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序

　
鰭
絵
を
初
め
て
見
た
と
き
、
地
震
1
1
鯨
と
し
て
鯨
に
人
格
を
持
た

せ
、
役
割
を
与
え
安
政
大
地
震
を
描
い
て
い
る
創
意
工
夫
に
魅
力
を

感
じ
た
と
同
時
に
、
た
く
さ
ん
の
疑
問
を
持
っ
た
。
そ
も
そ
も
災
害

と
は
悲
惨
な
も
の
で
あ
り
、
家
屋
倒
壊
、
家
族
や
財
産
の
損
失
と
、

現
代
を
生
き
る
我
々
に
と
っ
て
は
肉
体
的
・
精
神
的
打
撃
が
大
き

く
、
立
ち
直
る
の
に
長
い
時
間
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
鯨

絵
に
立
ち
戻
る
と
、
そ
の
よ
う
な
悲
壮
感
が
感
じ
ら
れ
な
い
の
で
あ

る
。
む
し
ろ
、
災
害
を
景
気
に
「
世
直
し
思
想
」
が
広
が
り
、
活
気

づ
く
江
戸
市
民
の
様
相
が
生
き
生
き
と
表
現
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

　
震
災
後
の
に
わ
か
に
起
こ
っ
た
建
築
関
係
の
商
人
・
職
人
を
中
心

と
し
た
好
景
気
も
鰭
絵
流
行
に
関
係
し
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
経

済
的
理
由
の
み
が
流
行
を
促
進
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
社
会
不
安
．

災
害
と
い
う
大
き
な
問
題
を
前
に
、
庶
民
は
ほ
と
ん
ど
無
力
で
あ

る
。
そ
の
巨
大
な
危
機
を
前
に
、
庶
民
は
ど
の
よ
う
に
人
心
の
安
定

へ
向
け
、
ア
プ
ロ
ー
チ
を
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
江
戸
期
に

限
っ
た
問
題
で
は
な
く
、
日
本
人
が
古
く
か
ら
考
案
し
た
、
何
か
独

自
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が

幕
末
期
に
「
時
事
を
主
題
と
し
た
錦
絵
」
と
し
て
姿
を
現
し
た
と
筆

者
は
考
え
て
い
る
。
古
来
よ
り
存
在
し
て
い
る
民
俗
伝
承
上
の
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
が
総
絵
中
に
登
場
し
て
い
る
の
も
、
巨
大
な
力
に
対
す
る

民
衆
の
対
抗
、
人
心
を
安
定
さ
せ
る
た
め
の
装
置
と
し
て
採
用
さ
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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第
一
章
　
鰭
絵
図
像
と
民
俗
信
仰

　
陰
暦
の
安
政
二
年
十
月
二
日
（
西
暦
で
は
一
八
五
五
年
一
一
月
一
一

日
）
戌
の
刻
（
午
後
一
〇
時
頃
）
、
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
六
・
九
の
直
下

型
地
震
が
江
戸
を
襲
っ
た
。
震
源
は
江
戸
湾
荒
川
河
口
付
近
で
あ

り
、
余
震
は
一
一
月
上
旬
ま
で
続
い
た
。
死
者
四
二
〇
〇
人
余
、
負

傷
者
二
七
〇
〇
人
、
倒
壊
家
屋
一
五
〇
〇
軒
余
、
倒
壊
土
蔵
一
四
〇
〇

棟
余
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
地
震
に
よ
り
、
既
に
一
〇
〇
万
人
以
上

の
人
口
を
抱
え
て
い
た
江
戸
は
、
短
時
間
の
う
ち
に
市
中
の
至
る
所

で
出
火
し
、
江
戸
湾
沿
い
の
村
々
は
津
波
に
襲
わ
れ
た
。
ま
た
、
倒

　
　
　
　
は
り

れ
て
く
る
梁
や
柱
に
よ
り
圧
死
し
た
例
も
多
い
よ
う
で
あ
る
。
（
－
）

　
震
災
後
、
約
三
ヶ
月
あ
ま
り
の
間
に
鰭
絵
は
江
戸
市
中
に
氾
濫
し

た
。
現
存
す
る
作
品
は
約
二
〇
〇
種
だ
が
、
約
四
〇
〇
種
に
及
ぶ
絵

が
出
版
さ
れ
た
（
2
）
と
い
わ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
名
主
の
改
印
の

な
い
、
無
許
可
の
出
版
物
で
あ
っ
た
。
本
来
な
ら
ば
奉
行
所
の
検
閲

を
受
け
、
改
め
を
得
た
後
検
閲
印
・
絵
師
名
・
彫
師
名
・
板
元
名
を

画
中
に
載
せ
る
の
だ
が
、
風
刺
的
、
時
節
的
内
容
を
盛
り
込
ん
だ
錦

絵
は
出
版
禁
止
で
あ
っ
た
た
め
、
違
反
出
版
物
と
い
う
形
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。

　
ま
た
鯨
絵
は
、
日
本
に
古
く
か
ら
あ
る
民
俗
信
仰
に
基
づ
い
て
描

か
れ
て
い
る
。
普
段
は
地
底
に
い
る
大
鯨
を
鹿
島
大
明
神
が
抑
え
つ

け
て
い
る
が
、
特
に
一
〇
月
神
無
月
の
季
節
は
八
百
万
の
神
々
は
出

雲
大
社
に
集
結
す
る
た
め
、
そ
の
隙
を
つ
い
て
鮪
が
体
を
揺
さ
ぶ
っ

た
り
暴
れ
た
り
す
る
こ
と
で
地
震
が
起
こ
り
や
す
い
、
と
い
う
地
震

伝
説
が
鯨
絵
を
通
し
て
急
速
に
広
が
っ
た
の
で
あ
る
。

一
1
一
　
麓
絵
分
類

　
鯨
絵
は
、
鹿
島
大
明
神
と
地
震
鯨
の
俗
信
を
題
材
に
し
た
作
品
で

あ
る
。
よ
く
登
場
し
て
い
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
・
モ
チ
ー
フ
を
挙
げ
る

と
、
地
震
鯨
／
鹿
島
大
明
神
／
庶
民
（
地
震
に
よ
っ
て
損
、
得
を
し

た
者
な
ど
立
場
も
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
た
め
描
か
れ
方
も
違
い
、

職
業
も
様
々
）
／
恵
比
寿
神
／
雷
神
／
火
神
／
大
黒
／
伊
勢
神
馬
／

瓢
箪
／
要
石
、
な
ど
が
あ
る
。
特
徴
と
し
て
は
、
登
場
し
て
い
る
場

に
よ
っ
て
役
回
り
に
違
い
が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
震
災
直
後
に
出

回
っ
た
作
品
と
復
興
が
進
ん
だ
時
に
人
気
の
あ
っ
た
も
の
と
で
は
、

画
中
の
内
容
（
ス
ト
ー
リ
ー
）
は
大
き
く
変
わ
っ
て
お
り
、
以
前
に

は
よ
く
登
場
し
て
い
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
見
ら
れ
な
く
な
る
と
い
う

よ
う
に
、
登
場
頻
度
に
も
変
化
が
生
じ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ

の
ま
ま
震
災
に
遭
っ
た
民
衆
の
意
識
の
変
化
で
あ
る
。
大
別
す
る

と
、
A
地
震
鯨
、
B
鹿
島
大
明
神
、
C
庶
民
、
D
民
俗
伝
承
上
の

神
々
・
モ
チ
ー
フ
、
に
な
る
。
そ
れ
で
は
、
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
特
徴
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・
性
格
を
簡
単
に
ま
と
め
る
。
（
三

　
A
　
地
震
麓

　
①
地
震
鮪
の
姿
は
、
初
期
と
後
期
で
は
異
な
っ
て
い
る
。
初
期
は

「
大
鯨
」
と
し
て
、
魚
の
姿
を
留
め
て
い
る
も
の
が
多
い
。
こ
れ
は

「
地
中
に
い
る
鰭
が
体
を
揺
さ
ぶ
っ
た
た
め
地
震
が
起
こ
る
」
と
い

う
俗
信
に
沿
っ
て
お
り
、
鯨
絵
が
出
た
初
期
の
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
よ
う
な
描
か
れ
方
を
し
て
い
る
総
は
、
総
じ
て
「
地
震
を

引
き
起
こ
し
た
張
本
人
・
原
因
」
と
い
う
役
回
り
を
負
っ
て
い
る
た

め
、
庶
民
に
憎
ま
れ
攻
撃
さ
れ
て
い
る
か
、
鹿
島
大
明
神
や
そ
の
他

の
神
々
に
懲
ら
し
め
ら
れ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
蒲
焼
き
に
さ
れ
、

食
べ
ら
れ
て
い
る
。
総
の
擬
人
化
は
ま
だ
顕
著
で
は
な
く
、
こ
れ
ら

の
絵
が
出
さ
れ
た
と
き
は
、
ま
だ
震
災
の
恐
怖
が
大
い
に
残
っ
て
い

る
時
期
で
あ
る
。
大
鯨
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
も
の
は
、
震
災
の
恐

れ
が
覚
め
や
ら
ぬ
時
期
で
あ
る
た
め
、
鰭
は
「
畏
怖
」
す
べ
き
存
在

で
あ
り
、
あ
ま
り
感
情
的
な
表
現
は
さ
れ
て
い
な
い
。

　
②
初
期
を
過
ぎ
る
と
、
総
は
徐
々
に
擬
人
化
さ
れ
て
い
く
。
頭
部
、

手
足
が
は
っ
き
り
し
て
い
て
、
衣
服
も
身
に
着
け
て
い
る
。
擬
人
化

さ
れ
て
い
る
鯨
の
絵
は
種
類
が
多
く
、
A
I
①
の
大
総
と
は
異
な
り
、

感
情
表
現
も
豊
か
で
あ
る
。
擬
人
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り

「
地
震
」
と
い
う
自
然
現
象
を
身
近
な
も
の
と
し
、
感
情
移
入
、
あ
る

い
は
欝
憤
を
ぶ
つ
け
や
す
く
な
っ
て
い
る
。
鯨
に
感
情
的
表
現
が
あ

る
か
ら
こ
そ
、
画
中
に
登
場
す
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
鰭
に
対
し
て

持
っ
て
い
る
感
情
も
一
律
で
は
な
く
な
っ
て
い
く
。
ま
た
、
擬
人
化

さ
れ
、
よ
り
庶
民
に
近
い
存
在
と
な
っ
た
総
人
は
、
滑
稽
な
表
情
で

弱
々
し
く
、
親
し
み
も
持
て
る
。
擬
人
化
さ
れ
た
総
が
描
か
れ
て
い

る
場
合
、
同
じ
画
中
に
登
場
し
て
い
る
庶
民
の
性
格
も
分
か
れ
て
い

る
。
鮒
を
憎
ん
で
い
る
者
と
、
鯨
を
歓
迎
し
て
い
る
者
の
二
種
類
で

あ
る
。
そ
の
場
合
、
当
然
総
の
性
格
も
善
・
悪
ど
ち
ら
か
に
分
か
れ

て
い
る
。
他
、
そ
の
ど
ち
ら
で
も
な
く
、
鯨
が
単
独
で
登
場
し
て
い

る
も
の
も
存
在
し
、
民
衆
と
は
切
り
離
さ
れ
て
独
立
し
て
い
る
絵
も

存
在
し
て
い
る
。
擬
人
化
さ
れ
た
総
が
主
流
に
な
っ
て
い
く
と
、
や

が
て
神
々
の
登
場
頻
度
は
減
っ
て
い
き
、
民
衆
と
の
や
り
と
り
の
図

が
増
え
て
い
く
。

　
B
　
鹿
島
大
明
神

　
普
段
鎗
を
抑
え
つ
け
、
地
震
を
防
い
で
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る

