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１

　

賢
治
は
ど
う
し
て
童
話
を
書
き
始
め
た
の
か
。
こ
の
問
題
は
い
ま
だ
解

明
さ
れ
て
い
な
い
。
き
っ
か
け
は
複
数
あ
っ
た
と
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

そ
こ
に
鈴
木
三
重
吉
の
「
赤
い
鳥
」
が
影
響
し
た
こ
と
は
誰
も
否
定
で
き

な
い
。

　
「
赤
い
鳥
」
創
刊
号
は
、大
正
七
年
（
１
９
１
８
）
七
月
に
発
行
さ
れ
た
。

六
月
に
は
書
店
に
並
ん
だ
。
三
重
吉
は
「
モ
ッ
ト
ー
」
と
し
て
六
つ
の
項

目
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
う
ち
二
つ
は
次
の
よ
う
な
形
で
あ
る
。

○
現
在
世
間
に
流
行
し
て
ゐ
る
子
供
の
読
物
の
最
も
多
く
は
、
そ
の

俗
悪
な
表
紙
が
多
面
的
に
象
徴
し
て
ゐ
る
如
く
、
種
々
の
意
味
に
於

て
、
い
か
に
も
下
劣
極
ま
る
も
の
で
あ
る
。
こ
ん
な
も
の
が
子
供
の

真
純
を
侵
害
し
つ
ゝ
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
単
に
思
考
す
る
だ
け
で

も
怖
ろ
し
い
。

○
「
赤
い
鳥
」
は
世
俗
的
な
下
卑
た
子
供
の
読
み
物
を
排
除
し
て
、

子
供
の
純
性
を
保
全
開
発
す
る
た
め
に
、
現
代
第
一
流
の
芸
術
家
の

真
摯
な
る
努
力
を
集
め
、
兼
て
、
若
き
子
供
の
た
め
の
創
作
家
の
出

現
を
迎
ふ
る
、
一
大
区
画
的
運
動
の
先
駆
で
あ
る
。

　

こ
の
大
言
壮
語
的
な
「
モ
ッ
ト
ー
」
は
、
賢
治
の
農
民
芸
術
概
論
綱
要

を
思
わ
せ
る
。
三
重
吉
は
当
時
の
一
流
の
作
家
た
ち
の
協
力
の
も
と
、「
子

供
の
た
め
に
純
麗
な
読
み
物
を
授
け
る
」「
子
供
の
文
章
の
手
本
を
授
け

ん
と
す
る
」「
子
供
の
純
性
を
保
全
開
発
す
る
」
と
い
っ
た
目
標
に
、
そ

う
し
た
童
話
の
創
作
家
を
生
み
出
す
と
い
う
目
標
を
加
え
て
い
る
。「
赤

い
鳥
」
大
正
十
四
年
一
月
号
に
は
賢
治
の
『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
の
広

告
が
掲
載
さ
れ
る
が
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
池
川
敬
司
は
次
の
よ
う
に
ま
と

め
て
い
る（

1
（

。

芥
川
龍
之
介
「
蜘
蛛
の
糸
」
か
ら

宮
澤
賢
治
「
ひ
か
り
の
素
足
」
へ

日　

置　

俊　

次
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こ
の
三
重
吉
の
、〈
子
供
の
真
純
〉や〈
子
供
の
純
性
〉を
護
り
、〈
純

麗
な
読
み
物
〉
を
与
え
よ
う
と
す
る
考
え
は
賢
治
の
中
に
も
あ
り
、

自
己
の
童
話
が
〈
正
し
い
も
の
ゝ
種
子
〉
を
持
ち
、
そ
れ
の
〈
美
し

い
発
芽
〉を
期
待
す
る
読
者
を〈
純
真
な
心
意
の
所
有
者
た
ち
〉（「
広

告
」）
で
あ
る
と
述
べ
て
お
り
、
こ
れ
は
ま
た
「
序
」
で
言
う
〈
こ

れ
ら
の
ち
ひ
さ
な
も
の
が
た
り
〉
が
〈
あ
な
た
の
す
き
と
ほ
つ
た
ほ

ん
た
う
の
た
べ
も
の
に
な
る
〉
に
対
応
す
る
と
言
え
る
。

　

ま
た
、
サ
イ
ト
「
鈴
木
三
重
吉
と
「
赤
い
鳥
」
の
世
界
」
の
解
説
に
は

次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る（

（
（

。

　

創
刊
号
は
菊
判
、
定
価
18
銭
で
あ
っ
た
。
清
水
良
雄
の
斬
新
な
表

紙
絵
と
文
学
性
の
高
い
内
容
が
評
判
を
呼
び
、
発
行
1
万
部
の
う
ち
、

返
品
は
1
割
に
満
た
な
か
っ
た
と
い
う
。「
赤
い
鳥
」
刊
行
を
契
機

と
す
る
童
話
、
童
謡
の
盛
り
上
が
り
は
、「
お
と
ぎ
の
世
界
」（
山
村

暮
鳥
ら
）、「
金
の
船
」（
野
口
雨
情
ら
後
に
「
金
の
星
」
に
改
題
）、「
童

話
」（
千
葉
省
三
ら
）
な
ど
児
童
雑
誌
の
創
刊
へ
つ
な
が
り
、
各
誌

が
競
い
合
う
こ
と
で
日
本
の
児
童
文
学
、
児
童
文
化
が
一
気
に
開
花

し
た
。

　

こ
の
解
説
に
あ
る
発
行
部
数
一
万
部
は
、
か
な
り
の
数
で
あ
る
。
比
較

例
と
し
て
、大
正
十
二
年
（
１
９
２
３
）
一
月
、菊
池
寛
が
創
刊
し
た
「
文

藝
春
秋
」
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
価
格
は
一
部
十
銭
、
部
数
は

三
〇
〇
〇
部
で
あ
っ
た
。
少
し
さ
か
の
ぼ
る
が
、
明
治
期
の
代
表
的
な
月

刊
文
芸
雑
誌
の
一
つ
「
文
學
界
」
は
、
明
治
二
十
六
年
（
１
８
９
３
）
一

月
に
創
刊
、
部
数
は
二
五
〇
〇
部
で
あ
る
。「
赤
い
鳥
」
は
カ
ラ
ー
版
の

美
し
い
絵
を
載
せ
た
表
紙
を
持
ち
、
値
段
も
安
く
は
な
い
が
、
こ
れ
で

一
万
部
は
立
派
な
部
数
で
あ
る
。
武
藤
清
吾
に
よ
る
も
う
少
し
詳
し
い
解

説
も
見
て
み
よ
う（

（
（

。

　

創
刊
号
は
78
ペ
ー
ジ
の
菊
判
で
、
定
価
18
銭
。
表
紙
題
字
「
赤
い

鳥
」
の
ロ
ゴ
マ
ー
ク
は
手
書
き
さ
れ
、上
段
に
「
鈴
木
三
重
吉
主
幹
」

と
冠
さ
れ
た
。
本
文
に
カ
ラ
ー
ペ
ー
ジ
は
な
く
、
口
絵
が
三
色
刷
、

表
紙
裏
の
広
告
、
目
次
が
単
色
刷
カ
ラ
ー
で
あ
っ
た
。
当
時
の
国
定

尋
常
小
学
校
国
語
教
科
書
が
10
銭
前
後
か
ら
20
銭
で
あ
っ
た
こ
と
を

考
え
る
と
安
く
は
な
い
が
、
金
額
的
に
も
内
容
的
に
は
充
実
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。
最
盛
期
に
は
3
万
部
を
超
え
る
部
数
を
発
行
し

た
。
全
国
の
子
ど
も
た
ち
、
教
師
、
保
護
者
、
市
民
に
、
童
話
、
童

謡
、
外
国
作
品
の
再
話
を
提
供
す
る
一
方
で
、
綴
り
方
、
童
話
、
童

謡
、
自
由
詩
、
自
由
画
、
曲
譜
を
全
国
か
ら
募
集
し
て
毎
月
の
誌
面

に
掲
載
し
た
。
ま
た
、
通
信
欄
を
充
実
さ
せ
て
、
読
者
と
交
流
す
る

欄
も
設
け
た
。
こ
う
し
た
呼
び
か
け
が
児
童
に
よ
る
自
覚
的
な
創
作

と
鑑
賞
の
実
践
を
呼
び
起
こ
し
て
、
全
国
に
多
く
の
書
き
手
を
育
て

る
こ
と
に
成
功
し
た
。
児
童
文
学
作
家
の
坪
田
譲
治
、
新
美
南
吉
、

童
謡
詩
人
の
巽
聖
歌
、
与
田
凖
一
、
歌
人
の
木
俣
修
ら
が
誕
生
し
、

童
謡
の
作
曲
家
も
輩
出
し
た
。「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」（
新
美
南
吉
）、「
か

ら
た
ち
の
花
」（
北
原
白
秋
）、「
か
な
り
や
」（
西
條
八
十
、初
出
「
か

な
り
あ
」）
な
ど
、
現
在
ま
で
の
教
科
書
に
収
め
ら
れ
た
作
品
も
少

な
く
な
い
。

　
「
赤
い
鳥
」
に
は
話
題
性
が
あ
っ
た
。
一
般
の
著
名
作
家
に
童
話
を
執
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筆
さ
せ
た
こ
と
も
、「
赤
い
鳥
」
の
大
き
な
特
徴
と
し
て
世
間
の
耳
目
を

引
い
た
。
賛
同
作
家
と
し
て
、
泉
鏡
花
、
小
山
内
薫
、
徳
田
秋
聲
、
高
浜

虚
子
、
野
上
豊
一
郎
、
野
上
弥
生
子
、
小
宮
豊
隆
、
有
島
生
馬
、
芥
川
龍

之
介
、
北
原
白
秋
、
島
崎
藤
村
、
森
田
草
平
、
鈴
木
三
重
吉
ら
の
名
が
挙

が
っ
て
い
る
。

　

賢
治
と
「
赤
い
鳥
」
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
指
摘
が
あ
る
。

没
に
さ
れ
た
と
は
い
え
賢
治
は「
赤
い
鳥
」に
童
話
を
投
稿
し
て
お
り
、『
注

文
の
多
い
料
理
店
』
の
広
告
も
掲
載
さ
れ
た
。
し
か
し
賢
治
が
具
体
的
に

誰
の
ど
の
作
品
に
ど
う
影
響
さ
れ
た
の
か
、
詳
し
い
分
析
は
な
さ
れ
て
お

ら
ず
、
そ
こ
が
ブ
ラ
ッ
ク
ホ
ー
ル
と
な
っ
て
い
る
。

　

井
上
寿
彦
は
、
大
正
十
年
一
月
の
賢
治
の
上
京
は
計
画
さ
れ
た
も
の
で
、

「『
赤
い
烏
』
の
鈴
木
三
重
吉
に
会
い
に
行
っ
た
の
だ
」
と
指
摘
し
、
三
重

吉
が
賢
治
と
会
っ
た
状
況
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る（

（
（

。

　

