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|
リ
ル
ケ
に
お
け
る
新
約
聖
書
の
モ
チ
ー
フ

「
放
蕩
息
子
」

の
意
味

手前

田

伊

久

穂

序

『
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
』
(
第
十
五
章
十
一
|
三
十
二
節
)
に
由
来
す
る
「
放
蕩
息
子
」
の
た
と
え
話
は
、
西
欧
の
中
世
か
ら
、
文

学
だ
け
で
は
な
く
、
絵
画
・
彫
刻
を
初
め
と
す
る
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
諸
芸
術
の
な
か
に
素
材
や
モ
チ
ー
フ
と
し
て
採
り
入
れ
ら
れ
、

各
時
代
の
世
相
、
思
想
を
反
映
さ
せ
な
が
ら
も
現
代
に
い
た
る
ま
で
多
種
多
様
な
角
度
か
ら
取
り
扱
わ
れ
て
き
た
。
文
学
の
領
域
で

も
こ
の
た
と
え
話
は
、
ド
イ
ツ
で
は
十
三
世
紀
後
半
の
重
要
な
物
語
、
ヴ
エ
ル
ン
ヘ
ル
・
デ
ア
・
ガ
ル
テ
ネ
l
レ
の
『
マ
イ
ア

1
・

ヘ
ル
ム
ブ
レ
ヒ
ト
』
(
冨

2
2
z
m
E可
2
Z
)
に
お
い
て
騎
士
生
活
に
憧
れ
て
父
母
の
家
を
出
奔
し
、
盗
賊
騎
士
へ
と
転
落
し
て
ゆ

く
百
姓
息
子
の
姿
と
し
て
初
め
て
登
場
す
る
。
そ
の
後
十
六
世
紀
に
は
、
ル
タ
l
を
初
め
と
す
る
宗
教
改
革
を
契
機
に
ひ
き
起
き
れ

た
宗
教
論
争
と
市
民
階
級
の
目
覚
め
に
よ
っ
て
道
徳
と
宗
教
を
新
た
に
捉
え
直
そ
う
と
す
る
機
運
が
醸
成
さ
れ
、
そ
う
し
た
な
か
で

こ
の
聖
書
の
た
と
え
話
は
格
好
の
題
材
と
し
て
、
謝
肉
祭
劇
や
人
文
主
義
の
学
校
劇
ま
た
教
会
劇
と
い
っ
た
演
劇
の
な
か
で
そ
れ
ぞ
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れ
の
立
場
か
ら
盛
ん
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
説
。
ハ
ン
ス
・
ザ
ツ
ク
ス
の
「
放
蕩
息
子
」
そ
の
も
の
を
題
名
に
し
た
二
篇
の
喜

朕
も
そ
う
し
た
世
相
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
聖
書
の
「
放
蕩
息
子
」
の
文
学
作
品
へ
の

受
容
は
、
十
三
世
紀
後
半
に
始
ま
り
十
六
世
紀
の
盛
時
を
経
な
が
ら
も
、
有
名
無
名
の
多
く
の
作
家
、
詩
人
に
担
わ
れ
て
、
さ
ま
ざ

ま
な
形
姿
と
意
味
を
獲
得
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
素
材
と
し
て
の
重
要
性
も
現
代
に
い
た
っ
て
も
減
じ
る
こ
と

は
な
く
、
現
代
に
お
け
る
人
間
存
在
の
問
題
と
結
び
つ
い
て
む
し
ろ
い
っ
そ
う
重
い
意
味
を
負
わ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
文
学
に
お
け
る
「
放
蕩
息
子
」
受
容
の
系
譜
の
な
か
で
、

リ
ル
ケ
の
「
放
蕩
息
子
」
の
モ
チ
ー
フ
は
、
ジ

ッ
ド
の
『
放

蕩
息
子
の
帰
宅
』

(
U
B
Z日
常

て

g
p
E
H
V
B佳
宮
市
)

や
カ
フ
カ
の

『帰
郷
』

(Z
2
s
r
v同)
な
ど
と
と
も
に
そ
の
先
端
に

立
つ
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
詩
人
リ
ル
ケ
と
新
約
聖
書
の
モ
チ
ー
フ
「
放
蕩
息
子
」
と
の
係
わ
り
に
つ
い
て
、
そ
の
全
体
像
を
眺
め
て
お
か
ね

ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
概
略
は
す
で
に
拙
稿
「
放
蕩
息
子
の
家
出
」
に
描
い
て
い
る
の
で
、
な
る
べ
く
必
要
な
も
の
だ
け
に
と
ど
め

た
い
。
「
家
出
」
を
主
題
に
し
た
も
の
は
、
短
篇
、
日
記
、
小
説
、
詩
と
多
く
の
作
品
に
わ
た
る
が
、
前
稿
「
放
蕩
息
子
の
家
出
」
で

は
中
期
パ
リ
時
代
の
三
篇
の
誇
「
放
蕩
息
子
の
家
出
」

(
U
R
E印刷
zm
色

2
5
H
E同
2
2
ω
。V
ロ
何
回
)
、
「
放
蕩
息
子
に
つ
い
て
」

(〈。ョ

言問

E
S
S
E
Z
)、
「
異
邦
人
」

(
0
2
明，

zg向田市
)
、
お
よ
び
初
期
の
詩
「
彼
は
ま
だ
子
供
の
こ
ろ
家
か
ら
立
ち
去

っ

た
・
・
・
・
・
・
」

(開
門
担
口
問
山
口
o
n
v
弘
田
何
百
回
内
宮
内
田
〈
。
ロ
出
血
ロ
印
巾
同

Oz--・)
な
ど
を
中
心
に
し
て
「
家
出
」
に
焦
点
を
あ
て
、
リ
ル

ケ
に
お
け
る
放
蕩
息
子
の
問
題
を
論
じ
た
。
本
稿
で
は
、
表
題
に
示
し
た
と
お
り
「
帰
宅
」
に
焦
点
を
あ
て
、
リ
ル
ケ
に
お
け
る
「
放

務
息
子
」
の
問
題
を
究
明
し
て
ゆ
き
た
い
。
「
帰
宅
」
に
関
係
す
る
作
品
に
は
初
期
短
篇
の
「
和
解
」

(恒
三
也
、
晩
年
の
ル

1
ル
・

ア
ル
ペ

1
ル
M

ラ
ザ
l
ル
へ
の
献
呈
詩
「
帰
郷
、

ー
ー
ど
こ
へ
帰
る
と
い
う
の
か
?
・
・
・
・
・
・
」

(F
5
r
v
n
g
Eロ
ァ
:
)
な
ど



が
あ
り
、
ま
た
一
九
一
一
一
一
年
の
小
論
『
若
い
詩
人
に
つ
い
て
』
(
口

σ
R
号
ロ
』

g
m
g
E
n
v
Z円

)

で
は
放
蕩
息
子
と
し
て
の
あ
る

聖
者
の
帰
宅
に
つ
い
て
の
言
及
も
あ
る
が
、
「
帰
宅
」
の
問
題
を
真
正
面
か
ら
捉
え
て
い
る
の
は
、
と
り
わ
け
「
マ
ル
テ
の
手
記
」
巻

末
部
の
「
放
蕩
息
子
」
の
物
語
で
あ
る
。
む
ろ
ん
リ
ル
ケ
は
、
前
稿
で
触
れ
た
よ
う
に
こ
の
た
と
え
話
を
単
な
る
「
物
語
」
と
し
て

で
は
な
く
、
「
伝
説
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

幼

年

時

代

そ
れ
で
は
、
こ
れ
か
ら
『
マ
ル
テ
の
手
記
』
巻
末
部
を
中
心
に
し
な
が
ら
「
放
蕩
息
子
」
の
検
討
に
入
っ
て
ゆ
き
た
い
が
、
「
帰
宅
」

の
部
分
だ
け
を
取
り
上
げ
て
も
リ
ル
ケ
に
お
け
る
「
放
蕩
息
子
」
の
問
題
の
解
明
に
は
な
ら
な
い
。
こ
の
際
「
帰
宅
」
の
問
題
に
不

可
分
な
「
家
出
」
、
そ
し
て
そ
の
後
の
異
郷
で
の
生
活
、
そ
れ
か
ら
「
帰
宅
」
の
理
由
、
目
的
と
、
「
帰
宅
」
に
い
た
る
ま
で
の
一
連

の
過
程
を
追
い
な
が
ら
、
「
帰
宅
」
の
究
明
に
向
か
い
た
い
。
『
マ
ル
テ
の
手
記
』
巻
末
部
に
は
そ
れ
ら
が
全
部
そ
ろ
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
リ
ル
ケ
の
「
放
蕩
息
子
」

の
話
は
こ
の
よ
う
に
始
ま
る
。

「
放
蕩
息
子
の
物
語
は
、
愛
さ
れ
る
こ
と
を
望
ま
な
か
っ
た
者
の
伝
説
で
は
な
い
の
だ
と
、

い
く
ら
ぼ
く
に
納
得
さ
せ
よ
う
と
し
て

も
そ
れ
は
難
し
い
だ
ろ
う
。
彼
が
子
供
だ
っ
た
こ
ろ
、
家
じ
ゅ
う
の
み
ん
な
が
彼
を
愛
し
た
。
彼
は
し
だ
い
に
成
長
し
な
が
ら
も
、
愛

さ
れ
る
こ
と
の
ほ
か
は
知
ら
ず
、
優
し
い
家
の
人
た
ち
の
心
に
慣
れ
て
い
た
。
彼
は
子
供
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
」
。

『
マ
ル
テ
の
手
記
』
の
放
蕩
息
子
の
物
語
は
、

一
九
六
六
年
完
結
の
イ
ン
ゼ
ル
版
リ
ル
ケ
全
集
(
全
六
巻
)
で
九
頁
十
六
節
に
及
ぶ

も
の
で
、
こ
の
引
用
部
は
冒
頭
の
第
一
節
で
あ
る
。
こ
の
冒
頭
部
に
は
、
こ
の
物
語
全
体
の
性
格
を
決
め
る
重
要
な
こ
と
が
二
?
記

放
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"" 

さ
れ
て
い
る
。

一
つ
は
、
愛
さ
れ
る
こ
と
へ
の
拒
否
と
い
う
物
語
の
主
題
で
あ
る
が
、
も
う
一
つ
は
、
こ
の
「
物
翠
巴
(
の

gnzn宮
ゆ
)

を
「
た
と
え
話
」

(EEσ
色
)

で
は
な
く
、
「
伝
説
」

(Zmgam)
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
も
と
も
と
聖
書

の
「
放
蕩
息
子
」
の
物
語
は
、
新
約
聖
書
に
お
け
る
イ
エ
ス
の
約
四
十
ば
か
り
の
「
た
と
え
話
」
の
一
つ
で
、
そ
の
も
っ
と
も
代
表

的
な
も
の
で
あ
る
。
「
た
と
え
話
」

(FEZ-)
と
は
、
比
喰
的
な
言
葉
を
用
い
て
人
生
の
真
実
、
人
生
の
意
味
を
異
な
っ
た
心
象
領

域
か
ら
説
き
明
か
そ
う
と
す
る
も
の
で
、
そ
こ
に
は
道
徳
的
、
教
訓
的
な
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ル
カ
伝
で
は
こ
の
物

語
は
イ
エ
ス
を
取
り
巻
く
群
衆
に
向
か
っ
て
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
、
イ
エ
ス
の
告
発
者
で
あ
る
フ
ァ
リ
サ
イ
派
の
人

び
と
と
律
法
学
者
た
ち
に
対
す
る
悔
い
改
め
を
求
め
る
戎
め
と
、
ま
た
徴
税
人
や
罪
人
た
ち
に
対
す
る
愛
に
よ
る
赦
し
の
約
束
と
が

含
ま
れ
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
「
伝
説
」

(Fmmga巾
)

は
、
ラ
テ
ン
語
の
動
詞

-a。
(
拾
い
集
め

る
、
読
む
)
よ
り
派
生
し
た
名
調

z
m
g
E
(読
ま
れ
る
べ
き
も
の
)
に
由
来
し
、
本
来
的
に
は
、
聖
人
の
祝
日
に
ミ
サ
や
修
道
院

の
食
事
ど
き
に
読
ま
れ
る
精
選
物
語
の
こ
と
で
、
「
伝
説
」
に
は
民
間
伝
承
も
含
ま
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
元
来
聖
人
、
聖
徒
の
伝
説

で、

い
わ
ば
「
選
ば
れ
た
者
」
に
つ
い
て
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
冒
頭
の
「
伝
説
」
は
、
広
い
意
味
で
の
民
間
伝
承
、
民
間
伝

説
で
は
な
く
、
聖
な
る
「
選
ば
れ
た
者
」
と
い
う
特
質
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
こ
こ
で
押
さ
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ

ろ
う
。
リ
ル
ケ
の
「
放
蕩
息
子
」
が
芸
術
家
、
詩
人
を
表
し
、
「
選
ば
れ
た
者
」
と
い
う
芸
術
家
の
特
性
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
、
拙
稿
「
放
蕩
息
子
の
家
出
」
に
お
い
て
、
小
論
『
若
い
詩
人
に
つ
い
て
』
や
詩
「
放
蕩
息
子
に
つ
い
て
」
を
め
ぐ
る
解
釈
の
な

か
で
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
こ
こ
で
、
「
愛
さ
れ
る
こ
と
へ
の
拒
否
」
と
い
う
主
題
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
を
詳
し
く
検
討
し
て
お
こ
う
。
愛
そ
の
も

の
へ
の
絶
対
的
な
拒
否
で
あ
ろ
う
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
ど
の
よ
う
な
愛
へ
の
拒
否
で
あ
ろ
う
か
?

冒
頭
部
に
続
く
第
二
節
に
は
、



彼
が
拒
否
し
よ
う
と
す
る
愛
の
内
容
が
家
の
飼
い
犬
と
の
関
係
に
お
い
て
こ
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

「
し
か
し
少
年
に
な
る
と
、
彼
は
そ
の
よ
う
な
習
慣
を
捨
て
て
し
ま
お
う
と
思
っ
た
。
そ
れ
を
口
に
出
し
て
言
う
こ
と
な
ど
で
き
な

か
っ
た
だ
ろ
う
が
、

一
日
じ
ゅ
う
野
外
を
さ
ま
よ
い
歩
く
の
に
、
も
は
や
犬
た
ち
を
連
れ
て
歩
こ
う
と
さ
え
し
な
か
っ
た
の
も
、
犬

つ
ま
り
、
犬
た
ち
の
眼
差
し
に
は
観
察
や
関
心
、
期
待
や
心
配
の
い
ろ
が
現
れ
て
い
た
の

だ
。
犬
た
ち
の
前
で
何
か
を
す
る
と
な
れ
ば
、
必
ず
喜
ば
せ
る
か
心
を
傷
つ
け
て
し
ま
っ
た
か
ら
だ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
こ
ろ
、
彼

た
ち
も
彼
を
愛
し
て
い
た
か
ら
だ
っ
た
。

の
意
図
し
た
こ
と
は
、
心
の
奥
底
か
ら
の
無
関
心
で
あ
っ
た
。
朝
の
野
原
に
い
る
と
、
こ
う
し
た
無
関
心
が
と
き
お
り
純
粋
な
力
で

彼
を
捉
え
、
時
間
と
呼
吸
と
を
も
つ
ま
い
と
し
て
、
明
け
方
が
意
識
に
の
ぼ
っ
て
く
る
軽
や
か
な
ひ
と
時
よ
り
も
よ
り
以
上
の
も
の

で
あ
ろ
う
と
し
て
、
駆
け
だ
し
た
の
だ
っ
た
。
」

犬
た
ち
の
愛
は
、
「
観
察
や
関
心
、
期
待
や
心
配
」
を
伴
う
愛
で
、
そ
れ
に
応
え
れ
ば
喜
ば
す
が
、
応
え
な
け
れ
ば
心
を
傷
つ
け
、

悲
し
ま
せ
る
愛
で
あ
る
。

い
わ
ば
応
答
を
求
め
る
愛
で
あ
り
、
期
待
や
要
求
で
も
っ
て
相
手
を
束
縛
し
、
重
荷
を
負
わ
せ
る
愛
で
あ

る
。
こ
う
し
た
応
答
を
求
め
、
絡
み
付
い
て
く
る
愛
に
対
し
て
、
少
年
の
放
蕩
息
子
が
望
ん
だ
心
の
あ
り
ょ
う
は
、
「
心
の
奥
底
か
ら

