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中
島
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﹁
木
乃
伊
﹂
に
お
け
る
転
生
の
語
り
︵
石
井
︶

は
じ
め
に

作
家
中
島
敦
の
短
編
小
説
﹁
木
乃
伊
﹂︵﹃
光
と
風
と
夢
﹄
筑
摩
書
房
、

一
九
四
二
・
七
︶
は
、
物
語
世
界
の
時
空
間
︵
古
代
エ
ジ
プ
ト
︶
と
、
そ
こ
で
生

じ
る
出
来
事
︵
前
世
の
自
己
と
さ
れ
る
木
乃
伊
と
の
遭
遇
︶
と
の
間
に
、
設
定
上

の
必
然
性
が
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た

1

。
す
な
わ
ち
、
作
家
が
参
照
し
た
は

ず
の
歴
史
的
知
見
と
、
作
品
内
の
転
生
表
象
に
大
き
な
ズ
レ
が
生
じ
て
い
る
の
で

あ
る
。

古
代
エ
ジ
プ
ト
で
作
成
さ
れ
た
ミ
イ
ラ
は
、
オ
シ
リ
ス
信
仰
に
基
づ
き
、
死
後
、

同
一
の
魂
が
再
び
同
じ
肉
体
に
戻
っ
て
く
る
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0
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こ
と
を
前
提
と
し
て
い
た
。
し
か

し
、﹁
木
乃
伊
﹂
で
は
、
異
な
る
心
身
を
持
っ
た
人
物
間
で
転
生
が
起
こ
り

0

0

0

0
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0

0

0

0
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、
ふ

と
し
た
き
っ
か
け
か
ら
ミ
イ
ラ
が
前
世
の
自
己
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
付
く
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
理
由
も
わ
か
ら
ぬ
ま
ま
前
世
よ
り
前
の
人
物
の
記
憶
の
中
へ
と
遡

行
し
て
い
く
。
先
行
研
究
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、
中
島
敦
が
参
照
し
た
と

さ
れ
る
パ
ア
リ
イ
﹃
古
代
文
明
研
究　

世
界
大
思
想
全
集
六
五
︵
上
巻
︶・
六
六

︵
下
巻
︶﹄︵
加
藤
一
夫
訳
、
春
秋
社
、
一
九
三
一
・
一
一
～
一
九
三
二
・
七
︶
に
は
、

ミ
イ
ラ
の
歴
史
上
の
意
義
が
詳
細
に
解
説
さ
れ
て
い
る
が
、
作
中
に
描
か
れ
た
あ

り
方
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
小
説
は
歴
史
的
背
景
を
忠
実
に
守
っ
て

創
作
す
る
必
要
は
な
く
、
ズ
レ
が
生
じ
る
こ
と
自
体
に
問
題
は
な
い
。
た
だ
し
、

な
ぜ
相
違
が
生
じ
た
の
か
は
問
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、﹁
木

乃
伊
﹂
の
読
み
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。

﹁
木
乃
伊
﹂
は
、
前
世
の
自
己
と
遭
遇
し
て
恐
怖
を
抱
く
主
人
公
パ
リ
ス
カ
ス

の
感
性
に
、
作
家
自
身
が
抱
く
人
生
へ
の
不
安

―
自
分
の
人
生
は
他
で
も
あ
り

得
た
の
で
は
な
い
か

―
を
重
ね
合
わ
せ
る
作
家
論
的
な
読
み
が
主
流
と
な
っ
て

い
た

2

。
そ
れ
ら
が
見
直
さ
れ
つ
つ
あ
る
中
で
も
、
小
説
内
の
転
生
表
象
は
、
不
条

理
性
の
象
徴
や
主
人
公
の
自
意
識
過
剰
、
妄
想
と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
、
歴
史
的

背
景
と
の
齟
齬
の
意
味
は
積
極
的
に
問
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

た
と
え
ば
奴
田
原
諭
は
、
パ
リ
ス
カ
ス
が
﹁
客
観
的
位
置
に
立
て
ば
事
実
と
は
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認
定
し
得
な
い
事
柄
﹂、﹁
自
ら
の
紡
ぎ
だ
し
た
物
語
に
過
ぎ
な
い
も
の
に
取
り
憑

か
れ
て
し
ま
っ
た
﹂
こ
と
に
よ
る
悲
劇
で
あ
る
と
す
る

3

。
確
か
に
、
パ
リ
ス
カ
ス

の
前
世
の
記
憶
は
、
ぼ
ん
や
り
と
し
た
意
識
状
態
を
介
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
何

か
に
憑
か
れ
た
か
の
よ
う
に
異
常
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
主
人
公
の
認
識
を
明
確
に
相
対
化
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、

﹁
木
乃
伊
﹂
の
語
り
が
転
生
現
象
を
い
か
に
描
こ
う
と
し
て
い
る
か
を
見
え
な
く

し
て
し
ま
う
。
な
ぜ
、
狂
気
に
陥
っ
た
か
の
よ
う
な
意
識
に
焦
点
を
当
て
る
形
式

で
転
生
現
象
が
描
か
れ
て
い
る
の
か
。
そ
し
て
な
ぜ
歴
史
的
背
景
や
宗
教
的
意
義

を
逸
脱

0

0

し
た
描
き
方
を
採
用
し
た
の
か
。

本
稿
で
は
、
以
上
の
問
題
意
識
か
ら
、﹁
木
乃
伊
﹂
に
お
い
て
別
の
心
身
を
持
っ

た
前
世
の
自
己
と
遭
遇
す
る
と
い
う
出
来
事
が
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の

か
を
考
察
す
る
。
そ
し
て
そ
の
考
察
を
通
し
て
、
中
島
敦
文
学
が
歴
史
や
典
拠
と

の
関
係
に
お
い
て
試
み
て
い
た
表
現
作
法
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

一
、「
木
乃
伊
」
の
語
り

本
作
の
主
人
公
パ
リ
ス
カ
ス
は
、
エ
ジ
プ
ト
で
ミ
イ
ラ
と
遭
遇
し
た
あ
と
、
前

世
の
自
己
と
思
わ
れ
る
人
物
の
記
憶
を
目
撃
し
、
さ
ら
に
は
前
世
の
自
分
が
前
々

世
の
自
分
だ
っ
た
一
つ
の
ミ
イ
ラ
と
遭
遇
す
る
さ
ま
を
見
る
。
こ
う
し
た
出
来
事

は
、
は
た
し
て
妄
想
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

冒
頭
、
語
り
手
は
﹁
大
キ
ュ
ロ
ス
と
カ
ッ
サ
ン
ダ
ネ
と
の
息
子
、
波
斯
王
カ
ン

ビ
ュ
セ
ス
が
埃
及
に
侵
入
し
た
時
﹂、﹁
そ
の
麾
下
の
武
将
に
パ
リ
ス
カ
ス
な
る
者

が
あ
つ
た
﹂
と
、
そ
れ
が
過
去
に
起
こ
っ
た
歴
史
上
の
出
来
事
で
あ
る
か
の
よ
う

に
し
て
語
り
出
す
。
パ
リ
ス
カ
ス
は
、
攻
め
入
っ
た
エ
ジ
プ
ト
で
先
王
ア
メ
シ
ス

の
墓
を
捜
索
し
て
い
る
。
パ
リ
ス
カ
ス
は
﹁
時
々
そ
の
暗
い
表
情
の
何
処
か
に
、

曇
天
の
薄
れ
陽
の
や
う
な
明
る
み
が
射
し
か
け
る
﹂
が
、﹁
そ
れ
は
直
ぐ
に
消
え

て
、
又
、
元
の
落
著
の
な
い
暗
さ
に
戻
つ
て
了
﹂
い
、﹁
心
の
中
に
、
何
か
、
或

る
解
け
さ
う
で
解
け
な
い
も
の
が
引
掛
つ
て
ゐ
る
や
う
な
風
で
あ
る
﹂
と
い
う
。

さ
ら
に
、﹁
パ
リ
ス
カ
ス
は
、
た
つ
た
一
人
で
、
或
る
非
常
に
古
さ
う
な
地
下
の

墓
室
の
中
に
立
つ
て
ゐ
た
﹂
と
い
う
語
り
や
、﹁
何
か
思
出
さ
う
と
し
な
が
ら
、

ど
う
し
て
も
思
出
せ
な
い
ら
し
く
、
い
ら
〳
〵
し
て
ゐ
る
様
子
が
は
つ
き
り
見
え

る
﹂
と
、
視
覚
情
報
に
基
づ
き
な
が
ら
俯
瞰
的
に
そ
の
様
子
を
示
す
語
り
も
あ
る
。

語
り
手
は
、
遠
く
時
間
を
隔
て
た
過
去
の
出
来
事
を
語
る
中
で
、
パ
リ
ス
カ
ス

を
夢
想
す
る
こ
と
の
多
い
人
物
と
し
て
対
象
化
し
、
そ
の
行
為
や
表
情
を
語
っ
て

い
る
。
こ
こ
で
採
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
人
物
の
外
貌
を
じ
っ
く
り
と
眺
め
る
よ

う
に
し
て
、
そ
の
特
徴
を
細
か
く
記
述
す
る
語
り
な
の
だ
。
小
説
の
終
盤
、
ペ
ル

シ
ャ
兵
が
パ
リ
ス
カ
ス
を
発
見
し
た
こ
と
を
語
る
際
に
も
、﹁
明
ら
か
な
狂
気
の

徴
候
を
見
せ
﹂、﹁
あ
ら
ぬ
譫
言
を
し
や
べ
り
出
し
﹂
た
こ
と
、﹁
そ
の
言
葉
も
、

波
斯
語
で
は
な
く
て
、
み
ん
な
埃
及
語
だ
つ
た
と
い
ふ
こ
と
﹂
を
目
撃
し
た
様
子

が
伝
聞
形
式
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
語
り
の
態
度
か
ら
考
え
れ
ば
、
パ

リ
ス
カ
ス
は
お
か
し
な
妄
想
を
抱
き
や
す
い
＂
狂
人
＂
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る

と
い
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
の
意
識
の
断
絶
を
示
す
際
に
は
、
引
用
符
な
し
で
次
の
よ
う
に

語
ら
れ
て
い
る
。﹁
何
時
、
同
僚
や
部
下
と
、
は
ぐ
れ
て
了
つ
た
も
の
か
、
こ
の

墓
は
市
の
ど
の
方
角
に
当
る
も
の
か
、
そ
れ
ら
は
、
ま
る
で
判
ら
な
い
。
と
に
か
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く
、
何
時
も
の
夢
想
か
ら
醒
め
て
、
ひ
よ
い
と
気
が
付
い
て
見
た
ら
、
た
つ
た
一

