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「
夢
十
夜
」
の
世
界

1
漱
石
・
そ
の
夢
と
現
実
一

佐

藤

泰

正
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ひ
と
り
の
作
家
の
生
涯
を
織
り
な
す
夢
と
現
実
と
は
何
か
。
そ
の
夢
が
作
中

「
夢
」
と
い
う
表
現
を
と
っ
て
語
ら
れ
ん
と
す
る
時
、
そ
れ
は
何
を
語
り
、
ま

た
語
り
え
な
い
か
。
我
々
は
そ
の
「
夢
」
の
表
現
の
内
奥
に
、
い
か
な
る
作
者

 
 
 
 
 
 
へ

の
秘
め
ら
れ
た
夢
を
探
り
う
る
の
か
。
漱
石
文
学
の
原
質
を
な
す
も
の
と
し
て

「
夢
十
夜
」
は
今
日
多
く
の
評
家
に
よ
っ
て
屡
々
陳
じ
ら
れ
ん
と
し
て
い
る
。

そ
れ
は
た
し
か
に
粥
右
文
学
の
「
原
液
」
と
も
、
．
そ
れ
へ
の
重
要
な
「
登
山
口

」
と
も
言
い
え
よ
う
。
し
か
し
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
し
て
、
漱
石
文
学
の
深
奥

に
参
入
し
う
み
入
口
で
あ
る
の
か
、
ま
た
そ
の
文
学
の
濃
密
な
原
質
た
り
う
る

か
一
そ
の
答
は
容
易
で
は
あ
る
ま
い
。

 
こ
の
一
見
さ
し
た
る
深
い
脈
絡
も
な
く
、
な
か
ば
恣
意
的
に
語
り
つ
い
だ
と

も
み
え
る
十
篇
の
夢
の
展
開
を
前
に
し
て
、
た
し
か
に
評
者
は
あ
る
と
ま
ど
い

を
覚
え
る
。
も
と
よ
り
こ
れ
を
作
者
の
夢
の
カ
ル
テ
と
し
て
分
析
し
、
作
者
の

生
理
や
生
活
意
識
の
微
妙
な
反
応
と
し
て
見
ん
と
す
る
素
朴
な
反
映
論
か
ら
は

何
も
の
も
生
ま
れ
は
す
ま
い
α
ま
だ
こ
れ
が
作
者
の
現
実
に
見
た
夢
の
い
く
ば

く
か
を
写
し
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
の
詮
議
も
ま
た
、
無
用
で
あ
ろ
う
。
す

 
 
 
 
 
ヘ
 
コ
へ

で
に
そ
れ
が
作
品
た
る
こ
と
に
お
い
て
、
作
者
は
充
分
に
意
識
的
で
あ
り
、
ま

た
方
法
的
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ひ
と
り
の
現
代
作
家
は
、
「
夢
十
夜
」
に
ふ
れ

て
次
の
如
く
言
う
一
こ
れ
も
ま
た
「
考
え
ら
れ
た
夢
で
あ
っ
て
、
見
ら
れ
た

夢
で
は
な
い
」
と
。
「
夢
の
話
」
が
「
或
る
切
実
感
な
り
鮮
烈
な
衝
撃
力
な
り

を
」
持
っ
た
め
に
は
、
 
「
殆
ん
ど
つ
ね
に
、
そ
れ
は
見
ら
れ
た
夢
で
な
く
、
考

え
ら
れ
た
夢
で
な
け
れ
ば
な
ら
」
ぬ
。
自
分
も
「
夢
の
短
篇
を
幾
つ
か
書
い
忙
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と
き
、
そ
れ
を
は
じ
め
は
均
斉
の
と
れ
た
数
の
十
篇
と
し
て
組
立
て
よ
う
と
思

い
な
が
ら
、
や
が
て
ふ
と
『
夢
十
夜
』
も
ま
た
十
篇
で
あ
る
こ
と
を
思
い
出
し

て
、
o
飢
傷
と
①
＜
魯
ふ
う
に
、
九
篇
に
と
ど
め
た
の
で
あ
っ
た
。
」
 
（
埴
谷

雄
高
「
「
夢
十
夜
』
に
つ
い
て
」
、
集
英
社
h
漱
石
全
集
」
月
報
、
傍
点
筆
者

以
下
同
）
 
 
，

 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

 
た
し
か
に
十
夜
の
夢
を
構
成
し
た
こ
と
に
お
い
て
も
、
作
者
は
充
分
に
意
識

的
で
あ
っ
た
筈
だ
。
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
底
に
一
貫
す
る
モ
チ
ー
フ
を
探
ろ

う
と
す
る
論
者
の
試
み
も
ま
た
当
然
で
あ
ろ
う
。
 
「
こ
れ
ら
の
夢
に
働
」
く
も

の
を
、
漱
石
の
参
禅
に
も
つ
な
が
る
「
父
母
未
生
以
前
」
の
我
と
は
何
か
と
い

う
問
い
に
対
す
る
h
絶
ち
が
た
い
執
着
」
と
見
、
こ
の
「
連
夜
の
夢
を
貫
く
基

本
的
な
モ
．
テ
ィ
ー
フ
は
そ
れ
を
お
い
て
ほ
か
に
な
い
」
 
（
越
智
治
雄
「
父
母
未

，
「
夢
十
夜
」
の
世
界
 
一
漱
石
。
そ
の
夢
と
現
実
1

、

（ 99' ）



生
以
前
の
漱
石
」
と
見
る
評
家
の
論
も
、
あ
る
い
は
ま
た
そ
の
根
底
に
、
不
幸

な
幼
児
体
験
に
発
す
る
「
失
わ
れ
た
自
己
」
あ
る
い
は
「
拒
絶
さ
れ
た
自
己
」

と
も
い
ゾ
つ
べ
き
も
の
の
苦
悩
か
ら
生
ま
れ
た
、
「
内
な
る
光
景
」
へ
の
「
誠
実

」
な
凝
視
を
見
ん
と
す
る
指
摘
も
（
水
谷
昭
夫
「
夢
十
夜
」
）
、
さ
ら
に
ま
た

そ
の
「
ス
ト
ー
リ
ー
の
主
格
で
あ
る
く
自
分
〉
」
が
、
も
は
や
「
主
体
的
な
世

界
へ
の
働
き
か
け
の
契
機
を
失
っ
て
い
る
乙
と
に
気
付
」
か
ず
レ
て
、
「
つ
ね

に
新
し
い
局
面
を
待
望
す
る
」
が
故
に
生
ま
れ
る
「
〈
不
安
V
〈
懐
疑
V
〈
恐
・

れ
V
」
を
こ
の
作
の
基
調
と
見
る
説
（
佐
々
木
充
「
夢
中
に
あ
っ
て
隠
約
π
る

も
の
一
『
夢
十
夜
論
」
一
」
）
な
ど
一
い
ず
れ
も
す
ぐ
れ
た
論
者
の
指
，

摘
で
は
あ
る
が
、
な
お
そ
れ
は
こ
の
多
様
な
夢
の
す
べ
て
を
覆
い
う
る
も
の
で

は
あ
る
ま
い
。
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へ

 
す
で
に
十
夜
の
夢
と
い
う
数
の
整
序
に
お
い
て
、
作
者
が
意
識
的
で
あ
っ
た

と
す
る
な
ら
、
そ
れ
が
「
そ
れ
ぞ
れ
ば
ら
ば
ら
の
ス
ト
ー
リ
ー
で
は
あ
り
な
が

ら
、
ど
こ
か
に
連
絡
し
合
う
も
の
を
籠
め
ら
れ
て
纒
め
ら
れ
た
も
の
ト
で
あ
り

 
「
十
篇
が
集
め
ら
れ
て
、
は
じ
め
て
作
者
の
抱
懐
し
て
い
た
く
観
念
〉
の
像
が

浮
き
上
っ
て
く
る
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
 
（
佐
々
木
充
）
と

す
る
評
家
の
問
い
も
ま
た
肯
け
る
か
に
み
え
る
。
し
か
し
そ
れ
が
充
分
に
意
識

的
で
あ
り
方
法
的
で
あ
る
ど
は
ふ
そ
れ
ら
の
夢
が
互
い
に
「
連
絡
し
合
う
も
の

」
を
含
む
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
十
篇
の
集
成
に
お
い
て
、
は

じ
め
て
浮
彫
り
さ
れ
る
「
〈
観
念
V
の
嫁
」
な
る
も
の
を
期
し
て
作
ら
れ
た
と

 
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
そ
れ
は
逆
で
あ
る
と
も
見
ら
れ
る
の
で
は
な

・
い
か
。
そ
の
「
全
体
豫
を
捉
え
る
」
 
（
佐
々
木
）
た
め
に
は
、
む
し
ろ
我
々
は

そ
こ
に
内
的
な
脈
絡
を
見
ん
と
す
る
よ
う
な
一
切
の
前
提
を
取
り
払
っ
て
み
る

必
要
は
な
い
の
か
。
そ
こ
に
茨
り
出
さ
れ
て
来
る
「
〈
観
念
V
の
豫
」
を
需
め

ん
と
す
る
試
み
に
対
し
て
も
、
我
々
は
つ
と
め
て
抑
制
的
で
あ
る
べ
き
で
は
な

い
の
か
。
た
と
え
ば
そ
の
．
「
一
つ
一
つ
の
理
念
を
き
わ
め
、
全
体
と
し
て
の
構

想
を
解
析
す
る
」
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
し
て
、
第
一
夜
よ
り
第
五
夜
に
至
る

夢
に
一
そ
れ
ぞ
れ
「
e
基
督
教
的
、
⇔
禅
宗
的
、
日
仏
教
的
、
四
道
教
的
、

㈲
神
道
的
」
と
い
う
風
に
「
生
の
意
義
を
解
明
す
べ
き
五
つ
の
理
念
」
 
（
坂
本

浩
『
夢
十
夜
」
の
理
念
と
構
想
」
）
を
見
る
と
い
う
如
き
は
、
そ
の
解
釈
の
是

非
は
も
と
よ
り
、
作
者
本
来
の
意
図
と
の
関
連
に
お
い
て
も
、
か
く
簡
明
に
意

義
づ
け
う
る
も
の
か
と
い
う
問
い
は
禁
じ
え
ま
い
。

 
こ
の
解
き
が
た
い
「
全
体
嫁
」
に
対
し
て
、
ひ
と
り
の
評
家
は
言
う
一
む

し
ろ
こ
れ
は
．
「
解
釈
し
て
落
着
い
て
」
は
「
い
け
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
、
む

