
一

﹃
葉
隠
﹄
の
本
質
を
ど
う
捉
え
、
ど
う
批
判
す
る
か 

―
﹃
葉
隠
﹄
の
歴
史
的
倫
理
的
評
価
に
つ
い
て
︵
そ
の
二
︶
―

町
期
後
半
お
よ
び
戦
国
時
代
の
武
士
思
想
が
注
目
さ
れ
、
ま
ず
そ
れ
ら
の
本
質
的

特
徴
が
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
和
辻
の
﹃
葉
隠
﹄
評
価

を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
評
価
す
る
わ
れ
わ
れ
自
身
が
、
歴
史
的
な
視
点

を
重
視
し
た
分
析
的
態
度
を
と
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

（
一
・
一
）『
葉
隠
』
武
士
道
の
源
泉
と
し
て
の
「
坂
東
武
者
の
習
い
」

　
武
士
階
級
が
日
本
の
歴
史
に
お
い
て
登
場
し
た
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か

け
て
、﹁
武
士
道
﹂
な
る
言
葉
は
い
ま
だ
成
立
し
て
い
な
か
�
た
。
多
く
の
歴
史

家
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
に
類
す
る
も
の
と
し
て
は
、
当
時
﹁
武
者
の
習
い
﹂

﹁
兵
︵
つ
わ
も
の
︶ 

の
道
﹂
な
ど
の
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
和
辻
哲
郎
は
、﹃
保

元
物
語
﹄
や
﹃
平
家
物
語
﹄﹃
源
平
盛
衰
記
﹄
な
ど
の
書
物
に
即
し
て
、
東
国
武

士
た
ち
の
直
情
的
な
主
従
道
徳
や
人
生
観
で
あ
る
﹁
坂
東
武
者
の
習
い
﹂
に
注
目

し
、
そ
の
純
粋
性
を
高
く
評
価
し
た
。

　
坂
東
武
者
の
習
い
に
は
ど
ん
な
特
徴
が
あ
�
た
か
。

　
そ
れ
は
、
ま
ず
な
に
よ
り
、
自
分
が
仕
え
る
直
接
の
主
君
へ
の
私
心
な
き
献
身

で
あ
�
た
。
郎
党
で
あ
る
武
士
は
、
領
主
に
対
す
る
絶
対
的
忠
誠
を
第
一
義
と
し
、

そ
の
上
位
の
将
軍
に
対
す
る
忠
誠
は
二
義
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
。
そ
し
て
ま
た
、

お
の
が
命
を
賭
す
る
戦
闘
や
人
生
の
危
機
状
況
に
あ
�
て
は
、
主
君
へ
の
献
身
を

優
先
す
る
こ
と
に
よ
�
て
、
家
族
へ
の
情
を
放
棄
し
犠
牲
に
す
る
こ
と
も
厭
わ
な

か
�
た
。
す
な
わ
ち
、
坂
東
武
者
の
習
い
は
、
往
々
に
し
て
国
家
を
後
回
し
に
し
、

家
族
を
軽
ん
じ
た
の
で
あ
る
。
和
辻
は
、
こ
の
﹁
国
家
な
し
、
家
族
な
し
﹂
の
基

本
的
態
度
の
う
ち
に
、
東
国
武
士
の
主
従
道
徳
と
自
己
犠
牲
的
価
値
観
の
比
類
な

き
強
固
さ
を
見
て
い
る
。1

　
さ
ら
に
、
和
辻
は
、
そ
の
献
身
の
道
徳
の
中
核
に
﹁
利
己
主
義
の
克
服
﹂
や
﹁
無

我
の
実
現
﹂
を
捉
え
た
。
そ
れ
ら
こ
そ
、
平
安
朝
時
代
に
利
己
的
享
楽
主
義
の
生

1
　
和
辻
哲
郎
﹃
日
本
倫
理
思
想
史
︵
上
︶﹄﹃
和
辻
哲
郎
全
集 
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十
二
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波
書
店
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二
四
三
│
二
四
六
頁
を
参
照
。
　

『
葉
隠
』
の
本
質
を
ど
う
捉
え
、
ど
う
批
判
す
る
か

─
『
葉
隠
』
の
歴
史
的
倫
理
的
評
価
に
つ
い
て
（
そ
の
二
）
─

種
　
村
　
完
　
司

キ
ー
ワ
ー
ド
　
　
献
身
道
徳
、
坂
東
武
者
の
習
い
、
戦
国
武
士
の
武
道
、
葉
隠
武

士
道
の
諸
矛
盾
、
主
従
関
係
の
絶
対
化
と
﹁
個
﹂
と
し
て
の
武

士
、
武
士
道
と
の
﹁
対
決
﹂

三
　
分
析
的
共
感
的
評
価
の
論
者
た
ち

（
一
）『
葉
隠
』
に
「
献
身
道
徳
」
の
理
想
型
を
見
る
説
（
和
辻
哲
郎
）

　
第
二
次
世
界
大
戦
の
以
前
と
戦
時
中
、
さ
ら
に
大
戦
後
、
日
本
の
倫
理
学
お
よ

び
倫
理
思
想
の
分
野
で
指
導
的
役
割
を
は
た
し
つ
づ
け
た
和
辻
哲
郎
は
、﹃
葉
隠
﹄

を
ど
う
捉
え
、
ど
う
評
価
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
彼
の
主
著
で
あ
る
﹃
日
本
倫
理
思

想
史
﹄
の
中
で
、
そ
の
論
述
や
評
価
を
た
ど
�
て
み
る
と
、
必
ず
し
も
﹃
葉
隠
﹄

に
多
く
の
ペ
�
ジ
を
さ
い
て
詳
細
な
検
討
を
加
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か

し
、﹃
葉
隠
﹄
の
中
心
的
な
思
想
を
﹁
主
君
へ
の
献
身
﹂
と
規
定
し
、
そ
こ
に
流

れ
る
無
上
の
﹁
献
身
道
徳
﹂
に
こ
の
書
の
真
髄
を
見
出
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
る
。

　
﹃
葉
隠
﹄
を
含
む
武
士
道
一
般
に
関
す
る
和
辻
の
論
述
の
著
し
い
特
色
と
し
て

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
倫
理
思
想
や
政
治
・
文
化
の
歴
史
に
対
す
る
彼
の

鋭
い
分
析
的
な
眼
ざ
し
を
反
映
し
て
、
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
・
室
町
の
時
代
、
さ

ら
に
は
江
戸
期
へ
と
つ
づ
く
武
士
の
生
活
と
思
想
の
推
移
が
歴
史
的
に
把
握
さ
れ

表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
�
て
﹃
葉
隠
﹄
武
士
道
の
理
解
に
さ
い

し
て
も
、
こ
の
書
物
だ
け
が
検
討
対
象
に
な
�
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
に
よ

り
﹃
葉
隠
﹄
の
中
に
流
れ
込
ん
で
い
る
中
世
か
ら
近
世
ま
で
の
武
士
思
想
や
、
室
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し
て
の
献
身
が
、
鎌
倉
武
士
の
真
相
で
あ
�
た
こ
と
を
力
説
す
る
の
で
あ
る
。4

 

（
一
・
二
）「
御
恩
と
奉
公
」
関
係
の
理
念
と
現
実

　
前
期
武
家
社
会
に
お
い
て
、
御
恩
と
奉
公
で
結
ば
れ
た
主
従
関
係
を
ど
う
み
る

べ
き
か
、
に
つ
い
て
は
歴
史
家
や
思
想
史
家
の
間
で
い
ろ
い
ろ
な
見
解
が
あ
る
。

和
辻
哲
郎
は
、
武
者
の
習
い
が
示
す
主
従
道
徳
の
う
ち
に
﹁
手
段
と
し
て
の
献
身
﹂

﹁
名
利
の
追
求
を
含
ん
だ
奉
公
﹂
が
存
在
す
る
、
と
い
う
解
釈
を
つ
よ
く
拒
否
し
た
。

だ
が
、
基
本
的
に
私
利
・
私
欲
を
否
定
す
る
主
君
へ
の
献
身
だ
け
に
価
値
を
お
く

彼
の
歴
史
解
釈
は
、
あ
ま
り
に
歴
史
上
の
諸
事
実
か
ら
乖
離
し
て
い
る
と
い
う
べ

き
だ
ろ
う
。

　
和
辻
の
献
身
道
徳
の
美
化
論
に
対
し
、
一
貫
し
て
強
い
批
判
的
意
識
を
も
�
て

い
た
家
永
三
郎
が
次
の
よ
う
に
結
論
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

　
﹁
学
者
往
々
に
し
て
主
従
道
徳
を
主
君
に
対
す
る
無
条
件
の
献
身
と
解
し
﹁
献

身
の
道
徳
﹂
と
呼
ん
だ
り
、
或
は
﹁
一
方
的
な
忠
誠
観
念
﹂
で
﹁
強
制
的
﹂
に
結

ば
れ
た
農
奴
関
係
の
反
映
と
規
定
し
た
り
す
る
の
を
見
る
が
、
少
な
く
と
も
思
想

の
上
で
は
主
従
両
方
が
双
務
的
義
務
を
負
う
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
明
白
で

あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
ど
う
し
て
家
臣
側
か
ら
主
君
に
向
�
て
遠
慮
な
く
恩

賞
の
請
求
が
な
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。﹂ 5

と
。

　
家
永
は
、
主
従
間
で
は
御
恩
と
奉
公
と
の
双
務
的
関
係
が
基
本
で
あ
�
た
こ
と

を
、
さ
ま
ざ
ま
な
武
家
文
書
か
ら
解
き
明
か
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
家
臣
が
奉

公
を
提
供
し
な
け
れ
ば
、
主
君
の
側
か
ら
厳
し
い
制
裁
が
科
さ
れ
た
一
方
、
主
君

が
し
か
る
べ
き
恩
顧
を
与
え
な
い
場
合
、
家
臣
は
強
固
に
遠
慮
な
く
恩
賞
を
求
め

つ
づ
け
た
の
で
あ
り
、
そ
の
実
例
と
し
て
数
多
く
の
軍
忠
状
や
申
し
文
が
上
申
さ

れ
た
こ
と
、
そ
れ
ら
が
日
本
各
地
で
歴
史
的
文
書
と
し
て
残
さ
れ
た
こ
と
を
示
し

4
　
同
右
　
二
五
一
│
二
五
四
頁
を
参
照
。

5
　
家
永
三
郎
﹃
日
本
道
徳
思
想
史
﹄︵
岩
波
書
店
︶
九
三
頁

活
に
染
ま
�
て
い
た
貴
族
階
級
と
比
べ
て
、
新
時
代
の
武
士
階
級
の
み
が
作
り
出

す
こ
と
の
で
き
た
価
値
観
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
自
ら
の
生
命
や
家
族
的
愛
情

に
価
値
を
お
い
た
貴
族
の
生
活
実
践
に
反
し
て
、
武
士
は
、
そ
れ
ら
へ
の
執
着
を

断
ち
切
る
こ
と
に
お
い
て
、
か
え
�
て
主
君
へ
の
献
身
の
も
つ
絶
対
的
な
価
値
を

浮
か
び
上
が
ら
せ
た
の
で
あ
る
。
享
楽
を
欲
す
る
自
我
の
没
却
を
つ
う
じ
て
、
武

士
は
最
も
深
い
生
の
意
義
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
が
和
辻
の
主
張
で
あ

る
。2

　
は
な
は
だ
理
想
化
さ
れ
た
前
期
武
家
思
想
の
把
握
で
あ
り
評
価
で
あ
る
が
、
坂

東
武
者
の
習
い
が
示
し
て
い
る
献
身
道
徳
の
一
面
は
、
た
し
か
に
明
快
に
捉
え
ら

れ
て
は
い
る
。

　
し
か
し
、
無
我
の
実
現
を
武
者
の
習
い
の
本
質
と
み
る
和
辻
の
議
論
は
、
さ
ら

に
歩
を
進
め
て
、
い
や
当
然
の
進
行
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
が
、
主
君
と
家
人
と
の

間
の
主
従
道
徳
を
﹁
恩
賞
と
献
身
と
の
取
引
﹂
だ
と
す
る
解
釈
を
き
び
し
く
斥
け

る
方
向
に
む
か
�
た
。
こ
の
﹁
取
引
﹂
論
は
、
武
士
は
生
活
・
生
存
の
た
め
に
領

地
と
い
う
恩
賞
を
求
め
、
恩
賞
の
獲
得
の
た
め
に
身
を
さ
さ
げ
て
戦
闘
に
従
事
す

る
、
つ
ま
り
﹁
利
﹂
の
た
め
に
主
君
に
献
身
す
る
、
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
だ
が
、

和
辻
に
言
わ
せ
れ
ば
、
こ
れ
は
坂
東
武
者
が
と
�
た
態
度
を
説
明
で
き
な
い
、
す

な
わ
ち
、
領
地
に
よ
�
て
支
え
ら
れ
る
生
命
で
は
な
く
、
生
命
へ
の
執
着
を
離
れ

る
こ
と
に
よ
�
て
得
ら
れ
る
高
次
の
生
の
実
現
、
と
い
う
彼
ら
の
態
度
を
否
定
す

る
も
の
な
の
で
あ
る
。3

 

