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は
じ
め
に

著
名
な
故
事
「
蝴
蝶
の
夢
」
は
『
荘
子
』
斉
物
論
篇
の
末
尾

に
出
て
い
る
。
一
般
の
理
解
で
は
、「
物
化
」
と
い
う
概
念
を
説

明
す
る
も
の
で
あ
る
。
物
化
は
事
物
間
の
相
互
転
化
で
も
あ
り
、

あ
る
い
は
人
と
万
物
の
間
の
相
互
転
化
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
蝴
蝶
の
夢
は
人
と
物
（
蝴
蝶
を
含
む
）
と
の
相
互
転
化
と
理

解
さ
れ
る
が
、
さ
ら
に
（
人
と
物
と
は
）
互
い
を
知
ら
な
い
が
、

物
と
我
と
が
一
で
あ
り
、
天
と
人
と
が
互
い
に
一
致
す
る
こ
と

を
た
と
え
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
蝴
蝶
の
夢
と
い
う
故
事
は
、

「
天
人
合
一
」
と
い
う
深
い
寓
意
を
与
え
ら
れ
た
。

長
期
間
に
わ
た
っ
て
、
私
は
上
述
の
理
解
に
対
し
て
疑
い
は

な
か
っ
た
。
し
か
し
、
最
近
私
は
蝴
蝶
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
宗

教
史
に
お
け
る
普
遍
性
に
注
意
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は

け
っ
し
て
簡
単
な
物
や
動
物
で
は
な
く
、
人
間
の
霊
魂
を
象
徴

し
て
お
り
、
人
間
の
真
実
の
本
質
の
あ
り
か
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
れ
は
私
に
蝴
蝶
の
夢
に
対
す
る
天
人
合
一
式
の
理
解
を
改
変

さ
せ
、
伝
統
の
束
縛
を
受
け
な
い
新
し
い
解
釈
を
探
求
さ
せ
た
。

本
論
は
こ
の
よ
う
な
一
つ
の
試
み
で
あ
る
。
第
一
部
「
蝴
蝶

―
霊
魂
の
象
徴
」
の
な
か
で
、
蝴
蝶
に
対
す
る
神
話
学
の
研
究
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に
よ
っ
て
、
そ
の
象
徴
的
意
味
が
人
間
の
霊
魂
で
あ
る
こ
と
を

詳
し
く
討
議
す
る
。
第
二
部
「
夢
―
自
我
意
識
と
記
憶
」
は
、

認
知
心
理
学
の
な
か
で
、
睡
眠
と
夢
に
対
す
る
科
学
研
究
が
ど

の
よ
う
に
自
我
意
識
と
記
憶
の
関
係
の
問
題
を
討
論
し
て
い
る

か
を
紹
介
す
る
。
第
三
部
「
蝴
蝶
の
夢
―
自
我
異
化
の
仮
説
」

は
、
ユ
ン
グ
心
理
学
の
基
本
概
念
を
参
照
し
て
、
こ
の
夢
に
対

す
る
私
の
ま
っ
た
く
新
し
い
解
釈
を
説
明
す
る
。

一
　
蝴
蝶
―
霊
魂
の
象
徴

「
昔
者
む
か
し

、
荘
周
夢
に
蝴
蝶
と
為
る
…
…
」

蝴
蝶
は
荘
子
の
夢
の
中
の
中
心
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
が
、

歴
代
の
注
釈
は
そ
れ
に
対
し
て
み
な
一
言
も
述
べ
て
い
な
い
。

多
く
の
注
釈
家
は
み
な
、
蝴
蝶
は
荘
子
が
そ
の
譬
喩
の
な
か
で

勝
手
に
作
っ
た
物
で
あ
る
と
考
え
た
。
彼
ら
か
ら
言
え
ば
、
蝴

蝶
の
イ
メ
ー
ジ
は
一
つ
の
物
に
過
ぎ
ず
、
た
と
い
象
徴
の
意
味

が
あ
っ
て
も
、
外
の
物
に
関
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ

う
な
る
と
、
み
な
は
そ
れ
を
き
わ
め
て
理
解
し
や
す
く
、
解
説

を
必
要
と
し
な
い
と
考
え
る
。

私
か
ら
見
る
と
、
ま
さ
し
く
反
対
で
あ
る
。
蝴
蝶
の
イ
メ
ー

ジ
は
、
荘
子
の
こ
の
夢
を
理
解
す
る
出
発
点
で
あ
り
、
キ
ー
ポ

イ
ン
ト
で
あ
る
。
我
々
は
こ
の
イ
メ
ー
ジ
が
何
を
指
し
て
い
る

か
、
何
を
象
徴
し
て
い
る
の
か
を
追
求
す
る
必
要
が
あ
る
。
多

く
の
人
は
、
そ
れ
が
美
、
自
由
、
愛
を
象
徴
し
て
い
る
と
答
え

る
か
も
し
れ
な
い
。
今
世
紀
の
初
め
、
中
国
の
新
文
学
史
上
、

「
鴛
鴦
蝴
蝶
派
」
を
自
任
す
る
者
が
あ
り
、
ま
さ
し
く
深
く
こ
の

こ
と
を
理
解
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
鴛
鴦
と
蝴
蝶
は
そ
れ
ぞ
れ
愛

情
あ
る
対
と
な
り
、
美
し
く
自
由
な
愛
情
を
象
徴
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
生
物
学
の
意
義
の
う
え
で
は
、
蝴
蝶
の
対
と
鴛
鴦

の
対
と
は
異
な
る
け
れ
ど
も
、
前
者
は
ま
さ
し
く
そ
れ
ら
の

「
愛
情
」
の
終
わ
り
を
表
わ
し
て
い
る
。
ど
う
し
て
も
、
人
々
の

想
像
の
な
か
で
は
、
蝴
蝶
の
対
は
い
ま
な
お
幸
せ
で
円
満
な
縁

組
み
の
象
徴
で
あ
る
。
こ
の
点
は
婦
人
や
子
供
も
み
な
知
っ
て

い
る
「
梁
山
伯
と
祝
英
台
」
の
故
事
の
な
か
で
裏
付
け
ら
れ
て

い
る
。

注
意
に
値
す
る
こ
と
は
、
最
も
早
く
梁
祝
の
事
を
記
録
し
た

文
献
の
な
か
に
は
、
け
っ
し
て
蝶
に
変
化
す
る
説
は
な
か
っ
た

こ
と
で
あ
る
。『
寧
波
府
志
』
は
「
英
台
、
馬
氏
に
適と

つ

が
ん
と
す
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る
に
、
山
伯
の
墓
を
過
ぎ
、
大
い
に
号
慟
し
、
地
は
自
ら
裂
け
、

遂
に
同
葬
す
」
で
終
わ
る
。『
宜
室
志
』
は
さ
ら
に
「
晋
丞
相
謝

安
は
、
其
の
墓
を
奏
表
し
て
義
婦
冢
と
曰
う
」
の
語
を
加
え
た
。

た
だ
後
の
伝
説
に
な
っ
て
、
は
じ
め
て
蝶
に
変
化
す
る
説
が
で

き
た
だ
け
で
あ
る
。『
桃
溪
客
語
』
に
引
用
す
る
『

陵
志
』
に

は
、「
昔
、
時
有
り
て
云
わ
く
、『
蝴
蝶
、
園
に
満
ち
て
飛
ぶ
に

見
え
ず
、
碧
鮮
の
空
に
書
を
読
む
壇
有
り
。
俗
に
伝
う
、
英
台

は
本
と
女
子
に
し
て
、
幼
く
山
伯
と
共
に
学
び
、
後
に
化
し
て

蝶
と
為
る
』」
と
あ
る
。

（
１
）

梁
祝
が
蝶
に
変
化
し
た
故
事
と
比
べ
る
と
、
荘
子
の
蝴
蝶
は

少
し
孤
独
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
同
時
に
さ
ら
に
多
く
の

深
意
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
詳
し
く
両
者
を
比
較
す

る
と
、
そ
の
な
か
に
は
さ
ら
に
多
く
の
共
通
点
が
あ
る
。
た
と

え
ば
、
自
由
の
テ
ー
マ
、
美
の
体
験
、
及
び
さ
ら
に
重
要
な
も

の
は
人
が
蝶
に
変
化
す
る
と
い
う
構
想
で
あ
る
。
梁
祝
の
故
事

の
な
か
で
は
、
人
は
死
後
に
蝶
に
変
化
す
る
。
荘
子
の
夢
の
な

か
で
は
、
人
は
夢
の
な
か
で
蝶
に
変
化
す
る
。
こ
れ
は
戦
国
か

ら
東
晋
ま
で
の
千
年
に
近
い
タ
イ
ム
ス
パ
ン
の
な
か
で
、
人
間

は
死
後
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
夢
の
な
か
で
蝴
蝶
に
変
化
す
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
、
人
々
が
信
じ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
蝴
蝶
は
人
の
本
性
の
な
か
の
転