し
ろ
「
落
着
か
な
い
と
い
う
過
程
の
中
で
『
夢
十
夜
」
と
い
う
も
の
を
と
ら
え

な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
。
だ
が
こ
れ
を
「
〈
漱
石
文
学
の
カ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ

オ
ス
V
」
と
見
る
「
一
方
で
は
、
ど
こ
で
と
ら
え
れ
ば
」
こ
れ
を
「
ト
ー
タ
ル

に
と
ら
え
ら
れ
る
か
と
い
う
間
も
捨
て
さ
れ
な
い
」
と
（
平
岡
敏
夫
「
公
開
研

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

究
会
…
…
『
夢
十
夜
』
を
め
ぐ
っ
て
」
報
告
・
巫
）
。
 
「
ど
こ
で
」
と
は
、
ひ

と
つ
の
理
念
や
観
念
、
あ
る
い
は
視
点
に
よ
っ
て
解
こ
う
と
す
る
こ
と
で
は
あ

る
ま
い
。
そ
れ
が
ま
さ
し
く
方
法
の
問
題
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
そ

 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

の
所
在
を
、
作
者
の
方
法
そ
の
も
の
に
即
し
て
問
う
ほ
か
は
あ
る
ま
い
。
言
う

ま
で
も
な
く
そ
れ
は
同
時
に
、
漱
石
文
学
に
お
け
る
「
夢
十
夜
」
の
独
自
の
位

相
を
も
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
こ
と
と
な
ろ
う
。

二

「
夢
十
夜
」
が
、
「
虞
美
人
草
」
よ
り
一
転
し
て
「
坑
夫
」
が
書
か
れ
、
・
さ
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ら
に
反
転
し
て
「
三
四
郎
」
が
登
場
す
る
-
一
そ
の
微
妙
な
屈
折
の
あ
わ
い
に

 
置
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
や
は
り
注
目
す
べ
き
処
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
屡
々
指

摘
さ
れ
て
来
た
如
く
、
こ
の
作
が
「
坑
夫
」
の
後
に
書
か
れ
た
こ
と
は
、
そ
の

文
体
や
方
法
に
お
い
て
軽
か
ら
ぬ
意
昧
を
持
つ
。
「
坑
夫
」
が
「
虞
美
人
草
」

 
の
言
は
ば
「
ア
ン
テ
ィ
テ
ー
ゼ
」
と
し
て
書
か
れ
た
こ
と
は
、
す
で
に
小
宮
豊

隆
以
来
屡
々
論
じ
ら
れ
て
来
た
が
、
小
宮
は
次
の
如
く
言
う
一
「
虞
美
人
草

 
」
が
言
わ
ば
「
厚
化
粧
の
文
章
」
 
「
厚
化
粧
の
構
造
」
 
「
厚
化
粧
の
人
間
」
で

あ
る
の
に
対
し
て
、
作
者
は
こ
こ
で
一
転
し
て
、
そ
れ
と
は
「
ま
る
で
反
対
な

も
の
、
不
断
著
の
ま
ま
の
も
の
、
構
造
の
な
い
も
の
、
性
格
の
な
い
も
の
、
演

劇
的
で
な
い
も
の
、
一
口
に
言
へ
ば
、
茶
漬
の
や
う
な
作
品
が
書
き
」
 
（
「
夏

目
漱
石
」
）
た
か
っ
た
の
だ
と
コ

 
 
「
よ
く
小
説
家
が
こ
ん
な
性
格
を
書
く
の
、
あ
ん
な
性
格
を
こ
し
ち
へ
る
の

 
と
云
っ
て
得
意
が
つ
て
み
る
。
読
者
ポ
∪
あ
の
性
格
が
か
う
だ
の
、
あ
～
だ
の
と

分
つ
た
様
な
事
を
云
っ
て
る
が
、
あ
り
ゃ
Y
み
ん
な
嘘
を
か
い
て
楽
し
ん
だ
り

 
嘘
を
読
ん
で
嬉
し
が
っ
て
る
ん
だ
ら
う
。
本
当
の
事
を
云
ふ
と
性
格
な
ん
て
纒

 
つ
た
も
の
は
あ
り
や
し
な
い
」
と
は
、
屡
々
引
か
れ
る
こ
の
作
中
の
言
葉
だ
が

 
小
宮
も
ま
た
こ
の
言
葉
に
ふ
れ
、
こ
の
認
識
は
す
で
に
「
入
生
」
 
（
明
治
二
九

 
・
一
〇
）
の
一
文
以
来
「
漱
石
を
貫
い
て
流
れ
て
み
る
」
も
の
で
あ
り
、
こ
の

 
よ
う
な
人
間
認
識
を
踏
ま
え
た
上
で
の
前
作
「
虞
美
人
草
」
に
対
す
る
、
そ
れ

 
は
ま
る
ご
と
の
「
ア
ン
テ
ィ
テ
ー
ゼ
」
の
試
み
で
あ
っ
た
と
言
う
。
恐
ら
く
こ

、
の
評
価
は
そ
の
ま
ま
今
日
に
つ
な
が
る
も
の
だ
が
、
し
か
し
そ
の
彼
が
こ
れ
に

 
続
く
「
夢
十
夜
」
の
存
在
を
殆
ど
黙
殺
し
て
い
る
か
に
み
え
る
の
は
何
故
で
あ

 
ろ
う
か
。

 
 
小
宮
豊
隆
は
、
一
作
ご
と
に
「
絶
え
ず
進
歩
し
て
発
展
し
て
行
っ
た
」
漱
石

「
夢
十
夜
」
の
世
界
 
-
漱
石
・
そ
の
夢
と
現
実
1

が
、
し
か
し
「
前
期
の
小
品
」
で
は
「
若
さ
」
の
故
の
「
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な

世
界
」
に
終
始
し
、
そ
れ
を
つ
い
に
踏
み
出
す
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
と
言
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う
。
ま
た
そ
れ
ら
は
「
よ
り
多
く
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
り
。
よ
り
多
く
人
を
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ヘ
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あ
っ
と
言
は
せ
る
奇
警
な
も
の
を
好
み
」
 
「
相
当
凝
っ
た
文
章
を
書
き
」
 
「
で

き
る
だ
け
斬
新
な
印
象
を
人
に
与
へ
る
こ
と
を
重
ん
ず
る
」
 
（
昭
和
三
一
、
岩

・
波
新
書
版
漱
石
全
集
第
一
六
巻
解
説
）
傾
き
か
ら
抜
け
出
て
は
い
な
い
と
言

う
。
小
宮
が
「
夢
十
夜
」
の
特
色
を
ど
の
あ
た
り
に
見
て
い
た
か
は
、
す
で
に

明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
こ
れ
を
「
坑
夫
」
以
後
の
文
脈
上
か
ら
は
ず

し
て
し
か
捉
え
な
か
っ
た
同
時
代
評
、
あ
る
い
は
小
宮
そ
の
他
の
漱
石
門
下
生

を
申
心
と
す
る
評
価
を
大
き
く
転
回
せ
し
め
た
も
の
と
し
て
、
伊
藤
整
の
す
ぐ

、
れ
た
指
摘
の
あ
る
こ
と
は
す
で
に
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
 
「
夢
十
夜
」
の
語
る

処
を
評
し
て
、
「
現
実
の
す
ぐ
隣
り
に
あ
る
夢
，
や
幻
想
の
与
へ
る
煮
ろ
し
さ
、

 
一
種
の
人
間
存
在
の
原
罪
的
な
不
安
」
（
「
現
代
日
本
小
説
大
系
」
第
一
六
巻
解

説
）
を
捉
え
た
も
の
と
し
、
し
か
も
そ
れ
が
ほ
か
な
ら
ぬ
「
坑
夫
」
以
後
の
独

自
な
リ
ア
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
、
そ
の
す
ぐ
れ
た
表
現
を
か
ち
え
た
も
の
で
あ
る

と
い
う
伊
藤
整
の
指
摘
は
、
爾
後
の
「
夢
十
夜
」
評
価
の
確
た
る
礎
石
と
も
な

り
、
漱
石
文
学
の
根
源
に
か
か
わ
る
ざ
の
と
し
て
認
識
論
的
、
あ
る
い
は
存
在

論
的
な
側
面
よ
り
こ
れ
を
論
ぜ
ん
と
す
る
今
日
の
批
評
の
先
駆
的
な
意
義
を
待

つ
こ
と
は
、
す
で
に
縷
言
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
ん

 
さ
て
こ
こ
で
、
 
「
坑
夫
」
か
ら
「
夢
十
夜
」
へ
と
続
く
そ
の
間
の
機
微
を
見

る
に
、
屡
々
引
か
れ
る
作
者
の
「
無
性
傘
茸
」
な
る
も
の
に
ふ
れ
ぬ
わ
け
に
は

ゆ
く
ま
い
。
先
の
小
宮
豊
隆
の
引
用
も
そ
の
ひ
と
つ
だ
が
、
こ
れ
に
す
ぐ
続
い

て
次
の
如
き
言
葉
が
あ
る
。
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な
ど

 
 
本
当
の
事
が
小
説
家
杯
に
か
け
る
も
の
ち
や
な
し
、
書
い
た
つ
て
、
小
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ヘ
 
 
 
へ

 
説
に
な
る
気
づ
か
ひ
は
あ
る
ま
い
。
本
当
の
人
間
は
妙
に
誉
め
に
く
い
も
の
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ヘ
 
 
 
ヘ
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へ

 
だ
。
神
さ
ま
で
も
手
古
つ
る
位
署
ま
ら
な
い
物
体
だ
。

 
ま
た
次
の
如
く
も
言
う
一
「
人
間
の
う
ち
で
纒
つ
た
も
の
は
身
体
丈
で
あ

る
。
身
体
が
纒
っ
て
る
も
ん
だ
か
ら
、
心
も
同
様
に
片
附
い
た
も
の
だ
と
思
っ

て
」
い
る
と
。
し
か
し
さ
ら
に
次
の
如
く
言
う
時
そ
れ
は
「
坑
夫
」
の
み
な
ら

ぬ
、
 
「
夢
十
・
夜
」
に
も
つ
な
が
る
な
に
ご
と
か
を
語
っ
て
い
る
筈
で
あ
る
。
．

 
 
