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生
も
死
も
悦
べ
る
世
界
ハ門

須す

喜藤f
市

2 隆?
住

竺イ山之
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畜
生
と
人
間

b
a
m来日
，
.
“

編
集
の
方
か
ら
何
か
執
筆
を
と
依
頼
さ
れ
て
、
「
死
を
悦
べ
る
世
界
」
と
い
う
題
を
考
え
て
み
た
の
で

す
が
、
こ
れ
で
は
ち
ょ
っ
と
誤
解
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
思
い
、
「
生
も
死
も
悦
べ
る
世
界
」
と
変
え

て
み
ま
し
た
。



「
死
を
悦
べ
る
世
界
」
で
は
、
「
死
」
だ
け
が
悦
べ
る
も
の
、
「
生
」
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
の
よ
う

に
受
け
取
ら
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
で
す。

仏
教
は
「
生
」
も
悦
び
、
「
死
」
も
悦
ぶ
世
界
だ
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

と
い
う
と
、
反
論
が
起
こ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん。
「仏
教
で
は
生
も
死
も
苦
と
教
え
て
い
る
」
と
。

げ
だ
っ

確
か
に
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
す
。

し
か
し
仏
教
は
「
生
死
解
脱
」
と
い
う
の
で
す
か
ら
、
生
と
死
を
単

に
苦
と
し
て
だ
け
教
え
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
脱
し
切
る
、
逃
れ
出
る
、
こ
と
を
教
え
て
い
る
の
で

ね
は

ん

あ
り
、
生
死
の
苦
を
脱
し
逃
れ
れ
ば
、
浬
繋
(安
楽
・
寂
静
)
だ
と
教
え
る
の
で
す
か
ら
、
「
生
死
は
苦
だ
」

と
い
う
よ
り
は
、
「
生
死
は
楽
に
変
ず
る
も
の
だ
」
と
教
え
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か

。

た
だ
し
そ
の
た
め
に
は
、
「
脱
し
切
る
」
と
い
う
条
件
が
不
可
欠
な
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
脱
し

切
り
方
が
、
仏
教
徒
の
も
の
の
考
え
方
、
そ
し
て
行
い
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
は
ず
で
あ
り
ま
す

。

今
は
こ
こ
で
、
浄
土
宗
の
開
祖
法
然
上
人
の
み
教
え
の
上
に
、
そ
の
脱
し
方
を
学
ば
せ
て
頂
く
こ
と
に
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い
た
し
ま
す
。

先
ず
法
然
上
人
の
次
の
お
言
葉
を
、
よ
く
熟
読
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す。

ゐ

「
受
け
難
き
人
の
身
を
受
け
て
、
逢
い
難
き
本
願
に
逢
い
て
、
起
こ
し
難
き
道
心
を
起
こ
し
て
、
離
れ

り
ん
担

難
き
輪
廻
の
里
を
離
れ
て
、
生
ま
れ
難
き
浄
土
に
往
生
せ
ん
事
は
、
悦
び
の
中
の
悦
び
な
り
」

(『
一
紙

小
消
息
』)



こ
れ
は
人
と
し
て
生
ま
れ
出
て
き
た
意
義
を
、
も
っ
と
も
簡
明
直
載
に
、
ズ
パ
リ
と
言
い
当
て
ら
れ
た
、

す
ば
ら
し
い
お
言
葉
だ
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

以
下
、
順
次
に
愚
考
を
記
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

「
受
け
雛
き
人
身
」
、
何
と
い
う
す
ば
ら
し
い
実
存
の
意
識
で
あ
り
ま
し
ょ
う。
人
間
が
こ
の
世
に
生

た
や
す

を
受
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
簡
単
な
こ
と
、
容
易
い
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す

。

そ
れ
な
の
に
、
私
は
今
、
人
間
と
し
て
こ
の
世
に
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

よ
く
考
え
て
み
る
と
、
そ
れ

は
実
に
重
大
な
こ
と
で
あ
り
ま
す

。

も
し
同
じ
生
を
受
け
る
に
も
、
人
間
以
外
の
動
物
と
し
て
生
ま
れ
て

い
た
な
ら
ば
如
何
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か。

今
は
動
物
(
人
側
以
外
の
)
受
難
の
時
代
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す。

学
者
の
研
究
で
は
何
万
殺
と
い
う

動
物
が
、
生
き
延
び
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
て
、
地
球
上
か
ら
姿
を
消
し
て
い
っ
て
い
る
と
い
う
の
で

あ
り
ま
す
。
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近
く
に
例
を
と
っ
て
み
ま
し
で
も
、
ペ
ッ
ト
プ
!
ム
な
ど
と
い
わ
れ
て
、
人
間
の
自
己
本
位
な
愛
玩
に

供
さ
れ
て
い
る
の
は
ま
だ
幸
せ
な
万
で
あ
っ
て
、
じ
ゃ
ま
に
な
れ
ば
ど
ん
ど
ん
捨
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

り
ま
す
。

テ
レ
ビ
で
子
猫
が
ご
み
と
い
っ
し
ょ
に
捨
て
ら
れ
て
い
る
の
が
放
映
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
子

猫
で
も
子
犬
で
も
ご
み
と
し
て
出
さ
れ
、
縁
日
に
買
っ
て
き
た
ヒ
ヨ
コ
が
、
糞
を
す
る
と
い
う
の
で
平
気

で
捨
て
ら
れ
た
り
も
し
て
お
り
ま
す
。

引
っ
越
し
す
る
人
が
、
ペ
ッ
ト
を
捨
て
い
く
の
も
困
っ
た
も
の
で



す
。

最
近
あ
る
新
聞
に
、
「
シ
ロ
に
見
る
ペ
ッ
ト
の
末
路
、
多
く
は
生
体
実
験
に
、
動
物
虚
待
を
病
院
に

抗
議
」
と
い
う
見
出
し
で
、
次
の
よ
う
な
事
が
報
じ
ら
れ
て
お
り
ま
し
た。

「
生
体
実
験
室
か
ら
命
か
ら
が
ら
生
環
し
た
一
匹
の
犬
が
い
る。
手
術
後
の
経
過
を
見
る
は
ず
だ
っ
た

医
師
か
ら
な
ぜ
か
忘
れ
去
ら
れ
、
傷
口
は
ひ
ど
く
化
の
う
、
皮
膚
病
で
耳
は
崩
れ
落
ち
る
と
い
う
姿
で

外
部
の
人
に
保
護
さ
れ
た
の
だ
。
病
院
側
は
管
理
の
手
落
ち
は
認
め
た
が
、
動
物
に
苦
痛
を
与
え
た
点

で
の
反
省
は
あ
ま
り
な
い
よ
う
だ
。

『
動
物
実
験
の
廃
止
を
求
め
る
会
」
に
よ
る
と
、M
市
の
国
立
病
院
の
構
内
で
、
足
を
引
き
ず
り
腰

の
手
術
跡
も
生
々
し
い
犬
を
会
員
が
見
つ
け
た
の
が
昨
年
十
月
中
旬
、
こ
の
犬
が
収
容
さ
れ
て
い
る
病

院
の
犬
舎
に
何
度
か
足
を
運
び
様
子
を
見
る
う
ち
に
、
犬

(会
貝
は
シ
ロ
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
)
は
ま
す

ま
す
衰
弱
し
、
立
ち
上
が
る
の
も
や
っ
と
の
状
態
に
な
っ
た。

会
員
は
飼
育
係
に
『
獣
医
に
見
せ
て
』
と
頼
ん
だ
が
断
ら
れ
た
の
で
H

緊
急
保
a
H
措
置
と
し
て
十

二
月
初
め
、
カ
ギ
の
か
か
っ
て
い
な
い
火
舎
か
ら
シ
ロ
を
連
れ
出
し
、
現
在
手
当
て
を
受
け
さ
せ
て
い

る
。当

時
の
シ
ロ
は
、
顔
の
毛
は
ほ
と
ん
ど
抜
け
落
ち
、

L

A
u・
つ
い

死
。

脊
椎
手
術
を
受
け
た
跡
に
は
タ
コ
糸
が
残
り
、

ま
っ
て
い
た
。

- 5-

か
い
信
ん

え

耳
は
許
容
の
か
さ
ぷ
た
で
固
ま
っ
て
先
端
が
壊

傷
口
を
中
心
に
皮
膚
の
下
い
っ
ぱ
い
に
う
み
が
た



病
院
は
同
十
七
日
、
会
員
か
ら
抗
議
の
電
話
を
受
け
る
ま
で
、
犬
が
い
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気

付
か
な
か
っ
た
。

二
十
日
、
同
会
に
対
し
て
病
院
が
行
っ
た
説
明
会
に
よ
る
と
、
シ
ロ
は
下
半
身
不
随

の
人
の
治
療
に
役
立
て
る
た
め
、
九
月
上
旬
、
整
形
外
科
の
医
師
が
脊
随
(
正
確
に
は
馬
尾
神
経
)
を

切
り
、
そ
の
回
復
の
度
合
い
を
見
る
過
程
に
あ
っ
た
と
い
う
。

し
か
し
術
後
は
飼
育
係
に
任
せ
き
り
で
、
医
師
は
シ
ロ
が
緋
癖
に
か
か
っ
て
い
た
事
実
も
知
ら
ず
、

動
物
に
対
す
る
無
関
心
さ
を
見
せ
つ
け
た
。
病
院
は
施
設
の
改
善
を
約
束
、
「
犬
は
大
切
な
試
料
だ
か

ら
返
し
て
ほ
し
い
』
と
求
め
た
が
、
同
会
は
拒
否
し
平
行
線
の
ま
ま
だ
。

ま
た
、
犬
猫
を
研
究
機
関
に
払
い
下
げ
て
い
る
各
自
治
体
に
対
し
、
同
会
は
「
ペ
ッ
ト
を
保
健
所
な

ど
で
引
き
取
る
際
、
持
ち
込
む
人
に
、
実
験
に
使
わ
れ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
知
ら
せ
る
べ
き
だ
』
と
訴

