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川
端
康
成
「
波
千
鳥
」
論

　
　
　
　
　
　
　
－
表
題
の
考
察
を
中
心
に
一

宮
暗
　
尚
子

　
　
　
は
じ
め
に

　
「
波
千
鳥
」
は
『
千
羽
鶴
』
の
続
編
「
続
千
羽
鶴
」
と
し
て
昭
和
二
十
四
年
五
月

か
ら
昭
和
二
十
九
年
七
月
ま
で
、
「
小
説
新
潮
」
に
掲
載
さ
れ
た
が
、
九
州
旅
行
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
ソ

材
メ
モ
紛
失
な
ど
の
理
由
に
よ
り
、
未
完
に
終
わ
っ
て
い
る
。
『
千
羽
鶴
隔
の
研
究

の
中
で
、
「
波
千
鳥
」
を
視
野
に
入
れ
た
立
論
は
少
な
い
が
「
波
千
鳥
」
は
も
と
よ

り
、
後
の
「
春
の
目
」
「
妻
の
思
ひ
」
ま
で
を
一
連
の
作
品
と
し
て
把
握
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。

　
本
稿
で
は
特
に
「
波
千
鳥
」
に
注
干
し
、
そ
の
内
容
を
『
千
羽
鶴
』
の
主
題
を
踏

ま
え
な
が
ら
考
察
し
、
「
波
千
鳥
」
と
い
う
表
題
の
意
味
を
問
題
の
所
在
に
従
っ
て

明
ら
か
に
し
た
い
。

　
続
編
を
執
筆
す
る
動
機
は
、
『
千
羽
鶴
』
で
書
き
尽
く
せ
な
か
っ
た
テ
ー
マ
の
補

充
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
一
連
の
「
千
羽
鶴
」
作
品
を
通
し
て
、
菊
治
と
い
う
人
物

か
ら
は
、
倫
理
を
犯
し
て
も
行
動
す
る
男
と
、
反
対
に
感
傷
の
た
め
行
動
す
る
こ
と

の
で
き
な
い
男
と
の
二
面
性
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
　
　
聯
　
煩
悩
の
海

　
題
名
は
そ
の
作
品
内
容
と
大
き
く
関
わ
る
が
、
川
端
も
そ
の
例
に
漏
れ
な
い
。
ま

ず
「
波
千
鳥
」
に
お
け
る
波
千
鳥
の
意
味
を
菊
治
と
ゆ
き
子
の
関
係
か
ら
考
え
て
み

た
い
。

　
　
　
ゆ
き
子
が
湯
殿
を
出
て
、
ま
た
右
手
の
三
畳
の
間
に
は
い
っ
た
。

　
　
　
八
畳
の
左
手
に
、
狭
い
廊
下
を
へ
だ
て
て
、
三
畳
と
四
部
半
と
の
二
席
が
あ

　
　
り
、
右
に
も
三
畳
が
あ
っ
た
。
そ
の
右
の
三
畳
に
、
女
中
が
二
人
の
旅
行
カ
バ

　
　
ン
な
ど
を
入
れ
て
お
い
た
。

　
　
　
ゆ
き
子
は
そ
こ
で
し
ば
ら
く
き
も
の
を
た
た
む
け
は
ひ
だ
っ
た
が
、

　
　
　
「
こ
こ
を
ち
ょ
っ
と
あ
け
さ
せ
と
い
て
下
さ
い
ま
せ
ん
？
こ
は
い
わ
。
」

　
　
　
と
、
立
っ
て
來
る
と
、
菊
治
の
み
る
八
畳
の
障
子
と
三
畳
の
障
子
と
を
、
一

　
　
臨
く
ら
み
つ
つ
開
け
て
行
っ
た
，

　
　
　
母
家
か
ら
は
遠
い
、
四
間
か
五
部
の
離
れ
に
、
二
人
き
り
で
る
る
の
だ
と
、

　
　
菊
治
も
氣
が
つ
い
た
。
ゆ
き
子
が
明
か
り
を
通
は
せ
た
方
を
見
な
が
ら
、

　
　
「
そ
っ
ち
も
茶
室
？
」

　
　
　
　
　
　
　
　
く
わ
ん
ろ

　
　
「
さ
う
で
す
。
丸
櫨
か
し
ら
、
板
に
圓
い
鐵
の
櫨
を
は
め
こ
ん
で
…
…
。
」

　
　
　
と
答
へ
る
聲
と
い
っ
し
ょ
に
、
障
子
の
端
か
ら
、
ゆ
き
子
の
た
た
む
橘
神
の

　
　
裾
だ
け
が
動
い
て
見
え
た
。

　
　
「
千
鳥
…
…
。
」

　
　
「
さ
う
で
す
。
千
鳥
は
冬
の
鳥
だ
か
ら
、
染
め
て
み
ま
し
た
の
。
」

　
　
「
波
千
鳥
だ
な
。
」

　
　
「
波
千
鳥
…
…
？
波
に
千
鳥
で
す
わ
。
」

　
　
「
夕
波
千
鳥
と
言
ふ
で
せ
う
。
夕
波
千
鳥
な
が
鳴
け
ば
…
…
つ
て
歌
に
あ
る
。
」

　
　
「
夕
波
千
鳥
…
…
？
で
も
、
波
に
千
鳥
の
模
様
を
、
波
千
鳥
つ
い
て
ふ
か
し

　
　
ら
？
」

　
　
　
と
、
ゆ
き
子
は
ゆ
っ
く
り
言
っ
て
、
千
鳥
の
裾
は
す
っ
と
た
た
ま
れ
て
消
え

　
　
た
。
（
波
千
鳥
　
二
）

　
ゆ
き
子
の
揺
神
に
波
と
千
鳥
の
絵
が
染
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
揺

衿
と
は
和
服
の
肌
着
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
波
千
鳥
は
下
着
の
柄
の
こ
と
で
あ

る
。
播
神
と
い
う
性
質
上
、
普
段
は
内
に
包
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
時
々
垣
間
見
え

る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
波
千
鳥
は
普
段
、
菊
治
に
は
意
識
さ
れ
な
い
が
、
ゆ

き
子
の
所
作
に
よ
っ
て
時
折
、
意
識
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言

え
よ
う
。

　
「
夕
波
千
鳥
」
と
い
う
語
彙
だ
が
、
こ
れ
は
造
語
で
あ
る
。
波
千
鳥
で
は
な
い
が
、

類
似
し
た
語
で
浜
千
鳥
と
い
う
語
は
能
楽
な
ど
で
一
般
的
で
あ
る
。
波
千
鳥
と
い
う

語
は
茶
器
の
銘
や
、
模
様
を
指
す
語
で
な
ど
で
若
干
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ゆ
き

子
は
叢
帖
託
て
臆
病
孔
註
い
鰻
酸
ば
菊
殆
訥
嗜
門
破
千
鵠
肥
鴛
物
論
柿
本
人
麻
呂

の
「
淡
海
乃
海
　
夕
浪
千
鳥
　
汝
運
試
　
情
毛
思
努
ホ
　
古
所
念
」
と
い
う
古
歌

　
　
ハ
　
　

に
よ
る
。
「
近
江
の
海
の
夕
波
千
鳥
よ
お
前
が
鳴
く
と
も
う
う
ち
ひ
し
が
れ
て
昔
が

　
　
　
ハ
き
　

偲
ば
れ
る
」
と
い
う
解
釈
が
な
さ
れ
る
古
歌
で
あ
る
。
人
麻
呂
の
古
歌
で
「
夕
波

千
鳥
」
と
は
昔
を
思
い
出
す
契
機
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
こ
れ
を
菊
治
に
ひ
き
つ

