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例

翻
刻
に
際
し
て
は
、
で
き
る
限
り
原
型
に
近
い
形
で
翻
刻
し
た
。

漢
字
は
原
則
と
し
て
親
字
体
を
用
い
た
が
、
「
當
」
と
「
当
」
の
よ
う
に
書
き
分
け
て
い
る
多
食
ま
た
「
摸
」
の
よ
う
に

当
時
慣
用
さ
れ
て
い
た
文
字
は
、
そ
の
ま
ま
残
し
た
。

仮
名
つ
か
い
、
平
仮
名
、
片
仮
名
は
原
稿
通
り
と
し
た
が
、
変
体
仮
名
は
通
行
の
文
字
に
改
め
た
。

誤
字
、
脱
字
、
ま
た
当
時
の
用
法
か
ら
見
て
も
一
般
的
で
な
い
と
思
わ
れ
る
文
字
は
、
　
〔
〕
で
補
訂
し
た
が
、
補
訂
し
が

た
い
場
合
は
〔
マ
マ
〕
と
し
た
。
な
お
、
筆
者
は
「
己
」
と
「
巳
」
を
共
に
「
巳
」
と
表
記
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
筆
者
の

癖
で
も
あ
り
、
ま
た
一
々
補
訂
す
る
と
読
み
づ
ら
く
も
な
る
の
で
、
こ
の
文
字
に
つ
い
て
は
文
意
に
よ
り
「
己
」
か
「
巳
」

と
し
た
。

抹
消
文
字
は
［
　
］
で
示
し
、
抹
消
文
字
の
横
に
記
さ
れ
て
い
る
訂
正
文
字
は
、
そ
の
ま
ま
［
　
］
の
横
に
示
し
た
。



祖
父
、
三
浦
徹
の
こ
と

国
連
大
学
学
長
特
別
顧
問

朝
日
新
聞
客
員
論
説
委
員

　
　
　
永
　
　
井

道

雄

　
大
正
十
四
年
、
祖
父
徹
は
病
田
し
て
居
り
ま
す
の
で
、
誠
に

残
念
な
こ
と
に
、
直
接
私
た
ち
の
目
や
耳
に
残
っ
て
い
る
祖
父

の
思
い
出
は
、
と
り
た
て
て
申
す
ほ
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

今
回
満
明
治
学
院
の
出
版
に
よ
る
日
記
を
読
み
、
は
じ
め
て
祖

父
か
ら
沢
山
の
話
を
聞
か
せ
て
も
ら
っ
た
よ
う
な
思
い
で
し
た
。

ま
た
生
前
の
母
、
永
井
次
代
の
折
々
の
姿
や
、
母
が
自
分
の
思

い
出
を
つ
づ
っ
た
「
い
っ
し
ょ
う
け
ん
め
い
生
き
ま
し
ょ
う
」

（
講
談
社
）
な
ど
を
思
い
出
し
、
そ
れ
と
祖
父
自
身
の
日
記
と

を
重
ね
て
み
た
り
し
ま
し
た
。

　
　
　
祖
父
、
三
浦
徹
の
こ
と

　
祖
母
リ
ウ
は
胸
を
患
っ
て
臥
っ
て
い
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の

で
、
祖
父
が
母
親
代
り
に
、
子
供
の
教
育
な
ど
に
も
力
を
注
い

で
い
た
と
、
私
た
ち
は
母
か
ら
聞
か
さ
れ
て
居
り
ま
し
た
。

　
明
治
二
十
一
年
春
か
ら
、
祖
父
達
は
盛
岡
に
住
ん
で
居
り
ま

し
た
が
、
母
と
二
人
の
叔
母
達
は
、
長
ず
る
と
病
気
の
母
親
か

ら
離
れ
、
東
京
麹
町
に
あ
る
女
子
学
院
の
寄
宿
舎
に
入
り
ま
し

た
。
祖
父
の
計
ら
い
で
あ
っ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。
キ
リ
ス
ト

教
の
家
に
生
ま
れ
育
っ
た
母
達
は
、
こ
二
で
更
に
、
キ
リ
ス
ト

教
を
基
と
し
た
教
育
を
受
け
た
訳
で
す
。
祖
父
の
日
記
に
明
ら

1



　
　
　
祖
父
、
三
浦
徹
の
こ
と

か
な
よ
う
に
、
祖
父
の
生
き
方
が
「
神
を
透
し
て
人
を
観
、
人

を
通
し
て
神
の
み
言
葉
を
玩
味
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
貫
か
れ

て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
祖
父
が
、
神
の
教
え
に
温
れ
て
い

る
女
子
学
院
へ
、
病
弱
の
母
親
を
持
つ
三
人
の
娘
を
托
し
た
こ

と
は
容
易
に
理
解
出
来
ま
す
。

　
こ
の
祖
父
の
祈
り
に
応
え
る
か
の
よ
う
に
、
母
達
は
間
も
な

く
、
学
校
の
中
に
あ
る
「
キ
ソ
グ
ス
ド
ー
タ
ー
」
と
称
す
る
会

の
会
員
と
な
り
、
「
自
分
達
は
神
の
娘
だ
」
と
い
う
誇
り
と
自

覚
を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
家
が
貧
し
く
て
も
、
着
物
が

他
の
人
よ
り
粗
末
で
も
、
そ
ん
な
こ
と
は
少
し
も
気
に
せ
ず
、

誇
り
高
い
理
想
を
持
っ
て
神
の
娘
ら
し
く
振
舞
う
努
力
を
し
た

と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
を
知
っ
た
時
に
は
、
祖
父
も
、
病
床

の
祖
母
も
ど
ん
な
に
か
喜
び
、
安
堵
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
私
た
ち
は
母
も
、
ま
た
、
や
は
り
キ
リ
ス
ト
教
の
信
者
で
あ

っ
た
父
、
柳
太
郎
も
、
く
よ
く
よ
と
考
え
込
ん
だ
り
、
め
そ
め

そ
と
し
て
い
る
の
を
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
何
時
も
前
向

き
で
、
ど
ち
ら
か
と
云
え
ば
自
信
に
充
ち
た
生
活
態
度
で
あ
っ

た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
と
は
い
っ
て
も
、
母
に
つ
い
て
思
い
お

こ
す
と
、
幾
十
年
の
間
に
は
何
回
か
か
枕
の
中
に
顔
を
埋
め
て
、

涙
を
流
し
な
が
ら
神
に
祈
っ
て
い
る
姿
を
見
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
そ
ん
な
時
で
も
、
朝
に
は
、
さ
っ
ぱ
り
と
し
た
態
度
で
家

族
の
誰
彼
に
接
し
て
い
ま
し
た
。
・

　
祖
父
は
、
神
の
み
言
葉
の
網
目
を
透
し
て
、
沢
山
の
人
の
心

や
、
諸
々
の
事
柄
を
、
丁
寧
に
自
分
の
心
に
映
し
留
め
、
、
こ
の

日
記
を
記
し
て
い
ま
す
。

　
母
も
祖
父
と
同
様
に
、
生
活
の
一
部
始
終
を
、
神
の
教
え
の

網
目
を
透
し
て
、
心
の
中
で
反
広
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
悲

し
い
出
来
事
や
、
失
意
に
会
う
と
、
自
分
の
足
り
な
か
っ
た
と

こ
ろ
を
神
に
謝
罪
し
、
正
し
い
道
を
、
又
、
第
一
歩
か
ら
歩
き

直
す
力
を
神
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
，
た
よ
う
で
す
。
自
分
に
対
し

て
、
よ
く
な
い
思
い
を
抱
く
人
が
あ
る
と
思
う
時
で
も
、
そ
の

人
の
罪
を
共
に
悔
い
、
寛
い
心
で
恕
す
こ
と
の
出
来
る
よ
う
神

に
祈
る
。
そ
う
し
た
こ
と
の
繰
り
返
し
の
中
で
、
母
は
一
見
、

男
々
し
げ
に
、
自
信
あ
り
げ
に
生
き
続
け
て
い
た
の
だ
と
、
今
、

私
た
ち
は
祖
父
の
日
記
に
は
っ
き
り
と
教
え
ら
れ
、
母
へ
の
敬

愛
と
理
解
を
、
よ
り
一
層
深
め
る
こ
と
が
出
来
て
、
感
謝
し
て

2



居
り
ま
す
。

　
長
い
年
月
の
間
に
、
私
た
ち
は
、
沼
津
の
水
野
藩
に
生
ま
れ
，

た
祖
父
が
、
、
東
京
へ
出
て
勉
学
の
後
、
牧
師
に
な
り
、
ど
う
い

う
経
緯
で
盛
岡
に
住
む
こ
と
に
な
っ
た
の
か
時
看
不
思
議
に
思

っ
て
い
ま
し
た
。
母
に
あ
ら
た
め
て
聞
く
こ
と
も
な
く
今
日
に

至
っ
て
屠
り
ま
し
た
が
馬
最
近
に
な
っ
て
、
上
星
川
教
会
の
牧

師
太
田
愛
人
氏
か
ら
贈
ら
れ
た
フ
ェ
リ
ス
女
学
院
資
料
室
発
行

の
．
「
あ
ゆ
み
」
（
第
十
四
号
）
を
読
み
、
ゆ
く
ヴ
な
く
も
、
そ

の
当
時
の
祖
父
の
こ
と
を
詳
し
く
知
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

　
そ
れ
に
よ
り
ま
す
と
、
明
治
二
十
年
に
、
日
本
一
致
教
会
の

地
方
伝
道
拡
張
計
画
を
持
っ
て
い
た
米
国
リ
フ
ォ
ー
ム
ド
・
ミ

ッ
シ
ョ
ン
が
、
宣
教
師
エ
ブ
凧
ア
L
ル
㍉
ミ
ロ
ル
．
氏
夫
妻
と
、

二
名
の
日
本
人
と
で
、
盛
岡
伝
道
を
開
始
す
る
こ
ど
を
決
め
た

そ
う
で
す
。
翌
年
の
一
月
謳
下
準
備
の
為
に
盛
岡
へ
出
か
け
た

ミ
ロ
ル
氏
と
祖
父
は
、
一
旦
帰
京
の
後
、
三
月
二
十
八
目
か
ら

家
族
ぐ
る
み
盛
岡
に
住
み
始
め
た
こ
と
が
解
り
ま
し
た
。

　
盛
岡
で
は
先
着
の
伝
道
師
、
林
竹
太
郎
氏
の
熱
心
な
働
き
も

あ
り
、
ミ
ロ
ル
氏
着
任
の
時
は
、
既
に
数
名
の
求
道
者
が
あ
り

　
　
　
祖
父
、
三
浦
徹
の
こ
と

ま
し
た
が
、
四
月
十
五
日
に
は
七
人
の
青
年
男
女
の
受
洗
者
が

あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
き
日
に
は
、
．
一
大
福
音

を
宣
伝
す
る
為
に
キ
リ
ス
ト
教
大
演
説
会
も
開
催
さ
れ
、
聴
集

が
二
千
人
も
集
ま
り
、
開
關
以
来
、
空
前
の
盛
会
で
あ
っ
た
と

も
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
演
説
会
で
、
ミ
ロ
ル
氏
は
「
信
仰

を
論
ず
」
、
祖
父
は
「
宗
教
を
論
ず
」
．
と
い
う
題
で
、
・
共
に
演

説
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
か
ね
て
か
ら
、
祖
父
の
若
い
頃
の
話
と
、
い
え
ば
、
家
老
の
家

に
生
ま
れ
た
眉
目
秀
麗
な
御
曹
子
で
あ
っ
た
と
い
う
類
が
多
く
、

何
と
な
く
物
足
り
な
い
思
い
で
し
た
。
今
回
祖
父
の
日
記
に
加

え
て
、
「
あ
ゆ
み
」
、
に
掲
載
さ
れ
た
盛
岡
伝
道
の
記
事
も
読
ま

せ
て
頂
き
、
意
気
旺
ん
な
若
々
し
い
祖
父
の
、
伝
道
者
と
し
て

の
姿
も
知
る
こ
と
が
出
来
、
嬉
し
く
思
い
ま
し
た
。

　
祖
父
は
、
明
治
十
五
年
、
盛
岡
伝
道
以
前
か
ら
、
．
ミ
ロ
ル
夫

人
に
力
を
併
せ
「
喜
の
音
」
と
い
う
新
聞
を
発
行
し
て
い
ま
す
。

　
仕
事
を
始
め
て
以
来
、
お
別
れ
を
す
る
日
ま
で
、
祖
父
は
、

ミ
ロ
ル
夫
人
の
真
面
目
で
、
綿
密
で
、
周
到
な
仕
事
ぶ
り
に
深

い
感
動
を
抱
き
続
け
て
い
ま
す
。
身
を
処
す
る
に
も
、
職
務
に

3



　
　
　
祖
父
、
三
浦
徹
の
こ
と

任
ず
る
に
も
、
．
キ
リ
ス
ト
に
対
す
る
忠
誠
心
が
滋
っ
て
い
て
、

聖
書
で
教
え
ら
れ
て
い
る
「
忠
義
に
し
て
智
き
僕
」
「
か
く
の

如
く
勤
む
る
」
の
活
き
た
模
範
で
あ
る
と
、
祖
父
は
ミ
ロ
ル
夫

人
を
尊
敬
し
で
い
ま
す
。
神
か
ら
命
じ
ち
れ
た
こ
と
で
あ
れ
ば
、

何
事
で
も
全
力
を
注
い
で
尽
さ
れ
た
・
ヘ
ロ
ル
夫
人
の
姿
を
、
、
聖

書
の
活
き
た
註
釈
で
も
あ
っ
た
と
、
祖
父
は
、
明
治
四
十
三
年

に
露
天
さ
れ
た
ミ
ロ
ル
夫
人
の
追
悼
蝕
め
中
で
讃
え
て
い
ま
す
。

　
又
、
ミ
ロ
ル
夫
人
と
共
に
「
喜
の
音
」
の
発
行
に
力
を
習
い

．
で
い
た
祖
父
は
、
夫
人
か
ら
「
い
や
に
な
っ
た
」
「
面
白
く
な

い
」
「
飽
湿
し
た
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
を
聞
《
こ
と
は
お
ろ

か
、
．
そ
ん
な
素
振
さ
え
、
二
度
も
見
た
こ
ど
が
無
い
と
追
悼
文

の
中
に
記
し
て
い
ま
す
。

　
一
生
を
通
し
て
、
真
面
目
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
に
忠
実
で
あ

り
度
い
と
願
う
心
か
ら
で
し
ょ
う
か
、
何
事
に
も
マ
イ
ト
を
尽

し
て
生
き
抜
い
た
私
た
ち
の
伯
父
、
二
人
の
叔
母
、
そ
し
て
母

も
、
今
は
皆
天
に
召
さ
れ
ま
し
た
。

　
「
い
や
に
な
っ
た
」
「
面
白
く
な
い
」
「
飽
々
し
た
」
。
こ
れ

ら
の
言
葉
は
母
、
次
代
も
決
し
て
申
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
子

供
ら
に
対
し
て
も
、
そ
う
し
た
言
葉
を
口
に
す
る
心
を
厳
し
く

責
め
ま
し
た
。
今
、
私
た
ち
は
そ
の
叱
責
の
ル
・
ー
ヅ
を
さ
ぐ
り

当
て
た
思
い
で
、
，
盛
岡
で
の
祖
父
の
生
活
を
一
段
と
懐
し
い
も

の
に
感
じ
て
い
ま
す
。
．

　
、
、
・
・
ロ
ル
夫
妻
の
影
響
は
精
神
的
な
こ
と
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
・

祖
父
は
、
食
事
に
つ
い
て
も
西
洋
風
を
好
み
、
自
分
で
鳥
の
丸

焼
な
ど
を
作
っ
た
そ
う
で
す
。
オ
ヴ
ソ
の
前
に
椅
子
を
据
え
、

檸
が
け
で
そ
こ
に
坐
り
、
・
焼
き
加
減
を
注
意
深
く
見
守
っ
て
い

た
博
い
う
話
が
、
前
述
し
た
母
の
遺
著
に
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

ほ
ほ
え
ま
し
い
光
景
で
す
。

　
七
歳
年
上
の
姉
、
鮫
島
愛
子
は
、
亡
兄
の
明
雄
と
共
に
、
何

回
か
祖
父
の
家
に
泊
ま
り
、
直
接
、
祖
父
と
話
を
し
て
居
り
ま

す
。
「
明
ち
ゃ
ん
、
愛
ち
ゃ
ん
」
と
必
ず
兄
と
姉
の
名
前
を
セ

ッ
ト
に
し
て
呼
び
か
け
て
は
日
常
の
こ
乏
な
ど
を
聞
い
て
く
れ

た
そ
う
で
す
。
惣
領
で
あ
る
兄
と
、
末
っ
子
で
あ
る
私
と
の
間

に
生
ま
れ
、
た
っ
た
一
人
の
娘
で
あ
る
こ
と
を
馬
何
と
な
く
分

が
悪
い
と
感
じ
て
い
た
姉
に
と
っ
て
、
「
明
ち
ゃ
ん
一
理
ち
ゃ

ん
」
と
い
う
セ
ッ
ト
の
呼
び
か
け
は
嬉
し
く
、
、
未
だ
に
快
い
音
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楽
の
よ
う
に
、
耳
の
奥
に
響
い
て
来
る
と
い
い
ま
す
。

　
姉
は
又
、
祖
父
の
家
の
食
事
時
の
様
子
が
忘
れ
ら
れ
な
い
と

申
し
て
居
り
ま
す
。
当
時
末
子
の
昭
さ
ん
は
未
だ
生
ま
れ
て
お

ら
ず
、
四
女
の
冨
士
子
さ
ん
は
乳
児
だ
っ
た
の
で
家
族
入
人
に

兄
と
姉
二
人
が
加
わ
っ
て
、
十
人
分
の
食
事
を
用
意
す
る
伯
母

を
手
伝
い
子
供
も
総
動
員
で
す
。
台
所
か
ら
食
器
や
料
理
を
次

々
と
茶
の
間
の
テ
ー
ブ
ル
へ
連
び
ま
す
。
整
っ
た
所
へ
、
ピ
ン

と
背
筋
を
伸
ば
し
て
、
も
の
静
か
に
祖
父
が
二
階
か
ら
降
り
て

来
て
、
茶
箪
笥
の
前
の
席
に
つ
く
の
で
す
。
ネ
ル
地
で
出
来
た

真
赤
な
前
掛
を
膝
に
か
け
、
皆
に
箸
を
配
り
ま
す
。
聖
書
を
読

み
、
食
前
の
感
謝
の
祈
り
を
終
え
る
や
い
な
や
、
間
髪
を
入
れ

ず
子
供
ら
は
「
ア
：
メ
ン
。
い
た
だ
き
ま
呈
す
」
と
一
斉
に
箸

を
と
り
ま
す
。
カ
レ
ー
な
ど
の
時
は
、
祖
父
が
茶
箪
笥
か
ら
ス

プ
ー
ン
を
出
し
、
膝
に
か
け
た
赤
い
前
掛
で
、
一
本
一
本
を
丁

寧
に
拭
い
て
渡
し
て
く
れ
ま
す
。
イ
エ
ス
様
か
ら
一
片
づ
つ
パ

ソ
を
渡
し
て
頂
く
の
に
も
似
た
そ
の
雰
囲
気
が
大
好
き
で
、
姉

は
今
で
も
そ
の
思
い
出
を
、
暖
く
に
こ
や
か
な
祖
父
の
面
影
と

共
に
、
大
切
に
胸
の
奥
深
く
蔵
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　
祖
父
、
三
浦
徹
の
こ
と

　
大
正
十
四
年
、
九
月
三
十
日
に
、
祖
父
は
上
顎
癌
で
残
し
ま

し
た
。

　
日
記
の
中
に
、
祖
父
が
、
自
分
自
身
の
祖
父
の
沈
着
で
安
ら

か
な
死
に
つ
い
て
記
し
た
章
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
他
に
も
、
キ

リ
ス
ト
含
め
信
者
が
、
死
を
新
し
い
生
の
門
出
と
考
え
て
、
幸

せ
と
感
謝
の
心
で
死
ん
で
ゆ
く
様
子
を
書
い
た
も
の
が
数
寄
あ

り
ま
す
。
祖
父
も
亦
、
耳
の
下
に
大
き
な
腫
物
を
持
ち
な
が
ら
、

少
し
も
変
ら
ず
、
真
摯
に
、
に
こ
や
か
に
日
常
を
過
ご
し
た
と

聞
い
て
い
ま
す
。
従
兄
の
三
浦
一
郎
の
「
祖
父
徹
の
思
い
出
」

に
も
、
、
死
を
前
に
し
た
祖
父
が
「
略
註
旧
約
聖
書
」
改
訂
の
細

か
い
仕
事
を
完
成
し
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
生
く
る
も
死
ぬ
る
も
、
神
の
み
旨
の
ま
玉
」
と
口
に
す
る

人
は
居
り
ま
す
が
、
そ
う
し
た
心
境
に
到
達
す
る
こ
と
は
至
難

の
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
祖
父
の
残
し
た
日
記
を
前
に
し
て
思
う
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト

教
の
中
の
戒
律
的
な
考
え
方
と
、
神
の
国
に
遊
ぶ
仔
羊
と
し
て

の
牧
歌
的
な
精
神
的
ゆ
と
り
と
が
、
祖
父
の
血
を
受
け
継
い
だ

三
人
の
伯
父
・
叔
母
と
母
の
中
に
は
っ
き
り
と
見
ら
れ
る
こ
と
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祖
父
、
三
浦
徹
の
こ
と

で
す
。
こ
の
祖
父
の
生
き
方
は
、
必
ず
し
も
キ
リ
ス
ト
教
と
否

と
に
か
か
わ
り
な
く
、
私
た
ち
子
孫
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え

て
、
今
日
に
い
た
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

（
付
記
1
1
こ
の
文
章
は
、
私
に
と
っ
て
七
歳
上
の
姉
、
鮫
島
愛

子
が
直
接
、
祖
父
に
接
す
る
機
会
も
あ
っ
た
の
で
、
」
下
書
き
し
、

そ
れ
を
も
と
に
、
私
も
手
を
加
え
ま
し
た
。
）
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三
浦
徹
夫
人
・
り
う
に
つ
い
て

明
治
学
院
大
学
教
授

　
　
工
　
　
藤

英

一

三
浦
徹
は
、
一
入
八
○
（
明
治
二
ご
）
年
＝
月
＝
日
、
納

所
重
兵
衛
の
長
女
・
り
う
と
結
婚
し
た
。
ふ
た
り
の
結
婚
は
、

い
わ
ゆ
る
見
合
結
婚
で
あ
っ
た
。
そ
の
頃
の
日
本
で
は
、
親
が

結
婚
相
手
を
決
め
る
こ
と
が
多
く
、
見
合
は
単
な
る
顔
合
せ
に

す
ぎ
な
か
っ
た
。
結
婚
は
、
男
女
の
自
由
意
志
に
よ
る
も
の
で

あ
る
よ
り
も
、
、
家
と
家
と
の
結
び
つ
き
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

三
浦
・
納
所
の
両
家
は
、
士
族
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
伝
統
的
な

結
婚
の
形
式
が
と
ら
れ
て
当
然
で
あ
っ
た
が
、
実
際
は
そ
う
で

は
な
か
っ
た
。

　
二
十
代
の
半
ば
を
す
ぎ
て
、
当
時
と
し
て
は
結
婚
適
齢
期
に

達
し
て
い
た
徹
は
、
母
親
か
ら
し
き
り
と
結
婚
を
す
す
め
ら
れ

て
い
た
。
．
し
か
し
、
特
定
の
女
性
と
の
結
婚
を
親
か
ら
強
い
ら

　
　
　
三
浦
徹
夫
人
・
り
う
に
つ
い
て

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
徹
と
り
う
の
ふ
た
り
の
間
を
取
り
持

っ
た
の
は
、
築
地
病
院
で
フ
ォ
ー
ル
ズ
の
助
手
を
し
て
い
た
新

栄
橋
教
会
員
の
櫛
部
漸
（
旧
姓
進
村
）
で
あ
っ
た
。
一
八
七
六

（
明
治
九
）
年
の
八
月
、
乙
部
宅
で
櫛
部
夫
人
が
ふ
た
り
を
引

合
わ
せ
た
。
初
め
て
の
見
合
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
徹
は
こ
ち
こ

ち
に
か
た
く
な
っ
た
。
小
さ
な
扇
子
を
手
に
し
て
坐
っ
て
い
る

り
う
に
向
っ
て
、
徹
は
「
お
暑
い
で
す
ね
」
と
声
を
か
け
る
の

が
精
い
っ
ぱ
い
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
時
の
模
様
を
、
徹
は

後
年
『
恥
か
記
』
の
な
か
に
書
き
記
し
て
い
る
（
五
巻
九
二
章
）
。

　
り
う
は
若
い
頃
か
ら
ひ
弱
で
あ
っ
た
。
徹
が
ス
コ
ヅ
ト
ラ
ソ

ド
一
致
長
老
教
会
派
遣
の
デ
ビ
ソ
ソ
宣
教
師
に
、
り
う
と
の
結

婚
を
予
告
し
た
時
、
デ
ビ
ソ
ソ
は
、
り
う
の
体
が
弱
そ
う
だ
と
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三
浦
徹
夫
人
・
り
う
に
つ
い
て

い
う
理
由
で
徹
に
再
考
を
促
し
た
と
い
う
ご
と
で
あ
る
。
し
か

し
徹
は
官
分
の
決
心
を
変
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
り
う
の
人

柄
に
、
徹
の
心
は
強
く
動
か
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
徹
と
見
合
を
し
た
頃
の
り
う
は
、
ア
メ
リ
カ
長
老
教
会
の
婦

人
宣
教
師
ケ
r
ト
．
・
M
・
ヤ
ン
グ
マ
ン
の
B
六
番
女
学
校
（
グ

ラ
ハ
ム
・
セ
ミ
ナ
リ
ー
と
も
呼
ば
れ
た
）
に
学
ぶ
生
徒
で
あ
っ

た
。
も
っ
と
も
そ
の
女
学
校
は
、
一
八
七
六
年
の
十
月
に
、
先

に
廃
校
に
な
っ
た
A
六
番
女
学
校
を
統
合
し
て
新
栄
女
学
校
と

な
っ
た
。
女
学
校
時
代
の
り
う
は
、
ミ
ス
・
ヤ
ン
グ
マ
ン
か
ら

き
わ
め
て
厳
格
な
信
仰
の
訓
練
を
受
け
た
。
こ
の
婦
人
宣
教
師

は
、
一
八
四
一
年
一
二
月
一
七
日
ア
メ
リ
カ
・
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

州
の
キ
ン
グ
ス
ト
ン
に
生
れ
、
・
南
北
戦
争
で
婚
約
者
を
失
い
、

学
校
教
師
と
し
て
の
体
験
を
積
ん
だ
後
、
一
八
六
三
（
明
治
六
）

年
日
本
に
お
け
る
女
子
教
育
に
奉
仕
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
、

宣
教
師
と
し
て
来
日
し
た
の
で
あ
る
。
か
の
女
が
日
本
を
め
ざ

し
た
の
は
、
師
範
学
校
時
代
に
聖
書
を
教
え
ら
れ
た
メ
リ
ー
・

プ
ラ
イ
ソ
の
影
響
か
ら
で
あ
り
た
と
考
え
ら
れ
る
。
プ
ラ
イ
ソ

夫
人
は
、
・
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
ア
メ
リ
カ
婦
人
連
合
外
国

伝
道
協
会
か
ら
日
本
に
派
遣
さ
れ
、
横
浜
に
．
「
ア
、
メ
リ
カ
・
．
ミ

ヅ
シ
ョ
ン
・
ホ
ー
ム
」
（
横
浜
土
ハ
立
学
園
の
前
身
）
を
設
立
し

た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
ミ
ス
・
ヤ
ン
グ
マ
ン
は
、
日
本
で
女
子
教
育
に
携
わ
る
な
か

で
、
特
に
「
キ
リ
ス
ト
の
精
神
を
い
か
に
社
会
的
に
実
践
す
る

か
」
と
い
う
課
題
に
熱
心
に
取
り
組
ん
だ
。
従
っ
て
、
り
う
た

ち
新
栄
女
学
校
の
生
徒
た
ち
に
、
知
的
教
育
以
上
に
き
び
し
い

信
仰
上
の
実
践
的
訓
練
を
お
こ
な
っ
た
。
一
八
七
七
（
明
治
十

年
）
一
一
月
一
九
日
、
す
で
に
洗
礼
を
受
け
て
い
た
生
徒
十
名

を
も
っ
て
、
ミ
ス
・
ヤ
ン
グ
マ
ン
は
信
仰
的
社
会
実
践
の
グ
ル

ー
プ
を
つ
く
っ
た
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
は
、
や
が
て
好
善
社
と
名

づ
け
ら
れ
た
。
そ
の
十
名
の
な
か
に
、
σ
う
も
い
た
ゆ

　
好
愛
社
で
は
、
教
会
員
と
し
て
の
義
務
を
忠
実
に
果
た
し
、

常
に
正
し
い
生
活
を
守
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
が
、
そ
れ
ば
か

り
で
は
な
く
、
東
京
の
各
地
域
に
お
け
る
安
息
日
学
校
や
啓
蒙

小
学
校
で
の
奉
仕
活
動
を
お
こ
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
好
情
社
の

メ
ン
バ
：
た
ち
は
、
ミ
ス
・
ヤ
ン
グ
マ
ン
の
指
導
の
も
と
に
、

ひ
と
つ
の
注
目
す
べ
き
奉
仕
の
業
を
お
こ
な
い
続
け
た
。
当
時
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ヤ
ン
グ
マ
ン
ボ
親
許
か
ら
ひ
き
と
っ
て
い
た
ひ
と
ヴ
め
貧
し
い

少
女
を
、
好
善
社
の
メ
ン
バ
ー
全
員
が
協
力
し
て
養
育
し
た
。

養
育
に
と
っ
て
必
要
な
労
力
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
費
用
の
一
部

を
も
か
れ
ら
が
分
担
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
り
う
が
卒
業
し
た

後
も
、
後
輩
た
ち
に
よ
っ
て
ひ
き
つ
が
れ
、
そ
の
少
女
は
立
派

に
成
人
し
、
後
年
伝
道
者
の
妻
と
な
っ
た
。
り
う
は
、
ヤ
ン
グ

マ
ン
の
き
び
し
い
指
導
を
受
け
つ
つ
、
好
善
社
の
仲
間
と
の
連

帯
を
つ
う
じ
て
、
実
践
的
信
仰
の
人
と
な
っ
て
い
っ
た
。

　
な
お
こ
の
好
善
導
は
、
そ
の
後
ハ
ソ
セ
ソ
脳
病
の
療
養
所
で

あ
る
慰
廃
園
を
経
営
す
る
な
ど
、
キ
リ
ス
ト
教
社
会
福
祉
団
体

と
し
て
、
現
在
に
至
る
ま
で
一
〇
〇
年
余
の
歩
み
を
続
け
て
い

る
。
そ
の
歴
史
は
、
『
あ
る
群
像
i
好
漁
社
一
〇
〇
年
の
歩
み

一
』
（
目
本
基
督
教
団
出
版
局
、
　
一
九
七
八
年
）
に
よ
っ
て
知

り
う
る
が
、
そ
の
初
期
の
時
代
の
記
述
の
な
か
に
、
納
所
り
う

の
名
が
し
ば
し
ば
見
い
だ
さ
れ
る
。
り
う
の
曝
す
え
も
ま
た
、

好
翌
翌
の
一
員
で
あ
っ
た
。

　
好
書
社
で
鍛
え
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
の
り
う
に
お
け

る
社
会
的
実
践
性
は
、
結
婚
後
も
変
ら
な
か
っ
た
。
伝
道
者
の

　
　
　
三
浦
徹
夫
人
・
り
う
に
つ
い
て

妻
と
し
て
、
内
助
の
功
に
徹
し
た
り
う
の
生
涯
の
な
か
に
、
日

本
の
婦
人
運
動
の
先
駆
を
な
し
た
婦
人
矯
風
会
の
設
立
に
か
の

女
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
時
期
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
・

　
婦
人
矯
風
会
は
、
一
八
八
六
（
明
治
一
九
）
年
の
東
京
婦
人

矯
風
会
の
設
立
を
そ
の
歴
史
的
起
源
と
す
る
。
こ
の
会
が
設
立

さ
れ
た
契
機
は
、
世
界
キ
リ
ス
ト
教
婦
人
禁
酒
会
の
書
記
レ
ビ

ッ
ト
夫
人
の
来
日
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
。
日
本
各
地
で
の
夫

人
の
演
説
会
を
き
っ
か
け
に
、
神
戸
・
大
阪
・
長
崎
に
婦
人
禁

酒
会
が
結
成
さ
れ
、
東
京
で
も
そ
の
こ
と
が
協
議
さ
れ
、
一
八

八
六
年
＝
月
九
日
虎
之
門
教
会
で
設
立
準
備
会
が
開
か
れ
た
。

そ
の
際
呼
び
か
け
人
と
し
て
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
．
フ
を
と
っ
た
の
は
、

大
儀
見
よ
ね
と
三
浦
り
う
で
あ
っ
た
。
よ
ね
は
大
儀
見
元
一
郎

牧
師
の
夫
人
で
あ
り
、
‘
大
儀
見
牧
師
は
当
時
禁
酒
会
の
会
頭
で

あ
っ
た
。
り
う
の
夫
は
そ
の
町
君
国
教
会
の
牧
師
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
設
立
準
備
会
で
は
、
新
し
く
創
設
す
る
婦
人
団
体
を
単

に
禁
酒
を
目
的
と
す
る
も
の
に
と
ど
め
ず
に
、
広
く
婦
人
社
会

の
弊
風
を
な
く
す
こ
と
を
め
ざ
し
て
、
東
京
婦
人
矯
風
会
と
呼

ぶ
こ
と
と
さ
れ
た
。
り
う
は
そ
の
席
で
設
立
発
起
人
の
ひ
と
り
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三
浦
徹
夫
人
・
り
う
に
つ
い
て

に
な
っ
た
。
設
立
発
起
人
は
次
の
よ
う
な
顔
触
れ
で
あ
っ
た
。

　
矢
嶋
揖
子
《
海
老
名
み
や
馬
湯
浅
は
つ
、
佐
々
木
豊
寿
、
大

　
儀
見
よ
ね
、
三
浦
り
う
、
青
木
ま
さ
、
島
田
ま
さ
、
本
田
じ

　
・
ゆ
ん
、
森
島
い
そ
、
潮
田
千
勢
、
真
木
さ
つ
、
江
藤
ま
さ
、

　
鈴
木
や
す
、
切
代
み
ね
、
、
清
水
り
か
、
茨
木
た
へ
、
竹
内
た

　
け
、
加
藤
ひ
さ
、
丸
山
な
ほ
、
草
野
ひ
さ
」
中
山
て
る
。

　
こ
の
二
二
名
の
な
か
か
ら
、
・
矢
嶋
、
海
老
名
、
湯
浅
、
・
佐
々

木
、
青
木
、
一
三
浦
、
本
田
の
七
名
が
、
会
則
↓
規
約
の
草
案
作

成
委
員
に
選
ば
れ
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
し
て
、
同
年
一
二
月
六
日
、
会
員
五
一
名
、

特
別
会
員
二
名
に
よ
っ
て
、
東
京
婦
人
矯
風
会
は
日
本
橋
教
会

に
お
い
て
正
式
に
発
足
し
た
。
そ
こ
で
は
、
投
票
に
よ
っ
て
一

七
名
の
議
員
が
選
出
さ
れ
、
そ
の
な
か
か
ら
、
会
頭
に
矢
嶋
揖

子
、
書
記
に
佐
々
木
豊
寿
と
服
部
千
代
、
会
計
に
海
老
名
み
や

と
三
浦
り
う
が
就
任
し
た
ゆ
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
り
う
が
東

京
婦
人
矯
風
会
設
立
の
過
程
で
い
か
に
重
要
な
存
在
で
あ
っ
た

か
が
知
ら
れ
る
。
も
し
、
、
り
う
が
そ
の
ま
ま
東
京
に
在
住
し
続

け
て
い
た
と
し
た
な
ら
ぽ
、
そ
の
後
の
婦
人
矯
風
運
動
に
お
け

る
重
要
な
働
き
手
の
ひ
と
り
と
な
っ
た
に
違
い
な
い
。
、

　
し
か
し
な
が
ら
、
り
う
は
翌
年
夫
と
と
も
に
盛
岡
に
移
り
う

そ
こ
で
＝
二
年
間
を
す
ご
し
た
。
か
ね
て
健
康
に
恵
ま
れ
な
か

っ
た
り
う
は
、
盛
岡
の
地
で
肺
結
核
に
罹
っ
た
。
一
九
〇
〇

（
明
治
三
三
）
年
の
徹
の
静
岡
へ
の
転
任
は
、
病
妻
の
療
養
に

適
し
た
土
地
を
求
め
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
徹
は
ふ
一

九
〇
二
年
三
島
教
会
に
転
じ
た
。
」
三
島
時
代
の
り
う
は
、
病
床

に
臥
し
が
ち
と
な
っ
た
。
そ
の
頃
の
思
い
出
と
し
て
、
長
女
次

代
（
永
井
柳
太
郎
夫
人
）
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
三
島
の
家
で
は
二
階
を
教
会
の
集
会
所
と
し
て
使
い
、
階

　
下
を
母
の
病
室
に
し
て
あ
っ
た
。
日
曜
日
ご
と
の
礼
拝
の
と

　
き
、
父
は
病
床
の
母
に
も
聞
こ
え
る
よ
う
に
大
き
な
声
を
出

　
し
て
お
説
教
を
し
た
。
父
は
神
の
愛
を
感
謝
し
、
母
は
『
夫

　
の
労
ワ
』
を
通
し
て
神
の
恵
み
を
感
謝
し
て
い
た
。

　
・
遠
く
父
母
に
は
及
ば
な
い
が
、
こ
う
し
た
父
の
姿
、
母
の

　
姿
が
心
の
底
に
生
き
て
、
私
の
妻
と
し
て
、
母
と
し
て
の
生

．
活
も
支
え
ら
れ
て
き
た
。
」
（
永
井
次
代
著
、
永
井
道
雄
編

　
『
い
っ
し
ょ
う
け
ん
め
い
生
き
ま
し
ぼ
う
』
講
談
社
、
一
九
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八
二
年
四
月
。
．
九
四
i
九
五
ペ
ー
ジ
。
）

　
病
床
の
妻
を
徹
が
や
さ
し
く
世
話
を
し
、
魚
屋
の
も
っ
て
来

た
新
鮮
な
魚
を
井
戸
端
で
徹
み
ず
か
ら
た
す
き
が
け
で
刺
身
に

し
た
と
い
う
話
は
、
長
男
太
郎
の
信
乃
夫
人
が
、
『
明
治
学
院

史
資
料
集
・
第
八
集
』
掲
載
の
「
古
武
士
の
悌
そ
の
ま
ま
の

人
」
の
な
か
に
書
き
綴
っ
て
い
る
。

　
夫
の
看
護
の
甲
斐
も
な
く
、
り
う
は
一
九
〇
八
（
明
治
四
一
）

年
十
一
月
の
末
に
天
に
召
さ
れ
た
。
徹
は
、
先
に
あ
げ
た
り
う

と
の
見
合
に
つ
い
て
記
し
た
文
章
を
、
次
の
よ
う
に
結
ん
で
い

る
◎　

「
余
は
艶
麗
の
婦
人
を
嬰
ら
ん
と
は
思
は
ざ
り
き
、
余
は
唯

　
生
涯
の
豊
作
を
考
へ
た
り
き
。
余
が
既
婚
の
後
失
望
し
た
る

　
こ
と
も
多
く
予
期
に
反
し
た
る
も
の
も
あ
り
き
。
然
れ
ど
も

　
余
は
納
所
嬢
と
婚
し
た
る
こ
と
を
一
回
も
悔
い
た
る
こ
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ま
も
の

　
あ
ら
ざ
り
き
。
余
は
神
の
綱
は
せ
た
ま
ひ
し
も
の
、
否
恩
賜

　
と
し
て
満
足
し
居
る
な
り
。
」

　
こ
の
文
章
は
、
信
仰
に
支
え
ら
れ
た
妻
へ
の
深
い
愛
情
と
キ

リ
ス
ト
教
的
結
婚
観
の
表
白
と
し
て
、
読
む
者
の
心
を
強
く
う

　
　
　
三
浦
徹
夫
人
・
り
う
に
つ
い
て

た
ず
に
は
お
か
な
い
。
徹
を
し
て
か
く
語
ら
し
め
た
も
の
は
、

り
う
の
人
格
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

追
記

　
本
稿
執
筆
後
、
三
浦
信
乃
さ
ん
か
ら
の
書
簡
に
よ
っ
て
、
り

う
の
生
年
月
日
が
「
安
政
五
年
七
月
八
日
」
で
あ
る
こ
と
と
、

召
出
の
目
が
「
明
治
四
十
一
年
十
一
月
二
十
一
日
」
で
あ
る
こ

と
を
教
え
ら
れ
た
。
墓
は
、
沼
津
市
量
質
玉
帳
〇
四
の
松
澤
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
　
や
ぎ
み

大
泉
寺
（
浄
土
真
宗
大
谷
派
・
住
職
十
八
公
慶
亮
師
）
に
あ
る
。
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続
続
恥
か
記

自
第
百
三
十
幽
章

至
　
第
百
四
十
五
章

第
　
九
　
巻

第
百
三
十
國
章
　
　
天
皇
陛
下
の
謙
卑
、
仁
慈
・

　
保
羅
晶
帯
比
人
に
教
へ
て
曰
は
く
「
爾
曹
基
督
耶
蘇
の
意
を
以
て
意
と

　
　
　
　
　
　
　
か
た
ち

　
す
べ
し
彼
は
神
の
盤
に
て
居
り
し
か
ど
も
自
ら
其
の
神
と
旨
し
く
あ
る

　
所
の
こ
と
を
棄
難
き
こ
と
玉
響
は
す
反
っ
て
己
を
虚
し
僕
の
貌
を
と
り

て
人
の
如
く
な
れ
り
」
（
二
。
五
H
七
）
、

そ
れ
基
督
の
人
と
な
り
て
世
に
降
り
た
ま
ふ
や
任
意
に
し
て
請
は
れ
て
然

り
し
に
あ
ら
ず
、
強
ひ
ら
れ
て
然
り
し
に
あ
ら
ず
、
基
督
の
仁
慈
、
人
の

悪
を
見
る
に
忍
び
ず
、
其
の
卑
下
、
世
に
来
る
を
禁
ず
る
能
は
ざ
る
も
の

あ
り
し
な
り
、
然
れ
ど
も
世
人
既
に
罪
悪
あ
り
、
神
に
結
け
り
、
よ
し
一

毫
の
恩
恵
な
し
と
い
へ
ど
も
人
は
訴
ふ
る
所
あ
ら
ざ
る
な
り
、
あ
Σ
、
基

督
め
其
の
栄
光
を
棄
て
N
降
潔
し
た
ま
ひ
し
も
の
謙
卑
、
仁
慈
の
極
に
あ

ち
ず
や
、
」
　
　
」
・
　
　
幽
　
　
　
　
　
　
　
　
－

明
治
十
六
年
岩
倉
具
視
公
馬
場
先
内
の
邸
に
あ
り
て
病
頗
る
篤
七
、
其
の

面
前
一
目
侍
臣
は
公
の
病
篤
く
、
其
の
生
命
旦
夕
に
あ
る
よ
し
を
奏
す
、

皇
帝
陛
下
は
斯
く
と
聞
き
た
ま
ふ
や
、
い
た
く
驚
か
れ
た
る
も
の
玉
如
く

　
　
　
　
続
続
恥
か
記
　
第
九
巻

「
朕
岩
倉
邸
に
行
か
ん
、
旧
く
用
意
せ
よ
」
と
宣
ひ
、
侍
臣
は
敬
承
り
て

供
奉
当
直
の
者
に
通
達
せ
ん
と
せ
し
に
陛
下
は
巳
に
弓
偏
刀
を
と
り
、
御

仁
を
い
た
二
か
せ
て
侍
臣
の
後
よ
り
続
き
て
い
で
た
ま
は
ん
が
如
く
見
え

た
り
、
侍
臣
は
驚
き
て
「
い
ま
だ
宮
内
大
臣
、
侍
従
長
等
も
知
ら
ず
、
当

直
の
兵
士
も
知
ら
ず
、
用
意
の
整
ふ
ま
で
暫
く
待
た
せ
ら
る
べ
き
か
」
と

奏
上
せ
し
に
「
否
、
後
よ
り
来
ら
ん
も
よ
し
、
爾
の
み
従
へ
」
と
仰
せ
て

は
や
御
玄
関
に
立
ち
た
ま
ふ
て
「
馬
、
馬
」
と
の
た
ま
へ
り
、
御
腹
よ
り

御
影
の
来
る
を
見
そ
な
は
す
や
、
数
歩
馬
の
側
に
近
き
て
乗
り
た
ま
ふ
と

見
る
間
に
一
鞭
を
加
へ
て
赤
阪
離
宮
を
乗
出
た
し
た
ま
ひ
、
い
ま
だ
騎
兵

は
一
人
も
間
に
あ
は
ず
、
僅
に
騎
兵
士
官
一
名
此
の
体
を
見
ま
つ
り
た
れ

ば
驚
き
て
近
き
来
り
、
自
ら
天
皇
旗
を
捧
げ
て
従
ひ
ま
つ
れ
り
、
平
目
の

行
幸
に
は
然
ま
で
御
馬
を
走
ら
せ
た
ま
ふ
こ
と
な
き
が
常
な
る
に
此
の
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
侍
〕

は
出
来
得
る
限
り
追
ひ
た
ま
ひ
し
か
ぼ
従
ひ
ま
つ
り
し
は
三
従
一
人
と
騎

兵
士
官
一
人
の
み
、
桜
田
門
を
入
り
た
ま
ふ
頃
に
二
三
の
騎
兵
漸
く
追
霊

ま
つ
り
て
供
奉
し
た
り
と
い
ふ
」
岩
倉
邸
に
於
て
は
か
Σ
る
べ
し
と
露
思

は
ず
、
天
皇
御
親
臨
と
き
二
て
驚
け
る
の
み
、
い
ま
た
何
等
の
考
案
さ
へ
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続
続
恥
か
記
　
　
第
九
巻

な
き
間
に
は
や
天
皇
陛
下
は
ヅ
カ
ー
と
公
の
病
臥
せ
る
室
に
入
り
て
病

褥
の
側
に
立
ち
た
ま
へ
り
、
公
は
其
の
病
の
危
篤
な
る
殆
ど
人
事
不
省
の

境
に
あ
り
し
が
是
く
と
見
奉
る
や
、
褥
中
に
起
上
り
、
言
葉
は
無
く
て
唯

瀧
な
す
涙
の
三
々
と
下
る
の
み
、
陛
下
は
公
の
手
を
取
り
た
ま
ふ
て
親
し

く
三
三
の
御
言
を
賜
ひ
、
病
状
を
問
ひ
、
深
く
自
愛
せ
よ
と
て
立
去
り
た
ま

ひ
し
と
い
ふ
、
今
上
皇
帝
の
御
聖
徳
は
今
更
ま
う
す
も
畏
き
こ
と
な
か
ら

此
の
御
仁
慈
、
御
謙
卑
に
徴
す
る
も
推
知
し
ま
つ
る
に
難
か
ら
ざ
る
な
り
。

　
因
に
記
し
ま
つ
ら
ん
も
恐
多
き
こ
と
な
が
ら
確
聞
し
た
る
ご
と
あ
れ
ば

，
・
左
に
丁
零
を
記
さ
ん
に
目
下
の
皇
居
御
造
営
の
前
な
る
が
掛
官
は
種
々

　
取
調
の
末
舞
踏
室
を
作
る
べ
き
や
否
や
に
つ
き
其
の
議
一
定
せ
ず
、
遂

　
に
聖
旨
を
伺
う
こ
と
二
な
れ
ザ
、
，
其
の
次
第
を
尋
ぬ
る
に
欧
州
の
皇
屠

　
に
は
舞
踏
室
あ
り
、
■
然
れ
ど
舞
踏
室
を
造
ら
ん
に
は
文
数
万
金
を
要
す

　
べ
し
、
去
り
と
て
此
の
室
を
設
け
ざ
れ
ば
宴
會
の
時
舞
踏
な
き
為
に
料

　
理
に
特
別
費
す
所
あ
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
掛
官
の
議
は
是
に
二
個
に
今

　
日
の
数
万
金
は
後
日
長
き
節
約
と
な
り
、
今
日
の
節
約
は
後
の
冗
費
と

　
な
る
べ
し
、
是
れ
掛
官
が
決
す
る
能
は
す
し
て
聖
旨
の
あ
る
所
を
伺
ひ

　
し
所
以
な
り
、
陛
下
は
難
方
の
説
を
き
二
た
ま
ひ
し
が
打
督
し
た
ま
ふ

　
御
気
色
も
な
く
、
其
の
可
否
を
ば
裁
し
た
ま
は
ず
「
舞
麟
な
ど
な
す
億

　
亡
國
の
徴
な
り
」
ど
宣
は
せ
、
他
を
い
ひ
た
ま
は
ず
、
馳
掛
官
等
は
畏
縮

し
て
、
御
前
を
退
き
、
其
の
ま
二
舞
踏
室
の
議
は
止
み
た
り
と
い
ふ
、

是
れ
に
つ
き
て
も
御
聖
徳
の
程
感
偏
す
る
に
絵
り
あ
る
こ
と
な
り
。

升
二
年
二
月
四
日
登

第
百
三
十
二
章
　
遂
に
靴
を
脱
ぎ
ま
b
た

　
出
埃
及
記
に
曰
は
く
「
畏
る
二
勿
れ
神
汝
等
を
試
み
ん
為
、
又
其
の
畏

　
怖
を
汝
等
の
面
の
前
に
お
き
て
汝
等
に
罪
を
犯
さ
二
ら
し
め
ん
為
に
臨

み
た
ま
へ
り
な
り
」
（
冊
．
㌣

　
詩
に
曰
は
く
「
な
ん
ぢ
ら
慎
み
、
を
の
x
き
て
罪
を
犯
す
な
か
れ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
（
醐
。
Y

翻
教
徒
は
道
徳
上
無
二
の
理
想
あ
り
、
完
全
な
る
摸
範
あ
り
、
此
れ
基

督
教
徒
の
道
徳
的
動
機
た
る
べ
し
（
続
々
恥
か
記
第
百
章
を
見
よ
）
と
い

へ
ど
も
彼
等
は
又
神
を
認
る
こ
と
偶
像
教
徒
の
偶
像
に
於
る
が
如
く
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

ず
、
神
を
一
個
の
厳
然
た
る
有
心
者
と
信
じ
て
之
に
対
す
る
寅
畏
の
念
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

有
す
る
な
り
、
故
に
「
神
を
祭
る
勘
違
在
す
か
如
し
」
に
あ
ら
ず
し
て
造

次
、
顛
浦
如
何
な
る
場
合
に
も
此
の
有
心
者
の
前
に
あ
る
を
思
ふ
な
り
」

彼
等
は
此
の
寅
畏
の
念
を
有
す
る
が
故
に
為
に
罪
悪
を
鳴
る
蕊
こ
と
其
の

幾
千
な
る
を
知
ら
ざ
る
な
り
、

函
館
教
會
の
信
徒
に
測
剖
彦
圓
と
い
ふ
人
あ
り
、
氏
は
本
組
合
戦
會
の
人
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な
り
し
が
函
館
に
移
住
し
て
学
務
に
奉
職
し
た
り
し
が
明
治
十
七
入
年
の

頃
基
督
教
徒
な
る
が
故
に
と
て
一
ご
二
の
信
徒
と
共
に
職
を
免
ぜ
ち
れ
、
生

計
の
道
を
求
め
ん
と
て
東
京
に
い
で
某
氏
に
就
き
て
北
海
道
の
あ
る
所
に

職
を
奉
ず
る
こ
と
鼠
な
り
き
、
氏
は
最
早
出
立
の
期
も
近
き
し
が
氏
の
父
，

は
三
条
公
爵
其
の
他
六
郷
が
九
州
に
落
ち
た
る
頃
公
等
，
の
為
に
尽
く
す
所

あ
り
、
三
条
公
は
筑
紫
を
去
ら
ん
と
す
る
時
短
尺
に
和
歌
を
筆
し
、
’
二
三

乗
を
氏
の
父
に
与
へ
た
ま
ひ
き
、
然
し
其
の
一
身
上
の
境
遇
を
思
ひ
て
な

る
べ
し
、
短
尺
に
は
皆
落
款
あ
る
な
し
、
氏
は
氏
は
久
し
き
前
よ
り
之
を

遺
憾
と
し
、
機
あ
ら
ば
乞
ひ
た
き
も
の
な
り
と
思
ひ
居
た
れ
ば
長
岡
子
爵

（
護
美
）
に
添
書
を
乞
ひ
て
一
日
三
条
流
の
邸
に
伺
候
し
た
り
、
氏
は
案

内
に
引
か
れ
て
次
第
に
奥
ま
り
た
る
室
に
導
か
れ
し
が
初
め
の
程
は
然
ま

で
と
思
は
ざ
り
し
に
進
め
ば
進
む
に
従
ひ
て
其
の
室
の
美
し
き
こ
と
未
だ

曽
て
見
た
る
こ
と
な
き
程
に
て
、
－
進
む
に
従
ひ
て
己
が
靴
の
泥
だ
ら
け
な

る
、
其
の
色
合
の
腐
り
か
玉
り
し
鯖
の
如
く
、
見
悪
し
と
は
思
ひ
し
が
案

内
の
前
も
あ
れ
ば
「
此
の
辺
に
て
可
な
ら
ん
」
を
何
ケ
度
も
繰
返
し
て
遂

に
最
後
の
謁
見
室
に
導
か
れ
、
案
内
者
は
一
肌
の
椅
子
に
よ
ら
し
め
て
去

り
ぬ
、
氏
は
密
に
室
内
の
装
飾
、
敷
物
と
わ
が
靴
と
見
比
べ
て
如
何
に
も

靴
の
き
た
な
き
、
’
と
て
も
は
き
居
る
に
堪
へ
ず
、
，
止
を
得
ず
急
き
室
外
に

い
で
玉
垂
を
ぬ
ぎ
て
再
び
室
に
入
り
し
に
洋
服
着
て
靴
を
は
か
ざ
る
は
失

　
　
　
　
続
続
恥
か
記
　
　
第
九
巻

禮
に
も
な
ら
ん
か
、
如
何
に
せ
ん
か
、
氏
は
は
や
策
に
窮
し
、
急
ぎ
椅
子

を
か
い
や
り
て
敷
物
の
上
に
ビ
タ
と
座
り
ぬ
、
此
の
時
奥
の
方
よ
り
量
音

聞
え
て
出
来
り
し
は
三
条
公
な
り
、
氏
は
何
も
云
は
ず
、
「
唯
術
伏
し
た
る

に
公
は
せ
は
し
く
椅
子
に
よ
れ
、
首
を
あ
げ
よ
と
屡
々
繰
返
し
た
ま
ひ
し

が
氏
は
た
ぼ
平
伏
し
た
る
の
み
、
公
は
遂
に
座
す
る
方
便
利
と
な
ら
ば
そ

．れ

ﾉ
て
も
よ
し
、
氏
は
は
や
背
の
汗
の
タ
ラ
く
と
背
筋
伝
ふ
る
を
知
ウ
、

前
額
よ
り
は
ポ
ト
ぐ
と
山
面
つ
る
に
至
る
、
漸
く
首
を
あ
げ
て
武
部
某

の
息
彦
麿
な
り
と
ま
倒
し
た
る
に
先
年
は
い
た
く
父
の
世
話
に
な
り
て
、
，

死
し
た
る
よ
し
は
聞
き
た
れ
ど
も
其
の
子
孫
の
如
何
に
な
り
居
る
か
を
知

ら
ず
、
か
く
こ
そ
尋
ね
た
れ
、
近
頃
の
身
上
は
如
何
な
と
問
は
れ
、
大
凡

に
答
へ
て
倦
父
に
賜
ひ
し
御
短
尺
三
枚
今
は
我
が
手
に
あ
れ
ど
も
落
款
な

け
れ
ば
真
偽
の
程
も
知
る
に
よ
し
な
く
、
仙
術
御
覧
に
入
れ
て
儲
物
な
ら

ば
落
款
を
願
ひ
、
長
く
家
宝
と
い
た
し
た
く
倦
は
推
参
し
た
る
な
り
と
ま

う
し
た
る
に
公
は
短
尺
を
手
に
取
ヴ
て
「
如
何
に
も
余
が
書
ぎ
あ
た
へ
た

る
も
の
に
相
違
な
し
、
．
然
し
若
年
の
頃
の
筆
、
余
が
筆
と
し
て
他
に
示
さ

る
x
は
恥
か
し
く
思
へ
り
、
他
の
も
の
と
書
改
め
て
つ
か
は
さ
ん
が
い
か

父
．
」
と
問
ひ
た
ま
へ
り
、
武
部
氏
は
「
否
、
恐
入
り
た
れ
ど
も
九
州
に
落

ち
た
ま
ひ
し
時
の
も
の
な
れ
ば
弥
々
貴
き
お
も
ひ
い
た
し
、
他
と
御
取
換

く
だ
さ
ら
ぬ
方
願
望
な
り
」
と
ま
う
し
た
る
に
然
ら
ば
ご
三
日
中
に
落
款
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．
続
続
恥
か
記
　
第
九
巻

渇
し
て
つ
か
は
さ
ん
、
さ
る
に
て
も
其
の
方
の
父
は
勤
王
家
に
て
あ
り
つ

れ
ば
其
の
功
労
に
対
し
て
も
其
の
方
に
報
う
所
あ
る
べ
し
、
黙
れ
に
か
職

を
奉
ぜ
ん
望
も
あ
ら
ば
世
話
し
つ
か
は
さ
ん
が
如
何
と
、
氏
は
已
に
北
海

道
の
某
地
に
職
を
奉
ず
る
こ
と
玉
な
り
た
れ
ば
今
は
望
も
な
し
と
ま
う
し

て
、
旧
を
語
り
て
辞
し
た
り
、
氏
は
い
ふ
「
余
の
靴
も
然
ま
で
き
た
な
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
た
り

と
は
思
は
ざ
り
し
が
公
の
家
に
入
り
て
周
囲
の
美
し
き
を
見
た
る
時
は
わ

が
靴
の
き
た
な
か
り
し
こ
と
言
語
同
断
な
り
き
」
と
氏
は
余
に
語
れ
り
、

神
の
前
に
あ
る
も
の
誰
か
罪
の
泥
靴
を
脱
が
ざ
ら
ん
や
、
神
ホ
レ
ブ
に
モ

劃
に
示
し
て
曰
は
く
「
汝
の
足
よ
り
履
を
脱
ぐ
べ
し
」
（
出
三
・
五
）
ζ

吾
人
神
の
前
に
あ
り
て
罪
悪
を
脱
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

第
百
三
十
三
章

我
知
ら
ず
酒
落
て
し
ま
ふ

保
羅
曰
は
く
「
凡
て
勝
を
競
ふ
者
は
何
事
を
も
節
へ
謹
む
な
り
」

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@
　
（
濡
尋

一
の
大
目
的
あ
る
時
之
を
煙
く
る
も
の
あ
ら
ば
其
の
何
た
る
を
問
は
ず
皆

悉
く
排
除
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
軽
重
國
の
競
技
を
な
す
も
の
筍
も
勝
を
得