え
て
い
く
と
い
う

。

と
い
う
の
も
持
ち
込
む
飼
い
主
側
に
は
『
最
悪
の
場
合
で
も
安
楽
死
さ
せ
て
く
れ

る
も
の
』
と
い
う
甘
い
期
待
が
あ
る
か
ら
だ。

総
理
府
統
計
に
よ
る
と
、
平
成
元
年
に
日
本
全
体
で
保
健
所
、
動
物
セ
ン
タ
ー
な
ど
が
扱
っ
た
犬
約

四
十
一
万
匹
の
う
ち
実
験
用
に
払
い
下
げ
ら
れ
た
の
は
約
六
万
匹
。
猫
は
三
十
四
万
匹
の
う
ち
一
万
二

千
匹
。
同
会
の
I

代
表
は
『
飼
い
主
が
持
ち
込
ん
だ
成
犬
猫
は
、
健
康
で
あ
れ
ば
ほ
ほ
百
パ
ー
セ
ン
ト
、

実
験
室
行
き
と
み
て
間
違
い
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
病
院
は
「
う
ち
は
犬
舎
な
ど
の
施
設
は
い
い
方
で
、
都
か
ら
も
褒
め
て
も
ら
っ
て
い
る
ほ
ど
』 - 6 ー



と

一
吉う
。

だ
と
す
る
と
、
ほ
か
の
研
究
機
関
で
は
も
っ
と
ひ
ど
い
扱
い
な
の
だ
ろ
う
か

。

シ
ロ
は
動
物

実
験
の
実
態
の

w

生
き
証
人
u
と

一
宮え
そ
う
だ

。
」

皆
さ
ん
は
こ
の
記
事
を
ご
覧
に
な
っ
て
、
ど
う
お
考
え
で
し
ょ
う
か。
本
当
に
ひ
ど
い
話
で
あ
り
ま
す
。

動
物
実
験
は
、
犬
や
猫
だ
け
で
は
な
し
に
、
サ
ル
、
ウ
サ
ギ
、
モ
ル
モ
ッ

ト
、
ネ
ズ
ミ
、
そ
の
他
、
い
ろ

い
ろ
な
種
類
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
す
が
、
す
べ
て
人
間
が
生
き
延
び
る
た
め
に
、

こ
れ
ら
の
生
き
も
の
が
犠
牲
に
な
っ
て
い
る
の
で
す。

そ
れ
に
つ
け
て
も
、
こ
の
よ
う
な
動
物
に
生
ま
れ
て
こ
な
か
っ
た
自
分
に
、
つ
く
づ
く
と
感
謝
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
し
て
動
物
愛
護
と
い
う
こ
と
に
も

っ
と
も

っ

と
心
を
致
す
必
要
が
あ
る
と
思
う
の

で
あ
り
ま
す
。

よ

平
安
時
代
に
お
念
仏
を
弘
め
ら
れ
、
法
然
上
人
も
思
想
上
の
師
と
あ
が
め
ら
れ
た
恵
心
僧
都
は
、
『
械

か
わ

ゐ
尉

川
法
組問
』
に
、
「
夫
れ一
切
衆
生
、

三
悪
道
を
の
が
れ
て
人
間
に
生
ま
る
る
こ
と
大
い
な
る
悦
び
な
り
。

身
は
い
や
し
く
と
も
畜
生
に
お
と
ら
ん
や

。

家
貧
し
く
と
も
餓
鬼
に
は
ま
さ
る
べ
し

。

心
に
思
う
こ
と
か

〈
ち
・
‘
と

な
わ
ず
と
も
地
獄
の
苦
し
み
に
は
比
ぶ
べ
か
ら
ず
。

祉
の
住
み
う
き
は
厭
う
た
よ
り
な
り
。

人
か
ず
な
ら

ぬ
身
の
い
や
し
き
は
菩
提
を
願
う
し
る
べ
な
り
。

こ
の
ゆ
え
に
人
間
に

生
ま
る
る
こ
と
を
悦
ぶ
べ
し
」
と

ご
教
示
な
さ
れ
ま
し
た
。

何
と
い
う
尊
い
ご
教
示
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。

私
た
ち
は
、
ど
ん
な
に
苦
し
く
と
も
、
畜
生
の
世
界
、
餓
鬼
の
世
界
、
地
獄
の
世
界
よ
り
は
ま
し
で
あ

- 7 ー



り
ま
す
。

地
球
上
で
は
、
愚
か
な
戦
争
の
た
め
に
不
幸
に
な
っ
た
り
、
後
進
国
の
悪
条
件
で
不
幸
に
あ
え
ぐ
人
た

ち
が
た
く
さ
ん
出
て
お
り
ま
す
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
人
た
ち
も
、
畜
生
の
よ
り
は
ま
し
な
の
で
あ
り
ま
す
。

同
じ
悪
条
件
の
中
で
も
、

畜
生
よ
り
は
よ
く
扱
わ
れ
ま
す
し
(
部
分
的
に
は
例
外
も
あ
り
ま
す
が
、
総
体
的
に
見
れ
ば

)、
救
い
の
手
も
畜
生

よ
り
は
人
が
先
行
さ
れ
ま
す
。

そ
し
て
、
何
よ
り
も
人
は
、
万
物
の
霊
長
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
他
の
動
物
よ
り
優
れ
た
心
と
い
う
も

の
を
も
っ
て
お
り
ま
す

。

そ
の
よ
う
な
存
在
に
生
ま
れ
て
き
た

(探
い
信
心
か
ら

い
え
ば
、
生
ま
れ
さ
せ
て
頂
い

た
て
そ
の
こ
と
が
、
た
だ
た
だ
有
難
い
の
で
あ
り
ま
す
。

恵
心
僧
都
の
ご
教
示
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
人
間
で
あ
れ
ば
、
た
と
い
住
み
づ
ら
い
苦
し
み
で
も
、
逆

に
そ
れ
を
向
上
の
機
縁
に
転
じ
、
至
ら
ぬ
身
で
あ
っ
て
も
そ
こ
に
却
っ
て
向
上
の
道
が
開
か
れ
る
と
い
う

も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う

。

そ
う
考
え
れ
ば
、
人
間
と
生
ま
れ
さ
せ
て
頂
い
た
こ
と
は
、
真
に
有
難
い
こ
と
、
勿
体
な
い
こ
と
で
あ

り
ま
す
。

(
つ
づ
く
)

- 8 ー



仏
教
と
デ
ス. 
エ
デ
ュ
ケ
!
シ
ョ
ン

l
l

私
の
活
動
ノ
l
ト
i
l

i
-
-
ω

藤さ
/ー\

Q, D • 
死- ヌてき
問 E ' 
題・
研 S

~ I 
代

と./ '(青1

雅が

ホ
ス
ピ
ス
の
模
索

張
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
感
染
症
が
激
減
し
慢
性
病
が

多
く
な
っ
た
と
い
う
疾
病
構
造
の
変
化
も
関
係
し
て

い
る
。

慢
性
病
の
多
く
は
生
活
習
慣
病
と
い
わ
れ
る

よ
う
に
永
年
の
生
活
ぶ
り
が
積
み
重
な
っ
て
現
れ
る

の
で
、
即
効
薬
や
特
効
薬
は
な
い
。

治
癒
す
る
の
で

は
な
く
、
症
状
を
押
さ
え
て
療
養
す
る
。

が
ん
も
増

加
し
て
い
る
。

治
ら
な
い
ま
ま
末
期
を
迎
え
る
人
が

日
本
で
も
一
九
七
0
年
代
か
ら
タ
ー
ミ
ナ
ル

・

ケ

ア
(
末
期
医
療
)
の
必
要
性
が
叫
ば
れ
出
し
た。
元

気
に
な
っ
て
退
院
し
て
い
く
患
者
と
ち
が
い
、
死
に

ゆ
く
患
者
に
は
特
別
な
配
慮
を
す
べ
き
だ
と
い
う
主
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増
え
て
き
た
。

そ
う
い
う
患
者
さ
ん
を
対
象
と
し
た

医
療
施
設
が
ホ
ス
ピ
ス
で
あ
る
。

独
立
施
設
、
院
内

独
立
病
棟
型
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
型
が
あ
る。

ホ
ス
ピ
ス
は
、
わ
が
国
で
も
先
進
の
浜
松
聖
隷
ホ

ス
ピ
ス
、
淀
川
キ
リ
ス
ト
教
病
院
ホ
ス
ピ
ス
を
は
じ

め
、
現
在
、
ホ
ス
ピ
ス
ケ
ア
を
実
践
し
て
い
る
施
設

が
よ
う
や
く
二
ケ
タ
に
な
っ
て
き
た
。

イ
ギ
リ
ス
で

発
生
し
ア
メ
リ
カ
や
欧
米
諸
国
で
普
及
し
て
き
た
近

代
ホ
ス
ピ
ス
は
、
四
つ
の
痛
み
の
ケ
ア
が
中
心
な
の

で
、
宗
教
性
が
問
題
に
な
る
。

わ
が
国
で
も
キ
リ
ス

ト
教
系
病
院
が
母
体
に
な
っ
て
い
る
場
合
が
多
く
、

か
け
声
ほ
ど
に
施
設
が
増
え
な
い
原
肉
は
ホ
ス
ピ
ス

の
宗
教
性
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い

る
。

最
近
は
厚
生
省
が
、
「
宗
教
を
考
え
な
い
ホ
ス

ピ
ス
」
と
い
う
意
味
な
の
か
、
緩
和
ケ
ア
病
棟
と
い

う
シ
ス
テ
ム
を
提
唱
し
て
、
国
立
病
院
な
ど
で
も
末

期
ケ
ア
専
門
の
施
設
を
検
討
し
は
じ
め
て
い
る
。

し

か
し
、
前
固
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
死
と
い
う

も
っ
と
も
実
存
的
な

「
い
の
ち

」
の
問
題
に
真
っ
向

か
ら
取
り
組
も
う
と
い
う
と
き
、
宗
教
抜
き
な
ど
と

い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
ょ
う
か
。

ホ
ス
ピ
ス
と
い
う

施
設
自
体
、
宗
教
的
ケ
ア
を
大
き
な
柱
と
し
て
掲
げ

て
い
る
。

そ
れ
で
は
日
本
で
は
仏
教
を
母
体
と
し
た
ホ
ス
ピ

ス
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
だ
、
と
い
う
声
が
あ
り
、

浄
土
点
宗
の
ピ
ハ
!
ラ
運
動
な
ど
、
ご
く

一
部
で
そ
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う
よ
う
な
要
請
に
応
え
る
べ
く
動
き
は
じ
め
て
い

