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霊
の
飛
び
交
う
場
所
が
あ
る
。
霊
感
を
も
た
ら
す
何
重
に
も
避
け
た
岩
が
あ
る
。
霊
の
降
り
か
か
る
薄
暗
い
森
の
小
径
が
あ
る
。
霊
が

集
う
季
節
が
あ
る
。
霊
の
行
き
す
ぎ
る
時
間
が
あ
る
。
霊
の
淀
む
林
立
す
る
木
立
が
あ
る
。
そ
し
て
霊
に
満
ち
た
現
実
性
の
奥
行
き
が
あ

る
。
霊
は
体
内
に
宿
る
も
の
で
は
な
い
。
か
り
に
体
内
に
宿
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
体
内
を
抜
け
出
せ
ば
霊
の
住
ま
う
場
所
は
異
な
っ
て

い
く
。
そ
う
な
れ
ば
霊
は
異
な
る
活
動
態
と
な
る
。
同
じ
事
は
、
魂
に
も
当
て
は
ま
っ
て
い
る
。
た
と
え
死
後
、
魂
が
身
体
か
ら
抜
け
出

よ
う
と
も
、
抜
け
出
た
途
端
に
異
な
る
活
動
態
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　

霊
は
、
お
そ
ら
く
身
体
類
縁
的
な
気
体
状
の
活
動
態
で
あ
る
。
か
り
に
世
界
中
を
飛
び
交
う
霊
を
想
定
し
た
場
合
、
霊
が
何
で
あ
る
か

は
さ
ら
に
不
透
明
と
な
る
。
こ
の
場
合
、
独
特
の
流
動
す
る
原
理
が
想
定
さ
れ
る
。
気
体
状
の
流
体
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
身
体
内
に

あ
る
と
き
、
霊
は
身
体
と
一
つ
と
な
っ
た
活
動
態
で
あ
る
。
物
質
と
し
て
み
れ
ば
生
命
と
は
身
体
で
あ
り
、
精
神
と
し
て
見
れ
ば
生
命
と

は
霊
で
あ
る
。
生
命
は
否
応
な
く
死
へ
と
向
か
う
。
そ
の
と
き
霊
は
霊
界
へ
と
誕
生
す
る
。
こ
う
し
た
仕
組
み
で
描
か
れ
た
精
神
物
理
学

の
世
界
が
あ
る
。
た
と
え
ば
グ
ス
タ
フ
・
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
が
描
い
た
世
界
で
あ
る
。
そ
の
と
き
霊
を
体
系
化
す
れ
ば
、
霊
的
活
動
の
微
妙
さ

と
す
れ
違
い
、
霊
を
文
学
的
に
語
り
す
ぎ
れ
ば
、
個
々
人
の
思
い
込
み
に
近
く
な
る
。
こ
う
し
た
狭
間
で
絶
妙
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
こ
と

霊
の
迷
い
場
─
─
現
実
性
の
向
こ
う
側

河
　
本
　
英
　
夫
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に
よ
っ
て
は
じ
め
て
示
さ
れ
る
事
象
が
あ
る
。
霊
も
お
そ
ら
く
そ
う
し
た
事
象
な
の
で
あ
る
。

1　

世
界
霊
─
─
フ
ェ
ヒ
ナ
ー

　

霊
に
つ
い
て
、
普
遍
的
な
語
り
方
を
し
よ
う
と
す
れ
ば
大
掛
か
り
な
仮
説
の
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
に
は
い
く
つ
も
の
物
語
が
含
ま
れ
、

特
異
な
事
例
か
ら
普
遍
法
則
を
定
式
化
す
る
よ
う
な
過
度
な
普
遍
化
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
に
か
が
分
か
る
気
が
す
る
が
、
そ

れ
で
も
な
か
な
か
難
し
い
。
そ
ん
な
感
触
を
抱
か
せ
る
場
面
を
通
過
し
な
が
ら
、
理
解
を
進
め
て
行
く
こ
と
に
な
る
。
グ
ス
タ
フ
・
フ
ェ

ヒ
ナ
ー
（
１
８
０
１－

１
８
８
７
）
の
「
精
神
物
理
学
」
の
展
開
も
、
同
じ
よ
う
な
事
態
を
通
過
し
て
い
る
。

　

フ
ェ
ヒ
ナ
ー
は
、
も
と
も
と
刺
激
の
量
的
変
化
と
感
覚
の
変
化
の
相
関
を
定
式
化
す
る
よ
う
な
研
究
を
手
掛
け
て
い
た
。
そ
こ
か
ら
ウ

エ
ー
バ
ー
・
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
の
法
則
が
導
か
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
香
辛
料
の
量
で
見
て
10
倍
辛
い
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
を
食
べ
て
も
、
10
倍
量

の
辛
さ
の
変
化
が
起
き
る
こ
と
は
な
い
。
音
量
を
10
分
の
１
に
し
て
も
音
感
と
し
て
10
分
の
１
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
音
は
小
さ
く
す

れ
ば
小
さ
い
な
り
の
は
っ
き
り
し
た
聞
こ
え
方
を
す
る
。
刺
激
と
感
覚
の
変
化
に
は
、固
有
の
対
応
関
係
が
あ
る
。
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
自
身
は
、

太
陽
を
見
た
後
の
残
像
の
強
さ
を
実
証
し
よ
う
と
し
て
、
直
接
太
陽
を
見
続
け
て
失
明
し
か
か
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
奇
人
癖
が
あ
っ
た
。

　

最
も
簡
便
な
実
験
事
例
で
示
す
と
、
１
０
０
グ
ラ
ム
の
重
さ
の
分
銅
を
も
っ
た
状
態
で
、
さ
ら
に
10
グ
ラ
ム
の
分
銅
を
加
え
る
場
合
の

感
覚
の
変
化
が
あ
る
。
条
件
を
代
え
て
、
１
０
０
０
グ
ラ
ム
の
分
銅
を
も
っ
た
状
態
で
さ
ら
に
10
グ
ラ
ム
の
分
銅
を
加
え
て
も
、
重
さ
の

感
覚
の
同
じ
よ
う
な
変
化
は
起
き
な
い
。
近
似
的
に
は
さ
ら
に
１
０
０
グ
ラ
ム
の
分
銅
を
加
え
た
場
合
の
方
が
、
類
似
し
た
重
さ
の
感
覚

の
変
化
が
起
き
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
日
の
集
中
度
や
体
調
、
事
態
の
緊
迫
性
に
よ
っ
て
違
い
は
で
る
が
、
基
本
線
で
は
、
重
さ
の
感
覚
の

変
化
は
、
物
理
的
な
重
さ
の
「
変
化
率
」
に
対
応
す
る
。
細
か
く
調
べ
れ
ば
、
こ
の
両
者
の
対
応
関
係
は
指
数
曲
線
と
な
る
。
た
と
え
ば

対
数
で
表
記
さ
れ
る
定
式
が
得
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
し
た
着
想
を
モ
デ
ル
的
に
定
式
化
し
た
の
が
、
ウ
エ
ー
バ
ー
・
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
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の
法
則
で
あ
る
。

　

こ
の
指
数
関
数
表
記
に
は
、
多
く
の
課
題
も
残
っ
て
い
る
。
対
数
表
記
な
の
か
各
種
冪
表
記
な
の
か
、
関
数
の
設
定
に
も
適
合
性
の
問

題
が
あ
る
。
ま
た
筋
力
を
鍛
え
て
い
る
人
と
、
平
均
的
な
生
活
を
し
て
い
る
人
と
で
は
重
さ
の
感
覚
に
違
い
が
出
る
。
さ
ら
に
重
さ
を
十

分
に
大
き
く
す
れ
ば
、
ど
こ
か
で
痛
み
の
よ
う
な
別
の
感
覚
が
出
現
し
て
、
重
さ
だ
け
の
感
覚
の
変
化
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
事
態
が
生
じ

る
。
個
人
差
の
問
題
と
感
覚
質
の
単
独
性
の
問
題
は
、
い
つ
も
付
き
纏
っ
て
し
ま
う
。
だ
が
研
究
の
方
向
性
は
お
そ
ら
く
妥
当
な
も
の
で

あ
る
。
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
は
、
こ
う
し
た
方
向
性
を
普
遍
化
し
て
、
物
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
心
的
強
度
の
相
関
を
調
べ
る
「
精
神
物
理
学
」
の
設

定
を
行
っ
た
。

　

ち
な
み
に
遠
近
法
で
は
、
2
メ
ー
ト
ル
隔
て
た
人
の
大
き
さ
と
、
4
メ
ー
ト
ル
隔
て
た
人
の
大
き
さ
を
見
る
と
、
ほ
ぼ
同
じ
大
き
さ
で

あ
り
、
大
き
さ
が
半
分
に
見
え
る
こ
と
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
ビ
ル
の
屋
上
か
ら
下
の
道
路
を
歩
く
人
を
見
る
と
、
指
先
ぐ
ら
い
の
大
き
さ

に
見
え
る
。
大
き
さ
の
感
覚
は
、
指
数
関
数
的
に
変
化
し
て
お
り
、
あ
る
距
離
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
大
き
さ
で
あ
り
、
そ
れ
が
途
中
か

