
虚
子
に
お
け
る

「
超
俗
世
界
」

の
発
見

|
|
|
「
二
里
の
山
路
」
か
ら
「
斑
鳩
物
語
」
ま
で
|
|
|

明
治
三
四
年
は
虚
子
が
超
俗
世
界
の
表
現
に
本
格
的
に
取
り
組
み
始
め
た
年
で

あ
り
、
以
後
約
五
年
間
に
わ
た
っ
て
超
俗
世
界
を
素
材
と
す
る
写
生
文
が
書
き
つ

が
れ
る
こ
と
に
な
る
。
や
が
て
そ
の
延
長
線
上
に
「
風
流
惜
法
」
(
明
治

ω
・
4
)

と
「
斑
鳩
物
語
」
(
明
治
却
・

5
)
が
登
場
し
て
く
る
わ
け
だ
が
、
本
稿
に
お
い
て

は
、
そ
の
聞
の
主
な
作
品
を
取
り
上
げ
て
虚
子
の
試
み
を
追
跡
し
、
そ
の
到
達
点

を
明
ら
か
に
し
た
い
。

虚
子
が
写
生
文
の
試
み
を
始
め
た
明
治
三
一
、
二
年
に
超
俗
世
界
を
描
い
た
作

品
は
「
中
山
寺
」
(
明
治
剖
・
ロ
)
と
「
浴
泉
雑
記
」
(
明
治
犯
・

7
1日
)
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
作
品
に
お
い
て
は
、
美
し
い
自
然
の
情
景
が
中
心
に
描
か
れ
、
人
間
も

そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
素
朴
で
善
良
な
人
柄
に
お
い
て
点
描
さ
れ
る
。
虚
子
は
こ
こ

で
、
超
俗
世
界
を
美
し
い
自
然
と
善
良
な
人
間
と
い
う
具
体
的
指
標
を
も
っ
一
つ

の
実
体
的
世
界
と
考
え
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
当
時
の
虚
子
に
と
っ
て
、
世
界
は

超
俗
世
界
と
現
実
世
界
に
分
節
さ
れ
て
お
り
、
超
俗
世
界
を
実
在
的
理
想
郷
と
見

る
見
方
は
、
現
実
世
界
を
「
俗
塵
界
」
と
見
て
冷
笑
す
る
見
方
と
表
裏
を
な
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
理
想
郷
が
実
体
と
し
て
存
在
す
る

は
ず
は
な
く
、
あ
る
対
象
が
理
想
的
超
俗
世
界
と
見
え
る
の
は
、
視
点
人
物
が
そ

れ
を
一
面
的
に
理
想
化
し
た
結
果
に
他
な
ら
な
い
。
虚
子
は
こ
こ
で
そ
れ
を
ま
だ

村

上

林

造

意
識
化
す
る
に
至
っ
て
い
な
い
が
、
こ
の
後
の
写
生
文
の
試
み
を
通
し
て
、
や
が

て
そ
の
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
虚
子
が
ど
の
よ
う
な
過
程
で

そ
の
認
識
に
到
達
し
て
ゆ
く
の
か
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
地
平
を
切
り
開

き
得
た
の
か
が
、
本
稿
に
お
い
て
筆
者
が
検
討
し
た
い
問
題
で
あ
る
。

-10一

明
治
三
三
年
以
後
の
写
生
文
の
な
か
で
、
虚
子
は
世
俗
世
界
の
人
々
の
中
に
も

共
感
す
べ
き
面
を
発
見
し
、
従
来
の
よ
う
に
現
実
世
界
を
一
方
的
に
「
俗
塵
界
」
と

把
握
す
る
こ
と
の
問
題
性
に
気
づ
い
て
ゆ
く
。
そ
れ
は
、
虚
子
が
現
実
世
界
の
表

現
に
お
い
て
壁
に
直
面
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
再
び
超
俗
世

界
を
素
材
に
選
ぶ
こ
と
で
、
新
た
な
方
向
を
模
索
し
始
め
る
こ
と
に
な
る
の
が
虚

子
の
明
治
三
四
年
な
の
で
あ
る
。
(
注
1
)

(注
1
)
明
治
=
=
年
か
ら
三
三
年
ま
で
の
虚
子
写
生
文
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
高

浜
虚
子
初
期
写
生
文
の
展
開
|
|
|
『
浅
草
寺
の
く
さ
戸
¥
』
か
ら
『
北
泊
島

町
』
ま
で
」
(
「
近
代
文
学
試
論
」
第
剖
号

平
成
5
・
ロ
)
に
論
じ
た
。

『
ニ
里
の
山
路
』
(
明
治
M
・
1
〉
は
、
虚
子
が
渋
川
か
ら
伊
香
保
ま
で
の
二
里

の
山
道
を
歩
い
た
経
験
を
も
と
に
し
た
写
生
文
で
あ
る
。
山
道
か
ら
見
る
風
景
は



「
間
々
と
し
た
広
大
な
景
色
」
で
、
こ
の
作
品
の
基
本
的
な
ト
l
ン
を
な
す
の
は
、

そ
れ
に
接
し
た
「
余
」
の
「
何
と
な
く
賠
し
く
て
た
ま
ら
ぬ
」
、
「
な
つ
か
し
く
て

た
ま
ら
ん
」
と
い
う
「
い
い
心
持
ち
」
な
の
だ
が
、
し
か
し
作
者
が
力
を
入
れ
て

い
る
の
は
む
し
ろ
途
中
で
道
連
れ
に
な
っ
た
婆
さ
ん
の
描
写
で
あ
る
。

行
く
手
に
手
拭
を
被
っ
て
杖
を
突
い
た
一
人
の
婆
さ
ん
が
背
中
に
何
か
大

き
な
裏
の
様
な
も
の
を
背
負
っ
て
よ
ち
/
¥
と
行
き
つ
h

あ
る
の
が
見
え

る
。
余
等
三
人
は
程
な
く
そ
れ
に
追
ひ
つ
い
た
。
婆
さ
ん
の
方
か
ら
突
然
声

を
か
け
た
。
/
「
あ
ん
た
ら
伊
香
保
へ
行
く
で
が
ん
す
か
」
/
「
ア
l
ソ
l

ダ
ヨ
、
お
ま
へ
も
伊
香
保
へ
行
く
の
」
/
「
ア
l
わ
し
モ
l
参
じ
ま
す
。
あ

ん
た
等
と
一
緒
に
歩
め
れ
ば
伊
香
保
迄
伴
れ
て
行
っ
て
民
ひ
て
え
」
/

「ア
i
歩
め
る
と
も
、
息
子
さ
ん
が
さ
き
行
っ
て
る
の
カ
イ
」
/
「
イ
l
ェ、

ハ
!
モ
l
、
わ
し
ゃ
独
り
で
ガ
ン
ス
。
息
子
ハ

l
送
っ
て
来
い
と
言
っ
た
ら
、

風
だ
ん
ベ

l
寝
て
ゐ
る
で
独
り
で
行
け
と
い
ふ
か
ら
、
行
き
倒
れ
に
な
る
か

も
し
れ
ネ
!
と
い
っ
た
ら
、
な
っ
て
も
い
、
と
い
ふ
ヨ
、
ア
ハ
弘
、
〉
弘
、
乙

こ
の
婆
さ
ん
に
は
「
浴
泉
雑
記
」
の
人
物
ほ
ど
の
回
想
化
は
見
ら
れ
な
い
。
だ

が
、
「
耳
が
遠
い
の
で
」
相
手
の
言
葉
も
わ
か
ら
ぬ
ま
ま
「
罪
の
な
い
顔
で
笑
」
う

彼
女
は
、
苦
労
を
苦
労
と
思
わ
な
い
善
良
な
人
間
で
あ
り
、
や
は
り
超
俗
世
界
に

ふ
さ
わ
し
い
人
物
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
虚
子
の
「
超
俗
世
界
」
像
は
、
な
お
そ

れ
以
前
の
も
の
と
本
質
的
に
変
化
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
だ
が
、
従
来
の
作
品

で
は
、
人
物
は
風
景
の
一
部
と
し
て
従
属
的
に
描
か
れ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
に

対
し
、
こ
の
作
品
で
は
婆
さ
ん
と
の
会
話
に
多
く
の
ス
ペ
ー
ス
が
剖
か
れ
て
お
り
、

る人
。物
ま 描
ず 写

り 作
ピヨ t:I 

とお
従忠
琴お
り 移
管っ
中て
畠き

言宍
る r

る

亘さ

ZE 
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のり
意主
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をし
確 て
認 L、

