
見
出
さ
れ
る
闇、

『
空
色
勾
玉
』

荻
原
規
子
『
空
色
勾
玉
』
は、
一
九
八
八
年
八
月
に
福
武

店
（
現
ベ
ネ
ッ
セ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン）
か
ら
出
版
さ
れ

た。
同
作
は
翌
八
九
年
に
第
二
十
二
回
日
本
児
童
文
学
者
協

会
新
人
賞
を
受
賞
し、
そ
の
後
徳
間
書
店
か
ら一
九
九
六
年

に
単
行
本
が、
二
0
0
五
年
に
ノ
ベ
ル
ズ
版
（
ト
ク
マ
ノ
ベ

ル
ズ
Edge)
が、
二
0
1
0
年
に
文
庫
版
（
徳
間
文
庫）
が

再
刊
さ
れ
て
お
り、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
傑
作
と
し
て
評
価
さ

れ
て
い
る
(

1
)
0

『
空
色
勾
玉
』
は
『
古
事
記』
を
素
材
と
す
る
テ
ク
ス
ト

で
あ
る。
古
代
日
本
の
「
豊

原
」

を
舞
台
に、
天
の
神
で
あ

『
空
色
勾
玉
』
と
い
う
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
作
品
は、
『

記』
と
『
日
本
書
紀』
を
主
な
情
報
体
と
し
て、
そ
こ
か
ら

古
代
日
本
人
の
思
考
に
つ
い
て
の、

多
く
の
情
報
を
引
き

出
し
て
い
る。
そ
の
さ
い
に、

作
者
は
日
本
人
の
神
話
思

考
が
語
り
出
し
た
い
と
願
っ
て
い
た
隠
れ
た
主
題
を、
自

然
と
文
化
の
対
立
と
そ
の
対
立
を
調
停
で
き
る
存
在
の
探

求
と
い
う
か
た
ち
で
抽
出
し
て
き
て
い
る。
(
2)

中
沢
は
ま
ず、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
神
話
を、
同
じ
「
神
話

の
論
理
」

で
作
ら
れ
て
い
る
と
考
え、
「
現
実
を
反
転
し
変
形

す
る
」

も
の
と
す
る。
そ
し
て
記
紀
神
話
を、「
現
実
の
変
形
」

に
失
敗
し
た
神
話
と
見
る。
つ
ま
り、
ア
マ
テ
ラ
ス
に、

光
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文
化
と、
女
性
II
自
然
と
い
う
「
解
決
不
能
な
矛
盾
」

が

内
包
さ
れ
て
い
る
と
し
て、
記
紀
は
自
然
と
文
化
の
調
和
を

描
こ
う
と
し
て
で
き
な
か
っ
た
神
話
だ
と
す
る。
そ
の
上
で

『
空
色
勾
玉
』
を、

闇
の
狭
也
と
輝
の
稚
羽
矢
が
結
び
つ
く

こ
と
で、
記
紀
に
内
包
さ
れ
た
矛
盾
を
解
決
し
た、
つ
ま
り

闇
と
輝
を、
狭
也
と
稚
羽
矢
が
仲
介
・
調
停
し
た
テ
ク
ス
ト

と
し
て
読
む
の
で
あ
る。

中
沢
が
『
空
色
勾
玉
』
を、

記
紀
が
描
こ
う
と
し
て
失
敗

し
た
「
現
実
の
変
形
」

を
改
め
て
行
っ
た
物
語
と
見
る
点
は

興
味
深
い。
し
か
し、
狭
也
と
稚
羽
矢
に
よ
る
闇
と
輝
(
II

自
然
と
文
化）
の
仲
介
の
物
語
と
す
る
こ
と
に
は
疑
問
が
残

は
じ
め
に

論

靡

紺る賑
の
大
御
神
」

に
仕
え
る
蒙
の
勢
力
と、

黄
泉
の

く

ら

み

つ

は

国
の
神
で
あ
る
「
闇
御
津
波
の
大
御
神
」

に
仕
え
る
豊
葦
原

く

ら

土
着
の
闇
の
氏
族
の
争
い
を
描
く。
輝
に
憧
れ
る
一
五
歳
の

狭
也
は、
後
に
自
分
が
闇
の
巫
女
で
あ
る
「
水
の
乙
女
」

と

し
て
生
ま
れ
た
こ
と
を
知
り、

輝
と
闇
の
戦
争
に
巻
き
込
ま

れ
な
が
ら、

闇
に
惹
か
れ
る
輝
の
御
子、

稚
羽
矢
と
と
も
に

戦
を
終
わ
ら
せ、
二
人
は
豊
葦
原
の
「
王
」

と
な
る。

先
行
研
究
に
お
い
て
『
空
色
勾
玉
』
は
主
に、

闇
と
輝
が

狭
也
と
稚
羽
矢
の
結
び
つ
き
に
よ
っ
て
仲
介
さ
れ
る
物
語
と

さ
れ
て
き
た。
こ
の
点
に
つ
い
て、
例
え
ば
中
沢
新一
は
以

下
の
よ
う
に
述
べ
る。

る
(
3)。

物
語
の
終
盤、

闇
の
軍
が
輝
の
宮
に
攻
め
込
ん
だ
後、

闇

の
氏
族
で
あ
る
鳥
彦
は
「
輝
の
軍
は
敗
走
中
だ。
将
を
見
失

っ
て、
も
う
ば
ら
ば
ら
だ
よ。
お
れ
た
ち
が
勝
っ
た
ん
だ
」

と
言
う。
狭
也
と
稚
羽
矢
が
地
上
の
王
に
な
っ
た
際
に
は、

輝
の
御
子
で
稚
羽
矢
の
姉
と
兄
で
あ
る
照
日
王
と
月
代
王
は

豊
葦
原
を
去
り、
天
に
上
る。
地
上
に
残
る
輝一
族
は、

闇

に
惹
か
れ
る
輝
の
御
子、
稚
羽
矢
の
み
で
あ
る。
こ
れ
は
隙

の
勝
利
と
言
え
る
だ
ろ
う。
そ
の
後、
狭
也
と
稚
羽
矢
は
闇

の
勝
利
し
た
地
上
で
王
と
な
る。
二
人
は
閤
と
輝
を
調
停
し

て
は
お
ら
ず、

闇
を
選
ん
で
い
る
の
で
あ
る。

本
テ
ク
ス
ト
を
こ
の
よ
う
に
読
む
と、
テ
ク
ス
ト
の
素
材

で
あ
る
『
古
事
記』
と
は、
輝
と
闇
の
関
係
が
逆
転
し
て
い

る
こ
と
に
気
が
つ
く。
『
古
事
記』
と
比
較
す
る
と、
輝
は
天

の
神
々
で
あ
る
天
つ
神
を、

闇
は
地
上
の
神
々
で
あ
る
国
つ

神
を
モ
チ
ー
フ
に
し
て
い
る。
『
古
事
記』
に
お
い
て
は、
天

つ
神
が
葦
原
中
国
に
降
臨
し、
国
つ
神
は
地
上
を
譲
り
渡
す。

天
つ
神
が
地
上
に
国
を
築
く
の
で
あ
る。
し
か
し
『
空
色
勾

玉
』
で
は
逆
に、

闇
を
選
ん
だ
狭
也
と
稚
羽
矢
が
地
上
に
国

を
築
く。
こ
の
逆
転
は
何
故
生
じ
て
い
る
の
か。

『
空
色
勾
玉
』
が
日
本
神
話
を
素
材
に
し
た
こ
と
に
つ
い

て、
ひ
こ
•
田
中
は、
児
童
文
学
者
協
会
新
人
賞
の
選
評
で

「
既
存
の
歴
史
観
を
抵
抗
な
く
受
け
入
れ
て
い
る
」

と
批
判

る

並

木

勇

樹

ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
と
し
て
の

縄
文
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が
あ
っ
た
こ
と
に
触
れ
な
が
ら 、
「
戦
前 、

日
本
神
話
が
天
皇

制
を
強
固
に
す
る
物
と
し
て
子
ど
も
の
教
育
に
使
わ
れ
た
こ

と
に
対
す
る
拒
否
反
応
が
ま
だ
残
っ
て
い
た」

と
指
摘
す
る

(
4) 。
こ
の
彼
の
指
摘
に
従
え
ば 、
『
古
事
記
』
の
構
造
を
逆

転
し
て
み
せ
た
『
空
色
勾
玉
』

を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て 、

発

表
当
時
の
文
脈
に
注
目
せ
ざ
る
を
得
な
い

。

古
代
史
プ
ー

ム

の
存
在
で
あ
る 。

一

九
六
七
年
に
は
宮
崎
康
平
『
ま
ぼ
ろ
し
の
邪
馬
台
国
』

（
講
談
社 、
一

九
六
七
年
一

月）

が
第
一

回
吉
川
英
治
賞
を

受
賞
し
て
い
る 。

七
二
年
に
は
高
松
塚
古
墳
の
壁
画
が
発
見

さ
れ 、

同
年
に
は
梅
原
猛
『
隠
さ
れ
た
十
字
架
』
（
新
潮
社 、

一

九
七
二
年
五
月）

が
第
二
六
回
毎
日
出
版
文
化
賞
を
受
賞

し
て
い
る 。

ま
た
八
0
年
に
は
梅
原
『
聖
徳
太
子
I

』
（
小
学

館 、
一

九
八
0
年
三
月）

が
ベ
ス
ト

セ
ラ
ー
と
な
っ
て
い
る

(
5) 。

日
本
神
話
を
扱
う
に
あ
た
っ
て
「
デ
リ
ケ
ー
ト

な
問

題
を
含
ん
で
い
た」
（
田
中）

こ
の
時
期
に
刊
行
さ
れ
た
『
空

色
勾
玉
』

の
世
界
観
は 、

こ
の
よ
う
な
同
時
代
の
古
代
史
に

向
け
ら
れ
た
関
心
と
無
縁
で
は
な
い
だ
ろ
う 。

そ
こ
で
本
論
文
で
は 、

ま
ず
『
空
色
勾
玉
』

の
物
語
構
造

を
分
析
し 、

さ
ら
に
同
時
代
の
古
代
史
観
と
比
較
す
る
こ
と

で 、

両
者
の
連
動
性
に
つ
い
て
考
察
し
た
い

。

第
一

章
で
は
『
空
色
勾
玉
』

を 、

狭
也
と
稚
羽
矢
が
闇
を

選
ぶ
物
語
と
考
え 、

ど
の
よ
う
に
し
て
そ
こ
に
至
っ
た
か
を

の
出
版
の
多
さ
に
関
し
て
「
そ
の
背
景
に
は
高
松
塚
古
墳
発

見
以
来
の
古
代
へ
の
関
心
の
高
ま
り
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
が 、

