
は
じ
め
に
︱
問
題
提
起

鴨
長
明
は
綴
っ
た
︒﹁
行
く
川
の
な
が
れ
は
絶
え
ず
し
て
︑
し
か
も
本
の
水
に
あ
ら
ず
︒
よ
ど
み
に
浮
ぶ
う
た
か
た
は
︑
か
つ
消
え

か
つ
結
び
て
久
し
く
と
ゞ
ま
る
こ
と
な
し
﹂︵
方
丈
記
︶︒

太
陽
系
は
銀
河
系
と
い
う
さ
ら
に
大
き
な
領
域
の
な
か
に
位
置
す
る
︒
さ
て
︑
太
陽
系
は
時
速
七
万
キ
ロ
の
速
度
で
銀
河
系
の
中

を
移
動
し
て
い
る
︒
よ
っ
て
︑
地
球
は
太
陽
の
周
り
を
回
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
︑
太
陽
の
動
き
に
合
わ
せ
て
宇
宙
の
な
か
を
移
動

し
て
い
る
の
だ
︒
つ
ま
り
︑
地
球
は
︑
平
面
図
的
に
は
太
陽
の
周
り
を
回
る
の
で
あ
る
が
︑
側
面
図
的
に
は
太
陽
の
あ
と
を
追
い
か

け
る
よ
う
に
し
て
そ
の
周
り
を
螺
旋
的
に
回
っ
て
い
る
わ
け
だ
︒
太
陽
系
が
銀
河
系
内
の
軌
道
を
一
周
す
る
に
は
約
二
億
二
千
五
百

万
年
か
か
る
の
だ
か
ら
︑
鴨
長
明
の
言
う
こ
と
は
︑
森
羅
万
象
に
通
じ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒

科
学
的
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
は
︑
科
学
的
現
象
は
反
復
さ
れ
る
︒
反
復
検
証
さ
れ
る
︒
し
か
し
︑
天
体
は
﹁
行
く
天
の
川
の
な
が
れ

は
絶
え
ず
し
て
︑
し
か
も
本
の
場
所
に
あ
ら
ず
﹂
で
あ
る
︒
天
文
学
で
は
科
学
は
成
立
し
な
か
ろ
う
︒
き
の
う
地
球
が
い
た
場
所
に
︑
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き
ょ
う
の
地
球
は
い
な
い
︒
き
の
う
太
陽
が
い
た
場
所
に
︑
き
ょ
う
の
太
陽
は
い
な
い
︒
天
は
動
い
て
い
る
の
だ
︒
こ
れ
を
称
し
て

天
動
説
と
い
う
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
︒

人
び
と
は
現
在
の
と
こ
ろ
科
学
知
の
視
座
か
ら
地
動
説
を
認
め
つ
つ
も
︑
実
際
に
は
経
験
知
の
視
座
か
ら
天
動
説
に
し
た
が
っ
て

生
活
し
て
い
る
︒
頭
脳
は
地
動
説
を
承
認
す
る
も
の
の
︑
身
体
は
天
動
説
を
心
地
よ
く
受
け
入
れ
る
︒
地
動
説
す
な
わ
ち
科
学
知
か

ら
は
と
う
て
い
承
認
し
が
た
い
も
の
の
︑
現
代
人
は
︑
日
常
生
活
で
は
お
の
ず
と
天
動
説
す
な
わ
ち
経
験
知
に
依
拠
し
て
生
活
し
て

い
る
の
で
あ
る
︒

そ
の
際
︑
経
験
知
や
感
性
知
の
立
場
を
前
近
代
的
と
見
な
し
て
拒
否
す
る
の
で
な
く
︑
こ
れ
を
知
の
体
系
の
一
方
の
極
に
据
え
︑

他
方
の
極
に
科
学
知
や
理
性
知
を
お
き
︑
双
方
を
交
互
的
な
運
動
や
相
互
的
な
往
還
と
い
っ
た
動
的
な
サ
イ
ク
ル
に
位
置
付
け
し
な

お
し
︑
連
合
し
て
い
く
こ
と
は
意
味
を
も
つ
だ
ろ
う
︒
そ
の
先
に
見
え
て
く
る
新
し
い
知
を
︑
私
は
﹁
歴
史
知
﹂
と
命
名
し
て
い
る
(

)

︒

１

地
は
動
く
が
︑
天
も
永
遠
に
動
く
の
だ
︒
そ
の
観
念
を
認
め
る
立
場
を
︑
私
は
歴
史
知
︵
ヒ
ス
ト
リ
オ
ソ
フ
ィ
ー
︶︑
あ
る
い
は
百
学

連
関
︵
エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
︶
と
し
て
い
る
︒
井
上
円
了
の
思
想
圏
は
︑
こ
の
百
学
連
関
の
域
に
あ
る
と
い
え
よ
う
︒
井
上
は

妖
怪
︵
学
︶
に
つ
い
て
深
く
追
究
し
た
が
︑
そ
の
テ
ー
マ
は
︑
私
の
研
究
領
分
で
は
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
︵
も
の
が
み
崇
拝
︶
と
関
係

し
て
く
る
︒

一
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
思
想
家
シ
ャ
ル
ル
・
ド
・
ブ
ロ
ス
︵

︶
は
︑
当
時
の
ア
フ
リ
カ
大
陸
や
ア

C
h
arles

d
e
B
ro
sses,1

7
0
9
〜
7
7

メ
リ
カ
大
陸
に
残
存
す
る
原
初
的
信
仰
を
﹁
フ
ェ
テ
ィ
シ
ス
ム
︵
fé
tic
h
ism
e︶﹂
と
命
名
し
︑
次
の
よ
う
に
特
徴
づ
け
た
︒
こ
れ
は
本

来
の
宗
教
以
前
の
も
の
で
あ
る
︒
例
え
ば
前
者
に
お
い
て
は
崇
拝
者
が
自
ら
の
手
で
可
視
の
神
体
す
な
わ
ち
フ
ェ
テ
ィ
シ
ュ
を
自
然

物
の
な
か
か
ら
選
び
と
る
が
︑
後
者
に
お
い
て
は
神
は
不
可
視
の
も
の
と
し
て
聖
像
の
背
後
に
潜
む
︒
つ
ま
り
前
者
で
は
フ
ェ
テ
ィ

シ
ュ
そ
れ
自
体
が
端
的
に
神
で
あ
る
の
に
対
し
︑
後
者
に
お
い
て
聖
像
は
い
わ
ば
神
の
代
理
か
偶
像
か
で
あ
る
︒
そ
の
背
後
か
天
上
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に
は
な
に
か
い
っ
そ
う
高
級
な
神
霊
が
存
在
す
る
︒
ま
た
︑
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
お
い
て
フ
ェ
テ
ィ
シ
ュ
は
︑
信
徒
の
要
求
に
応
え

ら
れ
な
け
れ
ば
虐
待
さ
れ
る
か
打
ち
棄
て
ら
れ
る
か
す
る
が
︑
本
来
の
宗
教
に
お
い
て
神
霊
は
信
徒
に
対
し
絶
対
者
な
の
で
あ

る
(

)

︒
日
本
の
伝
統
社
会
で
は
︑
フ
ェ
テ
ィ
シ
ュ
は
妖
怪
の
か
た
ち
で
も
畏
怖
の
念
を
も
っ
て
拝
ま
れ
て
き
た
︒
妖
怪
は
︑
普
段
は

２

神
々
の
世
界
つ
ま
り
﹁
神
界
﹂
か
ら
見
て
ヒ
ン
タ
ー
ラ
ン
ド
に
あ
た
る
妖
怪
の
世
界
つ
ま
り
﹁
妖
界
﹂
に
い
て
︑
と
き
に
人
間
た
ち

と
接
点
を
持
つ
場
所
︱
︱
峠
道
や
池
の
端
︑
藪
の
中
な
ど
︱
︱
で
は
︑
い
わ
ば
﹁
悪
神
︑
敬
し
て
避
け
る
﹂
の
待
遇
を
受
け
る
の
で

あ
る
(

)

︒
例
え
ば
︑
疱
瘡
神
な
ど
は
嫌
わ
れ
る
が
避
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
︒
そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
位
置
に
︑
実
際
の
生
き
物
︱
︱

３

イ
タ
チ
や
キ
ツ
ネ
︱
︱
︑
架
空
の
生
き
物
︱
︱
河
童
や
座
敷
童
︱
︱
が
い
る
の
で
あ
る
︒
以
下
の
本
論
で
︑
歴
史
知
と
フ
ェ
テ
ィ
シ

ズ
ム
を
キ
ー
概
念
に
し
て
︑
人
と
妖
怪
と
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
を
論
じ
て
み
た
い
︒

一

神
々
と
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス

前
近
代
︑
と
い
う
よ
り
も
先
史
古
代
の
人
類
は
︑
彼
ら
を
と
り
ま
く
外
界
＝
モ
ノ
世
界
に
霊
的
な
意
味
を
付
与
し
て
い
た
︒
﹁
モ
ノ

ノ
ケ
﹂
と
い
う
表
現
が
そ
の
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
︒
民
間
信
仰
に
お
い
て
主
役
を
演
じ
る
神
々
の
多
く
は
︑
何
ら
か
の
ご
利
益

的
機
能
を
も
っ
た
モ
ノ
ノ
ケ
神
さ
ま
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
先
史
古
代
世
界
に
存
在
し
た
人
と
事
物
・
事
象
と
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ

イ
ス
に
は
︑
た
い
が
い
霊
と
か
神
々
と
か
が
介
在
し
た
︒

そ
う
し
た
霊
や
神
々
の
な
か
に
は
︑
と
き
に
障
害
を
も
つ
も
の
が
い
る
︒
月
刊
﹃
人
権
と
教
育
﹄
第
三
〇
一
号
の
コ
ラ
ム
﹁
み
ち

の
く
通
信

耳
あ
け
の
豆
﹂
(

)

