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「
思
想
惑
乱
の
時
代
」と
泉
鏡
花

│
「
瓔
珞
品
」か
ら「
春
昼
」へ
│

富
永
　
真
樹

一

　

明
治
三
十
四
年
五
月
『
新
小
説
』
に
編
集
主
任
の
後
藤
宙
外
に
よ
っ
て
「
思
想
惑
乱
の
時
代
」
と
題
す
る
文
章
が
掲
載
さ
れ
た
。
同
時
代

の
思
想
状
況
を
概
観
し
つ
つ
宙
外
が
そ
こ
で
指
摘
す
る
よ
う
に
、
日
清
戦
争
後
、
西
洋
の
模
倣
で
は
な
い
独
自
の
思
想
を
見
出
そ
う
と
試
み

ら
れ
た
結
果
、
多
種
多
様
な
思
想
、
学
説
が
登
場
し
、
そ
の
中
で
人
々
は
ま
さ
に
「
惑
乱
」
の
状
態
に
あ
っ
た
。
さ
ら
に
宙
外
は
、「
思
想
惑

乱
」
を
「
無
信
仰
」「
無
理
想
」
と
言
い
換
え
た
上
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

仏
耶
二
教
の
競
争
、
両
教
徒
の
親
睦
、
仏
骨
の
奉
迎
、
大
菩
薩
会
、
耶
教
同
盟
大
運
動
等
を
始
め
と
し
て
、
禅
学
研
究
の
流
行
、
比
較

宗
教
学
の
研
究
、
仏
耶
両
教
融
合
論
、
合
理
的
宗
教
説
、
そ
の
他
宗
教
界
の
運
動
と
学
説
の
旺
盛
と
は
頗
る
目
覚
し
き
も
の
あ
り
。
爾
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も
尚
一
般
の
民
心
を
し
て
帰
依
喝
仰
せ
し
む
る
に
足
る
宗
教
も
学
説
も
な
し
。
真
に
是
れ
思
想
界
の
一
大
惑
乱
の
時
期
に
し
て
恐
る
べ

き
禍
機
、
此
の
裏
に
潜
め
り
と
云
ふ
べ
し
。

こ
の
よ
う
に
、
当
時
人
々
の
間
で
活
発
に
議
論
さ
れ
た
の
が
宗
教
の
あ
り
方
で
あ
っ
た
。
雑
誌
・
新
聞
に
お
い
て
宗
教
関
係
者
は
思
想
界
の

「
過
渡
期
時
代1

」
に
必
要
な
の
は
宗
教
で
あ
る
と
強
調
し
、
ま
た
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
神
道
と
い
っ
た
様
々
な
立
場
の
者
、
あ
る
い
は
宗

教
関
係
者
を
越
え
た
多
く
の
論
者
が
盛
ん
に
宗
教
に
関
す
る
議
論
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
傾
向
は
、
と
り
わ
け
同
時
代
青
年
層
に
顕
著
で
あ

る
。
明
治
三
十
三
年
十
二
月
『
哲
学
雑
誌
』
に
掲
載
さ
れ
た
元
良
勇
次
郎
ら
の
調
査
に
よ
る
と
「
一
般
学
生
の
大
部
分
は
無
信
仰
の
状
態
に

在
り
と
雖
も
、
必
ら
ず
し
も
宗
教
其
も
の
に
対
し
て
冷
淡
な
り
と
は
云
ふ
べ
か
ら
ず
、
科
学
的
知
識
と
の
衝
突
に
よ
り
て
現
存
せ
る
宗
教
を

信
す
る
事
態
は
ざ
る
も
の
多
き
に
居
る
が
如
し
」「
あ
る
一
部
の
人
々
は
湧
く
が
如
き
熱
情
を
以
て
新
ら
た
に
宗
教
の
成
立
（
或
は
旧
宗
教
の

革
新
）
を
希
望
せ
る
」
と
あ
り
、
多
く
の
学
生
が
無
信
仰
を
申
告
す
る
も
新
た
な
宗
教
を
望
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

ま
た
島
村
抱
月
は
明
治
三
十
九
年
二
月
『
東
京
日
日
新
聞
』
に
「
近
時
の
宗
教
的
傾
向
」
と
題
し
「
近
時
の
我
が
思
想
界
、
就
中
其
の
最

も
遷
転
し
易
き
方
面
を
代
表
す
る
青
年
社
会
の
思
想
が
、嘗
て
は
日
中
の
月
ほ
ど
も
心
に
懸
け
ざ
り
し
宗
教
と
い
ふ
も
の
を
引
き
来
た
ッ
て
、

興
味
の
中
心
と
せ
ん
と
す
る
の
傾
向
あ
る
は
、
頗
る
注
意
に
値
す
べ
き
現
象
」
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
例
を
挙
げ
れ
ば
、
明
治
三
十
四
年

『
中
央
公
論
』
上
で
は
林
田
春
潮
に
よ
る
早
稲
田
大
学
へ
の
宗
教
科
設
置
案
が
掲
載
さ
れ
、宙
外
ら
は
こ
れ
に
肯
定
的
な
態
度
を
と
っ
た
。
ま

た
井
上
哲
次
郎
は
「
近
時
の
宗
教
的
傾
向
に
就
い
て
」（『
太
陽
』
明
治
三
十
九
年
五
月
）
で
宗
教
問
題
に
「
青
年
の
一
部
が
捲
込
ま
れ
て
居

る
」
こ
と
、
さ
ら
に
多
く
の
青
年
が
陥
る
煩
悶
の
要
因
の
一
つ
と
し
て
「
宗
教
が
四
分
五
裂
し
て
、
統
一
が
出
来
て
居
ら
ぬ
」
こ
と
を
挙
げ

て
お
り
、
宗
教
問
題
が
青
年
た
ち
に
深
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
明
治
三
十
年
代
の
人
々
、
殊
に
そ
の
青
年
層
は
思
想
界

の
過
渡
期
に
あ
っ
て
、
関
心
の
中
心
に
宗
教
を
据
え
、
議
論
を
重
ね
る
こ
と
で
信
仰
に
値
す
る
宗
教
の
形
を
模
索
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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泉
鏡
花
も
そ
の
よ
う
な
時
代
を
生
き
た
人
間
の
一
人
で
あ
っ
た
。
し
か
し
当
時
、
鏡
花
は
「
社
会
の
真
相
を
洞
察
し
て
、
直
ち
に
こ
れ
を

活
写
し
」「
生
き
た
る
人
間
を
紙
上
に
躍
ら
せ
る
」
小
説
と
は
距
離
を
も
っ
た
「
奇
怪
」
な
作
家2

と
し
て
認
識
さ
れ
て
お
り
、現
在
そ
の
受
容

は
変
化
を
遂
げ
て
は
い
る
も
の
の
、
幻
想
性
と
い
っ
た
〈
非
・
現
実
〉
の
側
面
か
ら
評
価
の
高
い
作
家
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

も
ち
ろ
ん
そ
の
〈
非
・
現
実
〉
へ
の
評
価
は
重
要
だ
が
、
私
た
ち
は
同
時
に
小
説
家
・
泉
鏡
花
に
よ
る
同
時
代
の
〈
現
実
〉
へ
の
視
線
の
あ

り
よ
う
に
も
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
こ
そ
、
鏡
花
が
作
品
の
中
で
描
き
出
し
た
〈
幻
想
〉
の
立
脚

地
、
及
び
そ
の
質
を
照
ら
し
出
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
論
に
お
い
て
は
明
治
三
十
年
代
の
「
思
想
惑
乱
の
時
代
」
に
発
表
さ
れ
、
宗

教
問
題
と
多
分
に
関
わ
り
を
持
つ
作
品
で
あ
る
「
瓔
珞
品
」「
春
昼
」「
春
昼
後
刻
」
に
お
け
る
鏡
花
の
宗
教
意
識
、
あ
る
い
は
同
時
代
の
宗

教
意
識
へ
の
ま
な
ざ
し
か
ら
見
え
て
く
る
も
の
を
探
る
。

二

　
「
瓔
珞
品
」
は
明
治
三
十
八
年
六
月
に
『
新
小
説
』
に
発
表
さ
れ
た
。
村
松
定
孝
に
よ
っ
て
「
耶
蘇
教
と
仏
教
の
交
流
に
取
材
し
た
点
は
、

三
百
余
篇
の
か
れ
の
作
品
中
、
唯
一
の
作
品3

」
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
本
作
は
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
二
つ
の
宗
教
が
深
く
関
わ
る

作
品
と
し
て
特
異
な
位
置
を
占
め
る
。
作
品
素
材
に
関
す
る
吉
田
昌
志4

の
詳
細
な
検
討
に
よ
っ
て
、
本
作
が
様
々
な
現
実
的
事
象
に
拠
っ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
そ
の
中
で
も
注
目
す
べ
き
は
、
自
ら
の
学
校
の
廃
校
が
決
ま
り
、
失
意
の
中
東
京
へ
の
帰
路
に
あ
る
主
人
公
・
辰

起
の
モ
デ
ル
に
関
し
て
で
あ
ろ
う
。
吉
田
の
指
摘
の
通
り
辰
起
の
モ
デ
ル
は
鏡
花
の
友
人
で
あ
る
吉
田
賢
龍
と
し
て
間
違
い
な
い
。
賢
龍
は

真
宗
大
学
の
中
等
部
、
真
宗
東
京
中
学
の
校
長
で
あ
っ
た
が
、
作
品
発
表
前
年
の
明
治
三
十
七
年
七
月
に
は
そ
の
廃
校
が
決
定
し
て
い
る
。
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こ
う
し
た
境
遇
は
辰
起
に
よ
っ
て
な
ぞ
ら
れ
、同
時
に
鏡
花
は
賢
龍
か
ら
着
想
を
得
た
仏
教
の
指
導
者
を
作
品
の
中
心
に
置
い
た
の
で
あ
る
。

　

敵
対
視
し
て
い
た
キ
リ
ス
ト
教
の
姫
・
都
城
子
の
学
園
の
火
災
を
前
に
彼
女
や
学
園
の
子
ど
も
た
ち
に
思
い
を
巡
ら
せ
ず
、
そ
れ
故
に
祝

