
「
蛇
を
踏
む
」

論
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だ
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じ
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じ
い
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だ
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じ
な
も
の
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あ

i
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-
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野

害

治

川
上
弘
美
「
蛇
を
踏
む
」
は
第
百
十
五
回
(
平
成
八
年
度
上
半
期
)
芥
川
賞
を
受
賞
し
た
。
受
賞
の
言
葉
と
し
て
、
「
蛇
の
こ
と
を

書
い
て
い
た
、
だ
い
た
。
蛇
は
春
に
穴
か
ら
あ
ら
わ
れ
て
秋
に
穴
に
戻
る
も
の
で
あ
る
。
蛇
が
い
ち
ば
ん
動
き
ま
わ
る
夏
に
賞
を
い
た
だ

い
た
。
な
ん
と
な
く
つ
じ
つ
ま
が
会
う
よ
う
で
お
も
し
ろ
い
。
」
と
、

い
ま
ま
で
の
受
賞
者
に
は
な
い
、
あ
っ
け
ら
か
ん
と
し
た
言
葉

で
あ
る
。
年
齢
は
三
十
八
、
お
茶
の
水
女
子
大
学
生
物
学
科
卒
業
で
パ
ソ
コ
ン
に
も
詳
し
く
、
パ
ソ
コ
ン
通
信
「
A
S
A
H
Iネ
ッ
ト
」

で
作
品
を
応
募
し
、
二
年
前
に
創
設
(
一
九
九
五
年
)
さ
れ
た
パ
ス
カ
ル
短
編
文
学
新
人
賞
の
第
一
回
見
又
賞
者
で
あ
る
と
い
う
、
変
わ
っ

た
経
歴
の
持
ち
主
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
作
者
だ
か
ら
こ
そ
、
重
い
主
題
を
軽
く
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
、
象
徴
的
に
描
き
得
た
の
か
も
知
れ

晶、、
a

O

J

匂
し選

者
の
ひ
と
り
丸
谷
才
一
は
、
「
蛇
を
踏
む
」
の
文
学
表
現
に
つ
い
て
、
「
書
き
出
し
も
よ
く
、
真
ん
中
も
よ
く
、
結
末
も
う
ま
い
。

「蛇を踏む」論

/
ユ
ー
モ
ア
も
質
が
高
い
。
文
章
の
足
ど
り
も
し
っ
か
り
し
て
い
る
。
乱
れ
た
と
こ
ろ
が
一
箇
所
も
な
か
っ
た
。
」
と
最
大
の
賛
辞
を

ょ
う
だ
が
、

述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
川
上
氏
に
言
わ
せ
れ
ば
、
「
文
学
編
集
者
の
厳
し
い
チ
ェ
ッ
ク
に
よ
る
書
き
直
し
だ
っ
た
」

れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
現
実
と
非
現
実
を
交
錯
さ
せ
な
が
ら
描
く
「
蛇
を
踏
む
」
の
文
章
力
は
大
し
た
も
の
で
、

そ

一
機
に
最
後
ま
で

読
ま
せ
て
し
ま
う
魅
力
あ
る
文
章
で
あ
る
。
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こ
こ
で
、
簡
単
に
、
「
芥
川
賞
選
評
」
を
紹
介
し
て
お
く
。
「
人
類
の
普
遍
的
で
根
元
的
な
深
層
心
理
の
ド
ラ
マ
に
通
じ
て
い
る
、
と

44 

い
う
よ
り
現
代
の
日
本
に
お
け
る
そ
の
ド
ラ
マ
の
最
新
版
」

「
ハ
イ
テ
ク
の
世
界
で
も
心
の
深
み
で
は
わ
れ
わ
れ
は
神
話
的
元
型
の

「
〈
蛇
〉
と
〈
人
間
〉
と
の
神
話
的
な
戦
い
の
物
語
で
あ
る
と
同
時
に
、
自
足
的
な
〈
存
在
〉
と
自

覚
的
な
〈
意
識
〉
と
の
言
語
表
現
上
の
戦
い
の
記
録
」
(
日
野
啓
二
一
)
、
「
普
段
の
暮
ら
し
の
な
か
に
た
し
か
に
あ
る
厄
介
な
も
の
、
迷

暗
い
領
域
を
生
死
し
て
い
る
」

惑
な
も
の
」

「
自
然
的
世
界
に
お
い
て
生
き
る
こ
と
と
、
そ
れ
と
対
立
す
る
歴
史
的
世
界
あ
る
い
は
文
化
的
世
界
に
お
い
て
生
き
る

こ
と
と
の
関
係
」
(
九
谷
才
一
)
、
「
し
っ
と
り
と
し
て
冷
た
い
情
感
を
た
た
え
た
文
章
」

「
途
中
で
三
度
シ
ャ
ワ
ー
を
浴
び
た
」
(
三

浦
哲
郎
)
、
「
生
と
死
に
わ
た
る
超
越
的
な
感
覚
」
(
田
久
保
英
夫
)
、
「
蛇
の
世
界
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
お
も
し
ろ
い
」

「
変
身
へ
の
誘
惑
に
対
す
る
戦
い
を
足
場
に
し
て
生
み
出
さ
れ
た
、
反
変
身
的
変
身
語
」
(
黒
井
千
次
)
、
「
い
き
な
り
の
蛇
の
登
場
を
読

者
に
納
得
さ
せ
る
と
こ
ろ
は
う
ま
い
し
、
も
の
す
ご
い
速
さ
で
流
れ
て
ゆ
く
部
屋
の
中
で
蛇
と
互
い
に
首
を
締
め
合
っ
て
い
る
と
い
う

終
わ
り
も
見
事
」

「
こ
の
作
品
の
受
賞
に
は
全
面
的
に
賛
成
」
(
池
津
夏
樹
)
、
「
絶
対
的
な
真
実
を
変
身
と
い
う
裏
返
し
の
方
法
に

よ
っ
て
描
い
た
も
の
」
(
河
野
多
恵
子
)
と
、
選
者
諸
氏
の
作
品
の
本
質
に
触
れ
た
賛
成
論
が
多
数
で
あ
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
否
定
的
意
見
の
選
者
も
い
る
。
宮
本
輝
は
、
「
蛇
が
人
間
と
化
し
て
喋
っ
た
り
す
る
こ
と
に
、
私
は
文
学
的
幻
想
を
感

じ
な
い
。
そ
ん
な
も
の
は
イ
ソ
ッ
プ
か
民
話
で
充
分
だ
と
思
っ
て
い
る
の
で
、
私
は
最
後
ま
で
「
蛇
を
踏
む
」
の
受
賞
に
反
対
意
見
を

の
べ
た
。
寓
話
は
所
詮
寓
話
で
し
か
な
い
と
私
は
思
っ
て
い
る
」
と
言
っ
て
い
る
し
、
石
原
慎
太
郎
に
至
っ
て
は
、

「
私
に
は
全
く
評

価
で
き
な
い
。
蛇
が
い
っ
た
い
何
の
メ
タ
フ
ァ
な
の
か
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
な
い
。
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
流
行
の
当
節
と
は
言
え
、
こ
ん

な
代
物
が
歴
史
あ
る
文
学
賞
を
受
け
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
も
、
今
日
の
日
本
文
学
の
衰
弱
が
う
か
が
え
る
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
」

と
絶
対
否
定
に
近
い
発
言
で
あ
る
。
こ
れ
ら
選
者
諸
氏
の
賛
否
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
以
下
、
私
な
り
に
「
蛇
を
踏
む
」
を
考
察
し

て
い
く
こ
と
に
す
る
。



現
実
と
非
現
実

「
み
ど
り
公
園
へ
行
く
途
中
の
薮
で
、
蛇
を
踏
ん
で
し
ま
っ
た
。
」
と
、
冒
頭
部
か
ら
、

ハ
ッ
と
驚
か
さ
れ
る
書
き
出
し
で
あ
る
。

最
初
の
一
行
を
読
む
だ
け
で
、
次
に
何
が
起
こ
る
の
、
だ
ろ
う
と
い
う
、
奇
妙
な
誘
惑
に
か
ら
れ
る
。
「
踏
ま
れ
た
ら
お
し
ま
い
で
す
ね
」

と
蛇
が
言
い
、
も
う
そ
の
時
点
で
、
読
者
は
す
ん
な
り
と
「
蛇
の
世
界
」
に
参
入
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
蛇
が
し
ゃ
べ
る
こ
と
自
体

尋
常
で
は
な
い
が
、
昔
話
・
民
話
・
説
話
・
童
話
等
に
な
じ
ん
で
い
る
我
々
の
感
覚
か
ら
し
て
、

い
か
に
も
自
然
で
あ
る
か
の
よ
う
な

錯
覚
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
現
実
の
日
常
か
ら
非
現
実
の
世
界
へ
、
こ
の
作
品
は
、

い
わ
ば
現
代
の
説
話
と
い
っ
て
よ
い
の
か
も
知
れ
な

しE

o 

そ
れ
か
ら
ど
ろ
り
と
溶
け
て
形
を
失
っ
た
。
煙
の
よ
う
な
霞
の
よ
う
な
暖
味
な
も
の
が
少
し
の
間
た
ち
こ
め
、
も
う
一
度
蛇
の

声
で
「
お
し
ま
い
で
す
ね
」
と
言
っ
て
か
ら
人
間
の
か
た
ち
が
現
れ
た
。

と
あ
る
。
忍
術
を
使
、
っ
か
の
よ
う
に
、
蛇
は
女
の
人
へ
と
変
身
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
読
ん
で
来
た
人
な
ら
、
な
ん
の
抵

