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は
じ
め
に

１
三
木
露
風
は
兵
庫
県
揖
保
郡
竜
野
町
（
現
在
の
た
つ
の
市
）
で
父
節
次
郎
と
母
か
た
の
も
と
に
生
ま
れ
た
詩
人
で
あ
る
。
露
風
の
実
母

か
た
は
明
治
二
十
八
年
二
月
ご
ろ
、
実
父
節
次
郎
の
不
身
持
と
放
蕩
が
原
因
で
、
露
風
が
ま
だ
幼
稚
園
に
通
っ
て
い
る
時
期
に
弟
の
勉
を
つ

れ
て
鳥
取
の
実
家
に
帰
っ
て
い
る
。
そ
の
後
露
風
は
十
六
歳
で
岡
山
県
和
気
の
私
立
中
学
閑
谷
校
に
転
校
す
る
ま
で
祖
父
母
の
も
と
で
育
て

ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
露
風
は
幼
年
期
に
父
母
の
離
婚
と
実
母
と
の
別
れ
と
い
う
経
験
を
経
て
育
っ
た
。

特
に
実
母
と
引
き
離
さ
れ
た
生
育
環
境
に
つ
い
て
２
森
田
実
歳
は
「
露
風
の
人
間
性
、
芸
術
性
の
形
成
に
影
響
が
あ
っ
た
」
と
指
摘
し
て

お
り
、
同
時
に
露
風
と
実
母
の
関
係
に
つ
い
て
３「
母
を
思
う
詩
歌
は
幾
つ
も
あ
り
、
幼
時
に
、
そ
の
頭
を
寄
せ
る
べ
き
母
の
胸
を
失
っ
た

こ
と
は
、
何
ほ
ど
か
、
露
風
の
胸
に
、
母
性
憧
憬
の
思
い
を
か
き
立
て
た
か
と
思
わ
れ
る
。
が
、
こ
の
大
い
な
る
欠
損
が
、
露
風
に
お
い
て

は
、
か
れ
の
思
慕
の
永
遠
性
、
深
さ
に
働
き
か
け
た
こ
と
も
否
み
得
ぬ
事
実
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
幼
年
時
に
実
母
と
引

き
離
さ
れ
て
育
っ
た
経
験
が
、
後
の
言
動
だ
け
で
な
く
露
風
の
詩
作
及
び
世
界
観
の
形
成
に
も
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
後
露
風
は
数
え
で
十
五
歳
の
時
に
郷
里
兵
庫
県
立
竜
野
中
学
校
に
首
席
合
格
し
、
小
学
生
時
代
か
ら
続
け
て
き
た
雑
誌
『
小
国
民
』

へ
の
投
稿
を
終
え
て
新
進
へ
の
道
を
歩
み
始
め
た
。
第
一
詩
集
『
夏
姫
』（
明
三
八
・
七　

血
友
会
）
を
自
費
出
版
し
た
の
が
こ
の
時
で
あ

り
、
詩
人
と
し
て
の
早
熟
性
が
窺
え
る
。

し
か
し
露
風
は
、
藤
村
や
泣
菫
、
有
明
な
ど
に
比
べ
る
と
十
分
な
学
業
を
積
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
中
学
校
は
前
述
し
た
岡
山
県

に
あ
る
私
立
中
学
閑
谷
校
に
転
校
後
中
退
し
、
そ
の
後
早
稲
田
大
学
と
慶
応
大
学
に
在
籍
す
る
も
、
学
資
調
達
に
悩
ま
さ
れ
、
慶
応
大
学
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は
一
年
で
退
学
し
て
い
る
。
４
森
田
は
こ
の
よ
う
な
不
十
分
な
学
業
環
境
が
か
え
っ
て
露
風
の
文
学
的
形
成
に
幸
い
し
た
と
指
摘
し
、
同
時

に
「
露
風
は
、
そ
の
中
学
生
活
を
も
十
分
に
は
全
う
し
得
な
か
っ
た
教
養
の
不
備
に
よ
っ
て
、
そ
の
詩
心
を
、
も
し
く
は
詩
的
直
観
を
素
直

に
伸
縮
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
た
。
か
れ
は
洋
学
に
大
い
に
関
心
を
示
し
た
け
れ
ど
も
、
も
っ
と
読
み
易
い
、
会
得
も
し
易
い
日
本
古
典
に
先

達
を
求
め
る
気
配
が
あ
っ
た
。（
略
）
ま
た
、
自
然
主
義
―
印
象
詩
―
象
徴
詩
の
知
解
を
持
ち
な
が
ら
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
や
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
、

あ
る
い
は
『
海
潮
音
』
の
新
声
に
傾
倒
し
、
脈
絡
を
い
つ
か
そ
こ
に
繋
い
だ
と
し
て
も
、
歌
う
詩
が
そ
の
心
か
ら
生
れ
て
く
る
の
も
の
で
あ

る
な
ら
何
ら
愧
ず
べ
き
も
の
は
な
い
の
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
露
風
は
自
身
の
教
養
の
不
備
や
学
習
と
の
希
薄
な
触
れ

合
い
か
ら
生
じ
た
隙
間
を
、
日
本
古
典
や
西
欧
詩
人
に
学
び
な
が
ら
独
自
の
世
界
観
の
構
想
を
深
め
る
こ
と
で
補
っ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら

れ
る
。
西
欧
の
影
響
・
啓
発
と
日
本
の
馴
染
み
や
す
い
伝
統
が
交
わ
る
な
か
、
露
風
は
あ
え
て
ど
ち
ら
に
も
固
執
す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
拒

絶
す
る
こ
と
も
な
く
、
様
々
な
影
響
を
素
直
に
取
り
入
れ
な
が
ら
ま
っ
た
く
独
自
の
世
界
観
を
作
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
。

以
上
に
示
し
た
よ
う
に
恵
ま
れ
た
と
は
言
い
難
い
生
育
及
び
学
習
環
境
を
経
て
育
っ
た
露
風
は
、
明
治
四
十
二
年
に
第
二
詩
集
と
な
る

『
廃
園
』（
明
四
二
・
九　

光
華
書
房
）
を
、
そ
の
後
第
四
詩
集
と
な
る
『
白
き
手
の
猟
人
』（
大
二
・
九　

東
雲
堂
書
店
）
を
刊
行
す
る
。

『
廃
園
』
は
５
中
島
洋
一
が
「『
廃
園
』
を
象
徴
詩
集
と
し
て
認
め
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
象
徴
性
に
は
十
分
注
目
す
べ

き
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
露
風
の
象
徴
性
の
素
地
と
象
徴
詩
に
至
る
ま
で
の
過
程
を
含
ん
だ
詩
集
で
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
『
白
き
手
の
猟
人
』
は
露
風
の
作
品
の
中
で
最
も
高
く
評
価
さ
れ
た
詩
集
で
あ
り
、
近
代
詩
史
の
な
か
で
も
象
徴
詩
集
と
し

て
位
置
付
け
ら
れ
、
そ
の
象
徴
性
を
高
く
評
価
さ
れ
た
。

そ
れ
で
は
こ
れ
ら
の
詩
集
に
表
出
さ
れ
た
、
露
風
の
〈
象
徴
詩
〉
の
内
実
と
は
一
体
何
な
の
か
。
本
稿
で
は
象
徴
詩
集
と
し
て
特
に
高
く

評
価
さ
れ
た
『
白
き
手
の
猟
人
』
に
焦
点
を
当
て
、
露
風
の
〈
象
徴
〉
の
世
界
に
つ
い
て
考
察
し
論
じ
て
い
き
た
い
。

　
　
　
　
㈠
『
白
き
手
の
猟
人
』
が
成
立
す
る
過
程
、
精
神
の
模
索
と
回
復

ま
ず
初
め
に
『
白
き
手
の
猟
人
』
が
成
立
す
る
ま
で
の
過
程
を
見
て
い
き
た
い
。『
白
き
手
の
猟
人
』
以
前
に
露
風
が
刊
行
し
て
き
た
詩
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集
と
し
て
、
第
二
詩
集
『
廃
園
』
と
第
三
詩
集
『
寂
し
き
曙
』（
明
四
三
・
十
一　

博
報
堂
）
が
あ
る
。

『
廃
園
』
で
の
制
作
年
代
と
作
品
の
変
化
の
過
程
の
関
係
に
つ
い
て
６
中
島
は
、「
内
的
世
界
の
相
違
、
発
展
と
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
」

と
述
べ
て
い
る
。
同
時
に
「
例
え
ば
最
も
顕
著
な
の
は
「
二
十
歳
ま
で
の
抒
情
詩
」
で
、『
夏
姫
』
の
明
星
派
的
な
浪
漫
性
と
は
異
な
り
、

一
部
に
は
自
然
主
義
的
な
発
想
さ
え
見
え
る
が
、
全
般
的
に
は
明
る
く
、
温
雅
で
、
健
康
的
で
、
自
然
と
調
和
し
た
世
界
が
多
く
、
表
現
技

法
で
は
他
の
模
倣
的
要
素
も
少
な
く
な
い
。
そ
う
し
て
象
徴
的
要
素
の
少
な
い
作
品
群
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
「
廃
園
」
篇

や
「『
暗
い
扉
』
以
下
」
及
び
そ
れ
に
続
く
「
涸
れ
た
る
噴
水
」
な
ど
に
は
、
次
第
に
憂
愁
の
色
が
深
く
内
在
化
し
、
象
徴
的
要
素
も
か
な

り
多
く
認
め
ら
れ
る
」
と
指
摘
し
た
。

同
様
に
７
三
浦
仁
は
、「
初
期
田
園
浪
漫
詩
に
お
け
る
自
然
が
、
よ
り
複
雑
に
心
象
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
『
廃
園
』
の
印
象
派
的
自

