
の
記
憶
違
い
と
、
単
純
に
考
え
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

作
者
の
作
品
造
形
上
の
計
算
0

0

が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
大
河
原
駅
の
木

津
川
対
岸
に
は
、「
恋
路
橋
」
を
渡
っ
て
、「
恋
志
谷
神
社
」
が
あ
り
、
秋
江

も
眼
を
止
め
る
こ
と
が
出
来
た
よ
う
に
思
う
。
印
象
的
な
名
の
神
社
だ
が５
、

秋
江
は
、
そ
の
作
品
に
吸
収
出
来
そ
う
な
恰
好
な
素
材
を
一
切
無
視
し
、
奥

深
い
「
童
仙
坊
」
の
イ
メ
ー
ジ
の
み
に
、
賭
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
私
」
は
役
場
の
人
間
か
ら
、「
藤
村
」
の
姓
な
ら
、
隣
村
に
当
た
る
、「
鷲

峰
山
と
い
ふ
高
い
山
の
麓
」
の
村
（
現
在
の
和
束
町
）
に
多
い
と
い
う
情
報
を

知
る
。
そ
こ
で
、
加
茂
の
駅
ま
で
戻
り
、
そ
れ
か
ら
北
方
の
鷲し
ゆ

峰ほ
う

山さ
ん

の
麓
の

村
に
向
か
っ
て
、「
五
六
里
の
道
」
を
入
っ
て
行
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

わ
た
く
し
は
、
ほ
ん
と
う
の
そ
の
姓
が
、
そ
の
地
方
に
多
い
の
か
は
、
知
ら

な
い
。
た
だ
わ
か
る
の
は
、
今
で
も
バ
ス
の
便
が
悪
い
そ
の
麓
の
村
、
和
束

川
に
沿
っ
た
「
原
山
」
あ
た
り
ま
で
は
、「
五
六
里
」
で
は
な
く
、
二
里
あ

ま
り
で
あ
る
と
い
う
事
実
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
秋
江
は
、
距
離
を
か
な

り
長
く
書
い
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
、
目
的
地
、
女
の
手
が
か
り
が
わ
か
る
か

も
し
れ
な
い
、
も
し
か
し
て
女
が
潜
ん
で
い
る
か
も
し
れ
な
い
そ
の
場
所

を
、
遠
く
に
遠
く
に
描
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
遠
く
に
あ
れ
ば

あ
る
程
、
そ
の
場
所
は
、「
私
」
に
と
っ
て
手
を
差
し
伸
べ
た
い
場
所
、
憧

憬
の
場
所
と
し
て
意
識
さ
れ
る
。
そ
の
極
北
が
、
次
の
よ
う
な
描
写
で
あ
る
。

　

南
山
城
の
相
楽
郡
と
い
へ
ば
殆
ど
山
ば
か
り
の
村
で
あ
る
。
そ
こ
に
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峙
つ
て
ゐ
る
鷲
峰
山
は
高
標
は
や
う
や
く
三
千
尺
に
過
ぎ
な
い
が
、
巉

岩
絶
壁
を
以
て
削
り
立
つ
て
ゐ
る
の
で
、
昔
、
行
の
小
角
が
開
創
し
た

と
い
は
れ
て
ゐ
る
近
畿
の
霊
場
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
麓
を
繞
つ
て
、

殆
ど
外
界
と
交
通
を
絶
つ
た
や
う
な
別
天
地

0

0

0

が
開
け
て
ゐ
る
の
で
あ
る

 

（
同
、
傍
点
中
島
）

　

実
は
、
土
地
の
人
々
が
「
じ
ゅ
ぶ
せ
ん
」
と
呼
ん
で
い
る
鷲
峰
山
の
実
際

の
高
さ
は
、
標
高
六
八
二
メ
ー
ト
ル
な
の
で
あ
る
。
作
中
で
は
、
か
な
り
高

く
描
か
れ
て
い
る
わ
け
だ
。
そ
れ
も
と
て
も
険
し
そ
う
な
の
で
あ
る
。
事
実
、

今
胎
寺
の
あ
る
山
頂
付
近
は
険
し
い
の
だ
が
、
秋
江
が
登
っ
た
と
い
う
話
は

無
い
。
こ
の
書
き
方
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
、
何
ら
か
の
資
料

を
見
た
の
か
、
ま
た
聞
き
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
別
天
地
」
の
一
語
が