抗
も
な
く
、
「
蛇
の
世
界
」
を
受
け
入
れ
て
し
ま
う
。
奇
妙
で
は
あ
る
が
、
無
駄
の
な
い
見
事
な
書
き
出
し
で
あ
る
。

夏
目
激
石
の
作
品
に
「
夢
十
夜
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
作
品
の
分
析
は
別
稿
に
譲
る
と
し
て
、
「
夢
十
夜
」
の
夢
を
通
し
て
、
激
石

の
人
生
観
が
象
徴
的
に
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
蛇
を
踏
む
」
も
、
激
石
の
「
夢
十
夜
」
と
同
様
に
、
作
者
の
人
生
観
が
よ
く
出
て
い

「蛇を踏むJ論

る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
っ
て
い
る
。

一
方
、
女
の
形
に
姿
を
変
え
た
「
蛇
」
は
、
「
わ
た
し
ヒ
ワ
子
ち
ゃ
ん
の
お
母
さ
ん
よ
」
と
何
度
も
言
う
。
ヒ
ワ
子
は
そ
ん
な
は
ず

は
な
い
と
思
い
つ
つ
も
、

急
に
心
配
に
な
っ
て
実
家
に
電
話
を
か
け
る
た
め
に
立
ち
上
が
っ
た
。
番
号
が
う
ま
く
思
い
出
せ
な
く
て
、
二
回
か
け
そ
こ
な
っ
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た
。
夢
の
中
で
電
話
を
か
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
似
て
い
た
。
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「
も
し
も
し
」
三
回
目
で
母
が
出
て
、
電
話
の
向
こ
う
で
「
あ
ら
ヒ
ワ
子
ち
ゃ
ん
」
な
ど
と
一
吉
う
。

と
あ
る
。
主
人
公
の
、
現
実
と
非
現
実
を
揺
れ
動
く
心
と
、
読
者
の
そ
れ
と
を
同
じ
く
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
何
が
起
こ
ろ
う
と
も
、

読
者
に
は
ど
ん
な
違
和
感
も
抱
か
せ
な
い
の
で
あ
る
。
振
幅
を
同
じ
く
し
な
が
ら
自
己
納
得
を
さ
せ
る
こ
の
よ
う
な
筋
の
運
び
は
、
大

変
綴
密
で
入
念
で
あ
る
。

言
葉
の
も
つ
重
層
性

ワ
ー
プ
ロ
や
パ
ソ
コ
ン
の
特
徴
と
し
て
、
入
力
時
に
お
け
る
変
換
機
能
が
あ
る
。
か
な
入
力
・
ロ
ー
マ
字
入
力
の
い
ず
れ
の
場
合
も
、

カ
タ
カ
ナ
に
漢
字
に
と
、
文
脈
に
合
う
よ
う
に
変
換
し
て
ゆ
く
。

ミ
ド
リ
公
園
、
カ
ナ
カ
ナ
堂
、

コ
ス
ガ
さ
ん
、
サ
ナ
ダ
さ
ん
、
ニ
シ
子
さ
ん
:
:
:
、
漢
字
を
当
て
て
も
よ
い
よ
う
な
名
称
を
カ
タ
カ

ナ
の
ま
ま
に
と
ど
め
る
こ
と
に
よ
り
、
読
者
に
様
々
な
想
像
を
め
ぐ
ら
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
言
葉
の
連
想
が
、
作
品
世
界
を
ふ

く
ら
ま
せ
て
行
く
。
蛇
、
ミ
ド
リ
、
サ
ナ
ダ
:
:
:
、
お
寺
・
死
・
カ
ナ
カ
ナ
堂
(
蝉
の
鳴
き
声
を
連
想
さ
せ
る
)
、

ニ
シ
子
(
西
方
浄

土
を
連
想
さ
せ
る
)
、
等
と
縁
語
的
に
世
界
は
広
が
っ
て
ゆ
く
。
音
ひ
と
つ
に
し
て
も
聞
く
人
に
よ
っ
て
重
層
性
を
帯
び
て
く
る
よ
う

に
描
写
し
て
い
る
。

「
威
銃
だ
ね
」
何
も
聞
か
な
い
う
ち
に
コ
ス
ガ
さ
ん
が
言
っ
た
。
「
サ
ナ
ダ
さ
ん
知
っ
て
い
る
か
ね
」
・

都
会
で
育
っ
た
コ
ス
ガ
さ
ん
は
そ
の
音
を
知
ら
ず
、
最
初
の
う
ち
は
ニ
シ
子
さ
ん
を
追
い
か
け
て
き
た
ニ
シ
子
さ
ん
の
夫
が
自

分
め
が
け
て
撃
つ
銃
の
音
に
思
え
て
な
ら
な
か
っ
た
と
、
笑
い
な
が
ら
話
し
た
。
庖
を
開
い
た
こ
ろ
に
は
ニ
シ
子
さ
ん
が
京
都
の



家
を
出
て
か
ら
三
年
以
上
も
た
つ
て
い
た
の
に
ね
。
そ
う
コ
ス
ガ
さ
ん
は
言
い
、
両
切
り
ピ

I
ス
に
火
を
つ
け
ず
に
し
ば
ら
く
く

わ
え
て
い
た
。

「
演
習
の
音
か
と
思
っ
て
い
ま
し
た
」
私
が
言
う
と
、

コ
ス
ガ
さ
ん
は
、
え
、
と
い
う
顔
を
し
た
。
「
自
衛
隊
の
」
重
ね
て
言

λ
ーし
r

」・・•••• 

と
あ
る
。
威
銃
と
は
、
「
田
ん
ぼ
に
来
る
鳥
や
獣
を
追
い
払
う
た
め
に
撃
つ
爆
音
だ
け
の
銃
」
な
の
だ
が
コ
ス
ガ
さ
ん
に
は

「
ニ
シ
子

さ
ん
を
追
い
か
け
て
き
た
ニ
シ
子
さ
ん
の
夫
が
自
分
め
が
け
て
撃
つ
銃
の
音
」
と
し
て
聞
こ
え
、
サ
ナ
ダ
さ
ん
に
は
「
自
衛
隊
の
演
習

の
音
」
と
し
て
聞
こ
え
た
の
で
あ
る
。
「
蛇
を
踏
む
」
と
い
う
作
品
で
は
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
、
ま
た
は
音
の
も
つ
重
層
性
を
う
ま
く

作
品
世
界
に
生
か
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「ピ

l
ス
」
と
い
う
言
葉
が
何
度
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
表
面
で
は
煙
草
の
銘
柄
で
あ
る
ピ

l
ス
な
の
で
は
あ
る
が
、
そ

の
使
用
さ
れ
て
い
る
箇
所
と
ピ

i
ス
と
の
関
係
を
み
る
と
、
単
な
る
煙
草
の
ピ

l
ス
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

-
コ
ス
ガ
さ
ん
は
驚
い
た
よ
う
に
「
あ
れ
つ
」
と
叫
ん
だ
。

「
そ
の
蛇
、
そ
れ
か
ら
ど
う
し
た
か
ね
」

両
切
り
の
ピ

1
ス
を
く
わ
え
な
が
ら
、

コ
ス
ガ
さ
ん
は
ゆ
っ
く
り
と
禿
げ
上
が
っ
た
頭
を
:
・
:

「
自
衛
隊
の
」
重
ね
て
言
う
と
、

コ
ス
ガ
さ
ん
は
ピ

l
ス
を
く
わ
え
た
ま
ま
口
を
「
あ
あ
」
の
か
た
ち
に
し
た
。
ピ

l
ス
は
コ

「蛇を踏むj論

ス
ガ
さ
ん
の
く
ち
び
る
に
貼
り
つ
い
た
ま
ま
く
ち
び
る
と
共
に
上
方
に
移
動
し
た
。

「
何
で
す
か
」
ニ
シ
子
さ
ん
が
聞
く
と
、

コ
ス
ガ
さ
ん
は
指
を
く
ち
び
る
に
当
て
て
「
し
っ
」
と
言
っ
た
。

「
あ
れ
」

「
あ
あ
、
あ
れ
」

47 



聞
か
な
い
ふ
り
を
し
て
伝
票
を
つ
け
な
が
ら
背
後
を
窺
っ
た
が
、
も
う
そ
れ
以
上
二
人
は
何
も
言
わ
な
か
っ
た
。
ピ

l
ス
の
匂

48 

い
が
し
て
、
コ
ス
ガ
さ
ん
の
た
め
息
が
聞
こ
え
た
。

-
コ
ス
ガ
さ
ん
が
流
さ
れ
て
い
く
私
に
向
か
っ
て
ウ
イ
ン
ク
し
な
が
ら
言
う
。
練
習
な
ん
か
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
練
習
し
て
い
る

聞
に
す
く
わ
れ
ち
ゃ
い
ま
す
。
そ
う
言
い
返
す
が
、

コ
ス
ガ
さ
ん
は
顔
を
て
の
ひ
ら
で
撫
で
上
げ
、
両
切
り
の
ピ

l
ス
を
く
わ

え
て
い
つ
も
の
よ
う
に
平
然
と
し
て
い
る
。

と
い
っ
た
四
箇
所
で
あ
る
。
「
ピ

l
ス
」
と
い
う
言
葉
は
、
心
の
安
定
を
乱
す
事
柄
、
ま
た
世
の
中
の
動
き
か
ら

か
戦
争
e

を
暗
示
す

る
箇
所
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
と
す
る
と
、
こ
の
言
葉
の
原
義
で
あ
る

か
平
和
u

と
い
う
意
味
が
、
も
う
一
つ
の
意
味
と
し
て
背
後
に

あ
り
、
煙
草
を
飲
む
コ
ス
ガ
さ
ん
の
姿
を
通
し
て
そ
の
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、

コ
ス
ガ
さ
ん
の
口
か
ら
出
て
来
る
「
だ
い
じ
だ
い
じ
い

i
だ
い
じ
な
も
の
は
あ
j
」
と
い
う
歌
は
、
作
品
の
テ
l
マ
と
か
か

わ
っ
て
象
徴
的
に
使
わ
れ
て
い
る
。

「
戦
争
の
練
習
ね
。
練
習
は
大
事
だ
よ
。
大
事
大
事
」

コ
ス
ガ
さ
ん
が
言
い
、
私
は
何
と
答
え
て
い
い
の
か
わ
か
ら
ず
に
少
し
首
を
横
に
振
っ
た
。
だ
い
じ
だ
い
じ
い
、
大
事
な
も
の

は
あ

i
、
貸
し
金
庫
i
、
コ
ス
ガ
さ
ん
が
小
さ
な
声
で
歌
い
だ
し
、

.. 

