
　
　
歩
く
厨
子
王

　
　
　
　
　
―
－
鴎
外
『
山
張
大
夫
』
と
説
経
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
永
　
吉
　
雅
　
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
（
こ

　
鴎
外
の
『
山
根
大
夫
』
が
、
も
と
の
「
伝
説
」
か
ら
「
残
酷
な

趣
向
や
祖
呆
な
情
念
の
表
現
等
を
洗
ひ
去
っ
た
」
（
注
Ｉ
）
こ
と

は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
姉
弟
の
額
に
あ
て
ら
れ
る

真
っ
赤
に
焼
け
た
焼
き
金
や
、
厨
子
王
を
逃
｛
｝
さ
せ
た
安
寿
に
加

え
ら
れ
る
死
に
い
た
る
拷
問
、
そ
し
て
出
世
後
の
厨
子
王
が
山
張

太
夫
矢
屑
ま
で
生
き
埋
め
に
し
て
お
い
て
息
子
の
三
郎
に
竹
鋸
で

そ
の
首
を
引
か
せ
る
な
ど
と
い
う
部
分
が
、
す
べ
て
『
山
根
大
夫
』

で
は
夢
で
あ
っ
た
り
、
美
し
い
ま
ま
の
覚
悟
の
入
水
の
暗
示
で
あ

っ
た
り
、
人
身
売
買
の
禁
止
（
奴
隷
解
放
）
と
山
槻
大
夫
一
族
の

繁
栄
で
あ
っ
た
り
、
と
い
う
よ
う
に
変
更
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
日
記
に
よ
れ
ば
こ
の
作
品
を
大
正
三
年
十
二
月
二
日
に
脱
稿
し

た
鴎
外
が
、
こ
の
と
き
「
直
接
に
素
材
と
し
た
の
は
、
そ
の
年

の
十
月
末
に
刊
行
さ
れ
た
ば
か
り
の
真
新
し
い
刊
本
『
徳
川
文
芸

類
聚
』
の
第
八
「
浄
瑠
璃
」
の
巻
」
で
、
そ
れ
は
「
享
保
十
年
に

印
行
さ
れ
た
浄
瑠
璃
本
の
複
刻
」
（
注
２
）
で
あ
っ
た
が
、
前
述

し
た
点
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
こ
の
浄
瑠
璃
本
と
『
山
根
大
夫
』
と

の
間
の
距
離
は
、
結
果
的
に
、
先
行
伝
承
と
し
て
の
説
経
節
正
本

と
浄
瑠
璃
本
の
そ
れ
よ
り
も
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
か
つ
て
斎
藤

茂
吉
が
「
こ
の
小
説
は
、
「
説
経
さ
ん
せ
う
大
夫
」
に
柿
っ
た
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
」
と
し
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
（
注
３
）

が
、
そ
れ
も
宜
な
る
か
な
、
『
山
槻
大
夫
』
の
前
で
は
説
経
と
浄

瑠
璃
と
の
差
異
は
、
む
し
ろ
共
通
性
も
し
く
は
同
質
性
の
中
に
解

消
さ
れ
て
し
ま
う
と
言
っ
て
も
よ
い
。
そ
し
て
、
説
経
や
浄
瑠
璃

を
な
が
め
た
目
で
『
山
槻
大
夫
』
を
読
ん
だ
と
き
、
も
っ
と
も
興

味
あ
る
点
は
、
じ
つ
は
上
記
の
変
更
部
分
と
い
う
わ
け
で
は
、
必

ず
し
も
な
い
。

　
で
は
、
何
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
『
山
根
大
夫
』
で
は
、
厨

子
王
が
国
分
寺
か
ら
都
ま
で
僧
の
同
道
の
も
と
自
ら
歩
ん
で
ゆ
く

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ひ
る
が
え
れ
ば
、
歩
く
厨
子
王
、
そ
ん
な

姿
は
浄
瑠
璃
や
と
り
わ
け
説
経
で
は
基
本
的
に
発
想
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
以
下
、
こ
の
点
に
着
目
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
『
山
槻

大
夫
』
と
い
う
作
品
の
持
っ
て
い
る
論
理
の
特
質
を
考
え
て
み
た

　
山
根
太
夫
伝
説
の
説
経
正
本
に
は
、
寛
永
十
六
年
ご
ろ
刊
の
天

一9
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下
一
説
経
与
七
郎
正
本
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
、
明
暦
二
年
刊
の
天

下
一
説
経
佐
渡
七
太
夫
正
本
『
せ
つ
き
や
う
さ
ん
せ
う
太
夫
』
、

寛
文
七
年
刊
の
太
夫
未
詳
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
な
ど
が
あ
る
（
注

４
）
。
本
稿
で
は
、
与
七
郎
正
本
を
基
本
に
校
訂
さ
れ
た
東
洋
文

庫
『
説
経
節
』
所
収
テ
ク
ス
ト
を
用
い
、
そ
れ
を
原
則
的
に
『
山

根
太
夫
』
と
表
記
す
る
。
ま
た
、
『
徳
川
文
芸
類
聚
』
所
収
の
享

保
十
年
刊
の
浄
瑠
璃
本
に
つ
い
て
は
、
そ
の
名
題
の
と
お
り
『
さ

ん
せ
う
太
夫
』
と
原
則
的
に
は
表
記
し
て
、
三
者
を
区
別
す
る
こ

と
と
す
る
。

（
二
）

　
説
経
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
は
、
概
括
的
に
言
え
ば
、
本
地
譚
の
枠