ん
と
せ
ば
其
の
勝
利
な
る
大
目
的
の
為
に
一
切
の
妨
害
を
排
除
し
、
飲
食
、

運
動
の
類
、
皆
皆
の
不
節
を
謹
み
、
以
て
勝
利
を
期
し
た
り
と
い
ふ
、
蓋

し
パ
ウ
ロ
が
此
の
競
技
を
引
き
て
コ
リ
ン
ト
人
を
教
へ
た
る
も
の
は
凡
そ

天
を
得
ん
と
す
る
信
徒
は
其
の
目
的
を
妨
ぐ
る
も
の
あ
ら
ば
其
の
何
た
る

を
問
は
ず
排
除
せ
ざ
る
べ
か
ら
さ
る
を
い
ふ
な
り
、
．
然
れ
ば
吾
人
主
の
約

束
を
信
じ
、
主
の
聖
旨
に
か
な
ひ
て
自
己
の
救
極
を
全
う
せ
ん
と
す
る
も

の
は
罪
悪
の
避
く
べ
き
は
云
ふ
を
待
た
ず
、
、
荷
も
吾
人
の
心
情
を
浮
き
立

た
し
め
、
厳
粛
、
真
面
目
を
害
す
る
も
の
は
悉
く
之
を
排
除
せ
ざ
る
べ
か

ら
ず
、
基
督
教
徒
は
悲
痛
、
」
憂
欝
な
る
も
の
に
あ
ら
ざ
る
は
論
な
し
と
い

へ
ど
も
信
念
に
害
あ
る
譜
誰
、
串
戯
、
冗
談
、
洒
落
の
類
は
大
に
謹
む
べ

き
な
り
、
譜
誰
、
洒
落
其
の
物
は
罪
悪
に
あ
ら
ず
と
い
へ
ど
も
屡
々
之
が

為
に
厳
粛
な
る
思
想
を
滅
却
し
去
る
こ
と
少
し
と
せ
ず
、

余
が
画
図
教
會
に
居
る
明
治
十
六
年
の
頃
な
り
き
、
浅
草
教
會
に
て
信
徒

と
な
り
し
三
間
茂
右
衛
門
氏
は
わ
が
會
に
転
入
せ
ん
こ
と
を
乞
ひ
、
遂
に

同
年
三
三
三
教
會
に
入
り
た
り
、
氏
は
山
梨
県
の
人
に
し
て
幼
少
の
頃
よ

り
堀
留
の
奈
良
屋
と
い
ふ
逸
物
店
に
奉
公
し
、
丁
稚
よ
り
、
手
代
、
手
代

よ
り
番
頭
、
番
頭
よ
り
支
配
人
と
な
り
、
遂
に
同
店
主
人
の
見
回
人
と
な

り
て
同
店
に
は
頗
る
勢
力
あ
り
、
以
上
述
ぶ
る
が
如
く
幼
少
の
頃
よ
り
次

第
に
経
昇
り
た
る
が
故
に
所
謂
世
故
に
長
け
、
酸
い
も
辛
い
も
よ
く
噛
分

け
、
普
通
の
商
人
た
る
知
識
と
才
略
と
を
有
し
、
後
、
不
幸
に
し
て
其
の

店
は
全
き
を
得
ざ
り
し
が
奈
良
屋
の
為
に
は
一
個
の
白
鼠
た
り
し
な
り
、

氏
は
是
く
東
京
の
真
中
に
成
長
し
た
る
が
故
に
又
茂
は
一
個
の
通
人
、
粋
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士
に
し
て
山
に
千
年
、
河
に
千
年
の
功
労
歴
た
る
人
な
り
き
、
且
つ
氏
は

純
粋
の
商
人
」
通
客
一
と
し
て
長
き
間
面
白
可
笑
し
く
1
罪
悪
の

中
に
一
生
活
し
た
る
為
に
俗
に
い
ふ
洒
落
の
名
人
に
し
て
時
々
真
面
目

な
る
談
話
の
問
に
突
然
氏
の
蘭
を
入
る
二
子
に
満
座
喋
記
す
る
こ
と
あ
り
、

氏
の
い
ふ
所
を
聞
け
ば
東
京
に
は
洒
落
の
先
生
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
あ
り
、

就
い
て
学
ぶ
人
あ
り
、
氏
も
亦
一
旦
は
入
門
し
た
る
こ
と
あ
り
、
少
し
く

其
の
呼
吸
を
知
ら
ば
誰
に
も
で
き
る
こ
と
に
て
敢
て
む
つ
か
し
き
こ
と
に

も
あ
ら
ず
と
、
然
し
氏
は
信
徒
と
な
り
て
よ
り
は
か
エ
る
こ
と
を
楽
し
む

は
信
念
の
害
な
り
と
認
め
た
れ
ば
平
生
の
俗
談
に
も
成
た
け
謹
み
居
れ
り

と
い
へ
り
、
さ
れ
ど
氏
が
常
に
憂
ひ
て
い
ふ
所
を
聞
く
に
「
長
く
か
二
る

こ
と
は
為
す
は
実
に
徳
の
害
な
り
、
余
は
例
の
洒
落
学
を
や
り
、
洒
落
を

い
ふ
生
涯
と
な
り
た
れ
ば
他
の
談
話
な
ど
聞
き
居
る
時
に
思
は
ず
、
念
頭

に
浮
み
い
で
Σ
独
り
可
笑
し
き
こ
と
あ
り
、
他
と
の
談
話
中
は
兎
に
角
、

時
々
は
禮
拝
の
間
、
又
は
説
教
聴
聞
の
時
、
聖
三
三
執
行
中
、
我
に
も
あ

ら
ず
例
の
洒
落
口
先
に
逆
ら
い
で
ん
と
し
、
驚
き
て
噛
み
つ
ぶ
し
、
呑
下

む
は
よ
け
れ
ど
そ
れ
が
為
に
独
り
可
笑
し
く
、
今
ま
で
も
ち
た
る
厳
粛
な

る
心
は
全
く
影
も
な
く
、
感
謝
の
念
、
神
を
愛
す
る
の
念
な
ど
一
時
破
壊

せ
ら
る
x
が
如
く
感
ず
る
こ
と
あ
り
、
藪
に
至
り
て
余
は
長
き
間
か
二
る

馬
鹿
離
々
し
き
生
活
を
為
し
た
る
其
の
悪
結
果
な
る
を
思
ひ
、
く
れ
く

　
　
　
　
続
続
恥
か
記
　
第
九
巻

隅
も
か
二
る
冗
談
、
譜
誰
な
ど
は
謹
む
べ
き
も
の
な
る
を
思
へ
り
し
と
、
氏

　
は
屡
々
か
謬
る
歎
声
を
発
し
て
余
に
語
り
し
こ
と
あ
り
し
が
実
に
真
正
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
か

　
勝
利
を
競
ふ
も
の
は
何
事
を
も
節
へ
謹
む
べ
き
も
の
な
り
。

第
百
三
十
四
章
　
　
善
き
も
悪
き
も
神
の
摂
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ん
が
へ

箴
言
に
曰
は
く
，
「
人
の
心
に
は
多
く
の
計
書
あ
り
さ
れ
ど
惟
エ
ホ
バ
の

旨
の
み
立
つ
べ
と
（
執
．
Y

轡
曰
は
く
「
彼
は
一
に
居
る
も
の
に
ま
し
ま
す
誰
か
能
く
彼
を
し
て

お
も
ひ

意
を
変
へ
し
め
ん
彼
は
其
の
心
に
欲
す
る
所
を
必
ず
為
し
た
ま
ふ
」

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@（

綷
¥
．
Y

詩
篇
に
曰
は
く
「
エ
ホ
バ
は
も
ろ
一
の
國
の
は
か
り
ご
と
を
虚
し
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
た
わ
り

し
も
ろ
く
の
民
の
お
も
ひ
を
徒
労
に
し
た
ま
ふ
エ
ホ
バ
の
は
か
り
ご

と
は
永
遠
に
た
ち
其
の
み
こ
玉
ろ
の
お
も
ひ
は
世
々
に
た
つ
」
，

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@
　
（
埠
蠕
Y

箴
言
に
曰
は
く
「
心
に
謀
る
と
こ
ろ
は
人
に
あ
り
、
舌
の
答
は
エ
ホ
バ

よ
り
出
つ
」
（
十
六
二
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ゆ
み

又
曰
は
く
「
人
は
心
に
己
が
道
を
考
へ
は
か
る
、
さ
れ
ど
其
の
細
動
を

導
く
も
の
は
工
事
な
り
」
（
叶
替

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
か
り
ご
と

呪
縛
亜
曰
は
く
「
こ
れ
は
塵
地
の
こ
と
に
つ
き
て
定
め
た
る
謀
略
な
り
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是
は
も
ろ
一
の
國
の
上
に
伸
ば
し
た
る
手
な
り
、
萬
軍
の
エ
ホ
バ
さ

だ
め
た
ま
へ
り
誰
か
こ
れ
を
破
る
こ
と
を
得
ん
や
、
其
の
手
を
伸
ば
し

た
ま
へ
り
誰
か
こ
れ
を
押
返
す
こ
と
を
得
ん
や
」
（
計
量
韓

又
日
は
ぐ
「
わ
れ
は
終
の
こ
と
を
始
よ
り
告
げ
、
い
ま
だ
成
ら
ざ
る
こ

と
を
昔
よ
り
つ
げ
、
わ
が
謀
略
は
か
な
ら
ず
立
つ
と
い
ひ
、
す
べ
て
我

が
よ
ろ
こ
ぶ
こ
と
蔑
さ
ん
と
い
へ
り
」
（
響
山
ぐ

馬
拉
基
曰
は
く
「
汝
等
は
い
へ
ら
く
神
に
服
事
ふ
る
こ
と
は
徒
然
な
り

　
　
　
　
　
い
ひ
つ
け

わ
れ
ら
其
の
命
令
を
も
も
り
か
り
転
語
の
エ
ホ
バ
の
前
に
悲
し
み
て
歩

み
た
り
と
て
何
の
益
あ
ら
ん
や
…
…
其
の
時
エ
ホ
バ
を
お
そ
る
エ
も
の

互
に
相
か
た
り
エ
ホ
バ
耳
を
か
た
む
け
て
之
を
聴
き
た
ま
へ
り
」

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

i
痔
＋
円
Y

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
た

　
基
督
曰
は
く
「
凡
て
父
の
我
に
賜
へ
し
者
は
我
に
就
ら
ん
我
に
就
る
者

簑
か
な
ら
ず
之
を
棄
て
ず
」
（
敦
¢

　
又
祈
祷
の
絶
つ
べ
か
ら
ざ
る
を
教
」
へ
ん
と
讐
喩
を
設
け
て
曰
は
く
「
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
が

　
は
書
夜
祈
る
所
の
選
ひ
た
る
者
を
避
く
忍
ぶ
と
も
終
に
救
は
さ
ら
ん

や
」
（
騨
ψ

神
徒
の
神
の
聖
徳
を
黙
し
、
之
に
依
頼
す
る
の
念
若
し
中
庸
を
得
た
ら
ん

に
は
固
よ
り
可
な
り
と
い
へ
ど
も
吾
人
は
屡
々
神
の
聖
徳
の
一
部
を
特
臥

し
、
深
く
此
の
一
部
を
思
ふ
が
故
に
吾
人
の
徳
に
過
不
及
あ
る
を
免
れ
ざ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

る
な
り
、
あ
る
人
神
の
全
能
を
絵
り
に
深
く
思
ひ
、
強
く
論
じ
て
「
神
は

罪
を
も
犯
し
得
べ
し
」
と
い
へ
り
、
彼
は
全
能
の
一
部
局
に
拘
泥
し
て
一

　
　
　
へ

時
神
の
聖
を
忘
れ
た
る
な
り
、
あ
る
人
は
神
の
硬
鱗
の
自
由
な
る
と
平
等

（
普
及
）
な
る
と
を
絵
り
に
深
く
思
ひ
て
「
神
は
悪
人
の
地
獄
に
入
り
し

を
も
遂
に
救
ひ
た
ま
ふ
べ
し
」
と
説
け
か
、
彼
は
普
及
の
一
を
重
ん
じ
て

「
神
の
何
程
罪
を
悪
み
た
ま
ふ
か
」
を
忘
れ
た
る
な
り
、
吾
人
は
中
庸
を

得
る
こ
と
中
々
に
難
し
、
是
を
以
て
神
の
愛
を
思
ふ
時
は
義
を
忘
れ
、
義

を
思
ふ
時
は
善
を
忘
れ
、
神
の
預
定
を
見
る
時
は
人
の
自
由
意
思
を
忘
れ
、

自
由
意
思
を
思
ふ
時
は
預
定
を
見
ざ
る
の
弊
あ
る
な
り
、
神
の
愛
と
義
馬

全
能
と
聖
、
預
定
と
自
由
意
思
の
如
き
吾
人
の
屡
々
其
の
調
和
に
苦
む
所

な
り
、
神
の
摂
理
と
祈
祷
の
如
き
時
と
し
て
人
の
其
の
調
和
を
誤
解
す
る

所
た
る
な
り
、

某
地
に
一
人
の
信
徒
あ
り
、
其
の
平
生
に
よ
り
て
余
は
零
落
が
祈
祷
に
興

味
を
有
せ
ざ
る
を
知
れ
り
、
余
一
日
使
徒
行
伝
十
二
章
に
見
ゆ
る
ペ
テ
ロ

助
命
の
こ
と
を
以
て
祈
祷
會
の
利
益
を
説
き
た
り
、
余
が
此
の
説
教
を
初

め
た
る
三
三
の
祈
祷
に
興
味
を
回
せ
さ
る
兄
弟
は
三
三
に
入
り
た
り
、
余

は
彼
の
近
頃
の
事
情
に
よ
り
て
此
の
説
教
は
彼
の
感
触
を
害
す
る
こ
と
あ

ら
ん
か
と
思
ひ
し
が
、
否
、
彼
の
人
の
為
に
い
ふ
に
あ
ら
ず
、
又
平
く
い

は
節
黒
の
人
は
余
の
一
回
の
説
教
に
て
善
く
も
悪
く
も
動
く
人
に
あ
ら
ず
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と
思
ひ
か
へ
し
て
其
の
侭
に
進
行
し
た
り
、
後
に
考
ふ
る
に
此
の
説
教
は

多
く
人
を
益
し
た
り
と
余
は
信
じ
た
り
し
が
蟹
闘
氏
の
夫
人
は
余
に
云
へ

り
「
彼
の
説
教
怯
9
氏
の
為
に
せ
し
か
」
と
、
余
は
「
否
」
と
答
へ
て

其
の
事
情
を
語
り
し
に
夫
人
は
云
へ
り
「
彼
の
人
が
祈
祷
会
に
興
味
を
有

せ
ざ
る
は
他
の
人
々
も
常
に
知
り
居
る
所
な
ら
ん
、
、
然
る
に
彼
の
人
の
居

る
席
に
か
N
る
説
教
を
為
し
て
は
人
多
く
彼
の
人
の
為
の
説
教
と
思
ひ
し

な
ら
ん
、
果
し
て
然
ら
ば
よ
し
他
の
人
に
益
す
る
も
彼
の
人
の
為
に
悪
か

り
し
な
ら
ん
」
と
其
の
週
の
祈
祷
会
は
余
の
説
教
の
き
x
め
な
ら
ん
、
平

生
の
数
よ
り
二
三
人
多
か
り
し
が
彼
の
人
は
来
ち
ざ
り
き
、
是
に
於
て
余

は
少
し
く
心
配
な
き
に
あ
ら
ず
、
往
き
て
問
は
父
や
と
次
の
日
の
夜
、
余

は
彼
の
人
の
家
を
訪
ひ
し
に
幸
ひ
面
罵
し
て
余
の
説
教
の
為
に
感
触
を
損

℃
た
る
こ
と
に
は
な
き
や
と
問
ひ
し
に
彼
の
人
は
平
然
、
冷
然
と
し
て
云

へ
り
、
　
「
否
、
余
は
貴
君
「
の
説
教
に
て
感
触
を
害
し
た
る
こ
と
無
し
、
余

は
元
来
貴
君
と
は
余
の
信
仰
を
異
に
せ
り
、
貴
君
は
過
重
が
祈
り
た
る
故

に
ペ
テ
ロ
は
天
使
に
救
は
れ
た
ゆ
と
信
し
た
ま
ふ
な
ら
ん
が
余
は
然
ら
ず
、

ぺ
・
テ
ロ
の
如
き
後
来
教
會
の
柱
石
と
な
る
べ
き
も
の
な
れ
ば
神
の
摂
理
は

彼
を
ヘ
ロ
デ
の
手
に
死
な
し
め
ず
、
疾
く
よ
り
助
け
ん
聖
旨
な
り
し
な
り
、

教
會
が
何
程
祈
り
た
り
と
て
神
の
聖
旨
は
動
く
べ
ぎ
に
あ
ら
ず
、
神
の
摂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
委
〕

理
の
進
行
は
人
の
行
為
の
如
何
に
か
玉
は
ら
ず
、
聖
旨
通
り
悉
細
か
ま
は

　
　
　
　
続
続
恥
か
記
　
　
第
九
巻

ず
、
サ
ツ
サ
と
遂
行
せ
ら
る
x
な
り
、
ヨ
ハ
ネ
、
ヤ
コ
ブ
の
為
に
も
祈
り

し
人
あ
り
し
な
ら
ん
、
然
れ
ど
神
の
摂
理
は
彼
等
の
毒
匁
に
覧
る
エ
を
善

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ

し
と
し
た
ま
ひ
し
な
り
、
然
れ
ば
祈
祷
す
る
は
無
益
な
り
や
と
い
ふ
に
然

に
あ
ら
ず
、
祈
祷
に
よ
り
て
神
の
聖
旨
を
動
か
し
、
神
の
摂
理
を
変
ぜ
し

む
る
能
は
ざ
る
は
無
論
な
れ
ど
も
祈
祷
せ
る
時
は
祈
祷
せ
る
者
神
聴
き
た

ま
ふ
と
感
ず
る
が
故
に
気
休
め
と
な
る
の
み
、
鰯
の
頭
に
通
力
な
き
は
明

な
れ
ど
も
力
あ
り
と
思
ひ
て
拝
む
者
は
応
験
あ
り
と
感
ず
る
の
類
な
り
、

そ
れ
神
は
天
地
の
い
嵐
だ
成
ら
ざ
る
前
よ
り
二
羽
一
銭
の
雀
の
死
し
て
地

に
診
る
も
、
毛
髪
一
本
抜
け
て
落
つ
る
も
神
の
摂
理
の
中
に
あ
り
て
、
一

定
不
変
、
万
古
に
通
じ
て
異
る
こ
と
な
し
、
如
何
に
祈
祷
は
有
益
な
り
と

信
ず
る
も
の
に
て
も
神
の
聖
旨
を
動
か
し
、
摂
理
を
変
ず
る
と
は
信
ぜ
さ

る
べ
し
、
然
れ
ば
彼
等
の
熱
心
に
祈
祷
す
る
は
道
理
あ
る
に
あ
ら
ず
し
て

唯
一
，
個
の
感
覚
の
み
し
と
彼
の
人
は
事
も
な
げ
に
云
ひ
て
の
け
た
り
、
余

は
其
の
意
外
な
る
に
驚
け
り
、
氏
が
祈
祷
に
興
味
を
有
せ
ざ
る
は
余
既
に

知
れ
り
、
然
れ
ど
も
是
く
ま
で
な
ら
ん
ど
は
思
は
ざ
り
き
、
余
は
氏
に
説

け
り
、
果
㌧
て
是
く
信
℃
た
ま
ふ
な
ら
ば
そ
は
誤
信
た
る
を
免
れ
ず
、
第

一
貴
君
は
神
の
摂
理
に
絵
り
重
き
を
置
き
た
る
一
の
偏
見
な
り
、
固
よ
り

神
の
摂
理
は
一
定
不
易
、
万
古
を
通
じ
て
変
ず
る
こ
と
な
き
は
論
な
し
と

い
へ
ど
も
雀
の
地
に
限
ち
、
髪
の
抜
け
る
さ
へ
神
の
摂
理
の
中
に
あ
る
も
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の
な
れ
ば
何
故
に
吾
人
の
祈
祷
も
遠
し
摂
理
の
中
に
あ
り
と
せ
ざ
る
や
、

一
方
に
は
皆
摂
理
の
中
に
あ
り
と
し
て
一
方
に
は
吾
人
の
祈
祷
を
除
外
と

す
、
削
れ
貴
君
の
偏
見
、
誤
信
た
る
な
り
、
神
ペ
テ
ロ
を
救
ひ
た
ま
は
ん

と
な
れ
ぽ
百
の
ヘ
ロ
デ
あ
り
と
て
手
を
下
ナ
に
所
な
く
、
神
ペ
テ
ロ
を
死

な
し
め
ん
と
し
た
ま
ひ
し
な
ら
ば
教
會
何
程
祈
り
た
り
と
て
救
は
る
玉
こ

と
あ
る
べ
き
や
、
然
れ
ど
も
一
方
よ
り
見
れ
ば
吾
人
が
祈
祷
す
べ
き
こ
と

は
神
の
命
℃
た
ま
ふ
所
、
基
督
の
熱
心
に
教
へ
た
ま
ふ
所
、
又
使
徒
等
の

屡
々
教
へ
た
る
所
な
り
、
若
し
神
の
摂
理
は
変
ぜ
ず
と
定
ま
り
し
な
ら
ば

祈
祷
を
教
へ
ら
れ
た
る
は
無
益
の
義
務
を
吾
人
に
負
は
せ
た
ま
ふ
こ
と
玉

な
る
べ
し
、
神
量
吾
人
に
無
益
の
労
を
負
は
せ
た
ま
ふ
の
理
あ
ら
ん
や
、

若
し
無
益
な
ら
ず
と
せ
ぽ
如
何
に
し
て
神
の
不
易
の
摂
理
と
調
和
す
べ
き

や
、
敢
て
心
思
を
労
す
る
を
要
せ
ず
、
神
が
ペ
テ
ロ
を
救
は
ん
と
の
摂
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

の
中
に
は
天
使
の
来
り
て
彼
を
酔
ひ
出
た
す
と
同
じ
く
教
會
の
祈
祷
を
も

含
有
し
た
る
に
あ
ら
ず
や
、
悪
人
が
匁
を
振
っ
て
善
人
を
殺
害
す
る
は
摂

理
の
中
に
あ
る
な
り
、
然
れ
ど
も
同
時
に
悪
人
の
憤
怒
を
も
含
み
た
る
な

り
、
悪
人
憤
怒
は
彼
の
自
由
意
思
よ
り
出
で
た
る
彼
の
感
情
な
り
、
彼
は

神
意
理
な
る
が
故
に
と
て
自
己
の
意
思
に
あ
ら
ざ
れ
ど
も
已
を
得
ず

［
と
て
U
怒
り
し
に
あ
ら
ず
、
彼
の
自
由
意
思
に
よ
り
て
怒
り
、
怒
り
し

が
故
に
殺
し
た
る
こ
と
神
の
摂
理
な
り
し
な
ら
ば
吾
人
の
神
を
信
頼
す
る

の
感
情
よ
り
出
つ
る
祈
祷
の
み
、
独
り
除
外
な
り
と
す
る
の
理
あ
ら
ん
や
、

祈
祷
も
亦
神
の
摂
理
の
中
に
あ
る
進
路
の
一
な
る
に
あ
ら
ず
や
、
第
二
貴

君
の
如
く
摂
理
を
信
じ
た
ら
ん
に
は
遂
に
は
一
種
の
運
命
説
と
な
り
て
結

局
無
知
の
勢
力
に
支
配
せ
ら
る
二
こ
と
N
な
り
、
其
の
弊
や
何
事
を
も
為

さ
黛
る
に
至
る
べ
し
、
運
命
を
過
重
し
て
、
万
事
皆
運
命
に
由
れ
り
の
信

念
強
き
に
至
ら
ば
其
の
極
、
食
き
も
労
せ
ざ
る
に
至
り
、
竪
子
の
井
に
入

ら
ん
と
す
る
を
見
る
も
冷
然
と
し
て
之
を
救
は
さ
る
に
至
り
、
強
賊
白
匁

を
閃
か
し
て
我
が
首
に
［
望
］
臨
む
も
敢
て
防
衛
せ
ざ
る
に
至
り
、
敵
國

兵
を
挙
げ
て
我
を
襲
ふ
も
曽
て
意
と
せ
ざ
る
に
至
る
、
曰
は
く
食
尽
き
た

り
と
い
へ
ど
も
死
さ
吊
る
運
命
我
に
あ
ら
ば
食
物
何
れ
よ
り
か
来
る
べ
し
、

運
命
彼
の
児
を
支
配
せ
る
が
故
に
助
か
る
べ
き
も
の
な
れ
ば
井
に
落
ち
ざ
「

る
べ
し
、
強
賊
の
白
匁
、
敵
國
の
襲
兵
若
し
我
救
は
る
Σ
の
運
命
に
あ
れ

ば
救
は
る
べ
し
と
何
事
を
も
冷
差
し
、
熱
誠
、
慈
善
、
忠
孝
の
如
き
遂
に

廃
滅
に
帰
す
べ
し
、
あ
N
、
量
危
か
ら
ず
や
、
神
の
人
に
食
を
与
へ
た
ま

ふ
や
棚
よ
り
落
つ
る
牡
丹
餅
的
方
法
を
以
て
し
た
ま
ふ
に
あ
ら
ず
、
．
寝
て

待
つ
果
報
的
手
段
に
あ
ら
ず
し
て
手
足
心
思
を
労
し
て
食
を
得
る
の
方
法

に
よ
り
た
ま
ふ
な
り
、
神
は
井
に
落
ち
ん
と
す
る
児
を
救
ふ
に
奇
跡
を
以

て
し
た
ま
は
ず
、
見
る
も
の
に
生
ず
る
側
隠
の
心
を
用
み
て
救
ひ
た
ま
ふ

な
り
、
兇
賊
、
敵
兵
を
防
ぐ
は
当
事
者
の
智
慧
と
腕
力
と
を
用
み
て
防
禦
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せ
し
め
た
ま
ふ
な
り
、
吾
人
の
祈
祷
に
於
て
の
み
独
り
除
外
例
を
以
て
断

ず
べ
き
に
あ
ら
ず
、
一
例
を
挙
げ
て
云
は
ん
に
パ
ウ
ロ
は
伝
道
せ
ん
が
為

に
小
亜
細
亜
の
諸
國
を
周
遊
し
て
後
、
エ
ペ
ソ
の
テ
モ
テ
を
得
た
り
、
若

し
貴
君
の
論
法
を
以
て
せ
ば
テ
モ
テ
は
其
の
祖
母
と
母
と
よ
き
信
徒
た
り

き
、
彼
救
は
る
べ
き
も
の
た
り
し
な
ら
ば
パ
ゥ
ロ
彼
の
地
に
伝
道
せ
ざ
る

も
信
者
と
な
る
を
得
た
る
な
ら
ん
、
若
し
基
督
教
徒
の
信
仰
予
測
の
如
く

な
り
と
し
た
ら
ん
に
は
何
故
に
金
と
時
と
人
と
を
用
み
て
伝
道
の
こ
と
を

為
す
や
、
若
し
日
割
は
る
べ
き
も
の
な
ら
ば
一
言
の
福
音
を
述
ぶ
る
も
の

あ
ら
ざ
る
も
摂
理
必
ず
彼
を
救
ふ
べ
し
と
い
ふ
に
至
ら
ん
、
あ
N
、
信
運

説
の
危
険
な
る
こ
と
是
の
如
し
、
氏
は
余
の
説
を
き
x
て
幾
分
か
悟
り
た

る
所
あ
る
が
如
く
な
り
し
が
氏
は
白
状
す
ら
く
「
実
に
余
の
目
下
の
信
仰

は
貴
覧
の
如
し
、
既
に
貴
君
の
説
教
を
き
エ
て
帰
る
途
中
余
は
貴
君
の
説

教
を
評
し
て
「
祈
祷
に
よ
り
て
ペ
テ
ロ
救
は
れ
た
る
に
あ
ら
ず
、
神
到

ロ
を
救
ひ
た
ま
ひ
し
が
故
に
祈
祷
聴
か
れ
た
る
が
如
く
見
え
し
の
み
」
と
、

又
余
は
某
氏
に
云
へ
り
「
此
の
寒
天
に
食
な
く
衣
な
く
し
て
飢
餓
に
迫
り

し
者
来
る
を
見
ば
君
は
衣
服
を
脱
し
て
彼
を
救
は
ん
と
思
ふ
べ
し
、
然
れ

ど
も
余
は
毫
末
も
其
の
念
な
し
、
彼
が
飢
餓
に
迫
る
は
迫
る
べ
き
の
原
因

あ
り
、
運
命
な
る
な
り
、
敢
て
彼
を
救
ふ
の
要
な
し
」
と
、
某
氏
の
驚
き

た
る
も
の
「
玉
如
し
と
、
余
は
此
の
こ
と
を
欄
き
て
「
視
よ
、
貴
君
は
巳
に

　
　
　
　
続
続
恥
か
記
　
　
第
九
巻

運
命
説
の
弊
、
1
否
、
寧
ろ
適
当
の
結
果
申
に
一
歩
を
踏
入
れ
た
る

な
り
、
今
に
し
て
之
を
救
は
ざ
れ
ば
遂
に
冷
血
動
物
と
な
り
了
ら
ん
、
氏

は
い
ま
だ
自
己
の
危
き
を
見
ざ
る
か
如
く
な
り
し
が
世
に
か
x
る
説
を
抱

く
も
の
極
量
一
人
に
あ
ら
ざ
る
べ
し
、
聞
く
ア
レ
キ
サ
ソ
ド
リ
ヤ
の
U
司

一
に
マ
イ
モ
ン
と
い
ふ
徒
弟
あ
り
、
彼
よ
き
人
物
な
り
し
が
祈
祷
を
為
さ

ず
、
ヒ
ロ
ー
之
を
憂
ひ
て
屡
々
教
へ
た
れ
ど
も
彼
は
い
は
く
神
は
人
の
願

望
に
よ
り
て
心
を
動
か
す
も
の
に
あ
ら
ず
、
神
は
恩
ま
ん
と
す
る
も
の
を

試
み
、
頑
に
せ
ん
と
す
る
も
の
を
頑
に
せ
り
と
、
ヒ
ロ
ー
一
日
彼
と
語
り

て
憂
色
あ
り
、
マ
イ
モ
ン
問
ふ
て
曰
は
く
「
先
生
、
何
と
な
く
憂
色
あ
り
、

何
ぞ
や
」
と
、
ヒ
三
三
曰
は
く
「
我
一
人
の
農
夫
を
知
る
、
彼
は
憾
あ
り
、

才
あ
り
、
頗
る
有
望
な
る
若
者
な
れ
ど
も
彼
苗
を
植
ゑ
て
更
に
耕
転
ず
る

こ
と
な
し
、
余
屡
々
其
の
不
可
な
る
を
教
ふ
れ
ど
も
彼
は
敢
て
耕
転
せ
ず
、

曰
は
く
苗
の
長
ず
る
と
長
せ
ざ
る
と
は
一
に
地
味
、
晴
雨
に
よ
る
、
地
蒸

せ
て
水
な
く
ば
我
耕
す
も
長
ぜ
ず
、
地
肥
え
て
水
あ
ら
ば
耕
さ
実
る
も
実

る
べ
し
、
長
ず
る
と
長
せ
ざ
る
と
は
我
が
葉
影
を
倹
つ
に
あ
ら
ず
、
た
黛

地
昧
に
よ
る
の
み
」
と
余
齢
を
諭
せ
ど
も
彼
頑
と
し
て
悟
ら
ず
、
此
れ
余

の
大
に
憂
ひ
て
や
ま
ざ
る
所
な
り
」
と
、
マ
イ
モ
ン
此
の
言
を
き
く
や
大

に
怒
り
て
曰
は
く
「
あ
玉
、
彼
是
な
り
、
先
生
何
ぞ
耕
転
も
亦
成
長
の
一

要
素
な
る
を
教
へ
た
ま
は
ざ
る
や
」
と
、
ヒ
ロ
ー
マ
イ
モ
ン
を
制
し
て
日
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続
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九
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は
く
「
窪
い
ふ
を
止
め
よ
、
農
夫
と
は
即
ち
汝
な
る
を
如
何
に
せ
ん
」
と
、

マ
イ
モ
ン
甚
く
驚
き
、
感
じ
此
れ
よ
り
熱
心
な
る
祈
祷
家
と
な
れ
り
と
い

ふ
、
実
に
祈
祷
は
信
仰
の
電
量
に
し
て
吾
人
の
祈
祷
は
神
の
摂
理
中
の
一

部
た
る
な
り
つ

第
百
三
十
五
章
　
　
狐
四
頭
サ

　
翻
曰
は
く
「
爾
曹
天
空
の
鳥
を
見
よ
稼
く
こ
と
な
く
煮
る
こ
と
を
為

　
ず
倉
に
蓄
ふ
る
こ
と
な
し
然
る
に
爾
曹
の
天
の
父
は
之
を
養
ひ
た
ま
へ

り
爾
曹
之
吉
大
儀
る
善
な
ら
す
や
」
（
禁
．
Y

調
は
山
上
の
垂
訓
に
於
て
吾
人
の
世
事
に
過
慮
な
る
を
戒
め
た
ま
へ
り
、

吾
人
が
一
身
一
家
を
支
へ
ん
が
為
に
大
に
労
す
べ
き
は
固
よ
り
な
り
と
い

へ
ど
も
吾
人
は
屡
々
世
事
の
為
に
霊
事
を
忘
る
玉
危
険
あ
り
、
霊
の
為
に

世
を
庵
る
X
は
世
の
為
に
霊
を
儲
る
N
に
比
し
て
其
の
害
少
し
、
荷
も
道

を
信
ず
る
も
の
之
を
知
ら
ざ
る
に
あ
ら
ず
と
い
へ
ど
も
霊
事
に
軽
く
し
て

世
事
に
重
き
は
人
情
の
通
弊
、
世
俗
の
弱
点
な
れ
ば
吾
人
の
世
に
あ
る
間

大
に
慎
む
所
あ
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
、

此
の
頃
（
量
二
年
二
月
十
六
日
）
劉
に
住
遵
法
鍵
来
り
談
話
の
黒
氏
は
語

り
て
日
へ
り
世
に
は
人
の
力
を
以
て
為
し
得
べ
き
こ
と
玉
為
し
得
べ
か
ら

ざ
る
こ
と
あ
り
、
何
れ
ま
で
が
人
力
の
領
分
に
し
て
何
れ
よ
り
が
神
の
力

に
一
任
す
べ
き
や
其
の
区
別
は
中
々
に
難
し
、
是
を
以
て
余
は
力
の
及
ぶ

か
ぎ
り
働
き
て
其
の
上
の
為
し
得
ざ
る
所
を
神
の
力
の
領
分
と
し
て
安
心

せ
ん
こ
と
を
力
め
居
れ
り
、
此
の
頃
の
こ
と
な
る
が
余
は
あ
る
人
に
五
六

圓
の
返
金
す
べ
き
こ
と
あ
り
し
に
如
何
な
る
都
合
な
り
し
か
何
程
苦
心
す

る
も
其
の
五
六
円
を
得
る
に
道
な
く
、
全
く
策
尽
き
た
る
を
以
て
此
は
我

が
力
の
及
ぶ
所
に
あ
ら
ず
、
得
べ
き
も
の
な
れ
ば
神
は
与
へ
た
ま
ふ
べ
し

と
観
念
し
、
先
方
へ
は
た
父
少
し
く
待
ち
く
れ
よ
と
通
じ
て
其
の
夜
休
め

り
、
未
だ
床
中
に
あ
紅
て
眠
ら
ざ
る
時
な
る
が
珍
し
く
も
園
中
に
狐
の
声
’

を
き
玉
た
り
、
頓
て
床
よ
り
い
で
Σ
少
し
く
窓
戸
を
開
き
見
れ
ば
雪
中
の

一
黒
斑
は
紛
ふ
か
た
な
き
狐
な
り
、
シ
メ
タ
と
室
中
よ
り
一
発
す
れ
ば
彼
．

其
の
侭
に
倒
れ
た
り
、
余
は
い
た
く
喜
び
て
眠
り
し
が
翌
夜
も
亦
同
じ
時

刻
に
同
じ
く
声
を
聞
き
た
れ
ば
同
じ
く
碧
し
に
同
じ
く
一
頭
の
狐
な
り
、

又
一
発
せ
し
に
又
蔑
し
、
其
の
翌
夜
は
昨
夜
よ
り
も
少
し
く
早
く
声
を
き

N
た
り
、
又
一
発
し
た
り
し
に
又
麗
し
、
例
の
如
く
眠
ち
ん
と
せ
し
に
又

一
声
を
き
玉
だ
れ
ば
又
一
発
せ
し
に
又
一
頭
を
獲
、
三
夜
に
し
て
四
頭
を

得
、
其
の
毛
皮
を
売
り
し
に
金
六
圓
を
得
た
り
、
余
が
家
の
近
傍
に
て
狐

を
獲
た
り
と
の
こ
と
は
近
頃
聞
か
ざ
り
し
直
な
る
に
不
思
議
に
も
此
の
こ

と
あ
り
、
量
天
父
の
特
に
余
に
与
へ
て
余
が
一
時
の
急
を
救
ひ
た
ま
ひ
し

に
あ
ら
ざ
ら
ん
や
、
余
は
く
れ
一
も
度
に
過
ぎ
た
る
苦
慮
の
益
な
き
を
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知
り
て
神
を
頼
む
の
味
を
知
り
た
り
と
い
ふ
。

第
百
三
十
六
章

贋
札
は
見
さ
せ
ん

　
箴
言
に
曰
は
く
「
汝
其
の
言
に
加
ふ
る
こ
と
な
か
れ
恐
く
は
彼
な
ん
ち

を
せ
め
急
襲
諜
る
も
の
と
な
し
た
ま
は
ん
」
（
一
一
＃

　
保
羅
提
摩
太
に
教
へ
て
曰
は
く
「
も
し
異
な
る
教
を
伝
へ
て
我
濟
の
主

　
耶
蘇
基
督
の
善
言
と
神
を
敬
ふ
こ
と
に
合
ふ
教
を
肯
は
ざ
る
も
の
あ
ら

、
ば
…
…
争
論
お
こ
る
な
り
、
爾
曹
此
の
如
き
人
に
遠
か
る
べ
し
」

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@
　
（
叢
誤
．
Y

　
又
曰
は
く
「
爾
蕾
、
胴
鰍
に
あ
る
信
と
愛
と
を
以
て
先
に
我
に
聞
き

し
所
の
真
の
言
の
模
楷
を
保
つ
べ
し
」
（
虚
聞
誓

基
督
の
教
へ
た
ま
ふ
所
は
天
の
真
理
に
し
て
一
毫
の
誤
謬
あ
る
こ
と
な
し
、

然
れ
ば
基
督
の
教
を
学
び
、
之
を
信
ぜ
ん
と
す
る
者
は
一
心
不
乱
、
専
念
、

一
意
其
の
嘉
言
を
学
び
て
他
意
あ
る
べ
か
ら
ず
、
あ
る
人
は
敵
を
知
る
は

敵
に
勝
つ
の
道
な
り
、
吾
人
も
神
佛
の
如
き
他
教
に
通
じ
、
善
く
其
の
弱

点
を
認
め
て
之
を
突
か
ば
労
少
く
し
て
功
多
か
る
べ
し
と
い
ふ
、
掛
り
戦

に
於
て
は
敵
を
知
る
を
以
て
勝
利
の
道
と
な
す
べ
し
と
墨
も
我
か
兵
極
め

て
強
く
ば
敢
て
敵
を
知
る
の
用
な
し
、
敵
を
知
る
の
要
は
我
の
不
利
を
以

て
彼
の
利
を
撃
ち
、
我
の
弱
を
以
て
彼
の
強
を
攻
め
、
我
の
少
を
以
て
彼

　
　
　
　
続
続
恥
か
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の
多
を
襲
ひ
、
若
く
は
互
角
の
兵
力
を
以
て
敵
に
克
た
ん
と
す
る
が
故
な

り
、
故
に
敵
を
知
る
の
要
を
説
く
は
偶
々
以
て
我
の
足
ら
ざ
る
も
の
あ
る

を
表
す
る
も
の
に
あ
ら
ざ
ら
ん
や
、
我
が
三
三
も
真
な
り
、
最
も
強
勢
な

り
と
い
は
父
他
の
我
に
劣
る
勿
論
な
り
、
我
が
真
理
を
知
り
た
ら
ん
に
は

他
を
知
る
の
要
な
し
、
真
理
は
最
後
の
勝
利
者
な
り
、
我
が
真
に
暁
通
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ち
と
こ
ろ

た
ら
ん
に
ば
其
の
真
を
以
て
彼
に
対
せ
ば
彼
の
真
偽
立
に
判
明
す
べ
し
、

真
理
を
学
ぶ
も
の
は
決
し
て
偽
物
を
参
考
と
す
る
の
要
あ
ら
ざ
る
な
り
、

聞
く
、
三
井
呉
服
店
、
三
井
銀
行
等
に
於
て
店
員
の
貨
幣
の
真
偽
を
認
知

す
る
は
極
め
て
必
要
な
る
こ
と
な
り
、
然
れ
ば
同
店
に
於
て
は
店
員
の
店

に
入
り
て
い
ま
だ
事
務
に
熟
せ
ざ
る
問
は
絵
雛
あ
れ
ば
必
ず
楮
幣
の
勘
定

　
　
　
　
み
わ
け

と
真
偽
の
見
分
を
学
ば
し
む
る
と
い
ふ
、
然
れ
ど
も
彼
の
店
の
見
分
を
学

ば
し
む
る
方
法
は
他
と
異
り
て
其
の
初
期
に
於
て
決
し
て
蟹
札
を
示
さ
ず
、

常
に
正
真
の
札
の
み
を
示
し
、
之
の
み
を
考
察
せ
し
め
、
全
く
真
札
に
熟

し
た
る
を
以
て
真
偽
見
分
を
為
さ
し
む
る
な
り
、
故
に
彼
等
は
正
真
の
も

の
玉
外
耳
に
触
れ
た
る
こ
と
な
き
が
故
に
一
回
も
質
物
を
見
た
る
こ
と
な

き
も
贋
物
に
あ
へ
ば
直
に
其
の
贋
な
る
を
知
り
て
決
し
て
誤
ら
る
Σ
こ
と

無
し
と
い
ふ
、
人
或
は
贋
物
を
示
し
て
其
の
蟹
た
る
を
知
ら
し
め
た
ら
ん

に
は
可
な
ら
ん
と
い
ふ
、
然
れ
ど
も
全
く
真
に
熟
し
た
ら
ん
に
は
贋
物
を

知
る
の
要
た
き
な
り
、
他
山
の
石
な
ど
称
し
て
他
を
知
ら
ん
と
す
る
は
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続
続
恥
か
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「
な
ぐ
さ
み
」
な
り
と
せ
ば
兎
に
角
、
我
が
教
の
伝
播
に
要
あ
る
に
あ
ら

ず
し
て
我
の
足
ら
さ
る
を
白
状
す
る
な
り
。

第
百
三
十
七
章

忘
れ
て
く
れ
ん
な
や

亜
腰
部
曰
は
く
「
我
（
神
）
か
な
ら
ず
彼
等
の
一
切
の
行
為
を
何
時
ま

で
も
忘
れ
じ
」
（
杁
．
Y

響
曰
は
く
「
傭
は
れ
た
る
者
牧
者
に
あ
ら
ざ
る
者
は
羊
お
の
れ
の
に

あ
ら
ざ
れ
ば
射
狼
の
来
る
を
見
る
や
羊
を
棄
て
エ
　
く
…
…
傭
は
れ
た

る
者
は
…
皐
の
為
墨
へ
ざ
る
叢
に
　
る
の
み
」
（
約
十
。
十
二
、
十
三
）

以
實
亜
目
は
く
「
婦
其
の
乳
児
を
…
…
撮
る
玉
こ
と
あ
り
と
も
我
は
汝

を
忘
る
と
と
な
し
L
（
四
十
九
。
十
五
）
、

吾
人
は
吾
人
の
救
趣
、
平
和
、
幸
福
の
為
に
常
に
我
が
神
に
呼
號
せ
り
、

然
る
に
吾
人
の
呼
蔑
す
る
間
に
於
て
大
に
吾
人
の
力
と
な
り
、
慰
籍
と
な

る
も
の
は
神
の
吾
人
を
忘
れ
た
ま
は
ざ
る
こ
と
な
ヶ
、
パ
ウ
ロ
ロ
マ
人
に

教
へ
て
「
凡
そ
之
を
頷
求
む
る
者
に
は
恩
を
娘
盛
に
し
、
凡
て
主
の
名
を

忌
む
る
者
は
救
は
る
べ
し
」
（
羅
十
。
十
ご
、
十
三
）
と
い
ひ
た
る
も
の
挙
人

の
為
に
防
衛
の
名
馬
ら
ざ
ら
ん
や
、

世
人
の
「
海
唖
の
釜
石
」
と
称
し
た
る
釜
石
は
田
老
、
又
唐
丹
に
比
し
て

三
遷
其
物
は
軽
か
り
し
が
人
口
多
か
り
し
所
と
て
死
者
の
数
は
多
か
り
き
、

同
所
に
劃
某
と
い
ふ
人
あ
り
し
が
此
の
人
も
災
害
に
洩
れ
ず
、
海
囎
の

当
夜
遁
出
で
ん
と
し
て
家
の
入
口
に
馳
出
た
し
た
る
一
刹
那
、
激
浪
の
為

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
つ

に
家
は
倒
れ
て
圧
潰
さ
れ
た
り
、
然
る
に
如
何
な
る
機
會
に
や
若
山
某
は

大
な
る
木
箱
を
か
ぶ
り
た
れ
ば
柱
や
梁
の
倒
る
玉
為
に
疵
を
負
ふ
こ
と
は

あ
ら
ざ
り
し
も
大
箱
を
か
む
り
て
家
の
下
に
あ
る
こ
と
な
れ
ば
苦
痛
こ
そ

な
け
れ
、
身
を
の
が
れ
ん
に
は
道
な
く
、
近
く
に
微
な
る
資
音
を
き
く
や

箱
の
中
よ
り
声
あ
げ
て
救
助
を
呼
び
た
り
、
其
の
時
余
が
友
元
木
氏
も
其

の
辺
を
通
り
か
玉
り
し
に
一
人
若
山
の
名
を
呼
び
て
無
事
な
り
や
否
や
と

問
ふ
、
彼
は
盲
亀
の
浮
木
、
今
、
救
は
れ
ざ
れ
ば
救
は
る
Σ
時
な
し
と
思

ひ
し
か
声
を
か
ぎ
り
に
救
助
を
呼
び
、
彼
の
一
人
は
如
何
に
な
り
居
る
か

を
問
ひ
し
に
箱
に
入
り
て
助
命
し
居
る
よ
し
を
答
へ
ぬ
、
彼
の
一
人
は
幾

分
か
安
心
し
た
り
し
が
此
の
時
他
の
知
人
、
家
の
下
に
圧
せ
ら
れ
、
次
第

に
目
方
増
さ
り
て
棄
置
き
た
ら
ん
に
は
圧
死
の
不
幸
に
遭
ふ
べ
し
と
聞
き

た
れ
ぽ
先
づ
此
の
危
急
を
救
ひ
て
後
に
着
山
某
を
救
は
ん
と
本
人
に
其
の

こ
と
を
語
り
「
少
し
待
て
、
何
某
危
し
と
の
こ
と
な
れ
ぽ
彼
を
救
ひ
て
直

に
来
る
べ
し
」
と
い
ひ
し
に
翻
身
は
箱
の
中
よ
り
声
だ
し
て
「
ウ
、
待

っ
て
居
や
う
、
助
け
て
く
れ
る
な
ら
待
っ
て
居
や
う
、
然
し
忘
れ
て
く
れ

ん
な
や
、
己
を
忘
れ
て
く
れ
ん
な
や
ア
」
と
い
ふ
、
元
木
氏
は
い
へ
り

「
此
の
『
忘
れ
て
く
れ
ん
な
や
』
を
き
玉
て
如
何
に
も
真
情
、
取
飾
り
な
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き
い
ひ
分
な
り
と
感
じ
、
又
可
笑
し
く
も
あ
り
き
、
然
し
此
の
時
の
忘
れ

て
く
れ
ん
な
や
ア
は
実
に
真
情
、
其
の
心
中
も
思
ひ
や
ら
れ
た
り
」
と
、

若
山
某
は
忘
れ
じ
と
の
誓
言
を
き
エ
て
安
心
し
、
平
和
を
得
、
久
し
く
箱

中
に
忍
び
で
遂
に
救
は
れ
た
り
、
吾
人
は
吾
人
を
忘
れ
た
ま
は
ざ
る
神
を

信
し
、
之
に
依
頼
す
、
た
と
ひ
世
に
苦
痛
あ
り
と
も
主
の
其
の
聖
言
に
忠

実
な
る
を
思
は
ぼ
忍
び
得
ざ
る
こ
と
あ
ら
ん
や
、
忘
れ
た
ま
は
ざ
る
神
を

信
頼
す
る
も
の
は
幸
福
な
る
か
な
。

第
百
三
十
八
章

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　
や

三
四
も
近
頃
は
流
行
り
ま
せ
ん

基
督
疾
病
を
痙
し
た
ま
ひ
し
者
に
再
び
會
ひ
て
戒
め
て
日
は
く
「
視
よ

爾
ま
で
に
肇
た
り
復
罪
を
犯
す
こ
と
な
か
れ
」
（
魚
肥
．
Y

甘
遇
は
く
「
人
女
の
前
に
爾
曹
の
光
を
耀
か
せ
臆
す
れ
ば
人
々
爾
曹
の

善
行
を
見
て
天
に
在
す
響
の
父
望
む
べ
し
」
（
薙
．
Y

希
伯
来
記
者
日
は
く
コ
び
光
照
を
皮
下
の
賜
を
う
け
聖
霊
を
蒙
り
神

、
の
善
言
と
来
世
の
権
能
と
を
味
ひ
て
後
堕
落
す
る
者
は
神
の
子
を
再
び

十
字
架
に
釘
け
て
顕
辱
と
す
る
が
故
に
復
こ
れ
を
悔
改
に
立
返
ら
す
る

こ
と
態
ざ
る
な
2
（
禁
四
Y

世
人
の
基
督
教
を
見
る
は
基
督
教
其
物
を
見
る
に
あ
ら
ず
し
て
信
徒
を
見

る
な
り
、
彼
等
は
信
徒
を
見
て
善
良
な
れ
ば
基
督
教
を
善
良
な
り
と
し
、

　
　
　
　
続
続
恥
か
記
　
　
第
九
巻

信
徒
に
し
て
忠
孝
な
れ
ば
我
が
教
を
忠
孝
な
り
と
す
、
彼
等
の
此
の
方
法

を
と
る
固
よ
り
誤
謬
な
り
と
い
へ
ど
も
信
徒
た
る
も
の
彼
等
の
誤
謬
な
り

と
て
責
任
な
し
と
す
べ
か
ら
ず
、
一
回
教
を
信
じ
て
後
書
を
撃
つ
る
は
仮

令
何
等
の
理
由
あ
り
、
遁
辞
あ
り
と
も
我
が
教
の
害
、
其
の
人
の
不
利
た

る
明
な
り
、
一
回
教
を
信
じ
て
之
を
棄
つ
る
者
必
ず
し
も
反
対
家
た
る
べ

し
と
い
は
じ
、
然
れ
ど
も
「
我
と
僧
な
ら
ざ
る
者
は
我
に
背
き
我
と
借
に

驚
ざ
る
者
霰
す
な
2
（
三
十
二
。
三
十
）
の
理
彼
は
・
に
こ
そ
出
た
さ

ね
「
基
督
教
は
虚
偽
な
り
、
善
良
な
る
教
、
満
足
す
べ
き
道
に
あ
ら
ず
」

と
説
教
す
る
に
同
じ
、
一
回
道
を
信
じ
た
る
も
の
は
殊
に
深
く
自
己
の
態

度
を
慎
み
、
世
人
の
前
に
呼
物
を
置
か
ざ
ら
ん
こ
と
を
力
む
べ
き
な
り
、

明
治
廿
九
年
の
九
月
余
は
釜
石
よ
り
帰
ら
ん
と
土
曜
日
に
釜
石
を
出
で
た

り
、
細
目
の
安
息
目
は
遠
野
に
於
て
安
息
せ
ん
と
思
ひ
た
れ
ば
安
息
日
の

午
前
三
二
美
以
會
の
信
徒
千
葉
某
氏
を
訪
ひ
た
り
、
訪
ひ
て
見
れ
ば
余
と

行
違
に
釜
石
に
往
き
た
る
よ
し
に
て
居
ら
ず
、
家
人
に
他
の
信
徒
は
と
問

ひ
し
に
知
ら
ず
と
い
ふ
、
余
は
少
し
く
失
望
し
、
町
長
某
氏
を
訪
ひ
し
に

不
在
な
り
と
い
ふ
、
巳
を
得
ず
余
は
旅
舎
に
帰
り
て
主
人
に
問
へ
り
「
此

の
地
に
耶
麻
の
信
者
は
な
き
か
」
と
、
主
人
は
答
へ
て
い
ふ
「
然
れ
ば
な

り
、
七
八
年
前
ま
で
は
ヤ
ソ
信
者
と
い
ふ
も
大
分
あ
り
し
が
近
頃
は
は
や

一
人
も
無
き
が
如
し
、
他
に
移
り
し
も
あ
り
、
死
し
た
る
も
あ
り
、
何
某
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も
信
者
に
て
時
々
は
説
教
の
手
伝
な
ど
も
な
七
た
る
人
な
る
が
近
頃
は
止

め
て
何
県
に
か
往
き
し
ょ
し
、
耶
鯨
も
近
頃
は
青
り
流
行
り
ま
せ
ん
」
と
、

あ
ム
、
旅
舎
の
主
人
は
我
が
教
を
以
て
一
種
の
流
行
物
と
見
た
る
な
り
、

彼
－
の
目
に
は
我
が
教
も
衣
報
の
縞
柄
、
髪
の
結
方
と
同
⑪
庵
の
な
り
と
思

ひ
し
な
り
、
然
れ
ど
も
余
は
思
へ
り
、
主
人
が
我
が
教
を
以
て
一
種
の
流

行
物
と
見
た
る
は
彼
の
誤
解
た
る
は
論
な
し
と
い
へ
ど
も
彼
を
誤
解
せ
し

め
た
る
も
の
な
く
ん
ば
あ
ら
ず
、
彼
故
意
に
他
を
蹟
か
さ
ん
と
し
た
る
に

は
あ
ら
さ
る
べ
し
と
い
へ
ど
も
彼
は
主
の
聖
言
を
思
ふ
べ
き
な
り
、
伺
は

く
「
此
の
小
子
の
一
人
を
硬
か
す
る
者
播
磨
石
を
頭
迄
懸
け
ら
討
て
海
の

深
に
沈
め
ち
れ
ん
方
濃
鼠
る
べ
し
」
（
太
十
八
。
六
‘
）
へ
窪
悔
改
に

立
返
る
道
な
‘
き
至
当
の
こ
と
な
り
。

第
百
三
十
九
章
　
　
拝
領
だ
か
ら
用
ゐ
ま
す

　
保
羅
曰
は
く
「
神
聖
の
善
旨
を
行
は
ん
と
て
爾
曹
の
衷
に
億
た
ら
き
爾

曹
宅
て
志
を
た
て
遠
行
は
し
む
殺
な
り
」
（
塁
砦
。
十
三
）
、

旧
約
の
教
義
は
神
の
威
権
の
一
面
重
な
る
が
故
に
凡
て
皆
命
令
的
な
り
、

然
れ
ど
も
新
約
の
教
義
は
恩
恵
の
一
面
明
な
る
が
故
に
凡
て
皆
約
束
的
な

り
、
約
翰
が
「
律
法
は
モ
三
瓶
に
由
り
て
伝
は
り
恩
寵
と
真
理
は
耶
蘇
基

督
に
由
り
て
来
れ
り
」
・
と
あ
る
は
新
旧
の
精
神
を
明
に
認
め
た
る
も
の
な

り
、
然
れ
ば
新
約
中
に
「
信
ぜ
よ
」
、
「
悔
改
め
ま
」
の
語
な
き
に
る
ち
ず

と
い
く
ど
も
命
令
の
性
質
を
帯
び
た
ゐ
は
少
く
し
て
》
否
、
無
く
し
て
皆

合
意
的
性
質
な
り
、
然
れ
ど
も
神
は
絶
対
的
大
権
老
有
七
、
吾
人
の
真
利

益
を
思
ひ
て
信
神
、
悔
改
を
勧
め
た
ま
ふ
の
故
に
吾
人
億
私
意
、
’
私
情
を

以
て
之
を
拒
む
べ
き
に
る
ら
ず
、
、
思
寵
的
な
る
が
故
に
真
の
恩
寵
を
喜
び
、

其
の
聖
旨
に
測
は
ん
が
為
に
命
令
よ
り
も
更
忙
重
ル
ず
る
所
あ
り
て
可
な

り
、余

が
同
藩
の
士
に
村
瀬
登
と
い
ふ
人
あ
り
、
あ
る
式
日
殿
中
に
於
て
氏
に

冠
し
た
り
し
に
氏
の
偏
刀
を
見
れ
ば
鉄
製
の
蟹
の
目
貫
を
附
け
た
り
、
余

は
一
見
し
て
其
製
作
の
巧
妙
な
る
を
知
り
た
れ
ば
氏
に
云
へ
り
『
此
の
月

貫
は
大
層
善
く
で
き
て
居
る
や
う
で
す
が
い
つ
れ
名
人
の
作
で
せ
う
」
と
、

氏
は
斯
く
聞
く
や
目
を
例
の
如
く
パ
チ
く
然
と
し
て
説
出
だ
し
て
曰
は

く
「
此
の
善
く
で
き
て
み
る
に
は
困
ヶ
ま
す
、
私
は
生
来
蟹
を
嫌
ふ
こ
と

甚
し
べ
、
幼
少
の
時
か
ら
手
に
触
れ
た
こ
と
は
勿
論
あ
り
ま
せ
ん
が
見
る

さ
へ
い
や
で
蟹
の
居
さ
う
な
所
に
は
避
け
て
往
か
ん
や
う
に
し
て
居
ま
す
、

斯
う
い
っ
た
ら
其
れ
程
嫌
ふ
な
ら
何
故
目
貫
に
し
て
お
く
か
と
い
ひ
な
さ

る
で
せ
う
、
然
し
こ
れ
に
は
仔
細
の
あ
る
こ
と
で
此
の
月
給
は
君
公
よ
り

拝
領
し
た
も
の
で
す
、
恩
賜
で
あ
る
か
ら
私
情
よ
り
云
へ
・
ば
好
ま
し
く
な

い
が
君
恩
を
記
え
る
為
に
殊
に
愛
す
る
刀
に
附
け
て
砕
く
み
時
が
あ
っ
た
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か
ん
が
へ

ら
君
恩
と
共
に
御
馬
前
に
砕
く
る
思
慮
で
す
、
’
よ
く
似
て
居
な
か
っ
た
ら

幾
分
か
よ
い
で
せ
う
が
諮
り
本
物
に
似
て
居
る
の
で
却
っ
て
困
り
ま
す
、

本
物
な
ら
と
て
も
堪
へ
ら
れ
な
い
が
作
物
で
あ
る
か
ら
善
い
の
で
す
、
然

し
拝
領
だ
か
ら
用
ゐ
ま
す
」
と
、
吾
人
の
三
四
に
回
る
村
瀬
氏
の
蟹
目
貫

と
同
し
か
ら
ず
と
い
へ
ど
も
人
は
天
性
に
し
て
怒
の
子
な
り
き
」
（
沸

亀
、
屡
々
神
の
恩
賜
の
鼻
息
を
好
ま
ず
し
て
之
を
動
く
る
こ
と

あ
り
、
然
れ
ど
も
「
主
そ
の
約
束
し
た
ま
ひ
し
所
を
成
す
に
遅
き
は
あ
る

人
の
遅
し
と
意
ふ
が
如
く
に
あ
ら
ず
一
人
の
亡
ぶ
る
を
も
欲
み
た
ま
は

ず
」
（
叢
三
Y
吾
人
は
神
の
恩
寵
の
混
声
を
誉
て
蓬
蓬
に
与
久

一
は
以
て
神
の
聖
旨
に
副
ひ
、
一
は
以
て
我
が
生
命
を
完
ふ
す
べ
き
な
り
、

蓋
し
吾
人
の
救
毬
、
永
生
は
神
の
恩
賜
な
れ
ば
な
り
。
卦
二
年
七
月
十
一

　
日
稿

第
百
四
十
章
　
　
積
極
の
教

　
基
督
曰
は
く
「
凡
て
人
に
為
ら
れ
ん
と
欲
ふ
こ
と
は
敵
営
ま
た
人
に
も

其
の
如
く
為
よ
」
（
韮
．
Y

論
理
に
積
極
と
消
極
と
あ
り
、
9
事
に
よ
り
て
積
極
に
論
ず
る
も
消
極
に
論

ず
る
も
其
の
意
に
於
て
敢
て
異
ら
ざ
る
も
其
の
勢
力
に
於
て
大
に
異
る
も

の
あ
り
、
讐
へ
ば
積
極
的
に
「
善
を
行
へ
」
と
い
ふ
と
消
極
的
に
、
「
悪
を

　
　
　
　
続
続
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為
す
勿
れ
」
と
い
ふ
と
其
の
帰
す
る
所
は
一
な
る
が
如
し
と
い
へ
ど
も
其

