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見
る
な
の
禁
l

異
界
と
の
別
れ
｜

吉
田

修
作

序

異
界
の
者
と
出
会
い
、
「
見
る
な
」
と
言
わ
れ
た
の
に
、
思
わ
ず
見
て
し
ま
っ
て
、
別
れ
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
と
い
う
話
の
類
型
は
多
い
。

本
稿
で
は
、
記
紀
の
神
話
や
昔
話
の
も
の
を
取
り
上
げ
、
そ
の
差
異
と
と
も
に
、
共
通
点
を
あ
ぶ
り
出
し
て
、
そ
れ
ら
が
語
ら
れ
る
必
然
性

を
考
え
た
い
。

「
見
る
な
の
禁
」
と
喪
屋
・
積よ

み
の

ま
ず
取
り
上
げ
る
の
は
、
イ
ザ
ナ
ギ
と
イ
ザ
ナ
ミ
の
黄
泉
国
で
の
話
だ
が
、
状
況
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
設
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。

い
も
い
ざ
な
み
み
こ
と

こ
こ
に
そ
の
妹
伊
耶
那
美
の
命
を
相
見
む
と
お
も
ほ
し
、
黄
泉
つ
国
に
追
ひ
往
で
ま
し
き
。
し
か
し
て
、
殿
の
膝
戸
よ
り
出
で
向
へ
た

ま
ひ
し
時
に
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ア
ガ
リ
ア
ガ
リ

右
の
「
膝
」
の
字
は
諸
本
に
よ
り
異
同
が
あ
り
、
際
、
騰
な
ど
と
あ
る
。
記
伝
は
騰
の
字
を
採
用
し
、
「
靖
数
の
意
に
騰
と
書
る
か
。
若

ア
ガ
リ
ノ
ト
ノ
ド
ト
ノ
ア
ガ
リ
ト

然
ら
ば
騰
殿
戸
を
下
上
に
写
し
誤
れ
る
な
る
べ
し
。
（
中
略
）
又
本
の
ま
冶
に
て
殿
騰
戸
か
。
」
と
、
試
案
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対

い
め
こ
よ
ひ
や
ど
さ
す
か
ど

し
、
倉
野
憲
司
は
際
を
ト
ザ
シ
と
訓
み
、
西
宮
一
民
は
、
万
葉
の
「
夢
に
わ
れ
今
夜
至
ら
む
屋
戸
閉
な
ゆ
め
」
（
二
九
二
己
、
「
門
立
て
て

戸
も
閉
た
る
を
」
（
三
一
一
七
）
な
ど
を
根
拠
に
、
サ
シ
と
訓
読
す
る
。
ト
ザ
シ
、
サ
シ
の
い
ず
れ
に
せ
よ
、
戸
が
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
状
態

そ
し
て
、
記
伝
説
の
根
拠
は
、
右
に
引
用
し
た
古
事
記
の
異
伝
の
書
紀
九
の
一
書
に
、
「
頬
般
の
処
に
到

(279) 

を
指
す
こ
と
は
共
通
し
て
い
る
。

り
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
「
際
」の
訓
み
を
総
合
す
れ
ば
、
そ
れ
は
閉
ざ
さ
れ
た
空
間
で
、
殖
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
積

は
モ
ガ
リ
、

ア
ラ
、
J
I－
－
ノ
ミ
ヤ
と
訓
み
、
「
埋
葬
や
火
葬
な
ど
し
て
葬
る
ま
で
の
問
、死
者
を
仮
に
喪
屋
に
置
い
て
弔
う
こ
と
」
（
古
典
全
集
本

日
本
書
紀
の
頭
注
）
と
す
る
の
が
、
一
般
的
な
理
解
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
殖
や
喪
屋
の
別
な
例
を
見
て
み
る
。

も
や
も
が
り

（
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
の
）
喪
屋
を
造
り
て
靖
す
。
（
神
代
紀
本
文
）

も
や
も
が
り

天
に
喪
屋
を
作
り
靖
し
て
突
く
。
（
同
一
の
一
書
）

-206-

（
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
の
妻
子
）

こ
こ
で
は
、
靖
と
喪
屋
が
平
行
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
古
事
記
の
当
該
箇
所
で
は
、
喪
屋
と
の
み
あ
る
。
従
っ
て
、
喪
屋
と
積
と
は

機
能
を
同
じ
く
し
、
「
本
葬
ま
で
の
問
、
屍
体
を
安
置
し
て
お
く
小
屋
」
（
古
典
集
成
）
の
喪
屋
の
説
明
は

そ
の
ま
ま
殖
に
対
し
て
も
通
用

す
る
。
粛
は
説
文
に
は
、
「
死
シ
テ
棺
ニ
在
リ
、
葬
枢
一
一
還
サ
シ
ム
ト
テ
之
ヲ
賓
遇
ス
」
と
あ
る
。

た
だ
、
先
に
引
用
し
た
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
黄
泉
国
の
場
面
で
は
、

ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
や
他
の
喪
屋
、
靖
と
相
違
し
て
、
イ
ザ
ナ
ギ
が

亡
き
イ
ザ
ナ
ミ
を
「
相
見
む
と
お
も
ほ
し
」
（
記
）
、
「
其
の
妹
を
見
む
と
欲
し
」
（
紀
九
の
一
書
）
と
、
死
者
と
の
対
面
を
希
求
し
、
そ
の
結

果
が
「
見
る
な
の
禁
」
の
犯
し
に
つ
な
が
る
と
い
う
よ
う
に
展
開
す
る
。
要
す
る
に
、
喪
屋
や
殖
と
い
う
設
定
で
あ
り
な
が
ら
、
相
互
に

う
つ
く
も
み
こ
と
み
こ
と

「
愛
し
き
あ
が
な
に
妹
の
命
」
「
愛
し
き
あ
が
な
せ
の
命
」
（
記
）
と
呼
ぴ
合
う
な
ど
、
あ
た
か
も
恋
す
る
〈
を
と
こ
〉
と
〈
を
と
め
〉
で
あ



る
か
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
中
西
進
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

こ
と
の
次
第
は
八
千
矛
神
の
沼
河
比
売
求
婚
と
ひ
と
し
く
、

(1
) 

て
内
よ
り
」
答
え
る
。
こ
の
場
所
が
膝
戸
に
相
当
す
る
。

八
千
矛
神
の
一
一
百
い
掛
け
に
対
し
て
、沼河
比
売
は
「
い
ま
だ
戸
を
開
か
ず

イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
黄
泉
国
の
際
戸
と
、

ヤ
チ
ホ
コ
ノ
神
・
ヌ
ナ
カ
ハ
ヒ
メ
の
戸
を
聞
く
こ
と
を
め
ぐ
る
神
語
歌
と
の
対
比
は
興
味

深
い
が

こ
こ
で
今
一
つ
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
際
戸
の
場
合
は
、
イ
ザ
ナ
ミ
が
そ
こ
か
ら
出
て
イ
ザ
ナ
ギ
を
迎
え
る
と
い
う