神
。
鹿
島
大
明
神
が
登
場
し
て
い
る
総
絵
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合

鯨
を
押
さ
え
つ
け
て
い
る
様
を
描
い
て
い
る
。
鯨
を
抑
え
え
つ
け
て

い
る
主
な
道
具
は
、
要
石
か
刀
剣
、
瓢
箪
で
あ
る
。
鹿
島
大
明
神
が

描
か
れ
て
い
る
総
絵
は
「
護
符
」
と
し
て
の
機
能
が
あ
る
も
の
が
多

い
。
復
興
が
進
む
と
鹿
島
大
明
神
を
始
め
神
々
の
登
場
回
数
が
減
る

が
、
そ
の
理
由
の
｝
つ
に
は
「
護
符
」
と
し
て
の
機
能
が
求
め
ら
れ

な
く
な
っ
た
こ
と
・
総
が
歓
迎
さ
れ
始
め
、
そ
の
鯨
を
押
さ
え
つ
け
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る
役
で
あ
る
鹿
島
大
明
神
が
必
要
と
さ
れ
な
く
な
っ
て
き
た
こ
と
な

ど
が
考
え
ら
れ
る
。

　
C
　
民
衆

　
江
戸
市
中
に
住
む
、
様
々
な
職
業
に
従
事
し
て
い
る
男
女
が
数
多

く
描
か
れ
て
い
る
。
工
・
商
人
の
階
層
の
者
が
中
心
で
あ
る
が
、
富

裕
層
の
町
人
も
お
り
、
富
裕
で
あ
る
が
ゆ
え
の
描
か
れ
方
に
な
っ
て

い
る
。
A
地
震
鯨
で
も
触
れ
た
通
り
、
画
中
の
総
の
性
格
や
、
ど
の

職
業
に
就
い
て
い
る
か
に
よ
っ
て
、
登
場
し
て
い
る
民
衆
の
性
格
・

鯨
へ
の
態
度
は
異
な
り
、
鯨
を
憎
ん
で
い
る
者
と
歓
迎
し
て
い
る
者

と
に
分
か
れ
て
い
る
。
時
間
の
経
過
と
共
に
、
総
を
歓
迎
す
る
民
衆

が
描
か
れ
て
い
る
鰭
絵
が
増
加
し
て
い
く
が
、
こ
れ
ら
は
社
会
の
復

興
と
大
き
く
関
係
し
て
い
る
。

　
D
　
民
俗
伝
承
上
の
神
々
・
モ
チ
ー
フ

　
①
恵
比
寿
神
・
大
黒
は
、
鹿
島
大
明
神
と
同
じ
く
、
鯨
を
鎮
め
る

役
を
負
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
場
合
も
要
石
、
瓢
箪
を
用
い
て

行
つ
て
い
る
。

　
②
雷
神
・
火
神
も
擬
人
化
さ
れ
て
お
り
、
鯨
と
同
様
に
見
ら
れ
て

い
る
作
品
が
あ
る
。
ま
た
、
総
・
雷
神
・
火
神
の
三
者
で
拳
遊
び
を

し
て
い
る
作
品
が
あ
る
。
こ
の
拳
遊
び
は
総
絵
だ
け
で
な
く
、
他
の

浮
世
絵
で
も
多
用
さ
れ
て
い
る
。

　
③
要
石
、
瓢
箪
は
先
述
し
て
い
る
通
り
、
鎗
を
抑
え
つ
け
る
た
め

に
、
鹿
島
大
明
神
を
始
め
と
す
る
神
々
の
道
具
で
あ
る
。

　
④
伊
勢
神
馬
は
、
「
地
震
が
起
き
た
時
に
神
馬
が
江
戸
市
中
を
巡

り
、
信
者
を
救
う
た
め
に
そ
の
毛
を
与
え
、
助
か
っ
た
者
の
衣
服
か

ら
神
馬
の
毛
が
見
つ
か
っ
た
」
と
い
う
俗
信
か
ら
登
場
し
て
い
る
。

神
馬
が
鰭
を
蹴
散
ら
し
て
い
る
絵
が
あ
る
。

一
⊥
一
時
間
推
移
と
画
題
の
変
遷

　
鰭
絵
最
大
の
特
徴
は
「
地
震
を
引
き
起
こ
す
原
因
で
あ
る
悪
の
存

在
の
鯨
が
、
最
終
的
に
世
直
し
を
も
た
ら
す
善
な
る
存
在
へ
と
転
換

し
て
い
く
」
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　
地
震
が
起
こ
る
理
由
と
し
て
、
当
時
に
は
主
に
二
説
が
唱
え
ら
れ

て
い
た
。
そ
の
う
ち
の
一
節
は
天
讃
論
で
あ
る
。
天
誰
論
と
は
、
現

世
の
退
廃
を
諌
め
る
天
罰
で
あ
る
と
い
う
見
方
で
あ
り
、
も
う
一
節

は
地
震
を
契
機
に
世
の
中
の
偏
り
（
財
や
階
層
な
ど
）
を
正
す
世
直

し
思
想
で
あ
る
。
鰭
絵
の
主
要
な
テ
ー
マ
は
天
讃
論
で
は
な
く
、
世

直
し
思
想
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
（
4
）
し
か
し
そ
う
は
言
っ
て
も
、
世

直
し
思
想
に
至
る
ま
で
に
は
時
間
が
多
少
か
か
り
、
総
1
1
世
直
し
が

主
流
に
な
る
以
前
は
、
鰭
は
憎
ま
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。

　
安
政
大
地
震
が
起
こ
っ
た
直
後
の
総
絵
に
は
、
と
て
も
地
震
を
世

直
し
と
と
ら
え
る
余
裕
は
民
衆
に
は
な
か
っ
た
。
『
藤
岡
屋
日
記
1
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江
戸
大
地
震
』
安
政
乙
卯
年
十
月
二
日
夜
四
ッ
時
の
記
録
に
「
凡
江

戸
中
の
土
蔵
に
一
ヶ
所
と
し
て
満
足
な
る
ハ
な
く
、
去
共
、
誰
か
是

を
補
わ
ん
と
い
ふ
も
の
な
く
、
取
除
ん
と
思
ふ
者
も
な
く
て
、
只
大

道
二
平
伏
し
、
神
仏
名
号
を
唱
ふ
」
（
5
）
と
あ
る
よ
う
に
、
し
ば
ら
く

は
荘
然
自
失
と
し
て
野
宿
な
ど
を
し
て
い
た
が
、
生
き
残
っ
た
者
は

や
が
て
冷
静
に
な
り
自
分
の
置
か
れ
た
状
況
を
理
解
す
る
と
、
地
震

に
よ
っ
て
奪
わ
れ
た
物
を
認
識
し
、
地
震
へ
の
憎
し
み
が
募
っ
た
だ

ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
時
期
に
出
た
鯨
絵
は
、
民
衆
に
憎
ま
れ
攻
撃
さ

れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。

　
先
に
地
震
が
起
こ
る
諸
説
と
し
て
天
讃
論
が
出
た
が
、
鯨
が
神
の

遣
い
で
あ
り
退
廃
を
正
す
た
め
に
地
震
を
起
こ
し
た
と
す
る
天
謎
論

を
謳
っ
て
い
る
鯨
絵
は
少
な
い
。
そ
の
中
で
北
原
氏
は
「
天
讃
論
」

を
は
っ
き
り
と
示
す
珍
し
い
例
と
し
て
「
世
ハ
安
政
民
之
賑
」
【
図
版

一
】
挙
げ
て
い
る
。
（
6
）
こ
の
作
品
は
富
澤
氏
の
分
類
で
は
C
鯨
1
1
善

に
入
っ
て
お
り
、
そ
の
一
方
、
天
讃
と
似
た
言
葉
で
同
氏
の
分
類
A

総
1
1
悪
に
「
天
罰
を
与
え
に
来
た
鰭
」
と
い
う
項
目
が
あ
る
。
そ
こ

に
二
作
の
例
が
属
し
て
い
る
た
め
、
天
謎
論
に
立
っ
た
鯨
は
善
な
る

存
在
と
も
悪
な
る
存
在
と
も
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
「
世
ハ
安
政
民
之
賑
」
は
、
千
両
箱
に
執
着
す
る
金
持
ち

が
鯖
の
髭
を
首
に
か
け
て
、
要
石
を
背
負
っ
た
鰭
と
力
比
べ
を
し
て

い
る
。
鎗
は
神
の
使
い
と
し
て
、
金
持
ち
に
堕
落
を
諭
そ
う
と
し
て

地
震
を
起
こ
し
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
貧
し
い

者
へ
は
富
を
与
え
る
と
も
言
っ
て
い
る
。
（
7
＞

　
で
は
、
地
震
1
1
世
直
し
思
想
に
つ
い
て
考
え
る
が
、
世
直
し
思
想

に
至
る
に
は
、
社
会
の
復
興
が
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
社
会
が
復
興

し
て
い
く
経
過
と
共
に
総
絵
の
画
題
に
も
変
化
が
生
じ
て
い
っ
た
の

で
あ
る
。
地
震
1
1
世
直
し
思
想
に
入
る
前
に
、
ま
ず
そ
の
前
身
で
あ

る
総
1
1
悪
の
表
象
に
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
鯨
1
1
悪
と
い
う
表
象
の
鯨
絵
は
、
地
震
の
恐
怖
が
記
憶
に
新
し
い

初
期
の
段
階
に
出
た
と
い
う
の
が
先
行
研
究
で
の
見
解
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
種
類
の
鯨
絵
は
、
「
護
符
的
機
能
（
地
震
除
け
）
」
「
地
震
に

よ
っ
て
損
を
し
た
商
人
や
町
人
の
仕
返
し
・
欝
憤
晴
ら
し
」
に
大
き

く
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
護
符
機
能
が
あ
る
鯨
絵
に
は
、
詞
書
の
中
に
梵
字
や
呪
い
歌
な
ど

が
書
か
れ
て
い
て
、
そ
の
梵
字
を
切
り
抜
き
家
の
東
西
南
北
に
貼
っ

て
お
く
こ
と
で
、
地
震
の
難
を
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の

が
あ
る
。
図
版
例
と
し
て
「
地
震
御
守
」
【
図
版
二
】
の
詞
書
を
紹
介

す
る
。

「
地
震
御
守
」
読
み
下
し
【
図
版
二
】

地
震
御
守

か
し
ま
だ
い
じ
ん
ぐ
う
　
　
ご
た
く
せ
ん

鹿
島
太
神
宮
の
御
託
宣
に
曰
く
、

わ
れ
こ
の
ど

我
此
土
の
あ
ら
ん
限
、

山
川



140

　
　
　
　
　
　
　
あ
お
う
な
ば
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
る
い

草
木
の
ひ
と
く
さ
、
蒼
海
の
ミ
ぎ
ハ
の
い
さ
ご
の
か
つ
か
つ
震
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
こ
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
う

