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は
じ
め
に

　
風
土
を
異
に
す
る
、
鋭
敏
な
感
受
性
と
批
判
力
を
併
せ
も
つ
同
時
代
人

が
、
互
い
に
相
手
の
存
在
を
知
ら
ず
共
通
す
る
思
考
形
態
を
も
つ
こ
と
は

歴
史
上
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。
ふ
た
つ
の
大
戦
を
挟
ん
だ
不

吉
な
時
代
に
、
洋
の
東
西
を
隔
て
て
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
を
陶
冶
し
て
い
っ

た
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
（
一
九
〇
九
〜
四
三
）
と
折
口
信
夫
（
一
八
八

七
〜
一
九
五
三
）
は
共
に
、
水
と
い
う
物
質
へ
の
格
別
の
注
視
を
し
て
お

り
、
水
か
ら
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
た
豊
穣
な
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
、

か
れ
ら
の
思
想
の
通
奏
低
音
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
一
見
し
た
と
こ

ろ
、
そ
れ
ぞ
れ
屹
立
し
た
大
樹
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
両
者
の
思
想

は
、
水
を
介
し
て
共
振
し
合
っ
て
い
る
。

　
ヴ
ェ
イ
ユ
と
折
口
の
生
そ
の
も
の
に
目
を
転
ず
れ
ば
、
独
身
者
・
詩

人
・
学
者
と
い
う
三
つ
の
属
性
が
重
な
る
と
こ
ろ
に
両
者
の
共
通
項
が
見

ら
れ
る
。
独
身
者
は
、
血
や
土
を
離
れ
た
「
漂
泊
の
生
」
を
営
み
、
断
絶

の
う
ち
に
他
者
を
見
出
し
、
そ
の
他
者
の
う
ち
に
自
己
を
見
出
そ
う
と
す

る
。
か
れ
ら
は
そ
こ
に
こ
そ
、
暗
い
時
代
に
あ
っ
て
、
つ
ね
に
集
団
に
埋

没
し
、
狂
信
へ
と
突
き
進
む
激
流
に
抗
す
る
唯
一
の
生
の
か
た
ち
を
見
出

そ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
れ
は
か
ぎ
り
な
く
透
明
で
、
ど
こ

ま
で
も
浸
透
し
て
ゆ
き
、
他
性
に
よ
っ
て
の
み
自
ら
の
か
た
ち
を
も
つ
水

の
生
を
生
き
る
こ
と
で
も
あ
る
。
独
身
者
の
生
は
母
胎
を
経
な
い
鳥
や
蝶

や
蛇
と
い
っ
た
卵
の
生
に
い
っ
そ
う
近
く
、
寒
さ
に
震
え
、
暖
か
さ
を
求

め
る
生
で
あ
り
、
さ
ら
に
「
変
身
す
る
生
」
は
、
社
会
が
自
ら
を
見
つ
め

る
眼
差
し
が
根
源
的
に
転
換
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
こ

そ
、
水
と
精
神
か
ら
生
ま
れ
る
「
第
二
の
誕
生
」
の
契
機
が
見
ら
れ
る
。

　
他
方
で
、
詩
人
か
つ
学
者
、
い
わ
ば
「
詩
人
学
者
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き

こ
の
両
者
の
あ
り
よ
う
は
、
創
作
と
学
問
と
の
境
界
を
消
失
さ
せ
る
。
そ

し
て
か
れ
ら
の
創
造
性
は
、
古
代
へ
の
回
帰
と
伝
承
へ
の
着
目
の
う
ち
に
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一
　
下
降
す
る
水

　
折
口
信
夫
の
代
表
作
『
死
者
の
書
』
が
描
き
出
す
の
は
、
非
業
の
死
を

遂
げ
た
大お

お

津つ
の

皇み

子こ

（
六
三
三
〜
六
八
六
）
と
、
ふ
た
つ
下
っ
た
時
代
を
生

き
る
藤ふ

じ
わ
ら
の原
南な
ん

家け

の
郎い
ら

女つ
め

（
中
将
姫
）（
七
四
七
〜
七
七
五
）
と
の
あ
い
だ

に
、
す
な
わ
ち
死
者
と
生
者
と
い
う
「
無
限
の
距
離
」
に
隔
て
ら
れ
た
者

同
士
に
交
わ
さ
れ
る
「
エ
ロ
ス
的
交
感
」
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
シ
モ

ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
が
「
美
の
感
情
」
で
あ
り
「
純
粋
な
歓
び
」
と
捉
え
た
、

十
字
架
上
の
キ
リ
ス
ト
と
〈
父
な
る
神
〉
と
の
あ
い
だ
に
奏
で
ら
れ
る

「
至
高
の
調ハ

ー
モ
ニ
ー和」

に
連
な
る
も
の
で
あ
ろ
う）

1
（

。
だ
が
ヴ
ェ
イ
ユ
が
開
示
す

る
こ
の
調
和
に
は
「
愛
の
交
感
」
は
あ
っ
て
も
「
エ
ロ
ス
の
交
感
」
は
な

い
。
こ
こ
に
お
い
て
折
口
の
エ
ロ
ス
的
交
感
と
ヴ
ェ
イ
ユ
の
思
想
が
触
れ

合
う
の
は
、『
死
者
の
書
』
で
描
か
れ
る
女
主
人
公
・
郎
女
と
ヴ
ェ
イ
ユ

そ
の
人
の
生
が
共
振
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
夭
折
し
た
ヴ
ェ
イ
ユ

が
書
き
残
し
た
膨
大
な
ノ
ー
ト
の
一
冊
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
た
一

