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人
形
は
口
を
き
け
な
い 

― 

永
井
荷
風
『
冷
笑
』
を
巡
っ
て 

― 

 

加
田 

謙
一
郎 

 

（
二
〇
一
四
年
三
月
二
四
日
受
理
） 

 

キ
ー
ワ
ー
ド 

 
永
井
荷
風
・
冷
笑
・
人
形
・
賓
頭
盧
・
道
化
・
穢
れ
・
禊 

 

一
．
は
じ
め
に 

― 

『
冷
笑
』
の
中
の
「
人
形
」 

― 

  

永
井
荷
風
の
第
一
の
長
篇
（
注
一
）
で
あ
る
『
冷
笑
』
に
は
、
「
人
形
」
が
重
要
な

モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
い
る
。
人
形
と
い
う
語
（
と
そ
れ
に
付
随
す
る
「
お
賓
頭
顱
様
」
、

「
西
洋
の
人
形
」
、
「
ピ
ヱ
ロ
オ
」
な
ど
の
語
）
が
、
『
冷
笑
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の

中
で
如
何
に
活
か
さ
れ
て
い
る
の
か
、
機
能
し
て
い
る
か
を
考
え
て
み
る
こ
と
が
、
本

稿
の
趣
旨
で
あ
る
。 

人
形
は
「
ニ
ン
ギ
ョ
ウ
」
と
読
む
だ
け
で
は
な
く
、
本
邦
古
来
の
「
ヒ
ト
ガ
タ
」
即

ち
「
形
代
」
の
意
味
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
形
代
は
、
『
新
潮
国
語
辞
典
現
代

語
古
語 

第
二
版
』
に
よ
れ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。 

 

①
本
物
に
似
て
い
て
、
こ
れ
に
代
わ
る
べ
き
も
の
。 

②
陰
陽
師
な
ど
が
、
禊
や
祈
祷
の
時
に
用
い
る
人
形
（
ヒ
ト
ガ
タ
）
。
な
で
も
の
。 

  

人
形
は
形
代
で
あ
る
。
ま
た
「
な
で
も
の
」
で
も
あ
る
。
な
で
も
の
は
、
同
じ
く
『
新

潮
国
語
辞
典
現
代
語
古
語 

第
二
版
』
に
よ
れ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。 

  
 

①
そ
れ
で
体
を
撫
で
て
け
が
れ
や
災
い
を
移
し
、
身
代
り
と
し
て
捨
て
る
紙
製
の

人
形
ま
た
は
衣
服
な
ど
。
か
た
し
ろ
。
ひ
と
が
た
。 

 
 

②
（
①
に
用
い
た
こ
と
か
ら
）
小
袖
。 

 
 

③
猫
。 

  

以
上
、
「
人
形
」
と
い
う
語
の
持
つ
、
本
邦
古
来
の
意
味
合
い
（
注
二
）
を
示
し
た
。

本
稿
は
以
後
、
こ
の
モ
チ
ー
フ
が
、
荷
風
に
よ
っ
て
如
何
に
活
か
さ
れ
て
、
テ
ク
ス
ト

の
中
で
機
能
し
て
い
る
の
か
、
考
察
を
進
め
る
。 

 

二
． 

「
お
賓
頭
顱
様
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ 

 

『
冷
笑
』
の
終
結
部
（
注
三
）
に
、
先
に
触
れ
た
よ
う
な
「
形
代
」
の
意
味
合
い
で
、

二
体
の
「
人
形
」
が
登
場
す
る
。
『
冷
笑
』
の
終
結
部
を
語
る
た
め
に
、
ま
ず
、
『
冷

笑
』
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
（
注
四
）
を
挙
げ
る
。 

 

小
山
淸
は
ハ
ア
バ
ァ
ド
大
學
を
卒
業
し
て
世
界
漫
遊
後
、
父
の
遺
業
を
つ
い
だ

若
い
銀
行
頭
取
で
あ
る
が
、
務
め
の
無
味
、
家
庭
の
寂
莫
と
、
重
な
る
現
實
に
對

す
る
失
望
は
彼
を
し
て
冷
笑
的
に
理
想
の
程
度
を
高
め
さ
せ
て
い
っ
た
。
僅
か
に

心
慰
め
ら
れ
る
の
は
西
洋
小
説
、
支
那
傳
奇
と
江
戸
戯
作
で
あ
る
。
か
れ
は
江
戸

の
八
笑
人
の
如
く
笑
い
を
と
も
に
す
る
べ
き
友
を
求
め
て
日
を
送
っ
て
い
る
。 

そ
の
小
山
が
偶
然
晩
秋
の
逗
子
の
濱
邊
で
會
つ
た
の
が
小
説
家
吉
野
紅
雨
。
彼

は
ア
メ
リ
カ
と
フ
ラ
ン
ス
で
靑
春
を
過
し
た
後
歸
朝
し
て
眼
の
あ
た
り
に
し
た
故

國
の
醜
惡
愚
劣
に
絶
望
し
て
、
日
毎
に
消
え
ゆ
く
江
戸
の
名
殘
り
の
中
に
美
と
憧

憬
を
追
い
つ
づ
け
な
が
ら
、
人
生
の
歡
樂
と
憂
愁
を
歌
い
つ
く
そ
う
と
し
て
い
る
。 

紅
雨
の
友
人
に
歌
舞
伎
の
座
付
狂
言
作
者
中
谷
丁
藏
が
い
る
。
こ
れ
は
性
格
も

嗜
好
も
理
想
も
こ
と
ご
と
く
江
戸
の
洒
落
本
に
現
わ
れ
た
色
男
で
、
專
ら
風
流
と

情
痴
に
身
も
心
も
ゆ
だ
ね
た
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
し
か
も
自
ら
身
を
卑
し
め
て

舊
式
の
舞
臺
や
藝
者
家
の
裏
口
か
ら
、
進
歩
を
追
う
新
時
代
の
人
士
の
姿
を
眺
め

つ
つ
、
川
柳
風
の
冷
や
や
か
な
笑
い
を
噛
み
し
め
て
い
る
。 

小
山
と
紅
雨
と
の
友
情
が
深
ま
る
と
と
も
に
年
も
あ
ら
た
ま
り
、
小
山
は
京
都

で
德
井
勝
之
助
と
い
う
舊
友
に
十
年
ぶ
り
で
再
會
す
る
。
德
井
と
い
う
の
は
名
望



家
の
長
男
に
生
れ
た
が
、
封
建
道
德
に
閉
ざ
さ
れ
た
周
圍
と
實
利
的
な
專
制
家
長

の
父
に
反
抗
し
て
、
商
船
の
事
務
員
と
な
つ
て
海
上
生
活
を
送
る
男
で
あ
る
。 

や
が
て
上
京
し
た
德
井
に
紅
雨
は
小
山
か
ら
引
き
あ
わ
さ
れ
、
三
人
は
交
歡
す

る
。
そ
の
後
更
に
紅
雨
は
、
早
春
の
一
日
、
向
島
に
隱
棲
し
て
趣
味
生
活
を
送
る

日
本
畫
家
桑
島
靑
華
を
訪
れ
る
。 

そ
し
て
こ
の
五
人
が
一
堂
に
會
し
て
八
笑
人
も
ど
き
に
大
い
に
歡
談
し
よ
う
と

い
う
く
わ
だ
て
が
で
き
上
つ
た
の
は
、
す
で
に
春
も
開
け
た
こ
ろ
だ
つ
た
。 

 

「
五
人
が
一
堂
に
會
し
て
八
笑
人
も
ど
き
に
大
い
に
歡
談
し
よ
う
と
い
う
く
わ
だ

て
」
は
、
飽
く
ま
で
「
く
わ
だ
て
」
で
終
わ
る
。
テ
ク
ス
ト
の
中
で
は
、
登
場
人
物
五

人
の
そ
ろ
い
踏
み
は
実
現
し
な
い
。
く
わ
だ
て
は
実
行
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
中
谷
丁

藏
と
桑
島
靑
華
は
不
参
加
で
あ
る
。 

丁
藏
は
、
手
紙
で
「
頻
に
違
約
の
罪
を
詫
び
る
」
。
主
人
の
清
は
、
「
西
洋
料
理
の

御
馳
走
を
す
る
と
云
つ
て
や
つ
た
ん
で
、
趣
味
に
合
な
か
つ
た
の
か
も
知
れ
な
い
」
と
、

中
谷
の
胸
中
を
忖
度
す
る
。 

靑
華
は
、
「
自
分
は
子
供
の
急
病
で
出
ら
れ
な
い
か
ら
と
云
ふ
の
で
、
代
理
の
も
の

を
差
し
向
け
」
た
。
靑
華
の
断
り
の
手
紙
に
は
、
「
お
賓
頭
顱
様
の
木
像
を
愚
生
の
代

理
に
参
上
せ
し
め
候
」
と
あ
り
、
清
は
、
「
唯
来
ら
れ
な
い
と
云
ふ
の
で
は
可
笑
し
み

が
な
い
と
思
つ
て
、
先
生
大
い
に
天
外
の
奇
想
を
振
る
つ
て
見
せ
た
」
と
解
釈
す
る
。 

清
、
紅
雨
、
勝
之
助
は
、
「
昔
か
ら
東
洋
風
の
あ
ゝ
い
ふ
学
者
に
は
、
却
て
吾
々
の

及
ば
な
い
滑
稽
の
天
才
を
持
つ
て
居
る
人
が
あ
る
」
か
ら
、
「
木
像
を
送
る
と
云
ふ
事

に
も
何
か
支
那
の
故
事
来
歴
」
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
手
紙
に
は
「
別
に
何
と
も
書

い
ち
や
な
い
が
、
或
は
さ
う
云
ふ
六
ヶ
敷
い
理
由
が
な
い
と
も
限
」
ら
な
い
と
話
し
合

う
。 靑

華
の
届
け
た
お
賓
頭
顱
様
は
、
「
丁
度
生
き
た
人
間
位
の
大
き
さ
の
」
「
古
び
た

朱
塗
の
」
「
木
像
」
で
あ
り
、
会
場
で
あ
る
「
食
堂
」
へ
、
「
二
人
の
書
生
」
が
「
重

さ
う
に
」
「
担
い
で
来
た
」
。
清
は
「
忽
ち
其
の
場
の
思
ひ
付
き
で
」
、
「
食
卓
の
片

隅
の
椅
子
の
上
に
置
」
か
せ
た
。
そ
の
光
景
は
、
異
様
な
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

何
処
か
の
古
寺
に
で
も
安
置
さ
れ
て
ゐ
た
時
分
に
は
、
毎
日
近
処
の
子
守
娘
の

汚
れ
た
手
先
に
其
の
頬
や
顔
や
膝
先
を
撫
で
ら
れ
て
ゐ
た
ら
し
い
御
び
ん
ず
る
様

の
木
像
が
突
然
西
洋
室
の
真
白
な
食
卓
の
、
白
薔
薇
と
菫
と
莢
豆
の
香
し
い
花
籠

の
前
に
坐
つ
た
有
様
の
、
余
り
と
云
へ
ば
突
飛
な
処
か
ら
、
清
も
紅
雨
も
勝
之
助

も
暫
く
は
呆
れ
て
、
何
と
も
云
ふ
事
が
で
き
な
か
つ
た
。 

  

賓
頭
顱
は
、
『
新
潮
国
語
辞
典
現
代
語
古
語 

第
二
版
』
に
よ
れ
ば
、
次
の
通
り
で

あ
る
。
た
だ
し
項
目
は
「
賓
頭
盧
」
と
立
て
て
あ
る
。 

 

【
仏
】
釈
迦
の
弟
子
で
十
六
羅
漢
の
一
。
神
通
に
通
じ
、
末
世
の
人
に
福
を
与
え

る
と
い
う
。
病
人
が
、
寺
の
本
堂
の
外
陣
な
ど
に
安
置
さ
れ
た
こ
の
像
の
、
自
分

の
病
患
部
と
同
じ
部
分
を
な
で
れ
ば
治
る
と
信
ぜ
ら
れ
た
。[

竹
取]

 

  

同
辞
典
に
よ
れ
ば
、
「
外
陣
」
（
グ
ワ
イ
ジ
ン
）
は
「
社
寺
の
、
内
陣
の
外
側
の
間

（
ま
）
」
。
「
内
陣
」
は
「
神
社
の
本
殿
や
仏
寺
の
本
堂
で
、
神
体
や
本
尊
を
安
置
し

て
あ
る
所
」
。 

  

賓
頭
盧
は
ま
た
、
『
言
海
』
に
よ
れ
ば
、
次
の
様
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。 

 

羅
漢
ノ
名
、
白
頭
長
眉
ノ
像
ヲ
作
リ
、
寺
院
ノ
食
堂
ニ
安
置
ス
。 

  