然
し
世
の
中
に
は
纒
ま
り
さ
う
で
ギ
纒
ら
な
い
、
云
は
ゴ
出
来
損
ひ
の
小

 
説
め
い
た
事
が
大
分
あ
る
。
長
い
年
月
を
隔
て
㌧
振
り
返
っ
て
見
る
と
、
却

 
つ
て
此
の
だ
ら
し
な
く
尾
を
蒼
鴛
の
奥
に
隠
し
て
仕
舞
つ
た
経
歴
の
方
が
興

 
味
の
多
い
や
う
に
思
は
れ
る
。
振
り
返
っ
て
思
ひ
出
す
程
の
過
去
は
、
み
ん

 
な
夢
で
、
そ
の
夢
ら
し
い
所
に
追
懐
の
趣
が
あ
る
ん
だ
か
ら
、
．
過
去
の
事
実

 
そ
れ
自
身
に
何
処
か
ぼ
ん
や
り
し
た
、
曖
妹
な
点
が
な
い
と
此
の
夢
幻
の
趣

 
を
助
け
る
事
が
出
来
な
い
。
従
っ
て
十
分
に
発
展
し
て
来
た
因
果
の
予
期
を

 
満
足
さ
せ
る
事
柄
よ
ザ
も
、
此
赤
毛
布
流
に
、
頭
も
尻
も
秘
密
の
中
に
流
れ

込
ん
で
只
途
中
丈
が
眼
の
前
に
浮
ん
で
く
る
一
夜
半
日
の
書
の
方
が
面
白

 
い
。

も
っ
と
大
ぎ
く
云
へ
ば
此
一
篇
の
「
坑
夫
」
そ
の
も
の
が
矢
張
さ
う
で
あ
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ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ
 
て
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
ヘ
 
 
ヘ
 
ド

る
。
纒
ま
り
の
つ
か
な
い
事
実
を
事
実
の
誰
に
記
す
丈
で
あ
る
。
小
説
の
様

に
持
へ
た
も
」
の
ち
や
な
い
か
ら
、
小
説
の
様
に
面
白
く
は
な
い
。
其
の
代
り
小
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説
よ
り
も
神
秘
的
で
あ
る
。
凡
て
運
命
が
脚
色
し
た
自
然
の
事
実
は
、
人

へ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

間
の
構
想
で
作
り
上
げ
た
小
説
よ
り
も
無
法
則
で
あ
る
。
だ
か
ら
神
秘
で
あ

へる
、
と
自
分
は
常
に
思
っ
て
み
る
。

 
す
で
に
こ
れ
ら
一
連
の
言
葉
が
い
わ
ゆ
る
「
無
性
暴
論
」
な
る
も
の
を
語
る

と
と
も
に
、
ま
た
お
の
ず
か
ら
「
夢
十
夜
ト
に
も
つ
な
が
る
作
家
と
し
て
の
方

法
へ
の
、
あ
る
深
い
省
察
を
含
ん
で
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
即
ち
「

神
秘
」
と
言
い
「
夢
幻
の
趣
」
と
言
う
（
「
坑
夫
」
の
「
現
実
の
事
件
は
済
ん

で
、
そ
れ
を
後
か
ら
回
顧
し
、
何
年
か
前
の
こ
と
を
記
憶
し
て
書
い
て
る
体
」

（
「
『
坑
夫
』
の
作
意
と
自
然
派
伝
奇
派
の
交
渉
」
）
と
し
て
描
い
て
ゆ
く
手

法
の
底
を
流
れ
る
こ
の
志
向
は
、
や
が
て
「
過
去
の
事
実
」
の
荘
莫
な
ら
ぬ
、

夢
そ
の
も
の
の
世
界
へ
と
赴
く
。

 
そ
の
半
身
を
「
蒼
鴛
の
奥
に
隠
し
」
、
「
そ
れ
自
身
に
何
処
か
ぼ
ん
や
り
し

た
、
曖
昧
」
さ
を
持
っ
て
過
去
の
事
実
し
が
、
お
の
ず
か
ら
に
「
夢
幻
の
趣
」

を
呈
す
る
と
い
う
一
こ
れ
は
む
し
ろ
後
の
「
永
日
小
品
」
の
語
る
処
に
、
よ

り
ふ
さ
わ
し
い
言
葉
と
も
み
ら
れ
る
。
「
『
永
日
小
品
」
は
『
夢
十
夜
」
の
夜

を
昼
に
し
た
や
う
な
も
の
で
、
白
日
の
夢
語
と
い
っ
た
や
う
な
趣
が
あ
る
」
と

い
う
安
部
能
成
の
い
ち
早
い
批
評
は
、
評
家
の
言
う
如
く
「
こ
の
期
（
明
治
四

三
・
六
・
一
五
ト
筆
者
註
）
の
批
評
の
中
で
は
出
色
の
も
の
と
い
え
る
」
 
（

内
田
道
雄
「
『
夢
十
夜
』
と
『
永
日
小
品
」
」
）
で
あ
ろ
う
。
こ
の
批
評
に
「
漱
石

自
身
か
ら
の
示
唆
は
な
か
っ
た
」
か
と
い
う
「
疑
問
が
残
る
」
と
し
て
も
、
こ

の
コ
一
作
の
関
係
を
指
摘
し
て
正
鵠
を
射
」
（
内
田
）
た
も
の
と
言
う
べ
き
で
あ

ろ
う
。
ま
た
注
目
す
べ
き
は
．
「
永
日
小
品
」
の
執
筆
に
ふ
れ
て
「
何
で
も
夢
十

夜
の
平
な
も
の
と
の
注
文
だ
か
ち
毎
日
一
つ
宛
か
い
て
大
阪
へ
送
る
積
り
で
あ

る
」
明
治
四
二
・
一
・
一
〇
坂
本
三
郎
宛
書
簡
）
と
い
う
漱
石
自
身
の
言
葉
で

あ
る
。
明
ら
か
に
こ
の
両
書
は
「
同
一
の
モ
チ
ー
フ
」
 
（
内
田
）
に
立
つ
。
言

わ
ば
「
夢
十
夜
」
の
延
長
上
に
「
白
日
の
夢
語
」
に
も
似
た
「
永
日
小
品
」
が

 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

あ
り
、
ま
た
そ
の
白
日
の
夢
想
の
底
に
、
夜
の
夢
の
深
い
世
界
は
あ
る
。
あ
の
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白
昼
の
夢
想
の
な
か
に
仔
つ
「
百
年
の
昔
」
か
ら
「
自
分
を
待
つ
」
 
（
「
永
日

小
品
-
心
」
）
か
に
み
え
る
女
の
顔
は
、
な
お
百
年
を
待
つ
と
言
い
つ
つ
死

に
ゆ
く
女
の
哀
切
な
夢
幻
の
イ
メ
ー
ジ
（
第
一
夜
）
と
重
な
る
。
い
や
、
こ
の

夢
中
に
顕
現
す
る
哀
切
な
女
の
イ
メ
ー
ジ
な
く
し
て
、
 
「
小
路
」
に
停
つ
女
の

イ
メ
ー
ジ
は
あ
り
え
ま
い
。
「
白
日
の
夢
語
」
の
底
に
秘
め
ら
れ
た
岩
礁
の
如

く
そ
れ
ら
の
夢
は
、
深
い
夜
の
相
貌
を
も
っ
て
横
た
わ
る
。

 
す
で
に
見
る
如
く
「
永
日
小
品
」
が
、
 
「
過
去
の
事
実
」
を
包
む
「
夢
幻
の

趣
」
に
お
い
て
「
坑
夫
」
に
つ
な
が
る
と
す
れ
ば
、
 
「
夢
十
夜
」
は
ど
う
か
。

恐
ら
く
そ
の
答
は
、
そ
れ
が
ほ
か
な
ら
ぬ
夢
と
い
う
手
法
に
よ
っ
て
描
か
れ
た

と
い
う
点
に
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
い
か
に
も
「
見
ら
れ
た
夢
」
で
は
な
く
、
「
考

え
ら
れ
た
夢
」
で
あ
る
。
し
か
も
な
お
そ
れ
は
夢
で
あ
る
と
い
う
枠
組
、
あ
る

い
は
建
前
に
お
い
て
、
人
為
を
超
え
た
「
自
然
の
事
実
」
で
あ
る
、
い
や
「
自

然
の
事
実
」
で
あ
る
と
い
う
か
た
ち
を
と
る
。
す
で
に
人
間
そ
の
も
の
が
、
ど

う
に
も
「
纒
め
に
く
い
」
自
然
的
存
在
で
あ
る
如
く
、
彼
の
み
る
夢
も
ま
た
作

為
を
超
え
た
「
自
然
の
事
実
」
と
い
う
ほ
か
は
あ
る
ま
い
。
人
間
と
い
う
こ
の

無
性
格
な
存
在
を
描
く
に
「
纒
ま
り
の
つ
か
な
い
事
実
を
事
実
の
儘
に
記
す

丈
」
と
い
う
手
法
は
、
ま
た
そ
の
夢
に
も
適
用
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
い
や
そ