し
て
お
き
た
い
。

『
汽
車
待
つ
間
』
(
明
治
担

-m)
は
、
「
川
越
線
の
或
る
寂
し
い
停
車
場
」
で
列

市
?
を
待
つ
「
二
時
間
た
ら
ず
の
間
」
に
、
「
余
」
が
待
合
茶
屋
で
見
た
の
ど
か
な
た

た
ず
ま
い
を
描
く
作
品
で
あ
る
。
「
囲
炉
裏
の
傍
で
片
胡
座
か
い
て
茶
碗
酒
を
あ

ほ
り
つ
、
あ
」
る
車
屋
の
熊
さ
ん
の
軽
妙
な
会
話
が
場
面
に
生
彩
を
与
え
て
お
り
、

「
二
里
の
山
路
」
に
見
ら
れ
た
人
物
描
写
の
増
大
は
、
こ
の
作
品
に
も
明
確
に
引
き

継
が
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
の
人
物
描
写
は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

「
余
」
は
、
「
言
葉
も
ど
こ
か
垢
ぬ
け
が
し
て
屈
で
こ
の
辺
の
土
音
で
は
な
い
」
神

さ
ん
と
「
紺
の
新
し
い
パ
ッ
チ
に
腹
か
け
、
小
ざ
つ
ば
り
し
た
身
な
り
」
の
車
夫

を
夫
婦
と
見
て
、

今
こ
そ
頭
も
禿
げ
て
を
れ
、
昔
は
こ
の
神
様
の
た
て
ひ
き
で
お
も
し
ろ
を

か
し
い
狂
言
の
と
ど
の
果
て
が
こ
の
片
田
舎
に
流
れ
来
て
此
小
娘
と
此
待
合

と
で
も
い
ふ
寸
法
な
の
で
あ
ら
う
か
、
車
ひ
く
外
能
が
な
い
亭
主
で
も
す
こ
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し
清
元
が
出
来
る
の
が
神
さ
ん
の
大
変
な
御
自
慢
と
で
も
い
ふ
の
で
は
あ
る

ま
い
か
、
以
前
は
東
京
の
場
末
で
格
子
戸
作
り
の
小
意
気
な
う
ち
に
住
ん
だ

こ
と
も
あ
る
の
で
あ
ら
う
、
川
越
あ
た
り
で
御
神
燈
を
下
げ
た
こ
と
が
な
い

の
で
も
あ
る
ま
い
:
:
:
、

と
考
え
る
。
こ
れ
は
単
な
る
「
余
」
の
「
想
像
」
に
過
ぎ
な
い
と
も
い
え
る
が
、
こ

れ
に
よ
っ
て
「
二
里
の
山
路
」
よ
り
さ
ら
に
積
極
的
に
人
物
の
現
実
生
活
に
踏
み

込
も
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

亭
主
が
小
さ
い
声
で
、
/
「
又
底
な
し
に
飲
ん
だ
く
れ
た
か
ら
サ
」
/
と

か
伺
と
か
言
っ
た
の
が
忽
ち
神
さ
ん
の
逆
鱗
に
振
れ
た
の
で
あ
る
。
/
「
痛

が
お
こ
っ
た
の
を
な
ぜ
飲
ん
だ
く
れ
た
か
ら
だ
と
お
判
じ
だ
え
、
よ
く
そ
ん

な
事
が
わ
か
る
ね
え
。
(
略
)
へ
ン
人
を
莫
迦
に
し
て
ゐ
や
が
ら
あ
。
お
前
さ

ん
そ
ん
な
下
ら
な
い
事
を
真
面
目
に
お
い
ひ
か
へ
、
あ
て
ず
っ
ぽ
う
な
事
は



よ
し
て
お
く
れ
。
」
/
な
ど
h

の
べ
つ
に
ま
く
し
か
け
ら
れ
て
亭
主
は
一
言
も

な
い
椋
子
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
、
担
俗
世
界
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
口
喧
嘩
が
描
か
れ
た
こ
と
は
な

ぃ
。
か
つ
て
、
明
治
三
一
、
二
年
の
超
俗
世
界
に
お
い
て
は
、
美
し
い
自
然
の
情

景
が
草
木
や
雲
の
た
た
ず
ま
い
と
し
て
描
写
さ
れ
、
人
物
も
ま
た
そ
れ
に
ふ
さ
わ

し
い
純
朴
さ
に
お
い
て
表
現
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、

口
喧
嘩
な
ど
は
超
俗
世
界
に

ふ
さ
わ
し
く
な
い
で
き
ご
と
と
し
て
周
到
に
排
除
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

に
対
し
、
「
二
里
の
山
路
」
か
ら
「
汽
車
待
つ
問
」
へ
の
作
品
展
開
の
中
で
人
物
の

現
実
的
あ
り
ょ
う
へ
の
関
心
が
深
ま
り
、
人
物
描
写
の
比
重
が
増
大
し
て
き
て
い

る
の
は
明
ら
か
な
変
化
で
あ
る
。
だ
が
、
人
物
へ
の
関
心
が
増
大
し
、
現
実
的
な

人
間
の
あ
り
ょ
う
が
そ
の
ま
ま
描
か
れ
て
来
た
こ
と
は
、
他
方
か
ら
言
え
ば
、
虚

子
に
と
っ
て
実
体
的
世
界
と
し
て
の
超
俗
世
界
を
特
徴

e

つ
け
る
指
標
が
見
失
わ
れ

た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
、
ど
の
よ

う
な
方
法
で
「
超
俗
世
界
」
を
表
現
す
る
の
か
が
虚
子
に
と
っ
て
大
き
な
課
題
と

な
っ
て
く
る
は
ず
だ
が
、
そ
れ
は
彼
に
と
っ
て
必
ず
し
も
易
し
い
問
題
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
以
後
、
約
三
年
間
の
虚
子
写
生
文
が
、
質
、
畳
と
も
に
極
め
て
低
調
で
あ

る
こ
と
は
、
そ
れ
が
彼
に
と
っ
て
苦
し
い
訪
但
の
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
例
え
ば
、
「
鉢
形
域
」
(
明
治
犯

-m)
で
は
、
作
品
世
界
の
中
心
と
な
る
べ

き
人
物
(
「
二
里
の
山
路
」
の
婆
さ
ん
や
「
汽
車
待
つ
間
」
の
熊
さ
ん
、
茶
屋
の
夫

婦
)
が
登
場
せ
ず
、
自
然
の
情
景
描
写
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
、

「
汽
車
待
つ
問
」
ま
で
の
成
果
が
全
く
生
か
さ
れ
て
い
な
い
事
を
意
味
す
る
。
ま

た
、
他
方
で
は
明
治
三
て
二
年
の
作
品
の
よ
う
に
美
し
い
自
然
に
ひ
た
す
ら
賛

美
と
畏
敬
の
目
を
向
け
る
姿
勢
も
失
わ
れ
、
全
体
と
し
て
は
情
景
描
写
も
生
彩
を

欠
い
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
こ
の
作
品
は
、
虚
子
が
超
俗
世
界

を
表
現
す
る
上
で
の
指
標
を
見
失
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の

時
期
の
作
品
の
低
調
さ
を
、
明
治
三
五
年
九
月
の
子
規
の
死
に
よ
る
精
神
的
シ
ヨ

ツ
ク
か
ら
く
る
も
の
と
す
る
見
解
も
あ
る
(
注
2
)
が
、
そ
れ
以
上
に
や
は
り
方

法
上
の
課
題
が
、
彼
に
混
迷
を
強
い
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
、
虚
子
が
新
た
な
毘

望
を
見
出
す
に
は
明
治
三
七
年
の
「
幻
往
時
の
跡
」
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

(注
2
)
市
柿
鍔
氏
は
「
こ
の
頭
梁
の
死
亡
は
、
ま
だ
一
人
立
ち
を
す
る
に
は
、
ま

だ
若
干
若
す
ぎ
た
同
人
の
す
べ
て
を
困
惑
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
(
略
)
殊
に

足
遅
れ
て
い
た
写
生
文
は
、
子
規
の
指
導
に
全
面
的
に
寄
り
か
か
っ
て
い
た

為
に
、
意
気
は
と
み
に
消
沈
し
て
、
し
ば
ら
く
は
閉
庖
休
業
の
て
い
た
ら
く
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で
あ
っ
た
。
」
(
「
虚
子
の
写
生
文
時
代
|
|
『
北
泊
岳
町
」
よ
り
『
帆
立
貝
」