人
で
古
い
墓
室
の
薄
暗
が
り
の
中
に
ゐ
た
、
と
い
ふ
よ
り
外
は
な
い
﹂。
語
り
手

は
、
意
識
に
浮
か
ん
だ
断
片
的
な
想
念
を
語
っ
て
い
る
が
、
意
識
の
断
絶
状
態
の

内
実
は
語
ら
な
い
。
あ
た
か
も
、
夢
想
状
態
の
中
に
入
り
込
ん
だ
か
の
よ
う
に
し

て
、
気
付
か
ぬ
う
ち
に
墓
室
ま
で
移
動
し
て
し
ま
っ
て
い
た
と
語
っ
て
い
る
。

そ
の
特
徴
は
、﹁
眼
が
暗
さ
に
慣
れ
る
に
つ
れ
、
中
に
散
乱
し
た
彫
像
、
器
具

の
類
や
、
周
囲
の
浮
彫
、
壁
画
な
ど
が
、
ぼ
う
つ
と
眼
前
に
浮
上
つ
て
来
た
﹂
と
、

視
覚
の
受
動
性
を
語
る
表
現
で
も
同
様
で
あ
る
。
不
思
議
な
現
象
に
囚
わ
れ
る
と

き
に
は
、
こ
の
よ
う
に
語
り
が
内
在
的
に
意
識
を
辿
る
形
式
を
採
っ
て
お
り
、
現

象
と
の
遭
遇
が
不
可
避
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
、
語
り
手
が
登
場
人
物
の
目
の
前
で
展
開
す
る
事
態
を
客
観
的
に
語
り
出
そ
う

と
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
登
場
人
物
の
意
識
状
態

0

0

0

0

を
忠
実
に
映
し
出
そ
う
と

し
て
い
る
こ
と
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
語
り
の
態
度
を
考
慮
に
入
れ
た
と
き
、
パ
リ
ス
カ
ス
の
外
貌
を
眺
め

て
い
る
よ
う
な
記
述
と
意
識
を
忠
実
に
辿
っ
て
い
く
記
述
、
そ
れ
ぞ
れ
が
効
果
的

に
物
語
世
界
を
映
し
出
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
前
者
は
、
客
観
性
の
担
保
さ

れ
た
形
で
パ
リ
ス
カ
ス
の
人
物
像
や
そ
の
様
子
を
語
り
、
後
者
は
、
パ
リ
ス
カ
ス

の
意
識
を
通
し
て
、
そ
の
内
部
に
お
い
て
確
か
に
起
こ
っ
て
い
る
事
象
を
起
こ
っ

て
い
る
ま
ま
に
映
し
出
し
て
い
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
後
者
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に

不
可
思
議
な
出
来
事
が
語
ら
れ
て
い
る
の
か
を
内
在
的
に
見
て
い
く
こ
と
で
、
こ

の
語
り
の
態
度
の
意
味
も
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。

前
世
の
記
憶
と
思
し
き
光
景
は
、
混
濁
し
た
意
識
を
辿
る
な
か
で
語
ら
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、﹁
生
々
し
い
感
覚
の
記
憶
の
群
が
忘
却
の
淵
か
ら
一
時
に
蘇
つ

て
、
殺
到
し
て
来
﹂
る
。
こ
こ
で
は
、
記
憶
が
﹁
殺
到
し
て
来
た
﹂
と
語
ら
れ
て

お
り
、
不
可
思
議
な
光
景
に
対
す
る
受
動
性
が
再
び
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

自
身
の
意
図
や
考
え
と
は
無
関
係
に
、
目
の
前
に
不
思
議
な
光
景
が
到
来
し
て
く

る
状
態
だ
と
解
釈
で
き
る
。
そ
の
奇
妙
な
光
景
は
次
第
に
様
相
を
変
え
て
い
き
、

﹁
不
思
議
な
こ
と
に
、
名
前
は
、
何
一
つ
、
人
の
名
も
所
の
名
も
物
の
名
も
、
全

然
憶
出
せ
﹂
ず
、﹁
名
の
無
い
形
と
色
と
匂
と
動
作
と
が
﹂、﹁
彼
の
前
に
忽
ち
現

れ
、
忽
ち
消
え
て
行
く
﹂。
現
れ
て
く
る
光
景
は
、
な
ぜ
か
言
語
的
理
解
を
伴
わ

な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
疑
問
に
思
わ
れ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
過
去
の

記
憶
を
見
て
い
る
﹁
彼
﹂
の
存
在
、
語
り
手
が
焦
点
化
し
て
い
る
存
在
は
い
っ
た

い
ど
ち
ら
か

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
の
頃
、
彼
は
プ
タ
ー
の
神
殿
の
祭
司
で
で
も
あ
つ
た
の
だ
ら
う
か
。
だ

ら
う
か
、
と
云
ふ
の
は
、
彼
の
曾
て
見
、
触
れ
、
経
験
し
た
事
物
が
今
彼
の

眼
前
に
蘇
つ
て
来
る
だ
け
で
、
そ
の
頃
の
彼
自
身
の
姿
は
一
向
に
浮
か
ん
で

こ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
部
分
を
読
む
と
、﹁
彼
﹂
と
い
う
の
は
前
世
の
自
分
自
身
で
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、﹁
プ
タ
ー
の
神
殿
の
祭
司
で
で
も
あ
つ
た
の
だ
ら
う
か
﹂

と
言
わ
れ
る
人
物
の
記
憶
ら
し
き
も
の
が
語
ら
れ
て
お
り
、
記
憶
の
持
ち
主
と
思

し
き
人
物
の
視
点
に
寄
り
添
っ
て
そ
の
光
景
を
追
体
験
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
表

現
で
あ
る
。
一
方
で
、
こ
の
記
憶
が
語
ら
れ
る
前
に
は
、﹁
彼
の
魂
が
曾
て
、
此

の
木
乃
伊
に
宿
つ
て
ゐ
た
時
の
様
々
な
記
憶
﹂
だ
と
語
ら
れ
て
い
て
、
パ
リ
ス
カ

ス
自
身
を
指
し
て
い
る
表
現
も
前
後
に
散
見
さ
れ
る
。
で
は
、
次
の
箇
所
に
お
い
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て
、
引
用
符
な
し
に
語
ら
れ
る
﹁
自
分
﹂﹁
彼
﹂
と
は
誰
の
こ
と
だ
ろ
う
か
。

　

ふ
と
、
自
分
が
神
前
に
捧
げ
た
犠
牲
の
牡
牛
の
、
も
の
悲
し
い
眼
が
、
浮

か
ん
で
来
た
。
誰
か
、
自
分
の
よ
く
知
つ
て
ゐ
る
人
間
の
眼
に
似
て
ゐ
る
な

と
思
ふ
。
さ
う
だ
。
確
か
に
、
あ
の
女
だ
。
忽
ち
、
一
人
の
女
の
眼
が
、
孔

雀
石
の
粉
を
薄
く
つ
け
た
顔
が
、
ほ
つ
そ
り
し
た
身
体
つ
き
が
、
彼
に
馴
染

の
し
ぐ
さ
と
共
に
懐
か
し
い
体
臭
迄
伴
つ
て
眼
前
に
現
れ
て
来
た
。︵
中
略
︶

そ
れ
は
疑
も
な
く
、
彼
の
妻
だ
つ
た
女
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
語
り
手
が
焦
点
化
し
て
い
る
意
識
の
帰
属
先
を
明
確
に
一
つ
に
決
定

す
る
の
が
難
し
い
表
現
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
光
景
は
す
べ
て

﹁
名
の
無
い
形
と
色
と
匂
と
動
作
﹂
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
従
え
ば
、﹁
よ
く
知

つ
て
ゐ
る
人
間
の
眼
﹂、﹁
彼
に
馴
染
の
し
ぐ
さ
﹂
と
い
っ
た
光
景
は
、
言
語
に

よ
っ
て
分
節
化
さ
れ
て
い
な
い
状
態
で
感
覚
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
意
識
に
反
映

さ
れ
た
そ
の
感
覚
を
語
り
手
が

0

0

0

0

言
語
化
し
た
も
の
と
い
え
る
。
仮
に
、
パ
リ
ス
カ

ス
の
内
面
に
浮
か
び
あ
が
っ
た
光
景
だ
と
す
れ
ば
、
ペ
ル
シ
ャ
語
に
よ
っ
て
そ
の

記
憶
の
内
実
を
何
ら
か
の
形
で
分
析
・
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
な
は
ず
だ
。
し
か

し
、
こ
の
光
景
は
言
語
的
な
理
解
を
越
え
て
い
る
た
め
、
ペ
ル
シ
ャ
語
で
思
考
・

認
識
す
る
パ
リ
ス
カ
ス
の
意
識
的
な
領
域
と
は
異
な
る
位
相
に
お
い
て
発
現
し
て

い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
れ
ば
、
こ
の
現
象
は
、
現
世
と
前
世
の
自
己
、
そ
れ
ぞ
れ
の

意
識
が
渾
然
一
体
と
な
っ
て
光
景
を
見
て
い
る
よ
う
な
状
態
と
言
え
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
小
説
内
に
は
、﹁
彼
は
最
早
木
乃
伊
を
見
な
い
。
魂
が
彼
の
身
体

を
抜
出
し
て
、
木
乃
伊
に
入
つ
て
了
つ
た
の
で
あ
ら
う
か
﹂
と
い
う
表
現
も
あ
り
、

焦
点
化
し
て
い
る
意
識
の
帰
属
先
は
、
や
は
り
一
つ
に
決
定
で
き
な
い
。
永
井
博

も
、
肉
体
的
感
覚
を
伴
う
こ
の
体
験
は
、
パ
リ
ス
カ
ス
と
前
世
の
自
己
に
区
別
が

つ
か
な
く
な
る
事
象
だ
と
指
摘
し
て
い
る

4

。

さ
ら
に
、
記
憶
を
見
る
直
前
に
は
、﹁
彼
の
身
体
を
作
上
げ
て
ゐ
る
、
あ
ら
ゆ

る
元
素
ど
も
が
、
彼
の
皮
膚
の
下
で
、
物
凄
く
︵
丁
度
、
後
世
の
化
學
者
が
、
試

験
管
の
中
で
試
み
る
実
験
の
や
う
に
︶
泡
立
ち
、
煮
え
か
へ
り
、
其
の
沸
騰
が
暫

く
し
て
靜
ま
つ
た
後
は
、
す
つ
か
り
以
前
の
性
質
と
変
つ
て
了
つ
た
や
う
に
思
は

れ
た
﹂
と
、
劇
的
な
変
化
が
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
表
現
が
あ
り
、
パ
リ
ス

カ
ス
個
人
の
脳
内
で
記
憶
を
再
現
し
て
い
る
よ
う
な
状
態
で
は
な
く
、
人
物
間
の

意
識
の
境
界
が
揺
ら
い
で
い
る
状
態
と
い
え
る
。
さ
ら
に
象
徴
的
な
部
分
を
引
用

し
よ
う
。
こ
こ
に
も
引
用
符
は
な
く
、
他
の
文
章
と
境
な
く
つ
な
が
っ
て
い
る
。

　

