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は
じ
め
に

入
沢
康
夫
『
わ
が
出
雲
・
わ
が
鎮
魂
』
は
、「
わ
が
出
雲
（
エ
ス
キ
ス
）
」、「
わ
が
出

雲
（
第
一
の
エ
ス
キ
ス
）
」
を
経
て
「
わ
が
出
雲
・
わ
が
鎮
魂
」
の
形
で
発
表
さ
れ
、

一
九
六
八
年
、
思
潮
社
よ
り
単
行
本
が
刊
行
さ
れ
た
）
1
（

。
発
表
当
初
よ
り
評
価
は
高
く
、

読
売
文
学
賞
を
受
賞
す
る
な
ど
、
入
沢
の
代
表
詩
集
の
一
つ
で
あ
る
。
ま
た
、「
『
詩
は

表
現
で
は
な
い
』
と
述
べ
「
偽
」
や
「
擬
」
の
意
識
を
創
作
に
不
可
欠
と
み
な
す
入
沢

の
詩
法
は
…
（
略
）
…
『
わ
が
出
雲
』
に
至
り
、
神
話
的
想
像
力
と
引
用
の
手
法
が
見

事
に
融
合
す
る
空
前
の
叙
事
詩
的
世
界
を
現
出
さ
せ
た
」
と
い
う
指
摘
）
2
（

に
あ
る
よ
う

に
、
こ
の
詩
集
は
、
入
沢
の
提
唱
す
る
詩
論
が
十
分
に
実
践
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
彼

の
詩
作
に
お
け
る
画
期
と
も
み
な
さ
れ
て
い
る
。

『
わ
が
出
雲
・
わ
が
鎮
魂
』
の
最
大
の
特
徴
は
、
既
発
表
の
詩
本
文
に
対
す
る
膨
大

な
自
注
と
し
て
「
わ
が
鎮
魂
」
が
付
け
ら
れ
、
詩
本
文
と
自
注
と
を
併
せ
て
一
冊
の
詩

集
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
詩
本
文
に
自
注
が
付
さ
れ
る
こ
と
自
体
は
、
エ
リ

オ
ッ
ト
『
荒
地
）
3
（

』
を
始
め
と
し
て
先
例
が
あ
る
が
、
こ
れ
ほ
ど
詳
細
か
つ
多
量
の
自
注

人
文
科
学
研
究　

第
一
二
巻　

二
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八
頁
、
二
〇
一
六
年
三
月

読
む
こ
と
の
始
源
に
向
か
っ
て

―

入
沢
康
夫
『
わ
が
出
雲
・
わ
が
鎮
魂
』
に
お
け
る
「
わ
が
鎮
魂
」
の
役
割―

須
　

賀
　

真

以

子

は
珍
し
い
。「
わ
が
鎮
魂
」
に
つ
い
て
賛
否
両
論
は
あ
る
（
4
）

が
、
自
注
の
存
在
は
、
本
詩

集
を
「
類
例
の
な
い
破
天
荒
な
詩
的
企
て
（
5
）

」
と
す
る
の
に
不
可
欠
な
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
重
要
性
は
、
詩
集
の
「
あ
と
が
き
」
に
も
表
れ
て
い
る
。

本
文
と
注
と
か
ら
成
る
こ
の
『
わ
が
出
雲
・
わ
が
鎮
魂
』
の
制
作
は
、
私
に
と
っ

て
、
た
し
か
に
一
つ
の
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
。
…
（
略
）
…
こ
の
「
作
品

も
ど
き
」
に
お
け
る
私
の
意
図
は
、
そ
の
よ
う
な
（
※
故
郷
と
し
て
の
）
因
縁
の

あ
る
土
地
へ
の
私
的
な
愛
憎
を
都
合
の
よ
い
口
実
に
、《
根
の
国
・
底
の
国
》《
反

逆
》《
騙
し
討
》《
被
征
服
》《
鎮
魂
＝
呪
力
の
鎮
圧
》
と
い
っ
た
テ
ー
マ
を
導
き

の
糸
と
し
な
が
ら
、
パ
ロ
デ
ィ
の
パ
ロ
デ
ィ
を
本
文
（
も
ど
き
）
と
注
（
も
ど
き
）

と
で
組
み
立
て
、
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
詩
の
「
反
現
場
性
」「
自
己
侵
蝕
性
」

の
問
題
を
、
無
二
無
三
に
追
い
つ
め
て
み
る
こ
と
だ
っ
た
。
／
つ
ま
り
、
私
の
力

点
は
、「
作
品
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
」
に
で
な
く
、「
作
品
の
成
立
と
は
何
か
を
問

う
こ
と
」
に
か
か
っ
て
い
た
。（
七
七
頁
、（
※
）
内
は
引
用
者
）

し
か
し
な
が
ら
、『
わ
が
出
雲
・
わ
が
鎮
魂
』
に
つ
い
て
の
従
来
の
論
考
は
、
詩
本
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文
で
あ
る
「
わ
が
出
雲
」
を
中
心
と
し
て
読
解
さ
れ
た
も
の
が
多
く
、
自
注
に
つ
い
て

も
言
及
は
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、「
わ
が
鎮
魂
」
そ
れ
自
体
の
記
述
を
具
体
的
に
分
析

し
た
も
の
は
少
数
に
と
ど
ま
る
。
詩
本
文
に
つ
い
て
の
主
要
な
論
考
と
し
て
、「
さ
み

な
し
に
あ
わ
れ
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
折
口
信
夫
受
容
と
「
空
洞
」
構
造
の
問
題
を
取

り
上
げ
た
吉
田
文
憲
（
6
）

、
日
本
近
代
詩
史
に
お
け
る
「
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
的
主
題
」
の
換
骨

奪
胎
を
指
摘
す
る
野
村
喜
和
夫
（
7
）

、
入
沢
詩
の
「
引
用
」
に
つ
い
て
、「
記
憶
を
誇
示
す

る
こ
と
と
は
全
く
反
対
に
、
忘
却
の
生
々
し
さ
に
触
れ
よ
う
と
す
る
試
み
」
と
述
べ
る

絓
秀
実
（
8
）

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
傾
向
と
し
て
は
、
詩
本
文
の
テ
ー
マ
を
追

求
し
つ
つ
、
入
沢
の
詩
論
の
反
映
を
そ
こ
に
見
、
詩
そ
の
も
の
に
関
す
る
メ
タ
・
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
読
み
取
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

本
稿
も
ま
た
、
先
行
研
究
の
傾
向
自
体
に
異
を
唱
え
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、「
入

沢
君
が
自
注
を
つ
け
て
初
め
て
完
成
し
た
作
品
（
9
）

」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
自
注
「
わ
が
鎮

魂
」
が
本
詩
集
に
お
い
て
単
な
る
解
説
の
域
を
超
え
、
重
要
な
構
成
要
素
と
な
っ
て
い
る

以
上
、
注
自
体
に
つ
い
て
も
ま
た
、
精
読
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

「
わ
が
鎮
魂
」
が
、『
詩
の
構
造
に
つ
い
て
の
覚
え
書
）
10
（

』
で
提
唱
さ
れ
た
「
擬
物
語
詩
」
と

い
う
入
沢
の
詩
論
、
お
よ
び
「
あ
と
が
き
」
に
記
さ
れ
た
「
詩
の
成
立
と
は
何
か
を
問
う
」

「
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
に
か
か
わ
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

林
浩
平
は
『
わ
が
出
雲
・
わ
が
鎮
魂
』
に
つ
い
て
「
先
行
す
る
文
学
史
を
参
照
枠
と

し
て
記
憶
を
物
語
化
す
る
」
手
法
を
と
っ
た
と
述
べ
る
）
11
（

が
、「
わ
が
鎮
魂
」
そ
れ
自
体

の
内
容
に
つ
い
て
発
信
し
た
数
少
な
い
論
者
と
し
て
、
田
野
倉
康
一
は
「
『
わ
が
出
雲
』

に
対
す
る
自
注
『
わ
が
鎮
魂
』
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
『
記
憶
』
を
め
ぐ
る
本
質
的
な

あ
い
ま
い
さ
の
彼
方
へ
、
現
実
を
お
そ
ら
く
は
故
意
に
追
い
や
ら
れ
て
い
る
の
だ
」
と

指
摘
）
12
（

す
る
。
本
稿
で
は
こ
の
指
摘
を
手
掛
か
り
に
、「
わ
が
鎮
魂
」
を
精
読
す
る
こ
と

で
本
詩
集
の
「
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
さ
ら
に
、
自
注
が

詩
本
文
を
読
む
際
に
及
ぼ
す
作
用
に
よ
っ
て
、
入
沢
自
身
の
述
べ
る
、
詩
に
は
「
普
遍

的
な
「
真
実
」
」
が
あ
る
と
い
う
結
論
）
13
（

と
は
違
う
形
で
、
読
み
手
に
と
っ
て
の
詩
の
自

律
し
た
（
虚
）
像
が
立
ち
上
が
っ
て
く
る
こ
と
を
検
討
し
た
い
。

分
析
の
方
法
と
し
て
、「
わ
が
出
雲
」
に
お
け
る
「
擬
物
語
詩
」
と
し
て
の
物
語
世

界
を
踏
ま
え
た
後
、「
わ
が
鎮
魂
」
全
体
の
特
徴
を
分
析
し
、
両
者
を
併
せ
「
読
む
」

際
の
効
果
を
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
煩
雑
を
避
け
る
た
め
に
、
以
下
『
わ
が
出

雲
・
わ
が
鎮
魂
』
を
『
わ
が
出
雲
』
と
表
記
す
る
。

１
．―

１　

「
わ
が
出
雲
」
と
い
う
「
擬
物
語
詩
」―

成
立
ま
で

詩
本
文
で
あ
る
「
わ
が
出
雲
」
は
、
冒
頭
に
『
出
雲
国
風
土
記
』
に
お
け
る
国
引
き

神
話
の
エ
ピ
グ
ラ
フ
を
置
き
、
Ⅰ
か
ら
XIII
ま
で
に
分
か
れ
た
散
文
詩
で
あ
る
。
途
中
、

Ⅱ
の
バ
ッ
テ
ン
形
（
交
差
部
分
を
共
有
す
る
二
様
の
詩
連
に
よ
っ
て
、
出
雲
に
向
か
い

疾
走
す
る
「
ぼ
く
」
が
語
ら
れ
る
）、
Ⅸ
の
飛
び
立
つ
鳥
の
形
（
死
ん
だ
母
に
再
会
す

る
が
逃
亡
さ
れ
て
し
ま
う
）、
Ⅻ
の
鏡
文
字
部
分
（
「
ほ
ん
と
う
の
出
雲
」
）
及
び
六
角

形
（
友
の
魂
を
発
見
）
と
、
四
か
所
に
文
字
の
図
形
的
配
置
が
あ
る
。
こ
の
図
形
的
配

置
が
「
無
数
の
姿
」
と
な
る
「
贋
の
出
雲
」
の
モ
チ
ー
フ
と
相
俟
っ
て
、
一
見
複
雑

な
印
象
を
抱
か
せ
る
が
、「
わ
が
出
雲
」
自
体
の
構
成
は
単
線
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

