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玄
笑
と
猿
行
者
と
人
参
果

明
刊
本
『
西
遊
記
』
第
二
十
四
、
五
回
に
孫
悟
空
と
猪
八
戒
が
人
参
果
を
盗

み
、
沙
悟
浄
と
も
ど
も
頒
け
あ
っ
て
食
べ
た
あ
げ
く
、
三
蔵
に
叱
責
さ
れ
る
条

り
が
あ
る
。

こ
こ
に
描
か
れ
る
人
参
果
の
形
状
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

五
荘
観
で
こ
の
仙
果
を
供
さ
れ
た
三
蔵
は
、
「
ギ
ヨ
ツ
と
し
て
三
尺
も
と
ぴ
の

い
て
」
か
ら
、
「
何
た
る
こ
と
で
す
!

今
年
は
豊
作
だ
と
い
う
の
に
、
こ
の
道

観
で
は
こ
と
も
あ
ろ
う
に
人
間
を
食
べ
る
な
ん
て
。

こ
れ
は
生
ま
れ
て
三
日

と
た
た
ぬ
赤
ン
坊
(
原
文
「
三
朝
未
満
的
夜
童
」
)
、

そ
れ
を
お
水
が
わ
り
(
原

文
は
「
解
渇
」
)
に
下
き
る
と
は
」
と
言
う
。
二
一
蔵
が
食
べ
な
い
の
で
宙
に
浮
い
た

人
参
果
、
「
ふ
し
ぎ
な
こ
と
に
、
と
っ
て
お
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
時
聞
が
た
つ

と
堅
く
な
っ
て
、
食
べ
ら
れ
な
く
な
る
」
し
ろ
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
道
観
の

二
人
が
食
べ
る
と
こ
ろ
を
倫
み
見
し
た
猪
八
戒
、
孫
悟
空
に
そ
の
こ
と
を
話
し
、

人
参
果
を
盗
む
こ
と
と
な
っ
た
。
倍
空
、
人
参
果
を
た
た
き
落
と
す
た
め
の
「
金

撃
子
」
を
手
に
入
れ
て
庭
に
出
る
と
、
「
ま
ん
中
に
大
木
あ
り
、
青
い
枝
は
芳

香
を
放
ち
、
緑
の
葉
は
陰
森
と
茂
っ
て
い
る
が
、
そ
の
葉
は
芭
蕉
の
葉
に
似
て

い
た
。
木
の
高
さ
は
千
尺
あ
ま
り
、
根
の
回
り
は
七
、
八
丈
も
あ
ろ
う
か
。
悟

中

野

美

代

子

空
、
木
の
下
に
立
っ
て
ふ
り
仰
ぐ
と
、
南
側
の
枝
に
人
参
果
が
一
つ
生
っ
て
い

る
。
ま
っ
た
く
赤
ン
坊
と
う
り
二
つ
、
尻
の
あ
い
だ
に
帯
が
あ
り
、
そ
れ
で
枝

そ
の
姿
は
、
真
に
も
手
足
を
パ
タ
つ
か
せ
、

に
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
る
の
だ
が
、

頭
を
振
る
赤
ン
坊
そ
っ
く
り
、
風
が
吹
く
と
声
を
立
て
て
い
る
み
た
い
な
の
だ
」
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と
い
う
次
第
で
あ
っ
た
。

も
と
よ
り
こ
の
条
り
、

明
刊
本
『
西
遊
記
』
で
は
第
五
回
に
あ
た
る
「
幡
桃

を
乱
し
て
、
大
聖

天
界
に
お
い
て

丹
を
仏
臨
む
」
に
照
応
す
る
。
す
な
わ
ち

幡
桃
園
の
番
人
に
な
っ
た
斉
天
大
聖
、
の
ち
の
倍
空
が
、
西
王
母
の
主
催
す
る

た

い

え

播
桃
大
会
に
先
ん
じ
て
矯
桃
を
あ
ら
か
た
盗
み
食
い
し
、

つ
い
に
天
帝
の
怒
り

を
買
う
次
第
だ
が
、
こ
の
婚
桃
ま
た
、
言
わ
ず
と
知
れ
た
長
生
の
仙
果
と
し
て
、

く
だ
ん
の
人
参
果
と
双
壁
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
『
西
遊
記
』
の
先
行
資
料
の
一
つ
と
し
て
著
名
な
『
大
唐
三
蔵
取

経
詩
話
』
(
以
下
『
詩
話
」
と
略
記
)
を
見
る
と
、
こ
と
が
ら
は
頗
る
異
な
る
。

そ
の
「
入
王
母
池
之
慮
第
十
こ
は
、
話
と
し
て
は
『
詩
話
』
中
の
圧
巻
で
あ

る
。
試
み
に
、

こ
こ
を
全
訳
し
て
み
よ
う
。
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ね

さ
ら
に
旅
を
つ
づ
け
る
こ
と
数
百
里
、
法
師
は
音
を
あ
げ
ま
し
た
。
殺
行

者
は
そ
こ
で

「
お
師
匠
さ
ま
、

い
ま
し
ば
ら
く
の
ご
辛
抱
で
す
ぞ
。

五
十
里
も
行
け
ば

西
王
母
池
で
す
か
ら
」

「
お
前
は
来
た
こ
と
が
あ
る
の
か
ね
」

「
八
百
歳
の
時
、
に
、

そ
こ
に
来
て
桃
を
盗
ん
で
食
べ
ま
し
た
が
、
そ
れ
か

ら
今
に
至
る
二
寓
七
千
年
と
い
う
も
の
、
と
ん
と
来
て
お
り
ま
せ
ん
」

み

「
い
ま
も
し
幡
桃
の
実
が
な
っ
て
い
た
ら
、
二
一
つ
四
つ
盗
ん
で
食
べ
た
い

も
の
だ
な
」

「
わ
た
し
は
そ
の
時
、
十
個
盗
ん
で
食
べ
た
ば
っ
か
り
に
、
王
母
に
ひ
っ

捕
え
ら
れ
て
、
左
の
あ
ば
ら
骨
を
八
百
回
、
右
を
三
千
回
、
鉄
棒
で
か
た
れ

た
あ
げ
く
花
果
山
の
紫
雲
洞
に
流
さ
れ
た
ん
で
す
。
今
で
も
あ
ば
ら
骨
が
痛

む
く
ら
い
で
す
か
ら
、
盗
ん
で
食
べ
る
気
な
ん
で
き
ら
き
ら
あ
り
ま
せ
ん
よ
」

す
る
と
法
師
の
言
わ
れ
る
よ
う

「
こ
の
行
者
は
な
る
ほ
ど
大
羅
神
仙
(
道
教
神
)

み
た
い
な
奴
だ
の
。

じ
め
こ
い
つ
が
黄
河
の
澄
む
の
を
九
度
も
見
た
と
ぬ
か
し
た
時
は
、

ホ
ラ
吹

き
め
と
思
っ
て
い
た
が
、
若
い
時
に
こ
こ
に
来
て
桃
を
盗
ん
だ
と
言
う
の
を

聞
け
ば
、

ど
う
や
ら
本
当
ら
し
い
の
」

そ
の
ま
ま
進
み
ま
す
と
、
室
内
丈
も
あ
ろ
う
か
と
い
う
石
の
壁
が
に
わ
か
に

出
現
、

や
が
て
又
、

四
五
里
四
方
も
あ
り
そ
う
な
平
た
い
岩
が
見
え
ま
す
。

そ
の
傍
ら
に
は
、
数
十
里
四
方
も
あ
る
ひ
ろ
い
池
が
二
つ
、
満
々
と
水
を
た

た
え
、
鳥
さ
え
飛
ん
で
お
り
ま
せ
ん
。

一
行
七
人
、

や
っ
と
こ
さ
腰
を
お
ろ

し
て
休
ん
で
お
り
ま
す
と
、

は
る
か
の
石
の
壁
に
、
数
本
の
桃
の
木
が
こ
ん

も
り
と
生
え
て
、
梢
は
青
天
に
接
し
、
垂
れ
た
枝
葉
は
池
に
つ
か
っ
て
お
り

ま
す
。
法
師
の
言
わ
れ
る
に
は

「
あ
れ
が
播
桃
樹
じ
ゃ
な
い
の
か
ね
」

行
者
は
申
し
ま
す
。

「し

l
ッ。

こ
こ
は
西
王
母
池
な
ん
で
す
か
ら

お
声
が
高
す
ぎ
ま
す
よ
。

ね
。
む
か
し
の
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
わ
く
て
:
:
:
」

法
師
か
ま
わ
ず

「
一
つ
ぐ
ら
い
盗
ん
で
も
か
ま
わ
ん
だ
ろ
う
」

「
こ
の
桃
は
、
た
ね
を
一
つ
種
え
ま
す
と
、
千
年
た
っ
て
や
っ
と
芽
が
出
、

み

な

一
蔦
年
で
実
が
一
つ
生
り
、
ま
た
一
高
年
で

草丸ぅ三

れ千
る 年
の後
でに
す花
ょが

つ
咲
き

こ
い
つ
を
一
つ
食
べ
れ
ば
、
一
二
千
年
は
生
き
ら
れ
る
の

。。
ワ
t

で
す
」「

道
理
で
、

お
前
が
長
生
き
の
わ
け
だ
」

「
樹
に
は
今
ち
ょ
う
ど
十
個
あ
ま
り
生
っ
て
い
る
よ
う
で
す
な
。

で
も
、

lま

土
地
神
が
あ
そ
こ
で
番
兵
を
し
て
い
ま
す
か
ら
、

と
り
に
行
く
手
だ
て
は
あ

り
ま
せ
ん
」

「
お
前
の
神
通
力
な
ら
へ
っ
ち
ゃ
ら
だ
ろ
う
」

と
、
そ
の
言
葉
の
終
ら
ぬ
う
ち
に
、
婚
桃
が
三
つ
、
こ
ろ
こ
ろ
ポ
シ
ャ
ン

と
池
に
落
ち
ま
し
た
。

法
師
は
た
ま
げ
て

「
あ
り
ゃ
、

な
ん
だ
」

「
い
や
な
に
、
幡
桃
が
熟
れ
て
水
の
中
に
落
っ
こ
ち
た
ん
で
す
よ
」

「
そ
ん
な
ら
拾
っ
て
き
て
食
べ
て
も
い
い
だ
ろ
う
」



猿
行
者
、
さ
っ
そ
く
金
鑓
杖
で
平
た
い
岩
の
上
を
三
回
叩
き
ま
し
た
。
す

る
と
、
子
供
が
一
人
、
そ
れ
も
青
い
顔
、
鷹
の
よ
う
な
爪
、
む
き
出
し
た
歯

の
子
供
が
池
の
中
か
ら
あ
ら
わ
れ
ま
す
。

「
お
斗
削

い
く
つ
だ
」

と
行
者
が
た
ず
ね
ま
す
と
、
そ
の
子
供

「
三
千
歳
で
す
」

「
お
前
に
用
は
な
い
よ
」

と
て
今
度
は
五
田
町
き
ま
す
。
満
月
の
よ
う
に
ま
ん
ま
る
い
顔
で
、
き
ら

び
や
か
な
繍
衣
と
首
飾
り
を
つ
け
た
子
供
が
あ
ら
わ
れ
ま
し
た
。

「
い
く
つ
だ
」

「
五
千
歳
で
す
」

「
用
な
し
」

と
て
又
も
い
く
つ
か
叩
き
ま
す
と
、
別
の
子
供
が
ピ
ョ
コ
ン
と
あ
ら
わ
れ

中野

ま
す
。
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「
お
前
は
い
く
つ
な
ん
だ
」

「
七
千
歳
で
す
」

行
者
そ
こ
で
金
鎧
杖
を
置
き
、
パ
ッ
と
子
供
を
つ
か
ま
え
て
、

「
お
師
匠
さ
ま
、
百
し
あ
が
り
ま
す
か
」

和
尚
は
肝
を
つ
ぶ
し
て
逃
げ
だ
し
ま
し
た
。
行
者
が
ぐ
る
ぐ
る
ふ
り
ま
わ

し
ま
す
と
、
手
中
の
子
供
、

一
個
の
乳
裏
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
行

者
は
そ
い
つ
を
パ
ツ
と
呑
み
こ
み
ま
す
。

の
ち
、
印
度
か
ら
唐
土
へ
の
帰
る

さ
、
局
の
地
に
て
こ
れ
を
吐
き
出
し
ま
し
た
が
、
今
も
こ
の
地
に
生
え
る
人

参
な
る
も
の
が
、
こ
れ
な
の
で
す
。

空
中
か
ら
こ
れ
を
見
て
い
た
お
方
あ
り
、
詩
を
吟
じ
ま
し
た
の
に
、

花
果
山
生
ま
れ
の
暴
れ
も
の

桃虫カ、、

ののキ
盗手報tの
っせ 時
とに分
が空に
まかわ
たらる
来見さ
たれし
ぞはた

こ
の
条
り

い
か
に
も
面
妖
で
あ
る
。

三
蔵
が
、
あ
ろ
う
こ
と
か
弟

ま
ず
、

子
の
椴
行
者
、
す
な
わ
ち
孫
悟
空
の
前
身
に
盗
み
を
唆
か
し
て
い
る
。

つ
い
て
は
、
す
で
に
魯
迅
が
『
中
国
小
説
的
歴
史
的
変
遷
』
(
一
九
五
七
年
、
人

こ
れ
に

民
文
学
出
版
社
刊
『
魯
迅
全
集
』
第
八
巻
所
収
)
の
第
四
講
「
宋
人
之
η

説
話
。

及
其
影
響
」
に
お
い
て
、
「
詩
話
』

の
作
者
は
「
市
人
」
で
あ
っ
た
か
ら
、
「
唐

79 

僧
が
ち
っ
ぽ
け
な
仙
桃
を
い
く
つ
か
盗
ん
だ
と
こ
ろ
で
何
ほ
ど
の
こ
と
が
あ
ろ

う
か
と
考
え
、
気
を
つ
か
つ
て
わ
ざ
わ
ざ
ご
ま
か
す
こ
と
も
せ
ず
、
の
び
の
び

と
書
い
て
し
ま
っ
た
の
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
太
田
辰
夫
氏
は