「
ど
う
し
て
も
駄
目
か
」

コ
ス
ガ
さ
ん
は
強
い
よ
う
な
言
葉
を
言
い
な
が
ら
、
ま
た
「
だ
い
じ
だ
い
じ
い

i
」
と
、
今
朝
と
同
じ
歌
を
鼻
の
先
で
歌
い
は

じ
め
た
。

-
コ
ス
ガ
さ
ん
の
歌
っ
て
い
る
歌
を
ど
こ
で
聞
い
た
の
か
思
い
出
し
た
。
駅
前
の
信
用
金
庫
が
地
区
祭
り
の
と
き
に
出
す
山
車
か

ら
流
れ
る
歌
だ
っ
た
。
ど
う
や
っ
て
作
詞
作
曲
し
た
の
か
、
演
奏
し
た
の
か
、
テ
!
プ
に
エ
ン
ド
レ
ス
で
吹
き
込
ま
れ
た
「
だ



い
じ
だ
い
じ
い

i
」
の
歌
は
、
山
車
が
練
り
歩
く
閉
じ
ゅ
う
流
れ
つ
づ
け
て
い
て
、
祭
り
の
日
も
休
ま
ず
庖
を
開
け
て
い
た
カ

ナ
カ
ナ
堂
の
奥
に
ぼ
ん
や
り
と
座
り
な
が
ら
、
「
だ
い
じ
だ
い
じ
い

i
」
が
頭
の
中
に
し
み
込
む
の
を
ど
う
に
か
阻
止
し
よ
う

と
し
た
覚
え
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
「
だ
い
じ
だ
い
じ
い
j
」
は
、
し
っ
か
り
と
し
み
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
た
。

-
カ
ナ
カ
ナ
堂
の
前
を
花
や
踊
り
子
を
ぎ
っ
し
り
詰
め
込
ん
だ
祭
り
の
山
車
が
に
ぎ
に
ぎ
し
く
ひ
か
れ
、
山
車
か
ら
は
信
用
金
庫

の
歌
が
大
音
声
で
流
れ
て
い
た
。
だ
い
じ
だ
い
じ
い

i
だ
い
じ
な
も
の
は
あ

i
、
そ
の
繰
り
返
し
が
円
環
の
よ
う
に
カ
ナ
カ
ナ

堂
を
取
り
巻
き
、

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
歌
に
関
し
て
も
四
箇
所
あ
る
。
冒
頭
部
分
・
中
間
部
分
二
箇
所
・
最
終
部
分
と
、
全
体
に
渡
っ
て
配
置
さ
れ
て

お
り
、
作
品
全
体
の
中
を
「
だ
い
じ
だ
い
じ
い

1
だ
い
じ
な
も
の
は
あ
j
」
の
歌
が
通
奏
低
音
と
な
っ
て
鳴
り
響
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
頭
の
中
に
し
み
込
む
の
を
ど
う
に
か
阻
止
し
よ
う
と
」
し
て
も
、
「
し
っ
か
り
し
み
込
ん
で
し
ま
」

っ
て
い
る
歌
な
の
で
あ
る
。
戦
争

に
と
っ
て
大
事
な
も
の
は
練
習
、
信
用
金
庫
に
と
っ
て
大
事
な
も
の
は
お
金
、
ヒ
ワ
子
さ
ん
に
と
っ
て
「
だ
い
じ
な
も
の
は
」
:
:
:
?

こ
の
作
品
を
通
読
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
読
者
に
と
っ
て
「
だ
い
じ
な
も
の
」
と
は
何
か
を
深
く
考
え
さ
せ
て
く
れ
る
。
と
こ

ろ
で
、
「
蛇
を
踏
む
」
こ
と
と
「
だ
い
じ
な
も
の
」
と
は
ど
の
よ
う
な
関
連
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
だ
い
じ
な
も
の
」
と
は

何
か
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
以
下
、
視
点
を
変
え
て
、
こ
の
作
品
の
分
析
・
考
察
を
進
め
て
行
こ
う
と
思
う
。

「蛇を踏むJ論

世

代

「
蛇
を
踏
む
」
の
中
に
は
、
五
つ
の
異
な
っ
た
世
代
の
人
た
ち
が
登
場
す
る
。

ヒ
ワ
子
の
曾
祖
父
の
世
代
、
願
信
寺
の
住
職
と
大
黒
さ
ん
の
世
代
、
カ
ナ
カ
ナ
堂
の
コ
ス
ガ
さ
ん
と
ニ
シ
子
さ
ん
の
世
代
、
ヒ
ワ
子
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さ
ん
の
世
代
、
そ
し
て
、
あ
る
寺
の
息
子
さ
ん
の
世
代
で
あ
る
。
こ
れ
ら
五
世
代
の
人
た
ち
の
他
人
と
の
関
わ
り
方
(
夫
婦
関
係
を
含

50 

め
て
)
、
世
間
と
の
関
わ
り
方
、
ま
た
「
蛇
」
の
付
き
方
に
着
目
し
て
、
作
品
を
検
討
し
て
み
た
い
。

ま
ず
、
ヒ
ワ
子
さ
ん
の
曾
祖
父
の
こ
と
で
あ
る
が
、

曾
祖
父
と
い
う
人
は
お
百
姓
で
、
五
反
の
田
ん
ぼ
と
茶
畑
を
持
っ
て
い
た
。
あ
る
日
出
奔
し
た
。
し
ば
ら
く
音
沙
汰
が
な
く
、

曾
祖
母
は
五
人
の
子
供
を
か
か
え
て
野
良
仕
事
を
一
人
で
こ
な
し
た
。
三
年
後
の
春
に
帰
り
、
曾
祖
母
と
の
聞
に
ど
ん
な
話
が
な

さ
れ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
結
局
何
事
も
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
元
の
さ
や
に
納
ま
っ
た
。

と
あ
る
。
曾
祖
父
は
、
明
治
時
代
の
男
尊
女
卑
的
な
家
父
長
制
の
厳
と
し
て
存
す
る
現
実
を
生
き
た
人
で
あ
る
。
「
明
治
時
代
は
か
く

父
権
が
強
く
女
は
出
て
い
っ
た
男
が
帰
っ
て
も
責
め
る
こ
と
す
ら
で
き
な
か
っ
た
ゆ
え
に
女
性
は
も
っ
と
自
我
に
目
覚
め
ね
ば
な
ら
ぬ

の
か
」
と
作
者
は
記
し
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
家
父
長
制
が
生
き
て
い
た
世
代
で
あ
る
。

次
の
願
信
寺
の
住
職
と
大
黒
さ
ん
の
世
代
で
あ
る
が
、
住
職
は
人
間
的
に
も
大
き
く
、
大
黒
さ
ん
の
す
べ
て
を
受
け
入
れ
て
い
る
と

言
っ
て
よ
い
。

蛇
の
女
房
は
い
い
。
世
話
女
房
だ
。
家
の
切
り
盛
り
は
う
ま
い
し
計
算
も
で
き
る
。
夜
の
こ
と
だ
っ
て
絶
品
だ
。
病
性
の
と
こ

ろ
も
な
い
し
だ
い
い
ち
無
口
だ
。

と
あ
る
。
「
蛇
の
女
房
」
と
突
然
出
て
く
る
の
で
、
少
し
驚
き
も
す
る
が
(
「
蛇
」
の
象
徴
性
と
女
性
へ
の
「
蛇
」
の
付
き
方
に
つ
い
て
は

後
述
す
る
と
し
て
)
、
お
互
い
の
良
さ
を
認
め
合
い
な
が
ら
の
、
夫
婦
仲
の
よ
い
夫
唱
婦
随
の
世
代
と
い
っ
て
よ
い
。
年
齢
的
に
は
八

十
歳
前
後
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。

コ
ス
ガ
さ
ん
夫
婦
の
世
代
と
な
る
と
、
ま
た
異
な
っ
た
様
相
を
呈
し
て
く
る
。

. 
ニ
シ
子
さ
ん
は
六
十
過
ぎ
だ
が
、
白
髪
も
少
な
く
八
歳
年
下
だ
と
い
う
コ
ス
ガ
さ
ん
よ
り
も
余
程
若
く
見
え
る
。
コ
ス
ガ
さ



ん
が
若
い
こ
ろ
修
業
に
と
入
っ
た
京
都
の
老
舗
の
数
珠
も
作
る
し
庖
も
切
り
回
す
し
、
そ
の
庖
の
若
旦
那
が
あ
ま
り
庖
に
寄
り

っ
か
ず
外
で
遊
ん
で
ば
か
り
い
る
の
に
朝
か
ら
晩
ま
で
休
む
間
も
な
く
切
り
盛
り
を
し
て
い
た
ニ
シ
子
さ
ん
に
コ
ス
ガ
さ
ん
が

