
虚
像
と
は
物
体
か
ら
出
た
光
線
が
、
鏡
や
レ
ン
ズ
な
ど
に
よ
っ
て

発
散
さ
せ
ら
れ
、
そ
の
光
線
を
逆
方
向
に
延
長
し
て
集
束
さ
せ
た
位

置
に
で
き
る
像
で
あ
る
。
文
学
に
お
い
て
鏡
や
レ
ン
ズ
の
役
目
を
果

（
１
）

た
す
の
は
、
「
人
間
存
在
の
構
造
契
機
と
し
て
の
風
土
性
」
と
、
時

代
の
状
況
に
対
す
る
文
学
者
の
資
質
で
あ
り
、
集
束
さ
れ
て
像
と
な

る
の
が
、
形
づ
く
ら
れ
た
形
象
で
あ
る
。
と
き
に
は
、
メ
ル
ヘ
ン
や

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
意
匠
を
も
つ
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
言
語
行
為
が
、

文
学
者
の
時
代
へ
の
対
し
方
で
あ
り
、
歴
史
の
把
握
の
仕
方
で
あ
る
。

「
東
北
」
の
歴
史
、
就
中
「
啄
木
と
賢
治
を
通
し
て
み
た
『
東
北
』
」

［
平
成
九
年
度
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
］
特
集
・
歴
史
と
し
て
の
「
東
北
」

は
じ
め
に

啄
木
と
賢
治
を
通
し
て
み
た
「
東
北
」

を
捉
え
る
方
法
は
、
以
上
の
こ
と
を
拠
り
所
と
し
て
試
み
る
以
外
に

な
い
。そ

の
観
点
に
立
っ
た
と
き
、
蘇
っ
て
く
る
こ
と
ば
が
あ
る
。
補
完

し
て
も
ら
う
意
味
で
、
以
下
に
引
い
て
お
く
。

子
供
が
死
ん
だ
と
い
ふ
歴
史
上
の
一
事
件
の
掛
替
へ
の
無
さ

を
、
母
親
に
保
証
す
る
も
の
は
、
彼
女
の
悲
し
み
の
他
は
あ
る

ま
い
。
ど
の
様
な
場
合
で
も
、
人
間
の
理
智
は
、
物
事
の
掛
替

へ
の
無
さ
と
い
ふ
も
の
に
就
い
て
は
、
為
す
処
を
知
ら
な
い
か

ら
で
あ
る
。
悲
し
み
が
深
ま
れ
ば
深
ま
る
ほ
ど
、
子
供
の
顔
は

明
ら
か
に
見
え
て
来
る
。
恐
ら
く
生
き
て
ゐ
た
時
よ
り
も
明
ら

に
。
愛
児
の
き
、
や
か
な
遺
品
を
前
に
し
て
、
母
親
の
心
に
、

こ
の
時
何
事
が
起
こ
る
か
を
仔
細
に
考
へ
れ
ば
、
さ
う
い
ふ
日

遊
座
昭
吾
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東
北
が
明
確
に
中
央
対
地
方
の
構
図
を
も
っ
て
、
文
献
に
記
述
さ

れ
た
の
は
、
養
老
四
年
（
七
二
○
）
に
成
立
し
た
『
日
本
書
紀
』
「
大

足
彦
忍
代
別
天
皇
景
行
天
皇
」
の
、
い
わ
ゆ
る
「
景
行
紀
」
で
あ

る
溝
フ
。

二
十
五
年
の
秋
七
月
の
庚
辰
の
朔
壬
午
に
、
武
内
宿
禰
を

つ
か
は

あ
づ
ま
く
に
ぐ
に
く
に
か
た

造
し
た
ま
ひ
て
、
北
陸
及
び
東
国
の
諸
国
の
地
形
、
且

お
ほ
み
た
か
ら
あ
る
か
た
ち
み

百
姓
の
消
息
を
察
し
め
た
ま
ふ
。

二
十
七
年
の
春
二
月
の
辛
丑
の
朔
壬
子
に
、
武
内
宿
禰
、

あ
づ
ま
の
く
に
か
へ
り
ま
う
き
ま
う
ひ

東
国
よ
り
還
て
奏
し
て
言
さ
く
、
「
東
の
夷
の
中
に
、
日

古
代
の
東
北
観
、
東
北
の
方
位

常
の
経
験
の
裡
に
、
歴
史
に
関
す
る
僕
等
の
根
本
の
智
恵
を
読

取
る
だ
ら
う
。
そ
れ
は
歴
史
事
実
に
関
す
る
根
本
の
認
識
と
い

ふ
よ
り
も
寧
ろ
根
本
の
技
術
だ
。
其
処
で
、
僕
等
は
与
へ
ら
れ

た
歴
史
事
実
を
見
て
ゐ
る
の
で
は
な
く
、
与
へ
ら
れ
た
史
料
を

き
っ
か
け
と
し
て
、
歴
史
事
実
を
創
っ
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
。
こ

の
様
な
智
恵
に
と
っ
て
、
歴
史
事
実
と
は
客
観
的
な
も
の
で
も

な
け
れ
ば
、
主
観
的
な
も
の
で
も
な
い
。
こ
の
様
な
智
恵
は
、

認
識
論
的
に
は
暖
昧
だ
が
、
行
為
と
し
て
、
僕
等
が
生
き
て
ゐ

る
の
と
同
様
に
確
実
で
あ
る
。

（
小
林
秀
雄
『
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ィ
の
生
活
』
「
序
（
歴
史
に
つ
い
て
）
」
）