賓
頭
盧
が
「
寺
院
ノ
食
堂
ニ
」
置
か
れ
て
い
た
こ
と
は
、
「
食
堂
」
（
ジ
キ
ド
ウ
）

を
『
新
潮
国
語
辞
典
現
代
語
古
語 

第
二
版
』
で
引
け
ば
よ
り
明
確
と
な
る
。 

 

【
仏
】
寺
院
の
食
事
用
の
堂
舎
。
堂
内
に
賓
頭
盧
（
ビ
ン
ズ
ル
）
尊
者
、
ま
た
は
文

殊
菩
薩
（
モ
ン
ジ
ュ
ボ
サ
ツ
）
を
安
置
す
る
。 

 

お
賓
頭
顱
様
の
木
像
は
、
「
寺
院
ノ
食
堂
」
な
ら
ぬ
「
西
洋
室
」
の
「
食
堂
」
に
安

置
さ
れ
る
。
か
つ
て
「
何
処
か
の
古
寺
に
で
も
安
置
さ
れ
て
」
、
「
子
守
娘
の
汚
れ
た

手
先
に
其
の
頬
や
顔
や
膝
先
を
撫
で
ら
れ
て
ゐ
た
」
木
像
は
、
「
西
洋
室
の
真
白
な
食

卓
の
、
白
薔
薇
と
菫
と
莢
豆
の
香
し
い
花
籠
の
前
に
坐
」
ら
さ
れ
る
。
こ
の
木
像
は
、

近
代
日
本
の
富
裕
層
で
あ
る
小
山
や
紅
雨
、
勝
之
助
ら
に
と
っ
て
、
ま
さ
に
「
珍
客
」

で
あ
る
。 

桑
島
靑
華
の
「
代
理
」
は
、
彼
ら
に
、
靑
華
の
「
奇
想
」
に
「
何
か
支
那
の
故
事
来

歴
」
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
「
さ
う
云
ふ
六
ヶ
敷
い
理
由
が
な
い
と
も
限
」
ら
な
い

と
思
わ
せ
は
す
る
が
、
靑
華
の
真
意
は
結
局
、
彼
ら
に
は
分
か
ら
ず
仕
舞
い
で
あ
る
。

ま
た
、
テ
ク
ス
ト
自
体
の
中
に
お
い
て
も
、
靑
華
の
真
意
を
明
示
す
る
記
述
は
な
い
。 
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靑
華
の
真
意
を
推
測
す
る
た
め
に
は
、
靑
華
と
い
う
人
物
を
、
永
井
荷
風
が
如
何
に

造
型
し
て
い
た
の
か
、
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。 

 
三
． 
「
お
賓
頭
顱
様
」
に
投
影
さ
れ
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー 

 

先
に
挙
げ
た
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
に
は
「
向
島
に
隱
棲
し
て
趣
味
生
活
を
送
る
日
本
畫
家

桑
島
靑
華
」
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
み
で
、
他
に
記
述
は
な
い
。
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
自
体

が
、
紙
数
の
都
合
で
、
竜
頭
蛇
尾
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
、
靑
華
へ
の
言
及
が
ほ

と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
原
因
で
あ
ろ
う
。
靑
華
は
、
テ
ク
ス
ト
の
終
盤
で
あ
る
「
十

四 

梅
の
主
人
」
に
お
い
て
登
場
す
る
。 

 

靑
華
の
父
は
「
大
庾
嶺
上
梅
、
南
枝
落
北
開
と
云
ふ
処
か
ら
雅
号
ま
で
庾
嶺
隠
士
と

称
し
」
、
「
屋
敷
の
庭
に
は
諸
国
の
梅
花
を
集
め
て
其
の
画
室
を
横
斜
草
堂
と
名
付
け

て
居
ら
れ
た
」
「
南
宋
画
家
」
で
あ
る
。
靑
華
は
そ
の
息
子
で
、
「
立
派
に
先
考
の
遺

業
を
継
い
で
」
い
る
「
立
派
な
人
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
。
靑
華
は
ま
た
、
「
巴
里
に

博
覧
会
の
あ
つ
た
時
」
「
西
洋
に
も
行
つ
た
事
も
あ
る
人
」
で
あ
る
。 

 

画
を
見
た
い
と
い
う
紅
雨
に
、
靑
華
は
、
「
い
や
、
彼
方
で
西
洋
の
名
画
を
御
覧
に

な
つ
た
方
に
は
到
底
お
目
に
か
け
る
程
の
も
の
ぢ
や
有
り
ま
せ
ん
」
と
謝
絶
す
る
。 

靑
華
は
、
彼
を
「
美
術
学
校
の
先
生
か
帝
室
の
技
藝
員
に
で
も
し
や
う
」
と
考
え
る

父
の
、
「
価
値
で
も
つ
け
て
評
判
を
取
る
た
め
に
西
洋
で
も
見
物
し
て
来
た
ら
ば
」
と

い
う
勧
め
に
、
「
義
理
で
出
掛
け
た
」
。
西
洋
に
到
着
し
て
二
ケ
月
ほ
ど
で
父
が
急
死

し
て
、
ま
だ
十
分
に
西
洋
を
見
聞
す
る
前
に
帰
朝
し
た
の
で
、
「
何
が
何
や
ら
さ
つ
ぱ

り
分
つ
た
も
の
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
」
と
告
白
す
る
。
そ
し
て
、
帰
朝
時
の
心
境
を
以
下

の
通
り
に
述
べ
る
。 

 

せ
め
て
五
ツ
六
ツ
年
が
若
か
つ
た
ら
私
も
何
か
新
し
い
知
識
を
得
た
ん
で
せ
う
が
、

あ
の
時
は
も
う
三
十
を
越
し
て
ゐ
ま
し
た
し
、
子
供
が
二
人
も
あ
つ
た
の
で
す
か

ら
、
心
持
が
も
う
老
い
込
ん
で
ゐ
ま
す
。
い
か
ほ
ど
西
洋
が
立
派
な
処
だ
つ
て
、

長
く
一
人
で
旅
の
不
自
由
を
辛
抱
す
る
気
に
は
な
れ
ま
せ
ん
で
し
た
ね
。
別
に
大

騒
ぎ
し
て
名
を
上
げ
な
い
だ
つ
て
、
家
に
は
ど
う
や
ら
斯
う
や
ら
食
べ
て
行
く
だ

け
の
も
の
は
あ
る
。
か
う
な
つ
た
ら
人
間
は
駄
目
で
す
、
安
心
と
進
歩
と
は
兎
に

角
一
致
し
ま
せ
ん
よ
。 

 

靑
華
の
洋
行
は
、
父
の
勧
め
に
よ
る
受
動
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
父
の
希
望
す
る
「
美

術
学
校
の
先
生
か
帝
室
の
技
藝
員
」
に
推
挽
さ
れ
る
た
め
、
「
価
値
で
も
つ
け
て
評
判

を
取
る
た
め
」
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
靑
華
は
、
そ
の
こ
と
を
父
の
「
妙
な
考
え
」

だ
と
思
い
、
「
父
に
対
す
る
義
理
で
出
掛
け
た
や
う
な
も
の
」
と
捉
え
て
い
る
。
し
か

も
事
の
起
こ
り
の
父
が
急
死
し
た
た
め
、
「
い
か
ほ
ど
西
洋
が
立
派
な
処
だ
つ
て
、
長

く
一
人
で
旅
の
不
自
由
を
辛
抱
す
る
気
に
は
な
れ
ず
」
、
帰
朝
し
た
。
「
価
値
で
も
つ

け
て
評
判
を
取
る
た
め
」
に
必
要
な
「
何
か
新
し
い
知
識
」
を
得
る
こ
と
も
で
き
な
か

っ
た
。
も
と
も
と
受
動
的
な
も
の
で
あ
っ
た
靑
華
の
洋
行
は
、
「
別
に
大
騒
ぎ
し
て
名

を
上
げ
な
い
だ
つ
て
、
家
に
は
ど
う
や
ら
斯
う
や
ら
食
べ
て
行
く
だ
け
の
も
の
は
あ
る
」

と
い
う
更
に
消
極
的
な
理
由
に
よ
っ
て
、
中
途
半
端
に
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
靑
華
自

身
、
「
か
う
な
つ
た
ら
人
間
は
駄
目
で
す
」
と
自
己
を
評
し
て
い
る
。 

近
代
化
の
渦
中
に
あ
っ
た
当
時
の
日
本
に
お
け
る
、
帰
朝
者
が
望
み
得
る
立
身
出
世

と
は
正
反
対
の
方
向
へ
、
靑
華
の
意
識
と
現
実
は
流
れ
て
行
っ
た
と
言
え
る
。
靑
華
に

は
自
ら
の
意
識
と
現
実
を
、
「
安
心
と
進
歩
と
は
兎
に
角
一
致
し
ま
せ
ん
よ
」
と
シ
ン

プ
ル
に
把
握
す
る
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
が
あ
る
。
荷
風
は
、
桑
島
靑
華
を
、
富
よ
り
は

「
ど
う
や
ら
斯
う
や
ら
食
べ
て
行
く
だ
け
の
も
の
」
を
、
更
に
言
え
ば
「
進
歩
」
よ
り

「
安
心
」
を
取
っ
た
人
物
と
し
て
造
型
し
て
い
る
と
言
え
る
。
「
心
持
が
も
う
老
い
込

ん
で
ゐ
」
る
こ
と
を
自
覚
し
な
が
ら
も
、
洋
行
時
に
「
せ
め
て
五
ツ
六
ツ
年
が
若
か
つ

た
ら
」
と
い
う
未
練
も
若
干
残
っ
て
い
る
、
単
純
で
は
な
い
人
物
と
し
て
も
造
型
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
人
物
の
「
代
理
の
も
の
」
と
し
て
お
賓
頭
顱
様
は
、
小
山
家
の
「
西

洋
室
の
真
白
な
食
卓
」
に
「
坐
」
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

四
． 

「
お
賓
頭
顱
様
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
の
機
能 

 
桑
島
靑
華
は
、
「
八
笑
人
も
ど
き
に
大
い
に
歡
談
し
よ
う
と
い
う
く
わ
だ
て
」
に
は

参
加
し
な
い
。
し
か
し
、
お
賓
頭
顱
様
を
自
ら
の
代
理
と
し
て
送
っ
て
い
る
。
こ
の
行

為
は
、
当
然
、
作
者
で
あ
る
荷
風
の
意
志
で
も
あ
る
。 

 

テ
ク
ス
ト
内
で
靑
華
の
届
け
た
お
賓
頭
顱
様
は
、
「
丁
度
生
き
た
人
間
位
の
大
き
さ
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の
」
「
古
び
た
朱
塗
の
」
木
像
で
あ
る
。
そ
し
て
「
寺
院
ノ
食
堂
」
な
ら
ぬ
、
「
西
洋

室
」
の
「
食
堂
」
に
安
置
さ
れ
る
。 

 
賓
頭
盧
は
、
「
釈
迦
の
弟
子
で
十
六
羅
漢
の
一
。
神
通
に
通
じ
、
末
世
の
人
に
福
を

与
え
る
と
い
う
。
病
人
が
、
寺
の
本
堂
の
外
陣
な
ど
に
安
置
さ
れ
た
こ
の
像
の
、
自
分

の
病
患
部
と
同
じ
部
分
を
な
で
れ
ば
治
る
と
信
ぜ
ら
れ
た
」
。
賓
頭
盧
と
い
う
語
が
本

来
持
つ
意
味
合
い
が
、
テ
ク
ス
ト
内
で
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
の
か
。
お
賓
頭
顱

様
の
木
像
を
あ
え
て
送
り
届
け
た
か
ら
に
は
、
そ
こ
に
は
桑
島
靑
華
の
、
そ
し
て
作
者

で
あ
る
永
井
荷
風
の
意
図
が
必
ず
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
意
図
を
考
え
て
み
た
い
。 

「
賓
頭
盧
」
と
い
う
語
に
は
第
一
に
、「
神
通
に
通
じ
、
末
世
の
人
に
福
を
与
え
る
」
、

と
い
う
意
味
が
あ
る
。
そ
れ
が
テ
ク
ス
ト
内
で
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
か
と
言
う

と
、
「
八
笑
人
も
ど
き
に
大
い
に
歡
談
し
よ
う
と
い
う
く
わ
だ
て
」
へ
「
福
を
与
え
」

た
ま
え
と
い
う
、
靑
華
の
祝
福
の
意
を
指
し
示
す
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
彼
ら
の
（
そ
し
て
、
作
者
で
あ
る
永
井
荷
風
の
）
生