れ
こ
そ
が
夢
と
い
う
「
事
実
」
の
本
体
を
つ
か
み
う
る
唯
一
の
方
法
で
も
あ
ろ

う
。
彼
に
そ
の
夢
を
し
い
る
根
源
の
も
の
が
何
で
あ
れ
、
「
凡
て
運
命
が
脚
色

し
た
自
然
の
事
実
は
、
人
間
の
構
想
で
作
り
上
げ
た
小
説
よ
り
も
無
法
則
で
あ

る
。
だ
か
ら
神
秘
で
あ
る
。
」

 
作
者
は
夢
の
性
格
を
逆
手
に
と
っ
て
、
な
に
も
の
か
を
あ
か
し
せ
ん
止
す

る
。
そ
れ
は
「
考
え
ら
れ
た
」
も
の
で
あ
り
つ
つ
、
な
お
そ
の
作
為
を
超
え
た

な
に
も
の
か
を
指
さ
す
。
彼
は
あ
た
か
も
し
い
ら
れ
た
「
事
実
」
に
即
す
る
如

「
夢
十
夜
」
の
世
界
・
」
漱
石
・
そ
の
夢
と
現
実
一

く
、
無
作
為
に
こ
れ
を
連
ね
て
ゆ
く
ほ
か
は
あ
る
ま
い
。
「
夢
十
夜
」
を
初
期

の
漱
石
に
残
る
俳
譜
的
発
想
、
連
句
的
手
法
に
結
び
つ
け
て
み
る
論
も
あ
る
が

し
か
し
連
句
に
み
る
よ
う
な
微
妙
な
連
鎖
の
味
わ
い
を
読
み
と
る
こ
と
は
出
来

ま
い
。
第
一
夜
の
夢
幻
の
世
界
か
ら
二
夜
へ
、
さ
ら
に
三
夜
へ
と
転
じ
て
ゆ
く

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
ん

連
夜
の
夢
の
展
開
は
、
む
し
ろ
そ
の
間
の
情
趣
の
纒
綿
を
断
ち
切
る
如
ぐ
に
続

く
。
や
は
り
こ
れ
は
「
纒
ま
り
の
つ
か
な
い
事
実
を
事
実
の
儘
に
」
と
い
う
視

程
の
裡
に
、
一
切
の
前
提
を
払
っ
て
見
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
な
お

そ
こ
に
現
前
す
る
何
も
の
か
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
こ
そ
は
ま
さ
し
く

夢
み
る
主
体
の
、
意
識
や
た
く
み
を
超
え
た
、
運
命
的
と
も
い
う
べ
き
何
も
の

か
を
示
現
す
る
筈
で
あ
る
。
我
々
は
先
ず
虚
心
に
、
そ
の
世
界
に
踏
み
入
っ
て

ゆ
く
ほ
か
は
あ
る
ま
い
。三

 
 
「
夢
十
夜
」
の
織
り
な
す
世
界
が
先
に
も
ふ
れ
た
如
く
、
一
見
無
作
為
な
夢

の
連
鎖
と
み
え
な
が
ち
も
、
し
か
し
第
一
夜
と
第
十
夜
の
、
つ
ま
り
は
こ
の
夢

の
頭
尾
の
、
あ
ま
り
に
も
対
照
的
な
在
り
方
は
や
は
り
見
逃
す
わ
け
に
は
ゆ
く

ま
い
。
4
死
に
ゆ
く
女
が
「
百
年
待
っ
て
る
て
下
さ
い
」
と
言
い
残
し
、
女
の
言

葉
通
り
、
そ
の
墓
の
傍
で
無
限
に
近
い
時
を
過
ご
し
、
や
が
て
咲
き
開
い
た
一

輪
の
百
合
の
姿
に
～
「
百
年
は
も
う
来
て
み
た
ん
だ
な
」
と
「
自
分
」
は
気

づ
一
く
t
こ
こ
に
漱
石
の
生
涯
を
つ
ら
ぬ
く
永
遠
な
る
女
性
の
面
影
が
宿
さ
れ

・
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
評
家
の
屡
々
指
摘
す
る
処
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
秘
め

ら
れ
た
作
者
の
深
い
渇
望
が
語
ら
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
こ
の
約
束
の
成
就
は

．
．
冨
唱
眉
団
。
ご
島
ぎ
ゆ
q
、
．
（
江
藤
淳
）
と
は
言
い
が
た
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
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は
や
は
り
「
胸
を
暖
め
る
愛
で
あ
る
よ
り
は
、
そ
う
し
た
愛
へ
の
憧
憬
を
必
至

と
す
る
存
在
の
喪
失
感
」
が
滲
む
。
ま
さ
し
く
こ
れ
は
「
漱
石
の
痛
き
夢
」
 
（

越
智
治
雄
）
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
無
限
の
時
の
果
て
に
、
ひ
と
り
墓
石
の
傍
に

待
ち
つ
く
し
、
↓
輪
の
花
の
開
花
に
夢
の
成
就
を
知
る
と
い
う
t
こ
の
夢
の

味
わ
い
は
い
か
に
も
深
い
。
言
は
ば
夢
の
底
で
夢
み
ら
れ
た
、
さ
ら
に
深
い
夢

の
あ
り
か
に
引
き
込
ま
れ
て
あ
る
よ
う
な
夢
幻
の
感
は
、
こ
の
夢
の
み
の
も
の

で
あ
る
。

 
こ
の
第
一
夜
の
詩
情
に
対
し
、
第
十
夜
の
散
文
性
倣
い
か
に
も
著
し
い
。

「
町
内
一
の
好
男
子
で
、
至
極
善
良
な
正
直
者
」
の
庄
太
郎
は
、
．
女
に
誘
わ
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
て
っ
ぺ
ん

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
り
ぎ
し

で
、
や
が
て
町
外
れ
の
「
切
壁
の
天
辺
」
に
出
る
コ
女
は
庄
太
郎
に
対
し
「
此

処
か
ら
飛
び
込
ん
で
御
覧
な
さ
い
」
と
言
う
。
 
「
も
し
思
ひ
切
っ
て
飛
び
込
ま

な
け
れ
ば
、
豚
に
舐
め
ら
れ
ま
三
と
言
う
。
そ
の
言
葉
通
り
、
命
を
贈
物

庄
太
郎
は
自
分
を
目
が
け
て
来
る
無
数
の
豚
に
悩
ま
さ
れ
る
。
そ
の
「
鼻
頭
」

 
 
ス
テ
ッ
キ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
り
ぎ
し

を
「
洋
杖
」
で
打
つ
た
び
に
「
底
の
見
え
な
い
絶
壁
を
、
逆
さ
に
な
っ
て
豚
が

行
列
し
て
落
ち
て
行
く
」
。
し
か
し
無
限
に
押
し
よ
せ
る
豚
の
た
め
に
「
七
日

六
夜
」
の
果
て
「
精
根
」
つ
き
た
庄
太
郎
は
倒
れ
る
。
も
は
や
「
庄
太
郎
は
助

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
り
ぎ
し

か
る
ま
い
」
と
い
う
。
我
々
が
死
の
深
渕
を
前
に
し
て
、
な
お
生
の
「
絶
壁
」

の
上
に
立
ち
と
ど
ま
る
以
上
、
こ
の
無
気
味
な
、
ま
た
愚
劣
な
戦
い
は
ま
ぬ
が

れ
え
ま
い
。
こ
の
戦
い
を
「
邪
悪
な
力
に
弄
ば
れ
て
い
る
生
の
不
安
を
、
無
気

味
に
も
描
き
だ
し
」
 
（
瀬
沼
茂
樹
）
た
も
の
と
み
よ
う
と
、
あ
る
い
は
逆
に
、

「
豚
と
は
、
文
字
通
り
世
間
の
ブ
タ
ど
も
俗
物
た
ち
の
こ
と
」
で
あ
り
、
こ
れ

は
．
「
そ
の
ま
ま
漱
石
の
世
間
と
の
格
閥
の
図
」
 
（
駒
尺
喜
美
）
で
あ
る
と
み
よ

う
と
、
こ
の
戦
い
が
日
常
性
を
生
き
ぬ
く
こ
ど
故
に
し
い
ら
れ
て
あ
る
、
生
そ

の
も
の
の
散
文
性
を
描
き
出
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
の

夢
が
「
諸
家
の
指
摘
す
る
よ
う
に
女
性
の
与
え
る
畏
怖
の
モ
テ
ィ
ー
フ
」
 
（
越

智
治
雄
）
を
含
む
こ
と
も
疑
い
あ
る
ま
い
。

 
女
へ
の
書
斎
と
畏
怖
と
、
現
実
を
超
え
た
永
遠
な
る
世
界
を
夢
み
る
「
夢
幻

の
趣
」
と
索
漠
た
る
日
常
的
散
文
性
と
、
醒
め
が
た
く
も
深
い
浪
漫
的
情
趣
と

す
で
に
醒
め
て
あ
る
か
に
み
え
る
寓
意
的
な
表
現
の
含
む
に
が
さ
と
・
一
こ
の

十
篇
の
頭
尾
を
な
す
二
つ
の
夢
は
、
ま
こ
と
に
あ
い
反
す
る
相
貌
を
も
っ
て
対

峙
す
る
か
に
み
え
る
。
恐
ら
く
こ
の
明
ら
か
な
対
置
に
、
作
者
が
意
識
的
で
な

か
っ
た
筈
は
あ
る
ま
い
。
こ
の
二
つ
の
夢
の
は
ざ
ま
に
つ
な
が
る
連
夜
の
夢
は

何
か
。
こ
の
構
造
を
目
し
て
、
「
純
美
な
夢
の
造
型
に
は
じ
ま
り
、
そ
こ
か
ら

自
ら
を
現
実
に
引
き
戻
そ
う
と
す
る
激
し
い
運
動
で
あ
る
」
（
内
田
道
雄
）
と

い
う
評
家
の
指
摘
は
、
注
目
す
べ
き
処
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
第
一
夜
の
夢
は

あ
ま
り
に
も
「
純
美
な
世
界
」
で
あ
り
、
「
ま
わ
り
の
世
界
か
ら
孤
絶
し
」

「
暗
黒
の
闇
の
只
中
に
浮
い
て
い
る
」
か
に
み
え
る
。
作
者
は
こ
の
「
純
美
な

世
界
」
の
結
晶
の
「
代
償
」
で
あ
る
か
の
如
く
、
「
暗
黒
の
闇
そ
の
も
の
」
に

「
直
面
し
よ
う
」
と
す
る
。
第
二
夜
以
後
は
「
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
『
第

一
夜
』
に
対
し
て
釣
合
を
保
っ
て
い
る
」
と
い
う
。
こ
の
指
摘
は
ま
こ
と
に
鋭

い
。
私
も
ま
た
第
一
夜
と
そ
れ
以
後
と
の
夢
の
位
相
の
懸
隔
を
感
ぜ
ざ
る
を
え

な
い
。
し
か
し
な
お
敢
て
言
え
ば
、
そ
の
故
に
作
者
は
「
『
第
一
夜
』
を
作
り

出
す
た
め
に
」
 
「
す
べ
て
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
現
実
の
匂
い
を
取
り
去
」
り
、
逆