い
を
行
っ
た
こ
と
を
辰
起
が
山
中
で
出
会
っ
た
娘
に
対
し
て
明
か
す
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
仏
教
徒
と
い
う
主
人
公
・
辰
起
の
性
質
は
作
中

の
根
幹
と
も
い
え
る
彼
の
罪
意
識
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
中
で
辰
起
は
罪
を
自
覚
し
た
瞬
間
、
す
な
わ
ち
学
園
の
焼
け
跡
に
立

ち
尽
く
す
都
城
子
と
向
き
合
っ
た
瞬
間
を
「
釈
尊
」「
基
督
」
と
い
う
語
を
用
い
て
次
の
よ
う
に
語
る
。

私
と
屹
と
向
き
合
つ
た
ん
で
す
。

　

一
目
見
た
の
を
忘
れ
ま
せ
ん
。　

　

あ
ゝ
、
釈
尊
も
、
基
督
も
、
意
地
も
、
我
慢
も
、
信
仰
も
、
我
身
も
、
此
世
に
忘
れ
果
て
て
、
悪
か
つ
た
、
と
気
が
つ
く
と
、
石
の

や
う
に
な
つ
て
了
つ
た
。

都
城
子
の
目
を
見
る
こ
と
で
生
ま
れ
た
辰
起
の
罪
意
識
は
、
都
城
子
が
行
方
を
く
ら
ま
し
、
彼
が
学
校
の
校
長
と
な
っ
て
「
学
生
を
づ
ら
り

と
前
に
」「
倫
理
を
説
く
時
」
も
そ
の
心
に
強
く
残
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
「
悲
し
い
運
命
の
極
つ
た
時
」、
つ
ま
り
辰
起
の
学
校
の
廃
校
が

決
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
一
層
強
く
な
っ
た
と
い
え
る
。
そ
の
た
め
に
彼
は
近
江
の
山
に
入
っ
た
後
も
『
赤
穂
義
士
銘
々
伝
』
で
赤
穂

城
を
明
け
渡
す
大
石
内
蔵
助
に
自
ら
と
都
城
子
を
重
ね
て
胸
を
痛
め
、
そ
の
後
見
る
夢
の
中
で
も
「
お
の
れ
悪
魔
」
と
自
ら
を
責
め
る
の
で

あ
る
。

　

そ
の
悪
夢
に
魘
さ
れ
る
彼
を
起
こ
し
た
の
が
「
天
人
の
天
降
つ
た
の
か
」
と
見
ま
ち
が
う
ば
か
り
の
、
美
し
い
娘
だ
っ
た
。
娘
が
持
つ
苺

を
見
た
辰
起
は
異
様
な
熱
心
さ
で
そ
れ
を
求
め
、つ
い
に
は
苺
を
「
横
奪
」
す
る
。
辰
起
は
喉
の
渇
き
を
理
由
に
こ
の
行
為
に
及
ぶ
の
だ
が
、

彼
の
中
に
あ
っ
た
の
は
無
論
そ
れ
の
み
で
は
な
い
。
苺
の
籠
を
落
と
し
て
く
れ
と
懇
願
す
る
直
前
に
、辰
起
は
次
の
よ
う
に
言
う
の
で
あ
る
。
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「
要
す
る
に
未
だ
罪
が
滅
び
な
い
で
、
飛
び
つ
き
た
い
、
搔
挘
つ
て
も
欲
い
、
其
の
苺
に
咽
喉
を
干
し
て
、
悶
え
ろ
、
苦
し
め
、
と
い
ふ
天
命

だ
」。
こ
こ
に
「
罪
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、過
去
に
お
い
て
も
苺
は
罪
と
結
び
つ
く
も
の
だ
っ
た
。
辰
起
が
小
石
川
に
暮
ら
し
た
こ

ろ
、
彼
を
慕
う
少
年
・
玄
吉
が
「
敵
」
で
あ
る
都
城
子
の
学
園
か
ら
盗
ん
だ
の
が
苺
で
あ
る
。
盗
み
を
繰
り
か
え
す
う
ち
に
玄
吉
は
教
師
ら

に
捕
ま
る
が
、
都
城
子
は
先
の
娘
を
使
い
、
辰
起
へ
「
情
け
」
と
し
て
苺
を
贈
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
併
せ
れ
ば
、
辰
起
に
と
っ
て
苺
と
は
都

城
子
か
ら
の
罪
の
赦
し
の
証
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
づ
け
は
、
辰
起
の
み
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
物
語
の
末
尾
で
娘

は
次
の
よ
う
に
明
か
す
。「
思
召
し
が
以
前
の
や
う
で
ご
ざ
い
ま
す
と
、
召
喰
ら
う
と
な
さ
い
ま
し
て
も
、
こ
れ
が
火
に
な
つ
て
燃
え
ま
す
か

ら
、
そ
れ
で
は
却
つ
て
、
お
渇
き
遊
ば
し
た
お
口
を
焼
い
て
、
猶
お
苦
し
み
を
増
す
ば
か
り
、
心
し
て
お
あ
げ
申
せ
、
と
姫
様
が
お
つ
し
や

り
つ
け
」。
こ
の
よ
う
に
苺
は
辰
起
の
改
心
に
対
す
る
都
城
子
か
ら
の
試
練
で
あ
り
、
苺
に
喉
を
潤
し
た
彼
は
そ
れ
を
通
過
し
た
の
で
あ
る
。

苺
は
こ
こ
で
再
び
都
城
子
か
ら
辰
起
へ
の
赦
し
の
証
明
と
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
同
時
に
彼
女
ら
の
身
を
置
く
山
の
世
界
で
共
に
生
き
る
こ

と
へ
の
許
し
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
「
ゆ
る
し
」
が
民
衆
救
済
と
い
う
要
請
へ
と
結
び
つ
く
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
辰
起
の
未
来
は
、か
つ
て
敵
視
し
た
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
に
身
を
置
い
て
い
た
都
城
子
の
「
ゆ
る
し
」
に
よ
っ
て
新
た
な
展
開
を
迎

え
る
の
だ
。
同
時
に
仏
教
徒
・
辰
起
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
姫
・
都
城
子
へ
の
過
去
の
視
線
は
、
同
時
代
の
宗
教
界
の
一
側
面
を
反
映
し
た

も
の
で
も
あ
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
を
邪
教
と
し
て
排
し
仏
教
を
守
る
も
の
と
し
て
の
「
破
邪
顕
正
」
運
動
は
明
治
二
十
四
年
の
内
村
鑑
三
に

よ
る
不
敬
事
件
で
勢
い
が
増
し
、
所
謂
「
外
教
」
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
嫌
悪
感
は
明
治
三
十
年
代
に
入
ろ
う
と
消
え
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
作
品
発
表
の
わ
ず
か
に
後
で
は
あ
る
が
、
明
治
三
十
八
年
九
月
の
ポ
ー
ツ
マ
ス
条
約
締
結
時
、
外
国
へ
の
不
満
は
キ
リ
ス
ト
教
教
会
に

も
向
け
ら
れ
、
日
比
谷
焼
打
事
件
の
さ
な
か
民
衆
に
よ
っ
て
多
く
の
教
会
が
襲
撃
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
れ
を
報
じ
た
『
福
音
新
報
』
に

は
、「
浅
草
観
音
附
近
の
或
る
徒
が
平
常
基
督
教
に
対
し
て
懐
き
つ
つ
あ
り
し
悪
感
情
の
此
の
機
に
臨
み
て
爆
発
し
た
る
に
因
る
」「
暴
行
当
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時
の
有
様
を
親
し
く
見
た
る
人
の
言
ふ
所
に
拠
れ
ば
、
之
を
指
揮
せ
る
者
の
中
に
は
其
の
附
近
の
質
屋
某
、
若
く
は
浅
草
観
音
に
関
係
あ
る

某
等
加
は
り
た
る5

」
と
い
う
よ
う
に
、
民
衆
を
煽
っ
た
の
は
仏
教
徒
で
あ
っ
た
と
い
う
証
言
が
成
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
一
方
的
に
信
じ
る

こ
と
は
で
き
ぬ
も
の
の
、キ
リ
ス
ト
教
排
撃
に
仏
教
関
係
者
が
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
大
い
に
考
え
ら
れ
る
。
当
時
両
者
の
対
立
は
激
し
く
、

明
治
十
年
代
か
ら
行
わ
れ
た
民
衆
に
対
す
る
仏
教
演
説
で
は
反
キ
リ
ス
ト
教
的
言
説
が
頻
出
し
、
同
様
に
キ
リ
ス
ト
教
演
説
に
お
い
て
も
仏

教
へ
の
批
判
的
要
素
を
含
む
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る6

。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
明
治
三
十
年
代
に
な
っ
て
も
消
え
る
こ
と
は

な
く
、
特
に
仏
教
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
排
斥
す
る
こ
と
で
自
ら
の
存
在
基
盤
を
確
保
し
よ
う
と
試
み
る
側
面
が
あ
っ
た
。

　
「
瓔
珞
品
」
に
目
を
移
せ
ば
、
都
城
子
の
学
院
が
火
災
に
見
舞
わ
れ
た
際
、
火
消
し
は
「
耶
蘇
教
の
家
だ
、
消
す
な
！
」
と
叫
び
、
さ
ら
に

辰
起
と
仲
間
は
「
耶
蘇
は
磔
ぢ
や
、
天
堂
は
焼
け
た
、
め
で
た
い
！
」「
万
歳
！
」
と
唱
え
て
い
る
。
さ
ら
に
自
筆
原
稿7

で
は
、
後
者
の
台
詞

の
前
に
は
当
初
「
念
仏
無
間
、
禅
天
魔
、
真
言
亡
国
、
律
国
賊8

」
後
に
は
「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
と
い
う
人
々
の
台
詞
が
書
か
れ
、
後
に
削

除
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
明
ら
か
に
す
る
の
は
、
当
時
の
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
対
立
、
及
び
相
手
を
否
定
す
る
こ
と
で
自
ら
の
基
盤
を

固
め
よ
う
と
し
た
仏
教
の
あ
り
方
に
意
識
的
で
あ
っ
た
鏡
花
の
姿
で
あ
る
。

　