き
て
い
る
時
代
を
、
靑
華
が
「
末
世
」
と
把
握
し
て
い
る
こ
と
を
も
指
し
示
す
機
能
を

果
た
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。 

「
賓
頭
盧
」
と
い
う
語
に
は
第
二
に
、
「
寺
の
本
堂
の
外
陣
な
ど
に
安
置
さ
れ
た
こ

の
像
の
、
自
分
の
病
患
部
と
同
じ
部
分
を
な
で
れ
ば
治
る
と
信
ぜ
ら
れ
た
」
と
い
う
「
な

で
も
の
」
と
し
て
の
意
味
が
あ
る
。
靑
華
が
お
賓
頭
顱
様
の
木
像
を
送
り
届
け
た
こ
と

は
、
靑
華
が
清
・
紅
雨
・
勝
之
助
に
対
し
て
、
各
人
が
そ
れ
ぞ
れ
「
病
患
部
」
を
持
っ

て
い
る
と
い
う
認
識
が
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ

る
。
或
い
は
、
近
代
的
に
生
き
る
こ
と
へ
の
未
練
が
若
干
残
っ
て
い
る
靑
華
自
身
も
、

三
人
と
同
様
に
「
病
患
部
」
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
自
己
認
識
が
あ
る
こ
と
も
暗
示
す

る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
可
能
性
も
、
そ
れ
と
同
時
に
否
定
で
き
な
い
。 

故
に
、
「
進
歩
」
よ
り
「
安
心
」
を
取
っ
た
人
物
と
し
て
靑
華
は
、
自
ら
の
「
病
患

部
」
を
自
覚
し
、
往
年
の
「
子
守
娘
」
の
如
く
、
病
の
癒
え
る
こ
と
を
祈
っ
て
欲
し
い

と
い
う
思
い
を
込
め
て
、
お
賓
頭
顱
様
を
送
り
届
け
た
こ
と
を
指
し
示
す
機
能
を
果
た

し
て
い
る
、
と
言
え
よ
う
。 

と
も
あ
れ
、
な
に
が
し
か
の
「
病
患
部
」
の
存
在
と
そ
の
治
癒
へ
の
願
い
を
、
読
者

に
意
識
さ
せ
る
機
能
を
、
お
賓
頭
顱
様
と
い
う
語
が
果
た
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ

る
。 さ

て
、
「
賓
頭
盧
」
と
い
う
語
を
、
今
一
度
、
振
り
返
っ
て
み
た
い
。
「
賓
頭
顱
」

は
、
『
小
学
館
国
語
大
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。 

 

 
 

【
一
】
釈
迦
の
弟
子
で
十
六
羅
漢
の
第
一
。
み
だ
り
に
神
通
を
用
い
た
た
め
、
仏

の
呵
責
を
受
け
て
涅
槃
（
ね
は
ん
）
を
許
さ
れ
ず
、
仏
の
滅
後
も
衆
生
を
救
い
続

け
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
像
。
中
国
で
は
、
食
堂
（
じ
き
ど
う
）
に
そ
の
像

を
安
置
す
る
風
が
あ
り
、
我
が
国
で
は
、
寺
の
本
堂
の
外
陣
（
げ
じ
ん
）
、
前
縁

な
ど
に
安
置
し
、
俗
に
、
病
人
が
自
分
の
患
部
を
同
じ
そ
の
像
の
箇
所
を
な
で
て
、

病
気
の
回
復
を
祈
願
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
「
な
で
ぼ
と
け
」
を
も
い
う
。
お
び
ん

ず
る
、
お
び
ん
ず
る
さ
ま
。
【
二
】
（
寺
院
に
あ
る
〈
一
〉
の
像
が
病
願
の
信
者

に
な
で
ら
れ
て
、
頭
な
ど
の
つ
る
つ
る
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
）
禿
頭
。
ま

た
、
そ
の
人
。 

  

第
三
に
、
「
賓
頭
盧
」
は
、
「
み
だ
り
に
神
通
を
用
い
た
た
め
、
仏
の
呵
責
を
受
け

て
涅
槃
を
許
さ
れ
」
な
い
存
在
、
滅
罪
の
た
め
に
「
仏
の
滅
後
も
衆
生
を
救
い
続
け
る

と
さ
れ
る
」
存
在
を
示
す
語
で
あ
っ
た
こ
と
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
意
味
合

い
を
受
け
て
、
テ
ク
ス
ト
内
で
は
、
靑
華
の
心
の
あ
り
よ
う
を
暗
示
す
る
機
能
を
果
た

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
せ
め
て
五
ツ
六
ツ
年
が
若
か
つ
た
ら
」
と
い
う
箇
所
や
、

「
家
に
は
ど
う
や
ら
斯
う
や
ら
食
べ
て
行
く
だ
け
の
も
の
は
あ
る
。
か
う
な
つ
た
ら
人

間
は
駄
目
で
す
、
安
心
と
進
歩
と
は
兎
に
角
一
致
し
ま
せ
ん
よ
」
と
い
う
箇
所
と
照
ら

し
合
わ
せ
れ
ば
、
お
賓
頭
顱
様
の
像
を
送
り
届
け
た
靑
華
が
、
な
に
が
し
か
の
「
呵
責
」

を
感
じ
て
い
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
の
「
呵
責
」
の
意
識
は
、
靑

華
自
身
が
、
「
涅
槃
を
許
さ
れ
」
な
い
「
罪
」
を
深
く
自
覚
し
て
い
る
こ
と
を
も
暗
示

し
て
い
る
と
考
え
る
。
「
涅
槃
」
と
い
う
語
は
、
『
小
学
館
国
語
大
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、

次
の
通
り
で
あ
る
。 

 

仏
語
。
【
一
】
す
べ
て
の
煩
悩
の
火
が
ふ
き
け
さ
れ
て
、
不
生
不
滅
（
ふ
し
ょ
う

ふ
め
つ
）
の
悟
り
の
智
慧
が
完
成
し
た
境
地
。
迷
い
や
悩
み
を
離
れ
た
悟
り
の
境

地
。
【
二
】
仏
、
と
く
に
釈
迦
の
死
を
い
う
。
【
三
】
「
ね
は
ん
え
（
涅
槃
会
）
」

の
略
。
【
四
】
（
無
我
の
境
地
に
入
る
と
こ
ろ
か
ら
）
男
女
の
性
行
為
。
ま
た
そ

の
快
楽
の
絶
頂
。 

 
靑
華
は
、
「
進
歩
」
を
捨
て
て
「
安
心
」
を
取
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
安
心
は
、

「
ど
う
や
ら
斯
う
や
ら
食
べ
て
行
く
だ
け
」
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
靑
華
の
安

心
は
、
「
家
に
」
あ
る
父
祖
伝
来
の
遺
産
、
即
ち
金
銭
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
て
、

ほ
ぼ
間
違
い
は
な
い
で
あ
ろ
う
。 
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無
論
、
靑
華
は
「
立
派
に
先
考
の
遺
業
を
継
い
で
」
い
る
。
し
か
し
、
「
先
考
の
遺

業
を
継
い
で
」
描
い
た
絵
を
、
「
い
や
、
彼
方
で
西
洋
の
名
画
を
御
覧
に
な
つ
た
方
に

は
到
底
お
目
に
か
け
る
程
の
も
の
ぢ
や
有
り
ま
せ
ん
」
と
言
い
き
っ
て
い
る
点
に
注
目

し
た
い
。
靑
華
が
い
う
と
こ
ろ
の
安
心
は
、
「
立
派
に
先
考
の
遺
業
を
継
い
」
だ
と
い

う
こ
と
か
ら
起
き
る
安
心
で
は
な
い
。
そ
れ
に
「
先
考
の
遺
業
を
継
」
ぐ
こ
と
に
付
随

し
た
、
生
活
を
保
障
す
る
金
銭
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

そ
れ
故
に
靑
華
は
、
「
み
だ
り
に
」
「
先
考
の
遺
業
を
継
い
で
」
「
用
い
た
た
め
」
、

「
呵
責
を
受
け
て
涅
槃
を
許
さ
れ
」
な
い
存
在
と
な
っ
た
、
も
し
く
は
な
っ
た
、
と
思

い
込
ん
だ
状
態
に
あ
る
と
言
え
る
。 

こ
の
第
三
の
機
能
に
よ
っ
て
暗
示
さ
れ
る
靑
華
の
心
の
あ
り
よ
う
は
、
先
に
触
れ
た

第
二
の
機
能
、
即
ち
近
代
的
に
生
き
る
こ
と
へ
の
未
練
が
若
干
残
っ
て
い
る
靑
華
自
身

も
、
三
人
と
同
様
に
、
『
病
患
部
』
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
自
己
認
識
が
あ
る
こ
と
を

指
し
示
す
機
能
と
連
動
し
、
靑
華
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
及
び
『
冷
笑
』
と
い
う
テ
ク

ス
ト
自
体
に
、
深
い
陰
影
を
持
た
せ
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
と
考
え
る
。 

 

「
賓
頭
盧
」
と
い
う
語
に
は
第
四
に
、
「
釈
迦
の
弟
子
」
の
「
像
」
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
「
不
妄
語
戒
」
を
想
起
さ
せ
る
機
能
を
持
つ
。
「
不
妄
語
戒
」
と
は
、
『
新
潮
国

語
辞
典
現
代
語
古
語 

第
二
版
』
に
よ
れ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
た
だ
し
項
目
は
「
妄

語
」
と
立
て
て
あ
る
。 

 

【
仏
】
五
悪
の
一
。
う
そ
を
言
う
こ
と
。
ま
た
、
五
戒
の
一
で
あ
る
「
不
妄
語
戒
」

の
こ
と
。 

 

「
五
悪
」
と
は
、
『
新
潮
国
語
辞
典
現
代
語
古
語 

第
二
版
』
に
よ
れ
ば
、
次
の
通
り

で
あ
る
。 

 

【
仏
】
殺
生
（
セ
ッ
シ
ョ
ウ
）
・
偸
盗
（
チ
ュ
ウ
ト
ウ
）
・
邪
淫
（
ジ
ャ
イ
ン
）
・

妄
語
・
飲
酒
（
オ
ン
ジ
ュ
）
の
五
つ
の
悪
事
。
五
種
悪
。 

 

「
五
戒
」
と
は
、
『
新
潮
国
語
辞
典
現
代
語
古
語 

第
二
版
』
に
よ
れ
ば
、
次
の
通
り

で
あ
る
。 

 

【
仏
】
在
家
（
ザ
イ
ケ
）
の
信
者
が
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
五
種
類
の
大
切
な

戒
律
。
殺
生
（
セ
ッ
シ
ョ
ウ
）
戒
・
偸
盗
（
チ
ュ
ウ
ト
ウ
）
戒
・
邪
淫
（
ジ
ャ
イ

ン
）
戒
・
妄
語
戒
・
飲
酒
戒
（
オ
ン
ジ
ュ
）
。 

  

「
不
妄
語
戒
」
と
「
妄
語
戒
」
は
同
一
の
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
「
在
家
の
信
者
」

へ
「
う
そ
を
言
わ
な
い
」
こ
と
を
課
す
戒
律
で
あ
る
。 

 

「
釈
迦
の
弟
子
」
で
あ
る
賓
頭
盧
の
像
は
、
賓
頭
盧
尊
者
の
「
本
物
に
似
て
い
て
、

こ
れ
に
代
わ
る
べ
き
も
の
」
、
即
ち
「
人
形
」
で
あ
る
。
人
形
は
口
を
き
く
こ
と
が
で

き
な
い
の
で
、
自
然
に
「
不
妄
語
戒
」
を
護
持
す
る
存
在
で
あ
る
。 

「
お
賓
頭
顱
様
の
木
像
を
愚
生
の
代
理
に
参
上
せ
し
め
候
」
と
靑
華
が
断
り
の
手
紙

に
書
い
て
い
る
の
で
、
テ
ク
ス
ト
内
の
お
賓
頭
顱
様
の
木
像
は
、
賓
頭
盧
尊
者
の
人
形

で
あ
る
と
同
時
に
、
靑
華
自
身
の
人
形
で
あ
る
こ
と
は
、
間
違
い
な
い
。 

賓
頭
盧
尊
者
と
自
ら
の
人
形
を
「
形
代
」
と
し
て
送
り
届
け
た
靑
華
自
身
の
深
意
は
、

小
山
清
と
吉
野
紅
雨
が
企
画
し
た
「
五
人
が
一
堂
に
會
し
て
八
笑
人
も
ど
き
に
大
い
に

歡
談
し
よ
う
と
い
う
く
わ
だ
て
」
に
対
し
て
、
自
ら
の
沈
黙
を
守
る
た
め
、
不
妄
語
戒

を
守
る
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。 

ま
た
、
そ
の
こ
と
は
「
八
笑
人
も
ど
き
」
の
「
歡
談
」
が
、
「
妄
語
」
に
満
ち
満
ち

た
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
靑
華
が
嫌
っ
た
、
と
い
う
こ
と
も
示
唆
し
て
い
る
と