横
恋
慕
し
て
、
結
局
数
年
後
修
業
を
終
え
た
コ
ス
ガ
さ
ん
が
ニ
シ
子
さ
ん
を
口
説
い
て
駆
け
落
ち
を
し
た
と
い
う
:
:
:
・
:

実
は
も
う
二
十
年
も
前
か
ら
う
ち
に
も
蛇
が
い
る
。
ニ
シ
子
に
つ
い
て
き
た
も
の
ら
し
く
て
、
ニ
シ
子
の
叔
母
、
だ
と
名
乗
る
。

サ
ナ
ダ
さ
ん
は
パ
ソ
コ
ン
使
え
る
か
ね
、
と
コ
ス
ガ
さ
ん
は
と
き
ど
き
言
う
が
、
在
庫
管
理
に
パ
ソ
コ
ン
を
使
う
ほ
ど
カ
ナ

カ
ナ
堂
は
大
き
な
取
り
引
き
を
し
て
い
な
い
か
ら
、
と
ニ
シ
子
さ
ん
が
答
え
る
と
、

コ
ス
ガ
さ
ん
が
す
ぐ
に
そ
う
だ
ね
え
と
言
つ

て
話
は
お
し
ま
い
に
な
る
。
し
か
し
ま
た
し
ば
ら
く
す
る
と
コ
ス
ガ
さ
ん
は
、
サ
ナ
ダ
さ
ん
パ
ソ
コ
ン
て
便
利
か
ね
と
言
い
だ

す
。
言
い
だ
す
が
、
そ
れ
き
り
だ
。

と
あ
る
。
駆
け
落
ち
結
婚
で
あ
り
、
世
間
の
目
を
は
ば
か
っ
て
、
「
辺
部
な
こ
の
土
地
で
ほ
そ
ぼ
そ
と
商
売
を
続
け
て
い
る
」
夫
婦
な

の
で
あ
る
。
世
間
に
対
し
て
厚
い
壁
を
つ
く
っ
て
い
る
。
ニ
シ
子
さ
ん
が
年
上
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
女
性
主
導
型
の
夫
婦
と
い
っ
て

よ
い
。
そ
の
ニ
シ
子
さ
ん
に
は
「
二
十
年
も
前
」
か
ら
「
蛇
」
が
付
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
駆
け
落
ち
の
時
期
と
機
を
一
に

し
て
い
る
。

パ
ソ
コ
ン
に
関
し
て
は
、
ニ
シ
子
さ
ん
は
否
定
的
で
あ
る
。
コ
ス
ガ
さ
ん
は
多
少
気
に
し
て
は
い
る
が
、
自
分
で
は
使
え
な
い
世
代

な
の
で
あ
る
。
そ
の
点
ヒ
ワ
子
さ
ん
は
、
理
系
出
身
で
も
あ
り
、
か
な
り
自
由
に
パ
ソ
コ
ン
を
使
う
世
代
で
あ
る
。

「蛇を踏むJ論

ヒ
ワ
子
さ
ん
に
つ
い
て
見
て
み
る
。

、
ド
リ
公
園
に
行
く
途
中
の
薮
で
、
蛇
を
踏
ん
で
し
ま
っ
た
。

ミ
ド
リ
公
園
を
突
っ
切
っ
て
丘
を
一
つ
越
え
横
町
を
幾
っ
か
過
ぎ
た
と
こ
ろ
に
私
の
勤
め
る
数
珠
屋
「
カ
ナ
カ
ナ
堂
」
が
あ

る
。
カ
ナ
カ
ナ
堂
に
勤
め
る
以
前
は
女
学
校
で
理
科
の
教
師
を
し
て
い
た
。
教
師
が
身
に
つ
か
ず
四
年
で
辞
め
て
、
そ
れ
か
ら
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失
業
保
険
で
食
い
つ
な
い
だ
後
カ
ナ
カ
ナ
堂
に
雇
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

52 

「
消
耗
し
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
」

教
師
に
対
し
て
生
徒
が
何
か
求
め
て
く
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
が
、
求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
き
で
、
求
め
ら
れ
な

い
こ
と
を
与
え
て
し
ま
う
こ
と
が
多
か
っ
た
。
与
え
て
か
ら
ほ
ん
と
う
に
そ
れ
を
自
分
が
与
え
た
い
の
か
不
明
に
な
っ
て
、
そ

れ
で
消
耗
し
た
。
与
え
る
と
い
う
気
分
も
嘘
く
さ
か
っ
た
。

と
あ
る
。
ヒ
ワ
子
さ
ん
は
、
教
師
生
活
に
疲
れ
、
消
耗
し
て
生
き
る
自
分
に
愛
想
を
つ
か
し
て
教
師
を
や
め
た
の
で
あ
る
。
三
十
歳
前

後
で
目
下
独
身
、
空
虚
な
毎
日
で
、
「
失
業
保
険
で
食
い
つ
な
い
だ
後
」
、
カ
ナ
カ
ナ
堂
に
勤
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に

勤
め
始
め
て
後
、
「
蛇
を
踏
む
」
の
で
あ
る
。
今
ま
で
、
「
蛇
を
踏
む
」
こ
と
は
な
か
っ
た
わ
け
で
、
カ
ナ
カ
ナ
堂
・
数
珠
・
寺
・
因
縁
:
:
:

死
へ
の
無
意
識
な
る
接
近
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、

ヒ
ワ
子
は
「
蛇
」
を
踏
ん
だ
と
言
っ
て
よ
い
。
ニ
シ
子
の
世
代
と
は
、
生
き
方
の
上

に
お
い
て
も
考
え
方
に
お
い
て
も
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
よ
り
も
若
世
代
と
し
て
、
あ
る
寺
の
息
子
が
い
る
。

寺
を
継
い
で
ほ
し
い
息
子
さ
ん
が
ア
ぷ
リ
カ
に
行
っ
て
し
ま
っ
て
困
っ
て
い
る
と
い
う
。
ア
メ
リ
カ
で
古
着
を
買
い
つ
け
て
き

て
日
本
で
売
り
さ
ば
く
。
古
着
な
ど
今
の
日
本
で
売
れ
る
の
か
と
聞
く
と
、
な
ん
で
も
稀
少
価
値
の
あ
る
ジ
ー
ン
ズ
で
、

一
本
数

十
万
で
売
れ
る
こ
と
も
あ
る
そ
う
だ
。

「
若
い
人
の
問
で
そ
う
い
う
の
が
は
や
っ
て
る
の
?
」
コ
ス
ガ
さ
ん
に
聞
か
れ
た
が
、
知
ら
な
い
の
で
「
き
あ
」
と
言
う
と
、

コ
ス
ガ
さ
ん
は
不
思
議
そ
う
な
顔
を
す
る
。
「
そ
う
い
え
ば
サ
ナ
ダ
さ
ん
は
こ
の
ご
ろ
の
若
い
人
と
違
う
服
着
て
る
ね
」

と
い
う
箇
所
で
あ
る
。
「
蛇
を
踏
む
」
世
代
ど
こ
ろ
か
、
蛇
を
蹴
散
ら
す
世
代
で
あ
る
。
少
し
で
も
珍
し
い
も
の
に
プ
レ
ミ
ア
を
付
け

た
り
、
少
し
で
も
珍
し
い
も
の
が
あ
る
と
異
常
な
ま
で
に
好
奇
心
を
か
き
た
て
る
。
ス
ニ
ー
カ
ー
現
象
、
タ
マ
ゴ
ッ
チ
、
サ
ザ
エ
ボ
ン
、



プ
リ
ク
ラ
等
:
:
:
ま
さ
に
何
を
で
も
商
品
化
し
、
そ
れ
に
異
常
な
情
熱
を
も
や
す
奇
妙
な
世
代
で
あ
る
。
ヒ
ワ
子
の
世
代
と
も
一
線
を

画
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
作
品
中
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
五
世
代
の
思
考
・
生
活
態
度
は
、
作
者
の
筆
使
い
?
に
よ
っ
て
明
確
に
区
分
さ
れ
て
い

る
。
世
代
の
特
徴
を
よ
く
把
え
た
人
物
描
写
だ
と
い
っ
て
よ
い
。

四

蛇
と
女
性

主
要
登
場
人
物
は
七
人
で
あ
る
が
、
「
蛇
」
と
深
く
関
係
が
あ
る
の
は
女
性
の
み
で
あ
る
。
し
か
も
、
蛇
の
付
き
方
は
世
代
に
よ
っ

て
違
う
。
そ
の
違
い
は
何
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
蛇
の
女
性
へ
の
付
き
方
は
、
こ
の
作
品
の
主
題
と
も
大
き
く
関
わ
っ

て
い
る
。

ま
ず
、
大
黒
さ
ん
と
蛇
と
の
関
係
で
あ
る
。

中
箪
笥
の
引
き
出
し
が
ず
っ
と
動
き
、
中
か
ら
た
く
さ
ん
の
蛇
が
這
い
出
た
。
大
黒
さ
ん
に
向
か
っ
て
ど
の
蛇
も
な
め
ら
か

に
這
っ
て
い
く
。
大
黒
さ
ん
は
い
ち
い
ち
蛇
を
掴
ん
で
は
ふ
と
こ
ろ
に
入
れ
た
。
生
暖
か
い
風
が
寺
の
ま
わ
り
を
吹
い
て
い
る
。

す
べ
て
の
蛇
を
ふ
と
こ
ろ
に
収
め
る
と
、
ま
ず
コ
ス
ガ
さ
ん
の
と
こ
ろ
ま
で
す
っ
す
っ
と
歩
い
て
い
っ
て
、