る
。

と
に
か
く
、
医
療
施
設
の
な
か
で
の
本
期
医
療

専
用
病
棟
と
し
て
の
ホ
ス
ピ
ス
の
必
要
性
が
認
め
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る

。



病
院
を
つ
く
り
た
い

つ
く
づ
く
医

D

-
E

-
S

の
活
動
を
つ
う
じ
て
、

療
と
宗
教
の
迎
携
が
大
切
に
感
じ
た
。

関
係
者
に
は
私
た
ち
の
主
張
を
理
解
し
て
も
ら
え
る

が
、
現
在
の
病
院
の
組
織
は
宗
教
者
と
協
力
し
あ
う

こ
と
を
阻
害
し
て
い
る
。

私
た
ち
も
交
流
の
あ
る
医

師
を
つ
う
じ
て
何
度
か
病
院
に
足
を
運
ん
だ
が
、
院

内
で
位
慣
づ
け
で
き
る
よ
う
な
状
況
を
つ
く
る
の
は

む
つ
か
し
い
と
思
っ
て
い
る

。

「
珍
し
い
存
在
」
と

い
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
は
い
け
な
い

。

ど
う
し
た
ら

一
部
の
医
療

よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

わ
れ
わ
れ
で
病
院
を
つ
く
る
。

そ
れ
し
か
な
い
と

痛
感
し
あ
れ
こ
れ
検
討
し
て
み
た

。

し
か
し
、
病
院

と
い
う
以
上
、
医
師
や
者
説
婦
の
業
務
を
私
た
ち
が

す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
な
ら
ば、

医
師
や
看
護

射
を
養
成
で
き
る
機
関
が
な
く
て
は
意
味
が
な
い。

(
看
護
学
部
併
設
の
)
大
学
医
学
部
と
付
属
病
院
:
:

:
。

こ
う
考
え
て
い
く
と
と
て
も
手
の
届
か
な
い
課
題
で

あ
る
し
ば
ら
く
の
閥
、

「ど
う
し
て
も
救
い
の
あ

る
施
設
を
つ
く
り
た
い
」
と
い
う
情
熱
を
わ
が
胸
に

指
き
つ
つ
会
活
動
を
つ
づ
け
て
い
た。

ホ
ス
ピ
ス
と
は
何
か
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タ
ー
ミ
ナ
ル
・
ケ
ア
の
必
要
性
が
叫
ば
れ
て
い
る

が
、
そ
こ
で
い
わ
れ
る
の
は
、
(肉
体
的
)
痛
み
の
軽

減
、
精
神
的
な
支
え
、
医
療
者
と
の
患
者
の
意
思
蝶

通
な
ど
で
あ
る
。

こ
ん
な
基
本
的
な
こ
と
は
普
通
の

医
療
で
も
と
う
ぜ
ん
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

現

状
の
医
療
は
こ
う
な
っ
て
い
な
い
か
ら
、
せ
め
て
末



期
の
患
者
に
は
:
:
:

と
い
う
わ
け
で
あ
る

。

ホ
ス
ピ

ス
が
、
痛
み
に
耐
え
る
こ
と
な
く
、
患
者
(
病
め
る

人
)
を
さ
ま
ざ
ま
に
支
え
、
ケ
ア
す
る
側
さ
れ
る
側

と
い
う
境
界
な
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
十
分
に

さ
れ
る
l
l

こ
う
い
う
施
設
の
こ
と
で
あ
る
な
ら
、

病
院
(
医
療
施
設
)
で
な
く
て
も
で
き
る
の
で
は
な

い
か
と
思
っ
て
い
る
。

ホ
ス
ピ
ス
ケ
ア
の
う
ち
医
療
者
で
な
け
れ
ば
で
き

な
い
こ
と
は
近
隣
の
病
院
と
連
携
す
れ
ば
よ
い
。
そ

う
い
っ
た
外
的
条
件
は
ど
う
に
で
も
な
る
だ
ろ
う
。

ホ
ス
ピ
ス
を
ホ
ス
ピ
ス
た
ら
し
め
て
い
る
条
件
と
は

何
か
?
そ
れ
は
患
者
さ
ん
(
病
め
る
人
)
の
救
い

で
あ
ろ
う
。
な
ら
ば

、

そ
の
一
点
に
共
鳴
す
る
人
び

と
の
集
団
が
あ
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

施
設
、

医
師
や
看
議
婦
な
ど
の
専
門
職
、
シ
ス
テ
ム
さ
え
も

二
次
的
な
条
件
で
あ
る
。

何
よ
り
も
大
切
な
の
は
、

目
標
が
あ
り
、
そ
の
目
標
へ
向
か
う
と
い
う
方
向
性

さ
え
ま
ち
が
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
成
就
す
る
は
ず
で

あ
る
。

そ
う
い
う
願
を
も
ち
、
そ
の
願
の
も
と
に
集

う
組
織
を
つ
く
り
た
い
1
1

こ
れ
が
現
在
の
私
の
唯

一
枇
大
の
目
僚
で
あ
る
。

ホ
ス
ピ
ス
と
か
ピ
ハ

l

ラ

と
か
名
称
に
は
こ
だ
わ
ら
な
い
。

そ
ん
な
も
の
は
ホ

ス
ピ
ス
で
は
な
い
と
い
わ
れ
る
な
ら
そ
れ
で
も
い

ぃ
。

し
か
し
、
名
称
は
ど
う
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
う
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い
う
集
団
を
つ
く
り
た
い
。

み
ん
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
い
う
と
、
あ
る
種
独
特
な
響
き

が
あ
る
。

受
け
取
る
人
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
意
味

を
感
じ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

私
は
こ
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
。

金
銭
授
受
の



あ
る
な
し
に
か
か
わ
ら
ず
、
仕
事
の
内
容
に
か
か
わ

ら
ず
、
そ
こ
に
関
わ
る
人
は
す
べ
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

で
あ
る
、
と
。

こ
れ
も
名
称
に
こ
だ
わ
ら
な
い
。

そ

う
い
う
の
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
は
い
わ
な
い
と
い
う

の
な
ら
、
そ
れ
は
そ
れ
で
い
い
。

私
が
目
指
し
て
い

る
の
は
「
病
む
人
」
を
「
癒
す
家
」
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
以
外
の
こ
と
は
ど
う
で
も
い
い
。

こ
の

「病
む

人
を
癒
す
家
」
に
何
ら
か
の
協
力
を
し
て
く
れ
る
人

は
み
ん
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
り
ゅ
間
で
あ
る

。

考

え
ら
れ
る
仕
事
は
無
限
に
あ
る
。

必
要
に
応
じ
て
自

動
車
を
運
転
す
る
人
、
花
を
植
え
る
人
、
料
理
を
つ

く
る
人
、
靴
を
磨
く
人
、
掃
除
す
る
人

:
:
:

。

こ
の

よ
う
な
人
た
ち
が
「
病
む
人
の
癒
し
」
に
役
立
っ
た

め
に
は
何
が
必
要
な
の
か
。

そ
れ
は
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
で
あ
る
。

よ
く

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
と
い
う
と
、

「私
は
何

も
で
き
な
い
か
ら
」
と
い
う
人
が
い
る。
し
か
し
、

私
は
、
何
も
で
き
な
い
人
な
ど
い
な
い
と
患
っ
て
い

る
。

無
財
の
七
施
と
向
じ

、
お
金
が
な
く
て
も
、
資

格
や
特
技
が
な
く
て
も
み
ん
な
果
た
せ
る
役
割
は
あ

る
。

た
と
え
ば
身
体
の
不
自
由
な
独
居
の
お
年
寄
り

が
い
る
と
す
る
。

昼
食
を

一
人
前
余
分
に
つ
く
る
主

婦
と

そ
れ
を
届
け
る
人
が
い
れ
ば
、
ひ
と
つ
の
ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア
が
成
立
す
る
。

そ
う
考
え
れ
ば
簡
単
だ。

可
能
な
こ
と
を
ひ
と
つ
ず
つ
積
み
重
ね
て
い
け
ば
い

い
。

助
け
が
必
要
な
人
が
い
て
、
何
か
を
手
伝
う
人

が
い
て
、
そ
れ
を
結
び
つ
け
る
人
(
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
l