の
教
を
受
く
る
者
に
及
ぼ
す
勢
力
に
於
て
大
に
異
る
も
の
あ
る
を
見
る
、

是
に
託
て
か
積
極
の
宗
教
と
消
極
の
宗
教
と
其
の
優
劣
自
ら
判
然
た
る
べ

し
、「

余
が
初
め
て
基
督
教
を
聴
き
た
る
頃
は
未
だ
信
念
起
ら
ず
、
後
歩
に
基
督

の
道
徳
を
聞
き
て
高
尚
な
る
も
の
あ
り
と
為
し
、
批
評
眼
も
て
之
を
見

「
人
に
為
ら
れ
ん
と
欲
ふ
こ
と
は
人
に
も
其
の
如
く
せ
よ
」
と
聞
く
や
其

の
語
路
の
悪
き
と
孔
子
の
「
己
所
不
欲
勿
施
於
人
」
（
鱒
篇
）
の
簡
に
し

て
尽
く
せ
る
と
比
し
来
り
て
優
劣
な
き
の
み
な
ら
ず
却
っ
て
基
督
の
言
よ

り
も
高
き
が
如
く
思
ひ
き
、
然
れ
ど
も
後
、
漸
く
基
督
の
教
訓
を
学
ぶ
に

及
び
て
其
の
味
を
知
る
に
至
る
や
何
と
な
く
基
督
の
「
人
に
為
ら
れ
ん
云

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
方

々
」
よ
り
は
孔
子
の
「
三
所
不
欲
云
々
」
　
［
と
比
し
て
］
大
に
力
な
き
が

如
く
感
じ
、
遂
に
は
基
督
の
言
の
真
に
力
あ
る
を
認
め
得
た
り
、
今
に
し

て
思
へ
ば
基
督
の
言
は
積
極
に
し
て
孔
子
の
言
は
消
極
な
り
し
が
故
な
る

を
知
れ
り
、
比
喩
の
言
を
以
て
之
を
明
に
せ
ん
に
藪
に
重
病
に
罹
り
て
病

床
に
あ
る
友
あ
ら
ん
に
之
を
訪
問
し
た
り
と
せ
よ
、
以
弛
く
病
あ
る
時
枕

辺
に
疾
走
す
る
は
我
が
欲
せ
ざ
る
所
な
り
と
、
深
く
病
者
を
思
ひ
て
静
座

し
、
絨
黙
す
べ
し
、
若
し
孔
子
あ
り
て
之
を
見
た
ら
ん
に
は
彼
は
「
己
の

欲
せ
ざ
る
所
を
人
に
施
せ
ず
」
、
我
が
意
を
得
た
る
哉
と
賞
賛
し
て
満
足
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続
続
恥
か
記
　
第
九
回

す
べ
し
、
然
れ
ど
も
基
督
よ
り
見
た
ま
ひ
し
な
ら
ば
彼
は
未
だ
し
、
彼
は

心
あ
る
時
慰
め
ら
れ
、
痛
苦
あ
る
所
を
撫
摩
ら
る
エ
を
点
せ
り
、
然
る
に

彼
は
未
だ
「
己
に
為
ら
れ
ん
と
欲
ふ
こ
と
を
人
に
も
其
の
如
く
為
さ
ず
」

と
、
視
よ
基
督
の
言
と
孔
子
の
言
と
其
の
帰
す
る
所
は
一
な
る
が
如
し
と

い
へ
ど
も
教
訓
を
受
く
る
者
に
於
て
は
大
に
異
る
所
あ
る
な
り
、
其
の
三

余
は
次
第
に
基
督
の
教
に
熟
す
る
に
従
ひ
て
弥
々
基
督
の
教
の
積
極
的
な

る
を
見
た
り
、
近
頃
其
の
こ
と
を
思
ひ
て
恥
か
記
中
の
一
材
料
た
ら
ん
と

手
帳
に
記
し
置
き
た
り
し
に
本
年
三
月
三
日
発
行
の
福
音
新
報
第
百
九
十

ご
號
に
誰
人
の
筆
に
成
り
し
か
恰
も
余
の
云
は
ん
と
せ
る
所
を
云
ひ
た
る

も
の
あ
り
、
試
に
其
の
原
文
を
左
に
溶
す
べ
し

　
　
四
福
音
書
に
干
て
基
督
の
言
を
考
ふ
る
に
積
極
的
な
る
を
旨
と
し
て

　
　
消
極
の
方
に
は
重
き
を
置
か
ざ
り
し
に
似
た
り
旧
約
の
教
な
ど
は
他

　
　
の
倫
理
教
と
一
般
、
人
の
為
ざ
る
べ
き
悪
を
掲
げ
、
之
を
禁
止
す
る

　
’
の
方
針
を
取
れ
る
教
訓
最
も
多
し
。
然
れ
ど
も
耶
鯨
に
至
り
て
は
全

　
　
く
其
の
方
向
を
一
変
し
、
凡
て
積
極
的
に
人
を
訓
位
す
る
こ
と
を
勉

　
　
め
ら
れ
し
な
り
。
彼
の
富
め
る
者
と
ラ
ザ
ロ
の
讐
喩
を
見
よ
。
富
め

　
　
る
者
は
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
懐
に
行
く
こ
と
能
は
ず
、
彼
が
冥
府
に
在
り

　
　
て
苦
み
を
受
け
し
は
如
何
な
る
罪
を
犯
し
た
る
に
由
る
か
、
其
の
性

　
　
行
を
察
す
る
に
、
敢
て
不
義
を
働
き
、
大
逆
を
行
ひ
し
に
非
ず
。
引

ザ
ロ
に
対
し
て
不
當
の
処
置
を
な
せ
し
に
も
難
ず
。
唯
彼
が
貧
者
ラ

ザ
ロ
を
混
む
こ
と
薄
く
、
自
ら
楽
し
み
、
身
を
快
く
す
る
の
外
何
の

心
も
無
く
、
其
の
財
と
絵
命
と
を
神
の
聖
旨
に
従
ひ
て
活
用
す
る
こ

と
を
せ
ざ
り
し
の
み
、
彼
は
是
ぞ
と
い
ふ
ほ
ど
の
犯
罪
悪
事
な
し
と

難
も
、
進
ん
で
善
を
行
は
ざ
り
し
為
、
冥
府
に
あ
り
て
苦
み
を
受
け

し
な
り
。
人
多
く
は
悪
を
行
ふ
の
恐
る
べ
き
を
知
り
て
善
を
為
さ
亘

る
の
恐
る
べ
き
を
知
ら
ず
、
悪
魔
に
事
ふ
の
非
を
覚
れ
ど
も
神
に
事

へ
さ
る
の
非
を
覚
ら
ざ
る
な
り
、
多
く
の
基
督
教
徒
は
罪
を
犯
す
こ

と
を
慎
み
、
戦
々
歩
々
と
し
て
消
極
的
の
道
徳
を
修
む
れ
ど
も
、
大

回
に
進
み
、
神
の
為
に
活
動
し
て
積
極
的
の
道
徳
を
修
む
る
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
萎
〕

怠
り
つ
x
あ
り
、
之
が
為
に
其
の
精
神
悉
馨
し
て
振
は
ず
。
教
會
は

弱
き
者
の
団
体
た
る
が
如
き
観
を
呈
ず
る
に
至
れ
り
。
今
日
は
罪
を

犯
さ
怠
ら
ん
こ
と
を
勉
む
る
よ
り
も
神
に
事
へ
、
其
の
聖
旨
を
実
行

せ
ん
こ
と
を
心
懸
く
る
人
の
多
き
を
要
す
。
ダ
ン
テ
が
数
へ
上
げ
た

る
罪
悪
の
中
に
瀬
惰
を
以
て
其
の
重
大
な
る
一
つ
と
な
せ
る
を
記
憶

せ
よ
。
悪
を
行
ひ
て
亡
ぶ
る
者
よ
り
も
善
を
行
ふ
の
勇
気
な
く
、
唯

消
極
的
に
の
み
流
れ
て
積
極
的
の
精
神
乏
し
き
為
に
地
獄
に
行
く
者

数
多
し
と
す
。
唯
己
の
霊
を
救
は
ん
と
心
懸
け
、
甚
し
き
不
道
徳
に
，

陥
る
ま
じ
と
熱
心
す
る
者
の
み
多
き
は
嘆
か
は
し
き
こ
と
な
り
。
盗
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せ
ず
、
淫
行
を
犯
さ
ず
、
人
を
殺
さ
ず
、
其
の
道
徳
を
禁
酒
禁
煙
の

　
　
範
囲
に
縮
め
、
汲
々
と
し
て
器
械
的
道
徳
の
奴
隷
と
な
り
つ
玉
亡
に

　
　
陥
る
者
如
何
に
多
き
や
。
一
千
金
を
與
へ
ら
れ
し
者
の
乱
せ
ら
れ
し

　
　
を
見
よ
。
彼
は
之
を
悪
き
こ
と
に
用
み
し
に
吟
ず
。
彼
は
之
を
服
紗

　
　
に
包
み
て
土
中
に
葬
り
置
き
ぬ
、
彼
は
之
を
用
ゐ
ざ
り
し
が
た
め
に

　
　
罰
せ
ら
れ
た
り
。
此
に
知
る
べ
し
、
十
誠
の
禁
止
條
目
を
犯
し
て
神

　
　
に
背
く
者
よ
り
も
、
其
の
天
よ
り
賜
は
れ
る
力
を
用
み
ず
、
之
を
空

　
　
う
す
る
よ
り
神
の
怒
を
招
く
も
の
最
も
多
し
つ
余
輩
も
し
消
極
的
の

　
　
道
徳
を
第
二
に
置
き
、
積
極
的
の
道
徳
を
標
準
と
し
て
教
墨
黒
の
有

　
　
様
を
観
察
し
、
基
督
教
徒
の
道
徳
を
批
評
せ
ば
其
の
よ
く
一
千
金
を

　
　
空
く
埋
葬
せ
ざ
る
も
の
果
し
て
幾
人
か
あ
る
。
余
輩
は
基
督
の
信
仰

　
　
に
帰
る
の
み
な
ら
ず
、
其
の
道
徳
に
帰
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
伝
道
も

　
　
積
極
的
な
れ
。
信
仰
も
積
極
的
な
れ
。
道
徳
も
積
極
的
な
れ
。
余
輩

　
　
は
積
極
的
分
子
我
が
衷
に
ま
た
教
會
内
に
盛
ん
な
ら
ん
こ
と
を
望
む

　
　
も
の
な
り
。

巳
に
是
の
如
く
な
る
が
故
に
基
督
の
教
訓
に
は
「
何
々
の
悪
を
行
ふ
認

れ
」
と
あ
る
も
の
よ
り
は
「
何
々
の
善
を
行
へ
」
と
あ
る
を
多
し
と
す
、

曽
て
一
人
の
教
法
師
あ
り
、
基
督
に
来
り
て
永
生
の
道
を
問
ふ
、
彼
基
督

の
応
答
を
聞
く
に
至
り
て
大
に
窮
し
、
一
條
の
遁
路
を
発
見
し
て
「
我
が

　
　
　
　
続
続
恥
か
記
　
第
九
巻

隣
と
は
誰
な
る
乎
」
と
問
へ
り
、
蓋
し
彼
は
話
頭
を
他
に
転
じ
て
自
己
一
・

身
に
係
る
實
際
の
問
題
を
一
般
に
係
る
理
論
上
の
問
題
と
為
し
、
以
て
回

れ
ん
と
し
た
り
し
な
り
、
然
れ
ば
基
督
は
彼
の
夕
曇
を
看
破
し
、
一
場
の

警
喩
談
を
為
し
、
彼
が
反
問
に
対
し
て
止
む
を
得
ず
隣
人
と
は
「
其
の
人

を
潜
掴
み
た
る
も
の
な
り
」
と
答
ふ
、
基
督
其
の
答
を
得
た
ま
ふ
や
、
単

に
「
爾
よ
く
理
解
せ
り
」
と
賞
め
た
ま
は
ず
し
て
「
爾
も
往
き
て
其
の
如

く
為
よ
」
（
路
十
・
空
心
H
）
と
命
じ
た
ま
へ
軌
世
人
華
墨
督
教
を
智
ず

し
て
其
の
實
行
に
驚
く
も
の
は
基
督
の
積
極
的
道
徳
の
勢
力
信
徒
に
及
ぶ

も
の
た
る
な
り
、
積
極
的
道
徳
な
る
か
な
。
　
　
量
二
年
七
月
十
二
日
稿
，

附
言
孔
孟
人
不
需
不
墨
鮮
而
）
と
い
庵
蕃
は
奎
・
汁

で
＋
二
の
如
し

第
百
四
十
凹
章
　
　
謙
遜
は
偽
と
違
ひ
ま
す

保
羅
曰
は
く
「
心
を
高
ぶ
り
思
を
過
ご
す
こ
と
勿
れ
神
の
各
人
に
賜
り

た
る
信
仰
の
量
に
従
ひ
て
公
平
に
思
念
ふ
べ
し
」
（
羅
計
二
Y

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

又
曰
は
く
，
「
善
を
来
ら
せ
ん
と
て
悪
を
作
す
は
宜
か
か
ら
ず
や
此
を
我

済
が
言
と
云
へ
る
者
あ
り
斯
か
軽
量
の
罪
せ
ら
る
べ
き
は
宜
な
り
」

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@
　
（
虐
Y

雅
各
日
は
く
「
人
律
法
を
悉
く
守
る
と
も
若
し
其
の
一
に
蹟
か
ば
此
れ
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続
続
恥
か
記
　
第
九
巻

全
を
犯
す
な
り
」
（
仁
．
Y

保
羅
曰
は
く
「
各
々
謙
り
た
る
心
を
以
て
互
に
人
を
己
に
愈
れ
り
と
為

よ
」
（
嚇
琴

、
彼
得
曰
は
く
「
互
に
籍
服
ひ
譲
図
葉
よ
」
、
（
野
望
。
五
）
、

　
基
督
曰
は
く
「
我
は
心
柔
和
に
し
て
謙
遜
者
な
れ
ば
我
が
範
を
負
ひ
て

我
に
学
へ
」
（
太
十
一
。
三
九
）
、

回
れ
謙
遜
は
徳
の
帯
な
り
、
萬
善
の
基
な
り
、
諸
徳
よ
く
積
り
た
り
と
い

へ
ど
も
若
し
謙
の
一
事
を
欠
く
あ
ら
ば
他
は
見
る
に
足
ら
ざ
る
な
り
、
藪

に
於
て
か
天
啓
的
道
徳
を
有
す
る
基
督
教
は
完
全
に
謙
遜
を
教
へ
、
以
て

他
の
諸
徳
を
励
ま
し
、
善
事
の
實
行
に
資
す
る
な
り
、
吾
人
は
屡
々
基
督

教
外
の
人
よ
り
謙
譲
の
重
ん
ず
べ
き
を
聞
け
ど
も
惜
哉
天
啓
な
ら
ざ
る
道

徳
は
不
健
全
な
る
が
故
に
謙
譲
の
美
徳
中
に
嬉
々
、
虚
偽
の
分
子
を
離
ゆ

る
を
見
る
、
然
れ
ば
世
人
は
知
れ
ど
も
知
ら
ず
と
い
ふ
を
以
て
謙
辞
と
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ね

為
し
得
れ
ど
も
為
し
得
ざ
る
為
す
る
を
謙
譲
と
思
ふ
の
誤
解
あ
り
、
是
に

於
て
か
世
人
は
完
全
、
円
満
な
る
神
が
其
の
栄
光
を
現
す
と
い
ふ
を
き
く

や
神
に
は
謙
徳
な
し
と
す
る
の
誤
あ
り
、
遷
れ
知
る
を
知
る
と
し
、
為
し

得
る
を
為
し
得
る
と
な
す
を
以
て
謙
に
あ
ら
ず
と
す
る
の
誤
解
よ
り
出
で

た
る
な
り
、
然
れ
ど
も
何
ぞ
知
ら
ん
、
謙
中
に
は
虚
偽
を
含
有
せ
ざ
る
を
、

何
に
よ
り
て
か
Σ
る
誤
解
を
生
じ
た
り
や
、
蓋
し
故
あ
り
、
字
書
を
案
ず

る
に
謙
は
譲
な
り
と
い
ひ
、
初
め
よ
り
其
の
義
の
誤
つ
べ
き
も
の
あ
り
し

に
あ
ら
ず
と
い
へ
ど
も
漢
儒
等
の
不
健
全
な
る
解
釈
よ
り
し
て
遂
に
藪
に

至
り
し
も
の
か
、
朱
子
本
義
に
「
有
而
不
居
回
義
」
と
あ
り
、
又
史
記
楽
」

書
に
「
君
子
以
退
零
墨
禮
」
と
見
え
、
是
等
の
教
、
因
を
為
し
て
遂
に
謙

の
真
義
を
誤
り
し
も
の
な
ら
ん
、
加
え
孔
子
は
雍
也
篇
に
教
へ
て
曰
は
く

「
孟
之
反
回
伐
、
奔
三
殿
将
入
門
三
三
三
日
三
二
後
也
寸
土
進
也
」
と
、

然
れ
ど
も
孟
之
反
の
精
神
は
兎
に
角
に
其
の
行
為
と
言
と
は
確
に
相
反
す

る
も
の
あ
り
き
、
彼
が
自
己
の
功
に
誇
ら
ざ
る
ば
製
す
べ
し
と
い
へ
ど
も

敢
て
後
れ
た
る
に
あ
ら
ず
馬
進
ま
さ
れ
ば
な
り
の
一
言
は
明
に
虚
偽
な
り
、

孔
子
の
之
を
賞
揚
し
た
る
も
の
其
の
精
神
に
あ
る
べ
し
と
い
へ
ど
も
其
の

虚
偽
を
含
め
る
行
為
を
臨
め
た
る
が
故
に
後
世
遂
に
之
を
誤
り
認
め
て
謙
’

に
は
多
少
の
虚
偽
を
含
む
も
の
と
し
て
替
め
ざ
る
に
至
り
し
な
り
、
余
が

基
督
教
徒
と
な
り
て
久
し
か
ら
ざ
る
後
な
り
し
が
旧
主
水
野
子
爵
山
下
町

の
新
宅
成
り
旧
藩
の
甲
乙
招
待
せ
ら
れ
し
こ
と
あ
り
、
余
も
亦
一
人
に
し

て
其
の
席
に
あ
り
し
が
席
次
の
上
下
よ
り
し
て
謙
或
は
不
遜
な
ど
の
談
あ

り
、
此
の
時
「
知
ら
ざ
る
こ
と
を
も
知
る
」
と
称
せ
ら
れ
た
る
某
氏
あ
り
、

知
ら
さ
る
こ
と
を
も
知
る
程
の
人
物
な
れ
ば
如
何
で
か
口
を
臨
み
て
居
ら

ん
、
大
々
的
裸
苓
（
降
雪
は
漢
医
の
薬
品
に
し
て
漢
法
に
て
は
何
れ
の
病

に
も
必
ず
呈
せ
ら
る
玉
を
常
と
し
た
れ
ば
余
が
旧
里
に
て
は
何
事
に
も
容
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朦
す
る
者
を
斯
く
呼
べ
り
）
を
試
み
、
喋
々
謙
遜
の
説
教
初
ま
り
、
其
の

勢
傍
若
無
人
な
り
き
、
氏
の
謙
は
同
じ
く
漢
儒
の
弊
を
其
の
侭
受
け
て
傍

痛
く
思
は
る
玉
所
少
か
ら
ず
、
一
座
皆
野
の
説
に
感
服
せ
る
も
の
Σ
如
し
、

余
は
當
時
謙
と
は
如
何
な
る
義
な
り
や
敢
て
研
窮
し
た
る
所
も
あ
ら
ざ
り

し
が
謙
の
必
ず
美
徳
な
る
を
信
じ
た
り
、
果
し
て
美
徳
な
り
と
す
れ
ば
其

の
間
に
虚
偽
の
存
す
べ
き
も
の
あ
ら
ず
と
思
ひ
た
れ
ば
余
は
某
氏
の
辮
論

を
中
止
し
「
貴
君
は
先
刻
よ
り
頻
り
に
謙
遜
を
云
々
せ
ら
る
X
が
謙
遜
と

偽
と
は
ち
が
ひ
ま
す
、
謙
遜
は
美
徳
な
り
、
虚
偽
は
悪
徳
な
り
、
善
と
悪

と
ど
う
し
て
一
徳
中
に
井
存
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
う
か
」
と
、
余
は
實

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
こ

験
に
よ
り
て
氏
が
不
利
な
り
と
て
決
し
て
凹
む
も
の
に
あ
ら
ざ
る
を
知
る
、

余
は
氏
が
必
ず
横
車
的
議
論
を
試
み
る
べ
し
と
期
し
た
り
、
何
ぞ
図
ら
ん
、

氏
は
余
が
言
を
き
く
や
考
一
E
遠
し
た
り
し
が
ノ
「
こ
れ
は
然
う
だ
、
君
の
い

ふ
通
り
だ
」
と
答
へ
ん
と
は
、
氏
は
説
教
を
中
断
し
て
再
び
云
ふ
所
あ
ら

ざ
り
き
、
余
は
意
想
外
な
る
に
驚
き
我
な
が
ら
彼
の
人
の
閉
口
す
る
所
を

見
れ
ば
鯨
程
善
き
議
論
な
り
し
と
思
ひ
し
が
後
、
謙
譲
の
義
を
明
に
し
て

彼
の
人
の
凹
み
し
は
然
も
あ
る
べ
き
こ
と
な
り
と
思
へ
り
、
謙
に
は
毫
末

も
實
際
と
異
る
の
意
を
含
ま
ざ
る
な
り
。
　
光
二
年
七
月
十
三
日
稿

続
続
恥
か
記
　
第
九
巻

第
百
四
十
二
章

献
金
は
習
慣
に
す
る
が
よ
い

　
保
羅
曰
は
く
「
聖
徒
の
為
に
金
を
損
だ
す
こ
と
に
つ
い
て
は
ガ
ラ
テ
ヤ

　
の
教
會
に
我
が
命
ぜ
し
如
く
爾
曹
も
行
ふ
べ
し
、
一
週
の
欲
目
ご
と
に

　
爾
曹
お
の
一
其
の
得
る
所
の
利
に
循
ひ
て
之
を
家
に
蓄
へ
置
け
、
我

が
到
る
時
始
め
轟
だ
す
こ
と
な
か
ら
ん
為
な
り
」
（
柵
導
Y

　
又
曰
は
く
「
各
人
其
の
心
に
欲
ふ
所
に
随
ひ
て
施
す
べ
し
憂
へ
て
為
す

　
べ
か
ら
ず
亦
強
ひ
て
為
す
べ
か
ら
ず
蓋
は
神
は
喜
び
て
施
を
す
る
者
を

愛
し
た
ま
へ
ば
な
り
」
（
膿
九
Y

　
利
末
記
に
曰
は
く
「
地
の
十
分
の
一
は
地
の
産
物
に
も
あ
れ
樹
の
果
に

も
あ
れ
篁
ホ
バ
の
鷺
に
し
て
エ
ホ
バ
量
き
な
り
」
（
誰
。
Y

献
金
は
禮
拝
の
一
部
な
り
、
若
し
祈
祷
、
讃
美
を
以
て
実
事
と
せ
ば
献
金

も
亦
実
事
な
り
馬
若
し
安
息
日
を
守
り
て
神
に
事
ふ
る
者
な
ら
ば
信
徒
は

皆
献
金
せ
さ
る
べ
か
ら
ず
、
然
る
に
目
下
我
が
國
教
會
の
有
様
を
見
る
に

何
事
も
幼
稚
な
り
と
は
云
へ
殊
に
献
金
の
こ
と
は
進
歩
し
居
ら
ざ
る
を
見

る
、
昨
明
治
三
十
一
年
の
我
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
徒
の
掲
金
を
見
る
に

信
徒
の
総
数
は
四
万
〇
五
百
七
十
八
人
に
し
て
揖
金
は
九
万
五
千
三
百
六

十
六
円
六
十
二
銭
な
り
と
す
、
之
を
一
人
に
平
均
す
れ
ば
二
円
三
十
四
銭

に
し
て
一
ヶ
月
ご
十
銭
鯨
な
る
の
み
、
而
し
て
其
の
三
途
を
問
へ
ば
三
三
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続
続
恥
か
記
　
　
第
九
巻

維
持
あ
り
、
牧
師
謝
金
あ
り
、
會
堂
建
築
あ
り
、
伝
道
金
あ
り
、
慈
善
金

あ
り
、
あ
玉
、
其
の
支
途
多
端
に
し
て
其
の
額
少
く
出
異
心
細
き
次
第
に

あ
ら
ず
や
、
此
の
一
事
を
以
て
し
て
我
が
下
期
の
如
何
に
幼
稚
な
る
か
を

知
る
に
足
ら
ん
、
抑
々
我
が
國
信
徒
が
献
金
を
以
て
禮
拝
、
塵
事
と
な
す

を
知
ら
ず
、
従
っ
て
此
の
点
に
幼
稚
な
る
は
何
ぞ
や
、
蓋
し
理
由
あ
り
、

最
初
我
が
國
に
来
れ
る
宣
教
師
福
音
を
伝
播
す
る
や
彼
等
は
献
金
の
こ
と

を
善
く
教
へ
ざ
り
し
に
由
る
、
彼
等
は
我
が
国
に
来
り
て
富
の
度
の
量
販

を
見
た
り
、
彼
等
は
最
初
下
流
の
人
に
説
き
た
り
、
富
の
撃
高
か
ら
ず
し

て
福
音
の
召
招
に
応
ず
る
も
の
玉
多
く
下
流
に
あ
る
が
上
に
信
徒
を
得
ん

と
す
る
に
急
に
、
且
つ
教
會
は
組
織
せ
ら
れ
ず
、
支
出
は
少
く
、
尚
且
つ

本
国
の
伝
道
會
社
に
於
て
は
新
國
な
れ
ば
と
の
理
由
に
よ
り
て
裕
に
支
出

し
、
此
の
弊
遂
に
「
基
督
教
は
信
徒
に
物
を
こ
そ
與
へ
め
、
決
し
て
取
立

つ
る
も
の
に
あ
ら
ず
」
と
の
念
を
起
さ
し
め
、
又
信
徒
が
人
に
勧
む
る
に

も
「
救
抵
に
入
れ
よ
、
金
は
出
だ
す
に
及
は
ず
」
の
常
套
語
を
以
て
遂
に

「
金
は
出
だ
す
に
及
ば
ず
」
の
念
を
助
長
せ
し
め
た
る
も
の
な
り
、
主
は

「
価
な
し
蓬
け
た
れ
ば
価
な
し
に
施
す
べ
と
（
太
十
。
八
）
と
教
へ
、
曇

亜
は
誉
れ
金
な
く
価
無
く
し
喬
萄
酒
と
乳
と
を
買
へ
」
（
五
十
五
。
一
）
と

歌
ひ
た
れ
ど
も
此
は
救
極
の
恩
の
金
を
以
て
得
べ
き
も
の
に
あ
ら
ざ
る
を

教
へ
た
る
も
の
に
し
て
信
徒
た
る
の
生
涯
に
金
を
要
せ
ず
と
の
義
に
あ
ら

ざ
る
は
明
な
り
、
目
に
見
ゆ
る
紅
海
に
属
し
て
世
に
動
作
を
為
さ
ん
と
せ

ば
金
な
く
し
て
何
を
か
為
さ
ん
、
教
育
者
は
金
を
出
だ
さ
し
む
る
に
勉
め
、

信
徒
は
金
を
出
だ
す
に
力
む
べ
し
、
一
度
献
金
を
詑
え
て
習
慣
を
為
す
に

至
ら
ば
金
を
献
ず
る
こ
と
決
し
て
難
か
ら
さ
る
な
り
、
若
し
金
を
出
だ
さ

し
め
ん
と
せ
ば
幼
稚
な
る
信
者
を
蹟
か
さ
ん
と
い
ふ
は
遂
に
献
金
を
知
ら

し
む
る
時
な
き
を
思
は
ざ
る
べ
か
ら
ず
、

余
が
藩
に
庵
地
塁
と
い
ふ
あ
り
、
其
の
長
子
海
に
游
ぎ
、
過
っ
て
水
死
す
、

父
母
は
痛
く
之
を
憂
い
て
其
の
他
の
子
に
游
泳
を
禁
じ
た
り
、
情
に
於
て

は
然
も
あ
り
な
ん
、
然
れ
ど
も
昔
時
の
武
士
と
し
て
は
心
得
違
ひ
な
り
き
、

水
死
し
た
る
人
の
弟
某
は
余
が
父
と
同
年
輩
に
し
て
交
際
あ
り
し
と
い
ふ
、

然
れ
ど
も
父
母
の
厳
命
あ
る
が
為
に
公
然
水
に
遊
ぶ
を
得
ず
、
常
に
遺
憾

と
し
た
り
し
が
一
目
余
が
父
と
共
に
狩
野
川
に
水
馬
せ
ん
と
て
往
き
し
が

彼
の
人
は
遂
に
沈
み
た
り
、
余
が
父
は
大
に
驚
き
、
彼
を
救
は
ん
と
し
て

彼
の
身
体
に
接
す
る
や
、
彼
苦
し
き
が
侭
に
何
等
の
思
慮
も
無
く
余
が
父

に
抱
附
き
、
父
は
彼
の
人
に
抱
附
か
れ
し
が
為
に
進
退
自
由
な
ら
ず
、
彼

と
共
に
沈
み
は
じ
め
た
り
、
何
程
力
を
尽
く
す
も
浮
上
る
こ
と
も
な
ら
ず
、

彼
を
救
ふ
こ
と
能
は
ず
、
余
が
父
は
已
に
覚
悟
を
定
め
、
彼
の
人
と
共
に

死
せ
ん
と
思
ひ
、
彼
に
抱
附
か
れ
し
侭
水
中
に
あ
り
し
に
彼
の
人
は
先
に

溺
れ
初
め
し
故
か
余
が
父
よ
り
は
早
く
死
し
た
り
、
死
し
た
る
が
故
に
抱
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附
き
た
る
手
は
ゆ
る
み
、
舷
に
総
て
余
が
父
は
其
の
手
を
も
き
ど
り
て
浮

山
で
以
て
危
く
死
を
免
れ
た
り
と
い
ふ
、
其
の
場
所
は
香
盤
村
に
渡
る
渡

船
場
（
今
は
橋
原
村
と
い
ひ
、
香
貫
は
小
字
と
な
り
、
渡
船
場
に
は
湊
橋

と
い
ふ
を
架
し
た
り
）
に
し
て
余
が
父
と
共
に
渡
船
場
を
渡
る
時
父
よ
り

屡
々
聞
き
し
こ
と
あ
り
、
庵
早
計
は
斯
く
二
子
水
死
の
不
幸
あ
り
て
男
子

な
く
田
中
藩
よ
り
養
子
を
為
し
、
彦
五
郎
と
い
ひ
（
後
保
徳
と
改
む
）
、

其
の
子
福
太
郎
（
若
く
し
て
死
す
）
次
男
欣
吉
（
後
援
と
改
む
）
氏
共
に

水
に
近
か
ず
、
．
遂
に
游
泳
の
こ
と
を
知
ら
ざ
り
し
な
ら
ん
、
然
れ
ど
も
余

は
思
へ
り
、
若
い
先
代
の
望
地
氏
其
の
長
子
の
水
死
し
た
る
に
鑑
み
て
早

く
よ
り
次
子
に
…
游
く
こ
と
を
教
へ
た
り
し
な
ら
ぼ
第
二
の
不
幸
は
あ
ら
ざ

り
し
な
ら
ん
、
返
す
一
も
気
の
毒
な
る
こ
と
な
り
か
し
。
　
計
二
三
七

　
月
十
三
日
稿
、

第
百
四
十
三
章

祈
薦
せ
ざ
る
は
大
胆
に
過
ぐ

　
約
筆
記
に
曰
は
く
「
ま
亡
と
に
汝
は
神
を
畏
る
Σ
こ
と
を
棄
て
其
の
前

に
薦
る
こ
と
歪
む
」
（
蛙
Y

　
又
曰
は
く
「
全
能
者
は
何
者
な
れ
ば
我
等
こ
れ
に
っ
か
ふ
べ
き
我
等
こ

れ
に
祈
る
と
も
何
の
益
を
得
ん
や
と
」
（
建
．
Y

神
に
祈
ら
ざ
る
も
の
あ
り
、
而
し
て
祈
る
者
を
笑
ふ
、
其
の
故
を
問
へ
ば

　
　
　
　
続
続
恥
か
記
　
第
九
巻

曰
は
く
「
心
だ
に
誠
の
道
に
か
な
ひ
な
ば
祈
ら
ず
と
て
も
神
や
護
ら
ん
」

と
、
暗
に
自
己
を
以
て
誠
の
道
に
か
な
ふ
、
即
ち
善
を
行
へ
り
と
し
て
僅

に
心
を
安
ん
ず
る
な
り
、
あ
玉
、
盲
目
滅
法
界
な
る
か
な
、
彼
等
を
何
と

評
す
べ
き
か
、
恥
を
知
ら
ざ
る
も
の
恥
を
か
き
た
る
例
な
し
と
い
は
ん
か
、

猪
武
者
と
い
は
ん
か
、
融
業
と
い
は
ん
か
、
自
負
、
自
満
と
い
は
ん
か
、

盲
蛇
物
に
怖
ち
ず
と
い
は
ん
か
、
吾
人
は
斯
か
る
人
物
に
対
し
て
適
当
の

称
呼
あ
る
を
知
ら
ざ
る
な
り
、
彼
等
は
「
誠
の
道
に
か
な
ふ
」
と
い
ふ
、
・

彼
等
何
を
標
準
と
し
て
誠
の
道
と
い
ふ
や
、
若
し
自
製
に
係
る
道
な
ら
ん

に
は
取
捨
、
折
衷
の
功
、
之
に
「
か
な
ふ
」
と
い
ふ
べ
し
、
然
れ
ど
も
誠

の
道
は
自
ら
製
造
し
た
る
も
の
に
あ
ら
ず
し
て
自
己
以
上
の
も
の
玉
規
定

し
た
る
も
の
な
り
、
自
己
以
上
の
も
の
Σ
規
定
な
り
と
す
れ
ば
其
の
以
上

者
の
道
に
如
何
に
し
て
か
な
ふ
こ
と
を
得
べ
き
や
、
あ
二
、
彼
等
は
道
の

何
た
る
を
知
ら
ざ
る
に
よ
る
か
、
然
ら
ざ
れ
ば
自
ら
欺
く
な
り
、
孔
子
の

聖
す
ら
「
義
を
聞
い
て
徒
る
能
は
ず
、
不
善
改
む
る
能
は
さ
る
を
憂
ひ
」
、

切
瑳
琢
摩
の
功
「
七
十
に
し
て
矩
を
喩
え
ず
」
と
云
ひ
し
に
あ
ら
ず
や
、

爾
時
と
し
て
は
酒
楼
に
妓
に
戯
れ
、
屡
々
間
に
合
は
せ
の
虚
言
を
吐
き
、

而
し
て
「
道
に
か
な
ふ
」
と
い
ふ
、
其
の
言
狂
愚
に
あ
ら
ず
し
て
何
ぞ
や
、

三
聖
す
ら
其
の
力
の
足
ら
ざ
る
、
其
の
徳
の
卑
し
き
を
嘆
ず
、
況
し
て
凡

庸
汝
の
如
き
を
や
、
人
如
何
で
か
神
に
祈
ら
ざ
る
を
得
ん
や
、
祈
ら
ざ
る
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続
続
恥
か
記
　
　
第
九
巻

は
道
の
何
た
る
を
知
ら
ざ
る
な
り
、
自
己
の
真
相
を
見
ざ
る
な
り
、
祈
祷

せ
ざ
る
は
人
間
と
し
て
は
大
胆
に
過
ぎ
た
る
こ
と
な
り
、

　
　
ち
ト

余
が
孔
孟
に
語
り
て
日
ふ
、
我
江
川
坦
庵
先
生
の
塾
に
あ
る
頃
先
生
に
従

ひ
て
屡
々
豆
相
の
諸
山
に
狩
猟
し
、
「
後
に
は
幾
分
か
得
る
所
も
あ
り
き
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
ふ
す
ま

一
日
伊
豆
の
某
地
に
猟
し
た
る
時
犬
襖
（
と
は
数
頭
の
猟
犬
猪
方
を
窮
地

に
追
ひ
つ
め
、
其
の
周
囲
よ
り
取
巻
き
居
る
を
か
ふ
）
に
で
あ
ひ
た
る
こ

と
あ
り
、
其
の
時
追
迫
ら
れ
た
る
は
一
頭
の
大
鹿
な
り
し
が
犬
に
取
巻
か

れ
た
る
ま
x
な
れ
ば
遁
ぐ
る
こ
と
か
な
は
ず
、
前
後
、
左
右
に
角
を
向
け

て
犬
を
威
し
、
犬
も
中
々
に
近
か
ず
、
四
方
よ
り
吼
立
て
、
何
時
果
つ
べ

し
と
も
見
え
ざ
り
き
、
手
に
猟
銃
あ
れ
ば
狙
撃
せ
ん
こ
と
は
難
か
ら
ざ
り

し
が
四
方
犬
を
以
て
囲
み
た
れ
ば
、
よ
し
鹿
に
命
中
し
た
れ
ば
と
て
弾
の

絵
三
三
を
傷
け
ん
か
を
思
ひ
、
躊
躇
し
て
見
て
居
り
し
が
遂
に
遁
走
ら
ざ

る
鹿
な
れ
ぽ
猟
銃
も
て
打
殺
さ
ん
と
思
ひ
、
忽
ち
犬
の
間
よ
り
犬
襖
の
中

に
入
り
た
り
、
・
入
る
や
否
や
、
銃
を
大
上
段
に
振
揚
げ
、
打
た
ん
と
せ
る

一
刹
那
、
如
何
に
な
し
け
ん
、
身
は
忽
ち
八
九
尺
の
傍
に
郷
飛
ば
さ
れ
た

り
、
然
し
繁
り
た
る
灌
木
に
郷
附
け
ら
れ
た
れ
ば
擦
傷
さ
へ
受
け
ず
し
て

　
　
　
　
　
　
　
こ
ろ

地
上
に
ゴ
ロ
リ
と
転
げ
し
の
み
、
コ
レ
ハ
と
驚
き
、
起
上
り
て
再
び
近
か

み
と
せ
し
に
先
生
の
一
言
に
叱
責
せ
ら
れ
、
猶
毒
し
て
近
か
ざ
り
し
間
に

猟
夫
の
一
発
鹿
は
忽
ち
倒
れ
て
死
し
た
り
、
後
、
先
生
は
諄
々
説
き
て
日

は
く
「
犬
襖
に
入
る
は
危
険
中
の
最
も
危
険
な
る
こ
と
な
り
、
汝
が
犬
襖

に
入
り
た
る
は
素
人
に
あ
ら
ず
し
て
幾
分
か
技
に
熟
し
た
る
の
読
と
す
べ

し
、
然
し
犬
襖
に
入
り
て
負
傷
せ
ざ
る
も
の
は
殆
ど
稀
な
り
、
時
と
し
て

は
殺
さ
る
玉
こ
と
さ
へ
あ
り
、
今
日
負
傷
も
せ
ざ
り
し
は
汝
の
高
運
な
り
、

余
は
遠
く
よ
り
犬
襖
を
見
、
汝
が
飛
入
ら
ん
忍
笑
あ
る
を
見
て
声
を
か
け

た
れ
ど
も
達
せ
ざ
り
し
か
、
聞
か
ざ
り
し
か
、
汝
は
忽
ち
飛
入
み
、
生
命

ま
で
と
は
思
は
ざ
り
し
が
大
負
傷
を
為
し
た
ら
ん
と
馳
来
り
し
な
り
、
生

兵
法
大
鷺
の
本
、
盲
蛇
も
の
に
怖
ぢ
ず
と
は
汝
が
今
日
の
こ
と
な
り
、
以

後
必
ず
慎
し
む
べ
し
」
と
戒
め
た
ま
へ
り
、
知
ら
ざ
る
時
は
何
と
も
思
は

ず
、
先
生
よ
り
か
く
聞
き
て
冷
汗
の
背
に
流
る
二
を
覚
え
た
る
こ
と
あ
り

き
と
、
自
己
の
薄
弱
な
る
を
知
ら
ず
し
て
祈
ら
ざ
る
も
の
は
犬
襖
に
入
る

危
険
を
知
ら
ざ
る
人
の
如
し
。
　
量
二
年
七
月
十
三
目
稿
、

第
百
四
十
四
章
　
　
摸
範
の
必
要

　
基
督
曰
は
く
「
権
貴
曹
に
例
を
示
せ
り
此
は
我
が
爾
曹
に
呈
し
景
如
く

薯
に
も
行
さ
し
め
ん
が
為
な
2
（
稗
導

「
百
聞
は
一
見
に
如
か
ず
」
、
西
諺
に
曰
は
く
「
議
論
の
十
斤
は
急
行
の

一
斤
に
値
た
る
」
と
、
蓋
し
耳
に
入
る
所
の
理
論
は
美
は
美
な
り
と
い
へ

ど
も
目
以
て
見
る
所
の
實
行
の
他
を
を
化
す
る
の
勢
力
に
は
及
ば
ざ
る
な
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り
、
我
が
基
督
教
の
人
を
化
導
す
る
實
力
あ
る
も
の
は
其
の
宗
教
理
論
に

基
き
た
る
も
の
に
あ
ら
ず
寒
雲
者
な
る
基
督
の
實
行
に
基
け
る
が
故
な
り
、

あ
る
人
は
實
行
な
き
空
論
を
貴
び
、
此
の
空
論
的
眼
光
を
以
て
基
督
教
を

見
る
か
故
に
屡
々
我
が
教
理
を
浅
薄
な
り
と
し
、
空
論
多
き
佛
教
を
以
て

深
遠
な
り
、
高
尚
な
り
と
せ
り
、
何
ぞ
知
ら
ん
、
彼
等
は
宗
教
と
哲
学
と

を
混
同
し
居
ら
ん
と
は
、
夫
れ
哲
学
の
主
と
す
る
所
は
原
因
、
道
理
、
勢

力
、
法
則
に
由
り
て
諸
現
象
を
解
釈
し
、
又
諸
現
象
を
原
因
、
道
理
、
勢

力
、
法
則
に
分
賦
す
る
も
の
な
り
、
其
の
實
行
の
有
無
は
問
う
所
に
あ
ら

ず
、
之
に
反
し
て
宗
教
は
禮
拝
、
愛
心
、
服
従
の
目
的
物
と
し
て
神
を
信

認
す
る
こ
と
な
り
、
然
れ
ば
宗
教
は
換
言
す
れ
ば
實
行
に
し
て
理
論
に
あ

ら
ず
、
パ
ウ
ロ
が
コ
リ
ン
ト
人
に
教
へ
て
「
神
の
國
は
言
に
在
る
に
あ
ら

ず
態
あ
れ
ば
な
り
」
（
嬬
四
）
と
云
販
帖
塩
切
迦
人
籔
へ
て

「
我
循
の
福
音
爾
曹
に
来
り
し
は
只
言
に
由
り
て
の
み
な
ら
ず
能
に
よ
り
、

聖
霊
に
由
り
又
篤
き
信
仰
に
よ
り
て
な
り
即
ち
我
憐
怪
事
の
中
に
あ
り
て

爾
曹
の
為
に
如
何
に
行
ひ
し
か
を
薯
知
る
恕
」
（
苫
咽
㌃
と
い
ひ
し

は
よ
く
宗
教
の
義
を
明
に
し
た
る
も
の
な
り
、
然
れ
ば
基
督
の
品
性
、
行

為
は
信
従
者
の
摸
範
に
し
て
常
に
目
前
に
其
の
完
全
な
る
性
格
を
示
し
て

以
て
「
我
に
学
へ
」
と
呼
び
た
ま
へ
り
、
然
れ
ば
基
督
教
徒
に
屡
々
高
徳

の
人
物
を
見
る
は
此
の
完
全
な
る
摸
範
あ
る
に
よ
る
な
り
、
既
に
此
の
摸

　
　
　
　
続
続
恥
か
記
　
第
九
巻

範
あ
り
、
其
の
徳
高
か
ら
ざ
れ
ば
主
を
辱
む
る
な
り
、
よ
し
高
し
と
い
へ

ど
も
空
論
、
無
摸
範
の
佛
教
と
に
対
し
て
誇
る
べ
き
に
あ
ら
ず
、
吾
人
基

督
教
徒
は
善
を
為
し
、
義
を
行
ふ
こ
と
を
教
へ
ら
る
玉
の
み
な
ら
ず
基
督

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
っ
た
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
っ
た
く

の
如
き
摸
範
あ
り
て
而
し
て
「
爾
曹
の
父
の
完
全
が
如
く
爾
曹
も
完
全
す

べ
し
」
（
鞍
置
と
教
へ
髪
垂
範
の
力
討
論
に
優
る
こ
と
万
々

な
り
、
恥
か
記
第
百
二
十
一
章
を
見
よ
、

明
治
光
二
年
四
月
余
は
リ
フ
ヲ
ー
ム
ド
教
會
の
依
頼
に
証
し
て
福
島
、
山

形
の
二
県
下
を
巡
回
し
た
る
こ
と
あ
り
、
軽
油
を
出
て
X
其
の
日
飯
阪
に

至
り
し
が
余
の
常
に
面
白
か
ら
ず
思
ふ
こ
と
は
田
舎
の
教
會
の
讃
美
歌
の

下
手
な
る
こ
と
な
り
、
余
は
彼
の
地
に
往
き
て
後
に
伝
道
士
市
村
氏
の
妻

女
あ
る
を
知
り
、
又
此
の
妻
女
が
歌
を
教
ふ
る
と
い
ふ
を
も
聞
き
た
り
、

然
し
村
上
長
老
の
口
調
に
よ
り
て
教
ふ
る
と
は
云
へ
、
格
別
に
学
ぶ
こ
と

も
あ
ら
ざ
る
が
如
く
き
玉
だ
れ
ぽ
同
じ
く
是
れ
田
舎
流
の
歌
な
ら
ん
と
思

ひ
居
り
し
に
弥
々
豊
隆
の
と
き
と
な
り
、
諸
信
徒
の
歌
ふ
所
を
き
け
ば
大

に
野
地
に
反
し
、
其
の
巧
な
る
に
驚
き
た
り
、
後
、
村
上
氏
に
歌
は
中
々

に
巧
な
り
と
い
ひ
し
に
氏
は
日
ふ
幸
に
市
村
氏
の
夫
人
の
労
に
よ
り
て
田

舎
と
し
て
は
よ
き
方
な
り
、
何
に
せ
よ
、
先
生
が
よ
い
の
で
…
…
、
此
の

巡
回
は
不
思
議
に
も
五
十
五
番
に
縁
あ
り
て
飯
阪
に
於
て
、
福
島
に
於
て
、

米
澤
に
於
て
、
上
の
山
に
於
て
、
四
ケ
所
続
け
て
第
五
十
五
番
と
の
声
を
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続
続
恥
か
記
　
第
九
巻

き
質
し
が
殊
に
驚
き
た
る
は
上
の
山
な
り
、
彼
所
は
去
る
廿
年
よ
り
伝
導

に
着
手
し
、
今
尚
ほ
其
の
時
信
者
と
な
り
し
人
も
数
人
あ
り
、
余
は
少
し

く
後
れ
て
講
義
所
に
入
り
、
余
が
次
の
間
に
座
を
占
め
た
る
時
司
會
者
は

五
十
五
番
と
い
ふ
、
其
の
声
に
応
じ
て
歌
ひ
い
だ
し
た
る
一
婦
人
あ
り
し

が
一
同
之
に
和
し
て
歌
ふ
を
聞
け
ば
同
じ
く
五
十
五
番
な
れ
ど
も
前
の
三

ケ
所
に
は
比
す
べ
く
も
あ
ら
ず
、
若
し
司
會
者
の
五
十
五
番
と
い
ふ
声
な

か
り
し
な
ら
ぽ
或
は
何
番
な
り
や
を
知
る
能
は
ざ
り
し
な
ら
ん
と
思
ひ
き
、

後
に
て
聞
け
ば
其
の
音
頭
取
り
し
婦
人
も
故
に
歌
の
為
に
と
て
宮
城
女
学

校
に
入
り
た
る
も
の
に
て
信
徒
は
皆
彼
に
微
ひ
て
歌
ふ
も
の
な
る
よ
し
、

一
は
新
信
徒
多
く
し
て
上
手
な
り
、
一
は
旧
信
徒
に
し
て
此
の
如
し
、
洋

な
し
、
一
は
其
の
摸
範
善
く
し
て
一
は
其
の
摸
範
の
不
完
全
な
る
に
よ
れ

り
、
摸
範
は
深
く
注
意
し
て
選
択
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
歌
の
巧
拙
は
其
の

関
す
る
所
小
な
り
、
吾
人
の
徳
に
至
り
て
は
其
の
関
係
決
し
て
小
な
ら
ざ

る
な
り
、
続
々
恥
か
片
流
十
五
章
参
照
。
　
光
二
年
七
月
十
四
日
稿
、

第
百
四
十
五
章

手
続
が
あ
る
の
で
無
暗
に
は
乗
せ
ま
せ
ん

基
督
資
格
な
く
し
て
天
に
入
ら
ん
と
す
る
も
許
さ
れ
ざ
る
も
の
あ
る
の

寓
言
を
設
け
て
教
へ
て
曰
は
く
「
王
客
を
見
ん
と
て
来
り
け
る
に
舷
に

一
人
の
禮
服
を
着
ざ
る
も
の
あ
る
を
見
て
之
に
日
ひ
け
る
は
友
よ
如
何

　
な
れ
ば
正
服
を
着
ず
し
て
此
処
に
来
る
か
か
れ
黙
然
た
り
遂
に
下
僕
に

　
日
ひ
け
る
は
彼
の
手
足
を
縛
り
て
外
の
幽
暗
に
投
げ
い
だ
せ
其
処
に
て

哀
感
悪
止
す
る
こ
と
あ
ら
ん
」
（
太
廿
二
。
十
一
1
1
十
三
）

　
馳
因
に
日
ふ
東
邦
諸
国
の
風
、
客
を
招
待
す
る
者
は
常
に
便
服
を
備
へ
、

　
　
客
入
来
る
や
之
を
着
用
せ
し
む
る
習
慣
な
り
、
故
に
禮
服
な
く
し
て

　
　
客
室
に
入
る
は
主
人
を
侮
辱
す
る
こ
と
な
り
、

世
に
は
一
種
の
考
案
を
有
し
、
自
ら
救
極
の
必
要
を
感
ず
れ
ど
も
下
底
の

條
件
を
知
ら
ず
、
即
ち
國
王
の
招
待
に
は
応
ず
れ
ど
も
自
義
、
自
賛
の
禮

服
を
纒
ひ
、
其
の
服
装
を
以
て
天
に
入
ら
ん
と
す
る
も
の
あ
り
、
抑
々
天

は
神
の
経
営
し
た
ま
ふ
所
に
し
て
人
の
設
け
し
所
に
あ
ら
ず
、
救
極
は
神

の
恩
賜
に
し
て
善
行
の
報
酬
に
あ
ら
ず
、
神
の
設
け
た
ま
ひ
し
所
に
入
り
、

神
の
恩
賜
に
與
ら
ん
と
せ
ば
自
己
の
平
服
、
即
ち
櫨
縷
の
如
き
行
為
を
以

て
す
べ
か
ら
ず
、
パ
ウ
ロ
が
「
工
を
還
す
も
の
二
道
は
恩
と
称
は
ず
斎
く

べ
竃
の
な
り
」
（
羅
四
。
四
）
と
い
軌
又
葎
法
の
行
に
由
り
て
神
の
前
に

義
と
回
る
蓋
人
だ
に
あ
る
こ
と
な
し
L
（
三
三
。
廿
）
と
い
ひ
し
を
思
は

黛
吾
人
は
唯
基
督
の
膿
に
よ
り
て
の
み
、
天
に
入
り
、
救
極
を
得
る
の
福

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
介

を
得
べ
し
、
吾
人
基
督
を
信
せ
ば
吾
人
に
一
［
回
］
の
功
な
し
と
い
へ
ど

も
基
督
の
功
績
を
負
は
せ
ら
る
エ
が
故
に
忽
ち
天
に
入
る
の
資
格
を
有
し
、

神
の
祝
福
に
よ
り
て
無
罪
と
見
倣
さ
れ
、
永
遠
の
老
者
に
煎
る
こ
と
を
得
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る
な
り
、
神
若
し
其
の
聖
き
眼
を
以
て
吾
人
を
見
た
ま
ふ
な
ら
ば
吾
人
到

底
義
た
る
こ
と
能
は
ず
、
た
黛
基
督
の
義
を
纒
ふ
時
に
義
と
見
傲
さ
れ
て

天
は
我
が
物
と
な
り
、
救
極
は
已
が
物
と
な
る
を
得
べ
き
な
り
、

余
が
福
島
、
山
形
の
両
県
を
巡
回
せ
ん
と
す
る
や
福
島
米
澤
問
の
鉄
道
は

吾
百
（
鮒
二
）
よ
り
盟
と
の
こ
と
な
れ
ば
悉
山
形
方
面
に
む
餐

五
月
一
日
後
米
澤
に
往
か
ば
福
島
へ
は
汽
車
に
て
旅
行
し
導
べ
し
と
思
ひ

し
に
後
又
開
通
は
十
五
日
に
延
期
せ
ら
れ
た
り
と
聞
き
、
果
し
て
然
ら
ん

に
は
何
れ
の
方
面
よ
り
す
る
も
同
じ
こ
と
な
り
と
て
遂
に
人
の
請
に
ま
か

せ
て
福
島
の
方
に
向
ひ
た
り
。
同
所
よ
り
米
澤
ま
で
は
例
の
道
路
県
令
と

称
せ
ら
れ
た
る
三
島
子
爵
の
開
馨
し
た
る
新
道
あ
り
、
余
は
既
に
経
験
も

あ
り
、
人
力
車
に
て
越
す
べ
し
と
思
ひ
し
に
黒
桟
其
の
他
に
て
問
へ
ば
近

頃
道
路
破
壊
し
て
修
繕
を
加
へ
ざ
れ
ば
連
も
一
人
曳
に
て
は
往
く
こ
と
能

は
ず
、
二
人
曳
と
し
た
ら
ん
に
は
少
く
も
三
円
五
拾
銭
以
上
な
る
べ
し

（
後
に
思
ふ
一
人
三
円
五
拾
銭
に
し
て
二
人
な
ら
ば
七
円
と
な
る
な
ら
ん

か
）
、
よ
っ
て
余
は
自
己
の
困
難
な
る
の
み
な
ら
ず
、
リ
フ
ヲ
ー
ム
ド
教
會

に
対
し
て
気
の
毒
な
れ
ば
何
と
か
し
て
土
車
（
人
は
毫
車
と
い
ふ
）
に
乗

ら
ん
、
土
車
に
乗
ら
ん
と
せ
ば
前
以
て
其
の
手
続
を
為
さ
二
る
べ
か
ら
ず
、

舷
に
於
て
渡
瀬
氏
に
尽
し
、
其
の
周
旋
を
請
ひ
し
に
氏
は
快
く
承
諾
し
、

余
の
為
に
鉄
道
局
の
派
出
員
山
下
宗
利
茂
に
談
じ
く
れ
た
り
、
山
下
氏
は

　
　
　
　
続
続
恥
か
記
　
　
第
九
巻

名
刺
三
枚
を
添
へ
、
大
体
は
一
枚
に
て
故
障
あ
ら
ざ
れ
と
も
時
と
し
て
途

中
に
ゃ
か
齢
い
ぎ
人
物
居
り
て
継
立
地
よ
り
先
の
乗
車
を
拒
む
こ
と
あ
り
、

若
し
三
三
に
て
拒
ま
ば
第
二
の
名
刺
を
出
だ
し
て
、
峠
に
て
拒
ま
ば
第
三

を
出
だ
す
べ
し
と
示
さ
れ
し
ょ
し
、
余
は
四
月
廿
八
目
に
乗
車
せ
ん
と
思

　
　
　
　
　
七

ひ
し
に
廿
［
六
］
日
の
夜
よ
り
俄
に
下
痢
を
初
め
、
医
心
に
よ
り
て
廿
八

日
は
一
日
断
食
を
為
し
、
廿
九
日
の
朝
、
旅
宿
の
番
頭
に
導
か
れ
て
停
車

場
に
入
り
た
り
、
余
は
山
下
氏
の
名
刺
を
信
じ
た
れ
ば
乗
車
を
拒
ま
る
べ

し
と
の
懸
念
は
あ
ら
ざ
り
し
が
旅
宿
の
番
頭
の
言
に
よ
れ
ば
時
と
し
て
十

下
寺
は
廿
町
人
を
乗
せ
ざ
る
所
あ
り
て
徒
歩
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
あ

り
と
、
余
は
平
生
な
れ
ば
十
町
、
廿
町
何
と
も
思
は
ざ
れ
ど
下
痢
し
た
る

上
に
一
日
断
食
し
た
れ
ば
若
し
か
N
り
し
こ
と
あ
り
た
ら
ん
に
は
如
何
に

す
べ
き
、
此
は
余
の
大
に
心
配
し
た
る
所
な
り
、
余
は
之
を
憂
ひ
つ
N
旅

宿
よ
り
共
に
出
で
た
る
校
服
の
生
徒
と
事
務
所
に
入
り
し
に
昨
日
の
米
澤

の
大
火
を
見
舞
は
ん
と
て
か
乗
車
を
乞
ふ
も
の
非
常
に
多
く
、
平
日
は
十

数
人
位
な
り
と
い
ふ
に
此
の
日
は
事
務
所
に
あ
る
も
の
玉
み
に
て
已
に
三

十
人
に
近
く
、
余
の
前
に
立
ち
て
乗
車
券
を
乞
ひ
居
る
一
婦
人
は
正
戦
の

手
続
な
し
と
て
拒
絶
せ
ら
れ
、
余
と
共
に
入
り
し
生
徒
も
「
如
何
な
る
御

用
か
知
ら
ん
が
乗
車
に
は
乗
車
の
手
続
が
あ
る
の
で
無
暗
に
は
乗
せ
ま
せ

ん
」
の
一
句
に
て
見
事
拒
絶
せ
ら
れ
た
り
、
彼
は
一
方
に
斯
く
拒
絶
せ
ら
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続
続
恥
か
記
　
第
九
巻

