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と
い
う
の
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
単
な
る
御お

伽と
ぎ

噺ば
な
しで

は
な
い
の
で
あ
り
ま
し
て
、
宇
宙
に
充み

ち
遍へ
ん

満ま
ん

し
て
い
る
真
理
を

当
時
古
代
の
国
民
が
そ
の
直
感
的
認
識
に
よ
っ
て
と
ら
え
て
そ
れ

を
物
語
に
表
現
し
た
も
の
が
、『
古
事
記
』
の
神
代
の
巻
の
神
話

で
あ
る
わ
け
で
す
。
神
話
と
い
う
の
は
古
代
か
ら
続
い
て
い
る
国

な
ら
ど
こ
の
国
に
も
あ
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
必
ず
し
も
日
本
の

特
産
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
大だ
い

体た
い

古
代
の
民
族

と
い
う
も
の
は
、
現
代
の
科
学
的
知
識
の
発
達
し
た
人
間
と
は
違

っ
て
科
学
的
分
析
的
な
力
が
な
い
か
ら
、
そ
れ
だ
け
直ち
ょ
っ

観か
ん

認に
ん

識し
き

の
力
が
強
か
っ
た
の
で
す
。
つ
ま
り
分
析
の
知
恵
と
い
う
も
の
は

細
か
く
物
を
分
解
し
て
、
人
間
な
ら
人
間
を
細
か
く
分
解
し
て
、

　

神
話
と
は
何
で
あ
る
か

 

『
古こ

事じ

記き

』
と
い
う
本
が
あ
り
ま
す
。
天て
ん

武む

天
皇
の
詔
み
こ
と
の
りに

よ
っ

て
、
稗ひ
え

田だ
の

阿あ

礼れ

が
当
時
日
本
に
古
く
か
ら
伝
わ
っ
て
い
ま
し
た
神

話
、
及お
よ

び
歴
史
的
事
実
の
う
ち
疑
わ
し
き
も
の
、
信
ず
べ
か
ら
ざ

る
も
の
は
省は
ぶ

き
、
こ
れ
こ
そ
真
理
で
あ
り
、
又ま
た

歴
史
的
事
実
で
あ

る
と
云い

う
も
の
だ
け
を
収
録
し
た
記
録
だ
と
云
わ
れ
て
お
り
ま

す
。
こ
の
『
古
事
記
』
の
神か
み

代よ

の
巻ま
き

と
い
う
の
に
は
、
神
話
が
書

か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　

神
話
と
い
う
の
は
一
体
何
か
と
い
う
と
、
た
だ
単
に
神
様
物
語

特 集

今
月
の
谷
口
雅
春
先
生
の
お
言
葉

古
事
記
神
話
に
は
日
本
民
族
の
世
界
観
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
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人
間
と
は
如い

何か

な
る
も
の
か
と
い
う
こ
と
を
知
る
の
に
は
、
先ま

ず

人
間
を
細
か
く
切
っ
て
、
そ
し
て
皮ひ

膚ふ

は
ど
う
い
う
構
造
に
な
っ

て
い
る
、
筋
肉
は
ど
う
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
内

臓
は
ど
う
な
っ
て
い
る
と
、
一い
ち

々い
ち

細
か
く
調
べ
て
い
っ
て
、
人
間

と
は
こ
う
い
う
も
の
だ
と
、
こ
う
考
え
て
行ゆ

く
の
が
分
析
的
の
知

恵
で
あ
り
ま
す
が
、
と
こ
ろ
が
こ
れ
で
は
ど
う
し
て
も
人
間
と
い

う
も
の
は
如
何
な
る
も
の
か
と
い
う
こ
と
は
分
か
ら
な
い
の
で
あ

り
ま
す
。
分
析
に
よ
り
ま
す
と
、
人
間
の
部
分
品
は
ど
う
い
う
構

造
に
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
分
か
る
け
れ
ど
も
、「
人
間
」

な
る
も
の
は
如
何
な
る
も
の
か
と
い
う
こ
と
は
分
析
で
は
ど
う
し

て
も
分
か
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。（
中
略
）

　

そ
ん
な
分
析
的
の
知
恵
で
な
し
に
、
人
間
全
体
を
其そ

の
儘ま
ま

「
い

の
ち
」
と
し
て
把と
ら

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
現
代
的
言
葉

で
い
う
と
、「
そ
の
も
の
ず
ば
り

0

0

0

」「
人
間
ず
ば
り

0

0

0

」
と
、
人
間
の

全
体
を
把は

握あ
く

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
し
か
し
「
そ
の
も

の
ず
ば
り

0

0

0

」
は
ど
う
し
て
も
科
学
的
分
析
に
よ
っ
て
は
と
ら
え
る

こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
り
ま
し
て
、
直ち
ょ
っ

観か
ん

の
智ち

に
よ
っ
て
と

ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

（
新
装
新
版
『
真
理
』
第
３
巻
234
～
236
頁
）

　

真
理
と
い
う
も
の
は
肉
眼
に
は
見
え
な
い

　