)
が
い
れ
ば
い
い
。
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E

・

キ
ュ
ー
ブ
ラ
l

・

ロ
ス
の
本
に
「
私
た
ち
は

悲
し
み
に
打
ち
ひ
し
が
れ
て
い
た。
そ
の
と
き
、
こ

の
物
静
か
な
隣
人
は
現
れ
た
」
と
い
う
書
き
出
し
で

は
じ
ま
る
つ
ぎ
の
よ
う
な
挿
話
が
あ
る
。

あ
る
日
突



然
、
兄
夫
婦
一
家
全
員
が
交
通
事
故
で
死
亡
し
た
。

悲
嘆
に
く
れ
て
何
を
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
わ
か
ら

な
い

。
頭
の
な
か
が
混
乱
し
て
い
る
。
洗
溢
を
す
る

前
で
汚
れ
た
服
は
積
み
上
げ
て
あ
る
。
夕
食
の
跡
片

づ
け
も
ま
だ
済
ん
で
い
な
い
し
、
オ
モ
チ
ャ
は
い
た

る
と
こ
ろ
に
散
ら
か
っ
て
い
る

。
自
分
は
事
故
の
起

き
た
遠
隔
地
に
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
と
き

、

普
段
あ
ま
り
話
し
た
こ
と
も
な
い
近
所
の
男
性
が
来

て
「
あ
な
た
方
の
靴
を
磨
こ
う
と
思
っ
て
来
ま
し
た
」

と
い
う
。
怪
誇
な
顔
を
す
る
家
人
に
そ
の
人
は
、
父

親
の
葬
式
の
目
、
子
供
の
靴
を
ピ
カ
ピ
カ
に
磨
く
の

に
時
間
が
か
か
っ
た
経
験
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
た
。

そ
し
て
黙
々
と
家
中
の
靴
す
べ
て
を
ピ
カ
ピ
カ
に
磨

い
て
帰
っ
て
行
っ
た

。
靴
の
こ
と
な
ど
と
て
も
頭
が

働
か
な
い
と
き
、
そ
の
隣
人
の
靴
を
磨
く
姿
を
見
て

よ
う
や
く
わ
れ
に
か
え
っ
た
。
「
そ
う
だ
、
ま
ず
洗

混
か
ら
し
よ
う
」。

こ
の
挿
話
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
つ
い
て
、
私
た

ち
が
考
え
て
い
る
以
外
の
示
唆
を
う
え
で
く
れ
る。

す
な
わ
ち
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
い
っ
て
も
身
構
え
て

特
別
な
こ
と
を
す
る
の
で
は
な
く
、
ご
く
日
常
の
こ

と
の
手
助
け
を
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
語
っ
て
い

る
。病

院
を
つ
く
る
な
ど
と
大
き
い
こ
と
を
い
っ
て
い

な
が
ら
、
そ
の
程
度
の
こ
と
で
満
足
す
る
の
か
と
い

う
人
も
お
ら
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ

う
な
人
た
ち
の
集
ま
り
が
ホ
ス
ピ
ス
な
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

こ
う
い
う
集
団
が
必
要
な
の
だ
。

む
し

- 14 ー

ろ
、
こ
の
よ
う
な
集
団
さ
え
あ
れ
ば
い
い
と
す
ら

思
っ
て
い
る
。

こ
う
い
う
集
団
が
あ
っ
て
、
た
ま
た

ま
そ
の
な
か
の
誰
か
が
亡
く
な
る
。
み
ん
な
で
弔
う。

こ
れ
こ
そ
現
代
版
の
二
十
五
三
味
結
社
な
の
で
は
な



い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
大
仰
に
い
わ
な
く
て
も

、

お
・
寺
と
い

う
の
は
多
か
れ
少
な
か
れ
コ

l

デ
ィ
ネ
l

ト
し
て
い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
お
檀
家
に
子
ど
も
の
登

校
拒
否
で
悩
ん
で
い
る
家
が
あ
る
と
、
お
櫨
家
や
知

り
合
い
の
教
育
専
門
家
を
紹
介
す
る
。

ま

た
、
体
調

が
悪
く
て
悩
ん
で
い
る
人
に
O
O
療
法
の
こ
と
を
伝

え
る
、
等
々
。

基
本
的
に
は
、
こ
の
よ
う
な
シ
ス
テ

ム
が
、
多
岐
的
か
つ
日
常
的
に
機
能
す
る
か
ど
う
か
、

あ
ら
ゆ
る
病
理
に
対
応
で
き
る
よ
う
な
ネ
ッ
ト
ワ

ー

ク
に
な
っ
て
い
る
か

、

と
い
う
よ
う
な
課
題
を
ど
う

克
服
す
る
か
な
ど
の
問
題
は
あ
る
が
、
「
病
む
人
の

癒
し
」
と
い
う
旗
印
の
下
に
多
く
の
人
や
お
寺
が
展

開
し
て
い
け
ば
す
ば
ら
し
い
と
思
う
。

当
初
は
「
教
団
で
病
院
の
一
つ
も
も
た
い
で
」
な

ど
と
い
う
こ
と
か
ら
、
活
動
を
つ
づ
け
て
き
て
、
た

ど
り
つ
い
た
ひ
と
つ
の
結
論
で
あ
る。

一
つ
の
病
院

よ
り
「
病
む
人
の
癒
し
」
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
で
あ
る。

病
院
は
意
味
が
な
い
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

何
も
か
も
(
病
気
を
治
す
こ
と
だ
け
で
な
く
人
が
死

に
ゆ
く
ま
で
、
と
い
う
意
)
を
病
院
に
頗
ら
な
く
て

も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
い
い
た
い
の
で
あ
る

。

私
の
活
動
体
験
か
ら
、
四
国
に
わ
た
っ
て
思
い
つ

く
ま
ま
に
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た

。

今
回
述
べ
た

こ
と
が
、
現
在
、
私
の
で
き
る
も
っ
と
も
必
要
か
っ

最
大
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、

皆
さ
ん
の
ご
協
力
の
も
と
に
仲
間
と
歩
ん
で
き
た

0

・

E

-

S

の
活
動
は
、
こ
の
よ
う
な
実
践
の
場
に

収
赦
し
て
い
っ
て
こ
そ
意
味
が
あ
る
も
の
だ
と
確
信

し
て
い
る
。

(
お
わ
り
)

- 15-
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一心
の
し
ら
べ

-

生
活
の
う
た
口

~F 

イ乍

句

の

り

方
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俳
句
は
だ
れ
で
も
ど
こ
で
も
た
や
す
く
作
れ

る
生
活
の
持
で
あ
り
ま
す
。

日
本
は
世
界
の
中

で
も
も
っ
と
も
四
季
の
移
り
変
わ
り
の
美
し
い

国
で
す
。

日
本
人
は
古
来
、
桜
の
花
を
愛
し
、

月
を
賞
し
、
m
Jを
貨
で
て
き
た
詩
の
心
を
持
っ

て
い
ま
す
。

そ
し
て
日
本
は
山
の
美
し
さ
水
の

美
し
さ
に
恵
ま
れ
、
旅
を
愛
す
る
心
か
ら
俳
句

引』紬... ・句叫h唱

細

- 16-

官久
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田

議U
(俳
nザ
曲
窓
明)

が
親
し

ま
れ
て
き
ま
し
た
。

さ

ら

に
日
本
語
は
七
五
調
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
自
然
に
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
俳
句
が
つ
づ
ら
れ

て
き
き
ま

し

た
。

日
本
の
四
季
の
美
し
い
大
白

然
を
愛
す
る
心
か
ら
、
又
、
日
本
語
の
特
色
の

中
か
ら
俳
句
が
生
ま
れ
て
き
ま
し
た。

日
本
語

さ
え
で
き
れ
ば
だ
れ
で
も
俳
句
は
作
れ
る
は
ず
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で
す
。

子
供
俳
句
も
お
世
話
し
て
い
ま
す
が
、

子
供
は
素
直
な
俳
句
を
作
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

ま
た
高
齢
の
方
々
も
文
芸
に
親
し
む
こ
と

が
さ
か
ん
に
な
り
、
八
十
歳
、
九
十
歳
の
方
で

は
じ
め
て
俳
句
に
親
し
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
、

り
っ
ぱ
な
俳
句
を
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

俳
句
は
だ
れ
で
も
作
れ
る
も
の
で
す
。

だ

れ
で
も
俳
句
は
作
れ
ま
す
が
、
つ
ぎ
の
十
項
目

は
俳
句
を
作
る
大
切
な
要
件
で
す
。

ω
五
七
五
の
リ
ズ
ム
を
守
る
こ
と

歌
舞
伎
の
セ
リ
フ
が
親
し
ま
れ
、
トn
典
が
口

述
さ
れ
て
き
た
の
は
七
五
調
で
あ
る
か
ら
で

す
c

日
本
語
は
母
音
と
子
音
の
組
み
合
わ
せ
で

あ
っ
て
、
外
国
の
言
葉
と
異
な
り
ま
す

。

俳
句

は
和
歌
や
連
歌
か
ら
独
立
し
、
五
ヒ
五
の
定
型

を
基
本
と
し
ま
す
。

世
界
で
も
っ
と
も
短
か
い

詩
と
い
わ
れ
て
い
ま
す

‘

間
有
名
詞
な
ど
で
こ

の
定
型
に
な
ら
な
い
例
外
も
あ
り
ま
す
が
、
で

き
る
だ
け
こ
の
定
型
に
お
さ
め
る
こ
と
が
一
番

大
切
で
す
。

め
る
う

ん
事

ど

め
ま
の
が
b

荒
海
や
佐
渡
に
よ
こ
た
ふ
天
河

芭
蕉

②
俳
句
に
季
語
を

- 17 ー

俳
句
は
前
項
の
よ
う
に
五
七
五
の
定
型
に
す

る
こ
と
が
大
切
で
あ
り
ま
す
が
、
俳
句
に
季
語

を
入
れ
る
こ
と
も
メ
、
重
要
な
こ
と
で
あ
り
ま

す
手
持
は
準
節
を
去
す

d
擦
で
季
題
と
も
い

い
、
季
節
に
恵
ま
れ
た
日
本
の
風
上
に
俳
句
が

成
長
し
た
理
由
で
あ
り
、
最
r
Aは
三
千
以
上
あ

り
ま
す
が
、
よ
く
使
用
さ
れ
る
の
は
五
百
て
い

ど
で
す
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季
語
は
通
常
、
春
夏
秋
冬
、
新
年
と
五
つ
に