枚
の
紙
片
が
挟
ま
れ
て
い
た
と
い
う
。

時
々
か
れ
は
黙
り
込
ん
で
、
戸
棚
か
ら
パ
ン
を
取
り
出
し
て
き
て
、

わ
た
し
た
ち
は
わ
け
合
っ
て
食
べ
た
。
そ
の
パ
ン
は
ま
さ
し
く
パ
ン

の
味
が
し
た
。
そ
の
味
に
は
も
う
二
度
と
ふ
た
た
び
出
会
う
こ
と
が

な
か
っ
た
。
か
れ
は
わ
た
し
に
葡
萄
酒
を
つ
い
で
く
れ
、
ま
た
自
分

に
も
つ
い
だ
。
太
陽
の
匂
い
、
そ
の
街
が
建
っ
て
い
る
大
地
の
匂
い

が
す
る
葡
萄
酒
で
あ
っ
た
。
わ
た
し
た
ち
は
時
々
、
そ
の
屋
根
裏
部

屋
の
床
の
上
に
横
に
な
っ
た
。
甘
い
眠
り
が
わ
た
し
の
上
に
降
り
て

見
出
さ
れ
る
。
古
代
人
と
の
対
話
の
う
ち
に
、
死
者
が
憑
依
し
〈
わ
れ
〉

が
捨
象
さ
れ
、
そ
の
激
流
の
う
ち
に
紛
れ
も
な
い
か
れ
ら
自
身
の
言
葉
を

見
出
し
て
ゆ
く
。
さ
ら
に
ヴ
ェ
イ
ユ
と
折
口
は
、
自
ら
の
う
ち
に
懐
胎
し

た
思
想
を
、
そ
れ
ら
が
わ
れ
知
ら
ず
宿
っ
た
「
預
か
り
物
」
で
あ
る
が
ゆ

え
に
、
見
知
ら
ぬ
他
者
、
極
限
す
れ
ば
、
自
ら
の
生
と
直
接
的
な
関
係
の

な
い
他
者
に
こ
そ
預
け
て
ゆ
こ
う
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
姿
を
、
ま
さ
し

く
伝
承
の
う
ち
に
見
出
し
て
ゆ
く
。

　
と
こ
ろ
で
、
ヴ
ェ
イ
ユ
と
折
口
の
表
現
に
特
徴
的
な
の
は
、「
泣
き
わ

め
く
姿
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
徹
底
的
な
未
完
結
、
未
完
成
の
姿
で
あ
り
、

ど
う
し
よ
う
も
な
く
他
者
の
愛
を
必
要
と
す
る
姿
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

い
わ
ば
「
奴
隷
の
姿
」
は
、
逆
説
的
に
も
、
こ
の
世
界
を
創
造
し
、
自
ら

は
退
き
、
人
間
に
存
在
を
与
え
た
創
造
の
神
が
人
間
か
ら
の
愛
を
必
要
と

す
る
姿
に
連
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
全
き
受
動
性
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム

は
、
植
物
が
葉
緑
素
に
よ
っ
て
光
を
受
け
止
め
て
は
じ
め
て
自
ら
の
生
を

営
む
あ
り
よ
う
で
あ
り
、〈
愛

エ
ロ
ー
ス〉

が
、
わ
れ
知
ら
ず
、
や
わ
ら
か
く
な
っ

た
心
の
隅
々
ま
で
浸
透
し
、
そ
こ
に
居
を
構
え
る
あ
り
よ
う
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
、
折
口
学
を
背
景
に
、
折
口
の
代
表
作
『
死
者
の
書
』（
一

九
四
三
）
に
散
り
ば
め
ら
れ
た
様
々
な
モ
チ
ー
フ
と
イ
メ
ー
ジ
が
ヴ
ェ
イ

ユ
の
生
と
思
想
と
共
振
す
る
様
を
捉
え
、
そ
こ
か
ら
紡
ぎ
出
さ
れ
る
「
水

の
思
想
」
と
い
う
べ
き
、
全
き
弱
さ
が
醸
し
出
す
現
代
に
お
け
る
力
へ
の

抵
抗
の
可
能
性
を
提
示
し
て
み
た
い
。
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更
に
冷
え
圧
す
る
も
の
の
澱よ
ど

ん
で
い
る
な
か
に
、
目
の
あ
い
て
来
る

の
を
、
覚
え
た
の
で
あ
る
。

し
た
　
し
た
　
し
た
。
耳
に
伝
う
よ
う
に
来
る
の
は
、
水
の
垂
れ
る

音
か
。
た
だ
凍
り
つ
く
よ
う
な
暗
闇
の
中
で
、
お
の
ず
と
睫ま

つ
げと

睫
と

が
離
れ
て
来
る
。（
一
、
一
三
七
）

　『
死
者
の
書
』
冒
頭
に
お
け
る
死
者
・
大
津
皇
子
が
目
覚
め
る
場
面
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
、
水
が
重
力
に
従
っ
て
下
降
す
る
表
象
と
大
津
皇
子
が

目
覚
め
る
描
写
、
す
な
わ
ち
、「
現
象
の
下
降
」
と
「
魂
の
上
昇
」
が
重

な
り
合
っ
て
い
る
。

　
こ
の
水
の
表
象
の
錯
綜
が
、
大
津
皇
子
と
郎
女
の
エ
ロ
ス
的
交
感
の
導

き
の
糸
と
な
っ
て
い
る
。
郎
女
は
、「
世
間
の
事
は
、
何
一
つ
聞
き
知
り

も
、
見
知
り
も
せ
ぬ
よ
う
に
、
お
お
し
た
て
ら
れ
て
来
た
」（
七
、
一
八

九
）、
高
貴
な
女に

ょ
し
ょ
う性で
あ
る
。
さ
ら
に
、
中
将
姫
伝
説
を
念
頭
に
置
く
な

ら
ば
、
物
質
的
に
は
恵
ま
れ
て
い
て
も
、
郎
女
の
心
は
決
し
て
満
た
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
渇
望
ゆ
え
に
こ
そ
郎
女
は
、

春
秋
の
彼
岸
中
日
、
二ふ

た

上か
み

山や
ま

の
ふ
た
つ
の
峰
の
あ
い
だ
に
「
か
の
人
の

俤お
も
か
げ」

を
見
る
。
こ
こ
に
、
医
師
と
い
う
特
権
階
級
の
家
庭
に
生
ま
れ
育

つ
も
の
の
、
兄
ア
ン
ド
レ
の
天
才
を
目
の
前
に
し
て
自
殺
を
考
え
る
ほ
ど

思
い
詰
め
た
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
そ
の
人
の
姿
を
重
合
わ
せ
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。
郎
女
と
ヴ
ェ
イ
ユ
が
選
択
す
る
自
ら
の
生
の
伴
走
者
は
、
身

