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◆

照
準

福
田
知
子

め
げ
そ
う
な
だ
る
さ
　
お
も
い
か
ら
だ

朝
い
ち
ば
ん
の
コ
コ
ロ
ざ
し
は
テ
レ
ビ
体
操

気
持
ち
の
照
準
を
合
わ
せ
る

「
テ
レ
ビ
で
ス
ペ
イ
ン
語
」
ん
？
　
不
思
議
な
男
女
の

名
詞
た
ち

「
テ
レ
ビ
体
操
」
今
日
は
多
胡
さ
ん
　
よ
か
っ
た
！

コ
メ
ン
ト
を
片
耳
で
聞
き
な
が
ら
手
足
、肩
、腰
の
眠

気
を
覚
ま
し
て
い
く

「
サ
ラ
と
ダ
ッ
ク
ン
」
で
ほ
っ
こ
り
北
欧
童
話
に
旅
し

て
「
に
ほ
ん
ご
で
あ
そ
ぼ
」
で
み
わ
サ
ン
の
こ
と
ば
に
あ

た
た
ま
る

そ
れ
か
ら
ニ
ュ
ー
ス
を
見
て
　
次
な
る
楽
し
み
は

「
と
と
姉
ち
ゃ
ん
」

花
森
安
治
モ
デ
ル
の
花
山
伊
佐
治

「
心
は
つ
い
に
も
の
に
具
現
化
さ
れ
る
」

彼
と
淀
川
長
治
は
神
戸
の
長
田
高
校
出
身
で
な
じ
み

の
名
前

企
画
外
れ
の
二
人
に
昔
か
ら
ひ
そ
か
に
憧
れ
て
い
た

ま
だ
知
性
が
生
き
て
い
た
時
代
の
こ
と
だ

反
知
性
主
義
　
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
が
横
行
し
て
い
る
　

い
ま

国
民
を
騙
す
こ
と
な
ど
簡
単
だ
と
タ
カ
を
く
く
っ
て

N
H
K
も
新
聞
も
当
局
の
御
用
メ
デ
ィ
ア
に
な
っ
て

と
と
姉
ち
ゃ
ん
で
　
爆
弾
は
怖
い
が
焼
夷
弾
は
恐
る

る
に
足
ら
ず
っ
て

政
府
に
騙
さ
れ
て
多
く
人
々
が
焼
け
死
ん
で
い
っ
た

花
山
伊
佐
治
の
涙
な
が
ら
の
怒
り
は
こ
の
国
で
は
も

う
昭
和
と
い
う
過
去
の
時
代
劇
で
し
か
な
い

知
性
の
照
準
を
社
会
に
合
わ
せ
る
こ
と
さ
え
　
考
え

る
こ
と
さ
え
面
倒
に
な
っ
て

ガ
ラ
ガ
ラ
ポ
ン
さ
れ
れ
ば
い
い
…
…
な
ん
て
短
絡
的

な
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム

い
ろ
い
ろ
な
思
い
が
や
っ
て
く
る

気
分
を
変
え
て
コ
ー
ヒ
ー
タ
イ
ム

内
田
樹
　
姜
尚
中
『
世
界
「
最
終
」
戦
争
論
』
―
近
代

の
終
焉
を
超
え
て

こ
れ
は
最
近
最
も
面
白
か
っ
た
本

柄
谷
行
人
『
憲
法
の
無
意
識
』

橋
本
治
『
国
家
を
考
え
て
み
よ
う
』

池
田
清
彦
『
ま
じ
め
に
生
き
る
と
損
を
す
る
』

こ
れ
ら
三
冊
を
同
時
に
ぐ
る
ぐ
る
読
み
巡
っ
て
い
る

朝
の
時
間
　
就
寝
前
　
電
車
の
中
…
…
…

合
間
に
台
所
に
立
つ

腸
内
フ
ロ
ー
ラ
に
い
い
酢
た
ま
ね
ぎ
　
ニ
ン
ニ
ク
酢
　

昆
布
酢

酢
と
材
料
を
つ
ぎ
足
す

麦
茶
を
わ
か
す

掃
除
機
を
か
け
る

布
団
を
干
す

授
業
準
備
　
添
削
　

謡
曲
「
土
蜘
」
の
謡

弱
い
調
子
で
謡
う
と
こ
ろ
を
何
度
も
テ
ー
プ
を
聞
き

返
す

そ
れ
か
ら
手
紙
を
書
く

頂
い
た
詩
集
や
詩
誌
が
山
積
み
に
な
っ
て
い
る

疲
れ
た
ら
「
鶴
亀
」
を
舞
う

仕
舞
は
難
し
い

気
晴
ら
し
に
な
る
ほ
ど
に
上
達
す
る
日
は
く
る
の
だ

ろ
う
か

年
齢
を
重
ね
る
ほ
ど
自
分
を
　
恥
を
　
舞
台
に
の
せ

晒
す
こ
と
は
意
義
深
い
こ
と
だ
と
信
じ
る
ほ
か
な

い
疲
れ
た
ら
違
う
こ
と
を
し
て
み
る

ヘ
ミ
ン
グ
ウ
エ
イ
TH
E SU
N
 ALSO
 RISES
の

CH
APTER3
を
読
む

こ
こ
は
主
人
公
が
娼
婦
と
パ
リ
の
街
角
で
出
会
う
小

説
の
山
場

原
書
で
六
頁
ば
か
り

疲
れ
た
ら
夕
食
の
買
い
出
し
に
行
く

次
な
る
照
準
は
定
ま
る
だ
ろ
う
か

こ
ん
な
ふ
う
な
日
々
の
さ
さ
や
か
な
こ
と
ど
も
と
の

会
話
や
思
考
や
戯
れ
も

あ
と
一
五
年
も
す
れ
ば
私
の「
健
康
年
齢
」と
や
ら
の

賞
味
期
間
が
過
ぎ
て

何
す
る
こ
と
な
く
緩
慢
な
日
々
を
送
る
の
だ
ろ
う

か
？

人
は
生
ま
れ
た
時
か
ら
死
に
向
か
う

詩
に
向
か
っ
て
い
る
今
で
さ
え
死
に
向
か
っ
て
い
る

そ
れ
は
生
物
な
ら
と
て
も
自
然
な
こ
と
だ
と
『
真
面

目
に
生
き
る
と
損
を
す
る
』
の
中
で
池
田
さ
ん
が

教
え
て
く
れ
た

生
の
ど
こ
か
で
死
ぬ
こ
と
は
あ
ら
か
じ
め
知
っ
て
生

ま
れ
た
は
ず
な
の
に

み
ん
な
自
分
は
例
外
だ
と
無
意
識
に
思
っ
て
い
る
　

で
も

「
死
ぬ
の
は
自
然
な
こ
と
」
―
―
―

米
寿
を
過
ぎ
た
父
と
母
の
面
差
し
が
ふ
と
よ
ぎ
る

子
ど
も
恋
し
く
て
た
ま
ら
な
い
　
た
め
息

受
話
器
を
よ
ぼ
よ
ぼ
と
伝
っ
て
く
る
　
声
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◆
  ゴ
ム