ら
一
挙
に
小
さ
く
な
っ
て
い
く
。
こ
の
指
数
関
数
を
詳
細
に
定
式
化
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
広
大
な
草
原
で
育
っ
た
も
の
と
、
高
層
マ
ン

シ
ョ
ン
の
一
室
で
育
っ
た
も
の
が
、
同
じ
指
数
関
数
で
表
記
さ
れ
る
と
も
思
え
な
い
。

　

フ
ェ
ヒ
ナ
ー
は
35
歳
（
１
８
３
６
年
）
の
時
に
、『
死
後
の
世
界
は
実
在
し
ま
す
』（
邦
訳
）
と
い
う
著
書
を
、
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
出
版
し

て
い
る
。
議
論
の
設
定
の
仕
方
は
、
人
間
は
3
つ
の
ス
テ
ー
ジ
で
生
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
第
一
ス
テ
ー
ジ
で
は
誕
生
か
ら
発
達
に

い
た
る
眠
っ
た
ま
ま
の
状
態
で
あ
り
、
第
二
ス
テ
ー
ジ
が
認
識
能
力
の
形
成
を
伴
い
な
が
ら
睡
眠
と
覚
醒
を
繰
り
返
す
通
常
の
生
活
で
あ

り
、
第
三
ス
テ
ー
ジ
で
は
永
遠
に
覚
醒
が
続
き
、「
至
高
霊
」
と
呼
ば
れ
る
高
次
元
の
生
命
体
の
状
態
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
50
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
先
に
い
る
5
、
6
名
の
人
の
集
団
を
想
定
す
る
。
そ
の
な
か
の
1
、
2
名
が
私
に
気
づ
き
、
や
が
て
私
に

手
を
振
る
者
た
ち
が
出
る
場
面
を
想
定
す
る
。
こ
の
人
た
ち
は
私
に
気
づ
き
挨
拶
を
兼
ね
た
合
図
を
送
っ
て
い
る
。
そ
の
と
き
私
の
意
識
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に
気
づ
き
、
1
、
2
名
の
も
の
に
意
識
の
呼
応
と
交
流
が
出
現
し
た
の
だ
と
考
え
て
み
る
。
こ
の
呼
応
・
交
流
す
る
も
の
は
、
意
識
の
レ

ベ
ル
で
言
え
ば
、
50
メ
ー
ト
ル
先
の
集
団
に
限
定
す
る
必
要
は
な
い
。
私
の
意
識
に
呼
応
・
交
流
す
る
も
の
は
、
場
所
を
隔
て
て
い
る
場

合
も
あ
り
、
時
代
を
隔
て
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
た
と
え
ば
ゲ
ー
テ
の
精
神
や
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
の
精
神
は
、
時
代
や
地
域
を
超
え

て
、
呼
応
・
交
流
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
作
動
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
「
至
高
霊
」
だ
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
一
般
に
は
「
文
化
的
伝
承
」
と
か
「
類
的
共
同
性
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

　

だ
が
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
の
場
合
に
は
、
そ
こ
に
生
命
体
や
人
間
の
生
死
が
絡
ん
で
く
る
。
人
は
死
ね
ば
、
お
の
ず
と
こ
う
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
に
参
画
す
る
。
池
に
石
が
沈
む
と
き
、
沈
み
な
が
ら
波
を
幾
重
に
も
広
げ
て
い
く
。
そ
う
し
た
自
然
事
象
に
類
似
し
た
こ
と
が
起
き
る

と
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
は
考
え
て
い
る
。
こ
の
タ
イ
プ
の
議
論
を
追
跡
す
る
さ
い
に
は
、
要
点
を
取
り
出
し
て
解
釈
し
な
が
ら
説
明
し
て
し
ま
う

と
、
散
文
的
で
ど
こ
か
う
ん
ざ
り
す
る
も
の
に
な
る
。
そ
こ
を
切
り
抜
け
て
い
く
の
が
、
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
の
比
喩
的
な
事
例
の
取
り
出
し
で

あ
る
。
こ
の
本
は
今
で
も
断
続
的
に
世
界
中
で
一
定
の
読
者
数
が
維
持
さ
れ
て
お
り
、ど
こ
か
納
得
し
て
し
ま
う
奇
妙
さ
を
含
ん
で
い
る
。

た
と
え
ば
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

木
が
そ
こ
に
立
っ
て
い
る
の
は
木
自
身
の
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
同
時
に
そ
の
木
は
、
そ
こ
で
光
と
空
気
と
水
が
出
会
い
、
混
ざ

り
あ
う
た
め
の
、
地
球
に
と
っ
て
た
だ
一
つ
の
気
孔
（
気
体
の
通
路
）
で
も
あ
る
。

　

光
と
空
気
と
水
が
出
会
い
、
混
ざ
り
あ
う
こ
と
は
地
球
の
す
べ
て
の
生
き
物
に
と
っ
て
、
と
て
も
重
要
な
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
地
球
が

水
分
を
発
散
し
、
呼
吸
し
、
緑
の
衣
装
を
織
り
な
し
、
人
間
や
動
物
に
栄
養
と
衣
服
と
温
も
り
を
与
え
ら
れ
る
よ
う
、
木
は
そ
こ
に
存
在

し
て
い
る
の
だ
。

　

人
間
は
自
分
一
人
の
た
め
に
、
す
な
わ
ち
自
分
の
楽
し
み
や
仕
事
の
た
め
、
自
分
の
身
体
と
精
神
を
成
長
さ
せ
る
た
め
に
生
き
て
い
る
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と
考
え
て
い
る
。

　

た
し
か
に
、
人
も
自
分
自
身
の
た
め
に
生
き
て
い
る
の
だ
が
、
同
時
に
人
の
心
と
身
体
は
、
よ
り
高
次
元
の
新
し
い
刺
激
が
い
く
つ
も

流
れ
込
み
、
混
ざ
り
あ
い
、
発
展
し
、
一
丸
と
な
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
プ
ロ
セ
ス
│
│
人
の
感
情
と
思
考
を
構
成
し
、
人
生
の
第
三
ス
テ
ー

ジ
の
た
め
の
よ
り
崇
高
な
意
味
を
持
つ
プ
ロ
セ
ス
│
│
に
従
事
す
る
た
め
の
場
で
も
あ
る
の
だ
。 

（
42－

43
頁
）

　

人
生
の
第
三
ス
テ
ー
ジ
で
の
発
達
は
、
人
類
の
発
達
と
不
可
分
で
あ
り
、
人
類
の
発
達
と
手
を
携
え
て
進
ん
で
い
く
。
人
類
の
歴
史
に

お
い
て
国
家
、
科
学
、
芸
術
が
徐
々
に
形
を
な
し
、
こ
う
し
た
領
域
が
か
つ
て
な
い
ほ
ど
調
和
し
た
統
一
体
へ
と
成
長
し
た
の
は
、
人
間

の
中
に
潜
む
無
数
の
霊
た
ち
が
連
携
し
、
そ
れ
を
偉
大
な
霊
的
生
命
体
へ
と
作
り
あ
げ
た
結
果
で
あ
る
。 

（
56
頁
）

　

実
際
の
と
こ
ろ
、
生
き
て
い
る
人
間
同
士
が
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
多
く
の
き
ず
な
で
結
び
つ
い
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
死
者
も
生

者
も
結
び
つ
い
て
い
る
。
た
だ
し
、
死
に
よ
っ
て
生
者
同
士
の
結
び
つ
き
が
ゆ
る
み
、
生
者
の
魂
を
包
ん
で
い
た
身
体
が
取
り
払
わ
れ
た

と
き
だ
け
、
意
識
が
一
体
化
し
て
い
る
と
い
う
自
覚
が
生
ま
れ
る
の
だ
。 

（
74－

75
頁
）

　

実
際
、
人
は
一
生
の
間
に
、
目
に
見
え
、
知
覚
で
き
る
も
の
だ
け
を
世
の
中
に
放
出
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

意
識
上
の
情
動
は
、
振
動
や
刺
激
に
よ
っ
て
心
に
伝
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
振
動
や
刺
激
が
ど
ん
な
に
小
さ
く
細
か
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
、

意
識
上
の
情
動
の
働
き
は
す
べ
て
内
面
の
精
神
活
動
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
影
響
を
本
人
に
、
最
終
的
に
は
本
人
を
超

え
た
と
こ
ろ
ま
で
お
よ
ぼ
さ
な
い
で
消
滅
す
る
こ
と
は
な
い
。
た
だ
、
そ
の
影
響
が
自
分
の
外
の
世
界
へ
お
よ
ぶ
の
を
追
跡
で
き
な
い
だ

け
な
の
だ
。 

（
84
頁
）
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霊
の
作
動
が
く
っ
き
り
と
現
れ
出
て
い
る
箇
所
だ
け
を
取
り
出
し
て
あ
る
。
ダ
ラ
ダ
ラ
と
引
用
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
こ
こ
で