け
る
と
、
波
千
鳥
と
は
「
い
に
し
へ
」
を
菊
治
に
，
想
起
さ
せ
る
も
の
と
し
て
機
能
し

て
い
る
と
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
な
ら
ば
．
「
波
千
鳥
」
に
お
け
る
昔
と
は

『
千
羽
鶴
』
の
世
界
を
指
す
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
千
鳥
は
鳴
く
こ
と
に
よ
っ
て
昔
の

こ
と
を
読
み
手
に
思
い
出
さ
せ
て
い
る
が
、
ゆ
き
子
は
そ
の
所
作
で
菊
治
に
過
去
を

想
起
さ
せ
て
い
る
。
ゆ
き
子
は
菊
治
に
そ
の
忌
ま
わ
し
い
過
去
を
思
い
出
さ
せ
て
い
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る
の
で
あ
る
。
菊
治
を
過
去
へ
誘
う
千
鳥
と
は
こ
の
場
合
ゆ
き
子
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
か
ら
、
ゆ
き
子
と
千
鳥
を
重
ね
て
読
む
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　
さ
て
千
鳥
と
は
古
来
よ
り
、
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
歌
に
詠
ま
れ
て
き
た
の
だ

ろ
う
か
。
『
歌
枕
歌
こ
と
ば
辞
典
』
に
よ
る
と
、
千
鳥
は
海
や
川
の
波
と
と
も
に
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

く
詠
ま
れ
て
お
り
、
夜
に
鳴
く
も
の
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
千
鳥
は
海
や
川
の
波
と
と
も
に
詠
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
が
、
ゆ
き
子
も
海
と

と
も
に
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
は
、
ゆ
き
子
と
千
鳥
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
る

た
め
の
描
写
だ
と
言
え
る
。
そ
こ
で
ゆ
き
子
が
海
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
場
面
を

以
下
、
挙
げ
る
。

　
　
　
ゆ
き
子
は
自
分
の
コ
オ
ト
を
た
た
ん
で
み
た
。

　
　
「
後
で
拝
見
し
ま
す
わ
。
」

　
　
　
と
答
へ
て
立
ち
上
が
る
と
、

　
　
「
海
が
き
れ
い
。
汽
船
に
灯
が
つ
い
て
ま
す
わ
。
」

　
　
「
ア
メ
リ
カ
の
軍
艦
で
ご
さ
い
ま
す
。
」

　
　
「
ア
メ
リ
カ
の
軍
艦
が
、
熱
海
に
は
い
う
て
る
る
の
？
」

　
　
　
と
、
菊
治
も
立
っ
て
行
っ
た
。
（
波
千
鳥
　
一
）

　
海
を
美
し
い
と
感
じ
、
汽
船
の
灯
の
美
し
さ
を
菊
治
に
知
ら
せ
て
い
る
。
こ
の
ア

メ
リ
カ
の
軍
艦
が
夜
遊
び
に
く
る
と
言
う
こ
と
か
ら
、
情
欲
を
運
ぶ
船
（
「
も
し
情

慾
の
餓
ゑ
を
運
ん
で
來
る
の
だ
と
し
て
も
、
な
ご
や
か
な
模
型
の
船
み
た
い
に
見
え

た
」
）
を
菊
治
は
意
識
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
海
と
灯
に
惹
か
れ
て
い
る
ゆ
き
子
が

菊
治
に
そ
ち
ら
の
方
へ
注
意
を
促
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
よ
う
に
ゆ

き
子
が
海
に
惹
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
様
子
は
他
に
も
見
ら
れ
る
。

　
　
　
波
の
音
も
と
き
ど
き
聞
こ
え
て
、
も
う
夜
明
け
ま
で
眠
れ
ま
い
と
思
っ
て
ゐ

　
　
た
の
に
、
菊
治
は
ま
た
寝
入
っ
て
、
目
を
さ
ま
す
と
、
障
子
に
明
る
い
日
が
あ

　
　
た
っ
て
み
た
。
ゆ
き
子
は
み
な
か
っ
た
。

　
　
　
逃
げ
て
蹄
つ
た
の
か
と
、
菊
治
は
は
っ
と
し
た
。
九
時
を
過
ぎ
て
み
た
。

　
　
　
障
子
を
あ
け
て
み
る
と
、
ゆ
き
子
が
芝
生
に
出
て
み
た
。
膝
頭
を
抱
い
て
、

　
　
海
を
な
が
め
て
み
た
。
（
波
千
鳥
　
三
）

　
ゆ
き
子
が
芝
生
で
海
を
眺
め
る
こ
と
で
、
菊
治
は
海
を
意
識
し
て
し
ま
う
。
こ
の

よ
う
に
芝
生
で
海
を
見
る
ゆ
き
子
は
浜
辺
で
飛
ん
で
い
る
千
鳥
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
な

っ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
ゆ
き
子
は
新
婚
旅
行
中
、
何
ら
か
の
形
で
絶
え
ず
菊
治
に
海
を
意
識
さ
せ
て
い
る

が
、
注
目
す
べ
き
は
、
ゆ
き
子
が
海
に
憧
れ
と
思
し
き
感
情
を
持
っ
て
い
る
形
で
描

か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
ゆ
き
子
の
方
を
見
る
と
、
寝
墓
に
み
な
く
て
、
窓
に
立
っ
て
る
た
。

　
　
「
ど
う
し
た
の
。
」

　
　
　
と
、
菊
治
も
起
き
て
行
っ
た
。

　
　
「
ど
お
ん
と
、
氣
味
の
悪
い
音
が
す
る
の
よ
。
海
に
桃
色
の
火
が
出
る
の
。
御

　
　
覧
に
な
っ
て
…
。
」

　
　
「
燈
皇
だ
ら
う
。
」

　
　
「
目
が
さ
め
て
し
ま
っ
て
、
こ
は
く
て
眠
れ
な
い
か
ら
、
さ
っ
き
か
ら
起
き
て

　
　
見
て
た
の
よ
。
」

　
　
「
波
の
音
だ
よ
。
」

　
　
　
菊
治
は
ゆ
き
子
の
肩
に
手
を
か
け
て
、

　
　
「
起
こ
せ
ば
い
い
の
に
。
」

　
　
　
ゆ
き
子
は
海
に
心
を
奪
は
れ
て
る
る
や
う
だ
っ
た
。
（
波
千
鳥
　
五
）

　
様
々
な
色
（
光
）
を
発
す
る
海
、
そ
の
海
に
と
ら
わ
れ
た
ゆ
き
子
は
菊
治
に
そ
の

様
子
を
告
げ
る
。
海
の
灯
は
や
が
て
比
喩
を
用
い
て
異
な
る
表
現
を
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
。

　
　
　
菊
治
は
立
っ
て
、
ゆ
き
子
の
指
輪
を
見
た
。
結
婚
指
輪
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
、