ま
で
」
「
日
本
文
学
論
究
沼
」
昭
和
訂
・
日
)
と
指
摘
す
る
。

『
幻
住
庵
の
跡
』
(
明
治
訂
・
ロ
)
は
幻
住
庵
の
跡
を
訪
ね
た
「
余
」
の
見
聞
を

描
く
写
生
文
で
あ
る
。
雨
の
降
り
し
き
る
中
で
「
余
」
を
案
内
す
る
親
爺
は
「
惜

し
い
事
に
雨
や
無
か
っ
た
ら
、
此
の
後
ろ
の
松
茸
山
は
私
の
ぢ
や
で
、
旦
(
産
で
も

ひ
い
て
、
瓢
閥
単
で
も
持
っ
て
い
て
、
日
一
那
に
ゆ
っ
く
り
遊
ん
で
貰
ふ
の
に
。
其
処

へ
上
が
る
と
そ
ら
え
え
景
色
と
い
う
た
ら
。
天
気
さ
へ
善
か
っ
た
ら
、
堅
固
も
唐

崎
も
つ
い
其
処
に
見
え
る
:
:
・
・
」
と
い
う
素
朴
な
心
遣
い
を
示
し
、
彼
の
善
良
な

人
柄
が
こ
の
世
界
に
温
か
く
質
朴
な
趣
き
を
与
え
て
い
る
。
彼
は
確
か
に
超
俗
世

界
に
ふ
さ
わ
し
い
人
間
な
の
で
あ
る
。

幻
住
庵
の
跡
か
ら
の
帰
途
、
「
余
」
は
彼
の
家
に
招
き
入
れ
ら
れ
る
。



六
畳
一
聞
き
り
で
、
其
の
波
立
っ
た
畳
の
上
に
古
び
た
箪
笥
が
倒
れ
さ

う
に
置
い
て
あ
る
。
長
火
鉢
か
ら
は
油
虫
が
這
ひ
出
て
其
の
一
つ
は
今
腰

か
け
た
余
の
膝
に
早
這
い
上
っ
て
来
る
。
女
一
回
は
(
略
)
箪
笥
の
抽
斗
か

ら
と
つ
と
き
の
茶
を
出
し
て
欠
け
た
急
須
に
入
れ
て
呉
れ
る
。
(
略
)
首
筋

が
序
い
の
で
手
を
や
る
と
油
虫
が
落
ち
る
。
驚
い
て
見
る
と
酌
ん
で
く
れ

た
茶
碗
の
縁
に
も
二
匹
ば
か
り
髭
を
動
か
し
て
居
る
。
/
帰
り
途
に
案
内

者
に
彼
の
親
爺
の
身
の
上
を
聞
く
と
、
前
は
国
分
村
で
丸
山
勝
太
郎
と
い

へ
ば
、
泉
水
の
あ
る
家
に
住
ん
で
い
た
か
な
り
の
身
上
の
者
で
あ
っ
た
の

が
、
大
勢
の
子
持
ち
の
上
に
四
五
年
続
い
て
の
不
作
で
、
酒
も
飲
ま
ず
せ

っ
せ
と
稼
い
で
ゐ
て
貧
乏
し
て
ゐ
る
気
の
毒
な
人
ぢ
や
と
い
ふ
。
振
り
返

っ
て
見
る
と
、
も
う
柿
の
柏
が
僅
か
に
稲
の
秘
並
に
見
え
る
許
り
で
、
国

分
山
に
は
雨
雲
が
流
れ
て
居
る
。

こ
れ
が
作
品
の
結
末
だ
が
、
こ
こ
に
は
勝
太
郎
夫
婦
の
生
活
の
厳
し
さ
が
重
い

事
実
と
し
て
提
示
さ
れ
、
同
時
に
ま
た
彼
ら
に
よ
せ
る
「
余
」
の
関
心
の
深
さ
が

惨
み
出
て
い
る
。
先
に
「
二
里
の
山
路
」
か
ら
「
汽
車
待
つ
間
」
へ
の
展
開
に
お

い
て
、
「
余
」
の
人
間
の
現
実
的
側
面
へ
の
関
心
が
深
化
し
て
い
る
こ
と
を
見
た

が
、
現
実
的
生
活
人
と
し
て
の
勝
太
郎
の
登
場
は
、
「
幻
住
庵
の
跡
」
が
「
二
里
の

山
路
」
以
来
の
そ
の
傾
向
を
よ
り
発
展
さ
せ
た
作
品
で
あ
る
事
を
伺
よ
り
よ
く
示

す
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
単
に
人
間
へ
の
関
心
の
量
的
な
増
大
と
い
う
こ

と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
む
し
ろ
質
的
な
変
化
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
「
汽
車
待
つ
間
」
ま
で
の
作
品
で
は
、
人
間
へ
の
関
心
が
増
大
し
て
き

て
い
る
と
は
い
え
、
そ
の
関
心
は
な
お
傍
観
者
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、

丸
山
勝
太
郎
に
対
す
る
「
余
」
の
関
心
に
は
超
越
的
な
傍
観
者
性
と
は
異
質
な
切

実
な
親
愛
感
が
感
じ
ら
れ
、
こ
れ
は
人
間
へ
の
ま
な
ざ
し
の
質
に
お
け
る
大
き
な

変
化
だ
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
れ
で
は
、
勝
太
郎
が
現
実
生
活
の
苦
し
み
を
背
負
っ
た
人
間
で
あ
る

こ
と
は
、
何
を
示
し
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
旅
行
者
で
あ
る
「
余
」
の
目
か
ら
見

れ
ば
こ
の
場
所
は
超
俗
世
界
で
あ
る
の
に
対
し
、
勝
太
郎
に
と
っ
て
そ
れ
は
現
実

世
界
以
外
の
伺
物
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
、
〈
こ
こ
〉

と
い
う
場
所
は
超
俗
世
界
か
現
実
世
界
か
の
ど
ち
ら
か
の
ラ
ベ
ル
を
貼
る
こ
と
に

よ
っ
て
規
定
で
き
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
見
る
目
に
応
じ
て
異
な
る
姿
を
現
し

て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
具
体
的
な
ま
な
ざ
し
を
離
れ
た
実

体
と
し
て
の
超
俗
世
界
な
ど
あ
り
え
な
い
と
い
う
事
で
あ
り
、
さ
ら
に
言
え
ば
、

〈
こ
こ
〉
を
ど
の
よ
う
に
表
現
す
る
か
は
語
り
手
の
ま
な
ざ
し
に
負
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
も
あ
る
。

対
象
の
超
俗
世
界
的
側
面
と
は
、
旅
行
者
の
傍
観
者
的
な
ま
な
ざ
し
に
よ
っ
て
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見
え
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
、
語
り
手
が
超
俗
世
界
に
強
い
主
体

的
関
心
を
寄
せ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
激
石
は
「
写
生
文
」
(
明

治
却
・

1
)
に
お
い
て
、
「
写
生
文
家
の
人
事
に
対
す
る
態
度
」
を
「
大
人
が
子
供

を
視
る
の
態
度
」
「
両
親
が
児
童
に
対
す
る
の
態
度
」
と
し
、
自
分
は
「
泣
か
ず
し

て
他
の
泣
く
の
を
叙
す
る
も
の
」
で
あ
っ
て
、
同
時
に
「
無
慈
悲
で
は
な
い
、
冷

酷
で
も
な
い
。
(
略
)
傍
か
ら
見
て
気
の
毒
の
念
に
堪
え
ぬ
裏
に
微
笑
を
包
む
同
情

で
あ
る
」
と
述
べ
た
。
こ
れ
を
単
に
傍
観
者
的
で
無
感
動
な
態
度
と
考
え
て
は
な

ら
な
い
。
「
両
親
が
児
童
」
を
「
気
の
毒
の
念
に
堪
え
ぬ
」
ま
な
ざ
し
で
見
る
時
、

心
が
強
く
動
か
さ
れ
て
い
な
い
は
ず
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
あ
る
対
象

に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
、
言
葉
で
表
現
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
そ
の
語
り
手
は
一
方
で

対
象
に
激
し
く
関
心
を
寄
せ
な
が
ら
、
他
方
で
は
傍
観
者
的
な
目
を
保
持
す
る
パ

ラ
ン
ス
感
覚
を
不
可
避
的
に
要
求
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
は
、
激
石
が



「
写
生
文
」
で
述
べ
た
こ
と
は
、
単
に
写
生
文
と
い
う
散
文
ジ
ャ
ン
ル
に
固
有
の
方

法
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
言
葉
で
対
象
を
表
現
す
る
時
の
一
般
的
方
法
態

度
だ
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
(
注
3
)

当
時
に
お
い
て
も
、
言
葉
に
よ
っ
て
対
象
を
描
写
、
表
現
す
る
と
い
う
事
を
対

象
に
切
実
に
密
着
し
て
ゆ
く
姿
勢
に
重
点
を
置
い
て
理
解
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。

そ
の
よ
う
に
バ
ラ
ン
ス
を
欠
い
た
見
方
に
対
し
て
は
、
こ
こ
で
激
石
の
述
べ
た
事

は
反
措
定
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
(
注
4
)
激
石
が
写
生
文
作
家
の

姿
勢
と
し
て
傍
観
者
的
な
「
余
裕
」
を
強
調
し
た
の
は
、
必
ず
し
も
そ
れ
だ
け
を

一
面
的
に
強
調
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
く
、
他
方
で
対
象
へ
の
激
し
い
主
体
的

関
心
を
も
要
求
し
た
う
え
で
、
あ
く
ま
で
も
二
つ
の
志
向
の
バ
ラ
ン
ス
を
踏
ま
え

た
発
言
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
こ
そ
、
そ
れ
は
写
生
文
の
方
法
に
と
ど