の
無
関
心
」
(
込

5
5
2
m
m
-
Z
5
0
5
S
2
5
2
Z
R
N
g印
)
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
相
互
の
自
由
と
自
主
性
を
尊
重
し
、
そ
れ

に
何
ら
の
干
渉
も
加
え
な
い
純
粋
な
関
係
の
あ
り
方
で
、
後
の
「
開
か
れ
た
世
界
」

(
a
g
O
R
g
巾
)
と
か
、
心
の
「
内
部
空
間
」

(同ロロ

g
E
C
g
)
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
、
存
在
聞
の
「
純
粋
な
関
連
」
へ
と
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
も
の
と
言
え
よ
う
。
リ
ル
ケ
は

『
マ

ル
テ
の
手
記
』
刊
行
か
ら
一
年
余
り
後
に
、
ル

1
・
ア
ン
ド
レ
ア
ス
H
サ
ロ
メ
宛
の
手
紙
に
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
書
い
て
い
る
。

「
愛
す
る
ル

l
ょ
、
ぼ
く
が
人
び
と
を
待
ち
受
け
た
り
、
人
び
と
を
必
要
と
し
た
り
、
人
び
と
を
捜
し
た
り
す
る
と
き
は
、
ぼ
く
の

調
子
の
悪
い
と
き
で
す
。
そ
ん
な
こ
と
を
す
れ
ば
、

い
っ
そ
う
陰
欝
な
気
分
に
追
い
込
ま
れ
る
ば
か
り
で
、
過
ち
を
犯
し
て
し
ま
う

放
置
初
息
子
の
帰
宅
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だ
け
な
の
で
す
。
な
に
し
ろ
人
び
と
の
ほ
う
は
、
ぼ
く
が
そ
の
人
た
ち
の
た
め
に
、
結
局
は
、
ど
れ
ほ
ど
わ
ず
か
な
骨
し
か
折
ら
ず
、

ま
た
ど
ん
な
思
い
遣
り
の
な
い
仕
打
ち
も
や
り
か
ね
な
い
、
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
は
知
る
由
も
な
い
の
で
す
か
ら
。

-・[略]・・・

ぼ
く
は
い
ま
ぼ
く
の
最
良
の
パ
リ
時
代
、
『
新
詩
集
』
の
時
代
の
こ
と
を
思
い
出
す
と
、
な
に
か
近
頃
の
自
分
が
恥
ず
か
し
く
な
り
ま

す
。
あ
の
こ
ろ
は
、
ぼ
く
が
何
物
を
も
何
人
を
も
期
待
し
て
い
な
か
っ
た
の
に
、
全
世
界
が
た
だ
も
う
課
題
ば
か
り
と
な
っ
て
ま
す

ま
す
ぼ
く
に
流
れ
寄
せ
て
き
た
し
、
ぼ
く
の
ほ
う
も
ま
た
は
っ
き
り
と
確
実
に
、
純
粋
な
仕
事
で
も
っ
て
そ
れ
に
答
え
て
い
た
の
で

す。」リ
ル
ケ
の
パ
リ
時
代
は
、

い
う
ま
で
も
な
く

『新
詩
集
』
の
時
代
で
あ
る
と
と
も
に
、
『
マ
ル
テ
の
手
記
』
の
時
代
で
も
あ
っ
た
。

こ
の
手
紙
の
箇
所
が
「
心
の
奥
底
か
ら
の
無
関
心
」
を
か
な
り
具
体
的
に
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
無
関
心
」
は
、
人
間
や

動
物
た
ち
と
の
関
係
だ
け
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
広
く
世
界
全
体
(
「
全
世
界
が
・
・
・
・
・
・
ぼ
く
に
流
れ
寄
せ
て
き
た
」
)
と
創

造
に
た
ず
さ
わ
る
詩
人
と
の
関
係
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
さ
て
、
「
心
の
奥
底
か
ら
の
無
関
心
」
を
求
め
て
野
原
に
出
た
少

年
は
、
や
が
て
ど
こ
か
あ
る
生
垣
の
陰
に
身
を
投
げ
だ
し
、
草
笛
を
こ
し
ら
え
た
り
、
小
さ
な
肉
食
獣
に
石
を
投
げ
た
り
、
甲
虫
を

い
じ
め
た
り
し
て
、
子
供
ら
し
い
戯
れ
に
ふ
け
っ
て
い
た
が
、
「
こ
れ
ら
の
ど
れ
ひ
と
つ
も
運
命
と
は
な
ら
な
か
っ
た
」
。
「
心
の
奥
底

か
ら
の
無
関
心
」
か
ら
生
ま
れ
る
存
在
聞
の
純
粋
な
関
係
に
は
、
義
務
や
責
任
が
伴
わ
ず
、
そ
こ
に
は
現
実
の
世
界
に
見
ら
れ
る
よ

う
な
「
運
命
」
の
介
在
は
な
い
の
で
あ
る
。
現
実
の
時
空
を
超
越
し
た
「
聞
か
れ
た
世
界
」
や
「
内
部
空
間
」
に
お
い
て
も
、
自
然

の
事
物
や
動
植
物
や
死
者
た
ち
と
の
自
由
で
純
粋
な
交
わ
り
が
あ
る
だ
け
で
、
運
命
と
の
係
わ
り
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
少
年
の
戯
れ
て
い
る
「
野
原
」
と
い
う
自
然
は
、
大
人
に
と
っ
て
は
現
実
の
空
間
で
あ
る
が
、
少
年
に

と
っ
て
は
現
実
の
世
界
を
超
越
し
た
非
現
実
の
空
間
、

い
わ
ば
「
聞
か
れ
た
世
界
」
と
同
質
の
空
間
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
午
後
に



な
る
と
少
年
は
、
あ
い
変
わ
ら
ず
野
原
に
寝
そ
べ
り
な
が
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
空
想
に
耽
る
の
で
あ
る
。
彼
は
次
々
と
海
賊
、
全
海
賊

団
、
馬
上
の
首
領
、
海
に
浮
か
ぶ
船
そ
の
も
の
、
悪
竜
を
退
治
し
た
英
雄
へ
と
自
由
に
変
身
し
、
さ
ら
に
は
一
羽
の
鳥
と
な
っ
て
空

を
飛
ぶ
の
だ
が
、
な
ん
の
拘
束
も
受
け
ず
、
む
ろ
ん
「
運
命
」
と
の
係
わ
り
も
も
た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
や
が
て
夕
刻
と
も
な
れ
ば
家
路
に
つ
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
う
な
る
と
、
現
実
の
世
界
に
帰
る
少
年
に
は
、

「
野
原
」
と
い
う
現
実
を
脱
し
た
非
現
実
の
空
間
で
体
験
し
た
な
に
も
か
も
が
「
脱
ぎ
捨
て
ら
れ
、
忘
れ
去
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
」
。
や
が
て
わ
が
家
に
近
づ
く
と
、
家
の
者
た
ち
の
視
線
が
注
が
れ
、
犬
た
ち
が
駆
け
寄
っ
て
く
る
。
「
い
っ
ぱ
い
た
ち
こ
め
た
家

の
匂
い
の
な
か
に
一
歩
踏
み
入
り
さ
え
す
れ
ば
、
そ
れ
で
も
う
大
抵
の
こ
と
は
決
定
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
」

家
の
人
た
ち
が

こ
う
だ
と
思
っ
て
い
た
と
お
り
の
人
聞
に
な
り
、
「
夜
も
昼
も
彼
ら
の
愛
の
暗
示
の
も
と
で
、
彼
ら
の
希
望
と
邪
推
の
あ
い
だ
に
、
彼

ら
の
非
難
か
賞
賛
の
前
に
立
つ
、
あ
の
共
有
の
存
在

E
g
m円相
S
2ロ
g
g巾
巧
2
2
)
」
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
個
と
し
て
の
主

体
的
な
人
間
存
在
の
喪
失
で
あ
る
。

家

出

彼
は
家
に
留
ま
っ
て
、
家
の
者
た
ち
が
負
わ
せ
る
「
あ
の
共
有
の
存
在
」
を
欺
臓
の
う
ち
に
生
き
、
容
貌
全
体
ま
で
も
す
っ
か
り

彼
ら
に
似
て
ゆ
く
の
だ
ろ
う
か
?

の
で
あ
る
。
こ
の
「
立
ち
去
る
」
と
い
う
語
は
、
リ

ル
ケ
の
多
く
の
作
品
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
放
蕩
息
子
の
「
家
出
」
を
象
撤
す
る
基
本
語
で
あ
る
。
そ
の
当
時
、
彼
は
「
愛
さ
れ
る

と
い
う
恐
ろ
し
い
状
態
に
誰
を
も
陥
れ
な
い
た
め
に
、
決
し
て
人
を
愛
す
ま
い
」
と
堅
く
決
意
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
数
年
後

否
、
彼
は
「
立
ち
去
る
」
(
向
。
ぇ

mmZロ)

放
蕩
息
子
の
帰
宅
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に
は
、
こ
の
企
図
も
不
可
能
と
な
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
彼
は
孤
独
の
な
か
で
い
く
度
と
な
く
人
を
愛
し
た
か
ら
で
あ
る
。
む
ろ
ん

そ
の
た
び
に
、
相
手
の
自
由
を
守
ろ
う
と
、

い
う
に
い
わ
れ
ぬ
気
遣
い
を
し
な
が
ら
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
苦
闘
の
な
か
で
、
彼
は

理
想
の
愛
を
知
っ
た
の
で
あ
る
。
「
愛
の
対
象
を
、
お
の
れ
の
感
情
の
光
で
焼
き
尽
く
す
か
わ
り
に
、
そ
の
光
で
隈
な
く
照
ら
す
と
い

う
こ
と
を
、
彼
は
ゆ
っ
く
り
と
学
ん
で
い
っ
た
。
そ
し
て
ま
す
ま
す
透
明
に
な
っ
て
ゆ
く
恋
人
の
姿
を
と
お
し
て
、
彼
女
が
彼
の
無

限
の
所
有
欲
に
向
か
っ
て
開
い
て
く
れ
た
広
大
な
ひ
ろ
が
り
を
認
め
、
そ
の
歓
喜
に
ひ
た
っ
た
。
」

こ
れ
は
、
愛
に
屈
し
て
愛
さ
れ

る
こ
と
を
願
う
「
恋
人
」

(
2ロ
巾
の
巳
5
Z
σ
)
の
愛
で
は
な
く
、
愛
の
応
答
を
も
所
有
を
も
求
め
ず
、
た
だ
ひ
た
す
ら
愛
の
対
象
を

感
情
の
透
明
な
光
で
隈
な
く
照
ら
し
な
が
ら
、
そ
の
対
象
を
も
乗
り
越
え
て
ゆ
く
「
愛
の
女
性
」

(
2
5
F
5
Z
E巾)
の
愛
で
あ
る
。

一
般
に
は
「
所
有
な
き
愛
」
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、

一
切
の
愛
の
代
償
を
求
め
ぬ
、
否
、
そ
の
意
識
す
ら
も
た
な
い
至

純
の
愛
の
姿
で
あ
ろ
う
。
先
に
触
れ
た
、
放
蕩
息
子
が
少
年
の
こ
ろ
「
野
原
」
で
体
験
し
た
「
心
の
奥
底
か
ら
の
無
関
心
」
は
、
島
町

E
E
m
m
U
E巾
Z
E
2
5
2
出

2
8
5
と
い
う
原
文
で
あ
っ
て
、

Z
E
m
と
あ
る
よ
う
に
心
の
こ
も
っ
た
「
無
関
心
」
な
の
で
あ

り
、
こ
の
「
所
有
な
き
愛
」
と
同
じ
精
神
的
な
根
底
、
同
じ
心
の
あ
り
方
に
立
脚
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

な
お
、
「
愛
の
女
性
」
が
相
手
の
所
有
欲
に
向
か
っ
て
聞
い
て
く
れ
た
「
広
大
な
ひ
ろ
が
り
」

S
5
4
F
-
Zロ
)
と
は
、
「
所
有
欲
」

と
の
聞
の
大
き
な
隔
た
り
(
距
離
)
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
「
愛
の
女
性
」
が
そ
の
「
内
部
」
に
宿
し
て
い
る
「
広
大
な
空
間
性
」

と
解
す
る
ほ
う
が
こ
の
箇
所
の
内
容
に
相
応
し
か
ろ
う
。
こ
の
空
間
性
は
、
も
と
も
と
、
愛
の
対
象
を
も
乗
り
越
え
て
さ
ら
に
彼
方

ま
で
広
が
っ
て
ゆ
く
と
い
う
、
「
所
有
な
き
愛
」
の
自
由
で
広
び
ろ
と
し
た
献
身
的
な
愛
の
姿
が
形
象
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、

『
新
詩
集
』

の
詩
「
恋
す
る
女
」

(
U
F
O

F
5
v
oロ
島
市
)

や
一
九
一
一
一
年
作
の
詩
「
真
珠
玉
が
こ
ぼ
れ
散
る
・
・
・
・
・
・
」

(

同

ME--2M

g可
o--g:・
)
な
ど
の
分
析
、
さ
ら
に
ま
た
ベ
ル
ク
の
館
で
書
か
れ
た
子
記
『
遺
書
』
(
匂
曲
師
、
同

g
g
g
g同

)

の
証
言
な
ど
か
ら
検



討
す
る
と
、
愛
の
女
性
が
内
包
す
る
空
聞
は
日
常
の
時
空
を
越
え
た
内
部
空
間
、

性
を
も
っ
た
広
大
な
内
的
空
間
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

い
わ
ば
「
開
か
れ
た
世
界
」
に
ほ
と
ん
ど
近
い
特

こ
の
よ
う
に
放
蕩
息
子
は
、
「
愛
の
女
性
」
に
よ
る
理
想
の
愛
を
知
っ
た
が
、
現
実
の
な
か
で
は
そ
う
し
た
「
愛
の
女
性
」
を
体
験

し
た
い
と
い
う
希
望
を
も
は
や
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
は
愛
の
応
答
を
受
け
る
の
を
恐
れ
て
、
女
た
ち
に
は
「
稼
い

で
殖
や
し
た
金
銭
の
す
べ
て
」

C
Z
2
巾
円
当
日

Z
Z伺

E
色
〈
伸
円
g
o
y
円
宮
の
己
色
)
を
無
作
法
に
与
え
、
彼
女
た
ち
の
心
を
傷
つ
け

た
の
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
は
、
聖
書
の
「
放
蕩
息
子
」
の
筋
に
近
い
描
写
で
あ
る
。
聖
書
の
ほ
う
も
、
旅
に
出
た
遠
国
で
放
蕩
の
限

り
を
尽
く
す
の
で
あ
る
が
、
そ
の
放
蕩
の
具
体
的
な
内
容
は
、
そ
れ
も
父
に
対
す
る
兄
の
言
葉
と
し
て
、
た
だ
、
「
あ
な
た
の
あ
の
息

子
が
、
娼
婦
ど
も
と
一
一
緒
に
あ
な
た
の
身
上
を
食
い
つ
ぶ
し
て
」
(
『ル
カ
に
よ
る
福
音
書
』
第
十
五
章
三
十
節
)
と
し
か
記
さ
れ
て

い
な
い
。
『
マ
ル
テ
の
手
記
』
で
も
女
た
ち
に
持
ち
金
の
す
べ
て
を
蕩
尽
す
る
わ
け
で
あ
る
。
蕩
尽
の
内
容
は
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
の

動
因
は
異
な
る
。
聖
書
の
ほ
う
に
は
、
そ
の
蕩
尽
の
動
機
が
い
っ
さ
い
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
の
に
対
し
て
、
『
マ
ル
テ
の
手
記
』
の
ほ

う
は
愛
の
応
答
を
受
け
る
と
い
う
恐
怖
の
回
避
が
そ
の
主
因
に
な
っ
て
い
る
。
さ
て
、
放
蕩
息
子
は
こ
の
よ
う
な
蕩
尽
生
活
の
な
か

