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近
代
日
本
に
お
け
る
死
生
観
言
説
と
そ
の
時
代
背
景

―
志
賀
直
哉
「
城
の
崎
に
て
」
を
中
心
に

島
薗 

進

一　

死
生
観
言
説
の
登
場　

―
一
九
〇
〇
年
前
後

日
本
で
「
死
生
観
」
と
い
う
語
が
生
み
出
さ
れ
、
多
く
の
人
々
が
関
心
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
九
〇
〇
年
代
の
初
頭

だ
っ
た
。
近
代
日
本
の
死
生
観
言
説
は
こ
の
時
期
に
始
ま
り
、
そ
の
後
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
期
に
再
活
性
化
し
、
さ
ら
に

一
九
七
〇
年
代
以
降
、
欧
米
の
ホ
ス
ピ
ス
運
動
、
死
生
学
運
動
に
刺
激
さ
れ
な
が
ら
三
度
目
の
活
性
期
を
迎
え
て
現
在
に
至
っ
て

い
る
（
島
薗　

二
〇
〇
三
ａ
、
二
〇
〇
八
）。

一
九
〇
〇
年
前
後
か
ら
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
に
至
る
三
〇
年
程
の
間
に
、
第
一
期
の
死
生
観
言
説
は
そ
れ
な
り
の
深
ま
り
を
見

せ
て
い
く
。
な
ぜ
、
こ
の
時
期
に
死
生
観
言
説
が
広
ま
り
、
そ
の
内
容
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
も
っ
て
い
る
の
か
。
こ
の
問
題
に

つ
い
て
、
筆
者
は
す
で
に
「
死
生
観
」
と
い
う
用
語
を
生
み
出
し
広
め
た
立
役
者
で
あ
る
加
藤
咄
堂
（
一
八
七
〇
～
一
九
四
九
）

を
取
り
上
げ
て
、
予
備
的
な
考
察
を
進
め
て
き
た
（
島
薗　

二
〇
〇
三
ｂ
）。
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加
藤
は
武
士
の
出
身
で
漢
学
の
素
養
が
あ
る
と
と
も
に
仏
教
に
つ
い
て
も
学
び
取
っ
て
お
り
、
一
般
読
書
人
向
け
の
書
物
を
書

い
て
足
場
を
築
き
、
後
に
は
大
衆
の
た
め
の
修
養
の
講
演
者
、
著
述
家
と
し
て
著
名
人
と
な
っ
た
。
一
九
一
九
年
に
は
一
年
の

講
演
回
数
が
二
三
〇
回
に
及
ん
だ
と
い
い
、
一
九
二
四
年
に
は
、「
国
民
精
神
作
興
に
関
す
る
詔
書
」
を
受
け
て
結
成
さ
れ
た
教

化
団
体
連
合
会
の
理
事
に
選
ば
れ
て
い
る
。
政
府
か
ら
も
国
民
教
化
の
重
宝
な
人
材
と
見
な
さ
れ
る
存
在
だ
っ
た
こ
と
が
知
れ
る
。

そ
の
出
身
か
ら
も
知
れ
る
よ
う
に
加
藤
は
武
士
道
に
親
近
感
を
も
ち
、
武
士
道
か
ら
国
民
道
徳
論
へ
と
発
展
し
て
い
く
よ
う
な
言

説
の
系
譜
を
代
表
す
る
存
在
だ
っ
た
。
こ
の
系
譜
は
明
治
天
皇
の
死
の
直
後
に
な
さ
れ
た
乃
木
希
典
（
一
八
四
九
～
一
九
一
二
）

の
殉
死
に
よ
っ
て
、
一
段
と
強
力
な
流
れ
と
な
っ
た
。
こ
の
流
れ
は
戦
争
が
起
こ
る
と
自
ず
か
ら
活
性
化
し
、
戦
時
中
の
死
生
観

言
説
の
支
配
的
な
様
式
と
な
る
。
太
平
洋
戦
争
期
ま
で
の
死
生
観
言
説
の
有
力
な
系
譜
の
一
つ
が
こ
こ
に
見
ら
れ
る
。

だ
が
、
こ
の
時
期
の
死
生
観
言
説
は
こ
の
系
譜
に
つ
き
る
も
の
で
は
な
い
。
も
う
一
つ
の
有
力
な
系
譜
と
し
て
、
知
識
人
、
文

学
者
ら
の
死
生
観
言
説
が
あ
る
。
こ
の
系
譜
は
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
期
に
も
沈
黙
さ
せ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
戦
闘
的
な
支
配

的
潮
流
と
比
べ
れ
ば
マ
イ
ナ
ー
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
な
り
の
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
小
林
秀
雄
は

一
九
四
二
年
に
「
無
常
と
い
う
こ
と
」
と
い
う
小
文
を
書
い
て
い
る
が
（
小
林　

二
〇
〇
二
）、
こ
れ
に
感
銘
を
受
け
た
読
者
は

少
な
く
な
か
っ
た
し
、
戦
後
も
よ
く
読
ま
れ
続
け
た
。
そ
こ
で
は
、
中
世
浄
土
教
の
『
一
言
芳
談
』
の
「
生
死
無
常
の
有
様
を
思

ふ
に
、
此
世
の
こ
と
は
と
て
も
か
く
て
も
候
」
と
い
う
句
を
含
む
一
節
が
引
か
れ
、
歴
史
と
は
上
手
に
思
い
出
す
こ
と
だ
と
い
う

思
想
が
述
べ
ら
れ
て
い
く
。

だ
が
、
そ
こ
に
は
ま
た
死
こ
そ
が
人
間
を
完
結
さ
せ
る
と
い
う
死
の
思
想
が
述
べ
ら
れ
て
も
い
る
。『
一
言
芳
談
』
は
死
に
思

い
を
こ
ら
す
こ
と
を
勧
め
る
、
代
表
的
中
世
死
生
観
文
献
で
あ
る
こ
と
も
思
い
起
こ
し
て
お
き
た
い
。
若
い
軍
人
や
兵
士
に
死
の

覚
悟
を
促
す
言
説
が
あ
ふ
れ
て
い
た
と
き
、
そ
れ
と
は
異
な
る
死
生
観
の
述
べ
方
が
あ
り
う
る
こ
と
を
示
し
た
一
文
と
言
え
よ
う
。

高
度
の
教
養
を
基
礎
と
し
て
咀
嚼
さ
れ
う
る
こ
う
し
た
死
生
観
言
説
が
戦
時
中
の
若
者
に
及
ぼ
し
た
影
響
も
無
視
で
き
な
い
。
た
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と
え
ば
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
に
死
に
つ
い
て
多
く
の
発
言
を
行
っ
て
き
た
批
評
家
の
吉
本
隆
明
の
場
合
、『
一
言
芳
談
』
へ
の

強
い
関
心
の
背
後
に
「
無
常
と
い
う
こ
と
」
の
影
響
を
読
み
取
る
の
は
不
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
（
吉
本
他　

一
九
九
六
）。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
教
養
文
化
の
中
の
死
生
観
言
説
は
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
教
養
文
化
の
成
立
期
に
世

間
を
賑
わ
せ
た
「
煩
悶
」
の
言
説
の
中
に
そ
の
早
い
現
れ
が
あ
る
。
一
九
〇
三
年
、
第
一
高
等
学
校
の
学
生
だ
っ
た
藤
村
操

（
一
八
八
六
～
一
九
〇
三
）
が
華
厳
の
滝
で
投
身
自
殺
し
、
世
間
を
賑
わ
せ
た
。
藤
村
は
元
大
蔵
省
主
計
官
の
息
子
、
南
部
藩
士

の
孫
で
あ
り
、
井
上
円
了
（
一
八
五
八
～
一
九
一
九
）
が
設
立
し
た
京
北
中
学
を
卒
業
し
、
一
高
に
進
学
し
て
さ
ほ
ど
時
を
経
ぬ

頃
だ
っ
た
。
京
北
中
学
は
哲
学
館
、
哲
学
堂
の
創
始
者
で
も
あ
る
井
上
円
了
の
思
想
を
反
映
し
て
哲
学
教
育
を
尊
ん
で
い
た
。
叔

父
の
那
賀
通
世
は
そ
の
死
を
世
に
知
ら
せ
つ
つ
悼
む
文
章
を
草
し
、「
余
が
兄
の
子
藤
村
操
、
幼
に
し
て
大
志
あ
り
、
哲
学
を
講

究
し
て
、
宇
宙
の
真
理
を
発
明
し
、
衆
生
の
迷
夢
を
醒
ま
さ
ん
と
欲
し
、
昨
年
よ
り
第
一
高
等
学
校
に
入
り
、
哲
学
の
予
備
の
学

を
修
め
居
た
れ
ど
も
、
学
校
の
科
目
は
、
力
を
用
ふ
る
ほ
ど
の
事
に
非
ず
と
て
、
専
ら
哲
学
宗
教
文
学
美
術
等
の
書
を
研
究
し
て

居
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

藤
村
が
身
を
投
げ
る
直
前
に
、
華
厳
の
滝
上
の
樹
木
に
彫
り
つ
け
た
「
巌
頭
之
感
」
と
題
さ
れ
た
一
文
は
、
そ
の
自
殺
の
哲
学

的
動
機
を
示
す
も
の
と
し
て
世
を
驚
か
せ
た
。「
悠
々
た
る
哉
天
壤
、
遼
々
た
る
哉
古
今
、
五
尺
の
小
躯
を
以
て
此
大
を
は
か
ら