で
は
鏡
花
自
身
は
ど
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
を
と
ら
え
て
い
た
の
か
。鏡
花
と
キ
リ
ス
ト
教
の
関
係
性
を
語
る
際
必
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、

十
二
歳
か
ら
十
五
歳
ま
で
通
っ
た
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
・
真
愛
学
校
で
出
会
っ
た
女
教
師
Ｆ
・
Ｅ
・
ポ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
鏡
花
の
彼
女
へ

の
想
い
入
れ
は
強
か
っ
た
よ
う
で
「
名
媛
記
」（
明
治
三
十
三
年
一
月
）、「
一
之
巻
」
か
ら
「
誓
之
巻
」（
明
治
二
十
九
年
五
月
〜
三
十
年
一

月
）
の
一
連
の
作
品
な
ど
、
彼
の
作
品
に
は
ミ
ス
・
ポ
ー
ト
ル
を
モ
デ
ル
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
女
教
師
が
度
々
登
場
す
る
。
彼
女
た
ち
は

語
り
手
に
よ
っ
て
好
意
的
に
思
い
出
さ
れ
る
の
だ
が
、
次
は
「
名
媛
記
」
の
一
節
で
あ
る
。

聞
馴
れ
た
り
ゝ
か
（
筆
者
注
・
主
人
公
の
少
年
が
通
う
日
曜
学
校
の
女
教
師
）
の
、
殊
に
髪
容
も
服
装
も
、
我
が
人
間
界
に
あ
る
ま
じ
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き
、
雲
に
駕
し
た
天
女
の
や
う
な
人
の
口
か
ら
、
お
な
じ
言
葉
を
以
て
も
の
い
は
る
ゝ
、
一
言
一
句
と
雖
も
、
能
く
胸
に
響
い
て
、
心

を
動
か
さ
れ
、
従
つ
て
人
情
も
、
我
に
か
は
ら
ず
、
優
し
さ
も
、
可
懐
し
さ
も
異
る
こ
と
の
な
い
の
が
知
れ
る
と
（
中
略
）
あ
か
ら
さ

ま
に
仮
の
其
の
荒
物
屋
の
店
の
、
日
曜
学
校
へ
出
入
り
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
彼
女
達
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
女
性
で
あ
る
以
上
に
「
人
間
界
」
を
越
え
た
「
天
女
」
や
「
弁
天
様
」
の
如
き
聖
な
る
存
在
と

し
て
少
年
に
受
け
止
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
鏡
花
自
身
の
思
い
に
重
な
る
可
能
性
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。「
瓔
珞
品
」
の
都
城
子
、
及
び
彼

女
に
仕
え
る
娘
も
ま
た
、
そ
う
し
た
聖
性
を
担
っ
た
人
物
と
し
て
描
か
れ
る
。

又
、
貴
女
（
筆
者
注
・
都
城
子
の
使
者
）
の
、
貴
女
の
お
師
匠
さ
ん
と
い
ふ
の
は
、
天
人
、
神
、
神
女
で
お
い
で
な
さ
る
で
あ
ら
う
と

思
ふ
、
い
や
、
思
は
ね
ば
な
ら
ん
の
で
す
。（
中
略
）
強
ひ
て
苺
を
下
さ
い
と
は
申
さ
ん
。
願
く
は
、
貴
女
は
天
の
使
で
い
ら
つ
し
や

る
。

　

そ
の
よ
う
な
存
在
に
辰
起
は
罪
を
赦
さ
れ
、同
時
に
衆
生
救
済
の
資
格
が
与
え
ら
れ
る
の
だ
が
、そ
れ
を
保
証
す
る
の
は
都
城
子
の
み
で
は

な
い
。
作
品
最
終
部
で
唐
突
に
登
場
す
る
「
山
の
神
」
も
ま
た
、
こ
れ
に
加
わ
る
の
で
あ
る
。
彼
は
民
衆
救
済
の
命
を
受
け
た
辰
起
が
下
界

へ
と
赴
く
た
め
の
「
浄
め
の
手
つ
だ
ひ
」
を
し
よ
う
と
現
れ
る
が
、「
今
は
此
の
山
の
神
」
で
あ
り
琵
琶
湖
に
お
い
て
も
辰
起
を
見
守
っ
て
い

た
と
い
う
こ
の
存
在
を
考
え
る
上
で
参
照
し
た
い
の
は
、
鏡
花
が
読
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
『
近
江
国
輿
地
志
略9

』
に
紹
介
さ
れ
る
琵
琶
湖
を

巡
る
伝
承
で
あ
る
。
同
書
内
の
「
湖
に
関
す
る
怪
異
」
に
は
「
白
髭
の
神
は
、
此
国
の
地
主
の
神
に
て
、
湖
水
の
七
度
変
じ
て
、
菅
原
と
な

る
を
見
た
り
」
と
国
家
創
成
以
前
か
ら
の
土
地
の
神
が
書
か
れ
、
さ
ら
に
「
白
鬚
大
明
神
社
」
の
項
、
及
び
白
髭
明
神
の
縁
起
に
関
す
る
謡

曲
「
白
髭
」
に
は
、
そ
の
神
が
仏
に
土
地
を
譲
っ
た
と
い
う
伝
承
が
あ
る
。
そ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
帝
の
勅
使
が
仏
教
流
布
の
地
を
譲
り
受
け

る
た
め
白
鬚
神
社
に
参
拝
す
る
と
、
白
鬚
明
神
は
老
人
の
姿
と
な
り
こ
れ
を
断
る
。
し
か
し
そ
こ
に
薬
師
如
来
が
現
れ
説
得
を
行
う
と
こ
れ
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を
受
け
入
れ
、
土
地
を
譲
っ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
白
髭
の
神
と
は
古
来
か
ら
そ
の
地
に
宿
る
土
地
の
神
で
あ
り
、
同
時
に
仏
教
を
受
け
入
れ

る
と
い
う
歴
史
を
体
現
す
る
存
在
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
「
瓔
珞
品
」
に
は
「
恐
ら
く
蓬
萊
山
か
ら
、
此
の
琵
琶
湖
の
あ
た
り
へ
、
別

荘
で
も
持
つ
た
や
う
な
、
不
死
の
仙
薬
を
練
る
と
い
ふ
、
道
士
の
や
う
な
翁
」
と
い
う
山
の
神
の
描
写
が
あ
る
が
、
近
江
に
は
蓬
萊
山
と
い

う
地
名
が
実
在
し
て
お
り
、
山
の
神
性
と
道
教
的
イ
メ
ー
ジ
の
結
び
つ
き
が
作
品
に
導
入
さ
れ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
瓔

珞
品
」
の
山
の
神
は
土
地
の
伝
承
、
謡
曲
、
民
俗
信
仰
な
ど
様
々
な
場
で
描
か
れ
る
山
の
神
像
と
多
分
に
重
な
り
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
山
の
神
か
ら
自
ず
と
連
想
さ
れ
る
の
は
鏡
花
の
故
郷
金
沢
に
宿
る
白
山
信
仰
で
あ
る
。
こ
れ
は
土
着
の
信
仰
に
道
教
、
仏
教
が
混
ざ

り
合
っ
た
山
岳
信
仰
で
あ
り
、
こ
の
神
も
渡
来
の
性
格
が
強
い
と
い
う10

。
し
か
し
鏡
花
は
「
山
海
評
判
記
」（
昭
和
四
年
七
月
〜
同
年
十
一

月
）
な
ど
の
他
作
品
内
で
白
山
神
を
女
神
と
し
て
お
り
、
柳
田
国
男
を
は
じ
め
と
す
る
民
俗
学
に
お
い
て
も
山
の
神
は
女
性
性
と
結
び
つ
く

例
が
多
い11

。
先
の
謡
曲
「
白
髭
」
の
末
尾
で
白
髭
明
神
が
水
に
関
わ
る
龍
神
、
そ
し
て
天
女
を
伴
い
舞
う
こ
と
も
こ
れ
に
繫
が
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
東
田
康
隆12

が
「
瓔
珞
品
」
の
素
材
と
し
て
指
摘
す
る
こ
の
地
を
舞
台
と
し
た
謡
曲
「
竹
生
島
」
に
登
場
す
る
土
地
の
神
も
女
神
で
あ

る
。
謡
曲
の
終
盤
、
竹
生
島
の
弁
才
天
は
天
女
の
姿
と
な
っ
て
舞
い
、
や
が
て
龍
神
も
そ
こ
に
加
わ
っ
て
祝
福
の
姿
を
示
す
。
そ
し
て
、
あ

る
と
き
は
天
女
と
な
っ
て
衆
生
の
願
い
を
叶
え
、
あ
る
と
き
は
下
界
の
龍
神
と
な
っ
て
国
土
を
鎮
め
る
、
と
衆
生
済
度
の
誓
い
を
現
す
の
で

あ
る
。
こ
う
し
た
山
に
宿
る
女
神
の
面
影
が
「
瓔
珞
品
」
に
お
け
る
都
城
子
に
投
影
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
前
述
の
と

お
り
、
物
語
の
時
空
間
に
お
い
て
彼
女
は
キ
リ
ス
ト
教
を
離
れ
、
天
女
の
聖
性
を
帯
び
て
山
の
神
と
並
ぶ
。
村
松
定
孝
は
「
都
城
子
と
そ
の

弟
子
の
乙
女
が
辰
起
に
廃
寺
を
提
供
す
る
あ
た
り
、
ま
た
、
彼
女
等
を
東
西
の
宗
教
の
対
立
を
越
え
た
理
想
的
人
物
と
し
て
え
が
く
あ
た
り

に
、
筆
者
に
は
鏡
花
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
へ
の
憧
憬
が
し
の
ば
れ
る
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
る13

」
と
す
る
が
、
本
作
の
都
城
子
の
造
形
に
お
い
て
重

要
な
の
は
む
し
ろ
、
彼
女
が
キ
リ
ス
ト
教
の
姫
と
い
う
枠
組
み
を
越
え
た
存
在
と
し
て
の
聖
性
を
担
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
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自
筆
原
稿
に
は
「
瓔
珞
品
」
の
題
目
は
な
く
「
神
女
品
」
と
な
っ
て
い
る
（【
図
１
】）。「
神
女
」
と
は
ま
さ
に
都
城
子
を
指
し
、
天
女
と