化
す
る
こ
と
の
で
き
る
部
分
、
つ
ま
り
人
の
霊
魂
、
あ
る
い
は

自
我
を
象
徴
し
て
い
る
。

以
上
の
論
断
は
も
と
よ
り
新
奇
な
も
の
で
あ
る
が
、
困
っ
た

こ
と
に
証
拠
が
足
り
な
い
。
浩
瀚
な
中
国
語
文
献
の
な
か
で
、

さ
ら
に
多
く
の
例
証
を
探
す
こ
と
は
難
し
い
。
一
般
の
人
に
と

っ
て
み
れ
ば
、
こ
の
見
解
は
ま
た
す
こ
し
意
外
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
、
人
々
は
蝴
蝶
は
た
だ
好
運
と
関
係
が
あ
り
、
け
っ
し
て

そ
の
他
の
も
の
は
な
い
と
あ
ま
ね
く
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
民
間
に
流
行
し
た
『
周
公
解
夢
書
』
の
な
か
に
は
、

「
蝴
蝶
飛
び
舞
う
は
富
貴
を
主
り

　
つ
か
さ
ど
　

、
蝴
蝶
翅は
ね

を
断
つ
は
不
吉
を
主

り
、
頭
上
に
蝶
落
つ
る
は
高
升
（
昇
進
す
る
こ
と
―
訳
者
注
）
を
主

る
」
（
２
）

と
あ
る
。
こ
れ
は
現
代
西
洋
の
蝴
蝶
の
象
徴
に
対
す
る
理

解
、
つ
ま
り
幸
運
と
収
益
と
い
う
理
解
に
近
い
。『
万
夢
詳
解
』

と
い
う
名
の
書
の
な
か
に
は
、「（
夢
の
な
か
で
）
蝴
蝶
が
花
や
緑

草
の
間
に
あ
る
の
を
見
る
と
、
幸
運
と
収
益
を
表
わ
す
。
蝴
蝶

が
飛
び
舞
う
と
、
遠
方
の
友
人
の
便
り
や
口
頭
で
の
消
息
を
暗

示
す
る
。
年
若
い
女
性
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
幸
せ
な
愛
情
、
生



命
の
頂
点
に
到
達
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
」
と
あ
る
。

（
３
）

し
か
し
な
が
ら
、
他
の
多
く
の
文
化
の
な
か
で
、
蝴
蝶
が
霊

魂
の
象
徴
で
あ
る
と
表
わ
す
証
拠
が
あ
る
。
た
と
え
ば
エ
リ
ア

ー
デ
が
編
集
し
た
『
宗
教
百
科
全
書
』
の
な
か
で
、「
蜜
蜂
、
蟻
、

ト
ン
ボ
が
よ
く
死
人
の
霊
魂
を
象
徴
し
、
人
の
霊
魂
と
し
て
の

蝴
蝶
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
広
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
ジ
ア
、
太
平
洋

諸
島
に
伝
播
し
た
」
と
言
っ
て
い
る
。
（
４
）

以
下
は
い
く
つ
か
の
例

証
で
あ
る
。
古
代
の
ギ
リ
シ
ャ
人
と
ロ
ー
マ
人
は
、
霊
魂
を
蝴

蝶
の
翅
を
も
っ
た
小
人
や
蝴
蝶
と
し
て
描
い
た
。
実
際
に
は
、

ギ
リ
シ
ャ
語
のpsyche

（
プ
シ
ケ
ー
）
は
同
時
に
霊
魂
と
蝴
蝶

を
意
味
す
る
。
（
５
）

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
マ
オ
リ
族
は
、
霊
魂
が

蝴
蝶
の
形
状
を
も
っ
て
死
後
に
世
間
に
復
帰
す
る
と
信
じ
て
い

る
。
ソ
ロ
モ
ン
群
島
で
は
、
死
に
そ
う
な
人
は
通
常
、
死
後
、

蝴
蝶
に
変
化
す
る
こ
と
を
願
う
。
日
本
で
は
、
霊
魂
が
蝴
蝶
に

変
化
す
る
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
能
楽
の
な
か
に
編
入
さ
れ
た
。

イ
ス
ラ
ー
ム
の
世
界
で
は
、
ス
ー
フ
ィ
ー
教
派
は
蝴
蝶
を
か
わ

い
が
り
、
彼
ら
は
飛
ん
で
い
る
火
に
飛
び
込
む
こ
と
は
ま
る
で

霊
魂
が
聖
火
の
な
か
で
自
分
自
身
を
捨
て
る
よ
う
な
も
の
で
あ

る
と
考
え
る
。

実
際
、
中
央
ア
メ
リ
カ
地
域
の
文
化
の
な
か
で
も
、
多
く
の

似
た
例
証
が
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
多
く
の
部
族
は
蝴
蝶
を
神
、

造
物
者
、
祖
先
と
し
て
崇
拝
し
て
い
る
。
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
人
は
、

彼
ら
の
祖
先
は
死
後
、
飛
ぶ
蝴
蝶
に
変
化
し
た
人
で
あ
る
と
信

じ
て
い
る
。
シ
ハ
ナ
カ
ス
人
（S

ihanakas

）
は
、
人
は
死
後
、
霊

魂
は
必
ず
人
の
身
体
が
髑
髏
に
な
る
ま
で
苦
し
み
を
受
け
る
こ

と
を
信
じ
て
い
る
。
も
し
霊
魂
が
苦
し
み
に
耐
え
る
こ
と
が
で

き
な
け
れ
ば
、
蝴
蝶
に
変
化
す
る
。
ア
ン
テ
ィ
メ
リ
ナ
ス
人

（A
ntim

erinas

）
は
、
ギ
リ
シ
ャ
人
と
同
様
に
、
霊
魂
と
蝴
蝶
に
対

し
て
同
じ
名
称
を
与
え
て
い
る
。
（
６
）

ア
ズ
テ
ッ
ク
人
に
と
っ
て
み

れ
ば
、
蝴
蝶
（papaloti

）
に
は
多
く
の
意
味
が
あ
り
、
そ
の
な
か

で
最
も
重
要
な
も
の
は
、
死
人
の
霊
魂
の
変
身
を
意
味
す
る
。

そ
の
他
、「
ジ
ナ
キ
ャ
ン
タ
ン
（Z

inacantan

）
に
住
む
ツ
ォ
ツ
ィ

ル
・
マ
ヤ
人
（T

zotzil
M

aya

）
は
、
今
日
も
な
お
『
蝴
蝶
に
変
化

す
る
』（sm

ayol

）
と
い
う
概
念
を
保
っ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な

蝴
蝶
は
た
だ
夜
に
飛
び
舞
い
歌
う
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
は
無
形

の
場
合
も
あ
る
。
人
々
は
そ
れ
が
祖
先
や
神
霊
の
手
紙
の
使
者

で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
」。

（
７
）

マ
ラ
ヤ
文
化
の
な
か
で
は
、
一
つ
の
例
証
が
あ
り
、
直
接
に
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蝴
蝶
と
眠
り
と
を
関
連
づ
け
て
い
る
こ
と
は
と
く
に
重
要
で
あ

る
。
マ
ラ
ヤ
の
セ
マ
イ
人
（S

em
ai

）
と
テ
ミ
ア
ル
人
（T

em
iar

）

は
人
の
睡
眠
や
呆
然
と
し
た
状
態
に
お
い
て
身
体
を
離
れ
る
こ

と
が
で
き
る
二
つ
の
精
神
の
体
が
あ
る
と
信
じ
て
い
る
。
そ
れ

ら
の
一
つ
は
前
額
の
中
心
の
後
ろ
に
位
置
し
、
も
う
一
つ
は
目

の
瞳
の
な
か
に
位
置
す
る
。
前
額
の
中
心
に
位
置
す
る
も
の
を

ラ
ウ
ェ
イ
（ruw

aay
）
と
呼
び
、
そ
れ
は
眠
り
の
な
か
で
さ
ら
に

重
要
で
あ
り
、
あ
る
と
き
は
「
夢
の
魂
」
と
呼
ば
れ
る
。
ラ
ウ

ェ
イ
（ruw

aay

）
は
夢
の
な
か
で
鳥
、
蝴
蝶
、
侏
儒
、
子
供
と
し

て
現
わ
れ
る
。
あ
ら
ゆ
る
ラ
ウ
ェ
イ
（ruw

aay

）
は
子
供
の
よ
う

に
臆
病
で
あ
り
、
少
し
理
性
的
で
な
い
。
（
８
）

彼
ら
は
夢
の
体
験
の

な
か
で
、
霊
魂
は
蝴
蝶
、
鳥
、
子
供
の
よ
う
な
変
身
し
た
姿
で
、

他
の
人
、
動
物
、
樹
、
瀑
布
や
、
あ
る
い
は
超
自
然
の
霊
魂
と

遭
遇
す
る
と
考
え
る
。

面
白
い
の
は
、
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
社
の
ウ
ィ
ン
ド
ウ
ズ
９
５