む
と
す
。
ホ
レ
ー
シ
ョ
の
哲
學
竟
に
何
等
の
オ
ー
ソ
リ
チ
ー
を
價
す
る
も
の
ぞ
。
萬
有
の
眞
相
は
唯
一
言
に
し
て
悉
す
、
曰
く
、

「
不
可
解
」。
我
こ
の
恨
を
懐
い
て
煩
悶
、
終
に
死
を
決
す
。
既
に
巌
頭
に
立
つ
に
及
ん
で
、
胸
中
何
等
の
不
安
あ
る
な
し
。
始
め

て
知
る
、
大
な
る
悲
觀
は
大
な
る
樂
觀
に
一
致
す
る
を
」。「
ホ
レ
ー
シ
ョ
の
哲
学
」
と
い
う
の
は
、
俗
人
の
常
識
的
思
想
と
い
う

よ
う
な
意
味
で
あ
る
。
こ
の
世
の
雑
事
に
埋
没
し
て
生
き
る
の
を
潔
し
と
せ
ず
、
も
っ
と
も
重
要
な
真
理
の
核
心
に
向
き
合
お
う

と
し
、
人
生
の
意
味
の
欠
如
と
い
う
究
極
の
「
悲
観
」
を
悟
っ
て
死
ぬ
の
だ
が
、
死
に
向
き
合
う
こ
と
は
ま
た
大
い
な
る
「
楽

観
」
で
も
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
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こ
の
出
来
事
は
、
死
を
覚
悟
す
る
こ
と
、
死
に
直
面
す
る
こ
と
が
自
己
に
と
っ
て
の
究
極
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
に
な
る
と
い

う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
遺
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
に
共
鳴
す
る
若
者
も
少
な
く
な
か
っ
た
よ
う
で
、
そ
の
後
、
華
厳
の
滝
で
の
自
殺
が
あ

い
つ
い
だ
。
京
北
中
学
以
来
の
友
人
で
あ
っ
た
魚
住
折
蘆
（
一
八
八
三
～
一
九
一
〇
）
は
、
藤
村
へ
の
共
鳴
を
文
章
の
形
に
遺
し

て
い
る
。「
弔
辞
」
で
は
、「
想
ひ
起
す
去
年
十
月
、
わ
れ
信
仰
の
混
惑
に
陥
り
死
を
描
い
て
君
に
語
ら
ず
、
今
年
、
五
月
君
生
死

の
大
疑
に
触
れ
死
を
決
し
て
我
に
告
げ
ず
、
嗚
呼
我
今
日
後
に
残
り
て
君
を
弔
す
る
日
に
逢
は
む
と
は
、
君
の
死
を
聞
く
や
憂
悲

わ
れ
を
蔽
ひ
わ
れ
再
死
を
描
い
て
止
ま
ず
、
死
ま
た
り
に
我
を
招
い
で
我
に
死
を
希
は
し
め
ぬ
。
若
し
去
年
十
月
わ
れ
君
に
告
ぐ

る
に
我
胸
中
を
以
て
せ
ば
必
ず
し
も
煩
悶
を
独
す
る
を
要
せ
ざ
り
し
な
ら
む
、
或
は
相
抱
い
て
水
に
下
り
し
や
も
測
り
知
る
べ
か

ら
ず
」
と
述
べ
て
い
る
。

魚
住
は
続
い
て
一
高
の
『
校
友
会
雑
誌
』（
一
九
〇
三
年
五
月
号
）
に
「
自
殺
論
」
を
寄
稿
し
、「
予
の
恥
づ
る
な
く
し
て
選
び

う
る
も
の
三
。
曰
く
、
狂
。
曰
く
、
自
殺
。
曰
く
、
信
仰
。
而
し
て
予
は
前
二
者
に
近
き
て
傍
を
過
ぎ
り
遂
に
第
三
者
に
達
し
て

安
ん
じ
ぬ
。
一
た
び
は
狂
を
望
見
し
て
戦
慄
せ
し
が
之
を
雲
の
如
く
に
送
り
、
二
た
び
は
死
の
誘
惑
を
受
け
て
身
を
悶
え
し
が
之

を
超
え
て
渡
り
ぬ
。（
偏
に
師
友
の
愛
に
感
謝
す
）
か
く
て
最
後
に
懐
疑
の
帳
を
巻
い
て
信
仰
に
立
ち
た
る
也
」
と
論
じ
た
。
正

面
か
ら
究
極
の
問
い
に
向
き
合
う
こ
と
を
是
と
し
、
ひ
い
て
は
死
を
覚
悟
す
る
こ
と
、
自
殺
す
る
こ
と
を
も
是
と
す
る
と
い
う
論

旨
で
あ
る
。

魚
住
は
早
く
か
ら
内
村
鑑
三
に
ひ
か
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
な
り
な
が
ら
も
、
懐
疑
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
た
。
一
高
卒
業
後
は

東
京
帝
国
大
学
の
独
文
科
に
、
つ
い
で
哲
学
科
に
進
学
し
、
ト
ル
ス
ト
イ
に
親
し
ん
だ
。
大
学
院
で
学
び
文
筆
活
動
も
行
う
よ
う

に
な
り
、『
見
神
の
実
験
』
を
著
し
た
綱
島
梁
川
や
一
燈
園
を
創
始
し
た
西
田
天
香
に
共
鳴
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
一
九
一
〇
年

に
病
死
し
た
。
当
時
、
多
数
の
学
生
が
宗
教
体
験
に
ひ
か
れ
た
が
、
彼
ら
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
宗
教
的
知
識
人
と
し
て
、
内

村
鑑
三
（
一
八
六
一
～
一
九
三
〇
）、
清
沢
満
之
（
一
八
六
三
～
一
九
〇
三
）、
西
田
天
香
（
一
八
七
二
～
一
九
六
八
）、
綱
島
梁
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川
（
一
八
七
三
～
一
九
〇
七
）、
伊
藤
証
信
（
一
八
七
六
～
一
九
六
三
）、
そ
し
て
ト
ル
ス
ト
イ
（
一
八
二
八
～
一
九
一
〇
）
な
ど

の
名
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
魚
住
は
強
く
死
を
意
識
し
こ
れ
ら
の
宗
教
的
知
識
人
に
学
び
な
が
ら
、
真
理
を
問
う
者
、
哲

学
を
学
ぶ
者
と
し
て
の
ア
イ
ン
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
打
ち
立
て
よ
う
と
奮
闘
し
た
の
だ
っ
た
が
、
病
気
の
た
め
若
く
し
て
死
去
し
た
。

二　

志
賀
直
哉
の
自
己
確
立

こ
う
し
た
教
養
主
義
的
求
道
者
の
中
で
、
洗
練
さ
れ
た
死
生
観
の
表
現
に
到
達
し
、
近
代
日
本
の
死
生
観
言
説
、
死
生
観
表
現

に
お
い
て
傑
出
し
た
地
位
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
存
在
に
、
小
説
家
の
志
賀
直
哉
（
一
八
八
三
～
一
九
七
一
）
が
い
る
。
志

賀
直
哉
は
学
習
院
の
高
校
時
代
の
友
人
、
武
者
小
路
実
篤
、
木
下
利
玄
ら
と
『
白
樺
』
を
創
刊
し
（
一
九
一
〇
年
）、
有
島
武
郎
、

里
見
敦
、
柳
宗
悦
ら
と
と
も
に
新
た
な
文
芸
運
動
を
起
こ
し
た
白
樺
派
の
中
心
人
物
の
一
人
で
あ
る
。
志
賀
は
藤
村
操
や
魚
住
折

蘆
と
ほ
ぼ
同
年
代
で
、
彼
ら
と
同
様
、
教
養
主
義
文
化
に
よ
る
自
己
確
立
に
真
剣
に
取
り
組
み
、
求
道
的
な
読
書
生
活
を
経
る
う

ち
に
深
刻
な
内
的
葛
藤
に
は
ま
り
込
ん
で
い
っ
た
。

当
時
、
学
習
院
の
院
長
は
乃
木
希
典
だ
っ
た
が
、
白
樺
派
の
人
々
は
乃
木
に
好
感
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。
夏
目
漱
石
や
森
鴎

外
は
乃
木
の
殉
死
に
衝
撃
を
受
け
な
が
ら
、
敬
意
と
感
慨
を
込
め
て
『
こ
こ
ろ
』
や
『
阿
部
一
族
』
な
ど
の
作
品
を
書
い
た
の
だ

が
、『
白
樺
』
の
若
者
た
ち
は
殉
死
に
象
徴
さ
れ
る
武
士
道
的
な
死
生
観
に
は
あ
ま
り
共
鳴
し
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
ト
ル
ス
ト
イ

や
白
樺
派
に
つ
い
て
の
著
作
で
知
ら
れ
る
本
多
秋
五
は
、『
志
賀
直
哉
』
で
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。

乃
木
大
将
の
殉
死
に
際
し
て
、
武
者
小
路
は
、「
乃
木
大
将
の
殉
死
は
、
あ
る
不
健
全
な
る
時
が
自
然
を
悪
用
し
て
作
り
上

げ
た
る
思
想
に
は
ぐ
く
ま
れ
た
人
の
不
健
全
な
理
性
の
み
が
、
賛
美
す
る
こ
と
を
許
せ
る
行
動
で
あ
る
」（『
人
類
的
、
附
乃