な
っ
た
彼
女
に
よ
っ
て
作
品
の
論
理
構
造
は
象
徴
さ
れ
る
の
だ
。
だ
が
題
名
は
『
新
小
説
』
発
表
に
際
し
「
瓔
珞
品
」
に
変
え
ら
れ
る
。
瓔
珞

と
は
仏
教
及
び
天
女
の
装
飾
で
あ
り
、
鏡
花
作
品
に
も
摩
耶
夫
人
や
天
女
、
女
神
の
飾
り
と
し
て
度
々
登
場
す
る
。
こ
の
「
瓔
珞
」
に
よ
っ

て
「
神
女
品
」
の
題
目
に
託
さ
れ
た
作
品
の
核
と
し
て
の
天
女
・
都
城
子
の
要
素
は
引
き
継
が
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
加
え
て
考
え
た
い
の

が
、経
典
「
大だ

い
じ
っ
き
ょ
う

集
経
」14

に
収
め
ら
れ
た
同
名
の
仏
典
「
瓔
珞
品
」
の
存
在
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
釈
迦
が
諸
々
の
菩
薩
や
魔
王
に
対
し
て
彼
ら

が
身
に
つ
け
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
を
語
り
、
装
飾
で
あ
る
瓔
珞
に
重
ね
て
「
瓔
珞
荘
厳
」
と
称
さ
れ
る
。
そ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
法
が

説
か
れ
る
中
で
衆
生
を
救
う
こ
と
が
最
終
的
な
目
的
と
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
基
本
的
に
各
経
典
が
繫
が
り
を
持
た
な
い
「
大

集
経
」
だ
が
、「
瓔
珞
品
」
は
そ
の
後
に
収
め
ら
れ
る
長
大
な
「
陀
羅
尼
自
在
王
品
」
に
続
く
た
め
、
衆
生
救
済
の
説
法
の
冒
頭
と
想
定
で
き

る
。
小
説
「
瓔
珞
品
」
は
こ
の
経
典
と
同
じ
名
を
冠
す
る
こ
と
で
衆
生
救
済
の
た
め
の
物
語
の
冒
頭
部
と
し
て
の
性
質
を
強
め
る
と
い
え
よ

う
。
さ
ら
に
「
衆
生
済
度
の
誓
」
が
成
さ
れ
る
謡
曲
「
竹

生
島
」
と
の
重
な
り
も
、
こ
こ
に
加
え
る
こ
と
が
で
き

る
。

　

民
衆
の
救
済
と
い
う
テ
ー
マ
は
同
時
代
の
宗
教
言
説

の
中
で
も
重
要
視
さ
れ
て
い
た
。
明
治
三
十
五
年
二
月

『
太
陽
』
の
「
宗
教
時
評
」
で
龍
山
学
人
は
「
吾
人
が
宗

教
家
に
望
む
所
は
、
善
く
思
想
界
の
先
覚
者
と
し
て
」

「
宗
教
の
本
義
を
自
覚
し
て
社
会
救
済
の
任
に
当
り
社

【
図
１
】 「
瓔
珞
品
」
自
筆
原
稿　

第
一
頁　

題
目
部
分
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会
事
業
の
為
め
に
畢
生
の
力
を
尽
す
に
足
る
か
、内
面
敬
虔
の
信
仰
止
ま
ん
と
し
て
止
む
能
は
ず
熱
誠
に
し
て
衆
生
を
教
化
す
る
に
足
る
か
」

と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
同
年
一
月
に
高
山
樗
牛
が
、
学
説
で
は
な
く
信
仰
、
学
者
で
は
な
く
宗
教
家
の
必
要
性
を
説
き15

、
後
藤
宙
外
が
冒
頭

に
引
い
た
論
の
中
で
、
思
想
の
み
で
な
く
人
々
の
血
肉
と
な
る
宗
教
の
あ
る
べ
き
姿
を
主
張
し
た
の
も
こ
れ
に
繫
が
る
だ
ろ
う
。
前
述
の
通

り
当
時
の
思
想
界
は
多
く
の
宗
教
学
説
で
賑
わ
っ
た
が
、「
惑
乱
」
の
中
人
々
が
求
め
た
の
は
学
説
よ
り
も
実
践
的
な
救
済
で
あ
っ
た
の
で
あ

り
、
そ
れ
こ
そ
が
宗
教
の
役
割
と
さ
れ
た
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
宗
教
、
及
び
時
代
の
大
き
な
目
的
で
あ
る
民
衆
救
済
へ
の
資
格
を
辰
起
は

ま
さ
に
得
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
辰
起
が
下
界
で
の
衆
生
救
済
を
命
じ
ら
れ
る
際
、
寺
に
入
る
よ
う
に
言
わ
れ
、
ま

た
「
法
の
衣
を
着
る
心
地
」
と
あ
る
よ
う
に
、
彼
は
あ
く
ま
で
一
仏
教
者
の
立
場
か
ら
救
済
に
あ
た
る
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
背
後
で

彼
を
保
証
し
動
か
す
の
は
山
の
神
や
神
女
た
ち
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
仏
教
、キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
個
別
の
宗
教
を
肯
定
し
な
が
ら
、

鏡
花
は
そ
れ
ら
を
山
の
神
、
天
女
と
い
っ
た
民
俗
的
、
道
教
的
信
仰
、
い
わ
ば
宗
教
以
前
の
信
仰
に
よ
っ
て
包
み
込
む
と
い
う
構
造
を
作
中

に
作
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
同
時
代
宗
教
界
の
対
立
構
図
は
覆
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、「
宗
教
以
前
の
信
仰
」
と
「
宗
教
」
と
の
当
時
の
関
係
性
を
見
て
み
た
い
。「
宗
教
」
と
い
う
概
念
が
出
来
上
が
る
際
に
、
道
教

的
あ
る
い
は
民
俗
的
信
仰
は
宗
教
言
説
に
お
い
て
「
迷
信
」
と
し
て
強
く
批
判
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
例
え
ば
ジ
ェ
イ
ソ
ン
・
ジ
ョ
セ
フ

は
、
仏
教
哲
学
者
で
あ
る
井
上
円
了
に
焦
点
を
あ
て
、
明
治
中
期
以
降
に
お
け
る
議
論
の
中
に
「
宗
教
」
と
「
迷
信
」
と
い
う
二
項
対
立
的

な
図
式
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
さ
ら
に
仏
教
を
「
宗
教
」
と
し
て
論
じ
る
こ
と
が
仏
教
か
ら
「
迷
信
」
を
排
除
す
る
こ
と
と
同
時
に
行
わ
れ
て

い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
仏
教
の
「
宗
教
」
化
を
論
じ
て
い
る16

。
ま
た
桂
島
宣
弘
は
金
光
教
を
事
例
と
し
て
、
民
間
信
仰
が
「「
教
義
」「
教
則
」

を
有
し
た
「
文
明
」
の
言
説
と
し
て
の
宗
教
像
を
自
ら
受
容
し
て
い
く
」
こ
と
に
よ
っ
て
「
宗
教
」
へ
と
化
し
て
い
く
様
子
を
指
摘
す
る17

。

こ
の
よ
う
に
、「
文
明
と
し
て
の
宗
教
」
と
い
う
概
念
が
定
着
す
る
過
程
に
お
い
て
、
各
信
仰
は
「
宗
教
」
化
の
た
め
に
宗
教
な
ら
ざ
る
も
の
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を
切
り
捨
て
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
切
り
捨
て
ら
れ
た
も
の
こ
そ
、「
瓔
珞
品
」
の
山
の
神
や
天
女
た
ち
に
象
徴
さ
れ
る
民
俗

信
仰
で
あ
り
、
鏡
花
は
こ
う
し
た
宗
教
の
下
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
信
仰
に
光
を
あ
て
る
。
さ
ら
に
個
々
の
宗
教
を
肯
定
し
な
が
ら
も
「
釈

尊
も
、
基
督
も
」
離
れ
た
、
そ
れ
ら
の
背
後
に
存
在
す
る
よ
り
大
き
な
力
と
し
て
民
俗
信
仰
を
位
置
づ
け
、
同
時
代
の
宗
教
と
民
俗
信
仰
の

位
置
関
係
を
反
転
さ
せ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
一
つ
一
つ
の
宗
教
の
意
義
を
認
め
な
が
ら
も
、
そ
れ
ら
が
陥
っ
て
い
た
対
立
を
超

え
て
ゆ
く
も
の
と
し
て
宗
教
以
前
の
信
仰
が
「
瓔
珞
品
」
を
通
し
示
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。
こ
う
し
た
鏡
花
の
宗
教
意
識
は
、
翌
年
の
「
春

昼
」「
春
昼
後
刻
」
に
引
き
継
が
れ
、
そ
の
際
そ
こ
に
新
た
な
構
造
が
提
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

三

　
「
春
昼
」
は
明
治
三
十
九
年
十
一
月
、「
春
昼
後
刻
」
は
翌
十
二
月
に
「
瓔
珞
品
」
と
同
じ
『
新
小
説
』
に
掲
載
さ
れ
た
（
以
降
両
作
品
を

併
せ
「
春
昼
」
と
す
る
）。
主
人
公
で
あ
る
散
策
子
が
岩
殿
寺
参
詣
に
際
し
て
抱
く
思
い
や
住
職
と
の
宗
教
問
答
を
「
宗
教
的
主
題
」
と
し
て

取
り
上
げ
た
の
が
高
桑
法
子
「『
春
昼
』『
春
昼
後
刻
』
論
」（『
論
集
泉
鏡
花　

第
一
集
』
有
精
堂
出
版
、昭
和
六
十
二
年
十
一
月
）
で
あ
る
。

こ
の
中
で
同
時
代
の
青
年
た
ち
の
煩
悶
や
自
殺
の
流
行
、
宗
教
問
答
の
背
景
と
し
て
の
仏
教
革
新
運
動
、
さ
ら
に
綱
島
梁
川
に
よ
る
「
見
神

の
実
験
」
へ
の
意
識
が
作
中
に
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、「
時
代
と
状
況
を
共
有
し
な
が
ら
、
鏡
花
も
ま
た
孤
独
な
作
業
と
し
て
己