梅
原
猛
の
一

連
の
異
色
な
論
考
な
ど
が
大
き

な
刺
激
に
な
っ
た
こ
と
も
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う」

と
述
べ

ら
れ
て
い
る 。

梅
原
の
言
説
は 、

古
代
史
ブ
ー

ム
に
あ
っ
て

有
力
な
仮
説
と
し
て
流
布
し
て
い
た 。
こ
こ
で
は
梅
原
の
「

原

日
本
人」 、
つ
ま
り
日
本
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
め
ぐ
る

論
を
確
認
し 、
『
空
色
勾
玉
』
の
物
語
構
造
と
の
連
動
性
を
明

ら
か
に
す
る 。

夢
を
通
じ
て
見
出
さ
れ
る
闇
ー

『
空
色
勾
玉
』

本
章
で
は 、

狭
也
と
稚
羽
矢
が
い
か
に
し
て
闇
を
選
ぶ
に

至
る
か
を 、

夢
を
分
析
す
る
こ
と
で
検
証
す
る 。

前
述
の
通

り 、

夢
は
「
隠
さ
れ
た
真
実
を
発
見
す
る
旅」

と
し
て 、
つ
ま

り
二
人
が
闇
を
見
出
す
ル
ー
ト
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る 。

ま
ず
①
で
狭
也
の
夢 、

②
で
稚
羽
矢
の
夢
が 、

そ
れ
ぞ
れ

物
語
の
展
開
と
ど
の
よ
う
に
関
連
し 、
何
を
表
す
か
を
示
す 。

そ
し
て
③
で 、

二
人
が
「
夢」

と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
闇

に
た
ど
り
着
く
こ
と
の
意
味
を
考
察
し
た
い
(
7) 。

分
析
す
る 。

そ
の
際 、

二
人
が
闇
を
選
ぶ
に
至
る
ル
ー
ト
と

し
て 、

夢
に
着
目
す
る 。

本
テ
ク
ス
ト

は
狭
也
の
夢
の
描
写

か
ら
始
ま
る 。

さ
ら
に
夢
は 、

狭
也 、

稚
羽
矢
両
者
に
お
い

て
テ
ク
ス
ト

全
編
に
わ
た
っ
て
描
か
れ
る 。

夢
が
非
常
に
重

要
な
位
置
を
占
め
る
テ
ク
ス
ト

な
の
で
あ
る 。

一

九
六
0
年
代
以
降
に
お
い
て
は 、

幻
想
文
学
の
ブ
ー

ム

に
伴
っ
て 、

夢
に
も
注
目
が
集
ま
っ
て
い
た
（
6） 。

幻
想
文

学
は 、

非
日
常
の
世
界
を
重
要
な
モ
チ
ー

フ
と
す
る 。

非
日

常
へ
の
視
線
は 、

超
自
然 、

超
現
実
へ
の
眼
差
し
を
誘
う 。

そ
し
て
夢
は 、

昼
の
現
実
と
は
異
な
る 、

も
う
―
つ
の
現
実

を
表
す
も
の
と
し
て
重
視
さ
れ
た
の
で
あ
る 。

ち
な
み
に 、

一

九
九
一

年
二
月
の
「
A
Z」

第
一

五
号
の
特
集
は
「
夢
を
解

く」

で
あ
り 、

誌
上
で
の
河
合
隼
雄
と
横
尾
忠
則
の
対
談
の

タ
イ
ト

ル
は 、
「
夢
は
隠
さ
れ
た
真
実
を
発
見
す
る
旅」

だ
っ

た 。
『
空
色
勾
玉
』

に
お
い
て
も 、
「
夢
は
（『
古
事
記
』

に）

隠
さ
れ
た
真
実
〈
闇〉

を
発
見
す
る
旅」

と
し
て
機
能
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る 。

第
二
章
で
は 、
『
空
色
勾
玉
』
刊
行
時
に
お
け
る
代
表
的
な

古
代
史
観
と
し
て 、

梅
原
猛
の
論
に
着
目
し
た
い

。
『
出
版
年

鑑
1

9

7

5
』
（
出
版
ニ
ュ
ー

ス
社 、
一

九
七
五
年
五
月）

に
お

い
て
は 、
一

九
七
四
年
の
「
出
版•
読
書
界
1

0

大
ニ
ュ
ー

ス
」

と
し
て
「
7

・
歴
史
書
ブ
ー

ム
の
焦
点
古
代
史
に
移
る」

と
い

う
項
目
が
設
け
ら
れ
て
い
る 。

こ
こ
で
は 、

古
代
史
関
連
本

①
狭
也
の
夢

本
テ
ク
ス
ト

は 、

狭
也
の
夢
の
描
写
か
ら
始
ま
る 。

そ
の

夢
の
内
容
は 、

次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る 。

夢
の
中
で
狭
也

は
六
歳
の
少
女
で
あ
り 、

夜 、

燃
え
る
村
で
彼
女
を
探
す
五

体
の
鬼
か
ら 、

怯
え
な
が
ら
身
を
隠
し
て
い
る 。

次
の
場
面

で 、

彼
女
は
宮
の
中
に
お
り 、

廊
下
を
進
ん
で
い
く
と
祭
壇

の
前
に
影
の
無
い
巫
女
が
い
る 。
狭
也
は
「
わ
な
に
落
ち
た」

と
考
え
る 。

そ
の
巫
女
の
顔
を
見
る
こ
と
は
禁
忌
で
あ
る
の

に 、

巫
女
は
振
り
向
く 。

そ
し
て 、

顔
が
見
え
る
瞬
間 、
「
鬼

に
く
わ
れ
る
！

」

と
思
う
と
こ
ろ
で
目
を
覚
ま
す 。

こ
の
時
点
で
狭
也
は 、

ま
だ
自
分
の
闇
の
出
自
を
知
ら
な

い
。

し
か
し
自
分
が
今
住
ん
で
い
る
羽
柴
の
生
ま
れ
で
は
な

く 、
「
東
の
戦
に
追
わ
れ
て」

こ
こ
に
来
た
こ
と
は
知
っ
て
お

り 、

夢
は
そ
の
経
験
が
元
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る 。

幼
少
期
か
ら
度
々
見
る
夢
で
あ
り 、

物
語
全
編
に
わ
た
っ
て

狭
也
は
幾
度
も
こ
の
夢
を
見 、

ま
た
思
い
出
す 。

こ
の
夢
に
は 、

三
つ
の
モ
チ
ー

フ
が
存
在
す
る 。
「
鬼」 、

「
怯
え
る
少
女」 、
「
影
の
な
い
巫
女」

で
あ
る 。

以
下
詳
し

く
見
て
い
く
が 、

狭
也
は
物
語
を
通
し
て 、

こ
の
夢
に
現
れ

た
三
つ
の
モ
チ
ー

フ
を
受
け
入
れ
て
い
く 。

ま
ず
は
「
鬼」

で
あ
る 。

鬼
と
は
輝
の
勢
力
に
従
わ
な
い

豊

原
土
着
の
氏
族
を
さ
す 。
「
土
ぐ
も」

と
同
義
で
あ
り 、
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こ
こ
に
お
い
て

初
め
て

狭
也
は
、

夢
の

少
女
を

受
け
入
れ

る
。

最
後
に
「

影
の

な
い
巫

女
」

で
あ
る
。

影
の

な
い

巫

女
と

は
稚
羽
矢
の
こ
と
で
あ
る
が
、

狭
也
が
そ
れ
を
知
る
の

は
、

大
祓
い
の

形
代
に
さ
れ
る
鳥
彦
を

助
け
に
、

輝
の

宮
の

神
殿

を
訪
れ
、
「
夢
の

情
景
そ
の

ま
ま
」

の
巫

女
で
あ
る
稚
羽
矢
に

出
会
っ

た

時
で
あ
る
。

そ
の

後
狭
也
は
、

稚
羽
矢
を

闇
の

陣

営
に

連
れ

帰
る
。

こ
の

行
為
は
彼
女
が

稚
羽
矢
を

受
け
入
れ

て
い

る
よ

う
に

取
れ
る
が
、

実
は
そ
う
で
は

な
い
。

輝
の

御

子
で
あ
る
稚
羽
矢
を

嫌
う、

狼
の

国
つ

神
に

襲
わ
れ
た

後
、

狭
也
は

熱
を
出
し
て

寝
込
む
。

そ
の

際
、

例
の

夢
を

再

度
見

る
。

そ
し
て
、

夢
の
巫

女
を
恐
れ
る
の

で
あ
る
。

「
そ
れ
は
、

稚
羽
矢
な
の

だ
と

自
分
に

言
い

き
か
せ
て

も
む
だ
だ
っ

た
」
。

つ

ま
り
、

実
は
ま
だ

稚
羽
矢
を

受
け
入
れ
て
い

な
い
の

で
あ

る
。

狭