　
尤
も
、
和
辻
も
軍
記
物
す
べ
て
に
純
粋
な
献
身
道
徳
を
み
る
こ
と
に
は
躊
躇
し

て
い
る
。
た
と
え
ば
、﹃
太
平
記
﹄
に
お
い
て
は
、﹁
名
﹂
や
﹁
利
﹂
を
目
的
と
し

た
武
士
の
行
動
が
顕
著
に
な
�
て
い
る
こ
と
も
認
め
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
﹃
源

平
盛
衰
記
﹄
に
あ
�
て
は
、
は
る
か
に
純
粋
な
献
身
道
徳
の
事
例
が
多
い
こ
と
に

着
目
し
、
そ
れ
ら
を
証
拠
に
、
手
段
と
し
て
の
献
身
で
は
な
く
、
ま
さ
に
目
的
と

2
　
右
　
二
四
九
頁
を
参
照
。
　

3
　
同
右
　
二
五
〇
頁
を
参
照
。



三

﹃
葉
隠
﹄
の
本
質
を
ど
う
捉
え
、
ど
う
批
判
す
る
か 

―
﹃
葉
隠
﹄
の
歴
史
的
倫
理
的
評
価
に
つ
い
て
︵
そ
の
二
︶
―

国
武
将
武
田
信
玄
の
言
動
や
功
績
を
中
心
に
し
つ
つ
、
さ
ら
に
彼
の
家
臣
た
ち
の

活
躍
、
経
験
や
理
想
、
他
の
諸
大
名
の
事
績
や
そ
の
評
価
、
等
々
を
記
述
し
た
書

物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
鎌
倉
武
士
に
見
ら
れ
た
無
条
件
的
な
主
君
へ
の
献
身

的
態
度
か
ら
、
領
国
を
統
治
す
る
者
の
あ
る
べ
き
姿
へ
と
い
う
よ
う
に
、
武
士
の

理
想
に
つ
い
て
の
力
点
が
移
�
て
い
る
こ
と
、
統
治
者
の
理
想
お
よ
び
統
治
が
も

と
づ
く
法
の
理
想
は
、
正
直
・
慈
悲
・
智
慧
な
ど
の
人
間
的
美
徳
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
、
等
が
和
辻
に
よ
�
て
分
析
さ
れ
強
調
さ
れ
て
い
る
。7 

彼
の
論
述
の

特
色
は
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
も
な
お
、
統
治
者
な
い
し
統
率
者
の
人
格
的
道
徳

性
の
影
響
力
が
い
か
に
大
き
い
か
を
、
明
瞭
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
こ
と
で

あ
ろ
う
。

﹃
軍
鑑
﹄
で
は
、
武
田
信
玄
を
初
め
と
す
る
諸
大
名
・
諸
武
将
が
遂
行
し
た
さ

ま
ざ
ま
な
戦
闘
の
中
身
や
そ
の
経
緯
と
結
果
が
振
り
返
ら
れ
、
そ
の
長
所
・
短
所

が
詳
し
く
解
明
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
書
物
の
筆
者
が
と
く
に
注
目
す
る
の
は
、

闘
い
を
指
揮
す
る
大
将
の
能
力
で
あ
り
度
量
で
あ
�
た
。
敗
北
を
余
儀
な
く
さ
れ

る
大
将
の
類
型
と
し
て
、︵
一
︶ 

ば
か
な
る
大
将
、
あ
る
い
は
鈍
過
ぎ
た
る
大
将
、

︵
二
︶ 

利
根
過
ぎ
た
る
大
将
、︵
三
︶ 

臆
病
な
る
大
将
、
あ
る
い
は
弱
過
ぎ
た
る
大

将
、︵
四
︶ 

強
過
ぎ
た
る
大
将
、
の
類
型
化
が
お
こ
な
わ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
大
将

の
強
み
と
弱
み
が
分
析
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
こ
の
書
の
特
色
と
な
�
て
い
る
。8 

主
従
間
の
献
身
道
徳
が
軽
視
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
和
辻
の
言
う
よ
う

に
、
戦
さ
の
指
導
者
な
い
し
統
率
者
の
知
力
・
人
格
性
・
決
断
力
の
高
さ
が
い
ち

だ
ん
と
評
価
の
対
象
に
な
�
て
い
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

そ
れ
に
も
ま
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
関
心
を
ひ
く
の
は
、
こ
の
﹃
軍
鑑
﹄
と
﹃
葉

隠
﹄
と
の
親
和
性
の
面
で
あ
る
。
こ
の
両
者
の
底
に
確
固
と
し
て
流
れ
る
も
の
が

あ
る
。
そ
れ
は
何
か
。

7
　
和
辻
哲
郎
﹃
日
本
倫
理
思
想
史
︵
下
︶﹄
﹃
和
辻
哲
郎
全
集 

第
十
三
巻
﹄︵
岩
波
書
店
︶
五
九

│
九
三
頁
を
参
照
。

8
　
同
右
　
七
〇
│
八
一
頁
を
参
照
。

て
い
る
。6

 

和
辻
の
議
論
は
、
武
者
の
習
い
が
示
し
た
純
粋
蕪
雑
の
献
身
道
徳
に
共
感
し
そ

れ
を
過
大
に
評
価
す
る
あ
ま
り
、
主
従
間
に
横
た
わ
�
て
い
た
経
済
的
利
害
関
係

を
軽
視
し
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
た
し
か
に
双
務
性
を
超
越
す
る
ほ
ど
の
家

臣
に
よ
る
主
君
へ
の
献
身
や
服
従
は
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
真
実
は
、
経

済
的
絆
と
双
務
的
関
係
こ
そ
が
主
で
あ
り
、
双
務
性
を
超
え
る
主
従
道
徳
は
副
で

あ
る
、
と
い
う
点
に
あ
�
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
や
、﹁
主
と
副
﹂
と
い
う
対

比
は
か
な
ら
ず
し
も
正
確
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
前
者
は
歴
史
に
お
け
る
現
実
態

で
あ
り
、
後
者
は
理
念
態
で
あ
る
、
と
い
う
理
解
こ
そ
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
も
ち

ろ
ん
理
念
的
な
主
従
道
徳
は
、
時
に
応
じ
て
現
実
態
に
転
化
す
る
。
あ
る
い
は
現

実
的
な
主
従
関
係
を
主
導
し
、
変
容
さ
せ
る
。
こ
れ
を
無
視
す
る
こ
と
は
公
平
で

は
な
い
。
し
か
し
、
現
実
態
と
し
て
の
双
務
的
﹁
御
恩
と
奉
公
﹂
関
係
を
一
方
的

献
身
に
立
つ
理
念
的
主
従
関
係
に
取
�
て
代
え
る
こ
と
は
、
一
種
の
歴
史
的
欺

瞞
と
な
る
だ
ろ
う
。
和
辻
の
洞
察
は
、
理
念
過
剰
の
道
徳
主
義
的
解
釈
で
あ
�
た
。

今
こ
そ
彼
の
道
徳
的
価
値
主
導
の
歴
史
観
を
相
対
化
す
る
作
業
が
不
可
欠
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
わ
れ
わ
れ
に
と
�
て
看
過
で
き
な
い
の
は
、
和
辻
を
か
く
も
感
動

さ
せ
た
、
坂
東
武
者
の
習
い
の
う
ち
に
醸
成
さ
れ
た
﹁
献
身
道
徳
﹂
が
、
の
ち
に

見
る
よ
う
に
、
本
論
の
研
究
対
象
で
あ
る
﹃
葉
隠
﹄
の
う
ち
に
再
現
さ
れ
た
こ
と

で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
武
士
道
の
前
身
た
る
﹁
武
者
の
習
い
﹂
こ
そ
﹃
葉
隠
﹄

精
神
の
源
流
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

（
一
・
三
）
戦
国
武
士
の
武
道
と
「
死
の
覚
悟
」

﹁
坂
東
武
者
の
習
い
﹂
と
と
も
に
﹃
葉
隠
﹄
思
想
の
土
台
を
形
づ
く
�
て
い
る

も
う
一
つ
の
柱
は
、
戦
国
時
代
の
武
道
で
あ
る
。
和
辻
は
、
戦
国
武
士
の
道
徳
や

理
想
を
典
型
的
に
示
し
て
い
る
書
物
と
し
て
、﹃
甲
陽
軍
鑑
﹄︵
以
下
、﹃
軍
鑑
﹄

と
い
う
︶
に
最
も
注
目
し
て
い
る
。﹃
軍
鑑
﹄
は
、
甲
州
で
一
時
代
を
画
し
た
戦

6
　
同
右
　
九
四
│
九
六
頁
を
参
照
。
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和
辻
は
こ
う
結
論
づ
け
た
。﹁
死
の
覚
悟
が
男
道
や
武
道
に
お
い
て
中
核
的
な
意

義
を
帯
び
て
く
る
ゆ
え
ん
は
そ
こ
に
あ
る
。
こ
の
点
に
着
目
す
れ
ば
、
武
士
道
と

は
死
ぬ
こ
と
で
あ
る
と
い
う
葉
隠
ふ
う
の
考
え
は
、
す
で
に
こ
こ
に
存
し
て
い
る

と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
﹂
と
。11

   

た
し
か
に
、
こ
こ
で
の
武
道
や
男
道
は
、
い
ま
だ
江
戸
期
の
武
士
道
で
は
な
い
。

そ
れ
は
、
軍
事
的
な
戦
闘
や
武
力
を
伴
う
喧
嘩
の
さ
い
に
侍
が
と
る
べ
き
態
度
や

方
法
で
あ
�
て
、
後
者
の
よ
う
に
侍
が
戦
時
・
平
時
を
問
わ
ず
自
ら
の
人
生
を
つ

う
じ
て
則
る
べ
き
、
道
徳
性
や
価
値
観
で
は
な
か
�
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

死
を
覚
悟
し
、
死
に
徹
す
る
と
い
う
決
然
た
る
道
徳
的
構
え
の
う
ち
に
、
武
士
道

の
土
台
が
す
で
に
形
成
さ
れ
て
い
た
、
と
み
な
す
こ
と
は
誤
り
で
は
な
い
。
和
辻

が
戦
国
武
士
の
﹁
果
断
な
る
雪
辱
﹂
と
そ
れ
を
支
え
る
﹁
死
の
覚
悟
﹂
を
え
ぐ
り

出
し
、﹃
葉
隠
﹄
武
士
道
の
原
型
な
い
し
淵
源
と
み
な
し
た
こ
と
は
、
正
し
か
�

た
の
で
あ
る
。

（
一
・
四
）
和
辻
に
よ
る
『
葉
隠
』
評
価
と
そ
の
一
面
性

以
上
の
よ
う
に
、﹃
葉
隠
﹄
の
中
に
は
、
主
従
関
係
に
見
ら
れ
る
無
条
件
の
﹁
献

身
道
徳
﹂
を
真
髄
と
す
る
坂
東
武
者
の
習
い
と
、
武
道
・
男
道
の
精
華
と
し
て
の

果
断
な
る
雪
辱
行
為
の
う
ち
に
表
わ
さ
れ
る
﹁
死
の
覚
悟
﹂
と
が
流
れ
込
ん
で
い

る
こ
と
を
、
和
辻
の
歴
史
的
倫
理
的
叙
述
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
し

か
に
こ
の
二
つ
の
源
泉
は
、
い
わ
ゆ
る
﹃
葉
隠
﹄
精
神
の
二
大
要
素
で
あ
る
。
だ
が
、

和
辻
の
﹃
葉
隠
﹄
の
理
解
や
評
価
は
、
だ
い
た
い
こ
の
指
摘
の
範
囲
内
に
と
ど
ま
�

て
、
そ
れ
以
上
の
本
質
的
な
究
明
や
多
角
的
な
評
価
へ
と
す
す
ん
で
い
な
い
。

﹃
葉
隠
﹄
に
関
す
る
和
辻
の
主
な
指
摘
は
、
ほ
ぼ
以
下
の
内
容
に
限
ら
れ
て
い
る
。

常
朝
に
と
�
て
の
武
士
道
は
﹁
主
君
へ
の
献
身
﹂
で
あ
り
、
主
従
間
の
個
人
的

な
関
係
で
あ
�
て
、
理
や
義
に
も
と
づ
く
儒
教
的
な
士
道
の
考
え
方
に
常
朝
は
反

感
を
も
�
て
い
た
こ
と
、
遮
二
無
二
に
突
進
す
る
理
屈
嫌
い
の
﹁
死
に
狂
い
﹂
精

11
　
前
掲
﹃
日
本
倫
理
思
想
史
︵
下
︶﹄
八
六
頁

結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、﹁
果
断
な
る
雪
辱
﹂
と
﹁
死
の
覚
悟
﹂
で
あ
�
た
。

