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詩
人
金
子
光
晴
の
宗
教
性
を
論
ず
の
こ
と
が
こ
の
小
論
の
趣
意
だ
が
、
そ
の

宗
教
性
は
そ
の
独
自
の
日
本
人
観
や
文
明
批
評
の
眼
と
不
可
分
の
も
の
で
あ

り
、
そ
の
由
来
す
る
と
と
ろ
は
深
い
。
「
た
え
て
異
邦
人
の
目
を
も
た
な
か
っ

た
」
日
本
の
作
家
、
詩
人
の
な
か
で
「
金
子
光
晴
と
い
う
詩
人
は
、
正
真
正
銘

異
邦
人
で
し
か
あ
り
え
な
か
っ
た
唯
一
の
存
在
で
あ
る
」
 
（
安
東
次
男
）
と

は
、
ま
た
多
く
の
評
家
の
見
る
と
こ
ろ
だ
が
、
し
か
し
こ
の
「
異
邦
人
の
眼
」

と
は
単
な
る
文
明
批
判
に
終
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
根
底
に
は
独
自
の
宗
教

的
志
向
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
見
逃
さ
れ
て
は
な
る
ま
い
。

 
詩
人
の
受
洗
は
明
治
三
十
八
年
、
十
一
歳
の
時
で
あ
り
、
「
銀
座
竹
川
町
の

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
で
、
宵
居
牧
師
か
ら
、
洗
礼
志
願
式
と
い
う
の
を
受

け
」
（
『
詩
人
』
）
た
と
い
う
。
そ
の
理
由
は
「
多
分
に
少
年
の
セ
ン
チ
と
虚
栄

か
ら
の
も
の
だ
っ
た
が
、
そ
の
他
に
西
洋
へ
の
憧
れ
が
あ
っ
た
」
。
ま
た
加
え
て
．

「
根
本
の
動
機
に
は
、
■
稚
い
罪
の
意
識
に
さ
い
な
ま
れ
つ
つ
、
享
楽
と
、
日
々

の
不
安
」
か
ら
の
「
し
ず
か
さ
を
希
う
気
持
も
あ
っ
た
」
と
い
う
。
し
か
し
、

た
と
え
そ
れ
が
少
年
の
感
傷
に
発
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
倫
理

の
所
在
は
ま
た
そ
れ
以
上
の
深
い
契
機
を
含
ん
で
い
た
は
ず
で
あ
る
。
江
戸
風

の
「
ふ
る
い
趣
味
の
家
庭
に
育
っ
た
私
は
、
反
動
的
に
西
洋
の
新
風
に
憧
れ
」

「
キ
リ
ス
ト
教
の
洗
礼
を
う
け
た
西
洋
崇
拝
の
少
年
は
、
地
金
に
ふ
る
い
教
養

と
、
身
に
つ
い
た
江
都
伝
来
の
風
俗
習
慣
を
も
っ
て
」
い
た
と
自
筆
の
小
伝
に
．

い
う
。
同
時
に
こ
の
「
西
洋
崇
拝
」
、
ギ
リ
ス
ト
教
入
信
の
背
後
に
、
日
本
人

に
対
す
る
、
い
や
己
れ
自
身
そ
う
で
あ
る
こ
と
へ
の
あ
る
深
い
異
和
の
蔵
さ
れ

て
い
だ
こ
と
も
見
逃
せ
ま
い
。
「
と
り
わ
け
、
他
人
の
心
の
虚
に
つ
け
込
ん
だ

り
、
放
縦
に
見
境
な
く
な
っ
た
り
、
良
心
の
な
い
、
底
で
は
す
こ
し
も
人
間
を

愛
し
て
い
な
い
、
あ
る
種
の
白
本
人
の
索
漠
た
る
実
利
的
な
心
境
を
、
幼
く
し

て
は
や
く
身
に
つ
け
な
が
ら
、
そ
の
一
方
で
血
が
さ
わ
ぎ
、
物
に
愚
か
れ
、
熱

狂
し
、
お
の
れ
を
さ
い
な
ん
で
、
そ
の
苦
痛
を
快
楽
と
す
る
よ
う
な
と
こ
ろ
も

あ
っ
た
」
（
『
詩
人
」
）
と
い
う
。
こ
う
し
て
そ
の
日
本
人
論
は
自
身
を
挙
上
に

乗
せ
つ
つ
、
無
残
な
ま
で
に
そ
の
生
理
を
語
る
か
と
み
え
る
。

 
己
れ
の
性
格
に
「
『
時
代
」
か
ら
背
負
わ
さ
れ
た
も
の
が
多
分
に
あ
る
こ

と
」
「
明
治
末
年
か
ら
大
正
網
頭
に
か
け
て
の
戦
争
で
一
流
国
に
な
っ
た
日
本

人
の
『
虚
栄
』
」
が
自
分
を
ス
ポ
イ
ル
し
た
こ
と
、
日
本
人
の
持
つ
「
索
漠
た

る
実
利
」
性
、
「
明
治
の
不
毛
碗
角
」
、
大
正
人
の
「
自
前
」
の
ふ
た
し
か
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さ
、
す
べ
て
は
日
本
人
で
あ
る
こ
と
の
根
の
浅
さ
に
発
す
る
と
し
て
、
噛
た
し
か

に
「
な
に
か
が
出
発
点
で
ま
ち
が
っ
て
い
る
。
な
に
か
の
ひ
ど
い
犠
牲
に
な
っ

て
、
じ
ぶ
ん
が
こ
こ
に
い
る
」
と
い
う
感
じ
は
、
「
二
十
才
の
は
じ
め
か
ら
ず

っ
と
僕
の
心
を
し
め
て
い
た
観
念
で
あ
っ
た
」
（
『
詩
人
』
）
と
い
う
。
長
詩

『
U
」
の
序
詩
に
い
う
i
八
神
を
志
す
身
が
、
骨
董
商
の
手
代
と
な
っ
て
、

海
を
わ
た
っ
た
り
し
て
、
二
度
と
な
い
青
春
を
、
ヶ
る
と
こ
ろ
も
な
く
無
駄
づ

か
い
し
た
「
一
日
本
人
、
そ
れ
が
…
僕
だ
V
と
い
う
詞
句
を
も
重
ね
合
わ
せ
れ
ば
、

詩
人
に
お
け
る
倫
理
や
宗
教
的
志
向
の
所
在
も
ま
た
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
二

〈
教
へ
て
く
だ
さ
い
。
主
よ
。
僕
た
ち
日
本
人
は
あ
な
た
の
神
に
つ
い
て
、

，
／
ほ
ん
た
う
は
、
な
に
一
つ
知
ら
な
い
の
で
す
。
知
っ
て
み
る
こ
と
は
、
あ
な

た
の
神
が
、
西
洋
人
め
福
祉
利
益
の
ま
も
り
神
で
、
彼
ら
に
優
越
感
と
勇
気

を
与
へ
、
開
明
と
自
由
主
義
の
名
で
、
わ
が
ま
ま
勝
手
に
世
界
を
荒
し
ま
は

 
る
や
う
に
な
っ
た
。
非
理
非
道
の
共
犯
者
だ
と
い
う
こ
と
だ
け
で
す
。
V
，

 
 
 
ば

く
三
つ
端
の
や
う
に
燃
え
や
す
い
日
本
人
は
、
見
境
な
く
ど
ん
な
神
に
で
も

帰
依
し
ま
す
が
、
木
や
竹
で
つ
く
っ
た
家
と
同
じ
で
、
灰
し
か
、
あ
と
に

の
こ
ら
な
い
の
で
す
。
自
然
に
服
従
す
る
習
慣
し
か
、
も
と
も
と
も
っ
て

み
な
い
の
で
す
。
僕
た
ち
日
本
人
に
は
、
神
を
理
解
で
き
て
も
、
あ
る
ひ

は
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
神
の
肌
で
あ
た
た
め
ら
れ
て
じ
ん

わ
り
汗
ば
む
や
う
な
抱
擁
感
は
、
ま
っ
た
く
味
は
つ
た
お
ぼ
え
が
な
い
の

で
す
。
V

「
L
I
』
の
一
節
だ
が
、
詩
人
の
日
本
人
観
、
ま
た
神
観
を
知
る
上
で
重
要
な

詞
句
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
日
本
人
に
お
け
る
く
神
観
V
の
重
要
な
欠
落
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
し
か
し
こ
の
汎
神
的
風
土
に
対
し
て
詩
人
は
決
し

て
キ
リ
ス
ト
教
の
側
か
ら
批
判
の
眼
を
向
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
宗