然
に
つ
な
が
り
、
同
時
に
前
者
の
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
が
本
来
の
健
や
か
さ
や
明
る
さ
を
失
っ
て
、（
略
）『
廃
園
』
詩
の
基
調
を
な
す
感
傷
的

ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
に
変
質
し
て
行
く
様
が
、
鮮
や
か
に
見
て
取
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、『
廃
園
』
の
制
作
時
期
と
構
成
か
ら
は
、
露
風
が
「
明
る
い
ロ
ー
マ
ン
的
な
抒
情
詩
」
か
ら
次
第
に
「
内
的
な
苦
渋

に
満
ち
た
作
風
」
へ
と
作
風
が
変
化
・
展
開
し
て
い
く
過
程
が
読
み
取
れ
る
。
つ
ま
り
露
風
は
『
廃
園
』
刊
行
期
に
、
明
る
く
生
命
を
賛
美

す
る
抒
情
詩
か
ら
、
象
徴
詩
的
要
素
を
含
ん
だ
、
し
か
し
象
徴
詩
と
は
言
い
難
い
〈
露
風
独
自
の
象
徴
詩
〉
と
い
う
詩
風
を
確
立
し
た
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
露
風
の
〈
象
徴
〉
へ
の
歩
み
の
過
程
を
孕
ん
だ
詩
集
と
し
て
、『
廃
園
』
に
は
重
要
な
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

続
い
て
『
廃
園
』
の
成
立
し
た
背
景
に
も
着
目
し
て
お
き
た
い
。
作
中
で
は
「
追
憶
」
と
い
う
語
の
頻
出
を
筆
頭
と
し
て
、
西
欧
詩
人
や

上
田
敏
の
影
響
を
大
き
く
受
け
た
で
あ
ろ
う
露
風
の
姿
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
影
響
を
受
容
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
露
風
は
『
廃
園
』
で
主

に
自
己
陶
酔
を
孕
ん
だ
抒
情
性
・
象
徴
性
を
表
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
そ
の
表
出
に
は
、
露
風
の
象
徴
詩
の
萌
芽
と

素
地
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
『
廃
園
』
に
収
め
ら
れ
た
作
品
「
ふ
る
さ
と
の
」
で
は
自
身
の
悲
恋
に
終
わ
っ
た
恋
愛
体
験
が
背
景
に
あ
る
こ
と
が
８
家
森
長
治
郎

に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
露
風
は
明
治
三
十
七
年
十
一
月
に
岡
山
県
の
私
立
中
学
閑
谷
校
に
転
学
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
太
田
茂
代
子

と
い
う
女
性
と
知
り
合
い
、
恋
愛
関
係
を
築
い
た
。
太
田
と
は
結
婚
の
話
も
出
る
ほ
ど
親
し
い
関
係
に
な
っ
た
が
、
露
風
の
父
節
次
郎
に
よ
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る
反
対
を
受
け
、
明
治
三
十
八
年
十
一
月
頃
二
人
は
別
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
後
太
田
は
別
の
男
性
の
も
と
へ
と
嫁
ぎ
、
露
風
は
明
治

三
十
九
年
七
月
に
『
廃
園
』「
二
十
歳
ま
で
の
抒
情
詩
」
篇
に
収
め
る
作
品
の
制
作
を
始
め
た
。
明
治
四
十
年
一
月
に
太
田
は
長
男
を
出
産

し
た
が
、
同
年
十
月
、
露
風
は
「
ふ
る
さ
と
の
」
を
制
作
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
背
景
が
あ
り
制
作
さ
れ
た
「
ふ
る
さ
と
の
」
を
受
け
、「
露
風
は
「
ふ
る
さ
と
の
」
に
よ
っ
て
初
め
て
現
実
的
存
在
の
彼
方

に
美
的
存
在
を
仄
知
し
得
た
」
の
で
は
な
い
か
と
９
森
田
は
述
べ
て
い
る
。
露
風
が
太
田
と
の
悲
恋
の
経
験
を
経
た
こ
と
に
よ
っ
て
「
ふ
る

さ
と
の
」
を
制
作
で
き
た
と
考
え
た
時
、「
ふ
る
さ
と
の
」
に
認
め
ら
れ
る
美
的
情
緒
や
憂
愁
の
陰
り
と
い
っ
た
詩
的
性
質
は
、
以
上
に
示

し
た
太
田
と
の
恋
愛
と
い
う
実
体
験
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
産
物
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
そ
の
よ
う
に
考
え
た
時
、
前
述
し
た
「
明
る
い
ロ
ー
マ
ン
的
な
抒
情
詩
」
か
ら
次
第
に
「
内
的
な
苦
渋
に
満
ち
た
作
風
」
へ
と
展
開

す
る
『
廃
園
』
に
つ
い
て
、
露
風
に
「
内
的
な
苦
渋
」
を
授
け
た
も
の
が
以
上
に
示
し
た
悲
恋
の
実
体
験
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は

な
い
か
。

露
風
は
こ
こ
ま
で
述
べ
た
上
田
敏
ら
に
よ
る
影
響
や
自
身
の
悲
恋
と
い
う
経
験
を
素
直
に
受
け
止
め
、
第
二
詩
集
『
廃
園
』
を
刊
行
し
た
。

こ
の
影
響
と
体
験
は
『
廃
園
』
に
多
様
な
性
質
・
詩
的
性
格
を
も
た
ら
し
た
と
同
時
に
、
露
風
に
象
徴
詩
の
構
築
及
び
〈
象
徴
〉
と
い
う
精

神
へ
の
歩
み
寄
り
を
可
能
に
し
た
の
で
は
な
い
か
。

さ
て
、
そ
の
後
露
風
は
本
稿
で
取
り
上
げ
る
第
四
詩
集
『
白
き
手
の
猟
人
』（
大
二
・
九　

東
雲
堂
書
店
）
を
刊
行
し
、
こ
こ
で
そ
の
象

徴
性
が
高
く
認
め
ら
れ
た
。
10『
白
き
手
の
猟
人
』
の
序
文
（
大
二
・
初
秋
）
に
は
明
治
四
十
三
年
か
ら
大
正
二
年
の
夏
ま
で
の
お
お
よ
そ

三
年
間
の
作
品
を
集
め
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
『
寂
し
き
曙
』（
明
四
三
・
十
一　

博
報
堂
）
と
『
幻
の
田
園
』（
大

四
・
五　

東
雲
堂
出
版
）
の
間
に
位
置
す
る
過
渡
期
の
詩
集
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
た
め
象
徴
性
が
認
め
ら
れ
る
『
白
き
手
の
猟

人
』
の
作
品
に
は
、『
寂
し
き
曙
』
で
得
た
性
質
と
の
連
続
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
、
本
節
で
は
ま
ず
『
白
き
手
の
猟
人
』
に
至
る
ま
で
の
展
開
整
理
と
し
て
『
寂
し
き
曙
』
に
主
に
焦
点
を
当
て
、
詩
的
性

格
の
変
化
の
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
い
。『
寂
し
き
曙
』
の
詩
的
性
格
を
探
る
こ
と
で
、
地
続
き
と
な
っ
て
い
る
『
白
き
手
の
猟
人
』
の
性

質
と
詩
的
性
格
、
そ
し
て
「
最
も
象
徴
詩
的
」
と
評
さ
れ
た
『
白
き
手
の
猟
人
』
の
象
徴
性
の
内
実
を
考
察
し
て
い
く
こ
と
が
ね
ら
い
で
あ
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る
。『

寂
し
き
曙
』
は
一
年
三
ヶ
月
と
い
う
短
期
間
に
制
作
さ
れ
た
詩
集
で
あ
る
が
、
露
風
は
詩
作
に
つ
い
て
11「
私
が
第
三
詩
集
『
寂
し
き

曙
』
を
出
し
た
時
、
私
は
敬
虔
な
精
神
に
充
さ
れ
て
ゐ
た
」、
12「
四
三
年
前
後
は
余
が
人
生
の
最
も
悲
し
き
方
面
に
足
を
向
け
初
め
し
頃
の

作
に
し
て
、
今
日
よ
り
謂
え
ば
余
が
象
徴
の
作
風
は
、
こ
の
頃
の
感
情
に
そ
の
根
を
お
け
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
13
佐
藤
房
儀
は
当
時
の
露

風
の
実
生
活
が
「
か
な
り
デ
カ
ダ
ン
だ
っ
た
ら
し
い
」
こ
と
を
指
摘
し
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
生
活
か
ら
「
自
己
蔑
視
や
反
省
」
が
生
ま
れ
て

い
た
で
あ
ろ
う
と
述
べ
た
。

こ
の
よ
う
な
精
神
的
背
景
に
つ
い
て
、
14
岡
崎
義
恵
は
「『
寂
し
き
曙
』
に
な
っ
て
露
風
の
詩
境
は
著
し
く
幽
暗
の
中
に
沈
み
、
思
想
詩
・

瞑
想
詩
の
風
を
帯
び
る
に
至
っ
た
」
と
評
し
て
い
る
。
同
時
に
「
私
は
こ
の
集
に
現
れ
た
深
刻
な
精
神
の
苦
悶
を
、
藤
村
に
も
晩
翠
に
も
、

泣
菫
に
も
白
秋
に
も
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
う
。（
略
）
む
ろ
ん
、
白
秋
・
朔
太
郎
の
官
能
や
神
経
に
は
近
代
色
が
著
し
く
、
そ
れ

は
露
風
の
比
で
は
な
い
。
ま
た
、
光
太
郎
に
は
デ
カ
ダ
ン
ス
か
ら
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
へ
の
脱
離
が
、
力
強
く
歌
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
強
健
な

力
感
は
、
露
風
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
近
代
自
我
の
内
部
の
分
裂
・
相
剋
を
、
深
く
深
く
内
部
に
探
り
入
っ
て
、