に
「
『
第
二
夜
』
以
後
で
は
彼
は
自
己
に
ま
つ
わ
る
、
又
は
ま
つ
わ
っ
た
現
実

的
な
も
の
を
敢
て
と
り
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
」
と
言
い
う
る
で
あ
ろ
う
か
。

私
は
こ
の
点
に
つ
い
て
若
干
の
留
保
を
感
ず
る
。

 
作
者
の
「
半
生
の
実
体
験
」
の
「
投
影
」
は
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
第
二
夜

以
後
と
い
う
よ
り
も
、
第
六
夜
以
後
ど
み
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
な
る
ほ
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ど
第
二
夜
の
如
き
は
明
ら
か
に
漱
石
自
身
の
参
禅
の
体
験
を
映
し
て
い
る
よ
う

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

に
み
え
る
が
、
作
者
が
自
己
の
早
い
立
っ
た
、
あ
る
い
は
深
く
面
侍
し
た
時
代

へ
の
省
察
を
こ
め
て
、
よ
り
直
接
的
に
語
ろ
う
と
す
る
視
角
は
、
第
六
夜
以
後

に
明
ら
か
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
第
六
夜
の
運
慶
の
彫
る
仁
王
の
話
は
、
す

で
に
屡
々
指
摘
さ
れ
る
通
り
い
か
に
も
寓
意
的
で
あ
る
。
運
慶
の
彫
る
仁
王
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
み
え

「
…
…
作
る
ん
じ
ゃ
な
い
。
あ
の
通
り
の
眉
や
鼻
が
木
の
中
に
埋
っ
て
み
る

の
を
、
盤
と
槌
の
力
で
掘
り
出
す
迄
だ
。
丸
で
土
の
中
か
ら
石
を
掘
り
出
す
様

な
も
の
だ
か
ら
決
し
て
間
違
ふ
筈
は
な
い
」
と
い
う
言
葉
に
感
銘
し
て
や
っ
て

み
た
。
し
か
し
「
自
分
は
積
ん
で
あ
る
薪
を
片
つ
端
か
ら
彫
っ
て
見
た
が
、
ど
れ

 
 
 
 
 
 
 
か
く

も
こ
れ
も
仁
王
を
蔵
し
て
み
る
の
は
な
か
っ
た
。
遂
に
明
治
の
木
に
は
到
底
仁

王
は
埋
っ
て
み
な
い
も
の
だ
と
悟
っ
た
。
そ
れ
で
運
慶
が
今
日
迄
生
き
て
み
る

 
 
 
ほ
ゴ

理
由
も
略
解
つ
た
」
と
い
う
こ
の
末
尾
の
言
葉
は
、
明
治
と
い
う
時
代
を
、
漱

石
の
言
う
「
開
化
」
の
矛
盾
と
皮
相
を
捜
し
て
、
そ
の
寓
意
は
明
ら
か
で
あ

る
Q

 
言
わ
ば
こ
の
明
治
と
い
う
時
代
へ
の
総
括
的
な
批
判
を
冒
頭
に
置
き
、
こ
の

六
篇
以
下
の
後
半
は
彼
の
半
生
を
回
顧
す
る
か
に
み
え
る
。
第
七
夜
の
「
毎
日

毎
夜
す
こ
し
の
絶
間
な
く
黒
い
煙
を
吐
」
き
「
凄
じ
い
音
」
を
立
て
な
が
ら
西

へ
進
む
「
大
き
な
船
」
が
、
漱
石
の
イ
ギ
リ
ス
に
向
う
留
学
途
次
の
体
験
を
映

し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
 
「
自
分
」
に
近
寄
っ
て
星
の
話
を
語
り

か
け
、
こ
の
「
星
も
海
も
み
ん
な
神
の
作
っ
た
も
の
だ
」
と
言
い
、
「
最
後
に

自
分
に
神
を
信
仰
す
る
か
と
尋
ね
」
る
「
異
人
」
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
根
上
の
宣

教
師
た
ち
と
の
宗
教
問
答
や
漱
石
の
彼
ら
に
対
す
る
熾
し
い
反
機
を
想
わ
せ
る

も
の
が
あ
る
。
ま
わ
り
の
人
間
た
ち
に
は
ま
る
で
無
頓
着
げ
に
「
唱
歌
を
唄
」

 
 
 
ピ
ア
ノ

い
、
「
洋
琴
を
弾
」
く
異
人
の
男
女
も
ま
た
、
彼
の
留
学
の
体
感
と
無
縁
で
は

「
夢
十
夜
」
の
世
界
 
-
漱
石
・
そ
の
夢
と
現
実
i

あ
る
ま
い
。
「
自
分
」
は
不
安
と
絶
望
の
う
ち
に
海
へ
飛
び
込
む
。
し
か
し
瓢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
ん

々
と
し
た
水
の
上
に
落
ち
ゆ
く
間
に
、
 
「
自
分
は
何
処
へ
行
く
ん
だ
か
判
ら
な

い
船
で
も
、
矢
つ
張
り
乗
っ
て
居
る
方
が
よ
か
っ
た
と
始
め
て
悟
」
る
。
し
か

し
も
は
や
「
無
限
の
後
悔
と
恐
怖
と
を
抱
い
て
黒
い
波
の
方
へ
静
か
に
落
ち
て

行
」
く
ほ
か
は
な
い
。
こ
こ
に
も
ま
た
明
ら
か
に
、
漱
石
の
語
っ
た
明
治
の

「
開
化
」
な
る
も
の
と
自
己
と
の
抜
き
が
た
い
軋
礫
が
映
し
出
さ
れ
る
。

 
「
凡
そ
吾
人
の
厭
世
に
傾
く
原
因
の
う
ち
で
其
最
も
妙
な
る
も
の
は
何
で
あ

ら
う
と
考
へ
て
見
る
と
、
私
は
斯
う
思
ふ
。
一
側
口
人
が
吾
人
の
生
活
型
に
、

所
謂
開
化
な
る
も
の
㌧
欠
く
べ
か
ら
ざ
ゐ
を
覚
る
と
同
時
に
、
所
謂
開
化
な
る

も
の
㌧
吾
人
に
満
足
を
与
ふ
る
に
足
る
も
の
で
無
い
こ
と
を
徹
底
に
覚
っ
た
時

で
あ
る
」
 
（
「
文
学
評
論
」
）
と
漱
石
は
言
う
。
し
か
も
ま
た
「
過
去
」
を

「
未
練
」
な
く
切
り
棄
て
う
る
も
の
に
も
、
遂
に
過
去
の
「
自
然
」
に
帰
れ
ば

黄
金
時
代
を
生
ず
る
」
と
「
確
信
」
す
る
も
の
に
も
、
「
悲
哀
」
や
「
絶
望
」

は
生
ま
れ
は
し
な
い
。
た
だ
「
開
化
」
の
矛
盾
を
知
り
つ
つ
も
な
お
、
 
「
そ
の

文
明
な
り
開
化
な
り
を
如
何
と
も
す
る
能
は
ざ
る
」
時
、
「
厭
世
の
文
学
」
は

「
発
生
す
る
」
と
い
う
。
た
し
か
に
漱
石
の
厭
世
あ
る
い
は
狂
気
は
、
ま
さ
し
く

こ
の
「
開
化
」
の
体
感
に
発
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
痛
烈
な
文
明
批
判
は
、

「
猫
」
以
後
の
諸
作
に
見
る
処
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
矛
盾
を
知
り
つ
つ
「
吾

等
は
渾
身
の
気
力
を
挙
げ
て
、
吾
等
が
過
去
を
破
壊
し
つ
つ
、
蝿
れ
る
迄
前
進

す
る
の
で
あ
る
」
と
言
い
、
か
く
批
判
す
る
自
分
も
ま
た
「
斯
く
の
如
き
社
会

の
変
化
を
受
け
て
、
斯
く
の
如
き
人
間
に
片
付
い
た
迄
」
 
（
「
マ
ー
ド
ッ
ク
先

生
の
日
本
歴
史
」
）
と
い
う
時
、
そ
の
批
判
が
彼
自
身
を
も
突
き
刺
し
て
や
ま
・

ぬ
、
い
か
に
深
く
に
が
い
も
の
で
あ
る
か
が
知
ら
れ
よ
う
。

 
第
七
夜
の
語
る
一
「
毎
日
毎
夜
す
こ
し
の
絶
間
な
く
黒
い
煙
を
吐
き
」

（ 105 ）



＼
幽

「
凄
じ
い
音
」
を
立
て
て
西
へ
向
う
船
が
、
ま
さ
に
「
渾
身
」
の
力
を
こ
め
て

「
過
去
を
破
壊
し
つ
つ
、
睡
れ
る
迄
前
進
」
し
て
や
ま
ぬ
、
こ
の
無
気
味
な

「
開
化
」
と
い
う
怪
物
の
象
徴
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
あ
る
ま
い
。
こ
の
船
の
進

む
向
う
に
一
「
波
の
底
か
ら
焼
火
箸
の
様
な
太
陽
が
出
る
」
。
そ
れ
は
や
が

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
コ
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

て
「
大
き
な
船
を
追
ひ
越
し
て
、
先
へ
行
」
き
、
「
仕
舞
に
は
焼
火
箸
の
様
に

ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
 
ヘ
 
へ
た
ん
び
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
へ

ぢ
ゆ
つ
と
い
っ
て
又
波
の
底
に
沈
ん
で
行
く
。
其
の
度
に
蒼
い
波
が
遠
く
の

ヘ
 
ヘ
 
へ
 
 
す
は
う
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
へ

向
ふ
で
、
昏
倒
の
色
に
沸
き
返
る
。
す
る
と
船
は
凄
じ
い
音
を
立
て
＼
其
の
跡

へ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

を
追
掛
け
て
行
く
。
け
れ
ど
も
決
し
て
追
附
か
な
い
。
」

 
こ
の
一
種
に
え
た
ぎ
る
よ
う
な
文
体
の
熱
い
感
触
が
、
漱
石
の
「
『
文
学
論
』

序
」
に
語
る
よ
う
な
あ
の
留
学
の
体
感
と
無
縁
で
あ
る
筈
は
あ
る
ま
い
。
ま
さ

に
そ
の
記
憶
は
「
焼
火
箸
」
の
如
く
、
彼
の
胸
に
突
き
刺
さ
っ
て
来
る
の
だ
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
て
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ほ
ん
ま