取
り
出
し
た
こ
と
が
、
こ
の
本
の
ほ
ぼ
す
べ
て
な
の
で
あ
る
。
死
ね
ば
霊
と
な
っ
て
、
空
や
海
に
溶
け
込
み
、
そ
こ
で
は
自
分
自
身
で
さ

さ
や
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
自
分
の
意
識
は
、
森
や
草
原
を
直
接
歩
く
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
こ
を
歩
い
て
い
る
人
々
の
間
に
満
ち
て

い
る
の
だ
と
い
う
。

　

フ
ェ
ヒ
ナ
ー
は
、
後
に
『
宇
宙
光
明
の
哲
学
』
と
い
う
の
を
書
い
て
い
る
。
体
系
的
な
議
論
の
正
統
性
を
め
ぐ
り
、「
暗
黒
観
」
と
「
光

明
観
」
と
を
対
置
し
た
議
論
で
、
こ
こ
ま
で
大
き
な
議
論
を
す
れ
ば
、
霊
を
論
じ
る
よ
う
な
細
や
か
さ
は
、
測
定
誤
差
に
入
り
ど
こ
か
に

飛
ん
で
行
っ
て
し
ま
う
。
ど
う
し
て
「
暗
黒
観
」
の
よ
う
な
も
の
を
取
り
挙
げ
て
い
る
の
か
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て

い
る
暗
黒
観
と
は
主
観
主
義
の
一
種
で
、
人
間
や
生
き
物
は
、
そ
れ
ら
の
脳
神
経
系
を
つ
う
じ
て
世
界
を
認
識
し
て
い
る
た
め
に
、
世
界

の
明
る
さ
や
物
事
の
輪
郭
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
人
間
や
生
き
物
以
外
に
は
世
界
は
暗
闇
で
あ
る
と
、
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
に
よ
っ
て
規

定
さ
れ
た
議
論
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
光
は
実
在
で
あ
り
、
神
の
恩
寵
に
溢
れ
て
お
り
、
暗
黒
観
は
間
違
っ
て
い
る
と
繰

り
返
し
述
べ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

通
常
の
認
識
論
で
言
え
ば
、
認
識
す
る
も
の
を
つ
う
じ
て
世
界
は
現
れ
る
。
認
識
す
る
も
の
が
な
け
れ
ば
、
世
界
の
現
実
が
ど
う
で
あ

る
か
は
分
か
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
石
に
と
っ
て
世
界
が
暗
闇
か
ど
う
か
は
、
本
来
不
明
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
は
、「
暗

黒
観
」
を
さ
ら
に
強
く
定
式
化
し
、
そ
れ
と
の
比
較
対
照
で
議
論
を
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
も
論
証
の
手
順
を
踏
ん
だ
も
の
と
は
、
ず
い
ぶ

ん
と
事
情
が
異
な
る
。
論
証
の
手
順
を
踏
め
ば
、
た
と
え
ば
目
の
無
い
生
き
物
に
も
光
の
暖
か
さ
は
わ
か
る
。
石
も
光
を
浴
び
れ
ば
表
面

温
度
は
上
昇
す
る
。
生
き
物
が
い
な
け
れ
ば
、
世
界
が
暗
闇
か
ど
う
か
は
、
実
は
本
質
的
な
問
題
で
は
な
い
。
だ
が
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
は
こ
う

し
た
論
理
展
開
は
し
な
い
。
暗
闇
観
と
光
明
観
の
争
い
の
問
題
だ
と
設
定
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
議
論
の
意
図
は
、
比
較
的
明
白
で
あ
る
。
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
自
身
の
光
明
観
は
、
論
証
的
で
も
精
密
で
も
な
い
。
あ
る
意
味
で
自
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分
の
思
い
を
込
め
た
世
界
論
な
の
で
あ
る
。
そ
の
レ
ベ
ル
に
対
応
し
て
い
る
対
抗
構
想
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
暗
黒
観
に
生

じ
る
問
題
は
、
実
は
光
明
観
に
も
同
じ
レ
ベ
ル
で
生
じ
て
し
ま
う
。
そ
れ
が
実
情
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
と
は
独
立
に
、
自
説
の
特
徴
を

過
度
に
明
示
す
る
た
め
に
対
抗
論
理
と
し
て
設
定
し
利
用
す
る
こ
と
は
で
き
る
。

　

光
明
観
の
要
点
は
、
感
性
的
現
象
は
生
物
以
外
の
世
界
に
も
広
く
存
在
す
る
こ
と
、
そ
う
し
た
現
象
は
最
高
の
意
識
の
統
一
の
中
に
総

括
さ
れ
完
結
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
各
人
の
意
識
は
全
体
的
意
識
、
す
な
わ
ち
神
の
意
識
と
関
係
し
そ
れ
に
従
属
し
て
い
る
こ
と
の

三
点
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
く
れ
ば
、
も
は
や
議
論
の
対
象
と
は
別
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
残
念
な
こ
と
に
、
こ
う
し
た
議
論
に
迷
い
込

ん
で
し
ま
え
ば
、
も
は
や
霊
に
つ
い
て
の
繊
細
さ
に
立
ち
会
う
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

2　

霊
の
環
境
的
場
所

　

霊
の
行
き
交
う
場
所
に
は
、
ど
こ
か
共
通
点
が
あ
る
。
し
か
も
霊
の
行
き
交
い
に
は
か
な
り
の
モ
ー
ド
の
違
い
が
あ
る
。
霊
が
本
来
場

所
を
も
た
な
い
活
動
態
で
あ
れ
ば
、
活
動
の
様
態
に
よ
っ
て
モ
ー
ド
の
違
い
が
生
ま
れ
、
活
動
の
場
所
に
よ
っ
て
現
わ
れ
の
内
実
に
変
化

が
生
じ
る
。

　

日
本
の
神
道
系
の
場
所
は
、「
場
所
の
換
気
力
」
に
満
ち
て
い
る
。
長
野
県
の
奥
地
に
位
置
す
る
「
戸
隠
」
も
そ
れ
に
相
当
す
る
。
長

野
市
善
行
寺
の
参
道
と
は
反
対
の
裏
側
を
、
山
間
を
進
む
よ
う
な
小
道
を
さ
ら
に
山
間
部
に
入
っ
て
い
く
。
随
分
と
狭
い
通
り
も
通
り
抜

け
る
。
冬
場
に
は
、
2
、
3
メ
ー
ト
ル
も
雪
が
積
も
る
こ
と
が
あ
る
と
注
意
喚
起
さ
れ
て
い
る
。

　

随
分
と
高
地
を
進
み
、
開
け
た
場
所
に
出
る
と
、
高
地
に
相
応
し
く
な
い
ほ
ど
広
々
と
し
た
湖
が
あ
る
。
夏
場
に
は
キ
ャ
ン
プ
地
と
し

て
活
用
さ
れ
て
い
る
。
標
高
１
２
０
０
メ
ー
ト
ル
あ
た
り
で
あ
り
、
一
帯
は
妙
高
戸
隠
連
山
国
立
公
園
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
湖
の
背
景

に
は
傾
斜
の
厳
し
い
連
山
の
連
な
り
が
あ
る
。
マ
イ
ナ
ス
イ
オ
ン
の
溢
れ
る
よ
う
な
場
所
で
あ
る
。
マ
イ
ナ
ス
イ
オ
ン
は
滝
の
落
下
地
周
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辺
で
感
じ
ら
れ
る
爽
や
か
さ
の
源
泉
で
あ
る
。
そ
の
麓
に
「
戸
隠
神
社
」
が
あ
る
。
中
程
度
の
大
き
さ
の
神
社
で
あ
り
、
閑
散
と
し
た
境

内
が
き
れ
い
に
清
掃
さ
れ
て
い
る
。
神
社
に
特
有
の
こ
ん
も
り
と
し
た
閉
域
感
が
あ
る
。

　

湖
の
近
く
の
鳥
居
か
ら
、
ど
こ
ま
で
も
続
く
直
線
の
参
道
が
あ
る
。
そ
こ
を
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
歩
く
。
何
も
な
い
参
道
で
あ
る
。

終
点
に
は
小
さ
な
貧
相
な
祠
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
参
道
の
終
わ
り
で
は
な
く
、
何
か
別
の
も
の
の
入
り
口
な
の
だ
。

こ
の
祠
を
見
る
た
め
に
歩
い
て
き
た
の
か
と
思
う
と
、何
か
す
れ
違
っ
て
し
ま
っ
た
感
触
が
残
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
参
道
を
歩
き
な
が
ら
、

切
り
立
つ
連
峰
の
移
り
行
き
を
眺
め
て
い
く
べ
き
な
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
祠
を
超
え
て
、
そ
の
ま
ま
連
峰
へ
と
分
け
入
り
、
数
日
間
山
を

歩
き
続
け
る
人
も
出
る
に
違
い
な
い
。
時
と
し
て
そ
の
ま
ま
山
中
に
住
み
着
い
て「
山
の
人
」

と
な
り
そ
う
な
気
配
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
場
所
そ
の
も
の
の
喚
起
力
だ
け
で
は
な
く
、
異
界

