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」
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宮

田

尚

 
 
 
 
 
 
1
は
じ
め
に

 
芳
一
は
、
亡
霊
に
耳
を
引
き
ち
ぎ
ら
れ
た
。

 
亡
霊
の
禍
か
ら
の
が
れ
る
た
あ
に
、
阿
弥
陀
寺
の
和
尚
は
芳
一
の
身
体
中
に

般
若
心
経
を
書
き
付
け
た
の
だ
が
、
耳
に
だ
け
書
き
落
と
し
て
し
ま
っ
た
か
ら

だ
。 

い
つ
も
通
り
に
芳
一
を
迎
え
に
来
た
亡
霊
は
、
般
若
心
経
の
た
め
に
芳
一
の

姿
が
見
え
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
怒
り
、
闇
の
中
に
浮
か
ん
で
い
る
耳
を
、

不
在
の
証
と
し
て
持
っ
て
帰
る
こ
と
に
し
た
。

 
け
っ
し
て
声
を
出
す
な
と
の
和
尚
に
指
示
し
た
が
っ
て
、
必
死
に
痛
み
に
耐

え
る
芳
一
。
引
き
ち
ぎ
っ
た
耳
を
持
っ
て
遠
ざ
か
っ
て
い
く
亡
霊
の
、
甲
冑
を

鎧
う
て
い
る
ら
し
い
重
々
し
い
足
音
。
沈
黙
の
世
界
と
音
の
世
界
と
が
交
錯
す

る
芳
一
ぱ
な
し
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
だ
。

 
 
 
 
 
 
 
 
＊

 
小
泉
八
雲
の
「
耳
な
し
芳
一
の
は
な
し
」
は
、
あ
た
か
も
独
立
し
た
作
品
で

あ
る
か
の
よ
う
に
、
『
怪
談
』
所
収
各
話
の
中
で
は
、
突
出
し
て
一
人
歩
き
し

て
い
る
。

 
そ
れ
は
な
に
よ
り
も
、
亡
霊
に
耳
を
引
き
ち
ぎ
ら
れ
る
と
い
う
意
表
を
つ
く

設
定
の
、
強
烈
な
イ
ン
パ
ク
ト
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
だ
ろ
う
。

 
加
え
て
、
平
家
滅
亡
、
安
徳
幼
帝
の
入
水
と
い
う
、
誰
も
が
知
っ
て
い
る
歴

史
の
悲
劇
を
背
景
と
す
る
こ
と
も
、
こ
の
話
を
後
押
し
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
時

も
人
も
、
そ
し
て
場
所
も
絞
り
込
ま
れ
て
い
る
た
め
に
、
読
者
は
イ
メ
ー
ジ
を

具
体
化
し
や
す
い
。
親
近
感
も
湧
く
。

 
芳
一
ぱ
な
し
の
舞
台
で
あ
る
阿
弥
陀
寺
（
現
・
赤
間
神
宮
）
の
境
内
に
は
、

芳
一
堂
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
琵
琶
を
抱
え
て
う
そ
ぶ
く
芳
一
の
、
写
実
的
な

木
像
（
押
田
政
夫
作
）
が
安
置
さ
れ
て
い
る
。
芳
一
堂
の
建
立
は
昭
和
三
十
二

年
（
一
㊤
昭
）
だ
か
ら
日
は
ま
だ
浅
い
が
、
平
家
一
門
の
墓
の
前
に
位
置
し
て
い

る
こ
と
で
も
あ
り
、
こ
こ
を
訪
れ
る
観
光
客
の
多
く
は
、
古
く
か
ら
あ
る
も
の

だ
と
思
い
込
ん
で
い
る
よ
う
だ
。
扁
額
の
揮
毫
が
、
こ
の
年
の
二
月
に
首
相
に

な
っ
た
岸
信
介
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
観
光
客
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。

 
赤
間
神
宮
で
は
、
例
年
、
七
月
十
五
日
に
芳
一
ま
つ
り
を
行
っ
て
い
る
。
平
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，
芳
一
ぱ
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成
十
五
年
（
b
。
0
8
）
の
芳
一
ま
つ
り
で
は
、
筑
前
琵
琶
奏
者
の
上
原
ま
り
が
、

新
作
の
「
耳
な
し
芳
一
」
を
奉
納
し
た
。
後
に
、
こ
れ
は
同
じ
『
怪
談
』
の

「
雪
女
」
と
と
も
に
、
C
D
に
収
め
ら
れ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
＊

，
「
耳
な
し
芳
一
の
は
な
し
」
に
は
、
名
誉
欲
、
保
身
、
裏
切
り
、
怨
念
、
怒

り
等
の
モ
チ
ー
フ
が
絡
み
合
っ
て
、
恐
怖
の
世
界
を
現
出
し
て
い
る
。
基
本
的

に
は
名
人
讃
美
謳
だ
と
み
な
す
べ
き
だ
ろ
う
が
、
般
若
心
経
の
霊
験
謂
で
も
あ

る
し
、
致
富
讃
で
も
あ
る
。

 
大
方
の
読
者
は
、
巡
っ
て
き
た
千
載
一
遇
の
機
会
を
逃
す
ま
い
と
す
る
芳
一

の
立
場
に
心
を
寄
せ
、
彼
と
恐
怖
感
を
共
有
し
な
が
ら
こ
の
話
を
読
む
こ
と
だ

ろ
う
。
な
か
に
は
、
耳
の
喪
失
と
い
う
犠
牲
の
代
償
と
し
て
富
と
名
誉
を
得
た

芳
一
に
、
実
生
活
で
思
う
に
任
せ
な
い
自
分
自
身
を
重
ね
合
わ
せ
て
み
る
読
者

も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

 
芳
一
は
、
人
間
が
本
質
的
に
持
っ
て
い
る
弱
さ
、
愚
か
し
さ
と
、
人
々
が
希

求
す
る
強
さ
と
を
合
わ
せ
持
っ
て
い
る
。
読
者
に
と
っ
て
彼
は
、
同
情
の
対
象

で
あ
る
と
同
時
に
、
羨
望
の
対
象
で
も
あ
ろ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
＊

 
と
こ
ろ
で
、
ど
う
や
ら
わ
た
し
は
小
泉
八
雲
に
歓
迎
さ
れ
な
い
読
者
の
よ
う

だ
。
こ
の
作
品
の
問
題
点
が
気
に
な
っ
て
し
か
た
が
な
い
。
感
情
移
入
ど
こ
ろ

で
は
な
い
の
だ
。

 
わ
た
し
は
、
こ
ん
な
風
に
思
う
。

 
平
家
の
亡
霊
は
、
は
た
し
て
壇
浦
合
戦
の
段
（
な
る
も
の
が
仮
に
あ
る
と
し

て
）
を
聞
き
た
が
る
だ
ろ
う
か
。
も
し
聞
い
た
と
し
て
も
、
亡
霊
は
芳
一
の
耳

を
引
き
ち
ぎ
り
は
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
芳
一
は
「
耳
あ
り
」
の
ま
ま
で
、
裕