大
分
類
し
、
さ
ら
に
時
候
、
天
文
、
地
理
、
生

活
、
行
事
、
動
物
、
植
物
の
七
つ
に
分
類
し
ま

事

い
じ

脅

す
。

季
語
を
集
め
た
本
を
歳
時
記
と
い
い
、
俳

句
を
作
る
に
は
こ
の
歳
時
記
が
必
要

、

季
語
が

解
説
し
て
あ
り
、
古
今
の
作
品
が
参
考
と
し
て

か
か
げ
て
あ
り
ま
す
。

季
語
は
俳
句
の
重
要
な
生
命
で
あ
り
ま
す

が
、
一
句
の
中
に
季
語
を
二
つ
あ
っ
か
う
の
を

季
重
ね
と
い
い
、
俳
句
に
は
季
重
ね
を
さ
け
た

い
も
の
で
す
。

俳
句
の
中
心
が
分
裂
す
る
か
ら

で
す
。

し
か
し
三
つ
も
季
重
ね
を
し
た
有
名
な

俳
句
が
あ
り
ま
す
。ほ

と
と

智
し
が
っ

e

を
ど
う

目
に
は
青
葉
山
郭
公
初
松
魚
素

堂

青
葉
と
郭
公
と
鰹
の
三
つ
の
季
語
が
重
な
っ

て
い
ま
す
。

し
か
し
視
覚
に
よ
る
初
夏
の
青
葉

と
聴
覚
に
よ
る
初
夏
の
爽
や
か
な
時
鳥
の
声
と

味
覚
に
よ
る
初
鰹
の
味
の
よ
さ
の
三
つ
が
、
調

和
し
て
初
夏
の
清
々
し
き
を
表
現
し
て
い
る
か

ら
、
佳
句
と
し
て
現
在
も
よ
く
親
し
ま
れ
て
い

ま
す
。

し
か
し
句
を
勉
強
す
る
と
き
は
季
重
ね

を
避
け
ま
し
ょ
う
。

俳
句
ほ
ど
季
節
感
を
重
要

視
す
る
詩
は
世
界
に
あ
り
ま
せ
ん
。

①
俳
句
は
写
実
的
に

。
。

俳
句
を
作
る
の
に
は
対
象
を
よ
り
写
実
的

に
、
具
体
的
に
表
現
す
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

対
象
を
見
聞
し

た
ま
ま
に
句
作
す
る
こ
と
が
大

切
で
あ
っ
て
、
観
念
的
、
抽
象
的
な
表
現
は
避

け
ま
し
ょ
う
。

き

み

だ
れ

五
月
雨
を
集
め
て
早
し
最
上
川

芭
荏
…
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④
句
の
意
味
が
解
る
よ
う
に

作
っ
た
俳
句
が
、
第
三
者
に
よ
く
解
る
よ
う

に
作
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

一
人
よ
が
り
の
句

は
五事い

月 Z け
雨れま
のせ
降ん
り 。

の

し
て
や

光;
堂《

芭
蕉

⑤
句
は
文
語
体
で

俳
句
は
文
語
体
で
、
又
は
口
語
体
で
表
現
し

て
も
よ
い
の
で
す
が
、
な
る
べ
く
文
語
体
(旧

カ
ナ
)
で
表
現
し
ま
し
ょ
う
。

「
思
う
」
は
口

語
体
、
「
思
ふ
」
は
文
語
体
で
す。
辞
書
を
ひ

け
ば
解
る
こ
と
。

文
語
体
で
表
現
し
た
方
が
格

調
高
い
句
が
作
れ
ま
す
。

ま
た
先
人
の
句
を
よ

く
観
賞
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
す
。

庭
の
て
ふ

子
7うf

這
ノ\

ば
と
び
は
""'ｭ
ぱ
と

-2 ぶ
茶き

「
て
ふ」
は
蝶
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
口
語

体
で
は
理
解
し
に
く
い
点
が
あ
り
ま
す
。

⑥
一
字
一
句
を
大
切
に

俳
句
は
世
界
最
短
の
詩
、
字
数
が
少
な
い
か

ら

一
字
一
句
を
大
切
に
し
ま
し
ょ
う
。

辞
暫
を

座
右
の
書
と
し
て
正
し
い
文
字
を
使
い
ま
し
ょ

う

。

文
字
は
常
用
漢
字
以
外
の
文
字
も
可
、
外

来
語
も
句
に
し
て
よ
い
も
の
で
す
。

日
本
は
国

際
化
し
て
二
割
て
い
ど
の
外
来
語
を
使
用
し
て

い
ま
す
。

俳
句
は
生
活
の
詩
で
あ
り
ま
す
か
ら

外
来
語
も
自
由
に
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

近
年

は
植
物
な
ど
に
外
国
か
ら
数
多
く
輸
入
さ
れ
て

季
語
を
と
も
な
っ
て
い
ま
す
。

- 19 ー
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ヒ
ヤ
ン

/ 

ス
レ

ス

カ

ア

ー〆
た
だ
白

青台 し
都Z

⑦
簡
潔
、
省
略
、
余
情

俳
句
は
短
型
詩
で
あ
る
の
で
最
大
限
に
省
略

す
る
こ
と
が
大
切

、

簡
潔
に
し
た
方
が
よ
い
俳

句
に
な
り
ま
す
。

俳
句
は
散
文
で
は
な
い
の
で

要
は
簡
素
化
す
る
こ
と
で
す
。

喜
怒
哀
楽
の
語

は
使
用
し
な
い
よ
う
に
し
、
読
者
が
そ
の
よ
う

に
読
み
と
れ
ば
い
い
の
で
す
。

担
や
豹
ぼ

ろ
づ
量

猫
の
恋
や
む
時
間
の
臨
月

芭
葱
…

③
句
は
人
に
見
せ
よ
う

俳
句
は

一
人
よ
が
り
の
も
の
で
は
い
け
な

い
。

第
三
者
に
見
て
も
ら
い
、
よ
し
あ
し
の
指

摘
を

、
つ
け
る
こ
と
も
勉
強
に
な
り
ま
す
。

人
の

俳
句
を
見
る
こ
と
も
勉
強
に
な
り
ま
す
。

そ
の

た
め
俳
句
の
グ
ル
ー

プ
と
勉
強
す
る
と
大
い
に

効
果
が
あ
が
り
ま
す
。

梅
若
忌
と
て
渡
り
け
り
隅
田
川

⑨
や
、

か
な
の
切
れ
字

久
雄

ゃ
、
か
な
な
ど
は
切
れ
字
と
い
っ

て
、
想
い

を
強
め
た
り
す
る

一
言葉
で
あ
り
ま
す
。

使
い
方

に
よ
っ
て
効
果
が
あ
り
ま
す
の
で
俳
句
に
は
よ

く
使
用
さ
れ
ま
す
。

省
略
の
手
法
で
も
あ
り
ま

す
。

か
わ
ず

古
池
や
蛙
と
び
こ
む
水
の
音

⑩
俳
句
は
続
け
る
こ
と

- 20 ー

芭
蕉

俳
句
は
続
け
る
こ
と
が
肝
要
、
俳
句
は

一
年

中
季
節
が
変
化
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
季
節
に
季
語
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が
あ
っ
て
作
句
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、

続
け
る
う
ち
に
上
達
し
て
い
く
も
の
で
す
。

日

常
散
歩
の
時
、
旅
の
時
、
作
句
の
材
料
は
無
数

に
あ
り
ま
す
か
ら
、
い
つ
も
俳
句
を
作
る
よ
う

に
す
れ
ば
自
然
と
上
達
す
る
も
の
で
す
。

俳
句

は
だ
れ
で
も

、
ど
こ
で
も
作
れ
る
も
の
で
す
。

同世...-岨宅向島... 

〈日本図書館協会選定図書〉

『
工

戸

物

語
』

ゃ痩
せ
蛙
ま
け
る
な

一
茶
こ
れ
に
あ
り

作
句
は
五
七
五
の
定
型
に
季
語
を
入
れ
るこ

つ
の
こ
と
を
火
切
に

し

て
、
自
由
に
数
多
く

作
っ

て
み
て
下
さ
い
。

旅
行
も

一
一
層
楽
し
く
な

り

、
日
々
の
生
活
を
俳
句
に
す
れ
ば
、
人
生
が

豊
か
に
な
り
ま
す

。

細

善
〈
畳
一
円v
著

田

隆

ー
l

本
誌
連
載
の
好
評
の
内
容
が
、

江
戸
情
緒
あ
ふ
れ
る
美
装
本
に
|
|

-
四
六
判
/
浮
世
絵
ほ
か
写
真
・
図
版
一
五
O
点
収
録

-
定
価
一
八

O
O
円

【付
目
名
所
史
跡
・
資
料
館
案
内
】

プ

}~ 

八
発
行
・

発
売
V

ノ

ン

社

東
京
都
新
宿
区
新
小
川
町
六|
三
九
l

七
O
一

電
話
ハO
一
一
一
)
二
六
九

l

一
二
九
三
二
六
七
l

六
六
三
七

振
替
〈
東
京
〉
七
|
一
一O
九
三
/
〒
一
六
一
一

茶
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O
H
維
持
会
員

H

.... 、、

<-

願

加

入

'̂ 
の

の

お

し 、

法
然
上
人
鎖
仰
会
は
月
刊
誌
司
浄
土
』
を
刊
行
し
な
が
ら
、
法
然
上
人
の
教
え
を
宣
揚
し
、
念
仏
信
仰

の
実
践
を
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
現
在
、
『
浄
土
』
誌
は
五
十
七
巻
を
刊
行
し
、
鍍
仰
会
創
立
以
来
の
熱