賢
治
さ
ん
が
実
際
に
三
重
吉
に
会
っ
た
の
か
ど
う
か
は
諸
説
が
あ

り
ま
す
。
そ
の
中
で
、
赤
い
鳥
社
に
勤
め
て
い
た
野
町
て
い
子
と
い

う
人
が
書
い
た
「『
赤
い
鳥
』
と
私
」
と
い
う
回
想
が
あ
り
ま
し
て
、

三
重
吉
は
賢
治
さ
ん
に
会
っ
た
の
で
す
が
原
稿
は
不
採
用
で
、「
話

が
お
わ
る
と
、丁
寧
に
お
辞
儀
を
し
て
、沈
う
つ
な
顔
を
し
て
」
帰
っ

た
と
あ
る
の
を
、
こ
の
話
は
信
懸
性
に
問
題
が
あ
る
と
し
つ
つ
多
田

幸
正
が
そ
の
著
『
賢
治
童
話
の
方
法
』
で
伝
え
て
い
ま
す
。
ま
た
そ

の
続
き
を
、
桑
原
三
郎
は
そ
の
著
『「
赤
い
鳥
」
の
時
代

─
大
正

の
児
童
文
学
』
の
中
で
、
三
重
吉
が
「
た
し
か
に
、
変
っ
て
い
て
、

面
白
い
こ
と
は
、
面
白
い
。
し
か
し
、
子
供
の
よ
み
も
の
と
し
て
は
、

『
赤
い
鳥
』
に
は
向
か
な
い
」
と
、
そ
の
人
（
賢
治
さ
ん
）
に
も
言

い
そ
の
人
が
帰
っ
て
か
ら
も
独
り
言
の
よ
う
に
言
っ
て
い
た
、
と
書

い
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
一
連
の
証
言
の
ま
と
め
を
見
て
も
、少
な
く
と
も
賢
治
が「
赤

い
鳥
」
に
投
稿
し
て
い
た
こ
と
、
大
き
な
関
心
を
抱
い
て
い
た
こ
と
は
否

定
で
き
な
い
。
賢
治
が
童
話
の
投
稿
者
で
あ
っ
た
こ
と
は「
雪
渡
り
」（「
愛

國
婦
人
」
大
正
10
・
12
及
び
翌
月
号
）
を
見
れ
ば
わ
か
る
。

　

こ
こ
で
本
論
は
一
つ
の
仮
説
を
提
唱
す
る
。
賢
治
が
「
赤
い
鳥
」
創
刊

号
に
影
響
さ
れ
て
、
童
話
を
本
格
的
に
書
き
始
め
た
と
い
う
可
能
性
が
高

い
が
、
そ
の
最
大
の
要
因
は
、
創
刊
号
の
芥
川
龍
之
介
「
蜘
蛛
の
糸
」
に

心
を
動
か
さ
れ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
影
響
下
に
、
お
釈
迦

様
を
描
く
童
話
「
ひ
か
り
の
素
足
」
が
書
か
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
「
赤
い
鳥
」
創
刊
の
七
月
、
賢
治
は
岩
手
病
院
で
診
察
を
受
け
、
肋
膜

炎
と
診
断
さ
れ
る
。
ま
た
こ
の
年
の
末
、
ト
シ
が
東
京
で
結
核
の
た
め
に

入
院
す
る
。
入
院
初
期
の
診
断
は
チ
フ
ス
と
か
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
と
か
揺

れ
が
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
ト
シ
の
結
核
の
兆
候
は
、
以
前
か
ら
見
え
隠
れ

し
て
い
た
。
も
と
も
と
母
イ
チ
が
結
核
に
感
染
し
て
お
り
、
賢
治
は
イ
チ

か
ら
引
き
離
さ
れ
て
育
て
ら
れ
た（

（
（

。
結
核
に
対
す
る
恐
怖
が
、
賢
治
の
家

に
は
存
在
し
て
い
た
。

　

大
正
七
年
ご
ろ
の
賢
治
に
は
結
核
と
い
う
死
病
の
影
が
、
ひ
た
ひ
た
と

迫
っ
て
く
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
、
動
揺
の
様
子
も
見
ら
れ
る
。
賢
治
は
、

自
分
に
は
何
が
残
せ
る
の
か
と
い
う
思
い
に
駆
ら
れ
て
い
た
。
自
身
の
法

華
経
信
仰
と
世
の
中
を
ど
う
結
び
つ
け
る
の
か
と
い
う
迷
い
の
中
に
も
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あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
と
き
に
、童
話
投
稿
を
受
け
付
け
る
「
赤
い
鳥
」

が
発
刊
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

本
論
考
は
、こ
う
し
て
「
赤
い
鳥
」
掲
載
の
芥
川
龍
之
介
「
蜘
蛛
の
糸
」

を
賢
治
童
話
の
始
原
の
中
心
に
あ
る
も
の
と
考
え
、
そ
こ
か
ら
「
ひ
か
り

の
素
足
」
へ
の
道
程
を
探
る
試
み
で
あ
る
。

２

　

賢
治
の
童
話
の
中
で
最
も
古
い
作
品
が
「
蜘
蛛
と
な
め
く
ぢ
と
狸
」
で

あ
る
。
な
ぜ
賢
治
が
童
話
を
書
き
始
め
た
の
か
と
い
う
理
由
の
鍵
は
、
ま

ず
こ
の
作
品
に
示
さ
れ
て
い
る
。
執
筆
時
期
は
大
正
七
年
の
夏
で
あ
る
。

弟
の
宮
澤
清
六
は
、「
兄
賢
治
の
生
涯
」
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る（

（
（

。
　

大
正
七
年
に
二
十
二
歳
で
農
林
学
校
本
科
を
卒
業
し
た
が
、
つ
づ

い
て
地
質
や
土
壌
を
研
究
す
る
た
め
に
学
校
に
残
り
、
四
月
か
ら
関

博
士
の
指
導
で
、
稗
貫
郡
の
土
性
調
査
を
は
じ
め
た
。
同
級
の
小
泉

多
三
郎
、
神
野
幾
馬
と
い
う
人
と
い
っ
し
ょ
に
、
西
は
「
な
め
と
こ

山
」
の
も
っ
と
奥
の
深
山
に
分
け
入
り
、
東
は
高
山
植
物
の
宝
庫
、

海
抜
一
九
一
四
米
の
早
池
峯
山
ま
で
を
調
査
し
た
が
、
こ
れ
も
ま
た

後
の
農
村
関
係
の
仕
事
と
関
連
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。

　

こ
の
夏
に
、私
は
兄
か
ら
童
話
『
蜘
蛛
と
な
め
く
ぢ
と
狸
』
と
『
双

子
の
星
』
を
読
ん
で
聞
か
せ
ら
れ
た
こ
と
を
そ
の
口
調
ま
で
は
っ
き

り
お
ぼ
え
て
い
る
。
処
女
作
の
童
話
を
、
ま
っ
さ
き
に
私
ど
も
家
族

に
読
ん
で
き
か
せ
た
得
意
さ
は
察
す
る
に
余
り
あ
る
も
の
で
、
赤
黒

く
日
焼
け
し
た
顔
を
輝
か
し
、
目
を
き
ら
き
ら
さ
せ
な
が
ら
、
こ
れ

か
ら
の
人
生
に
ど
ん
な
素
晴
ら
し
い
こ
と
が
待
っ
て
い
る
か
を
予
期

し
て
い
た
よ
う
な
当
時
の
兄
が
見
え
る
よ
う
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
こ
の
年
の
冬
、
突
然
女
子
大
学
に
行
っ
て
い
た
私
の
姉

が
東
京
で
肺
炎
に
な
り
、
賢
治
は
母
と
一
し
ょ
に
上
京
し
た
。
そ
し

て
一
生
懸
命
に
看
病
し
て
、
や
っ
と
翌
年
二
月
に
小
康
を
得
て
帰
宅

し
た
。

　

こ
の
宮
澤
清
六
の
記
憶
は
、
賢
治
の
卒
業
や
ト
シ
の
発
病
と
い
う
忘
れ

が
た
い
で
き
ご
と
に
挟
ま
れ
る
形
で
、
賢
治
の
「
処
女
作
」
を
記
録
し
て

お
り
、
信
憑
性
が
高
い
。「
蜘
蛛
と
な
め
く
ぢ
と
狸
」
が
賢
治
童
話
の
処

女
作
で
あ
る
と
す
る
と
、
こ
の
大
正
七
年
の
夏
に
何
が
起
こ
っ
て
い
た
の

か
が
重
要
に
な
る
。
こ
の
と
き
、
や
は
り
七
月
に
「
赤
い
鳥
」
が
創
刊
さ

れ
、
そ
こ
に
「
蜘
蛛
の
糸
」
が
載
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
に
突
き
当
た
る
。

　

童
話
の
タ
イ
ト
ル
に
「
蜘
蛛
」
と
い
う
難
漢
字
を
用
い
る
の
は
、
普
通

は
迷
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
芥
川
は
そ
う
い
う
点
に
遠
慮
し
な
か
っ
た
。

初
め
て
執
筆
し
た
童
話
で
あ
っ
た
せ
い
も
あ
る
が
、
難
し
い
漢
字
や
表
現

を
容
赦
な
く
使
っ
て
い
る
（
初
出
形
で
は
鈴
木
三
重
吉
が
手
を
入
れ
て
、

い
く
つ
か
の
漢
字
を
ひ
ら
が
な
に
直
し
て
い
る
が
、
蜘
蛛
は
そ
の
ま
ま
で

あ
る
）。「
蜘
蛛
の
糸
」
の
書
き
出
し
を
見
て
み
よ
う
。
テ
キ
ス
ト
は
「
赤

い
鳥
」
創
刊
号
に
よ
る
。

　

或
日
の
事
で
ご
ざ
い
ま
す
。
御
釈
迦
様
は
極
楽
の
蓮
池
の
ふ
ち
を
、

独
り
で
ぶ
ら
〳
〵
お
歩
き
に
な
つ
て
い
ら
つ
し
や
い
ま
し
た
。

　

池
の
中
に
咲
い
て
ゐ
る
蓮
の
花
は
、
み
ん
な
玉
の
や
う
に
ま
つ
白
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で
、
そ
の
ま
ん
中
に
あ
る
金
色
の
蕊
か
ら
は
、
何
と
も
云
へ
な
い
好

い
匂
が
、
絶
間
な
く
あ
た
り
へ
溢
れ
て
居
り
ま
し
た
。

　

極
楽
は
丁
度
朝
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

や
が
て
御
釈
迦
様
は
そ
の
池
の
縁
に
お
佇
み
に
な
つ
て
、
水
の
面

を
蔽
つ
て
ゐ
る
蓮
の
葉
の
間
か
ら
、
ふ
と
下
の
容
子
を
御
覧
に
な
り

ま
し
た
。

　

こ
の
極
楽
の
蓮
池
の
下
は
、
丁
度
地
獄
の
底
に
当
つ
て
を
り
ま
す

か
ら
、
水
晶
の
や
う
な
水
を
透
き
徹
し
て
、
三
途
の
河
や
針
の
山
の

景
色
が
、
丁
度
覗
き
眼
鏡
を
見
る
や
う
に
、
は
つ
き
り
と
見
え
る
の

で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

す
る
と
そ
の
地
獄
の
底
に
、
犍
陀
多
と
云
ふ
男
が
一
人
、
ほ
か
の

罪
人
と
一
し
よ
に
蠢
い
て
ゐ
る
姿
が
、
お
眼
に
止
り
ま
し
た
。

　