﹃
軍
鑑
﹄
の
中
で
し
ば
し
ば
注
目
さ
れ
る
エ
ピ
ソ
�
ド
が
あ
る
。
武
田
信
玄
が

五
十
七
�
条
の
式
目
を
定
め
た
さ
い
、
家
臣
が
む
や
み
に
喧
嘩
を
せ
ぬ
よ
う
に
と
、

無
条
件
に
喧
嘩
を
両
成
敗
と
す
る
旨
を
家
老
衆
に
言
い
渡
し
た
。
こ
れ
に
対
し

て
、
一
老
臣
の
内
藤
修し

�

理り
の

正か
み

が
、
次
の
よ
う
な
見
解
を
述
べ
て
異
を
唱
え
た
。
喧

嘩
両
成
敗
が
定
め
ら
れ
れ
ば
、
家
来
た
ち
は
そ
れ
に
服
従
し
て
﹁
男
道 

︵
な
い
し

武
道
︶
の
き
�
か
け
﹂
を
回
避
す
る
臆
病
者
に
な
�
て
し
ま
う
、
し
か
し
恥
を
う

け
て
堪
忍
す
る
よ
う
な
侍
は
け
�
し
て
主
君
や
御
家
の
御
用
に
は
立
た
な
い
、
ど

う
し
て
も
立
ち
上
が
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
時
に
、
切
腹
や
追
放
を
恐
れ
ず
武
力
的

反
撃
を
決
断
し
実
行
し
な
け
れ
ば
、
武
田
家
は
柔
弱
に
な
り
衰
退
し
て
し
ま
う
だ

ろ
う
、
喧
嘩
を
な
く
す
に
は
、
両
成
敗
で
は
な
く
、
他
人
に
無
礼
を
は
た
ら
き
憤

怒
を
ひ
き
起
こ
す
﹁
喧
嘩
好
き
﹂
侍
だ
け
を
処
分
す
る
こ
と
で
十
分
で
は
な
い
か
、

と
。
信
玄
は
内
藤
の
こ
の
意
見
を
尤
も
だ
、
と
言
�
た
と
い
う
。9

 

侍
は
受
け
た
不
当
な
恥
を
甘
受
す
べ
き
で
は
な
く
、
た
だ
ち
に
雪
辱
せ
ね
ば
な

ら
な
い
、
と
い
う
﹃
軍
鑑
﹄
に
お
け
る
主
張
は
、
ま
ち
が
い
な
く
﹃
葉
隠
﹄
に
継

承
さ
れ
て
い
る
。
も
は
や
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
常
朝
が
﹁
喧
嘩
打
返

し
を
せ
ぬ
故
恥
に
な
り
た
り
。
打
返
し
の
仕
様
は
踏
み
か
け
て
切
り
殺
さ
る
る
迄

な
り
。
こ
れ
に
て
恥
に
な
ら
ざ
る
な
り
。［
中
略
］
恥
を
か
か
ぬ
仕
様
は
別
な
り
。

死
ぬ
ま
で
な
り
。﹂︵
聞
書
一
・
五
五
︶10 

と
言
い
切
�
た
、
か
の
﹁
即
刻
か
つ
果
敢

な
雪
辱
﹂
の
精
神
で
あ
る
。
　
和
辻
も
、
こ
の
喧
嘩
両
成
敗
を
否
定
す
る
侍
精
神

の
中
核
に
、
武
力
争
闘
に
お
い
て
持
ち
場
を
死
守
す
る
真
の
勇
気
の
存
在
を
認
め
、

し
か
も
結
果
の
い
か
ん
に
関
わ
ら
ず
、
死
ぬ
ま
で
味
方
の
城
や
お
の
が
持
ち
場
を

守
り
抜
く
と
い
う
、
甲
州
武
士
の
堅
固
な
態
度
を
見
て
と
�
て
い
る
。

死
を
見
す
え
つ
つ
発
揮
さ
れ
る
﹁
武
道
﹂
な
い
し
﹁
男
道
﹂
を
高
く
評
価
し
て
、

9
　
﹃
甲
陽
軍
鑑
﹄［
日
本
の
思
想
９ 

﹃
甲
陽
軍
鑑
・
五
輪
書
・
葉
隠
集
﹄︵
筑
摩
書
房
︶］
一
七
三

│
一
七
九
頁
を
参
照
。

10
　
﹃
葉
隠
︵
上
︶﹄︵
岩
波
文
庫
︶
四
五
頁



五

﹃
葉
隠
﹄
の
本
質
を
ど
う
捉
え
、
ど
う
批
判
す
る
か 

―
﹃
葉
隠
﹄
の
歴
史
的
倫
理
的
評
価
に
つ
い
て
︵
そ
の
二
︶
―

戦
国
武
士
や
近
世
の
武
士
の
思
想
と
対
峙
し
、
そ
の
内
面
的
特
性
を
深
く
え
ぐ
り

出
し
た
思
想
史
家
に
、
相
良
亨
が
い
る
。
相
良
に
よ
る
﹃
葉
隠
﹄
思
想
の
研
究
は
、

和
辻
の
葉
隠
解
釈
を
は
る
か
に
超
え
る
内
容
の
豊
富
さ
と
質
の
高
さ
を
示
し
て
い

る
。
相
良
の
葉
隠
理
解
が
読
む
者
に
と
�
て
面
白
い
の
は
、
葉
隠
の
中
に
種
々
の

矛
盾
す
る
見
解
や
価
値
観
が
あ
る
こ
と
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
、
そ
れ
ら
の
根
拠
を

説
得
的
に
呈
示
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
だ
、
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。

（
二
・
一
）「
主
君
へ
の
献
身
」
と
「
死
の
覚
悟
」
と
を
結
合
す
る
解
釈

す
で
に
見
た
よ
う
に
、﹃
葉
隠
﹄
に
は
﹁
坂
東
武
者
の
習
い
﹂
か
ら
の
伝
統
で

あ
る
﹁
主
君
へ
の
献
身
﹂
と
、
戦
国
侍
の
武
道
の
う
ち
に
現
出
し
た
﹁
死
の
覚
悟
﹂

の
二
つ
が
流
れ
込
ん
で
い
る
。
和
辻
に
あ
�
て
は
二
つ
の
源
泉
と
し
て
把
握
さ
れ

た
こ
の
両
者
が
、﹃
葉
隠
﹄
に
お
い
て
は
ご
く
自
然
に
結
合
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、

そ
の
結
合
は
い
か
に
し
て
可
能
だ
�
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
ず
る
。
こ
れ
に

た
い
す
る
相
良
の
解
答
を
私
な
り
に
要
約
す
る
と
、
お
お
む
ね
以
下
の
よ
う
な
も

の
に
な
る
。

こ
の
両
者
が
結
合
す
る
根
拠
は
、
常
朝
が
江
戸
時
代
と
い
う
泰
平
期
に
文
官
的

武
士
と
し
て
奉
公
せ
ざ
る
を
え
な
か
�
た
、
と
い
う
事
実
を
離
れ
て
は
理
解
で
き

な
い
。
戦
場
の
奉
公
で
は
な
く
、
泰
平
期
に
お
け
る
奉
公
、
い
わ
ば
畳
の
上
の
奉

公
の
み
が
、
彼
に
許
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
戦
闘
の
場
な
い
し
戦
時
で
あ
れ
ば
、

つ
ね
に
死
と
直
面
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
武
士
に
と
�
て
﹁
死
の
覚

悟
﹂
は
そ
れ
ほ
ど
無
理
な
こ
と
、
意
外
な
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
泰
平
期
で
は
、

﹁
死
の
覚
悟
﹂
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
し
、
当
人
が
覚
悟
を
云
々
し
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
し
ば
し
ば
観
念
上
の
こ
と
、
主
観
的
な
思
い
に
と
ど
ま
り
や
す
い
。
常
朝

が
泰
平
期
で
な
お
心
底
か
ら
﹁
死
の
覚
悟
﹂
を
語
り
得
た
の
は
、
彼
が
文
官
で
あ
り
、

な
か
ん
ず
く
家
老
な
ど
の
大
身
で
は
な
く
、﹁
小
身
﹂
の
侍
で
あ
�
た
か
ら
で
あ

る
。
小
身
者
が
主
君
へ
の
献
身
に
生
き
る
た
め
に
は
、﹁
無
理
無
体
に
奉
公
に
好
き
、

無
二
無
三
に
主
人
を
大
切
に
お
も
ふ
﹂
態
度
を
と
る
ほ
か
は
な
い
。
諫
言
が
可
能

神
を
彼
は
武
士
の
本
領
と
し
た
が
、
そ
う
い
う
考
え
方
は
当
時
の
武
士
た
ち
の
間

に
な
お
根
強
く
残
�
て
い
た
こ
と
、
井
原
西
鶴
の
小
説
の
中
で
も
、
新
し
い
士
道

思
想
と
の
対
比
で
葉
隠
的
武
士
道
が
鮮
や
か
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
古
い
武
者
の

習
い
の
伝
統
を
う
け
た
武
士
道
は
す
で
に
昔
風
の
も
の
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
て

い
た
こ
と
、
等
々
で
あ
る
。12

﹃
葉
隠
﹄
の
中
に
、
か
な
り
純
粋
な
︵
換
言
す
れ
ば
直
情
的
な
︶﹁
主
君
へ
の
献

身
﹂
道
徳
と
、﹁
死
の
覚
悟
﹂、﹁
死
に
狂
い
﹂
精
神
と
が
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い

な
い
。
と
は
い
え
、
和
辻
は
、
特
定
の
時
代
に
制
約
さ
れ
た
価
値
観
で
あ
り
な
が

ら
、
そ
れ
ら
を
ほ
と
ん
ど
肯
定
的
に
取
り
上
げ
評
価
し
て
い
る
。
純
粋
さ
や
崇
高

さ
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
が
、
叙
述
の
主
目
的
と
な
�
て
い
る
。
そ
こ
に
批

判
的
な
眼
差
し
は
ま
�
た
く
存
在
し
な
い
。
読
む
者
は
、
日
本
倫
理
思
想
史
の
重

要
な
一
環
た
る
対
象
と
対
峙
し
て
、
そ
の
よ
う
な
共
感
的
な
記
述
で
終
始
し
て
よ

い
の
か
、
と
い
う
疑
念
を
ぬ
ぐ
え
な
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
私
に
言
わ
せ
れ
ば
、
彼
の
論
述
の
最
大
の
短
所
は
、﹃
葉
隠
﹄
に
見
ら

れ
る
戦
士
的
武
士
の
要
素
と
文
官
的
武
士
の
要
素
の
う
ち
、
前
者
だ
け
に
着
目
し
、

後
者
を
ま
�
た
く
度
外
視
し
た
議
論
を
お
こ
な
�
て
い
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
。

三
島
由
紀
夫
に
よ
る
評
価
の
さ
い
に
触
れ
た
よ
う
に
、
文
官
的
武
士
と
し
て
生
き

ざ
る
を
え
な
か
�
た
常
朝
が
、
公
務
に
お
い
て
も
私
生
活
に
お
い
て
も
、
と
き
に

は
プ
ラ
グ
マ
テ
�
�
ク
な
処
世
観
を
抱
い
た
り
、
実
践
し
た
り
し
た
、
と
い
う
事

実
︵
三
島
は
そ
れ
に
気
づ
い
て
い
た
︶
は
、
和
辻
の
目
に
入
�
て
い
な
い
の
で
あ

る
。﹃
葉
隠
﹄
武
士
道
に
お
け
る
﹁
献
身
道
徳
﹂
と
﹁
死
の
覚
悟
﹂
と
い
う
純
粋

さ
だ
け
の
把
握
・
評
価
で
は
、﹃
葉
隠
﹄
の
正
当
な
全
体
像
を
構
成
し
え
ず
、
こ

の
書
の
誤
�
た
歴
史
的
評
価
に
行
き
つ
く
だ
け
で
あ
ろ
う
。

（
二
）『
葉
隠
』
の
内
奥
に
潜
む
諸
矛
盾
に
共
鳴
す
る
説
（
相
良
亨
）

和
辻
哲
郎
の
日
本
倫
理
思
想
史
研
究
を
受
け
つ
ぎ
、
そ
れ
を
土
台
と
し
な
が
ら
、

12
　
同
右
　
二
二
一
│
二
三
〇
頁
を
参
照
。
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し
た
言
動
を
す
る
主
君
は
尊
敬
さ
れ
ず
、
家
臣
は
彼
を
見
捨
て
て
遠
く
へ
と
去
る

こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。15

そ
の
意
味
で
主
従
関
係
は
相
対
的
か
つ
流
動
的
で
あ
る

こ
と
を
免
れ
な
い
。
葉
隠
武
士
道
と
儒
教
的
士
道
と
の
こ
う
し
た
本
質
的
違
い
を

冷
静
に
指
摘
し
、
そ
れ
に
気
づ
か
せ
た
こ
と
も
、
相
良
の
功
績
で
あ
ろ
う
。

（
二
・
二
）
主
従
関
係
の
枠
内
の
武
士
と
、
そ
れ
に
包
摂
さ
れ
な
い
武
士

﹃
葉
隠
﹄
の
中
に
は
多
く
の
矛
盾
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を
的
確
に
捉
え
て
い
る
と