ま
ら
ず
、
小
説
の
方
法
を
も
含
み
こ
ん
だ
よ
り
一
般
的
な
表
現
方
法
に
通
じ
る
も

の
だ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

だ
が
ま
た
、
写
生
文
は
対
象
を
あ
く
ま
で
も
一
つ
の
情
景
と
し
て
み
て
、
そ
こ

に
内
包
さ
れ
る
人
間
ド
ラ
マ
に
深
く
踏
み
込
む
こ
と
な
く
、
外
側
か
ら
そ
れ
を
眺

め
る
と
い
う
性
格
を
強
く
も
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
傍
観
者
的
余
裕
は
、
や

は
り
写
生
文
の
作
者
に
固
有
の
態
度
へ
の
認
識
で
あ
っ
た
こ
と
も
否
定
で
き
な

ぃ
。
そ
の
よ
う
に
見
て
く
れ
ば
、
激
石
が
「
写
生
文
」
で
述
べ
た
こ
と
の
位
相
が

か
な
り
は
っ
き
り
と
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
写
生
文
家
が
対
象
に
共
感
し
、

同
情
し
、
よ
り
そ
っ
て
い
こ
う
と
す
る
ま
な
ざ
し
と
、
観
察
し
、
分
析
し
、
価
値

判
断
す
る
傍
観
者
の
ま
な
ざ
し
と
い
う
、
相
互
に
背
反
し
矛
盾
し
た
二
つ
の
ま
な

ざ
し
に
よ
り
つ
つ
対
象
を
見
据
え
る
と
い
う
困
難
な
立
場
に
身
を
置
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
が
、
そ
れ
は
確
か
に
写
生
文
に
限
ら
ず
一
般
的
に
対
象

を
言
葉
で
表
現
す
る
時
の
態
度
へ
の
認
識
で
あ
っ
た
と
と
も
に
、
そ
れ
を
踏
ま
え

た
上
で
の
相
対
的
な
意
味
に
お
い
て
、
や
は
り
余
裕
的
態
度
へ
の
傾
斜
を
一
定
程

度
に
お
い
て
示
す
も
の
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
幻
住
庵
の
跡
」
の
結
末
の
一
文
を
も
う
一
度
見
ょ
う
。
「
振
り
返
っ
て
見
る

と
、
も
う
柿
の
制
が
僅
か
に
稲
の
穂
並
に
見
え
る
許
り
で
、
国
分
山
に
は
雨
雲
が

流
れ
て
居
る
」
。
こ
の
文
は
確
か
に
、
旅
人
の
目
か
ら
見
た
自
然
的
世
界
と
し
て
の

国
分
村
を
現
し
て
い
る
の
だ
が
、
美
し
い
絵
画
的
情
景
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
そ

の
同
じ
光
景
の
中
に
、
読
者
は
「
酒
も
飲
ま
ず
せ
っ
せ
と
稼
い
で
ゐ
て
貧
乏
し
て

ゐ
る
気
の
毒
な
」
丸
山
勝
太
郎
の
住
む
現
実
世
界
を
同
時
に
重
ね
見
な
い
で
あ
ろ

う
か
。
こ
の
よ
う
な
描
写
は
、
そ
の
世
界
に
強
い
関
心
を
惹
か
れ
な
が
ら
、
他
方

で
は
そ
れ
を
旅
人
の
傍
観
者
的
な
目
か
ら
見
る
「
余
」
の
ま
な
ざ
し
に
よ
っ
て
可

能
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
こ
に
お
い
て
、
虚
子
は
初
め
て
激
石
の
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い
う
「
写
生
文
家
」
の
ま
な
ざ
し
を
獲
得
し
た
と
も
言
え
る
の
で
あ
っ
て
、
「
幻
住

庵
の
跡
」
の
意
義
は
、
決
し
て
小
さ
く
な
い
の
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
れ
ら
の
す
べ
て
が
、
こ
こ
で
虚
子
に
認
識
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

こ
こ
で
彼
が
認
識
し
た
の
は
、
超
俗
世
界
は
実
体
的
存
在
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
対
象
を
意
味

e

つ
け
る
の
は
あ
く
ま
で
も
語
り
手
の
ま
な
ざ
し
に
ほ
か
な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
見
方
に
従
っ
て
、
彼
は
こ
の
後
、
作
品
の
中

で
語
り
手
の
目
の
機
能
を
自
覚
的
に
追
求
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

『
影
法
師
』
(
明
治
犯
・

1
〉
は
、
琵
琶
湖
疏
水
の
屋
根
舟
で
逢
坂
山
の
ト
ン
ネ

ル
を
抜
け
る
体
験
を
綴
っ
た
小
品
だ
が
、
そ
れ
は
や
は
り
超
俗
的
世
界
へ
の
旅
で

あ
る
。

燈
飽
の
明
り
で
地
獄
の
陪
穴
道
を
た
ど
る
と
い
ふ
心
持
ち
で
あ
る
。
ゴ

ツ
ト
ン
/
¥
と
櫓
時
間
が
鳴
る
の
が
酔
陶
し
い
頭
に
響
く
。
船
頭
が
歌
を
話

ひ
出
す
。
葬
礼
の
響
を
遠
方
か
ら
聞
く
や
う
な
引
立
た
ぬ
調
子
で
あ
る
。



陰
気
で
/
¥
堪
へ
ら
れ
な
く
な
っ
て
来
る
。
船
の
低
い
天
井
が
益
低
く
な

っ
て
来
る
。

」
の
世
界
は
一
貫
し
て
「
死
」
の
世
界
と
し
て
描
写
さ
れ
て
お
り
、
作
者
は

「
余
」
の
主
観
に
よ
っ
て
明
確
に
対
象
を
意
味
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で

は
、
「
余
」
の
主
体
的
ま
な
ざ
し
が
積
極
的
に
機
能
す
る
こ
と
に
よ
り
、
外
的
情
景

の
裏
側
に
同
時
に
一
刻
一
刻
の
「
余
」
の
内
面
の
揺
れ
動
き
が
表
現
さ
れ
る
こ
と

に
も
な
っ
て
い
る
。

物
音
は
も
う
其
処
迄
来
る
。
其
は
鉄
線
に
伝
ふ
て
一
般
の
船
が
疏
水
を

上
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
舶
に
七
り
ん
が
置
い
で
あ
っ
て
其
に
火
が
燃
え

て
居
る
。
其
ゆ
ら
ゆ
ら
し
た
炎
の
中
に
見
え
る
船
頭
の
顔
も
現
実
界
の
人

と
し
て
は
目
が
大
き
過
ぎ
る
、
口
が
大
き
過
ぎ
る
、
色
が
赤
過
ぎ
る
。
之

も
地
獄
の
伺
者
か
で
あ
ら
う
か
と
見
て
い
る
と
、
ウ
ア
l
ツ
と
物
恐
ろ
し

い
声
を
出
し
て
白
い
歯
を
む
く
。

「
炎
の
中
に
見
え
る
船
頭
の
顔
」
を
「
目
が
大
き
過
ぎ
る
、
口
が
大
き
過
ぎ
る
、

色
が
赤
過
ぎ
る
」
と
見
た
対
象
描
写
は
、
同
時
に
「
余
」
の
内
面
の
圧
迫
感
と
恐

怖
感
を
表
現
し
て
い
る
。
逆
に
言
え
ば
、
「
余
」
が
激
し
く
対
象
に
ひ
き
つ
け
ら
れ

る
こ
と
が
独
自
な
対
象
把
握
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

他
の
ま
な
ざ
し
が
抑
圧
さ
れ
、
対
象
を
一
つ
の
ま
な
ざ
し
か
ら
の
見
方
の
み
描
き

出
す
結
果
と
な
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
「
余
」
の
ま
な
ざ
し
が
対
象
に
独
自
に
か
か

わ
る
こ
と
で
対
象
の
独
自
な
表
現
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
の
意
義
は
、
確
認
し
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

虚
子
は
明
治
三
九
年
後
半
以
降
、
「
主
観
」
的
写
生
と
い
う
こ
と
を
し
き
り
に
言

い
始
め
る
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
で
彼
は
、
〈
何
を
〉
語
る
か
で
は
な
く
、
〈
ど
の
よ

う
に
〉
語
る
か
を
通
し
て
、
語
り
手
の
独
自
な
感
覚
や
気
分
が
表
現
さ
れ
る
こ
と

に
注
目
し
て
い
く
。
例
え
ば
、
「
写
生
文
を
面
白
く
す
る
方
法
は
、
(
略
)
誰
の
目

に
も
平
凡
、
陳
腐
に
見
え
る
こ
と
を
作
者
の
他
の
人
と
異
な
る
顕
で
格
段
な
観
察

を
す
る
、
そ
う
す
る
と
平
凡
な
事
が
平
凡
で
な
く
、
陳
腐
な
事
が
清
新
の
気
を
帯

び
て
く
る
よ
う
に
な
る
」
(
「
写
生
文
四
法
」
明
治
犯
・
ロ
「
俳
諮
一
口
噺
」
)
と
い

ぃ
、
「
写
生
文
は
断
じ
て
博
物
学
的
な
叙
述
で
は
な
い
。
(
略
)
決
し
て
写
真
の
加

く
、
そ
の
儲
に
は
写
し
て
は
お
ら
ぬ
。
否
写
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
必
ず
、
作
者