也
が

稚
羽
矢
を

受
け
入
れ
て
い

な
い
こ
と
が
、

後
に
大

事

件
を

引
き
起
こ

す
。

彼
女
は
、

自
分
の

世
話
役
で
あ
っ

た

奈
津
女
が

殺
さ
れ
た

際
、

稚
羽
矢
を
犯
人
と

疑
う
の

で
あ
る
。

疑
わ
れ
た

稚
羽
矢
は
そ
の

身
に

宿
っ

た
大
蛇
の

力
を

暴
走
さ

せ
、

闇
の

陣
営
を
去
る
。

狭
也
は

閤
の

氏

族
た
ち
の

反
対
を

押
し

切
り
、

稚
羽
矢
を
探
し
に
い

く
。

彼
女
は
そ
こ
で

初
め

も
し
れ
な
い

わ
）

狭
也
は
静
か
に
思
っ

た
。
(
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つ

ま
り
は

闇
の

氏

族
を
表
す
語
で
あ
る
。

狭
也
は

祭
り
の

楽

人
に

扮
し
て

羽
柴
を
訪
れ
た

闇
の

氏
族
に
、

自
分
が

闇
の

氏

族
の

巫

女
「
水
の

乙

女
」

で
あ
る
こ
と
を

明
か
さ
れ
る
。

輝

に

憧
れ
る
狭
也
は
「
今
さ
ら
急
に
、

心
を
入
れ
か
え
ろ
と
い

っ

て

も
無
理
で

す
」

と
彼
ら
に

協
力
す
る
こ
と
を
拒
み
、

輝

の

御
子
で
あ
る
月
代
王

に
つ
い

て

輝
の

宮
に
上
る
。

夢
の

鬼

を
拒
絶
す
る
の

だ
。

し
か
し

狭
也
は

輝
の

宮
で
、

不
死
の
一

族
で

あ
る
輝
一

族

の

残
酷
さ
を
知
る
。

童
を
形
代
に
し
て

清
め
を

行
う
「
大
祓

い
」

の

儀
式
で
、

彼

女
の

童
と
し
て

輝
の

宮
に
入
り
こ
ん
で

い

た

闇
の

氏

族
で

あ
る
鳥
彦
が
、

輝
一

族
に
「

腰
を
お
ろ

す

場
所
の

ち
り
を
は
ら
う
よ

う
」

に

殺
さ
れ
る
こ
と
を

許
せ

ず、

「
あ
た
し
は

闇
の

氏

族
な
の

だ
」

と
考
え
る
。

こ
こ
で

狭
也

は
自
ら
の

闇
の

出
自
を
、

つ

ま
り

夢
の

鬼
を

受
け
入
れ
て
い

る
。

次
に
、

夢
の
「
怯
え
る
少
女
」

で
あ
る
。

冒
頭
で

狭
也
は

夢

を

見
て
、

「
い

ま
だ
に

沼
地
を
う
ろ
う
ろ
し
て
い

る
よ

う
な
、

の

ろ
ま

な
ま
ぬ

け
は
、

い
っ

た
い

ど
こ
の

子
だ
ろ

う
。

あ
た

し
じ
ゃ

な
い

わ
、

あ
た
し
じ
ゃ

な
い
」

と

言
っ

て
、

夢
の

中

で

怯
え
る
少
女
も
ま
た

自

分
で
あ
る
と

認
め
る
こ
と
を
拒
否

す
る
。

狭
也
は

夢
の

少
女、

つ

ま
り
自
分
の

弱
い

部
分
を

長
く
受

け
入
れ
ら
れ
な
い
。

自
ら
の

閤
の

出
自
を

受
け
入
れ
、

輝
の

御
子
で

あ
る

稚
羽
矢
を
連
れ
て

闇
の

氏

族
の

下
に

戻
っ

た

後

も
、

そ
れ
は

変
わ
ら
な
い
。

つ
い

に

狭
也
が

夢
の

少
女
を

受

け
入
れ
る
の

は
、

稚
羽
矢
が

大
蛇
と
一

体
と

な
り
、

そ
の

カ

で

暴
れ
た

末
に
、

闇
の

陣
営
を
去
っ

た

後
の
こ

と
で

あ
る
。

彼
を
捜
索
し
て
い

る

最
中
に
、

狭
也
は
鳥
彦
に
「
な
ん
だ
か
、

羽
柴
へ

来
る
前
の

あ
た
し
に

も
ど
っ

た
よ

う
な
気
が

す
る
」

と

い
、

夢
に
つ
い

て

改
め
て

考
え
る
。

以
下
、

引
用
す
る
。

羽
柴
で

目
ざ
め
た
そ
の

日
か

ら
、

自

分
は

夢
の

中
に

現

れ
る

怯
え
た

女
の

子
を

き
ら
い

続
け
て
い

た
の

だ
と

狭
也

は
思
っ

た
。

彼

女
の

恐
怖
と
み
じ
め
さ
を

憎
み
、

見
す
て
ら

れ
、

な
す
す
べ

の

な
い

あ
り
さ
ま
を

軽
蔑
し
て
い

た
。

そ
れ

を
自
分
の

も
の

と
は
け
っ

し
て

認
め
た

く
は

な
か
っ

た
。

だ
が
、

そ
れ
は
ま
ち
が
い

だ
っ

た
の

だ
。

今
も
な
お
、

狭
也

は
み
じ
め
で

あ
り
、

恐

怖
に

う
ち
ひ
し
が

れ
て
お
り
、

み
つ

と

も
な
い

ほ
ど
、

暖
か

な

愛
情
を
乞
い

求
め
て
い

る
で
は

な
い

か
。

夜
の

中
を
さ
ま
よ
っ

て
い

る
少
女
か

ら
、

少
し

も

ヘ

だ
た
っ

て
い

な
い
の

だ
。

受
け
入
れ
な
く
て
は

な
ら
な

か
っ

た
の

だ
と

狭
也
は

気
が
つ
い

た
。

受
け
入
れ
な
く
て

は

乗
り
こ
え
る
こ

と

も
で

き
ず
、

先
に

進
む
こ

と
は
で

き

な
い
の

だ
。

（
あ
の

女
の

子
が
い
つ

ま
で
た
っ

て

も
た
ど
り

着
く
こ
と

の

で

き
な
か
っ

た

場
所
と
は
、

あ
た
し
自
身
だ
っ

た
の
か

て
「
も
う
二

度
と
あ
な
た
を

見
失
い

は
し
な
い

わ
」

と
述
べ
、

本
当
に

稚
羽
矢
を

受
け
入
れ
る
。

こ
こ
で

あ
わ
せ
て
、

狭
也
の

夢
で
巫

女
に

影
が

な
か
っ

た

こ
と
に
つ
い

て

触
れ
て
お
き
た
い
。

そ
の

場
面
は
、

次
の

よ

う
に

描
写
さ
れ
て
い

る
。

だ
が
、

ど
こ
か
で

妙
な
不
安
が
つ
の
っ

た
。

た
め
ら
い
、

落
ち
つ

か

な
げ
に

後
ろ
を
ふ
り
返
っ

た

狭
也
は
、

自

分
の

足
も
と
か

ら
黒
々

と
の

び
る
影
を

見
て
そ
の

わ
け
を
知
っ

た
。

巫

女
に
は

影
が

な
か
っ

た
の

だ
。

狭
也
は
自
分
が
わ
な
に

落
ち
た

う
さ
ぎ
だ
と

気
づ
い

た
。

(
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狭
也
は
、

夢
の

巫

女
に

影
が

な
か
っ

た
た
め
に
恐
れ
た
。

だ
と

す
れ
ば
、

狭
也
が

稚
羽
矢
を

受
け
入
れ
た

際
、

彼
に
は

影
が

あ
っ

た
の

で
は

な
い

か
。

で
は
、

こ
の

影
の

有
無
、

つ

ま
り

夢
の

巫

女
と
、

狭
也
に

受
け
入
れ
ら
れ
る
際
の

稚
羽
矢

の
、

最
大
の

違
い

は

何
か
。

そ
れ
は
、

そ
の

身
に
大
蛇
を

宿

し
て
い

る
か

否
か
に
あ
る
だ
ろ
う
。

影
と
は
大
蛇
な
の

で
あ

る
。

第
五

章
「
影
」

で
、

稚
羽
矢
は
そ
の

身
に
大
蛇
を

宿
す
。

大
蛇
を
身
に

宿
す
意
味
に
つ
い

て
は

稚
羽
矢
の

夢
の

分
析
で

詳
し

く
述
べ

る
が
、

彼
は
大
蛇
を
身
に

宿
す
こ
と
で

泉
の

-37- -36-



国
へ

行
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

つ

ま
り
、

闇
に
近

づ

く
。

だ
か
ら
こ
そ
、

狭
也
は
稚
羽
矢
を
受
け
入
れ
る
(
10)
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、