に
、「
歓
迎
一
」
と
い
う
名
の
映
像
が
あ
る
。
こ
の
映
像
の
な
か

に
、
一
人
の
人
が
瞑
想
、
歌
唱
、
草
花
の
観
賞
を
し
、
絵
を
描

く
と
き
、
一
羽
の
蝴
蝶
が
彼
に
む
か
っ
て
飛
び
、
そ
の
後
、
そ

の
男
の
脳
の
窓
に
変
化
す
る
。
最
後
に
、
彼
自
身
が
蝴
蝶
に
変

身
し
、
ひ
ら
ひ
ら
と
飛
び
、
ウ
ィ
ン
ド
ウ
ズ
９
５
の
起
動
画
面

に
変
化
す
る
。
こ
れ
は
蝴
蝶
が
霊
魂
、
あ
る
い
は
自
我
を
象
徴

し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
最
新
の
材
料
で
あ
る
。

中
国
語
文
献
の
な
か
で
、
霊
魂
と
蝴
蝶
の
関
係
に
つ
い
て
直

接
論
究
す
る
い
か
な
る
文
章
も
私
は
見
つ
け
た
こ
と
が
な
い
が
、

個
別
的
な
例
証
は
か
え
っ
て
い
っ
そ
う
原
始
的
な
信
仰
を
反
映

し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。『
荘
子
』
至
楽
と
『
列
子
』
天
瑞
に

と
も
に
見
え
る
一
つ
の
話
が
あ
る
。「
烏う

足そ
く

の
根
は
躋
す
く
も
む
し�

と
為
り
、

其
の
葉
は
蝴
蝶
と
為
る
。
蝴
蝶
は
、
胥
也

し
ば
ら

く
に
し
て
化
し
て
虫

と
為
る
」
と
。
そ
の
他
、
五
代
の
と
き
の
道
家
の
作
品
『
譚
子

化
書
』
の
な
か
に
、「
老
楓
は
化
し
て
羽
人
（
飛
ぶ
仙
人
の
こ
と
―

訳
者
注
）
と
為
り
、
朽
麥
は
化
し
て
蝴
蝶
と
為
り
、
無
情
よ
り
し

て
而
も
有
情
と
な
る
」
（
９
）

と
あ
る
。
こ
れ
は
『
荘
子
』
と
『
列
子
』

の
例
と
同
様
に
、
す
べ
て
生
命
の
な
い
物
か
ら
生
命
の
あ
る
物

に
転
化
す
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
し
か
も
烏
足
の
葉
や
朽

ち
た
麦
が
蝴
蝶
に
変
化
す
る
こ
と
を
信
ず
る
こ
と
は
、
当
然
、

霊
魂
が
蝴
蝶
に
変
化
す
る
こ
と
を
信
ず
る
こ
と
よ
り
も
い
っ
そ

う
原
始
的
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
前
者
は
生
命
の
あ
る
物
と
生

命
の
な
い
物
の
境
界
を
無
視
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
苗
族
（
貴
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州
な
ど
の
地
域
に
住
む
中
国
の
少
数
民
族
の
一
つ
―
訳
者
注
）
の
創
世

神
話
の
な
か
で
は
、
人
類
の
祖
先
の
蝴
蝶
母
（m

ais
bangx

m
ais

lief

）
は
楓
の
木
よ
り
生
じ
、
彼
女
は
十
二
個
の
蛋
を
産
み
、
そ

の
中
か
ら
人
類
、
雷
神
、
虎
、
龍
、
象
、
水
牛
、
大
蛇
等
が
生

ま
れ
た
。
以
上
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
、
蝴
蝶
は
宇
宙
の
流

行
転
化
の
過
程
の
な
か
の
生
物
、
あ
る
い
は
有
情
の
発
端
を
示

し
て
お
り
、
こ
れ
は
ま
さ
し
く
霊
魂
、
あ
る
い
は
自
我
が
他
の

文
化
の
創
世
神
話
の
な
か
で
演
ず
る
役
割
で
あ
る
。

不
幸
な
こ
と
に
は
、
歴
代
の
『
荘
子
』
の
注
釈
は
、
こ
の
面

か
ら
着
眼
し
て
蝴
蝶
の
神
話
学
の
象
徴
の
意
義
を
探
求
す
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
荘
子
を
一
人
の
思
弁
的
な
哲
学
者
と

見
な
し
、
た
だ
哲
学
の
角
度
か
ら
彼
の
作
品
を
理
解
す
る
だ
け

で
、
そ
の
宗
教
の
根
源
を
無
視
し
た
。
こ
れ
は
東
洋
・
西
洋
の

道
家
学
者
の
共
通
の
方
向
性
を
反
映
し
て
お
り
、
彼
ら
は
道
家

と
道
教
と
を
区
別
し
て
、
初
期
の
道
家
の
作
品
の
宗
教
的
側
面

を
見
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
荘
子
の
思
想
の
神
話
、
あ
る
い

は
巫
教
の
根
源
を
無
視
し
た
。
儒
墨
等
の
諸
家
と
比
べ
る
と
、

荘
子
、
ひ
い
て
は
す
べ
て
の
道
家
は
多
く
の
楚
の
地
の
原
始
的

な
神
話
巫
教
の
伝
統
に
従
っ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
他
の
諸
家

の
思
想
と
異
な
る
特
色
を
持
っ
て
い
る
。
荘
子
を
理
解
す
る
に

は
、
神
話
巫
術
の
視
点
は
最
も
重
要
な
観
点
の
一
つ
で
あ
る
。

道
家
の
継
承
す
る
神
話
巫
術
の
伝
統
、
お
よ
び
蝴
蝶
が
そ
れ

ぞ
れ
の
文
化
伝
統
の
な
か
で
霊
魂
、
あ
る
い
は
自
我
の
普
遍
性

を
表
わ
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
私
た
ち
は
蝴
蝶
が

『
荘
子
』
と
い
う
書
の
な
か
で
も
人
間
の
霊
魂
、
あ
る
い
は
自
我

を
象
徴
し
て
い
る
と
判
断
で
き
る
。『
荘
子
』
至
楽
篇
の
な
か
の

有
名
な
「
荘
子
が
妻
を
弔
う
」（
荘
子
が
妻
の
死
を
悲
し
ま
な
か
っ

た
と
い
う
逸
話
―
訳
者
注
）
と
い
う
故
事
か
ら
、
人
は
、
荘
子
が
霊

魂
の
存
在
を
認
め
な
か
っ
た
と
い
う
印
象
を
持
つ
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、『
荘
子
』
斉
物
論
篇
の
中
で
、
我
々
は
荘
子
が
眠

っ
て
い
る
状
態
の
「
魂
」
に
つ
い
て
討
論
し
て
い
る
の
を
見
る
。

つ
ま
り
、「
其
の
寝い

ぬ
る
や
魂
の
交
わ
り
、
其
の
覚さ

む
る
や
形
か
ら
だ
の

開
く
」（
寝
て
も
覚
め
て
も
心
と
身
の
落
ち
着
き
が
失
わ
れ
て
い
る
）

と
。
し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
『
荘
子
』
斉
物
論
篇
の
一
篇

が
眠
っ
て
い
る
状
態
に
言
及
し
て
い
る
脈
絡
に
お
い
て
、
我
々

は
「
魂
」、
あ
る
い
は
さ
ら
に
中
性
的
な
表
現
で
あ
る
「
我
」
に

つ
い
て
討
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
結
論
に
達
し
た
今
、
私
は
下
に
列
挙
す
る
テ
ー
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マ
を
継
続
し
て
探
求
す
る
つ
も
り
は
な
い
。「
蝴
蝶
が
霊
魂
の
普

遍
性
を
象
徴
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
持
っ
て
い
る
意
義
は
歴

史
的
な
も
の
か
、
あ
る
い
は
心
理
的
な
も
の
か
」、「
そ
れ
は
た

だ
原
始
文
化
の
観
念
に
す
ぎ
な
い
の
か
、
そ
れ
と
も
人
類
が
共

有
す
る
観
念
な
の
か
」、「
こ
れ
ら
の
観
念
は
た
だ
偶
然
に
類
似

し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
あ
る
土
地
か
ら
別
の
土
地
に
伝
播

し
た
過
程
が
あ
っ
た
の
か
」。
宗
教
学
者
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
こ

れ
ら
は
す
べ
て
非
常
に
興
味
深
い
課
題
で
あ
る
。
も
し
正
し
い

方
法
が
あ
れ
ば
、
き
っ
と
す
ぐ
れ
た
成
果
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
あ
る
学
者
た
ち
は
方
法
論
を
信
仰
の
選
択
と
同
様
に

見
な
し
、
彼
ら
は
歴
史
的
な
研
究
方
法
か
、
あ
る
い
は
心
理
的

な
研
究
方
法
か
の
い
ず
れ
か
、
エ
リ
ア
ー
デ
か
ユ
ン
グ
か
の
い

ず
れ
か
を
選
択
し
た
。
私
は
、
そ
の
よ
う
な
選
択
は
必
要
が
な

く
、
む
し
ろ
私
た
ち
は
当
然
こ
れ
ら
の
テ
ー
マ
を
未
来
に
託
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
学
問
分
野
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
新
し
い
証
拠
を

発
見
す
る
の
か
を
見
る
方
が
よ
い
と
考
え
る
。
い
ず
れ
に
し
て

も
、
こ
れ
は
す
べ
て
本
論
の
目
的
に
影
響
せ
ず
、
こ
こ
で
は

「
蝴
蝶
を
霊
魂
の
象
徴
と
す
る
」
と
い
う
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
を
用
い