で
加
藤
民
子
は
そ
の
一
例
を
記
し
て
い
る
︒﹁
大
黒
様
は
な
ぜ
か
耳
の
聞
こ
え
な
い
神
と
し
て
登
場

４

し
ま
す
﹂︒
そ
の
大
黒
様
に
こ
う
唱
え
て
願
掛
け
す
る
の
で
あ
る
︒﹁
お
大
黒
様
︑
お
大
黒
様
︑
耳
を
あ
け
て
あ
げ
申
す
か
ら
︑
今
年

よ
り
来
年
︑
え
え
耳
き
か
せ
て
く
だ
さ
い
﹂︒
ま
た
︑
だ
れ
も
が
知
っ
て
い
る
障
害
神
に
ダ
ル
マ
が
い
る
︒
も
と
達
磨
大
師
と
い
う
修
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行
僧
だ
っ
た
ら
し
い
こ
の
神
は
︑
信
徒
た
ち
に
ま
え
も
っ
て
い
じ
め
ら
れ
る
︒
片
目
し
か
開
け
て
も
ら
え
な
い
の
で
あ
る
︒
そ
う
し

て
お
い
て
︑
も
し
願
い
事
を
か
な
え
て
く
れ
た
な
ら
も
う
一
つ
の
目
も
開
け
て
あ
げ
よ
う
︑
と
い
う
仕
儀
で
あ
る
︒
人
間
た
ち
の
大

願
を
成
就
さ
せ
な
け
れ
ば
片
目
の
ま
ま
ど
こ
ろ
か
︑
下
手
を
す
る
と
ど
こ
ぞ
に
打
捨
て
ら
れ
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
ま
ず
願
い
事
を

し
︑
も
し
そ
れ
を
か
な
え
て
く
れ
な
い
と
わ
か
っ
て
か
ら
い
じ
め
に
あ
う
神
に
︑
て
る
て
る
坊
主
が
い
る
︒
こ
の
お
方
は
︑
翌
日
の

お
天
気
し
だ
い
で
は
無
残
に
も
く
び
を
ぶ
っ
た
切
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
童
謡
唱
歌
に
こ
う
あ
る
︒﹁
て
る
て
る
坊
主
て
る
坊
主
︑
あ

し
た
天
気
に
し
て
お
く
れ
︒
そ
れ
で
も
曇
っ
て
泣
い
た
な
ら
︑
そ
な
た
の
首
を
チ
ョ
ン
と
き
る
ぞ
﹂︒

人
間
の
残
酷
さ
は
い
ま
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
な
い
︒
民
間
信
仰
に
お
け
る
神
々
と
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
に
お
い
て
︑
人
び
と
は

昔
か
ら
神
様
に
も
体
罰
を
加
え
︑
と
き
に
障
害
者
に
し
て
し
ま
う
の
だ
っ
た
︒
ま
た
︑
民
間
信
仰
に
お
け
る
神
様
に
は
︑
悟
り
の
境

地
に
達
し
て
い
る
と
は
到
底
思
え
な
い
よ
う
な
レ
ベ
ル
の
も
の
が
い
る
︒
え
ば
り
ん
坊
や
寂
し
が
り
や
︑
は
て
は
罪
を
犯
す
神
々
ま

で
い
る
︒
古
今
東
西
の
民
間
説
話
や
神
話
に
は
︑
人
間
世
界
と
同
じ
よ
う
に
様
々
な
価
値
観
や
性
向
を
も
っ
た
神
が
み
が
た
く
さ
ん

い
る
︒
そ
れ
も
そ
の
は
ず
︑
神
話
の
世
界
は
そ
れ
を
創
り
出
し
た
人
び
と
の
社
会
を
反
映
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
庶
衆
は
そ
う
し

た
人
間
味
あ
ふ
れ
る
神
々
を
し
た
た
か
に
利
用
し
て
き
た
︒
よ
う
す
る
に
︑
自
分
た
ち
に
味
方
し
て
く
れ
れ
ば
崇
拝
し
て
や
ろ
う
︑

と
い
う
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
神
々
の
方
も
生
き
延
び
た
い
か
ら
︑
人
間
た
ち
の
エ
ゴ
に
つ
き
従
う
の
で
あ
る
︒

神
と
人
間
と
の
そ
の
よ
う
な
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
は
︑先
史
古
代
に
根
を
も
つ
庶
民
的
民
間
信
仰
で
は
じ
つ
に
ノ
ー
マ
ル
で
あ
る
︒

け
れ
ど
も
文
明
期
に
確
立
し
た
支
配
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
大
宗
教
で
は
︑
そ
の
よ
う
な
神
を
い
じ
め
る
と
か
け
な
す
と
か
い
う
行
為

は
け
っ
し
て
ノ
ー
マ
ル
で
は
あ
り
え
な
い
︒
こ
ち
ら
で
は
︑
神
は
全
知
全
能
︑
人
間
は
罪
深
い
存
在
な
の
で
あ
り
︑
そ
の
関
係
こ
そ

が
ノ
ー
マ
ル
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
や
は
り
こ
ち
ら
の
関
係
は
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
が
成
立
し
な
い
︑
ア
ブ
ノ
ー
マ
ル

な
関
係
で
あ
る
︒
民
間
信
仰
に
お
い
て
愛
さ
れ
る
神
︑
い
じ
め
ら
れ
る
分
だ
け
慕
わ
れ
る
神
︑
障
害
を
も
つ
ゆ
え
に
人
と
共
生
す
る
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神
︑
そ
う
し
た
庶
民
神
こ
そ
が
︑
外
的
事
物
・
現
象
と
人
間
と
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
に
ふ
さ
わ
し
い
の
で
あ
る
︒
も
し
天
国
が
存

在
す
る
と
し
て
︑
そ
こ
で
は
心
身
に
個
性
あ
ふ
れ
る
人
び
と
が
み
な
違
っ
た
こ
と
を
や
っ
て
生
活
を
楽
し
ん
で
い
る
こ
と
だ
ろ
う
︒

こ
の
地
上
で
は
せ
め
て
︑
大
宗
教
の
絶
対
神
か
ら
民
間
信
仰
の
等
身
大
神
へ
と
︑
神
々
の
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
す
す
め
︑
神

と
人
の
共
生
を
は
か
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
る
︒

二

妖
怪
と
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス

前
近
代
の
人
々
は
︑
神
々
ば
か
り
か
︑
妖
怪
ま
で
を
も
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
の
相
手
と
し
て
き
た
︒
い
わ
ば
︑
妖
怪
と
人
の
ノ
ー

マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
︒

月
刊
﹃
人
権
と
教
育
﹄
第
三
〇
二
号
の
コ
ラ
ム
﹁
虫
め
が
ね
﹂
で
串
田
孫
一
は
な
つ
か
し
い
言
葉
を
記
し
て
い
る
︒﹁
鎌
鼬
︵
か
ま

い
た
ち
︶﹂
で
あ
る
(

)

︒
串
田
が
昔
を
回
想
し
つ
つ
記
し
た
こ
の
エ
ッ
セ
ー
を
読
む
と
︑
私
も
子
ど
も
の
頃
に
越
後
の
田
舎
で
見
聞

５

き
し
た
実
話
を
思
い
出
す
︒
串
田
は
﹃
気
象
﹄
第
一
四
巻
第
八
︑
九
号
︵
日
本
気
象
協
会
︑
一
九
七
〇
年
︶
で
高
橋
喜
彦
︑
田
村
竹

男
ら
と
と
も
に
﹁
か
ま
い
た
ち
﹂
の
発
生
原
因
を
考
察
し
︑
そ
れ
は
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
な
体
外
の
気
象
学
的
現
象
︵
真
空
に
肌
が

触
れ
る
︶
で
な
く
体
内
の
生
理
学
的
現
象
︵
急
な
筋
肉
的
・
生
理
的
変
化
︶
だ
ろ
う
と
い
う
内
容
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
︒

昔
は
︑
日
常
生
活
上
で
説
明
の
つ
か
な
い
現
象
が
起
き
る
と
︑
と
き
と
し
て
そ
れ
を
妖
怪
の
仕
業
に
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
︒
い
わ

ば
︑
水
木
し
げ
る
の
世
界
に
住
ん
で
い
た
の
で
あ
る
︒
妖
怪
の
仕
業
と
い
う
決
着
の
仕
方
は
︑
実
は
け
っ
こ
う
合
理
的
だ
っ
た
︒
街

風
︵
つ
む
じ
か
ぜ
︶
か
疾
風
︵
は
や
て
︶
の
よ
う
な
も
の
に
の
っ
て
き
て
一
気
に
人
の
肌
を
切
り
裂
く
妖
怪
か
ま
い
た
ち
︑
こ
れ
に

遭
遇
し
た
者
は
も
う
た
だ
不
運
だ
と
思
え
︑あ
き
ら
め
が
肝
心
だ
︒
そ
の
妖
怪
は
太
刀
を
も
っ
て
構
え
て
い
る
の
で
︑﹁
か
ま
い
た
ち
﹂

と
言
い
︑あ
る
い
は
カ
マ
の
よ
う
な
鋭
い
爪
や
牙
を
剥
き
出
し
た
イ
タ
チ
姿
で
出
没
す
る
の
で
︑そ
の
よ
う
に
呼
ん
だ
ら
し
い
︒
は
っ
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き
り
し
た
謂
わ
れ
は
分
か
っ
て
い
な
い
︒
と
に
か
く
︑
わ
け
の
ワ
カ
ラ
ナ
イ
事
態
に
遭
遇
す
る
や
人
は
さ
ま
ざ
ま
な
口
実
︑
辻
褄
あ

わ
せ
を
や
っ
て
の
け
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
で
い
て
︑
だ
れ
も
迷
惑
を
被
る
わ
け
で
は
な
い
︒
お
み
ご
と
！

合
理
主
義
と
は
何
も
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
も
の
だ
け
を
指
す
の
で
は
な
い
︒﹁
か
ま
い
た
ち
﹂
伝
承
の
よ
う
な
生
活
上
の
処
世
術
・