物
語
を
通
じ
て
狭
也
は
、

夢
に

現
れ
た
三
つ
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
「
鬼
」
「
怯
え
る
少
女
」
「
影

の

な
い
巫

女
」

を
受
け
入
れ
る
。

こ
れ
は
何
を
表
す
か
。

ま

ず、

鬼
II

闇
の

出
自
と
、

怯
え
る
少
女
II

弱
い

自
分
を
受
け

入
れ
る
こ
と
は
、

と
も
に
、

ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
の

獲
得
を

意
味
し
て
い

る
。

そ
し
て
、

巫

女
は
言
う
ま
で
も
な
く
稚
羽

矢
で
あ
る
。

稚
羽
矢
を
受
け
入
れ
た
際
の

「
さ
が
し

続
け
て

い
た
自
分
の

居
場
所
が
こ
れ
ほ
ど
間
近
な
所
に
あ
る
こ
と
を

知
っ

た
」

と
い

う
描
写
か
ら
、

稚
羽
矢
を
得
た
こ
と
は
、

自

分
の

居
場
所
を
得
た
こ
と
で
あ
り
、

こ

れ
も
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
の

獲
得
と
言
っ

て
よ
い
だ
ろ
う
。

つ

ま
り
狭
也
に
と
っ

て
は
、

稚
羽
矢
と
と
も
に
い

る
こ
と
が
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ

な
の
で
あ
る
。

夢
の
モ

チ
ー
フ
の

受
容
は
、

狭
也
の
ア
イ
デ

ン
テ
イ
テ
ィ
の

獲
得
を
意
味
し
て
い
る
。

②
稚
羽
矢
の
夢

稚
羽
矢
の
「
夢」

は
、

夜
眠
っ

た
際
に
見
る
夢
で
は
な
く
、

狭
也
の

夢
と
は
異
な
る
。

稚
羽
矢
の

夢
に
は
、

次
の
二

種
類

が
挙
げ
ら
れ
る
。

―

つ

目
は
、

自
ら
の

魂
を
他
の

動
物
な
ど
の

身
体
に
乗
せ

通
し
て
、

自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
を
獲
得
し
て
い

く
こ

と
は
、

狭
也
の

場
合
と
変
わ
り
な
い
。

ま
ず
―

つ

目
の

夢
で
あ
る
、

魂
を
他
の

動
物
に
乗
せ
る
夢

見
は
、

テ
ク
ス

ト
内
で
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い

る
か
。

そ
れ
が
わ
か
る
の
が
、

狭
也
と
と
も
に
闇
の
拠
点
で
あ
る
鷲

乃
庄
へ

行
き
、

そ
こ
で
の

鹿
狩
で
、

獲
物
で
あ
る
は
ず
の

鹿

に
魂
を
乗
せ
る
場
面
で
あ
る
。

騒
動
を
巻
き
起
こ
し
た
稚
羽

矢
に
、

狭
也
は
「
自
分
を
け
も
の
に
ま
か
せ
て
、

遊
び
に
出

か
け
た
り
」

す
る
夢
見
は
「
恥
ず
べ

き
こ
と
」

で
、
「
も
っ

と

自
分
に
責
任
を
も
た
な
く
ち
ゃ
」

と
言
う
。

こ
の

稚
羽
矢
の

夢
は
、

自
分
（
の

身
体
）

に
対
す
る
無
責
任
と
し
て
描
か
れ

て
い

る
。

闇
の

勢
力
が
浅
倉
の

牧
を
攻
め
た
際、

国
つ

神
に
襲
わ
れ

怪
我
を
負
っ

た
稚
羽
矢
は
、

こ
の

夢
見
の

能
力
を
失
う
。

こ

の
こ
と
に
つ
い
て
彼
は
、
「
わ
た
し
が
わ
た
し
で
あ
る
こ
と
を
、

も
う
二

度
と
本
当
に
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
ら
。

傷
の

痛
み
か
ら
の
が
れ
ら
れ
な
か
っ

た
と
き
、

そ
れ
が
よ
く

わ
か
っ

た
の
だ
」

と
言
う
。

不
死
の
一

族
で
あ
る
輝
一

族
の

稚
羽
矢
は
、

ど
ん
な
怪
我
を
負
っ

て
も
死
ぬ
こ
と
は
な
い
。

し
か
し
、

こ
の
時
身
体
に
刻
ま
れ
た
傷
の

苦
痛
か
ら
逃
れ
ら

れ
な
か
っ

た
彼
は
、

自
分
が

自
分
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
る
夢

見
、

自
分
（
の

身
体
の

痛
み
）

に
責
任
を
持
た
ず
に
他
の

身

体
へ

魂
を
乗
せ
る
夢
見
を
失
っ

た
こ
と
を
知
る
。

横
川
寿
美

る
、

能
力
と
し
て
の
「
夢
」

で
あ
る
。

稚
羽
矢
は
初
め
て
登
場

す
る
シ
ー
ン
で
鯉
に
な
っ

て
お
り
、

後
に
は
鹿
に
な
っ

た
り

も
す
る
。

自
分
が
動
物
の

身
体
に
魂
を
乗
せ
て
い

る
間
、

自

分
の

身
体
に
は
動
物
の

魂
が
入
る
。

こ
の

能
力
が

稚
羽
矢
の

「
夢
」

と
し
て
描
写
さ
れ
る
の
は
、

肉
体
を
伴
わ
な
い

魂
の

冒
険
と
い

う
意
味
で
、

夜
に
見
る
夢
と
同
じ
も
の
で
あ
る
か

ら
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
つ

目
は
、

テ
ク
ス

ト
終
盤
で
描
か
れ
る
、

黄
泉
の

国
へ

の

魂
の

旅
で
あ
る
。

こ

れ
は
テ
ク
ス

ト
内
で
「
夢
」

と
描
写

さ
れ
は
し
な
い
が
、

一

っ

目
の

夢
と
の

関
連
が
は
っ

き
り
と

述
べ

ら
れ
る
。

稚
羽
矢
は
、

姉
で
あ
る
照
日
の

言
葉
を
引
き
、

自
ら
に
つ
い
て
「
輝
の

大
御
神
の

子
で
あ
り
な
が
ら
死
に
か

ぶ
れ
る
不
埓
者
だ
と
。

夢
を
見
る
こ
と
も
そ
の
一

部
だ
そ
う

だ
」

と
述
べ

る
。

死
に
か
ぶ
れ
と
は
黄
泉
の

国
へ

行
く
こ
と

で
あ
り
、

黄
泉
の

国
へ

の

旅
と
動
物
に
魂
を
乗
せ
る
稚
羽
矢

の

夢
は
（
魂
を
飛
ば
す
と
い

う
意
味
で
）

同
じ
性
質
の

も
の

だ
と
い

う
こ
と
が
、

こ
の

言
葉
で

分
か
る
。

ま
た
、

死
と
眠

り
は
、
「
永
遠
の

眠
り
」

な
ど
の

言
葉
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、

肉
体
に
意
識
が
な
い
と
い

う
類
縁
性
が
あ
る
。

こ
の
こ
と
か

ら
も、

黄
泉
の

国
へ

の
（
魂
の
）

旅
は
稚
羽
矢
の
「
夢
」

と
考

え
ら
れ
る
。

稚
羽
矢
の

夢
は
狭
也
の

夢
と
性
質
が
異
な
る
た
め
、

以
下、

分
析
方
法
が
異
な
る
。

し
か
し
、

稚
羽
矢
も
二
つ
の
「
夢
」

を

子
は
、

肉
体
の

苦
痛
と
回
復
を
通
じ
て
稚
羽
矢
が

成
長
し
て

い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
が
(
11)
、

こ
れ
は
肉
体
の

苦
痛
と
回

復
を
通
じ
て
、
「
自
己
に
対
す
る
無
責
任
」

と
い

う
意
味
を
持

つ

夢
見
を
失
い
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
彼
は
成
長
す
る
、

と

言
う
方
が
正

確
だ
ろ
う
。

稚
羽
矢
は
夢
の

喪
失
を
通
じ
て
、

「
自
分
が

自
分
で
あ
る
こ
と
」

を
忘
れ
ら
れ
な
く
な
る
。

つ

ま
り
、

ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
の

獲
得
で
あ
る
。

次
に
二
つ

目
の

夢、

黄
泉
の

国
へ

の

旅
に
つ
い
て
考
え
る
。

ま
ず、

黄
泉
の

国
へ

の

旅
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、

把
握
し

た
い
。

稚
羽
矢
が

黄
泉
の

国
へ

行
く
の
は
、

照
日
に
殺
さ
れ

た
狭
也
を
探
し
に
行
く
た
め
で
あ
る
が
、

も
う
一

っ
、

父
、

つ

ま
り
輝
の

大
御
神
が

闇
の

大
御
神
を
地
上
に
招
い
て
い

る

こ
と
を
伝
え
る
、

伝
令
と
い

う
理
由
も
あ
る
。

そ
し
て
父
の

伝
令
と
し
て

黄
泉
の

国
を
訪
れ
る
た
め
に
、

稚
羽
矢
が
そ
の

身
に
大
蛇
を
宿
す
こ
と
が
欠
か
せ
な
い
こ
と
が
、

以
下
の
二

つ
の

場
面
で
の

発
言
か
ら
わ
か
る
。

（
照
日
）
「
す
っ

か
り
た
だ
の

剣
だ
。

ぬ

け
が
ら
だ
。

そ
な

た
は
封
印
を
か
た
っ

ぱ
し
か
ら
破
っ

て
し
ま
っ

た
の
だ
な
。

今
は
も
う
、

お
の

れ
の
こ
と
を
知
っ

て
い

る
の
か
」
(
12)