こ
ろ
に
相
良
の
葉
隠
論
の
長
所
が
あ
る
、
と
言
�
た
が
、
そ
の
第
一
は
、
主
従
関

係
の
中
に
収
ま
る
武
士
の
姿
と
そ
れ
か
ら
逸
脱
す
る
武
士
の
姿
、
と
い
う
両
面
の

指
摘
で
あ
る
。

﹁
武
士
は
主
を
思
ふ
よ
り
外
の
こ
と
は
な
し
﹂︵
聞
書
一
・
三
一
︶16 

﹁
萬
事
を
捨
て

て
、
奉
公
三
昧
に
極
ま
り
た
り
﹂︵
聞
書
一
・
一
九
六
︶17 

﹁
奉
公
人
は
、
心
一
つ
に

て
す
む
こ
と
な
り
。［
中
略
］
　
常
住
御
恩
の
忝

か
た
じ
けな

き
事
を
骨
髄
に
徹
し
、
涙
を
流

し
て
大
切
に
存
じ
奉
る
ま
で
な
り
﹂︵
聞
書
二
・
六
一
︶18 

な
ど
、
常
朝
は
、
主
従
関

係
の
枠
内
で
献
身
的
な
奉
公
に
徹
す
べ
き
家
臣
の
あ
り
方
を
、
再
三
再
四
訴
え
て

い
る
。
尤
も
、
主
従
間
の
き
わ
め
て
濃
厚
な
人
格
的
・
情
誼
的
性
格
が
強
調
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
、
類
書
に
見
ら
れ
な
い
﹃
葉
隠
﹄
の
特
徴
で
は
あ
�
た
。
そ
れ
に

し
て
も
、
こ
こ
で
は
主
君
へ
の
私
心
な
き
無
条
件
的
服
従
の
勧
め
が
き
わ
だ
�
て

い
る
。
徹
底
し
た
主
君
へ
の
服
従
、
主
従
道
徳
の
絶
対
化
の
側
面
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
の
面
の
強
調
だ
け
に
と
ど
ま
�
て
い
た
の
か
。

相
良
は
、﹃
葉
隠
﹄
に
は
、
他
方
で
主
従
関
係
を
超
え
る
、
と
き
に
は
そ
れ
を

否
定
す
る
﹁
一
個
の
武
士
﹂
と
し
て
の
決
断
な
り
行
動
が
あ
�
た
こ
と
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
。
主
従
関
係
の
枠
を
は
み
出
る
武
士
の
決
断
・
行
動
を
促
し
た
も
の
、

15
　
同
右
　
六
七
八
頁
を
参
照
。

16
　
﹃
葉
隠
︵
上
︶﹄
三
四
頁

17
　 

﹃
葉
隠
︵
上
︶﹄
八
七
頁

18
　
﹃
葉
隠
︵
上
︶﹄
一
一
二
頁

で
は
な
い
身
分
で
は
、
主
君
の
近
く
で
主
君
を
つ
ね
に
嘆
き
、
私
を
捨
て
き
�
て

主
君
と
の
一
味
同
心
に
徹
す
る
こ
と
だ
け
が
許
さ
れ
る
。13

平
時
の
奉
公
と
し
て
、

死
の
覚
悟
を
も
ち
つ
つ
、
主
君
へ
の
献
身
の
覚
悟
を
説
く
、
こ
れ
が
常
朝
の
生
き

る
道
で
あ
�
た
。

こ
の
よ
う
に
相
良
は
、﹁
主
君
へ
の
献
身
﹂
と
﹁
死
の
覚
悟
﹂
が
結
合
さ
れ
る

根
拠
を
、
常
朝
の
文
官
的
武
士
と
い
う
性
格
と
、
主
君
の
近
く
に
い
る
お
側
役
の

身
分
と
の
う
ち
に
見
出
し
て
い
る
。﹃
葉
隠
﹄
の
中
に
﹁
献
身
﹂
と
﹁
死
﹂
の
強

調
が
あ
る
に
し
て
も
、
和
辻
の
よ
う
に
そ
れ
を
指
摘
す
る
だ
け
で
な
く
、
小
身
の

文
官
的
武
士
だ
か
ら
こ
そ
﹁
死
を
覚
悟
し
つ
つ
奉
公
す
る
﹂
と
い
う
態
度
に
な
�

た
こ
と
を
解
き
明
か
し
て
い
る
。
常
朝
が
お
か
れ
た
、
時
代
的
制
約
と
特
殊
な
身

分
・
立
場
が
、
相
良
に
よ
�
て
明
確
に
把
握
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
彼
と
和
辻
と

の
違
い
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

相
良
は
、
さ
ら
に
、﹃
葉
隠
﹄
が
主
君
─
家
臣
を
情
誼
的
に
結
合
す
る
関
係
と

し
て
捉
え
、
自
己
を
そ
の
中
に
お
か
れ
て
い
る
も
の
と
み
な
し
て
い
る
こ
と
に
注

目
し
た
。
主
君
へ
献
身
す
る
こ
と
も
、
自
己
の
死
じ
た
い
に
徹
す
る
こ
と
も
、
こ

の
主
従
関
係
に
は
ま
り
込
ん
で
こ
そ
価
値
が
あ
る
。
情
誼
的
な
主
従
関
係
で
は
な

く
、
主
従
関
係
に
関
す
る
客
観
的
な
規
範
を
立
て
て
そ
れ
に
則
る
こ
と
を
求
め
る

儒
教
的
な
士
道
論
は
、
常
朝
に
と
�
て
納
得
の
い
く
も
の
で
は
な
い
。
相
良
が
﹁﹃
葉

隠
﹄
が
忠
の
義
の
と
い
う
あ
げ
つ
ら
い
を
否
定
し
て
、
た
だ
﹁
死
ぬ
事
﹂
を
説
い

た
の
も
こ
の
為
で
あ
る
﹂14 

と
強
調
し
た
の
は
、
武
者
の
習
い
の
伝
統
で
あ
る
人
格

的
・
情
緒
的
な
主
従
道
徳
へ
の
強
い
憧
憬
が
、
常
朝
の
内
面
的
心
情
に
深
く
食
い

入
�
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
た
か
ら
で
あ
る
。

人
格
的
・
情
緒
的
な
主
従
道
徳
は
ま
た
、﹁
主
従
の
契
り
﹂
に
絶
対
的
な
価
値

を
お
く
考
え
方
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
儒
教
的
な
士
道
論
は
、
義
や
道
理

を
重
視
す
る
ゆ
え
に
、
主
従
の
契
り
を
絶
対
視
し
な
い
傾
向
が
あ
る
。
理
義
に
反

13
　
相
良
亨
﹁﹃
葉
隠
﹄
の
世
界
﹂﹃
日
本
思
想
大
系
二
六
﹄︵
岩
波
書
店
︶
解
説
　
六
六
五
頁
を
参
照
。

14
　
前
掲
﹁﹃
葉
隠
﹄
の
世
界
﹂
六
六
九
頁



七

﹃
葉
隠
﹄
の
本
質
を
ど
う
捉
え
、
ど
う
批
判
す
る
か 

―
﹃
葉
隠
﹄
の
歴
史
的
倫
理
的
評
価
に
つ
い
て
︵
そ
の
二
︶
―

﹃
葉
隠
﹄
は
、
主
君
に
た
い
す
る
献
身
的
な
奉
公
に
お
い
て
も
、
危
機
的
な
場

で
後
れ
を
と
ら
ぬ
た
め
に
も
、﹁
無
理
無
体
﹂﹁
無
二
無
三
﹂﹁
遮
二
無
二
﹂
の
覚

悟
と
決
断
を
求
め
る
直
情
的
な
書
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
常
軌
を
逸
し
た
、
無
分
別

な
言
動
が
称
賛
さ
れ
て
い
る
。﹁
わ
が
身
に
か
か
り
た
る
重
き
こ
と
は
、
一
分
の

分
別
に
て
地
盤
を
す
え
、
無
二
無
三
に
踏
み
破
り
て
、
仕
て
の
か
ね
ば
、
埒
明
か

ぬ
も
の
な
り
。
…
…
兎
角
気
違
ひ
と
極
め
て
、
身
を
捨
つ
る
に
片
付
く
れ
ば
済

む
な
り
﹂︵
聞
書
一
・
一
九
四
︶24 

な
ど
の
言
葉
は
、
そ
れ
を
よ
く
示
す
も
の
だ
ろ
う
。

た
し
か
に
表
面
的
に
は
、
知
的
で
冷
静
な
分
別
の
否
定
、
無
分
別
一
辺
倒
の
行
動

の
勧
め
だ
け
が
﹃
葉
隠
﹄
の
本
質
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
相
良
は
、

﹁
兼
ね
て
の
分
別
﹂﹁
方
法
手
だ
て
の
思
慮
﹂
が
、
た
え
ず
随
所
に
強
調
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
注
意
を
促
し
て
い
る
。
分
別
の
否
定
と
肯
定
、
と
い
う
両
義
性
こ
そ
が

﹃
葉
隠
﹄
の
本
質
な
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
分
別
の
否
定
と
肯
定
と
が
単
純
に
あ
い
並
び
立
�
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
立
ち
上
が
る
べ
き
時
に
は
、
直
ち
に
分
別
な
く
行
動
す
る
必
要
が

あ
る
の
で
あ
り
、
躊
躇
と
臆
病
に
よ
�
て
危
機
を
回
避
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
無
分
別
な
行
動
を
肯
定
す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
が
大
い
な
る
意
義
を
も
つ
た

め
に
も
、
常
日
頃
に
醸
成
さ
れ
た
思
慮
や
分
別
が
土
台
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。﹁
兼
て
の
分
別
が
潜
在
的
な
知
恵
と
な
�
て
働
く
こ
と
を
確
信
し
て
い
る
﹂ 25

か
ら
だ
、
と
相
良
は
言
う
。
こ
の
兼
ね
て
の
分
別
と
い
ざ
と
い
う
時
の
無
分
別
と

の
深
い
関
連
を
常
朝
が
よ
く
理
解
し
て
い
た
、
と
相
良
は
見
て
い
る
。
こ
の
関
連

へ
の
理
解
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
兼
ね
て
の
分
別
、
方
法
手
だ
て
の
思
慮
分
別
を
求
め

る
一
方
、
具
体
的
に
事
に
当
た
る
時
に
は
、
こ
れ
を
﹁
さ
ら
り
と
捨
て
る
﹂
こ
と

を
求
め
る
の
で
あ
�
た
、
と
い
う
の
が
相
良
の
解
釈
で
あ
る
。26

無
分
別
と
分
別
の
肯
定
の
思
想
は
、
よ
り
具
体
的
な
心
構
え
の
レ
ベ
ル
で
は
、

24
　
﹃
葉
隠
︵
上
︶﹄
八
五
頁

25
　
前
掲
﹁﹃
葉
隠
﹄
の
世
界
﹂
六
七
〇
頁

26
　
同
右
　
六
六
九
│
六
七
一
頁
を
参
照
。

そ
れ
は
﹁
名
﹂
を
求
め
、﹁
恥
﹂
を
受
け
ぬ
、
と
い
う
生
き
方
で
あ
る
。
武
士
は
、

戦
時
に
お
い
て
ま
た
は
危
機
の
事
態
に
お
い
て
、
敵
味
方
を
こ
え
、
主
従
の
場
を

離
れ
て
、
な
に
よ
り
武
功
の
名
を
求
め
た
こ
と
、
生
命
に
執
着
す
る
こ
と
を
最
大

の
恥
と
み
な
し
、
し
か
る
べ
き
時
と
場
に
お
い
て
﹁
後
れ
を
と
ら
ず
﹂
決
断
し
行

為
せ
ん
と
し
た
こ
と
、
に
相
良
は
注
目
し
た
。19

﹁
名
﹂
と
﹁
恥
﹂
を
原
理
と
す
る

行
動
様
式
、
集
団
や
外
的
権
威
よ
り
自
己
を
優
先
さ
せ
る
﹁
個
﹂
の
自
覚
が
、
ま

ぎ
れ
も
な
く
武
士
の
う
ち
に
存
し
て
い
た
こ
と
の
発
見
で
あ
る
。

す
で
に
第
三
章
︵﹃
葉
隠
﹄
に
お
け
る
武
士
の
﹁
自
律
﹂
と
﹁
服
従
﹂︶
で
、
私

は
主
君
へ
の
服
従
と
と
も
に
、
ま
た
服
従
を
通
し
て
、
武
士
の
自
律
が
発
揮
さ

れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
相
良
も
ま
た
、
そ
の
論
点
と
深
く
関
連
す
る
し
か
た

で
、
主
従
関
係
の
中
で
服
従
す
る
だ
け
の
家
臣
に
は
期
待
さ
れ
え
な
い
﹁
個
と
し

て
の
﹂
武
士
の
自
律
的
言
動
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。﹁
殿
の
一
人
被
官
は
我
な

り
、
武
勇
は
我
一
人
な
り
。﹂︵
聞
書
二
・
六
三
︶20 
　
﹁
生
々
世
々
、
御
家
中
に
生
れ

出
で
、
御
家
は
我
一
人
し
て
抱
き
留
め
申
す
。﹂︵
聞
書
二
・
七
八
︶21 

な
ど
の
言
葉

を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
、
相
良
は
、
常
朝
が
封
建
的
主
従
関
係
の
モ
ラ
ル
を