か
み
む
わ

副
財
団
有
り
。
其
の
国
の
人
、
男
女
並
に
椎
結
け
身
を
文
け

も
ど
ろ

ひ
と
と
な
り
こ
は

く
に

て
、
為
人
勇
み
惇
し
。
是
を
総
べ
て
蝦
夷
と
日
ふ
。
亦
土
地

一
一

沃
壌
え
て
曠
し
。
撃
ち
て
取
り
つ
く
し
」
と
ま
う
す
。

「
景
行
記
」
に
記
述
さ
れ
た
武
内
宿
禰
の
奏
上
に
は
、
重
要
な
報

告
と
政
治
的
意
図
が
読
み
と
れ
る
。
ま
ず
注
目
す
べ
き
「
日
高
見
国
」

（
２
）

の
発
見
を
、
冒
頭
に
「
東
の
夷
の
中
に
、
日
高
見
国
有
り
。
」
と
位
置
・

国
名
を
示
す
直
裁
簡
明
な
こ
と
ば
だ
け
で
報
告
す
る
。
続
く
国
人
の

容
姿
・
性
格
を
、
男
も
女
も
髪
長
く
し
、
体
に
入
れ
墨
を
し
、
勇
猛

た
け
だ
け
し
い
と
、
「
其
の
国
の
人
、
男
女
並
に
椎
結
け
身
を
文
け
て
、

為
人
勇
み
桿
し
。
」
と
説
明
、
「
是
を
総
べ
て
蝦
夷
と
日
ふ
・
」
と
異

人
種
扱
い
す
る
。
そ
の
上
で
「
亦
士
地
沃
壌
え
て
曠
し
。
」
と
、
最

も
重
要
な
事
項
を
添
加
し
、
「
撃
ち
て
取
り
つ
く
し
。
」
の
結
語
を
導

く
。
武
内
宿
禰
の
着
眼
点
は
鋭
く
、
ま
た
政
治
的
判
断
も
そ
の
限
り

で
は
誤
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。

東
北
の
一
角
、
宮
城
と
岩
手
に
跨
る
「
日
高
見
国
」
を
、
武
内
宿

禰
が
視
察
し
、
天
皇
に
奏
上
し
た
報
告
は
、
い
う
な
ら
「
武
内
宿
禰

を
通
し
て
み
た
『
東
北
』
」
で
あ
っ
た
ろ
う
。
「
日
高
見
国
」
の
国
人

を
あ
た
か
も
た
け
だ
け
し
い
蛮
族
と
見
、
し
か
し
豊
耕
地
の
広
が
る

と
こ
ろ
と
見
た
。
前
者
は
他
者
で
あ
る
中
央
人
の
偏
見
で
あ
り
、
後

者
は
他
者
で
あ
る
中
央
政
界
人
の
政
治
的
功
利
性
が
捉
え
た
も
の
で

あ
っ
た
ろ
う
。
こ
れ
は
以
後
長
く
続
く
東
北
観
で
あ
る
。
し
か
し
、

約
一
三
○
○
年
前
の
東
北
観
と
し
て
、
政
治
性
を
抜
き
に
し
て
読
む
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こ
の
東
北
観
と
通
じ
合
う
の
が
、
古
代
中
国
か
ら
伝
来
し
た
陰
陽

五
行
の
哲
理
で
あ
る
。
天
変
地
異
、
人
事
の
吉
凶
、
方
位
の
相
は
、

す
べ
て
こ
の
哲
理
で
説
か
れ
る
。
東
西
南
北
の
方
位
、
そ
れ
と
併
行

す
る
春
夏
秋
冬
の
季
節
観
、
そ
し
て
、
春
に
誕
生
、
夏
に
壮
年
、
秋

に
老
年
、
冬
に
死
を
配
し
、
最
も
忌
み
嫌
う
方
角
を
鬼
門
と
称
す
る

の
も
、
こ
の
哲
理
に
よ
る
。
鬼
門
と
は
北
東
・
東
北
で
あ
り
、
悪
鬼

や
妖
怪
の
出
没
す
る
地
で
あ
る
。
こ
れ
が
東
北
へ
の
偏
見
の
源
と
な

っ
た
。
『
日
本
書
紀
』
の
「
景
行
記
」
の
記
述
、
武
内
宿
禰
の
見
た

東
北
は
、
ま
さ
に
悪
鬼
の
住
む
鬼
門
の
イ
メ
ー
ジ
を
漂
わ
し
て
い
る
。

し
か
し
、
北
東
・
東
北
は
負
の
イ
メ
ー
ジ
だ
け
で
は
片
付
け
ら
れ

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
は
冬
と
春
の
節
目
と
な
り
、
す
べ
て
の
生

、
、

十
参

命
が
春
を
迎
え
て
、
体
を
張
る
ご
と
く
、
荒
地
を
開
墾
、
墾
る
ご
と

く
、
蘇
生
の
起
点
と
も
な
る
重
要
な
方
位
だ
か
ら
だ
。
そ
う
い
う
生

命
の
蘇
り
を
可
能
に
す
る
巨
大
な
里
、
そ
れ
が
「
東
北
」
で
も
あ
る
。

武
内
宿
禰
は
そ
れ
を
実
感
し
て
か
、
実
感
し
て
い
な
か
っ
た
か
は
別

と
し
て
、
「
亦
土
地
沃
壌
え
て
広
し
。
」
と
天
皇
に
奏
上
し
て
い
る
。

と
、
原
東
北
の
自
然
と
一
体
と
な
っ
て
生
存
す
る
国
人
の
生
活
が
、

極
め
て
鮮
明
に
浮
か
ん
で
く
る
。

東
北
に
は
各
県
に
跨
っ
て
、
各
県
を
密
接
に
繋
ぐ
巨
大
な
自
然
の

造
型
が
あ
る
。
岩
手
を
中
心
に
、
そ
の
景
観
を
眺
め
て
み
る
。
青
森
、

岩
手
、
宮
城
に
連
な
る
牧
歌
的
景
観
を
も
つ
、
北
上
山
地
が
東
に
走

る
。
孤
状
列
島
日
本
を
形
成
す
る
大
骨
格
で
あ
る
。
一
方
、
青
森
、

岩
手
、
秋
田
、
宮
城
、
山
形
、
福
島
に
ま
で
及
ぶ
雄
大
な
奥
羽
山
脈

が
西
に
走
る
。
と
も
に
霊
場
を
も
つ
山
脈
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
山

脈
の
間
を
、
水
口
を
と
も
に
岩
手
と
し
て
、
宮
城
を
河
口
と
す
る
北

上
川
が
南
へ
、
青
森
を
河
口
と
す
る
馬
淵
川
が
北
へ
と
流
れ
る
。
ま

た
、
両
山
脈
を
越
え
る
と
、
東
西
に
わ
た
つ
み
の
住
む
太
平
洋
、
日

本
海
が
開
け
る
。
こ
の
山
、
川
、
海
が
、
東
北
・
岩
手
を
造
型
的
に

際
立
た
せ
る
。

し
か
も
、
北
緯
四
○
度
前
後
を
中
心
に
北
か
ら
南
へ
広
が
る
方
位

が
、
四
季
に
変
化
を
与
え
る
。
純
正
な
天
然
の
風
景
、
瞬
時
に
し
て

寒
さ
と
雪
の
世
界
に
一
変
す
る
四
季
、
人
び
と
は
降
り
に
降
る
雪
と

厳
寒
に
、
沈
黙
を
も
っ
て
耐
え
、
や
が
て
春
の
光
と
風
を
浴
び
て
、

生
命
を
蘇
ら
す
。
そ
し
て
、
方
言
の
饒
舌
を
も
っ
て
、
途
方
も
な
い

メ
ル
ヘ
ン
や
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
物
語
を
創
造
す
る
。
そ
の
語
り
部
は
、

