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﹁
共
生
﹂
一
本
槍
の
戦
後
教
育

﹁
共
生
﹂
の
大
切
さ
は
い
う
け
れ
ど
、

﹁
共
死
﹂
に
つ
い
て
は
誰
も
い
わ
な
い

の
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。
私
は
﹁
共
生
﹂

だ
け
で
は
な
く
、
﹁
共
死
﹂
と
い
う
こ

と
を
ず
い
ぶ
ん
前
か
ら
言
い
続
け
、
書

き
続
け
て
い
る
ん
で
す
が
、
誰
も
取
り

上
げ
て
く
れ
ま
せ
ん
。

と
も
に
死
ぬ
運
命
に
あ
る
と
い
う
自

覚
の
中
で
、
初
め
て
﹁
共
生
﹂
の
有
り

難
み
、
尊
さ
が
生
ま
れ
る
。
で
す
か
ら

﹁
共
死
﹂
に
つ
い
て
自
覚
し
な
い
と
い

う
こ
と
は
、
﹁
共
生
﹂
の
有
り
難
み
に

つ
い
て
も
、
本
当
に
は
わ
か
り
得
な
い
、

と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
共
生
論
を
展

開
す
る
と
き
に
共
死
の
こ
と
に
触
れ
な

い
の
は
、
大
変
な
欠
落
な
の
で
す
。
今

回
﹃
水
の
文
化
﹄
の
こ
の
取
材
で
、
初

め
て
そ
の
こ
と
を
真
面
目
に
聞
か
れ
た

と
思
っ
て
い
ま
す
。

私
が
一
番
不
満
に
思
う
の
は
、
日
本

の
戦
後
教
育
の
あ
り
方
で
す
。

文
科
省
は
、
学
校
現
場
、
家
庭
、
地

域
、
近
所
に
お
い
て
﹁
生
き
る
力
﹂
を

ど
う
教
え
る
か
と
い
う
こ
と
だ
け
を
や

っ
て
い
る
。
こ
れ
が
戦
後
の
日
本
の
教

育
上
の
も
っ
と
も
重
要
な
価
値
観
に
な

っ
て
い
ま
す
。
実
は
そ
れ
が
間
違
っ
て

い
る
。
そ
の
価
値
観
を
改
め
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

人
間
は
い
ず
れ
病
に
な
っ
て
、
老
い

て
死
ん
で
い
く
。
教
育
に
、
老
病
死
の

問
題
を
主
体
的
に
受
け
止
め
、
最
終
的

に
は
死
を
ど
う
考
え
た
ら
い
い
の
か
、

と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
を
含
む
幅
と
奥
行

き
が
な
い
と
﹁
生
き
る
力
﹂
と
い
う
の

が
ど
れ
だ
け
尊
い
も
の
か
と
い
う
の
も

わ
か
ら
な
い
。

こ
の
こ
と
は
文
部
省
か
ら
文
科
省
に

至
る
ま
で
い
ろ
い
ろ
な
委
員
会
に
出
て

言
い
続
け
て
き
ま
し
た
が
、
取
り
上
げ

て
く
れ
ま
せ
ん
。
い
ま
だ
に
﹁
死
﹂
の

問
題
は
タ
ブ
ー
な
ん
で
す
。

戦
前
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
、
軍
国
主
義
時

代
の
滅
私
奉
公
や
死
ぬ
こ
と
を
前
提
に

し
た
戦
争
の
や
り
方
と
い
っ
た
記
憶
が

強
烈
に
残
っ
て
い
る
か
ら
、
死
に
つ
い

て
あ
ま
り
言
い
た
が
ら
な
い
の
だ
と
思

い
ま
す
。
切
腹
や
玉
砕
の
イ
メ
ー
ジ
が

蘇
っ
た
り
す
る
の
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
私
の
言
っ
て
い
る
﹁
死
﹂

と
い
う
の
は
、
も
っ
と
広
範
な
意
味
を

持
っ
て
い
ま
す
。
簡
単
に
言
っ
て
し
ま

え
ば
、
地
上
に
あ
る
も
の
で
永
遠
な
も

の
は
一
つ
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

形
あ
る
も
の
は
必
ず
滅
す
る
。
人
は
生

き
て
死
ぬ
。
こ
れ
は
誰
も
否
定
し
よ
う

の
な
い
真
実
で
す
よ
ね
。
こ
れ
を
仏
教

で
は
無
常
観
と
い
い
ま
す
。
で
す
か
ら

本
来
で
あ
れ
ば
、
と
も
に
生
き
る
も
の

は
必
ず
と
も
に
死
ぬ
運
命
に
あ
る
、
と

い
う
こ
と
を
、
仏
教
界
が
真
っ
先
に
言

わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
。
﹁
共

生
﹂
﹁
共
死
﹂
の
基
本
は
仏
教
に
こ
そ

あ
る
か
ら
で
す
。

無
常
観
を
持
ち
出
さ
な
く
て
も
日
本

共生とは何か
死を自覚することで、生は輝く
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列
島
は
地
震
列
島
で
あ
っ
た
た
め
に
、

本
来
、
自
然
や
人
間
や
地
球
が
無
常
で

あ
る
と
い
う
感
覚
は
縄
文
の
時
代
か
ら

植
え
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と

を
、
も
う
一
度
思
い
返
す
必
要
が
あ
り

ま
す
ね
。

私
は
、
教
育
か
ら
政
治
、
経
済
、

我
々
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
す
べ
て
に
わ

た
っ
て
﹁
今
の
生
活
が
続
く
﹂
と
思
う
、

そ
の
楽
天
的
な
偏
向
性
を
根
本
的
に
改

め
な
い
と
、
こ
の
大
変
な
時
代
を
乗
り

切
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。今

ま
で
﹁
共
生
﹂
一
本
槍
、
﹁
生
き

る
力
﹂
一
本
槍
で
も
な
ん
と
か
や
っ
て

こ
ら
れ
た
の
は
、
日
本
に
豊
富
な
自
然

資
源
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
埋
蔵
地
下

資
源
は
少
な
い
で
す
が
、
そ
れ
は
経
済

大
国
と
し
て
い
く
ら
で
も
買
う
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
う
こ
う
し

て
い
る
う
ち
に
、
日
本
の
資
源
は
限
り

な
く
死
に
近
づ
き
、
﹁
水
﹂
資
源
も
枯

渇
し
始
め
て
き
て
い
ま
す
。
し
か
も
、

死
の
問
題
が
自
覚
的
に
考
え
ら
れ
、
受

け
止
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
原
因
で
、

さ
ま
ざ
ま
な
事
件
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
歪
み
は
一
種
の
警
告
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
楽
天