喰
い
入
る
よ
う
に
把
握
し
た
詩
人
は
、『
寂
し
き
曙
』
の
作
者
の
外
に
求
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
」
と
述
べ
た
。
露
風
は
こ
の
時
期
に
自
身

の
精
神
を
深
く
探
り
見
つ
め
、
そ
こ
で
得
た
精
神
の
苦
悶
、
苦
悩
を
『
寂
し
き
曙
』
に
表
し
た
。

以
上
の
よ
う
な
精
神
状
況
を
背
景
と
し
て
制
作
さ
れ
た
作
品
は
、『
廃
園
』
で
見
ら
れ
た
甘
い
感
傷
的
な
自
己
陶
酔
的
情
調
の
性
格
を
取

り
去
り
、
よ
り
深
く
、
苦
悩
に
満
ち
た
陰
鬱
な
性
格
を
打
ち
出
し
た
。
そ
れ
を
表
す
作
品
と
し
て
、
例
え
ば
「
神
と
魚
」（
明
四
三
・
二

『
ス
バ
ル
』
初
出
。
初
出
時
の
題
は
「
魚
」）
が
あ
る
。
以
下
に
本
文
を
記
載
す
る
。

神
と
魚

つ
ね
に
曙
の
寂
寥
に
棲
む
。

太
陽
は
海
の
彼
方
を
め
ぐ
り
、

日
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夜
は
ま
た
こ
の
と
こ
ろ
を
忘
れ
去
る
。

神
の
名
を
彫
り
て
そ
の
石
を
埋
め
、

そ
の
石
埋
れ
て
ふ
た
た
び
見
ず
。

あ
あ
！　

雪
は
単
調
な
る
世
界
を
築
く
。

葉
も
な
き
木
は
、

凍
れ
る
池
の
上
に
影
を
映
せ
り
。

長
き
時
を
費
せ
ど
も
、
そ
の
影
う
ご
か
ず
。

い
ま
見
よ
。
魚
は
下
よ
り
浮
び
い
づ
。

魚
は
下
よ
り
…
…
事
も
な
く
外
を
う
か
が
ふ
。

こ
の
作
品
に
つ
い
て
15
中
島
は
「
こ
の
詩
は
や
は
り
露
風
の
当
時
の
内
的
心
象
の
風
景
化
で
あ
る
」
と
し
、「
絶
望
的
な
心
情
の
底
か
ら
、

絶
対
者
を
、
信
仰
を
望
み
見
よ
う
と
す
る
発
想
は
、
近
代
詩
史
の
中
で
も
特
筆
す
べ
き
も
の
」
で
あ
る
と
評
し
た
。
同
時
に
、
露
風
は
こ
こ

で
「
初
め
て
真
の
被
象
徴
内
容
を
掴
ん
だ
も
の
と
い
え
よ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
露
風
は
こ
の
時
自
身
の
精
神
を
見
つ

め
探
る
こ
と
で
、
自
身
の
陰
鬱
と
苦
悩
を
発
見
し
た
。
そ
こ
か
ら
の
救
済
を
神
と
い
う
絶
対
者
に
求
め
た
点
は
、〈
絶
望
〉
と
〈
救
済
〉
と

い
う
観
念
を
〈
神
〉
と
い
う
被
象
徴
対
象
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
具
現
化
し
た
、
ひ
い
て
は
象
徴
詩
へ
と
押
し
上
げ
よ
う
と
し
た
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
中
島
の
指
し
た
よ
う
な
、
露
風
が
こ
こ
で
得
た
で
あ
ろ
う
「
真
の
被
象
徴
内
容
」
と
は
、
絶
望
や
救
済

の
観
念
を
前
に
し
た
神
と
い
う
存
在
で
は
な
か
っ
た
か
。
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ま
た
続
け
て
中
島
は
「
青
春
の
頽
唐
に
よ
り
肉
体
的
・
精
神
的
に
疲
労
の
極
に
立
ち
尽
く
し
た
露
風
が
、
や
が
て
深
く
自
己
を
内
省
し
、

そ
の
滅
び
て
し
ま
っ
た
心
に
、（
略
）
曙
光
を
見
出
し
た
」
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
も
述
べ
て
い
る
。
葉
も
木
も
な
く
雪
に
埋
も
れ
て
凍
っ

た
大
地
を
、
池
の
下
か
ら
じ
っ
と
見
つ
め
る
魚
の
様
子
に
は
、
確
か
に
露
風
の
精
神
的
圧
迫
感
と
絶
望
、
苦
悩
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
神
と
い
う
存
在
に
身
を
寄
せ
救
済
を
求
め
る
魚
の
姿
は
、
中
島
の
言
う
よ
う
に
「
特
筆
す
べ
き
も
の
」
で
あ
っ
た
と
同
時

に
、
露
風
の
信
仰
心
の
発
露
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

さ
て
、
こ
こ
で
露
風
と
宗
教
の
関
係
に
つ
い
て
触
れ
た
い
。
後
年
の
露
風
は
洗
礼
を
受
け
北
海
道
の
ト
ラ
ピ
ス
ト
修
道
院
で
講
師
と
な
る

な
ど
、
信
仰
心
を
篤
く
し
て
神
や
宗
教
、
ひ
い
て
は
宗
教
詩
に
傾
倒
し
て
い
く
の
だ
が
、
こ
の
段
階
で
の
露
風
と
宗
教
の
関
係
に
つ
い
て
16

三
浦
は
、
露
風
が
「『
寂
し
き
曙
』
か
ら
真
っ
直
ぐ
に
信
仰
に
入
れ
た
わ
け
で
は
な
い
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
同
時
に
「
露
風
は
、
四

二
年
末
か
ら
翌
年
初
め
に
か
け
て
の
作
品
で
、
世
紀
末
感
情
の
高
ぶ
り
と
急
速
な
宗
教
へ
の
接
近
の
姿
勢
を
示
し
た
。
が
そ
れ
が
直
接
詩
の

表
面
に
現
わ
れ
る
の
は
前
記
の
わ
ず
か
数
編
の
作
品
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
こ
れ
以
後
『
白
き
手
の
猟
人
』
の
後
期
（
大
正
二
年
）
に
至
る

期
間
に
再
び
神
が
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

宗
教
へ
の
傾
倒
と
信
仰
の
発
露
を
見
せ
な
が
ら
、
そ
の
後
な
ぜ
神
の
名
が
作
中
に
現
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
か
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、

三
浦
は
続
け
て
露
風
の
確
立
し
た
美
意
識
に
着
目
し
、
17「
彼
が
『
廃
園
』
に
お
い
て
確
立
し
た
美
意
識
と
い
う
も
の
は
、
対
象
な
い
し
は

主
観
そ
の
も
の
を
つ
き
つ
め
て
行
く
の
で
は
な
く
、
対
象
が
主
観
に
反
映
し
て
生
ず
る
情
緒
の
漂
い
の
中
に
詩
を
見
出
し
そ
こ
に
お
ぼ
れ
る

と
い
う
種
類
の
も
の
で
あ
っ
た
。（
略
）
た
と
え
ば
愛
を
歌
う
時
、
激
し
い
恋
愛
感
情
そ
れ
自
体
が
モ
チ
ー
フ
と
な
る
の
で
な
く
、
そ
の
周

囲
に
ま
つ
わ
る
気
分
・
雰
囲
気
が
そ
の
ま
ま
分
析
さ
れ
ず
に
一
つ
の
詩
の
世
界
を
形
作
」
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

こ
の
三
浦
の
指
摘
を
も
と
に
、『
廃
園
』
で
認
め
ら
れ
た
抒
情
性
と
象
徴
性
の
視
座
か
ら
考
え
て
み
た
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
『
廃
園
』

期
で
は
西
欧
詩
人
ら
か
ら
受
け
た
大
き
な
影
響
に
よ
り
、「
追
憶
」
の
語
の
頻
出
な
ど
そ
の
ま
ま
自
身
の
作
品
に
落
と
し
込
む
面
が
見
ら
れ

た
。
そ
こ
か
ら
は
露
風
の
受
容
し
た
も
の
、
影
響
を
受
け
た
も
の
に
対
す
る
素
直
さ
、
言
い
換
え
れ
ば
模
倣
性
が
指
摘
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
『
廃
園
』
期
か
ら
持
ち
越
さ
れ
た
模
倣
性
に
よ
っ
て
、
露
風
の
詩
作
の
目
と
も
言
え
る
美
意
識
は
被
象
徴
内
容
を
分
析
・
分

解
し
得
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
三
浦
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
露
風
の
作
品
は
彼
の
美
意
識
が
ま
さ
に
情
緒
・
雰
囲
気
に
「
お
ぼ

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
六
号

－68－



れ
る
」
こ
と
、
情
緒
に
陶
酔
す
る
こ
と
で
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

更
に
三
浦
は
続
け
て
、「
こ
う
し
た
美
の
意
識
は
『
廃
園
』
の
印
象
派
風
の
佳
作
を
成
す
基
と
な
っ
た
が
、
同
時
に
『
寂
し
き
曙
』
の
か

か
え
て
い
た
テ
ー
マ
を
究
極
ま
で
つ
き
つ
め
る
こ
と
な
く
再
び
愛
と
追
憶
の
抒
情
に
引
き
戻
す
要
因
と
も
な
っ
た
」
と
述
べ
た
。『
寂
し
き

曙
』
で
露
風
が
発
見
し
た
性
格
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
精
神
の
模
索
に
よ
る
陰
鬱
と
苦
悩
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
同
時
に
同
作
の
主
軸
的
テ
ー