組
み
の
中
で
貴
種
流
離
譚
を
語
る
語
り
物
で
あ
る
。
『
山
槻
太
夫
』

は
、
ま
ず
も
っ
て
「
丹
後
の
国
、
金
焼
き
地
蔵
の
御
本
地
」
を
語

る
と
い
う
体
裁
を
と
る
。
そ
の
枠
を
充
填
し
て
ゆ
く
内
容
と
し
て
、

「
奥
州
、
日
の
本
の
将
軍
、
岩
城
の
判
官
、
正
氏
殿
」
を
父
と
す

る
安
寿
と
厨
子
王
姉
弟
の
流
離
、
受
難
が
あ
る
。
安
寿
と
厨
子
王

姉
弟
は
、
山
岡
の
太
夫
に
編
さ
れ
て
母
と
わ
か
れ
わ
か
れ
に
売
ら

れ
、
山
根
太
夫
の
手
に
落
ち
た
と
き
、
そ
の
名
を
問
う
山
根
大
夫

に
「
安
寿
」
と
「
厨
子
王
」
な
る
名
を
名
乗
ら
な
い
。
そ
れ
は

「
奥
州
、
日
の
本
の
将
軍
、
岩
城
の
判
官
、
正
氏
殿
」
を
父
と
す

る
者
の
名
だ
か
ら
で
あ
る
。
か
わ
り
に
、
山
根
太
夫
に
「
忍
」
と

「
忘
れ
草
」
と
い
う
名
を
名
づ
け
ら
れ
る
こ
と
で
、
姉
弟
は
山
根

太
夫
の
「
譜
代
下
人
」
と
し
て
の
境
涯
に
割
り
付
け
ら
れ
る
。
だ

か
ら
、
こ
こ
で
の
貴
種
流
離
譚
の
あ
り
よ
う
は
、
奪
わ
れ
た
本
来

の
名
前
を
ふ
た
た
び
取
り
戻
す
過
程
と
し
て
要
約
す
る
こ
と
が
で

き
る
が
、
「
安
寿
」
と
「
厨
子
王
」
か
ら
「
忍
」
と
「
忘
れ
草
」

を
経
て
ふ
た
た
び
（
「
安
寿
」
と
）
「
厨
子
王
」
に
至
る
そ
の
過
程

を
、
あ
た
か
も
ｙ
Ｈ
Ｈ
飛
の
放
物
線
の
描
く
軌
跡
の
よ
う
に
頂
点
に

ゼ
ロ
を
置
い
て
、
す
な
わ
ち
徹
底
し
た
受
難
の
極
に
訪
れ
る
死
と
、

そ
れ
か
ら
の
再
生
の
物
語
と
し
て
描
く
と
こ
ろ
に
説
経
の
ジ
ャ
ン

ル
と
し
て
の
特
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。
主
人
公
は
救
済
さ
れ
る
た
め

に
は
徹
底
的
に
苦
難
を
な
め
ね
ば
な
ら
ず
、
真
に
再
生
す
る
た
め

に
は
ひ
と
た
び
は
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
説
経
『
小
栗
判
官
』
で
は
実
際
に
小
栗
判
官
は
死
ん

で
冥
土
へ
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
点
、
『
山
根
太
夫
』
で
は
実

際
に
死
ぬ
わ
け
で
は
な
い
。
確
か
に
安
寿
が
責
め
殺
さ
れ
る
が
、

そ
の
こ
と
は
今
は
論
じ
な
い
。
と
も
あ
れ
、
安
寿
と
厨
子
王
の
姉

弟
は
山
根
太
夫
の
譜
代
下
人
と
な
っ
て
、
さ
ら
に
虐
待
さ
れ
る
。

ま
ず
「
三
の
木
戸
の
脇
」
の
「
柴
の
庵
」
す
な
わ
ち
「
別
屋
」
へ
、

さ
ら
に
浜
の
「
松
の
木
湯
船
」
へ
と
逐
わ
れ
て
ゆ
く
。
こ
の
居
場

1
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所
の
移
り
変
わ
り
は
、
そ
れ
ぞ
れ
産
婦
や
病
人
な
ど
「
忌
み
や
忌

ま
る
る
者
」
の
隔
離
、
ま
た
「
夏
越
の
祓
い
」
と
関
連
づ
け
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
場
所
自
体
が
祓
わ
れ
る
べ
き
ケ
ガ
レ
の
重

り
に
よ
る
生
命
力
の
衰
退
を
示
し
て
お
り
、
主
人
公
の
受
難
を
方

向
づ
け
て
い
る
。
こ
の
先
に
徹
底
し
た
受
難
の
極
と
し
て
の
死
が

訪
れ
る
の
で
あ
る
。
「
柴
の
庵
」
で
の
逃
亡
の
相
談
を
三
郎
に
聞

き
と
が
め
ら
れ
て
、
真
っ
赤
に
焼
け
た
焼
き
金
を
額
に
十
文
字
に

当
て
ら
れ
る
の
は
、
確
か
に
残
酷
な
場
面
で
は
あ
る
。
が
、
そ
れ

と
て
姉
弟
を
「
松
の
木
湯
船
」
に
逐
い
や
る
前
段
で
し
か
な
い
。

す
な
わ
ち
、
そ
の
「
八
十
五
人
ば
か
り
し
て
、
持
ち
そ
う
な
る
」

と
は
い
え
、
よ
り
狭
く
窮
屈
な
、
裏
返
さ
れ
た
湯
船
の
真
っ
暗
な

空
間
は
、
容
易
に
棺
を
連
想
さ
せ
る
し
、
二
郎
の
慈
悲
で
辛
く
も

露
命
を
つ
な
い
だ
姉
弟
は
、
「
松
の
木
湯
船
を
仰
の
け
て
見
て
あ

れ
ば
、
あ
ら
い
た
わ
し
や
な
、
姉
弟
の
人
々
は
土
色
に
な
っ
て
お

わ
し
ま
す
」
（
傍
点
引
用
者
。
以
下
同
じ
）
と
、
あ
た
か
も
死
人

を
思
わ
せ
る
象
徴
的
な
死
の
表
現
で
も
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
。

　
　
「
岩
の
洞
」
で
姉
弟
の
身
に
奇
蹟
が
起
こ
る
の
は
、
こ
の
あ
と

で
あ
る
。
「
膚
の
守
り
の
、
地
蔵
菩
薩
」
が
、
そ
の
「
白
毫
所
」

に
「
姉
弟
の
焼
金
を
受
け
取
り
給
い
、
身
替
り
に
」
立
つ
。
額
の

焙
印
が
有
り
難
く
も
消
え
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
姉
弟
は
山
根
太
夫

の
と
こ
ろ
へ
は
戻
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
逃
亡
を
決
行
す
る