あ
た
か
も
シ
ャ
ー
マ
ン
の
形
相
を
な
し
て
、
そ
の
場
を
リ
ア
リ
テ
ィ

の
あ
る
世
界
へ
と
誘
う
。
そ
う
い
う
風
土
に
、
国
民
詩
人
石
川
啄
木
、

岩
手
の
風
土
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は
く
ひ
ん
（
３
）

明
治
三
十
五
年
（
一
九
○
二
）
十
月
二
十
七
日
、
歌
人
石
川
白
蘋
は

盛
岡
中
学
中
途
退
学
と
い
う
人
生
の
試
練
に
遇
う
。
だ
が
、
そ
の
非

（
４
）

傷
事
が
契
機
と
な
り
、
自
己
省
察
の
日
記
文
学
に
手
を
染
め
る
。

し
ゆ
う
ら
く
て
き
ご

「
秋
剖
笛
語
」
な
る
題
を
冠
し
、
「
序
」
ま
で
も
配
し
た
。
そ
の
「
序
」

に
「
自
己
の
理
想
郷
を
建
設
せ
ん
」
と
、
精
神
を
昂
揚
さ
せ
、
上
京

の
決
意
を
記
す
。
そ
し
て
、
一
か
月
を
送
っ
た
日
の
日
記
に
、

十
二
月
一
日
、

郷
を
去
っ
て
月
一
度
め
ぐ
り
ぬ
。
満
都
風
寒
し
。
旅
情
自
ら

こ
ま
や
か
也
。

堀
内
錬
三
君
よ
り
端
書
来
る
。

あ
、
汝
故
郷
よ
・
岩
峯
の
銀
衣
、
玉
東
の
白
袖
、
夫
れ
依
然

と
し
て
旧
態
の
美
あ
る
か
。
江
東
嘗
而
、
故
郷
を
論
じ
「
形
逝

い
て
神
遊
ぶ
」
と
云
へ
り
。
宜
な
る
哉
。
郷
村
不
段
の
自
然
の

霊
、
今
尚
ほ
、
清
秀
の
趣
を
湛
え
て
、
初
冬
の
瀧
気
、
朴
直
の

農
人
の
胸
に
呼
吸
せ
ら
る
か
。
吾
た
え
ず
あ
、
吾
堪
え
ず
。

と
記
す
。

自
蘋
は
こ
の
と
き
、
「
故
郷
」
を
初
め
て
胸
中
に
浮
か
べ
、
郷
愁

に
痛
突
す
る
。
心
象
に
浮
か
ぶ
「
故
郷
」
は
、
よ
り
具
象
化
さ
れ
て

宮
沢
賢
治
が
生
ま
れ
育
っ
た
。

ユ
ー
ト
ピ
ア
、
ド
ｊ
‐
ム
ラ
ン
ド
の
構
想

－

し
ろ
が
れ

広
が
っ
て
い
く
。
「
岩
峯
の
銀
衣
」
と
は
銀
の
衣
を
纒
う
た
岩
手
山
、

「
玉
東
の
白
袖
」
と
は
姫
神
山
の
白
い
袖
を
通
す
雪
姿
、
と
も
に
心

に
宿
っ
た
奥
羽
山
脈
、
北
上
山
地
を
象
徴
す
る
山
容
で
あ
る
。
そ
し

て
、
山
々
に
囲
ま
れ
た
「
故
郷
」
を
思
う
心
の
視
界
に
、
「
自
然
の
霊
」

の
満
ち
た
大
地
に
生
き
る
農
民
を
登
場
さ
せ
、
「
初
冬
の
瀧
気
、
朴

直
の
農
人
の
胸
に
呼
吸
せ
ら
る
か
」
と
問
う
。
飾
り
な
き
実
直
な
農

民
が
、
清
浄
の
冷
気
を
胸
一
杯
に
呼
吸
し
て
仕
合
わ
せ
か
、
と
心
を

寄
す
る
の
で
あ
る
。
東
都
に
あ
る
十
六
歳
の
少
年
白
蘋
の
胸
懐
こ
そ
、

抜
き
差
し
な
ら
ぬ
「
白
蘋
を
通
し
て
み
た
故
郷
、
東
北
」
な
の
で
あ

る
。

非
傷
事
は
さ
ら
に
重
な
っ
た
。
東
都
で
の
生
活
の
失
敗
、
心
も
身

も
病
者
と
な
っ
て
帰
郷
し
、
敗
残
の
身
を
晒
す
破
目
と
な
る
。
だ
が
、

緑
濃
い
山
々
を
仰
ぎ
、
「
朴
直
の
農
人
」
に
触
れ
る
と
、
「
我
」
の
蘇

（
５
）

り
を
覚
え
、
霊
を
弔
う
宝
徳
寺
の
一
室
に
籠
り
、
ド
イ
ツ
の
楽
劇
者

リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
ワ
ー
グ
ナ
ー
函
ｏ
冨
己
三
四
壱
の
局
（
一
八
一
三
’
一
八

八
三
）
の
思
想
に
傾
倒
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
あ
り
っ
た
け
の
知
識

と
想
像
力
を
駆
使
し
て
、
少
年
の
域
を
は
る
か
に
越
す
、
と
て
つ
も

な
く
大
き
い
人
類
の
課
題
に
取
り
組
み
、
あ
る
べ
き
ユ
ー
ト
ピ
ア
を

構
想
す
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
二
十
世
紀
の
文
明
に
対
す
る
批
評
の

形
と
な
る
。

要
約
し
て
み
よ
う
。
十
九
世
紀
は
自
然
科
学
の
力
で
、
驚
く
べ
き

物
質
文
明
の
発
展
を
も
た
ら
し
た
。
し
か
し
、
あ
ま
り
に
も
過
度
の
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物
質
文
明
へ
の
依
存
は
、
人
類
か
ら
霊
性
の
尊
厳
さ
や
本
源
に
帰
依

す
る
理
想
を
喪
失
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
十
九
世
紀
の
禍
根
を
受

け
継
ぐ
迷
え
る
二
十
世
紀
救
済
の
道
は
、
「
生
と
心
と
が
究
極
の
ユ
ー

ト
ピ
ア
た
る
霊
の
宮
居
」
「
永
遠
の
常
楽
の
栄
光
」
を
仰
ぐ
べ
く
、

あ
る
救
済
者
の
思
想
を
借
り
る
以
外
に
な
い
。
そ
れ
は
ニ
ー
チ
ェ
の

権
力
意
志
と
ト
ル
ス
ト
イ
の
神
の
意
志
を
包
含
・
総
合
す
る
ワ
ー
グ

ナ
ー
の
愛
の
思
想
で
あ
る
。
け
だ
し
ワ
ー
グ
ナ
ー
は
、
芸
術
家
を
超

え
て
「
人
類
の
帰
趣
に
対
す
る
宏
大
な
予
言
」
者
で
あ
る
Ｉ
。

（
６
）

（
「
ワ
グ
ネ
ル
の
思
想
」
）

「
究
極
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
な
る
フ
レ
ー
ズ
を
記
し
た
こ
と
は
、
記

念
す
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
。
決
定
的
瞬
間
が
訪
れ
る
。
時
代
の
状
況