教
観
は
も
っ
と
屈
折
し
、
あ
た
か
も
両
刃
の
剣
の
ご
と
ぐ
、
そ
の
批
判
の
眼
は

現
実
に
お
け
る
く
宗
教
V
自
体
の
あ
り
よ
う
に
鋭
く
向
け
ち
れ
る
。
日
本
人
と

は
「
複
雑
で
は
な
い
が
、
非
常
に
こ
み
入
っ
た
事
情
で
で
き
あ
が
っ
て
い
る
、

ご
た
つ
い
た
人
間
」
で
あ
り
、
こ
の
「
も
と
も
と
裸
で
、
武
器
と
生
殖
器
し
か

も
っ
て
い
な
い
人
間
」
．
が
「
こ
ん
な
に
、
手
の
負
え
な
い
く
ら
い
入
り
く
ん
だ

ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
お
ち
い
っ
て
し
ま
っ
た
」
の
は
、
「
調
練
師
孔
夫
子
の
手
際
」

で
あ
り
、
こ
の
「
ふ
る
い
日
本
人
」
は
い
ま
も
っ
て
何
ひ
と
つ
変
っ
て
は
い
な

い
。
こ
の
ふ
る
さ
を
「
点
検
」
し
、
新
し
く
蘇
生
さ
せ
る
こ
と
は
「
相
当
に
根
・

気
の
い
る
仕
事
」
（
「
日
本
人
に
つ
い
て
」
）
だ
と
い
う
。
し
か
し
そ
れ
は
「
無

慈
悲
で
、
潜
麗
な
」
人
間
の
「
理
想
」
な
る
も
の
に
手
を
貸
す
こ
と
で
は
な

い
。
そ
れ
が
ひ
と
た
び
宗
教
や
政
治
、
教
育
と
い
う
も
の
に
手
渡
さ
れ
れ
ば
、

「
無
知
を
お
も
て
に
か
か
げ
た
人
間
の
エ
ゴ
」
に
ほ
か
な
ら
ぬ
「
理
想
」
と
い

う
怪
物
に
ふ
り
ま
わ
さ
れ
る
だ
け
だ
と
い
う
。

 
h
も
と
も
と
、
悪
魔
は
神
と
一
緒
に
人
間
が
つ
く
っ
た
貴
重
な
創
作
物
で
、

そ
れ
は
、
自
然
に
対
す
る
人
間
の
反
逆
の
成
果
で
も
あ
っ
た
L
（
「
海
と
詩
」
）
。

し
か
も
「
神
の
お
仕
着
せ
と
、
自
分
の
の
ぞ
む
も
の
と
の
あ
い
だ
に
、
あ
く

ま
で
差
別
を
立
て
て
、
龍
絡
さ
れ
ま
い
と
し
た
強
情
ざ
は
」
「
後
悔
の
な
い
決

着
」
（
「
日
本
人
に
つ
い
て
」
）
で
あ
り
、
「
バ
ベ
ル
の
塔
の
一
つ
の
台
石
を
は

こ
ぶ
た
め
に
、
自
分
が
生
ま
れ
て
き
た
も
の
と
は
信
じ
た
く
な
い
」
。
そ
の
よ

う
な
人
間
の
理
想
や
「
設
計
の
外
に
は
み
出
さ
れ
た
閑
人
生
」
の
な
か
に
こ
そ

「
『
人
間
』
な
い
し
は
『
け
だ
も
の
』
の
喜
び
を
取
り
戻
す
」
「
（
海
と
詩
」
）

、
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こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
い
う
。
す
で
に
明
ら
で
あ
ろ
う
、
詩
人
の
神
な
ら
ぬ

く
救
済
者
〉
と
は
、
人
間
の
裡
な
る
く
自
然
〉
の
解
放
者
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

八
自
然
が
や
っ
と
の
こ
と
で
人
間
と
、
そ
の
偏
見
か
ら
解
放
さ
れ
る
日
、
キ
リ

ス
ト
教
徒
は
、
そ
の
日
を
、
」
『
最
後
の
審
判
の
日
』
と
名
づ
け
て
み
る
」
（
「
人

間
の
悲
劇
」
）
と
い
う
皮
肉
な
表
現
も
、
自
然
が
外
部
の
も
の
で
あ
る
以
上

に
、
人
間
の
麗
な
る
く
自
然
V
を
指
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
る
ま

い
。

 
こ
う
し
て
詩
人
に
お
け
る
救
済
者
、
い
や
受
難
者
キ
リ
ス
ト
は
も
は
や
神
と

人
と
の
仲
保
者
で
は
な
く
、
人
間
の
無
慈
悲
な
理
想
が
聾
断
せ
ん
と
す
る
神
か

ら
人
間
を
か
ば
う
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
。
彼
は
神
よ
り
追
放
さ
れ
た
孤
独
な

永
遠
の
放
浪
者
と
な
り
、
時
に
人
間
に
向
か
っ
て
く
言
葉
を
か
け
ら
れ
て
魅
入

ら
れ
ぬ
よ
う
、
な
る
た
け
神
な
ど
に
近
よ
ら
な
い
や
う
に
す
る
こ
と
で
す
よ
V

（「

{
」
）
と
さ
え
さ
さ
や
ぎ
か
け
る
。
永
遠
の
反
逆
者
の
〈
画
額
を
イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト
に
さ
さ
で
〉
（
「
鬼
の
児
誕
生
」
）
と
し
る
し
、
ま
た
く
海
底
を
さ
ま

よ
ふ
V
〈
画
意
め
〉
〈
疲
れ
た
〉
キ
リ
ス
ト
（
「
人
間
の
悲
劇
」
）
を
描
き
、

つ
い
に
は
『
兀
』
の
そ
れ
に
き
わ
ま
る
詩
人
の
キ
リ
ス
ト
像
は
、
〈
海
洋
と
し

く
さ
ま
う
き

て
草
箒
の
や
う
に
立
〉
ち
、
吹
き
き
た
っ
た
つ
む
じ
風
に
捲
か
れ
つ
つ
く
海
の

む
か
ふ
に
き
え
て
〉
ゆ
く
。
こ
の
『
n
」
終
末
の
〈
自
然
〉
そ
の
も
の
の
な
か

に
収
敏
さ
れ
て
ゆ
く
キ
リ
ス
ト
像
の
あ
り
よ
う
は
き
わ
め
て
象
徴
的
で
あ
ろ

う
ゆ
く
神
学
を
志
す
身
V
の
ね
じ
れ
を
言
い
、
日
本
人
と
し
て
神
の
欠
落
の

体
感
を
言
い
つ
つ
、
そ
の
帰
す
る
と
こ
ろ
は
一
種
荘
輿
た
る
東
洋
的
ニ
ヒ
リ
ズ

ム
、
あ
る
い
は
自
然
観
と
い
う
べ
き
か
。
あ
え
て
汎
神
論
と
は
い
う
ま
い
。

 
〈
隠
退
し
た
は
つ
の
『
東
洋
』
に
も
／
一
つ
だ
け
、
や
る
こ
と
が
の
こ
っ
て

み
た
。
／
人
類
が
終
っ
た
あ
と
で
／
幕
を
ひ
く
役
だ
V
（
「
一
工
」
）
と
言
い
、
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〈
そ
の
と
き
は
死
ぬ
よ
り
ほ
か
な
い
そ
の
神
の
頭
に
、
ど
ん
な
歯
朶
の
葉
を
か

ぶ
せ
た
も
の
か
。
〉
（
「
歯
朶
」
 
『
兀
』
．
所
収
）
と
い
う
。
『
E
』
（
昭
和
4
0
・

5
）
一
巻
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
馬
入
の
あ
る
深
い
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
基
調
と
し
た
文

明
批
判
だ
が
、
苦
患
の
キ
リ
ス
ト
を
抱
き
と
る
詩
人
の
相
貌
は
殆
ど
自
然
に
近

い
貌
を
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
こ
か
ら
『
泥
の
本
』
『
よ
ご
れ
て
み
な