説
く
だ
け
に
は
と
ど
ま
ら
ず
、
強
烈
な
個
の
主
張
を
押
し
出
し
て
い
る
こ
と
を
指

摘
し
た
。22

主
従
道
徳
に
包
摂
さ
れ
る
服
従
的
な
武
士
の
姿
と
そ
れ
に
包
摂
さ
れ

な
い
独
立
的
な
武
士
の
姿
、
相
良
が
捉
え
た
こ
の
矛
盾
し
あ
う
武
士
の
相
貌
と
真

価
を
、
わ
れ
わ
れ
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。23

（
二
・
三
）「
分
別
」
の
否
定
と
「
無
分
別
」
の
否
定

19
　
相
良
亨
﹃
武
士
道
﹄︵
講
談
社
学
術
文
庫
︶
八
六
│
九
二
頁
を
参
照
。

20
　
﹃
葉
隠
︵
上
︶﹄
一
一
三
頁

21
　
﹃
葉
隠
︵
上
︶﹄
一
一
八
│
一
一
九
頁

22
　
前
掲
﹃
武
士
道
﹄
一
八
三
頁
を
参
照
。

23
　
こ
れ
が
重
要
な
の
は
、
幕
末
に
お
け
る
吉
田
松
陰
の
﹁
草
莽
崛
起
論
﹂︵
身
分
の
低
い
階
層

が
立
ち
上
が
�
て
体
制
の
変
革
を
志
す
こ
と
を
是
認
す
る
説
︶
に
つ
な
が
る
主
張
だ
か
ら
で
あ
る
。



八

鹿
児
島
県
立
短
期
大
学
紀
要
　
第
六
五
号
︵
二
〇
一
四
︶

考
え
る
。﹃
葉
隠
﹄
の
直
情
的
・
攻
撃
型
武
士
道
論
が
、
喧
嘩
や
刃
傷
沙
汰
の
さ
い
に
、

し
ば
し
ば
無
分
別
な
暴
力
の
連
鎖
を
引
き
お
こ
し
た
事
実
を
、
わ
れ
わ
れ
は
重
く

受
け
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
可
能
・
不
可
能
を
超
え
て
、
こ
の
両
態
度
の
切
り
替
え
が
求
め
ら
れ

た
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
き
わ
め
て
難
し
か
�
た
と
し
て
も
、
二
つ

の
異
質
な
態
度
を
併
せ
も
ち
、
時
に
応
じ
必
要
に
応
じ
て
使
い
分
け
る
度
量
と
意

志
力
こ
そ
、
武
士
の
理
想
で
あ
�
た
と
も
言
い
う
る
。
現
実
に
は
不
可
能
に
近

か
�
た
が
ゆ
え
に
、
つ
ね
に
理
想
的
境
地
と
し
て
希
求
か
つ
高
唱
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
付
言
す
れ
ば
、
二
つ
の
こ
の
態
度
は
、
戦
士
的
武
士
と
文
官
的
武
士

の
人
生
観
の
写
し
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
前
者
の
価
値
観

に
心
酔
し
な
が
ら
も
、
な
お
文
官
的
武
士
と
し
て
献
身
的
奉
公
の
道
を
歩
ま
ざ
る

を
え
な
か
�
た
、
山
本
常
朝
本
人
の
人
格
的
二
面
性
の
反
映
な
の
で
あ
る
。

（
二
・
四
）「
死
ぬ
事
」
の
両
義
性

﹃
葉
隠
﹄
冒
頭
の
﹁
武
士
道
と
い
ふ
は
、
死
ぬ
事
と
見
付
け
た
り
。﹂
の
文
章
に

表
現
さ
れ
た
﹁
死
ぬ
事
﹂
の
う
ち
に
も
、
相
良
は
質
的
に
異
な
る
二
つ
の
﹁
死
﹂

の
様
相
を
見
抜
い
て
い
る
。

一
方
に
は
、
こ
の
書
の
記
述
の
中
で
く
り
返
し
表
わ
さ
れ
る
、
猪
突
猛
進
型
の

決
意
と
行
動
の
勧
め
が
あ
る
。﹁
曲
者
と
い
ふ
は
勝
負
を
考
え
ず
、
無
二
無
三
死

狂
ひ
す
る
ば
か
り
な
り
。﹂︵
聞
書
一
・
五
五
︶ 30  

﹁
忠
も
孝
も
入
ら
ず
、
武
士
道
に

於
て
は
死
狂
ひ
な
り
。﹂︵
聞
書
一
・
一
一
四
︶31 

　
﹁
我
が
身
に
か
か
り
た
る
重
き
こ

と
は
、
一
分
の
分
別
に
て
地
盤
を
す
え
、
無
二
無
三
に
踏
み
破
り
て
、
仕
て
の
か

ね
ば
、
埒
明
か
ぬ
も
の
な
り
。﹂︵
聞
書
一
・
一
九
四
︶32 

な
ど
の
主
張
が
典
型
で
あ

る
よ
う
に
。
つ
ま
り
、
不
慮
か
つ
緊
急
の
場
面
で
、
武
士
は
躊
躇
な
く
死
に
突
入

30
　
﹃
葉
隠
︵
上
︶﹄
四
五
頁

31
　
﹃
葉
隠
︵
上
︶﹄
六
五
頁

32
　
﹃
葉
隠
︵
上
︶﹄
八
五
頁

﹁
大
高
慢
の
称
揚
﹂
と
﹁
慢
心
の
抑
制
﹂
の
勧
め
と
し
て
も
強
調
さ
れ
る
。

﹁
大
高
慢
に
て
、
吾
は
日
本
無
雙
の
勇
士
と
思
は
ね
ば
、
武
勇
を
あ
ら
は
す
こ

と
は
な
り
が
た
し
。﹂︵
聞
書
一
・
四
七
︶27

　
﹁
武
士
た
る
者
は
、
武
勇
に
大
高
慢
を

な
し
、
死
に
狂
い
の
覚
悟
が
肝
要
な
り
。﹂︵
聞
書
二
・
三
九
︶28 

な
ど
、﹃
葉
隠
﹄
に

は
大
高
慢
を
賛
美
す
る
言
葉
が
多
い
。
戦
国
侍
の
剛
胆
な
言
動
に
憧
れ
、
泰
平
期

に
あ
�
て
も
、
そ
れ
を
継
承
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
常
朝
の
信
念
が
よ
く
現
わ
れ

て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
と
併
せ
て
、
あ
る
い
は
別
の
箇
所
で
、
必
ず
と
い
�
て
よ

い
ほ
ど
驕
り
や
慢
心
を
否
定
す
る
言
葉
が
語
ら
れ
る
。
つ
ね
づ
ね
自
身
を
ふ
り
か

え
り
、
自
ら
の
非
を
知
り
、
そ
れ
を
改
め
る
と
い
う
﹁
知
非
便
捨
﹂
の
人
生
観
で

あ
る
。

相
良
は
、
大
高
慢
と
こ
の
知
非
便
捨
の
両
面
に
注
目
し
、
大
高
慢
が
﹃
葉
隠
﹄

の
個
性
を
端
的
に
示
し
、
か
つ
﹃
葉
隠
﹄
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
�
た
に
し
て
も
、

知
非
便
捨
、
慢
心
の
否
定
は
、
な
お
﹃
葉
隠
﹄
の
抹
殺
し
が
た
い
一
面
で
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
た
。29

私
も
そ
の
指
摘
は
正
し
い
と
考
え
る
。
こ
の
二
つ
の
人
生
態

度
が
矛
盾
し
た
ま
ま
公
然
と
語
ら
れ
推
奨
さ
れ
て
い
る
の
が
、
ま
た
﹃
葉
隠
﹄
の

真
実
な
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
慢
心
を
抑
え
思
慮
分
別
を
育
成
す
る
日
ご
ろ
の

態
度
、
分
別
を
否
定
し
て
大
高
慢
の
勇
気
を
発
揮
す
る
危
機
時
の
態
度
、
こ
の
両

者
に
折
り
合
い
を
つ
け
る
こ
と
が
ほ
ん
と
う
に
で
き
る
の
か
ど
う
か
。
上
述
し
た

よ
う
に
相
良
は
、
兼
ね
て
の
分
別
、
手
だ
て
の
思
慮
を
求
め
る
一
方
、
実
践
的
に

事
に
当
た
る
時
に
は
、
こ
れ
を
﹁
さ
ら
り
と
捨
て
る
﹂
こ
と
を
求
め
る
、
と
言
う
が
、

は
た
し
て
そ
れ
は
、
言
葉
で
い
う
ほ
ど
簡
単
な
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。
い
や
、
日

常
的
な
思
慮
・
分
別
の
態
度
は
、
危
機
時
に
も
影
響
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
戦
時
の

大
高
慢
は
、
平
時
の
日
常
的
態
度
と
な
�
て
現
わ
れ
も
す
る
。
根
本
的
に
矛
盾
す

る
両
態
度
の
切
り
替
え
は
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
だ
�
た
の
で
は
な
い
か
、
と
私
は

27
　
﹃
葉
隠
︵
上
︶﹄
四
二
頁

28
　
﹃
葉
隠
︵
上
︶﹄
一
〇
四
頁

29
　
前
掲
﹃
武
士
の
思
想
﹄
一
九
二
│
一
九
三
頁
を
参
照
。



九

﹃
葉
隠
﹄
の
本
質
を
ど
う
捉
え
、
ど
う
批
判
す
る
か 

―
﹃
葉
隠
﹄
の
歴
史
的
倫
理
的
評
価
に
つ
い
て
︵
そ
の
二
︶
―

（
二
・
五
）
主
従
関
係
の
永
遠
性
と
「
無
常
・
夢
幻
」
観
念

以
上
の
﹁
死
ぬ
事
﹂
を
め
ぐ
る
議
論
で
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
家
臣
が
死
ぬ
事

に
直
面
し
、
し
か
も
死
ぬ
事
を
厭
わ
な
い
最
大
の
理
由
は
、
主
君
へ
の
献
身
を
絶

対
視
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
主
従
道
徳
の
最
大
限
の
尊
重
の
も
と
で
﹁
死
ぬ
事
﹂

は
自
ら
の
目
的
と
価
値
を
も
つ
。
常
朝
に
と
�
て
主
従
関
係
は
至
上
目
的
で
あ
り
、

絶
対
的
価
値
で
あ
�
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ほ
ど
崇
高
な
主
従
関
係
へ
の
賛
美
と
は
異
質
の
無
常
観
が
常

朝
に
あ
�
た
こ
と
も
事
実
な
の
で
あ
る
。
す
で
に
取
り
上
げ
検
討
し
た
、
人
生
や

こ
の
世
に
つ
い
て
の
述
懐
や
処
世
訓
、
た
と
え
ば
﹁
世
界
は
皆
か
ら
く
り
人
形
な

り
。
幻
の
字
を
用
ひ
る
な
り
。﹂︵
聞
書
一
・
四
二
︶ 36

　
﹁
来
年
の
盆
に
は
客
に
ぞ
な

る
べ
き
。
さ
て
も
あ
だ
な
世
界
か
な
。
忘
れ
て
ば
か
り
居
る
ぞ
と
。﹂︵
聞
書
二
・

四
四
︶37

　
﹁
人
間
一
生
誠
に
纔

わ
ず
か

の
事
な
り
。
す
い
た
事
を
し
て
暮
ら
す
べ
き
な
り
。

夢
の
間
の
世
の
中
に
、
す
か
ぬ
事
ば
か
り
を
し
て
苦
を
見
て
暮
ら
す
は
愚
な
る
こ

と
な
り
。﹂︵
聞
書
二
・
八
五
︶38 

な
ど
の
文
章
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
、
一
方

に
は
永
遠
性
を
も
つ
主
従
関
係
の
観
念
が
あ
り
、
他
方
で
は
、
そ
れ
を
否
認
す
る

か
の
よ
う
な
無
常
・
夢
幻
の
観
念
が
あ
る
。

相
良
は
、
常
朝
の
う
ち
に
見
ら
れ
る
こ
の
対
立
的
な
両
観
念
に
着
目
し
、
両
者

の
関
係
を
ど
う
捉
え
る
べ
き
か
、
主
従
関
係
も
ま
た
夢
幻
で
あ
る
と
い
う
の
か
、

と
問
う
て
い
る
。
そ
し
て
彼
が
引
き
出
し
た
結
論
は
こ
う
で
あ
る
。
常
朝
は
こ
の

世
を
夢
幻
と
み
た
と
し
て
も
、
主
従
の
つ
な
が
り
は
夢
幻
で
は
な
い
。
こ
の
世
を

夢
幻
と
み
る
時
に
、
逆
に
、
主
従
関
係
は
そ
の
本
来
の
あ
り
方
を
く
�
き
り
示
し

て
く
る
。
名
利
執
着
を
悪
夢
と
知
�
て
こ
れ
を
捨
て
る
時
、
主
君
を
嘆
く
心
の
純

粋
さ
が
と
り
戻
さ
れ
て
く
る
。
夢
幻
観
は
主
従
関
係
の
無
意
味
性
の
思
想
と
な
ら

36
　
﹃
葉
隠
︵
上
︶﹄
三
九
頁

37
　
﹃
葉
隠
︵
上
︶﹄
一
〇
五
頁

38
　
﹃
葉
隠
︵
上
︶﹄
一
二
〇
頁

す
べ
き
だ
、
と
の
訴
え
で
あ
る
。

だ
が
他
方
に
は
、
日
常
生
活
に
お
け
る
死
の
覚
悟
、
長
い
奉
公
期
間
を
つ
う
じ

て
の
死
の
覚
悟
の
勧
め
が
あ
る
。﹁
常
住
討
死
の
仕
組
に
打
ち
は
ま
り
、
篤
と
死

身
に
な
り
切
�
て
、
奉
公
も
勤
め
、
武
篇
も
仕
り
候
は
ば
、
恥
辱
あ
る
ま
じ
く

…
…
﹂︵
聞
書
一
・
六
三
︶33 

　
﹁
武
道
は
毎
朝
毎
夕
死
習
ひ
、
彼
に
つ
け
是
に
つ
け
、

死
に
て
は
見
、
死
に
て
は
見
し
て
、
切
れ
切
れ
て
置
く
一
つ
な
り
。﹂︵
聞
書
二
・

四
八
︶34 

な
ど
の
言
葉
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
。
つ
ま
り
、
一
日
一
日
、
さ
ら
に
一