点
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
死
者
と
生
者
と
い
う
異
界
の
境
界
と
し
て
設
定
さ
れ
た
膝
戸
を
イ
ザ
ナ
ミ
は
越
境
し
て
出
会
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
面
で
言
え
ば

参
照
さ
れ
る
の
は
次
の
事
例
で
あ
る
。

す
き
の
を
み
こ
と
み
も
と
ま
ゐ
た

須
佐
之
男
の
命
の
御
所
に
参
到
れ
ば

目
合
ひ
し
て
相
婚
し
て
還
り
入

む
す
め
す
せ
り
び
め

そ
の
女
須
勢
理
耽
売
出
て
見
、

オ
ホ
ナ
ム
チ
が
根
の
国
の

て

（
神
代
記
）
と
よ
た
ま
ぴ
め
あ
や
め
ま
守
は

（
ホ
ヲ
リ
の
こ
と
を
）
豊
玉
耽
売
の
命
奇
し
と
思
ひ
て
出
で
見
る
す
な
は
ち
、
見
愛
で
て
、
目
合
ひ
し
て
、

（
神
代
記
）

右
の
例
は
と
も
に
、
異
界
か
ら
出
て
見
て
心
を
通
じ
合
う
場
面
で
、
異
界
の
男
女
の
出
会
い
の
類
型
表
現
で
あ
る
こ
と
は
、

(2
) 

じ
た
。

以
前
論

つ
ま
り
、
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
黄
泉
国
で
の
再
会
は
、
異
界
の
男
女
の
出
会
い
の
表
現
の
類
型
を
踏
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
そ
れ
ら
は
、
中
西
進
な
ど
の
指
摘
す
る
よ
う
な
、

ヤ
チ
ホ
コ
ノ
神
の
神
語
歌
や
万
葉
の
垣
を
隔
て
た
恋
歌
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る

と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
は
、
戸
を
隔
て
て
対
峠
し
た
の
で
な
く
、

戸
か
ら
出
て
見
だ
か
ら
こ
そ
、

次
に
イ
ザ
ナ
ミ

が
「
見
る
な
の
禁
」
を
提
示
し
て
、
「
殿
の
内
に
還
り
入
る
」
こ
と
で
場
面
が
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。と
い
う
こ
と
は
、
膝
戸
を
ト
ザ

、
ン
ト
』
、サ
シ
ト
の
い
ず
れ
に
訓
む
に
せ
よ
、
喪
屋
や
墳
と
と
も
に
、

た
。
そ
し
て
、

そ
れ
ら
が
最
終
的
に
は
閉
じ
ら
れ
る
空
間
で
あ
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
っ

ひ
と
も

そ
の
閉
じ
ら
れ
た
空
間
を
イ
ザ
ナ
ギ
が
越
境
し
て
「
一
つ
火
燭
し
て
入
り
見
た
ま
ふ
時
に
」
、
イ
ザ
ナ
ミ
の
こ
の
世
の
も
の

-207-(278) 



で
な
い
不
気
味
な
姿
態
を
「
見
畏
み
て
逃
げ
還
り
ま
す
」
と
な
る
。

こ
の
屍
体
を
見
て
逃
げ
帰
る
の
に
対
し
て
、
南
島
の
葬
制
で
は
、
周

知
の
如
く
、
か
つ
て
は
死
体
を
見
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
の
報
告
が
伊
波
普
猷
な
ど
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。

其
所
（
津
堅
島
）
で
は
人
が
死
ぬ
と
、
背
に
包
ん
で

後
生
山
と
称
す
る
薮
の
中
に
放
っ
た
が
、
そ
の
家
族
や
親
戚
朋
友
た
ち
が
、
屍

が
腐
欄
し
て
臭
気
が
出
る
ま
で
は
、
毎
日
の
よ
う
に
後
生
山
を
訪
れ
て
、

死
人
の
顔
を
覗
い
て
帰
る
の
で
あ
っ
た
。

死
人
が
も
し
若
い

者
で
あ
る
場
合
に
は
、
生
前
の
遊
び
仲
間
の
青
年
男
女
が
、
毎
晩
の
や
う
に
酒
肴
や
楽
器
を
携
へ
て
、
之
を
訪
づ
れ
、

(3
) 

そ
の
霊
を
慰
め
た
も
の
で
あ
る
。

一
人
々
々
死
人

の
顔
を
覗
い
た
後
で
、
思
ふ
存
分
に
踊
り
狂
っ
て
、

右
の
最
後
の
部
分
は
、
伊
波
が
言
及
す
る
よ
う
に
、
記
紀
の
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
の
葬
儀
を
想
起
さ
せ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
右
の
習
俗

は
、
「
見
る
な
の
禁
」
と
は
逆
の
方
向
性
を
向
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
習
俗
と
の
差
異
に
つ
い
て
、
古
事
記
注
釈
は
「
見
る
な

の
禁
」
は
神
話
の
表
現
形
式
と
捉
え
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
確
か
に
、
「
見
る
な
の
禁
」
は
神
話
や
昔
話
の
類
型
表
現
と
し
て
あ
る
の
だ

が
、
右
の
よ
う
な
習
俗
と
隔
絶
し
て
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。
死
体
を
見
る
こ
と
と
「
見
る
な
の
禁
」
は
逆
の
よ
う
で
い
て
、
実
は
つ
な
が
っ

て
い
る
。
何
故
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
が
と
も
に
近
親
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
異
界
と
の
訣
別
の
方
法
で
あ
る
か
ら
だ
。と
い
、
つ
こ
と
は
、

を
見
る
習
俗
と
「
見
る
な
の
禁
」
は
、
相
互
補
完
し
合
う
ア
ン
ビ
パ
レ
ン
ツ
な
関
係
で
、

死
体
を
見
る
と
い
う
習
俗
に
は
「
見
る
な
の
禁
」

が
内
包
さ
れ
、
「
見
る
な
の
禁
」の
中
に
死
体
を
見
て
そ
の
霊
を
慰
め
る
と
い
う
意
味
合
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
「
見
る
な

の
神
話
の
中
に
、
度
々
「
見
る
」
行
為
が
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
或
い
は
、
「
見
る
な
の
禁
」
を
含
め
た
「
見
る
」
行
為
に
よ
っ

て
、
死
者
と
生
者
と
の
境
界
の
起
源
が
語
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
そ
れ
は
、
イ
ザ
ナ
ギ
が
イ
ザ
ナ
ミ
の
屍
体
に
接
し
、
「
見
畏
み