意
を
盛
り
返
し
た
く
努
力
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
弊
会
の
活
動
は
、
『
浄
土
」
誌
の
刊
行
が
唯
一
の
務
め

と
い
う
よ
う
に
、
ま
こ
と
に
細
々
と
し
た
微
力
な
努
力
に
終
始
し
て
い
る
状
態
で
す

。

し
か
も
雑
誌
の
発

行
自
体
も
不
手
際
や
遺
漏
の
多
い
作
業
で
、
愛
読
し
て
頂
い
て
お
り
ま
す
会
員
諸
兄
に
は
、
ま
こ
と
に
申

し
訳
な
い
か
ぎ
り
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
と
も
か
く
も

「浄
土
』
の
灯
を
消
す
こ
と
な
く
、
遅
々
と
し
た

歩
み
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
今
後
と
も

一
歩

一
歩
前
進
し

て
ま
い
り
た
く
、
担
当
の
も
の
、

一
一層
の
精
進

を
続
け
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

つ
き
ま
し
て
は
、
「
年
会
費

金
二
万
円
」
の
ご
助
成
を
も
っ

て
、
弊
会
の
維
持
会
員
と
し
て
月
刊
『
浄

土
』
刊
行
に
暖
か
い
ご
支
援
を
賜
わ
り
た
く
、
重
ね
て
心
よ
り
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

法
然

上
人
鎖
仰

会

- 22 一



〈寄稿〉

ろ

包紅橋
川
石

昧一一一
千単陶

生
き
る
も
の
の
息
の
根
を
止
め
る
ほ
ど
に
厳
し

か
っ
た
今
年
の
猛
暑
も
漸
く
お
さ
ま
る
頃
、
丹
波
の

山
ふ
と
こ
ろ
に
開
け
る
町
、
綾
部
の
駅
に
降
り
立
っ

た
。

長
い
間
あ
こ
が
れ
の

一
つ
と
し
て
抱
き
つ
づ
け

て
き
た
あ
る
禅
僧
と
の
出
会
い
、
そ
れ
が
い
ま
叶
え

ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

国
道
幻
号
線
を
車
で
走
り
、

黒
谷
和
紙
の
星
へ
行
き
つ
く
途
中
に
、
妙
徳
寺
と
刻

ま
れ
た
小
さ
な
石
柱
が
立
っ
て
い
る。

執
劫
に
つ
づ
く
残
暑
に
ぐ
っ
た
り
と
衰
え
た
夏
草

が
両
側
に
続
き
、
山
門
へ
の
道
が
舗
装
で
な
い
の
が

嬉
し
い
。
土
の
感
触
を
靴
底
で
確
か
め
つ
つ
、
小
さ

な
と
き
め
き
が
胸
を
は
し
る。
来
意
を
告
げ
る
と
恩

わ
ぬ
万
か
ら
'
以
色
の
作
務
衣
を
者
た
村
田
開
石
師
が

出
て
来
ら
れ
た
。

お
顔
の
敏
が
笑
顔
の
た
め
に
つ
く

ら
れ
た
よ
う
な
、
満
面
に
充
ち
る
に
こ
や
か
さ
に
思

わ
ず
私
は
手
を
合
わ
せ
て
突
然
の
来
訪
を
詫
び
た
。
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ど
う
ぞ
と
招
い
て
国
く
の
に
甘
え
て
木
の
面
の
ま
だ

新
し
い
お
茶
室
に
上
ら
せ
て
頂
く
。

陶
石
師
ご
同
身

が
そ
の
略
歴
に
「
臨
済
宗
妙
心
寺
派
妙
徳
寺
閑
栖
」

と
奇
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
静
か
な
里
の
他
ぴ

住
ま
い
が
、
師
に
作
陶
へ
の
執
念
と
座
禅
三
味
の

日
々
を
過
さ
れ
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
。
床
の
間
を
拝
見
す
る
と
陶
石
師
お
作

の
渋
い
丹
波
焼
の
を
に
、
ぜ
の
は
し
り
穂
と
野
の
花

が
活
け
ら
れ
、
違
い
棚
に
は
師
の
丹
精
に
な
る
宵
川

波
焼
の
水
指
、
菓
子
器
等
々
が
並
べ
ら
れ
て
い
る。

な
か
で
も
日
展
入
選
作
の
ど
っ
し
り
と
し
た
胴
の
厚

み
に
え
も
言
わ
れ
ぬ
窪
み
の
妙
味
、
渋
い
茶
褐
色
の

紬
薬
が
障
子
の
明
り
に
光
っ
て
い
る
の
は
圧
巻
で
あ

る
。も

う
何
年
前
に
な
る
だ
ろ
う
か
、

H
K

教
育
T

V

「
こ
こ
ろ
の
時
代
」
で
「
土
と
炎
の
禅
」
を
聴
い

た
の
は
|
|
。

お
ず
お
ず
と
そ
の
こ
と
を
師
に
開
き

た
だ
す
と
、
突
然
師
は
「
ナ
ア
、
カ
ア
チ
ャ
ン
あ
れ

何
年
前
に
な
る
か
い
な
」
と
、
お
水
産
で
お
茶
を
た

て
て
い
て
下
さ
る
奥
様
を
ふ
り
か
え
っ
て

e

d
わ
れ

た
。

そ
の
童
顔
の
横
顔
に
ほ
っ
と
救
わ
れ
て
途
端
に

茶
室
が
明
る
く
な
っ
た
。

師
の
へ
だ
て
の
な
い
人
間

の
温
か
さ
が
じ
か
に
伝
わ
っ
て
き
た。
奥
様
は
「
そ

う
で
す
ね
|
|

」
と
言

っ
て
茶
築
の
手
を
ゆ
る
め
な
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が
ら
メ
ガ
ネ
の
奥
の
眼
を
細
め
ら
れ
た
。

裏
庭
に
出
て
窯
を
見
せ
て
頂
く
。

古
文
占
に
あ
る

通
り
丹
波
の
土
で
筑
か
れ
た
窯
は
、
巨
大
な
青
虫
が

土
色
に
変
色
し
て
の
ぼ
っ
て
い
く
よ
う
な
恰
好
で
あ

る
。

七
日
七
夜
寝
ず
の
番
を
な
さ
る
時
、
陶
石
師
の

童
顔
は
ど
ん
な
に
厳
し
く
輝
く
の
だ
ろ
う
か
|
|。

こ
こ
が
「
こ
こ
ろ
の
時
代
」
に
出
ま
し
た
時
の
記

念
に
建
て
た
陶

M
で
す
、
と

古
っ
て
案
内
し
て
下



さ
っ
た
の
は
陶
石
師
の
作
間
の
場
で
あ
っ
た

。

裏
木

戸
を
聞
か
れ
る
と
山
峡
の
稲
田
を
吹
く
風
が
さ
つ
と

人
っ
て
き
て
土
の
匂
い
が
し
た
。

神
戸

、

東
京
、
稲

岡
等
で
個
展
を
三
十
数
回
重
ね
ら
れ
た
折
の
写
真
集

を
見
せ
て
下
さ
り
、
又
師
が
主
宰
さ
れ
る
同
盟
心
会
の

書
も
拝
見
し
た
。

自
を
上
げ
る
と
陶
房
の
鴨
居
に
は

「
陶
禅三
味
」
の
見
事
な
墨
跡
の
扇
額
が
掲
げ
ら
れ

て
い
た
。

清
々
し
い
感
動
を
抑
え
つ
つ
素
焼
き
の
作

業
場
を
通
ら
せ
て
頂
く

。

白
く
乾
い
た
査
を
十
ば
か

り
並
べ
て
、
奥
様
が
う
わ
ぐ
す
り
を
か
け
て
お
ら
れ

た
。
屈
み
こ
ん
で
黙
々
と
作
業
を
さ
れ
る
奥
様
の
背

に
、
長
い
年
月
間
石
師
と
共
に
尽
く
し
て
来
ら
れ
た

方
の
強
き
が
泌
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。

山
門
を
下
る
砿
た
ち
を
陶
石
師
は
笑
顔
で
見
送
っ

て
下
さ
っ
た
。

丹
波
の
杢
は
く
ま
な
く
晴
れ
て
、
小

高
い
雑
木
林
を
渡
る
風
は
も
う
秋
で
あ
っ
た
。

暦{
玉

土浄
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五
ロ

==
ロ

季

や

ゐ〈

ら

晩
夏
の
花
二
題

、

み

(勾

烏
瓜
・
竹
煮
草

dz・
-
a
F

烏
瓜
花
と
と
の
へ
て
月
も
成

五
年
ほ
ど
前
、
私
が
所
属
す
る
俳
蒜
「
ぷ
皇
」
の

巻
頭
を
飾
っ
た
こ
の
句
に
、
私
は
次
の
よ
う
な
鑑
賞

文
を
送
っ
た
。

「
烏
瓜
は
タ
閣
が
深
ま
る
こ
ろ
、
五
裂
し
た
花
弁

窪
回
鬼
倫
火

木喜

下主

函除3
・ーーう

t在

家 -2

何
百
本
も
の
極
細
の
白
い
糸
を
噴
き
出

し
て

一
斉
に
聞
き
、
未
明
に
は
そ
れ
を
内
側
に
巻
き

込
ん
で
し
ぼ
ん
で
し
ま
う
、
は
か
な
い
一
夜
花
で
あ

る
が
、
月
光
を
事
け
て
楚
々
と
咲
く
様
は
、
幽
玄
と

し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。

そ
れ
だ
け
に
人
目
に
触
れ

の
縁
か
ら
、
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る
こ
と
は
少
な
い
が
、
一
度
目
に
す
れ
ば
、
記
憶
か