生
涯
、
つ
ね
に
﹁
死
に
身
﹂
の
覚
悟
で
行
動
し
生
き
抜
く
こ
と
、
一
言
で
い
え
ば
、

武
士
は
﹁
常
住
死
に
身
﹂
の
精
神
を
た
え
ず
堅
持
す
べ
き
こ
と
を
訴
え
る
の
で
あ
る
。

前
者
は
、
現
実
の
場
面
で
の
生
身
の
身
体
的
な
死
で
あ
り
、
後
者
は
、
日
常
的

に
死
と
対
峙
し
死
に
つ
づ
け
る
覚
悟
を
示
し
た
観
念
上
の
死
で
あ
る
が
、
不
慮
の

場
で
の
死
地
へ
の
突
入
は
、
兼
ね
て
の
強
靱
な
覚
悟
や
心
が
け
が
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
死
に
狂
い
は
死
に
身
を
不
可
欠
の
土
台
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

相
良
は
こ
の
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
冒
頭
の
﹁
死
ぬ
事
﹂
と
は
、﹁﹁
死
に
身
﹂

と
﹁
死
に
狂
い
﹂
と
の
こ
の
よ
う
な
連
関
を
ふ
ま
え
た
、
両
者
を
統
括
す
る
言
葉
﹂

だ
と
、
評
し
た
の
で
あ
�
た
。35

﹃
葉
隠
﹄
の
根
幹
た
る
﹁
死
ぬ
事
﹂
と
い
う
言
葉
は
け
�
し
て
単
純
で
は
な
い

こ
と
を
、
相
良
か
ら
教
え
ら
れ
る
。
こ
の
語
に
潜
む
、
一
見
異
質
な
二
つ
の
死
の

様
相
を
取
り
出
し
、
そ
の
両
者
の
関
係
を
有
機
的
に
理
解
し
表
現
し
た
相
良
の
解

釈
に
は
説
得
力
が
あ
る
。
さ
ら
に
彼
の
﹁
死
ぬ
事
﹂
解
釈
を
と
お
し
て
、
武
篇
で

の
顕
著
な
功
績
を
あ
げ
る
こ
と
に
よ
�
て
で
は
な
く
、
小
身
の
立
場
で
主
君
へ
の

﹁
思
ひ
死
﹂
に
生
き
る
ほ
か
は
な
く
、
常
住
死
に
身
の
﹁
忍
ぶ
恋
﹂
的
な
献
身
奉

公
を
つ
づ
け
た
常
朝
の
悲
哀
と
無
念
が
に
じ
み
出
て
い
る
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
も

悟
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

33
　
﹃
葉
隠
︵
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も
常
朝
は
と
く
に
こ
れ
を
強
い
て
解
決
し
よ
う
な
ど
と
は
し
て
い
な
い
。
相
良
流

の
解
釈
に
よ
�
て
無
理
に
そ
れ
を
解
消
す
る
の
で
は
な
く
、
矛
盾
を
そ
の
ま
ま
矛

盾
と
し
て
受
け
と
め
、
両
者
の
併
存
を
承
認
す
る
態
度
の
方
が
、﹃
葉
隠
﹄
の
真

実
に
迫
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

（
二
・
六
）
相
良
『
葉
隠
』
武
士
道
論
の
特
色

相
良
亨
に
よ
る
﹃
葉
隠
﹄
思
想
の
分
析
と
評
価
は
、
こ
れ
ま
で
い
く
つ
か
の
点

で
私
な
り
の
異
論
や
批
判
を
呈
示
せ
ざ
る
を
え
な
か
�
た
と
は
い
え
、
以
上
の
よ

う
に
、
多
面
的
な
性
格
と
豊
饒
な
内
容
を
示
す
も
の
で
あ
�
た
。
思
う
に
、
そ
れ

を
可
能
に
し
て
い
る
の
は
、
な
に
よ
り
﹃
葉
隠
﹄
の
中
に
さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
し
背

反
す
る
記
述
や
見
解
が
あ
る
と
い
う
事
実
に
、
彼
が
目
を
つ
ぶ
ら
な
か
�
た
こ
と

に
あ
る
。
主
従
関
係
の
う
ち
で
服
従
し
き
る
武
士
の
姿
と
そ
れ
か
ら
逸
脱
す
る
武

士
の
姿
、﹁
無
分
別
﹂
の
肯
定
と
﹁
分
別
﹂
の
勧
め
、﹁
死
に
狂
い
﹂
と
﹁
死
に
身
﹂

を
併
せ
も
つ
﹁
死
ぬ
事
﹂
の
両
義
性
、
主
従
関
係
の
絶
対
視
と
無
常
・
夢
幻
観
な

ど
が
、
し
�
か
り
と
見
す
え
ら
れ
、
抉
剔
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
象
の
指
摘

と
相
互
関
係
の
把
握
が
、
彼
の
﹃
葉
隠
﹄
解
釈
を
平
板
な
も
の
に
終
わ
ら
せ
ず
、

重
厚
な
も
の
、
魅
力
あ
る
も
の
に
し
て
い
る
。
思
想
史
家
と
し
て
の
相
良
の
学
問

的
誠
実
さ
の
表
わ
れ
だ
、
と
私
は
評
価
し
た
い
。

﹃
葉
隠
﹄
の
中
に
な
ぜ
こ
の
種
の
矛
盾
や
両
義
性
が
顕
在
化
し
た
の
か
、
と
い

う
疑
問
が
当
然
生
ま
れ
て
こ
よ
う
。
こ
の
問
い
に
も
、
相
良
の
論
述
は
し
か
る
べ

き
解
答
を
与
え
て
い
る
。
口
述
者
の
山
本
常
朝
は
、
戦
国
時
代
の
余
習
を
重
視
し

尊
重
し
た
泰
平
期
の
文
官
的
武
士
で
あ
�
た
こ
と
、
泰
平
期
で
の
奉
公
は
、
生
涯

に
わ
た
る
﹁
常
住
死
に
身
﹂
を
基
本
と
す
る
﹁
主
君
へ
の
献
身
﹂
に
収
斂
せ
ざ
る

を
え
な
か
�
た
こ
と
、
家
老
の
座
で
主
君
に
諫
言
す
る
こ
と
こ
そ
﹁
奉
公
の
至
極
﹂

と
理
解
し
そ
れ
を
切
望
し
な
が
ら
、
結
局
家
老
に
な
れ
な
か
�
た
小
身
の
武
士
は

﹁
忍
ぶ
恋
﹂
的
な
献
身
の
情
と
主
従
道
徳
に
生
き
る
ほ
か
な
か
�
た
こ
と
、
こ
う

し
た
常
朝
自
身
が
置
か
れ
て
い
た
時
代
背
景
、
身
分
状
態
か
ら
の
制
約
が
、﹃
葉
隠
﹄

ず
、
ま
さ
に
夢
幻
観
を
も
つ
こ
と
に
よ
�
て
初
め
て
純
粋
な
主
従
関
係
に
生
き
る

こ
と
が
で
き
る
、
と
。39

た
し
か
に
一
つ
の
解
釈
で
あ
る
。
主
従
関
係
の
恒
常
性
と
人
間
世
界
の
無
常
性

︵
な
い
し
夢
幻
性
︶
と
の
対
立
が
、
巧
み
に
調
停
さ
れ
、
解
決
さ
れ
て
い
る
。
い

や
調
停
・
解
決
ど
こ
ろ
か
、
夢
幻
観
を
手
段
視
す
る
こ
と
に
よ
�
て
、
主
従
関
係

は
い
�
そ
う
絶
対
的
か
つ
終
局
的
な
目
的
へ
と
も
ち
上
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
だ

が
、
か
な
り
強
引
な
解
釈
で
は
あ
る
ま
い
か
。
私
は
強
い
違
和
感
を
禁
じ
る
こ
と

が
で
き
な
い
。

世
間
を
無
常
と
見
、
夢
幻
と
捉
え
る
常
朝
の
考
え
は
、
彼
の
出
家
し
た
後
で
の

人
生
観
で
あ
り
、
世
界
観
で
あ
�
た
。
主
君
へ
の
奉
公
に
生
き
、
儒
教
や
仏
教
に

距
離
を
お
い
て
い
た
時
代
と
は
異
な
�
て
、
か
な
り
深
く
仏
教
の
影
響
を
う
け

て
い
る
。
上
記
の
﹁
か
ら
く
り
﹂﹁
幻
﹂﹁
あ
だ
な
世
界
﹂﹁
夢
﹂
な
ど
の
言
葉
は
、

人
生
全
体
、
こ
の
世
全
般
を
対
象
に
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
相
良
の
言
う
よ
う
に
、

名
利
執
着
を
悪
夢
と
み
る
、
と
い
う
ご
と
き
部
分
的
な
対
象
に
限
ら
れ
た
話
で
は

な
い
。
主
従
関
係
、
主
従
道
徳
を
も
包
摂
し
た
人
間
世
界
一
般
へ
の
深
い
無
常
意

識
に
浸
さ
れ
て
い
る
。
私
は
、
無
常
・
夢
幻
の
観
念
を
も
つ
こ
と
に
よ
�
て
逆
に

主
従
関
係
の
絶
対
性
を
確
認
す
る
、
あ
る
い
は
取
り
戻
す
、
と
い
う
よ
う
な
浅
い

レ
ベ
ル
で
は
な
か
�
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
い
る
。
は
る
か
に
深
く
て
暗

い
無
常
・
夢
幻
の
感
覚
、
諫
言
す
れ
ば
、
拭
い
き
れ
な
い
根
本
的
な
懐
疑
が
、
常

朝
の
内
面
的
心
情
に
潜
ん
で
い
た
、
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

主
従
関
係
の
永
遠
性
を
覆
し
か
ね
な
い
危
険
性
を
も
つ
思
想
だ
�
た
か
ら
こ
そ
、

﹁
こ
の
事
は
、
悪
し
く
聞
い
て
は
害
に
な
る
事
故
、
若
き
衆
な
ど
へ
終
に
語
ら
ぬ

奥
の
手
な
り
。﹂︵
聞
書
二
・
八
五
︶40 

と
常
朝
は
付
け
加
え
る
こ
と
を
忘
れ
な
か
�

た
。
こ
こ
に
は
解
消
で
き
な
い
矛
盾
が
あ
る
。
絶
対
的
で
あ
る
は
ず
の
主
従
関
係

を
も
相
対
化
し
て
し
ま
う
視
点
か
ら
生
じ
る
、
避
け
が
た
い
矛
盾
で
あ
る
。
し
か

39
　
前
掲
﹃
武
士
の
思
想
﹄
二
〇
二
│
二
〇
三
頁
を
参
照
。
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一
一

﹃
葉
隠
﹄
の
本
質
を
ど
う
捉
え
、
ど
う
批
判
す
る
か 

―
﹃
葉
隠
﹄
の
歴
史
的
倫
理
的
評
価
に
つ
い
て
︵
そ
の
二
︶
―

山
本
常
朝
と
い
う
人
物
は
、
主
君
の
死
去
を
機
に
、
四
十
歳
過
ぎ
に
辞
職
し
出

家
し
た
。
そ
の
後
隠
棲
者
と
し
て
二
十
年
近
く
庵
住
ま
い
を
つ
づ
け
、﹃
葉
隠
﹄

の
中
で
、
折
に
ふ
れ
自
分
の
半
生
を
振
り
返
�
て
い
る
。
し
か
も
、
世
間
の
風
潮

や
人
間
関
係
の
推
移
、
若
き
武
士
の
素
行
や
価
値
観
の
堕
落
に
心
を
痛
め
て
い
た
。

だ
か
ら
、
処
世
訓
が
多
く
、
ま
た
実
用
的
な
人
生
観
も
多
い
。
葉
隠
の
こ
の
面
を

無
視
し
て
し
ま
う
と
、﹃
葉
隠
﹄
は
効
用
や
実
用
、
経
済
的
利
益
を
完
全
に
超
越

し
た
、
精
神
主
義
の
陳
述
書
の
代
表
で
あ
る
か
の
ご
と
く
誤
解
さ
れ
や
す
い
。
だ

が
、
真
相
は
そ
う
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
周
り
の
人
々
に
対
す
る
細
か
な
配
慮
や