て
逃
げ
還
」
っ
た
時
、
イ
ザ
ナ
ミ
が
「
あ
に
辱
見
せ
つ
」
と
言
っ
て
、

の
林
示
」

ヨ
モ
ツ
シ
コ
メ
を
遣
わ
し
て
追
わ
さ
せ
た
「
は
ぢ
」
の
問
題
と
通
底

し
て
い
る
。
呉
哲
男
は
、
右
の
「
は
ぢ
」
の
用
例
を
次
の
よ
う
に
解
説
す
る
。

(277) -208-
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イ
ザ
ナ
ミ
が
「
我
を
な
視
た
ま
ひ
そ
」
と
禁
止
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
見
て
も
よ
い
世
界
（
現
世
）
と
見
て
は
い
け
な
い
世
界
（
他

界
）
と
い
う
境
界
を
設
定
す
る
こ
と
で
初
め
て
そ
の
存
在
が
可
能
に
な
っ
た
世
界
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
禁
忌
を
侵
犯
し
、
越
境
す
る

(4
) 

と
こ
ろ
に
生
成
し
た
心
理
的
な
負
い
目
が
〈
恥
ぢ
〉
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

呉
は
続
い
て
そ
れ
が
共
同
体
の
本
質
に
根
差
し
て
い
る
と
論
を
展
開
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
中
西
進
は
、
異
界
と
の
交
通
の
遮
断
を

「
『
辱
』
と
い
う
心
意
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
も
は
や
神
話
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
っ
て
人
聞
の
物
語
と
な
っ
た
結
果
」

と
捉
え
る
。
要
す
る
に
、
「
は
ぢ
」
を
神
話
や
共
同
体
の
本
質
と
見
な
す
か
否
か
な
の
だ
が
、
神
話
と
人
間
の
物
語
を
安
易
に
二
元
化
す
る

中
西
説
は
認
め
が
た
い
。
呉
の
よ
う
に
、
「
見
る
な
の
禁
」
と
「
は
ぢ
」
は
神
話
と
し
て
連
動
す
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
「
見
る
な
の
禁
」
と
「
は
ぢ
」
の
結
び
つ
き
な
ど
、
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
黄
泉
国
で
の
出
会
い
と
別
れ
は
、
周
知
の
よ
う
に
、

マ
サ
チ
と
ト
ヨ
タ
マ
ビ
メ
神
話
に
も
通
じ
て
い
る
。

産
屋
と
喪
屋
・
嬢

ヤ
マ
サ
チ
の
ワ
タ
ツ
ミ
ノ
宮
訪
問
語
の
最
後
は
、
地
上
に
帰
還
し
た
ヤ
マ
サ
チ
を
追
う
よ
う
に
し
て
、

わ
た
む
す
め
と
よ
た
ま
び
め
ま
ゐ
ま
を

海
の
神
の
女
豊
玉
耽
売
の
命
み
づ
か
ら
参
出
で
て
白
し
し
く
、

と
な
る
が

う
ぷ
ど
の

ト
ヨ
タ
マ
ビ
メ
は
「
産
殿
」
に

こ
こ
で
も
ト
ヨ
タ
マ
ビ
メ
の
ワ
タ
ツ
ミ
ノ
国
か
ら
の
越
境
に
よ
り
話
が
展
開
す
る
。
そ
し
て
、

入
り

す
べ
て
佑
国
の
人
は
、
産
む
時
に
臨
れ
ば
、
本
つ
国
の
形
も
ち
て
産
生
む
ぞ
。

か
れ
、
あ
れ
、
今
本
の
身
も
ち
て
産
ま
む
と
す
。
願

は
く
は
、
あ
を
な
見
た
ま
ひ
そ
。

ヤ

209-(276) 



と
告
げ
る
。

や
ひ
ろ

ヒ
メ
が
八
尋
ワ
ニ
に
な
っ
て
は
い
回
っ
て
い
た
の
で

(275) 

ヤ
マ
サ
チ
が
そ
の
三
一
口
を
あ
や
し
と
思
い
、
「
ひ
そ
か
に
伺
ひ
見
る
」
と
、

－
カ
’
レ
こ
易
、

ヤ
マ
サ
チ
は
「
見
驚
き
畏
み
て
遁
げ
退
」
い
た
。
ト
ヨ
タ
マ
ビ
メ
は
「
伺
ひ
見
ら
れ
」
た
こ
と
を
知
り
、
「
心
恥
し
」
と
思
っ
て
、
海
坂
を

去
、寒

一
え
ぎ
っ
て
海
中
に
帰
っ
て
い
っ
た
。
今
、
古
事
記
に
従
っ
て
一
部
引
用
し
な
が
ら
話
を
要
約
し
た
が
、
書
紀
に
お
い
て
も
表
現
の
多
少
の

異
同
の
他
は
ほ
と
ん
ど
内
容
は
変
わ
ら
な
い
。
右
の
「
産
殿
」
は
、
書
紀
一
の
一
書
、
三
の
一
書
に
は
「
産
屋
」
と
あ
り
、ウ
ブ
ヤ
の
敬
語

表
記
で
あ
る
。
「
産
屋
」
は
、
他
に
、
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
別
れ
の
際
、
イ
ザ
ナ
ミ
が
一
日
に
千
人
殺
す
と
言
っ
た
の
に
対
し
て
、
イ

ザ
ナ
ギ
が
千
五
百
の
産
屋
を
作
る
と
言
挙
げ
し
た
場
面
、

の
産
屋
は
、
書
紀
本
文
、
二
の
一
室
目
、

コ
ノ
ハ
ナ
ノ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
が
出
産
の
た
め
に
入
っ
た
所
に
見
ら
れ
る
。
特
に
後
者

や
ひ
ろ
ど
の

五
の
一
書
に
「
無
戸
室
」
、
古
事
記
に
「
戸
な
き
八
尋
殿
」
と
あ
り
、
先
の
喪
屋
の
ト
ザ
シ
ト
、
サ

シ
ト
に
対
応
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
産
屋
も
閉
ざ
さ
れ
た
空
間
で
あ
っ
た
。

用
例
と
し
て
は
別
に
、
古
事
記
で
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
が
オ
ノ
ゴ
ロ
島
に
降
り
立
っ
て
、
八
尋

や
ひ
ろ
や

殿
を
見
立
て
た
と
あ
る
。
更
に
、
山
城
風
土
記
逸
文
で
、
タ
マ
ヨ
リ
ヒ
メ
か
ら
生
ま
れ
た
男
子
が
「
人
と
成
」
っ
た
時
、
「
八
尋
屋
を
造
り
、

と
た
や
は
ら
か
つ
ど
つ
ど
あ
そ
び

八
戸
の
扉
を
竪
て
、
八
腹
の
酒
を
醸
み
て
、
神
集
へ
集
へ
て
七
日
七
夜
楽
遊
」
し
た
と
あ
る
。
前
者
の
八
尋
殿
は
新
婚
の
室
、
後
者
の
例
は

尚
、
八
尋
殿
は
広
い
部
屋
を
指
す
が
、

成
人
の
祝
い
の
宴
で
、
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
の
葬
儀
場
面
と
も
通
じ
て
い
る
。
成
人
式
は
、