れ
つ
二
あ
る
に
余
が
山
下
氏
の
名
刺
を
出
だ
し
て
事
務
員
に
付
し
た
る
三

三
（
多
分
野
村
某
と
い
ふ
人
）
は
名
刺
を
一
見
す
る
や
記
載
の
日
限
に
｛

目
の
相
違
あ
る
に
拘
ら
ず
、
何
を
も
云
は
ず
乗
車
証
に
一
名
と
記
入
し
て

直
に
余
に
付
し
た
り
、
余
は
深
く
思
へ
り
、
彼
等
拒
絶
せ
ら
る
玉
人
々
も

無
暗
に
乗
車
す
べ
き
も
の
と
は
思
は
ざ
る
な
り
、
斯
く
思
は
ざ
る
が
故
に

知
人
の
書
面
と
か
名
刺
と
か
持
居
ら
ざ
る
も
の
な
し
、
然
れ
ど
も
彼
等
は

正
當
の
手
続
な
し
、
正
當
な
ら
ざ
る
が
故
に
拒
ま
る
玉
な
り
、
世
の
天
に

入
ら
ん
と
す
る
者
悪
を
為
し
て
無
暗
に
入
る
べ
し
と
は
為
ざ
す
、
斯
く
せ

ざ
る
が
故
に
自
ら
可
な
り
と
せ
る
自
義
、
自
賛
を
頼
み
て
、
天
を
軽
視
し
、

救
抵
に
入
ら
ん
と
せ
る
な
り
、
然
れ
ど
も
彼
等
は
自
分
免
許
の
方
法
を
頼

め
り
、
自
分
免
許
は
神
の
善
し
と
し
た
ま
ふ
所
に
あ
ら
ざ
る
な
り
、
余
は

車
中
に
此
事
を
思
ひ
て
一
二
首
を
得
た
り

　
　
道
を
得
れ
ば
た
や
す
き
も
の
を
得
ぬ
も
の
玉

　
　
　
　
　
　
こ
ば
ま
る
玉
こ
そ
愚
な
り
け
れ

　
　
拒
ま
れ
て
恥
か
く
も
の
も
あ
る
な
か
に

　
　
　
　
　
ゆ
る
さ
る
鼠
身
の
嬉
し
く
あ
る
か
な

尚
ほ
続
々
恥
か
三
三
百
九
章
を
見
よ
、

　
滑
二
年
七
月
十
四
日
稿

38



続
続
恥
か
記

自
第
百
四
十
六
章

至
　
第
百
五
十
六
章

第
　
十
　
巻

第
百
四
十
六
章

人
造
七
不
思
議

　
箴
言
に
曰
は
く
「
膏
と
香
と
は
人
の
心
を
よ
ろ
こ
ば
す
な
り
心
よ
り
し

て
六
盗
ふ
る
馬
装
し
き
も
真
斯
く
の
如
と
（
廿
七
。
九
）
、

　
伝
道
之
書
に
日
は
ぐ
コ
一
人
は
一
人
に
愈
る
其
は
そ
の
労
苦
の
為
に
善

　
報
を
得
れ
ば
な
り
即
ち
其
の
欧
倒
る
玉
時
に
は
一
個
の
人
其
の
伴
侶
を

　
扶
け
お
こ
す
べ
し
然
れ
ど
孤
身
に
し
て
鉄
倒
る
二
者
は
憐
な
る
か
な
之

を
扶
け
お
こ
す
も
の
な
き
な
り
」
（
四
。
九
及
十
）
、

人
は
友
を
得
る
に
優
り
て
善
き
こ
と
な
し
、
殊
に
旅
中
に
友
に
逢
ふ
は
更

に
嬉
し
き
こ
と
な
り
、
況
し
て
何
事
か
扶
助
を
要
す
る
場
合
に
於
て
期
せ

ず
し
て
友
に
鯉
仮
す
る
に
於
て
を
や
、
實
に
人
は
孤
独
の
も
の
に
あ
ら
ず

し
て
群
居
、
社
交
の
動
物
な
る
か
な
、

全
（
前
の
誤
）
章
に
述
べ
し
が
如
く
余
は
福
島
よ
り
米
澤
ま
で
未
開
通
の

鉄
道
に
て
旅
し
た
り
し
が
余
は
此
の
旅
行
に
於
て
不
思
議
に
も
旧
知
に
逢

ふ
て
大
に
便
利
と
快
楽
と
を
得
た
り
、
其
の
次
第
を
述
べ
ん
に
福
島
を
発

し
た
る
毫
車
は
僅
に
十
五
分
時
に
し
て
庭
阪
に
着
し
た
り
、
乗
客
を
取
扱

　
　
　
　
続
続
恥
か
記
　
第
十
巻

ふ
列
車
に
あ
ら
ざ
る
が
故
に
駅
夫
な
ど
居
る
べ
き
筈
も
な
く
、
車
は
乗
り

か
へ
る
も
の
な
の
か
、
乗
替
へ
る
と
す
れ
ば
何
れ
の
車
に
乗
る
べ
き
や
、

唯
同
車
の
人
の
評
判
に
耳
を
傾
け
て
僅
に
自
ら
定
む
る
の
み
、
二
塁
に
着

し
た
る
時
、
直
ぐ
右
の
方
の
線
路
に
砂
を
積
み
た
る
二
一
二
毫
あ
り
、
人
々

は
此
れ
な
ら
ん
と
い
ふ
に
任
せ
て
急
ぎ
其
の
車
に
移
り
し
に
又
此
れ
に
は

あ
ら
ず
と
い
ふ
も
の
あ
り
、
余
は
断
食
の
翌
日
と
て
置
く
疲
労
し
て
十
分

に
歩
行
も
な
ら
ぬ
程
な
り
、
大
手
提
、
小
手
提
、
傘
、
膝
掛
こ
れ
ら
を
か

エ
へ
て
走
ら
ん
こ
と
は
尚
更
な
り
、
然
り
と
て
グ
ツ
く
し
た
ら
ん
に

つ
よ
い
も
の
が
ち

強
者
勝
の
行
は
る
Σ
所
善
き
場
所
を
占
め
ん
こ
と
弥
々
困
難
な
り
、
然
し

世
は
生
存
競
争
の
世
の
中
な
り
、
走
れ
ず
と
て
走
ら
ず
に
は
居
ら
れ
ず
、

止
む
を
得
ず
、
線
路
を
斜
に
横
切
り
て
走
ら
ん
と
せ
し
に
疲
労
の
悲
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
マ
マ
〕

さ
、
足
は
十
分
に
高
く
あ
が
ら
ず
、
忽
ち
規
條
に
恥
き
て
膝
を
突
き
し
が

突
貫
中
の
人
々
顧
る
も
の
す
ら
無
し
、
漸
く
プ
ラ
ト
フ
ヲ
ー
ム
に
か
け
つ

け
、
荷
物
を
お
き
て
這
ひ
あ
が
り
、
再
び
荷
物
を
と
り
て
已
に
数
人
乗
り

居
る
土
車
に
乗
り
た
り
、
人
足
体
の
も
の
を
か
き
わ
け
て
腰
だ
け
は
材
木

に
休
ま
せ
た
れ
ど
荷
物
の
お
き
所
は
無
し
、
止
む
を
得
ず
、
両
足
の
間
に
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続
続
恥
か
記
　
第
十
巻

竪
に
お
き
し
が
車
の
揺
れ
た
ら
ん
に
は
転
が
り
お
ち
ん
危
険
あ
れ
ば
荷
の

端
を
と
ら
へ
て
居
た
り
、
其
の
時
余
が
前
面
の
プ
ラ
ト
フ
ヲ
ー
ム
に
来
か

玉
り
し
人
あ
り
、
何
心
な
く
彼
を
見
れ
ば
川
原
小
路
の
隣
家
に
居
た
る
川

井
影
海
難
な
り
、
余
が
川
井
君
と
声
か
け
る
と
共
に
氏
も
余
を
見
か
け
て

驚
き
た
る
も
の
二
如
く
、
乗
る
か
と
問
へ
ば
曇
り
と
い
ふ
、
氏
は
「
も
ッ

と
機
関
車
に
遠
い
方
が
善
い
」
と
独
言
つ
二
彼
方
此
方
を
見
ま
は
し
居
り

し
が
已
に
は
や
人
を
以
て
満
ち
た
る
車
の
善
き
所
あ
る
べ
く
も
無
く
、
氏

は
忽
ち
余
の
右
方
に
居
り
し
人
足
に
「
手
前
、
彼
方
へ
よ
れ
」
と
命
じ
、

人
足
の
抜
け
た
る
跡
に
自
ら
入
り
、
一
別
以
来
の
挨
拶
と
共
に
余
が
大
荷

物
の
脚
下
に
あ
る
を
見
て
又
後
辺
の
人
足
に
「
此
の
荷
を
手
前
の
傍
へ
お

け
、
此
所
で
は
落
ち
さ
う
だ
」
と
命
ず
、
人
足
は
唯
々
と
し
て
氏
の
命
の

侭
に
座
を
譲
り
、
余
が
荷
を
移
す
、
氏
が
此
の
工
事
に
関
係
し
居
る
は
伝

聞
し
居
り
し
が
此
の
言
行
に
よ
り
て
見
れ
ば
已
に
功
労
を
歴
た
る
も
の
と

見
え
き
、
暫
く
し
て
機
関
車
に
あ
り
し
一
人
は
来
り
、
　
「
パ
ス
を
お
出
し

な
さ
い
」
と
呼
び
人
々
は
争
ひ
て
乗
車
証
を
出
た
し
鼠
が
余
も
出
だ
さ
ん

と
せ
し
に
川
井
氏
は
傍
よ
り
「
何
、
こ
れ
は
善
い
」
と
て
拒
み
馬
騎
余
に

は
「
出
さ
ず
と
も
善
い
」
と
い
ふ
、
余
は
氏
の
言
に
ま
か
せ
て
遂
に
乗
車

証
を
示
さ
ず
に
終
り
き
、
久
し
か
ら
ず
し
て
車
は
発
し
た
り
し
が
氏
は
廿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
マ
マ
〕

七
年
以
来
此
の
工
事
に
関
係
し
た
る
こ
と
て
X
線
路
中
の
こ
と
は
山
な
り
、

川
な
り
、
村
な
り
、
何
な
り
、
語
ら
ざ
る
こ
と
な
く
、
示
さ
父
る
こ
と
な

し
、
車
の
進
行
中
は
機
関
車
の
響
に
声
を
い
だ
す
も
余
が
耳
に
達
せ
ざ
れ

ば
手
帳
を
出
だ
し
て
木
筆
も
て
一
々
指
示
し
、
第
十
三
號
ト
ン
ネ
ル
の
工

事
中
、
其
の
上
の
山
抜
け
て
ト
ン
ネ
ル
中
に
落
ち
、
為
に
廿
人
鯨
死
し
た

る
よ
し
な
ど
聞
き
た
り
、
余
は
氏
の
好
意
に
よ
り
て
余
が
自
ら
「
人
造
七

不
思
議
」
と
い
ふ
こ
と
を
聞
き
た
れ
ば
左
に
挙
げ
ん
と
す
、
即
ち
此
の
線

路
に
の
み
あ
り
て
他
の
線
に
は
い
ま
だ
あ
ら
ざ
る
も
の
な
り
、

（一

j
線
路
の
勾
配
三
十
分
一
室
か
ら
ざ
る
事
、
　
我
が
國
の
線
路
は
何

れ
の
會
社
に
立
て
も
四
十
分
一
勾
配
よ
り
急
な
る
も
の
な
し
、
四
十
分
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
マ
マ
〕

以
上
に
し
て
列
車
の
通
ぜ
ざ
る
こ
こ
と
は
あ
ら
ざ
る
も
陸
軍
省
に
煮
て
拒

み
て
許
さ
ゴ
る
よ
し
、
然
る
に
此
の
線
路
は
工
事
の
都
合
に
よ
り
止
む
を

得
ず
、
陸
軍
省
に
願
ひ
、
同
省
よ
り
特
許
を
得
た
る
よ
し
な
り
、
然
れ
ば

通
常
の
機
関
車
に
て
は
僅
に
七
八
輔
を
引
き
得
る
の
み
、
、
目
下
海
外
へ
注

文
し
た
る
強
力
の
機
関
車
駕
に
横
浜
に
着
し
居
り
、
不
日
送
り
来
る
べ
し

と
の
こ
と
な
り
、

（
二
）
此
の
線
路
に
は
プ
ロ
ク
、
シ
グ
ナ
ル
と
称
す
る
も
の
あ
る
事
、

プ
ロ
ク
、
シ
グ
ナ
ル
と
は
一
個
の
電
信
局
に
し
て
線
路
に
沿
ひ
た
る
山
腹

に
造
り
し
も
の
な
り
、
三
十
分
一
勾
配
な
る
が
故
に
萬
一
途
中
に
於
て
客

車
の
機
関
車
と
の
聯
結
を
断
ち
た
る
こ
と
な
ど
あ
れ
ば
到
底
逸
し
た
る
客
．
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車
を
止
む
る
こ
と
能
は
ず
、
庭
阪
を
発
し
て
板
屋
峠
ま
で
は
平
坦
な
る
所

さ
へ
無
き
程
な
れ
ば
其
の
不
虞
に
備
へ
ん
が
為
に
設
け
た
る
も
の
な
り
、

若
し
逸
走
し
て
庭
阪
方
面
に
下
り
初
め
し
も
の
あ
ら
ば
此
の
局
に
於
て
直

に
小
蔀
に
打
電
し
、
同
所
に
於
て
は
此
の
報
に
接
す
る
や
否
や
線
路
に
ポ

イ
ン
ト
マ
ン
を
派
し
て
逸
車
を
駐
車
路
に
導
き
、
以
て
停
車
せ
し
む
る
の

法
を
取
る
な
り
、
近
頃
人
足
の
多
く
乗
り
た
る
地
車
逸
し
て
庭
面
近
傍
に

あ
り
し
機
関
車
に
衝
突
し
、
為
に
十
数
人
即
死
し
、
一
人
の
如
き
は
何
に

触
れ
て
か
胴
半
よ
り
両
断
せ
ら
れ
た
る
も
の
も
あ
り
き
と
、

（
三
）
ト
ン
ネ
ル
の
事
、
　
其
の
数
多
き
と
長
き
ト
ン
ネ
ル
あ
る
は
絶
後

と
は
云
は
じ
、
我
が
国
空
前
の
奇
事
な
り
、
此
の
線
路
は
延
長
廿
六
哩

（
十
里
鯨
）
に
し
て
其
の
間
に
十
九
個
の
ト
ン
ネ
ル
あ
り
、
　
（
≧
）
其
の

内
最
も
長
き
は
第
十
六
號
に
し
て
一
哩
と
三
チ
エ
イ
ン
ス
あ
り
、
斯
く
長

き
が
故
に
屡
々
列
車
通
行
し
た
る
時
は
煤
煙
よ
り
生
す
る
不
良
の
瓦
斯
を

満
た
す
の
危
険
あ
り
、
是
を
以
て
其
の
中
央
の
上
部
に
シ
ヤ
フ
ト
と
称
す

る
風
穴
を
穿
ち
、
煉
瓦
を
以
て
積
上
げ
、
幸
に
高
き
峰
に
は
あ
ら
ざ
り
し

が
シ
ヤ
フ
ト
の
長
さ
三
百
六
十
駅
、
正
し
く
六
十
間
な
り
、
何
故
か
西
の

方
に
出
で
ん
と
す
る
所
に
一
個
の
シ
ヤ
フ
ト
あ
れ
ど
も
其
の
長
さ
は
五
六

間
に
過
ぎ
ず
、
二
黒
の
線
路
の
ト
ン
ネ
ル
は
山
嶺
の
下
に
掘
り
た
る
も
の

二
三
（
第
十
六
瞬
は
其
の
一
な
り
）
に
し
て
其
の
他
は
皆
山
麓
に
沿
ひ
、

　
　
　
　
続
続
恥
か
記
　
第
十
巻

山
の
形
に
横
に
掘
墾
し
た
る
も
の
な
り
、
然
れ
ば
少
し
く
長
き
は
皆
湾
曲

し
て
、
左
側
即
ち
南
の
方
に
窓
を
切
り
た
る
も
の
少
か
ら
ず
（
多
く
は
山

麓
の
南
に
沿
ひ
て
穿
ち
し
も
の
に
て
南
山
の
北
麓
に
は
＝
一
の
外
無
し
）
、

蓋
し
斯
か
る
ト
ン
ネ
ル
は
斜
傾
を
避
け
ん
為
に
あ
ら
ず
し
て
雪
解
の
頃
山

嶺
よ
り
積
雪
の
落
下
る
を
防
ぐ
目
的
に
出
で
た
る
な
り
、
此
の
辺
は
雪
の

深
き
所
に
て
頽
雪
の
害
甚
し
く
、
雪
除
小
屋
な
ど
は
作
る
も
用
を
為
さ
ず

と
い
ふ
、

（
四
）
工
事
中
人
の
多
く
死
し
た
る
も
の
全
国
第
一
な
る
事
、
　
余
南
氏

に
聞
く
、
氏
が
石
切
所
の
ト
ン
ネ
ル
工
事
を
為
し
た
る
間
、
幸
に
し
て
一

人
の
死
者
を
出
だ
さ
ず
、
配
れ
余
が
信
徒
と
な
り
て
後
の
こ
と
に
て
天
父

の
恩
恵
な
り
と
信
じ
居
れ
り
」
と
、
・
然
る
に
此
の
線
路
の
工
事
は
屡
々
惨

事
あ
り
て
五
六
年
の
工
事
中
五
六
十
人
の
死
者
あ
り
、
第
十
二
鑛
ト
ン
ネ

ル
を
出
で
し
時
、
川
井
氏
は
理
由
を
語
ら
ず
し
て
前
山
の
中
腹
の
緩
く
斜

傾
を
為
し
た
る
所
に
五
六
間
直
径
の
円
形
に
草
な
き
所
を
指
し
示
し
た
り
、

後
に
氏
の
い
ふ
所
を
き
く
に
此
は
第
十
三
鑛
ト
ン
ネ
ル
の
上
部
に
し
て
工

事
中
突
然
山
腹
よ
り
ト
ン
ネ
ル
の
中
に
土
砂
抜
け
落
ち
、
為
に
十
三
人
即

死
を
為
し
た
り
と
、
時
と
し
て
ト
ン
ネ
ル
の
工
事
中
土
砂
、
石
塊
の
墜
落

し
て
工
夫
の
死
す
る
も
の
な
ど
無
き
に
あ
ら
ね
ど
山
嶺
よ
り
抜
け
て
落
ち

た
り
と
い
ふ
は
珍
し
き
こ
と
な
り
、
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続
続
恥
か
記
　
第
十
巻

　
（
五
）
工
費
の
莫
大
な
り
し
事
、
・
有
名
な
る
板
屋
峠
の
険
を
越
ゆ
る
こ

と
玉
て
ト
ン
ネ
ル
は
多
く
、
夫
等
の
為
に
や
工
費
は
全
國
一
と
称
す
、
平

均
一
哩
の
工
費
十
八
万
五
千
円
（
廿
六
哩
は
四
百
八
十
絵
万
円
に
當
る
）

に
し
て
普
通
鉄
路
の
三
倍
を
要
し
た
り
と
い
ふ
、

（
六
）
一
村
に
三
個
の
停
車
場
あ
る
事
、
　
此
の
線
路
は
板
屋
峠
の
険
に

敷
設
し
た
る
も
の
な
る
が
近
年
板
屋
村
を
拡
張
し
て
同
村
は
血
肉
に
亘
る

こ
と
玉
な
り
た
れ
ぽ
斯
か
る
こ
と
x
は
為
り
し
な
り
、
余
顧
ふ
に
旅
客
の

上
下
す
る
は
二
個
に
し
て
一
個
は
水
を
供
給
す
る
が
為
に
設
け
た
る
も
の

な
ら
ん
、
然
れ
ど
兎
に
角
一
村
中
に
三
個
の
ス
テ
イ
シ
ョ
ン
あ
る
は
此
の

線
路
の
特
色
な
り
と
い
ふ
べ
し
、

（
七
八
）
線
路
の
高
き
処
に
あ
る
多
野
峠
の
最
も
山
局
き
処
は
四
千

［
四
］
直
言
あ
り
と
い
ふ
、
線
路
は
固
よ
り
山
嶺
に
設
け
た
る
に
あ
ら
ざ

れ
ど
も
村
の
所
在
地
は
四
千
沢
に
近
し
、
我
が
全
知
中
鉄
道
線
路
の
か
x

る
高
処
に
あ
る
は
又
此
の
特
色
な
り
と
い
ふ
べ
し
、
然
れ
ば
に
や
余
が
此

の
線
路
を
通
過
し
た
る
は
四
月
廿
九
日
な
り
し
が
い
ま
だ
線
路
に
沿
ひ
て

雪
の
消
え
ざ
る
も
の
五
六
ヶ
所
あ
り
、
時
と
し
て
は
雪
中
に
立
て
る
桜
樹

の
満
開
な
る
を
見
た
り
、

以
上
余
が
命
名
し
た
る
七
不
思
議
な
る
が
川
井
氏
は
蕾
に
説
明
の
扶
助
を

与
へ
た
る
の
み
な
ち
ず
、
米
澤
の
停
車
場
に
下
車
し
た
る
時
の
如
き
工
夫

の
一
人
を
捕
へ
て
車
屋
の
あ
る
所
ま
で
此
の
旦
那
の
お
供
を
せ
よ
と
て
余

が
荷
を
か
つ
が
し
め
た
り
、
用
井
氏
は
余
の
為
に
「
地
獄
の
佛
」
た
り
し

な
り
、
、
続
恥
か
記
第
四
十
五
章
を
見
ま
。
　
計
二
年
七
月
十
五
目
稿
、

第
百
四
十
七
章

人
を
頼
む
教
會
は
栄
え
ま
せ
ん

詩
に
曰
は
く
「
あ
る
ひ
は
車
を
た
の
み
、
或
は
馬
を
た
の
み
て
す
る
者

萱
さ
れ
ど
藩
は
わ
が
神
工
交
の
み
名
を
と
な
へ
ん
」
（
拙
．
Y

歪
面
は
く
「
王
者
い
く
さ
び
と
多
き
を
以
て
救
を
得
ず
、
勇
士
ち
か
ら

大
な
る
を
も
て
助
を
得
ざ
る
な
り
。
馬
は
す
く
ひ
に
益
な
く
、
そ
の
大

な
る
ち
か
ら
も
人
を
た
す
く
る
こ
と
な
か
ら
ん
、
視
よ
エ
ホ
バ
の
目
は

　
　
　
　
　
　
　
　
ま
に

エ
ホ
バ
を
お
そ
る
x
者
並
そ
の
憐
欄
を
望
む
も
の
二
う
へ
に
あ
り
」

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

i
選
書
Y

又
曰
は
く
「
實
に
ひ
く
き
人
は
む
な
し
く
た
か
き
人
は
い
つ
は
り
な
り
、

か
れ
ら
を
権
衡
に
お
か
ば
上
に
あ
が
り
て
虚
し
き
も
の
よ
り
も
軽
き
な

り
」
（
六
十
二
。
九
）
、

昔
日
ユ
ダ
ヤ
国
の
君
主
等
に
隣
国
と
の
戦
に
神
を
頼
ま
ず
し
て
他
の
王
者

を
頼
み
、
以
て
神
の
呪
誼
を
蒙
り
し
者
あ
り
、
戦
争
に
、
政
治
に
人
を
頼

む
は
不
可
な
れ
ど
も
幾
分
か
恕
す
べ
き
所
あ
る
に
似
た
り
、
然
る
に
耳
目

の
我
が
国
の
教
會
又
一
個
人
を
見
る
に
神
の
国
の
拡
張
、
自
己
の
修
養
、
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救
握
等
に
神
を
頼
む
の
念
乏
し
く
し
で
或
は
貴
族
を
頼
み
、
あ
る
ひ
は
学

者
を
頼
む
も
の
あ
り
、
昔
日
戦
争
、
政
治
に
人
力
を
頼
み
し
す
ら
神
の
呪

誼
あ
り
た
り
と
す
れ
ば
況
し
て
宗
教
に
人
力
を
頼
む
も
の
神
の
祝
福
を
蒙

る
こ
と
あ
る
の
理
あ
ら
ん
や
、
慎
し
む
べ
き
は
教
会
の
人
を
頼
む
こ
と
な

り
、
　
内

我
が
國
に
貴
族
、
門
地
の
人
を
多
く
網
羅
し
た
る
教
會
を
求
め
ば
第
一
に

指
を
米
澤
に
戻
す
べ
し
、
米
澤
に
講
義
所
を
設
け
た
る
は
廿
三
年
の
頃
に

し
て
最
初
は
好
況
な
り
と
の
報
に
接
し
た
り
、
同
地
は
上
杉
伯
の
旧
領
地

に
し
て
今
や
封
土
を
奉
還
し
た
り
と
い
へ
ど
も
上
杉
氏
と
米
澤
市
民
と
は

切
っ
て
も
切
れ
ぬ
関
係
あ
り
て
今
日
尚
ほ
「
御
殿
様
」
た
る
を
失
は
ず
、

か
玉
る
事
情
あ
る
が
上
に
其
の
信
徒
中
に
子
爵
上
杉
茂
憲
氏
あ
り
（
但
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
夫

東
京
住
居
）
、
子
爵
松
平
忠
敬
氏
夫
妻
あ
り
、
婦
人
は
伏
見
宮
殿
下
の
令

妹
に
し
て
子
爵
は
上
杉
伯
の
令
弟
な
り
、
尚
ほ
其
の
弟
上
杉
熊
松
氏
あ
り
、

今
は
平
民
な
れ
ど
も
平
民
と
見
る
も
の
一
人
も
あ
る
な
し
、
其
の
他
上
杉

周
五
郎
氏
（
今
は
勝
持
）
あ
り
、
・
而
し
て
松
平
子
爵
夫
妻
の
如
き
留
に
篤

信
な
る
の
み
な
ら
ず
極
め
て
謙
譲
に
し
て
其
の
風
釆
こ
そ
華
族
然
た
れ
心

其
の
坐
作
進
退
毫
も
大
名
風
を
存
せ
ず
、
風
雪
の
時
な
ど
土
地
風
な
り
と

は
云
へ
夫
婦
打
揃
ひ
て
「
モ
ン
ペ
イ
」
と
称
す
る
裁
着
を
は
き
、
　
「
ツ
マ

ゴ
」
と
称
す
る
藁
靴
を
は
き
て
禮
拝
に
出
席
し
、
時
と
し
て
は
自
ら
雨
戸

　
　
　
　
続
続
恥
か
記
　
第
十
巻

を
開
く
こ
と
あ
り
、
ラ
ン
プ
に
火
を
点
ず
る
こ
と
あ
り
、
已
に
是
く
の
如

く
な
れ
ば
土
地
人
士
は
我
が
教
を
善
き
も
の
な
り
と
信
じ
、
勧
む
べ
き
も

の
な
り
と
信
じ
、
決
し
て
軽
侮
す
る
者
は
あ
ら
ず
、
然
し
同
時
に
基
督
教

は
身
分
あ
る
も
の
二
宗
教
に
し
て
下
流
人
民
の
信
ず
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず

と
し
、
所
謂
敬
し
て
遠
く
る
の
風
あ
り
、
然
れ
ど
も
此
の
上
杉
氏
一
家
の

信
者
た
る
こ
と
は
教
會
の
為
に
は
一
種
の
不
幸
と
な
れ
り
、
世
人
は
貴
人

の
玩
弄
物
と
見
面
し
て
近
か
ず
、
信
徒
は
徒
に
松
平
氏
、
上
杉
氏
を
頼
み

て
、
自
ら
責
を
任
ふ
者
少
く
、
唯
金
力
に
於
て
依
頼
す
る
の
み
な
ら
ず
、

伝
道
に
於
て
も
依
頼
し
、
甚
し
き
に
至
り
て
は
松
平
子
爵
の
謙
徳
に
甘
ん

じ
て
講
義
所
の
小
越
を
す
ら
顧
み
ざ
る
に
至
り
、
是
が
為
に
教
會
は
退
歩

こ
そ
せ
ざ
れ
、
更
に
見
る
べ
き
の
進
歩
な
き
に
至
れ
り
、
教
會
は
貴
族
を

以
て
神
の
上
に
お
き
し
に
あ
ら
ず
、
基
督
の
能
貴
人
に
及
ば
ず
と
為
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

る
に
は
あ
ら
ず
と
い
へ
ど
も
貴
族
に
頼
る
所
多
き
に
よ
り
て
自
ら
神
に
頼

る
の
念
乏
し
き
に
至
る
、
今
や
松
平
子
爵
彼
の
地
を
去
り
、
残
る
は
上
杉

熊
松
屋
に
し
て
今
の
伝
道
者
は
三
澤
氏
（
氏
は
山
形
在
成
澤
村
の
農
な

り
）
な
れ
ば
信
徒
諸
士
は
人
を
頼
ま
ず
し
て
神
を
頼
む
に
至
る
べ
く
、
神

を
頼
む
に
至
ら
ば
其
の
繁
昌
期
し
て
待
つ
べ
き
な
り
。
　
光
二
年
七
月
十

　
五
日
稿
　
第
百
廿
九
章
に
同
じ
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続
続
恥
か
記
　
第
十
巻

第
百
四
十
八
章

同
情
の
力

　
保
羅
曰
は
く
「
喜
ぶ
者
と
共
に
喜
び
哀
し
む
者
と
共
に
哀
し
む
べ
し
」

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

i羅

ｷ
Y

又
曰
は
く
「
響
欝
の
労
を
任
へ
」
（
加
六
。
二
）
、

　
出
埃
及
記
に
曰
は
く
「
モ
自
演
手
を
直
ぐ
れ
ば
イ
ス
ラ
エ
ル
勝
ち
手
を

　
替
る
れ
ば
ア
マ
レ
ク
勝
て
り
、
然
る
に
モ
ー
セ
の
手
重
く
な
り
た
れ
ば

　
ア
ロ
ン
と
ホ
ル
石
を
と
り
て
モ
ー
セ
の
下
に
お
き
て
其
の
上
に
坐
せ
し

　
め
．
一
人
は
此
方
一
人
は
彼
方
に
あ
り
て
モ
ー
セ
の
手
を
支
へ
た
り
し
か

　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
　
カ

　
ば
其
の
手
日
の
迂
る
ま
で
垂
下
ら
ざ
り
き
、
是
に
激
て
ヨ
シ
ユ
ア
刃
を

も
て
ア
マ
レ
ク
と
其
の
髪
敗
れ
り
」
（
十
七
。
十
一
H
十
三
）
、

何
事
に
よ
ら
ず
同
情
を
要
せ
ぬ
こ
と
玉
て
は
無
き
こ
と
な
る
が
我
が
教
役

者
の
動
作
の
如
き
、
と
り
わ
け
其
の
必
要
な
る
を
感
ぜ
り
、
置
目
の
教
役

者
は
世
人
よ
り
同
情
を
得
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
常
に
敵
対
の
位
地
に
あ
り
、

賎
し
き
こ
と
を
い
ふ
や
う
な
れ
ど
其
の
身
薄
給
な
る
が
故
に
世
人
が
買
得

る
快
楽
も
な
く
、
世
に
は
立
身
、
出
世
な
ど
い
ふ
希
望
も
あ
れ
ど
彼
等
に

は
其
の
こ
と
も
な
し
、
唯
其
の
力
と
な
る
も
の
は
神
の
約
束
し
た
ま
へ
る

天
あ
る
の
み
、
若
し
此
れ
な
か
ら
ん
か
パ
ウ
ロ
が
「
我
憐
の
望
た
黛
此
の

世
の
み
撫
衆
の
人
の
中
に
て
尤
も
肇
薯
な
会
童
言

吾
人
は
其
の
職
に
堪
ゆ
る
も
の
に
あ
ら
ず
、
然
れ
ば
教
役
者
の
為
に
奨
励

と
な
り
、
慰
籍
と
な
る
も
の
は
未
来
の
希
望
に
外
な
ら
ず
と
い
へ
ど
も
此

は
是
れ
立
役
者
の
自
ら
内
部
に
得
る
所
に
し
て
外
部
よ
り
得
る
も
の
は
信

徒
の
同
情
な
り
と
す
、
教
役
者
固
よ
り
木
石
に
あ
ら
ず
、
若
し
我
に
同
情

を
表
す
る
者
あ
ら
ば
宣
教
會
と
死
生
を
共
に
せ
ざ
る
を
得
ん
や
、
吾
人
は

屡
々
教
會
よ
り
役
者
の
無
能
を
責
む
る
を
聞
き
、
又
其
の
不
転
を
熱
す
る

を
見
る
、
然
れ
ど
も
不
幸
に
し
て
深
く
同
情
を
表
す
る
も
の
あ
る
を
見
る

こ
と
少
し
、
教
書
た
る
者
若
し
其
の
役
者
を
以
て
無
能
と
し
、
不
働
な
り

と
見
た
ら
ん
に
は
十
分
之
に
同
情
を
表
し
、
役
者
の
哀
し
む
時
之
と
共
に

哀
し
み
、
役
者
の
労
れ
た
る
時
之
と
共
に
其
の
労
を
任
ひ
て
見
よ
、
鞭
を

挙
げ
て
彼
を
回
す
る
に
優
る
万
々
な
る
を
見
る
べ
し
、
希
昏
昏
記
者
の

覆
等
を
な
げ
か
せ
ず
歓
び
て
守
る
こ
と
を
な
さ
し
む
べ
し
し
（
十
三
。
十
七
）

と
い
軌
パ
喜
の
「
露
姦
ふ
る
洋
藍
み
」
（
撒
野
臥
。
十
三
）
と
い
ひ
、

又
「
曽
．
を
伝
へ
教
を
為
し
て
労
す
る
長
老
を
毒
悪
べ
し
」
（
予
選

と
い
ひ
し
は
此
の
同
情
を
教
へ
た
る
な
り
、
然
れ
ば
筍
も
教
會
に
し
て
牧

師
を
よ
く
働
か
し
め
ん
と
せ
ぽ
之
に
同
情
を
表
す
る
の
一
方
法
あ
る
の
み
、

同
情
は
笹
下
の
鞭
に
あ
ら
ず
し
て
真
綿
の
答
た
る
な
り
、

武
州
の
和
戸
黒
影
は
古
き
教
會
な
る
が
不
幸
に
し
て
牧
師
を
得
ざ
る
こ
と

已
に
二
十
年
に
近
し
、
同
會
が
牧
師
を
失
ひ
て
三
四
年
の
後
、
明
治
十
七
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年
よ
り
十
八
年
に
か
け
て
余
は
毎
月
一
回
位
つ
エ
同
會
の
依
頼
に
応
じ
て

其
の
地
に
出
張
し
た
り
、
同
會
は
平
生
牧
師
な
き
が
故
に
教
師
の
出
張
は

山
下
の
雨
の
如
く
、
無
遠
慮
に
云
は
玉
老
若
、
．
男
女
右
よ
り
左
よ
り
蒼
蝿

き
ま
で
に
囲
証
し
て
問
ふ
も
あ
り
、
語
る
も
あ
り
、
申
々
に
繁
忙
な
り
き
、

余
は
土
曜
日
に
往
き
、
、
其
の
夜
近
村
に
説
教
し
、
和
戸
村
に
帰
り
て
一
泊

し
、
翌
日
の
聖
日
に
は
三
戸
の
教
堂
に
説
教
し
、
午
後
と
夜
と
は
杉
戸
に

説
教
七
、
月
曜
日
の
午
前
、
午
後
説
教
し
、
余
は
是
く
三
目
に
亘
り
て
五

六
回
の
説
教
を
為
せ
る
が
故
に
時
之
し
て
は
月
曜
日
に
至
り
て
最
早
発
声

す
る
と
と
能
は
ず
、
實
に
和
戸
出
張
は
余
の
為
に
苦
痛
な
り
き
、
小
林
長

老
は
常
に
云
へ
り
「
銘
遣
ひ
を
致
し
ま
し
て
御
気
の
毒
で
ご
ざ
い
ま
す
」

と
其
の
意
無
暗
に
追
ひ
っ
か
ふ
と
の
こ
と
な
り
、
而
し
て
余
に
供
す
る
報

酬
は
と
云
へ
ば
固
よ
り
何
も
無
く
、
余
が
中
等
機
車
に
乗
る
に
拘
ら
ず
、

下
等
汽
車
の
往
復
賃
を
沸
ふ
の
み
、
已
に
此
の
如
く
な
れ
ば
蕾
に
身
体
の

当
量
の
み
な
ら
ず
、
懐
中
を
も
痛
む
る
こ
と
あ
り
て
余
の
為
に
は
損
あ
り

て
益
無
し
と
い
ふ
べ
か
り
し
な
り
、
．
然
れ
ど
も
余
は
和
戸
出
張
を
苦
労
な

り
と
思
ひ
し
こ
と
な
く
、
好
ま
し
か
ら
ず
感
じ
た
る
こ
と
な
し
、
其
の
故

何
ぞ
や
、
唯
和
戸
の
兄
弟
が
余
に
同
情
を
表
徳
く
れ
る
一
事
に
励
ま
さ
れ

て
な
り
き
、
余
が
和
語
伝
道
の
動
機
は
固
よ
り
和
戸
兄
弟
の
同
情
に
は
あ

ら
ず
と
い
へ
ど
も
余
が
疲
労
を
感
ず
る
時
兄
弟
は
之
に
同
情
し
、
余
が
失

　
　
　
続
続
恥
か
記
　
第
十
巻

塗
す
る
時
兄
弟
は
之
に
同
情
し
、
余
が
苦
心
す
る
時
兄
は
之
に
同
情
し
、

彼
等
は
余
を
し
て
一
人
喜
ば
し
め
ず
、
一
人
憂
ひ
し
め
ず
、
常
に
余
が
「
労

を
任
ひ
」
て
余
を
助
け
た
り
、
是
れ
余
が
和
戸
の
銘
遣
ひ
を
厭
は
ず
、
自

ら
好
み
て
銘
と
な
り
し
力
な
り
き
、
實
に
同
情
は
人
を
動
か
す
力
を
有
す

る
も
の
な
り
、
　
計
二
年
七
月
十
七
日
稿
、

第
百
四
十
九
章
　
　
釜
石
の
大
臣
櫨

慈
善
は
ぐ
「
蕃
の
餐
標
章
磨
り
」
（
寄
後
五
。
十
三
）
ふ

　
基
督
最
後
の
命
に
曰
は
く
「
爾
道
ゆ
き
て
萬
國
の
民
に
バ
プ
テ
ス
マ
を

施
し
之
を
父
と
子
と
聖
霊
の
名
に
入
れ
て
弟
子
と
せ
よ
」
（
箒
蓼

基
督
の
伝
道
は
屡
々
世
人
に
誤
解
せ
ら
る
玉
こ
と
あ
り
、
・
我
が
國
の
如
く

長
く
佛
教
の
流
行
し
居
る
に
拘
ら
ず
、
伝
道
の
こ
と
な
く
、
・
又
基
督
教
の

如
く
完
全
に
愛
を
教
へ
さ
る
宗
教
の
行
は
れ
し
所
に
於
て
基
督
教
徒
の
愛

を
理
解
せ
さ
る
は
寧
ろ
当
然
の
こ
と
玉
す
（
続
恥
か
記
第
二
十
一
章
を
見

よ
）
、
然
れ
ば
基
督
教
會
の
伝
道
艶
艶
が
資
金
を
投
じ
、
人
を
派
し
て
外

電
に
伝
道
す
る
や
其
の
意
の
あ
る
所
を
解
せ
ず
、
出
処
も
不
斜
な
る
魯
帝

ピ
ー
ト
ル
の
遺
訓
と
や
ら
称
す
る
も
の
を
軽
信
し
て
宣
教
師
を
見
る
こ
と

國
事
探
偵
の
如
く
、
信
徒
を
見
る
こ
と
売
國
奴
の
如
ぐ
し
、
何
事
か
大
に

為
に
す
る
所
あ
る
が
如
し
と
す
、
此
れ
彼
等
は
基
督
の
愛
に
励
ま
さ
る
玉
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続
続
恥
か
記
　
第
十
巻

を
知
ら
ざ
る
な
り
、
転
ん
で
も
唯
起
き
ぬ
的
卑
劣
心
よ
り
基
督
教
徒
の
精

神
を
綿
摩
す
る
の
誤
解
た
る
な
り
、
基
督
教
徒
の
伝
道
他
意
あ
ら
ん
や
、

唯
基
督
の
命
と
愛
と
を
重
ん
ず
る
あ
る
の
み
、

陸
中
釜
石
町
を
少
し
離
れ
て
鈴
子
と
い
ふ
所
が
あ
り
ま
す
、
其
所
に
田
中

製
鉄
所
と
い
ふ
の
が
あ
っ
て
日
夜
山
か
ら
断
出
す
鉄
鉱
を
鋳
か
し
て
銑
鉄

を
製
し
て
居
ま
す
、
同
所
に
は
五
悪
の
鉱
燈
が
あ
り
ま
す
が
最
も
奪
い
の

は
高
さ
が
六
十
尺
も
あ
り
、
一
書
夜
に
六
回
つ
エ
銑
鉄
を
流
し
、
六
回
の

製
出
高
は
廿
頓
、
即
ち
五
千
五
百
貫
ば
か
り
で
す
、
其
の
他
の
尊
い
鉱
櫨

で
製
す
る
の
を
合
は
せ
る
ど
難
訓
一
万
四
千
貫
程
づ
Σ
で
き
る
さ
う
で
す
、

此
の
鉱
櫨
に
つ
い
て
一
條
の
話
が
あ
り
ま
ず
、
諸
君
の
御
存
の
通
り
此

の
製
鉄
所
は
明
治
の
初
年
に
鉱
山
寮
と
い
ふ
政
府
の
役
所
が
あ
っ
て
釜
石

の
近
所
に
鉄
鉱
が
あ
る
か
ら
鉄
を
製
し
た
ら
よ
か
ら
う
と
い
ふ
の
で
英
国

か
ら
一
切
を
取
寄
せ
、
莫
［
山
］
　
（
大
）
の
金
を
か
け
て
漸
く
で
き
あ
が

っ
た
の
で
す
、
然
し
ど
う
い
ふ
理
由
か
は
知
り
ま
せ
ん
が
政
府
で
は
で
き

あ
が
っ
て
半
年
た
つ
か
た
玉
ん
に
製
鉄
事
業
を
止
め
て
し
ま
ひ
ま
し
元
。

そ
こ
で
釜
石
に
一
種
の
評
判
が
あ
っ
た
の
で
す
、
其
の
評
判
は
政
府
で
製

鉄
所
を
造
る
の
で
英
國
へ
、
号
音
を
初
め
一
、
切
の
器
械
を
注
文
し
た
所
、
英

国
で
は
鯨
り
厚
き
過
ぎ
て
始
末
に
ゆ
か
な
い
鉱
櫨
を
か
つ
い
で
困
っ
て
居

た
所
で
あ
っ
た
か
ら
大
悦
、
直
く
其
の
か
つ
い
で
居
た
器
械
を
日
本
に
売

付
け
た
の
で
あ
っ
た
、
政
府
で
は
其
の
事
情
を
知
ら
ん
か
ら
取
寄
せ
て
据

付
け
て
見
た
所
が
馬
鹿
に
潔
く
て
其
の
鉱
燈
を
用
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
、

そ
れ
で
折
角
で
き
あ
が
っ
た
の
を
一
寸
始
め
て
直
ぐ
止
め
て
し
ま
っ
た
の

だ
、
こ
れ
が
評
判
で
あ
っ
て
皆
其
の
や
う
に
信
じ
て
居
た
の
で
す
、
實
に

西
洋
の
事
情
を
知
ら
ん
と
い
ふ
に
も
程
の
あ
っ
た
こ
と
で
す
、
或
は
其
の

時
に
大
き
す
ぎ
た
と
い
ふ
こ
と
だ
け
は
事
實
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
、

鉱
石
の
切
出
し
も
今
の
様
に
は
ゆ
か
ず
、
石
炭
の
供
給
も
十
分
で
は
な
し
、

鉱
夫
等
の
雇
賃
は
高
い
、
強
ひ
て
や
っ
て
も
割
に
あ
は
な
い
こ
と
も
あ
り

ま
し
た
ら
う
、
然
る
に
田
中
と
い
ふ
人
が
引
受
け
て
か
ら
は
雇
賃
は
安
い
、

鉱
石
は
多
く
で
る
、
北
海
道
の
炭
山
が
開
け
て
か
ら
澤
山
の
粉
炭
が
く
る
、

粉
炭
を
コ
ー
ク
ス
に
焼
い
て
ド
ン
ー
錯
か
す
、
今
、
製
鉄
所
の
人
に
聞

く
と
二
十
頓
を
製
す
る
大
営
櫨
と
其
の
外
で
毎
日
一
万
三
四
千
貫
出
て
も

十
分
に
世
間
の
需
用
に
応
ず
る
に
足
り
な
い
、
そ
こ
で
近
頃
は
大
判
櫨
の

第
二
櫨
（
と
は
何
れ
の
鉱
櫨
も
一
座
に
は
捜
し
も
の
が
二
個
つ
玉
あ
っ
て

交
番
に
用
み
て
居
ま
す
）
に
悪
い
所
が
あ
る
の
で
其
の
修
覆
に
弄
り
か
玉

っ
て
居
ま
す
（
廿
九
年
中
の
こ
と
な
り
）
、
一
時
に
双
方
を
つ
か
ふ
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
が
今
、
用
み
て
居
る
方
に
損
所
で
も
で
き
る
な
ら
差
当
り
二

十
頓
を
製
す
る
鉱
櫨
が
な
い
の
で
何
時
で
も
用
ゐ
ら
れ
る
や
う
に
支
度
し

て
居
る
の
で
す
、
大
分
鉱
櫨
の
お
話
が
長
く
な
り
ま
し
た
が
之
に
つ
い
て
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考
へ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
す
、
基
督
教
が
宣
教
師
等
の
手
に
よ
っ
て
我
が

國
に
伝
っ
て
く
る
の
を
見
て
種
々
の
評
判
を
す
る
も
の
が
あ
り
ま
す
、
回

る
人
は
基
督
教
が
英
刑
な
ど
で
近
頃
信
ず
る
人
が
無
く
な
り
、
教
師
等
が

不
用
に
な
っ
た
の
で
日
本
へ
来
た
の
だ
、
自
国
に
信
用
が
無
い
か
ら
外
國

へ
弘
め
る
の
だ
と
見
て
来
た
や
う
に
評
判
す
る
も
の
が
あ
り
ま
す
、
釜
石

の
大
鉱
櫨
を
英
国
の
か
つ
ぎ
も
の
だ
と
思
っ
た
人
は
今
、
製
鉄
所
で
も
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
び
っ
く
り

と
論
い
の
を
欲
し
い
と
い
っ
て
居
る
の
を
聞
い
た
ら
喫
驚
し
ま
せ
う
、
そ

れ
と
同
じ
や
う
に
基
督
教
の
真
言
の
味
を
知
っ
た
ら
あ
る
人
の
や
う
な
馬

鹿
な
こ
と
を
云
っ
て
居
る
人
、
又
そ
れ
を
真
に
受
け
て
さ
う
だ
と
思
っ
て

居
る
人
は
途
方
も
無
い
誤
謬
で
あ
っ
た
と
後
悔
す
る
人
が
あ
り
ま
せ
う
、

若
し
基
督
教
に
つ
い
て
こ
ん
な
こ
と
を
信
じ
て
居
る
人
が
あ
っ
た
ら
釜
石

の
大
面
桶
の
こ
と
を
お
考
へ
な
さ
い
、
画
き
過
ぎ
て
か
つ
い
で
居
た
と
思

っ
た
の
は
却
っ
て
自
分
の
知
識
の
無
い
と
い
ふ
謹
拠
に
な
り
ま
す
、
基
督

教
が
菊
湘
に
廃
っ
た
と
い
ふ
の
は
自
ら
自
分
の
無
識
と
愚
な
こ
と
を
披
露

し
て
居
る
の
で
す
、
大
忌
は
不
開
国
に
用
な
く
、
大
声
は
里
耳
に
入
ら
ず

と
で
も
い
ひ
ま
せ
う
か
、
小
理
屈
を
い
ふ
先
生
、
少
し
考
へ
た
ま
へ
。

　
淵
二
年
七
月
十
七
日
心
癖
喜
ノ
音
第
二
百
九
囁
廿
九
年
九
月
一
日

　
発
行
に
掲
載
す
、

続
続
恥
か
記
　
第
十
巻

第
百
五
十
章

内
顧
の
憂

　
約
書
亜
紀
に
曰
は
く
「
我
等
は
一
切
の
事
モ
ー
セ
に
聴
き
し
た
が
ひ
し

　
如
く
癖
馬
に
き
白
し
た
か
は
ん
唯
願
は
く
は
汝
の
神
エ
ホ
バ
モ
ー
セ
と

　
僧
に
在
し
瓦
如
く
汝
と
楷
に
い
ま
さ
ん
こ
と
を
、
…
…
唯
汝
心
を
強
く

し
且
つ
勇
め
」
（
書
一
。
十
七
・
十
八
）
、

教
令
に
於
て
牧
師
の
動
作
を
妨
ぐ
る
の
最
も
甚
し
き
も
の
は
牧
師
の
動
作

に
同
情
を
表
せ
ず
、
牧
師
を
し
て
内
顧
の
憂
あ
ら
し
む
る
こ
と
な
り
、
…
富

士
剰
記
者
が
「
彼
等
を
歎
か
せ
ず
歓
び
て
守
る
こ
と
を
な
さ
し
む
べ
し
」

（十

ｵ
）
と
い
ひ
た
る
憲
ふ
べ
き
萱
若
し
嚢
中
に
不
義
を
為
す

者
あ
ら
ん
か
、
牧
師
は
之
が
為
に
善
後
の
策
に
奔
走
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
、

若
し
自
己
の
會
俗
謡
に
不
義
を
為
す
も
の
あ
ら
ん
か
、
牧
師
は
如
何
に
し

て
大
担
に
我
が
教
の
力
あ
る
を
述
ぶ
る
を
得
ん
や
、
若
し
感
動
中
に
通
り

て
動
か
ざ
る
も
の
あ
ら
ん
か
、
牧
師
は
之
が
為
に
特
に
奨
励
、
勧
告
の
労

を
取
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
且
又
由
緒
に
於
て
殊
に
牧
師
の
動
作
を
妨
ぐ
る

者
は
外
観
の
美
に
し
て
實
な
き
信
者
な
り
と
す
、
初
め
よ
り
信
徒
の
数
少

き
時
は
牧
師
常
に
之
女
励
ま
さ
れ
ど
其
の
多
か
ら
ん
こ
と
に
意
を
注
げ
ど

も
其
の
数
已
に
多
く
、
外
観
美
に
し
て
格
別
に
非
難
す
べ
き
所
無
き
の
信

徒
の
頭
顧
を
列
す
る
あ
ら
ば
自
ら
此
の
外
観
の
美
に
欺
か
れ
て
徒
に
安
心
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続
続
恥
か
記
　
第
十
回

し
、
以
て
怠
慢
に
流
れ
、
遂
に
教
會
の
實
力
な
き
に
至
ら
ざ
ら
ん
や
、
例

へ
ば
鮫
に
一
大
金
塊
あ
り
、
所
有
主
は
其
の
塊
の
大
な
る
を
見
て
得
々
と

し
て
曰
は
く
「
我
に
此
の
大
金
塊
あ
り
、
我
の
産
大
な
り
」
と
、
然
れ
ど

も
分
折
の
結
果
金
分
少
く
し
て
雑
物
帯
し
居
り
た
ら
ん
に
は
彼
が
其
の
産

大
な
り
と
し
た
る
は
唯
此
れ
夢
中
の
牡
丹
餅
た
り
し
な
り
、
教
會
中
の
不

純
な
る
信
徒
恰
も
此
の
金
塊
の
如
ぐ
な
ら
ざ
ら
ん
や
、
あ
エ
、
口
回
中
の

不
信
徒
又
は
罪
を
犯
す
信
徒
は
寧
ろ
初
め
よ
り
無
き
に
如
か
ず
、
彼
等
の

不
良
な
る
は
牧
師
の
為
に
大
患
な
り
（
牧
師
を
失
望
せ
し
む
る
も
の
な
り
、

牧
師
の
進
路
を
妨
ぐ
る
も
の
な
り
、
若
し
鴉
の
あ
る
あ
ら
ざ
れ
ば
権
兵
衛

の
種
蒔
ら
ざ
る
こ
と
あ
ら
ん
や
、
牧
師
の
播
種
は
教
外
の
敵
に
害
せ
ら
る

N
も
の
少
く
し
て
教
内
の
鴉
に
害
さ
る
蕊
も
の
な
り
、

明
治
十
七
年
中
佛
國
と
清
国
と
一
葛
藤
を
生
じ
、
御
国
は
東
洋
艦
隊
の
ク

ー
ル
ベ
1
提
督
に
命
じ
、
清
国
の
福
州
を
破
む
、
忽
ち
兵
を
上
陸
せ
七
め
、

其
の
勢
初
め
脱
兎
の
如
く
な
り
き
、
然
る
に
其
の
終
局
や
、
佛
国
の
処
為

極
め
て
曖
昧
に
し
て
後
に
は
処
女
の
如
く
泣
寝
入
り
と
な
り
、
佛
國
の
外

交
は
大
隈
伯
の
軍
艦
を
派
遣
し
て
ハ
ワ
イ
を
威
し
た
る
よ
り
も
拙
く
、
愚

論
に
佛
国
の
体
面
を
装
ひ
し
ま
で
に
て
殆
ど
曖
昧
の
間
に
終
り
た
り
、
何

故
に
佛
国
の
外
交
は
此
の
如
く
拙
か
り
し
や
、
他
な
し
、
当
時
金
嵩
の
内

閣
甚
だ
凝
固
な
ら
ず
、
動
も
す
れ
ば
自
己
の
運
命
危
か
り
し
が
故
に
内
顧

の
憂
、
外
征
を
専
に
す
る
能
は
ざ
り
し
に
よ
る
な
り
、
側
国
は
澗
国
な
る

敵
に
高
運
を
与
へ
た
り
、
若
し
佛
国
に
此
の
憂
な
か
り
し
な
ら
ば
清
国
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

威
を
振
ふ
こ
と
今
日
に
優
る
数
等
な
り
し
な
ら
ん
、
内
顧
の
憂
は
振
ひ
得

る
の
手
腕
を
振
は
し
め
ざ
る
も
の
な
り
。
　
量
二
年
七
月
十
八
目
稿
、

第
百
五
十
篇
章

孔
子
の
自
覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
し
る

保
羅
曰
は
く
「
彼
等
そ
の
心
に
銘
さ
れ
た
る
律
法
の
工
を
表
彰
し
其
の

良
心
之
が
謹
を
為
し
て
其
の
思
念
た
が
ひ
に
或
は
怨
め
あ
る
ひ
は
褒
む

る
こ
と
を
為
せ
り
芦
（
醤
．
Y

又
曰
は
く
「
億
わ
れ
困
苦
人
な
る
哉
こ
の
死
の
燈
よ
り
我
を
救
は
ん
も

の
は
誰
そ
や
」
（
麓
．
Y

世
に
は
悪
意
あ
り
て
に
あ
ら
ず
し
て
正
直
に
自
ら
罪
あ
る
を
知
ら
ざ
る
も

の
あ
り
、
然
れ
ば
此
の
頚
の
人
が
自
ら
罪
な
し
と
い
ふ
は
悪
意
あ
る
に
あ

ら
ず
と
い
へ
ど
も
偶
々
自
己
の
道
念
の
低
き
を
自
白
す
る
も
の
な
り
、
且

つ
正
直
な
り
と
は
云
へ
ど
も
決
し
て
不
義
な
し
と
す
べ
か
ら
ず
、
パ
ウ
ロ

は
判
人
を
責
め
て
神
を
知
ら
ざ
る
を
不
義
と
為
し
、
　
「
そ
れ
人
の
見
る

こ
と
を
得
ざ
る
神
の
無
能
と
其
の
神
性
と
は
造
ら
れ
た
る
物
に
よ
り
創
世

よ
り
以
来
さ
と
り
得
て
明
に
見
る
べ
し
是
故
に
人
と
欝
欝
る
べ
き
や
う
な

し
L
（
二
一
。
廿
）
と
云
軌
又
ア
テ
ン
ス
人
は
若
し
知
ら
ず
し
て
禮
彗
ざ
る
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神
あ
ら
ば
よ
ろ
し
か
ら
ず
と
し
、
ア
ン
オ
山
に
祭
壇
を
築
き
て
「
識
ら
ざ

る
神
」
に
捧
げ
た
り
、
然
れ
ば
人
正
直
に
自
ら
罪
な
し
と
思
ふ
も
其
の
正

直
を
以
て
識
ら
ざ
る
を
願
ふ
能
は
ず
、
若
し
少
し
く
（
深
く
と
い
は
ず
）

自
ら
勝
る
所
あ
ら
ぽ
誰
か
神
を
認
め
ざ
る
も
の
あ
ら
ん
や
、
誰
か
自
己
の

罪
を
発
見
せ
ざ
る
も
の
あ
ら
ん
や
、
人
若
し
自
ら
罪
な
し
と
思
は
父
自
己

の
道
念
如
何
と
見
よ
、
人
は
道
念
の
進
歩
せ
る
と
き
自
己
を
見
る
の
明
を

得
る
も
の
な
り
、
自
己
の
徳
高
け
れ
ば
高
き
に
従
ひ
て
自
己
の
罪
を
認
む

る
こ
と
は
光
明
強
大
な
れ
ば
強
大
な
る
に
従
ひ
て
室
中
の
塵
埃
の
明
に
見

ゆ
る
が
如
し
、
ヨ
ハ
ネ
日
は
ず
や
「
も
し
罪
な
し
と
言
は
父
（
仮
令
正
直

に
も
せ
よ
）
是
れ
自
ら
欺
け
る
に
て
轟
か
れ
ら
に
あ
る
芒
」
（
菊

八
）
、
故
讐
よ
り
徳
高
察
は
皆
自
ら
神
の
前
に
1
神
の
前
な
ら
ず

と
も
1
罪
あ
る
認
め
居
れ
り
、
司
血
石
は
く
「
人
い
か
で
神
の
前
に
た

こ
か
る
ぺ
け
ん
や
」
（
九
。
二
）
又
曰
は
く
「
其
の
（
神
）
光
盟
に
も
の

を
か
照
登
ら
を
然
れ
罐
か
神
の
前
に
霧
し
か
る
べ
き
」
（
筆

四
）
、

孔
刷
の
聖
な
る
誰
か
之
を
拒
ま
ん
、
固
よ
り
其
の
道
義
の
完
全
、
円
満
な

ら
ざ
る
も
の
あ
り
し
と
い
へ
ど
も
一
個
の
聖
人
と
な
す
に
害
な
し
、
然
れ

ど
も
彼
は
自
己
の
徳
の
高
き
が
故
に
自
己
の
不
義
を
自
覚
せ
り
、
彼
が
人

生
の
不
完
全
な
る
を
覚
る
や
、
歎
じ
て
曰
は
く
「
甚
哉
吾
衰
也
久
　
吾
不

　
　
　
　
続
続
恥
か
記
　
第
十
巻

復
夢
見
周
囲
」
（
述
而
篇
）
と
、
自
己
の
一
身
を
回
顧
す
る
や
「
聞
義
不

能
徒
不
善
不
能
改
長
齢
憂
也
」
（
全
上
）
、
「
加
我
数
年
五
十
以
学
易
可
以

無
大
過
　
」
（
全
上
）
と
云
へ
り
、
以
て
如
何
に
自
己
を
見
た
る
か
を
知

る
べ
し
、
彼
は
修
徳
の
精
神
禁
ず
る
能
は
ず
、
幼
よ
り
道
に
志
し
、
数
十

年
間
刻
苦
、
精
励
し
て
僅
に
自
ら
満
足
し
た
る
が
如
し
、
日
は
ぐ
「
吾
十

有
五
書
志
干
学
三
十
而
立
四
十
而
不
惑
五
十
暗
影
天
命
六
十
而
耳
順
七
十

而
熱
心
所
欲
不
喩
矩
」
（
為
政
篇
）
、
視
よ
、
孔
子
の
聖
な
る
す
ら
常
に
過

あ
る
を
憂
へ
て
之
を
除
去
、
洗
窪
し
、
以
て
汲
々
と
し
て
徳
に
進
ま
ん
こ

と
を
欲
し
た
り
き
、
孔
聖
に
し
て
果
し
て
是
の
如
し
と
せ
ば
凡
庸
の
吾
人

如
何
に
し
て
平
然
我
に
罪
な
し
と
い
ふ
を
得
ん
や
、
若
し
罪
な
し
と
い
は

父
過
て
る
な
り
、
然
ら
ざ
れ
ば
欺
く
な
り
、
尚
ほ
然
ら
ざ
れ
ば
欺
か
れ
た

る
な
り
、
自
称
の
君
子
大
に
顧
る
所
あ
り
て
可
な
り
。
　
計
二
年
七
月
十

　
九
日
稿
、

第
百
五
十
二
章

其
の
忍
耐
に
は
感
じ
ま
し
た

　
基
督
曰
は
く
「
終
ま
で
忍
ぶ
者
は
救
は
る
玉
こ
と
を
得
ん
」

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@
　
（
箒
謬

世
に
辛
抱
強
き
人
少
し
と
せ
ざ
れ
ど
も
基
督
教
徒
は
確
實
な
る
希
望
を
抱

け
る
だ
け
に
殊
に
能
く
事
に
堪
ふ
べ
し
、
保
羅
が
「
希
望
は
差
を
来
も
せ
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続
続
恥
か
記
　
第
十
巻