て
、
荘
子
の
蝴
蝶
の
夢
を
解
釈
す
る
。

二
　
夢
―
自
我
意
識
と
記
憶

…
…
栩
栩
く

く

然
た
る
蝴
蝶
な
り
。
自
ら
喩た
の

し
み
て
志
こ
こ
ろ

に
適か
な

え

る
か
な
。
周
た
る
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
俄
然
と
し
て
覚
む

れ
ば
、
則
ち
遽
遽

き
ょ
き
ょ

然
と
し
て
周
な
り
。

今
、
私
た
ち
は
夢
の
な
か
に
い
る
。
荘
子
は
短
い
十
五
字
で

生
き
生
き
と
一
幅
の
夢
の
な
か
の
美
し
い
光
景
を
描
写
し
た
。

楽
し
く
、
自
在
で
美
し
い
。
そ
し
て
後
半
の
九
字
は
、
荘
子
の

夢
が
醒
め
た
後
の
意
気
消
沈
を
描
写
し
た
。
こ
れ
は
一
つ
の
美

し
い
夢
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
な
お
普
通
の
眠
り
の
体
験
の
よ
う

で
あ
る
。
私
た
ち
が
一
つ
の
美
し
い
夢
の
な
か
か
ら
目
を
覚
ま

す
時
、
ま
た
懊
悩
を
感
じ
る
。
夢
を
み
た
り
目
覚
め
た
り
す
る

こ
と
に
は
何
も
特
別
な
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
も
し
私
た
ち

が
蝴
蝶
は
一
つ
の
普
通
の
物
で
は
な
く
て
、
人
間
の
霊
魂
の
象

徴
で
あ
る
と
認
識
す
れ
ば
、
こ
の
夢
は
格
別
な
存
在
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
こ
の
夢
の
な
か
に
は
二
つ
の
自

我
が
あ
る
。
一
つ
は
夢
を
見
る
荘
周
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
生

き
生
き
と
飛
ぶ
蝴
蝶
で
あ
る
。
面
白
い
こ
と
に
は
、
蝴
蝶
は
ま

132



だ
「
周
を
知
ら
ず
」
と
あ
り
、
そ
れ
が
荘
周
で
あ
る
こ
と
を
知

ら
な
い
。
こ
れ
は
本
物
と
偽
物
の
美び

猴
王

こ
う
お
う

（
孫
悟
空
の
最
初
の
名

―
訳
者
注
）
の
故
事
と
同
様
、
な
ぜ
二
頭
の
猴
王
が
い
る
の
か
、

誰
れ
が
是
で
誰
れ
が
非
な
の
か
、
誰
れ
が
本
物
で
誰
れ
が
偽
物

な
の
か
、
人
に
は
は
っ
き
り
分
か
ら
な
い
。
実
際
に
は
、『
斉
物

論
』
の
冒
頭
で
、
荘
子
は
同
様
に
人
を
困
惑
さ
せ
る
一
つ
の
命

題
を
提
出
し
た
。「
今
、
吾
れ
我
を
喪わ

す

れ
た
り
…
…
」
と
。
荘
子

は
こ
こ
で
け
っ
し
て
何
の
根
拠
も
な
く
「
吾
」
と
「
我
」
等
の

字
句
を
も
て
あ
そ
ん
で
は
い
な
い
。
彼
の
作
品
の
な
か
で
、
彼

は
一
貫
し
て
「
吾
」
と
「
我
」
を
区
別
し
て
い
る
。
呉
光
明
の

見
解
に
よ
れ
ば
、「
吾
」
は
本
来
の
自
我
で
あ
り
、
い
つ
も
自
身

に
対
し
て
非
自
我
化
を
進
め
、
自
我
を
把
持
す
る
か
、
放
棄
す

る
。「
我
」
の
方
は
、
滞
っ
て
通
じ
な
い
も
の
で
あ
り
、
対
象
化

で
き
、
確
認
す
る
こ
と
の
で
き
る
自
我
で
あ
る
。

（
10
）

蝴
蝶
の
夢
の
段
の
な
か
で
、
荘
子
は
「
自
」
と
い
う
字
を
用

い
た
。
そ
れ
は
明
ら
か
に
蝴
蝶
を
指
し
て
言
っ
て
い
る
。
な
ぜ

な
ら
ば
、
蝴
蝶
は
「
自
ら
喩
し
み
て
志

こ
こ
ろ

に
適か
な

え
る
か
な
」
と
言

わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
反
対
に
、
荘
周
本
人
は
夢
の
な
か

か
目
覚
め
た
後
か
に
か
か
わ
り
な
く
、
第
三
人
称
の
「
周
」
と

呼
ば
れ
て
い
て
、「
自
」
で
は
な
い
。
荘
子
は
蝴
蝶
が
本
来
の
自

我
、「
吾
」
で
あ
り
、
周
が
対
象
化
で
き
る
自
我
、「
我
」
と
考

え
る
こ
と
に
賛
成
の
よ
う
で
あ
る
。
荘
子
が
蝴
蝶
を
夢
に
見
て

周
を
知
ら
な
い
こ
と
は
、
ま
さ
し
く
「
吾
れ
我
を
喪
れ
た
り
」

の
真
実
の
体
験
で
あ
る
。
周
、
あ
る
い
は
「
我
」
は
、
忘
れ
捨

て
ら
れ
る
自
我
と
し
て
、
当
然
、
本
来
の
「
吾
」、
あ
る
い
は
蝴

蝶
に
知
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

上
述
の
本
来
の
、
あ
る
い
は
非
本
来
の
自
我
に
関
す
る
空
想

は
、
眠
り
の
研
究
と
無
関
係
で
あ
り
、
と
く
に
眠
り
の
実
験
研

究
と
無
関
係
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
、
理
論
の
面
で
は
、

上
述
の
論
証
は
、
眠
り
の
研
究
の
重
要
課
題
、
つ
ま
り
、
自
己

同
一
性
の
連
続
性
の
問
題
に
関
わ
っ
て
い
る
。
眠
り
の
研
究
の

領
域
で
、
傑
出
し
た
成
果
を
あ
げ
た
科
学
者
、
ホ
ブ
ソ
ン
（J.

A
.

H
obson

）
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
角
度
か
ら
着
眼
し
て
夢
の
本
質
を

探
求
し
た
の
で
あ
る
。
彼
は
蝴
蝶
の
夢
に
類
似
し
た
眠
り
の
体

験
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
な
解
釈
を
な
し
た
。

夢
の
な
か
で
は
、
人
々
は
夢
の
な
か
の
事
件
は
あ
た
か
も

完
全
に
真
実
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
る
傾
向
が
あ
る
が
、

夢
か
ら
目
覚
め
た
後
は
、
す
ぐ
に
そ
れ
ら
が
幻
覚
で
あ
る
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こ
と
を
認
識
す
る
。
こ
の
（
夢
の
な
か
で
の
）
批
判
の
視
点

の
喪
失
に
は
二
重
の
意
義
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
人
々

は
夢
の
な
か
の
事
件
の
真
実
性
を
信
ず
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
ら
が
非
常
に
不
可
能
で
あ
っ
て
も
、
ひ
い
て
は
物
理

的
に
不
可
能
的
で
あ
っ
て
も
で
あ
る
。
こ
の
眠
り
の
な
か

の
簡
単
に
信
ず
る
状
態
は
人
々
が
反
省
的
な
自
我
意
識
を

喪
失
し
た
こ
と
に
帰
因
す
る
が
、
覚
醒
状
態
で
は
、
こ
の

自
我
意
識
は
私
た
ち
が
真
実
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
を
助

け
る
。
こ
れ
と
は
逆
に
、
夢
を
見
る
者
は
た
だ
ひ
と
つ
の

心
智
が
あ
る
だ
け
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
心
智
は
完
全
に
眠

り
の
過
程
の
な
か
に
入
っ
て
い
る
。

（
11
）

ホ
ブ
ソ
ン
は
と
て
も
鋭
く
指
摘
し
て
い
る
。
蝴
蝶
の
夢
の
よ

う
な
夢
の
中
心
的
な
議
題
は
、
夢
を
見
る
者
が
、
夢
の
な
か
の

事
件
、
た
と
え
ば
蝴
蝶
に
変
化
し
て
翩
翩

へ
ん
ぺ
ん

と
し
て
飛
翔
す
る
こ

と
は
、
絶
対
の
真
実
で
あ
る
と
考
え
る
。
彼
は
、
そ
の
理
由
は

眠
り
の
な
か
に
反
省
的
自
我
意
識
が
な
い
か
ら
で
あ
る
と
考
え

る
。
彼
は
、
眠
り
の
な
か
に
意
識
的
自
我
が
あ
る
こ
と
を
否
認

す
る
け
れ
ど
も
、
彼
は
ま
だ
眠
り
の
な
か
に
「
一
つ
の
心
智
」

が
あ
る
と
考
え
、
た
だ
そ
れ
は
眠
り
の
過
程
に
完
全
に
受
け
入

れ
ら
れ
て
吸
収
さ
れ
、
反
省
す
る
暇
が
な
い
。
こ
れ
は
眠
り
の

な
か
に
非
反
省
的
、
活
動
的
な
自
我
が
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
夢
の
な
か
の
自
我
と
し
て
の
蝴
蝶
が