こ
の
犍
陀
多
と
云
ふ
男
は
、
人
を
殺
し
た
り
家
に
火
を
つ
け
た
り
、

い
ろ
〳
〵
悪
事
を
働
い
た
大
泥
坊
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
た

つ
た
一
つ
、
善
い
事
を
致
し
た
覚
え
が
ご
ざ
い
ま
す
。
と
申
し
ま
す

の
は
、
或
時
こ
の
男
が
深
い
林
の
中
を
通
り
ま
す
と
、
小
さ
な
蜘
蛛

が
一
匹
、
路
ば
た
を
這
つ
て
行
く
の
が
見
え
ま
し
た
。
そ
こ
で
犍
陀

多
は
早
速
足
を
挙
げ
て
、
踏
殺
さ
う
と
致
し
ま
し
た
が
、「
い
や
、

い
や
、
こ
れ
も
小
さ
い
な
が
ら
、
命
の
あ
る
も
の
に
違
ひ
な
い
。
そ

の
命
を
無
暗
に
と
る
と
云
ふ
事
は
、
い
く
ら
何
で
も
可
哀
さ
う
だ
。」

と
、
か
う
急
に
思
ひ
返
し
て
と
う
と
う
そ
の
蜘
蛛
を
殺
さ
ず
に
助
け

て
や
り
ま
し
た
。

　

お
釈
迦
様
は
地
獄
の
容
子
を
御
覧
に
な
り
な
が
ら
、
こ
の
犍
陀
多

に
は
蜘
蛛
を
助
け
た
事
が
あ
る
の
を
お
思
ひ
出
し
に
な
り
ま
し
た
。

さ
う
し
て
そ
れ
だ
け
の
善
い
事
を
し
た
報
に
は
、
出
来
る
な
ら
こ
の

男
を
地
獄
か
ら
救
ひ
出
し
て
や
ら
う
と
お
考
へ
に
な
り
ま
し
た
。
幸
、

側
を
ご
覧
に
な
り
ま
す
と
、
翡
翠
の
や
う
な
色
を
し
た
蓮
の
葉
の
上

に
、
極
楽
の
蜘
蛛
が
、
一
匹
美
し
い
銀
色
の
糸
を
か
け
て
を
り
ま
し

た
。

　

お
釈
迦
様
は
そ
の
蜘
蛛
の
糸
を
そ
つ
と
お
手
に
お
取
り
に
な
り
ま

し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
、
玉
の
や
う
な
白
蓮
の
間
か
ら
、
遥
か
下

に
あ
る
地
獄
の
底
へ
ま
つ
す
ぐ
に
お
下
し
な
さ
い
ま
し
た
。

　

こ
こ
で
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
主
に
お
釈
迦
様
と
白
い
蓮
で
あ
る
。
釈

迦
を
尊
崇
し
て
い
る
人
間
（
賢
治
）
が
、
釈
迦
を
描
い
た
童
話
に
出
会
え

ば
、
何
ら
か
の
反
応
が
生
ま
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
お
釈
迦
様
と
白
蓮
と
い

え
ば
、
誰
で
も
「
正
し
い
教
え
の
白
蓮
」
と
い
う
原
題
を
持
つ
妙
法
蓮
華

経
を
思
い
起
こ
す
。
そ
し
て
も
う
一
つ
、
引
用
し
た
一
節
で
繰
り
返
さ
れ

て
い
る
言
葉
が
「
蜘
蛛
」
で
あ
る
。「
蜘
蛛
」
の
ほ
か
に
、「
犍
陀
多
」
と

い
う
難
し
い
漢
字
も
見
え
る
。
賢
治
は
こ
の
芥
川
の
「
蜘
蛛
の
糸
」
に
一

つ
の
基
本
的
な
構
造
を
発
見
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド

で
は
な
い
、
か
な
り
厳
し
い
終
わ
り
方
で
あ
る
。
う
ま
く
い
き
そ
う
だ
っ

た
話
が
途
中
で
「
お
釈
迦
に
な
る
」
と
い
う
か
、「
九
仞
の
功
を
一
簣
に

虧
く
」
と
い
う
形
で
失
敗
す
る
と
い
う
構
造
と
い
っ
て
も
よ
い（

7
（

。
動
物
を

用
い
た
こ
う
い
う
話
は
イ
ソ
ッ
プ
物
語
や
民
話
に
多
く
、
例
え
ば
賢
治
の

「
貝
の
火
」
な
ど
も
そ
う
で
あ
る（

8
（

。

　

こ
こ
で
芥
川
龍
之
介
の
大
正
七
年
を
考
え
て
み
よ
う（

9
（

。
五
月
に
「
地
獄
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変
」（「
大
阪
毎
日
新
聞
」）、
七
月
に
「
蜘
蛛
の
糸
」（「
赤
い
鳥
」）、
九
月

に
「
奉
教
人
の
死
」（「
三
田
文
学
」）
を
発
表
す
る
。「
地
獄
変
」
も
「
奉

教
人
の
死
」
も
火
ま
み
れ
の
生
き
地
獄
を
現
出
さ
せ
る
よ
う
な
ラ
ス
ト

シ
ー
ン
を
持
つ
。
カ
ン
ダ
タ
が
血
の
池
地
獄
に
落
ち
る
こ
と
も
、
芥
川
の

心
の
深
奥
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
地
獄
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
流
れ
に
あ
る

だ
ろ
う
。
賢
治
は
こ
の
よ
う
な
地
獄
と
極
楽
を
描
き
出
す
「
蜘
蛛
の
糸
」

を
通
し
て
、
お
釈
迦
様
の
慈
悲
と
過
酷
さ
を
同
時
に
表
現
す
る
こ
と
を
学

ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
年
に
芥
川
は
結
婚
し
て
新
婚
生
活
に
入
る
が
、
執
着
し
な
が
ら
無

理
に
結
婚
を
断
念
し
た
あ
の
吉
田
彌
生
の
幻
影
に
苦
し
め
ら
れ
た
。
そ
の

幻
影
を
焼
き
滅
ぼ
す
た
め
に
、
芥
川
は
「
地
獄
変
」
を
書
き
、「
奉
教
人

の
死
」
を
書
き
、
才
気
の
あ
る
彌
生
に
似
た
若
く
美
し
い
女
性
を
焼
き
殺

し
た
。
そ
の
傍
ら
で
、「
蜘
蛛
の
糸
」
を
書
い
た
。
そ
れ
は
自
身
を
カ
ン

ダ
タ
に
見
立
て
て
地
獄
に
突
き
落
と
し
、
苦
し
み
続
け
よ
と
自
分
に
諭
す

た
め
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
お
釈
迦
様
の
あ
ま
り
に
も
無
慈
悲
な
側
面

は
、
芥
川
の
煩
悶
の
深
さ
を
表
し
て
い
る
。
自
業
自
得
だ
と
彼
は
自
分
に

い
い
聞
か
せ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
前
後
し
て
、「
羅
生
門
」の
末
尾
を「
下

人
の
行
方
は
、
誰
も
知
ら
な
い
」（『
新
興
文
芸
叢
書
8　

鼻
』
春
陽
堂
、

大
正
七
・
六
）
と
改
稿
し
た
の
も
、
下
人
（
自
分
）
を
カ
ン
ダ
タ
の
よ
う

に
見
立
て
て
闇
の
中
に
放
擲
し
た
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
「
蜘
蛛
の
糸
」
に
つ
い
て
山
口
誠
一
は
「
こ
の
よ
う
な
幻
想
性
と
美
し

い
イ
マ
ジ
ェ
リ
ー
を
ふ
ん
だ
ん
に
駆
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
芥
川
は
年

少
の
読
者
に
深
い
印
象
を
与
え
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
若
い
読
者
を
魅
了

す
る
と
同
時
に
、
前
述
の
ご
と
く
人
間
本
来
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
深
く
考
え

さ
せ
る
点
に
お
い
て
年
長
の
読
者
に
も
愛
読
さ
せ
、「
蜘
蛛
の
糸
」
一
篇

を
香
り
高
い
文
学
作
品
の
域
に
ま
で
高
め
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ

る
」
と
述
べ
る（

10
（

。
こ
れ
は
一
般
的
な
作
品
評
価
で
あ
ろ
う
。
幻
想
性
と
美

し
い
イ
マ
ジ
ェ
リ
ー
と
い
え
ば
、
特
に
蜘
蛛
の
糸
の
描
写
が
あ
げ
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
が
、
次
の
よ
う
な
表
現
に
忘
れ
が
た
い
美
し
さ
が
あ
る（

11
（

。

　

後
に
は
唯
極
楽
の
蜘
蛛
の
糸
が
、
き
ら
〳
〵
と
細
く
光
り
な
が
ら
、

月
も
星
も
な
い
空
の
中
途
に
、
短
く
垂
れ
て
ゐ
る
ば
か
り
で
ご
ざ
い

ま
す
。

　

こ
の
蜘
蛛
の
糸
は
、
釈
迦
の
慈
悲
と
過
酷
さ
の
象
徴
で
あ
る
。
後
に
問

題
に
す
る
「
ひ
か
り
の
素
足
」
で
は
、
罪
も
な
い
子
供
た
ち
が
傷
だ
ら
け

に
な
る
過
酷
さ
と
、
そ
れ
を
救
う
お
釈
迦
様
の
慈
悲
と
が
描
か
れ
て
い
く

こ
と
に
な
る
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
は
ま
ず
「
蜘
蛛
と
な
め
く
ぢ
と
狸
」
の
う
ち
、
蜘
蛛
の

話
を
検
討
し
よ
う
。
蜘
蛛
は
飢
餓
状
態
に
あ
り
、「
あ
ん
ま
り
ひ
も
じ
く

て
お
な
か
の
中
に
は
も
う
糸
が
な
い
位
で
し
た
」
と
い
う
。
し
か
し
だ
ん

だ
ん
蜘
蛛
は
這
い
あ
が
る
よ
う
に
、
網
を
立
派
に
し
て
い
く
。「
き
れ
い

な
女
の
蜘
蛛
」
が
い
る
の
で
、「「
こ
こ
へ
お
い
で
」
と
手
長
の
蜘
蛛
が
云
っ

て
糸
を
一
本
す
う
っ
と
さ
げ
て
や
り
ま
し
た
」「
女
の
蜘
蛛
が
す
ぐ
そ
れ

に
つ
か
ま
っ
て
の
ぼ
っ
て
来
ま
し
た
。
そ
し
て
二
人
は
夫
婦
に
な
り
ま
し

た
」
と
い
う
よ
う
に
、
糸
を
下
げ
て
や
る
、
す
る
と
糸
を
伝
っ
て
登
る
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
が
描
か
れ
て
い
る
。
あ
き
ら
か
に
芥
川
の
影
響
で
あ
る
。