へ
の
入
り
口
の
雰
囲
気
を
漂
わ
せ
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
入
り
口
は
複
数
個
空
い
て
い
る
よ

う
だ
。

　

異
界
へ
の
入
り
口
は
、
た
と
え
す
っ
と
入
っ
て
し
ま
っ
て
も
ど
こ
か
へ
行
く
わ
け
で
は
な

い
。
目
的
地
の
な
い
移
り
行
き
で
あ
る
。
こ
の
「
異
界
へ
の
移
り
行
き
の
感
触
」
が
、
霊
の

行
き
交
う
場
所
で
も
あ
る
。
山
中
に
入
り
込
め
ば
、
お
そ
ら
く
た
だ
の
岩
と
杉
の
山
道
が
続

く
だ
け
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
も
は
や
移
り
行
き
の
感
触
は
な
く
、
む
し
ろ
苦
行
と
な
る
。

　

霊
に
ふ
さ
わ
し
い
場
所
は
、
最
低
限
人
間
生
活
の
機
能
性
が
解
除
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
機
能
性
と
は
、
生
活
の
便
宜
か
ら
は
じ
ま
り
、
こ
う
す
れ
ば
こ
う
な
る
と
い
う
対

応
見
込
み
の
成
立
し
た
環
境
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
タ
イ
プ
の
機
能
性
は
、
作
業
の
繰
り
返

し
の
中
で
お
の
ず
と
無
駄
な
労
力
が
省
か
れ
る
こ
と
で
成
立
し
て
い
る
。
習
慣
的
な
反
復
性

（戸隠神社付近）
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の
成
立
す
る
世
界
で
あ
る
。
ま
た
霊
に
相
応
し
い
場
所
は
、
一
定
の
複
雑
さ
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
予
期
が
裏
切
ら

れ
、
予
想
外
の
こ
と
が
出
現
し
そ
う
な
雰
囲
気
を
も
っ
て
い
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
た
ん
な
る
景
観
に
恵
ま
れ
た
景
色
の

よ
い
観
光
地
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
観
光
地
は
集
団
で
楽
し
む
と
こ
ろ
で
あ
り
、
霊
の
場
所
は
、
む
し
ろ
み
ず
か
ら
自
身
に
戻

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
人
で
異
界
に
入
り
込
む
こ
と
に
近
い
。
異
界
へ
の
「
被
動
的
な
誘
惑
」
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
こ
の
迷
い
の

場
所
に
霊
が
飛
び
交
っ
て
い
る
。

　

熊
野
本
宮
大
社
の
か
つ
て
の
場
所
は
、
熊
野
川
の
川
べ
り
に
置
か
れ
て
い
た
。
熊
野
川
は
、
奈
良
県
、
和
歌
山
県
お
よ
び
三
重
県
を
流

れ
る
新
宮
川
水
系
の
本
流
で
あ
り
、熊
野
本
宮
大
社
と
海
岸
沿
い
の
熊
野
速
玉
大
社
間
の
船
で
の
連
絡
路
と
も
な
っ
て
い
る
。
熊
野
川
は
、

お
も
に
奈
良
県
の
中
央
を
よ
ぎ
り
、
和
歌
山
を
抜
け
て
海
岸
に
流
れ
込
む
。
流
域
沿
い
に
、
熊
野
古
道
が
あ
る
。

　

大
水
が
出
る
た
び
に
こ
の
神
社
の
境
内
は
水
浸
し
に
な
り
、
水
没
を
繰
り
返
し
た
。
大
雨
が
降
れ
ば
、
熊
野
川
上
流
の
土
砂
が
崩
れ
、

自
然
の
小
型
ダ
ム
に
な
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。
そ
こ
に
水
が
た
ま
り
続
け
る
と
、
や
が
て
こ
の
小
型
ダ
ム
は
決
壊
し
、
一
挙
に
水

が
下
流
に
流
れ
出
し
、
旧
熊
野
本
宮
大
社
が
水
没
す
る
こ
と
を
繰
り
返
し
て
い
た
。
そ
の
後
主
要
施
設
を
移
動
さ
せ
、
道
路
の
対
岸
の
高

台
に
移
さ
れ
て
、
山
の
頂
上
あ
た
り
で
、
現
在
の
姿
に
な
っ
て
い
る
。

　

旧
熊
野
大
社
の
跡
地
は
、
現
在
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
て
、
敷
地
を
区
切
る
境
界
だ
け
は
く
っ
き
り
と
し
て
い
る
。
敷
地
内
に
何
も
な
い

た
め
か
、
や
け
に
広
大
で
あ
る
。
き
れ
い
に
整
地
さ
れ
て
往
時
の
旧
熊
野
本
宮
大
社
が
、
く
っ
き
り
と
イ
メ
ー
ジ
の
よ
う
に
浮
か
ん
で
く

る
。
あ
る
は
ず
の
も
の
が
全
面
的
に
欠
落
し
て
い
る
時
、
歴
史
的
な
推
移
の
か
た
ち
を
と
っ
て
、
霊
の
行
き
交
う
場
所
と
な
る
。
こ
の
何

も
な
い
場
所
が
ど
こ
か
「
あ
り
が
た
く
」
思
わ
ず
手
を
合
わ
せ
て
し
ま
う
。
往
時
、
大
水
に
流
さ
れ
て
、
何
人
も
の
死
者
が
で
た
の
で
あ

ろ
う
。
再
建
し
て
も
繰
り
返
し
流
さ
れ
て
し
ま
う
無
名
の
労
力
の
蓄
積
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
旧
熊
野
大
社
跡
地
は
、
多
く
の
事
件
を
含
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み
な
が
ら
、
な
お
「
何
も
な
い
場
所
」
と
し
て
そ
こ
に
あ
り
続
け
て
い
る
。
欠
落
の
も
つ

「
余
剰
感
」
と
い
う
べ
き
も
の
な
の
か
、
す
べ
て
の
事
件
を
含
み
込
ん
だ
平
坦
さ
と
言
う

べ
き
も
の
な
の
か
、
無
い
場
所
に
浮
か
ぶ
霊
の
迷
い
場
な
の
で
あ
る
。
イ
メ
ー
ジ
の
喚
起

力
が
、
み
ず
か
ら
の
身
の
丈
を
超
え
る
と
き
、
霊
は
沸
き
立
つ
よ
う
に
飛
び
交
っ
て
い
く
。

　

魔
女
が
飛
び
交
う
よ
う
な
場
所
も
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
ブ
ロ
ッ
ケ
ン
山
は
、
ド
イ
ツ
有
数

の
観
光
地
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
日
本
人
は
、
そ
こ
ま
で
足
を
延
ば
す
こ
と
は
な
い
と
思

わ
れ
る
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
あ
た
り
か
ら
車
で
北
に
進
む
と
、
中
世
か
ら
の
交
易
都
市
で

あ
る
ゴ
ス
ラ
ー
を
通
過
す
る
。
裕
福
な
都
市
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
豪
邸

が
建
っ
て
い
る
。
そ
こ
を
通
過
し
て
山
側
に
昇
る
と
、
ケ
ー
ブ
ル
電
車
の
発
着
場
の
駐
車

場
に
着
く
。

　

ブ
ロ
ッ
ケ
ン
山
は
１
１
４
０
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
山
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
で
は
最
高
峰
で
あ

る
。
位
置
的
に
は
真
冬
で
あ
れ
ば
、
マ
イ
ナ
ス
30
度
ほ
ど
の
気
温
と
な
り
、
全
般
的
に
厳
し
い
気
候
で
希
少
種
の
植
物
が
生
息
し
て
い
る
。

山
頂
の
植
物
お
よ
び
動
物
の
分
布
は
、
ア
ル
プ
ス
山
脈
と
同
じ
「
亜
高
山
帯
」
の
も
の
で
あ
る
。
ブ
ロ
ッ
ケ
ン
山
は
、
中
央
ド
イ
ツ
で
は

山
頂
が
「
森
林
限
界
」
よ
り
も
上
に
あ
る
唯
一
の
山
で
あ
る
た
め
、
樹
木
は
小
型
の
ト
ウ
ヒ
属
の
み
で
あ
り
、
植
生
の
ほ
と
ん
ど
は
矮
性

低
木
や
灌
木
で
あ
る
。

　

ま
た
ベ
ル
リ
ン
の
壁
崩
壊
以
前
に
は
、
ブ
ロ
ッ
ケ
ン
山
は
大
規
模
な
監
視
や
諜
報
に
用
い
ら
れ
た
。
山
頂
に
は
2
つ
の
受
信
施
設
、
通

信
傍
受
施
設
が
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
の
1
つ
は
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
軍
の
諜
報
機
関
で
あ
る
参
謀
本
部
情
報
総
局
に
属
し
て
お
り
、
ソ
ビ
エ
ト

（旧熊野本宮大社跡）
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連
邦
が
ド
イ
ツ
に
保
有
す
る
最
西
端
の
前
哨
基
地
で
も
あ
っ
た
。
も
う
1
つ
は
東
ド
イ
ツ
の
国
家
保
安
省
の
第
3
局
に
属
し
て
い
た
。

