
１
．﹁
ヒ
ト
ガ
タ
｣か
ら
の
問
い

﹁
先
生
︒
使
い
終
え
た
こ
れ
は
ど
う
始
末
す
れ
ば
い
い
ん
で
す
か
﹂

そ
ん
な
風
に
保
護
者
か
ら
問
い
か
け
ら
れ
て
︑
驚
い
た
こ
と
が
あ
る
︒
手
渡
さ
れ
た
の
は
︑
ど
こ
に
で
も
あ
る
コ
ピ
ー
用
紙
か
ら

切
り
抜
い
た
﹁
ヒ
ト
ガ
タ
﹂
だ
っ
た
︒

五
年
ほ
ど
前
の
こ
と
だ
ろ
う
か
︒
と
あ
る
親
子
講
座
の
企
画
で
︑
自
然
と
人
と
の
共
生
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
の
も
と
︑
妖
怪
か
ら

学
ぶ
と
い
う
話
を
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
︒
晴
天
で
あ
れ
ば
︑
近
く
の
森
を
使
っ
て
ネ
イ
チ
ャ
ー
・
ワ
ー
ク
を
行
い
︑
周
囲
の
風
景
や

木
々
や
鳥
か
ら
﹁
気
配
﹂
を
感
じ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
た
の
だ
が
︑
当
日
は
生
憎
の
荒
天
だ
っ
た
︒
そ
こ
で
急
遽
︑
共
同
企

画
者
と
考
案
し
た
の
が
﹁
分
身
﹂
を
つ
く
る
こ
と
︒
パ
ネ
ル
を
使
っ
て
妖
怪
に
つ
い
て
紹
介
し
た
後
︑
自
分
の
﹁
分
身
﹂
を
親
子
で

作
っ
て
も
ら
い
︑
そ
れ
に
と
っ
て
居
心
地
の
い
い
空
間
と
︑
居
心
地
の
悪
い
空
間
を
探
し
て
も
ら
う
こ
と
に
し
た
︒
こ
の
ワ
ー
ク
に

先
立
っ
て
は
︑
二
人
一
組
に
な
っ
て
も
ら
い
︑
一
人
ず
つ
交
替
で
背
中
か
ら
手
を
伸
ば
し
て
グ
ー
・
チ
ョ
キ
・
バ
ー
の
ポ
ー
ズ
を
し

て
も
ら
い
︑
前
に
い
る
方
が
視
線
を
動
か
さ
ず
に
そ
れ
を
当
て
る
︑
と
い
う
こ
と
を
挟
ん
で
い
る
︒
そ
こ
で
す
で
に
﹁
気
配
﹂
と
い
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う
こ
と
に
つ
い
て
は
説
明
し
て
お
い
た
︒
た
と
え
ば
︑
同
じ
家
の
中
で
も
︑
な
ん
と
な
く
居
心
地
の
い
い
と
こ
ろ
と
︑
そ
う
で
は
な

い
と
こ
ろ
が
あ
る
︒
仏
壇
前
で
祖
父
や
祖
母
に
叱
ら
れ
る
と
い
う
幼
児
体
験
を
持
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
︑
仏
壇
の
前
は
な
ん
と
な
く

暗
い
空
間
に
感
じ
る
だ
ろ
う
し
︑
夏
の
日
に
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
を
舐
め
な
が
ら
︑
思
い
切
り
手
足
を
伸
ば
し
た
こ
と
が
あ
る
と
す
れ

ば
︑
縁
側
は
明
る
い
空
間
と
し
て
記
憶
さ
れ
る
だ
ろ
う
︒
大
人
に
な
っ
て
も
︑
な
ん
と
な
く
こ
の
道
は
嫌
だ
な
︑
と
思
っ
て
通
ら
な

い
道
も
あ
れ
ば
︑
お
さ
ま
り
の
い
い
喫
茶
店
の
席
も
あ
る
︒
こ
ん
な
ふ
う
に
﹁
気
配
﹂
を
生
き
る
こ
と
は
︑
も
し
か
し
た
ら
豊
か
さ

に
つ
な
が
る
か
も
し
れ
な
い
︒

さ
て
︑
コ
ピ
ー
用
紙
を
配
り
︑
ト
イ
レ
の
マ
ー
ク
の
よ
う
な
﹁
ヒ
ト
ガ
タ
﹂
に
ハ
サ
ミ
で
そ
れ
を
切
り
抜
く
︒
そ
し
て
し
っ
か
り

と
﹁
分
身
﹂
に
す
る
た
め
に
︑
息
を
ゆ
っ
く
り
三
度
吹
き
か
け
る
︒
そ
し
て
︑
広
い
そ
の
会
場
の
そ
こ
こ
こ
に
散
っ
て
も
ら
う
の
が

ワ
ー
ク
の
手
順
だ
っ
た
︒
興
味
深
い
こ
と
に
︑
子
ど
も
た
ち
は
思
い
思
い
の
場
所
を
見
つ
け
て
﹁
ど
う
し
て
そ
の
場
所
を
い
い
／
悪

い
と
感
じ
た
の
か
﹂
と
い
う
こ
と
を
シ
ェ
ア
し
て
く
れ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
終
わ
っ
て
数
年
が
経
っ
て
か
ら
も
︑

そ
の
時
の
強
烈
な
印
象
を
伝
え
て
く
れ
て
い
た
︒
な
か
に
は
︑
目
に
見
え
な
い
も
の
の
感
覚
に
対
し
て
敏
感
に
な
っ
た
子
ど
も
た
ち

も
い
た
︒
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
と
し
て
成
功
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
そ
の
会
場
で
︑﹁
ヒ
ト
ガ
タ
﹂
に
つ
い
て
不
安
を
抱
い
の

は
︑
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
保
護
者
た
ち
だ
っ
た
︒
冒
頭
の
問
い
は
︑
そ
ん
な
お
一
人
か
ら
受
け
た
も
の
だ
︒

一
体
︑
ど
う
し
て
大
人
た
ち
は
﹁
ヒ
ト
ガ
タ
﹂
に
不
安
を
抱
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒
日
本
に
は
︑﹁
呪
い
人
形
﹂
と
い
う
習
慣
が
あ
る
︒

ホ
ラ
ー
も
の
な
ど
で
見
ら
れ
る
の
は
︑
深
夜
︑
憎
む
相
手
の
髪
の
毛
な
ど
を
封
じ
込
め
た
藁
人
形
を
片
手
に
︑
胸
の
あ
た
り
に
釘
を

さ
す
女
性
の
姿
だ
︒
な
る
ほ
ど
︑
そ
れ
は
い
か
に
も
陰
々
滅
々
と
し
て
い
る
︒
そ
う
し
た
場
面
で
は
︑
呪
い
釘
を
打
た
れ
た
人
間
は

急
な
病
に
倒
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒
も
し
︑
自
分
が
そ
ん
な
立
場
に
な
っ
た
と
し
た
ら
︑
と
ん
で
も
な
い
︒
桜
井
徳
太
郎
は
︑

奈
良
時
代
の
遺
跡
調
査
か
ら
発
見
さ
れ
た
木
簡
の
一
つ
が
︑
薄
い
板
を
切
り
抜
い
て
頭
部
・
手
足
・
胴
体
が
わ
か
る
よ
う
に
作
ら
れ
︑
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頭
部
に
は
目
・
鼻
・
口
が
墨
書
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑そ
れ
を﹁
人
間
の
形
態
を
現
わ
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
﹂(
)
1

と
指
摘
し
︑
さ
ら
に
古
代
の
民
間
信
仰
に
お
い
て
は
︑
た
と
え
ば
手
足
な
ど
の
病
幹
部
を
除
く
こ
と
は
︑
ケ
ガ
レ
を
祓
う
こ
と
を
意

味
す
る
と
述
べ
て
い
る
(

)
︒
た
と
え
ば
土
偶
な
ど
で
手
足
が
も
ぎ
取
ら
れ
て
い
る
の
は
︑
そ
の
部
分
に
生
じ
た
病
気
＝
ケ
ガ
レ
を

2

祓
う
た
め
で
あ
り
︑
ケ
ガ
レ
を
移
し
た
﹁
ヒ
ト
ガ
タ
﹂
を
焼
い
た
り
川
に
流
し
た
り
す
る
の
は
︑
そ
の
ケ
ガ
レ
を
異
郷
に
追
い
払
う

た
め
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
︑
呪
い
の
人
形
の
胸
や
目
に
釘
を
刺
す
の
は
︑
対
象
を
呪
い
殺
す
た
め
で
は
な
く
︑
む
し
ろ

祓
わ
れ
た
ケ
ガ
レ
が
他
者
に
危
害
を
及
ぼ
す
こ
と
を
防
ぐ
た
め
の
禁
封
呪
法
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
だ
(

)
︒
そ
う
だ
と

3

す
れ
ば
︑
ホ
ラ
ー
め
い
た
﹁
ヒ
ト
ガ
タ
﹂
の
イ
メ
ー
ジ
は
︑
呪
う
相
手
で
あ
る
ラ
イ
バ
ル
の
霊
が
勝
手
に
移
動
し
て
自
分
に
危
害
を

加
え
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
で
あ
り
︑
そ
れ
が
転
化
し
て
呪
殺
の
技
法
と
し
て
説
明
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
な
る
︒
ケ
ガ
レ
を

祓
い
︑
封
じ
る
と
い
う
こ
と
が
︑
そ
の
本
来
の
機
能
だ
と
い
う
わ
け
だ
︒
こ
う
し
た
解
釈
に
対
し
て
︑
そ
れ
で
は
︑
呪
い
人
形
に
よ
っ

て
他
者
を
呪
い
殺
そ
う
と
す
る
人
間
の
﹁
思
い
﹂
を
す
く
い
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
(

)
と
い
う
批
判
を
す
る
こ
と
も
で
き
る
︒
し
か

4

し
肝
心
な
の
は
︑
こ
の
﹁
ヒ
ト
ガ
タ
﹂
を
め
ぐ
っ
て
︑
身
体
と
︑
そ
こ
に
制
約
さ
れ
た
人
間
の
あ
り
方
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
︒

ま
ず
は
﹁
ヒ
ト
ガ
タ
﹂
の
身
体
的
側
面
に
限
定
し
て
︑
理
解
の
た
め
の
補
助
線
を
引
い
て
み
よ
う
︒
思
弁
的
実
在
論
の
紹
介
な
ど

で
知
ら
れ
る
千
葉
雅
也
は
︑﹁︿
意
味
が
な
い
無
意
味
﹀
と
は
﹁
身
体
﹂
で
あ
る
﹂
(

)
と
述
べ
て
い
る
︒
た
と
え
ば
︑
目
の
前
に
一
個

5

の
ト
マ
ト
が
あ
る
と
し
よ
う
︒
こ
の
ト
マ
ト
に
つ
い
て
︑
私
た
ち
は
完
璧
に
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
そ
れ
は
産
地
直
送
で
あ

る
と
か
︑
素
粒
子
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
か
︑
静
物
画
の
モ
デ
ル
と
し
て
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
置
か
れ
て
い
る
と
か
︑
様
々
に
表
現

す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
ど
の
よ
う
な
表
現
を
駆
使
し
た
と
し
て
も
︑
そ
の
﹁
ト
マ
ト
﹂
に
つ
い
て
完
璧
に
言
い
当

て
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
︒
な
ぜ
な
ら
︑
ど
ん
な
に
言
い
当
て
た
と
し
て
も
︑
そ
の
外
側
が
残
っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
︒
こ
こ
か
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ら
︑
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
︒
ト
マ
ト
は
﹁
有
限
に
有
意
味
な
も
の
﹂
と
し
て
立
ち
現
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
は
﹁
無
限
に

意
味
が
過
剰
な
も
の
﹂
な
の
だ
と
︒
し
か
し
無
限
に
多
義
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
︑
私
た
ち
に
は
意
味
が
わ
か
ら
な
い
状
態
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
︒
つ
ま
り
そ
れ
は
︑
端
的
に
無
意
味
な
の
で
あ
る
︒
私
た
ち
は
︑
有
限
な
意
味
し
か
意
味
が
わ
か
ら
な
い
の
だ
(

)
︒
6

千
葉
は
こ
の
理
路
を
推
し
進
め
︑
行
為
す
る
身
体
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
る
︒﹁
多
義
性
は
︑
行
為
を
ス
ト
ッ
プ
さ
せ
る
︒
反
対

に
︑
行
為
は
︑
身
体
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
﹂
(

)
と
︒
こ
こ
で
い
う
﹁
身
体
﹂
と
は
︑
広
義
の
も
の
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
動
物
や
人

7

間
の
﹁
か
ら
だ
﹂
も
身
体
で
あ
れ
ば
︑﹁
物
体
﹂
も
身
体
で
あ
る
し
︑
学
校
の
生
徒
や
素
粒
子
の
集
ま
り
も
身
体
で
あ
れ
ば
︑
絵
画
や

造
形
芸
術
に
表
現
さ
れ
た
﹁
形
態
﹂
も
身
体
で
あ
る
(

)
︒
無
限
に
多
義
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
思
考
に
溺
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
︑

8

身
体
の
振
る
舞
い
は
有
限
で
あ
る
︒
行
為
は
身
体
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
か
ら
だ
︒
単
純
な
例
を
と
ろ
う
︒
右
手
を
上
げ
な
が
ら
︑

右
手
を
上
げ
な
い
と
い
う
こ
と
を
し
て
み
る
︒
こ
れ
は
で
き
る
こ
と
だ
ろ
う
か
︒
論
理
的
に
考
え
れ
ば
︑
今
︑
右
手
が
あ
る
一
定
の

空
間
を
通
過
し
た
時
の
Ａ
点
と
︑
次
に
空
間
を
通
過
す
る
Ｂ
点
の
そ
の
瞬
間
で
は
︑﹁
右
手
は
止
ま
っ
て
い
る
﹂
と
言
え
る
か
も
し
れ

な
い
︒
こ
こ
か
ら
有
名
な
﹁
飛
ん
で
い
る
矢
は
飛
ば
な
い
﹂
と
い
う
ゼ
ノ
ン
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
つ
な
げ
る
こ
と
も
容
易
い
だ
ろ
う
︒

し
か
し
︑
右
手
を
上
げ
る
と
い
う
動
作
自
体
は
論
理
的
で
は
な
い
︒
上
げ
る
か
︑
上
げ
な
い
か
︑
そ
の
ど
ち
ら
か
に
な
る
︒
右
手
を

上
げ
る
と
い
う
こ
と
は
︑も
は
や
上
げ
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
有
限
な
の
で
あ
る
︒
こ
の
有
限
に
は
し
か
し
︑

実
現
さ
れ
な
か
っ
た
無
限
性
も
ひ
か
え
て
い
る
︒﹁
右
手
は
︑
斜
め
に
も
真
横
に
も
あ
げ
え
た
だ
ろ
う
﹂
と
い
う
よ
う
に
︒

﹁
ヒ
ト
ガ
タ
﹂
の
話
に
戻
ろ
う
︒
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
そ
こ
に
息
を
吹
き
か
け
︑
自
分
の
﹁
分
身
﹂
と
し
て
使
っ
て
も
ら
っ
た
︒

し
か
し
︑
息
の
通
っ
た
も
の
と
な
っ
た
か
ら
︑
そ
れ
は
保
護
者
の
不
安
を
惹
起
し
た
の
で
は
な
い
︒
そ
う
で
は
な
く
︑
そ
こ
に
行
為

可
能
な
有
限
性
の
﹁
カ
タ
﹂
が
で
き
た
か
ら
こ
そ
︑
そ
こ
に
不
安
を
感
じ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
は
︑﹁
ヒ
ト
﹂
で
あ
る
己

へ
の
問
い
返
し
と
︑
図
ら
ず
も
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
本
稿
で
は
︑
以
下
︑﹁
ヒ
ト
﹂︵
人
格
性
︶
を
め
ぐ
る
現
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代
の
人
類
学
に
お
け
る
問
い
直
し
を
踏
ま
え
つ
つ
︑
妖
怪
現
象
の
分
類
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
︒
ま
た
そ
こ
で
は
︑
民
俗
学
的

な
妖
怪
研
究
の
み
で
な
く
︑
井
上
円
了
︵
一
八
五
七
︱
一
九
一
九
︶
と
南
方
熊
楠
︵
一
八
六
七
︱
一
九
四
一
︶
の
試
み
も
参
照
す
る

こ
と
に
な
る
︒
後
述
す
る
よ
う
に
︑
両
者
は
妖
怪
現
象
に
つ
い
て
﹁
カ
タ
﹂
を
分
類
し
な
が
ら
も
︑
そ
こ
に
固
定
的
な
類
型
で
は
な

く
︑
関
係
的
な
遷
移
性
を
看
取
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒
そ
も
そ
も
︑
理
解
不
能
な
も
の
を
理
解
可
能
に
す
る
と
は
︑
ど
う
い
う
こ

と
な
の
だ
ろ
う
か
︒
ま
た
︑
理
解
不
能
な
も
の
を
そ
の
ま
ま
に
す
る
と
い
う
こ
と
も
︑
可
能
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
は
︑

子
ど
も
た
ち
に
﹁
気
配
﹂
を
喚
起
し
︑
ま
た
保
護
者
た
ち
を
不
安
に
陥
れ
た
﹁
ヒ
ト
ガ
タ
﹂
か
ら
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
で
も
あ
る

だ
ろ
う
︒

２
．﹁
ヒ
ト
｣を
真
剣
に
う
け
と
る

２
︱
１
．
民
俗
学
的
妖
怪
研
究
に
お
け
る
分
類
と
差
異

自
分
が

︑

才
の
こ
ろ
︑
Ｙ
家
で
は
山
羊
を
飼
っ
て
い
た
︒
獣
医
に
診
て
も
ら
っ
た
と
き
︑
山
羊
が
病
気
な
の
で
︑
そ
の

34

5

乳
を
飲
ん
で
は
い
け
な
い
と
い
わ
れ
た
︒
ど
こ
に
捨
て
よ
う
か
と
思
案
し
て
い
た
が
︑
名
前
は
地
獄
が
つ
い
て
い
る
の
で
ち
ょ

う
ど
い
い
と
思
い
︑
地
獄
谷
橋
の
近
く
に
捨
て
る
こ
と
に
し
た
︒
草
地
が
あ
っ
た
の
で
︑
杭
を
立
て
︑
ひ
も
に
つ
な
い
で
放
置

し
た
︒

︑

日
し
て
︑
見
て
み
た
ら
︑
影
も
形
も
な
い
︒
そ
こ
に
古
く
も
︑
新
し
く
も
な
い
黒
光
り
の
す
る
ナ
タ
が
置
い
て

4

5

あ
っ
た
︒
な
の
で
︑そ
の
ナ
タ
の
持
ち
主
が
と
っ
て
い
っ
た
の
だ
と
考
え
た
︒
そ
の
ナ
タ
を
持
ち
帰
っ
て
︑使
い
勝
手
が
良
か
っ

た
の
で
家
の
倉
庫
に
お
い
て
い
た
︒
近
く
に
住
む
ば
あ
さ
ん
が
ナ
タ
を
貸
し
て
く
れ
と
い
っ
た
の
で
渡
し
た
が
︑
返
っ
て
こ
な