中
嶋
　
康
雄

在
庫
が
積
み
あ
が
る

あ
る
在
庫
の
出
荷
予
定
日
は

社
長
の
懲
役
が
終
わ
る
頃
だ
ろ
う

雑
草
が
生
え
て
い
る

ゴ
ム
に
根
付
く
新
種
と
い
う
こ
と
で

関
係
者
が
シ
ー
ル
を
貼
り
に
き
た

「
ゴ
ム
の
耳
は
パ
ン
の
耳
」

と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
で
売
り
出
し
た
ま
ま

な
に
も
か
も
が
凍
結
さ
れ
て
い
る

新
し
い
総
務
部
長
が
ゴ
ム
の
耳
を

口
か
ら
垂
ら
し
な
が
ら
出
勤
す
る

廃
液
が
垂
れ
流
さ
れ

赤
ん
坊
に
口
が
み
っ
つ
あ
る

今
も
口
そ
れ
ぞ
れ
に
家
庭
教
師
が
つ
い
て
い
る

口
そ
れ
ぞ
れ
が
違
う
言
語
を
し
ゃ
べ
る
の
を

楽
し
み
に
し
て
い
る
在
庫
係
が

ソ
バ
を
食
べ
て
い
る
が

ソ
バ
は
ゴ
ム
な
の
で
消
化
さ
れ
な
い

尻
か
ら
垂
れ
下
が
る
ゴ
ム
に

野
良
犬
が
群
が
っ
て
い
る
日
の
翌
日
は

少
量
の
雨
が
降
り

黒
光
り
す
る
ゴ
ム
と
カ
エ
ル
が
交
尾
す
る

大
量
の
カ
エ
ル
を
轢
き
潰
し
ト
ラ
ッ
ク
は
や
っ
て

く
る
が

空
っ
ぽ
の
ま
ま
出
て
行
く

溝
に
黒
い
水
が
た
ま
っ
て
い
る

黒
光
り
す
る
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
が
泳
い
で
い
る

古
い
総
務
部
長
の
死
体
が
浮
か
ん
で
い
る

も
っ
と
古
い
総
務
部
長
と

も
っ
と
も
っ
と
古
い
総
務
部
長
と

も
っ
と
も
っ
と
も
っ
と
が

伝
票
の
読
み
合
わ
せ
を
し
て
い
る

輪
唱
と
な
り

ゴ
ム
が
ペ
タ
ペ
タ
と

踊
っ
て
い
る

◆
  ビ
ニ
ー
ル
傘中

嶋
　
康
雄

に
ょ
き
に
ょ
き
き
生
え
る

ビ
ニ
ー
ル
傘
に
奪
わ
れ
る

黒
い
手
帳

手
帳
に
は
つ
ま
ら
な
い
予
定
ば
か
り

膝
を
抱
え
て
い
る
と

ご
み
く
ず
に
な
っ
た
気
が
す
る

消
え
て
な
く
な
る
黒
い
手
帳
の

あ
ん
た
の
予
定
は
ご
み
く
ず
み
た
い
な
も
の
だ
と

み
ん
な
が
笑
う

笑
う
影
で

み
ん
な
の
黒
い
手
帳
も
消
え
て
い
る

う
そ
っ
ぱ
ち
で
も
な
ん
で
も
い
い

予
定
が
あ
れ
ば

ビ
ニ
ー
ル
傘
が
や
ぶ
れ
な
い

雨
に
服
が
ぬ
れ
る
の
は

ど
う
し
て
も
い
や
だ
か
ら

必
死
に
な
っ
て
予
定
を
立
て
る

立
て
た
予
定
に
ふ
り
ま
わ
さ
れ
て

夜
に
は
ず
ぶ
ぬ
れ
に
な
っ
て
い
る

や
っ
と
帰
っ
て

手
帳
を
見
れ
ば

明
日
の
予
定
は
な
に
も
な
い

あ
っ
た
は
ず
の
予
定
が

い
つ
の
間
に
か
消
え
て
い
る

電
話
を
か
け
る
と

そ
の
番
号
は
使
わ
れ
て
い
な
い

今
朝
は
そ
の
番
号
か
ら
着
信
が
あ
っ
た
の
に

ビ
ニ
ー
ル
傘
が
暗
い
部
屋
で

開
い
た
り
閉
じ
た
り
を
繰
り
返
し
て
い
る

だ
ん
だ
ん
と
開
い
た
り
閉
じ
た
り
が
間
遠
に
な
る

金
属
の
骨
が
ゆ
っ
く
り
と
錆
び
ほ
ど
け
て
ゆ
く

引
っ
こ
抜
か
れ
た
キ
ノ
コ
の
よ
う
に
萎
れ
て
ゆ
く

時
計
の
音
だ
け
が
聞
こ
え
て
い
る

4

◆
  海
外
詠
 ②

岩
脇
リ
ー
ベ
ル
豊
美

帰
心
と
打
ち
た
く
鬼
神
と
出
た
変
換
頭
脳
の
盆
祭
り

動
物
園
の
飼
育
係
に
な
ら
む
と
退
学
せ
し
後
輩
は
熱
帯
魚

破
門
貴
族
の
屍
を
領
地
に
埋
葬
す
る
異
端
の
わ
た
し

ウ
ル
ト
ラ
マ
ン
米
研
究
者
講
話
を
プ
ロ
イ
セ
ン
兵
舎
で
聴
く

四
十
雀
が
戸
箱
に
巣
を
作
る
の
に
わ
た
し
巻
戸
巻
き
あ
げ
る

洪
水
と
方
舟
の
価
値
を
死
者
で
計
る

顔
見
知
り
の
猫
と
バ
ス
を
待
つ
こ
ず
え
夏
至
の
朝
雨

有
刺
鉄
線
を
這
う
蝸
牛
無
事
故
で
あ
れ

芭
蕉
否
み
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
が
見
つ
か
ら
な
い

残
鐘
や
輪
廻
の
の
ち
の
鳩
と
歩
く

◆
  帰
路

に
し
も
と
め
ぐ
み

青
森
旅
行
の
途
中
に

三
沢
の
寺
山
修
司
記
念
館
へ
行
っ
た

三
沢
は
広
い
田
園
風
景

霧
が
田
園
に
降
り
て

時
折
ト
ラ
ク
タ
ー
を
ぬ
ら
す

行
け
ど
も
行
け
ど
も
田
園

寒
い
夏
が
過
ぎ
る

木
立
に
囲
ま
れ
た
奇
抜
な
建
物

不
思
議
な
扉
を
あ
け
る
と
寺
山
ワ
ー
ル
ド

記
念
館
の
裏
手
に
は
紫
陽
花
や
木
立
が
し
げ
る
遊
歩
道

小
路
の
わ
き
に
は
写
真
に
句
碑

寺
山
が
歩
い
て
い
る

登
り
つ
め
る
と
大
き
な
句
碑
が
湖
を
見
下
ろ
す
位
置
に
あ
る

〈
マ
ッ
チ
擦
る
つ
か
の
ま
の
海
に
霧
ふ
か
し
身
捨
つ
る
ほ
ど
の
祖
国
は
あ
り
や
〉

あ
あ
、
我
に
帰
路
は
あ
り
や

紫
陽
花
よ
り
青
く
静
け
さ
に
陽
は
暮
れ
る

あ
あ
、
我
に
帰
路
は
あ
り
や

※
一
部
寺
山
修
司
の
歌
を
引
用
し
て
ま
す
。
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◆
  お
ま
え
は
犬
か
い
？

中
堂
け
い
こ

ち
が
う
な
、
こ
れ
は
。
ト
マ
ト
で
は
な
い
。
白
味
噌
仕
立
て

の
夏
の
定
番
、
厚
揚
げ
と
ト
マ
ト
の
味
噌
汁
の
味
は
い
け
な

か
っ
た
。
天
盛
り
の
茗
荷
が
口
に
あ
た
る
だ
け
だ
っ
た
。
匂

わ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
咀
嚼
の
あ
と
の
喉
を
通
る

と
き
に
鼻
腔
の
う
ち
が
わ
を
く
す
ぐ
る
、
茗
荷
の
草
い
き
れ

が
ま
っ
た
く
感
じ
ら
れ
な
い
。

ダ
ン
カ
ン
に
似
た
医
者
は
い
っ
た
。
突
発
性
難
聴
で
は
も
と

の
聴
覚
を
と
り
も
ど
す
の
は
三
〇
％
と
い
う
デ
ー
タ
が
あ

り
ま
す
。
神
経
が
や
ら
れ
て
い
る
の
で
嗅
覚
障
害
も
ま
た
そ

れ
く
ら
い
し
か
回
復
し
な
い
こ
と
は
覚
悟
し
て
く
だ
さ
い
。

そ
う
か
。
鼻
腔
粘
膜
の
神
経
細
胞
が
く
た
ば
っ
た
の
か
。

大
き
な
声
で
は
い
え
な
い
が
、
匂
い
だ
け
で
誰
か
が
判
別
で

き
た
。
匂
い
は
良
し
悪
し
は
別
に
し
て
自
分
を
と
り
ま
く
世

界
の
認
識
の
一
部
だ
っ
た
。
十
ｍ
先
を
歩
く
ホ
ー
ム
レ
ス
が

わ
か
っ
た
。
八
〇
代
の
お
爺
さ
ん
は
ミ
ル
ク
の
匂
い
が
し
た

し
、
お
婆
さ
ん
は
楠
木
の
匂
い
が
す
る
。
赤
ち
ゃ
ん
は
紙
と

干
し
椎
茸
の
匂
い
が
す
る
。
隣
の
猫
は
虎
の
匂
い
が
し
た
。

石
油
精
製
品
で
作
っ
た
芳
香
剤
は
頭
が
痛
く
な
る
。
知
り
合

い
の
家
に
入
る
の
は
苦
手
だ
っ
た
。
生
活
の
状
態
が
即
座
に

判
別
で
き
る
の
だ
っ
た
。

な
ん
に
で
も
鼻
を
ひ
く
ひ
く
さ
せ
る
の
で
父
は
い
や
が
っ

た
。
行
儀
が
わ
る
い
じ
ゃ
な
い
か
い
、
お
ま
え
は
犬
か
い
？

小
さ
い
こ
ろ
よ
く
い
わ
れ
た
。
皿
に
も
ら
れ
た
肉
が
牛
の
ど

の
部
位
か
、腿
か
背
か
腹
か
、こ
の
油
は
な
ん
の
滲
み
か
、鼻

で
嗅
が
な
け
れ
ば
一
口
も
食
べ
ら
れ
な
い
の
だ
っ
た
。
肉
屋

の
倉
庫
で
ぶ
ら
さ
が
る
、
さ
か
さ
ま
に
吊
ら
れ
る
牛
の
匂
い

は
食
卓
の
上
に
直
結
す
る
の
だ
っ
た
。

手
の
ひ
ら
に
い
っ
ぱ
い
の
錠
剤
を
飲
ん
で
一
週
間
、
ス
テ
ロ

イ
ド
剤
や
毛
細
血
管
を
拡
げ
る
薬
な
ん
か
や
、
あ
れ
や
こ
れ

や
間
違
い
な
が
ら
も
嗅
覚
は
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
は
も
ど
っ