処
世
訓
も
︑
実
に
合
理
的
な
知
恵
の
一
つ
な
の
だ
︒
迷
信
的
空
想
を
日
常
生
活
に
合
理
的
に
適
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
︹
方
法
と

し
て
の
合
理
主
義
︺
と
で
も
い
え
よ
う
か
︒
け
れ
ど
も
︑
科
学
技
術
至
上
主
義
︵
テ
ク
ノ
セ
ン
ト
リ
ズ
ム
︶
の
礼
賛
者
た
ち
は
︹
認

識
と
し
て
の
合
理
主
義
︺
を
堅
持
せ
ん
が
た
め
︑
困
っ
た
と
き
の
神
だ
の
み
式
の
方
法
を
排
除
す
る
む
き
が
あ
る
︒
な
ん
と
も
気
の

毒
な
こ
と
だ
︒
機
械
が
故
障
し
た
時
に
﹁
南
無
八
幡
！
﹂
と
か
心
中
で
叫
ぶ
と
動
く
こ
と
が
あ
る
︒
ギ
リ
シ
ア
で
は
レ
ゴ
メ
ノ
ン
と

い
い
︑
一
度
と
言
わ
ず
試
し
て
み
る
価
値
は
あ
る
︒
成
功
し
な
い
場
合
は
気
合
い
が
足
り
な
い
の
だ
︑
き
っ
と
︒
弥
陀
の
名
号
を
声

に
出
し
て
念
仏
を
唱
え
る
親
鸞
の
よ
う
に
発
声
す
る
な
ら
ば
︑
言
葉
は
神
的
威
力
を
発
揮
す
る
は
ず
で
あ
る
(

)

︒
な
に
し
ろ
︑
記
紀

６

万
葉
の
時
代
に
は
︑
非
情
の
も
の
＝
無
生
物
・
自
然
物
は
有
情
の
も
の
＝
人
間
・
生
物
と
ず
い
ぶ
ん
近
し
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
言
葉

を
交
わ
し
て
い
た
ほ
ど
で
あ
る
︒

私
は
こ
の
と
こ
ろ
︑
科
学
技
術
を
自
然
︵
生
態
系
︶
に
調
和
さ
せ
る
学
問
で
あ
る
テ
コ
エ
コ
ロ
ジ
ー
︵
te
c
h
o
e
c
o
lo
g
ie︶
に
関
心
を

も
っ
て
い
る
︒
そ
の
際
︑
自
然
＝
環
境
は
妖
怪
と
ま
で
は
言
わ
な
い
が
︑
記
紀
万
葉
の
時
代
に
な
ら
っ
て
魂
＝
心
を
も
っ
て
い
る
と

考
え
る
の
で
あ
る
︒
最
新
の
環
境
倫
理
学
的
発
想
で
表
現
す
る
と
︑
自
然
＝
環
境
は
生
存
権
を
も
っ
て
い
る
の
だ
︒
そ
の
よ
う
な
︑

霊
と
か
魂
と
か
を
備
え
た
自
然
物
と
人
間
と
の
相
互
愛
を
描
い
た
物
語
に
﹁
ピ
ノ
キ
オ
﹂
が
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
つ
ぎ
の
よ
う
な
ス
ト
ー

リ
ー
を
も
つ
(

)

︒

７

あ
る
日
棒
っ
き
れ
を
見
つ
け
た
老
大
工
の
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
親
方
は
︑
こ
れ
を
テ
ー
ブ
ル
の
脚
に
し
よ
う
と
思
い
︑
手
斧
を
も
っ
て

皮
を
削
ろ
う
と
し
た
︒
そ
の
と
き
︑﹁
あ
ん
ま
り
ひ
ど
く
ぶ
た
な
い
で
﹂
と
か
﹁
痛
い
ッ
！
︑
ひ
ど
い
よ
︑
ひ
ど
い
よ
！
﹂﹁
や
め
て
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よ
！
﹂
と
か
の
声
が
し
た
︒
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
は
声
を
だ
す
そ
の
棒
き
れ
を
削
る
の
を
や
め
て
︑
操
り
人
形
を
作
り
た
が
っ
て
い
る
友

人
の
ジ
ェ
ッ
ペ
ッ
ト
じ
い
さ
ん
に
あ
げ
た
︒
子
ど
も
の
よ
う
に
泣
い
た
り
笑
っ
た
り
す
る
そ
の
棒
き
れ
を
使
っ
て
操
り
人
形
を
作

り
︑
ピ
ノ
キ
オ
と
名
づ
け
た
︒
そ
の
後
ピ
ノ
キ
オ
は
数
々
の
い
た
ず
ら
を
や
っ
て
の
け
る
︒
で
も
ジ
ェ
ッ
ペ
ッ
ト
は
︑
ピ
ノ
キ
オ
が

暖
房
用
の
火
鉢
に
両
足
を
の
せ
て
眠
っ
た
た
め
火
傷
を
す
る
と
︑
親
身
に
な
っ
て
な
お
し
て
や
っ
た
り
し
た
︒
あ
る
と
き
ピ
ノ
キ
オ

は
荒
海
で
サ
メ
に
呑
み
込
ま
れ
る
が
︑
そ
の
サ
メ
は
︑
大
荒
れ
の
海
で
小
舟
に
乗
っ
て
い
た
ジ
ェ
ッ
ペ
ッ
ト
を
も
呑
み
込
ん
で
い
た
︒

ピ
ノ
キ
オ
は
ジ
ェ
ッ
ペ
ッ
ト
を
背
負
っ
て
サ
メ
の
口
か
ら
脱
出
し
︑﹁
お
と
う
さ
ん
﹂
を
危
機
か
ら
救
っ
た
︒
衰
弱
し
て
病
に
伏
す

ジ
ェ
ッ
ペ
ッ
ト
を
一
所
懸
命
介
抱
す
る
﹁
木
の
ピ
ノ
キ
オ
﹂
を
︑﹁
仙
女
﹂
は
﹁
本
当
の
人
間
の
子
供
﹂
に
し
て
あ
げ
た
︒

こ
こ
に
描
か
れ
た
ピ
ノ
キ
オ
と
ジ
ェ
ッ
ペ
ッ
ト
じ
い
さ
ん
と
の
愛
の
物
語
は
︑
た
か
が
棒
き
れ
︵
些
細
な
自
然
の
断
片
︶
に
も
魂

が
あ
り
︑
自
然
と
人
間
と
は
生
か
し
生
か
さ
れ
る
関
係
に
あ
る
の
だ
︑
と
い
う
こ
と
を
寓
意
的
に
示
し
て
い
る
︒

こ
う
し
た
寓
話
は
特
定
の
人
間
が
創
作
し
た
も
の
で
は
な
い
︒
な
る
ほ
ど
原
作
は
カ
ル
ロ
・
コ
ッ
ロ
ー
デ
ィ
﹃
ピ
ノ
ッ
キ
オ
の
冒

険
﹄︵
一
八
八
三
年
︶
で
あ
る
が
︑
往
々
︑
寓
話
の
原
作
に
は
そ
れ
に
先
立
つ
原
話
群
が
存
在
す
る
︒
あ
る
い
は
そ
の
後
の
再
話
や
翻

訳
で
脚
色
を
受
け
て
い
る
︒
寓
話
と
い
う
も
の
は
︑そ
れ
を
語
り
継
ぐ
人
び
と
の
生
活
観
念
や
時
代
精
神
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
︒

ス
ト
ー
リ
ー
は
し
ば
し
ば
現
実
離
れ
し
︑
空
想
的
に
変
化
す
る
︒
そ
れ
が
寓
話
で
あ
る
︒
同
じ
指
摘
は
世
界
各
地
の
神
話
に
も
妥
当

す
る
︒
寓
話
や
神
話
に
登
場
す
る
キ
ャ
ス
ト
は
︑
天
空
で
あ
れ
ば
真
善
美
を
代
表
し
︑
地
上
で
あ
れ
ば
偽
悪
醜
そ
の
も
の
と
な
っ
て

描
か
れ
る
が
︑
相
互
に
依
存
的
で
あ
る
と
こ
ろ
に
寓
話
・
神
話
の
特
徴
が
存
す
る
︒
そ
の
点
に
つ
き
︑
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
典
を
事
例

に
考
察
し
て
み
た
い
︒

9 妖怪と人とのインターフェイス



三

シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
神
話
的
解
釈

一
九
世
紀
前
半
ド
イ
ツ
の
神
話
学
者
ダ
ー
フ
ィ
ト
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
︵
D
a
v
id
F
rie
d
ric
h
S
tra
u
ß
,
1
8
0
7
-
1
8
7
4︶
は
︑
大
著
﹃
イ
エ

ス
の
生
涯
﹄︵
一
八
三
五
～
三
六
年
︶
の
な
か
で
︑
新
約
聖
書
に
つ
い
て
︑
従
来
は
物
語
の
核
心
を
神
そ
の
も
の
の
精
神
と
し
て
き
た

が
︑
核
心
は
民
衆
の
精
神
︑
民
衆
の
共
同
体
の
精
神
︑
そ
の
物
語
の
舞
台
と
な
っ
て
い
る
場
所
や
時
代
を
生
き
た
民
衆
の
精
神
で
あ

る
︑
と
し
た
︒

シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
に
よ
る
と
︑
従
来
︑
神
は
無
限
と
さ
れ
て
き
た
が
︑
神
は
自
然
お
よ
び
人
間
精
神
と
い
う
有
限
を
引
き
ず
っ
て
い

る
︒
神
︵
無
限
︶
は
人
間
︵
有
限
︶
を
自
己
の
外
化
と
し
て
定
立
し
て
い
る
︒
そ
の
二
者
の
あ
い
だ
に
は
︑
神
か
ら
人
間
へ
の
コ
ー