い
︒
聞
い
て
み
て
も
︑
借
り
た
覚
え
が
な
い
と
い
う
︒
ば
あ
さ
ん
の
家
の
あ
た
り
を
そ
れ
と
な
く
探
し
て
み
た
が
︑
ど
こ
に
も

見
つ
か
ら
な
い
︒
そ
の
と
き
ふ
と
︑
蛇
が
ナ
タ
に
姿
を
変
え
て
︑
山
羊
を
さ
ら
っ
て
い
っ
た
あ
と
︑
ば
あ
さ
ん
に
姿
を
変
え
て

7 遷移する妖怪・反転する自己



逃
げ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
(

)
︒
9

こ
れ
は
︑
隠
岐
島
に
伝
わ
る
﹁
化
け
る
蛇
﹂
に
つ
い
て
の
古
老
か
ら
の
聞
き
取
り
調
査
の
一
つ
と
し
て
︑
文
化
人
類
学
者
の
近
藤

祉
秋
が
二
〇
一
〇
年
に
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
︒
近
藤
は
こ
の
話
者
で
あ
る
Ｐ
氏
か
ら
︑﹁
君
も
不
思
議
に
思
う
だ
ろ
・
・
・
﹂
と
同

意
を
求
め
ら
れ
︑
返
答
に
困
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
︒
ど
う
考
え
て
も
︑
山
羊
は
付
近
の
島
民
に
盗
ま
れ
た
の
で
あ
り
︑
ば
あ
さ
ん

は
ナ
タ
を
返
し
た
く
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒﹁
あ
の
ナ
タ
﹂
や
﹁
ば
あ
さ
ん
﹂
が
﹁
蛇
﹂
で
あ
る
と
い
う
見
立
て
は
︑
あ
り
え
な
い

こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
︒
こ
こ
か
ら
近
藤
は
︑
何
か
／
誰
か
の
正
体
を
見
抜
く
た
め
の
手
続
き
を
﹁
同
定
﹂
と
定
義

し
︑
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
で
あ
る
Ｐ
氏
と
調
査
者
の
そ
の
あ
り
方
の
分
析
へ
と
歩
を
進
め
て
い
る
(

)
︒
し
か
し
︑
本
稿
の
関
心
か
ら

10

興
味
深
い
の
は
︑﹁
蛇
﹂
が
無
生
物
で
あ
る
﹁
ナ
タ
﹂
に
化
け
︑
生
物
︵
人
間
種
︶
で
あ
る
﹁
ば
あ
さ
ん
﹂
に
も
化
け
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
︒
隠
岐
島
に
お
い
て
蛇
は
無
生
物
に
も
生
物
に
も
自
在
に
変
身
す
る
︒
現
に
Ｐ
氏
の
語
る
別
の
話
で
は
︑
深
谷
を
仕
事
場
に

し
て
い
た
下
駄
職
人
の
爺
さ
ん
が
︑﹁
仏
谷
の
蛇
は
爺
さ
ん
を
呑
ま
な
い
が
︑
深
谷
の
蛇
は
呑
む
﹂
と
夢
の
中
で
﹁
姫
さ
ん
﹂
に
告
げ

ら
れ
た
直
後
︑
目
を
さ
ま
す
と
︑
大
き
な
美
し
い
姫
さ
ん
が
立
っ
て
い
て
︑
爺
さ
ん
は
逃
げ
か
え
る
な
り
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
い

う
(

)
︒
隠
岐
島
に
お
い
て
﹁
蛇
﹂
は
人
間
種
の
女
性
に
も
姿
を
変
え
︑
下
駄
職
人
に
働
き
か
け
︑
命
を
奪
う
ま
で
に
至
っ
て
い
る
の

11

だ
︒
つ
ま
り
︑﹁
蛇
﹂
は
人
間
に
対
し
て
志
向
性
を
も
っ
て
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
︒
で
は
︑
こ
の
場
合
の
﹁
蛇
﹂
と

は
な
ん
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒

妖
怪
研
究
に
お
い
て
興
味
深
い
こ
と
の
一
つ
は
︑
分
類
と
い
う
作
業
で
あ
り
︑
ま
た
そ
の
領
域
確
定
が
困
難
で
あ
る
こ
と
で
あ
る

だ
ろ
う
︒
た
と
え
ば
隠
岐
島
の
﹁
蛇
﹂
を
妖
怪
現
象
に
分
類
す
る
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
爬
虫
類
ト
カ
ゲ
目
ヘ
ビ
亜
目
の
生
物
と
重
な
っ

て
し
ま
う
︒
こ
こ
で
生
物
と
し
て
の
﹁
ヘ
ビ
﹂
は
ナ
タ
や
老
婆
や
女
性
に
姿
を
変
え
る
は
ず
は
な
い
と
い
う
常
識
が
働
く
︒
し
か
し
︑

8



﹁
ヘ
ビ
﹂
は
﹁
化
け
る
﹂
の
で
あ
り
︑
現
実
と
認
定
さ
れ
て
い
る
生
物
種
と
︑
想
像
上
︵
と
思
わ
れ
て
い
る
︶﹁
化
け
る
ヘ
ビ
﹂
が
重

な
っ
て
し
ま
う
の
だ
︒
マ
イ
ケ
ル
・
フ
ォ
ス
タ
ー
は
こ
う
し
た
事
態
に
つ
い
て
︑﹁
意
味
を
ど
れ
だ
け
列
挙
し
た
と
こ
ろ
で
︑
妖
怪
と

い
う
概
念
は
忌
々
し
い
ほ
ど
散
漫
な
ま
ま
で
あ
る
﹂
(

)
と
述
べ
て
い
る
︒﹁
妖
怪
﹂
と
い
う
概
念
の
一
方
の
極
に
は
奇
妙
な
出
来
事

12

と
い
う
﹁
コ
ト
﹂︵
occurren
ces︶
が
あ
り
︑
他
方
の
極
に
は
物
理
的
な
﹁
モ
ノ
﹂︵
th
in
gs︶
が
あ
る
︒
た
と
え
ば
﹁
キ
ツ
ネ
﹂
は
物

理
的
身
体
と
し
て
︑
現
実
に
も
︑
絵
画
の
上
で
も
そ
の
姿
を
視
認
す
る
コ
ト
が
で
き
る
が
︑
目
に
見
え
な
い
﹁
キ
ツ
ネ
﹂
の
精
︵
spirit︶

は
共
同
体
に
災
厄
を
も
た
ら
し
︑
人
間
の
身
体
に
憑
依
す
る
︒
こ
れ
は
ま
た
﹁
幽
霊
﹂
と
い
う
概
念
も
同
様
で
あ
り
︑
そ
れ
は
微
か

に
見
え
る
が
触
れ
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
︑非
在
の
霊
的
現
前︵
absen
tspiritualpresen
ce︶へ
と
消
え
い
る
モ
ノ
な
の
で
あ
る
(

)
︒
13

こ
の
よ
う
な
フ
ォ
ス
タ
ー
の
言
明
に
よ
れ
ば
︑
隠
岐
島
の
﹁
ヘ
ビ
﹂
も
ま
た
﹁
キ
ツ
ネ
﹂
と
同
様
に
︑﹁
コ
ト
﹂
と
﹁
モ
ノ
﹂
と
の
振

幅
の
中
に
あ
る
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
︒
フ
ォ
ス
タ
ー
に
よ
れ
ば
︑﹁
妖
怪
﹂
と
は
﹁
モ
ノ
の
不
安
定
性
﹂︵
in
stability
of
th
e
th
in
g︶

と
し
て
定
義
で
き
る
(

)
︒
そ
れ
は
有
形
な
も
の
と
無
形
な
も
の
︑
霊
的
な
も
の
と
物
質
的
な
も
の
︑
モ
ノ
と
コ
ト
と
を
架
橋
す
る
の

14

で
あ
る
(

)
︒
し
か
し
︑
こ
こ
で
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
︑
有
形
と
無
形
・
霊
的
と
物
質
的
︑
コ
ト
と
モ
ノ
の
よ
う
な
二
分

15

法
を
用
い
︑
そ
の
ど
ち
ら
で
も
な
い
中
間
領
域
と
し
て
﹁
妖
怪
﹂
を
定
義
づ
け
る
こ
と
が
︑
は
た
し
て
適
切
な
の
だ
ろ
う
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
︒
二
分
法
な
ど
︑﹁
妖
怪
﹂
と
い
う
現
象
が
立
ち
現
れ
る
条
件
と
し
て
不
十
分
で
あ
る
と
し
た
ら
︑
ど
う
だ
ろ
う
か
︒

こ
の
こ
と
を
も
う
少
し
考
え
て
み
る
た
め
に
︑
風
俗
史
家
の
江
馬
務
︵
一
八
八
四
︱
一
九
一
九
︶
に
よ
る
妖
怪
研
究
を
例
に
と
ろ

う
︒
江
馬
は
大
正
一
二
年
︵
一
九
二
三
︶
に
﹃
日
本
妖
怪
変
化
史
﹄
を
著
し
た
が
︑
そ
の
特
色
は
﹁
妖
怪
変
化
﹂
を
化
け
る
﹁
変
化
﹂

と
化
け
な
い
﹁
妖
怪
﹂
に
二
分
し
︑﹁
妖
怪
﹂
と
は
異
常
な
﹁
容
姿
﹂
を
持
つ
も
の
︑﹁
変
化
﹂
と
は
容
姿
を
変
化
さ
せ
る
も
の
と
し

て
︑
そ
の
区
分
と
し
て
人
間
・
動
物
・
植
物
・
器
物
・
建
造
物
・
自
然
物
・
そ
れ
ら
の
混
淆
と
い
う
よ
う
に
︑
視
覚
的
・
形
態
的
特

徴
に
焦
点
化
し
て
分
類
し
て
い
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
(

)
︒
京
極
は
こ
う
し
た
江
馬
の
分
類
に
つ
い
て
︑﹁〝
モ
ノ
＝
主
体
〟
か
ら
︑

16
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〝
コ
ト
＝
現
象
〟
を
切
り
離
し
︑〝
モ
ノ
〟
の
み
に
着
目
し
た
﹂
(

)
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
︒
た
と
え
ば
︑﹁
タ
ヌ
キ
﹂
は

17

﹁
見
越
し
入
道
﹂
に
化
け
る
コ
ト
は
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
そ
の
逆
は
な
い
︒
こ
の
場
合
︑﹁
タ
ヌ
キ
﹂
は
﹁
変
化
﹂
で
あ
っ
て
も
﹁
妖

怪
﹂
で
は
な
い
が
︑﹁
見
越
し
入
道
﹂
は
こ
れ
以
上
化
け
な
い
の
だ
か
ら
︑﹁
妖
怪
﹂
で
は
あ
っ
て
も
﹁
変
化
﹂
で
は
な
い
こ
と
に
な

る
︒
し
か
し
そ
う
な
る
と
︑
隠
岐
島
の
﹁
ヘ
ビ
﹂
は
ナ
タ
や
老
婆
に
化
け
た
か
ら
﹁
変
化
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
︑
化
け
ら
れ
る

対
象
で
あ
る
そ
れ
ら
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
も
し
︑
そ
れ
を
﹁
妖
怪
﹂
と
呼
ぶ
と
し
た
ら
︑
そ
の
姿
形
は
ナ
タ
と
い
う
人
工

物
や
老
婆
と
い
う
生
物
種
な
の
だ
か
ら
︑
奇
妙
な
こ
と
に
な
る
︒
そ
こ
に
は
異
様
な
容
姿
は
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
そ
し
て
﹁
変
化
﹂

と
は
姿
を
変
え
る
も
の
だ
と
し
て
も
︑﹁
ヘ
ビ
﹂
が
女
性
に
化
け
る
と
い
う
コ
ト
は
︑﹁
ヘ
ビ
﹂
と
い
う
モ
ノ
に
着
目
し
て
い
る
限
り

は
見
え
て
こ
な
い
︒
そ
う
な
る
と
︑﹁
ヘ
ビ
﹂
は
﹁
ヘ
ビ
﹂
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
﹁
変
化
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
︒
こ
れ

は
矛
盾
で
あ
ろ
う
︒
ど
う
や
ら
︑﹁
モ
ノ
﹂
と
﹁
コ
ト
﹂
を
分
離
し
て
﹁
妖
怪
﹂
の
意
味
領
域
を
確
定
し
よ
う
と
し
て
も
︑
そ
の
試
み

は
奏
功
し
そ
う
に
な
い
の
で
あ
る
︒

そ
う
し
た
限
界
に
心
づ
い
て
い
た
の
は
︑
柳
田
國
男
︵
一
八
七
五
︱
一
九
六
二
︶
だ
ろ
う
︒
柳
田
は
江
馬
が
姿
形
に
よ
っ
て
捉
え

よ
う
と
し
た
﹁
妖
怪
﹂
と
﹁
変
化
﹂
を
﹁
現
象
﹂
に
差
し
戻
す
︒
昭
和
三
一
年
︵
一
九
五
六
︶
に
刊
行
さ
れ
た
﹃
妖
怪
談
義
﹄
の
末

尾
に
付
さ
れ
た
﹁
妖
怪
名
彙
﹂︵
初
出
は
昭
和
一
三
年
︵
一
九
三
八
︶
か
ら
翌
年
に
か
け
て
断
続
的
に
雑
誌
﹃
民
間
伝
承
﹄
に
掲
載
さ

れ
た
も
の
︶
の
冒
頭
で
︑
妖
怪
の
分
類
案
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

怖
畏
と
信
仰
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
と
思
っ
て
︑
い
わ
ゆ
る
オ
バ
ケ
の
名
前
を
集
め
始
め
て
か
ら
︑
も
う
大
分

だ
い
ぶ
ん

の
年
数
に
な
る
︒
ま
だ
分
類
の
方
法
が
立
た
ぬ
の
も
︑
原
因
は
主
と
し
て
語
彙
ご

い

の
不
足
に
あ
る
と
思
う
か
ら
︑
今
少
し
諸
君
の

記
憶
に
あ
た
っ
て
み
た
い
︒
あ
る
い
は
時
期
が
す
で
に
遅
い
か
も
知
れ
ぬ
が
︒

10



分
類
に
は
二
つ
の
計
画
を
私
は
持
っ
て
い
る
︒
そ
の
一
つ
は
出
現
の
場
所
に
よ
る
も
の
︑
こ
れ
は
行
路
・
家
屋
・
山
中
・
水

上
の
お
お
よ
そ
四
つ
に
分
け
ら
れ
る
︒
行
路
が
最
も
多
く
︑
従
っ
て
ま
た
最
も
茫
漠

ぼ
う
ば
く

と
し
て
い
る
︒
第
二
に
は
信
仰
度
の
濃
淡

に
よ
る
も
の
だ
が
︑
大
体
に
今
は
確
信
す
る
者
が
稀
で
︑
次
第
に
昔
話
化
す
る
傾
向
を
示
し
て
い
る
︒
化
物
が
あ
る
と
は
信
じ

な
い
が
話
を
聴
け
ば
気
味
が
悪
い
と
い
う
者
が
そ
の
中
間
に
い
る
︒
時
あ
っ
て
不
思
議
を
見
︑
や
や
考
え
方
が
後
戻
り
を
す
る

も
の
が
こ
れ
と
境
を
接
し
て
い
る
︒
耳
と
か
目
と
か
触
感
と
か
︑
ま
た
は
そ
の
総
合
と
か
に
も
分
け
ら
れ
る
が
︑
そ
れ
も
直
接

執
権
者
に
は
就
け
な
い
の
だ
か
ら
︑
結
局
は
世
間
話
の
数
多
く
を
︑
お
お
よ
そ
二
つ
の
分
類
案
の
順
序
に
よ
っ
て
排
列
し
て
み

る
の
他
は
無
い
(

)
︒
18

﹃
妖
怪
談
義
﹄
を
校
訂
・
解
説
し
た
小
松
和
彦
は
︑
こ
の
﹁
出
現
の
場
所
﹂
と
﹁
信
仰
度
の
濃
淡
﹂
と
い
う
分
類
基
準
は
併
置
さ
れ

う
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
い
る
(

)
︒
そ
う
し
た
場
合
︑
八
〇
種
類
の
﹁
名
前
﹂
が
ど
う
い
う
基
準
で
排
列
さ
れ
て
い
る
か
が
わ
か

19

ら
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
た
し
か
に
柳
田
は
昭
和
二
六
年
︵
一
九
五
一
︶
の
﹃
民
俗
学
辞
典
﹄
に
お
け
る
﹁
妖
怪
﹂
の
項
目
で
は
︑
そ

の
出
現
場
所
に
つ
い
て
山
の
怪
︑
路
傍
の
怪
︑
家
・
屋
敷
の
怪
︑
海
上
・
海
中
・
海
岸
の
怪
︑
川
の
怪
︑
巡
回
す
る
妖
怪
︑
そ
の
他

と
い
う
よ
う
に
細
分
し
︑
具
体
名
も
あ
げ
て
い
る
(

)
︒
ま
た
︑
出
現
場
所
の
分
類
に
先
立
ち
︑﹁
妖
怪
出
現
に
際
し
て
︑
冷
た
い
風
が

20

吹
く
︑
生
臭
い
匂
い
が
す
る
と
か
︑
四
辺
が
暗
く
な
る
な
ど
の
異
常
な
雰
囲
気
と
か
︑
出
現
に
際
し
て
寒
気
が
し
た
り
総
毛
立
つ
な

ど
と
い
っ
た
共
通
し
た
心
理
変
化
は
も
っ
と
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
﹂
(

)
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑﹁
耳
と
か
目
と
か
触

21

感
と
か
︑
ま
た
は
そ
の
総
合
と
か
に
も
分
け
ら
れ
る
﹂
と
い
っ
た
﹁
妖
怪
名
彙
﹂
の
言
葉
と
合
わ
せ
て
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
香

川
雅
信
は
﹁
妖
怪
名
彙
﹂
に
立
項
さ
れ
て
い
る
の
が
何
ら
か
の
怪
し
い
﹁
現
象
﹂
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
︑﹁
シ
ヅ
カ
モ
チ
﹂
か
ら
﹁
コ

ソ
コ
ソ
イ
ワ
﹂
ま
で
は
﹁
音
の
怪
異
﹂︑﹁
オ
ク
リ
ス
ズ
メ
﹂
か
ら
﹁
シ
ヤ
ク
シ
イ
ハ
﹂
ま
で
は
﹁
路
上
の
怪
異
﹂︑﹁
ヒ
ト
リ
マ
﹂
か
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ら
﹁
カ
ネ
ノ
カ
ミ
ノ
ヒ
﹂
ま
で
は
﹁
火
の
怪
異
﹂︑﹁
ヤ
ギ
ョ
ウ
サ
ン
﹂
と
﹁
ク
ビ
ナ
シ
ウ
マ
﹂
は
﹁
行
幸
す
る
怪
異
﹂
と
し
て
括
る

こ
と
が
で
き
る
と
し
た
上
で
︑﹁
路
上
の
怪
異
﹂
は
さ
ら
に
細
か
く
︑
後
を
つ
い
て
く
る
・
足
に
絡
み
つ
く
・
転
が
っ
て
く
る
・
上
か

ら
下
へ
下
が
っ
て
く
る
・
行
く
手
を
遮
る
・
伸
び
上
が
る
・
呼
び
か
け
る
︑
と
い
う
よ
う
に
︑
感
覚
的
な
も
の
へ
の
訴
え
方
に
よ
る