る
ふ
と
い
へ
ど
も
、
少
し
も
そ
の
形
を
害
ふ
こ
と
あ
た
ハ
ず
と
日

す
、
此
の
御
た
く
せ
ん
を
と
な
へ
て
朝
暮
ね
ん
じ
た
ま
ヘ
バ
、
あ

く
じ
・
さ
い
な
ん
・
け
ん
な
ん
・
火
な
ん
・
地
し
ん
の
の
な
ん
を

よ
け
る
こ
と
疑
か
ふ
べ
か
ら
ず
、
又
左
に
し
る
す
所
の
御
札
ハ
東

西
南
北
の
柱
に
は
り
お
け
バ
家
崩
れ
堅
、
破
る
る
こ
と
な
し
と
か

や

よ
っ
て
、
鰭
に
対
す
る
態
度
が
異
な
っ
て
い
る
。

　
鯨
が
殴
ら
れ
て
い
る
図
に
表
れ
る
庶
民
は
、
地
震
に
よ
っ
て
損
を

し
た
人
・
得
を
し
た
人
、
両
立
場
の
職
人
が
入
り
混
じ
っ
て
い
る
。

損
を
し
た
人
・
得
を
し
た
人
を
対
で
描
い
て
い
る
作
品
に
「
当
時
お

あ
い
だ
」
【
図
版
三
】
「
当
時
は
や
り
物
」
【
図
版
四
】
が
あ
る
。
「
お

あ
い
だ
」
と
は
、
不
要
に
な
り
暇
に
な
っ
た
様
子
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ

れ
描
か
れ
て
い
る
職
人
・
商
人
を
ま
と
め
る
と
、

　
護
符
の
機
能
を
持
つ
鯨
絵
に
は
、
鹿
島
大
明
神
が
多
く
登
場
し
て

い
る
。
鹿
島
大
明
神
が
鯨
と
一
緒
に
描
か
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
地

震
を
起
こ
す
鯨
を
常
に
監
視
し
て
い
る
、
と
い
う
意
味
合
い
を
出
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
史
料
読
み
下
し
に
見
た
よ
う
に
、
絵
を
見
る
・

読
む
行
為
だ
け
で
な
く
、
実
際
柱
や
天
井
に
貼
る
と
い
う
具
体
的
行

動
を
提
示
し
て
い
る
点
は
興
味
深
い
。
地
震
と
い
う
巨
大
な
災
害
に

対
し
て
民
衆
が
取
れ
る
手
立
て
が
な
い
中
、
こ
の
よ
う
に
「
貼
る
と

効
果
が
現
れ
る
」
御
札
を
買
い
家
に
貼
る
、
と
い
う
作
業
を
行
う
こ

と
自
体
が
人
心
の
安
定
に
一
役
買
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
次
に
「
地
震
に
よ
っ
て
損
を
し
た
商
人
や
町
人
の
仕
返
し
・
欝
憤

晴
ら
し
」
を
描
い
た
鎗
絵
を
見
る
。
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

は
、
総
に
攻
撃
を
し
て
い
る
の
が
、
必
ず
し
も
市
中
全
て
の
民
衆
で

は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
各
人
が
ど
の
職
業
に
就
い
て
い
る
か
に

　
　
「
当
時
お
あ
い
だ
」
【
図
版
三
】

み
セ
も
の
（
”
見
世
も
の
）
／
さ
る
ま
わ
し
1
1
（
猿
廻
）
／
ま
き
ゑ

（
1
1
巻
絵
師
）
／
唐
物
や
口
（
唐
物
屋
）
／
か
こ
ゐ
（
1
1
囲
い
…
別
宅

に
住
ま
わ
せ
て
お
く
妾
）
／
や
く
し
や
（
1
1
役
者
）
／
ご
ふ
く
や

（
1
1
呉
服
屋
）
／
袋
物
や
（
1
1
袋
物
屋
）
／
茶
ノ
ゆ
（
1
1
茶
の
湯
）
／

ぬ
い
い
た
く
（
1
1
縫
箔
屋
）
／
太
夫
／
げ
い
し
や
（
1
1
芸
者
）
／
け

い
こ
所
（
1
1
稽
古
所
）
／
三
味
セ
ん
や
（
口
三
味
線
屋
）
／
た
い
こ

持
ち
／
会
せ
き
（
ほ
懐
石
料
理
屋
）
／
か
し
本
や
（
1
1
貸
本
屋
）
／

ふ
な
や
（
1
1
船
宿
）

　
　
「
当
時
は
や
り
物
」
【
図
版
四
】

や
ね
や
（
1
1
屋
根
屋
）
／
天
ぷ
ら
や
（
撹
天
ぷ
ら
屋
）
／
材
木
や

（
陪
材
木
屋
）
／
大
工
／
か
わ
ら
し
（
1
1
瓦
師
）
／
一
ぜ
ん
め
し
（
1
1
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一
膳
飯
屋
）
／
こ
て
り
う
じ
（
1
1
こ
て
療
治
）
／
人
ト
入
（
1
1
人
宿
）

／
わ
ら
じ
（
1
1
わ
ら
じ
屋
）
／
あ
ら
物
や
（
1
1
荒
物
屋
）
／
畳
や

（
1
1
畳
屋
）
／
竿
天
や
（
1
1
半
天
屋
）
／
車
力
／
鳶
者
／
番
付
売
／

左
か
ん
（
1
1
左
官
）
／
穴
く
ら
（
1
1
穴
蔵
）
／
土
方

　
仕
事
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
人
々
の
職
業
は
芸
人
や
贅
沢
物
を

扱
う
店
で
あ
り
、
地
震
に
よ
っ
て
仕
事
量
が
増
え
得
を
し
た
の
は
土

木
・
建
築
に
携
わ
る
職
人
が
多
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
地
震
後
は

当
面
の
生
活
を
凌
ぐ
の
で
精
一
杯
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
職
業

に
よ
っ
て
損
・
得
の
立
場
に
分
か
れ
る
こ
と
も
納
得
で
き
る
。

　
「
し
ん
よ
し
原
大
な
ま
づ
ゆ
ら
ひ
」
【
図
版
五
】
の
登
場
人
物
は
鰭

人
親
子
・
損
を
し
た
人
（
吉
原
の
遊
女
や
遊
客
）
・
得
を
し
た
人
々

（
職
人
達
）
で
、
地
震
で
被
害
を
被
っ
た
遊
女
達
は
、
大
鰭
を
罵
り
な

が
ら
殴
る
・
蹴
る
な
ど
の
暴
行
を
働
い
て
い
る
。
一
方
で
需
要
が
高

ま
っ
た
こ
と
で
儲
け
た
職
人
た
ち
（
左
上
）
は
、
地
震
に
多
少
な
り

と
も
恩
を
感
じ
て
い
る
た
め
、
仲
裁
に
入
ろ
う
と
足
を
急
が
せ
て
い

る
。
（
鳶
）
「
ま
ち
ね
へ
、
ま
ち
ね
へ
、
ま
ち
ね
へ
　
お
れ
が
と
め
た
、

と
め
た
、
と
め
た
」
（
職
人
）
「
ま
ッ
て
く
れ
、
ま
ッ
て
く
れ
、
ま
ッ

て
く
れ
」
（
職
人
）
「
お
い
、
お
い
、
お
い
、
そ
ん
な
に
ぶ
ち
な
さ
ん

な
、
ぶ
ち
な
さ
ん
な
、
ぶ
ち
な
さ
ん
な
」
と
、
鯨
に
攻
撃
し
て
い
る

花
魁
た
ち
を
責
め
る
ま
で
は
し
な
い
ま
で
も
、
鯨
を
擁
護
す
る
姿
勢

で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
（
8
）

　
「
大
合
戦
図
」
【
図
版
六
】
は
、
庶
民
の
立
場
の
違
い
を
面
白
く
表

し
て
お
り
、
ま
た
鯨
絵
中
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
こ
の
頃
ど
の
よ
う
な

役
割
を
負
っ
て
い
た
の
か
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
作
品
で
あ
る
。

画
中
の
登
場
人
物
は
総
人
・
鹿
島
大
明
神
・
損
得
そ
れ
ぞ
れ
の
人
々

・
風
神
・
雷
神
・
亡
者
で
あ
る
。
画
面
右
方
に
は
鹿
島
大
明
神
に
導

か
れ
、
損
を
し
た
と
思
わ
れ
る
遊
女
や
庶
民
が
に
ら
み
つ
け
、
左
方

で
は
風
神
・
雷
神
・
そ
し
て
鯨
人
が
迎
え
撃
つ
。
中
央
で
は
得
を
し

た
と
思
わ
れ
る
職
人
た
ち
が
見
物
し
て
お
り
、
争
い
に
は
関
わ
っ
て

い
な
い
。
ま
た
職
人
の
背
後
に
は
地
震
で
命
を
落
と
し
た
亡
者
が
幽

霊
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
鰭
を
抑
え
る

鹿
島
大
明
神
が
、
自
分
で
直
接
抑
え
つ
け
る
の
で
は
な
く
、
庶
民
を

指
揮
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
鹿
島
大
明
神
は
本
来
地
震
鰭
を

抑
え
る
役
割
を
負
っ
て
い
る
た
め
、
庶
民
の
味
方
に
な
っ
て
い
る
の

だ
が
、
鯨
人
は
鹿
島
大
明
神
に
も
堂
々
と
向
か
っ
て
お
り
、
「
地
震
御

守
」
で
見
た
よ
う
に
深
々
と
反
省
し
て
い
る
様
子
も
、
鹿
島
大
明
神

を
恐
れ
て
い
る
様
子
も
な
い
。
つ
ま
り
、
神
の
力
が
弱
ま
っ
て
お
り
、

絵
の
主
体
は
総
と
庶
民
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
や
が
て
こ
の
よ

う
な
争
い
を
描
く
も
の
も
な
く
な
っ
て
い
く
。

　
こ
の
よ
う
に
鎗
が
主
体
に
な
り
、
神
々
の
登
場
回
数
が
減
っ
て
い

く
の
は
、
江
戸
市
中
の
復
興
進
度
と
関
係
し
て
い
く
。
最
初
に
地
震



　
　
が
発
生
し
た
】
○
月
二
日
か
ら
、
余
震
は
度
々
続
い
た
が
、
＝
月

慨
　
に
は
少
な
く
な
っ
た
。
富
澤
氏
は
一
〇
月
の
余
震
の
回
数
を
「
破
窓

　
　
の
記
」
（
『
大
日
本
地
震
史
料
』
思
文
閣
、
一
九
七
三
）
、
一
一
月
の
余

　
　
震
を
「
時
雨
廼
袖
」
（
『
江
戸
叢
書
　
第
一
〇
巻
』
江
戸
叢
書
刊
行
会
、

　
　
一
九
一
七
）
を
参
照
し
表
に
ま
と
め
て
い
る
が
、
そ
の
表
に
よ
り
、

　
　
一
一
月
の
余
震
回
数
が
一
〇
月
の
回
数
の
約
七
分
の
一
に
ま
で
減
少

　
　
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
（
9
）
。

　
　
　
地
震
の
心
配
が
な
く
な
っ
た
こ
と
は
、
世
直
し
思
想
が
鯨
絵
の
主

　
　
流
に
な
る
」
つ
の
要
素
で
あ
る
。
命
の
危
険
が
な
く
な
る
と
心
に
余

　
　
裕
も
で
き
始
め
、
徐
々
に
生
活
環
境
の
建
て
直
し
に
意
識
が
集
中
す

　
　
る
よ
う
に
な
る
。
だ
が
、
よ
り
具
体
的
な
要
因
は
、
市
中
の
金
回
り

　
　
が
よ
く
な
っ
た
こ
と
と
幕
府
に
よ
る
救
済
措
置
が
行
わ
れ
た
こ
と

　
　
で
、
市
中
が
復
興
し
、
な
お
か
つ
偏
り
の
あ
っ
た
財
の
恩
恵
を
下
層

　
　
町
民
も
受
け
る
機
会
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
地
震
で
崩
壊

　
　
し
た
町
の
修
復
を
す
る
た
め
に
大
工
・
鳶
・
左
官
な
ど
の
需
要
が
増

　
　
え
、
手
間
賃
は
だ
い
ぶ
高
騰
し
、
職
人
手
間
賃
引
き
上
げ
を
禁
じ
る

　
旨
の
町
触
が
出
さ
れ
た
（
地
震
発
生
当
夜
で
あ
る
一
〇
月
二
日
か
ら

　
以
後
度
々
）
ほ
ど
で
、
中
に
は
三
～
四
倍
の
不
当
な
高
値
で
取
引
を

　
し
て
い
た
と
し
て
入
牢
・
過
料
の
罰
を
受
け
た
職
人
も
い
た
。
（
－
o
）

　
　
幕
府
に
よ
る
救
済
措
置
は
、
三
仕
法
で
あ
る
御
救
小
屋
・
焚
出

　
し
・
御
救
米
の
他
、
富
裕
町
人
・
武
家
・
寺
院
か
ら
の
施
し
が
あ
っ

た
。
銭
や
米
を
無
償
で
受
け
た
こ
と
は
、
当
時
富
が
偏
在
し
変
え
よ

う
の
な
い
格
差
が
あ
っ
た
社
会
の
中
で
は
、
災
害
下
で
あ
っ
て
も
下

層
町
民
に
は
幸
運
な
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
持
丸
長
者
（
1
1
金
持
ち
）