ス
で
啓
示
が
︑
ま
た
人
間
か
ら
神
へ
の
コ
ー
ス
で
信
仰
が
︑
相
互
交
渉
的
に
存
在
し
て
い
る
︒
そ
の
際
︑
神
と
人
間
と
を
結
び
つ
け

る
神
人
キ
リ
ス
ト
は
︑
個
人
で
な
く
︑
類
で
あ
る
︒

シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
は
︑﹃
イ
エ
ス
の
生
涯
﹄
に
お
い
て
︑
ま
ず
は
聖
書
の
超
自
然
的
解
釈
法
を
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
︒
こ
の
立
場
は

聖
書
に
記
さ
れ
て
い
る
叙
述
を
そ
の
ま
ま
肯
定
的
に
受
け
入
れ
る
︒
旧
約
・
新
約
に
綴
ら
れ
た
奇
跡
は
︑
す
べ
て
そ
の
ま
ま
超
自
然

的
に
生
じ
た
︒
神
の
意
志
と
し
て
︑
文
字
通
り
の
あ
り
様
で
生
じ
た
の
で
あ
る
︒
次
に
︑
聖
書
の
合
理
主
義
的
解
釈
法
を
こ
う
説
明

す
る
︒
聖
書
に
記
さ
れ
て
い
る
字
句
は
︑
そ
の
ま
ま
書
か
れ
た
と
お
り
に
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
︒
例
え
ば
︑
モ
ー
セ
の
為
し
た
奇

跡
は
そ
れ
が
記
述
さ
れ
た
頃
の
政
治
的
支
配
者
や
僧
侶
が
自
分
に
都
合
の
よ
い
よ
う
に
わ
ざ
と
仕
組
ん
だ
手
品
︑
ペ
テ
ン
だ
と
主
張

す
る
ラ
イ
マ
ー
ル
ス
を
聖
書
の
自
然
主
義
的
解
釈
者
と
す
れ
ば
︑
ア
イ
ヒ
ホ
ル
ン
や
パ
ウ
ル
ス
に
代
表
さ
れ
る
合
理
主
義
的
解
釈
者

は
︑
聖
書
を
覆
っ
て
い
る
超
自
然
的
な
装
い
は
欺
瞞
に
あ
ら
ず
し
て
︑
旧
約
も
新
約
も
︑
そ
こ
に
記
さ
れ
た
内
容
は
出
来
事
の
目
撃

者
に
よ
っ
て
正
確
に
記
録
さ
れ
た
証
言
だ
と
い
う
︒
た
だ
︑
目
撃
者
が
未
熟
で
幼
稚
な
段
階
の
人
類
だ
っ
た
た
め
︑
例
え
ば
イ
エ
ス

の
湖
上
歩
行
は
神
に
由
来
す
る
疑
い
え
な
い
事
実
と
し
て
記
録
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
け
れ
ど
も
︑
ア
イ
ヒ
ホ
ル
ン
ら
か
ら
み
れ
ば
︑
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イ
エ
ス
が
実
行
し
た
奇
跡
は
す
べ
て
合
理
的
に
説
明
が
つ
く
の
で
あ
る
︒

以
上
の
諸
解
釈
に
対
し
て
︑
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
は
︑
た
と
え
ば
ホ
ル
ス
ト
に
代
表
さ
れ
る
神
話
的
解
釈
を
弁
護
す
る
︒
ホ
ル
ス
ト
に

よ
れ
ば
︑
キ
リ
ス
ト
教
は
人
び
と
の
内
的
信
仰
で
あ
っ
て
︑
そ
れ
は
各
々
の
心
中
に
触
れ
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
外
的
に
表
出
す
る

も
の
で
は
な
い
︒
と
は
い
え
キ
リ
ス
ト
に
従
う
人
び
と
は
︑
そ
の
信
仰
を
外
的
に
表
出
し
︑
他
者
や
子
孫
に
伝
達
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
︒
そ
の
と
き
︑
内
的
核
心
を
外
的
事
物
・
現
象
に
よ
っ
て
表
現
す
る
契
機
が
存
在
し
︑
内
的
核
心
は
︑
民
衆
か
ら
民
衆
へ
と
︑

外
的
事
物
を
と
お
し
て
︑
口
踊
に
よ
っ
て
語
り
継
が
れ
る
こ
と
に
な
る
︑
こ
れ
が
物
語
で
あ
り
︑
そ
の
形
式
は
神
話
的
と
な
る
︒
従

来
の
︑
こ
の
よ
う
な
神
話
的
聖
書
解
釈
に
対
し
て
︑
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
は
︑
少
な
く
と
も
以
下
の
三
点
の
変
更
を
な
す
︒
①
従
来
の
神

話
的
解
釈
法
は
︑
イ
エ
ス
の
幼
少
期
等
物
語
の
一
部
分
に
つ
い
て
の
み
妥
当
と
さ
れ
て
き
た
の
だ
が
︑
そ
れ
は
物
語
全
体
に
妥
当
す

る
︒
②
従
来
は
物
語
の
核
心
を
神
そ
の
も
の
の
精
神
と
し
て
き
た
が
︑
核
心
は
民
衆
の
精
神
︑
民
衆
の
共
同
体
の
精
神
︑
そ
の
物
語

の
舞
台
と
な
っ
て
い
る
場
所
や
次
代
を
生
き
た
民
衆
の
精
神
で
あ
る
︒
③
従
来
︑
神
は
無
限
と
さ
れ
て
き
た
が
︑
神
は
︑
自
然
お
よ

び
人
間
精
神
と
い
う
有
限
な
も
の
を
引
き
ず
っ
て
い
る
︒
神
︵
無
限
︶
は
人
間
︵
有
限
︶
を
自
己
の
外
化
と
し
て
定
立
し
て
い
る
︒

そ
の
よ
う
に
︑
一
方
で
は
従
来
の
聖
書
解
釈
法
へ
の
批
判
を
通
じ
て
︑
他
方
で
は
い
っ
と
き
直
接
師
か
ら
教
え
を
受
け
る
こ
と
の

で
き
た
ヘ
ー
ゲ
ル
宗
教
哲
学
へ
の
批
判
を
通
じ
て
︑シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
は
独
自
の
聖
書
解
釈
法
と
キ
リ
ス
ト
論
を
提
起
し
た
の
で
あ
る
︒

そ
の
際
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
が
聖
書
解
釈
法
に
お
い
て
究
極
の
批
判
対
象
と
し
た
の
は
︑
オ
リ
ゲ
ネ
ス
︵
一
八
五
年
頃
～
二
五
四
年
頃
︶

で
あ
る
︒
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
は
い
う
︒

﹁
総
じ
て
︑
オ
リ
ゲ
ネ
ス
は
自
分
の
人
間
学
的
三
分
法
に
従
っ
て
︑
聖
書
に
三
重
の
意
味
を
与
え
て
い
た
︒
肉
体
的
意
味
に
対
応
す

る
字
句
通
り
の
意
味
︑
魂
的
意
味
に
対
応
す
る
道
徳
的
意
味
︑
霊
的
意
味
に
対
応
す
る
神
秘
的
意
味
が
そ
れ
で
あ
る
︒
し
か
も
通
常

彼
は
三
つ
の
意
味
の
す
べ
て
を
並
列
さ
せ
る
が
︑
そ
れ
で
も
個
々
の
場
合
に
つ
い
て
言
え
ば
︑
字
句
通
り
で
の
把
握
は
い
か
な
る
意

11 妖怪と人とのインターフェイス



味
を
も
与
え
る
も
の
で
は
な
く
︑
あ
る
い
は
逆
の
意
味
し
か
与
え
な
い
と
さ
れ
︑
こ
う
し
て
読
者
は
ま
す
ま
す
決
定
的
に
神
秘
的
な

内
実
を
発
見
す
る
よ
う
仕
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
︒︵
中
略
︶
彼
に
従
え
ば
︑
多
く
の
こ
と
が
字
句
通
り
に
把
握
さ
れ
る
と
︑
そ
れ

は
キ
リ
ス
ト
教
の
崩
壊
に
役
立
ち
か
ね
な
い
こ
と
に
な
る
︒
そ
れ
を
主
張
す
る
た
め
に
︑
彼
は
︑
文
字
は
殺
す
が
精
神
は
生
か
す
と

い
う
箴
言
を
︑
字
句
通
り
の
聖
書
解
釈
と
寓
意
的
な
聖
書
解
釈
と
の
区
別
に
関
連
づ
け
る
の
で
あ
る
﹂
(

)

︒

８

シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
は
︑
一
方
で
は
ホ
ル
ス
ト
を
部
分
的
に
支
持
す
る
か
た
ち
で
︑
聖
書
の
比
喩
的
解
釈
法
を
継
承
し
て
い
る
が
︑
他

方
で
は
︑
上
述
引
用
文
の
よ
う
に
オ
リ
ゲ
ネ
ス
を
批
判
す
る
か
た
ち
で
︑
聖
書
の
比
喩
的
解
釈
法
を
批
判
し
て
い
る
︑
こ
の
︑
一
見

す
る
と
矛
盾
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
構
え
を
分
析
す
れ
ば
︑
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
言
う
︹
神
話
の
積
極
性
︺
は
見
え
て

く
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
神
話
と
は
民
衆
の
口
踊
に
よ
っ
て
語
り
継
が
れ
る
物
語
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
文
字
に
記
録
さ
れ
る
以
前
︑
神
話

は
︑
こ
れ
を
語
り
継
ぐ
人
び
と
の
時
代
精
神
に
大
き
く
影
響
を
受
け
︑
こ
こ
か
し
こ
に
変
更
や
添
加
が
施
さ
れ
た
︒
舞
台
を
オ
リ
エ

ン
ト
の
多
神
教
世
界
や
先
ギ
リ
シ
ア
︑
古
ゲ
ル
マ
ン
の
世
界
に
移
せ
ば
︑
あ
る
時
代
あ
る
地
域
の
民
族
は
︑
飛
ぶ
鳥
を
神
と
み
な
し
︑