飛
び
ま
わ
っ
て
い
る
が
、「
周
を
知
ら
ず
」
と
解
釈
で
き
る
。

ホ
ブ
ソ
ン
の
観
点
は
、
夢
と
目
覚
め
の
間
で
意
識
状
態
が
非

連
続
的
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
人
々

は
な
ぜ
夢
の
な
か
で
完
全
に
夢
の
境
に
入
っ
て
自
身
を
知
ら
な

い
の
か
に
つ
い
て
円
満
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、

こ
の
観
点
は
な
ぜ
人
々
が
目
覚
め
た
後
、
ま
だ
夢
の
境
を
記
憶

し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
私
た

ち
が
下
の
文
で
見
る
と
お
り
、
荘
子
も
彼
が
夢
で
蝴
蝶
に
な
っ

た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
。
人
々
が
常
に
夢
の
境
の
事
実
を
記

憶
し
て
い
る
こ
と
は
、
自
我
意
識
が
夢
と
目
覚
め
の
間
に
お
い

て
連
続
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
連
続

性
は
記
憶
と
い
う
課
題
を
引
き
起
こ
し
て
お
り
、
ま
こ
と
に
フ

ロ
イ
ド
の
言
う
と
お
り
で
あ
る
。「
記
憶
が
夢
の
な
か
で
表
わ
れ

る
方
式
は
、
疑
い
な
く
い
か
な
る
一
般
的
な
記
憶
理
論
の
な
か

で
も
最
も
重
要
で
あ
る
」

（
12
）
と
。

認
知
心
理
学
の
領
域
に
は
一
種
の
流
行
し
て
い
る
心
智
の
モ
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デ
ル
が
あ
り
、
情
報
プ
ロ
セ
ス
モ
デ
ル
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
モ

デ
ル
の
な
か
で
、
異
な
る
形
式
の
記
憶
は
重
要
な
作
用
を
起
こ

し
て
い
る
。
そ
の
な
か
の
長
時
の
記
憶
は
通
常
、
貯
蔵
室
や
銀

行
に
た
と
え
ら
れ
、
い
か
な
る
物
も
み
な
そ
こ
に
保
存
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
記
憶
で
は
な
く
、
忘
却
こ
そ
解
釈

説
明
が
必
要
で
あ
る
。
私
た
ち
は
忘
れ
る
こ
と
の
さ
ま
ざ
ま
な

可
能
性
を
考
慮
す
る
。
情
報
は
記
憶
の
な
か
で
自
動
的
に
消
失

す
る
の
か
、
古
い
情
報
は
新
し
い
情
報
に
よ
っ
て
記
憶
か
ら
押

し
出
さ
れ
る
の
か
、
根
本
的
に
は
忘
れ
ら
れ
ず
、
情
報
は
永
遠

に
記
憶
の
な
か
に
留
め
ら
れ
る
が
、
た
だ
と
き
に
私
た
ち
が
そ

れ
と
連
繋
を
失
う
だ
け
で
あ
る
の
か
。
フ
ロ
イ
ド
は
そ
の
眠
り

の
記
憶
に
対
す
る
研
究
の
な
か
で
、
最
後
の
可
能
性
を
固
く
主

張
し
た
。
彼
は
、
夢
の
な
か
で
の
記
憶
の
表
わ
れ
は
、「
心
智
が

持
っ
て
い
る
物
は
完
全
に
喪
失
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
こ
と

を
、
私
た
ち
に
教
え
て
く
れ
た
」

（
13
）
と
説
い
て
い
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
ホ
ブ
ソ
ン
は
批
判
し
て
言
っ
て
い
る
。

も
し
フ
ロ
イ
ド
の
よ
う
に
、
記
憶
の
情
報
が
喪
失
し
た
こ
と
が

な
い
と
考
え
る
な
ら
ば
、
神
経
系
統
自
身
が
そ
の
情
報
を
構
築

す
る
と
い
う
事
実
を
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
は
次
の

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
実
験
の
証
拠
は
、
心
理
分
析
学
家
た

ち
の
認
め
る
精
神
疾
病
の
源

―
児
童
期
の
記
憶
は
、
挽
回
で

き
な
い
ほ
ど
喪
失
し
、
大
部
分
の
人
は
三
歳
前
の
経
験
に
対
し

て
は
み
な
記
憶
が
少
な
い
と
強
く
表
明
し
て
い
る
と
。
眠
り
の

状
況
に
つ
い
て
言
え
ば
、
彼
は
次
の
よ
う
に
観
察
し
て
い
る
。

一
つ
の
夢
の
全
行
程
か
ら
目
覚
め
る
と
、
た
と
い
す
ぐ
後

で
あ
っ
て
も
、
実
験
を
受
け
る
者
が
短
時
の
記
憶
の
な
か

で
、
そ
の
生
き
生
き
と
し
た
体
験
を
保
存
し
て
、
夢
の
状

況
の
細
部
を
報
告
し
た
り
、
編
制
し
た
り
す
る
ま
で
長
続

き
さ
せ
る
こ
と
は
難
し
い
。
少
な
く
見
積
も
れ
ば
、
夢
の

な
か
の
精
神
活
動
の
九
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
は
、
ま
っ
た

く
記
憶
す
る
す
べ
が
な
い
。

（
14
）

こ
れ
ら
の
挑
戦
に
向
き
合
っ
て
、
情
報
プ
ロ
セ
ス
モ
デ
ル
の

細
心
の
変
容
は
、
新
し
い
方
法
を
採
用
し
て
夢
を
解
釈
し
た
。

伝
統
的
な
観
点
と
異
な
り
、
こ
の
モ
デ
ル
は
眠
り
の
心
理
作
用

が
不
必
要
な
情
報
を
除
去
す
る
こ
と
に
あ
る
、
つ
ま
り
、「
夢
を

見
る
の
は
忘
却
の
た
め
で
あ
る
」
と
考
え
る
。
大
脳
と
い
う
一

つ
の
精
巧
な
系
統
は
、
強
烈
な
刺
激
を
受
け
や
す
く
、
こ
の
刺

激
は
無
用
の
記
憶
を
生
み
出
す
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
な
か
に
は
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幻
覚
、
幻
影
等
を
含
む
。

（
15
）

以
上
の
理
論
は
み
な
記
憶
や
忘
却
を
一
種
の
大
脳
の
現
象
と

し
て
議
論
し
て
い
る
。
実
際
に
は
、
大
部
分
の
科
学
者
は
み
な

喜
ん
で
こ
の
唯
物
主
義
の
命
題
、
つ
ま
り
大
脳
は
記
憶
の
唯
一

の
基
礎
で
あ
る
こ
と
を
受
け
入
れ
た
。
彼
ら
は
「
誰
が
記
憶
の

中
に
存
在
す
る
の
か
」
と
い
う
問
題
を
問
う
こ
と
を
避
け
た
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
れ
は
自
我
の
問
題
に
関
わ
る
か
ら
で
あ
る
。

彼
ら
の
見
方
で
は
、
人
々
は
記
憶
の
基
礎
の
上
に
そ
の
人
格
を

構
築
す
る
。
も
し
人
々
が
記
憶
を
喪
失
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
自

我
を
喪
失
し
て
し
ま
う
。
こ
の
観
点
の
も
と
で
、
私
た
ち
は

「
記
憶
の
蓄
積
に
よ
り
、
及
び
大
脳
の
あ
る
場
所
に
存
す
る
因
果

の
記
憶
に
対
す
る
回
想
に
基
づ
き
、
私
は
は
じ
め
て
そ
れ
が
我

で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
」

（
16
）
と
考
え
る
傾
向
が
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
荘
子
は
こ
こ
で
大
脳
に
つ
い
て
語
っ
て
は

い
な
い
。
か
え
っ
て
、
二
つ
の
自
我
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。

夢
の
な
か
で
、
彼
が
失
っ
た
も
の
は
彼
の
自
我
で
あ
っ
て
、
幻

影
で
は
な
い
。
彼
か
ら
見
れ
ば
、
夢
、
記
憶
、
あ
る
い
は
忘
却

は
み
な
自
我
に
触
れ
て
い
る
。
彼
は
記
憶
が
一
種
の
大
脳
の
現

象
で
あ
る
こ
と
に
同
意
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
け
っ

し
て
大
脳
に
限
ら
れ
ず
、
そ
れ
ら
二
者
は
非
常
に
相
違
し
て
い

る
。
荘
子
と
科
学
者
た
ち
の
間
の
争
い
の
発
端
は
、
た
だ
大
脳

移
植
手
術
の
成
功
後
に
は
じ
め
て
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
か

も
し
れ
な
い
。
そ
の
と
き
に
は
、
私
た
ち
は
新
し
い
脳
を
交
換

し
た
人
が
彼
の
過
去
を
記
憶
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
観
察
で
き

る
。
も
し
彼
が
記
憶
し
て
い
れ
ば
、
彼
は
彼
の
自
己
同
一
性
を

保
持
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
荘
子
が
正
し
い
。
も
し
彼
が
記

憶
し
て
お
ら
ず
、
別
の
個
人
に
変
わ
っ
て
い
れ
ば
、
科
学
者
た

ち
が
正
し
い
。
私
た
ち
は
何
が
生
じ
る
の
か
を
見
る
の
を
待
ち

さ
え
す
れ
ば
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
時
間
は
通
常
、
真
理
を