そ
し
て
蜘
蛛
が
財
を
蓄
え
て
い
く
と
き
、
い
つ
も
そ
の
糸
が
問
題
に
な
る
。
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蜘
蛛
は
地
位
が
上
が
り
、「
虫
け
ら
会
の
相
談
役
」
に
な
る
。
さ
ら
に
出

世
し
よ
う
と
す
る
と
、
破
局
が
や
っ
て
く
る
。

　

そ
れ
か
ら
蜘
蛛
は
、
も
う
一
生
け
ん
命
で
あ
ち
こ
ち
に
十
も
網
を

か
け
た
り
、
夜
も
見
は
り
を
し
た
り
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
困
っ
た

こ
と
は
腐
敗
し
た
の
で
す
。
食
物
が
ず
ん
ず
ん
た
ま
っ
て
、
腐
敗
し

た
の
で
す
。
そ
し
て
蜘
蛛
の
夫
婦
と
子
供
に
そ
れ
が
う
つ
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
四
人
は
足
の
さ
き
か
ら
だ
ん
だ
ん
腐
れ
て
べ
と
べ
と
に
な
り
、

あ
る
日
た
う
と
う
雨
に
流
れ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。

　

あ
ま
り
に
も
唐
突
す
ぎ
る
破
滅
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
因
果
応
報
と
い

う
発
想
が
あ
る
。
糸
を
使
っ
て
蜘
蛛
は
多
く
の
虫
を
殺
め
す
ぎ
た
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
は
カ
ン
ダ
タ
が
、
極
楽
へ
と
昇
り
つ
め
よ
う
と
し
て
破
滅
す

る
構
図
に
重
な
る
も
の
が
あ
る
。
蜘
蛛
を
用
い
て
童
話
を
書
く
と
い
う
発

想
が
一
般
的
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
蜘
蛛
が
あ
っ
け
な
く
死
ぬ
と
い
う

結
末
も
童
話
ら
し
く
な
い
。
特
に
蜘
蛛
の
糸
の
「
食
物
」
が
腐
敗
し
、
家

族
が
腐
っ
て
溶
け
て
し
ま
う
と
い
う
破
滅
の
仕
方
は
、「
蜘
蛛
の
糸
」
で

芥
川
が
描
い
た
虚
無
的
な
蜘
蛛
の
糸
を
意
識
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。

カ
ン
ダ
タ
を
救
う
の
も
蜘
蛛
の
糸
で
あ
っ
た
が
、
カ
ン
ダ
タ
を
地
獄
の
底

に
突
き
落
と
す
の
も
蜘
蛛
の
糸
で
あ
っ
た
。

　

以
上
の
考
察
は
、
賢
治
が
「
蜘
蛛
の
糸
」
の
影
響
下
に
「
蜘
蛛
と
な
め

く
ぢ
と
狸
」
を
書
い
た
と
す
る
傍
証
に
な
ろ
う
。
ト
シ
に
似
た
丸
顔
の
お

釈
迦
様
の
美
し
い
挿
絵
も
あ
り
、
影
響
を
受
け
な
い
方
が
不
自
然
で
あ
る
。

そ
の
強
い
影
響
を
薄
め
る
た
め
に
、
ナ
メ
ク
ジ
と
タ
ヌ
キ
の
話
が
加
え
ら

れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
そ
れ
は
「
地
獄
行
き
の
マ

ラ
ソ
ン
競
争
」
の
構
図
を
も
っ
て
い
た
。

３

　

賢
治
が
「
蜘
蛛
の
糸
」
を
読
ん
で
、
糸
の
イ
メ
ー
ジ
の
ほ
か
に
印
象
深

く
感
じ
た
部
分
が
も
う
一
つ
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
お
釈
迦
様
の
足
で
あ

る
。
浄
土
の
世
界
を
や
わ
ら
く
歩
む
釈
迦
の
足
の
描
写
を
読
ん
だ
と
き
、

賢
治
は
、
地
獄
（
の
よ
う
な
場
所
）
に
降
り
立
つ
釈
迦
の
、
裸
の
足
を
描

き
出
し
た
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

宮
澤
賢
治
と
芥
川
龍
之
介
は
、
同
時
代
の
人
で
あ
る
。
龍
之
介
は
明
治

二
十
五
年
（
１
８
９
２
）
三
月
生
ま
れ
、
賢
治
は
明
治
二
十
九
年

（
１
８
９
６
）
八
月
生
ま
れ
で
、
龍
之
介
の
ほ
う
が
四
歳
上
で
あ
る
。
東

京
で
活
躍
す
る
先
輩
石
川
啄
木
の
影
響
を
受
け
て
、
若
き
日
の
賢
治
が
短

歌
を
詠
ん
で
い
た
こ
と
は
有
名
だ
が
、啄
木
は
明
治
十
九
年
（
１
８
８
６
）

生
ま
れ
で
、
明
治
四
十
五
年
（
１
９
１
２
）
に
結
核
で
亡
く
な
っ
て
い
る
。

大
正
に
入
り
、
彗
星
の
よ
う
に
現
れ
て
文
壇
で
活
躍
し
始
め
た
同
年
代
の

芥
川
龍
之
介
の
こ
と
を
、
大
正
七
年
の
賢
治
が
ま
ぶ
し
い
思
い
で
見
つ
め

て
い
た
可
能
性
は
高
い
。

　

こ
こ
で
「
蜘
蛛
の
糸
」
の
末
尾
の
部
分
を
引
用
し
よ
う
。

　

お
釈
迦
様
は
極
楽
の
蓮
池
の
ふ
ち
に
立
つ
て
、
こ
の
一
部
始
終
を

ぢ
つ
と
見
て
い
ら
つ
し
や
い
ま
し
た
が
、
や
が
て
犍
陀
多
が
血
の
池

の
底
へ
石
の
や
う
に
沈
ん
で
し
ま
ひ
ま
す
と
、
悲
し
さ
う
な
お
顔
を

な
さ
り
な
が
ら
、
又
ぶ
ら
〳
〵
と
お
歩
き
に
な
り
始
め
ま
し
た
。

　

自
分
ば
か
り
地
獄
か
ら
ぬ
け
出
さ
う
と
す
る
、
犍
陀
多
の
無
慈
悲



─ 11（ ─

な
心
が
、
さ
う
し
て
そ
の
心
相
当
な
罰
を
う
け
て
、
元
の
地
獄
へ
落

ち
て
し
ま
つ
た
の
が
、
お
釈
迦
様
の
お
目
か
ら
見
る
と
、
浅
間
し
く

思
し
め
さ
れ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
。

　

し
か
し
極
楽
の
蓮
池
の
蓮
は
、
少
し
も
そ
ん
な
事
に
は
頓
着
致
し

ま
せ
ん
。

　

そ
の
玉
の
や
う
な
白
い
花
は
、
お
釈
迦
様
の
お
足
の
ま
は
り
に
、

ゆ
ら
〳
〵
萼
を
動
か
し
て
を
り
ま
す
。

　

そ
の
た
ん
び
に
、
ま
ん
中
に
あ
る
金
色
の
蕊
か
ら
は
、
何
と
も
云

え
な
い
好
い
匂
が
、
絶
間
な
く
あ
た
り
へ
溢
れ
出
ま
す
。

　

極
楽
も
も
う
午
に
近
く
な
り
ま
し
た
。

　

御
釈
迦
様
の
「
お
み
あ
し
」
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
物
語
は
終
わ
る
。

美
し
い
文
章
で
、
非
常
に
印
象
的
で
あ
る
。
足
の
ま
わ
り
に
真
っ
白
な
蓮

は
萼
を
動
か
し
、
金
色
の
蕊
か
ら
芳
香
が
立
ち
の
ぼ
る
。
真
っ
白
さ
と
金

色
と
は
、「
ひ
か
り
の
素
足
」
で
お
釈
迦
様
の
色
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
た
。

芥
川
の
描
く
「
お
足
」
が
裸
足
で
あ
る
こ
と
は
、
明
記
さ
れ
な
く
て
も
十

分
伝
わ
っ
て
く
る
。
こ
の
お
釈
迦
様
の
足
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
、
賢
治
は

魅
了
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
白
色
と
金
色
に
彩
ら
れ
た
釈
迦
の
足

の
イ
メ
ー
ジ
が
、
賢
治
の
心
の
中
で
「
ひ
か
り
の
素
足
」
と
し
て
温
め
ら

れ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
。

　

芥
川
の
描
く
釈
迦
の
姿
に
は
疑
問
も
残
る
。
も
し
釈
迦
に
本
当
に
救
い

た
い
と
い
う
気
持
ち
が
あ
る
の
な
ら
、
遠
い
と
こ
ろ
か
ら
蜘
蛛
の
糸
と
い

う
試
練
に
か
け
る
こ
と
な
く
、
自
身
が
地
獄
に
行
き
、
手
を
差
し
伸
べ
れ

ば
よ
い
。
カ
ン
ダ
タ
を
試
し
て
み
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
い
か
に
も
暇

そ
う
な
釈
迦
の
一
時
の
気
ま
ぐ
れ
と
い
う
雰
囲
気
が
漂
っ
て
し
ま
う（

12
（

。
そ

れ
に
な
ぜ
こ
の
極
楽
に
は
人
が
誰
も
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は

こ
ん
な
調
子
で
は
今
ま
で
一
人
も
救
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
「
ひ
か
り
の
素
足
」
に
登
場
す
る
釈
迦
は
、
も
っ
と
切
実
で
能
動
的
な

存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
賢
治
は
「
蜘
蛛
の
糸
」
の
自
在
な
世
界
に

惹
か
れ
な
が
ら
、
自
分
の
願
い
を
込
め
て
、
そ
の
釈
迦
像
の
反
措
定
を
試

み
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
釈
迦
の
足
を
め
ぐ
る
光
の
存
在
の
あ

り
が
た
さ
や
、
子
供
た
ち
の
足
を
め
ぐ
る
痛
み
の
消
失
に
つ
い
て
描
く
こ

と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
過
酷
さ
と
慈
悲
が
共
存
す
る
空
間
が

出
現
す
る
の
で
あ
る（

13
（

。

　
「
蜘
蛛
の
糸
」
に
は
極
楽
浄
土
が
描
か
れ
、
そ
こ
は
本
来
、
阿
弥
陀
如

来
の
浄
土
で
は
あ
る
が
、
お
釈
迦
様
が
そ
こ
で
自
在
に
く
つ
ろ
ぐ
様
子
が

美
し
く
描
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
読
ん
だ
賢
治
は
、
童
話
の
世
界
で
こ
の

よ
う
に
お
釈
迦
様
を
自
在
に
描
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
知
っ
た
は

ず
で
あ
る
。

　

い
わ
ば
浄
土
が
天
界
に
あ
り
、
そ
の
下
の
ほ
う
に
地
獄
が
あ
る
と
い
う

分
か
り
や
す
い
空
間
の
構
図
で
、
利
己
主
義
の
罪
人
が
救
い
を
自
ら
断
ち

切
っ
て
し
ま
う
と
い
う
テ
ー
マ
が
提
出
さ
れ
て
お
り
、
子
供
に
は
伝
わ
る

も
の
が
大
き
い
。
し
か
し
、
同
時
に
賢
治
は
こ
の
釈
迦
の
描
か
れ
方
に
は

満
足
し
な
い
は
ず
で
あ
る
。
誰
で
も
、
釈
迦
と
は
最
後
の
最
後
で
こ
れ
ほ

ど
過
酷
な
存
在
な
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
わ
く
だ
ろ
う
。

　