島薗進

近代日本における死生観言説とその時代背景

13

木
大
将
の
殉
死
』）
と
書
い
た
。
志
賀
日
記
を
見
る
と
、「
乃
木
さ
ん
が
自
殺
し
た
と
き
い
た
時
、「
馬
鹿
な
奴
だ
」
と
い
ふ

気
が
、
丁
度
下
女
か
な
に
か
ゞ
無
考
へ
に
何
か
し
た
時
感
ず
る
心
持
と
同
じ
や
う
な
感
じ
方
で
感
じ
ら
れ
た
。」（
大
正
元
年

九
月
一
四
日
）
と
あ
る
。（
上
、
六
六
～
七
ペ
ー
ジ
） 

本
多
秋
五
は
武
者
小
路
や
志
賀
の
こ
う
し
た
態
度
に
つ
う
い
て
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
が
、
よ
く
要
点
を
捉
え
た
も
の
だ
ろ

う
。

こ
こ
に
は
学
習
院
卒
業
生
の
無
意
識
の
特
権
意
識
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
だ
け
に
身
軽
に
国
家
に
つ
い
て
、
忠
誠
心
に
つ

い
て
、
功
名
手
柄
に
つ
い
て
、
古
い
観
念
を
か
な
ぐ
り
棄
て
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
武
者
小
路
や
志
賀
の
考
え
を
無
条
件
に
肯

定
す
る
の
で
は
な
い
。
世
代
間
の
思
想
の
相
違
を
い
う
の
で
あ
る
。
／
他
方
、
文
学
を
全
力
投
球
に
値
す
る
唯
一
の
仕
事
と

考
え
た
志
賀
直
哉
は
、
そ
の
た
め
に
は
命
を
ち
ぢ
め
て
も
惜
し
く
な
い
と
ま
で
考
え
た
。（
同
、
六
七
ペ
ー
ジ
）

武
者
小
路
や
志
賀
直
哉
は
武
士
道
的
な
殉
死
が
、
特
定
集
団
の
存
亡
や
名
誉
を
か
け
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
違
和
感
を
も
っ
た
の

だ
ろ
う
。「
自
分
」
と
い
う
語
が
頻
出
す
る
文
章
を
書
い
た
彼
ら
は
、
特
定
集
団
に
属
す
る
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
普
遍
的
な

真
理
に
わ
が
身
を
捧
げ
る
個
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
立
を
目
指
し
た
。
そ
れ
も
宗
教
を
通
し
て
で
は
な
く
、
教
養

を
通
し
て
そ
の
よ
う
な
普
遍
的
真
理
に
近
づ
け
る
と
い
う
希
望
を
も
つ
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
こ
の
世
の
生
命
を
超
え

て
尊
ぶ
べ
き
も
の
が
あ
る
と
感
じ
て
い
た
武
士
か
ら
何
も
の
か
を
引
き
継
い
で
い
た
の
か
も
し
れ
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
藤
村
操
や

魚
住
折
蘆
の
よ
う
に
超
越
的
価
値
の
喪
失
や
「
虚
無
」
に
直
面
し
た
と
し
て
も
、
自
殺
に
し
か
道
が
な
い
と
思
う
ほ
ど
の
悲
観
に

陥
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
「
神
」
を
失
っ
た
が
、
そ
れ
に
か
わ
っ
て
た
と
え
ば
「
自
然
」
と
よ
ば
れ
る
よ
う
な
何
か
を
見
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い
だ
し
、
そ
こ
に
新
た
な
拠
り
所
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

と
は
い
え
、
そ
こ
で
死
の
想
念
が
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
あ
っ
た
。
志
賀
直
哉
の
場
合
が
そ
れ
で
、
大
正
教
養
主
義
文

化
の
中
で
の
死
生
観
言
説
を
代
表
す
る
よ
う
な
作
品
を
遺
す
こ
と
に
な
る
。
志
賀
は
父
親
や
内
村
鑑
三
と
の
厳
し
い
葛
藤
を
経
て
、

死
に
向
き
合
う
こ
と
を
通
し
て
「
近
代
的
自
我
」
と
考
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
エ
リ
ー
ト
（「
文
学
者
」「
芸
術
家
」）
と
し
て
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
獲
得
し
て
い
く
。
そ
の
「
死
に
向
き
合
う
」
体
験
を
描
き
、
個
人
と
し
て
作
家
と
し
て
の
自
己
確
立
と
死
生

観
と
の
関
連
を
鮮
明
に
示
し
た
の
が
「
城
の
崎
に
て
」（
一
九
一
七
年
）
で
あ
る
。

志
賀
直
哉
は
長
期
に
わ
た
っ
て
父
と
の
葛
藤
に
悩
ん
だ
。
実
業
家
で
あ
り
、
こ
と
あ
る
ご
と
に
家
父
長
権
を
か
ざ
す
父
に
反
抗

し
て
、
教
養
主
義
文
化
の
核
心
に
あ
っ
た
よ
う
な
精
神
的
な
価
値
に
わ
が
身
を
捧
げ
る
道
を
歩
も
う
と
す
る
。
一
〇
代
後
半
か
ら

は
内
村
鑑
三
が
導
き
の
星
と
な
っ
た
。
内
村
に
従
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
を
学
び
、
潔
癖
な
倫
理
性
を
目
指
し
、
世
俗
に
な
じ
ん
だ
生

活
か
ら
遠
ざ
か
ろ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
や
が
て
（
八
年
後
）
内
村
か
ら
離
れ
て
い
く
。
そ
し
て
ほ
と
ん
ど
出
席
せ
ず
に
東
京
大

学
を
中
退
す
る
。
経
済
的
に
自
立
で
き
な
い
上
に
、
性
欲
の
抑
圧
に
耐
え
ら
れ
な
く
な
り
、
家
事
手
伝
い
の
女
性
と
の
結
婚
を
一

方
的
に
決
意
し
て
、
性
的
交
わ
り
を
も
つ
。
そ
れ
が
父
と
の
葛
藤
を
決
定
的
な
も
の
と
し
、
や
が
て
家
を
出
る
こ
と
に
な
る
。
こ

の
過
程
を
主
に
性
の
悩
み
と
主
人
公
（「
私
」）
の
迷
い
と
い
う
側
面
か
ら
描
い
た
自
伝
的
小
説
が
「
大
津
順
吉
」（
一
九
一
二
年
）

で
あ
る
。
こ
の
小
説
は
ち
ょ
う
ど
明
治
天
皇
の
死
や
乃
木
大
将
の
殉
死
と
前
後
し
て
『
中
央
公
論
』
に
掲
載
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
彼
は
別
の
女
性
と
結
婚
し
子
供
が
生
ま
れ
る
が
、
最
初
の
子
供
の
死
を
き
っ
か
け
と
し
て
父
と
の
関
係
は
和
解
に

向
か
っ
て
い
く
。
こ
の
過
程
を
書
い
た
の
が
「
和
解
」（
一
九
一
七
年
）
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
間
に
作
家
自
身
に
ど
の
よ
う
な

心
境
の
変
化
が
あ
っ
た
の
か
。「
城
の
崎
に
て
」（
一
九
一
七
年
）、「
あ
る
男
、
そ
の
姉
の
死
」（
一
九
二
〇
年
）、『
暗
夜
行
路
』

（
一
九
一
九
～
三
七
年
）
を
見
る
と
、
作
家
な
り
の
「
死
に
向
き
合
う
体
験
」
が
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
文
学
的
表
現
の
成

功
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
志
賀
直
哉
は
青
年
期
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
・
ク
ラ
イ
シ
ス
を
克
服
し
、
確
固
た
る
倫
理
的
主
体
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性
を
我
が
も
の
と
す
る
（「
自
我
」
確
立
）
に
際
し
て
、「
死
に
向
き
合
う
体
験
」
と
死
生
観
表
現
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
。

三　

死
生
観
小
説
と
し
て
の
「
城
の
崎
に
て
」

実
際
に
は
、
志
賀
は
「
大
津
順
吉
」
を
発
表
し
た
後
、
明
治
天
皇
と
乃
木
大
将
の
死
の
ほ
ぼ
一
年
後
の
一
九
一
三
年
、
山
手
線

の
電
車
に
は
ね
ら
れ
て
重
症
を
負
い
、
強
く
死
を
意
識
し
た
。
そ
の
こ
と
は
「
城
の
崎
に
て
」
の
書
き
出
し
に
記
さ
れ
て
い
る
と

お
り
で
あ
る
。

山
手
線
の
電
車
に
跳
飛
ば
さ
れ
て
怪
我
を
し
た
、
そ
の
後
養
生
に
、
一
人
で
但
馬
の
城
崎
温
泉
へ
出
掛
け
た
。
背
中
の
傷
が

脊
椎
カ
リ
エ
ス
に
な
れ
ば
致
命
傷
に
な
り
か
ね
な
い
が
、
そ
ん
な
事
は
あ
る
ま
い
と
医
者
に
云
わ
れ
た
。
二
三
年
で
出
な
け

れ
ば
後
に
心
配
は
い
ら
な
い
、
と
に
か
く
要
心
は
肝
心
だ
か
ら
と
い
わ
れ
て
、
そ
れ
で
来
た
。

「
あ
る
男
、
そ
の
姉
の
死
」
で
は
、
木
の
上
の
鳥
の
巣
を
襲
お
う
と
す
る
蛇
に
驚
い
て
落
下
し
、
け
が
を
し
た
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。
頭
か
ら
血
が
噴
き
出
し
、
意
識
不
明
に
な
っ
た
。
病
院
へ
か
つ
ぎ
こ
ん
だ
が
退
院
ま
で
二
〇
日
ほ
ど
か
か
っ
た
。
頭
よ
り