証
明
す
る
最
も
良
い
手
段
で
あ
る
。

三
　
蝴
蝶
の
夢
―
自
我
異
化
の
仮
説

周
の
夢
に
蝴
蝶
と
為
れ
る
か
、
蝴
蝶
の
夢
に
周
と
為
れ
る

か
を
知
ら
ず
。
周
と
蝴
蝶
と
は
、
則
ち
必
ず
分

け
じ
め

有
り
。
此

を
之
れ
物
化
と
謂
う
。

こ
の
最
後
の
段
は
、
荘
子
の
蝴
蝶
の
夢
の
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
で

あ
り
、
こ
の
三
十
字
は
そ
の
夢
を
一
般
と
異
な
る
夢
に
し
て
い
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る
。
こ
の
夢
を
、
困
惑
し
て
難
解
で
あ
る
と
感
じ
る
人
も
い
れ

ば
、
ぱ
っ
と
悟
っ
た
と
感
じ
る
人
も
い
る
。
異
な
る
学
派
は
、

こ
の
段
落
の
な
か
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
論
説
を
展
開
し
た
。

私
か
ら
見
る
と
、
歴
代
の
注
釈
の
蝴
蝶
の
夢
に
対
す
る
解
釈
は
、

三
つ
の
流
派
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
、
私
は
こ
れ

ら
の
流
派
の
こ
の
段
に
対
す
る
解
釈
を
逐
一
紹
介
し
よ
う
。

は
じ
め
に
、
最
も
流
行
し
た
解
釈
は
、
晋
代
の
郭
象
と
唐
代

の
成
玄
英
を
代
表
と
す
る
正
統
な
道
家
の
注
釈
の
伝
統
で
あ
る
。

彼
ら
は
一
つ
の
生
存
論
上
の
無
差
異
と
呼
ぶ
こ
と
の
で
き
る
仮

説
に
従
っ
て
解
説
し
、
生
と
死
、
夢
と
目
覚
め
、
蝶
と
周
の
間

に
は
少
し
も
差
別
は
な
い
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、「
道
よ
り

之
を
視
れ
ば
、
万
物
は
皆
一
な
り
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
は

荘
子
の
夢
と
目
覚
め
の
区
別
の
趣
旨
は
、
そ
の
生
死
の
学
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
り
、
夢
で
も
目
覚
め
で
も
あ
る
蝴
蝶
の

夢
は
、
ま
さ
し
く
「
方ま

さ

に
生
き
方
に
死
ぬ
」
と
い
う
説
の
良
い

例
証
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
生
と
死
の
生
存
体
験
と
絶
対

的
実
在
と
の
無
差
異
性
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
流
派

は
正
統
な
道
家
の
注
釈
の
伝
統
と
な
っ
た
。
現
代
の
哲
学
者
馮

友
蘭
（
一
八
九
七
―
一
九
九
一
）
は
、
こ
の
流
派
の
基
本
観
点
を
次

の
よ
う
に
概
括
し
て
い
る
。

こ
れ
（
蝴
蝶
の
夢
の
故
事
）
は
、
平
常
の
外
観
上
、
事
物
の

間
に
は
差
異
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
幻
覚
や
夢
の
な
か
の
物

は
別
の
物
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か

に
す
る
。「
物
化
」
は
、
事
物
間
の
差
異
が
絶
対
的
で
は
な

い
こ
と
を
証
明
し
た
。

（
17
）

第
二
に
、
影
響
の
比
較
的
小
さ
な
流
派
は
、
本
体
論
上
の
転

化
と
呼
ぶ
こ
と
の
で
き
る
仮
説
を
主
張
す
る
。
こ
れ
は
第
一
の

流
派
の
観
点
と
緊
密
に
関
連
し
て
お
り
、
と
き
に
は
両
者
を
区

別
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
第
一
の
流
派
の
注
釈

も
通
常
、
そ
の
論
証
を
本
体
論
上
の
転
化
の
上
に
立
て
た
。
こ

の
仮
説
は
、
た
と
え
ば
蝶
と
周
、
夢
と
目
覚
め
、
生
と
死
な
ど

の
よ
う
に
、
世
間
の
一
切
の
も
の
は
み
な
一
方
か
ら
他
方
に
転

化
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
ま
さ
し
く
事
物
間
の
転
化

は
、
万
物
間
の
差
別
を
除
去
し
、
並
び
に
転
化
す
る
こ
と
の
で

き
な
い
永
遠
の
道
を
示
し
た
。
こ
の
総
原
則
の
も
と
で
、
あ
る

人
は
事
物
自
身
の
な
か
で
そ
の
転
化
の
可
能
性
を
求
め
る
。
た

と
え
ば
、
清
代
の
陸
樹
芝
の
『
荘
子
雪
』
で
あ
る
。
あ
る
人
は

気
が
転
化
を
可
能
と
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
た
と
え
ば
、
明
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代
の
陳
治
安
の
『
南
華
真
経
本
義
』
で
あ
る
。
別
の
人
た
ち
は

理
あ
る
い
は
心
が
転
化
を
可
能
と
さ
せ
る
が
、
そ
れ
自
身
は
変

化
し
な
い
と
考
え
る
。
た
と
え
ば
、
清
代
の
王
先
謙
の
『
荘
子

集
解
』
と
劉
武
の
『
荘
子
集
解
内
篇
補
正
』
で
あ
る
。
明
ら
か

に
、
こ
の
流
派
は
宋
明
理
学
の
重
大
な
影
響
を
受
け
て
お
り
、

理
、
気
、
心
等
は
す
べ
て
理
学
の
根
本
概
念
で
あ
る
。
エ
ウ
ィ

ン
（M

ark
E

w
in

）
の
次
の
見
解
は
、
よ
く
こ
の
流
派
の
根
本
観
点

を
表
わ
し
て
い
る
。

﹇『
荘
子
』
の
な
か
の
﹈
夢
は
、
一
つ
の
物
が
他
の
物
に
不

断
に
転
化
す
る
こ
と
の
た
め
に
、
証
拠
を
提
供
し
た
。
こ

の
過
程
は
、
彼
﹇
荘
子
﹈
に
よ
っ
て
鉄
匠
の
手
の
な
か
で

融
解
す
る
青
銅
に
た
と
え
ら
れ
る
。
前
は
あ
る
形
で
、
後

は
別
の
形
で
あ
る
。
有
名
な
蝴
蝶
の
故
事
の
な
か
で
、
自

我
も
こ
の
一
つ
の
不
断
に
転
化
す
る
流
れ
の
な
か
に
あ
る

こ
と
を
荘
子
が
認
め
て
い
る
と
、
私
た
ち
は
理
解
す
る
。

（
18
）

第
三
の
流
派
は
自
己
の
目
覚
め
と
呼
ぶ
こ
と
の
で
き
る
仮
説

を
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
、
仏
教
の
影
響
を
受
け

て
い
る
。
実
際
に
は
、
こ
の
流
派
の
最
も
有
名
な
代
表
の
一
人

は
、
明
末
の
四
大
高
僧
の
一
人
の

山
徳
清
で
あ
る
。

山
以

外
に
は
、
明
代
の
李
贄
、
清
代
の
銭
澄
之
、
穆
篆
子
な
ど
が
い

る
。
彼
ら
は
、
自
己
、
心
、
転
化
に
関
す
る
荘
子
の
学
説
を
強

調
し
、
荘
子
の
目
覚
め
に
関
す
る
見
解
を
探
求
し
た
。
彼
ら
か

ら
見
る
と
、
こ
の
目
覚
め
は
、
夢
か
ら
目
覚
め
に
到
り
、
死
か

ら
生
に
到
る
自
己
の
目
覚
め
と
自
己
の
転
化
で
あ
る
。

山
は
、

ま
た
と
く
に
こ
の
段
と
、『
斉
物
論
』
の
「
万
世
の
後
に
し
て
一

た
び
大
聖
に
遇
う
」
の
段
で
夢
を
論
ず
る
話
に
言
及
し
て
い
る

の
と
を
関
連
づ
け
、
こ
れ
は
仏
陀
を
指
し
て
い
る
と
考
え
た
。

彼
は
、「
此
の
老
胸
中
、
早
く
仏
有
り
と
知
る
。
後
来

の

ち

に
必
ず
定

ん
で
其
の
言
を
印
証
す
。
然
ら
ず
ん
ば
、
而
も
『
大
覚
』
と
言

う
は
、
其
れ
誰
れ
な
る
や
」

（
19
）
と
言
っ
て
い
る
。

英
語
文
献
の
な
か
に
は
、
こ
の
伝
統
に
対
し
て
、
二
種
の
異

な
る
叙
述
が
あ
る
。
呉
光
明
は
、
目
覚
め
と
は
自
身
で
事
物
間

に
は
差
異
の
な
い
こ
と
を
覚
知
す
る
こ
と
と
考
え
る
。
彼
は
、

「
荘
子
は
彼
の
夢
を
反
省
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
が
私
た

ち
の
適
切
な
同
一
性
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
覚
知
し

た
。
こ
の
覚
知
は
、
夢
見
る
者
（
私
た
ち
自
身
）
を
客
観
現
実

主
義
の
迷
い
か
ら
救
い
出
す
。
こ
れ
は
一
種
の
メ
タ
知
識
で
あ

り
、
自
己
の
愚
昧
へ
の
一
種
の
目
覚
め
で
あ
る
」

（
20
）

と
言
っ
て
い
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る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
ア
リ
ン
ソ
ン
（R

.E
.