が
施
し
を
行
い
、
地
震
に
よ
っ
て
損
を
し
た
様
を
見
る
こ
と
は
痛
快

で
あ
っ
た
。
鰭
絵
に
も
風
刺
的
に
描
か
れ
て
い
る
。

　
で
は
、
富
の
平
均
化
・
復
興
景
気
・
世
直
し
を
も
た
ら
し
た
「
善

の
存
在
」
へ
転
換
し
て
い
る
例
を
み
て
み
る
。
鯨
目
善
に
な
っ
て
い

る
総
絵
の
中
か
ら
、
「
仮
宅
で
歓
迎
さ
れ
る
総
」
「
世
直
し
総
」
を
挙

げ
る
。

　
「
仮
宅
で
歓
迎
さ
れ
る
鰭
」
で
は
、
「
当
世
仮
宅
遊
」
【
図
版
七
】
な

ど
が
あ
る
。
仮
宅
は
一
〇
月
二
〇
日
に
営
業
申
請
が
出
さ
れ
、
＝

月
四
日
に
二
四
ヶ
所
五
〇
〇
日
の
許
可
を
得
て
、
一
二
月
か
ら
翌
春

に
か
け
て
営
業
し
た
。
（
1
1
）
「
当
世
仮
宅
遊
」
に
描
か
れ
て
い
る
職
人

は
屋
根
屋
・
材
木
屋
・
石
屋
・
車
力
・
鳶
・
大
工
な
ど
で
あ
り
、
鰭

を
伴
っ
て
仮
宅
を
訪
れ
て
い
る
。

　
儲
け
た
職
人
が
遊
興
に
金
を
投
じ
た
こ
と
は
先
ほ
ど
触
れ
た
が
、

通
例
で
は
半
纏
・
股
引
と
い
っ
た
身
な
り
の
者
は
、
中
等
娼
婦
は
客

と
し
て
取
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
仮
宅
で
の
営
業
所
で
は
普
段
の
格

式
は
取
ら
ず
職
人
風
情
で
も
娼
家
へ
上
が
る
こ
と
が
で
き
た
た
め
、

職
人
た
ち
は
儲
け
た
金
を
遊
郭
や
飲
食
に
使
い
、
に
わ
か
復
興
景
気

が
広
が
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
仮
宅
を
描
い
た
作
品
は
職
人
が
儲
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け
た
金
銭
の
使
い
道
を
描
い
て
お
り
、
仮
宅
営
業
ま
で
の
申
請
・
営

業
の
期
間
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
鯨
が
善
の
存
在
へ
と
転
換
し
て
い

く
の
が
地
震
後
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
で
あ
り
、
時
間
の
推
移
・
社
会

復
興
と
共
に
画
題
が
変
化
し
て
い
く
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
同
様

に
、
「
し
ん
よ
し
原
大
な
ま
づ
ゆ
ら
ひ
」
で
鯨
を
罵
倒
・
攻
撃
し
て
い

る
遊
女
達
と
仮
宅
で
の
遊
女
の
態
度
の
違
い
か
ら
も
、
地
震
鯨
に
対

す
る
民
衆
意
識
に
変
化
が
生
じ
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
仮
宅
を

テ
ー
マ
に
し
た
鯨
絵
の
中
に
は
、
「
浮
世
栄
　
し
ん
よ
し
ハ
ら
か
り

た
く
」
【
図
版
八
】
の
よ
う
に
、
仮
宅
の
許
可
が
下
り
た
町
名
を
記

し
、
情
報
と
し
て
の
機
能
を
持
つ
も
の
も
あ
っ
た
。
（
1
2
）
な
ぜ
世
直
し

を
謳
う
鯨
絵
が
後
半
に
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る

の
か
、
と
い
う
問
思
の
根
拠
の
一
つ
に
は
、
こ
の
よ
う
に
遊
郭
の
営

業
情
報
を
載
せ
て
い
る
も
の
が
あ
る
か
ら
だ
。

　
「
世
直
し
総
」
は
、
地
震
を
肯
定
し
、
積
極
的
に
「
よ
い
き
っ
か
け

に
な
っ
た
」
と
評
価
し
て
い
る
種
類
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
総
は
画

中
で
民
衆
の
た
め
に
様
々
な
活
動
を
し
て
い
る
。
「
世
直
し
鯨
の
情
」

【
図
版
九
】
で
は
地
震
で
崩
れ
た
家
屋
か
ら
人
々
を
救
っ
て
お
り
、
さ

ら
に
は
詞
書
で
、
地
震
を
起
こ
し
た
張
本
人
で
あ
っ
た
は
ず
の
鯨
が

「
人
々
を
助
け
た
の
は
神
馬
で
は
な
く
お
い
ら
の
仲
間
が
助
け
た
」

と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
鯨
の
性
格
が
一
八
〇
度
変
わ
っ
て
い
る

様
子
が
う
か
が
え
る
。
（
1
3
v

　
以
上
、
本
節
で
は
鯨
絵
の
分
類
か
ら
時
間
的
推
移
に
よ
る
画
題
の

変
遷
を
概
観
し
た
。
し
か
し
こ
の
作
業
だ
け
で
は
、
な
ぜ
民
衆
は
大

災
害
で
あ
る
地
震
を
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
滑
稽
化
し
、
最
終
的
に
流
行

神
と
し
て
拝
む
ほ
ど
地
震
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
、
と

い
う
民
衆
の
意
識
が
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
鯨
絵
に
は
様
々
な
民
俗

伝
承
上
の
人
物
が
登
場
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
人
物
・
モ
チ
ー
フ

は
単
な
る
図
像
と
し
て
総
絵
に
出
現
さ
せ
た
わ
け
で
は
な
い
。
元
々

そ
の
登
場
人
物
が
持
っ
て
い
た
性
格
や
能
力
が
総
絵
中
で
も
再
現
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
民
衆
の
願
い
や
期
待
を
込
め
ら
れ
て
描
か
れ

て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

第
二
章
　
鰭
絵
と
民
俗
信
仰

二
⊥
　
「
両
義
性
」
「
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
」
「
祀
り
棄
て
」

　
地
震
と
鰭
の
関
係
性
を
問
題
と
し
た
先
行
研
究
で
は
、
「
ぢ
志
ん

乃
辮
」
【
図
版
一
〇
】
に
見
ら
れ
る
通
り
、
地
底
に
潜
ん
で
い
る
の
は

当
初
、
鯨
で
は
く
蛇
龍
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
（
1
4
）
こ
の
蛇

龍
に
囲
ま
れ
、
日
本
列
島
は
諸
州
の
名
称
を
使
っ
て
図
式
的
に
表
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
図
柄
が
成
立
し
て
い
る
一
七
世
紀
に
は
ま
だ
地
震

総
は
定
着
し
て
お
ら
ず
、
一
七
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
に
入
っ
て
蛇
龍
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か
ら
鯨
へ
の
転
換
が
起
こ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
宮
田
登
氏
は
、

地
震
に
際
し
た
総
の
異
変
例
や
農
村
的
「
物
言
う
魚
」
（
人
間
に
化

け
、
人
間
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
る
）
・
聖
な
る
魚
崇
拝
の
「
神
使
」
型

の
民
俗
伝
承
例
を
挙
げ
て
お
り
、
当
時
の
社
会
不
安
（
災
害
や
疫
病

な
ど
）
と
災
害
前
の
鯨
の
異
変
記
録
と
照
ら
し
合
わ
せ
、
従
来
あ
っ

た
「
大
地
を
蛇
龍
が
支
え
て
い
る
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
と
地
表
に
姿

を
現
し
始
め
た
総
の
姿
態
と
が
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
し
た
、
と
述
べ
て

い
る
。
さ
ら
に
「
物
言
う
魚
」
の
伝
承
要
素
も
加
わ
り
、
天
変
地
異

が
人
間
に
対
す
る
天
讃
で
あ
る
と
い
う
鯨
絵
の
下
地
が
形
成
さ
れ
た

こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。
（
1
5
）
水
の
表
象
と
し
て
の
蛇
龍
か
ら
魚
・
鯨

へ
の
移
行
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
蛇
龍
1
1
総
の
同
一
化
概
念
か
ら
、
鯨
は
水
界
や
そ
の
他
様
々

な
伝
承
と
の
関
わ
り
が
み
え
て
く
る
が
、
こ
れ
ら
の
変
遷
は
ア
ウ
エ

ハ
ン
ト
氏
の
著
書
に
詳
し
い
。
（
1
6
）
同
氏
は
鯨
・
鹿
島
大
明
神
・
要
石

と
い
う
鯨
絵
三
大
要
素
を
軸
に
、
諸
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
・
モ
チ
ー
フ
が

そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
も
の
で
は
な
く
伝
承
上
で
密
接
に
関
わ
り
合
っ

て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
伝
承
の
形
成
過
程
で
、
諸
神
や
信

仰
は
類
似
点
が
あ
れ
ば
「
同
一
化
」
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
当
初
持
ち

合
わ
せ
て
い
な
い
機
能
を
付
加
さ
れ
た
鯨
絵
の
登
場
人
物
が
存
在
す

る
。
ま
た
、
「
同
一
化
」
さ
れ
新
た
な
機
能
を
付
加
さ
れ
た
た
め
に
、

当
初
持
っ
て
い
た
機
能
・
性
格
と
は
反
対
の
性
格
も
持
つ
こ
と
に
な

り
、
「
両
義
的
」
に
な
る
場
合
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
例
に
は
山
の
神

1
1
水
神
、
恵
比
寿
神
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
山
の
神
は
正
、
水
神
は

負
の
性
格
を
帯
び
、
恵
比
寿
神
は
福
を
も
た
ら
す
存
在
で
あ
る
｝

方
、
不
具
性
を
も
つ
荒
神
と
し
て
の
面
が
あ
る
。
正
と
負
、
二
つ
の

面
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
一
見
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
思
え

る
が
、
ア
ウ
エ
ハ
ン
ト
氏
の
よ
う
に
一
つ
一
つ
の
伝
承
形
成
過
程
を

追
っ
て
い
く
と
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
相
反
す
る
性
格
を
持
っ
て
い
る

の
か
が
明
確
に
な
る
。
鯨
絵
の
画
中
に
伝
承
上
の
登
場
人
物
が
描
か

れ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
ら
の
人
物
・
モ
チ
ー
フ
ら
が
鯨
絵
の
面
白
さ