「
《
大
唐
三
蔵
取
経
詩
話
》
考
」
(
『
神
戸
外
大
論
叢
』
第
十
七
巻
第
一

l
三
号
、

一
九
六
六
年
、
所
載
)
に
お
い
て
、
『
詩
話
』
の
こ
の
条
り
は
、
酒
色
を
好
ん
だ

と
伝
え
ら
れ
る
善
無
畏
三
蔵
(
六
三
七

1
七
三
五
。
無
畏
ヨ
ロ
1
4
品
目
は
無
胃

話
。
認
の
日
に
通
じ
、
大
食
漢
を
指
す
隠
語
と
も
な
る
)
に
ま
つ
わ
る
諸
伝
説
が
混

入
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
数
々
の
論
拠
を
挙
げ
て
説
明
さ
れ
た
。
私
も
亦
、

い
ま
太
田
氏
説
に
与
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
『
詩
話
』
の
こ

の
条
り
に
見
ら
れ
る
人
参
、
す
な
わ
ち
明
刊
本
に
お
け
る
人
参
果
の
前
身
を
な

す
珍
果
の
性
格
の
み
を
考
え
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
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人
参
と
桃

人
参
果
と
は
、
申
す
ま
で
も
な
く
実
在
す
る
植
物
で
あ
る
人
参
、
す
な
わ
ち

日
本
人
謂
う
と
こ
ろ
の
朝
鮮
人
参
の
形
状
か
ら
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
生
ま

れ
た
仙
果
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
人
参
と
は
、
李
時
珍
の
『
本
草
綱
目
』
巻
十
二
上
に
よ
れ
ば
、

血
参
、
人
街
、
鬼
蓋
、
神
草
、
土
精
、
地
精
、
海
峡
な
ど
と
も

人
覆
、
貧
参
、

呼
ば
れ
た
。
根
の
形
が
人
聞
の
か
た
ち
に
似
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
古
来
神
秘
視

さ
れ
、
又
そ
の
薬
性
が
頗
る
高
い
こ
と
今
日
も
泳
ら
ず
貴
重
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
も
知
ら
れ
る
。

こ
の
人
参
を
め
ぐ
る
怪
異
謂
は
、
し
か
し
意
外
に
少
な
く
、
李
時
珍
が
引
く

侠
書
『
広
五
行
記
』
に
、
「
陪
の
文
帝
の
時
、
上
党
の
と
あ
る
人
家
の
う
し
ろ
で

夜
な
夜
な
誰
や
ら
呼
ぶ
声
が
聞
え
た
。
声
の
す
る
ほ
う
を
探
し
て
も
分
ら
ず
、

一
里
ほ
ど
行
っ
た
と
こ
ろ
で
人
参
の
枝
葉
が
異
常
な
の
を
見
つ
け
掘
っ
て
み
る

と
、
地
下
五
尺
で
人
蓮
が
と
れ
た
。
人
間
の
体
そ
っ
く
り
で
、
四
肢
す
べ
て
具

わ
っ
て
い
る
。
叫
ぴ
声
は
そ
こ
で
止
ん
だ
」
と
見
え
、
『
陪
書
』
五
行
志
下
「
草

妖
」
の
項
に
全
く
同
じ
故
事
が
見
え
る
の
が
殆
ど
唯
一
の
記
録
で
あ
ろ
う
。
尤

も
、
劉
敬
叔
の
『
異
苑
』
巻
二
に
も
同
じ
話
柄
が
見
え
、
た
だ
、
「
赤
ン
坊
の
な

き
声
を
た
て
る
こ
と
が
で
き
る
(
原
文
「
能
作
児
時
」
)
」
と
な
っ
て
い
る
。
恐

ら
く
、
時
代
的
に
は
後
者
の
ほ
う
が
古
い
伝
承
で
あ
ろ
う
が
、
現
山
西
省
の
上

党
が
著
名
な
人
参
の
産
地
で
あ
る
と
は
『
本
草
綱
目
』
に
も
誌
す
と
こ
ろ
、
類

似
の
人
参
怪
異
請
は
数
知
れ
ず
語
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

人
参
は
、
し
か
し
い
か
に
薬
草
的
価
値
が
高
い
と
は
い
え
、
実
在
す
る
植
物

で
あ
る
故
に
、
長
生
を
も
た
ら
す
神
秘
的
な
仙
果
と
は
な
り
得
な
か
っ
た
。
も

ち
ろ
ん
、
人
参
が
め
で
た
い
植
物
で
あ
る
と
の
記
述
は
多
く
、
そ
れ
は
わ
が
『
延

喜
式
』
が
祥
瑞
と
し
て
挙
げ
て
い
る
よ
う
に
、

日
本
に
も
影
響
を
与
え
た

日

野
巌
『
植
物
怪
異
伝
説
新
考
』

一
九
七
八
年
、
有
明
書
房
刊
、
参
照
)
。

神
秘
的
な
仙
果
の
は
な
し
な
ら
数
知
れ
な
い
。
例
え
ば
|
|

『
芸
文
類
衆
』
な
ど
に
断
片
的
に
引
用
さ
れ
た
も
の
を
、
魯
迅
が
『
古
小
説

鈎
沈
』
に
お
い
て
校
録
し
た
侠
書
『
漢
武
故
事
』
に
い
わ
く

束
郡
が
一
人
の
保
儒
(
原
文
は
「
短
人
」
)
を
送
っ
て
来
た
。
身
長
は
七
寸

だ
が
衣
冠
は
き
ち
ん
と
整
っ
て
い
る
。
上
(
武
帝
)
は
山
中
の
化
物
で
は
な

い
つ
も
案
の
上
に
置
い
て
歩
か
せ
て
い
た
。
そ
し
て

い
か
と
怪
し
ん
だ
が

80一

東
方
朔
を
百
し
て
た
ず
ね
る
こ
と
と
し
た
。
朔
は
や
っ
て
来
る
な
り
、

そ
グ〉

保
儒
に
、
「
巨
霊
よ
、
お
前
と
き
た
ら
何
だ
っ
て
急
に
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
逃
げ

て
き
た
の
だ
。
阿
母
(
西
王
母
)
は
ま
だ
還
っ
て
い
な
い
の
か
」
と
言
っ
た

，i
-
h
h
 

と
こ
ろ
、
保
儒
は
そ
れ
に
は
対
え
ず
、
朔
を
指
さ
し
つ
つ
上
に
、
「
王
母
が
三

み

う

千
年
に
一
度
だ
け
子
を
つ
け
る
桃
を
種
え
た
と
こ
ろ
、
こ
の
わ
る
(
原
文
は

「
此
児
不
良
」
)
が
三
度
も
倫
ん
だ
の
で
ご
ざ
い
ま
す
よ
。
そ
れ
で
王
母
の
ご

機
嫌
を
そ
こ
ね
て
、
こ
こ
に
流
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
す
」
と
言
っ
た
。
上

は
び
っ
く
り
し
て
、
初
め
て
朔
が
俗
人
で
な
い
こ
と
を
知
っ
た
。

東
方
朔
が
西
王
母
の
仙
桃
を
盗
ん
だ
た
め
に
諭
せ
ら
れ
た
と
は
、
め
ち
の
『
西

遊
記
』
に
お
け
る
斉
天
大
聖
の
像
桃
間
天
の
故
事
の
祖
型
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は

と
も
か
く
、
こ
こ
に
見
え
る
保
儒
の
巨
霊
は
、
漢
の
郭
憲
の
一
綱
宣
(
記
』
巻
四



で
は
、
武
帝
が
愛
し
た
女
人
で
あ
っ
て
、
帝
の
傍
ら
に
置
か
れ
た
「
青
現
唾
壷
」

を
出
入
り
し
て
い
た
が
、
東
方
朔
が
見
る
と
、
青
雀
と
な
っ
て
飛
ぴ
去
っ
た
と

い
う
。
青
雀
な
い
し
青
鳥
は
、
漢
貌
六
朝
の
志
怪
に
お
い
て
は
概
ね
時
聞
の
シ

ン
ボ
ル
と
し
て
登
場
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
条
り
、
班
固
の
撰
に
仮
託
さ

れ
て
い
る
『
漢
武
帝
内
伝
』
と
も
部
分
的
に
照
応
す
る
。
す
な
わ
ち
、
東
方
朔

が
西
王
母
を
武
帝
に
引
き
合
わ
せ
て
か
ら
の
宴
に
お
い
て
、
西
王
母
が
玉
盤
に

た
ね

盛
っ
た
仙
桃
を
帝
に
与
え
た
と
こ
ろ
、
帝
は
食
べ
て
か
ら
そ
の
核
を
し
ま
っ
た
。

み

な

す
る
と
西
王
母
が
「
こ
の
桃
は
三
千
年
に
一
度
だ
け
実
が
生
る
の
で
す
が
、
中

夏
は
地
味
が
痩
せ
て
い
る
か
ら
種
え
て
も
生
ら
な
い
で
し
ょ
う
よ
」
と
言
っ
た

の
で
、
帝
は
種
え
る
の
を
や
め
た
。

み

三
千
年
に
一
度
し
か
実
を
つ
け
な
い
果
物
な
れ
ば
こ
そ
長
生
の
仙
果
と
な
る

道
理
で
あ
る
が
、
類
似
の
故
事
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。

い
ま
少
し
例
を
挙

げ
よ
う
。

中野

東
方
朔
の
撰
に
仮
託
さ
れ
る
『
海
内
十
州
記
』
|
|
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ド
レ
'
九

扶
桑
は
東
海
の
東
に
あ
る
。
(
略
)
そ
こ
に
は
桂
(
桑
の
実
)
の
木
が
あ
り
、

高
い
の
は
数
千
丈
、
太
い
の
は
二
千
か
か
え
以
上
も
あ
っ
て
、
一
つ
の
根
か

ら
ニ
タ
株
も
対
に
な
っ
て
生
え
、
お
ま
け
に
互
み
に
寄
り
か
か
っ
て
い
る
。

〈
わ
の
み

だ
か
ら
扶
桑
と
い
う
の
だ
。
仙
人
が
そ
の
植
を
食
べ
た
と
こ
ろ
、
体
じ
ゅ
う

金
ピ
カ
に
な
っ
て
、
い
ず
こ
と
も
な
く
飛
ん
で
行
っ
た
。
そ
の
木
は
こ
ん
な

く
わ
の
み

に
大
き
い
が
、
葉
は
堪
ぐ
ら
い
し
か
な
い
の
で
、
わ
が
国
の
桑
に
似
て
い
る
。

〈
わ
の
み

と
こ
ろ
が
そ
の
植
が
珍
な
る
も
の
で
ま
っ
赤
、
そ
し
て
九
千
年
に
一
度
し
か

み

な
実
が
生
ら
な
い
の
で
あ
る
。

又
、
こ
れ
も
東
方
朔
の
著
と
仮
託
さ
れ
て
い
る
『
紳
異
経
』
に
は

東
方
に
、
高
さ
五
十
丈
、
葉
の
長
さ
八
尺
も
あ
る
木
が
あ
っ
て
、
桃
と
い

み

た

ね

ス

1
プ

そ
の
子
は
直
径
三
尺
二
寸
あ
り
、
核
ご
と
葉
に
し
て
食
べ
れ
ば
長

う
名
だ
。

生
き
で
き
る
の
で
あ
る
。

又
、
少
し
下
っ
て
梁
の
任
坊
の
著
に
仮
託
さ
れ
る
『
述
異
記
』
巻
上
に
は
、

瞬
時
帽
山
は
扶
桑
を
去
る
こ
と
五
万
里
、
太
陽
の
光
も
及
ば
ぬ
甚
だ
寒
い
と
こ

一
万
年
に
一
度
だ
け
実
を

ろ
だ
が
、
千
か
か
え
も
あ
る
桃
の
木
が
あ
っ
て
、

つ
け
る
。

一
説
に
よ
れ
ば

日
本
国
に
は
、
重
さ
一
斤
も
の
実
を
つ
け
る
金

-81一

桃
が
あ
る
そ
う
だ
。

こ
の
他
に
も
、
『
太
平
広
記
』
巻
四
百
一
十
に
録
せ
ら
れ
て
い
る
粗
稼
植
樹
実

(
三
千
年
で
花
を
つ
け
九
千
年
で
実
る
)
、
如
何
樹
実
(
三
百
年
で
花
を
つ
け
九

百
年
で
実
る
)
な
ど
は
い
ず
れ
も
『
紳
異
経
』
に
見
え
る
仙
果
で
あ
る
。

と
こ

ろ
で
、
仙
果
と
い
え
ば
、
後
代
の
西
王
母
と
婚
桃
を
め
ぐ
る
諸
伝
説
か
〉
り
し
て
、

『
山
海
経
』
に
は
仙
果
に
つ
い
て
の
記
述
が
数
多
い
で
あ
ろ
う
と
察
せ
ら
れ
よ

そ
れ
が
意
外
に
貧
困
な
の
で
あ
る
。
不
老
不
死
の
観
念
は
随
所
で
素
朴

、っカ
に
語
ら
れ
る
が
、
「
不
死
樹
」
と
明
記
し
た
も
の
は
、
「
海
内
西
経
」
に
一
つ
見

え
る
の
み
、
も
っ
と
も
「
海
外
南
経
」
に
見
、
え
る
交
腔
国
の
東
の
「
不
死
民
」

に
は
、
郭
漢
が
注
し
て
「
海
内
経
」

の
「
不
死
之
山
」
に
生
え
る
「
不
死
樹
」

と
結
び
つ
け
て
い
る
。
桃
果
に
つ
い
て
は
「
西
山
経
」
に
、
?
)
こ
(
糊
沢
)
に



人文科学論集

は
す
ば
ら
し
い
果
物
が
あ
る
。
そ
の
実
は
桃
の
よ
う
で
、
葉
は
棄
の
よ
う
だ
。

黄
色
い
花
に
赤
い
等
が
あ
り
、
こ
れ
を
食
べ
る
と
労
れ
な
い
」
と
見
え
る
の
が

恐
ら
く
唯
一
の
記
述
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
は
い
え
、
王
充
の
『
論
衡
』
巻
二