「
福
に
な
っ
た
は
ず
だ
。

 
芳
一
が
「
耳
な
し
」
に
な
っ
た
の
は
、
ひ
と
え
に
阿
弥
陀
寺
の
和
尚
の
無
知

と
誤
解
に
よ
る
。
小
泉
八
雲
は
和
尚
の
無
知
と
誤
解
を
修
正
す
る
ど
こ
ろ
か
、

そ
れ
を
増
幅
拡
大
し
て
し
ま
っ
た
。

 
も
っ
と
も
、
帰
化
し
た
ば
か
り
で
日
本
語
も
不
自
由
だ
し
、
日
本
文
化
に
も

疎
い
八
雲
に
そ
の
責
任
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
混
乱
の
根
源
は
、
知
っ

て
か
知
ら
ず
で
か
、
無
知
な
和
尚
を
登
場
さ
せ
て
亡
霊
ぱ
な
し
を
構
成
し
、
八

雲
を
誤
っ
た
方
向
に
導
い
た
原
話
（
『
臥
遊
奇
談
』
）
の
作
者
と
、
怪
異
謂
を
好

ん
だ
そ
の
時
代
に
求
め
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

 
そ
れ
に
し
て
も
、
い
わ
ゆ
る
”
芳
一
ぱ
な
し
“
の
流
布
の
状
況
は
、
地
域
も

広
く
時
間
も
長
い
。
こ
れ
は
あ
る
い
は
、
琵
琶
法
師
の
グ
ル
ー
プ
が
自
派
の
宣

伝
用
に
ば
ら
ま
い
た
、
い
わ
ば
C
M
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

 
以
下
は
、
日
本
の
古
典
文
学
、
こ
と
に
説
話
や
軍
記
と
付
き
合
っ
て
き
た
立

場
か
ら
の
、
野
次
馬
的
所
見
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
2
「
さ
る
や
ん
ご
と
な
い
お
方
」
と
は
誰
か

 
「
耳
な
し
芳
一
の
は
な
し
」
を
読
ん
で
ま
ず
気
に
な
る
の
は
、
芳
一
を
呼
び

寄
せ
て
彼
の
語
り
を
聞
こ
う
と
し
た
「
さ
る
や
ん
ご
と
な
い
お
方
」
と
は
誰
な

の
か
、
と
い
う
点
だ
。

 
作
品
理
解
の
根
幹
に
関
わ
る
こ
と
な
の
で
、
こ
の
点
か
ら
確
認
し
て
お
き
た
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い
。 

結
論
か
ら
い
え
ば
、
こ
れ
は
安
徳
帝
だ
と
察
せ
ら
れ
る
。
理
由
は
、
次
の
通

り
だ
。

 
 
①
「
や
ん
ご
と
な
い
お
方
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
。

 
 
②
都
か
ら
、
大
勢
の
随
行
者
を
引
き
連
れ
て
来
て
い
る
こ
と
。

 
 
③
随
行
者
の
中
に
は
、
高
位
の
人
の
ほ
か
に
女
性
も
多
数
い
る
こ
と
。

 
 
④
「
や
ん
ご
と
な
い
お
方
」
の
代
弁
を
す
る
重
要
な
立
場
に
老
女
が
い
る

 
 
 
こ
と
。

 
 
⑤
芳
一
が
壇
浦
合
戦
で
の
先
帝
入
水
の
場
面
を
語
っ
た
と
き
、
聞
い
て
い

 
 
 
る
人
々
の
間
か
ら
苦
悶
の
声
や
、
激
し
い
鳴
咽
の
声
が
あ
が
っ
た
こ

 
 
 
と
。

 
 
⑥
寺
男
た
ち
が
芳
一
を
探
し
当
て
た
と
き
、
彼
は
安
徳
帝
の
陵
の
前
に
端

 
 
 
座
し
て
平
曲
を
語
っ
て
い
た
こ
と
。

 
芳
一
に
壇
浦
合
戦
の
段
を
語
る
よ
う
に
指
示
す
る
と
と
も
に
、
語
り
終
え
た

後
「
わ
が
君
に
も
大
の
ご
満
悦
」
と
、
「
や
ん
ご
と
な
い
お
方
」
の
感
想
を
伝

え
た
老
女
は
、
二
位
尼
時
子
で
あ
ろ
う
。
彼
女
は
、
安
徳
帝
の
母
方
の
祖
母
。

壇
浦
合
戦
で
は
、
八
歳
の
安
徳
帝
を
抱
い
て
入
水
し
た
。
当
時
の
推
定
年
齢
は

六
十
歳
前
後
だ
。

 
安
徳
帝
の
亡
骸
は
阿
弥
陀
寺
の
陵
に
葬
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
魂
は
故
郷
の

京
に
戻
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
こ
の
度
、
ゆ
え
あ
っ
て
お
忍
び
で
こ
の
地
を
訪
れ

た
。
こ
う
し
た
設
定
で
あ
る
こ
と
は
、
ほ
ぼ
動
か
な
い
だ
ろ
う
。

 
 
 
 
 
 
3
亡
霊
の
目
的
は
？

 
次
な
る
疑
問
は
、
平
家
の
亡
霊
、
そ
れ
も
安
徳
帝
の
霊
が
芳
一
を
呼
ん
で
壇

浦
合
戦
の
段
を
聞
こ
う
と
し
た
の
は
何
の
た
め
な
の
か
、
と
い
う
点
だ
。
こ
れ

は
理
解
に
苦
し
む
。

 
壇
浦
合
戦
の
段
を
語
る
よ
う
に
指
示
し
た
老
女
は
、
そ
の
理
由
を
「
あ
の
段

は
、
平
家
の
う
ち
に
て
も
、
い
ち
だ
ん
と
哀
れ
の
深
き
く
だ
り
じ
ゃ
ほ
ど
に
」

と
い
う
。

 
当
人
が
そ
う
所
望
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
額
面
通
り
に
受
け
取
る
ほ
か
な

い
、
と
い
う
立
場
も
あ
る
だ
ろ
う
。

 
し
か
し
、
わ
た
し
に
は
こ
の
点
は
臆
に
落
ち
な
い
。

 
安
徳
帝
と
そ
の
周
辺
の
人
々
に
と
っ
て
、
壇
浦
合
戦
の
悲
惨
な
状
況
、
こ
と

に
入
水
の
場
面
は
、
は
た
し
て
再
現
し
て
み
た
い
場
面
な
の
だ
ろ
う
か
。

 
古
い
ア
ル
バ
ム
を
ひ
も
と
い
て
、
若
き
日
の
追
憶
に
浸
る
と
い
う
状
況
で
は

な
い
。
天
署
し
た
逆
縁
の
子
の
面
影
を
追
う
親
の
立
場
と
も
、
も
ち
ろ
ん
違

う
。
安
徳
帝
と
そ
の
周
辺
の
人
々
に
と
っ
て
は
反
拙
し
だ
い
ど
こ
ろ
か
、
む
し

ろ
、
出
来
れ
ば
事
件
の
現
場
に
近
づ
き
た
く
な
い
し
、
思
い
出
し
た
く
も
な
い

場
面
の
は
ず
だ
。

 
平
家
ゆ
か
り
の
人
物
で
も
、
中
心
か
ら
遠
く
離
れ
た
周
縁
部
の
人
物
な
ら
、

あ
る
い
は
「
い
ち
だ
ん
と
哀
れ
の
深
き
く
だ
り
」
だ
と
評
価
す
る
こ
と
も
あ
る

か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
こ
こ
は
な
に
ぶ
ん
に
も
中
枢
の
発
言
な
の
だ
。