又
、
一
つ
の
情
景
が
現
れ
る
。
自
分
は
酷
い
熱
で
床
の
上
に
寝
て
ゐ
る
ら

し
い
。
傍
に
は
妻
の
心
配
さ
う
な
顏
が
覗
い
て
ゐ
る
。︵
中
略
︶
う
す
眼
を

あ
け
て
見
る
と
、
傍
で
妻
が
泣
い
て
ゐ
る
。
後
で
老
人
達
も
泣
い
て
ゐ
る
や

う
だ
。
急
に
、
雨
雲
の
陰
が
湖
の
上
を
見
る
〳
〵
暗
く
染
め
て
行
く
や
う
に
、

蒼
い
大
き
な
翳
が
自
分
の
上
に
か
ぶ
さ
つ
て
来
る
。
目
の
眩
む
や
う
な
下
降

感
に
思
は
ず
眼
を
閉
ぢ
る
。

こ
こ
で
も
語
り
手
は
﹁
自
分
﹂
と
語
っ
て
い
る
。
前
後
の
文
脈
か
ら
考
え
れ
ば
、

﹁
パ
リ
ス
カ
ス
﹂
か
﹁
プ
タ
ー
の
神
殿
の
祭
司
で
で
も
あ
つ
た
の
だ
ら
う
か
﹂
と

い
う
人
物
の
呼
称
か
、
そ
の
ど
ち
ら
か
が
省
略
さ
れ
て
い
る
と
推
測
す
る
こ
と
も

可
能
だ
が
、
語
り
手
が
そ
れ
を
明
示
せ
ず
、
光
景
に
対
す
る
感
覚
の
受
動
性
を
強

調
し
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
語
り
手
は
、﹁
パ
リ
ス
カ
ス
﹂
と
﹁
プ
タ
ー
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の
神
殿
の
祭
司
で
で
も
あ
つ
た
の
だ
ら
う
か
﹂
と
い
う
人
物
と
の
二
人
が
共
有
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
光
景
に
対
す
る
受
動
性
を
、
読
者
と
共
有
す
る
よ
う
な
表
現

を
採
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
光
景
の
語
り
に
つ
い
て
は
、
語

り
手
が
登
場
人
物
の
狂
気
を
示
し
た
り
、
目
撃
し
て
い
る
光
景
の
真
偽
に
疑
い
を

か
け
た
り
す
る
よ
う
な
表
現
が
見
ら
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
の
現
象
が
主
人
公

の
妄
想
に
過
ぎ
ず
、
物
語
世
界
の
中
で
実
際
に
は

0

0

0

0

起
こ
っ
て
い
な
い
と
は
い
え
な

い
の
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
に
執
拗
な
ま
で
に
意
識
に
焦
点
を
当
て
る

表
現
方
法
が
採
用
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
は
、

こ
の
小
説
に
お
け
る
言
語
の
問
題
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

二
、
言
語
に
よ
る
分
節
と
意
識
の
構
造

小
説
の
冒
頭
、
パ
リ
ス
カ
ス
は
、
理
由
は
分
か
ら
な
い
も
の
の
、
今
ま
で
自
分

が
理
解
し
得
な
か
っ
た
言
語
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、﹁
埃
及

軍
の
捕
虜
共
﹂
の
言
葉
や
﹁
絵
画
風
な
文
字
﹂
を
理
解
す
る
。
エ
ジ
プ
ト
語
が
彼

の
言
語
体
系
の
中
に
入
り
こ
ん
で
く
る
の
で
あ
る
。
小
説
の
結
末
、﹁
他
の
部
隊

の
波
斯
兵
が
パ
リ
ス
カ
ス
を
発
見
し
た
時
﹂
に
は
、﹁
彼
は
固
く
木
乃
伊
を
抱
い

た
ま
ま
、
古
墳
の
地
下
室
に
倒
れ
て
﹂
お
り
、﹁
波
斯
語
で
は
な
く
て
、
み
ん
な

埃
及
語
﹂
で
話
し
出
す
。
こ
れ
は
、
一
体
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

パ
リ
ス
カ
ス
が
エ
ジ
プ
ト
語
を
理
解
し
、
話
し
出
す
こ
と
が
言
及
さ
れ
て
い
る

部
分
は
、
語
り
手
が
外
的
焦
点
化
に
よ
っ
て
状
況
を
示
す
の
み
で
、
パ
リ
ス
カ
ス

の
意
識
に
つ
い
て
は
空
白
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
パ
リ
ス
カ
ス
が

エ
ジ
プ
ト
語
を
読
み
、
話
し
て
い
る
こ
と
は
物
語
内
の
事
実
と
し
て
示
さ
れ
て
い

る
が
、
エ
ジ
プ
ト
語
を
理
解
し
て
い
る
際
の
意
識
内
容
は
分
か
ら
ず
、
一
体
ど
の

よ
う
に
理
解
が
進
ん
で
い
る
の
か
は
判
然
と
し
な
い
。

想
定
さ
れ
る
解
釈
は
、
前
世
の
自
己
と
さ
れ
る
ミ
イ
ラ
が
エ
ジ
プ
ト
人
で
、
エ

ジ
プ
ト
語
を
理
解
し
始
め
る
こ
と
は
彼
と
の
意
識
の
交
通
を
示
す
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
考
え
た
と
き
問
題
に
な
る
の
は
、
先
述
し
た
よ
う

に
、
パ
リ
ス
カ
ス
が
前
世
の
自
己
と
さ
れ
る
ミ
イ
ラ
の
記
憶
を
辿
っ
て
い
る
と
き

に
は
、
言
語
機
能
が
低
下
し
、
エ
ジ
プ
ト
語
を
理
解
し
て
い
る
様
子
も
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
彼
が
見
て
い
る
の
は
、﹁
名
の
無
い
形
と
色
と
匂
と
動
作
﹂
な

の
で
あ
り
、
前
半
部
分
で
エ
ジ
プ
ト
語
に
対
す
る
理
解
が
あ
っ
た
こ
と
と
は
結
び

つ
か
な
い
。
こ
こ
か
ら
考
え
ら
れ
る
の
は
、
前
世
の
自
己
が
使
用
し
て
い
た
言
語

を
理
解
す
る
こ
と
と
、
前
世
の
自
己
の
記
憶
を
垣
間
見
る
こ
と
と
は
、
水
準
の
異

な
る
出
来
事
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
エ
ジ
プ
ト
語
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
言
語
的
水
準
で
の
同
一

化
と
、
言
語
に
よ
る
分
節
化
＝
理
解
が
及
び
届
か
な
い
よ
う
な
水
準
に
お
け
る
意

識
の
同
一
化
と
い
う
二
層
構
造
で
あ
る
。
結
末
部
分
も
同
様
に
、
パ
リ
ス
カ
ス
は

エ
ジ
プ
ト
語
を
話
す
が
、
そ
の
と
き
の
彼
の
意
識
は
空
白
で
あ
り
、
語
り
手
は
話

し
て
い
る
事
実
を
示
す
の
み
で
、
意
識
に
焦
点
化
し
て
語
り
出
す
こ
と
は
な
い
。

こ
の
際
、
意
識
が
空
白
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
異
な
る
位
相
で
は
意
識
の
共
有

状
態
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、﹁
彼
の
曾
て
見
、
触
れ
、
経
験
し
た
事
物
が
今
彼
の
眼
前
に
蘇
つ
て

来
る
だ
け
で
、
そ
の
頃
の
彼
自
身
の
姿
は
一
向
に
浮
か
ん
で
こ
な
い
﹂
と
あ
る
よ

う
に
、
意
識
を
共
有
し
て
い
る
が
た
め
に
前
世
の
自
己
と
思
わ
れ
る
彼
自
身
の
姿
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や
そ
の
意
識
を
客
観
的
に
認
知
し
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。
エ
ジ
プ
ト
語
に
よ
っ
て
思
考
、
認
識
し
て
い
る
前
世
の
自
己
と
、
ペ
ル
シ
ャ

語
に
よ
っ
て
思
考
、
認
識
し
て
い
る
現
世
の
自
己
が
シ
ン
ク
ロ
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の

意
識
の
メ
タ
レ
ベ
ル
に
立
っ
て
俯
瞰
す
る
位
置
が
な
い
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

意
識
と
い
う
も
の
の
構
造
か
ら
考
え
て
み
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
の
言
語
に
媒

介
さ
れ
て
い
る
意
識
を
両
方
と
も
同
時
に
並
行
し
て

0

0

0

0

0

0

0

経
験
し
う
る
よ
う
な
現
象
は

描
く
こ
と
が
難
し
い
と
い
え
る
。
パ
リ
ス
カ
ス
で
あ
り
か
つ
同
時
に
﹁
プ
タ
ー
の

神
殿
の
祭
司
で
で
も
あ
つ
た
の
だ
ら
う
か
﹂
と
言
わ
れ
る
人
物
で
も
あ
り
得
る
よ

う
な
意
識
の
構
造
を
形
象
す
る
た
め
に
は
、
言
語
に
よ
る
体
系
の
差
異
を
越
え
た

次
元
を
想
定
す
る
必
要
が
生
じ
て
く
る
。
パ
リ
ス
カ
ス
に
外
的
焦
点
化
す
る
際
の

よ
う
に
、
語
り
手
が
客
観
的
に
外
貌
を
言
語
化
す
る
水
準
だ
け
で
は
、
記
憶
を
共

有
す
る
不
可
思
議
な
事
態
は
語
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
複
数
の
意
識
が
融
合
し

て
い
る
か
の
よ
う
な
状
態
を
生
み
出
し
、
人
称
を
曖
昧
に
し
て
語
っ
て
い
く
こ
と

に
は
、
こ
の
よ
う
な
必
然
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

﹁
木
乃
伊
﹂
に
は
、
言
語
を
媒
介
し
な
い
よ
う
な
意
識
の
共
有
状
態
が
あ
る
。

そ
の
中
で
は
、
時
間
と
空
間
が
混
乱
し
、
い
く
つ
も
の
意
識
と
接
続
さ
れ
る
現
象

が
起
こ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
個
別
の
意
識
・
言
語
体
系
が
現
れ
る
層
と
、
複
数
の

意
識
が
接
続
さ
れ
る
層
と
い
う
二
層
構
造
に
よ
っ
て
、
登
場
人
物
が
直
面
し
た
不

可
思
議
な
出
来
事
を
説
明
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
前
世
の
描
き
方
は
、
冒
頭
で
言