れ
の
内
な
る
聖
性
の
モ
チ
ー
フ
へ
と
歩
み
い
り
、
固
有
の
物
語
を
う
み
お
と
し
」
た
と
す
る
高
桑
の
見
解
は
「
春
昼
」
に
お
け
る
〈
現
実
〉

へ
の
視
線
を
探
る
上
で
不
可
欠
だ
ろ
う
。
本
論
は
高
桑
の
論
を
ふ
ま
え
、「
春
昼
」
の
背
景
と
し
て
存
在
す
る
同
時
代
宗
教
意
識
の
あ
り
よ
う

と
そ
れ
に
対
す
る
鏡
花
の
ま
な
ざ
し
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
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多
く
の
先
行
研
究
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
春
昼
」
に
は
、「
瓔
珞
品
」
に
お
け
る
山
中
と
俗
世
間
と
同
様
に
、
散
策
子
の
向
か
う
山
の
世
界

と
停
車
場
の
新
築
祝
い
で
賑
わ
う
海
辺
の
世
界
と
い
う
意
識
的
に
区
分
さ
れ
た
二
つ
の
世
界
が
存
在
す
る
。
鏡
花
の
随
筆
「
逗
子
よ
り
」
が

明
治
三
十
九
年
八
月
に
『
新
小
説
』
の
「
避
暑
地
案
内
」
と
い
う
連
載
項
目
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、「
春
昼
」
の
舞
台
で
あ
る
逗

子
と
い
う
土
地
に
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
付
与
さ
れ
て
い
た
か
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

尤
も
一
方
は
、
そ
ん
な
風
に
│
よ
し
、
村
の
も
の
の
目
か
ら
は
青
鬼
赤
鬼
で
も
│
蝶
の
飛
ぶ
の
も
帆ヨ
ッ
ト艇

の
帆
か
と
見
ゆ
る
ば
か
り
、

海
水
浴
に
開
け
て
居
る
が
、
右
の
方
は
昔
な
が
ら
の
山
の
形
、
真
黒
に
、
大
鷲
の
翼
打
襲
ね
た
る
趣
し
て
、
左
右
か
ら
苗
代
田
に
取
詰

む
る
峰
の
褄
、
一
重
は
一
重
毎
に
迫
つ
て
次
第
に
狭
く
、
奥
の
方
暗
く
行
詰
つ
た
あ
た
り
、
打
つ
け
な
り
の
茅
屋
の
窓
は
、
山
が
開
い

た
眼ま

な
こに

似
て
、
恰
も
大
な
る
蟇
ひ
き
が
え
るの

、
明
け
行
く
海
か
ら
搔
窘
ん
で
、
谷
間
に
潜
む
風
情
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
山
は
い
わ
ば
前
近
代
的
世
界
と
し
て
、
海
辺
は
そ
れ
に
対
す
る
近
代
的
世
界
と
し
て
表
象
さ
れ
る
。
散
策
子
が
目
指
す
の
は
、

山
の
世
界
に
位
置
す
る
岩
殿
寺
で
あ
っ
た
。
観
世
音
菩
薩
を
祀
る
こ
の
寺
に
向
か
う
こ
と
や
、
寺
を
「
巣
鴨
辺
に
弥
勒
の
出
世
を
待
つ
て
居

る
、
真
宗
大
学
の
寄
宿
舎
に
似
て
」
い
る
と
す
る
こ
と
か
ら
、
彼
が
仏
教
に
関
心
を
持
つ
者
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
寺
へ
の
途
中
に

出
会
う
「
地
妖
」
に
対
し
て
も
「
若
悪
獣
囲
繞
、
利
牙
爪
可
怖
、
蚖
蛇
及
蝮
蠍
、
気
毒
煙
火
燃
、
薩
陀
彼
処
に
ま
し
ま
す
ぞ
や
」
と
法
華
経

第
二
十
五
品
「
観
世
音
菩
薩
普
門
品
」
す
な
わ
ち
観
音
経
を
唱
え
て
切
り
抜
け
、
さ
ら
に
寺
か
ら
の
帰
り
道
で
み
を
に
出
会
っ
た
際
「
南
無

観
世
音
大
菩
薩
…
…
…
助
け
さ
せ
た
ま
へ
」
と
心
で
唱
え
る
よ
う
に
、
彼
は
特
に
観
音
へ
の
信
仰
の
あ
る
人
物
と
想
定
で
き
る
。

　

こ
の
散
策
子
が
住
職
の
話
の
聞
き
手
と
な
る
こ
と
で
「
春
昼
」
の
物
語
は
動
き
出
す
の
だ
が
、そ
の
契
機
と
な
る
の
が
両
者
の
交
わ
し
た
偶

像
論
で
あ
っ
た
。
仏
教
に
対
す
る
人
々
の
関
心
の
低
さ
を
に
じ
ま
せ
る
住
職
の
発
言
に
対
し
、
散
策
子
は
「
貴
下
方
が
、
到
底
対
手
に
や
な

る
ま
い
と
思
つ
て
お
在
で
な
さ
る
、
少
い
人
達
が
、
却
つ
て
祖
師
に
憧
が
れ
て
ま
す
。
何
う
か
し
て
、
安
心
立
命
が
得
た
い
と
悶
え
て
ま
す
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よ
」
と
反
論
す
る
。
冒
頭
で
述
べ
た
同
時
代
の
宗
教
へ
の
関
心
を
考
え
れ
ば
、
散
策
子
の
言
葉
は
当
時
の
思
想
界
を
意
識
し
た
も
の
と
い
え

よ
う
。
そ
れ
に
続
く
「
中
に
は
そ
れ
が
た
め
に
気
が
違
ふ
も
の
も
あ
り
、自
殺
す
る
も
の
さ
へ
あ
る
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
い
う
発
言
が
、

明
治
三
十
六
年
五
月
に
華
厳
の
滝
に
投
身
し
た
一
高
の
生
徒
・
藤
村
操
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
明
治
三
十
六
年
か
ら

翌
年
に
か
け
て
『
国
民
新
聞
』
に
連
載
さ
れ
た
「
風
流
線
」、「
続
風
流
線
」
で
鏡
花
は
藤
村
操
を
モ
デ
ル
と
し
た
主
要
人
物
を
登
場
さ
せ
て

お
り
、
こ
の
事
件
に
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
当
時
藤
村
操
の
死
は
大
き
な
反
響
を
呼
び
、
明
治
四
十
一
年
八
月
二
十
五

日
の
『
時
事
新
報
』
に
よ
れ
ば
、
藤
村
の
自
殺
か
ら
四
年
後
の
そ
の
日
ま
で
に
華
厳
の
滝
に
お
け
る
投
身
自
殺
は
未
遂
を
含
め
一
八
五
人
に

及
び
、
ま
た
明
治
三
十
九
年
に
は
『
新
公
論
』
が
二
ヶ
月
に
わ
た
っ
て
「
厭
世
と
煩
悶
の
救
治
策
」
の
特
集
を
組
む
な
ど
、
青
年
た
ち
の
煩

悶
は
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
同
時
代
の
様
子
を
意
識
し
つ
つ
、
散
策
子
は
「
仏
教
は
是
か
ら
法
燈
の
輝
く
時
で
す
」
と
し

て
宗
教
の
必
要
性
を
説
く
の
で
あ
る
。
散
策
子
の
発
言
を
受
け
、
住
職
は
「
堅
く
申
せ
ば
思
想
界
は
大
維
新
の
際
で
、
中
に
は
神
を
見
た
、

ま
の
あ
た
り
仏
に
接
し
た
、
或
は
自
か
ら
救
世
主
で
あ
る
な
ど
と
言
ふ
」
と
語
る
。
こ
こ
に
あ
る
「
救
世
主
」
云
々
と
は
、
自
ら
を
仏
陀
、

キ
リ
ス
ト
に
次
ぐ
救
世
主
と
名
乗
っ
た
宮
崎
虎
之
助18

を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
先
の
高
桑
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、「
神
を
見
た
」
と
い

う
発
言
か
ら
連
想
さ
れ
る
の
は
、
当
時
世
間
を
賑
わ
せ
た
「
見
神
」
の
概
念
で
あ
る
。
綱
島
梁
川
に
よ
っ
て
明
治
三
十
八
年
七
月
「
予
が
見

神
の
実
験
」（『
新
人
』）
と
題
し
て
語
ら
れ
た
体
験
は
、
石
川
啄
木
を
始
め
、
苦
悩
す
る
人
々
を
強
烈
に
惹
き
つ
け
た
。
彼
の
見
神
体
験
は

回
を
重
ね
る
ご
と
に
明
確
な
も
の
へ
と
深
化
し
、
最
終
的
に
「
今
ま
で
現
実
の
我
れ
と
し
て
筆
執
り
つ
ゝ
あ
り
し
我
れ
が
、
は
つ
と
思
ふ
刹

那
に
忽
ち
天
地
の
奥
な
る
実
在
と
化
り
た
る
意
識
、
我
は
没
し
て
神
み
づ
か
ら
が
現
に
筆
を
執
り
つ
ゝ
あ
り
と
感
じ
た
る
意
識
」
に
ま
で
至

る
。
つ
ま
り
見
神
と
は
字
の
通
り
「
神
を
見
る
」
の
で
は
な
く
、「
我
即
神
」
す
な
わ
ち
自
ら
が
神
と
一
体
に
な
る
感
覚
を
指
し
て
い
る
。
姉

崎
正
治
や
海
老
名
弾
正
が
理
論
と
し
て
示
し
た
個
人
に
お
け
る
聖
性
や
神
の
内
在
を
梁
川
は
身
を
も
っ
て
体
験
し
、
さ
ら
に
そ
の
体
験
を
告
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白
と
し
て
語
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
宗
教
の
主
観
性
を
主
張
し
た
上
で
、
神
性
の
内
在
と
い
う
発
見
の
経
験
か
ら
個
人
を
積
極
的
に
肯
定
し

た
の
で
あ
り
、
永
井
太
郎
に
よ
れ
ば
そ
れ
は
「
宗
教
の
個
人
化
・
心
理
化
を
す
す
め
る
明
治
三
十
年
代
の
宗
教
的
言
説
の
中
で
、
内
面
へ
の