違
和
感
は
拭
い
さ
れ
な
い
。
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4
『
平
家
物
語
』
の
立
場

 
そ
も
そ
も
、
平
曲
、
あ
る
い
は
『
平
家
物
語
』
は
、
平
家
一
門
に
と
っ
て
歓

迎
す
べ
き
ジ
ャ
ン
ル
で
は
な
い
。
挽
歌
で
は
な
い
の
だ
。

 
平
曲
や
『
平
家
物
語
』
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
清
盛
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る

平
家
一
門
へ
の
批
判
、
な
い
し
は
、
滅
び
る
べ
く
し
て
滅
び
た
と
い
う
突
き
放

し
た
姿
勢
だ
。

 
た
し
か
に
、
『
平
家
物
語
』
に
は
滅
び
行
く
も
の
へ
の
哀
惜
の
情
が
点
在
す

る
。
そ
の
よ
う
な
情
緒
的
な
面
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
そ

れ
は
け
っ
し
て
作
品
の
本
質
で
は
な
い
。
『
平
家
物
語
』
は
平
家
一
門
に
寄
り

添
っ
た
り
、
親
近
感
を
抱
い
た
り
す
る
作
品
で
は
な
い
の
だ
。

 
『
平
家
物
語
』
の
主
眼
は
、
権
力
の
自
壊
作
用
に
よ
る
滅
び
の
確
認
に
あ

る
。
そ
の
こ
と
は
、
序
章
に
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。

 
す
な
わ
ち
、
序
章
は
「
諸
行
無
常
」
「
盛
者
必
衰
」
と
の
、
作
品
を
貫
く
世

界
観
を
提
示
し
た
う
え
で
、
そ
の
例
証
と
し
て
、
強
大
な
力
を
誇
り
な
が
ら
、

程
な
く
滅
び
た
権
力
者
た
ち
の
名
を
掲
げ
る
、
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
。

 
こ
こ
で
見
落
と
し
て
な
ら
な
い
の
は
、
滅
び
に
至
る
理
由
が
示
さ
れ
て
い
る

こ
と
だ
。
や
や
も
す
れ
ば
、
「
盛
者
必
衰
」
は
、
滅
び
そ
う
に
な
い
権
力
者
で

も
、
し
ょ
せ
ん
、
や
が
て
は
滅
び
る
の
だ
と
解
釈
さ
れ
が
ち
だ
。
だ
が
、
そ
れ

は
違
う
。
『
平
家
物
語
』
の
作
者
は
、
そ
の
よ
う
に
達
観
し
て
い
る
の
で
は
な

い
。
達
観
し
て
い
る
の
な
ら
、
滅
び
の
理
由
を
示
す
ま
で
も
な
い
。

 
秦
の
趙
高
や
漢
の
王
葬
等
は
、
「
旧
主
先
皇
の
政
に
も
し
た
が
は
ず
、
楽
し

み
を
き
は
め
、
諌
を
も
思
ひ
い
れ
ず
、
天
下
の
乱
れ
む
事
を
さ
と
ら
ず
し
て
、

民
間
の
愁
ふ
る
所
を
知
ら
ざ
り
し
か
ば
」
、
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
抜
き
差
し

な
ら
な
い
状
況
を
作
り
出
し
て
い
た
た
め
に
、
「
久
し
か
ら
ず
し
て
」
滅
亡
に

至
っ
た
と
い
う
の
が
作
者
の
立
場
だ
。

 
滅
び
に
は
し
か
る
べ
き
原
因
が
あ
っ
た
こ
と
を
、
そ
れ
も
権
力
者
が
奢
り
の

中
で
、
自
ら
が
作
り
出
し
た
原
因
が
あ
っ
た
こ
と
を
、
序
章
は
指
摘
し
て
い
る

の
だ
。

 
重
ね
て
い
う
ゆ
す
べ
て
の
権
力
が
、
そ
の
ま
ま
無
条
件
に
滅
亡
に
直
結
す
る

と
い
う
の
で
は
な
い
。
「
諸
行
無
常
」
、
す
べ
て
の
も
の
は
け
っ
き
ょ
く
は
滅
び

て
し
ま
う
も
の
だ
と
の
認
識
に
立
っ
た
上
で
、
『
平
家
物
語
』
の
作
者
は
過
程

を
重
視
し
て
い
る
。
権
力
が
滅
び
の
因
を
醸
成
し
、
そ
の
結
果
滅
び
る
の
で
あ

る
こ
と
を
、
別
の
い
い
方
を
す
る
と
、
権
力
に
な
か
ば
必
然
的
に
内
在
す
る
腐

敗
の
構
造
を
問
題
視
し
、
そ
れ
を
指
摘
し
て
い
る
の
だ
。
 
 
「
盛
者
必
衰
」
は

く
盛
者
デ
モ
必
ズ
衰
エ
ル
〉
で
は
な
い
。
 
〈
盛
者
ハ
必
ズ
衰
エ
ル
〉
な
の
だ
。

 
こ
の
論
理
は
、
そ
の
ま
ま
清
盛
に
も
適
用
さ
れ
る
。
「
伝
へ
承
る
こ
そ
、
心

も
詞
も
及
ば
れ
ね
」
と
の
発
言
は
、
滅
亡
の
因
と
な
る
所
行
の
数
々
が
清
盛
に

あ
っ
た
こ
と
の
指
摘
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

 
『
平
家
物
語
』
は
、
想
像
を
絶
す
る
そ
の
所
行
を
，
、
直
接
間
接
平
家
の

滅
亡
を
う
な
が
し
た
事
例
の
数
々
を
、
具
体
的
に
示
す
こ
と
に
向
け
て
用
意
さ

れ
た
、
い
わ
ば
告
発
の
書
な
の
だ
。

 
『
平
家
物
語
』
の
実
態
が
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
以
上
、
平
家
一
門
の
結

束
の
要
で
あ
る
安
徳
帝
や
、
と
り
わ
け
清
盛
の
妻
で
あ
る
二
位
尼
時
子
の
亡
霊

が
、
自
ら
の
意
思
で
、
す
す
ん
で
壇
浦
合
戦
の
段
の
語
り
を
聞
こ
う
と
す
る
と
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は
考
え
に
く
い
。
「
あ
の
段
は
、
平
家
の
う
ち
に
て
も
、
い
ち
だ
ん
と
哀
れ
の