こ
と
に
な
る
。
ど
う
や
ら
物
語
の
風
向
き
は
変
わ
り
つ
つ
あ
る
ら

し
い
。
厨
子
王
は
「
ち
り
り
ち
り
り
と
落
ち
」
て
国
分
寺
ま
で
逃

げ
の
び
、
僧
に
よ
っ
て
「
皮
範
」
の
中
に
か
く
ま
わ
れ
る
。
追
っ

て
き
た
三
郎
の
執
拗
な
捜
索
に
も
ま
さ
に
危
機
一
髪
、
「
皮
脂
の

中
か
ら
」
「
膚
の
守
り
の
、
地
蔵
菩
薩
」
が
「
金
色
の
光
放
っ
て
」
、

中
に
身
を
す
く
ま
せ
て
い
る
厨
子
王
を
救
う
。

　
こ
の
「
皮
統
」
こ
そ
、
厨
子
王
を
都
ま
で
運
ぶ
容
れ
物
で
あ
り
、

次
の
よ
う
な
語
り
は
こ
の
主
人
公
が
な
ぜ
「
厨
子
」
王
と
い
う
名

前
を
持
っ
て
い
る
か
、
そ
の
由
来
を
よ
く
示
し
て
い
る
と
言
え
よ

う
。
事
情
を
知
ら
さ
れ
た
国
分
寺
の
憎
が
、
で
は
自
分
が
背
負
っ

て
都
ま
で
届
け
て
や
ろ
う
と
言
う
場
面
で
あ
る
。

ま
っ
こ
と
落
ち
と
う
御
ざ
あ
ら
ば
、
と
て
も
の
こ
と
に
、
そ

れ
が
し
送
り
と
ど
け
て
参
ら
せ
ん
と
、
も
と
の
皮
龍
へ
ど
う

と
入
れ
、
縦
縄
横
縄
む
ん
ず
と
掛
け
て
、
聖
の
背
中
に
ど
う

と
負
い
、
上
に
は
古
き
衣
を
引
き
着
せ
て
、
町
や
関
や
関
々

で
、
聖
の
背
中
な
は
、
な
ん
ぞ
と
人
が
問
う
折
は
、
こ
れ
は

丹
後
の
国
、
国
分
寺
の
金
焼
き
地
蔵
で
御
ざ
あ
る
が
、
あ
ま

り
に
古
び
給
う
た
に
よ
り
、
都
へ
上
り
、
仏
師
に
彩
色
に
上

る
と
言
う
な
ら
ば
、
（
以
下
略
）

11
0



「
皮
脂
」
は
ま
さ
に
舎
利
や
経
巻
、
仏
像
を
安
置
す
る
仏
具
と
し

て
の
厨
子
に
見
立
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
仏
像
と
し
て
厨
子

に
納
ま
っ
た
ま
ま
都
へ
上
る
の
が
、
こ
の
主
人
公
な
の
で
あ
る
。

け
っ
し
て
、
自
力
で
歩
ん
で
ゆ
く
の
で
は
な
い
し
、
そ
れ
ど
こ
ろ

か
都
へ
着
い
た
と
き
に
は
、
「
蓋
を
明
け
て
見
て
あ
れ
ば
、
皮
脂

の
中
の
窮
屈
や
ら
ん
、
ま
っ
だ
雪
焼
け
と
も
な
し
、
腰
が
立
た
せ

給
わ
ざ
れ
ば
」
と
い
う
有
様
で
さ
え
あ
る
。
が
、
そ
も
そ
も
の
旅

の
目
的
地
で
あ
る
帽
へ
の
到
着
は
、
と
も
か
く
も
危
地
を
脱
し
た
、

と
い
う
こ
と
で
は
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

　
　
「
松
の
木
湯
船
」
か
ら
土
色
を
し
て
出
て
き
た
人
間
が
、
今
度

は
、
窮
屈
さ
に
身
を
す
く
ま
せ
歩
行
か
な
わ
ぬ
身
と
し
て
「
皮
能
」

の
中
に
見
出
さ
れ
る
。
「
松
の
木
湯
船
」
の
一
段
に
象
徴
的
な
死

を
見
る
目
は
、
当
然
、
「
皮
脂
」
の
一
件
に
出
産
を
待
つ
胎
児
の

姿
を
も
容
易
に
連
想
し
得
る
だ
ろ
う
。
「
松
の
木
湯
船
」
と
「
皮

脂
」
と
を
つ
な
い
で
い
る
「
岩
の
洞
」
、
そ
こ
で
は
姉
弟
の
身
に

奇
蹟
が
示
現
し
た
が
、
そ
の
こ
と
自
体
が
持
っ
て
い
る
意
味
の
二

重
性
に
感
応
す
る
か
の
よ
う
に
、
「
岩
の
洞
」
と
い
う
羨
道
は
い

つ
か
産
道
へ
転
じ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
『
山
根
太
夫
』
で
は
厨
子
王
は
国
分
寺
か
ら
都
ま

で
歩
い
た
り
し
な
い
。
し
か
も
、
そ
れ
は
、
単
に
こ
の
作
品
に
固

有
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
結
果
な
ど
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
説
経
と
い

う
ジ
ャ
ン
ル
に
お
け
る
死
と
再
生
、
主
人
公
の
救
済
を
導
き
支
え

る
論
理
の
問
題
な
の
で
あ
る
。

　
説
経
で
は
、
主
人
公
は
自
ら
の
再
生
と
救
済
に
関
し
て
徹
底
し

て
無
力
無
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
再
生
す
る
た
め
に
は
死
な
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
救
済
さ
れ
る
た
め
に
は
そ
の
極
に
死
が
待
つ
受

難
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
再
生
と
救
済
に
与
る
主
人
公

は
い
っ
た
ん
の
死
の
中
に
居
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
信
徳

丸
で
も
よ
い
し
、
小
栗
判
官
で
も
よ
い
。
信
徳
丸
は
、
弱
法
師
と

呼
ば
れ
る
盲
目
の
身
を
四
天
王
寺
引
声
堂
の
縁
の
下
に
引
き
こ
も

っ
て
、
た
だ
餓
死
を
待
つ
ば
か
り
で
あ
る
。
小
栗
判
官
に
至
っ
て

は
、
実
際
に
毒
酒
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
た
あ
と
、
閻
魔
大
王
の
計

ら
い
で
こ
の
世
に
戻
っ
て
く
る
が
、
「
耳
も
聞
こ
え
ず
、
目
も
見

え
ず
、
ま
し
て
や
、
も
の
を
も
中
さ
」
ぬ
「
餓
鬼
」
に
似
て
い
る

身
体
を
「
土
車
」
に
あ
ず
け
て
、
「
餓
鬼
阿
弥
」
と
呼
ば
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
自
身
で
歩
か
な
い
ば
か
り
か
、
歩
け
な
く
な
っ
た

厨
子
王
も
同
じ
く
「
上
車
」
の
世
話
に
な
る
。
彼
ら
は
事
態
を
打

開
し
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
自
ら
何
ら
か
の
手
だ
て
を
講
じ