そ
の
鳥
は
人
の
言
葉
を
話
し
た
︒
そ
の
際
︑
オ
リ
ゲ
ネ
ス
的
比
喩
的
解
釈
で
は
︑
こ
う
な
る
︒
高
等
な
人
間
が
下
等
の
動
物
を
神
と

崇
拝
す
る
わ
け
が
な
い
︒
こ
れ
に
は
き
っ
と
隠
さ
れ
た
訳
が
あ
る
︒
鳥
の
背
後
に
人
間
よ
り
い
っ
そ
う
高
等
な
存
在
や
本
質
が
潜
ん

で
い
る
の
だ
︒
鳥
は
そ
れ
を
包
み
込
む
依
代
か
象
徴
︑な
い
し
偶
像
か
で
あ
る
︒
こ
れ
に
対
し
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
的
神
話
的
解
釈
で
は
︑

こ
う
な
る
︒
動
物
を
神
と
崇
拝
す
る
人
び
と
は
︑
そ
の
神
獣
・
神
鳥
お
よ
び
そ
れ
ら
の
生
活
に
自
ら
の
生
活
や
共
同
意
識
を
投
影
さ

せ
︑
自
ら
が
生
み
成
す
歴
史
を
︑
あ
た
か
も
そ
の
神
獣
の
世
界
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
物
語
と
し
て
語
り
継
ぐ
︒
よ
っ
て
︑
と
き
に
は

動
物
や
植
物
が
︑
あ
る
い
は
岩
や
山
ま
で
も
が
人
間
的
存
在
者
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
神
々
と
人
と
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
︑
妖
怪

と
人
と
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
は
こ
こ
に
垣
間
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

12



四

ミ
ュ
ト
ス
神
話
と
ロ
ゴ
ス
神
話

私
の
研
究
に
お
い
て
︑
あ
る
が
ま
ま
の
現
象
を
語
る
神
話
は
﹁
ミ
ュ
ト
ス
神
話
﹂
に
括
ら
れ
る
︒
例
え
ば
︑
ハ
ト
を
見
た
ら
ハ
ト

と
意
識
し
そ
の
よ
う
に
語
り
記
す
︒
ミ
ュ
ト
ス
の
世
界
で
は
︑
ハ
ト
を
神
と
す
る
人
は
ハ
ト
そ
れ
自
体
が
端
的
に
神
で
あ
る
︒
そ
れ

に
対
し
て
︑
あ
る
が
ま
ま
の
現
象
に
対
し
て
そ
の
意
味
や
概
念
を
語
る
神
話
は
﹁
ロ
ゴ
ス
神
話
﹂
に
括
ら
れ
る
︒
例
え
ば
︑
ハ
ト
を

見
た
ら
平
和
を
意
識
し
そ
の
よ
う
に
語
り
記
す
︒
ロ
ゴ
ス
の
世
界
で
は
︑
ハ
ト
を
神
と
す
る
人
は
そ
の
動
物
の
背
後
か
深
部
に
真
善

美
︑
正
義
や
平
和
の
本
質
を
見
抜
く
︒
ハ
ト
は
そ
う
し
た
本
質
の
眷
属
︵
使
い
・
代
理
︶
で
あ
る
︒
ロ
ゴ
ス
は
明
ら
か
に
反
ミ
ュ
ト

ス
な
の
で
あ
る
︒

神
話
学
者
の
松
村
武
雄
は
︑
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
﹁
神
話
﹂
と
い
う
語
に
つ
い
て
︑
著
作
﹃
神
話
学
原
論
﹄
︵
一
九
四
〇
年
︶

で
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
︒

﹁
古
代
ギ
リ
シ
ア
人
は
︑﹃
ミ
ュ
ト
ス
﹄
と
い
う
語
辞
を
最
も
本
源
的
に
は
﹃
ロ
ゴ
ス
︵
lo
g
o
s︶﹄
の
意
味
に
用
い
た
︒︵
中
略
︶
ホ

メ
ロ
ス
の
ご
と
き
も
︑
ミ
ュ
ト
ス
を
こ
の
意
味
︱
︱
す
な
わ
ち
﹃
言
葉
﹄
と
か
︑﹃
話
さ
れ
る
あ
る
も
の
﹄
と
か
︑﹃
口
に
よ
っ
て
発

せ
ら
れ
る
あ
る
も
の
﹄
と
か
い
う
ほ
ど
の
義
に
用
い
て
い
る
︒
m
u
th
o
s
と
い
う
語
辞
は
︑
英
語
の

m
o
u
th
︑
高
古
ド
イ
ツ
語
の

M
u
c
k
e︑
ギ
リ
シ
ア
語
の
m
u
z
o
,
m
u
ia
,
m
u
o
,
m
u
ste
s
な
ど
に
お
け
る
と
同
じ
よ
う
に
︑
m
u
,︵
la
t.,
m
u
︶
か
ら
抽
出
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
︑
こ
う
し
て

m
u
も
し
く
は

m
u
o
は
︑﹃
唇
を
開
く
こ
と
︑
も
し
く
は
閉
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
聴
き
得
べ
き
音
を
立
て
る
こ

と
﹄
を
意
味
し
た
︒
然
る
に
︑
よ
り
後
代
に
な
る
と
︑
そ
の
意
味
が
特
定
化
せ
ら
れ
て
︑
た
ん
に
﹃
話
さ
れ
る
あ
る
も
の
﹄
で
は
な

く
て
︑﹃
神
性
的
存
在
態
に
つ
い
て
話
さ
れ
る
あ
る
も
の
﹄
を
詮
表
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
紀
元
前
六
世
紀
～
五
世
紀
の
詩
人
ピ
ン
ダ

ロ
ス
の
時
代
に
は
︑
ミ
ュ
ト
ス
は
明
ら
か
に
こ
の
意
味
を
獲
得
し
て
い
る
﹂
(

)

︒

９

そ
れ
か
ら
ま
た
︑
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
研
究
者
グ
リ
マ
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒﹁
ミ
ュ
ト
ス
は
ロ
ゴ
ス
に
対
立
す
る
︒
そ
れ
は
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空
想
と
理
性
︑
物
語
る
言
葉
と
論
証
す
る
言
葉
と
の
対
立
で
あ
る
﹂
(

)

︒

10

確
立
し
た
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
世
界
で
は
︑
ミ
ュ
ト
ス
は
存
在
し
な
い
か
︑
極
度
に
衰
退
し
て
い
る
︒
代
わ
っ
て
ロ
ゴ
ス
が
前
面
に

出
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
の
ち
に
プ
ラ
ト
ン
が
イ
デ
ア
に
関
連
づ
け
る
こ
と
に
な
る
普
遍
の
本
質
は
︑
な
ん
ら
具
象
性
を
も
た
ず
神
的
・

不
可
視
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
︒
一
方
に
︑
時
間
の
静
止
す
る
点
と
し
て
の
世
界
︵
永
遠
の
存
在
︶
＝
ア
イ
オ
ン
︵
永
遠
︶
と
カ

オ
ス
︵
混
沌
︶
を
想
定
し
︑
他
方
に
︑
時
間
が
経
過
し
て
で
き
る
線
と
し
て
の
︑
森
羅
万
象
生
成
の
世
界
︵
生
成
の
系
譜
︶
＝
ク
ロ

ノ
ス
︵
時
間
︶
と
ガ
イ
ア
︵
空
間
︶
と
を
想
定
す
る
な
ら
ば
︑
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
成
立
す
る
現
場
は
︑
ア
イ
オ
ン
と
ク
ロ
ノ
ス
が
交

差
し
て
い
る
︒
過
ぎ
去
っ
て
い
く
よ
う
で
い
て
い
つ
し
か
元
に
戻
り
︑
円
環
を
描
く
︒
一
つ
の
円
環
に
お
い
て
は
時
系
列
が
存
在
す

る
も
の
の
︑
神
話
に
登
場
す
る
物
語
は
ア
・
ト
ポ
ス
︵
時
空
を
超
え
て
偏
在
す
る
こ
と
︶
を
特
徴
と
す
る
︒
似
た
よ
う
な
物
語
は
別

の
場
所
や
別
の
時
代
に
再
演
さ
れ
て
系
譜
︵
ゲ
ネ
ア
ロ
ギ
ー
︶
を
つ
く
っ
て
い
る
︒
ウ
ラ
ノ
ス
の
ゲ
ノ
ス
↓
ク
ロ
ノ
ス
の
ゲ
ノ
ス
↓

ゼ
ウ
ス
の
ゲ
ノ
ス
︑
と
進
む
間
に
︑
神
話
に
は
真
善
美
︑
正
義
や
平
和
と
い
っ
た
意
味
＝
本
質
が
付
与
さ
れ
︑
一
見
す
る
と
具
象
的

な
展
開
の
な
か
に
意
味
＝
本
質
が
語
り
継
が
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
こ
う
し
て
︑
か
つ
て
先
史
野
生
の
ペ
ラ
ス
ゴ
イ
人
の
も
と
で
は

具
象
の
ま
ま
の
展
開
で
あ
っ
た
ミ
ュ
ト
ス
は
︑
有
史
文
明
の
ギ
リ
シ
ア
人
の
も
と
で
は
抽
象
の
展
開
す
る
ロ
ゴ
ス
に
変
貌
し
て
い
っ

た
と
言
え
る
︒

ミ
ュ
ト
ス
か
ら
ロ
ゴ
ス
へ
の
転
化
の
過
渡
期
を
生
き
た
ヘ
シ
オ
ド
ス
の
﹃
神
統
記
﹄
に
関
連
さ
せ
て
︑
研
究
者
パ
ウ
ラ
・
フ
ィ
リ
ッ

プ
ソ
ン
は
次
の
よ
う
に
明
言
し
て
い
る
︒﹁
そ
の
詩
人
に
と
っ
て
は
夜
の
感
覚
さ
れ
う
る
諸
現
象
が
と
り
も
な
お
さ
ず
夜
の
意
味
で