考
え
る
。 

お
賓
頭
顱
様
の
木
像
は
、
人
形
で
あ
る
か
ら
。
当
然
、
口
を
き
け
な
い
。
し
か
し
、

口
を
き
け
な
い
人
形
に
託
し
て
、
靑
華
は
そ
の
複
雑
な
心
の
あ
り
よ
う
を
極
め
て
雄
弁

に
語
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

そ
し
て
、
作
者
で
あ
る
荷
風
が
、
靑
華
の
「
人
形
」
と
し
て
お
賓
頭
顱
様
の
木
像
を

登
場
さ
せ
た
意
図
も
、
賓
頭
盧
と
い
う
語
が
テ
ク
ス
ト
内
で
果
た
し
て
い
る
機
能
を
探

る
こ
と
で
、
同
様
に
明
確
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。
「
安
心
と
進
歩
と
は
兎
に
角
一
致

し
ま
せ
ん
よ
。
」
と
荷
風
が
靑
華
に
語
ら
せ
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
そ
う
。
「
八
笑
人

も
ど
き
」
の
「
歡
談
」
自
体
を
描
く
こ
と
を
拒
絶
し
、
賓
頭
盧
と
い
う
語
を
駆
使
し
、

沈
黙
を
持
っ
て
語
ら
せ
、
荷
風
の
時
代
に
お
い
て
の
「
安
心
」
は
、
所
詮
金
銭
を
所
有

し
「
ど
う
や
ら
斯
う
や
ら
食
べ
て
行
く
だ
け
」
を
保
証
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
結
局
、

同
時
代
の
人
々
は
皆
、「
呵
責
を
受
け
て
涅
槃
を
許
さ
れ
」
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
を
、

荷
風
は
暗
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 
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五
． 

「
西
洋
の
人
形
」
登
場
の
機
縁 

 
桑
島
靑
華
が
、
お
賓
頭
顱
様
の
木
像
を
「
代
理
に
参
上
せ
し
め
」
た
こ
と
は
、
靑
華

の
自
発
的
な
意
志
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。 

そ
れ
に
対
し
て
、
中
谷
丁
藏
の
「
代
理
」
の
「
西
洋
の
人
形
」
は
、
紅
雨
が
「
斯
う

な
る
と
最
う
一
個
、
何
か
中
谷
君
の
代
理
に
な
る
も
の
が
欲
し
い
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん

か
。
」
と
発
案
し
、
勝
之
助
が
「
さ
う
す
る
と
、
来
客
は
す
っ
か
り
揃
ふ
訳
で
す
ね
。
」

と
賛
同
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。
丁
藏
の
意
志
は
、
そ
こ
に
は
、

ま
っ
た
く
、
な
い
。 

 

「
何
か
な
い
か
知
ら
。
」 

清
は
室
中
を
見
廻
し
な
が
ら
、 

「
中
谷
君
の
性
質
か
ら
云
ふ
と
、
安
本
亀
八
作
と
で
も
云
つ
た
傾
城
か
何
か
の
生

人
形
が
適
当
す
る
ん
だ
が
ね
。
」 

「
そ
れ
な
ら
最
う
文
句
は
な
い
け
れ
ど
、
然
し
何
で
も
色
ツ
ぽ
い
艶
か
し
い
も
の

な
ら
可
い
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
か
。
そ
こ
の
応
接
間
に
立
つ
て
ゐ
る
裸
体
像
は
ど
う

で
す
。
」 

「
よ
か
ら
う
。
」 

「
重
い
か
も
知
れ
な
い
。
石
だ
か
ら
。
」 

清
は
他
の
二
人
と
共
に
椅
子
か
ら
立
ち
か
け
た
が
、 

「
い
や
、
君
。
そ
ん
な
重
た
い
も
の
よ
り
可
い
物
が
あ
る
。
二
階
の
部
屋
に
西
洋

の
人
形
が
あ
っ
た
。
」 

清
は
女
中
を
呼
で
、
以
前
外
国
か
ら
帰
つ
て
来
た
当
時
に
は
、
唯
た
今
も
皆
に
話

し
た
や
う
、
す
つ
か
り
西
洋
風
に
住
ん
で
ゐ
た
二
階
の
書
斎
の
人
形
を
取
り
に
や

つ
た
。 

  

以
上
引
用
し
た
通
り
、
中
谷
丁
藏
の
意
志
と
は
無
関
係
に
、
「
西
洋
の
人
形
」
は
小

山
家
の
食
堂
に
運
ば
れ
る
。
そ
の
人
形
は
、
清
が
「
貧
乏
な
美
術
学
生
」
に
金
を
貸
し
、

彼
か
ら
「
金
が
返
せ
な
い
申
訳
」
と
し
て
帰
国
の
際
に
「
土
産
」
と
し
て
贈
ら
れ
て
、

「
喜
ん
で
」
「
貰
つ
て
来
た
」
も
の
で
あ
っ
た
。 

人
形
の
姿
は
、「
よ
く
芝
居
へ
出
る
道
化
役
の
ピ
ヱ
ロ
オ
の
衣
装
を
つ
け
た
」
も
の
。

清
は
、
「
マ
ン
ド
リ
ン
を
抱
へ
さ
し
て
二
階
の
書
斎
に
飾
つ
て
」
、
「
珍
物
」
と
し
て

愛
玩
し
て
い
た
。
「
真
白
な
だ
ぶ

く
し
た
衣
服
に
大
き
な
漏
斗
の
や
う
な
先
の
尖
つ

た
帽
子
を
冠
り
、
真
白
に
塗
つ
た
顔
の
頬
の
辺
を
紅
で
彩
つ
」
て
い
た
。 

 

そ
の
人
形
へ
、
清
ら
は
、
「
ボ
ン
ソ
ワ
ア
ル
、
モ
ン
、
ピ
ヱ
ロ
オ
」
、
「
ハ
ロ
オ
、

デ
イ
ヤ
、
フ
レ
ン
ド
」
と
戯
れ
に
挨
拶
を
し
て
、
「
黙
つ
て
動
か
ず
に
胡
坐
を
掻
い
て

ゐ
る
お
び
ん
づ
る
様
の
木
像
の
隣
り
へ
坐
ら
し
て
、
膝
の
上
に
マ
ン
ド
リ
ン
の
楽
器
を

抱
へ
さ
し
た
」
。 

丁
藏
は
、
こ
の
く
わ
だ
て
に
、
ま
っ
た
く
関
係
を
持
た
な
い
。
西
洋
の
道
化
の
人
形

を
、
自
分
の
「
代
理
」
に
擬
え
ら
れ
た
こ
と
に
関
し
て
、
関
知
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
「
ピ
ヱ
ロ
オ
」
に
は
、
清
、
紅
雨
、
勝
之
助
三
人
に
よ
る
、
丁
藏
へ
の

人
物
批
評
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
三
人
の
気
分
を
推
測
す
る
た
め
に
は
、
丁
藏
と
三
人

の
人
物
を
、
永
井
荷
風
が
如
何
に
造
型
し
て
い
た
の
か
、
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。 

 

六
． 

「
西
洋
の
人
形
」
に
投
影
さ
れ
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー 

 

中
山
丁
藏
は
、
先
に
挙
げ
た
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
に
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
、
も

う
一
度
、
そ
れ
を
引
く
。 

 

歌
舞
伎
の
座
付
狂
言
作
者
中
谷
丁
藏
が
い
る
。
こ
れ
は
性
格
も
嗜
好
も
理
想
も

こ
と
ご
と
く
江
戸
の
洒
落
本
に
現
わ
れ
た
色
男
で
、
專
ら
風
流
と
情
痴
に
身
も
心

も
ゆ
だ
ね
た
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
し
か
も
自
ら
身
を
卑
し
め
て
舊
式
の
舞
臺
や

藝
者
家
の
裏
口
か
ら
、
進
歩
を
追
う
新
時
代
の
人
士
の
姿
を
眺
め
つ
つ
、
川
柳
風

の
冷
や
や
か
な
笑
い
を
噛
み
し
め
て
い
る
。 

  
丁
藏
は
、
本
テ
ク
ス
ト
の
「
語
り
手
」
（
注
五
）
に
よ
っ
て
、
そ
の
心
中
を
以
下
の

よ
う
に
暴
露
さ
れ
る
。 

 
見
給
へ
。
此
処
に
私
の
自
分
で
自
分
の
人
生
を
馬
鹿
に
し
た
偽
り
の
生
涯
が
あ

る
。
自
分
が
三
階
で
役
者
に
稽
古
を
さ
せ
た
り
、
拍
子
木
を
打
つ
た
り
し
て
居
る

間
に
、
昔
の
学
校
友
達
は
一
人
残
ら
ず
立
派
な
社
会
の
紳
士
に
な
つ
た
。
然
し
自
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分
は
余
り
其
れ
を
ば
羨
ま
し
い
と
も
思
は
ず
に
ゐ
る
現
代
か
ら
の
避
難
所
は
こ
れ

だ
…
…
と
さ
う
云
は
ぬ
ば
か
り
に
作
者
の
中
谷
は
片
手
に
拍
子
木
を
持
っ
て
、
舞

台
裏
と
廊
下
の
境
に
立
つ
太
い
柱
に
脊
を
寄
せ
掛
て
遠
く
向
う
を
見
渡
し
た
。 

  

丁
藏
は
、
「
自
分
で
自
分
の
人
生
を
馬
鹿
に
し
た
偽
り
の
生
涯
」
を
送
っ
て
い
る
自

覚
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
生
涯
を
送
っ
て
い
る
中
に
、
「
昔
の
学
校
友
達
は
一

人
残
ら
ず
立
派
な
社
会
の
紳
士
に
な
つ
た
」
。
羨
む
気
持
ち
は
自
然
に
湧
い
て
出
て
く

る
が
、
木
挽
町
の
歌
舞
伎
座
の
楽
屋
裏
を
「
余
り
其
れ
を
ば
羨
ま
し
い
と
も
思
は
ず
に

ゐ
る
現
代
か
ら
の
避
難
所
」
と
し
て
、
「
進
歩
を
追
う
新
時
代
の
人
士
の
姿
を
眺
め
つ

つ
、
川
柳
風
の
冷
や
や
か
な
笑
い
を
噛
み
し
め
て
い
る
」
。
丁
藏
に
と
っ
て
、
楽
屋
裏

は
あ
く
ま
で
「
現
代
か
ら
の
逃
避
所
」
で
あ
っ
て
、
本
当
の
安
心
立
命
の
地
で
は
な
い
。

こ
の
点
で
、
桑
島
靑
華
が
生
活
に
は
不
自
由
は
し
な
い
も
の
の
、
「
涅
槃
」
を
得
る
こ

と
が
で
き
な
い
で
い
る
こ
と
と
、
相
似
形
を
成
す
。 

 

し
か
し
、
丁
藏
は
、
紅
雨
が
羨
む
境
涯
で
も
あ
っ
た
。
「
引
手
茶
屋
」
を
養
家
に
持

つ
お
き
み
さ
ん
に
心
底
惚
れ
ら
れ
て
、
「
落
ち
目
に
な
つ
た
家
の
息
子
」
で
あ
る
に
も

拘
ら
ず
、
「
以
前
と
変
ら
ず
に
親
切
に
し
て
く
れ
る
と
云
ふ
情
愛
」
を
示
さ
れ
、
結
婚

す
る
に
至
る
。
（
注
六
） 

 

一
人
娘
の
蝶
ち
や
ん
を
得
て
、
浜
町
に
一
家
を
構
え
た
。
お
き
み
さ
ん
は
、
蝶
ち
や

ん
を
「
葭
町
の
半
玉
が
大
抵
は
弟
子
入
り
し
て
ゐ
る
住
吉
町
の
花
柳
へ
通
は
し
」
、
踊

り
の
「
技
藝
」
を
磨
か
せ
て
い
る
。
正
月
、
紅
雨
の
前
で
、
蝶
ち
や
ん
に
「
梅
の
春
」

を
踊
ら
せ
る
。
三
味
線
は
、
丁
藏
と
お
き
み
さ
ん
が
受
け
持
っ
た
。
そ
れ
を
眺
め
て
、

紅
雨
は
以
下
の
よ
う
に
思
う
。 

 

紅
雨
は
酔
ひ
な
が
ら
眺
め
て
ゐ
る
中
に
、
音
楽
の
あ
る
家
庭
ほ
ど
美
し
い
も
の

は
な
い
と
次
第
に
感
慨
に
沈
め
ら
れ
て
来
る
。
何
故
と
云
つ
て
彼
は
日
本
に
帰
つ

て
来
て
以
来
、
現
代
の
社
会
に
音
楽
の
あ
る
家
庭
を
見
出
し
得
た
の
は
、
滅
び
た

江
戸
時
代
と
腐
敗
し
た
花
柳
界
の
空
気
に
著
る
し
く
感
染
し
た
こ
の
狂
言
作
者
の

家
庭
よ
り
他
に
は
な
か
つ
た
か
ら
で
あ
る
。 

（
中
略
） 

厳
格
な
社
会
観
を
以
て
評
し
た
な
ら
ば
、
根
柢
か
ら
汚
れ
た
家
庭
と
云
ふ
べ
き

も
の
で
あ
ろ
う
。
然
し
紅
雨
は
此
の
如
く
道
徳
の
頽
廃
し
た
家
庭
に
於
て
し
か
、

彼
が
嘗
て
欧
米
の
健
全
な
る
家
庭
に
見
た
如
き
、
幸
福
と
調
和
の
美
な
る
生
活
に

比
較
し
得
べ
き
何
物
を
も
、
生
れ
た
国
の
社
会
に
は
見
る
事
が
で
き
な
か
つ
た
。 

（
中
略
） 

其
れ
を
思
ふ
と
紅
雨
は
い
つ
来
て
も
一
家
挙
つ
て
思
想
娯
楽
の
一
致
し
た
中
谷

の
家
庭
に
於
て
限
り
知
れ
ず
居
心
地
の
い
ゝ
事
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。
（
注
七
） 