　
　
メ
キ
シ
コ
・
オ
パ
ァ
ル
を
持
っ
て
、
火
鉢
の
そ
ば
に
も
ど
っ
た
。
電
燈
の
光
り

　
　
に
か
ざ
す
と
、
宝
石
の
中
に
、
赤
か
黄
か
緑
か
の
小
さ
い
小
さ
い
フ
ア
イ
ァ
が
、

　
　
き
ら
め
き
出
て
、
動
い
て
は
消
え
、
ま
た
と
も
っ
た
。
透
明
な
宝
石
の
中
に
点

　
　
滅
し
揺
曳
す
る
火
は
、
菊
治
を
ひ
き
つ
け
た
。
（
波
千
鳥
　
二
）

　
ゆ
き
子
の
持
ち
物
で
あ
る
メ
キ
シ
コ
オ
パ
ー
ル
と
は
中
に
含
有
物
を
含
ん
だ
透
明

な
種
類
の
オ
パ
ー
ル
で
あ
り
、
オ
パ
ー
ル
の
中
で
も
と
り
わ
け
高
価
と
さ
れ
る
宝
石

で
あ
る
。
珍
し
い
メ
キ
シ
コ
オ
パ
ー
ル
な
ど
、
高
価
な
類
の
宝
飾
品
を
持
っ
て
い
る

女
性
と
い
う
こ
と
で
、
ゆ
き
子
の
裕
福
さ
が
窺
え
る
。

　
こ
の
メ
キ
シ
コ
オ
パ
ー
ル
の
フ
ァ
イ
ア
を
含
ん
だ
光
は
象
徴
的
で
あ
る
。

　
　
「
ス
タ
ア
・
サ
フ
ァ
イ
ヤ
の
星
み
た
い
…
。
し

　
　
　
目
の
下
の
海
面
に
、
星
が
ま
た
た
い
て
は
消
え
る
や
う
な
、
光
り
の
群
れ
が

　
　
あ
っ
た
。
ぽ
つ
ぽ
つ
と
光
り
が
あ
ち
こ
ち
に
浮
び
出
る
の
だ
。
近
く
だ
か
波
の

　
　
光
り
が
一
つ
一
つ
離
れ
て
み
る
の
だ
が
、
遠
く
の
海
が
鏡
の
や
う
に
光
る
の
も
、

　
　
こ
の
星
の
集
り
か
も
し
れ
な
い
。
じ
っ
と
な
が
め
る
と
、
遠
く
に
も
光
り
の
群

　
　
れ
が
踊
っ
て
み
る
の
だ
っ
た
。

　
　
　
茶
室
の
前
の
芝
生
は
狭
く
て
、
そ
の
一
段
下
か
ら
、
色
づ
い
た
夏
蜜
柑
の
枝
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が
芝
生
の
端
に
見
え
て
み
た
。
海
ま
で
に
ゆ
る
や
か
な
傾
斜
の
土
地
が
あ
っ
て
、

　
　
海
際
に
松
が
な
ら
ん
で
み
た
。

　
　
「
昨
夜
．
、
そ
の
指
輪
の
石
を
よ
く
見
た
が
、
き
れ
い
だ
っ
た
な
・
㌔
婦

　
　
「
こ
れ
は
フ
ア
イ
ァ
で
す
か
ら
、
波
の
光
り
は
サ
フ
ァ
イ
ヤ
や
ル
ビ
ィ
の
ス
タ

　
　
ア
に
似
て
る
わ
。
ダ
イ
ヤ
の
光
り
に
一
番
似
て
ま
す
わ
。
」

　
　
　
ゆ
き
子
は
自
分
の
指
輪
を
ち
よ
つ
と
見
て
か
ら
、
ま
た
海
の
光
り
を
な
が
め

　
　
た
。
（
波
千
鳥
　
三
〉

　
菊
治
を
引
き
つ
け
る
指
輪
の
光
が
海
の
光
と
重
ね
ら
れ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
ゆ
き
子
が
、
こ
こ
ま
で
海
と
と
も
に
描
か
れ
る
の
は
人
麻
呂
の
古
歌

と
関
係
づ
け
て
い
る
か
ら
だ
と
見
て
．
良
い
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
ゆ
き
子
は
浜
辺

で
鳴
く
千
鳥
の
イ
メ
ー
ジ
を
付
加
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
問
題
の
海
は
、
火
、
光
な
ど

と
対
に
な
っ
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
諭
し
が
り
な
が
ら
も
海
の
火
に
惹
か
れ
る
ゆ
き

子
が
頻
出
す
る
が
、
こ
の
火
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。
以
下
は
ゆ
き
子
が
菊
治

に
惹
か
れ
た
理
由
な
ど
を
参
．
照
し
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　
「
お
師
匠
さ
ん
も
負
け
て
ら
っ
し
や
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
三
谷
さ
ん
は
、
魔
が

　
　
差
し
て
ゐ
ま
す
。
そ
し
て
、
太
田
さ
ん
の
奥
さ
ん
の
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
た
ん

　
　
で
す
の
。
い
や
だ
っ
た
わ
。
ぶ
る
ぶ
る
ぶ
る
ぶ
る
、
膣
が
ふ
る
へ
て
來
る
ん
で

　
　
す
の
。
こ
ん
な
に
い
や
な
の
に
、
ど
う
し
て
ふ
る
へ
が
止
ま
ら
な
い
ん
だ
ら
う
。

　
　
後
で
考
へ
て
、
私
は
ま
だ
三
谷
さ
ん
の
と
こ
ろ
へ
ゆ
き
た
い
か
ら
だ
と
わ
か
り

　
　
ま
し
た
。
で
も
そ
の
時
は
、
父
と
お
師
匠
さ
ん
の
前
で
ふ
る
へ
て
み
て
、
つ
ら

　
　
か
っ
た
わ
。
父
は
私
の
顔
色
を
見
た
の
か
、
冷
た
い
水
か
熱
い
お
湯
が
お
い
し

　
　
い
、
な
ま
ぬ
る
い
水
や
湯
は
ま
つ
い
、
娘
は
あ
ん
た
に
紹
介
さ
れ
て
三
谷
さ
ん

　
　
に
會
っ
て
み
る
か
ら
、
自
分
の
判
断
も
あ
る
だ
ら
う
、
さ
う
言
っ
て
、
お
師
匠

　
　
さ
ん
を
退
散
さ
せ
て
く
れ
ま
し
た
の
。
」
（
波
千
鳥
　
一
）

　
ゆ
き
子
の
父
が
こ
こ
で
言
う
冷
た
い
水
、
熱
い
湯
と
い
う
の
は
何
を
指
す
の
か
。

こ
の
箇
所
と
対
応
す
る
そ
れ
が
文
子
の
手
紙
の
文
中
に
あ
る
の
で
次
に
挙
げ
る
。

　
　
　
母
や
私
が
菊
治
さ
ん
の
結
婚
の
邪
魔
を
し
て
み
る
と
、
栗
本
の
お
師
匠
さ
ん

　
　
に
言
は
れ
た
の
も
、
私
の
目
が
さ
め
て
か
ら
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。
母
と
お
會

　
　
ひ
に
な
っ
て
か
ら
、
菊
治
さ
ん
の
性
格
は
一
塁
な
さ
っ
た
と
、
お
師
匠
さ
ん
は

　
　
言
っ
て
ゐ
ま
し
た
。
（
旅
の
別
離
　
二
）

　
魔
に
当
て
ら
れ
た
状
態
の
菊
治
と
会
っ
た
ゆ
き
子
は
そ
の
菊
治
に
強
く
惹
か
れ
、

菊
治
で
な
い
と
満
足
し
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
前
出
の
父
の
こ
と
ば
は
こ
ん
な

ゆ
き
子
を
見
て
出
た
も
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
こ
の
比
喩
は
ゆ
き
子
が
菊
治
を
如
何