に
対
し
、
戦
懐
を
身
に
走
ら
せ
、
奇
想
天
外
な
る
幻
想
・
フ
ァ
ン
タ

ジ
ー
の
詩
的
衝
動
に
、
身
を
震
わ
せ
た
と
き
で
あ
る
。
明
治
三
十
六

年
、
静
寂
な
る
霊
境
・
宝
徳
寺
に
お
い
て
、
「
究
極
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
」

か
ら
離
れ
、
『
愛
』
を
冒
し
、
『
緑
』
を
侵
し
、
「
霊
」
不
在
の
物
質

文
明
の
塵
風
に
吹
き
曝
さ
れ
て
、
功
利
性
に
の
み
突
っ
走
る
文
明
の

危
機
的
状
況
に
、
小
動
物
「
砿
施
黙
」
が
警
告
す
る
と
い
う
フ
ァ
ン

タ
ジ
ー
で
あ
っ
た
。
樹
上
の
小
動
物
が
、
地
上
の
人
間
に
対
す
る
警

告
を
、
愛
の
詩
と
呼
ば
れ
る
ソ
ネ
ッ
ト
十
四
行
詩
を
も
っ
て
形
象
し

た
く
ぼ
く

た
。
そ
の
と
き
、
自
ら
を
「
啄
木
」
と
命
名
す
る
。

そ
れ
は
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
『
愛
』
を
核
に
、
囲
り
に
『
緑
』

の
森
を
配
し
た
、
そ
し
て
永
遠
な
る
『
時
』
に
も
価
値
失
せ
ぬ
「
霊

の
住
家
」
・
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
希
求
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
も
あ
っ
た
。

大
事
な
こ
と
は
、
こ
の
詩
精
神
の
ス
パ
ー
ク
が
「
故
郷
」
に
お
い
て

で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
Ｉ
だ
が
、
啄
木
は
爾
来
そ
の
「
故
郷
」

を
心
象
語
な
る
「
ふ
る
さ
と
」
で
も
っ
て
表
記
し
、
連
発
す
る
。
そ

れ
は
た
と
え
二
十
六
年
の
生
涯
を
、
日
本
列
島
を
縦
断
、
漂
泊
す
る

生
き
方
に
終
始
し
た
と
し
て
も
、
魂
の
根
源
と
な
る
と
こ
ろ
は
、
心

象
に
宿
っ
た
「
ふ
る
さ
と
」
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
ｉ
。

（
７
）

啄
木
烏

ア
デ
ン

い
に
し
へ
聖
者
が
雅
典
の
森
に
撞
き
し
、

光
ぞ
絶
え
せ
ぬ
天
生
『
愛
』
の
火
も
て

お
ほ
が
ね

鎌
に
た
る
巨
鐘
、
無
窮
の
そ
の
声
を
ぞ

染
め
な
す
『
緑
』
よ
、
げ
に
こ
そ
霊
の
侭
熟
。

み
ど
り

聞
け
、
今
、
巷
に
朧
げ
る
塵
の
疾
風

は
や
ち

い
の
ち

よ
せ
来
て
、
若
や
ぐ
生
命
の
森
の
精
の

聖
き
を
攻
む
や
と
、
繩
鴎
、
朧
施
縣
、

き
よ
せい

ま
し
め

巡
り
て
警
告
夏
樹
の
髄
に
き
ざ
む
。

み
ち
と
せ

往
き
し
は
三
千
年
、
永
劫
猶
す
す
み
て

や

つ
き
ざ
る
『
時
』
の
箭
、
無
象
の
白
羽
の
跡

な

追
ひ
行
く
不
滅
の
教
よ
◎
１
１
プ
ラ
ト
ー
、
汝
が
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し
か
し
、
こ
の
幻
想
詩
「
啄
木
鳥
」
の
理
解
に
は
、
時
間
を
限
り

な
く
原
初
に
遡
ら
せ
る
必
要
が
あ
る
。
先
住
の
民
族
で
あ
っ
た
ア
イ

ヌ
人
び
と
が
、
伝
承
す
る
独
自
な
世
界
観
に
貫
か
れ
た
カ
ム
イ
ユ
カ

ラ
が
あ
る
。
そ
こ
に
ア
イ
ヌ
の
人
び
と
が
カ
ム
イ
・
神
と
し
て
敬
う

烏
が
登
場
す
る
。
生
活
の
智
恵
を
授
け
、
危
機
の
信
号
を
発
し
、
警

告
す
る
烏
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
チ
ッ
プ
タ
ッ
チ
カ
ッ
プ
カ
ム
イ
」
（
舟

掘
る
神
様
）
、
樹
木
に
噴
で
穴
を
堀
り
、
ア
イ
ヌ
の
人
び
と
に
丸
木
舟

を
造
る
知
恵
を
与
え
た
神
だ
。
さ
ら
に
カ
ム
イ
と
呼
ぶ
の
は
、
森
林

に
ヒ
グ
マ
の
居
場
所
を
感
知
し
、
そ
の
危
険
、
危
機
を
鋭
い
信
号
で

警
告
し
、
ア
イ
ヌ
の
人
び
と
に
平
和
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
か
ら
で

あ
る
。そ

の
「
チ
ッ
プ
タ
ッ
チ
カ
ッ
プ
カ
ム
イ
」
と
は
、
ク
マ
ゲ
ラ
（
熊

啄
木
鳥
ｘ
大
き
な
キ
ツ
ツ
キ
の
こ
と
で
あ
り
、
学
名
は
□
ご
○
８
岳
の

日
胃
言
の
で
あ
る
。
□
ご
○
８
壱
の
と
は
樫
の
木
を
叩
く
の
意
、
日
閏
‐

言
の
と
は
ギ
リ
シ
ア
神
話
に
登
場
す
る
、
黒
い
マ
ン
ト
を
着
た
神
・

日
閏
め
に
由
来
す
る
。

啄
木
は
二
十
世
紀
の
人
類
へ
危
機
を
警
告
す
る
啄
木
鳥
を
、
「
霊

を
ぞ
守
り
て
、
こ
の
森
不
断
の
糧
、
／
奇
か
る
つ
と
め
を
小
さ
き
烏

浄
き
を
高
き
を
天
路
の
雑
と
云
ひ
し

き
よ

か
て

霊
を
ぞ
守
り
て
、
こ
の
森
不
断
の
糧
、

く
し奇

か
る
つ
と
め
を
小
さ
き
烏
の
す
な
る
。

一
つ
の
生
命
が
明
治
二
十
九
年
（
一
八
九
六
）
、
北
上
山
地
と
奥
羽

山
脈
の
ほ
ぼ
中
央
を
、
北
か
ら
南
へ
と
流
れ
る
悠
久
の
大
河
北
上
川

の
ほ
と
り
に
誕
生
す
る
。
詩
人
宮
沢
賢
治
で
あ
る
。
啄
木
か
ら
十
年

遅
れ
て
の
誕
生
、
盛
岡
中
学
校
の
後
輩
で
あ
る
。
な
ぜ
、
故
郷
が
岩

手
・
花
巻
で
あ
る
は
ず
の
賢
治
が
、
詩
・
童
話
な
ど
に
お
い
て
、

「
花
巻
」
「
岩
手
」
と
は
あ
ま
り
表
現
せ
ず
に
、
「
イ
ー
ハ
ト
ヴ
」
「
イ
ー

ハ
ト
ブ
」
「
イ
ー
ハ
ト
ー
ヴ
」
「
イ
ー
ハ
ト
ー
ヴ
ォ
」
「
イ
エ
ハ
ト
ブ
」

と
、
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
も
た
せ
な
が
ら
も
、
「
イ
ー
ハ
ト
ヴ
」
に