イ
ヌ

ら
消
し
去
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
る
花
で
あ
る
。

成

は
今
風
に

一宮
え
ば
西
北
西
の
方
角
で
あ
り
、
成
の
刻

は
午
後
八
時
前
後
に
当
た
る
。

野
暮
な
詮
索
を
す
れ

ば
、
時
間
的
に
考
え
て
、
こ
の
月
は
上
弦
の
月
で
あ

ろ
う
。

成
と
去
ぬ
の
掛
け
言
葉
の
妙
は
、
ま
さ
に
ベ

テ
ラ
ン
の
味
。

」

ベ
テ
ラ
ン
の
味
と
普
い
た
が
、
三
十
年
ぶ
り
に
復

帰
し
た
、
帰
り
新
参
の
私
は
、
鬼
峰
火
と
い
う
人
と

は
面
識
が
な
く
、
詳
し
い
経
歴
な
ど
は
何
一
つ
知
ら

な
い
。

し
か
し
、
誌
上
で
の
鬼
蜂
火
さ
ん
の
遇
し
方

ゃ
、
「
烏
瓜
如
法
暗
夜
の
花
に
も
蛾
」
「
烏
瓜
咲
け
ば

エ
ピ
ず
ヲ
ス
ス
メ

蝦
殻
天
蛾
の
夜
」
と
い
っ
た
匂
が
持
つ
、
え
も
言
わ

れ
ぬ
味
わ
い
か
ら
み
て
、
そ
う
判
断
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
句
に
は
も
う

一
人
批
評
を
寄
せ
た
人
が
あ
っ

た
。

書
き
手
は
「
春
星
」
で
は
ベ
テ
ラ
ン
の
一
人
。

占
い
同
人
で
、
少
な
く
と
も
七
十
歳
代
半
ば
、
い
や

そ
れ
以
上
の
年
輩
の
方
か
と
思
う
が
。

「
烏
が
つ
い
ぱ
む
実
で
は
な
く
、
花
を
と
り
あ
げ

ら
れ
た
こ
と
に
敬
服
。

夏
の
夜
三
寸
ほ
ど
の
レ
!
ス

飾
り
の
つ
い
た
、
白
っ
ぽ
い
兵
し
い
花
を
ひ
っ
そ
り

と
つ
け
る
。

余
り
目
立
た
な
い
だ
け
に
、
こ
れ
だ
け

の
観
察
力
、
表
現
力
に
は
脱
帽
す
る
次
第
。

」

と
、
実
に
簡
潔
な
文
章
で
あ
っ
た
。

私
と
は
視
点

が
異
な
る
の
で
、
内
容
に
つ
い
て
は言
及
し
な
い
が
、

俳
句
の
批
評
と
い
う
の
は
こ
う
い
う
風
に
普
く
の
か

と
、
そ
の
お
手
本
を
示
さ
れ
た
よ
う
な
気
が
し
た
。

私
の
は
無
駄
な
吉
葉
が
多
す
ぎ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
少
し
「
烏
瓜
」
な
る
も
の
を
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検
索
し
て
み
た
い
。

烏
瓜
(
カ
ラ
ス
ウ
リ
)
H
本
州
以
南
の
各
地
、
沖

縄
、
台
湾
、
中
国
に
分
布
す
る
ウ
リ
科
の
蔓
性
の
多



年
草
で
、
山
麓
や
人
家
近
く
の
厳
な
ど
に
生
え
る
。

茎
は
細
く
、
節
か
ら
巻
き
ひ
げ
を
伸
ば
し
て
他
物
に

絡
み
、
高
く
よ
じ
の
ぼ
る。
七
、
八
月
ご
ろ
、
白
い

筒
状
花
を
聞
く
。

花
弁
の
先
は
深
く
五
つ
に
分
か
れ
、

更
に
細
か
く
糸
状
に
裂
け
て
伸
び
、
そ
れ
が
互
い
に

絡
み
合
っ
て
い
る
様
は
、
精
巧
な
レ
!
ス
編
み
か
と

見
紛
う
ば
か
り
で
あ
る
。

雌
雄
異
株
で
、
花
は
夜
聞

き
朝
に
は
閉
じ
る

。

晩
秋
、
大
き
な
赤
色
の
実
が
熟

す
。

果
肉
か
ら
は
あ
れ
ど
め
の
化
粧
水
を
作
り
、
黒

褐
色
の
カ
マ
キ
リ
の
頭
に
似
た
種
子

(泌
方
で
い
う
上

船
口
)
は
、
怯
疾
、
鎮
咳
、
鎮
痛
剤
と
し
て
用
い
、

ど
か
二

人

塊
状
に
肥
厚
し
た
線

(土
瓜
線
)
か
ら
は
、
黄
痘
、

利
尿
、
催
乳
、
通
経
、
排
膿
な
ど
に
効
く
薬
剤
を
製

す
。

」
1

|
(
典
拠
「
日
本
国
語
大
辞
典」
他
)

我
々
が
烏
瓜
の
存
在
に
気
づ
く
の
は
、
花
で
は
な

く
、
や
は
り
晩
秋
、
木
の
枝
な
ど
に
ぶ
ら
さ
が
っ
て

揺
れ
て
い
る
赤
い
実
を
見
つ
け
た
時
で
あ
ろ
う。
都

心
で
も
時
々
思
い
が
け
な
い
と
こ
ろ
で
出
合
っ
て
驚

く
こ
と
が
あ
る
が
、
あ
の
赤
い
色
に
は
成
る
植
の
郷

愁
と
寂
審
感
と
覚
え
さ
せ
る
も
の
が
あ
っ
て
、
私
は

好
き
だ
。

江
戸
時
代
中
期
を
代
打
点
す
る
俳
人
の
一
人

〈

れ
々

大
島
審
太
も
同
じ
思
い
で
あ
っ
た
か
、
「
紅
ヰ
も
か

く
て
は
淋
し
烏
瓜

」
な
る
句
を
遣
し
て
い
る
。

烏
瓜
の
花
を
ね
が
知
っ

た
の
は
ず
っ
と
後
年
で
、

伊
豆
暮
ら
し
を
始
め
た
翌
年
の
夏
の
こ
と
で
あ
っ

た
。

夜
巡
く
伊
豆
高
原
の
駅
に
降
り
た
も
の
の
タ
ク

シ
ー
が
拾
え
ず
、
仕
方
な
く
月
の
光
を
頼
り
に
歩
き

出
し
た
の
が
出
合
う
結
果
に
繋
が
っ
た
。

偶
然
で

あ
っ
た
。

も
し
、
あ
の
時
タ
ク
シ
ー
が
あ
っ
た
ら
、

ま
た
、
も
し
、
あ
の
時
月
が
出
て
い
な
く
て
歩
い
て

帰
る
気
を
起
こ
さ
な
か
っ
た
ら
、
私
と
烏
瓜
の
花
と

の
出
合
い
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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烏
瓜
は
無
人
の
別
荘
を
巡
る
生
け
垣
に
、
点
々
と

白
い
花
を
咲
か
せ
て
い
た
。

い
や
、
ま
だ
そ
の
時
は

烏
瓜
の
花
と
は
知
ら
ず
、
そ
の
あ
ま
り
の
美
し
さ
に

私
は
呆
然
と
立
ち
尽
く
し
て
、
造
花
の
妙
と
は
こ
の

こ
と
か
と
思
っ
た
。

〈
も
し
か
す
る
と
、
こ
れ
は
烏
瓜
の
花
か
も
し
れ

な
い
ぞ
〉
l
i

ふ
と
ひ
ら

め
く
と
、
私
は
手
近
な

一

輪
を
摘
ん
で
帰
り
、
早
速
「
最
新
俳
句
歳
時
記
」
に

当
た
っ
て
み
た
。

そ
し
て
確
信
を
得
た
。

そ
れ
に
は
、

「
晩
夏
の
こ
ろ
、
五
つ
に
裂
け
た
白
い
花
を
開
く
が
、

雌
雄
異
株
で
、
雄
花
の
縁
が
網
状
に
細
か
く
裂
け
て

ふ
B

周
囲
に
総
の
よ
う
に
垂
れ
き
が
っ
た
さ
ま
は
、
繊
細

な
感
じ
で
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、

烏
瓜
曹
を
上
げ
て
垣
越
ゆ
る

吹
き
投
ぴ
花
び
ら
も
つ
れ
烏
瓜

ほ
の
ぼ
の
と
泡
か
と
咲
け
り
烏
瓜

山
口
庁
側

星
野
立
子

松
本
た
か
し

な
ど
の
句
が
例
句
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。

そ

の
他
、

一
夜
花
で
あ
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
の
は

「
季
寄
せ
草
木
花
」
の
「
タ
万
開
花
し
、
翌
朝
陽

が
あ
た
る
こ
ろ
に
は
し
ぼ
ん
で
し
ま
う
が
、
早
起
き

の
人
な
ら
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
」
と
い
う
必
述
で

あ
っ
た
。

翌
朝
白
々
明
け
の
こ
ろ
、
広
は
下
駄
を
つ
つ
か
け

て
見
に
行
っ
た
が
、
花
は
す
で
に
悉
く
花
弁
を
内
に

巻
き
込
ん
で
閉
じ
て
し

ま
っ
て
い
た
。

あ
の
レ
1

ス
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編
み
の
糸
の
よ
う
な
細
い
花
弁
を
、
ど
う
や
っ
て
一