そ
の
人
の
調
子
が
、
そ
の
描
写
の
上
に
現
れ
な
け
れ
ば
や
ま
ぬ
か
ら
で
あ
る
」

(
「
写
生
文
の
由
来
と
そ
の
意
義
」
明
治
却
・

3
)
と
い
う
。
こ
の
認
識
が
、
作
品

世
界
制
出
の
上
で
重
要
な
基
礎
と
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
し
、
先
に
見
た

「
影
法
師
」
は
そ
の
一
つ
の
実
例
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
影
法
師
」
の
対
象
は
情
景
に
限
定
さ
れ
て
い
た
が
、
ま
な
ざ
し
の
主
観
性
に

よ
る
対
象
の
独
自
の
把
握
と
表
現
と
い
う
こ
と
が
、
問
中
に
あ
る
情
景
を
そ
の
よ
う
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に
見
る
と
い
う
の
に
と
ど
ま
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
情
景
描
写
と
と

も
に
、
人
物
描
写
を
通
じ
て
、

一
つ
の
世
界
を
全
体
と
し
て
ど
の
よ
う
に
表
現
す

る
か
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
「
幻
住
庵
の
跡
」
を
思
い
出
せ
ば
よ
い
。
そ
の
結
末
に

お
い
て
、
「
国
分
山
」
に
向
け
ら
れ
た
「
余
」
の
日
は
、
丸
山
勝
太
郎
に
対
す
る
主

休
的
な
興
味
に
支
え
ら
れ
な
が
ら
、
他
方
で
傍
観
者
的
な
ま
な
ざ
し
を
維
持
し
て

い
た
。
こ
れ
ら
の
矛
盾
し
相
反
す
る
ま
な
ざ
し
を
機
能
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ

れ
自
体
現
実
的
存
在
で
あ
る
「
国
分
山
」
を
超
俗
世
界
と
し
て
描
き
出
す
こ
と
が

で
き
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
「
幻
住
庵
の
跡
」
の
場
合
に
は
、
そ
れ
は
結
末
部
分
に

つ
い
て
の
み
い
え
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
虚
子
自
身
そ
の
こ
と
を
十
分
明
確
に
自

覚
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
主
観
的
な
ま
な
ざ
し
に
よ
る
対
象
世
界

の
独
自
な
表
現
と
い
う
こ
と
に
自
覚
的
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
で
は
、
積
極
的
で
主
体

的
な
ま
な
ざ
し
と
傍
観
者
的
な
ま
な
ざ
し
を
同
時
に
維
持
し
う
る
対
象
(
人
物
)



と
出
会
え
る
か
ど
う
か
(
あ
る
い
は
作
り
出
せ
る
か
ど
う
か
)
が
、
伺
よ
り
重
要

な
問
題
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
実
際
に
お
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
素
材

に
出
会
い
、
作
品
全
体
に
わ
た
っ
て
そ
の
素
材
を
生
か
し
得
た
時
、
「
風
流
世
法
」

「
斑
鳩
物
語
」
の
美
し
い
超
俗
世
界
が
成
立
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

(注
3
)
確
か
に
、
現
実
に
お
け
る
〈
も
の
〉
は
単
一
の
実
体
と
し
て
存
在
す
る
の

で
は
な
く
、
重
居
し
交
錯
す
る
ま
な
ざ
し
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
を
開

示
す
る
と
い
う
し
か
た
で
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
語
り
手
の
主
観

的
な
目
が
見
た
対
象
の
傑
を
そ
の
ま
ま
対
象
の
「
客
観
的
実
体
」
と
す
る
の

で
は
な
く
、
現
実
に
お
け
る
〈
も
の
〉
の
存
在
の
し
か
た
に
即
し
て
表
現
す

る
た
め
に
は
、
激
石
が
「
写
生
文
」
で
示
し
た
認
識
が
極
め
て
重
要
な
意
味

を
も
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

(注
4
)
例
え
ば
、
当
時
の
自
然
主
義
が
も
っ
て
い
た
、
対
象
を
悲
惨
で
醜
悪
な
側

国
に
お
い
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
傾
向
は
そ
の
一
例
で
あ
る
し
、
私
小
説
の

場
合
に
見
ら
れ
る
表
現
へ
の
過
度
の
お
も
い
い
れ
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。
伺

れ
の
場
合
に
も
、
対
象
を
傍
観
者
的
に
突
き
放
す
こ
と
よ
り
も
、
対
象
を
ひ

き
つ
け
、
そ
れ
に
密
着
し
て
行
く
こ
と
で
切
実
な
表
現
に
至
り
得
る
と
い
う

考
え
が
一
般
的
な
の
で
あ
る
。

『
風
流
協
法
』
(
明
治
却
・

4
)
は
「
横
河
」
「
一
力
」
の
二
章
か
ら
な
る
。
こ

の
よ
う
に
、
「
叡
山
の
三
塔
の
う
ち
で
も
一
番
奥
ま
っ
て
ゐ
る
の
で
淋
し
い
こ
と
も

ま
た
格
別
」
な
場
所
と
、
祇
園
の
華
や
か
な
舞
妓
達
の
世
界
に
舞
台
を
設
定
し
た

点
に
、
超
俗
的
世
界
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
作
者
の
意
図
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
事

は
い
う
ま
で
も
な
い
。
だ
が
、
よ
り
重
要
な
の
は
人
物
設
定
で
あ
る
。
登
場
人
物

と
し
て
重
要
な
の
は
横
河
の
小
僧
一
念
で
あ
る
が
、
彼
は
「
横
河
」
「
一
力
」
の
二

つ
の
章
に
ま
た
が
っ
て
登
場
し
、
い
わ
ば
二
つ
の
世
界
を
結
び
つ
け
る
人
物
で
あ

る
。
ま
た
、
彼
に
は
直
接
的
な
モ
デ
ル
が
な
く
、
作
者
の
創
作
に
か
か
る
人
物
で

あ
る
こ
と
も
、
作
者
の
積
極
的
な
窓
図
を
託
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
こ
と
を
班
わ
せ

る
。
彼
は
「
余
」
に
「
友
達
の
や
う
な
口
を
き
」
き
、
「
ア
ン
ナ
汚
い
湯
に
這
入
ら

な
く
っ
た
っ
て
京
都
に
い
く
ら
で
も
い
い
湯
が
あ
ら
ア
〈
略
)
蒸
気
で
わ
か
す
の

だ
ヨ
」
と
教
え
、
「
余
」
の
ノ
l
ト
の
絵
を
見
て
「
大
き
な
目
に
冷
笑
の
光
を
み
な

ぎ
ら
せ
」
な
が
ら
、
「
下
手
だ
ナ
ア
。
僕
の
方
が
よ
っ
ぽ
ど
う
ま
い
や
」
と
「
府
民
」

す
る
。
総
じ
て
彼
の
言
葉
に
は
激
し
い
自
我
意
識
が
現
れ
て
お
り
、
「
毎
日
一
時
間

半
づ
っ
中
堂
で
看
経
を
せ
ら
れ
る
」
ほ
か
は
「
眠
い
時
は
朝
か
ら
で
も
眠
ら
れ
る
」
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和
尚
ゃ
、
虚
空
蔽
へ
お
参
り
し
て
「
阿
保
ど
す
さ
か
い
に
知
恵
お
く
れ
や
す
」
と

拝
む
舞
妓
三
千
歳
が
ま
ぎ
れ
も
な
く
超
俗
世
界
の
住
人
で
あ
る
の
と
比
較
す
れ

ば
、
そ
の
異
質
性
は
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。
「
蒸
気
で
わ
か
す
」
風
呂
を
賛
美
す
る

彼
は
超
俗
世
界
よ
り
文
明
世
界
に
価
値
を
見
出
し
て
い
る
し
、
彼
の
は
ぎ
れ
よ
い

東
京
弁
と
和
尚
や
三
千
歳
の
の
ん
び
り
し
た
京
都
弁
は
、
両
者
の
異
質
性
を
鋭
く

反
映
し
て
い
る
。
彼
は
、
従
来
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
超
俗
世
界
に
ふ
さ
わ
し
い

人
間
な
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
競
争
社
会
と
し
て
の
現
実
世
界
に
ふ
さ
わ
し
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
余
」
は
そ
の
よ
う
な
一
念
に
強
く
心
ひ
か
れ
、
彼
と
の
会
話
を
楽
し
む
の
だ