出
雲
を
舞
台
と
し
て
「
親
友
の
魂た
ま

ま
ぎ
」
に
乗
り
出
す
と
と
も
に
、「
ほ
ん
と
う
の
出
雲
」

を
探
し
求
め
る
僕
が
、
最
終
的
に
友
の
魂
お
よ
び
「
ほ
ん
と
う
の
出
雲
」
を
見
出
し
て

帰
途
に
つ
き
、
や
は
り
『
出
雲
国
風
土
記
』
か
ら
引
い
た
「
意お

え恵
！
」
と
い
う
魂
鎮
め

の
言
葉
で
終
わ
る
明
確
な
筋
立
て
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
限
り
で
は
、
比
較
的
「
読
み

や
す
い
」
詩
の
部
類
に
入
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
初
出
稿
・
第
二
稿
・
決
定
稿
と
『
わ
が
出
雲
』
と
を
比
較
す
る
と
、

こ
の
詩
形
が
周
到
に
編
纂
し
な
お
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
ず
、
初
出

稿
か
ら
決
定
稿
に
至
る
ま
で
の
稿
の
比
較
か
ら
そ
の
物
語
世
界
の
成
立
に
つ
い
て
検
討

し
た
い
。

初
出
稿
で
あ
る
「
わ
が
出
雲
（
エ
ス
キ
ス
）
」
は
、『
わ
が
出
雲
』
の
Ⅱ
「
す
で
に
し
て
、
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読
む
こ
と
の
始
源
に
向
か
っ
て

大
蛇
の
目
の
よ
う
な
呪
い
の
中
に
ぼ
く
は
あ
る
」（
五
四
〇
頁
）
か
ら
Ⅵ
、
Ⅸ
、
お
よ

び
Ⅻ
に
組
み
込
ま
れ
た
節
よ
り
成
っ
て
い
る
。
分
量
が
少
な
い
た
め
か
章
に
は
分
か
れ

て
お
ら
ず
、
文
字
の
図
形
的
配
置
も
な
い
。
ま
た
、
語
り
手
は
一
貫
し
て
「
ぼ
く
」
を

用
い
、「
ぼ
く
た
ち
」
と
い
う
人
称
は
登
場
し
な
い
。
物
語
展
開
は
『
わ
が
出
雲
』
と

同
様
で
、
米
子
空
港
か
ら
出
雲
に
降
り
立
っ
た
「
ぼ
く
」
が
、「
友
の
あ
く
が
れ
出
た

魂
を
と
り
と
め
」
る
た
め
、「
贋
の
出
雲
」
を
彷
徨
し
、「
母
に
再
会
す
る
」。
そ
の
の
ち
、

「
雷
鳴
が
お
こ
」
り
、「
わ
が
出
雲
」
と
「
友
の
魂
」
と
を
発
見
す
る
。
た
だ
し
末
尾
の

み
は
大
幅
に
変
わ
っ
て
い
る
の
で
、
以
下
に
引
用
す
る
。

そ
れ
か
ら
、
ど
う
し
た
か
は
、
ぼ
く
も
言
え
ぬ
。
す
で
に
し
て
、
ぼ
く
は
出
雲
の

呪
い
の
外
に
逃
れ
た
。
東
京
の
、
ぼ
く
の
ア
パ
ー
ト
。
今
こ
れ
を
書
い
て
い
る

テ
ー
ブ
ル
の
上
に
一
つ
の
ガ
ラ
ス
壜
が
あ
り
、
そ
の
中
で
ま
た
た
き
つ
づ
け
て
い

る
小
さ
な
光
。
ぼ
く
は
こ
れ
を
、
書
留
小
包
で
、
出
雲
の
親
友
の
も
と
に
送
り
つ

け
よ
う
と
思
う
。（
五
四
八
頁
）

決
定
稿
が
「
永
劫
の
魂
ま
ぎ
人
が
帰
っ
て
く
る
／
意
恵
！
」
と
帰
途
の
途
上
で
終
わ

り
を
迎
え
る
の
に
比
べ
、
初
出
稿
で
は
「
ぼ
く
」
は
「
出
雲
の
呪
い
」
か
ら
脱
出
し
、

東
京
と
い
う
外
部
か
ら
道
行
を
眺
め
た
冷
静
な
終
わ
り
方
と
な
っ
て
い
る
。

次
に
第
二
稿
で
あ
る
「
わ
が
出
雲
（
第
一
の
エ
ス
キ
ス
）
」
を
見
て
み
よ
う
。
前
述

の
「
エ
ス
キ
ス
」
と
比
べ
、
こ
ち
ら
は
ス
ト
ー
リ
ー
が
曖
昧
で
、
物
語
性
は
希
薄
で
あ

る
（
「
第
一
の
エ
ス
キ
ス
」
と
あ
る
の
で
、「
エ
ス
キ
ス
」
よ
り
も
執
筆
は
前
で
あ
る
可

能
性
も
あ
る
。
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
エ
ス
キ
ス
」
の
後
に
こ
の
「
第
一
の
エ
ス
キ
ス
」

を
発
表
し
た
こ
と
自
体
が
、『
わ
が
出
雲
』
の
「
あ
と
が
き
」
に
あ
る
「
作
品
の
成
立

と
は
何
か
を
問
う
」
行
為
を
既
に
実
践
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
）。
１
〜
５
ま
で
の
ア

ラ
ビ
ア
数
字
の
章
番
号
が
付
さ
れ
て
お
り
、
大
ま
か
な
流
れ
は
『
わ
が
出
雲
』
Ⅱ
、
Ⅲ
、

Ⅸ
、
Ⅵ
、
Ⅻ
と
ほ
ぼ
同
じ
展
開
を
た
ど
る
が
、
モ
チ
ー
フ
の
配
置
は
か
な
り
異
な
っ

て
い
る
。
た
と
え
ば
１
の
冒
頭
は
「
雨
が
上
っ
た
意お

う宇
の
平
野
の
北
端
／
意
宇
の
川

が
夕
映
え
の
湖
に
そ
そ
ぐ
あ
た
り
」
と
、「
エ
ス
キ
ス
」
同
様
Ⅱ
の
部
分
か
ら
始
ま
る

が
、
す
ぐ
に
「
（
剥
げ
た
塗
り
ぜ
ん
の
上
の
つ
く
り
も
の
の
白
蛇
／
屋
の
む
ね
で
鶏
は

叫
び　

牛
が
首
の
な
い
仔
を
産
む
時
）
」
と
Ⅴ
の
モ
チ
ー
フ
に
移
行
す
る
（
五
三
〇
頁
）。

構
成
要
素
お
よ
び
「
魂
ま
ぎ
の
旅
」
と
い
う
目
的
は
共
通
す
る
も
の
の
、『
わ
が
出
雲
』

Ⅻ
の
、
友
の
魂
お
よ
び
「
ほ
ん
と
う
の
出
雲
」
発
見
の
部
分
が
な
く
「
雷
鳴
が
起
っ
た

／
跳
び
は
ね
る
猪
の
よ
う
に
」
で
終
わ
っ
て
い
る
た
め
、「
贋
の
出
雲
」
彷
徨
の
断
片

を
コ
ラ
ー
ジ
ュ
し
た
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
こ
れ
は
、『
わ
が
出
雲
』
と
い
う
最
終

的
な
形
を
前
提
と
し
た
分
析
で
は
あ
る
が
、
発
表
が
先
行
す
る
「
エ
ス
キ
ス
」
を
読
ん

だ
後
の
読
者
に
は
、
お
そ
ら
く
同
じ
よ
う
な
印
象
を
抱
か
せ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

第
二
稿
に
お
け
る
特
徴
は
、
１
の
「
ぼ
く
に
は
思
惟
を
か
え
す

0

0

0

0

0

0

す
べ
も
な
く
／
魂

ま
ぎ
の
旅
を
つ
づ
け
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
『
わ
が
出
雲
』
Ⅱ
に
相
当
す
る
く
だ

り
の
後
に
、「
ぼ
く
の
詩
が
ど
う
し
て
も
私
詩
的
に
な
る
の
は
／
こ
れ
は　

こ
の
国
の

大
気
の
よ
ど
み
の
せ
い
／
む
ら
立
つ
血
の
色
の
雲
の
せ
い
だ
」（
五
三
二
頁
）
と
い
う

部
分
が
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
３
に
「
今
日　

ぼ
く
は　

腕
に
三
歳
の
啞
の
子
を
抱
い

て
／
青
水
無
月
の
夕
闇
に
ま
ぎ
れ
て
石
段
を
の
ぼ
り
／
数
知
れ
ぬ
鳥
居
を
く
ぐ
っ
た
」

（
五
三
五
頁
）
と
あ
り
、
続
け
て
「
ぼ
く
た
ち
」
と
い
う
人
称
が
現
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
Ⅳ
お
よ
び
Ⅵ
の
要
素
を
持
つ
３
で
は
、「
ぼ
く
」
の
道
連
れ
が
「
啞
の
子
」

と
明
示
さ
れ
て
い
る
。

決
定
稿
で
あ
る
「
わ
が
出
雲
・
わ
が
鎮
魂
」
の
体
裁
は
『
わ
が
出
雲
』
と
ほ
と
ん
ど

変
わ
ら
な
い
。
エ
ピ
グ
ラ
フ
や
文
字
の
図
形
的
配
置
も
同
様
で
あ
る
。
た
だ
し
、
Ⅻ
の

鏡
文
字
の
み
は
普
通
の
文
字
列
と
し
て
配
置
さ
れ
て
い
る
。
違
い
と
し
て
は
、
章
が
Ⅰ

か
ら
XIV
ま
で
あ
る
こ
と
（
こ
れ
は
、「
わ
が
出
雲
」
で
Ⅲ
と
さ
れ
た
部
分
が
『
わ
が
出
雲
』

で
は
Ⅱ
の
続
き
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
章
番
号
が
一
つ
、
ず
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
内
容
面
で
差
は
み
ら
れ
な
い
）、
お
よ
び
末
尾
に
「
付
記
」
が
あ

る
こ
と
で
あ
る
。
以
下
に
「
付
記
」
を
引
く
。
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本
稿
は
「
詩
と
批
評
」
六
六
年
八
月
号
に
発
表
し
た
「
わ
が
出
雲
（
エ
ス
キ
ス
）
」