マ
と
な
っ
て
露
風
の
美
意
識
と
い
う
基
盤
を
経
て
打
ち
出
さ
れ
た
。

し
か
し
こ
こ
で
得
た
苦
悩
と
陰
鬱
は
、
露
風
の
精
神
に
根
付
き
内
面
化
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
露
風
の
『
白
き
手
の
猟
人
』

に
記
載
さ
れ
た
18
散
文
「
湖
畔
よ
り
」（
明
四
十
四
・
十
二
）
を
見
て
い
き
た
い
。

あ
の
後
の
一
年
間
は
君
の
知
る
と
ほ
り
僕
の
生
活
は
悲
劇
に
落
ち
て
ゐ
る
、
悪
い
文
明
が
中
毒
を
あ
た
へ
た
。
僕
の
感
情
は
そ
の
結
果

い
や
が
上
に
デ
ケ
ー
し
て
し
ま
つ
た
の
だ
。
で
も
幸
な
こ
と
に
生
な
か
助
か
ら
な
く
て
僕
の
心
は
滅
び
て
し
ま
つ
た
が
、
純
潔
は
灰
色

の
中
に
芽
を
ふ
い
た
、
ウ
オ
ル
フ
は
去
つ
た
。
今
僕
の
形
骸
ば
か
り
の
胸
に
は
僅
か
に
消
ゆ
る
ば
か
り
の
恍
惚
の
焔
が
纏
は
つ
て
ゐ
る
。

正
直
に
僕
は
云
ひ
た
い
が
悪
い
文
明
を
目
的
に
し
て
歌
ふ
の
で
は
な
い
、
素
朴
な
純
潔
な
淚
を
少
し
で
も
持
た
な
い
と
い
ふ
な
ら
、
悪

い
文
明
そ
の
も
の
に
何
の
価
値
も
な
い
。
一
体
悪
い
文
明
そ
の
も
の
が
嘘
で
あ
る
、
僕
は
も
つ
と
純
白
な
深
い
境
地
の
あ
る
こ
と
を
知

つ
て
居
る
。

「
悪
い
文
明
」
に
よ
っ
て
苦
悩
し
、
精
神
を
模
索
し
た
露
風
は
、
そ
の
過
程
で
失
っ
た
も
の
も
あ
っ
た
が
得
た
も
の
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
の
〈
得
た
も
の
〉
に
よ
っ
て
拓
け
た
新
し
い
境
地
に
幾
ら
か
の
希
望
・
新
し
い
詩
作
の
境
地
を
見
出
し
た
よ
う
で
あ
っ
た
。

こ
の
時
期
の
露
風
の
実
生
活
に
つ
い
て
の
詳
細
は
不
明
だ
が
、
明
治
四
十
三
年
の
六
月
に
あ
っ
た
大
逆
事
件
に
着
目
し
た
い
。
こ
の
事
件

は
時
代
そ
の
も
の
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
詩
人
や
表
現
者
に
閉
塞
と
圧
力
を
感
じ
さ
せ
た
。
露
風
は
そ
の
五
ヶ
月
後
の
十
一
月
に
『
寂

し
き
曙
』
を
刊
行
、
そ
し
て
四
十
四
年
に
は
慶
応
大
学
を
一
年
の
在
籍
期
間
を
経
て
退
学
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
か
ら
、
露
風
も
ま
た
大

逆
事
件
に
影
響
を
受
け
た
表
現
者
の
一
人
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
影
響
が
露
風
の
精
神
に
陰
り
を
も
た
ら
し
、
苦
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悩
と
陰
鬱
の
種
を
撒
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
の
散
文
に
つ
い
て
中
島
は
19「
青
春
性
の
喪
失
に
ま
つ
わ
る
肉
体
的
・
精
神
的
な
病
の
恢
復
と
共
に
癒
え
去
っ
て
行
く
の
で
あ
り
、

深
い
近
代
的
な
自
我
分
裂
の
相
克
に
悩
ん
だ
、
云
わ
ば
デ
カ
ダ
ン
の
魂
の
悲
劇
を
味
わ
い
尽
し
た
も
の
の
言
葉
で
は
な
い
。（
略
）
そ
れ
は

真
の
思
想
詩
で
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
思
想
的
な
、
瞑
想
的
な
、
情
調
の
た
め
の
情
調
と
い
っ
た
性
格
を
免
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
え
よ

う
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
露
風
の
精
神
の
模
索
と
苦
悩
と
い
う
〈
悲
劇
〉
は
一
時
的
で
あ
り
、〈
得
た
も
の
〉
に
よ
っ
て
精
神
状
態
が

回
復
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
〈
悲
劇
〉
か
ら
の
回
復
に
は
、
陰
鬱
と
苦
悩
が
露
風
の
詩
的
性
格
に
定
着
し
得
な
か
っ
た
こ
と
が
読
み
取

れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
同
時
に
精
神
の
回
復
、〈
悲
劇
〉
や
苦
悩
か
ら
の
脱
出
は
、
露
風
の
確
立
し
て
き
た
情
調
と
雰
囲
気
に
陶
酔
し
「
お

ぼ
れ
る
」
美
意
識
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

こ
こ
ま
で
『
寂
し
き
曙
』
に
焦
点
を
当
て
、
露
風
の
精
神
の
模
索
と
苦
悩
に
よ
る
陰
鬱
な
詩
的
性
格
の
表
出
を
明
ら
か
に
し
、
そ
こ
か
ら

の
脱
却
と
し
て
信
仰
と
神
へ
の
希
求
が
あ
っ
た
こ
と
を
考
察
・
指
摘
し
て
き
た
。
し
か
し
こ
の
時
期
、
続
い
て
宗
教
・
神
へ
と
傾
倒
し
な

か
っ
た
点
か
ら
は
、
露
風
の
苦
悩
が
一
過
性
の
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

精
神
の
模
索
と
苦
悩
は
『
寂
し
き
曙
』
に
陰
鬱
と
い
う
詩
的
性
格
を
も
た
ら
し
た
が
、
同
時
に
そ
れ
が
一
時
的
で
あ
っ
た
こ
と
、「
お
ぼ

れ
る
」
美
意
識
に
よ
っ
て
苦
悩
し
た
精
神
の
回
復
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
陰
鬱
や
苦
悩
が
真
に
内
面
化
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
陰
鬱
の
非
内
面
化
・
陶
酔
す
る
美
意
識
へ
の
回
帰
こ
そ
が
『
寂
し
き
曙
』
か
ら
『
白
き
手
の
猟
人
』
に
持

ち
越
さ
れ
た
性
格
で
あ
り
、
問
題
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
精
神
的
背
景
に
よ
り
成
立
し
た
『
寂
し
き
曙
』
の
性
格
は
、
ど
の
よ
う
に
『
白
き
手
の
猟
人
』
へ
と
繋
が
り
、『
白
き
手
の

猟
人
』
を
「
象
徴
詩
集
」
と
し
た
の
か
。
本
節
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
次
節
で
は
『
白
き
手
の
猟
人
』
に
焦
点
を
当
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

　
　
　
　
㈡
『
寂
し
き
曙
』
か
ら
『
白
き
手
の
猟
人
』
へ
　

『
白
き
手
の
猟
人
』
は
露
風
詩
集
の
中
で
最
も
象
徴
性
の
高
い
も
の
と
評
さ
れ
て
い
る
。
本
節
で
は
『
白
き
手
の
猟
人
』
の
作
品
を
取
り
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上
げ
、
前
節
で
述
べ
た
『
廃
園
』『
寂
し
き
曙
』
か
ら
続
く
詩
的
性
格
に
着
目
し
つ
つ
『
白
き
手
の
猟
人
』
に
見
ら
れ
る
象
徴
性
に
つ
い
て

考
察
し
て
い
き
た
い
。

ま
ず
『
白
き
手
の
猟
人
』
は
以
下
の
五
篇
に
分
類
で
き
る
。
分
類
は
お
お
よ
そ
作
品
の
発
表
年
月
・
制
作
年
に
従
っ
て
い
る
と
さ
れ
、
こ

の
こ
と
か
ら
『
白
き
手
の
猟
人
』
が
前
述
し
た
よ
う
に
『
寂
し
き
曙
』
と
『
幻
の
田
園
』
の
過
渡
期
の
作
品
で
あ
り
、
詩
的
性
格
を
前
集
か

ら
引
き
継
い
で
い
る
こ
と
、
あ
る
い
は
次
集
に
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
が
言
え
る
。
以
下
は
20
中
島
を
参
考
と
し
た
『
白
き
手
の
猟
人
』
の
分

類
で
あ
る
。

「
谷
間
の
風
」
：
『
寂
し
き
曙
』
に
続
く
。
全
て
明
治
四
十
四
年
に
発
表
さ
れ
、
青
春
性
の
喪
失
に
纏
わ
る
苦
悩
と
そ
こ
か
ら
の
脱
出
の
情

調
が
主
題
を
成
す
。

「
血
の
嬰
児
」
：
全
て
明
治
四
十
五
年
に
発
表
。
人
生
と
自
然
に
対
す
る
最
も
深
い
蠱
惑
的
情
調
が
形
象
化
さ
れ
た
、
特
に
象
徴
性
に
富
ん

だ
群
と
い
え
る
。

「
僧
の
娘
」
：
集
中
唯
一
の
劇
詩
的
発
想
を
採
っ
た
も
の
。

「
知
恵
」
：
主
観
的
だ
が
知
性
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
他
篇
よ
り
も
ド
ラ
イ
で
思
索
的
認
識
性
を
有
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。

「
想
曲
」
：
最
後
の
五
篇
を
集
め
た
も
の
。
心
中
の
醸
さ
れ
た
想
い
の
世
界
を
自
然
の
叙
景
を
通
し
て
表
現
し
た
も
の
な
ど
、
心
の
想
い
を