子
供
か
ら
大
人
の
通
過
儀
礼
で
、
言
わ
ば
大
人
と
し

て
の
誕
生
と
し
て
、
出
産
と
呼
応
し
、
葬
儀
は
死
者
へ
の
通
過
儀
礼
と
し
て
の
意
味
合
い
を
持
つ
。
そ
の
点
で
も
産
屋
と
喪
屋
は
対
応
す

る

一
方
、
鎮
火
祭
の
祝
詞
で
は
、
「
見
る
な
の
禁
」
が
イ
ザ
ナ
ミ
の
出
産
か
ら
の
連
続
と
し
て
語
ら
れ
る
。

ほ
む
す
び
い
は
が
く
ひ
る
わ
な
せ

火
結
の
神
を
生
み
た
ま
ひ
て
、
み
ほ
と
焼
か
え
て
石
隠
り
ま
し
て
、
『
夜
七
夜
、
書
一
七
日
、
吾
を
な
見
た
ま
ひ
そ
、
吾
が
奈
扶
の
命
』

あ
や

か
く
り
ま
す
事
奇
し
と
て
見
そ
な
は
す
時
に
、
火
を
生
み
た
ま
ひ
て
、
み
ほ
と
を
や
か

と
申
し
た
ま
ひ
き
。
こ
の
七
日
に
足
ら
ず
で
、



、
ぇ
宇
品
、
し
き
」
。

こ
こ
で
、
出
産
と
死
が
連
続
的
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、

そ
の
二
つ
が
同
一
の
位
相
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
祝

こ
の
「
見
る
な
の
禁
」
に
よ
っ
て
、
「
上
つ
国
」
と
し
て
の
生
者
の
世
界
と
「
下
の
国
」
と
し
て
の
死
者
の
国
の
境
界
の

起
源
が
一
不
き
れ
る
。
境
界
の
起
源
と
い
う
面
で
は
、
先
の
ト
ヨ
タ
マ
ビ
メ
が
「
海
坂
を
塞
へ
て
」
海
中
に
帰
っ
て
い
っ
た
と
い
う
の
も
、
黄

詞
で
は
続
い
て

泉
つ
平
坂
と
同
様
の
異
界
と
の
交
通
の
遮
断
を
意
味
し
て
い
る
。

更
に
、
産
屋
と
喪
屋
は
、
実
体
的
に
そ
の
ニ
l

ズ
に
応
じ
て
仮
に
作
る
、
所
謂
仮
屋
で
あ
る
点
で
も
通
じ
て
い
る
。
瀬
川
清
子
は
、
民
俗

事
例
を
踏
ま
え
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

島
根
県
那
賀
郡
（
現
、
江
津
市
）
波
子
で
は
、
年
神
を
柑
る
小
屋
を
カ
リ
ヤ
と
い
う
が
、
和
歌
山
県
日
高
郡
上
山
路
村
（
現
、
竜
神

し
よ
う
り
ょ
う
ず
し

村
）
で
は
、
新
仏
の
精
霊
棚
の
仮
の
厨
子
を
オ
カ
リ
ヤ
と
い
う
。

（
中
略

カ
リ
ヤ
祝
い

こ
れ
は
ま
た
出
産
の
産
屋
祝
い
の
こ
と

で
あ
る
。

カ
リ
ヤ
は
し
ば
ら
く
の
用
に
あ
て
る
た
め
に
つ
く
っ
た
仮
屋
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
生
誕
と
月
事
と
死
亡
と
、
そ
う
し
て
神
組

ぷ
ん
や

り
に
共
通
の
名
称
を
も
っ
仮
屋
が
あ
っ
て
も
、
こ
れ
ら
非
常
の
と
き
の
行
い
に
共
通
す
る
も
の
は
、
分
家
・
別
屋
・
別
座
の
斎
居
で
あ

(5
) 

い
ず
れ
の
場
合
に
も
仮
屋
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。

っ
て

予
一
、
す
－
、

才
J

宇
J

瀬
川
も
取
り
上
げ
て
い
る
よ
う
に
、

明
治
以
前
は
、
女
が
月
事
で
龍
も
る
の
を
仮
屋
、
出
産
の
た
め
の
も
の
を
産
屋
と
称
す
る
地

域
も
あ
る
の
で
、
時
代
や
地
域
に
よ
る
異
同
も
当
然
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
産
屋
と
喪
屋
が
通
じ
て
い
る
こ
と
の
例
証
に
は
な

る
と
思
わ
れ
る
。

今
ま
で
、
産
屋
と
喪
屋
の
共
通
項
を
挙
げ
て
き
た
が
、
差
異
も
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。
産
屋
に
龍
も
る
の
は
妊
婦
と
介
添
え
の
女
な

(274) 

ど
、
女
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
喪
屋
の
方
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
も
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
喪
屋
で
は
男
女



の
性
差
は
認
め
が
た
い
が

そ
の
周
辺
を
考
え
て
み
る
。

例
え
ば
、
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
の
喪
屋
で
は
、
烏
の
遊
び
と
と
も
に
、

そ
の
結
果
、

そ
の
妻
子
、
或
い
は
親
が
突
く
と
い
う
行
為
を
し
、

ワ
カ
ヒ
コ
に
酷
似
し
た
ア
ヂ
シ
キ
タ
カ
ヒ
コ
ネ
が
登
場
す
る
。
こ
れ
は
、
既
に
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
の
復
活
儀
礼
を
背

に
ひ
な
へ
い
ね
ふ

ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
の
死
は
「
新
嘗
し
て
休
臥
せ
る
時
」
で
あ
り
、

景
に
し
て
い
る
と
見
な
さ
れ
る
。
或
い
は
、
書
紀
本
文
で
は
、

こ
れ
も
復
活

儀
礼
が
前
提
と
な
っ
て
い
た
と
捉
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
呉
哲
男
が
説
く
、
「
正
寝
で
の
タ
マ
フ
リ
儀
礼
が
効
を
奏
き
ず
に
王
の
肉
体
が
む

らく
れ（ろ
る i へ
」と

と変
論化
をし
展た
開時
す」

るに
。相

当
し

呉
は
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
「
正
寝
に
お
け
る
死
の
儀
礼
と
頬
宮
儀
礼
を
一
連
の
も
の
と
し
て
考
え

そ
こ
で
、
殖
の
別
の
事
例
を
見
て
み
る
。

あ
な
ほ
ペ
の
み
こ
か
し
き
や
ひ
め
お
か
し
も
が
り
の
み
や
さ
か
ふ
め

夏
五
月
に
、
穴
穂
部
皇
子
、
炊
屋
姫
皇
后
を
紅
引
き
し
む
と
し
て
、
自
ら
強
ひ
て
積
宮
に
入
る
。
寵
臣
三
輪
君
逆
、
乃
ち
、
兵
衛
を
喚

み
か
ど
さ
し
か
た
ふ
せ
か
た
み

し
て
宮
門
を
重
瑞
め
、
拒
き
て
入
れ
ず
。
（
中
略
）
是
に
穴
穂
部
皇
子
、
大
臣
と
大
連
と
に
謂
り
て
日
き
く
「
・
：
又
余
、
積
内
を
観
む