お
よ
び
「
あ
も
る
ふ
」
29
号
の
「
わ
が
出
雲
」（
第
一
の
エ
ス
キ
ス
）
」
等
を
材

料
に
し
て
、
こ
れ
ら
を
組
み
合
せ
、
さ
ら
に
大
幅
な
増
補
・
改
編
を
ほ
ど
こ
し
た

も
の
で
、「
わ
が
出
雲
」
は
こ
れ
を
も
っ
て
、
決
定
稿
と
し
た
い
。
な
お
、
作
中

の
処
々
に
見
ら
れ
る
古
典
の
引
用
や
借
用
、
も
じ
り
等
の
典
拠
や
出
所
に
つ
い
て

は
、
一
々
注
す
べ
き
で
も
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
一
切
注
記
を
省
略
す
る
。（
二
九

頁
）（
※
傍
線
は
引
用
者
）

「
付
記
」
か
ら
、「
省
略
」
さ
れ
た
「
注
記
」
が
生
か
さ
れ
た
の
が
『
わ
が
出
雲
』
で

あ
る
こ
と
、
お
よ
び
当
初
「
わ
が
鎮
魂
」
は
詩
本
文
に
つ
け
ら
れ
た
タ
イ
ト
ル
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
タ
イ
ト
ル
に
つ
い
て
は
、
既
発
表
の
詩
を
「
組
み
合
せ
、
さ
ら
に

大
幅
な
増
補
・
改
編
を
ほ
ど
こ
し
た
」
行
為
そ
の
も
の
が
、
当
初
「
わ
が
鎮
魂
」
と
し

て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
さ
ら
に
二
重
化
し

た
も
の
が
、『
わ
が
出
雲
・
わ
が
鎮
魂
』
に
お
け
る
自
注
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、

「
典
拠
や
出
所
に
つ
い
て
は
、
一
々
注
す
べ
き
で
も
あ
ろ
う
が
」
と
い
う
く
だ
り
か
ら

は
、
そ
も
そ
も
詩
作
に
お
い
て
必
須
と
は
い
え
な
い
、
引
用
の
出
典
明
示
の
意
識
が
当

初
か
ら
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
わ
が
出
雲
・
わ
が
鎮
魂
」
の
詩
作

行
為
に
お
い
て
、「
引
用
」
が
極
め
て
意
識
的
に
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
す

（
「
引
用
」
に
つ
い
て
は
、
宮
川
淳
の
影
響
と
関
連
し
て
後
述
す
る
）。

以
上
、『
わ
が
出
雲
』
と
初
稿
か
ら
決
定
稿
と
を
比
較
し
て
き
た
が
、
最
終
的
な
詩

集
の
形
を
と
る
ま
で
の
大
き
な
相
違
点
は
以
下
の
五
つ
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
①
初
稿
の
東
京
帰
還
の
部
分
が
削
除
さ
れ
て
い
る
。
②
「
ぼ
く
た
ち
」
と
い
う
人

称
は
第
二
稿
以
降
に
あ
ら
わ
れ
る
が
、
当
初
は
「
啞
の
子
」
を
道
連
れ
と
し
て
指
し
て

い
た
。
③
第
二
稿
に
の
み
、「
わ
が
出
雲
」
が
「
私
詩
的
」
で
あ
る
と
い
う
記
述
が
あ
る
。

④
注
は
存
在
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
決
定
稿
付
記
に
「
注
記
す
べ
き
」
と
書
か
れ
て
い

る
の
は
引
用
や
パ
ロ
デ
ィ
の
出
典
の
み
で
あ
る
。
⑤
『
わ
が
出
雲
』
で
「
ほ
ん
と
う
の

出
雲
」
を
描
写
す
る
際
の
、
Ⅻ
の
鏡
文
字
は
存
在
し
て
い
な
い
。

こ
の
五
つ
の
相
違
点
が
何
を
示
す
か
を
考
え
た
い
。

①
に
つ
い
て
は
前
述
の
と
お
り
、「
出
雲
の
呪
い
」
を
東
京
と
い
う
外
部
か
ら
眺
め
る

視
点
が
削
除
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
末
尾
の
「
毘ひ

め売
の
崎さ
き

」
か
ら
「
帰
っ

て
く
る
」
部
分
は
、
誰
が
ど
こ
か
ら
ど
こ
へ
帰
る
か
を
明
確
に
せ
ず
、
し
か
も
引
用
さ
れ

て
い
る
西
脇
順
三
郎
の
『
旅
人
か
へ
ら
ず
』
に
は
、「
も
は
や
詩
が
書
け
な
い
／
詩
の
な

い
と
こ
ろ
に
詩
が
あ
る
／
う
つ
つ
の
断
片
の
み
詩
と
な
る
」
等
の
、
現
実
が
「
詩
」
を
存

続
さ
せ
え
ず
、
そ
れ
は
「
断
片
」
と
し
て
生
じ
る
ほ
か
な
い
と
い
う
記
述
が
含
ま
れ
て
い

た
）
14
（

。
す
な
わ
ち
こ
の
末
尾
は
、
帰
還
の
イ
メ
ー
ジ
を
ぼ
や
け
さ
せ
、
か
つ
ポ
エ
ジ
ー
の
擬

人
化
た
る
「
永
劫
の
」
旅
人
と
「
魂
ま
ぎ
人
」
を
だ
ぶ
ら
せ
る
こ
と
で
、
詩
の
物
語
内
容

レ
ベ
ル
か
ら
詩
作
行
為
レ
ベ
ル
へ
と
、
視
点
を
移
動
す
る
よ
う
に
読
者
に
促
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、『
わ
が
出
雲
』
に
お
い
て
詩
作
行
為
と
い
う
「
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
」

は
、「
帰
っ
て
く
る
」
途
上
な
の
で
あ
り
、
終
わ
り
を
迎
え
て
い
な
い
こ
と
も
示
唆
し
て

い
る
。
こ
の
改
稿
に
つ
い
て
は
、
阿
毛
久
芳
に
よ
る
「
呪
文
的
発
話
が
叙
述
的
発
話
を
抑

え
込
む
力
を
感
じ
る
。
そ
し
て
「
わ
が
鎮
魂
」
で
、
こ
の
二
つ
の
傾
向
の
発
話
を
統
御
す

る
自
注
的
記
述
が
複
層
的
に
置
か
れ
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
）
15
（

。

　

②
の
「
ぼ
く
た
ち
」
と
い
う
人
称
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
《
分

身
》
の
主
題
が
現
れ
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
）
16
（

。
道
連
れ
が
「
啞
の
子
」
と
明
示

さ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
で
、
分
散
し
た
《
分
身
》
の
断
片
が
複
数
の
出
雲
に
存
在
す
る
、

と
い
う
、
よ
り
テ
ー
マ
に
沿
っ
た
《
分
身
》
の
形
が
取
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

③
の
「
私
詩
」
と
い
う
考
え
方
と
『
わ
が
出
雲
』
に
つ
い
て
は
、
同
時
期
に
執
筆
さ

れ
た
『
詩
の
構
造
に
つ
い
て
の
覚
え
書
』
と
の
連
関
の
中
で
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
）
17
（

。

同
『
覚
え
書
』
は
そ
の
大
半
を
「
作
者
」
と
「
表
現
主
体
」
と
を
峻
別
す
る
必
要
性
と

い
う
主
張
に
割
い
て
い
る
た
め
、
そ
の
実
践
と
し
て
『
わ
が
出
雲
』
を
捉
え
る
な
ら
ば
、

こ
の
部
分
は
一
見
す
る
と
ふ
さ
わ
し
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
前
掲
の

「
あ
と
が
き
」
を
参
照
す
れ
ば
、『
わ
が
出
雲
』
が
「
私
詩
的
」
で
あ
る
こ
と
を
逆
手
に
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読
む
こ
と
の
始
源
に
向
か
っ
て

取
っ
た
詩
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
す
ぐ
に
明
ら
か
と
な
る
）
18
（

。『
わ
が
出
雲
』
に
あ
た
っ

て
、
こ
う
し
た
詩
作
行
為
自
体
へ
の
自
己
言
及
を
注
お
よ
び
「
あ
と
が
き
」
に
統
一
し

た
た
め
、
本
文
か
ら
削
除
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

④
の
注
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
『
わ
が
出
雲
』
の
「
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ

ン
」
と
し
て
の
最
た
る
も
の
で
あ
る
が
、
２
．
以
降
に
詳
述
す
る
。

　

⑤
の
鏡
文
字
に
つ
い
て
は
、「
ほ
ん
と
う
の
出
雲
」
が
『
わ
が
出
雲
』
に
お
い
て
変

化
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
姿
は
鏡
越
し
の
虚
像
と
し
て
し
か

見
出
す
こ
と
が
出
来
な
い
。
こ
れ
も
や
は
り
、
注
を
付
す
と
い
う
「
読
む
」
行
為
を
経

て
到
達
し
た
「
出
雲
」
像
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
２
．
以
降
に
考
察
し
た
い
。

　

以
上
の
違
い
に
つ
い
て
考
察
し
た
結
果
、『
わ
が
出
雲
・
わ
が
鎮
魂
』
と
い
う
形
に

至
る
ま
で
に
、
詩
の
メ
タ
・
テ
ー
マ
に
よ
り
寄
り
添
っ
た
改
変
が
な
さ
れ
、
ま
た
、
ス

ト
ー
リ
ー
の
体
裁
は
整
え
ら
れ
つ
つ
も
、
結
末
部
や
「
ぼ
く
た
ち
」
と
い
う
人
称
な
ど

の
改
変
を
通
し
て
、
解
釈
の
多
様
性
を
保
持
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
続
い
て
、

こ
の
詩
形
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
入
沢
の
「
擬
物
語
詩
」
と
い
う
概
念
か
ら
確
認
・
検

討
し
、「
わ
が
出
雲
」
の
分
析
に
移
り
た
い
。

１
．―

２　

「
わ
が
出
雲
」
と
い
う
「
擬
物
語
詩
」 

　

―

作
品
の
成
立
と
作
者
の
追
放

　

「
擬
物
語
詩
」
と
は
、
前
述
の
『
覚
え
書
』
に
よ
れ
ば
以
下
の
よ
う
な
特
質
を
持
っ

た
詩
の
こ
と
で
あ
る
。

⒜
作
品
が
一
見
、
あ
る
事
件
の
推
移
を
一
貫
し
て
叙
述
し
て
い
る
か
に
見
え
る
こ

と
⒝
そ
の
事
件
と
は
、
外
見
は
現
実
的
で
あ
っ
て
も
、
あ
く
ま
で
想イ
マ
ジ
ネ
ー
ル

像
的
な
事
件

で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
非
現
実
的
事
件
で
あ
る
⒞
し
か
も
作
者
は
、
そ
の
事
件