カt

一
念
自
身
に
と
っ
て
、
比
叡
山
繊
河
の
住
み
込
み
小
僧
と
い
う
境
遇
が
満
足

す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
が
な
い
。
「
東
京
に
は
い
つ
ま
で
い
た
の
」
と
聞
く

「
余
」
に
、
彼
は
こ
う
答
え
る
。

「
去
年
ま
で
。
尋
常
を
卒
業
す
る
と
コ
チ
ラ
へ
来
た
の
。
君
、
桜
田
小



学
校
知
っ
て
る
か
い
。
僕
あ
そ
こ
に
行
っ
て
た
ん
だ
ヨ
。
山
崎
や
成
田
は

今
年
高
等
二
年
に
な
る
ん
だ
っ
て
威
張
っ
て
ら
ア
。
こ
な
ひ
だ
手
紙
を
よ

こ
し
た
ヨ
。
字
ナ
ン
カ
や
っ
ぱ
り
下
手
だ
ア
。
ネ
l
君
、
い
く
ら
威
張
つ

た
っ
て
字
の
下
手
な
の
は
見
っ
と
も
無
い
や
」

こ
の
言
葉
に
は
尋
常
小
学
校
で
「
一
番
だ
っ
た
」
こ
と
へ
の
白
侍
と
、
そ
れ
に

も
関
わ
ら
ず
、
自
分
が
こ
う
し
て
い
る
間
に
東
京
の
友
人
に
取
り
残
さ
れ
て
ゆ
く

こ
と
へ
の
焦
り
が
こ
め
ら
れ
て
い
よ
う
。
ま
た
、
作
品
結
末
で
三
千
歳
が
一
念
に

つ
い
て
も
ら
す
次
の
よ
う
な
つ
ぶ
や
き
も
見
逃
せ
な
い
。

「
お
父
つ
あ
ん
も
お
母
は
ん
も
無
い
の
や
て
な
。
可
哀
相
や
お
へ
ん
か
。

ど
し
て
横
河
み
た
い
な
淋
し
い
所
へ
叔
母
は
ん
が
や
り
や
は
っ
た
ん
や

ろ
」一

」
れ
ら
の
言
葉
は
、

一
念
が
東
京
に
心
を
残
し
な
が
ら
東
京
を
去
ら
ね
ば
な
ら

な
か
っ
た
こ
と
、
両
親
を
失
っ
た
だ
け
で
な
く
肉
親
の
叔
母
の
元
に
も
居
ら
れ
な

い
こ
と
、
す
な
わ
ち
彼
が
現
実
世
界
に
居
場
所
を
持
た
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
を

示
し
て
い
よ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
彼
の
「
機
鋒
鋭
く
し
て
当
た
る
べ
か
ら
」
ざ
る

言
動
は
、
現
実
社
会
に
生
き
る
こ
と
を
強
く
望
み
な
が
ら
、
心
な
ら
ず
も
そ
こ
か

ら
は
じ
き
だ
さ
れ
た
彼
の
心
の
白
か
ら
発
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
「
風
流
倣
法
」
は
確
か
に
超
俗
世
界
に
お
け
る
幼
い
恋
を
描
く
の
だ
が
、
そ
の

嬰
側
に
は
厳
し
い
現
実
世
界
の
存
在
が
透
か
し
見
え
る
。
ま
た
そ
れ
故
に
こ
そ
、

一
念
の
傷
を
温
か
く
包
み
込
も
う
と
す
る
三
千
歳
の
恋
心
が
際
立
っ
て
く
る
わ
け

で
、
「
余
」
は
そ
の
よ
う
な
二
人
の
あ
り
よ
う
に
深
い
感
興
を
党
え
る
の
で
あ
る
。

も
し
一
念
が
描
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
「
余
」
の
関
わ
る
相
手
は
横
河
の
和
尚
と

一
力
の
三
千
歳
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
時
こ
の
世
界
が
よ
り
徹
底
し
た
超
俗
世
界
と

な
っ
た
の
は
確
実
だ
が
、
虚
子
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
は
自
己
の
モ
チ
ー
フ
を
十
全

に
展
開
し
え
な
い
と
感
じ
た
の
に
違
い
な
い
。
こ
の
時
期
の
虚
子
に
は
超
俗
他
界

が
実
体
的
世
界
で
な
い
こ
と
は
明
確
に
確
認
さ
れ
て
い
た
。
「
横
河
」
や
「
一
力
」

が
ど
れ
ほ
ど
そ
れ
自
体
超
俗
世
界
と
見
え
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
旅
人
の
目

か
ら
見
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
意
味
づ
け
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
「
余
」
が
旅
行
者

と
し
て
の
ま
な
ざ
し
を
維
持
す
る
こ
と
が
不
可
欠
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
も
し
、
「
余
」
が
切
実
な
興
味
に
志
か
れ
て
二
人
の
運
命
に
密
着
し
た
と
す
れ

ば
、
こ
の
世
界
は
超
俗
世
界
と
し
て
の
性
絡
を
失
い
、
現
実
世
界
の
ド
ラ
マ
を
民

開
し
は
じ
め
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
も
し
人
物
の
現
実
的

側
面
を
全
く
拾
象
し
、
彼
ら
に
主
体
的
な
関
心
を
悲
か
れ
る
こ
と
も
な
い
ま
ま
彼

ら
を
描
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

mに
一
面
的
で
平
仮
な
も
の
に
お
わ
る
ほ
か
な

か
っ
た
だ
ろ
う
。
「
余
」
は
、
こ
の
世
界
に
住
む
人
々
に
深
く
心
動
か
さ
れ
、
関
心

を
寄
せ
て
行
き
つ
つ
、
決
し
て
そ
こ
に
深
入
り
し
て
は
な
ら
な
い
。
「
余
」
の
ま
な
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ざ
し
は
、
あ
く
ま
で
ら
矛
盾
し
相
反
す
る
こ
の
二
つ
の
指
向
を
バ
ラ
ン
ス
さ
せ
る

こ
と
を
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
風
流
倣
法
」
は
次
の
よ
う
に
閉
じ
ら
れ
る
。

横
河
の
夜
は
更
け
に
く
か
っ
た
が
祇
園
の
夜
は
更
け
や
す
い
。
/

「ハ

l
イ
l
」
/
と
い
ふ
子
供
衆
の
長
い
返
事
が
楼
中
に
響
き
わ
た
っ
て
間

こ
え
る
。

「
余
」
が
ど
ん
な
関
心
を
一
念
に
抱
い
た
に
せ
よ
、
結
局
す
べ
て
は
「
更
け
や

す
い
」
「
紙
国
の
夜
」
の
閣
の
中
に
美
し
く
溶
け
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
作
品
世
界

の
ト
l
ン
は
、
「
余
」
の
一
念
に
寄
せ
る
強
い
関
心
と
、
他
方
で
の
傍
観
者
的
態
度

と
の
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
関
係
の
中
で
初
め
て
作
り
出
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
以

上
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
「
風
流
世
法
」
が
成
功
し
た
理
由
は
、
伺
よ
り
も
ま
ず
一
念

と
い
う
人
物
を
創
出
し
た
こ
と
の
な
か
に
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。



『
斑
鳩
物
語
』
(
明
治
却
・

5
)
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
小
説
は
、
ま
ず
、
法
隆

寺
門
前
の
大
黒
屋
に
到
着
し
た
「
余
」
が
お
道
に
案
内
さ
れ
て
部
屋
に
入
る
と
こ

ろ
か
ら
始
め
ら
れ
〈
上
)
、
翌
日
菜
の
花
畑
の
中
で
男
の
胸
に
も
た
れ
て
泣
く
お
道

を
目
撃
す
る
場
面
を
山
場
と
し
て
(
中
)
、
そ
の
夜
の
お
道
の
機
音
が
響
く
場
面

(
下
)
に
よ
っ
て
閉
じ
ら
れ
る
。
こ
の
物
語
は
、
一
貫
し
て
お
道
を
そ
の
中
心
に
据

え
て
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

大
黒
屋
に
入
っ
た
「
余
」
は
「
大
和
一
円
が
一
目
に
見
渡
さ
れ
る
よ
う
な
い
い

眺
望
」
に
感
動
し
つ
つ
お
道
と
の
会
話
を
楽
し
む
が
、
注
目
さ
れ
る
の
は
「
余
」
が

は
じ
め
か
ら
彼
女
に
並
々
な
ら
ぬ
関
心
を
抱
き
、
「
心
を
牽
」
か
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
部
屋
を
出
よ
う
と
す
る
彼
女
を
「
わ
ざ
と
」
「
引
き
止
め
て
」
部
屋
か
ら
見

え
る
景
色
を
説
明
さ
せ
た
時
、
彼
女
の
顔
が
「
い
き
/
¥
と
し
て
来
る
」
と
と
も

に
そ
の
「
眼
」
が
「
異
様
に
燃
え
て
い
る
」
の
が
「
余
」
の
眼
を
引
く
。
娘
の
こ

の
よ
う
な
表
情
は
、
そ
の
奥
に
潜
む
ド
ラ
マ
を
暗
示
す
る
が
、
そ
れ
は
「
い
い
人

に
見
つ
か
ろ
う
も
ん
な
ら
大
変
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う
「
余
」
の
軽
口
に
対
す
る