で
貧
困
と
悲
惨
の
ど
ん
底
へ
と
転
落
し
、
体
中
に
腫
れ
物
が
吹
き
出
し
、
彼
自
身
「
汚
物
」

(
C
E
E
丹
)
の
上
に
捨
て
ら
れ
た
「
汚
物
」

同
然
の
姿
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
悲
惨
の
底
に
沈
み
な
が
ら
も
、
彼
を
生
き
永
ら
え
さ
せ
た
の
は
、
「
愛
の
応
答
を
受
け
る
と
い
う
最

大
の
恐
怖
」
へ
の
か
た
く
な
な
追
憶
の
せ
い
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、

「
マ
ル
テ
の
手
記
」
の
「
放
蕩
息
子
」
は
、
そ
の
晴
海
た
る

生
の
底
に
あ
っ
て
も
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
「
愛
さ
れ
る
こ
と
へ
の
拒
否
」
と
い
う
テ
l
マ
を
執
劫
に
主
張
し
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
放
蕩
息
子
の
姿
は
世
間
の
人
び
と
の
あ
い
だ
か
ら
消
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

放
蕩
息
子
の
帰
宅
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〈コ

牧

人

そ
れ
か
ら
と
う
と
う
、
何
年
か
経
っ
て
彼
は
「
羊
飼
」
(
何
百
百
三
)
と
な
っ
て
姿
を
現
し
た
の
で
あ
る
。
痩
身
に
マ
ン
ト
を
ま

(初
)

と
っ
た
彼
の
姿
は
、
羊
の
あ
と
を
追
っ
て
、
「
沈
黙
の
う
ち
に
世
界
の
牧
草
地
を
わ
た
っ
て
い
っ
た
」
。
あ
る
と
き
は
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス

の
丘
に
立
ち
、
あ
る
と
き
は
南
仏
ポ
l
地
方
の
牧
人
と
な
り
、
あ
る
と
き
は
オ
ラ
ン
ジ
ユ
の
凱
旋
門
に
も
た
れ
か
か
り
、
あ
る
と
き

は
ア
リ
ス
カ
ン
の
古
代
墓
地
の
物
陰
か
ら
眼
で
崎
鈴
の
あ
と
を
追
う
、
そ
ん
な
彼
の
姿
が
思
い
浮
か
べ
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
生
活
の

な
か
で
、
彼
は
お
も
む
ろ
に
回
復
し
て
ゆ
く
人
の
よ
う
に
、
自
分
が
「
普
遍
化
し
無
名
化
し
た
」
(
白
-
5
m
g
gロ
ロ
ロ

a
g
oロ
ヨ
ロ
)
の

を
感
じ
始
め
る
と
と
も
に
、
「
存
在
す
る
こ
と
」

(
N
Z
2
5
)
だ
け
を
愛
し
た
。
マ
ル
テ
は
そ
ん
な
羊
飼
の
彼
に
、
「
彼
以
上
の
も
の
」

を
見
た
。
即
ち
「
神
へ
の
長
い
愛
」

E
z
z
z
m
E
m
v
m
N
C
の
0
3
)

と
い
う
、
「
静
か
な
当
て
ど
の
な
い
仕
事
」
を
始
め
て
い
る

の
を
見
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
、
神
と
の
無
限
の
隔
た
り
を
理
解
し
、
夜
と
も
な
れ
ば
神
に
向
か

っ
て
空
間
へ
と
身
を
投
げ
だ

し
、
「
大
地
へ
と
沈
ん
で
ゆ
き
、
そ
の
大
地
を
お
の
れ
の
心
の
怒
濡
に
の
せ
て
天
空
へ
と
引
き
さ
ら
お
う
と
す
る
ほ
ど
の
、
自
己
の
充

(幻
)

溢
を
感
じ
る
」
と
き
が
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
と
き
に
は
、
「
彼
は
す
ば
ら
し
い
言
語
を
耳
に
し
て
、
そ
の
言
語
で
詩
作
し
よ
う
と
夢

(剖
)

中
で
企
て
る
人
の
よ
う
で
あ
っ
た
」
。
し
か
し
ま
も
な
く
、
彼
は
「
こ
の
言
語
が
ど
れ
ほ
ど
難
し
い
か
」
を
知
る
。
初
め
の
う
ち
は
、

「
は
じ
め
て
の
短
い
、
意
味
の
な
い
、
う
わ
ベ
だ
け
の
文
章
」
を
作
る
に
も
、
長
い
人
生
の
経
過
が
必
要
で
あ
る
の
を
知
っ
て
、
信
じ

ら
れ
な
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
彼
は
そ
の
難
し
い
言
語
を
習
得
し
よ
う
と
忍
耐
づ
よ
い
努
力
を
続
け
、
そ
の
苦
闘
の
な
か
で
真
実
の
愛

を
学
ん
だ
の
で
あ
る
。
彼
が
こ
れ
ま
で
果
た
そ
う
と
思
っ
て
い
た
愛
は
、
ど
れ
も
「
だ
ら
し
な
い
卑
小
な
愛
」
に
す
ぎ
ず
、

し
た
愛
か
ら
は
何
も
の
も
生
ま
れ
て
こ
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
。
実
り
あ
る
真
実
の
愛
は
、

「
そ
う

「
愛
の
仕
事
に
た
ず
さ
わ
り
、
そ
れ
を



実
現
さ
せ
る
こ
と
」
で
あ
っ
た
。

い
ま
述
べ
た
前
節
は
、
放
蕩
息
子
が
「
羊
飼
」
と
な
っ
て
「
世
界
の
牧
草
地
」
(
色
岡
市
毛
2
号
ロ
号
同
毛
色
丹
)
を
放
浪
し
て
い
た

牧
人
時
代
の
事
柄
で
あ
る
が
、
こ
の
「
放
蕩
息
子
の
物
語
」
を
手
記
に
書
き
残
し
た
マ
ル
テ
自
身
が
羊
飼
の
彼
に
「
彼
以
上
の
も
の
」

を
見
た
よ
う
に
、

「
牧
人
」
の
世
界
に
は
深
い
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
が
明
ら
か
に
感
じ
取
れ
よ
う
。
そ
こ
で
、
リ
ル
ケ
に
と
っ

て
こ
の
「
牧
人
」
の
世
界
が
何
を
表
し
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
か
を
考
察
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

ま
ず
、
放
蕩
息
子
の
牧
人
時
代
を
物
語
る
文
章
の
冒
頭
に
、
奇
妙
な
表
現
が
あ
る
の
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。
「
そ
の
こ
ろ
彼
の
身
に

起
っ
た
こ
と
を
、
誰
が
描
写
で
き
よ
う
?
」
で
始
ま
る
第
十
節
の
、
三
つ
目
の
文
章
で
あ
る
。

「
痩
身
に
マ
ン
ト
を
ま
と
っ
た
彼
の

姿
と
彼
の
巨
大
な
夜
々
の
果
て
し
な
い
空
間
の
す
べ
て

(
色
町
ロ
宮
口

N
g
c
Z円
E
Z
B
2
5
2
門
戸

03mgzunvg)
と
を
、
同
時

に
呼
び
出
す
ほ
ど
広
大
な
芸
術
が
は
た
し
て
あ
る
の
だ
ろ
う
か
?
」

こ
こ
に
呼
び
出
さ
れ
て
い
る
の
は
、
牧
草
地
に
立
つ
「
羊
飼
の

姿
」
と
「
広
大
な
夜
の
空
間
」
で
あ
る
。
こ
の
一
文
に
続
く
「
世
界
の
牧
草
地
」
を
さ
す
ら
う
羊
飼
の
描
写
に
は
ま
っ
た
く
「
夜
」
ら

し
き
も
の
が
な
い
の
で
、
こ
の
「
夜
の
空
間
」
と
い
う
言
葉
が
な
お
さ
ら
妙
に
際
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
は
こ
の
「
夜
の
空
間
」

に
は
象
徴
的
な
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
詩
人
リ
ル
ケ
と
「
夜
の
空
間
」
と
の
親
近
性
は
、
か
な
り
初
期
の
作
品
か
ら

見
ら
れ
る
が
、
中
期
パ
リ
時
代
の
作
品
に
な
る
と
、
こ
の
空
間
は
広
大
な
空
間
性
と
い
う
以
前
か
ら
の
特
性
を
も
ち
な
が
ら
も
、
「
流

れ
去
る
時
間
」
の
支
配
す
る
現
実
の
時
空
か
ら
脱
し
、
現
在
・
過
去
・
未
来
が
不
可
分
に
包
摂
さ
れ
た
高
次
の
時
聞
が
支
配
す
る
空

(
釘
)

間
へ
と
本
質
的
な
変
化
を
遂
げ
る
の
で
あ
る
。
先
に
放
蕩
息
子
が
少
年
の
こ
ろ
戯
れ
て
い
た
「
野
原
」
と
い
う
空
間
と
同
じ
よ
う
に
、

「
夜
の
空
間
」
も
「
聞
か
れ
た
世
界
」
に
き
わ
め
て
近
い
空
間
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
察
を
進
め
て
く
る
と
、
先
に

「
羊
飼
の
姿
」
と
「
夜
の
空
間
」
と
を
結
び
つ
け
よ
う
と
し
た
の
は
、
牧
人
の
世
界
は
現
実
の
世
界
を
脱
し
た
「
夜
の
空
間
」
に
象
償

放
蕩
息
子
の
帰
宅



放
蕩
息
子
の
帰
宅

さ
れ
る
世
界
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

後
期
の
作
品
で
あ
る
が
、
ち
ょ
う
ど
「
牧
人
」
を
「
夜
の
空
間
」
に
立
た
せ
た
詩
が
あ
る
。
遺
稿
詩
集

「C
-
W
伯
爵
の
遺
稿
よ

り
」
の
詩
「
そ
っ
と
あ
な
た
の
日
記
を
め
く
ら
せ
て
お
く
れ
・
・
・
・
・
・
」
(
戸
色
呂
n
y
回

E
R
E
母
百
四
ヨ
ベ
白
関
与
5
Z
E営
l

(
却
)

Z
E
--・)
で
あ
る
。
そ
の
第
十
一
節
最
終
行
か
ら
第
十
四
節
に
か
け
て
で
あ
る
。

ひ
い
伯
母
よ
、
ぼ
く
も
牧
人
の
よ
う
に

夜
に
は
と
き
お
り
件
み
た
い
、
こ
の
、

こ
の
夜
空
を
頭
上
に
い
た
だ
き
|
|

下
に
は
、
足
下
に
は
草
原
を
ふ
み
し
め
|
|

(
あ
な
た
も
こ
の
両
者
を
信
じ
て
い
た
)

た
だ
立
っ
て
、
な
る
が
ま
ま
に
任
せ
て
お
く
と
、

|
|
そ
れ
が
ぼ
く
た
ち
の
た
め
だ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
|
|

す
る
と
大
熊
座
の
星
ぼ
し
が

ぼ
く
の
目
覚
め
た
顔
を
緊
張
さ
せ
よ
う
。



あ
あ
、

ほ
ん
の
時
お
り
、
晴
れ
や
か
に
な
っ
て

白
む
明
け
方
、
わ
が
家
に
帰
る
こ
と
だ
ろ
う
、

彼
方
ま
で
一
つ
に
な
っ
て
。
な
ぜ
な
ら
ぽ
く
は

あ
な
た
を
越
え
て
し
ま
っ
た
の
だ
か
ら
。

夜
の
空
間
に
立
つ
の
は
詩
人
自
身
で
あ
る
が
、
草
原
(
「
牧
草
地
」
)
を
踏
み
し
め
、
夜
空
を
戴
い
て
件
む
姿
は
「
牧
人
」
そ
の
も

の
で
あ
る
。
牧
人
と
な
っ
て
「
夜
の
空
間
」
に
参
入
し
た
詩
人
が
、
明
け
方
わ
が
家
に
帰
る
と
き
に
は
、
そ
の
内
部
に
広
大
な
時
空

を
獲
得
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
ほ
ん
の
時
お
り
」
と
あ
る
の
は
、
こ
う
し
た
高
次
の
時
空
の
宿
る
空
間
に
は
常
時
参
入
す
る
こ
と
が

で
き
ず
、
恵
ま
れ
た
時
に
、
そ
れ
も
「
ほ
ん
の
時
お
り
」
、
し
か
も
「
ひ
と
時
」
し
か
参
入
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
彼
方
ま
で
一

つ
に
な
っ
て
」

(
2
E
m
毛

2
5
5
)
は
広
大
な
空
間
性
を
、
「
あ
な
た
を
越
え
て
し
ま
っ
た
か
ら
」
(
巴

gロ
R
F
2
R
V丹
市

当

2
Z円

曲一∞

N
c
a
F円
・
)

は
遠
い
過
去
も
は
る
か
な
未
来
を
も
含
む
高
次
の
時
間
性
を
意
味
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、

日
常
の
世
界
の
「
流
れ

去
る
時
間
」
を
脱
し
た
こ
の
高
次
の
時
間
は
、
リ
ル
ケ
の
言
葉
を
用
い
て
言
う
と
、
「
充
た
さ
れ
た
時
間
」
(
全
m
m
H
E
-
-
Z
N
2円)

{
お
)

と
か
、
「
全
数
の
時
間
」
(
金
巾
〈
O
Z
N
筈
z
m巾
N
2円
)
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

さ
て
こ
こ
で
、
放
蕩
息
子
の
牧
人
時
代
の
記
述
に
戻
る
と
、
前
半
部
(
第
十
・
十
一
一
節
)
は
世
界
の
牧
場
を
さ
す
ら
う
「
羊
飼
」

の
描
写
で
あ
る
が
、
後
半
部
(
第
十
二
節
)
は
詩
的
創
造
に
係
わ
る
叙
述
で
あ
る
。
と
な
る
と
、
こ
の
牧
人
の
世
界
は
こ
れ
ま
で
の

考
察
が
示
す
よ
う
に
、
「
夜
の
空
間
」
に
象
徴
さ
れ
る
特
質
を
も
っ
た
空
間
で
あ
る
と
と
も
に
、
実
は
詩
的
創
造
に
か
か
わ
る
空
間
、

放
部
息
子
の
帰
宅
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帰
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"" 

つ
ま
り
詩
人
の
心
の
内
部
に
聞
か
れ
る
「
内
部
空
間
」
を
暗
示
す
る
空
間
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
『
新
詩
集
』
の
詩
「
異
邦
人
」

(
U
R

明
耳
目
向
田
町
)
で
、
放
蕩
息
子
が
旅
人
と
な
っ
て
さ
す
ら
う
異
国
も
、
ま
っ
た
く
牧
人
の
世
界
と
同
じ
く
「
夜
の
空
間
」
で
あ
る
と
同
時

に
詩
的
創
造
に
係
わ
る
「
内
部
空
間
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
そ
う
す
る
と
、
後
半
部
で
述
べ
ら
れ
る
「
神

へ
の
長
い
愛
」
(
「
静
か
な
当
て
ど
の
な
い
仕
事
」
)
も
、
彼
が
苦
闘
の
な
か
で
つ
い
に
学
ん
だ
「
真
実
の
愛
」
(
「
愛
の
仕
事
に
た
ず
さ

わ
り
、
そ
れ
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
」
)
も
、
実
は
こ
の
世
の
流
れ
去
る
時
間
に
さ
ら
さ
れ
て
滅
び
ゆ
く
無
常
の
存
在
を
、
詩
的
空
間
と

い
う
芸
術
の
「
聞
か
れ
た
世
界
」

へ
と
救
い
と
ろ
う
と
す
る
詩
人
の
営
為
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
牧
人
時
代
の
生
活
は
も
う
し
ば
ら
く
続
く
。
以
前
の
彼
で
あ
れ
ば
、
神
に
向
か
っ
て
空
間
へ
と
身
を
投
げ
、
「
大

地
へ
と
沈
ん
で
ゆ
き
、
そ
の
大
地
を
お
の
れ
の
心
の
怒
濡
に
の
せ
て
天
空
へ
と
引
き
さ
ら
お
う
と
す
る
」
ほ
ど
の
詩
的
創
造
へ
の
激

し
い
衝
動
を
感
じ
る
と
き
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
「
す
ば
ら
し
い
言
語
」

(
2
5
Z口
r
z
s
g各
市
)
で
も
っ
て
作
品
へ
と
結

晶
さ
せ
る
こ
と
は
、
ま
だ
彼
に
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
そ
う
し
た
言
語
を
充
分
に
使
い
こ
な
す
に
は
、
ま
だ
未
熟
で
あ
っ