忠
実
さ
と
そ
の
積
極
的
な
自
己
の
肯
定
に
よ
っ
て
、
よ
り
個
人
的
な
思
想
と
し
て
、
自
ら
を
差
異
化
す
る
こ
と
に
成
功
し
た19

」
と
い
う
。
梁

川
登
場
の
結
果
、
宗
教
論
に
お
け
る
「
自
己
の
内
面
に
密
接
」
で
あ
る
言
説
へ
の
傾
倒
は
強
ま
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
「
個
人
」
へ
の
関
心
は
、
日
清
戦
争
後
か
ら
国
家
の
権
威
化
へ
の
抵
抗
と
い
う
形
で
具
体
化
し
、
内
村
鑑
三
や
幸
徳
秋
水
、

さ
ら
に
は
帝
国
主
義
支
持
者
に
よ
っ
て
も
主
張
さ
れ
る
な
ど
、
個
人
意
識
の
台
頭
は
明
治
三
十
年
以
降
多
様
な
側
面
か
ら
見
て
取
れ
る
。
し

か
し
既
存
の
国
家
、
社
会
を
批
判
す
る
の
で
は
な
く
、
精
神
や
宗
教
と
い
っ
た
私
的
領
域
に
目
を
向
け
る
内
省
的
な
動
き
が
人
々
に
選
ば
れ

た
こ
と
は
、
煩
悶
と
い
う
語
の
流
行
や
宗
教
へ
の
期
待
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
藤
村
操
は
そ
の
煩
悶
を
掲
げ
て
死
に
至
る
が
、
そ
の
死
は
新

聞
『
萬
朝
報
』
及
び
主
宰
者
・
黒
岩
涙
香
に
よ
っ
て
「
活
き
ん
と
欲
す
れ
バ
活
く
る
こ
と
を
得
る
自
由
の
境
涯
に
於
て
、
自
由
の
意
志
を
以

て
死
し
た
る
者
な
り
、
自
由
の
境
涯
に
於
て
、
自
分
の
身
を
殺
す
と
云
ふ
意
志
ハ
実
に
強
き
意
志
な
り20

」
と
い
う
よ
う
に
、
自
由
意
志
に
よ

る
自
分
自
身
の
支
配
、
個
の
自
由
と
尊
厳
の
具
現
と
評
価
さ
れ
た
。
ま
た
藤
村
の
友
人
・
魚
住
折
蘆
は
一
高
時
代
に
そ
の
死
を
受
け
て
「
自

殺
論
」（『
校
友
会
雑
誌
』
明
治
三
十
七
年
五
月
）
を
執
筆
し
、「
光
栄
あ
る
生
存
の
意
義
は
自
家
の
要
求
に
絶
対
の
聴
従
を
な
す
こ
と
」「
人

の
尊
厳
は
其
自
主
自
由
に
し
て
外
物
の
支
配
を
受
け
ざ
る
に
あ
り
」
と
し
て
お
り
、
後
に
「
二
十
年
の
お
も
ひ
で
」（『
折
蘆
遺
稿
』
大
正
三

年
十
二
月
）
で
も
「
僕
の
個
人
主
義
│
自
我
の
意
識
は
│
は
此
文
を
草
し
た
時
に
其
絶
頂
に
居
つ
た
」
と
述
懐
し
た
よ
う
に
、
涙
香
ら

が
示
し
た
自
己
支
配
の
具
現
と
し
て
藤
村
の
自
殺
が
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。『
萬
朝
報
』
の
見
解
は
そ
の
事
件
の
性
質
、意

味
を
決
定
し
た
と
い
っ
て
よ
く
、
ま
た
当
時
多
く
の
青
年
が
こ
れ
を
共
有
し
た
こ
と
は
、
個
人
主
義
の
色
が
強
ま
る
時
代
の
あ
ら
わ
れ
と
い

え
よ
う
。「
瓔
珞
品
」
の
主
人
公
の
モ
デ
ル
・
吉
田
賢
龍
の
師
、
清
沢
満
之
が
主
張
し
た
精
神
主
義
も
ま
さ
に
こ
の
流
れ
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
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で
あ
り
、
明
治
三
十
四
年
一
月
に
創
刊
し
た
雑
誌
『
精
神
界
』
で
は
「
彼
の
社
会
の
為
め
、
国
家
の
為
め
を
先
と
し
て
、
自
己
の
為
め
を
知

ら
ざ
る
主
義
」
を
否
定
し
、
精
神
主
義
を
「
内
観
主
義
」「
主
観
主
義
」
と
し
て
「
自
家
の
精
神
内
」
の
「
充
足
」
の
必
要
性
を
説
い
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
、
各
人
の
主
観
に
非
常
に
重
き
が
置
か
れ
、
自
我
と
い
う
主
体
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
が
明
治
三
十
年
代
の
宗
教
に
一
つ
の

目
的
と
し
て
働
い
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
主
観
や
自
己
の
体
験
へ
の
重
視
が
引
き
起
こ
し
た
の
は
、
仏
や
キ
リ
ス
ト
と
い
っ
た
信
仰
対
象
、
経
典
、
偶
像
な
ど
へ
の

軽
視
で
あ
っ
た
。
特
に
偶
像
へ
の
批
判
は
宗
教
論
の
各
所
に
見
受
け
ら
れ
、
村
上
専
性
が
「
仏
教
は
其
れ
理
論
に
あ
る
乎
将
た
実
際
に
あ
る

乎
」（『
太
陽
』
明
治
三
十
五
年
二
月
）
で
「
堂
々
た
る
仏
教
寺
院
に
於
て
燦
然
た
る
法
衣
を
身
に
着
つ
ゝ
、種
々
の
偶
像
の
前
に
身
を
屈
し
、

禁
咒
祈
禱
以
て
己
れ
を
欺
き
又
人
を
も
欺
き
、
衛
生
法
に
害
あ
る
を
も
顧
ず
、
風
俗
上
に
妨
あ
る
を
も
恐
れ
ず
、
自
他
共
に
甚
だ
し
き
迷
信

の
淵
に
陥
」
っ
て
い
る
状
況
が
批
判
さ
れ
た
よ
う
に
、偶
像
は
排
除
さ
れ
る
べ
き
「
迷
信
」
と
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
。「
春
昼
」
に
お
け
る

住
職
の
偶
像
信
仰
へ
の
躊
躇
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
状
況
に
向
け
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
散
策
子
は
こ
れ
に
対
し
強
く
反
撥
す
る
。

偶
像
は
要
ら
な
い
と
言
ふ
人
に
、
そ
ん
な
ら
、
恋
人
は
唯
だ
慕
ふ
、
愛
す
る
、
こ
が
る
ゝ
だ
け
で
、
一
緒
に
な
ら
ん
で
も
可
い
の
か
、

姿
を
見
ん
で
も
可
い
の
か
。
姿
を
見
た
ば
か
り
で
、
口
を
利
か
ず
と
も
、
口
を
利
い
た
ば
か
り
で
、
手
に
縋
ら
ず
と
も
、
手
に
縋
つ
た

だ
け
で
、
寝
な
い
で
も
、
可
い
の
か
、
と
聞
い
て
御
覧
な
さ
い
。

　

せ
め
て
夢
に
で
も
、
其
の
人
に
逢
ひ
た
い
の
が
実
情
で
す
。

　

そ
ら
、
幻
に
で
も
神
仏
を
見
た
い
で
せ
う
。

　

釈
迦
、
文
殊
、
普
賢
、
勢
至
、
観
音
、
御
像
は
有
難
い
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

こ
の
言
葉
か
ら
ま
ず
考
え
る
べ
き
は
、
仏
教
に
お
い
て
偶
像
が
担
う
意
味
で
あ
る
。
偶
像
で
あ
る
仏
像
は
、
釈
迦
の
不
在
、
あ
る
い
は
そ
れ
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に
よ
る
心
の
拠
り
所
の
不
在
を
埋
め
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
人
々
の
心
の
動
き
か
ら
生
ま
れ
た
宗
教
上
の
行
為
と
し
て

同
じ
性
質
を
持
つ
の
が
「
見
神
」
で
あ
る
。
先
に
挙
げ
た
梁
川
の
告
白
も
見
神
だ
が
、
両
者
の
内
容
は
わ
ず
か
に
異
な
る
。
と
い
う
の
も
梁

川
の
見
神
は
自
ら
の
内
部
に
神
を
感
じ
る
こ
と
で
あ
る
の
に
対
し
、
従
来
用
い
ら
れ
て
き
た
見
神
は
ま
さ
に
神
を
「
見
る
」
こ
と
を
意
味
す

る
た
め
だ
。
仏
教
で
は
こ
の
概
念
に
「
見
仏
」
と
い
う
語
が
あ
て
ら
れ
、
初
期
か
ら
そ
の
体
験
が
重
視
さ
れ
て
き
た
と
い
う21

。
人
々
は
仏
に

会
い
、
そ
の
教
え
を
聞
く
こ
と
を
求
め
見
仏
を
願
っ
た
と
い
う
が
、
こ
の
願
望
の
源
に
あ
る
の
は
仏
へ
の
思
慕
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
願

い
は
仏
の
死
後
に
引
き
継
が
れ
、
ま
み
え
る
こ
と
の
不
可
能
に
な
っ
た
仏
へ
の
見
仏
の
願
い
が
生
み
出
し
た
の
が
仏
像
と
い
う
形
で
あ
る
。

よ
っ
て
散
策
子
に
よ
る
偶
像
論
は
見
仏
に
お
け
る
人
々
の
願
い
そ
の
も
の
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
欠
如
に
よ
っ
て
強
ま
る
恋
慕
、
及
び
そ
れ
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
信
仰
に
言
及
し
た
鏡
花
作
品
と
し
て
思
い
出
さ
れ
る
の
は
「
第

二
菎
蒻
本
」（
大
正
一
年
一
月
）
で
あ
る
。
時
期
を
隔
て
た
作
で
は
あ
る
も
の
の
、
想
い
人
で
あ
る
芸
者
の
死
を
知
っ
た
主
人
公
・
俊
吉
が
物