深
き
く
だ
り
じ
ゃ
ほ
ど
に
」
な
ど
と
、
他
人
事
の
よ
う
に
、
暢
気
な
こ
と
を
言

う
と
は
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
の
だ
。

 
 
 
 
 
 
5
二
位
尼
の
意
思

 
源
平
の
合
戦
の
本
質
は
、
後
白
河
院
と
清
盛
と
に
よ
る
王
権
を
め
ぐ
る
争
い

だ
。
武
器
を
交
え
た
の
は
源
平
両
軍
だ
け
れ
ど
、
そ
れ
は
現
象
面
の
こ
と
に
す

ぎ
な
い
。

 
二
位
尼
時
子
は
、
志
な
か
ば
で
他
界
し
た
夫
清
盛
の
遺
志
を
継
い
で
、
後
白

河
院
へ
の
対
立
を
貫
き
通
し
た
。
そ
の
結
果
が
、
田
浦
で
の
入
水
で
あ
っ
た
。

平
家
一
門
の
中
で
お
そ
ら
く
最
年
長
だ
っ
た
彼
女
が
、
誰
に
も
任
さ
ず
、
安
徳

帝
と
、
三
種
の
神
器
の
内
の
ふ
た
つ
、
す
な
わ
ち
宝
剣
と
神
璽
を
伴
っ
て
入
水

し
た
の
は
、
王
権
を
絶
対
に
後
白
河
院
に
渡
さ
な
い
と
の
、
強
い
意
思
の
あ
ら

わ
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
壇
浦
で
の
入
水
は
、
き
り
き
り
と
胸
の
痛
む
、
憤
怒

の
場
面
で
あ
っ
た
は
ず
な
の
だ
。

 
 
 
 
 
 
6
亡
霊
の
本
心

 
も
っ
と
も
、
相
手
は
な
に
し
ろ
亡
霊
だ
。
・
つ
ね
に
本
心
を
口
に
す
る
と
は
限

ら
な
い
。
「
あ
の
段
は
、
平
家
の
う
ち
に
て
も
、
い
ち
だ
ん
と
哀
れ
の
深
き
く

だ
り
じ
ゃ
ほ
ど
に
」
と
の
発
言
は
、
じ
つ
は
芳
一
に
安
心
し
て
語
ら
せ
る
た
あ

の
口
実
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

 
ほ
ん
と
う
の
ね
ら
い
は
、
平
家
に
批
判
的
な
内
容
を
持
つ
平
曲
、
あ
る
い
は

，
芳
一
ぱ
な
し
“
か
ら
「
耳
な
し
芳
一
の
は
な
し
」
へ

『
平
家
物
語
』
の
実
態
を
確
認
し
、
そ
の
よ
う
な
も
の
を
語
る
こ
と
を
な
り
わ

い
と
す
る
芳
一
ら
琵
琶
法
師
に
制
裁
を
加
え
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
世
の

平
家
批
判
に
歯
止
め
を
か
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

 
こ
う
し
た
可
能
性
に
つ
い
て
も
、
い
ち
お
う
考
え
て
お
か
な
く
て
は
な
る
ま

い
。 

し
か
し
、
結
論
か
ら
い
え
ば
、
そ
の
可
能
性
は
な
い
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

 
た
と
え
ば
第
一
に
、
亡
霊
た
ち
は
芳
一
の
語
り
を
聞
い
て
、
つ
ぎ
の
夜
も
、

そ
の
つ
ぎ
の
夜
も
、
語
り
を
聞
き
た
い
と
希
望
し
て
い
る
。
そ
し
て
第
二
に
、

語
り
に
感
激
し
て
、
「
じ
ゅ
う
ぶ
ん
な
る
礼
物
」
を
与
え
る
と
表
明
し
て
い
る
。

 
批
判
の
実
態
の
確
認
な
ら
、
 
一
晩
で
十
分
だ
。
謝
礼
で
芳
一
の
心
を
く
す

ぐ
っ
て
ま
で
、
連
夜
誘
い
出
す
こ
と
は
な
い
。

 
 
 
 
 
 
7
和
尚
の
無
知
と
誤
解

 
第
三
の
疑
問
は
、
阿
弥
陀
寺
の
和
尚
の
反
応
だ
。
こ
れ
も
理
解
に
苦
し
む
。

 
夜
な
夜
な
芳
一
を
誘
い
出
し
て
い
る
の
が
平
家
の
亡
霊
だ
と
察
知
し
た
和
尚

は
、
コ
一
ど
と
亡
者
の
申
す
こ
と
を
き
け
ば
、
そ
な
た
の
身
は
つ
い
に
は
八
つ

裂
き
に
会
う
て
し
も
う
そ
よ
。
い
や
、
い
ず
れ
遅
か
れ
早
か
れ
、
そ
の
身
は
と

り
殺
さ
る
る
に
き
ま
っ
て
お
る
」
と
い
う
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
判
断
し
た
の

か
。 

説
話
や
軍
記
に
親
し
ん
で
い
る
者
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
和
尚
の
こ
の
判
断

は
と
う
て
い
信
じ
が
た
い
。

 
芳
一
は
、
亡
霊
に
求
め
ら
れ
て
壇
浦
合
戦
の
段
を
語
っ
た
の
だ
。
拒
否
し
た
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，
芳
一
ぱ
な
し
“
か
ら
「
耳
な
し
芳
一
の
は
な
し
」
へ

の
で
は
な
い
。
な
の
に
、
な
ぜ
取
り
殺
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
八
つ

裂
き
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。

 
中
古
、
中
世
に
も
、
生
者
に
危
害
を
加
え
た
亡
霊
は
い
た
。
亡
霊
の
崇
り
に

お
の
の
く
人
も
い
た
。

 
だ
が
、
亡
霊
の
遮
り
は
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
で
行
わ
れ
る
。
恨
み
を
残
し
て
死
ん

で
行
か
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
仕
組
ん
だ
者
に
対
し
て
だ
け
、
報
復
と
し
て
亡

霊
は
煙
る
。
見
境
も
な
く
、
無
差
別
に
、
手
当
た
り
次
第
に
崇
る
な
ど
と
い
う

無
節
操
な
こ
と
は
し
な
い
。
こ
れ
が
伝
統
的
な
亡
霊
の
世
界
の
約
束
ご
と
だ
。

亡
霊
の
名
誉
の
た
め
に
言
っ
て
お
く
が
、
こ
れ
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。