（
稚
羽
矢
）
「
わ
た
し
は
、

父
神
に
、

閤
の
大
御
神
の

も
と

へ

行
き
、

地
上
へ

導
く
よ
う
に
命
じ
ら
れ
て
こ
の

世
に
送
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り
出
さ
れ
ま
し
た
」

…
〈
中
略
〉

…
「
そ
の
こ
と
は
封
じ
ら

れ
て
い
て
、

あ
な
た
に
対
面
す
る
ま
で
わ
か
り
ま
せ
ん
で

し
た
。

な
ん
の
た
め
に
こ
の
よ
う
な
身
に
生
ま
れ
た
の
か
、

ず
っ

と
ふ
し
ぎ
に
思
っ

て
い
ま
し
た
。

で
も
、

今
な
ら
思

い
出
せ
ま
す
。

わ
た
し
は
父
の
伝
令
だ
っ

た
の
で
す
」
(
13)

引
用
の

つ

目
は
、

照
日
が
闇
の

陣
営
内
で
隠
密
行
動
を

行
い
、

稚
羽
矢
と
再
会
し
た
際、

大
蛇
を
封
じ
込
め
て
い
た

「
大
蛇
の

剣
」

を
見
て
の
発
言
で
あ
る
。

稚
羽
矢
が
封
印
を

「
か
た
っ

ぱ
し
か
ら
破
」

っ

た
こ
と
と
は
、

封
じ
ら
れ
て
眠

っ

て
い
た
大
蛇
を
目
覚
め
さ
せ
、

そ
れ
を
自
ら
の
身
に
宿
し

た
こ
と
だ
と
言
え
る
。

引
用
の
二
つ

目
は
、

稚
羽
矢
が
黄
泉
の

国
で
闇
の
大
御
神

と
相
対
し
た
際
の
も
の
だ
。

閤
の
大
御
神
と
対
面
す
る
こ
と

で
最
後
の
封
印
が
解
か
れ
、

彼
は
自
ら
が
父
の
伝
令
と
し
て

生
ま
れ
た
こ
と
を
知
る
。

つ
ま
り
、

封
印
を
一

っ
―

つ

解
い
て
い
き
、

最
後
の
封
印

を
解
い
て
、

稚
羽
矢
は
自
ら
が
父
の
伝
令
で
あ
る
こ
と
を
知

る
、

と
い

う
構
造
な
の
で
あ
る
。

大
蛇
を
そ
の
身
に
宿
す
こ

と
は
、

黄
泉
の
国
へ

行
く
必
要
条
件
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

以
上
に
よ
り
二
つ

目
の

夢
は
、

稚
羽
矢
が
大
蛇
を
そ
の
身

に
宿
し
、

そ
れ
に
よ
っ

て
黄
泉
の

国
を
訪
れ
、

そ
こ
で
つ
い

に
狭
也
を
得
る
、

と
い

う
形
で
表
す
こ
と
が
で
き
る
。

国
か
ら
帰
還
し
た

人
は
、

輝
一

族
が
去
り
、

隙
が
残
る
豊

葦
原
で
王
と
な
る
。

闇
を
選
ぶ
の
で
あ
る
。

特
に
、

生
ま
れ

な
が
ら
の

闇
の
氏
族
で
は
な
い
、

輝
の

御
子
で
あ
る
稚
羽
矢

は
、

伝
令
を
果
た
し
た
褒
美
に
何
が
欲
し
い
か
輝
の
大
御
神

に
問
わ
れ
、
「
わ
た
し
は
、

死
を
賜
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

で
き
る
こ
と
な
ら
ば
、

豊
葦
原
の
人
々
と
同
じ
よ
う
に
生
き
、

同
じ
よ
う
に
年
老
い
、

死
ん
で
女
神
の
も
と
で
憩
う
こ
と
の

お
許
し
を
」

と
述
べ

る
。

自
分
の
生
き
る
場
所
と
し
て
、

彼

は
は
っ

き
り
と
闇
を
選
び
取
っ

て
い
る
。

二
人
は
、

夢
を
通
じ
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の

獲
得
の
末

に
、

自
分
た
ち
の
生
き
る
世
界
と
し
て
、

闇
を
選
ん
だ
。

つ

ま
り
、

闇
は
二

人
の
居
場
所
で
あ
り
、

二

人
の
ア
イ
デ
ン
テ

イ
テ
ィ
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
、

二

人
の
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
に
つ

い
て
整
理
し
た
い
。

狭
也
は
は
じ
め
、
一

介
の
村
娘、
一

般
の
人
間
で
あ
っ

た
。

そ
れ
が
、

閤
の

出
自
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
「
水
の
乙
女
」

に
な
る
。

水
の
乙
女
は
、

剣
の
巫
女、

つ
ま
り
大
蛇
と
い

う

神
の
巫
女
で
あ
る
。

彼
女
は
こ
こ
に
お
い
て
、

神
に
近
い
ア

イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
を
得
て
い
る
。

そ
の
後、

弱
い

自
分
を
受

け
入
れ
、

人
や
神
と
い

う
属
性
に
依
ら
な
い
「
自
分」

と
な

る
。

そ
し
て
、

そ
の

自
分
の
居
場
所
と
し
て
稚
羽
矢
に
た
ど

り
着
く
。

さ
ら
に
、

稚
羽
矢
と
と
も
に
生
き
る
居
場
所、

ア

大
蛇
を
身
に
宿
す
こ
と
は
、

稚
羽
矢
の
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ

ィ
の

獲
得
で
も
あ
る
。

彼
は
大
蛇
と
い

う
負
の
ア
イ
デ
ン
テ

イ
テ
ィ
に
苦
し
む
が
、

同
時
に
そ
れ
を
得
る
こ
と
に
よ
っ

て
、

黄
泉
の
国
へ

の
道
が
開
け
、

そ
こ
で
つ
い
に
狭
也
を
得
る
の

で
あ
る
。

狭
也
を
得
る
こ
と
は
、

稚
羽
矢
が
黄
泉
の

国
へ

旅
立
つ

際

に
「
狭
也
が
い
な
く
て
は
、

わ
た
し
は
盲
目
の
大
蛇
の
ま
ま

だ
」

と
言
う
よ
う
に
、

自
ら
の

負
の
側
面
で
あ
る
大
蛇
を
克

服
し
た
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
を
得
る
こ
と
に
つ

な
が
る
。

狭

也
を
得
る
こ
と
は
、

彼
に
と
っ

て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の

獲

得
と
同
義
で
あ
る
と
言
っ

て
よ
い
。

こ
の
よ
う
に
、

稚
羽
矢
は
二
つ
の

夢
を
通
じ
て
、

夢
見
を

失
い
、

大
蛇
を
身
に
宿
し
、

黄
泉
の

国
を
訪
れ
て
狭
也
を
得

て
、

自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
を
獲
得
し
た
。

稚
羽
矢
の

夢
も、

狭
也
の

夢
と
同
様
、

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の

獲
得
を

表
す
の
で
あ
る
。

③
見
出
さ
れ
る
闇

で
は
、

人
が
そ
の
よ
う
な
夢
を
通
じ
て
た
ど
り
着
い
た

闇
と
は
何
か
。

狭
也
に
お
い
て
も
稚
羽
矢
に
お
い
て
も
、

夢
は
自
ら
の
ア

イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
の

獲
得
を
表
し
て
い
た
。

そ
し
て
黄
泉
の

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
闇
を
見
出
す
。

稚
羽
矢
は
は
じ
め
、
「
白
い
衣
」

を
ま
と
っ

た
、

自
己
の
な

い
無
垢
な
神
で
あ
っ

た
。

そ
れ
が
、

自
己
に
対
す
る
無
責
任

を
意
味
す
る
夢
を
喪
失
し
、

自
己
を
持
つ

神
と
な
る
。

さ
ら

に
大
蛇
と
い

う
神
を
身
に
宿
し
た
彼
は
、

神
で
あ
る
こ
と
に

苦
し
む
よ
う
に
な
っ

た
と
言
っ

て
よ
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
稚

羽
矢
は
黄
泉
の
国
で
、
「
神
の
巫
女」

で
あ
る
狭
也
を
得
る
こ

と
で
、
「
盲
目
の
大
蛇
の
ま
ま
」

で
は
な
い
、

つ
ま
り
神
を
克

服
し
た
「
自
分」

と
な
る
の
で
あ
る
。

そ
の
後、

不
死
で
あ
っ

た
彼
は
死
を
得
て
、

人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
を
も

得
る
。

そ
れ
に
よ
っ

て
二

人
の
居
場
所、

ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ

ィ
と
し
て
の
闇
に
た
ど
り
着
く
。

狭
也
の
元
の
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
は
人
で
あ
り
、

神
に
近

い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
得
て
、

属
性
に
依
ら
な
い

自
己
を

得
た
。

稚
羽
矢
は
は
じ
め
神
で
あ
っ

た
が
、

自
己
を
獲
得
し
、

そ
し
て
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
も
得
た
。

人
と

神
と
い

う
異
な
る
位
相
に
属
し
て
い
た
二

人
が
、

狭
也
に
お

い
て
は
「
神
の
巫
女
」

と
い

う
位
相
を
得
、

稚
羽
矢
に
お
い

て
は
死
を
獲
得
し
て
人
と
い

う
位
相
を
得
、

さ
ら