 

紅
雨
が
羨
む
丁
藏
の
境
涯
、
そ
れ
は
「
思
想
娯
楽
の
一
致
し
た
」
、
「
幸
福
と
調
和

の
美
な
る
生
活
」
で
あ
っ
た
。
一
面
、
「
根
柢
か
ら
汚
れ
た
家
庭
」
、
「
道
徳
の
頽
廃

し
た
家
庭
」
と
、
「
立
派
な
社
会
の
紳
士
」
か
ら
、
「
厳
格
な
社
会
観
を
以
て
評
」
さ

れ
る
べ
き
も
の
で
も
あ
っ
た
。 

し
か
し
、
丁
藏
の
家
庭
に
、
「
限
り
知
れ
ず
居
心
地
の
い
ゝ
事
を
感
ず
る
」
紅
雨
が

い
る
。
紅
雨
は
、
先
に
挙
げ
た
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
に
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
、
今

一
度
、
そ
れ
を
引
く
。 

 

（
前
略
）
小
説
家
吉
野
紅
雨
。
彼
は
ア
メ
リ
カ
と
フ
ラ
ン
ス
で
靑
春
を
過
し
た
後

歸
朝
し
て
眼
の
あ
た
り
に
し
た
故
國
の
醜
惡
愚
劣
に
絶
望
し
て
、
日
毎
に
消
え
ゆ

く
江
戸
の
名
殘
り
の
中
に
美
と
憧
憬
を
追
い
つ
づ
け
な
が
ら
、
人
生
の
歡
樂
と
憂

愁
を
歌
い
つ
く
そ
う
と
し
て
い
る
。 

  

紅
雨
の
家
は
、
「
根
柢
か
ら
汚
れ
た
」
「
道
徳
の
頽
廃
し
た
家
庭
」
と
は
ま
っ
た
く

無
縁
の
、
「
代
々
某
藩
の
学
者
の
家
」
で
あ
る
。
紅
雨
の
「
父
は
長
ら
く
官
海
に
勢
力

を
得
て
ゐ
た
」
。
紅
雨
は
、
今
も
父
と
同
居
し
て
、
衣
食
住
に
は
不
自
由
を
し
な
い
身

で
あ
る
。
（
注
八
） 

紅
雨
は
「
故
國
の
醜
惡
愚
劣
に
絶
望
し
」
な
が
ら
も
、
「
人
生
の
歡
樂
と
憂
愁
を
歌

い
つ
く
そ
う
と
し
て
い
る
」
。
「
醜
惡
愚
劣
」
を
嫌
い
な
が
ら
も
、
「
歡
樂
」
と
そ
れ

に
付
随
す
る
「
憂
愁
」
を
求
め
る
と
い
う
矛
盾
し
た
性
格
を
、
紅
雨
は
持
っ
て
い
る
。

紅
雨
の
身
の
上
を
考
え
れ
ば
、
紅
雨
の
小
説
と
、
紅
雨
の
実
生
活
と
の
乖
離
は
、
容
易

に
見
当
が
つ
く
。
そ
れ
故
に
、
自
身
の
密
か
に
求
め
る
「
幸
福
と
調
和
の
美
な
る
生
活
」

を
実
際
に
送
っ
て
い
る
丁
藏
に
、
紅
雨
は
小
説
の
ネ
タ
を
提
供
し
て
貰
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。 

 
そ
の
あ
り
よ
う
の
紅
雨
で
あ
る
か
ら
、
靑
華
が
送
り
届
け
た
お
賓
頭
顱
様
の
木
像
に

引
か
れ
て
、
丁
藏
の
不
参
加
の
穴
埋
め
に
、
「
斯
う
な
る
と
最
う
一
個
、
何
か
中
谷
君

の
代
理
に
な
る
も
の
が
欲
し
い
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
か
。
」
と
発
案
す
る
の
だ
と
考
え
る
。

そ
の
心
中
に
は
、
丁
藏
へ
の
依
存
心
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
西
洋
の
人

形
」
に
は
、
丁
藏
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
み
な
ら
ず
、
紅
雨
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
も
密
か
に
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投
影
さ
れ
て
い
る
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
紅
雨
の
発
案
を
受
け
て
、
「
道

化
役
の
ピ
ヱ
ロ
オ
の
衣
装
を
つ
け
た
」
「
西
洋
の
人
形
」
を
選
ん
だ
の
は
、
主
人
で
あ

る
清
で
あ
る
。 

 
清
は
、
「
四 

深
川
の
夢
」
に
お
い
て
、
紅
雨
か
ら
丁
藏
の
「
生
涯
」
を
聴
き
知
っ

て
い
る
。
そ
し
て
清
な
り
に
、
丁
藏
へ
の
理
会
に
従
い
、
「
中
谷
君
の
性
質
か
ら
云
ふ

と
、
安
本
亀
八
作
と
で
も
云
つ
た
傾
城
か
何
か
の
生
人
形
が
適
当
す
る
ん
だ
が
ね
。
」

と
発
言
す
る
。
し
か
し
生
人
形
な
ど
家
に
は
な
く
、
次
善
の
策
と
し
て
、
件
の
西
洋
の

人
形
を
運
ば
せ
る
の
で
あ
る
。 

丁
藏
へ
ピ
ヱ
ロ
オ
の
イ
メ
ー
ジ
を
投
影
さ
せ
た
の
は
、
清
で
あ
る
。
こ
の
投
影
は
、

当
然
、
清
の
丁
藏
へ
の
批
評
で
あ
る
。
清
に
は
、
丁
藏
が
、
ピ
ヱ
ロ
オ
的
に
見
え
て
い

た
の
だ
。 

清
の
人
物
像
は
、
先
に
挙
げ
た
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
に
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
、

再
度
、
そ
れ
を
引
く
。 

 

小
山
淸
は
ハ
ア
バ
ァ
ド
大
學
を
卒
業
し
て
世
界
漫
遊
後
、
父
の
遺
業
を
つ
い
だ

若
い
銀
行
頭
取
で
あ
る
が
、
務
め
の
無
味
、
家
庭
の
寂
莫
と
、
重
な
る
現
實
に
對

す
る
失
望
は
彼
を
し
て
冷
笑
的
に
理
想
の
程
度
を
高
め
さ
せ
て
い
っ
た
。
僅
か
に

心
慰
め
ら
れ
る
の
は
西
洋
小
説
、
支
那
傳
奇
と
江
戸
戯
作
で
あ
る
。
か
れ
は
江
戸

の
八
笑
人
の
如
く
笑
い
を
と
も
に
す
る
べ
き
友
を
求
め
て
日
を
送
っ
て
い
る
。 

 

清
の
「
務
め
の
無
味
、
家
庭
の
寂
莫
と
、
重
な
る
現
實
に
對
す
る
失
望
」
が
、
「
江

戸
の
八
笑
人
の
如
く
笑
い
を
と
も
に
す
る
べ
き
友
を
求
め
」
さ
せ
た
。
こ
の
「
く
わ
だ

て
」
、
も
し
く
は
『
冷
笑
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
で
語
ら
れ
る
物
語
自
体
、
元
来
は
、
清

の
願
望
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
。 

彼
の
無
聊
を
慰
め
る
も
の
は
、
「
西
洋
小
説
、
支
那
傳
奇
と
江
戸
戯
作
で
あ
る
」
。

こ
の
点
、
紅
雨
と
は
意
見
が
合
う
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
西
洋
文
明
に
コ
ン
プ
レ
ッ

ク
ス
を
持
ち
つ
つ
も
東
洋
趣
味
一
辺
倒
の
丁
藏
や
靑
華
と
は
、
相
容
れ
ぬ
「
西
洋
」
的

な
趣
味
を
も
併
せ
持
つ
存
在
で
あ
る
。 

清
は
「
す
つ
か
り
西
洋
風
」
の
「
二
階
の
書
斎
」
に
住
み
な
が
ら
も
、
丁
藏
の
不
参

加
に
、
「
西
洋
料
理
の
御
馳
走
を
す
る
と
云
つ
て
や
つ
た
ん
で
、
趣
味
に
合
わ
な
か
つ

た
の
か
も
知
れ
な
い
」
と
、
丁
藏
の
胸
中
を
思
い
や
る
感
性
も
持
っ
て
い
る
。
と
は
言

え
、
丁
藏
が
聞
い
た
な
ら
ば
卒
倒
し
か
ね
な
い
「
代
理
」
を
立
て
た
。
ピ
ヱ
ロ
オ
の
代

理
は
、
丁
藏
に
は
さ
ぞ
か
し
不
本
意
で
あ
ろ
う
。
そ
の
心
中
を
忖
度
し
得
る
感
性
を
持

ち
な
が
ら
、
「
裸
体
像
」
「
よ
り
可
い
物
」
と
し
て
、
ピ
ヱ
ロ
オ
の
人
形
を
運
ば
せ
る

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
複
雑
な
感
性
と
思
考
の
持
ち
主
で
あ
る
清
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

も
、
紅
雨
同
様
、
密
か
に
西
洋
の
人
形
に
投
影
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。 

最
後
に
、
勝
之
助
で
あ
る
。
先
に
引
い
た
ダ
イ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
「
名
望
家
の
長
男
に

生
れ
た
が
、
封
建
道
德
に
閉
ざ
さ
れ
た
周
圍
と
實
利
的
な
專
制
家
長
の
父
に
反
抗
し
て
、

商
船
の
事
務
員
と
な
つ
て
海
上
生
活
を
送
る
男
」
と
、
簡
略
に
紹
介
し
て
い
る
。
西
洋

の
人
形
へ
、
勝
之
助
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
投
影
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
そ
れ
は
微
妙

な
問
題
で
あ
る
。 

勝
之
助
は
、
紅
雨
が
「
斯
う
な
る
と
最
う
一
個
、
何
か
中
谷
君
の
代
理
に
な
る
も
の

が
欲
し
い
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
か
。
」
と
発
案
し
た
こ
と
へ
、
「
さ
う
す
る
と
、
来
客
は

す
っ
か
り
揃
ふ
訳
で
す
ね
。
」
と
賛
同
し
た
だ
け
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
こ
の
人
形
の
登

場
に
関
し
て
は
、
紅
雨
や
清
と
異
な
り
、
受
動
的
な
立
場
で
あ
る
。
し
か
し
西
洋
の
人

形
に
対
し
て
、
戯
れ
に
挨
拶
し
て
い
る
こ
と
か
ら
（
注
九
）
、
消
極
的
で
は
あ
る
が
、

人
形
が
丁
藏
の
代
理
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
程
度
の
関
わ
り
方

で
、
勝
之
助
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
。 

そ
こ
で
、
ピ
ヱ
ロ
オ
の
人
形
に
は
、
丁
藏
、
紅
雨
、
清
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
複
雑
に

投
影
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
言
え
る
。 

 

七
． 

「
ピ
ヱ
ロ
オ
」
の
「
西
洋
の
人
形
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
の
機
能 

 

「
ピ
ヱ
ロ
オ
」
、
即
ち
「
道
化
」
と
い
う
語
は
、
『
新
潮
国
語
辞
典
現
代
語
古
語 

第

二
版
』
に
よ
れ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。 

 

（
一
）
お
ど
け
た
し
ぐ
さ
を
し
た
り
お
か
し
な
こ
と
を
言
っ
た
り
し
て
人
を
笑
わ

せ
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
れ
を
す
る
人
。
「
―
者
」
（
二
）
「
道
化
方
」
の
略
。[

人

倫
訓
蒙
図
彙
七]

―
が
た
〈
―
方
〉
歌
舞
伎
（
カ
ブ
キ
）
で
、
道
化
を
演
ず
る
役
。

ま
た
、
そ
れ
を
得
意
と
す
る
人
。
道
化
師
。
道
化
。
―
シ
〈
―
師
〉
《
一
》
「
道

化
方
」
に
同
じ
。
《
二
》
道
化
の
じ
ょ
う
ず
な
人
。
《
三
》
道
化
を
職
業
と
す
る

人
。
ピ
エ
ロ
。
（
以
下
、
略
） 
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丁
藏
は
、
「
ピ
ヱ
ロ
オ
」
に
擬
さ
れ
た
が
、
そ
の
ピ
ヱ
ロ
オ
は
「
ピ
エ
ロ
」
、
即
ち