「
西
へ
行
く
明
⑳
果
は
東
か
。
そ
れ
忍
言
か
。
東
出
る
日
の
、
御
里
は

西
か
。
そ
れ
も
本
真
か
。
身
は
波
の
上
。
…
械
枕
。
流
せ
く
」
一
-
こ
の
船

員
砦
の
醸
し
し
が
な
に
憲
し
て
い
る
か
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
・
「
西
へ

行
く
日
の
、
果
は
東
か
」
「
東
出
る
日
の
、
御
里
は
西
か
」
一
西
方
に
ま
ね

び
、
た
だ
、
が
む
し
ゃ
ら
に
踏
み
進
ん
で
来
た
こ
の
「
開
化
」
と
は
何
で
あ
っ

た
か
。
西
方
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
の
東
方
へ
帰
り
つ
く
と
い
う
一
そ
の
し
い
ら

れ
た
近
代
の
軌
跡
は
、
つ
い
に
我
々
に
と
っ
て
何
で
あ
っ
た
か
。
一
見
、
闇
に

浮
か
ぶ
幽
霊
船
の
如
き
無
気
味
な
夢
の
情
景
を
描
く
か
に
見
え
つ
つ
、
作
者
は

か
な
り
大
胆
に
自
己
を
、
ま
た
時
代
を
調
し
て
い
る
か
に
み
え
る
。

 
こ
れ
に
続
く
第
八
夜
の
床
屋
の
場
面
は
一
転
し
て
、
自
昼
夢
の
如
き
趣
を
も

っ
て
｝
譜
ら
れ
る
。
床
屋
の
鏡
に
映
る
往
来
を
「
庄
太
郎
が
女
を
連
れ
て
通
る
」
。

 
 
 
 
 
ら
っ
ば
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
う
つ
や

「
豆
腐
屋
が
靴
工
を
吹
い
て
通
り
、
化
粧
気
の
な
い
、
「
色
澤
」
の
「
悪
い
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ

芸
者
が
通
る
。
「
粟
餅
屋
」
の
「
餅
を
黒
く
音
」
が
聞
え
る
。
 
「
帳
場
格
子
」

の
な
か
で
は
「
色
の
浅
黒
い
眉
毛
の
濃
い
大
柄
な
女
」
が
「
髪
を
銀
杏
返
し
に

結
っ
て
、
黒
亡
子
の
半
襟
の
掛
っ
た
素
裕
で
、
立
膝
の
儘
、
札
の
勘
定
を
し
て
・

み
る
」
。
し
か
し
そ
の
女
の
姿
は
、
立
ち
上
っ
た
時
「
振
り
返
っ
て
見
」
る
と

消
え
て
い
る
。
表
へ
出
る
と
「
金
魚
売
」
が
「
頬
杖
を
突
い
て
、
じ
っ
と
し
て

居
る
」
。
「
騒
が
し
い
往
来
」
を
前
に
、
そ
の
「
金
魚
売
」
は
い
つ
ま
で
も
じ

っ
と
、
動
こ
う
と
は
し
な
い
。
こ
こ
に
漂
う
も
の
が
、
漱
石
の
少
年
時
代
以
来
の

見
な
れ
た
風
物
や
一
種
恩
寵
と
し
た
時
代
の
情
感
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
続

く
第
九
夜
は
さ
ら
に
遡
っ
て
、
漱
石
の
不
幸
な
幼
時
体
験
の
、
深
い
刻
印
を
映

し
た
も
の
と
も
言
い
え
よ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
く
さ

 
「
世
の
中
が
何
と
な
く
ざ
わ
つ
き
始
め
」
「
今
に
も
戦
争
が
起
り
き
う
」
な

世
情
で
あ
る
と
い
う
、
恐
ら
く
は
幕
末
と
も
覚
し
き
頃
、
父
は
「
何
処
か
へ
行

つ
」
て
し
ま
い
、
母
は
夜
毎
コ
ニ
つ
に
な
る
子
供
」
を
背
負
っ
て
、
近
く
の

「
八
幡
宮
」
に
夫
の
無
事
を
祈
っ
て
お
百
度
参
り
を
す
る
。
 
「
子
供
は
能
く
鈴

の
音
で
眼
を
覚
ま
し
」
て
は
、
あ
た
り
の
闇
に
お
び
え
て
泣
き
出
す
。
お
百
度

を
踏
む
問
、
「
拝
殿
の
欄
干
」
に
「
細
帯
」
で
「
括
り
附
け
」
ら
れ
た
子
は
、

「
暗
閤
の
中
で
、
細
帯
の
丈
の
ゆ
る
す
限
り
、
広
縁
の
上
を
ひ
廻
っ
て
み
る
」

が
、
時
に
「
縛
っ
た
子
に
ひ
い
く
泣
か
れ
る
と
、
」
母
は
せ
つ
な
い
。
「
御

百
度
の
足
」
が
早
ま
り
「
息
が
切
れ
る
」
。
 
「
仕
方
の
な
い
時
は
、
中
途
で
拝

殿
へ
上
っ
て
来
て
、
色
々
す
か
し
て
置
い
て
、
又
御
百
度
を
踏
み
直
す
事
も
あ

る
」
6
し
か
し
、
「
か
う
云
ふ
風
に
、
幾
晩
と
な
く
母
が
気
を
揉
ん
で
、
夜
の

目
も
寝
ず
に
心
配
し
み
た
父
は
、
と
く
の
昔
に
浪
士
の
為
に
殺
さ
れ
て
み
た
の

で
あ
る
。
／
こ
ん
な
羨
い
話
を
、
夢
の
中
で
母
か
ら
聞
い
た
。
」
一
こ
れ
が

こ
の
夢
の
終
末
で
あ
る
。
こ
こ
に
評
家
も
指
摘
す
る
如
く
、
，
「
私
は
其
道
具
屋

の
我
楽
多
と
一
所
に
、
小
さ
い
旅
の
中
に
入
れ
ら
れ
て
、
毎
晩
四
谷
の
大
通
り
馬
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の
夜
店
に
曝
さ
れ
て
み
た
の
で
あ
る
」
 
（
硝
子
戸
の
中
」
）
と
、
生
ま
れ
て
間

も
な
く
里
子
に
出
さ
れ
た
頃
の
自
分
を
語
る
漱
石
の
想
い
出
を
重
ね
て
み
る
こ

と
も
出
来
よ
う
。
い
か
に
も
こ
の
親
子
を
包
む
闇
は
深
く
、
「
漱
石
が
こ
こ
で

子
供
の
日
か
ら
内
面
の
深
部
で
生
き
つ
づ
け
て
い
た
恐
れ
を
蘇
ら
せ
て
い
る
こ

と
」
 
（
越
智
治
雄
）
は
疑
い
も
な
い
。

 
た
だ
こ
こ
で
、
 
「
こ
ん
な
悲
い
話
を
、
夢
の
中
で
母
か
ら
聞
い
た
」
と
い
う

一
句
は
見
逃
し
が
た
い
。
こ
の
哀
切
な
母
と
子
の
物
語
を
夢
の
中
で
語
っ
て
く

れ
た
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
語
り
手
の
「
母
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
じ
め
て

夢
を
語
る
究
極
の
主
格
は
「
自
分
」
で
は
あ
る
が
、
そ
の
切
実
な
夢
の
内
実
を

語
る
主
格
は
、
自
己
な
ら
ぬ
他
者
と
い
う
設
定
を
と
る
。
こ
の
物
語
の
中
の
母

が
、
語
り
手
の
「
母
」
自
身
で
あ
る
か
ど
う
か
ば
不
明
だ
が
、
「
母
」
は
そ
の

よ
う
な
悲
痛
な
話
を
語
っ
て
く
れ
た
と
い
う
。
こ
こ
で
「
母
」
と
い
う
存
在
は

二
重
の
重
さ
を
も
っ
て
語
り
手
に
か
か
わ
る
。
こ
の
母
と
子
を
つ
つ
む
闇
は
深

い
が
、
す
べ
て
の
存
在
は
こ
の
あ
ざ
や
か
な
闇
の
背
後
に
退
け
ら
れ
、
父
も
ま

た
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
そ
れ
は
屡
々
言
わ
れ
る
第
三
夜
の
モ
チ
ー
フ
を
な
す

．
と
い
う
「
父
親
殺
し
」
の
願
望
の
、
よ
り
屈
折
し
た
、
そ
の
故
に
よ
り
あ
ざ
や

か
な
刻
印
と
も
み
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
働
く
と
も
作
者
は
こ
ご
に
、
自

己
の
不
幸
な
生
立
ち
と
と
も
に
、
ま
た
あ
る
べ
か
り
し
母
と
子
の
像
へ
の
深
い

渇
望
を
書
き
込
め
て
い
る
と
も
言
え
る
。
そ
れ
は
後
の
「
硝
子
戸
の
中
」
に
数

々
の
想
い
出
を
語
る
そ
の
最
後
に
、
 
「
母
の
記
念
の
為
に
此
処
で
何
か
書
い
て

置
き
た
い
」
と
い
う
願
い
と
似
た
も
の
さ
え
感
ぜ
ら
れ
る
。
こ
の
母
を
語
る
想

い
出
の
最
後
に
記
さ
れ
る
一
少
年
時
代
の
、
、
悪
夢
に
う
な
さ
れ
た
自
分
の
前

に
微
笑
を
も
っ
て
仔
つ
母
の
姿
が
、
生
涯
漱
石
の
心
を
癒
し
つ
づ
け
た
温
い
、
，

言
わ
ば
よ
り
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
母
の
嫁
と
す
る
な
ら
、
こ
の
夢
の
中
の
「
母
」
の

「
夢
十
夜
」
の
世
界
 
一
漱
石
『
そ
の
夢
と
現
実
1

姿
は
、
言
い
が
た
く
淋
し
気
で
あ
る
と
し
て
も
i
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
誰
の

も
の
で
も
な
く
、
彼
の
み
の
母
の
豫
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。

 
さ
て
第
六
夜
か
ら
第
九
夜
に
至
る
展
開
を
こ
の
よ
う
に
見
る
こ
と
は
、
そ
の

，
配
列
を
無
作
為
の
も
の
と
し
て
み
る
べ
き
と
い
う
、
先
の
前
提
と
矛
盾
す
る
か

に
み
え
よ
う
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
見
え
だ
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
勘
く