に
二

人
と

も
属
性
に
依
ら
な
い
「
自
己
」

を
獲
得
し
、

徐
々

に
そ
の

位

相
を
重
ね
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、

位
相
が
完
全
に
重

な
っ

た
二

人
の
居
場
所、

二

人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
、

闇
な
の
だ
と

え
る
の
で
あ
る
。
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本

で
は
、
『
空
色
勾
玉
』

刊
行
時
に
お
け
る
代
表
的
な
古

代
史
観
と
し
て
梅
原
猛
の
論
を
確
認
し
、

第
一

章
で
分
析
し

た
テ
ク
ス
ト
の
物
語
構
造
と
梅
原
の
論
を
比
較
す
る
こ
と
で
、

そ
の
連
動
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

ま
ず
①
で
梅
原
の
古
代
史
観
を
確
認
し
、

②
で
梅
原
の
論

と
『
空
色
勾
玉
』

の
物
語
構
造
と
を
比
較
し
、

両
者
の
連
動

性
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

①
梅
原
猛
の
古
代
史
観

梅
原
は
歴
史
学
の
専
門
家
で
は
な
く、

西
洋
哲
学
を
専
門

と
す
る
哲
学
者
で
あ
っ

た
。

し
か
し
、

西
洋
合
理
主
義
へ
の

ヌ
ヘ

向
か
う
軌
跡」

が
こ
の
点
に
関
す
る
論
考
で
あ
り、
「
原

日
本
人
が
ア
イ
ヌ
と
同
じ
か
、

そ
れ
に
似
た
狩
猟
民
族
で
あ

り
、

縄
文
土
器
を
使
っ
て
い
た
」

と
い
う
梅
原
の
仮
説
は、

以
降
彼
の
一

大
関
心
と
な
る
(
15)
。
『
ア
イ
ヌ
は
原
日
本
人
か
』

（
一

九
八
二
年）

で
は
埴
原
和
郎
と
対
談
し
、

自
然
人
類
学

の
視
点
か
ら
こ
の
仮
説
を
考
察
す
る
。

梅
原
は
、

律
令
国
家

が
作
ら
れ
日
本
が
国
家
の
形
を
な
し
た
の
が
七
、

八
世
紀
と

し
な
が
ら、
「
も
っ
と
ふ
る
い
、

七
、

八
世
紀
以
前
の
日
本、

い
っ
て
み
れ
ば
真
の
日
本
国
の
起
源、

あ
る
い
は
む
し
ろ
日

本
人
の
起
源
と
い
う
も
の
を
知
ら
な
い
と
、

七
、

八
世
紀
の

日
本
は
も
ち
ろ
ん
現
代
の
日
本
の
こ
と
も
よ
く
わ
か
ら
な
い

の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
持
ち
に
だ
ん
だ
ん
な
っ
て
」

き
た

と
述
べ

る
。

梅
原
と
同
じ
立
場
を
採
る
埴
原
の
説
は、
「
も
と

も
と
日
本
列
島
に
は
縄
文
人
が
い
て
、

そ
こ
へ

弥
生
の
人
た

ち
が
入
っ
て
き
て
、

和
人
が
で
き
た
」

と
い
う
も
の
で
あ
る

(
16)
。

梅
原
が
原
日
本
と
し
て
、

縄
文
を
見
出
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。

梅
原
は、

弥
生
文
化
を
大
陸
由
来
の
渡
来
文
化
と
し
て
、

現
代
の
西
洋
文
化
に
重
ね
る
。
『
君
は
弥
生
人
か
縄
文
人
か

[
梅
原
日
本
学
講
義
]
』
(
―

九
八
四
年）

に
お
い
て
は
、

縄

文
土
器
と
弥
生
土
器
を
比
較
し
、

弥
生
時
代
の
シ
ン
プ
ル
な

孟
益

を
「
弥
生
的
な
合
理
主
義」

と
考
え
、

ま
た
弥
生
人
を

「
外
国
か
ら
自
分
た
ち
も
や
っ
て
き
た
ん
で
、

外
国
の
新
し

八
0
年
代
ー
見
出
さ
れ
る
縄
文
と
『
空
色
勾
玉
』

人
が
豊

原
の
王
と
な
る
こ
と
は
、

日
本
人
の
始
祖
と

な
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
二
人
が
、

夢
の
先
に
、

ア
イ
デ
ン

テ
イ
テ
ィ
と
し
て
闇
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。

闇
の
氏
族
と

は
テ
ク
ス
ト
内
で
、
豊
葦
原
土
着
の
民
で
あ
っ

た
。
つ
ま
り、

土
着
の
日
本
人
な
の
で
あ
る
。
『
空
色
勾
玉
』

は、

日
本
人
の

ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
と
し
て
闇
を
見
出
し
、

そ
こ
に
属
す
る

闇
の
氏
族
II
土
着
の
日
本
人
を
、

日
本
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
と
し
て
見
出
し
た
テ
ク
ス
ト
な
の
だ
。

懐
疑
か
ら、

古
代
日
本
へ

関
心
を
向
け、

多
く
の
著
作
を
ま

と
め
た
。

彼
の
一

連
の
論
考
は
、

一

九
七
0
年
代
以
降
の
古

代
史
ブ
ー
ム
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。

彼
の
問
題
意

識
は、

例
え
ば
『
日
本
文
化
論
』
(
-

九
七
六
年）

に
顕
著
で

あ
る
。

同
書
は、

一

九
六
八
年
に
、

富
山
県
の
教
職
員
を
対

象
に
行
っ

た
講
演
を
ま
と
め
た
も
の
だ
が
、

こ
こ
で
彼
は
イ

ギ
リ
ス
の
歴
史
家
ト
イ
ン
ビ
ー
な
ど
の
論
を
引
き
な
が
ら、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
「
科
学
技
術
と
い
う
物
質
文
明
で
あ
っ
て
、

そ
こ
に
は
精
神
文
明
の
原
理
が
な
い
」

と
言
う。

そ
し
て
現

在
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

文
明
は
明
ら
か
に
い
き
づ
ま
り
を
見
せ
て

お
り
」
、

明
治
以
降
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
を
取
り
入
れ
て
き
た
日

本
は
、

そ
の
際
に
自
ら
否
定
し
た
伝
統
で
あ
る
仏
教
的
な
思

想
を
今
こ
そ
見
直
す
必
要
が
あ
り、

仏
教
思
想
を
取
り
入
れ

る
こ
と
で
世
界
に
先
立
つ
新
し
い
文
明
を
創
造
で
き
る
と
す

る
(
14)
。

西
洋
合
理
主
義
に
対
す
る
精
神
的
文
化
と
し
て
、

日
本
の
仏
教
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
後、

梅
原
の
古
代
指
向
は
、

七
0
年
代
後
半

か
ら
八
0
年
代
に
か
け
て
、

仏
教
伝
来
か
ら
さ
ら
に
遡
る
。

『
怨
霊
と
縄
文
』
(
-

九
七
九
年）

に
お
い
て
、

梅
原
は
自
ら

の
日
本
学
の
三
本
柱
を
「
記
紀
神
話」
「
法
隆
寺
と
聖
徳
太
子
」

「
柿
本
人
麿」

と
し
な
が
ら、
「
最
近
わ
た
し
の
頭
に
ひ
ら
め

い
た
ば
か
り
の
着
想」

と
し
て
「
ア
イ
ヌ
と
縄
文
の
関
係」

を
語
る
。

最
終
章
「
未
来
の
饗
宴

さ
ま
よ
え
る
縄
文

ア
イ

い
も
の
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
採
用
し
て
い
こ
う
と
思
っ
て
い
る
」

民
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
は、

現
代
日
本
に
お
い
て

も
弥
生
精
神
が
支
配
的
で
あ
り、

そ
れ
ゆ
え
に
西
洋
合
理
主

義
を
模
倣
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う。

そ
し
て
「
弥
生
」

に
相
対
す
る
原
日
本
と
し
て
、
「
縄
文
」

を

挙
げ
る
。

弥
生
と
縄
文
に
つ
い
て
「
外
交
的
な
ん
で
す
よ
、

弥
生
精
神
は
。

縄
文
精
神
は
や
っ

ぱ
り
求
心
的
で
す
ね
。

い

つ
も
自
己
の
内
部
へ

内
部
へ

帰
っ
て
行
く
わ
け
で
す
ね
」

と

捉
え
て
い
る
の
は
、

彼
が
人
の
内
面
II
精
神
を
重
ん
じ
る
文

明
と
し
て
の
日
本
を
縄
文
に
求
め
て
い
る
こ
と
の
表
れ
だ
ろ

う
(
17)
。
『
日
本
の
深
層
』
（
佼
成
出
版
社、

一

九
八
三
年
一

一

月）
、
『
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

東
北
文
化
と
日
本
ー
も
う
―

つ
の

日
本
ー
』
（
小
学
館、
一

九
八
四
年
一

0
月）

で
も、

原
日
本

II
縄
文
文
化
と
い
う
仮
説、

そ
し
て
そ
の
文
化
の
面
影
を
ア

イ
ヌ
や
東
北
日
本
に
見
る
仮
説
が
繰
り
返
し
論
じ
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
梅
原
の
主
張
を
ま
と
め
る
と
、