十
二
「
訂
鬼
篇
」
に
、
現
行
『
山
海
経
」
に
は
見
え
ぬ
記
述
の
引
用
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
「
『
山
海
経
』
は
こ
う
も
言
っ
て
い
る
。
治
海
の
中
に
度
朔
の
山
あ

り
、
頂
上
に
大
き
な
桃
の
木
が
あ
る
。
う
ね
う
ね
と
曲
り
く
ね
る
こ
と
三
千
里

(
原
文
は
「
其
屈
幡
三
千
里
」
)
、
そ
の
枝
の
あ
い
だ
の
東
北
の
ほ
う
を
鬼
門
と

い
い
、
万
鬼
の
出
入
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
い
う
の
だ
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
西
王
母
と
矯
桃
と
を
結
び
つ
け
る
記
述
、
あ
る
い
は
桃

が
不
老
不
死
の
仙
果
で
あ
る
と
明
記
し
た
記
述
は
、
現
行
『
山
海
経
」
に
は
見

あ
た
ら
な
い
。
仙
果
に
つ
い
て
頻
繁
に
録
し
た
の
は
、

ど
う
や
ら
『
紳
異
経
』

『
十
州
記
』
『
漢
武
故
事
」
な
ど
、
い
ず
れ
も
東
方
朔
と
の
関
連
が
深
い
も
の
で

ゐ
め
る
こ
と
歩
」
、

い
ま
は
ひ
と
ま
ず
記
憶
し
て
お
き
た
い
。

き
き
に
も
引
い
た
『
述
異
記
』
巻
上
に
、
次
の
よ
う
な
不
思
議

と
こ
ろ
で
、

な
記
述
が
あ
る
。

ア
ラ
ビ
ア

大
食
王
国
は
西
海
の
中
に
あ
る
。

一
つ
の
ま
四
角
の
石
が
あ
り
、
そ
の
石

の
上
に
は
た
く
さ
ん
の
木
が
生
、
え
て
い
る
。
幹
は
赤
く
葉
は
青
い
。
ど
の
校

に
も
赤
ン
坊
(
原
文
は
「
小
児
」
)
が
生
っ
て
い
る
。
六
七
寸
の
長
だ
が
、
人

を
見
る
と
み
な
笑
っ
て
、

そ
の
手
足
を
動
か
す
。
頭
が
木
の
枝
に
く
っ
つ
い

て
い
る
の
だ
が
、
校
を
摘
ま
む
と
、
赤
ン
坊
は
す
ぐ
死
ん
で
し
ま
う
の
だ
。

こ
の
記
述
、
実
は
杜
佑
の

『
通
典
』
巻
一
百
九
十
三
大
食
の
項
に
次
の
よ
う

に
見
え
る
の
に
そ
っ
く
り
拠
っ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
グ〉

(
大
食
国
の
)
王
は
い
つ
も
衣
服
や
食
糧
を
満
載
し
た
船
に
手
下
を

乗
せ
て
大
海
原
へ
と
派
遣
す
る
の
だ
が
、

八
年
た
っ
て
も
ま
だ
西
岸
を
極
め

て
い
な
い
。
海
中
に
一
つ
の
ま
四
角
い
石
が
見
つ
か
っ
た
が
、

そ
の
石
の
上

に
は
木
が
生
え
て
い
る
。
枝
は
赤
く
葉
は
青
い
。
木
に
は
い
つ
も
赤
ン
坊
(
原

文
は
「
小
児
」
)
が
生
っ
て
い
る
。
六
七
寸
の
長
だ
が
、
人
を
見
る
と
も
の
は

言
わ
ず
に
み
な
笑
っ
て
、
そ
の
手
足
を
動
か
す
。
頭
が
木
の
枝
に
く
っ
つ
い

て
い
る
の
だ
が
、
摘
み
取
っ
て
手
に
す
る
と
、
す
ぐ
乾
い
て
黒
く
な
っ
て
し

ま
う
。
王
の
使
者
が
手
に
入
れ
た
そ
の
木
の
枝
一
本
は
い
ま
で
も
大
食
の
王

の
も
と
に
あ
る
。

つム0
0
 

晩
唐
の
段
公
路
『
北
戸
録
』
に
も
、
最
後
の

「
王
の
使
者
が
」
以
下
を
除
い

て
同
じ
文
が
見
え
る
ほ
か
、
宋
代
の
地
理
書
『
太
平
賓
宇
記
』
巻
一
百
八
十
六

大
食
国
の
項
は
『
通
典
』
と
全
く
同
じ
記
述
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
『
通
典
』
に

見
え
る
こ
の
不
思
議
な
記
述
は
、
社
佑
の
「
族
子
」
た
る
社
環
が
「
鎮
西
節
度

使
高
仙
芝
に
随
っ
て
西
征
し
天
宝
十
載
(
七
五
二
西
海
に
至
り
、
宝
応
初
(
七

か
え

六
二
)
買
商
の
船
舶
に
因
っ
て
広
州
よ
り
回
」
っ
た
(
『
通
典
」
巻
一
百
九
十
一
西

戎
総
序
の
項
)
そ
の
見
聞
に
基
い
た
も
の
。
「
西
海
に
至
り
」
と
は
い
う
も
の
の
、

実
は
高
仙
芝
軍
が
タ
ラ
ス
の
戦
い
に
敗
れ
た
あ
と
捕
虜
と
な
っ
て
ダ
マ
ス
カ
ス

ま
で
連
行
さ
れ
、
帰
国
後
に
『
経
行
記
』

一
巻
を
著
わ
し
て
ア
ラ
ブ
世
界
で
の

見
聞
を
伝
え
た
。
『
経
行
記
』
は
い
ま
で
は
侠
書
と
な
っ
て
い
る
が
、
『
通
典
』

が
各
所
で
引
用
し
て
お
り
、
さ
ら
に
清
人
の
王
国
維
が
「
通
典
」
所
引
『
経
行



記
』
を
校
録
し
て
『
古
行
記
四
種
校
録
』
に
収
め
て
い
る
の
で
そ
の
片
麟
を
窺

う
こ
と
が
で
き
る
。

「
通
典
』

の
記
述
が

か
ら
の

「
経
行
記
』

こ
こ
に
引
い
た

直
接
の
引
用
で
あ
る
か
ど
う
か
は
必
ず
し
も
定
か
で
は
な
い
が
、

こ
の
話
柄
の

出
所
が
杜
環
で
あ
る
こ
と
は
、
社
佑
と
杜
環
の
関
係
か
ら
見
て
疑
い
の
な
い
と

こ
ろ
で
あ
る
。

こ
う
し
て
見
れ
ば
、
『
述
異
記
』
が
六
世
紀
梁
の
任
坊
の
著
で
あ
る
と
い
う
通

説
(
例
え
ば
『
漢
貌
叢
書
」
本
、
『
龍
威
秘
書
』
本
な
ど
)
が
誤
ま
り
で
、
「
唐

宋
聞
の
人
の
偽
作
で
あ
る
」
と
す
る
魯
迅
の
所
説
(
『
中
国
小
説
史
略
』
第
五
篇

「
六
朝
之
鬼
神
志
怪
書
」
)
が
正
し
い
こ
と
、
こ
こ
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

因
み
に

ア
ラ
ビ
ア
の
こ
と
を
「
大
食
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
唐
以
後

の
こ
と
で
あ
る
(
越
汝
遁
『
諸
蕃
志
』
に
対
す
る
調
承
鈎
の
校
注
な
ど
参
照
)
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、

の
成
書
年
代
が
梁
で
は
な
い
と
知
ら
れ
る
。

ア
ラ
ビ
ア
の
さ
ら
に
西
方
に
人
聞
の
生
る
木
が
生
え
て

こ
の
こ
と
か
ら
も
、
『
述
異
記
』

中野

い
る
と
い
う
言
い
伝
、
え
が
、
こ
う
し
て
中
国
の
文
献
に
-
記
録
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
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ア
フ
ビ
ア

生

壬ワ
γ ク

両ワ
グ) '/ 

生なと
るマ
木ン

tr 
フえ

ばコ

フ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
十
世
紀

ろ
か
ら
語
ら
れ
た
ワ
ク
ワ
ク
と
い
う
奇
怪
な
植
物
の
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
。
こ
の
ワ
ク
ワ
ク
に
つ
い
て
は
、
泣
津
龍
彦
氏
の
「
マ
ン
ド
ラ
ゴ
ラ
に
つ

い
て
」
(
一
九
七

O
年
、
桃
源
社
刊
『
溢
津
龍
彦
集
成
』
第
田
巻
所
収
)
に
面
白

い
説
明
が
あ
る
。
す
な
わ
ち

船
で
遠
く
シ
ナ
海
を
渡
っ
て
ゆ
く
と
、

ワ
ク
ワ
ク
島
と
い
う
小
さ
な
島
が

あ

そ
の
島
に
イ
チ
ジ
ク
の
樹
に
似
て

こ
ん
も
り
と
葉
の
繁
っ
た

ふ
し
ぎ
な
植
物
が
生
え
て
い
る
。

三
月
の
初
め
に
な
る
と
、
郁
子
の
実
に
よ

く
似
た
果
実
を
生
じ
、

そ
の
果
実
か
ら
、
若
い
娘
の
足
が
生
え
て
く
る
。

や

が
て
美
し
い
腿
、
ふ
っ
く
ら
し
た
膝
、
小
、
さ
な
尻
を
次
々
に
生
じ
、

四
月
の

終
り
ご
ろ
に
は
、
女
の
子
の
肉
体
は
完
全
に
出
揃
い
、
五
月
に
は
頭
を
生
じ
、

髪
の
毛
で
枝
か
ら
ぶ
ら
下
が
る
よ
う
に
な
る
。
ま
こ
と
に
可
愛
ら
し
い
娘
で

あ
る
。
し
か
し
六
月
の
初
め
に
な
る
と
、
果
実
は
落
ち
は
じ
め
、
中
旬
に
は
、

す
っ
か
り
枝
か
ら
落
ち
て
し
ま
う
。

そ
し
て
落
ち
る
と
き
、
果
実
は
「
ワ
ク

ワ
ク
」
と
い
う
叫
び
声
を
あ
げ
、
黒
く
な
っ
て
、
し
な
ぴ
て
死
ぬ
の
で
あ
る
。

落
ち
た
果
実
は
早
く
埋
め
て
し
ま
わ
な
い
と
、
悪
臭
を
発
し
て
、

そ
ば
へ
近

寄
り
が
た
く
な
る
。

qu 
o
D
 

こ
の
童
話
的
幻
想
に
み
ち
た
伝
説
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
十
世
紀
ご
ろ

に
書
か
れ
た
『
イ
ン
ド
の
神
秘
の
書
」
と
い
う
書
物
に
最
初
に
出
て
く
る
。

似
た
よ
う
な
種
類
の
記
述
は
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
十
二
世
紀
に
書
か
れ
た
ア

ル
メ
ニ
ア
の
地
理
学
者
某
の
書
物
に
も
、

ほ
と
ん
ど
同
じ
こ
と
が
語
ら
れ
て

い
る
。
娘
た
ち
が
「
ワ
ク
ワ
ク
」
と
叫
ぶ
と
こ
ろ
ま
で
、
す
っ
か
り
同
じ
で

あ
る
。

溢
津
氏
が
あ
げ
た
『
イ
ン
ド
の
神
秘
の
書
」
と
は
、
実
は
、

ベ
ル
シ
ャ
系
の

日

σロ

ω}戸
山
町
口
出
、
判
】
「

ブ
ズ
ル
ク
・
イ
ブ
ン
・
シ
ャ
ブ
リ
ヤ

l
ル
切
に
N

己
岳

hchS
区
」
日
勺
N

，F

ミ
1hsh同
で
、
幸
い
藤
本
勝
次
・
福
原
信
義
両
氏
に
よ
る
訳
注

の
著

「
イ
ン
ド
の
不
思
議
」
(
一
九
七
八
年
、
関
西
大
学
出
版
・
広
報
部
刊
。
関
西
大

学
東
西
学
術
研
究
所
訳
注
シ
リ
ー
ズ

2
)
が
あ
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
本
書
は
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西
暦
九
五
四
年
か
ら
一

O
二
二
年
ま
で
の
あ
い
だ
に
著
述
さ
れ
た
も
の
ら
し

ぃ
。
中
に
ワ
ク
ワ
ー
ク
(
ワ

l
ク
ワ
ー
ク
)
島
に
関
す
る
記
述
が
数
個
所
あ
り
、

と
く
に
「
第
三
十
八
話
」
(
ム
ハ
ン
マ
ド
・
イ
ブ
ン
・
パ

l
ビ
シ
ャ

l
ド
が
ワ

l

ク
ワ

l
ク
に
入
国
し
た
こ
と
の
あ
る
者
の
話
と
し
て
語
っ
て
く
れ
た
話
)
が
、

こ
の
果
実
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

|
|
そ
こ
に
は
長
丸
い
葉
を
し
た
大
木
が
生
え
て
い
ま
す
が
、
こ
の
木
は
瓢
箪

に
似
た
、
そ
れ
よ
り
大
き
い
実
を
結
び
ま
す
。
そ
の
実
は
人
聞
の
形
を
し
て

い
て
、
風
に
揺
れ
る
と
、
声
を
立
て
る
の
で
す
。
そ
の
中
は
ウ
シ
ャ
ル
の
実

の
よ
う
に
か
ら
っ
ぽ
に
な
っ
て
い
て
、
木
か
ら
切
り
離
す
と
、

た
ち
ま
ち
気

が
抜
け
、

し
ぼ
ん
で
皮
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
あ
る
水
夫
が
そ
の
実

を
見
て
、
気
に
入
っ
た
形
の
も
の
を
選
ん
で
、
持
っ
て
行
こ
う
と
木
か
ら
切

り
取
っ
た
と
こ
ろ
、
気
が
抜
け
て
カ
ラ
ス
の
死
骸
の
よ
う
な
も
の
が
後
に

残
っ
た
だ
け
で
し
た
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
く
だ
ん
の
果
実
は
必
ず
し
も
若
い
娘
の
形
を
し
て
い
る
と