的
な
認
識
を
根
本
的
に
改
め
る
と
こ
ろ

に
き
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

地
球
環
境
問
題
を
考
え
た
場
合
も
、

﹁
共
生
﹂
一
本
槍
で
は
も
う
や
っ
て
い

け
な
い
。
資
源
の
無
駄
使
い
に
走
る
の

も
﹁
共
生
﹂
だ
け
考
え
る
か
ら
で
す
。

資
源
だ
っ
て
い
ず
れ
は
枯
渇
す
る
。
オ

イ
ル
ピ
ー
ク
ア
ウ
ト
な
ん
て
こ
と
を
い

っ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
オ
イ
ル
も

﹁
共
死
﹂
の
運
命
に
入
り
つ
つ
あ
る
か

も
し
れ
な
い
と
い
う
恐
怖
感
か
ら
き
て

い
る
。
化
石
燃
料
が
永
遠
に
存
在
す
る

と
い
う
幻
想
の
中
で
﹁
共
死
﹂
の
議
論

を
や
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
。

デ
ス
・
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン

環
境
も
水
も
化
石
燃
料
も
、
全
部
有

限
の
も
の
で
す
よ
ね
。
い
ず
れ
無
く
な

る
と
い
う
の
が
、
﹁
死
﹂
と
い
う
イ
メ

ー
ジ
の
根
幹
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

欧
米
の
社
会
で
は
そ
も
そ
も
デ
ス
・

エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
︵D

e
a
t
h

E
d
u
ca
tio
n

︶
と
い
う
も
の
を
教
育
の

シ
ス
テ
ム
の
中
に
取
り
入
れ
て
き
ま
し

た
。
危
機
意
識
が
そ
れ
だ
け
強
い
と
い

う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。
日
本
の
楽
天
主

義
が
、
死
の
問
題
を
正
面
か
ら
見
つ
め

る
こ
と
を
妨
げ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

イ
ス
ラ
エ
ル
に
﹁
死
海
﹂
と
い
う
湖

が
あ
り
ま
す
が
、
こ
う
い
う
ネ
ー
ミ
ン

グ
を
日
本
人
は
絶
対
に
し
ま
せ
ん
。

﹁
塩
湖
﹂
と
い
い
ま
す
よ
ね
。
あ
れ
を

死
の
海
と
名
づ
け
た
と
こ
ろ
が
ア
ン
グ

ロ
サ
ク
ソ
ン
文
明
、
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス

ト
教
文
明
の
す
ご
い
と
こ
ろ
で
す
よ
。

私
は
１
９
９
５
年
︵
平
成
７
︶

に
初
め

て
イ
ス
ラ
エ
ル
に
行
き
、
イ
エ
ス
・
キ

リ
ス
ト
が
歩
い
た
道
を
バ
ス
に
乗
っ
て

移
動
し
ま
し
た
。
ナ
ザ
レ
か
ら
ガ
リ
ラ

ヤ
湖
、
ヨ
ル
ダ
ン
川
を
南
下
し
て
エ
ル

サ
レ
ム
に
入
る
１
５
０
km
の
旅
で
す
。

も
の
す
ご
く
乾
燥
し
て
い
て
、
一
望
千

里
、
砂
漠
、
砂
漠
、
砂
漠
。
要
す
る
に

地
上
に
水
っ
気
が
な
い
ん
で
す
。
そ
の

と
き
実
感
し
た
の
が
、
地
上
に
は
水
も

緑
も
乏
し
い
、
そ
う
い
う
風
土
が
あ
っ

て
天
上
の
彼
方
に
唯
一
の
価
値
あ
る
も

の
を
求
め
る
、
一
神
教
が
成
立
し
て
い

る
と
。
聖
書
を
読
ん
で
い
る
だ
け
で
は

こ
ん
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
現
地
に

行
っ
て
み
て
初
め
て
わ
か
り
ま
し
た
。

砂
漠
で
乾
燥
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
水
が
少
な
い
こ
と
。
水
が
少
な
い
と

い
う
の
は
人
間
が
危
機
的
状
況
に
置
か

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
キ
リ
ス

ト
教
と
い
う
の
は
、
そ
う
し
た
危
機
意

識
が
生
み
出
し
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。
ユ

ダ
ヤ
も
イ
ス
ラ
ム
も
そ
う
だ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。

も
し
か
す
る
と
世
界
宗
教
の
成
立
の

背
景
に
は
、
水
の
問
題
が
非
常
に
深
く

か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
さ

え
思
い
ま
す
。
地
上
で
は
水
が
少
な
い

か
ら
こ
そ
、
天
国
に
お
け
る
水
は
実
に

清
冽
で
美
し
く
、
大
量
に
流
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
キ
リ
ス
ト