に
認
識
し
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
な
ま
ぬ
る
い
水

よ
り
冷
た
い
水
か
熱
い
湯
を
好
む
と
言
う
こ
と
は
、
平
凡
よ
り
刺
激
を
好
む
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
。
刺
激
と
は
こ
の
場
合
、
情
熱
で
あ
り
、
太
田
夫
人
に
の
め
り
込
ん

で
い
る
菊
治
の
思
い
で
あ
る
．
言
っ
て
み
れ
ば
心
に
火
の
つ
い
た
状
態
の
菊
治
で
あ

る
。
そ
う
考
え
る
と
、
こ
の
場
合
同
じ
熱
く
す
る
も
の
と
し
て
魔
と
火
と
は
重
ね
て

読
む
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
．
太
田
夫
人
の
魔
に
当
て
ら
れ
た
と
言
う
が
、

夫
人
の
魔
と
は
具
体
的
に
は
情
欲
や
愛
欲
、
熱
情
、
愛
と
い
っ
た
煩
悩
と
考
え
て
よ

い
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
男
女
間
の
ど
ろ
ど
ろ
と
し
た
愛
憎
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
火
と
し
て
読
む
こ
と
の
で
き
る
煩
悩
は
、
海
に
映
る
灯
に
重
ね
て
理
解
す
る

こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
う
考
え
る
と
、
こ
の
箇
所
は
菊
治
の
持
つ
煩
悩
の
世
界

に
ゆ
き
子
が
強
く
引
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
さ
す
象
徴
的
な
場
面
と
言
え
よ

う
。
様
々
な
火
を
発
す
る
海
は
あ
た
か
も
煩
悩
の
海
の
よ
う
で
あ
る
。

　
海
や
、
火
を
煩
悩
だ
と
す
る
と
、
ゆ
き
子
は
結
果
的
に
菊
治
に
煩
悩
を
意
識
さ
せ

る
存
在
と
な
る
。
海
に
向
か
う
ゆ
き
子
の
行
動
が
菊
治
に
過
去
を
想
起
さ
せ
て
い
る

の
で
あ
る
。
果
た
し
て
そ
れ
は
意
識
的
な
の
か
。
以
下
、
そ
の
例
を
列
挙
し
て
み
よ

う
。　

　
「
さ
つ
き
．
の
話
の
、
夕
波
千
鳥
の
歌
は
、
僕
は
好
き
だ
な
。
」

　
　
　
と
、
ま
ぎ
ら
は
し
た
。

　
　
　
「
ど
ん
な
歌
…
…
？
」

　
　
　
菊
治
は
人
麻
呂
の
歌
を
早
口
に
つ
ぶ
や
い
た
。

　
　
　
花
嫁
の
背
に
や
は
ら
か
く
手
を
燭
れ
て
、

　
　
　
「
あ
あ
、
あ
り
が
た
い
。
」

　
　
と
、
思
は
ず
言
っ
て
、
ゆ
き
子
を
お
ど
ろ
か
せ
る
と
、
菊
治
は
や
さ
し
く
治
下

　
　
る
だ
け
だ
っ
た
。
（
波
千
鳥
　
三
）

　
菊
治
は
人
麻
呂
の
歌
を
引
用
し
て
み
せ
る
が
、
ゆ
き
子
の
反
応
か
ら
無
関
心
で
あ

る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
人
麻
呂
の
歌
へ
の
無
知
、
こ
こ
か
ら
ゆ
き
子
は
無
自
覚

で
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
ゆ
き
子
は
無
意
識
な
が
ら
菊
治
に
過
去
を
想
起
さ
せ

て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ゆ
き
子
は
海
に
向
か
う
だ
け
で
な
く
、
そ
の
清
浄
な
所
作
で
も
菊
治
に
過
去
を
想

起
さ
せ
て
い
る
。

　
　
　
「
お
や
す
み
な
さ
い
ま
せ
。
一

　
　
　
と
、
ま
た
長
く
手
を
つ
く
と
、
裾
に
手
を
添
へ
て
、
上
手
に
自
分
の
床
へ
は

　
　
い
っ
た
。
そ
の
娘
ら
し
い
所
作
の
清
潔
さ
に
、
菊
治
の
胸
は
と
き
め
い
た
。

151



　
　
　
し
か
し
、
や
が
て
闇
の
底
で
、
菊
治
は
ふ
る
へ
る
目
ぶ
た
を
閉
ち
な
が
ら
、

　
　
あ
の
と
き
、
文
子
の
抵
抗
は
な
く
、
純
潔
そ
の
も
の
の
抵
抗
が
あ
っ
た
だ
け
な

　
　
の
を
、
思
ひ
出
さ
う
と
し
て
る
た
。
卑
劣
で
汚
濁
の
悪
あ
が
き
だ
。
文
子
の
純

　
　
潔
を
ふ
み
に
じ
っ
た
妄
想
を
力
に
、
ゆ
き
子
の
純
潔
を
は
っ
か
し
め
よ
う
と
す

　
　
る
。
い
ま
は
し
い
毒
藥
だ
が
、
ゆ
き
子
の
清
潔
な
所
作
が
、
菊
治
の
苦
し
ま
ぎ

　
　
れ
に
し
ろ
、
文
子
の
思
ひ
出
を
誘
っ
た
こ
と
は
争
へ
な
い
。

　
　
　
ま
た
、
文
子
の
思
ひ
出
か
ら
、
太
田
夫
人
の
女
の
波
が
呼
び
返
さ
れ
る
の
は
、

　
　
菊
治
に
と
め
ら
れ
な
い
。
魔
性
の
呪
縛
か
、
人
間
の
自
然
か
、
い
つ
れ
に
し
て

　
　
も
、
夫
人
は
死
に
、
文
子
は
消
え
、
し
か
も
二
人
は
た
だ
愛
し
て
、
憎
し
み
は

　
　
な
か
っ
た
と
す
る
と
、
今
菊
治
を
み
じ
め
に
お
び
え
さ
せ
て
み
る
の
は
な
ん
だ

　
　
ら
う
。
（
波
千
鳥
　
四
〉

　
床
へ
入
る
時
の
ゆ
き
子
の
所
作
が
文
子
を
想
起
さ
せ
た
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
箇

所
で
あ
る
が
、
ゆ
き
子
の
所
作
は
そ
の
後
、
菊
治
に
ど
う
い
う
影
響
を
及
ぼ
し
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
菊
治
は
貫
く
や
う
な
か
な
し
さ
に
お
そ
は
れ
て
、
切
れ
切
れ
に
言
っ
た
。

　
　
「
僕
は
ね
、
不
具
ぢ
や
な
い
よ
。
不
具
ぢ
や
な
い
。
し
か
し
ね
、
僕
の
汚
辱
と

　
　
背
徳
の
記
憶
、
そ
い
つ
が
、
ま
だ
、
僕
を
ゆ
る
さ
な
い
。
」

　
　
　
ゆ
き
子
は
氣
を
失
ふ
や
う
に
、
菊
治
の
胸
へ
重
く
な
っ
た
。
（
波
千
鳥
　
五
）

　
ゆ
き
子
と
性
的
関
係
を
結
べ
な
い
理
由
と
し
て
、
記
憶
が
菊
治
の
行
動
を
抑
制
し

て
い
る
と
説
い
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
夫
婦
生
活
に
入
る
こ
と
の
出
来
な
い
菊
治
だ

が
、
ゆ
き
子
に
愛
情
が
無
い
の
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
、
新
妻
に
対
す
る
親
し