あ
り
︑
夜
の
作
用
で
あ
り
︑
ま
た
そ
れ
に
内
在
す
る
規
範
で
も
あ
る
の
で
あ
る
︒
内
と
外
は
︱
︱
ゲ
ー
テ
の
表
現
を
用
い
て
よ
い
な

ら
︱
︱
分
離
し
て
い
る
の
で
は
な
く
︑夜
の
神
的
本
質
と
し
て
の
も
ろ
も
ろ
の
現
象
の
総
体
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

な
ぜ
な
ら
︑
現
象
の
背
後
や
上
に
神
の
存
在
が
あ
る
の
で
は
な
く
︑
現
象
が
す
な
わ
ち
神
的
存
在
︑
神
の
本
質
な
の
だ
か
ら
で
あ

14



る
﹂
(

)

︒

11

ま
た
︑
ギ
リ
シ
ア
の
東
方
に
存
在
し
た
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ヤ
地
方
の
先
史
神
話
﹁
ギ
ル
ガ
メ
シ
ュ
﹂
に
関
連
さ
せ
て
︑
研
究
者
リ
ヴ
ガ
ー
・

シ
ェ
ル
フ
・
ク
ル
ー
ガ
ー
は
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒﹁
原
始
的
心
性
に
と
っ
て
︑
事
物
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
意
味
を
も
つ
︒

わ
れ
わ
れ
が
精
神
的
あ
る
い
は
物
質
的
と
よ
ぶ
も
の
は
︑
彼
ら
に
と
っ
て
は
区
別
さ
れ
て
い
な
い
︒︵
中
略
︶
身
体
が
魂
で
あ
り
︑
魂

が
身
体
で
あ
る
︒
身
体
に
関
わ
る
こ
と
が
き
わ
め
て
精
神
的
で
あ
り
︑
心
に
関
わ
る
こ
と
が
き
わ
め
て
物
質
的
な
こ
と
が
あ
る
﹂
(

)

︒

12

ギ
リ
シ
ア
の
神
話
世
界
は
オ
リ
エ
ン
ト
の
神
話
世
界
と
重
な
っ
て
い
る
︒
例
え
ば
ゼ
ウ
ス
の
妹
デ
ー
メ
ー
テ
ー
ル
は
︑
最
初
エ
ジ

プ
ト
か
黒
海
の
か
な
た
か
で
崇
拝
さ
れ
て
い
た
頃
は
︑
な
に
よ
り
も
ま
ず
穀
物
の
神
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒
接
頭
語
の
﹁
デ
ー
﹂
は
︑

ガ
イ
ア
の
語
源
﹁
ゲ
ー
﹂
と
同
じ
で
あ
り
︑
大
地
を
意
味
す
る
︒﹁
デ
ー
﹂
は
ま
た
︑
大
地
か
ら
芽
吹
く
﹁
穂
﹂
を
も
意
味
す
る
︒
﹁
メ
ー

テ
ー
ル
﹂
は
﹁
母
︵
m
a
te
r︶﹂
な
い
し
﹁
物
質
︵
m
a
te
ria︶﹂
を
意
味
す
る
︒
デ
ー
メ
ー
テ
ー
ル
と
は
︑
よ
う
す
る
に
大
地
母
神
︑
穀

物
の
母
神
な
の
で
あ
る
︒
こ
こ
ま
で
が
ミ
ュ
ト
ス
で
あ
る
︒
そ
れ
以
外
の
こ
と
︑
た
と
え
ば
誰
そ
れ
の
子
だ
と
か
誰
そ
れ
の
妻
だ
と

か
は
︑
ロ
ゴ
ス
＝
狡
知
の
介
入
を
み
た
結
果
を
さ
ら
け
出
し
て
い
る
︒
ケ
レ
ー
ニ
イ
は
︑
無
意
識
な
が
ら
︑
デ
ー
メ
ー
テ
ー
ル
を
ク

ロ
ノ
ス
・
ゼ
ウ
ス
と
結
び
つ
け
る
の
で
な
く
︑
ペ
ル
セ
ポ
ネ
ー
︵
コ
ー
レ
ー
︶
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
デ
ー
メ
ー
テ
ー
ル

の
な
か
に
ミ
ュ
ト
ス
を
読
み
と
っ
て
い
る
(

)

︒

13

二

ミ
ュ
ト
ス
か
ら
ロ
ゴ
ス
へ
、
あ
る
い
は
神
話
の
非
神
話
へ
の
転
用

先
ほ
ど
記
し
た
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ヤ
最
古
の
叙
事
詩
ギ
ル
ガ
メ
シ
ュ
神
話
に
は
︑﹁
エ
ン
キ
ド
ゥ
﹂
と
い
う
始
原
の
人
間
が
登
場
す
る
︒

彼
は
︑
主
人
公
で
ウ
ル
ク
の
王
ギ
ル
ガ
メ
シ
ュ
が
あ
ま
り
の
暴
君
で
あ
っ
た
た
め
天
の
神
ア
ヌ
が
創
造
神
ア
ル
ル
に
命
じ
て
ラ
イ
バ

ル
と
し
て
粘
土
か
ら
造
ら
せ
た
野
生
人
で
あ
る
︒
エ
ン
キ
ド
ゥ
は
︑
文
明
を
謳
歌
す
る
ギ
ル
ガ
メ
シ
ュ
の
後
に
登
場
す
る
も
の
の
︑
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位
置
づ
け
と
し
て
は
文
明
を
知
ら
な
い
先
史
人
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
︒
本
稿
で
問
題
に
し
て
い
る
神
話
の
世
界
は
︑
ギ
ル
ガ
メ

シ
ュ
で
な
く
︑
エ
ン
キ
ド
ゥ
に
相
応
し
い
と
言
え
る
︒
あ
る
と
き
エ
ン
キ
ド
ゥ
は
ギ
ル
ガ
メ
シ
ュ
の
た
め
に
斧
に
な
り
︑
ギ
ル
ガ
メ

シ
ュ
は
そ
の
斧
で
レ
バ
ノ
ン
杉
の
森
に
遠
征
し
こ
れ
を
護
る
番
人
フ
ン
バ
ッ
ハ
を
殺
し
た
︒
こ
の
レ
バ
ノ
ン
杉
は
︑
先
史
の
母
神
な

い
し
母
権
を
意
味
し
て
い
た
(

)

︒
こ
う
し
て
エ
ン
キ
ド
ゥ
は
本
来
は
自
分
自
身
と
同
一
で
あ
っ
た
自
然
を
征
服
す
る
勢
力
＝
文
明

14

人
に
変
質
し
て
い
く
が
︑
そ
れ
は
同
時
に
自
己
の
破
滅
と
も
な
っ
て
︑
死
を
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
す
な
わ
ち
︑
叙
事
詩
ギ
ル
ガ

メ
シ
ュ
は
エ
ン
キ
ド
ゥ
の
死
を
も
っ
て
︑
物
語
が
ミ
ュ
ト
ス
か
ら
ロ
ゴ
ス
へ
と
転
じ
て
い
く
の
で
あ
っ
た
︒

レ
バ
ノ
ン
は
東
地
中
海
沿
岸
の
シ
リ
ア
地
方
に
あ
り
︑
古
く
か
ら
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
が
商
業
活
動
の
拠
点
に
し
て
い
た
︒
彼
ら
は
レ

バ
ノ
ン
杉
で
船
を
つ
く
り
︑
地
中
海
貿
易
を
独
占
し
た
︒
そ
の
全
盛
期
は
︑
エ
ー
ゲ
文
明
が
滅
ぶ
前
一
二
世
紀
か
ら
ア
ッ
シ
リ
ア
帝

国
の
台
頭
す
る
前
八
世
紀
に
か
け
て
で
あ
る
︒
そ
の
末
期
に
は
ギ
リ
シ
ア
に
ホ
メ
ロ
ス
が
あ
ら
わ
れ
た
が
︑
そ
の
頃
ま
で
に
地
中
海

海
域
で
は
︑
デ
ー
メ
ー
テ
ー
ル
信
仰
に
代
表
さ
れ
る
母
権
制
的
社
会
が
衰
退
し
︑
代
わ
っ
て
ア
ポ
ロ
ン
や
ゼ
ウ
ス
信
仰
に
象
徴
さ
れ

る
父
権
制
的
社
会
が
出
現
し
た
︒
そ
の
段
階
で
は
︑
神
々
の
姿
は
不
可
視
と
な
り
︑
代
わ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
偶
像
が
考
案
さ
れ
る
に

至
っ
て
い
る
︒
先
史
野
生
ペ
ラ
ス
ゴ
イ
人
が
信
仰
す
る
神
々
は
山
や
石
︑
樹
木
︑
あ
る
い
は
牛
や
山
羊
だ
っ
た
り
し
た
︒
こ
れ
ら
は

ミ
ュ
ト
ス
に
相
応
し
い
神
体
＝
具
象
神
だ
っ
た
︒
偶
像
は
考
え
ら
れ
ず
︑
し
た
が
っ
て
存
在
し
て
い
な
い
︒
と
こ
ろ
が
︑
民
族
移
動

の
後
に
出
現
し
た
有
史
文
明
ギ
リ
シ
ア
人
が
信
仰
す
る
神
々
は
真
善
美
や
正
義
・
平
和
で
あ
り
不
可
視
で
あ
っ
た
も
の
の
︑
そ
れ
を

包
込
む
偶
像
は
か
よ
う
な
抽
象
神
を
体
現
す
る
形
姿
を
し
て
お
り
︑
そ
の
究
極
の
形
姿
は
ミ
ロ
島
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
に
窺
わ
れ
る
の

だ
っ
た
(

)

︒

15

こ
う
し
て
始
ま
っ
た
︹
神
話
の
文
明
化
︺
＝
︹
神
話
の
非
神
話
化
︺
は
︑
や
が
て
宗
教
的
な
領
域
を
中
心
に
︑
社
会
の
さ
ま
ざ
ま