た
み
た
い
だ
。
ダ
ン
カ
ン
は
も
う
一
息
で
す
ね
、
ダ
ン
カ
ン

は
ダ
ン
カ
ン
の
匂
い
が
し
な
い
の
だ
が
。
二
週
間
ま
た
別
の

投
薬
を
さ
れ
る
。

家
人
は
匂
わ
な
い
の
で
他
人
み
た
い
だ
。
自
身
も
自
分
の
匂

い
が
し
な
い
の
で
わ
た
し
が
誰
か
わ
か
ら
な
い
。
見
知
ら
ぬ

猿
み
た
い
だ
。食
卓
を
は
さ
ん
で
、見
知
ら
ぬ
二
匹
の
猿
が
、

美
味
し
い
？
う
ん
、
う
ま
い
よ
。
ど
ん
な
味
？
う
ん
カ
レ
ー

の
味
が
す
る
よ
。カ
レ
ー
ね
、そ
う
だ
よ
、カ
レ
ー
だ
よ
。猿

は
匂
い
の
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
を
し
な
が
ら
、
自
分
に
返
る
こ

と
が
な
い
。
や
っ
ぱ
り
カ
レ
ー
よ
ね
。

6

◆
  野
球
中
継
は
流
れ
る

黒
田
ナ
オ

帰
り
道

夕
暮
れ
バ
ス
を
降
り
る
と

そ
ろ
そ
ろ
と
八
月
が
忍
び
寄
り

ビ
ー
ル
の
底
に
沈
む
団
地
の
窓
か
ら

流
れ
て
く
る
野
球
中
継

甲
高
い
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
声
が

は
じ
け
て
は
幾
つ
も
の
泡
と
な
る

電
信
柱
の
横
に
昇
る
三
日
月
を

追
い
か
け
て

野
良
猫
た
ち
が
集
会
へ
と
急
ぐ
頃

カ
ー
ン

打
撃
音
が
響
き

湧
き
上
が
る
歓
声
に

太
鼓
や
調
子
っ
ぱ
ず
れ
の
ラ
ッ
パ
の
音

打
ち
ま
し
た
、
打
ち
ま
し
た

球
は
お
ー
き
く
伸
び
て
い
ま
す

見
上
げ
た
陸
橋
を

ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
姿
の
背
中
が
駆
け
抜
け

口
に
ふ
く
ん
だ
見
え
な
い
枝
豆
の

ほ
の
か
な
塩
気
と

耳
の
す
ぐ
そ
ば
を
通
り
過
ぎ
る

若
い
売
り
子
た
ち
の
賑
や
か
な
声

バ
ッ
タ
ー
交
代
を
告
げ
る
場
内
放
送
に

い
つ
か
聞
い
た
こ
と
の
あ
る
代
打
選
手
の
名
前
が

夜
空
に
ぽ
っ
か
り
浮
か
ん
で
は

風
の
中

溶
け
て
混
じ
っ
て

消
え
て
い
く
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に
服
し
て
い
る
は
ず
は
な
い
。
そ
こ
で
神
学
者
た
ち
あ
る
い
は

無
批
判
な
哲
学
者
た
ち
〈
7
〉
は
、
存
在
者
一
般
を
論
じ
る
存

在
論
 (O
ntologie〈
8
〉) に
お
い
て
時
間
空
間
を〈
も
の
〉の

存
在
の
客
観
的
形
式
だ
と
し
な
が
ら
、
神
か
ら
は
そ
の
形
式
を

消
去
す
る
と
い
う
矛
盾
を
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
カ

ン
ト
は
直
ち
に
次
の
よ
う
に
言
う
の
で
あ
る
。「
し
か
し
な
が

ら
、
予
め
時
間
と
空
間
と
を
〈
も
の
〉
自
体
そ
の
も
の
の
形
式

に
し
て
お
き
な
が
ら
、し
か
も
、た
と
え〈
も
の
〉 (die Dinge)

を
廃
棄
し
て
も
、〈
も
の
〉
の
現
実
存
在
 (Existenz)　
の
制
約

と
し
て
残
る
よ
う
な
形
式
に
し
て
お
き
な
が
ら
、
い
っ
た
い
い

か
な
る
権
利
で
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
で
き
る
の
か
。」〈
9
〉
―

―
つ
ま
り
一
旦
客
観
的
形
式
と
さ
れ
た
時
間
空
間
を
神
か
ら
取

り
除
く
権
利
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
権
利
は
誰

に
も
、
ど
こ
に
も
な
い
。
矛
盾
律
〈
10
〉
に
反
す
る
か
ら
で
あ

る
。
存
在
論
と
自
然
神
学
と
が
矛
盾
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ

で
存
在
論
と
は
「
一
般
形
而
上
学
」
で
あ
っ
て
、
カ
ン
ト
以
前
、

伝
統
的
に
「
心
理
学
」「
宇
宙
論
」「
自
然
神
学
」
と
い
う
「
特

殊
形
而
上
学
」
の
基
礎
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
基
礎
部
門

と
特
殊
部
門
と
の
矛
盾
を
カ
ン
ト
は
突
く
。「
な
ぜ
な
ら
、〔
そ

の
よ
う
に
〈
も
の
〉
の
客
観
的
形
式
に
し
て
し
ま
え
ば
〕
 時
間

と
空
間
と
は
一
切
の
現
存
在
(Dasein) 一
般
の
制
約
と
し
て
、

神
の
現
存
在
 (Dasein
Gottes) の
制
約
で
も
な
け
れ
ば
な

る
ま
い
か
ら
で
あ
る
。」
―
―
時
間
と
空
間
と
が
理
性
的
存
在

者
一
般
を
ふ
く
め
た
「
存
在
者
一
般
」「
現
存
在
一
般
」
の
制
約

だ
と
す
れ
ば
、
神
も
時
間
空
間
と
い
う
「
客
観
的
」
制
約
に
服

す
こ
と
に
な
る
。
基
礎
部
門
で
あ
る
一
般
形
而
上
学
に
お
い
て

存
在
者
一
般
の
客
観
的
形
式
と
さ
れ
た
時
間
空
間
が
特
殊
形

而
上
学
の
ひ
と
つ
で
あ
る
自
然
神
学
に
お
い
て
神
学
の
対
象

か
ら
取
り
除
か
れ
る
の
で
あ
る〈
11
〉。だ
か
ら
と
い
う
わ
け
で

は
な
い
が
、
カ
ン
ト
は
時
間
空
間
の
論
究
を
通
し
て
両
者
が

「
私
た
ち
の
外
的
な
ら
び
に
内
的
な
直
観
様
式
の
主
観
的
形

式
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
論
証
す
る
。
こ
れ
を
コ
ペ
ル
ニ

ク
ス
的
転
回
の
最
初
の
ス
テ
ー
ジ
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

感
性
的
と
は
、
す
で
に
有
る
も
の
を
受
容
的
に
受
け
入
れ
る

受
容
性
能
力
の
特
徴
を
言
い
表
す
。
他
方
、
そ
れ
と
対
立
的
に

考
え
ら
れ
る
の
が
「
根
源
的
」
で
あ
る
。
根
源
的
直
観
の
場
合
、

直
観
す
る
こ
と
で
対
象
を
存
在
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。「
時
間

と
空
間
の
両
者
を
万
物
の
客
観
的
形
式
に
し
よ
う
と
い
う
の

で
な
け
れ
ば
、
私
た
ち
の
外
的
な
ら
び
に
内
的
な
直
観
様
式
の

主
観
的
形
式
と
す
る
以
外
に
道
は
な
い
。
こ
の
直
観
様
式
が
感

性
的
と
呼
ば
れ
る
わ
け
は
、
そ
れ
が
根
源
的
(ursprünglich)

で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
に
よ
っ
て
直
観
の
客

観
 (O
bjekt) が
与
え
ら
る
よ
う
な（
そ
し
て
私
た
ち
が
洞
察
す

る
か
ぎ
り
で
は
原
存
在
者
 (U
rw
esen) に
の
み
属
し
う
る
よ

う
な
）
直
観
様
式
で
は
な
く
、
こ
の
直
観
様
式
は
客
観
の
現
存

在
に
依
存
し
て
い
る
か
ら
、
し
た
が
っ
て
主
観
の
表
象
能
力
が

客
観
に
よ
り
触
発
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
だ
か
ら
、

感
性
的
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
」。
カ
ン
ト
は
批
判
哲
学
に
よ

っ
て
私
た
ち
の
認
識
を
感
性
的
対
象
に
限
定
し
た
。
か
く
し
て

人
間
的
認
識
の
限
界
を
定
め
た
訳
で
あ
る
が
、
こ
の
一
文
に
も

見
ら
れ
る
よ
う
に
限
界
設
定
に
よ
り
限
界
の
彼
方
が
シ
ル
エ

ッ
ト
の
ご
と
く
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

《
　
　
　
註
　
　
　
》

〈
1
〉
そ
も
そ
も
「
批
判
」
(Kritik) と
は
「
分
け
る
こ
と
」

（
κ
ρ
ι
ν
ε
ι
ν
）
で
あ
る
。

〈
2
〉
前
回
は
『
純
粋
理
性
批
判
』「
感
性
論
」
か
ら
の
引
用
文
で
、
と

く
に「
主
観
的
」と
い
う
こ
と
に
注
目
し
た
。今
日
も
そ
れ
を
引
き
ず

る
こ
と
に
な
る
。「
主
観
的
」
と
は
「〈
も
の
〉・
客
観
」
(object)に
属

さ
な
い
、コ
ギ
ト
す
る「
主
観
」の
側
に
属
す
る
と
い
う
意
味
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
の
場
合
も
「
あ
な
た
」
や
「
わ
た
し
」
の
個
人