及
し
た
よ
う
に
、
歴
史
的
な
背
景
で
は
説
明
し
き
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
ミ
イ
ラ
に
関
す
る
同
時
代
の
記
述
を
見
て
み
よ
う
。
宗
教
学
者
の

比
屋
根
安
定
は
、
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
オ
シ
リ
ス
信
仰
に
言
及
し
つ
つ
、﹁
埃
及
人

は
死
体
を
木
乃
伊
に
為
し
、
亜
麻
布
を
以
て
包
み
、
斯
く
し
て
死
者
が
オ
シ
リ
ス

の
王
国
に
て
新
生
活
を
始
む
る
折
、
霊
魂
を
し
て
再
び
肉
体
に
復
帰
せ
し
め
ん
事

を
期
し
た
﹂
と
解
説
し
て
お
り
、
霊
魂
が
復
活
し
た
際
に
容
れ
物
と
な
る
身
体
を

保
存
す
る
た
め
に
、
ミ
イ
ラ
は
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る

5

。
一
般
的
な
理
解

も
同
様
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
仏
文
学
者
の
平
野
威
馬
雄
は
、﹁
人
間
死
ん
で

も
灰
に
な
ら
ず
、
五
体
さ
へ
ち
や
ん
と
そ
ろ
つ
て
ゐ
れ
ば
、
い
つ
の
日
に
か
、
か

な
ら
ず
生
き
か
へ
る
と
い
ふ
ね
つ
れ
つ
な
信
仰
と
む
す
び
つ
い
て
、
エ
ジ
プ
ト
人

は
、
非
常
な
手
数
と
、
非
常
な
時
と
金
と
を
か
け
て
ミ
イ
ラ
を
つ
く
つ
た
も
の
で

す
﹂
と
い
う

6

。
ミ
イ
ラ
は
、
人
間
が
不
死
の
生
を
願
う
が
ゆ
え
に
生
み
出
さ
れ
、

同
一
の
魂
の
永
続
、
さ
ら
に
い
え
ば
、
心
身
の
連
続
性
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
意
味

を
持
つ
。

し
か
し
、﹁
木
乃
伊
﹂
で
は
、
前
世
の
自
己
と
現
世
の
自
己
が
異
な
る
存
在
で

あ
っ
た
。
死
後
、
自
己
の
同
一
性
は
保
た
れ
ず
、
ミ
イ
ラ
に
遭
遇
し
た
際
に
は
じ

め
て
そ
れ
が
過
去
の
自
己
で
あ
っ
た
可
能
性
に
気
付
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ

こ
か
ら
考
え
て
み
れ
ば
、﹁
木
乃
伊
﹂
に
お
い
て
描
か
れ
る
よ
う
な
不
可
思
議
な

現
象
は
、
本
来
の

0

0

0

ミ
イ
ラ
の
あ
り
方
、
一
つ
の
肉
体
︵
ミ
イ
ラ
︶
に
不
滅
の
魂
が

戻
っ
て
く
る
と
い
う
エ
ジ
プ
ト
の
死
生
観
か
ら
は
外
れ
て
い
く
と
言
え
る
。

三
、
前
世
の
記
憶
と
遺
伝

歴
史
的
背
景
の
み
で
説
明
で
き
な
い
の
な
ら
ば
、﹁
木
乃
伊
﹂
は
ど
の
よ
う
な

枠
組
み
に
沿
っ
て
転
生
現
象
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
洪
瑟
君
は
、

﹁
木
乃
伊
﹂
に
描
か
れ
た
こ
の
現
象
は
、
小
泉
八
雲
の
﹁
遺
伝
的
記
憶
﹂
に
触
発
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さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
る

7

。
中
島
敦
は
、﹁
遺
伝
的
記
憶
﹂
が

所
収
さ
れ
て
い
る
﹃
小
泉
八
雲
全
集
第
一
七
巻
﹄︵
第
一
書
房
、
一
九
二
八
・
一
︶

を
所
有
し
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
遺
伝
と
前
世
を
め
ぐ
る
話
が
複
数
収
録
さ
れ
て

い
る
。﹁
遺
伝
的
記
憶
﹂
は
、
夢
の
中
で
行
っ
た
こ
と
も
な
い
は
ず
の
土
地
の
記

憶
を
目
撃
す
る
男
の
子
の
話
を
、
前
世
の
記
憶
が
残
っ
て
い
る
も
の
だ
と
解
釈
し

て
い
る
。
話
型
と
し
て
は
﹁
木
乃
伊
﹂
と
類
似
性
が
あ
る
。
小
泉
八
雲
は
﹁
前
世

の
観
念
﹂︵﹃
小
泉
八
雲
全
集　

第
四
巻
﹄
第
一
書
房
、
一
九
二
七
・
二
︶
に
お
い

て
も
、
は
じ
め
て
見
る
は
ず
の
風
景
に
既
視
感
を
覚
え
る
現
象
に
つ
い
て
、
前
世

か
ら
の
記
憶
、
生
の
連
鎖
の
中
で
受
け
継
が
れ
て
き
た
超
個
人
的
な
感
情
・
感
覚

が
脳
髄
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
と
説
明
す
る
。

﹁
前
世
の
観
念
﹂
に
は
、﹁
か
く
し
て
我
々
は
、
前
世
と
い
ふ
観
念
及
び
合
成
的

﹃
我
﹄
と
い
ふ
観
念
の
、
確
実
な
生
理
的
根
拠
を
得
た
訳
で
あ
る
。
各
個
人
の
脳

髄
に
は
、
其
祖
先
で
あ
る
凡
て
の
脳
髄
が
受
け
た
、
想
像
を
絶
す
る
程
の
無
数
の

経
験
の
遺
伝
さ
れ
た
記
憶
が
、
封
入
さ
れ
て
あ
る
﹂
と
あ
り
、﹁
霊
魂
は
無
限
数

の
合
成
体
で
あ
る
と
い
ふ
観
念
﹂
を
説
明
し
て
い
る
。
個
体
と
し
て
の
生
に
終
り

が
あ
っ
て
も
、
記
憶
の
連
鎖
が
存
在
し
、
そ
の
経
験
は
受
け
継
が
れ
て
い
く
。
こ

の
こ
と
が
、＂
遺
伝
＂
と
い
う
解
釈
枠
に
拠
り
つ
つ
説
得
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

血
の
つ
な
が
り
＝
血
縁
を
媒
介
す
れ
ば
、
親
か
ら
子
へ
と
記
憶
が
遺
伝
的
に
受
け

継
が
れ
、
前
世
の
生
を
現
世
と
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

小
泉
八
雲
の
語
っ
た
生
ま
れ
変
わ
り
現
象
は
文
学
場
に
お
い
て
た
び
た
び
参
照

さ
れ
、
前
世
の
自
己
と
の
結
び
つ
き
と
い
う
現
象
を
語
る
際
に
基
盤
と
な
る
枠
組

み
を
形
成
し
て
い
た

8

。
前
世
の
記
憶
が
ふ
と
蘇
る
と
い
う
現
象
や
、
祖
先
と
の
結

び
つ
き
が
ふ
と
表
れ
る
と
い
う
現
象
を
描
く
た
め
の
文
学
的
想
像
力
は
＂
遺
伝
＂

に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
バ
ス
キ
ン
ド

は
﹁
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
の
思
想
﹂
に
﹁
⑴
汎
神
論
思
想
﹂、﹁
⑵
仏
教
︵
業
、

輪
廻
、
因
果
︶﹂、﹁
⑶
進
化
論
思
想
︵
主
に
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
の
哲
学

や
自
然
科
学
思
想
︶﹂、﹁
⑷
霊
界
、
つ
ま
り
、
妖
怪
や
霊
︵
生 

霊
、
死
霊
︶
へ
の

傾
倒
﹂
を
指
摘
し
、﹁
仏
教
思
想
で
あ
る
﹁
業
﹂
と
﹁
輪
廻
﹂
が
ハ
ー
ン
の
宗
教

観
の
中
軸
を
な
し
﹂、﹁
今
日
の
不
幸
や
状
況
は
業
、
つ
ま
り
遺
伝
に
よ
っ
て
決
ま

り
、
あ
る
神
の
意
図
的
な
仕
業
で
は
な
﹂
く
、﹁
道
徳
的
な
人
間
と
し
て
進
化
す

れ
ば
進
化
す
る
ほ
ど
、
転
生
す
れ
ば
よ
り
よ
い
状
態
が
生
ま
れ
て
く
る
﹂
と
い
う

﹁
進
化
論
と
仏
教
思
想
の
一
致
性
﹂
を
ハ
ー
ン
が
追
求
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
だ

と
い
う

9

。

遺
伝
と
進
化
は
、
輪
廻
転
生
を
語
る
た
め
の
学
問
的
背
景
と
な
っ
て
い
た
。
明

治
期
以
降
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
を
は
じ
め
、
生
物
学
的
な
知
見
が
広
く
受
け

入
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
科
学
的
説
明
が
文
学
へ
と
流
入

す
る
必
然
性
は
あ
る
。
一
柳
廣
孝
の
言
を
借
り
れ
ば
、﹁
十
九
世
紀
後
半
の
遺
伝

研
究
は
、
種
の
問
題
、
ま
た
は
進
化
論
の
衝
撃
に
よ
っ
て
迂
回
路
を
た
ど
る
こ
と

に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、
二
十
世
紀
初
頭
の
﹁
遺
伝
﹂
を
め
ぐ
る

パ
ラ
ダ
イ
ム
が
、
進
化
論
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
た
﹂
の
で
あ
る

0

。
大
正
中
期
～

昭
和
初
期
に
は
、
雑
誌
﹃
新
青
年
﹄
に
集
ま
っ
た
探
偵
小
説
作
家
た
ち
を
は
じ
め

と
し
て
、
転
生
現
象
を
遺
伝
や
進
化
論
に
基
づ
い
て
描
こ
う
と
す
る
試
み
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
る

!