を
伝
え
る
こ
と
を
真
の
目
的
と
し
て
は
い
な
い
⒟
リ
ラ
イ
ト
や
語
り
か
え
の
操
作

を
受
け
入
れ
ず
、
そ
の
意
味
で
普
通
の
叙
述
や
寓
話
と
異
る
⒠
「
事
件
」
と
「
叙

述
」
の
関
係
は
、
全
く
相
互
依
存
的
で
あ
っ
て
、
後
者
に
よ
っ
て
前
者
が
規
制
さ

れ
、
変
質
す
る
こ
と
も
十
分
あ
り
得
る
⒡
擬
物
語
世
界
で
関
係
の
持
続
性
・
展
開

性
・
一
貫
性
を
保
証
す
る
の
は
、
仮
構
の
語
り
手
で
あ
り
、
作
者
は
そ
の
語
り
手

と
非
現
実
的
（
想
像
的
）
関
係
を
保
ち
な
が
ら
も
、
そ
の
世
界
で
の
主
導
権
を
そ

の
仮
構
の
語
り
手
に
委
ね
て
い
る
）
19
（

　

以
上
を
参
照
す
る
と
、「
擬
物
語
詩
」
と
は
作
者
と
「
語
り
手
」
と
を
峻
別
し
つ
つ
、

詩
の
構
造
性
を
強
く
意
識
す
る
手
法
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
定
義
が
「
わ

が
出
雲
」
に
当
て
は
ま
る
こ
と
は
一
読
し
て
首
肯
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。「
わ
が
出
雲
」

の
単
線
的
な
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
そ
の
「
事
件
」
の
発
端
か
ら
結
末
ま
で
を
記
す
こ
と
に

目
的
が
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
贋
の
出
雲
」
の
イ
メ
ー
ジ
の
氾
濫
に
対
す
る

統
制
に
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。 

「
わ
が
出
雲
」
が
「
擬
物
語
詩
」
で
あ
る
、
と
い
う
前
提
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
今

少
し
詩
本
文
の
内
容
を
追
っ
て
み
よ
う
。

『
出
雲
国
風
土
記
』
の
国
引
き
の
章
を
エ
ピ
グ
ラ
フ
に
引
い
た
冒
頭
か
ら
Ⅲ
ま
で
は
、

「
わ
が
出
雲
」
の
世
界
観
を
提
示
す
る
パ
ー
ト
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
「
よ
せ
あ
つ
め
の
」

出
雲
と
い
う
テ
ー
マ
、
お
よ
び
出
雲
に
ま
つ
わ
る
「
私
詩
的
な
も
の
」
が
詩
作
行
為
に

「
す
で
に
し
て
」
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
い
う
叙
述
意
識
の
提
示
で
あ
る
。
先
に
触

れ
た
バ
ッ
テ
ン
形
の
詩
型
は
中
央
部
の
み
を
共
有
し
た
二
つ
の
連
に
分
か
れ
る
が
、
こ

れ
は
疾
走
感
あ
ふ
れ
る
視
覚
的
効
果
を
も
た
ら
す
一
方
で
、
そ
の
道
行
の
解
釈
が
既
に

複
数
に
分
裂
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

　

Ⅳ
か
ら
Ⅶ
ま
で
は
、「
ぼ
く
」
と
い
う
主
体
が
「
友
の
魂
ま
ぎ
」
に
さ
迷
う
さ
ま
が

描
か
れ
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
Ⅵ
、
Ⅶ
に
の
み
「
ぼ
く
た
ち
」
と
い
う
人
称
が
み
ら
れ

る
。「
ぼ
く
」
の
道
連
れ
が
敢
え
て
特
定
さ
れ
な
い
こ
と
で
、《
分
身
》
と
い
う
テ
ー
マ

を
前
面
に
押
し
出
す
役
割
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
友
の
魂
に
遭
遇
す
る
ま
で
、「
ぼ

く
」
は
（
空
の
）
友
の
形
象
で
あ
る
、
魂
の
抜
け
た
死
人
の
体
の
一
部
を
持
つ
「
犬
」
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や
「
啞
の
子
」
等
、
仮
の
（
空
の
）
友
と
旅
を
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
旅
の
途
上
で
、

過
去
か
ら
現
れ
た
多
数
の
「
死
者
た
ち
」
に
出
会
い
、
一
方
で
「
死
人
の
腕
」
が
「
何

の
前
兆
？
」（
Ⅴ
、
二
〇
頁
）
か
と
、
未
来
を
先
読
み
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
挟
ま
れ
る
。

過
去
は
記
憶
の
古
層
に
接
近
し
、
未
来
は
叙
述
形
式
の
内
容
へ
の
優
位
を
暗
示
す
る
。

な
お
Ⅶ
で
は
記
紀
神
話
を
カ
タ
カ
ナ
の
会
話
文
に
し
た
「
ポ
エ
ム
・
ド
・
コ
ン
ヴ
ェ
ル

サ
シ
オ
ン
」
が
現
れ
る
が
、
文
字
と
し
て
定
着
し
た
神
話
を
、
会
話
と
い
う
始
源
の
形
・

「
も
ど
き
」
へ
追
い
や
っ
て
い
る
）
20
（

。

　

冒
頭
で
詩
の
舞
台
と
し
て
の
「
出
雲
」
と
そ
の
私
詩
性
を
踏
ま
え
つ
つ
、
不
定
形
の

道
連
れ
と
と
も
に
言
葉
の
意
味
の
中
を
彷
徨
し
、
過
去
の
死
者
た
ち
に
囲
ま
れ
る
「
ぼ

く
」
は
、
や
が
て
自
身
の
過
去
そ
の
も
の
で
あ
る
「
母
」
に
遭
遇
す
る
。
田
野
倉
康

一
が
指
摘
す
る
よ
う
に
）
21
（

、
こ
の
、
Ⅸ
か
ら
Ⅺ
に
お
け
る
母
と
の
再
会
以
降
の
パ
ー
ト

が
、「
わ
が
鎮
魂
」
に
よ
っ
て
呼
び
覚
ま
さ
れ
た
詩
の
始
源
へ
向
か
う
道
行
と
な
っ
て
い

る
。
し
か
し
Ⅻ
で
現
出
し
た
「
ほ
ん
と
う
の
出
雲
」
は
前
述
の
通
り
、
鏡
文
字
の
中
で

し
か
そ
の
姿
を
見
せ
な
い
。
ま
た
、
六
角
形
で
表
さ
れ
た
友
の
魂
の
発
見
と
引
き
換
え

に
、
仮
の
道
連
れ
は
失
わ
れ
て
お
り
、「
誰
だ
っ
た
か
ど
う
し
て
も
思
い
出
せ
ぬ
」（
Ⅻ
、

四
四
頁
）
と
言
わ
れ
て
い
る
。
結
末
の
XIII
で
「
ぼ
く
」
は
「
意
恵
！
」
と
う
た
い
、
魂

鎮
め
を
済
ま
せ
る
が
、
こ
の
「
う
た
」
性
は
、
入
沢
が
い
う
詩
の
「
真
実
」
に
ま
つ
わ

る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
前
述
の
よ
う
に
そ
の
旅
自
体
は
途
上
で
終
わ
り
を
迎
え
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、「
わ
が
出
雲
」
は
複
数
の
出
雲
を
舞
台
に
、《
分
身
》
と
い
う
テ
ー

マ
を
文
字
通
り
道
連
れ
と
し
て
、
記
憶
の
古
層
へ
と
迫
っ
て
い
く
。
並
行
し
て
、
常
に

叙
述
が
「
詩
と
は
何
か
」
を
問
い
続
け
て
い
る
こ
と
が
、
未
来
の
先
読
み
と
し
て
示
さ

れ
て
い
く
。

　

こ
こ
で
先
ほ
ど
の
『
詩
の
構
造
に
関
す
る
覚
え
書
』
に
戻
り
、
そ
の
背
後
に
あ
る
同

時
代
の
思
想
状
況
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
同
書
の
背
景
に
は
、
当
時
の
構
造
主
義
の

隆
盛
と
、
詩
人
た
ち
に
強
く
影
響
を
与
え
た
ブ
ラ
ン
シ
ョ
『
文
学
空
間
）
22
（

』
に
お
け
る
「
作

品
」
の
捉
え
方
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
作
品
と
い
う
も
の
は
通
常
、

作
家
の
所
有
に
帰
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
実
は
作
者
は
作
品
を
書
き
上
げ
た
瞬
間

か
ら
、
常
に
作
品
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
る
と
い
う
、
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
神
話
に
た
と
え
ら

れ
る
テ
ー
ゼ
で
あ
る
）
23
（

。

　

詩
本
文
を
書
き
上
げ
た
瞬
間
に
、
作
者
が
作
品
自
体
に
よ
っ
て
追
放
さ
れ
て
し
ま
う

な
ら
ば
、
作
者
は
自
己
の
作
品
に
お
け
る
仮
の
権
威
性
を
捨
て
、「
読
む
こ
と
」
の
可

能
性
を
追
求
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
前
掲
の
「
あ
と
が
き
」
に
お
け
る
《
反

現
場
性
》《
自
己
侵
蝕
性
》
と
は
こ
の
こ
と
を
指
し
て
お
り
、「
わ
が
出
雲
」
全
編
に
お

い
て
も
、「
ぼ
く
」
の
「
魂
ま
ぎ
」
は
、
初
稿
結
末
部
の
よ
う
に
は
決
着
を
み
な
い
も

の
で
あ
っ
た
。

　

「
わ
が
出
雲
」
の
テ
ー
マ
性
の
確
認
に
続
い
て
、「
読
む
こ
と
」
の
追
求
で
あ
る
「
わ

が
鎮
魂
」
の
分
析
に
移
り
た
い
。

２
．―

１　

「
わ
が
鎮
魂
」
の
性
質 

　

―

「
書
く
私
」
と
「
読
む
私
」
の
架
橋

　

「
わ
が
鎮
魂
」
と
い
う
自
注
に
つ
い
て
、
入
沢
自
身
は
「
学
者
風
」
な
作
業
を
楽
し

ん
だ
と
言
っ
て
い
る
）
24
（

。
し
か
し
な
が
ら
、「
わ
が
鎮
魂
」
に
は
「
学
者
風
」
な
出
典
明

示
だ
け
で
な
く
、「
お
堀
端
の
記
憶
」
か
ら
「
本
州
の
形
」
ま
で
、
多
様
な
注
が
存
在

す
る
。
そ
れ
ら
を
以
下
に
大
ま
か
に
分
類
す
る
と
、 

①　

プ
レ
テ
ク
ス
ト
（
出
典
）
の
提
示 

紙
幅
の
大
部
分
を
費
や
す
の
が
こ
の
タ
イ
プ
の
注
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ

