
用
に
な
る
が
、
感
じ
は
伝
わ
る
と
思
う
。

「
一
槌
に
打
破
す
精
霊
窟
、突
出
す
那
咤
（
な
た
）

の
鉄
面
皮
、
両
耳
聾
の
如
く
口
唖
の
如
し
、
等

閑
（
な
お
ざ
り
）
に
触
著
（
そ
く
じ
ゃ
く
）
す

れ
ば
火
星
飛
ぶ

精
霊
と
い
う
言
葉
を
禅
で
は
煩
悩
や
妄
想
の
塊

を
表
す
言
葉
と
し
て
用
い
ま
す
。
カ
ー
ン
と
い

う
早
朝
の
開
板
の
音
を
聞
い
た
と
き
、
煩
悩
や

妄
想
の
塊
が
打
破
さ
れ
、
迷
い
の
闇
が
一
瞬
の

う
ち
に
晴
れ
て
、
本
来
の
自
己
（
那
咤
の
鉄
面

皮
）
が
そ
の
ま
ま
そ
こ
に
姿
を
現
し
た
。
座
禅

を
し
て
何
も
聞
こ
え
な
い
、
何
も
話
せ
な
い
よ

う
だ
が
、
う
っ
か
り
私
に
手
を
触
れ
よ
う
も
の

な
ら
火
花
が
散
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
意
味
で

す
。
本
来
の
自
己
と
は
、
そ
の
く
ら
い
い
き
い

き
し
た
力
溢
れ
る
も
の
だ
と
祖
元
禅
師
は
伝
え

ら
れ
て
い
る
の
で
す
。」

　
祖
元
禅
師
は
足
掛
け
六
年
間
、
禅
堂
か
ら
一

歩
も
出
ず
に
座
禅
に
打
ち
込
ん
だ
そ
う
で
あ

る
。
つ
ま
り
六
年
間
必
死
で
「
無
為
の
訓
練
」

に
励
ん
だ
。
そ
し
て
あ
る
日
悟
っ
た
。
人
間
本

来
の
姿
を
現
し
た
。
た
だ
座
っ
て
何
も
し
て
い

な
い
よ
う
だ
が
、
も
し
触
っ
た
ら
火
花
が
散
る

く
ら
い
の
勢
い
が
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
描
写

を
読
ん
で
、
超
高
速
で
回
っ
て
い
る
独
楽
（
こ

ま
）
を
想
像
し
た
。
ま
る
で
静
止
し
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
が
、
下
手
に
触
れ
れ
ば
飛
ば
さ
れ

て
し
ま
う
く
ら
い
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
る
。
そ

う
い
え
ば
、
禅
定
に
入
っ
た
お
坊
さ
ん
の
脳
波

と
、
忘
我
の
状
態
で
何
か
に
打
ち
込
ん
で
い
る

人
の
そ
れ
と
は
酷
似
し
て
い
る
と
い
う
の
を
ど

こ
か
で
読
ん
だ
記
憶
が
あ
る
。
静
と
動
の
違
い

は
あ
れ
、
と
も
に
天
と
直
結
し
た
状
態
な
の
だ

ろ
う
。
無
為
の
訓
練
で
何
を
し
た
か
と
い
え
ば
、

自
分
に
纏
わ
り
つ
く
一
切
の
ゴ
ミ
、
つ
ま
り
思

い
込
み
、
偏
見
、
嫉
妬
、
憂
い
、
後
悔
、
怒
り
、

貪
り
、
そ
れ
ら
の
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
を
全
部
捨
て

去
っ
て
、
本
来
の
自
己
を
現
し
た
だ
け
な
の
だ
。

そ
れ
ほ
ど
本
来
の
自
己
と
は
凄
い
も
の
ら
し

い
。
先
の
気
功
の
先
生
の
箇
所
で
も
同
じ
表
現

が
あ
る
。「
自
分
の
心
の
能
力
を
本
来
の
状
態
で

使
え
ば
」
悩
み
は
即
座
に
解
決
す
る
と
。
私
は

か
つ
て
、
心
の
病
に
な
り
か
け
た
時
、
生
ま
れ

て
き
た
ば
か
り
の
末
娘
に
癒
さ
れ
た
。
こ
れ
も
、

無
為
の
力
の
現
れ
の
一
つ
か
も
し
れ
な
い
。
赤

ん
坊
は
何
も
せ
ず
た
だ
そ
こ
に
居
た
だ
け
だ
っ

た
の
だ
か
ら
。
汚
れ
の
な
い
、
無
垢
の
あ
る
が

ま
ま
の
自
己
と
は
我
々
が
想
像
す
る
以
上
に
と

ん
で
も
な
い
パ
ワ
ー
を
持
っ
て
い
る
の
か
も
し

れ
な
い
。
気
功
は
言
っ
て
み
れ
ば
、
ゴ
ミ
取
り

作
業
に
す
ぎ
な
い
。
な
る
べ
く
余
計
な
こ
と
は

し
な
い
、
と
言
う
よ
り
も
む
し
ろ
徹
底
的
に
何

も
し
な
い
こ
と
で
、
心
の
ゴ
ミ
掃
除
を
し
、
本

来
の
あ
る
べ
き
姿
に
戻
す
の
だ
。
そ
し
て
本
来

の
自
己
に
は
不
可
能
は
無
い
、
と
老
子
先
生
は

仰
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 

無
為
の
パ
ワ
ー

　