。
無
論
、
一
作
品
を
特
権
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
夢
野

久
作
﹃
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
﹄︵
松
柏
館
書
店
、
一
九
三
五
・
一
︶
な
ど
は
、
前
世
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を
語
る
枠
組
み
が
明
示
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
知
見
の
影
響
力
を
示
す
好
例
と

い
え
る

@

。
さ
ら
に
、
遺
伝
は
集
合
的
無
意
識
や
変
態
性
欲
と
い
っ
た
、
主
体
の
与

り
知
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
発
露
す
る
欲
動
の
動
き
と
も
親
和
性
が
高
く
、
主
体
を
無
条

件
に
規
定
す
る
要
素
を
科
学
的
に
説
明
す
る
枠
組
み
と
し
て
も
機
能
し
て
い
た

#

。

中
島
敦
が
描
い
た
も
の
も
同
様
の
モ
チ
ー
フ
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か

$

。
こ
れ
ら
の

知
見
に
対
す
る
中
島
敦
の
見
解
は
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、﹁
木
乃
伊
﹂
に
は
、
遺
伝

に
も
と
づ
い
て
パ
リ
ス
カ
ス
が
前
世
の
自
己
と
結
び
つ
き
を
持
っ
た
こ
と
は
描
か

れ
て
い
な
い
。
パ
リ
ス
カ
ス
は
、
別
の
精
神
、
別
の
身
体
へ
と
生
ま
れ
変
わ
っ
て

お
り
、
地
縁
・
血
縁
と
い
っ
た
結
び
つ
き
も
な
い
。
先
に
見
て
き
た
﹁
プ
タ
ー
の

神
殿
の
祭
司
で
で
も
あ
つ
た
の
だ
ら
う
か
﹂
と
い
う
人
物
は
、
居
住
地
も
使
用
言

語
も
異
な
り
、
血
の
つ
な
が
り
が
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
仮
に
本
作
に
描
か

れ
た
輪
廻
転
生
が
小
泉
八
雲
の
影
響
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し

て
も
、
遺
伝
の
要
素
は
脱
色
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

く
わ
え
て
、
輪
廻
か
ら
の
解
脱
を
是
と
す
る
よ
う
な
仏
教
的
な
観
念
が
反
映

さ
れ
た
表
現
も
な
く
、﹁
木
乃
伊
﹂
に
は
宗
教
的
な
色
彩
は
希
薄
で
あ
る

%

。
仏

教
学
者
で
あ
っ
た
金
倉
圓
照
は
、﹁
輪
廻
思
想
の
淵
源
﹂︵﹃
思
想
﹄
一
五
五
号
、

一
九
三
五
・
四
︶
に
お
い
て
、
輪
廻
転
生
が
﹁
如
何
な
る
経
過
に
よ
つ
て
日
本
に

移
入
せ
ら
れ
、
一
般
の
文
学
に
も
用
ゐ
ら
れ
る
や
う
に
成
つ
た
か
﹂
に
つ
い
て

は
、﹁
問
題
は
必
ず
し
も
簡
単
で
は
な
い
﹂
と
い
う
が
、﹁﹁
輪
廻
﹂
が
仏
教
の
術

語
に
由
来
し
た
言
葉
で
あ
る
こ
と
は
疑
ひ
を
容
れ
な
い
﹂
と
し
て
、
イ
ン
ド
・
中

国
の
仏
教
思
想
を
辿
っ
て
い
る
。
仏
教
も
ま
た
、
前
世
と
の
結
び
つ
き
を
語
る
う

え
で
思
想
的
な
基
盤
を
な
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、﹁
木
乃
伊
﹂
に
は
、

仏
教
の
知
見
を
も
っ
て
パ
リ
ス
カ
ス
の
転
生
現
象
を
説
明
す
る
よ
う
な
箇
所
も
な

い
。
パ
リ
ス
カ
ス
の
生
と
﹁
プ
タ
ー
の
神
殿
の
祭
司
で
で
も
あ
つ
た
の
だ
ら
う
か
﹂

と
い
う
人
物
の
生
の
間
に
は
結
び
つ
き
と
な
る
＂
因
果
＂
が
欠
け
て
お
り
、
な
ぜ

生
ま
れ
変
わ
っ
た
の
か
と
い
う
問
い
に
対
す
る
答
え
が
書
か
れ
て
い
な
い
の
だ
。

﹁
木
乃
伊
﹂
は
、
な
ぜ
転
生
し
た
の
か
、
転
生
し
た
光
景
が
い
ま
浮
か
ん
で
く

る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
、
明
確
な
理
由
を
提
示
せ
ず
、
た
だ
そ
の

よ
う
な
現
象
が
起
こ
っ
て
い
る
事
実
を
示
す
の
み
で
あ
る
。
小
説
内
に
描
か
れ
た

さ
ま
ざ
ま
な
光
景
を
た
ど
っ
て
も
そ
の
起
源
は
見
え
て
こ
な
い
。
輪
廻
転
生
に
つ

い
て
整
理
し
た
人
類
学
者
の
竹
倉
史
人
は
、
文
化
や
宗
教
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な

る
転
生
の
概
念
を
分
類
す
る
た
め
に
、﹁
主
体
と
し
て
の
︿
私
﹀
が
肉
体
的
な
死

を
経
験
し
た
後
に
、
別
の
身
体
を
も
っ
て
再
生
す
る
こ
と
﹂
と
輪
廻
転
生
を
定
義

し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
転
生
が
家
族
や
親
族
︵
地
縁
・
血
縁
︶
に
限
定
さ
れ
、

祖
霊
信
仰
と
結
び
つ
い
て
儀
礼
を
必
要
と
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
を
︿
再
生
型
﹀、

仏
教
に
代
表
さ
れ
る
、
因
果
応
報
に
基
づ
い
て
生
の
流
転
を
繰
り
返
し
、
輪
廻
か

ら
脱
出
し
よ
う
と
す
る
も
の
を
︿
輪
廻
型
﹀、
近
代
に
登
場
し
、
心
霊
主
義
と
社

会
進
化
論
に
強
く
影
響
を
受
け
、
個
人
が
転
生
を
繰
り
返
し
な
が
ら
霊
魂
が
進
化

し
て
い
く
と
考
え
る
も
の
を
︿
リ
イ
ン
カ
ネ
ー
シ
ョ
ン
型
﹀
に
分
け
て
い
る

^

。

こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
、＂
私
た
ち
は
ど
こ
か
ら
来
て
、
ど
こ
へ
行
く
の
か
＂
と

い
う
こ
と
に
対
し
て
、
明
確
な
答
え
を
与
え
て
く
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の

分
類
は
便
宜
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
た
め
、
安
易
に
そ
の
実
質
を
確
定
す
る
こ
と

は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
中
島
敦
が
﹁
木
乃
伊
﹂
に
お
い
て
描
い
て
い
る

輪
廻
転
生
が
、
こ
れ
ら
の
枠
組
み
か
ら
外
れ
て
い
く
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
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一
方
、
本
作
の
特
徴
と
思
わ
れ
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
表
現
で
あ
る
。
前
世
の

自
己
と
思
わ
れ
る
人
物
の
記
憶
が
浮
き
上
が
っ
て
き
た
あ
と
、﹁
そ
れ
か
ら
幾
百

年
間
の
意
識
の
闇
が
続
い
た
も
の
か
、
再
び
気
が
付
い
た
時
﹂、﹁
奇
怪
な
神
秘
の

顕
現
﹂
に
驚
き
つ
つ
、﹁
埋
没
し
た
前
世
の
記
憶
の
底
を
凝
視
し
続
け
る
﹂
と
﹁
其

処
に
は
、
深
海
の
闇
に
自
ら
光
を
放
つ
盲
魚
共
の
や
う
に
、
彼
の
過
去
の
世
の
経

験
の
数
々
が
音
も
な
く
眠
つ
て
ゐ
る
﹂
と
い
う
。
比
喩
を
用
い
な
が
ら
、
空
間
的

に
可
視
化
さ
れ
た
﹁
過
去
の
世
の
経
験
の
数
々
﹂
が
眼
前
に
広
が
っ
て
い
る
さ
ま

を
表
現
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
見
え
る
は
ず
の
な
い
＂
時
間
＂
が
、
記
憶
の
中

に
あ
る
経
験
を
伴
い
な
が
ら
可
視
化
さ
れ
た
状
態
で
空
間
内
に
広
が
る
こ
と
に
よ

り
、
別
の
時
空
間
を
も
体
験
で
き
る
可
能
性
が
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
パ
リ
ス
カ
ス
が
存
在
す
る
︿
い
ま
・
こ
こ
﹀
と
は
様
相
を
異
に
し
た

時
空
を
描
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
時
間
・
空
間
と
い
う
、
あ
る
現

象
を
客
観
的
に
対
象
化
し
て
理
解
す
る
た
め
の
枠
組
み
が
、
通
常
と
は
異
な
る
秩

序
を
有
し
て
い
る
よ
う
な
世
界
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
先

述
の
よ
う
に
物
語
世
界
と
登
場
人
物
の
意
識
を
分
け
隔
て
る
境
界
を
曖
昧
に
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
効
果
的
に
描
出
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
表
現
は
、
作
家
に
特
有
の
も
の
で
も
あ
る
。
中
島
敦
の
描
く
ぼ
ん
や

り
し
た
意
識
に
つ
い
て
は
、
以
前
別
稿
で
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
中
島
敦
は
、﹁
牛

人
﹂︵﹃
政
界
往
来
﹄
一
九
四
二
・
七
︶
を
は
じ
め
と
し
た
短
編
小
説
で
、
意
識
が

朦
朧
と
し
た
状
態
を
媒
介
し
な
が
ら
幻
想
的
な
世
界
を
描
い
て
い
る
。
不
可
思
議

な
現
象
を
意
識
の
混
濁
の
中
か
ら
描
き
出
し
、
出
来
事
の
客
観
性
を
曖
昧
に
し
た

状
態
で
、
見
て
い
る
主
体
と
見
ら
れ
て
い
る
外
界
と
の
関
係
を
問
い
直
そ
う
と
し

て
い
た

&

。
そ
れ
は
、
非
現
実
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
、
客
観
的
に
光
景
を
対
象
化

し
て
描
く
の
で
は
な
い
。
そ
の
表
現
は
、
不
可
思
議
な
現
象
に
対
す
る
受
動
性
を

強
調
す
る
こ
と
で
、
現
象
の
意
味
を
明
確
に
理
解
さ
せ
る
こ
と
を
放
棄
し
、
不
可

解
な
現
象
を
不
可
解
な
ま
ま
に
描
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

﹁
木
乃
伊
﹂
で
は
、
ぼ
ん
や
り
し
た
意
識
を
介
し
て
、
言
語
を
越
え
た
水
準
に

お
い
て
前
世
と
現
世
の
自
己
の
混
淆
を
可
能
に
す
る
層
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
転
生
表
象
に
お
い
て
は
、
歴
史
的
背
景
や
宗
教
的
意
義
、
科
学
的
説
明
な
ど
、

わ
か
り
や
す
い
枠
組
み
を
採
用
せ
ず
に
、
あ
え
て
転
生
現
象
の
原
因
を
宙
づ
り
に

し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
一
般
的
な
理
解
か
ら
は
外
れ
て
い
く
よ
う
な
、
怪
異
・
幻

