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キ
ー
ワ
ー
ド
：
国
語
、
古
典
、
地
獄 

蜘
蛛
の
糸 

平
家
物
語 

 

は
じ
め
に 

 

「
地
獄
」
と
は
、
基
本
的
に
ど
の
宗
教
に
も
見
ら
れ
る
、
普
遍
的
な
概
念
で
あ
る
。
洋
の
東

西
を
問
わ
ず
、
こ
の
世
で
犯
し
た
罪
を
あ
の
世
で
償
う
場
所
と
し
て
、
古
く
か
ら
恐
れ
ら
れ
て

い
た
。
日
本
で
は
、
仏
教
の
伝
来
と
と
も
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
奈
良
時
代
、
平
安
時
代

を
通
じ
て
、
主
に
唱
導
に
よ
っ
て
広
ま
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
広
が
り
は
、
平
安
時
代
末
期
の
仏

教
説
話
集
『
宝
物
集
』
に
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

六
道
し
ら
ぬ
人
や
は
侍
る
。
こ
の
世
に
、
五
六
の
子
ど
も
や
、
あ
や
し
き
下
衆
ど
も
ぞ
し

り
て
侍
る
め
る
は
。
（
巻
二
）
（
注
一
） 

 

地
獄
を
含
む
六
道
の
世
界
を
知
ら
な
い
人
は
い
な
い
と
い
い
、
年
齢
や
性
別
を
問
わ
ず
、
五
、

六
歳
の
子
供
ま
で
も
が
皆
知
っ
て
い
る
と
あ
る
。
こ
の
時
期
、
す
で
に
地
獄
の
概
念
が
日
本
人

に
と
っ
て
の
共
通
理
解
と
し
て
定
着
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

で
は
、
現
代
の
日
本
の
子
供
た
ち
は
、
ど
の
よ
う
に
地
獄
の
世
界
観
を
身
に
つ
け
て
い
く
の

だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
地
獄
を
舞
台
と
し
た
作
品
を
、
絵
本
、
そ
し
て
児
童
文
学
の
順
に
取

り
上
げ
、
そ
の
上
で
、
高
等
学
校
に
お
け
る
教
材
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
作
品
と
そ
の
意
味
を
紹

介
し
て
み
た
い
と
思
う
。 

 

一
、
絵
本
の
中
の
「
地
獄
」 

 

地
獄
や
閻
魔
さ
ま
を
題
材
と
し
た
絵
本
は
、
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
子
供
向
け
と
い
う
こ

と
も
あ
り
、
多
く
は
楽
し
み
な
が
ら
読
め
る
よ
う
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
、

田
島
征
彦
氏
に
よ
る
『
じ
ご
く
の
そ
う
べ
え
』
（
童
心
社
）
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
こ
の
本

の
初
版
は
一
九
七
八
年
と
古
く
、
現
在
は
一
四
二
刷
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
十
七
日
）
ま
で
版

を
重
ね
て
い
る
。
広
い
世
代
に
わ
た
っ
て
読
み
継
が
れ
て
い
る
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
い
え
よ
う
。

内
容
に
つ
い
て
は
、
絵
本
の
中
に
も
記
さ
れ
て
い
る
が
、
落
語
の
『
地
獄
八
景
亡
者
戯
』
（
注

二
）
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
子
供
向
け
に
ア
レ
ン
ジ
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
梗
概
は
次
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。 

 
 

軽
業
師
の
「
そ
う
べ
え
」
が
綱
渡
り
を
失
敗
し
あ
の
世
へ
旅
立
つ
。
途
中
、
医
者
と
山
伏

と
歯
抜
師
の
三
人
に
出
会
い
、
行
動
を
共
に
す
る
。
閻
魔
王
の
裁
き
で
は
、
こ
の
四
人
だ

け
が
地
獄
へ
堕
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
糞
尿
地
獄
、
人
呑
鬼
、
熱
湯
の
釜
、
針
の
山
と
、

次
々
に
責
め
を
受
け
る
が
、
こ
の
男
達
は
い
ろ
い
ろ
な
技
を
駆
使
し
て
す
べ
て
の
責
め
を

免
れ
て
し
ま
う
。
と
う
と
う
困
り
果
て
た
閻
魔
王
が
四
人
を
地
獄
か
ら
追
い
出
す
と
、「
そ

う
べ
え
」
を
は
じ
め
、
全
員
が
こ
の
世
に
蘇
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

地
獄
で
亡
者
達
が
暴
れ
回
る
話
は
、
中
世
後
期
か
ら
見
ら
れ
、
源
義
経
が
地
獄
で
反
乱
を
起

（1）



を
鑑
賞
す
る
前
提
と
し
て
、
す
で
に
備
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

で
は
、
こ
の
作
品
か
ら
は
何
を
学
べ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
つ
と
に
こ
の
作
品
の
主
題
と
し

て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
人
間
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
で
あ
る
。
極
悪
人
犍
陀
多
の
、
「
こ
ら
、
罪
人
ど

も
。
こ
の
蜘
蛛
の
糸
は
己
の
も
の
だ
ぞ
。
お
前
た
ち
は
一
体
誰
に
尋
い
て
、
の
ぼ
っ
て
来
た
。

下
り
ろ
。
下
り
ろ 

（
注
七
）
」
と
い
う
台
詞
は
、
彼
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
象
徴
で
あ
る
が
、
し
か

し
、
考
え
て
み
れ
ば
、
人
間
が
利
己
的
な
の
は
当
た
り
前
で
あ
る
。
ま
し
て
、
命
の
危
機
に
あ

る
場
面
で
あ
れ
ば
、
他
人
を
押
し
の
け
て
で
も
生
き
延
び
よ
う
と
す
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
作
品
を
読
む
者
は
、
み
な
、
犍
陀
多
に
自
分
を
重
ね
て
み
て
し
ま
う
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
作
品
の
主
題
を
「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
人
間
へ
の
不

信
」
な
ど
と
す
る
の
は
的
外
れ
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
芥
川
が
描
き
た
か
っ
た
の
は
、
そ
の
よ
う

な
闇
を
抱
え
た
人
間
に
も
与
え
ら
れ
る
、
一
筋
の
光
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
次

の
よ
う
な
犍
陀
多
の
説
明
に
も
、
そ
の
こ
と
は
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。 

 
 

こ
の
犍
陀
多
と
云
う
男
は
、
人
を
殺
し
た
り
家
に
火
を
つ
け
た
り
、
い
ろ
い
ろ
悪
事
を
働

い
た
大
泥
坊
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
た
っ
た
一
つ
、
善
い
事
を
致
し
た
覚
え
が
ご

ざ
い
ま
す
。 

 

極
悪
人
で
さ
え
、
善
な
る
心
は
備
わ
っ
て
い
る
も
の
だ
。
そ
れ
が
人
間
の
素
晴
ら
し
さ
で
あ

り
、
ま
た
、
闇
を
抱
え
る
我
々
人
間
に
と
っ
て
の
救
い
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

あ
る
い
は
、
次
の
よ
う
な
場
面
も
、
端
的
に
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

 
 

何
気
な
く
犍
陀
多
が
頭
を
挙
げ
て
、
血
の
池
の
空
を
眺
め
ま
す
と
、
そ
の
ひ
っ
そ
り
と
し

た
暗
の
中
を
、
遠
い
遠
い
天
上
か
ら
、
銀
色
の
蜘
蛛
の
糸
が
、
ま
る
で
人
目
に
か
か
る
の

を
恐
れ
る
よ
う
に
、
一
す
じ
細
く
光
り
な
が
ら
、
す
る
す
る
と
自
分
の
上
へ
垂
れ
て
参
る

の
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。
犍
陀
多
は
こ
れ
を
見
る
と
、
思
わ
ず
手
を
拍
っ
て
喜
び
ま
し

た
。 

 

助
か
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
一
瞬
の
歓
喜
は
、
一
貫
し
て
犍
陀
多
の
視
点
で
描
か
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
象
徴
す
る
「
蜘
蛛
の
糸
」
は
、
ま
さ
に
、
絶
望
の
淵
に
あ
っ
た
男
に

と
っ
て
の
一
筋
の
光
明
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
こ
そ
人
間
の
存
在
意
義
は
認
め
ら
れ
る
べ

き
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。 

 

一
方
、
人
間
の
対
極
に
あ
る
釈
迦
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
極
楽
を
ぶ
ら
ぶ
ら
と
散
歩
し
て
い

る
途
中
犍
陀
多
を
見
つ
け
、
気
ま
ぐ
れ
に
蜘
蛛
の
糸
で
助
け
を
出
し
、
そ
の
失
敗
を
見
て
浅
ま

し
く
思
い
、
悲
し
げ
な
顔
を
し
た
、
と
あ
る
。
恐
ら
く
釈
迦
は
、
犍
陀
多
が
失
敗
す
る
の
を
承

知
の
上
で
蜘
蛛
の
糸
を
垂
ら
し
の
で
あ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
物
語
に
見
ら
れ
る
「
御
釈

迦
様
」
は
、
仏
教
思
想
で
説
か
れ
る
釈
迦
と
は
ま
っ
た
く
別
の
存
在
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
（
注
八
）
。
芥
川
は
、
決
し
て
「
御
釈
迦
様
」
を
仏
と
し
て
描
い
た
の
で
は
な
い
の

で
あ
る
。 

 

少
し
話
は
そ
れ
る
が
、
こ
の
犍
陀
多
と
釈
迦
、
あ
る
い
は
地
獄
と
極
楽
の
対
比
は
、
『
竹
取

物
語
』
の
人
間
と
天
人
の
描
き
方
に
似
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
『
竹
取
物
語
』
は
、
天
人
と

し
て
生
ま
れ
た
か
ぐ
や
姫
が
、
人
間
の
世
界
で
生
活
し
成
長
す
る
こ
と
で
、
次
第
に
「
心
」
を

身
に
つ
け
て
ゆ
く
物
語
で
あ
る
。
天
人
は
心
が
無
く
、
喜
怒
哀
楽
を
持
た
な
い
存
在
で
あ
る
が
、

か
ぐ
や
姫
は
、
物
語
の
最
後
で
、
次
の
よ
う
な
歌
を
残
し
て
い
る
。 

 
 

今
は
と
て
天
の
羽
衣
着
る
を
り
ぞ
君
を
あ
は
れ
と
思
ひ
い
で
け
る
（
注
九
） 

 

求
婚
を
断
り
、
地
上
を
辞
す
る
こ
と
を
帝
に
伝
え
る
手
紙
に
添
え
ら
れ
た
歌
で
あ
る
が
、
人

間
の
複
雑
な
心
を
象
徴
す
る
「
あ
は
れ
」
と
い
う
感
情
を
抱
い
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