う
。
中
で
も
、
記
紀
と
『
出
雲
国
風
土
記
』
お
よ
び
『
出
雲
国
風
土
記
』
関
係
の
研
究

書
に
つ
い
て
は
、
煩
雑
を
避
け
て
省
略
表
記
を
用
い
る
ほ
ど
多
く
参
照
さ
れ
て
い
る

（
五
〇
頁
）。
こ
れ
ら
の
「
日
本
神
話
」
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
自
注
抜
き
で
も
推
し
量
ら
れ

る
が
、
一
方
で
西
洋
プ
レ
テ
ク
ス
ト
の
数
々
、
と
り
わ
け
物
の
名
に
組
み
込
ま
れ
た
ダ

ン
テ
『
神
曲
』
の
存
在
は
、「
わ
が
鎮
魂
」
に
よ
っ
て
初
め
て
明
ら
か
に
な
る
（
た
と

え
ば
Ⅰ
の
草
木
名
に
隠
さ
れ
た
「
ら
ふ
え
る
／
ま
い
／
あ
め
く
／
ざ
あ
び
／
あ
る
み
」



― 33 ―

読
む
こ
と
の
始
源
に
向
か
っ
て

が
「
巨
人
ニ
ム
ロ
デ
が
叫
ぶ
意
味
不
明
の
言
葉
」
に
由
来
す
る
こ
と
（
五
四
頁
）
な

ど
）。『
神
曲
』
は
「
わ
が
地
獄
下
り
」
と
い
う
本
詩
集
の
テ
ー
マ
の
強
力
な
土
台
と
な

る
。
座
談
会
で
の
発
言
に
あ
る
よ
う
に
）
25
（

、『
わ
が
出
雲
』
が
「
日
本
土
着
」
と
い
っ
た

イ
メ
ー
ジ
を
利
用
す
る
の
で
は
な
く
、
極
め
て
構
築
的
に
出
典
を
選
ん
で
い
る
こ
と
が

窺
え
る
。
さ
ら
に
、
古
代
歌
謡
や
松
尾
芭
蕉
の
俳
句
、
北
原
白
秋
の
短
歌
な
ど
は
、「
擬

物
語
詩
」
と
い
う
統
制
下
の
「
わ
が
出
雲
」
か
ら
溢
れ
出
す
「
呪
文
的
発
話
）
26
（

」、
す
な

わ
ち
「
う
た
」
の
方
向
性
を
示
し
て
い
る
。

②　

執
筆
当
時
の
「
レ
ミ
ニ
ッ
サ
ン
ス
」
の
提
示 

「
想
起
」「
連
想
」「
反
映
」「
照
応
」「
関
連
」
と
い
っ
た
形
で
も
示
さ
れ
る
（
た
と
え

ば
Ⅱ
「
闇
の
海
の
…
…
」
の
記
述
に
つ
い
て
「
こ
こ
で
は
芭
蕉
の
句
の
あ
い
ま
い
な
レ
ミ

ニ
ッ
サ
ン
ス
に
よ
っ
て
再
構
成
さ
れ
て
い
る
」（
五
八
頁
）
な
ど
）。
①
と
比
べ
、
よ
り
執

筆
当
時
の
意
識
を
再
現
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
感
じ
ら
れ
る
と
同
時
に
、
そ
う
し
た
「
意

図
」
を
裏
切
る
意
識
を
も
内
包
す
る
注
で
も
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
執
筆
当
時
の
「
レ
ミ

ニ
ッ
サ
ン
ス
」
は
確
か
に
作
品
に
お
け
る
執
筆
時
の
「
作
者
」
の
「
読
み
」
に
寄
り
添
う

か
に
み
え
る
が
、
そ
の
実
、
そ
う
し
た
「
レ
ミ
ニ
ッ
サ
ン
ス
」
が
在
っ
た
、
と
位
置
付
け

る
注
製
作
時
の
「
作
者
＝
読
み
手
」
の
優
位
を
示
す
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
が
「
記
憶
」
と
い
う
曖
昧
な
も
の
を
根
拠
と
す
る
こ
と
で
、
注
製
作
時
の
作
者
の
権

威
も
ま
た
、
あ
や
ふ
や
な
も
の
へ
と
な
っ
て
い
く
。「
レ
ミ
ニ
ッ
サ
ン
ス
」
は
、
作
品
の

始
源
で
あ
る
「
書
く
こ
と
」
に
迫
ろ
う
と
し
て
、
却
っ
て
そ
の
道
を
ぼ
や
け
さ
せ
て
し
ま

う
が
、
そ
の
道
か
ら
「
読
む
こ
と
」
が
生
ま
れ
て
く
る
と
も
言
え
る
。

③　

注
執
筆
当
時
の
コ
メ
ン
ト
、
読
み
方
教
示 

注
釈
時
新
た
に
加
わ
っ
た
想
起
や
解
釈
、
読
み
方
の
教
示
を
付
す
も
の
。
た
と
え
ば

Ⅻ
「
ほ
ん
と
う
の
出
雲
」
に
お
け
る
「
こ
の
パ
ー
ト
は
上
辺
に
鏡
を
立
て
て
読
め
ば
、

読
み
や
す
い
」（
七
五
頁
）
な
ど
は
、
読
む
楽
し
み
を
先
取
り
さ
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う

に
感
じ
る
読
者
も
い
る
だ
ろ
う
）
27
（

。
し
か
し
こ
の
解
説
は
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
図
形
的
配

置
が
取
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
し
な
い
ま
ま
で
あ
る
。

②
の
中
に
も
す
で
に
、
詩
本
文
を
必
ず
し
も
詳
細
に
説
明
す
る
も
の
で
な
い
注
が
あ

る
こ
と
は
述
べ
た
が
、
最
初
の
読
み
手
た
る
注
釈
者
の
解
釈
は
、
読
者
に
と
っ
て
必
ず

し
も
「
読
む
こ
と
」
の
手
助
け
と
は
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
Ⅱ
「
大
蛇
の
睛め

」
に
付
さ

れ
た
「
本
州
の
形
を
一
匹
の
爬
虫
類
に
み
た
て
れ
ば
、
出
雲
は
そ
の
眼
の
部
分
」（
五
四

頁
）
な
ど
と
い
っ
た
注
は
、
確
か
に
「
わ
が
出
雲
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
寄
り
添
い
は
す
る

が
、
注
と
し
て
の
役
割
は
な
い
。
こ
れ
は
、
第
一
の
読
み
手
た
る
注
釈
者
の
「
読
み
の

レ
ミ
ニ
ッ
サ
ン
ス
」
と
い
え
、
注
が
複
層
化
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

④　

土
地
の
解
説

た
と
え
ば
Ⅱ
「
米
子
空
港
」
の
説
明
な
ど
（
五
五
頁
）
で
、
③
の
一
種
と
も
い
え

る
。
性
質
と
し
て
は
「
わ
が
故
郷
た
る
出
雲
」
と
い
う
観
点
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
と
読

め
る
注
で
あ
る
。
六
四
頁
に
付
さ
れ
た
、
古
代
と
現
代
の
出
雲
地
図
も
こ
の
中
に
含
め

ら
れ
る
だ
ろ
う
。
土
地
勘
が
あ
る
読
者
に
は
共
犯
性
や
、
食
傷
感
を
も
抱
か
せ
る
）
28
（

一
方

で
、
詩
人
の
経
験
外
の
事
象
も
含
ま
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
29
（

。
注
の
前
提
で
あ

る
「
事
実
に
よ
る
補
強
」
と
い
う
性
質
を
覆
す
「
騙
り
」
を
、
本
来
で
あ
れ
ば
臨
場
感

を
高
め
る
べ
き
土
地
の
注
に
関
し
て
混
ぜ
込
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

⑤　

幼
児
期
の
記
憶 

Ⅸ
「
十
何
万
の
が
ぜ
る
群
」
に
つ
い
て
の
「
お
そ
ら
く
、
私
の
作
っ
た
唄
め
い
た
文

句
の
、
記
憶
に
あ
る
限
り
で
、
最
も
古
い
も
の
」（
七
四
頁
）
と
い
う
注
な
ど
、
②
と

同
様
、
作
者
の
頭
の
中
を
開
陳
す
る
か
の
よ
う
な
注
で
あ
る
。
田
野
倉
康
一
の
指
摘
に

あ
る
よ
う
に
）
30
（

、「
わ
が
出
雲
」
が
、
こ
の
幼
児
期
の
記
憶
の
想
起
に
よ
っ
て
ク
ラ
イ
マ
ッ

ク
ス
に
向
か
う
こ
と
が
、
こ
こ
か
ら
明
ら
か
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
詩
作
行
為
の
根
源

が
ほ
ん
と
う
の
出
雲
な
ら
ば
、
そ
れ
は
幼
児
期
に
最
初
に
つ
く
っ
た
詩
ら
し
き
も
の
、

さ
ら
に
母
の
記
憶
に
ま
で
遡
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
本
文
が
「
記
憶
」

に
よ
っ
て
方
向
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
注
で
あ
る
。

⑥　

モ
チ
ー
フ
・
テ
ー
マ
の
提
示 

「
あ
と
が
き
」
に
は
「
《
根
の
国
・
底
の
国
》《
反
逆
》《
騙
し
討
》《
被
征
服
》《
鎮
魂



― 34 ―

＝
呪
力
の
鎮
圧
》
」
と
い
う
テ
ー
マ
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
が
、
注
の
中
に
も
し
ば
し
ば
、

《
》
で
示
さ
れ
た
テ
ー
マ
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
一
定
の
方
向
に
読
み
を
誘
導
す
る
か
に

見
え
る
が
、
あ
ま
り
に
多
く
提
示
さ
れ
る
の
で
、
却
っ
て
全
体
の
統
一
性
を
撹
乱
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。
特
定
の
出
典
に
関
連
し
た
も
の
を
含
め
、
以
下
に
引
用
す
る
と
、《
卑

怯
な
騙
し
討
ち
》《
出
雲
の
大
和
へ
の
屈
服
》《
弟
殺
し
》（
五
二
頁
）《
腕
》（
五
四
頁
）

《
相ソ

ジ

ー

似
者
》《
分ド
ゥ
ブ
ル身

》（
五
七
頁
）《
貴
子
遊
行
・
貴
人
流
浪
》《
非
難
》（
六
〇
頁
）《
寒
さ
》

（
六
一
頁
）《
気
味
の
悪
い
鳥
》《
鳥
に
よ
る
予
言
》《
鳥
》（
六
八
頁
）《
一
眼
の
鬼
》（
六
八
頁
）

《
瓜
二
つ
の
友
》（
六
九
頁
）《
狂
っ
た
母
》（
七
二
頁
）
が
あ
る
。
ほ
か
に
Ⅰ
「
よ
せ
あ
つ

め
…
／
つ
く
ら
れ
た
…
／
借
り
も
の
の
…
」
に
お
け
る
「
こ
の
三
行
は
、
ま
た
、
本
作
品

自
体
の
構
成
の
一
面
に
つ
い
て
の
説
明
で
も
あ
る
」（
五
一
頁
）
な
ど
、《
》
で
く
く
ら
れ

て
い
な
い
も
の
も
存
在
す
る
。
読
み
の
方
向
を
決
定
す
る
、
と
い
う
よ
り
、
読
み
の
方
向

を
決
定
す
る
力
そ
れ
自
体
が
、「
型
」
の
引
用
の
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
か
ら
な
る
よ
う
な
印
象