と
も
第
六
夜
以
降
の
、
明
治
と
い
う
時
代
や
自
己
の
育
っ
た
環
境
へ
の
よ
り
現

実
的
な
視
線
は
、
や
が
て
夢
の
醒
め
ゆ
く
過
程
と
無
縁
で
は
あ
る
ま
い
。

 
第
九
夜
の
物
語
の
語
り
手
が
「
母
」
で
あ
っ
た
如
く
、
第
十
夜
の
語
り
手
は

「
健
さ
ん
」
で
あ
る
。
そ
の
物
語
の
終
る
と
こ
ろ
で
、
夢
は
次
の
如
く
書
き
牧

・
め
ら
れ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
ん
ま

 
 
健
さ
ん
は
、
、
庄
太
郎
の
話
を
此
処
迄
し
て
、
だ
か
ら
鯨
り
女
を
見
る
の
は

 
善
く
な
い
よ
と
云
っ
た
。
自
分
も
尤
も
だ
と
思
っ
た
。
け
れ
ど
も
健
ざ
ん
は

 
庄
太
郎
の
パ
ナ
マ
の
帽
子
が
貰
ひ
た
い
と
云
．
つ
て
み
た
。
／
庄
太
郎
は
助
か

 
る
ま
い
。
パ
ナ
マ
は
健
さ
ん
の
も
の
だ
ら
う
。

 
す
で
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
レ
夢
の
究
極
の
語
り
手
が
「
自
分
」
で
あ
り
、

夢
が
ま
さ
し
く
生
理
の
織
り
な
す
「
訂
然
の
事
実
」
で
あ
る
が
故
に
、
不
意
に

断
ち
切
ら
れ
、
闇
に
消
え
ゆ
く
そ
の
余
韻
に
こ
そ
ま
さ
し
く
夢
の
リ
ア
リ
テ
ィ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ
ち

が
あ
る
と
い
う
、
そ
の
縁
ど
り
は
こ
こ
で
は
見
事
に
取
り
払
わ
ら
れ
て
い
る
。

衷
さ
し
く
そ
れ
ら
の
す
べ
て
が
「
見
ら
れ
た
夢
」
で
な
く
、
 
「
考
へ
ら
れ
た

夢
」
で
あ
る
と
い
う
そ
の
発
想
の
基
軸
は
、
こ
の
終
末
に
至
っ
て
あ
ざ
や
か
に

露
呈
さ
れ
て
い
る
と
も
言
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
し
か
し
仔
細
に
見
れ
ば
、
そ

の
し
る
し
は
す
で
に
第
五
夜
の
あ
た
り
に
見
え
る
と
も
言
え
よ
う
。
そ
の
語
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
く
き

処
は
一
「
神
代
に
近
い
昔
と
思
は
れ
る
」
頃
、
「
自
分
」
は
「
軍
」
に
負
け
て

 
い
け
ど
り

 
「
生
檎
に
な
っ
て
、
敵
の
大
将
の
前
に
引
き
据
ゑ
ら
れ
」
る
。
 
「
自
分
」
は
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と
り

「
死
ぬ
前
に
一
目
思
ふ
女
に
逢
ひ
だ
い
」
と
願
い
、
「
夜
が
明
け
て
鶏
が
鳴
く

迄
な
ら
待
つ
」
と
許
さ
れ
る
。
し
か
し
闇
を
衝
き
白
馬
を
駆
っ
て
来
よ
う
と
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
ト
ソ

る
女
は
闇
に
聞
え
る
「
鶏
の
声
」
に
驚
き
、
馬
も
ろ
と
も
に
谷
底
へ
落
ち
て
し

ま
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
し
ロ
ワ

 
 
蹄
の
跡
は
い
ま
だ
に
岩
の
上
に
残
っ
て
居
る
。
鶏
の
鳴
く
真
似
を
し
た
も

 
 
 
あ
ま
の
じ
ゃ
く
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
と

 
の
は
天
領
女
で
あ
る
。
此
の
蹄
の
痕
の
岩
に
刻
み
つ
け
ら
れ
て
み
る
間
、

 
あ
ま
の
じ
ゃ
く

 
天
探
女
は
自
分
の
敵
で
あ
る
。

 
こ
の
末
尾
の
文
体
は
、
す
で
に
夢
の
消
え
ゆ
く
余
韻
な
ら
ぬ
、
こ
の
物
語
に

つ
け
ら
れ
た
語
り
手
の
注
で
あ
る
。
こ
れ
に
続
く
第
六
夜
末
尾
の
一
「
遂
に

明
治
の
木
に
は
」
云
々
と
い
う
一
節
が
、
あ
の
寓
意
的
な
挿
話
を
総
括
す
る
コ

メ
ン
ト
で
あ
る
如
く
、
さ
ら
に
は
十
夜
の
末
尾
も
ま
た
然
り
と
言
い
う
る
如
く

こ
れ
も
夢
そ
の
も
の
の
終
末
な
ら
ぬ
、
ひ
と
つ
の
コ
メ
ン
ト
と
見
る
こ
と
が
出

来
よ
う
。
い
や
、
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
言
え
ば
、
そ
れ
は
第
五
夜
の
み
な
ら
ぬ

第
一
夜
以
後
に
展
開
す
る
す
べ
て
の
夢
に
向
っ
て
投
げ
か
け
ら
れ
た
、
熾
し
い

ひ
と
つ
の
問
い
か
け
と
も
言
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
自
己
の
愛
す
る
も
の

か
ら
、
さ
ら
に
は
根
源
な
る
も
の
か
ら
、
己
を
隔
て
よ
う
と
す
る
運
命
の
悪
意

に
向
っ
て
、
あ
る
い
は
か
く
隔
て
ら
れ
て
あ
る
生
の
背
理
そ
の
も
の
に
向
っ
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ノ
ン

発
せ
ら
れ
る
、
熾
し
い
〃
否
”
で
あ
る
と
も
言
い
え
よ
う
。
そ
う
し
て
こ
の
怒

り
は
、
す
で
に
第
二
夜
に
も
読
み
と
る
こ
と
が
出
来
る
。

 
第
二
夜
の
夢
の
中
で
は
侍
で
あ
る
「
自
分
」
は
、
和
尚
の
与
え
た
公
案
が
解

け
ず
歯
が
み
せ
ん
ば
か
り
の
苛
立
ち
を
覚
え
る
。
悟
り
え
ぬ
無
念
さ
と
自
分
を

恥
ず
か
し
め
た
和
尚
へ
の
怒
り
に
、
悟
っ
た
ら
和
尚
の
命
を
取
る
、
「
悟
ら
な

け
れ
ば
自
刃
す
る
」
と
覚
悟
し
て
「
全
山
を
組
」
む
が
、
な
お
答
は
え
ら
れ

ぬ
。
こ
の
苦
し
み
を
描
く
作
者
の
筆
は
一
種
異
様
な
熱
気
を
帯
ひ
る
。

 
 
…
…
自
分
の
手
は
又
思
は
ず
布
團
の
下
へ
這
入
っ
た
。
さ
う
し
て
朱
鞘
の

・
短
刀
を
引
き
摺
り
出
し
た
。
ぐ
っ
と
東
を
握
っ
て
、
赤
い
鞘
を
向
へ
払
っ
た

 
ら
、
冷
た
い
刃
が
一
度
に
暗
い
部
屋
で
光
っ
た
。
凄
い
も
の
が
手
元
か
ら
、

 
す
う
く
と
逃
げ
て
行
く
様
に
思
は
れ
る
。
さ
う
し
て
、
悉
く
切
先
へ
集
ま

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
つ
て
、
殺
気
を
一
点
に
籠
め
て
み
る
。
自
分
は
此
の
鋭
い
刃
が
、
無
念
に
も

 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
針
の
頭
の
様
に
縮
め
ら
れ
て
、
九
寸
五
分
の
先
へ
来
て
己
を
得
ず
尖
っ
て
る

 
の
を
見
て
、
忽
ち
ぐ
さ
り
と
遣
り
度
く
な
っ
た
。
身
体
の
血
が
右
の
手
首
の

 
方
へ
流
れ
て
来
て
、
握
っ
て
み
る
東
が
に
ち
や
く
す
る
。
唇
が
顔
へ
た
。

 
／
短
刀
を
鞘
へ
収
め
て
右
脇
へ
引
き
つ
け
て
置
い
て
、
そ
れ
か
ら
全
伽
を
組

 
ん
だ
。
一
迫
州
曰
く
無
と
。
無
と
は
何
だ
。
糞
坊
主
め
と
歯
噛
を
し
た
。

 
（
中
略
）

 
 
そ
れ
で
も
我
慢
し
て
凝
と
坐
っ
て
み
た
。
堪
へ
が
た
い
程
切
な
い
も
の
を

 
 
 
け
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
コ
 
ヘ
 
へ

 
胸
に
盛
れ
て
忍
ん
で
み
た
。
其
切
な
い
も
の
が
身
体
中
の
筋
肉
を
下
か
ら
持

 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
ビ
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
上
げ
て
、
毛
穴
か
ら
外
へ
吹
き
出
や
う
く
と
焦
る
け
れ
ど
も
、
何
処
も
一

 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
面
に
塞
が
っ
て
、
丸
で
出
口
が
な
い
様
な
残
刻
極
ま
る
状
態
で
あ
っ
た
。

 
「
無
念
に
も
針
の
頭
の
様
に
鎮
め
ら
れ
」
「
己
を
得
ず
尖
っ
て
」
云
々
と
は

そ
の
ま
ま
「
短
刀
」
な
ら
ぬ
一
「
堪
へ
が
た
い
程
切
な
い
も
の
を
胸
に
盛
れ

て
忍
」
び
、
 
「
其
切
な
い
も
の
」
が
「
出
口
」
を
見
出
し
え
ぬ
「
残
刻
極
ま
る

状
態
」
に
あ
る
「
自
分
」
を
語
る
こ
と
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
こ
こ
に
も
自
ら
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