を
｝
層
引
き
立
て
て
い
る
こ
と
（
世
相
の
移
り
変
わ
り
を
伝
承
上
の

人
物
た
ち
の
性
格
に
う
ま
く
当
て
は
め
て
い
る
点
）
、
江
戸
期
の
人

間
が
鰭
絵
に
何
を
期
待
し
て
伝
承
上
の
人
物
た
ち
を
採
用
し
た
の

か
、
と
い
う
こ
と
の
解
釈
が
ア
ウ
エ
ハ
ン
ト
氏
の
著
書
に
よ
り
深

ま
っ
た
と
い
え
る
。

　
総
絵
の
「
両
義
性
」
を
考
え
る
上
で
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
の

は
、
民
俗
伝
承
上
で
も
よ
く
登
場
す
る
「
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
」
の
存

在
で
あ
る
。
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
と
は
、
神
話
や
民
俗
伝
承
な
ど
で
社

会
の
道
徳
・
秩
序
を
乱
す
一
方
、
文
化
の
活
性
化
を
担
う
存
在
で
あ

り
、
善
と
悪
の
双
方
に
通
じ
、
笑
い
に
よ
っ
て
世
界
を
撹
乱
す
る
者

を
い
う
。
同
氏
の
著
書
で
は
様
々
な
神
の
両
義
性
の
形
成
過
程
に
触

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ギ
ミ
タ
マ
　
　
　
　
　
ア
ラ
ミ
タ
マ

れ
て
い
る
が
、
「
同
じ
神
の
中
に
『
和
魂
』
と
『
荒
魂
』
の
対
立
し
合
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ニ
ギ
ミ
タ
マ

う
要
素
が
統
合
さ
れ
て
い
て
、
『
和
魂
』
1
1
善
の
面
が
優
越
す
る
位
置

に
あ
ら
か
じ
め
決
め
ら
れ
て
い
る
点
に
、
日
本
の
神
々
の
本
質
が
典

型
的
に
現
れ
て
い
る
」
、
と
い
う
松
平
斉
光
氏
の
指
摘
を
挙
げ
て
い

る
。
〔
1
7
）
「
善
の
性
格
が
優
越
す
る
」
仕
組
み
は
、
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー

の
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
は
、
社
会
の
道
徳
・
秩

序
を
乱
す
“
邪
悪
／
文
化
の
活
性
化
を
担
う
1
1
善
の
二
面
性
を
持
つ

者
で
あ
る
が
、
邪
悪
な
性
質
は
善
の
性
質
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
る
場

が
設
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
ア
ウ
エ
ハ
ン
ト
氏
の
論
を
少
し
整
理
し
た
い
。
氏
の
著
書

の
中
で
総
絵
中
の
両
義
的
な
性
格
を
持
つ
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
の
考
察

を
ま
と
め
て
い
る
た
め
、
そ
の
中
で
も
特
に
重
要
と
思
わ
れ
る
箇
所

を
簡
単
に
取
上
げ
る
。

ア
ウ
エ
ハ
ン
ト
氏
に
よ
る
鰭
絵
中
の
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
i
考
察

　
〈
山
の
神
の
諸
特
徴
…
益
の
面
が
害
の
面
よ
り
も
強
い
〉

・
　
田
の
神

・
　
年
神

・
　
豊
饒

・
　
富

・
　
治
癒
さ
せ
る
力

　
〈
水
界
の
神
の
諸
特
徴
…
害
の
面
が
益
の
面
よ
り
強
い
〉

●■●●■●

一二三

不
具
性
（
醜
さ
）

挑
発
性
（
洪
水
・
地
震
・
疫
病
）

破
壊
力

雷
神

荒
神

蛇
（
お
よ
び
そ
の
代
替
者
）

鹿
島
大
明
神
は
、
雷
神
や
文
化
的
英
雄
と
し
て
き
わ
め
て
肯
定

的
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
肯
定
的
と
ば
か
り
い
え
な
い
特
徴
を

示
し
て
い
る
。
水
界
や
水
神
と
の
関
連
も
存
在
し
て
い
る
。

恵
比
寿
お
よ
び
恵
比
寿
信
仰
は
、
強
い
両
義
的
形
態
に
よ
っ
て

特
徴
づ
け
ら
れ
表
現
さ
れ
て
い
る
。
（
少
童
と
い
う
形
象
と
水

界
と
の
関
連
）

鯨
は
地
震
を
ひ
き
起
こ
す
も
の
と
し
て
版
画
に
描
か
れ
る
が
、

し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
、
世
界
の
更
新
者
の
み
な
ら
ず
富
や
幸

運
を
も
た
ら
す
者
と
し
て
も
、
つ
ま
り
典
型
的
な
ト
リ
ッ
ク
ス

タ
ー
形
象
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
鯨
に
関
し
て
と
り
わ
け

重
要
な
の
は
、
蛇
（
蛇
龍
）
と
の
同
一
化
に
加
え
て
、
雷
（
雷

神
）
や
少
童
（
英
雄
）
と
の
絵
画
表
現
上
の
同
一
化
で
あ
る
。

鯨
は
水
神
で
あ
り
留
守
神
で
も
あ
る
が
、
総
は
自
分
自
身
の
行

為
（
1
1
地
震
）
か
ら
人
々
を
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
そ
の
守
護
者
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で
も
あ
る
。
（
1
8
）

　
総
絵
に
「
弁
慶
な
ま
つ
道
具
」
【
図
版
一
＝
と
い
う
作
品
が
あ

る
。
な
ぜ
「
弁
慶
」
が
鰭
絵
に
お
い
て
登
場
す
る
の
か
、
と
い
う
こ

と
を
例
に
挙
げ
、
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
の
重
要
な
課
題
で
あ
る
「
邪
悪

な
面
を
克
服
す
る
」
必
要
性
に
触
れ
よ
う
と
思
う
。

　
ア
ウ
エ
ハ
ン
ト
氏
は
、
蛇
（
鯨
）
・
雷
神
・
弁
慶
（
金
時
）
の
力

を
持
ち
な
が
ら
生
ま
れ
た
少
童
・
怪
童
に
ま
つ
わ
る
異
常
出
生
謂
の

出
自
を
そ
れ
ぞ
れ
辿
り
、
幼
少
期
に
破
壊
的
な
力
を
持
っ
て
い
る
こ

と
・
成
長
す
る
と
破
壊
的
性
格
は
薄
れ
、
善
の
面
が
表
出
す
る
こ
と

で
英
雄
に
な
る
、
と
い
う
共
通
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
悪
か
ら
善
の

存
在
に
転
換
す
る
に
は
、
自
ら
の
中
に
あ
る
悪
の
面
と
対
決
す
る

か
、
あ
る
い
は
外
部
の
敵
（
悪
）
と
戦
う
こ
と
で
、
自
ら
の
悪
の
要

素
を
解
消
す
る
こ
と
で
叶
え
ら
れ
る
。
弁
慶
で
い
え
ば
、
幼
少
期
か

ら
備
わ
る
特
別
な
力
ゆ
え
に
恐
怖
さ
れ
る
存
在
で
あ
り
、
不
徳
な
ご

ろ
つ
き
で
あ
っ
た
が
、
義
経
に
仕
え
る
こ
と
で
忠
実
な
家
来
と
な

り
、
敵
対
者
で
あ
る
常
陸
坊
海
尊
（
弁
慶
の
か
つ
て
の
悪
の
面
を
表

し
て
い
る
）
を
打
ち
負
か
す
こ
と
で
英
雄
に
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と

に
な
る
。
（
1
9
）
同
氏
は
こ
の
よ
う
な
伝
承
例
を
数
多
く
挙
げ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
の
中
に
混
在
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ラ
ミ
タ
マ

た
善
の
性
格
と
悪
の
性
格
が
分
離
し
、
荒
魂
が
独
立
し
た
こ
と
で
純

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ギ
ミ
タ
マ

粋
な
「
悪
」
の
み
の
要
素
に
な
っ
た
存
在
を
、
善
の
和
魂
が
抑
え
づ

　
　
　
　
　
　
ニ
ギ
ミ
タ
マ

け
、
最
終
的
に
和
魂
の
制
御
の
下
に
落
ち
着
か
せ
た
、
と
い
う
点
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ラ
ミ
タ
マ

あ
る
。
こ
の
こ
と
を
地
震
1
1
鎗
に
当
て
は
め
る
と
、
荒
魂
1
1
地
震
は

最
初
、
死
や
破
壊
な
ど
負
の
要
素
し
か
な
い
。
し
か
し
そ
の
地
震
も

や
が
て
負
の
要
素
だ
け
で
は
な
く
、
世
直
し
の
契
機
に
な
っ
た
と
い

う
善
の
面
が
見
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
地
震
が
も
た
ら
し
た
破

壊
や
不
幸
と
い
っ
た
面
は
、
世
直
し
思
想
に
よ
っ
て
抑
え
つ
け
ら

れ
、
負
の
要
素
は
完
全
に
見
ら
れ
な
く
な
る
。
地
震
鯨
は
自
ら
の
悪

を
解
消
し
た
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
な
ぜ
多
く
の
伝
承
例
の
よ
う
に
悪
は
悪
の
ま
ま
で
は
な

く
、
善
悪
逆
転
や
善
の
勝
利
が
要
求
・
期
待
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
に
は
、
日
本
独
自
の
伝
統
的
民
俗
儀
礼
の
特
徴
が
関
係
し
て
い

る
。　

気
谷
誠
氏
は
、
日
本
人
が
古
来
よ
り
と
っ
て
き
た
、
社
会
の
外
か

ら
加
え
ら
れ
た
圧
力
の
回
避
方
法
と
し
て
「
祀
り
棄
て
」
に
よ
る
発

想
転
換
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
「
祀
り
棄
て
」
の
説
明
と
し
て
氏

は
、
「
外
部
か
ら
加
え
ら
れ
た
力
と
正
面
き
っ
て
対
立
す
る
こ
と
を

避
け
、
む
し
ろ
巧
妙
に
そ
の
力
を
内
部
へ
と
取
り
込
み
、
順
化
し
て

利
用
す
る
」
と
論
じ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
民
俗
儀
礼
の
風
習
は
、

大
地
震
を
経
験
し
た
後
に
総
絵
と
い
う
形
で
錦
絵
が
出
回
っ
た
こ
と

に
大
き
く
関
係
し
て
い
る
。
（
2
0
）
同
様
に
ア
ウ
エ
ハ
ン
ト
氏
も
、
日
本
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人
の
荒
神
（
主
神
に
よ
っ
て
押
し
の
け
ら
れ
た
土
着
の
神
）
へ
の
対

応
に
つ
い
て
、
荒
神
・
崇
り
神
を
た
だ
恐
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
主

神
（
高
位
・
善
の
神
）
の
「
御
子
神
」
と
し
て
正
当
な
体
系
に
組
み

込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
制
御
し
鎮
静
さ
せ
丁
重
に
崇
め
る
方
法
を

と
っ
て
き
た
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。
（
2
1
）
日
本
人
は
古
来
よ
り
、
負

の
要
素
を
自
ら
の
内
部
に
受
け
入
れ
て
き
た
が
、
そ
の
ま
ま
負
の
形

で
取
り
入
れ
、
留
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
に
、
善
の
面
で
負
の

面
を
覆
い
隠
す
。
つ
ま
り
巨
大
な
脅
威
・
外
部
か
ら
の
圧
力
の
中
に

何
と
か
し
て
両
義
的
性
格
を
見
出
し
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
善
悪
の