こ
れ
は
、
天
人
と
し
て
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
に
至
り
、
か
ぐ
や
姫
は
ま
さ
に
人

間
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（
注
十
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
直
後
、
か
ぐ
や
姫
は
天
人
に
戻
っ

て
し
ま
う
。 

 
 

ふ
と
天
の
羽
衣
う
ち
着
せ
た
て
ま
つ
り
つ
れ
ば
、
翁
を
、
い
と
ほ
し
、
か
な
し
と
思
し
つ

る
こ
と
も
失
せ
ぬ
。
こ
の
衣
着
つ
る
人
は
、
物
思
ひ
な
く
な
り
に
け
れ
ば
、
車
に
乗
り
て
、

百
人
ば
か
り
天
人
具
し
て
、
の
ぼ
り
ぬ
。 

 

天
の
羽
衣
を
身
に
纏
う
と
、
翁
を
愛
し
い
と
思
っ
て
い
た
心
が
一
瞬
の
う
ち
に
消
え
去
り
、

振
り
返
る
こ
と
も
な
く
天
に
昇
っ
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
迎
え
の
天
人
は
、
人
間
の

世
界
を
「
穢
き
所
」
と
し
て
忌
み
嫌
う
が
、
そ
の
穢
き
世
界
で
喜
怒
哀
楽
と
と
も
に
生
き
る
人

間
の
方
が
、
心
を
持
た
な
い
天
人
に
勝
っ
て
い
る
と
、
作
者
は
言
い
た
い
の
で
あ
ろ
う
。 

 

こ
の
一
見
す
る
と
人
間
の
浅
ま
し
さ
を
描
い
た
よ
う
に
見
え
て
、
実
は
人
間
を
肯
定
的
に
捉

え
よ
う
と
す
る
姿
勢
こ
そ
、
芥
川
の
『
蜘
蛛
の
糸
』
の
主
題
に
関
わ
る
も
の
な
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
地
獄
で
も
が
き
苦
し
む
犍
陀
多
と
、
そ
れ
を
冷
淡
に
傍
観
す
る
釈
迦
の
対
比
に
よ
っ

て
、
そ
の
こ
と
は
よ
り
鮮
明
に
な
る
の
で
あ
る
。 

 

三
、
『
平
家
物
語
』 

 

現
在
、
高
校
生
の
国
語
教
材
の
中
で
、
『
蜘
蛛
の
糸
』
に
続
く
よ
う
な
作
品
は
あ
る
だ
ろ
う

か
。
残
念
な
が
ら
、
地
獄
を
舞
台
に
し
て
「
人
間
と
は
何
か
」
と
い
っ
た
こ
と
を
深
く
考
え
さ

せ
る
よ
う
な
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
ひ
と
つ
の
提
案
と
し
て
、
教
材

と
し
て
も
よ
く
知
ら
れ
た
『
平
家
物
語
』
の
中
か
ら
、
そ
れ
に
相
当
す
る
場
面
と
そ
の
意
味
に

（3）
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こ
し
た
り
（
『
義
経
地
獄
破
り
』
）
、
朝
比
奈
三
郎
義
秀
が
閻
魔
を
手
玉
に
取
っ
た
り
（
狂
言

『
朝
比
奈
』
）
と
、
主
に
武
士
た
ち
の
地
獄
め
ぐ
り
譚
か
ら
始
ま
っ
た
。
時
代
と
と
も
に
、
地

獄
は
恐
ろ
し
い
場
所
で
は
な
く
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
地
獄
の
形
骸

化
を
受
け
、
近
世
に
は
地
獄
の
滑
稽
化
へ
と
進
展
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
三
人
の

男
が
地
獄
で
大
暴
れ
す
る
話
は
、
元
禄
期
の
噂
話
を
集
め
た
『
元
禄
世
間
咄
風
聞
集
』
に
「
神

子
よ
み
ぢ
か
ゑ
り
地
ご
く
咄
之
事
」
と
し
て
す
で
に
見
ら
れ
る
。
や
や
長
く
な
る
が
、
全
文
を

引
用
し
て
み
よ
う
。 

 
 

あ
る
神
子
ふ
と
相
果
、
ぢ
ご
く
に
落
候
道
に
て
男
壱
人
来
り
申
候
付
、
「
其
方
は
い
づ
く

の
人
に
て
、
い
か
成
る
と
が
有
之
ぢ
ご
く
に
落
候
や
」
と
神
子
尋
候
。
か
の
男
申
候
は
、

「
我
等
儀
せ
う
用
け
ん
と
申
者
に
て
候
が
、
し
や
ば
に
て
は
刃
の
上
を
あ
る
き
、
色
々
ほ

う
か
つ
か
ま
つ
り
渡
世
い
た
し
候
者
に
て
有
之
候
が
、
何
の
と
が
と
も
な
く
ぢ
ご
く
に
落

申
候
。
つ
れ
立
可
申
」
由
に
て
同
道
い
た
し
候
処
に
、
又
男
壱
人
来
り
、
「
我
等
事
し
や

ば
に
て
人
の
歯
を
ぬ
き
世
を
渡
り
申
候
が
、
何
の
と
が
も
な
く
ケ
様
に
地
ご
く
に
落
申
候
。

さ
ら
ば
同
道
い
た
し
候
半
」
と
て
、
三
人
つ
れ
立
地
ご
く
に
落
申
候
。
ゑ
ん
ま
わ
う
を
は

じ
め
、
其
外
あ
を
鬼
・
赤
を
に
ど
も
、
「
罪
人
来
り
た
り
」
と
よ
ろ
こ
び
、
す
な
わ
ち
、

「
ね
つ
と
う
に
入
候
半
」
と
い
た
し
候
。
か
の
神
子
、
「
ま
づ
御
ま
ち
候
へ
」
と
、
し
や

ば
に
て
の
ご
と
く
水
の
い
ん
を
む
す
び
、
三
人
と
も
に
ね
つ
と
う
に
入
候
へ
ど
も
何
事
も

無
之
、
罪
人
ど
も
、
「
ひ
さ
し
く
行
水
い
た
さ
ず
候
に
、
し
や
ば
ゆ
ら
い
」
と
て
よ
ろ
こ

び
申
候
。
を
に
ど
も
、
「
さ
ら
ば
つ
る
ぎ
の
山
に
の
ぼ
せ
よ
」
と
て
、
三
人
の
罪
人
を
、

「
の
ぼ
れ

く
」
と
せ
め
申
候
。
其
節
し
や
ば
に
て
刃
の
上
を
あ
り
き
申
候
男
、
「
心
得

申
候
。
我
が
あ
と
に
つ
き
御
の
ぼ
り
候
へ
」
と
、
か
の
じ
ゆ
つ
を
出
し
候
へ
ば
、
何
の
事

も
な
く
の
ぼ
り
申
候
。
罪
人
ど
も
、
「
ひ
さ
し
ぶ
り
に
行
水
は
い
た
し
候
。
つ
る
ぎ
の
山

に
の
ぼ
り
気
を
は
ら
し
候
」
と
て
、
ひ
と
し
を
よ
ろ
こ
び
申
候
。
鬼
ど
も
せ
め
あ
ぐ
み
、

と
り

ぐ
評
定
い
た
し
候
と
こ
ろ
に
、
こ
か
し
き
鬼
申
候
は
、
「
も
は
や
す
べ
き
や
う
な

く
候
間
、
三
人
と
も
に
く
ひ
こ
ろ
し
候
は
ん
」
と
申
候
。
の
こ
り
の
お
に
ど
も
、
「
尤
」

と
て
、
つ
る
ぎ
の
山
よ
り
追
お
ろ
し
、
く
ひ
こ
ろ
さ
ん
と
い
た
し
候
。
そ
の
と
き
か
の
歯

ぬ
き
、
「
こ
ゝ
を
ば
我
に
ま
か
せ
よ
」
と
て
、
本
よ
り
歯
ぬ
き
の
上
手
な
れ
ば
、
手
を
一

打
う
ち
申
候
へ
ば
、
鬼
ど
も
の
歯
み
な
お
ち
申
候
由
。
右
は
御
同
人
様
御
咄
也
。
（
注
三
） 

 

お
そ
ら
く
、
こ
れ
が
落
語
の
『
地
獄
八
景
亡
者
戯
』
の
原
拠
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う 

（
注
四
）
。

こ
の
よ
う
に
、
古
く
か
ら
語
り
伝
え
ら
れ
た
滑
稽
譚
が
、
落
語
、
絵
本
と
し
て
現
代
に
も
息
づ

い
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

一
方
、
地
獄
の
恐
怖
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
説
い
た
絵
本
も
存
在
す
る
。
『
絵
本 

地
獄
』
（
風
濤

社
）
で
あ
る
。
一
九
八
〇
年
に
刊
行
さ
れ
た
こ
の
本
は
、
延
命
寺
（
千
葉
県
南
房
総
市
）
に
伝

わ
る
『
地
獄
極
楽
絵
図
』
（
江
戸
時
代
・
十
六
幅
）
を
も
と
に
し
た
絵
本
で
あ
り
、
非
常
に
お

ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
場
面
が
続
く
絵
本
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
絵
図
は
、
全
体
と
し
て
は
、

あ
る
女
性
の
死
か
ら
始
ま
っ
て
、
十
王
の
裁
判
を
受
け
な
が
ら
地
獄
を
遍
歴
し
、
最
後
は
極
楽

浄
土
に
た
ど
り
着
く
、
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
の
も
と
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
恐
怖
と

救
済
の
両
面
を
備
え
た
物
語
な
の
で
あ
る 

（
注
五
）
。
し
か
し
、
絵
本
で
は
恐
ろ
し
い
場
面
だ

け
を
切
り
取
っ
て
い
る
。
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
絵
本
の
末
尾
に
、 

 
 

死
を
恐
れ
る
こ
と
の
な
い
子
供
ら
が
育
っ
て
い
く
と
し
た
ら
、
こ
ん
な
に
こ
わ
い
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。 

と
あ
る
よ
う
に
、
敢
え
て
残
酷
な
地
獄
の
場
面
を
見
せ
る
こ
と
で
、
子
供
た
ち
に
死
の
恐
ろ
し

さ
を
伝
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
絵
本
の
恐
ろ
し
さ
は
、
近
年
、
東
村
ア

キ
コ
氏
の
『
マ
マ
は
テ
ン
パ
リ
ス
ト
』
と
い
う
子
育
て
漫
画 

（
注
六
）
で
紹
介
さ
れ
た
こ
と
を

き
っ
か
け
に
、
再
び
注
目
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
こ
の
漫
画
が
「
子
育
て
に