た
の
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
難
し
い
言
語
を
習
得
し
、
「
愛
の
仕
事
」
に
た
ず
き
わ
り
、
「
愛
の
実
現
」
を
は
か
ろ
う
と
す
る
忍

耐
づ
よ
い
苦
闘
の
な
か
で
、

つ
ま
り
「
神
に
近
づ
こ
う
と
す
る
激
し
い
仕
事
」
の
な
か
で
、
彼
は
神
を
ほ
と
ん
ど
忘
れ
て
し
ま
っ
た
。

そ
し
て
い
つ
の
日
か
、
神
が
聞
き
届
け
て
く
れ
そ
う
に
思
っ
た
も
の
は
、
「
ひ
と
つ
の
魂
に
耐
え
て
く
れ
る
神
の
忍
耐
」

(g
宮
Z
2
2

号

E
召
R
Z同

5
0
僻
目
。
)
の
み
で
あ
っ
た
。
こ
の
数
年
の
あ
い
だ
に
、
彼
の
心
に
「
大
き
な
変
化
」
が
起
っ
た
の
で
あ
る
。
世

の
中
の
人
た
ち
が
重
ん
ず
る
「
運
命
の
偶
然
」
も
と
っ
く
に
彼
か
ら
離
れ
落
ち
、
不
可
避
の
「
快
楽
と
苦
痛
」
で
さ
え
も
香
料
を
加

え
た
副
味
を
失
い
、
彼
に
は
「
純
粋
で
栄
養
の
あ
る
」
も
の
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
「
夜
の
空
間
」
と
か
心
の
「
内
部
空
間
」
と
い
っ

た、

い
わ
ゆ
る
「
聞
か
れ
た
世
界
」
で
は
「
運
命
」
の
介
在
も
な
く
、
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
が
個
の
も
つ
対
象
性
、
具
象
性
の



克
服
に
よ
り
普
遍
的
抽
象
的
な
世
界
へ
と
脱
却
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
香
料
に
彩
ら
れ
た
副
味
を
失
い
、
純
粋
な
快
楽
、

純
粋
な
苦
痛
へ
と
昇
華
し
、
普
遍
化
す
る
の
で
あ
る
。
先
に
、
放
蕩
息
子
が
羊
飼
と
な
っ
て
最
初
に
感
じ
た
の
は
、
自
己
の
「
普
遍

化
・
無
名
化
」
で
あ
っ
た
の
は
こ
の
世
界
の
も
つ
こ
の
よ
う
な
特
質
か
ら
来
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
「
彼
の
存
在
の
根
か
ら
は
、
実
り
豊
か
な
歓
喜
の
、
冬
を
も
凌
ぐ
堅
固
な
植
物
が
生
い
育
っ
た
。
彼
は
お
の
れ
の
内
面
生

活
を
形
成
す
る
も
の
を
わ
が
も
の
に
し
よ
う
と
、
そ
の
こ
と
に
没
頭
し
た
」
。

「
彼
の
存
在
の
根
か
ら
は
」
(
富
加
島
市
ロ
巧
民
話
宮
路
5
2

F
呂
田
)
と
あ
る
よ
う
に
、
彼
は
詩
的
創
造
に
係
わ
る
世
界
に
根
づ
き
、
詩
人
と
し
て
の
堅
固
な
存
在
の
根
拠
を
得
た
の
で
あ
る
。
こ

の
存
在
の
根
拠
か
ら
生
育
し
た
「
実
り
豊
か
な
歓
喜
の
植
物
」
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
や
が
て
実
り
豊
か
な
作
品
を
結
実
さ
せ
る

詩
人
の
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
植
物
」
(
司

E
S巾
)
な
の
は
、
彼
が
広
野
に
件
む
牧
人
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

さ
ら
に
彼
は
お
の
れ
の
内
面
の
充
実
に
没
頭
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
内
面
」
は
、
詩
人
一
般
、
芸
術
家
一
般
が
そ
の
創
造
に
た
ず

さ
わ
る
心
や
精
神
の
内
面
で
あ
る
と
と
も
に
、
詩
人
リ
ル
ケ
に
と
っ
て
中
期
半
ば
か
ら
詩
作
の
中
心
に
す
え
始
め
ら
れ
る
心
(
Z
2
N
)

の
「
内
部
空
間
」
(
同
ロ
ロ
2
2
z
B
)
と
い
っ
た
彼
個
有
の
意
味
を
も
っ
内
面
で
も
あ
る
。
な
に
ひ
と
つ
疎
か
に
し
な
い
こ
う
し
た
す
べ

て
の
仕
事
に
は
、
「
彼
の
愛
」
が
こ
も
り
、
し
だ
い
に
増
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

四

帰

宅

そ
う
し
た
彼
の
内
面
的
な
充
実
を
見
る
と
、

い
つ
で
も
創
作
の
仕
事
に
つ
け
る
と
い
う
成
長
し
た
詩
人
の
姿
を
看
取
す
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。
放
蕩
息
子
の
帰
郷
す
べ
き
機
が
熱
し
た
の
で
あ
る
。

放
蕩
息
子
の
帰
宅

三E
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「
そ
れ
ば
か
り
か
、
彼
の
心
の
平
静
き
が
い
っ
そ
う
深
ま
っ
た
の
で
、
彼
が
む
か
し
成
し
遂
げ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
た
だ
待
ち
通

す
だ
け
に
終
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
の
う
ち
で
も
っ
と
も
大
切
な
も
の
を
取
り
戻
そ
う
と
決
意
し
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
な
に
よ
り
も

幼
年
時
代
の
こ
と
を
考
え
た
。
こ
こ
ろ
静
か
に
思
い
返
せ
ば
思
い
返
す
ほ
ど
、
幼
年
時
代
は
ま
だ
果
た
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
よ
う

に
思
わ
れ
た
。
幼
年
時
代
の
思
い
出
に
は
ど
れ
も
漠
然
と
し
た
予
感
を
と
も
な
い
、
そ
の
思
い
出
が
過
ぎ
去
っ
た
も
の
と
み
な
し
た

こ
と
で
、
思
い
出
は
ほ
と
ん
ど
未
来
の
こ
と
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
す
べ
て
を
も
う
一
度
、
し
か
も
こ
ん
ど
は
実
際
に

わ
が
身
に
ひ
き
受
け
よ
う
と
す
る
こ
と
が
、
遠
く
疎
外
さ
れ
て
い
た
者
が
帰
郷
し
た
理
由
で
あ
っ
た
。
ぼ
く
た
ち
は
、
彼
が
そ
こ
に

(
幻
}

留
ま
っ
た
の
か
ど
う
か
は
知
ら
な
い
。
彼
が
帰
っ
て
き
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
」

と
う
と
う
彼
は
帰
郷
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
放
蕩
息
子
に
帰
郷
を
決
意
さ
せ
た
理
由
、
そ
の
大
き
な
動
因
が
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
「
彼
が
む
か
し
成
し
遂
げ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
た
だ
待
ち
通
す
だ
け
に
終
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
の
う
ち
で
も
っ
と
も
大
切
な
も

の
」
、
と
り
わ
け
「
幼
年
時
代
」
(
庄
司
自

E
Z三
を
「
取
り
戻
す
こ
と
」

(gnzzvo-g)
が
、
そ
の
大
き
な
理
由
で
あ
っ
た
。

と
い
っ
て
も
、

い
っ
た
い
「
幼
年
時
代
を
取
り
戻
す
こ
と
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
?

「
幼
年
時
代
」
と
は
ど
ん
な
意
味
を

も
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
?

同
じ
中
期
パ
リ
時
代
に
書
か
れ
た
『
新
詩
集
』
の
詩
で
、
幼
年
時
代
の
特
質
と
意
味
を
余
す
と
こ
ろ

一
九

O
六
年
作
の
詩
「
幼
年
時
代
」
(
関

FEZ-乙
で
あ
る
。

な
く
的
確
に
描
く
詩
が
あ
る
。

じ
っ
く
り
と
思
い
に
耽
る
こ
と
は
よ
い
こ
と
だ
ろ
う
、

あ
の
よ
う
に
失
わ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
な
に
か
を
語
る
た
め
に
、

た
と
え
ば
あ
の
な
が
い
幼
年
時
代
の
午
後
に
つ
い
て
。



そ
れ
は
も
う
決
し
て
帰
っ
て
こ
な
か
っ
た
!
!
な
ぜ
な
の
か
?

い
ま
で
も
は
っ
と
思
い
出
す
ー
ー
ー
、
雨
の
ふ
る
な
か
だ
っ
た
か
も
、

け
れ
ど
そ
れ
が
何
の
こ
と
だ
っ
た
の
か
、
も
う
私
た
ち
に
は
分
か
ら
な
い
。

あ
の
こ
ろ
ほ
ど
に
人
生
が
出
会
い
と
、
再
会
と
、
別
れ
と
に

そ
れ
ほ
ど
満
ち
み
ち
て
い
た
こ
と
は
二
度
と
な
か
っ
た
。

あ
の
こ
ろ
は
、
私
た
ち
の
身
に
起
る
こ
と
は
な
に
ひ
と
つ

事
物
と
動
物
の
身
に
起
る
こ
と
と
違
わ
な
か
っ
た
。

あ
の
こ
ろ
私
た
ち
は
人
間
の
生
の
よ
う
に
、
事
物
と
動
物
の
生
を
生
き
、

フ
ィ
グ
l
ル

そ
し
て
す
み
ず
み
ま
で
形
姿
で
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
い
た
。

そ
れ
で
い
て
、
牧
人
の
よ
う
に
孤
独
に
な
っ
て

大
い
な
る
遠
方
を
溢
れ
る
ば
か
り
に
背
負
い
、

遠
く
か
ら
よ
ぴ
招
か
れ
触
れ
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
つ
た
。

そ
れ
か
ら
ゆ
っ
く
り
と
、

ひ
と
す
じ
の
長
い
新
し
い
糸
の
よ
う
に
、

あ
の
一
連
の
像
の
世
界
の
な
か
に
織
り
込
ま
れ
て
、

放
蕩
息
子
の
帰
宅

4コ



放
務
息
子
の
帰
宅

ノ、、

い
ま
そ
の
な
か
で
永
ら
え
て
い
る
こ
と
に
、
私
た
ち
は
困
惑
し
て
い
る
。

こ
の
詩
は
、
幼
年
時
代
の
何
か
あ
る
具
体
的
な
出
来
事
を
呼
び
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
「
幼
年
時
代
」
そ
の
も
の
の
存
在

の
あ
り
方
、

い
わ
ば
そ
の
存
在
形
式

(
ω
2
5
P円
自
)
に
光
を
あ
て
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
照
明
に
よ
っ

て
浮
上
し
て
く
る
の
は
、
む
ろ
ん
幼
年
時
代
の
世
界
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
重
な
る
よ
う
に
し
て
詩
人
・
芸
術
家
の
世
界
が

浮
き
出
て
く
る
。
ま
ず
第
一
節
で
、
幼
年
時
代
の
世
界
は
、
も
う
二
度
と
帰
っ
て
こ
な
い
「
失
わ
れ
た
世
界
」
(
「
あ
の
よ
う
に
失
わ

れ
た
も
の
に
つ
い
て
」

(
4
0
ロ

g
〈

2-og巾
自
)
)

で
あ
る
と
い
う
認
識
が
示
さ
れ
る
と
と
も
に
、
し
か
し
そ
れ
に
対
し
て
そ
の
世

界
を
追
憶
に
よ
っ
て
「
思
い
出
す
」
(
「
じ
っ
く
り
と
思
い
に
耽
る
」
(
三
巴

g
n
V
N
E
g
w
g
)
)
こ
と
は
「
よ
い
」
こ
と
だ
と
い
う

判
断
が
下
さ
れ
て
い
る
。
「
思
い
出
す
」
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
呼
び
出
さ
れ
た
幼
年
時
代
の
「
生
」
(
仏

S
F
S
g
)
は
、
人
生
の

他
の
ど
ん
な
時
期
と
も
較
べ
も
の
に
な
ら
な
い
ほ
ど
「
出
会
い
」
(
切
お
お
ロ

g)
と
「
再
会
」
(
者
芯
仏
刊
門

Z
Vロ
)
と
「
別
れ
」

(
巧
合
同
町
円
関
与
口
)
と
に
満
ち
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
出
会
い
」
に
よ
っ
て
知
り
合
い
と
な
り
、
そ
れ
が
さ
ら
に
「
再
会
」

へ
と
つ
な
が

り
、
そ
し
て
「
別
れ
」
て
は
さ
ら
に
次
の
「
出
会
い
」
へ
と
円
環
し
て
ゆ
く
、
純
粋
な
生
の
関
連
が
示
さ
れ
て
い
る
。
「
純
粋
な
」
と

言
っ
た
の
は
、
ま
だ
自
意
識
を
も
た
な
い
子
供
は
、
世
界
を
対
象
化
し
て
見
ず
、

つ
ま
り
解
釈
せ
ず
に
、
あ
り
の
ま
ま
に
受
け
入
れ

る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
し
た
出
会
い
や
再
会
か
ら
生
ま
れ
る
関
連
は
「
純
粋
な
」
ま
ま
で
あ
る
。
こ
の
純
粋
な
生
の
関
連
が
中
断

す
る
こ
と
の
な
い
円
環
運
動
で
あ
る
の
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
名
詞
が
原
文
で
は
ど
れ
も
本
来
の
名
調
で
は
な
く
、
動
詞
の
名
調
化
で

あ
る
こ
と
か
ら
も
詩
人
の
そ
う
し
た
意
図
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

次
の
第
三
節
で
は
、
幼
年
時
代
の
特
性
が
具
体
的
に
描
か
れ
て
い
る
。

い
ま
触
れ
た
よ
う
に
、
幼
年
期
の
子
供
た
ち
は
意
識
や
解



釈
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
経
ず
に
、
世
界
を
あ
る
が
ま
ま
に
受
け
入
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
動
物
た
ち
ゃ
事
物
た
ち
と

同
じ
生
を
生
き
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
子
供
た
ち
に
と
っ
て
は
、
外
界
の
現
実
と
体
験
し
た
現
実
と
の
あ
い
だ
に
は
断
絶
や
疎
隔
が

フ
ィ
グ

1
ル

ァ

ィ

グ

ル

な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
ら
は
「
形
姿
」
(
明
記
ロ
同
)
に
満
ち
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
形
姿
と
は
造
形
芸
術
の
彫
像
や
画
像
を

フ
ィ
グ

1
ル

意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ベ

i
ダ
・
ア
レ
マ
ン
が
こ
の
箇
所
の
解
釈
で
、
こ
こ
の
「
形
姿
」
と
は
、
む
し
ろ
「
幼
年
時
代
を
満

(
お
)
フ
イ
グ

1
ル

た
し
て
い
た
、
あ
の
出
会
い
と
再
会
と
別
れ
の
総
体
を
表
す
詩
的
略
語
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
形
姿
と
は
、
リ
ル
ケ
晩
年
の

フ
ィ
グ

1
ル

関
連
を
目
指
す
詩
的
世
界
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
リ
ル
ケ
個
有
の
概
念
で
あ
る
が
、
こ
の
形
姿
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て

は
「
ボ
l
ル
や
噴
水
の
描
く
弧
」
を
そ
の
例
に
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
は
存
在
の
世
界
を
そ
の
運
動
の
単
純
な
中
心
構
造

に
ま
で
凝
縮
し
た
も
の
で
、
例
え
ば
ボ
l
ル
の
場
合
、
投
げ
上
げ
ら
れ
た
ボ

1
ル
が
空
中
に
描
く
弧
と
下
で
そ
の
軌
跡
を
追
う
投
郷

(
幻
)

者
と
の
あ
い
だ
に
は
緊
張
を
苧
ん
だ
関
連
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
詩
の
「
出
会
い
」
と
「
再
会
」
と
「
別
れ
」
を

フ
ィ
グ

l
ル

結
ぶ
円
環
運
動
の
軌
跡
に
は
、
そ
う
し
た
形
姿
の
姿
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
む
ろ
ん
、
「
出
会
い
」
、
「
再
会
」
、
「
別
れ
」

に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
緊
張
を
字
ん
だ
関
連
が
生
起
す
る
わ
け
で
あ
る
。