性
格
を
分
離
さ
せ
、
善
の
面
で
悪
の
面
を
隠
す
・
誤
魔
化
す
の
で
あ

る
。
そ
の
と
き
に
善
と
負
の
面
を
橋
渡
し
す
る
の
が
ト
リ
ッ
ク
ス

タ
ー
で
あ
る
。

　
現
代
の
総
絵
研
究
者
た
ち
は
様
々
な
分
野
か
ら
検
証
し
て
鰭
絵
の

図
像
や
両
義
的
性
格
を
考
察
し
て
い
る
が
、
当
時
の
江
戸
市
民
た
ち

に
と
っ
て
、
鯨
や
そ
の
他
の
登
場
人
物
た
ち
が
両
義
的
性
格
で
あ
る

こ
と
、
む
し
ろ
鯨
絵
自
体
が
両
義
的
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
対

し
、
さ
し
て
矛
盾
な
ど
は
感
じ
ず
、
ご
く
自
然
な
流
れ
で
鯨
の
役
割

が
変
化
し
て
い
っ
た
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
祀
り
棄
て
」
に
み
る
民
俗
儀
礼
的
手
段
は
、
民
衆
た
ち
に
と
っ
て
、

得
体
の
知
れ
な
い
巨
大
な
力
に
対
抗
す
る
た
め
の
回
避
・
防
禦
と
考

え
る
な
ら
ば
、
総
絵
の
登
場
人
物
た
ち
が
矛
盾
し
た
両
義
的
性
格
を

持
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
災
厄
を
避
け
る
た
め
・
神
の
加
護
を
受
け

る
た
め
・
災
害
と
い
う
衝
撃
的
事
実
を
受
け
入
れ
る
た
め
・
な
ど
の

目
的
に
よ
り
、
意
識
的
に
し
ろ
無
意
識
的
に
し
ろ
、
各
地
の
各
伝
承

要
素
を
複
合
し
た
結
果
の
産
物
で
あ
る
た
め
に
、
現
代
で
は
矛
盾
し

て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
と
し
て
も
当
時
に
お
い
て
は
矛
盾
で
は

な
く
、
世
直
し
と
信
じ
る
こ
と
自
体
が
彼
ら
に
と
っ
て
の
真
実
だ
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

　
そ
れ
で
は
、
「
同
一
化
」
「
両
義
性
」
「
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
」
「
祀
り

棄
て
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
安
政
大
地
震
を
契
機
に
出
回
っ
た
鯨
絵

と
、
嘉
永
期
の
ペ
リ
ー
来
航
時
に
描
か
れ
た
「
黒
船
図
」
を
比
較
し
、

時
事
的
な
出
来
事
や
巨
大
な
力
に
対
し
、
江
戸
民
衆
が
ど
の
よ
う
に

対
応
し
受
け
入
れ
て
き
た
の
か
を
、
民
俗
信
仰
の
視
点
か
ら
考
え
よ

う
と
思
う
。

ニ
ー
二
　
危
機
的
出
来
事
の
表
現

　
幕
末
期
の
江
戸
に
は
、
危
機
的
出
来
事
が
度
々
起
こ
っ
た
。
そ
し

て
、
安
政
大
地
震
と
い
う
大
き
な
傷
跡
を
残
し
た
大
事
件
を
描
い
た
・

も
し
く
は
表
現
し
た
も
の
が
総
絵
と
い
う
形
に
な
っ
た
。
総
絵
で
は

多
く
の
伝
承
に
ま
つ
わ
る
聖
な
る
神
々
が
登
場
し
て
い
る
が
、
な
ぜ

そ
れ
ら
聖
な
る
存
在
が
世
俗
的
な
ユ
ー
モ
ア
と
擬
人
化
と
い
う
、
よ
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り
人
間
に
近
い
俗
な
る
形
で
描
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
も

そ
れ
ら
は
鯨
絵
の
み
に
見
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
前
項
で
も
述
べ
た
通
り
、
日
本
に
は
古
来
よ
り
「
対
処
し
き
れ
な

い
巨
大
な
力
に
対
す
る
抵
抗
・
精
神
的
防
禦
の
方
法
」
が
あ
り
、
そ

の
一
つ
の
方
法
に
、
鯨
絵
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
絵
画
表
現
が
あ
る
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
聖
と
俗
の
混
在
」
「
世
俗
化
」
に
つ
い
て

の
ア
ウ
エ
ハ
ン
ト
の
見
解
を
こ
こ
で
要
約
す
る
と
、
「
聖
な
る
も
の

の
世
俗
化
が
生
じ
る
の
は
、
魔
的
、
破
壊
的
な
諸
傾
向
（
口
総
絵
で

い
え
ば
、
危
機
的
出
来
事
と
し
て
の
地
震
・
括
弧
書
き
は
筆
者
に
よ

る
）
に
よ
っ
て
、
不
均
衡
の
修
正
－
中
和
策
が
要
求
さ
れ
た
と
き
で

あ
り
、
こ
の
修
正
－
中
和
策
が
表
現
さ
れ
て
い
る
世
俗
的
な
表
現

形
式
が
鯨
絵
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
（
2
2
）
こ
の
「
不
均
衡
の
修
正

－
中
和
策
」
の
考
え
方
が
、
気
谷
氏
の
い
う
「
祀
り
棄
て
」
に
よ
る
、

悪
か
ら
善
へ
の
転
換
操
作
に
当
て
は
ま
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

で
は
、
「
不
均
衡
の
修
正
－
中
和
策
」
1
1
「
巨
大
な
力
に
対
す
る
抵

抗
手
段
」
に
な
る
も
の
と
は
何
な
の
か
。
ア
ウ
エ
ハ
ン
ト
氏
は
そ
の

対
抗
手
段
に
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
「
挿
話
機
能
」
を
挙
げ
て
い
る
の
で

引
用
す
る
。

　
「
挿
話
」
が
効
力
を
発
揮
す
る
の
は
、
地
震
の
よ
う
な
危
機
的
な

出
来
事
が
個
人
や
彼
の
属
す
る
社
会
に
ひ
ど
く
深
刻
な
衝
撃
と
全

体
的
な
影
響
を
与
え
た
た
め
、
通
常
の
知
的
感
覚
で
は
そ
の
出
来

事
の
原
因
と
結
果
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
と
き
と
か
、
あ
る
い
は

「
事
実
」
の
論
理
に
抵
抗
す
る
も
の
が
な
に
も
な
く
、
い
か
な
る
形

式
に
よ
っ
て
も
そ
の
穴
埋
め
が
で
き
な
く
な
っ
て
知
性
そ
れ
自
体

が
個
人
や
社
会
に
対
し
て
危
険
な
も
の
に
な
る
と
き
で
あ
る
。
そ

し
て
そ
の
時
、
挿
話
は
知
性
の
破
壊
力
（
あ
る
い
は
逆
に
、
そ
の

意
気
沮
喪
）
に
対
す
る
防
禦
反
応
と
し
て
の
宗
教
機
能
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
挿
話
機
能
」
自
体
は
、
知
性
に
対
し
て
平
衡
を
と

る
力
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
2
3
）

　
こ
こ
で
い
う
抵
抗
手
段
と
し
て
の
挿
話
は
、
現
実
的
経
験
を
欠
い

て
い
る
「
見
せ
か
け
だ
け
の
事
実
」
（
1
1
地
震
は
世
直
し
と
い
う
福
を

も
た
ら
し
た
と
思
い
込
む
こ
と
）
で
あ
る
。
こ
れ
を
総
絵
に
照
ら
し

合
わ
せ
れ
ば
、
「
人
間
の
自
力
で
は
は
る
か
に
及
ぼ
な
い
自
然
災
害

で
あ
る
地
震
」
に
対
し
て
人
々
が
抱
い
た
思
想
（
1
1
挿
話
）
は
「
新

し
い
回
復
し
た
世
界
の
約
束
、
世
直
し
」
で
あ
っ
た
。
地
震
は
民
衆

か
ら
多
く
の
も
の
を
奪
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
破
局
的
出
来
事

を
、
世
直
し
と
い
う
全
く
逆
と
も
い
え
る
思
想
で
受
け
入
れ
た
の
で

あ
る
。
さ
ら
に
同
氏
は
こ
の
よ
う
な
発
想
の
変
換
の
特
徴
に
つ
い

て
、
「
こ
う
し
た
変
換
が
あ
る
種
の
形
の
擬
人
化
を
介
し
て
人
間
的

な
レ
ヴ
ェ
ル
ー
い
わ
ば
身
近
で
親
し
み
の
あ
る
や
り
方
1
で
行
わ
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れ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
（
2
4
）
鎗
絵
で
地
震
が
擬
人
化
さ
れ
た
鯨
に

置
き
換
え
ら
れ
た
の
は
、
こ
の
「
見
せ
か
け
だ
け
の
事
実
」
を
よ
り

具
体
的
な
形
に
し
、
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
と
し
て
感
情
移
入
を
し
や
す

く
す
る
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
地
震
は
天
謎
で
あ
る
と
い
う
思
想
は

当
時
広
く
知
ら
れ
て
い
た
が
、
神
と
い
う
聖
な
る
存
在
・
畏
怖
す
べ

き
存
在
さ
え
も
世
俗
化
す
る
こ
と
で
、
「
天
謎
1
1
神
の
な
せ
る
業
」
と

正
面
か
ら
対
立
す
る
の
で
は
な
く
、
自
分
た
ち
と
同
じ
世
界
に
住
む

風
貌
（
擬
人
化
）
に
変
換
し
、
近
し
い
存
在
に
変
え
る
こ
と
で
、
超

自
然
的
な
警
告
・
制
裁
も
「
世
直
し
」
と
よ
り
受
け
入
れ
や
す
く
す

る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
数
々
の
危
機
的
状
況
か

ら
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
維
持
し
、
立
ち
直
る
た
め
に
考
案
さ
れ

た
、
一
時
的
に
痛
み
を
忘
れ
る
た
め
の
防
禦
手
段
が
鰭
絵
の
世
直
し

思
想
な
の
で
あ
る
。

　
鯨
絵
は
破
壊
的
な
災
害
・
嘉
永
期
の
黒
船
図
は
異
国
の
脅
威
と
い

う
、
ど
ち
ら
も
国
を
脅
か
す
危
機
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
絵
を

比
較
し
、
民
衆
が
巨
大
な
脅
威
に
対
し
、
錦
絵
上
で
ど
の
よ
う
な

「
防
禦
機
能
」
を
用
い
て
受
け
入
れ
て
い
っ
た
の
か
を
み
て
い
く
こ

と
に
す
る
。
鯨
絵
と
黒
船
来
航
図
に
は
い
く
つ
か
の
共
通
点
が
あ

り
、
そ
の
中
で
も
大
事
件
を
「
常
世
観
念
」
と
結
び
付
け
、
世
直
し

と
見
な
し
て
い
る
も
の
が
存
在
し
て
い
る
。

　
常
世
観
念
と
は
、
「
常
闇
」
、
永
劫
不
変
の
完
全
た
る
暗
闇
の
恐
ろ

し
い
神
の
世
界
の
面
が
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
海
の
彼
方
・
あ
る
い