を
焼
き
尽
く
す
ほ
ど
ま
で
の
教
養
の
深
さ
で
あ
る
。
そ
れ
を
ヴ
ェ
イ
ユ
は

「
注
意
の
努
力
）
3
（

」
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
し
て
終
生
続
け
ら
れ
た
注
意
の
努

力
は
、
遺
作
『
根
を
も
つ
こ
と
』
を
執
筆
中
、
充
分
な
睡
眠
や
栄
養
を
と

く
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
目
覚
め
る
と
、
わ
た
し
は
太
陽
の
光

を
吸
い
こ
ん
だ
。﹇
…
﹈
か
れ
が
わ
た
し
を
愛
し
て
い
な
い
こ
と
は

わ
か
っ
て
い
る
。
ど
う
し
て
か
れ
が
わ
た
し
を
愛
し
て
く
れ
る
は
ず

が
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
れ
は
わ
た
し
を
愛
し
て

く
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
、
と
わ
た
し
の
心
の
な
か
の
奥
底
の
一
点

が
、
恐
ろ
し
さ
に
震
え
な
が
ら
、
そ
う
考
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の

だ
）
2
（

。

　
お
そ
ら
く
ヴ
ェ
イ
ユ
自
身
と
神
と
の
交
感
を
描
い
た
こ
の
神
秘
体
験
の

記
述
に
お
け
る
葡
萄
酒
と
い
う
象
徴
が
、
通
常
思
い
な
さ
れ
て
い
る
「
血

と
の
つ
な
が
り
」
で
は
な
く
、「
大
地
と
の
つ
な
が
り
」
に
お
い
て
描
か

れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
水
は
、
太
陽
の
光
と
大
地
の
恵
み
に
よ
っ
て
葡
萄

酒
と
な
る
。
さ
ら
に
こ
こ
で
描
か
れ
る
エ
ロ
ス
的
交
感
は
、
現
実
と
イ
メ

ー
ジ
の
交
差
と
そ
の
逆
転
、
す
な
わ
ち
現
象
を
越
え
た
イ
メ
ー
ジ
の
力
動

性
を
映
し
出
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
こ
と
は
『
死
者
の
書
』
の
構
成
そ
の
も
の
に
わ
た
し
た
ち
を
立
ち

返
ら
せ
る
。
本
来
、
決
し
て
交
差
す
る
こ
と
の
な
い
死
者
・
大
津
皇
子
と

生
者
・
郎
女
と
の
章
ご
と
の
分
断
と
連
続
を
通
し
て
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る

エ
ロ
ス
的
交
感
の
高
ま
り
、
さ
ら
に
は
、
読
者
の
〈
い
ま
、
こ
こ
〉
を
定

位
さ
せ
る
、
第
三
者
の
歌
人
・
大お

お
と
も
の
や
か
も
ち

伴
家
持
と
郎
女
の
叔
父
・
恵え
み
の美
押お
し

勝か
つ（

藤

原
仲
麻
呂
）
が
互
い
に
郎
女
を
イ
メ
ー
ジ
し
つ
つ
対
話
す
る
交
感
の
あ
り

よ
う
が
、
歌
人
・
折
口
信
夫
（
釈
超
空
）
な
ら
で
は
の
絶
妙
の
リ
ズ
ム
と

無し
じ
ま言

に
よ
っ
て
織
り
な
さ
れ
て
ゆ
く
。

か
の
人
の
眠
り
は
、
徐し

ず

か
に
覚
め
て
行
っ
た
。
ま
っ
黒
い
夜
の
中
に
、
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か
ろ
う
に

―
」（
十
五
、
二
六
二
）
と
、「
か
の
人
」
へ
の
憐
憫
の
情
が

沸
き
起
こ
る
。
さ
ら
に
、「
こ
の
身
も
、
そ
の
田た

居い

と
や
ら
に
お
り
立
ち

た
い

―
」（
十
六
、
二
六
七
）
と
、
郎
女
は
「
労
働
」
へ
の
衝
動
に
突

き
動
か
さ
れ
、
自
ら
蓮は

す

糸い
と

で
生
地
を
織
る
。
そ
れ
は
、
ま
さ
し
く
ヴ
ェ
イ

ユ
が
「
グ
リ
ム
童
話
に
お
け
る
『
六
羽
の
白
鳥
の
物
語
』」
で
妹
の
美
徳

を
、
ア
ネ
モ
ネ
で
兄
た
ち
の
衣
服
を
縫
う
こ
と
の
困
難
さ
の
う
ち
に
見
出

す
こ
と
に
連
な
る
も
の
で
あ
ろ
う）

4
（

。
こ
う
し
て
郎
女
と
大
津
皇
子
と
の
エ

ロ
ス
的
交
感
は
、
織
り
あ
げ
た
壁か

べ

代し
ろ

の
よ
う
な
布
地
に
、
郎
女
の
内
側
か

ら
紡
ぎ
出
さ
れ
た
「
か
の
人
の
俤
」
の
結
晶
と
も
い
え
る
曼
荼
羅
を
一
夜

で
描
き
上
げ
た
後
、
郎
女
の
流
す
「
一
筋
の
涙
」
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
る
。

郎
女
が
、
筆
を
お
い
て
、
に
こ
や
か
な
笑え

ま

い
を
、
円ま
ろ

く
跪つ
い

坐い

る
こ
の

人
々
の
背
に
お
と
し
な
が
ら
、
の
ど
か
に
し
か
し
、
音
も
な
く
、
山

田
の
廬
堂
を
立
ち
去
っ
た
刹
那
、
心
づ
く
者
は
一
人
も
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
ま
し
て
、
戸
口
に
消
え
る
際
に
、
ふ
り
か
え
っ
た
姫
の
輝