的
見
解
や
感
じ
方
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

〈
３
〉〔
　
〕
内
は
北
岡
に
よ
る
補
足

〈
4
〉
神
学
は
学
科
の
一
つ
。
神
そ
の
も
の
、
神
と
世
界
と
の
関
係
な

ど
を
考
察
す
る
。
当
時
大
学
は
、
哲
学
部
、
法
学
部
、
医
学
部
、
神
学

部
か
ら
構
成
さ
れ
(同
志
社
や
関
西
学
院
に
は
神
学
部
も
あ
る
)、哲
学

部
は
法
、
医
、
神
三
学
部
の
基
礎
で
あ
っ
た
。

〈
5
〉「
神
は
言
わ
れ
た
。
光
あ
れ
。
こ
う
し
て
光
が
あ
っ
た
。」
(創
・

1-3)。
直
観
す
る
こ
と
で
直
観
の
対
象
が
存
在
に
も
た
ら
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
は
、あ
る
い
は『
創
世
記
』冒
頭
の
神
と
世
界
に
存
在
す
る

様
々
な〈
も
の
〉と
の
関
係
を
思
い
浮
か
べ
れ
ば
、い
く
ぶ
ん
理
解
し

や
す
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
聖
書
の
記
述
が
文
字
通
り
事
態
に

的
中
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
別
問
題
で
あ
る
。逆
に
言
え
ば
、ビ
ッ
グ

バ
ン
を
想
定
し
な
が
ら
、神
の
直
観
(知
的
直
観
)の
創
造
性
を
主
張
す

る
こ
と
は
何
ら
矛
盾
し
な
い
。
ビ
ッ
グ
バ
ン
は
感
性
界
で
の
イ
マ
ー

ジ
ュ
で
あ
り
、知
的
直
観
は
叡
知
界
で
の「
原
存
在
者
」と
派
生
的
・

依
存
的
存
在
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
命
題
定
立
だ
か
ら
で
あ
る
。

〈
6
〉
人
間
が
純
粋
理
性
に
、
つ
ま
り
定
言
命
法
に
、
い
ろ
い
ろ
理
屈

を
つ
け
て
従
わ
な
い
の
は
、思
惟
・
分
別
す
る
に
際
し
て
、常
に
動
物

と
し
て
の
個
体
の
エ
ゴ
を
中
心
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

〈
7
〉「
無
批
判
」
と
は
現
象
と
物
自
体
と
を
区
別
せ
ず
、「
も
の
一
般
」

に
つ
い
て
論
じ
よ
う
と
す
る
姿
勢
の
こ
と
で
あ
る
。

〈
8
〉
九
鬼
周
造
は
O
ntologie を
「
本
体
論
」
と
訳
す
。
ま
た
宮
沢

賢
治
も「
本
体
論
」と
い
う
言
葉
を
用
い
る
と
き
、お
そ
ら
く
は
O
n-

tologie の
訳
語
と
し
て
当
時
浸
透
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
用
語

を
用
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。『
春
と
修
羅
』「
序
」
(筑
摩
文
庫
「
宮

沢
賢
治
全
集
」
１
，
15
頁
以
下
)。

〈
9
〉ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
(Christian W
olf/1679～
1754)

は
、そ
の
著
作『
自
然
神
学
』§795
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
神
は
、

相
互
に
結
び
つ
い
た
物
質
的
な
も
の
の
諸
要
素
を
産
出
す
る
と
同
時

に
、
空
間
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。」
―
同
§796
で
は
「
神
は
、
絶
え
ざ

る
変
化
に
服
す
よ
う
な
物
質
的
な
も
の
の
諸
要
素
を
産
出
す
る
と
同

時
に
、
時
を
も
作
っ
た
の
で
あ
る
。」
―
こ
の
よ
う
に
空
間
も
時
間
も

神
に
よ
り
産
出
さ
れ
た
〈
も
の
〉
の
「
客
観
的
形
式
と
さ
れ
る
。
す
な

わ
ち
す
べ
て
の
存
在
者
に
含
ま
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。「
存
在
論
は
存

在
者
一
般
を
論
じ
る
の
で
、絶
対
的
に
せ
よ
、あ
る
い
は
特
定
の
所
与

の
条
件
の
下
に
せ
よ
、
す
べ
て
の
存
在
者
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
を

証
明
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。」（『
存
在
論
』§8）。他
方
、バ
ウ
ム
ガ
ル
テ

ン
（
Alexander Gottlieb Baum
garten/1714～
 1762）
は
次

の
よ
う
に
言
う
。「
神
に
お
い
て
継
起
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
神
に
は
時

も
な
い
。
神
は
継
起
の
部
分
を
構
成
す
る
よ
う
な
仕
方
で
時
の
な
か

に
あ
る
の
で
は
な
い
。
生
成
も
消
滅
も
神
に
は
絶
対
に
不
可
能
で
あ

り
、
神
は
不
変
で
あ
っ
て
(habet durationem
, m
axim
am
, sol-

lam
 realiter infinitam
)、そ
れ
ゆ
え
永
遠
で
あ
り
、あ
ら
ゆ
る
時
と

共
存
し
つ
つ
常
に
有
る
、か
つ
て
有
っ
た
し
、い
ま
有
り
、将
来
も
有

る
で
あ
ろ
う
。
神
は
存
在
す
る
。」
(『
形
而
上
学
』
§849)。

〈
10
〉
論
理
学
の
規
則
。「
S
は
P
で
あ
る
と
同
時
に
N
on-P
で
あ
る

こ
と
は
で
き
な
い
。」

〈
11
〉「
従
来
の
形
而
上
学
の
重
大
な
誤
謬
、そ
れ
は
存
在
概
念
と
存
在

基
準
と
が
感
性
の
諸
制
約
に「
感
染
」し
て
、こ
れ
に
負
け
て
し
ま
う
、

と
い
う
点
に
あ
っ
た
―
―
と
く
に
従
来
の
誤
謬
と
し
て
カ
ン
ト
の
念

頭
に
あ
る
の
は
ク
ル
ー
ジ
ウ
ス
、
ま
た
ニ
ュ
ー
ト
ン
で
あ
る
―
―
。」

(ハ
イ
ン
ツ
・
ハ
イ
ム
ゼ
ー
ト
、『
近
代
の
形
而
上
学
』
(邦
訳
、
1999

年
、
法
政
大
学
出
版
局
、
173
頁
)。

8

詩
人
の
た
め
の
（
？
）

カ
ン
ト
入
門
 ②

北
岡
武
司

2
0
1
6
年
7
月
24
日
　

「
M
élange」
読
書
会
の
た
め
の
資
料

カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
の
根
本
は
現
象
と
〈
も
の
〉
自
体
、
感

性
界
と
叡
智
界
と
の
区
別
に
あ
る〈
1
〉。そ
れ
ゆ
え
全
体
と
し

て
の
現
実
を
ふ
た
つ
の
ア
ス
ペ
ク
ト
で
見
よ
、
と
い
う
要
請
が

批
判
に
よ
り
布
告
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
区
別
を
、

あ
る
い
は
観
点
の
転
回
を
コ
ギ
ト
に
要
求
す
る
契
機
と
な
る

の
は
、
時
間
空
間
の
主
観
性
の
認
識
で
あ
る〈
2
〉。
主
観
的
と

は
個
人
的
の
謂
で
は
な
く
、
理
性
的
存
在
者
一
般
の
特
殊
た
る

〈
人
間
に
特
有
の
〉の
謂
で
あ
る
。理
性
的
存
在
者
と
い
う
概
念

で
何
が
思
い
う
か
べ
ら
れ
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
こ
れ
は
こ
れ

で
も
う
一
大
テ
ー
マ
と
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な

テ
ー
マ
に
必
ず
生
じ
る
論
争
の
坩
堝
に
投
げ
入
れ
ら
れ
て
し

ま
う
。
こ
こ
で
は
一
応
、「
こ
の
世
を
去
っ
た
魂
た
ち
」「
聖
者
」

「
天
使
」「
神
」
と
い
っ
た
存
在
者
を
要
素
と
す
る
全
体
集
合
と

い
う
ふ
う
に
理
解
し
た
い
。
人
間
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。

『
純
粋
理
性
批
判
』
時
間
空
間
論
（
超
越
論
的
感
性
論
）
末
尾

の
「
一
般
的
注
解
　
Ⅳ
」
の
一
文
は
長
く
て
、
迂
遠
で
難
し
い

が
、
今
日
は
こ
の
一
文
を
読
む
こ
と
と
し
た
い
。
　

「
自
然
神
学
で
思
惟
す
る
対
象
は
、
私
た
ち
に
と
っ
て
直
観
の

対
象
で
は
ま
っ
た
く
な
い
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
自
身
に
と
っ
て

も
感
性
的
直
観
の
対
象
で
は
あ
り
え
な
い
。
自
然
神
学
で
は
人

は
熟
慮
を
施
し
て
、
こ
の
対
象
の
あ
ら
ゆ
る
直
観
か
ら
（
こ
の

対
象
の
認
識
は
す
べ
て
直
観
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
思
惟
は
つ

ね
に
制
限
を
証
明
し
て
い
る
の
で
、
思
惟
で
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
。）
時
間
と
空
間
と
い
う
制
約
を
消
去
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
予
め
時
間
と
空
間
と
を
〈
も
の
〉
自
体
そ
の
も
の
の
形