は
海
中
に
あ
る
未
知
の
国
、
死
者
の
魂
が
海
を
渡
っ
て
行
き
着
く
国

で
あ
り
、
祖
先
が
そ
の
子
孫
を
祝
福
す
る
た
め
に
聖
な
る
来
訪
者

マ
レ
ビ
ト

（
客
人
）
と
し
て
や
っ
て
く
る
本
地
の
面
が
あ
る
。
後
者
の
面
の
場

合
、
生
は
死
か
ら
の
始
ま
り
で
あ
る
が
た
め
に
、
死
者
の
国
は
永
遠

の
生
命
と
富
を
も
た
ら
す
国
と
い
う
意
味
合
い
が
強
ま
っ
て
い
っ

た
。
共
通
し
て
い
る
の
は
、
普
通
の
人
間
で
は
辿
り
つ
け
な
い
、
神

と
鬼
神
の
住
む
神
秘
的
で
未
知
の
国
で
あ
る
と
い
う
点
だ
。
常
世
の

国
は
災
い
を
引
き
起
こ
す
と
共
に
、
生
命
力
に
溢
れ
た
世
を
も
た
ら

す
、
極
め
て
両
義
的
な
世
界
な
の
で
あ
る
。
〔
2
5
）
こ
う
し
た
両
義
性

は
、
地
下
界
で
あ
る
「
根
の
国
」
や
「
水
界
」
と
の
同
一
化
に
よ
っ

て
複
合
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
、
ア
ウ
エ
ハ
ン
ト
氏
が
示
し
て
い

る
。　

黒
船
は
海
の
彼
方
の
遠
い
国
（
外
国
）
か
ら
や
っ
て
き
た
。
そ
し

て
地
震
は
、
地
下
に
住
む
と
い
わ
れ
る
鯨
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ

た
と
い
う
伝
承
が
地
震
発
生
時
広
ま
っ
た
。
常
世
観
念
の
特
徴
で
あ

る
「
海
の
彼
方
」
と
「
地
下
界
」
と
の
関
連
性
は
、
こ
の
二
大
危
機

に
当
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
自
分
た
ち
の
世
界
と
は
遠
く
離
れ

た
異
界
の
地
か
ら
巨
大
な
力
が
現
れ
、
い
っ
た
ん
は
災
い
を
も
た
ら

さ
れ
、
打
ち
ひ
し
が
れ
た
民
衆
た
ち
だ
が
、
常
世
観
念
と
結
び
つ
け

る
行
為
を
通
し
て
、
死
か
ら
の
再
生
・
富
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
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世
直
し
思
想
に
結
び
付
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
危
機
的
大
事
件
と
し
て
、
地
震
と
黒
船
が
同
一
視
・
対
等
な
存
在

と
さ
れ
て
い
る
総
絵
が
あ
る
。
「
大
鯨
江
戸
の
賑
ひ
」
【
図
版
一
二
】

で
あ
る
。

　
「
大
鯨
江
戸
の
賑
ひ
」
は
、
江
戸
湾
に
現
れ
た
鯨
を
捕
ら
え
る
漁
民

と
見
物
す
る
人
々
を
題
材
に
し
て
い
て
、
画
中
に
は
鯨
で
は
な
く
鯨

を
捕
ら
え
、
そ
れ
を
見
て
喜
ん
で
い
る
町
民
が
い
る
。
当
時
鯨
を
捕

ら
え
る
と
、
莫
大
な
利
益
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
鯨
を
鎗
に

見
立
て
る
こ
と
に
よ
り
、
「
善
の
結
果
・
経
済
的
恩
恵
」
を
得
た
こ
と

表
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
富
の
象
徴
と
し
て
、
こ
の
大
総
は
金
銀

を
噴
出
し
て
お
り
、
大
地
震
の
記
憶
を
世
直
し
と
し
て
変
換
し
て
い

る
例
で
あ
る
。
（
2
6
）
画
中
の
真
っ
黒
な
大
鮪
は
海
に
浮
か
ん
で
い
る

が
、
こ
の
表
象
は
海
の
彼
方
か
ら
訪
れ
た
富
を
も
た
ら
す
異
界
（
1
1

常
世
）
の
遣
い
を
表
現
す
る
と
同
時
に
、
黒
船
と
も
同
一
視
さ
れ
て

い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
黒
船
と
の
同
一
化
が
可
能
な
の
は
、

常
世
観
念
を
介
し
て
お
り
、
両
者
共
異
界
か
ら
現
れ
た
危
機
的
出
来

事
・
巨
大
な
力
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
海
の
彼
方
か
ら
富
を
も
た
ら
す
常
世
観
念
と
安
政
大
地
震
が
直
接

つ
な
が
っ
て
い
る
総
絵
に
は
「
繁
昌
た
か
ら
船
」
【
図
版
＝
二
】
が
あ

る
。
七
福
神
の
姿
を
し
て
い
る
の
は
地
震
で
儲
か
っ
た
恵
比
寿
は
大

工
・
寿
老
人
は
左
官
・
毘
沙
門
天
は
鳶
・
大
黒
は
土
方
・
福
禄
寿
は

か
わ
ら
版
売
り
・
布
袋
は
屋
根
葺
き
・
弁
財
天
は
遊
女
な
ど
で
、
総

の
宝
船
に
乗
っ
て
瓦
波
に
揺
ら
れ
て
い
る
。
宝
船
の
図
に
は
通
例
、

上
か
ら
読
ん
で
も
下
か
ら
読
ん
で
も
同
じ
文
に
な
る
回
文
が
添
え
ら

れ
て
い
る
の
が
慣
わ
し
で
あ
り
、
「
長
き
夜
の
遠
の
眠
り
の
皆
寝
覚

め
波
乗
り
船
の
音
の
良
き
か
な
」
と
い
う
呪
文
歌
が
付
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
「
繁
昌
た
か
ら
船
」
は
、
回
文
歌
を
も
じ
っ
た
詞
書
が
記

さ
れ
て
い
る
た
め
、
引
用
す
る
。

「
繁
昌
た
か
ら
船
」
読
み
下
し
【
図
版
＝
二
】

　
繁
昌
た
か
ら
船

な
那
き
銭
し
濃
る
つ
も
り
て
ミ
な
戦
麗
み
な
泌
よ
り
叡
層
る
手

間
の
よ
き
か
な

　
　
　
　
　
　
　
ぜ
に
さ
し

　
「
長
き
銭
」
と
は
繕
に
孔
の
空
い
た
銭
を
通
し
て
一
本
の
束
に
ま

と
め
た
物
で
、
バ
ラ
銭
に
対
し
て
ま
と
ま
っ
た
金
を
い
う
。
歌
の
意

味
は
、
「
ま
と
ま
っ
た
金
を
稼
こ
う
と
み
ん
な
が
勇
み
た
つ
、
普
段
よ

り
も
手
間
仕
事
が
増
え
る
の
は
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
」
と
い
う
調
子

で
あ
る
。
こ
の
時
職
人
た
ち
の
手
間
賃
が
高
騰
し
て
い
た
た
め
、
さ

ら
な
る
手
間
賃
の
高
騰
を
期
待
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
宝
船
は
七
福
神
を
乗
せ
て
、
縁
起
の
よ
い
初
夢
と
福
を
も
た
ら
し

に
異
界
か
ら
や
っ
て
く
る
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
が
、
か
つ
て
宝
船
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図
は
、
凶
夢
を
託
し
て
異
界
へ
追
い
や
る
た
め
の
夢
払
い
の
符
で

あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
（
2
7
）
こ
こ
で
も
常
世
観
念
の
特

徴
で
あ
る
正
と
負
の
要
素
が
あ
る
が
、
そ
の
正
の
面
を
採
用
し
、
世

直
し
に
よ
る
恩
恵
を
受
け
た
諸
職
人
た
ち
は
現
世
謳
歌
し
、
破
壊
と

再
建
を
肯
定
・
歓
迎
し
て
い
る
。

　
両
作
品
と
も
従
来
か
ら
日
本
に
あ
っ
た
両
義
的
特
徴
を
持
つ
常
世

観
念
の
「
正
1
1
彼
方
に
存
在
す
る
異
界
か
ら
富
を
も
た
ら
し
て
く
れ

る
」
面
を
採
用
し
、
地
震
の
悲
惨
さ
を
感
じ
さ
せ
ず
、
世
直
し
と
し

て
む
し
ろ
感
謝
し
て
い
る
、
と
い
う
共
通
点
が
あ
っ
た
。
黒
船
．
宝

船
・
地
震
総
が
常
世
観
念
を
介
し
て
同
一
化
さ
れ
た
の
は
、
災
害
後

に
富
の
再
分
配
が
起
こ
っ
た
よ
う
に
、
世
の
中
全
体
が
「
世
直
し
」

風
潮
に
よ
っ
て
さ
ら
に
よ
く
な
る
よ
う
願
望
を
か
け
る
た
め
、
あ
る

い
は
こ
の
当
時
の
社
会
不
安
が
広
が
っ
て
い
る
状
況
も
既
に
世
直
し

へ
向
け
た
第
一
歩
で
あ
る
と
自
分
た
ち
に
思
い
込
ま
せ
る
た
め
の
象

徴
が
必
要
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
同
一
化
こ
そ
、

た
と
え
真
実
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
「
不
均
衡
の
修
正
－
中
和

策
」
1
1
「
巨
大
な
力
に
対
す
る
抵
抗
手
段
」
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

　
こ
こ
で
も
う
一
度
「
祀
り
棄
て
」
の
性
格
に
戻
る
こ
と
に
す
る
。

恐
る
べ
き
巨
大
な
力
に
対
し
、
正
面
か
ら
ぶ
つ
か
ら
ず
、
丁
重
に
祀

り
あ
げ
、
自
分
た
ち
が
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
解
釈
に

変
換
す
る
（
総
絵
で
い
う
と
、
鹿
島
大
明
神
を
押
し
の
け
て
総
が
世

直
し
の
立
役
者
・
主
役
に
変
化
し
た
）
と
い
う
、
「
祀
り
棄
て
」
の
一

連
の
流
れ
を
見
て
き
た
が
、
そ
う
し
て
祀
り
あ
げ
ら
れ
た
ト
リ
ッ
ク

ス
タ
ー
は
、
ブ
ー
ム
が
過
ぎ
去
る
（
日
常
生
活
に
戻
る
）
と
不
必
要

に
な
り
、
瞬
く
間
に
葬
り
去
ら
れ
棄
て
ら
れ
る
。
（
2
8
）

　
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
は
非
日
常
的
な
事
態
が
起
こ
っ
た
際
に
、
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
維
持
・
防
禦
を
目
的
に
祀
り
あ
げ
ら
れ
る
存
在

で
あ
り
、
日
常
の
生
活
か
ら
み
れ
ば
、
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
存
在

が
必
要
と
さ
れ
る
事
態
は
起
こ
ら
な
い
方
が
よ
い
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
は
社
会
が
元
に
戻
る
ま
で
の
「
つ
な
ぎ
」
の

役
で
あ
り
、
役
目
を
果
た
す
と
世
の
汚
れ
を
背
負
っ
て
消
え
去
り
、

人
々
の
記
憶
を
浄
化
す
る
。

　
「
祀
り
棄
て
」
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
、
鯨
絵
ブ
ー
ム
が
終
焉
に
終
わ

り
つ
つ
あ
る
内
容
を
描
く
作
品
が
二
点
あ
る
。

　
「
（
切
腹
鯨
）
」
【
図
版
一
四
】
は
地
震
の
お
詫
び
に
自
害
を
し
、
腹

の
中
か
ら
黄
金
を
出
し
て
い
る
。
そ
れ
を
見
た
亡
者
た
ち
も
恨
み
が

晴
れ
た
と
し
、
許
し
て
や
ろ
う
と
言
っ
て
い
る
。
気
谷
氏
は
こ
の
作

品
に
つ
い
て
、
「
世
間
を
騒
が
せ
た
者
は
、
良
く
も
悪
く
も
、
騒
ぎ
の

後
に
責
任
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
（
2
9
）
責
任

を
取
る
1
1
人
々
の
記
憶
か
ら
震
災
の
苦
し
い
思
い
を
取
り
除
き
、
消

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
は
い
つ
ま
で
も
留
ま
る
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わ
け
に
は
い
か
ず
、
不
必
要
と
さ
れ
、
棄
て
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