ざ
る
を
智
L
（
羅
五
。
五
）
と
い
ひ
け
る
も
の
信
徒
の
真
相
を
洩
し
た
る
も
の

と
い
ふ
べ
し
、
余
が
父
の
い
ま
だ
道
に
入
り
た
ま
は
ざ
り
し
時
云
ひ
た
ま

ひ
し
こ
と
あ
り
、
　
「
聖
書
を
播
き
て
彼
方
此
方
を
見
る
に
忍
耐
を
教
へ
た

る
も
の
少
し
と
せ
ず
、
忍
耐
を
善
用
す
れ
ば
固
よ
り
善
き
こ
と
な
れ
ど
も

善
く
用
み
ず
し
て
害
翻
し
た
ら
ん
に
は
其
の
害
も
太
甚
し
か
ら
ん
、
余
は

之
が
為
に
基
督
教
を
恐
る
」
と
、
実
に
あ
る
人
は
催
る
二
ま
で
に
基
督
教

徒
の
忍
耐
を
認
む
る
な
り
、
蓋
し
基
督
教
徒
は
未
来
の
幸
福
を
望
み
、
基

督
の
愛
を
味
ひ
、
神
の
摂
理
（
無
心
の
勢
力
に
あ
ら
ず
）
に
依
頼
し
、
一

身
上
に
生
じ
来
る
こ
と
は
皆
神
の
御
手
よ
り
せ
り
と
信
ず
る
が
故
に
、
普

通
の
人
よ
り
見
て
堪
へ
得
ざ
る
こ
と
を
も
堪
へ
得
る
な
り
。

余
が
友
尚
村
典
晟
の
兄
尚
書
某
氏
余
に
語
り
て
云
へ
る
こ
と
あ
り
、
　
「
明

治
の
初
め
余
は
判
事
の
職
を
奉
じ
て
任
に
愛
知
県
に
あ
り
し
こ
と
あ
り
、

當
時
長
崎
附
近
浦
上
村
の
天
主
教
徒
の
名
古
屋
藩
に
御
預
け
と
な
り
し
も

の
あ
り
、
余
は
時
々
職
務
を
以
て
彼
等
を
拘
置
せ
る
獄
を
巡
視
し
た
る
こ

と
あ
り
、
計
時
母
法
庭
に
召
喚
し
て
其
の
信
仰
を
止
め
よ
と
説
ぎ
た
る
こ

と
あ
り
、
余
は
屡
々
彼
等
の
強
情
な
る
に
立
腹
し
て
一
型
の
下
に
彼
等
を

鞭
齢
せ
し
め
、
若
し
信
仰
を
止
む
べ
し
と
約
ふ
者
あ
れ
ば
余
は
得
欧
と
し

て
我
が
職
務
を
尽
く
し
た
る
如
く
思
ひ
て
喜
び
し
が
鞭
錘
に
も
尚
ほ
屈
せ

ず
し
て
約
は
ざ
る
者
は
約
ひ
し
者
の
為
に
尊
く
憂
ふ
る
も
の
二
如
く
、
或

は
之
を
戒
め
、
或
は
之
を
励
ま
し
、
時
と
し
て
は
人
を
催
れ
て
御
天
主
様

に
背
き
、
未
来
の
救
を
何
と
す
る
か
な
ど
、
叱
責
す
る
も
の
も
あ
り
、
其

の
口
上
の
憎
ら
し
き
が
為
に
一
層
強
く
鞭
錘
せ
し
め
た
る
こ
と
あ
り
、
今

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

よ
り
思
へ
ぽ
彼
等
は
實
に
善
き
信
仰
を
有
ち
た
る
も
の
に
て
あ
り
き
、
初

め
は
暴
力
を
以
て
其
の
信
念
を
破
ら
ん
と
せ
し
が
到
底
暴
力
は
功
な
し
と

認
め
た
れ
ば
後
に
は
長
き
苦
痛
に
堪
へ
ざ
ら
し
め
て
改
動
せ
し
め
ん
と
獄

　
　
　
　
　
　
〔
待
〕

吏
に
命
じ
て
其
の
侍
遇
を
苛
刻
に
し
、
衣
服
、
食
物
を
粗
末
に
し
、
障
子

破
れ
て
寒
風
吹
入
る
x
も
顧
み
ず
、
畳
破
れ
て
床
板
庵
る
玉
も
敢
て
修
め

ず
、
以
て
苦
痛
を
感
ぜ
し
め
ん
と
せ
り
、
一
目
余
が
巡
視
し
た
る
時
婦
女

子
の
一
組
は
其
の
寒
風
と
破
畳
と
を
余
に
訴
へ
て
修
繕
せ
ら
れ
ん
こ
と
を

乞
ひ
し
が
男
子
は
之
を
制
し
て
雨
露
を
さ
へ
凌
ぐ
を
得
ば
十
分
な
り
と
い

ひ
、
余
は
飽
く
ま
で
も
負
編
み
の
強
き
奴
か
な
と
思
ひ
し
が
是
も
又
信
仰

よ
り
出
つ
る
忍
耐
に
て
あ
り
し
な
り
、
今
よ
り
思
へ
ば
打
ち
痛
き
て
偽
り

誓
は
し
め
ん
よ
り
は
其
の
侭
返
し
遣
り
た
る
方
よ
か
り
し
も
の
を
し
と
、

あ
玉
、
彼
等
は
天
主
教
徒
な
り
、
吾
人
が
盲
従
、
迷
信
と
罵
る
天
主
教
徒

な
り
、
福
音
書
一
巻
、
書
信
一
篇
を
読
み
た
る
こ
と
な
き
天
主
教
徒
な
り
、

十
数
代
以
前
の
祖
先
は
知
ら
ず
、
彼
等
は
今
日
の
吾
人
の
如
く
安
息
日
毎

に
礼
拝
せ
ざ
り
し
、
又
養
は
れ
ざ
り
し
天
主
教
徒
な
り
、
斯
く
考
へ
来
ら

ば
吾
人
は
果
し
て
如
何
、
吾
人
は
「
信
仰
に
知
識
を
加
へ
」
た
る
信
徒
な
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り
、
座
右
に
聖
巻
を
置
き
て
公
然
読
唱
す
る
信
徒
な
り
、
安
息
日
毎
に
礼

拝
し
、
又
養
は
る
N
信
徒
な
り
、
然
る
に
少
し
く
一
家
に
小
風
波
を
生
ず

れ
ば
、
・
少
し
く
他
よ
り
誹
諦
せ
ら
る
れ
ば
、
長
官
の
眼
光
少
し
く
変
ず
れ

ば
、
社
會
よ
り
の
迫
害
少
し
く
一
身
に
加
は
れ
ば
忽
ち
蹟
き
、
昨
日
ま
で

の
「
兄
弟
」
は
今
日
悠
々
た
る
行
路
の
人
の
如
く
な
る
も
の
に
比
し
て
其

の
相
違
天
壌
も
留
な
ら
ざ
る
な
り
、
彼
等
は
「
最
も
掌
れ
る
復
生
を
得
べ

き
為
に
難
ら
れ
て
免
さ
る
と
と
を
肇
ざ
り
き
」
（
来
十
一
。
淵
五
）
、
吾
人

は
如
何
「
悪
を
争
ひ
拒
ぎ
柔
益
を
流
す
塁
ら
ず
」
（
藻
叶
二
）
、

彼
等
は
「
終
ま
で
忍
び
で
救
」
を
望
み
、
吾
人
は
「
教
の
為
に
患
難
あ
る

ひ
憲
め
ら
る
と
と
の
起
る
時
は
忽
ち
道
幸
く
者
」
（
太
十
三
。
廿
一
）
た
ら

ん
と
す
、
鑑
み
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
戒
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
　
光
二
年
七
月

　
廿
二
日
稿
、

第
百
五
十
三
章

主
の
十
字
架
は
苦
痛
の
緩
和
剤

基
督
曰
は
く
「
爾
曹
散
り
て
各
人
其
の
属
す
る
所
に
往
き
た
父
我
を
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

人
の
こ
さ
ん
然
れ
ど
我
ひ
と
り
を
る
に
あ
ら
ず
父
我
と
借
に
在
る
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ

わ
れ
此
の
事
を
一
曹
に
語
り
し
は
爾
曹
を
し
て
我
に
在
り
て
平
安
を
得

さ
せ
ん
が
為
な
り
爾
曹
世
に
在
り
て
悪
難
を
受
け
ん
然
れ
ど
催
る
x
勿

義
す
で
笹
に
勝
て
り
」
（
嘩
坐
雌

　
　
　
続
続
恥
か
記
　
第
十
巻

　
詩
に
曰
は
く
「
神
は
わ
れ
ら
の
避
所
ま
た
力
な
り
な
や
め
る
時
の
い
と

近
き
黎
り
」
（
咽
叶
六
）
、

基
督
を
信
ず
る
時
は
基
督
と
一
致
す
る
な
り
、
基
督
の
十
字
架
刑
の
吾
人

の
救
握
と
な
る
は
此
の
一
致
あ
る
が
故
な
り
、
吾
人
の
徳
の
次
第
に
進
歩

す
る
は
此
の
一
致
あ
る
が
故
な
か
、
吾
人
の
罪
に
勝
ち
て
義
を
行
ふ
の
力

は
此
の
一
致
よ
り
来
る
な
り
、
吾
人
が
患
難
に
堪
へ
得
る
は
其
の
患
難
を

一
人
に
て
荷
ふ
に
あ
ら
ず
、
基
督
と
一
致
せ
る
が
故
に
基
督
と
共
に
分
担

せ
る
［
が
故
］
に
よ
る
な
り
、
然
れ
ば
基
督
を
信
じ
て
一
致
す
る
時
は
よ

く
苦
痛
を
忍
び
得
る
こ
と
前
章
に
塗
る
天
主
教
徒
の
如
く
な
る
を
得
べ
し
、

實
に
信
仰
は
力
な
る
か
な
、

早
雪
教
會
の
創
立
せ
ら
れ
た
る
頃
広
島
県
の
人
に
て
石
井
勘
太
郎
と
い
ふ

人
あ
り
、
巡
査
を
勤
め
て
西
南
役
に
も
出
で
た
る
こ
と
あ
り
と
て
身
体
も

強
健
な
る
が
如
く
見
え
た
り
、
屡
々
教
會
に
出
入
し
て
遂
に
信
仰
を
起
し
、

明
治
十
一
年
七
月
十
四
日
バ
プ
テ
ス
マ
を
領
し
て
三
二
せ
り
、
性
穏
和
に

し
て
一
ト
通
り
の
教
育
も
あ
り
、
土
地
柄
の
然
ら
し
む
る
所
か
辮
舌
も
悪

か
ら
ず
、
後
、
伝
道
者
た
ら
ん
志
願
あ
り
て
神
学
校
に
通
学
す
る
こ
と
玉

な
り
し
が
不
幸
に
も
久
し
か
ら
ず
し
て
突
然
略
血
し
、
直
に
築
地
病
院
に

「
ド
ク
ト
ル
」
フ
ヲ
ー
ル
ズ
の
診
察
を
受
け
し
に
純
然
た
る
肺
病
な
り
と

の
こ
と
に
て
そ
れ
よ
り
同
院
に
入
り
て
治
療
を
受
け
し
が
病
勢
に
進
退
こ
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続
続
恥
か
記
　
第
十
巻

そ
あ
れ
、
次
第
に
衰
弱
し
ゆ
け
る
を
以
て
遂
に
所
澤
に
達
せ
る
伯
父
石
井

九
郎
氏
に
引
取
ら
れ
て
彼
の
地
に
移
り
ぎ
（
両
国
教
會
の
帳
簿
に
も
余
の

日
記
に
も
所
澤
と
な
く
し
て
多
摩
郡
前
澤
村
と
あ
り
考
ふ
べ
し
）
、
其
の

後
東
京
に
出
で
た
る
こ
と
二
回
十
四
年
の
春
上
京
し
た
る
時
の
如
き
少
し

も
病
あ
る
人
の
如
く
は
見
え
ず
、
帰
り
て
後
は
音
信
も
な
く
或
は
故
郷
に

で
も
帰
り
し
も
の
か
と
思
ひ
居
た
る
に
四
月
廿
九
目
午
後
四
時
（
両
国
教

會
の
帳
簿
に
は
三
月
十
九
目
と
あ
れ
ど
も
九
郎
氏
が
余
の
家
に
来
り
し
は

五
月
八
日
に
し
て
「
去
月
廿
九
日
」
と
云
ひ
た
れ
ば
四
月
な
る
べ
し
、
三

月
は
余
の
書
損
な
ら
ん
）
に
氏
の
家
に
て
死
し
た
る
由
九
郎
氏
五
月
八
日

に
余
が
家
に
訪
ひ
来
り
て
語
り
き
、
氏
は
未
だ
教
に
入
り
て
長
か
ら
ず
、

又
養
は
る
玉
道
も
少
か
り
し
が
其
の
篤
信
に
は
余
輩
の
感
じ
居
る
所
な
り
、

東
京
府
病
院
に
あ
り
て
は
自
己
の
看
護
婦
を
説
き
て
信
者
と
な
し
、
此
の

婦
人
は
後
日
本
橋
幻
出
に
属
し
居
り
た
り
、
九
郎
氏
の
家
に
引
取
ら
れ
て

よ
り
は
氏
を
説
き
て
信
者
と
な
し
た
り
、
九
郎
氏
の
語
る
所
に
よ
れ
ば
死

す
る
日
の
午
前
略
言
の
甚
し
き
が
為
に
呼
吸
す
る
を
得
ず
、
苦
痛
甚
し
く

七
転
八
倒
、
、
一
時
は
精
神
も
錯
乱
し
た
る
も
の
と
見
え
「
伯
父
さ
ん
、
殺

し
て
く
れ
」
と
ま
で
い
ひ
た
り
、
氏
は
静
に
其
の
心
得
ち
が
ひ
を
諭
し
、

基
督
の
十
字
架
を
思
は
便
何
と
て
忍
ば
れ
ざ
る
こ
と
あ
ら
ん
や
、
爾
は
既

に
信
仰
に
よ
り
て
世
に
勝
ち
た
る
も
の
な
り
」
と
云
ひ
き
か
せ
た
る
に
苦

痛
の
間
に
点
頭
き
て
「
如
何
に
も
然
う
だ
」
と
い
ひ
し
が
其
の
後
は
よ
く

忍
び
で
苦
痛
の
様
を
見
せ
ず
、
望
事
略
血
も
止
ま
り
し
午
後
三
時
頃
如
何

に
も
喜
ば
し
げ
に

　
　
　
、
花
景
色
あ
ゆ
む
間
も
な
く
．
天
国
の

　
　
　
　
　
　
救
主
の
側
に
す
玉
む
嬉
し
さ

と
口
吟
し
、
四
時
を
以
て
永
逝
せ
り
と
い
ふ
、
其
の
句
調
は
拙
し
と
い
へ

ど
も
其
の
信
仰
は
此
の
句
に
よ
り
て
見
る
べ
し
、
氏
は
九
郎
氏
の
一
言
に

て
発
明
す
る
所
あ
り
し
も
の
氏
の
信
仰
に
よ
り
て
世
に
勝
ち
し
を
医
す
る

に
絵
あ
る
べ
し
、

　
因
に
い
ふ
、
石
井
九
郎
氏
の
こ
と
に
つ
き
て
一
言
せ
ん
、
氏
は
前
よ
り

　
所
澤
に
住
し
、
勘
太
郎
馬
が
引
取
ら
る
玉
時
余
輩
は
初
φ
て
氏
の
ご
と

　
を
知
り
た
り
、
氏
は
勘
太
郎
氏
よ
り
道
を
聞
き
た
る
由
に
て
あ
る
目
上

京
し
、
ダ
ビ
ッ
ト
ソ
ン
教
師
を
訪
ひ
、
其
の
信
仰
を
告
白
し
、
直
に
帰
－

面
す
ぺ
け
れ
ば
と
て
ダ
氏
の
家
に
て
洗
礼
を
受
け
て
帰
れ
り
、
亙
れ
明

治
十
二
年
二
月
廿
入
日
の
こ
と
に
し
て
両
国
教
會
の
長
老
す
ら
其
の
面

を
知
ら
ず
し
て
過
ぎ
た
り
、
然
る
に
氏
は
別
段
に
養
は
る
瓦
道
を
得
ざ

り
し
も
信
ず
る
所
堅
か
り
し
と
見
え
、
所
感
某
寺
の
禅
僧
は
氏
よ
り
基

督
教
を
き
二
て
如
く
驚
き
、
あ
る
人
に
語
り
て
日
ふ
「
余
は
基
督
教
を

研
究
し
た
る
こ
と
な
け
れ
ど
も
石
井
氏
よ
り
き
二
て
確
に
其
の
教
の
高
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相
な
る
も
の
な
る
を
知
れ
り
、
若
し
石
井
氏
が
格
別
に
知
識
あ
り
、
才

能
あ
る
人
な
ら
ば
氏
の
説
く
所
、
其
の
知
識
、
才
能
よ
り
出
つ
る
も
の

と
す
べ
き
な
れ
ど
も
氏
に
し
て
彼
の
説
を
為
す
を
見
れ
ば
此
れ
基
督
教

の
力
た
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ず
」
と
、
此
の
言
に
よ
り
て
見
れ
ば
氏
は
善
く

我
が
教
を
理
解
し
た
り
と
見
え
た
り
、
　
計
二
年
七
月
廿
二
日
稿
、

第
百
五
十
四
章
　
　
悟
道
と
信
仰

　
基
督
、
信
徒
の
為
に
祈
り
て
曰
は
く
「
我
爾
に
彼
等
を
世
よ
り
取
り
た

　
ま
へ
と
祈
ら
ず
惟
か
れ
ら
を
守
り
て
悪
に
陥
ら
す
干
れ
と
祈
る
」

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@
　
（
稗
尋

世
人
は
佛
教
を
以
て
厭
世
教
と
為
し
、
基
督
教
を
以
て
楽
天
教
と
為
せ
り
、

固
よ
り
佛
教
に
楽
天
の
分
子
な
き
に
あ
ら
ず
、
基
督
教
に
厭
世
の
分
子
な

き
に
あ
ら
ず
と
い
へ
ど
も
其
の
大
鐙
の
主
義
に
至
り
て
は
世
人
の
言
當
ら

ざ
る
に
あ
ら
ず
、
近
頃
佛
教
徒
は
厭
世
主
義
と
認
め
ら
れ
て
活
動
世
界
よ

り
放
逐
せ
ら
れ
ん
ご
と
を
恐
れ
、
佛
教
中
の
楽
天
的
分
子
を
担
出
し
、
太

甚
し
き
に
至
り
て
は
佛
教
の
主
義
に
反
す
る
を
も
厭
は
ず
、
其
の
身
宗
教

家
、
即
ち
出
家
遁
世
の
身
に
あ
る
を
忘
れ
て
、
人
爵
を
羨
望
し
、
伯
爵
に

下
せ
ら
れ
し
を
法
門
の
恥
辱
と
な
さ
泊
る
の
み
な
ら
ず
、
尚
ほ
侯
爵
た
ら

ん
と
し
て
運
動
せ
り
と
さ
へ
聞
け
り
、
此
の
如
き
は
活
動
に
あ
ら
ず
、
．
楽

　
　
　
　
続
続
恥
か
記
　
第
十
巻

天
に
あ
ら
ず
、
大
々
的
俗
化
に
し
て
並
称
が
「
僧
は
俗
よ
り
出
で
N
俗
よ

り
も
俗
な
り
」
と
評
し
た
る
郵
相
を
見
る
べ
き
な
り
、
實
に
彼
等
の
大
部

分
は
俗
化
し
て
今
や
佛
教
の
精
神
は
彼
等
の
中
に
見
る
能
は
ざ
る
の
悲
境

　
ノ

に
沈
論
せ
り
、
彼
ら
の
中
に
は
此
の
如
き
宗
派
あ
り
と
い
へ
ど
も
此
は
是

・
れ
佛
憾
言
の
一
首
に
し
て
佛
教
の
主
義
に
あ
ら
ず
、
佛
教
は
何
れ
の
点
よ

り
見
る
も
遁
世
に
し
て
決
し
て
現
世
に
三
三
あ
る
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
、

よ
し
数
歩
を
譲
り
て
三
三
あ
り
と
す
る
も
彼
等
は
無
心
の
勢
力
に
服
す
る

運
命
な
り
と
諦
む
る
も
の
な
る
が
故
に
一
寸
前
は
暗
黒
に
し
て
院
議
も
希

望
あ
る
こ
と
な
し
、
之
に
反
し
て
基
督
教
は
有
心
の
神
に
服
す
る
摂
理
な

り
と
信
ず
る
が
故
に
死
後
は
光
明
に
し
て
充
溢
せ
る
希
望
を
抱
け
る
な
り
、

余
は
此
の
こ
と
に
つ
き
て
喜
の
音
第
十
六
巻
第
二
百
三
十
五
號
、
即
ち
明

治
三
十
年
十
月
一
日
の
紙
上
の
左
の
如
く
記
し
た
る
こ
と
あ
り
、
足
ら
ぬ

心
地
は
す
れ
ど
も
其
の
侭
に
謄
写
す
べ
し
（
但
し
少
し
く
補
ふ
所
あ
り
）
、

　
「
倦
人
間
と
い
ふ
も
の
は
此
の
苦
悩
の
あ
る
世
の
中
に
住
っ
て
居
ま
す
か

ら
如
何
な
る
人
で
も
苦
悩
を
借
る
玉
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
、
比
べ
て
見
れ

ば
彼
の
人
と
此
の
人
と
同
じ
や
う
で
は
な
く
、
格
別
に
多
く
苦
し
む
人
も

あ
れ
ば
格
別
に
少
い
人
も
あ
り
ま
す
、
が
、
ま
る
で
無
い
と
い
ふ
人
は
一

人
も
あ
り
ま
せ
ん
、
あ
る
人
は
金
が
澤
山
に
あ
っ
た
ら
苦
悩
は
あ
る
ま
い

と
思
ひ
ま
す
が
是
は
金
の
無
い
時
の
考
で
金
が
で
き
れ
ば
矢
張
相
當
の
苦
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続
続
恥
か
記
　
・
第
十
巻

悩
が
あ
り
ま
す
、
疑
ふ
人
が
あ
っ
た
ら
金
満
家
に
聞
い
て
御
覧
な
さ
い
、

種
類
こ
そ
違
ひ
ま
す
が
苦
悩
は
同
じ
こ
と
で
す
、
ま
た
あ
る
人
が
学
問
が

あ
っ
た
ら
苦
悩
は
無
い
、
あ
る
人
は
位
地
が
あ
っ
た
ら
と
思
ひ
ま
す
が
矢

張
い
け
ま
せ
ん
、
人
間
と
苦
悩
と
は
く
ッ
つ
い
た
も
の
で
す
か
ら
入
間
で

あ
っ
た
ら
金
満
家
で
も
学
者
で
も
律
管
で
も
決
し
て
変
り
は
あ
り
ま
せ
ん
、

實
に
人
間
は
苦
労
、
心
配
、
血
管
、
不
幸
の
器
で
ご
ざ
い
ま
す
、
そ
れ
だ

か
ら
釈
迦
は
老
病
苦
死
を
見
て
之
を
解
脱
し
や
う
と
い
ふ
発
心
を
し
て
妻

子
蟹
族
を
も
棄
つ
る
に
至
り
ま
し
た
、
佛
教
で
此
の
世
を
浮
世
と
い
ひ
、

火
宅
と
い
ひ
、
又
娑
婆
な
ど
い
ふ
は
皆
人
生
に
苦
悩
が
あ
る
か
ら
で
す
、

倦
此
の
や
う
に
世
界
は
苦
悩
の
所
だ
と
す
れ
ば
私
共
は
ど
う
し
た
ら
善
い

で
せ
う
か
、
こ
れ
は
人
生
に
と
っ
て
適
切
な
問
題
で
決
し
て
対
岸
の
火
災

視
す
る
訳
に
は
行
き
ま
せ
ん
、
此
う
い
ふ
適
切
な
問
題
で
す
か
ら
随
分
古

昔
か
ら
聖
賢
は
深
く
考
へ
て
秦
の
始
皇
は
早
福
に
命
じ
て
不
老
不
死
の
薬

を
探
さ
せ
、
漢
の
武
事
は
神
丹
を
煉
ら
う
と
し
た
の
で
す
、
，
然
し
世
界
と

苦
悩
と
は
不
可
分
的
関
係
が
あ
る
の
で
す
か
ら
此
の
世
界
の
も
の
で
あ
る

以
上
は
隣
る
二
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
、
然
ら
ば
「
し
か
た
が
無
い
」
と
し

て
断
念
め
ま
せ
う
か
、
然
様
、
若
し
真
に
断
念
め
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
一

種
の
薬
で
あ
っ
て
善
い
で
せ
う
、
佛
教
で
娑
婆
と
い
ふ
の
は
人
間
が
三
毒

心
煩
悩
を
忍
受
τ
な
け
れ
ば
な
ら
ん
こ
と
を
教
へ
る
の
で
忍
ん
で
黒
く
る
、

即
ち
「
し
か
た
が
無
い
」
と
断
念
め
る
の
で
す
、
然
し
断
念
め
る
と
い
ふ

に
つ
い
て
考
ふ
べ
き
こ
と
が
あ
り
ま
す
、
断
念
め
る
は
た
と
へ
ば
蝕
に
病

気
に
な
っ
て
死
ぬ
人
が
あ
る
と
し
ま
せ
う
、
其
の
人
は
生
者
必
滅
と
い
ふ

か
ら
生
れ
で
た
以
上
は
是
非
と
も
一
度
は
死
な
ね
ば
な
ら
ん
、
是
し
自
然

の
勢
で
あ
っ
て
如
何
と
も
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
其
の
勢
に
服
し
て

死
に
ま
せ
う
、
・
生
き
て
居
る
の
を
事
實
と
思
ふ
か
ら
死
ぬ
の
が
好
ま
し
く

な
い
が
生
き
て
居
る
と
思
ふ
の
は
迷
妄
だ
、
夢
だ
、
生
き
て
居
る
と
思
ふ

の
が
迷
妄
な
ら
今
正
覚
に
入
る
の
だ
、
夢
だ
か
ら
今
覚
め
る
の
だ
、
と
悟

っ
て
安
心
を
す
る
の
で
す
、
、
言
を
換
へ
て
い
ふ
な
ら
無
心
の
勢
力
に
支
配

さ
れ
て
居
る
か
ら
「
し
か
た
が
な
い
」
、
泣
い
て
も
吠
え
て
も
死
ぬ
時
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
と
り

死
ぬ
の
だ
、
解
れ
が
佛
教
の
悟
道
と
い
ふ
の
で
老
病
死
苦
に
対
し
て
此
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
と

念
を
用
み
る
の
で
す
、
老
病
死
苦
に
対
し
て
此
う
観
ず
る
の
で
す
か
ら
愛

し
い
、
可
愛
い
玉
、
悲
し
い
、
悪
い
、
な
ど
に
対
し
て
も
同
じ
こ
と
で
愛

し
い
も
迷
妄
、
悲
し
い
も
夢
、
無
明
の
中
に
漂
ふ
て
居
る
か
ら
法
界
に
出

る
こ
と
が
で
き
ん
、
．
一
度
法
界
に
出
る
な
ら
か
N
る
妄
執
を
去
る
か
ら
真

如
に
達
す
る
と
い
ふ
の
で
す
、
悟
道
を
開
く
と
い
ふ
と
立
派
に
聞
え
る
の

で
一
寸
人
を
隔
着
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
然
し
分
り
善
く
い
ふ
な
ら

感
覚
を
無
く
す
る
の
で
す
、
何
故
な
ら
人
と
い
ふ
も
の
は
感
覚
が
あ
る
の

で
愛
し
い
、
憎
い
が
あ
る
の
で
す
、
若
し
愛
し
い
、
憎
い
が
無
い
と
い
ふ
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な
ら
感
覚
を
無
く
し
た
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
、
此
の
通
り
感
覚
を

無
く
し
て
し
ま
ふ
な
ら
耳
目
鼻
口
が
無
い
と
同
じ
こ
と
で
す
か
ら
老
も
病

も
死
も
苦
も
感
ぜ
ら
れ
ん
や
う
に
な
る
筈
で
す
、
老
病
死
苦
に
つ
い
て
考

へ
る
と
此
の
無
感
覚
は
大
層
便
利
の
や
う
で
す
が
其
の
代
り
に
忠
、
孝
、
仁
、

義
な
ど
も
無
く
な
る
の
で
す
、
御
覧
な
さ
い
、
一
面
か
ら
は
至
極
便
利
の

や
う
だ
け
れ
ど
も
一
面
か
ら
見
る
と
悪
い
方
面
を
感
じ
な
い
か
ら
善
い
方

面
を
も
同
時
に
感
じ
な
く
な
る
の
で
す
、
あ
る
人
は
其
の
様
な
悟
道
は
真

正
の
も
の
で
な
い
、
忠
も
孝
も
あ
る
の
で
な
け
れ
ぽ
い
か
ん
と
い
ひ
ま
せ

う
、
鳥
尾
、
三
浦
、
山
岡
な
ど
の
悟
道
は
多
分
此
の
説
た
ら
う
と
見
え
ま

す
が
是
れ
は
鳥
尾
教
と
い
ふ
な
り
兎
に
霊
送
教
の
悟
道
な
り
ど
う
し
て
も

前
の
や
う
に
考
へ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
、
唐
辛
子
の
辛
味
を
感
じ
な
い

舌
な
ら
砂
糖
の
甘
味
も
感
じ
な
い
筈
で
す
、
打
た
れ
る
の
が
痛
く
な
い
身

体
な
ら
掻
い
て
も
善
い
心
地
は
し
な
い
の
で
す
、
若
し
妻
子
を
愛
す
る
愛

が
な
く
な
る
な
ら
國
を
愛
す
る
愛
は
何
方
に
あ
り
ま
せ
う
か
、
人
に
蹴
倒

さ
れ
て
残
念
に
思
ふ
心
が
な
い
な
ら
人
の
親
切
を
謝
す
る
心
も
、
人
の
善

行
を
賞
す
る
心
も
無
い
筈
で
す
、
夫
故
佛
教
の
や
う
に
悟
る
な
ら
悪
を
為

さ
ん
通
り
善
を
も
為
さ
ん
、
善
で
も
義
で
も
択
ん
で
為
さ
う
と
い
ふ
心
が

あ
れ
ば
無
我
無
心
の
境
に
達
し
た
の
で
な
く
、
ま
だ
妄
執
の
中
に
居
る
の

で
す
、
此
の
や
う
に
忠
孝
仁
義
も
共
に
無
く
な
り
ま
す
な
ら
佛
教
と
し
て

　
　
　
　
続
続
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は
善
い
も
の
か
知
り
ま
せ
ん
が
人
を
人
間
と
見
て
考
へ
て
は
ト
ン
ト
価
値

の
無
い
も
の
で
す
、
私
共
は
苦
悩
を
感
じ
た
く
な
い
が
去
り
と
て
之
を
感

じ
な
く
な
れ
ば
動
く
死
人
と
同
様
で
す
か
ら
其
の
様
な
悟
道
は
欲
し
く
あ

り
ま
せ
ん
、
私
共
は
十
分
に
鋭
敏
な
感
覚
を
以
て
居
て
老
病
死
苦
に
恐
れ

ず
、
負
け
ず
、
其
の
上
に
忠
で
も
孝
で
も
愛
で
も
義
で
も
何
方
ま
で
も
発

達
さ
せ
て
人
間
ら
し
く
働
き
た
い
の
で
す
、
言
を
換
へ
て
い
ふ
な
ら
鋭
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何

忠
愛
の
心
を
持
っ
て
居
て
、
否
、
實
著
し
て
そ
れ
で
苦
悩
を
［
為
］
と
も

思
は
ん
や
う
に
し
た
い
の
で
す
、
私
共
が
然
う
な
ら
な
け
れ
ば
人
間
の
用

を
為
し
ま
せ
ん
か
ら
基
督
の
教
へ
た
所
は
全
く
佛
教
と
其
の
趣
を
異
に
し

て
居
ま
す
、
聖
書
の
中
に
信
徒
を
指
し
た
言
を
見
る
と
其
の
こ
と
嫁
明
白

で
亥
一
、
二
の
例
塞
げ
ま
萱
「
警
は
彼
の
身
至
り
」
（
鉾

三
Y
「
其
の
嬬
」
（
黙
十
九
。
七
全
円
一
。
九
）
、
「
わ
選
わ
薪
婦
」
（
婁
．
）
、

「
難
せ
ら
れ
た
る
潔
き
女
」
（
寄
宮
十
一
。
ご
）
、
「
神
の
室
」
（
濡
三
Y
（
轍

二
¢
（
弗
二
。
廿
一
）
、
「
言
置
」
（
濡
三
）
、
「
淳
る
神
の
城
」
（
著

津
（
峨
ぎ
、
「
わ
が
鵠
」
（
謹
。
）
、
「
わ
藁
わ
が
緯
わ

が
鏡
わ
が
巻
き
も
の
」
（
肇
二
丁
族
」
（
佛
た
．
）
、
「
神
の
羊
又

は
桑
僻
右
＋
）
、
「
輩
」
（
約
十
。
一
六
）
、
「
羊
の
群
」
（
蠕
五
Y

薗
」
（
難
．
Y
の
袈
視
た
ま
へ
、
一
個
で
も
慧
覚
不
生
産

的
、
非
受
愛
惜
、
無
常
的
、
厭
世
的
、
遁
世
的
は
あ
り
ま
せ
ん
、
巳
に
基
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督
の
教
は
佛
教
と
人
生
観
を
全
く
異
に
し
て
居
ま
す
か
ら
悲
哀
的
の
分
子

は
少
く
、
　
「
善
べ
、
楽
し
め
」
と
い
ふ
こ
と
が
目
を
突
く
程
澤
山
あ
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
し
し
　
　
　
　
　
　
　
せ

で
す
、
基
督
は
「
人
選
曹
を
訴
諄
り
ま
た
努
め
、
偽
り
て
各
様
の
悪
言
を

い
は
を
其
の
時
は
美
景
萱
喜
び
楽
し
め
」
（
蔭
与
薮
へ
、

パ
ゥ
・
は
「
購
こ
れ
の
み
な
ら
ず
患
讐
も
墜
凪
・
を
准
り
」
（
羅
五
。
三
）
と

い
ひ
ま
七
た
、
然
ら
ば
基
督
教
徒
は
一
種
特
別
の
人
情
を
有
っ
て
居
て
、

人
の
痛
い
と
感
ず
る
こ
と
を
快
い
と
感
じ
、
人
の
悲
し
い
こ
と
が
面
白
い

の
で
せ
う
か
、
否
、
基
督
教
徒
だ
と
て
魔
法
つ
か
ひ
で
は
な
し
、
又
人
情

が
別
と
い
ふ
で
も
な
し
、
痛
い
こ
と
は
矢
張
痛
い
、
首
斬
ら
れ
玉
ぽ
矢
張

死
に
ま
す
、
然
し
絃
に
信
者
に
は
人
の
知
ら
な
い
一
種
の
力
が
あ
る
の
で

す
、
即
ち
神
を
信
じ
て
一
神
を
有
心
の
神
（
無
心
の
勢
力
で
は
あ
り
ま

せ
ん
）
と
信
じ
、
「
神
の
全
能
、
全
判
で
人
を
愛
す
る
と
信
じ
、
神
は
此
の

全
能
、
全
層
を
も
つ
て
世
を
支
配
し
た
ま
ふ
か
ら
善
い
も
悪
い
も
神
の
聖

旨
の
行
は
る
玉
こ
と
な
り
、
嬉
し
い
も
悲
し
い
も
此
の
恩
恵
あ
る
神
の
摂

理
（
止
む
を
得
さ
る
必
然
の
道
理
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）
な
り
と
信
じ
、
尚

ほ
其
の
上
に
信
仰
に
よ
っ
て
基
督
に
一
致
し
た
か
ら
罪
を
赦
さ
れ
て
永
生

を
与
へ
ら
れ
、
天
を
我
が
物
と
す
る
一
大
希
望
を
抱
い
て
居
り
、
　
「
わ
が

生
け
る
塞
督
の
嚢
た
死
ぬ
る
も
我
が
益
な
り
」
（
腓
一
。
廿
一
）
恵
ふ
て

神
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
う
、
一
寸
考
へ
る
と
「
無
心
の
勢
力
」
に

服
す
る
も
、
　
「
神
の
摂
理
」
に
服
す
る
も
似
で
居
る
や
う
で
す
が
服
す
る

者
の
芽
に
と
っ
て
は
大
分
ち
が
ひ
ま
す
、
　
「
し
か
た
が
無
い
と
あ
き
ら
め

る
」
の
は
消
極
的
で
「
そ
れ
ッ
き
り
」
で
す
、
然
し
神
の
摂
理
に
服
す
る

の
は
神
に
服
す
る
の
だ
か
ら
十
分
に
希
望
を
も
つ
こ
と
が
で
き
ま
す
、
別

計
が
「
わ
が
心
霞
疑
し
」
（
寄
後
記
。
六
）
と
い
っ
た
の
も
此
か
る
希
望

を
も
つ
た
か
ら
で
す
、
分
り
よ
い
為
に
讐
喩
を
あ
げ
て
見
ま
せ
う
、
世
の

中
に
地
震
、
火
事
、
洪
水
、
海
囎
、
病
、
老
、
死
、
苦
な
ど
は
人
が
恐
ろ

し
い
も
の
、
怖
い
も
の
と
ま
う
し
ま
す
、
9
た
し
か
に
然
う
に
ち
が
ひ
あ
り

ま
せ
ん
、
然
し
お
考
へ
な
さ
い
、
其
の
恐
ろ
し
い
の
は
地
震
其
の
物
が
恐

ろ
し
い
の
で
は
な
く
て
其
の
害
が
恐
ろ
し
い
の
で
す
、
若
し
焼
け
る
だ
ら

う
と
い
ふ
家
も
な
く
、
其
の
身
に
害
の
及
ば
ん
空
中
に
で
も
あ
っ
て
大
火

事
を
見
て
居
た
ら
怖
く
な
い
ど
こ
ろ
か
却
っ
て
面
白
く
思
ふ
か
も
知
れ
ま

せ
ん
、
御
覧
な
さ
い
、
地
震
、
火
事
は
其
の
物
が
恐
ろ
し
い
の
で
な
く
て

其
の
害
が
怖
い
の
で
す
、
是
と
同
じ
道
理
で
人
は
老
病
死
苦
が
恐
ろ
し
い

と
思
ひ
ま
す
が
矢
張
恐
ろ
し
い
と
い
ふ
の
は
其
れ
か
ら
生
ず
る
結
果
が
恐

ろ
し
い
の
で
す
、
次
第
に
人
が
老
い
て
牲
く
な
ら
身
体
の
力
が
減
じ
る
、

死
に
近
づ
く
、
病
が
あ
れ
ば
苦
し
い
、
或
は
死
ぬ
か
も
知
れ
ん
、
死
ぬ
な

ら
妻
子
春
族
と
団
涌
し
て
楽
し
む
こ
と
が
で
き
な
い
、
計
画
し
た
事
業
も

途
中
で
止
め
る
こ
と
に
な
る
、
苦
し
い
こ
と
が
あ
れ
ば
長
く
泣
か
な
け
れ
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ば
な
ら
ん
、
薄
れ
が
恐
ろ
し
い
の
で
す
、
然
し
基
督
の
約
束
を
信
じ
て
常

に
其
の
約
束
に
慰
め
ら
れ
、
其
の
恩
寵
に
励
ま
さ
れ
て
居
れ
ば
其
の
喜
楽

の
為
に
老
病
死
苦
其
の
他
の
叢
書
も
取
消
さ
れ
て
し
ま
ひ
ま
す
、
私
は
幼

少
の
三
田
に
連
れ
ら
れ
て
劉
に
往
く
と
な
っ
た
時
出
立
の
前
夜
は
少
し

も
眠
く
な
く
て
却
っ
て
寝
ら
れ
ん
の
を
困
り
ま
し
た
、
江
戸
に
往
く
嬉
し

さ
に
眠
い
の
を
思
は
な
ん
だ
の
で
す
、
神
の
貴
い
御
約
束
を
深
く
信
じ
、

神
の
御
旨
に
善
く
任
せ
る
時
は
世
の
苦
悩
は
大
に
軽
め
ら
れ
て
殆
ど
感
じ

な
い
の
で
す
、
人
が
歌
舞
音
曲
で
楽
し
む
の
は
何
で
す
か
、
其
の
楽
し
み

で
暫
く
他
の
苦
労
を
忘
れ
る
の
で
す
、
神
を
信
ず
る
も
の
は
神
の
恩
と
愛

と
を
楽
し
む
か
ら
世
の
苦
悩
を
感
じ
な
い
の
で
す
、
然
し
然
う
い
ふ
と
老

病
苦
は
そ
れ
で
善
い
と
し
て
も
死
ん
だ
ら
ど
う
す
る
か
、
死
ぬ
な
ら
神
の

恩
も
愛
も
約
束
も
感
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ら
う
と
い
ふ
人
が
あ
る
か

知
り
ま
せ
ん
が
其
所
が
基
督
教
の
カ
で
す
、
基
督
教
で
は
死
後
に
永
遠
の

、
生
命
の
あ
る
こ
と
を
教
へ
ま
す
、
唯
永
生
が
あ
る
の
み
で
な
く
其
の
永
生

は
極
め
て
幸
福
な
も
の
で
、
天
の
最
小
の
幸
福
で
も
世
の
最
大
の
幸
福
よ

り
も
優
る
こ
と
を
教
へ
て
あ
り
ま
す
、
基
督
が
バ
プ
テ
ス
マ
の
ヨ
ハ
ネ
の

こ
と
に
つ
い
て
「
天
満
の
最
と
小
さ
き
も
の
も
彼
よ
り
は
大
な
る
な
り
」

（三O
と
姦
へ
な
三
た
こ
と
か
ら
分
り
ま
萱
そ
れ
ゆ
ゑ
蕃

の
信
者
で
あ
っ
て
死
を
恐
れ
る
人
は
あ
り
ま
せ
ん
、
善
い
信
者
の
歌
ふ
た

　
　
　
　
続
続
恥
か
記
　
第
十
巻

言
を
お
き
二
な
さ
い
、
　
「
神
わ
れ
を
受
け
た
ま
ふ
ぺ
け
れ
ば
我
が
霊
魂
を

あ
が
な
ひ
転
置
の
ち
か
ら
よ
り
膿
か
れ
し
め
た
ま
は
ん
」
（
無
位
九
Y

「
悪
者
は
其
の
悪
の
う
ち
に
て
亡
ぼ
さ
れ
義
者
は
其
の
死
ぬ
る
時
に
も
望

あ
り
」
（
箴
十
四
。
母
二
）
、
「
死
ぬ
る
日
は
生
る
自
に
薯
」
（
潜
戸
）
、
「
死
よ

爾
の
刺
婆
に
あ
り
ゃ
陰
府
よ
爾
の
勝
箋
に
在
り
や
」
（
謡
蓋
Y

此
か
る
信
仰
を
有
つ
こ
と
が
で
き
ま
す
か
ら
信
者
の
死
は
寂
滅
で
な
く
、

浬
藥
で
な
く
、
生
命
に
入
る
門
で
す
、
ス
テ
パ
ノ
か
殺
さ
る
N
時
「
主
耶

姻
よ
わ
が
霧
を
納
け
た
ま
へ
」
（
徒
七
。
五
十
九
）
と
呼
ん
で
従
容
迫
ら
ず
再

び
脆
い
て
「
主
よ
此
の
罪
を
彼
等
に
負
は
し
む
る
垂
れ
」
と
祈
り
な
が
ら

死
ん
だ
の
は
天
の
希
望
に
満
た
さ
れ
て
居
た
か
ら
で
す
、
佛
教
と
基
督
教

と
其
の
安
心
の
趣
に
相
違
あ
る
こ
と
を
知
る
為
に
述
べ
て
お
き
た
い
こ
と

が
あ
り
ま
す
、
此
の
こ
と
は
恥
か
記
の
中
に
か
い
た
や
う
な
気
が
す
る
の

で
探
た
が
見
え
な
い
の
で
か
き
ま
す
、
或
は
重
復
し
て
居
る
か
も
知
れ
ま

せ
ん
、
明
治
十
年
鹿
児
島
の
乱
の
始
ま
る
前
に
東
京
か
ら
巡
査
を
辞
し
て

鹿
児
島
に
帰
っ
た
若
者
が
数
人
あ
り
ま
し
た
、
然
る
に
私
学
校
の
生
徒
等

は
彼
等
が
辞
職
帰
鎖
し
た
理
由
の
明
白
で
な
か
っ
た
所
か
ら
大
久
保
内
務

郷
の
内
命
で
西
郷
先
生
を
刺
し
に
来
た
の
だ
と
遂
に
捕
へ
て
牢
に
入
れ
、

實
を
吐
け
と
ひ
ど
く
苛
責
し
ま
し
た
、

　
　
凡
て
秘
密
に
属
し
た
れ
ば
其
の
真
相
は
知
る
に
よ
し
な
し
と
い
へ
ど
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も
四
二
、
桐
野
、
欄
園
丁
に
反
意
あ
り
し
ご
と
は
後
に
明
白
に
な
り

　
　
た
り
、
其
の
年
六
七
月
頃
独
逸
國
よ
り
西
郷
等
の
注
文
な
り
と
て
小

　
　
銃
一
萬
挺
を
舶
載
し
来
り
し
事
實
あ
り
、
而
し
て
其
の
注
文
の
時
日

　
　
は
西
南
役
開
始
の
前
に
あ
り
た
り
、
是
の
如
く
な
れ
ば
大
久
保
侯
の

　
　
慧
眼
疾
く
之
を
看
破
し
、
先
ん
ず
れ
ば
之
を
制
す
、
内
命
と
ま
で
に

　
　
は
あ
ら
ざ
る
も
以
心
伝
心
的
に
帰
國
せ
し
め
た
る
も
知
る
べ
か
ら
ず
、

此
の
若
者
の
中
に
は
中
原
尚
雄
？
、
樋
脇
盛
苗
、
末
広
直
方
な
ど
い
ふ
人

が
あ
り
ま
し
た
、
此
の
人
々
は
何
程
苛
費
せ
ら
れ
て
も
白
状
を
し
な
い
の

で
私
学
校
党
は
益
々
怒
っ
て
残
酷
極
ま
る
こ
と
を
し
ま
し
た
、
現
に
樋
脇

氏
は
今
も
右
の
手
が
曲
っ
た
ぎ
り
自
由
が
き
玉
ま
せ
ん
、
其
の
時
か
ね
て

藩
法
－
殊
に
浄
土
真
宗
を
嫌
っ
て
居
る
若
者
は
其
の
頃
鹿
児
島
に
居
合

は
せ
た
真
宗
の
僧
侶
大
洲
翼
然
を
も
捕
へ
て
同
じ
く
牢
に
入
れ
て
お
き
ま

し
た
が
、
三
目
責
め
る
、
ど
う
し
て
も
白
状
し
な
い
の
で
乱
暴
に
も
殺
し

て
し
ま
は
う
と
決
心
し
ま
し
た
、
若
い
人
た
ち
も
最
早
今
夜
は
殺
さ
れ
る

だ
ら
う
と
覚
悟
を
し
た
の
で
す
が
そ
れ
な
ら
何
か
有
難
い
法
門
に
て
も
聞

か
ん
も
の
と
同
監
の
大
洲
氏
に
「
何
か
安
心
の
で
き
る
や
う
な
こ
と
に
て

も
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
」
と
請
ひ
ま
し
た
、
す
る
と
大
洲
氏
は
力
な
げ
に

「
斯
う
な
っ
て
は
も
う
工
法
は
し
や
う
が
あ
り
ま
せ
ん
」
と
答
へ
た
の
で

皆
大
に
失
望
し
た
さ
う
で
す
、
彼
の
人
々
が
幸
に
助
か
っ
て
牢
を
出
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ

き
大
洲
氏
も
大
に
前
言
を
悔
い
た
と
見
え
て
「
ど
う
ぞ
彼
の
こ
と
は
他
言

し
な
い
で
く
た
さ
い
」
と
い
っ
て
皆
承
知
し
た
さ
う
で
す
が
此
の
若
者
の

中
に
後
、
基
督
信
徒
に
な
っ
て
蝕
法
の
力
の
な
い
の
を
知
っ
て
教
會
の
人

に
話
し
て
そ
れ
で
私
の
耳
に
も
は
い
っ
た
の
で
す
、
大
洲
茂
が
「
し
や
う

が
あ
り
ま
せ
ん
」
と
い
っ
た
の
は
佛
教
に
安
心
す
る
道
が
無
い
と
い
っ
た

の
で
は
な
く
、
自
分
だ
け
は
安
心
し
た
と
し
て
も
斯
う
い
ふ
場
合
に
一
時

間
や
、
二
時
間
佛
教
的
安
心
法
－
即
ち
悟
道
を
語
っ
た
か
ら
と
て
、
修

養
の
功
を
要
す
る
も
の
は
呑
込
め
や
う
筈
が
な
い
、
然
う
か
と
い
っ
て
大

洲
氏
は
真
宗
で
あ
っ
て
も
阿
彌
陀
様
に
救
は
れ
る
と
い
ふ
こ
と
、
極
楽
往

生
と
い
ふ
こ
と
は
信
じ
な
い
で
せ
う
、
そ
れ
ゆ
ゑ
止
む
を
得
ず
「
し
や
う

が
な
い
」
と
い
ひ
ま
し
た
、
然
し
是
は
大
洲
氏
が
悪
い
の
で
は
な
い
、
佛

教
が
然
う
い
う
教
義
な
の
で
す
、
こ
れ
で
佛
教
の
悟
道
の
ト
ン
ト
頼
み
に

な
ら
ん
こ
と
が
分
り
ま
せ
う
、

　
　
余
は
大
洲
氏
の
こ
と
を
聞
き
て
岩
瀬
な
ら
ん
と
信
ず
、
然
し
余
が
直

　
　
接
に
聞
き
た
る
こ
と
に
あ
ら
ざ
れ
ば
誰
に
か
問
ひ
て
確
め
お
か
ん
と

　
　
思
ひ
為
し
に
幸
に
昨
日
本
県
知
事
末
弘
氏
を
訪
ふ
用
事
あ
り
た
れ
ば

　
　
之
を
質
し
た
る
に
同
氏
は
大
洲
践
と
監
を
異
に
し
て
収
容
せ
ら
れ
時

　
　
々
曳
く
ら
ゐ
は
見
た
れ
ど
も
談
話
し
た
る
こ
と
も
な
く
、
今
、
御
話

　
　
の
や
う
な
こ
と
は
曽
て
中
間
の
者
よ
り
も
聞
き
た
る
こ
と
な
か
り
き
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と
い
ひ
ぬ

然
れ
ば
よ
し
力
営
門
の
口
か
ら
出
た
こ
と
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
あ
の
場

合
に
あ
の
請
が
あ
れ
ば
あ
の
答
よ
り
外
に
な
い
の
が
佛
教
で
す
、
却
っ
て

一
言
で
返
答
し
て
真
に
安
心
さ
せ
る
や
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
ら
佛
教
の
真

意
に
は
反
い
た
も
の
で
す
、
之
に
反
し
て
佐
久
間
嘉
七
氏
が
實
験
し
た
こ

と
が
あ
る
の
で
挙
げ
ま
せ
う
、
佐
久
間
氏
は
維
新
前
に
横
神
明
前
で
岡
田

屋
と
い
ふ
立
派
な
書
店
で
し
た
が
若
い
時
か
ら
心
懸
義
塾
に
は
い
っ
て
英

書
を
読
み
、
昔
の
町
人
と
し
て
は
学
者
で
す
、
然
し
此
の
学
問
が
身
を
誤

ま
る
本
に
な
っ
て
商
売
が
い
や
に
な
り
、
学
者
で
身
を
立
て
や
う
と
維
新

後
に
家
も
地
面
も
売
っ
て
其
の
金
で
洋
行
す
る
と
ツ
て
長
崎
に
帯
き
ま
し

た
、
す
る
と
朋
友
が
氏
の
為
に
得
策
で
な
い
と
思
っ
て
厳
し
く
之
を
止
め

た
の
で
す
、
氏
も
朋
友
の
忠
告
を
膨
れ
て
洋
行
は
止
め
と
決
心
し
て
東
京

に
帰
る
つ
も
り
で
船
に
乗
り
ま
し
た
、
場
所
も
時
も
き
エ
ま
せ
ん
で
し
た

が
あ
る
日
洋
中
で
何
事
か
船
中
に
大
騒
動
が
始
ま
り
ま
し
た
、
何
か
と
思

っ
て
甲
板
に
出
て
尋
ね
や
う
と
す
る
と
忽
ち
部
屋
の
口
は
外
か
ら
締
め
ら

れ
た
の
で
戸
を
叩
き
な
が
ら
大
声
を
あ
げ
て
其
の
理
由
を
尋
ね
る
と
大
変

で
す
、
船
の
中
で
今
、
火
事
が
始
ま
っ
た
の
で
消
防
に
尽
力
中
、
客
の
甲

板
に
出
る
こ
と
は
許
さ
ん
の
で
暫
く
待
て
と
の
こ
と
で
し
た
、
佐
久
間
氏

は
斯
う
き
い
た
か
ら
弥
々
た
ま
り
ま
せ
ん
、
ま
す
一
強
く
戸
を
叩
い
て
、

　
　
　
　
続
続
恥
か
記
　
第
十
巻

火
事
な
ら
尚
々
早
く
出
し
て
も
ら
は
な
け
れ
ぽ
な
ら
ん
と
、
一
生
懸
命
、

大
も
が
き
に
も
が
い
て
独
り
大
騒
動
を
や
り
ま
し
た
、
其
の
時
一
，
人
相
乗

の
外
国
人
が
居
た
の
で
す
が
乗
船
の
時
か
ら
日
夜
面
を
あ
は
せ
て
談
話
も

・
し
て
居
た
人
で
す
、
其
の
外
人
は
佐
久
間
氏
の
叢
り
に
騒
ぐ
の
を
見
て
、

近
い
て
云
ひ
ま
し
た
、
　
「
船
火
事
が
始
ま
っ
た
ら
素
人
が
出
て
も
用
に
は

立
ち
ま
せ
ん
、
船
火
事
は
陸
と
ち
が
っ
て
遁
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
か
ら

黙
し
て
成
行
き
を
待
つ
の
み
で
す
、
甚
し
く
な
れ
ば
火
に
焼
け
る
か
、
水

に
溺
れ
る
か
二
者
の
一
、
ど
う
せ
生
命
は
危
い
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
、
唯
其
の
成
行
き
を
神
の
御
手
に
お
任
せ
な
さ
い
、
然
う
す
れ
ば

安
心
が
な
り
ま
せ
う
」
と
、
佐
久
間
氏
は
其
の
語
と
い
ひ
、
態
度
と
い
ひ
、

詰
り
不
思
議
な
の
で
自
分
の
迷
ふ
て
居
る
の
は
思
は
ず
に
、
此
の
人
は
精

神
が
ど
う
か
し
て
居
る
の
だ
ら
う
と
思
っ
た
さ
う
で
す
、
然
し
其
の
中
に

火
事
は
本
物
に
な
ら
ず
に
済
ん
で
一
同
大
安
心
を
し
た
の
で
す
が
佐
久
間

氏
は
騒
動
の
し
ま
っ
た
後
に
其
の
外
国
人
に
仔
細
を
問
ひ
ま
し
た
、
す
る

と
こ
の
外
乱
人
は
宣
教
師
で
あ
っ
て
深
く
基
督
を
信
ず
る
人
、
死
の
危
険

に
遭
遇
し
た
時
十
分
基
督
に
依
頼
し
て
あ
る
か
ら
未
来
の
生
命
を
望
ん
で

安
心
し
て
居
た
と
い
ふ
こ
と
を
き
玉
ま
し
た
、
佐
久
間
氏
は
宣
教
師
の
談

話
を
き
玉
、
其
の
平
静
を
見
て
大
に
感
じ
、
其
の
後
露
月
町
の
教
會
で
道

を
研
究
し
て
信
者
に
な
り
ま
し
た
、
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其
の
宣
教
師
の
名
を
聞
き
隠
し
た
る
と
佐
久
間
氏
が
少
し
く
脳
に
異

　
　
状
あ
り
て
時
々
酒
に
溺
れ
て
全
く
不
信
者
の
如
く
な
る
は
大
に
遺
憾

　
　
と
す
る
所
な
り
、

此
の
二
個
の
實
例
を
考
へ
た
ら
佛
教
の
悟
道
と
基
督
教
の
信
仰
と
全
く
違

ふ
こ
と
が
御
分
り
に
な
り
ま
せ
う
、
続
々
恥
か
三
三
二
章
、
第
百
十
五
章

及
び
第
百
廿
三
章
を
御
覧
に
な
る
と
一
層
明
白
に
な
り
ま
せ
う
、
・

明
治
四
年
の
春
な
り
し
が
余
は
父
と
共
に
上
京
し
て
浜
町
の
藩
邸
に
あ
り
、

慰
み
に
鶏
二
三
羽
を
飼
ひ
し
に
あ
る
時
雛
十
謬
言
を
鱒
化
せ
し
め
た
る
に

牝
鶏
は
目
々
餌
を
ひ
ろ
ひ
て
雛
に
与
へ
し
が
あ
る
目
一
羽
の
高
田
に
空
中

よ
り
下
し
来
り
て
其
の
雛
を
つ
か
ま
ん
と
せ
り
、
・
牝
鶏
は
不
思
議
の
声
を

出
た
す
と
思
へ
ば
其
の
近
傍
に
散
在
し
た
り
し
雛
ば
四
方
よ
り
一
斉
に
牝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
待
〕