い
一
日
」
『
花
と
あ
き
ビ
ン
」
・
『
塵
芥
』
と
続
き
、
『
六
道
」
の
終
末
に
至
る

過
程
は
殆
ど
一
筋
道
で
あ
る
。
'
も
ち
ろ
ん
『
若
葉
の
う
た
」
や
『
愛
情
6
9
』
を

含
め
て
そ
う
い
え
る
。
た
だ
『
泥
の
本
』
 
（
未
刊
詩
集
、
『
定
本
金
子
光
晴
全
詩

集
』
に
収
録
、
昭
4
2
・
6
）
か
ら
、
は
っ
き
り
と
老
い
の
問
題
が
出
て
来
る
。

そ
れ
は
ま
た
そ
の
序
詩
「
ひ
と
り
ご
と
」
に
い
う
死
者
の
側
か
ら
見
返
す
眼

だ
と
言
っ
て
も
よ
い
。
 
〈
『
死
者
』
の
寝
座
か
ら
〉
見
返
す
い
ま
ひ
と
り
の

く
僕
V
の
眼
で
あ
る
。

 
少
年
は
い
く
た
び
か
く
天
使
〉
と
め
め
ぐ
り
あ
い
を
求
め
た
。
つ
い
に
「
な

ん
ど
よ
び
か
け
て
も
不
在
な
神
を
め
く
ら
に
し
て
、
放
増
と
、
罪
を
犯
し
て
言

ひ
繕
ふ
才
覚
を
習
ひ
お
ぼ
え
た
と
き
、
／
僕
ら
は
、
や
っ
と
大
人
に
な
っ
た
。

そ
の
と
き
か
ら
不
精
髭
の
生
え
た
人
生
か
は
じ
ま
っ
た
V
と
い
う
。
し
か
し
こ

の
〈
ぬ
か
る
ん
だ
地
上
〉
に
人
間
が
繰
り
返
す
く
は
て
し
な
い
議
論
V
〈
裁

き
〉
〈
処
刑
〉
、
果
て
は
く
戦
争
や
、
大
虐
殺
V
、
文
明
の
生
み
出
す
く
頭
脳

に
こ
こ
ろ
が
つ
い
て
ゆ
け
な
い
た
め
V
の
混
乱
と
頽
廃
、
こ
の
く
泥
の
な
か
で

こ
ね
廻
さ
れ
、
這
ひ
で
る
す
べ
も
な
い
人
間
と
馬
人
間
の
つ
く
っ
た
ず
べ
て
は

は
た
し
て
、
／
惜
し
む
に
足
る
V
の
か
く
足
ら
な
い
V
の
か
と
詩
人
は
問
う
。

〈
イ
ン
キ
壼
の
な
か
か
ら
、
こ
の
『
泥
の
本
」
を
ひ
き
あ
げ
よ
う
と
い
う
手
品

は
、
う
ま
い
手
際
と
は
ゆ
か
ぬ
か
も
し
れ
な
い
。
泥
は
本
来
、
あ
っ
か
ひ
に
く

い
も
の
で
あ
る
う
へ
に
、
理
も
非
も
、
し
づ
み
こ
ん
で
し
ま
ふ
か
ら
で
あ
る
〉
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と
言
い
つ
つ
、
詩
人
の
文
体
は
し
ば
し
ば
散
文
的
低
徊
を
繰
り
返
し
つ
つ
、
ベ

ト
ナ
ム
の
戦
場
を
め
ぐ
る
泥
絵
具
の
風
景
を
綴
り
と
っ
て
ゆ
く
。
て
の
泥
沼
と

は
何
か
。
そ
れ
は
も
は
や
ベ
ト
ナ
ム
で
す
ら
な
い
。

〈
そ
れ
は
た
だ
、
洋
鬼
た
ち
の
百
年
、
幽
二
百
年
職
三
百
年
置
、
水
も
漏
ら
さ

ぬ
強
掠
の
シ
ス
テ
ム
を
／
一
押
し
で
く
づ
し
て
、
も
と
も
子
も
な
く
す
る
、

眼
も
鼻
も
な
い
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
V
〈
報
復
と
あ
ざ
け
り
で
、
み
る
み
る
膨
れ

あ
が
る
。
東
洋
の
／
黄
泥
、
青
泥
、
紫
泥
、
黒
泥
で
あ
る
〉

〈
さ
は
ら
な
い
こ
と
だ
。
泥
は
、
君
を
よ
ご
す
こ
と
よ
り
し
な
い
。
／
黄
ろ

い
東
洋
は
、
君
と
、
君
の
方
程
式
と
を
分
解
し
、
底
泥
の
一
部
と
し
て
沈
澱

さ
せ
る
こ
と
の
ほ
か
、
君
を
も
て
な
す
こ
と
を
も
ち
な
い
。
／
か
ら
か
は
な

い
ほ
う
が
い
い
。
そ
れ
は
ナ
ー
ガ
（
七
等
星
，
大
蛇
）
で
、
一
つ
つ
ぶ
せ
ば
、

の
こ
り
の
六
つ
の
頭
が
立
ち
あ
が
る
の
だ
V

 
す
で
に
『
E
」
終
末
の
「
歯
朶
」
や
「
蛇
蝋
の
道
」
に
い
う
東
洋
の
湿
潤
、

す
べ
て
を
呑
み
込
む
東
洋
の
く
自
然
V
の
混
沌
は
、
こ
こ
で
も
ベ
ト
ナ
ム
の
戦

乱
と
い
う
状
況
を
透
か
し
て
我
々
の
前
に
現
前
す
る
σ
さ
ら
に
言
え
ば
、
先
の
，

「
蛇
蝋
の
道
」
に
い
う
天
と
地
の
隔
絶
、
さ
ら
に
湿
潤
に
し
て
い
っ
さ
い
を
呑

み
つ
く
し
、
喰
ら
い
つ
、
く
す
く
大
地
の
凶
悪
な
本
性
V
へ
の
老
女
も
ま
た
注
目

に
あ
た
い
し
よ
う
。
同
時
に
そ
れ
は
先
に
も
ふ
れ
た
く
老
い
V
の
生
理
と
も
関

連
し
、
〈
ど
こ
と
も
し
れ
な
い
こ
の
空
間
V
を
漂
い
つ
つ
、
老
い
た
る
詩
人
の

前
を
女
た
ち
の
さ
ま
ざ
ま
な
影
が
通
り
す
ぎ
、
老
い
の
む
な
し
さ
と
内
応
が
繰

り
返
さ
れ
る
。

老
人
の
み
る
と
こ
ろ
は
ど
こ
で
も
地
底
に
通
ふ
が
、
僕
ら
が
は
じ
め
て
生
を

う
け
た
女
方
の
内
学
も
、
ど
こ
か
で
地
底
の
く
ら
さ
と
つ
な
が
り
、
そ
の
．
お

な
じ
や
は
ら
か
い
壁
を
へ
だ
て
て
、
い
つ
も
娼
の
燃
え
あ
が
る
や
う
な
、
生

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
ん
い
ん

活
の
ど
よ
め
き
、
太
鼓
の
音
が
、
駁
々
と
踏
み
と
ど
ろ
い
て
み
る
。
そ
の
く
．

ら
や
み
の
狸
々
緋
が
、
た
と
え
墓
穴
に
似
て
み
て
も
、
早
合
点
は
禁
物
で
、

人
間
に
死
の
安
楽
な
ど
は
な
い
。
一
旦
身
を
横
へ
れ
ば
、
僕
ら
の
ま
わ
り
で

眠
っ
て
み
た
蛇
、
蝋
が
早
速
、
首
を
も
ち
あ
げ
、
毒
針
の
尾
を
巻
き
あ
げ

て
、
物
の
煮
え
る
よ
う
な
音
を
さ
せ
て
く
っ
く
つ
と
さ
れ
だ
ち
は
じ
め
る
の

で
あ
る
。

層
す
で
に
晩
期
「
六
道
」
の
語
る
「
〈
火
焔
V
地
獄
、
〈
六
道
輪
廻
V
の
凄
じ

い
」
世
界
へ
は
ひ
と
ま
た
ぎ
と
も
み
え
る
。
こ
う
し
て
詩
人
終
末
の
宗
教
思

想
、
あ
る
い
は
実
存
的
思
想
を
語
る
と
み
ら
れ
る
「
六
道
」
へ
と
踏
み
進
む
こ

と
に
な
る
が
、
し
か
し
そ
の
晩
期
思
想
に
至
る
来
歴
を
、
や
は
り
『
几
』
か
ら

『
花
と
あ
き
ビ
ン
』
『
塵
芥
』
と
続
く
諸
篇
に
一
応
は
見
届
け
て
お
か
ね
ば
な

る
ま
い
。

三

 
先
ず
『
花
と
あ
き
ビ
ン
』
 
（
昭
4
8
・
9
）
だ
が
、
こ
れ
は
生
前
最
後
の
詩
集

で
あ
り
、
評
者
も
い
う
ご
と
く
「
そ
の
基
調
は
い
つ
も
の
よ
う
な
ニ
ヒ
リ
ズ

ム
」
で
あ
り
、
い
か
に
も
軽
妙
多
弁
に
語
り
つ
い
で
い
る
よ
う
だ
が
、
し
か
し

こ
れ
が
「
あ
き
ビ
ン
で
な
く
て
、
大
工
道
具
で
も
街
路
樹
で
も
」
、
こ
れ
と
注

文
す
れ
ば
「
冗
々
と
金
子
流
の
警
世
的
で
、
ニ
ヒ
ル
で
、
は
て
し
な
い
比
喩
と

皮
肉
の
う
た
こ
え
を
、
力
づ
よ
く
彼
は
書
い
て
み
せ
る
だ
ろ
う
」
と
は
、
果
し
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て
そ
う
か
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
「
処
世
訓
の
に
お
い
を
帯
び
た
作
品
は
、
達
者