強
く
響
く
。
女
の
い
る
と
こ
ろ
こ
そ
、
こ
の
「
別
天
地
」
な
の
で
あ
る
。
さ

し
ず
め
、
女
は
、「
別
天
地
」
の
精
霊
と
な
ろ
う
か
。

　

加
茂
駅
に
戻
っ
た
「
私
」
は
人
力
車
を
雇
お
う
と
す
る
が
、「
と
つ
て
も

…
…
」
と
言
っ
て
断
ら
れ
る
。『
狂
乱
』
の
幕
切
れ
は
、そ
の
後
数
ペ
ー
ジ
の
、

感
極
ま
っ
た
心
情
を
描
く
部
分
で
あ
る
。

　

私
は
、
思
案
に
暮
れ
て
暫
く
そ
こ
に
突
立
つ
て
考
へ
て
ゐ
た
が
さ
う

か
と
い
つ
て
、
断
念
す
る
気
に
は
な
ら
ぬ
の
で
、
必
ず
行
く
と
云
ふ
決

心
は
な
か
つ
た
が
為
方
な
く
駅
路
の
、
長
い
街
つ
ゞ
き
を
向
う
へ
〳
〵

と
何
処
ま
で
も
歩
い
て
行
つ
た
。
や
が
て
半
道
も
行
く
と
、
街
道
は
ひ

と
り
で
に
高
い
木
津
川
の
堤
に
上
が
つ
て
い
つ
た
。
木
津
川
も
先
き
の

大
河
原
駅
あ
た
り
か
ら
、
こ
ゝ
ま
で
下
つ
て
来
る
と
、
旺
洋
と
し
た
趣

を
備
へ
て
、
川
幅
が
広
く
な
つ
て
ゐ
る
。
鷲
峰
山
下
の
村
に
通
ふ
街
道

は
、
そ
こ
に
架
し
た
長
い
板
橋
を
彼
方
に
渡
つ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
私

は
、
ゆ
か
う
か
ゆ
く
ま
い
か
と
思
ふ
よ
り
も
行
け
る
か
、
ど
う
か
、
を

気
づ
か
ひ
な
が
ら
、
と
も
か
く
そ
の
長
い
板
橋
を
向
う
に
渡
つ
て
い
つ

た
。
そ
れ
で
も
、
な
か
〳
〵
交
通
が
頻
繁
だ
と
思
は
れ
て
、
相
応
に
人

が
往
来
し
て
ゐ
る
。
私
は
長
い
橋
の
中
ほ
ど
に
佇
ん
で
川
の
上
流
の
方

を
眺
め
る
と
、
か
な
り
険
阻
な
峰
と
峰
と
が
襟
を
重
ね
た
や
う
に
重
畳

し
て
ゐ
る
。
時
に
よ
つ
て
は
好
い
景
色
と
も
見
ら
れ
る
で
あ
ら
う
が
、

午
后
か
ら
何
だ
か
、
寒
さ
が
増
し
て
陰
気
な
空
模
様
に
変
つ
た
と
思
つ

て
ゐ
た
ら
、
雪
花
が
ち
ら
り
ち
ら
り
散
つ
て
き
た
。 

（
同
）

　

こ
の
印
象
的
な
描
写
の
中
で
も
、
わ
た
く
し
は
、「
重
畳
」
の
二
文
字
の

効
果
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
言
葉
が
『
黒
髪
』
連
作
の
中
で
使
わ
れ
て
い
る

の
は
た
だ
二
回
で
、
こ
の

部
分
と
後
述
す
る
幕
切
れ

近
く
の
み
な
の
で
あ
る
。

「
か
な
り
険
阻
な
峰
と
峰

と
が
襟
を
重
ね
た
や
う
に

重
畳
し
て
ゐ
る
」
と
い
う

表
現
で
、
読
者
は
ど
う
い

う
景
色
を
想
像
す
る
の
だ

ろ
う
か
。
実
際
に
、
恭
仁

大
橋
に
立
っ
て
上
流
の
方

角
を
見
て
み
る
と
、「
険

阻
」
と
は
ほ
ど
遠
い
、
な

だ
ら
か
な
山
容
が
見
渡
せ

る
の
み
で
あ
る
（
写
真
参
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照
）。「
私
」
の
心
理
の
緊
張
、
困
難
さ
の
増
幅
を
示
す
、
巧
み
な
行
文
な
の