「
ホ
、
¥
馬
鹿
に
お
し
や
す
。
そ
ん
な
も
の
が
あ
る
よ
う
な
ら
ナ
l
。
(
略
)
無

い
こ
と
も
お
へ
ん
け
ど
ナ
l
」
と
い
う
彼
女
の
言
葉
に
よ
っ
て
に
わ
か
に
現
実
性

を
帯
び
て
く
る
。
そ
の
よ
う
な
設
定
の
上
に
立
っ
て
、
(
中
)
の
菜
の
花
畑
の
場
面

が
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。
「
余
」
は
法
起
寺
の
三
重
塔
の
上
に
立
っ
て
菜
の
花
畑
を

見
て
い
る
。

宿
屋
の
二
階
で
見
た
菜
の
花
畑
は
す
ぐ
此
塔
の
下
ま
で
も
続
い
て
居

る
。
梨
子
の
棚
も
と
び
/
¥
に
あ
る
。
麗
か
な
春
の
日
が
一
面
に
其
上
に

当
っ
て
居
る
o

A
一
寸
我
等
の
登
っ
て
ゐ
る
塔
の
影
は
塔
に
近
い
一
反
ば
か
り

の
菜
の
花
の
上
に
落
ち
て
居
る
。
「
又
来
く
さ
っ
た
な
。
又
二
人
で
泣
い

て
る
な
」
/
と
小
僧
サ
ン
は
独
り
言
を
い
ふ
。
見
る
と
、
其
塔
の
影
の
中

に
一
人
の
僧
と
一
人
の
娘
と
が
侍
り
添
ふ
や
う
に
し
て
立
話
し
を
し
て
居

る
。
女
は
的
の
同
に
先
れ
て
泣
い
て
居
る
。
二
人
の
半
身
は
菜
の
花
に
か

く
れ
て
居
る
。

こ
の
「
女
」
と
「
伯
」
は
菜
の
花
畑
の
風
景
の
一
部
と
し
て
柿
写
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
は
確
か
に
美
し
い
一
帽
の
超
俗
的
風
景
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
直
後
「
余
」
は

小
僧
の
口
か
ら
彼
ら
が
了
排
出
と
お
道
で
あ
る
こ
と
を
教
え
ら
れ
、
自
分
が
図
ら
ず

も
二
人
の
悲
恋
の
現
場
に
立
ち
会
っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
。
そ
の
後
に
は
次
の
よ

う
な
情
景
揃
写
が
続
く
。

何
か
二
人
は
話
し
て
ゐ
る
ら
し
い
が
言
葉
は
す
こ
し
も
聞
こ
え
ぬ
。
二

人
は
塔
の
上
に
人
が
あ
っ
て
見
下
ろ
し
て
居
ょ
う
と
は
気
が
つ
く
わ
け
も

無
く
、
了
然
は
お
道
を
ひ
き
ょ
せ
る
や
う
に
し
て
坊
主
頭
を
動
か
し
て
話
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し
て
居
る
。
菜
の
花
を
摘
み
取
っ
て
髪
に
持
み
な
が
ら
聞
い
て
ゐ
た
お
道

は
急
に
頭
を
振
っ
て
包
み
に
顔
を
推
し
あ
て
て
泣
く
。

こ
こ
で
、
小
僧
は
「
余
」
に
お
道
の
言
葉
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
聞
か
せ
る
。

了
排
出
は
ん
が
え
ら
い
坊
ん
さ
ん
に
な
ら
は
る
の
に
は
自
分
が
退
く
の
が

一
番
や
と
い
ふ
事
は
知
て
る
け
ど
、
こ
ち
ら
か
ら
は
思
ひ
切
る
こ
と
は
出

来
ん
。
了
然
は
ん
の
方
か
ら
棄
て
な
は
る
の
は
勝
手
や
。
こ
ち
ら
は
焦
が

れ
死
に
に
死
ぬ
ま
で
も
片
思
ひ
に
思
う
て
思
ひ
抜
い
て
見
せ
る
。

そ
の
後
に
、
さ
ら
に
情
景
描
写
が
続
く
。

塔
の
影
が
見
る
う
ち
に
移
る
。
お
道
は
い
つ
の
間
に
か
塔
の
影
の
外
に

存
っ
て
菜
の
花
の
蒸
す
や
う
な
中
に
春
の
日
を
正
面
に
受
け
て
居
る
。
涙

に
ぬ
れ
て
い
る
顔
が
菜
種
の
花
の
露
よ
り
も
光
っ
て
美
く
し
い
。

こ
の
場
面
の
状
況
設
定
の
巧
み
さ
は
見
逃
せ
な
い
。
菜
の
花
畑
の
中
に
い
る
お

道
と
了
然
は
あ
く
ま
で
も
美
し
い
情
景
の
中
に
お
け
る
一
点
景
と
し
て
見
ら
れ
て



い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
「
余
」
が
彼
ら
の
言
葉
が
「
す
こ
し
も
聞
こ
え
ぬ
」
三
重

塔
の
上
に
い
る
こ
と
に
よ
る
。
他
方
に
お
い
て
は
、
こ
の
場
所
で
「
余
」
は
小
僧

の
口
か
ら
お
道
の
激
し
い
恋
を
聞
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
お
道
と
了
然
の
姿
に
強
く

心
動
か
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
「
余
」
の
対
象
に
対
す
る
切
実
な
関
心
と
高
い
位
置
か

~，ら
る の
わ傍
け観
で者
、的

言葉
作 z

71、
れ極

語学
::，画
関車た
が子、

菜 ff3
桓 で
の 並
花立
のし
亘苔 つ
よる
り状
も況
光が
つ吾凡-RX 
て定
美さ
くれ
して

い
」
と
い
う
お
道
の
描
写
は
、
そ
の
よ
う
な
二
つ
の
ま
な
ざ
し
が
同
時
に
機
能
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
可
能
に
な
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
巧
み
な
場
面
設
定
の
仕
方
は
(
下
)
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

そ
の
日
の
夜
、
「
余
」
が
旅
館
の
部
屋
で
お
道
さ
ん
の
歌
声
と
機
の
音
を
聞
く
場
面

で
あ
る
。

突
然
筏
の
音
に
混
じ
っ
て
唄
が
聞
こ
え
る
。
/
『
苦
労
し
と
げ
た
苦
し

い
息
が
火
吹
竹
か
ら
漏
れ
て
出
る
』
/
「
お
道
さ
ん
か
い
」
/
と
聞
く
と
、

/
「
そ
う
だ
す
。
ぇ
、
声
だ
す
や
ろ
」
/
と
お
髪
サ
ン
が
い
ふ
。
余
は
声

の
よ
し
あ
し
よ
り
も
お
道
サ
ン
が
其
唄
を
う
た
ふ
時
の
心
持
を
思
ひ
や

る
。
/
「
あ
れ
で
ナ
ア
、
筏
の
音
も
よ
ろ
し
い
唄
が
上
手
や
と
ナ
ア
、
よ

っ
ぽ
ど
草
臥
れ
が
違
ひ
ま
す
と
い
ナ
」
/
「
あ
ん
な
唄
を
う
た
ふ
の
を
見

る
と
お
道
さ
ん
も
な
か
/
¥
苦
労
し
て
ゐ
る
ね
」
/
「
あ
り
や
日
一
那
は
ん

此
辺
の
流
行
歌
だ
す
が
ナ
、
織
子
と
い
ふ
も
の
は
ナ
ア
、
男
で
も
通
る
の

を
見
る
と
す
ぐ
悪
口
の
唄
を
う
た
う
た
り
ナ
ア
、
そ
ゃ
な
い
と
惚
れ
た
と

か
は
れ
た
と
か
い
ふ
明
ば
っ
か
り
だ
す
」

「
余
」
が
お
道
の
唄
の
中
に
彼
女
の
「
苦
労
」
を
「
思
ひ
や
」
り
、
「
あ
ん
な
唄

を
う
た
ふ
の
を
見
る
と
お
道
さ
ん
も
な
か
/
¥
苦
労
し
て
ゐ
る
ね
」
と
い
う
時
、

彼
は
お
道
の
内
面
の
苦
労
を
想
像
し
、
そ
れ
に
よ
り
そ
っ
て
行
こ
う
と
し
て
い
る
。

だ
が
、
お
髪
さ
ん
の
「
あ
り
や
旦
那
は
ん
此
辺
の
流
行
歌
だ
す
が
ナ
」
と
い
う
言

葉
は
、
「
余
」
の
思
い
込
み
を
修
正
し
、
「
余
」
に
そ
れ
以
上
の
感
情
移
入
を
許
さ

な
い
。
そ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
な
に
げ
な
い
会
話
の
中
に
も
、
対
象
へ
の
切
実
な