１
９
７
３
年
か
ら
１
９
７
６
年
ま
で
の
間
に
、
東
ド
イ
ツ
国
営
テ
レ
ビ
放
送
局
で
あ
る
ド
イ
ツ
第
2
チ
ャ
ン
ネ
ル
向
け
に
新
し
い
テ
レ
ビ

塔
が
建
設
さ
れ
た
。
今
日
で
は
ド
イ
ツ
の
公
共
放
送
で
あ
る
「
第
2
ド
イ
ツ
テ
レ
ビ
」（
Ｚ
Ｄ
Ｆ
）
の
放
送
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

地
質
学
的
に
見
れ
ば
、
ブ
ロ
ッ
ケ
ン
山
の
周
辺
地
域
が
あ
る
ブ
ロ
ッ
ケ
ン
山
塊
は
、
火
成
岩
で
あ
る
「
ブ
ロ
ッ
ケ
ン
花
崗
岩
」
と
呼
ば

れ
る
花
崗
岩
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
ハ
ル
ツ
山
地
を
形
成
す
る
ブ
ロ
ッ
ケ
ン
・
ラ
ム
ベ
ル
ク
・
オ
ー
カ
ー
深
成
岩
は
、
約
3
億
年
前
の

ハ
ル
ツ
造
山
期
の
終
わ
り
に
か
け
て
出
現
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
最
初
に
、
ア
ル
カ
リ
性
の
マ
グ
マ
が
上
部
に
あ
る
堆
積
物
の
地
層

に
貫
入
し
て
晶
出
が
起
こ
り
、
斑
糲
岩
や
閃
緑
岩
の
山
塊
を
形
成
し
た
。
そ
の
後
、
珪
石
の
含
有
率
の
高
い
花
崗
岩
の
マ
グ
マ
が
地
下
か

ら
上
昇
し
、
も
と
の
岩
石
に
割
れ
目
や
隙
間
を
作
っ
た
も
の
も
一
部
あ
り
、
多
く
は
既
存
の
地
層
を
溶
か
し
て
別
の
岩
石
を
形
成
し
て
い

る
。
地
層
の
境
界
部
に
は
、
接
触
変
成
帯
が
あ
り
、
実
際
に
さ
ま
ざ
ま
な
変
成
作
用
が
見
ら
れ
る
。

　

地
質
学
的
に
は
第
三
紀
以
降
に
な
っ
て
か
ら
、
ブ
ロ
ッ
ケ
ン
山
の
花
崗
岩
の
露
出
部
分
や
、
単
独
の
岩
（
巨
礫
）
と
な
っ
た
花
崗
岩
に

風
化
が
発
生
し
た
。
風
化
の
あ
る
岩
石
原
は
、
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
ア
ル
プ
ス
山
脈
以
外
で
は
珍
し
い
。
岩
石
原
は
主
と
し
て

周
氷
河
の
状
況
下
で
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
今
日
の
ブ
ロ
ッ
ケ
ン
花
崗
岩
の
岩
石
原
は
少
な
く
と
も
1
万
年
以
上
前
の
も
の
だ
と
推

測
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
長
大
な
「
ハ
ル
ツ
魔
女
の
道
」
が
ブ
ロ
ッ
ケ
ン
山
の
東
側
か
ら
タ
ー
レ
に
、
西
側
か
ら
は
ト
ル
フ
ハ
ウ
ス
や
ア
ル
テ
ン
ブ
ル
ク
を

経
由
し
て
、
オ
ス
テ
ロ
ー
デ
・
ア
ム
・
ハ
ル
ツ
に
向
け
て
伸
び
て
い
る
。

　

歴
史
的
な
資
料
に
よ
る
と
、
１
５
３
０
年
か
ら
１
６
５
７
年
の
間
に
付
近
一
帯
で
は
、
魔
女
狩
り
で
28
人
が
犠
牲
に
な
っ
た
と
あ
る
。

現
在
で
は
、「
魔
女
」
そ
の
も
の
が
ハ
ル
ツ
地
方
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
年
に
一
度
魔
女
が
集
ま
っ
て
（
ヴ
ァ
ル

プ
ル
ギ
ス
の
夜
）
魔
女
が
、
饗
宴
す
る
山
だ
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
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ゲ
ー
テ
が
地
質
調
査
を
兼
ね
た
視
察
を
行
っ
た
の
は
、
１
７
７
７
年
12
月
の
こ
と
で
あ

り
、
12
月
10
日
の
朝
に
ブ
ロ
ッ
ケ
ン
山
に
登
っ
て
い
る
。
前
後
の
記
録
か
ら
見
る
限
り
、

厳
し
い
旅
程
の
山
登
り
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
実
地
調
査
を
も
と
に
、
ゲ
ー
テ
は
地
球
の
形
成
や
地
質
形
成
を
何
度
も
繰
り

返
し
仮
説
設
定
し
て
い
る
。
夏
場
で
も
霧
の
多
い
場
所
で
あ
り
、
光
が
射
す
と
現
実
が
二

重
、
三
重
に
ま
る
で
木
霊
の
よ
う
に
映
さ
れ
て
い
く
。
現
実
の
多
重
化
の
隙
間
に
は
、
時

と
し
て
魔
女
も
出
現
し
て
く
る
雰
囲
気
が
あ
る
。
霊
は
多
重
な
写
し
取
り
の
狭
間
で
、
お

そ
ら
く
無
数
の
伝
承
を
帯
び
て
個
体
化
し
て
い
く
。
こ
の
個
体
化
を
つ
う
じ
て
ブ
ロ
ッ
ケ

ン
山
は
伝
説
の
場
所
と
な
っ
た
。
ゲ
ー
テ
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
の
第
二
部
第
二
幕
で
は
、
ブ

ロ
ッ
ケ
ン
山
は
、
何
度
も
魔
女
的
な
場
所
の
比
喩
と
し
て
活
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

日
本
の
三
大
霊
場
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
「
恐
山
」
は
、
奇
妙
な
作
り
で
あ
る
。
青

森
県
の
太
平
洋
側
に
位
置
す
る
下
北
の
先
端
に
あ
る
「
鎌
形
」
の
半
島
で
の
鎌
の
中
央
当

た
り
に
位
置
す
る
。
鎌
の
対
岸
の
向
こ
う
に
あ
る
の
が
津
軽
半
島
で
あ
る
。
津
軽
半
島
の
先
端
で
海
に
潜
り
、
新
幹
線
は
函
館
ま
で
続
い

て
い
る
。
青
森
の
南
端
の
八
戸
か
ら
入
り
北
に
向
か
う
と
、
三
沢
の
米
軍
基
地
が
あ
り
、
そ
の
北
に
動
燃
の
研
究
機
関
が
置
か
れ
て
い
る

「
六
ケ
所
村
」
が
あ
る
。
三
沢
基
地
も
六
ケ
所
村
も
、広
大
で
、不
気
味
な
ほ
ど
人
の
気
配
が
な
い
。
さ
ら
に
北
に
進
む
と
む
つ
市
が
あ
り
、

む
つ
市
の
中
央
あ
た
り
の
山
間
に
「
恐
山
」
が
あ
る
。
つ
づ
ら
折
り
の
斜
面
を
く
ね
く
ね
と
昇
り
、
も
う
一
度
く
ね
く
ね
と
下
る
。
下
り

終
わ
っ
た
盆
地
状
の
広
が
り
が
、
恐
山
で
あ
る
。

（ブロッケン山）
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噴
火
の
後
の
大
き
な
窪
み
に
水
が
溜
ま
り
湖
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
脇
の
小
さ
な
起
伏
に
硫
黄
性
の
溶
岩
と
風
化
し
た
一
面
の
砂
が
あ

る
。
広
さ
で
言
え
ば
、
小
学
校
の
校
庭
二
つ
分
ぐ
ら
い
の
面
積
で
あ
る
。
た
だ
し
硫
黄
性
の
刺
激
を
含
ん
だ
空
気
が
い
く
ぶ
ん
か
流
れ
て

い
る
。
水
の
流
動
が
な
い
の
か
、
温
泉
の
引
け
る
よ
う
な
場
所
で
は
な
い
。
予
想
外
に
小
さ
な
場
所
だ
と
い
う
感
触
で
あ
る
。
少
な
く
と

も
身
の
丈
を
超
え
出
て
圧
倒
す
る
よ
う
な
風
景
は
ど
こ
に
も
な
い
。
硫
黄
性
の
溶
岩
の
間
を
歩
い
て
も
、
大
き
目
の
箱
庭
を
歩
い
て
い
る

印
象
で
あ
る
。
浅
間
山
の
麓
の
溶
岩
庭
園
で
あ
る
「
鬼
押
し
出
し
」
の
よ
う
な
自
然
界
の
圧
倒
的
な
威
力
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
風
景
で

は
な
い
。
ど
こ
か
書
き
割
り
の
よ
う
な
印
象
で
あ
る
。
夢
と
も
現
実
と
も
つ
か
な
い
よ
う
な
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
な
の
で
あ
る
。
２
０
２
１
年