ふ
せ
ゆ
る

と
お
も
へ
ど
も
、
拒
き
て
聴
し
入
れ
ず
。
」

（
用
明
紀
元
年
）

右
の
記
事
は
、
敏
達
天
皇
の
崩
御
後
に
、
皇
后
が
積
宮
に
隠
も
っ
て
い
る
の
を
、
異
母
弟
穴
穂
部
皇
子
が
積
宮
に
入
ろ
う
と
し
て
、
家
臣

(7
) 

既
に
和
田
草
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
殖
内
に
は
配
偶
者
な

に
遮
ら
れ
た
こ
と
を
記
す
。
こ
の
記
事
や
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
の
葬
儀
か
ら
は
、

ど
ご
く
近
親
者
の
み
が
入
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。

で
は
、
殖
で
配
偶
者
は
何
を
行
っ
た
か
と
い
う
と
、ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
の
妻
子
の
例
を
参
照
す
る
な
ら
ば
、

死
者
の
魂
の
招
魂
で
あ
っ
た
だ

ろ
う
。
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
黄
泉
の
国
で
の
再
会
の
話
で
言
う
な
ら
ば
、

い
か
ら
、
戻
る
よ
う
に
説
得
す
る
こ
と
が
招
魂
に
相
当
す
る
。

イ
ザ
ナ
ギ
が
イ
ザ
ナ
ミ
に
、
ま
だ
国
作
り
が
終
わ
っ
て
い
な

そ
れ
に
対
し
て
、
イ
ザ
ナ
ミ
は
「
黄
泉
つ
へ
ぐ
ひ
」
を
し
た
に
も
か
か
わ
ら

ア
メ

(273) 



ず
、
「
還
ら
む
と
お
も
ふ
」
（
記
）と
、
招
魂
に
応
じ
る
か
の
よ
う
な
発
言
を
す
る
。
事
実
か
否
か
は
別
に
し
て
、
霊
異
記
に
は
、
殖
か
ら
の

蘇
り
を
語
る
話
（
下
巻
二
十
二
、
二
十
三
）
、
積
と
は
記
き
な
い
が
、

死
者
が
蘇
る
話
（
上
巻
五
、
三
十
、
中
巻
五
、
七
、
十
六
、
下
巻
三

十
）
な
ど
が
見
ら
れ
る
の
で
、
イ
ザ
ナ
ギ
が
「
見
る
な
の
禁
」
を
犯
き
な
け
れ
ば
、
イ
ザ
ナ
ミ
が
正
に
黄
泉
帰
る
こ
と
も
可
能
で
は
あ
っ

(8
) 

五
来
重
は
悪
霊
鎮
送
説
を
主
張
し
、
現
在

た
。
殖
に
お
け
る
儀
礼
の
意
味
合
い
に
つ
い
て
は
、
折
口
信
夫
が
招
魂
説
を
唱
え
た
の
に
対
し
、

で
も
二
説
が
対
立
し
て
い
る
が
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
積
に
関
す
る
資
料
は
主
に
古
代
に
散
見
す
る
が
、

そ
の
内
実
に
迫
る
も
の
は
ほ
と
ん

ど
な
い
。
平
安
朝
に
至
る
と
、
葬
送
儀
礼
は
変
化
す
る
も
の
の
、
落
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
葬
儀
の
記
事
が
見
ら
れ
る
。

小
右
記
や
左
経
記
に
は
、
万
寿
二
年
（
一
O
二
五
）
八
月
二
十
三
日
、
道
長
の
娘
の
後
朱
雀
妃
、
尚
侍
嬉
子
が
莞
じ
た
際
、
道
長
は
陰
陽

師
恒
盛
と
右
衛
門
尉
惟
孝
に
命
じ
、
死
者
の
招
魂
を
さ
せ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

上
東
門
院
東
対
上
、
以
尚
侍
殿
御
衣
、
修
魂
喚

右
は
左
経
記
の
同
年
八
月
二
十
三
日
条
の
記
述
だ
が
、
「
魂
喚
」
と
は
招
魂
の
蘇
生
呪
術
で
、死
者
の
御
衣
を
用
い
る
の
は
、
栄
華
物
語

巻
二
十
六
の
「
楚
王
の
ゆ
め
」
の
条
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
。
嬉
子
に
対
す
る
魂
喚
に
対
し
て
、
小
右
記
は
「
近
代
不
問
事
也
」
と
、そ
の
当

時
に
お
い
て
珍
し
か
っ
た
こ
と
を
書
き
加
え
て
い
る
が
、
五
日
後
の
九
日
に
僧
侶
の
夢
に
嬉
子
が
蘇
生
す
る
こ
と
を
見
た
の
で
、
種
々
の
祭

り
を
行
わ
さ
せ
た
と
い
う
。
も
ち
ろ
ん
現
実
に
は
嬉
子
の
蘇
生
は
適
わ
な
か
っ
た
わ
け
だ
が
、
右
の
記
事
は
古
代
の
積
に
お
け
る
招
魂
儀
礼

を
考
え
る
手
掛
か
り
を
提
供
し
て
く
れ
る
。
尤
も
、
右
の
記
事
で
は
、
招
魂
呪
術
が
配
偶
者
で
な
く
、
陰
陽
師
や
僧
侶
に
よ
る
も
の
と
し
て

記
さ
れ
て
い
る
が
、
霊
異
記
な
ど
に
も
そ
れ
ら
の
招
魂
呪
術
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
、

必
ず
し
も
平
安
朝
の
独
自
性
と
は
言
え
な
い
。

次
に
、
嬉
子
と
同
年
三
月
二
十
五
日
に
莞
じ
た
皇
后
宮
城
子
に
関
す
る
、
左
経
記
や
日
本
紀
略
を
見
て
み
る
。

四
月
四
日
に
葬
送
し
て
「
作
玉
屋
可
奉
安
置
」
（
左
経
記
）
、
同
十
四
日
「
皇
后
宮
城
子
葬
赦
玉
殿
了
」
（
日
本
紀
略
）
、
同
日
「
作
玉
屋
(272) 



奉
積
喪
皇
后
宮
」
、
九
月
二
十
四
日
「
前
皇
后
城
子
改
葬
」
（
日
本
紀
略
）
。

右
に
「
玉
屋
」
「
葬
赦
」
「
頬
葬
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、田
中
久
夫
は
玉
屋
（
霊
屋
、
玉
殿
、
魂
殿
と
も
）

(9
) 

も
っ
て
葬
送
儀
礼
が
完
了
す
る
本
葬
そ
の
も
の
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
。
確
か
に
、
右
の
用
例
か
》
り
す
れ
ば
、
墳
は
玉
屋
と
同
一
と
見
な
さ