教
の
本
質
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
水

が
少
な
い
と
い
う
こ
と
が
必
要
条
件
、

も
し
く
は
決
定
要
因
だ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

水
環
境
が
厳
し
い
場
所
で
、
人
類
に

と
っ
て
極
め
て
重
要
な
哲
学
と
か
宗
教

の
原
理
と
い
う
も
の
が
発
見
さ
れ
て
い

る
。
例
え
ば
、
イ
エ
ス
な
ど
に
よ
っ
て
。

同
じ
こ
と
が
仏
教
に
も
い
え
る
わ
け

で
す
。
私
は
し
ば
し
ば
イ
ン
ド
に
行
っ

て
、
仏
跡
を
訪
ね
歩
い
て
き
ま
し
た
。

釈
迦
が
旅
を
し
た
領
域
と
い
う
の
は
、

ご
承
知
の
通
り
イ
ン
ド
と
ネ
パ
ー
ル
の

国
境
地
帯
に
あ
る
ル
ン
ビ
ニ
か
ら
ガ
ン

ジ
ス
川
の
中
流
域
に
か
け
て
で
す
。
そ

の
間
を
バ
ス
や
自
動
車
で
旅
を
し
た
の

で
す
が
、
や
は
り
も
の
す
ご
く
乾
燥
し

て
い
ま
す
。
イ
ス
ラ
エ
ル
ほ
ど
で
は
な

い
け
れ
ど
砂
漠
景
観
が
ず
っ
と
続
い
て

い
る
。
私
は
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
の
考

え
方
は
違
う
と
思
い
ま
す
が
、
も
の
を

考
え
る
質
と
い
う
点
で
は
、
仏
陀
の
考

え
方
は
キ
リ
ス
ト
教
の
考
え
方
に
限
り

な
く
近
い
、
と
そ
の
と
き
思
い
ま
し
た
。

乾
燥
地
帯
に
お
け
る
根
源
性

同
様
の
理
由
で
、
イ
ン
ド
の
仏
教
と

日
本
の
仏
教
と
で
は
、
そ
こ
で
根
本
的

に
違
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

お
釈
迦
様
が
言
っ
た
無
常
と
い
う
の

は
、
地
上
に
永
遠
な
る
も
の
は
一
つ
も

な
い
、
形
あ
る
も
の
は
必
ず
滅
す
る
、

人
は
生
き
て
死
ぬ
、
と
い
う
三
原
則
で

す
。
す
べ
て
客
観
的
な
事
実
で
、
誰
も

否
定
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
無
常
が
日
本
に
く

る
と
平
家
物
語
の
冒
頭
の
無
常
観
に
な

る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
高
温
多
湿
の
モ

ン
ス
ー
ン
地
帯
に
発
生
し
た
無
常
感
な

ん
で
す
。
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
で
、
非
常

に
湿
っ
て
い
ま
す
。
私
は
﹁
乾
い
た
仏

教
﹂
と
﹁
湿
っ
た
仏
教
﹂
と
呼
ん
で
い

ま
す
。

仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
の
は
、

人
類
が
２
、
３
０
０
０
年
の
間
に
考
え

出
し
た
大
変
な
知
恵
で
す
よ
ね
。
そ
う

い
う
根
源
的
な
思
想
と
い
う
も
の
を
つ

く
り
出
し
た
地
域
は
す
べ
て
乾
燥
地
帯

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
す
。
今

日
、
地
球
問
題
を
論
ず
る
人
は
、
キ
リ

ス
ト
教
と
仏
教
を
比
較
し
て
、
ご
く
簡

単
に
﹁
砂
漠
の
宗
教
﹂
と
﹁
森
の
宗
教
﹂

と
言
う
け
れ
ど
、
私
は
そ
ん
な
浅
薄
な

こ
と
は
言
え
な
い
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。

真
に
人
類
に
価
値
あ
る
鋭
い
思
想
を

生
み
出
し
た
の
は
み
ん
な
乾
燥
地
帯
で
、

森
の
中
か
ら
そ
れ
に
匹
敵
す
る
思
想
を

い
っ
た
い
誰
が
生
み
出
し
た
か
。
こ
れ

も
言
い
に
く
い
こ
と
で
、
聞
き
入
れ
難

い
よ
う
に
も
思
い
ま
す
が
真
実
で
す
。

孔
子
が
歩
い
た
地
域
、
老
子
が
活
動

し
た
地
域
と
い
う
の
は
河
南
省
︵
今
の

洛
陽
の
あ
る
地
域
︶
辺
り
で
非
常
に
乾

燥
し
て
い
る
ん
で
す
。
北
京
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
が
あ
っ
た
の
で
、
多
く
の
日
本
人

に
も
わ
か
る
と
思
い
ま
す
け
ど
、
黄
砂

が
舞
い
上
が
っ
て
大
気
が
汚
染
さ
れ
、

も
の
す
ご
く
乾
燥
し
て
い
る
。
だ
か
ら

水
の
問
題
は
今
日
な
お
大
き
い
と
思
い

ま
す
。

そ
れ
に
比
べ
て
、
モ
ン
ス
ー
ン
地
域

と
い
う
の
が
い
か
に
恵
ま
れ
て
い
る
か
。

一
神
教
は
、
人
間
の
運
命
と
か
地
球
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の
運
命
を
根
源
的
に
見
て
き
た
宗
教
で

は
な
い
か
。
根
源
的
な
観
察
に
よ
っ
て

発
見
さ
れ
た
原
理
と
い
う
の
は
、
長
い

タ
イ
ム
ス
パ
ン
の
な
か
で
ジ
ワ
ジ
ワ
と

浸
透
し
て
い
く
の
で
す
。
影
響
力
が
非

常
に
深
く
て
強
い
。

一
方
、
モ
ン
ス
ー
ン
文
化
圏
と
い
う

の
は
、
物
事
を
な
か
な
か
根
源
的
に
見

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
風
土
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

今
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
考

え
方
の
根
底
に
一
種
の
普
遍
主
義
が
あ

っ
て
、
そ
の
中
心
に
一
神
教
的
な
思
考

が
働
い
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
現

代
に
な
っ
て
神
は
否
定
さ
れ
、
そ
の
代

わ
り
に
理
性
や
正
義
と
い
っ
た
言
葉
が

使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

考
え
て
み
る
と
、
そ
れ
ら
は
み
ん
な
神

の
別
名
な
ん
で
す
ね
。
我
々
日
本
人
は

国
際
的
な
場
面
で
な
か
な
か
対
等
な
議

論
が
で
き
な
い
の
で
す
が
、
そ
う
い
う

と
こ
ろ
に
原
因
が
あ
る
ん
で
し
ょ
う
ね
。

気
が
つ
く
と
、
向
う
様
の
仰
る
線
上
で

議
論
し
て
い
る
。

そ
う
い
う
根
源
的
な
と
こ
ろ
が
最
初

に
言
っ
た
﹁
死
﹂
と
重
な
る
わ
け
で
す
。

い
ず
れ
人
類
に
し
ろ
地
球
に
し
ろ
終
わ

り
が
く
る
と
い
う
終
末
論
で
す
。
初
め

が
あ
っ
て
終
わ
り
が
あ
る
思
考
で
す
。

し
か
し
逆
に
い
え
ば
、
こ
れ
は
一
神
教

の
限
界
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。
ア
ジ
ア

的
思
考
の
中
心
は
輪
廻
で
す
か
ら
、
こ

こ
で
ア
ジ
ア
的
な
価
値
観
を
主
張
し
て

い
く
可
能
性
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

八
百
万

や
お
よ
ろ
ず

の
神
、
多
元
信
仰
と
い
う
の
が

存
在
価
値
を
増
大
さ
せ
て
く
る
よ
う
に

思
い
ま
す
。

﹁
個
人
﹂
で
は
な
く
て
﹁
ひ
と
り
﹂

西
洋
的
な
意
味
で
の
﹁
個
﹂
と
い
う

の
は
原
子
論
に
も
例
え
ら
れ
て
き
た
よ

う
に
、
非
常
に
孤
立
し
た
原
子
的
な
存

在
な
ん
で
す
。
西
洋
人
の
人
間
観
の
基

礎
に
あ
る
の
は
、
理
性
的
な
人
間
は

﹁
疑
う
べ
き
存
在
で
あ
る
﹂
と
い
う
考

え
方
で
す
。
﹁
個
﹂
の
自
立
性
を
主
張

す
る
こ
と
は
、
同
時
に
こ
れ
以
上
疑
い

得
な
い
個=

孤
立
性
を
象
徴
す
る
こ
と

に
も
つ
な
が
る
わ
け
で
す
。
﹁
個
﹂
は

原
子
に
限
り
な
く
近
い
存
在
で
あ
る
と
。

私
は
最
近
、
日
本
列
島
に
は
﹁
個
﹂

に
あ
た
る
概
念
と
し
て
﹁
ひ
と
り
﹂
と

い
う
言
葉
が
あ
っ
た
と
、
い
ろ
い
ろ
な

と
こ
ろ
で
言
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

親
鸞
の
言
っ
て
い
る
﹁
ひ
と
り
﹂
は
、

近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
が
生
み
出
し
た

﹁
個
人
﹂
の
あ
り
か
た
に
限
り
な
く
近

い
、
あ
る
い
は
そ
れ
よ
り
も
っ
と
自
覚

的
な
深
み
を
持
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い

ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
親
鸞
は
国
際

水
準
を
い
っ
た
思
想
家
だ
っ
た
。
日
本

列
島
で
は
む
し
ろ
例
外
的
な
存
在
だ
っ

た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
れ

で
も
親
鸞
の
﹁
ひ
と
り
﹂
を
含
め
て
、

日
本
人
が
考
え
た
﹁
個
人
﹂
や
﹁
ひ
と

り
﹂
と
い
う
の
は
自
然
の
中
の
﹁
ひ
と

り
﹂
な
ん
で
す
。
柿
本
人
麻
呂
や

多
元
的
な
価
値
の
復
権

イ
ス
ラ
エ
ル
か
ら
飛
行
機
で
帰
っ
て

き
た
と
き
、
天
上
で
は
な
く
、
眼
下
に

富
士
山
が
見
え
ま
し
た
。
富
士
山
の
周

辺
に
実
に
豊
か
な
緑
の
山
岳
地
帯
が
ず

っ
と
続
い
て
、
無
数
の
川
が
流
れ
て
、

海
が
取
り
巻
い
て
い
る
。
地
上
の
豊
か

さ
み
た
い
な
も
の
が
見
た
だ
け
で
わ
か

る
。山

の
幸
、
海
の
幸
と
い
う
よ
う
に
、

日
本
で
は
天
上
の
彼
方
に
唯
一
の
神
、

価
値
あ
る
も
の
を
求
め
る
必
要
が
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
豊
か
な
も
の
が
地
上