で
あ
る
。

　
「
か
な
り
険
阻
な
峰
と
峰
と
が
襟
を
重
ね
た
や
う
に
重
畳
し
て
ゐ
る
」
と

い
う
表
現
は
、
す
ぐ
後
で
、「
深
い
山
又
山
が
重
畳
し
て
ゐ
る
」
と
い
う
ふ

う
に
変
奏
さ
れ
て
登
場
す
る
。
も
う
一
つ
の
、「
重
畳
」
の
語
の
使
用
例
で

あ
る
。「
行
く
手
」
と
あ
る
か
ら
、
必
ず
し
も
「
川
の
上
流
の
方
」（
東
方
）

で
は
な
く
、
女
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
鷲
峰
山
の
麓
の
方
角
（
北
方
あ
る
い

は
北
北
東
）
と
な
ろ
う
が
、
か
え
っ
て
「
気
勢
」
と
あ
る
の
で
、
正
に
心
理

的
な
重
圧
感
、
自
分
の
行
く
手
を
塞
ぐ
重
い
も
の
の
意
識
、
と
い
っ
た
色
彩

も
出
て
来
よ
う
。

　

私
は
、
心
に
、
若
い
馬
子
の
深
切
を
謝
し
た
も
の
ゝ
、
さ
す
が
に
そ

の
荷
車
に
乗
り
兼
ね
た
。
自
分
は
、
何
の
因
果
で
あ
の
女
が
諦
め
ら
れ

ぬ
の
で
あ
ら
う
。
と
感
慨
に
迫
り
な
が
ら
行
く
手
の
方
を
見
る
と
、
灰

色
空
の
下
に
深
い
山
又
山
が
重
畳
し
て
ゐ
る
気
勢
で
あ
る
。

「
い
や
、
も
う
、
止よ

さ
う
か
。」
と
、
若
い
馬
子
に
い
つ
て
、
私
は
到

頭
断
念
し
て
引
返
し
た
。
そ
し
て
又
木
津
川
の
長
い
板
橋
を
渡
つ
て
く

る
と
、
雪
を
含
ん
だ
冷
た
い
川
風
が
頬
を
斬
る
や
う
に
水
の
面
か
ら
吹

い
て
来
た
。 

（
同
）

　

こ
の
数
行
が
、『
狂
乱
』
の
最
後
の
一
節
だ
が
、
こ
の
部
分
の
表
現
に
つ

い
て
は
、
大
岡
昇
平
「
近
松
秋
江
『
黒
髪
』」（
一
九
四
八
・
三
・
一
〇
「
批
評
」）

の
見
事
な
分
析
が
知
ら
れ
て
い
る
。
印
象
批
評
だ
が
、
戦
後
間
も
無
く
の
新

し
い
文
学
表
現
を
作
り
つ
つ
あ
っ
た
、
場
所
の
表
現
に
巧
み
な
大
岡
昇
平

が
、こ
う
し
た
手
放
し
と
も
言
え
る
絶
賛
を
送
っ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。

　

そ
の
叙
述
に
は
一
種
叙
事
詩
的
な
テ
ン
ポ
が
あ
り
、
屡
々
男
ら
し
い

簡
潔
な
単
純
さ
に
達
し
て
い
る
の
で
あ
る
。『
黒
髪
』
も
こ
の
辺
り
が

一
篇
中
最
も
精
彩
に
富
む
所
で
あ
っ
て
、
わ
ず
か
数
頁
の
描
写
な
が

ら
、
何
の
変
哲
も
な
い
山
の
中
の
冬
景
色
と
、
煩
悩
を
下
げ
て
そ
の
中

を
行
く
「
私
」
の
姿
が
生
々
と
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。（
中
略
）
行
き

ず
り
の
馬
子
の
姿
も
か
っ
ち
り
と
描
か
れ
て
い
る
し
、
女
は
実
は
そ
の

山
の
奥
に
は
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
あ
そ
こ
に
い
る
か
も
知
れ
な
い
と

心
を
残
し
て
顧
み
る
秋
江
の
感
慨
は
「
山
又
山
が
重
畳
し
て
い
る
気
勢

で
あ
る
」
の
一
句
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。
人
は
め
っ
た
に
こ
の
種
の
効
果

に
達
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　

も
ち
ろ
ん
、
少
し
も
訂
正
す
る
と
こ
ろ
は
無
い
。
た
だ
、「
何
の
変
哲
も

な
い
山
の
中
の
冬
景
色
」
と
い
っ
て
も
、
そ
こ
に
誇
張
は
抑
え
ら
れ
て
は
い

る
が
、
巧
み
に
計
算
0

0

さ
れ
た
表
現
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
、
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
、『
狂
乱
』
の
「
改
造
」
初
出
で
は
、
実
は
作
品
は
こ
こ
で
終
わ
っ