で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
別
の
面
か
ら
稀
薄
に
な
る
」
 
（
秋
山
清
、
全
集
第
五
巻

後
記
）
と
い
う
指
摘
も
ど
う
で
あ
ろ
う
。
恐
ら
く
A
あ
き
ビ
ン
V
と
い
う
比
喩

は
詩
人
の
透
視
す
る
文
明
社
会
の
終
雪
を
颯
し
て
絶
妙
で
あ
り
、
「
処
世
訓
」

云
々
と
は
う
ら
は
ら
に
詩
人
の
人
間
を
み
つ
め
る
眼
の
透
徹
し
た
深
さ
は
、

〈
あ
き
ビ
ン
〉
の
イ
メ
ー
ジ
を
駆
使
し
て
乾
い
た
現
代
の
虚
無
を
見
事
に
再
現

す
る
。

 
〈
た
と
へ
、
う
す
よ
ご
れ
た
徽
ぎ
水
に
せ
よ
、
い
つ
ば
い
詰
っ
て
み
て
こ
そ

の
ビ
ン
な
の
か
。
／
異
物
を
ま
じ
へ
ず
、
か
ら
っ
ぽ
で
み
る
ほ
う
が
、
純
粋
な

ビ
ン
の
あ
り
ゃ
う
な
の
か
V
〈
判
断
V
も
っ
か
ぬ
が
、
〈
ビ
ン
の
内
と
外
が
ふ

れ
あ
へ
る
の
は
、
い
た
ま
し
い
こ
と
〉
だ
が
〈
こ
な
ご
な
に
壊
れ
る
時
〉
の
ほ

か
に
な
く
、
〈
ビ
ン
の
内
外
で
は
、
存
在
が
｝
つ
に
な
る
こ
と
は
未
来
恒
、
不

可
能
と
い
っ
て
も
い
い
V
と
い
う
。
し
か
も
く
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
は
、
あ

ひ
だ
に
硝
子
の
薄
膜
で
で
も
へ
だ
て
な
く
て
は
／
自
他
の
け
ち
め
も
成
立
た
V

ぬ
と
い
う
も
の
か
。
所
詮
く
『
生
き
る
』
と
い
ふ
み
せ
か
け
な
時
問
は
、
ノ
格

闘
も
、
愛
撫
も
、
遠
眼
に
は
、
た
だ
ま
ぎ
ら
は
し
い
手
足
の
も
つ
れ
あ
ひ
で
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
な

／
花
の
息
づ
き
、
枝
の
擁
ひ
の
な
ま
め
か
し
さ
に
ほ
か
な
ら
ず
、
／
ひ
と
春
の

 
 
 
 
 
 
て
か
ご

花
の
盛
り
も
、
手
藍
の
ま
ま
、
次
の
世
代
に
わ
た
す
た
め
に
そ
こ
に
る
る
V
。

か
く
し
て
く
僕
ら
の
背
後
に
ふ
え
る
、
一
生
殖
に
よ
る
入
間
の
氾
濫
と
、

地
球
の
変
質
す
る
イ
デ
ア
の
腐
触
力
V
。
畢
寛
〈
地
上
が
い
つ
で
も
清
浄
な

た
め
に
は
、
種
々
の
繁
栄
も
、
歴
史
も
無
用
で
、
／
人
の
理
想
も
、
物
質

 
メ
タ
モ
ル
フ
オ
ー
ズ

の
変
 
身
も
、
な
ん
の
意
味
も
あ
る
わ
け
は
な
い
。
〉

 
こ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
透
徹
に
な
ん
の
仕
掛
け
も
あ
り
は
レ
な
い
。
し
か
も
詩

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
な

人
に
お
け
る
く
花
の
息
づ
き
、
枝
の
擁
ひ
V
の
な
ん
と
〈
な
ま
め
か
し
〉
く
、

金
子
光
晴
小
論
．
一
そ
の
晩
期
詩
篇
の
宗
教
性
を
め
ぐ
っ
て
一

絶
妙
な
こ
と
か
。
世
界
の
究
極
は
空
無
、
あ
る
い
は
く
絶
無
V
ど
い
う
ほ
か
は

な
い
と
し
て
も
、
こ
れ
を
宮
能
を
も
っ
て
、
汚
濁
を
も
っ
て
、
あ
る
い
は
魑
魅

魍
魎
の
跳
梁
を
も
っ
て
満
た
さ
ん
と
す
る
の
が
、
こ
の
う
つ
つ
の
世
の
宿
命
と

．
い
う
べ
き
か
。
詩
人
の
詩
に
女
身
は
た
え
ず
あ
る
時
は
く
海
の
闇
夜
に
、
／
雲

母
刷
の
な
か
の
大
首
の
や
う
な
V
（
「
月
と
あ
き
ビ
ン
」
）
姿
と
な
っ
て
出
現

し
、
あ
る
い
は
〈
砂
粒
ま
で
透
い
て
み
え
る
〉
〈
水
く
ら
げ
に
も
似
た
乙
姫
V
．

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ノ

と
な
り
、
さ
ら
に
は
戦
場
に
横
た
わ
る
〈
女
兵
〉
の
屍
（
「
戦
場
で
生
き
の

こ
っ
た
一
本
の
ビ
ン
」
）
、
あ
る
い
は
犯
さ
れ
て
生
き
埋
め
に
な
っ
た
〈
娘
〉

（
同
）
．
の
屍
体
と
な
っ
て
登
場
す
る
。
し
か
し
詩
人
の
詩
が
こ
れ
ら
女
体
の
ま

と
う
エ
ロ
ス
の
官
能
、
粉
黛
、
汚
辱
を
も
っ
て
終
わ
り
と
し
て
い
な
い
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
り
、
そ
の
収
束
す
る
と
こ
ろ
は
こ
の
文
明
を
引
き
ず
っ
て
生
き
る

人
間
の
究
極
と
は
何
か
と
問
う
、
一
種
終
末
論
的
な
反
問
で
あ
る
。
、

 
〈
人
間
の
は
じ
め
か
ら
終
り
を
、
あ
き
ビ
ン
は
、
ノ
細
大
を
ま
ぎ
れ
る
こ
と

な
く
映
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
、
／
審
判
の
日
ま
で
、
一
切
の
澄
拠
を
揃
え

て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ノ
人
の
世
に
あ
き
ビ
ン
が
ま
ぎ
れ
こ
ん
で
き
た
理
由

は
、
／
そ
れ
で
こ
そ
、
い
ま
、
正
体
が
割
れ
る
の
だ
が
、
／
奴
ら
が
、
待
ち
つ

づ
け
て
み
る
わ
け
は
、
ノ
い
よ
い
よ
審
判
の
、
そ
の
日
の
た
め
に
、
ビ
ン
は
人

間
が
、
，
お
の
れ
に
似
せ
て
こ
ね
あ
げ
た
神
の
ま
へ
／
に
、
／
人
間
の
こ
こ
ろ
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ス
パ
イ

あ
ら
ひ
ぎ
ら
ひ
、
仕
出
か
し
た
こ
と
の
細
大
を
密
偵
し
て
、
／
万
端
、
讃
拠
を

と
り
そ
ろ
へ
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
／
だ
が
、
こ
の
日
頃
、
ビ
ン
の
お
も

て
に
映
る
像
は
ひ
ど
く
か
す
ん
で
V
来
た
と
い
う
。
．
も
は
や
我
々
を
と
り
ま
く

く
『
時
間
』
が
、
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
V
な
り
、
〈
地
球
が
刻
々
に
、
来
る
べ
き
氷
河

時
代
に
さ
し
か
か
り
つ
つ
あ
る
こ
と
も
、
／
あ
き
ビ
ン
は
、
な
に
ひ
と
つ
知
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ほ
し
め
 