フ
ィ
グ

1
ル

い
ま
検
討
し
た
「
形
姿
」
に
し
ろ
、
次
の
第
四
節
前
半
の
「
牧
人
」
や
「
孤
独
」
、
ま
た
「
遠
方
」

(
F
g
g
)
と

と
こ
ろ
で
、

い
っ
た
鍵
と
な
る
言
葉
に
し
ろ
、
こ
れ
ら
は
、
実
は
リ
ル
ケ
の
詩
的
創
造
の
核
を
な
す
重
要
な
概
念
ば
か
り
で
あ
る
。
『
マ
ル
テ
の
手

記
』
の
放
蕩
息
子
の
牧
人
時
代
の
究
明
で
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
「
牧
人
」
と
は
詩
人
、
芸
術
家
を
象
徴
す
る
言
葉
で
あ
り
、
こ

の
詩
は
幼
年
時
代
の
存
在
の
あ
り
方
に
、
詩
人
・
芸
術
家
の
存
在
の
あ
り
方
を
重
ね
合
わ
せ
て
歌
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
逆
に
言
え

ば
、
詩
人
は
幼
年
時
代
に
詩
人
・
芸
術
家
の
存
在
特
性
を
見
い
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ゲ
ル
ト
ル

1
ト
・
へ

1
ラ
1
は
当
詩
を
部

(
謁
}

分
的
に
引
用
し
な
が
ら
も
、
こ
の
詩
は
「
幼
年
時
代
を
芸
術
家
の
存
在
形
式
そ
の
も
の
と
し
て
歌
う
も
の
で
あ
る
」
と
解
し
て
い
る
。

放
事
息
子
の
帰
宅

ブL
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フ
イ
グ

1
ル

「
遠
方
」
に
つ
い
て
ひ
と
言
触
れ
て
お
く
と
、
「
遠
方
」
と
は
「
形
姿
」
の
本
質
的
な
要
素
の
一
つ
で
、
先
の
詩
「
そ
っ
と
あ
な
た

の
日
記
を
め
く
ら
せ
て
お
く
れ
・
・
・
・
・
・
」
の
引
用
箇
所
で
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
「
遠
方
」
が
お
お
い
な
る
緊
張
を
苧
む
字
宙
的
な
関

連
の
要
因
と
し
て
体
験
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
詩
的
創
造
に
深
く
係
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

き
て
こ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
の
詩
「
幼
年
時
代
」
の
最
終
部
(
第
四
節
後
半
)
に
戻
ろ
う
。
こ
れ
は
幼
年
時
代
を
失
っ
た
後
の
大
人

の
世
界
で
あ
る
。
世
界
を
お
の
れ
の
意
識
に
よ
っ
て
対
象
化
し
、
表
象
と
し
て
捉
え
る
大
人
は
、

『第
八
の
悲
歌
』
に
歌
わ
れ
て
い
る

{
拘
)

よ
う
に
、
幼
年
時
代
と
い
う
「
聞
か
れ
た
世
界
」
に
参
入
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
「
あ
の
一
連
の
像
の
世
界
」
(
』

g
冊
目

E2'F-mg)、

つ
ま
り
現
実
の
日
常
世
界
に
組
み
込
ま
れ
て
、
身
動
き
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
詩
人
は
い
ま
、
こ
の
世
界
に
留
ま
る
こ
と
に

「
困
惑
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
リ
ル
ケ
は
こ
の
よ
う
に
詩
の
最
後
に
は
決
定
を
下
さ
ず
に
漠
と
し
た
暗
示
の
み
に
と
ど
め
、
あ
と
は

読
者
の
判
断
に
委
ね
る
と
い
う
手
法
を
用
い
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
。
お
そ
ら
く
持
情
的
自
我
も
実
際
は
、
そ
れ
以
後
の
展
開
に
つ
い

て
は
判
然
と
し
な
い
予
感
や
暗
示
を
感
じ
る
の
み
に
と
ど
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
時
期
に
書
か
れ
た
『
マ

ル
テ
の
手
記
』
の
放
蕩
息
子
が
、
「
幼
年
時
代
を
取
り
戻
そ
う
」
と
帰
郷
す
る
の
を
知
っ
て
い
る
わ
れ
わ
れ
は
、
詩
人
の
「
困
惑
」
の

裏
に
は
、
詩
人
が
そ
れ
を
意
識
し
て
い
よ
う
と
い
な
か
ろ
う
と
、
現
実
の
日
常
世
界
か
ら
の
脱
出
と
い
う
詩
人
の
願
望
が
ひ
そ
ん
で

い
る
の
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
「
脱
出
」
と
言
っ
た
が
、
こ
れ
は
大
人
の
世
界
か
ら
の
脱
出
で
あ
る
と
同
時
に
、
幼
年
時

代
へ
の
「
帰
宅
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
リ
ル
ケ
の
詩
の
構
造
に
よ
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
詩
の
最
後
は
冒
頭
の
幼
年
時
代
へ
の

追
憶
へ
と
戻
る
の
で
あ
る
。
幼
年
時
代
を
未
来
に
お
い
て
詩
人
・
芸
術
家
の
存
在
形
式
と
し
て
「
取
り
戻
し
」
、
失
わ
れ
た
故
郷
に
帰

り
た
い
と
い
う
願
望
で
あ
る
。
放
蕩
息
子
の
帰
宅
も
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。
牧
人
の
世
界
か
ら
現
実
の
世
界
に
戻
り
な
が
ら
も
、
詩

的
創
造
の
空
間
と
し
て
の
お
の
れ
の
心
の
「
内
部
空
間
」
に
お
い
て
、
失
わ
れ
た
幼
年
時
代
を
「
取
り
戻
そ
う
」
と
す
る
企
図
で
あ



る
と
一
吉
守
え
よ
う
。

放
蕩
息
子
は
つ
い
に
帰
宅
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
帰
宅
場
面
を
描
写
す
る
節
の
冒
頭
部
に
は
、
奇
妙
な
一
文
が
あ
る
。
「
そ
の
家
で

は
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
時
聞
が
過
ぎ
去
っ
た
だ
け
で
あ
っ
た
、
数
え
ら
れ
た
わ
ず
か
な
時
間
で
、
家
の
人
た
ち
の
だ
れ
も
が
ど
れ
ほ
ど

の
時
間
で
あ
っ
た
か
、
言
え
る
ほ
ど
だ

っ
た
。
」
「
数
え
ら
れ
た
時
間
」
(
伺
巾
怠
Z
Z
N
2
C
と
は
、
時
計
に
よ
っ
て
計
れ
る
現
実
の

世
界
の
「
流
れ
去
る
時
間
」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
表
現
か
ら
逆
に
、
放
蕩
息
子
が
さ
ま
よ
っ
て
い
た
異
郷
、

つ
ま
り
牧
人
の
世
界

は
、
時
計
で
は
計
り
え
な
い
高
次
の
時
間
、
現
在
・
過
去
・
未
来
が
不
可
分
に
包
摂
さ
れ
た
「
充
た
さ
れ
た
時
間
」
の
世
界
で
あ
っ

た
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
彼
が
家
の
前
に
近
づ
く
と
、
昔
の
犬
が
吠
え
、

い
く
つ
も
の
顔
が
窓
辺
に
現
れ
る
。
そ
し
て
、

何
の
赦
し
な
の
か
?

「
す
っ
か
り
年
老
い
た
顔
に
と
つ
ぜ
ん
認
知
の
色
が
蒼
ざ
め
て
走
る
。
認
知
な
の
か
?

|
|
愛
な
の
だ
。
あ
あ
、
愛
な
の
だ
」
。
聖
書
の
放
蕩
息
子
の
帰
宅
場
面
と
同
じ
く
、
こ
こ
で
も
息
子
に
対
し

本
当
に
認
知
だ
け
な
の
か
?

|
|
赦
し
だ
。

て
父
ら
し
き
老
人
の
赦
し
と
大
き
な
愛
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
次
の
瞬
間
、
聖
書
に
お
け
る
両
者
の
態
度
と
、

『
マ
ル
テ
の
手
記
』

に
お
け
る
両
者
の
そ
れ
と
の
あ
い
だ
に
大
き
な
相
違
が
生
じ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
放
蕩
息
子
の
特
性
を
象
徴
す
る
身
振
り
で
あ
る
。
聖

書
の
身
振
り
は
、
父
は
「
憐
れ
に
思
い
」
、
息
子
の
首
を
抱
き
し
め
て
接
吻
す
る
が
(
第
十
五
章
二
十
節
)
、
息
子
は
天
と
父
に
対
す

る
自
己
の
罪
を
詫
び
て
(
同
章
二
十
一
節
)
父
の
愛
を
与
え
ら
れ
る
ま
ま
に
受
け
入
れ
る
。
他
方
『
マ
ル
テ
の
手
記
』
で
は
、
息
子

は
家
の
人
た
ち
に
対
し
て
「
前
代
未
聞
の
身
振
り
」
を
示
し
た
。

ら
に
愛
し
て
く
れ
る
な
と
必
死
に
訴
え
る
哀
願
の
身
振
り
」
で
あ
っ
た
。
前
者
の
息
子
は
謝
罪
の
態
度
で
愛
を
受
け
入
れ
る
の
に
対

そ
れ
は
、
「
彼
が
家
の
人
た
ち
の
足
も
と
に
身
を
投
げ
だ
し
て
、
彼

し
て
、
後
者
の
息
子
は
愛
の
拒
否
の
態
度
を
示
す
の
で
あ
る
。

放
溜
息
子
の
帰
宅



放
務
息
子
の
帰
宅

と
こ
ろ
で
、
家
の
人
た
ち
は
そ
ん
な
放
蕩
息
子
に
対
し
て
ど
ん
な
態
度
を
と
っ
た
で
あ
ろ
う
か
?

「
家
の
人
た
ち
は
彼
の
烈
し
い

動
作
を
彼
ら
な
り
に
解
釈
し
て
、
赦
し
た
の
で
あ
る
。
彼
の
絶
望
的
な
態
度
が
明
白
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
み
ん
な
が
彼
を
誤

解
し
た
と
い
う
こ
と
に
、
彼
は
い
い
よ
う
も
な
い
解
放
感
を
感
じ
た
に
ち
が
い
な
い
。
お
そ
ら
く
彼
は
留
ま
る
こ
と
も
で
き
た
で
あ

ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
が
誇
り
に
お
も
い
、
ひ
そ
か
に
互
い
に
励
ま
し
合
っ
て
示
す
愛
は
、
彼
に
は
届
か
な
い
と
い
う
こ
と
を
彼

(
岨
)

は
日
増
し
に
は
っ
き
り
と
知
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
よ
こ
こ
に
は
誤
解
、
誤
認
に
よ
る
帰
宅
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
入
り
込
ん

(
剖
)

一
九

O
六
年
)

で
来
て
い
る
。
リ
ル
ケ
は
、
ホ
l
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
の
評
論
『
詩
人
と
現
代
』

(
O
R
E
n
v
g同

g
a
仏

5
2
N
2同

に
は
強
い
共
感
を
お
ぼ
え
、
友
人
た
ち
に
そ
れ
を
朗
読
す
る
ほ
ど
深
く
愛
読
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
に
誤
認
さ
れ
て
帰

宅
し
た
巡
礼
の
領
主
の
た
と
え
話
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
時
代
の
家
と
い
う
も
の
に
住
み
な
が
ら
も
誰
の
眼
に
も
と
ま
ら
な
い
詩
人
と

い
う
も
の
を
、
家
と
妻
子
を
捨
て
て
な
が
い
巡
礼
の
旅
に
出
て
い
た
領
主
が
、
見
知
ら
ぬ
乞
食
と
誤
認
さ
れ
て
自
分
の
家
に
帰
宅
し
、

正
体
を
知
ら
れ
な
い
ま
ま
階
段
の
下
で
一
生
暮
ら
し
た
と
い
う
、
古
代
ロ

l
マ
の
巡
礼
の
領
主
に
喰
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
リ
ル
ケ

は
こ
の
巡
礼
の
領
主
に
つ
い
て
一
九
一
三
年
の
小
論
『
若
い
詩
人
に
つ
い
て
』
の
な
か
で
、
出
所
を
明
ら
か
に
し
な
い
ま
ま
で
触
れ
、

そ
の
領
主
を
「
階
段
の
下
の
す
き
間
に
住
ん
で
い
た
あ
の
聖
者
」
と
呼
ん
で
い
る
。
む
ろ
ん
、
領
主
が
聖
者
と
な
っ
て
帰
宅
し
た
の

で
あ
る
が
、
リ
ル
ケ
が
『
マ
ル
テ
の
手
記
』

の
「
放
蕩
息
子
」
の
物
語
を
「
伝
説
」

(
U
m
g号
)
と
呼
び
、
放
蕩
息
子
を
聖
な
る
「
選

ば
れ
た
者
」
と
解
し
て
い
た
の
を
思
い
返
す
と
、
リ
ル
ケ
に
と
っ
て
は
詩
人
の
喰
え
と
な
る
こ
の
巡
礼
の
領
主
は
放
蕩
息
子
の
ひ
と

り
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
こ
の
誤
認
の
き
っ
か
け
は
見
知
ら
ぬ
乞
食
姿
と
い
う
外
見
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
誤
認
が
一
生

解
け
な
か
っ
た
の
は
領
主
か
ら
聖
者
へ
の
変
身
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
『
マ
ル
テ
の
手
記
』

の
放
蕩
息
子
に
対
す
る
誤
認
も
、
最
初

は
愛
の
拒
否
の
表
現
と
し
て
身
を
投
げ
だ
す
と
い
う
外
的
な
動
作
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
日
が
経
つ
に
つ
れ
て
、
家
の
人
た



ち
の
愛
が
「
彼
に
は
届
か
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
の
も
、
実
は
こ
の
放
蕩
息
子
に
も
変
身
が
あ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
牧
人
と
し
て
「
聞
か
れ
た
世
界
」
に
参
入
し
、

つ
ま
り
現
実
の
日
常
世
界
を
脱
し
た
高
次
の
時
空
の
世
界
を
体
験
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、

一
段
と
高
い
境
地
へ
の
飛
躍
、
幼
年
時
代
の
存
在
に
近
い
一
段
と
純
粋
な
存
在
へ
の
変
身
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
変
身
と
い
う
飛
躍
的
な
内
的
変
化
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
放
蕩
息
子
は
、
巡
礼
の
領
主
の
よ
う
に
は
た
し
て
生
涯
家
に
留
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
?

こ
の
点
に
関
し
て

は
、
実
に
あ
い
ま
い
で
、
は
っ
き
り
と
し
た
結
論
を
下
し
て
は
い
な
い
。
ま
ず
、
「
ぼ
く
た
ち
は
、
彼
が
そ
こ
に
留
ま
っ
た
の
か
ど
う

(
岨
)

か
は
知
ら
な
い
。
彼
が
帰
っ
て
き
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
そ
れ
を
確
か
め
る
か
の
よ
う
に
「
お
そ

ら
く
彼
は
留
ま
る
こ
と
も
で
き
た
で
あ
ろ
う
」

(君
島

E
n
Z
E
R
F
E
S
Z
巾
円

E
0
5
2・
)
と
推
論
し
て
、
留
ま
れ
る
可
能
性

を
暗
示
す
る
の
み
に
と
ど
め
て
い
る
。
謎
め
い
た
、
何
か
わ
け
の
あ
り
そ
う
な
、
あ
る
い
は
深
い
意
味
を
秘
め
て
い
そ
う
な
結
末
で

{
崎
}

『新
詩
集
』
別
巻
に
「
晩
餐
」

(B
o
z
g品目
)

あ
る
。
は
た
し
て
ど
う
な
の
か
?

」
れ
を
究
明
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
い
う
詩
が
あ
る
。
こ
の
詩
は
、
パ
リ
の
夕
暮
ど
き
古
道
具
屋
や
古
本
屋
と
い
っ
た
商
庖
街
の
一
軒
、
そ
の
奥
の
部
屋
で
く
り
ひ
ろ

げ
ら
れ
て
い
る
家
庭
的
な
夕
食
の
光
景
に
聖
書
の
最
後
の
晩
餐
の
場
面
を
重
ね
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
そ
う
し
た
家

庭
的
な
世
界
を
裏
切
ろ
う
と
す
る
、
あ
る
い
は
捨
て
去
ろ
う
と
す
る
放
蕩
息
子
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。

永
遠
な
る
も
の
が
私
た
ち
に
訪
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
選
択
し
、

偉
大
な
力
と
微
小
な
力
と
に
分
け
る
こ
と
が
誰
に
で
き
よ
う
?