共
感
の
志
向
が
傍
観
者
的
立
場
に
よ
っ
て
相
対
化
さ
れ
る
と
い
う
絶
妙
な
バ
ラ
ン

ス
感
覚
が
生
き
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「
十
二
時
の
時
計
の
音
」
が
鳴
っ
て
も

「
お
道
サ
ン
の
伎
の
音
は
ま
だ
冴
え
戸
、
ー
と
し
て
師
背
い
て
ゐ
た
」
と
い
う
、
結
末
に

お
け
る
夜
の
余
情
を
苧
ん
だ
美
し
い
情
景
も
、
そ
の
よ
う
な
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
感

党
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
み
れ
ば
、

一
見
無
造
作
と
も
見
え
る
「
風
流
償
法
」
や
「
斑
同

物
語
」
の
世
界
は
、
決
し
て
対
象
を
「
超
俗
世
界
」
と
み
て
、
そ
の
美
し
さ
を
一

面
的
に
強
調
す
る
こ
と
で
成
立
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
は
確
か
に
美
し

い
超
俗
世
界
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
現
実
的
な
人
間
世
界
そ
の
も
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の
で
も
あ
る
。
「
余
」
は
一
方
で
そ
れ
に
強
く
心
ひ
か
れ
な
が
ら
、
他
方
で
は
傍
観

者
的
な
距
離
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
さ
に
旅
人
の
目
か
ら
見
た
超
俗
世

界
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

四

本
稿
に
お
い
て
は
、
明
治
三
四
年
の
「
二
里
の
山
路
」
「
汽
車
待
つ
問
」
か
ら
明

治
四

O
年
の
「
風
流
世
法
」
「
斑
鳩
物
一
拍
巴
に
至
る
、
超
俗
的
世
界
を
描
い
て
約
七

年
間
に
わ
た
る
虚
子
写
生
文
の
展
開
過
程
を
検
討
し
た
。
明
治
三
一
、
二
年
段
階

に
お
い
て
、
世
俗
的
現
実
世
界
と
自
然
的
超
俗
世
界
の
実
体
的
区
別
を
前
提
す
る

と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
た
虚
子
で
あ
っ
た
が
、
明
治
三
四
年
以
降
に
お
い
て
、
彼
は

そ
の
区
別
を
見
失
っ
て
ゆ
く
。
内
容
的
に
は
あ
く
ま
で
も
世
俗
を
離
れ
た
美
し
い

自
然
的
世
界
を
と
り
あ
げ
よ
う
と
し
な
が
ら
、
人
間
へ
の
関
心
が
強
く
な
り
、
情



京
よ
り
人
物
を
重
視
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
明
確
化
し
て
く
る
中
で
、
世
俗
的
人

間
と
超
俗
的
人
間
の
区
別
が
失
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
従
来
的

問
者
的
な
立
場
か
ら
対
象
人
物
を
見
て
い
た
「
余
」
が
、
人
物
に
よ
り
深
く
主
体

的
な
関
心
を
抱
い
て
ゆ
く
過
程
で
も
あ
っ
た
(
「
二
里
の
山
路
」
か
ら
「
幻
住
庵
の

跡
」
へ
の
展
開
)
。

作
家
姿
勢
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
変
化
を
経
験
し
て
ゆ
く
な
か
で
、
彼
は
作
品

世
界
に
お
け
る
語
り
手
「
余
」
の
ま
な
ざ
し
の
積
極
的
な
意
義
に
気
づ
い
て
ゆ
く
。

対
象
が
、
世
俗
的
現
実
的
世
界
と
し
て
描
か
れ
る
か
、
自
然
的
超
俗
世
界
と
し
て

拙
か
れ
る
か
は
、
語
り
手
が
そ
れ
を
ど
う
見
て
い
る
か
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
対

象
自
体
に
実
体
的
な
区
別
が
あ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
自
覚
さ
れ
て
く
る

わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
「
余
」
の
主
観
的
ま
な
ざ
し
を
自
覚
的
に
機
能
さ
せ
る

こ
と
で
、
独
自
な
作
品
世
界
を
構
築
す
る
試
み
が
始
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
(
「
影

法
師
」
)
。

「
二
里
の
山
路
」
か
ら
「
幻
住
庵
の
跡
」
に
お
い
て
、
作
品
世
界
の
基
調
を
な

す
の
は
「
余
」
の
傍
観
者
的
ま
な
ざ
し
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
「
影
法
師
」
の
そ
れ

は
主
体
的
ま
な
ざ
し
で
あ
る
。
ま
た
、
「
影
法
師
」
に
は
人
物
が
登
場
し
な
い
が
、

超
俗
世
界
の
表
現
に
お
い
て
も
中
心
は
あ
く
ま
で
も
人
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

ぃ
。
従
っ
て
「
余
」
は
傍
観
者
的
ま
な
ざ
し
と
主
体
的
で
積
極
的
な
ま
な
ざ
し
を
、

バ
ラ
ン
ス
を
失
う
こ
と
な
く
注
ぎ
う
る
人
物
の
表
現
を
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に

な
ろ
う
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
そ
の
時
、
作
品
世
界
は
単
に
美
し
い
超
俗
的
情
景

に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
現
実
的
な
あ
り
よ
う
に
お
い
て
「
余
」
の

関
心
を
強
く
ひ
き
つ
け
る
人
物
が
登
場
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
人
物
へ
の
ま

な
ざ
し
を
通
し
て
「
余
」
の
内
面
の
揺
れ
動
き
が
表
現
さ
れ
n

同
時
に
作
品
世
界

は
現
実
的
ド
ラ
マ
へ
の
傾
斜
の
可
能
性
を
苧
み
つ
つ
、
他
方
に
お
い
て
「
余
」
が

旅
人
と
し
て
の
傍
観
者
的
立
場
を
維
持
す
る
こ
と
で
、

そ
の
世
界
は
あ
く
ま
で
も

「間
M

ど
と
し
て
の
性
協
づ
け
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
「
幻
住
陀
の
跡
」
の
国
分
山
と

丸
山
勝
太
郎
に
向
け
ら
れ
た
ま
な
ざ
し
を
基
調
と
し
な
が
ら
、
「
影
法
師
」
の
強
い

主
観
性
を
投
入
で
き
る
よ
う
な
人
物
が
求
め
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
以
上
の

よ
う
な
意
味
か
ら
、
「
風
流
慨
法
」
と
「
斑
鳩
物
語
」
の
成
立
を
可
能
に
し
た
決
定

的
要
因
が
一
念
と
お
道
の
造
形
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
を
登

場
さ
せ
得
た
と
き
、
こ
れ
ら
の
作
品
は
超
俗
的
世
界
か
現
実
的
世
界
か
の
二
者
択

一
を
越
え
て
、
よ
り
高
い
次
元
に
お
け
る
庖
椛
世
界
と
し
て
の
超
俗
世
界
に
到
述

し
え
た
の
で
あ
る
。

激
石
は
「
写
生
文
家
の
人
事
に
対
す
る
態
度
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
自
分
は
「
泣

か
ず
し
て
他
の
泣
く
を
叙
す
る
も
の
」
と
言
い
、
「
無
慈
悲
で
は
な
い
、
冷
酷
で
も
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な
い
。
(
略
)
傍
か
ら
見
て
気
の
毒
の
念
に
堪
え
ぬ
哀
に
微
笑
を
包
む
同
情
で
あ

る
」
と
述
べ
た
。
そ
れ
は
一
方
で
対
象
に
強
く
興
味
を
志
か
れ
(
「
気
の
毒
の
念
に

堪
え
ぬ
」
)
つ
つ
、
他
方
で
傍
観
者
の
立
場
に
立
つ
(
「
微
笑
を
包
む
」
)
と
い
う
困

難
な
態
度
で
あ
る
。
激
石
は
こ
れ
を
写
生
文
作
家
の
態
度
と
し
て
述
べ
た
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
一
つ
の
ま
な
ざ
し
か
ら
の
み
の
一
面
的
な
対
象
把
握
を
克
服
し
て
、

よ
り
重
層
的
で
多
面
的
な
現
実
把
握
を
め
ざ
す
方
法
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
写

生
文
の
方
法
で
あ
る
と
と
も
に
、
小
説
の
方
法
で
も
あ
っ
た
。
少
な
く
と
も
、
虚

子
が
そ
の
方
法
を
わ
が
も
の
に
し
た
か
ら
こ
そ
、
「
風
流
慨
法
」
と
「
斑
鳩
物
語
」

は
写
生
文
で
あ
る
こ
と
を
越
え
て
小
説
と
な
り
え
た
の
で
あ
る
。

〈
付
記
〉
本
稿
は
一
九
九
三
年
度
日
本
近
代
文
学
会
閲
西
支
部
春
季
研
究
発
表
会
に

お
け
る
口
頭
発
表
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

(
む
ら
か
み

り
ん
ぞ
う
)