想
を
描
き
出
そ
う
と
す
る
志
向
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

四
、
怪
奇
の
表
現
戦
略

﹁
木
乃
伊
﹂
に
は
、
現
世
の
自
己
と
前
世
の
自
己
の
意
識
が
接
続
さ
れ
る
非
人

称
的
な
領
域
が
描
か
れ
、
そ
こ
で
時
空
間
の
歪
ん
だ
現
象
が
生
起
し
て
い
た
。
そ

し
て
、
そ
の
現
象
に
対
す
る
恐
怖
や
不
安
が
描
か
れ
て
い
る
。
佐
々
木
充
は
、﹁
木

乃
伊
﹂
の
よ
う
な
﹁
過
去
の
幾
世
へ
も
の
︿
気
憶
﹀
の
回
復
を
扱
っ
た
﹂
こ
と
を

エ
ド
ガ
ー
・
ア
ラ
ン
・
ポ
ー
の
怪
奇
幻
想
小
説
、
回
生
譚
と
比
較
し
て
い
る

*

。
た

だ
し
、
そ
れ
は
﹁︿
気
憶
﹀
の
回
復
﹂
と
い
う
よ
う
に
、
一
主
体
に
複
数
の
自
己

が
収
斂
し
て
し
ま
う
出
来
事
と
い
う
よ
り
も
、
複
数
の
過
去
へ
と
迷
い
込
み
、
ど

こ
に
自
己
が
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
現
象
と
捉
え
ら
れ
る
も
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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﹁
木
乃
伊
﹂
の
終
盤
、
前
世
の
自
分
は
﹁
或
る
薄
暗
い
小
室
の
中
で
、
一
つ
の

木
乃
伊
と
向
ひ
合
つ
て
﹂、﹁
其
の
木
乃
伊
が
前
々
世
の
己
の
身
体
で
あ
る
こ
と
を

確
認
﹂
し
、﹁
忽
然
と
、
前
々
世
の
己
の
生
活
を
思
出
す
﹂。
こ
の
現
象
は
﹁
ぞ
つ

と
﹂
す
る
も
の
で
﹁
恐
ろ
し
い
一
致
﹂
と
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、﹁
怯
れ
ず

に
尚
仔
細
に
観
る
﹂
と
、﹁
前
世
に
喚
起
し
た
、
そ
の
前
々
世
の
記
憶
の
中
に
﹂

﹁
前
々
々
世
の
己
の
同
じ
姿
を
見
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
﹂
と
い
う
疑
問
が
生
じ

て
く
る
。

こ
の
場
面
は
、﹁
不
気
味
﹂﹁
恐
ろ
し
い
﹂
と
形
容
さ
れ
、
前
世
の
自
己
と
前
々

世
の
自
己
が
同
様
の
顛
末
を
迎
え
る
こ
と
に
対
し
て
恐
怖
が
語
ら
れ
て
い
る
。
な

ぜ
、
こ
の
現
象
が
恐
ろ
し
い
も
の

0

0

0

0

0

0

と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ

は
、
遠
い
過
去
に
属
し
て
い
た
出
来
事
に
対
し
て
、
現
在
ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
と
き
、
そ
の
過
去
の
出
来
事
が
現
在
の
出
来
事
を
決
定
づ
け
て
い
た
こ

と
、
さ
ら
に
言
え
ば
そ
れ
が
未
来
の
出
来
事
を
も
決
定
づ
け
て
い
る
か
も
し
れ
な

い
と
い
う
可
能
性
が
生
ま
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
だ
ろ
う
。

こ
の
と
き
、
物
語
世
界
は
、
転
生
に
関
す
る
因
果
を
欠
い
た
ま
ま
、
決
定
論
的

な
様
相
を
呈
し
て
く
る
。
パ
リ
ス
カ
ス
が
前
世
の
自
己
と
遭
遇
す
る
出
来
事
は
、

前
世
の
自
己
が
前
々
世
の
自
己
に
遭
遇
し
た
出
来
事
と
連
続
性
を
持
ち
、
現
在
の

出
来
事
は
、
過
去
の
出
来
事
が
起
こ
っ
た
時
点
で
反
復
さ
れ
る
こ
と
が
決
定
し
て

い
た
と
も
言
え
る
。
前
世
の
自
己
に
出
会
う
経
験
が
前
世
、
前
々
世
、
前
々
々
世

の
自
己
に
起
こ
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
パ
リ
ス
カ
ス
に
お
い
て
も
反
復
す
る

運
命
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

新
井
通
郎
が
﹁
パ
リ
ス
カ
ス
の
体
験
は
、
過
去
か
ら
の
永
続
だ
け
で
な
く
、
未

来
へ
も
続
く
の
で
は
な
い
か
と
暗
示
し
て
い
る
﹂
と
述
べ
る
よ
う
に
、
時
空
間
移

動
の
反
復
が
未
来
に
お
い
て
も
実
現
す
る
可
能
性
が
浮
き
上
が
っ
て
く
る

(

。
す
な

わ
ち
、
パ
リ
ス
カ
ス
の
後
世
の
記
憶
を
覗
き
見
る
可
能
性
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

実
際
に
描
か
れ
て
い
な
い
た
め
、
小
説
内
の
論
理
を
敷
衍
し
た
推
測
に
過
ぎ
な

い
。
だ
が
一
方
で
、
無
限
に
過
去
へ
の
遡
行
を
繰
り
返
し
て
い
く
な
ら
ば
、
過
去

が
パ
リ
ス
カ
ス
に
と
っ
て
の
未
来
と
な
り
、
物
語
世
界
の
時
間
の
進
行
と
パ
リ
ス

カ
ス
に
と
っ
て
の
時
間
の
進
行
は
逆
向
き
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
因
果
も
わ
か

ら
ぬ
ま
ま
時
空
間
が
揺
ら
ぎ
、
自
他
の
境
界
が
ぼ
や
け
て
し
ま
う
現
象
は
、
自
己

の
存
立
機
制
を
あ
や
ふ
や
に
し
、
不
安
や
恐
怖
を
抱
か
せ
る
も
の
と
な
る
。
魂
の

永
続
を
前
提
と
し
て
、
死
後
も
同
一
の
自
己
が
存
在
す
る
と
信
じ
て
い
る
が
ゆ
え

に
習
俗
化
さ
れ
た
ミ
イ
ラ
の
あ
り
方
は
、
小
説
﹁
木
乃
伊
﹂
に
お
い
て
は
破
綻
し

て
い
る
。

そ
し
て
、
先
の
引
用
の
後
は
、﹁
合
せ
鏡
の
や
う
に
、
無
限
に
内
に
畳
ま
れ
て

行
く
不
気
味
な
記
憶
の
連
続
が
、
無
限
に

―
目
く
る
め
く
ば
か
り
無
限
に
続
い

て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
？
﹂
と
疑
問
形
に
よ
っ
て
終
わ
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
用
い

ら
れ
る
疑
問
形
は
、
読
み
手
が
予
期
す
る
よ
う
な
終
わ
り
を
与
え
ず
、
不
可
思
議

な
現
象
の
行
方
を
宙
吊
り
に
し
て
お
り
、
こ
の
現
象
に
も
意
味
づ
け
は
な
さ
れ
な

い
ま
ま
で
あ
る
。
そ
し
て
、
先
述
の
よ
う
に
、
エ
ジ
プ
ト
語
を
話
す
パ
リ
ス
カ
ス

の
意
識
の
内
部
が
空
白
の
ま
ま
、
結
末
を
迎
え
て
い
る
。
い
ま
だ
前
世
の
自
己
と

の
意
識
の
共
有
を
続
け
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
別
の
時
空
を
垣
間
見
て
い
る
の

か
、
判
然
と
し
な
い
。
他
言
語
が
流
入
し
て
く
る
現
象
が
意
識
に
お
け
る
シ
ン
ク

ロ
状
態
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
完
全
な
言
語
の
入
れ
替
え
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は
、
意
識
が
完
全
に
融
合
し
て
し
ま
っ
た
状
態
を
示
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。
可

能
性
は
複
数
あ
る
が
、
ペ
ル
シ
ャ
語
を
話
し
て
い
た
パ
リ
ス
カ
ス
な
る
人
物
の
意

識
は
語
ら
れ
ぬ
ま
ま
で
あ
り
、
結
末
で
も
そ
の
行
方
は
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
の
で

あ
る

)

。
終
盤
に
お
い
て
も
パ
リ
ス
カ
ス
の
転
生
現
象
に
は
明
確
な
意
味
づ
け
が
な

さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
そ
の
行
方
に
関
す
る
決
定
的
な
確
証
は
得
ら
れ
ず
、
謎
の

ま
ま
小
説
は
閉
じ
ら
れ
る
。

﹁
木
乃
伊
﹂
で
は
、
現
象
に
対
す
る
受
動
性
が
一
貫
し
て
強
調
さ
れ
、
さ
ら
に

は
結
末
か
ら
先
が
ど
う
な
っ
た
の
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
問

い
を
宙
づ
り
に
す
る
構
造
は
、
不
可
解
な
現
象
に
対
面
す
る
登
場
人
物
と
同
じ
地

平
に
読
者
を
置
き
、
同
じ
水
準
で
不
可
思
議
な
出
来
事
に
遭
遇
さ
せ
よ
う
と
す
る

試
み
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
く
わ
え
て
、
前
世
を
語
る
た
め
の
規
範
的
な
枠
組

み
を
採
用
せ
ず
、
不
可
解
な
現
象
を
不
可
解
な
ま
ま
に
描
き
出
す
こ
と
に
成
功
し

て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
読
書
行
為
に
お
け
る
一
面
的
な
理
解
を
阻
み
、
解
釈
を
絶

え
ず
横
滑
り
さ
せ
て
い
く
た
め
の
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。﹁
木
乃
伊
﹂
は
、
こ

の
よ
う
な
手
法
に
よ
っ
て
、
歴
史
的
背
景
や
規
範
的
な
枠
組
み
に
よ
る
理
解
を
脱

臼
さ
せ
、
確
定
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
意
味
を
追
い
求
め
続
け
る
読
書
体
験
へ
と
読

者
を
誘
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

中
島
敦
は
、
短
編
群
﹃
古
譚
﹄︵
前
掲
﹃
光
と
風
と
夢
﹄︶
に
代
表
さ
れ
る
よ
う

に
、
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
の
古
代
文
明
を
中
心
と
し
て
、
異
国
の
地
、
遥
か
昔
の

出
来
事
を
歴
史
書
や
古
典
作
品
に
基
づ
い
て
小
説
化
す
る
こ
と
の
多
い
作
家
だ
っ

た
。
そ
し
て
、
典
拠
に
基
づ
い
た
物
語
世
界
の
中
に
、
病
に
悩
ま
さ
れ
た
人
生
に

対
す
る
自
ら
の
不
安
・
苦
悩
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
主
人
公
が
不
条
理
さ
に
苦

し
む
悲
劇
的
な
作
品
が
生
み
出
さ
れ
た
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
た
だ
し
、
そ
う
し

た
理
解
の
中
で
抜
け
落
ち
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
そ
れ
は
、﹁
木
乃
伊
﹂
に
見
ら