役
立
つ
」
と
し
て
、
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
、
新
聞
、
雑
誌
な
ど
で
相
次
い
で
紹
介
さ
れ
、
一
大
ブ

ー
ム
を
巻
き
起
こ
し
た
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
「
悪
い
こ
と
を
し
た
ら
こ
ん
な
地
獄
に
堕
ち
る

ん
だ
ぞ
」
と
い
う
脅
し
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
脅
し
て
し
つ
け
を
す
る
こ
と
が
、
果
た
し
て
教

育
と
し
て
正
し
い
か
ど
う
か
は
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
「
悪
い
こ
と
を
す
る
と
地
獄
に
堕

ち
る
よ
」
と
か
、
「
嘘
を
つ
く
と
閻
魔
さ
ま
に
舌
を
抜
か
れ
る
よ
」
な
ど
と
い
う
戒
め
の
言
葉

と
何
ら
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。 

 

二
、
『
蜘
蛛
の
糸
』 

 

絵
本
に
続
い
て
、
児
童
文
学
に
あ
ら
わ
れ
た
地
獄
と
し
て
、
芥
川
龍
之
介
の
『
蜘
蛛
の
糸
』

を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
こ
の
作
品
は
、
大
正
七
年
（
一
九
一
九
）
七
月
、
雑
誌
『
赤
い
鳥
』

創
刊
号
に
発
表
さ
れ
た
、
芥
川
に
と
っ
て
最
初
の
児
童
文
学
で
あ
っ
た
。
二
八
〇
〇
字
ほ
ど
の

短
編
で
あ
っ
た
が
、
戦
前
戦
後
を
通
じ
て
多
く
の
学
校
教
科
書
に
採
用
さ
れ
、
ま
た
、
近
年
で

は
作
品
を
読
み
込
む
た
め
の
教
材
と
し
て
は
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
が
、
児
童
向
け
の
小
説
を

は
じ
め
、
絵
本
や
紙
芝
居
の
題
材
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
、
誰
も
が
知
る
名
作
と
な
っ
て
い
る
。 

 

さ
て
、
こ
の
物
語
を
読
む
と
き
に
、
子
供
た
ち
は
す
で
に
地
獄
の
世
界
の
こ
と
を
知
っ
て
い

る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
絵
本
等
に
よ
る
幼
児
期
か
ら
の
教
育
の
結

果
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
悪
い
こ
と
を
す
る
と
地
獄
堕
ち
る
、
と
い
う
道
徳
観
念
も
こ
の
作
品

国語教科書の教材に関する一考察
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を
鑑
賞
す
る
前
提
と
し
て
、
す
で
に
備
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

で
は
、
こ
の
作
品
か
ら
は
何
を
学
べ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
つ
と
に
こ
の
作
品
の
主
題
と
し

て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
人
間
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
で
あ
る
。
極
悪
人
犍
陀
多
の
、
「
こ
ら
、
罪
人
ど

も
。
こ
の
蜘
蛛
の
糸
は
己
の
も
の
だ
ぞ
。
お
前
た
ち
は
一
体
誰
に
尋
い
て
、
の
ぼ
っ
て
来
た
。

下
り
ろ
。
下
り
ろ 

（
注
七
）
」
と
い
う
台
詞
は
、
彼
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
象
徴
で
あ
る
が
、
し
か

し
、
考
え
て
み
れ
ば
、
人
間
が
利
己
的
な
の
は
当
た
り
前
で
あ
る
。
ま
し
て
、
命
の
危
機
に
あ

る
場
面
で
あ
れ
ば
、
他
人
を
押
し
の
け
て
で
も
生
き
延
び
よ
う
と
す
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
作
品
を
読
む
者
は
、
み
な
、
犍
陀
多
に
自
分
を
重
ね
て
み
て
し
ま
う
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
作
品
の
主
題
を
「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
人
間
へ
の
不

信
」
な
ど
と
す
る
の
は
的
外
れ
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
芥
川
が
描
き
た
か
っ
た
の
は
、
そ
の
よ
う

な
闇
を
抱
え
た
人
間
に
も
与
え
ら
れ
る
、
一
筋
の
光
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
次

の
よ
う
な
犍
陀
多
の
説
明
に
も
、
そ
の
こ
と
は
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。 

 
 

こ
の
犍
陀
多
と
云
う
男
は
、
人
を
殺
し
た
り
家
に
火
を
つ
け
た
り
、
い
ろ
い
ろ
悪
事
を
働

い
た
大
泥
坊
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
た
っ
た
一
つ
、
善
い
事
を
致
し
た
覚
え
が
ご

ざ
い
ま
す
。 

 

極
悪
人
で
さ
え
、
善
な
る
心
は
備
わ
っ
て
い
る
も
の
だ
。
そ
れ
が
人
間
の
素
晴
ら
し
さ
で
あ

り
、
ま
た
、
闇
を
抱
え
る
我
々
人
間
に
と
っ
て
の
救
い
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

あ
る
い
は
、
次
の
よ
う
な
場
面
も
、
端
的
に
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

 
 

何
気
な
く
犍
陀
多
が
頭
を
挙
げ
て
、
血
の
池
の
空
を
眺
め
ま
す
と
、
そ
の
ひ
っ
そ
り
と
し

た
暗
の
中
を
、
遠
い
遠
い
天
上
か
ら
、
銀
色
の
蜘
蛛
の
糸
が
、
ま
る
で
人
目
に
か
か
る
の

を
恐
れ
る
よ
う
に
、
一
す
じ
細
く
光
り
な
が
ら
、
す
る
す
る
と
自
分
の
上
へ
垂
れ
て
参
る

の
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。
犍
陀
多
は
こ
れ
を
見
る
と
、
思
わ
ず
手
を
拍
っ
て
喜
び
ま
し

た
。 

 

助
か
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
一
瞬
の
歓
喜
は
、
一
貫
し
て
犍
陀
多
の
視
点
で
描
か
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
象
徴
す
る
「
蜘
蛛
の
糸
」
は
、
ま
さ
に
、
絶
望
の
淵
に
あ
っ
た
男
に

と
っ
て
の
一
筋
の
光
明
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
こ
そ
人
間
の
存
在
意
義
は
認
め
ら
れ
る
べ

き
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。 

 

一
方
、
人
間
の
対
極
に
あ
る
釈
迦
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
極
楽
を
ぶ
ら
ぶ
ら
と
散
歩
し
て
い

る
途
中
犍
陀
多
を
見
つ
け
、
気
ま
ぐ
れ
に
蜘
蛛
の
糸
で
助
け
を
出
し
、
そ
の
失
敗
を
見
て
浅
ま

し
く
思
い
、
悲
し
げ
な
顔
を
し
た
、
と
あ
る
。
恐
ら
く
釈
迦
は
、
犍
陀
多
が
失
敗
す
る
の
を
承

知
の
上
で
蜘
蛛
の
糸
を
垂
ら
し
の
で
あ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
物
語
に
見
ら
れ
る
「
御
釈

迦
様
」
は
、
仏
教
思
想
で
説
か
れ
る
釈
迦
と
は
ま
っ
た
く
別
の
存
在
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
（
注
八
）
。
芥
川
は
、
決
し
て
「
御
釈
迦
様
」
を
仏
と
し
て
描
い
た
の
で
は
な
い
の

で
あ
る
。 

 

少
し
話
は
そ
れ
る
が
、
こ
の
犍
陀
多
と
釈
迦
、
あ
る
い
は
地
獄
と
極
楽
の
対
比
は
、
『
竹
取

物
語
』
の
人
間
と
天
人
の
描
き
方
に
似
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
『
竹
取
物
語
』
は
、
天
人
と

し
て
生
ま
れ
た
か
ぐ
や
姫
が
、
人
間
の
世
界
で
生
活
し
成
長
す
る
こ
と
で
、
次
第
に
「
心
」
を

身
に
つ
け
て
ゆ
く
物
語
で
あ
る
。
天
人
は
心
が
無
く
、
喜
怒
哀
楽
を
持
た
な
い
存
在
で
あ
る
が
、

か
ぐ
や
姫
は
、
物
語
の
最
後
で
、
次
の
よ
う
な
歌
を
残
し
て
い
る
。 

 
 

今
は
と
て
天
の
羽
衣
着
る
を
り
ぞ
君
を
あ
は
れ
と
思
ひ
い
で
け
る
（
注
九
） 

 

求
婚
を
断
り
、
地
上
を
辞
す
る
こ
と
を
帝
に
伝
え
る
手
紙
に
添
え
ら
れ
た
歌
で
あ
る
が
、
人

間
の
複
雑
な
心
を
象
徴
す
る
「
あ
は
れ
」
と
い
う
感
情
を
抱
い
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

こ
れ
は
、
天
人
と
し
て
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
に
至
り
、
か
ぐ
や
姫
は
ま
さ
に
人

間
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（
注
十
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
直
後
、
か
ぐ
や
姫
は
天
人
に
戻
っ

て
し
ま
う
。 

 
 

ふ
と
天
の
羽
衣
う
ち
着
せ
た
て
ま
つ
り
つ
れ
ば
、
翁
を
、
い
と
ほ
し
、
か
な
し
と
思
し
つ

る
こ
と
も
失
せ
ぬ
。
こ
の
衣
着
つ
る
人
は
、
物
思
ひ
な
く
な
り
に
け
れ
ば
、
車
に
乗
り
て
、

百
人
ば
か
り
天
人
具
し
て
、
の
ぼ
り
ぬ
。 

 

天
の
羽
衣
を
身
に
纏
う
と
、
翁
を
愛
し
い
と
思
っ
て
い
た
心
が
一
瞬
の
う
ち
に
消
え
去
り
、

振
り
返
る
こ
と
も
な
く
天
に
昇
っ
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
迎
え
の
天
人
は
、
人
間
の

世
界
を
「
穢
き
所
」
と
し
て
忌
み
嫌
う
が
、
そ
の
穢
き
世
界
で
喜
怒
哀
楽
と
と
も
に
生
き
る
人

間
の
方
が
、
心
を
持
た
な
い
天
人
に
勝
っ
て
い
る
と
、
作
者
は
言
い
た
い
の
で
あ
ろ
う
。 

 

こ
の
一
見
す
る
と
人
間
の
浅
ま
し
さ
を
描
い
た
よ
う
に
見
え
て
、
実
は
人
間
を
肯
定
的
に
捉

え
よ
う
と
す
る
姿
勢
こ
そ
、
芥
川
の
『
蜘
蛛
の
糸
』
の
主
題
に
関
わ
る
も
の
な
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
地
獄
で
も
が
き
苦
し
む
犍
陀
多
と
、
そ
れ
を
冷
淡
に
傍
観
す
る
釈
迦
の
対
比
に
よ
っ