鶏
の
翼
下
に
潜
み
、
一
羽
も
見
る
能
は
ざ
る
に
至
り
、
平
生
牝
鶏
を
虐
侍

し
て
困
り
し
牡
鶏
も
牝
鶏
の
傍
に
立
ち
て
鳶
に
対
ひ
、
鳶
は
失
望
し
て
何

方
に
か
飛
び
ゆ
き
て
雛
は
皆
無
事
な
る
を
得
た
り
、
基
督
は
信
徒
の
為
に

恰
も
雛
に
謬
る
牝
鶏
の
如
し
、
常
に
危
険
、
災
難
、
困
難
、
心
痛
を
守
り

た
ま
へ
り
、
若
し
信
仰
に
よ
り
て
其
の
御
宇
の
下
に
あ
ら
ば
吾
人
は
真
に

安
心
な
る
を
得
べ
し
、
基
督
は
エ
ル
サ
レ
ム
の
人
々
の
其
の
保
護
に
依
頼

せ
ざ
り
し
時
「
臆
、
－
エ
ル
サ
レ
ム
よ
、
エ
ル
サ
レ
ム
よ
、
…
…
話
調
の
雛

を
翼
の
下
に
集
む
る
が
如
く
我
爾
の
赤
子
を
集
め
ん
と
せ
し
こ
と
幾
次
ぞ

や
然
れ
と
薯
は
好
ま
ざ
り
き
」
（
太
廿
三
。
計
七
）
と
慷
慨
の
涙
を
響
た
ま
．

ヘ
レ
、
諸
士
、
御
翼
の
下
に
あ
る
安
心
を
得
る
に
意
な
き
や
否
。
　
計
二

　
年
七
月
廿
五
日
稿
、

第
百
五
十
五
章

フ
ル
ペ
ッ
キ
博
士
の
謙
徳
、

　
箴
言
に
曰
は
く
「
驕
傲
は
滅
亡
に
さ
き
だ
ち
誇
る
心
は
傾
朕
に
さ
き
だ

つ
」
（
十
六
。
十
八
）
、

　
詩
に
曰
は
く
「
謙
る
者
は
國
を
つ
ぎ
又
平
安
の
ゆ
た
か
な
る
を
楽
し
ま

ん
」
（
計
七
。
十
一
）
、

謙
を
美
徳
と
せ
ざ
る
も
の
な
く
、
謙
に
利
あ
る
を
知
ら
ざ
る
も
の
な
し
、

然
れ
ど
も
謙
の
美
な
る
は
外
観
的
に
あ
ら
ず
、
謙
の
利
は
世
俗
的
に
あ
ら

ざ
る
が
故
に
外
観
を
好
め
る
俗
物
に
於
て
は
屡
々
驕
傲
を
以
て
真
正
の
大

と
な
ぜ
る
が
如
し
、
ヨ
ハ
ネ
は
騎
駄
の
毛
衣
を
着
し
、
革
帯
を
し
め
、
蛙

と
野
蜜
と
を
食
物
と
せ
り
、
俗
物
ば
之
を
見
て
大
な
ら
ず
と
し
、
鬼
に
慧

か
れ
た
る
者
と
な
し
た
り
、
然
れ
ど
も
「
智
慧
は
智
慧
の
子
に
義
と
せ
ら

る
」
、
神
は
彼
を
以
て
大
な
り
と
し
、
「
婦
の
生
み
た
る
者
の
中
い
ま
だ
バ

プ
テ
ス
マ
の
ヨ
ハ
ネ
よ
り
人
な
る
者
は
起
ら
ざ
り
き
」
と
教
へ
た
ま
へ
り
、

然
れ
ば
誇
る
べ
き
は
富
貴
、
位
階
に
あ
ぢ
ず
し
て
自
治
、
自
制
に
あ
り
、

若
し
人
真
に
謙
る
も
の
な
り
し
な
ら
ぼ
識
者
は
必
ず
其
の
美
を
見
、
謙
者
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鳳
必
ず
自
ら
制
す
る
所
あ
る
べ
き
な
り
、

余
が
師
フ
ル
ペ
ッ
キ
先
生
は
我
が
國
に
渡
来
せ
る
年
代
に
於
て
、
其
の
学

識
に
於
て
、
我
が
政
府
に
重
用
せ
ら
れ
た
る
に
於
て
、
其
の
年
齢
に
於
て
、

宣
教
師
の
無
二
の
利
器
た
る
和
語
に
於
て
先
輩
た
り
き
、
然
れ
ど
も
先
生

は
天
性
の
美
質
に
基
督
の
感
化
を
以
て
し
た
れ
ば
頗
る
謙
譲
に
し
て
毫
末

　
　
　
ロ
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

も
先
輩
ぶ
り
し
言
動
を
平
し
こ
と
な
し
、
余
が
常
に
敬
服
せ
る
一
例
あ
り
、

余
は
明
治
十
一
、
二
年
の
頃
先
生
よ
り
説
教
学
を
学
び
し
こ
と
あ
り
し
が

本
文
、
序
論
、
辮
論
、
結
論
を
先
生
の
前
に
述
べ
て
其
の
評
論
を
待
て
り
、

先
生
の
鋭
利
な
る
批
評
眼
は
時
と
し
て
余
が
説
教
の
全
部
を
解
剖
し
、
雷

名
微
塵
に
破
壊
し
て
全
く
旧
形
を
存
せ
ざ
る
こ
と
も
あ
り
、
面
白
き
こ
と

あ
り
、
恥
か
し
き
こ
と
あ
り
、
余
の
益
を
得
た
る
こ
と
少
し
と
せ
ず
、
然

る
に
余
が
卒
業
の
後
、
按
手
礼
を
受
け
て
聖
職
に
つ
き
、
先
生
と
共
に
説

教
會
．
或
は
演
説
会
に
臨
む
に
至
る
や
、
毫
も
余
が
所
論
の
組
織
を
評
し

た
る
こ
と
な
く
、
又
忠
告
さ
へ
為
し
た
る
こ
と
な
し
、
余
は
始
め
て
先
生

と
共
に
演
壇
に
立
ち
た
る
時
幾
分
か
亘
る
高
所
あ
り
、
時
と
し
て
は
先
生

よ
り
教
授
を
受
け
た
る
説
話
を
其
の
侭
に
引
用
す
る
こ
と
あ
り
、
期
か
る

場
合
に
は
弥
々
窮
し
て
、
後
に
小
言
を
き
く
こ
と
も
あ
ら
ん
か
と
思
ひ
し

に
然
ら
ず
、
後
に
は
先
生
の
批
評
な
き
を
知
り
て
潭
ら
ず
所
懐
を
述
ぶ
る

を
得
た
り
、
是
れ
先
生
が
後
進
を
待
つ
に
同
輩
を
以
て
し
、
些
も
先
生
風

　
　
　
　
続
続
恥
か
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を
吹
か
さ
黛
る
の
致
す
所
な
り
、
彼
の
辮
護
士
岡
村
輝
彦
氏
が
八
戸
区
裁

判
所
に
若
き
検
事
と
法
律
の
見
解
を
異
に
し
、
少
し
く
窮
す
る
に
当
り
て

大
喝
一
声
検
事
を
晒
し
て
「
余
は
か
玉
る
こ
と
を
貴
君
に
教
へ
た
る
こ
と

な
き
筈
な
り
」
と
素
破
抜
き
て
平
庭
を
驚
か
し
た
る
に
比
し
て
其
の
心
事

の
相
違
果
し
て
如
何
、
余
は
此
の
こ
と
を
伝
聞
し
て
弥
々
先
生
の
謙
譲
に

服
し
た
る
を
覚
ゆ
、
先
生
は
膏
に
同
僚
に
対
し
て
浸
り
し
の
み
な
ら
ず
誰

に
対
し
て
も
同
し
か
り
き
、
先
生
は
手
提
の
中
に
必
ず
一
個
の
茶
碗
を
備

へ
、
旅
宿
に
投
ず
る
も
牛
乳
な
ど
飲
む
時
は
必
ず
其
の
茶
碗
を
用
み
み
を

常
と
し
、
荷
物
の
多
き
時
は
旅
舎
に
投
ず
る
毎
に
五
郎
八
茶
碗
を
買
ひ
、

明
朝
出
立
の
時
は
車
夫
に
与
へ
、
又
は
旅
舎
に
残
す
を
常
と
せ
り
、
蘇
れ

我
が
國
の
風
牛
乳
、
肉
脂
の
香
を
嫌
ふ
を
知
り
て
な
り
、
又
一
例
あ
り
、

此
は
先
生
故
に
戯
れ
て
為
し
た
る
こ
と
な
り
、
先
生
余
に
語
り
て
日
ふ

「
出
先
に
高
崎
に
牲
き
て
一
旅
店
に
入
り
し
に
番
頭
は
い
ふ
外
国
人
は
宿

泊
料
の
外
に
金
一
円
を
請
求
す
る
規
則
な
り
、
御
承
知
被
下
る
x
に
於
て

は
御
宿
す
べ
し
と
、
先
生
は
此
の
言
を
き
x
て
是
れ
ぞ
規
則
を
設
く
る
者

の
弊
に
あ
ら
ず
し
て
之
を
設
け
さ
せ
た
る
も
の
玉
音
な
り
と
坐
に
商
鞍
の

苛
法
な
ど
思
ひ
て
、
規
則
を
設
け
さ
せ
た
る
も
の
に
も
規
則
の
不
用
な
る

人
物
あ
る
を
示
さ
ん
と
て
快
く
承
諾
し
、
自
ら
靴
を
と
り
て
棚
に
の
せ
、

多
く
も
あ
ら
ぬ
荷
物
を
両
手
に
さ
げ
て
案
内
に
従
ひ
、
以
て
座
敷
に
通
れ
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続
続
恥
か
記
　
第
十
回

り
、
茶
を
持
来
る
ま
で
催
促
せ
ず
、
床
を
敷
か
ん
と
い
ふ
ま
で
一
言
も
命

せ
ず
、
一
度
も
手
を
打
た
ず
、
敢
て
他
の
食
物
も
命
せ
ず
、
，
翌
朝
も
か
く

し
て
勘
定
を
す
ま
せ
、
日
本
人
相
当
の
茶
代
を
与
へ
、
例
の
一
円
も
与
へ
、
－

又
荷
物
も
下
説
を
労
せ
ず
、
然
様
な
ら
ば
と
一
言
し
て
去
り
た
り
、
然
う

思
ふ
て
見
た
る
故
か
主
人
も
番
頭
も
手
代
も
下
洗
も
蝕
程
驚
き
た
る
が
如

く
、
・
た
父
「
御
粗
末
様
」
を
異
口
同
音
に
繰
返
し
居
た
る
と
、
視
よ
是
れ

固
よ
り
為
に
す
る
所
あ
り
て
な
り
と
い
へ
ど
も
是
れ
先
生
に
と
り
て
は
平

生
な
り
し
な
り
、
余
は
外
業
宣
教
師
中
に
つ
ま
ら
ぬ
人
物
、
時
と
し
て
は

悪
物
を
も
見
る
こ
と
あ
れ
ど
先
生
の
如
く
本
邦
人
中
に
曽
て
見
た
る
こ
と

な
き
人
物
を
見
る
こ
と
あ
り
、
興
れ
天
性
の
美
の
み
に
あ
ら
ず
し
て
基
督

の
感
化
を
受
け
た
る
も
の
な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
若
し
天
性
の
美
と
の
み
い

は
黛
．
我
が
國
に
も
此
の
如
き
人
あ
る
べ
き
筈
な
り
、
独
り
基
督
教
国
に
あ

る
も
の
思
は
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
　
冊
…
二
年
七
月
昔
九
日
稿
、

第
百
五
十
六
章

日
本
人
だ
と
思
っ
た
ン
だ

神
ヨ
ハ
ネ
に
よ
り
て
曰
は
く
「
渇
べ
者
に
は
麗
な
し
に
生
命
の
水
の
源

に
て
飲
む
ご
髪
許
さ
ん
L
（
審
ぐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
む
じ

人
は
自
ら
因
業
な
る
も
の
な
り
、
、
旋
毛
曲
り
の
も
の
な
り
、
饗
せ
よ
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
な
ほ

へ
ば
左
し
、
蝕
せ
よ
と
い
へ
ば
愛
し
て
兎
角
柔
順
な
る
も
の
に
あ
ら
ず
、

そ
れ
神
の
救
極
は
罪
な
し
に
受
く
べ
き
も
の
に
し
て
善
行
、
労
力
の
報
酬

に
あ
ら
ず
、
，
信
ず
る
も
の
に
賜
は
る
神
の
賜
な
レ
、
あ
る
人
い
ふ
「
若
し

基
督
の
救
極
を
五
円
払
ふ
者
に
賜
ふ
と
い
は
父
ロ
ン
ド
ン
府
の
人
々
皆
悉

く
之
を
得
べ
し
」
と
、
然
し
人
は
因
業
に
し
て
旋
毛
曲
り
な
る
が
故
に
価

な
し
と
聞
く
や
、
無
代
価
に
善
き
物
な
し
と
為
し
て
救
極
を
軽
ん
ず
る
な

り
、
、
人
は
填
り
に
善
し
と
見
る
時
「
愚
な
し
」
と
比
較
し
来
り
て
之
を
斥

く
、
然
ら
ば
神
は
何
故
に
相
当
の
代
価
を
忌
め
て
す
べ
て
の
人
を
救
は
ん

と
は
為
し
た
ま
は
ざ
る
や
、
理
由
な
く
ん
ば
あ
ら
ず
、
若
し
代
価
あ
り
と

す
れ
ば
何
程
高
価
な
る
も
既
に
「
有
価
物
件
」
に
し
て
神
の
賜
た
る
性
質

に
反
す
べ
し
、
又
有
価
物
件
た
り
し
な
ら
ば
全
く
金
な
き
も
の
如
何
に
し

て
救
は
る
べ
き
や
、
無
代
は
有
金
、
無
金
の
別
な
く
凡
て
救
は
る
Σ
を
得

べ
も
、
有
価
な
れ
ば
貧
乏
に
対
し
て
得
ざ
る
の
責
任
は
神
に
あ
り
と
な
る

べ
し
、
然
れ
ど
も
無
代
な
る
が
故
に
得
ざ
る
者
あ
る
時
は
其
の
責
任
得
ざ

．
る
者
に
あ
る
べ
し
、
敏
に
於
て
か
、
神
は
無
代
を
よ
し
と
し
た
ま
ひ
し
な

り
、
吾
人
が
三
三
を
維
持
し
、
信
仰
の
生
涯
を
為
さ
ん
と
せ
ば
労
力
を
要

し
、
忍
耐
を
要
し
、
文
知
識
を
も
要
す
べ
し
と
い
へ
ど
も
先
づ
其
の
再
興

に
入
る
に
は
何
等
要
す
る
所
あ
ら
ざ
る
な
り
、
然
れ
ど
も
無
代
価
の
救
極

を
以
て
上
り
善
過
ぎ
る
と
為
し
、
自
己
の
豫
期
に
反
す
る
を
以
て
却
っ
て

其
の
救
道
を
斥
く
る
な
り
》
人
は
因
業
な
る
か
な
、
旋
毛
曲
り
な
る
か
な
、
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安
政
六
年
に
我
が
國
に
来
り
、
三
十
九
年
間
我
が
國
に
伝
道
し
た
る
フ
ル

ペ
ッ
キ
教
師
は
「
舌
の
賜
」
を
得
た
る
人
に
し
て
六
七
歳
の
隠
蟹
に
独
蘭

の
二
語
に
通
じ
、
八
歳
の
時
よ
り
英
語
を
学
び
、
長
じ
て
佛
、
拉
丁
」
雲

雨
、
希
伯
来
に
通
じ
、
我
が
國
に
来
り
て
は
よ
く
我
が
語
を
解
し
、
凡
て

八
ケ
国
の
語
に
通
じ
た
り
、
彼
の
サ
ー
、
「
ウ
ヰ
リ
ア
ム
、
ジ
ョ
ー
ン
ズ
が

廿
八
ケ
國
の
語
に
通
じ
た
り
と
い
ふ
に
比
す
れ
ば
固
よ
り
遜
色
な
き
に
あ

ら
ず
と
い
へ
ど
も
天
稟
の
性
あ
り
し
こ
と
は
疑
ふ
べ
か
ら
ず
、
氏
は
曽
て

余
に
語
り
て
い
ふ
、
「
「
近
頃
（
明
治
甘
二
年
よ
り
三
年
に
か
け
て
の
時
な

り
）
米
国
に
帰
り
し
時
和
蘭
人
の
殖
民
し
た
る
地
方
に
牲
き
た
る
こ
と
あ

ヶ
、
当
時
日
本
伝
道
の
こ
と
を
演
説
し
て
と
乞
は
れ
し
が
本
国
を
出
で
Σ

久
し
き
こ
と
二
て
蘭
語
に
は
忘
れ
た
る
も
の
も
多
し
、
然
し
移
住
民
の
こ

と
な
れ
ば
英
語
の
幾
分
を
解
す
る
者
も
あ
り
た
れ
ば
若
し
蘭
語
を
忘
れ
た

る
時
は
英
語
を
挿
入
し
て
よ
く
ば
と
の
條
件
を
附
し
て
承
諾
し
た
る
こ
と

あ
り
、
帰
り
に
は
欧
州
を
過
ぎ
て
生
国
和
蘭
に
至
り
し
が
彼
の
地
に
て
は

英
語
挿
入
は
聴
懸
人
の
為
に
不
便
な
り
、
よ
っ
て
一
策
を
凄
し
、
演
説
の

前
日
蘭
語
の
リ
ー
ド
ル
一
冊
を
購
ひ
、
一
回
通
読
を
為
し
て
、
而
し
て
翌
，

日
首
尾
善
ぐ
演
説
す
る
を
得
た
り
と
、
視
よ
其
の
齢
十
八
歳
に
し
て
本
国

を
去
り
て
四
十
年
目
時
と
し
て
本
業
語
を
用
み
た
る
こ
と
あ
り
た
り
と
す

る
も
四
十
年
、
よ
し
古
型
忘
し
難
き
本
志
語
な
り
と
い
へ
ど
も
之
を
用
ゐ

　
　
　
　
続
緯
恥
か
記
　
第
十
巻

ざ
り
し
こ
と
四
十
年
な
る
に
一
冊
の
読
本
に
て
よ
く
準
備
し
得
た
る
も
の

「
方
言
の
賜
」
あ
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
決
し
て
為
し
得
ざ
る
所
な
り
、
海
外

に
あ
る
こ
と
十
数
年
に
し
て
帰
朝
後
、
當
分
和
語
の
演
説
を
為
し
得
ざ
る

も
の
に
比
し
て
其
の
相
違
如
何
、
氏
は
已
に
是
の
如
き
「
賜
」
あ
り
し
が

故
に
廿
九
歳
よ
り
学
び
し
和
語
は
本
邦
人
と
毫
も
異
る
所
無
き
ま
で
に
進

歩
し
た
り
き
、
余
輩
が
氏
を
聞
き
て
少
し
く
異
様
に
感
じ
た
る
も
の
あ
り

し
は
氏
の
和
語
に
熟
せ
ざ
る
に
あ
ら
ず
し
て
九
州
誰
を
存
じ
た
り
し
な
り
、

面
白
き
一
話
あ
り
、
余
が
同
上
者
松
崎
連
雪
余
に
語
り
て
日
へ
り
「
フ
ル

ペ
ッ
キ
博
士
の
和
語
に
巧
な
る
は
い
ふ
ま
で
も
無
き
こ
と
な
る
が
余
が
宇

都
宮
に
あ
る
時
（
十
八
、
九
年
）
博
士
と
バ
ラ
教
師
と
同
地
に
来
り
し
こ

と
あ
り
、
劇
場
を
借
り
て
演
説
會
を
開
き
、
先
に
バ
ラ
氏
演
説
し
た
り
、

然
る
に
氏
は
「
タ
イ
サ
ン
よ
ろ
し
い
的
和
語
な
り
し
が
地
方
の
人
女
に
は

珍
ら
し
く
聞
え
た
れ
ぽ
聴
衆
は
意
の
通
ず
る
と
通
ぜ
ざ
る
と
に
拘
ら
ず
、

拍
手
、
喝
采
し
て
頗
る
満
足
せ
る
が
如
く
見
え
た
り
、
氏
の
後
は
博
士
に

し
て
例
の
軽
妙
な
る
辮
舌
も
て
演
説
を
始
め
た
り
、
然
る
に
奇
な
る
は
今

ま
で
拍
手
、
慶
雲
堂
を
動
か
す
有
様
な
り
し
も
の
は
全
く
止
み
、
論
旨
の

色
里
に
中
る
時
拍
手
す
る
者
あ
る
の
み
、
余
は
論
旨
高
尚
に
失
し
て
一
般

聴
衆
に
理
解
せ
ざ
る
も
の
か
と
思
ひ
し
が
断
然
り
に
も
あ
ら
ざ
る
が
如
し
、

鼓
に
於
て
余
は
聴
衆
の
中
に
入
り
て
親
し
く
其
の
状
況
を
探
り
し
に
理
解
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続
続
恥
か
記
　
第
十
回

せ
ら
れ
ざ
ヶ
し
に
あ
ら
ず
、
面
白
し
と
感
ぜ
ざ
り
し
に
あ
ら
ず
、
多
数
の

人
々
は
玩
が
髪
髭
な
ぎ
上
に
回
り
に
和
語
に
巧
な
り
し
を
以
て
氏
を
外
国

人
な
り
と
せ
ず
、
九
州
辺
の
人
、
」
戯
に
雅
鑛
を
報
告
し
た
る
も
の
な
り
と

な
り
な
し
た
る
な
り
き
、
氏
の
日
本
化
し
た
る
は
回
想
外
に
あ
り
し
」
と
、

あ
Σ
、
宇
都
宮
人
は
外
國
人
よ
り
巧
な
る
和
語
を
聞
く
べ
し
と
は
期
せ
さ

り
し
な
り
、
外
国
人
な
ら
ぽ
タ
イ
サ
ン
よ
ろ
し
い
的
和
語
を
聞
く
を
通
例

の
こ
と
玉
な
し
た
り
、
然
る
に
氏
の
言
語
外
国
人
的
に
あ
ら
ず
、
回
り
に

巧
な
り
し
が
故
に
想
ひ
し
ょ
り
も
善
き
に
過
ぎ
た
り
、
是
を
以
て
彼
の
人

々
は
誤
り
認
め
て
本
邦
人
と
為
し
、
本
邦
人
と
な
し
た
る
が
故
に
敢
て
拍

手
、
喝
采
せ
ざ
り
し
な
り
、
若
し
基
督
の
三
道
多
数
人
の
豫
期
に
回
し
、

善
行
を
以
て
せ
よ
と
教
へ
ら
れ
た
り
し
な
ら
ば
「
イ
ザ
我
善
行
を
以
て
救

は
れ
て
や
ら
ん
」
．
と
思
ふ
べ
き
な
れ
ど
も
「
救
毬
は
功
に
よ
る
に
あ
ら
ず

し
て
価
な
き
恩
寵
に
よ
れ
り
」
と
い
ふ
を
以
て
人
多
く
は
「
回
り
に
善
過

ぎ
た
り
、
価
な
き
お
ま
け
の
三
相
に
は
ま
玉
腐
り
し
も
の
あ
り
」
と
て
三

三
を
旧
く
る
に
至
る
な
り
。
　
光
二
三
七
月
光
一
日
稿
、
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，
続
続
恥
か
記
自
　
第
百
五
十
七
章

至
　
第
百
七
十
章

第
十

巻

第
百
五
十
七
章

教
は
嫌
だ
が
伊
藤
さ
ん
は
善
い

　
生
得
曰
は
く
「
爾
櫓
下
を
行
ふ
を
以
て
愚
な
る
人
の
無
知
の
言
を
止
む
・

る
は
神
の
旨
な
れ
窪
り
」
（
控
．
Y

世
に
基
督
教
を
好
ま
ざ
る
者
は
少
か
ら
ず
と
い
へ
ど
も
基
督
教
徒
の
道
徳

を
題
せ
ざ
る
者
は
少
し
、
澗
國
の
一
事
質
自
己
の
店
頭
に
英
文
の
宗
教
的
．

小
冊
子
を
置
き
て
来
客
の
見
る
に
任
せ
た
り
、
あ
る
人
皇
の
故
を
間
ひ
し

に
曰
は
く
「
余
商
売
の
取
引
を
為
す
に
敵
手
の
正
邪
を
判
慶
せ
ざ
れ
ば
頗

る
危
し
と
為
す
、
若
し
余
が
店
に
来
り
て
此
の
小
冊
子
を
喜
ぶ
者
は
問
は

ず
し
て
宗
教
家
た
る
を
知
る
べ
く
、
若
し
之
を
軽
視
す
る
者
な
れ
ば
交
は

ら
ず
し
て
不
正
の
人
た
る
を
知
る
べ
し
」
と
、
問
ふ
者
重
ね
て
「
貴
君
は

基
督
教
徒
な
り
や
」
と
問
へ
ば
激
発
へ
て
い
ふ
「
否
、
余
は
信
ぜ
ず
噛
是

た
玉
一
の
商
略
の
み
」
と
、
間
者
呆
然
た
り
と
い
ふ
、
蓋
し
常
識
あ
る
者

は
基
督
教
道
徳
の
善
良
な
る
を
知
ら
ざ
る
こ
と
な
し
、
而
し
て
彼
等
の
之

を
信
ぜ
ざ
る
は
何
ぞ
や
、
自
己
の
情
慾
を
制
し
て
義
に
巧
く
の
決
意
を
為

し
得
ざ
る
の
み
、
，
之
を
思
へ
ば
人
類
ほ
ど
薄
弱
な
る
も
の
は
あ
ら
ざ
る
な

　
　
　
　
続
続
恥
か
記
　
第
十
一
巻

り
、旧

劇
三
三
は
久
し
く
伊
豆
の
三
島
に
伝
道
せ
り
、
大
成
功
あ
り
た
り
と

は
云
ふ
べ
か
ら
ざ
る
も
成
功
あ
る
伝
道
な
り
き
、
然
れ
ど
も
彼
の
地
三
島

神
社
の
所
在
地
と
し
て
其
の
勢
力
な
か
一
に
強
大
に
し
て
我
が
教
は
概

し
て
人
々
の
好
ま
ざ
る
と
こ
ろ
な
り
、
彼
の
地
に
し
て
兎
に
も
角
に
も
多

少
の
信
徒
一
権
に
有
力
な
る
人
々
の
道
を
信
ず
る
に
至
り
し
も
の
は
伊

藤
氏
の
力
た
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
若
し
他
の
人
に
し
て
彼
の
地
に
伝
道
し

た
り
し
な
ら
ば
決
し
て
今
日
あ
る
こ
と
能
は
ず
と
思
へ
り
、
然
れ
ば
土
地

の
人
々
は
知
る
と
知
ら
ざ
る
に
拘
ら
ず
伊
藤
氏
を
信
ず
る
こ
と
は
頗
る
篤

く
、
、
「
教
は
嫌
だ
が
伊
藤
さ
ん
は
善
い
」
と
は
皆
人
の
称
ふ
る
と
こ
ろ
な

り
き
、
何
故
に
氏
は
か
昇
る
信
用
を
得
た
り
し
や
、
一
の
好
例
あ
り
、
明

治
十
二
年
遅
西
南
よ
り
起
り
て
大
に
我
が
國
に
虎
列
拉
病
の
流
行
し
た
る

時
に
し
て
三
島
町
の
如
き
最
も
其
の
惨
な
る
も
の
た
り
、
甚
し
き
に
至
り

て
は
巡
査
、
又
衛
生
員
等
さ
へ
此
の
病
に
罹
り
、
避
病
院
は
病
者
を
以
て

満
ち
、
医
師
は
足
ら
ず
、
人
足
は
恐
れ
て
出
で
来
ら
ず
、
時
と
し
て
は
一

家
悉
く
病
に
臥
し
、
死
者
あ
る
も
其
の
旨
を
報
ず
る
も
の
さ
へ
無
べ
、
生
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」
続
続
恥
か
記
　
第
十
一
巻

者
、
死
者
一
室
中
に
翻
り
て
野
口
を
経
る
こ
と
す
ら
あ
り
き
、
倒
蘭
氏
は

此
の
状
況
を
見
て
黙
す
る
能
は
ず
、
ア
レ
キ
サ
ン
ト
リ
ヤ
の
古
事
を
思
ひ

し
ゃ
否
や
知
ら
ざ
れ
ど
も
奮
然
と
し
て
起
ち
、
草
鞍
を
穿
ち
て
、
市
中
を

奔
走
し
、
病
者
あ
り
と
見
れ
ば
之
を
訪
ひ
て
、
警
察
署
に
報
し
、
医
薬
な

き
も
の
に
は
之
を
投
じ
、
、
死
者
あ
り
て
運
搬
す
る
者
あ
ら
ざ
れ
ぽ
人
を
強

ひ
て
伴
ひ
ゆ
き
、
自
ら
片
棒
を
か
つ
ぎ
、
以
て
火
葬
場
に
致
し
た
り
、
之

を
見
聞
す
る
者
誰
か
氏
の
動
作
に
驚
か
ざ
る
も
の
あ
ら
ん
や
、
之
よ
り
氏

の
名
声
一
時
に
高
く
、
蓋
し
「
「
伊
藤
さ
ん
は
善
い
」
の
言
此
の
頃
よ
り
始

ま
り
し
も
の
な
り
、
然
れ
ば
土
地
の
人
々
基
督
教
を
見
る
こ
と
蛇
蜴
の
如

く
な
り
し
と
い
へ
ど
も
基
督
教
徒
の
善
行
に
は
閉
口
し
て
一
人
も
之
を
不

可
な
り
と
せ
る
も
の
あ
ら
ざ
り
し
な
り
、
善
は
愚
人
の
眼
に
も
善
良
に
し

て
、
善
に
反
す
る
も
の
は
あ
ち
ざ
る
な
り
。
　
三
十
二
年
八
月
十
一
日
稿
、

第
百
五
十
八
章

祈
疇
は
釣
の
如
し

祭
日
は
≦
髪
ず
祈
る
バ
し
し
（
舗
尊

謡
え
ず
祈
る
は
応
答
を
得
る
の
秘
訣
な
り
、
吾
人
は
神
の
必
ず
祈
祷
に
応

じ
た
ま
ふ
を
知
れ
ど
も
其
の
応
じ
た
ま
ふ
時
期
は
吾
人
の
知
る
べ
き
限
に

あ
ら
ず
、
然
れ
ば
若
し
吾
人
祈
祷
に
応
答
を
得
ん
と
せ
ば
唯
斎
え
ず
祈
り

て
神
の
応
じ
た
ま
ふ
時
を
待
た
ん
の
み
、
若
し
神
百
回
祈
る
時
に
応
ず
べ

　
し
と
定
め
た
ま
へ
り
と
せ
ぽ
九
十
九
回
に
し
て
止
め
た
ら
ん
に
は
如
何
に

　
し
て
応
答
を
得
べ
き
や
、
吾
人
は
神
の
意
の
あ
る
所
を
知
る
能
は
ざ
る
が

故
に
唯
断
え
ず
祈
ら
ん
の
み
、
稀
に
祈
祷
し
て
而
し
て
止
め
、
又
稀
に
祈

祷
し
て
而
し
て
止
め
、
我
祈
祷
す
れ
ど
も
応
な
し
と
い
ふ
は
応
答
な
き
こ

と
其
の
当
な
れ
、
‘
然
れ
ど
も
屡
々
祈
祷
し
、
絶
え
ず
祈
祷
す
る
も
の
は
屡

　
々
応
ぜ
ら
る
鼠
が
故
に
祈
祷
の
興
味
を
覚
え
て
弥
々
祈
祷
す
る
に
至
ら
ん
、

是
れ
「
罷
る
謹
予
へ
ら
れ
て
無
縁
あ
」
（
太
十
三
。
十
二
）
る
も
の
級
之

に
反
し
て
祈
祷
せ
ざ
る
も
の
は
応
答
な
き
が
故
に
遂
に
祈
祷
な
き
に
至
ら

を
是
れ
古
着
は
有
て
る
物
を
も
奪
ら
る
と
（
全
上
）
の
類
萱
故

　
に
祈
祷
は
恰
も
釣
を
亘
る
瓦
が
如
し
と
い
ふ
べ
し
、

　
　
　
　
せ
っ
か
ち

余
が
性
は
性
急
な
り
し
を
以
て
釣
を
好
ま
ず
、
幼
少
の
頃
父
上
に
従
ひ
て

狩
野
川
に
直
し
た
る
こ
と
あ
り
、
時
々
は
釣
道
具
の
珍
し
き
が
為
に
出
か

け
た
る
こ
と
も
あ
り
し
が
待
つ
こ
と
能
は
ず
、
蚊
針
も
て
刺
瀬
川
に
鮎
子

を
釣
ら
ル
と
し
、
又
烏
賊
釣
を
も
為
し
た
る
こ
と
あ
り
き
、
然
れ
ど
も
い

　
つ
も
成
功
し
た
る
こ
と
な
く
後
に
は
釣
竿
も
て
水
中
を
ひ
ッ
か
き
ま
は
し

て
帰
り
来
る
を
常
と
せ
り
、
余
が
家
は
城
内
の
片
端
通
と
い
ふ
所
に
あ
り

て
家
の
前
に
は
城
濠
あ
り
、
濠
中
に
は
鯉
は
少
か
り
し
が
鮒
は
多
く
、
童

子
等
御
目
付
の
巡
視
を
忌
み
て
土
手
の
上
よ
り
針
に
飯
粒
を
つ
け
て
鮒
を

．
釣
り
て
楽
し
め
り
、
余
も
好
み
は
せ
ざ
れ
ど
も
時
々
で
か
け
て
二
三
寸
位
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の
鮒
釣
る
ご
之
も
あ
り
し
が
多
く
も
釣
れ
ざ
れ
ば
度
々
も
い
で
ず
、
よ
く

一
三
あ
り
し
時
辛
抱
し
て
一
二
尾
を
得
る
の
み
、
余
が
十
六
七
歳
の
頃

な
り
し
な
ら
ん
、
・
余
は
不
図
矧
に
て
釣
り
て
見
ん
と
思
ひ
、
小
さ
き
矧
を

堀
り
て
釣
を
垂
れ
て
下
し
に
驚
く
べ
し
、
針
さ
へ
下
せ
ば
浮
子
は
直
に
ピ

ク
ー
、
静
に
あ
ぐ
れ
ば
一
寸
許
の
鮒
つ
き
居
り
、
殆
ど
待
つ
の
用
な
く
、

一
侍
問
も
辛
抱
せ
ば
二
一
二
十
尾
を
得
る
こ
と
難
か
ら
ず
、
余
は
面
白
く
も

あ
り
、
大
発
明
を
為
し
た
る
心
地
し
て
矧
を
も
て
釣
る
こ
と
を
他
に
知
ら

せ
じ
と
他
を
離
れ
て
一
人
釣
る
を
常
と
し
た
り
、
一
日
例
の
如
く
釣
り
居

り
し
に
例
の
如
く
浮
子
の
ピ
ク
ー
を
見
、
例
の
如
く
引
揚
げ
ん
と
せ
し

に
コ
ハ
如
何
に
其
の
引
く
力
甚
し
く
、
或
は
右
に
、
或
は
左
に
、
な
か

く
あ
ぐ
る
能
は
ず
、
大
尽
力
の
後
、
漸
く
に
引
揚
げ
見
れ
ば
八
九
寸
も

あ
る
大
鮒
に
て
あ
り
き
、
然
れ
ば
余
は
之
に
力
を
得
、
希
望
を
得
、
大
に

興
味
を
得
て
後
、
屡
々
此
の
小
鮒
釣
の
み
は
廃
せ
ず
し
て
面
白
く
、
慶
応

初
年
の
世
の
変
遷
ま
で
は
之
を
為
し
た
り
、
釣
を
好
む
者
は
待
つ
間
が
面

白
し
と
い
へ
ど
余
は
待
つ
を
好
ま
ず
、
然
し
釣
り
得
る
時
は
面
白
く
し
て

止
め
ざ
り
き
、
祈
孕
る
琵
の
釣
と
同
じ
か
ら
さ
ら
ん
や
薄
し
少
し

く
祈
り
て
応
答
な
し
と
て
止
め
た
ら
ん
に
は
何
れ
の
時
応
ぜ
［
ざ
］
る
べ

き
や
、
一
度
針
を
下
し
て
魚
を
得
ず
と
し
て
止
め
た
る
人
に
は
魚
を
得
る

時
な
し
、
祈
祷
と
釣
と
は
よ
く
も
似
た
る
も
の
な
る
か
な
。
　
三
十
二
年

　
　
　
　
続
続
恥
か
記
　
第
十
一
巻

八
月
十
一
日
稿
、

第
百
五
十
九
章
　
　
魯
國
守
兵
の
交
代

翻
日
は
↑
「
惑
に
入
ら
ぬ
や
畠
を
醒
し
か
つ
祈
れ
」
（
駄
禦
．
Y

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ト
し
み
　
ま
も
れ

　
此
の
聖
言
を
親
し
ぐ
聴
き
た
る
彼
得
曰
は
く
「
謹
慎
、
傲
醒
爾
曹
の
敵

　
な
る
悪
魔
吼
ゆ
る
獅
子
の
如
く
偏
行
り
て
呑
む
べ
き
者
を
尋
ぬ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
揃
辱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け

　
故
に
…
困
羅
は
響
く
「
此
の
盾
を
も
て
悉
く
悪
者
の
火
箭
を
滅
す
こ
と
を

得
ん
」
（
撲
．
Y

」
又
曰
は
く
「
祈
り
て
倦
ま
ざ
る
べ
し
」
（
姓
＋
Y

悪
魔
は
慧
智
な
り
、
白
書
公
然
来
り
て
姦
淫
せ
よ
、
矯
溢
せ
よ
と
い
ふ
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
た
ら

の
に
あ
ら
ず
、
又
悪
魔
の
下
に
属
し
て
動
く
所
の
悪
者
亦
同
じ
、
彼
は
正

義
の
假
面
を
被
り
、
外
観
を
美
に
し
て
以
て
来
る
、
彼
は
即
ち
「
綿
羊
の

姿
に
て
爾
建
来
れ
ど
も
内
は
残
狼
な
り
」
（
太
七
。
十
五
）
、
断
罪
常
の
用

心
あ
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
其
の
攻
撃
を
診
る
玉
こ
と
難
し
、

余
が
五
歳
の
時
、
即
ち
安
政
元
年
は
側
、
英
七
三
国
同
盟
の
軍
大
に
ク
リ

剃
に
魯
軍
と
戦
ひ
た
る
年
な
り
、
同
年
十
月
魯
の
戦
艦
（
フ
レ
ガ
ッ
ト
）

倒
繋
駕
に
来
る
、
蓋
し
契
側
の
戦
艦
に
追
は
れ
た
り
し
な
り
、
フ
レ
ガ

ッ
ト
と
い
へ
ば
今
の
戦
闘
艦
の
如
き
勢
力
は
あ
ら
さ
り
し
な
ら
ん
が
千
二
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続
続
恥
か
記
　
第
十
一
巻

三
百
石
積
を
以
て
親
船
と
称
し
た
る
も
の
玉
目
に
は
山
の
如
く
映
じ
、

「
オ
ロ
シ
ヤ
の
黒
船
」
と
い
ひ
て
余
が
幼
少
の
耳
に
も
恐
ろ
し
き
、
の
と

聞
え
た
り
、
余
が
藩
に
と
は
黒
船
御
固
め
と
い
ひ
て
多
数
の
人
々
を
出
だ

し
、
下
田
町
を
固
め
た
り
し
が
十
一
月
四
日
の
朝
、
其
の
何
故
な
る
か
は

知
ら
ざ
り
し
が
彼
は
俄
に
漁
舟
数
艘
を
や
と
ひ
て
彼
の
艦
を
沖
合
に
引
出

　
　
　
　
　
　
　
　
〔
マ
マ
〕

た
さ
し
め
た
り
、
当
時
二
野
を
以
て
艦
を
進
退
せ
し
む
る
も
の
は
甚
だ
少

く
彼
の
艦
の
如
き
も
港
湾
に
あ
り
て
は
出
入
と
も
に
漁
舟
を
傭
ひ
て
引
か

し
む
る
を
常
と
し
た
り
、
我
が
御
固
め
の
人
数
は
彼
何
を
為
さ
ん
と
す
る

か
、
其
の
意
を
解
せ
ず
し
て
見
て
居
り
し
に
殆
ど
湾
口
に
至
り
て
再
び
投

錨
し
た
り
、
然
る
に
其
の
日
の
午
前
九
時
頃
一
概
震
あ
り
（
駿
河
は
大
震

な
り
き
）
、
人
々
驚
き
て
家
外
に
出
で
し
が
忽
ち
収
り
た
れ
ば
皆
家
に
入

り
た
る
頃
海
水
は
漸
々
に
減
し
始
め
、
平
日
見
え
ざ
る
大
小
の
岩
石
な
ど

水
上
に
現
は
れ
、
離
魚
の
取
残
さ
れ
た
る
も
の
岩
間
に
濃
艶
た
る
あ
り
、

老
若
珍
し
が
り
て
魚
を
拾
ひ
し
に
忽
ち
沖
合
に
海
水
の
山
の
如
く
な
り
て

来
る
あ
り
、
誰
か
は
知
ら
ず
「
津
波
だ
ア
ー
ー
」
と
叫
ぶ
や
、
歓
楽
の
境

は
一
変
し
て
阿
鼻
叫
喚
の
街
と
な
り
、
壮
は
老
を
助
け
、
男
は
女
を
引
き

て
遁
れ
し
が
水
の
来
る
こ
と
速
く
し
て
引
去
ら
れ
た
る
あ
り
、
溺
死
す
る

者
数
百
人
、
押
流
さ
れ
た
る
家
数
百
戸
あ
り
、
此
の
際
魯
国
戦
艦
も
押
寄

せ
来
る
水
の
勢
に
錨
鎖
を
断
た
れ
、
艦
は
海
岸
に
打
当
て
ら
れ
て
碑
壊
こ

そ
せ
ざ
れ
、
漏
水
甚
し
ぐ
用
み
る
こ
と
能
は
ざ
る
に
至
れ
り
、
妓
に
湿
て

　
　
　
　
　
　
　
キ
　
　
　
　
　
　
　
一
　
へ
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ン
は
幕
府
に
乞
ひ
、
豆
州
戸
田
港
に
予
て
修
繕
ぜ

艦
長
プ
ー
チ
ャ
［
チ
］

ん
こ
と
を
許
さ
れ
、
遂
に
戸
田
に
回
航
す
る
こ
と
二
な
れ
り
、
日
は
記
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
む
す

ざ
り
し
か
一
日
下
田
港
を
発
し
て
駿
河
湾
に
航
し
た
り
し
が
重
須
に
来
り

し
頃
風
浪
甚
し
く
、
漏
水
俄
に
増
し
来
り
て
最
早
救
ふ
べ
か
ら
ず
、
近
傍

の
漁
舟
に
助
け
ら
れ
、
本
書
を
棄
て
二
皆
上
陸
し
、
鋼
を
経
て
矧
〔
田
に

往
き
た
り
、
本
艦
を
沈
め
た
れ
ば
再
び
幕
府
に
乞
ひ
、
遂
に
六
艘
の
過
客

を
造
り
、
之
に
分
乗
し
て
本
國
に
帰
り
し
と
い
ふ
、
抑
々
一
刑
田
村
は
二
部

に
別
れ
、
一
部
は
我
が
藩
の
領
地
に
し
て
、
一
部
は
天
領
た
り
、
是
を
以

て
我
が
藩
も
幕
命
に
よ
り
て
例
の
御
警
衛
と
し
て
人
数
を
出
た
し
た
り
し

が
事
々
物
々
見
る
も
の
エ
珍
し
き
が
為
に
彼
等
に
と
り
て
は
普
通
の
こ
と

も
我
に
と
り
て
は
驚
か
れ
ざ
る
も
の
も
な
く
、
又
我
が
大
平
に
慣
れ
て
武

事
の
衰
へ
た
る
も
の
玉
眼
に
は
消
煙
、
弾
雨
の
中
を
通
過
し
来
り
し
も
の

x
軍
紀
の
厳
粛
な
る
唯
々
驚
愕
の
外
あ
ら
ざ
り
し
な
り
、
番
兵
交
代
の
様

を
見
た
る
三
余
に
告
げ
て
い
へ
り
、
　
コ
人
の
番
兵
あ
り
、
一
人
来
り
て

代
ら
ん
と
せ
る
時
必
ず
一
人
の
附
添
あ
り
、
何
が
為
に
然
る
か
を
知
ら
ざ
’

り
し
が
後
に
其
の
理
由
を
問
へ
ば
一
人
の
附
添
は
二
人
交
代
す
る
間
を
守

る
の
兵
な
り
と
、
如
何
に
守
衛
が
其
の
職
な
り
と
は
い
へ
、
彼
等
の
敵
た

る
英
、
佛
の
兵
あ
る
に
あ
ら
ず
、
彼
等
の
四
角
四
面
な
る
實
に
馬
鹿
寄
々
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し
き
極
な
り
と
い
ふ
べ
し
」
と
、
暗
に
彼
等
の
用
心
に
過
ぎ
た
る
を
笑
ひ

た
り
き
、
然
れ
ど
も
彼
等
は
實
戦
に
よ
り
て
斯
く
守
ら
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る

を
知
り
た
る
な
り
、
敵
を
守
る
も
の
毫
末
も
油
断
あ
る
べ
か
ら
ず
、
彼
等

の
如
く
倦
ま
ず
、
怠
ら
ず
守
る
が
故
に
守
ら
る
玉
も
の
安
全
な
る
な
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
一
　
　
　
　
な
ら
し
め

若
し
之
を
笑
ふ
者
と
し
て
英
、
佛
を
敵
と
［
　
し
　
］
た
ら
ん
に
は
未
だ

砲
声
を
聞
か
ず
し
て
潰
ゆ
る
の
兵
た
り
し
な
ら
ん
、
若
し
誘
惑
に
あ
ひ
て

常
に
罪
を
犯
す
も
の
よ
り
怠
ら
ず
し
て
守
る
者
を
見
た
ら
ん
に
は
笑
ふ
べ

き
も
の
あ
ら
ん
、
用
心
に
過
ぎ
た
り
と
い
は
ん
、
然
れ
ど
も
實
に
悪
者
の

誘
惑
に
克
た
ん
と
せ
ば
彼
の
輩
の
笑
ふ
ま
で
に
用
心
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
、

吾
人
の
生
活
を
満
足
な
ら
し
め
ん
と
せ
ば
完
全
な
る
用
心
あ
る
べ
き
な
り
。

　
計
二
年
八
月
十
一
日
稿
、
　
　
　
　
　
／

第
百
六
十
章

妾
を
諫
め
て
不
首
尾
と
な
っ
た

．
馬
太
伝
に
曰
は
く
「
ヘ
ロ
デ
其
の
兄
弟
ピ
リ
ポ
の
妻
ヘ
ロ
デ
ヤ
の
こ
と

に
由
り
て
ヨ
ハ
ネ
を
捕
へ
縛
り
て
獄
に
入
れ
た
り
此
は
ヨ
ハ
ネ
ヘ
ロ
デ

髭
の
女
奏
る
は
宜
し
か
ら
ず
と
い
ひ
し
に
因
る
」
（
計
四
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
さ

　
希
伯
来
書
に
曰
は
く
「
爾
曹
悪
を
争
ひ
拒
ぎ
て
い
ま
だ
血
を
流
す
に
至

ら
ず
」
（
産
Y

人
と
人
と
の
問
に
親
疎
の
別
あ
る
は
其
の
原
因
一
な
ら
ざ
れ
ど
も
不
義
、

　
　
　
　
続
続
恥
か
記
　
第
十
一
巻

罪
悪
の
為
に
親
し
く
、
又
不
義
、
罪
悪
の
為
に
疎
き
に
至
る
も
の
少
し
と

せ
ず
、
顧
ふ
に
世
に
は
ヨ
ハ
ネ
の
ヘ
ロ
デ
に
直
る
が
如
く
自
己
の
罪
悪
の

為
に
高
徳
の
君
子
を
遠
け
、
以
て
自
己
の
慾
を
遂
ぐ
る
に
便
す
る
も
の
多

し
、
ヘ
ロ
デ
は
ヨ
ハ
ネ
を
以
て
大
人
と
な
し
、
君
子
と
な
し
、
大
に
畏
敬

す
べ
き
人
物
と
な
し
た
り
、
然
れ
ど
も
一
朝
自
己
が
皇
弟
の
妻
へ
・
ロ
デ
ヤ

を
奪
ひ
し
を
諫
め
ら
る
x
や
、
其
の
情
を
制
す
る
こ
と
能
は
ず
し
て
ヨ
ハ

ネ
を
捕
へ
、
以
て
獄
に
投
ぜ
り
、
吾
人
が
基
督
を
信
ず
る
や
昨
日
の
親
友

註
し
て
今
日
の
敵
と
な
る
も
の
決
し
て
珍
し
と
せ
ず
、
是
れ
多
く
は
信
仰

の
念
よ
り
其
の
朋
友
の
不
義
を
戒
め
、
朋
友
は
之
を
戒
め
ら
る
玉
も
其
の

不
義
を
棄
つ
る
に
忍
び
ず
、
他
に
名
を
求
め
て
疎
外
す
る
に
至
る
も
の
な

り
、
吾
人
は
信
仰
の
為
に
三
友
を
三
つ
る
を
好
ま
ず
と
い
へ
ど
も
若
し
信

徒
と
な
り
て
不
義
の
友
と
其
の
交
情
依
然
と
し
て
旧
の
如
く
な
る
あ
ら
ば

其
の
旧
友
に
不
忠
な
る
の
意
味
あ
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
時
と
し
て
は
旧
友

と
の
不
和
、
篤
信
の
謹
と
な
る
も
の
あ
る
な
り
、

組
合
教
訓
の
教
師
金
森
通
倫
氏
は
不
幸
に
も
後
、
信
仰
を
失
ひ
、
大
堕
落

を
為
し
て
無
下
の
小
人
と
な
り
（
続
々
恥
か
記
第
八
十
五
章
を
見
よ
）
し

が
其
の
初
め
信
仰
の
確
實
な
る
、
其
の
品
行
の
高
潔
な
る
吾
人
に
常
に
敬

服
せ
る
所
な
り
き
、
岡
山
教
會
の
今
日
あ
る
も
の
氏
の
力
当
り
て
主
な
る

も
の
あ
り
し
な
り
、
然
れ
ば
氏
が
同
教
會
に
あ
る
や
、
當
時
同
県
知
事
は

69



　
　
　
　
続
続
壌
か
記
　
第
十
一
巻

高
崎
五
六
氏
に
し
て
深
く
其
の
信
用
を
得
、
茂
は
其
の
息
を
金
森
氏
に
托

し
て
同
志
社
に
入
学
せ
し
め
、
氏
の
伝
道
に
便
宜
を
与
へ
た
る
こ
と
少
か

ら
ず
、
常
に
県
治
上
の
こ
と
に
も
顧
問
と
な
り
、
其
の
状
恰
も
家
康
に
於

る
天
海
僧
正
の
如
く
な
り
き
、
是
の
如
く
な
れ
ば
氏
の
名
声
の
岡
山
に
噴
，

々
・
た
り
し
は
新
島
氏
の
京
都
に
薫
る
が
如
く
基
督
の
名
を
知
ら
ざ
る
も
の
、

岡
山
教
職
を
知
ら
ざ
る
も
の
あ
る
も
金
森
氏
の
名
を
知
ら
ざ
る
も
の
な
く

今
治
に
於
る
横
井
氏
よ
り
も
、
仙
墓
に
於
る
押
川
氏
よ
り
も
よ
く
其
の
名

を
知
ら
れ
た
り
き
、
此
の
如
く
な
れ
ば
何
故
氏
は
岡
山
を
去
り
し
や
、
他

な
し
、
骨
同
重
氏
同
地
に
あ
り
て
妾
を
蓄
ふ
、
金
森
氏
之
を
知
る
や
直
に
氏

を
面
責
し
て
寸
毫
假
す
所
な
し
、
氏
は
大
に
之
を
怒
れ
り
、
然
れ
ど
も
捕

へ
て
獄
に
投
ず
る
能
は
ず
、
遂
に
氏
は
金
森
氏
を
以
て
目
上
の
瘤
と
な
し
、

之
を
穿
け
ん
こ
と
を
謀
り
、
爾
来
氏
の
伝
道
に
便
利
を
与
へ
ざ
る
の
み
な

ら
ず
、
密
に
妨
害
を
与
へ
、
此
妨
害
に
遭
ふ
て
氏
は
其
の
手
腕
を
岡
山
に

振
る
能
は
ず
、
止
む
を
得
ず
此
の
地
を
去
る
に
至
り
し
な
り
、
高
崎
氏
の

暴
状
は
悪
む
べ
く
、
金
森
氏
の
忠
實
愛
す
べ
し
、
あ
鼠
、
氏
は
「
義
の
為

に
責
め
ら
れ
て
福
な
り
」
と
し
た
の
き
、
然
れ
ど
も
氏
は
今
や
堕
落
せ
り
、

氏
若
し
半
夜
人
定
ま
り
て
後
、
自
ら
妾
の
側
に
臥
し
た
る
を
思
ひ
て
当
時

の
高
崎
氏
を
思
は
玉
今
昔
の
感
果
し
て
如
何
。
　
計
二
年
八
月
十
二
目
稿
、

第
百
六
十
一
章

基
督
教
徒
の
光
明

基
督
曰
は
く
「
人
々
の
前
に
爾
曹
の
光
を
耀
か
せ
弔
す
れ
ば
人
々
爾
曹

の
善
行
を
見
て
天
に
在
す
薯
の
父
を
畳
む
べ
し
」
（
梵
ギ

「
私
は
基
督
信
者
で
ご
ざ
る
」
と
故
に
吹
聴
し
て
信
者
た
る
を
知
ら
る
玉

は
信
者
た
る
を
蔽
ふ
に
比
し
て
大
に
善
し
と
い
へ
ど
も
故
に
吹
聴
せ
ず
し

て
自
ら
知
ら
る
玉
は
更
に
善
き
こ
と
な
り
、
世
に
は
富
盛
に
来
り
て
信
徒

の
如
べ
し
、
世
間
に
出
て
黛
不
信
徒
と
交
る
時
毫
末
も
信
者
ら
し
き
所
な

き
も
の
あ
り
、
彼
等
は
味
嗜
の
味
良
く
さ
き
は
真
の
味
噌
に
あ
ら
ず
㍉
信

徒
の
信
徒
く
さ
き
は
真
の
信
徒
に
あ
ら
ず
と
い
は
ん
か
、
然
れ
ど
も
主
の

教
へ
た
ま
ふ
所
に
よ
れ
ば
信
徒
は
世
の
光
な
り
、
若
し
光
た
ら
ん
か
、
故

に
照
す
べ
七
と
せ
ざ
る
も
光
の
性
質
と
し
て
自
ら
照
ら
ん
、
照
ら
ざ
る
光

は
真
の
光
に
あ
ら
ず
、
信
徒
た
る
を
示
さ
縛
る
信
徒
は
真
の
信
徒
に
あ
ら

ざ
る
な
り
、
あ
る
人
政
事
的
運
動
に
て
某
県
の
落
合
に
臨
め
り
、
帰
り
て

余
に
い
ふ
「
何
某
等
と
共
に
何
方
に
行
き
云
々
」
と
、
「
余
は
其
の
何
某
が

信
徒
た
る
を
知
り
た
れ
ば
「
彼
の
人
は
信
徒
な
り
」
と
語
り
し
に
余
に
語

り
し
人
驚
き
て
い
ふ
「
果
し
て
謬
り
し
か
、
余
は
彼
の
人
と
楷
と
某
地
に

往
き
同
宿
す
る
こ
と
三
四
日
な
り
し
が
氏
は
何
と
も
語
ら
ざ
り
し
を
以
て

全
く
知
ら
ざ
り
き
」
と
、
余
は
此
の
語
を
き
玉
て
思
へ
り
、
彼
の
人
が
自
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＼

己
の
信
仰
を
示
さ
周
り
し
は
よ
ろ
し
か
ら
ず
と
い
へ
ど
も
余
に
語
る
者
も

亦
適
量
の
信
仰
を
示
さ
父
り
し
な
り
、
此
の
人
は
他
の
示
さ
謀
り
し
を
云

へ
ど
も
自
ら
自
己
の
示
さ
ざ
り
し
を
も
白
状
し
た
る
な
り
と
、
故
に
吹
聴

す
る
に
及
ば
ず
と
い
へ
ど
も
同
宿
の
人
に
其
の
信
仰
を
示
さ
中
る
は
或
は

其
の
信
仰
の
有
無
如
何
あ
ら
ん
、
世
に
光
明
な
き
燈
火
は
あ
る
こ
と
な
く
、

光
明
た
き
信
徒
（
と
自
称
す
る
者
）
は
多
き
が
如
し
、
歎
ず
べ
き
か
な
、
、

真
山
良
氏
は
佐
倉
の
人
に
し
て
麹
町
教
會
（
？
）
の
信
徒
な
り
、
余
は
氏

が
東
北
学
院
に
算
術
の
教
師
と
し
て
仙
翁
教
會
の
長
老
た
り
し
時
始
め
て

知
り
た
り
、
氏
は
疾
よ
り
余
の
名
を
知
り
た
る
よ
し
に
て
何
と
な
く
親
愛

の
情
深
か
り
し
が
後
去
り
て
何
方
に
往
き
し
か
を
知
ら
ざ
る
こ
と
数
年
な

り
き
、
先
に
岩
越
鉄
道
に
技
師
た
り
し
田
中
楳
次
郎
氏
余
に
い
ふ
、
　
「
郡

山
に
居
り
し
頃
真
山
良
と
い
ふ
人
あ
り
し
が
信
者
の
よ
し
に
て
貴
君
を
も

知
れ
る
よ
し
な
り
」
と
、
其
の
時
は
「
然
る
か
」
と
の
み
に
て
他
に
何
等

の
談
話
も
な
く
し
て
終
り
し
が
此
の
頃
鹿
島
組
の
鈴
木
巌
氏
に
面
・
曾
し
た

り
し
に
氏
は
い
ふ
、
　
「
貴
君
は
真
山
良
と
い
ふ
人
を
知
り
た
ま
ふ
よ
し
、

近
頃
圃
劇
組
に
て
氏
愈
傭
ひ
し
に
頗
る
事
務
に
機
敏
に
し
て
且
つ
實
着
に
、

社
に
て
は
深
く
信
用
し
、
善
き
人
を
得
た
り
と
喜
び
居
れ
り
」
と
、
、
余
は

之
を
聞
き
て
深
く
喜
び
居
り
し
に
三
四
日
前
、
・
前
の
田
中
氏
を
訪
ひ
た
る

時
、
談
偶
々
真
山
氏
の
こ
と
に
及
び
、
此
の
頃
は
鹿
島
組
に
居
る
よ
し
な

　
　
　
　
続
続
恥
か
記
　
第
十
一
巻

り
と
語
り
し
に
田
中
氏
は
い
ふ
、
　
「
彼
の
人
の
如
く
な
ら
ば
何
方
に
往
き

て
も
信
用
を
得
る
こ
と
難
か
ら
じ
、
余
が
岩
越
を
去
る
頃
に
は
い
ま
だ
彼

の
社
に
居
り
し
が
恐
く
は
彼
の
社
に
用
な
く
鹿
島
組
に
往
き
た
る
な
る
べ

し
、
氏
は
岩
越
に
て
荷
物
運
輸
の
事
を
直
り
し
が
事
理
に
精
通
し
た
る
と

機
敏
に
し
て
且
つ
正
直
な
り
し
を
以
て
深
く
信
用
せ
ら
れ
、
毎
月
五
千
円

前
後
の
出
納
を
一
任
せ
ら
れ
、
毫
末
も
渋
滞
し
た
る
こ
と
な
く
、
尚
且
つ

一
銭
た
り
と
も
誤
魔
化
し
た
る
跡
あ
る
を
見
ず
、
余
は
他
の
者
を
呼
出
だ

し
て
尋
ぬ
る
も
要
領
を
得
ず
、
氏
に
問
ひ
て
直
に
其
の
要
を
得
る
こ
と
屡

々
あ
り
し
を
以
て
『
役
に
立
つ
男
』
と
思
ひ
居
た
り
、
其
の
平
生
を
観
る

に
酒
を
も
飲
ま
ず
、
喫
煙
せ
ず
、
不
思
議
の
人
と
思
ひ
し
が
い
ま
だ
信
徒

な
り
と
も
思
は
ず
、
然
る
に
荷
物
の
運
搬
を
宰
る
も
の
は
駄
数
を
多
く
し

て
賃
銭
を
私
す
る
と
自
己
の
業
務
を
多
く
見
せ
ん
と
て
其
の
数
を
偽
ら
ざ

る
も
の
は
殆
ど
稀
な
り
、
時
と
し
て
は
千
駄
と
報
告
し
て
其
の
實
は
二
三

百
駄
に
止
ま
る
こ
と
あ
り
、
何
分
に
も
信
用
す
る
こ
と
能
は
ず
し
て
報
告

あ
る
も
尚
ほ
内
調
を
為
す
こ
と
あ
り
、
然
る
に
真
山
氏
よ
り
の
報
告
は
常

に
他
の
者
に
比
し
て
駄
数
少
く
、
少
き
が
故
に
實
際
と
報
告
と
異
る
こ
と

な
く
、
氏
が
五
百
駄
と
い
へ
ば
必
ず
五
百
駄
に
し
て
些
も
誤
数
あ
る
こ
と

な
し
、
後
に
は
何
事
に
て
も
『
其
の
こ
と
に
間
違
い
な
い
か
』
と
問
ひ
、

『
真
山
さ
ん
が
い
ひ
ま
し
た
』
と
聞
け
ば
直
に
信
じ
て
誤
謬
な
き
に
至
り
、
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続
続
恥
か
記
　
第
十
一
巻