み
は
強
く
あ
る
。

　
　
　
ゆ
き
子
が
そ
ば
に
眠
っ
て
み
る
な
ど
、
あ
り
得
な
い
こ
と
の
や
う
だ
が
、
ゆ

　
　
き
子
の
い
つ
も
の
匂
ひ
も
、
こ
こ
に
あ
っ
た
。

　
　
　
な
ん
と
い
ふ
香
水
か
、
そ
の
ゆ
き
子
の
匂
ひ
も
、
ゆ
き
子
の
寝
息
も
、
そ
れ

　
　
か
ら
ゆ
き
子
の
指
輪
や
波
に
千
鳥
の
模
様
の
や
う
な
も
の
ま
で
、
す
べ
て
菊
治

　
　
は
自
分
の
も
の
の
や
う
に
思
へ
る
、
そ
の
親
し
さ
は
、
夜
な
が
の
不
安
な
目
ざ

　
　
め
に
も
消
え
て
は
み
な
か
っ
た
。
初
め
て
経
験
す
る
感
情
だ
つ
た
。

　
　
　
し
か
し
、
菊
治
は
明
り
を
つ
け
て
ゆ
き
子
を
見
る
為
業
は
な
か
っ
た
。
枕
も

　
　
と
の
時
計
を
持
っ
て
、
手
洗
ひ
に
出
て
行
っ
た
。

　
　
「
五
時
過
ぎ
か
。
」

　
　
　
太
田
夫
人
や
娘
の
文
子
に
は
、
自
然
で
抵
抗
の
な
か
っ
た
こ
と
を
、
な
ぜ
ゆ

　
　
き
子
に
は
お
そ
ろ
し
く
異
常
な
こ
と
と
、
菊
治
自
身
が
感
じ
た
の
だ
ら
う
。
良

　
　
心
の
抵
抗
か
、
ゆ
き
子
へ
の
卑
下
か
、
あ
る
ひ
は
太
田
夫
人
や
文
子
が
菊
治
を

　
　
と
ら
へ
て
み
る
の
か
。
（
波
千
鳥
　
三
）

　
菊
治
は
今
ま
で
遠
い
存
在
だ
っ
た
ゆ
き
子
を
よ
り
身
近
な
も
の
と
し
て
認
識
し
、

自
分
の
所
有
物
と
い
う
感
慨
を
抱
く
に
至
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
ゆ
き
子
に
強

い
親
し
み
を
感
じ
な
が
ら
も
、
行
動
で
き
な
い
菊
治
の
精
神
状
況
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
　
　
午
前
五
時
の
寝
ざ
め
に
も
、
菊
治
は
不
安
と
焦
慮
の
な
か
で
、
や
は
り
ゆ
き

　
　
子
を
あ
り
が
た
い
と
強
く
感
じ
た
。
ゆ
き
子
の
静
か
な
寝
息
と
ほ
の
か
な
匂
ひ

　
　
だ
け
で
、
あ
ま
く
温
か
い
赦
免
を
感
じ
た
。
そ
れ
は
身
勝
手
な
陶
酔
な
の
だ
ら

　
　
う
が
、
し
か
し
女
だ
け
が
極
悪
の
人
に
も
ゆ
る
し
て
く
れ
る
恵
み
で
あ
っ
た
。

　
　
一
時
の
感
傷
か
麻
痺
か
も
し
れ
な
い
が
、
異
性
の
救
濟
だ
つ
た
。
（
波
千
鳥

　
　
三
）

　
ゆ
き
子
の
性
に
ひ
と
と
き
救
済
さ
れ
る
菊
治
で
あ
る
が
、
性
的
な
交
わ
り
ま
で
は

踏
み
込
め
な
い
。
因
み
に
心
的
障
害
に
よ
り
、
性
的
関
係
が
結
べ
な
い
と
い
う
点
で

は
『
金
閣
寺
』
と
同
様
の
問
題
が
あ
る
と
言
え
る
。
『
こ
こ
ろ
』
で
の
先
生
夫
婦
に

子
が
い
な
い
と
い
う
設
定
も
、
夫
婦
生
活
の
無
と
い
う
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い

う
可
能
性
を
考
慮
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
心
的
障
害
に
よ
り
性
交
渉
が
不
可

能
に
な
る
と
い
う
点
で
は
こ
れ
ら
の
作
品
と
同
系
譜
だ
と
見
て
良
い
だ
ろ
う
。

　
　
　
太
田
夫
人
の
女
の
波
に
麻
痺
し
て
み
た
と
悔
い
た
も
の
だ
が
、
か
へ
っ
て
今

　
　
は
自
分
の
な
に
か
が
麻
痺
し
て
み
る
と
菊
治
は
恐
ろ
し
か
っ
た
。

　
　
　
ふ
と
ゆ
き
子
の
枕
に
髪
の
す
れ
る
音
で
、

　
　
「
な
に
か
話
し
て
ち
や
う
だ
い
。
」

　
　
　
と
言
は
れ
て
、
菊
治
は
ぎ
ょ
つ
と
し
た
。

　
　
　
罪
人
の
手
が
そ
っ
と
聖
野
獣
を
抱
い
た
の
か
、
菊
治
は
不
意
に
熱
い
涙
を
目

　
　
に
感
じ
た
。
（
波
千
鳥
　
四
〉

　
ゆ
き
子
に
性
の
交
わ
り
を
求
め
ず
と
も
、
ゆ
き
子
の
性
の
感
触
に
よ
り
菊
治
は
徐

々
に
心
が
解
き
ほ
ぐ
さ
れ
る
。

　
　
　
「
ど
一
う
し
て
も
三
谷
さ
ん
が
好
き
で
し
た
け
れ
ど
、
昨
日
か
ら
ま
た
、
ど
ん
ど

　
　
ん
好
き
に
な
っ
て
来
て
、
泣
い
た
の
。
」

　
　
　
菊
治
は
ゆ
き
子
の
あ
ご
に
手
を
あ
て
て
唇
を
寄
せ
た
。
も
う
自
分
．
の
涙
を
か

　
　
く
す
こ
と
も
な
か
っ
た
。
太
田
夫
人
や
文
子
の
妄
想
は
一
瞬
に
消
え
た
。

　
　
　
純
潔
な
花
嫁
と
清
浄
な
幾
日
か
を
持
つ
の
が
、
ど
う
し
て
い
け
な
い
の
か
。

　
　
　
（
波
千
鳥
　
四
）

　
ゆ
き
子
の
純
潔
に
よ
り
、
菊
治
の
妄
想
は
消
え
て
し
ま
う
。
　
｝
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菊
治
は
思
ひ
出
し
て
、

　
　
州
あ
の
千
羽
鶴
の
風
呂
敷
は
持
っ
て
來
た
？
」

　
　
「
い
い
え
。
な
に
か
ら
な
に
ま
で
新
し
い
の
。
恥
ず
か
し
い
く
ら
み
、
」
（
波

　
　
千
鳥
　
五
）

　
『
千
羽
鶴
』
の
ゆ
き
子
は
憧
憬
の
対
象
で
あ
っ
た
。
千
羽
鶴
の
風
呂
敷
を
ゆ
き
子

が
捨
て
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
象
徴
で
あ
る
『
千
羽
鶴
』
の
世
界
か
ら
離
れ
る
と

い
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
風
呂
敷
の
代
わ
り
に
波
千
鳥
の
模
様
の
樒
衿
を