て
、
そ
の
こ
と
は
よ
り
鮮
明
に
な
る
の
で
あ
る
。 

 

三
、
『
平
家
物
語
』 

 

現
在
、
高
校
生
の
国
語
教
材
の
中
で
、
『
蜘
蛛
の
糸
』
に
続
く
よ
う
な
作
品
は
あ
る
だ
ろ
う

か
。
残
念
な
が
ら
、
地
獄
を
舞
台
に
し
て
「
人
間
と
は
何
か
」
と
い
っ
た
こ
と
を
深
く
考
え
さ

せ
る
よ
う
な
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
ひ
と
つ
の
提
案
と
し
て
、
教
材

と
し
て
も
よ
く
知
ら
れ
た
『
平
家
物
語
』
の
中
か
ら
、
そ
れ
に
相
当
す
る
場
面
と
そ
の
意
味
に

（3）
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こ
し
た
り
（
『
義
経
地
獄
破
り
』
）
、
朝
比
奈
三
郎
義
秀
が
閻
魔
を
手
玉
に
取
っ
た
り
（
狂
言

『
朝
比
奈
』
）
と
、
主
に
武
士
た
ち
の
地
獄
め
ぐ
り
譚
か
ら
始
ま
っ
た
。
時
代
と
と
も
に
、
地

獄
は
恐
ろ
し
い
場
所
で
は
な
く
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
地
獄
の
形
骸

化
を
受
け
、
近
世
に
は
地
獄
の
滑
稽
化
へ
と
進
展
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
三
人
の

男
が
地
獄
で
大
暴
れ
す
る
話
は
、
元
禄
期
の
噂
話
を
集
め
た
『
元
禄
世
間
咄
風
聞
集
』
に
「
神

子
よ
み
ぢ
か
ゑ
り
地
ご
く
咄
之
事
」
と
し
て
す
で
に
見
ら
れ
る
。
や
や
長
く
な
る
が
、
全
文
を

引
用
し
て
み
よ
う
。 

 
 

あ
る
神
子
ふ
と
相
果
、
ぢ
ご
く
に
落
候
道
に
て
男
壱
人
来
り
申
候
付
、
「
其
方
は
い
づ
く

の
人
に
て
、
い
か
成
る
と
が
有
之
ぢ
ご
く
に
落
候
や
」
と
神
子
尋
候
。
か
の
男
申
候
は
、

「
我
等
儀
せ
う
用
け
ん
と
申
者
に
て
候
が
、
し
や
ば
に
て
は
刃
の
上
を
あ
る
き
、
色
々
ほ

う
か
つ
か
ま
つ
り
渡
世
い
た
し
候
者
に
て
有
之
候
が
、
何
の
と
が
と
も
な
く
ぢ
ご
く
に
落

申
候
。
つ
れ
立
可
申
」
由
に
て
同
道
い
た
し
候
処
に
、
又
男
壱
人
来
り
、
「
我
等
事
し
や

ば
に
て
人
の
歯
を
ぬ
き
世
を
渡
り
申
候
が
、
何
の
と
が
も
な
く
ケ
様
に
地
ご
く
に
落
申
候
。

さ
ら
ば
同
道
い
た
し
候
半
」
と
て
、
三
人
つ
れ
立
地
ご
く
に
落
申
候
。
ゑ
ん
ま
わ
う
を
は

じ
め
、
其
外
あ
を
鬼
・
赤
を
に
ど
も
、
「
罪
人
来
り
た
り
」
と
よ
ろ
こ
び
、
す
な
わ
ち
、

「
ね
つ
と
う
に
入
候
半
」
と
い
た
し
候
。
か
の
神
子
、
「
ま
づ
御
ま
ち
候
へ
」
と
、
し
や

ば
に
て
の
ご
と
く
水
の
い
ん
を
む
す
び
、
三
人
と
も
に
ね
つ
と
う
に
入
候
へ
ど
も
何
事
も

無
之
、
罪
人
ど
も
、
「
ひ
さ
し
く
行
水
い
た
さ
ず
候
に
、
し
や
ば
ゆ
ら
い
」
と
て
よ
ろ
こ

び
申
候
。
を
に
ど
も
、
「
さ
ら
ば
つ
る
ぎ
の
山
に
の
ぼ
せ
よ
」
と
て
、
三
人
の
罪
人
を
、

「
の
ぼ
れ

く
」
と
せ
め
申
候
。
其
節
し
や
ば
に
て
刃
の
上
を
あ
り
き
申
候
男
、
「
心
得

申
候
。
我
が
あ
と
に
つ
き
御
の
ぼ
り
候
へ
」
と
、
か
の
じ
ゆ
つ
を
出
し
候
へ
ば
、
何
の
事

も
な
く
の
ぼ
り
申
候
。
罪
人
ど
も
、
「
ひ
さ
し
ぶ
り
に
行
水
は
い
た
し
候
。
つ
る
ぎ
の
山

に
の
ぼ
り
気
を
は
ら
し
候
」
と
て
、
ひ
と
し
を
よ
ろ
こ
び
申
候
。
鬼
ど
も
せ
め
あ
ぐ
み
、

と
り

ぐ
評
定
い
た
し
候
と
こ
ろ
に
、
こ
か
し
き
鬼
申
候
は
、
「
も
は
や
す
べ
き
や
う
な

く
候
間
、
三
人
と
も
に
く
ひ
こ
ろ
し
候
は
ん
」
と
申
候
。
の
こ
り
の
お
に
ど
も
、
「
尤
」

と
て
、
つ
る
ぎ
の
山
よ
り
追
お
ろ
し
、
く
ひ
こ
ろ
さ
ん
と
い
た
し
候
。
そ
の
と
き
か
の
歯

ぬ
き
、
「
こ
ゝ
を
ば
我
に
ま
か
せ
よ
」
と
て
、
本
よ
り
歯
ぬ
き
の
上
手
な
れ
ば
、
手
を
一

打
う
ち
申
候
へ
ば
、
鬼
ど
も
の
歯
み
な
お
ち
申
候
由
。
右
は
御
同
人
様
御
咄
也
。
（
注
三
） 

 

お
そ
ら
く
、
こ
れ
が
落
語
の
『
地
獄
八
景
亡
者
戯
』
の
原
拠
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う 

（
注
四
）
。

こ
の
よ
う
に
、
古
く
か
ら
語
り
伝
え
ら
れ
た
滑
稽
譚
が
、
落
語
、
絵
本
と
し
て
現
代
に
も
息
づ

い
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

一
方
、
地
獄
の
恐
怖
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
説
い
た
絵
本
も
存
在
す
る
。
『
絵
本 

地
獄
』
（
風
濤

社
）
で
あ
る
。
一
九
八
〇
年
に
刊
行
さ
れ
た
こ
の
本
は
、
延
命
寺
（
千
葉
県
南
房
総
市
）
に
伝

わ
る
『
地
獄
極
楽
絵
図
』
（
江
戸
時
代
・
十
六
幅
）
を
も
と
に
し
た
絵
本
で
あ
り
、
非
常
に
お

ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
場
面
が
続
く
絵
本
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
絵
図
は
、
全
体
と
し
て
は
、

あ
る
女
性
の
死
か
ら
始
ま
っ
て
、
十
王
の
裁
判
を
受
け
な
が
ら
地
獄
を
遍
歴
し
、
最
後
は
極
楽

浄
土
に
た
ど
り
着
く
、
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
の
も
と
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
恐
怖
と

救
済
の
両
面
を
備
え
た
物
語
な
の
で
あ
る 

（
注
五
）
。
し
か
し
、
絵
本
で
は
恐
ろ
し
い
場
面
だ

け
を
切
り
取
っ
て
い
る
。
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
絵
本
の
末
尾
に
、 

 
 

死
を
恐
れ
る
こ
と
の
な
い
子
供
ら
が
育
っ
て
い
く
と
し
た
ら
、
こ
ん
な
に
こ
わ
い
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。 

と
あ
る
よ
う
に
、
敢
え
て
残
酷
な
地
獄
の
場
面
を
見
せ
る
こ
と
で
、
子
供
た
ち
に
死
の
恐
ろ
し

さ
を
伝
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
絵
本
の
恐
ろ
し
さ
は
、
近
年
、
東
村
ア

キ
コ
氏
の
『
マ
マ
は
テ
ン
パ
リ
ス
ト
』
と
い
う
子
育
て
漫
画 

（
注
六
）
で
紹
介
さ
れ
た
こ
と
を

き
っ
か
け
に
、
再
び
注
目
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
こ
の
漫
画
が
「
子
育
て
に

役
立
つ
」
と
し
て
、
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
、
新
聞
、
雑
誌
な
ど
で
相
次
い
で
紹
介
さ
れ
、
一
大
ブ

ー
ム
を
巻
き
起
こ
し
た
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
「
悪
い
こ
と
を
し
た
ら
こ
ん
な
地
獄
に
堕
ち
る

ん
だ
ぞ
」
と
い
う
脅
し
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
脅
し
て
し
つ
け
を
す
る
こ
と
が
、
果
た
し
て
教

育
と
し
て
正
し
い
か
ど
う
か
は
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
「
悪
い
こ
と
を
す
る
と
地
獄
に
堕

ち
る
よ
」
と
か
、
「
嘘
を
つ
く
と
閻
魔
さ
ま
に
舌
を
抜
か
れ
る
よ
」
な
ど
と
い
う
戒
め
の
言
葉

と
何
ら
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。 

 

二
、
『
蜘
蛛
の
糸
』 

 

絵
本
に
続
い
て
、
児
童
文
学
に
あ
ら
わ
れ
た
地
獄
と
し
て
、
芥
川
龍
之
介
の
『
蜘
蛛
の
糸
』

を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
こ
の
作
品
は
、
大
正
七
年
（
一
九
一
九
）
七
月
、
雑
誌
『
赤
い
鳥
』

創
刊
号
に
発
表
さ
れ
た
、
芥
川
に
と
っ
て
最
初
の
児
童
文
学
で
あ
っ
た
。
二
八
〇
〇
字
ほ
ど
の

短
編
で
あ
っ
た
が
、
戦
前
戦
後
を
通
じ
て
多
く
の
学
校
教
科
書
に
採
用
さ
れ
、
ま
た
、
近
年
で

は
作
品
を
読
み
込
む
た
め
の
教
材
と
し
て
は
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
が
、
児
童
向
け
の
小
説
を

は
じ
め
、
絵
本
や
紙
芝
居
の
題
材
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
、
誰
も
が
知
る
名
作
と
な
っ
て
い
る
。 