し
か
し
、
十
三
世
紀
ペ
ル
シ
ャ
の
著
名
な
百
科
学

者
ア
ル
・
カ
ズ
ウ
ィ

l
ニ
|
包
む

ωNL巳
の
著
正
副
ぎ
ミ
ミ
主
芝

F則
明
言

は
限
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。

Q
N
b
L
ぶ
hNN

ミhN
ミ

M
E
S
(
『
生
き
も
の
の
不
思
議
と
特
異
性
』
)
の
写
本
に
見
え

る
挿
し
絵
「
ワ
ク
ワ
ク
島
の
女
王
」
(
い
ま
、
印
】
円

↓F
0
5
2
 
=ヨ

〉
B
o
E

~
u
b
N
.
s
S
β
h
S
』「

h
h
b
s
-

み
'
凶
N
N
R
A
Y
G
¥
円

p
h
h
u
h
b
R
b
¥』
U
礼町
H
C『
N
Q
N
込
ミ
N.抽
出

』

h
N
a
p
s

(リミ円ミミ-目。
G
m
w
z
o
d司
J
1
0円
}
♂

]
)
O
〈
O
H
H
U
己

σ--nmwccロ
印
噌
日

U
E
Z
M凶
凶
〈
口

ω・に

見
ゆ
。
図

1
参
照
)
に
は
、
若
い
娘
の
首
が
た
く
さ
ん
生
っ
て
い
る
木
が
描
か

イドリーシーの世界図に見える図2

「ワクワク島の女王」図1

84 -

ワクワク島(下方の uakuak)



れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
、
こ
の
興
味
ぶ
か
い
伝
説
は
お
そ

く
と
も
十
二
世
紀
ご
ろ
に
は
伝
わ
っ
て
い
た
ら
し
く
、
十
二
世
紀
ア
ル
サ
ス
の

尼
僧
へ
ル
ラ
デ
・
フ
ォ
ン
・
ラ
ン
ヅ
ペ
ル
ク
町
内
耳
E(甘
く
0
ロ
「
自
己
告
白
m
の
著

h
Gミミ
h
b
h
N
R
N
Q
ミ
ミ
(
『
悦
楽
の
園
』
)
の
写
本
に
は
、
「
ア
ダ
ム
が
ワ
ク
ワ
ク
の

樹
の
そ
ば
に
寝
て
お
り
、
神
が
こ
の
樹
の
枝
を
折
っ
て
、
イ
ヴ
を
造
ろ
う
と
し

て
い
る
図
」
(
い
ま
、
溢
淳
氏
前
掲
書
三
五
三
頁
に
見
ゆ
)
が
描
か
れ
て
い
る
。

「
神
の
手
に
支
え
ら
れ
た
イ
ヴ
は
、
校
か
ら
も
ぎ
取
ら
れ
た
果
実
の
よ
う
で
、

胸
か
ら
上
の
半
身
し
か
な
く
、
両
手
は
あ
る
け
れ
ど
も
脚
は
な
い
」
(
溢
津
氏
)

と
い
っ
た
具
合

こ
の
不
思
議
な
果
実
は

つ
い
に
キ
リ
ス
ト
教
の
創
世
伝
説

と
結
び
つ
く
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

ワ
ク
ワ
ク
島
で
あ
る
が
、
桑
原
鴎
蔵
の
『
一
際
一
院
は
…
蒲
蕎
庚
の

事
蹟
』
(
一
九
二
三
年
、
上
海
、
東
亜
攻
究
会
刊
)
が
、
ア
ラ
ビ
ア
文
献
に
お
い

と
こ
ろ
で
、

て
は
「
日
本
の
国
号
は

-
E
E
H
O
E包
宮
町
に
岩
持
活
保
(
司
書
名
野
)
と
し
て

中野

現
は
る
0

4

〈
山
町
宅
島
と
は
当
時
支
那
人
が
日
本
を
優
固
と
呼
び
し
、
そ
の
倭
国
の

人参果考 『西遊記』成立史のー断面←

の
音
訳
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
倭
国
」
の
中
古
漢
語
音

-
S
t
b
S除

の
転
-
詑
と
一
応
は
考
、
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
イ
ブ
ン
・
コ
ル
ダ

l
ド
ベ

l
(
現

在
は
イ
ブ
ン
・
フ
ル
ダ

l
ド
ビ
フ

F
口
同
町
己
丘
町
〔
F
E
F
と
ロ

l
マ
ナ
イ
ズ
さ

れ
る
こ
と
が
多
い
)
と
は
、
九
世
紀
1
十
世
紀
初
の
ペ
ル
シ
ャ
の
地
理
学
者
で
、

b
E
T
N
N
ミ
お
も
容
さ
門
戸

hhS心
配
芯
(
『
道
路
と
諸
地
方
の
書
」
)
を
著
わ
し
た
。

も
っ
と
も
、
前
掲
『
イ
ン
ド
の
不
思
議
』
に
見
、
え
る
ワ

l
ク
ワ

l
ク
島
の
位
置

に
つ
い
て
は
、
「
シ
ナ
の
東
に
あ
る
ワ

l
ク
ワ

l
ク
と
は
別
の
ワ

l
ク
ワ
ー
ク
が

存
在
す
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
」
(
前
掲
同
書
訳
注
一
四
四

i
一
四
五
頁
)
と
い

う
問
題
点
も
あ
る
が
、
(
十
二
世
紀
の
地
理
学
者
ア
ル
・
イ
ド
リ

l
シ
l
包ー

日仏門円日刊の同町民
h
F
b
Q
九
お
ミ
制
高
(
『
ロ
ジ
ェ
ロ
王
の
書
』
)
に
見
え
る
世
界
図
で
は
、

こ
の
ワ

l
ク
ワ
ー
ク
島
の
位
置
を
、
現
東
南
ア
ジ
ア
に
置
い
て
い
る
。

図
は
十
六
世
紀
末
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
伝
え
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
織
田
武
雄
『
地

こ
の
地

図
の
歴
史
』
一
九
七
三
年
、
講
談
社
刊
、
六

O
頁
に
載
っ
て
い
る
。
図
2
参
照
)

位
置
は
と
も
か
く
名
称
に
関
し
て
は
、
「
倭
国
」
の
中
古
漢
語
音
の
転
靴
で
あ
り
、

そ
れ
が
ア
ラ
ビ
ア
の
雑
多
な
異
国
伝
説
と
結
び
つ
い
て
か
よ
う
な
不
思
議
な
果

実
伝
説
を
生
ん
だ
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

ワ
ク
ワ
ク
島
が
中
世
ア
ラ
ビ
ア
圏
の
文
献
に
お
い
て
倭
国
す
な
わ
ち
日
本
で

そ
れ
も
若
い
娘
が
生
る
樹
木
が
生
、
え
て
い
る

あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
こ
に
人
問
、

と
い
う
伝
説
が
存
在
し
た
こ
と
は
ま
こ
と
に
興
味
ぶ
か
く
感
じ
ら
れ
る
。

ア
ラ
ビ
ア

中
国
の
文
献
で
は
、
大
食
に
人
聞
の
赤
ン
坊
が
生
る
木
が
あ
る
と
い
い
、
ア

ワ
ク
ワ
ク

ラ
ビ
ア
の
文
献
で
は
日
本
に
人
聞
の
娘
が
生
る
木
が
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、

-85-

日
本
を
倭
固
と
し
て
ア
ラ
ビ
ア
人
に
伝
え
た
中
国
人
は
、

日
本
に
さ
よ
う
な
木

が
あ
る
と
は
、

ど
の
文
献
に
も
記
録
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

さ

と
は
い
え
、

き
に
引
い
た
『
十
州
記
」
『
紳
異
経
』
『
述
異
記
』
な
ど
に
見
え
る
長
生
の
仙
果

が
、
い
ず
れ
も
、
「
東
方
」
あ
る
い
は
「
扶
桑
」
の
地
に
生
え
る
も
の
と
し
て
記

録
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
さ
よ
う
な
仙
果
は
、
「
東
方
」
に
限
ら

ず
中
国
各
地
に
産
し
た
と
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、

そ
れ
が
ア
ラ
ビ
ア
を
は
じ

め
と
す
る
西
方
諸
国
に
伝
え
ら
れ
る
場
合
に
は
、
中
国
よ
り
も
更
に
「
東
方
」

の
地
の
果
て
に
生
、
え
る
と
し
た
ほ
う
が
、
エ
キ
ゾ
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、

そ
の
こ
と
は
も
う
少
し
あ
と
で
再
考
す
る
と
し
て

い
ま
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各

地
に
伝
わ
る
マ
ン
ド
ラ
ゴ
ラ
伝
説
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

さ
き
に
引
い

た
溢
津
氏
の
「
マ
ン
ド
ラ
ゴ
ラ
に
つ
い
て
」
の
ほ
か
、
種
村
季
弘
氏
の
「
マ
ン



人文科学論集

ド
ラ
ゴ
ラ
の
旅
」
(
一
九
七
四
年
、
青
土
社
刊
『
怪
物
の
解
剖
学
』
所
収
)
及
ぴ

「
危
険
な
マ
ン
ド
ラ
ゴ
ラ
」
(
一
九
七
九
年
、
桃
源
杜
刊
『
黒
い
錬
金
術
』
所
収
)

な
ど
に
拠
り
つ
つ
要
約
す
る
。

マ
ン
ド
ラ
ゴ
ラ
と
は
、

ベ
ル
シ
ャ
原
産
の
ナ
ス
科
の
植
物
で
、

そ
の
根
が
人

聞
の
脚
の
よ
う
に
二
股
に
分
か
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
股
の
部
分
に
、
時
あ
っ

て
男
根
に
似
た
突
起
や
女
陰
に
似
た
裂
け
目
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、

エ
ロ

テ
ィ
ッ
ク
な
連
想
を
ひ
き
起
こ
し
た
の
で
あ
ろ
う
、
楯
薬
な
い
し
強
精
催
淫
剤

旧
約
聖
書
に
見
え
る
え
ミ
§
凡
さ

と
し
て
ひ
ろ
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

い

な

す

弓

ま

ず

的

(
訳
名
は
「
恋
茄
」
)
に
よ
っ
て
石
女
が
懐
妊
し
た
と
い
う
話
は
そ
の
最
も
古
い

例
で
あ
る
。
帽
薬
の
み
な
ら
ず

マ
ン
ド
ラ
ゴ
ラ
は
又
、
麻
薬
や
催
眠
薬
の
効

果
も
あ
る
と
信
じ
ら
れ
た
。
そ
の
他
も
ろ
も
ろ
の
病
気
や
怪
我
に
も
よ
く
利
く

と
さ
れ
た
が
、
良
薬
の
つ
ね
と
し
て
、
多
量
に
喋
め
ば
有
毒
で
あ
り
、
た
め
に

数
多
く
の
不
思
議
な
伝
説
を
生
ん
だ
。

最
も
有
名
な
も
の
は

マ
ン
ド
ラ
ゴ
ラ
の
採
取
に
関
す
る
伝
説
で
あ
る
。
各

地
で
多
少
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
あ
る
が
、
概
ね
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

マ
ン
ド
ラ
ゴ
ラ
の
採
取
法
に
は
お
そ
ろ
し
い
危
険
が
伴
っ
た
。
野
生
の
マ

ン
ド
ラ
ゴ
ラ
を
根
ご
と
手
づ
か
み
に
し
よ
う
も
の
な
ら
即
死
は
間
違
い
な

く
、
軽
く
触
れ
る
だ
け
で
も
死
の
危
険
が
あ
る
。

フ
ラ
ヴ
ィ
ウ
ス
・
ヨ
ゼ
フ

ス
(
紀
元
後
一
世
紀
の
ロ

l
マ
人
。

l
l
l
中
野
注
)
が
紹
介
し
て
い
る
採
取

法
は
か
な
り
残
酷
な
も
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
生
賛
を
一
人
選
ん
で
か
ら
数
人

の
共
同
作
業
で
お
こ
な
う
の
で
あ
る
。

ま
ず
数
人
が
目
当
て
の
マ
ン
ド
ラ
ゴ

ラ
の
ぐ
る
り
に
環
を
描
き
、
周
囲
の
土
を
根
の
最
下
部
が
見
え
る
か
見
え
な

い
か
の
と
こ
ろ
ま
で
掘
り
進
む
。

そ
れ
か
ら
生
賛
に
選
ば
れ
た
男
が
根
を
手

づ
か
み
に
し
て

マ
ン
ド
ラ
ゴ
ラ
に
反
応
が
あ
れ
ば
一
気
に
引
き
抜
く
。

の
男
は
環
に
な
っ
た
一
同
の
罰
を
一
手
に
引
き
受
け
て
即
座
に
死
な
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
が

マ
ン
ド
ラ
ゴ
ラ
は
一
度
人
間
の
手
に
渡
っ
て
し
ま
え
ば
危

険
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
残
り
全
員
は
無
事
で
あ
る
。

も
う
す
こ
し
穏
や
か
な
方
法
で
は
、
採
取
者
は
根
の
ま
わ
り
に
剣
で
三
一
重

の
輪
を
描
き
、
西
の
方
を
眺
め
や
る
。
同
時
に
数
人
の
助
手
た
ち
が
マ
ン
ド

ラ
ゴ
ラ
の
ま
わ
り
で
ぐ
る
ぐ
る
と
輪
舞
を
踊
り
な
が
ら
問
題
の
植
物
に
狸
察

な
.
言
葉
を
騒
き
か
け
る
。
す
る
と
破
壊
的
な
効
果
が
い
ち
じ
る
し
く
減
殺
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