賢
治
は
「
蜘
蛛
の
糸
」
を
忘
れ
な
か
っ
た
。
罪
人
で
は
な
く
子
供
を
主

人
公
と
し
て
利
己
主
義
と
は
逆
の
行
動
を
と
ら
せ
、
そ
の
子
供
本
人
も
、
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周
り
の
子
供
も
全
員
を
救
う
、
反
カ
ン
ダ
タ
的
構
図
を
生
み
出
す
契
機
が

そ
こ
に
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
お
釈
迦
様
が
光
の
よ
う
に
現
れ
、
直

接
兄
弟
た
ち
を
救
い
、
楢
夫
と
ほ
か
の
子
供
は
天
界
の
菩
薩
養
成
所
の
よ

う
な
と
こ
ろ
で
学
ば
せ
、
一
郎
は
菩
薩
修
行
の
た
め
に
現
世
に
戻
す
と
い

う
構
図
が
作
ら
れ
る
ヒ
ン
ト
が
、「
蜘
蛛
の
糸
」
に
は
あ
っ
た
。
も
ち
ろ

ん
そ
れ
は
芥
川
の
お
釈
迦
様
に
比
べ
て
、
実
に
能
動
的
な
教
育
者
に
似
た

お
釈
迦
様
で
あ
る
。

　

こ
の
と
き
賢
治
の
描
く
お
釈
迦
様
は
、
は
だ
し
で
あ
り
な
が
ら
、
ま
る

で
光
そ
の
も
の
、
太
陽
の
よ
う
な
光
源
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る（

11
（

。

４

　

芥
川
龍
之
介
「
蜘
蛛
の
糸
」
の
影
響
が
賢
治
の
胸
の
内
に
残
り
、
そ
れ

が
次
第
に
醸
成
さ
れ
て
い
く
過
程
を
経
て
童
話
「
ひ
か
り
の
素
足
」
が
書

か
れ
て
い
っ
た
と
い
う
仮
説
は
、
重
要
な
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
。
ま
ず

賢
治
童
話
の
始
原
に
、
や
は
り
釈
迦
や
法
華
経
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
れ
ほ
ど
法
華
経
信
仰
に
打
ち
込
み
、
法
華
経
の
た

め
な
ら
命
を
捨
て
て
も
惜
し
く
な
い
と
覚
悟
し
て
い
た
賢
治
で
あ
る
が
、

そ
の
童
話
や
詩
に
は
、
法
華
経
の
勧
め
は
直
接
現
れ
て
こ
な
い
。
釈
迦
の

言
葉
や
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
い
う
お
題
目
を
直
接
書
い
て
、
強
調
し
、
連

呼
す
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
。
賢
治
は
作
品
か
ら
釈
迦
と
法
華
経
を
隠
す

こ
と
に
、
大
き
な
努
力
を
払
っ
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
釈
迦
や
法
華

経
が
賢
治
作
品
の
背
後
に
存
在
し
て
い
な
い
の
で
は
な
く
、
隠
さ
れ
て
い

る
だ
け
な
の
で
あ
る（

11
（

。

　

釈
迦
と
い
う
存
在
、
法
華
経
と
い
う
教
え
が
ダ
イ
レ
ク
ト
な
形
で
現
れ

な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ら
が
忘
れ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
。
そ

の
事
実
が
何
を
伝
え
て
い
る
か
と
い
う
と
、
釈
迦
が
入
滅
し
た
と
い
う
問

題
を
解
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
釈
迦
が
入
滅
し
た
の
は
、
い
わ
ば
死
ん

だ
ふ
り
を
し
た
の
で
あ
り
、
釈
迦
は
永
遠
の
過
去
か
ら
永
遠
の
未
来
に
わ

た
っ
て
存
在
し
て
い
る
。
教
育
的
配
慮
、
方
便
と
し
て
死
ん
で
見
せ
る
こ

と
に
よ
り
、
人
々
を
緊
張
さ
せ
、
仏
道
へ
の
精
進
を
促
す
つ
も
り
だ
と
釈

迦
は
言
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
法
華
経
の
中
心
に
あ
る
「
如
来
寿
量

品
第
十
六
」
の
教
え
の
エ
ッ
セ
ン
ス
で
あ
る
。

　
「
ひ
か
り
の
素
足
」
に
は
、
し
た
が
っ
て
釈
迦
と
い
う
言
葉
も
な
く
、

法
華
経
と
い
う
言
葉
も
描
か
れ
な
い
が
、例
外
的
に「
に
ょ
ら
い
じ
ゅ
り
ょ

う
ぼ
ん
第
十
六
」
と
い
う
声
が
響
い
て
く
る
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
釈
迦
の

声
な
の
で
あ
る
が
、
一
見
す
る
と
誰
の
声
な
の
か
は
わ
か
ら
な
く
な
っ
て

い
る（

11
（

。
そ
こ
で
、
研
究
者
た
ち
は
、
だ
れ
で
も
な
い
と
か
、
誰
か
が
ど
こ

か
で
供
養
し
た
声
で
あ
る
と
か
、
非
常
に
複
雑
な
迷
宮
に
入
り
込
ん
で
い

る
。
ま
た
、
ひ
か
り
の
素
足
を
も
つ
人
に
つ
い
て
、
わ
か
ら
な
い
と
か
、

弥
勒
菩
薩
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
こ
れ
は
釈
迦
な
の
で
あ
る
。
ま
る
で
太
陽
の
よ
う
な
光
の
化
身

と
し
て
地
獄
の
ご
と
き
場
所
（
賽
の
河
原
）
に
降
り
立
っ
た
釈
迦
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
「
蜘
蛛
の
糸
」
の
お
釈
迦
様
の
姿
に
触
発
さ
れ
て
、

賢
治
が
そ
の
半
措
定
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
を
つ
く
り
あ
げ
た
お
釈
迦
様
で
あ

る
か
ら
で
あ
る
。

　
「
ひ
か
り
の
素
足
」
か
ら
、
釈
迦
が
登
場
す
る
場
面
を
引
用
し
よ
う
。



─ 11（ ─

　
「
に
ょ
ら
い
じ
ゅ
り
ゃ
う
ぼ
ん
第
十
六
。」
と
い
ふ
や
う
な
語
が
か

す
か
な
風
の
や
う
に
又
匂
の
や
う
に
一
郎
に
感
じ
ま
し
た
。
す
る
と

何
だ
か
ま
は
り
が
ほ
っ
と
楽
に
な
っ
た
や
う
に
思
っ
て

「
に
ょ
ら
い
じ
ゅ
り
ゃ
う
ぼ
ん
。」
と
繰
り
返
し
て
つ
ぶ
や
い
て
み
ま

し
た
。
す
る
と
前
の
方
を
行
く
鬼
が
立
ち
ど
ま
っ
て
不
思
議
さ
う
に

一
郎
を
ふ
り
か
へ
っ
て
見
ま
し
た
。
列
も
と
ま
り
ま
し
た
。
ど
う
云

ふ
わ
け
か
鞭
の
音
も
叫
び
声
も
や
み
ま
し
た
。
し
ぃ
ん
と
な
っ
て
し

ま
っ
た
の
で
す
。
気
が
つ
い
て
見
る
と
そ
の
う
す
く
ら
い
赤
い
瑪
瑙

の
野
原
の
は
づ
れ
が
ぼ
う
っ
と
黄
金
い
ろ
に
な
っ
て
そ
の
中
を
立
派

な
大
き
な
人
が
ま
っ
す
ぐ
に
こ
っ
ち
へ
歩
い
て
来
る
の
で
し
た
。
ど

う
云
ふ
わ
け
か
み
ん
な
は
ほ
っ
と
し
た
や
う
に
思
っ
た
の
で
す
。

　

金
色
に
輝
く
光
の
よ
う
な
大
き
な
人
が
近
づ
い
て
く
る
。「
に
ょ
ら
い

じ
ゅ
り
ゃ
う
ぼ
ん
第
十
六
。」
と
い
う
声
が
聞
こ
え
た
と
す
る
と
、
そ
の

人
は
釈
迦
で
あ
る
。「
妙
法
蓮
華
経
如
来
寿
量
品
第
十
六
」
と
い
う
正
確

な
表
記
も
伏
せ
て
、
ま
た
「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
と
い
う
大
切
な
題
目
も

避
け
て
童
話
を
書
き
継
い
で
い
る
賢
治
が
、
そ
れ
で
も
こ
こ
で
最
低
限
書

か
な
け
れ
ば
な
ら
か
っ
た
文
字
が
「
に
ょ
ら
い
じ
ゅ
り
ゃ
う
ぼ
ん
第

十
六
。」
で
あ
り
、
こ
の
場
面
で
は
、
こ
の
言
葉
だ
け
は
ど
う
し
て
も
隠

す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
も
う
一
度
、「
ひ
か
り
の
素
足
」

か
ら
引
用
し
よ
う
。

　

そ
の
人
の
足
は
白
く
光
っ
て
見
え
ま
し
た
。
実
に
は
や
く
実
に

ま
っ
す
ぐ
に
こ
っ
ち
へ
歩
い
て
来
る
の
で
し
た
。
ま
っ
白
な
足
さ
き

が
二
度
ば
か
り
光
り
も
う
そ
の
人
は
一
郎
の
近
く
へ
来
て
ゐ
ま
し
た
。

　

一
郎
は
ま
ぶ
し
い
や
う
な
気
が
し
て
顔
を
あ
げ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し

た
。
そ
の
人
は
は
だ
し
で
し
た
。
ま
る
で
貝
殻
の
や
う
に
白
く
ひ
か

る
大
き
な
す
あ
し
で
し
た
。
く
び
す
の
と
こ
ろ
の
肉
は
か
ゞ
や
い
て

地
面
ま
で
垂
れ
て
ゐ
ま
し
た
。
大
き
な
ま
っ
白
な
す
あ
し
だ
っ
た
の

で
す
。
け
れ
ど
も
そ
の
柔
ら
か
な
す
あ
し
は
鋭
い
鋭
い
瑪
瑙
の
か
け

ら
を
ふ
み
燃
え
あ
が
る
赤
い
火
を
ふ
ん
で
少
し
も
傷
つ
か
ず
又
灼
け

ま
せ
ん
で
し
た
。
地
面
の
棘
さ
へ
又
折
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