 

さ
て
、
こ
の
物
語
を
読
む
と
き
に
、
子
供
た
ち
は
す
で
に
地
獄
の
世
界
の
こ
と
を
知
っ
て
い

る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
絵
本
等
に
よ
る
幼
児
期
か
ら
の
教
育
の
結

果
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
悪
い
こ
と
を
す
る
と
地
獄
堕
ち
る
、
と
い
う
道
徳
観
念
も
こ
の
作
品

国語教科書の教材に関する一考察
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の
世
の
中
に
あ
る
地
獄
の
世
界
を
目
の
当
た
り
に
し
た
の
で
あ
る
。 

 

実
は
、
こ
の
よ
う
な
「
譬
喩
と
し
て
の
地
獄
」
の
登
場
は
、
こ
の
『
平
家
物
語
』
の
描
写
か

ら
始
ま
る
の
で
あ
る
。
現
代
の
我
々
が
使
う
「
通
勤
地
獄
」
や
「
地
獄
の
苦
し
み
」
と
い
っ
た

表
現
は
、
平
安
時
代
末
に
起
こ
っ
た
自
然
災
害
と
戦
争
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
な
の
で

あ
る
。 

 

自
然
災
害
に
し
ろ
戦
争
に
し
ろ
、
そ
れ
は
現
代
に
も
起
こ
り
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
記
憶
に

新
し
い
と
こ
ろ
で
言
え
ば
、
東
北
地
方
を
襲
っ
た
東
日
本
大
震
災
が
あ
る
。
当
時
の
ニ
ュ
ー
ス

や
新
聞
記
事
な
ど
を
見
る
と
、
生
き
残
っ
た
人
々
の
証
言
の
中
に
、
「
地
獄
だ
っ
た
」
と
い
う

表
現
が
多
数
確
認
で
き
る
。
古
典
文
学
は
、
単
な
る
遠
い
昔
の
出
来
事
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
古
典
の
現
代
性
、
と
い
う
テ
ー
マ
が
こ
こ
に
現
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

お
わ
り
に 

 

幼
児
期
か
ら
高
校
生
に
至
る
ま
で
、
教
育
と
地
獄
の
関
係
性
を
辿
っ
て
み
た
。
絵
本
な
ど
に

よ
っ
て
地
獄
の
世
界
を
知
り
、
悪
い
こ
と
を
す
る
と
地
獄
に
堕
ち
る
と
い
う
道
徳
観
念
を
学
ぶ

と
こ
ろ
ら
か
始
ま
り
、
芥
川
の
『
蜘
蛛
の
糸
』
で
は
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
き
っ
か
け
に
、
人
間
と

は
何
で
あ
る
か
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
し
て
、
『
平
家
物
語
』
に
至

り
、
自
然
災
害
や
戦
争
に
よ
っ
て
も
の
の
見
方
を
変
え
た
古
代
人
と
、
現
代
の
我
々
と
の
繋
が

り
を
提
示
し
て
み
た
の
で
あ
る
。
地
獄
と
い
う
も
の
が
教
育
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
。
本

稿
が
、
そ
れ
を
解
明
す
る
た
め
の
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。 

  

［
注
］ 

一 

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
宝
物
集 

閑
居
友 

比
良
山
古
人
霊
託
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
九

三
年
。 

二 

落
語
の
『
地
獄
八
景
亡
者
戯
』
は
、
桂
米
朝
が
、
江
戸
時
代
か
ら
あ
っ
た
話
を
現
代
に
復

活
さ
せ
て
も
の
で
、
落
語
と
し
て
は
異
例
の
一
時
間
を
越
え
る
長
編
で
あ
る
。 

三 

岩
波
文
庫
『
元
禄
世
間
咄
風
聞
集
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
。 

四 

話
の
後
半
部
分
の
原
拠
は
、
桂
米
朝
氏
の
指
摘
に
よ
り
、
『
は
な
し
の
種
』
の
「
玉
助
め

い
ど
の
抜
道
」
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。 

五 

あ
る
い
は
、
そ
の
後
半
に
は
、
い
わ
ゆ
る
地
獄
の
休
日
を
テ
ー
マ
と
し
た
、
鬼
と
亡
者
が

楽
し
く
一
日
を
過
ご
す
姿
も
描
か
れ
て
い
る
。 

六 

集
英
社
の
『
月
刊
コ
ー
ラ
ス
』
に
、
二
〇
〇
七
年
か
ら
二
〇
一
一
年
ま
で
連
載
さ
れ
た
漫

画
作
品
。 

七 

ち
く
ま
文
庫
「
芥
川
龍
之
介
全
集 

二
」
、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
六
年
。
以
下
、
『
蜘
蛛
の

糸
』
の
引
用
は
こ
れ
に
拠
る
。 

八 

こ
れ
に
限
ら
ず
、
本
来
の
仏
教
思
想
と
の
矛
盾
点
を
指
摘
す
る
論
者
が
散
見
さ
れ
る
が
、

あ
ま
り
意
味
の
な
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
極
楽
の
下
に
地
獄
が
あ
る
の

は
お
か
し
い
、
と
い
う
が
、
こ
れ
は
、
お
そ
ら
く
、
地
獄
絵
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
来
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
地
獄
絵
は
一
幅
の
画
面
の
中
で
、
極
楽
を
上
の
方
に
、

そ
し
て
地
獄
を
下
の
方
に
描
く
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。
そ
の
他
の
矛
盾
点
と
し
て
は
、

釈
迦
が
極
楽
に
住
ん
で
い
る
の
は
お
か
し
い
、
と
い
う
も
の
も
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
子

供
向
け
に
、
わ
か
り
や
す
く
書
い
た
作
品
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ち
な
み

に
、
犍
陀
多
が
苦
し
ん
で
い
た
「
血
の
池
地
獄
」
も
、
本
来
は
女
性
だ
け
が
墜
ち
る
地
獄

で
あ
る
と
い
う
矛
盾
が
あ
る
。 

九 

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
竹
取
物
語 

伊
勢
物
語 

大
和
物
語 

平
中
物
語
』
、
小
学
館
、

一
九
九
四
年
。
以
下
、
『
竹
取
物
語
』
の
引
用
は
こ
れ
に
拠
る
。 

十 

物
語
中
盤
で
石
上
麻
呂
足
が
か
ぐ
や
姫
と
結
婚
す
る
た
め
に
子
安
貝
を
探
し
に
行
く
が
、

失
敗
し
、
気
を
病
ん
で
死
ん
で
し
ま
う
場
面
が
あ
る
。
そ
れ
を
聞
い
た
か
ぐ
や
姫
は
「
す

こ
し
あ
は
れ
」
と
思
っ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
人
間
の
心
が
ま
だ
完
全
に
は
備

わ
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

十
一 

日
本
古
典
文
学
大
系
『
平
家
物
語 

上
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
九
年
。
以
下
、
『
平
家

物
語
』
の
引
用
は
こ
れ
に
拠
る
。 

十
二 

京
都
を
襲
っ
た
辻
風
の
一
節
は
、
先
行
す
る
『
方
丈
記
』
（
鴨
長
明
著
・
建
暦
二
年
／

一
二
一
二
年
成
立
）
の
記
述
を
参
考
に
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
「
ま
た
、
治
承
四
年

卯
月
の
こ
ろ
、
中
御
門
京
極
の
ほ
ど
よ
り
大
き
な
る
辻
風
お
こ
り
て
、
六
条
わ
た
り
ま

で
吹
け
る
事
侍
り
き
。
三
四
町
を
吹
き
ま
く
る
間
に
、
こ
も
れ
る
家
ど
も
、
大
き
な
る

も
小
さ
き
も
、
一
つ
と
し
て
破
れ
ざ
る
は
な
し
。
さ
な
が
ら
平
に
倒
れ
た
る
も
あ
り
、

桁
・
柱
ば
か
り
殘
れ
る
も
あ
り
。
門
を
吹
き
は
な
ち
て
四
五
町
が
ほ
か
に
置
き
、
ま
た
、

垣
を
吹
き
は
ら
ひ
て
隣
と
一
つ
に
な
せ
り
。
い
は
む
や
、
家
の
う
ち
の
資
財
、
数
を
盡

し
て
空
に
あ
り
、
桧
皮
・
葺
板
の
た
ぐ
ひ
、
冬
の
木
の
葉
の
風
に
乱
る
が
如
し
。
塵
を

煙
の
如
く
吹
立
て
た
れ
ば
、
す
べ
て
目
も
見
え
ず
、
お
び
た
ゝ
し
く
鳴
り
ど
よ
む
ほ
ど

に
、
も
の
言
ふ
聲
も
聞
え
ず
。
か
の
地
獄
の
業
の
風
な
り
と
も
、
か
ば
か
り
に
こ
そ
は

（5）
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つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。 

 

『
平
家
物
語
』
は
、
平
安
末
期
に
勢
力
を
誇
っ
た
平
家
一
門
の
栄
枯
盛
衰
を
描
い
た
一
大
叙

事
詩
で
あ
り
、
平
家
の
滅
亡
後
、
琵
琶
法
師
た
ち
に
よ
っ
て
語
り
継
が
れ
た
無
数
の
物
語
が
、

徐
々
に
成
長
し
体
系
化
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
、
地
獄
の
世
界
を
取
り
上
げ

た
場
面
も
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。 

 
 

入
道
相
国
の
北
の
方
、
二
位
殿
の
夢
に
見
給
け
る
事
こ
そ
お
そ
ろ
し
け
れ
。
猛
火
の
お
び

た
ゝ
し
く
も
え
た
る
車
を
、
門
の
内
へ
や
り
入
た
り
。
前
後
に
立
た
る
も
の
は
、
或
は
馬

の
面
の
や
う
な
る
も
の
も
あ
り
、
或
は
牛
の
面
の
や
う
な
る
も
の
も
あ
り
。
車
の
ま
へ
に

は
、
無
と
い
ふ
文
字
ば
か
り
見
え
た
る
鉄
の
札
を
ぞ
立
た
り
け
る
。
二
位
殿
夢
の
心
に
、

「
あ
れ
は
い
づ
く
よ
り
ぞ
」
と
御
た
づ
ね
あ
れ
ば
、
「
閻
魔
の
庁
よ
り
、
平
家
太
政
入
道

殿
の
御
迎
に
ま
い
っ
て
候
」
と
申
。
「
さ
て
其
札
は
何
と
い
ふ
札
ぞ
」
と
と
は
せ
給
へ
ば
、

「
南
閻
浮
提
金
銅
十
六
丈
の
盧
遮
那
佛
、
焼
ほ
ろ
ぼ
し
給
へ
る
罪
に
よ
っ
て
、
無
間
の
底

に
墮
給
ふ
べ
き
よ
し
、
閻
魔
の
庁
に
御
さ
だ
め
候
が
、
無
間
の
無
を
か
ゝ
れ
て
、
間
の
字

を
ば
い
ま
だ
か
ゝ
れ
ぬ
な
り
」
と
ぞ
申
け
る
。
二
位
殿
う
ち
お
ど
ろ
き
、
あ
せ
水
に
な
り
、

是
を
人
々
に
か
た
り
給
へ
ば
、
き
く
人
み
な
身
の
毛
よ
だ
ち
け
り
。
（
注
十
一
） 

 