「
道
化
を
職
業
と
す
る
人
」
で
あ
る
。
丁
藏
が
歌
舞
伎
座
の
座
付
き
狂
言
作
者
で
あ
る

こ
と
は
、
「
道
化
方
」
を
即
座
に
連
想
さ
せ
る
。 

紅
雨
の
羨
む
「
幸
福
と
調
和
の
美
な
る
生
活
」
を
送
り
な
が
ら
、
「
自
分
で
自
分
の

人
生
を
馬
鹿
に
し
た
偽
り
の
生
涯
」
と
断
じ
て
、
歌
舞
伎
座
の
楽
屋
裏
を
「
現
代
か
ら

の
避
難
所
」
と
し
て
生
活
し
て
い
る
丁
藏
で
あ
る
。
「
現
代
」
の
「
厳
格
な
社
会
観
を

以
て
評
し
た
な
ら
ば
」
、
「
お
ど
け
た
し
ぐ
さ
を
し
た
り
お
か
し
な
こ
と
を
言
っ
た
り

し
て
人
を
笑
わ
せ
る
」
ピ
ヱ
ロ
オ
と
評
さ
れ
よ
う
。
「
銀
行
の
頭
取
」
で
あ
る
清
の
よ

う
な
人
物
が
、
丁
藏
を
、
十
分
な
好
意
を
持
ち
な
が
ら
も
、
ピ
ヱ
ロ
オ
と
揶
揄
す
る
こ

と
も
容
易
に
首
肯
で
き
る
。 

し
か
し
、
清
の
丁
藏
へ
の
批
評
は
、
単
な
る
揶
揄
と
し
て
片
づ
け
ら
れ
る
性
質
の
も

の
で
は
な
い
。
ピ
ヱ
ロ
オ
即
ち
「
道
化
師
」
と
い
う
語
は
、
一
九
○
九
年
当
時
の
文
化

的
な
帰
朝
者
た
ち
に
は
、
鮮
烈
に
喚
起
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
ル
ッ
ジ
ェ
ー
ロ
・
レ
オ
ン
カ
ヴ
ァ
ル
ロ
が
一
八
九
二
年
に
作
曲
し
た
、
ヴ
ェ
リ

ズ
モ
・
オ
ペ
ラ
「
道
化
師
」
で
あ
る
。 

こ
の
オ
ペ
ラ
の
「
衣
装
を
つ
け
ろ
」
と
い
う
ア
リ
ア
を
、
一
九
○
二
年
十
一
月
十
二

日
に
、
イ
タ
リ
ア
の
テ
ノ
ー
ル
歌
手
、
エ
ン
リ
コ
・
カ
ル
ー
ソ
ー
が
録
音
し
た
。
こ
の

レ
コ
ー
ド
は
、
レ
コ
ー
ド
史
上
初
の
ミ
リ
オ
ン
・
セ
ラ
ー
・
レ
コ
ー
ド
と
な
っ
た
。
（
注

十
） 荷

風
は
、
一
九
○
六
年
三
月
三
日
、
「
歌
劇
ル
チ
ヤ
・
ヂ
・
ラ
ン
メ
ル
モ
オ
ル
を
聴

く
カ
ル
ウ
ゾ
オ
能
く
歌
ふ
。
」
と
、
「
西
遊
日
誌
抄
」
に
書
い
て
い
る
。
ま
た
同
年
同

月
十
六
日
に
、
「
ヂ
オ
コ
ン
ダ
を
聴
か
ん
と
て
行
き
し
が
満
員
空
席
な
し
明
夜
に
て
本

年
の
オ
ペ
ラ
興
業
も
終
を
告
ぐ
る
と
今
宵
は
伊
太
利
亜
の
名
優
カ
ル
ゾ
オ
が
出
場
す
る

と
の
二
ツ
に
て
斯
く
は
雑
踏
せ
し
な
る
べ
し
。
」
と
記
録
し
て
い
る
。
荷
風
は
、
生
で

カ
ル
ー
ソ
ー
を
聴
い
て
感
激
し
て
い
る
。
そ
の
レ
コ
ー
ド
の
評
判
は
、
当
然
、
荷
風
の

耳
に
入
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。 

ま
た
一
九
○
七
年
一
月
三
十
日
の
項
に
、
「
マ
ン
ハ
ツ
タ
ン
歌
劇
場
に
カ
ワ
レ
リ
ヤ

ル
ス
チ
カ
ナ
二
場
イ
ル
パ
リ
ア
ツ
チ
一
幕
を
聴
く
。
」
と
あ
り
、
荷
風
は
「
道
化
師
」

の
公
演
に
接
し
て
い
る
。
更
に
一
九
○
八
年
執
筆
と
さ
れ
る
「
欧
州
歌
劇
の
現
状
」
に

お
い
て
、
「
レ
オ
ン
カ
バ
ル
ロ
は
其
の
傑
作
「
イ
ル
、
パ
リ
ア
ッ
チ
」
（
道
化
役
者
）

に
於
て
、
曲
中
の
人
物
を
し
て
、
テ
ア
ト
ロ
、
ヱ
、
ラ
、
ヴ
イ
タ
（
人
生
は
舞
台
な
り
）

と
唱
は
し
め
、
オ
ペ
ラ
と
写
実
劇
の
調
和
を
示
）
」
し
た
と
言
及
す
る
な
ど
、
荷
風
の

オ
ペ
ラ
「
道
化
師
」
へ
の
評
価
は
高
い
。 

こ
の
オ
ペ
ラ
の
筋
は
、
「
道
化
芝
居
の
一
座
の
座
長
が
浮
気
を
し
た
妻
を
嫉
妬
の
あ

ま
り
観
客
の
前
で
殺
し
て
し
ま
う
と
い
う
、
ち
な
ま
ぐ
さ
い
」
（
注
十
一
）
も
の
で
あ

る
。
件
の
「
衣
装
を
つ
け
ろ
」
と
い
う
ア
リ
ア
は
、
座
長
は
そ
の
悲
痛
な
苦
し
み
を
押

し
殺
し
な
が
ら
道
化
の
衣
装
を
つ
け
る
場
面
で
歌
わ
れ
る
。
ピ
ヱ
ロ
オ
の
衣
装
を
つ
け

る
座
長
は
、
そ
の
実
、
妻
の
浮
気
を
知
り
、
狂
乱
せ
ん
ば
か
り
に
嫉
妬
に
苦
し
ん
で
い

る
。 こ

の
ア
リ
ア
を
、
「
ハ
ア
バ
ァ
ド
大
學
を
卒
業
し
て
世
界
漫
遊
」
を
し
た
清
が
、
知

ら
ぬ
は
ず
は
な
い
。
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
入
れ
て
、
改
め
て
ピ
ヱ
ロ
オ
の
西
洋
の
人
形

が
、
『
冷
笑
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
で
い
か
に
機
能
し
て
い
る
か
を
、
考
え
て
み
た
い
。 

「
ピ
ヱ
ロ
オ
」
の
「
西
洋
の
人
形
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
に
は
第
一
に
、
「
お
ど
け
た

し
ぐ
さ
を
し
た
り
お
か
し
な
こ
と
を
言
っ
た
り
し
て
人
を
笑
わ
せ
る
」
道
化
師
の
人
形

そ
の
も
の
を
表
す
。
そ
れ
が
テ
ク
ス
ト
内
で
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
か
と
言
う
と
、

「
幸
福
と
調
和
の
美
な
る
生
活
」
を
送
り
な
が
ら
、
「
自
分
で
自
分
の
人
生
を
馬
鹿
に

し
た
偽
り
の
生
涯
」
と
断
じ
て
、
歌
舞
伎
座
の
楽
屋
裏
を
「
現
代
か
ら
の
避
難
所
」
と

し
て
生
活
し
て
い
る
丁
藏
を
、
「
お
ど
け
た
し
ぐ
さ
を
し
た
り
お
か
し
な
こ
と
を
言
っ

た
り
し
て
人
を
笑
わ
」
れ
る
「
ピ
ヱ
ロ
オ
」
み
た
い
だ
と
い
う
、
清
に
よ
る
丁
藏
へ
の

批
判
を
指
し
示
す
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

「
ピ
ヱ
ロ
オ
」
の
「
西
洋
の
人
形
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
に
は
第
二
に
、
「
そ
の
悲
痛

な
苦
し
み
を
押
し
殺
し
な
が
ら
道
化
の
衣
装
を
つ
け
る
」
人
と
い
う
意
味
合
い
が
あ
る
。

そ
れ
が
テ
ク
ス
ト
内
で
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
か
と
言
う
と
、
以
下
の
通
り
で
あ

る
。
「
昔
の
学
校
友
達
は
一
人
残
ら
ず
立
派
な
社
会
の
紳
士
に
な
つ
た
」
と
強
い
焦
り

と
羨
望
を
持
ち
な
が
ら
も
、
「
自
分
は
余
り
其
れ
を
ば
羨
ま
し
い
と
も
思
は
ず
に
ゐ
る
」

た
め
に
、
「
現
代
か
ら
の
避
難
所
」
と
し
て
「
歌
舞
伎
座
」
の
「
楽
屋
裏
」
へ
逃
避
し
、

「
テ
ア
ト
ロ
、
ヱ
、
ラ
、
ヴ
イ
タ
」
と
強
が
る
丁
藏
の
心
の
あ
り
よ
う
を
指
し
示
す
機

能
を
果
た
し
て
い
る
。 

と
同
時
に
、
そ
れ
は
清
の
丁
藏
へ
の
理
会
と
好
意
を
も
指
し
示
す
機
能
も
果
た
す
。

「
進
歩
を
追
う
新
時
代
の
人
士
」
の
一
人
で
あ
る
清
は
、
丁
藏
へ
は
愛
憎
両
存
、
丁
藏

へ
の
「
批
判
」
は
「
理
会
と
好
意
」
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
し
、
ま
た
丁
藏
へ
の
「
理

会
と
好
意
」
は
「
批
判
」
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
と
読
む
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。 

 

「
ピ
ヱ
ロ
オ
」
の
「
西
洋
の
人
形
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
第
三
に
、
人
形
で
あ
る
が

故
に
、
口
を
き
け
な
い
と
い
う
意
味
合
い
を
持
つ
。
オ
ペ
ラ
「
道
化
師
」
の
座
長
の
如

く
、
そ
の
心
中
を
朗
々
と
訴
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
モ
チ
ー
フ
は
、
清
、
紅
雨
、

勝
之
助
へ
、
口
を
き
け
な
い
人
形
の
代
わ
り
に
、
「
隠
し
藝
」
を
さ
せ
る
機
能
を
果
た

加田：人形は口をきけない 加永井荷風『冷笑』を巡って加
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す
。 

 