　
　
　
　
　

　
昔
か
ら
気
に
な
る
言
葉
と
い
う
の
が
い
く
つ

か
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
が
老
子
の
「
無
為

而
無
不
為
」
で
あ
る
。
老
子
一
流
の
逆
説
で
、

分
か
ら
な
い
な
り
に
も
気
に
入
っ
て
折
に
触
れ

思
い
出
す
こ
と
が
あ
る
の
だ
が
、
最
近
に
な
っ

て
新
し
い
も
の
が
見
え
て
き
た
。
完
全
に
分
か

っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
、
そ
の
入
り
口
に

差
し
掛
か
っ
た
と
い
う
自
覚
が
あ
る
。
自
分
に

と
っ
て
は
ま
こ
と
に
喜
ば
し
い
こ
と
で
、
そ
の

経
緯
に
つ
い
て
書
い
て
み
た
い
。

　
こ
れ
は
、「
為
（
な
）
す
無
く
し
て
、
為
さ
ざ

る
無
し
」
と
も
「
無
為
（
む
い
）
に
し
て
、
為

さ
ざ
る
無
し
」
と
も
読
む
。
一
見
、「
何
も
し
な

い
者
は
何
で
も
出
来
る
」
と
い
う
よ
う
な
意
味

合
い
に
取
れ
る
。
む
ろ
ん
、
老
子
は
た
だ
単
に

奇
を
衒
っ
て
こ
ん
な
言
葉
を
残
し
た
わ
け
で
は

な
い
。
こ
の
章
（
第
四
十
八
章
）
は
こ
ん
な
ふ

う
に
し
て
始
ま
る
。「
学
を
為
す
は
日
に
益
す
。

道
を
為
す
は
日
に
損
ず
。
之
を
損
じ
て
又
損
じ
、

以
て
為
す
無
き
に
至
る
。」
こ
の
次
に
来
る
の

が
冒
頭
の
文
で
あ
る
。「
学
問
を
す
る
と
、
日

ご
と
に
（
学
ん
だ
こ
と
が
）
増
し
て
ゆ
く
。『
道
』

を
行
う
と
、
日
ご
と
に
（
す
る
こ
と
が
）
減
っ

て
ゆ
く
。
減
ら
し
た
上
に
又
減
ら
し
て
い
っ
て
、

最
期
に
無
為
（
何
も
し
な
い
こ
と
）
に
行
き
着

く
。
こ
の
何
も
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、

す
べ
の
こ
と
が
な
さ
れ
る
の
だ
。」（
小
川
環
樹

訳
）「
何
の
こ
っ
ち
ゃ
」
と
い
う
の
が
だ
い
た
い

の
人
の
反
応
だ
と
思
う
。
老
子
は
明
ら
か
に
学

問
を
信
用
し
て
い
な
か
っ
た
。「
学
を
絶
た
ば

憂
い
無
か
ら
ん
」
と
も
言
っ
て
い
る
。
こ
の
部

分
は
余
計
な
こ
と
、
あ
る
い
は
作
為
的
な
こ
と

を
せ
ず
自
然
に
任
せ
る
の
が
一
番
い
い
の
だ
と

言
う
ふ
う
に
解
釈
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
言
い

換
え
れ
ば
、
無
為
自
然
に
勝
る
も
の
は
な
い
と

い
う
こ
と
だ
。
小
賢
し
い
計
ら
い
は
捨
て
よ
と
。

し
か
し
、
気
功
を
し
だ
し
て
か
ら
少
し
見
方
が

変
わ
っ
た
。
気
功
と
道
教
は
根
っ
こ
は
同
じ
だ

か
ら
あ
る
意
味
老
子
は
気
功
の
開
祖
と
言
っ
て

も
よ
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
気
功
を
す
る
者
に

と
っ
て
は
、
こ
の
「
老
子
」（
道
徳
経
）
を
気

功
の
最
も
古
い
テ
キ
ス
ト
と
し
て
読
ん
で
み
る

の
も
一
興
で
あ
る
。
確
か
に
そ
ん
な
ふ
う
に
読

む
と
新
し
い
発
見
が
あ
る
。

　
日
本
に
帰
っ
て
参
加
し
た
気
功
セ
ミ
ナ
ー
の

先
生
が
、
参
加
者
に
向
け
て
メ
ー
ル
を
送
っ
て

く
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
中
に
こ
ん
な
こ
と
が