を
与
え
る
。
逆
説
的
に
、
各
モ
チ
ー
フ
の
テ
ー
マ
性
は
薄
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。 

以
上
、
六
つ
の
性
質
に
分
類
し
た
「
わ
が
鎮
魂
」
か
ら
見
え
て
く
る
も
の
と
し
て
、

執
筆
時
の
「
作
者
」
を
第
一
の
読
者
と
し
て
再
構
築
し
よ
う
と
す
る
意
図
、
第
一
の
読

者
に
よ
る
解
釈
の
権
威
付
け
（
テ
ー
マ
の
提
示
＝
断
定
）
を
「
表
の
顔
」（
本
来
の
注

が
持
つ
性
質
）
と
す
れ
ば
、
情
報
が
多
く
、
ま
た
多
方
向
に
わ
た
っ
て
い
る
た
め
の
統

一
的
解
釈
の
混
乱
、
学
術
的
注
の
合
間
に
注
制
作
時
点
で
の
コ
メ
ン
ト
が
付
さ
れ
る
こ

と
で
注
釈
者
ま
で
も
複
数
化
し
て
い
る
こ
と
が
「
裏
の
顔
」（
注
の
性
質
を
逸
脱
）
で

あ
る
と
い
え
る
。
先
に
挙
げ
た
阿
毛
久
芳
は
自
注
に
つ
い
て
、
叙
述
と
呪
文
の
二
方
向

に
向
か
う
本
文
を
統
御
す
る
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
た
）
31
（

が
、
そ
れ
が
果
た
し
て
「
統
御
」

と
呼
べ
る
も
の
な
の
か
と
い
う
疑
問
が
浮
か
ん
で
く
る
。

　

こ
こ
で
、
注
が
引
用
と
い
う
作
業
で
も
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、「
わ
が
鎮
魂
」
に
お

け
る
「
引
用
」
と
い
う
こ
と
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
）
32
（

。

２
．―

２　

「
わ
が
鎮
魂
」
の
性
質―

「
引
用
」
と
「
読
む
こ
と
」

「
わ
が
鎮
魂
」
と
い
う
注
が
採
用
し
た
手
法
は
、
以
上
の
よ
う
に
「
引
用
」
だ
け
で

は
な
く
、「
第
一
の
読
者
」
と
し
て
の
読
み
の
提
示
で
あ
る
。
こ
の
読
み
の
提
示
は
、

多
く
の
「
レ
ミ
ニ
ッ
サ
ン
ス
」
と
相
ま
っ
て
、
一
種
の
自
己
引
用
と
い
っ
て
よ
い
か
も

し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
引
用
」
と
い
う
手
法
に
つ
い
て
は
、
宮
川
淳
の
影
響

が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
の
「
ブ
リ
コ
ラ
ー
ジ
ュ
」

や
デ
リ
ダ
の
思
考
を
踏
ま
え
た
宮
川
に
よ
れ
ば
、「
引
用
」
と
は
書
く
こ
と
が
同
時
に

読
む
こ
と
で
あ
る
こ
と
の
証
明
で
あ
り
、
ま
た
読
む
こ
と
が
「
還
元
不
可
能
な
複
数
性
、

く
り
か
え
し
と
差
異
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
」
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
い

う
）
33
（

。
宮
川
の
引
用
論
が
同
時
代
の
詩
人
に
与
え
た
影
響
を
論
じ
た
林
浩
平
は
、
入
沢
康

夫
の
引
用
は
あ
く
ま
で
エ
リ
オ
ッ
ト
の
い
う
「
神
話
的
手
法
」
に
と
ど
ま
る
と
し
て
い

る
）
34
（

が
、
そ
れ
は
①
の
み
を
参
照
し
た
場
合
で
あ
り
、
前
述
の
よ
う
に
「
わ
が
鎮
魂
」
の

多
様
な
注
は
、
近
代
の
伝
統
的
英
知
の
も
と
に
「
一
冊
の
書
物
」
を
完
成
さ
せ
る
、
と

い
う
エ
リ
オ
ッ
ト
の
目
的
と
は
相
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
自
己
引
用
的
注
に

着
目
す
る
と
、
読
み
を
助
け
な
い
注
の
ラ
ビ
リ
ン
ス
と
で
も
呼
べ
る
よ
う
な
「
わ
が
鎮

魂
」
の
相
貌
に
行
き
当
た
る
か
ら
だ
。
ま
た
、「
自
己
引
用
」
は
度
々
述
べ
た
よ
う
に
「
第

一
の
読
者
」
の
特
権
性
を
強
調
す
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
も
そ
も
「
第
一
の

読
者
」
で
さ
え
単
一
の
主
体
な
の
か
は
保
証
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
今
ま
で
み
て
き
た

よ
う
に
、
注
の
複
層
性
に
よ
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
も
そ
も
「
第
一
の
読
者
た
る

作
者
」
の
単
一
性
、
一
貫
性
に
疑
問
符
が
付
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
こ
こ
ま
で
は
詩
の
作
者
た
る
入
沢
の
「
読
む
」
と
い
う
行
為
に
ま
で
及

ん
だ
「
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
内
部
で
の
問
い
か
け
で
あ
っ
た
。
翻
っ
て
、「
わ
が
鎮
魂
」

を
も
含
め
た
『
わ
が
出
雲
』
を
読
む
我
々
に
し
て
も
、「
読
む
」
こ
と
は
そ
の
場
限
り

の
出
来
事
で
あ
る
以
上
、「
第
一
の
読
者
」
に
は
違
い
が
な
い
。
こ
の
「
読
者
」
が
ど

う
し
て
も
統
一
的
な
「
作
者
」
像
を
想
起
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
数
々
の
受
容
理
論
が
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読
む
こ
と
の
始
源
に
向
か
っ
て

明
ら
か
に
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
）
35
（

。
こ
れ
は
、『
覚
え
書
』
に
あ
る
よ
う
な
表
現
主
体

と
作
者
と
を
峻
別
す
る
立
場
か
ら
は
受
け
入
れ
難
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
う
し

た
「
作
品
内
作
者
」
も
ま
た
、
読
み
の
創
造
の
一
部
で
あ
り
、
す
る
と
、
読
者
は
作
品

を
読
む
度
に
、
そ
の
鏡
越
し
に
作
品
を
、
そ
し
て
仮
の
根
元
た
る
作
者
を
立
ち
上
げ
て

い
る
こ
と
に
な
る
。「
わ
が
鎮
魂
」
で
鏡
文
字
の
解
説
部
分
が
、
読
み
（
解
釈
）
そ
れ

自
体
に
は
寄
与
し
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
読
者
の
立
ち
上
げ
る
「
作
品
」
の

み
な
ら
ず
、「
作
者
」
の
虚
像
の
在
り
処
を
も
指
し
示
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
。

　

以
上
の
よ
う
に
、「
わ
が
鎮
魂
」
は
「
わ
が
出
雲
」
の
読
み
を
一
定
方
向
に
誘
導
し

よ
う
と
し
つ
つ
、
そ
れ
を
同
じ
注
が
裏
切
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
ら
は
入
沢

と
い
う
「
作
者
」
か
ら
の
「
作
品
の
成
立
と
は
何
か
を
問
う
」
と
い
う
問
い
を
超
え
、

我
々
読
者
が
作
品
を
読
む
際
に
成
立
す
る
作
品
、
そ
し
て
そ
の
中
に
内
包
さ
れ
た
「
作

者
」
と
は
何
か
を
問
い
か
け
て
く
る
も
の
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
、「
わ
が
出
雲
」
お
よ
び
「
わ
が
鎮
魂
」
を
別
個
に
分
析
し
て
き
た
が
、

次
章
で
は
、
と
く
に
「
わ
が
鎮
魂
」
が
「
わ
が
出
雲
」
の
ど
こ
に
付
さ
れ
た
か
、
す
な

わ
ち
読
む
と
い
う
時
間
的
操
作
に
ま
つ
わ
る
も
の
に
つ
い
て
、
二
つ
を
併
せ
読
む
こ
と

で
考
察
し
、
本
詩
集
の
全
体
像
を
つ
か
み
た
い
。

３
．『
わ
が
出
雲
・
わ
が
鎮
魂
』 

―

「
ほ
ん
と
う
の
出
雲
」
が
立
ち
上
が
る
場
所

　

以
下
、「
わ
が
鎮
魂
」
の
付
さ
れ
て
い
る
箇
所
に
つ
い
て
、
２
．
で
の
分
類
分
け
と

併
せ
て
確
認
し
て
い
く
。

　

ま
ず
Ⅰ
及
び
Ⅱ
に
つ
い
て
、
前
半
部
は
①
が
目
立
ち
、
後
半
部
は
③
の
役
割
が
大
き

い
。
従
っ
て
、
自
注
に
は
冒
頭
部
に
お
け
る
テ
ー
マ
の
開
陳
と
い
う
意
図
が
は
っ
き
り

見
て
取
れ
る
。
読
者
は
、
テ
ー
マ
の
開
示
と
同
時
に
複
数
の
読
み
の
可
能
性
を
考
慮
に

入
れ
な
が
ら
読
む
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

続
く
Ⅲ
で
は
、
本
文
で
は
「
青
ざ
め
た
顔
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
描
か
れ
て
い
た
土

地
の
相
貌
が
、
注
の
具
体
的
な
記
述
に
よ
っ
て
生
々
し
く
捉
え
な
お
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
点
で
は
注
が
本
文
の
イ
メ
ー
ジ
を
具
体
化
す
る
の
に
一
役
買
っ
て
い
る
が
、
一
方
で

Ⅳ
の
三
つ
の
神
社
に
つ
い
て
の
あ
ま
り
に
詳
細
な
④
の
注
は
、
却
っ
て
そ
の
相
貌
を
ぼ

や
け
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
も
な
る
。
Ⅴ
は
小
泉
八
雲
に
つ
い
て
の
章
で
あ
る
た
め
、

注
も
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
さ
と
故
郷
と
い
う
点
を
押
し
出
し
て
い
る
。
Ⅵ
〜
Ⅷ
は
、
レ
ミ