コ
ス
ガ
さ
ん
に
巻

「蛇を踏むJ論

き
つ
い
て
か
ら
コ
ス
ガ
さ
ん
の
額
を
ひ
と
祇
め
し
た
。
次
に
私
の
と
こ
ろ
に
来
て
同
じ
よ
う
に
し
た
。

と
あ
る
。
大
黒
さ
ん
は
「
蛇
女
房
」
と
言
わ
れ
る
だ
け
あ
っ
て
、
蛇
と
一
体
化
し
て
お
り
、
多
く
の
蛇
を
従
え
て
い
る
存
在
で
も
あ
る
。

「
蛇
女
房
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
蛇
姉
御
」
で
も
あ
る
。
蛇
と
の
距
離
は
全
く
な
く
、
蛇
の
世
界
に
ど
っ
ぷ
り
と
っ
か
り
、
多
く
の
蛇

を
従
え
て
い
る
。
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そ
れ
に
対
し
、
ニ
シ
子
さ
ん
と
蛇
と
の
聞
に
は
距
離
が
あ
る
。
も
と
も
と
ニ
シ
子
さ
ん
に
は
蛇
は
付
い
て
い
な
か
っ
た
。
蛇
が
来
た

54 

の
は
「
二
十
年
」
ほ
ど
前
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
は
ニ
シ
子
さ
ん
の
駆
け
落
ち
の
頃
と
機
を
一
に
し
て
い
る
。

ニ
シ
子
さ
ん
の
叔
母
だ
と
名
乗
る
。
最
初
は
邪
魔
だ
し
気
味
も
悪
い
し
ど
う
に
か
追
い
出
そ
う
と
し
た
が
、
追
い
出
せ
な
い
。

何
か
と
追
い
出
せ
な
い
め
ぐ
り
あ
わ
せ
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
急
に
親
戚
が
危
篤
に
な
っ
た
り
夫
婦
仲
が
し
っ
く
り
い
か
な

く
な
っ
た
り
怪
我
を
し
た
り
、

い
ざ
追
い
出
そ
う
と
す
る
態
勢
に
な
る
と
そ
ん
な
こ
と
が
つ
づ
け
ざ
ま
に
起
こ
っ
た
。
お
被
い

を
し
て
も
ら
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
被
う
方
も
特
に
悪
い
も
の
は
懇
い
て
い
な
い
な
ど
と
言
う
。
絞
っ
て
も
む
ろ
ん
消
え
な

い
。
そ
の
う
ち
い
る
こ
と
が
自
然
に
な
っ
て
、

い
て
も
い
な
く
て
も
気
に
な
ら
な
く
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
ご
ろ
蛇
が
死
に

際
に
近
く
な
っ
た
ら
し
く
、
人
間
の
姿
を
取
れ
な
く
な
っ
て
き
た
。

と
描
写
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
箇
所
だ
け
を
み
る
と
、
蛇
の
世
界
と
は
、
目
に
見
え
な
い
霊
界
で
あ
り
、
宗
教
の
世
界
・
主
義
・
思
想
の

世
界
の
よ
う
に
も
思
え
て
く
る
。
「
追
い
出
そ
う
」
と
す
る
と
災
い
が
ふ
り
か
か
っ
て
く
る
よ
う
に
な
り
、
厄
蔽
い
を
し
て
み
る
も
の

の
、
何
の
甲
斐
も
な
い
。
「
そ
の
う
ち
い
る
こ
と
が
自
然
」
に
な
り
、

い
つ
の
間
に
か
蛇
と
馴
染
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
ニ
シ
子
に
付
い
た
蛇
は
次
第
次
第
に
そ
の
力
を
失
い
、
死
に
近
づ
い
て
行
く
。
ニ
シ
子
は
、
「
蛇
に
な
り
た
か
っ
た
。
ど
う
し
て

あ
の
と
き
蛇
の
世
界
に
行
か
な
か
っ
た
の
か
し
ら
」
と
は
言
う
も
の
の
、

つ
い
に
蛇
は
つ
ぶ
れ
死
ん
で
し
ま
う
。
蛇
が
死
ぬ
と
同
時
に

病
の
床
に
臥
し
た
ニ
シ
子
さ
ん
に
つ
い
て
、

コ
ス
ガ
さ
ん
は
、
「
ニ
シ
子
さ
ん
は
死
ぬ
か
も
し
れ
な
い
な
あ
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
ニ
シ
子
さ
ん
は
い
か
が
で
す
か
」

コ
ー
ヒ
ー
を
す
す
り
な
が
ら
聞
く
と
、

コ
ス
ガ
さ
ん
は
目
を
し
ょ
ぼ
つ
か
せ
た
。

「
そ
れ
が
ね
、
思
っ
た
よ
り
も
回
復
が
早
い
よ
」

嬉
し
そ
う
な
口
調
な
の
に
、

コ
ス
ガ
さ
ん
の
色
は
ま
だ
薄
い
。
ニ
シ
子
さ
ん
は
這
う
よ
う
に
し
て
布
団
か
ら
出
て
、
赤
ん
坊
が
歩



く
こ
と
を
覚
え
る
よ
う
に
つ
か
ま
り
立
ち
か
ら
伝
え
歩
き
を
経
て
、
今
で
は
も
う
ゆ
っ
く
り
と
家
の
中
を
歩
き
ま
わ
っ
て
い
る
と

ぃ、っ。

と
あ
る
。
蛇
の
死
と
と
も
に
死
ぬ
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
て
い
た
ニ
シ
子
さ
ん
は
、
奇
跡
的
に
回
復
し
、
何
と
か
元
の
生
活
に
も
ど
っ

て
く
る
。
今
の
と
こ
ろ
蛇
は
い
な
く
て
も
無
事
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ニ
シ
子
さ
ん
の
心
奥
に
は
、
い
つ
ま
で
も
蛇
へ
の
思
い
は
残
つ

て
い
る
。「

ニ
シ
子
さ
ん
、
蛇
は
も
う
い
い
ん
で
す
か
」

コ
ー
ヒ
ー
を
入
れ
る
ニ
シ
子
さ
ん
に
向
か
っ
て
訊
ね
た
こ
と
が
あ
る
。
ニ
シ
子
さ
ん
は
し
ば
ら
く
考
え
て
か
ら
、

「
よ
く
な
い
わ
、
忘
れ
ら
れ
る
は
ず
が
な
い
で
し
ょ
う
」
と
答
え
た
。

「
そ
う
で
す
か
」

「
ま
た
蛇
が
来
た
ら
こ
ん
ど
こ
そ
あ
た
し
は
蛇
の
世
界
に
い
っ
ち
ゃ
う
か
も
し
れ
な
い
わ
よ
」

「
ほ
ん
と
で
す
か
」

「
そ
う
ね
え
、
来
る
の
は
違
う
蛇
だ
ろ
う
か
ら
そ
の
と
き
は
そ
の
と
き
か
も
し
れ
な
い
わ
ね
」

と
言
う
。
二
十
年
前
か
ら
ニ
シ
子
さ
ん
に
つ
い
て
い
た
蛇
が
死
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
、

一
応
の
決
着
は
つ
い
た
も
の
の
「
ま
た
蛇
が
来
た

ら
こ
ん
ど
こ
そ
あ
た
し
は
蛇
の
世
界
に
い
っ
ち
ゃ
う
か
も
し
れ
な
い
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
次
に
来
る
蛇
は
「
違
う
蛇
だ
ろ

「蛇を踏むj論

う
か
ら
」
と
も
い
う
。

大
黒
さ
ん
は
も
と
か
ら
蛇
が
付
い
て
お
り
、
蛇
と
一
心
同
体
で
あ
る
の
に
対
し
、
ニ
シ
子
さ
ん
の
蛇
は
コ
ス
ガ
さ
ん
と
駆
け
落
ち
し

た
と
き
付
い
た
蛇
で
あ
り
、
追
い
出
そ
う
と
す
る
が
結
局
追
い
出
す
こ
と
も
で
き
ず
、
ず
る
ず
る
と
同
居
し
て
き
た
蛇
な
の
で
あ
る
。

一
応
は
蛇
の
呪
縛
か
ら
解
き
放
た
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
蛇
が
死
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
、
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最
後
に
、
ヒ
ワ
子
へ
の
蛇
の
付
き
方
を
見
て
お
く
。
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「
蛇
を
踏
む
」
ま
で
、
蛇
は
ヒ
ワ
子
に
は
付
い
て
い
な
か
っ
た
。
「
女
学
校
の
理
科
の
教
師
」
を
や
め
、
数
珠
屋
「
カ
ナ
カ
ナ
堂
」

に
勤
め
る
よ
う
に
な
っ
て
初
め
て
「
蛇
を
踏
」
ん
だ
の
で
あ
る
。
「
踏
ま
れ
た
ら
お
し
ま
い
で
す
ね
」
と
蛇
は
言
い
、
女
性
に
変
身
し

て
、
ヒ
ワ
子
の
部
屋
に
住
み
着
く
こ
と
に
な
る

D

そ
し
て
、
し
き
り
に
「
わ
た
し
、
ヒ
ワ
子
ち
ゃ
ん
の
お
母
さ
ん
よ
」
と
い
い
張
る
の

で
あ
る
。
蛇
が
何
と
言
お
う
と
、
ヒ
ワ
子
自
身
そ
の
蛇
の
言
葉
を
信
じ
る
は
ず
は
な
い
。
し
か
し
、
蛇
が
あ
ま
り
に
も
確
信
を
も
っ
て