じ

べ
く
も
な
い
。
知
り
と
、
星
眼
と
に
崇
ら
れ
て
。
〉
と
い
う
。
す
で
に
明
ら
か
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で
あ
ろ
う
、
〈
あ
き
ビ
ン
V
と
は
詩
人
と
不
可
分
に
し
て
一
な
る
も
の
。
し
か

も
己
れ
の
対
者
に
し
て
、
ま
た
己
れ
自
身
の
ひ
と
つ
の
鰯
、
こ
の
世
界
を
映
す

べ
き
無
二
な
る
鏡
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
鏡
自
身
己
れ
の
生
理
で
も
あ
る
謁

 
く
人
間
の
貧
欲
な
想
像
力
が
創
り
あ
げ
た
、
神
々
の
審
判
の
場
に
、
／
ビ
ン

は
馬
誰
拠
が
た
め
の
た
め
の
、
陪
審
の
席
に
立
た
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
V
の
だ

が
（
〈
も
と
も
と
射
的
の
目
標
と
し
て
人
間
が
つ
く
っ
た
神
に
は
、
／
最
後
の

審
判
な
ど
と
い
ふ
大
芝
居
は
、
柄
に
も
な
い
こ
と
で
、
／
人
間
の
死
滅
を
ま
つ

ま
で
も
な
く
、
地
上
か
ら
モ
ラ
ル
は
姿
を
消
し
、
／
裁
く
に
も
、
裁
か
れ
る
に

も
、
一
切
の
根
拠
は
泡
と
な
っ
た
〉
。
た
だ
く
ビ
ン
が
人
間
や
、
そ
の
所
業
に

こ
だ
は
る
の
は
、
／
柔
い
指
紋
で
代
る
代
る
い
ち
く
り
廻
さ
れ
た
こ
と
が
、
忘

れ
ら
れ
な
い
だ
け
だ
V
。
か
く
し
て
く
戸
外
で
も
、
部
屋
の
な
か
で
も
、
お
も

ひ
が
け
な
い
と
こ
ろ
に
ビ
ン
が
立
っ
て
る
て
、
／
僕
ら
か
、
こ
こ
ろ
で
お
も
っ

て
、
そ
と
に
出
な
い
言
葉
ま
で
、
／
ビ
ン
の
ふ
・
か
い
感
受
性
で
、
の
ど
の
嚢
の

微
か
な
ふ
る
へ
で
感
じ
と
る
。
ノ
し
か
し
、
感
じ
る
こ
と
は
す
る
に
し
て
も
、

た
い
て
い
の
こ
と
は
干
渉
し
な
い
し
、
／
共
通
な
意
見
も
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、

親
近
の
度
が
濃
く
な
る
ば
か
り
で
あ
る
V
。

 
さ
て
く
い
つ
ば
ん
の
あ
き
ビ
ン
が
／
け
ふ
も
ま
た
、
机
の
す
み
に
の
っ
て
み

る
。
の
せ
た
の
は
、
誰
な
の
か
、
／
い
っ
か
ら
の
っ
て
み
る
の
か
し
ら
な
い

が
、
ノ
そ
し
て
、
僕
に
も
わ
か
ら
な
い
。
／
な
に
一
つ
、
目
印
は
な
い
の
だ
か

ら
V
。
終
末
の
絶
妙
な
転
調
で
あ
る
。
す
で
に
〈
あ
き
ビ
ン
〉
と
い
う
喩
は
、

時
に
詩
人
自
身
の
眼
と
な
り
、
ま
た
詩
人
自
身
を
見
返
す
眼
と
な
る
。
ま
た
時

に
詩
人
は
〈
あ
き
ビ
ン
〉
の
な
か
に
入
り
、
ま
た
外
に
立
つ
。
こ
れ
は
こ
の
風

土
自
体
の
生
み
出
す
微
妙
な
リ
ア
リ
テ
ィ
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
詩
人
の
絶
妙

な
語
り
の
芸
、
す
な
わ
ち
エ
ロ
ス
を
も
つ
て
あ
る
超
絶
的
な
何
も
の
か
を
語
ら

ん
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
詩
篇
を
覆
う
言
い
よ
う
も
な
く
深
い
虚
無
と
絶
望
、
し

か
も
終
末
の
光
景
に
挑
み
つ
つ
、
，
そ
の
原
初
の
光
景
よ
り
文
明
を
見
返
す
詩
人

の
眼
、
こ
れ
を
こ
の
風
土
の
生
み
出
し
た
一
篇
の
〈
大
審
問
官
物
語
〉
と
見
る

こ
と
も
で
き
よ
う
。

四

 
か
つ
て
詩
人
山
村
暮
鳥
の
描
い
た
長
大
な
る
詩
篇
『
荘
厳
な
る
苦
脳
者
の
頒
．

栄
」
 
（
大
9
・
8
）
は
、
ひ
と
つ
の
く
大
審
問
官
物
語
〉
た
ら
ん
と
し
た
も
の

と
い
え
よ
う
。
神
よ
く
あ
な
た
は
も
う
消
え
て
な
く
な
ら
V
ね
ば
な
ら
ぬ
と
言

い
、
〈
眼
ざ
め
た
人
間
〉
こ
そ
く
新
し
い
神
様
V
だ
と
い
プ
つ
こ
の
し
た
た
か
な

人
間
宣
言
、
そ
の
熾
し
い
神
へ
の
糺
問
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
つ
い
に
こ
れ
を
包

み
つ
つ
問
い
返
す
対
者
．
を
描
き
え
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
〈
大
審
問
官
物
語
〉

た
ら
ん
と
し
て
た
り
え
ぬ
矛
盾
も
ま
た
見
ら
れ
る
。
・
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
に
あ

っ
て
は
己
れ
の
審
問
者
を
抱
き
し
め
て
無
言
の
接
吻
を
与
え
る
囚
人
キ
リ
ス
ト

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ネ
ガ

を
見
事
に
描
き
え
た
。
こ
の
時
場
面
は
瞬
時
に
し
て
」
労
し
、
絵
画
は
そ
の
ま

 
ポ
ジ

ま
陽
画
と
な
る
。
キ
リ
ス
ト
砂
、
彼
を
審
か
ん
と
す
る
大
審
問
官
へ
の
あ
の
無

言
の
接
吻
は
、
そ
の
弁
証
に
対
す
る
肯
定
で
も
否
定
で
も
な
く
、
そ
の
思
弁
へ

の
い
か
な
る
批
判
や
裁
き
で
も
な
い
。
た
だ
一
切
の
矛
盾
を
含
む
存
在
そ
の
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

の
へ
の
肯
定
で
あ
り
、
ゆ
る
め
で
あ
っ
た
も
し
か
も
ま
た
そ
れ
は
無
限
の
問
い

．
で
も
あ
る
。
肯
定
が
そ
の
ま
ま
否
定
で
あ
り
、
ゆ
る
め
が
緊
張
で
あ
り
、
答
え

が
問
い
で
あ
り
、
ま
た
同
時
に
す
べ
て
が
逆
で
も
あ
る
。
こ
の
思
弁
を
絶
し
た

場
所
に
キ
リ
ス
ト
は
立
つ
。
恐
ら
く
こ
の
デ
イ
ア
レ
ク
テ
イ
ッ
ク
は
つ
い
に
こ

の
国
の
も
の
で
は
な
か
っ
垣
。
暮
鳥
の
し
た
た
か
な
人
間
宣
言
、
生
命
讃
歌

は
、
そ
の
病
魔
と
と
も
に
つ
い
え
て
は
晩
期
『
雲
』
に
見
る
東
洋
的
諦
観
へ
と
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傾
斜
し
て
ゆ
く
。
汎
神
論
的
帰
着
と
言
っ
て
も
よ
い
。
こ
の
暮
鳥
の
軌
跡
は
ま
．