分
類
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
着
目
す
る
(

)
︒
柳
田
の
﹁
妖
怪
名
彙
﹂
に
は
﹁
オ
ク
リ
イ
ヌ
﹂
や
﹁
オ
ク
リ
ス
ズ
メ
﹂
の
よ
う
に
﹁
ス

22

ズ
メ
﹂
や
﹁
オ
オ
カ
ミ
﹂︑﹁
ヨ
コ
ヅ
チ
ヘ
ビ
﹂
や
﹁
ツ
ト
ヘ
ビ
﹂
の
よ
う
な
姿
の
異
様
な
ヘ
ビ
︑
そ
し
て
﹁
キ
ツ
ネ
タ
イ
マ
ツ
﹂
の

よ
う
な
キ
ツ
ネ
が
火
を
灯
す
も
の
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
現
象
が
立
項
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑﹁
キ
ツ
ネ
﹂
や
﹁
ヘ
ビ
﹂﹁
タ

ヌ
キ
﹂
が
独
自
項
目
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
に
留
意
し
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
柳
田
は
生
物
種
と
し
て
そ
れ
ら
を
捉
え
た
の
で
は
な
く
︑

怪
し
い
現
象
と
し
て
そ
れ
ら
に
着
目
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
場
合
︑
生
物
と
し
て
の
野
生
動
物
の
性
格
は
関
心
の
外
に
お
か
れ
る
︒

換
言
す
れ
ば
︑﹁
ヘ
ビ
﹂
は
﹁
ヘ
ビ
﹂
と
い
う
出
来
事
と
な
り
︑﹁
キ
ツ
ネ
﹂
は
﹁
キ
ツ
ネ
﹂
と
い
う
出
来
事
に
な
る
︒
そ
し
て
感
覚

的
に
立
ち
現
れ
る
そ
れ
ら
の
諸
様
態
の
常
と
異
な
る
あ
り
よ
う
が
︑﹁
オ
バ
ケ
の
名
前
﹂
に
値
す
る
の
で
あ
る
︒

こ
こ
で
分
類
に
つ
い
て
池
田
清
彦
の
見
解
を
参
照
し
な
が
ら
考
え
て
み
よ
う
︒
池
田
に
よ
れ
ば
︑﹁
す
べ
て
の
分
類
は
人
為
分
類

で
あ
る
﹂
(

)
︒
一
般
に
分
類
と
い
う
と
︑
自
然
の
中
に
自
存
す
る
秩
序
に
従
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒
し
か
し
不

23

変
の
同
一
性
は
自
然
の
中
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
︒
た
と
え
ば
︑
原
子
が
不
変
の
同
一
性
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
時
代
が

あ
っ
た
が
︑
原
子
が
観
察
可
能
に
な
る
と
︑
そ
れ
は
陽
子
と
中
性
子
か
ら
な
る
こ
と
が
わ
か
り
︑
さ
ら
に
現
代
で
は
︑
物
質
の
最
小

構
成
単
位
は
超
弦
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒
超
弦
は
現
在
の
と
こ
ろ
は
仮
説
で
あ
り
︑
見
た
者
は
い
な
い
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
見
え

て
い
な
い
も
の
が
不
変
の
同
一
性
で
あ
る
と
い
う
確
証
は
な
い
︒
こ
う
し
た
こ
と
は
ま
た
︑
自
然
の
中
に
存
在
す
る
と
さ
れ
て
い
る

関
係
性
や
法
則
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
︒
法
則
や
関
係
性
は
直
接
目
で
見
た
り
︑
食
べ
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
そ
こ
で
自
然

界
に
自
存
す
る
と
は
言
え
な
い
が
︑
超
弦
理
論
が
そ
れ
を
考
え
た
物
理
学
者
の
頭
の
中
に
あ
る
と
は
言
え
る
の
で
あ
る
(

)
︒
た
だ

24
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し
︑
科
学
的
営
為
と
し
て
の
分
類
群
は
︑
可
能
な
限
り
時
間
性
を
捨
象
し
た
同
一
性
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
︒
た
と
え
ば
︑
記
号
化

さ
れ
た
H
2
O
は
客
観
的
分
類
群
で
あ
る
が
︑
そ
れ
に
対
し
水
は
自
然
分
類
群
で
あ
る
︒
も
し
水
が
濁
っ
て
い
た
と
し
て
も
︑
澄
ん
で

い
た
と
し
て
も
︑
科
学
的
実
在
と
し
て
の
H
2
O
が
濁
っ
て
い
た
り
︑
澄
ん
で
い
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
(

)
︒
25

と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
こ
と
が
︑
妖
怪
現
象
の
分
類
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
ポ
イ
ン
ト
は
人
間
の
知
覚
と
い
う

も
の
が
︑﹁
同
じ
も
の
を
差
異
に
よ
っ
て
定
義
す
る
﹂
(

)
こ
と
だ
︒
こ
の
こ
と
を
現
象
学
的
に
考
察
し
た
田
口
茂
は
︑
次
の
よ
う
な

26

二
つ
の
思
考
実
験
を
提
示
す
る
︒
ま
ず
︑
何
一
つ
異
な
る
こ
と
が
な
く
︑
一
切
が
同
じ
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
︒
そ
こ

で
は
経
験
と
い
う
も
の
が
無
意
味
に
な
る
︒
た
と
え
ば
生
ま
れ
た
時
か
ら
宇
宙
の
す
べ
て
が
﹁
白
﹂
だ
っ
た
と
し
よ
う
︒
こ
の
場
合
︑

﹁
白
﹂
以
外
の
色
は
存
在
し
な
い
か
ら
︑
そ
も
そ
も
﹁
白
﹂
と
い
う
色
さ
え
も
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
︒
さ
て
次
に
︑
何
一
つ
同

じ
も
の
が
な
く
︑
一
切
が
異
な
っ
て
い
る
世
界
を
想
定
し
て
み
る
︒
こ
の
場
合
も
︑
私
た
ち
は
何
物
を
も
知
覚
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑
一
切
が
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
︑
知
覚
や
認
知
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
思

考
実
験
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
︑﹁
同
一
性
﹂
は
﹁
差
異
﹂
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
赤
い
色
の
屋

根
が
﹁
赤
﹂
と
し
て
際
立
つ
の
は
︑
周
囲
に
緑
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
︑
映
画
館
の
中
の
暗
い
空
間
が
際
立
つ
の
は
︑
館
外
の
明
る
い

外
光
に
照
ら
さ
れ
た
と
き
で
あ
る
︒
経
験
と
は
︑
こ
う
し
た
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
考
え

た
と
き
︑
妖
怪
現
象
の
﹁
名
前
﹂
と
は
そ
の
指
し
示
す
実
体
に
関
し
て
で
は
な
く
︑
経
験
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
も

の
と
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
︒
た
と
え
ば
︑
日
常
で
は
通
れ
る
は
ず
の
海
岸
べ
り
の
道
が
急
に
遮
ら
れ
て
通
れ
な
く
な
る
と
き
︑
福

岡
県
の
遠
賀
郡
で
は
そ
の
現
象
を
﹁
ヌ
リ
カ
ベ
﹂
と
い
う
︒﹁
ヌ
リ
カ
ベ
﹂
は
も
ち
ろ
ん
﹁
壁
﹂
で
は
な
い
︒
も
し
﹁
壁
﹂
で
あ
る
と

す
れ
ば
︑
そ
れ
は
た
だ
の
﹁
壁
﹂
で
し
か
な
い
︒
し
か
し
﹁
ヌ
リ
カ
ベ
﹂
は
﹁
壁
﹂
の
よ
う
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
︑﹁
壁
﹂
で
は
な
い

も
の
で
あ
る
︒
私
は
こ
う
し
た
こ
と
を
﹁
異
似
性
﹂
と
表
現
し
た
こ
と
が
あ
る
(

)
︒
何
か
に
似
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
︑
そ
の
何
か

27
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で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
︒
類
似
性
も
ま
た
︑
差
異
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
︒
こ
の
﹁
何
か
に
似
て
い
る
が
︑
そ
の
何
か
で
は
な
い
﹂

と
い
う
こ
と
を
も
う
少
し
異
な
る
角
度
か
ら
追
求
し
て
み
よ
う
︒

２
︱
２
．
存
在
論
的
転
回
に
お
け
る
﹁
人
格
性
﹂

飯
倉
義
之
は
︑
日
本
に
お
け
る
妖
怪
研
究
は
︑
妖
怪
を
そ
の
実
在
と
は
関
係
な
く
文
化
現
象
と
し
て
扱
う
と
い
う
こ
と
が
前
提
と

さ
れ
て
き
た
と
指
摘
し
て
い
る
(

)
︒
飯
倉
は
そ
う
し
た
背
景
に
一
九
七
〇
年
代
の
オ
カ
ル
ト
ブ
ー
ム
が
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
し
て

28

い
る
(

)
︒
そ
う
し
た
文
脈
で
は
︑
行
き
過
ぎ
た
物
質
文
明
へ
の
不
安
感
か
ら
︑
精
神
世
界
や
超
自
然
の
理
に
可
能
性
を
求
め
る
ブ
ー

29

ム
が
商
業
メ
デ
ィ
ア
を
席
巻
し
︑
霊
魂
や
超
能
力
︑
地
球
外
生
命
体
と
の
交
信
な
ど
は
物
質
文
明
に
対
抗
す
る
精
神
的
な
力
と
し
て

ひ
と
く
く
り
に
さ
れ
︑
消
費
さ
れ
て
い
っ
た
︒
こ
う
し
た
背
景
か
ら
み
る
と
︑
妖
怪
研
究
が
そ
の
実
在
・
非
実
在
の
論
争
に
立
ち
入

ら
ず
︑
文
化
・
精
神
現
象
と
し
て
の
そ
の
解
明
に
い
そ
し
ん
で
き
た
の
は
賢
明
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
し
か
し
そ
の
反
面
︑
こ

う
し
た
態
度
は
た
と
え
ば
前
節
で
述
べ
た
よ
う
な
隠
岐
島
の
﹁
ヘ
ビ
﹂
を
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
っ
て
語
る
態
度
を
掬
う
こ
と
が
で
き
な

い
︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑
妖
怪
を
文
化
現
象
と
し
て
括
っ
て
し
ま
う
態
度
と
は
︑
近
代
自
然
科
学
の
世
界
観
を
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
だ
︒

で
は
︑
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
良
い
の
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
の
ヒ
ン
ト
は
︑
妖
怪
研
究
の
内
側
で
は
な
く
︑
近
年
の
文
化
人
類
学
に
お

け
る
﹁
精
霊
﹂
研
究
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
れ
ら
の
動
向
は
存
在
論
的
転
回
︵
転
換
︶
(

)
と
呼
ば
れ
る
が
︑
ま
ず
は
そ
の
背

30

景
に
つ
い
て
簡
略
に
見
て
お
こ
う
︒

文
化
人
類
学
の
﹁
存
在
論
的
転
回
﹂
に
お
け
る
﹁
存
在
論
﹂
と
は
︑
さ
し
あ
た
り
﹁
自
然
﹂
と
﹁
文
化
﹂
の
区
分
の
こ
と
で
あ
る
(

)
︒
31

そ
れ
は
ま
た
︑
自
然
／
文
化
︵
社
会
・
文
化
︶
の
二
分
法
に
基
づ
い
て
︑
唯
一
の
﹁
自
然
﹂
に
対
し
て
多
様
な
文
化
・
社
会
の
解
釈

が
あ
る
と
す
る
近
代
の
根
底
的
な
前
提
を
見
直
し
︑
そ
の
前
提
に
か
わ
る
新
た
な
枠
組
み
を
詮
索
す
る
人
類
学
の
動
向
(

)
で
あ
る

32
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と
も
さ
れ
て
い
る
︒
久
保
明
教
に
よ
れ
ば
︑
こ
う
し
た
動
向
の
背
景
に
は
︑
三
つ
の
学
問
的
系
譜
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
の

第
一
は
︑
実
験
室
人
類
学
か
ら
科
学
技
術
社
会
論
に
至
る
系
譜
︑
と
り
わ
け
ブ
ル
ー
ノ
・
ラ
ト
ゥ
ー
ル
に
よ
る
ア
ク
タ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
論
︵
A
N
T
︶
が
あ
る
(

)
︒
人
間
と
非
人
間
を
含
む
様
々
な
ア
ク
タ
ー
が
織
り
な
す
関
係
を
通
じ
て
特
定
の
現
実
が
生
み
出
さ
れ

33

る
過
程
を
追
跡
す
る
A
N
T
に
お
い
て
は
︑
近
代
的
な
自
然
と
文
化
と
の
分
割
の
背
後
に
︑
両
者
を
混
ぜ
合
わ
せ
る
ア
ク
タ
ー
の
動

態
を
見
出
し
て
い
く
︒
第
二
に
︑
A
N
T
に
も
影
響
を
受
け
て
展
開
さ
れ
て
い
る
在
来
知
研
究
が
あ
る
︒
こ
れ
は
北
米
や
オ
ー
ス
ト

リ
ア
の
先
住
民
が
持
つ
周
辺
環
境
の
知
識
が
︑
開
発
︑
資
源
管
理
︑
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
︑
先
住
民
の
土
地
権
な
ど
を
め
ぐ
り
︑
重

要
な
位
置
を
占
め
て
き
た
と
い
う
こ
と
を
背
景
に
し
て
い
る
︒
た
と
え
ば
そ
こ
で
は
﹁
動
物
は
猟
師
に
自
ら
を
捧
げ
る
人
と
は
異
な

る
人
間
で
あ
る
﹂
と
い
う
先
住
民
の
語
り
が
︑
動
物
と
人
間
の
現
実
的
な
互
酬
関
係
と
し
て
捉
え
な
お
さ
れ
る
︒
そ
し
て
第
三
に
は
︑

ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
人
類
学
か
ら
ポ
ス
ト
プ
ル
ー
ラ
ル
人
類
学
に
至
る
系
譜
が
あ
る
︒
そ
こ
で
は
人
類
学
に
よ
る
異
文
化
表
象
が
植
民
地

化
の
産
物
で
あ
る
こ
と
が
厳
し
く
批
判
さ
れ
︑他
者
表
象
の
脱
植
民
地
化
が
志
向
さ
れ
る
︒
こ
れ
ら
の
動
向
に
共
通
し
て
い
る
の
は
︑

こ
の
世
界
に
存
在
す
る
も
の
に
つ
い
て
の
他
者
の
見
解
を
﹁
真
剣
に
扱
う
︵
takin
g
seriously︶﹂
で
あ
る
と
さ
れ
る
(

)
︒
で
は
︑
そ

33

れ
は
ど
う
い
う
意
味
だ
ろ
う
か
︒

そ
の
具
体
例
を
レ
ー
ン
・
ウ
ィ
ラ
ー
ス
レ
フ
の
研
究
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
ウ
ィ
ラ
ー
ス
レ
フ
は
︑
ロ
シ
ア
・
北
東
シ

ベ
リ
ア
の
コ
リ
マ
川
上
流
域
に
暮
ら
す
狩
猟
採
集
民
・
ユ
カ
ギ
ー
ル
の
も
と
で
通
算
一
八
ヶ
月
に
わ
た
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行

い
︑
そ
の
成
果
を
﹃
ソ
ウ
ル
・
ハ
ン
タ
ー
ズ
：
シ
べ
リ
ア
・
ユ
カ
ギ
ー
ル
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
人
類
学
﹄
に
ま
と
め
て
い
る
︒
そ
れ
は

印
象
的
な
狩
り
の
場
面
か
ら
始
ま
る
︒
ウ
ィ
ラ
ー
ス
レ
フ
も
そ
こ
に
属
し
て
い
た
狩
猟
者
集
団
の
長
老
で
あ
る
ス
ピ
リ
ド
ン
は
︑
エ

ル
ク
︵
ト
ナ
カ
イ
の
一
種
︶
を
狩
る
際
に
︑
エ
ル
ク
の
脚
の
皮
で
覆
っ
た
ス
キ
ー
靴
を
履
き
︑
頭
に
は
毛
を
外
向
き
に
し
た
エ
ル
ク

皮
の
外
套
を
着
て
︑
歩
き
方
も
エ
ル
ク
を
真
似
て
い
る
︒
そ
し
て
両
手
に
は
充
塡
し
た
ラ
イ
フ
ル
銃
を
抱
え
て
い
た
︒
そ
の
時
︑
茂
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み
か
ら
雌
の
エ
ル
ク
と
そ
の
仔
が
現
れ
︑
し
ば
ら
く
頭
を
上
下
に
動
か
し
て
い
た
が
︑
や
が
て
ス
ピ
リ
ド
ン
に
向
か
っ
て
歩
き
出
す
︒

そ
の
時
︑
ス
ピ
リ
ド
ン
は
銃
を
あ
げ
て
二
匹
を
撃
ち
殺
す
︒
動
物
の
習
性
を
模
倣
し
た
︑
緊
迫
し
た
狩
り
の
場
面
で
あ
る
︒
し
か
し

ス
ピ
リ
ド
ン
は
︑
こ
の
場
面
を
次
の
よ
う
に
回
想
す
る
︒

私
は
二
人
の
人
間

パ
ー
ソ
ン
ズ

が
踊
り
な
が
ら
近
づ
い
て
来
る
の
を
見
た
︒
母
親
は
若
く
美
し
い
女
で
︑
歌
い
な
が
ら
こ
う
言
っ
た
ん

だ
︒﹃
譽
れ
あ
る
友
よ
︑
い
ら
っ
し
ゃ
い
︒
あ
な
た
の
手
を
取
り
︑
私
た
ち
の
住
ま
い
に
ご
案
内
し
ま
し
ょ
う
﹄︒
そ
の
と
き
︑

私
は
二
人
を
殺
し
た
ん
だ
︒
も
し
彼
女
と
一
緒
に
行
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
ら
︑
私
の
方
が
死
ん
で
い
た
だ
ろ
う
︒
彼
女
が
私
を

殺
し
て
い
た
だ
ろ
う
(

)
︒
34

ユ
カ
ギ
ー
ル
の
世
界
に
お
い
て
は
︑﹁
人
格

パ
ー
ソ
ン

は
様
々
な
形
態
を
と
る
こ
と
が
で
き
︑

人

間

ヒ
ュ
ー
マ
ン
ビ
ー
ン
グ

は
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
に
過
ぎ
な

い
︒
人
格
は
︑
河
川
︑
樹
木
︑
精
霊
の
形
で
現
れ
る
こ
と
も
あ
る
﹂
(

)
と
ウ
ィ
ラ
ー
ス
レ
フ
は
す
ぐ
続
け
て
い
る
︒
ユ
カ
ギ
ー
ル
の

35

世
界
で
は
︑
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
生
き
て
い
る
︒
た
と
え
ば
川
は
動
き
︑
成
長
し
︑
呼
吸
す
る
が
ゆ
え
に
﹁
私
た
ち
と
同
じ
人
々
﹂
だ