た
り
、
す
ぐ
れ
た
能
力
を
発
揮
し
た
り
、
言
い
得
べ
く
ん
ば
何
か

努
力
す
る
わ
け
で
は
、
全
然
な
い
。
し
か
し
、
彼
ら
は
再
生
し
救

済
さ
れ
る
。

　
そ
れ
は
、
あ
る
特
定
の
場
所
が
持
つ
浄
化
（
救
済
）
力
の
賜
物
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と
し
て
あ
る
。
徹
底
し
て
無
力
無
能
な
主
人
公
は
、
そ
の
聖
な
る

空
間
へ
た
ど
り
善
く
こ
と
で
、
自
分
の
能
力
と
か
技
術
と
か
努
力

と
か
と
引
き
換
え
る
こ
と
な
く
、
無
償
に
無
条
件
に
救
済
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
信
徳
丸
は
四
天
王
寺
の
縁
の
下
か
ら
、
自
身
そ
の
中

子
と
し
て
誕
生
し
た
東
山
清
水
寺
の
観
世
音
に
詣
で
、
ま
た
小
栗

判
官
は
こ
の
世
に
戻
さ
れ
る
と
き
か
ら
の
、
い
わ
ば
約
束
の
地
と

し
て
の
熊
野
湯
の
峰
の
湯
に
は
い
る
こ
と
で
、
再
生
し
救
済
さ
れ

る
。
厨
子
王
の
そ
れ
は
、
四
天
王
寺
で
あ
っ
た
。
「
石
の
１
　
居
に

取
り
つ
い
て
、
え
い
や
っ
と
言
う
て
御
立
ち
あ
れ
ば
」
、
こ
れ
ま

で
自
力
で
立
ち
も
歩
み
も
で
き
な
か
っ
た
身
の
「
腰
が
立
た
せ
給

い
け
る
」
が
、
そ
の
理
由
を
問
お
う
な
ら
「
御
太
子
の
御
は
か
ら

い
や
ら
、
ま
た
厨
子
王
殿
の
御
果
報
や
ら
」
と
語
る
ほ
か
は
な
く
、

と
ど
の
つ
ま
り
、
そ
こ
が
四
天
王
寺
な
れ
ば
こ
そ
可
能
な
秘
蹟
な

の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
四
天
王
寺
の
稚
児
と
な
っ
た
厨
子
王
を
、

清
水
の
観
音
の
導
き
で
梅
津
の
院
が
見
出
し
、
厨
子
王
は
出
世
す

る
の
で
あ
る
。

三
）

　
と
こ
ろ
で
、
鴎
外
の
『
山
槻
大
夫
』
に
は
、
次
の
よ
う
に
記

さ
れ
て
い
る
。

曇
猛
律
師
が
田
辺
の
方
へ
向
い
て
寺
を
出
た
。
盟
ほ
ど
あ
る

鉄
の
受
糧
器
を
持
っ
て
、
腕
の
太
さ
の
錫
杖
を
衝
い
て
ゐ
る
。

跡
か
ら
は
頭
を
剃
り
こ
く
っ
て
三
衣
を
着
だ
厨
子
王
が
附
い

て
行
く
。
二
人
は
真
昼
に
街
道
を
歩
い
て
、
夜
は
所
々
の
寺

に
泊
つ
だ
。

ま
た
、
森
林
太
郎
が
撰
者
の
ひ
と
り
に
名
を
連
ね
る
「
標
準
於
伽

文
庫
『
日
本
伝
説
』
」
（
大
正
九
年
）
所
収
の
「
山
根
太
夫
」
は
、

「
鴎
外
の
創
作
を
子
ど
も
む
き
に
書
き
改
め
た
も
の
で
あ
る
」

（
注
５
）
が
、
そ
こ
に
は
太
い
錫
杖
を
衝
い
た
、
見
る
か
ら
に
魁

偉
な
出
家
の
あ
と
か
ら
、
お
な
じ
僧
形
を
身
に
ま
と
っ
た
、
一
休

さ
ん
の
よ
う
な
く
り
く
り
頭
の
い
た
い
け
な
少
年
が
先
達
を
仰
ぎ

見
な
が
ら
、
け
な
げ
に
杖
を
持
っ
て
道
を
行
く
、
そ
ん
な
厨
子
王

の
姿
を
描
い
た
挿
絵
が
見
ら
れ
る
（
次
頁
図
参
照
）
。
わ
れ
わ
れ

が
幼
時
に
親
し
み
、
懐
か
し
い
記
憶
に
と
ど
め
て
い
る
イ
メ
ー
ジ

の
原
型
で
あ
る
。
そ
し
て
、
鴎
外
は
厨
子
王
を
四
天
王
寺
に
行

か
せ
る
こ
と
な
く
、
清
水
寺
で
、
観
音
の
夢
告
を
う
け
た
関
白
師

実
と
の
対
面
を
さ
せ
て
い
る
。

　
　
『
歴
史
其
位
と
歴
史
離
れ
』
に
よ
れ
ば
、
鴎
外
は
「
歴
史
離
れ

が
し
た
さ
に
」
書
き
始
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
く
つ
か
の
点

に
関
し
て
、
持
ち
前
の
考
証
癖
を
発
揮
し
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
、
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「
梅
津
院
」
を
「
二
度
目
に
関
白
に
な
っ
て
ゐ
た
藤
原
師
実
」
に

比
定
し
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
「
山
槻
大
夫
に
は
五
人
の
男
子

が
あ
っ
た
」
こ
と
に
関
し
て
「
い
た
は
る
側
の
人
物
を
二
人
に
す

る
必
要
が
な
い
の
で
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
厨
子
王
を
四
天
王
寺

に
行
か
せ
る
こ
と
な
く
舞
台
を
清
水
寺
一
つ
に
し
ば
っ
た
こ
と
に

つ
い
て
も
、
対
面
が
結
局
は
清
水
の
観
音
の
導
き
で
あ
る
な
ら
ば
、

霊
場
を
二
ヵ
所
に
す
る
必
要
が
な
い
の
で
と
い
う
、
お
な
じ
合
理

主
義
の
結
果
を
そ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
、
『
山

根
太
夫
』
の
み
な
ら
ず
信
徳
丸
そ
の
他
、
説
経
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル

そ
の
も
の
に
お
け
る
四
天
王
寺
と
い
う
空
開
か
広
義
に
信
仰
の
場

所
と
し
て
持
っ
て
い
る
聖
性
を
、
そ
の
よ
う
に
は
も
は
や
受
け
と

め
（
ら
れ
）
な
い
と
い
う
こ
と
だ
が
、
じ
つ
に
浄
瑠
璃
『
さ
ん
せ

う
太
夫
』
が
す
で
に
そ
う
な
の
で
あ
る
。
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
で

は
「
し
ゆ
じ
や
か
ご
ん
げ
ん
だ
う
」
を
出
た
厨
子
王
は
「
東
山
せ

い
す
い
じ
に
付
給
ふ
」
の
で
あ
っ
て
、
四
天
王
寺
の
名
は
出
て
こ

な
い
。

　
四
天
王
寺
を
聖
な
る
空
間
と
す
る
こ
と
は
説
経
の
担
い
手
で
あ

る
説
経
師
た
ち
の
生
活
意
識
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
推
測
さ
れ

て
い
る
が
、
あ
る
特
定
の
場
所
に
聖
性
を
認
め
る
心
性
が
作
品
か

ら
消
え
て
ゆ
く
と
き
、
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
や
『
山
根
大
夫
』
に

何
か
起
こ
っ
て
い
る
か
、
一
口
に
言
え
ば
、
宗
教
的
威
厳
・
権
威
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の
後
退
に
比
例
す
る
世
俗
化
で
あ
る
。

　
　
『
山
根
大
夫
』
で
は
、
曇
猛
律
師
と
別
れ
「
東
山
の
清
水
寺
」

の
「
龍
堂
」
で
一
晩
寝
た
厨
子
王
が
目
を
覚
ま
す
と
、
「
直
衣
に

烏
帽
子
を
着
て
指
貫
を
穿
い
た
老
人
」
が
立
っ
て
い
て
、
「
娘
の

病
気
の
平
癒
」
祈
願
に
夢
告
が
あ
っ
た
か
ら
「
ど
う
ぞ
己
に
身
の

上
を
明
か
し
て
、
守
本
尊
を
貸
し
て
く
れ
い
。
已
は
関
白
師
実
ぢ

や
」
と
言
う
の
で
、
厨
子
王
が
出
自
と
現
在
の
事
情
を
述
べ
た
上

で
守
本
尊
の
「
地
蔵
様
」
を
出
し
て
見
せ
る
。
関
白
師
実
は
、
そ

れ
が
「
放
光
王
地
蔵
菩
薩
の
金
像
」
で
あ
る
の
を
見
て
、
「
こ
れ

を
持
ち
伝
へ
て
を
る
か
ら
は
」
と
厨
子
王
の
「
家
柄
」
の
筋
目
正

し
き
を
認
め
、
「
家
の
客
」
に
し
た
あ
と
、
自
ら
加
冠
し
て
便
宜

を
計
ら
い
「
丹
後
の
国
守
」
に
取
り
立
て
る
の
で
あ
る
。
「
厨
子

王
の
守
本
尊
」
は
確
か
に
「
関
白
師
実
の
娘
」
な
る
者
の
病
気
を

た
ち
ど
こ
ろ
に
本
復
さ
せ
る
霊
験
を
示
し
は
す
る
が
、
し
か
し
厨

子
王
が
こ
こ
に
至
る
ま
で
の
危
難
の
打
開
に
、
そ
の
超
越
的
な
力

で
関
与
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
姉
弟
の
あ
の
「
夢
」
と
い
う
形

で
し
か
、
鴎
外
は
超
越
的
な
力
を
作
品
に
持
ち
込
ま
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
い
ま
厨
子
王
の
出
世
の
経
緯
に
明
ら
か
な

こ
と
は
、
そ
の
霊
験
と
い
う
超
越
的
な
力
の
か
わ
り
に
、
有
名
貴

重
な
仏
像
を
所
持
す
る
こ
と
に
保
証
さ
れ
る
「
家
柄
」
と
い
う
現

世
的
な
秩
序
感
覚
に
価
値
は
一
元
的
に
収
斂
し
て
い
る
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
厨
子
王
を
追
っ
て
国
分
寺
へ
押
し

寄
せ
た
三
郎
一
味
を
迎
え
押
し
返
す
曇
猛
律
師
の
言
葉
が
、
『
山

恨
太
夫
』
に
お
け
る
よ
う
な
詰
神
諸
仏
の
名
に
か
け
て
の
「
大
誓

文
」
で
は
な
く
、
「
勅
願
の
寺
院
」
の
威
光
を
背
景
に
し
た
宗
門

と
行
政
権
力
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に
依
拠
し
た
階
級
的
な
言
葉
で
あ

っ
た
こ
と
と
見
合
っ
て
い
る
。

　
浄
瑠
璃
は
「
そ
れ
お
や
こ
兄
弟
の
わ
り
な
き
事
は
、
そ
う
か
い

よ
り
も
ふ
か
し
」
と
い
う
冒
頭
の
一
句
が
す
で
に
、
説
経
と
は
異

質
な
現
世
的
処
世
的
な
次
元
を
提
示
し
て
い
る
が
、
鴎
外
が

「
厨
子
王
の
守
本
尊
」
に
与
え
た
役
割
は
、
そ
の
も
の
ず
ば
り

「
け
い
づ
の
ま
き
物
」
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
姉
弟
に

託
さ
れ
る
守
り
を
鴎
外
が
「
厨
子
王
の
守
本
尊
」
に
一
本
化
し
た

と
き
、
話
の
途
中
で
「
守
り
刀
」
は
働
き
ど
こ
ろ
を
な
く
し
て
宙

に
浮
い
て
し
ま
っ
た
ま
ま
に
な
る
が
、
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
に
お

い
て
は
「
東
山
せ
い
す
い
じ
」
に
着
い
た
あ
と
、
「
ぢ
ざ
う
ば
さ

つ
」
が
説
明
も
な
い
ま
ま
に
出
番
を
失
う
と
と
も
に
「
け
い
づ
の

ま
き
物
」
が
事
態
を
切
り
開
い
て
ゆ
く
こ
と
に
な
り
、
最
後
に
母

の
盲
目
を
癒
す
の
も
「
け
い
づ
の
ま
き
物
」
な
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
は
「
し
ゆ
じ
や
か
ご
ん
げ
ん
だ

う
」
か
ら
「
東
山
せ
い
す
い
じ
」
ま
で
を
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て

い
る
。
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あ
ら
い
た
わ
し
や
若
君
は
、
ご
ん
げ
ん
と
う
に
ま
し
ま
す
が
、