た
こ
の
国
の
多
く
の
詩
人
や
作
家
の
も
の
で
も
あ
っ
た
。

 
金
子
光
晴
の
場
合
は
こ
れ
に
似
て
違
う
。
〈
人
間
、
お
の
れ
に
似
せ
て
こ
ね

あ
げ
た
神
V
（
「
戦
争
で
生
き
の
こ
っ
た
一
本
の
ビ
ン
」
）
と
は
、
そ
の
作
中

し
ば
し
ば
繰
り
返
さ
れ
6
と
こ
ろ
だ
か
、
し
か
も
神
を
持
ち
え
ぬ
こ
の
風
土
の

欠
落
観
も
ま
た
深
い
。
先
の
詩
篇
の
終
末
に
置
か
れ
た
〈
あ
き
ビ
ン
〉
の
、
あ

の
く
微
か
な
ふ
る
へ
V
〈
ふ
か
い
感
受
性
V
、
そ
う
し
て
人
間
一
切
の
証
言
者

と
し
て
の
託
さ
れ
た
眼
、
そ
れ
さ
え
も
ひ
び
わ
れ
、
か
す
ん
で
来
た
と
い
う
の

だ
が
、
こ
の
く
あ
き
ビ
ン
V
に
託
さ
れ
た
対
者
の
眼
は
神
の
不
在
と
欠
落
を
言

い
つ
つ
、
背
後
の
な
に
も
の
か
の
気
配
を
感
受
さ
せ
る
。
こ
う
し
て
『
花
と
あ

'
き
ビ
ン
』
は
詩
人
生
前
の
最
後
の
詩
集
と
な
る
が
、
詩
人
晩
期
の
レ
ト
リ
ッ
ク

と
思
弁
の
妙
も
ま
た
『
皿
」
か
ら
、
、
こ
の
『
花
と
あ
き
ビ
ン
』
あ
た
り
迄
で
ひ

と
の
つ
サ
イ
ク
ル
を
閉
じ
る
。
続
く
．
『
塵
芥
』
F
は
よ
り
詩
人
の
生
理
に
即
し

て
、
老
い
の
感
慨
と
か
ら
ん
で
詩
人
一
流
の
み
も
ふ
た
も
な
い
直
言
の
体
を
な

す
。
「
死
に
つ
い
て
何
か
の
あ
き
ら
め
を
抱
か
な
か
っ
た
ら
、
こ
れ
く
ら
い
ま

で
の
無
防
備
、
出
た
ら
ぬ
、
気
ま
ま
気
随
の
詩
的
発
想
が
そ
の
ま
ま
遺
言
め
か

し
た
う
た
こ
え
に
な
れ
な
か
っ
た
ろ
う
」
 
（
秋
山
清
）
と
い
う
知
友
の
言
も
頷

け
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。

 
し
か
し
詩
人
の
本
領
は
単
な
る
諦
観
、
〈
あ
き
ら
め
〉
に
あ
る
わ
け
で
は
な

い
。
〈
自
画
像
以
外
の
な
に
も
画
か
な
か
っ
た
V
詩
人
の
、
〈
そ
の
生
涯
も
そ

ろ
そ
ろ
終
近
く
／
苦
汁
の
経
り
と
な
っ
て
煤
ぼ
け
て
き
た
V
（
「
自
画
像
」
）

と
い
プ
つ
一
そ
の
老
い
の
苦
汁
を
直
裁
、
軽
妙
に
描
い
て
み
せ
た
の
が
、
こ
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
か
さ
ど

『
塵
界
』
 
（
昭
5
0
・
8
）
 
一
巻
で
あ
ろ
う
。
〈
浄
界
を
司
る
も
の
を
／
神
、

 
 
 
 
 
 
 
 
ち
か
い

仏
、
と
呼
ぶ
が
、
／
誓
約
の
固
い
浄
界
の
も
の
共
は
、
／
太
古
か
ら
一
度
も
も

金
子
光
晴
小
論
 
1
そ
の
晩
期
詩
篇
の
宗
教
性
を
め
ぐ
っ
て
i

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
よ

ら
し
た
こ
と
は
な
い
。
ノ
そ
れ
で
こ
そ
浄
界
が
い
つ
も
唱
い
ば
か
り
で
な
く
V

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
す
こ
や
か

く
兇
悪
無
残
な
V
人
間
な
る
も
の
も
ま
た
く
爽
快
V
に
し
て
く
恐
怖
を
し
ら
な

い
で
ゐ
ら
れ
る
V
の
だ
。
〈
浄
界
V
に
対
し
、
浄
界
な
ら
ぬ
塵
界
に
棲
む
人
間

と
は
何
か
。
．
『
塵
界
』
一
巻
の
一
犬
を
示
す
一
篇
の
冒
頭
に
、
詩
人
は
直
裁
簡

明
に
こ
と
の
次
第
を
語
っ
て
み
せ
る
。
腎

『
君
は
、
い
っ
た
い
何
物
だ
い
？
』
 
『
人
間
さ
、
金
子
光
晴
と
い
ふ
名
が
つ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
か
で

い
て
る
る
が
、
要
す
る
に
、
歴
史
の
塵
芥
で
娯
蛆
の
繁
殖
の
場
だ
。
そ
の
ほ

か
な
に
を
き
い
て
も
い
い
が
、
'
そ
し
て
適
当
に
返
事
も
す
る
が
、
実
態
は
、

 
 
 
 
 
 
 
 
や
つ

よ
く
わ
か
ら
な
い
。
竃
し
に
す
ぎ
な
い
か
ら
ね
、
み
ん
な
』
／
や
つ
す
と
い

ふ
こ
と
は
、
本
態
が
あ
っ
て
、
そ
れ
か
あ
ま
り
ま
つ
い
の
で
、
み
せ
か
け
の

花
や
か
さ
を
装
ふ
こ
と
な
の
だ
が
、
／
終
末
に
ち
か
い
人
間
は
、
足
も
と
か

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
た

ら
あ
が
っ
て
き
て
、
沁
み
こ
み
な
が
ら
、
全
身
を
恐
し
て
し
ま
ふ
腐
臭
に
だ

け
、
じ
ぶ
ん
の
ふ
る
里
を
み
る
。
そ
し
て
、
終
っ
て
し
ま
っ
た
大
部
分
の
歳

月
を
、
い
と
ほ
し
み
、
／
新
し
い
世
代
が
、
そ
の
栄
養
か
ら
芽
ぶ
く
も
の
だ

と
錯
覚
し
が
ち
で
あ
る
が
、
／
ガ
ソ
リ
ン
で
ぶ
っ
か
け
て
、
最
後
の
し
な
や

か
な
女
性
の
愛
撫
で
／
炎
に
包
ん
で
、
公
平
な
『
無
』
の
焼
却
、
終
り
の
野

辺
送
り
を
す
る
よ
り
他
の
方
策
は
あ
る
ま
い
。

 
い
さ
さ
か
長
い
引
用
に
な
っ
た
が
、
付
け
加
え
る
何
も
の
毛
あ
る
ま
い
。
こ

こ
か
ら
「
六
道
」
へ
は
殆
ど
一
筋
道
で
あ
る
。
〈
『
塵
芥
の
な
い
人
生
と
は
、
汚

れ
て
み
な
い
日
々
と
は
、
つ
ま
り
、
／
真
空
の
こ
と
だ
。
生
き
ら
れ
る
条
件
を

も
た
ぬ
架
空
の
世
界
の
こ
と
だ
』
〉
と
は
、
こ
の
詩
篇
の
終
末
に
置
か
れ
た
言

葉
で
あ
る
。
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詩
人
は
そ
の
晩
年
、
人
類
の
歴
史
を
考
察
し
て
多
く
を
語
っ
た
よ
う
だ
が
、

そ
の
帰
す
る
と
こ
ろ
は
「
抽
象
性
の
否
定
」
で
あ
っ
た
ど
い
う
。
「
具
体
性
、

個
別
性
、
多
発
性
、
そ
こ
に
こ
そ
人
類
の
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的

な
一
個
人
の
あ
り
の
ま
ま
の
現
実
の
な
か
に
こ
そ
、
人
間
的
な
す
べ
て
が
あ

り
、
各
人
各
様
の
無
限
の
変
化
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
肯
定
さ
れ
認
め
ら
れ
る
と
．
こ

ろ
に
こ
そ
地
上
の
条
件
の
美
し
い
解
釈
が
生
れ
、
人
類
の
発
展
の
余
地
が
あ

る
」
と
い
う
。
 
「
あ
る
い
は
『
六
道
』
の
な
か
に
、
そ
の
よ
う
な
内
容
を
t
一

抽
象
性
の
否
定
、
絶
対
性
の
批
判
を
も
予
定
し
て
い
た
の
で
ば
な
い
だ
ろ
う

か
」
．
（
上
杉
浩
子
『
金
子
光
晴
の
思
い
出
』
）
と
論
者
は
い
う
。
ま
た
あ
る
時

（
四
十
四
年
の
暮
れ
）
「
『
六
道
』
の
話
を
し
て
」
「
仏
教
を
批
評
し
よ
う
と
思

っ
て
い
る
が
」
 
（
同
上
）
と
語
っ
た
と
も
い
う
。
そ
の
批
判
の
内
容
に
つ
い
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ド
グ
マ