芥
川
の
「
蜘
蛛
の
糸
」
で
は
、
御
釈
迦
様
の
足
の
ま
わ
り
に
萼
が
揺
れ
、

金
色
の
蕊
か
ら
は
芳
香
が
漂
い
、
釈
迦
の
足
元
に
視
線
が
集
中
し
て
い
る
。

「
お
み
あ
し
」
と
い
う
言
葉
も
見
え
る
。
そ
し
て
、カ
ン
ダ
タ
救
済
の
き
っ

か
け
は
、
ク
モ
を
見
つ
け
た
「
犍
陀
多
は
早
速
足
を
挙
げ
て
、
踏
み
殺
さ

う
と
致
し
ま
し
た
が
」
思
い
返
し
て
踏
ま
な
い
で
助
け
た
と
い
う
、
足
の

物
語
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
。
賢
治
は
そ
の
足
の
物
語
に
気
づ
い
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。「
ひ
か
り
の
素
足
」
で
は
、
賽
の
河
原
に
似
た
空
間
で
、

ま
ず
子
供
た
ち
の
足
が
傷
だ
ら
け
に
な
る
の
で
あ
る
。
も
う
一
度
、「
ひ

か
り
の
素
足
」
か
ら
引
用
し
よ
う
。

「
こ
は
い
こ
と
は
な
い
ぞ
。」
微
か
に
微
か
に
わ
ら
ひ
な
が
ら
そ
の
人

は
み
ん
な
に
云
ひ
ま
し
た
。
そ
の
大
き
な
瞳
は
青
い
蓮
の
は
な
び
ら

の
や
う
に
り
ん
と
み
ん
な
を
見
ま
し
た
。
み
ん
な
は
ど
う
云
ふ
わ
け

と
も
な
く
一
度
に
手
を
合
は
せ
ま
し
た
。

「
こ
は
い
こ
と
は
な
い
。
お
ま
へ
た
ち
の
罪
は
こ
の
世
界
を
包
む
大

き
な
徳
の
力
に
く
ら
べ
れ
ば
太
陽
の
光
と
あ
ざ
み
の
棘
の
さ
き
の
小

さ
な
露
の
や
う
な
も
ん
だ
。
な
ん
に
も
こ
は
い
こ
と
は
な
い
。」
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こ
の
お
お
き
な
素
足
の
人
は
「
う
す
く
ら
い
赤
い
瑪
瑙
の
野
原
」
に
お

け
る
太
陽
な
の
で
あ
り
、
そ
の
輝
き
の
前
で
は
す
べ
て
の
も
の
の
対
立
や

争
い
が
無
に
帰
す
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
青
蓮
華
は
仏
の
眼
を
た
と
え
る

時
に
用
い
ら
れ
る
が
、
日
蓮
が
千
葉
県
小
湊
で
生
ま
れ
た
際
に
浜
辺
に
は

青
蓮
華
が
咲
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
人
は
少
し
か
ゞ
ん
で
そ
の
ま
っ
白
な
手
で
地
面
に
一
つ
輪
を

か
き
ま
し
た
。
み
ん
な
は
眼
を
擦
っ
た
の
で
す
。
又
耳
を
疑
が
っ
た

の
で
す
。
今
ま
で
の
赤
い
瑪
瑙
の
棘
で
で
き
暗
い
火
の
舌
を
吐
い
て

ゐ
た
か
な
し
い
地
面
が
今
は
平
ら
な
平
ら
な
波
一
つ
立
た
な
い
ま
っ

青
な
湖
水
の
面
に
変
り
そ
の
湖
水
は
ど
こ
ま
で
つ
づ
く
の
か
は
て
は

孔
雀
石
の
色
に
何
条
も
の
美
し
い
縞
に
な
り
、
そ
の
上
に
は
蜃
気
楼

の
や
う
に
そ
し
て
も
っ
と
は
っ
き
り
と
沢
山
の
立
派
な
木
や
建
物
が

じ
っ
と
浮
ん
で
ゐ
た
の
で
す
。
そ
れ
ら
の
建
物
は
ず
う
っ
と
遠
く
に

あ
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
見
上
げ
る
ば
か
り
に
高
く
青
や
白
び
か
り

の
屋
根
を
持
っ
た
り
虹
の
や
う
な
い
ろ
の
幡
が
垂
れ
た
り
、
一
つ
の

建
物
か
ら
一
つ
の
建
物
へ
空
中
に
真
珠
の
や
う
に
光
る
欄
干
の
つ
い

た
橋
廊
が
か
か
っ
た
り
高
い
塔
は
た
く
さ
ん
の
鈴
や
飾
り
網
を
掛
け

そ
の
さ
き
の
棒
は
ま
っ
す
ぐ
に
高
く
そ
ら
に
立
ち
ま
し
た
。
そ
れ
ら

の
建
物
は
し
ん
と
し
て
音
な
く
そ
び
え
そ
の
影
は
実
に
は
っ
き
り
と

水
面
に
落
ち
た
の
で
す
。

　

ま
た
た
く
さ
ん
の
樹
が
立
っ
て
ゐ
ま
し
た
。
そ
れ
は
全
く
宝
石
細

工
と
し
か
思
は
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
は
ん
の
木
の
や
う
な
か
た
ち
で

ま
っ
青
な
樹
も
あ
り
ま
し
た
。
楊
に
似
た
木
で
白
金
の
や
う
な
小
さ

な
実
に
な
っ
て
ゐ
る
の
も
あ
り
ま
し
た
。
み
ん
な
そ
の
葉
が
チ
ラ
チ

ラ
光
っ
て
ゆ
す
れ
互
ひ
に
ぶ
っ
つ
か
り
合
っ
て
微
妙
な
音
を
た
て
る

の
で
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
空
の
方
か
ら
は
い
ろ
い
ろ
な
楽
器
の
音
が
さ
ま
ざ
ま
の

い
ろ
の
光
の
こ
な
と
一
所
に
微
か
に
降
っ
て
く
る
の
で
し
た
。
も
っ

と
も
っ
と
愕
い
た
こ
と
は
あ
ん
ま
り
立
派
な
人
た
ち
の
そ
こ
に
も

こ
ゝ
に
も
一
杯
な
こ
と
で
し
た
。
あ
る
人
人
は
鳥
の
や
う
に
空
中
を

翔
け
て
ゐ
ま
し
た
が
そ
の
銀
い
ろ
の
飾
り
の
ひ
も
は
ま
っ
す
ぐ
に
う

し
ろ
に
引
い
て
波
一
つ
た
た
な
い
の
で
し
た
。
す
べ
て
夏
の
明
方
の

や
う
な
い
ゝ
匂
で
一
杯
で
し
た
。

　

こ
の
部
分
は
如
来
寿
量
品
の
一
節
を
基
礎
に
し
て
描
か
れ
て
い
る（

17
（

。
し

か
し
、
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
「
す
べ
て
夏
の
明
方
の
や
う
な
い
ゝ
匂
で

一
杯
で
し
た
」
と
い
う
描
写
は
、
夏
の
朝
に
釈
迦
の
足
に
ま
つ
わ
り
つ
い

て
い
た
真
っ
白
な
蓮
の
花
の
、
金
色
の
蕊
か
ら
立
ち
上
る
あ
の
香
り
の
こ

と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
賽
の
河
原
が
浄
土
に
代
わ
っ
て
し
ま

う
と
い
う
奇
蹟
が
、
あ
の
「
蜘
蛛
の
糸
」
の
お
釈
迦
様
を
凌
駕
す
る
よ
う

な
力
で
幻
想
空
間
を
作
り
上
げ
て
い
る（

18
（

。「
蜘
蛛
の
糸
」
の
極
楽
に
は
人

の
姿
が
な
い
。
勝
原
晴
希
は
芥
川
の
描
く
「
美
し
い
極
楽
の
風
景
が
我
執

を
捨
て
き
れ
ぬ
犍
陀
多
を
拒
絶
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
」
を
指
摘
し
、
そ

の
「
風
景
は
罅
割
れ
て
い
る
」
と
い
う（

11
（

。
そ
こ
に
は
お
そ
ら
く
ト
シ
も
賢

治
も
迎
え
入
れ
ら
れ
な
い
。
そ
れ
な
ら
賢
治
は
、
新
し
い
童
話
で
、
賽
の

河
原
に
も
降
り
立
っ
て
く
れ
る
光
の
よ
う
な
新
し
い
仏
陀
を
描
き
直
す
し

か
な
い
の
で
あ
る
。



─ 118 ─

　

賢
治
童
話
の
始
原
に
芥
川
龍
之
介
の
影
響
が
あ
り
、
大
正
七
年
頃
の
芥

川
作
品
を
賢
治
が
読
ん
で
い
た
と
す
る
と
、
賢
治
は
芥
川
の
切
支
丹
物
の

影
響
も
受
容
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
日
本
の
土
着
的
風
景
と
、
キ
リ
ス
ト

教
的
西
洋
の
イ
メ
ー
ジ
が
不
思
議
な
形
で
ま
ざ
り
あ
う
芥
川
の
作
品
風
土

が
、
例
え
ば
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
な
ど
に
も
影
響
を
与
え
た
可
能
性
が
考

え
ら
れ
よ
う
。
例
え
ば
賢
治
が
、
地
方
の
農
村
に
住
む
兄
妹
に
チ
ュ
ン
セ

と
ポ
ー
セ
と
い
う
外
国
人
の
よ
う
な
名
を
与
え
る
こ
と
も
（「
手
紙
」）、

大
正
七
年
の
「
奉
教
人
の
死
」
の
世
界
を
読
ん
だ
後
で
は
当
た
り
前
の
こ

と
と
な
る
の
で
あ
る（

20
（

。

（
注
）

（
1
） 

池
川
敬
司
『
宮
沢
賢
治
と
の
接
点
』（
和
泉
書
院
、
平
成
20
・
7
）
21
ペ
ー

ジ
。

（
2
） 「
鈴
木
三
重
吉
と
「
赤
い
鳥
」
の
世
界
」（
広
島
市
立
中
央
図
書
館
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
）
を
参
照
。

（
3
） 

武
藤
清
吾
『
赤
い
鳥
』
と
そ
の
時
代
」（「
フ
ラ
ン
ス
文
学
」
令
和
元
・

1
）

（
1
） 

井
上
寿
彦
『
賢
治
さ
ん
の
イ
ー
ハ
ト
ヴ

─
宮
沢
賢
治
試
論
』（
風
媒
社
、

平
成
27
・
1
）
は
、
大
正
十
年
一
月
の
賢
治
上
京
の
目
的
は
「『
赤
い
烏
』
の

鈴
木
三
重
吉
に
会
い
に
行
っ
た
の
だ
」
と
断
定
し
て
い
る
（
11
ペ
ー
ジ
）。
三

重
吉
が
賢
治
と
会
っ
た
状
況
に
つ
い
て
は
11
ペ
ー
ジ
を
参
照
。

（
1
） 

こ
れ
ま
で
日
置
俊
次
「
宮
澤
賢
治
試
論

─
「
や
ま
な
し
」
を
め
ぐ
っ
て
」

（
国
語
と
国
文
学
」
平
成
10
・
3
）、「
宮
澤
賢
治
「
や
ま
な
し
」
再
論
」（「
青

山
語
文
」
平
成
21
・
3
）、「
宮
澤
賢
治
論

─
『
法
華
経
』
受
容
に
お
け
る
「
太

陽
」
の
イ
メ
ー
ジ
」（「
青
山
語
文
」
平
成
21
・
3
）、「
宮
澤
賢
治
論

─
「
雪

渡
り
」
か
ら
「
や
ま
な
し
」
へ
」（「
青
山
語
文
」
平
成
27
・
3
）、「
宮
澤
賢

治
が
求
め
た
光

─
法
華
文
学
と
し
て
の
「
や
ま
な
し
」」（「
青
山
学
院
大
学

文
学
部
紀
要
」
平
成
27
・
3
）、「
宮
澤
賢
治
「
お
き
な
ぐ
さ
」
論 

─
太
陽

の
も
と
で
の
転
生
」（「
青
山
学
院
大
学
文
学
部
紀
要
」
令
和
3
・
3
）
な
ど

の
論
考
で
、
賢
治
の
母
の
結
核
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
。

（
1
） 

引
用
は
宮
澤
清
六
「
兄
賢
治
の
生
涯
」（『
現
代
詩
読
本　

新
装
版　

宮
澤

賢
治
』
思
潮
社
、
昭
和
18
・
8
）
に
拠
る
。
こ
の
文
章
は
加
筆
再
録
。
収
録

書
に
よ
っ
て
文
章
に
変
化
が
あ
る
。

（
7
） 「
お
釈
迦
に
な
る
」と
い
う
言
葉
の
語
源
は
、集
英
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の「
日