こ
れ
は
、
平
清
盛
が
高
熱
に
う
な
さ
れ
、
瀕
死
の
状
態
で
い
る
と
き
に
、
妻
で
あ
る
平
時
子

（
「
二
位
殿
」
）
が
見
た
夢
で
あ
る
。
獄
卒
が
引
く
火
の
車
が
門
の
内
へ
入
っ
て
き
た
の
で
、

そ
の
わ
け
を
尋
ね
る
と
、
閻
魔
王
の
命
で
清
盛
を
迎
え
に
来
た
と
い
い
、
そ
の
罪
は
、
南
都
焼

き
討
ち
で
仏
像
を
焼
い
た
か
ら
だ
と
告
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
清
盛
は
、
程
な
く
「
悶
絶
躃
地
」

し
た
挙
げ
句
に
「
あ
つ
ち
死
に
」
し
た
。
や
は
り
「
悪
い
こ
と
す
る
と
地
獄
に
堕
ち
る
」
と
い

う
教
訓
が
こ
こ
に
も
生
き
て
お
り
、
獄
卒
や
火
の
車
、
閻
魔
大
王
な
ど
は
、
絵
本
や
紙
芝
居
で

慣
れ
親
し
ん
だ
地
獄
の
世
界
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。 

 

一
方
、
そ
の
よ
う
な
、
子
供
の
頃
か
ら
知
っ
て
い
る
地
獄
と
は
別
に
、
『
平
家
物
語
』
に
は

ま
た
別
の
「
地
獄
」
が
登
場
す
る
。 

 
 

同
五
月
十
二
日
午
剋
ば
か
り
、
京
中
に
は
辻
風
お
び
た
た
し
う
吹
て
、
人
屋
お
ほ
く
顚
到

す
。
風
は
中
御
門
京
極
よ
り
を
こ
っ
て
、
末
申
の
方
へ
吹
て
行
に
、
棟
門
平
門
を
吹
ぬ
き

て
、
四
五
町
十
町
吹
も
て
ゆ
き
、
け
た
・
な
げ
し
・
柱
な
ん
ど
は
虚
空
に
散
在
す
。
桧
皮

ふ
き
板
の
た
ぐ
ひ
、
冬
の
木
葉
の
風
に
み
だ
る
ゝ
が
如
し
。
お
び
た
ゝ
し
う
な
り
ど
よ
む

事
、
彼
地
獄
の
業
風
な
り
共
、
こ
れ
に
は
過
じ
と
ぞ
み
え
し
。
た
ゞ
舎
屋
の
破
損
ず
る
の

み
な
ら
ず
、
命
を
失
な
ふ
人
も
多
し
。
牛
馬
の
た
ぐ
ひ
数
を
尽
し
て
打
こ
ろ
さ
る
。
是
た
ゞ

事
に
あ
ら
ず
、
御
占
あ
る
べ
し
と
て
、
神
祇
官
に
し
て
御
占
あ
り
。
「
い
ま
百
日
の
う
ち

に
、
禄
を
を
も
ん
ず
る
大
臣
の
慎
み
、
別
し
て
は
天
下
の
大
事
、
并
に
仏
法
王
法
共
に
傾

て
、
兵
革
相
続
す
べ
し
」
と
ぞ
、
神
祇
官
陰
陽
寮
共
に
う
ら
な
ひ
申
け
る
。 

 

こ
れ
は
、
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
に
京
都
の
街
を
襲
っ
た
「
辻
風
」
の
惨
状
を
記
し
た
も

の
で
あ
る
（
注
十
二
）
。
家
屋
は
吹
き
飛
ば
さ
れ
、
多
く
の
人
が
死
傷
し
た
と
あ
る
が
、
そ
の

光
景
を
「
あ
の
地
獄
の
中
で
吹
き
荒
れ
る
業
風
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
ほ
ど
ひ
ど
く
は
な
い
だ
ろ

う
」
と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
現
代
で
も
よ
く
使
わ
れ
る
「
地
獄
の
よ
う
だ
」
と
い
う
言
い
方

に
近
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
ど
う
に
も
表
現
し
き
れ
な
い
悲
惨
な
光
景
を
、
地
獄
に
喩
え
て
言
っ

た
も
の
で
あ
る
。 

 

同
じ
よ
う
な
表
現
は
、
巻
五
の
「
奈
良
炎
上
」
（
平
重
衡
に
よ
る
南
都
焼
き
討
ち
）
や
、
灌

頂
巻
の
「
六
道
之
沙
汰
」
（
建
礼
門
院
の
六
道
語
り
）
（
注
十
三
）
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で

は
、
前
者
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。 

 
 

夜
い
く
さ
に
な
っ
て
、
く
ら
さ
は
く
ら
し
、
大
将
軍
頭
中
将
、
般
若
寺
の
門
の
前
に
う
っ

た
っ
て
、
「
火
を
い
だ
せ
」
と
の
給
ふ
ほ
ど
こ
そ
あ
り
け
れ
、
平
家
の
せ
い
の
な
か
に
、

播
摩
国
住
人
福
井
庄
下
司
、
二
郎
大
夫
友
方
と
い
ふ
も
の
、
た
て
を
わ
り
た
い
松
に
し
て
、

在
家
に
火
を
ぞ
か
け
た
り
け
る
。
十
二
月
廿
八
日
の
夜
な
り
け
れ
ば
、
風
は
は
げ
し
し
、

ほ
も
と
は
ひ
と
つ
な
り
け
れ
共
、
ふ
き
ま
よ
ふ
風
に
、
お
ほ
く
の
伽
藍
に
吹
か
け
た
り
。

恥
を
も
お
も
ひ
、
名
を
も
お
し
む
程
の
も
の
は
、
奈
良
坂
に
て
う
ち
じ
に
し
、
般
若
寺
に

し
て
う
た
れ
に
け
り
。
行
歩
に
か
な
へ
る
物
は
、
吉
野
十
津
河
の
方
へ
落
ゆ
く
。
あ
ゆ
み

も
え
ぬ
老
僧
や
、
尋
常
な
る
修
学
者
兒
共
、
お
ん
な
童
部
は
、
大
仏
殿
・
や
ま
し
な
寺
の

う
ち
へ
、
わ
れ
さ
き
に
と
ぞ
に
げ
ゆ
き
け
る
。
大
仏
殿
の
二
階
の
上
に
は
千
余
人
の
ぼ
り

あ
が
り
、
か
た
き
の
つ
づ
く
を
の
ぼ
せ
じ
と
、
橋
を
ば
ひ
い
て
ん
げ
り
。
猛
火
は
ま
さ
し

う
お
し
か
け
た
り
。
お
め
き
さ
け
ぶ
聲
、
焦
熱
・
大
焦
熱
・
無
間
阿
毘
の
ほ
の
を
の
底
の

罪
人
も
、
こ
れ
に
は
す
ぎ
じ
と
ぞ
み
え
し
。 

 

炎
か
ら
逃
げ
ま
ど
う
人
々
の
泣
き
叫
ぶ
声
は
尋
常
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ

れ
を
表
現
す
る
手
立
て
の
な
か
っ
た
語
り
手
は
、
地
獄
で
苦
し
む
罪
人
達
を
引
き
合
い
に
、
そ

れ
に
も
ま
し
て
ひ
ど
い
も
の
で
し
た
、
と
ま
と
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
「
焦
熱
」
「
大

焦
熱
」
「
無
間
阿
毘
」
と
は
、
八
大
地
獄
の
中
で
も
特
に
ひ
ど
い
場
所
で
あ
る
（
注
十
四
）
。 

 

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
場
面
か
ら
、
知
ら
れ
る
こ
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
辻
風
に
し
ろ
、
奈

良
の
大
火
災
に
し
ろ
、
多
く
の
人
々
が
目
の
前
で
死
に
ゆ
く
悲
惨
な
場
面
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
筆
舌
に
尽
く
し
が
た
い
光
景
を
、
い
ず
れ
も
地
獄
の
世
界
に
引
き
比
べ
て
表
現
し
て
い
る

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、
自
然
災
害
や
戦
争
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
人
々
は
こ
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の
世
の
中
に
あ
る
地
獄
の
世
界
を
目
の
当
た
り
に
し
た
の
で
あ
る
。 

 

実
は
、
こ
の
よ
う
な
「
譬
喩
と
し
て
の
地
獄
」
の
登
場
は
、
こ
の
『
平
家
物
語
』
の
描
写
か

ら
始
ま
る
の
で
あ
る
。
現
代
の
我
々
が
使
う
「
通
勤
地
獄
」
や
「
地
獄
の
苦
し
み
」
と
い
っ
た

表
現
は
、
平
安
時
代
末
に
起
こ
っ
た
自
然
災
害
と
戦
争
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
な
の
で

あ
る
。 

 

自
然
災
害
に
し
ろ
戦
争
に
し
ろ
、
そ
れ
は
現
代
に
も
起
こ
り
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
記
憶
に

新
し
い
と
こ
ろ
で
言
え
ば
、
東
北
地
方
を
襲
っ
た
東
日
本
大
震
災
が
あ
る
。
当
時
の
ニ
ュ
ー
ス

や
新
聞
記
事
な
ど
を
見
る
と
、
生
き
残
っ
た
人
々
の
証
言
の
中
に
、
「
地
獄
だ
っ
た
」
と
い
う

表
現
が
多
数
確
認
で
き
る
。
古
典
文
学
は
、
単
な
る
遠
い
昔
の
出
来
事
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
古
典
の
現
代
性
、
と
い
う
テ
ー
マ
が
こ
こ
に
現
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

お
わ
り
に 

 

幼
児
期
か
ら
高
校
生
に
至
る
ま
で
、
教
育
と
地
獄
の
関
係
性
を
辿
っ
て
み
た
。
絵
本
な
ど
に

よ
っ
て
地
獄
の
世
界
を
知
り
、
悪
い
こ
と
を
す
る
と
地
獄
に
堕
ち
る
と
い
う
道
徳
観
念
を
学
ぶ

と
こ
ろ
ら
か
始
ま
り
、
芥
川
の
『
蜘
蛛
の
糸
』
で
は
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
き
っ
か
け
に
、
人
間
と