れ
た
よ
う
に
、
小
説
の
舞
台
と
し
て
選
ん
だ
土
地
の
歴
史
的
背
景
や
宗
教
・
習

俗
、
さ
ら
に
は
作
家
を
取
り
巻
く
同
時
代
の
知
の
潮
流
の
中
で
参
照
さ
れ
て
い
て

も
お
か
し
く
な
い
学
術
的
知
見
が
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
れ
ら
の
知
の
基
盤
と
で
も

い
え
る
も
の
を
脱
臼
さ
せ
る
よ
う
に
不
可
解
な
現
象
を
描
く
特
徴
で
あ
る
。

時
間
的
・
空
間
的
に
＂
現
在
＂
か
ら
遠
く
離
れ
た
舞
台
を
物
語
世
界
に
設
定
す

る
こ
と
は
、
不
可
思
議
な
現
象
の
起
り
う
る
場
を
生
み
出
し
て
い
る
。
一
方
で
理

解
を
宙
吊
り
に
す
る
描
き
方
を
採
用
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
現
象
が
後
世
の
視

点
か
ら
＂
異
常
＂
や
＂
狂
気
＂
と
い
う
言
葉
の
も
と
で
一
元
的
に
意
味
づ
け
ら
れ

て
し
ま
う
こ
と
を
回
避
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
典
拠
に
則
り
つ
つ
も

典
拠
の
中
で
機
能
し
て
い
る
安
定
的
な
秩
序
を
打
ち
崩
し
、
不
可
解
な
現
象
に
よ

る
恐
怖
や
不
安
を
読
者
と
共
有
し
よ
う
と
す
る
試
み
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。
中
島
敦
は
、
典
拠
を
基
に
し
た
創
作
行
為
の
中
で
怪
奇
を
再
構
成
し
、

遠
い
過
去
の
世
界
に
対
す
る
一
面
的
な
理
解
や
、
超
自
然
的
な
現
象
に
対
す
る
合

理
的
な
説
明
を
揺
さ
ぶ
る
小
説
を
生
み
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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こ
の
点
は
、
眞
弓
由
紀
﹁
中
島
敦
﹁
木
乃
伊
﹂
に
つ
い
て

―
狂
気
の
必
然

―
﹂

︵﹃
目
白
近
代
文
学
﹄
第
五
号
、
一
九
八
四
・
一
〇
︶、
永
井
博
﹁
中
島
敦
﹁
木
乃
伊
﹂

論

―
同
化
の
論
理
と
抵
抗
の
論
理
﹂︵﹃
四
日
市
大
学
論
集
﹄
第
二
四
巻
二
号
、

二
〇
一
二
・
三
︶
を
参
照
。
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 ﹁
木
乃
伊
﹂
に
お
け
る
作
家
論
的
な
読
み
は
﹁
生
へ
の
不
安
、
生
を
支
配
す
る

不
可
解
な
も
の
へ
の
恐
怖
﹂︵
鷺
只
雄
﹃
中
島
敦
論

―
﹁
狼
疾
﹂
の
方
法
﹄
有

精
堂
出
版
、
一
九
九
〇
・
五
︶
と
い
う
主
題
を
取
り
出
す
こ
と
に
集
中
し
て
い

た
。
た
と
え
ば
越
智
良
二
は
、
パ
リ
ス
カ
ス
の
中
に
﹁﹁
狼
疾
記
﹂
以
来
の
存
在

論
的
不
安
に
苦
し
ん
で
い
た
中
島
自
身
の
分
身
を
発
見
す
る
﹂
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
︵
越
智
良
二
﹁﹁
木
乃
伊
﹂
覚
え
書
﹂﹃
愛
媛
国
文
と
教
育
﹄
第
二
〇
号
、

一
九
八
八
・
一
二
︶。

　

3

　

 

奴
田
原
諭
﹁
夢
想
家
の
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ

―
中
島
敦
﹁
木
乃
伊
﹂
論
﹂︵﹃
二
松

学
舎
大
学
人
文
論
叢
﹄
第
六
七
号
、
二
〇
〇
一
・
一
〇
︶。
眞
弓
由
紀
前
掲
論
文
も

同
様
の
指
摘
を
し
て
い
る
。
一
方
、
同
時
代
の
文
脈
を
踏
ま
え
、
読
み
の
可
能
性

を
広
げ
る
試
み
に
よ
っ
て
、
権
力
に
対
す
る
批
評
性
も
読
み
込
ま
れ
て
い
る
。
天

野
真
美
﹁
戦
時
下
の
﹁
古
譚
﹂
―
言
葉
と
権
力
﹂︵﹃
早
稲
田
大
学
教
育
学
部
学
術

研
究　

国
語
・
国
文
学
編
﹄
第
四
四
号
、
一
九
九
六
・
二
︶
等
を
参
照
。
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永
井
博
前
掲
論
文
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比
屋
根
安
定
﹃
埃
及
宗
教
文
化
史
﹄︵
春
秋
社
、
一
九
三
〇
・
二
︶。
日
本
に
お
い

て
文
化
人
類
学
を
生
み
出
し
先
導
し
た
西
村
眞
次
の
﹃
人
類
協
同
史
﹄︵
春
秋
社
、

一
九
三
〇
・
三
︶
も
、﹁
人
類
の
死
は
霊
魂
が
一
時
肉
体
を
去
る
か
ら
起
る
現
象
で
、

若
し
も
霊
魂
が
帰
つ
て
来
た
な
ら
ば
死
人
は
蘇
生
す
る
で
あ
ら
う
か
ら
、
そ
れ
が

い
つ
還
つ
て
来
て
も
よ
い
や
う
に
、
そ
れ
の
宿
で
あ
る
肉
体
を
保
存
す
る
必
要
が

あ
る
と
い
ふ
理
屈
か
ら
、
い
は
ゆ
る
木
乃
伊
の
製
作
が
初
め
ら
れ
た
﹂
と
い
う
。
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平
野
威
馬
雄
﹃
世
紀
の
科
学
者
達
﹄
日
本
小
学
館
、
一
九
四
二
・
九
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洪
瑟
君
﹁
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
の
民
俗
学
と
中
島
敦
﹂︵﹃
広
島
大

学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
紀
要 

第
二
部　

文
化
教
育
開
発
関
連
領
域
﹄
第

五
八
号
、
二
〇
〇
九
・
一
二
︶。﹃
中
島
敦
文
庫
目
録
﹄︵
法
政
大
学
図
書
館
、

一
九
八
〇
・
一
一
︶
で
所
蔵
が
確
認
で
き
る
小
泉
八
雲
全
集
は
、
一
～
四
、七
、九
～

一
一
、一
三
、一
七
巻
で
あ
る
。
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た
と
え
ば
そ
れ
は
、
寺
田
寅
彦
の
随
筆
﹁
自
画
像
﹂︵﹃
中
央
公
論
﹄

一
九
二
〇
・
九
︶
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
寅
彦
は
、
自
画
像
を
書
い
て
い
る
う

ち
に
自
身
の
父
親
の
顔
が
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
始
め
、
さ
ら
に
は
そ
こ
に

血
の
つ
な
が
っ
た
不
特
定
多
数
の
人
々
の
姿
す
ら
見
え
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
い

出
す
。
そ
し
て
、﹁
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
の
書
い
た
も
の
﹂
に
あ
っ
た
考
え
を

援
用
し
つ
つ
、﹁
な
ん
だ
か
独
立
な
自
分
と
い
う
も
の
は
微
塵
に
崩
壊
し
て
し
ま
っ

て
、
た
だ
無
数
の
過
去
の
精
霊
が
五
体
の
細
胞
と
血
球
の
中
に
う
ご
め
い
て
い
る

と
い
う
事
に
な
﹂
る
と
い
う
︵
本
文
の
引
用
は
、﹃
寺
田
寅
彦
全
集　

第
八
巻
﹄︵
岩

波
書
店
、
一
九
九
七
・
七
︶
に
拠
っ
た
︶。
無
数
の
人
間
の
精
霊
が
自
ら
の
身
体
に

内
在
す
る
こ
と
で
、
主
体
の
解
体
を
も
た
ら
す
。
輪
廻
転
生
は
、
主
体
の
出
生
＝

来
歴
を
説
明
す
る
遺
伝
に
つ
い
て
の
知
見
と
結
び
つ
く
こ
と
で
、
そ
の
現
象
の
リ

ア
リ
テ
ィ
が
担
保
さ
れ
て
い
た
。
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ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
バ
ス
キ
ン
ド
﹁
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
の
仏
教
観

―

十
九
世
紀
科
学
思
想
と
の
一
致
論
を
中
心
と
し
て
﹂︵﹃
日
本
研
究
﹄
三
七
巻
、

二
〇
〇
八
・
三
︶
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一
柳
廣
孝
﹁﹁
理
科
﹂
と
漱
石

―
﹁
趣
味
の
遺
伝
﹂
か
ら
﹂︵﹃
国
文
学
﹄
第
四
二

巻
六
号
、
一
九
九
七
・
五
︶。
明
治
・
大
正
期
の
知
識
人
の
間
で
読
ま
れ
た
進
化
論

に
関
す
る
本
と
し
て
、
生
物
学
者
、
丘
浅
次
郎
の
﹃
進
化
論
講
話
﹄︵
東
京
開
成

館
、
一
九
〇
四
・
一
︶
が
あ
る
。
同
書
に
は
ダ
ー
ウ
ィ
ン
以
後
の
進
化
論
に
つ
い

て
も
解
説
が
あ
り
、
ヘ
ッ
ケ
ル
を
は
じ
め
、
進
化
論
と
遺
伝
を
結
び
つ
け
た
考
察

に
つ
い
て
紙
幅
が
割
か
れ
て
い
る
。
文
学
と
生
物
学
と
の
相
関
は
、
鈴
木
貞
美
﹁
日

本
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
藝
史
の
た
め
に

―
新
た
な
構
想
﹂︵﹃
日
本
研
究
﹄
第
四
三
巻
、

二
〇
一
一
・
三
︶
も
参
照
。
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山
本
芳
明
﹃
文
学
者
は
つ
く
ら
れ
る
﹄︵
ひ
つ
じ
書
房
、
二
〇
〇
〇
・
一
二
︶
は
、

大
正
中
期
、﹁
モ
ダ
ニ
ズ
ム
前
夜
﹂
に
お
け
る
、
異
常
心
理
学
や
変
態
性
欲
学
に
代

表
さ
れ
る
よ
う
な
＂
精
神
生
理
学
＂
の
潮
流
に
属
す
る
＂
科
学
＂
言
説
を
取
り
上
げ
、

そ
れ
ら
の
受
容
が
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
時
代
に
科
学
と
文
学
が
結
び
つ
く
地
な
ら
し
と

な
っ
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
遺
伝
を
は
じ
め
と
し
た
生
物
学
的
な