糸
も
余
さ
ず
巻
き
込
ん
で
し
ま
え
る
の
か
不
思
議
で

な
ら
ず
、
そ
の
後
何
度
か
時
刻
を
早
め
て
見
に
行
っ

た
が
、
遂
に
そ
の
決
定
的
瞬
間
に
立
ち
合
う
こ
と
は

な
か
っ
た
。

見
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
、
造
化
の
仰
の

思
し
召
し
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

烏
瓜
の
花
の
他
に
、
息
が
伊
豆
に
来
て
覚
え
た
も



の
の

一
つ
に
タ
ケ
ニ
グ
サ
の
花
が
あ
る。
名
前
は
知

ら
な
か
っ
た
が
、
都
心
で
も
荒
蕪
地
な
ど
で
は
よ
く

見
か
け
る
草
で
、
他
の
草
を
圧
し
て
伸
び
る
猛
々
し

い
姿
と
特
異
な
形
状
か
ら
、
厚
か
ま
し
い
帰
化
植
物

と
し
か
見
て
い
な
か
っ
た
が
、
自
分
の
家
の
庭
に
生

え
て
く
る
と
話
は
別
で
あ
る
。

抜
い
て
も
抜
い
て
も

次
々
に
芽
を
出
し
、

一
週
間
も
留
守
に
す
る
と
、
ぐ

ん
ぐ
ん
伸
び
て
収
拾
が
つ
か
な
く
な
っ
て
し

ま
う
の

で
あ
る
。

そ
の
く
せ
草
自
体
は
案
外
脆
く
、
力
を
入

れ
て
引
き
抜
く
と
ス
ポ
ッ
と
娘

元
で
切
れ
て
、
黄
色

い
、
見
る
か
ら
に
毒
々
し
い
汁
を
出
す
か
ら
始
末
が

悪
い
。

「
ま
る
で
、
ゲ
リ
ラ
み
た
い
な
やつ
だ
な
」

と
女
房
に

一言
う
と
、

「
こ
れ
、
サ
ン
デ
ィ
エ
ゴ
の
、パ
ル
ポ
ワ
・

パ
l

ク

の
、
ほ
ら
、
動
物
園
に
降
り
て
行
く
道
の
両
側
に
槌

え
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
?
」

と
、
意
外
な
こ
と
を
一
宮
った
。

「
そ
う
だ
つ
た
か
な
」

「
絶
対
に
あ
れ
よ
」

断
定
的
に
言
わ
れ
で
も
、
記
憶
に
な
い
か
ら
答
え

よ
う
が
な
い
。

日
ご
ろ
あ
ま
り
植
物
に
輿
味
を
示
す

こ
と
の
な
い
人
の

言
う
こ
と
だ
か
ら

、

に
わ
か
に
信

じ
難
か
っ

た
が
、
そ
う
言
わ
れ
て
み
れ
ば
、
洋
式
庭

園
に
似
つ
か
わ
し
い
草
と
言
え
な
く
も
な
い
な
と
い

う
気
が
し
て
き
た
。

要
す
る
に
、
か
な
り

バ
タ
く
さ

い
草
な
の
で
あ
る
。

タ
ケ
ニ
グ
サ
と
い
う
名
前
を
知
っ
た
の
も
偶
然

だ
っ
た
。

バ
ラ
バ
ラ
と
辞
典
を
め
く
っ

て
い
る
う
ち

に
見
付
け
た
の
だ
か
ら
、
あ
ま
り
自
慢
は
出
来
な
い。

た
け
に
ぐ
さ

(竹
似
片
品)
H
ケ
シ
科
の
多
年
草
。

高
さ
二
メ
ー
ト
ル
に
達
す
る
。

山
地
に
普
通
で
、
し



ば
し
ば
鉄
道
線
路
な
ど
の
荒
れ
地
に
群
生
す
る
。
茎

は
中
空
。
白
粉
を
帯
び
、
折
れ
ば
黄
赤
色
の
乳
液
を

出
す
。
葉
は
大
き
く
深
い
切
れ
込
み
が
あ
る。
夏
、

白
色
の
小
花
を
つ
け
る
。
有
毒
櫛
物
。
茎
、
業
の
煮

汁
を
塗
布
剤
と
し
、
害
虫
駆
除
に
使
用
。
占
城
(
チ
ャ

ン
パ
)
菊
。

と
、
「
広
辞
苑
」
に
は
出
て
い
た
。

手
元
に
あ
る
辞
典
や
歳
時
記
を
総
動
貝
し
て
検
索

す
る
と
、
辞
典
類
の
見
出
し
は
「
竹
似
草
」
に
な
っ

て
い
る
の
に
対
し
て
、
歳
時
記
で
は
申
し
合
わ
せ
た

よ
う
に
、
「
竹
煮
ヰ
」
に
な
っ
て
い
る
の
が
興
味
を

引
い
た
。
「
季
寄
せ
|
草
木
花
」
よ
れ
ば
、

竹
煮
草
H

北
海
道
以
外
の
日
本
全
国
の
路
傍
、
原

野
な
ど
に
野
生
す
る
ケ
シ
科
の
大
形
多
年
草

。
茎
が

緑
で
中
空
な
の
で
竹
似
草
で
あ
る
と
か
、
茎
や
葉
か

ら
出
る
黄
色
い
汁
を
入
れ
て
竹
を
煮
る
と
柔
ら
か
く

な
る
と
い
う
の
で
、
竹
煮
平
だ
と
か
言
わ
れ
て
い
る

が
、
竹
が
柔
ら
か
く
な
る
と
は
信
じ
ら
れ
な
い
の
で
、

竹
似
草
が
本
当
で
あ
ろ
う
。
六
i

八
月
、
大
き
な
円

錐
花
序
に
た
く
さ
ん
の
花
を
つ
け
る
が
、
花
弁
は
見

え
ず
、
一
本
の
雌
し
べ
と
多
数
の
雄
し
べ
が
あ
り
、

二
箇
の
等
片
は
開
花
す
る
と
落
ち
て
し
ま
う
。
果
実

は
爽
が
風
に
揺
れ
て
き
や
さ
や
鳴
る
の
で
、
サ
サ
ヤ

キ
グ
サ
の
名
が
あ
る
:
:
:
。

ま
た
、
「
最
新
俳
句
歳
時
記
」
に
は
、

山
野
に
生
え
る
目

立
つ
草
で
あ
る
。
(
中
略
)
ち
ゃ

ん
ぱ
菊
と
も
い
う
が
、
占
城
(
チ
ャ
ン
パ
ン
)
か
ら

渡
来
し
た
と
誤
惣
し
た
の
に
基
づ
く
名
で
、
元
来
日

本
の
野
草
で
あ
る
。

と
、
い
ろ
い
ろ
新
事
実
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
歳

時
記
頬
が
、
信
じ
難
い
と
し
な
が
ら
も
「
竹
煮
草
」

に
固
執
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
語
に
俳
諸
味
を
感
じ

- 31-



て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う

。

「
竹
煮
詰
?
っ
て
言
う
ら
し
い
ぞ
。

竹
と
一
緒
に
煮
る

と
竹
が
柔
ら
か
く
な
る
ん
だ
っ
て
。

歳
時
記
に
は
信

じ
ら
れ
な
い
と
書
い
で
あ
っ
た
が
:
:
:
」

「
で
し
ょ
う
ね。

も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
竹
細
工

師
が
使
っ
て
る
は
ず
よ
。

で
も
、
そ
ん
な
話
聞
い
た

こ
と
な
い
わ
ね
」

「
一
度
試
し
て
み
る
か
。

駄
目
で
元
々
だ
も
の
な
」

「
お
好
き
な
よ
う
に
」

女
房
の
反
応
は
極
め
て
冷
や
か
で
あ
っ
た
。

鍋
を

貸
せ
と
で
も
言
お
う
も
の
な
ら
、
逆
鱗
に
触
れ
る
の

は
火
を
見
る
よ
り
明
ら
か
な
の
で
、
話
題
を
変
え
た

。

「
日
本
間
有
の
野
草
だ
と
い
う
が
、
本
当
か
な
あ

「
チ
ャ
ン
パ
菊
」
、
て
の
が
引
っ
か
か
る
ん
だ
」

「
チ
ャ
ン
パ
っ
て
地
名
で
す
か
?
」

「
十
七
世
紀
末
ま
で
、
今
の
ホl

・

チ
ミ
ン
市
辺
り

に
あ
っ
た
国
で
、
中
継
貿
易
で
栄
え
て
い
た
ら
し
い
。

と
す
る
と
、
八
幡
船
や
御
朱
印
船
も
行
っ
た
は
ず
だ

か
ら
、
綾
子
を
持
ち
帰
っ
た
と
考
え
て
も
お
か
し
く

な
い
だ
ろ
う

」

「
ご
研
究
な
さ
っ
て
く
だ
さ
い
」

女
房
の
返
事
は
あ
く
ま
で
も
冷
や
か
だ
っ
た
。

爾
来
十
余
年
、
竹
を
柔
ら
か
く
す
る
実
験
も
し
な

け
れ
ば
、
伝
情
の
経
路
も
審
か
に
し
て
い
な
い
の
だ

か
ら
、
女
房
に
先
見
の
明
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

た
だ
、
年
々
楼
化
(
劣
性
遺
伝
か
?
)
し
て

ゆ
く
姿
を
見
て
い
る
う
ち
に
、
竹
煮
草
の
花
が
可
愛

く
見
え
る
よ
う
に
な
っ
て
来
た

。

多
分
荒
れ
た
庭
に

竹
煮
立
が
同
化
し
て
、
邪
魔
に
な
ら
な
く
な
っ
た
せ

い
だ
ろ
う
。
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