放
事
息
子
の
帰
宅



放
蕩
息
子
の
帰
宅

"" 

暮
れ
か
か
る
庖
先
の
う
す
暗
が
り
を
と
お
し
て

奥
の
明
る
い
部
屋
に
お
ま
え
は
晩
聾
の
さ
ま
を
認
め
る
だ
ろ
う
か
?

(
第
一
節
)

官
頭
で
「
永
遠
な
る
も
の
」
(
開
ヨ
岡
市
朗
)

の
来
訪
を
告
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
商
庖
の
奥
の
部
屋
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
庶
民
的

な
夕
食
場
面
を
聖
な
る
「
最
後
の
晩
餐
」
(
〉

Z
E
B与
-
)
の
光
景
へ
と
高
め
て
い
る
。
こ
れ
に
続
く
箇
所
で
は
、
飲
み
物
や
食
べ
物

を
分
け
合
い
、
受
け
取
っ
た
り
手
渡
し
た
り
し
て
い
る
晩
餐
の
光
景
が
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
彼
ら
は
そ
う
し
た
自
分
ら
の
行
為

を
、
無
意
識
の
う
ち
に
行
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
「
彼
ら
は
知
ら
な
い
」
(
第
二
節
四
行
)

の
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
こ
の
世
に
留
ま
っ
て
い
な
が
ら
、

ひ
そ
か
に

立
ち
去
っ
て
ゆ
か
な
い
者
は
ど
こ
に
も
い
な
い
の
だ
か
ら
。

そ
し
て
不
安
げ
に
自
分
に
仕
え
て
い
る
両
親
を

そ
の
用
済
み
と
な
っ
た
過
去
へ
と
送
り
か
え
す

そ
ん
な
だ
れ
か
が
、
彼
ら
の
な
か
に
座
っ
て
い
な
い
と
も
限
ら
な
い
?

(
両
親
を
売
り
渡
す
の
は
、
そ
ん
な
彼
に
と
っ
て
行
き
す
ぎ
な
の
だ
。
)

(
第
一
一
一
節
一
一
一
行
|
|
終
節
)

「
〔
こ
の
世
か
ら
〕
立
ち
去
っ
て
ゆ
く
」

(
4
2
z
g
g
m
o
v
C
者
の
姿
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
放
蕩
息
子
の
姿
で
あ
る
。

ハ
イ
ン
リ



ヒ
・
イ
ム
ホ
l
フ
は
リ
ル
ケ
の
「
神
」
の
像
を
C
・
G
-
ユ
ン
グ
の
分
析
心
理
学
の
手
法
を
用
い
て
究
明
し
よ
う
と
し
た
著
書
の
な

か
で
、
当
詩
の
晩
餐
に
加
わ
る
者
た
ち
に
イ
エ
ス
の
弟
子
で
あ
る
「
使
徒
た
ち
」

S
O
S
0
2巳
)
の
姿
を
認
め
、
そ
の
使
徒
た
ち

が
「
〈放
蕩
息
子
〉
の
あ
ら
ゆ
る
特
徴
」
を
そ
な
え
た
者
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
「
使
徒
た
ち
」
は
、
放
蕩
息
子
と
ま

っ
た

く
同
じ
よ
う
に
、
お
の
れ
の
使
命
に
従
う
た
め
に
、
両
親
と
父
の
家
を
放
棄
し
た
の
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の
「
こ
の
世
に
留
ま
っ
て

い
な
が
ら
、

ひ
そ
か
に
/
立
ち
去
っ
て
ゆ
か
な
い
者
は
ど
こ
に
も
い
な
い
」

(e

E
宮

5
R
骨円

E
n
Z
色
R
R
Rロ
¥
Z
5
z
n
v

40ロ
E
5
3
m
m
V
F
S円

四

0
5
2
g
g
p・
)
と
い
う
一
文
は
、
放
蕩
息
子
の
帰
宅
後
に
お
け
る
彼
の
存
在
の
あ
り
方
を
示
す
き
わ
め
て

重
要
な
証
言
と
な
る
。
彼
は
外
面
的
に
は
父
の
家
(
「
こ
の
世
」
と
い
う
現
実
の
日
常
世
界
)
に
留
ま
り
な
が
ら
も
、
内
面
的
に
は

「
ひ
そ
か
に
」
そ
れ
に
別
れ
を
告
げ
て
、
心
の
内
部
空
間
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
す
る
詩
的
創
造
の
世
界
へ
と
旅
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
の
最
終
節
で
あ
る
が
、
こ
こ
の
「
両
親
を
/
そ
の
用
済
み
と
な
っ
た
過
去
へ
と
送
り
か
え
す
/
そ
ん
な
だ
れ
か
が
・
・
・
・
・
・
」
の

解
釈
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
る
。
主
だ
っ
た
も
の
を
挙
げ
る
と
、
ゲ
ル
ト
ル

l
ト
・
へ

l
ラ

l
は
「
こ
の
地
上
の
両
親
と
の

(
国
}

決
別
」
を
「
神
の
府
と
の
結
び
つ
き
の
解
消
通
告
」
と
解
し
、
最
近
イ
ゼ
ル
書
庖
よ
り
刊
行
さ
れ
た

『注
釈
っ
き
リ
ル
ケ
作
品
集
』

ウ
ル
リ
ヒ
・
フ
ユ
レ
ボ
ル
ン
共
編
)
で
は
、
こ
の
最
終
節
に
両
親
を
捨
て
る

現
代
の
息
子
た
ち
と
聖
書
の
ユ
ダ
の
姿
を
認
め
、
両
者
の
「
裏
切
り
」
を
肯
定
す
る
も
の
と
解
し
て
い
る
。
ま
た
、

(
全
四
巻
)
の
第
一
巻
(
マ
ン
プ
レ
ー
ト
・
エ
ン
ゲ
ル
、

ハ
イ
ン
リ
ヒ

イ
ム
ホ
!
フ
は
こ
れ
を
内
面
的
な
意
識
の
面
か
ら
分
析
し
、
父
の
世
界
と
の
闘
い
を
「
放
蕩
息
子
の
自
己
自
身
と
の
闘
い
」
と
み
な

し
、
そ
し
て

「不
安
げ
な
両
親
」
と
い
う
も
の
を
「
肉
体
を
も
っ
両
親
」
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
「
放
蕩
息
子
自
身
の
内
部
に
お
け

る
、
伝
統
的
な
見
解
や
確
信
が
刻
み
こ
ま
れ
た
意
識
世
界
」
と
解
し
て
い
る
。
『
第
四
の
悲
歌
』
に
は
、
死
後
も
な
お
息
子
の
内
部
に

あ
っ
て
、
息
子
の
さ
さ
や
か
な
運
命
の
た
め
に
「
不
安
を
い
だ
き
」

(〉
括
的
円
宮
色
、
死
者
た
ち
の
も
つ
「
平
静
さ
」

(
2
2
a
g
E)

放
部
息
子
の
帰
宅

ヨヨL



放
寝
息
子
の
帰
宅

宍

{臼
}

を
放
棄
す
る
父
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
イ
ム
ホ
1
フ
の
解
釈
は
わ
れ
わ
れ
を
充
分
納
得
さ
せ
る
と
と
も
に
、
こ

の
詩
の
世
界
に
い
っ
そ
う
の
深
ま
り
と
内
容
的
な
厚
み
を
も
た
ら
す
も
の
と
言
え
よ
う
。

さ
て
こ
こ
で
、
こ
の
詩
全
体
に
戻
る
と
、
放
蕩
息
子
と
そ
の
両
親
と
の
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
家
団
禦
の
夕
食
場
面
で
あ
る
か

ら
、
実
は
放
蕩
息
子
と
そ
の
家
族
と
の
関
係
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
リ
ル
ケ
は
こ
の
詩
に
先
立
つ
前
年
の
秋
、
パ
リ
の
セ

l
ヌ

河
畔
通
り
の
商
庖
街
で
こ
の
詩
の
原
像
と
も
な
る
体
験
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
妻
ク
ラ
ラ
に
宛
て
た
手
紙
に
こ
の
よ
う
に
書
い
て

い
る
。

「
と
き
お
り
ぼ
く
は
小
さ
な
商
庖
の
そ
ば
を
、
た
と
え
ば
セ

l
ヌ
通
り
の
庖
先
な
ど
を
通
り
す
ぎ
る
。
古
道
具
屋
、
小
さ
な
古
本
屋
、

銅
版
画
屋
な
ど
が
陳
列
窓
い
っ
ぱ
い
に
、
そ
れ
こ
そ
あ
ふ
れ
る
ほ
ど
の
品
物
を
並
べ
て
い
る
。
誰
も
庖
に
入
つ
て
は
ゆ
か
な
い
。
ど

う
や
ら
商
売
な
ど
し
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
と
こ
ろ
が
庖
の
な
か
を
の
ぞ
く
と
、
人
が
座
っ
て
本
を
読
ん
で
い
る
、
な
ん
の
心

配
も
な
さ
そ
う
に
。
(
と
い
っ
て
も
、
彼
ら
は
決
し
て
金
持
ち
で
は
な
い
の
だ
)
。

-
・
〔
中
略
〕
・
・
・

底
を
買
い
と
り
、

あ
あ
、
も
し
も
こ
の
よ
う
な
生
活
で
満
足
で
き
る
な
ら
。
ぼ
く
は
と
き
お
り
、
あ
の
よ
う
に
陳
列
窓
い
っ
ぱ
い
に
品
物
を
並
べ
た

あ

か

り

一
匹
の
犬
と
い
っ
し
ょ
に
そ
の
奥
で
二
十
年
ば
か
り
暮
ら
し
て
み
た
い
も
の
だ
。
晩
に
な
る
と
奥
の
部
屋
に
灯
火

が
と
も
る
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
庖
先
は
真
っ
暗
だ
。
そ
し
て
ぼ
く
た
ち
は
、
奥
の
ほ
う
で
、
三
人
い
っ
し
ょ
に
座
っ
て
夕
食
に
つ

く
こ
と
だ
ろ
う
。
ぼ
く
は
気
づ
い
た
の
だ
が
、
通
り
か
ら
見
る
と
、

い
つ
も
晩
餐
の
よ
う
に
見
え
る
の
だ
、
暗
い
部
屋
を
す
か
し
て

と
て
も
偉
大
で
荘
厳
に
見
え
る
。
(
そ
れ
で
も
、
や
は
り
、
人
に
は
た
え
ず
い
ろ
ん
な
心
配
事
が
あ
る
、
大
き
な
心
配
や
小
さ
な
気
が

か
り
が
。
)
・
・
・
・
・
・
ぼ
く
が
ど
ん
な
つ
も
り
で
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
か
、
お
ま
え
は
分
か
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
嘆
く
な
ど

{剖
)

し
て
は
い
な
い
の
だ
。
」



こ
の
手
紙
を
読
む
と
、
こ
の
手
紙
の
描
写
と
詩
「
晩
餐
」
と
は
奥
で
結
ぼ
れ
て
い
て
、
同
じ
一
つ
の
体
験
か
ら
出
て
い
る
の
が
分

か
る
。
詩
の
「
こ
の
世
に
留
ま
っ
て
い
な
が
ら
、
ひ
そ
か
に
立
ち
去
っ
て
ゆ
く
」
放
蕩
息
子
の
姿
に
は
、
外
の
通
り
に
立
っ
て
商
庖

の
奥
に
浮
か
ぶ
自
分
の
家
族
の
夕
食
光
景
を
、
み
ず
か
ら
眺
め
や
る
詩
人
の
姿
が
重
な
る
の
で
あ
る
。
手
紙
の
「
も
し
も
こ
の
よ
う

な
生
活
で
満
足
で
き
る
な
ら
」
と
か
、
家
族
三
人
い
っ
し
ょ
に
夕
食
に
つ
い
て
い
る
姿
を
「
通
り
か
ら
見
る
と
」
と
か
、
最
後
の
「
ぽ

く
が
ど
ん
な
つ
も
り
で
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
か
、
お
ま
え
は
分
か

っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
」
と
い
っ
た
リ
ル
ケ
の
言
葉
か
ら

は
、
「
夕
食
」
と
い
う
日
常
の
市
民
生
活
に
身
を
お
き
な
が
ら
、
そ
こ
か
ら
「
ひ
そ
か
に
」
抜
け
出
し
、
逆
に
外
部
か
ら
そ
の
光
景
を

遠
望
す
る
詩
人
の
姿
は
、
ま
さ
に
詩
の
放
蕩
息
子
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
こ
の
放
蕩
息
子
に
聖
晩
餐
に
お
け
る
裏
切

り
者
ユ
ダ
の
姿
が
重
な
る
と
な
れ
ば
、
最
終
行
の
一
句
は
そ
う
し
た
裏
切
り
者
の
姿
を
多
少
は
和
ら
げ
て
は
い
る
が
、
お
の
れ
自
身

そ
の
よ
う
な
放
蕩
息
子
と
し
て
生
き
続
け
、ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
詩
人
そ
の
も
の
の
宿
命
と
、
捨
て
た
は
ず
の
家
族
(
日
常
の
市
民

生
活
)

へ
の
深
い
思
い
と
の
ジ
レ
ン
マ
を
静
か
に
見
つ
め
る
、
詩
人
リ
ル
ケ
の
複
雑
な
姿
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
『
マ
ル
テ
の
手
記
」
の
最
後
に
戻
る
と
、
「
お
そ
ら
く
彼
は
留
ま
る
こ
と
も
で
き
た
で
あ
ろ
う
」
と
い
っ
た
含
み
の
あ
る
言

葉
に
な
っ
て
い
た
の
も
、
身
は
父
の
家
、
家
族
の
家
(
現
実
の
日
常
世
界
)
に
留
ま
り
な
が
ら
も
、
心
は
そ
れ
に
つ
ね
に
別
れ
を
告

げ
、
詩
的
創
造
の
「
内
部
世
界
」
(
「
聞
か
れ
た
世
界
」
)

へ
と
旅
立
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
詩
「
晩
餐
」
に
見
ら
れ
た
よ
う

に
、
詩
人
そ
の
人
の
存
在
の
あ
り
方
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
放
蕩
息
子
の
姿
は
、
中
期
で
消
え
去
る
の
で
は
な

く
、
パ
リ
時
代
に
続
く
後
期
で
も
、
さ
ら
に
『
ド
ゥ
イ
ノ
の
悲
歌
』
や

『オ
ル
フ
ォ
イ
ス
に
ょ
せ
る
ソ
ネ
ッ
ト
』
と
い
っ
た
晩
年
に

い
た
っ
て
も
あ
ち
こ
ち
に
浮
上
し
て
は
、
む
し
ろ
詩
人
自
身
と
ま
す
ま
す
不
可
分
に
一
体
化
し
て
い
っ
た
そ
の
存
在
を
見
せ
る
の
で

あ
る
。

一
九
一
四
年
作
の
女
友
達
ル

l
ル
・
ア
ル
ベ

l
ル
H

ラ
ザ

l
ル
に
よ
せ
た
献
呈
詩
「
帰
郷
、
ど
こ
へ
帰
る
と
い
う
の

放
蕩
息
子
の
帰
宅

モ



放
海
息
子
の
帰
宅

A. 

か
? 

」ー

( 

出
巾

s 
r 
m 
::r 
同

者
o 
::r 
回 .

ロ-、J
民

) 

で
あ
る
。

帰
郷
、
ど
こ
へ
帰
る
と
い
う
の
か
?

す
べ
て
の
腕
は
痛
み
を
お
ぼ
え
、

眼
差
し
は
、
ど
れ
も
、
誤
解
し
て
い
る
と
い
う
の
に
。

家
出
、
ど
こ
へ
行
く
と
い
う
の
か
?
遠
方
は
心
の
う
ち
に
あ
る
の
に
、

そ
し
て
そ
の
遠
方
が
、
お
ま
え
の
心
に
生
ま
れ
な
け
れ
ば
、

お
ま
え
は
ど
の
道
も
見
誤
っ
て
し
ま
お
う
。
何
が
残
る
の
か
?