以
下
の
よ
う

に
な
る
。

古
代
日
本
に
は
、

精
神
面
を
重
ん
じ
る
縄
文
文
化

を
持
つ
縄
文
人
が
住
ん
で
い
た
。

そ
の
後、

農
耕
•

稲
作
の

文
化
で
あ
る
、

合
理
的
な
弥
生
文
化
を
持
っ

た
弥
生
人
が
大

陸
か
ら
渡
来
し
、

土
着
の
縄
文
人
と
の
混
血
や
争
い
を
繰
り

返
し
な
が
ら、

日
本
の
支
配
者
と
な
る
。

彼
ら
は
九
州
か
ら

近
畿
に
歩
を
進
め
た
が
、

東
北
の
一

部
や
ア
イ
ヌ
に
は
縄
文

文
化
が
残
っ

た
。

現
代
日
本
は
西
洋
文
化
を
模
倣
し
て
い
る
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本
論
文
で
は
、

お
わ
り
に

『
空
色
勾
玉
』

②
『
空
色
勾
玉
』

荻
原
規
子
『
空
色
勾
玉
』

で
は
、

の
物
語
構
造
を

狭
也
と
稚
羽
矢
が
夢
と
い
う
ル
ー

が
、

西
洋
合
理

義
が
行
き
詰
ま
る
今
こ
そ、

日
本
は
精
神

的
な
縄
文
文
化
11

原
日
本
と
い
う
自
分
た
ち
の
ア
イ
デ
ン
テ

イ
テ
ィ
に
目
を
向
け
る
べ

き
だ
、

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
梅
原
は
、

こ
の
よ
う
な
「
原
日
本
」

に
目
を
向
け

る
古
代
史
観
に
も
と
づ
き、

記
紀
神
話
に
つ
い
て
も
検
討
し

て
い
る
。

記
紀
神
話
の
天
つ
神
と
国
つ
神
に
つ
い
て
、
「
ア
マ

ッ
カ
ミ
は
お
の
ず
か
ら
外
国
か
ら
渡
来
し
た
農
耕
民
を
指
し
、

ク
ニ
ッ
カ
ミ
（
国
津
神
）

は
そ
れ
以
前
か
ら
日
本
に
土
着
し

た
狩
猟
民
を
指
す
こ
と
が
わ
か
る
」

と
述
べ
、

天
つ
神
を
弥

生
人
と
、

国
つ
神
を
縄
文
人
と
重
ね
る
(
18)
。
ま
た
、
「
い
ま
、

神
話
的
世
界
を
ユ
ン
グ
の
心
理
学
で
分
析
し
つ
つ
あ
る
ん
だ

け
ど、

ユ
ン
グ
理
論
を
日
本
に
当
て
は
め
て
い
く
と
い
う
こ

と
で
は
な
く
て
、

ユ
ン
グ
の
よ
う
な
無
意
識
の
深
層
み
た
い

な
も
の
を、

日
本
で
考
え
る
と
、

い
ま
い
っ

た
よ
う
な
縄
文

的
な
も
の
と
い
う
ふ
う
な
も
の
だ
と
思
う
ん
で
す
よ
」

と
述

べ

る
(
19)
。

記
紀
神
話
に
お
い
て
は
、

国
つ
神
II
縄
文
人
が
、

天
つ
神
II
弥
生
人
に
国
を
譲
る
。

し
か
し
梅
原
は
、

記
紀
神

話
の
「
無
意
識
の
深
層」

に
は
、

縄
文、

つ
ま
り
原
日
本、

日

本
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

の
闇
ー
刊
行
時
の
古
代
史
観
と
の
連
動
性

弥
生
人
渡
来
以
前
の
土

の
縄
文
人
を
見
出
し
た
こ
と
に

致
す
る
の
で
あ
る
。
『
古
事
記
』

と
は
輝
と
闇
の
関
係
を
逆
転

さ
せ
た
、
『
空
色
勾
玉
』

の
物
語
構
造
は
、

テ
ク
ス
ト
刊
行
時

の
代
表
的
な
古
代
史
観
で
あ
る
梅
原
の
論
と
完
全
に
一

致
す

る
の
だ
。

ち
な
み
に
、
『
空
色
勾
玉
』

に
お
け
る
縄
文
の
重
要
性
に
つ

い
て
は
、

荻
原
規
子
と
中
沢
新
一

の
対
談
の
中
で
も
指
摘
さ

れ
て
い
る
(
21)
。

し
か
し
そ
こ
に
は
、

刊
行
時
の
古
代
史
に

関
す
る
文
脈
へ
の
視
線
は
な
い
。

だ
か
ら
こ
そ
中
沢
は
『
空

色
勾
玉
』

を
、

輝
と
闇
の
仲
介
の
物
語
と
読
ん
だ
と
言
う
こ

と
も
で
き
る
だ
ろ
う。

し
か
し
テ
ク
ス
ト
刊
行
時
の
代
表
的

な
古
代
史
観
に
着
目
す
る
と
、

日
本
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
、

原
日
本
と
し
て
縄
文
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
(
22)
。

だ
か
ら
こ
そ
『
空
色
勾
玉
』

は
、

中
沢

の
言
う
「
仲
介」

で
は
な
く、

闇
(
II
縄
文
）

が
前
面
に
押
し

出
さ
れ
た
。
『
空
色
勾
玉
』

に
お
け
る
闇
の
勝
利
と
い
う
結
末

は、

刊
行
時
の
古
代
史
観
と
連
動
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ト
を
た
ど
っ

て
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
獲
得
し
、

そ

の
先
に
闇
を
選
び
取
っ

た
。

つ
ま
り
閤
は
二
人
の
ア
イ
デ
ン

テ
イ
テ
ィ
と
な
っ
た
。

豊
葦
原
の
王
、

日
本
人
の
始
祖
と
な

る
二
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
と
し
て
闇
が
見
出
さ
れ、

そ

こ
に
属
す
る
闇
の
氏
族
II
土
着
の
日
本
人
が
、

日
本
人
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
見
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
構
造
は
、

梅
原
の
古
代
史
観
と
完
全
に
一

致
す
る
。

梅
原
は
西
洋
合
理
主
義
（
弥
生
文
化
と
重
な
る
）

へ

の
懐
疑

か
ら
精
神
的
文
化
を
持
つ
日
本
に
目
を
向
け、

原
日
本
人
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
縄
文
人
を
見
出
し
た
の
だ
っ

た
。

そ
し
て
天
つ
神
II
弥
生
人
が
勝
利
す
る
記
紀
神
話
の
「
無
意

識
の
深
層」

に
も、

原
日
本
11

縄
文
を
見
る
。
『
古
事
記
』

を

素
材
に
し
た
『
空
色
勾
玉
』

に
お
い
て
、

日
本
人
の
始
祖
と

な
る
狭
也
と
稚
羽
矢
が
夢
見
る
こ
と
は
、

梅
原
の
言
う
記
紀

に
表
れ
た
日
本
の
「
無
意
識
の
深
層
」

を
探
る
こ
と
と
一

致

す
る
だ
ろ
う
(
20)
。
そ
し
て
、

夢
と
い
う
ル
ー
ト
を
通
じ
て
、

二
人
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
の
闇
を
見
出
す
。

闇
の

氏
族
と
は
土
着
の
日
本
人
で
あ
り
、

梅
原
の
言
う
原
日
本
人

II
縄
文
人
で
あ
る
。
『
空
色
勾
玉
』

に
お
い
て
、

狭
也
と
稚
羽

矢
が
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
と
し
て
闇
を
見
出
し
た
こ
と
、

つ

ま
り
そ
の
闇
に
属
す
る
豊
葦
原
（
日
本
）

土
着
の
民
が
日
本

人
の
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
と
し
て
見
出
さ
れ
た
こ
と
は
、

梅

原
が
原
日
本
人
11

日
本
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
、

分
析
し
、

闇
が
狭
也
と
稚
羽
矢
の
、

ひ
い
て
は
日
本
人
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
見
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し

た
。

そ
の
上
で
テ
ク
ス
ト
刊
行
時
の
代
表
的
な
古
代
史
観
で

あ
る
梅
原
猛
の
論
と
比
較
し
、
『
空
色
勾
玉
』

と
、

同
時
代
の

古
代
史
観
と
の
間
に
は
連
動
性
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
。

日
本
神
話
を
扱
う
に
あ
た
っ
て
「
デ
リ
ケ
ー
ト
な
問
題

を
含
ん
で
い
た
」
（
田
中）

テ
ク
ス
ト
刊
行
時
に
、
『
古
事
記
』

と
輝
と
闇
の
描
き
方
を
逆
転
さ
せ
た
『
空
色
勾
玉
』

の
世
界

観
は
、

梅
原
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
同
時
代
の
古
代
史
観
と
連

動
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

『
空
色
勾
玉
』

刊
行
時
に
お
け
る
、

日
本
人
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
を
見
直
す
よ
う
な
古
代
史
観
は
、