穏
や
か
な
調
和
、
礼
儀
正
し
く
謙
虚
な
態
度
の
勧
め
、
長
生
き
を
可
能
に
す
る
身

養
生
の
推
奨
が
語
ら
れ
て
い
る
。
相
良
は
武
士
の
理
想
型
を
語
�
た
が
、
武
士

の
現
実
態
を
語
ら
な
か
�
た
。
そ
し
て
、
武
士
の
現
実
態
に
由
来
す
る
実
用
的
な

教
訓
や
人
生
観
を
度
外
視
し
た
。
葉
隠
解
釈
と
し
て
は
不
公
平
で
あ
り
、
結
果
と

し
て
葉
隠
全
体
像
の
一
面
化
に
寄
与
す
る
、
と
い
う
小
さ
く
な
い
罪
を
犯
し
て
し

ま
�
て
い
る
。

さ
て
、
問
題
点
の
第
二
は
、
常
朝
の
口
述
内
容
に
対
し
て
あ
ま
り
に
受
容
的
、

あ
ま
り
に
無
批
判
的
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
武
士
道
精
神
の
熱
烈
な
鼓
吹
、

主
君
へ
の
献
身
の
私
利
を
超
越
し
た
遂
行
、
死
の
覚
悟
の
純
粋
蕪
雑
さ
、
等
が
常

朝
の
思
想
の
根
幹
に
あ
り
、
そ
れ
ら
を
情
熱
的
か
つ
効
果
的
に
語
る
こ
と
に
よ
�

て
大
き
な
共
感
を
得
る
の
が
目
的
の
一
つ
で
あ
�
た
こ
と
は
、
た
し
か
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
、
常
朝
の
発
言
は
、
そ
し
て
陣
基
に
よ
�
て
な
さ
れ
た

記
述
は
、
し
ば
し
ば
あ
ま
り
に
激
越
で
、
誇
張
に
あ
ふ
れ
、
し
か
も
非
現
実
的
提

案
に
満
ち
て
い
る
。

﹁
本
気
に
て
は
大
業
は
な
ら
ず
。
気
違
ひ
に
な
り
て
死
狂
ひ
い
す
る
ま
で
な

り
。﹂︵
聞
書
一
・
一
一
四
︶43 

　
﹁
大
難
大
変
に
逢
う
て
も
動
転
せ
ぬ
と
い
ふ
は
、
ま

だ
し
き
な
り
。
大
変
に
逢
う
て
は
歓
喜
踊
躍
し
て
勇
み
進
む
べ
き
な
り
。﹂︵
聞
書

43
　
﹃
葉
隠
︵
上
︶﹄
六
五
頁

に
満
ち
て
い
る
矛
盾
的
記
述
の
根
拠
な
の
で
あ
�
た
。
相
良
は
、
こ
う
し
た
矛
盾

的
記
述
が
由
来
す
る
歴
史
的
倫
理
的
諸
事
情
を
、
和
辻
と
比
べ
て
は
る
か
に
よ
く

捉
え
て
い
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
献
身
の
道
徳
を
泰
平
期
で
堅
持
し
遂
行
す
る
さ
い
の
困
難
と

苦
悩
を
﹃
葉
隠
﹄
は
意
識
的
か
つ
無
意
識
的
に
表
現
し
て
い
る
。
と
く
に
主
君
の

お
側
に
あ
り
な
が
ら
、
大
身
で
は
な
い
ゆ
え
に
諫
言
も
で
き
ず
、﹁
大
忠
節
﹂
も

ま
ま
な
ら
な
い
、
低
い
身
分
の
武
士
の
苦
悩
で
あ
る
。﹁
忍
ぶ
恋
﹂
的
思
慕
が
つ

ね
に
奉
公
観
の
奥
底
を
流
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
証
左
で
あ
る
。
相
良
は
﹁﹃
葉
隠
﹄

の
古
典
的
な
意
義
は
、
武
士
の
献
身
の
伝
統
を
心
情
の
内
面
に
む
け
て
深
く
ほ
り

さ
げ
た
点
に
あ
る
。﹂ 41

と
総
括
的
に
語
�
て
い
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
書
物
が
主
観

と
情
緒
に
あ
ふ
れ
た
主
意
主
義
的
な
性
格
を
帯
び
ざ
る
を
え
な
か
�
た
所
以
を
説

明
す
る
と
と
も
に
、
相
良
自
身
が
そ
の
心
情
に
寄
り
添
い
、
そ
れ
に
深
く
共
感
し

て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
二
・
七
）
相
良
『
葉
隠
』
武
士
道
論
の
問
題
点
と
限
界

相
良
に
よ
る
﹃
葉
隠
﹄
解
釈
の
内
容
の
深
さ
・
広
さ
に
敬
意
を
表
す
る
一
方
で
、

私
は
、
い
く
つ
か
の
問
題
点
を
感
ず
る
。

そ
の
第
一
は
、
常
朝
が
口
述
し
た
、
私
欲
な
き
徹
底
し
た
主
君
思
い
、
誇
り
高

き
武
士
の
直
情
的
な
言
動
、
純
粋
一
途
の
献
身
道
徳
な
ど
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
、

そ
の
崇
高
な
倫
理
的
意
義
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
半
面
、
常
朝
が
免
れ
な
か
�
た
功

利
主
義
・
実
用
主
義
の
発
想
や
態
度
が
、
意
図
的
に
か
非
意
図
的
に
か
、
見
落
と

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
三
島
由
紀
夫
の
葉
隠
解
釈
の
さ
い
に
取
り
上
げ
た
こ

と
だ
が
、﹁
一
方
で
は
、
は
か
な
い
世
を
心
に
と
め
な
が
ら
、
一
方
で
は
、
あ
く

ま
で
プ
ラ
ク
テ
�
カ
ル
な
実
用
的
な
哲
学
を
鼓
吹
し
た
。﹂ 42

と
い
う
三
島
流
の
リ

ア
ル
な
理
解
と
表
現
は
、
相
良
の
う
ち
に
は
ま
�
た
く
な
い
。

41
　
前
掲
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42
　
三
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そ
れ
ら
は
、
直
接
に
生
身
の
人
間
を
斬
�
て
死
に

い
た
ら
し
め
た
、
戦
士
的
武
士
と
し
て
の
稀
な
経
験
で
あ
�
た
こ
と
は
ま
ち
が
い

な
い
。
前
者
の
場
合
、
斬
殺
し
た
後
、﹁
殊
の
外
心
持
に
な
り
申
す
も
の
に
て
候
﹂

［
特
別
に
清
々
し
い
気
持
に
な
�
た
も
の
で
あ
る
］
と
い
う
感
慨
を
述
べ
て
お
り
、
後

者
の
場
合
、
介
錯
を
頼
ま
れ
て
も
そ
れ
を
断
る
武
士
が
多
い
な
か
で
、
潔
く
そ
れ

を
引
き
受
け
首
尾
よ
く
任
務
を
は
た
し
た
こ
と49

、 

を
誇
ら
し
く
述
べ
て
い
る
。
常

朝
に
も
部
分
的
に
戦
士
的
武
士
の
実
体
験
が
あ
�
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
あ
る

が
、
こ
う
し
た
ご
く
わ
ず
か
な
体
験
を
自
画
自
賛
的
に
語
�
て
い
る
彼
の
虚
栄
心

も
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
う
し
た
や
や
鼻
持
ち
な
ら
な
い
自
己
肯
定
的
側

面
に
つ
い
て
は
、
相
良
は
そ
れ
を
あ
え
て
無
視
し
た
の
で
あ
る
。

（
二
・
八
）
ど
の
よ
う
な
「
対
決
」
が
必
要
な
の
か

相
良
亨
と
い
う
研
究
者
は
、
主
著
た
る
﹃
武
士
道
﹄
と
い
う
書
を
著
し
た
と

き
、
そ
の
﹁
ま
え
が
き
﹂
の
中
で
、
じ
つ
に
率
直
に
自
ら
の
動
機
を
こ
う
記
し
て

い
る
。﹁
武
士
的
な
も
の
を
思
う
ご
と
に
、
私
は
こ
れ
に
対
す
る
自
分
の
姿
勢
の

曖
昧
さ
を
感
ず
る
。
郷
愁
を
感
ず
る
が
落
着
け
な
い
。
落
着
け
な
い
が
郷
愁
を
感

ず
る
の
で
あ
る
。
こ
の
曖
昧
な
自
分
を
こ
え
る
道
は
、
武
士
を
み
つ
め
、
そ
の
正

体
を
つ
き
つ
め
る
以
外
に
は
あ
る
ま
い
。
自
分
の
な
か
に
武
士
に
つ
な
が
る
も
の

が
あ
る
こ
と
を
感
ず
る
が
故
に
そ
れ
だ
け
、
私
は
武
士
を
み
す
え
、
対
決
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
感
ず
る
の
で
あ
る
。﹂ 50

と
。
併
せ
て
彼
は
、
武
士
の
主
従
の
モ

ラ
ル
に
は
興
味
を
感
じ
な
い
と
述
べ
、﹁
古
武
士
の
風
格
﹂
と
か
﹁
武
士
道
精
神
﹂

48
　
﹃
葉
隠
︵
中
︶﹄
一
六
一
頁
、﹃
葉
隠
︵
中
︶﹄
一
六
七
頁

49
　
介
錯
の
依
頼
に
対
し
て
、
常
朝
は
、
潔
さ
と
決
意
に
満
ち
た
返
書
を
届
け
、
平
左
衛
門
を
し

て
﹁
無
雙
の
紙
面
な
り
﹂
［
二
つ
と
な
い
す
ぐ
れ
た
文
面
で
あ
る
］
と
感
嘆
さ
せ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

彼
が
返
書
の
写
し
を
保
管
し
て
い
た
事
実
を
み
る
と
、
お
の
れ
の
言
動
に
対
す
る
強
い
自
負
心
や

自
己
顕
示
欲
が
あ
�
た
こ
と
が
わ
か
る
。︵
聞
書
七
・
二
四
︶﹃
葉
隠
︵
中
︶﹄
一
六
七
頁
を
参
照
。

50
　
前
掲
﹃
武
士
道
﹄
七
頁

一
・
一
一
六
︶44 

　
﹁
曲
者
と
云
ふ
は
、
沙
汰
な
し
に
潜
か
に
ぬ
け
出
て
死
ぬ
者
な
り
。

仕
果
た
す
る
に
及
ば
ず
、
切
り
殺
さ
る
る
が
曲
者
な
り
。﹂︵
聞
書
八
・
三
四
︶45 

　

こ
れ
ら
の
狂
気
・
凶
暴
の
賛
美
、
死
地
へ
の
突
入
の
推
奨
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な

い
が
、
じ
つ
は
文
官
的
武
士
で
あ
�
た
常
朝
本
人
が
一
度
た
り
と
も
実
践
し
た

こ
と
の
な
い
も
の
で
あ
�
た
。
自
分
の
直
接
体
験
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
な
い
空
文

句
で
は
な
い
か
、
無
責
任
な
大
言
壮
語
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
し
た

批
判
を
投
げ
か
け
ら
れ
た
と
き
、
常
朝
は
た
だ
沈
黙
す
る
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
し
、

相
良
自
身
も
き
�
と
擁
護
す
る
こ
と
に
戸
惑
う
に
ち
が
い
な
い
。

﹁
出
し
抜
き
に
首
打
ち
落
と
さ
れ
て
も
、
一
働
き
は
し
か
と
成
る
筈
に
候
。［
中

略
］
武
勇
の
為
、
怨
霊
悪
鬼
と
な
ら
ん
と
大
悪
念
を
起
し
た
ら
ば
、
首
の
落
ち
た

る
と
て
、
死
ぬ
筈
に
て
は
な
し
。﹂︵
聞
書
二
・
五
二
︶46 

な
ど
の
言
葉
も
、
戦
士
を

敵
陣
に
突
撃
さ
せ
る
た
め
の
戦
術
的
方
便
と
し
て
は
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
戦