初
め
て
人
々
が
立
ち
直
り
、
日
常
生
活
を
取
り
戻
し
た
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。

　
も
う
一
作
品
は
「
鹿
島
恐
」
【
図
版
一
五
】
で
あ
る
。
鹿
島
は
地
震

を
要
石
に
よ
っ
て
封
じ
込
め
て
い
る
地
で
あ
り
、
海
の
彼
方
の
異
界

か
ら
宝
船
が
漂
着
す
る
と
い
う
伝
承
が
あ
る
、
神
秘
的
な
土
地
で

あ
っ
た
。
宝
船
は
常
世
か
ら
訪
れ
る
た
め
、
鹿
島
は
海
の
彼
方
か
ら

富
を
も
た
ら
す
異
界
と
の
中
継
地
点
で
あ
る
と
同
時
に
、
地
震
と
い

う
形
で
災
厄
を
も
た
ら
す
畏
怖
す
べ
き
地
で
も
あ
り
、
こ
こ
で
も
両

義
性
が
見
受
け
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
伝
承
は
鹿
島
の
事
触
れ
に
よ
っ
て
民
間
へ
広
が
っ
て

い
っ
た
。
鹿
島
の
事
触
れ
と
は
年
頭
に
そ
の
年
の
吉
凶
を
託
宣
し
諸

国
に
触
れ
歩
く
鹿
島
神
宮
の
神
官
の
こ
と
を
い
い
、
触
れ
歩
く
際
、

鹿
島
踊
が
舞
わ
れ
た
。
や
が
て
鹿
島
踊
は
正
月
の
門
付
芸
に
な
り
、

歌
舞
伎
の
所
作
事
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
る
。
〔
3
0
）
気
谷
氏
は
、
鹿
島
の

事
触
れ
は
初
春
の
客
人
の
一
種
で
あ
る
と
い
う
折
口
信
夫
氏
の
指
摘

を
挙
げ
て
お
り
、
鹿
島
と
常
世
の
関
係
の
深
さ
を
述
べ
て
い
る
。
（
3
1
）

事
触
れ
も
ま
た
秩
序
の
更
新
・
新
た
な
時
間
の
始
ま
り
を
告
げ
に

や
っ
て
く
る
存
在
と
し
て
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
の
諸
特
徴
を
兼
ね
備
え

て
い
る
こ
と
か
ら
、
鯨
と
同
一
視
さ
れ
て
い
る
の
も
う
な
ず
け
る
。

「
鹿
島
恐
」
は
鹿
島
踊
を
も
じ
っ
て
題
さ
れ
た
作
品
で
、
鹿
島
の
両
義

性
（
恐
ろ
し
さ
と
め
で
た
さ
）
を
描
い
て
い
る
。
鎗
は
鹿
島
の
事
触

れ
の
装
束
を
身
に
纏
い
、
そ
の
周
り
を
職
人
た
ち
が
踊
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
へ

さ
て
、
詞
書
の
一
部
を
引
用
す
る
と
、
「
世
直
し
の
地
震
ハ
い
つ
し
か

跡
も
な
く
よ
き
事
ふ
れ
の
か
し
ま
し
き
か
な
」
と
あ
る
。
意
味
は
、

「
鎗
が
鹿
島
の
事
触
れ
と
な
っ
て
そ
の
年
の
吉
凶
を
託
宣
す
る
頃
に

は
、
震
災
の
形
跡
は
す
っ
か
り
消
え
去
っ
て
い
る
」
と
の
こ
と
で
あ

る
。　

鹿
島
踊
が
正
月
の
門
付
芸
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
絵

は
年
末
か
ら
年
始
に
か
け
て
の
問
に
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
、
と

気
谷
氏
は
指
摘
し
て
い
る
（
3
2
）
が
、
そ
の
頃
は
ち
ょ
う
ど
第
｝
章
で

み
た
よ
う
に
、
鯨
絵
が
大
々
的
に
禁
止
と
な
り
、
板
木
が
回
収
さ
れ

た
時
期
で
あ
る
。
板
木
が
除
去
さ
れ
た
一
二
月
以
降
、
鯨
絵
流
行
は

急
速
に
廃
れ
て
い
く
た
め
、
こ
の
「
鹿
島
恐
」
が
板
行
さ
れ
た
時
期

が
年
末
年
始
で
あ
っ
た
の
な
ら
、
鯨
絵
の
晩
年
作
品
で
あ
る
。
そ
の

晩
年
作
の
詞
書
に
「
世
直
し
の
地
震
ハ
い
つ
し
か
跡
も
な
く
」
と
あ

る
た
め
、
人
々
の
中
で
震
災
に
よ
る
衝
撃
は
だ
い
ぶ
薄
ま
り
、
世
直

し
・
復
興
が
願
望
で
は
な
く
現
実
に
進
み
、
世
直
し
鯨
の
存
在
が
必

要
と
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
確
か
に
鰭
絵
衰
退
の
き
っ
か
け
は

板
木
回
収
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
回
収
後
躍
起
に
な
っ
て
禁
令

に
逆
ら
っ
て
板
行
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
、
時
期
的

に
も
鮪
絵
は
そ
の
役
を
終
え
て
い
た
、
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
は
な
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い
だ
ろ
う
か
。
「
祀
り
棄
て
」
の
最
終
段
階
、
祀
り
あ
げ
ら
れ
た
悪
神

・
災
厄
は
、
し
か
る
べ
き
待
遇
を
受
け
た
後
、
共
同
体
の
外
部
へ
と

送
り
返
さ
れ
、
忘
れ
去
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

終
章

　
以
上
、
鯨
絵
画
中
に
描
か
れ
た
テ
ー
マ
か
ら
、
江
戸
庶
民
が
幕
末

の
大
き
な
社
会
不
安
を
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
て
い
っ
た
の
か
と
い

う
こ
と
を
中
心
に
み
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
外
部
か
ら
訪
れ
た
恐
る

べ
き
圧
力
に
対
し
、
脅
威
を
脅
威
の
ま
ま
直
視
せ
ず
、
自
分
に
と
っ

て
都
合
の
よ
い
解
釈
を
信
じ
込
む
こ
と
で
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を

維
持
・
防
禦
す
る
「
祀
り
棄
て
」
と
い
う
方
法
が
伝
統
的
に
採
用
さ

れ
て
き
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
そ
の
場
・
そ
の
時
・
そ
の
状
況
に
応

じ
て
人
々
の
願
い
は
異
な
り
、
伝
承
上
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
人
々
の

要
求
に
応
じ
て
、
類
似
点
が
あ
れ
ば
同
一
化
さ
れ
、
本
来
の
性
格
と

は
全
く
逆
の
性
格
を
付
加
さ
れ
た
神
も
い
る
。
そ
の
よ
う
に
両
義
的

性
格
を
有
す
る
よ
う
に
な
る
過
程
も
、
一
種
の
「
こ
じ
つ
け
」
の
よ

う
な
仕
組
み
で
あ
り
、
善
悪
の
善
の
部
分
が
優
越
す
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
こ
と
に
も
触
れ
た
。
こ
の
古
く
か
ら
定
着
し
て
い
た
転
換
法

が
、
社
会
的
緊
急
事
態
が
生
じ
た
と
き
に
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
生
成
の

際
に
利
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
巨
大
な
力
に
よ
っ
て
破
壊
が
も
た
ら
さ
れ
、
人
々
の
力
で
は
対
処

の
し
よ
う
が
な
い
と
き
、
両
義
的
性
格
を
持
っ
た
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー

が
生
み
出
さ
れ
る
。
社
会
的
不
安
の
捌
け
口
・
新
た
な
希
望
へ
導
く

役
割
を
負
い
、
人
々
が
立
ち
直
る
と
や
が
て
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
の
存

在
が
望
ま
れ
た
当
初
に
民
衆
が
抱
い
て
い
た
苦
し
い
思
い
・
社
会
の

汚
れ
と
共
に
忘
れ
去
ら
れ
、
役
目
を
終
え
る
。
こ
の
ト
リ
ッ
ク
ス

タ
ー
こ
そ
破
壊
や
不
安
を
も
た
ら
し
た
元
凶
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る

が
、
「
祀
り
棄
て
」
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
、
元
凶
を
取
り
込
み
、
元
凶
を

自
分
た
ち
の
中
で
昇
華
さ
せ
る
た
め
に
作
り
出
さ
れ
た
た
め
、
「
両

義
的
」
な
性
格
を
有
し
て
い
る
の
だ
。
鯨
絵
で
は
鯨
だ
け
が
そ
の
よ

う
な
「
発
想
を
転
換
さ
せ
る
装
置
」
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
「
発
想

の
転
換
」
と
い
う
面
で
考
え
れ
ば
、
常
世
観
念
そ
れ
自
体
も
鯨
同
様

民
衆
意
識
を
変
え
る
装
置
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
筆
者
の
コ
祀
り
棄
て
」
に
対
す
る
見
解
を
述
べ
よ
う
と
思

う
。
「
祀
り
棄
て
」
は
確
か
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
防
禦
や
、
悲

嘆
・
破
滅
な
ど
の
感
情
を
忘
れ
る
た
め
の
一
時
的
な
痛
み
止
め
だ
っ

た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
た
だ
の
現
実
逃
避
で
は
な
く
、
そ
れ
ら

の
災
厄
と
共
に
生
き
よ
う
と
す
る
江
戸
人
の
意
思
が
感
じ
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
憔
惇
し
き
っ
て
、
た
だ
現
実
を
直
視
せ
ず
逃
避
を
し
て
い

る
だ
け
な
ら
ば
、
こ
れ
だ
け
面
白
お
か
し
く
趣
向
が
凝
ら
さ
れ
た
多

く
の
作
品
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
一
度
割
り
切
っ
て
災
害
を



　
　
受
け
入
れ
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
を
生
み
出
し
た
ら
、
罵
倒
・
暴
力
で
散

嘱
　
々
震
災
の
諺
憤
を
画
中
で
晴
ら
し
、
や
が
て
世
直
し
と
し
て
自
分
た

　
　
ち
を
励
ま
す
存
在
に
変
容
さ
せ
て
い
る
。
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
を
生
み

　
　
出
す
の
も
、
そ
れ
を
利
用
し
て
励
ま
す
の
も
、
全
て
は
被
災
者
で
あ

　
　
る
民
衆
た
ち
な
の
だ
。
鰭
絵
中
で
の
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
の
扱
い
を
み

　
　
る
と
、
民
衆
に
能
動
性
を
感
じ
る
。
災
厄
に
対
す
る
内
部
へ
の
取
り

　
　
入
れ
（
「
祀
り
棄
て
」
の
初
期
段
階
）
は
受
動
的
だ
が
、
ひ
と
た
び
ト

　
　
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
を
生
み
出
す
と
能
動
的
に
な
る
民
衆
の
性
質
自
体
も

　
　
「
両
義
的
」
と
考
え
れ
ば
、
鯨
絵
の
特
徴
で
あ
る
両
義
性
は
、
画
中
の

　
　
キ
ャ
ラ
ク
タ
i
（
鯨
・
神
々
・
民
俗
伝
承
）
だ
け
で
は
な
く
、
作
り

　
　
手
・
読
み
手
も
含
め
た
全
て
の
要
素
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と

　
　
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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