9
月
下
旬
に
訪
れ
た
と
き
に
は
、
オ
ー
ト
バ
イ
に
乗
っ
た
若
者
が
大
勢
参
集
し
て
い
た
。

　

カ
ル
デ
ラ
湖
の
周
囲
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
高
く
も
な
い
山
が
取
り
巻
い
て
い
る
。
カ
ル
デ

ラ
湖
で
あ
る
宇
曽
利
湖
を
中
心
に
し
て
、
釜
臥
山
、
大
尽
山
、
小
尽
山
、
北
国
山
、
屏
風

山
、
剣
の
山
、
地
蔵
山
、
鶏
頭
山
の
八
峰
が
め
ぐ
り
、
一
つ
一
つ
に
名
称
も
付
け
ら
れ
て

い
る
。
小
さ
な
山
に
一
つ
一
つ
名
称
が
付
い
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
こ
の
地
の
個
体

化
の
レ
ベ
ル
が
、
か
な
り
詳
細
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
個
体
化
が
詳
細
に
な
る

と
い
う
こ
と
は
、
人
間
の
生
活
が
山
々
に
よ
り
近
い
こ
と
で
も
あ
る
。
硫
黄
性
の
火
山
ガ

ス
の
噴
出
す
る
岩
肌
の
一
帯
は
地
獄
に
喩
え
ら
れ
、
湖
を
と
り
ま
く
白
砂
の
浜
は
極
楽
に

な
ぞ
ら
え
ら
れ
て
、
多
く
の
人
に
と
っ
て
は
「
眼
前
の
絵
図
」
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い

た
と
思
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
修
行
の
場
と
い
う
感
触
は
な
い
。

　

恐
山
に
は
ふ
る
く
か
ら
、
東
北
一
円
に
と
ど
ま
ら
ず
、
日
本
各
地
か
ら
信
者
の
参
拝
が

絶
え
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
の
講
や
舫
の
た
め
の
施
設
が
あ
る
。
と
り

（恐山、どこか虚構に近い装飾）
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わ
け
七
月
の
大
祭
典
、
十
月
の
秋
祀
り
は
、
肉
親
の
菩
提
を
弔
い
、
個
人
の
面
影
を
偲
ぶ

多
く
の
人
々
が
、
連
日
境
内
に
あ
ふ
れ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
地
獄
絵
図
の
よ
う
な
風
景

画
の
な
か
に
迷
い
込
む
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
死
と
生
が
交
錯
す
る
よ
う

な
場
所
で
あ
り
、
死
と
生
の
間
の
敷
居
が
極
端
に
低
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
敷
居
の
低
さ

の
間
を
、
霊
が
飛
び
交
う
よ
う
に
迷
い
合
う
と
い
う
感
触
が
あ
る
。

　

こ
れ
は
宗
派
や
教
義
と
は
別
の
環
境
内
の
雰
囲
気
の
こ
と
で
あ
る
。
死
と
生
を
め
ぐ
る

民
間
信
仰
や
庶
民
信
仰
に
広
く
浸
透
す
る
よ
う
な
成
り
立
ち
で
あ
り
、
死
と
生
の
迷
い
の

場
所
で
も
あ
る
。
菩
提
寺
で
あ
る
円
通
寺
の
境
内
の
一
角
に
、「
イ
タ
コ
」
の
務
め
る
社

務
所
が
設
置
さ
れ
、
死
者
と
の
交
流
の
手
助
け
を
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
イ
タ
コ
に
は

霊
的
な
力
を
持
つ
と
自
称
・
他
称
す
る
人
も
い
る
が
、
実
際
に
は
心
理
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
的

な
面
も
大
き
い
。
そ
の
際
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
心
情
を
読
み
取
る
力
が
必
要
で
あ
り
、
死
者

あ
る
い
は
祖
霊
と
生
き
て
い
る
者
の
「
交
感
の
仲
介
者
」
と
し
て
、
死
者
や
祖
霊
の
言
葉

を
伝
え
る
者
だ
っ
た
。
イ
タ
コ
に
は
「
オ
シ
ラ
ア
ソ
バ
セ
」
を
執
り
行
う
役
目
も
あ
る
。「
オ
シ
ラ
ア
ソ
バ
セ
」
と
は
、
東
北
の
民
間
信

仰
に
見
ら
れ
る
「
お
し
ら
様
」
の
御
神
体
で
あ
る
「
二
体
の
人
形
」
を
遊
ば
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
オ
シ
ラ
サ
マ
は
各
家
庭
に
祀
ら
れ
て
お

り
、
一
部
地
域
で
は
そ
の
家
庭
の
家
族
の
代
わ
り
に
、
イ
タ
コ
が
「
お
し
ら
祭
文
」
を
読
み
上
げ
る
こ
と
も
あ
る
。

　

恐
山
は
も
と
も
と
お
よ
そ
千
二
百
年
前
に
、
慈
覚
大
師
円
仁
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
霊
場
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
円
仁
は
、
比
叡
山
延
暦

寺
で
最
澄
に
師
事
し
、
天
台
宗
の
確
立
の
継
承
者
と
し
て
活
躍
し
た
。
中
国
（
唐
時
代
）
で
10
年
ほ
ど
修
行
し
た
後
、
帰
国
後
目
黒
不
動

と
し
て
知
ら
れ
る
「
瀧
泉
寺
」
や
、
山
形
市
に
あ
る
「
立
石
寺
」、
松
島
の
「
瑞
巌
寺
」
を
開
い
た
と
言
わ
れ
る
。
慈
覚
大
師
円
仁
が
開

（恐山、この世とあの世の渡し）
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山
し
た
り
再
興
し
た
り
し
た
と
伝
わ
る
寺
は
関
東
に
２
０
９
寺
、
東
北
に
３
３
１
寺
余
あ
る
と
さ
れ
、
平
泉
中
尊
寺
や
浅
草
の
浅
草
寺
も

含
ま
れ
る
。
布
教
の
旅
の
ご
く
一
部
が
こ
の
「
恐
山
菩
提
寺
」
の
建
立
で
あ
る
。

　

山
形
市
の
立
石
寺
は
、
芭
蕉
の
「
静
か
さ
や
岩
に
染
み
入
る
蝉
の
声
」
で
有
名
な
お
寺
だ
が
、
け
た
た
ま
し
い
ほ
ど
の
蝉
の
声
と
、
百

を
超
え
る
石
段
以
外
に
は
、
こ
れ
と
言
っ
た
特
徴
が
な
い
。
そ
れ
で
も
そ
の
ま
ま
観
光
地
と
し
て
成
立
す
る
建
付
け
に
な
っ
て
お
り
、
断

続
的
に
お
参
り
の
人
た
ち
は
や
っ
て
く
る
が
、
何
を
お
参
り
し
て
い
る
の
か
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
恐
山
も
、
類
似

し
た
建
付
け
で
あ
る
。
人
間
で
あ
る
以
上
、
祈
る
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
る
。
病
か
ら
健
康
状
態
に
戻
る
こ
と
、
死
し
た
も
の
へ
の
最
後
の

つ
な
が
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
現
在
の
生
活
状
態
の
改
善
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
を
込
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
多
様
な
生
の
思
い
を

込
め
て
一
時
の
時
間
の
経
過
の
体
験
に
浸
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
と
も
夢
と
も
つ
か
ぬ
交
流
す
る
場
こ
そ
、
恐
山
で
の
霊
の
場
所
な
の
で

あ
る
。

3　

現
実
の
夢
と
夢
の
な
か
の
現
実

　

夢
を
何
度
も
裏
書
き
す
る
。
そ
う
し
た
裏
書
き
の
進
行
の
プ
ロ
セ
ス
が
、
作
品
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
、
書
き
出
さ
れ
、

何
度
も
上
書
き
さ
れ
て
記
憶
さ
れ
る
現
実
が
あ
る
。
記
憶
さ
れ
て
い
る
経
験
は
、
実
際
の
体
験
よ
り
も
は
る
か
に
広
い
。
と
き
と
し
て
自

分
だ
と
感
じ
、
思
い
込
ま
れ
た
も
の
（
自
我
や
自
分
）
も
、
毎
日
上
書
き
さ
れ
た
だ
け
の
も
の
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
下
北
半
島
の

付
け
根
の
あ
た
り
が
三
沢
市
で
あ
る
。
寺
山
修
司
は
、
弘
前
で
生
ま
れ
、
空
襲
に
追
わ
れ
て
三
沢
に
引
っ
越
し
、
大
学
進
学
で
上
京
す
る

ま
で
、
こ
の
地
で
育
っ
て
い
る
。
後
に
「
虚
構
地
獄
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
よ
う
な
、
現
実
を
何
度
も
上
書
き
す
る
多
く
の
ジ
ャ
ン

ル
の
作
品
を
手
掛
け
た
。
自
分
の
履
歴
書
も
虚
構
の
な
か
で
描
き
、
嘘
と
現
実
の
境
目
を
何
度
も
往
復
し
な
が
ら
、
ま
さ
に
そ
れ
を
つ
う

じ
て
同
時
に
作
品
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
。
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作
品
に
も
何
度
も
出
て
く
る
よ
う
に
、
繰
り
返
し
自
分
の
履
歴
を
消
し
て
い
く
。
履
歴