な
分
野
に
適
用
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
︒
そ
の
一
つ
に
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
流
行
し
た
魔
女
狩
り
が
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
古
く

16



は
モ
ー
セ
の
十
戒
に
記
さ
れ
た
異
教
信
仰
の
禁
止
に
前
例
を
み
る
が
︑
そ
の
後
キ
リ
ス
ト
教
に
支
配
さ
れ
た
ケ
ル
ト
・
ゲ
ル
マ
ン
社

会
で
の
異
教
信
仰
の
禁
止
に
直
接
的
な
起
源
を
有
す
る
(

)

︒

16

と
こ
ろ
で
︑
魔
女
に
関
連
す
る
研
究
と
し
て
︑
上
山
安
敏
は
安
田
喜
憲
編
﹃
魔
女
の
文
明
史
﹄
所
収
論
文
﹁
魔
女
裁
判
﹂
の
な
か

で
次
の
よ
う
に
類
型
化
し
て
い
る
︒﹁﹃
魔
女
と
魔
女
裁
判
﹄
と
い
う
テ
ー
マ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
盛
ん
に
な
っ
た
が
︑
そ
れ
に
は
魔
女

の
生
態
を
民
族
学
的
な
方
向
か
ら
み
て
い
く
考
え
方
と
︑
現
代
社
会
の
我
々
に
も
身
近
な
魔
女
狩
り
を
政
治
学
的
な
方
向
か
ら
み
る

と
い
う
ふ
た
つ
の
考
え
方
が
あ
る
︒
⁝
⁝
そ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
に
し
て
ひ
と
つ
の
な
か
に
統
合
し
て
い
く
か
が
︑
本
章
の
ひ
と
つ
の

テ
ー
マ
に
な
る
﹂
(

)

︒

17

さ
て
︑
魔
女
と
い
う
自
然
界
に
は
存
在
し
な
い
も
の
の
﹁
生
態
﹂
と
は
︑
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
た
ら
い
い
も
の
で
あ
ろ

う
か
︒
よ
う
す
る
に
︑
魔
女
は
生
き
物
と
し
て
実
体
的
に
存
在
し
た
の
で
は
な
く
︑
表
象
と
し
て
社
会
的
・
文
化
的
に
存
在
し
て
き

た
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑﹁
魔
女
と
魔
女
裁
判
﹂
と
い
う
テ
ー
マ
は
表
象
と
し
て
の
魔
女
を
め
ぐ
っ
て
取
り
扱
わ
れ
て
き
た
と
言

え
る
︒
魔
女
の
出
没
す
る
と
こ
ろ
︑必
ず
や
そ
の
出
現
を
促
す
社
会
的
な
い
し
文
化
的
要
因
が
潜
在
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
︒

魔
女
狩
り
は
︑
そ
う
し
た
要
因
を
前
提
に
し
て
成
立
し
た
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
神
話
な
の
で
あ
る
︒
そ
う
で
あ
る
か
ら
︑
魔
女
狩
り
の
神

話
は
現
代
社
会
に
も
適
用
し
う
る
︒

環
境
考
古
学
者
の
安
田
喜
憲
は
前
掲
編
著
の
﹁
序
論
︱
︱
ア
ニ
ミ
ズ
ム
・
ル
ネ
サ
ン
ス
﹂
と
﹁
あ
と
が
き
﹂
で
︑
ア
メ
リ
カ
軍
の

イ
ラ
ク
攻
撃
を
前
近
代
の
﹁
魔
女
﹂
な
い
し
﹁
魔
女
狩
り
﹂
に
関
連
さ
せ
て
い
る
が
︑
そ
こ
で
は
ア
メ
リ
カ
軍
な
い
し
キ
リ
ス
ト
教

徒
が
迫
害
者
に
括
ら
れ
て
い
る
︒
一
九
七
〇
年
代
以
降
ア
メ
リ
カ
で
は
よ
く
そ
う
し
た
現
象
が
生
じ
る
︒
そ
の
際
︑
こ
こ
で
い
う﹁
魔

女
狩
り
﹂
は
比
喩
的
な
レ
ト
リ
ッ
ク
︑
一
種
の
表
象
で
あ
る
︒
イ
ラ
ク
に
実
際
に
魔
女
が
い
て
指
導
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
ま

た
安
田
喜
憲
﹁
魔
女
を
殺
し
自
然
を
破
壊
す
る
文
明
の
闇
か
ら
の
離
脱
﹂
に
は
こ
う
記
さ
れ
て
い
る
︒﹁
今
こ
そ
必
要
な
の
は
︑
ア
ニ

17 妖怪と人とのインターフェイス



ミ
ズ
ム
の
神
々
を
殺
し
︑
森
を
悪
と
し
て
破
壊
し
︑
魔
女
を
生
み
出
し
︑
闘
い
を
止
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
﹃
力
と
闘
争
の
文
明
﹄

の
闇
か
ら
の
離
脱
な
の
で
あ
る
﹂
(

)

︒
こ
の
︑
文
明
を
一
方
的
に
退
け
よ
う
と
す
る
態
度
は
短
絡
的
な
発
想
で
あ
る
︒
こ
の
種
の
研

18

究
の
難
点
は
︑
歴
史
的
コ
ン
テ
キ
ス
ト
を
背
景
に
ま
で
退
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
あ
る
い
は
ま
た
︑﹁
魔
女
﹂
と
い
う
表
象
を
﹁
悪
﹂

と
い
う
レ
ッ
テ
ル
に
使
用
す
る
と
い
っ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
傾
き
が
ち
で
あ
る
︒
だ
が
そ
れ
だ
け
に
︑
魔
女
狩
り
が
現
代
で
も
神
話

と
し
て
意
味
を
も
ち
通
用
す
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
神
話
の
な
か
で
攻
撃
に
さ
ら
さ
れ
た
人
び
と
を
し
て
︑
公
然
非
公
然
を
問
わ

ず
い
っ
そ
う
結
束
さ
せ
︑
と
き
に
は
カ
ウ
ン
タ
ー
・
ミ
ュ
ト
ス
を
産
む
と
い
う
点
で
も
︑
効
果
が
あ
る
と
言
え
る
︒

ま
と
め

私
は
︑﹁
は
じ
め
に
﹂
で
こ
う
記
し
た
︒﹁
日
本
の
伝
統
社
会
で
は
︑
フ
ェ
テ
ィ

シ
ュ
は
妖
怪
の
か
た
ち
で
も
畏
怖
の
念
を
も
っ
て
拝
ま
れ
て
き
た
﹂
︒
そ
の
一
典

型
は
井
上
円
了
も
注
目
し
た
﹁
天
狗
﹂
に
観
察
さ
れ
る
︒

調
査
研
究
の
行
程
で
︑
平
成
一
四
年
八
月
︑
私
は
伊
東
市
の
佛
現
寺
を
訪
問
し

た
︒
当
日
は
︑
は
じ
め
て
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
ご
住
職
に
は
ま
こ
と
に
ご
丁
寧
な

お
も
て
な
し
を
頂
戴
し
た
︒
そ
の
折
り
に
﹁
天
狗
の
詫
び
状
﹂
と
い
う
古
文
書
︑

お
よ
び
﹁
天
狗
の
ヒ
ゲ
﹂
と
い
う
遺
物
を
拝
観
し
た
︒
ご
住
職
は
こ
の
二
つ
を
︑

む
ろ
ん
本
物
と
思
っ
て
寺
宝
に
し
て
い
た
︒
つ
い
て
は
︑
私
に
真
偽
の
程
を
調
査

し
て
も
ら
え
れ
ば
︑と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
︒
拝
観
の
恩
義
を
感
じ
た
私
は
︑少
々

調
べ
て
こ
の
よ
う
に
ご
返
事
申
し
上
げ
た
︒

18

飯綱権現像（しなの鉄道牟礼駅ホーム）



﹁︿
天
狗
の
わ
び
状
﹀
の
件
で
ご
ざ
い
ま
す
が
︑
日
本
の
古
代
文
字

の
一
つ
か
と
思
い
︑
文
献
に
当
た
っ
て
み
ま
し
た
︒
同
封
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
コ
ピ
ー
は
︑
そ
の
史
料
の
一
部
で
あ
り
ま
す
︒
に
わ

か
に
は
書
体
や
文
字
の
出
自
を
確
定
で
き
ま
せ
ん
が
︑
二
次
的
な
複

写
︵
模
写
︶
の
可
能
性
も
あ
り
ま
す
︒
時
間
を
か
け
て
調
査
し
て
い

き
た
く
存
じ
ま
す
︒
ま
ず
は
︑
当
座
の
ご
報
告
ま
で
と
思
い
︑
ご
返

報
致
し
ま
す
︒︿
天
狗
の
ヒ
ゲ
﹀
に
つ
き
ま
し
て
は
︑
旧
駒
沢
村
の
伝

承
を
も
調
査
し
︑
関
連
を
探
っ
て
み
た
く
思
い
ま
す
︒
い
ず
れ
も
興

味
と
ロ
マ
ン
の
尽
き
ぬ
研
究
対
象
で
ご
ざ
い
ま
す
﹂
︒

現
実
的
な
事
柄
を
認
識
す
る
場
合
︑
五
感
・
感
性
で
認
識
可
能
な

フ
ィ
ジ
カ
ル
な
現
実
を
﹁
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
リ
ア
リ
テ
ィ
︵
a
c
tu
a
l

re
a
lity
︶﹂
と
し
︑
概
念
・
観
念
で
認
識
可
能
な
メ
タ
フ
ィ
ジ
カ
ル
な

レ
ベ
ル
の
現
実
を
﹁
ヴ
ー
チ
ャ
ル
・
リ
ア
リ
テ
ィ
︵
v
irtu
a
l
re
a
lity
︶﹂

と
し
て
み
よ
う
︒
前
者
は
﹁
現
勢
的
現
実
﹂
と
訳
し
︑
後
者
は
﹁
潜

在
的
現
実
﹂
と
訳
す
︒
古
く
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
︵A

risto
teles,

︶
の
﹁
エ
ン
テ
レ
ケ
イ
ア
︵
e
n
te
le
k
h
e
ia︑
完
成

3
8
4
B
C
〜
3
2
2
B
C

態
︶﹂
な
い
し
﹁
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
︵
e
n
e
rg
e
ia︑
現
実
態
︶﹂
と
﹁
デ
ュ