言
う
の
で
、
ヒ
ワ
子
自
身
、
「
急
に
心
配
に
な
っ
て
実
家
に
電
話
を
か
け
る
」
の
で
あ
る
。
案
の
定
、
母
は
故
郷
の
静
岡
に
健
在
で
あ

る
。
ヒ
ワ
子
は
自
己
納
得
し
な
が
ら
電
話
を
切
る
が
、
そ
の
問
、
「
女
は
電
話
を
か
け
る
私
を
見
も
し
な
い
で
ぱ
く
ぱ
く
と
食
べ
た
り

し
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
そ
し
て
巧
み
に
話
題
を
転
換
し
な
が
ら
、
ヒ
ワ
子
の
心
の
弱
み
に
立
ち
入
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、
少
し
で
も

蛇
に
都
合
が
悪
い
と
な
る
と
さ
っ
と
身
を
翻
し
て
、

「
も
う
寝
る
わ
」

突
然
女
が
言
っ
て
、
:
:
:
す
る
す
る
と
柱
に
か
ら
ま
り
な
が
ら
天
井
に
戻
っ
た
。
天
井
に
描
か
れ
た
蛇
の
よ
う
な
か
た
ち
に
な
っ

て
、
目
を
閉
じ
た
。

と
い
う
の
で
あ
る
。
手
の
平
を
返
す
か
の
よ
う
な
姿
態
で
あ
る
。
コ
ス
ガ
さ
ん
は
ヒ
ワ
子
さ
ん
か
ら
「
蛇
を
踏
」
ん
だ
話
を
聞
い
て
数

日
後
、
「
追
い
出
し
な
さ
い
。
来
た
ら
」
と
は
言
っ
た
も
の
の
、
既
に
ヒ
ワ
子
さ
ん
の
部
屋
に
蛇
が
来
て
い
る
こ
と
を
知
る
と
、

「
追
い
出
し
な
さ
い
よ
」

「
そ
う
で
す
か
」

「
で
き
れ
ば
さ
」

「
で
き
ま
す
か
」



コ
ス
ガ
さ
ん
は
答
え
ず
額
を
手
の
ひ
ら
で
撫
で
あ
げ
た
。
:
:
:
「
な
ん
ま
ん
だ
ぶ
な
ん
だ
ぶ
」
と
言
い
:
:
:
「
よ
く
わ
か
ん
な

い
け
ど
さ
、
し
ょ
わ
な
く
て
い
い
も
の
を
わ
ざ
わ
ざ
し
よ
う
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
」

と
注
告
す
る
。
コ
ス
ガ
さ
ん
の
言
葉
に
は
一
種
の
諦
念
的
な
響
き
が
あ
る
の
で
あ
る
。
ヒ
ワ
子
さ
ん
に
は
そ
の
言
葉
の
意
味
が
よ
く
理

解
で
き
な
い
。

ヒ
ワ
子
は
、
蛇
と
の
同
居
は
多
少
気
味
の
悪
い
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
「
つ
く
ね
団
子
が
お
い
し
そ
う
」

と
つ
い
手
を
出
し
た
り
、

「ピ

l
ル
を
飲
む
と
一
杯
だ
け
飲
ん
で
し
ま
」
っ
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
「
飲
ん
で
し
ま
う
と
お
か
ず
に
箸
が
の
び
、
も
う
一
杯
の
ピ

i

ル
を
つ
ぎ
・
:
」
と
な
っ
て
く
る
。
追
い
出
そ
う
と
し
て
い
た
蛇
な
の
で
あ
る
が
、

い
つ
の
間
に
か
「
蛇
の
考
え
が
真
ん
中
に
き
て
」
し

ま
う
。
ひ
と
り
暮
ら
し
の
ヒ
ワ
子
に
と
っ
て
、
何
か
と
便
利
で
慰
め
と
な
る
蛇
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
な
れ
ば
ま
す
ま
す
安
心
し
て
、

「
ヒ
ワ
子
ち
ゃ
ん
が
木
か
ら
落
ち
た
と
き
の
こ
と
」

木
か
ら
落
ち
た
覚
え
な
ど
な
か
っ
た
。
し
か
し
女
は
つ
づ
け
た
。

「
お
隣
の
ゲ
ン
ち
ゃ
ん
が
、
ヒ
ワ
子
ち
ゃ
ん
の
お
か
ー
さ
ん
、
ヒ
ワ
子
ち
ゃ
ん
が
落
ち
ち
ゃ
っ
た
よ

I
、
っ
て
叫
ん
だ
ん
で
あ
た

し
は
び
っ
く
り
し
て
腰
が
抜
け
そ
う
に
な
っ
た
」

と
、
ヒ
ワ
子
の
記
憶
に
な
い
よ
う
な
幼
少
の
出
来
事
を
あ
た
か
も
本
当
の
母
親
の
ご
と
く
自
信
を
も
っ
て
語
る
の
で
あ
る
。
本
当
の
母

親
で
な
い
と
す
る
と
、
こ
の
蛇
は
過
去
の
出
来
事
を
見
通
し
、
本
人
の
記
憶
に
な
い
こ
と
ま
で
も
言
い
当
て
る
心
霊
術
を
心
得
て
い
る

「蛇を踏むj論

と
い
っ
て
よ
い
。
今
日
の
世
の
中
に
も
、
霊
視
と
か
霊
能
と
か
称
し
て
、
本
人
も
知
ら
な
い
こ
と
を
言
い
当
て
る
人
た
ち
が
い
た
り
、

宗
教
が
あ
っ
た
り
す
る
が
、
本
人
の
記
憶
に
な
い
よ
う
な
事
柄
を
指
摘
す
る
蛇
の
言
葉
は
、
相
手
の
意
表
を
つ
き
、
巧
み
に
人
の
心
の

隙
間
に
奥
深
く
入
っ
て
行
く
魔
力
が
あ
る
。
疑
い
を
懐
か
せ
な
が
ら
も
信
用
さ
せ
て
行
く
巧
妙
な
手
口
で
あ
る
。
最
初
、
違
和
感
が
あ
っ

た
蛇
で
あ
る
が
、
「
共
に
暮
ら
し
初
め
て
み
る
と
な
じ
ん
で
し
ま
う
」
も
の
で
あ
る
。
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そ
し
て
、
「
女
は
頬
ず
り
を
し
な
が
ら
私
に
両
腕
を
巻
き
つ
け
」
、
な
が
ら
、

58 

「
ヒ
ワ
子
ち
ゃ
ん
、
蛇
の
世
界
は
あ
た
た
か
い
わ
よ
」

「
ヒ
ワ
子
ち
ゃ
ん
も
蛇
の
世
界
に
入
ら
な
い
?
」

と
、
「
蛇
の
世
界
」
に
誘
お
う
と
し
き
り
に
呼
び
か
け
て
く
る
。
そ
し
て
、
そ
の
呼
び
か
け
は
、

「
ヒ
ワ
子
ち
ゃ
ん
、

ヒ
ワ
子
ち
ゃ
ん
」
と
も
「
シ
ユ
ル
ル
ル
ル
ル
ウ
シ
ユ
ル
ル
ル
ル
ウ
ル
ウ
ル
ウ
」
と
も
聞
こ
え
る
音
が
鳴
り
つ

づ
い
て
い
る
。

風
が
強
い
晩
に
聞
こ
え
る
よ
う
な
不
思
議
な
音
だ
っ
た
。

と
し
き
り
に
誘
い
つ
づ
け
て
い
る
。
つ
い
に
は
、
「
あ
た
ま
の
中
が
蛇
で
満
た
さ
れ
、
蛇
の
イ
メ
ー
ジ
が
遠
心
的
に
体
の
各
部
へ
伝
わ
」

っ
て
く
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
「
蛇
に
な
ど
な
る
ま
い
と
念
じ
な
が
ら
、
蛇
の
用
意
し
た
も
の
を
余
さ
ず
丹
念
に
噛
ん
で
の
み
こ
」

ん
で
ゆ
く
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
心
理
学
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
プ
ラ
シ
l
ボ
効
果
」
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。

ヒ
ワ
子
ち
ゃ
ん
蛇
は
い
い
わ
よ
、
蛇
の
世
界
は
暖
か
い
わ
よ
。
声
が
世
界
中
の
窓
か
ら
降
り
注
ぎ
、
私
は
降
り
注
い
だ
も
の
で

び
し
ょ
濡
れ
に
な
る
。

一
方
で
、
ヒ
ワ
子
ち
ゃ

I
ん
、
ヒ
ワ
子
ち
ゃ

l
ん
、
:
:
:
蛇
に
な
ぞ
な
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
よ
、
ヒ
ワ
子
ち
ゃ
ん
は
ヒ
ワ
子
ち
ゃ

ん
な
ん
で
す
か
ら
ね
。

と
、
母
の
声
が
聞
こ
え
、
「
蛇
も
母
も
巨
大
化
し
な
が
ら
果
て
し
無
く
言
い
争
」
う
の
で
あ
る
。

ヒ
ワ
子
の
夢
の
よ
、
つ
な
場
面
で
あ
る
が
、
蛇
に
よ
っ
て
洗
脳
さ
れ
よ
う
と
す
る
ヒ
ワ
子
と
、
洗
脳
さ
れ
る
の
を
く
い
止
め
よ
う
と
す

る
内
な
る
母
の
声
と
の
葛
藤
の
始
ま
り
と
み
て
よ
い
か
と
思
う
。
こ
の
場
面
は
、
宗
教
・
思
想
等
に
お
け
る
洗
脳
と
い
う
方
法
に
酷
似