く
よ
う
な
頬
の
う
え
に
、
細
く
伝
う
も
の
の
あ
っ
た
の
を
知
る
者

の
、
あ
る
訣わ

け

は
な
か
っ
た
。（
二
十
、
二
八
九
）

　
こ
の
郎
女
の
流
し
た
「
一
筋
の
涙
」
が
、「
耳
面
刀
自
。
お
れ
が
見
た

の
は
、
た
だ
一
目

―
た
だ
一
度
だ
。
だ
が
、
お
ま
え
の
こ
と
を
聞
き
わ

た
っ
た
年
月
は
、
久
し
か
っ
た
。
お
れ
に
よ
っ
て
来
い
。
耳
面
刀
自
」（
一
、

一
三
九
）
と
い
う
、
大
津
皇
子
の
最
期
の
瞬
間
、
耳
面
刀
自
と
の
あ
い
だ

に
交
わ
さ
れ
た
「
一
瞥
」
に
照
応
す
る
。
同
様
に
ヴ
ェ
イ
ユ
は
、
ソ
ポ
ク

レ
ス
『
エ
レ
ク
ト
ラ
』
に
お
い
て
、
眼
の
前
の
奴
隷
の
姿
を
し
た
女
性
が

流
す
「
一
筋
の
涙
」
に
よ
っ
て
、
こ
の
女
性
が
姉
で
あ
る
と
弟
オ
レ
ス
テ

ら
ず
還
ら
ぬ
人
と
な
る
ま
で
の
自
己
無
化
を
要
求
す
る
。
同
様
に
、
称

し
ょ
う

讃さ
ん

浄じ
ょ
う
ど土
仏ぶ
っ

摂し
ょ
う

受じ
ゅ

経き
ょ
うの
千
部
写
経
の
発
願
を
立
て
た
郎
女
は
、「
五
百
部
を
越

え
た
頃
か
ら
、
姫
の
身
は
、
目
立
っ
て
や
つ
れ
て
来
た
。
ほ
ん
の
わ
ず
か

の
眠
り
を
と
る
間
も
、
も
の
に
驚
い
て
覚
め
る
よ
う
に
な
っ
た
」（
六
、

一
八
三
）
と
、
心
身
が
阿
弥
陀
経
そ
の
も
の
と
な
る
ほ
ど
に
対
象
に
没
入

し
て
ゆ
く
。
だ
が
着
目
す
べ
き
は
、
郎
女
の
渾
身
の
阿
弥
陀
経
へ
の
没
入

は
、「
か
の
人
の
俤
」
を
見
る
こ
と
を
む
し
ろ
遠
ざ
け
て
し
ま
う
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
か
わ
っ
て
目
の
前
に
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
ひ
た
す
ら
重
力

に
従
っ
て
下
降
す
る
雨
で
あ
る
。

日
一
日
、
の
ど
か
な
温
い
春
で
あ
っ
た
。
経
巻
の
最
後
の
行
、
最
後

の
字
を
書
き
あ
げ
て
、
ほ
っ
と
息
を
つ
い
た
。
あ
た
り
は
に
わ
か
に
、

薄
暗
く
な
っ
て
い
る
。
目
を
あ
げ
て
見
る
蔀

し
と
み

窓ど

の
外
に
は
、
し
と

し
と

―
音
が
し
た
た
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
姫
は
立
っ
て
、
手

ず
か
ら
簾
を
あ
げ
て
見
た
。
雨
。（
六
、
一
八
六
）

　
こ
こ
に
お
い
て
、
郎
女
の
心
身
に
浸
透
し
た
教
養
が
進
む
べ
き
道
を
は

っ
き
り
と
照
ら
し
出
す
。
郎
女
は
暴
風
雨
の
な
か
を
一
晩
中
、
二
上
山
を

目
指
し
て
歩
き
、
辿
り
つ
い
た
当た

ぎ
ま麻

寺で
ら

の
境
内
に
女
人
結
界
を
犯
し
て
入

り
、
朝
日
に
照
ら
さ
れ
た
二
上
山
を
拝
む
。
さ
ら
に
、「
姫
の
咎
は
、
姫

が
贖
う
」（
十
二
、
二
三
四
）
と
、
周
囲
を
驚
か
せ
る
ほ
ど
は
っ
き
り
と

自
ら
の
意
志
を
示
し
、
長
期
の
物
忌
み
に
同
意
す
る
。
そ
し
て
こ
の
物
忌

み
の
あ
い
だ
に
郎
女
は
次
第
に
「
か
の
人
の
俤
」
を
見
る
こ
と
で
は
な
く
、

む
し
ろ
目
を
瞑
り

0

0

0

0

「
か
の
人
の
俤
」
を
心
中
に
思
い
描
く
こ
と
で
満
た
さ

れ
て
ゆ
く
。
こ
の
と
き
郎
女
の
心
の
う
ち
に
、「
お
い
と
お
し
い
。
お
寒
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礼
で
、
洗
う
能
力
以
上
に
水
の
象
徴
的
な
使
用
法
を
説
明
し
て
い

る
）
6
（

。二
　「
泣
き
わ
め
く
姿
」
と
執
心

　
大
津
皇
子
と
郎
女
の
祖
父
の
叔
母
に
あ
た
る
耳み
み

面も
の

刀と

自じ

が
出
会
っ
た
の

は
た
だ
一
度
、
し
か
も
大
津
皇
子
が
無
実
の
罪
で
処
刑
さ
れ
る
直
前
、
両

者
の
一
瞥
の
交
差
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
そ
の
一
瞥
が
、「
そ
れ
で
も

お
れ
の
心
は
、
澄
み
き
っ
て
い
た
。
ま
る
で
、
池
の
水
だ
っ
た
」（
一
、

一
四
〇
）
と
い
う
大
津
皇
子
の
霊
が
こ
の
世
に
残
る
執
心
を
目
覚
め
さ
せ

る
。
着
目
す
べ
き
は
、「
あ
あ
、
そ
の
時
き
り
、
お
れ
自
身
、
こ
の
お
れ
を
、

忘
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
」（
一
、
一
四
〇
）
と
、
自
分
の
こ
と
す
ら
す
っ