式
に
し
て
お
き
な
が
ら
、し
か
も
た
と
え〈
も
の
〉 (die Dinge)

を
廃
棄
し
て
も〈
も
の
〉の
現
実
存
在
 (Existenz)　
の
制
約
と

し
て
残
る
よ
う
な
形
式
に
し
て
お
き
な
が
ら
、
い
っ
た
い
い
か

な
る
権
利
で
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
な
ぜ
な
ら

〔
そ
の
よ
う
に
し
て
し
ま
え
ば
〕〈
３
〉
時
間
と
空
間
と
は
一
切

の
現
存
在
 一
般
の
制
約
と
し
て
、
神
の
現
存
在
 (D
asein

Gottes) の
制
約
で
も
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
か
ら
で
あ
る
。
時

間
と
空
間
の
両
者
を
万
物
の
客
観
的
形
式
に
し
よ
う
と
い
う

の
で
な
け
れ
ば
、
私
た
ち
の
外
的
な
ら
び
に
内
的
な
直
観
様
式

の
主
観
的
形
式
と
す
る
以
外
に
道
は
な
い
。
こ
の
直
観
様
式
が

感
性
的
と
呼
ば
れ
る
わ
け
は
、
そ
れ
が
根
源
的
　
(ur-

sprünglich)　
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。す
な
わ
ち
そ
れ
に
よ

っ
て
直
観
の
客
観
 (O
bjekt) が
与
え
ら
る
よ
う
な（
そ
し
て
私

た
ち
が
洞
察
す
る
か
ぎ
り
で
は
原
存
在
者
 (U
rw
esen) に
の

み
属
し
う
る
よ
う
な
）
直
観
様
式
で
は
な
く
、
こ
の
直
観
様
式

は
客
観
の
現
存
在
に
依
存
し
て
い
る
か
ら
、
し
た
が
っ
て
主
観

の
表
象
能
力
が
客
観
に
よ
り
触
発
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の

み
可
能
だ
か
ら
、
感
性
的
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
」
(B 71 以

下
）。こ

の
一
文
は
多
く
の
示
唆
を
含
む
が
、
そ
の
内
容
を
簡
単
に

言
え
ば
、
時
間
空
間
は
存
在
者
一
般
の
「
客
観
的
」
形
式
で
は

な
く
、
む
し
ろ
人
間
の
「
主
観
的
」
形
式
で
あ
る
こ
と
と
、
神

の
直
観
は
直
観
す
る
こ
と
に
よ
り
直
観
の
対
象
を
存
在
に
い

た
ら
し
め
る
が
、
感
性
的
直
観
は
そ
う
で
は
な
い
こ
と
、
こ
れ

を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
冒
頭
の
文
章
を
も
う
一
度
、
読

も
う
。「
自
然
神
学
〈
4
〉
で
思
惟
す
る
対
象
は
、
私
た
ち
に
と

っ
て
直
観
の
対
象
で
は
ま
っ
た
く
な
い
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
自

身
に
と
っ
て
も
感
性
的
直
観
の
対
象
で
は
あ
り
え
な
い
。
自
然

神
学
で
は
人
は
熟
慮
を
施
し
て
、
こ
の
対
象
の
あ
ら
ゆ
る
直
観

か
ら
（
こ
の
対
象
の
認
識
は
す
べ
て
直
観
で
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
思
惟
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
思
惟
は
つ
ね
に
制
限
を
証

明
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
）
時
間
と
空
間
と
い
う
制
約
を
消
去

し
て
い
た
の
で
あ
る
。」

「
自
然
神
学
で
思
惟
す
る
対
象
」と
は
神
で
あ
る
。私
た
ち
は
神

を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
視
覚
的
に
神
の
表
象
を
得
ら
れ
な

い
だ
け
で
な
く
、
五
官
を
通
し
た
の
で
は
神
さ
ま
は
捉
え
ら
れ

な
い
。そ
も
そ
も
私
た
ち
の「
感
性
」(表
象
を
受
容
す
る
能
力
)

に
は
神
は
与
え
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
神
学
の
対
象
は
「
私

た
ち
に
と
っ
て
直
観
の
対
象
で
は
ま
っ
た
く
な
い
」。
神
は
感

覚
器
官
を
通
し
て
私
た
ち
の
中
に
表
象
と
し
て
入
っ
て
く
る

わ
け
で
は
な
い
。
誰
か
が
神
さ
ま
の
顔
は
か
く
か
く
し
か
じ
か

で
、
体
つ
き
は
こ
う
こ
う
で
あ
る
と
言
え
ば
、
そ
の
人
は
嘘
を

言
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
気
が
ふ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の

ど
ち
ら
か
だ
と
い
う
こ
と
は
、
確
か
め
な
く
と
も
分
か
る
。
―

―
さ
ら
に
言
わ
れ
る
。
神
は
「
そ
れ
自
身
に
と
っ
て
も
」、
つ
ま

り
神
自
身
に
と
っ
て
も
「
感
性
的
直
観
の
対
象
で
は
あ
り
え
な

い
」。
だ
が
、「
直
観
」
の
対
象
で
あ
る
こ
と
全
般
が
否
定
さ
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
。「
感
性
的
」直
観
の
対
象
で
は
な
い
と
言

わ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
感
性
と
は
私
た
ち
有
限

な
存
在
者
の
受
容
性
能
力
で
あ
る
。
時
間
空
間
が
受
容
性
の
形

式
と
し
て
私
た
ち
の
心
に
ア
プ
リ
オ
リ
に
備
わ
っ
て
い
る
。
表

象
を
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
時
空
形
式
に
服
し
た
形
で
コ
ギ
ト
の
照

射
圏
域
に
取
り
込
む
能
力
、
そ
れ
が
感
性
で
あ
る
。
感
性
は
コ

ギ
ト
の
主
観
(＝
私
、自
我
)が
有
限
で
あ
る
こ
と
、依
存
的
で
あ

る
こ
と
の
証
し
で
あ
る
。
私
た
ち
の
直
観
は
〈
も
の
〉
を
生
み

出
す
の
で
は
な
い
。
私
た
ち
が
直
観
す
る
の
は
、
感
性
的
直
観

と
は
関
わ
り
な
く
す
で
に
有
る
も
の
だ
け
で
あ
る
。
そ
こ
に
見

え
る
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
や
テ
ー
ブ
ル
の
時
空
的
表
象
を
、
私
た
ち

は
感
覚
と
も
ど
も
受
け
入
れ
て
い
る
(直
観
し
て
い
る
)。
し
か

し
私
た
ち
が
直
観
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
も
テ

ー
ブ
ル
も
存
在
に
い
た
る
わ
け
で
は
な
い
。
存
在
す
る
よ
う
に

な
る
わ
け
で
は
な
い
。
私
た
ち
が
見
る
・
見
な
い
に
か
か
わ
ら

ず
、
最
初
か
ら
有
る
。
私
た
ち
の
直
観
様
式
は
「
客
観
の
現
存

在
に
依
存
し
て
い
る
」。逆
に
言
え
ば
、後
段
で
言
わ
れ
る
よ
う

に
、神
の
直
観
(神
が
直
観
す
る
こ
と
)は
、直
観
に
よ
っ
て
直
観

の
対
象
を
存
在
に
も
た
ら
す
の
で
あ
る
〈
5
〉。

直
観
こ
そ
が
原
存
在
者
の
働
き
で
あ
り
、
思
惟
は
神
に
ふ
さ

わ
し
く
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
直
観
と
言
っ
て
も
私
た
ち
の
感

性
的
直
観
で
は
な
く
て
、
知
的
直
観
で
あ
る
。
そ
の
内
容
が
い

か
な
る
も
の
で
あ
る
か
は
、
私
た
ち
に
は
イ
マ
ジ
ン
で
き
な

い
。
そ
れ
は
神
が
い
か
な
る
存
在
者
で
あ
る
か
を
イ
マ
ジ
ン
で

き
な
い
の
と
お
な
じ
で
あ
る
。
思
惟
と
い
う
の
は
、
分
別
や
結

合
と
い
っ
た
悟
性
　
(U
nderstanding, Verstand)に
よ
っ

て
遂
行
さ
れ
る
働
き
や
、
推
理
・
推
論
と
い
っ
た
理
性
に
よ
っ

て
遂
行
さ
れ
る
働
き
を
な
す
私
た
ち
の
心
的
能
力
で
あ
る
。
理

性
的
存
在
者
一
般
の
最
低
層
に
位
置
す
る
人
間
に
は
思
惟
も

備
わ
っ
て
い
る
が
、
神
に
は
そ
の
よ
う
な
も
の
は
な
い
〈
6
〉。

神
は
無
制
約
者
で
あ
る
。
そ
の
神
が
時
間
と
空
間
と
の
制
約
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富
哲
世