の
隅
々
に
あ
り
、
山
に
入
れ
ば
山
の

神
々
の
声
を
聞
き
、
仏
の
気
配
を
感
じ
、

ご
先
祖
様
の
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。
鳥

の
鳴
き
声
も
単
な
る
声
で
は
な
い
。
こ

れ
は
地
上
が
豊
か
な
自
然
に
恵
ま
れ
て

い
る
と
こ
ろ
か
ら
く
る
感
覚
だ
と
思
い

ま
す
。
そ
れ
が
多
神
教
的
な
風
土
で
す
。

そ
れ
に
よ
っ
て
我
々
は
豊
か
な
生
活

を
保
障
さ
れ
ま
し
た
が
、
根
源
的
な
哲

学
思
想
だ
と
か
人
類
に
寄
与
す
る
よ
う

な
普
遍
的
な
思
想
を
発
見
す
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
な
く
て
も
十

分
幸
福
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

し
か
し
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
み
、
地

球
が
一
つ
の
共
同
体
と
な
っ
た
と
き
に
、

は
た
し
て
終
末
論
を
内
包
す
る
普
遍
主

義
だ
け
で
物
事
を
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
の
か
。
か
え
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
問

題
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
そ
れ
で
は
や
っ
て
い
け
な

い
と
こ
ろ
に
ま
で
き
て
い
る
の
で
す
。

今
で
は
国
連
や
ユ
ネ
ス
コ
あ
た
り
で
も

文
化
の
多
様
性
と
い
う
こ
と
を
言
い
ま

す
し
、
同
じ
よ
う
に
生
物
の
多
様
性
の

問
題
も
議
論
さ
れ
て
い
ま
す
。
地
球
上

の
生
命
は
、
多
元
的
な
価
値
を
持
っ
て

い
る
多
元
的
な
存
在
で
あ
る
と
。
ま
さ

に
多
神
教
的
な
原
理
が
そ
こ
に
働
い
て

い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
こ
こ
で

初
め
て
日
本
や
ア
ジ
ア
の
思
想
が
新
た

な
次
元
で
普
遍
性
を
取
り
戻
し
始
め
た

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

こ
の
地
球
の
状
態
が
永
遠
に
続
く
と

は
、
誰
も
思
っ
て
い
な
い
で
し
ょ
う
。

も
っ
と
大
き
な
サ
イ
ク
ル
で
宇
宙
の
シ

ス
テ
ム
は
交
替
し
て
い
る
か
ら
で
す
。

そ
れ
は
途
方
も
な
い
時
間
で
す
が
、
ブ

ラ
ッ
ク
ホ
ー
ル
か
ら
始
ま
っ
て
ま
た
ブ

ラ
ッ
ク
ホ
ー
ル
に
戻
る
過
程
か
も
し
れ

な
い
。

今
の
状
態
が
続
く
限
り
は
、
共
生
原

理
で
い
く
の
も
い
い
と
思
い
ま
す
。
し

か
し
、
そ
れ
を
大
き
く
包
ん
で
い
る
宇

宙
的
時
間
の
流
れ
の
中
で
は
、
や
は
り

死
滅
、
末
法
、
終
末
と
い
う
よ
う
な
こ

と
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
も

人
類
が
考
え
出
し
た
英
知
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
そ
う
い
う
英
知
こ
そ
が
資

源
を
大
事
に
し
よ
う
と
い
う
運
動
と
つ

な
が
っ
て
い
く
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
い

く
ら
で
も
資
源
が
あ
る
と
い
う
前
提
か

ら
は
環
境
論
な
ん
か
出
て
こ
な
い
わ
け

で
す
。
そ
う
い
う
点
で
日
本
列
島
の



う
簡
単
に
は
う
ま
く
い
か
な
い
で
し
ょ

う
。
だ
が
大
局
的
に
い
え
ば
、
そ
れ
も

教
育
の
問
題
な
ん
で
す
。

明
治
以
降
、
日
本
が
近
代
化
に
向
か

っ
て
驀
進
し
て
き
た
過
程
の
教
育
軸
は

な
ん
だ
っ
た
か
と
考
え
る
と
、
第
一
の

教
育
軸
は
科
学
技
術
立
国
で
す
。
第
二

に
社
会
科
学
を
重
視
し
て
き
ま
し
た
。

こ
の
２
つ
が
明
治
以
降
か
ら
現
在
ま
で

ず
っ
と
教
育
の
主
軸
を
な
し
て
き
た
。

け
れ
ど
も
第
三
の
教
育
軸
と
し
て
文

化
・
芸
術
・
宗
教
が
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
、
私
は
思
っ
て
き
た
。
こ
れ
は
明