中
心
に
し
て
い
る
。

中
島
は
以
上
の
よ
う
な
分
類
を
成
す
『
白
き
手
の
猟
人
』
に
つ
い
て
「『
寂
し
き
曙
』
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
青
春
性
の
喪
失
に
纏
わ
る

苦
悩
、
悔
恨
、
救
済
に
関
す
る
詩
情
に
始
ま
り
、
や
が
て
青
春
や
人
生
に
対
す
る
深
い
情
感
が
情
調
象
徴
と
し
て
形
象
化
さ
れ
、
更
に
は
自

然
の
洞
察
へ
と
進
展
し
て
い
く
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
『
白
き
手
の
猟
人
』
は
、
前
述
し
た
『
寂
し
き
曙
』
で
得
た
青
春
へ
の
喪
失
・

苦
悩
・
悔
恨
を
核
と
し
て
情
調
的
・
象
徴
的
な
世
界
を
形
成
し
、
後
に
自
然
へ
と
意
識
を
独
立
さ
せ
〈
自
然
そ
の
も
の
の
本
質
的
生
命
〉
を
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捉
え
よ
う
と
し
た
、
露
風
の
精
神
史
的
展
開
を
も
示
し
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
露
風
の
象
徴
詩
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
た

め
、
自
然
や
生
命
へ
と
意
識
を
向
け
て
い
く
以
前
の
「
谷
間
の
風
」
篇
と
「
血
の
嬰
児
」
篇
に
特
に
焦
点
を
当
て
論
じ
て
い
く
。

ま
ず
は
こ
の
時
期
の
露
風
の
精
神
と
生
活
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
前
出
し
た
『
寂
し
き
曙
』
期
の
露
風
に
は
、
悪
い
文
明
に
よ
る

悲
劇
や
陰
鬱
・
苦
悶
を
抱
え
、
自
身
の
精
神
を
探
り
見
つ
め
た
姿
が
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
き
た
が
、『
白
き
手
の
猟
人
』
で
も
そ
の
よ
う

な
精
神
状
況
が
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
21
以
下
は
『
詩
歌
の
道
』「
我
が
詩
作
の
径
路
」（
大
十
四
・
七　

ア
ル
ス
）
と
い
う
露
風
の
自
著

に
記
載
さ
れ
た
、
露
風
が
当
時
を
振
り
返
っ
た
際
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
略
）『
白
き
手
の
猟
人
』
を
出
す
ま
で
の
三
年
と
い
ふ
も
の
は
、
私
に
と
つ
て
は
陥
没
の
時
代
で
あ
つ
た
。（
略
）

そ
の
頃
私
は
、
非
常
な
懐
疑
に
落
ち
て
ゐ
た
の
で
、
詩
も
殆
ど
遠
ざ
か
つ
た
よ
う
に
な
つ
て
い
た
。
沼
津
で
公
協
会
へ
時
々
行
つ
て

暮
し
て
ゐ
た
こ
と
や
、
京
都
で
の
僧
房
生
活
な
ど
は
、
私
に
と
つ
て
は
寔
に
意
味
ふ
か
い
記
憶
で
あ
る
。

で
、
と
も
か
く
も
、
三
年
た
つ
て
後
、
初
め
て
其
三
年
間
の
巡
礼
生
活
の
様
な
間
の
詩
を
集
め
て
見
る
気
に
な
つ
た
。
そ
れ
は
丁
度

向
ふ
の
峰
か
ら
こ
ち
ら
の
峰
へ
わ
た
る
の
に
、
非
常
に
深
い
谿
が
あ
つ
た
よ
う
に
、
さ
う
い
ふ
時
期
を
経
た
け
れ
ど
も
や
は
り
真
実
を

求
む
る
心
の
行
途
を
追
ふ
と
い
ふ
気
分
の
、
同
じ
連
続
に
ち
が
ひ
な
か
つ
た
。
そ
し
て
「
雪
の
上
の
鐘
」「
雪
の
上
の
郷
愁
」
と
い
ふ

や
う
な
詩
を
書
い
た
の
で
あ
る
。
純
白
な
何
も
な
い
雪
の
降
り
積
つ
た
し
ん

0

0

と
し
た

―
さ
う
し
た
境
が
、
夢
寝
に
通
よ
つ
て
ゐ
た
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、『
白
き
手
の
猟
人
』
刊
行
以
前
の
露
風
は
そ
の
精
神
を
「
陥
没
」「
非
常
な
懐
疑
」
と
い
う
よ
う
に
表
し
て
い
る
。
し
か
し

そ
こ
か
ら
の
回
復
に
つ
い
て
は
、「
真
実
を
求
む
る
心
」
が
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

鬱
屈
し
た
精
神
の
回
復
と
露
風
の
回
帰
す
る
美
意
識
の
問
題
に
つ
い
て
は
前
節
で
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
精
神
、
回
復

と
回
帰
を
経
て
表
出
さ
れ
た
作
品
に
つ
い
て
触
れ
て
い
き
た
い
。
以
下
は
前
述
の
自
著
に
記
載
さ
れ
て
い
る
「
雪
の
上
の
鐘
」（
明
四
四
・

一
『
新
潮
』
初
出
）
の
本
文
で
あ
る
。
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雪
の
上
の
鐘

心
の
上
に
暮
れ
方
の

追お
も
ひ
で憶
の
雪
は
静
に
ふ
り
つ
も
る
。

単
調
に
し
て
あ
ぢ
き
な
く

柔
ら
か
に
顫
へ
つ
ゝ
。

埋う
づ

も
る
ゝ
愁
は
下
に
眠
り
た
り
。

わ
が
声
は
閉
ぢ
、
覆
は
れ
て
、

燃
ゆ
る
墓
標
に
胸
を
を
く
。

さ
れ
ど
も
響
く
鐘
の
音
の
美
し
さ
、

晴
れ
し
涙
の
涼
や
か
さ
、

静
に
。
静
に
。
う
ち
揺
ら
ぐ
。

わ
が
心
は
う
ち
夢
む
、

は
て
な
く
あ
ゆ
み
行
か
ん
と
ぞ
。

あ
ゝ
彼
方
な
る
谷
間
の
風

ゆ
る
く
幽か

す
かに
我
が
胸
を
よ
び
さ
ま
す
…
…

愁
の
銀
の
日
没
は
、
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わ
が
身
に
深
く
ほ
ゝ
ゑ
め
り
。

か
よ
わ
き
雪
の
青
草
よ
、

あ
ゝ
青
草
よ
。
汝
の
ご
と
募
ひ
い
で
ん

―

彼
方
に
。
彼
方
に
。
手
も
繊か

弱よ
わ

く
。

「
雪
の
上
の
鐘
」
は
『
白
き
手
の
猟
人
』
の
巻
頭
を
飾
っ
た
詩
で
、
前
集
『
寂
し
き
曙
』
に
続
く
「
谷
間
の
風
」
篇
に
分
類
さ
れ
る
。『
寂

し
き
曙
』
か
ら
続
く
詩
的
性
格
で
あ
る
苦
悩
と
悔
恨
の
表
出
に
つ
い
て
、
作
中
に
登
場
す
る
「
燃
ゆ
る
墓
標
」
に
着
目
し
て
考
え
て
い
き
た

い
。
こ
れ
に
つ
い
て
22
佐
藤
は
「
憂
い
や
嘆
き
の
声
と
い
っ
た
過
去
の
も
の
が
埋
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
標
で
あ
る
」
と
指
摘
し
た
。
過

去
苦
悩
と
悲
し
み
に
苛
ま
れ
、
精
神
の
模
索
を
経
た
こ
と
で
生
ま
れ
た
「
わ
が
声
」
は
「
追
憶
の
雪
」
が
静
か
に
降
り
積
も
る
な
か
、「
燃

ゆ
る
墓
標
」
と
い
う
目
印
を
残
し
て
と
も
に
埋
ま
っ
て
い
く
。

「
燃
ゆ
る
墓
標
」
と
い
う
表
現
を
見
た
と
き
、
そ
こ
に
「
墓
標
」
と
い
う
明
確
な
標
を
も
っ
て
埋
ま
っ
て
い
る
苦
悩
や
悔
恨
を
発
見
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
は
前
集
『
寂
し
き
曙
』
で
発
見
・
確
立
さ
れ
た
詩
的
性
格
で
あ
り
、
そ
の
存
在
を
示
す
「
墓
標
」
は
『
寂
し
き

曙
』
か
ら
の
繋
が
り
を
表
す
も
の
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
露
風
の
過
去
の
精
神
の
模
索
と
苦
悩
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

次
に
「
雪
の
上
の
鐘
」
と
同
時
期
に
発
表
さ
れ
た
「
白
き
手
の
猟
人
」（
明
四
四
・
一　
『
三
田
文
学
』
初
出
）
に
つ
い
て
触
れ
た
い
。
以

下
に
本
文
を
記
載
す
る
。

白
き
手
の
猟
人

太
陽
は
、
か
が
や
く
絹
に
つ
ゝ
ま
れ

終を
は
りの
ほ
ゝ
ゑ
み
は
白
く
熱
し
た
り
。
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そ
は
我
ら
の
上
、