し
て
お
り
、
ま
さ
に
「
蛇
の
世
界
に
入
る
」
と
は
、
あ
る
宗
教
に
入
信
す
る
、
あ
る
思
想
団
体
に
加
盟
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。



蛇
は
あ
ま
り
に
も
し
つ
こ
く
ヒ
ワ
子
を
誘
う
。
そ
し
て
毎
晩
や
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

毎
晩
襲
い
く
る
蛇
の
気
配
で
睡
眠
不
足
が
は
な
は
だ
し
い
。
い
っ
そ
の
こ
と
蛇
の
元
に
下
ろ
う
か
と
思
う
こ
と
も
し
ば
し
ば
だ

が
、
私
の
奥
に
あ
る
固
い
も
の
が
ど
う
し
て
も
私
を
蛇
に
同
化
さ
せ
て
く
れ
な
い
で
い
る
。

と
あ
る
よ
う
に
、
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
な
ろ
う
か
と
思
う
く
ら
い
頻
り
に
や
っ
て
く
る
。
こ
こ
で
の
「
蛇
」
は
相
手
の
都
合
も
か
ま
わ
ず
折

伏
と
か
オ
グ
ル
に
訪
れ
る
人
た
ち
を
想
像
し
て
も
よ
い
と
思
う
。
し
か
し
、
「
私
の
奥
に
あ
る
固
い
も
の
」
が
、
そ
れ
を
最
後
ま
で
拒

む
の
で
あ
る
。
「
情
」
に
対
し
て
の
「
理
性
」
と
言
っ
た
ら
よ
い
の
か
も
知
れ
な
い
。

蛇
な
ん
か
も
と
も
と
興
味
は
な
か
っ
た
。
今
だ
っ
て
た
い
し
て
な
い
。
た
だ
向
こ
う
か
ら
や
っ
て
く
る
。
や
っ
て
来
て
は
蛇
の

世
界
に
来
い
来
い
と
誘
う
。
蛇
の
世
界
な
ぞ
に
は
行
き
た
く
な
い
。
い
く
ら
行
き
た
く
な
い
と
断
っ
て
も
、
蛇
は
後
か
ら
後
か
ら

や
っ
て
き
て
誘
う
。

の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
耳
を
貸
そ
う
と
し
な
い
ヒ
ワ
子
に
、
蛇
は
強
引
き
を
増
し
て
く
る
。
「
日
が
た
つ
に
つ
れ
て
せ
っ
つ
く
よ
う
な

も
の
」
と
な
り
、

一
方
で
、
「
せ
っ
つ
き
が
強
く
な
る
に
従
っ
て
か
た
ま
り
は
聞
く
大
き
く
」
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

宗
教
で
も
思
想
で
も
そ
の
世
界
に
入
る
タ
イ
ミ
ン
グ
が
重
要
で
あ
る
。
理
性
的
に
受
け
止
め
、
頑
な
に
拒
否
し
始
め
る
や
相
手
の
攻

撃
は
強
く
な
り
、
そ
の
世
界
に
入
る
ま
で
放
そ
う
と
は
し
な
く
な
る
。
「
ヒ
ワ
子
ち
ゃ
ん
。
も
う
待
て
な
い
」
と
い
う
女
(
蛇
)

葉
は
よ
く
そ
れ
を
表
し
て
い
る
。
「
女
が
攻
撃
し
、
私
が
受
け
る
」
の
で
あ
る
。
攻
撃
が
強
け
れ
ば
強
い
程
、

の
三
口

「蛇を踏むj論

分
の
心
の
中
に
は
、
そ
の
拒
否
反
応
が
強
く
な
る
。
と
同
時
に
、

一
端
拒
否
し
始
め
た
自

い
ま
ま
で
唆
昧
に
し
て
い
た
も
の
を
一
気
に
白
日
の
下
に
晒
し
た
く

も
な
る
の
で
あ
る
。
ヒ
ワ
子
は
思
い
切
っ
て
言
っ
て
し
ま
う
。

「
蛇
の
世
界
な
ん
て
な
い
の
よ
」
で
き
る
だ
け
は
っ
き
り
と
し
た
声
で
言
っ
た
。
遂
に
言
っ
た
と
思
っ
た
。
今
ま
で
不
明
に
し
て

き
た
こ
と
を
不
明
で
な
く
し
た
。
わ
か
ら
な
い
ふ
り
を
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
た
だ
し
何
百
年
も
争
っ
て
き
た
わ
り
に
は

59 



い
や
に
単
純
な
こ
と
で
は
あ
っ
た
。

ω 

と
あ
る
。
明
確
に
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
明
確
に
言
葉
で
言
う
こ
と
に
よ
り
、
「
蛇
の
世
界
」
を
全
否
定
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

全
否
定
す
る
も
の
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
。

「
ほ
ん
と
か
し
ら
」
女
が
笑
い
な
が
ら
言
っ
た
。

「
そ
ん
な
に
か
ん
た
ん
な
こ
と
か
し
ら
」
首
を
締
め
に
か
か
る
。

「
こ
ち
ら
に
来
れ
ば
わ
か
る
の
よ
。
来
な
い
で
何
を
言
う
の
」

「
行
く
も
行
か
な
い
も
、
そ
ん
な
世
界
は
な
い
ん
だ
か
ら
」

女
は
ぐ
い
ぐ
い
首
を
締
め
る
。
気
持
ち
い
い
ん
だ
か
苦
し
い
ん
だ
か
、
女
は
相
変
わ
ら
ず
へ
ん
な
顔
だ
。
そ
れ
な
ら
ば
と
思
つ

て
女
の
首
を
締
め
返
す
。
青
く
放
電
す
る
も
の
で
あ
た
り
は
目
も
開
け
て
い
ら
れ
ぬ
ほ
ど
明
る
く
輝
き
、

そ
の
中
で
私
と
女
は

互
い
に
同
じ
く
ら
い
の
力
で
首
を
締
め
あ
う
。
部
屋
は
す
ご
い
速
さ
で
流
さ
れ
て
い
く
。

と
い
う
の
が
最
後
の
場
面
で
あ
る
。
蛇
は
蛇
で
強
引
に
蛇
の
世
界
へ
連
れ
て
い
こ
う
と
し
、
ヒ
ワ
子
は
ヒ
ワ
子
で
、
蛇
の
世
界
そ
の
も

の
を
拒
否
す
る
。
両
者
の
葛
藤
が
こ
の
作
品
の
結
末
と
な
る
わ
け
だ
が
、
た
ま
た
ま
「
蛇
を
踏
む
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
葛

藤
の
世
界
へ
巻
き
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
の
ヒ
ワ
子
の
運
命
に
つ
い
て
は
描
写
さ
れ
て
い
な
い
。

宗
教
、
思
想
、
主
義
:
:
:
、
あ
る
と
思
え
ば
、
そ
こ
に
は
教
義
的
に
自
己
完
結
し
た
世
界
が
あ
り
、
そ
の
世
界
に
身
を
委
ね
て
し
ま

え
ば
安
楽
な
も
の
で
あ
る
。
自
己
完
結
し
て
い
る
が
故
に
全
幅
の
信
頼
が
お
け
る
し
、
そ
の
世
界
の
中
で
は
疑
問
の
余
地
は
な
い
。
し

か
し
「
そ
ん
な
世
界
・
な
ん
か
な
い
」
と
思
う
ヒ
ワ
子
の
よ
う
な
人
に
と
っ
て
は
、
本
当
に
な
い
の
で
あ
る
。
「
蛇
の
世
界
」
が
あ
る
方

が
幸
福
な
の
か
、
な
い
方
が
幸
福
な
の
か
。
蛇
と
ヒ
ワ
子
の
葛
藤
の
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
も
永
遠
の
課
題
な
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
と
も
か
く
、
「
蛇
を
踏
」
ん
だ
ヒ
ワ
子
は
、

一
旦
蛇
と
同
居
し
蛇
に
近
づ
き
な
が
ら
も
、
最
後
に
は
、
は
っ
き
り
と
蛇
を
否
定
す



る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
思
想
・
宗
教
・
主
義
等
に
近
づ
き
な
が
ら
も
、
最
終
的
に
は
、
そ
れ
を
一
種
の
幻
影
と
し
て
明
確

に
拒
否
し
て
い
く
態
度
に
酷
似
し
て
い
る
。

以
上
、
蛇
と
深
く
関
わ
り
の
あ
っ
た
女
性
三
人
を
詳
し
く
見
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
世
代
に
よ
っ
て
、
蛇
の
付
き
方
は
大
き
く
変

わ
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
即
ち
、
大
黒
さ
ん
の
世
代
は
、
蛇
そ
の
も
の
の
世
界
に
生
き
て
お
り
、
信
じ
疑
わ
ぬ
世
代
で
あ
る
。
ニ

シ
子
さ
ん
の
世
代
は
、
関
心
は
充
分
あ
り
な
が
ら
も
信
じ
切
れ
ず
、
か
と
い
っ
て
否
定
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
蛇
が
死
ぬ
ま
で
ず
る
ず

る
と
付
き
合
い
同
居
し
て
い
け
る
世
代
で
あ
る
。
ヒ
ワ
子
さ
ん
の
世
代
は
、
「
蛇
な
ん
か
に
も
と
も
と
興
味
は
な
く
」
、
は
じ
め
か
ら
信

じ
で
か
か
ろ
う
と
し
な
い
。
だ
か
ら
あ
ま
り
強
く
誘
わ
れ
る
と
拒
否
反
応
を
お
こ
し
、
明
確
に
「
蛇
の
世
界
な
ん
て
な
い
の
よ
」
断
言