現
代
日
本
が
模

倣
す
る
西
洋
合
理
主
義
へ
の
懐
疑
に
根
差
し
て
い
た
。

中
沢

新
一

の
言
う
よ
う
に
、

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
が
「
現
実
を
反
転
し

変
形
す
る
」

も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

本
テ
ク
ス
ト
が

こ
の
よ
う
な
古
代
史
観
と
親
和
性
が
高
か
っ

た
こ
と
も
頷
け

る
。

七
0
年
代
か
ら
八
0
年
代
に
か
け
て
の
古
代
へ

の
関
心

の
高
ま
り
は
、

公
害
問
題
や
高
度
経
済
成
長
の
終
焉
に
よ
っ

て
西
洋
合
理
主
義
・

現
代
社
会
批
判
が
巻
き
起
こ
っ

た
七
〇

年
代
以
降
の
、

さ
ら
に
大
き
な
文
化
的
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
の
中

に
位
置
付
け
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば、

『
空
色
勾
玉
』

の
よ
う
な
「
現
実
を
反
転
し
変
形
す
る
」

フ

ァ
ン
タ
ジ
ー
も
同
様
に
、

七
0
年
代
以
降
の
文
化
の
中
に
位
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置
づ

け
る
こ

と
が
で

き
る
だ
ろ

う
か
。

て
は
、

今
後
の

課
題
と
し
た
い
。

(
1)

例
え
ば
渡
辺
良
枝
は
、
「
日
本
的
な
空
想
世
界
が
内
包
」

さ
れ

た
作
品
と
し
て
本
テ
ク
ス
ト
を
評
価
す
る
（
「
「
フ
ァ
ン
タ
ジ

ー
」

に
関
す
る
基
礎
的
考
察
ー
日
本
に
お
け
る
フ
ァ
ン
タ
ジ

ー
論
の
変
遷
に
着
目
し
て
ー」
、
「
児
童
文
学
研
究
」
第
3
8
号、

2
0
0
5
·
1
2)
。

ま
た
佐
藤
宗
子
は
、
一

九
八
0
年
を
そ
れ
以
前

の
児
童
文
学
の
規
範
が
大
き
く
揺
ら
い
だ
転
換
期
と
し
、

そ

の
後
現
れ
た
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
し
て
本
テ
ク
ス
ト
を
評
価
す

る
（
「
継
承
と
解
放、

そ
し
て
残
さ
れ
た
課
題
ー
一

九
八
0
年

代
以
降
児
童
文
学
の
長
編
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
見
る
「
閤」
」
、

「
ナ
イ
ト
メ
ア
叢
書
7

閤
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
」

所
収、

青

弓
社、

2
0
10
·
8)
。

(
2
)
「
解
説

神
話
と
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
ー
『
空
色
勾
玉
』

を
め
ぐ
っ

て
ー」
、

荻
原
規
子
『
空
色
勾
玉
』

所
収、

徳
間
文
庫、
2
01
0
·

6
。

(

3

)

こ
の
点
に
つ
い
て
は
斎
藤
環
も、

日
本
神
話
内
に
対
立
は
存

在
し
な
か
っ

た
と
し
て
中
沢
を
批
判
し
て
い
る
が
、
『
空
色
勾

玉
』

を
仲
介
の
物
語
と
す
る
点
で
は
一

致
し
て
い
る
（
「
ス
サ

ノ
ヲ
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
、

あ
る
い
は
換
喩
的
調
停
者
」
、
「
ユ

(
11)
「
男
の
子
の
旅
立
ち、
〈
母〉

の

解
放

『
龍
の
子
太
郎
』

と
『
空

色
勾
玉
』」
、
「
日
本
児
童
文
学
」

五
二
巻
二
号、

2
0
0
6
·
4。

(
12)
『
空
色
勾
玉
』
31
2

頁
。

(
13)
『
空
色
勾
玉
』
4
01
-
4
0
2

頁
。

(
14)
『
日
本
文
化
論
』、

講
談
社、
1
9
7
6
·
6。

(
15)
『
怨
霊
と
縄
文
』、

朝
日
出
版
社、

1
9
7
9
·
1
0。

(
16)

梅
原
猛
・

埴
原
和
郎
『
ア
イ
ヌ
は
原
日
本
人
か
』、

小
学
館、

1
9
8
2
·
1
0
。

(
17)

梅
原
猛
•

中
上
健
次
『
君
は
弥
生
人
か
縄
文
人
か

[
梅
原
日

本
学
講
義
]
』‘

朝
日
出
版
社、
1
9
8
4
·
2。

(
18)
「
日
本
の
深
層
文
化

プ
ナ
帯
に
生
き
た
人
々
の
世
界
観」
、

梅
原
猛
•

市
川
健
夫
•

四
手
井
綱
英
他
『
プ
ナ
帯
文
化
』

所

収、

K.
I.
C

思
索
社、
1
9
8
5
·
6。

(
19)

注
1
7
と
同
。

(
20)

ち
な
み
に
ユ
ン
グ
の
考
え
方
で
は
、

夢
は
無
意
識
の
直
接
の

現
れ
で
あ
る
（
江
野
専
次
郎
訳
『
ユ
ン
グ
著
作
集
3

こ
こ
ろ

の
構
造
』、

日
本
教
文
社、

1
9
7
0
·
7)
。

(
21)
「
日
本
人
と
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー

『
空
色
勾
玉
』

は
現
代
の
日
本

神
話
で
あ
る
」
、

荻
原
規
子
『
〈
勾
玉
〉

の
世
界

荻
原
規
子
読

本
』

所
収、

徳
間
書
店、

2
0
1
0
·

11。

(
22)

た
だ
し
梅
原
も、

弥
生
精
神
（
そ
し
て
西
洋
文
化）

が
不
要

と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
や
っ

ば
り
日
本
は
縄
文
精

神
だ
け
じ
ゃ
生
き
て
い
け
な
い
。

弥
生
と
縄
文
精
神
の
バ
ラ

注

こ

れ
ら
の

点
に

関
し

リ
イ
カ

第
4
5

巻
第
5

号、

2
01
3
·
4)
。

(
4)
「
日
本
児
童
文
学
に
と
っ

て
の
荻
原
規
子
の
位
置
」
、
「
ユ

リ
イ

カ
」

第
4
5

巻
第
5

号、
2
01
3
·
4。

た
だ
し
田
中
は
新
人
賞

選
評
の
批
判
を、

選
評
が
出
た
当
時
「
的
外
れ
」

と
考
え
た

と
い
う
。

(

5

)

出
版
年
鑑
編
集
部
編
『
出
版
年
鑑
』
1
9
6

8
-1
9
8
8
(
出
版
ニ

ュ

ー
ス
社、
1
9
6
8
·
5
-1
9
8
8
·
4)

参
照
。

(

6

)

一

九
七
三
年
四
月
に
は
「
我
国
最
初
の
幻
想
怪
奇
文
学
研
究

誌
」

で
あ
る
「
幻
想
と
怪
奇」

が
創
刊
さ
れ
る
。

第
二
巻
七

号
(
1
9
7
4
·
5)

の
特
集
は
「
夢
象
の
世
界」

で
あ
り
、

夢
の

特
集
で
あ
る
。

(

7

)

②
に
お
い
て
詳
述
す
る
が、

狭
也
と
稚
羽
矢
の
「
夢」

は
性

質
を
異
に
す
る
。

し
か
し
、

二
人
が
閤
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
に

お
い
て
、
「
夢」

が
機
能
し
て
い
る
と
い
う
点
は
共
通
し
て
い

る
。

(

8

)

『
空
色
勾
玉
』
（
福
武
書
店、
1
9
8
8
·
8)
3
3
9

頁
。

な
お
、

本

文
の
引
用
は
初
出
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
福
武
書
店
版
を
用
い

る
。

(

9

)

『
空
色
勾
玉
』
1
0
-
11

頁
。

(
10)

大
蛇
で
あ
る
稚
羽
矢
を
受
け
入
れ
た
こ
と
は
、

男
性
と
し
て

の
稚
羽
矢
を
受
け
入
れ
た
こ
と
の
隠
喩
と
取
っ
て
よ
い
だ
ろ

う
。
『
古
事
記
』
の
三
輪
山
伝
説
に
お
い
て
イ
ク
タ
マ
ヨ
リ
ビ

メ
は
、

三
輪
山
の
蛇
体
の
神
と
交
わ
り
、

子
を
産
む
。

ン
ス
を
保
っ
て
生
き
て
い
か
な
き
ゃ
な
ら
ん
」
（
前
述
『
君
は

弥
生
人
か
縄
文
人
か

[
梅
原
日
本
学
講
義
]
』）

と
述
ぺ

て
ぃ

る
。

し
か
し
、

そ
れ
は
「
縄
魂
弥
オ
」
（
『
新
版

日
本
の
深
層

縄
文
・

蝦
夷
文
化
を
探
る
』、

佼
成
出
版
社、
1
9
8
5
·
1)

的

な
弥
生、

つ
ま
り
、

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
は
な
く、

技
術
・

知
識
と
し
て
の
弥
生
な
の
で
あ
る
。

中
沢
が
『
空
色
勾
玉
』

を
輝
と
闇
の
仲
介
と
読
む
こ
と
は
、

日
本
人
の
ア
イ
デ
ン
テ

イ
テ
ィ
を
縄
文
と
弥
生
の
中
間
と
見
る
こ
と
で
あ
り
、

や
は

り
テ
ク
ス
ト
刊
行
時
の
代
表
的
古
代
史
観
で
あ
る
梅
原
の
主

張
と
は、

ず
れ
が
あ
る
だ
ろ
う。
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