存
在
す
る
こ
と
だ
け
が
。

(
第
一
節
|
|
第
三
節
一
行
)

こ
の
詩
は
、

ア
ン
ド
レ
・
ジ
ッ
ド
の
『
放
蕩
息
子
の
帰
宅
』
を
み
ず
か
ら
独
訳
し
た
ド
イ
ツ
語
版
(
一
九
一
四
年
一
月
イ
ル
ゼ
ル

書
庖
よ
り
刊
行
)
に
リ
ル
ケ
が
書
き
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
放
蕩
息
子
を
歌
う
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う

に
放
蕩
息
子
の
モ
チ
ー
フ
は
、
後
期
に
な
る
と
抽
象
的
な
理
念
へ
と
純
化
さ
れ
、
表
現
も
核
と
な
る
わ
ず
か
な
言
葉
に
凝
縮
さ
れ
て
、

具
象
性
が
ま
す
ま
す
希
薄
に
な
っ
て
ゆ
く
。
冒
頭
二
行
の
「
す
べ
て
の
腕
は
痛
み
を
お
ぼ
え
、

/
眼
差
し
は
、
ど
れ
も
、
誤
解
し
て

い
る
と
い
う
の
に
」
と
い
う
一
句
は
、
現
実
の
「
流
れ
去
る
」
時
間
に
さ
ら
さ
れ
て
老
化
し
、
朽
ち
果
て
滅
び
去
る
人
間
の
肉
体
、

そ
の
肉
体
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
こ
の
地
上
の
無
常
な
存
在
の
世
界
を
表
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
第
三
行
の
「
遠
方
」



(任。

F
5
2
)
と
は
、
先
に
分
析
し
た
詩
「
幼
年
時
代
」
や
「
そ
っ
と
あ
な
た
の
日
記
を
め
く
ら
せ
て
お
く
れ
・
・
・
・
・
・
」
(
特
に
、

フ
ィ
グ
1
ル

「
彼
方
ま
で
一
つ
に
な
っ
て
」

(
2ロ
弱
者

2
5
5
)
)
な
ど
で
触
れ
た
よ
う
に
、
「
形
姿
」
の
本
質
的
な
要
素
の
一
つ
で
あ
る
と
と
も

に
、
「
心
」
と
い
う
詩
的
創
造
の
母
胎
と
な
る
内
部
空
間
に
広
大
な
空
間
性
と
緊
張
と
を
字
ま
せ
る
、
リ
ル
ケ
の
詩
作
に
と
っ
て
き
わ

め
て
重
要
な
要
素
な
の
で
あ
る
。
「
帰
郷
、
ど
こ
へ
帰
る
と
い
う
の
か
?
」
、
も
は
や
無
常
な
存
在
の
世
界
に
は
帰
れ
な
い
。
「
家
出
、

ど
こ
へ
行
く
と
い
う
の
か
?
」
(
〉

5
N口
明
巧
O
V
5
3
、
む
ろ
ん
ま
た
、
無
常
な
現
実
の
世
界
へ
と
向
か
う
こ
と
も
で
き
な
い
。
広

大
な
「
心
」
の
内
部
空
間
へ
と
家
出
す
る
の
で
あ
る
。
身
は
無
常
の
世
界
(
父
の
家
)
に
留
め
な
が
ら
も
、
心
は
つ
ね
に
そ
れ
に
別

離
を
告
げ
、
「
心
」
の
内
部
空
間
を
さ
す
ら
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
な
か
で
放
蕩
息
子
H

詩
人
に
は
「
何
が
残
る
の
か
?
」
。

「
存
在
す
る
こ
と
」
だ
け
が
。
こ
れ
は
「
マ
ル
テ
の
手
記
』
の
放
蕩
息
子
が
そ
の
牧
人
時
代
に
、
い
わ
ば
「
開
か
れ
た
世
界
」
と
い
う

牧
人
の
世
界
で
「
普
遍
化
し
無
名
化
し
た
」
自
己
の
存
在
を
感
じ
、
「
存
在
す
る
こ
と
」
だ
け
を
愛
し
た
あ
の
状
況
と
同
じ
で
あ
る
。

そ
う
し
た
牧
人
生
活
の
な
か
で
、

「
彼
の
存
在
の
根
か
ら
は
、
実
り
豊
か
な
歓
喜
の
、
冬
を
も
凌
ぐ
堅
固
な
植
物
が
生
い
育
っ
た
」

「
存
在
す
る
こ
と
だ
け
が
」

(ZnvF
色
目
自
足

S
)

と
あ
る
よ
う
に
、
彼
は
詩
人
と
し
て
の
堅
固
な
存
在
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。

と
、
「
だ
け
」
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
放
蕩
息
子
H
詩
人
は
、
父
の
家
(
現
実
の
世
界
)
を
去
る
と
き
に
は
父
の
家
も
財
産
も
、
む
ろ

ん
妻
や
娘
を
含
む
す
べ
て
の
家
族
や
友
人
、
知
人
た
ち
を
も
、
さ
ら
に
両
親
か
ら
受
け
継
い
だ
古
い
、
内
面
的
な
精
神
遺
産
ま
で
も
、

22 お
π の
苧れ
こ の

も
の r

Z空
2現
葉五
で の

22 
±長
へ ら
て h

を iE
ソか

台 5
ド な
欲い
すか
をら

tZ 
弓る
( 0 

手 yi
放ヶ
し が
て詩
し人
まと
っ し

む百
」己
を に
思つ
い ね
出 に
す課
の し
で て
あ い
る た

詩 詩

人
に
と
っ
て
は
「
存
在
す
る
こ
と
」
だ
け
が
す
べ
て
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
こ
の
「
存
在
」
は
、
詩
人
リ
ル
ケ
も
、
ま
た
手
記

の
筆
者
マ
ル
テ
も
近
代
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
病
弊
が
あ
ら
わ
に
露
呈
し
た
世
界
都
市
パ
リ
の
な
か
に
身
を
お
き
、

つ
ね
に
存
在
喪
失
の

放
蕩
息
子
の
帰
宅

才L



放
事
息
子
の
帰
宅

き

不
安
に
脅
か
さ
れ
て
い
た
、
ぞ
う
し
た
状
況
下
で
の
堅
固
な
「
存
在
」
の
獲
得
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
「
存
在
」
そ
の
も
の
に
絶
対
的

な
重
み
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
け
っ
き
ょ
く
マ
ル
テ
の
ほ
う
は
こ
の
不
安
に
耐
え
き
れ
ず
、
お
の
れ
の
存
在
を
失
っ
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
存
在
」
を
め
ぐ
っ
て
、
放
蕩
息
子
の
存
在
が
詩
人
・
芸
術
家
の
存
在
、
さ
ら
に
は
人
間
一
般
の

存
在
の
問
題
と
ま
す
ま
す
深
い
関
係
を
も
つ
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
さ
ら
に
リ
ル
ケ
晩
年
の
作
品
に
眼
を
向
け
る
と
、
こ

の
よ
う
な
放
蕩
息
子
の
姿
は
「
そ
の
よ
う
に
私
た
ち
は
生
き
つ
つ
、
い
つ
も
別
れ
を
告
げ
て
い
る
の
だ
」
(
胡
O

ぽ

σ
g
S同

E色

Z
F

S
2
5
B
2
〉

gnV-E-
『
第
八
の
悲
歌
』
)
と
か
、
「
在
れ
|
|
そ
し
て
同
時
に
非
在
の
条
件
を
知
れ
」

(
ω
2
1
5
a
豆印由。

{
詔
)

N
Z同

-2nv
母印

Z
n
Z
l
ω
2
5
∞2
5
mロ
ロ
伊
『
オ
ル
フ
ォ
イ
ス
に
ょ
せ
る
ソ
ネ
ッ
ト
』
第
二
部
第
十
三
の
詩
)
と
い
っ
た
簡
潔
な

語
句
に
も
放
蕩
息
子
の
存
在
形
式
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
、

マ
ル
テ
イ
ン
・
ハ
イ
デ
ツ
ガ

l
の
綿
密
な
解
釈
で
有
名
に
な
っ
た
詩
「
自
然
が
生
き
物
た
ち
を
・
・
・
・
・
・
」

(
4
5
m
全ゆ

一
九
二
四
年
)
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
放
蕩
息
子
の
「
家
出
」
の
意
味
に
係
わ
る
か

Z
白

仲

買

色

5

4司
2
2
5巾
円
】
怠
円

ら
で
あ
る
。
自
然
は
生
き
物
を
特
別
に
庇
護
し
な
い
よ
う
に
、
人
間
も
「
私
た
ち
の
存
在
の
根
源
」
(
含
B

C
円ぬ円ロロ向日ロロ師向山内回

ω巴
白
血
)
に
よ
っ
て
愛
さ
れ
て
は
い
な
い
。
「
そ
の
根
源
が
私
た
ち
を
冒
険
に
か
け
る
」
(
悶
『

s
a
H
S
a・
)
。
私
た
ち
は
植
物
や
動
物

よ
り
も
、
時
に
は
「
生
そ
の
も
の
」
よ
り
も
「
よ
り
官
険
的
」
(
当
高

o
E
R
)
で
あ
る
。
そ
し
て
、

」
の
こ
と
が
私
た
ち
に
、
庇
護
の
外
で
、

安
全
な
存
在
を
与
え
て
く
れ
る
、
純
粋
な
諸
力
の
重
力
が

働
く
そ
の
場
所
で
。
私
た
ち
を
つ
い
に
守
っ
て
く
れ
る
の
は



私
た
ち
の
庇
護
な
き
存
在
な
の
だ
・
.

(
第
十
行
|
十
三
行
)

わ
れ
わ
れ
人
聞
は
「
存
在
の
根
源
」
に
は
愛
さ
れ
ず
、
「
官
険
に
か
け
ら
れ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
が
動
植

物
よ
り
も
、
「
生
そ
の
も
の
」
よ
り
も
「
よ
り
冒
険
的
」
で
あ
る
と
い
う
、
「
こ
の
こ
と
が
私
た
ち
に
、
庇
護
の
外
で
、
/
安
全
な
存

在
を
与
え
て
く
れ
る
」

(
E
g
∞
岳
民
同

E
P
邑
ωREσ
〈

S
F
E
R・¥
伺
目
白

n
v
R
S
F
)
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
す
で
に
拙
稿

『
マ
ル
テ
の
手
記
』
第
二
部
の
冒
頭
部
で
、
家
出
娘
た
ち
の
話
に
関
し
て
記
さ
れ
た
言
葉

〔
回
}

「
危
険
は
安
全
よ
り
も
い
っ
そ
う
安
全
に
な
っ
た
」

(
0
5
c
o
E
R
5
3
n
v
R
R
m
m
d
g
a
g
号

&
0
2
n
v
R
Z
R・
)
と
同
じ
考

「
放
蕩
息
子
の
家
出
」
で
論
じ
た
よ
う
に
、

え
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
家
で
の
一
見
底
議
さ
れ
た
よ
う
に
見
え
る
安
全
よ
り
も
、

一
切
の
も
の
を
放
棄
し
て
、
わ

れ
わ
れ
の
無
常
な
存
在
を
底
護
な
き
ま
ま
に
こ
の
無
常
な
世
界
へ
投
げ
だ
し
(
「
目
険
に
か
け
る
」
)
、
さ
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
か

え
っ
て
そ
の
極
度
な
緊
張
状
況
の
な
か
で
、
存
在
の
充
実
へ
と
転
じ
、
「
安
全
な
存
在
」
へ
と
転
化
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
リ

ル
ケ
に
と
っ
て
「
存
在
」
(
母
印
ふ
巾
百
余)
と
は
、
「
で
き
る
か
ぎ
り
充
実
し
た
内
的
な
強
度
の
体
験
」
在
。
開
門
営
宵

E関
与

R
g
c
m
z

rz同

4
0
-
E
}
H
E
m
s
-
E
R
g
-
R
m
g
Eこ
な
の
で
あ
る
。
晩
年
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
語
の
詩
集
『
果
樹
園
』

(百
円
m
R印

九

の
第
四
十
二
の
詩
で
、
「
も
は
や
死
の
方
へ
と
動
い
て
ゆ
か
な
い
生
」

(U
4
5
S
5
5
Z話
。

1
5
S
B
E
B
2同

)

は
、
「
未
来
」
も
「
過
去
」
も
な
く
な
り
、
何
の
意
味
も
も
た
な
く
な
る
と
歌
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ま
さ
し
く
「
官
険
」
を
し
な
く

二
四
年
)

な
っ
た
生
の
こ
と
で
あ
り
、
同
じ
思
想
圏
に
立
つ
も
の
と
い
え
よ
う
。

「
マ
ル
テ
の
手
記
』
に
マ
ル
テ
が
子
供
の
こ
ろ
読
ん
だ
物
語
と
し
て
、
贋
の
皇
帝
グ
リ
l
シ
ャ
・
オ
ト
レ
ピ
ヨ
フ
の
話
が
記
さ
れ
て

い
る
。
皇
帝
に
な
り
す
ま
し
て
い
た
オ
ト
レ
ピ
ヨ
フ
は
、
お
の
れ
の
立
場
を
よ
り
確
実
・
安
全
な
も
の
に
す
る
た
め
に
母
親
を
モ
ス

放
事
息
子
の
帰
宅



放
部
息
子
の
帰
宅

ク
ワ
へ
呼
ぴ
ょ
せ
た
。
と
こ
ろ
が
、
彼
女
が
彼
を
「
自
分
の
息
子
」
だ
と
認
め
る
声
明
を
だ
し
た
た
め
に
、
か
え
っ
て
彼
の
自
由
と

変
身
の
力
は
な
く
な
り
群
衆
に
よ
っ
て
惨
殺
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
話
の
あ
と
に
マ
ル
テ
は
こ
の
よ
う
な
言
葉
を
書
き
添
え
て

い
る
。
「
彼
の
変
身
の
力
は
も
は
や
誰
の
息
子
で
も
な
い
と
い
う
点
に
あ
っ
た
の
だ
と
、
ぼ
く
は
む
し
ろ
そ
う
思
い
た
い
。
(
こ
れ
は

(ω) 

け
っ
き
ょ
く
、
家
出
を
し
た
若
者
た
ち
す
べ
て
の
力
な
の
だ
。
)
」
放
蕩
息
子
は
、
こ
の
「
誰
の
息
子
で
も
な
い
」
吉
田
品
目
白
色

2
ω
o
g
)

と
い
う
ま
っ
た
く
底
護
の
な
い
状
態
に
身
を
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
不
安
な
存
在
を
「
安
全
な
存
在
」
へ
と
転
化
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。
『
マ
ル
テ
の
手
記
』
の
放
蕩
息
子
の
帰
宅
時
に
も
、
牧
人
と
し
て
「
開
か
れ
た
世
界
」
に
参
入
し
、
高
次
の
時
空

の
世
界
を
体
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

一
段
と
高
い
境
地
へ
の
飛
躍
が
あ
っ
た
。
家
の
人
た
ち
の
愛
が
「
彼
に
届
か
な
い
」
よ
う
に

な
っ
た
の
も
こ
の
質
的
な
飛
躍
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
た
変
身
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。
な
お
、
摘
筆
に
あ
た
り
、
こ
こ

で
リ
ル
ケ
に
お
け
る
放
蕩
息
子
と
オ
ル
フ
ォ
イ
ス
像
と
の
関
係
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
こ
の
変
身
が
放
蕩
息
子
の
本
質
的
な
特
性
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
中
期
か
ら
晩
年
に
か
け
て
リ
ル
ケ
の
詩
業
の
中
心
的
な
位
置
を
占
め
る
詩
神
オ
ル
フ
ォ
イ
ス
も
ま
た
、
そ
の
絶
え

ざ
る
変
身
を
存
在
形
式
と
し
、
し
か
も
生
と
死
の
両
界
を
自
由
に
行
き
来
す
る
存
在
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
放
蕩
息
子
の
濃
い
面
影
を

認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
オ
ル
フ
ォ
イ
ス
の
本
性
を
鮮
や
か
に
描
き
だ
し
て
い
る
詩
の
一
節
で
あ
る
。