が
︑
そ
れ
ら
は
生
き
て
は
い
る
け
れ
ど
も
動
か
な
い
石
や
ス
キ
ー
板
︑
食
料
と
は
区
別
さ
れ
る
(

)
︒
ユ
カ
ギ
ー
ル
に
と
っ
て
﹁
人
格

36

性
﹂
と
は
人
間
種
の
証
拠
と
な
る
様
式
で
は
な
く
︑
人
格
の
多
く
の
外
見
の
一
つ
な
の
で
あ
る
(

)
︒
つ
ま
り
︑
こ
の
世
界
に
は
人
間

37

と
非
人
間
か
ら
な
る
様
々
な
人
格
の
た
ぐ
い
が
住
ん
で
お
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
は
異
な
っ
た
観
点
か
ら
世
界
を
知
覚
す
る
︒
こ
れ
は
︑
い

か
な
る
種
に
と
っ
て
も
同
一
の
客
観
的
自
然
と
い
う
も
の
が
あ
り
︑
そ
れ
を
異
な
る
種
が
そ
れ
ぞ
れ
に
解
釈
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
︒
そ
う
で
は
な
く
︑
た
と
え
ば
エ
ル
ク
は
自
分
た
ち
を
﹁
人
間
﹂
と
し
て
見
て
い
る
が
︑
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
人
間
を

精
霊
や
動
物
と
し
て
見
る
︑
と
い
う
よ
う
に
︑
各
々
の
身
体
＝
人
格
に
よ
っ
て
︑
異
な
る
世
界
を
知
覚
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
も
し

16



も
唯
一
の
客
観
的
自
然
を
様
々
な
解
釈
で
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
が
文
化
相
対
主
義
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
︑
こ
う
し
た
あ
り
方
は

多
自
然
主
義
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
(

)
︒
し
か
し
こ
う
し
た
︑
と
も
す
る
と
戸
惑
わ
せ
る
よ
う
な
観
点
は
︑
ユ
カ
ギ
ー
ル
に
特

38

有
の
も
の
で
は
な
い
︒
奥
野
克
巳
に
よ
れ
ば
︑
カ
ナ
ダ
亜
北
種
の
チ
ペ
ワ
イ
ヤ
ン
は
︑
人
と
動
物
は
本
質
的
に
同
じ
で
あ
り
︑
ト
ナ

カ
イ
は
集
合
的
意
志
を
持
つ
と
考
え
る
し
︑
カ
ナ
ダ
極
北
の
イ
ヌ
イ
ッ
ト
は
︑
動
物
は
人
に
捕
ら
え
ら
れ
る
た
め
に
現
れ
る
の
だ
か

ら
︑
ハ
ン
タ
ー
の
不
敬
な
態
度
に
よ
っ
て
動
物
の
主
や
そ
の
動
物
の
霊
魂
を
怒
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
︒
ま
た
︑
南
米
の
北

西
ア
マ
ソ
ニ
ア
の
マ
ク
ナ
に
と
っ
て
は
︑
動
物
に
も
人
間
の
よ
う
な
知
識
と
主
体
性
が
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
︑
さ
ら
に
は
マ
レ
ー
半

島
の
チ
ュ
ウ
ォ
ン
は
︑
人
と
人
以
外
の
存
在
の
両
方
に
は
意
識
が
あ
り
︑
人
格
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
と
い
う
(

)
︒
39

つ
ま
り
︑﹁
精
霊
﹂
は
実
在
す
る
の
で
あ
る
︒
た
だ
し
そ
の
こ
と
は
︑
こ
う
し
た
先
住
民
た
ち
の
全
て
が
︑
常
に
日
常
の
場
面
に
お

い
て
そ
の
こ
と
を
話
題
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
︒
ウ
ィ
ラ
ー
ス
レ
フ
は
︑
ユ
カ
ギ
ー
ル
の
人
々
が
﹁
精
霊
﹂
の
世

界
の
体
系
的
知
識
に
つ
い
て
関
心
を
持
た
な
い
こ
と
に
注
意
を
う
な
が
す
(

)
︒﹁
精
霊
﹂
は
自
律
的
な
存
在
と
し
て
は
考
え
ら
れ
て

40

い
な
い
が
︑
完
全
に
非
自
律
的
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
︒
そ
れ
は
た
と
え
ば
︑
狩
り
の
よ
う
な
行
為
が
う
ま
く
い
か
な
い
時

や
︑
夢
の
中
な
ど
で
姿
を
現
わ
す
︒
ウ
ィ
ラ
ー
ス
レ
フ
に
よ
れ
ば
﹁
世
界
と
は
我
々
か
ら
分
離
し
た
何
か
で
は
な
く
︑
そ
の
う
ち
に

私
た
ち
が
生
き
る
場
﹂
(

)
な
の
で
あ
る
︒
ス
ピ
リ
ド
ン
が
エ
ル
ク
の
狩
猟
に
お
い
て
経
験
し
て
い
た
こ
と
は
︑
エ
ル
ク
の
精
霊
の
世

41

界
に
深
く
ふ
み
入
る
こ
と
だ
っ
た
︒
そ
う
し
た
行
為
が
な
け
れ
ば
︑
エ
ル
ク
猟
は
で
き
な
い
︒
し
か
し
そ
れ
に
浸
り
き
っ
て
し
ま
え

ば
︑﹁
人
格
﹂
と
し
て
立
ち
現
れ
た
エ
ル
ク
の
女
に
誘
わ
れ
︑
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
失
う
こ
と
に
な
る
︒
そ
こ
で
ス
ピ
リ
ド
ン

は
︑﹁
エ
ル
ク
で
も
な
く
︑
エ
ル
ク
で
な
く
も
な
い
﹂
と
い
う
二
重
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
に
自
ら
を
お
く
こ
と
に
な
る
(

)
︒
そ
れ

42

は
﹁
人
格
﹂
で
あ
る
﹁
精
霊
﹂
の
世
界
に
接
近
し
つ
つ
︑
同
時
に
﹁
人
間
性
﹂
を
保
つ
と
い
う
境
界
領
域
的
な
行
為
な
の
で
あ
る
︒

文
化
人
類
学
に
お
け
る
存
在
論
的
転
回
に
お
い
て
解
明
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
は
︑
先
住
民
に
お
け
る
﹁
人
格
性
﹂
＝
﹁
ヒ
ト
﹂
と
い
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う
感
覚
で
あ
り
︑
そ
れ
は
﹁
精
霊
﹂
の
世
界
と
共
通
す
る
も
の
で
も
あ
る
︒
そ
し
て
人
々
は
特
定
の
文
脈
に
お
い
て
の
み
︵
た
と
え

ば
狩
り
が
う
ま
く
い
か
な
い
と
き
︶﹁
精
霊
﹂
の
あ
り
方
に
関
心
を
持
つ
こ
と
を
見
て
き
た
︒
そ
れ
で
は
︑
こ
う
し
た
こ
と
は
妖
怪
現

象
の
分
類
に
つ
い
て
何
を
示
唆
す
る
で
あ
ろ
う
か
︒
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
︑
こ
う
し
た
分
類
は
︑
そ
れ
を
生
き
て
い
る
人
々
の
関

心
を
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
意
味
を
な
さ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
た
と
え
精
緻
に
分
類
さ
れ
た
と
し
て
も
︑
そ
れ
は
妖
怪
現
象
を

伝
承
し
て
い
る
人
々
の
知
覚
と
は
固
有
に
す
れ
違
う
可
能
性
が
あ
る
︒
分
か
り
や
す
い
例
で
い
え
ば
︑
私
た
ち
は
具
体
的
な
姿
形
を

持
っ
た
も
の
の
現
わ
れ
の
み
を
﹁
妖
怪
﹂
と
し
て
認
識
し
や
す
い
が
︑
そ
れ
は
あ
く
ま
で
一
様
態
で
し
か
な
く
︑
む
し
ろ
立
ち
現
れ

こ
そ
が
そ
の
﹁
名
付
け
﹂
の
も
と
に
あ
る
場
合
が
あ
る
︒
た
と
え
ば
﹁
ヘ
ビ
﹂
と
は
生
物
種
の
﹁
ヘ
ビ
﹂
で
は
な
く
︑﹁
ヘ
ビ
﹂
と
い

う
自
己
と
他
者
の
関
係
性
な
の
だ
︒
そ
れ
が
通
常
の
爬
虫
類
と
し
て
の
﹁
ヘ
ビ
﹂
と
し
て
現
れ
る
場
合
も
あ
れ
ば
︑
化
け
る
﹁
ヘ
ビ
﹂

と
し
て
立
ち
現
れ
る
場
合
も
あ
る
︒
両
者
を
外
挿
的
な
視
点
か
ら
識
別
す
る
こ
と
は
で
き
ず
︑
行
為
的
な
文
脈
に
そ
れ
は
関
わ
る
の

で
あ
る
︒
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
︑
柳
田
が
﹁
オ
バ
ケ
の
名
前
﹂
に
つ
い
て
︑
む
し
ろ
感
覚
に
訴
え
る
分
類
を
潜
在
的
に
試
み
て
い
た

こ
と
は
高
く
評
価
さ
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
そ
れ
は
﹁
実
験
者
﹂
に
よ
っ
て
た
し
か
に
経
験
さ
れ
た
そ
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
だ
っ
た
︒
柳

田
の
分
類
に
す
で
に
述
べ
た
よ
う
な
問
題
が
あ
る
と
し
て
も
︑
経
験
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
の
遷
移
に
し
た
が
う
よ
う
な
そ
の
方
向
は
︑

文
化
人
類
学
に
お
け
る
﹁
精
霊
﹂
の
実
在
性
を
め
ぐ
る
理
路
と
照
ら
し
て
も
妥
当
性
が
高
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
で
は
︑

経
験
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
と
い
う
側
面
を
見
失
わ
ず
︑
か
と
い
っ
て
そ
の
こ
と
に
浸
り
切
ら
ず
に
︑﹁
カ
タ
﹂
に
は
め
る
こ
と
の
な
い
妖

怪
現
象
の
把
握
は
︑
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒
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３
．﹁
カ
タ
﹂
を
問
う

３
︱
１
．
井
上
円
了
に
お
け
る
妖
怪
現
象
の
遷
移
性

井
上
円
了
と
南
方
熊
楠
の
比
較
研
究
に
お
い
て
は
︑
近
年
そ
の
相
違
を
際
立
た
せ
る
傾
向
に
あ
る
︒
た
と
え
ば
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・

フ
ィ
ガ
ル
は
︑
両
者
の
思
想
に
お
い
て
と
も
に
﹁
不
思
議
﹂
と
い
う
こ
と
に
力
点
が
置
か
れ
て
は
い
る
も
の
の
︑
熊
楠
が
円
了
と
は

異
な
り
︑﹁
物
﹂
と
﹁
心
﹂
の
分
節
の
み
で
は
な
く
︑﹁
事
﹂
を
加
え
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
促
し
て
い
る
(

)
︒
ま
た
熊
楠
の
妖
怪
研

43

究
に
つ
い
て
精
査
し
た
飯
倉
義
之
は
︑
妖
怪
の
原
因
に
つ
い
て
昔
か
ら
伝
わ
っ
て
い
る
か
ら
嘘
で
あ
る
と
断
定
す
る
円
了
や
︑
そ
の

土
地
や
宗
教
性
を
調
査
し
て
変
遷
を
跡
づ
け
る
柳
田
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
対
し
て
︑
最
初
の
原
因
に
意
味
が
な
い
と
は
決
め
つ
け
な

い
熊
楠
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
差
異
を
際
立
た
せ
て
い
る
(

)
︒
こ
れ
ら
の
指
摘
は
︑
円
了
の
妖
怪
学
の
背
景
に
つ
い
て
︑
原
因
と
結
果
の

44

関
係
を
詮
索
す
る
近
代
合
理
主
義
的
な
思
考
を
主
軸
と
す
る
も
の
と
考
え
た
場
合
は
妥
当
す
る
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
す
ぐ
に
検

討
す
る
よ
う
に
︑
円
了
に
お
け
る
妖
怪
の
分
類
方
法
を
支
え
て
い
た
の
は
﹁
事
情
﹂︵
縁
︶
で
あ
り
︑
ま
た
人
間
も
世
界
も
と
も
に
移

ろ
い
や
す
い
も
の
と
し
て
円
了
は
考
え
て
い
た
︒
そ
の
妖
怪
分
類
は
静
態
的
な
も
の
で
は
な
く
︑
動
き
を
絶
え
ず
は
ら
ん
で
い
る
の

で
あ
る
︒
ま
ず
︑
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
︑
円
了
の
﹁
妖
怪
﹂
概
念
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
︒

世
に
妖
怪
不
思
議
と
称
す
る
も
の
多
し
︒
通
俗
︑
こ
れ
を
神
ま
た
は
魔
の
い
た
す
と
こ
ろ
と
な
す
︒
そ
の
果
た
し
て
し
か
る

や
い
な
や
は
断
定
し
難
し
と
い
え
ど
も
︑
神
や
魔
の
ご
と
き
は
︑
そ
の
有
無
す
ら
今
日
知
る
べ
か
ら
ざ
る
に
︑
単
に
こ
れ
を
そ

の
所
為
に
帰
し
て
︑
さ
ら
に
妖
怪
の
な
ん
た
る
を
問
わ
ざ
る
は
︑
決
し
て
学
者
の
つ
と
む
る
と
こ
ろ
に
あ
ら
ざ
る
な
り
︒
ゆ
え

に
︑
余
は
日
課
の
余
間
そ
の
な
ん
た
る
を
研
究
し
て
︑
果
た
し
て
魔
神
の
な
す
と
こ
ろ
な
る
か
︑
ま
た
は
物
理
お
よ
び
心
理
上

別
に
考
う
べ
き
道
理
あ
り
て
し
か
る
か
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
欲
す
︒
も
し
︑
心
理
上
考
う
べ
き
原
因
あ
り
て
し
か
る
と
き
は
︑
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こ
れ
を
仏
教
の
唯
心
説
に
参
照
し
て
︑
自
ら
大
い
に
得
る
と
こ
ろ
あ
る
の
み
な
ら
ず
︑
そ
の
唯
識
所
変
の
哲
理
を
証
立
す
る
に
︑

ま
た
大
い
に
益
あ
る
は
も
ち
ろ
ん
な
り
︒
ゆ
え
に
︑
余
は
令
知
会
諸
君
に
対
し
て
︑
左
の
諸
項
中
最
も
信
ず
べ
き
事
実
あ
ら
ば
︑

な
る
べ
く
詳
細
報
道
に
あ
ず
か
ら
ん
こ
と
を
望
む
︒

幽
霊

狐
狸

奇
夢

再
生

偶
合

予
見

諸
怪
物

諸
幻
術

諸
精
神
病
等
(

)
︒
45

三
浦
節
夫
に
よ
れ
ば
︑
円
了
は
明
治
一
九
年
︵
一
八
八
六
︶
一
月
二
四
日
に
東
京
大
学
内
に
不
思
議
研
究
会
を
発
足
し
た
後
︑
三

回
の
会
合
を
経
て
︑
七
月
に
﹃
令
知
会
雑
誌
﹄
に
右
の
よ
う
な
広
告
を
出
し
︑
さ
ら
に
妖
怪
研
究
を
進
め
て
そ
の
五
年
後
ほ
ど
に
は

﹁
学
﹂
と
し
て
体
系
化
す
る
見
通
し
を
立
て
︑
明
治
二
六
年
︵
一
八
九
三
︶
か
ら
翌
年
に
か
け
て
の
﹃
妖
怪
学
講
義
﹄
に
お
い
て
正
式

に
﹁
妖
怪
学
﹂
と
い
う
用
語
を
使
い
始
め
て
い
る
(

)
︒
と
こ
ろ
で
︑
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
経
緯
の
始
発
点
に
こ
の
﹃
令
知
会
雑
誌
﹄

46

の
広
告
を
お
く
と
き
︑
心
づ
く
こ
と
は
︑
そ
の
首
尾
一
貫
し
た
志
向
性
で
あ
る
︒
円
了
は
ま
ず
明
治
一
九
年
の
段
階
で
は
﹁
妖
怪
不

思
議
﹂
と
い
う
言
葉
を
用
い
︑﹁
神
﹂
や
﹁
魔
﹂
と
も
そ
れ
ら
を
区
別
し
て
い
な
い
︒
そ
し
て
﹁
物
理
上
お
よ
び
心
理
上
別
に
考
う
べ

き
道
理
﹂
が
そ
れ
ら
に
は
あ
る
は
ず
だ
と
仮
定
す
る
︒
こ
こ
で
﹁
心
理
﹂
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
︑﹁
仏
教
の
唯
心
説
﹂
を
参
照
し
て

﹁
唯
識
所
変
の
哲
理
を
証
立
す
る
﹂
こ
と
が
高
ら
か
に
宣
言
さ
れ
る
︒
こ
の
よ
う
な
言
明
は
︑
妖
怪
学
の
体
系
成
立
以
降
に
な
さ
れ
た

明
治
三
八
年
︵
一
九
〇
五
︶
の
﹁
妖
怪
談
﹂
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
発
言
に
照
ら
し
て
も
納
得
の
い
く
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

世
間
で
は
私
の
こ
と
を
︑
妖
怪
を
非
認
す
る
と
申
す
そ
う
で
す
が
︑
私
は
決
し
て
妖
怪
を
非
認
い
た
し
ま
せ
ぬ
の
み
な
ら
ず
︑

大
い
に
妖
怪
あ
り
と
申
し
ま
す
が
︑
し
か
し
世
間
に
い
わ
ゆ
る
妖
怪
と
申
し
ま
す
の
は
︑
ま
こ
と
の
妖
怪
で
な
く
し
て
︑
そ
の

妖
怪
の
端
で
あ
り
ま
す
︒
そ
の
真
の
妖
と
は
な
ん
ぞ
や
︒
曰
く
﹁
心
こ
れ
な
り
﹂
と
申
し
ま
す
︒
⁝
⁝
心
は
い
か
な
る
も
の
か
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と
探
る
も
の
も
︑
ま
た
心
の
作
用
な
り
︒
ま
た
︑
心
は
な
に
な
に
な
り
と
言
う
も
︑
心
は
あ
り
と
言
う
も
な
い
と
す
る
も
︑
ま

た
不
思
議
と
す
る
も
︑
み
な
心
の
作
用
な
れ
ば
︑
た
だ
心
が
心
の
こ
と
を
言
う
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
︑
分
か
っ
た
と
言
う
の
も

心
な
れ
ば
︑
分
か
ら
ぬ
と
言
う
も
心
で
あ
り
ま
す
れ
ば
︑
あ
た
か
も
自
分
の
眼
で
は
自
分
の
眼
が
見
え
ぬ
が
ご
と
く
︑
ま
た
自

分
の
力
で
自
分
を
上
げ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ぬ
が
ご
と
く
︑
心
で
心
を
知
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ぬ
︒
そ
こ
で
︑
仏
教
で
は
こ
れ

を
妙
心
と
申
し
ま
す
︒
こ
れ
ほ
ど
大
き
な
る
妖
怪
は
あ
り
ま
せ
ぬ
(

)
︒
47

注
意
す
べ
き
は
︑
円
了
は
こ
こ
で
﹁
心
﹂
と
い
う
も
の
と
︑
そ
の
﹁
心
﹂
に
つ
い
て
有
無
や
理
解
・
不
理
解
を
認
識
す
る
そ
の
﹁
作

用
﹂
を
識
別
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
井
関
大
介
は
こ
う
し
た
円
了
妖
怪
学
の
志
向
を
﹁
唯
心
論
的
﹂
(