持
っ
て
嫁
い
で
き
た
。
千
鳥
の
「
汝
」
と
い
う
呼
び
か
け
は
特
に
親
し
い
も
の
へ
の

呼
び
か
け
で
あ
る
。
風
呂
敷
を
捨
て
る
と
い
う
行
為
は
ゆ
き
子
が
千
鳥
の
よ
う
に
親

し
い
も
の
、
近
し
い
も
の
に
な
っ
た
と
い
う
象
徴
的
な
場
面
と
理
解
さ
れ
よ
う
。
こ

　
　
　
　
　
ハ
き
ロ

の
箇
所
の
校
異
も
他
人
行
儀
な
言
い
回
し
か
ら
、
親
し
み
を
込
め
た
言
い
方
に
変

化
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
身
近
．
な
千
鳥
に
な
っ
た
ゆ
き
子
が
無
意
識
に
興
味
を
持

つ
の
は
海
で
あ
り
、
煩
悩
は
具
体
的
に
は
、
男
女
間
の
愛
憎
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ゆ

き
子
が
望
む
の
は
真
の
夫
婦
生
活
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
二
　
火
中
の
蓮
華

　
菊
治
と
同
じ
心
の
傷
を
負
っ
た
文
子
の
そ
の
後
は
ど
う
な
っ
た
の
か
、
母
で
あ
る

太
田
夫
人
は
自
殺
と
い
う
道
を
選
ん
だ
が
、
文
子
は
旅
に
出
て
、
自
ら
を
見
つ
め
直

す
こ
と
で
過
去
か
ら
脱
却
し
よ
う
と
す
る
。

　
　
私
の
死
は
母
の
死
に
つ
な
が
っ
て
み
て
、
あ
た
り
ま
へ
の
こ
と
の
や
う
で
し
た
。

　
　
母
が
自
分
の
醜
さ
に
堪
へ
ら
れ
な
い
で
死
ん
だ
と
し
ま
す
と
、
私
も
さ
う
す
る

　
　
つ
も
り
で
し
た
。
で
も
、
悔
い
の
火
の
な
か
に
蓮
華
の
花
の
咲
い
て
み
る
思
ひ

　
　
も
あ
り
ま
し
た
。
私
は
あ
な
た
を
愛
し
て
み
た
の
で
す
か
ら
、
あ
な
た
が
私
に

　
　
な
に
を
な
さ
ら
う
と
、
醜
い
な
ぞ
と
い
ふ
こ
と
は
な
い
は
ず
で
す
。
私
は
夏
の

　
　
蛾
の
や
う
に
火
に
近
づ
い
て
行
っ
た
の
で
す
。
母
は
自
分
で
醜
い
と
思
っ
て
死

　
　
に
ま
し
た
か
ら
、
私
は
母
を
美
し
い
．
と
思
は
う
と
し
て
、
そ
の
夢
に
自
分
を
失

　
　
つ
て
み
た
の
で
せ
う
か
。
（
旅
の
別
離
　
二
〉

　
悔
い
の
火
の
中
に
咲
く
蓮
華
（
出
典
は
『
維
摩
経
』
）
と
は
、
ど
う
い
う
意
味
か
。

蓮
華
は
悟
り
の
象
徴
で
あ
る
か
ら
、
一
種
の
悟
り
と
い
う
意
味
を
文
子
の
行
動
に
託

し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
文
子
の
近
づ
い
て
い
っ
た
火
は
情
念
（
こ
こ
で
の
情
念
は

愛
と
言
え
る
）
と
重
ね
ら
れ
る
。

　
　
　
地
獄
の
な
か
で
は
、
血
の
池
地
獄
と
海
地
獄
と
が
、
妖
艶
と
も
神
秘
と
も
、

　
　
な
ん
と
も
言
ひ
や
う
の
な
い
色
で
し
た
。
血
の
池
地
獄
は
底
か
ら
血
の
噴
き
出

　
　
す
や
う
な
色
で
、
透
明
な
湯
に
と
け
た
、
そ
の
血
の
色
が
な
ま
な
ま
し
く
、
し

　
　
か
も
池
に
湯
氣
が
立
っ
て
る
ま
す
。
海
地
獄
は
池
の
湯
が
海
の
や
う
な
色
な
の

　
　
で
名
づ
け
ら
れ
た
の
で
せ
う
が
、
こ
の
や
う
に
澄
み
通
っ
て
静
か
に
薄
あ
を
い

　
　
水
の
色
は
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
町
を
離
れ
た
山
の
宿
の
夜
ふ
け
に
、
か

　
　
う
し
て
血
の
池
地
獄
や
海
地
獄
の
ふ
し
ぎ
な
色
を
思
っ
て
み
ま
す
と
、
夢
幻
の

　
　
世
界
の
泉
の
や
う
で
す
。
も
し
母
や
私
が
愛
の
地
獄
に
さ
ま
よ
っ
て
み
た
と
し

　
　
ま
す
と
、
そ
こ
に
は
あ
の
や
う
に
美
し
い
泉
も
あ
っ
た
の
で
せ
う
か
。
地
獄
の

　
　
湯
の
色
に
私
は
悦
惚
と
し
ま
す
。
お
ゆ
る
し
下
さ
い
ま
せ
。
（
旅
の
別
離
　
二
）

　
文
子
の
言
う
二
つ
の
地
獄
の
描
写
は
文
子
が
地
獄
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
が
、
愛
の
地
獄
と
は
煩
悩
と
重
ね
ら
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
ゆ
き
子
の
惹
か

れ
る
「
魔
」
と
同
質
の
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ゆ
き
子
に
と
っ
て
は
興
味
の
あ
る

も
の
も
、
文
子
に
と
っ
て
は
地
獄
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
私
は
あ
な
た
を
思
ひ
、
そ
し
て
別
れ
る
た
め
に
、
こ
の
高
原
に
も
父
の
古
里

　
　
に
も
来
た
の
で
し
た
。
あ
な
た
を
思
ふ
こ
と
に
、
悔
い
や
罪
が
つ
き
ま
と
っ
て

　
　
は
、
私
は
お
別
れ
出
来
ま
せ
ん
。
ま
た
私
の
出
発
を
新
し
く
出
来
ま
せ
ん
。
（
旅

　
　
の
別
離
　
四
）

　
文
子
は
過
去
を
忘
れ
る
為
、
菊
治
と
の
関
係
を
清
算
す
る
為
、
父
の
故
郷
に
来
た

こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

　
そ
こ
で
、
文
子
は
宿
泊
先
の
女
の
子
が
朝
、
母
家
と
別
棟
の
間
の
橋
か
ら
落
ち
て
、

運
良
く
三
つ
の
岩
の
真
ん
中
に
落
ち
て
命
拾
い
を
し
た
と
い
う
話
を
聞
く
。

　
　
　
小
川
の
岸
の
岩
に
女
の
子
の
き
も
の
が
ほ
し
て
あ
り
ま
し
た
。
あ
ら
い
紺
が

　
　
す
り
と
蝶
と
牡
丹
の
模
様
の
あ
る
赤
い
ち
ゃ
ん
ち
ゃ
ん
こ
で
す
。
赤
い
ち
ゃ
ん

　
　
ち
ゃ
ん
こ
に
朝
日
の
あ
た
っ
て
み
る
の
を
見
て
、
私
は
温
か
い
生
命
の
恵
み
を

　
　
感
じ
ま
し
た
。
三
つ
の
岩
の
あ
ひ
だ
に
、
う
ま
い
工
合
に
落
ち
た
と
い
ふ
の
は
、

　
　
な
ん
な
の
で
せ
う
。
三
つ
の
岩
の
あ
ひ
だ
は
、
幼
い
子
の
鐙
が
は
い
っ
て
い
つ

　
　
ば
い
ほ
ど
に
狭
い
の
で
す
。
も
し
ち
よ
つ
と
で
も
狂
っ
た
ら
、
岩
に
打
た
れ
て
、

　
　
命
を
落
さ
な
い
ま
で
も
、
か
た
は
に
な
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
子
供
は
そ
ん