か
り
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
に
、
時
代
を
ふ
た
つ
下
っ
て
も
、
一
瞥
を

交
わ
し
た
相
手
の
女
性
の
こ
と
は
憶
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
ヴ
ェ
イ
ユ
は
神
と
人
間
と
の
遭
遇
に
つ
い
て
こ
う
記
し
て
い
る
。「
神

と
人
間
は
、
待
ち
合
わ
せ
場
所
を
間
違
え
た
恋
人
同
士
の
男
女
の
よ
う
で

あ
る
。
ふ
た
つ
と
も
時
間
よ
り
前
に
そ
の
場
所
に
着
い
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
違
っ
た
場
所
に
居
る
の
で
あ
る）

7
（

」、
と
。
同
様
に
、
耳
面
刀
自
、
大

津
皇
子
、
郎
女
、
そ
れ
ぞ
れ
の
抱
え
る
運
命
の
「
不
幸
」
に
よ
っ
て
穿
た

れ
た
魂
が
、
時
空
を
超
え
て
、
互
い
に
互
い
を
呼
び
寄
せ
て
い
る
。
こ
こ

で
注
意
す
べ
き
は
、
折
口
が
大
津
皇
子
を
、
子
ど
も
（
餓
鬼
）
の
よ
う
に
、

運
命
に
抗
い
、
運
命
を
呪
い
、
泣
き
わ
め
く
姿
と
し
て
描
き
出
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
同
様
に
ヴ
ェ
イ
ユ
も
、
十
字
架
上
の
キ
リ
ス
ト
、

『
ヨ
ブ
記
』
の
ヨ
ブ
、
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
『
縛
ら
れ
た
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
』、

ス
が
悟
る
あ
り
よ
う
を
描
き
出
し
て
い
る）

5
（

。
奴
隷
の
姿
を
し
た
エ
レ
ク
ト

ラ
を
オ
レ
ス
テ
ス
は
自
分
と
は
無
関
係
な
人
だ
と
思
い
込
む
。
つ
ま
り
、

オ
レ
ス
テ
ス
に
は
姉
の
姿
が
見
え
な
い
。
だ
が
エ
レ
ク
ト
ラ
の
涙
が
オ
レ

ス
テ
ス
に
見
え
な
い
も
の
を
見
る
心
の
目
を
も
た
ら
す
。
ヴ
ェ
イ
ユ
は
、

社
会
か
ら
放
擲
さ
れ
、
物
質
同
然
の
「
ほ
と
ん
ど
無
」
の
状
態
に
置
か
れ

た
人
を
、「
不
在
の
神
」
に
も
っ
と
も
近
し
い
人
と
し
て
描
き
出
す
。
そ

れ
は
折
口
が
描
く
死
者
で
も
あ
る
。
こ
の
一
点
こ
そ
が
、
ヴ
ェ
イ
ユ
と
折

口
が
水
を
媒
介
に
し
て
描
き
出
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
両
者
は
、
物

質
に
貶
め
ら
れ
た
人
の
状
態
が
、
無
色
透
明
で
な
お
か
つ
、
流
動
性
と
浸

透
性
を
有
す
る
水
へ
と
移
行
す
る
可
能
性
を
見
出
す
。
そ
の
と
き
、「
そ

の
飛
鳥
の
宮
の
日
の
み
子
さ
ま
に
仕
え
た
、
と
言
う
お
方
は
、
昔
の
罪
び

と
ら
し
い
に
、
そ
れ
が
ま
た
何
と
し
た
訣わ

け

で
、
姫
の
前
に
立
ち
現
わ
れ
て

は
、
神こ

う

々ご
う

し
く
見
え
る
で
あ
ろ
う
ぞ
」（
四
、
一
六
五
）
と
い
う
郎
女
の

台
詞
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
わ
た
し
た
ち
は
通
常
見
え
な
い
も
の
を
見

る
心
の
目
を
も
つ
。
そ
し
て
こ
の
と
き
わ
た
し
た
ち
は
、
刹
那
で
あ
る
に

せ
よ
、「
水
と
精
神
か
ら
生
ま
れ
る
」「
第
二
の
誕
生
」
に
与
っ
て
い
る
。

必
然
性
そ
の
も
の
は
、
本
質
的
に
条
件
的
な
も
の
で
あ
り
、
支
柱
が

な
け
れ
ば
抽
象
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。﹇
…
﹈
水
は
そ
の
至
高
の

イ
メ
ー
ジ
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
水
は
目
に
見
え
、
触
れ
ら
れ
る
が
、

色
も
形
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
物
質

（m
atière

）、
母
（m

ère

）、
海
（m

er

）、
マ
リ
ア
（M

arie

）
と
い

う
言
葉
が
酷
似
し
て
い
て
、
ほ
ぼ
同
一
で
さ
え
あ
る
こ
と
に
着
目
せ

ず
に
は
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
く
る
。
水
の
こ
の
よ
う
な
特
質
は
、
洗
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じ
え
て
い
な
か
っ
た
」（
十
四
、
二
五
五
―
二
五
六
）
と
、
通
常
そ
う
思

い
な
さ
れ
て
い
る
押
勝
の
強
欲
で
は
な
く
、
自
然
に
も
女
性
に
も
、
自
ら

の
欲
望
に
忠
実
に
生
き
る
姿
を
言こ

と

祝ほ

い
で
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、「
こ
の
身
が
、
だ
ん
だ
ん
な
り
上の

ぼ

る
と
、
う
ま
人
ま
で
が

お
の
ず
と
や
っ
こ
心
に
な
り
お
っ
て
、
い
や
嫉ね

た

む
の
、
そ
ね
む
の
」（
十

四
、
二
四
五
）
と
い
う
押
勝
の
台
詞
の
ご
と
く
に
、
妬
み
、
嫉
み
も
赤
裸
々

に
大
津
皇
子
は
泣
き
叫
ぶ
。
だ
が
こ
こ
に
こ
そ
、
折
口
と
ヴ
ェ
イ
ユ
は
古

代
の
神
々
に
連
な
る
一
点
を
見
出
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
両