も
背
中
の
傷
に
懸
念
が
あ
っ
た
と
い
う
。
心
理
的
衝
撃
は
強
か
っ
た
よ
う
で
、「
城
の
崎
に
て
」
で
は
、「
頭
は
ま
だ
何
だ
か
明は

っ
き
り瞭

し
な
い
。
物
忘
れ
が
烈
し
く
な
っ
た
。
し
か
し
気
分
は
近
年
に
な
く
静
ま
っ
て
、
落
ち
着
い
た
い
い
気
持
が
し
て
い
た
」
と
あ
る
。

そ
し
て
、「
淋
し
い
」「
沈
ん
だ
」
と
「
静
か
」
と
が
通
じ
合
う
よ
う
な
境
地
が
描
き
だ
れ
て
い
く
。

「
淋
し
い
考
え
」
と
い
う
の
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
だ
。
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一
つ
間
違
え
ば
、
今
度
は
青
山
の
土
の
下
に
仰
向
け
に
な
っ
て
寝
て
い
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
な
と
思
う
。
青
い
冷
た
い
堅
い
顔

を
し
て
、
顔
の
傷
も
背
中
の
傷
も
そ
の
ま
ま
で
。
祖
父
や
母
の
死
骸
が
傍わ

き

に
あ
る
。
そ
れ
も
も
う
お
互
い
に
何
の
交
渉
も
な

く
、―

こ
ん
な
事
が
想
い
浮
ぶ
。
そ
れ
は
淋
し
い
が
、
そ
れ
ほ
ど
に
自
分
を
恐
怖
さ
せ
な
い
考
だ
っ
た
。
い
つ
か
は
そ
う

な
る
。
そ
れ
が
い
つ
か
？―

今
ま
で
は
そ
ん
な
事
を
思
っ
て
、
そ
の
「
い
つ
か
」
を
知
ら
ず
知
ら
ず
遠
い
先
の
事
に
し
て

い
た
。
し
か
し
今
は
、
そ
れ
が
本
統
に
い
つ
か
知
れ
な
い
よ
う
な
気
が
し
て
来
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
は
恐
怖
を
よ
び
さ
ま
す
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
生
か
さ
れ
た
こ
と
へ
の
感
謝
や
使
命
感
か
ら
奮
い
立
つ
と

う
ふ
う
に
も
行
か
な
い
。
む
し
ろ
「
静
か
」
さ
と
組
み
合
っ
て
い
る
と
い
う
。「
し
か
し
妙
に
自
分
の
心
は
静
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。

自
分
の
心
に
は
、
何
か
し
ら
死
に
対
す
る
親
し
み
が
起
っ
て
い
た
」。

「
城
の
崎
に
て
」
の
こ
の
先
の
叙
述
は
、
こ
の
自
ら
の
死
を
意
識
し
て
の
心
の
静
か
さ
や
「
死
に
対
す
る
親
し
み
」
に
つ
い
て
、

作
家
が
城
の
崎
で
目
の
当
た
り
に
し
た
生
き
物
の
死
生
を
描
き
な
が
ら
説
明
さ
れ
て
い
く
。
ま
ず
、
玄
関
の
屋
根
で
死
ん
で
い
た

蜂
。「
足
を
腹
の
下
に
ぴ
っ
た
り
と
つ
け
、
触
覚
は
だ
ら
し
な
く
頭
へ
た
れ
下
が
っ
て
い
た
」。
そ
し
て
、「
夜
の
間
に
ひ
ど
い
雨

が
降
っ
た
。
朝
は
晴
れ
、
木
の
葉
も
地
面
も
綺
麗
に
洗
わ
れ
て
い
た
。
蜂
の
死
骸
は
も
う
そ
こ
に
な
か
っ
た
。（
中
略
）
多
分
泥
に

ま
み
れ
て
ど
こ
か
で
じ
っ
と
し
て
い
る
事
だ
ろ
う
」。
こ
う
描
写
し
な
が
ら
、
作
家
は
「
そ
れ
は
い
か
に
も
静
か
」
だ
っ
た
と
繰

り
返
す
。

次
に
は
、
何
と
か
生
き
延
び
よ
う
と
も
が
く
鼠
が
描
か
れ
る
。
海
へ
と
注
ぐ
川
に
鼠
が
投
げ
込
ま
れ
た
。

鼠
は
一
生
懸
命
に
泳
い
で
逃
げ
よ
う
と
す
る
。
鼠
に
は
頸
の
所
に
七
寸
ば
か
り
の
魚
串
が
刺
し
貫
い
て
あ
る
。（
中
略
）
鼠
は
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石
垣
の
間
に
よ
う
や
く
前
足
を
か
け
た
。
し
か
し
這
入
ろ
う
と
す
る
と
魚
串
が
す
ぐ
に
つ
か
え
た
。
そ
し
て
ま
た
水
へ
落
ち

る
。
鼠
は
ど
う
か
し
て
助
か
ろ
う
と
し
て
い
る
。
顔
の
表
情
は
人
間
に
わ
か
ら
な
か
っ
た
が
動
作
の
表
情
に
、
そ
れ
が
一
生

懸
命
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
っ
た
。（
中
略
）
自
分
は
鼠
の
最
期
を
見
る
気
が
し
な
か
っ
た
。
鼠
が
殺
さ
れ
ま
い
と
、
死
ぬ

に
極き

ま

っ
た
運
命
を
担
い
な
が
ら
、
全
力
を
尽
し
て
逃
げ
廻
っ
て
い
る
様
子
が
妙
に
頭
に
つ
い
た
。
自
分
は
淋
し
い
嫌
な
気
持

に
な
っ
た
。
あ
れ
が
本
統
な
の
だ
と
思
っ
た
。
自
分
が
希ね

が

っ
て
い
る
静
か
さ
の
前
に
、
あ
あ
い
う
苦
し
み
の
あ
る
事
は
恐
ろ

し
い
事
だ
。
死
後
の
静
寂
に
親
し
み
を
持
つ
に
し
ろ
、
死
に
到
達
す
る
ま
で
の
あ
あ
い
う
動
騒
は
恐
ろ
し
い
と
思
っ
た
。
自

殺
を
知
ら
な
い
動
物
は
い
よ
い
よ
死
に
切
る
ま
で
は
あ
の
努
力
を
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

で
は
、「
自
分
」
の
場
合
、
ど
う
だ
っ
た
か
、
と
志
賀
は
自
ら
に
問
い
か
け
る
。
自
分
も
鼠
と
同
じ
よ
う
に
必
至
の
努
力
を
し

て
病
院
の
手
配
を
し
た
。「
半
分
意
識
を
失
っ
た
状
態
で
、
一
番
大
切
な
事
だ
け
に
よ
く
頭
の
働
い
た
事
は
自
分
で
も
後
か
ら
不

思
議
に
思
っ
た
位
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
傷
が
致
命
的
な
も
の
か
ど
う
か
は
自
分
の
問
題
だ
っ
た
。
し
か
し
、
致
命
的
な
も
の
か

ど
う
か
を
問
題
と
し
な
が
ら
、
ほ
と
ん
ど
死
の
恐
怖
に
襲
わ
れ
な
か
っ
た
の
も
自
分
で
は
不
思
議
で
あ
っ
た
」。
も
っ
と
も
ほ
ん

と
う
に
致
命
的
な
も
の
だ
と
い
う
宣
告
は
な
か
っ
た
の
だ
が
、
も
し
そ
う
だ
っ
た
と
し
た
ら
あ
の
鼠
の
場
合
と
そ
う
変
わ
ら
な

い
状
態
だ
ろ
う
。
そ
の
場
合
は
動
揺
す
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
。「
あ
る
が
ま
ま
」
だ
。
ど
ち
ら
に
し
ろ
、

そ
れ
は
そ
れ
で
い
い
、「
仕
方
の
な
い
事
だ
」―

こ
う
述
べ
て
い
く
。

最
後
に
、
道
ば
た
の
「
流
れ
」
に
い
た
イ
モ
リ
が
描
か
れ
る
。「
自
分
」
は
石
の
上
に
乗
っ
て
い
る
イ
モ
リ
を
驚
か
せ
て
水
に

入
ら
せ
よ
う
と
、
イ
モ
リ
に
向
か
っ
て
石
を
投
げ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
が
当
た
っ
て
イ
モ
リ
は
死
ん
で
し
ま
う
。「
素
よ
り
自

分
の
し
た
こ
と
で
は
あ
っ
た
が
い
か
に
も
偶
然
だ
っ
た
。
い
も
り
に
と
っ
て
は
全
く
不
意
な
死
で
あ
っ
た
。
自
分
は
し
ば
ら
く
そ

こ
に
踞
ん
で
い
た
。
い
も
り
と
自
分
だ
け
に
な
っ
た
よ
う
な
心
持
ち
が
し
て
蠑
螈
の
身
に
自
分
が
な
っ
て
そ
の
心
持
ち
を
感
じ
た
。
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可
哀
想
に
想
う
と
同
時
に
、
生
き
物
の
淋
し
さ
を
感
じ
た
」。
事
故
で
死
ん
だ
イ
モ
リ
と
事
故
で
生
き
残
っ
た
自
分
が
置
き
換
え