は
何
で
あ
る
か
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
し
て
、
『
平
家
物
語
』
に
至

り
、
自
然
災
害
や
戦
争
に
よ
っ
て
も
の
の
見
方
を
変
え
た
古
代
人
と
、
現
代
の
我
々
と
の
繋
が

り
を
提
示
し
て
み
た
の
で
あ
る
。
地
獄
と
い
う
も
の
が
教
育
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
。
本

稿
が
、
そ
れ
を
解
明
す
る
た
め
の
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。 

  

［
注
］ 

一 

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
宝
物
集 

閑
居
友 

比
良
山
古
人
霊
託
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
九

三
年
。 

二 

落
語
の
『
地
獄
八
景
亡
者
戯
』
は
、
桂
米
朝
が
、
江
戸
時
代
か
ら
あ
っ
た
話
を
現
代
に
復

活
さ
せ
て
も
の
で
、
落
語
と
し
て
は
異
例
の
一
時
間
を
越
え
る
長
編
で
あ
る
。 

三 

岩
波
文
庫
『
元
禄
世
間
咄
風
聞
集
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
。 

四 

話
の
後
半
部
分
の
原
拠
は
、
桂
米
朝
氏
の
指
摘
に
よ
り
、
『
は
な
し
の
種
』
の
「
玉
助
め

い
ど
の
抜
道
」
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。 

五 

あ
る
い
は
、
そ
の
後
半
に
は
、
い
わ
ゆ
る
地
獄
の
休
日
を
テ
ー
マ
と
し
た
、
鬼
と
亡
者
が

楽
し
く
一
日
を
過
ご
す
姿
も
描
か
れ
て
い
る
。 

六 

集
英
社
の
『
月
刊
コ
ー
ラ
ス
』
に
、
二
〇
〇
七
年
か
ら
二
〇
一
一
年
ま
で
連
載
さ
れ
た
漫

画
作
品
。 

七 

ち
く
ま
文
庫
「
芥
川
龍
之
介
全
集 

二
」
、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
六
年
。
以
下
、
『
蜘
蛛
の

糸
』
の
引
用
は
こ
れ
に
拠
る
。 

八 

こ
れ
に
限
ら
ず
、
本
来
の
仏
教
思
想
と
の
矛
盾
点
を
指
摘
す
る
論
者
が
散
見
さ
れ
る
が
、

あ
ま
り
意
味
の
な
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
極
楽
の
下
に
地
獄
が
あ
る
の

は
お
か
し
い
、
と
い
う
が
、
こ
れ
は
、
お
そ
ら
く
、
地
獄
絵
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
来
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
地
獄
絵
は
一
幅
の
画
面
の
中
で
、
極
楽
を
上
の
方
に
、

そ
し
て
地
獄
を
下
の
方
に
描
く
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。
そ
の
他
の
矛
盾
点
と
し
て
は
、

釈
迦
が
極
楽
に
住
ん
で
い
る
の
は
お
か
し
い
、
と
い
う
も
の
も
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
子

供
向
け
に
、
わ
か
り
や
す
く
書
い
た
作
品
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ち
な
み

に
、
犍
陀
多
が
苦
し
ん
で
い
た
「
血
の
池
地
獄
」
も
、
本
来
は
女
性
だ
け
が
墜
ち
る
地
獄

で
あ
る
と
い
う
矛
盾
が
あ
る
。 

九 

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
竹
取
物
語 

伊
勢
物
語 

大
和
物
語 

平
中
物
語
』
、
小
学
館
、

一
九
九
四
年
。
以
下
、
『
竹
取
物
語
』
の
引
用
は
こ
れ
に
拠
る
。 

十 

物
語
中
盤
で
石
上
麻
呂
足
が
か
ぐ
や
姫
と
結
婚
す
る
た
め
に
子
安
貝
を
探
し
に
行
く
が
、

失
敗
し
、
気
を
病
ん
で
死
ん
で
し
ま
う
場
面
が
あ
る
。
そ
れ
を
聞
い
た
か
ぐ
や
姫
は
「
す

こ
し
あ
は
れ
」
と
思
っ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
人
間
の
心
が
ま
だ
完
全
に
は
備

わ
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

十
一 

日
本
古
典
文
学
大
系
『
平
家
物
語 

上
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
九
年
。
以
下
、
『
平
家

物
語
』
の
引
用
は
こ
れ
に
拠
る
。 

十
二 

京
都
を
襲
っ
た
辻
風
の
一
節
は
、
先
行
す
る
『
方
丈
記
』
（
鴨
長
明
著
・
建
暦
二
年
／

一
二
一
二
年
成
立
）
の
記
述
を
参
考
に
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
「
ま
た
、
治
承
四
年

卯
月
の
こ
ろ
、
中
御
門
京
極
の
ほ
ど
よ
り
大
き
な
る
辻
風
お
こ
り
て
、
六
条
わ
た
り
ま

で
吹
け
る
事
侍
り
き
。
三
四
町
を
吹
き
ま
く
る
間
に
、
こ
も
れ
る
家
ど
も
、
大
き
な
る

も
小
さ
き
も
、
一
つ
と
し
て
破
れ
ざ
る
は
な
し
。
さ
な
が
ら
平
に
倒
れ
た
る
も
あ
り
、

桁
・
柱
ば
か
り
殘
れ
る
も
あ
り
。
門
を
吹
き
は
な
ち
て
四
五
町
が
ほ
か
に
置
き
、
ま
た
、

垣
を
吹
き
は
ら
ひ
て
隣
と
一
つ
に
な
せ
り
。
い
は
む
や
、
家
の
う
ち
の
資
財
、
数
を
盡

し
て
空
に
あ
り
、
桧
皮
・
葺
板
の
た
ぐ
ひ
、
冬
の
木
の
葉
の
風
に
乱
る
が
如
し
。
塵
を

煙
の
如
く
吹
立
て
た
れ
ば
、
す
べ
て
目
も
見
え
ず
、
お
び
た
ゝ
し
く
鳴
り
ど
よ
む
ほ
ど

に
、
も
の
言
ふ
聲
も
聞
え
ず
。
か
の
地
獄
の
業
の
風
な
り
と
も
、
か
ば
か
り
に
こ
そ
は

（5）
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つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。 

 

『
平
家
物
語
』
は
、
平
安
末
期
に
勢
力
を
誇
っ
た
平
家
一
門
の
栄
枯
盛
衰
を
描
い
た
一
大
叙

事
詩
で
あ
り
、
平
家
の
滅
亡
後
、
琵
琶
法
師
た
ち
に
よ
っ
て
語
り
継
が
れ
た
無
数
の
物
語
が
、

徐
々
に
成
長
し
体
系
化
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
、
地
獄
の
世
界
を
取
り
上
げ

た
場
面
も
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。 

 
 

入
道
相
国
の
北
の
方
、
二
位
殿
の
夢
に
見
給
け
る
事
こ
そ
お
そ
ろ
し
け
れ
。
猛
火
の
お
び

た
ゝ
し
く
も
え
た
る
車
を
、
門
の
内
へ
や
り
入
た
り
。
前
後
に
立
た
る
も
の
は
、
或
は
馬

の
面
の
や
う
な
る
も
の
も
あ
り
、
或
は
牛
の
面
の
や
う
な
る
も
の
も
あ
り
。
車
の
ま
へ
に

は
、
無
と
い
ふ
文
字
ば
か
り
見
え
た
る
鉄
の
札
を
ぞ
立
た
り
け
る
。
二
位
殿
夢
の
心
に
、

「
あ
れ
は
い
づ
く
よ
り
ぞ
」
と
御
た
づ
ね
あ
れ
ば
、
「
閻
魔
の
庁
よ
り
、
平
家
太
政
入
道

殿
の
御
迎
に
ま
い
っ
て
候
」
と
申
。
「
さ
て
其
札
は
何
と
い
ふ
札
ぞ
」
と
と
は
せ
給
へ
ば
、

「
南
閻
浮
提
金
銅
十
六
丈
の
盧
遮
那
佛
、
焼
ほ
ろ
ぼ
し
給
へ
る
罪
に
よ
っ
て
、
無
間
の
底

に
墮
給
ふ
べ
き
よ
し
、
閻
魔
の
庁
に
御
さ
だ
め
候
が
、
無
間
の
無
を
か
ゝ
れ
て
、
間
の
字

を
ば
い
ま
だ
か
ゝ
れ
ぬ
な
り
」
と
ぞ
申
け
る
。
二
位
殿
う
ち
お
ど
ろ
き
、
あ
せ
水
に
な
り
、

是
を
人
々
に
か
た
り
給
へ
ば
、
き
く
人
み
な
身
の
毛
よ
だ
ち
け
り
。
（
注
十
一
） 

 

こ
れ
は
、
平
清
盛
が
高
熱
に
う
な
さ
れ
、
瀕
死
の
状
態
で
い
る
と
き
に
、
妻
で
あ
る
平
時
子

（
「
二
位
殿
」
）
が
見
た
夢
で
あ
る
。
獄
卒
が
引
く
火
の
車
が
門
の
内
へ
入
っ
て
き
た
の
で
、

そ
の
わ
け
を
尋
ね
る
と
、
閻
魔
王
の
命
で
清
盛
を
迎
え
に
来
た
と
い
い
、
そ
の
罪
は
、
南
都
焼

き
討
ち
で
仏
像
を
焼
い
た
か
ら
だ
と
告
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
清
盛
は
、
程
な
く
「
悶
絶
躃
地
」

し
た
挙
げ
句
に
「
あ
つ
ち
死
に
」
し
た
。
や
は
り
「
悪
い
こ
と
す
る
と
地
獄
に
堕
ち
る
」
と
い

う
教
訓
が
こ
こ
に
も
生
き
て
お
り
、
獄
卒
や
火
の
車
、
閻
魔
大
王
な
ど
は
、
絵
本
や
紙
芝
居
で

慣
れ
親
し
ん
だ
地
獄
の
世
界
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。 

 

一
方
、
そ
の
よ
う
な
、
子
供
の
頃
か
ら
知
っ
て
い
る
地
獄
と
は
別
に
、
『
平
家
物
語
』
に
は

ま
た
別
の
「
地
獄
」
が
登
場
す
る
。 

 
 