語
末
尾
で
耳
に
す
る
老
人
に
よ
る
念
仏22

は
、「
春
昼
」
偶
像
論
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
老
人
が
唱
え
る
法
華
経
如
来
寿
量
品
第

十
六
の
一
節
は
、
実
は
入
滅
し
て
い
な
い
が
人
々
か
ら
身
を
隠
し
て
い
る
と
い
う
釈
迦
が
、
そ
の
意
図
を
語
る
部
分
で
あ
る
。「
衆
見
我
滅
度

　

広
供
養
舎
利　

咸
皆
懐
恋
慕　

而
生
渇
仰
心
」
つ
ま
り
、
人
々
は
釈
迦
の
死
を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
で
そ
の
骨
を
供
養
し
、
彼
を
恋

い
慕
い
、
渇
仰
す
る
心
が
生
ま
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
れ
は
見
神
及
び
偶
像
に
宿
る
信
仰
の
形
そ
の
も
の
で
あ
る
が
、「
第
二
菎

蒻
本
」
で
こ
の
経
は
俊
吉
と
会
え
ぬ
時
間
に
積
も
っ
た
芸
者
の
た
だ
な
ら
ぬ
恋
情
、
そ
し
て
彼
女
と
二
度
と
ま
み
え
得
ぬ
こ
と
を
知
っ
た
俊

吉
か
ら
沸
き
上
が
る
思
慕
の
念
に
重
ね
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
信
仰
と
恋
の
心
は
繫
が
れ
る
の
で
あ
り
、「
春
昼
」
に
お
い
て
も
そ
れ
は
同
様
で

あ
る
。
神
に
相
ま
み
え
た
い
と
い
う
人
々
の
願
い
が
生
ん
だ
偶
像
の
重
要
性
を
説
く
散
策
子
は
信
仰
と
恋
の
共
通
点
を
見
抜
い
て
お
り
、
さ

ら
に
そ
の
偶
像
論
を
受
け
た
住
職
は
、
み
を
が
柱
に
残
し
た
小
野
小
町
の
恋
歌
「
う
た
ゝ
寝
に
恋
し
き
人
を
見
て
し
よ
り
夢
て
ふ
も
の
は
た
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の
み
そ
め
て
き
」
を
、
和
泉
式
部
に
よ
る
信
仰
の
歌
「
暗
き
よ
り
暗
き
道
に
ぞ
入
り
ぬ
べ
き
遙
か
に
照
ら
せ
山
の
端
の
月
」
へ
と
読
み
替
え

る
。

　

こ
の
宗
教
性
の
本
質
と
も
関
わ
る
恋
の
テ
ー
マ
は
客
人
と
み
を
に
引
き
継
が
れ
る
が
、
そ
の
恋
が
第
一
に
成
就
さ
れ
る
の
は
「
夢
の
契
」

の
場
面
で
あ
る
。
み
を
へ
の
想
い
を
深
め
る
客
人
は
、
祭
の
音
に
誘
わ
れ
山
中
の
舞
台
に
辿
り
着
き
、
そ
こ
で
み
を
と
自
ら
の
影
が
背
中
合

わ
せ
に
座
る
の
を
見
る
。
そ
し
て
客
人
の
影
は
み
を
の
背
に
「
◯
□
△
」
の
記
号
を
書
く
が
、
彼
の
指
が
そ
の
身
体
を
離
れ
た
瞬
間
は
次
の

よ
う
に
描
か
れ
る
。

爾
時
、
御ご

新し
ん

姐ぞ

の
顔
の
色
は
、
こ
ぼ
れ
か
ゝ
つ
た
艶
や
か
な
お
く
れ
毛
を
透
い
て
、
一
入
美
し
く
な
つ
た
と
思
ふ
と
、
あ
の
其
の
口
許

で
莞に

つ
こ
り爾

と
し
て
、
う
し
ろ
ざ
ま
に
た
よ
〳
〵
と
、
男
の
足
に
背
を
も
た
せ
て
、
膝
を
枕
に
す
る
と
、
黒
髪
が
、
ず
る
〳
〵
と
仰
向
い
て
、

真
白
な
胸
が
あ
ら
は
れ
た
。
其
の
重
み
で
男
も
倒
れ
た
、
舞
台
が
ぐ
ん
〳
〵
ず
り
下
つ
て
、
は
ツ
と
思
ふ
と
旧も

と

の
土
。

こ
の
官
能
的
な
描
写
は
両
者
の
肉
体
の
触
れ
合
い
を
感
じ
さ
せ
、同
時
に
偶
像
論
で
の
散
策
子
の
言
葉
を
思
い
出
さ
せ
る
。「
恋
人
は
唯
だ
慕

ふ
、
愛
す
る
、
こ
が
る
ゝ
だ
け
で
、
一
緒
に
な
ら
ん
で
も
可
い
の
か
」「
寝
な
い
で
も
、
可
い
の
か
」。
つ
ま
り
こ
こ
で
客
人
と
み
を
は
、
観

念
の
世
界
で
の
み
愛
を
実
ら
せ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
「
夢
」
の
世
界
で
あ
ろ
う
と
も
、
実
際
に
そ
の
肉
体
を
触
れ
合
う
こ
と
で
愛
を
実

ら
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
場
面
の
要
と
な
る
の
が
、「
春
昼
」
の
中
で
不
思
議
な
存
在
感
を
持
つ
「
◯
□
△
」
の
記
号
で
あ
る
。
後
に

散
策
子
と
み
を
が
出
会
っ
た
際
、
ノ
ー
ト
ブ
ッ
ク
に
び
っ
し
り
と
書
か
れ
た
記
号
に
驚
く
散
策
子
に
み
を
は
次
の
よ
う
に
語
る
。

此
の
円
い
の
が
海
、
此
の
三
角
が
山
、
此
の
四
角
い
の
が
田
圃
だ
と
思
へ
ば
そ
れ
で
も
よ
う
ご
ざ
ん
す
。
そ
れ
か
ら
○
い
顔
に
し
て
、

□
い
胴
に
し
て
△
に
坐
つ
て
居
る
、
今
戸
焼
の
姉
様
だ
と
思
へ
ば
そ
れ
で
も
可
う
ご
ざ
い
ま
す
、
袴
を
穿
い
た
殿
様
だ
と
思
へ
ば
そ
れ

で
も
可
い
で
せ
う
。



─ 18 ─ （363）

こ
こ
で
み
を
は
そ
の
記
号
を
如
何
な
る
意
味
を
も
持
ち
う
る
も
の
と
し
て
示
す
が
、
一
方
先
に
み
た
「
夢
の
契
」
で
は
、
そ
の
記
号
を
介
し

客
人
と
み
を
は
何
ら
か
の
意
味
を
了
解
し
合
い
両
者
は
結
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
◯
□
△
」
は
「
春
昼
」
研
究
史
で
様
々
な
意
味
づ
け
が

成
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
は
言
葉
を
越
え
た
領
域
の
表
象23

で
あ
っ
て
、
み
を
と
客
人
は
そ
の
よ
う
な
領
域
で
互
い
に
繫
が
り
合
う
、
言
い
換

え
れ
ば
、
言
葉
を
越
え
た
身
体
性
の
領
域
で
し
か
両
者
の
恋
は
達
成
さ
れ
得
な
い
の
で
あ
る
。

　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
当
時
思
想
界
で
は
多
く
の
学
説
が
発
表
さ
れ
、
そ
の
背
景
と
し
て
、
宗
教
と
い
う
概
念
の
一
般
化
の
中
で
西
洋
近
代

知
の
結
晶
で
あ
る
「
文
明
」
が
そ
こ
に
重
ね
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
に
実
践
的
側
面
で
は
な
く
教
義
や
理
論
が
重
視
さ
れ24

、
そ
の
結
果
人
々
は

さ
ら
な
る
煩
悶
に
陥
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。「
春
昼
」を
通
じ
鏡
花
は
そ
の
よ
う
な
同
時
代
の
人
々
の
苦
悩
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
同

時
に
知
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
宗
教
の
中
で
人
々
が
も
が
い
て
い
る
現
実
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
散
策
子
と
住
職
の
や
り
取
り
か

ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。「
瓔
珞
品
」
で
描
か
れ
た
実
践
と
し
て
の
信
仰
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
、こ
こ
で
は
新
た
な
要
素
が
示
さ
れ
る
。
そ
れ
が

具
体
と
し
て
の
偶
像
で
あ
り
、
相
手
に
触
れ
る
恋
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
鏡
花
は
当
時
の
宗
教
論
が
囚
わ
れ
て
い
た
抽
象
的
議
論
の
突
破
口
と

し
て
の
救
済
の
形
を
示
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
信
仰
と
恋
に
通
底
す
る
本
質
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
ら
が
希
求
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
釈
迦
や
恋
人
と
い
っ
た
触
れ
る
べ
き
対
象
の
欠
落
は
人
々
を
駆
り
立
て
る
。
さ
ら
に
鏡
花
は
〈
現
実
〉
に
お
け
る
非
在

を
埋
め
よ
う
と
す
る
人
々
の
切
実
な
試
み
に
大
い
な
る
意
味
を
見
出
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

岩
殿
寺
の
柱
に
貼
ら
れ
た
巡
拝
の
札
を
、
鏡
花
は
語
り
を
通
し
て
次
の
よ
う
に
描
く
。

さ
れ
ば
是
な
る
彫
金
、
魚
政
は
じ
め
、
此
処
に
霊
魂
の
通
ふ
証
拠
に
は
、
い
づ
れ
も
巡
拝
の
札
を
見
た
だ
け
で
、
ど
れ
も
こ
れ
も
、
女

名
前
の
も
、
略
々
其
の
容
貌
と
、
風
采
と
、
従
つ
て
其
の
挙
動
ま
で
が
、
朦
朧
と
し
て
影
の
如
く
目
に
浮
ぶ
で
は
な
い
か
。

　

彼
の
新
聞
で
披
露
す
る
、
諸
種
の
義
捐
金
や
、
建
札
の
表
に
掲
示
す
る
寄
附
金
の
署
名
が
写
実
で
あ
る
時
に
、
こ
れ
は
理
想
で
あ
る
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と
云
つ
て
も
可
か
ら
う
。