治
以
降
、
特
に
第
二
次
大
戦
後
は
ほ
と

ん
ど
周
縁
的
な
と
こ
ろ
に
位
置
づ
け
ら

れ
て
き
ま
し
た
。
教
科
書
を
見
れ
ば
わ

か
り
ま
す
よ
ね
。
そ
の
教
育
の
あ
り
方
、

シ
ス
テ
ム
が
間
違
っ
て
い
て
、
そ
ろ
そ

ろ
見
直
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
。

こ
の
第
三
の
教
育
軸
を
第
一
、
第
二

の
教
育
軸
と
対
等
の
形
で
位
置
づ
け
直

す
と
い
う
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
い

け
な
い
。
そ
う
い
っ
た
教
育
シ
ス
テ
ム

の
組
み
換
え
の
中
で
宗
教
を
考
え
て
い

く
。宗

教
だ
け
で
考
え
る
の
は
、
今
や
説

得
力
を
持
ち
得
な
い
と
思
い
ま
す
。
宗

教
は
芸
術
や
文
化
の
あ
り
方
と
緊
密
な

関
係
を
持
っ
て
い
て
、
人
間
の
精
神
性

に
深
く
か
か
わ
り
ま
す
。
や
み
く
も
に

心
の
時
代
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
そ

の
前
に
第
三
の
教
育
軸
が
国
家
戦
略
、

生
き
残
り
戦
略
と
し
て
絶
対
に
必
要
と

認
識
す
る
こ
と
で
す
。

効
果
が
表
れ
る
の
に
50
年
か
ら
１
０

０
年
は
か
か
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
だ
け

時
間
が
か
か
る
も
の
だ
か
ら
、
今
か
ら

始
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
長
く
か

か
る
か
ら
ゆ
っ
く
り
や
っ
て
も
い
い
と

い
う
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
認
識

が
政
治
家
に
な
い
の
は
残
念
で
す
ね
。

そ
れ
か
ら
、
私
は
古
典
を
し
っ
か
り

教
え
れ
ば
、
そ
れ
で
宗
教
教
育
に
な
る

と
考
え
て
い
る
。
万
葉
集
と
か
源
氏
物

語
、
平
家
物
語
な
ど
に
は
、
古
代
か
ら

現
代
に
至
る
ま
で
の
日
本
人
の
宗
教
観

と
い
う
も
の
が
、
自
然
観
も
含
め
て
全

部
入
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
し
っ

か
り
バ
ラ
ン
ス
よ
く
教
え
れ
ば
い
い
わ

け
で
す
。

そ
こ
で
は
じ
め
て
﹁
死
﹂
の
教
育
と

い
う
問
題
が
出
て
き
ま
す
。
戦
後
教
育

で
万
葉
集
の
講
義
と
い
う
も
の
は
、
教

え
る
側
も
教
え
ら
れ
る
側
も
愛
の
歌

︵
相
聞
歌
︶
が
中
心
に
な
っ
て
い
ま
し

た
。
し
か
し
そ
こ
に
は
そ
れ
と
同
じ
ぐ

ら
い
挽
歌
と
い
う
死
者
を
悼
む
歌
が
収

め
ら
れ
て
い
る
ん
で
す
。
こ
れ
ま
で
挽

歌
に
関
す
る
研
究
は
微
々
た
る
も
の
で
、

愛
一
本
槍
。
こ
れ
は
﹁
生
き
る
力
﹂
一

本
槍
と
同
じ
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
ね
。

今
年
は
源
氏
物
語
千
年
紀
だ
け
れ
ど

も
源
氏
物
語
と
い
え
ば
﹁
も
の
の
あ
わ

れ
﹂
で
し
た
。
で
も
そ
れ
と
同
じ
よ
う

に
﹁
物
の
怪
﹂
の
世
界
が
出
て
く
る
わ

け
で
す
。
こ
れ
も
﹁
死
﹂
の
問
題
、
怨

霊
の
問
題
と
非
常
に
深
く
か
か
わ
り
が

あ
る
。
そ
れ
な
の
に
﹁
物
の
怪
﹂
の
ほ
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尾
崎
放
哉

お
ざ
き
ほ
う
さ
い

な
ど
が
歌
っ
て
い
る
﹁
ひ
と

り
﹂
も
同
様
で
す
。
大
和
こ
と
ば
に
お

け
る
﹁
ひ
と
り
﹂
は
西
洋
人
が
考
え
た

孤
立
し
た
﹁
ひ
と
り
﹂
で
は
決
し
て
な

か
っ
た
。

尾
崎
放
哉
の
﹁
咳
を
し
て
も
ひ
と
り
﹂

と
い
う
俳
句
に
象
徴
的
に
表
れ
て
い
ま

す
。
家
出
を
し
て
諸
国
放
浪
の
旅
を
し

な
が
ら
俳
句
を
つ
く
り
続
け
て
、
最
後

は
結
核
に
な
っ
て
死
ん
で
い
く
放
哉
。

確
か
に
た
っ
た
ひ
と
り
の
孤
独
で
寂

し
い
単
独
者
の
生
活
を
し
て
い
る
わ
け

で
す
が
、
俳
句
を
つ
く
る
と
い
う
創
造

的
な
仕
事
に
お
い
て
、
彼
は
自
立
し
て

い
ま
す
。
自
立
し
た
自
分
の
﹁
ひ
と
り
﹂

と
い
う
も
の
が
そ
こ
に
あ
る
か
ら
、
自

然
を
前
に
し
て
宇
宙
を
前
に
し
て
、

﹁
咳
を
し
て
も
ひ
と
り
﹂
と
言
う
こ
と

が
で
き
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
孤
立
し

た
孤
独
な
単
な
る
﹁
ひ
と
り
﹂
で
は
な

い
。こ

の
俳
句
の
背
後
に
は
豊
か
な
日
本

の
自
然
と
い
う
も
の
が
あ
る
し
、
そ
の

自
然
の
中
を
放
浪
し
て
歩
い
て
き
た
彼

の
人
生
と
い
う
も
の
が
滲
み
出
て
い
ま

す
。
こ
の
俳
句
を
英
訳
す
る
の
は
非
常

に
難
し
い
こ
と
で
す
が
、
そ
の
場
合
は

自
然
的
景
観
と
い
う
も
の
を
背
後
に
お

か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

高
浜
虚
子
の
﹁
虚
子
ひ
と
り
銀
河
と

共
に
西
へ
行
く
﹂
も
そ
う
で
、
こ
れ
は

宇
宙
の
中
の
自
分
と
い
う
捉
え
方
で
す
。

親
鸞
の
場
合
は
な
か
な
か
そ
う
は
い

か
な
い
。
阿
弥
陀
如
来
の
救
済
力
と
い

う
の
は
万
人
の
上
に
注
が
れ
る
も
の
で

す
が
、
そ
の
上
で
そ
の
救
済
の
力
は
自

分
だ
け
に
注
が
れ
る
と
い
う
自
覚
を
持

っ
て
﹁
親
鸞
一
人
の
た
め
﹂
と
言
っ
て

い
ま
す
。
そ
こ
か
ら
は
自
然
的
な
要
因

と
い
う
の
は
あ
ま
り
出
て
こ
な
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
親
鸞
の
一
生
は
自じ

然ね
ん

法ほ
う

爾に

と
い
う
言
葉
で
象
徴
さ
れ
る
よ
う

に
、
自
然
の
中
で
生
き
て
い
く
と
い
う

こ
と
の
中
に
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

あ
る
い
は
そ
れ
は
、
﹁
自
然
﹂
の
代

わ
り
に
﹁
集
団
主
義
﹂
と
い
う
問
題
が

出
て
く
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
も
っ
と
も
組
織
と
か
集
団

に
埋
没
し
て
し
ま
っ
た
ら
滅
私
奉
公
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
集
団
に
属
し