草そ
う
も
く木
と
恋
と
の
上
に
。

身
は
深
き
憂う
れ
ひの
中
に
つ
ゝ
ま
れ
て

す
ゝ
り
泣
く
風
景
の
、

光
の
陰
を
さ
ま
よ
ひ
た
り
。

あ
ゝ
君
が
白
き
手
の
猟
人
よ
、

君
が
手
は
何
か
探
り
し
。

優
し
き
胸
の
み
だ
れ
た
る
草く

さ
む
ら叢
に
、

黄こ
が
ね金
な
す
草
叢
に
。

君
が
手
は
か
く
も
告
げ
な
ん
、

『
百
合
が
つ
く
り
し
塒
の
中

宝
石
の
胸
や
ぶ
れ
て

傷
き
し
小
鳥
は
そ
こ
に
死
し
た
り
』
と
。

か
く
て
今
、
太
陽
は
終
り
に
呼
吸
す
。

わ
れ
ら
が
野
よ
り
の
小
逕
に
、

日
は
美
は
し
き
霊
魂
の
如
く
に
ま
た
。

「
白
き
手
の
猟
人
」
で
も
「
身
は
深
き
憂
の
中
に
つ
ゝ
ま
れ
て
」
や
「『
傷
き
し
小
鳥
は
そ
こ
に
死
し
た
り
』
と
」
と
い
っ
た
箇
所
に
喪
失
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と
苦
悩
、
悔
恨
の
情
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
陰
鬱
は
「
か
が
や
く
絹
に
つ
ゝ
ま
れ
」
て
い
る
「
太
陽
」
や
「
黄
金
な

す
草
叢
」、「
恋
」
に
よ
っ
て
柔
ら
か
く
包
み
込
ま
れ
る
。
陰
鬱
を
柔
ら
か
で
美
し
い
情
調
で
包
み
こ
ん
だ
表
現
か
ら
は
、
露
風
の
瞑
想
性
と

幽
玄
の
美
と
い
っ
た
性
格
が
見
て
取
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
作
品
で
は
前
集
に
続
く
苦
悩
や
悔
恨
、
喪
失
と
い
っ
た
陰
鬱
が
見
ら
れ
る
。「
白
き
手
の
猟
人
」
で
は
そ

れ
を
柔
ら
か
く
美
し
い
情
調
で
覆
い
、「
雪
の
上
の
鐘
」
で
は
「
さ
れ
ど
も
響
く
鐘
の
音
の
美
し
さ
」
と
い
う
よ
う
に
展
開
し
て
い
く
。
こ

れ
ら
を
ふ
ま
え
て
次
は
「
雪
の
上
の
鐘
」
の
「
鐘
の
音
」
に
着
目
し
、
二
作
品
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
陰
鬱
と
美
し
い
情
調
の
表
す
も
の
に
つ

い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

「
雪
の
上
の
鐘
」
に
突
如
登
場
す
る
「
鐘
の
音
」
に
つ
い
て
23
中
島
は
、「『
寂
し
き
曙
』
の
頃
と
は
違
っ
て
、
明
確
に
救
い
の
鐘
の
音
と

希
望
の
谷
間
の
風
と
を
見
出
し
、
涙
に
濡
れ
つ
つ
も
明
る
い
ほ
ほ
え
み
の
境
地
に
至
」
っ
て
い
る
と
指
摘
し
た
。
同
時
に
24
福
島
朝
治
は

「
激
し
い
情
念
は
影
を
ひ
そ
め
、
穏
や
か
な
追
憶
の
情
は
「
燃
ゆ
る
墓
標
に
胸
を
お
く
」
ば
か
り
で
、
し
っ
と
り
と
し
た
い
と
お
し
み
の
気

分
が
支
配
し
て
い
る
。（
略
）
彼
の
視
線
は
、
む
し
ろ
強
く
未
来
へ
投
射
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
次
の
連
は
示
し
て
い
る
。（
略
）「
鐘
の
音
」

の
響
き
に
心
洗
わ
れ
、
そ
の
音
に
う
な
が
さ
れ
る
よ
う
に
、
彼
は
新
た
な
人
生
に
向
か
っ
て
「
は
て
な
く
歩
み
行
か
ん
と
ぞ
」
思
う
の
で
あ

る
」
と
述
べ
た
。
つ
ま
り
苦
悩
と
陰
鬱
を
内
包
し
た
「
燃
ゆ
る
墓
標
」
は
、
次
の
瞬
間
に
「
鐘
の
音
」
に
よ
っ
て
救
わ
れ
、
希
望
を
も
っ
て

未
来
、
福
島
の
言
う
と
こ
ろ
の
「
新
た
な
人
生
」
へ
と
向
か
う
の
で
あ
る
。

以
上
を
ふ
ま
え
る
と
、
作
中
の
「
鐘
の
音
」
は
苦
悩
か
ら
の
回
復
の
象
徴
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
未
来
へ
の
希
望
を
表
す
象
徴
で
も
あ
っ

た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
〈
苦
悩
か
ら
の
回
復
〉
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
『
寂
し
き
曙
』
で
陰
鬱
や
苦
悩
が
露
風
に
内
面
化
し
な

か
っ
た
要
因
で
あ
っ
た
。「
鐘
の
音
」
と
い
う
表
現
か
ら
苦
悩
か
ら
の
救
済
、
回
復
の
象
徴
と
い
う
要
素
を
読
み
取
っ
た
と
き
、
そ
こ
に
は

陰
鬱
・
苦
悩
の
非
内
面
化
と
い
う
問
題
が
『
寂
し
き
曙
』
か
ら
持
ち
越
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

さ
ら
に
苦
悩
や
陰
鬱
か
ら
あ
っ
さ
り
と
救
済
さ
れ
る
点
に
は
、
露
風
の
『
廃
園
』
時
代
に
築
い
た
甘
い
陶
酔
の
美
意
識
の
潜
在
と
回
帰
を

認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
時
に
25
中
島
は
「
露
風
の
内
的
・
思
想
性
の
限
界
が
示
さ
れ
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
前
節
で
述
べ
た
よ

う
に
、
露
風
は
陰
鬱
や
苦
悩
を
内
面
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
非
内
面
化
を
表
し
、
ま
た
補
完
す
る
よ
う
に
用
い
ら
れ
た
の
が
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美
し
い
優
雅
な
情
調
や
言
葉
に
よ
る
救
済
と
回
復
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
安
易
な
救
済
と
回
復
に
作
品
の
舵
を
切
っ
た
点
に
、

中
島
の
言
う
と
こ
ろ
の
「
露
風
の
思
想
性
の
限
界
」
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

　
　
　
　
㈢
「
血
の
嬰
児
」
篇
に
見
る
二
つ
の
面
、
精
神
の
陰
り

「
谷
間
の
風
」
篇
で
苦
悩
と
陰
鬱
か
ら
優
雅
に
回
復
し
、
そ
の
点
に
「
思
想
性
の
限
界
」
を
垣
間
見
せ
た
後
、
露
風
は
「
血
の
嬰
児
」
篇

を
制
作
・
発
表
す
る
。「
血
の
嬰
児
」
篇
に
つ
い
て
26
中
島
は
「
最
も
象
徴
性
に
富
み
、
集
中
の
白
眉
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
我
が
国
の
象

徴
詩
の
最
高
峰
を
示
す
も
の
と
い
い
得
る
」
と
高
く
評
価
し
、「
そ
の
被
象
徴
内
容
は
い
ず
れ
も
わ
が
人
生
に
対
す
る
内
な
る
想
い
で
あ
る

が
、
そ
の
発
想
に
は
や
や
異
な
っ
た
二
つ
の
面
が
認
め
ら
れ
る
」
と
述
べ
た
。

そ
れ
で
は
「
最
も
象
徴
性
に
富
ん
だ
」
と
さ
れ
る
「
血
の
嬰
児
」
篇
に
見
ら
れ
る
〈
二
つ
の
面
〉
と
は
何
か
。
本
節
で
は
「
血
の
嬰
児
」

篇
の
作
品
を
取
り
上
げ
、
こ
の
〈
二
つ
の
面
〉
と
い
う
特
徴
と
性
質
を
考
察
し
明
ら
か
に
し
、
露
風
の
構
築
し
た
象
徴
詩
の
詩
的
性
格
、
ひ

い
て
は
露
風
の
象
徴
詩
の
内
実
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い

ま
ず
一
つ
目
の
面
と
し
て
、「
自
己
の
心
情
を
中
心
と
し
た
幻
想
的
情
調
」
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
「
苦
悩
の
歌
」（
明

四
五
・
二
）
を
取
り
上
げ
考
え
て
い
く
。
以
下
は
「
苦
悩
の
歌
」
本
文
で
あ
る
。

苦
悩
の
歌

暮
れ
て
か
ゞ
や
く
わ
が
胸
に
、

夜
の
潮
の
寄
す
る
時
。

死
の
ほ
め
う
た
か
、
蒼
ざ
め
て
『
苦
悩
』
が
よ
ば
ふ
も
ろ
ご
ゑ
か
、

緑
い
ろ
な
る
あ
こ
が
れ
の
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船
の
帆
ば
し
ら
音
に
ひ
ゞ
く
。

の
す
た
る
ぢ
あ
よ
。
満み
ち
し
ほ潮
に
、

う
ね
り
も
痛
く
お
そ
ろ
し
く

悪
し
き
願
ひ
の
も
ろ
つ
ば
さ

影
の
ご
と
く
に
は
ら
み
た
る
。

あ
た
り
は
金
の
朧
ろ
め
き
、

秘
密
の
青
の
お
ぼ
ろ
め
き
、

悩
み
の
天
に
さ
し
ゝ
め
す

雲
の
旗は

た

手て

の
星
じ
る
し
。

飢
ゑ
て
か
ゞ
や
く
霊
の

黒
の
な
や
み
の
星
じ
る
し
。

あ
や
し
き
海
よ
。
わ
が
船
は
、

燦
爛
と
し
て
遅
々
と
し
て

な
が
め
の
な
か
に
お
し
す
ゝ
む
。

さ
れ
ば
悲
し
き
形な

き
が
ら体
も
、

さ
み
し
き
恋
の
幽
霊
も
、

ほ
の
ほ
の
ご
と
く
す
ゝ
り
泣
き

か
の
島
か
げ
に
な
ほ
た
の
む
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恍
惚
を
こ
そ
慕
ひ
た
れ
。