や
や
後
の
時
代
に
入
る
と
、

人
聞
の
生
賛
の
替
り
に
犬
が
使
わ
れ
だ
よ
う
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で
あ
る
。
周
囲
の
土
を
根
ま
で
掘
り
進
む
手
順
は
同
じ
だ
が
、
次
に
根
の
ま

わ
り
に
注
意
深
く
索
を
巻
き
、

そ
の
先
端
を
犬
の
首
に
結
び
つ
け
る
。

ヲ

ぞ

れ

か
ら
肉
片
を
犬
か
ら
か
な
り
離
れ
た
処
へ
投
げ
や
る
と
、
犬
が
猛
烈
な
勢
で

肉
の
方
へ
走
っ
て
行
こ
う
と
す
る
の
で
、

こ
れ
に
引
張
ら
れ
て
自
然
に
マ
ン

ド
ラ
ゴ
ラ
の
根
が
す
ぽ
ん
と
抜
け
て
し
ま
う
。
但
し
、
そ
の
瞬
間
、
近
く
に

い
る
人
間
は
掌
で
耳
を
塞
ぐ
か
、
耳
穴
に
あ
ら
か
じ
め
綿
か
磁
の
栓
を
詰
め

て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

マ
ン
ド
ラ
ゴ
ラ
の
根
は
土
か
ら
抜
け
る
と
き

に
恐
ろ
し
い
叫
ぴ
声
を
発
し
て
、

そ
れ
を
聞
い
た
も
の
は
立
ち
所
に
死
ん
で

し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

げ
ん
に
可
哀
想
な
犬
は
そ
の
場
で
死
に
、

マ
ン
ド
ラ

ゴ
ラ
を
掘
っ
た
穴
の
な
か
に
埋
葬
さ
れ
る
。
(
種
村
氏
「
マ
ン
ド
ラ
ゴ
ラ
の

旅



マ
ン
ド
ラ
ゴ
ラ
の
す
さ
ま
じ
い
叫
び
声
は
、
シ
ェ
ク
ス
ピ
ア
の
『
へ
ン
リ
|

四
世
』
や
『
ロ
ミ
オ
と
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
』
の
中
に
も
比
喰
と
し
て
登
場
す
る
(
同

じ
シ
ェ
ク
ス
ピ
ア
の
『
ア
ン
ソ
ニ
!
と
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
」
に
は
、
催
眠
剤
と
し

て
の
マ
ン
ド
ラ
ゴ
ラ
を
欲
し
が
る
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
の
科
白
が
見
ら
れ
る
)
し
、

こ
こ
に
引
い
た
マ
ン
ド
ラ
ゴ
ラ
の
採
取
法
は
、
ド
イ
ツ
の
作
家
ア
ヒ
ム
・
フ
ォ

ン
・
ア
ル
ニ
ム
〉
の
吉
日

phN常
九

h
b
N
L
S
h
hいち
H
S
(
『
エ
ジ
プ
ト
の
イ
ザ
ベ
ラ
』
)
に
も
、
そ
っ
く
り
登
場

〈
O
ロ

〉
E
H
B
(
一
七
八
一
g
}

一
八

の
小
説

す
る
。
女
主
人
公
ベ
ラ
は
、
「
夜
半
の
十
一
時
に
黒
い
犬
を
と
も
な
っ
て
、
無
実

の
罪
で
縛
り
首
に
さ
れ
た
男
が
草
の
上
に
は
ら
は
ら
と
涙
を
こ
ぼ
し
た
絞
首
台

の
下
ま
で
赴
き
」

マ
ン
ド
ラ
ゴ
ラ
を
採
取
し
よ
う
と
す
る
が
、

そ
の
植
物
た
る

や
「
縛
り
首
に
さ
れ
た
男
の
無
実
の
罪
を
着
て
零
し
た
涙
か
ら
産
ま
れ
た
子
供
」

ご
九
七
五
年
、
国
書
刊
行
会
刊
、
「
世
界
幻
想
文
学
大
系
』
第
四
巻
、
深
田
甫

で
あ
る
と
、
ア
ル
ニ
ム
は
書
い
て
い
る
。

訳
に
よ
る
)

中野

ド
イ
ツ
に
は
、
絞
首
刑
に
処
せ
ら
れ
た
男
が
い
ま
わ
の
際
に
洩
ら
す
精
液
や

尿
が
土
に
惨
み
こ
ん
で
マ
ン
ド
ラ
ゴ
ラ
が
生
ま
れ
る
と
い
う
伝
説
が
あ
り
、
こ

の
伝
説
は
、
遠
く
ギ
リ
シ
ャ
神
話
や
ペ
ル
シ
ャ
神
話
、
果
て
は
中
世
カ
パ
ラ
学

者
に
よ
る
聖
書
神
話
に
も
い
く
つ
も
の
祖
型
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

人参果考ー『西遊記』成立史のー断面

(
ミ
ル
チ
ャ
・
エ
リ
ア

l
デ
冨

E
u
g
巴
S
舟
は
、
こ
の
よ
う
な
マ
ン
ド
ラ
ゴ

ラ
伝
説
の
神
話
学
的
意
味
に
つ
い
て
、
そ
の
論
文
「
ガ
ヨ

l
マ
ル
ト
・
ア
ダ
ム
・

マ
ン
ド
ラ
ゴ
ラ
」
及
び
「
ル
ー
マ
ニ
ア
に
お
け
る
マ
ン
ド
ラ
ゴ
ラ
ス
信
仰
」
に

そ
れ
ぞ
れ
、
せ
り
か
書
房
刊
『
エ
リ
ア

l
デ

お
い
て
興
味
深
く
論
じ
て
い
る
。

著
作
集
』
第
十
三
巻
、
第
十
二
巻
所
収
)
。

こ
こ
で
想
起
す
る
の
は

「
広
五
行
記
』

に
見
え
る
中
国

さ
き
に
も
引
い
た

の
人
参
伝
説
で
あ
る
。

人
参
の
異
名
と
し
て
、

土
精
、
地
精
が
あ
る
の
は
前
に

述
べ
た
通
り
だ
が
、
李
時
珍
は
、
こ
の
『
広
五
行
記
』

の
文
を
引
い
て
か
ら
、

だ
か
ら
土
精
と
名
づ
け
ら
れ
た
の
だ
と
言
っ
て
い
る
が
、

土
か
ら
産
す
る
人
間

の
形
状
を
し
た
植
物
と
い
う
点
で
は
、

人
参
も
マ
ン
ド
ラ
ゴ
ラ
も
同
じ
も
の
だ

と
い
、
え
ト
品
、
つ
。

お
ま
け
に
、
両
者
と
も
奇
怪
な
叫
び
声
を
あ
げ
る
の
で
あ
る
1

ワ
ク
ワ
ク
と
マ
ン
ド
ラ
ゴ
ラ
に
限
ら
ず
、
類
似
の
植
物
伝
説
は
数
知
れ
な
い
。

中
で
も
、
ペ
ル
シ
ャ
の
フ
ィ
ル
ダ
ウ
シ

l

E丘
虫
富
町
が
一

O
一
O
年
に
書
き
あ

げ
た
叙
事
詩
的
ぎ
ヤ
ミ

bsS(『
王
室
田
』
)
の
十
五
世
紀
ご
ろ
の
写
本
に
、
「
お
し
ゃ

べ
り
の
木
」
と
い
う
木
の
枝
に
、
人
聞
の
み
な
ら
ず
馬
、
羊
、
狼
、
豹
、
犬
等
々

の
た
く
さ
ん
の
動
物
の
頭
部
が
生
っ
て
い
る
挿
し
絵
(
い
ま
、
前
掲
~uミ
ミ

sh

NS
』
に
お
さ
'
可
]ω門
O

U

内}内
U

内
〈
日
に
見
ゆ
。
国
3
参
照
)
が
載
っ
て
い
る
の
が
興
味
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を
ひ
く
。
『
王
室
閏
』
の
こ
の
部
分
は
ベ
ル
シ
ャ
に
お
け
る
イ
ス
カ
ン
ダ
ル
(
紀
元

前
回
世
紀
ギ
リ
シ
ャ
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
の
こ
と
。
十
二
世
紀
ペ
ル

シ
ャ
の
詩
人
ニ
ザ

l
ミ
l

Z
自
E
「
に
も
イ
ス
カ
ン
ダ
ル
伝
説
を
詠
ん
だ

除
雪
3
h
た
さ
引
き
む
た
が
あ
る
)
伝
説
に
触
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
代
の
西

方
の
人
々
の
、
東
方
へ
の
関
心
の
一
端
を
示
す
も
の
と
い
、
え
よ
う
。
こ
れ
は
又
、

十
四
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
ジ
ョ
ン
・
マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
巴
円
』
O
F
D

冨
自
骨
三
一
一
σ
の

ミ
hNSh出

SN.九九
S
N
J
E
N
L同
目
的
(
大
場
正
史
訳
『
東
方
旅
行
記
』

一
九
六
四
年
、
平
凡

社
刊
。
東
洋
文
庫
川
口

の
次
の
条
り
と
照
応
を
な
す
。

カ
タ
イ
〔
シ
ナ
〕

か
ら
大
小
の
イ
ン
ド
へ
む
か
う
人
は
カ
デ
ィ
ル
へ
と
呼

ば
れ
る
、
大
き
な
王
国
を
通
り
ぬ
け
る
だ
ろ
う
。

そ
こ
に
は
、

ひ
ょ
、
っ
た
ん

の
よ
う
に
大
き
な
果
実
が
な
り
、
熟
し
た
も
の
を
割
る
と
、
中
に
肉
も
血
も
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骨
も
あ
る
獣
が
一
匹
は
い
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
ま
る
で
毛
の
な
い
小
羊
み
た

い
で
あ
る
。

そ
の
国
の
住
民
は
こ
の
獣
も
果
実
も
食
用
と
す
る
が
、
ま
こ
と

に
ふ
し
ぎ
な
こ
と
で
あ
る
。

r
-
、、、

ナ
人
，
刀

わ
た
し
は
彼
ら
に
む
か
つ
て
、
自
分
に

と
っ
て
は
ち
っ
と
も
ふ
し
ぎ
で
は
な
い
、
な
ぜ
な
ら
、
自
分
の
国
で
は
、

ル
ナ
ケ
(
黒
が
ん
)
と
い
う
鳥
に
な
る
果
実
を
つ
け
る
樹
木
が
あ
る
か
ら
で
、

そ
の
果
実
は
美
味
で
あ
る
、
そ
し
て
、
水
中
に
落
ち
る
も
の
は
飛
び
去
る
が
、

地
上
に
落
ち
る
も
の
は
死
ん
で
し
ま
う

と
教
え
て
や
っ
た
。

周
知
の
よ
う
に

マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
自
身
は
「
東
方
旅
行
」
を
し
た
わ
け
で
は

な
く
、
従
っ
て
そ
の
『
旅
行
記
』
も
、
主
と
し
て
十
三
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
ヴ
ア

ン
サ
ン
・
ド
・
ボ
オ
ヴ
ェ
〈

5
2己
号
切
g
c
S
2
の
如
、

h
g
Eさ
さ
宣
言
守

(
『
自
然
の
鏡
』
)
や
十
四
世
紀
イ
タ
リ
ア
の
旅
行
家
オ
ド
リ
コ
・
ダ
・
ポ
ル
デ

ノ
ネ
河
口
m
肖

O
巳

O口
。
。
仏
印

HUOEσ
ロ
O
ロ
σ
の
b
g
q
N
V
H
N
G
0
3町
三
叉
尽
き

HUQ司、

中野

S
S
(
『
東
洋
紀
行
』
)
な
ど
に
、
幾
ん
ど
剰
窃
し
た
と
い
っ
て
い
い
程
に
拠
り

人参果考一「西遊記J成立史のー断面

つ
つ
編
纂
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
書
に
拠
つ

こ
こ
に
あ
げ
た
条
り
も
、

て
い
る
が
、
『
自
然
の
鏡
』
で
は
、
こ
の
植
物
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
東
南
部
の
黒
海
や

カ
ス
ピ
海
方
面
の
産
と
し
て
い
る
た
め
、
「
ス
キ
タ
イ
の
羊
」
と
し
て
有
名
な
も

の
で
あ
る
。

又
鳥
に
な
る
果
実
の
話
も

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
に
伝
わ
っ
て
い
た

(
溢
淳
氏
前
掲
書
三
五
五
頁
に
見
え
る
「
果
実
が
ア
ヒ
ル
に
な
る
樹
」
の
図
な

ど
参
照
)
。

他
に
も
、
溢
津
氏
に
よ
れ
ば
、
半
ば
人
聞
の
よ
う
な
外
観
を
し
て
謄
で
地
中

の
根
と
繋
が
り
、
ま
わ
り
の
草
を
食
い
荒
ら
し
た
り
近
づ
く
者
す
べ
て
に
襲
い

か
か
る
「
ヤ
ド
ゥ
ア
」
、
祭
の
日
に
叫
び
声
を
出
し
、
そ
の
声
を
聞
い
た
ら
一
年 Jえ

以
内
に
死
ぬ
と
い
う
「
サ
ル
ラ

l
ハ
」
な
ど
が
イ
ン
ド
に
生
育
す
る
と
、
西
方

に
伝
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
伝
承
の
起
点
は
殆
ん
ど
が
中
世
ア
ラ
ビ
ア
の