「
ピ
ヱ
ロ
オ
の
代
り
に
何
か
一
曲
…
…
あ
な
た
は
マ
ン
ド
リ
ン
を
お
弾
き
に
な

り
ま
せ
ん
か
。
」
と
勝
之
助
は
手
を
伸
し
て
楽
器
を
紅
雨
の
方
に
差
し
出
さ
う
と

す
る
。 

「
い
や
、
駄
目
、
実
に
残
念
で
す
よ
。
感
情
は
胸
一
杯
に
溢
れ
て
歌
ひ
た
く
て

堪
ま
ら
な
い
し
此
手
や
指
は
む
づ

く
す
る
ほ
ど
楽
器
に
触
つ
て
い
ゝ
音
を
出
し

た
い
と
思
ひ
な
が
ら
、
そ
こ
が
藝
術
で
す
ね
。
さ
う
云
ふ
風
に
修
練
さ
れ
な
い
も

の
は
、
い
か
ほ
ど
感
情
に
迫
め
ら
れ
て
も
、
歌
ふ
事
弾
く
事
が
出
来
な
い
ん
で
す

か
ら
ね
。
残
念
で
す
よ
。
」 

「
真
似
事
で
も
い
ゝ
。
何
か
で
き
ま
せ
ん
か
。
」
と
清
ま
で
が
云
出
し
た
。 

「
モ
ザ
ル
ト
の
歌
劇
に
、
西
班
牙
の
放
蕩
無
頼
な
貴
族
ド
ン
、
ジ
オ
ワ
ン
ニ
が

羽
飾
の
つ
い
た
帽
子
を
脱
ぎ
捨
て
、
家
来
の
着
て
ゐ
る
黒
い
外
套
に
姿
を
や
つ
し

て
薔
薇
の
咲
く
後
庭
に
、
マ
ン
ド
リ
ン
を
弾
き
な
が
ら
人
の
妻
を
誘
ひ
出
す
あ
の

一
節
…
…
文
句
だ
け
な
ら
今
で
も
記
憶
し
て
ゐ
る
が
、
な
か

く
ま
ね
の
で
き
た

も
ん
ぢ
や
な
い
。
何
し
ろ
南
方
の
暖
か
い
、
疲
れ
た
、
甘
た
る
い
調
子
の
中
に
、

何
と
も
云
へ
な
い
執
着
の
籠
つ
た
女
恋
し
さ
の
夢
心
地
を
現
す
の
だ
か
ら
…
…
。
」 

け
れ
ど
も
酒
の
酔
は
紅
雨
を
し
て
覚
束
な
い
な
が
ら
も
、
稍
其
れ
ら
し
い
節
を

つ
け
て
、
伊
太
利
亜
語
の
歌
を
唄
は
し
め
た
。 

「
ブ
ラ
ヴ
オ
ー

く
。
」 

「
敬
服
し
た
ね
。
よ
く
其
れ
だ
け
覚
え
ら
れ
た
も
ん
だ
な
。
」 

「
蓄
音
器
と
云
ふ
お
師
匠
さ
ん
の
お
仕
込
だ
か
ら
、
何
分
よ
ろ
し
く
…
…
。
」

と
紅
雨
は
咽
喉
を
潤
し
て
か
ら
、 

「
今
度
は
小
山
君
の
得
意
な
、
サ
ア
、
ヘ
ン
リ
イ
、
ア
ー
ビ
ン
グ
の
声
色
で
も

伺
ひ
た
い
も
ん
で
す
ね
。
英
国
の
名
優
が
死
ん
で
か
ら
最
う
何
年
に
な
る
か
知
ら
、

時
代
が
た
つ
に
従
つ
て
ま
す

く
珍
物
に
な
り
ま
す
ぜ
。
」 

「
是
非
伺
ひ
ま
せ
う
。
僕
は
最
後
に
仕
方
が
な
い
か
ら
柴
笛
で
も
吹
き
ま
す
。
」

と
勝
之
助
も
云
ひ
添
え
た
。 

三
人
の
隠
し
藝
が
順
次
に
演
じ
ら
れ
た
時
に
は
、
い
つ
か
最
後
の
料
理
の
皿
も

持
ち
出
さ
れ
た
後
だ
つ
た
の
で
、
清
は
再
び
席
を
窓
外
の
縁
側
に
移
し
て
其
処
で

珈
琲
を
飲
む
事
に
し
た
。 

  

勝
之
助
の
「
ピ
ヱ
ロ
オ
の
代
り
に
何
か
一
曲
」
と
い
う
言
葉
は
、
極
め
て
シ
ニ
カ
ル

で
あ
る
。
丁
藏
の
「
代
理
」
の
「
ピ
ヱ
ロ
オ
」
の
さ
ら
に
「
代
り
」
を
務
め
さ
せ
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
ピ
ヱ
ロ
オ
と
い
う
語
は
、
紅
雨
に
冠

せ
ら
れ
る
。
紅
雨
は
、
道
化
を
笑
う
側
か
ら
、
「
お
ど
け
た
し
ぐ
さ
を
し
た
り
お
か
し

な
こ
と
を
言
っ
た
り
し
て
人
を
笑
わ
せ
る
」
道
化
師
と
な
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
勝
之
助
の
求
め
に
応
じ
て
、
「
蓄
音
器
」
で
覚
え
た
ド
ン
、
ジ
オ
ワ

ン
ニ
の
歌
を
歌
う
。 

モ
ザ
ル
ト
の
歌
劇
「
ド
ン
、
ジ
オ
ワ
ン
ニ
」
は
、
オ
ペ
ラ
・
ブ
ッ
フ
ァ
で
あ
る
。
オ

ペ
ラ
・
ブ
ッ
フ
ァ
は
、
滑
稽
を
主
眼
と
し
た
オ
ペ
ラ
で
あ
り
、
「
ド
ン
、
ジ
オ
ワ
ン
ニ
」

に
お
い
て
も
そ
れ
は
変
わ
ら
な
い
。
主
人
公
の
ド
ン
、
ジ
オ
ワ
ン
ニ
は
、
結
局
、
こ
の

オ
ペ
ラ
・
ブ
ッ
フ
ァ
に
お
い
て
、
最
後
ま
で
女
性
の
誘
惑
に
成
功
し
な
い
。
紅
雨
は
、

「
マ
ン
ド
リ
ン
を
弾
き
な
が
ら
人
の
妻
を
誘
ひ
出
す
あ
の
一
節
」
を
歌
う
が
、
そ
の
歌

も
誘
惑
の
失
敗
と
い
う
落
ち
が
付
い
て
い
て
、
人
に
笑
わ
れ
る
性
質
の
歌
で
あ
っ
た
。

や
は
り
、
紅
雨
は
、
ピ
ヱ
ロ
オ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

因
み
に
荷
風
は
、
一
九
○
七
年
一
月
十
六
日
、
「
マ
ン
ハ
ツ
タ
ン
歌
劇
場
に
モ
ザ
ル

ト
の
ド
ン
ヂ
ヨ
ワ
ン
ニ
を
聴
く
」
と
、
「
西
遊
日
誌
抄
」
に
書
い
て
い
る
。 

紅
雨
は
、
主
人
の
清
に
、
「
サ
ア
、
ヘ
ン
リ
イ
、
ア
ー
ビ
ン
グ
の
声
色
」
を
演
じ
る

こ
と
を
求
め
る
。
ピ
ヱ
ロ
オ
の
代
り
を
務
め
る
と
い
う
バ
ト
ン
は
、
清
に
渡
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
の
バ
ト
ン
は
、
勝
之
助
の
「
柴
笛
」
の
演
奏
ま
で
渡
り
、
勝
之
助
も
ピ
ヱ
ロ

オ
の
代
り
を
務
め
た
。 

結
局
、
三
人
と
も
に
、
口
を
き
け
な
い
人
形
の
「
代
り
」
に
、
歌
っ
た
り
、
声
帯
模

写
を
し
た
り
、
楽
器
を
吹
か
さ
れ
た
。
丁
藏
の
「
自
分
で
自
分
の
人
生
を
馬
鹿
に
し
た

偽
り
の
生
涯
」
と
同
様
に
、
小
山
家
の
西
洋
室
の
食
堂
を
「
現
代
か
ら
の
避
難
所
」
と

し
て
、
「
お
ど
け
た
し
ぐ
さ
を
し
た
り
お
か
し
な
こ
と
を
言
っ
た
り
し
て
人
を
笑
わ
」

れ
る
ピ
ヱ
ロ
オ
に
、
三
人
と
も
な
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
三
人
に
と
っ

て
、
決
し
て
不
快
な
こ
と
で
は
な
く
、
「
現
代
」
の
日
常
か
ら
解
放
さ
れ
る
楽
し
い
ひ

と
時
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。 

「
ピ
ヱ
ロ
オ
」
の
「
西
洋
の
人
形
」
は
、
人
形
で
あ
る
か
ら
口
を
き
け
な
い
。
し
か

し
、
口
を
き
け
な
い
人
形
は
、
丁
藏
や
清
の
心
の
あ
り
よ
う
を
暗
示
し
、
ま
た
ピ
ヱ
ロ

オ
と
い
う
性
格
か
ら
、
清
、
紅
雨
、
勝
之
助
へ
「
現
代
か
ら
の
避
難
所
」
を
与
え
る
と

い
う
機
能
を
、
実
に
見
事
に
果
た
し
て
い
る
。
荷
風
は
、
も
の
言
わ
ぬ
人
形
を
し
て
、

「
現
代
」
に
生
き
て
い
る
人
間
た
ち
に
そ
の
内
面
の
稚
気
を
曝
け
出
さ
せ
る
と
い
う
、

離
れ
業
を
繰
り
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 
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六
． 

お
わ
り
に 

― 

穢
れ
と
禊 

― 

 
最
後
に
、
お
賓
頭
顱
様
の
木
像
と
ピ
ヱ
ロ
オ
の
西
洋
の
人
形
に
共
通
し
た
、
「
人
形
」

と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
取
り
上
げ
る
。
人
形
は
「
ヒ
ト
ガ
タ
」
で
も
あ
る
こ
と
を
思
い
出

し
て
ほ
し
い
。
「
陰
陽
師
な
ど
が
、
禊
や
祈
祷
の
時
に
用
い
る
人
形
（
ヒ
ト
ガ
タ
）
。

な
で
も
の
。
」
（
『
新
潮
国
語
辞
典
現
代
語
古
語 

第
二
版
』
） 

 

四
．
に
お
い
て
、
「
な
に
が
し
か
の
『
病
患
部
』
の
存
在
と
そ
の
治
癒
へ
の
願
い
を
、

読
者
に
意
識
さ
せ
る
機
能
を
、
お
賓
頭
顱
様
と
い
う
語
が
果
た
し
て
い
る
こ
と
は
確
か

で
あ
る
。
」
と
わ
た
く
し
は
書
い
た
。
『
冷
笑
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
最
後
に
、
清
、

紅
雨
、
勝
之
助
が
抱
え
る
「
病
患
部
」
が
露
呈
す
る
。 

 

「
凡
て
実
用
か
ら
ば
か
り
物
を
見
て
ゐ
る
ほ
ど
、
早
く
結
論
が
つ
い
て
始
末
の

い
ゝ
事
は
な
い
。
吾
々
の
如
く
に
世
間
一
般
が
目
的
の
な
い
空
論
に
興
味
を
感
じ

て
月
日
を
送
る
や
う
に
な
つ
た
ら
、
其
れ
こ
そ
デ
カ
ダ
ン
ス
だ
。
晋
の
天
下
を
滅

ぼ
し
た
の
は
清
談
だ
と
支
那
の
経
世
家
が
恐
れ
た
の
も
無
理
は
な
い
ね
。
」 

「
然
し
清
談
は
果
し
て
学
者
の
好
ん
で
な
し
た
も
の
か
、
或
は
其
の
時
代
の

種
々
な
事
情
が
学
者
を
し
て
余
儀
な
く
さ
う
せ
し
め
た
か
否
か
は
問
題
だ
。
近
世

の
生
活
状
態
が
物
質
上
か
ら
も
精
神
上
か
ら
も
日
一
日
に
其
の
解
決
を
迫
つ
て
来

る
社
会
問
題
に
対
し
て
だ
つ
て
、
此
様
に
ま
で
吾
々
を
無
関
係
に
さ
せ
て
し
ま
つ

た
の
も
、
吾
々
自
身
の
貴
族
趣
味
が
然
ら
し
め
た
と
ば
か
り
は
云
へ
な
い
で
せ

う
。
」 

「
吾
々
は
仏
蘭
西
革
命
史
中
に
古
典
趣
味
の
詩
人
ア
ン
ド
レ
ヱ
、
シ
ユ
ニ
エ
ゝ

の
死
刑
を
忘
れ
る
事
が
出
来
な
い
か
ら
ね
。
」 

 

「
吾
々
」
は
「
目
的
の
な
い
空
論
に
興
味
を
感
じ
て
月
日
を
送
」
っ
て
い
る
と
い
う

自
覚
。
「
吾
々
」
は
「
デ
カ
ダ
ン
ス
」
だ
と
い
う
自
覚
。
「
吾
々
」
は
「
貴
族
趣
味
」

で
あ
る
と
い
う
自
覚
。
「
近
世
の
生
活
状
態
が
物
質
上
か
ら
も
精
神
上
か
ら
も
日
一
日

に
其
の
解
決
を
迫
つ
て
来
る
社
会
問
題
に
対
し
て
」
、
「
吾
々
」
は
「
此
様
に
ま
で
」

「
無
関
係
」
で
あ
る
と
い
う
自
覚
。
こ
れ
ら
の
自
覚
こ
そ
が
、
彼
ら
の
抱
え
て
い
る
「
病

患
部
」
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
「
清
談
」
は
、
「
疲
れ
た
懶
い
」
も
の
と

な
る
。 

 

吐
き
出
す
葉
巻
の
煙
の
中
に
、
三
人
は
互
に
其
の
根
本
に
於
て
或
る
連
絡
を
持

つ
て
ゐ
る
思
想
の
一
端
を
ば
、
若
し
此
処
に
全
く
相
入
れ
ざ
る
反
対
論
者
が
あ
つ

た
に
し
た
処
が
、
敢
て
自
分
の
思
想
を
其
の
人
か
ら
承
認
し
て
貰
つ
て
も
貰
は
な

い
で
も
差
支
は
な
い
の
だ
云
ふ
や
う
な
、
疲
れ
た
懶
い
調
子
で
論
じ
合
つ
て
居
た

が
、
清
は
や
が
て
籐
編
み
の
椅
子
か
ら
伸
で
も
す
る
や
う
に
立
上
が
り
な
が
ら
、 

「
兎
に
角
、
木
像
と
人
形
に
対
し
て
ト
ウ
ス
ト
を
捧
げ
る
の
が
一
番
洒
落
て
ゐ

る
。
吾
々
の
名
論
卓
説
を
傾
聴
さ
せ
る
対
手
に
は
此
様
な
適
当
し
た
も
の
は
あ
る

ま
い
。
反
対
も
し
な
い
代
り
賛
成
も
し
な
い
で
柔
順
く
し
て
ゐ
る
か
ら
。
」 

「
も
う
一
度
健
康
を
祝
さ
う
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
か
。
」 