な
が
ら
集
団
と
と
も
に
生
き
て
い
く
、

そ
ん
な
人
間
観
を
こ
の
日
本
列
島
の
社

会
は
育
ん
で
き
た
面
も
あ
る
の
で
す
。

戦
後
、
私
た
ち
は
集
団
主
義
を
悪
い
こ

と
の
象
徴
の
よ
う
に
言
い
続
け
て
き
ま

し
た
が
、
日
本
人
の
集
団
主
義
は
良
質

な
も
の
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
集
団
主

義
は
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
で
受
け
取

ら
れ
る
場
合
が
非
常
に
多
い
。
も
ち
ろ

ん
そ
れ
も
あ
り
ま
す
が
、
決
し
て
そ
れ

だ
け
で
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
と
い
う
こ

と
で
す
。

第
三
の
教
育
軸
を
見
出
す

今
は
日
本
だ
け
で
は
な
く
世
界
の
先

進
国
で
も
﹁
無
宗
教
﹂
の
時
代
に
な
っ

て
い
ま
す
。
宗
教
の
力
と
い
っ
て
も
そ



う
は
、
ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
て
き
ま
し

た
。そ

れ
か
ら
戦
後
の
認
識
で
は
、
平
家

物
語
の
一
番
の
魅
力
は
合
戦
の
場
面
だ

と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
冒
頭
の
﹁
祗
園

精
舎
の
鐘
の
声
　
諸
行
無
常
の
響
き
あ

り
﹂
と
い
う
の
は
非
常
に
仏
教
く
さ
い
、

抹
香
く
さ
い
話
だ
と
毛
嫌
い
さ
れ
て
き

た
。
し
か
し
平
家
物
語
の
本
当
の
す
ご

さ
は
、
こ
の
２
行
に
あ
る
ん
で
す
。

祗
園
精
舎
の
鐘
の
声

諸
行
無
常
の
響
き
あ
り

先
程
言
っ
た
、
人
生
に
永
遠
な
る
も

の
は
一
つ
も
な
い
と
い
う
考
え
方
、
根

本
原
理
で
す
。
人
間
の
運
命
と
か
地
上

世
界
の
運
命
に
つ
い
て
無
常
だ
と
言
っ

て
い
る
わ
け
で
す
。

個
々
の
合
戦
場
面
に
お
け
る
個
々
の

人
間
た
ち
の
運
命
は
個
性
的
に
描
か
れ

て
い
て
、
そ
れ
は
非
常
に
魅
力
的
で
は

あ
り
ま
す
が
、
個
々
の
人
間
た
ち
の
運

命
の
上
を
さ
ら
に
普
遍
的
に
吹
い
て
い

る
の
が
無
常
の
風
だ
、
と
い
う
構
造
に

な
っ
て
い
る
ん
で
す
。
そ
こ
を
教
え
ら

れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
人

に
宗
教
感
覚
を
教
え
な
か
っ
た
と
同
じ

こ
と
だ
っ
た
。

能
の
世
界
、
歌
舞
伎
の
世
界
、
全
部

通
し
て
そ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。
い
か
に
生
き
残
る
か
、
生
き
延
び

る
か
、
そ
れ
だ
け
し
か
関
心
が
な
か
っ

た
。
だ
か
ら
結
果
と
し
て
偏
向
教
育
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。

延
命
治
療
と
か
の
発
想
は
、
そ
こ
か

ら
出
て
く
る
の
で
す
。
延
命
治
療
の
結

果
、
終
末
期
の
人
間
が
ど
れ
だ
け
不
幸

な
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
か
、
老
人
ホ

ー
ム
に
行
け
ば
す
ぐ
に
わ
か
り
ま
す
よ
。

生
き
る
屍
の
状
態
に
放
置
さ
れ
る
よ
う

な
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
今
の

社
会
シ
ス
テ
ム
は
介
護
の
手
立
て
を
失

っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

人
生
80
年
に
な
っ
た
ら
も
う
死
に
支

度
な
ん
で
す
よ
。
今
、
私
は
77
歳
で
す

け
ど
そ
ろ
そ
ろ
死
に
支
度
の
年
代
に
入

っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
。
80
歳
を
過

ぎ
た
か
ら
今
度
は
90
、
１
０
０
歳
だ
と

い
い
ま
す
が
、
そ
ん
な
こ
と
を
言
う
前

に
死
に
支
度
の
年
代
だ
と
い
う
こ
と
を

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う

声
が
ど
こ
か
ら
も
聞
こ
え
て
こ
な
い
。

お
か
し
な
世
の
中
で
す
。

﹁
死
を
思
え
　M

e
m
e
n
to

M
o
ri

﹂
と

い
う
の
は
中
世
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い

て
主
要
な
課
題
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
日

本
に
お
い
て
も
そ
う
で
し
た
。
近
代
は

﹁
死
を
思
え
﹂
と
い
う
こ
と
を
否
定
し

た
時
代
で
す
。
中
世
時
代
に
お
い
て
は

人
生
は
50
年
。
人
生
50
年
時
代
に
お
け

る
﹁
死
を
思
え
﹂
と
、
今
の
人
生
80
年

時
代
の
﹁
死
を
思
え
﹂
と
い
う
の
は
違

う
と
思
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
そ
れ
が
ど

う
違
う
の
か
、
ま
だ
発
見
さ
れ
て
い
な

い
、
そ
こ
で
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
決
ま

る
わ
け
で
す
。

てR
e
sp
e
c
t

︵
尊
重
す
る
︶
と
い
う
こ

と
が
大
切
だ
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
は
か
な
り
い
い

線
を
い
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
や
っ
て
日

本
の
大
和
言
葉
は
少
し
ず
つ
国
際
語
化

し
て
い
く
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は
相
互
に

努
力
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
外
国

人
に
も
考
え
て
も
ら
わ
な
く
て
は
い
け

な
い
し
、
我
々
も
積
極
的
に
伝
え
て
い

か
な
い
と
い
け
な
い
。

そ
れ
な
の
に
日
本
人
の
エ
リ
ー
ト
た

ち
は
、
横
文
字
を
持
っ
て
き
て
説
明
し

た
が
る
癖
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
大
和
言

葉
を
転
用
す
る
な
ん
て
ま
っ
た
く
考
え

な
い
。
こ
れ
で
は
Ｅ
Ｕ
官
僚
に
勝
て
る

わ
け
が
な
い
で
す
よ
。

逆
に
こ
ち
ら
か
ら
こ
う
い
う
尺
度
が

あ
り
ま
す
よ
と
発
信
し
て
い
っ
て
、
１

つ
の
土
俵
の
上
に
２
つ
の
尺
度
を
持
ち

出
す
こ
と
が
大
切
。
こ
れ
も
よ
く
言
っ

て
い
る
ん
で
す
が
、
あ
ま
り
共
感
し
て

く
れ
る
人
が
い
ま
せ
ん
ね
。

ワ
ン
ガ
リ
・
マ
ー
タ
イ
（W

angariM
uta
M
aathai

）

１
９
４
０
年
ケ
ニ
ア
出
身
の
女
性
環
境
保
護
活
動
家
。

ナ
イ
ロ
ビ
大
学
初
の
女
性
教
授
。
２
０
０
４
年
に

「
持
続
可
能
な
開
発
、
民
主
主
義
と
平
和
へ
の
貢
献
」

に
よ
り
、
環
境
分
野
の
活
動
家
と
し
て
は
史
上
初
、

ア
フ
リ
カ
人
女
性
と
し
て
も
史
上
初
の
ノ
ー
ベ
ル
平

和
賞
を
受
賞
し
た
。
２
０
０
５
年
の
京
都
議
定
書
関

連
行
事
出
席
の
た
め
来
日
し
た
際
、
日
本
語
の
「
も

っ
た
い
な
い
」
と
い
う
言
葉
を
知
っ
て
感
銘
を
受
け
、

世
界
に
発
信
し
て
い
る
。

和
魂
洋
才

二
項
対
立
的
な
思
考
に
は
良
い
面
と

悪
い
面
が
あ
り
ま
す
が
、
西
に
対
し
て

54

﹁
も
っ
た
い
な
い
﹂
と

﹁
は
ら
は
ち
ぶ
﹂

こ
れ
か
ら
は
、
も
っ
と
大
和
言
葉
を

大
事
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
カ
タ

カ
ナ
で
表
記
し
始
め
る
と
そ
れ
が
誤
魔

化
し
に
つ
な
が
り
ま
す
。
カ
タ
カ
ナ
で

書
く
の
は
、
本
質
を
隠
蔽
す
る
た
め
だ

と
思
い
ま
す
。
日
本
の
役
人
は
す
ぐ
カ

タ
カ
ナ
を
使
い
た
が
り
ま
す
が
。

カ
ー
ボ
ン
・
オ
フ
セ
ッ
ト
と
か
キ
ャ

ッ
プ
・
ア
ン
ド
・
ト
レ
ー
ド
と
か
い
う

言
葉
で
、
C
O
2

の
排
出
量
を
中
期
目

標
が
何
％
、
長
期
目
標
が
何
％
と
か
や

っ
て
い
る
。
こ
れ
を
本
来
の
言
葉
の
意

味
に
戻
せ
ば
、
み
ん
な
金
の
取
引
の
問

題
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
ん
な
こ
と

で
緑
の
革
命
な
ん
て
も
た
ら
す
こ
と
が

で
き
る
の
か
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
一
つ

と
っ
て
も
解
決
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。

洞
爺
湖
サ
ミ
ッ
ト
を
は
じ
め
と
す
る
す

べ
て
の
外
交
、
政
治
交
渉
は
、
お
金
の

取
引
を
や
っ
て
い
る
だ
け
で
す
。

水
だ
っ
て
そ
ん
な
取
引
で
解
決
で
き

る
の
か
。
イ
ス
ラ
エ
ル
と
パ
レ
ス
チ
ナ

の
水
の
量
は
４
対
１
だ
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
が
、
こ
の
対
立
は
ど
う
や
っ
て
解