者
に
奴
隷
の
姿
へ
と
回
帰
す
る
眼
差
し
を
促
す
。
そ
れ
は
と
り
わ
け
両
者

の
「
伝
承
」
へ
の
眼
差
し
の
う
ち
に
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
労
働
で
は

な
く
芸
能
の
う
ち
に
奴
隷
の
姿
を
映
し
出
す
折
口
は
、「
当た

ぎ
ま麻

の
語
部
の

嫗お
う
な」
の
う
ち
に
奴
隷
の
姿
を
描
き
出
す
。
語
部
の
生
と
は
、
自
ら
の
生
命

の
保
証
も
な
い
ま
ま
、
貴
人
の
一
生
を
語
る
こ
と
だ
け
に
費
や
さ
れ
る
生

で
あ
る
。
社
会
か
ら
放
擲
さ
れ
た
身
で
あ
る
か
ら
こ
そ
な
お
い
っ
そ
う
、

高
貴
な
女に

ょ
し
ょ
う性で

あ
る
郎
女
を
聞
き
手
と
し
て
得
た
当た
ぎ
ま麻

の
語
部
の
嫗
は
、

「
そ
の
後
、
自
身
の
家
の
中
で
も
、
ま
た
廬い

お
り
ど
う堂に
近
い
木
立
ち
の
陰
で
も
、

あ
る
い
は
そ
こ
を
見
お
ろ
す
山
の
上
か
ら
で
も
、
郎
女
に
向
か
っ
て
す

る
、
ひ
と
り
語
り
は
続
け
ら
れ
て
い
た
」（
二
十
、
二
八
六
）
と
、
異
常

な
執
心
を
示
す
。
そ
し
て
逆
説
的
に
も
、
こ
こ
に
こ
そ
、
神
へ
と
連
な
る

原
点
が
あ
る
。

三
　
水
の
女

　
折
口
は
、
必
然
性
に
翻
弄
さ
れ
つ
つ
も
、
海
の
深
さ
に
想
い
を
馳
せ
る

ソ
ポ
ク
レ
ス
『
ア
ン
チ
ゴ
ネ
ー
』、『
エ
レ
ク
ト
ラ
』
の
主
人
公
が
、
自
尊

心
を
か
な
ぐ
り
捨
て
、
泣
き
叫
ぶ
姿
を
描
き
出
し
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い

て
、
折
口
の
死
者
と
ヴ
ェ
イ
ユ
の
神
と
が
共
鳴
す
る
。
そ
こ
に
は
一
様
に
、

「
な
ぜ
な
の
か
？
／
何
の
た
め
に
？
（pourquoi

）」
と
問
う
先
に
は
答
え

の
な
い
ぞ
っ
と
す
る
よ
う
な
無し

じ
ま言
が
拡
が
っ
て
い
る
。
ヴ
ェ
イ
ユ
は
こ
の

「
な
ぜ
な
の
か
？
／
何
の
た
め
に
？
」
と
問
う
心
の
一
点
こ
そ
が
わ
た
し

た
ち
の
う
ち
な
る
も
っ
と
も
「
聖
な
る
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
看
破
す
る
。

「
人
間
の
う
ち
な
る
人
格
と
は
、
苦
し
み
に
悶
え
、
寒
さ
に
震
え
、
避
難

す
る
場
所
と
暖
か
さ
を
求
め
て
駆
け
回
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
、
人
格
が
、
待
機
し
て
い
る
と
は
い
え
、
社
会
的
配
慮
に
暖
か
く
包

ま
れ
て
い
る
人
々
に
は
わ
か
ら
な
い）

8
（

」。

お
お
寒
い
。
お
れ
を
、
ど
う
し
ろ
と
お
っ
し
ゃ
る
の
だ
。
尊
い
お
っ

か
さ
ま
。
お
れ
が
悪
か
っ
た
と
言
う
の
な
ら
、
あ
や
ま
り
ま
す
。
着

物
を
下
さ
い
。
着
物
を

―
。
お
れ
の
か
ら
だ
は
、
地
べ
た
に
は
り

つ
い
て
し
ま
い
ま
す
。（
一
、
一
四
四
）

　
大
津
皇
子
の
一
人
称
は
「
お
れ
」
で
あ
る
。
大
伴
家
持
も
、
恵
美
押
勝

も
同
様
で
あ
る
。
興
味
深
い
の
は
、
郎
女
に
思
慕
を
寄
せ
つ
つ
、
そ
の
心

中
を
言
葉
に
も
行
為
に
も
あ
ら
わ
さ
な
い
家
持
に
、「
お
れ
は
、
ど
う
も

あ
き
ら
め
が
、
よ
過
ぎ
る
。﹇
…
﹈
あ
き
ら
め
と
言
う
事
を
、
知
ら
な
か

っ
た
人
ば
か
り
で
は
な
い
か
。
…
…
昔
物
語
り
に
語
ら
れ
る
神
で
も
、
人

で
も
、
傑す

ぐ

れ
た
、
と
伝
え
ら
れ
る
限
り
の
方
々
は

―
」（
八
、
二
〇
五

―
二
〇
六
）
と
述
懐
さ
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
大
師
藤ふ

じ

原わ
ら

恵え
み
の美
押お
し

勝か
つ

朝
臣
の
声
は
、
若
々
し
い
、
純
な
欲
望
の
外
、
何
の
響
き
も
ま
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う
で
も
あ
る
。