A
llinson

）
は
、
目
覚

め
は
一
種
の
自
己
の
転
化
と
し
て
夢
の
な
か
か
ら
目
覚
め
た
よ

う
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
。
彼
は
、「
転
化
と
は
、
意
識
が
現

実
と
幻
影
と
の
区
別
を
知
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
目
覚
め
の
な
か

の
確
か
な
知
の
区
別
に
方
向
を
転
ず
る
こ
と
で
あ
る
」

（
21
）

と
言
っ

て
い
る
。

蝴
蝶
の
夢
に
対
す
る
伝
統
的
な
解
釈
を
紹
介
し
た
後
、
本
論

は
一
つ
の
新
し
い
解
釈
、
し
ば
ら
く
自
我
異
化
と
呼
ぶ
仮
説
の

提
出
を
試
み
た
い
。
そ
の
な
か
の
「
自
我
」
と
は
、
上
の
節
で

討
論
し
た
二
重
の
自
我
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
夢
の
な
か
の

自
我
―
蝴
蝶
と
、
意
識
を
も
つ
自
我
―
荘
周
で
あ
る
。
こ
れ
と

対
応
す
る
も
の
に
は
、
荘
子
の
「
吾
」
と
「
我
」、
道
家
の
魂
と

魄
、
ユ
ン
グ
の
自
己
（self

）
と
自
我
（ego

）
な
ど
が
あ
る
。「
異

化
」
と
は
、
荘
子
の
「
物
化
」
に
対
す
る
私
の
解
釈
で
あ
る
。

こ
の
複
雑
で
鍵
と
な
る
概
念
は
、
字
づ
ら
の
意
味
か
ら
言
う
と
、

「
事
物
の
転
化
」
と
理
解
で
き
る
。
も
し
「
道
通
じ
て
一
と
為
す
」

と
い
う
本
体
論
の
角
度
か
ら
言
う
と
、
原
義
を
拡
大
し
て
普
遍

的
な
本
体
の
転
化
の
意
味
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は

人
々
の
通
常
の
理
解
で
あ
る
。
こ
の
理
解
は
「
物
」
あ
る
い
は

「
本
体
」
の
方
を
重
ん
じ
、
蝴
蝶
の
夢
の
な
か
の
蝴
蝶
を
一
つ
の

外
物
と
し
て
扱
う
。
こ
れ
に
反
し
て
、
も
し
蝴
蝶
を
真
実
の
主

体
と
理
解
す
る
な
ら
ば
、「
物
化
」
の
な
か
の
「
化
」
の
方
を
重

ん
じ
る
べ
き
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、「
物
」
が
「
化
」
を
修
飾
で

き
る
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
「
物
化
」
は
「
化
し

て
物
と
為
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
こ
の
「
物
」
の
意
味
は

ず
い
ぶ
ん
弱
く
な
り
、
必
ず
し
も
具
体
的
な
事
物
で
は
な
く
、

一
般
的
な
物
性
、
対
象
性
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、「
物
化
」
は

「
物
性
化
」、「
対
象
化
」、「
異
己
化
（
自
己
と
異
な
る
も
の
に
変
化

す
る
こ
と
）」、
あ
る
い
は
「
異
化
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
別
の
面

は
、「
物
化
」
と
い
う
概
念
の
動
作
の
意
味
を
強
調
す
る
こ
と
は
、

荘
子
の
「
為
」
と
い
う
言
葉
の
用
法
の
な
か
で
裏
付
け
ら
れ
た
。

彼
は
、「
周
の
夢
に
蝴
蝶
と
為
れ
る
か
、
蝴
蝶
の
夢
に
周
と
為
れ

る
か
を
知
ら
ず
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
「
夢
に
…
…

と
為
る
」
は
、
荘
周
と
蝴
蝶
と
が
二
つ
の
独
立
し
た
主
体
と
し

て
相
互
に
反
映
し
、
相
互
に
投
射
し
、
し
た
が
っ
て
相
手
を
客

体
、
物
、
対
象
、
他
者
に
変
化
さ
せ
る
こ
と
を
生
き
生
き
と
描

写
し
た
。
こ
れ
が
「
自
我
異
化
」、
あ
る
い
は
「
自
我
対
象
化
」

と
呼
ぶ
仮
説
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
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私
が
蝴
蝶
の
夢
に
対
し
て
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
す
る
の
は
、

心
理
学
者
ユ
ン
グ
の
影
響
を
受
け
た
か
ら
で
あ
る
。
あ
た
か
も

歴
史
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
儒
・
道
・
仏
各
家
の
影
響
を
受

け
た
の
と
同
様
で
あ
る
。
実
際
に
、
ユ
ン
グ
本
人
は
回
想
し
て

言
っ
て
い
る
。
彼
自
身
が
類
似
し
た
夢
を
見
た
こ
と
が
あ
る
と
。

一
度
は
一
九
五
八
年
十
月
に
、
彼
は
夢
の
な
か
で
二
羽
の
飛
ぶ

蝶
を
見
た
。
そ
の
な
か
の
一
羽
は
彼
に
向
か
っ
て
飛
ん
で
き
て
、

彼
か
ら
四
、
五
百
ヤ
ー
ド
離
れ
た
場
所
に
止
ま
り
、
そ
の
後
、

飛
び
去
っ
た
。
ま
も
な
く
も
う
一
羽
が
飛
ん
で
き
て
、
一
つ
の

提
灯
の
よ
う
に
、
彼
か
ら
六
、
七
十
ヤ
ー
ド
離
れ
た
場
所
に
止

ま
っ
て
、
ま
っ
す
ぐ
に
彼
の
方
を
向
い
て
い
る
。
夢
う
つ
つ
の

中
で
、
彼
は
思
っ
た
。「
私
た
ち
は
い
つ
も
飛
ぶ
蝶
は
私
た
ち
が

構
想
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
今
、
私
た
ち
が
蝶
の
構

想
し
た
も
の
に
な
っ
た
。
私
は
こ
の
提
灯
の
よ
う
な
も
の
に
客

体
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
装
置
は
ま
た
誰
が
操
縱

し
て
い
る
の
か
」
と
。
別
の
類
似
し
た
夢
の
な
か
で
、
彼
は
山

間
地
域
の
小
さ
な
教
会
に
進
ん
で
い
き
、
聖
壇
の
前
の
床
板
の

上
に
、
一
人
の
修
禅
者
が
結
跏
趺
坐
す
る
の
を
見
た
。
彼
が
再

び
詳
し
く
見
る
と
、
こ
の
修
禅
者
は
な
ん
と
彼
自
身
の
顔
で
あ

っ
た
。
彼
は
恐
怖
を
感
じ
、
こ
の
よ
う
な
考
え
を
も
っ
て
目
覚

め
た
。「
あ
、
彼
は
沈
黙
し
て
私
を
観
察
し
て
い
る
。
彼
は
夢
を

見
て
い
る
が
、
私
は
彼
の
夢
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
も
し
彼
が
目

覚
め
た
な
ら
ば
、
私
は
存
在
し
な
く
な
る
」

（
22
）
と
。

上
の
こ
の
二
つ
の
夢
は
、
荘
子
の
蝴
蝶
の
夢
の
よ
う
に
奥
深

く
て
理
解
し
が
た
い
。
実
際
に
は
、
早
く
も
子
供
時
代
に
、
ユ

ン
グ
は
花
園
の
な
か
の
一
つ
の
石
の
上
に
座
っ
て
、
類
似
の
体

験
を
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。「
私
が
石
の
上
に
座
っ
て
い
る
の
か
、

そ
れ
と
も
私
と
い
う
石
が
彼
に
座
ら
れ
て
い
る
の
か
」

（
23
）

と
。
ユ

ン
グ
は
彼
自
身
の
無
意
識
の
理
論
に
よ
っ
て
、
彼
の
眠
り
の
経

験
を
分
析
し
て
、
飛
ぶ
蝶
と
修
禅
者
は
み
な
彼
の
無
意
識
全
体

を
代
表
し
て
い
る
と
考
え
た
。
こ
の
無
意
識
全
体
は
、
私
た
ち

の
通
常
の
自
我
意
識
の
心
理
状
態
と
異
な
っ
た
り
、
相
対
し
た

り
、
さ
ら
に
包
含
し
た
り
し
て
お
り
、
ユ
ン
グ
は
そ
れ
を
自
己

（self

）
と
呼
ん
だ
。
彼
は
「
自
己
（self

）
は
一
つ
の
中
心
で
あ
る

ば
か
り
で
な
く
、
意
識
と
無
意
識
の
す
べ
て
の
周
辺
を
包
含
し

て
い
る
。
そ
れ
は
こ
の
全
体
の
中
心
で
あ
り
、
あ
た
か
も
自
我

（ego
）
が
意
識
の
心
の
中
心
で
あ
る
よ
う
で
あ
っ
た
」

（
24
）
と
考
え
た
。

こ
の
観
点
か
ら
見
る
と
、
私
た
ち
の
意
識
的
自
我
は
独
立
性
に
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欠
け
、
無
意
識
の
自
己
が
投
射
し
た
も
の
で
あ
る
。
小
島
が
大