は
知
る
す
べ
も
な
い
が
、
宗
教
の
孕
む
教
義
と
リ
ゴ
リ
ズ
ム
に
対
し
て
詩
人
の

対
す
る
と
こ
ろ
は
す
で
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

 
詩
人
は
た
し
か
に
具
体
の
官
能
を
し
る
し
て
く
六
道
V
の
酸
鼻
を
語
る
。

 
む
か
で

〈
螺
蛭
や
蜘
蛛
の
巣
で
絡
み
あ
っ
た
／
人
間
の
死
体
〉
と
は
、
す
で
に
生
者
の

世
界
の
そ
れ
と
地
続
き
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
先
の
引
用
に
も
知
ら

れ
よ
う
。
〈
背
な
か
に
敷
い
た
鉄
棒
の
あ
ひ
だ
か
ら
、
六
道
の
熱
気
を
感
じ
な

が
ら
僕
は
、
お
も
ふ
。
／
『
そ
れ
に
し
て
も
僕
ば
、
何
故
に
、
こ
ん
な
に
い
く

度
も
死
な
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
ら
う
」
と
V
。
か
く
し
て
〈
『
六
道
輪
廻
」
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぎ
つ
と
う

凄
D
＞
さ
、
そ
の
く
ひ
し
め
く
雑
閥
V
か
ら
く
六
道
V
も
ろ
と
も
こ
の
世
を
見

返
し
、
言
わ
ば
死
者
の
、
終
末
の
眼
か
ら
こ
の
世
界
を
問
い
返
す
詩
人
の
眼
は

熱
い
。
〈
虚
無
V
に
沈
洒
す
る
こ
の
世
界
に
〈
六
道
は
 
ど
こ
に
あ
る
。
六
道

を
取
巻
艮
火
焔
の
と
ど
ろ
き
は
 
ど
こ
か
ら
き
こ
え
て
く
る
〉
と
問
い
、
〈
そ

 
 
 
さ
ん
ま
い

れ
ら
の
炎
三
昧
は
 
粘
液
に
こ
ね
廻
さ
れ
た
人
間
の
／
骨
や
肉
や
紐
帯
の
摩
擦

に
よ
っ
て
発
火
し
、
過
密
な
群
衆
に
燃
え
ひ
ろ
が
っ
た
も
の
だ
V
（
「
六
道
」

昭
5
0
・
1
、
「
い
さ
さ
か
」
）
と
詩
人
は
い
う
。

 
こ
れ
に
続
く
「
六
道
」
続
篇
（
昭
5
0
．
・
8
、
「
短
歌
」
）
は
、
詩
入
独
自
の

エ
ロ
ス
の
感
触
を
つ
た
え
て
あ
ざ
や
か
で
あ
る
。
 
一
種
清
朗
な
る
透
明
世
界
に

女
性
と
向
き
あ
う
詩
人
が
い
る
。
〈
六
道
輪
廻
の
は
じ
ま
る
入
り
口
」
を
求
め

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
と
ぐ
ち

て
、
〈
あ
な
た
の
な
か
に
、
た
っ
た
い
ま
、
そ
の
緒
を
み
つ
け
よ
う
と
し
た

と
こ
ろ
で
す
V
と
詩
人
は
ひ
そ
か
に
眩
く
。
女
体
と
の
交
錯
1
〈
彼
女
も
ま

っ
た
く
気
付
か
ず
に
み
る
、
彼
女
の
／
な
か
の
の
た
う
つ
六
道
を
つ
き
止
め
ね

ば
な
ら
な
い
V
と
い
う
。
〈
彼
女
と
い
ふ
隆
路
か
ら
V
見
上
げ
る
く
空
の
奥

は
、
ぶ
か
い
闇
で
、
思
想
家
た
ち
は
／
そ
こ
に
は
虚
無
し
か
な
い
と
考
へ
つ
づ
・

け
た
。
／
な
る
程
、
こ
の
思
想
の
根
源
は
、
漆
で
み
が
き
あ
げ
ら
れ
、
僕
ら
を

映
し
出
し
は
す
れ
、
ノ
そ
こ
か
ら
始
ま
る
／
存
在
が
姿
を
み
せ
な
い
の
で
、
／

ど
れ
ほ
ど
透
徹
し
て
み
せ
て
も
、
僕
ら
は
扇
を
／
ひ
ら
く
や
う
に
、
映
さ
れ
た

人
間
の
処
作
を
や
る
し
か
な
い
V
と
い
う
。
こ
の
詩
篇
末
尾
の
一
節
だ
が
、
こ

こ
に
は
中
区
透
徹
の
虚
無
と
女
体
の
深
渕
を
め
ぐ
？
て
、
詩
興
は
そ
の
く
や
つ
・

し
V
の
見
事
な
芸
を
み
せ
る
。

 
こ
れ
に
続
く
く
長
篇
詩
の
メ
モ
V
と
注
さ
れ
る
「
六
道
」
の
草
稿
一
篇
は

i
〈
こ
の
間
新
宿
で
あ
．
つ
た
し
ら
な
い
女
が
／
「
六
道
を
み
た
け
れ
ば
つ
い

て
お
い
で
」
と
い
っ
た
。
／
欠
け
た
前
歯
か
ら
舌
の
先
が
の
ぞ
く
の
が
、
／
滅

法
そ
い
．
つ
が
愛
ら
し
く
も
あ
っ
た
。
〉
と
い
う
一
句
に
は
じ
ま
る
。
ど
う
や
ら

語
る
と
こ
ろ
は
詩
人
と
女
体
の
、
い
や
両
者
の
存
在
、
思
弁
そ
の
も
の
の
異
和

を
め
ぐ
っ
て
展
開
す
る
よ
う
だ
が
、
そ
の
帰
着
す
る
と
こ
ろ
は
予
断
を
許
さ

ぬ
。
た
だ
こ
こ
で
も
詩
人
は
具
体
を
語
っ
て
抽
象
を
排
す
る
。
評
者
は
こ
れ
を

詩
人
金
子
光
晴
の
し
た
た
か
な
「
感
覚
の
力
」
、
「
日
本
人
の
心
の
底
の
六
道
を
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つ
き
つ
め
」
「
六
道
の
底
を
見
と
ど
け
る
執
念
の
眼
」
（
岡
野
弘
彦
「
六
道
に

と
ど
く
眼
」
）
を
感
ず
る
と
い
う
。
同
時
に
こ
の
眼
は
民
族
（
民
俗
）
の
心
底

を
つ
ら
ぬ
い
て
普
遍
の
実
在
に
迫
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
肉
の
具
体
を
つ
ら
ぬ

き
、
民
俗
の
具
体
を
つ
ら
ぬ
い
て
存
在
の
き
わ
み
に
迫
る
詩
人
の
眼
は
熱
い
。

「
六
道
」
を
め
ぐ
・
っ
て
、
こ
れ
を
仏
教
の
批
判
」
「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
完
成
」

「
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
追
求
」
な
ど
「
論
は
様
々
に
分
れ
る
」
 
（
上
杉
浩
子
、

上
掲
書
）
よ
う
だ
が
、
い
ず
れ
も
そ
の
一
面
に
す
ぎ
ま
い
。
「
六
道
」
の
完
成

を
願
う
詩
人
の
想
い
は
深
く
、
そ
の
芸
の
た
く
み
は
な
お
あ
ぎ
や
か
と
い
う
ほ

か
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
も
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
も
み
え
る
鮮

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

烈
、
豊
潤
な
文
辞
、
あ
る
い
は
技
巧
の
背
後
に
、
言
わ
ば
そ
の
や
つ
し
の
背
後

に
、
〈
こ
の
く
に
で
生
れ
た
い
つ
の
人
生
に
も
か
な
し
み
が
沁
み
こ
ん
で
み

て
V
（
「
六
道
」
）
と
眩
く
詩
人
の
、
あ
る
深
い
欠
落
感
の
所
在
を
見
落
す
ご

細
は
で
き
ま
い
。

五

、
詩
人
に
お
け
る
く
宗
教
V
と
は
そ
も
そ
も
何
か
。
・
「
宗
教
て
な
も
の
で
は
、

い
ま
の
時
代
は
救
わ
れ
ま
せ
ん
よ
」
h
偶
人
個
人
が
自
己
の
存
在
を
よ
く
認
識

し
な
け
れ
ば
一
歩
も
す
す
め
な
い
」
圏
（
「
宗
教
の
周
辺
」
『
新
雑
事
秘
辛
-
金
子

光
晴
対
話
集
』
）
と
は
晩
期
詩
人
の
語
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
己
れ
と
い
う
具
体