か
わ
ご
の
内
の
つ
か
れ
か
や
、
又
せ
ん
も
ん
の
ば
ち
に
も
や
、

こ
し
が
い
さ
せ
給
ふ
が
、
よ
も
す
が
ら
ご
ん
げ
ん
に
き
せ
い

か
け
さ
せ
給
へ
ば
、
程
な
く
げ
ん
き
つ
か
せ
給
ひ
、
御
前
を

罷
立
、
い
そ
ぎ
給
へ
ば
程
も
な
く
、
東
山
せ
い
す
い
じ
に
付

給
ふ
、
御
前
に
ま
い
り
、
な
む
や
大
ひ
く
は
ん
ぜ
を
ん
、
某

を
今
一
ど
よ
に
た
て
ゝ
給
ば
れ
と
、
ふ
か
く
き
せ
い
を
か
け

給
ひ
（
以
下
略
）

こ
れ
を
『
山
根
太
夫
』
の
「
あ
ら
い
た
わ
し
や
厨
子
王
殿
は
、
石

の
鳥
居
に
取
り
つ
い
て
、
え
い
や
っ
と
言
う
て
御
立
ち
あ
れ
ば
、

御
太
子
の
御
は
か
ら
い
や
ら
、
ま
た
厨
子
王
殿
の
御
果
報
や
ら
、

腰
が
立
た
せ
給
い
け
る
」
と
い
う
語
り
と
比
較
し
て
み
れ
ば
、
あ

る
特
定
の
場
所
に
聖
性
を
認
め
る
心
性
の
消
滅
は
、
祈
誓
を
か
け

る
こ
と
が
こ
こ
で
は
繰
り
返
し
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
も
の
ご

と
の
結
果
は
そ
こ
に
投
入
さ
れ
た
営
為
の
質
量
と
補
償
し
あ
う
と

で
も
言
う
よ
う
な
、
能
動
的
な
主
体
あ
る
い
は
主
体
と
な
る
ほ
ど

の
能
動
性
の
強
訓
と
い
う
形
で
顕
在
化
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
と

れ
よ
う
。

　
だ
と
す
れ
ば
、
『
歴
史
其
位
と
歴
史
離
れ
』
に
厨
子
王
が
国
守

と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
「
藤
原
氏
の
無
際
限
な
権
力
に
委
ね
て
し

ま
っ
た
」
と
い
う
鴎
外
の
文
章
は
、
た
ん
に
四
天
王
寺
と
い
う

場
所
の
聖
性
を
認
め
て
、
事
態
を
そ
の
無
際
限
な
権
力
に
委
ね
て

し
ま
う
こ
と
を
潔
し
と
し
な
い
と
い
う
ば
か
り
か
、
藤
原
氏
の
無

際
限
な
権
力
に
よ
る
の
で
な
け
れ
ば
国
守
と
な
る
こ
と
の
で
き
な

い
厨
子
王
、
言
い
換
え
れ
ば
結
果
と
補
償
し
あ
う
営
為
も
な
し
に

厨
子
王
を
国
守
と
し
た
こ
と
を
自
ら
諒
と
し
な
い
気
持
ち
が
言
わ

せ
た
未
練
げ
な
口
吻
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
。
出
世
を
保

障
す
る
力
と
し
て
の
貴
族
階
級
と
い
う
も
の
を
さ
え
否
定
し
て
、

能
動
的
な
主
体
あ
る
い
は
主
体
と
な
る
ほ
ど
の
能
動
性
を
言
う
こ

と
ほ
ど
、
宗
教
的
威
厳
や
、
ひ
ろ
く
権
威
一
般
の
後
退
に
比
例
す

る
世
俗
化
を
端
的
に
示
す
も
の
は
な
い
。
鴎
外
に
と
っ
て
、
厨

子
王
は
必
ず
や
自
分
の
足
で
都
ま
で
歩
く
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。

（
四
）

　
さ
て
、
『
山
根
大
夫
』
に
能
動
的
な
主
体
あ
る
い
は
主
体
と
な

る
ほ
ど
の
能
動
性
と
い
う
志
向
を
見
出
す
と
き
、
あ
の
徹
底
し
て

無
力
無
能
な
説
経
の
主
人
公
、
そ
の
受
動
性
の
中
で
の
救
済
に
、

あ
ら
た
め
て
注
目
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
説
経
の
主
人
公
が
徹

底
し
て
無
力
無
能
な
ら
ば
、
で
は
ど
の
よ
う
に
し
て
再
生
と
救
済
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を
約
束
す
る
あ
の
聖
な
る
空
間
へ
彼
ら
は
た
ど
り
つ
く
と
い
う
の

だ
ろ
う
か
。
鴎
外
が
、
四
天
王
寺
を
省
略
す
る
と
い
う
形
で
作

品
化
し
た
こ
と
の
、
も
う
半
面
の
問
題
が
そ
こ
に
は
あ
る
。

　
厨
子
王
が
、
小
栗
判
官
と
同
様
に
、
「
土
車
」
の
世
話
に
な
る

と
、
さ
き
に
書
い
た
が
、
そ
れ
は
具
体
的
に
は
こ
ん
な
ふ
う
に
記

さ
れ
て
い
る
。

あ
ら
い
た
わ
し
や
厨
子
王
殿
は
、
朱
雀
権
現
堂
に
御
ざ
あ
る

が
、
朱
雀
七
村
の
わ
ら
ん
べ
ど
も
は
集
ま
り
て
、
い
ざ
や
育

み
申
さ
ん
と
、
一
日
二
日
は
育
む
が
、
重
ね
て
育
む
者
も
な

け
れ
ば
、
い
ざ
や
土
車
を
作
っ
て
、
都
の
城
へ
、
引
い
て
と

ら
せ
ん
と
て
、
都
の
城
へ
ぞ
引
い
た
り
け
る
。
都
は
広
い
と

中
せ
ど
も
、
五
日
十
日
は
育
む
が
、
重
ね
て
育
む
者
も
な
し
。

い
ざ
や
こ
れ
よ
り
、
南
北
天
王
寺
へ
、
引
い
て
と
ら
せ
ん
と

て
、
宿
送
り
村
送
り
し
て
、
南
北
天
王
寺
へ
ぞ
引
い
た
り
け

「
土
車
」
は
本
来
、
文
字
通
り
「
土
砂
を
運
搬
す
る
車
」
で
あ
る

が
、
転
じ
て
「
い
ざ
り
し
癩
病
人
・
乞
食
な
ど
の
乗
り
物
に
も
用

い
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
」
と
い
う
（
注
６
）
。
そ
う
い
う
道
具
立