文
献
で
あ
り
、
以
上
に
あ
げ
た
諸
書
の
他
に
も
、
ア
ル
・
ジ
ャ

l
ヒ
ズ
包

i

』

EN(七
六
七

i
八
六
八
)
の
出
②
ミ
白
書
道
も
芯
(
『
動
物
の
書
』
)
や
十
三

世
紀
の
イ
ブ
ン
・
ア
ル
・
パ
イ
タ
ル
宮
口
包
ー
目
hq芯
『
の
出
恥
~vhNNIH引
き
礼
町
一
取
引

ねえさ
e

Q

b
円

I
S
N
h
¥
3
§
(
『
薬
用
植
物
集
成
」
)
な
ど
が
、
奇
怪
な
植
物
伝
説
に
も

多
く
触
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
こ
の
種
の
ワ
ク
ワ
ク
伝
説
、
マ
ン
ド
ラ
ゴ
ラ
伝
説
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
が
、
い
わ
ゆ
る
大
航
海
時
代
の
魁
を
な
す
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「
中
世
の
秋
」

に
、
東
洋
へ
の
憧
れ
を
秘
め
つ
つ
族
生
し
て
い
た
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
、，
」

れ
ら
の
伝
説
を
擢
い
た
い
わ
ば
真
率
な
旅
行
家
が
マ
ル
コ
・
ポ

l
ロ
だ
っ
た
の

-89-

で
あ
る
。

そ
の
『
東
方
見
聞
録
』
に
は
、
も
は
や
こ
れ
ら
の
面
妖
な
植
物
は
顔

を
見
せ
な
い
。

四

押
不
置
と
人
参
果

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
マ
ン
ド
ラ
ゴ
ラ
伝
説
は
、

そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま

と
こ
ろ
で
、

の
形
で
中
国
に
も
伝
わ
っ
て
来
た
。
士
岡
宋
末
の
周
密
の
著
『
葵
辛
雑
識
』
続
集

に
「
押
不
董
」
な
る
一
項
あ
り
(
同
じ
く
周
密
の
『
志
雅
堂
雑
紗
』
に
も
同
じ

文
章
を
収
め
る
。
但
し
、

一
部
に
字
句
の
異
同
あ
り
)
、
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

回
回
国
の
西
数
千
里
の
地
に
極
め
て
毒
性
の
あ
る
も
の
が
産
す
る
。
す
べ

て
人
聞
の
形
を
し
て
い
て
人
参
に
似
て
い
る
。
土
地
の
言
葉
(
原
文
は
「
酋

ヤ
l
プ
ー
ル
l

名
」
)
で
押
不
置
と
い
う
。
土
中
深
く
数
丈
の
と
こ
ろ
に
生
え
る
が
、
人
が
も
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し
誤
っ
て
こ
れ
に
触
っ
た
り
す
る
と
、
そ
の
毒
性
(
原
文
は
「
毒
気
」
)
で
必

ず
死
ん
で
し
ま
う
。
こ
れ
を
取
る
方
法
は
、
先
ず
ま
わ
り
に
人
ひ
と
り
叡
る

あ

な

か

わ

ひ

も

ほ
ど
の
大
炊
を
掘
る
。
し
か
る
の
ち
、
皮
僚
を
そ
れ
に
絡
ま
せ
る
。
皮
僚
の

系
は
犬
の
足
に
繋
り
つ
け
る
。

こ
う
し
て
お
い
て
、
杖
で
犬
を
打
っ
て
追
い

た
て
る
(
原
文
は
「
用
杖
撃
逐
犬
」
)
。
犬
が
逸
り
、
根
は
抜
け
る
が
、
犬
は

あ
む

毒
性
で
す
ぐ
死
ん
で
し
ま
う
の
で
、
あ
と
で
吹
に
埋
め
、

一
年
後
に
取
り
出

し
て
曝
し
乾
か
し
て
別
に
用
い
る
。

と
こ
ろ
で
そ
の
(
押
不
置
の
)
薬
性
だ

が
、
少
し
の
酒
と
混
ぜ
て
人
に
飲
ま
せ
る
と
き
ま
っ
て
全
身
が
麻
療
し
て
死

ん
で
し
ま
い
、
そ
の
死
体
に
万
や
斧
で
力
を
加
、
え
て
も
分
ら
な
い
。
し
か
し

三
日
後
に
、
別
に
薬
を
少
し
投
ず
る
と
、
す
く
さ
ま
生
き
か
え
る
の
だ
。

か
し
華
陀
(
正
し
く
は
華
位
。
後
漢
か
ら
三
国
に
か
け
て
の
名
医
。
苗
国
操
の

侍
医
と
な
る
が
の
ち
反
抗
し
て
獄
死
す
)
が
胃
腸
の
病
い
を
よ
く
治
し
た
と

ぎ
よ
ゃ
く
い
人

い
う
が
、
き
っ
と
こ
の
押
不
置
を
用
い
た
に
違
い
な
い
。
当
節
で
は
御
薬
院

(
天
子
の
薬
を
司
る
役
所
)
も
こ
れ
を
蓄
え
て
い
る
と
い
う
。
白
廷
玉
(
名

は
礎
。
廷
玉
は
字
。
宋
末
元
初
の
文
人
)
が
こ
ん
な
話
を
聞
い
た
そ
う
だ
。

い
ま
の
汚
職
役
人
ど
も
が
し
こ
た
ま
私
腹
を
肥
や
し
て
訴
え
ら
れ
る
と
百
日

丹
と
や
ら
を
服
用
す
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
押
不
草
に
違
い
な
い
と
、
直
松
犀

(
未
詳
)
が
言
っ
て
い
た
と
か
。

こ
の
押
不
置
と
は
、
ベ
ル
ト
1
ル
ド
・
ラ
ウ
フ
ェ
ル
回

2
5
0
]巳
「
山
正
R
の

論
文
ε
「
山
富
山
口
己
O
E
m
0
5
3
(
吋

g
a
h
~
u
s
u
5
3
-
万
七

-
H
1
8・
得
承
鈎
に
よ
る

漢
訳
が

一
九
五
六
年
、
中
華
書
局
刊
「
西
域
南
海
史
地
考
証
訳
叢
五
編
』
に

収
め
ら
れ
て
い
る
)
及
び
め
芸
や
や
む
さ

3
・

(
リ
』
W
N
.抽
出
向
的
町
内
む
お
門
司
N
.
F
N
K
H
N
0
3
h
hも

忌

町

民
主
。
ミ
c
¥
町
民
ゼ
一
N，九
N
L
N
ね
た
も
お
芸
人
品
同
時
円
ミ
ミ
ャ

b
s
u
5
5
-
n
E
g
m
o
u
日
)
七
-
K

肝
品
戸
切
∞

ω

に
よ
れ
ば
、
マ
ン
ド
ラ
ゴ
ラ
を
意
味
す
る
ア
ラ
ビ
ア
語
の
ヨ
σ
E
U
¥与
E
U
(
ぺ

ル
シ
ャ
語
で
は

]ω
耳
U
U
)

の
漢
字
音
訳
で
あ
る
と
い
う
。
周
密
の
こ
の
文
章
は
、

さ
き
に
種
村
氏
の
文
章
に
よ
っ
て
紹
介
し
た
西
方
に
お
け
る
マ
ン
ド
ラ
ゴ
ラ
採

取
法
を
、

そ
の
ま
ま
伝
え
て
い
る
点
で
甚
だ
注
目
さ
れ
る
。

、-
d

-

J

、

J
J
J
J
1
L
 

マ
ン
ド

ラ
ゴ
ラ
の
す
さ
ま
じ
い
叫
び
声
に
つ
い
て
は
述
べ
て
お
ら
ず
、
逆
に
、
穴
埋
め

し
た
犬
の
屍
骸
を
ど
う
こ
う
す
る
と
述
べ
て
い
る
点
は
西
方
の
マ
ン
ド
ラ
ゴ
ラ

伝
説
に
は
見
当
た
ら
な
い
。
恐
ら
く
、
長
い
伝
絡
の
過
程
で
脱
落
し
た
り
付
加

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

む

周
密
は
宋
末
元
初
の
人
、
宋
滅
亡
後
は
湖
州
(
南
宋
の
都
臨
安
の
近
く
)
に

隠
棲
し
て
、
有
名
な
『
武
林
旧
事
」
十
巻
を
著
わ
し
て
臨
安
盛
時
の
活
況
を
具

日
U

Q
J
 

さ
に
伝
え
た
ほ
か
、
『
斉
東
野
語
』
二
十
巻
の
著
も
あ
る
。
周
密
は
回
回
国
つ
ま

り
ア
ラ
ビ
ア
を
中
心
と
す
る
イ
ス
ラ
ム
圏
の
風
物
に
関
心
を
も
っ
て
い
た
ら
し

く
、
こ
の
『
焚
辛
雑
識
』
に
は
、
「
回
回

i
i
」
と
題
す
る
文
章
が
い
く
つ
か
収

め
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
周
密
は
回
回
伝
来
の
知
識
を
ど
こ
か
ら
仕
入
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

周
密
に
限
ら
ず
、
宋
元
聞
の
知
識
人
は
、
主
と
し
て
現
福
建
省
に
位
置
す
る
当

時
の
大
貿
易
港
泉
州
を
出
入
す
る
西
方
の
船
が
も
た
ら
す
風
物
に
関
心
を
持
つ

た
。
泉
州
は
、
西
欧
世
界
で
は
今
で
も
N
ミ
Z
ロ
の
名
で
知
ら
れ
、
当
時
は
蕃
坊

と
称
す
る
回
回
人
専
用
の
一
大
居
留
地
区
ま
で
設
け
ら
れ
て
い
た
。
蒲
士
号
詳
庚
な

る
漢
名
を
有
す
る
ア
ラ
ビ
ア
人
(
蒲
は
ア
ラ
ビ
ア
語
〉
σ己
の
対
音
。
〉
σ
c
姓
で

あ
る
こ
と
は
わ
か
る
が
名
は
未
詳
。
も
っ
と
も
、
張
秀
民
氏
は
「
蒲
蕎
庚
為
占

城
人
非
阿
投
伯
人
説
」
な
る
論
文
に
お
い
て
、
蒲
士
号
奇
庚
と
は
ア
ラ
ビ
ア
人
で
は



な
く
占
城
人
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
上
口
城
と
は
わ
自
己
刀
ω
あ
る
い
は
の
ω
B
t

百
七
日
ω
の
対
立
回
で
現
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
中
南
部
に
あ
た
る
。
こ
の
問
題
は
興
味
ぶ
か

い
の
で
再
考
に
値
し
よ
う
。
な
お
該
論
文
は
『
蘭
州
大
学
学
報
』
哲
学
杜
会
科

学
版
一
九
七
九
年
第
一
期
所
載
)

の
ご
と
き
は
、
福
建
路
の
提
挙
市
舶
(
貿
易

関
係
を
司
る
役
所
の
長
官
)
に
ま
で
任
ぜ
ら
れ
て
、
強
大
な
勢
力
を
誇
っ
た
。

周
密
の
『
笑
辛
雑
識
』
続
集
下
に
も
、
「
泉
南
」
の
「
巨
買
南
蛮
回
固
」
で
蒲
姓

の
者
の
こ
と
が
誌
き
れ
て
い
る
。

当
時
の
泉
州
交
易
の
繁
栄
ぶ
り
は
、
南
宋
の
こ
れ
も
福
建
路
提
挙
市
舶
で

一
二
二
五
年
の
自
序
あ
り
)
が

あ
っ
た
趨
汝
這
の
著
『
諸
蕃
志
』
(
宝
慶
元
年

あ

い
ま
は
得
承
鈎
に
よ
る
校
注
本
(
一
九
三
七
年
初
版
。

一
九
五
六
年

中
華
書
局
刊
)
に
よ
っ
て
容
易
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
『
諸
蕃
志
』
に
よ
る
と
、
泉
州
に
も
た
ら
さ
れ
た
諸
国
の
珍
貨
は
数
知

そ
れ
は
又
、
泉
州
か
ら
諸
国
へ
も
た
〉
り
さ
れ
た
珍
貨
と
て
同
様
で
あ
っ

れ
ず
、

中野

た
。
な
か
ん
ず
く
イ
ス
ラ
ム
圏
と
の
交
易
は
唐
代
こ
そ
泉
州
以
外
の
港
に
お

い
て
盛
ん
で
あ
っ
た
が
、
宋
元
代
は
泉
州
が
中
心
で
あ
っ
た
。

ア
ラ
ビ
ア

杜
環
の
伝
え
た
大
食
国
の
赤
ン
坊
の
生
る
木
の
み
な
ら
ず
、
遠
い
異
国
の
風

人参果考 『西遊記』成立史のー断面一

物
に
関
す
る
異
聞
は
、
泉
州
を
は
じ
め
と
す
る
港
に
出
入
す
る
船
に
よ
っ
て
絶

え
ま
な
く
語
り
伝
、
手
わ
れ
、
驚
き
を
も
っ
て
人
び
と
の
あ
い
だ
に
ひ
ろ
ま
っ
た

こ
と
で
あ
ろ
う
。

西
方
世
界
に
伝
え
ら
れ
た
ワ
ク
ワ
ク
島
の
珍
果
ワ
ク
ワ
ク
も
同
じ
こ
と
で
あ

る
。
中
国
人
が
ア
ラ
ビ
ア
の
も
の
と
し
て
-
記
録
し
、

ア
ラ
ビ
ア
人
が
中
国
よ
り

更
に
東
の
ワ
ク
ワ
ク
島
の
も
の
と
し
て
伝
え
た
人
聞
の
生
る
木
は
、
空
想
の
産

日
常
の
認
識
の
及
ば
ぬ
は
る
か
な
る
異
国
の
も
の
で
な

物
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

人
聞
の
好
奇
心
と
い
う
も
の
は
、
常
に
こ
う
し
て
未
知
の

領
域
へ
と
想
像
力
を
羽
ば
た
か
せ
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

人
聞
の
生
る
木
の
話
は
、
し
か
し
ど
う
や
ら
社
環
が
ア
ラ
ビ
ア
の
も
の
と
し

て
伝
え
た
の
が
古
い
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
話
を
、
泉
州
あ
た
り
で
中
国
人
が
ア