を
問
い
つ
め
て
ゆ
く
ほ
か
に
何
の
宗
教
か
と
言
い
た
げ
で
あ
る
。
宗
教
の
下
グ

マ
や
政
治
性
を
衝
い
て
、
 
「
そ
の
中
で
、
い
ち
ば
ん
清
ら
か
な
奴
は
何
か
と
い

う
と
、
そ
の
下
っ
端
に
い
て
、
そ
れ
を
ほ
ん
と
う
忙
信
じ
こ
ん
で
い
る
奴
。
そ

い
つ
が
一
番
き
れ
い
な
ん
だ
。
そ
う
い
う
こ
と
で
す
よ
」
 
（
同
）
と
い
う
。

芥
川
と
同
時
代
を
生
き
た
詩
人
に
あ
っ
て
、
彼
も
ま
た
く
神
聖
な
る
愚
人
V
の

金
子
光
晴
小
論
 
一
そ
の
晩
期
詩
篇
の
宗
教
性
を
め
ぐ
っ
て
一

存
在
に
こ
そ
無
垢
な
る
何
も
の
か
を
見
た
と
い
う
べ
き
か
。
〈
こ
の
く
に
〉
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

あ
っ
て
は
常
に
詩
人
の
ひ
そ
か
な
信
仰
告
自
と
は
、
ま
た
ひ
と
つ
の
倫
理
に
ほ

か
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
か
。

『
生
は
寄
な
り
、
死
は
帰
な
り
」
と
叫
ん
だ
聖
者
の
こ
と
ば
の
む
な
し
い
こ

と
よ
。
／
死
ん
だ
も
の
に
は
 
も
は
や
 
そ
れ
ま
で
生
き
て
き
た
、
過
去
の

わ
っ
か
な
時
間
を
 
の
ぞ
い
て
、
ノ
帰
る
と
こ
ろ
な
ど
 
な
に
も
 
あ
っ
た

よ
う
す
は
，
な
か
っ
た
よ
う
す
で
／
生
れ
る
以
前
も
 
死
ん
だ
あ
と
も
 
そ

れ
は
 
あ
な
た
の
 
も
の
で
は
な
い
。
ノ
そ
こ
に
は
 
絶
無
と
い
ふ
ほ
か

に
、
塵
ほ
ど
の
ひ
っ
か
か
り
も
な
い
の
だ
が
 
 
 
 
 
 
 
、

 
こ
れ
も
ま
た
「
六
道
」
の
一
節
だ
が
、
こ
の
く
絶
無
V
と
名
づ
け
る
ほ
か
は

な
い
虚
無
の
風
景
に
、
詩
人
は
存
在
究
極
の
相
を
見
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
を
晩
期
宗
教
思
想
の
帰
着
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
恐
ら
く
こ
こ
に

ひ
と
り
の
詩
人
、
作
家
に
お
け
る
宗
教
性
と
は
何
か
と
い
う
問
題
が
改
め
て
問

わ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
観
念
な
ら
ぬ
、
生
理
を
孕
む
人
間
存
在
の
ゆ
き
つ
く
果
，

て
の
感
慨
、
表
現
、
眩
き
、
そ
れ
ら
い
っ
さ
い
に
に
じ
み
、
そ
れ
ら
の
語
る
く
宗

教
性
）
と
は
何
か
。
我
々
は
い
ま
こ
こ
に
明
治
、
大
正
、
昭
和
、
戦
後
と
三
代

に
わ
た
っ
て
生
き
ぬ
い
て
来
た
独
自
の
詩
人
め
語
る
と
こ
ろ
を
見
て
来
た
。

こ
の
大
正
期
の
後
年
、
す
で
に
高
踏
派
風
の
言
葉
の
彫
琢
を
き
わ
め
た
『
こ
が

ね
虫
』
 
（
大
1
3
）
一
巻
を
上
梓
し
た
詩
人
が
、
真
に
自
己
の
肉
声
を
獲
得
す
る

の
は
後
の
昭
和
三
年
か
ら
数
年
間
の
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
放
浪

の
旅
で
あ
り
、
彼
が
も
は
や
詩
人
プ
ロ
パ
ー
で
あ
る
こ
と
を
棄
て
た
と
こ
ろ
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

独
自
の
詩
語
を
持
つ
こ
と
と
な
る
。
詩
人
出
門
に
お
い
て
逆
に
真
の
詩
人
と
な
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｝

る
。
こ
の
事
情
は
ま
た
日
本
の
近
代
詩
を
め
ぐ
る
ひ
と
つ
の
ア
イ
ロ
ニ
イ
で
も

あ
る
が
、
詩
人
は
こ
の
時
期
に
た
し
か
に
根
源
の
何
も
の
か
を
見
て
し
ま
っ
た

は
ず
で
あ
る
。
爾
来
、
詩
人
は
そ
の
無
類
に
し
な
や
か
な
、
し
か
も
肉
質
に
み

ち
た
自
在
な
詩
語
と
詩
法
に
よ
っ
て
文
明
の
矛
盾
を
、
ま
た
自
己
の
、
日
本
人

の
、
そ
う
し
て
人
間
総
体
の
根
源
的
自
画
像
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
描
き
は
じ

め
る
。
戦
後
の
『
人
間
の
悲
劇
』
（
昭
和
2
7
）
に
始
ま
り
『
水
勢
」
（
昭
和
3
1
）

『
几
』
と
続
く
道
程
は
一
そ
の
ひ
と
つ
の
試
み
で
あ
り
、
最
後
の
未
完
の
詩
篇

「
六
道
」
は
『
神
曲
』
的
な
構
想
を
も
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

 
こ
の
小
論
で
は
こ
の
『
L
I
」
か
ら
『
六
道
」
，
に
至
る
晩
期
の
過
程
を
宗
教
性

と
い
う
一
点
に
し
ぼ
っ
て
論
じ
て
み
た
わ
け
だ
が
、
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
そ

の
文
明
批
判
や
全
表
現
の
根
底
に
独
自
の
宗
教
性
の
介
在
す
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。
恐
ら
く
そ
の
宗
教
性
の
独
自
さ
は
汎
神
論
的
風
士
に
お
け
る
く
神
V

の
欠
落
を
搏
ち
つ
つ
同
時
に
、
そ
の
〈
神
〉
を
説
く
キ
リ
ス
ト
教
自
体
を
も
相

対
化
す
る
、
言
わ
ば
複
眼
的
と
も
い
う
べ
き
、
東
方
と
西
方
に
対
す
る
二
重
の

く
異
邦
者
の
眼
V
の
あ
り
よ
う
で
あ
る
。
先
に
ふ
れ
た
く
大
審
問
官
物
語
V
を

今
一
回
持
ち
出
せ
ば
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
に
あ
っ
て
は
、
自
己
の
糺
間
者
で

あ
る
大
審
問
官
を
抱
き
し
め
無
言
の
接
吻
を
与
え
る
の
は
キ
リ
ス
ト
だ
が
、

「
L
I
」
で
は
逆
に
キ
リ
ス
ト
を
抱
き
レ
め
る
の
は
東
洋
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
、
あ
る

い
は
〈
自
然
〉
で
あ
っ
て
、
構
造
は
逆
乏
な
る
。
そ
こ
で
は
キ
リ
ス
ト
教
そ
の

も
の
が
西
方
の
征
服
者
の
閤
題
と
二
重
に
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は

詩
人
の
独
自
の
東
南
ア
ジ
ア
体
験
、
中
国
体
験
が
踏
ま
え
ら
れ
、
「
E
」
に
登

場
す
る
キ
リ
ス
ト
が
ま
さ
に
西
方
的
な
圧
迫
者
、
征
服
者
を
背
景
と
し
た
キ
リ

ス
ト
教
で
な
く
、
罫
ジ
ア
、
中
国
を
含
め
π
流
浪
者
、
全
世
界
の
傷
と
苦
悩
を

担
っ
た
く
破
れ
V
の
イ
メ
ー
ジ
を
に
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
自
す

べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
恐
ら
く
詩
人
金
子
光
晴
の
問
う
と
こ
ろ
は
、
汎
神
論

か
キ
リ
ス
ト
教
か
と
い
う
二
者
択
一
で
は
片
づ
か
ぬ
新
た
な
課
題
で
あ
り
、
こ

の
詩
人
の
思
想
と
表
現
の
正
と
負
を
問
い
な
お
す
こ
と
は
、
こ
の
風
土
の
宗
教

性
、
さ
ら
に
は
キ
リ
ス
ト
教
と
の
対
峙
相
関
を
め
ぐ
る
考
察
上
の
重
要
な
一
課

題
で
あ
ろ
う
。
こ
の
小
論
は
そ
の
さ
さ
や
か
な
一
里
程
と
も
い
う
べ
き
も
の
に

過
ぎ
な
い
。

、

！
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