は
、
墳
に
相
当
し
、
そ
れ
を

れ
る
が
、
先
の
「
魂
喚
」
の
呪
術
は
墳
と
無
関
係
で
あ
ろ
う
か
。
平
安
朝
は
き
て
お
き
、
古
代
に
お
い
て
は
、ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
の
喪
屋
の
例

な
ど
を
勘
案
す
れ
ば
、
積
は
右
の
魂
喚
と
玉
屋
の
位
相
を
併
せ
持
っ
た
も
の
と
捉
え
た
方
が
よ
い
。
そ
こ
で
、
更
に
平
安
朝
の
墳
、
玉
屋
の

別
の
事
例
を
見
て
み
る
。

三
代
実
録
貞
観
十
年
（
八
六
八
）
閏
十
二
月
二
十
八
日
の
条
に
あ
る
、

嵯
峨
天
皇
の
子
左
大
臣
源
信
の
葬
送
記
事
に
「
殖
赦
」
の
様
子
が

記
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば

造
立
一
屋
、
中
置
一
床
、
居
棺
其
上

固
閉
四
壁
、
令
人
畜
不
拠
犯
之

と
、
積
が
閉
じ
ら
れ
た
空
間
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
又
別
に
、
長
保
一
花
年
（
九
九
九
）
十
二
月
五
日
の
昌
子
内
親
王
の
葬
儀
の
際
、
小
右

記
に
よ
れ
ば
、
「
了
奉
回
魂
殿
」
と
魂
殿
を
密
閉
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
靖
、

の
ト
ザ
シ
ト
、

玉
屋
が
閉
じ
ら
れ
た
空
間
で
あ
る
こ
と
は
、
前
掲
の
黄
泉
国

サ
シ
ト
を
想
起
さ
せ
る
。
古
代
の
靖
の
実
体
は
不
明
だ
が
、
神
話
的
に
は
、
近
親
者
が
隠
も
っ
て
招
魂
呪
術
を
行
う
こ
と

と
、
ト
ザ
シ
ト
に
よ
っ
て
死
者
と
生
者
と
が
完
全
に
分
離
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
つ
の
側
面
が
あ
っ
た
と
語
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
積
（
喪
屋
）
は
近
親
者
と
死
者
と
が
別
に
隠
も
る
空
間
が
あ
っ
て
、

そ
の
境
界
が
一
戸
に
よ
っ
て
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
と
い
う

構
造
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、

原
則
的
に
は
、
当
事
者
の
妊
婦
の
隠
も
り
の
空
間
で
あ
る
産
屋
と
構
造
的
に
異
な
る
と
は
言

え
、
と
も
に
隠
も
り
の
空
間
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
認
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

そ
う
い
う
隠
も
り
の
空
間
を
「
見
る
な
」
と
い
う
の
は
、
ト
ヨ
タ

マ
ビ
メ
の
出
産
の
様
子
が
本
つ
国
の
異
類
の
姿
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
よ
う
に
、

死
者
や
異
類
を
異
界
の
存
在
と
し
て
は
っ
き
り
と
認
識
す
る
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表
現
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
っ
た
。

は
た
お
り

機
織
と
「
見
る
な
の
禁
」

古
事
記
の
神
話
か
ら
昔
話
の
世
界
に
日
を
転
じ
て
み
る
と

こ
れ
も
よ
く
知
ら
れ
た
鶴
女
房
な
ど
に
「
見
る
な
の
禁
」
の
犯
し
に
よ
る
別

離
が
描
か
れ
て
い
る
。

そ
の
鶴
女
房
の
隠
も
っ
た
「
機
織
部
屋
」
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
。
ま
ず
、
機
織
部
屋
で
鶴
と
い
う

で
は
、

本
つ
国
の
異
類
の
姿
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
機
織
部
屋
が
ト
ヨ
タ
マ
ビ
メ
の
産
屋
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
容
易
に
認

め
ら
れ
る
。
機
織
部
屋
は
、
男
の
見
る
目
を
禁
じ
て
織
物
を
こ
の
世
に
生
み
出
す
た
め
の
閉
じ
ら
れ
た
神
秘
的
な
空
間
で
あ
っ
た
。そ
の
機

織
の
起
源
謂
と
も
言
う
べ
き
神
話
が
、

ア
マ
テ
ラ
ス
に
関
わ
っ
て
記
紀
に
記
さ
れ
て
い
る
。ス

サ
ノ
ヲ
の
乱
暴
を
誘
発
す
る
場
面
で

こ
れ
も
よ
く
知
ら
れ
た
ア
マ
テ
ラ
ス
の
天
の
石
屋
戸
隠
も
り
の
契
機
と
な
っ
た
、

は
と
り
め

は
他
の
服
織
女
と
と
も
に
、
忌
服
屋
に
隠
も
っ
て
神
に
捧
げ
る
衣
を
紡
ぎ
だ
し
て
い
た
と
い
う
。

ア
マ
テ
ラ
ス

」
こ
に
は
「
見
る
な
の
禁
」
は
な
い
が

ス
サ
ノ
ヲ
が
そ
の
忌
服
屋
に
皮
を
剥
い
だ
馬
を
投
げ
込
ん
だ
の
は
、
禁
断
の
神
聖
な
場
所
へ
の
侵
犯
で
あ
っ
た
。
古
事
記
注
釈
な
ど
が
忌
服

屋
で
神
御
衣
を
織
る
ア
マ
テ
ラ
ス
、
服
織
女
（
書
紀
で
は
ワ
カ
ヒ
ル
メ
）
に
原
一
女
の
姿
を
見
て
い
る
の
は
当
然
だ
が
、
別
に
言
え
ば
、

コ
ノ
ハ
ナ
ノ
サ
ク
ヤ
ビ
メ
が
波
の
上

は
ア
マ
テ
ラ
ス
な
ど
の
本
つ
国
の
姿
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。
或
い
は
、
神
代
紀
の
六
の
一
書
で
は
、

た
て
た
ま
も
ゆ
ら
を
と
め

に
「
八
尋
殿
を
起
て
て
、
手
玉
も
玲
聴
に
機
織
る
少
女
」
と
し
て
描
か
れ
、
中
世
の
倭
姫
世
記
に
は
、
「
建
一
一
八
尋
機
屋
一
令
一
天
棚
機
姫
神

孫
八
千
々
姫
命
織

J
一
大
神
神
衣
一
」
と
見
え
る
。こ
れ
ら
の
「
八
尋
殿
」
「
八
尋
機
屋
」
は
、ト
ヨ
タ
マ
ビ
メ
な
ど
の
産
屋
の
た
め
に
作
っ
た

「
八
尋
殿
」
を
想
起
さ
せ
、
機
織
部
屋
も
そ
の
使
用
の
際
に
新
た
に
立
て
ら
れ
た
仮
屋
で
あ
っ
た
こ
と
を
伺
わ
せ
る
。
更
に
、
民
間
で
は
産