書

い
て
あ
っ
た
。

「
普
通
の
人
は
起
き
て
い
る
事
と
眠
る
事
し
か

知
ら
な
い
。
気
功
は
起
き
て
い
る
世
界
と
、
眠

っ
て
い
る
世
界
と
の
間
の
、
も
う
一
つ
の
別
の

世
界
を
体
験
す
る
こ
と
。
目
を
閉
じ
て
、
眠
り

込
ま
ず
に
、
ど
こ
ま
で
も
意
識
を
明
晰
に
ハ
ッ

キ
リ
と
さ
せ
て
行
く
。
そ
う
し
た
ら
、
初
め

て
人
は
心
が
穏
や
か
な
静
か
な
世
界
を
自
分

で
見
る
事
が
で
き
、
心
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き

る
。
自
分
の
心
の
能
力
を
本
来
の
状
態
で
使
え

ば
、
怒
り
や
悲
し
み
な
ど
の
感
情
か
ら
即
座
に

脱
出
で
き
ま
す
。
劉
天
君
先
生
は
、
気
功
と
は

何
も
し
な
い
訓
練
だ
と
教
え
て
く
れ
た
。
座
っ

て
、
動
か
ず
に
、
眠
ら
ず
に
、
ど
こ
ま
で
も
意

識
を
明
晰
に
し
て
い
く
こ
と
が
、
気
功
の
極
意

で
す
。」

　
こ
れ
を
読
ん
だ
と
き
の
興
奮
は
ち
ょ
っ
と
し

た
も
の
で
、
心
臓
が
ド
キ
ド
キ
し
た
の
を
覚
え

て
い
る
。「
気
功
と
は
何
も
し
な
い
訓
練
」
と

は
ま
さ
し
く
「
無
為
の
訓
練
」
と
い
う
こ
と
で

は
な
い
の
か
。

　
で
は
一
体
「
無
為
」
と
は
何
な
の
か
。「
人

生
を
無
為
に
送
る
」
と
い
う
場
合
は
た
い
て
い

ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
意
味
で
使
う
。
何
も
せ
ず
ダ
ラ

ダ
ラ
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
意
味
合
い
が
一

般
的
だ
。
こ
こ
は
も
う
少
し
掘
り
下
げ
て
考
え

る
必
要
が
あ
る
。
何
も
し
な
い
と
は
ど
う
い
う

こ
と
か
。
カ
ウ
チ
に
寝
そ
べ
っ
て
、
ポ
ッ
プ
コ

ー
ン
を
食
べ
な
が
ら
テ
レ
ビ
を
見
る
、
な
ん
て

い
う
の
は
既
に
何
か
を
し
て
い
る
。
テ
レ
ビ
も

見
ず
に
ボ
ー
っ
と
し
て
い
る
よ
う
な
状
態
で
さ

え
、
頭
の
中
で
は
過
去
の
出
来
事
を
繰
り
返
し

て
い
た
り
、
先
の
こ
と
を
心
配
し
た
り
、
妄
想

に
耽
っ
て
い
た
り
す
る
。
確
か
に
生
産
的
な
こ

と
は
し
て
い
な
い
。
生
産
的
な
こ
と
を
し
な
い

の
が
無
為
か
。
い
わ
ゆ
る
自
堕
落
が
無
為
な
の

か
。
そ
う
で
は
な
い
。
無
為
は
徹
底
し
て
何
も

し
な
い
こ
と
だ
。
眠
り
も
し
な
い
。
考
え
も
し

な
い
。
妄
想
も
し
な
い
。
た
だ
座
る
の
み
。
道

元
の
言
う
「
只
管
打
坐
」
そ
の
も
の
だ
。
禅
僧

は
皆
「
無
為
の
訓
練
」
を
し
て
い
る
わ
け
で
あ

る
。
禅
が
急
に
身
近
な
も
の
に
な
っ
た
気
が
す

る
。
そ
ん
な
こ
と
ど
も
を
考
え
て
い
た
ら
、
こ

の
考
え
が
確
信
に
変
わ
る
よ
う
な
記
事
に
出
く

わ
し
た
。

　
鎌
倉
の
名
刹
、
円
覚
寺
を
開
山
し
た
無
学
祖

元
と
い
う
南
宋
の
禅
僧
に
つ
い
て
、
現
管
長
の

横
田
南
嶺
氏
が
書
い
て
い
る
。
祖
元
禅
師
の
若

い
頃
の
修
業
に
つ
い
て
、
そ
し
て
悟
り
を
開
い

た
瞬
間
の
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
少
し
長
い
引
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