消
で
き
る
の
か
。
ク
ロ
ー
ン
人
間
も
そ

う
で
す
よ
ね
。
こ
れ
を
人
造
人
間
と
は

誰
も
言
わ
な
い
。
だ
か
ら
カ
タ
カ
ナ
に

は
注
意
が
必
要
で
す
。

そ
れ
に
対
し
て
ひ
ら
が
な
は
、
我
々

の
心
意
に
と
っ
て
誤
魔
化
し
が
な
い
。

﹁
も
っ
た
い
な
い
﹂﹁
は
ら
は
ち
ぶ
﹂
な

ど
は
ひ
ら
が
な
で
書
く
。
﹁
は
ら
は
ち

ぶ
﹂
は
漢
字
で
も
書
き
ま
す
け
ど
本
来

は
ひ
ら
が
な
で
い
い
ん
で
す
。
最
近

﹁
モ
ッ
タ
イ
ナ
イ
﹂
と
カ
タ
カ
ナ
で
書

く
人
が
出
て
き
ま
し
た
が
、
そ
ろ
そ
ろ

胡
散
臭
く
な
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
ね
。
大
和
言
葉
礼
賛
に
聞
こ
え

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
う
で
は
な

く
て
大
和
言
葉
は
正
直
で
誰
に
で
も
わ

か
る
か
ら
い
い
ん
で
す
。

﹁
も
っ
た
い
な
い
﹂
と
か
﹁
は
ら
は

ち
ぶ
﹂
の
中
に
は
、
感
謝
の
気
持
ち
と

か
い
ろ
ん
な
大
事
な
要
素
が
入
っ
て
い

ま
す
よ
ね
。
そ
れ
を
私
た
ち
は
豊
か
に

な
っ
た
こ
と
で
忘
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

記
憶
を
蘇
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な

っ
て
、
新
た
に
獲
得
し
な
け
れ
ば
い
け

な
い
事
柄
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

最
近
の
こ
と
で
い
え
ば
、
ケ
ニ
ア
の

マ
ー
タ
イ
さ
ん
は
﹁
も
っ
た
い
な
い
﹂

の
考
え
方
に
感
動
さ
れ
て
、
最
初
こ
れ

を
﹁
３
Ｒ
﹂
と
い
う
言
葉
に
説
明
さ
れ

ま
し
た
。
い
わ
ばR

e
d
u
c
e

︵
消
費
の

抑
制
︶
、R

e
u
s
e

︵
再
使
用
︶
、

R
e
c
y
c
le

︵
資
源
の
再
利
用
︶
で
す
。

こ
こ
ま
で
は
理
解
で
き
る
ん
で
す
。
だ

か
ら
マ
ー
タ
イ
さ
ん
も
そ
う
言
っ
て
い

た
。
だ
け
ど
私
は
そ
れ
だ
け
で
は
足
り

な
い
と
思
っ
て
い
た
。
﹁
も
っ
た
い
な

い
﹂
の
も
っ
と
も
大
事
な
価
値
観
は
伝

え
ら
れ
て
い
な
い
、
と
。

そ
の
声
が
聞
こ
え
た
か
ど
う
か
知
り

ま
せ
ん
が
、
最
近
で
は
第
４
の
Ｒ
と
し



東
の
価
値
観
、
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
の

価
値
観
と
ア
ジ
ア
の
価
値
観
、
と
い
っ

た
二
項
対
立
の
考
え
方
の
一
つ
ひ
と
つ

を
土
俵
の
上
に
載
せ
て
い
く
こ
と
が
必

要
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
こ
と

を
日
本
の
知
識
人
は
や
っ
て
こ
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
西
田
幾
多
郎

の
哲
学
と
い
う
の
は
西
洋
の
哲
学
を
半

分
も
ら
っ
て
い
る
か
ら
、
デ
カ
ル
ト
の

哲
学
的
思
考
に
対
し
て
西
田
幾
多
郎
だ

け
で
は
二
項
対
立
に
な
ら
な
い
。
そ
う

い
う
と
き
の
二
項
対
立
の
出
し
方
の
思

考
訓
練
が
、
そ
も
そ
も
で
き
て
い
な
い

と
い
う
の
が
難
し
い
の
で
し
ょ
う
ね
。

一
神
教
対
多
神
教
と
い
う
対
立
軸
は

あ
り
ま
す
が
、
今
や
そ
の
枠
組
み
だ
け

で
議
論
す
る
段
階
で
は
な
い
で
す
ね
。

第
三
の
道
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

今
ま
で
は
、
そ
ん
な
こ
ん
な
で
試
行

錯
誤
を
重
ね
て
き
た
わ
け
で
す
。
だ
け

ど
も
う
、
そ
う
は
い
か
な
く
な
っ
て
き

て
い
る
。
方
法
と
し
て
は
近
代
的
な
ラ

イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
伝
統
的
な
価
値
観
に

基
づ
い
た
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
で
補
う
以

外
な
い
状
況
で
す
ね
。
そ
れ
ぞ
れ
全
然

違
っ
た
価
値
観
を
持
っ
て
い
る
シ
ス
テ

ム
で
す
か
ら
、
い
い
と
こ
ど
り
だ
け
で

は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
の
だ
と
も
思
い

ま
す
。

考
え
て
み
れ
ば
日
本
は
和
魂
洋
才
、

和
魂
漢
才
と
い
う
方
法
で
そ
れ
を
や
っ

て
き
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
昭
和
20

年
以
降
に
な
っ
て
そ
の
﹁
和
魂
﹂
が
消

え
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
和
魂
を
ど

う
回
復
す
る
か
と
い
う
段
階
に
き
て
い

る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
い
い
と
こ
ど

り
で
は
な
く
て
、
も
と
も
と
和
魂
が
な

け
れ
ば
で
き
な
い
こ
と
で
す
。
和
魂
の

上
に
外
部
か
ら
く
る
文
明
を
位
置
づ
け

て
い
く
、
あ
る
い
は
軌
道
修
正
し
て
い

く
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。

一
番
厳
し
い
の
は
、
気
が
つ
い
た
ら

和
魂
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
私
は
電
車
に
乗
る
と
、

若
者
た
ち
に
対
し
て
毎
日
不
快
な
思
い

を
し
ま
す
。
い
つ
の
間
に
こ
ん
な
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
の
か
と
。
い
っ
ぺ
ん
終