ラ
ビ
ア
人
に
き
き
質
す
。
ア
ラ
ビ
ア
人
は
知
ら
ぬ
と
言
う
。
そ
れ
で
は
、
中
国

ワ
ク
ワ
ク

よ
り
も
も
っ
と
東
の
倭
国
の
も
の
か
も
知
れ
ぬ
、
と
中
国
人
が
言
、
っ
。
彼
の
脳

裏
に
は
『
十
州
記
』
や
『
神
異
経
』
あ
た
り
に
頻
繁
に
見
え
る
「
東
方
」
や
「
扶

桑
」
の
珍
果
の
こ
と
が
浮
か
ん
だ
で
あ
ろ
う
。
恐
ら
く
こ
の
類
い
の
会
話
が
交

錯
し
つ
つ
ワ
ク
ワ
ク
伝
説
が
形
成
さ
れ
、

し
か
し
、
中
国
人
は
、

ア
ラ
ビ
ア
人
が
西
方
へ
運
ん
だ
も
の

と
思
わ
れ
る
。

こ
の
種
の
珍
奇
な
植
物
に
つ
い
て
は

西
方
の
人
び
と
ほ
ど
熱
心
に
は
語
ら
な
く
な
っ
て
い
た
。

ー
よ

円
吋

υ

北
宋
初
期
に
編
ま
れ
た
『
太
平
広
記
』
に
は
、
人
参
果
伝
説
は
一
切
録
さ
れ

ず
、
「
神
異
経
』
『
述
異
記
』
な
ど
に
見
え
る
仙
果
に
つ
い
て
の
異
聞
は
録
さ
れ

て
い
る
が
、
桃
や
杏
な
ど
現
実
に
あ
り
ふ
れ
た
果
物
に
つ
い
て
は
、
空
想
に
よ

る
怪
異
讃
は
付
会
し
に
く
く
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
荒
誕
な
も
の
は
稀
で
あ
る
。

し
か
し
、
桃
を
西
王
母
と
結
び
つ
け
る
伝
説
は
依
然
と
し
て
流
行
し
て
い
た
。

一
つ
だ
け
面
白
い
例
を
挙
げ
よ
う
。
北
宋
の
エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ベ
デ
ィ
ス
ト
沈
括

の
『
夢
渓
筆
談
』
巻
二
十
一
に
、
雷
州
に
奇
妙
な
呪
文
が
流
行
し
、
そ
の
呪
文

を
聞
け
ば
、
捨
夫
や
熟
肉
は
も
と
の
生
肉
に
も
ど
り
、
又
呪
文
を
唱
え
れ
ば
生

又
呪
文
を
唱
え
る
と
、
料
理
さ
れ
た

肉
は
動
き
だ
し
て
牛
な
ら
牛
に
も
ど
る
。

形
と
な
る
が
、
そ
れ
を
食
べ
る
と
腹
中
で
動
き
は
じ
め
、
金
南
を
礁
み
こ
ま
な

い
限
り
腹
が
裂
け
て
死
ん
で
し
ま
う
と
見
え
る
。

そ
し
て

そ
の
呪
文
と
は
、

「
東
方
王
母
桃
、
西
方
王
母
桃
」
と
い
う
の
で
あ
る
。



人文科学論集

例
と
も
ふ
し
ぎ
な
話
で
あ
る
が
、
現
文
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
と
し
て
、
物

設
な
り
動
物
な
り
が
射
の
物
質
な
り
動
物
な
り
に
変
北
す
る
と
い
う
の
は
、
脳
内

え
ば
遠
く
督
代
の

め
草
官
「
抱
朴
子
い
な
ど
に
移
し
い
例
か
見
え
る
。
そ
の

と
い
う
の
は
、
女
性
の
生
績
か
ら
の

種
の
変
化
を
も
た
ら
す
も
の

ア
ナ
ロ
ジ

i
で
ご
く
自
然
な
法
説
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
唐
か
ら
北
栄
に
か
け

て
の
仙
果
伝
説
は
、
概
ね
以
上
の
通
り
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ヤ
ー
プ
ー
ル
!

一
ブ
伝
説
が
、
そ
の
ア
ラ
ビ
ア
名
押
不
畿
と
共
に
中
国
に

ら
れ
る
よ
う
に
、
南
宋
議
で
あ
っ
た
。

茜
方
の
マ
ン

入
っ
た
の
は
、
周
密
の
著
な
ど
か

こ
の
奇
慢
な
植
物
は
、

そ
の
形
状
か
ら
し
て
、

た
だ
ち
に
中
国
人
に
古
い
人
参

怯
鋭
を
想
起
き
そ
た
で
あ
ろ
う
。

又
、
あ
ま
た
の
伯
楽
諒
説
、
な
か
ん
ず
く
社

が
伝
え
た
大
食
主
語
に
産
す
る
赤
ン
坊
の

る
木
の
話
な
ど
を
も
連
想
さ
せ

た
で
あ
ろ
、
7
0

の
作
者
は
維
と
も
知
れ
ぬ
市
井
人
で
あ
り
、
又
作
者
が

必
ず
し
も
一
人
と
断
定
で
き
ぬ
が
、
と
も
か
く

の
作
者
も
亦
、

め
マ
ン
ド
ラ
ゴ

に
強
い
好
奇
心
会
総
い
た
一
人
で
あ
っ
た
と
覚
し

L 、。
と
は
い
え
、
彼
は
、
人
参
伝
説
と
総
桃
山
怨
説
と
を
い
か

び
つ
け
た
の
で

あ
ろ
‘
っ
か
。

い
ま
、
以
上

た
東
西
の
訟
説
す
べ
て
を
モ
チ
i
フ

す
る
と
次
の
三
種

で
き
る
a

A 

土
中
に
入
問
問
の
形
を
し
た
積
物
が
生
え
る
。
(
マ
ン
ド
ラ
ブ

木
に
人
間
や
動
物
が
生
る
。
〈
ワ
ク
ワ
ク
、
ヤ
ド
ゥ

人
参

B 

ス
キ
タ
イ
の
卒
、

の
木
な
ど
〉

C 

制
約
百
(
千
、
万
〉

一
変
だ
け
結
実
す
る
木
が
生
、
え
る
。
〈

如
釘
脳
級
な
ど

西
方
の

は、

A
か
8
、
あ
る
い
は

A
と

B
め
混
合
形
で
あ
る
む

と

に
円
わ
が
多
く
、
こ
れ
は
植
物
か
ら
動
物
へ

持
伝
説
は
圧
倒
的
に

C
が
多
く
、

A
は
あ
っ
て
も

C
と
の
混
合
は
絶
無
で
あ
り
、

と
も
い
え
よ
う
。
や
諮
の

B 

の
も
の
と
録
さ
れ
る
少
数
制
約
の
み
で
あ
る
。

も

ア
y
h
も
、
中
国
に
も
ち
の
モ
チ
ー
フ
に
鉱
て
い
る
と
思
わ
れ
る
話
は
少
な

に
、
「
成
帝
の
永
始
一
花
年
二
月
、

グ〉

街

郵く
で、な
樗2ぃ
グ〉、。

樹告
にく
人
め

つ
く
り
の
枝
が
生
え
た
。
題
も
ヨ
も
欝
も
す
べ
て
呉

わ
っ
て
い
て

汝
街

の
毛
が
な
い
だ
け
だ
っ
た
。
哀
帝
の

の
毘
…
予
の
議
陽
郷
で
柱
が
地
簡
に
札
げ
れ
、
人
の
形
を
し
た
校
を
生
じ
た
。
体
は

の
顔

で
髭
や
髪
は
や
や
長
い
。
全
体
の
長
さ
は
だ
い
た

い
六
寸
一
分
ぐ
ら
い
だ
。
吋
京
一
房
易
伝
」
は

の
徳
が
衰
え
、
人
将

;ま

水
が
人
の
形
に
な
る

と
見
、
ぇ
、
こ
れ
は
そ
っ
く
り
、
二
十

と
い
っ
て
い

-92 

巻
十
や

に
は
、
こ
の
離
の

問
問
『
捜
神
記
』

れ
て
い
る
が
、
ゃ
ぐ
も
武
器
を
手

巻
六

が
い
く
つ

つ
/
、
Q
F

に
生
え
た
と
い
う
討
議
は
面
白
い
。
し
か
し

れ
ら
の
話
、

ぶ
か
く
見
れ
ば
、
あ
く
ま
で
も
「
人
の

っ
く
り
の
枝
」

「
入
の
体
そ
っ
く
り
の
枝
や
草
〕
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
ワ
ク
ワ
ク
や
マ
ン

ラ
の
よ
う
に
、
人
そ
の
も
の
、
動
物
そ
の
も
の
が
植
物
に
生
っ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。

マ
ン
ド
ラ
ゴ
ラ
に
ま
つ
わ
る
諸
伝
説
も
、
も
と
を
た

だ
せ
ば
、
こ
れ
ら
の
植
物
の
「
人
の
体
そ
っ
く
り
」
の
形
状
か
ら
の
ア
ナ
ロ
ジ

i

に
よ
っ

の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、

一
方
は
、
織
物
か
ら
動
物
へ
の

へ
発
展
し
た
め
に
対
し
、
中
盟
で
は
政
治
的
教
訓
と
結
び
つ
い
た

と
ど
ま
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る

G



し
か
る
に
『
詩
話
』
で
は
、

C
↓
B
↓
A
と
い
う
、
新
し
い
型
の
話
が
語
ら
れ
て

い
る
の
だ
。
ま
ず
、
西
王
母
の
婚
桃
を
喉
行
者
が
む
か
し
盗
み
食
い
す
る
話
。
こ
れ

は
、
さ
き
に
も
挙
げ
た
『
漢
武
故
事
』
に
お
け
る
東
方
朔
を
そ
っ
く
り
数
行
者
に
置

き
換
え
た
も
の
と
し
て
理
解
で
き
よ
う
。
次
い
で
、
そ
の
婚
桃
が
池
に
落
ち
て
赤

ン
坊
に
な
る
話
。
こ
こ
に
、
植
物
か
ら
人
間
へ
の
変
身
語
と
し
て
の

B
が
あ
る
。
『
詩

話
』
の
作
者
は
、
明
ら
か
に
杜
環
に
よ
る
伝
承
を
参
照
し
て
い
る
。
大
食
王
国

の
赤
ン
坊
の
生
る
木
は
、
「
一
つ
、
の
ま
四
角
の
石
」
の
上
に
生
え
て
い
る
の
だ
が
、

『
詩
話
』

の
幡
桃
樹
も
「
四
五
里
四
方
も
あ
り
そ
う
な
平
た
い
岩
」

の
上
に
生

え
て
い
る
。
そ
の
婚
桃
が
池
に
落
ち
て
赤
ン
坊
に
な
り
、
更
に
人
参
に
な
る
た

め
に
は
、
し
か
し
そ
の
伝
承
だ
け
で
は
助
け
に
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

ヤ
l
プ
l
ル
1

大
食
王
国
と
い
う
地
名
は
、
押
不
置
の
産
地
図
固
と
一
つ
で
あ
る
。
赤
ン
坊

の
生
る
木
が
産
す
る
大
食
王
国
す
な
わ
ち
回
固
に
は
、
人
参
そ
っ
く
り
の
植
物

が
生
え
る
ー
ー
と
い
う
よ
う
に
結
び
つ
か
な
け
れ
ば
、
『
詩
話
』
に
お
け
る
人

中野

参
は
誕
生
し
な
い
。
も
っ
と
も
、
中
国
に
も
古
く
「
人
参
が
千
年
た
っ
た
ら
赤

ン
坊
に
な
っ
た
(
原
文
は
「
人
参
千
歳
矯
小
児
」
)
」
と
い
う
、
植
物
か
ら
動
物

へ
の
変
身
謂
が
あ
っ
た
ら
し
く
(
『
太
平
御
覧
』
に
見
ゆ
)
、
そ
れ
は
『
抱
朴
子
』

人参果考 『西遊記』成立史のー断面一

巻
十
一
仙
薬
に
記
載
さ
れ
て
い
た
と
覚
し
い
が
、
現
行
『
抱
朴
子
』
に
も
『
抱

朴
子
供
文
』
に
も
見
え
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
『
詩
話
』
の
作
者
は
、
こ
の
「
人
参

千
歳
為
小
児
」
の
七
文
字
を
知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
も
、
大
食
王
国

と
回
回
を
媒
介
に
し
な
け
れ
ば
、
西
王
母
の
幡
桃
は
、
赤
ン
坊
に
な
っ
た
り
、

次
い
で
人
参
に
な
っ
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
中
国

古
来
の
伝
承
に
お
け
る
人
参
と
は
全
く
別
種
の
人
参
は
、
か
く
し
て
誕
生
し
た

そ
れ
は
明
ら
か
に
、
明
刊
本
『
西
遊
記
』
に
お
け
る
人
参
果
の
原

の
で
あ
る
。

型
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
『
詩
話
』
に
お
け
る
人
参
は
、
同
じ
く
『
詩
話
』
に
お

い
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
性
格
は
甚
だ
あ
い
ま
い
で
あ
り
、
か
つ
泥
く
さ

そ
れ
が
や
が
て
、
幻
の
一
元
刊
本
「
西
遊
記
」
(
『
朴
通
事
諺

け
る
猿
行
者
と
同
様
き
、

解
』
や
『
永
楽
大
典
』
巻
一
二
二
三
九
は
元
刊
本
『
西
遊
記
』

の
一
部
を
引
用

し
て
い
る
)
で
は
よ
り
明
確
に
性
格
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
、
明
刊
本
『
西

遊
記
』
で
は
、
さ
き
の
モ
チ
ー
フ
分
類
に
お
け
る
B
と
C
と
の
混
合
形
と
し
て
、

み
ご
と
な
人
参
果
と
し
て
再
生
す
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
人
参
果
は
、

素
手
で
触
れ
て
は
な
ら
ず
「
金
撃
子
」
で
叩
き
落
と
す
あ
た
り
、
押
不
藍
と
し

て
伝
え
ら
れ
た
マ
ン
ド
ラ
ゴ
ラ
伝
説
の
、
と
く
に
採
取
法
に
関
す
る
部
分
が
色

濃
く
の
こ
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、

土
に
落
ち
た
人
参
果
が
地
中
ふ
か
く
も
ぐ
っ

て
見
え
な
く
な
る
あ
た
り
に
は
、
古
来
の
人
参
伝
説
の
名
残
り
が
、
そ
の
あ
と

q
u
 

nHυ 

に
つ
づ
く
五
行
思
想
へ
の
付
会
と
は
又
別
に
揺
曳
し
て
い
る
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ

る

と
も
あ
れ
、
『
詩
話
』
に
登
場
す
る
人
参
果
の
原
型
は
、
中
国
古
来
の
諸
伝
説

が
、
回
回
よ
り
入
っ
た
西
方
の
諸
伝
説
を
契
機
と
し
て
新
た
に
生
ん
だ
仙
果
で

こ
と
が
ら
は
、
猿
行
者
こ
と
孫
悟
空
の
誕
生
に
つ
い
て
も

同
様
で
あ
り
、
そ
れ
は
別
稿
に
ゆ
ず
る
が
、

あ
る
と
思
わ
れ
る
。

い
ず
れ
も
、
宋
末
一
冗
初
の
泉
州
の

繁
栄
が
も
た
ら
し
た
傑
作
で
あ
っ
た
。

む
す
び

五

以
上
文
献
を
追
っ
て
人
参
果
伝
説
の
誕
生
ま
で
を
大
雑
把
に
あ
と
づ
け
て
き

い
く
つ
か
の
重
要
な
点
に
つ
い
て
は
故
に
避
け
て
お
い
た
。
そ
れ
を
少

あ

E

示、、.