 
た
と
え
ば
、
菅
原
道
真
が
天
神
に
な
っ
た
と
し
て
、
そ
の
崇
り
を
恐
れ
た
の

は
彼
を
太
宰
府
に
左
遷
し
た
藤
原
時
平
と
、
そ
の
周
辺
の
人
物
に
限
ら
れ
る
。

 
『
平
家
物
語
』
の
例
で
も
そ
う
だ
。
建
礼
門
院
の
無
事
な
出
産
を
願
っ
て
清

盛
が
禍
を
取
り
除
こ
う
と
し
た
の
は
、
崇
徳
院
、
藤
原
証
悟
、
新
大
納
言
成

親
、
西
光
、
成
瀬
ら
だ
。
彼
等
は
い
ず
れ
も
、
直
接
間
接
、
清
盛
が
攣
肘
を
加

え
た
人
物
ば
か
り
だ
。
出
由
り
が
あ
る
と
す
れ
ば
彼
等
の
霊
だ
と
、
清
盛
が
考
え

て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

 
夫
に
捨
て
ら
れ
た
妻
、
上
司
や
同
僚
に
裏
切
ら
れ
た
男
な
ど
、
有
名
無
名
取

り
混
ぜ
て
、
崇
り
を
な
す
亡
霊
は
『
今
昔
物
語
集
』
の
中
に
い
く
ら
も
求
め
ら

れ
る
。
し
か
し
、
崇
り
の
対
象
と
な
る
の
は
、
つ
ね
に
当
の
相
手
に
限
ら
れ

る
。 

亡
霊
の
問
題
は
、
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

 
亡
霊
は
崇
り
を
な
す
ど
こ
ろ
か
、
恩
を
受
け
た
人
物
に
対
し
て
は
、
恩
返
し

を
す
る
。
こ
れ
も
伝
統
的
な
亡
霊
の
世
界
で
の
秩
序
だ
。
崇
り
と
報
恩
と
は
表

裏
の
関
係
に
あ
る
。

 
た
と
え
ば
、
元
興
寺
の
道
登
の
場
合
（
『
霊
異
記
』
上
1
2
・
『
今
昔
物
語
集
』

十
九
3
1
）
は
こ
う
だ
。

 
奈
良
坂
山
で
、
道
行
く
人
が
知
ら
ず
に
踏
ん
で
通
り
過
ぎ
て
い
る
燭
艘
が
あ

る
こ
と
に
気
付
い
た
道
登
が
、
従
者
を
呼
ん
で
そ
れ
を
木
の
上
に
置
か
せ
た
と

こ
ろ
、
従
者
の
も
と
に
未
知
の
客
が
訪
れ
て
謝
辞
を
述
べ
、
亡
霊
の
生
家
に
招

待
し
て
馳
走
し
た
と
い
う
。
祖
霊
来
訪
の
日
を
待
っ
て
亡
霊
が
蘇
り
、
恩
を
報

じ
た
の
だ
。

 
恩
返
し
を
す
る
の
は
亡
霊
だ
け
で
は
な
い
。
生
霊
も
恩
を
報
じ
て
い
る

（『

｡
昔
物
語
集
』
二
十
七
2
0
）
。

 
事
を
分
け
て
話
せ
ば
わ
か
る
の
も
亡
霊
だ
。
没
後
も
自
ら
の
普
請
し
た
家
に

留
ま
っ
て
い
た
河
原
院
左
大
臣
の
亡
霊
は
、
今
の
持
ち
主
で
あ
る
宇
陀
院
に
、

正
当
な
手
続
き
で
入
手
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
ら
れ
て
消
え
、
ふ
た
た

び
現
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
（
『
今
昔
物
語
集
』
二
十
七
2
）
。
宇
陀
院
の
説
明

に
耳
を
傾
け
、
納
得
し
て
い
る
。

 
能
の
世
界
に
は
、
遮
る
ど
こ
ろ
か
、
自
ら
が
亡
霊
だ
と
名
乗
る
こ
と
を
遠
慮

す
る
気
の
弱
い
亡
霊
（
『
頼
政
』
）
や
、
往
生
へ
の
障
碍
を
取
り
除
い
て
も
ら
っ

た
こ
と
を
生
者
に
感
謝
す
る
亡
霊
も
登
場
す
る
（
『
清
経
』
『
卒
塔
婆
小
町
』
な

ど
）
。

 
亡
霊
の
報
恩
謳
は
近
世
に
も
あ
る
。
た
と
え
ば
『
古
今
奇
談
翁
草
』
所
収
の

「
霊
魂
報
恩
」
（
一
2
）
は
、
さ
き
の
道
登
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
放
置
さ
れ
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た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
燭
艘
の
苦
悩
を
救
っ
た
主
人
公
が
異
能
を
得
た
は
な
し

だ
。
ち
な
み
に
、
こ
の
『
古
今
奇
談
翁
草
』
は
ヘ
ル
ン
文
庫
に
入
っ
て
い
る
。

小
泉
八
雲
が
ふ
れ
た
可
能
性
の
あ
る
作
品
、
文
字
ど
お
り
、
手
の
届
く
と
こ
ろ

に
あ
っ
た
作
品
で
あ
る
。

 
さ
て
芳
一
が
平
家
の
亡
霊
に
呼
ば
れ
て
平
曲
を
語
っ
て
い
る
と
察
知
し
た
阿

弥
陀
寺
の
和
尚
は
、
「
そ
な
た
の
身
は
つ
い
に
は
八
つ
裂
き
に
会
う
て
し
も
う

そ
よ
」
と
い
っ
た
。
僧
に
は
あ
る
ま
じ
き
反
応
だ
。
亡
霊
へ
の
知
識
が
な
さ
過

ぎ
る
。

 
亡
霊
に
呼
び
出
さ
れ
て
平
曲
を
語
っ
て
い
る
と
知
っ
た
彼
が
な
す
べ
き
こ
と

は
、
功
徳
を
施
し
た
と
芳
一
を
た
た
え
る
こ
と
だ
。
そ
し
て
、
亡
霊
へ
の
供
養

を
す
る
こ
と
だ
。

 
迷
え
る
亡
者
を
救
済
す
る
の
は
、
仏
教
者
の
勤
め
だ
。
生
者
を
護
る
こ
と
も

必
要
だ
が
、
な
か
ば
反
射
的
に
亡
霊
を
悪
だ
と
認
識
し
、
そ
れ
を
排
除
し
よ
う

と
反
応
す
る
の
は
宗
教
的
風
土
に
な
じ
ま
な
い
。
こ
れ
は
日
本
だ
け
に
か
ぎ
っ

た
こ
と
で
は
な
い
。
仏
教
国
な
ら
ど
こ
で
も
同
じ
こ
と
だ
。

 
阿
弥
陀
寺
の
和
尚
の
反
応
は
、
伝
統
的
な
宗
教
風
土
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
8
八
雲
的
屈
折

 
「
耳
な
し
芳
一
の
は
な
し
」
に
は
典
拠
が
あ
っ
た
。
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
『
臥
遊
奇
談
』
（
一
夕
散
人
著
 