ひ

と

言

詩

評

1
7

立
棺

1わ
た
し
の
屍
体
に
手
を
触
れ
る
な

お
ま
え
た
ち
の
手
は

「
死
」
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い

わ
た
し
の
屍
体
は

群
衆
の
な
か
に
ま
じ
え
て

雨
に
う
た
せ
よ

わ
れ
わ
れ
に
は
手
が
な
い

わ
れ
わ
れ
に
は
死
に
触
れ
る
べ
き
手
が
な
い

わ
た
し
は
都
会
の
窓
を
知
っ
て
い
る

わ
た
し
は
あ
の
誰
も
い
な
い
窓
を
知
っ
て
い
る

ど
の
都
市
へ
行
っ
て
み
て
も

お
ま
え
た
ち
は
部
屋
に
い
た
た
め
し
が
な
い

結
婚
も
仕
事
も

情
熱
も
眠
り
も
　
そ
し
て
死
で
さ
え
も

お
ま
え
た
ち
の
部
屋
か
ら
追
い
出
さ
れ
て

お
ま
え
た
ち
の
よ
う
に
失
業
者
に
な
る
の
だ

わ
れ
わ
れ
に
は
職
が
な
い

わ
れ
わ
れ
に
は
死
に
触
れ
る
べ
き
職
が
な
い

わ
た
し
は
都
会
の
雨
を
知
っ
て
い
る

わ
た
し
は
あ
の
蝙
蝠
傘
の
群
れ
を
知
っ
て
い
る

ど
の
都
市
へ
行
っ
て
み
て
も

お
ま
え
た
ち
は
屋
根
の
下
に
い
た
た
め
し
が
な
い

価
値
も
信
仰
も

革
命
も
希
望
も
　
ま
た
生
で
さ
え
も

お
ま
え
た
ち
の
屋
根
の
下
か
ら
追
い
出
さ
れ
て

お
ま
え
た
ち
の
よ
う
に
失
業
者
に
な
る
の
だ

わ
れ
わ
れ
に
は
職
が
な
い

わ
れ
わ
れ
に
は
生
に
触
れ
る
べ
き
職
が
な
い

(Ⅰ
～
Ⅲ
の
Ⅰ
引
用
)

こ
れ
は
田
村
隆
一
の
第
一
詩
集
に
し
て
日
本
の
戦
後
詩
の
幕
開
け
と
し
て
名
高
い
詩
集
「
四
千
の
日
と
夜
」
所
収
の
名
詩
の
一
編
で
あ
る
が
、
こ
の

「
立
棺
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
そ
も
そ
も
「
寝
棺
」
や
「
座
棺
」
の
よ
う
な
呼
称
と
し
て
現
実
に
対
応
す
る
柩
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

わ
た
し
の
屍
体
を
地
に
寝
か
す
な

お
ま
え
た
ち
の
死
は

地
に
休
む
こ
と
が
で
き
な
い

わ
た
し
の
屍
体
は

立
棺
の
な
か
に
お
さ
め
て

直
立
さ
せ
よ

地
上
に
は
わ
れ
わ
れ
の
墓
が
な
い

地
上
に
は
わ
れ
わ
れ
の
屍
体
を
い
れ
る
墓
が
な
い

(同
、
Ⅱ
よ
り
)

「
立
棺
」
と
い
う
語
彙
そ
の
も
の
は
実
は
鮎
川
信
夫
 →
中
桐
雅
夫
→
田
村
隆
一
と
い
う
、
戦
後
当
時
の
現
状
と
生
き
る
意
味
を
問
う
荒
地
派
の
中
の
三

人
の
詩
人
に
よ
っ
て
、
ま
ず
謂
わ
ば
イ
メ
ー
ジ
を
越
え
た
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。

マ
リ
ア
に
イ
エ
ス
が
告
げ
た
復
活
の
こ
と
ば
に「
我
に
触
れ
る
な
」(ノ
リ
メ
  タ
ン
ゲ
レ
)が
あ
る
( ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
２
０
：
１
１
～
１
８
節
)。

聖
書
の
な
か
で
は
す
が
り
付
こ
う
と
す
る
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
に
た
い
し
て
復
活
し
た
イ
エ
ス
が
、
触
る
な
と
い
う
の
だ
。
田
村
の
「
立
棺
」
は
、
ア

ン
チ
ク
リ
ス
ト
と
し
て
の
田
村
隆
一
ら
の
姿
勢
を
あ
る
い
は
こ
の
福
音
書
を
充
分
に
意
識
し
つ
つ
表
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
ら
は
と
も

に
、
生
き
る
こ
と
と
し
て
の
魂
の
自
立
を
問
う
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
違
う
も
の
で
は
な
い
。

戦
後
の
生
へ
の
心
境
を
遠
ざ
か
り
、厭
世
感
に
満
た
さ
れ
て
死
者
へ
連
な
る
生
者
と
し
て
さ
っ
さ
と
歩
み
去
っ
て
し
ま
お
う
と
い
う
こ
と
は
、後
腐
れ

も
な
く
潔
い
こ
と
か
も
知
れ
な
い
、
け
れ
ど
詩
と
し
て
踏
み
留
ま
る
こ
と
、
そ
れ
も
ま
た
残
さ
れ
た
死
に
方
の
は
ひ
と
つ
で
は
な
い
か
と
思
う
。
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◆
  み
き
り

大
橋
愛
由
等

そ
れ
は
、
両
手
で
し
っ
か
り
押
さ
え
ら
れ

（
食
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
入
母
屋
だ
っ
た
。
ゆ
っ
く
り
、
な

さ
れ
る
が
ま
ま
に
。
サ
ト
ゥ
ル
ヌ
ス
の
息
子
が
そ
う
だ
っ
た

よ
う
に
。
肉
用
ナ
イ
フ
と
フ
ォ
ー
ク
を
用
意
し
て
う
な
べ
て

い
る
執
事
は
蚯
蚓
を
捕
ら
え
損
な
っ
た
朝
の
こ
と
が
す
べ
て

で
あ
り
懐
中
時
計
を
忘
れ
て
き
た
こ
と
は
ど
う
で
も
よ
か
っ

た
。小
谷
が
汽
笛
を
咆
哮
し
た
こ
と
が
合
図
と
な
り
、夏
精
が

陽
炎
を
き
ら
い
緑
陰
に
潜
り
込
も
う
と
し
て
い
る
。
花
崗
岩

に
み
つ
か
る
ま
で
動
か
な
い
つ
も
り
。
ウ
ラ
ベ
ニ
ヒ
ョ
ウ
モ

ン
モ
ド
キ
が
見
逃
す
わ
け
は
な
く
出
血
し
つ
づ
け
る
入
母
屋

に
送
信
さ
れ
る
全
て
の
メ
イ
ル
便
を
無
化
し
よ
う
と
算
段
。

出
血
は
蔦
が
吸
い
取
ろ
う
と
し
て
い
る
が
追
い
つ
か
な
い
。

素
足
で
生
き
よ
う
と
し
て
い
る
多
足
類
の
も
の
た
ち
に
語
り

か
け
る
風
音
は
F
7
の
コ
ー
ド
か
ら
は
じ
め
よ
う
。
な
に
が

な
ん
で
も
コ
ン
パ
ス
ど
お
り
に
こ
と
が
運
べ
ば
舞
台
が
つ
と

ま
る
と
想
っ
て
い
る
バ
イ
レ
た
ち
よ
、
ナ
ラ
ン
ハ
の
皮
を
剥

こ
う
か
。ひ
と
つ
と
せ
ふ
た
つ
と
せ
。蝉
た
ち
は
沈
黙
し
た
い

が
た
め
に
啼
い
て
い
る
。
そ
う
だ
ろ
う
み
な
緊
喫
な
事
象
の

な
か
に
生
き
て
い
て
、
苛
立
ち
は
巨
木
の
ウ
ロ
に
隠
し
た
い

く
せ
に
、
待
ち
続
け
て
い
る
の
は
ぼ
く
と
あ
な
た
と
ぼ
く
で

あ
り
、
ア
グ
ア
は
N
O
N
と
い
わ
れ
よ
う
と
今
も
湧
き
で
て

い
る
し
、
緑
は
い
つ
ま
で
も
不
全
の
し
る
し
、
な
の
だ
か
ら
。

◆
  さ
れ
ど

大
橋
愛
由
等

笑
っ
た
つ
も
り
だ
っ
た
の
だ
が

（
い
つ
も
濡
れ
て
い
る
路
面
が
あ
る
。
双
魚
は
棲
め
な
い
。
つ

が
い
の
水
鳥
も
や
っ
て
こ
な
い
。悦
楽
の
場
所
で
も
な
く
、辻

風
が
小
休
止
す
る
場
所
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
ア
ゲ
ハ
チ
ョ
ウ

が
自
分
の
翅�

影�
�

を
水
面
に
映
し
に
や
っ
て
く
る
。
お
お
よ
そ

午
後
四
時
。夕
ざ
れ
の
オ
ー
ド
。勤
務
時
間
中
に
し
ゃ
が
み
に

や
っ
て
く
る
男
た
ち
が
タ
バ
コ
の
煙
を
吹
き
か
け
る
。
季
の

う
つ
ろ
い
を
呪
詛
し
て
い
る
。
ハ
イ
ヒ
ー
ル
で
通
り
す
ぎ
る

女
た
ち
は
混
濁
し
た
街
を
す
り
抜
け
小
走
り
で
移
動
す
る
。

お
う
で
ぃ
え
ん
す
の
前
で
立
ち
つ
く
す
た
め
。
即
非
蓮
の
花

売
り
は
こ
と
し
も
こ
の
街
に
や
っ
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。「
夢