ニ
ッ
サ
ン
ス
を
示
す
②
の
注
が
多
数
を
占
め
て
い
る
。

　

転
換
点
と
な
る
の
は
Ⅸ
の
母
と
の
再
会
の
場
面
で
、
繰
り
返
し
触
れ
て
き
た
よ
う
に

本
文
と
⑤
の
注
と
が
相
俟
っ
て
、
初
め
て
詩
に
動
き
が
生
じ
て
い
る
。

　

Ⅹ
以
降
は
前
半
に
比
べ
注
は
少
な
く
な
り
、
ま
た
、
現
実
の
出
雲
と
関
連
性
が
な
く

な
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
美
保
関
に
つ
い
て
の
詳
細
な
注
（
五
五
頁
）
に

比
べ
る
と
、
毘
売
の
崎
に
つ
い
て
の
注
（
七
六
頁
）
は
な
ん
と
も
そ
っ
け
な
い
。
ま
た
、

③
の
詩
の
構
成
に
つ
い
て
の
注
が
多
い
。

　

各
章
に
お
け
る
注
の
数
は
Ⅰ
七
、
Ⅱ
二
四
、
Ⅲ
一
三
、
Ⅳ
一
六
、
Ⅳ
と
Ⅴ
の
間
に

地
図
が
あ
り
、
Ⅴ
一
六
、
Ⅵ
二
九
、
Ⅶ
一
五
、
Ⅷ
一
、
Ⅸ
一
四
、
Ⅹ
三
、
Ⅺ
一
、
Ⅻ

一
五
、
・
ⅩⅢ
四
と
な
っ
て
お
り
、
Ⅵ
、
つ
い
で
Ⅱ
が
最
も
多
い
。
こ
れ
は
、
前
述
の
よ

う
に
出
雲
神
話
に
関
係
す
る
章
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
わ
が
鎮

魂
」
は
前
半
部
に
つ
い
て
は
特
に
そ
の
「
出
雲
」
と
い
う
舞
台
の
テ
ク
ス
ト
性
、
お
よ

び
土
地
性
を
強
調
す
る
一
方
で
、
複
数
の
テ
ー
マ
性
を
暗
示
さ
せ
る
。
ま
た
、
Ⅻ
の
「
ほ

ん
と
う
の
出
雲
」
に
つ
い
て
は
解
釈
を
補
う
よ
う
に
注
を
多
く
配
置
す
る
も
の
の
、
な

ぜ
そ
の
よ
う
な
形
象
が
と
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。
核
心
で
あ
る
は

ず
の
「
ほ
ん
と
う
の
出
雲
」
は
、
本
文
に
お
い
て
も
注
に
お
い
て
も
「
虚
像
」
と
し
て

立
ち
上
が
る
が
、
こ
れ
は
前
述
の
よ
う
に
、
読
者
が
読
む
こ
と
を
通
し
て
見
る
作
品
、

お
よ
び
作
者
の
姿
で
あ
る
。
結
末
に
い
た
る
注
に
つ
い
て
は
、「
ほ
ん
と
う
の
出
雲
」
が

現
れ
た
後
の
本
文
と
同
様
、
現
実
の
出
雲
性
を
放
棄
し
、
様
々
な
プ
レ
テ
ク
ス
ト
の
中

の
「
う
た
」
に
「
意
恵
！
」
を
呼
応
さ
せ
る
形
で
幕
を
閉
じ
て
い
る
。
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以
上
を
ま
と
め
る
と
、
注
が
本
文
に
及
ぼ
す
作
用
と
し
て
①
注
の
持
つ
世
界
観
に
本

文
の
読
み
が
規
定
さ
れ
る
（
出
典
）
②
一
見
読
み
手
の
ガ
イ
ド
と
な
り
、
興
を
削
ぐ
よ

う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
情
報
の
偏
り
や
「
騙
り
」、
過
剰
な
情
報
量
な
ど
に
よ
っ
て
読

者
の
単
線
的
な
読
み
を
妨
げ
、
解
釈
を
揺
さ
ぶ
る
③
注
と
い
う
存
在
自
体
が
本
文
構
成

に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
で
、
却
っ
て
本
文
の
未
完
成
的
側
面
が
強
調
さ
れ
る
、
と
い
う

三
つ
に
集
約
さ
れ
る
。
読
み
手
が
こ
の
よ
う
な
注
・
本
文
の
錯
綜
を
併
せ
読
む
こ
と
で
、

入
沢
の
い
う
よ
う
な
詩
の
「
真
実
」
に
到
達
す
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、

そ
こ
に
は
虚
像
と
し
て
の
「
作
者
」
像
が
描
き
続
け
る
、
虚
像
と
し
て
の
「
作
品
」
に

絶
え
間
な
く
戻
る
運
動
だ
け
が
残
る
の
で
は
な
い
か
。『
わ
が
出
雲
』
の
「
う
た
」
性

は
、
そ
の
運
動
の
痕
跡
と
し
て
辛
う
じ
て
留
め
ら
れ
る
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
以

上
が
、「
書
く
こ
と
を
通
過
し
た
読
む
こ
と
」
と
い
う
「
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
を
通
じ

て
得
ら
れ
る
「
作
品
」
の
姿
で
あ
る
。

お
わ
り
に

論
者
が
以
前
『
わ
が
出
雲
・
わ
が
鎮
魂
』
を
授
業
で
取
り
上
げ
た
時
、
学
生
か
ら
「
自

注
は
も
っ
た
い
な
い
」
と
い
う
声
が
あ
っ
た
。
な
ぜ
引
用
の
出
典
を
わ
ざ
わ
ざ
開
示
す

る
の
か
、
と
い
う
意
見
で
あ
る
。
し
か
し
今
ま
で
の
分
析
・
考
察
で
明
ら
か
に
な
っ
た

よ
う
に
、『
わ
が
出
雲
』
の
目
的
に
合
致
し
た
の
が
こ
の
自
注
込
み
の
詩
集
と
い
う
形

で
あ
っ
た
。「
わ
が
出
雲
」
は
「
わ
が
鎮
魂
」
と
い
う
作
業
を
経
て
、「
詩
集
」
と
し
て

の
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
と
い
う
形
を
強
く
意
識
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
た
。
前
掲
の
西
脇

順
三
郎
が
『
旅
人
か
へ
ら
ず
』
の
中
で
歌
っ
た
よ
う
に
、
う
つ
つ
は
断
片
の
み
で
構

成
さ
れ
、
ポ
エ
ジ
ー
は
既
に
痕
跡
し
か
残
っ
て
い
な
い
の
な
ら
ば
、
一
見
シ
ン
プ
ル
な

「
擬
物
語
詩
」
で
あ
る
「
わ
が
出
雲
」
を
、「
う
つ
つ
の
断
片
」
と
い
う
「
わ
が
鎮
魂
」

で
再
構
成
し
、
コ
ラ
ー
ジ
ュ
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
し
か
し
そ
の
「
う
つ
つ
の
断

片
」
も
ま
た
、
或
い
は
曖
昧
な
「
記
憶
」
で
あ
り
、
或
い
は
絶
え
間
な
く
織
ら
れ
、
読

ま
れ
、
誤
読
さ
れ
る
書
物
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
自
体
う
つ
つ
で
あ
り
な
が
ら
、

定
め
ら
れ
な
い
解
釈
の
表
面
を
滑
っ
て
い
く
も
の
と
な
る
。『
わ
が
出
雲
』
は
、
書
き

手
の
「
作
品
」
に
対
す
る
「
書
く
こ
と
」
か
ら
「
読
む
こ
と
」
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
可

能
性
を
追
求
す
る
と
と
も
に
、
読
み
手
の
「
作
者
像
」
を
含
め
た
「
作
品
」
の
立
ち
上

が
り
の
可
能
性
を
も
、
示
唆
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
常
に
読
み
、
も
ど
き

で
あ
り
、
終
わ
る
こ
と
も
な
い
か
ら
作
品
、
も
ど
き
の
形
を
取
る
。『
わ
が
出
雲
』
の

真
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
さ
は
、
読
む
こ
と
の
徹
底
的
な
追
求
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　

な
お
入
沢
が
い
う
よ
う
に
）
36
（

『
わ
が
出
雲
』
は
、
梶
山
俊
夫
の
躍
動
感
あ
ふ
れ
る
装
画

な
く
し
て
は
語
れ
な
い
。
梶
山
の
絵
は
詩
集
に
し
た
が
っ
て
構
成
さ
れ
た
後
、
原
画
が

破
棄
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、『
わ
が
出
雲
』
に
お
い
て
は
詩
と
同
様
、
装
画
も
ま
た
始

源
を
破
棄
す
る
こ
と
で
新
た
な
作
品
が
作
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
）
37
（

。

　

さ
ら
に
、『
わ
が
出
雲
・
わ
が
鎮
魂
』
に
お
け
る
「
擬
物
語
詩
」
の
可
能
性
の
追
求
は
、

前
述
の
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
現
代
思
想
の
潮
流
、
さ
ら
に
物
語
批
評
の
全
盛
期
と
呼
応
す

る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
代
に
お
け
る
「
物
語
」
の
利
用
に
お
い
て
、
吉
田
文
憲
）
38
（

の
い

う
よ
う
に
「
空
洞
」
的
・
動
的
な
モ
デ
ル
を
構
築
す
る
と
い
う
特
徴
が
み
ら
れ
る
の
は

な
ぜ
か
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

※ 

『
わ
が
出
雲
・
わ
が
鎮
魂
』
の
本
文
は
、
二
〇
〇
四
年
七
月
刊
行
（
思
潮
社
）
の

復
刻
版
を
参
照
し
た
。「
わ
が
出
雲
（
エ
ス
キ
ス
）
」
お
よ
び
「
わ
が
出
雲
（
第
一
の

エ
ス
キ
ス
）
」
は
『
入
沢
康
夫
〈
詩
〉
集
成　

1951

〜1994　

上
巻
』（
一
九
九
六
．

一
二
／
青
土
社
）
を
、「
わ
が
出
雲
・
わ
が
鎮
魂
」
は
「
文
芸
」（
一
九
六
七
．
四
）

を
そ
れ
ぞ
れ
参
照
し
た
。

(

注)

（
1
）　

「
あ
と
が
き
」（
七
七
頁
）
に
よ
れ
ば
、
発
表
経
緯
は
以
下
の
通
り
。「
「
わ
が
出
雲
（
エ
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読
む
こ
と
の
始
源
に
向
か
っ
て