圧
服
せ
し
め
ん
と
す
る
何
も
の
か
へ
の
熾
し
い
否
が
あ
る
。
求
道
の
人
漱
石
に

は
一
面
、
禅
に
ふ
れ
て
一
「
此
和
尚
ハ
無
ノ
方
面
ヨ
リ
説
キ
来
ル
。
読
ム
人

誤
マ
レ
ン
ト
ス
／
何
ノ
念
モ
ナ
キ
様
ニ
ナ
ツ
テ
タ
マ
ル
モ
ノ
カ
。
馬
鹿
気
タ
コ

ト
ヲ
云
フ
故
大
衆
ヲ
迷
ハ
ス
」
 
「
シ
キ
リ
ニ
身
心
自
性
ト
云
フ
。
ソ
ン
ナ
モ
ノ

が
離
レ
テ
存
在
ス
ベ
キ
ニ
ア
ラ
ズ
。
芋
ヲ
食
ヒ
厩
ヲ
ヒ
リ
。
人
ヲ
殺
シ
。
人
ヲ
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扶
ク
是
が
男
心
自
性
ナ
リ
。
何
ヲ
以
テ
本
来
ノ
面
目
ヲ
云
々
ス
ル
ノ
要
カ
ァ
ル

L
 
（
「
禅
門
法
語
集
」
書
込
み
の
短
評
）
な
ど
の
は
げ
し
い
批
判
も
あ
る
が
、

お
前
の
よ
う
な
奴
は
「
人
間
の
屑
ぢ
ゃ
」
 
「
口
惜
し
け
れ
ば
悟
っ
」
み
う
と
罵

り
、
「
鰐
口
を
開
い
て
嘲
笑
」
う
こ
の
夢
の
中
の
和
尚
は
、
む
し
ろ
野
狐
禅
な

ら
ぬ
、
自
己
を
圧
す
る
あ
の
暗
い
力
の
悪
意
に
み
ち
た
三
石
で
も
あ
ろ
う
。
そ

う
し
て
恐
ら
く
こ
の
幻
像
は
そ
の
ま
ま
、
第
三
夜
の
「
自
分
」
の
背
負
っ
た
盲

目
の
子
の
イ
メ
ー
ジ
に
も
つ
な
が
づ
て
ゆ
く
か
に
み
え
る
。

 
「
今
に
重
く
な
る
」
と
言
い
、
「
も
う
少
し
行
く
と
解
る
」
と
言
い
、
「
何

が
」
と
間
え
ぱ
、
「
何
が
つ
て
、
知
っ
て
る
ぢ
や
な
い
か
」
と
、
「
説
け
る
」
こ

の
子
供
は
、
や
が
て
行
き
つ
い
た
夜
の
森
の
、
杉
の
根
の
傍
で
、
「
御
前
が
お

れ
を
殺
し
た
の
は
今
か
ら
丁
度
百
年
前
だ
ね
」
と
言
う
。
た
し
か
に
「
自
分
」

は
「
百
年
前
文
化
五
年
の
辰
年
の
こ
ん
な
闇
の
晩
に
、
此
の
杉
の
根
で
、
一
人

 
め
く
ら

の
盲
目
を
殺
し
た
と
」
、
「
お
れ
は
人
殺
で
あ
っ
た
ん
だ
と
始
め
て
気
が
付
い

た
途
端
に
、
背
中
の
子
が
急
に
石
地
蔵
の
様
に
重
く
な
」
る
。
第
二
夜
と
違
い

「
自
分
」
に
と
っ
て
「
も
う
少
し
行
く
と
解
る
」
と
い
う
そ
の
何
事
か
は
、
解

っ
て
は
な
ら
ぬ
不
安
な
何
も
の
か
な
の
だ
。

 
「
自
分
の
過
去
、
現
在
、
未
来
を
悉
く
照
し
て
、
寸
分
の
事
実
も
洩
ら
さ
な

い
鏡
の
様
に
光
」
る
、
ピ
の
背
申
の
「
小
僧
」
と
は
何
か
。
こ
こ
に
も
根
源
な

る
も
の
の
認
識
か
ら
隔
て
ら
れ
て
あ
る
生
の
不
条
理
の
不
安
が
、
ま
た
そ
の
不

安
に
つ
な
が
る
原
罪
感
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
語
ら
れ
る
。
い
つ
の
日
で
あ
ろ

う
一
た
だ
こ
の
一
個
の
「
自
分
」
と
い
う
生
が
こ
の
世
に
投
げ
出
さ
れ
て
以

来
、
そ
の
不
安
か
ら
離
れ
え
た
時
は
な
い
。
こ
の
時
、
第
四
夜
の
一
「
『
深

く
な
る
、
夜
に
な
る
、
／
真
直
に
な
る
』
／
と
唱
ひ
な
が
ら
」
河
の
中
に
消
え

て
ゆ
く
「
爺
さ
ん
」
と
「
た
っ
た
一
人
何
時
迄
も
待
っ
て
る
」
る
少
年
の
姿

「
夢
十
夜
」
の
世
界
 
-
漱
石
・
そ
の
夢
と
現
実
1

は
、
単
な
る
寓
意
な
ら
ぬ
、
そ
の
ま
ま
ひ
と
つ
の
象
徴
と
化
し
て
ゆ
く
か
に
み

え
る
。
自
分
の
家
は
「
晒
の
奥
だ
よ
」
と
言
い
、
「
ど
こ
へ
行
く
か
ね
」
と
問

わ
れ
れ
ば
、
「
あ
っ
ち
へ
行
く
よ
」
と
言
い
、
そ
の
吹
く
息
は
「
河
原
の
方
へ

真
直
」
に
流
れ
て
ゆ
き
、
や
が
て
河
の
中
に
没
し
て
ゆ
く
「
爺
さ
ん
」
に
、

「
胎
内
へ
の
回
帰
」
 
（
越
智
治
雄
）
の
深
い
志
向
を
読
と
み
る
こ
と
も
誤
り
で

は
あ
る
ま
い
。
と
同
時
に
こ
こ
に
作
者
が
み
つ
め
て
い
る
も
の
は
、
た
だ
「
一

人
何
時
迄
も
」
取
り
残
さ
れ
て
待
ち
つ
づ
け
る
孤
独
な
．
「
子
供
」
の
姿
で
あ

り
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
も
は
や
回
帰
の
道
を
も
絶
た
れ
て
ひ
と
り
仔
ち
っ
く
す

己
の
生
の
、
不
安
な
影
に
見
入
る
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。

 
か
．
く
し
て
あ
の
第
五
夜
の
終
末
の
一
句
は
、
こ
れ
ら
根
源
な
る
も
の
か
ら
自

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

己
を
隔
て
る
も
の
へ
の
、
つ
い
に
こ
の
生
が
全
体
と
し
て
は
生
き
え
ざ
る
こ
と

へ
の
、
拒
絶
の
熾
し
い
一
拍
と
し
て
書
き
つ
け
ら
れ
る
。
「
岩
に
刻
み
つ
け
ら

れ
た
」
 
「
蹄
の
痕
」
は
-
一
そ
の
ま
ま
こ
の
生
の
無
限
の
欠
落
の
あ
か
し
と
し

て
、
彼
の
眼
に
焼
き
つ
け
ら
れ
る
。
敢
て
言
え
ば
第
五
夜
は
我
々
の
生
が
つ
い
、

に
全
体
を
生
き
え
ぬ
、
根
源
な
る
も
の
か
ら
乖
離
し
て
あ
る
こ
と
の
不
安
を
語

り
つ
づ
け
る
、
こ
の
夢
の
連
鎖
の
な
か
じ
き
り
と
し
て
あ
り
、
以
後
一
転
し
て

六
夜
に
は
じ
ま
る
夢
の
展
開
は
、
先
に
も
ふ
れ
た
如
く
時
代
に
つ
な
が
る
、
．
よ

り
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
志
向
性
を
示
し
て
ゆ
く
こ
と
と
な
る
。

 
つ
い
に
こ
の
生
が
全
体
と
し
て
生
き
え
ぬ
、
一
個
の
破
片
で
あ
る
と
す
る
な

ら
ば
、
彼
の
抱
く
裡
な
る
破
片
の
数
々
も
ま
た
、
破
片
そ
の
も
の
と
し
て
描
い

て
ゆ
く
ほ
か
は
あ
る
ま
い
。
漱
石
は
こ
の
裡
な
る
破
片
の
い
く
ば
く
か
を
、
こ

こ
に
夢
の
相
貌
を
も
っ
て
語
ら
ん
と
し
た
。
ま
さ
に
破
片
は
破
片
と
し
て
読
み

と
ら
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
し
か
も
な
お
上
来
述
べ
来
た
っ
た
如
く
、
ひ
と
つ
の

構
造
が
透
か
し
み
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
、
い
や
敢
て
そ
の
よ
う
な
読
み
方
が
許
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さ
れ
る
と
す
る
な
ら
一
そ
れ
は
私
の
裡
な
る
破
片
の
き
し
み
が
語
ら
し
め
る

も
の
だ
と
言
う
ほ
か
は
あ
る
・
ま
い
。

 
す
で
に
見
る
如
く
十
夜
に
至
っ
て
、
深
い
夢
の
枠
組
は
取
り
払
わ
れ
る
。
し

か
し
そ
の
夢
か
ら
こ
の
索
莫
た
る
日
常
の
世
界
に
帰
っ
た
時
v
彼
は
こ
の
現
実

を
さ
ら
に
一
個
の
白
昼
夢
の
如
き
物
語
と
し
て
描
く
ほ
か
は
あ
る
ま
い
。
第
十

夜
の
夢
は
作
者
の
し
い
ら
れ
た
し
た
た
か
な
ア
イ
ロ
ニ
イ
と
し
て
、
あ
る
い
は

九
三
に
わ
た
る
夢
の
一
切
を
見
事
に
相
対
化
す
る
も
の
と
し
て
置
か
れ
る
。
谷

底
に
落
ち
て
ゆ
く
無
数
の
豚
の
異
様
な
イ
メ
ー
ジ
は
、
す
で
に
夢
の
世
界
の
も

の
で
は
な
い
。
作
者
漱
石
の
し
い
ら
れ
た
生
涯
に
わ
た
る
そ
の
夢
と
現
実
の
相

剋
は
、
こ
こ
に
も
ま
ぬ
が
れ
が
た
い
ひ
と
つ
の
刻
印
を
残
し
て
し
ず
か
に
閉
じ

ら
れ
る
。

●
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