ナ
ミ
ス
︵
d
y
n
a
m
is︑
可
能
態
︶
﹂
に
由
来
す
る
腑
分
け
で
あ
る
(

)

︒
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佛
現
寺
に
伝
わ
る
﹁
天
狗
の
詫
び
状
﹂
は
潜
在
的
現
実
で
あ
る
︒
こ
こ
に
引
用
し
た
﹁
天
狗
﹂︑
こ
れ
は
リ
ア
ル
な
存
在
で
あ
る
︒
天

狗
を
含
む
﹁
妖
怪
﹂
も
ま
た
︑
そ
れ
を
﹁
悪
神
︑
敬
し
て
避
け
る
﹂
よ
う
に
し
て
崇
拝
す
る
人
び
と
の
間
で
は
︑
リ
ア
ル
な
存
在
な

の
で
あ
る
︒

【註
︼

(
１
)

石
塚
正
英
著
作
選
︻
社
会
思
想
史
の
窓
︼︵
全
６
巻
︶
第
２
巻
﹃
歴
史
知
と
多
様
化
史
観
︱
関
係
論
的
﹄
社
会
評
論
社
︑
二
〇
一
四
年
︑

参
照
︒

(
２
)

石
塚
正
英
著
作
選
︻
社
会
思
想
史
の
窓
︼︵
全
６
巻
︶
第
１
巻
﹃
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
︱
通
奏
低
音
﹄
社
会
評
論
社
︑
二
〇
一
四
年
︑
参
照
︒

(
３
)

石
塚
正
英
・
や
す
い
ゆ
た
か
﹃
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
論
の
ブ
テ
ィ
ッ
ク
﹄
論
創
社
︑
一
九
九
八
年
︑
三
四
〇
頁
以
下
︑
参
照
︒

(
４
)

加
藤
民
子
﹁
耳
あ
け
の
豆
﹂︑
障
害
者
の
教
育
権
を
実
現
す
る
会
・
編
集
・
発
行
﹃
人
権
と
教
育
﹄
第
三
〇
一
号
︑
一
九
九
九
年
一
月
︑

一
二
頁
︒

(
５
)

串
田
孫
一
﹁
鎌
鼬
︵
か
ま
い
た
ち
︶﹂︑﹃
人
権
と
教
育
﹄
第
三
〇
二
号
︑
一
九
九
九
年
二
月
︑
六
頁
︒

(
６
)

声
の
宗
教
者
と
し
て
の
親
鸞
思
想
に
つ
い
て
は
︑
以
下
の
文
献
を
参
照
︒
石
塚
正
英
﹃
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
信
仰
圏
﹄
世
界
書
院
︑
一
九

九
三
年
︒
そ
の
第
五
章
﹁
親
鸞
の
弥
陀
と
越
後
の
鬼
神
﹂︒

(
７
)

カ
ル
ロ
・
コ
ッ
ロ
ー
テ
ィ
︑
大
岡
玲
訳
﹃
ピ
ノ
ッ
キ
オ
の
冒
険
﹄
角
川
書
店
︑
二
〇
〇
三
年
︑
参
照
︒

(
８
)

Ｄ
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
研
究
会
訳
﹁
初
版
﹃
イ
エ
ス
の
生
涯
﹄﹂
①
︑﹃
社
会
思
想
史
の
窓
﹄
第
八
四
号
︑
一
一
～
一
二
頁
︒︵
生
方
卓
・
柴

田
隆
行
・
石
塚
正
英
・
石
川
三
義
訳
﹃
イ
エ
ス
の
生
涯
・
緒
論
﹄
世
界
書
院
︑
一
九
九
四
年
︑
一
一
頁
︒︶

(
９
)

村
松
武
雄
﹃
神
話
学
原
論
﹄
培
風
館
︑
一
九
四
一
年
︵
初
版
一
九
四
〇
年
︶
四
～
五
頁
︒
引
用
に
あ
た
っ
て
︑
旧
字
旧
仮
名
遣
い
を
新
字

新
仮
名
遣
い
に
改
め
た
︒

(

)

ピ
エ
ー
ル
・
グ
リ
マ
ル
︑
高
津
春
繁
訳
﹃
ギ
リ
シ
ア
神
話
﹄
白
水
社
︑
一
九
九
二
年
︑
七
頁
︒

10
(

)

パ
ウ
ラ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
ソ
ン
︑
廣
川
洋
一
・
川
村
宣
元
訳
﹃
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
時
間
論
﹄
東
海
大
学
出
版
会
︑
一
九
七
九
年
︑
三
四
頁
︒

11
(

)

リ
ヴ
ガ
ー
・
シ
ェ
ル
フ
・
ク
ル
ー
ガ
ー
︑
氏
原
寛
監
訳
﹃
ギ
ル
ガ
メ
シ
ュ
の
探
求
﹄
人
文
書
院
︑
一
九
九
三
年
︑
三
九
頁
︒

12
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(

)

カ
ー
ル
・
ケ
レ
ー
ニ
イ
︑
高
橋
英
夫
訳
﹃
神
話
と
古
代
宗
教
﹄
新
潮
社
︑
一
九
九
二
年
︵
初
版
一
九
七
二
年
︶︑
一
四
三
頁
︑
参
照
︒

13
(

)

リ
ヴ
ガ
ー
・
シ
ェ
ル
フ
・
ク
ル
ー
ガ
ー
︑
前
掲
書
︑
八
〇
頁
前
後
︑
参
照
︒

14
(

)

先
史
と
文
明
と
の
過
渡
期
に
お
け
る
神
観
念
の
変
化
︑
神
像
の
形
態
変
化
に
つ
い
て
は
︑
以
下
の
文
献
を
参
照
︒
石
塚
正
英
﹃
フ
ェ
テ
ィ

15

シ
ズ
ム
の
信
仰
圏
﹄
世
界
書
院
︑
一
九
九
三
年
︒

(

)

古
代
～
中
世
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
る
異
教
神
の
悪
霊
視
に
つ
い
て
は
︑
以
下
の
文
献
を
参
照
︒
石
塚
正
英
﹃﹁
白
雪
姫
﹂
と
フ
ェ

16

テ
ィ
シ
ュ
信
仰
﹄
理
想
社
︑
一
九
九
五
年
︑
と
り
わ
け
第
五
章
﹁
天
上
の
神
が
サ
タ
ン
を
殺
戮
し
て
い
る
頃
﹂︒
石
塚
正
英
著
作
選
︻
社

会
思
想
史
の
窓
︼︵
全
６
巻
︶
第
１
巻
︑
所
収
︒

(

)

安
田
喜
憲
編
﹃
魔
女
の
文
明
史
﹄
八
坂
書
房
︑
二
〇
〇
四
年
︑
九
一
頁
︒

17
(

)

同
上
︑
四
六
四
頁
︒

18
(

)

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
﹁
エ
ン
テ
レ
ケ
イ
ア
︵
e
n
te
le
k
h
e
ia︑
完
成
態
︶﹂
な
い
し
﹁
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
︵
e
n
e
rg
e
ia︑
現
実
態
︶﹂﹁
デ
ュ
ナ
ミ

19

ス
︵
d
y
n
a
m
is︑
可
能
態
︶﹂
に
由
来
す
る
腑
分
け
に
つ
い
て
は
︑
以
下
の
文
献
を
参
照
︒
牛
田
徳
子
﹃
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
の
研
究

︱
︱
そ
の
基
礎
概
念
を
め
ぐ
っ
て
﹄
創
文
社
︑
一
九
九
一
年
︒
今
道
友
信
﹃
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
﹄
講
談
社
︑
二
〇
〇
四
年
︒

【編
者
註
︼石

塚
正
英
氏
︵
東
京
電
機
大
学
理
工
学
部
教
授
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
頸
城
野
郷
土
資
料
室
理
事
長
︶
に
よ
る
本
寄
稿
論
文
は
︑
二
〇
一
五
年

三
月
二
一
日
︑
東
洋
大
学
１
２
５
周
年
記
念
ホ
ー
ル
に
て
開
催
さ
れ
た
東
洋
大
学
井
上
円
了
研
究
セ
ン
タ
ー
・
新
設
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
﹁
井
上
円
了
の
妖
怪
学
と
現
代
﹂
に
お
い
て
︑﹁
妖
怪
と
人
と
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
﹂
と
題
す
る
記
念
講
演
を
し
て
い
た
だ
い
た
こ

と
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
︒

な
お
︑
当
日
は
︑
国
際
井
上
円
了
学
会
会
長
三
浦
節
夫
﹁
井
上
円
了
の
妖
怪
学
入
門
﹂
な
ら
び
に
本
セ
ン
タ
ー
長
柴
田
隆
行
﹁
哲
学
か

ら
み
た
妖
怪
学
﹂
と
題
す
る
講
演
の
ほ
か
︑﹁
井
上
円
了
の
妖
怪
学
と
現
代
﹂
と
題
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
︑
新
潟
妖
怪
研
究
所
長
高
橋

郁
丸
氏
︑
本
学
文
学
部
非
常
勤
講
師
島
田
茂
樹
氏
︑
そ
し
て
石
塚
氏
を
パ
ネ
リ
ス
ト
に
加
え
て
行
っ
た
︒
妖
怪
ブ
ー
ム
も
多
少
影
響
し

て
︑
一
般
市
民
も
含
め
約
一
〇
〇
名
の
参
加
者
が
あ
り
︑
懇
親
会
も
含
め
多
様
な
意
見
が
交
わ
さ
れ
た
︒
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