知
見
も
含
ま
れ
る
だ
ろ
う
。
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夢
野
久
作
の
﹃
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
﹄
は
、
主
人
公
﹁
私
﹂
の
意
識
下
に
沈
潜
す



一
三

中
島
敦
﹁
木
乃
伊
﹂
に
お
け
る
転
生
の
語
り
︵
石
井
︶

る
先
祖
の
変
態
性
欲
の
発
現

―
﹁
心
理
遺
伝
﹂

―
が
主
要
な
プ
ロ
ッ
ト
を
形

成
し
て
お
り
、﹁
人
間
の
精
神
と
か
霊
魂
と
か
云
ふ
ヤ
ツ
は
要
す
る
に
、
そ
の
先
祖

代
々
の
動
物
や
人
間
か
ら
遺
伝
し
て
来
た
、
色
々
な
動
物
心
理
や
民
衆
心
理
な
ぞ

の
無
量
無
辺
の
集
ま
り
に
過
ぎ
な
い
の
だ
﹂
と
い
う
記
述
や
、﹁
歴
史
は
繰
り
返
す

と
い
ふ
が
、
人
間
の
肉
体
も
精
神
も
か
う
し
て
繰
り
返
し
つ
つ
進
歩
し
て
行
く
も

の
な
ん
だ
﹂
と
い
う
言
葉
も
あ
り
、
い
ま
・
こ
こ
の
存
在
に
至
る
ま
で
の
＂
進
化
＂

と
、
そ
の
よ
う
な
進
化
の
過
程
を
主
体
に
埋
め
込
ん
だ
＂
遺
伝
＂
を
枠
組
み
と
し

て
前
世
の
記
憶
を
描
い
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
同
作
に
は
、﹁
人
間
の
胎
児

は
、
母
の
胎
内
に
居
る
十
箇
月
の
間
に
一
つ
の
夢
を
見
て
﹂
お
り
、
胎
児
は
進
化

の
過
程
の
す
べ
て
を
母
体
の
中
で
夢
見
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
現
象
が
描

か
れ
て
い
る
。
養
老
孟
司
﹁﹃
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
﹄
の
科
学

―
脳
・
発
生
・
進
化
・

遺
伝
と
時
間
﹂︵﹃
ユ
リ
イ
カ
﹄
一
九
八
九
・
一
︶
に
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
こ
の

独
創
的
な
発
想
に
は
、
ヘ
ッ
ケ
ル
の
︿
個
体
発
生
は
系
統
発
生
を
繰
り
返
す
﹀
と

い
う
反
復
説
の
影
響
が
見
出
さ
れ
る
︵
本
文
の
引
用
は
、
復
刻
版
﹃
ド
グ
ラ
・
マ

グ
ラ
﹄︵
沖
積
舎
、
一
九
八
八
・
九
︶
に
拠
っ
た
︶。
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小
林
洋
介
﹃︿
狂
気
﹀
と
︿
無
意
識
﹀
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム

―
戦
間
期
文
学
の
一

側
面
﹄︵
笠
間
書
院
、
二
〇
一
三
・
二
︶
も
、
川
端
康
成
﹁
水
晶
幻
想
﹂︵﹃
改
造
﹄

一
九
三
一
・
一
、七
︶
に
フ
ロ
イ
ト
﹁
原
始
空
想
﹂
の
概
念
か
ら
の
影
響
を
指
摘
し

て
お
り
、
人
類
に
備
わ
っ
て
い
る
集
合
的
な
記
憶
と
い
う
発
想
は
、
精
神
分
析
が

明
ら
か
に
し
た
無
意
識
と
も
親
和
性
が
高
く
、
そ
れ
は
文
学
的
想
像
力
の
中
に
も

確
か
に
根
付
い
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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く
わ
え
て
指
摘
を
し
て
お
け
ば
、﹁
木
乃
伊
﹂
と
同
時
代
に
転
生
や
死
者
の
記

憶
を
テ
ー
マ
と
し
た
小
説
と
し
て
、
折
口
信
夫
﹁
死
者
の
書
﹂︵﹃
日
本
評
論
﹄

一
九
三
九
・
一
～
三
︶
が
挙
げ
ら
れ
る
。
安
藤
礼
二
は
、﹁
死
者
の
書
﹂
を
は
じ

め
、
折
口
の
文
学
を
特
徴
づ
け
る
﹁
間
歇
遺
伝
﹂︵
ア
タ
ヴ
ィ
ズ
ム
︶、﹁
隔
世
遺

伝
﹂
に
つ
い
て
、
ハ
ー
ン
の
所
論
や
漱
石
の
﹁
趣
味
の
遺
伝
﹂︵﹃
帝
国
文
学
﹄

一
九
〇
六
・
一
︶、
夢
野
久
作
﹃
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
﹄
と
関
係
づ
け
な
が
ら
も
、
精

神
生
理
学
者
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
や
ヘ
ッ
ケ
ル
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
る
形
質
遺
伝
、
ベ
ル

グ
ソ
ン
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
る
﹁
記
憶
の
遺
伝
﹂
説
ら
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
議

論
を
そ
の
根
底
に
見
据
え
て
い
る
︵﹃
折
口
信
夫
﹄
講
談
社
、
二
〇
一
四
・
一
一
︶。

﹁
死
者
の
書
﹂
に
も
や
は
り
遺
伝
の
問
題
が
深
く
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
。
同
様
の
指

摘
は
、
鈴
木
貞
美
﹃﹃
死
者
の
書
﹄
の
謎　

折
口
信
夫
と
そ
の
時
代
﹄︵
作
品
社
、

二
〇
一
七
・
一
〇
︶
に
も
あ
る
。
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同
時
代
に
は
、
宗
教
的
な
枠
組
み
に
寄
り
添
っ
た
輪
廻
転
生
を
描
い
た
作

品
も
多
く
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
、
川
端
康
成
﹁
抒
情
歌
﹂︵﹃
中
央
公
論
﹄

一
九
三
二
・
二
︶
な
ど
は
、
仏
教
的
な
輪
廻
思
想
を
取
り
入
れ
た
も
の
と
言
え
る

だ
ろ
う
。
作
中
に
は
、﹁
釈
迦
は
輪
廻
の
絆
よ
り
解
脱
し
て
涅
槃
の
不
退
転
に
入
れ

と
、
衆
生
に
説
い
て
ゐ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
転
生
を
く
り
か
へ
し
て
ゆ

か
ね
ば
な
ら
ぬ
魂
は
ま
だ
迷
へ
る
哀
れ
な
魂
な
の
で
あ
り
ま
せ
う
け
れ
ど
、
輪
廻

転
生
の
教
へ
ほ
ど
豊
か
な
夢
を
織
り
こ
ん
だ
お
と
ぎ
ば
な
し
は
こ
の
世
に
な
い
と

私
に
は
思
は
れ
ま
す
。
人
間
が
つ
く
つ
た
一
番
美
し
い
愛
の
抒
情
詩
だ
と
思
は
れ

ま
す
﹂
と
い
う
一
節
が
あ
る
︵
本
文
の
引
用
は
、﹃
川
端
康
成
全
集　

第
三
巻
﹄︵
新

潮
社
、
一
九
八
〇
・
七
︶
に
拠
っ
た
︶。
動
植
物
を
含
め
、
魂
を
持
っ
た
万
物
へ
と

転
生
す
る
こ
と
を
肯
定
す
る
言
葉
か
ら
は
、
作
品
世
界
の
想
像
力
の
根
底
に
仏
教

と
ア
ニ
ミ
ズ
ム
思
想
が
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。﹁
木
乃
伊
﹂
は
、
そ
の
世
界
観

に
お
い
て
も
、
表
現
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
作
品
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
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竹
倉
史
人
﹃
輪
廻
転
生　
︿
私
﹀
を
つ
な
ぐ
生
ま
れ
変
わ
り
の
物
語
﹄︵
講
談
社
現

代
新
書
、
二
〇
一
五
・
九
︶。
輪
廻
転
生
に
か
か
わ
る
思
想
的
背
景
に
つ
い
て
は
、

大
正
大
学
総
合
仏
教
研
究
所
輪
廻
思
想
研
究
会
編
﹃
輪
廻
の
世
界
﹄︵
青
史
出
版
、

二
〇
〇
一
・
八
︶
も
参
照
。
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こ
の
点
は
、
拙
稿
﹁
中
島
敦
﹁
夢
小
説
﹂
の
表
現
機
構
﹂︵﹃
文
藝
と
批
評
﹄

二
〇
一
八
・
五
︶
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
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佐
々
木
充
﹁﹁
木
乃
伊
﹂
の
特
質
に
つ
い
て
﹂︵﹃
千
葉
大
学
教
育
学
部
研
究
紀
要
﹄

第
二
四
巻
、
一
九
七
五
・
一
二
︶。
佐
々
木
は
、﹁
過
去
の
時
間
を
ス
ト
ー
リ
の
時

間
に
選
ぶ
こ
と
﹂
や
﹁
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
と
い
う
時
空
間
﹂
を
設
定
し
た
こ
と
が
、

﹁︿
現
実
と
非
現
実
の
交
渉
﹀
を
我
々
に
感
触
さ
せ
る
﹂
と
い
う
指
摘
も
し
て
お
り
、

示
唆
に
富
む
。

　

(

　

 

新
井
通
郎
﹁
中
島
敦
﹁
木
乃
伊
﹂
の
構
造
﹂︵﹃
二
松
﹄
第
一
九
号
、

二
〇
〇
五
・
三
︶



一
四

中
島
敦
﹁
木
乃
伊
﹂
に
お
け
る
転
生
の
語
り
︵
石
井
︶

　
)

　

 

こ
の
点
は
、
松
村
良
﹁
中
島
敦
﹃
古
譚
﹄

―
︿
声
﹀
と
︿
文
字
﹀
を
め
ぐ
っ
て
﹂

︵﹃
学
習
院
大
学
国
語
国
文
学
会
誌
﹄
三
八
号
、
一
九
九
五
・
三
︶
に
も
指
摘
が
あ
る
。

※
中
島
敦
テ
ク
ス
ト
の
引
用
は
、﹃
中
島
敦
全
集　

第
一
巻
～
三
巻
・
別
巻
﹄︵
筑
摩
書
房
、

二
〇
〇
一
・
一
〇
～
二
〇
〇
二
・
五
︶
に
拠
っ
た
。
旧
字
は
適
宜
新
字
に
改
め
、
ル
ビ

傍
点
は
省
略
し
た
。

※
本
稿
は
、
全
国
大
学
国
語
国
文
学
会
第
一
一
八
回
大
会
︵
於
・
明
治
大
学
︶
に
お
け
る

研
究
発
表
に
基
づ
い
て
い
る
。
当
日
ご
指
導
を
賜
っ
た
方
々
に
、
こ
の
場
を
借
り
て
厚

く
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。