て
い
な
か
っ
た
事
実
に
眼
を
注
ご
う
。「
八
」
に
引
き
続
き
、「
九
」「
十
」

の
二
章
が
続
い
て
書
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
引
き
続
き
翌
月
の
別
の
雑
誌

に
発
表
さ
れ
た
『
霜
凍
る
宵
』
は
「
一
」
か
ら
始
ま
る
が
、「
十
」
に
引
き

続
い
た
場
面
か
ら
開
始
す
る
。
単
行
本
『
黒
髪
』
で
は
、『
黒
髪
』『
狂
乱
』

『
霜
凍
る
宵
』
の
題
名
を
や
め
、『
黒
髪
』
全
二
十
三
章
と
さ
れ
た６
。『
狂
乱
』

の
「
八
」
は
、
単
行
本
で
は
「
十
四
」
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
作
品
の
途
中

に
位
置
し
て
い
る
。
円
本
時
代
の
『
現
代
日
本
文
学
全
集
32
近
松
秋
江
・

久
米
正
雄
集
』（
一
九
二
八
・
四
・
一
、
改
造
社
）
や
『
明
治
大
正
文
学
全
集
42

近
松
秋
江
・
宇
野
浩
二
』（
一
九
二
九
・
一
〇
・
二
五
．
春
陽
堂
）
で
は
、
初
版

の
全
二
十
三
章
の
本
文
が
収
録
さ
れ
た
。
再
び
『
黒
髪
』『
狂
乱
』『
霜
凍
る
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宵
』
の
三
作
連
作
と
い
う
形
に
戻
さ
れ
た
の
は
、
秋
江
生
前
の
『
近
松
秋
江

傑
作
選
集
』
第
一
巻
（
一
九
三
九
・
八
・
一
、
中
央
公
論
社
）
か
ら
で
あ
る
。
そ

の
折
に
、『
狂
乱
』
は
全
八
章
、『
狂
乱
』
の
「
九
」「
十
」
を
『
霜
凍
る
宵
』

の
「
一
」「
二
」
と
し
、
初
出
の
「
一
」
が
「
三
」
と
ず
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
処
理
が
、
秋
江
の
意
向
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
南
山
城
探

索
行
を
『
狂
乱
』
の
最
後
に
置
く
と
い
う
処
理
は
、
な
か
な
か
巧
み
で
、
結

果
的
に
成
功
し
て
い
よ
う
。
戦
後
の
よ
く
読
ま
れ
た
流
布
本
で
あ
る
創
元
選

書
『
黒
髪
』（
一
九
四
七
・
七
・
三
〇
、
創
元
社
）
も
そ
の
体
裁
を
踏
襲
し
、
以

降
そ
の
構
成
が
各
種
文
学
全
集
に
採
用
さ
れ
、
現
在
ま
で
来
て
い
る
。

　

も
う
一
点
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
秋
江
が
同
じ
素
材
を
、
今

度
は
「
私
」
と
い
う
一
人
称
で
は
な
く
、
客
観
的
に
書
い
た
作
品
『
旧
恋
』

（
一
九
二
三
・
三
・
一
、
四
・
一
、
六
・
一
「
新
小
説
」）
が
存
在
し
、
そ
こ
で
は

こ
の
南
山
城
探
索
が
、
か
な
り
変
形
し
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
既

出
の
紅
野
論
文
で
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、『
旧
恋
』
の
描
き
方
は
、
執
筆

時
期
が
遅
く
、
か
つ
客
観
的
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
女
の
出
自
に
つ
い
て
か

な
り
詳
し
い
説
明
が
あ
る
。
紅
野
氏
の
言
う
、「『
旧
恋
』
の
方
が
信
憑
性
は

高
い
。『
黒
髪
』
で
は
女
は
鷲
峰
山
中
の
村
落
に
生
れ
た
ら
し
い
と
い
う
曖

昧
さ
は
残
る
も
の
の
、
作
者
が
そ
れ
以
前
の
女
の
出
自
を
隠
蔽
し
た
こ
と
は

疑
い
え
な
い
」
と
い
う
の
は
、
恐
ら
く
確
か
で
あ
ろ
う
。
そ
の
か
わ
り
に
、

『
旧
恋
』
は
、
同
じ
時
期
の
こ
と
を
別
な
角
度
か
ら
書
い
て
い
る
が
、
大
河

原
で
の
探
索
は
簡
単
に
記
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
加
茂
の
駅
に
降
り
立
っ
て