執
着
し
、
連
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
。

そ
し
て
、
賢
治
童
話
を
「
イ
ー
ハ
ト
ヴ
童
話
」
と
銘
打
ち
、
人
び

と
に
賢
治
イ
コ
ー
ル
「
イ
ー
ハ
ト
ヴ
」
の
イ
メ
ー
ジ
さ
え
を
与
え
て

し
ま
う
。
そ
れ
は
心
象
に
重
く
実
在
す
る
自
身
の
故
郷
か
ら
、
精
神

的
に
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
ろ
う
。
賢
治
は
士
着
し

続
け
た
詩
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
賢
治
も
ま
た
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
一
途

に
希
求
し
、
祈
り
、
実
践
し
た
文
学
者
で
あ
っ
た
。
大
正
十
三
年
（
一

九
二
四
の
暮
れ
、
生
前
刊
行
し
た
唯
一
つ
の
『
イ
ー
ハ
ト
ヴ
童
話

注
文
の
多
い
料
理
店
』
の
自
ら
筆
を
執
っ
た
広
告
文
が
あ
る
。
こ
れ

の
す
な
る
。
」
と
し
て
、
全
身
全
霊
を
も
っ
て
敬
っ
て
い
る
。
そ
れ

は
時
間
を
限
り
な
く
遡
ら
せ
る
と
、
先
住
の
民
族
ア
イ
ヌ
の
人
び
と

が
、
民
族
の
危
険
を
警
告
す
る
ク
マ
ゲ
ラ
を
カ
ム
イ
と
敬
う
エ
ト
ス

に
通
じ
る
の
で
あ
る
。
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は
単
に
一
つ
の
童
話
集
を
、
世
に
送
る
こ
と
ば
の
域
を
超
え
、
未
来

圏
の
文
学
、
希
求
す
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
構
想
を
、
余
す
こ
と
な
く
語

り
尽
く
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
ド
リ
ー
ム
ラ
ン
ド
と

し
て
の
日
本
岩
手
県
」
に
お
い
て
発
想
さ
れ
、
発
信
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。

イ
ー
ハ
ト
ヴ
は
一
つ
の
地
名
で
あ
る
。
強
て
、
そ
の
地
点
を
求

む
る
な
ら
ば
そ
れ
は
、
大
小
ク
ラ
ウ
ス
た
ち
の
耕
し
て
ゐ
た
、

野
原
や
、
少
女
ア
リ
ス
が
辿
っ
た
鐘
の
国
と
同
じ
世
界
の
中
、

テ
パ
ー
ン
タ
ー
ル
砂
漠
の
遙
か
な
北
東
、
イ
ヴ
ン
王
国
の
遠
い

東
と
考
へ
ら
れ
る
。

○
○
○
○
○

実
は
こ
れ
は
著
者
の
心
象
中
に
、
こ
の
様
な
状
景
を
も
っ
て
実

在
し
た

ド
リ
ー
ム
ラ
ン
ド
と
し
て
の
日
本
岩
手
県
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
事
が
可
能
で
あ
る
。
人
は
一
瞬
に
し
て

氷
雲
の
上
に
飛
躍
し
大
循
環
の
風
を
従
へ
て
北
に
旅
す
る
事
も

あ
れ
ば
、
赤
い
花
杯
の
下
を
行
く
嶬
と
語
る
こ
と
も
で
き
る
。

罪
や
、
か
な
し
み
で
さ
へ
そ
こ
で
は
聖
く
き
れ
い
に
か
§
や
い

て
ゐ
る
。

深
い
掬
の
森
や
、
風
や
影
、
肉
之
草
や
、
不
思
議
な
都
会
、
ベ
ー

リ
ン
グ
市
迄
続
々
電
柱
の
列
、
そ
れ
は
ま
こ
と
に
あ
や
し
く
も

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

楽
し
い
国
土
で
あ
る
。
こ
の
童
話
集
の
一
列
は
実
に
作
者
の
心

○
○
○
○
○

象
ス
ケ
ッ
チ
の
一
部
で
あ
る
。
そ
れ
は
少
年
少
女
期
の
終
り
頃

か
ら
、
ア
ド
レ
ッ
セ
ン
ス
中
葉
に
対
す
る
一
つ
の
文
学
と
し
て

の
形
式
を
と
っ
て
ゐ
る
。
（
以
下
略
）

賢
治
の
心
象
に
、
「
ド
リ
ー
ム
ラ
ン
ド
」
と
し
て
実
在
し
た
「
イ
ー

ハ
ト
ヴ
」
と
は
Ｉ
。
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
初
期
童
話
『
小
ク
ラ
ウ
ス

と
大
ク
ラ
ウ
ス
』
（
一
八
三
五
）
に
登
場
す
る
、
馬
四
頭
を
持
っ
て
欲

望
に
は
ま
っ
て
死
ぬ
大
ク
ラ
ウ
ス
と
は
違
っ
て
、
馬
一
頭
し
か
持
た

な
い
が
、
誠
実
と
機
転
の
き
く
小
ク
ラ
ウ
ス
の
よ
う
な
素
朴
な
農
民

た
ち
の
耕
し
て
い
る
、
豊
か
な
農
地
の
広
が
る
所
、
鏡
を
境
に
し
て

現
実
と
幻
想
の
世
界
を
往
来
で
き
る
、
キ
ャ
ロ
ル
の
『
鏡
の
国
の
ア

リ
ス
』
（
一
八
七
二
）
と
同
じ
世
界
。
母
と
子
と
の
睦
ま
じ
い
対
話
の

中
に
出
て
く
る
、
タ
ゴ
ー
ル
の
『
新
月
』
（
一
九
一
四
の
テ
パ
ー
ン

タ
ー
ル
砂
漠
の
北
東
、
そ
し
て
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
『
イ
ワ
ン
の
ば
か