)
と
表
現
し
て
い
る
が
︑
そ

48

の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
︑
こ
こ
で
い
う
﹁
心
﹂
を
個
人
の
内
面
に
開
か
れ
た
空
間
に
限
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
︒
円
了

が
妖
怪
研
究
の
最
初
期
に
﹁
唯
識
所
変
﹂
を
打
ち
立
て
た
よ
う
に
︑﹁
唯
識
﹂
は
た
し
か
に
唯
心
論
で
は
あ
る
が
︑
そ
れ
は
知
性
に
よ
っ

て
帰
納
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
︑
ヨ
ー
ガ
の
実
践
的
体
験
に
根
ざ
し
て
い
る
(

)
︒
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑﹁
物
理
﹂
と
﹁
心
理
﹂
に

49

お
け
る
﹁
心
理
﹂
と
︑﹁
真
の
妖
﹂
で
あ
る
﹁
心
﹂
と
を
単
純
に
重
ね
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
で
は
︑
そ
の
場
合
︑﹃
妖
怪
学
講
義
﹄

に
お
け
る
妖
怪
の
分
類
は
︑
ど
の
よ
う
に
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
︒
こ
こ
で
は
ま
ず
そ
の
﹁
緒
言
﹂
に
お
け
る
簡
略
化

さ
れ
た
も
の
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
︒

お
よ
そ
妖
怪
の
種
類
は
︑
こ
れ
を
細
別
す
る
に
い
く
た
あ
る
を
知
ら
ず
と
い
え
ど
も
︑
こ
れ
を
概
括
す
れ
ば
︑
物
怪
︑
心
怪

の
二
大
門
に
類
別
す
る
こ
と
を
得
べ
し
︒
物
怪
は
こ
れ
を
物
理
的
妖
怪
と
称
し
︑
心
怪
は
こ
れ
を
心
理
的
妖
怪
と
称
す
︒
し
か

し
て
ま
た
︑
こ
の
二
者
相
互
の
関
係
よ
り
生
ず
る
一
種
の
妖
怪
あ
り
︒
例
え
ば
︑
鬼
火
︑
不
知
火

し
ら
ぬ
い

の
ご
と
き
は
単
純
な
る
物
理

21 遷移する妖怪・反転する自己



的
妖
怪
に
し
て
︑
奇
夢
︑
霊
夢
の
ご
と
き
は
単
純
な
る
心
理
的
妖
怪
な
り
︒
し
か
し
て
︑
コ
ッ
ク
リ
︑
催
眠
術
︑
幻
術
の
ご
と

き
に
至
り
て
は
︑
物
心
相
関
の
妖
怪
と
い
う
べ
し
(

)
︒
50

妖
怪
学
は
哲
学
の
道
理
を
経
と
し
緯
と
し
て
︑
四
方
上
下
に
向
か
い
て
そ
の
応
用
の
通
路
を
開
達
し
た
る
も
の
な
り
︒
も
し

哲
学
の
火
気
を
各
自
の
心
灯
に
点
じ
き
た
ら
ば
︑
従
来
の
千
種
万
類
の
妖
怪
︑
一
時
に
霧
消
雲
散
し
去
り
て
︑
さ
ら
に
一
大
妖

怪
の
霊
然
と
し
て
そ
の
幽
光
を
発
揚
す
る
を
見
る
︒
こ
れ
︑
余
が
い
わ
ゆ
る
真
正
の
妖
怪
な
り
(

)
︒
51

円
了
は
ま
ず
妖
怪
を
物
理
的
妖
怪
︵
物
怪
︶
と
心
理
的
妖
怪
︵
心
怪
︶
に
区
分
す
る
︒
前
者
に
は
鬼
火
や
不
知
火
︑
そ
し
て
後
者

に
は
夢
の
諸
現
象
が
あ
げ
ら
れ
る
︒
さ
ら
に
そ
こ
に
﹁
物
心
相
関
の
妖
怪
﹂
と
し
て
コ
ッ
ク
リ
や
催
眠
術
が
加
え
ら
れ
る
︒
し
か
し

円
了
の
分
類
は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
哲
学
の
道
理
に
よ
っ
て
明
ら
め
る
こ
と
の
で
き
る
﹁
真
正
の
妖
怪
﹂
が
説
か
れ
て
い
る
︒
こ

の
﹁
真
正
の
妖
怪
﹂
と
は
孔
子
に
お
い
て
は
﹁
天
﹂︑
易
に
お
け
る
﹁
太
極
﹂︑
ブ
ッ
ダ
︵
釈
迦
︶
に
お
い
て
は
﹁
真
如
﹂
や
﹁
法
性
﹂

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
︑
そ
れ
ら
は
す
べ
て
有
限
の
名
称
に
よ
っ
て
無
限
を
言
い
当
て
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
り
︑
む
し
ろ
有
限

な
名
称
を
階
梯
に
し
て
︑
そ
の
裏
に
あ
る
無
限
性
を
感
知
す
る
こ
と
が
読
者
に
求
め
ら
れ
る
︒
そ
れ
は
﹁
哲
学
的
悟
道
﹂
(

)
な
の
で

52

あ
る
︒
こ
こ
で
﹁
唯
識
所
変
﹂
と
円
了
が
初
期
に
言
い
当
て
て
い
た
こ
と
が
明
瞭
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
︒﹁
物

理
﹂
と
﹁
心
理
﹂︵
そ
し
て
両
者
相
関
の
妖
怪
現
象
︶
と
い
う
も
の
は
﹁
現
象
﹂
で
は
あ
っ
て
も
﹁
本
体
﹂
で
は
な
い
(

)
︒﹁
本
体
﹂

53

は
﹁
霊
々
活
々
の
真
体
﹂
(

)
で
あ
り
︑
そ
の
語
か
ら
想
定
さ
れ
る
よ
う
な
静
的
な
も
の
で
は
な
く
︑
一
瞬
な
り
と
も
活
動
を
止
め
な

54

い
も
の
で
あ
る
︒
表
面
的
に
は
静
態
的
に
見
え
る
円
了
の
妖
怪
分
類
は
︑
こ
の
軸
を
お
く
こ
と
で
一
気
に
流
動
化
す
る
︒
そ
の
こ
と

は
ま
た
︑﹃
妖
怪
学
講
義
﹄
の
﹁
緒
言

総
論
﹂
の
末
尾
に
説
か
れ
て
い
る
円
了
の
世
界
観
と
も
結
び
つ
い
て
く
る
で
あ
ろ
う
︒
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こ
れ
を
世
界
の
上
に
考
う
る
に
︑
世
界
に
は
無
限
絶
対
の
世
界
と
︑
有
限
相
対
の
世
界
あ
り
︒
ま
た
別
に
人
間
世
界
あ
り
︒

こ
の
人
間
世
界
は
右
両
界
の
間
に
ま
た
が
り
て
︑
よ
く
二
界
と
相
通
ず
る
も
の
な
り
︒
こ
れ
を
三
大
世
界
と
な
す
︒
今
こ
の
三

大
世
界
に
相
応
し
て
妖
怪
に
も
三
大
種
あ
り
︒
す
な
わ
ち
︑
真
怪
は
い
わ
ゆ
る
絶
対
世
界
の
妖
怪
に
し
て
︑
仮
怪
は
そ
の
い
わ

ゆ
る
相
対
世
界
の
妖
怪
︑
偽
怪
と
は
い
わ
ゆ
る
人
間
世
界
の
妖
怪
な
り
︒
し
か
し
て
誤
怪
に
至
り
て
は
自
然
と
人
為
と
の
間
に

位
す
る
も
の
と
し
て
︑
偽
怪
お
よ
び
仮
怪
の
上
に
偶
然
生
じ
た
る
も
の
な
れ
ば
︑
別
に
こ
れ
に
対
す
べ
き
世
界
あ
る
に
あ
ら

ず
(

)
︒
55

こ
こ
で
﹁
真
怪
﹂
と
い
う
の
は
﹁
緒
言
﹂
に
い
う
﹁
真
正
の
妖
怪
﹂︑
そ
し
て
﹁
仮
怪
﹂
と
は
﹁
物
理
的
妖
怪
﹂
と
﹁
心
理
的
妖
怪
﹂

お
よ
ひ
両
者
の
相
関
現
象
の
こ
と
で
あ
る
︒
そ
し
て
﹁
偽
怪
﹂
や
﹁
誤
怪
﹂
と
は
︑﹁
全
く
人
の
虚
構
︑
誤
謬
に
出
で
た
る
も
の
﹂
(

)
56

の
こ
と
で
あ
る
︒
留
意
す
べ
き
は
︑﹁
人
間
﹂
は
﹁
偽
怪
﹂
に
ま
と
わ
り
つ
か
れ
︑
そ
し
て
実
体
の
な
い
﹁
誤
怪
﹂
に
踊
ら
さ
れ
な
が

ら
も
︑
そ
う
し
た
﹁
有
限
相
対
の
世
界
﹂
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
だ
け
の
存
在
で
は
な
く
︑﹁
無
限
絶
対
の
世
界
﹂
で
あ
る
﹁
真
怪
﹂
に

も
通
じ
て
い
る
こ
と
だ
︒
つ
ま
り
﹁
人
間
﹂
と
は
徹
頭
徹
尾
媒
介
的
︑
そ
し
て
流
動
的
な
存
在
で
あ
り
︑﹁
真
怪
﹂
の
世
界
を
悟
る
こ

と
も
で
き
れ
ば
︑﹁
偽
怪
﹂の
領
域
に
い
る
存
在
で
も
あ
る
︒
こ
う
し
た
人
間
種
の
存
在
論
的
位
置
に
つ
い
て
︑前
節
で
検
討
し
た
ウ
ィ

ラ
ー
ス
レ
フ
に
よ
る
﹁
二
重
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
﹂
を
想
起
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
真
怪
﹂
の
領
域
か
ら
す

れ
ば
︑
人
間
と
は
﹁
真
怪
で
は
な
い
が
︑
真
怪
で
な
く
も
な
い
﹂
存
在
と
な
り
︑﹁
偽
怪
﹂
か
ら
す
れ
ば
︑﹁
偽
怪
で
は
な
い
が
︑
偽

怪
で
な
く
も
な
い
﹂
存
在
と
な
る
︒
こ
う
し
た
揺
ら
ぎ
を
保
証
す
る
の
は
﹁
仮
怪
﹂
で
あ
り
︑﹁
相
対
世
界
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の

で
あ
る
︒
円
了
は
そ
れ
ゆ
え
﹁
仮
怪
﹂
の
究
明
を
重
要
視
し
て
い
た
︒
そ
れ
は
﹁
物
理
お
よ
び
心
理
上
別
に
考
う
べ
き
道
理
﹂
を
解

明
す
る
と
と
も
に
︑
個
別
の
心
理
に
限
定
さ
れ
た
﹁
心
﹂
を
﹁
真
正
の
妖
怪
﹂
へ
と
解
き
放
つ
実
践
的
行
為
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
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そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑﹁
仮
怪
﹂
の
解
明
は
円
了
妖
怪
学
の
具
体
的
特
質
を
明
か
す
上
で
も
重
要
に
な
る
︒
こ
こ
で
は
そ
の
一
例

と
し
て
円
了
の
妖
怪
関
係
の
単
著
で
あ
る
明
治
二
〇
年
︵
一
八
八
七
︶
の
﹃
妖
怪
玄
談
﹄
に
お
け
る
﹁
コ
ッ
ク
リ
﹂
の
現
象
を
取
り

上
げ
よ
う
︒
同
書
の
主
要
部
分
は
﹃
妖
怪
学
講
義
﹄
に
お
け
る
﹁
第
五

心
理
学
部
門
﹂
の
﹁
第
四
講

心
術
編
﹂
に
ほ
ぼ
そ
の
ま

ま
収
録
さ
れ
(

)
︑
円
了
の
思
索
の
構
成
要
素
と
し
て
生
か
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
し
か
し
そ
の
検
討
に
入
る
前
に
︑﹃
妖
怪

57

学
講
義
﹄
に
お
い
て
分
類
で
は
な
く
﹁
妖
怪
﹂
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
円
了
が
ど
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
を
お
さ

え
て
お
こ
う
︒
円
了
に
よ
れ
ば
﹁
妖
怪
と
は
異
常
︑
変
態
に
し
て
︑
し
か
も
そ
の
道
理
の
解
す
べ
か
ら
ず
︑
い
わ
ゆ
る
不
思
議
に
属

す
る
も
の
に
て
︑
こ
れ
を
約
言
す
れ
ば
不
思
議
と
異
常
を
兼
ぬ
る
も
の
﹂
(

)
で
あ
る
︒
こ
の
場
合
の
﹁
異
常
︑
変
態
と
は
全
く
変
化
︑

58

新
奇
を
義
と
す
る
も
の
﹂
(

)
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
日
常
で
は
見
慣
れ
な
い
鳥
や
獣
を
見
た
り
︑
植
物
の
場
合
で
も
︑
そ
れ
が
古
く
︑

59

か
つ
成
長
と
繁
殖
が
著
し
い
も
の
に
接
し
た
と
き
︑
人
間
は
そ
れ
ら
を
﹁
妖
怪
﹂
と
み
な
す
と
円
了
は
考
え
る
(

)
︒
こ
こ
か
ら
明
ら

60

か
に
な
る
の
は
︑
円
了
に
お
け
る
﹁
異
常
﹂
と
か
﹁
変
態
﹂
は
経
験
の
激
し
い
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
だ
︒
こ
こ

に
も
差
異
に
よ
っ
て
同
一
性
を
定
義
す
る
働
き
が
見
ら
れ
る
と
言
え
よ
う
︒
た
と
え
ば
椿
の
古
木
が
化
け
る
と
し
た
ら
︑
そ
の
椿
は

通
常
の
椿
か
ら
は
際
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
池
の
主
が
不
思
議
だ
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
そ
の
ほ
か
の
魚
よ
り
極
め
て
大

き
い
か
年
経
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
経
験
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
は
︑
人
間
の
側
の
観
点
の
移
動
も
含
み
込
ん
で
い
る
︒
あ
る
特
定
の
文

脈
に
お
い
て
︑
妖
怪
現
象
は
立
ち
現
れ
る
の
で
あ
る
︒
そ
う
だ
と
す
れ
ば
︑﹁
コ
ッ
ク
リ
さ
ん
﹂
と
は
ど
の
よ
う
な
文
脈
だ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
︒

﹁
コ
ッ
ク
リ
さ
ん
﹂
の
準
備
は
シ
ン
プ
ル
な
も
の
で
あ
る
︒
ま
ず
︑
均
等
に
切
っ
た
三
本
の
竹
の
棒
で
三
脚
を
作
り
︑
お
櫃
を
そ
の

上
に
乗
せ
る
︒
そ
し
て
︑
三
︑
四
人
が
こ
の
テ
ー
ブ
ル
状
の
構
造
物
の
周
り
で
膝
を
つ
き
︑
手
を
お
櫃
の
上
に
軽
く
乗
せ
る
︒
そ
う

し
て
メ
ン
バ
ー
の
一
人
が
﹁
狐
狗
狸
様
︑
狐
狗
狸
様
︑
御
移
り
下
さ
れ
︑
御
移
り
下
さ
れ
︑
さ
あ
さ
あ
御
移
り
︑
早
く
御
移
り
下
さ
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れ
﹂
と
一
〇
分
ほ
ど
祈
念
す
る
︒
そ
し
て
﹁
御
移
り
に
な
り
ま
し
た
な
ら
ば
︑
な
に
と
ぞ
何
某
の
方
へ
御
傾
き
下
さ
れ
﹂
と
い
え
ば
︑

竹
足
が
そ
の
呼
び
か
け
ら
れ
た
メ
ン
バ
ー
の
方
に
傾
く
︒
も
し
そ
う
な
っ
た
と
す
れ
ば
︑
あ
と
は
ど
ん
な
こ
と
に
で
も
答
え
て
く
れ

る
(

)
︒
円
了
は
こ
う
し
た
実
例
を
﹃
妖
怪
玄
談
﹄
で
紹
介
し
た
後
︑
伊
豆
の
下
田
か
ら
そ
の
流
行
が
伝
播
し
た
こ
と
に
説
き
及
び
︑

61

さ
ら
に
﹁
上
段
︑
す
で
に
コ
ッ
ク
リ
の
方
法
お
よ
び
そ
の
伝
来
を
述
べ
た
る
を
も
っ
て
︑
こ
れ
よ
り
道
理
上
︑
そ
の
原
因
事
情
を
説

明
せ
ん
と
欲
す
﹂
(

)
と
し
て
そ
の
究
明
に
入
る
︒
興
味
深
い
の
は
︑﹁
コ
ッ
ク
リ
﹂
の
﹁
原
因
﹂
に
つ
い
て
円
了
が
︵
一
︶
コ
ッ
ク
リ

62

の
装
置
自
体
よ
り
生
ず
る
原
因
︑︵
二
︶
人
間
の
手
と
コ
ッ
ク
リ
の
装
置
が
接
触
し
た
と
き
の
事
情
よ
り
生
ず
る
原
因
︑︵
三
︶
人
間

の
精
神
作
用
よ
り
生
ず
る
原
因
︑
と
い
う
三
点
を
あ
げ
て
い
る
中
で
︑
そ
の
﹁
原
因
﹂
に
﹁
事
情
﹂
を
含
め
て
い
る
こ
と
だ
︒
そ
し

て
そ
の
﹁
事
情
﹂
に
つ
い
て
︑
円
了
は
人
間
の
手
は
一
定
の
間
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
で
き
ず
︑
疲
労
が
生
じ
て
く
る
こ
と
︑
そ

も
そ
も
﹁
コ
ッ
ク
リ
﹂
の
装
置
が
動
揺
し
や
す
い
た
め
︑
少
し
の
手
の
触
れ
で
も
大
き
く
動
く
こ
と
︑
一
人
が
そ
れ
を
動
か
し
た
場

合
︑
他
の
メ
ン
バ
ー
に
も
伝
播
す
る
こ
と
︑
数
回
重
ね
て
動
か
し
た
後
は
︑
さ
ら
に
動
か
し
や
す
く
な
る
こ
と
︑
そ
う
な
る
と
︑
さ

ら
に
抑
止
し
難
く
な
る
こ
と
︑﹁
コ
ッ
ク
リ
﹂
の
装
置
自
体
が
や
が
て
は
自
然
に
動
く
よ
う
に
な
り
や
す
い
こ
と
(

)
と
い
う
六
点
を

63

あ
げ
て
い
る
︒
こ
こ
で
﹁
事
情
﹂
と
い
う
の
は
︑﹁
コ
ッ
ク
リ
﹂
の
装
置
自
体
に
内
在
す
る
原
因
で
も
な
け
れ
ば
︑
参
加
メ
ン
バ
ー
の

心
理
作
用
に
基
づ
く
も
の
で
も
な
い
︒
あ
く
ま
で
︑﹁
人
の
手
と
コ
ッ
ク
リ
の
装
置
と
相
触
れ
た
る
と
き
の
事
情
﹂
(

)
で
あ
る
︒
つ

64

ま
り
︑
い
く
ら
三
本
の
竹
脚
で
飯
櫃
の
蓋
を
支
え
た
装
置
が
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
参
加
メ
ン
バ
ー
が
た
だ
念
じ
る
だ
け
だ
と
し
て
も
︑