か
ら
の
部
分
は
、ま
っ
た
く
省
略
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。言
わ
ば
、『
狂
乱
』

の
幕
切
れ
の
部
分
は
、
秋
江
の
創
作
の
過
程
で
、
た
だ
一
回

0

0

0

0

造
型
さ
れ
た
、

孤
高
の
一
節
な
の
で
あ
る
。「
路
地
」
と
「
別
天
地
」
の
両
極
に
渡
さ
れ
た

創
作
世
界
の
張
り
つ
め
た
緊
張
か
ら
生
ま
れ
た
、
た
だ
一
回
し
か
書
け
な
い

表
現
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

５　

も
う
一
人
の
南
山
城
探
索
者

　

近
松
秋
江
が
一
九
一
八
年
年
末
、
加
茂
の
町
を
彷
徨
し
て
か
ら
二
十
三
年

後
、
一
九
四
一
年
（
昭
和
一
六
）
十
二
月
に
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た

こ
と
も
知
ら
ず
に
、
同
じ
場
所
を
訪
れ
た
文
学
者
が
い
る
。『
大
和
路
・
信

濃
路
』
連
作
の
一
章
『
十
月
』（
一
九
四
三
・
一
・
一
、
二
・
一
「
婦
人
公
論
」）

の
背
景
と
な
っ
た
一
九
四
一
年
十
月
の
奈
良
地
方
で
の
長
期
滞
在
の
後
、
堀

辰
雄
は
そ
の
年
の
十
二
月
に
数
日
の
再
訪
を
実
現
す
る
が
、
そ
の
間
十
二
月

二
日
に
ま
る
一
日
、『
万
葉
集
』
の
背
景
の
一
つ
で
あ
る
瓶
み
か
の

原は
ら

を
訪
れ
て
い

る
。
瓶
原
は
、
七
四
〇
年
（
天
平
一
二
）
か
ら
二
年
程
、
聖
武
天
皇
の
恭く
に
の仁

宮み
や

が
あ
っ
た
所
で
あ
る
。『
大
和
路
・
信
濃
路
』
の
一
章
『
古
墳
』（
同
三
・
一
）

の
次
の
一
節
は
、
そ
の
一
日
の
こ
と
を
書
き
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

次
ぎ
の
日
─
─
き
の
ふ
は
、
恭
仁
宮
の
址
を
た
づ
ね
て
、
瓶
原
に
い

つ
て
一
日
ぢ
ゆ
う
ぶ
ら
ぶ
ら
し
て
ゐ
ま
し
た
。
こ
こ
の
山
々
も
お
ほ
く

南
を
向
き
、
そ
の
上
の
は
う
が
蜜
柑
畑
に
な
つ
て
ゐ
る
も
の
と
見
え
、

静
か
な
林
の
な
か
な
ど
を
、
し
ば
ら
く
誰
に
も
逢
は
ず
に
山
の
は
う
に

歩
い
て
ゐ
る
と
、
突
然
、
上
の
は
う
か
ら
蜜
柑
を
い
つ
ぱ
い
詰
め
た
大

き
な
籠
を
背
負
つ
た
娘
た
ち
が
き
や
つ
き
や
つ
と
い
ひ
な
が
ら
下
り
て

く
る
の
に
驚
か
さ
れ
た
り
し
ま
し
た
。
な
が
い
こ
と
山
国
の
寒
く
痩
せ

さ
ら
ぼ
う
た
や
う
な
冬
に
ば
か
り
な
じ
ん
で
き
た
せ
ゐ
か
、
ど
う
し
て

も
僕
に
は
此
処
は
も
う
南
国
に
近
い
や
う
に
思
は
れ
て
な
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
だ
が
、
ま
た
山
の
林
の
中
に
ひ
と
り
き
り
に
さ
れ
て
、
急
に
ち
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か
ぢ
か
と
見
え
だ
し
た
鹿か