可
能
な
も
の
と
感
じ
た
の
だ
と
い
う
。
生
き
残
っ
て
よ
か
っ
た
、
あ
る
い
は
申
し
訳
な
か
っ
た
と
い
う
よ
り
、
死
ん
だ
者
と
一
体

だ
と
い
う
気
持
ち
が
強
か
っ
た
と
い
う
こ
と
か
。
そ
し
て
、
ま
と
め
の
一
節
へ
と
入
っ
て
い
く
。

遠
く
町
端
れ
の
灯
が
見
え
出
し
た
。
死
ん
だ
蜂
は
ど
う
な
っ
た
か
。
そ
の
後
の
雨
で
も
う
土
の
下
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
ろ
う
。

あ
の
鼠
は
ど
う
し
た
ろ
う
。
海
へ
流
さ
れ
て
、
今
頃
は
そ
の
水
ぶ
く
れ
の
し
た
体
を
塵
芥
と
一
緒
に
海
岸
に
で
も
打
ち
あ
げ

ら
れ
て
い
る
事
だ
ろ
う
。
そ
し
て
死
な
な
か
っ
た
自
分
は
こ
う
し
て
歩
い
て
い
る
。
そ
う
思
っ
た
。
自
分
は
そ
れ
に
対
し
、

感
謝
し
な
け
れ
ば
済
ま
ぬ
よ
う
な
気
も
し
た
。
し
か
し
実
際
喜
び
の
感
じ
は
湧
き
上
っ
て
は
来
な
か
っ
た
。
生
き
て
い
る
事

と
死
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
事
と
、
そ
れ
は
両
極
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ほ
ど
に
差
は
な
い
よ
う
な
気
が
し
た
。

こ
の
よ
う
に
「
城
の
崎
に
て
」
は
身
辺
の
動
物
の
死
を
描
き
な
が
ら
、
事
故
に
あ
っ
て
死
に
直
面
し
た
志
賀
の
「
自
分
」
の
死

生
観
に
つ
い
て
た
ん
た
ん
と
語
っ
た
作
品
で
、
随
筆
に
近
い
と
も
心
境
小
説
と
も
評
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
、
こ
こ
に
は
自
ら
が
い

の
ち
の
危
機
に
陥
っ
た
経
験
を
通
し
て
あ
る
種
の
死
生
観
を
得
、
死
の
恐
怖
を
超
え
、
死
を
身
近
な
も
の
と
し
て
受
容
す
る
こ
と

が
で
き
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
あ
る
種
の
悟
り
の
体
験
、
あ
る
い
は
死
と
生
を
め
ぐ
る
真
理
を
体
得
し
た
経
過
が
示
唆

さ
れ
て
い
る
の
だ
。

四　

死
生
観
と
悟
り
の
意
識

少
な
く
と
も
志
賀
に
と
っ
て
は
、「
城
の
崎
に
て
」
に
描
か
れ
た
体
験
と
そ
れ
を
こ
の
作
品
に
結
晶
し
え
た
こ
と
が
自
己
の
不
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安
や
葛
藤
を
超
え
、
堅
固
な
拠
り
所
を
も
っ
て
生
き
て
い
く
た
め
の
大
き
な
転
機
と
感
じ
ら
れ
た
よ
う
だ
。
志
賀
が
自
ら
の
迷
い

を
克
服
し
て
い
く
際
、
倫
理
問
題
や
社
会
思
想
の
問
題
も
大
き
な
課
題
だ
っ
た
と
思
わ
れ
、
別
の
作
品
で
は
そ
れ
ら
も
主
題
化
さ

れ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
と
並
ん
で
、
自
ら
の
死
へ
の
恐
怖
を
克
服
す
る
こ
と
が
重
い
意
義
を
も
っ
た
。「
城
の
崎
に
て
」
を
書

く
こ
と
に
よ
っ
て
、
志
賀
は
死
の
恐
怖
に
打
ち
克
ち
う
る
よ
う
な
、
人
生
の
極
意
に
近
づ
い
た
と
い
う
自
覚
を
も
つ
よ
う
に
な
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、「
あ
る
男
、
そ
の
姉
の
死
」
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
っ
と
明
白
に
な
る
だ
ろ
う
。

「
あ
る
男
、
そ
の
姉
の
死
」
は
「
大
津
順
吉
」
で
描
か
れ
た
出
来
事
が
あ
っ
た
前
後
の
、
志
賀
自
身
と
父
と
の
葛
藤
を
弟
か
ら

見
た
兄
の
事
柄
と
し
て
描
き
出
し
て
い
る
。「
和
解
」
で
は
父
と
の
和
解
が
語
ら
れ
る
の
だ
が
、
自
ら
の
性
の
悩
み
に
焦
点
が
当

て
ら
れ
た
「
大
津
順
吉
」
で
は
、
父
は
ほ
と
ん
ど
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
な
ぜ
そ
こ
ま
で
父
と
の
葛
藤
が
深
刻
化
し
た
の
か
が
分
か

り
に
く
い
。
そ
こ
で
こ
の
作
品
で
は
父
と
の
葛
藤
が
正
面
か
ら
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。「
父
」
と
主
人
公
（
兄
、
芳
行
）
と
の
葛

藤
、
ま
た
主
人
公
の
成
熟
に
関
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
の
中
に
、
死
に
直
面
さ
せ
ら
れ
る
事
故
の
一
件
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る

こ
と
は
先
に
記
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

そ
し
て
九
年
を
経
て
、
家
を
出
て
し
ま
っ
た
「
兄
」
と
語
り
手
（
弟
、
芳
三
）
が
再
会
す
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
く
。
こ
れ
も

家
か
ら
離
れ
て
い
た
姉
（
時
子
）
の
死
に
際
し
て
、
信
州
の
寒
村
で
再
会
す
る
と
い
う
設
定
だ
。
語
り
手
は
九
年
ぶ
り
に
会
っ
た

「
兄
」
が
、
人
格
的
に
大
き
く
成
長
し
て
い
る
こ
と
に
驚
く
。

兄
は
な
つ
か
し
そ
う
に
私
の
顔
を
じ
っ
と
見
入
り
ま
し
た
。
そ
の
目
は
柔
ら
か
い
、
そ
し
て
あ
っ
た
か
い
感
情
を
含
ん
で
い

ま
し
た
が
、
そ
れ
に
か
か
わ
ら
ず
、
じ
っ
と
見
ら
れ
る
と
私
は
変
な
圧
迫
を
感
じ
ま
し
た
。
そ
れ
は
兄
が
家
出
を
し
た
こ
と

の
あ
の
い
か
に
も
自
信
の
な
い
オ
ド
オ
ド
し
た
歩
み
、
そ
ん
な
も
の
を
越
え
た
ま
な
ざ
し
で
し
た
。
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二
人
は
最
期
を
迎
え
る
姉
（
時
子
）
の
床
の
そ
ば
へ
行
く
。
そ
れ
か
ら
時
子
の
死
に
至
る
過
程
が
描
か
れ
て
い
く
。
語
り
手
は

死
の
恐
怖
に
見
舞
わ
れ
る
。
作
者
は
こ
こ
で
「
死
の
恐
ろ
し
さ
」
に
つ
い
て
語
り
、「
兄
」
が
す
で
に
そ
れ
を
克
服
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
く
。

人
の
一
生
が
こ
ん
な
に
し
て
終
わ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
事
は
恐
ろ
し
い
以
上
、
物
す
ご
い
感
じ
が
し
ま
し
た
。
死
ん
で
し

ま
え
ば
ど
う
い
う
死
も
結
局
は
同
じ
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の
場
合
、
す
す
け
た
変
に
広
い
部
屋
に
暗
い
つ
り
ラ
ン
プ
が
一

つ
、
そ
し
て
見
る
も
の
何
一
つ
華
や
か
な
色
も
な
く
、
姑
と
夫
と
の
心
持
ち
に
も
も
う
色
も
あ
た
た
か
み
も
な
い
よ
う
な
感

じ
か
ら
、
私
に
は
こ
の
光
景
が
す
で
に
黄
泉
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
の
で
す
。

続
い
て
都
市
の
病
院
と
の
環
境
の
違
い
が
語
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
人
工
的
環
境
で
な
い
た
め
に
む
き
出
し
の
死
に
直
面
し

て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
こ
こ
で
は
何
一
つ
そ
う
い
う
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
無
限
の
闇
に
落
ち
て
落
ち
て
行
く
、
ち
ょ
う
ど
寝
つ
き

に
ど
う
か
す
る
と
そ
う
い
う
気
持
ち
に
な
る
、
そ
れ
に
似
た
死
の
恐
れ
を
感
じ
た
の
で
す
。
鳥
が
鳴
い
た
り
、
虫
が
飛
ん
だ

り
、
日
が
照
っ
た
り
、
風
が
吹
い
た
り
、
花
が
咲
い
た
り
、
犬
が
駆
け
た
り
、
子
供
が
騒
い
だ
り
す
る
明
日
の
あ
る
事
が
ど

う
し
て
も
頭
に
浮
か
ん
で
来
ま
せ
ん
で
し
た
。
死
が
永
遠
の
闇
な
ら
人
生
は
高
原
で
の
寒
い
日
の
薄
暮
と
い
う
よ
う
な
気
が