本
語
辞
典
・
ル
ー
ツ
で
な
る
ほ
ど
慣
用
句
辞
典
」
に
よ
る
と
、「
江
戸
時
代
、

職
人
が
金
属
を
溶
接
す
る
と
き
に
火
が
強
す
ぎ
て
失
敗
し
、「
火
が
強
か
っ
た
」

と
い
う
と
こ
ろ
を
「
シ
ガ
ツ
ヨ
カ
ッ
タ
（
1
月
8
日
だ
）」
と
し
ゃ
れ
た
も
の

で
、
こ
の
日
が
お
釈
迦
様
の
誕
生
日
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
オ
シ
ャ
カ
に
な
っ

た
と
言
い
換
え
た
と
い
う
。
ま
た
、
鋳
物
職
人
が
地
蔵
を
鋳
よ
う
と
し
て
釈

迦
を
鋳
て
し
ま
っ
た
こ
と
か
ら
と
も
い
う
。」
と
あ
る
。
地
蔵
と
釈
迦
の
取
り

換
え
と
い
う
ポ
イ
ン
ト
は
、
本
論
で
も
一
つ
の
問
題
点
と
な
る
た
め
、
慣
用

句
に
あ
る
と
い
う
事
実
を
記
し
て
お
く
。
通
常
は
極
楽
浄
土
に
は
阿
弥
陀
が

お
り
、
ま
た
賽
の
河
原
に
は
地
蔵
菩
薩
が
い
る
。

（
8
） 
岩
谷
薫
『
亡
く
な
る
心
得
』（PA

N
A

RIO
N

、
令
和
1
・
1
）
は
、「
九

仞
の
功
を
一
簣
に
虧
く
」
と
い
う
例
が
中
国
古
典
や
日
本
の
古
典
の
中
に
多

い
こ
と
を
指
摘
す
る
。『
子
不
語
』
に
は
豚
に
な
っ
て
贖
罪
を
し
て
い
た
鄭
曼
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の
魂
が
、
最
後
に
凡
俗
の
僧
た
ち
の
せ
い
で
贖
罪
を
完
成
さ
せ
ら
れ
ず
、

三
十
年
後
に
清
廉
の
役
人
と
な
り
、
冤
罪
の
た
め
に
身
体
を
切
り
刻
ま
れ
る

羽
目
に
な
る
話
が
あ
る
と
い
う
（
11
ペ
ー
ジ
）。

（
1
） 

松
田
奈
緒
子
の
コ
ミ
ッ
ク
『
え
へ
ん
、
龍
之
介
。』（
講
談
社
、
平
成
23
・

1
、
20
ペ
ー
ジ
）
は
、
芥
川
が
田
端
の
自
宅
で
二
人
の
子
供
に
話
を
す
る
う

ち
に
「
蜘
蛛
の
糸
」
の
作
品
化
を
思
い
つ
い
た
よ
う
に
描
い
て
い
る
。
そ
う

で
あ
れ
ば
わ
か
り
や
す
い
の
だ
が
、
そ
の
頃
芥
川
は
結
婚
し
て
間
も
な
い
時

期
で
、
子
供
は
い
な
か
っ
た
し
、
田
端
に
住
ん
で
い
な
か
っ
た
。
大
正
七
年

の
芥
川
に
つ
い
て
は
、日
置
俊
次
「
芥
川
龍
之
介
「
奉
教
人
の
死
」
論

─
「
女

の
力
」
を
め
ぐ
っ
て

─
」（「
青
山
語
文
」
令
和
3
・
3
）、「
芥
川
龍
之
介
「
地

獄
変
」
論

─
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
と
の
関
わ
り

─
」（「
青
山
語
文
」
令

和
1
・
3
）
を
参
照
。
そ
の
ほ
か
芥
川
の
方
法
に
関
し
て
、
日
置
俊
次
「
芥

川
龍
之
介
「
羅
生
門
」
論
」（「
青
山
語
文
」
平
成
17
・
3
）、「
芥
川
龍
之
介
「
羅

生
門
」
論

─
下
人
の
太
刀
に
つ
い
て

─
」（「
青
山
語
文
」
平
成
30
・
3
）、

「
芥
川
龍
之
介
「
藪
の
中
」
論

─
竹
に
隠
さ
れ
た
秘
密

─
」（「
青
山
学
院

大
学
文
学
部
紀
要
」
令
和
2
・
3
）、「
芥
川
龍
之
介
「
羅
生
門
」
の
起
源

─
「
羅
生
門
の
鬼
」
伝
説
を
め
ぐ
っ
て
」（「
青
山
学
院
大
学
文
学
部
紀
要
」

令
和
1
・
3
）
を
参
照
。

（
10
） 

山
口
誠
一
「「
蜘
蛛
の
糸
」
と
そ
の
財
源
に
関
す
る
覚
書
」（「
成
城
文
藝
」

昭
和
38
・
1
）

（
11
） 

佐
藤
泰
正
（「
芥
川
龍
之
介
の
児
童
文
学

─
『
蜘
蛛
の
糸
』
小
論
」（「
国

文
学
」
昭
11
・
12
）
は
「
不
思
議
に
心
に
残
る
の
は
、
こ
の
虚
空
に
切
れ
た

ま
ま
垂
れ
さ
が
る
一
条
の
糸
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
三
好
行
雄

「〈
御
伽
噺
〉
の
世
界
で
」（『
三
好
行
雄
著
作
集
第
三
巻
』
筑
摩
書
房
、
平
成

1
・
3
、
288
ペ
ー
ジ
）
は
「〈
極
楽
の
蜘
蛛
の
糸
が
、
き
ら
き
ら
と
細
く
光
り

な
が
ら
、
月
も
星
も
な
い
空
の
中
途
に
、
短
く
垂
れ
て
ゐ
る
〉
と
い
う
、
月

も
星
も
な
い
。
無
明
の
闇
に
た
だ
よ
う
断
た
れ
た
救
済
の
イ
メ
ー
ジ
は
鮮
や

か
で
あ
る
。」「
蜘
蛛
の
糸
の
い
わ
ば
能
動
的
な
意
味
が
消
え
た
こ
と
で
、
そ

れ
は
は
じ
め
て
、
無
明
の
闇
に
た
だ
よ
う
〈
虚
無
〉
の
象
徴
に
ま
で
収
斂
さ

れ
え
た
」
と
述
べ
る
。
平
岡
敏
夫
（『
芥
川
龍
之
介　

抒
情
の
美
学
』（
大
修

館
書
店
、
昭
和
17
・
11
、
304
ペ
ー
ジ
）
は
「
蜘
蛛
の
糸
は
、
天
上
へ
登
ろ
う

と
す
る
健
陀
多
の
単
な
る
一
手
段
と
い
う
の
で
は
な
く
、
光
り
な
が
ら
そ
れ

自
体
の
美
し
さ
を
主
張
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
海
老
井

英
次
『
芥
川
龍
之
介
論
攷

─
自
己
覚
醒
か
ら
解
体
へ
』
桜
楓
社
、
昭
13
・

2
、
197
ペ
ー
ジ
）
は
「
こ
の
一
光
景
が
作
品
『
蜘
蛛
の
糸
』
の
主
想
を
支
え

る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
関
口
安
義
「
芥
川
龍

之
介
「
蜘
蛛
の
糸
」」（「
児
童
文
学
世
界
」
平
成
3
・
1
）
は
「「
月
も
星
も

な
い
空
の
中
途
に
、
短
く
垂
れ
て
ゐ
る
」
蜘
蛛
の
糸
を
見
つ
め
る
の
は
、
一

人
犍
陀
多
ば
か
り
で
は
な
い
。
人
間
誰
も
が
見
つ
め
る
も
の
な
の
だ
」
と
述

べ
る
。
戸
松
泉
「「
蜘
蛛
の
糸
」
の
語
り
手
」（「
芥
川
龍
之
介
」
平
成
1
・

2
）
は
「
か
細
い
糸
の
背
後
に
ど
こ
ま
で
も
続
く
広
漠
と
し
た
暗
や
み
を
じ
っ

と
見
つ
め
て
い
る
語
り
手
の
虚
無
的
な
視
線
だ
け
が
、
こ
の
小
説
の
中
で
前

景
化
し
て
く
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
高
橋
達
夫
「
芥
川
龍
之
介
『
蜘
蛛

の
糸
』
の
世
界

─
宮
沢
賢
治
『
永
訣
の
朝
』
と
の
関
連
か
ら
」（「
人
文
科

教
育
研
究
」
平
成
1
・
8
）
は
、「
極
楽
か
ら
降
ろ
さ
れ
た
蜘
蛛
の
糸
の
美
し

さ
は
、
地
獄
に
い
る
孤
独
な
犍
陀
多
の
心
象
に
響
く
こ
と
は
な
か
っ
た
」「
犍
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陀
多
は
僅
か
な
が
ら
で
も
蜘
蛛
の
糸
の
美
し
さ
に
触
発
さ
れ
な
い
限
り
、
決