ナ

人

カ

し
く
考
え
て
み
よ
う
。
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例
え
ば
、
『
夢
渓
筆
談
」
の
引
く
「
東
方
王
母
桃
、
西
方
王
母
桃
」
と
い
う
呪

文
で
あ
る
。
ミ
ル
チ
ャ
・
エ
リ
ア

l
デ
は
そ
の
ト
町

』

A
Y
H
p
h

~ 
町

九一町
R
W
J
S町内

ミ円。ミメ

5
S
(堀
一
郎
訳
『
永
遠
回
帰
の
神
話
|
|
祖
型
と
反
復
|
|
」
一
九

六
三
年
、
未
来
社
刊
)
に
お
い
て
、
「
あ
る
種
の
草
の
呪
術
的
及
び
薬
用
的
価
値

も
ま
た
、
同
様
に
樹
木
の
天
上
的
原
型
と
か
、
神
に
よ
っ
て
初
め
て
採
集
さ
れ

た
と
い
う
事
実
に
負
う
て
い
る
。
い
か
な
る
植
物
も
そ
の
も
の
が
貴
重
な
の
で

は
な
く
、
そ
れ
が
そ
の
祖
型
に
か
か
わ
り
合
う
こ
と
を
通
し
て
、
あ
る
い
は
俗

界
か
ら
分
離
し
て
そ
れ
を
清
め
る
あ
る
種
の
し
ぐ
さ
や
言
葉
の
反
復
を
通
し

て
、
初
め
て
貴
一
い
も
の
と
な
る
」
と
述
べ
た
。

エ
リ
ア

l
デ
の
神
話
学
の
最
も

基
本
的
な
理
論
が
こ
こ
に
は
語
ら
れ
て
い
る
。
「
東
方
王
母
桃
、
西
方
王
母
桃
」

と
い
う
呪
文
は
、
王
母
の
桃
に
よ
っ
て
あ
る
物
質
の
変
化
や
再
生
を
も
た
ら
す

と
い
う
、
人
間
生
活
の
祖
型
を
反
復
す
る
た
め
の
契
機
に
す
ぎ
な
い
。
同
じ
く

エ
リ
ア

l
デ
が
、
ミ
な
さ
M

S

円。ミ
NhuQ
ミ
足
立
町
河
町
九
ぽ
N
.
s
u
H
C
U
∞
(
堀
一
郎
訳
『
大

地
・
農
耕
・
女
性
|
|
比
較
宗
教
類
型
論
|
|
』
一
九
六
八
年
、
未
来
社
刊
)

で
よ
り
詳
細
に
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
大
地
は
そ
れ
自
身
で
地
母
同
J
h
N
E
h

』
九
宮
町
司
、
で
あ
り
、
豊
鏡
な
生
産
力
の
神
聖
な
シ
ン
ボ
ル
で
あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
生

え
る
植
物
は
、
生
命
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
、
死
と
再
生
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
、

宇
宙
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
っ
た
。
わ
け
て
も
中
国
に
お
け
る
桃
が
、
『
詩
経
』
の
「
桃

天
」
詩
が
あ
か
ら
さ
ま
に
詠
い
あ
げ
た
よ
う
に
、
古
代
か
ら
生
殖
の
シ
ン
ボ
ル

で
あ
っ
た
こ
と
言
う
を
倹
た
な
い
。
な
お
、
桃
は
そ
の
学
名
が
h
u
ミ
s
a
h
v
h
a
N
S

で
あ
る
こ
と
か
ら
も
分
る
よ
う
に
永
ら
く
ペ
ル
シ
ャ
原
産
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

て
い
た
が
、
中
国
原
産
(
険
西
、
甘
粛
)
で
あ
る
と
判
明
し
た
(
中
尾
佐
助
『
料

理
の
起
源
』

N
H
K
ブ
ッ
ク
ス
問
、
一
九
七
二
年
刊
、
に
よ
る
)
と
い
う
か
ら
、

そ
れ
は
と
も
か
く
、
桃
が
中
国
の
古

代
神
話
に
お
い
て
い
ち
早
く
西
王
母
伝
説
と
結
び
つ
い
た
の
は
、
そ
れ
が
中
国

「
桃
夫
」
詩
も
納
得
が
ゆ
く
の
で
あ
る
。

人
の
宇
宙
観
形
成
の
神
聖
な
瞬
間
に
お
い
て
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
「
祖

型
」
は
く
り
か
え
し
「
反
復
」
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
西
王
母

の
桃
が
不
老
不
死
の
仙
果
で
あ
り
、
や
が
て
そ
れ
を
盗
む
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
が
、

東
方
朔
や
孫
倍
空
と
し
て
「
反
復
」
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
も
、
こ
う
し
て
説
明

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
『
夢
渓
筆
談
』
に
紹
介
さ
れ
た
こ
の
呪
文
は
、
単
な
る
異
聞

と
し
て
片
づ
け
ら
れ
で
は
な
ら
な
い
。

こ
の
呪
文
に
よ
っ
て
料
理
さ
れ
た
肉
が
生
肉
と
な
り
、
も
と
の
動
物
に
な
る

と
い
う
の
も
、
神
話
学
的
に
は
興
味
ぶ
か
い
こ
と
で
あ
る
。
王
母
桃
が
生
殖
す

な
わ
ち
無
限
の
生
産
と
再
生
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
以
上
、
料
理
さ
れ
た
肉
つ
ま

94 -

り
死
ん
だ
動
物
は
、
王
母
桃
に
よ
っ
て
生
命
を
と
り
も
ど
す
。
大
地
と
そ
こ
か

ら
生
じ
る
植
物
が
、
動
物
の
再
生
の
い
わ
ば
鍵
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
、
こ
こ

ま
で
く
れ
ば
、
く
だ
ん
の
呪
文
の
も
つ
深
い
意
味
と
、
さ
て
、
本
稿
の
主
題
で

あ
る
人
参
果
の
も
つ
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

再
び
エ
リ
ア

l
デ
の
『
大
地
・
農
耕
・
女
性
』
に
よ
れ
ば
、
植
物
か
ら
人
間

(
あ
る
い
は
動
物
)
へ
の
変
身
あ
る
い
は
人
聞
か
ら
植
物
へ
の
変
身
の
話
は
、

「
人
間
と
植
物
と
の
聞
の
生
命
の
継
続
す
る
循
環
と
し
て
観
察
さ
れ
る
連
帯

性
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
「
人
間
は
す
べ
て

単
純
に
同
一
の
植
物
的
子
宮
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
投
射
で
あ
り
、

か
れ
ら
は
植
物

の
過
剰
に
よ
っ
て
絶
え
ず
産
み
出
き
れ
て
ゆ
く
束
の
間
の
形
態
な
の
で
あ
る
。

人
聞
は
一
つ
の
新
し
い
植
物
の
様
式
の
、
あ
る
束
の
間
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
」

と
い
う
の
だ
。
エ
リ
ア

l
デ
の
こ
の
思
想
は
、
実
の
と
こ
ろ
、
か
の
『
抱
朴
子
』



に
あ
ら
わ
れ
た
葛
洪
の
思
想
と
一
つ
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
飽
く
こ
と
な
く

神
仙
を
論
じ
、
仙
薬
を
論
じ
た
葛
洪
は
、
生
命
の
氷
遠
性
を
変
身
に
よ
っ
て
説

明
し
よ
う
と
試
み
た
ふ
し
が
あ
る
。

葛
洪
と
同
時
代
の
移
し
い
志
怪
書
に
、

さ
き
の
モ
チ
ー
フ
分
類
で
は

C
に
あ

た
る
、
何
百
(
千
、
万
)
年
に
一
度
し
か
結
実
し
な
い
仙
果
の
話
が
飽
く
こ
と

な
く
語
ら
れ
る
の
も
、
恐
ら
く
以
上
の
こ
と
と
無
縁
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
長

み

命
な
植
物
の
実
が
人
聞
の
体
内
に
と
り
こ
ま
れ
て
、
人
間
も
長
命
に
な
る
、

さ
さ
か
も
ど
か
し
い
こ
の
種
の
話
に
は
「
循
環
」
の
要
素
は
絶
無
だ
が
、

し
カミ

し
、
長
命
な
植
物
の
代
表
と
し
て
登
場
す
る
桃
を
例
と
す
る
な
ら
ば
、
桃
は
も

は
や
単
な
る
桃
で
は
あ
り
、
え
ず
、

人
聞
の
女
性
の
生
殖
機
構
そ
の
も
の
な
の
で

ふめヲ
h
v

。
か
く
て
は
、
西
王
母
の
幡
桃
が
熟
れ
て
ポ
チ
ャ
ン
と
池
に
落
ち
て
赤
ン
坊
と

な
る
の
は
、
他
な
ら
ぬ
出
産
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
で
あ
る
が
、

中野

そ
の
赤
ン
坊
が
乳

棄
と
な
り
、
殺
行
者
の
胃
袋
に
お
さ
ま
り
、
吐
き
出
さ
れ
て
人
参
と
な
り
、
明

人参果考ー『西遊記』成立史のー断面

刊
本
の
人
参
果
と
な
る
め
ま
ぐ
る
し
い
変
身
謂
の
連
続
は
、
く
だ
ん
の
「
循
環
」

の
思
想
を
底
流
と
し
て
秘
め
て
い
る
と
い
え
る
。
因
み
に
、
こ
の
乳
棄
な
る
も

の
も
、
「
詩
話
』
以
外
に
は
見
え
ぬ
仙
果
で
あ
る
が
、
六
朝
時
代
に
流
行
し
た
い

わ
ゆ
る
嫡
柿
説
話
を
見
る
ま
で
も
な
く
、
棄
も
桃
と
同
様
に
と
こ
し
え
の
時
間

す
な
わ
ち
生
殖
や
再
生
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
『
詩
話
』
の
作
者
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
誰
と
も
知
れ
ぬ
市
井

人
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
荒
誕
な
話
を
極
力
排
し
詩
文
を
洗
練
さ
せ
る
べ
く
っ
と

め
た
宋
代
読
書
人
の
意
識
と
は
別
に
、
語
り
も
の
演
芸
の
世
界
に
、
「
祖
型
」
の

そ
の
契
機
と
な
っ
た
も
の
が
、

「
反
復
」
を
大
胆
に
持
ち
こ
ん
だ
の
で
あ
る
。

西
方
世
界
と
の
交
易
で
あ
っ
た
と
い
う
素
朴
な
現
実
に
、

わ
れ
わ
れ
は
瞳
目
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
れ
ば
こ
そ
、

人
参
果
の
美
味
も
わ
れ
わ
れ

の
も
の
と
な
ヲ
G
o
-
-
:
:

【
付
記
]

本
稿
は
も
と
も
と
竹
内
照
夫
先
生
(
元
本
学
教
授
。
現
常
葉
学
園
短
大
教

し、

授
)
の
古
稀
を
お
祝
い
す
る
論
文
集
の
た
め
に
執
筆
し
た
も
の
で
、
次
の
よ

う
な
序
を
付
し
た
。

嘗
従
竹
内
教
授
照
夫
先
生
撃
中
園
哲
撃
史
時
先
生
春
秋
鼎
盛
繕
以
篤

先
生
形
容
頗
肖
古
之
神
仙
蓋
先
生
有
時
喫
以
仙
果
欺
先
生
南
蹄
而
久

失
時
値
先
生
古
稀
嘉
辰
雄
先
生
之
蕎
既
而
無
可
疑
也
於
此
乎
欲
献
子

「
円
U

Q
d
 

先
生
以
人
参
果
而
庶
幾
先
生
之
春
秋
愈
盛
脚
以
報
皐
思
耳
昭
和
己
未

九
月
受
業
中
野
美
代
子
謹
識

そ
の
後
、
該
論
文
集
の
発
刊
が
都
合
に
よ
り
一
年
延
期
さ
れ
た
。
竹
内
先

生
に
献
ず
べ
き
人
参
果
が
腐
っ
て
も
い
か
が
か
と
思
量
し
、
該
論
文
集
に
先

ん
じ
て
亙
に
結
実
さ
せ
、
同
先
生
に
贈
呈
申
し
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。

ね
が

わ
く
ば
人
参
果
の
美
味
の
い
さ
さ
か
な
り
と
も
伝
わ
ら
ん
こ
と
を
。

九
七

九
年
十
一
月
記
。