し
た
の
で
す
。
少
な
く
も
姉
に
は
そ
れ
は
実
際
に
そ
う
だ
っ
た
と
い
う
気
が
し
て
来
た
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
「
兄
」
は
ま
っ
た
く
死
の
恐
れ
に
と
り
つ
か
れ
て
い
な
い
。
恐
れ
に
か
ら
れ
そ
う
な
語
り
手
、
つ
ま
り
「
弟
」
に



島薗進

近代日本における死生観言説とその時代背景

21

と
っ
て
は
「
唯
一
の
た
よ
り
の
気
が
し
て
き
た
」
と
い
う
。「
こ
と
に
あ
の
目
、
そ
れ
は
死
に
反
抗
も
し
な
い
代
わ
り
、
ま
た
そ

れ
に
も
決
し
て
打
ち
負
か
さ
れ
な
い
よ
う
な
目
で
し
た
」。
そ
し
て
、「
実
際
兄
は
姉
の
そ
の
姿
を
じ
っ
と
見
つ
め
て
い
な
が
ら
、

現
在
私
が
す
っ
か
り
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
そ
の
気
分
に
は
少
し
も
巻
き
込
ま
れ
ず
に
い
る
事
が
感
じ
ら
れ
た
か
ら
で
す
」。

「
兄
」
は
お
通
夜
の
前
に
、
す
で
に
何
も
告
げ
ず
に
そ
こ
を
立
ち
去
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
こ
の
小
説
の
最
後
で
、「
兄
」
は
消

息
不
明
だ
が
「
伯
耆
の
大
山
に
確
か
に
兄
だ
と
思
う
人
が
い
る
と
い
う
知
ら
せ
」
が
あ
っ
て
訪
ね
て
み
た
が
人
違
い
だ
っ
た
と
語

ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
暗
夜
行
路
』
の
末
尾
に
お
い
て
、
主
人
公
の
時
任
謙
作
が
大
山
に
登
り
、
そ
こ
で
体
験
し
た
神
秘
体
験

の
こ
と
を
思
わ
せ
る
も
の
だ
。
謙
作
は
そ
こ
で
疲
労
困
憊
し
て
や
が
て
重
い
病
の
床
に
就
く
の
だ
が
、
そ
の
前
に
、「
不
思
議
な

陶
酔
感
」
を
感
じ
る
。

彼
は
自
分
の
精
神
も
肉
体
も
、
今
、
こ
の
大
き
な
自
然
の
中
に
溶
込
ん
で
行
く
の
を
感
じ
た
。
そ
の
自
然
と
い
う
の
は
芥
子

粒
ほ
ど
に
小
さ
い
彼
を
無
限
の
大
き
さ
で
包
ん
で
い
る
気
体
の
よ
う
な
眼
に
感
ぜ
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
溶

け
て
行
く
、―

そ
れ
に
還
元
さ
れ
る
感
じ
が
言
葉
に
表
現
出
来
な
い
ほ
ど
の
快
さ
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
こ
の
陶
酔
感
は
思
想
的
な
意
味
を
も
ち
、
死
の
恐
怖
を
超
え
る
よ
う
な
境
地
に
導
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て

い
る
。静

か
な
夜
で
、
夜よ

鳥ど
り

の
声
も
聴
え
な
か
っ
た
。
そ
し
て
下
に
は
薄
い
靄
が
か
か
り
、
村
々
の
灯
も
全
く
見
え
ず
、
見
え
る
も

の
と
い
え
ば
星
と
、
そ
の
下
に
何
か
大
き
な
動
物
の
背
の
よ
う
な
感
じ
の
す
る
こ
の
山
の
姿
が
仰
が
れ
る
だ
け
で
、
彼
は
今
、

自
分
が
一
歩
、
永
遠
に
通
ず
る
路
に
踏
出
し
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
い
た
。
彼
は
少
し
も
死
の
恐
怖
を
感
じ
な
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か
っ
た
。
し
か
し
、
死
ぬ
な
ら
こ
の
ま
ま
死
ん
で
も
少
し
も
憾
む
と
こ
ろ
は
な
い
と
思
っ
た
。
し
か
し
永
遠
に
通
ず
る
と
は

死
ぬ
こ
と
だ
と
い
う
風
に
も
考
え
て
い
な
か
っ
た
。

『
暗
夜
行
路
』
で
は
妻
の
過
ち
に
悩
む
謙
作
が
大
山
に
来
た
の
は
、「「
出
家
」
ぐ
ら
い
の
気
持
」（
四
四
四
ペ
ー
ジ
）
だ
っ
た
と

さ
れ
、
悟
り
を
求
め
る
モ
チ
ー
フ
が
強
か
っ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
あ
る
男
、
そ
の
姉
の
死
」
で
は
、
心
の
狭
い

「
父
」
に
対
置
さ
れ
て
人
徳
の
あ
る
「
祖
父
」
が
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
「
祖
父
」
は
晩
年
に
仏
教
に
、
と
り
わ
け
禅
に
親
し
ん

で
い
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
（
二
〇
四
ペ
ー
ジ
）。
そ
し
て
「
祖
父
」
は
「
た
い
へ
ん
い
い
目
を
持
っ
て
い
た
」、「
そ
れ
は
静
か

で
い
て
、
力
の
こ
も
っ
た
目
で
」
あ
り
、「
ど
ぎ
つ
く
光
っ
た
場
合
を
見
な
か
っ
た
」
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。　

 

五　

死
生
観
文
学
の
系
譜

「
城
の
崎
に
て
」
が
表
現
す
る
死
生
観
に
つ
い
て
、
卓
抜
な
解
釈
を
提
示
し
た
の
は
批
評
家
で
あ
り
作
家
で
も
あ
っ
た
伊
藤
整

で
あ
る
。
伊
藤
は
『
文
学
入
門
』（
初
版
は
一
九
五
四
年
）
に
お
い
て
、
小
説
が
社
会
関
係
を
描
き
出
す
こ
と
を
志
向
し
て
い
る

か
、
内
面
を
描
き
出
す
こ
と
を
志
向
し
て
い
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
ヨ
コ
型
と
タ
テ
型
と
に
分
け
て
い
る
。
タ
テ
型
の
認
識
の

仕
方
に
も
死
の
方
へ
破
滅
し
て
い
く
こ
と
で
生
を
照
ら
し
出
す
下
降
型
と
、
死
や
無
の
方
に
下
っ
た
地
点
に
わ
が
身
を
置
い
て
そ

こ
か
ら
生
の
光
を
描
こ
う
と
す
る
上
昇
型
が
あ
る
。「
城
の
崎
に
て
」
は
こ
の
タ
テ
型
上
昇
型
の
小
説
の
代
表
的
な
作
品
と
し
て

詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
作
品
の
よ
う
に
、
人
生
と
い
う
も
の
を
死
ぬ
こ
と
と
生
き
る
こ
と
の
差
の
と
こ
ろ
か
ら
考
え
る
こ
と
は
、
人
生
の
深
さ
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を
海
に
た
と
え
れ
ば
、
主
人
公
が
、
か
り
に
、
そ
の
「
死
」
と
い
う
海
の
底
ま
で
下
り
て
い
っ
て
、
そ
の
底
か
ら
、
生
き
て

い
る
現
実
の
世
の
中
、
す
な
わ
ち
水
中
の
魚
や
海
草
や
水
面
の
日
の
輝
き
な
ど
を
の
ぞ
い
て
見
る
よ
う
な
感
じ
を
、
わ
れ
わ

れ
に
与
え
る
。
表
面
に
浮
か
ん
で
い
る
我
々
は
、
表
面
の
波
ば
か
り
気
に
し
て
、
そ
の
表
面
に
お
け
る
ヨ
コ
の
関
係
で
他
人

と
争
っ
て
早
く
進
も
う
と
し
た
り
、
他
人
を
押
し
の
け
た
り
、
あ
ま
り
勝
手
を
す
る
人
間
を
道
徳
と
い
う
も
の
で
非
難
し
た

り
し
て
暮
し
て
い
る
。
浮
い
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
生
き
て
い
る
こ
と
自
体
の
底
に
あ
る
も
の
を
、
わ
れ
わ
れ
は
忘
れ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
作
品
を
読
む
と
、
人
生
の
そ
の
根
本
的
な
姿
を
理
解
し
た
よ
う
に
感
じ
る
。（
一
七
四
～
五
ペ
ー
ジ
）

こ
の
タ
テ
型
上
昇
型
の
小
説
を
伊
藤
は
「
死
ま
た
は
無
を
意
識
す
る
時
に
生
命
が
理
解
さ
れ
、
私
た
ち
の
存
在
が
明
ら
か

に
認
識
さ
れ
る
、
と
い
う
方
法
」
と
捉
え
、「
日
本
の
芸
術
家
が
好
ん
で
使
う
方
法
」
と
す
る
。
例
と
し
て
、
梶
井
基
次
郎
の

「
あ
る
崖
上
の
感
情
」（
一
九
二
八
年
）、
堀
辰
雄
の
「
風
立
ち
ぬ
」（
一
九
三
六
～
三
八
年
）、
尾
崎
一
雄
の
「
虫
の
い
ろ
い
ろ
」

（
一
九
四
八
年
）、
島
木
健
作
の
「
赤
蛙
」（
一
九
四
六
年
）
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。「
こ
れ
ら
の
作
品
は
そ
れ
ぞ
れ
短
い
作
品
で