夜
は
群
青
の
び
ろ
う
ど
の

波
の
上
へ
と
の
り
あ
ぐ
る
。

不ふ

言ご
ん

の
嵐
渦
ま
け
る

波
の
ゆ
め
ぢ
へ
の
り
か
け
る
。

の
す
た
る
ぢ
あ
よ
。
な
ほ
強
く

わ
が
胸
の
上
に
こ
ゑ
あ
げ
よ
、

悲
し
み
に
酔
ふ
そ
の
こ
ゑ
を
。

の
す
た
る
ぢ
あ
よ
。
い
と
強
く

暮
れ
て
か
ゞ
や
く
夜
の
潮
に
。

こ
の
作
品
で
は
『
寂
し
き
曙
』
及
び
「
谷
間
の
風
」
篇
で
見
ら
れ
た
よ
う
な
陰
鬱
、
苦
悩
の
性
格
が
よ
く
見
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
苦
悩
と

陰
鬱
と
い
う
内
面
化
し
得
な
か
っ
た
詩
的
性
格
へ
の
回
帰
と
、
そ
の
際
に
安
易
に
回
復
と
救
済
に
走
っ
た
反
動
が
見
て
取
れ
る
。

ま
た
『
寂
し
き
曙
』
や
「
谷
間
の
風
」
篇
の
作
品
と
は
異
な
り
、
苦
悩
や
陰
鬱
、
悲
劇
的
な
精
神
の
陰
り
が
救
わ
れ
ず
、
回
復
・
救
済
の

兆
し
が
作
中
に
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
救
済
と
回
復
の
代
替
と
し
て
、
作
中
に
は
本
軸
に
据
え
て
描
か
れ
る
苦
悩
や
悲
し
み
す
ら
も

超
越
す
る
か
の
よ
う
な
、
強
く
胸
に
こ
み
あ
げ
て
く
る
「
の
す
た
る
ぢ
あ
」
の
恍
惚
と
陶
酔
の
姿
が
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
27
三
浦
は
「
長
い
間
彼
を
犯
し
た
精
神
の
病
が
つ
い
に
彼
を
滅
ぼ
し
た
時
に
生
ま
れ
た
、
い
わ
ば
放
心
に
近
い
一
種
の
恍

惚
感
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
露
風
は
苦
悩
や
陰
鬱
の
内
面
化
に
よ
る
作
品
へ
の
昇
華
・
投
影
に
は
至
ら
な

か
っ
た
が
、
精
神
に
は
そ
の
苦
悩
と
陰
鬱
と
い
っ
た
精
神
の
陰
り
そ
の
も
の
が
長
く
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
陰
り
こ
そ
が
作
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品
に
苦
悩
や
悲
し
み
、
陰
鬱
の
性
格
を
少
な
か
ら
ず
も
た
ら
し
た
要
因
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
前
述
し
た
安
易
な
回
復
と
救
済
・
神
へ
の

希
求
か
ら
は
、
そ
の
陰
り
と
真
向
か
ら
対
面
す
る
こ
と
を
避
け
た
露
風
の
姿
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
苦
悩
と
陰

鬱
を
昇
華
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
露
風
の
不
徹
底
さ
が
、「
血
の
嬰
児
」
篇
で
〈
た
だ
感
情
を
叫
び
恍
惚
す
る
姿
〉
を
表
す
に
至
っ
た
要
因

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

同
時
に
こ
の
作
品
か
ら
は
、
露
風
が
自
身
の
内
に
眠
る
陰
鬱
・
苦
悩
と
い
っ
た
己
の
感
情
の
叫
び
を
被
象
徴
内
容
と
し
て
い
た
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
。
自
身
の
内
な
る
心
情
を
〈
叫
び
〉
と
し
て
、
そ
れ
を
放
心
し
た
よ
う
に
恍
惚
と
情
調
的
に
う
た
っ
た
点
が
〈
一
つ
目
の
面
〉
の

特
徴
で
は
な
い
か
。

次
に
二
つ
目
の
面
と
し
て
「
浪
漫
的
憧
憬
と
ア
ン
ニ
ュ
イ
の
虚
無
的
信
条
と
が
、
自
然
の
風
物
の
中
に
融
け
合
わ
さ
れ
、
一
元
化
し
て
表

現
さ
れ
た
も
の
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
「
死
の
ね
が
ひ
」（
明
四
五
・
一
『
朱
欒
』
初
出
）
を
取
り
上
げ
考
え
て
い
き
た

い
。

死
の
ね
が
ひ

香に
ほ

へ
る
国
の
日
没
は

遠
き
は
て
よ
り
よ
び
さ
ま
す
、

衰
へ
し
身
の
く
れ
が
た
の

金き
ん
し
ゃ紗
の
夢
に
落
つ
る
こ
ゑ
。

の
ぞ
み
溺
る
る
空
あ
ひ
に

秘
密
の
光
か
が
や
け
り
、

焔
は
い
つ
か
蒼
ざ
め
て

花
の
香
ひ
を
焦
が
す
時
。
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幽
か
に
、
幽
か
に
薄く
れ
が
た暮
の

我
が
風
景
は
泣
き
よ
ば
ん

よ
ろ
め
く
森
の
悩
ま
し
く

死
の
恍
惚
の
き
た
る
ま
へ

心
の
内
に
い
と
惨む

ご

き
、
優
し
き
力
我
は
知
る

夜
中
と
な
れ
ど
日
は
落
ち
ず
、

空
は
皺
だ
む
練
絹
に
、

金
と
黒
と
の
死
の
願
ひ

燦
め
き
な
が
ら
、
揺
れ
な
が
ら
。

こ
の
作
品
の
「
衰
へ
し
身
」
や
「
金
と
黒
と
の
死
の
願
ひ
」
と
い
っ
た
箇
所
に
は
、
前
述
し
た
「
苦
悩
の
歌
」
の
よ
う
な
陰
鬱
な
詩
的
性

格
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、「
香
へ
る
国
の
日
没
」
や
「
花
の
香
ひ
」
と
い
っ
た
自
然
や
風
景
の
登
場
、
ま
た
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
与
え

ら
れ
る
生
命
の
印
象
が
「
苦
悩
の
歌
」
と
異
な
る
点
で
あ
る
。
陰
鬱
・
苦
悩
と
い
う
精
神
の
陰
り
が
自
然
の
風
物
と
融
合
し
表
現
さ
れ
、
ア

ン
ニ
ュ
イ
と
も
虚
無
と
も
捉
え
ら
れ
る
独
特
で
微
妙
な
情
調
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
苦
悩
や
陰
鬱
と
自
然
の
情
景

と
の
融
合
が
〈
二
つ
目
の
面
〉
の
特
徴
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
作
中
に
登
場
す
る
「
恍
惚
」
と
い
う
語
に
着
目
し
た
い
。
28
前
述
し
た
四
十
四
年
十
二
月
に
書
か
れ
た
散
文
「
湖
畔
よ
り
」
に
立

ち
返
る
と
、『
白
き
手
の
猟
人
』
を
制
作
す
る
以
前
の
精
神
状
況
に
つ
い
て
露
風
は
「
今
僕
の
形
骸
ば
か
り
の
胸
に
は
僅
か
に
消
ゆ
る
ば
か

り
の
恍
惚
の
焔
が
纏
は
つ
て
ゐ
る
」
と
記
し
て
い
る
。

「
消
ゆ
る
ば
か
り
の
恍
惚
の
焔
」
は
、
露
風
の
『
白
き
手
の
猟
人
』
を
制
作
す
る
意
欲
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
苦
悩
と
陰
鬱
の
精
神
を
経
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て
生
ま
れ
た
露
風
の
詩
作
状
態
を
表
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
精
神
に
よ
っ
て
露
風
は
象
徴
詩
集
と
し
て
高
い
評
価
を
得
た
『
白
き

手
の
猟
人
』
を
制
作
し
た
。
29
三
浦
は
こ
の
精
神
に
つ
い
て
「『
消
ゆ
る
ば
か
り
の
恍
惚
の
焔
』
は
、「
黄
昏
の
ゆ
め
」「
窓
」
あ
た
り
か
ら

明
確
に
作
品
に
表
れ
、「
死
の
ね
が
ひ
」（
明
45
・
１
）「
苦
悩
の
歌
」（
明
45
・
２
）（
略
）
な
ど
に
お
い
て
は
、
一
種
の
幻
覚
・
幻
想
を
生

む
に
至
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
露
風
の
有
し
て
い
た
「
消
ゆ
る
ば
か
り
の
恍
惚
の
焔
」
の
「
谷
間
の
風
」
篇
後
期
に
作
ら
れ
た
作
品
か
ら

そ
の
精
神
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
「
最
も
象
徴
性
に
富
」
ん
だ
と
さ
れ
る
「
血
の
嬰
児
」
篇
で
は
、
そ
の
精
神
に
よ
り
生
ま
れ
得
る

効
果
と
し
て
幻
想
と
幻
覚
の
世
界
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

「
苦
悩
の
歌
」
で
も
「
恍
惚
を
こ
そ
慕
ひ
た
れ
」
の
よ
う
に
「
恍
惚
」
と
い
う
語
の
登
場
が
あ
る
。
ま
た
精
神
の
苦
悩
と
陰
鬱
に
よ
る
感

情
の
叫
び
の
様
子
に
〈
恍
惚
〉
の
状
態
・
詩
的
性
格
を
見
出
し
、
そ
れ
が
一
種
の
苦
悩
と
陰
鬱
に
よ
る
放
心
の
状
態
か
つ
〈
一
つ
目
の
面
〉

で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。

「
死
の
ね
が
ひ
」
で
は
「
死
の
恍
惚
の
き
た
る
ま
へ
」
の
よ
う
に
「
恍
惚
」
の
語
が
登
場
す
る
。
同
作
は
精
神
の
陰
り
と
自
然
の
情
景
の