　
　
な
危
瞼
も
恐
怖
も
知
ら
な
い
ら
し
く
、
髄
の
ど
こ
も
痛
ま
な
い
ら
し
く
、
け
う

　
　
つ
と
し
て
ゐ
ま
す
。
う
ま
く
落
ち
た
の
は
こ
の
子
で
あ
っ
て
、
こ
の
子
で
な
い

　
　
や
う
な
氣
が
し
ま
す
。

　
　
　
私
は
母
を
生
か
せ
る
こ
と
が
出
來
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
も
、
私
を
生
か
せ
て

　
　
く
れ
た
な
に
か
を
思
ひ
、
あ
な
た
の
お
し
あ
は
せ
を
祈
る
心
が
強
ま
り
ま
し
た
。

　
　
人
間
の
汚
辱
や
罪
業
の
岩
の
あ
ひ
だ
に
も
、
こ
の
子
の
落
ち
た
や
う
な
救
ひ
の
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場
所
は
あ
る
の
だ
ら
う
と
思
ひ
ま
す
。
（
旅
の
別
離
　
五
）

　
人
間
の
汚
辱
や
罪
業
は
煩
悩
の
招
く
も
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の

中
に
救
い
の
境
地
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
、
文
子
は
模
索
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
出
来
事
へ
の
共
感
は
火
中
に
蓮
華
を
見
つ
け
る
姿
勢
、
つ
ま
り
、
煩
悩
の
中
に

悟
り
を
見
る
文
子
の
生
き
方
を
意
味
す
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
文
子
は
こ
の
旅
を
通
し
て
「
霊
場
を
通
っ
て
来
た
や
う
な
気
が
し
ま
す
」
と
感
じ

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
文
子
は
遍
路
的
性
格
を
担
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
遍
路
も
ま

た
、
悟
り
を
求
め
る
た
め
、
旅
を
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
三
　
織
部
の
行
方

菊
治
は
ま
だ
ゆ
き
子
と
性
的
な
関
係
を
結
べ
な
い
が
、
そ
の
理
由
を
リ
レ
イ
チ
ブ

・
サ
イ
キ
カ
ル
（
妻
の
思
ひ
　
三
）
と
い
う
視
点
以
外
で
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ

ろ
う
か
。
菊
治
の
茶
器
に
対
す
る
認
識
と
絡
め
な
が
ら
考
え
て
み
た
い
。

　
茶
器
の
扱
い
が
、
ち
か
子
の
登
場
と
共
に
描
写
さ
れ
た
箇
所
に
注
目
し
た
い
。

　
　
　
ち
か
子
の
水
落
か
ら
乳
房
に
か
か
っ
た
あ
ざ
が
、
悪
魔
の
手
の
跡
の
や
う
に
、

　
　
菊
治
に
浮
ん
で
來
た
。
靴
の
紐
を
解
く
顔
を
上
げ
た
ら
、
そ
こ
ら
に
そ
の
黒
い

　
　
手
が
見
え
さ
う
だ
っ
た
。

　
　
　
菊
治
は
去
年
家
を
賞
り
、
茶
道
具
も
虜
超
し
て
し
ま
っ
て
か
ら
、
栗
本
ち
か

　
　
子
と
は
會
は
な
い
し
、
縁
遠
く
な
っ
た
は
ず
な
の
に
、
ゆ
き
子
と
の
結
婚
に
は
、

　
　
や
は
り
ち
か
子
の
手
が
動
い
て
み
た
の
だ
ら
う
か
。
新
婚
旅
行
の
宿
の
部
屋
を

　
　
ち
か
子
が
指
了
し
た
と
は
、
ま
っ
た
く
思
ひ
が
け
な
か
っ
た
。
（
波
千
鳥
　
一
）

　
ち
か
子
と
茶
器
が
と
も
に
出
て
く
る
が
、
こ
こ
で
ち
か
子
は
三
谷
家
と
の
交
流
に

異
様
な
ほ
ど
執
着
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
菊
治
に
と
っ
て
の
ち
か
子
の
存
在
は

ど
ん
な
も
の
と
し
て
映
っ
て
い
る
の
か
。

　
　
「
こ
ん
な
話
は
し
た
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
宿
の
玄
關
で
、
栗
本
と
言
は
れ
て
、

　
　
僕
は
は
っ
と
し
た
ん
で
す
よ
。
あ
の
女
に
は
、
僕
の
罪
業
も
悔
恨
も
ま
っ
は
つ

　
　
て
る
か
ら
…
…
。
」
（
波
千
鳥
　
　
一
）

　
菊
治
の
罪
業
、
悔
恨
が
ま
つ
わ
っ
て
い
る
忌
ま
わ
し
い
も
の
と
し
て
、
捉
え
ら
れ

て
い
る
。
ま
た
そ
の
胸
の
癒
に
対
す
る
嫌
悪
感
も
常
に
あ
る
だ
ろ
う
。
ち
か
子
へ
対

す
る
こ
れ
ら
の
嫌
悪
感
か
ら
、
却
っ
て
菊
治
は
茶
器
に
執
着
し
な
い
の
で
は
な
い
か
。

そ
こ
で
執
着
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
て
菊
治
の
茶
器
へ
の
対
応
を
見
て
み
よ
う
。

　
　
「
あ
の
茶
碗
に
は
あ
の
茶
碗
の
、
立
派
な
生
命
が
あ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
を
離

　
　
れ
て
生
き
て
ゆ
か
せ
る
ん
だ
。
そ
の
わ
れ
わ
れ
と
い
ふ
う
ち
に
、
ゆ
き
子
は
は

　
　
い
ら
な
い
が
ね
…
。
あ
の
茶
碗
自
身
は
強
い
美
し
さ
で
、
不
健
．
康
な
妄
執
な
ん

　
　
か
ま
つ
は
ら
せ
る
姿
ぢ
や
な
い
ん
だ
が
、
茶
碗
に
と
も
な
ふ
わ
れ
わ
れ
の
記
憶
，

　
　
が
い
け
な
く
て
、
茶
碗
を
よ
こ
し
ま
な
目
で
見
る
と
い
ふ
わ
け
だ
。
わ
れ
わ
れ

　
　
と
言
っ
た
つ
て
、
せ
い
ぜ
い
五
六
人
に
過
ぎ
な
い
よ
。
昔
か
ら
何
百
人
の
人
が

　
　
あ
の
茶
碗
を
．
正
し
く
だ
い
じ
に
し
て
来
た
か
し
れ
や
し
な
い
。
あ
の
茶
碗
が
出

　
　
締
て
か
ら
四
百
年
に
も
な
る
だ
ら
う
か
ら
、
太
田
さ
ん
や
お
や
ぢ
や
栗
本
が
持

　
　
つ
た
あ
ひ
だ
は
茶
碗
の
壽
命
か
ら
見
て
、
ほ
ん
の
短
い
時
間
だ
。
薄
雲
の
通
つ

　
　
た
影
の
や
う
な
も
の
だ
．
健
康
な
持
主
の
手
に
渡
っ
て
ゆ
け
ば
い
い
ん
だ
。
僕

　
　
ら
が
死
ん
だ
後
で
も
、
あ
の
…
織
部
が
誰
か
の
と
こ
ろ
で
美
し
い
の
は
、
い
い
と

　
　
思
ふ
な
。
」

　
　
「
さ
う
？
そ
ん
な
に
思
っ
て
ら
っ
し
や
る
の
な
ら
、
お
費
り
に
な
ら
な
い
方
が

　
　
よ
く
は
あ
り
ま
せ
ん
の
？
私
は
平
面
よ
。
」

　
　
「
手
放
す
の
が
惜
し
い
ん
ぢ
や
な
い
よ
。
僕
は
茶
碗
に
一
向
執
着
は
な
い
ね
。

　
　
あ
の
茶
碗
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
垢
を
洗
っ
て
や
り
た
い
の
だ
。
栗
本
に
持
た
せ