海
の
な
か
か
ら
生
起
す
る
よ
う
に
、
意
識
は
無
意
識
の
な
か
か

ら
生
み
出
さ
れ
る
。
ユ
ン
グ
は
彼
の
夢
に
対
し
て
次
の
よ
う
な

解
釈
を
し
た
。

二
つ
の
夢
の
目
的
は
い
ず
れ
も
自
我
意
識
と
無
意
識
と
の

関
係
を
逆
転
さ
せ
、
並
び
に
無
意
識
を
、
経
験
的
人
格
の

創
造
者
と
し
て
現
わ
す
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
逆
転
は
（
私
た

ち
に
）「
他
の
一
面
」
か
ら
見
れ
ば
、
私
た
ち
の
無
意
識
の

存
在
が
真
実
で
あ
り
、
私
た
ち
の
意
識
世
界
は
一
種
の
幻

影
で
あ
り
、
特
定
の
目
的
の
た
め
に
構
築
さ
れ
た
表
面
的

な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
そ
れ
は
夢
と
同
様
に
、

私
た
ち
が
身
を
そ
の
な
か
に
置
い
て
い
る
限
り
、
存
在
す

る
よ
う
に
見
え
る
。

（
25
）

ユ
ン
グ
は
そ
の
著
作
の
な
か
で
、
け
っ
し
て
荘
子
の
蝴
蝶
の

夢
を
明
確
に
取
り
上
げ
て
は
い
な
い
が
、
彼
の
観
点
に
よ
れ
ば
、

蝴
蝶
は
ま
さ
し
く
夢
の
な
か
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
自
己
で
あ
り
、

荘
周
は
意
識
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
状
態
の
自
我
で
あ
る
と
、

私
た
ち
は
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
蝴
蝶
と
荘
周
は
そ
れ
ぞ
れ
自

己
の
領
域
を
占
め
て
お
り
、
こ
れ
は
荘
子
の
言
う
「
周
と
蝴
蝶

と
は
、
則
ち
必
ず
分
け
じ
め

有
り
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
「
分
」

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
事
物
間
の
分
化
で
は
な
く
て
、
自
我

間
の
区
別
、
さ
ら
に
は
争
い
で
あ
る
。
争
い
は
領
域
を
拡
充
し
、

守
勢
を
逆
転
し
、
主
導
的
立
場
を
勝
ち
取
る
た
め
で
あ
り
、
し

た
が
っ
て
相
手
を
物
化
、
対
象
化
、
他
者
化
す
る
。
こ
れ
は
蝴

蝶
の
夢
が
私
た
ち
に
繰
り
広
げ
る
内
心
世
界
の
実
相
で
あ
る
。

蝴
蝶
の
夢
に
関
す
る
歴
代
の
注
釈
の
な
か
に
、
私
は
一
人
の

注
釈
者
の
解
釈
が
上
述
の
理
解
と
よ
く
似
て
い
る
こ
と
を
発
見

し
た
だ
け
で
あ
る
。
清
代
の
程
以
寧
は
そ
の
『
南
華
真
経
注
疏
』

の
な
か
で
蝴
蝶
の
夢
の
段
を
解
釈
し
て
言
っ
て
い
る
。

人
の
夢
の
中
に
能
く
変
化
す
る
者
は
、
魂
と
魄
の
交
わ
り

な
り
。
其
の
変
化
を
第
主

つ
か
さ
ど

る
者
は
、
魄
な
り
。
魂
は
之
を

主
る
こ
と
能
わ
ざ
る
の
み
。
有
道
の
士
の
若ご

と

き
は
、
則
ち

必
ず
先
に
魄
を
滅
し
て
後
、
魂
昌さ

か

え
、
千
変
万
化
は
、
惟た

だ

我
の
み
主
張

つ
か
さ
ど

る
。
人
は
奈
何
い

か

ん
ぞ
魄
を
滅
し
て
、
昼
覚
め

夜
夢
み
て
以
て
身
を
終
う
る
を
知
ら
ざ
る
や
。
況
ん
や
並

び
に
其
の
所
謂
る
覚
む
れ
ば
、
而
も
終
に
一
大
夢
と
成
る

な
り
。
哀
し
い
か
な
。

（
26
）

程
以
寧
は
、
道
家
の
伝
統
的
な
魂
魄
の
概
念
を
用
い
て
、
蝴
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蝶
の
夢
は
創
意
性
が
あ
る
と
解
釈
し
た
。
彼
は
、
夢
の
な
か
の

変
化
は
魂
魄
の
交
わ
る
結
果
で
あ
り
、
か
つ
夢
の
な
か
で
は
、

魄
は
魂
よ
り
も
昌
え
る
と
考
え
た
。
道
家
の
修
練
の
な
か
で
は
、

魄
を
滅
し
て
魂
を
昌
え
さ
せ
る
。
こ
れ
は
魂
魄
が
た
が
い
に
勝

と
う
と
す
る
通
常
の
人
の
事
情
と
相
違
し
て
い
る
。

ユ
ン
グ
は
い
く
つ
か
の
著
作
の
な
か
で
、
道
家
の
魂
魄
の
概

念
に
言
及
し
、
か
つ
そ
の
陽
魂
（A

nim
us

）
と
陰
魂
（A

nim
a

）
の

概
念
は
あ
る
意
味
で
は
こ
れ
と
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考

え
た
。

（
27
）

こ
れ
は
大
体
正
確
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
魂
は
陽
を

主
宰
し
、
魄
は
陰
を
主
宰
す
る
。
た
だ
し
、
注
意
す
べ
き
こ
と

は
、
陰
陽
は
性
別
の
概
念
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
重
要
な
属

性
の
概
念
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
魄
は
陰
魂
と
し
て
、

さ
ら
に
物
質
性
、
身
体
性
の
方
を
重
ん
じ
、
魂
は
陽
魂
と
し
て
、

精
神
性
の
方
を
重
ん
ず
る
。
ユ
ン
グ
は
陰
魂
が
無
意
識
と
し
て

日
常
の
意
識
と
異
な
っ
て
い
る
多
く
の
面
を
強
調
す
る
け
れ
ど

も
、
け
っ
し
て
そ
の
身
体
性
を
強
調
し
な
か
っ
た
。
こ
の
面
で

は
、
道
家
の
伝
統
は
い
っ
そ
う
深
遠
で
あ
り
、
私
た
ち
が
展
開

す
る
の
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

他
方
、
道
家
の
修
行
の
伝
統
の
趣
旨
は
、
魄
を
抑
え
魂
を
助

け
る
こ
と
に
あ
り
、
ユ
ン
グ
が
無
意
識
と
し
て
の
陰
魂
（A

nim
a

）

の
作
用
を
重
視
す
る
の
と
相
違
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は

け
っ
し
て
道
家
が
魄
、
あ
る
い
は
無
意
識
の
作
用
を
無
視
し
て

い
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
と
反
対
に
、

道
家
は
そ
れ
が
通
常
の
人
の
生
活
の
な
か
で
果
た
す
主
要
な
作

用
を
見
て
と
っ
て
い
る
の
で
、
慣
例
を
逆
転
さ
せ
て
、「
魂
を
昌

え
さ
せ
魄
を
滅
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
一
つ
の
極

端
で
あ
る
。
ユ
ン
グ
、
お
よ
び
フ
ロ
イ
ド
は
長
い
間
、
無
意
識

の
作
用
を
無
視
し
て
き
た
西
洋
の
伝
統
に
直
面
し
て
、
是
正
が

行
き
す
ぎ
、
無
意
識
の
積
極
的
な
作
用
を
強
調
し
す
ぎ
た
の
は
、

こ
れ
は
も
う
一
つ
の
極
端
で
あ
る
。
実
行
し
て
良
い
中
道
は
、

陰
で
も
あ
り
陽
で
も
あ
り
、
魂
で
も
あ
り
魄
で
も
あ
り
、
無
意

識
で
も
あ
り
意
識
で
も
あ
り
、
両
者
の
バ
ラ
ン
ス
調
和
を
保
持

す
る
こ
と
で
あ
る
。

蝴
蝶
の
夢
に
つ
い
て
言
え
ば
、
私
た
ち
は
永
遠
に
夢
の
な
か

で
蝴
蝶
と
な
る
こ
と
は
で
き
ず
、
や
は
り
目
覚
め
て
荘
周
と
な

る
必
要
が
あ
る
。
同
時
に
、
と
き
ど
き
夢
に
蝴
蝶
と
な
っ
て
、

自
由
を
ち
ょ
っ
と
享
受
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。
た
だ
し
、
蝶

で
あ
る
か
周
で
あ
る
か
知
ら
ず
、
周
と
蝶
と
が
深
い
次
元
で
境
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目
が
な
い
の
は
、
こ
れ
こ
そ
人
生
の
究
極
の
境
地
で
あ
り
、
こ

れ
も
ま
た
荘
周
の
蝴
蝶
の
夢
の
真
意
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
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