と
そ
の
ふ
た
り
の
兄
弟
』
（
一
八
八
六
）
に
描
か
れ
た
、
セ
ミ
ョ
ー
ン

と
タ
ラ
ー
ス
の
ご
と
く
、
征
服
欲
、
金
銭
欲
に
と
り
つ
か
れ
て
破
滅

す
る
の
で
は
な
く
、
無
欲
、
無
抵
抗
で
、
金
銭
も
兵
隊
も
持
た
ず
、

、
、

農
業
労
働
に
明
け
暮
れ
る
イ
ワ
ン
王
国
の
遠
い
東
の
ク
ニ
な
の
で
あ

る
。
し
か
も
、
大
自
然
の
風
雲
と
交
流
し
、
小
動
物
と
対
話
が
で
き
、

罪
障
や
悲
嘆
さ
え
聖
く
輝
く
国
柄
な
の
で
あ
る
。

加
え
て
、
賢
治
が
手
帳
に
書
き
と
ど
め
た
、

雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ

風
ニ
モ
マ
ケ
ズ

雪
ニ
モ
夏
ノ
暑
サ
ニ
モ
マ
ケ
ヌ
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イ
ッ
モ
、
ン
ズ
カ
ニ
ワ
ラ
ッ
テ
ヰ
ル

（
略
）

ア
ラ
ユ
ル
コ
ト
ヲ

ジ
ブ
ン
ヲ
カ
ン
ジ
ョ
ウ
ニ
入
レ
ズ
ニ

ヨ
ク
ミ
キ
キ
シ
ワ
カ
リ

ソ
シ
テ
ワ
ス
レ
ズ

（
略
）

ヒ
デ
リ
ノ
ト
キ
ハ
ナ
ミ
ダ
ヲ
ナ
ガ
シ

サ
ム
サ
ノ
ナ
ッ
ハ
オ
ロ
オ
ロ
ア
ル
キ

ミ
ン
ナ
ニ
デ
ク
ノ
ポ
ー
ト
ョ
バ
レ

ホ
メ
ラ
レ
モ
セ
ズ

ク
ニ
モ
サ
レ
ズ

サ
ウ
イ
フ
モ
ノ
ニ

ワ
タ
シ
ハ
ナ
リ
タ
イ

と
、
祈
り
と
願
望
を
こ
め
た
「
デ
ク
ノ
ボ
ー
」
思
想
を
も
っ
た
、
心

の
優
し
い
人
間
の
生
き
て
い
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。

慾
ハ
ナ
ク

決
シ
テ
愼
ラ
ズ

丈
夫
ナ
カ
ラ
ダ
ヲ
モ
チ

賢
治
は
「
イ
ー
ハ
ト
ヴ
」
を
、
「
赤
い
花
杯
の
下
を
行
く
蟻
と
語

る
こ
と
も
で
き
る
」
世
界
と
し
た
。
そ
し
て
、
多
く
の
メ
ル
ヘ
ン
に

動
物
を
登
場
さ
せ
、
人
間
と
の
生
き
生
き
と
し
た
交
感
を
描
い
た
。

熊
を
殺
し
捕
る
「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
の
猟
師
小
十
郎
は
、
熊
の
こ

と
ば
が
わ
か
り
、
淡
い
月
光
の
下
、
優
し
い
母
熊
と
甘
え
る
小
熊
が

こ
と
ば
を
交
わ
す
場
面
に
釘
付
け
さ
れ
、
胸
に
感
動
を
覚
え
、
音
を

忍
ば
せ
て
こ
っ
そ
り
後
退
す
る
。
小
十
郎
は
生
業
の
た
め
に
熊
を
殺

す
因
果
に
悲
し
む
。
熊
も
ま
た
、
「
お
、
小
十
郎
お
ま
へ
を
殺
す
つ

も
り
は
な
か
っ
た
。
」
と
、
雪
と
月
の
明
か
り
の
あ
る
山
に
小
十
郎

の
死
骸
を
置
き
、
輪
に
な
っ
て
じ
っ
と
雪
に
ひ
れ
伏
し
た
ま
ま
、
い

つ
ま
で
も
祈
り
続
け
る
。

動
物
を
登
場
さ
せ
て
、
人
間
と
対
話
を
さ
せ
る
ド
ラ
マ
を
、
童
話

な
る
が
故
の
設
定
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
で
は
賢
治
の
メ
ル

ヘ
ン
の
こ
こ
ろ
を
理
解
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
童
話
に

縁
遠
い
と
思
わ
れ
る
啄
木
が
、
同
じ
よ
う
に
人
間
と
動
物
の
ド
ラ
マ

を
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
し
て
描
か
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
こ
ろ
も

見
え
な
く
し
て
し
ま
う
。
二
人
の
詩
人
が
必
ず
未
来
に
祈
り
望
ん
だ

も
の
が
あ
っ
た
ろ
う
。
二
人
の
視
線
は
、
必
ず
遠
い
と
こ
ろ
に
注
い

で
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
祈
り
望
ん
だ
も
の
、
遠
い
と
こ
ろ
に
注
い

メ
ル
ヘ
ン
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
世
界
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だ
視
線
の
先
に
あ
る
も
の
こ
そ
を
、
メ
ル
ヘ
ン
と
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
か