の
中
に
三
年
間
生
き
て
い
た
ぼ
く
が
目
覚
め
て
最
初
に
呑
ん

だ
の
は
ア
モ
ン
テ
ィ
リ
ア
ー
ド
だ
っ
た
」。
そ
う
い
え
ば
雲
の

渋
み
を
べ
シ
ャ
メ
ル
ソ
ー
ス
に
加
え
よ
う
と
し
た
異
人
の
料

理
人
は
こ
の
街
か
ら
去
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。
だ
れ
が

い
つ
こ
の
街
に
や
っ
て
き
て
い
つ
去
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
を

記
載
す
る
記
述
官
も
こ
の
街
か
ら
去
ろ
う
と
し
て
い
る
。
去

っ
て
も
去
っ
て
も
こ
の
街
は
い
つ
も
去
っ
て
い
く
ひ
と
び
と

で
満
ち
て
い
る
こ
と
を
し
っ
て
い
る
花
売
り
は
こ
う
も
言

う
。「
唯
識
だ
よ
、
き
っ
と
」。
バ
イ
レ
た
ち
に
よ
っ
て
打
ち
こ

ま
れ
た
板
も
ギ
タ
リ
ス
タ
が
か
き
鳴
ら
し
た
コ
ー
ド
の
数
々

も
濡
れ
た
路
面
の
唯
識
な
の
だ
ろ
う
か
。
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◆

無
題
（
わ
、
あ
る
く
隣
人
）

高
谷
和
幸

「
■
■
■
■
」

バ
ス
の
中
が
言
葉
の
坩
堝
に
な
っ
て
い
る
片
方
の
耳
で

聞
い
て
い
て
無
意
味
に
思
え
る
不
気
味
な
生
成
文
法
の

暴
■
風
に
私
は
恐
■
怖
を
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
覚
え
■
る
そ
れ
は
た
ま
た
ま
言
葉
が
記
■
憶
の
深

□
□
層
か
ら
言
葉
で
あ
る
こ
と
を
求
め
な
い
場
合
が
あ

る
と
い
■
う
こ
と
と
ど
こ
か
で
呼
応
し
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
彷
彿
と
■
さ
せ
る
の
は
ま
ず
説
明
で
き
な
い
映
像

の
発
す
る
音
が
あ
る
と
い
う
光
■
■
景
な
■
の
だ
が
根

源
的
に
存
在
す
る
映
像
は
言
葉
で
は
な
■
い
が
そ
れ
自

体
が
言
語
だ
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
い
■
■
■
し
た
が
っ
て
音
の
イ
■
メ
ー

ジ
の
そ
の
住
所
で
あ
る
か
住
ま
い
の
見
取
り
図
■
に
関

す
る
暴
走
な
の
だ
■
つ
ま
り
隣
人
と
い
う
窃
視
の
レ
■

ン
ズ
で
と
ら
え
ら
れ
る
身
体
の
エ
ロ
チ
シ
ズ
ム
に
暴
力

が
■
レ
ン
ズ
の
閾
を
こ
え
て
充
満
し
た
状
態
「
し
あ
わ

せ
は
あ
る
い
て
こ
な
い
」
の
意
味
が
■
■
置
き
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
換
え
■

■
■
■
■
■
て
あ
る
住
ま
い
の
見
取
り
図
に
は
無
人
の

は
ず
が
そ
こ
で
は
人
間
が
あ
ふ
れ
そ
の
人
間
は
数
字
に

よ
っ
て
一
般
的
な
加
算
が
で
き
な
い
な
ぜ
な
ら「
■
■
」

の
数
値
以
上
は
増
加
し
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
か
減
少
し

て
し
ま
う
の
■
だ
か
■
ら
□
□
□
□
こ
■
こ
に
■
あ
る

い
て
こ
な
い
■
も
■
の
と
■
一
人
で
暮
ら
し
て
い
る

◆
  幻
覚
に
基
づ
く
星
読
み
の
独
り
言

野
口
　
裕

グ
ラ
フ
に
点
を
ひ
と
つ
打
つ

ち
ょ
い
と
理
想
か
ら
外
れ
る
ね
え

す
こ
ー
し
も
ど
っ
ち
ゃ
く
れ
ま
い
か
？

そ
う
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
か

摂
理
っ
て
も
の
が
あ
る
か
ら
ね
え

た
と
え
ば
そ
れ
が
遠
い
星
か
ら
や
っ
て
き
た

気
ま
ぐ
れ
な
光
だ
と
し
て
も

客
人
の
た
め
に
は

鶏
ぐ
ら
い
潰
せ
る

理
想
の
方
を
直
す
か
な
あ

あ
あ
、
粥
を
あ
り
が
と
う

一
眠
り
し
て

雲
の
切
れ
る
の
を
待
つ
よ
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◆
  子
守
唄

富
  哲
世

鴬
色
の
ボ
ー
ル
を

し
ゃ
ん
し
ゃ
ん
と
闇
の
廊
下
に
投
げ
入
れ
る
と

あ
さ
ま
だ
き
の
子
守
唄
の
ほ
う
へ

畳
ま
れ
た
フ
ラ
ン
ネ
ル
の
庭
へ
と

思
い
出
は
ま
た
遠
ざ
か
る

ア
モ
ル
フ
ァ
ス
な
羽
を
開
い
て

ど
ん
な
小
さ
な
た
め
息
も

指
輪
の
よ
う
に
  泉
の
よ
う
に

か
が
み
込
む
背
中
を
あ
た
た
か
く
包
む
だ
ろ
う

だ
れ
か
が
だ
れ
か
に
話
し
か
け
る

小
鳥
は
こ
と
り
に

沈
黙
は
し
ず
け
さ
に

う
つ
け
た
顔
が
音
信
を
か
す
か
に
す
る
と

お
ど
す
よ
う
な
足
音
の
あ
と

そ
の
夜
三
匹
の
動
物
を
連
れ
だ
っ
た
ま
ま

子
供
は
戻
っ
て
な
か
っ
た

◆
  桃
を
食
む

高
橋
雅
城

朝
凪
　
十
五
句

空
梅
雨
や
か
ん
か
ん
か
ん
と
石
う
が
つ
   

正
直
を
ほ
ど
ほ
ど
に
し
て
熱
帯
夜
       

熱
帯
の
夜
に
へ
そ
あ
た
り
が
痒
い
       

桃
を
食
ん
で
こ
ん
ち
く
し
ょ
う
だ
編
集
長
  

悪
戯
は
ほ
ど
ほ
ど
ゴ
ー
ヤ
チ
ャ
ン
プ
ル
ー
   

世
の
中
の
平
和
を
集
め
朝
凪
げ
り
        

家
々
に
幸
不
幸
あ
り
黴
薫
る
            

世
の
中
の
不
幸
を
集
む
黴
の
家

株
式
は
乱
高
下
し
て
父
ち
び
る
           

ス
ー
パ
ー
の
ち
ら
し
た
た
む
や
母
ち
ぢ
む
   

日

本

経

済

新

聞

兄

か

え

る
               

じ
ゃ
ん
け
ん
を
し
て
み
て
あ
い
こ
茄
子
胡
瓜
     

夜
の
秋
な
が
な
が
ぐ
ー
ち
ょ
き
ぱ
ー
そ
の
他
     

本
年
は
節
目
節
目
の
男
梅
雨
           

日
捲
に
涎
た
ら
し
て
女
梅
雨
          

良
信
忌
　
十
句

男
梅
雨
繁
し
寺
岡
良
信
忌

女
梅
雨
雲
引
き
裂
い
て
良
信
忌

男
梅
雨
止
ま
ず
全
共
闘
き
ら
う

良
信
と
云
ふ
人
在
り
き
今
年
梅
雨

朝
夕
は
凪
ぎ
て
寺
岡
良
信
忌

桜
桃
忌
河
童
忌
寺
田
良
信
忌

薪
割
の
音
の
朝
凪
良
信
忌

夏
旱
瀬
を
渡
る
な
り
良
信
忌

良
信
の
墓
を
訪
ふ
な
り
長
け
し
夏

道
を
し
へ
道
を
教
え
よ
良
信
忌

◆
  サ
ン
ゴ
礁
の
波北

岡
武
司

波
の
レ
ン
ズ
　
珊
瑚
礁
に
揺
れ
　
厚
く
薄
く

海
水
の
緑
濃
く
な
り
透
き
と
お
り
　

陸
地

�

�

で
は
　
甘
い
風
が
そ
よ
吹
き

降
り
つ
も
っ
た
火
山
灰
に
ヤ
ジ
リ
や

射
抜
か
れ
た
シ
ャ
レ
コ
ウ
ベ

震
洋�
の
名
残
も
覆
わ
れ

灰
が
風
に
運
ば
れ
降
り
つ
み
　
層
が
い
く
つ
も
隠
れ

人
間
に
起
こ
っ
た
こ
と
の
思
い
出
が
南
の
島
に
つ

み
重
な
る今

日
も
あ
す
も
あ
さ
っ
て
も

出
来
事
は
し
で
か
さ
れ

歴
史
が
時
間
の
な
か
に
降
り
つ
み
　
地
層
を
な
す

H
eute, m
orgen und auch überm
orgen 

schichten sich G
eschichten in der Zeit

U
nd m
achen verschiedene Schichten aus.