人
皆
茂
の
機
敏
と
正
直
に
感
服
し
居
り
た
り
、
後
馬
何
か
の
こ
と
よ
り
不

図
宗
教
談
に
渉
り
し
に
氏
は
醤
教
徒
な
り
と
い
ふ
を
以
て
然
ら
ば
貴
君

を
知
る
か
と
問
ひ
し
に
貴
君
を
知
れ
る
よ
し
、
始
め
て
貴
君
の
相
識
な
る

こ
と
を
も
知
り
た
り
云
々
L
、
實
に
氏
の
如
き
は
「
燈
を
燃
し
て
斗
の
下

に
お
」
か
ず
「
禦
導
き
て
－
し
－
太
て
の
物
を
照
」
（
太
五
。
十
五
）
す

人
な
り
、
若
し
信
徒
に
し
て
氏
の
如
く
耀
き
た
ら
ん
に
は
神
の
国
の
全
勝

は
決
し
て
遠
か
ら
ざ
る
な
り
、
光
明
な
き
燈
、
氏
の
光
明
を
見
た
ら
ん
に

は
偲
死
す
る
こ
と
無
き
か
。
　
光
二
年
八
月
十
二
日
稿
、

第
百
六
十
二
章

僻
み
根
生
が
あ
る
か
ら
…
…

以
實
亜
基
督
の
性
格
を
預
言
し
て
曰
は
く
「
彼
は
競
ふ
こ
と
な
く
喧
ぶ

こ
と
な
し
人
街
に
於
て
其
の
声
を
聞
く
こ
と
な
し
…
…
傷
め
る
葦
を
折

る
こ
と
な
く
煙
れ
る
麻
を
臆
す
ご
と
な
し
」
（
枕
越
専

保
羅
曰
は
く
「
我
儘
の
人
に
向
ひ
て
自
主
の
も
の
な
れ
ど
更
に
多
く
の

人
を
得
ん
だ
め
に
自
ら
己
を
衆
の
人
の
奴
隷
と
な
せ
り
、
ユ
ダ
ヤ
人
に

，
は
我
ユ
ダ
ヤ
人
の
如
く
な
れ
り
、
此
れ
ユ
列
や
人
を
得
ん
だ
め
な
り
、

又
律
法
の
下
に
あ
る
者
に
は
我
律
法
の
下
に
あ
ら
ざ
れ
ど
も
律
法
の
下

に
あ
る
も
の
玉
如
く
な
れ
り
、
盗
れ
律
法
の
下
に
あ
る
者
を
得
ん
だ
め

な
り
、
律
法
な
き
者
に
は
我
律
法
な
き
も
の
N
如
く
な
れ
グ
、
是
れ
律

　
法
の
下
に
あ
る
者
を
得
ん
だ
め
な
り
、
律
法
な
き
者
に
は
我
律
法
な
き

　
も
の
玉
如
く
な
れ
り
、
是
れ
律
法
な
き
も
の
を
得
ん
為
な
り
…
：
、
柔

　
弱
者
に
は
我
柔
弱
者
の
如
く
な
れ
り
、
浸
れ
柔
弱
者
を
得
ん
為
な
り
、

　
訂
す
べ
て
の
人
に
は
呼
量
の
凡
て
の
人
の
状
に
循
へ
り
、
斬
れ
い
か
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
く

　
も
し
て
彼
等
数
人
を
救
は
ん
為
な
り
、
わ
れ
福
音
の
為
に
如
此
お
こ
な

ふ
は
人
と
共
に
福
立
是
與
は
ん
為
な
2
（
禰
功
皇
Y

人
を
救
は
ん
と
せ
ば
己
河
岸
に
あ
り
て
大
声
、
疾
呼
す
る
も
愚
な
く
、
自

ら
水
中
に
入
り
、
自
己
を
彼
の
位
地
を
お
き
て
抱
か
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
人

を
説
き
て
之
を
教
化
せ
ん
と
す
る
者
は
己
ま
つ
教
化
せ
ら
る
べ
き
も
の
Σ

位
地
に
立
ち
、
十
分
彼
に
同
情
、
同
感
の
念
を
有
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
己

別
位
地
に
あ
る
時
は
彼
別
感
情
を
以
て
我
を
見
る
が
故
に
わ
が
感
化
の
力

は
彼
の
一
身
に
及
ぶ
こ
と
能
は
ざ
る
な
り
、
神
若
し
我
を
救
ふ
と
い
へ
ど

も
基
督
人
と
な
り
て
吾
人
の
中
に
現
れ
、
吾
人
と
寝
食
を
楷
に
し
た
ま
ふ

こ
と
あ
ら
ざ
れ
は
吾
人
は
神
と
感
情
を
一
に
す
る
能
は
ず
、
感
情
一
な
ら

ざ
れ
は
神
の
教
化
を
蒔
く
る
こ
と
能
は
ざ
る
な
り
、
パ
ゥ
ロ
が
異
邦
人
を

説
く
に
当
り
て
自
ら
其
の
身
を
異
邦
人
の
如
く
し
た
る
も
の
其
の
成
功
の

一
要
素
た
り
し
な
り
、
清
国
内
地
に
入
り
て
道
を
伝
ふ
る
欧
米
の
宣
教
師

が
清
服
を
纒
ふ
も
の
は
徒
に
奇
を
好
む
に
あ
ら
ざ
る
な
り
、

余
は
廿
三
年
以
来
監
獄
に
伝
道
し
、
見
る
べ
き
成
功
と
て
は
一
も
あ
ら
ざ
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れ
ど
も
囚
人
に
は
必
ず
囚
人
た
る
の
僻
み
根
生
あ
る
べ
き
を
知
り
た
り
、

之
を
知
る
が
故
に
「
監
獄
」
、
「
囚
人
」
、
「
就
役
」
、
「
法
律
上
の
罪
人
」
な

「
ど
凡
て
囚
人
の
僻
み
根
生
に
障
あ
る
べ
き
語
を
用
み
ず
、
又
彼
等
を
呼
ぶ

に
「
諸
君
」
、
又
は
「
兄
弟
」
、
又
は
「
あ
な
た
方
」
の
如
く
極
め
て
親
し

く
、
又
敬
語
を
用
ゐ
、
毫
も
「
余
は
罪
囚
に
あ
ら
ず
」
と
の
語
勢
を
す
ら

用
み
る
こ
と
を
せ
ず
、
蓋
し
彼
等
は
囚
人
と
し
て
の
僻
み
根
生
あ
り
て
思

ひ
も
よ
ら
ぬ
邪
推
を
な
す
も
の
な
れ
ば
な
り
、
彼
等
は
平
生
苛
責
、
叱
咤
、

命
令
の
声
の
み
聞
き
て
親
愛
、
同
情
の
声
を
耳
に
せ
る
こ
と
あ
ら
ざ
る
が

故
に
「
盗
人
」
と
響
く
声
あ
れ
ば
「
我
を
呼
べ
り
」
と
し
、
　
「
悪
人
」
と

耳
に
す
れ
ば
「
我
を
罵
る
」
と
な
す
庵
の
な
り
、
然
れ
ば
彼
等
に
対
し
て

親
愛
の
言
は
蝕
程
感
ず
る
こ
と
の
深
き
も
の
な
り
、
余
本
年
一
月
以
後
風

邪
の
為
に
三
月
に
至
る
ま
で
休
講
し
た
り
し
に
同
月
中
書
信
を
以
て
余
の

疾
病
を
問
ふ
も
の
二
人
あ
り
き
、
余
は
其
の
書
信
を
落
手
し
て
一
二
週
の

後
出
席
し
た
れ
ば
説
教
を
終
り
て
後
「
此
の
頃
わ
ざ
一
手
紙
を
以
て
病

気
を
見
舞
ふ
て
く
だ
さ
っ
て
有
難
ふ
ご
ざ
い
ま
し
た
、
幸
に
回
復
し
ま
し

て
…
…
」
と
い
ふ
や
一
同
莞
爾
と
し
て
低
頭
せ
し
が
其
の
頭
を
挙
げ
た
る

時
見
れ
ば
落
涙
し
居
る
者
二
三
人
あ
り
き
、
あ
二
、
可
憐
な
る
囚
徒
、
彼

等
は
入
監
以
来
長
き
は
七
八
年
他
人
よ
り
「
有
難
う
」
と
い
へ
る
が
如
き

謝
辞
を
き
二
た
る
こ
と
は
無
か
り
し
な
り
、
　
「
有
難
う
」
の
一
言
、
彼
等

　
　
　
　
続
続
恥
か
記
　
第
十
一
巻

の
為
に
は
幽
谷
の
量
音
、
絶
島
の
帆
影
、
死
者
の
福
音
た
り
し
な
り
、
余

は
是
に
よ
り
て
弥
々
彼
等
を
囚
人
視
す
る
の
得
策
に
あ
ら
ざ
る
を
見
き
、

此
の
頃
留
岡
翻
助
氏
来
り
、
雑
談
の
際
左
の
こ
と
を
云
へ
り
、
「
囚
人
と

い
ふ
も
の
は
僻
み
根
生
が
あ
る
か
ら
面
影
注
意
し
な
い
と
倒
れ
か
玉
つ
た

も
の
を
突
飛
ば
す
や
う
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
、
私
の
所
に
居
た
出
監
人
の

一
人
は
他
に
出
て
帰
っ
て
く
る
時
は
必
ず
裏
の
竹
藪
の
影
に
四
五
分
時
間

立
ち
て
自
己
の
噂
話
を
為
す
や
否
や
と
見
る
を
常
と
せ
り
、
又
一
人
絹
盗

を
し
た
も
の
が
来
て
居
ま
し
た
が
中
々
僻
み
が
あ
っ
て
困
り
ま
し
た
、
ま

　
　
　
な
ほ

だ
全
く
疹
り
ま
せ
ん
が
其
の
痙
り
か
た
を
遅
く
し
た
の
に
一
の
原
因
が
あ

り
ま
す
西
あ
る
日
私
の
妻
が
一
問
に
巾
着
を
持
っ
て
来
て
銭
を
算
へ
て
居

た
の
で
す
が
終
っ
て
立
た
う
と
し
た
時
言
の
男
は
障
子
を
あ
け
て
其
の
問

に
は
い
り
ま
し
た
、
妻
は
立
ち
か
玉
つ
た
の
で
あ
っ
た
が
其
の
男
の
入
来

る
の
を
見
た
の
で
気
が
つ
き
、
其
の
男
を
疑
っ
た
の
で
は
な
い
が
ヒ
ョ
イ

と
巾
着
を
つ
か
ん
で
牲
つ
た
の
で
す
、
誰
も
何
と
も
思
は
な
か
っ
た
の
で

す
が
其
の
男
は
「
ま
だ
己
を
疑
っ
て
居
る
か
」
と
い
っ
た
さ
う
で
す
、
囚

人
を
扱
ふ
に
は
僻
み
根
生
が
あ
る
か
ら
気
組
気
を
付
け
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
、
私
も
経
験
が
あ
り
ま
す
、
私
が
ア
メ
リ
カ
か
ら
帰
っ
て
全
く
金
の

無
く
な
っ
た
時
非
常
に
困
っ
た
か
ら
時
計
を
売
ら
う
と
思
っ
て
二
三
の
店

に
持
っ
て
牲
つ
た
の
で
す
が
何
処
で
も
皆
断
ら
れ
た
の
で
す
が
後
で
考
へ

73



　
　
　
　
続
続
恥
か
記
　
第
十
一
巻

れ
ぽ
規
則
が
あ
る
の
で
店
で
売
ら
う
と
い
り
て
も
買
は
ん
筈
で
す
、
然
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど

私
は
貧
乏
し
た
の
で
自
分
に
僻
み
が
あ
る
か
ら
何
の
店
で
も
私
を
盗
人
と

思
っ
て
見
る
な
と
思
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
、
實
に
僻
ま
せ
る
な
ら
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

化
す
る
こ
と
は
む
つ
か
し
い
何
ん
で
も
悪
い
こ
と
を
し
た
者
を
も
悪
い
こ

と
を
為
ん
も
の
と
見
て
扱
は
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
、
悪
い
こ
と
を
せ
ん

も
の
と
見
て
居
る
な
と
思
ふ
と
其
れ
に
感
じ
て
悪
い
こ
と
を
せ
ん
気
に
な

り
ま
す
、
人
を
扱
ふ
の
は
む
つ
か
し
い
が
囚
人
を
扱
ふ
の
は
殊
に
む
つ
か

比
い
も
の
で
す
」
と
、
主
の
救
極
に
力
あ
る
は
主
の
伺
情
な
り
、
パ
ゥ
仁

の
伝
道
に
成
功
あ
る
倣
其
の
身
を
同
位
地
に
置
き
た
る
に
あ
り
。
　
計
二

　
年
八
月
十
二
日
稿
、

第
百
六
十
三
章

信
者
風

箴
言
に
曰
は
く
「
鉄
は
鉄
を
と
ぐ
斯
く
の
如
ぐ
人
は
其
の
友
の
面
を
研
「

ぐ
な
り
…
・
．
・
水
に
照
せ
ば
面
と
面
と
相
肖
る
が
如
く
人
の
心
は
人
の
心

に
似
た
り
」
（
三
七
。
十
七
、
十
九
）
、

人
は
境
遇
の
感
化
を
蒙
ら
ざ
る
も
の
な
し
、
駈
引
の
翻
風
な
る
、
測
氏

の
印
度
風
な
る
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
希
騰
風
な
る
、
パ
ウ
ロ
の
猶
太
風
な
る
、

ル
ー
テ
ル
の
独
逸
風
な
る
、
r
西
郷
南
州
の
写
本
風
な
る
皆
呵
れ
境
遇
の
感

化
を
蒙
り
し
も
の
に
し
で
真
に
超
然
と
し
て
境
遇
の
外
に
あ
る
も
の
は
あ

ら
ざ
る
な
り
、
然
れ
ば
聖
賢
、
、
達
士
の
思
想
の
如
き
も
境
遇
に
化
さ
れ
、

統
系
を
存
し
、
何
程
の
新
規
軸
、
新
思
想
な
り
と
も
天
よ
り
降
り
し
翻

の
如
き
も
の
あ
ら
ざ
る
な
り
、
「
天
よ
り
降
り
天
に
を
る
人
の
子
の
外
に

天
に
昇
り
著
芒
」
（
望
．
Y
其
の
他
年
り
て
は
何
等
の
人
物
も

人
た
る
を
免
れ
ざ
る
な
り
、
一
の
土
地
に
土
地
風
あ
り
、
一
の
国
に
国
風

あ
り
、
承
れ
境
遇
の
感
化
な
り
、
余
が
友
松
崎
連
氏
云
へ
り
、
氏
煮
て
他

藩
の
某
氏
と
共
に
両
國
辺
を
道
遥
し
た
る
こ
と
あ
り
、
之
と
語
り
つ
鼠
行

く
と
き
五
六
番
前
に
神
谷
百
之
助
氏
の
往
く
を
見
た
り
、
一
入
な
れ
ば
呼

止
め
も
す
べ
か
り
し
が
他
藩
人
の
同
行
者
あ
る
を
以
て
其
の
侭
に
し
て
行

け
り
、
其
の
時
同
行
の
友
人
は
後
よ
り
神
谷
氏
を
指
し
て
「
彼
の
人
は
貴

君
の
旧
藩
人
な
ら
ん
」
と
い
へ
り
、
松
崎
氏
は
驚
き
て
如
何
に
し
て
知
る

か
を
問
へ
ば
「
貴
君
の
風
俗
と
全
く
同
じ
」
と
い
ひ
た
る
よ
し
、
余
の
目

よ
り
見
て
は
此
の
二
氏
に
似
た
る
所
あ
り
と
も
思
は
ざ
る
に
他
人
の
目
よ

レ
は
似
た
る
所
あ
る
を
見
た
り
、
繁
れ
我
が
藩
の
小
境
遇
に
し
て
知
ら
ず

識
ら
ず
感
化
せ
ら
れ
し
も
の
な
レ
、
然
れ
ば
基
督
教
に
も
信
者
風
な
る
も

の
あ
り
と
見
え
屡
々
知
ら
ざ
る
人
に
然
か
思
は
る
玉
こ
と
あ
り
、
　
（
続
恥

か
鴬
笛
三
十
七
章
に
も
余
が
教
役
者
と
見
ら
れ
た
る
こ
と
を
記
せ
り
看
参

せ
よ
）
、
本
年
四
月
余
は
鋼
町
に
遅
き
、
一
夜
（
一
目
な
り
）
劉
課

試
と
宿
舎
の
楼
上
に
雑
談
す
、
、
偶
々
信
者
風
と
い
へ
る
談
起
り
、
余
は
恥

履



か
記
（
続
）
第
三
十
七
章
に
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
教
役
者
風
も
あ
る
も
の

か
な
と
い
ひ
し
に
氏
は
独
り
莞
爾
と
し
て
頻
に
点
頭
き
居
り
し
が
後
に
左

の
こ
と
を
語
出
で
た
り
、
　
「
余
の
貴
君
を
知
り
し
も
同
じ
く
そ
れ
な
り
、

・
貴
君
が
曽
て
創
囹
（
温
泉
宿
の
一
）
に
着
せ
ら
れ
し
時
（
明
治
廿
四
年
十

一
月
十
二
日
の
夕
刻
な
り
）
余
は
彼
の
家
の
帳
場
に
居
り
し
が
貴
君
の
風

采
を
見
る
や
余
は
何
と
な
く
教
役
者
な
ら
ん
と
思
へ
り
、
蝕
を
以
て
主
人

を
促
し
、
宿
帳
を
附
け
さ
せ
て
一
見
し
た
る
に
果
し
て
盛
岡
の
基
督
教
導

師
ヨ
淵
綱
と
あ
り
、
倦
こ
そ
我
が
眼
は
誤
ら
ざ
り
け
れ
、
推
し
て
面
會
を

求
め
ん
か
と
思
ひ
し
が
何
と
な
く
き
ま
り
悪
く
て
果
さ
ず
、
何
事
か
無
告

あ
れ
か
し
と
貴
君
が
入
浴
せ
ら
れ
し
時
格
別
に
入
浴
な
欲
せ
ざ
り
し
が
余

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
夜

も
亦
入
浴
せ
り
《
然
し
遂
に
機
會
を
得
ず
し
て
其
の
［
日
は
止
み
、
翌
日
］

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
其
の

捌
煮
豆
と
共
に
貴
君
に
面
・
曾
せ
り
、
然
し
貴
君
は
［
昨
］
夜
鳥
浴
し
た
る

を
知
ら
ざ
る
が
如
く
見
え
き
」
と
、
余
は
此
の
談
を
き
玉
て
弥
々
奇
な
り

と
思
ふ
と
同
時
に
九
年
間
の
一
疑
問
を
解
釈
す
る
を
得
た
り
、
余
は
其
の

日
押
川
氏
と
共
に
上
野
よ
り
同
車
せ
ん
筈
な
り
し
に
発
車
時
刻
に
至
る
も

氏
は
来
ら
ず
、
止
む
を
得
ず
、
余
は
独
り
乗
車
し
、
小
山
に
来
り
し
に
斉

藤
壬
生
雄
氏
の
上
州
よ
り
来
り
し
に
逢
ひ
、
氏
と
共
に
転
意
に
行
か
ん
と

為
し
た
り
し
に
宇
都
宮
を
越
え
た
る
頃
よ
り
頭
痛
し
て
気
分
よ
ろ
し
か
ら

ず
、
’
遂
に
飯
坂
に
一
泊
せ
ん
と
決
し
、
福
島
に
て
下
車
し
た
り
、
下
車
し

　
　
　
　
続
続
恥
か
記
　
第
十
一
巻

て
見
れ
ば
和
田
氏
は
鈴
木
氏
と
共
に
待
つ
人
に
て
も
あ
る
が
如
し
、
問
へ

ば
押
川
氏
来
る
筈
な
り
と
い
ふ
、
余
は
氏
の
乗
車
せ
ざ
り
し
よ
し
を
語
り
、

同
所
よ
り
直
に
人
力
車
を
傭
ひ
て
発
し
角
屋
に
は
着
し
た
り
し
な
り
、
余

が
室
は
入
口
の
上
に
あ
る
二
階
に
し
て
滝
の
湯
の
音
耳
に
つ
き
て
眠
を
妨

げ
ら
れ
、
十
時
を
過
ぎ
た
れ
ど
も
い
ま
だ
眠
ら
ず
居
り
し
に
忽
ち
入
口
を

叩
く
者
あ
り
、
家
の
者
は
之
に
応
ず
る
、
入
口
の
戸
の
開
く
音
あ
り
、
来

客
と
下
脾
と
二
三
回
の
問
答
あ
り
、
其
の
内
二
階
に
昇
る
も
の
あ
り
、
余

が
室
の
襖
を
開
く
者
あ
り
、
見
れ
ば
一
人
の
下
埠
に
し
て
「
三
浦
様
と
は

旦
那
で
す
か
」
と
問
ふ
、
然
り
と
答
へ
し
に
何
も
い
は
ず
に
室
を
出
で
し

が
入
交
り
て
押
川
氏
と
和
田
氏
と
村
上
清
氏
を
伴
ひ
来
り
し
な
り
、
余
は

最
初
よ
り
押
川
氏
と
飯
坂
に
同
行
す
べ
き
を
思
は
ず
、
又
福
島
に
於
て
和

田
氏
に
面
面
し
た
る
時
角
屋
に
止
宿
す
べ
き
こ
と
を
語
ら
ず
、
然
る
に
押
、

和
の
二
氏
は
余
が
宿
に
来
れ
り
、
奇
妙
な
り
と
思
ひ
し
に
よ
り
て
後
に
押

川
氏
に
「
如
何
に
七
て
余
の
宿
を
知
り
し
や
」
と
問
ひ
し
に
氏
は
戯
れ
て

「
香
で
知
っ
た
」
と
笑
ひ
、
何
と
も
い
は
ず
、
余
は
本
年
ま
で
も
如
何
に

し
て
知
り
し
か
を
知
ら
ざ
り
し
に
此
の
目
村
上
氏
の
言
に
よ
れ
ば
村
上
氏

は
必
ず
余
の
宿
を
知
る
べ
し
と
て
同
氏
を
訪
ひ
た
る
よ
し
（
福
島
に
て
和

田
氏
は
余
に
村
上
氏
を
迎
き
て
面
暫
し
く
れ
よ
と
い
ひ
た
れ
ば
氏
は
余
の

宿
を
知
る
と
思
ひ
し
な
り
、
余
は
気
分
悪
か
り
し
を
以
て
和
田
氏
の
依
頼
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続
続
恥
か
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一
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に
応
ぜ
ず
、
．
明
朝
村
上
町
を
訪
は
ん
と
思
ひ
た
り
し
な
り
）
、
村
上
氏
は

余
に
訪
は
れ
た
る
に
は
あ
ら
ざ
り
し
が
前
掲
の
事
に
よ
り
て
偶
然
余
の
宿

を
知
り
た
る
に
て
あ
り
し
、
余
は
敢
て
世
人
と
異
り
た
る
風
俗
を
為
さ
ん

と
思
は
ず
、
又
教
役
者
の
風
あ
る
を
知
ら
ざ
れ
ば
之
に
倣
は
ん
と
も
せ
ず
、

然
れ
ど
も
自
ら
化
さ
る
Σ
も
の
あ
り
て
世
人
の
目
に
信
者
風
と
見
ゆ
る
も

の
あ
る
な
る
べ
し
、
人
は
境
遇
の
奴
な
る
か
な
。
　
計
二
年
青
月
十
二
日

　
稿
、

第
百
六
十
四
章
　
　
神
経
で
す

梨
記
旨
は
く
「
魔
術
を
行
ふ
べ
か
ら
ず
」
（
嬬
．
Y

耶
利
者
亜
曰
は
く
「
異
邦
人
は
天
に
あ
ら
は
る
二
黒
を
障
る
X
と
も
汝

等
は
之
を
磐
易
れ
（
計
．
Y

人
に
は
迷
妄
、
迷
信
多
き
も
の
な
り
、
我
が
教
に
於
て
は
旧
約
の
當
時
よ

り
之
を
禁
じ
た
れ
ど
も
そ
れ
す
ら
時
々
迷
信
に
陥
る
こ
と
あ
り
、
、
況
ん
や

禁
ぜ
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
却
て
奨
励
す
る
に
似
た
る
紅
教
信
徒
に
於
て
を

や
、
迷
妄
、
迷
信
は
徳
の
害
な
り
、
進
歩
の
敵
な
り
、
極
楽
往
生
の
迷
妄

痴
漢
、
痴
婦
の
情
死
を
奨
励
し
、
地
に
神
あ
り
と
す
る
の
迷
信
清
人
の
鉄

道
破
壊
と
な
る
が
如
き
、
学
者
の
迷
妄
宗
教
を
排
斥
し
て
其
の
悪
結
果
を

蒙
る
を
知
ら
ざ
6
が
如
き
其
の
例
な
り
、
基
督
教
信
念
の
旺
な
ら
ざ
る
や

迷
妄
に
陥
る
古
今
皆
一
な
り
、
大
に
慎
ま
ず
し
て
可
な
ら
ん
や
、
我
か
基
督

教
を
信
ず
る
人
々
の
中
に
閃
⇔
津
ゲ
O
霞
討
α
q
と
称
し
、
信
仰
を
以
て
疾
病

を
亡
し
得
る
と
為
す
も
の
あ
り
、
余
は
信
仰
を
以
て
疾
病
を
痙
さ
る
N
こ

と
あ
る
を
信
ぜ
り
、
然
れ
ど
も
必
ず
痙
ゆ
べ
し
と
信
ぜ
ず
、
信
仰
に
て
遷

す
を
得
べ
し
と
為
す
は
神
の
力
と
神
経
病
と
を
与
し
た
る
も
の
な
り
う
又

祈
祷
に
よ
り
て
疾
病
を
回
す
と
い
ふ
は
奇
跡
的
信
仰
の
部
分
に
属
し
て
普

通
の
信
仰
に
あ
ら
ず
、
若
し
奇
跡
的
信
仰
な
り
と
す
れ
ば
其
の
力
は
独
り

疾
病
快
癒
に
の
み
動
く
に
あ
ら
ず
し
て
他
の
事
物
に
も
動
く
こ
と
は
使
徒

等
の
如
く
な
る
べ
き
な
り
、
彼
等
信
仰
に
よ
り
、
祈
祷
に
よ
り
て
疾
病
を

回
し
得
べ
し
と
す
る
も
決
し
て
奇
跡
を
行
ひ
得
べ
し
と
は
せ
ざ
る
べ
し
、

果
し
て
然
ら
ば
独
り
疾
病
快
癒
に
の
み
力
あ
り
と
す
る
は
無
道
理
千
萬
の

迷
妄
た
る
な
り
、
吾
人
の
祈
祷
に
は
能
あ
り
、
故
に
神
若
し
善
し
と
見
た

ま
ふ
な
ら
ぼ
其
の
祈
祷
を
聴
き
て
疾
病
を
痙
し
た
ま
ふ
こ
と
あ
る
べ
し
、

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

祈
祷
に
よ
り
て
必
治
な
り
と
い
ふ
は
誤
謬
な
り
、
蓋
し
奇
跡
は
人
力
を
以

て
為
し
得
べ
か
ら
ず
と
い
へ
ど
も
神
経
に
関
係
あ
る
疾
病
は
人
力
を
以
て

寒
し
得
る
が
故
な
り
、

余
が
藩
に
雨
宮
某
と
い
ふ
人
あ
り
、
　
（
余
が
幼
少
の
頃
、
死
し
た
る
よ
し

に
て
余
は
余
よ
り
も
二
三
歳
若
き
其
の
息
を
知
り
た
る
の
み
、
然
し
余
が

今
云
は
ん
と
す
る
人
は
此
の
息
の
祖
父
に
選
る
入
［
の
子
］
な
る
や
も
知
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請
ず
、
今
問
は
ん
に
も
道
な
し
）
、
氏
は
奇
妙
に
も
癖
の
病
を
熟
せ
り
、

其
方
法
を
聞
く
に
此
の
疾
病
あ
る
者
氏
に
治
を
乞
へ
ば
氏
は
明
朝
或
は
明

後
朝
、
精
進
叢
論
、
禮
服
を
着
用
し
て
我
が
家
に
来
れ
と
い
ふ
、
其
の
人

来
れ
ぽ
先
づ
座
敷
に
請
じ
、
自
ら
麻
上
下
を
着
し
、
ボ
ロ
ー
な
る
錦
の

嚢
に
入
れ
た
る
一
刀
を
三
方
に
の
せ
、
之
を
恭
し
く
目
品
分
に
捧
げ
、
来

り
し
者
の
前
に
置
き
、
以
て
之
を
三
拝
せ
し
め
、
而
し
て
い
ふ
「
是
れ
余

が
家
に
古
く
よ
り
蔵
す
る
墨
守
な
り
、
神
刀
の
功
験
癖
を
治
す
る
こ
と
妙

な
り
」
と
、
自
ら
拝
し
て
之
を
納
む
、
是
れ
雨
宮
氏
が
瘡
病
を
治
す
る
の

手
段
な
り
き
、
あ
る
人
其
の
神
様
と
い
ふ
は
何
等
の
寳
刀
な
る
か
を
知
ら

ん
と
し
て
氏
に
問
ひ
し
に
氏
は
笑
ひ
て
日
ふ
「
否
、
敢
て
寳
刀
た
る
に
あ

ら
ず
、
余
が
平
生
用
ゐ
居
る
小
刀
な
り
、
幸
ひ
古
め
か
し
き
ボ
ロ
ー
の

嚢
あ
り
し
を
利
用
し
て
相
手
に
直
刀
と
思
は
せ
、
以
て
瘡
を
聾
す
、
一
の

方
便
の
み
」
と
、
聞
く
者
呆
然
、
大
笑
せ
り
と
、
視
よ
、
彼
は
相
手
の
迷

妄
に
乗
し
て
天
理
教
の
モ
ル
ヒ
ネ
金
米
糖
策
を
用
み
た
る
な
り
、

又
飯
坂
の
村
上
町
は
余
に
云
へ
り
、
「
神
経
と
い
ふ
は
奇
妙
の
も
の
に
て

虎
列
拉
病
者
の
通
行
す
る
を
・
見
て
忽
ち
虎
列
拉
病
に
な
り
し
談
あ
れ
ど
余

も
亦
之
を
利
用
し
て
神
経
病
者
と
託
し
た
る
こ
と
あ
り
、
余
が
須
賀
川
よ

り
此
の
地
に
転
じ
て
後
久
し
か
ら
ざ
る
時
な
り
し
が
長
岡
の
知
人
某
氏
の

母
少
し
く
脳
に
異
状
あ
り
て
時
々
自
ら
狂
者
な
り
と
思
ひ
、
奇
妙
な
る
挙

　
　
　
　
続
続
恥
か
記
　
　
第
十
一
巻

動
を
為
し
て
困
難
な
り
と
聞
き
た
れ
ば
余
は
彼
の
人
に
つ
き
て
母
の
平
生
、

又
信
念
な
ど
聞
き
、
あ
る
日
少
し
く
平
人
と
異
る
服
装
を
な
し
て
長
岡
村

に
牲
き
、
其
の
家
の
前
に
立
ち
し
に
朋
友
は
一
種
の
挙
動
を
為
し
て
余
が

立
て
る
こ
と
を
母
に
知
ら
せ
た
る
が
如
し
、
母
は
余
が
風
采
を
証
し
に
普

通
人
と
異
る
所
あ
る
を
以
て
、
意
あ
り
し
も
の
と
見
え
、
何
用
な
り
や
と

問
ふ
、
余
は
固
よ
り
問
は
し
め
ん
と
し
た
る
な
れ
ば
一
種
の
神
酒
を
伝
ふ

る
も
の
な
り
と
い
へ
り
、
彼
は
驚
き
て
余
を
家
中
に
請
じ
入
れ
、
余
は
導

か
る
二
ま
N
に
座
敷
に
通
り
、
此
の
婦
人
を
相
し
て
諄
々
と
し
て
其
の
平

生
を
指
摘
、
説
破
し
、
か
滑
る
信
念
は
此
れ
な
り
、
彼
の
信
念
は
一
種
の

迷
妄
な
り
と
説
く
や
、
朋
友
は
は
や
居
た
エ
ま
れ
ず
な
り
て
家
族
に
遁
出

だ
し
、
余
も
吹
出
だ
さ
ん
と
せ
し
こ
と
数
回
な
り
し
が
一
生
懸
命
、
辛
抱

し
て
漸
く
説
終
り
し
に
彼
の
婦
人
の
驚
愕
は
預
想
外
に
し
て
此
の
時
よ
り

前
の
有
様
と
大
に
異
り
、
今
も
尚
ほ
無
事
な
り
、
全
く
準
え
た
り
と
は
見

え
ざ
る
も
知
ら
ざ
る
も
の
は
尋
常
人
と
為
し
て
怪
ま
ざ
る
ま
で
に
は
誓
え

た
り
、
神
経
病
は
ま
こ
と
に
奇
妙
な
る
も
の
な
り
し
と
、
氏
は
一
種
の
方

便
説
を
為
し
て
一
人
の
婦
人
を
救
ひ
た
り
、
此
は
国
四
部
ゲ
O
霞
ぎ
α
q
に
あ

ら
ず
し
て
¢
駄
鋤
導
O
霞
ぎ
α
q
と
い
ふ
べ
き
か
、
奇
な
る
か
な
、
神
経
の

作
用
。
　
計
二
年
八
月
十
四
日
稿
、
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第
百
六
十
五
章

盛
世
一
疇
に
て
救
は
る

　
華
甲
は
く
「
爾
曹
す
べ
て
我
が
名
に
託
り
て
求
ふ
所
の
こ
と
は
劃
す

　
べ
て
之
を
行
さ
ん
父
の
栄
の
子
に
よ
り
て
顕
れ
ん
が
為
な
り
若
し
爾
曹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
求

　
何
事
に
て
も
我
が
名
に
よ
り
て
［
救
］
は
父
我
こ
れ
を
行
さ
ん
」

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@
　
　
（
謙
謂
＋
Y

　
多
型
は
く
「
わ
れ
ら
が
す
べ
て
求
む
る
所
は
彼
よ
り
賢
く
其
の
誠
を

守
り
て
其
の
悦
び
た
ま
ふ
所
を
行
へ
窪
り
」
（
壷
一
マ

前
章
に
於
て
余
は
単
に
祈
祷
に
よ
り
て
疾
病
を
医
さ
る
二
こ
と
な
き
を
云

へ
う
、
今
、
圏
画
祈
祷
に
て
救
は
る
と
い
は
父
或
は
牟
盾
の
言
に
似
た
り

．
と
思
は
ん
、
然
れ
ど
も
其
の
牟
盾
に
あ
ら
ざ
る
は
左
の
言
に
よ
り
て
明
な

ら
ん
、

祈
祷
に
よ
り
て
疾
病
の
医
さ
る
瓦
は
真
理
な
り
、
」
然
れ
ど
も
今
日
新
約
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
祈
祷

時
代
に
填
て
は
奇
跡
を
行
ふ
を
許
し
た
ま
は
ず
、
　
［
奇
跡
］
に
よ
り
て
疾

病
医
ゆ
と
い
ふ
は
即
ち
奇
跡
な
り
、
然
れ
ば
今
日
は
直
接
に
祈
祷
に
よ
り

て
疾
病
を
医
し
た
ま
は
ず
し
て
間
接
に
医
し
た
ま
ふ
な
り
、
間
接
と
は
何

ぞ
や
、
祈
祷
に
よ
り
て
人
力
の
為
し
得
べ
き
方
法
を
取
ら
し
め
た
ま
ふ
な

り
、
上
れ
畏
れ
を
祈
祷
に
て
救
は
る
と
い
ふ
な
り
、

余
は
近
頃
神
が
此
の
方
法
に
よ
り
て
余
が
三
女
盛
世
の
生
命
を
救
ひ
た
ま

ひ
し
を
経
験
せ
り
、
其
の
顛
末
を
詳
記
す
る
所
あ
る
べ
し
、
近
頃
市
中
に

赤
痢
病
流
行
し
、
彼
方
、
此
方
に
病
者
あ
る
よ
し
を
き
玉
し
が
回
れ
た
父

ひ
　
と
ご
と

他
人
事
に
し
て
余
に
は
関
係
な
し
、
か
玉
る
疾
病
の
流
行
せ
ざ
る
も
余
は

前
よ
り
用
心
し
居
れ
ば
大
安
心
な
り
と
し
た
る
は
油
断
な
り
き
、
光
二
年

八
月
十
四
日
の
午
後
余
は
一
こ
の
兄
弟
を
訪
ひ
て
夕
暮
家
に
帰
り
し
に
盛

側
は
床
に
あ
り
、
如
何
に
せ
し
や
と
問
へ
ば
熱
あ
り
、
頭
痛
せ
り
と
て
臥

し
た
り
と
、
風
選
を
験
し
た
る
に
摂
氏
の
九
度
四
分
を
示
せ
り
、
斯
く
て

は
棄
て
お
け
じ
と
直
に
高
士
木
村
氏
に
人
を
走
ら
せ
た
る
に
不
在
な
り
と

い
ふ
、
後
島
村
氏
近
所
に
往
く
用
な
き
や
と
の
こ
と
な
れ
ば
再
び
木
村
氏

に
来
診
を
促
し
た
り
、
夜
に
入
り
て
木
村
氏
来
診
し
、
い
ま
だ
何
や
ら
分

明
な
ら
ざ
れ
ど
も
或
は
腸
カ
タ
ル
な
ら
ん
か
と
、
下
剤
を
投
ず
、
其
の
功

能
に
や
十
時
頃
よ
り
下
痢
を
初
め
、
夜
の
あ
く
る
頃
ま
で
に
十
五
六
回
下

痢
し
た
り
、
十
五
日
の
午
前
木
村
氏
来
診
し
、
十
分
に
赤
痢
の
徴
あ
り
、

午
後
一
画
し
て
確
實
な
ら
ば
止
む
を
得
ず
規
則
に
従
ひ
て
其
の
筋
に
と
父

け
い
つ
べ
し
、
就
て
は
岩
手
病
院
の
隔
離
室
な
り
、
万
目
の
伝
染
病
院
な

り
、
何
れ
な
り
と
入
院
然
る
べ
し
と
、
余
は
万
日
の
病
院
を
知
ら
ず
、
岩

手
病
院
な
れ
ば
近
き
が
上
に
よ
く
知
り
た
れ
ば
岩
手
病
院
に
入
ら
ん
と
木

村
氏
に
乞
ひ
て
院
長
杉
立
氏
に
宛
て
た
る
書
を
も
ら
ひ
、
島
村
氏
を
し
て

談
判
せ
し
め
、
看
護
婦
一
人
を
傭
入
る
Σ
こ
と
を
も
相
談
せ
し
め
た
り
、
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然
し
余
は
夕
刻
に
至
り
て
医
士
よ
り
届
出
つ
る
を
好
ま
ず
、
そ
は
夕
刻
届

出
だ
し
て
夜
に
入
り
て
入
院
す
る
は
不
便
少
か
ら
ず
と
思
ひ
て
な
り
、
刺

村
氏
は
夕
刻
診
察
し
て
明
朝
届
出
だ
す
こ
と
ふ
せ
ん
と
て
帰
り
し
が
夜
に

入
り
来
診
し
、
幾
分
か
軽
快
の
摸
索
な
れ
ど
も
明
朝
八
時
に
届
出
づ
べ
し

と
い
ふ
、
此
の
時
太
郎
は
少
し
く
熱
あ
る
が
如
し
と
て
木
村
氏
の
診
断
を

乞
ひ
し
に
こ
れ
も
或
は
赤
痢
に
は
あ
ら
ず
や
、
盛
世
の
下
剤
二
服
を
服
し

試
み
よ
と
て
去
れ
り
、
然
し
太
郎
は
二
階
に
寝
ね
し
を
以
て
夜
半
に
下
剤

の
功
能
あ
ら
は
れ
て
は
困
難
な
り
と
て
之
を
服
せ
ず
、
キ
ニ
…
ネ
三
グ
レ

イ
ン
を
服
し
て
眠
れ
り
、
盛
世
の
下
痢
は
昨
夜
の
如
く
し
て
此
の
夜
を
過

ご
し
、
太
郎
は
十
六
目
の
午
前
六
時
頃
よ
り
下
痢
し
初
め
た
り
、
七
時
頃

木
村
氏
来
り
た
れ
ば
二
人
と
も
診
察
を
乞
ひ
し
に
三
世
の
方
は
昨
夕
よ
り

も
よ
し
、
太
郎
は
純
然
た
る
赤
痢
な
り
と
の
こ
と
に
て
遂
に
二
人
と
も
入

院
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
に
至
れ
り
、
午
前
十
時
頃
に
至
り
て
検
疫
員
北
田

某
氏
、
巡
査
部
長
、
巡
査
、
人
足
二
入
、
消
毒
薬
と
共
に
来
れ
り
、
北
田

氏
に
担
架
あ
り
ゃ
と
問
へ
ば
無
し
と
い
ふ
、
昨
年
余
が
乗
り
し
も
の
病
院

に
あ
る
筈
な
り
と
い
ひ
し
に
其
の
答
何
と
な
く
ト
ン
チ
ソ
ガ
ン
な
り
し
が
、

後
に
思
へ
ば
余
は
岩
手
病
院
の
か
ん
が
へ
な
る
に
氏
等
は
皆
万
日
の
伝
染

病
院
と
思
ひ
居
た
る
が
故
に
て
あ
り
き
、
北
田
氏
の
命
に
て
人
足
は
駕
籠

を
迎
へ
ん
と
て
去
り
、
倦
巡
査
部
長
と
談
話
せ
し
に
岩
手
病
院
に
は
伝
染
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病
患
者
を
収
容
せ
ず
、
普
通
患
者
の
伝
染
病
に
罹
り
し
者
あ
る
場
合
に
は

隔
離
室
あ
る
を
以
て
之
を
許
せ
ど
も
他
に
て
発
生
し
た
る
も
の
は
同
院
に

入
る
を
許
さ
ず
と
、
然
し
北
田
氏
は
市
役
所
に
談
じ
た
ら
ん
に
は
許
さ
る

ふ
こ
と
あ
る
べ
し
と
の
こ
と
に
つ
き
来
合
は
せ
た
る
島
村
氏
に
依
頼
し
て

市
長
清
岡
民
に
談
判
せ
し
め
た
り
、
島
村
氏
は
帰
り
来
り
し
が
市
長
も
居

ら
ず
、
検
疫
主
任
の
人
も
居
ら
ざ
る
を
以
て
談
判
す
る
を
得
ず
と
、
余
は

巡
査
と
争
は
ん
か
と
思
ひ
し
が
遂
に
争
ふ
を
せ
ず
、
万
日
と
決
し
た
り
、

蓋
し
万
日
は
木
村
氏
の
主
管
す
る
所
に
し
て
万
日
を
嫌
ふ
は
間
接
に
木
村

氏
を
嫌
ふ
に
量
り
、
又
今
徒
に
争
ふ
時
は
患
者
の
為
に
不
利
な
り
、
豊
玉
に

托
し
て
避
病
院
に
入
る
を
嫌
ひ
、
衛
生
的
道
徳
を
欠
く
と
思
は
れ
ん
も
好

ま
し
か
ら
ず
と
思
ひ
て
な
り
、
島
村
氏
が
市
役
所
と
病
院
と
に
往
復
せ
る

間
に
木
村
氏
は
又
来
り
て
余
の
為
に
気
勢
を
添
ふ
る
所
あ
り
し
が
巡
査
は

規
則
を
楯
と
し
て
拒
み
、
余
は
既
に
決
心
し
た
る
を
以
て
十
二
時
頃
冷
粥

一
杯
を
食
ひ
、
太
郎
と
盛
世
と
を
駕
籠
に
乗
せ
、
余
と
巡
査
と
附
添
ひ
て

家
を
出
で
明
治
漫
罵
よ
り
河
に
沿
ひ
て
卜
し
、
並
列
せ
る
老
杉
の
下
に
あ

る
「
盛
岡
市
立
伝
染
病
院
」
に
達
す
、
本
文
の
主
部
に
は
敢
て
必
要
な
き

に
似
た
れ
ど
筆
の
序
に
病
院
の
体
裁
、
状
況
を
云
は
ん
と
す
、
病
院
の
建

物
は
左
頁
に
乏
く
べ
し
、
患
者
は
表
入
口
よ
り
出
入
す
る
を
許
さ
ず
、
皆

裏
入
口
よ
り
す
、
入
り
て
病
室
は
と
問
へ
ば
何
れ
も
皆
四
畳
半
の
小
室
に

79



続
続
恥
か
記
　
第
十
一
巻

‡

ロ
く

メ
ロ

メ
日

、

80

ノ



し
て
二
人
を
容
る
Σ
時
は
殆
ど
看
護
者
の
座
す
る
所
な
し
、
余
輩
は
二
人

の
患
者
あ
る
を
以
て
更
に
広
き
病
室
を
と
請
求
し
た
り
し
に
無
し
と
い
ふ
、

如
何
に
す
べ
き
と
勘
考
中
留
守
居
の
長
岡
氏
は
看
護
人
室
に
入
れ
ん
と
い

ひ
、
刺
村
氏
も
亦
来
り
て
其
の
室
を
と
の
助
言
も
あ
り
し
が
検
疫
員
の
笹

間
氏
は
毒
悪
氏
の
為
に
異
例
を
為
る
は
よ
ろ
し
か
ら
じ
と
て
遂
に
是
迄
隔

離
室
と
し
て
一
度
も
患
者
を
容
れ
た
る
こ
と
な
し
と
い
ふ
第
一
号
室
（
實

は
第
九
号
な
る
よ
し
余
私
に
第
一
号
と
称
せ
り
）
と
第
二
号
室
と
を
余
輩

の
為
に
用
み
る
こ
と
x
は
な
れ
り
、
初
め
看
護
は
余
一
人
な
り
、
或
は
後

よ
り
看
護
者
一
人
を
得
ん
考
案
な
り
し
を
以
て
志
づ
二
人
を
第
二
瞬
に
入

れ
た
り
、
蝕
に
余
輩
の
喫
驚
し
た
る
は
室
は
一
方
口
に
し
て
後
方
に
は
高

き
窓
あ
る
の
み
、
尚
且
つ
便
器
を
持
来
り
し
が
置
く
べ
き
場
所
な
く
、
四

畳
半
の
室
中
に
お
く
な
り
、
患
者
は
多
く
食
物
を
要
せ
ざ
れ
ど
も
看
護
人

は
食
は
ざ
る
を
得
ず
、
其
の
食
物
も
同
じ
く
思
羽
に
お
く
べ
し
、
其
の
上

に
蝿
の
多
き
こ
と
何
程
追
へ
ど
も
去
ら
ず
、
便
器
よ
り
飛
来
り
て
食
器
に

移
り
、
時
と
し
て
は
糞
便
よ
り
来
り
て
口
辺
に
止
ま
る
こ
と
す
ら
あ
り
、

病
院
と
は
い
へ
ど
も
医
士
は
一
人
も
居
ら
ず
、
看
護
婦
な
し
、
薬
局
な
し
、

自
由
に
使
役
す
べ
き
小
使
な
く
、
病
院
中
に
一
個
の
時
計
す
ら
無
し
、
是

の
如
く
な
ら
ば
飽
く
ま
で
も
争
ひ
て
拒
み
し
も
の
を
な
ど
後
悔
し
た
れ
ど

も
及
ば
ず
、
盗
れ
も
天
父
の
摂
理
中
に
あ
る
こ
と
な
ら
ん
と
主
の
御
手
に
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任
せ
ま
つ
り
て
あ
り
し
に
余
が
妻
は
児
を
見
ん
と
て
来
れ
り
、
初
め
妻
は

健
康
の
身
に
も
あ
ら
ず
、
危
険
な
る
病
の
看
護
は
よ
ろ
し
か
ら
じ
、
且
つ

留
守
宅
を
も
棄
て
x
は
お
け
ず
、
余
と
看
護
者
に
て
足
ら
ん
と
お
も
ひ
し

が
妻
の
来
り
し
頃
は
盛
世
の
容
体
よ
ろ
し
か
ら
ず
、
妻
は
此
の
児
が
家
を

出
で
た
る
時
よ
り
美
く
衰
弱
し
た
る
が
如
し
と
て
此
の
夜
は
看
護
し
ゆ
か

ん
と
止
ま
る
こ
と
二
は
な
れ
り
、
余
は
病
院
に
入
り
た
る
こ
と
な
れ
ば
妻

と
交
代
し
て
看
護
す
る
や
う
に
な
る
べ
し
と
思
ひ
し
に
盛
世
は
毎
三
十
分

時
に
便
通
あ
り
、
且
つ
夜
中
は
殊
に
煩
悶
し
て
か
け
た
る
物
を
ば
踏
み
ぬ

き
、
或
は
右
し
、
或
は
濃
し
暫
く
も
目
を
離
す
こ
と
能
は
ず
、
然
れ
ば
交

代
は
愚
か
、
二
人
置
も
に
三
十
分
時
の
休
息
す
ら
無
く
、
其
の
夜
は
唯
煩

悶
を
見
つ
玉
送
れ
り
、
十
七
日
の
午
前
と
な
り
し
に
玄
鶴
の
煩
悶
は
幾
分

か
鎮
ま
り
し
も
其
の
容
貌
を
見
て
は
活
き
た
る
も
の
と
思
は
れ
ず
、
　
（
余

が
妻
は
此
の
こ
と
を
十
八
日
の
午
前
な
り
と
い
へ
ど
も
余
の
日
記
は
十
七

日
と
せ
り
）
、
目
は
く
ぼ
み
て
、
眠
る
も
閉
ぢ
ず
、
半
眼
に
し
て
黒
眼
は

上
の
方
に
つ
り
あ
が
り
て
見
ゆ
る
も
の
は
白
眼
の
み
、
頬
は
こ
け
、
口
は

閉
じ
ず
、
色
さ
へ
に
青
ざ
め
て
全
く
死
し
た
る
も
の
二
如
し
、
木
村
氏
も

此
の
朝
は
早
く
来
診
せ
ず
、
九
時
頃
な
り
し
な
ら
ん
、
余
が
妻
は
其
の
顔

を
見
て
「
頼
み
少
き
容
貌
な
り
」
と
眠
く
心
配
し
、
室
前
を
通
り
し
長
岡

氏
に
コ
早
雪
の
顔
を
見
ら
れ
よ
」
と
い
ひ
し
に
氏
は
一
見
し
て
「
こ
れ
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は
棄
て
玉
お
け
な
い
し
の
一
語
を
の
こ
し
、
常
に
は
羽
織
を
着
、
帽
子
か

む
り
て
い
つ
る
を
例
と
な
せ
る
に
此
の
時
は
磐
か
ら
げ
て
其
の
侭
、
木
村

氏
を
迎
へ
ん
と
て
い
で
た
り
、
余
は
其
の
脈
搏
に
て
ま
だ
死
す
る
程
に
は

あ
ら
ず
と
思
ひ
し
が
妻
は
長
岡
氏
の
驚
き
に
驚
か
さ
れ
て
は
や
望
な
し
と

為
し
て
泣
出
だ
し
た
り
、
長
岡
氏
の
挙
動
に
て
心
配
し
居
た
る
他
の
看
護

の
人
々
は
余
が
妻
の
声
を
き
玉
て
二
三
人
見
舞
に
来
り
、
同
情
の
涙
を
た

れ
て
「
ヤ
ー
ヤ
ァ
、
ナ
ソ
モ
、
ナ
ン
モ
」
を
繰
返
す
、
久
し
か
ら
ず
し
て

長
岡
氏
よ
り
も
早
く
木
村
氏
は
来
れ
り
、
家
を
出
つ
る
時
長
岡
氏
に
あ
ひ

た
れ
ば
一
旦
家
に
帰
り
、
用
心
の
為
注
射
器
を
携
へ
来
れ
り
と
い
ふ
、
氏

は
診
察
し
て
小
首
を
傾
け
、
　
「
面
白
く
な
い
」
と
二
三
回
重
復
し
て
、
散

薬
一
服
を
投
じ
て
去
れ
り
、
其
の
日
の
午
後
木
村
氏
の
徒
弟
久
慈
氏
来
り

て
灌
腸
し
、
氏
は
木
村
氏
の
言
を
伝
へ
て
い
ふ
、
　
「
盛
世
さ
ん
は
神
経
症

状
と
い
ひ
て
中
々
に
危
篤
な
り
、
万
一
の
こ
と
あ
り
た
る
時
遺
憾
な
か
ら

ん
為
に
他
の
医
士
に
見
せ
た
し
と
な
ら
ば
遠
慮
な
く
頼
ま
れ
よ
」
と
、
刺

村
氏
は
七
を
投
げ
た
る
な
り
、
既
に
望
を
絶
ち
た
る
な
り
、
余
は
他
の
医

士
に
見
せ
た
り
と
て
は
や
施
す
べ
き
術
も
な
か
ら
ん
と
思
ひ
し
が
余
に
一

縷
の
望
と
い
ふ
は
福
島
医
士
が
田
中
氏
の
児
を
治
療
し
た
る
と
木
村
氏
と

其
の
手
當
の
異
る
を
知
り
た
れ
ば
福
島
氏
に
頼
み
て
み
ん
か
と
思
ひ
き
、

旧
く
思
念
せ
る
時
医
士
石
井
六
郎
氏
自
己
の
患
者
を
見
ん
と
て
来
れ
り
、

余
が
妻
は
誰
を
頼
み
て
よ
き
か
石
井
流
に
問
試
み
ん
と
い
ふ
、
余
は
石
井

氏
に
診
て
く
れ
と
な
れ
ば
兎
に
角
、
医
士
を
業
と
せ
る
者
に
対
し
て
他
に

誰
を
依
頼
し
て
よ
き
や
と
の
相
談
は
少
し
く
妙
な
り
と
思
ひ
し
が
遂
に
妻

の
希
望
に
任
せ
て
同
氏
に
問
は
し
め
た
り
、
氏
は
見
舞
と
し
て
一
診
し
た

る
後
「
誰
を
頼
ま
ん
か
と
の
御
相
談
あ
り
て
も
余
は
医
士
と
し
て
誰
が
よ

か
ら
ん
ど
ば
云
は
じ
、
然
し
余
が
若
し
木
村
氏
と
共
に
治
療
し
て
而
し
て

誰
に
か
頼
診
せ
ん
と
な
ら
ぽ
福
島
氏
と
い
ふ
べ
し
、
蓋
し
同
氏
は
内
科
を

得
意
と
し
、
杉
官
階
は
外
科
を
得
意
と
す
れ
ば
な
り
」
と
、
尚
ほ
石
井
氏

は
滋
養
物
を
与
へ
、
腹
部
、
脚
部
を
温
め
よ
と
忠
告
し
て
去
り
ぬ
、
其
の

夜
木
村
氏
来
り
た
れ
ば
福
島
氏
に
診
察
を
乞
ひ
た
き
よ
し
を
語
り
、
同
氏

よ
り
書
面
を
得
ん
こ
と
を
約
し
た
り
、
石
井
氏
の
忠
言
も
あ
り
た
れ
ば
直

に
重
湯
を
作
り
て
服
せ
し
め
、
又
木
村
氏
よ
り
送
り
来
し
た
る
鶏
卵
ブ
ラ

ン
デ
ー
を
味
は
し
め
た
る
に
喜
び
て
之
を
畷
れ
り
、
然
し
此
の
夜
も
亦
煩

悶
は
前
夜
の
如
く
し
て
多
く
眠
ら
ず
、
十
八
月
と
な
り
し
に
午
前
島
村
氏

来
り
、
木
村
氏
の
依
頼
に
よ
り
て
福
島
氏
に
使
し
た
る
に
本
日
午
後
三
時

に
診
察
す
べ
し
と
の
承
諾
を
得
た
る
よ
し
、
．
且
つ
氏
は
今
夜
教
會
の
諸
兄

弟
は
特
に
祈
祷
會
を
為
す
筈
な
り
と
語
り
、
大
に
力
を
得
た
り
、
今
日
ま

で
の
経
験
に
よ
れ
ば
午
前
は
夜
中
の
如
く
煩
悶
せ
ず
、
静
な
る
を
常
と
し
、

今
朝
も
同
じ
く
静
な
れ
ど
眠
れ
ば
容
貌
は
死
者
の
如
く
な
り
し
に
午
後
一
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時
少
し
く
過
く
る
頃
、
其
の
容
貌
幾
分
か
よ
き
が
如
く
、
如
何
に
し
て
然