背せ

山や
ま

な
ど
に
向
つ
て
ゐ
る
と
、
や
は
り
山
べ

の
冬
ら
し
い
気
も
ち
に
も
な
り
ま
し
た
。
…
…

　
『
古
墳
』
は
、
そ
の
翌
日
飛
鳥
の
村
を
訪
れ
た
時
に
見
た
菖あ
や
め蒲
池
古
墳
の

強
い
印
象
の
部
分
が
中
心
に
な
っ
て
お
り
、
瓶
原
に
つ
い
て
の
記
述
は
わ
ず

か
で
あ
る７
。
こ
の
頃
、
堀
辰
雄
は
、『
万
葉
集
』
の
世
界
を
背
景
と
し
た
創

作
を
考
え
て
お
り
、
ゆ
か
り
の
場
所
を
訪
問
し
な
が
ら
、
創
作
の
雰
囲
気
を

盛
り
立
て
て
い
た
。
そ
の
意
図
は
、
ノ
ー
ト
に
と
ど
ま
り
、
最
終
的
に
実
現

し
な
か
っ
た
が
、
か
え
っ
て
そ
う
し
た
何
気
な
い
訪
問
を
、
自
身
喜
ん
で
い

た
か
の
よ
う
で
あ
る
。

　

恭
仁
宮
跡
（
山
城
国
分
寺
址
）
を
訪
ね
る
に
は
、
加
茂
の
駅
か
ら
行
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
恭
仁
大
橋
を
必
ず
渡
る
わ
け
だ
。
秋
江
は
、
橋

の
上
に
立
ち
、
鷲
峰
山
の
あ
る
北
方
向
、
あ
る
い
は
木
津
川
の
上
流
の
東
方

向
を
望
む
。
が
、
恭
仁
宮
跡
を
訪
ね
る
堀
辰
雄
は
、
橋
を
渡
っ
て
か
ら
北
西

方
向
に
歩
い
て
行
く
こ
と
に
な
る
。「
山
の
は
う
に
歩
い
て
」
と
い
う
の
だ

か
ら
、
遥
か
な
遠
く
の
鷲
峰
山
で
は
な
く
（
橋
か
ら
は
、
鷲
峰
山
の
頂
上
は
見

え
な
い
）、
北
西
に
な
だ
ら
か
に
広
が
る
近
く
の
山
に
向
か
い
、
そ
の
近
辺

の
散
策
を
試
み
る
の
で
あ
る
。
蜜
柑
狩
り
の
娘
た
ち
に
逢
っ
た
の
も
、
そ
の

近
辺
で
あ
ろ
う
。
木
津
川
の
北
側
に
沿
っ
て
少
し
下
れ
ば
、
南
の
対
岸
に
見

え
る
の
が
鹿
背
山
で
あ
る
。

　

こ
の
時
期
の
堀
辰
雄
の
奈
良
・
大
和
散
歩
に
は
、
何
冊
か
の
参
考
書
が

あ
っ
た
。
堀
辰
雄
が
見
て
い
た
の
が
は
っ
き
り
す
る
も
の
の
中
で
も
、
わ
た

く
し
は
次
の
二
冊
は
、
堀
の
散
策
の
友
と
し
て
か
な
り
活
用
さ
れ
た
も
の
だ

と
推
定
し
て
い
る
。

辰
巳
利
文
『
大
和
雑
記
』（
一
九
三
〇
・
六
・
二
〇
、
紅
玉
堂
書
店
）

北
尾
鐐
之
助
『
聖
蹟
大
和
』（
一
九
四
〇
・
二
・
一
五
、
創
元
社
）

　

前
者
に
は
、「
鹿
背
山
と
和
豆
香
山
」「
泉
河
と
恭
仁
の
宮
」
の
二
章
が
あ

り
、『
万
葉
集
』
の
歌
の
引
用
も
多
く
、
恭
仁
宮
の
概
略
が
知
ら
れ
る
。
木

津
川
北
の
一
帯
が
、
む
か
し
の
瓶
原
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
の
も
、
秋
江

が
こ
の
近
辺
を
訪
れ
た
時
期
よ
り
も
後
で
あ
っ
た
と
い
う
。
堀
辰
雄
は
、
十

二
月
二
日
の
散
策
の
折
は
、
恐
ら
く
後
者
を
持
参
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
す
で

に
報
告
し
た
よ
う
に
、
追
分
の
堀
辰
雄
文
学
記
念
館
所
蔵
の
、
堀
辰
雄
が
架

蔵
し
て
い
た
『
聖
蹟
大
和
』
の
見
返
し
に
は
、
鉛
筆
書
き
の
「
加
茂2.44 

4.44

」
と
、
汽
車
の
時
刻
を
メ
モ
し
た
と
思
わ
れ
る
書
き
込
み
が
あ
る
か
ら

で
あ
る
。『
聖
蹟
大
和
』
の
「
瓶
原
と
泉
川
」
の
章
は
全
十
三
ペ
ー
ジ
、
巧

み
な
文
章
で
、
こ
れ
を
読
め
ば
や
は
り
行
っ
て
み
た
く
な
る
、
と
い
っ
た
感

す
ら
あ
る
。
一
節
を
引
こ
う
。

　