浪
に
漂
う
身
…
…
衣
も
な
く
、
裳も

も
な
い
。
抱
き
持
っ
た
等
身
の
白

玉
と
一
つ
に
、
水
の
上
に
照
り
輝
く
現
し
身
。

ず
ん
ず
ん
と
、
さ
が
っ
て
行
く
。
水み

な

底ぞ
こ

に
水み

漬づ

く
白
玉
な
る
郎
女
の

身
は
、
や
が
て
ま
た
、
一ひ

と

幹も
と

の
白
い
珊さ
ん
ご瑚
の
樹き

で
あ
る
。
脚
を
根
、

手
を
枝
と
し
て
水
底
の
木
。
頭
に
生
い
靡な

び

く
の
は
、
玉た
ま

藻も

で
あ
っ
た
。

玉
藻
が
、
深
海
の
う
ね
り
の
ま
ま
に
、
揺
れ
て
い
る
。
や
が
て
、
水

底
に
さ
し
入
る
月
の
光
り

―
。
ほ
っ
と
息
を
つ
い
た
。（
十
三
、

二
四
二
―
二
四
三
）

　
夢
か
現う

つ
つか

わ
か
ら
ぬ
ま
ま
郎
女
は
浜
辺
を
歩
い
て
い
る
。
ひ
と
つ
ひ
と

つ
属
性
を
脱
ぎ
捨
て
た
郎
女
は
海
の
底
に
横
た
わ
り
、
水
を
透
過
す
る
月

の
光
に
照
ら
さ
れ
て
い
る
。
太
陽
で
は
な
く
月
へ
の
格
別
の
注
視
は
ヴ
ェ

イ
ユ
と
折
口
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
る）

9
（

。
そ
し
て
こ
の
「
珊
瑚
の
樹
」
と

な
っ
た
郎
女
こ
そ
が
、「
か
の
人
は
、
立
っ
て
い
た
。
一
本
の
木
だ
っ
た
。

﹇
…
﹈
た
だ
、
岩
屋
の
中
に
矗し

ゅ
く
り
つ立し

た
、
立
ち
枯
れ
の
木
に
過
ぎ
な
か
っ

た
」（
一
、
一
六
八
）
と
い
う
大
津
皇
子
に
照
応
す
る
。
水
平
方
向
に
お

い
て
両
者
は
決
し
て
出
会
う
こ
と
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
が
垂
直
方
向
へ
向
か

う
眼
差
し
の
う
ち
に
無
限
の
交
響
が
あ
る
。
そ
れ
は
ヴ
ェ
イ
ユ
が
十
字
架

の
形
象
の
う
ち
に
見
た
も
の
で
も
あ
る
。
神
に
倣
う
と
は
「
水
上
歩
行
す

る
こ
と
」
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
重
力
に
従
い
下
降
し
、
海
底
に

沈
む
こ
と
に
内
側
か
ら
同
意
す
る
な
ら
ば
、
水
を
透
過
し
た
月
の
光
に
照

ら
し
出
さ
れ
る
。
こ
こ
に
こ
そ
、
モ
ノ
か
ら
水
へ
、
奴
隷
か
ら
神
へ
の
転

回
が
あ
る
。

海
洋
民
族
と
し
て
の
日
本
人
の
姿
を
描
き
出
し
て
い
る
。
他
方
で
ヴ
ェ
イ

ユ
の
水
へ
の
洞
察
が
極
ま
る
の
は
、
両
親
と
と
も
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
へ
亡

命
す
べ
く
マ
ル
セ
イ
ユ
滞
在
中
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
漂
泊
の
民
」
で
あ

る
ユ
ダ
ヤ
民
族
で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、
教
職
を
剝
奪
さ
れ
、
さ
ら
に
は

ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
生
命
の
危
険
が
及
ぶ
こ
の
時
代
に
あ
っ

て
、
自
ら
が
物モ

ノ質
同
然
に
扱
わ
れ
る
経
験
が
深
ま
れ
ば
深
ま
る
ほ
ど
、
ヴ

ェ
イ
ユ
の
水
へ
の
注
視
は
き
わ
ま
っ
て
ゆ
く
。

　
と
こ
ろ
で
、
当
麻
寺
で
物
忌
み
を
す
る
郎
女
は
、「
か
の
人
の
俤
」
を

見
る
こ
と
に
代
わ
っ
て
、「
つ
た
　
つ
た
　
つ
た
」（
十
三
、
二
三
九
）
と

い
う
音
と
共
に
か
の
人
の
「
け
は
い
」
を
全
身
で
感
受
す
る
こ
と
で
満
た

さ
れ
て
ゆ
く
。
そ
し
て
郎
女
の
心
に
抱
か
れ
る
「
か
の
人
の
俤
」
は
寒
さ

に
震
え
て
い
る
。
そ
の
姿
へ
の
憐
憫
の
情
が
郎
女
を
突
き
動
か
す
。

　
郎
女
が
「
か
の
人
の
俤
」
を
見
る
の
は
、
彼
女
が
高
貴
な
女
性
で
あ
る

が
ゆ
え
の
「
心
の
純
粋
さ
」
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
他
者
を
渇
望

し
、
他
者
と
共
に
生
き
る
た
め
に
、
郎
女
は
自
ら
の
属
性
を
ひ
と
つ
ひ
と

つ
脱
ぎ
捨
て
て
ゆ
く
。
こ
の
転
換
は
、「
プ
ラ
ト
ン
的
な
愛
」
か
ら
「
エ

ロ
ス
的
な
愛
」
へ
の
転
回
と
表
裏
一
体
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
魂
の
み
な

ら
ず
身
体
が
不
可
欠
と
な
っ
て
く
る
。「
忘
れ
た
い
歌
の
文
句
が
、
は
っ

き
り
と
意
味
を
持
っ
て
、
姫
の
唱
え
ぬ
口
の
詞
か
ら
、
胸
に
と
お
っ
て
響

く
。
乳
房
か
ら
迸
り
出
よ
う
と
す
る
と
き
め
き
」（
十
三
、
二
四
〇
）。
こ

こ
で
折
口
が
描
き
出
す
の
は
、
海
の
底
へ
と
重
力
に
従
っ
て
郎
女
の
身
体

が
下
降
す
る
様
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
ヴ
ェ
イ
ユ
が
洞
察
し
た
、「
水

と
精
神
か
ら
生
ま
れ
る
こ
と
」
の
象
徴
と
し
て
の
原
初
の
洗
礼
の
あ
り
よ
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う
生
き
る
の
か
と
い
う
折
口
自
身
の
切
実
な
問
題
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