し
て
救
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
。

（
12
） 
三
好
行
雄
「〈
御
伽
噺
〉
の
世
界
で
」（
前
掲
）
は
「
無
心
の
年
少
者
に
、

な
ん
の
前
提
も
な
く
こ
の
童
話
を
与
え
た
と
き
、
か
れ
が
お
釈
迦
さ
ま
は
無

慈
悲
で
犍
陀
多
は
か
わ
い
そ
う
だ
と
い
う
感
想
を
抱
い
た
と
し
て
も
、
な
ん

の
不
思
議
も
な
い
」
と
述
べ
る
。
谷
萩
昌
則
「
芥
川
龍
之
介
の
童
話

─
「
蜘

蛛
の
糸
」
に
見
ら
れ
る
児
童
観
の
問
題
に
つ
い
て
」（「
智
山
学
報
」
昭
和

17
・
3
）
は
「「
蜘
蛛
の
糸
」
に
は
疑
問
を
抱
い
て
い
た
。
己
れ
の
エ
ゴ
の
た

め
と
は
い
え
、
犍
陀
多
を
地
獄
に
突
き
落
し
た
ま
ま
何
ら
救
い
の
手
を
永
遠

に
さ
し
の
べ
よ
う
と
し
な
い
作
者
の
態
度
に
で
あ
る
」「
芥
川
は
童
話
と
は
何

で
あ
る
か
、
甚
だ
不
明
確
な
ま
ま
こ
の
作
品
を
書
い
た
の
で
あ
る
」
と
指
摘

し
て
い
る
。
酒
井
英
行
『
芥
川
龍
之
介　

作
品
の
迷
路
』（
有
精
堂
、
平
成

1
・
7
）
は
「
御
釈
迦
様
の
慈
悲
深
さ
と
苛
酷
さ
と
の
二
面
性
を
招
来
し
て

い
る
」「
作
者
は
、
犍
陀
多
に
対
し
て
「
無
慈
悲
」
で
あ
り
、
苛
酷
で
あ
る
と

い
う
他
な
い
」（
115
ペ
ー
ジ
）
と
指
摘
す
る
。
山
本
欣
司
「
芥
川
龍
之
介
「
蜘

蛛
の
糸
」
を
読
む
」（「
弘
前
大
学
教
育
学
部
紀
要
」
平
成
11
・
10
）
は
、「
夙

に
一
九
六
〇
年
代
よ
り
、
違
和
感
・
疑
問
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、
釈
迦
を
批
判

す
る
と
い
う
お
き
ま
り
の
コ
ー
ス
は
、
繰
り
返
し
辿
り
直
さ
れ
、
因
果
応
報

の
枠
組
み
を
否
定
／
相
対
化
す
る
こ
と
に
多
く
の
労
力
が
費
や
さ
れ
て
き
た
」

と
指
摘
し
て
い
る
。
芥
川
の
描
く
釈
迦
は
や
る
気
の
な
い
救
済
者
に
見
え
る

が
、
賢
治
の
描
く
釈
迦
は
極
め
て
能
動
的
で
あ
る
。

（
13
） 

三
好
行
雄
の
前
掲
論
文
は
、「
蜘
蛛
の
糸
」
の
原
典
「
因
果
の
小
車
」
で

犍
陀
多
の
「
世
尊
願
は
く
ば
吾
を
憐
れ
み
救
ひ
給
へ
」
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教

的
匂
い
の
す
る
呼
び
か
け
が
消
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
こ
に
「
仏

陀
の
恣
意
に
似
た
慈
悲
を
、
人
間
が
ま
さ
に
人
間
で
あ
る
ゆ
え
に
拒
む
と
い

う
構
図
」
を
見
て
、
そ
れ
が
芥
川
の
主
題
で
あ
る
と
す
る
。

（
11
） 

分
銅
惇
作
「『
ひ
か
り
の
素
足
』
─
浄
土
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
」（「
国

文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
昭
和
11
・
11
）
は
「
ひ
か
り
の
素
足
」
の
成
立
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

　
　
　

 　

四
百
字
詰
原
稿
用
紙
四
十
六
枚
の
現
存
草
稿
は
、
用
紙
・
筆
記
具
も

一
様
で
な
く
校
本
全
集
第
七
巻
の
校
異
に
よ
る
と
九
次
に
わ
た
る
推
敲

が
な
さ
れ
て
い
て
、
成
立
年
代
を
確
定
し
が
た
い
。
最
古
形
と
思
わ
れ

る
用
紙
に
は
別
に
旧
い
綴
り
穴
が
あ
っ
て
、
賢
治
が
大
正
七
年
夏
に
書

い
た
処
女
童
話
「
蜘
蛛
と
な
め
く
ぢ
と
狸
」
と
一
緒
に
綴
じ
ら
れ
て
い

た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
初
期
作
品
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
初

稿
に
推
敲
が
加
え
ら
れ
た
過
程
は
複
雑
で
あ
り
、
こ
の
作
品
に
執
着
し

た
作
者
の
意
欲
に
は
尋
常
で
な
い
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。

　

ま
た
作
品
に
描
か
れ
て
い
る
浄
土
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
如
来
寿
量
品
が
も
と
に

な
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
11
） 「
ひ
か
り
の
素
足
」の
詳
細
な
分
析
は
、日
置
俊
次「
宮
澤
賢
治
論

─
「
や

ま
な
し
」
か
ら
「
ひ
か
り
の
素
足
」
へ

─
」（「
青
山
学
院
大
学
文
学
部
紀
要
」

令
和
1
・
3
）
を
参
照
。

（
11
） 
池
上
雄
三
「
ひ
か
り
の
素
足
」（「
国
文
学
」
平
成
元
・
12
）
は
、「
に
ょ

ら
い
じ
ゅ
り
ゃ
う
ぼ
ん
第
十
六
」
と
い
う
声
は
「
誰
の
声
な
の
か
」
と
い
う

謎
を
提
起
す
る
。
八
木
公
生
「
イ
ー
ハ
ト
ー
ヴ
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
か

─
童
話

に
み
る
救
済
の
構
造
」（「
仏
教
」
平
成
2
・
10
）
は
、
そ
の
声
は
「
登
場
人
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物
の
誰
で
も
な
い
」
と
し
、「
こ
の
世
界
を
包
む
大
き
な
徳
の
力
そ
の
も
の
で

あ
る
」
と
す
る
。
素
足
の
人
は
誰
か
と
い
う
問
に
つ
い
て
、
大
塚
常
樹
『
宮

沢
賢
治 
心
象
の
記
号
論
』（
朝
文
社
、
平
成
11
・
1
、
308
ペ
ー
ジ
）
は
「《
弥

勒
菩
薩
》で
あ
る
可
能
性
が
最
も
高
い
」と
指
摘
す
る
。
ま
た
工
藤
哲
夫
は「
よ

く
分
か
ら
な
い
」（『
賢
治
考
証
』
和
泉
書
院　

平
成
22
・
3
、
10
ペ
ー
ジ
）

と
い
う
。
工
藤
哲
夫
は
、
あ
の
声
が
現
実
世
界
（
娑
婆
）
に
お
い
て
誰
か
が

唱
え
た
言
葉
で
、
追
善
供
養
の
働
き
を
成
し
た
と
す
る
。
し
か
し
、
声
の
主

は
お
釈
迦
様
と
考
え
る
の
が
素
直
な
読
み
方
で
あ
ろ
う
。
勤
行
の
習
慣
を
持

つ
も
の
に
は
、「
に
ょ
ら
い
じ
ゅ
り
ゃ
う
ぼ
ん
第
十
六
」
と
聞
こ
え
た
ら
「
私
、

釈
迦
は
…
…
」
と
続
い
て
い
く
感
覚
が
肉
体
化
し
て
お
り
、
そ
の
声
は
釈
迦

の
声
だ
と
考
え
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
読
者
が
自
然
に
釈
迦
を
想
起
す
る
こ
と

を
賢
治
は
期
待
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
が
「
蜘
蛛
の
糸
」
の
影
響
下

に
書
か
れ
た
物
語
で
あ
る
と
き
、
釈
迦
で
あ
る
こ
と
は
自
明
と
な
ろ
う
。

（
17
） 

分
銅
惇
作
（
前
掲
論
文
）、
黄
英
「
宮
沢
賢
治
「
ひ
か
り
の
素
足
」
論
」

（「Com
paratio

」、
平
成
18
・
11
）
な
ど
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
18
） 

賽
の
河
原
に
は
ふ
つ
う
地
蔵
菩
薩
が
救
済
に
現
れ
る
が
、
賢
治
は
釈
迦
を

描
く
。
そ
の
方
が
子
供
に
は
わ
か
り
や
す
い
。
極
楽
浄
土
に
阿
弥
陀
で
は
な

く
釈
迦
が
い
て
も
よ
い
と
い
う
自
在
さ
を
学
ん
で
い
た
こ
と
が
、
そ
の
要
因

と
し
て
働
い
て
い
る
。

（
11
） 

勝
原
晴
希
「『
蜘
蛛
の
糸
』
と
小
川
未
明
『
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
』」（
菊
池
弘
・

田
中
実
編
『
対
照
読
解　

芥
川
龍
之
介　
〈
こ
と
ば
〉
の
仕
組
み
』
蒼
丘
書
林
、

平
成
7
・
2
）
13
ペ
ー
ジ
。

（
20
） 

野
口
存
彌
『
大
正
児
童
文
学

─
近
代
日
本
の
青
い
窓
』
踏
青
社
、
平
成

６
・
９
、
11
ペ
ー
ジ
）
は
、「『
赤
い
鳥
』
創
刊
号
は
大
正
七
年
六
月
下
旬
に
発

売
さ
れ
、
書
店
に
並
べ
ら
れ
た
。
恐
ら
く
賢
治
は
創
刊
号
を
読
み
、
と
く
に

芥
川
龍
之
介
の
「
蜘
蛛
の
糸
」
か
ら
深
い
示
唆
を
受
け
た
の
で
は
な
い
か
と

推
定
さ
れ
る
」
と
述
べ
る
。
な
お
、
賢
治
が
選
ん
だ
世
界
が
な
ぜ
童
話
な
の

か
と
い
う
問
題
も
重
要
で
あ
る
。
童
話
を
書
く
に
は
、
読
者
に
多
く
の
配
慮

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
様
々
な
制
限
が
生
じ
る
。
難
解
な
漢
字
や
表
現
は

嫌
わ
れ
る
し
、
残
虐
な
場
面
や
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
場
面
は
避
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
お
経
の
文
句
を
い
く
ら
書
い
た
と
こ
ろ
で
、
子
供
に
は
読
め
な
い
。

し
か
し
永
遠
の
命
を
持
つ
釈
迦
か
ら
見
れ
ば
、
人
間
の
大
人
も
子
供
も
、
お

し
な
べ
て
幼
児
の
よ
う
な
存
在
に
す
ぎ
な
い
。
ス
ポ
ー
ツ
や
外
国
語
学
習
の

例
を
見
て
も
分
か
る
よ
う
に
、
直
感
力
の
高
い
子
供
な
ら
あ
る
世
界
を
完
璧

に
習
得
で
き
る
場
合
が
多
い
。
子
供
の
方
が
大
人
よ
り
未
来
が
豊
か
で
あ
り
、

可
能
性
に
満
ち
て
い
る
。
ま
た
、
童
話
は
大
人
の
心
に
も
働
き
か
け
る
も
の

で
あ
り
、
賢
治
は
大
人
の
読
者
も
意
識
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
処
女
作
も

書
い
て
か
ら
最
初
に
読
み
聞
か
せ
た
の
が
、
子
供
た
ち
で
は
な
く
、
弟
を
は

じ
め
と
す
る
家
族
た
ち
で
あ
り
、
彼
ら
は
ほ
ぼ
大
人
の
読
者
で
あ
っ
た
。
何

よ
り
も
「
蜘
蛛
の
糸
」
を
読
ん
で
感
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
自
身
の
体
験
を
、

賢
治
は
大
切
に
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
ひ
お
き
し
ゅ
ん
じ
／
本
学
教
授
）