記
念
の
石
を
建
て
ぬ
が
い
い
。
た
だ
年
ご
と
に

彼
の
た
め
に
蕃
殺
を
咲
か
せ
る
が
よ
い
。

な
ぜ
な
ら
そ
れ
が
オ
ル
フ
ォ
イ
ス
。
あ
れ
や
こ
れ
や
の
な
か
の

彼
の
変
身
な
の
だ
。



こ
れ
は

「オ
ル
フ
ォ
イ
ス
に
ょ
せ
る
ソ
ネ
ッ
ト
』
を
代
表
す
る
誇
の
一
つ

(制
)

(
第
一
部
第
五
)
の
冒
頭
部
で
あ
る
。
オ
ル
フ
ォ
イ
ス

は
こ
の
地
上
の
蓄
殺
の
花
に
帰
り
つ
い
た
と
思
う
と
、
す
ぐ
ま
た
彼
は
「
消
え
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
る
。
そ
し
て
当
詩

集
第
一
部
を
締
め
く
く
る
第
二
十
六
の
詩
で
も
歌
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
地
上
の
世
界
か
ら
「
失
な
わ
れ
た
神
」
(
〈
伶
ユ
ミ

g
R

(
師
}

。
。
円
乙
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
変
身
に
よ
っ
て
自
由
に
こ
の
地
上
の
世
界
へ
と
た
ち
帰
り
、
非
在
の
身
で
あ
り
な
が
ら
ひ
と
時
そ
の
歌
に

よ
っ
て
遍
在
す
る
詩
神
オ
ル
フ
ォ
イ
ス
は
、
こ
の
「
失
わ
れ
た
H
放
蕩
の
」

(
4
2
Z
5
5円
)
と
い
う
言
葉
ど
お
り
、
リ
ル
ケ
の
放
蕩

息
子
の
特
質
を
高
度
に
体
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
オ
ル
フ
ォ
イ
ス
の
形
姿
こ
そ
リ
ル
ケ
が
そ
の
生
涯
を
か
け
て
求
め
つ
づ
け

た
放
蕩
息
子
の
究
極
の
姿
で
あ
る
と
、
言
っ
て
よ
い
の
か
も
知
れ
な
い
。

主
(
1
)
宅
開
門
口
吉
岡
島
町
円
。
副
円
丹
市
ロ
曲
四
同
刊
い

U
5
志
野
伺
〈
o
g
z
m
-
B
V円四
n
z
・出向・

4
0回
明

同

1FE巴
n
F

司
自
N

四円
-
m
-
〉
Z
白
-

H

E
【白岡

Z
5ヨ巾司
2
・〈
2
1
E岡・同，
E
E回
開

2
M
M
由。。・

(
2
)
十
六
世
紀
に
お
け
る
「
放
蕩
息
子
」
を
め
ぐ
る
文
学
作
品
、
演
劇
活
動
に
つ
い
て
は
、
者
向
ロ
常
国
円
2
2
n
z
m
E叩円
h
U
5
F
E
Z
-

4

0

S

Z

円Z
円
2
2
ω
o
g
の
第
三
章
に
か
な
り
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る

EE--ω
・
ミ
ム
。
・)。

(
3
)
出血ロ凹

ω白n
F
円
。
。
ョ
巾
品
目
白
自
国
同
由
℃
由
同
帥
O
ロ
g
f
ι
柑
『

4
伸ユ
O
門
口
曲
。
『
百
回
日
間
酌
(
-
=
一
君
RF内向・回向日・

HH)・
¥
国
白
ロ
∞

ω白n
Z
一

。。
B
E
E
-
g
W
H
O
-
M巾門前
O

白冊目

N
Z

白担

R
R
U
R
Zユ
O

円
相
ロ
加
S
Z
E
(【口
一
巧
R
Z
-
回
ι
・
5
)・

(
4
)
拙
稿
「
放
蕩
息
子
の
家
出
|
|
リ
ル
ケ
に
お
け
る
新
約
聖
書
の
モ
チ
ー
フ
「
放
蕩
息
子
」
の
意
味
」
(
「
ド
イ
ツ
文
学
研
究
」
京

都
大
学
総
合
人
間
学
部
、
報
告
第
四
一
号
、
一
九
九
六
年
)

放
事
息
子
の
帰
宅



放
蕩
息
子
の
帰
宅

iiii 

(
5
)
何回

-
z
u
ω
g
E
-
P
ω
・8
∞-

(
6
)
「
放
蕩
息
子
の
家
出
|
|
リ
ル
ケ
に
お
け
る
新
約
聖
書
の
モ
チ
ー
フ
「
放
蕩
息
子
」
の
意
味
」
六
頁
、

-
二
八
頁
参
照
。

(
7
)
ω
巧
∞
ι・少

ω
・
8
∞『・

(
8
)

一
九
一
一
二
年
作
の
散
文
『
体
験
」
自
己

mga)
に
は
、
リ
ル
ケ
が
庭
を
散
歩
し
て
い
る
う
ち
に
ふ
と
「
自
然
の
裏
側
」
に
出

て
し
ま
っ
た
と
い
う
、
「
開
か
れ
た
世
界
」
(
含
師
。
民
自
叩
)
で
の
体
験
が
語
ら
れ
て
い
る

(E-wRω
者
回
ι・タ

ω・
5
8
E

E
b
-
-
こ
の
「
聞
か
れ
た
世
界
」
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
ま
た
「
ド
ゥ
イ
ノ
の
悲
歌
』
の
『
第
八
の
悲
歌
」
冒
頭
部
で
も
歌

わ
れ
て
い
る
。
注
(
お
)
参
照
。

(
9
)

一
九
一
一
年
十
二
月
二
十
八
日
付
ル

l
・
ア
ン
ド
レ
ア
ス
H
サ
ロ
メ
宛
の
手
紙

(
E
Z
8一日の
2
E
H自
由
宮
山
田
江
由
同
タ
切
品
・

ω
・

ω-H印@・)。

(
叩

)ω
毛
田
島
・

9
ω
・
8ω
・

(日

)ω
者
切
乱
-AYω
・

8
ゅ・

(ロ
)ω
巧
回
ι-AYω
・定。・

(日

)ω
当
国
件
。
・

ω
-
E
0・

(
M
)
「
放
蕩
息
子
の
家
出
1
1
1
リ
ル
ケ
に
お
け
る
新
約
聖
書
の
モ
チ
ー
フ
「
放
蕩
息
子
」
の
意
味
」
九
頁
、
一
七
|
一
八
頁
、
二
一
一

-
二
四
頁
、
二
六
|
二
七
頁
参
照
。

(日

)ω
羽
田
島
・
少

ω
-
Z
H
・

(
時

)ω
当
切
島
・
タ

ω
-
E
H・

(
げ
)
拙
稿
「
『

C
-
w伯
爵
の
遺
稿
よ
り
』
と
そ
の
周
辺
を
め
ぐ
っ
て
|
|
リ
ル
ケ
の
中
期
か
ら
晩
年
へ
の
詩
境
の
展
開
(
そ
の
四
)
」

(
「
ド
イ
ツ
文
学
研
究
」
京
都
大
学
教
養
部
、
報
告
第
三

O
号
、
一
九
八
五
年
)
参
照
。

(
凶

)ω
巧

E
・
o
・
ω・ま同・

(mm)ω
話
回
品
・
タ

ω
-
Z
N・

(
初

)ω
者
切
色
・

0・
ω・
宏
ω・

一
七
1

一
八
頁
、
二
七



(幻

)ω
当

E
・。・

ω
-
E
N・

(n)ω
当

E
・少

ω-Eω
・

(幻

)ω
巧

回
p
m
-
ω
-
E
ω
・

(M)ω
者

E
・少

ω-Eω
・

(お

)ω
巧
回
向
日
-m-ω
・川町品仏

(
M
m
)
ω
話
回
件
。
・

ω
・由お・

(
幻
)
拙
稿
「
リ
ル
ケ
の
「
窓
」
の
モ
チ
ー
フ
(
中
)
」
(
「
ド
イ
ツ
文
学
研
究
」
京
都
大
学
教
養
部
、
報
告
第
三
五
号
、

参
照
、
特
に
中
期
パ
リ
時
代
に
お
け
る
「
夜
の
空
間
と
窓
」
に
つ
い
て
論
ず
る
第
二
章
を
参
照
の
こ
と
。

(
お
)
一
九
二

O
年
十
一
月
末
に
ベ
ル
ク
・
マ
ム
・
イ
ル
ヒ
エ
ル
で
書
か
れ
た
長
篇
詩

(ω
巧
切
手
N
-

∞-HE山
口
・
)
。

(
m
m
)

拙
稿
「
「C
-
W
伯
爵
の
遺
稿
よ
り
」
と
そ
の
周
辺
を
め
ぐ
っ
て
|
|
|
リ
ル
ケ
の
中
期
か
ら
晩
年
へ
の
詩
境
の
展
開
(
そ
の
三
)
」

(
「
ド
イ
ツ
文
学
研
究
」
京
都
大
学
教
養
部
、
報
告
第
一
一
一
一
一
号
、
一
九
七
七
年
)
は
、
リ
ル
ケ
に
お
け
る
「
時
間

(
N
2
C
」
の

問
題
を
テ

1
マ
に
し
た
論
文
で
、
特
に
六
五
頁
、
六
七
|
七
六
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
初
)
「
放
浪
息
子
の
家
出
|
|
リ
ル
ケ
に
お
け
る
新
約
聖
書
の
モ
チ
ー
フ
「
放
蕩
息
子
」
の
意
味
」
二
一
|
二
六
頁
参
照
。

(お

)ω
者
切
P
A
Y
ω
-
Z
A
P
-

「
ひ
と
つ
の
魂
に
耐
え
て
く
れ
る
神
の
忍
耐
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
は
、
一
九
二
五
年
十
一
月
十

日
付
ヴ
ィ
ト
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
フ
レ
ヴ
ィ
チ
宛
の
リ
ル
ケ
の
手
紙
に
「
私
は
、
聖
テ
レ
サ
・
フ
ォ
ン
・
ア
ヴ
ィ
ラ

Q
V開
B
E

4
0
ロ
〉
三
郎
)
の
も
の
で
あ
る
と
思
う
」
と
い
う
、
リ
ル
ケ
の
証
言
が
あ
る
(
宮
再
開
い
の
巾
g
g
g
m厚
相
回
日

wF
切色・印・

ω・
ω
g・)。

(
認

)ω
者
切
品
-AY

∞-EAP・

(お

)ω
者
関
与
タ

ω・
2
印・

(
M
A
)
ω

者

切
p
y

∞-EO『
・

(
お
)
同
じ
「
新
詩
集
』
の
詩
「
ロ

1
マ
の
噴
水
」

(
m
O
B
Z
n
Z
F三
宮
巾
)
で
も
、
「
噴
水
」
は
外
形
で
は
な
く
、
水
の
円
環
運
動

と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
(
河
口
宵
即
日

ω巧
回
向
H

・H

・
ω
・印
N
山
田
・
)
。
そ
の
た
め
に
、
定
動
詞
の
多
用
に
よ
る
文
の
流
れ
の
中
断
を

避
け
て
、
ほ
と
ん
ど
の
動
詞
を
現
在
分
詞
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
詩
に
水
の
流
れ
る
絶
え
ざ
る
動
き
を
苧
ま
せ
て
い
る
が
、

こ
れ
も
本
文
中
の
詩
「
幼
年
時
代
」
に
お
け
る
動
詞
の
名
詞
化
の
用
法
と
同
じ
よ
う
な
意
図
に
立
つ
も
の
と
言
え
よ
う
。

一
九
九

O
年
)

放
蕩
息
子
の
帰
宅

支王



放
蕩
息
子
の
帰
宅

天

(
お
)
切
巾
円
目
白
〉
ロ

m呂
田
口
ロ

u
N即
席

E
ロ
ι

ヨ同
F
H
円

σ
2
B
曲
目
】
丘
町
ロ
岡
山
口

WAw-ω
・ωa
・

(
幻
)
拙
稿
「
「C
-
W
伯
爵
の
遺
稿
よ
り
」
と
そ
の
周
辺
を
め
ぐ
っ
て
|
|
リ
ル
ケ
の
中
期
か
ら
晩
年
へ
の
詩
境
の
展
開
(
そ
の

二
)
」
(
「
女
子
大
文
学
(
外
国
文
学
篇
)
」
大
阪
女
子
大
学
、
第
二
七
号
、
一
九
七
五
年
)
五
四
|
五
六
頁
参
照
。

(

お

)

の

開

門
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仏

国
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F
Z円一
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g曲
目
色
町

m
w
ω
o
F
P
ω
-
N品目山・

(
m
m
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『
第
八
の
悲
歌
」
の
冒
頭
部
で
は
、
「
開
か
れ
た
世
界
」
(
母
印
。
民
自
主
に
つ
い
て
、
も
と
も
と
そ
こ
に
住
む
「
生
き
物
」
(
品
百

ヌ
H
g
Z円
)
と
そ
こ
か
ら
閉
め
出
さ
れ
て
い
る
人
間
(
大
人
)
と
の
対
比
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
歌
わ
れ
て
い
る
白
書
円

ω
者
切
品
-
Y
ω
・戸品・)。

あ
ら
ゆ
る
眼
で
生
き
物
た
ち
は
見
て
い
る
、

聞
か
れ
た
世
界
を
。
た
だ
私
た
ち
の
眼
だ
け
が

ま
る
で
逆
向
き
の
よ
う
だ
、
そ
し
て
生
き
物
の
ま
わ
り
に

畏
と
し
て
置
か
れ
、
彼
ら
の
自
由
な
出
口
を
と
り
囲
ん
で
い
る
。

そ
の
外
に
在
る
も
の
を
、
私
た
ち
は
た
だ
動
物
の
顔
立
ち
か
ら

知
る
だ
け
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
私
た
ち
は
幼
い
子
供
ま
で
も

そ
の
向
き
を
変
え
、
も
の
の
姿
を
む
り
や
り
う
し
ろ
向
き
に
見
さ
せ
、

動
物
の
眼
に
あ
れ
ほ
ど
深
く
湛
え
ら
れ
て
い
る
開
か
れ
た
世
界
を
、

見
せ
よ
う
と
は
し
な
い
か
ら
だ
。
死
か
ら
自
由
な
世
界
を
。

な
お
、
こ
の
「
関
か
れ
た
世
界
」
そ
の
も
の
の
説
明
に
つ
い
て
は
、
一
九
二
五
年
十
一
月
十
三
日
付
ヴ
ィ
ト
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・

フ
レ
ヴ
ィ
チ
に
宛
て
た
リ
ル
ケ
自
身
の
手
紙
に
も
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
(
型
宗
m-
の
m
g
g
g色
丹
何
回
口
町

F
回品・印・

ω
・
ω
S
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ω叶
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(
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)
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八
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切
門
戸
ゲ

ω・
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(
叩
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5
g曲
目

ι巾臼

ω。
v
p
ω
-
N印
ω・

(
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河
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・
同
ハ
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ヨ
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ロ
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兵
巾
〉
ロ
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間
一
回
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(
臼
)
『
第
四
の
悲
歌
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第
三
節
に
は
次
の
よ
う
に
歌
わ
れ
て
い
る

(ω
毛

田

p
y
ω
-
S∞
・)。

私
は
正
し
く
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
?
私
を
気
づ
か
つ
て
、

私
の
人
生
を
味
わ
い
な
が
ら
、
あ
の
よ
う
に
苦
い
人
生
を
味
わ
わ
れ
た
父
よ
、

父
よ
、
あ
な
た
は
死
者
と
な
ら
れ
て
か
ら
も
、
し
ば
し
ば

私
の
内
に
あ
っ
て
、
私
の
希
望
の
な
か
で
、
不
安
を
い
だ
き
、

そ
し
て
死
者
た
ち
の
も
つ
平
静
さ
、
平
静
の
世
界
を
、

私
の
さ
さ
や
か
な
運
命
の
た
め
に
放
棄
さ
れ
た
の
だ
。

私
は
正
し
く
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
?

(
一
|
二
行
、
七
|
一
一
行
)

(
臼
)

一
九

O
七
年
十
月
四
日
付
ク
ラ
ラ
・
リ
ル
ケ
宛
の
手
紙
(
担

-
r
R
の巾

E
5
5
2
Z
切門戸市

F
切
ι・
N

・

ω
-S
印・)。

放
務
息
子
の
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