あ
っ
て
、
人
や
動
物
に
つ
い
て
、
死
ぬ
場
面
を
描
い
て
い
る
か
、
ま
た
は
主
人
公
が
死
に
か
け
て
い
る
病
人
で
あ
る
こ
と
を
前
提

と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
い
ず
れ
も
病
人
の
手
で
書
か
れ
た
、
作
者
が
自
分
の
病
気
と
い
う
意
識
を

持
っ
て
人
生
を
考
え
た
時
に
、
こ
れ
ら
の
作
品
が
生
ま
れ
た
点
が
共
通
し
た
特
色
で
あ
る
」（
一
八
五
ペ
ー
ジ
）。

こ
う
し
た
作
品
は
、
多
く
の
人
が
経
験
す
る
で
あ
ろ
う
比
較
的
単
純
な
事
柄
に
根
差
し
て
い
る
、
そ
う
伊
藤
は
論
じ
る
。

一
般
の
利
益
を
求
め
る
実
生
活
を
し
て
い
る
人
間
で
も
、
い
っ
た
ん
病
気
に
な
っ
て
、
近
く
死
ぬ
と
思
い
な
が
ら
床
に
つ
い

て
い
る
と
、
彼
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
考
え
る
。
や
が
て
自
分
は
こ
の
世
を
去
っ
て
ゆ
く
。
自
分
は
、
こ
の
雲
を
見
る
こ
と
も
で

き
な
く
な
る
し
、
こ
う
い
う
木
の
葉
を
見
る
こ
と
も
な
く
な
る
。
そ
う
す
る
と
彼
は
、
虫
が
は
っ
て
い
る
の
を
見
て
も
、
そ
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の
は
い
方
に
気
を
つ
け
、
こ
の
虫
は
何
の
た
め
に
生
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
考
え
た
り
、
ま
た
は
、
自
分
が
今
こ
う
し
て
生

き
て
い
る
の
は
こ
の
虫
の
よ
う
な
、
は
か
な
い
生
き
方
と
同
じ
こ
と
で
、
自
分
は
こ
の
虫
の
よ
う
に
、
明
日
か
明
後
日
、
死

ぬ
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
／
そ
う
す
る
と
、
彼
に
と
っ
て
は
一
匹
の
虫
の
動
く
有
様
も
他
人
事
で
な
く
、
全
注
意
が
そ

こ
に
集
中
す
る
。
そ
の
時
、
は
じ
め
て
、
一
匹
の
虫
な
り
、
一
枚
の
木
の
葉
な
り
が
、
実
在
感
を
も
っ
て
彼
に
意
識
さ
れ
る
。

（
一
六
五
～
六
ペ
ー
ジ
）

死
を
意
識
せ
ざ
る
を
え
な
い
ほ
ど
の
病
気
や
け
が
で
、
現
世
の
活
動
や
人
間
関
係
か
ら
撤
退
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
と
き
、

そ
の
引
き
下
が
っ
た
地
点
で
諦
念
に
根
差
し
た
安
心
が
得
ら
れ
る
。
こ
の
心
理
を
芸
術
的
に
洗
練
さ
せ
て
描
き
出
し
、
諦
念
に
根

差
し
た
安
心
の
境
地
や
生
の
輝
き
の
認
識
を
描
い
た
の
が
「
城
の
崎
に
て
」
な
ど
の
作
品
群
だ
と
い
う
。

伊
藤
は
さ
ら
に
、
そ
れ
は
東
洋
的
な
隠
遁
の
思
想
伝
統
の
特
徴
に
照
応
す
る
も
の
だ
と
も
論
じ
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
ヨ

コ
の
人
間
関
係
を
描
き
な
が
ら
、
そ
れ
を
理
想
状
態
に
高
め
て
い
こ
う
と
す
る
文
学
的
表
現
に
長
け
て
お
り
、
そ
れ
は
エ
ゴ
と
他

者
へ
の
愛
と
を
主
題
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
倫
理
性
に
対
応
す
る
と
い
う
。
他
方
、
東
洋
の
思
想
は
社
会
倫
理
性
に
乏
し
く
、
社

会
か
ら
撤
退
し
て
隠
遁
生
活
を
送
っ
た
人
を
理
想
視
す
る
傾
向
が
あ
る
。
仏
教
や
道
教
や
儒
教
、
あ
る
い
は
日
本
の
宗
教
や
詩
歌

に
見
ら
れ
る
隠
遁
者
・
遊
行
者
の
伝
統
で
は
、
ヨ
コ
型
の
社
会
関
係
の
経
験
を
洞
察
し
て
理
想
を
追
求
す
る
と
い
う
姿
勢
に
乏
し

か
っ
た
。
こ
れ
が
日
本
で
「
タ
テ
型
の
感
動
、
す
な
わ
ち
無
と
死
の
意
識
に
よ
る
認
識
を
長
い
間
か
か
っ
て
育
て
て
き
た
の
」
だ

と
い
う
。

さ
ら
に
伊
藤
は
、「
そ
れ
で
は
、
西
洋
の
作
家
に
こ
の
よ
う
な
無
に
よ
っ
て
存
在
の
真
実
を
認
識
す
る
と
い
う
力
は
、
ま
っ
た

く
な
い
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
例
と
し
て
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
「
戦
争
と
平
和
」
で
戦
場
の
ニ
コ
ラ

イ
・
ロ
ス
ト
フ
が
死
に
直
面
す
る
こ
と
で
得
た
静
か
な
心
境
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
場
合
は
多
く
の
人
物
を
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登
場
さ
せ
て
、
複
雑
な
ヨ
コ
の
社
会
的
な
人
間
の
交
渉
も
描
く
こ
と
が
で
き
、「
同
時
に
根
本
的
な
無
の
意
識
に
よ
る
生
命
の
実

在
観
を
描
く
こ
と
も
で
き
た
」。
だ
か
ら
こ
そ
偉
大
な
作
家
な
の
だ
と
い
う
。

伊
藤
の
議
論
は
、「
城
の
崎
に
て
」
と
い
う
死
生
観
小
説
の
特
徴
を
よ
く
捉
え
て
い
る
と
思
う
。
伊
藤
も
例
に
あ
げ
て
い
る
が
、

西
行
や
鴨
長
明
や
芭
蕉
の
よ
う
な
人
々
は
死
に
ゆ
く
者
と
し
て
の
人
間
を
つ
ね
に
意
識
し
、
死
の
影
の
下
に
生
き
る
人
間
の
微
妙

な
心
情
を
奥
深
く
描
き
出
そ
う
と
し
て
き
た
。
無
常
観
に
即
し
て
死
に
向
き
合
う
こ
と
は
、
日
本
の
文
芸
の
本
流
だ
っ
た
と
言
っ

て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
近
代
文
芸
に
お
い
て
は
、
生
の
は
か
な
さ
へ
の
詠
嘆
を
大
前
提
と
し
た
伝
統
的
な
無
常
観
表
現
で
は
訴
え
る

力
が
な
い
。
こ
れ
も
伊
藤
が
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
作
家
が
隠
遁
に
等
し
い
境
地
を
歩
む
破
滅
型
の
私
小
説
文
学
の
様
式
も
あ
っ

た
。
だ
が
、
こ
れ
は
無
常
観
の
系
譜
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
病
気
や
け
が
の
た
め
に
死
に
直
面
し
た
状
況
を
前

提
と
し
た
作
品
群
に
お
い
て
、
無
常
や
は
か
な
さ
と
の
対
照
に
お
い
て
生
の
輝
き
が
描
か
れ
る
と
い
う
作
品
群
が
成
立
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。

「
城
の
崎
に
て
」
は
こ
う
し
た
系
譜
の
端
緒
に
位
置
す
る
作
品
で
あ
る
。
後
の
志
賀
直
哉
が
こ
こ
で
得
ら
れ
た
境
地
を
仏
教
、

と
り
わ
け
禅
と
関
わ
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
そ
れ
は
現
世
（
浮
き
世
）
か
ら
の
撤
退
に
よ
る
悟
り
の
境
地
が

「
東
洋
的
」
あ
る
い
は
「
日
本
的
」
な
宗
教
伝
統
と
結
び
つ
く
と
直
感
し
て
い
た
こ
と
を
よ
く
示
す
も
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、「
城
の

崎
に
て
」
の
発
表
前
の
草
稿
に
は
、「
い
の
ち
」
と
題
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
こ
と
も
興
味
深
い
。
生
命
が
超
越
的
な
次
元
と
の
関

わ
り
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
と
き
、
こ
の
語
が
使
わ
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
作
品
は
そ
う
し
た
使
用
法
が
試
み
ら
れ
た
初
期
の
よ
き

例
と
も
な
る
も
の
だ
。
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六　

内
面
志
向
の
死
生
観

「
城
の
崎
に
て
」
で
確
立
し
、「
あ
る
男
、
そ
の
姉
の
死
」
や
『
暗
夜
行
路
』
で
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
志
賀
直
哉
の
死
生
観
言
説

の
特
徴
を
い
く
つ
か
あ
げ
て
み
た
い
。「
あ
る
男
、
そ
の
姉
の
死
」
や
『
暗
夜
行
路
』
は
主
人
公
の
成
長
物
語
、
自
己
確
立
物
語

で
あ
る
。
青
年
期
の
人
生
指
針
と
親
か
ら
の
精
神
的
自
立
の
問
題
に
正
面
か
ら
向
き
合
い
、
深
刻
な
危
機
を
く
ぐ
り
抜
け
て
、
社