　
　
て
お
く
の
も
、
氣
持
が
悪
い
し
ね
。
た
と
へ
ば
、
あ
の
圓
畳
寺
の
や
う
な
時
に

　
　
出
さ
れ
た
り
す
る
。
人
間
の
醜
悪
な
因
　
に
、
茶
碗
は
し
ば
ら
れ
な
い
よ
。
」

　
　
「
お
茶
碗
の
方
が
人
間
よ
り
え
ら
さ
う
に
聞
こ
え
る
わ
。
」

　
　
「
さ
う
か
も
し
れ
ん
ね
。
僕
は
茶
碗
は
よ
く
わ
か
ら
ん
が
、
目
の
あ
る
人
た
ち

　
　
が
何
百
年
も
傳
参
し
て
來
た
ん
だ
か
ら
、
僕
が
た
た
き
わ
れ
る
も
の
ち
や
な
い

　
　
だ
ら
う
。
や
は
り
ゆ
く
へ
し
れ
ず
に
す
る
ん
だ
な
。
」
（
新
家
庭
　
二
）

　
茶
碗
に
不
健
康
な
妄
執
を
ま
つ
わ
ら
せ
る
く
ら
い
な
ら
行
方
知
れ
ず
に
し
た
方
が

よ
い
と
い
う
菊
治
で
あ
る
が
、
ち
か
子
は
そ
れ
も
御
亡
だ
と
思
っ
て
い
る
。
そ
の
よ

う
な
ち
か
子
を
菊
治
は
執
念
深
い
と
捉
え
て
い
る
。
確
か
に
、
ち
か
子
の
茶
碗
に
対

す
る
扱
い
か
ら
愛
着
は
感
じ
に
く
い
。
そ
の
取
り
扱
い
方
は
無
神
経
で
見
る
者
に
不

快
．
感
を
与
え
る
。
ま
た
、
ち
か
子
は
菊
治
に
過
去
の
忌
ま
わ
し
い
罪
業
も
全
て
つ
き

つ
け
る
存
在
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
菊
治
が
ち
か
子
を
嫌
う
の
は
特
に
そ
の
妄
執
が
原
因
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
菊
治
の
中
で
茶
器
へ
こ
だ
わ
る
意
識
へ
と

集
約
さ
れ
て
い
く
。
茶
器
は
お
茶
会
の
際
、
人
々
に
舐
め
る
よ
う
に
見
ら
れ
、
撫
で

る
よ
う
に
触
ら
れ
多
く
の
人
々
の
口
に
当
て
ら
れ
る
。
人
々
の
手
で
舐
め
る
よ
う
に

触
ら
れ
て
き
た
茶
器
は
あ
た
か
も
三
人
の
男
性
遍
歴
を
持
つ
太
田
夫
人
の
よ
う
で
あ

る
。
道
旦
ハ
も
人
も
自
分
の
所
有
で
あ
る
と
妄
執
す
る
と
な
り
振
り
構
わ
な
く
な
る
。

人
で
言
う
な
ら
太
田
母
娘
と
の
悲
劇
が
そ
れ
に
当
た
る
。
情
欲
、
熱
情
、
愛
欲
な
ど
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か
ら
招
い
た
菊
治
の
罪
業
。
そ
れ
は
男
女
の
関
係
に
始
ま
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で

は
な
い
だ
ろ
う
。
執
着
が
生
ま
れ
な
け
れ
ば
清
浄
な
ま
ま
で
あ
る
。
菊
治
が
ゆ
き
子

へ
純
粋
な
結
婚
を
無
意
識
に
望
む
理
由
も
そ
こ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
．
う
。
そ
れ
が

菊
治
に
ゆ
き
子
と
の
性
的
関
係
を
結
べ
な
い
心
理
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
。
菊
治
は
ゆ
き
子
と
は
性
的
関
係
を
結
べ
な
い
の
に
文
子
と
は
何
故
結

べ
る
の
か
。
勿
論
、
ゆ
き
子
が
清
浄
な
令
嬢
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う

が
、
文
子
と
菊
治
が
と
も
に
一
人
子
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
考
慮
し
て
良
い
の
で
は

な
い
か
。
一
人
子
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
互
い
に
兄
弟
を
求
め
る
よ
う
に
し
て
心
の

穴
を
埋
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
希
求
が
執
着
で
あ
る
と
す
る
と
、
煩
悩
は
執
着

す
る
事
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
文
子
を
髪
髭
と
さ
せ
る
黒
織
部
を
行
方
知
れ
ず
に
す
る
と
い
う
こ
と
で

文
子
を
忘
却
し
よ
う
と
い
う
試
み
を
す
る
。

　
過
去
を
忘
れ
、
近
く
に
幸
せ
を
見
出
そ
う
と
す
る
菊
治
の
意
識
が
作
品
中
『
幸
福

論
』
を
読
む
と
い
う
行
為
に
象
徴
さ
れ
る
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。

　
　
　
む
す
び

　
菊
治
は
ゆ
き
子
の
ぬ
く
も
り
で
癒
さ
れ
る
が
、
同
時
に
「
波
千
鳥
」
（
過
去
を
時

々
垣
間
見
せ
る
も
の
）
と
し
て
過
去
を
意
識
さ
せ
る
の
で
、
菊
治
は
性
的
関
係
に
ま

で
踏
み
込
め
な
い
。
『
千
羽
鶴
』
に
は
、
性
的
欲
望
に
流
さ
れ
る
菊
治
が
描
か
れ
て

い
た
が
、
そ
の
反
面
、
つ
ま
り
ナ
イ
ー
ブ
な
一
面
が
「
波
千
鳥
」
と
い
う
作
品
で
具

体
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
が
「
波
千
鳥
」
と
い
う
表
題
に
あ
ら
わ
れ
た
意
味
及
び
、
意
義
に
つ
い
て
の

私
見
で
あ
る
。
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注

（
1
）
東
京
朝
日
新
聞
夕
刊
（
昭
和
五
十
三
年
八
月
二
十
八
日
）

（
2
）
『
萬
葉
集
一
』
日
本
古
典
文
学
全
集
2
　
小
学
館
　
昭
和
四
十
六
年
一
月

（
3
＞
注
（
2
）
に
同
じ

（
4
V
片
桐
洋
一
『
歌
枕
歌
こ
と
ば
辞
典
山
角
川
書
店
　
昭
和
五
十
八
年
十
二
月

（
5
）
2
2
1
頁
2
行
　
誰
か
が
し
や
べ
つ
て
る
る
の
。
↑
誰
か
が
し
や
べ
つ
て
る
る
ん
で
す
。
幽

　
　
2
2
8
頁
1
行
　
氣
に
し
な
い
わ
。
↑
氣
に
し
ま
せ
ん
わ
。

　
　
第
四
次
『
川
端
康
成
全
集
十
二
巻
勤
波
千
鳥
　
校
異