て
の
中
の
厨
子
王
は
、
た
ん
に
歩
行
の
不
自
由
と
い
う
だ
け
で
は

な
く
、
全
体
と
し
て
の
晴
朗
性
と
い
う
か
向
日
性
に
お
い
て
、
あ

の
子
供
む
け
改
作
の
挿
絵
を
典
型
と
す
る
イ
メ
ー
ジ
と
は
ず
い
ぶ

ん
異
な
る
。
が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
こ
こ
で
指
摘
し
た
い
こ

と
は
「
宿
送
り
村
送
り
」
す
る
、
人
々
の
共
同
性
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
共
同
体
の
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
ー
が
許
す
範
囲
で
行
路
病
者
の

世
話
を
す
る
。
そ
こ
に
は
共
同
体
の
外
か
ら
来
た
第
三
者
を
、
禍

福
と
も
に
、
共
同
体
を
通
過
さ
せ
て
そ
の
外
に
送
り
出
す
、
と
い

う
共
同
体
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
知
れ
な
い

が
、
一
方
、
こ
の
慈
悲
は
施
行
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
情
け
は
人
の

為
な
ら
ず
、
「
土
車
」
を
「
引
い
て
と
ら
せ
」
る
人
々
自
身
の
救

済
の
契
機
で
も
あ
る
と
い
う
意
識
の
共
同
性
に
も
支
え
ら
れ
て
い

る
。
同
じ
く
主
人
公
が
「
土
車
」
に
一
切
の
感
覚
を
奪
わ
れ
た
身

を
ゆ
だ
ね
つ
つ
、
藤
沢
（
現
、
神
奈
川
県
）
か
ら
熊
野
本
宮
湯
の

峰
ま
で
街
道
を
人
々
の
合
力
を
受
け
て
運
ば
れ
て
ゆ
く
『
小
栗
判

官
』
で
、
人
々
が
「
土
車
」
を
引
き
つ
つ
唱
え
る
の
は
「
一
引
き

引
い
た
は
、
千
僧
供
養
、
二
引
き
引
い
た
は
、
万
僧
供
養
」
と
い

う
こ
と
ば
な
の
で
あ
る
。
目
の
前
の
「
餓
鬼
」
が
同
時
に
「
阿
弥

陀
仏
」
で
も
あ
る
、
「
餓
鬼
阿
弥
」
と
い
う
名
前
の
二
重
性
。
そ

れ
は
賤
と
聖
の
転
換
の
枢
機
を
め
ぐ
る
問
題
で
も
あ
る
が
、
い
ず

れ
に
せ
よ
、
こ
こ
で
は
、
徹
底
し
て
無
力
無
能
な
主
人
公
は
、
こ

の
よ
う
な
人
々
の
共
同
性
に
支
え
ら
れ
る
こ
と
で
救
済
の
場
へ
と

0
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運
ば
れ
て
ゆ
く
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
鴎
外
が
厨
子
王
を
四
天
工
寺
へ
行
か
せ
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
は
、
し
た
が
っ
て
別
の
面
か
ら
言
え
ば
、
人
々
の
こ
の
よ
う
な

共
同
性
を
作
品
か
ら
奪
う
結
果
に
な
っ
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
説
経
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
人
々
の
共
同
性
は
、
い

わ
ゆ
る
社
会
的
に
弱
者
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
人
々
、
す
な
わ
ち
下

層
の
庶
民
や
賤
視
さ
れ
る
人
々
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。
そ
の
無

名
の
多
数
を
代
表
す
る
幾
人
か
を
固
有
名
詞
と
し
て
持
つ
こ
と

で
、
主
人
公
に
対
す
る
迫
害
者
と
援
助
者
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
。

彼
ら
は
「
い
た
わ
る
側
」
と
し
て
、
最
後
に
主
人
公
か
ら
恩
賞
を

受
け
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
主
人
公
の
先
輩
格
と
し
て
同
じ

境
遇
に
あ
る
「
伊
勢
の
小
萩
」
は
、
最
後
に
「
網
代
の
㈲
」
に
乗

っ
て
「
都
へ
」
上
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
了
一
郎
」
は
肩
ま
で
生

き
埋
め
に
さ
れ
た
父
「
山
根
太
夫
」
の
首
を
「
竹
鋸
」
で
「
引
く
」

は
め
に
な
る
。

百
に
余
り
て
六
つ
の
と
き
、
首
は
前
に
ぞ
引
き
落
と
す
。
さ

て
そ
の
後
に
、
三
郎
を
、
や
す
み
が
小
浜
に
、
連
れ
て
行
き
、

行
き
戻
り
の
、
山
人
た
ち
に
、
七
日
七
夜
、
首
を
引
か
せ
、

（
以
下
略
）

ほ
か
の
何
に
も
ま
し
て
応
報
主
義
の
徹
底
し
た
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る

説
経
は
、
谷
っ
し
た
三
郎
の
末
路
に
白
業
自
得
を
見
て
い
さ
さ
か

の
同
情
を
も
示
さ
な
い
が
、
お
そ
ら
く
三
郎
が
い
か
に
非
人
間
的

な
残
酷
さ
を
た
た
え
た
人
物
で
あ
る
か
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
詞

章
は
、
同
時
に
近
代
的
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
笑
い
飛
ば
す
あ
っ

け
ら
か
ん
と
し
た
嶼
笑
に
彩
ら
れ
て
も
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
『
山
槻
太
夫
』
は
父
の
首
を
竹
鋸
で
引
く
三
郎
に

「
一
引
き
引
さ
て
は
、
千
僧
供
養
、
二
引
き
引
い
て
は
、
万
僧
供

養
、
え
い
さ
ら
え
い
」
と
唱
え
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

結
末
に
お
け
る
主
人
公
に
よ
る
恩
響
の
精
算
は
、
共
同
性
を
支
え

る
人
々
す
な
わ
ち
社
会
的
に
虐
げ
ら
れ
た
人
々
が
恩
賞
に
与
り
、

横
暴
な
上
位
者
が
懲
ら
し
め
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
賤
視
さ
れ