天
明
二
曲
 
嵩
。
。
b
。
）
巻
二
所
収
の

「
琵
琶
秘
曲
泣
幽
霊
」
で
あ
る
。

 
小
泉
八
雲
の
使
用
し
た
『
臥
遊
奇
談
』
が
、
富
山
大
学
の
ヘ
ル
ン
文
庫
に
収

，
芳
一
ぱ
な
し
“
か
ら
「
耳
な
し
芳
一
の
は
な
し
」
へ

め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
あ
り
が
た
い
こ
と
に
、
蔵
書
印
の
朱
色
も
鮮
や
か
な

カ
ラ
ー
写
真
で
、
ネ
ッ
ト
に
公
開
さ
れ
て
い
る
。

 
あ
く
ま
で
も
、
そ
の
写
真
か
ら
の
所
見
な
の
だ
が
、
繧
色
の
表
紙
は
変
色

し
、
ひ
び
割
れ
も
認
め
ら
れ
る
。
五
分
冊
と
も
に
題
籏
が
擦
り
切
れ
て
い
る
。

か
な
り
疲
労
が
す
す
ん
で
い
る
よ
う
だ
。
出
版
さ
れ
て
か
ら
八
雲
の
手
に
渡
る

ま
で
に
百
年
以
上
経
っ
て
い
る
こ
と
で
も
あ
り
、
こ
の
間
に
、
そ
う
と
う
読
ま

れ
て
い
た
ら
し
い
。
ど
の
段
階
で
か
、
篠
崎
氏
の
所
有
に
か
か
っ
て
い
た
こ
と

が
、
書
き
込
み
で
わ
か
る
。

 
本
文
の
保
存
状
態
は
、
表
紙
の
痛
み
旦
ハ
合
か
ら
予
想
さ
れ
る
よ
り
は
、
ず
っ

と
よ
い
。
鮮
明
で
、
読
む
の
に
支
障
は
な
い
。

 
さ
て
、
『
臥
遊
奇
談
』
所
載
の
原
話
と
比
較
す
る
と
、
「
耳
な
し
芳
一
の
は
な

し
」
は
構
想
の
細
か
い
と
こ
ろ
ま
で
、
か
な
り
忠
実
に
原
話
に
し
た
が
っ
て
い

る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

 
そ
う
し
た
中
で
留
意
さ
れ
る
も
っ
と
も
お
お
き
な
違
い
は
、
芳
一
が
平
家
の

亡
霊
に
呼
ば
れ
て
平
曲
を
語
っ
て
い
る
と
察
知
し
た
時
の
、
阿
弥
陀
寺
の
和
尚

の
反
応
だ
。

 
両
者
の
反
応
の
部
分
を
並
記
す
る
（
傍
線
筆
者
）
。

 
 
臥
・
汝
、
連
夜
彼
地
に
至
ら
ば
、
恐
ら
く
は
陽
気
陰
気
に
怠
れ
て
命
を
害

 
 
 
す
る
に
及
ぶ
べ
し
。

 
 
耳
・
二
ど
と
亡
者
の
申
す
こ
と
を
き
け
ば
、
そ
な
た
の
身
は
つ
い
に
は
八

 
 
 
つ
裂
き
に
会
う
て
し
も
う
そ
よ
。
い
や
、
い
ず
れ
遅
か
れ
早
か
れ
、
そ

 
 
 
の
身
は
と
り
殺
さ
る
る
に
き
ま
っ
て
お
る
。
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，
芳
一
ば
な
し
“
か
ら
「
耳
な
し
芳
一
の
は
な
し
」
へ

 
結
果
と
し
て
死
に
至
る
で
あ
ろ
う
と
和
尚
が
指
摘
し
て
い
る
点
は
共
通
す
る

が
、
亡
霊
が
積
極
的
に
危
害
を
加
え
る
と
判
断
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
点

で
、
両
者
は
決
定
的
に
違
っ
て
い
る
。

 
「
八
つ
裂
き
」
云
々
は
、
じ
つ
は
八
雲
の
発
想
に
よ
る
改
変
だ
っ
た
。
『
臥

遊
奇
談
』
の
「
陽
気
陰
気
」
を
、
彼
が
増
幅
拡
大
し
て
解
釈
し
た
の
だ
。

 
八
雲
の
曾
孫
、
小
泉
凡
氏
よ
れ
ば
（
小
泉
八
雲
と
「
耳
な
し
芳
一
し
赤
間
神

宮
叢
書
1
5
 
平
成
1
6
・
4
）
、
八
雲
は
日
本
語
は
読
め
な
か
っ
た
の
で
、
夫
人

の
セ
ツ
が
『
直
結
奇
談
』
を
読
み
、
自
分
の
こ
と
ば
で
、
わ
か
り
や
す
く
八
雲

に
話
し
て
聞
か
せ
た
の
だ
と
い
う
。
凡
氏
は
こ
れ
を
、
「
再
話
文
学
」
と
呼
ん

で
い
る
。

 
『
臥
遊
奇
談
』
が
こ
う
し
た
方
法
に
よ
っ
て
取
材
さ
れ
た
も
の
な
ら
ば
、

「
八
つ
裂
き
」
云
々
は
、
セ
ッ
の
解
釈
で
あ
る
可
能
性
も
あ
り
得
る
と
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

、
し
か
し
こ
こ
で
は
便
宜
上
、
そ
の
点
も
含
め
て
八
雲
的
屈
折
だ
と
と
ら
え
て

お
く
。

 
 
 
 
 
 
9
断
絶
し
た
近
世

 
八
雲
的
屈
折
は
、
彼
の
内
な
る
文
化
の
あ
ら
わ
れ
に
ほ
か
な
る
ま
い
。

 
そ
う
し
た
八
雲
の
解
釈
を
可
能
に
し
た
の
は
、
中
古
、
中
世
と
肌
合
い
を
異

に
す
る
近
世
の
文
化
で
あ
っ
た
。

 
『
臥
遊
奇
談
』
も
そ
の
ひ
と
つ
な
の
だ
が
、
近
世
に
は
多
く
の
怪
異
小
説
が

誕
生
し
た
。
文
学
作
品
だ
け
で
は
な
い
。
演
劇
に
も
絵
画
に
も
妖
怪
変
化
が
も

て
は
や
さ
れ
、
一
種
独
特
な
文
化
現
象
を
生
ん
だ
。
そ
う
し
た
中
で
、
亡
霊
へ

の
認
識
も
、
大
き
く
変
化
し
た
よ
う
だ
。

 
近
世
的
屈
折
と
、
そ
れ
を
受
け
た
八
雲
的
屈
折
と
の
競
合
。
そ
れ
が
「
耳
な

し
芳
一
の
は
な
し
」
で
あ
っ
た
。

 
 
 
 
 
 
-
o
亡
霊
の
怒
り

 
亡
霊
が
芳
一
の
耳
を
も
ぎ
取
っ
た
の
は
、
彼
が
裏
切
っ
た
か
ら
だ
。
亡
霊
が

芳
一
の
語
り
を
聞
こ
う
と
し
た
理
由
は
今
ひ
と
つ
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、