ら
読
み
と
ら
ね
ば
な
る
ま
い
。

Ｉ
林
中
の
高
い
樹
上
に
住
む
一
匹
の
老
猿
は
、
そ
の
下
を
行
く

人
に
、
な
ぜ
に
猿
族
を
侮
る
か
と
悲
し
げ
に
口
を
切
る
。
地
上
に
立

つ
人
は
傲
然
と
、
文
明
の
創
造
者
、
人
類
な
り
と
言
い
放
つ
。
だ
が
、

老
猿
は
ひ
る
む
こ
と
な
く
、
人
類
の
文
明
が
造
る
機
械
を
、
怠
慢
を

助
長
す
る
悪
魔
の
手
と
反
駁
し
、
さ
ら
に
、
人
間
の
立
つ
地
平
線
と

わ
が
猿
族
の
住
む
樹
上
と
で
は
、
い
ず
れ
が
天
に
近
く
、
い
ず
れ
が

地
獄
に
近
き
か
と
、
た
た
み
か
け
る
よ
う
に
質
す
。

怒
り
狂
っ
た
人
は
、
遂
に
人
間
最
後
の
切
り
札
を
示
す
。
し
か
ら

ば
、
も
し
世
界
の
森
林
の
木
と
い
う
木
を
み
な
伐
り
尽
く
し
た
と
す

る
な
ら
ば
、
猿
族
は
い
っ
た
い
ど
こ
に
棲
む
こ
と
が
で
き
る
か
と
。

し
か
し
、
老
猿
は
悠
然
と
し
て
、
こ
う
言
い
切
る
。
そ
れ
が
人
間
最

悪
の
思
想
で
あ
る
。
人
間
は
常
に
森
林
を
倒
し
山
を
削
り
、
河
を
埋

め
て
、
平
ら
か
な
道
を
作
る
が
、
そ
の
道
は
天
に
至
る
も
の
に
あ
ら

ず
、
地
獄
の
門
に
至
る
も
の
で
あ
る
か
を
知
ら
ざ
る
か
、
と
。
怒
り

極
度
に
達
し
た
人
は
、
文
明
の
武
器
で
あ
る
銃
を
も
っ
て
報
復
し
よ

う
と
、
後
を
振
り
向
い
た
と
た
ん
、
老
猿
は
数
箇
の
橡
の
実
を
、
人

の
頭
に
飛
ば
し
、
姿
を
林
中
に
く
ら
ま
す
。
宕
川
啄
木
・
評
論
「
一
握

（
８
）

の
砂
」
の
「
林
中
の
蓋
」
）

ｌ
音
楽
会
へ
出
す
曲
の
練
習
に
、
「
セ
ロ
が
お
く
れ
た
。
ト
ォ

テ
テ
テ
テ
テ
イ
、
こ
こ
か
ら
や
り
直
し
。
は
い
っ
・
」
「
セ
ロ
っ
・

糸
が
合
わ
な
い
。
困
る
な
あ
。
ぼ
く
は
き
み
に
ド
レ
ミ
フ
ァ
を
教
へ

て
ま
で
ゐ
る
ひ
ま
は
な
い
ん
だ
が
な
あ
・
」
「
だ
め
だ
。
ま
る
で
な
っ

て
ゐ
な
い
。
（
略
）
お
い
ゴ
ー
シ
ュ
君
。
君
に
は
困
る
ん
だ
が
な
あ
。

表
情
と
い
ふ
こ
と
が
ま
る
で
で
き
て
な
い
。
（
略
）
」
と
、
楽
長
に
い

じ
め
ら
れ
ど
う
し
の
ゴ
ー
シ
ュ
は
、
楽
手
の
中
で
一
番
下
手
な
セ
ロ

弾
き
で
あ
る
。
だ
が
、
練
習
を
終
え
て
夜
遅
く
壊
れ
た
水
車
小
屋
に

帰
り
、
ご
く
ご
く
と
水
を
呑
み
、
譜
を
め
く
り
、
血
走
っ
た
目
で
幾

晩
も
練
習
し
続
け
る
。
こ
ん
な
ゴ
ー
シ
ュ
を
、
三
毛
猫
、
か
っ
こ
う
、

狸
の
子
、
母
と
子
の
野
鼠
が
訪
れ
る
。

自
分
の
練
習
に
精
一
杯
の
ゴ
ー
シ
ュ
は
、
こ
の
動
物
を
追
い
払
お

う
と
ど
な
り
つ
け
る
が
、
い
つ
し
か
三
毛
猫
に
音
楽
の
狂
い
を
指
摘

さ
れ
、
ふ
っ
と
か
っ
こ
う
の
鳴
き
方
に
音
楽
を
感
じ
、
狸
の
子
に
糸

の
弾
き
方
の
遅
れ
を
注
意
さ
れ
、
遂
に
は
野
鼠
か
ら
音
楽
の
生
命
を

教
わ
る
。
そ
し
て
、
音
楽
会
。
演
奏
は
み
ご
と
に
成
功
し
、
鳴
り
止

ま
ぬ
拍
手
に
応
え
、
楽
長
に
指
名
さ
れ
、
ゴ
ー
シ
ュ
は
ア
ン
コ
ー
ル

の
奏
者
と
な
る
。
水
車
小
屋
に
帰
っ
た
ゴ
ー
シ
ュ
は
、
水
を
が
ぶ
が

ぶ
呑
み
、
遠
く
の
空
を
眺
め
、
「
あ
、
く
わ
く
こ
う
。
あ
の
と
き
は

す
ま
な
か
っ
た
な
あ
。
お
れ
は
怒
っ
た
ん
ぢ
ゃ
な
か
っ
た
ん
だ
。
」

（
９
）

と
眩
く
◎
（
宮
沢
賢
治
・
童
話
「
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」
）
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、
、
、
、

「
林
中
の
護
」
は
、
実
に
奇
想
天
外
な
サ
ル
と
ヒ
ト
と
の
大
論
争

で
あ
る
。
舞
台
は
東
北
・
岩
手
、
し
か
も
啄
木
の
「
ふ
る
さ
と
」
の

（
叩
）

『
緑
』
濃
き
「
林
中
」
で
あ
る
。
森
林
を
倒
し
、
山
を
削
り
、
河
を

埋
め
て
造
る
道
を
、
天
に
通
じ
る
道
と
は
せ
ず
に
、
地
獄
の
門
に
通

じ
る
滅
亡
の
道
と
し
た
。
こ
の
詩
人
啄
木
の
直
観
は
、
物
質
文
明
に

酔
い
痴
れ
て
い
た
時
代
に
あ
っ
て
は
、
異
端
の
サ
イ
ド
に
立
つ
詩
人
、

し
か
も
北
の
詩
人
の
み
が
な
し
得
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
文
明
の

疎
外
状
況
に
頭
を
抱
え
込
み
、
戸
惑
い
始
め
た
時
代
の
戯
画
化
で
あ

、
、

る
。
さ
ら
に
読
み
と
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
啄
木
は
サ
ル
の
口
を
通

、
、

し
て
、
ヒ
ト
に
警
告
さ
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
か
つ
て
は
、

暁
穂
尉
の
木
霊
を
通
し
て
、
人
間
に
警
告
さ
せ
た
こ
と
に
通
じ
る
。

論
争
で
あ
れ
、
警
告
で
あ
れ
、
対
話
で
あ
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
。

「
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」
は
、
ひ
た
む
き
に
自
己
に
鞭
打
っ
て