こ
ゝ
（
＊
恭
仁
宮
の
址
の
北
方
の
山
腹
に
あ
る
海
住
山
寺
）
か
ら
み
る
瓶

原
一
帯
の
景
色
は
、
可
な
り
立
派
で
あ
る
。
前
に
横
は
つ
た
鹿
背
山
の

翠
緑
、
加
茂
村
一
帯
の
美
し
い
丘
陵
。
そ
の
間
に
遠
く
入
り
込
ん
で
ゐ

る
扇
状
地
の
段
々
畑
。
そ
の
中
を
走
つ
て
ゐ
る
白
い
街
道
。
道
が
ゆ
る

ゆ
る
と
廻
つ
て
、
漸
く
尽
き
る
辺
か
ら
、
地
盤
が
だ
ん
だ
ん
と
高
く
な

つ
て
行
き
、
奈
良
あ
た
り
で
は
さ
ほ
ど
に
思
は
れ
ぬ
御
蓋
山
が
、
こ
ゝ

か
ら
み
る
と
、
い
か
に
も
主
峰
ら
し
い
貫
目
を
み
せ
て
屏
風
の
如
く
聳

え
て
ゐ
る
の
に
驚
か
さ
れ
る
。
却
下
を
流
る
ゝ
悠
々
た
る
木
津
の
流

れ
。
そ
の
屈
曲
を
め
ぐ
つ
て
行
く
白
帆
の
二
三
点
。

　

少
し
先
に
は
、「
こ
の
辺
か
ら
、
み
る
夕
陽
の
大
景
は
、
全
く
一
幅
の
絵

巻
で
あ
る
」
と
い
っ
た
思
い
入
れ
の
強
い
一
節
す
ら
あ
る８
。
こ
れ
を
読
ん
で

は
、
さ
す
が
の
堀
辰
雄
も
、
新
た
に
何
か
書
い
て
み
よ
う
と
は
思
わ
な
か
っ
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た
ろ
う
。北
尾
鐐
之
助
の
文
章
を
引
い
た
の
も
、そ
の
横
に
近
松
秋
江
の
『
狂

乱
』
の
幕
切
れ
の
文
章
を
置
い
て
、
そ
の
言
葉
の
重
い
、
し
か
し
強
く
印
象

に
残
る
ト
ー
ン
を
、
改
め
て
振
り
返
っ
て
み
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
「
美
し
い
」「
ゆ
る
ゆ
る
」「
悠
々
た
る
」
と
繰
り
返
さ
れ
る
ト
ー
ン
は
、

そ
の
ま
ま
堀
辰
雄
の
体
験
で
増
幅
さ
れ
、
そ
れ
は
健
康
そ
う
な
「
娘
た
ち
」

の
姿
と
重
な
る
。
堀
辰
雄
が
そ
の
日
に
感
じ
た
、「
南
国
に
近
い
や
う
に
思

は
れ
て
」
と
い
う
印
象
は
、
正
に
秋
江
が
描
く
「
私
」
に
降
り
注
ぐ
雪
や
、

寒
さ
に
よ
る
こ
わ
ば
り
の
感
覚
と
正
反
対
の
世
界
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
、

秋
江
の
作
品
の
一
節
が
、
類
い
ま
れ
な
表
現
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
秋

江
の
世
界
は
、
事
件
が
異
常
な
の
で
は
な
い
。
知
ら
ず
識
ら
ず
言
葉
の
世
界

に
重
さ
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
、
秋
江
の
創
作
意
識

0

0

0

0

や
作
品
の
見
事
な
空0

間
構
成

0

0

0

こ
そ
、
眼
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

注（
１
）　

東
三
本
木
丸
太
町
上
ル
に
あ
っ
た
、
文
士
が
よ
く
利
用
し
た
旅
館
「
信
楽
」。

こ
の
有
名
な
宿
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
京
都
の
遠
景
、
京
都
の
点
景
─
『
五
足