﹁
コ
ッ
ク
リ
さ
ん
﹂
は
立
ち
現
れ
な
い
の
で
あ
る
︒

で
は
︑﹁
事
情
﹂
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
︒
円
了
は
﹃
妖
怪
玄
談
﹄
と
同
年
に
著
し
た
﹃
仏
教
活
論
序
論
﹄
の
後
半
に
お

い
て
︑
世
界
の
事
物
が
す
べ
て
﹁
真
如
﹂
の
現
わ
れ
で
あ
る
と
し
た
ら
︑
な
ぜ
す
べ
て
の
人
間
が
悟
り
を
開
い
て
い
な
い
の
で
あ
ろ

う
か
︑
と
い
う
問
い
に
答
え
る
形
で
︑
次
の
よ
う
に
論
を
展
開
し
て
い
る
︒
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か
く
の
ご
と
く
我
人
同
一
に
仏
性
を
具
す
る
を
も
っ
て
︑
み
な
こ
と
ご
と
く
成
仏
の
果
を
得
べ
き
理
な
れ
ど
も
︑
成
仏
の
道

を
修
め
ざ
れ
ば
そ
の
果
を
得
る
こ
と
あ
た
わ
ず
と
教
う
る
も
の
︑
こ
れ
い
わ
ゆ
る
因
縁
の
道
理
な
り
︒
因
は
原
因
に
し
て
︑
縁

は
事
情
な
り
︒
因
縁
相
合
し
て
生
ず
る
も
の
︑
こ
れ
を
果
と
い
う
︒
果
は
結
果
な
り
︒
⁝
⁝
故
に
仏
教
の
成
仏
を
談
ず
る
は
︑

全
く
因
果
の
規
則
に
基
づ
く
も
の
と
知
る
べ
し
︒
し
か
し
て
縁
す
な
わ
ち
事
情
は
因
を
助
け
て
果
を
生
ぜ
し
む
る
も
の
な
る
を

も
っ
て
︑
果
に
対
し
て
こ
れ
を
み
れ
ば
縁
も
ま
た
一
原
因
な
り
︒
故
に
も
し
因
を
分
か
ち
て
内
因
外
因
と
な
す
と
き
は
︑
内
因

は
そ
の
い
わ
ゆ
る
因
に
し
て
︑
外
因
は
そ
の
い
わ
ゆ
る
縁
な
り
︒
か
く
の
ご
と
く
解
し
て
も
ま
た
不
可
な
る
こ
と
な
し
(

)
︒
65

円
了
は
﹃
妖
怪
学
講
義
﹄
に
お
い
て
仮
怪
の
立
ち
現
れ
に
つ
い
て
︑
部
分
と
全
体
の
関
係
の
取
り
違
え
や
︑
原
因
と
結
果
の
取
り

違
え
と
い
う
論
理
的
誤
謬
に
焦
点
化
す
る
傾
向
が
強
い
︒
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
︑
仮
怪
と
し
て
の
妖
怪
現
象
を
解
明
す
る
場
面
に
お

い
て
は
︑
そ
の
仏
教
的
背
景
を
う
か
が
う
こ
と
は
難
し
い
と
こ
ろ
も
あ
る
が
︑
こ
の
﹃
仏
教
活
論
序
論
﹄
の
成
仏
論
を
背
景
に
読
む

か
ぎ
り
︑﹁
縁
﹂
と
﹁
事
情
﹂
と
は
同
義
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
こ
の
こ
と
は
円
了
が
原
因
・
結
果
の
単
線
的
な
連
鎖
と
し
て
世
界
を

認
識
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
だ
ろ
う
︒﹁
縁
﹂
は
﹁
因
﹂
を
助
け
る
と
い
う
意
味
で
は
広
義
の
﹁
原
因
﹂
で
は
あ
る

が
︑
そ
れ
は
﹁
外
因
﹂
で
あ
っ
て
任
意
の
因
果
系
列
に
外
的
条
件
と
し
て
作
用
す
る
も
の
で
あ
る
︒
円
了
が
人
間
の
心
理
的
傾
向
や

﹁
コ
ッ
ク
リ
﹂
の
装
置
自
体
に
着
目
し
た
だ
け
で
は
な
く
︑
両
者
の
接
触
に
と
り
わ
け
注
意
を
払
っ
た
の
は
︑
そ
う
し
た
﹁
縁
﹂
を
重

視
す
る
姿
勢
か
ら
だ
っ
た
︒
こ
の
こ
と
は
す
ぐ
に
後
述
す
る
熊
楠
の
妖
怪
論
と
重
な
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
︒

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
︑
円
了
に
お
け
る
﹁
妖
怪
﹂
の
分
類
は
そ
の
外
見
と
は
異
な
り
か
な
り
動
態
的
な
も
の
で
あ
る
︒
人

間
は
有
限
相
対
の
世
界
と
無
限
絶
対
の
世
界
の
中
間
に
あ
っ
て
︑絶
え
ず
揺
ら
ぐ
世
界
を
生
き
て
い
る
︒
そ
の
揺
ら
ぎ
方
に
よ
っ
て
︑

﹁
仮
怪
﹂
や
﹁
偽
怪
﹂
や
﹁
誤
怪
﹂
と
い
っ
た
様
々
な
妖
怪
現
象
が
立
ち
現
れ
︑
そ
の
個
々
の
内
容
に
お
い
て
も
︑
た
と
え
ば
﹁
コ
ッ
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ク
リ
﹂
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
︑
単
純
な
因
果
関
係
で
現
象
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
ず
︑
む
し
ろ
複
雑
な
﹁
縁
﹂
を
そ
こ
に
求
め
る
べ

き
も
の
で
あ
っ
た
︒
円
了
は
こ
の
よ
う
に
妖
怪
分
類
の
﹁
カ
タ
﹂
を
一
方
で
は
重
視
し
つ
つ
も
︑
他
方
で
は
そ
の
﹁
カ
タ
﹂
を
流
動

的
に
問
い
直
す
観
点
も
持
ち
つ
つ
︑﹁
真
怪
﹂
へ
の
実
践
と
し
て
の
妖
怪
学
の
体
系
化
を
試
み
た
と
言
え
よ
う
︒
そ
れ
は
︑
妖
怪
現
象

の
定
義
と
分
類
に
︑
そ
れ
と
関
わ
る
人
間
の
観
点
も
含
み
つ
つ
︑
遷
移
性
を
導
入
し
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

３
︱
２
．
南
方
熊
楠
に
お
け
る
妖
怪
現
象
と
﹁
名
﹂

熊
楠
の
妖
怪
研
究
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
ま
で
単
独
に
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
︒
た
と
え
ば
松
居
竜
五
は
︑
熊
楠
の
英
文

論
考
で
示
さ
れ
た
ム
カ
デ
ク
ジ
ラ
と
い
う
架
空
の
動
物
に
関
す
る
考
察
と
︑
和
文
の
論
考
で
あ
る
﹁
田
原
藤
太
竜
宮
入
り
の
譚
﹂
に

お
け
る
﹁
竜
﹂
の
考
察
に
関
連
を
見
出
し
て
い
る
(

)
︒
ま
た
︑
飯
倉
照
平
は
大
正
一
一
年
︵
一
九
二
二
︶
か
ら
翌
年
に
か
け
て
﹃
土

66

の
鈴
﹄
に
掲
載
さ
れ
︑
そ
の
三
年
後
に
﹃
南
方
閑
話
﹄
に
収
録
さ
れ
た
﹁
巨
樹
の
翁
の
話
﹂
と
い
う
論
文
に
つ
い
て
︑
コ
サ
メ
小
女

郎
と
い
う
魚
の
妖
怪
と
︑
切
っ
て
も
切
っ
て
も
元
ど
お
り
に
な
っ
て
い
る
ケ
ヤ
キ
の
大
木
の
話
が
冒
頭
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

触
れ
つ
つ
︑
と
り
わ
け
後
者
の
主
題
が
熊
楠
に
と
っ
て
一
九
三
〇
年
代
に
入
っ
て
も
愛
着
の
深
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
触
れ
て
い

る
(

)
が
︑
そ
れ
ら
は
﹁
妖
怪
﹂
全
般
に
対
す
る
論
及
で
は
な
い
︒
ま
た
熊
楠
が
妖
怪
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
論
考
を
精
査
し
た
研

67

究
も
現
れ
て
い
る
が
︑
円
了
の
よ
う
に
熊
楠
が
体
系
的
に
妖
怪
に
つ
い
て
考
察
し
た
形
跡
は
見
ら
れ
な
い
(

)
︒
以
上
の
こ
と
か
ら
︑

68

熊
楠
の
妖
怪
研
究
は
論
考
に
お
け
る
主
題
や
断
片
言
及
か
ら
再
構
成
す
る
し
か
な
い
が
︑
そ
れ
で
も
熊
楠
の
一
貫
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ

を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
の
手
が
か
り
と
し
て
︑
ま
ず
飯
倉
も
言
及
し
て
い
る
昭
和
五
年
︵
一
九
三
〇
︶
の
﹁
千
疋
狼
﹂
と
い

う
論
考
か
ら
始
め
よ
う
(

)
︒
そ
れ
は
熊
楠
に
よ
れ
ば
次
の
よ
う
な
話
で
あ
る
︒

69

土
佐
国
︵
高
知
県
︶
の
野
根
山
は
昔
か
ら
人
跡
少
な
く
︑
寂
し
い
場
所
だ
っ
た
︒
あ
る
時
︑
飛
脚
が
一
人
︑
そ
の
山
を
越
そ
う
と
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し
て
い
た
と
こ
ろ
︑
山
上
で
一
人
の
産
婦
が
数
十
匹
の
狼
に
吠
え
立
て
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
出
会
っ
た
︒
飛
脚
は
産
婦
を
大
き
な

杉
の
上
に
登
ら
せ
︑
難
を
去
っ
た
と
思
い
き
や
︑
狼
た
ち
が
肩
車
を
し
な
が
ら
︑
樹
上
の
産
婦
を
め
が
け
て
く
る
︒
飛
脚
は
刀
を
抜

き
︑
先
頭
の
狼
に
切
り
つ
け
た
が
︑
次
か
ら
次
へ
と
狼
は
肩
車
を
し
て
き
て
ら
ち
が
あ
か
な
い
︒
狼
も
同
様
に
思
っ
た
の
か
︑﹁
こ
の

上
は
崎
浜
の
鍛
冶
が
母
を
喚
び
来
る
べ
し
﹂
と
い
い
︑
一
匹
残
ら
ず
逃
げ
散
っ
て
し
ま
う
︒
し
か
し
そ
れ
も
つ
か
の
間
︑
狼
た
ち
は

ま
た
集
ま
り
︑
樹
上
め
が
け
て
肩
車
を
し
て
く
る
︒
そ
の
と
き
︑
一
匹
の
白
毛
の
狼
が
悠
々
と
肩
車
を
よ
じ
登
っ
て
き
た
が
︑
こ
の

狼
は
頭
に
鍋
を
か
ぶ
っ
て
い
る
た
め
に
︑
飛
脚
は
苦
戦
す
る
︒
し
か
し
よ
う
や
く
頭
部
を
砕
き
︑
狼
た
ち
は
散
り
散
り
に
退
散
す
る
︒

さ
て
︑
飛
脚
は
産
婦
を
助
け
降
ろ
し
た
後
︑
自
分
は
野
根
山
で
の
所
用
を
す
ま
せ
︑
崎
浜
に
向
か
っ
て
鍛
冶
を
訪
ね
る
︒
そ
こ
で
休

息
を
と
っ
て
い
る
と
︑
奥
の
間
に
病
人
が
い
て
う
め
き
声
が
す
る
︒
主
人
に
聞
く
と
︑
昨
夜
老
母
が
家
の
外
で
転
倒
し
︑
頭
に
傷
を

負
っ
た
の
だ
と
い
う
︒
合
点
が
い
っ
た
飛
脚
は
や
に
わ
に
奥
の
間
に
入
っ
て
老
母
を
斬
り
殺
し
︑
驚
く
主
人
に
対
し
て
昨
夜
の
出
来

事
を
説
明
す
る
︒﹁
こ
の
家
の
老
母
も
狼
の
取
り
殺
し
て
化
け
る
も
の
に
し
て
︑
実
の
人
間
に
あ
ら
ず
﹂
と
︒
や
が
て
床
下
か
ら
は
大

量
の
人
骨
が
発
見
さ
れ
︑
飛
脚
が
斬
り
殺
し
た
老
母
も
大
白
毛
の
狼
の
正
体
を
現
し
た
の
で
あ
っ
た
(

)
︒
70

怖
ろ
し
い
話
で
あ
る
︒
樹
上
に
迫
り
来
る
狼
の
姿
や
︑
床
下
か
ら
発
見
さ
れ
る
お
び
た
だ
し
い
人
骨
は
︑
ビ
ジ
ュ
ア
ル
イ
メ
ー
ジ

も
喚
起
す
る
︒
同
様
の
話
は
高
知
の
み
で
は
な
く
︑
島
根
・
山
梨
に
も
伝
わ
る
︒
熊
楠
は
中
国
の
文
献
も
博
捜
す
る
が
︑
類
話
を
見

つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
し
か
し
︑
日
本
か
ら
は
遠
く
離
れ
た
ボ
ル
ネ
オ
に
︑
次
の
よ
う
な
類
話
を
見
出
し
て
い
る
︒

と
こ
ろ
が
︑
ボ
ル
ネ
オ
の
ズ
ス
ン
人
の
口
碑
に
い
わ
く
︒
プ
ア
カ
は
外
貌
猪
の
ご
と
く
︑
そ
の
舌
は
な
は
だ
鋭
し
︒
人
こ
れ

に
追
わ
れ
た
ら
川
を
超
え
て
免
る
︒
こ
の
獣
︑
木
の
頂
の
皮
を
食
い
︑
こ
れ
を
食
わ
ん
た
め
に
︑
各
々
肩
馬マ

マ

し
て
一
番
高
く
登
っ

た
も
の
が
木
頂
の
皮
を
舐
り
削
ぐ
と
あ
る
か
ら
︑
も
っ
と
も
上
に
な
っ
た
奴
が
︑
鋭
い
舌
で
木
頂
の
皮
を
舐
り
削
り
落
と
し
て
︑
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下
に
お
る
も
の
ど
も
頒
ち
与
う
る
の
だ
ろ
う
︒
こ
の
物
︑
人
に
逢
え
ば
止
ま
り
︑
人
も
止
ま
る
︒
人
走
り
出
せ
ば
随
っ
て
追
い

走
る
︒
人
が
木
に
登
れ
ば
︑
プ
ア
カ
輩
肩
馬マ

マ

し
て
人
に
届
き
︑
最
も
上
の
奴
が
人
の
肉
を
舐
め
落
と
し
て
骨
の
み
残
す
(

)
︒
71

ボ
ル
ネ
オ
の
﹁
プ
ア
カ
﹂
は
単
体
で
は
な
く
肩
車
し
て
樹
上
の
人
間
を
襲
う
と
こ
ろ
が
︑﹁
鍛
冶
が
母
﹂
の
話
に
似
て
い
る
︒
熊
楠

は
﹁
と
に
か
く
︑
本
邦
に
言
い
伝
う
る
千
疋
狼
と
ボ
ル
ネ
オ
島
の
口
碑
な
る
プ
ア
カ
︵
野
猪
精
︶
が
︑
等
し
く
肩
馬マ
マ

し
て
樹
上
の
人

を
襲
う
は
妙
な
偶
合
だ
﹂
(

)
と
こ
の
こ
と
を
強
調
す
る
︒
ま
た
熊
楠
は
自
分
が
飼
っ
て
い
た
亀
が
池
の
中
か
ら
這
い
上
が
る
際
︑
他

72

の
亀
の
甲
羅
に
足
を
か
け
る
さ
ま
を
目
撃
し
︑
そ
れ
を
狼
に
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
﹁
合
成
本
能
﹂
(

)
だ
と
推
定
す
る
︒
さ
ら
に
は
︑

73

人
間
が
異
様
な
仮
面
を
か
ぶ
っ
て
人
を
驚
か
す
こ
と
を
﹁
人
動
物
に
化
し
︑
動
物
人
に
化
す
﹂
(

)
と
表
現
し
︑﹁
す
べ
て
人
化
動
物

74

に
︑
精
神
病
よ
り
起
こ
る
と
策
謀
よ
り
出
る
と
あ
り
﹂
(

)
と
論
を
進
め
る
︒
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
︑
人
間
が
獣
に
扮
し
て
悪
事
を

75

な
し
た
可
能
性
も
あ
る
こ
と
を
熊
楠
は
示
唆
す
る
の
で
あ
る
︒
し
か
し
﹁
千
疋
狼
﹂
の
起
源
に
つ
い
て
決
定
打
が
あ
る
わ
け
で
は
な

い
︒
熊
楠
は
そ
の
こ
と
を
率
直
に
認
め
︑
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
︒

幽
霊
や
幻
想
ご
と
き
至
つ
て
事
実
と
遠
ざ
か
っ
た
も
の
す
ら
︑
多
方
に
推
理
し
て
研
究
を
怠
ら
ぬ
世
の
中
に
︑
捉
う
べ
き
事

実
な
け
れ
ば
と
て
︑
異ち

が

っ
た
所
で
多
く
の
人
が
伝
播
し
お
る
物
を
︑
度
外
に
お
く
べ
き
で
な
い
と
惟
う
︒
よ
っ
て
動
物
心
理
の

上
よ
り
と
︑
人
間
世
態
の
上
よ
り
と
︑
箇
人
想
像
の
上
よ
り
と
三
様
に
︑
自
分
も
︑
ま
た
多
分
は
現
存
す
る
何
人
も
︑
少
し
も

事
実
を
捉
え
得
ざ
る
千
疋
狼
の
話
の
起
源
を
考
察
し
て
上
の
ご
と
く
述
べ
た
︒
こ
の
三
様
の
考
察
の
い
ず
れ
が
果
た
し
て
そ
の

起
源
を
言
い
あ
て
お
る
か
︑
三
様
に
考
え
た
熊
楠
自
身
も
判
断
し
能
わ
ず
(

)
︒
76
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こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
﹁
動
物
心
理
﹂
と
は
︑
熊
楠
が
飼
育
し
て
い
た
亀
の
よ
う
に
︑
先
立
つ
も
の
の
背
中
を
足
が
か
り
に
す

る
習
慣
が
動
物
に
も
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑﹁
人
間
世
態
﹂
と
は
︑
獣
の
扮
装
を
し
た
人
間
た
ち
が
悪
事
を
働
い
た
事
実
も

あ
っ
た
こ
と
で
あ
り
︑
さ
ら
に
﹁
箇
人
想
像
﹂
と
は
︑
そ
も
そ
も
闇
夜
に
狼
が
群
行
し
樹
上
に
這
い
上
が
っ
て
く
る
こ
と
や
︑
狼
が

老
母
に
化
け
て
屍
を
喰
ら
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
円
了
は
﹁
千
疋
狼
﹂
や
﹁
鍛
冶
が
母
﹂
に
は
言
及
し
て
い
な
い
が
︑
そ
の
妖