融
合
が
認
め
ら
れ
、
そ
れ
が
ア
ン
ニ
ュ
イ
で
独
特
な
情
調
を
生
み
出
し
て
〈
二
つ
目
の
面
〉
と
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
述
べ
た
。

二
作
に
は
同
語
が
登
場
す
る
こ
と
、
ま
た
制
作
時
期
が
近
い
こ
と
、
散
文
の
書
か
れ
た
時
期
か
ら
間
も
な
い
時
に
制
作
さ
れ
た
作
品
で
あ

る
こ
と
な
ど
か
ら
、
恍
惚
と
放
心
、
自
己
陶
酔
の
精
神
は
二
作
に
共
通
す
る
詩
的
性
格
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
苦
悩
や
陰
鬱
と
い
っ
た
精

神
の
陰
り
を
内
面
化
で
き
な
か
っ
た
露
風
は
、
そ
こ
か
ら
『
廃
園
』
時
代
に
築
き
上
げ
た
幽
玄
の
美
意
識
に
よ
っ
て
救
済
と
回
復
を
得
、
神

へ
の
希
求
を
覚
え
、『
白
き
手
の
猟
人
』「
血
の
嬰
児
」
篇
で
恍
惚
の
境
地
を
見
出
し
た
。
そ
し
て
そ
の
恍
惚
の
境
地
は
、「
苦
悩
の
歌
」
や

「
死
の
ね
が
ひ
」
の
よ
う
な
露
風
独
自
の
象
徴
詩
を
も
た
ら
し
た
の
で
は
な
い
か
。

　
　
　
　
お
わ
り
に

こ
こ
ま
で
『
廃
園
』『
寂
し
き
曙
』
か
ら
『
白
き
手
の
猟
人
』
へ
と
続
く
過
程
を
明
ら
か
に
し
、
そ
こ
に
地
続
き
的
に
存
在
し
た
陰
鬱
や

苦
悩
、
悔
恨
と
い
っ
た
精
神
の
陰
影
、、
ま
た
そ
れ
ら
の
非
内
面
化
を
軸
と
し
て
『
白
き
手
の
猟
人
』
に
見
ら
れ
る
詩
的
性
格
を
考
察
し
て
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き
た
。

〈
精
神
の
陰
り
〉
に
つ
い
て
、
露
風
は
こ
れ
以
上
苦
悩
や
陰
鬱
を
内
面
化
し
作
品
に
投
影
・
昇
華
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
し
て

そ
の
非
内
面
化
を
「
お
ぼ
れ
る
」
美
意
識
へ
の
回
帰
に
よ
る
美
し
い
情
調
に
溢
れ
た
救
済
と
回
復
に
よ
っ
て
補
完
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、

作
品
に
漂
う
ム
ー
ド
あ
る
い
は
叙
情
性
の
性
格
を
強
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
露
風
独
自
と
評
価
さ
れ
た
〈
露
風
の
象
徴
詩
〉
の
内
実

で
あ
り
一
端
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
30
佐
藤
は
「『
白
き
手
の
猟
人
』
で
は
、
は
か
な
く
と
ら
え
ど
こ
ろ
の
な
い
観
念
を
、
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
」
と
述

べ
、
同
時
に
「
そ
の
傾
向
は
、
明
確
に
認
識
で
き
る
も
の
を
も
、
情
緒
的
に
ぼ
か
し
て
し
ま
う
結
果
に
な
っ
た
」
と
評
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、『
白
き
手
の
猟
人
』
に
見
ら
れ
る
象
徴
性
の
内
実
に
は
、
精
神
の
陰
り
の
非
内
面
化
と
「
お
ぼ
れ
る
」
美
意
識
に

よ
る
回
復
と
救
済
が
あ
っ
た
。
ま
た
〈
精
神
の
陰
り
〉
は
放
心
的
・
恍
惚
的
な
感
情
の
叫
び
、
さ
ら
に
自
然
情
景
と
の
融
合
に
よ
る
ア
ン

ニ
ュ
イ
な
情
調
と
い
う
〈
二
つ
の
面
〉
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
後
、
露
風
は
次
第
に
自
然
や
生
命
と
い
っ
た
人
間
を
超
越
し
た
存
在
へ
と
意
識
を
向
け
、
第
五
詩
集
と
な
る
『
幻
の
田
園
』（
大
四
・

五　

東
雲
堂
書
店
）
を
刊
行
す
る
。
そ
こ
で
は
象
徴
詩
か
ら
遠
く
離
れ
て
、
神
や
信
仰
、
宗
教
へ
と
傾
倒
す
る
露
風
の
姿
が
認
め
ら
れ
る
。

露
風
の
象
徴
詩
は
『
白
き
手
の
猟
人
』
が
頂
点
と
な
っ
た
と
同
時
に
終
点
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。

注１　

露
風
の
概
略
に
つ
い
て
、『
三
木
露
風
研
究
：
「
廃
園
」
の
成
立
』（
昭
五
二
・
五　

明
治
書
院
）
森
田
実
歳　
ｐ
５
―
ｐ
16
、『
日
本
の
詩
歌
二　

土
井

晩
翠
・
薄
田
泣
菫
・
蒲
原
有
明
・
三
木
露
風
』（
昭
四
四
・
三　

中
央
公
論
社
）
松
村
緑　
ｐ
403
―
404
を
参
考
に
し
た
。

２　
『
三
木
露
風
研
究
：
「
廃
園
」
の
成
立
』（
昭
五
二
・
五　

明
治
書
院
）
森
田
実
歳　
ｐ
７

３　

２
に
同
じ　
ｐ
15
―
ｐ
16

４　

２
に
同
じ　
ｐ
３
―
ｐ
４

５　
『
象
徴
詩
の
研
究

―
白
秋
・
露
風
を
中
心
と
し
て

―
』（
昭
五
七
・
九　

桜
楓
社
）
中
島
洋
一　
ｐ
131
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６　

ペ
ー
ジ
と
も
５
に
同
じ

７　
『
研
究　

露
風
・
犀
星
の
抒
情
詩
』（
昭
五
三
・
三　

秋
山
書
店
）
三
浦
仁　
ｐ
22

８　
「〈
ふ
る
さ
と
の
〉
成
立
考

―
そ
の
モ
デ
ル
を
め
ぐ
っ
て

―
」（
昭
四
三
・
九　

稿
）
家
森
長
治
郎

『
続
・
三
木
露
風
研
究
』（
昭
五
八
・
九　

光
洋
社
）
安
部
宙
之
介　
ｐ
28
に
寄
稿
し
た
も
の
を
引
用
し
た
。

９　

２
に
同
じ　
ｐ
202

10　
『
三
木
露
風
全
集　

第
一
巻
』（
昭
四
七
・
十
二　

三
木
露
風
全
集
刊
行
会
）
ｐ
96

11　
『
我
が
歩
め
る
道
』（
昭
三
・
七　

厚
生
閣
書
店
）

『
三
木
露
風
全
集　

第
二
巻
』（
昭
四
八
・
七　

三
木
露
風
全
集
刊
行
会
）
の
ｐ
203
を
引
用
し
た
。

12　
『
露
風
集
』（
大
二
・
十
二　

東
雲
堂
書
店
）
序　

三
木
露
風

10
の
ｐ
132
を
引
用
し
た
。

13　
『
現
代
詩
鑑
賞
講
座
三　

美
を
夢
見
る
詩
人
た
ち
』（
昭
四
三
・
十
一　

角
川
書
店
）
佐
藤
房
儀
鑑
賞　
ｐ
245

14　
『
近
代
日
本
の
詩
歌
』（
昭
三
七
・
八　

宝
文
館
出
版
）
岡
崎
義
恵　
ｐ
95

15　

５
に
同
じ　
ｐ
159
―
ｐ
160

16　

７
に
同
じ　
ｐ
107
―
ｐ
109

17　

ペ
ー
ジ
と
も
16
に
同
じ

18　

10
の
ｐ
104
を
引
用
し
た
。

19　

５
に
同
じ　
ｐ
172

20　

５
に
同
じ　
ｐ
174
―
ｐ
175

21　
『
三
木
露
風
全
集　

第
二
巻
』（
前
出
）
の
ｐ
78
を
引
用
し
た
。

22　

13
に
同
じ　
ｐ
257

23　

５
に
同
じ　
ｐ
177
―
ｐ
178
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24　
『
三
木
露
風　

人
と
作
品
』（
昭
六
十
・
四　

教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
）　

福
島
朝
治　
ｐ
248
―
ｐ
249

25　

ペ
ー
ジ
と
も
23
に
同
じ

26　

５
に
同
じ　
ｐ
181
―
ｐ
183

27　

７
に
同
じ　
ｐ
114
―
ｐ
115

28　

18
に
同
じ

29　

ペ
ー
ジ
と
も
27
に
同
じ

30　

13
に
同
じ　
ｐ
231
―
232

＊
引
用
に
際
し
て
原
則
と
し
て
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
、
振
り
仮
名
は
適
宜
省
略
し
た
。

＊
本
稿
に
お
け
る
詩
作
品
の
引
用
は
全
て
『
三
木
露
風
全
集　

第
一
巻
』（
昭
四
七
・
十
二　

三
木
露
風
全
集
刊
行
会
）
を
用
い
た
。
以
下
に
引
用
ペ
ー
ジ
を

記
載
す
る
。

「
神
と
魚
」　　
　
　
ｐ
74

「
雪
の
上
の
鐘
」　　
ｐ
96

「
白
き
手
の
猟
人
」　
ｐ
97
―
ｐ
98

「
苦
悩
の
歌
」　　
　
ｐ
106

「
死
の
ね
が
ひ
」　　
ｐ
106
―
ｐ
107
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