末
ま
で
い
か
な
け
れ
ば
直
ら
な
い
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

私
は
仙
台
に
い
た
と
き
に
地
震
で
２

週
間
の
断
水
を
経
験
し
ま
し
た
が
、
そ

の
と
き
に
水
の
有
り
難
さ
が
ど
れ
だ
け

の
も
の
か
わ
か
り
ま
し
た
。
一
週
間
目

で
干
上
が
っ
て
し
ま
う
。
渇
水
期
が
続

い
て
水
が
飲
め
な
く
な
る
と
い
っ
た
、

そ
う
い
う
目
に
遭
わ
な
い
と
、
我
々
日

本
人
は
だ
め
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
世

紀
は
大
災
害
の
世
紀
で
し
ょ
う
か
ら
、

必
ず
そ
う
い
う
瞬
間
が
き
ま
す
よ
。
そ

の
と
き
に
我
々
世
代
が
危
機
に
対
処
す

る
生
活
の
モ
デ
ル
を
示
せ
る
か
ど
う
か

と
い
う
の
は
、
大
き
な
問
題
で
す
ね
。

阪
神
で
被
災
さ
れ
た
人
た
ち
は
若
く

て
も
、
水
に
苦
労
し
た
り
お
互
い
に
助

け
合
っ
た
経
験
を
し
て
い
ま
す
。
そ
う

い
う
経
験
と
い
う
の
は
記
憶
に
深
く
刻

ま
れ
ま
す
か
ら
、
そ
う
い
う
ぎ
り
ぎ
り

の
と
こ
ろ
ま
で
追
い
詰
め
ら
れ
た
人
た
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ち
が
こ
れ
か
ら
核
に
な
っ
て
い
く
の
か

な
と
も
思
い
ま
す
。
た
だ
問
題
は
そ
れ

が
継
承
さ
れ
る
か
ど
う
か
で
す
。
だ
か

ら
、
こ
れ
は
言
い
続
け
な
け
れ
ば
い
け

な
い
こ
と
な
ん
で
す
。

死
を
思
え

死
ぬ
と
き
は
、
み
ん
な
﹁
ひ
と
り
﹂

な
の
で
す
。
西
洋
世
界
で
あ
ろ
う
と
ア

ジ
ア
世
界
で
あ
ろ
う
と
、
貧
乏
人
も
金

持
ち
も
死
ぬ
と
き
は
ひ
と
り
で
す
。
ひ

と
り
で
生
ま
れ
て
ひ
と
り
で
死
ん
で
い

く
。
そ
の
と
き
同
伴
者
、
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
を
何
と
組
む
か
と
い
う
こ
と
で

す
。
自
然
の
中
で
死
ん
で
ゆ
く
か
、
自

然
と
切
り
離
さ
れ
た
形
で
死
ん
で
ゆ
く

か
。今

、
世
界
は
空
調
時
代
に
入
り
ま
し

た
。
こ
れ
だ
け
温
暖
化
の
時
代
に
な
る

と
空
調
な
し
で
は
一
日
も
寝
ら
れ
な
い
。

空
調
な
ん
か
使
わ
な
い
と
い
う
人
間
が

ひ
と
り
ぐ
ら
い
い
て
も
い
い
と
思
い
ま

す
が
、
ほ
と
ん
ど
い
ま
せ
ん
よ
ね
。

日
本
の
空
調
産
業
企
業
の
幹
部
社
員

研
修
で
話
を
し
た
と
き
の
こ
と
で
す
。

世
界
中
か
ら
集
ま
っ
た
支
店
長
や
社
長

ク
ラ
ス
の
人
た
ち
に
ひ
と
と
お
り
日
本

人
の
自
然
観
を
話
し
た
後
、
最
後
に
こ

う
い
う
質
問
を
し
た
ん
で
す
。

あ
な
た
は
臨
終
の
と
き
に
、
空
調
の

効
い
た
清
潔
で
近
代
的
な
病
室
で
最
後

を
迎
え
た
い
か
、
あ
る
い
は
自
然
の
中

で
多
少
は
蒸
し
暑
い
か
も
し
れ
な
い
け

し
空
調
の
文
化
と
自
然
の
文
化
を
両
方

考
え
て
い
き
、
そ
こ
で
第
三
の
道
を
発

見
し
よ
う
と
す
る
の
が
こ
れ
か
ら
の
生

き
方
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

多
く
の
人
は
、
そ
の
矛
盾
に
必
ず
し

も
気
が
つ
い
て
な
い
。
そ
れ
は
不
思
議

で
す
よ
ね
。
み
な
さ
ん
言
わ
れ
て
ハ
ッ

と
し
て
い
る
。

死
ぬ
と
き
に
感
謝
の
言
葉
が
出
た
ら
、

最
高
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
﹁
あ
り
が
と

う
﹂
っ
て
。

で
も
、
空
調
が
効
い
た
部
屋
で
管
に

つ
な
が
れ
た
ま
ま
最
期
を
迎
え
る
よ
う

に
な
っ
た
ら
﹁
あ
り
が
と
う
﹂
と
は
な

か
な
か
言
え
な
い
で
す
ね
。

死
ぬ
と
き
の
こ
と
を
考
え
る
こ
と
が
、

﹁
共
生
﹂
と
い
う
言
葉
を
考
え
る
と
き

に
そ
の
考
え
を
深
め
て
く
れ
る
こ
と
に

な
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
だ
か
ら

﹁
共
生
﹂
と
い
う
言
葉
を
徹
底
的
に
考

え
抜
く
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
抽
象

的
な
こ
と
、
大
げ
さ
な
こ
と
で
は
な
く
、

自
身
の
生
と
死
に
密
接
に
か
か
わ
る
問

題
に
な
っ
て
く
る
の
で
す
。

ど
自
然
の
風
に
あ
た
り
、
鳥
の
声
を
聞

い
た
り
川
の
せ
せ
ら
ぎ
の
音
を
聞
い
た

り
し
な
が
ら
最
期
を
迎
え
た
い
か
、
ど

ち
ら
を
選
び
ま
す
か
と
。
み
ん
な
戸
惑

っ
た
顔
を
し
ま
し
た
が
、
ほ
と
ん
ど
す

べ
て
の
人
が
自
然
の
中
で
死
に
た
い
と

答
え
ま
し
た
。

自
ら
の
仕
事
に
真
面
目
に
取
り
組
み

な
が
ら
も
、
そ
こ
ま
で
考
え
て
い
な
い

有
能
な
企
業
人
と
い
う
も
の
に
、
私
は

か
え
っ
て
胸
を
つ
か
れ
ま
し
た
。

結
局
、
自
然
と
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

を
組
む
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
﹁
空

調
が
あ
れ
ば
い
い
﹂
、
そ
の
よ
う
に
言

う
人
は
そ
ん
な
に
多
く
は
な
い
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
い
う
点
で
も
、

川
の
せ
せ
ら
ぎ
の
音
と
い
う
の
は
い
い

で
す
よ
。
方
丈
記
の
﹁
行
く
川
の
流
れ

は
絶
え
ず
し
て
﹂
か
ら
美
空
ひ
ば
り
さ

ん
の
﹁
川
の
流
れ
の
よ
う
に
﹂
ま
で
、

水
と
水
の
流
れ
と
い
う
の
は
大
事
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
我
々
は
空
調
や
近
代
的

な
設
備
の
お
か
げ
で
快
適
な
生
活
を
送

っ
て
い
る
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
95
％

は
そ
の
お
か
げ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

感
謝
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
し
か