屋
な
ど
を
忌
屋
と
も
称
す
る
と
い
う
瀬
川
清
子
の
報
告
に
従
え
ば
、
忌
服
屋
、
機
織
部
屋
（
小
屋
）

と
産
屋
と
が
禁
忌
と
い
う
点
で
通
じ
て

亙
女
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い
る
こ
と
が
一
層
明
瞭
に
な
る
。

そ
れ
ら
の
場
所
が
「
見
る
な
の
禁
」
と
い
う
共
通
の
話
の
モ
チ
ー
フ
を
呼
び
込
ん
で
来
る

だ
か
ら
こ
そ
、

の
で
あ
る
。

そ
こ
で
ま
た
別
の
機
織
の
場
の
話
を
取
り
上
げ
て
み
る
。
仁
徳
記
で
は
、

め
と
り
お
ほ
き
み
し
き
み

天
皇
が
女
烏
の
王
の
許
を
訪
れ
、
殿
戸
の
閥
（
敷
居
）

に
留
ま
っ
て
、
機
織
を
し
て
い
る
女
烏
に
、
そ
の
衣
は
誰
の
も
の
か
と
歌
い
か
け
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

は
や
ぶ
さ
わ
け
の

で
は
な
く
、
速
総
別
王
の
も
の
で
あ
る
と
答
え
た
と
い
う
。

戸
の
中
か
ら
女
鳥
が
、
あ
な
た
の

一
方
、
仁
徳
紀
で
は
、
天
皇
が
女
鳥
の
殿
を
尋
ね
、
中
か
ら
皇
女
の
機
織
女

い（達
る~カf
o 答

え
た
と
あ
る

い
ず
れ
に
せ
よ
、
阿
部
隆
志
が
注
目
し
た
よ
う
に
、
仁
徳
と
女
烏
が
、
機
織
の
殿
戸
を
境
界
と
し
て
対
峠
し
て

こ
れ
は
、

状
況
と
し
て
は
前
掲
の
黄
泉
国
に
お
け
る
イ
ザ
ナ
ギ
と
イ
ザ
ナ
ミ
の
ト
ザ
シ
ト
を
聞
に
し
た
や
り
と
り
と
対
応
し
て
い

る
。
尤
も
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
イ
ザ
ナ
ミ
は
ト
ザ
シ
ト
を
開
け
て
越
境
し
た
と
い
う
差
異
も
認
め
ら
れ
る
が
、

そ
れ
を
除
外
す
れ
ば
、
仁

徳
と
女
烏
は
異
界
の
者
と
し
て
対
し
、
別
れ
た
と
読
む
こ
と
が
出
来
る
。
従
っ
て
、
機
織
屋
と
喪
屋
（
積
）

と
は
、
戸
を
隔
て
て
異
界
の
者

が
対
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
通
底
し
て
い
る
と
言
え
る
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、

と
も
に
閉
ざ
さ
れ
た
空
間
で
あ
る
産
屋
、
喪
屋
、
機
織
屋
は
、
聞
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
異
界
の
者
同
士
が
交
感

し

又
、
そ
の
隔
た
り
ゆ
え
に
、

戸
を
「
聞
く
な
」
と
い
う
禁
忌
の
表
現
が
現
実
的
に
は
あ
り
得
る
だ
ろ
う
。
事
実
、
浦
嶋
子
は
ワ
タ
ツ
ミ

ノ
神
女
か
ら
授
与
さ
れ
た
玉
匝
を
「
開
く
な
ゆ
め
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
産
屋
、
喪
屋
、
機
織
屋
の
場
合
は
「
見
る
な

の
禁
」
と
あ
る
の
は
何
故
か
。
こ
こ
で
「
見
る
」
こ
と
の
意
味
合
い
が
間
わ
れ
て
く
る
。

再
び
記
紀
の
神
話
に
一
戻
り
、

の
表
現
を
取
り
出
す
と
、
次
の
よ
う

ヤ
マ
サ
チ
と
ト
ヨ
タ
マ
ビ
メ
の
「
見
る
な
の
禁
」
の
場
面
の
「
見
る
」

に
あ
る
。勿

見
妾
〈
な
み
た
ま
ひ
そ
〉
、
縞
伺
〈
か
き
ま
み
た
ま
へ
ば
、
う
か
が
ひ
た
ま
へ
ば
〉
、
伺
見
之
事
〈
か
き
ま
み
た
ま
へ
ば
、
う
か
が
ひ (269) 
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た
ま
へ
ば
〉
（
古
事
記

請
勿
臨
之
〈
な
み
ま
し
そ
〉
、
窃
呪
之
〈
ひ
そ
か
に
う
か
が
ふ
〉
、
視
其
私
扉
〈
か
き
ま
み
し
た
ま
ふ
〉
（
書
紀
三
の
一
書
）

右
に
よ
っ
て
分
か
る
こ
と
は
、
記
紀
の
表
記
は
多
様
で
も
、
「
見
る
な
の
禁
」
に
相
当
す
る
訓
は
ほ
ぼ
一
定
し
て
い
る
の
に
対
し
、そ
の

禁
を
犯
す
方
の
訓
は
か
な
り
の
異
同
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
後
者
の
訓
と
し
て
は
、
「
か
き
ま
み
」
、
「
ひ
そ
か
に
う
か
が
ふ
」
と
あ

る
。
特
に
、
書
紀
三
の
一
書
は
「
視
其
私
扉
」
で
「
か
き
ま
み
」
と
訓
む
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
禁
を
犯
す
側
の
意
識
や
心
理
を

表
現
し
よ
う
と
し
た
現
れ
だ
ろ
う
。

い
う
こ
と
は
、
禁
を
犯
し
て
「
見
る
」
こ
と
が
如
何
に
危
う
い
こ
と
で
あ
っ
た
か
を
示
し
て
い
る
。そ

こ
で

「
見
る
」グ〉

難2 割
安は両

民主
よ Jffi

し
て
み

る

出
で
立
ち
て

わ
が
国
見
れ
ば

淡E
島主

お
の
ご
ろ
じ
ま

扮
能
碁
呂
島

あ
ぢ
ま
さ

横
榔
の
島
も
見
ゆ

佐
気
都
島
見
ゆ

古
事

お
し
て
る
や

記
歌
謡
五
三
）

既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
見
れ
ば
・
：
見
ゆ
」の
構
文
で
、
国
見
歌
の
典
型
と
さ
れ
る
歌
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
島
々
は
神
話
的
、

若
し
く
は
目
の
届
か
な
い
異
界
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
を
「
見
れ
ば
：
・
見
ゆ
」
と
表
現
す
る
の
は
、
神
話
や
異
界
を
こ
の
世
に
も
た

ら
す
役
割
を
果
た
す
。
別
に
言
え
ば
、
「
見
る
」
と
い
う
表
現
行
為
は
、
異
界
へ
越
境
し
、
異
界
を
こ
の
世
に
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

だ
か
ら
こ
そ
「
見
る
」
こ
と
が
禁
忌
と
も
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