怪
学
の
観
点
か
ら
す
る
と
︑﹁
千
疋
狼
﹂
は
﹁
狼
﹂
が
主
題
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
は
物
理
的
妖
怪
で
あ
る
が
︑
そ
こ
に
人
に
化
け
て

他
の
人
を
襲
う
と
い
う
想
像
が
関
与
す
る
こ
と
に
お
い
て
は
心
理
的
妖
怪
で
あ
る
こ
と
か
ら
仮
怪
と
言
え
る
が
︑
さ
ら
に
獣
に
扮
す

る
人
間
が
い
た
と
す
れ
ば
︑
人
を
欺
く
偽
怪
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
︒
こ
こ
で
重
要
な
の
は
︑
熊
楠
は
︑
円
了
の
よ
う
に

カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
を
試
み
ず
︑
三
種
類
の
仮
説
を
併
置
し
た
ま
ま
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
は
学
問
的
な
態
度
で
あ
る
に
と
ど

ま
ら
ず
︑
不
可
解
な
も
の
を
そ
の
ま
ま
に
と
ど
め
て
お
く
こ
と
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
︒
そ
し
て
こ
う
し
た
態
度
は
︑
よ
く
知
ら

れ
た
英
文
論
考
で
あ
る
明
治
三
六
年
︵
一
九
〇
三
︶
の
﹁
燕
石
考
﹂
に
お
い
て
︑﹁
く
わ
え
て
︑
こ
れ
ら
の
起
源
や
原
因
は
相
互
に
作

用
し
あ
い
︑
あ
る
と
き
は
因
に
な
り
︑
ま
た
別
の
と
き
に
は
果
に
な
る
︒
ま
た
組
み
合
わ
さ
っ
て
果
と
な
っ
た
も
の
に
完
全
に
溶
け

込
ん
で
い
て
︑
も
と
の
因
が
不
明
な
も
の
も
あ
る
﹂
(

)
と
い
う
言
明
と
深
く
共
振
す
る
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
︒
神
話
・
伝
説
に
つ
い

77

て
単
独
の
原
因
を
求
め
よ
う
と
す
る
試
み
に
熊
楠
は
懐
疑
的
だ
っ
た
の
だ
︒

で
は
︑
こ
の
よ
う
な
熊
楠
の
妖
怪
研
究
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
︑
た
だ
複
雑
な
因
果
の
現
象
を
そ
の
ま
ま
に
放
置
す
る
も
の
だ
っ
た

の
か
と
い
う
と
︑
そ
う
で
は
な
い
︒
多
く
の
先
行
研
究
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
熊
楠
は
朋
友
で
あ
る
土
宜
法
竜
と
の
往
復
書
簡

に
お
い
て
︑﹁
縁
の
論
理
﹂
を
展
開
し
て
い
る
︒
そ
れ
は
単
線
的
な
因
果
関
係
の
こ
と
で
は
な
く
︑
因
果
に
そ
れ
と
異
な
る
因
果
が
交

錯
す
る
動
的
な
諸
契
機
の
こ
と
な
の
で
あ
る
(

)
︒
ま
た
熊
楠
は
明
治
三
六
年
︵
一
九
〇
三
︶
八
月
八
日
の
法
竜
宛
書
簡
に
お
い
て
一

78

つ
の
マ
ン
ダ
ラ
を
示
し
︑
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
︒﹁
事
﹂
と
は
﹁
物
﹂
と
﹁
心
﹂
と
が
作
用
し
て
現
れ
て
は
消
え
て
い

30



く
現
象
で
あ
る
が
︑
そ
れ
は
﹁
名
﹂

と
し
て
残
り
︑
そ
れ
が
﹁
心
﹂
に

残
す
像
が
﹁
印
﹂
な
の
だ
と
い
う

の
で
あ
る
︒

右
の
ご
と
く
真
言
の
名﹅

と

印﹅

は
物
の
名
に
あ
ら
ず
し

て
︑
事﹅

が
絶
え
な
が
ら
(事

は
物
と
心
と
に
異
な
り
︑
止

め
ば
断た

ゆ
る
も
の
な
り
)︑

胎
蔵
界
大
日
中
に
名﹅

と
し
て

の
こ
る
な
り
︒
こ
れ
を
心
に

映
し
て
生
ず
る
が
印﹅

な
り
︒

故
に
今
日
の
西
洋
の
科
学
哲

学
等
に
て
何
と
も
解
釈
の
し

よ
う
な
き
宗
旨

ク
リ
ー
ド

︑
言
語

ラ
ン
ゲ
ー
ジ

︑

習
慣

ハ
ビ
ッ
ト

︑
遺
伝

ヘ
レ
ン
ヂ
ー

︑
伝

説

ト
ラ
ジ
シ
ョ
ン

等
は
︑

真
言
で
こ
れ
を
実
在
と
証
す
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る
︑
す
な
わ
ち
名﹅

な
り
(

)
︒
79

宗
教
の
宗
旨
・
言
語
・
習
慣
・
遺
伝
・
伝
説
な
ど
は
︑﹁
名
﹂
で
あ
る
︒
熊
楠
に
よ
れ
ば
︑
こ
れ
ら
の
こ
と
は
﹁
西
洋
の
科
学
哲
学

等
﹂
に
お
い
て
は
解
釈
す
る
事
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
が
︑
真
言
仏
教
を
ベ
ー
ス
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
﹁
実
在
﹂
と
し
て
証
明
す

る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
︒
唐
澤
太
輔
は
こ
の
書
簡
を
中
心
に
熊
楠
の
テ
ク
ス
ト
を
分
析
し
な
が
ら
︑﹁
名
﹂
と
は
単
な
る
物
の

名
前
で
は
な
く
深
層
的
な
記
憶
の
こ
と
な
の
で
あ
り
︑﹁
印
﹂
と
は
異
な
る
領
域
を
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
さ
せ
て
同
じ
で
あ
る
と
考
え
る

能
力
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
(

)
︒
そ
う
だ
と
す
れ
ば
︑﹁
名
﹂
と
は
経
験
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
積
み
重
ね
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
︑

80

﹁
印
﹂
と
は
そ
れ
に
よ
っ
て
差
異
か
ら
同
一
性
を
析
出
す
る
働
き
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
︒
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
︑
次
の
よ
う

に
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
千
疋
狼
﹂
と
は
﹁
名
﹂
で
あ
る
︑
と
︒
こ
れ
が
一
見
は
何
も
説
明
し

て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
と
し
た
ら
︑﹁
名
﹂
を
単
純
な
﹁
物
の
名
前
﹂
と
混
同
し
て
し
ま
う
か
ら
だ
︒﹁
名
﹂
は
し
か
し
﹁
事
﹂
＝

﹃
現
象
の
痕
跡
﹄
で
あ
り
︑﹁
印
﹂
の
生
成
要
因
に
な
る
も
の
だ
︒
そ
う
だ
と
し
た
ら
︑
シ
ン
プ
ル
に
見
え
る
妖
怪
現
象
の
個
々
の
﹁
名
﹂

に
は
︑
遠
く
複
雑
な
記
憶
が
た
た
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
れ
ら
を
単
線
的
な
因
果
関
係
に
解
消
せ
ず
︑
場
合
に
よ
っ
て

は
複
数
の
説
を
併
置
し
た
ま
ま
思
い
出
す
こ
と
︒
熊
楠
の
妖
怪
研
究
は
こ
う
し
た
志
向
を
秘
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

私
は
こ
れ
ま
で
︑
円
了
と
熊
楠
に
お
け
る
妖
怪
研
究
と
︑
と
り
わ
け
そ
こ
に
お
け
る
分
類
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
た
ど
っ
て
き

た
が
︑
こ
れ
ま
で
の
検
討
で
も
そ
の
共
通
点
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
︒
ま
ず
両
者
と
も
︑
基
本
的
に
は
世
界
を
流
動
的
に
捉
え
て
い
た
︒

こ
の
こ
と
か
ら
︑﹁
妖
怪
﹂
の
定
義
に
つ
い
て
も
︑
人
間
が
ど
の
よ
う
な
観
点
を
と
る
か
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
く
る
の
で
あ
っ
て
︑
そ

れ
は
一
義
に
決
定
さ
れ
な
い
︒
静
止
し
て
す
べ
て
を
俯
瞰
す
る
よ
う
な
観
察
者
の
立
場
か
ら
︑
そ
れ
を
把
握
す
る
こ
と
は
不
可
能
な

の
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
円
了
で
あ
れ
ば
︑
人
間
は
絶
対
無
限
の
世
界
と
有
限
相
対
の
世
界
の
中
間
に
あ
っ
て
︑
ど
ち
ら
に
も
移
行
で
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き
る
存
在
で
あ
り
︑
熊
楠
の
場
合
で
あ
れ
ば
そ
れ
は
︑﹁
心
﹂
と
﹁
物
﹂
が
交
錯
し
︑﹁
名
﹂
と
﹁
印
﹂
を
残
す
現
象
と
し
て
︑
ま
た

現
実
の
領
域
に
お
い
て
動
物
の
心
理
・
人
間
の
世
態
・
個
々
人
の
想
像
か
ら
立
ち
現
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
う
し
た
意
味
で
︑
そ
こ

に
は
固
定
的
な
﹁
実
態
﹂
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
︒
し
か
し
﹁
縁
﹂︵
事
情
︶
を
契
機
に
限
定
的
な
文
脈
で
立
ち
現
れ
る
﹁
実
在
﹂
な

の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
で
︑
あ
た
か
も
一
義
的
な
記
号
の
よ
う
に
固
定
さ
れ
て
い
る
か
に
見
え
る
妖
怪
現
象
の
﹁
名
﹂

に
つ
い
て
︑
よ
り
流
動
し
た
事
態
に
即
し
た
考
察
が
可
能
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
︒
そ
れ
は
も
は
や
ピ
ン
セ
ッ
ト
で
生
物
の
屍
体
を

選
り
分
け
る
よ
う
な
分
類
の
作
業
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒﹁
カ
タ
﹂
は
絶
え
ず
問
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
ふ
く
よ
か
に
変
異
す
る
︒

そ
し
て
︑﹁
妖
怪
﹂
は
観
測
者
と
な
っ
た
人
間
の
世
界
内
の
文
脈
に
応
じ
て
遷
移
す
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
を
︑
妖
怪
の
遷
移
性
と

し
て
ま
と
め
て
お
こ
う
︒
遷
移
︵
graduation
︶
と
は
︑
刻
々
と
移
り
変
わ
る
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
は
徐
々
に
茜
色
の
空
か
ら
夕
闇
が

濃
く
な
っ
て
い
く
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
そ
れ
は
︑
薄
暮
の
空
か
ら
ゆ
っ
く
り
と
太
陽
の
光
と
空
の
青
さ
が
灯
る
よ
う
な
も
の

で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
薄
明
の
刻
を
︑
も
は
や
あ
い
ま
い
で
捉
え
が
た
い
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
︒
そ
れ
は
重
畳
し
た
﹁
縁
﹂

の
記
憶
と
析
出
さ
れ
た
﹁
名
﹂
を
た
た
え
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
ま
た
近
代
的
な
知
性
の
働
き
を
否
定
す
る
も
の
で
も
な
い
こ

と
は
︑
同
時
に
明
ら
か
だ
ろ
う
︒
円
了
も
熊
楠
も
近
代
科
学
の
知
識
に
は
通
暁
し
て
い
る
︒
し
か
し
そ
れ
は
そ
う
し
た
知
の
あ
り
方

の
み
が
一
切
を
説
明
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
は
い
な
い
︒
む
し
ろ
︑
因
果
関
係
の
交
錯
を
繊
細
に
感
受
し
︑
文
脈
を
特
定
し
て
︑
説

明
の
枠
を
き
し
ま
せ
る
こ
と
︑
そ
う
し
た
試
み
自
体
が
学
的
営
為
と
し
て
妥
当
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
で
は

こ
う
し
た
態
度
を
も
っ
て
︑
あ
ら
た
め
て
﹁
ヒ
ト
ガ
タ
﹂
の
現
象
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒

４
．
結
び
に
か
え
て

民
俗
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
妖
怪
研
究
の
背
後
に
あ
る
の
は
︑
そ
の
表
面
上
の
出
現
場
所
や
信
仰
度
合
の
濃
淡
と
い
う
も
の
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よ
り
も
︑﹁
同
じ
も
の
を
差
異
に
よ
っ
て
定
義
す
る
﹂
と
し
て
現
象
学
的
に
解
明
で
き
る
よ
う
な
経
験
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
に
焦
点
化
さ

れ
た
も
の
だ
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
柳
田
は
感
覚
に
訴
え
る
よ
う
な
分
類
法
を
試
み
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
存
在
論
的
転
回
を
経
た
文
化

人
類
学
に
よ
る
先
住
民
の
研
究
は
︑
調
査
地
に
お
け
る
﹁
精
霊
﹂
の
実
在
に
焦
点
化
し
た
︒
た
だ
し
そ
れ
は
辞
書
的
な
分
類
体
系
の

中
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
︑
た
と
え
ば
狩
猟
者
た
ち
の
実
践
的
な
文
脈
の
た
だ
な
か
に
立
ち
現
れ
る
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
多
く
は
精

霊
や
動
物
を
﹁
人
格
﹂
で
あ
る
﹁
ヒ
ト
﹂
と
し
て
捉
え
て
い
た
︒
こ
こ
に
は
ま
た
︑
人
間
種
と
し
て
の
私
た
ち
の
存
在
も
可
変
的
な

も
の
で
あ
る
と
い
う
了
解
の
し
か
た
が
あ
る
︒
円
了
の
妖
怪
学
も
ま
た
︑
一
見
は
静
態
的
に
思
わ
れ
る
真
怪
・
仮
怪
・
偽
怪
・
誤
怪

と
い
う
分
類
を
通
し
て
︑
人
間
存
在
の
相
対
世
界
と
絶
対
世
界
に
わ
た
る
可
変
性
を
解
明
す
る
こ
と
を
行
っ
て
お
り
︑
人
間
の
あ
り

方
と
相
関
し
て
妖
怪
の
定
義
も
編
み
変
わ
っ
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
熊
楠
は
妖
怪
に
関
す
る
総
体
的
な
分
類
を
行
う
こ
と

は
な
か
っ
た
が
︑
個
別
的
な
妖
怪
の
﹁
名
﹂
の
分
析
に
あ
た
っ
て
そ
の
起
源
を
一
義
に
決
定
す
る
よ
う
な
こ
と
は
せ
ず
︑
動
物
の
生

態
か
ら
個
々
人
の
想
像
に
い
た
る
様
々
な
フ
ァ
ク
タ
ー
を
現
象
が
立
ち
現
れ
る
条
件
と
し
て
の
﹁
縁
﹂
と
捉
え
︑﹁
名
﹂
に
は
深
層
的

な
記
憶
が
重
畳
し
て
い
る
も
の
と
考
え
た
︒

こ
の
よ
う
に
︑
妖
怪
研
究
は
人
間
と
世
界
と
の
可
変
的
な
相
対
関
係
に
お
い
て
︑
そ
し
て
人
間
の
立
ち
位
置
の
変
化
に
お
い
て
遷

移
す
る
現
象
を
︑
時
に
は
あ
い
ま
い
な
ま
ま
︑
そ
し
て
時
に
は
明
晰
に
捉
え
る
試
み
と
な
る
︒
こ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
︑
た
と
え

ば
第
二
節
で
取
り
上
げ
た
隠
岐
島
の
﹁
ヘ
ビ
﹂
は
調
査
地
の
語
り
手
の
観
点
か
ら
は
﹁
人
格
性
﹂︵
ヒ
ト
︶
と
し
て
︑
そ
し
て
私
た
ち

の
常
識
的
な
世
界
解
釈
か
ら
は
爬
虫
類
の
﹁
ヘ
ビ
﹂
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒
し
か
し
﹁
ヘ
ビ
﹂
が
人
格
性
を
と
も
な
っ
て
女

性
や
老
婆
と
し
て
立
ち
現
れ
︑
ま
た
私
た
ち
か
ら
は
無
生
物
で
あ
る
ナ
タ
に
化
け
る
よ
う
に
︑
私
た
ち
の
こ
う
し
た
観
点
も
安
定
的

な
も
の
で
は
な
い
︒
生
物
と
し
て
の
﹁
ヘ
ビ
﹂
は
可
変
す
る
﹁
ヒ
ト
と
し
て
の
ヘ
ビ
﹂
へ
と
揺
ら
ぎ
始
め
︑
そ
れ
は
調
査
地
の
人
々

と
私
た
ち
の
常
識
と
さ
れ
て
い
る
生
物
の
理
解
の
ど
ち
ら
が
正
し
い
の
か
と
い
う
問
い
を
宙
吊
り
に
し
て
し
ま
う
︒
そ
し
て
こ
の
宙
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吊
り
の
あ
り
方
が
﹁
ヘ
ビ
﹂
と
い
う
妖
怪
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

そ
れ
で
は
︑
こ
う
し
た
角
度
か
ら
︑
本
稿
の
冒
頭
に
あ
げ
た
﹁
ヒ
ト
ガ
タ
﹂
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
︒
端
的
に

言
え
ば
︑
保
護
者
た
ち
が
﹁
ヒ
ト
ガ
タ
﹂
に
不
安
な
感
情
を
抱
い
た
と
き
︑
い
み
じ
く
も
そ
こ
で
は
妖
怪
が
立
ち
現
れ
る
現
場
が
共

有
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
︒
当
日
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
そ
も
そ
も
自
然
の
中
の
気
配
を
感
じ

て
も
ら
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
︒
し
か
し
室
内
で
も
︑
そ
れ
は
可
能
で
あ
る
︒﹁
ヒ
ト
ガ
タ
﹂
を
分
身
に
す
る
こ
と
は
︑
そ
の
一

つ
の
手
だ
て
だ
っ
た
︒
し
か
し
そ
れ
は
︑
ワ
ー
ク
の
道
具
と
し
て
用
い
ら
れ
た
あ
と
︑
自
分
た
ち
と
異
な
り
は
す
る
が
︑
さ
り
と
て

自
分
で
は
な
い
も
の
で
も
な
い
も
の
と
し
て
立
ち
現
れ
た
と
言
え
る
︒
先
住
民
な
ら
ば
そ
れ
を
﹁
人
﹂
と
い
う
か
も
し
れ
な
い
︒
し

か
し
同
時
に
︑
本
稿
の
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
身
体
と
は
一
つ
の
制
約
で
あ
り
︑
特
定
の
有
限
な
﹁
カ
タ
﹂
で
あ
る
︒
目
の
前
に

立
ち
現
れ
た
﹁
人
﹂
は
︑
こ
う
し
た
人
間
の
条
件
で
あ
る
自
己
の
在
所
を
反
転
し
て
﹁
カ
タ
﹂
と
し
て
問
い
か
け
る
も
の
と
な
っ
た

の
で
あ
る
︒
そ
の
決
定
不
能
が
不
安
な
感
情
な
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
解
明
に
つ
い
て
︑次
の
よ
う
な
反
問
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
︒

そ
れ
は
最
初
か
ら
効
果
を
狙
っ
て
い
た
の
で
あ
り
︑
紙
を
﹁
ヒ
ト
ガ
タ
﹂
に
切
り
抜
い
た
か
ら
と
て
誰
も
が
不
安
に
陥
る
と
は
限
ら