会
的
に
も
精
神
的
に
も
主
人
公
が
自
分
ら
し
い
確
固
た
る
立
場
を
得
る
に
至
る
過
程
が
描
か
れ
て
い
る
。
社
会
的
な
自
立
と
い
う

の
は
一
つ
は
結
婚
生
活
の
安
定
で
あ
り
、
社
会
的
地
位
と
い
う
点
で
は
作
品
上
に
表
れ
に
く
い
が
、
作
家
と
し
て
生
活
し
て
い
け

る
地
位
を
得
る
こ
と
を
背
後
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

精
神
的
な
自
立
に
つ
い
て
は
、
家
族
を
中
心
と
す
る
人
間
関
係
の
葛
藤
や
そ
れ
に
伴
う
倫
理
的
な
問
題
を
克
服
す
る
と
と
も
に
、

高
い
理
想
や
超
越
的
な
次
元
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
自
己
を
位
置
づ
け
る
探
求
の
解
決
が
含
ま
れ
る
。
そ
の
際
に
死
生
観
を
獲
得

す
る
経
験
、
お
よ
び
そ
の
文
学
的
表
現
の
創
造
が
、
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
た
。
三
つ
の
作
品
の
い
ず
れ
に
お
い
て

も
、
主
人
公
は
死
に
直
面
す
る
経
験
を
し
、
死
の
恐
怖
を
克
服
す
る
こ
と
を
通
し
て
理
想
や
超
越
性
ら
し
き
も
の
に
近
づ
く
手
が

か
り
を
得
る
。
そ
れ
は
心
の
落
ち
着
き
に
表
れ
た
り
、
自
信
あ
る
態
度
に
表
れ
た
り
す
る
。
死
生
観
の
獲
得
が
精
神
的
な
自
立
の

主
要
な
指
標
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。

「
城
の
崎
に
て
」
で
は
自
ら
の
死
に
直
面
し
た
体
験
、
ま
た
死
の
恐
怖
に
向
き
合
い
つ
つ
そ
れ
を
克
服
し
た
経
験
だ
け
が
描
か

れ
て
い
る
。「
死
生
観
小
説
」
と
言
え
る
所
以
で
あ
る
。
だ
が
、「
あ
る
男
、
そ
の
姉
の
死
」
や
『
暗
夜
行
路
』
で
は
、
死
生
観
体

験
と
死
生
観
表
出
が
成
長
物
語
、
自
己
確
立
物
語
の
枠
組
の
中
に
は
め
込
ま
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
成
長
物
語
や
自
己
確
立
物

語
の
構
成
要
素
と
し
て
の
死
生
観
と
い
う
側
面
が
あ
る
。
近
代
の
教
養
主
義
文
化
に
は
、「
宗
教
」
や
「
哲
学
」
や
「
文
学
」
や

「
芸
術
」
を
通
し
て
自
己
確
立
を
果
た
そ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
と
す
る
と
、
志
賀
直
哉
の
場
合
、
そ
う
し
た
教
養
主
義
文
化
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の
中
か
ら
死
生
観
的
体
験
を
得
、
そ
れ
を
表
出
し
て
い
っ
た
の
だ
。

教
養
主
義
文
化
に
お
い
て
は
近
代
「
知
識
人
」（
文
人
エ
リ
ー
ト
）
の
主
体
性
が
重
視
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
内
面
性
を
踏
ま
え

て
形
成
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
内
面
性
は
典
型
的
に
は
読
書
や
宗
教
体
験
や
芸
術
体
験
を
通
し
て
得
ら
れ
る
。「
城
の
崎
に
て
」、

「
あ
る
男
、
そ
の
姉
の
死
」、『
暗
夜
行
路
』
に
お
い
て
は
、
内
面
性
に
基
づ
く
堅
固
な
主
体
性
が
形
を
取
る
際
に
、
死
生
観
体
験
、

死
生
観
表
出
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、
知
識
人
の
内
面
性
に
基
づ
く
自
己
形
成
の
構
成
要
素

と
し
て
死
生
観
体
験
、
死
生
観
表
出
が
格
好
の
出
番
を
も
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
伊
藤
整
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
志
賀
が
表
出
し
て
い
る
よ
う
な
死
生
観
体
験
は
、
内
面
性
を
求
め
る
知
識
人
の
体

験
で
あ
る
に
止
ま
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
位
置
に
生
き
る
多
く
の
人
々
に
共
鳴
さ
れ
う
る
広
が
り
を
も
つ
種
類
の
体
験
で
あ

る
。
成
長
物
語
の
枠
組
が
目
立
た
な
い
「
城
の
崎
に
て
」
に
お
い
て
、
と
く
に
そ
う
だ
ろ
う
。
伊
藤
整
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い

た
。「
重
い
病
の
床
に
横
た
わ
っ
て
い
る
人
が
、
近
く
死
ぬ
、
と
思
い
な
が
ら
雲
を
眺
め
た
り
、
海
を
眺
め
た
り
、
草
花
を
見
た

り
、
木
の
葉
を
眺
め
た
り
す
る
と
、
そ
れ
は
、
こ
の
上
な
い
美
し
さ
を
も
っ
て
感
じ
た
ら
れ
る
に
ち
が
い
な
い
」。
こ
れ
は
誰
に

で
も
心
に
響
く
事
柄
だ
。
だ
が
、
死
に
直
面
し
た
経
験
か
ら
何
を
拾
い
出
し
、
ど
の
よ
う
な
要
素
を
強
調
す
る
か
は
表
現
者
の
社

会
的
な
関
係
、
伊
藤
整
の
用
語
を
用
い
れ
ば
ヨ
コ
の
要
素
に
大
き
く
関
わ
っ
て
く
る
。

志
賀
直
哉
の
場
合
、
静
け
さ
と
落
ち
着
き
の
気
分
が
基
調
で
あ
る
。
死
の
恐
怖
の
克
服
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
や
や
楽
観
的
な
考
え
方
で
あ
り
、
死
の
無
残
さ
や
生
者
の
制
御
を
超
え
た
側
面
が
軽
視
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
禅

仏
教
に
通
じ
る
よ
う
な
超
越
的
意
味
が
あ
る
と
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
方
向
づ
け
が
行
わ
れ
た
の
は
、
実
は
成
長
物
語
、

自
己
確
立
物
語
を
生
き
、
そ
れ
を
表
現
し
て
き
た
志
賀
の
社
会
的
位
置
と
、
そ
こ
で
格
闘
す
る
彼
の
個
性
と
切
り
離
せ
な
い
も
の

で
あ
る
。

で
は
、
志
賀
作
品
は
そ
の
よ
う
な
限
定
性
を
超
え
て
、
死
生
の
真
実
に
迫
ろ
う
と
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
他
者
と
の
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関
わ
り
に
お
い
て
自
ら
の
死
生
観
体
験
を
相
対
化
し
な
が
ら
、
多
様
な
死
生
が
照
ら
し
合
う
よ
う
な
次
元
を
描
き
出
し
て
い
る
だ

ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
そ
う
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
別
の
言
い
方
を
し
よ
う
。
志
賀
の
死
生
観
表
現
は
特
定
の
社
会
的
位
置
に
あ
る

個
人
を
超
え
て
、
当
時
の
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
死
生
の
経
験
に
対
し
て
、
そ
の
広
が
り
を
示
唆
す
る
側
面
を
も
っ
て
い
る
だ
ろ
う

か
。
あ
る
特
定
の
教
養
人
、
知
識
人
と
し
て
の
自
己
の
死
生
観
的
経
験
を
、
他
の
社
会
的
位
置
に
あ
る
人
々
の
死
生
観
的
経
験
に
、

ひ
い
て
は
不
特
定
の
個
人
に
照
ら
し
て
そ
の
広
い
意
味
に
つ
い
て
問
い
か
け
る
と
い
う
点
で
、
や
や
も
の
足
り
な
い
と
言
わ
ざ
る

を
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。

伊
藤
整
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
場
合
は
、
繰
り
返
し
死
に
直
面
す
る
個
人
を
描
き
出
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
社

会
の
多
様
な
位
置
の
多
様
な
考
え
方
を
す
る
人
々
の
タ
ペ
ス
ト
リ
ー
の
中
に
置
い
て
い
た
。
ま
た
、『
イ
ワ
ン
・
イ
リ
ッ
チ
の
死
』

で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
近
代
の
現
実
社
会
に
生
き
る
多
く
の
者
た
ち
に
と
っ
て
無
残
な
死
、
む
き
出
し
の
死
と
で
も
い
う

べ
き
も
の
が
、
な
か
な
か
克
服
し
が
た
い
も
の
で
あ
り
、
か
ろ
う
じ
て
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
よ
っ
て
克
服
で
き
る
も
の
と
も
信
じ

ら
れ
て
い
た
。
志
賀
直
哉
の
死
生
観
言
説
は
ト
ル
ス
ト
イ
の
影
響
の
下
で
形
成
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
が
（
阿
部　

二
〇
〇
八
）、

近
代
日
本
の
死
生
観
言
説
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
社
会
性
、
他
者
性
が
組
み
込
ま
れ
て
い
く
の
は
、
も
う
少
し
後
の
時
期
の
こ
と

で
あ
る
。
宮
沢
賢
治
や
吉
田
満
の
作
品
が
想
い
浮
か
ぶ
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
論
じ
た
い
。
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