「
さ
る
や
ん
ご
と
な
い
お
方
」
の
赤
間
滞
在
中
、
芳
一
が
彼
等
の
求
め
に
応
じ

て
い
れ
ば
、
耳
を
取
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
「
じ
ゅ
う
ぶ
ん
な
る
礼
物
を
」
受

け
取
る
は
ず
で
あ
っ
た
。

 
芳
一
が
「
耳
な
し
」
に
な
っ
た
の
は
、
無
知
で
お
節
介
な
和
尚
の
、
あ
さ
は

か
な
処
置
の
せ
い
だ
っ
た
。

 
 
 
 
 
 
1
1
”
芳
一
ぱ
な
し
“
か
ら
「
耳
な
し
芳
一
の
は
な
し
」
へ

 
芳
一
が
亡
霊
の
恩
返
し
を
受
け
て
、
「
耳
あ
り
」
の
ま
ま
平
曲
の
名
人
と
し

て
有
名
に
な
っ
た
り
裕
福
に
な
っ
た
り
し
た
の
で
は
、
物
語
と
し
て
の
イ
ン
パ

ク
ト
が
弱
い
。
単
な
る
伝
統
的
な
亡
霊
の
報
恩
潭
に
す
ぎ
ず
、
お
も
し
ろ
く
も

お
か
し
く
も
な
い
。

 
怪
異
讃
好
み
の
時
代
の
風
潮
を
反
映
さ
せ
て
、
亡
霊
に
耳
を
引
き
ち
ぎ
ら
れ

た
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
が
ど
う
や
ら
、
い
わ
ゆ
る
”
芳
一
ぱ
な
し
“
の
共
通
認

識
だ
っ
た
よ
う
だ
。
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末
尾
の
表
で
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
『
曽
呂
利
物
語
』
以
下
の
類
話
を
検
す
る

と
、
亡
霊
に
取
ら
れ
た
部
位
は
、
耳
↓
左
耳
↓
両
耳
と
、
時
代
が
下
る
に
し

た
が
っ
て
次
第
に
拡
大
し
て
い
る
。
こ
れ
に
連
動
す
る
か
の
よ
う
に
、
耳
を
取

ら
れ
た
代
償
も
、
郷
里
に
帰
っ
て
長
生
き
し
た
↓
人
々
か
ら
異
名
で
呼
ば
れ

た
↓
亡
霊
と
の
縁
が
切
れ
た
↓
琵
琶
の
名
手
と
し
て
有
名
に
な
っ
た
と
、
変

化
し
て
い
る
。

 
変
化
し
た
の
は
部
位
や
代
償
だ
け
で
は
な
い
。
預
り
を
な
す
肝
心
の
亡
霊
も

変
化
し
た
。

 
す
な
わ
ち
、
『
曽
呂
利
物
語
』
で
は
単
に
琵
琶
法
師
に
思
い
を
寄
せ
る
尼
で

あ
っ
た
。
こ
れ
が
、
『
宿
直
草
』
で
『
平
家
物
語
』
と
結
び
つ
い
て
小
宰
相
と

な
り
、
舞
台
も
赤
間
に
転
ず
る
。
し
か
し
、
一
の
谷
か
ら
屋
島
に
向
か
う
途
中

で
入
水
し
た
小
宰
相
の
霊
を
赤
間
で
登
場
さ
せ
る
の
は
不
自
然
だ
。
そ
こ
で

『
御
伽
厚
化
粧
』
で
は
、
壇
浦
で
入
水
し
た
二
位
尼
の
霊
と
な
る
。
こ
の
段
階

で
、
寺
の
名
も
阿
弥
陀
寺
と
絞
り
込
ま
れ
る
。

 
こ
こ
ま
で
は
、
霊
の
主
も
琵
琶
法
師
を
迎
え
に
来
た
の
も
女
だ
。

 
こ
れ
が
『
臥
遊
奇
談
』
に
な
る
と
、
大
き
く
か
た
ち
を
変
え
る
。
二
位
尼
は

シ
テ
か
ら
ワ
キ
に
回
っ
て
、
亡
霊
の
主
は
安
徳
帝
と
な
る
。
迎
え
に
来
た
の

も
、
女
で
は
な
く
て
武
士
に
な
る
。

 
要
す
る
に
、
一
連
の
、
い
わ
ゆ
る
”
芳
一
ぱ
な
し
“
は
『
臥
像
奇
談
』
に
向

か
っ
て
成
長
し
て
い
る
の
だ
。

 
そ
の
一
方
に
、
変
わ
っ
て
い
な
い
点
が
あ
る
。
主
人
公
の
名
前
だ
。
ウ
ン
イ

チ
（
う
ん
市
）
↓
ダ
ン
イ
チ
（
団
都
）
↓
ツ
ル
イ
チ
（
鶴
都
）
↓
ホ
ゥ
イ
チ
（
芳

，
芳
一
ぱ
な
し
“
か
ら
「
耳
な
し
芳
一
の
は
な
し
」
へ

一）

ﾆ
、
終
始
「
で
チ
」
が
つ
い
て
い
る
。

 
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
、
琵
琶
法
師
の
名
前
に
コ
」
を
付
け
た
こ
と
で

 
 
 
 
 
 
 
い
ち
か
た
り
ゆ
う

流
派
名
と
な
っ
た
一
方
流
の
存
在
だ
。

 
い
わ
ゆ
る
”
芳
一
ば
な
し
“
の
背
後
に
は
、
一
方
流
の
存
在
が
見
え
隠
れ
し

て
い
る
。
こ
れ
は
あ
る
い
は
、
一
方
流
の
琵
琶
法
師
た
ち
が
、
自
派
の
宣
伝
の

た
め
に
亡
霊
に
一
役
買
わ
せ
た
C
M
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
こ
れ
は
そ
の
痕
跡

で
は
な
い
の
か
。
い
さ
さ
か
短
絡
的
で
は
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
思
え
て
な
ら

な
い
。

 
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
『
臥
遊
奇
談
』
三
二
「
琵
琶
秘
曲
泣
幽
霊
」
に
接
し
て