場
で
さ
え
一
笑
に
付
さ
れ
か
ね
な
い
非
現
実
的
提
案
で
あ
る
。
こ
う
い
う
非
合
理

な
言
辞
は
黙
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

ま
た
、
虚
栄
と
自
己
肯
定
の
文
面
が
か
な
り
散
見
さ
れ
る
こ
と
も
注
意
し
て
お

こ
う
。

常
朝
が
主
君
の
近
く
で
御
側
役
や
御
歌
書
役
を
務
め
つ
づ
け
た
期
間47

、
な
ん
ら

か
の
戦
闘
に
参
加
し
顕
著
な
手
柄
を
立
て
た
わ
け
で
も
な
か
�
た
。
た
だ
し
、﹃
葉

隠
﹄
の
記
述
を
た
ど
�
て
み
る
と
、
一
度
、
嘉
瀬
の
地
で
罪
人
を
斬
�
た
と
の
経

験
談
が
語
ら
れ
、
ま
た
一
度
、
切
腹
を
命
じ
ら
れ
た
澤
邊
平
左
衛
門
︵
常
朝
の
従

兄
弟
に
当
た
る
︶
の
介
錯
を
担
�
た
経
緯
と
結
果
が
語
ら
れ
て
い
る
。︵
聞
書
七
・

44
　
﹃
葉
隠
︵
上
︶﹄
六
五
頁

45
　
﹃
葉
隠
︵
下
︶﹄
二
九
頁

46
　
﹃
葉
隠
︵
上
︶﹄
一
〇
九
頁

47
　
常
朝
自
身
の
半
生
談
や
過
去
談
に
出
て
く
る
諸
々
の
役
目
と
し
て
は
、
御
小
姓
役
、
御
書
物

役
、
京
都
役
、
等
が
あ
る
。︵
聞
書
一
・
一
二
︶︵
聞
書
一
・
一
九
五
︶︵
聞
書
二
・
二
五
︶︵
聞
書
二
・

一
四
〇
︶
な
ど
を
参
照
。



一
三

﹃
葉
隠
﹄
の
本
質
を
ど
う
捉
え
、
ど
う
批
判
す
る
か 

―
﹃
葉
隠
﹄
の
歴
史
的
倫
理
的
評
価
に
つ
い
て
︵
そ
の
二
︶
―

武
士
道
や
葉
隠
精
神
と
対
峙
す
る
こ
と
に
よ
�
て
、
お
の
が
気
質
の
ル
�
ツ
を
探

り
当
て
、
内
的
心
情
の
い
�
そ
う
深
い
基
底
か
ら
共
鳴
・
同
調
す
る
に
い
た
�
て

い
る
。
私
の
思
う
に
、
彼
は
、
対
決
を
企
図
し
つ
つ
出
発
し
な
が
ら
、
き
び
し
い

思
想
的
格
闘
を
つ
う
じ
て
、
相
手
の
大
き
な
懐
の
う
ち
に
取
り
込
ま
れ
た
、
と
い

う
の
が
真
実
な
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
﹁
対
決
﹂
は
目
ざ
さ
れ
た
、
し
か
し
、
結

果
的
に
﹁
対
決
﹂
は
挫
折
し
、
敵
方
に
包
摂
・
収
容
さ
れ
た
。
厳
し
い
か
も
し
れ

な
い
が
、
こ
れ
が
私
の
率
直
な
評
価
で
あ
る
。
武
士
や
武
士
道
に
た
い
す
る
批
判

的
言
辞
が
き
わ
め
て
少
な
い
こ
と
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
肯
定
的
評
価
や

理
論
的
正
当
化
が
主
流
に
な
�
て
い
る
こ
と
が
、
そ
れ
を
よ
く
表
わ
し
て
い
る
。

で
は
、
武
士
道
と
の
対
決
と
い
う
と
き
、
な
に
が
必
要
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
他
で
も
な
く
、
武
士
や
武
士
道
が
自
ら
の
う
ち
に
も
�
て
い
な
い
倫
理

や
価
値
観
で
あ
る
。
す
で
に
武
士
道
精
神
の
う
ち
に
存
在
す
る
価
値
観
や
道
徳
性

の
観
点
か
ら
は
、
武
士
道
の
中
身
を
適
切
に
客
観
化
も
で
き
な
け
れ
ば
、
ま
し
て

批
判
で
き
よ
う
は
ず
も
な
い
。
武
士
的
気
質
を
潜
在
的
に
も
つ
者
は
、
武
士
的
気

質
や
そ
の
社
会
的
風
潮
に
共
感
し
た
り
同
調
し
た
り
す
る
傾
向
が
つ
よ
く
、
し
か

る
べ
き
距
離
を
と
�
て
そ
れ
ら
を
理
性
的
に
分
析
し
た
り
反
省
し
た
り
す
る
こ
と

は
不
得
手
で
あ
る
。
対
決
す
べ
き
対
象
を
前
に
し
て
必
要
な
の
は
、
当
の
対
象
と

は
別
の
気
質
・
道
徳
性
・
価
値
観
で
あ
り
、
そ
の
﹁
外
の
視
点
﹂
が
あ
�
て
こ
そ
、

真
の
意
味
で
の
対
決
が
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。
同
調
や
迎
合
の
た
め
に
は
﹁
内
の

視
点
﹂
が
あ
れ
ば
よ
い
。
だ
が
、
誠
実
に
﹁
対
決
﹂
を
志
す
の
で
あ
れ
ば
、﹁
外

の
視
点
﹂
を
獲
得
し
導
入
す
べ
き
で
あ
る
。

葉
隠
を
含
む
日
本
の
武
士
道
を
評
価
す
る
に
あ
た
�
て
の
﹁
外
の
視
点
﹂
と
は
、

具
体
的
に
い
え
ば
、
人
権
、
生
命
の
尊
厳
、
自
由
、
平
等
な
ど
の
、
よ
り
普
遍
的

な
人
類
的
価
値
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
た
し
か
に
西
洋
近
代
以
降
発
生
し
形
成
・
彫

琢
さ
れ
た
、
西
洋
出
自
の
価
値
観
で
は
あ
る
が
、
い
ま
や
封
建
的
倫
理
や
非
人
間

主
義
的
倫
理
、
反
民
主
主
義
的
倫
理
と
対
置
さ
れ
て
、
過
去
の
諸
倫
理
を
凌
駕
す

る
だ
け
の
歴
史
的
成
果
や
社
会
的
実
績
を
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
。﹃
葉
隠
﹄
が

な
ど
と
い
う
表
現
が
指
し
示
し
て
い
る
、
武
士
の
道
徳
的
気
質
な
る
も
の
の
解
明

を
、
自
著
の
目
的
と
し
て
掲
げ
た
の
で
あ
る
。

武
士
へ
の
﹁
郷
愁
﹂
と
﹁
落
ち
着
か
な
さ
﹂
と
い
う
両
価
感
情
は
、
相
良
だ
け

で
な
く
、
現
代
日
本
人
の
多
く
の
心
情
で
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
か
く
い
う
私

の
内
面
に
も
存
在
し
て
い
る
。
彼
が
そ
の
曖
昧
さ
を
実
感
し
、
そ
の
思
想
的
理
由

に
明
確
な
形
を
与
え
た
い
、
と
い
う
切
実
な
動
機
は
理
解
で
き
る
。
そ
れ
を
は
た

す
べ
く
、
武
士
と
の
対
決
、
武
士
道
と
の
対
決
を
試
み
た
こ
と
、
そ
し
て
彼
な
り

の
そ
の
理
論
的
成
果
が
﹃
武
士
道
﹄
と
い
う
書
物
に
結
実
し
た
こ
と
は
、
た
し
か

に
認
め
ら
れ
て
よ
い
。﹃
武
士
道
﹄
と
い
う
著
作
に
は
、﹃
甲
陽
軍
鑑
﹄
や
﹃
山
鹿

語
類
﹄
に
関
す
る
多
く
の
引
用
・
言
及
が
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
中
心
は
﹃
葉
隠
﹄

に
お
か
れ
て
お
り
、
武
士
道
と
の
対
決
は
事
実
上
、
葉
隠
武
士
道
と
の
対
決
だ
、

と
い
�
て
も
言
い
過
ぎ
で
は
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、﹃
葉
隠
﹄
の
記
述
と
相
良

に
よ
る
そ
の
分
析
を
紹
介
し
た
、︵
二
・
二
︶
か
ら
︵
二
・
五
︶
に
い
た
る
上
述
し

た
諸
内
容
は
、﹃
葉
隠
﹄
の
中
に
含
ま
れ
る
錯
綜
し
た
葛
藤
・
矛
盾
・
両
義
性
を

解
き
明
か
し
た
も
の
で
あ
り
、
一
筋
縄
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
こ
の
書
の
多
面
性
や

豊
か
さ
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
た
と
い
う
点
で
、
相
良
の
炯
眼
な
分
析
力
や
論
述
力

を
私
は
高
く
評
価
し
て
い
る
。

だ
が
、
私
に
は
強
い
疑
義
が
あ
る
。
高
ら
か
に
武
士
道
と
の
対
決
を
謳
�
た
相

良
は
、
言
葉
の
厳
密
な
意
味
で
、
ほ
ん
と
う
に
﹁
対
決
﹂
し
え
た
の
か
、
と
い
う

疑
義
で
あ
る
。

﹁
あ
り
の
ま
ま
﹂
を
よ
し
と
し
、﹁
名
と
恥
﹂
の
尊
重
に
生
き
、﹁
死
の
覚
悟
﹂

を
貫
き
、﹁
閑
か
な
強
み
﹂
を
重
視
し
、﹁
卓
爾
と
し
た
独
立
﹂
を
堅
持
し
つ
づ
け
る
、

武
士
の
基
本
姿
勢
お
よ
び
そ
の
道
徳
的
気
質
を
相
良
は
取
り
出
し
、
そ
れ
ら
に
強

く
共
感
し
た
。51

お
そ
ら
く
は
も
と
も
と
武
士
的
気
質
を
分
有
し
て
い
た
相
良
は
、

51
　
武
士
の
う
ち
に
あ
る
、
こ
こ
で
挙
げ
た
﹁
あ
り
の
ま
ま
﹂﹁
名
と
恥
﹂﹁
死
の
覚
悟
﹂﹁
閑
か

な
強
み
﹂﹁
卓
爾
と
し
た
独
立
﹂
と
い
う
五
つ
の
基
本
的
な
構
え
は
、
そ
の
ま
ま
﹃
武
士
道
﹄
と

い
う
書
を
構
成
す
る
五
章
の
タ
イ
ト
ル
と
な
�
て
い
る
。
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く
り
か
え
し
語
る
、
自
己
と
他
者
の
生
命
の
軽
視
、
権
力
と
法
令
の
制
約
下
に
あ

る
主
従
関
係
や
身
分
制
︵
お
よ
び
そ
の
下
で
の
現
実
的
な
不
自
由
と
不
平
等
︶
の

堅
持
な
ど
は
、
武
士
気
質
お
よ
び
武
士
道
倫
理
の
真
髄
で
あ
ろ
う
。
逆
に
い
え
ば
、

今
日
の
基
本
的
な
諸
価
値
の
対
極
に
あ
る
も
の
で
あ
�
て
、
そ
れ
ら
の
価
値
の
歴

史
的
意
義
を
解
し
な
い
者
に
は
、
武
士
道
に
対
す
る
批
判
、
武
士
道
と
の
対
決
は

絵
に
描
い
た
餅
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。

相
良
が
﹁
対
決
﹂
を
言
う
と
き
、
今
日
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
�
た
上
記
の
基

本
的
価
値
へ
の
言
及
は
ま
�
た
く
な
く
、
批
判
や
対
決
の
観
点
も
ま
�
た
く
語
ら

れ
な
い
の
で
あ
る
。
彼
は
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
基
本
的
価
値
を
そ
れ
ほ
ど
重
大
な

も
の
だ
と
把
握
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
さ
え
感
じ
る
。
主
従
の
モ
ラ
ル

に
は
興
味
が
な
い
、
と
い
う
表
現
に
接
す
る
か
ぎ
り
、
主
従
道
徳
の
前
近
代
性
、

こ
の
道
徳
の
現
代
で
の
非
通
用
性
、
な
ど
の
見
解
を
も
�
て
い
る
こ
と
は
察
せ
ら

れ
る
が
、
な
ぜ
そ
れ
が
排
斥
さ
る
べ
き
か
、
の
思
想
史
的
な
論
拠
は
示
さ
れ
て
い

な
い
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、﹃
葉
隠
﹄
と
向
か
い
合
う
と
き
、
人
権
・
自
由
・
平
等
の
価
値
観

を
片
手
に
も
ち
、
そ
れ
ら
を
基
準
に
こ
の
書
物
の
欠
陥
を
あ
げ
つ
ら
い
、
近
現
代

の
立
場
か
ら
思
想
的
な
批
判
と
裁
断
の
作
業
を
す
れ
ば
よ
い
、
と
言
う
つ
も
り
は

毛
頭
な
い
。
あ
く
ま
で
葉
隠
全
体
を
貫
く
武
士
気
質
と
武
士
道
精
神
の
内
奥
に
入

り
込
み
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
徹
底
し
た
内
在
的
理
解
が
優
先
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
公
正
な
内
在
的
評
価
を
追
究
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と

は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
だ
が
、
現
代
で
は
現
代
に
ふ
さ
わ
し
い
対
決
が
求
め
ら
れ

る
。
過
去
の
思
想
書
も
、
現
代
的
視
点
を
ぬ
き
に
読
ま
れ
て
よ
い
わ
け
で
は
な
い
。

相
良
の
い
う
﹁
対
決
﹂
を
敢
行
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
過
去
の
基
本
的
価
値
︵﹃
葉
隠
﹄

で
は
、
封
建
的
な
武
士
気
質
や
主
従
道
徳
︶
と
現
代
の
基
本
的
価
値
と
の
異
同
に

た
い
し
て
、
し
か
も
そ
の
異
同
の
根
拠
や
背
景
に
つ
い
て
、
も
�
と
敏
感
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
当
時
の
武
士
気
質
や
武
士
道
精
神
の
受
容
と
解
釈
、
そ
れ
ら
に

対
す
る
深
き
共
感
や
主
観
的
な
再
評
価
だ
け
に
終
わ
�
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。