「
し
た
　
し
た
　
し
た
」、「
つ
た
　
つ
た
　
つ
た
」、
あ
る
い
は
「
ゆ
ら
　

ゆ
ら
　
ち
ょ
う
　
ち
ょ
う
」
と
い
っ
た
音
だ
け
で
、
わ
た
し
た
ち
の
身
体

と
世
界
と
の
関
係
を
映
し
出
す
折
口
の
筆
に
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
、
他
者

に
憑
依
し
憑
依
さ
れ
る
詩
人
（
歌
人
）
の
魂
が
息
づ
い
て
い
る
。
こ
こ
に

お
い
て
独
創
性
と
は
、
自
己
拡
大
の
う
ち
に
で
は
な
く
、
他
者
、
と
り
わ

け
「
不
在
の
他
者
」
と
ど
う
感
じ
合
い
、
ど
う
生
き
る
の
か
の
応
答
の
う

ち
に
見
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
ヴ
ェ
イ
ユ
は
「
神
は
至
高

の
詩
人
で
あ
る）
11
（

」
と
述
べ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
ヴ
ェ
イ
ユ
と
折
口
の
「
下
降
す
る
水
」
へ
の
眼
差
し
は
、「
歴
史
の
古

層
」
を
訪
ね
る
か
れ
ら
の
眼
差
し
と
表
裏
一
体
で
あ
る
。「
書
か
れ
た
歴

史
」
で
は
な
く
「
書
か
れ
な
か
っ
た
歴
史
」
を
紡
ぎ
出
す
か
れ
ら
の
「
歴

史
的
想
像
力
」
は
、
わ
た
し
た
ち
に
歴
史
的
・
社
会
的
自
己
で
あ
る
こ
と

を
促
す
。
こ
こ
に
お
い
て
こ
そ
ヴ
ェ
イ
ユ
と
折
口
の
批
判
精
神
が
開
花
す

る
。
批
判
と
は
、「
他
な
る
も
の
」
を
懐
疑
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
他
な

る
も
の
を
自
己
の
よ
う
に
イ
メ
ー
ジ
し
、
そ
れ
に
応
答
す
る
寛
容
さ
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
ヴ
ェ
イ
ユ
と
折
口
は
、
こ
の
寛
容
の
精
神
が
胚
胎
す
る

「
や
わ
ら
か
い
心
」
こ
そ
が
、
狂
信
と
蒙
昧
に
突
き
進
む
暗
い
時
代
の
直

中
に
あ
っ
て
唯
一
、
自
ら
の
生
の
創
造
、
そ
し
て
文
化
の
創
造
の
担
い
手

に
な
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

◆『
死
者
の
書
』
か
ら
の
引
用
は
、
折
口
信
夫
『
死
者
の
書
』（
ち
く
ま
日

本
文
学
、
二
〇
〇
八
年
）
に
な
ら
い
、
章
と
頁
数
を
記
し
た
。
凡
例
：
一

　
と
こ
ろ
で
、
郎
女
の
教
養
は
、
彼
女
の
身
体
表
現
に
お
い
て
証
さ
れ
る
。

「
か
の
人
の
け
は
い
」
を
感
受
し
た
郎
女
は
、「
な
も
　
阿
弥
陀
ほ
と
け
。

あ
な
と
う
と
。
阿
弥
陀
ほ
と
け
」（
十
三
、
二
四
〇
）
と
応
答
し
、
自
ら

の
口
を
つ
い
て
出
た
そ
の
言
葉
に
郎
女
自
身
驚
か
さ
れ
る
。
同
様
に
、

「﹇
…
﹈
あ
ち
ら
の
物
は
、
読
ん
で
い
て
、
知
ら
ぬ
事
ば
か
り
教
え
ら
れ
る

よ
う
で
、
時
々
ふ
っ
と
思
い
返
す
と
、
こ
ん
な
思
わ
ざ
っ
た
考
え
を
、
い

つ
の
間
に
か
、
持
っ
て
い
る

―
そ
ん
な
空
恐
ろ
し
い
気
さ
え
す
る
こ
と

が
、
あ
り
ま
す
て
」（
十
四
、
二
四
七
）
と
家
持
の
台
詞
に
あ
る
よ
う
に
、

折
口
が
描
き
出
す
、
押
勝
が
推
し
進
め
た
唐
化
文
化
の
真
の
意
義
と
は
、

自
己
と
は
他
な
る
も
の
に
触
発
さ
れ
、
知
ら
れ
ざ
る
自
己
を
見
出
す
こ
と

で
あ
る
。
こ
こ
に
こ
そ
、
生
の
創
造
、
そ
し
て
文
化
の
創
造
が
あ
る
。

わ
た
し
た
ち
が
投
げ
込
ま
れ
て
い
る
薄
暗
が
り
に
お
い
て
、
す
べ
て

は
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
関
係
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
実
在

の
光
の
な
か
で
、
す
べ
て
が
そ
れ
自
体
神
の
媒
介
で
あ
る
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。﹇
…
﹈
こ
の
こ
と
を
理
解
す
る
な
ら
ば
、
わ
た
し
た
ち

は
、
海
の
な
か
の
魚
の
よ
う
に
で
は
な
く
、
海
の
な
か
の
一
滴
の
水

の
よ
う
に
、
神
の
媒
介
の
う
ち
に
生
き
て
い
る
こ
と
を
知
る
。
わ
た

し
た
ち
の
う
ち
に
も
、
わ
た
し
た
ち
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
も
、
こ
の

世
に
も
、
神
の
国
に
も
、
あ
る
の
は
関
係
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
媒

介
と
は
、
愛

エ
ロ
ー
スに

ほ
か
な
ら
な
い）
10
（

。

結
び
に
代
え
て

　『
死
者
の
書
』
が
書
か
れ
た
背
景
に
は
、
戦
死
し
た
養
子
・
春し
ゅ
ん
よ
う洋と
ど
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