の
靴
』・
志
賀
・
子
規
・
吉
井
勇
に
見
る
風
景
表
象
─
」（
二
〇
一
二
・
六
・
一

五
「
国
文
学
研
究
」
第
一
六
七
集
）
で
触
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

（
２
）　

秋
江
は
新
し
い
女
を
知
っ
て
か
ら
、
以
前
の
女
と
の
経
緯
を
作
品
に
造
形
す

る
、
と
い
う
平
野
謙
の
名
言
が
あ
る
こ
と
を
思
い
出
そ
う
。
秋
江
は
、
一
九
二

一
年
（
大
正
一
〇
）
五
月
か
ら
マ
ッ
サ
ー
ジ
師
猪
瀬
イ
チ
と
知
り
合
い
、
翌
年

結
婚
し
、
後
に
二
人
の
娘
を
得
て
い
る
。

（
３
）　

陸
地
測
量
部
の
五
万
分
の
一
地
形
図
「
奈
良
」（
一
九
一
六
・
一
二
・
二
八

発
行
）
を
四
〇
％
に
縮
小
し
た
。

（
４
）　

童
仙
坊
は
、
今
で
こ
そ
宇
治
茶
の
産
地
で
あ
り
、
夏
の
避
暑
地
と
し
て
親
し

ま
れ
て
い
る
が
、
む
か
し
は
開
拓
地
で
あ
り
、
京
都
の
町
の
下
層
民
の
入
植
地

で
あ
っ
た
と
い
う
。
既
出
の
紅
野
謙
介
氏
の
論
文
に
、
明
治
初
期
の
童
仙
坊
開

拓
事
業
か
ら
、
こ
の
地
に
、「
都
市
被
差
別
民
の
歴
史
」
を
嗅
ぎ
取
ろ
う
と
す

る
問
題
提
起
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
５
）　

後
醍
醐
天
皇
を
慕
う
あ
る
高
位
の
女
官
が
天
皇
の
身
を
案
じ
遠
く
伊
勢
か
ら

駆
け
つ
け
た
が
、
天
皇
は
す
で
に
追
手
か
ら
逃
れ
た
後
で
、
女
官
は
自
害
し
て

し
ま
う
。
そ
の
霊
を
慰
め
る
た
め
の
神
社
で
、
正
し
く
は
「
こ
い
し
だ
に
」
だ

が
、
地
域
の
人
は
、「
こ
い
し
や
」
と
呼
ん
だ
り
し
て
い
る
。
橋
は
戦
後
に
架

け
ら
れ
、
む
か
し
は
渡
し
船
が
あ
っ
た
。

（
６
）　

竹
盛
天
雄
「『
黒
髪
』
全
二
十
三
章
と
い
う
読
み
方
」（
一
九
六
九
・
五
「
名

著
複
刻
全
集
近
代
文
学
館
ニ
ュ
ー
ス
」
一
六
、
後
『
介
山
・
直
哉
・
龍
之
介
─

一
九
一
〇
年
代
孤
心
と
交
響
』〈
一
九
八
八
・
七
・
一
〇
、
明
治
書
院
〉
所
収
）

は
、
こ
の
全
二
十
三
章
と
い
う
体
裁
を
重
視
し
た
問
題
提
起
で
あ
る
。

（
７
）　

堀
辰
雄
の
『
古
墳
』
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「『
古
墳
』
に
み
る
堀
辰
雄
の
創

作
意
識
─
『
大
和
路
・
信
濃
路
』
に
揺
曳
す
る
「
受
胎
告
知
」
の
世
界
─
」（
二

〇
一
三
・
九
・
二
五
「
文
学
」
一
四
巻
五
号
）
で
考
え
た
。

（
８
）　
「
朝
日
新
聞
」（
二
〇
一
四
・
五
・
一
三
朝
刊
）
の
「
京
も
の
が
た
り
─
白
洲

正
子
と
木
津
川
の
十
一
面
観
音
」
に
、
海
住
山
寺
の
上
空
か
ら
南
西
方
向
を
撮

影
し
た
カ
ラ
ー
写
真
が
載
っ
て
い
る
。
秋
江
が
望
ん
だ
北
の
方
角
で
な
く
、
平

野
が
広
が
る
反
対
の
方
角
の
様
子
が
よ
く
う
か
が
え
る
。

＊
『
黒
髪
』
連
作
の
本
文
は
、
原
則
と
し
て
、
八
木
書
店
版
『
近
松
秋
江
全
集
』
所
収

の
初
出
の
本
文
を
用
い
た
。