ス
キ
ス
）
」（
「
詩
と
批
評
」
昭
和
四
一
年
八
月
号
）
↓
「
わ
が
出
雲
（
第
一
の
エ
ス
キ
ス
）
」

（
「
あ
も
る
ふ
」
29
号
）
↓
「
わ
が
出
雲
・
わ
が
鎮
魂
」（
「
文
芸
」
昭
和
四
二
年
四
月
号
）

↓
本
書
」

（
2
）　

林
浩
平
「
入
沢
康
夫
」（
安
藤
元
雄
ほ
か
監
修
『
現
代
詩
大
事
典
』
二
〇
〇
八
．
二

／
三
省
堂
、
八
三
〜
八
五
頁
）

（
3
）　

エ
リ
オ
ッ
ト
『
荒
地
』
と
の
比
較
に
つ
い
て
は
篠
田
一
士
ほ
か
が
指
摘
（
入
沢
康
夫
・

安
東
次
男
・
篠
田
一
士
「
座
談
会
「
わ
が
出
雲
・
わ
が
鎮
魂
」
を
め
ぐ
っ
て
」（
「
現
代

詩
手
帖
」
一
九
六
八
．
六
、五
〇
〜
五
九
頁
）
）

（
4
）　

前
出
注
３
に
お
い
て
篠
田
一
士
が
「
注
が
注
に
な
り
す
ぎ
ち
ゃ
っ
て
い
る
」
と
指
摘
、

ほ
か
に
「
主
な
批
判
は
、
解
説
部
分
が
読
者
の
自
由
を
妨
げ
、「
私
詩
」
へ
の
後
退
を

招
く
の
で
は
な
い
か
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
」（
松
本
季
久
代
「
入
沢
康
夫
」（
飛
高
隆

夫
・
野
山
嘉
正
編
『
展
望
現
代
の
詩
歌
第
３
巻
詩
Ⅲ
』
二
〇
〇
七
．
五
／
明
治
書
院
、

二
九
一
〜
三
一
八
頁
）

（
5
）　

前
出
注
４
松
本
季
久
代

（
6
）
「
「
さ
み
な
し
に
あ
わ
れ
」
の
構
造　

あ
る
い
は
入
沢
康
夫
に
お
け
る
折
口
信
夫
」（
『
さ

み
な
し
に
あ
わ
れ
の
構
造―

禁
忌
と
引
用
《
昭
和
》
の
ク
リ
テ
ィ
ッ
ク
』
一
九
九
一
．

七
／
思
潮
社
、
三
一
〜
四
四
頁
）

（
7
）
「
抒
情
の
彼
方
へ―

戦
後
現
代
詩
に
沿
っ
て
」（
『
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
的
主
題
』
二
〇
〇
八
．

二
／
水
声
社
、
二
一
五
〜
二
四
二
頁
）

（
8
）　

「
忘
却
に
つ
い
て
の
試
論　

入
沢
康
夫
論
」（
『
増
補
詩
的
モ
ダ
ニ
テ
ィ
の
舞
台
』

二
〇
〇
九
．
一
／
論
創
社
、
一
七
〇
〜
一
八
四
頁
）

（
9
）　

前
出
注
３
「
座
談
会
」
に
お
い
て
安
東
次
男
が
発
言

（
10
）　

一
九
六
八
．
一
／
思
潮
社
、
た
だ
し
二
〇
〇
二
年
発
行
の
増
補
改
訂
新
版
を
参
照

し
た

（
11
）　

前
出
注
２
林
浩
平

（
12
）　

「
交
換
す
る
現
実
（
リ
ア
ル
）、
交
換
さ
れ
る
現
実
（
リ
ア
ル
）
」（
『
続
・
入
沢
康
夫
』

二
〇
〇
五
．
一
／
思
潮
社
、
一
四
七
〜
一
六
〇
頁
）

（
13
）　

入
沢
康
夫
「
詩
と
私
」（
『
続
・
入
沢
康
夫
』
一
二
二
〜
一
二
四
頁
）

（
14
） 　

西
脇
順
三
郎
『
旅
人
か
へ
ら
ず
』（
一
九
四
七
．
八
／
東
京
出
版
）
た
だ
し
、

『A

ア

ム

バ

ル

ワ

リ

ア

m
barv

alia

／
旅
人
か
へ
ら
ず
』（
一
九
九
五
．
二
／
講
談
社
）
を
参
照
し
た

（
15
）　

「
入
沢
康
夫　

『
わ
が
出
雲
・
わ
が
鎮
魂
』
か
ら
『
夢
の
佐
比
』
へ
」（
「
国
文
学
解

釈
と
教
材
の
研
究
」
一
九
九
〇
．
九
、四
八
〜
四
九
頁
） 

（
16
）　

入
沢
康
夫
の
詩
に
お
け
る
〈
分
身
〉
＝
「
二
人
」
の
主
題
に
つ
い
て
は
、
マ
ラ
ル

メ
の
影
響
が
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
天
沢
退
二
郎
「
入
沢
康
夫
の
入
場
」

（
「
現
代
詩
手
帖
」
一
九
六
八
．
六
、一
六
〜
二
二
頁
）

（
17
）　

野
村
喜
和
夫
「
『
詩
の
構
造
に
つ
い
て
の
覚
え
書
』
を
め
ぐ
っ
て
」（
『
詩
の
構
造
に

つ
い
て
の
覚
え
書
』
一
六
四
〜
一
七
四
頁
）
等
の
指
摘
が
あ
る

（
18
）　

前
出
注
４
松
本
季
久
代
が
指
摘

（
19
）　

『
詩
の
構
造
に
つ
い
て
の
覚
え
書
』
二
三
〜
二
四
頁
を
抜
粋

（
20
）　

朝
比
奈
美
知
子
「
入
沢
康
夫
『
わ
が
出
雲
』
第
六
章
に
つ
い
て―

「
ポ
エ
ム
＝
コ
ン

ヴ
ェ
ル
サ
シ
オ
ン
」
あ
る
い
は
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
的
「
煉
獄
」
」（
「
文
学
論
藻
」
二
〇
〇
二
．

三
、一
八
六
〜
一
九
七
頁
）
に
詳
細
な
考
察
が
あ
る

（
21
）　

前
出
注
12
田
野
倉
康
一

（
22
）　

出
口
裕
弘
・
粟
津
則
雄
訳
、
一
九
六
二
．
一
〇
／
現
代
思
潮
新
社

（
23
）　

野
村
喜
和
夫
に
詳
細
な
論
考
が
あ
る
（
「
核
心―

ブ
ラ
ン
シ
ョ
／
マ
ラ
ル
メ
／
ラ
ン

ボ
ー
」（
『
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
的
主
題
』
一
四
一
〜
一
六
四
頁
）
）

（
24
）　

前
出 

注
３
「
座
談
会
」
で
の
発
言

（
25
）　

入
沢
「
土
俗
的
な
も
の
と
は
違
う
も
の
だ
」
な
ど
、
前
出
注
３
「
座
談
会
」
で
の

発
言

（
26
）　

前
出
注
15
阿
毛
久
芳

（
27
）　

「
読
者
の
権
利
」
を
「
わ
が
鎮
魂
」
が
奪
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
指
摘

に
は
、
篠
田
一
士
「
私
的
言
語
に
お
け
る
公
私―

『
わ
が
出
雲
・
わ
が
鎮
魂
』
か
ら
『
牛

の
首
の
あ
る
三
十
の
情
景
』
へ
」（
「
す
ば
る
」
一
九
八
〇
．
一
一
、二
六
二
〜
二
七
五
頁
）

な
ど
が
あ
る

（
28
）　

前
出 

注
27
篠
田
一
士
の
ほ
か
、
井
川
博
年
「
「
か
は
づ
の
声
」
は
聞
こ
え
な
か
っ

た
！―

入
沢
さ
ん
と
隠
岐
に
行
く
」（
「
現
代
詩
手
帖
」
二
〇
〇
八
．
五
、六
〇
〜
六
四
頁
）

な
ど

（
29
）　

前
出
注
12
に
お
い
て
田
野
倉
康
一
は
、
Ⅶ
に
つ
い
て
の
「
こ
の
章
は
島
根
半
島
北

岸
（
野
波
・
加
賀
海
岸
）
…
（
略
）
…
の
印
象
の
混
合
」
と
い
う
注
（
七
〇
頁
）
に
対
し
、

「
加
賀
の
潜
戸
へ
は
行
っ
た
こ
と
が
な
い
、
少
な
く
と
も
「
わ
が
出
雲
」
の
時
点
で
は

行
っ
て
い
な
い
」
と
詩
人
の
口
か
ら
聞
い
た
こ
と
に
対
す
る
驚
き
を
語
っ
て
い
る

（
30
）　

前
出
注
12
田
野
倉
康
一
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（
31
）　

前
出
注
15
阿
毛
久
芳

（
32
）　

入
沢
詩
と
引
用
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
前
出
注
８
絓
秀
実
お
よ
び
清
水
徹
「
引

用
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
鏡
に
つ
い
て
」（
「
す
ば
る
」
一
九
七
四
．
三
、
一
四
六
〜

一
六
〇
頁
）
な
ど
に
指
摘
が
あ
る

（
33
）　

「
引
用
に
つ
い
て
」（
『
引
用
の
織
物
』
一
九
七
五
．
三
／
筑
摩
書
房
、
九
七
〜

一
一
八
頁
）

（
34
）　

林
浩
平
「
文
学
理
論
に
お
け
る
「
引
用
」
概
念
の
転
換
を
め
ぐ
っ
て―

宮
川
淳
『
引

用
の
織
物
』
の
革
新
性
と
そ
の
意
義
」（
「
国
文
学
研
究
」
二
〇
〇
一
．
三
、
三
九
〜

四
九
頁
） 

（
35
）　

こ
こ
で
は
、
受
容
理
論
を
整
理
す
る
も
の
と
し
て
石
原
千
秋
『
読
者
は
ど
こ
に
い

る
の
か
』（
二
〇
〇
九
．
一
〇
／
河
出
書
房
新
社
）
や
、
コ
ン
パ
ニ
ョ
ン
『
文
学
を
め

ぐ
る
理
論
と
常
識
』（
中
地
義
和
・
吉
川
一
義
訳
、
二
〇
〇
七
．
一
一
／
岩
波
書
店
）

を
参
照
し
た

（
36
）　

「
復
刻
版
あ
と
が
き
」（
『
わ
が
出
雲
・
わ
が
鎮
魂
』
付
録
、
二
四
頁
）

（
37
）　

秋
山
駿
「
無
理
解
を
手
に　

「
わ
が
出
雲
・
わ
が
鎮
魂
」
に
ふ
れ
て
」（
「
現
代
詩
手
帖
」

一
九
六
八
．
六
、四
六
〜
四
九
頁
）
を
始
め
、
装
画
は
総
じ
て
高
評
価
を
得
て
い
る

（
38
）　

前
出
注
６
吉
田
文
憲