な
い
︑
と
︒
し
か
し
︑
こ
こ
で
は
ワ
ー
ク
と
い
う
文
脈
が
す
で
に
﹁
ヒ
ト
ガ
タ
﹂
を
機
能
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
こ
と
に
注
意

し
た
い
︒
し
か
も
そ
れ
は
企
画
者
が
望
ん
で
い
た
形
を
超
え
て
し
ま
っ
て
い
た
︒
こ
う
し
た
滲
み
を
こ
そ
︑
妖
怪
現
象
と
し
て
考
え

ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

円
了
と
熊
楠
の
妖
怪
研
究
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
︑
妖
怪
が
特
定
の
文
脈
に
立
ち
現
れ
る
そ
の
類
型
に
つ
い
て
の
注
意
深
い
精

査
の
必
要
性
で
あ
る
︒
ま
た
そ
れ
に
は
両
者
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
仏
教
思
想
と
の
対
比
も
欠
か
せ
な
く
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
︒

さ
ら
に
︑
文
化
人
類
学
に
お
け
る
﹁
精
霊
﹂
研
究
か
ら
は
︑
そ
れ
と
﹁
妖
怪
﹂
と
を
比
較
す
る
可
能
性
も
拓
か
れ
て
く
る
︒
民
俗
学

的
な
妖
怪
研
究
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
は
︑
そ
の
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
し
︑
そ
れ
は
円
了
妖
怪
学
の
さ
ら
な
る
継
承
の
可
能
性
に
も
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つ
な
が
る
︒
こ
う
し
た
諸
点
に
つ
い
て
は
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
︑
今
後
の
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
︒

遷
移
す
る
妖
怪
は
︑
く
る
り
と
反
転
し
て
自
己
に
問
い
か
け
る
︒﹁
ヒ
ト
ガ
タ
﹂
に
不
安
を
抱
く
人
間
と
は
︑
誰
で
あ
ろ
う
か
︒

【
註
︼

(

)

桜
井
徳
太
郎
﹃
新
編

霊
魂
観
の
系
譜
﹄
講
談
社
︑
二
〇
一
二
年
︑
四
六
頁
︒

1(

)

同
書
︑
五
八
頁
参
照
︒

2(

)

同
書
︑
五
八
︱
五
九
頁
参
照
︒

3(

)

小
松
和
彦
﹁
民
俗
学
的
妖
怪
論
の
批
判
的
検
証
作
業
に
向
け
て
の
一
断
面
：
櫻
井
徳
太
郎
の
妖
怪
伝
承
論
に
こ
と
よ
せ
て
﹂︵
佐
々
木
宏

4

幹
編
﹃
民
俗
学
の
地
平
：
櫻
井
徳
太
郎
の
世
界
﹄
岩
田
書
院
︑
二
〇
〇
七
年
︶︑
五
〇
頁
参
照
︒

(

)

千
葉
雅
也
﹃
意
味
が
な
い
無
意
味
﹄
河
出
書
房
新
社
︑
二
〇
一
八
年
︑
一
二
頁
︒

5(

)

同
書
︑
一
一
頁
参
照
︒

6(

)

同
書
︑
三
五
︱
三
六
頁
︒

7(

)

同
書
︑
一
三
︱
一
四
頁
参
照
︒

8(

)

近
藤
祉
秋
﹁
隠
岐
島
の
化
け
る
蛇
：
ま
た
は
森
羅
万
象
に
口
を
割
ら
せ
る
こ
と
﹂︵
奥
野
克
巳
・
山
口
未
花
子
・
近
藤
福
秋
共
編
﹃
人
と

9

動
物
の
人
類
学
﹄
春
風
社
︑
二
〇
一
二
年
︶︑
一
七
九
︱
一
八
〇
頁
︒

(

)

同
書
︑
一
八
一
︱
一
九
四
頁
参
照
︒

10(

)

同
書
︑
一
七
八
︱
一
七
九
頁
参
照
︒

11(

)
12

F
oster,M

ich
aelD

ylan
.P
an
dem
on
ium
an
d
P
arade:

Japan
ese
M
on
sters

an
d
the
C
ulture

of
Y
okai.U

n
iversity

of
C
aliforn

ia

な
お
︑
引
用
に
際
し
て
は
下
記
の
翻
訳
を
適
宜
参
照
し
た
︒
マ
イ
ケ
ル
・
デ
ィ
ラ
ン
・
フ
ォ
ス
タ
ー
著
・
廣
田
龍

P
ress.

2009.p
.
21.

平
訳
﹃
日
本
妖
怪
考
：
百
鬼
夜
行
か
ら
水
木
し
げ
る
ま
で
﹄
森
話
社
︑
二
〇
一
七
年
︒

(

)
13

ibid
,
p
.
21.
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(

)

参
照
︒

14
ibid
,
p
p
.
12-15

(

)

参
照
︒

15

ibid
,
p
.
21

(

)

香
川
雅
信
﹁
妖
怪
の
思
想
史
﹂︵
小
松
和
彦
編
著
﹃
妖
怪
学
の
基
礎
知
識
﹄
角
川
学
芸
出
版
︑
二
〇
一
一
年
︶︑
四
三
頁
参
照
︒

16(

)

京
極
夏
彦
﹃
妖
怪
の
理

妖
怪
の
檻
﹄
角
川
書
店
︑
二
〇
〇
八
年
︑
一
一
〇
頁
︒

17(

)

柳
田
國
男
著
・
小
松
和
彦
校
注
﹃
新
訂

妖
怪
談
義
﹄
角
川
学
芸
出
版
︑
二
〇
一
三
年
︑
二
四
三
頁
︒

18(

)

小
松
和
彦
﹁
解
説
﹂︵
柳
田
國
男
著
・
小
松
和
彦
校
注
﹃
新
訂

妖
怪
談
義
﹄
角
川
学
芸
出
版
︑
二
〇
一
三
年
︶︑
三
一
三
︱
三
一
四
頁
参

19

照
︒

(

)

柳
田
國
男
監
修
・
民
俗
学
研
究
所
編
﹃
民
俗
学
辞
典
﹄
東
京
堂
︑
六
五
四
︱
六
五
五
頁
参
照
︒

20(

)

同
書
︑
六
五
四
頁
参
照
︒

21(

)

香
川
雅
信
﹁
柳
田
國
男
と
妖
怪
・
怪
談
研
究
﹂︵﹃
日
本
民
俗
学
﹄
第
二
七
〇
号
︑
日
本
民
族
学
会
︑
二
〇
一
二
年
︶︑
一
七
三
頁
参
照
︒

22(

)

池
田
清
彦
﹃
分
類
と
い
う
思
想
﹄
新
潮
社
︑
一
九
九
二
年
︑
二
一
四
頁
︒

23(

)

同
書
︑
二
一
七
頁
参
照
︒

24(

)

同
書
︑
二
一
八
頁
参
照
︒

25(

)

田
口
茂
﹁︿
差
異
﹀
に
よ
っ
て
︿
同
じ
さ
﹀
を
定
義
す
る
：
現
象
学
的
考
察
﹂︵﹃
日
本
認
知
科
学
大
会
発
表
論
文
集
﹄
日
本
認
知
科
学
学

26

会
︑
二
〇
一
七
年
︶︑
三
四
三
頁
︒

(

)

甲
田
烈
﹁
も
う
一
つ
の
﹁
漂
泊
人
種
考
﹂：
民
俗
学
か
ら
妖
怪
学
へ
﹂︵﹃
井
上
円
了
セ
ン
タ
ー
年
報
﹄
第
二
七
号
︑
井
上
円
了
研
究
セ
ン

27

タ
ー
︑
二
〇
一
九
年
︶︑
八
五
︱
八
六
頁
参
照
︒

(

)

飯
倉
義
之
﹁
妖
怪
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
生
き
る
：
複
数
の
リ
ア
リ
テ
ィ
に
︿
憑
か
れ
る
﹀
研
究
の
可
能
性
﹂︵﹃
現
代
民
俗
学
研
究
﹄
第
七
号
︑

28

現
代
民
族
学
会
︑
二
〇
一
五
年
︶︑
八
頁
参
照
︒

(

)

同
書
︑
八
頁
参
照
︒

29(

)

春
日
直
樹
﹁
人
類
学
の
静
か
な
革
命
：
い
わ
ゆ
る
存
在
論
的
転
換
﹂︵
春
日
直
樹
編
﹃
現
実
批
判
の
人
類
学
：
新
世
代
の
エ
ス
ノ
グ
ラ

30

フ
ィ
ー
﹄
世
界
思
想
社
︑
二
〇
一
一
年
︶︑
九
︱
二
一
頁
参
照
︒

(

)

前
川
啓
治
・
箭
内
匡
・
深
川
宏
樹
・
浜
田
明
範
・
里
見
竜
樹
・
木
村
周
平
・
根
本
達
・
三
浦
敦
著
﹃

世
紀
の
文
化
人
類
学
：
世
界
の
新

31

21

し
い
捉
え
方
﹄
新
曜
社
︑
二
〇
一
八
年
︑
一
〇
九
頁
参
照
︒

(

)

奥
野
克
巳
・
石
倉
敏
明
編
﹃
L
exicon

文
化
人
類
学
﹄
似
文
社
︑
二
〇
一
八
年
︑
一
八
頁
参
照
︒

32
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(

)

久
保
明
教
﹁
方
法
論
的
独
他
論
の
現
在
：
否
定
形
の
関
係
論
に
向
け
て
﹂︵﹃
現
代
思
想

総
特
集

人
類
学
の
ゆ
く
え
﹄
第
四
四
五
号
︑
青

33

土
社
︑
二
〇
一
六
年
︶︑
一
九
二
︱
一
九
四
頁
参
照
︒

(

)

レ
ー
ン
・
ウ
ィ
ラ
ー
ス
レ
フ
著
・
奥
野
克
巳
・
近
藤
祉
秋
・
古
川
不
可
知
訳
﹃
ソ
ウ
ル
・
ハ
ン
タ
ー
ズ
：
シ
ベ
リ
ア
・
ユ
カ
ギ
ー
ル
の
ア

34

ニ
ミ
ズ
ム
の
人
類
学
﹄
亜
紀
書
房
︑
二
〇
一
八
年
︑
一
二
頁
︒

(

)

同
書
︑
一
二
頁
︒

35(

)

同
書
︑
一
二
八
頁
参
照
︒

36(

)

同
書
︑
一
五
〇
頁
参
照
︒

37(

)

同
書
︑
一
五
〇
頁
参
照
︒

38(

)

奥
野
克
巳
﹁
告
げ
口
を
す
る
ブ
タ
オ
ザ
ル
：
ボ
ル
ネ
オ
島
プ
ナ
ン
に
お
け
る
動
物
ア
ニ
ミ
ズ
ム
﹂︵
奥
野
克
巳
・
山
口
未
花
子
・
近
藤
福

39

秋
共
編
﹃
人
と
動
物
の
人
類
学
﹄
春
風
社
︑
二
〇
一
二
年
︶︑
三
六
頁
参
照
︒

(

)

レ
ー
ン
・
ウ
ィ
ラ
ー
ス
レ
フ
著
・
奥
野
克
巳
・
近
藤
祉
秋
・
古
川
不
可
知
訳
﹃
ソ
ウ
ル
・
ハ
ン
タ
ー
ズ
：
シ
ベ
リ
ア
・
ユ
カ
ギ
ー
ル
の
ア

40

ニ
ミ
ズ
ム
の
人
類
学
﹄
亜
紀
書
房
︑
二
〇
一
八
年
︑
二
三
五
︱
二
三
六
頁
参
照
︒

(

)

同
書
︑
三
〇
五
頁
︒

41(

)

同
書
︑
一
六
五
︱
一
七
〇
頁
参
照
︒

42(

)
43

F
igal,

Jerald
,
C
ivilization

an
d
M
on
sters:

S
pirits

of
M
odern

ity
in
M
eiji
Japan

.
D
u
ke
U
n
iversity

P
ress,

D
u
lh
am
an
d

L
on
d
on
,
1999,

p
.
54.

(

)

飯
倉
義
之
﹁
熊
楠
の
﹁
科
学
す
る
眼
﹂
と
怪
異
・
妖
怪
﹂︵
伊
藤
慎
吾
・
飯
倉
義
之
・
広
川
英
一
朗
著
﹃
怪
人
熊
楠
︑
妖
怪
を
語
る
﹄
三

44

弥
井
書
店
︑
七
七
頁
︒

(

)
﹃
令
知
会
雑
誌
﹄
第
二
八
号
︑
明
治
一
九
年
︵
一
八
八
六
︶
七
月
二
一
日
︑
四
六
︱
四
七
頁
︒

45(

)

三
浦
節
夫
﹃
井
上
円
了
：
日
本
近
代
の
先
駆
者
の
生
涯
と
思
想
﹄
教
育
評
論
社
︑
二
〇
一
六
年
︑
三
三
二
頁
参
照
︒

46(

)

井
上
円
了
﹁
妖
怪
談
﹂︵﹃
井
上
円
了
選
集
﹄
第
二
一
巻
︑
東
洋
大
学
井
上
円
了
記
念
学
術
セ
ン
タ
ー
︑
二
〇
〇
一
年
︶︑
四
二
二
︱
四
二

47

三
頁
︒

(

)

井
関
大
介
﹁
井
上
円
了
の
妖
怪
学
と
心
理
学
﹂︵﹃
井
上
円
了
セ
ン
タ
ー
年
報
﹄
第
二
六
号
︑
東
洋
大
学
︑
二
〇
一
七
年
︑
一
一
三
頁
︒

48(

)

横
山
鉱
一
﹃
唯
識
の
哲
学
﹄
平
楽
寺
書
店
︑
一
九
七
九
年
︑
八
頁
参
照
︒

49(

)

井
上
円
了
﹃
妖
怪
学
講
義
︵
緒
言
・
総
論
︶﹄︵﹃
井
上
円
了
選
集
﹄
第
一
六
巻
︑
東
洋
大
学
︑
一
九
九
九
年
︶︑
二
二
︱
二
三
頁
︒

50
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(

)

同
書
︑
二
三
頁
︒

51(

)

同
書
︑
二
四
頁
︒

52(

)

同
書
︑
二
四
頁
参
照
︒

53(

)

同
書
︑
二
四
頁
︒

54(

)

同
書
︑
二
八
五
頁
︒

55(

)

同
書
︑
二
八
四
頁
︒

56(

)

井
上
円
了
﹃
妖
怪
学
講
義
︵
第
五

心
理
学
部
門
︶﹄︵﹃
井
上
円
了
選
集
﹄
第
一
七
巻
︑
東
洋
大
学
︑
一
九
九
九
年
︶︑
五
四
五
︱
五
六
八

57

頁
参
照
︒

(

)

井
上
円
了
﹃
妖
怪
学
講
義
︵
緒
言
・
総
論
︶﹄︵﹃
井
上
円
了
選
集
﹄
第
一
六
巻
︑
東
洋
大
学
︑
一
九
九
九
年
︶︑
五
九
頁
︒

58(

)

同
書
︑
一
七
〇
頁
︒

59(

)

同
書
︑
一
七
〇
頁
参
照
︒

60(

)

井
上
円
了
﹃
妖
怪
玄
談
﹄︵﹃
井
上
円
了
選
集
﹄
第
一
九
巻
︑
東
洋
大
学
︑
二
〇
〇
〇
年
︶︑
二
二
頁
︒

61(

)

同
書
︑
三
七
頁
参
照
︒

62(

)

同
書
︑
四
〇
︱
四
一
頁
参
照
︒

63(

)

同
書
︑
三
九
頁
︒

64(

)

井
上
円
了
﹃
仏
教
活
論
序
論
﹄︵﹃
井
上
円
了
選
集
﹄
第
三
巻
︑
東
洋
大
学
︑
一
九
八
七
年
︶︑
三
七
四
頁
︒

65(

)

松
居
竜
五
﹃
南
方
熊
楠
：
一
切
智
の
夢
﹄
朝
日
新
聞
社
︑
一
九
九
一
年
︑
二
一
八
︱
二
一
九
頁
参
照
︒

66(

)

飯
倉
照
平
﹃
南
方
熊
楠
の
説
話
学
﹄
勉
誠
出
版
︑
二
〇
一
三
年
︑
二
六
︱
三
二
頁
参
照
︒

67(

)

南
方
熊
楠
の
妖
怪
研
究
に
つ
い
て
は
下
記
参
照
︒
飯
倉
義
之
﹁
熊
楠
の
﹁
科
学
す
る
眼
﹂
と
怪
異
・
妖
怪
﹂︵
伊
藤
慎
吾
・
飯
倉
義
之
・

68

広
川
英
一
朗
著
﹃
怪
人
熊
楠
︑
妖
怪
を
語
る
﹄
三
弥
井
書
店
︑
六
六
︱
六
七
頁
︒

(

)

同
書
︑
六
六
︱
六
七
頁
参
照
︒

69(

)

南
方
熊
楠
﹁
千
疋
狼
﹂︵
岩
村
忍
・
入
矢
義
高
・
岡
本
清
造
監
修
・
飯
倉
照
平
校
訂
﹃
南
方
熊
楠
全
集
﹄
第
四
巻
︑
一
九
七
二
年
︶︑
三
三

70

八
︱
三
三
九
頁
︒

(

)

同
書
︑
三
四
五
︱
三
四
六
頁
︒

71(

)

同
書
︑
三
五
三
頁
︒

72
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(

)

同
書
︑
三
五
二
頁
︒

73(

)

同
書
︑
三
五
四
頁
︒

74(

)

同
書
︑
三
五
五
︱
三
五
六
頁
︒

75(

)

同
書
︑
三
五
九
頁
︒

76(

)

南
方
熊
楠
﹁
燕
石
考
﹂︵
飯
倉
照
平
編
・
松
居
竜
五
・
田
村
義
也
・
志
村
昌
幸
・
中
西
須
美
・
南
條
竹
則
・
前
島
志
保
訳
﹃
南
方
熊
楠
英

77

文
論
考
︹
ノ
ー
ツ

ア
ン
ド

ク
エ
リ
ー
ズ
︺
誌
篇
﹄
集
英
社
︑
二
〇
一
四
年
︶︑
一
〇
六
︱
一
〇
七
頁
︒

(

)

こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
︑
中
沢
新
一
﹃
森
の
バ
ロ
ッ
ク
﹄
講
談
社
︑
二
〇
〇
六
年
︑
九
九
︱
一
〇
三
頁
参

78

照
︒

(

)

飯
倉
照
平
・
長
谷
川
興
蔵
編
﹃
南
方
熊
楠

土
宜
法
竜

往
復
書
簡
﹄
八
坂
書
房
︑
一
九
九
〇
年
︑
三
三
三
︱
三
三
四
頁
︒

79(

)

唐
澤
太
輔
﹁
南
方
熊
楠
に
よ
る
﹁
世
界
認
識
構
図
﹂
の
解
読
と
考
察
：﹁
名
﹂
と
﹁
印
﹂
を
め
ぐ
る
言
説
を
中
心
に
﹂︵﹃
頸
城
野
郷
土
資

80

料
室
学
術
研
究
部
研
究
紀
要
﹄
第
二
巻
八
号
︑
二
〇
一
七
年
︶︑
一
〇
︱
一
一
頁
参
照
︒

40