遠
い
昔
の
遠
い
国
の
出
来
事
が

こ
ん
な
島
に
も
物
見
台
を
も
と
め
た

珊
瑚
礁
の
島
に
火
山
灰
が
降
り
　

ひ
と
が
し
で
か
し
　
ひ
と
に
ふ
り
か
か
る
マ
グ
マ

そ
の

噴
出
　

ま
だ
こ
ぬ
と
き
に
も
歴
史
は
し
で
か
さ
れ

運
命
が
降
り
つ
も
り
　
あ
ら
た
な
地
層
を
作
り
　

す
す
む

し
で
か
さ
れ
た
こ
と
　
し
で
か
さ
れ
て
い
る
こ
と

し
で
か
さ
れ
る
だ
ろ
う
こ
と
の
全
体

は
じ
ま
り
と
終
わ
り

W
as geschah, w
as geschieht

U
nd w
as geschehen w
ird,

H
at auch dessen G
anze einen Anfang 

und ein Ende.

は
じ
め
と
終
わ
り
　
―
　

と
き
の
な
か
に
思
い
浮
か
べ
れ
ば

エ
デ
ン
の
園
と
神
の
国
か
　
神
々
の
国
と
自
由
の

完
成
か

両
端
の
あ
い
だ
で
歴
史
は
す
す
む

マ
グ
マ
を
噴
出
し
な
が
ら
す
す
む

楽
園
は
地
上
に
な
く
　
と
き
の
な
か
に
は

神
の
国
も
自
由
の
完
成
も
な
い

ぼ
く
ら
の
思
い
浮
か
べ
は
と
き
の
な
か
に
し
か
な

い
の
に

山
も
な
い
島
に
火
山
灰
降
り
つ
み

太
古
か
ら
　
今
も
　
こ
れ
か
ら
も
　
歴
史
が
降
り

か
か
る

遙
か
水
平
線
の
か
な
た
に
狼
煙
が
予
兆
と
な
っ
て

あ
が
り

マ
グ
マ
の
吹
き
出
し
そ
う
な
気
配
が
風
に
の
る

遠
い
空
の
下
　
い
ま
に
も
噴
火
が
は
じ
ま
り
そ
う
な

歴
史
の
予
感
に
戦�

�
�く

波
頭
は
環
礁
に
砕
け
　
白
く
速
く
蛇
の
よ
う
に

這
う

※
太
平
洋
戦
争
末
期
、
海
軍
で
用
い
ら
れ
た
特
攻
兵

器
。ベ
ニ
ヤ
板
製
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
の
艇
首
部
に
爆
薬

を
内
蔵
し
、搭
乗
員
が
乗
り
込
み
目
標
艦
艇
に
体
当
た

り
攻
撃
を
敢
行
す
る
。
起
用
さ
れ
た
の
は
学
徒
兵
、
幼

い
予
科
練
出
身
者
た
ち
で
あ
る
。
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年
に
一
度

だ
け
だ
か
ら
、

変
化
を
際
立

っ
て
認
識
し

て
し
ま
う
。

七
月
下
旬

の
梅
雨
あ
け

か
ら
、「
ロ
ル

カ
詩
祭
」の
あ

る
八
月
中
旬

ま
で
、拙
宅
か

ら
30
分
ほ
ど
北
へ
歩
い
た
場
所
に
あ
る
六
甲
山
系
に
あ
る
保
久
良
山

へ
の
早
朝
登
山
を
も
う
何
年
も
つ
づ
け
て
い
る
。

山
頂
に
は
延
喜
式
内
の
保
久
良
神
社
が
あ
る
。
こ
の
神
社
は
い
つ

創
建
さ
れ
た
の
か
も
分
か
ら
な
い
ほ
ど
に
古
く
。
縄
文
時
代
の
高
地

集
落
跡
が
あ
っ
た
り
、神
道
と
い
う
制
度
化
さ
れ
た
も
の
以
前
に
、巨

石
(磐
座

�
�
�
�

)信
仰
の
場
所
と
し
て
周
辺
住

民
の
信
仰
の
対
象
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

境
内
周
辺
に
い
ま
も
散
ら
ば
る
巨
石

群
を
み
れ
ば
わ
か
る
。

巨
石
に
は
線
刻
さ
れ
た
も
の
も
あ

り
、神
々
の
依
り
代
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
い
し
れ
る
。つ
ま
り
巨

石
の
庭
は
、神
遊
び
の
神
聖
な
場
所
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。し
か
し
残
念

な
が
ら
神
社
信
仰
以
前
の
神
人
に
よ
る
神
遊
び
は
絶
え
て
い
て
、
神

社
周
辺
の
巨
石
た
ち
だ
け
が
、
こ
の
地
の
神
祇
信
仰
の
深
さ
を
物
語

っ
て
く
れ
る
。

そ
の
保
久
良
神
社
の
鳥
居
の
前
に
忽
然
と
神
さ
ま
が
現
れ
た
。〈
権

根
津
彦
命
〉
と
書
い
て
「
し
い
ね
つ
ひ
こ
の
み
こ
と
」
と
呼
ぶ
。
わ
た

し
が
住
む
神
戸
市
東
灘
区
の
菟
原
地
区
の
統
治
を
任
さ
れ
た
〈
権
根

津
彦
命
〉が
青
い
亀
に
乗
っ
て「
海
か
ら
昇
る
日
輪
(太
陽
)が
遥
拝
で

き
る
場
所
」
(案
内
板
か
ら
)を
海
上
か
ら
探
し
求
め
た
と
こ
ろ
、
こ
の

「
ほ
く
ら
山
」
に
た
ど
り
着
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

以
後
、〈
権
根
津
彦
命
〉
は
菟
原
地
区
を
「
国
つ
神
」
=在
郷
の
支

配
者
=と
し
て
統
治
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
神
武
天
皇
が
九
州
か
ら
攻

め
上
っ
て
き
た
と
き
、明
石
海
峡
で
合
流
し
て
、大
和
侵
攻
の
た
す
け

を
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
後
の
大
和
政
権
に
と
っ
て
協
力

者
の
位
置
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
ず
に
、
領
地
を
安

堵
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
の〈
権
根
津
彦
命
〉の
彫
像
が
な
ぜ
平
成
の
今
と
な
っ
て
造
ら
れ

た
の
か
そ
の
経
緯
は
知
ら
な
い
。
わ
た
し
に
と
っ
て
神
話
時
代
の
神

が
忽
然
と
現
れ
た
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
し
か
な
い
。
現
代
に
古
代
の

神
が
必
要
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。「
国
つ
神
」
な
の
で
直
接
に
は
天
皇

家
と
直
結
は
し
な
い
。

〈
権
根
津
彦
命
〉
が
青
い
亀
に
乗
っ
て
上
陸
し
た
場
所
が
「
青�

�
亀�

」

と
呼
ば
れ
、そ
れ
が
現
在
の「
青�

�
木�

」に
つ
な
が
っ
て
い
く
。そ
の〈
青�

�

亀�

／
青
木
〉
か
ら
田
邊
地
区
を
経
て
、
わ
た
し
の
居
住
す
る
「
北
畑
」

か
ら
保
久
良
山
に
神
が
歩
い
た
の
で
あ
る
。面
白
い
の
は
、拙
宅
近
く

に
海
か
ら
続
く
小
さ
な
南
北
の
道
が
あ
っ
て
、
J
R
の
線
路
に
遮
ら

れ
る
こ
と
な
く
山
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
神�

�
道�

�
」

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。奄

美
群
島
の
シ
マ
(集
落
)に
は
か

な
ら
ず
こ
う
し
た
「
神�

�
道�

�
」
が
あ

り
、ノ
ロ
ク
メ
と
い
っ
た
祭
祀
者

が
、
拝�

�
ん
所�

�
、
あ
る
い
は
テ
ラ
と

よ
ば
れ
る
聖
地
に
直
結
す
る
通
路
が
あ
る
構
造
と
同
じ
で
あ
ろ
う
。

い
わ
ば
〈
権
根
津
彦
命
〉
が
〈
青�

�
亀�

／
青
木
〉
に
上
陸
し
て
ほ
く
ら

山
に
む
か
う
そ
の
筋
道
が
拙
宅
の
間
近
に
あ
る
と
い
う
わ
け
で
あ

る
。し

か
し
こ
の「
神�

�
道�

�
」は
ひ
と
の
命
も
吸
い
取
っ
て
し
ま
う
。一
九

九
五
年
一
月
一
七
日
の
阪
神
・
淡
路
大
震
災
が
発
生
し
た
午
前
五
時

四
六
分
の
時
刻
に
も
保
久
良
山
へ
の
早
朝
登
山
者
が
い
て
(こ
の
時
期

の
こ
の
時
間
は
ま
だ
夜
の
さ
な
か
で
あ
る
)、
神�

�

道�
�

ぞ
い
の
住
宅
が
が
け
崩

れ
を
お
こ
し
、
そ
の
下
敷
き
に
な
っ
た
一
人
の
犠
牲
者
が
な
か
な
か

発
見
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
保
久
良
神
社
境
内
に
あ
っ
た

早
朝
登
山
者
向
け
の
休
憩
所
も
震
災
の
揺
れ
で
倒
壊
。
そ
こ
に
い
た

登
山
者
も
犠
牲
に
な
っ
て
い
る
。

神戸詞
うた

あしび

104-2016.07.24  大橋愛由等

突
如
あ
ら
わ
れ
た

神
話
時
代
の
神
は

保久良神社の権根津彦命