を
偽
る
の
で
は
な
い
。
た
だ
履
歴
を
消
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
何
が
本
当
で
何
が

作
り
も
の
で
あ
る
か
の
境
界
が
消
え
て
し
ま
う
。
そ
し
て
そ
れ
が
ま
さ
に
自
分
自
身
へ
の

誠
実
さ
の
証
で
あ
る
よ
う
に
創
作
へ
と
邁
進
す
る
。
あ
え
て
迷
う
場
所
を
設
定
し
、
み
ず

か
ら
迷
っ
て
見
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
す
べ
て
は
「
霊
状
の
場
所
」
で
、
出
現
す
る

も
の
と
な
る
。
そ
の
一
部
が
作
品
で
あ
る
。

　

短
歌
も
多
く
作
り
出
し
、
く
っ
き
り
と
映
像
の
浮
か
ぶ
作
品
を
作
っ
て
い
る
。
つ
ね
に

愛
憎
の
交
錯
す
る
二
重
の
思
い
を
抱
き
続
け
た
実
母
「
は
つ
」
に
つ
い
て
も
、
屈
折
し
た

情
緒
に
動
作
の
比
喩
を
重
ね
る
よ
う
に
し
て
か
た
ち
を
あ
た
え
る
よ
う
な
短
歌
を
作
っ

た
。
ま
た
詩
を
書
い
て
も
、
距
離
の
あ
る
も
の
を
ぎ
り
ぎ
り
比
喩
と
し
て
成
立
さ
せ
、
そ

の
比
喩
を
「
動
作
」
か
ら
張
り
付
け
る
よ
う
な
作
り
を
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
以
下
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
。

　

一
行
目
を
読
み
終
わ
っ
て
、
次
の
二
行
目
を
読
み
始
め
る
前
に
、

　

し
ば
ら
く
ぶ
り
で
主
人
の
子
供
の
写
真
館
に
巻
い
た
細
い
包
帯
を
ほ
ど
き
は
じ
め
る

　

一
字
と
、
次
の
一
字
と
の
あ
い
だ
に
椅
子
を
持
ち
込
み
、

　

一
休
み
し
な
が
ら
、
召
使
頭
は
失
く
し
た
四
本
の
釘
の
こ
と
を
考
え
て
い
る

　

乳
し
ぼ
り
女
に
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
罰
則
は
剃
毛
し
て
し
ま
う
こ
と
だ
、

（寺山修司記念館、三沢市）
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と
注
釈
に
は
書
い
て
あ
っ
た

　

奴
婢
一
般
に
関
す
る
総
則
の
頁
が
、
な
か
な
か
開
か
な
い
の
で

　

下
男
は
、
萬
國
蝶
番
博
覧
会
に
ま
よ
い
こ
ん
で

　

そ
れ
ぞ
れ
の
書
物
に
ふ
さ
わ
し
い
蝶
番
を
さ
が
し
ま
わ
っ
て
い
る
夢
を
み
た

　

句
読
点
を
ご
ま
か
す
こ
と
も
、
と
き
に
は
必
要
な
こ
と
な
の
だ

　

・
・
・
・
・

　
　

 

（「
奴
婢
の
読
書
『
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
魔
術
師
』」）

　

こ
れ
は
情
景
の
劇
画
的
な
切
り
取
り
と
貼
り
付
け
で
あ
り
、
比
較
的
単
純
な
動
作
と
と
も
に
情
景
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
作
業
は

演
劇
の
台
本
や
映
画
の
場
面
の
切
り
取
り
に
も
、
そ
の
ま
ま
生
か
さ
れ
て
く
る
。
身
体
を
と
も
な
っ
た
、
切
り
取
ら
れ
た
場
面
を
次
々
と

用
意
し
て
、
そ
れ
ら
を
行
文
の
中
に
配
置
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
比
較
的
緩
や
か
な
比
喩
と
し
て
成
立
し
て
い
る
行
文
も
あ
れ
ば
、
無
理

な
こ
じ
つ
け
ま
が
い
の
難
産
を
感
じ
さ
せ
る
行
文
も
あ
る
。

　

動
作
を
比
喩
と
し
て
活
用
す
る
名
人
芸
の
よ
う
な
表
現
は
、
多
く
の
場
合
、
舞
踏
家
土
方
巽
の
作
品
か
ら
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

だ
が
土
方
巽
の
文
章
は
、
語
り
書
き
の
文
章
で
、
声
に
し
て
発
し
て
、
後
に
文
字
に
落
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
動
作
を
比
喩
と

し
て
活
用
す
る
表
現
が
、
ま
る
で
音
楽
の
よ
う
に
響
い
て
く
る
。
土
方
巽
の
文
章
は
、
間
違
い
な
く
「
動
作
音
楽
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
音

楽
と
な
っ
た
霊
の
迷
い
の
モ
ー
ド
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
寺
山
修
司
の
行
文
は
、
原
稿
用
紙
を
眼
前
に
置
き
、
さ
ま
ざ
ま
な
選
択
肢

を
捏
ね
ま
わ
し
な
が
ら
、
捨
て
て
は
捏
ね
、
捨
て
て
は
捏
ね
て
、
捏
ね
あ
が
り
の
よ
う
な
作
り
に
な
っ
て
い
る
行
文
が
多
い
。

　

た
と
え
ば
土
方
巽
の
文
章
に
は
、
ど
こ
を
読
ん
で
も
は
っ
き
り
と
顔
が
と
も
な
っ
て
い
る
。
俳
優
で
言
え
ば
、
に
こ
や
か
で
時
と
し
て
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激
す
る
顔
が
と
も
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
寺
山
修
司
は
、
俳
優
の
表
情
は
ほ
と
ん
ど
活
用
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
動
作
の
断
片
が

そ
の
人
間
の
資
質
を
誇
張
し
虚
実
綯
交
ぜ
な
る
場
面
ま
で
膨
ら
ま
せ
、
そ
こ
で
切
り
取
ら
れ
て
い
く
と
い
う
活
用
の
仕
方
を
採
用
し
て
い

る
。
見
た
目
に
は
、
断
片
の
強
さ
を
誇
張
し
た
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
切
り
取
ら
れ
た
情
景
を
次
々
と
つ
な
い
で
い
く
の
で
あ
る
。

　

戯
曲
「
青
森
県
の
せ
む
し
男
」
は
、
比
較
的
入
り
組
ん
で
い
て
、
迷
い
の
仕
組
み
が
よ
く
出
て
い
る
。
役
場
の
戸
籍
係
の
古
間
木
儀
人

が
失
踪
し
、
戸
籍
も
現
住
所
も
持
ち
出
さ
れ
て
、
何
も
か
も
由
来
も
同
一
性
を
保
証
す
る
も
の
も
消
え
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
失
踪
に
は
訳

が
あ
り
、
大
正
家
の
争
い
に
巻
き
込
ま
れ
た
く
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

名
家
の
大
正
家
の
息
子
に
首
吉
が
い
て
、
こ
の
首
吉
は
女
中
の
マ
ツ
を
土
手
の
上
で
犯
し
、
マ
ツ
は
妊
娠
し
て
大
正
家
に
入
籍
し
て
も

ら
う
が
、
首
吉
は
旅
先
の
上
海
で
コ
レ
ラ
に
罹
り
死
ん
で
し
ま
う
。
マ
ツ
は
男
の
子
を
生
む
が
、
大
正
家
の
下
男
で
あ
る
斧
助
は
、
命
じ

ら
れ
て
、
こ
の
男
の
子
を
裏
山
に
捨
て
て
く
る
よ
う
に
言
わ
れ
る
。
斧
助
は
不
憫
に
思
い
、
こ
の
子
を
自
分
で
育
て
よ
う
と
決
意
す
る
。

こ
の
子
の
体
型
が
肉
の
塊
を
背
負
っ
た
せ
む
し
だ
っ
た
。
こ
の
肉
の
塊
が
、
マ
ツ
の
望
ん
だ
お
墓
で
あ
る
。

　

大
正
家
は
没
落
し
て
、
誰
も
い
な
く
な
り
、
マ
ツ
は
た
だ
一
人
残
さ
れ
て
膨
大
な
遺
産
を
継
承
し
、
当
主
と
な
っ
た
。
マ
ツ
は
自
分
の

子
供
は
死
ん
だ
と
聞
か
さ
れ
て
い
る
。
訪
ね
て
く
る
も
の
が
あ
れ
ば
歓
待
し
、
美
味
し
い
ご
飯
を
振
舞
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
青
森
県
の
せ

む
し
男
が
盗
人
の
よ
う
に
や
っ
て
き
て
、
そ
れ
で
も
許
さ
れ
て
、
大
正
家
に
居
つ
く
こ
と
に
な
る
。
マ
ツ
は
こ
の
背
む
し
男
が
自
分
の
産

ん
だ
子
供
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
、こ
の
背
む
し
男
も
マ
ツ
が
母
親
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
。
名
前
は
松
吉
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。