血
の
中
に
あ
る
亡
霊
へ
の
思
い
が
呼
び
覚
ま
さ
れ
た
小
泉
八
雲
は
、
そ
れ
を
自

ら
の
世
界
に
引
き
込
ん
だ
。
八
雲
が
原
話
に
心
を
動
か
さ
れ
た
の
は
、
ひ
と
え

に
、
芳
一
が
亡
霊
に
八
つ
裂
き
に
さ
れ
る
と
の
解
釈
を
可
能
に
す
る
余
地
が

あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。

 
ヘ
ル
ン
文
庫
に
は
『
宿
直
草
』
も
収
ま
っ
て
い
る
。
八
雲
が
こ
れ
に
接
し
て

い
た
可
能
性
は
あ
る
。
し
か
し
、
小
宰
相
や
使
者
の
女
房
の
霊
か
ら
で
は
八
つ

裂
き
の
イ
メ
ー
ジ
は
浮
か
ん
で
こ
な
い
。
「
耳
な
し
芳
一
の
は
な
し
」
は
、
『
宿

直
草
』
か
ら
で
は
立
ち
上
が
っ
て
こ
な
い
の
だ
。

 
”
芳
一
ば
な
し
“
か
ら
「
耳
な
し
芳
一
の
は
な
し
」
へ
。
異
文
化
の
融
合
に

際
し
て
し
ば
し
ば
つ
き
ま
と
う
誤
解
や
錯
覚
を
は
ら
み
つ
つ
、
そ
れ
を
エ
ネ
ル

ギ
ー
と
し
て
形
成
さ
れ
た
作
品
、
そ
れ
が
ど
う
や
ら
、
「
耳
な
し
芳
一
の
は
な

し
」
で
あ
っ
た
。

 
野
次
馬
は
一
人
合
点
し
て
、
本
を
閉
じ
る
。
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，
芳
一
ぱ
な
し
“
か
ら
「
耳
な
し
芳
一
の
は
な
し
」
へ

作
 
品
 
名

曽
呂
利
物
語

宿
直
草
（
御
伽
物
語
）

御
伽
厚
化
粧

臥
遊
奇
談

怪
談

刊
行
年

寛
文
三
 
蕊
①
。
。

延
宝
五
 
一
①
ミ

享
保
十
九
ミ
。
。
心

天
明
二
 
嵩
。
。
b
。

明
治
三
七
一
⑩
O
偽
¢
ω
〉

章
名

耳
切
れ
う
ん
市
が
事
（
蒔
-
⑩
）

小
宰
相
の
局
、
ゆ
う
れ
い
の
事
（
b
。
-
＝
）

面
戸
留
幽
鬼
（
心
8
一
b
。
）

琵
琶
曲
泣
幽
霊
（
b
。
）

耳
な
し
芳
一
の
は
な
し

主
人
公

う
ん
市
（
座
頭
）

団
都
（
座
頭
）

鶴
都
（
琵
琶
法
師
）

芳
一
（
瞥
者
）

同
上

主
人
公
の
出
身
地

越
後

摂
津
？
↓
地
方
遍
歴
の
末
、
赤
間
へ

赤
間
関
近
辺

同
上

同
上

話
の
場

信
濃
善
光
寺
内
 
尼
寺

赤
間
浄
土
派
の
寺

赤
間
阿
弥
陀
寺

同
上

同
上

座
頭
の
位
置
・
状
況

客
殿
に
臥
す

客
寮
に
臥
す

自
室
（
五
ツ
時
）

客
殿
の
縁
で
琵
琶
を
弾
く

同
上

季
節

×

×

×

夏

同
上

呼
び
に
き
た
使
者

×
（
本
人
・
け
い
じ
ゅ
ん
）

女

女
（
十
七
、
八
歳
）

武
士

同
上

座
頭
の
反
応

辞
退
す
る

応
諾
を
即
答

不
審
を
抱
き
つ
つ
も
応
諾

冥
加
だ
と
悦
ん
で
受
諾

命
令
に
服
従
・
後
で
嬉
し
さ

演
奏
の
聞
き
手

人
物

×

小
宰
相

二
位
尼
 
大
臣
ほ
か

糟
紳

同
上

状
況

×

×

×

遊
歴
の
途
次

同
上

呼
ば
れ
た
先
の
様
子

×

侍
女
多
数

一
門
参
会
、
酒
宴
の
最
中

高
貴
の
座
所
静
か

同
上
 
都
言
葉

演
目

×

小
宰
相

都
落
・
一
の
谷
合
戦
・
先
帝
入
水

壇
浦
合
戦
の
篇

同
上

呼
ば
れ
た
回
数

1
回

1
回

2
回

3
回

同
上

次
回
訪
問
要
請
の
有
無

×

×

○

○

同
上

異
変
に
気
付
い
た

人
物

老
尼
？

長
老

和
尚

寺
僧
た
ち

同
上

契
機

助
け
を
求
め
る
・
異
常
な
痩
せ
方

朝
・
座
頭
不
在
↓
捜
す

朝
・
山
か
ら
平
家
を
語
る
声

夜
毎
の
外
出

同
上

座
頭
発
見
の
場
所
・
状
況

尼
寺

墓
地
で
平
家
を
語
る

墓
地
で
平
家
を
語
る

墓
地
で
平
家
を
語
る

同
上

天
候

×

×

×

雨

同
上

座
頭
の
反
応

助
け
を
求
め
る

長
老
の
声
で
正
気
に
戻
る

同
上

亡
霊
と
の
約
束
を
重
視

同
上

墓
に
祀
ら
れ
て
い
る
人
物

×

小
宰
相

二
位
殿

安
徳
帝

同
上

住
職
の
判
断

×

幽
霊
の
執
心
で
命
を
取
ら
れ
る

二
位
の
霊
を
慰
め
る
念
仏

気
に
あ
た
っ
て
死
ぬ

八
つ
裂
き
に
さ
れ
て
死
ぬ

除
難
の
た
め
の

法
会

百
万
遍
の
念
仏

降
魔
の
呪

諦
経
念
仏
 
大
施
餓
鬼

×

同
上

経
典

尊
勝
陀
羅
尼

般
若
心
経

×

般
若
心
経

同
上

経
を
書
い
た
人
物

有
験
の
僧
た
ち
（
帰
国
途
次
の
寺
）

長
老

×

和
尚
・
寺
僧
た
ち

同
上

経
・
法
会
の
契
機

座
頭
の
依
頼

長
老
の
発
案

和
尚
の
発
案

和
尚
の
発
案

同
上

当
日
の
住
職
の
行
動

×

×

×

自
室
で
結
果
を
待
つ

仏
事
の
た
め
に
外
出

ち
ぎ
ら
れ
た
部
位

耳

左
耳

×

両
耳

同
上

後
日
讃

越
後
に
帰
っ
て
長
生
き
し
た

人
々
か
ら
異
名
で
呼
ば
れ
た

亡
霊
と
の
縁
が
切
れ
た

琵
琶
の
評
判
が
高
ま
っ
た

同
上
 
裕
福
に
な
っ
た

ヘ
ル
ン
文
庫

×

○

×

○

×

考
参

活
字
本

続
帝
国
文
庫
近
代
日
本
文
学
大
系
（
国
民
図
書
）
江
戸
怪
談
集
（
岩
波
文
庫
）

古
典
文
庫
仮
名
草
子
集
成
（
新
大
系
）
江
戸
怪
談
集
（
岩
波
文
庫
）

徳
川
文
芸
類
聚
（
国
書
刊
行
会
）

×

明
治
文
学
全
集
（
筑
摩
書
房
）
ほ
か
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