で
き
る
世
代
で
あ
る
。

三
人
の
女
性
の
世
代
に
よ
る
蛇
と
の
関
わ
り
方
は
、
象
徴
的
・
典
型
的
で
あ
り
、
宗
教
・
思
想
・
主
義
等
と
人
と
の
関
わ
り
と
酷
似

し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
三
人
の
世
代
は
、

い
わ
ば
、
親
子
三
世
代
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
戦
前
・
戦
後
・
現
代
の
宗
教
・
思

想
、
「
国
家
」
と
「
個
人
」
と
の
関
わ
り
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

五

蛇
の
世
界

「蛇を踏むJ論

話
が
前
後
す
る
が
、
最
後
に
、
「
蛇
の
世
界
」
と
は
ど
の
よ
う
な
世
界
か
を
見
て
お
こ
う
と
思
う
。

ヒ
ワ
子
は
、
蛇
と
い
る
と
何
ら
か
の
安
ら
ぎ
を
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

最
初
か
ら
壁
を
隔
て
た
よ
う
な
遠
い
感
じ
が
蛇
に
は
な
か
っ
た
。
コ
ス
ガ
さ
ん
の
言
う
コ
ノ
ゴ
ロ
ノ
ワ
カ
イ
ヒ
ト
と
話
を
す
る

と
き
に
も
壁
は
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
私
が
教
師
を
し
て
い
た
時
の
生
徒
だ
と
か
同
僚
だ
と
か
、
そ
れ
を
い
う
な
ら
ば
母
に
も
弟
に
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も
、
薄
か
っ
た
り
厚
か
っ
た
り
す
る
が
壁
と
い
う
も
の
は
あ
っ
て
、
壁
が
あ
る
か
ら
話
が
で
き
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
っ
た
。

62 

蛇
と
私
の
間
に
は
壁
が
な
か
っ
た
。

と
あ
る
。
ま
た
、

蛇
と
い
え
ば
、
思
う
こ
と
が
少
し
あ
る
の
だ
。
人
と
肌
を
合
わ
せ
る
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
人
た
ち
と
肌
を
合
わ
せ
る
最

初
の
と
き
、
私
は
い
つ
も
目
を
つ
ぶ
れ
な
い
。

最
初
の
と
き
が
過
ぎ
て
何
回
か
そ
の
人
た
ち
と
肌
を
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
次
第
に
私
の
目
は
閉
じ
は
じ
め
、
固
か
っ
た
皮
膚
の

表
面
が
ゆ
る
り
と
流
れ
だ
し
、
そ
の
う
ち
に
知
ら
ず
知
ら
ず
と
形
が
変
わ
っ
て
く
る
。
:
:
:
そ
の
人
達
の
姿
は
い
つ
も
一
瞬
蛇
に

変
わ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
箇
所
を
見
る
と
、
男
女
の
世
界
を
も
想
起
さ
せ
ら
れ
る
。

現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
全
体
に
自
己
を
同
化
さ
せ
て
行
く
よ
り
も
、
個
と
個
の
聞
に
皮
膜
を
つ
く
り
、
自
分
を
守
る
と
同
時
に
、

他
人
と
関
わ
ら
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
う
ま
く
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
に
く
い
。
皮
膜
を
つ
く
れ
ば
、
周
囲
の
こ
と
を
考
え
る
必

要
も
な
く
他
人
を
立
て
る
必
要
も
な
い
。
他
人
は
傷
つ
け
て
も
自
分
が
傷
つ
か
な
い
よ
う
に
努
力
す
る
だ
け
で
あ
る
。
隣
人
は
も
ち
ろ

ん
、
友
人
に
対
し
て
も
親
に
対
し
て
も
、

一
つ
の
壁
を
隔
て
た
人
間
関
係
と
な
る
。

人
は
正
面
か
ら
自
分
を
見
つ
め
、
個
人
主
義
を
追
い
つ
め
て
行
く
と
孤
独
に
陥
る
。
そ
の
孤
独
の
究
極
は
絶
対
孤
独
で
あ
り
、
絶
対

孤
独
に
陥
っ
た
人
間
は
、
自
殺
す
る
か
精
神
的
狂
気
に
な
る
し
か
道
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
自
分
を
誤
魔
化
し
、
他
に
そ
の
代
償
を
求

め
て
行
け
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
で
孤
独
か
ら
免
れ
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
普
通
そ
こ
に
は
精
神
的
空
虚
さ
が
常
に
つ
き
ま
と
う
の

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
時
に
あ
っ
て
、
壁
を
と
り
払
っ
た
男
女
の
愛
欲
の
世
界
は
「
蛇
の
世
界
」
に
近
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
愛
欲
に

ふ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

一
時
的
に
で
は
あ
る
が
、
孤
独
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
蛇
は
し
き
り
に
、
「
蛇
の
世
界
は
あ



た
た
か
い
わ
よ
」
と
繰
り
返
す
が
、
そ
れ
は
擬
似
母
親
的
世
界
で
あ
り
、
そ
の
世
界
に
入
る
と
現
実
の
孤
独
を
忘
却
さ
せ
て
く
れ
る
の

で
あ
る
。
そ
の
世
界
に
入
り
切
れ
な
い
人
は
、
現
実
の
深
い
孤
独
と
正
面
か
ら
向
か
い
合
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。

「
蛇
の
世
界
は
あ
た
た
か
い
」
、
「
蛇
の
世
界
は
あ
た
た
か
い
」
:
:
:
そ
れ
は
現
代
に
生
き
る
孤
独
な
我
々
へ
の
呪
文
で
あ
り
、

コ
ス

ガ
さ
ん
の
唱
え
る
「
な
ん
ま
ん
だ
ぶ
な
ん
ま
ん
だ
ぶ
」
に
近
い
響
き
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
世
界
に
入
っ
て
し
ま
え
ば
、
孤
独
か
ら
開

放
さ
れ
、
仲
間
・
同
志
・
同
行
者
が
で
き
、
自
分
自
身
の
内
面
と
、
正
面
か
ら
向
か
い
合
わ
な
く
て
も
よ
く
な
る
の
で
あ
る
。

一
方
で

は
、
ま
さ
に
「
蛇
の
世
界
」
は
、
宗
教
・
思
想
・
主
義
等
の
絶
対
完
結
の
世
界
で
も
あ
る
。
そ
れ
に
自
己
の
身
を
ゆ
だ
ね
る
こ
と
は
、

自
分
の
孤
独
と
向
き
合
わ
な
く
て
も
よ
い
安
楽
な
世
界
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
蛇
の
世
界
」
を
、
宗
教
・
思
想
・
主
義
の
み
の
世
界
と
考
え
な
く
て
も
よ
い
。
現
代
に
生
き
る
我
々
の
身
近
に
あ
る
社

会
・
会
社
・
組
織
・
所
属
団
体
等
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
自
分
と
向
き
合
う
の
か
、
そ
れ
と
も
正
面
か
ら
自
分
と
向
き
合
う
こ

と
を
避
け
る
の
か
。
顕
著
な
も
の
と
し
て
は
オ
ウ
ム
真
理
教
的
な
も
の
も
念
頭
に
あ
ろ
う
が
、
現
代
に
生
き
る
若
者
は
、
こ
の
二
者
択

一
を
迫
ら
れ
て
い
る
。

大
黒
さ
ん
の
世
代
は
幸
せ
で
あ
る
。
す
べ
て
信
じ
ら
れ
る
世
代
で
あ
る
か
ら
。
ニ
シ
子
さ
ん
の
世
代
は
幸
せ
半
ば
不
幸
半
ぼ
で
あ
る
。

半
信
半
疑
の
世
代
、
リ
ス
ト
ラ
の
対
象
と
な
る
世
代
で
あ
る
か
ら
。
自
己
と
正
面
か
ら
向
か
い
合
い
、
は
っ
き
り
と
選
択
し
な
が
ら
生

「蛇を踏むj論

き
な
く
て
は
な
ら
な
い
ヒ
ワ
子
さ
ん
の
世
代
は
、
大
変
し
ん
ど
い
。
そ
れ
は
、
す
べ
て
が
信
じ
ら
れ
な
い
世
代
で
あ
る
か
ら
。

一
見
自
由
に
み
え
る
現
代
の
世
を
生
き
な
が
ら
、
「
蛇
を
踏
む
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
安
楽
に
生
き
る
か
、
自
分
の
孤
独
と
闘
っ
て
生

き
る
か
深
く
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。
価
値
観
が
多
様
化
し
た
今
日
の
時
代
に
あ
っ
て
は
、
「
蛇
を
踏
」
ん
だ
と
し
て
も
、
気
ぜ
わ
し
く
気
付

か
ず
通
っ
て
い
く
人
が
多
い
。
各
人
が
各
人
の
「
蛇
を
踏
む
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
蛇
の
世
界
」
と
は
何
か
、
「
だ
い
じ
だ
い
じ
い

1
だ

い
じ
な
も
の
は
あ

i
」
何
か
を
開
い
つ
づ
け
な
が
ら
生
き
て
行
か
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
れ
は
、
人
が
、
あ
る
時
、
死
と
い
う
も
の
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に
目
が
向
い
た
時
に
は
じ
め
て
の
見
え
て
く
る
も
の
な
の
か
も
知
れ
な
い
。

臼

そ
の
意
味
で
、
川
上
弘
美
「
蛇
を
踏
む
」
は
、
私
に
種
々
な
意
味
で
の
「
生
き
る
こ
と
と
は
何
」
か
を
、
ま
た
、
「
だ
い
じ
だ
い
じ
い

1
だ
い
じ
な
も
の
は
あ
j
」
何
か
、
を
深
く
考
え
さ
せ
て
く
れ
た
作
品
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。