同
五
月
十
二
日
午
剋
ば
か
り
、
京
中
に
は
辻
風
お
び
た
た
し
う
吹
て
、
人
屋
お
ほ
く
顚
到

す
。
風
は
中
御
門
京
極
よ
り
を
こ
っ
て
、
末
申
の
方
へ
吹
て
行
に
、
棟
門
平
門
を
吹
ぬ
き

て
、
四
五
町
十
町
吹
も
て
ゆ
き
、
け
た
・
な
げ
し
・
柱
な
ん
ど
は
虚
空
に
散
在
す
。
桧
皮

ふ
き
板
の
た
ぐ
ひ
、
冬
の
木
葉
の
風
に
み
だ
る
ゝ
が
如
し
。
お
び
た
ゝ
し
う
な
り
ど
よ
む

事
、
彼
地
獄
の
業
風
な
り
共
、
こ
れ
に
は
過
じ
と
ぞ
み
え
し
。
た
ゞ
舎
屋
の
破
損
ず
る
の

み
な
ら
ず
、
命
を
失
な
ふ
人
も
多
し
。
牛
馬
の
た
ぐ
ひ
数
を
尽
し
て
打
こ
ろ
さ
る
。
是
た
ゞ

事
に
あ
ら
ず
、
御
占
あ
る
べ
し
と
て
、
神
祇
官
に
し
て
御
占
あ
り
。
「
い
ま
百
日
の
う
ち

に
、
禄
を
を
も
ん
ず
る
大
臣
の
慎
み
、
別
し
て
は
天
下
の
大
事
、
并
に
仏
法
王
法
共
に
傾

て
、
兵
革
相
続
す
べ
し
」
と
ぞ
、
神
祇
官
陰
陽
寮
共
に
う
ら
な
ひ
申
け
る
。 

 

こ
れ
は
、
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
に
京
都
の
街
を
襲
っ
た
「
辻
風
」
の
惨
状
を
記
し
た
も

の
で
あ
る
（
注
十
二
）
。
家
屋
は
吹
き
飛
ば
さ
れ
、
多
く
の
人
が
死
傷
し
た
と
あ
る
が
、
そ
の

光
景
を
「
あ
の
地
獄
の
中
で
吹
き
荒
れ
る
業
風
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
ほ
ど
ひ
ど
く
は
な
い
だ
ろ

う
」
と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
現
代
で
も
よ
く
使
わ
れ
る
「
地
獄
の
よ
う
だ
」
と
い
う
言
い
方

に
近
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
ど
う
に
も
表
現
し
き
れ
な
い
悲
惨
な
光
景
を
、
地
獄
に
喩
え
て
言
っ

た
も
の
で
あ
る
。 

 

同
じ
よ
う
な
表
現
は
、
巻
五
の
「
奈
良
炎
上
」
（
平
重
衡
に
よ
る
南
都
焼
き
討
ち
）
や
、
灌

頂
巻
の
「
六
道
之
沙
汰
」
（
建
礼
門
院
の
六
道
語
り
）
（
注
十
三
）
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で

は
、
前
者
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。 

 
 

夜
い
く
さ
に
な
っ
て
、
く
ら
さ
は
く
ら
し
、
大
将
軍
頭
中
将
、
般
若
寺
の
門
の
前
に
う
っ

た
っ
て
、
「
火
を
い
だ
せ
」
と
の
給
ふ
ほ
ど
こ
そ
あ
り
け
れ
、
平
家
の
せ
い
の
な
か
に
、

播
摩
国
住
人
福
井
庄
下
司
、
二
郎
大
夫
友
方
と
い
ふ
も
の
、
た
て
を
わ
り
た
い
松
に
し
て
、

在
家
に
火
を
ぞ
か
け
た
り
け
る
。
十
二
月
廿
八
日
の
夜
な
り
け
れ
ば
、
風
は
は
げ
し
し
、

ほ
も
と
は
ひ
と
つ
な
り
け
れ
共
、
ふ
き
ま
よ
ふ
風
に
、
お
ほ
く
の
伽
藍
に
吹
か
け
た
り
。

恥
を
も
お
も
ひ
、
名
を
も
お
し
む
程
の
も
の
は
、
奈
良
坂
に
て
う
ち
じ
に
し
、
般
若
寺
に

し
て
う
た
れ
に
け
り
。
行
歩
に
か
な
へ
る
物
は
、
吉
野
十
津
河
の
方
へ
落
ゆ
く
。
あ
ゆ
み

も
え
ぬ
老
僧
や
、
尋
常
な
る
修
学
者
兒
共
、
お
ん
な
童
部
は
、
大
仏
殿
・
や
ま
し
な
寺
の

う
ち
へ
、
わ
れ
さ
き
に
と
ぞ
に
げ
ゆ
き
け
る
。
大
仏
殿
の
二
階
の
上
に
は
千
余
人
の
ぼ
り

あ
が
り
、
か
た
き
の
つ
づ
く
を
の
ぼ
せ
じ
と
、
橋
を
ば
ひ
い
て
ん
げ
り
。
猛
火
は
ま
さ
し

う
お
し
か
け
た
り
。
お
め
き
さ
け
ぶ
聲
、
焦
熱
・
大
焦
熱
・
無
間
阿
毘
の
ほ
の
を
の
底
の

罪
人
も
、
こ
れ
に
は
す
ぎ
じ
と
ぞ
み
え
し
。 

 

炎
か
ら
逃
げ
ま
ど
う
人
々
の
泣
き
叫
ぶ
声
は
尋
常
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ

れ
を
表
現
す
る
手
立
て
の
な
か
っ
た
語
り
手
は
、
地
獄
で
苦
し
む
罪
人
達
を
引
き
合
い
に
、
そ

れ
に
も
ま
し
て
ひ
ど
い
も
の
で
し
た
、
と
ま
と
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
「
焦
熱
」
「
大

焦
熱
」
「
無
間
阿
毘
」
と
は
、
八
大
地
獄
の
中
で
も
特
に
ひ
ど
い
場
所
で
あ
る
（
注
十
四
）
。 

 

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
場
面
か
ら
、
知
ら
れ
る
こ
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
辻
風
に
し
ろ
、
奈

良
の
大
火
災
に
し
ろ
、
多
く
の
人
々
が
目
の
前
で
死
に
ゆ
く
悲
惨
な
場
面
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
筆
舌
に
尽
く
し
が
た
い
光
景
を
、
い
ず
れ
も
地
獄
の
世
界
に
引
き
比
べ
て
表
現
し
て
い
る

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、
自
然
災
害
や
戦
争
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
人
々
は
こ
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と
ぞ
お
ぼ
ゆ
る
。
家
の
損
亡
せ
る
の
み
に
あ
ら
ず
、
こ
れ
を
取
り
繕
ふ
間
に
、
身
を
損

ひ
、
か
た
は
づ
け
る
人
、
数
も
知
ら
ず
。
こ
の
風
、
未
の
方
に
移
り
ゆ
き
て
、
多
く
の

人
の
嘆
き
な
せ
り
。
辻
風
は
常
に
吹
く
も
の
な
れ
ど
、
か
ゝ
る
事
や
あ
る
、
た
ゞ
事
に

あ
ら
ず
、
さ
る
べ
き
も
の
の
さ
と
し
か
、
な
ど
ぞ
疑
ひ
侍
り
し
」
（
日
本
古
典
文
学
大

系
『
方
丈
記 

徒
然
草
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
七
年
）
。 

十
三 

建
礼
門
院
の
「
六
道
語
り
」
は
、
自
分
の
人
生
を
六
道
、
す
な
わ
ち
地
獄
、
餓
鬼
、
畜

生
、
阿
修
羅
、
人
、
天
の
そ
れ
ぞ
れ
に
喩
え
て
回
想
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
一
部
を

引
用
す
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
「
［
天
道
］
あ
け
て
も
く
れ
て
も
楽
さ
か
へ
し

事
、
天
上
の
果
報
も
是
に
は
過
じ
と
こ
そ
お
ぼ
え
さ
ぶ
ら
ひ
し
か
。…

（
中
略
）…

か

く
て
よ
る
方
な
か
り
し
は
、
五
衰
必
滅
の
か
な
し
み
と
こ
そ
お
ぼ
え
さ
ぶ
ら
ひ
し
か
。

［
人
道
］
人
間
の
事
は
愛
別
離
苦
、
怨
憎
会
苦
、
共
に
我
身
に
し
ら
れ
て
侍
ら
ふ
。
四

苦
八
苦
一
と
し
て
残
る
所
さ
ぶ
ら
は
ず
。
［
餓
鬼
道
］
是
又
餓
鬼
道
の
苦
と
こ
そ
お
ぼ

え
さ
ぶ
ら
ひ
し
か
。
［
阿
修
羅
道
］
修
羅
の
闘
諍
、
帝
釈
の
諍
も
、
か
く
や
と
こ
そ
お

ぼ
え
さ
ぶ
ら
ひ
し
か
。
［
地
獄
道
］
残
と
ゞ
ま
る
人
々
の
お
め
き
さ
け
び
し
声
、
叫
喚

大
叫
喚
の
ほ
の
お
の
底
の
罪
人
も
、
こ
れ
に
は
過
じ
と
こ
そ
お
ぼ
え
さ
ぶ
ら
ひ
し
か
。

［
畜
生
道
］
「
是
は
い
づ
く
ぞ
」
と
と
ひ
侍
ひ
し
か
ば
、
二
位
の
尼
と
覚
て
、
「
竜
宮

城
」
と
答
侍
ひ
し
時
、
「
め
で
た
か
り
け
る
所
か
な
。
是
に
は
苦
は
な
き
か
」
と
と
ひ

さ
ぶ
ら
ひ
し
か
ば
、
「
龍
畜
経
の
な
か
に
見
え
て
侍
ら
ふ
。
よ
く
よ
く
後
世
を
と
ぶ
ら

ひ
給
へ
」
と
申
す
と
覚
え
て
夢
さ
め
ぬ
」
。
こ
の
中
で
、
地
獄
道
の
場
面
は
、
壇
ノ
浦

で
、
母
で
あ
る
平
時
子
と
息
子
で
あ
る
安
徳
天
皇
が
、
目
の
前
で
入
水
し
た
と
き
の
も

の
で
あ
る
。
幼
い
天
皇
が
海
に
飛
び
込
ん
だ
そ
の
光
景
は
、
ま
さ
に
地
獄
と
し
か
形
容

の
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

十
四 

『
往
生
要
集
』
に
よ
る
と
、
八
大
地
獄
は
、
罪
の
軽
い
も
の
か
ら
順
に
、
等
活
地
獄
、

黒
縄
地
獄
、
衆
合
地
獄
、
叫
喚
地
獄
、
大
叫
喚
地
獄
、
焦
熱
地
獄
、
大
焦
熱
地
獄
、
阿

鼻
地
獄
（
無
間
地
獄
）
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。 
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