家
の
雑
用
を
任
さ
れ
て
い
た
が
、
あ
る
と
き
マ
ツ
は
、
松
吉
を
土
手
に
連
れ
て
い
き
、
裸
に
し
て
凌
辱
す
る
。
こ
の
土
手
こ
そ
、
マ
ツ
が

松
吉
を
妊
娠
し
た
場
所
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
作
品
が
、
ソ
ホ
ク
レ
ス
の
『
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
』
の
遠
く
離
れ
た
本
歌
取
り
で
あ
る
こ
と
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
だ
が
そ
こ
に
も

い
く
つ
も
の
場
面
で
、
寺
山
ら
し
い
断
片
の
イ
メ
ー
ジ
に
力
を
込
め
て
い
る
。
た
と
え
ば
せ
む
し
男
の
語
り
な
か
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
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あ
る
。「
子
供
の
頃　

鬼
ご
っ
こ
を
や
っ
て
い
て　

鬼
に
な
っ
て
目
か
く
し
を
し
て
（
手
で
目
を
覆
っ
て
）　

こ
う
や
っ
て
目
を
つ
む
っ
た

ら　

手
の
中
が
真
っ
く
ら
だ
っ
た
／
そ
れ
は
何
百
年
も
の
暗
闇
で　

黄
色
い
花
が
さ
い
て
い
ま
し
た
よ
／
は
は
あ　

仏
様
の
世
界
と
い
う

の
は　

こ
う
い
う
も
の
か　

と
思
い
ま
し
た
／
そ
の
真
暗
闇
の
中
を　

一
人
の
女
が
逃
げ
て
い
っ
た
／
後
手
で
手
招
き
し
な
が
ら　

嗤
い

な
が
ら
・
・
・
・
／
ど
こ
か
で　

あ
れ
を
追
い
か
け
ち
ゃ
い
け
な
い
よ
・
・
・
・
あ
れ
だ
け
は
追
い
か
け
ち
ゃ
い
け
な
い
よ　

と
い
う
声

が
し
た
の
で
す
／
お
れ
は　

は
は
あ　

お
れ
の
追
う
の
は
あ
の
女
だ
な
っ
て
わ
か
り
ま
し
た　

そ
れ
は
木
綿
の
絣
を
着
た
女　

裾
か
ら
白

い
足
が
ち
ら
つ
く
女
で
し
た
・
・
・
・
」
こ
う
し
た
語
り
は
、
夢
と
も
予
言
と
も
原
風
景
と
も
つ
か
な
い
が
、
由
来
も
行
く
先
も
不
明
な

自
分
自
身
へ
の
原
型
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
が
寺
山
の
基
調
と
な
る
風
景
だ
っ
た
。

　

映
画
『
田
園
に
死
す
』
は
、
恐
山
を
主
要
な
ロ
ケ
地
と
し
て
活
用
し
て
い
る
。
こ
の
映
画
を
つ
う
じ
て
恐
山
は
、
地
域
の
民
間
信
仰
を

超
え
て
、
全
国
的
な
場
所
、
す
な
わ
ち
観
光
地
と
な
っ
た
。
母
親
に
近
親
憎
悪
の
感
情
を
抱
く
少
年
（
新
ち
ゃ
ん
）
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
経

験
を
経
な
が
ら
、
も
は
や
少
年
に
留
ま
る
こ
と
の
で
き
な
い
局
面
へ
と
否
応
な
く
進
む
プ
ロ
セ
ス
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
こ
れ
は
成
熟

と
老
い
が
一
つ
と
な
っ
て
進
行
す
る
プ
ロ
セ
ス
で
も
あ
る
。
少
年
は
本
来
、「
つ
ね
に
ど
こ
か
へ
と
行
っ
て
し
ま
う
存
在
」
で
あ
る
。
典

型
的
に
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
少
年
に
は
「
家
出
欲
求
」
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
少
年
は
、
も
は
や
「
少
年
」
に
も
ど
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
世
界
の
な
か
で
の
少
年
の
彷
徨
の
方
途
に
、
多
く
の
人
間
の
資
質
が
滲
ん
で
し
ま
う
。
そ
れ
は
一
面
の
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
れ
を
活
用
し
て
、
可
能
な
限
り
多
く
の
「
強
く
記
憶
に
残
る
場
面
」
を
断
片
と
し
て
配
置
し
て
み
る
。
こ
れ
が
作
品
の
作
り
で
あ
る
。

　

断
片
と
な
っ
た
記
憶
の
情
景
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
含
ま
れ
る
。
古
び
た
大
き
な
時
計
が
あ
る
。
古
く
て
も
精
確
に
時
を
刻
み

続
け
て
い
る
。
だ
が
ひ
っ
き
り
な
し
に
、
ボ
ン
、
ボ
ン
、
ボ
ン
、
ボ
ン
と
鳴
り
続
け
る
。
鳴
り
止
む
こ
と
の
な
い
時
計
で
あ
る
。
こ
う
し

た
あ
り
そ
う
で
あ
り
え
な
い
場
面
を
映
像
化
す
る
。
精
確
に
時
を
刻
む
以
上
、
時
計
を
壊
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
途
方
も
な
く
不
必

要
に
う
る
さ
い
。
こ
の
と
き
行
為
の
選
択
は
限
ら
れ
て
く
る
。
最
も
素
早
い
動
作
は
、
そ
の
家
か
ら
逃
げ
出
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
だ
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が
お
そ
ら
く
こ
の
時
計
の
音
は
、
靴
の
裏
に
く
っ
つ
い
た
ガ
ム
の
よ
う
に
、
逃
げ
出
し
て

も
追
い
か
け
て
く
る
。

　

よ
く
使
わ
れ
る
情
景
が
、か
く
れ
ん
ぼ
の
目
隠
し
鬼
で
あ
る
。
目
隠
し
し
て
い
る
間
に
、

他
の
子
供
た
ち
は
ど
こ
か
に
行
っ
て
し
ま
い
、
目
隠
し
を
外
す
と
、
一
人
ぼ
っ
ち
に
な
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
れ
は
迷
い
込
み
の
一
つ
の
回
路
で
も
あ
る
。
移

動
し
な
が
ら
芸
を
披
露
す
る
サ
ー
カ
ス
の
一
団
に
は
、
何
人
も
の
「
奇
形
」
が
集
め
ら
れ

て
い
る
。
人
工
的
な
奇
形
は
、「
風
船
女
」
で
あ
る
。
ご
く
普
通
の
比
較
的
か
わ
い
い
女

性
が
、
身
体
の
外
に
風
船
衣
裳
を
ま
と
っ
て
お
り
、
自
転
車
の
空
気
入
れ
を
使
っ
て
風
船

身
体
を
膨
ら
ま
せ
る
。
膨
ら
ん
だ
身
体
は
、
寝
返
り
も
打
て
な
い
。
家
出
を
し
よ
う
と
思

い
立
ち
ふ
と
し
た
こ
と
で
立
ち
寄
っ
た
場
所
に
、
清
楚
な
女
性
（
八
千
草
薫
）
と
荒
く
れ

た
男
（
原
田
芳
雄
）
が
酒
を
酌
み
交
わ
し
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
「
良
い
と
こ
ろ
に
行
く
」

の
だ
と
お
だ
や
か
に
二
人
は
話
し
て
い
る
。
少
年
は
ど
こ
に
こ
の
二
人
は
い
く
の
か
と
思

い
を
巡
ら
し
て
い
る
が
、
や
が
て
「
心
中
の
途
」
に
進
む
途
上
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
後
二
十
年
後
の
少
年
が
出
現
し
、
少
年
と

と
も
に
歩
き
回
り
、
多
く
の
話
を
す
る
。
稲
の
刈
り
取
ら
れ
た
田
園
の
中
で
、
未
来
の
自
分
と
現
在
の
自
分
が
、
あ
る
い
は
二
十
年
後
の

少
年
が
過
去
の
自
分
と
向
か
い
合
っ
て
ご
飯
を
食
べ
て
い
る
。
体
験
す
る
以
上
に
多
く
の
こ
と
を
人
は
記
憶
し
て
し
ま
う
。
こ
う
な
れ
ば
、

も
う
時
間
経
過
は
す
べ
て
任
意
の
も
の
で
あ
る
。
気
が
付
く
と
新
宿
の
駅
前
近
く
の
道
路
の
雑
踏
の
中
で
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
す
る
よ
う
に

ご
飯
を
食
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
作
品
は
、
強
く
情
動
を
揺
す
る
こ
と
も
な
く
、
奇
怪
な
不
思
議
さ
や
謎
に
満
ち
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
印
象
に
残
る
場
面
は
、

（「田園に死す」の一場面、 
記憶の断片化と立体的組み立て）
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い
く
つ
も
あ
る
。
だ
が
そ
れ
ら
は
ど
こ
か
ふ
わ
ふ
わ
し
て
い
る
。
浮
つ
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
意
表
を
突
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
も
な

い
。
そ
れ
ら
は
作
者
の
寺
山
修
司
と
同
様
に
、
少
年
の
記
憶
の
隙
間
に
生
じ
た
「
迷
い
の
姿
」
の
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
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