人
々
の
信
仰
、
祈
り
が
込
め
ら
れ
た
巡
拝
の
札
か
ら
は
豊
か
な
物
語
が
立
ち
上
が
り
、
新
聞
に
掲
載
さ
れ
る
寄
付
金
の
署
名
の
「
写
実
」
に

対
置
さ
れ
る
。
そ
こ
で
思
い
出
さ
れ
る
の
は
長
谷
川
天
渓
の
「
幻
滅
時
代
の
芸
術
」（『
太
陽
』
明
治
三
十
九
年
十
月
）
に
お
け
る
「
宗
教
界

に
於
け
る
総
て
の
幻
想
は
亡
び
た
る
な
り
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
天
溪
は
こ
こ
で
人
々
が
宗
教
の
表
層
を
な
で
る
の
み
で
、
本
質
と
も
い

う
べ
き
〈
幻
想
〉
が
滅
び
つ
つ
あ
る
こ
と
を
語
る
。
そ
し
て
こ
の
〈
幻
想
〉
こ
そ
巡
拝
の
札
が
持
つ
祈
り
と
い
う
「
物
語
」
と
い
え
る
だ
ろ

う
。
実
際
に
触
れ
う
る
も
の
を
求
め
る
こ
と
が
信
仰
の
果
て
の
救
済
に
繫
が
る
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
た
と
先
に
述
べ
た
が
、
そ
れ
は
具
体

的
な
事
物
、
偶
像
や
他
者
と
い
っ
た
対
象
に
対
し
〈
幻
想
〉
つ
ま
り
豊
か
な
想
像
力
を
あ
て
る
こ
と
な
し
に
は
不
可
能
で
あ
る
の
だ
。
そ
し

て
そ
の
想
像
力
は
「
物
語
」
と
密
接
に
関
わ
る
。「
瓔
珞
品
」
で
は
辰
起
が
都
城
子
の
心
の
痛
み
を
想
像
し
え
た
経
験
を
経
て
罪
が
赦
さ
れ
、

民
衆
救
済
の
任
を
負
っ
た
が
、
信
仰
の
あ
り
方
が
よ
り
明
確
に
示
さ
れ
る
「
春
昼
」
に
お
い
て
、
想
像
力
は
不
在
を
埋
め
る
た
め
の
物
語
を

生
み
出
し
、
さ
ら
に
は
「
春
昼
」
と
い
う
物
語
そ
の
も
の
を
も
動
か
し
て
ゆ
く
。
客
人
が
み
を
に
李
賀
の
詩
に
擬
え
た
悲
劇
的
な
物
語
を
見

出
す
こ
と
で
二
人
の
恋
は
幕
を
開
け
、
み
を
が
二
首
の
歌
に
想
い
を
託
す
こ
と
で
作
品
は
展
開
を
見
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
な
に
よ
り
、

信
仰
と
恋
の
本
質
を
理
解
す
る
散
策
子
を
介
し
て
「
夢
の
契
」
は
確
信
さ
れ
、
そ
の
想
像
力
に
よ
っ
て
海
か
ら
あ
が
っ
た
み
を
と
連
獅
子
の

子
の
死
体
か
ら
客
人
と
み
を
の
霊
魂
の
逢
瀬
が
見
出
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
「
春
昼
」
と
い
う
物
語
自
体
が
成
り
立
つ
の
で
あ

り
、
同
時
に
み
を
と
客
人
の
恋
は
成
就
し
、
真
の
意
味
で
の
救
済
が
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、〈
現
実
〉
に
お
け
る
欠
落
を
埋

め
る
た
め
に
生
み
出
さ
れ
た
〈
非
・
現
実
〉
に
よ
っ
て
、
救
い
と
い
う
新
た
な
〈
現
実
〉
が
読
者
の
前
に
現
出
す
る
の
だ
。
先
の
論
で
天
渓

は
写
実
主
義
文
学
の
位
置
づ
け
を
行
い
な
が
ら
、
最
終
的
に
〈
幻
想
〉
が
失
わ
れ
た
「
幻
滅
時
代
の
芸
術
」
と
し
て
「
真
実
」
を
描
く
芸
術

を
導
く
。
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
自
然
主
義
文
学
へ
と
繫
が
る
訳
だ
が
、
同
時
代
の
〈
現
実
〉
を
意
識
し
た
上
で
描
か
れ
た
〈
幻
想
〉
の
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力
を
そ
の
核
と
し
た
「
春
昼
」
の
物
語
構
造
を
考
え
れ
ば
、
鏡
花
が
そ
の
よ
う
な
文
学
の
あ
り
方
と
は
異
な
る
世
界
を
作
品
内
で
展
開
し
よ

う
と
試
み
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　
　
　
＊

　
「
思
想
惑
乱
の
時
代
」
と
い
わ
れ
た
明
治
三
十
年
代
、
人
々
は
信
仰
に
値
す
る
宗
教
あ
る
い
は
確
固
た
る
自
己
を
求
め
、
煩
悶
の
中
に
あ
っ

た
。「
瓔
珞
品
」
そ
し
て
「
春
昼
」
は
、そ
の
よ
う
な
同
時
代
の
迷
い
と
宗
教
言
説
へ
の
関
心
が
多
分
に
見
ら
れ
る
作
品
で
あ
る
。「
瓔
珞
品
」

で
は
個
々
の
宗
教
、
あ
る
い
は
そ
の
対
立
を
止
揚
し
て
い
く
も
の
と
し
て
の
信
仰
の
形
が
提
示
さ
れ
、
そ
の
一
年
後
に
書
か
れ
た
「
春
昼
」

で
は
同
様
に
信
仰
へ
の
ま
な
ざ
し
を
引
き
つ
つ
も
、
よ
り
根
源
的
な
体
験
と
し
て
の
恋
と
繫
げ
ら
れ
、
失
わ
れ
た
対
象
を
求
め
る
人
々
の
切

実
な
想
い
が
そ
こ
に
見
出
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
非
在
へ
の
思
慕
か
ら
生
ま
れ
た
想
像
力
が
詩
歌
を
導
き
、
物
語
を
生
み
、
登
場
人

物
は
そ
の
中
で
救
済
さ
れ
る
の
で
あ
る
。「
瓔
珞
品
」
で
提
示
さ
れ
た
宗
教
以
前
の
信
仰
は
「
春
昼
」
で
さ
ら
に
具
体
的
な
救
い
の
形
へ
と
深

め
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
も
た
ら
し
得
る
も
の
と
し
て
〈
幻
想
〉
つ
ま
り
文
学
的
想
像
力
が
意
味
づ
け
ら
れ
た
と
い
え
よ
う
。
鏡
花
は

同
時
代
の
宗
教
意
識
及
び
そ
こ
か
ら
生
じ
る
人
々
の
苦
し
み
の
源
に
あ
る
も
の
に
極
め
て
意
識
的
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
彼
は
「
瓔
珞
品
」
と

「
春
昼
」
を
通
し
、
そ
の
よ
う
な
宗
教
意
識
の
あ
り
よ
う
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
一
歩
進
み
う
る
〈
現
実
〉
へ
の
新

た
な
視
線
を
示
し
た
と
い
え
る
。「
瓔
珞
品
」
か
ら
「
春
昼
」
へ
と
い
う
流
れ
の
中
で
、
同
時
代
の
宗
教
意
識
と
い
う
〈
現
実
〉
を
認
識
し

た
上
で
提
示
さ
れ
た
こ
う
し
た
可
能
性
は
、
鏡
花
及
び
彼
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
る
〈
幻
想
〉
が
〈
現
実
〉
に
対
し
て
持
ち
う
る
力
を
考
え
る

際
、
大
き
な
意
味
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。
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※
泉
鏡
花
作
品
の
引
用
は
す
べ
て
『
鏡
花
全
集
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
十
五
〜
十
七
年
）
に
拠
る
。
た
だ
し
他
の
文
献
を
含
め
て
旧
字
体
は
新
字
体

に
改
め
、
特
殊
な
読
み
を
示
す
ル
ビ
以
外
は
省
略
し
た
。
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仏
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光
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│
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│
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19 
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萬
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21 
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仏
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そ
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と
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」『
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大
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研
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紀
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』
昭
和
五
十
二
年
。

22 

「
第
二
菎
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本
」
に
挿
入
さ
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て
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る
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仏
の
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に
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は
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・
三
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他
六
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書
文
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成
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友
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23 

松
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友
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の
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鏡
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出
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、
昭
和
六
十
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年
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月
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は
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れ
を
「
記
号
の
〈
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異
性
〉
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最
も
原
初
的
な
モ
デ
ル
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
意
味
分
節
機
能
を
も
つ
以
前
の
記
号
」、
意
味
以
前
の
記
号
と
し
て
位
置
づ
け
お
り
、
本
論
は
こ

の
理
解
に
拠
っ
て
立
つ
。

24 

磯
前
順
一
（『
近
代
日
本
の
宗
教
言
説
と
そ
の
系
譜
│
宗
教
・
国
家
・
神
道
│
』
岩
波
書
店
、
平
成
十
五
年
二
月
）
は
以
下
の
よ
う
に
指

摘
す
る
。「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
を
中
心
と
す
る
近
代
の
西
洋
社
会
で
は
明
確
な
教
義
の
か
た
ち
を
と
る
ビ
リ
ー
フ
が
重
視
さ
れ
る
一
方

で
、
非
言
語
的
な
儀
礼
行
為
を
主
と
す
る
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
は
そ
れ
に
従
う
副
次
的
な
も
の
と
み
な
さ
れ
た
。
同
様
の
眼
差
し
は
非
西
洋
社
会

の
宗
教
現
象
を
理
解
す
る
さ
い
に
も
向
け
ら
れ
た
」「
そ
し
て
、
そ
の
眼
差
し
を
向
け
ら
れ
た
側
も
、
ま
た
み
ず
か
ら
の
宗
教
を
劣
等
な
も
の

と
み
な
し
、
西
洋
的
な
教
義
体
系
を
そ
な
え
る
も
の
へ
と
改
変
し
て
い
っ
た
こ
と
も
珍
し
く
な
い
」。