或
い
は
、
「
う
か
が
ひ
み
る
」
の
用
例
と
し
て
、
例
え
ば
、
霊
異
記
上
巻
第
十
四
に
、
あ
る
僧
が
義
覚
法
師
の
部
屋
を
見
た
時
の
こ
と
を
、

次
の
よ
う
に
記
す
。

ひ
そ
か

7
ド
う
が
う
か
が
み

因
り
て
室
の
中
を
見
る
に
、
光
明
照
り
輝
く
。
僧
乃
ち
之
を
怪
し
ぴ
て
、
縞
に
踊
ノ
紙
を
穿
ち
窺
ひ
看
る
に
、
法
師
端
坐
し
て
経
を
諦

お
け
く
わ
あ
ま
ね

口
よ
り
出
づ
。
僧
、
驚
き
煉
ぢ
、
明
く
る
日
に
悔
過
し
て
周
く
大
衆
に
告
げ
き
。

せ
り
。
光
、
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こ
こ
に
は
「
見
る
な
の
禁
」
は
な
い
が
、
「
う
か
が
ひ
み
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、こ
の
世
の
も
の
で
な
い
世
界
が
現
出
す
る
と
い
う
点
で

は
、
「
見
る
な
の
禁
」の
話
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
霊
異
記
で
は
、
義
覚
法
師
が
弟
子
に
そ
の
時
の
こ
と
を
語
っ
た
こ
と
と
し
て
、
心
経

を
百
遍
請
し
た
後
に
目
を
開
け
て
観
る
と
、
部
屋
の
四
周
の
壁
が
抜
け
通
り
、
外
界
が
顕
わ
に
見
え
た
と
い
う
。
こ
れ
は
仏
教
の
心
経
の
功

徳
を
説
く
話
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
が
、
「
見
る
」
「
う
か
が
ひ
み
る
」
こ
と
が
異
界
と
交
感
す
る
こ
と
を
示
す
事
例
で
も
あ
る
。
又
「
か
き

（
日
）

ま
み
る
」
は
、
古
橋
信
孝
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
源
氏
物
語
の
若
紫
の
巻
で
源
氏
が
若
紫
を
見
い
だ
す
場
面
な
ど
に
用
い
ら
れ
る
が
、

言
わ
ば
異
界
と
も
言
え
る
よ
う
な
所
に
い
た
少
女
と
い
う
設
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。
更
に
、
中
西
進

（
臼
）

は
、
古
代
語
の
「
見
る
」
が
「
知
る
」
こ
と
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
「
見
る
」
こ
と
は
そ
の
世
界
を
「
知
る
」
、
或
い
は

も
北
山
と
い
う
京
か
ら
隔
た
っ
た
、

「
知
ろ
し
め
す
」
こ
と
に
通
じ
て
い
た
。
要
す
る
に
、
「
見
る
」
は
禁
忌
を
伴
う
ほ
ど
に
、
重
要
で
危
う
い
、
異
界
を
も
越
境
し
現
前
さ
せ
る

表
現
行
為
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
前
述
し
た
よ
う
な
南
島
で
か
つ
て
行
わ
れ
て
い
た
、
墓
に
死
者
を
見
に
い
く
と
い
う
習
俗
と
も
つ
な
が
っ

て
い
る
。

ネ吉

以
上
の
考
察
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
「
見
る
な
の
禁
」
は
、
喪
屋
、
産
屋
、
機
織
屋
な
ど
の
、
閉
ざ
さ
れ
た
隠
も
り
の
空
間

で
あ
る
異
界
に
対
し
て
発
せ
ら
れ
る
。
そ
の
前
提
と
し
て
、
「
見
る
」
は
、
異
界
へ
越
境
し
、
異
界
を
こ
の
世
に
も
た
ら
す
禁
忌
を
含
ん
だ

表
現
行
為
で
あ
っ
た
。

そ
の
禁
忌
の
犯
し
は
異
界
と
の
交
感
を
遮
断
し
、
異
界
と
の
別
れ
を
引
き
起
こ
す
。
但
し
、

だ
か
ら
こ
そ
、

記
紀
の

神
話
に
お
い
て
は
、
黄
泉
国
や
ワ
タ
ツ
ミ
ノ
固
と
い
う
、
生
死
や
世
界
を
異
に
す
る
異
界
の
起
源
謂
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
に
対
し
、
昔

話
で
は
、
主
人
公
達
の
個
別
的
な
別
れ
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
差
異
も
考
慮
す
べ
き
こ
と
は
、言
う
ま
で
も
な
い
。
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こ
れ



、
王

(1
) 

(2
) 

(3
) 

(4
) 

(5
) 

(6
) 

(7
) 

(8
) 

(9
) 

（
叩
）

（
日
）

（
臼
）

中
西
進
『
古
事
記
を
読
む
1

』
（
昭
ω
・
日
）
九
九
ペ
ー
ジ
。
以
下
、
中
西
説
は
特
に
注
記
し
な
い
場
合
は
同
書
に
よ
る
。

め
か
し
こ

吉
田
「
交
感
す
る
こ
と
ば
l

古
事
記
の
『
見
感
で
』
と
『
見
驚
き
畏
み
』
｜
」
（
「
日
本
文
学
」
%
・5
）
参
照
。

伊
波
普
猷
「
南
島
古
代
の
喪
制
」
（
『
伊
波
普
猷
全
集
』
第
五
巻
日
・
ロ
二
四
ペ
ー
ジ
）
。

呉
哲
男
「
は
ぢ
」
（
『
古
代
語
を
読
む
』
∞
∞
・
1

）
。

瀬
川
清
子
『
女
の
民
俗
誌
ー
そ
の
け
が
れ
と
神
秘
！
』
（
昭
日
・
叩
）
三
四
ペ
ー
ジ
。

呉
哲
男
「
靖
宮
の
原
型
」
（
『
古
代
一
言
語
探
究
』
幻
・

2

）
。

和
田
葦
「
痛
の
基
礎
的
考
察
」
（
『
日
本
古
代
の
儀
礼
と
祭
杷
・
信
仰
上
』
%
・
3

）
。

折
口
信
夫
「
上
代
葬
儀
の
精
神
」
（
『
折
口
信
夫
全
集
』
第
二O
巻
昭
必
・

6

）
。
五
来
重
「
遊
部
考
」
（
「
仏
教
文
学
研
究
」

田
中
久
夫
「
玉
殿
考
」
（
『
葬
送
墓
制
研
究
集
成
』
二
巻
昭

M
・
2

）
。

岡
部
隆
志
「
戸
を
め
ぐ
る
表
現
の
位
相
」
（
「
古
代
文
学
」
お
号
昭
日
・
3

）
。

古
橋
信
孝
「
の
ぞ
く
」
（
『
古
代
語
誌
』
約
・
日
）
。

中
西
進
「
見
る
｜
古
代
的
知
覚
」
（
「
文
学
」
昭
叩
・4
）
。
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