る
人
々
の
抑
圧
さ
れ
た
願
望
の
昇
華
と
し
て
の
ド
ラ
マ
と
い
う
、

説
経
の
基
本
的
な
性
格
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

　
鴎
外
は
、
こ
う
し
た
人
々
の
共
同
性
を
作
品
か
ら
払
拭
し
た

の
で
あ
る
。
か
わ
り
に
、
元
服
し
て
丹
後
の
国
守
と
な
っ
た
、
そ

の
名
も
「
正
道
」
が
居
る
。
「
陸
奥
橡
正
氏
と
云
ふ
も
の
の
子
」

で
、
元
服
し
た
の
に
い
つ
ま
で
も
厨
子
王
で
も
あ
る
ま
い
と
い
う

わ
け
だ
ろ
う
が
、
「
正
道
」
と
は
あ
ま
り
に
名
詮
自
性
に
す
ぎ
る

名
前
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
正
道
は
「
最
初
の
政
と
し
て
、
丹
後

一
国
で
人
の
売
買
を
禁
じ
」
、
そ
こ
で
「
山
槻
大
夫
も
悉
く
奴
婢
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を
解
放
し
て
、
給
料
を
払
ふ
こ
と
」
に
な
る
。
鴎
外
は
『
歴
史

其
位
と
歴
史
離
れ
』
に
、
「
伝
説
が
人
買
の
事
に
関
し
て
ゐ
る
の

で
、
書
い
て
ゐ
る
う
ち
に
奴
隷
解
放
問
題
な
ん
ぞ
に
触
れ
た
の
は
、

已
む
こ
と
を
得
な
い
」
と
書
い
て
い
る
が
、
こ
こ
に
示
さ
れ
た
正

道
・
山
根
大
夫
・
奴
婢
の
関
係
は
、
『
古
い
手
帳
か
ら
』
に
見
え

る
社
会
観
に
則
っ
て
次
の
よ
う
に
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
正
道
は
プ
ラ
ト
ン
の
分
類
の
内
「
思
惟
者
は
哲
学
者
で
、
同
時

に
政
治
家
」
、
山
根
大
夫
と
奴
婢
は
と
も
に
「
労
動
者
」
に
該
当

し
て
、
鴎
外
に
は
「
此
下
の
階
級
の
中
に
今
相
対
峙
し
て
ゐ
る

資
本
家
と
労
前
者
と
が
一
丸
を
な
し
て
入
れ
て
あ
る
の
が
可
笑
し

い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
正
道
の
し
た
こ
と
は
山
根
大
夫
を

「
資
本
家
」
に
、
奴
婢
を
「
労
前
者
」
に
定
位
し
て
や
る
こ
と
だ

っ
た
。
と
い
う
の
は
、
「
若
し
自
利
の
心
が
な
い
と
き
は
人
の
事

業
に
励
み
が
な
い
。
緊
張
が
な
い
。
緊
張
が
な
く
て
は
発
展
が
な

い
。
文
化
が
滅
び
る
」
、
こ
れ
が
「
コ
阻
呂
の
理
想
国
」
に
対
す

る
批
判
で
あ
り
、
「
共
産
主
義
が
否
定
せ
ら
れ
る
」
根
拠
で
あ
る

が
、
一
方
、
「
私
産
を
認
め
、
結
婚
を
認
め
る
と
、
貧
富
幸
不
幸

が
生
ず
る
。
国
家
の
制
度
は
此
懸
隔
が
大
き
く
な
ら
ぬ
や
う
に
調

節
し
て
行
く
べ
き
」
と
さ
れ
、
こ
の
「
調
節
」
の
バ
ラ
ン
ス
の
良

さ
が
、
「
正
道
」
と
い
う
名
に
は
託
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

う
で
な
く
て
ど
う
し
て
、
「
自
利
」
の
機
会
を
奪
わ
れ
て
い
た
奴

婢
が
、
説
経
の
結
末
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
転

換
を
見
る
こ
と
な
く
、
「
大
夫
が
家
で
は
一
時
そ
れ
（
給
料
を
払

う
こ
と
Ｉ
注
）
を
大
き
い
損
失
の
や
う
に
思
っ
た
が
、
此
時
か
ら

農
作
も
工
匠
の
業
も
前
に
増
し
て
盛
に
な
っ
て
、
一
族
は
い
よ
い

よ
富
み
栄
え
た
」
と
い
う
事
態
を
受
け
容
れ
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ

う
か
。
ひ
ょ
っ
と
し
て
鴎
外
に
と
っ
て
、
説
経
に
見
ら
れ
る
人
々

の
共
同
性
は
、
時
事
的
な
課
題
あ
る
い
は
社
会
問
題
の
次
元
で
は
、

恐
怖
す
べ
き
も
し
く
は
懐
柔
す
べ
き
集
団
の
力
と
し
て
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
最
後
に
、
母
を
捜
し
て
佐
渡
に
渡
っ
た
正
道
は
、
「
役
人
の
手

で
国
中
を
調
べ
て
貰
っ
た
が
、
母
の
行
方
は
容
易
に
知
れ
な
か
っ

た
」
と
き
、
こ
ん
な
ふ
う
に
自
問
す
る
、
す
な
わ
ち
「
若
し
役
人

な
ん
ぞ
に
任
せ
て
調
べ
さ
せ
て
、
自
分
か
捜
し
歩
か
ぬ
の
を
神
仏

が
憎
ん
で
逢
は
せ
て
下
さ
ら
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
。

注
１
　
『
鴎
外
選
集
』
第
五
巻
（
岩
波
書
店
）
小
堀
桂
一
郎
解
説

注
２
　
注
１
に
同
じ

注
３
　
鴎
外
作
「
山
根
大
夫
」
（
新
日
本
昭
和
十
三
年
八
月
号
の
ち
『
随

　
　
　
筆
不
断
経
』
所
収
）

注
４
　
東
洋
文
庫
『
説
経
節
』
（
平
凡
社
）
解
説
・
解
題

注
５
　
東
洋
文
庫
『
日
本
お
伽
集
２
』
（
平
凡
社
）
瀬
田
貞
二
あ
と
が
き

注
６
　
東
洋
文
庫
『
説
経
節
』
５
５
頁
注
ご
二
五
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（
個
人
的
な
付
記
　
本
稿
は
、
も
と
友
人
だ
ち
と
企
画
し
た
雑
誌
の
た

め
に
用
意
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
都
合
で
、
本
誌
の
紙
面
を
借
り
る
こ

と
に
な
っ
た
。
記
し
て
、
謝
意
を
表
す
る
。
）
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