 

「
若
し
此
処
に
全
く
相
入
れ
ざ
る
反
対
論
者
が
あ
つ
た
に
し
た
処
が
、
敢
て
自
分
の

思
想
を
其
の
人
か
ら
承
認
し
て
貰
つ
て
も
貰
は
な
い
で
も
差
支
は
な
い
の
だ
云
ふ
や
う

な
、
疲
れ
た
懶
い
調
子
」
の
議
論
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
世
間
一
般
」
か
ら
「
目
的
の
な

い
空
論
」
と
蔑
ま
れ
て
も
仕
方
な
い
。
ま
た
、
「
世
間
一
般
」
か
ら
、
「
社
会
問
題
に

対
し
て
」
「
無
関
係
」
な
人
間
た
ち
の
「
清
談
」
を
、
「
妄
語
」
に
類
す
る
も
の
と
面

罵
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
。
そ
の
自
覚
は
、
「
清
談
」
を
「
疲
れ
た
懶
い
」
も
の
へ
と

化
す
。 

し
か
し
、
「
病
患
部
」
を
抱
え
た
登
場
人
物
た
ち
は
、
彼
ら
の
「
名
論
卓
説
を
傾
聴

さ
せ
る
対
手
」
を
欲
し
て
い
る
。
し
か
も
、
自
ら
の
「
病
」
へ
の
自
覚
が
あ
り
、
自
ら

の
毒
で
あ
る
「
妄
語
」
を
吐
き
だ
し
て
い
る
自
覚
あ
る
か
ら
こ
そ
、
対
手
の
「
反
対
」

も
「
賛
成
」
も
、
疎
ま
し
い
の
で
あ
る
。 

そ
の
よ
う
に
病
ん
で
い
る
彼
等
に
と
っ
て
、
口
を
き
け
な
い
人
形
は
、
「
適
当
」
至

極
な
存
在
で
あ
る
。
疎
ま
し
い
反
対
も
賛
成
も
せ
ず
に
、
「
柔
順
く
し
て
ゐ
る
か
ら
」

で
あ
る
。 

お
賓
頭
顱
様
の
木
像
と
ピ
ヱ
ロ
オ
の
西
洋
の
人
形
に
共
通
し
た
、
口
を
き
け
な
い
と

い
う
機
能
。
そ
れ
は
、
「
陰
陽
師
な
ど
が
、
禊
や
祈
祷
の
時
に
用
い
る
人
形
（
ヒ
ト
ガ

タ
）
」
「
な
で
も
の
」
の
機
能
と
、
極
め
て
類
似
し
た
も
の
で
あ
る
。 

「
な
で
も
の
」
は
「
そ
れ
で
体
を
撫
で
て
け
が
れ
や
災
い
を
移
し
、
身
代
り
と
し
て

捨
て
る
紙
製
の
人
形
」
（
『
新
潮
国
語
辞
典
現
代
語
古
語 

第
二
版
』
）
で
あ
る
。
そ

れ
を
同
様
に
、
口
を
き
け
な
い
「
人
形
」
は
、
疎
ま
し
い
反
対
も
賛
成
も
せ
ず
、
「
柔

順
く
し
て
ゐ
」
て
、
相
手
の
毒
で
あ
る
「
け
が
れ
や
災
い
」
を
自
ら
に
「
移
し
」
て
「
身

代
り
」
と
な
り
、
相
手
を
癒
す
。
テ
ク
ス
ト
の
最
後
の
最
後
で
、
作
者
で
あ
る
荷
風
は
、
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「
現
代
」
を
生
き
る
人
間
の
「
病
患
部
」
の
存
在
と
そ
の
治
癒
へ
の
切
な
い
願
い
を
、

顕
わ
に
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

荷
風
の
切
な
い
願
い
を
受
け
て
、
「
木
像
と
人
形
に
対
し
て
ト
ウ
ス
ト
」
が
「
捧
げ
」

ら
れ
、
「
も
う
一
度
健
康
を
祝
さ
う
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
か
。
」
と
、
病
を
自
覚
し
た
者

た
ち
が
、
シ
ヤ
ン
パ
ン
で
祝
杯
を
あ
げ
る
と
こ
ろ
で
、
テ
ク
ス
ト
は
閉
じ
ら
れ
る
。 

『
冷
笑
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
は
、
「
現
代
」
を
生
き
る
者
た
ち
の
穢
れ
を
祓
う
、
禊

の
場
で
あ
っ
た
。
そ
の
禊
は
、
口
を
き
け
な
い
人
形
が
、
穢
れ
を
身
代
わ
り
に
受
け
る

こ
と
で
成
り
立
つ
。
人
形
に
穢
れ
を
移
し
た
た
め
に
、
病
を
深
く
自
覚
し
た
者
た
ち
は
、

忘
れ
て
い
た
「
健
康
」
を
真
っ
直
ぐ
に
見
つ
め
て
、
互
い
に
祝
福
し
合
う
こ
と
が
で
き

た
の
だ
と
考
え
る
。
。 

そ
し
て
人
形
た
ち
は
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
読
者
に
も
同
様
の
機
能
を
果
た
す
。
そ
れ

故
に
、
荷
風
の
生
き
た
「
現
代
」
は
、
読
者
が
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
開
く
限
り
、
何
時
如

何
な
る
時
代
に
お
い
て
も
、
永
遠
に
「
現
代
」
た
る
こ
と
を
止
め
な
い
と
、
わ
た
く
し

は
信
ず
る
。 

 

注 注
一 

岩
波
書
店
刊
行
の
『
荷
風
全
集
』
第
七
巻
後
記
に
は
、
以
下
の
よ
う
あ
る
。 

一
九
○
九
（
明
治
四
二
）
年
十
二
月
十
三
日
か
ら
一
九
一
○
（
明
治
四
三
）

年
二
月
二
十
八
日
に
か
け
て
、
東
京
朝
日
新
聞
社
発
行
の
「
東
京
朝
日
新
聞
」

第
八
三
七
八
号
か
ら
第
八
四
五
五
号
ま
で
、
角
書
き
の
な
い
『
冷
笑
』
の
表

題
で
、
全
七
十
八
回
に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
た
。
そ
の
間
、
休
載
や
、
新
聞

休
刊
日
は
な
い
。 

そ
し
て
一
九
○
九
（
明
治
四
二
）
年
十
二
月
十
二
日
掲
載
の
泉
鏡
花
作
『
白
鷺
』

最
終
回
に
、
無
署
名
の
予
告
が
な
さ
れ
た
。 

明
日
よ
り
掲
載
の
小
説 

冷
笑
永
井
荷
風
氏
作 

短
編
作
家
と
し
て
、
帰
朝
以
来
、
文
壇
の
視
聴
を
萃
め
た
る
永
井
荷
風
氏

は
、
初
て
我
朝
日
紙
上
を
通
じ
て
、
長
編
『
冷
笑
』
を
公
け
に
せ
ら
れ
ん
と

す
。
『
冷
笑
』
は
氏
が
短
篇
よ
り
長
篇
に
移
る
第
一
の
作
な
れ
ば
、
読
書
子

の
注
意
も
亦
更
に
新
な
る
も
の
あ
ら
む
。 

 
 

 

単
行
本
は
、
「
連
載
完
結
後
二
か
月
余
り
後
に
、
初
出
本
文
に
あ
る
程
度
の
手

入
れ
を
し
た
う
え
で
、
総
ル
ビ
の
ま
ま
、
一
九
一
○
（
明
治
四
三
）
年
五
月
十
八

日
」
に
、
左
久
良
書
房
よ
り
刊
行
さ
れ
た
。 

 
 

 

な
お
、
永
井
荷
風
の
文
章
の
引
用
は
、
『
荷
風
全
集
』
（
一
九
九
二
年
刊
行
開

始
一
九
九
五
年
完
結
、
岩
波
書
店
）
に
よ
っ
た
。 

注
二 

『
新
潮
国
語
辞
典
現
代
語
古
語 

第
二
版
』
の
「
ひ
と
が
た
」
の
例
証
と
し
て
、

『
源
氏
物
語
』
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
「
か
た
し
ろ
」
の
例
証
と
し
て
は
、
『
狭

衣
物
語
』
『
源
氏
物
語
』
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。 

「
か
た
し
ろ
」
の
例
証
と
し
て
、
や
や
時
代
が
下
が
る
『
増
鏡
』
の
例
証
が
、

「
祭
り
の
時
、
神
体
の
代
わ
り
と
し
て
置
く
も
の
」
の
意
味
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
時
代
が
さ
が
る
と
、
『
文
禄
清
談
』
の
「
天
下
に
あ
が
め
す
え
ら
れ
た
人
」

の
意
味
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。 

注
三 

章
題
「
十
五 

珍
客
」
。
連
載
時
の
回
数
は
六
回
。 

「
な
で
も
の
」
の
例
証
に
は
、
や
は
り
『
源
氏
物
語
』
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。 

注
四 

ポ
ケ
ッ
ト
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
「
冷
笑
」
、
「
臨
時
増
刊
文
藝 

永
井
荷
風
讀
本
」
、

河
出
書
房
、
一
九
五
六
（
昭
和
三
一
）
年
十
月
。
一
四
○
頁
に
掲
載
さ
れ
た
無
署

名
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
読
本
に
は
同
様
に
、
「
腕
く
ら
べ
」
、

「
お
か
め
笹
」
、
「
か
し
間
の
女
」
、
「
つ
ゆ
の
あ
と
さ
き
」
、
「
浮
沈
」
の
ポ

ケ
ッ
ト
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
す
べ
て
無
署
名
で
あ
る
。 

注
五 

章
題
「
三 

楽
屋
裏
」
の
一
節
。
本
テ
ク
ス
ト
の
「
語
り
手
」
は
、
所
謂
「
天

の
目
」
を
持
つ
語
り
手
で
あ
る
。
こ
の
「
語
り
手
」
を
、
永
井
荷
風
自
身
と
同
一

視
す
る
こ
と
も
可
能
で
は
あ
る
。 

注
六 

章
題
「
四 

深
川
の
夢
」
で
語
ら
れ
る
。
こ
の
件
の
語
り
手
は
、
主
に
紅
雨
で

あ
る
が
、
全
編
中
、
最
も
詩
情
に
富
ん
だ
件
と
な
っ
て
い
る
。 

注
七 

章
題
「
七 

正
月
の
或
夜
」 

注
八 

章
題
「
十
四 

梅
の
主
人
」 

注
九 

筆
者
は
、
五
．
に
お
い
て
、
清
ら
は
、
「
ボ
ン
ソ
ワ
ア
ル
、
モ
ン
、
ピ
ヱ
ロ
オ
」
、

「
ハ
ロ
オ
、
デ
イ
ヤ
、
フ
レ
ン
ド
」
と
戯
れ
に
挨
拶
を
し
た
と
書
い
た
。
清
は
こ

の
家
の
主
人
で
あ
り
、
人
形
は
い
わ
ば
彼
の
身
内
な
の
で
、
「
ボ
ン
ソ
ワ
ア
ル
、

モ
ン
、
ピ
ヱ
ロ
オ
」
と
戯
れ
た
と
判
断
で
き
る
が
、
「
ハ
ロ
オ
、
デ
イ
ヤ
、
フ
レ

ン
ド
」
は
、
戯
れ
た
の
が
紅
雨
か
勝
之
助
か
、
テ
ク
ス
ト
か
ら
は
判
断
で
き
な
い
。

仮
に
、
勝
之
助
が
戯
れ
た
と
す
れ
ば
、
文
中
に
あ
る
よ
う
に
「
消
極
的
で
は
あ
る

が
、
人
形
が
丁
藏
の
『
代
理
』
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
と
言
え
る
」
。
何
れ

に
し
ろ
、
こ
の
人
形
を
「
代
理
」
と
し
て
受
け
入
れ
た
と
読
み
取
る
こ
と
は
、
「
ピ

ヱ
ロ
オ
の
代
わ
り
に
何
か
一
曲
…
…
あ
な
た
は
マ
ン
ド
リ
ン
を
お
弾
き
に
な
り
ま
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せ
ん
か
。
」
と
い
う
紅
雨
へ
の
発
言
か
ら
も
、
消
極
的
な
が
ら
言
え
よ
う
。 

注
十 

黒
田
恭
一
、
「
オ
ペ
ラ
へ
の
招
待
」
、
暮
ら
し
の
手
帖
社
、
一
九
八
九
年
。 

注
十
一 

注
十
と
同
じ
。 
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