人
間
全
体
―
―
い
の
ち

0

0

0

そ
の
も
の
は
五
官
の
感
覚
で
は
わ
か
り

ま
せ
ん
。
直ち
ょ
っ

観か
ん

の
智ち

慧え

に
よ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
す
。
感
覚
で

寄
せ
あ
つ
め
た
理
解
は
こ
れ
を
知
識
と
云い

う
の
で
あ
り
ま
し
て
、

直
観
に
よ
っ
て
そ
の
も
の
ズ
バ
リ
と
全
体
を
把は

握あ
く

し
た
理
解
を
智ち

慧え

と
云
う
の
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
仏
教
で
い
う
「
般は
ん

若に
ゃ

の
智ち

慧え

」
で
あ
り
ま
す
。
た
ん
に
、
分
析
的
知
識
の
発
達
し
て
い
る
も

の
は
ど
う
か
す
る
と
こ
の
般
若
の
智
慧
、
直
観
の
智
慧
と
い
う
も

の
が
乏と
ぼ

し
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
古
代
民
族
は
分ぶ
ん

析せ
き

知ち

に
乏
し
か

っ
た
だ
け
に
直
観
の
智
慧
と
い
う
も
の
に
優す
ぐ

れ
て
お
り
ま
し
て
、

宇
宙
に
満
ち
満
ち
て
い
る
と
こ
ろ
の
真
理
そ
の
も
の
、
宇
宙
は
如い

何か

に
し
て
成な
り

立た

っ
た
も
の
で
あ
る
か
。
あ
る
い
は
、
人
間
は
如
何

に
し
て
生
れ
た
か
。
人
間
の
目
的
は
何
か
。
人
間
と
は
如
何
な
る

も
の
か
。
と
い
う
よ
う
な
問
題
を
そ
の
も
の
ず
ば
り

0

0

0

と
、
理り

窟く
つ

な

し
に
、
直
観
的
に
と
ら
え
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
と
ら
え
た
と

こ
ろ
の
真
理
と
い
う
も
の
は
、
肉
眼
に
は
見
え
な
い
。
真
理
は
宇

宙
に
満み

ち
充み

ち
て
い
る
け
れ
ど
も
、
肉
眼
に
は
見
え
な
い
か
ら
、
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そ
れ
を
表
現
す
る
の
に
ど
う
し
て
も
象し

ょ
う

徴ち
ょ
うを

使
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
つ
ま
り
シ
ン
ボ
ル
、
象か
た
ち、

徴し
る
しに

現
わ
し
た
も
の
を
使
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。（

新
装
新
版
『
真
理
』
第
３
巻
237
～
238
頁
）

　

宇
宙
の
真
理
を
か
た
ち
に
表
し
た
の
が
神
話
で
あ
る

　

真
理
と
い
う
も
の
は
ど
う
い
う
も
の
か
、
ま
あ
例
え
ば
数
学
上

の
真
理
で
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
「
二に

二に
ん

が
四し

」
と
云い

う
の
は
数
学

上
の
真
理
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
数
学
上
の
真
理
、「
二
二
が
四
」

と
い
う
も
の
を
見
せ
て
く
れ
と
い
っ
て
も
、
こ
れ
は
見
え
な
い
。

し
か
し
何ど

処こ

に
で
も
「
二
を
二
倍
す
れ
ば
四
と
成な

る
」
と
い
う
真

理
は
充み

ち
満み

ち
て
い
る
の
で
す
。
だ
け
れ
ど
も
、「
二
二
が
四
」

を
見
せ
て
く
れ
と
い
っ
て
も
見
え
な
い
。
そ
こ
で
そ
れ
を
見
せ
る

た
め
に
は
、
数
字
を
書
い
て
、
２
×
２
＝
４
と
云
う
風ふ
う

に
符
号
に

よ
っ
て
象し
ょ
う

徴ち
ょ
うす

る
か
、
あ
る
い
は
林り
ん

檎ご

な
ら
林
檎
を
二
つ
持
っ

て
来
て
、
更さ
ら

に
再
び
林
檎
を
二
つ
持
っ
て
来
る
と
、
そ
れ
で
四
つ

に
な
る
と
云
う
風
に
し
て
、
こ
れ
が
「
二
二
が
四
」
だ
と
、
こ
う

し
て
具
体
的
な
あ
る
た
と
0

0

え0

を
持
っ
て
来
て
、
そ
し
て
そ
の
真
理

を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ

り
ま
す
。（
中
略
） 

こ
れ
は
真
理
は
形
に
見
え
な
い
か
ら
、
そ
れ
を

形
に
見
え
る
も
の
を
示
し
て
、
そ
れ
を
象
徴
と
し
て
真
理
を
表
現

し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

古
代
の
民
族
が
と
ら
え
た
と
こ
ろ
の
真
理
と
い
う
も
の
を
表
現

す
る
の
も
、
こ
れ
と
同
じ
道
理
で
あ
り
ま
し
て
、
何
ら
か
の
象
徴

を
持
っ
て
来
な
け
れ
ば
、
そ
の
真
理
を
象か
た
ち徴

に
表
わ
す
こ
と
が
出

来
な
い
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
古
代
の
民
族
は
往お
う

々お
う

真
理
を
現

わ
す
の
に
神
様
物
語
の
形
を
も
っ
て
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ

る
「
神
話
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
神
話
は
世
界
各
国
に
あ

り
ま
す
け
れ
ど
も
、
日
本
に
あ
ら
わ
れ
た
神
話
は
や
っ
ぱ
り
日
本

民
族
の
精
神
を
通
し
て
宇
宙
の
真
理
を
と
ら
え
た
の
で
あ
り
ま
す

か
ら
、
同
じ
真
理
で
も
と
ら
え
方
に
お
い
て
、
又ま
た

そ
の
表
現
の
仕

方
に
お
い
て
、
作
者
た
る
日
本
民
族
の
個
性
な
る
も
の
が
現
わ
れ

て
い
る
の
で
、
そ
の
神
話
を
研
究
す
る
と
、
日
本
民
族
の
個
性
や

世
界
観
が
よ
く
わ
か
る
の
で
あ
り
ま
す
。

（
新
装
新
版
『
真
理
』
第
３
巻
238
～
239
頁
）
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