セ
ロ
を
弾
く
。
そ
の
音
が
人
間
と
動
物
と
を
、
人
間
と
人
間
と
を
交

感
さ
せ
る
環
境
を
つ
く
る
。
動
物
た
ち
は
セ
ロ
の
音
に
よ
っ
て
眠
り

に
つ
き
、
病
い
を
癒
し
、
一
方
、
ゴ
ー
シ
ュ
は
そ
の
動
物
た
ち
に
、

一
つ
ひ
と
つ
音
楽
の
生
命
を
、
い
や
人
間
の
生
き
方
さ
え
対
話
を
通

し
て
教
え
ら
れ
て
、
遂
に
は
「
赤
ん
坊
と
兵
隊
」
ほ
ど
の
差
が
あ
る

ま
で
成
長
さ
せ
て
も
ら
う
。
舞
台
は
東
北
・
「
日
本
岩
手
県
」
「
イ
ー

お
わ
り
に

ハ
ト
ヴ
」
で
あ
る
。
日
本
の
近
代
が
人
間
、
自
我
中
心
の
思
想
に
こ

だ
わ
り
続
け
て
い
た
と
き
、
賢
治
は
動
物
や
植
物
、
そ
れ
に
天
体
ま

で
を
一
体
化
す
る
、
宇
宙
観
を
こ
こ
ろ
の
内
に
宿
し
、
人
間
の
傲
慢

さ
、
お
も
い
あ
が
り
を
じ
っ
と
凝
視
し
て
い
た
。
そ
し
て
、

お
れ
た
ち
は
み
な
農
民
で
あ
る
ず
ゐ
ぶ
ん
忙
し
く
仕
事
も
つ

ら
い

も
っ
と
明
る
く
生
き
生
き
と
生
活
を
す
る
道
を
見
つ
け
た
い

わ
れ
ら
の
古
い
師
父
た
ち
の
中
に
は
そ
う
い
ふ
人
も
応
々
あ
っ

た近
代
科
学
の
実
証
と
求
道
者
た
ち
の
実
験
と
わ
れ
ら
の
直
観
の

一
致
に
於
て
論
じ
た
い

世
界
が
ぜ
ん
た
い
幸
福
に
な
ら
な
い
う
ち
は
個
人
の
幸
福
は
あ

り
得
な
い
。

（
略
）

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

新
た
な
時
代
は
世
界
が
一
の
意
識
に
な
り
生
物
と
な
る
方
向
に

、
、

あ
る

正
し
く
強
く
生
き
る
と
銀
河
系
を
自
ら
の
中
に
意
識
し
て
こ
れ

に
応
じ
て
い
く
こ
と
で
あ
る

わ
れ
ら
は
世
界
の
ま
こ
と
の
幸
福
を
索
ね
よ
う

求
道
す
で
に
道
で
あ
る
（
傍
点
遊
座
）

と
「
農
民
芸
術
概
論
綱
要
」
の
「
序
論
」
で
説
く
。
「
新
た
な
時
代

は
世
界
が
一
つ
の
意
識
に
な
り
生
物
と
な
る
方
向
に
あ
る
」
と
す
る
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賢
治
の
考
え
も
、
時
間
を
限
り
な
く
遡
ら
せ
て
い
く
と
、
人
間
が
自

分
以
外
の
事
物
と
共
通
の
生
命
を
も
つ
と
す
る
、
先
住
民
族
が
も
つ

（
皿
）

た
世
界
観
・
エ
ト
ス
に
通
じ
る
。
そ
れ
は
共
生
望
日
豆
○
の
①
で
あ
る
。

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
、
メ
ル
ヘ
ン
は
、
も
ち
ろ
ん
現
実
そ
の
も
の
の
物

語
で
は
な
い
。
だ
が
、
よ
り
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
っ
て
現
代
の
人
び
と

に
迫
る
の
は
何
故
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
現
実
に
起
こ
る
か
も
知
れ
ぬ
危

機
的
状
況
を
予
感
し
、
そ
れ
に
痛
突
す
る
詩
人
の
こ
こ
ろ
、
あ
る
い

は
現
実
が
こ
う
あ
っ
て
ほ
し
い
と
願
望
す
る
詩
人
の
こ
こ
ろ
に
、
人

び
と
を
し
て
同
調
さ
せ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
東
北
は
生
命
体
の
生
ま

れ
変
わ
る
、
蘇
生
の
起
点
で
あ
る
。
北
の
詩
人
啄
木
、
賢
治
が
最
も

よ
く
見
つ
め
愛
し
た
世
界
は
、
ま
ち
が
い
な
く
東
北
で
あ
り
、
「
ふ

る
さ
と
」
「
イ
ー
ハ
ト
ヴ
」
で
あ
っ
た
。
悪
鬼
な
ら
ぬ
鬼
才
の
「
啄

木
と
賢
治
を
通
し
て
み
た
『
東
北
』
」
観
は
、
お
そ
ら
く
二
十
一
世

紀
の
課
題
を
解
く
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
な
ろ
う
。

（
３
）
作
歌
時
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
。
こ
の
次
に
啄
木
と
な
る
。

（
４
）
明
治
三
十
五
年
十
月
三
十
日
か
ら
同
四
十
五
年
二
月
二
十
日
ま

注
（
１
）
和
辻
哲
郎
『
風
土
』
（
岩
波
文
庫
、
一
九
九
四
）
三
頁
。

（
２
）
『
日
本
書
紀
』
（
日
本
古
典
文
學
大
系
・
岩
波
書
店
）
の
注
「
吉

田
東
伍
は
こ
れ
に
よ
っ
て
、
今
日
の
北
上
川
を
日
高
見
国
の
遺
称
と

し
、
景
行
記
の
日
高
見
国
と
は
、
北
上
川
流
域
の
広
土
を
さ
す
も
の

と
し
て
い
る
。
」

で
、
断
続
的
で
あ
れ
書
き
綴
ら
れ
た
。
大
学
ノ
ー
ト
や
博
文
館
当
用

日
記
に
書
か
れ
、
そ
の
数
も
十
三
冊
に
及
ぶ
。
最
後
の
日
記
は
明
治

四
十
五
年
二
月
二
十
日
、
啄
木
の
二
十
六
歳
の
誕
生
日
に
記
さ
れ
た
。

（
５
）
岩
手
県
岩
手
郡
玉
山
村
渋
民
（
旧
渋
民
村
）
の
曹
洞
宗
万
年
山

宝
徳
寺
。
父
一
禎
は
十
五
世
住
職
で
啄
木
は
満
一
歳
か
ら
十
八
歳
ま

で
、
こ
の
寺
に
住
む
。

（
６
）
明
治
三
十
六
年
五
月
三
十
一
日
か
ら
六
月
十
日
に
か
け
て
、

『
岩
手
日
報
』
に
七
回
に
わ
た
っ
て
発
表
し
た
ワ
ー
グ
ナ
ー
論
。
十

七
歳
の
執
筆
、
未
完
に
お
わ
る
。

（
７
）
『
明
星
』
に
明
治
三
十
六
年
十
二
月
号
に
載
っ
た
「
愁
調
」
五

篇
の
う
ち
の
一
篇
。
た
だ
し
、
推
敲
し
て
詩
集
『
あ
こ
が
れ
』
に
載

せ
た
も
の
。

（
８
）
明
治
四
十
年
九
月
二
十
日
、
『
盛
岡
中
学
校
校
友
会
雑
誌
』
に

寄
せ
た
評
論
。
「
一
握
の
砂
」
と
い
う
題
名
は
、
幾
度
も
用
い
た
。

例
え
ば
歌
集
『
一
握
の
砂
』
な
ど
。

、
、
、
、

（
９
）
フ
ラ
ン
ス
語
の
鴇
月
言
は
、
下
手
く
そ
の
意
で
あ
る
。

（
Ⅲ
）
「
渋
民
日
記
」
を
「
林
中
日
記
」
と
解
題
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

ふ
る
さ
と
渋
民
の
意
。
抽
象
名
詞
を
具
象
名
詞
に
か
え
た
と
思
わ
れ

ブ
（
》
○

（
Ⅱ
）
『
広
辞
苑
』
（
第
三
版
、
岩
波
書
店
）
。

（
元
盛
岡
大
学
教
授
）
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