る
か
は
固
よ
り
知
る
べ
か
ら
ず
、
二
時
少
し
く
前
に
は
不
図
覚
め
て
母
を

呼
び
「
よ
く
な
っ
た
ら
底
辺
さ
ん
へ
往
か
う
」
と
い
ふ
、
意
味
の
全
き
一

句
を
い
だ
し
た
る
は
是
れ
初
め
て
な
り
、
病
め
る
児
の
死
す
る
頃
に
は
三

士
の
身
体
に
あ
る
物
、
即
ち
羽
織
の
紐
な
ど
を
ひ
ね
く
り
み
る
も
の
な
る

に
児
は
謎
謎
の
胸
の
シ
ャ
ツ
零
下
を
ひ
ね
く
り
た
る
を
見
た
り
、
余
も

亦
迷
妄
な
き
能
は
ず
、
之
れ
を
見
た
る
時
快
か
ら
ず
思
ひ
し
が
妻
に
は
語

ら
ず
居
り
き
、
三
時
に
は
福
劇
氏
来
診
と
の
こ
と
な
れ
ば
試
み
に
と
て
余

は
語
り
き
、
　
「
今
に
福
島
さ
ん
と
い
ふ
御
医
者
様
が
来
な
さ
る
が
髪
の
あ

る
方
だ
か
ら
ひ
ッ
ば
っ
て
あ
け
ろ
」
と
、
其
の
時
は
理
解
し
た
り
や
否
や

明
な
ら
ざ
り
し
が
忌
違
氏
の
診
察
せ
る
と
き
手
を
延
ば
し
て
氏
の
髪
を
ひ

き
試
み
、
氏
は
「
髪
が
分
る
か
な
」
と
て
笑
ひ
居
た
り
、
倦
福
島
氏
は
診

察
し
て
後
、

　
　
「
敢
て
不
良
と
い
ふ
に
あ
ら
ず
、
聞
き
し
ょ
り
も
よ
し
、
滋
養
物
を

　
　
十
分
に
供
給
し
、
脚
部
に
は
湯
湯
婆
を
入
れ
、
下
腹
に
は
湿
温
抱
を

　
　
施
し
、
ア
イ
ス
、
ク
リ
」
ム
を
食
は
し
め
よ
し

と
、
尚
ほ
最
早
到
底
望
な
か
ら
ん
と
の
余
の
問
に
対
し
て

　
「
否
々
、
ま
だ
選
る
に
は
早
し
、
敢
て
格
別
熱
も
な
く
、
又
心
臓
の
動

　
　
作
も
十
分
な
り
、
薬
よ
り
も
手
當
を
大
切
な
り
と
す
、
今
日
よ
り
三

　
　
　
　
続
続
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巻

　
　
　
　
　
　
　
こ
　
つ
ち
も
の

　
　
日
の
丹
精
に
て
此
方
物
と
な
る
べ
し
、
頭
痛
せ
ざ
れ
ば
頭
部
は
冷
さ

　
　
父
る
も
よ
し
、
腹
部
に
は
懐
櫨
の
如
き
も
の
よ
り
も
湿
気
あ
る
を
よ

　
　
し
と
す
れ
ば
別
行
を
暖
め
、
フ
ラ
ネ
ル
布
に
包
み
て
あ
っ
べ
し
、
脚

　
　
部
に
は
長
き
靴
足
袋
を
は
か
す
る
を
よ
し
と
す
」

こ
れ
よ
り
手
密
法
一
変
し
、
時
を
定
め
て
重
湯
、
鶏
卵
ブ
ラ
ン
デ
ー
、
生

乳
、
牛
煉
乳
、
薬
を
投
じ
、
又
弘
光
と
め
子
に
た
の
み
て
ア
イ
ス
ク
リ
ー

ム
を
作
ら
し
め
、
こ
れ
よ
り
次
第
に
快
く
、
・
廿
一
目
の
午
前
に
至
り
て
は

例
の
死
に
面
も
な
く
、
眠
り
し
時
は
目
を
閉
ぢ
、
く
ぼ
み
し
目
も
幾
分
か

肉
づ
き
た
る
が
如
く
遂
に
全
快
、
退
院
す
る
に
至
れ
り
、
廿
一
、
二
日
の

頃
木
村
氏
は
愁
眉
を
開
き
て

　
「
圏
圃
さ
ん
の
助
か
り
し
は
医
薬
の
功
に
あ
ら
ず
、
神
の
祐
助
な
り
、

　
　
あ
の
時
（
十
七
日
置
頃
を
い
ふ
）
誰
に
見
せ
て
も
今
日
あ
る
を
期
し

　
　
得
た
る
も
の
は
あ
ら
じ
」

あ
N
、
感
謝
す
べ
き
か
な
、
余
が
児
は
何
故
に
十
八
日
の
午
後
一
時
過
よ

り
軽
快
の
期
に
入
り
し
や
、
大
に
理
由
あ
り
、
即
ち
余
輩
が
入
院
し
た
る

日
は
恰
も
水
曜
日
な
り
し
を
以
て
其
の
夜
教
會
の
祈
祷
會
は
専
ら
余
が
家

の
病
者
の
為
に
祈
り
た
り
、
然
れ
ど
も
其
の
後
、
経
過
の
不
良
な
る
を
き

討
て
劇
矧
氏
は
特
別
に
祈
祷
會
を
為
さ
ん
と
て
其
の
夜
十
八
日
の
夜
、
氏

が
家
に
開
平
せ
ん
こ
と
を
報
告
し
、
尚
ほ
當
日
の
午
前
二
一
二
の
兄
弟
に
報
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じ
た
り
、
後
に
平
塚
氏
は
い
ふ
、
五
六
日
前
よ
り
便
通
な
き
を
以
て
医
士

に
乞
ひ
て
下
剤
を
も
ら
ひ
た
る
に
其
の
日
の
午
前
に
服
す
る
を
忘
れ
、
午

時
少
し
く
前
に
服
用
せ
ん
と
思
ひ
居
り
し
際
劇
村
氏
来
り
二
三
の
人
々
に

告
げ
く
れ
よ
と
乞
は
れ
き
、
若
し
午
前
に
服
用
し
た
り
し
な
ら
ば
余
は
此

の
時
刻
に
外
出
す
る
は
む
つ
か
し
か
り
し
な
ら
ん
が
忘
れ
た
る
ば
か
り
に

島
村
氏
の
請
に
応
ず
る
を
得
た
り
と
、
又
島
村
氏
の
言
を
き
く
に
頗
る
奇

な
る
も
の
あ
り
、
氏
は
十
六
日
の
夜
の
祈
祷
會
に
雅
事
書
五
章
十
六
節
を

挙
げ
て
諸
氏
を
す
二
め
、
倦
十
八
日
の
特
別
祈
祷
會
は
夜
の
六
時
よ
り
開

く
考
案
に
し
て
大
井
光
衛
氏
に
司
會
を
乞
は
ん
と
思
ひ
居
た
り
、
而
し
て

余
は
十
八
日
の
午
時
前
に
平
塚
氏
に
乞
ひ
て
二
三
の
兄
弟
に
知
ら
さ
し
め
、

急
ぎ
て
家
に
帰
り
し
に
十
二
時
少
し
過
ぐ
る
頃
、
平
五
重
の
他
の
兄
弟
来

り
、
午
後
一
時
よ
り
開
會
と
き
x
た
り
と
い
ふ
、
斯
く
き
x
て
驚
き
た
れ

ど
も
皆
午
後
一
時
と
思
ひ
て
来
ら
ん
に
は
早
き
方
却
っ
て
可
な
ら
ん
、
然

し
大
井
氏
は
多
分
夜
と
思
ひ
て
来
ら
ざ
る
べ
し
、
若
し
氏
に
し
て
来
ら
ざ

れ
ば
余
は
馬
宣
伝
八
章
五
節
以
下
に
見
ゆ
る
カ
ペ
ナ
ウ
ン
の
百
夫
長
の
信

仰
を
挙
げ
て
諸
氏
を
励
ま
さ
ん
と
為
し
居
た
る
際
黒
氏
は
来
れ
り
、
よ

っ
て
一
時
半
頃
よ
り
氏
の
司
直
に
て
開
嬉
し
た
り
し
に
氏
は
又
雅
各
五
章

十
六
節
の
語
を
引
き
て
信
仰
の
祈
祷
を
す
N
め
た
り
、
前
の
水
曜
日
と
い

ひ
、
此
の
日
と
い
ひ
期
せ
ず
し
て
同
じ
本
文
を
取
り
し
こ
と
偶
然
に
あ
ら

ず
、
必
ず
や
主
は
此
の
祈
祷
に
応
じ
た
ま
ふ
べ
し
と
信
じ
、
又
十
二
人
集

ま
り
し
人
の
中
書
一
二
人
を
残
し
、
他
は
皆
祈
り
、
不
信
者
す
ら
祈
祷
し

た
れ
ば
大
に
力
を
得
た
り
、
然
る
に
今
宵
（
入
超
晦
日
の
夜
余
は
教
會
の

祈
祷
會
に
．
出
席
し
て
十
八
日
の
午
後
一
時
過
よ
り
俄
に
容
体
の
よ
く
な
り

し
こ
と
を
語
り
、
雅
窺
書
五
章
十
六
節
、
又
力
ペ
ナ
ウ
ン
の
対
丈
長
の
こ

と
を
引
用
し
て
夢
話
を
為
し
た
り
）
、
三
浦
君
の
語
る
所
を
き
く
に
十
八

目
の
午
後
一
時
過
よ
り
快
く
な
り
初
め
た
り
と
い
ふ
、
諸
氏
記
せ
よ
、
午

後
一
時
半
の
祈
祷
會
は
初
め
よ
り
期
し
た
る
に
あ
ら
ず
し
て
夜
を
誤
ち
た

る
も
の
た
る
を
、
余
は
初
め
よ
り
夜
と
思
ひ
居
た
る
に
一
人
も
夜
と
思
ひ

し
も
の
な
く
悉
く
誤
っ
て
午
後
一
時
に
集
り
た
る
さ
へ
奇
な
る
に
諸
士
の

引
用
す
る
所
の
本
文
と
い
ひ
、
又
三
浦
氏
の
言
に
よ
れ
ば
一
時
後
よ
り
快

く
な
り
初
め
た
り
と
い
ふ
、
實
に
主
が
祈
祷
を
聴
き
た
ま
ふ
こ
と
は
今
更

喋
々
を
要
せ
ず
と
い
へ
ど
も
特
に
今
坐
れ
を
實
験
し
た
る
を
謝
す
と
述
べ

た
り
、
視
よ
、
余
が
児
盛
世
は
祈
祷
に
よ
り
て
救
は
れ
し
な
り
、
祈
祷
其

の
物
に
て
直
接
に
救
ひ
た
ま
ひ
し
に
あ
ら
ず
と
い
へ
ど
も
主
は
此
の
祈
祷

に
応
じ
た
ま
は
ん
聖
旨
な
る
が
故
に
（
一
）
湘
村
氏
を
し
て
七
を
投
ぜ
し

め
、
　
（
二
）
自
己
の
患
者
を
入
院
せ
し
め
て
一
回
も
来
診
せ
ざ
り
し
到

氏
を
し
て
十
七
月
の
午
後
病
院
に
来
ら
し
め
、
　
（
三
）
余
が
曇
り
に
好
ま

ざ
る
も
余
が
妻
は
石
井
氏
に
謀
り
、
同
日
の
夕
刻
よ
り
重
湯
を
供
給
せ
し
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め
、
　
（
四
）
祈
祷
の
前
応
を
許
し
た
ま
は
ず
、
又
康
応
を
許
し
た
ま
は
ず
、

霊
宝
に
服
薬
を
忘
れ
さ
せ
、
時
刻
を
誤
っ
て
一
時
に
貢
せ
し
め
、
以
て

即
応
を
許
し
、
是
に
於
て
か
、
此
の
祈
祷
に
よ
り
て
余
が
児
を
救
ひ
た
ま

へ
り
、
二
羽
の
雀
も
天
の
父
の
許
な
く
ぼ
地
に
堕
る
こ
と
な
し
L
、
神
は

吾
人
の
祈
祷
を
聴
か
ん
と
し
て
人
の
行
動
を
主
宰
し
、
世
に
起
る
一
切
の

こ
と
を
摂
理
し
た
ま
ふ
な
り
、
誰
が
神
の
摂
理
の
範
囲
外
に
動
く
も
の
あ

ら
ん
や
、
神
は
吾
人
の
祈
祷
に
応
ぜ
ん
と
し
て
世
界
を
運
転
し
た
ま
ふ
な

り
、
祈
祷
の
応
答
の
特
に
著
き
を
實
験
し
た
れ
ば
記
念
の
為
舷
に
特
記
せ

り
、
　
珊
二
年
九
月
八
日
稿
、

第
百
六
十
六
章

希
望
は
人
を
動
か
す

　
耶
岩
礁
亜
曰
は
く
「
お
ほ
よ
そ
エ
ホ
バ
を
た
の
み
エ
ホ
バ
を
其
の
侍
と

す
る
人
矯
な
り
」
（
甚
、

　
又
曰
は
く
「
わ
れ
こ
の
事
を
心
に
お
も
ひ
起
せ
り
こ
の
故
に
望
を
い
だ

　
く
な
り
、
エ
ホ
バ
は
お
の
れ
を
待
ち
望
む
者
と
お
の
れ
を
尋
ね
も
と
む

　
る
人
に
恩
恵
を
施
し
た
ま
ふ
エ
ホ
バ
の
救
極
を
望
み
て
静
に
こ
れ
を
待

つ
は
善
と
（
骸
毒
讐
、

怠
れ
希
望
は
人
の
力
な
り
、
一
回
望
を
失
は
父
既
に
有
す
る
力
を
さ
へ
失

ひ
、
之
に
反
し
て
望
を
抱
か
ば
儒
夫
も
尚
ほ
騒
起
す
べ
し
、
一
身
の
生
計
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に
虚
言
あ
り
と
い
へ
ど
も
其
の
身
長
病
、
固
疾
に
悩
み
、
其
の
立
つ
能
は

ざ
る
を
知
る
や
自
ら
溢
れ
て
死
す
る
あ
り
、
亙
れ
回
復
の
望
を
絶
ち
た
る

が
故
に
あ
ら
ず
や
、
身
に
一
銭
の
貯
な
く
し
て
患
難
、
困
苦
其
の
一
身
に

蝟
集
し
来
り
、
外
観
寧
ろ
死
す
る
方
彼
の
幸
福
な
ら
ん
と
思
は
る
N
程
な

る
に
彼
敢
て
力
を
落
さ
出
る
も
の
は
，
七
転
八
起
、
何
れ
の
目
か
一
陽
来
復

し
て
今
の
困
苦
を
昔
語
と
せ
ん
望
を
抱
け
る
が
故
な
り
、
望
な
く
ば
英
雄

も
憤
死
す
べ
く
、
望
あ
れ
ば
病
者
も
笑
面
を
示
さ
父
る
を
得
ざ
る
な
り
、

希
望
は
人
の
力
な
る
か
な
、

本
年
八
月
は
余
が
家
に
は
長
く
記
憶
す
べ
き
災
厄
あ
り
し
時
な
り
、
前
章

に
記
し
た
る
が
如
く
三
女
盛
世
と
長
男
太
郎
と
殆
ど
同
時
に
赤
痢
病
に
罹

り
、
言
語
同
断
な
る
病
院
に
入
り
た
り
、
避
病
院
に
入
る
は
健
康
者
と
隔

離
す
べ
き
目
的
な
る
は
い
ふ
ま
で
も
無
き
こ
と
な
る
が
又
病
院
は
自
宅
よ

り
も
医
薬
看
護
の
善
く
行
届
く
べ
き
を
以
て
な
り
、
然
る
に
彼
の
病
院
の

行
届
か
ざ
る
は
自
宅
よ
り
も
数
層
甚
し
く
余
は
入
院
し
た
る
時
、
東
北
人

の
音
「
ひ
父
や
う
み
ん
」
と
い
は
ず
し
て
「
し
び
や
う
み
ん
」
と
い
ふ
は

自
ら
「
死
病
院
」
を
意
味
す
る
と
為
し
、
已
に
幾
分
の
感
触
を
害
せ
り
、

然
る
に
盛
世
は
入
院
當
目
の
午
前
に
反
し
、
同
日
の
午
後
よ
り
容
体
甚
だ

よ
か
ら
ず
、
十
七
日
に
至
り
て
は
木
村
氏
已
に
七
を
投
じ
て
「
見
込
あ
る

が
故
に
他
の
医
士
を
頼
む
も
よ
し
」
と
は
い
は
ず
し
て
「
後
に
残
念
な
り
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と
せ
ん
が
為
に
誰
に
な
り
と
遠
慮
な
く
相
談
せ
ら
れ
よ
」
と
い
ふ
、
余
が

喜
び
て
入
院
し
た
る
も
の
は
一
目
も
早
く
回
復
し
て
退
院
せ
ん
こ
と
を
望

み
て
な
り
、
人
数
を
減
じ
て
退
院
せ
ん
と
は
思
は
ざ
り
き
、
然
る
に
今
や

主
治
医
よ
り
此
の
言
を
き
く
余
如
何
で
か
望
を
絶
た
ざ
ら
ん
や
、
薬
を
服

さ
し
む
る
も
功
能
あ
る
べ
し
と
は
思
は
ず
、
食
物
を
与
ふ
る
も
唯
苦
痛
を

長
か
ら
し
む
る
の
み
と
思
へ
り
、
余
に
看
護
す
る
を
親
た
る
の
義
務
な
り

と
せ
り
、
然
れ
ば
何
を
為
す
に
竜
力
な
く
、
斯
く
ま
で
面
白
か
ら
ざ
り
し

こ
と
は
余
の
生
涯
に
多
く
経
験
せ
ざ
る
所
な
り
き
、
余
は
十
四
日
の
夜
よ

り
帯
さ
へ
解
か
ず
、
よ
く
も
眠
ら
ず
、
食
物
も
一
一
三
回
粥
を
食
ひ
し
の
み

な
れ
ば
身
体
は
非
常
に
疲
労
し
た
り
、
是
く
心
身
共
に
疲
労
し
た
れ
ば
恰

も
半
死
人
の
如
く
な
り
た
り
、
然
る
に
十
七
日
の
夕
刻
に
至
り
て
石
井
氏

は
「
い
ま
だ
失
望
す
べ
き
時
に
あ
ら
ず
」
と
い
ひ
、
十
八
目
の
午
後
に
至

り
て
少
し
く
快
き
を
見
、
福
島
医
士
の
診
断
に
よ
り
て
「
三
日
間
の
辛
抱

．に

ﾄ
回
復
の
道
に
入
る
べ
し
」
と
聞
き
、
之
が
為
に
余
は
再
び
望
を
抱
く

に
至
れ
り
、
是
く
望
を
抱
く
や
、
降
続
く
日
夜
の
雨
も
然
ま
で
嫌
は
し
く

も
無
く
、
寄
来
る
蒼
蝿
も
前
ほ
ど
に
は
五
月
蝿
か
ら
ず
、
水
を
乞
は
れ
て

立
つ
に
も
獺
く
思
ひ
し
余
は
乞
ふ
語
の
い
ま
だ
終
ら
ざ
る
に
立
つ
を
得
る

に
至
り
、
鋭
気
前
日
に
倍
し
、
看
護
の
動
く
面
白
き
を
感
じ
、
腰
の
斎
垣

を
感
ず
る
の
外
、
疲
労
も
思
は
ず
、
食
物
は
甘
く
、
唯
神
の
恩
寵
を
感
謝

し
て
動
き
た
り
き
、
あ
x
、
望
な
る
か
な
、
望
な
る
か
な
、
若
し
死
す
る

と
極
り
て
尚
ほ
三
四
日
を
歴
た
り
し
な
ら
ば
余
は
堪
ゆ
る
能
は
ざ
る
に
至

り
し
な
ら
ん
、
回
復
の
希
望
は
余
の
為
に
大
な
る
力
と
な
り
き
。

　
　
光
二
年
九
月
廿
九
日
稿
、
・

第
百
六
十
七
章

同
情
は
實
験
よ
り
す

　
希
襲
来
記
者
基
督
に
同
情
あ
る
理
由
を
述
べ
て
曰
は
く
「
彼
自
ら
誘
は

れ
て
舞
を
受
け
た
れ
霧
は
る
善
を
助
得
る
な
り
」
（
惹
」

　
又
曰
は
く
「
わ
れ
ら
が
荏
弱
を
膣
遮
る
こ
と
能
は
ざ
る
祭
司
の
長
は
我

　
僑
に
あ
ら
ず
彼
は
凡
の
こ
と
に
我
僑
の
如
く
誘
は
れ
た
れ
ど
罪
を
犯
さ

ぎ
き
」
（
四
。
十
五
）
、

同
情
、
燈
憧
は
人
情
の
常
な
り
、
常
な
る
が
故
に
養
は
れ
ず
し
て
自
ら
発

す
る
も
の
あ
り
、
然
れ
ど
も
人
情
は
又
自
己
に
厚
く
し
て
他
に
薄
き
も
の

な
れ
ば
他
の
疾
苦
を
知
ら
ざ
る
時
は
十
分
に
発
達
せ
る
も
の
に
あ
ら
ず
、

其
の
身
富
貴
に
あ
る
者
同
情
の
念
な
き
に
あ
ら
ず
と
墨
も
自
ら
貧
賎
を
味

は
義
ざ
る
が
故
に
貧
賎
に
対
す
る
同
情
を
欠
く
の
弊
あ
り
、
　
「
我
が
身
を

瓠
っ
て
人
の
終
痛
を
知
れ
」
、
人
は
自
己
を
他
の
位
地
に
置
き
て
真
の
同

情
を
有
す
べ
き
な
り
、
着
れ
基
督
は
神
の
子
に
し
て
神
な
り
、
其
の
人
と

な
り
て
世
に
降
る
や
工
匠
の
子
と
し
て
貧
家
に
長
ぜ
り
、
彼
は
貧
賎
の
如
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何
に
不
快
な
る
か
、
如
何
に
苦
し
き
か
、
人
の
軽
侮
を
受
く
る
の
如
何
に

無
念
な
る
か
を
味
ひ
た
ま
へ
り
、
極
言
に
深
く
貧
賎
な
る
も
の
、
軽
侮
せ

ら
る
玉
髄
に
同
情
を
寄
す
る
を
得
る
な
り
、
基
督
は
全
知
な
り
、
貧
賎
の

苦
し
き
を
知
ら
ざ
る
に
あ
ら
ず
と
墨
も
人
の
救
主
と
な
り
て
人
の
状
態
を

味
は
ん
が
為
に
人
の
状
態
を
自
ら
し
、
以
て
同
情
、
禮
甑
を
味
ぴ
た
ま
へ

り
、
－
量
、
貴
か
ら
ず
や
、

余
は
生
来
炊
事
を
自
ら
し
た
る
こ
と
な
く
、
又
人
に
使
役
せ
ら
れ
た
る
こ

と
な
し
、
故
に
炊
事
、
護
憲
等
に
は
経
験
な
し
、
今
年
盛
世
、
太
郎
の
疾

病
匹
為
に
看
護
の
為
避
病
院
に
入
り
し
に
前
章
に
も
云
へ
る
が
如
く
病
院

中
に
は
看
護
婦
も
あ
ら
ざ
れ
ば
便
器
取
扱
の
外
は
一
切
自
ら
為
ざ
る
を
得

ず
、
最
初
は
炭
取
に
炭
を
出
だ
す
こ
と
だ
け
留
守
居
の
長
岡
氏
に
頼
み
た

れ
ど
絵
り
屡
々
す
る
も
気
の
毒
な
れ
ぽ
之
も
後
に
は
自
ら
す
る
に
至
り
、

看
護
と
炊
事
は
余
輩
夫
婦
の
上
に
悉
く
負
は
せ
ら
れ
り
、
然
れ
ば
水
を
汲

む
、
火
を
起
す
、
重
湯
、
粥
を
煮
る
、
殆
ど
苦
使
せ
ら
る
玉
が
如
く
、
忽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
儀
〕

ち
腰
に
落
痛
を
覚
え
て
立
居
に
難
義
な
る
こ
と
い
は
ん
方
な
く
、
仕
事
は

所
謂
単
調
に
し
て
三
度
が
三
度
同
じ
こ
と
な
り
、
自
己
の
為
に
自
ら
動
く

は
自
己
の
自
由
意
思
な
れ
ど
も
病
者
看
護
の
こ
と
は
定
ま
り
た
る
時
刻
あ

り
て
欲
せ
ざ
る
時
に
も
為
さ
父
る
べ
か
ら
ず
、
殊
に
病
者
の
一
身
に
係
る

こ
と
は
眠
く
と
も
立
た
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
余
は
一
二
日
遅
し
て
ツ
ク
ー

　
　
　
　
続
続
恥
か
記
　
第
十
一
巻

下
脾
に
同
情
を
表
す
る
に
至
り
き
、
自
己
の
愛
す
る
子
の
為
に
動
く
す
ら

是
の
如
く
苦
し
き
を
況
し
て
些
細
な
る
給
料
の
為
に
義
務
の
念
も
な
く
、

使
役
せ
ら
る
題
下
埠
、
下
僕
に
湿
て
を
や
、
余
は
敢
て
自
ら
同
前
よ
し
と

は
思
は
ざ
り
き
、
然
れ
ど
も
今
に
於
て
深
く
下
脾
の
如
何
に
腰
の
痛
き
か
、

如
何
に
眠
き
か
、
如
何
に
面
自
か
ら
ざ
る
か
を
臨
み
思
へ
り
、
　
「
我
が
子

な
ら
供
に
は
つ
れ
じ
夜
の
雪
」
、
「
雪
の
日
や
あ
れ
も
人
の
子
樽
ひ
ろ
ひ
」
、

若
し
自
ら
其
の
境
遇
を
實
乾
し
た
り
し
な
ら
ぼ
人
は
同
情
の
念
を
広
く
且

つ
大
な
ら
し
む
る
を
得
べ
し
、
延
喜
の
帝
の
寒
夜
の
御
衣
、
誰
か
其
の
御

仁
徳
に
感
ぜ
さ
ら
ん
や
、
天
の
栄
光
を
棄
て
玉
世
に
降
り
た
ま
ひ
し
神
の

子
、
誰
か
其
の
盟
皿
を
感
激
せ
ざ
ら
ん
や
、
真
の
同
情
は
親
し
く
経
験
せ

る
よ
り
生
ず
る
な
り
。

　
計
二
年
九
月
計
日
稿
、

第
百
六
十
八
章

罪
は
次
第
に
恐
れ
さ
る
に
至
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
や
ま

　
希
伯
来
書
に
曰
は
く
「
恐
く
は
苦
根
生
へ
い
で
玉
爾
曹
を
擾
さ
ん
且
つ

多
く
の
人
望
れ
に
因
り
て
汚
さ
る
べ
し
」
（
墓
．
Y

　
伝
道
之
書
に
曰
は
く
「
悪
し
き
こ
と
の
報
速
に
来
ら
ざ
る
が
故
に
世
人

心
を
専
に
し
て
潜
行
ふ
」
（
杁
嘗

罪
は
恰
も
伝
染
病
の
如
く
罪
を
有
す
る
者
一
人
の
害
た
る
の
み
な
ら
ず
、
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続
続
恥
か
記
　
第
十
一
巻

其
の
罪
必
ず
之
に
接
す
る
者
に
感
染
せ
し
む
る
に
至
る
、
然
れ
ど
も
罪
の

伝
染
力
は
虎
列
拉
、
赤
痢
、
ペ
ス
ト
の
如
く
な
ら
ず
し
て
肺
病
、
癩
病
の

如
し
、
虎
列
拉
、
赤
痢
の
如
き
は
其
の
伝
染
急
激
な
れ
ど
も
其
の
力
は
強

大
な
ら
ず
、
耳
翼
の
人
を
殺
す
は
患
者
の
半
数
に
し
て
痢
病
は
四
分
目
に

過
ぎ
ず
、
然
れ
ば
霊
徳
は
必
ず
し
も
人
を
殺
さ
ず
と
い
へ
ど
も
肺
癩
に
至

り
て
は
全
治
し
た
る
も
の
殆
ど
無
し
、
肺
の
如
き
北
里
氏
の
研
究
も
未
だ

必
治
の
功
を
見
ず
、
後
藤
氏
の
名
も
未
だ
癩
界
に
十
分
の
信
用
を
得
ず
、

然
れ
ど
も
世
人
の
此
等
の
疾
病
に
対
す
る
感
情
を
見
よ
、
虎
と
聞
か
ば
其

の
半
数
近
く
回
復
す
る
に
拘
ら
ず
唾
を
吐
き
、
鼻
を
押
へ
、
面
を
盤
め
て

急
き
遁
れ
ん
、
さ
れ
ど
肺
病
と
き
く
時
は
其
の
病
症
必
死
な
る
に
拘
ら
ず

然
ま
で
に
は
恐
れ
ざ
る
な
り
、
彼
を
恐
る
x
は
伝
染
速
な
る
が
故
な
り
、

此
を
恐
れ
ざ
る
は
伝
染
遅
緩
な
る
が
故
な
り
、
罪
芝
之
に
同
じ
く
必
死
な

り
と
量
も
伝
染
遅
緩
な
る
が
故
に
有
す
る
落
子
ま
で
に
驚
か
ず
、
見
る
ま

た
然
ま
で
に
は
恐
れ
ざ
る
な
り
、
罪
の
報
即
座
に
来
り
し
な
ら
ぼ
誰
か
之

を
恐
れ
さ
ら
ん
や
、
即
座
に
来
ら
ざ
る
が
故
に
「
ま
だ
よ
か
ら
ん
」
、
ま
だ

よ
か
ら
ん
」
、
遂
に
肺
患
の
死
に
近
き
て
「
此
の
頃
は
大
に
よ
ろ
し
」
と
い

ふ
が
恕
罪
を
犯
す
書
次
悪
を
芒
て
猶
長
命
あ
り
」
（
伝
八
。
十
二
）
、

何
程
の
悪
人
た
り
と
も
罪
に
報
あ
る
を
知
ら
ざ
る
に
あ
ら
ず
、
神
を
知
ら

ざ
る
者
と
い
へ
ど
も
積
悪
の
家
に
鯨
映
あ
る
を
思
は
ざ
る
に
あ
ら
ず
、
唯

心
の
報
の
醐
露
な
ら
ざ
る
こ
と
あ
る
を
以
て
之
を
改
め
ず
、
後
に
は
習
憤

と
な
り
て
全
く
恐
る
x
こ
と
無
き
に
至
る
、
然
れ
ば
吾
人
に
要
す
る
所
は

罪
に
報
あ
る
を
確
認
す
べ
き
に
あ
ら
ず
し
て
報
速
な
ら
ざ
る
が
故
に
習
慣

と
な
る
の
恐
る
べ
き
を
知
る
に
あ
り
、
然
れ
ば
努
め
て
罪
を
見
ず
、
罪
を

聞
か
ず
、
罪
を
語
ら
ず
、
罪
に
触
れ
ず
、
罪
に
交
ら
ず
、
罪
を
味
は
ざ
る

に
萱
パ
ゥ
・
が
「
椚
る
潤
れ
嘗
易
れ
触
る
亙
れ
」
（
西
二
。
廿
一
）
と

い
ひ
し
も
の
量
賢
酒
の
害
を
見
て
の
み
な
ら
ん
や
、

余
は
潔
癖
あ
る
人
に
あ
ら
ず
、
又
神
経
質
の
人
に
も
あ
ら
ず
、
然
る
が
故

　
む
さ
く
ろ

に
汚
穣
し
き
こ
と
を
見
る
も
然
ま
で
と
は
思
は
ず
、
又
伝
染
病
者
に
接
す

る
も
そ
れ
が
為
に
神
経
病
を
や
む
程
の
こ
と
も
な
し
、
然
れ
ど
も
余
響
普

通
の
感
覚
あ
り
、
汚
濡
し
き
も
の
き
た
な
か
ら
ざ
る
に
あ
ら
ず
、
伝
染
病

者
恐
ろ
し
か
ら
ざ
る
に
あ
ら
ず
、
人
並
に
は
汚
馨
し
く
感
じ
、
又
人
並
に

は
恐
ろ
し
く
思
へ
り
、
余
が
本
年
八
月
半
児
に
附
添
ひ
て
万
日
の
避
病
院

に
入
る
や
、
実
に
避
病
院
の
皮
切
に
し
て
生
れ
て
始
め
て
な
り
き
、
余
は

身
を
此
の
危
険
な
る
避
病
院
の
中
に
投
じ
た
る
が
上
に
病
室
の
接
げ
な
る

を
見
、
病
者
の
下
痢
す
る
も
見
も
し
、
聞
き
も
し
、
尚
ほ
其
の
上
に
殊
に

殆
ど
辛
抱
に
堪
へ
ざ
り
し
は
院
中
何
れ
の
所
も
蝿
の
多
き
こ
と
な
り
、

「
見
ぬ
も
の
清
し
」
と
い
へ
る
が
如
く
蝿
が
病
毒
伝
播
の
媒
介
を
な
す
と
・

も
若
し
何
れ
よ
り
来
る
か
を
見
ざ
れ
ぽ
然
ま
で
に
も
思
は
ざ
り
し
な
ら
ん
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が
現
在
目
前
に
あ
る
便
器
に
集
り
、
追
は
る
N
や
忽
ち
食
器
に
集
り
、
時

と
し
て
は
何
れ
の
蝿
が
便
器
よ
り
来
り
て
此
の
茶
碗
に
た
か
れ
り
と
い
ふ

ま
で
目
撃
す
る
の
不
幸
に
遭
遇
し
た
れ
ば
余
何
程
無
頓
着
な
り
と
て
如
何

で
安
ん
ず
る
を
選
べ
き
、
入
院
し
て
三
四
日
間
は
茶
さ
へ
快
く
は
咽
に
通

ら
ず
、
況
し
て
食
物
を
や
、
余
は
二
三
日
を
歴
た
る
頃
木
村
氏
に
便
通
な
き

を
訴
へ
「
勿
論
三
四
日
は
ろ
く
に
食
物
も
食
ひ
ま
せ
ん
か
ら
」
と
い
ひ
し
．

に
氏
は
驚
き
て
「
そ
れ
ぢ
や
ア
身
体
を
弱
ら
せ
て
看
護
も
何
も
で
き
る
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
、
余
も
然
か
く
思
ひ
た
れ
ば
長
岡
氏
に
頼
み
て

密
に
医
員
の
詰
所
に
入
り
て
食
を
為
し
た
り
、
そ
れ
よ
り
一
日
、
二
日
と

病
院
に
居
る
に
従
ひ
て
病
毒
に
慣
れ
、
後
に
は
前
の
如
く
に
恐
れ
ず
、
退

院
の
頃
に
は
殆
ど
全
く
恐
る
エ
所
な
き
に
至
れ
り
、
余
は
實
擁
し
て
前
に

思
ひ
し
程
伝
染
す
る
も
の
に
あ
ら
ざ
る
を
思
ひ
、
又
看
護
の
為
に
来
り
居

る
者
の
無
頓
着
な
る
、
不
注
意
な
る
、
而
し
て
彼
等
に
伝
染
せ
ざ
る
を
見

て
弥
々
恐
れ
ざ
る
に
至
り
き
、
一
日
余
は
劉
幽
の
病
室
の
前
に
あ
り
て
三

四
人
の
看
病
人
が
廊
下
に
集
り
居
る
を
遠
見
し
た
り
、
一
人
の
婦
人
茶
碗

三
四
個
を
盆
に
の
せ
て
出
だ
し
た
り
し
が
一
個
の
茶
碗
機
れ
て
居
た
り
と

見
え
、
取
り
上
げ
て
中
を
見
し
が
忽
ち
前
掛
の
端
に
て
ク
ル
ー
と
拭
ひ
、

直
に
茶
を
つ
ぎ
て
他
の
婦
人
に
与
へ
た
り
、
余
は
恐
ろ
し
き
こ
と
を
す
る

も
の
か
な
と
独
り
螢
零
し
て
居
り
し
に
後
余
が
妻
も
何
方
に
て
か
見
て
居

　
　
　
　
続
続
恥
か
記
　
第
十
一
巻

り
し
も
の
と
見
え
、
　
「
あ
の
人
は
前
掛
で
茶
碗
を
拭
い
て
」
と
驚
き
て
語

り
き
、
彼
等
の
無
頓
着
す
べ
て
皆
紅
の
如
し
、
彼
等
は
便
器
、
病
者
に
触

れ
た
ら
ん
に
は
手
を
洗
へ
と
て
石
炭
酸
を
給
与
ぜ
ら
れ
て
あ
り
、
然
れ

ど
も
余
は
河
柚
と
い
ふ
男
子
の
外
一
人
も
手
を
洗
ひ
し
婦
人
を
見
た
る
こ

と
無
し
、
而
し
て
彼
等
は
炉
座
二
人
が
一
々
手
を
洗
ふ
を
見
て
「
旦
那
方

は
あ
の
臭
い
か
お
り
ッ
こ
（
香
）
の
水
で
手
ッ
こ
を
洗
ひ
め
さ
る
」
驚
き

居
り
き
、
是
の
如
き
を
目
撃
せ
る
が
故
に
余
は
弥
々
恐
れ
ざ
る
の
度
を
増

し
、
遂
に
は
病
毒
に
つ
き
て
殆
ど
何
を
も
思
は
ざ
る
に
至
り
、
退
院
後
の

今
日
に
至
り
て
も
恐
る
X
の
念
は
極
め
て
少
し
、
慣
る
N
は
実
に
恐
ろ
し

き
も
の
な
り
、
若
し
是
の
如
く
罪
に
慣
れ
た
ら
ん
に
は
余
は
如
何
な
る
悪

人
と
な
る
べ
き
か
、
罪
は
猶
ほ
病
の
如
し
、
之
に
慣
れ
て
恐
れ
ざ
る
に
至

る
亘
れ
。
　
光
二
年
九
月
光
日
量
、

第
百
六
十
九
章

鳥
尾
得
庵
の
無
責
任

　
保
羅
曰
は
く
「
爾
曹
今
よ
り
後
異
邦
人
の
如
く
其
の
心
の
邪
曲
な
る
に

　
任
せ
て
行
ふ
べ
か
ら
ず
彼
等
心
昏
き
も
の
な
り
又
知
る
と
こ
ろ
な
き
に

　
よ
り
頑
な
る
に
よ
り
て
神
の
生
に
遠
か
れ
り
彼
等
は
恥
を
知
ら
ず
好
み

て
凡
の
汚
を
行
は
ん
為
に
己
多
重
付
せ
り
」
（
弗
四
。
十
七
1
1
十
九
）
、

あ
る
人
は
佛
教
を
以
て
罪
な
る
も
の
と
い
ひ
、
三
婆
の
教
理
を
以
て
高
尚
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続
続
恥
か
記
　
　
第
十
一
巻

な
る
も
の
な
り
と
せ
り
、
余
は
佛
教
を
学
ば
ざ
る
が
故
に
固
よ
り
よ
く
は

知
る
よ
し
無
し
と
い
へ
ど
も
佛
教
の
道
徳
、
又
郭
者
、
塾
徒
の
品
行
に
徴

し
て
高
尚
な
り
と
は
思
ふ
こ
と
能
は
ず
、
若
し
世
に
翻
り
効
用
も
な
き
空

論
と
し
て
見
た
ら
ん
に
は
高
尚
な
る
所
も
あ
ら
ん
、
或
は
深
遠
と
い
ふ
こ

と
を
も
得
べ
き
か
、
然
れ
ど
も
其
の
教
旨
、
教
義
の
人
心
を
化
し
て
真
善
、

真
義
を
行
は
し
む
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
余
は
之
を
高
尚
と
せ
ず
、
又
深
遠
と

な
さ
黛
る
な
り
、
孔
子
曰
は
く
「
賢
賢
藤
色
、
事
父
母
能
蜴
知
力
、
事
君

能
致
其
身
、
与
朋
友
交
、
言
而
有
信
、
難
日
盛
学
、
吾
驚
喜
之
学
　
」

（僻

ｧ
Y
ヤ
コ
ブ
曰
は
く
「
信
仰
も
し
行
を
兼
ね
ざ
る
瞳
乃
ち
死
ぬ
る

な
り
」
（
仁
¢
若
し
實
行
の
伴
ふ
も
の
あ
ら
ざ
れ
ば
教
二
目
教
義
の
何

程
高
尚
な
る
も
空
論
た
る
を
免
れ
ず
、
余
は
盛
者
の
行
為
を
見
て
常
に
此

の
事
を
思
へ
り
、
あ
る
者
は
彼
等
の
所
謂
高
尚
な
る
教
旨
を
述
べ
、
而
し

て
妾
を
蓄
へ
、
高
利
の
金
を
貸
し
、
妄
語
を
為
し
、
あ
る
者
は
彼
等
の
所

謂
深
遠
な
る
教
理
を
説
け
り
、
然
れ
ど
も
彼
等
は
一
切
空
と
信
じ
て
悪
も

為
さ
貸
る
が
故
に
善
も
為
さ
ず
、
否
、
彼
等
に
は
善
悪
も
な
く
又
正
邪
も

あ
る
こ
と
な
し
、
然
れ
ば
彼
等
は
徹
頭
徹
尾
道
徳
界
に
隊
を
曇
る
エ
の
権

は
あ
ら
ざ
る
な
り
、
然
れ
ば
少
し
く
佛
教
を
研
究
し
て
其
の
端
に
入
り
た

る
者
に
は
品
行
方
正
な
る
も
の
無
き
に
あ
ら
ず
と
い
へ
ど
も
深
く
入
り
て

其
の
慈
奥
に
入
り
た
る
も
の
は
傲
慢
に
し
て
頑
な
る
に
あ
ら
ざ
れ
ぽ
豪
放

に
し
て
愚
、
義
務
の
念
な
く
、
責
任
を
知
ら
ず
、
其
の
説
く
所
は
其
の
心

の
如
く
瓢
颯
鯖
的
た
る
を
免
れ
ず
、

余
は
三
浦
梧
楼
の
朝
鮮
王
妃
を
殺
さ
し
め
し
を
聞
き
て
無
善
無
悪
態
主
義

の
彼
、
此
の
位
の
悪
事
を
為
す
は
當
然
な
り
と
思
へ
り
、
彼
は
不
生
不
滅

を
主
義
と
す
る
も
の
な
る
が
故
に
捕
へ
ら
る
Σ
や
、
問
は
れ
ざ
る
に
自
白

し
て
従
容
死
刑
に
処
せ
ら
る
べ
し
と
思
へ
り
、
然
る
に
彼
は
巧
に
謹
拠
を

涯
滅
せ
し
め
て
無
謹
拠
に
て
放
免
せ
ら
れ
、
悟
と
し
て
三
つ
る
所
な
し
、

然
れ
ど
も
嘲
れ
彼
の
無
善
、
無
悪
主
義
に
し
て
彼
に
於
て
は
三
つ
る
所
な

き
な
り
、
鳥
尾
睡
夢
に
至
り
て
は
三
浦
程
馬
鹿
に
あ
ら
ず
、
故
に
彼
の
如

く
馬
鹿
な
る
こ
と
は
為
さ
ぼ
れ
ど
も
其
の
傲
慢
に
し
て
頑
な
る
、
彼
の
主

義
と
し
て
無
責
任
な
る
は
敢
て
三
浦
に
異
る
露
な
し
、
余
は
近
頃
其
の
實

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七

を
見
た
れ
ば
其
の
顛
末
を
左
に
記
す
べ
し
、
本
年
［
八
］
月
二
日
発
行
東

京
目
々
新
聞
第
八
千
三
百
十
六
脇
を
見
し
に
鳥
尾
得
心
の
論
文
を
載
せ
た

り
、
此
の
論
文
は
加
藤
弘
之
氏
が
「
道
徳
と
法
律
と
抵
触
す
る
場
合
あ
り

ゃ
否
」
と
の
論
題
を
以
て
論
じ
た
る
も
の
に
対
す
る
駁
論
な
り
、
其
の
論

の
當
否
は
余
の
知
る
所
に
あ
ら
ざ
れ
ど
も
鳥
尾
氏
の
論
ず
る
所
余
の
賄
に

落
ち
ざ
る
も
の
あ
り
、
よ
っ
て
余
は
日
報
社
の
手
を
介
し
て
身
震
に
左

の
書
を
送
れ
り
、

　
突
然
甚
タ
無
礼
二
似
タ
レ
凡
止
、
ミ
難
キ
一
事
有
之
一
書
ヲ
奉
呈
仕
候
、
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鯨
ノ
義
二
無
之
本
月
二
日
発
行
東
京
日
々
新
聞
第
八
千
三
百
十
六
脈
一

読
仕
候
所
先
生
が
加
藤
弘
之
氏
ノ
「
道
徳
ト
法
律
ト
抵
触
ス
ル
場
合
ア

リ
ヤ
否
」
ト
ノ
所
論
二
付
駁
論
ヲ
試
ミ
ラ
レ
候
趣
ノ
緒
言
ノ
下
二
同
新

聞
紙
へ
投
寄
被
遊
候
御
論
文
掲
載
有
之
一
読
仕
服
然
ル
ニ
其
ノ
末
段
二

選
キ
加
藤
氏
ノ
論
旨
ヲ
忘
霜
ラ
ル
・
二
心
リ

　
　
　
欧
州
雨
眉
ノ
仰
ヲ
以
テ
救
世
主
ト
称
ス
ル
耶
蘇
ノ
如
キ
モ
羅
馬

　
　
　
ノ
羅
絆
ヲ
脱
シ
テ
猶
太
ノ
独
立
ヲ
図
り
シ
革
命
宗
教
家
ナ
リ

　
　
　
…
…
猶
太
國
ハ
古
来
ヨ
リ
國
教
ヲ
以
テ
国
ヲ
建
テ
シ
モ
ノ
ナ
リ

　
　
　
今
時
ハ
政
教
一
致
ト
下
押
ソ
ヨ
リ
ハ
寧
ロ
教
國
ト
謂
フ
ヲ
至
當

　
　
　
ト
ス
故
二
耶
蘇
自
ラ
教
王
ト
称
シ
其
ノ
宗
教
ヲ
改
革
シ
門
徒
ヲ

　
　
　
率
ヰ
テ
独
立
ノ
旗
ヲ
挙
ゲ
シ
モ
ノ
タ
ル
ハ
其
ノ
伝
二
於
テ
明
ナ

　
　
　
リ

ヲ
通
読
シ
テ
大
二
驚
愕
仕
候
次
第
二
御
座
候
私
義
ハ
座
敷
下
塗
督
ヲ
信

シ
テ
我
が
救
主
ト
為
シ
、
否
、
彼
ハ
閣
下
ヲ
モ
救
フ
ノ
救
主
ナ
リ
ト
為

シ
、
巳
二
基
督
教
ノ
為
二
伝
道
二
従
事
致
候
こ
と
二
十
絵
年
二
相
成
三

者
二
御
座
候
、
然
レ
バ
基
督
ノ
伝
ト
申
シ
候
新
約
福
音
書
ハ
申
ス
ニ
及

バ
ズ
信
従
者
又
ハ
反
対
家
ノ
基
督
伝
ヲ
モ
種
々
通
読
仕
事
得
共
未
タ
曽

テ
基
督
ガ
「
猶
太
ノ
独
立
ヲ
図
り
シ
革
命
宗
教
家
」
タ
ル
事
、
或
ハ

「
門
徒
ヲ
率
ヰ
テ
独
立
ノ
旗
ヲ
挙
ゲ
シ
者
タ
ル
」
事
等
ヲ
見
聞
致
候
事

　
　
　
続
続
恥
か
記
　
第
十
一
巻

無
罪
甚
以
不
審
千
万
ノ
義
ト
存
候
、
責
任
ノ
何
タ
ル
ヲ
知
ラ
ザ
ル
一
書

生
、
道
徳
ノ
温
言
ル
ヲ
解
セ
ザ
ル
一
壮
士
ノ
立
論
ト
シ
テ
ハ
固
ヨ
リ
云

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
荷

フ
ニ
足
ラ
ザ
ル
義
ト
藩
候
得
共
宗
教
家
タ
ル
大
名
ヲ
［
負
］
ハ
レ
候
閣

下
ニ
シ
テ
此
ノ
論
ア
ル
軍
資
入
候
次
第
二
御
座
候
、
、
初
裏
一
読
仕
暫
時

ハ
閣
下
が
佛
教
ヲ
信
奉
セ
ラ
ル
・
ヨ
リ
或
ハ
故
二
我
が
基
督
教
ヲ
講
謳

セ
ラ
ル
・
ノ
意
ナ
ラ
ン
カ
ト
モ
存
候
得
共
斯
カ
ル
卑
劣
ナ
ル
挙
動
ノ
閣

下
ニ
ア
ル
ベ
キ
筈
モ
無
之
、
然
レ
バ
閣
下
が
福
音
伝
ヲ
誤
解
セ
ラ
レ
タ

ル
モ
ノ
カ
、
然
う
ザ
レ
バ
故
二
基
督
又
ハ
其
ノ
教
義
ノ
七
三
セ
ル
者
ノ

著
書
ニ
チ
モ
通
読
セ
ラ
レ
候
ヨ
リ
此
ノ
誤
謬
二
陥
ラ
レ
候
カ
ト
三
三
、

閣
下
二
対
シ
テ
是
ク
申
上
民
事
ハ
無
礼
ナ
リ
ト
ノ
思
召
モ
有
之
三
半
カ

ナ
レ
凡
基
督
教
二
就
キ
テ
我
が
國
ノ
知
識
ノ
幼
稚
ナ
ル
ハ
屡
々
驚
三
三

事
モ
有
之
候
間
閣
下
二
於
テ
モ
同
ジ
ク
誤
解
セ
ラ
レ
候
義
二
有
之
間
敷

ヤ
ト
謹
上
候
依
テ
甚
ダ
御
手
蹴
出
入
候
得
共
閣
下
ガ
「
其
ノ
伝
二
於
テ

明
ナ
リ
」
ト
認
メ
ラ
ル
・
五
韻
何
レ
ニ
有
之
候
哉
御
教
示
馬
下
度
忘
回

廊
、
若
シ
閣
下
二
於
テ
誤
解
セ
ラ
ル
・
所
ア
ラ
バ
乍
失
礼
更
二
御
参
考

二
供
ス
ル
点
モ
有
之
可
申
、
私
二
於
テ
誤
解
仕
居
候
所
有
之
候
ハ
、
國

家
ノ
無
塩
モ
大
二
熟
考
ヲ
要
ス
ベ
キ
義
ト
存
候
、
又
「
其
ノ
伝
」
ト
称

セ
ラ
レ
候
モ
ノ
福
音
伝
外
ノ
書
籍
ニ
チ
モ
有
之
候
ハ
・
其
ノ
書
名
及
ヒ

著
者
御
首
細
註
下
度
奉
願
候
、
昨
日
御
論
文
一
読
仕
候
テ
甚
タ
安
カ
ラ
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続
続
恥
か
記
　
第
十
一
巻

　
ズ
候
智
慧
突
然
御
燗
ヒ
申
上
候
謹
言

　
　
　
　
　
　
　
　
七
　
　
　
四

　
　
　
　
計
二
年
［
入
］
月
［
五
］
日
　
．
　
三
浦
徹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
尾
得
庵
先
生

　
　
尚
二
御
住
居
ノ
地
不
存
候
間
日
民
社
二
托
シ
同
社
ノ
手
ヲ
経
テ
御
郵

　
　
送
三
島
筈
二
御
座
候
封
皮
一
枚
封
入
仕
置
候
間
御
返
乾
臨
御
使
用
彼

　
　
下
度
候
也

然
る
に
七
月
を
終
ら
ん
と
せ
る
に
何
等
の
返
答
な
し
、
よ
っ
て
日
報
社
へ

届
け
く
れ
た
り
や
、
干
鳥
尾
氏
の
住
屋
は
何
方
な
り
や
を
照
會
し
た
り
し

に
同
社
よ
り
は
か
x
る
書
面
の
来
り
し
こ
と
な
し
、
何
か
の
行
違
な
ら
ん
、

鳥
尾
子
は
小
石
川
関
口
町
百
九
十
二
番
な
り
と
の
回
答
あ
り
た
れ
ば
八
月

五
日
に
島
民
の
書
面
を
直
送
し
た
り
、
其
ノ
後
余
が
家
は
赤
痢
患
者
発
生

に
て
大
騒
動
を
為
し
忘
れ
て
過
ぎ
し
が
九
月
に
至
り
て
尚
ほ
返
書
な
し
、

三
銭
の
郵
便
券
を
召
上
げ
て
而
し
て
猫
ぽ
玉
と
は
無
礼
な
り
と
思
ひ
た
れ

ば
同
月
九
日
返
答
如
何
と
催
促
の
書
状
を
送
り
た
り
、
然
る
に
彼
も
は
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

黙
し
て
は
居
ら
れ
ざ
り
し
か
十
三
日
附
を
以
て
左
の
葉
書
を
送
り
た
り

　
　
　
　
度
々
の
御
書
拝
見
致
し
候
耶
蘇
革
命
の
論
は
其
の
伝
記
に
て
拙

　
　
　
　
者
の
見
る
所
を
述
し
も
の
に
御
座
候
今
日
耶
蘇
教
徒
も
澤
山
に

　
　
　
　
有
之
此
人
々
よ
り
貴
下
の
如
き
質
問
有
之
と
も
一
女
応
じ
て
之

　
　
　
　
れ
に
答
ふ
る
事
は
出
来
不
申
に
付
實
は
其
侭
に
致
し
て
贈
答
も

　
　
　
　
不
申
上
事
旧
故
に
貴
下
も
拙
者
の
説
に
御
不
同
意
な
れ
ば
御
不

　
　
　
　
同
意
に
て
可
然
候
敢
て
其
是
非
を
決
着
致
候
要
も
無
之
と
三
三

　
　
　
　
尤
も
拙
者
の
見
る
所
は
羅
馬
人
が
三
三
を
極
刑
に
処
し
た
る
其

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
マ
マ
〕

　
　
　
　
罪
悪
と
認
め
し
も
の
を
事
済
と
し
て
申
す
に
御
座
候
猶
御
錠
？

　
　
　
〔
マ
マ
〕

　
　
　
　
義
可
然
候
今
後
は
一
切
御
書
面
は
お
こ
と
わ
り
仕
過

　
　
　
　
　
　
九
月
十
三
日
　
　
　
鳥
尾
小
彌
太

一
銭
五
厘
が
消
し
飛
ば
さ
れ
た
る
上
に
是
の
如
く
擾
付
け
ら
れ
た
り
、
絵

り
に
馬
鹿
々
々
し
き
が
故
に
是
か
る
も
の
を
相
手
と
す
る
は
狂
人
を
追
ふ

の
不
狂
人
た
ら
ん
か
と
思
ひ
し
が
其
の
不
親
切
、
無
責
任
な
る
は
叱
責
す

べ
き
も
の
と
思
へ
り
、
是
に
於
て
又
在
の
如
き
書
を
送
れ
り
、

　
「
今
後
は
一
切
御
書
面
は
お
こ
と
わ
り
仕
儀
」
ト
御
拒
絶
被
下
候
二
付

質
義
ハ
不
仕
候
得
共
十
三
日
附
ノ
御
葉
書
二
等
シ
候
間
先
ヲ
御
報
被
下

候
鳥
手
数
二
対
シ
謝
辞
ヲ
呈
シ
候
序
ヲ
以
テ
演
義
等
以
後
御
手
数
ト
為

　
ル
ベ
キ
広
覧
差
回
画
幅
共
此
ノ
御
書
二
接
シ
タ
ル
ニ
ヨ
リ
私
ノ
感
覚
ハ

　
一
応
申
述
度
量
一
覧
被
下
金
候

先
二
私
ノ
御
伺
ヒ
申
上
越
ハ
其
ノ
文
中
ニ
モ
認
毒
悪
通
リ
閣
下
力
一
個

　
ノ
壮
士
輩
ニ
モ
不
被
為
入
候
間
御
言
論
ニ
ハ
十
分
ノ
御
責
任
ア
ル
事
ト

存
ジ
倦
コ
ソ
耶
蘇
ヲ
以
テ
反
逆
人
ノ
如
ク
見
ラ
ル
・
根
拠
ヲ
伺
ヒ
度

　
「
福
音
伝
ニ
ア
ラ
ザ
レ
バ
誰
ノ
伝
記
一
一
テ
御
覧
相
成
意
義
ナ
リ
ヤ
」
ト
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申
上
候
次
第
二
有
之
候
、
然
ル
ニ
十
三
日
附
ノ
御
書
中
ニ
ハ
「
耶
繍
革

命
の
論
は
其
ノ
伝
記
に
て
拙
者
の
見
る
所
を
述
し
も
の
に
御
座
候
」
ト

ノ
ミ
有
之
、
受
皿
．
リ
見
ル
所
ナ
ク
シ
テ
云
フ
者
ハ
無
之
二
付
見
ル
所
タ

ル
ハ
初
ヨ
リ
明
ナ
ル
次
第
ニ
シ
テ
御
忍
ヒ
申
上
候
必
要
ハ
無
量
候
、
其

ノ
見
ル
所
ノ
根
拠
ヲ
知
り
並
存
候
二
付
御
薩
ヒ
申
上
置
次
第
ニ
シ
テ
三

二
差
上
候
書
面
一
一
テ
其
ノ
辺
ハ
明
ナ
ル
事
ト
存
候
、
然
ル
ニ
斯
カ
ル
御

答
ヲ
得
候
ハ
私
ノ
最
モ
遺
憾
ト
ス
ル
所
、
恰
モ
不
親
切
ナ
ル
政
府
委
員

ノ
議
會
ノ
反
対
ヲ
受
流
ス
事
事
キ
ロ
調
ニ
シ
テ
責
任
ア
ル
ノ
言
論
二
」
ハ

無
之
候
故
二
御
書
二
接
シ
候
テ
閣
下
が
私
ノ
質
問
二
対
シ
テ
御
不
親
切

ト
ノ
責
ハ
當
然
御
免
レ
不
被
成
義
ト
町
上
候
、

次
二
「
今
日
耶
蕪
教
徒
モ
澤
山
二
有
之
此
の
人
々
よ
り
貴
下
の
如
キ
質

問
有
之
と
も
一
々
塾
し
て
之
に
答
ふ
る
事
は
出
来
不
申
に
付
實
は
其
侭

に
致
し
て
御
答
も
不
溶
上
寿
也
」
ト
ア
リ
、
若
シ
果
シ
テ
数
万
ノ
信
徒

が
前
後
左
右
ヨ
リ
質
問
耳
翼
時
ハ
一
々
之
二
応
セ
ラ
ル
、
事
ノ
御
困
難

御
推
察
申
上
候
、
然
レ
墓
園
モ
言
責
ヲ
重
ン
ズ
ル
モ
ノ
ナ
ラ
バ
自
己
が

一
度
口
外
シ
タ
ル
者
二
対
シ
新
聞
紙
ナ
リ
、
雑
誌
ナ
リ
、
演
説
ナ
リ
ニ

於
テ
其
ノ
質
問
二
答
ヘ
ラ
ル
ベ
キ
筈
、
是
レ
閣
下
が
當
然
ノ
御
責
任
ト

存
候
、
然
ル
ニ
「
問
ブ
者
多
キ
故
一
二
々
答
フ
ル
能
ハ
ズ
」
ト
云
フ
ヲ

以
テ
撲
付
ク
ル
ハ
学
者
、
紳
士
ノ
体
面
昏
昏
テ
最
モ
賎
シ
ム
ベ
キ
事
二

　
　
　
続
続
恥
か
記
　
第
十
一
巻

シ
テ
閣
下
ノ
御
壷
為
ト
シ
テ
ハ
遺
憾
千
萬
ノ
義
二
御
座
候
、
若
シ
質
問

ス
ル
者
ア
ラ
バ
何
故
単
玉
ノ
言
責
ヲ
重
ン
ジ
テ
十
分
二
二
ゼ
ラ
レ
ザ
ル

ヤ
、
、
若
シ
論
ゼ
ラ
レ
シ
モ
ノ
ア
ヲ
．
ハ
其
ノ
書
名
ヲ
示
サ
ル
・
ハ
閣
下
ノ

相
當
ナ
ル
御
処
為
ト
存
候
、
事
此
二
出
デ
ザ
ル
ハ
或
ハ
閣
下
が
御
言
責

二
窮
シ
テ
遁
ゲ
ラ
ル
・
モ
ノ
カ
ト
被
存
候

「
故
二
貴
下
も
拙
者
の
説
に
御
不
同
意
な
れ
ば
御
不
同
意
に
て
可
然
候

敢
て
其
の
是
非
を
決
着
致
候
要
も
無
之
と
国
難
」
ト
ノ
御
文
面
是
等
私

ノ
大
二
遺
憾
ト
致
候
所
に
御
座
候
、
固
ヨ
リ
不
同
意
ナ
レ
バ
不
同
意
ニ

テ
可
然
義
二
候
三
共
私
ヨ
リ
御
伺
ヒ
致
候
主
意
ハ
反
逆
人
ノ
宗
教
ヲ
信

ズ
ル
ハ
我
が
国
家
ノ
為
モ
善
果
ヲ
収
ム
ル
能
ハ
ズ
シ
テ
悪
果
ヲ
来
シ
候

次
第
ト
存
候
間
閣
下
二
於
テ
反
逆
人
ト
認
メ
ラ
ル
・
点
ヲ
伺
ヒ
草
肥
日

御
座
候
、
其
ノ
御
冷
ニ
シ
テ
取
ル
ベ
キ
モ
ノ
ア
ラ
バ
ー
心
服
ス
ル
ニ

足
ル
モ
ノ
ア
ラ
バ
私
二
於
テ
参
考
ト
可
致
道
モ
長
打
智
力
、
其
ノ
心
服

ス
ル
ニ
足
ラ
ザ
ル
ヲ
知
ラ
バ
其
ノ
時
不
同
意
ニ
テ
可
然
義
ト
存
候
、
最

初
ヨ
リ
不
同
意
ナ
レ
バ
不
同
意
ニ
テ
可
然
ト
ノ
御
言
ハ
後
進
ヲ
侍
ツ
先

輩
ノ
言
二
選
之
、
若
シ
私
ノ
質
問
ア
ラ
ザ
ル
時
二
此
ノ
御
言
ア
リ
ト
ス

レ
バ
敢
テ
不
可
ナ
シ
一
度
私
ヨ
リ
伺
ヒ
候
時
二
於
テ
此
御
言
ア
ル
ハ
國

家
ヲ
思
フ
閣
下
ノ
言
ト
シ
テ
ハ
感
服
シ
得
ザ
ル
所
二
御
座
候

最
後
二
「
拙
者
の
見
る
所
は
羅
馬
人
が
耶
蘇
を
極
刑
に
処
し
た
る
其
の
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罪
悪
と
認
め
し
も
の
を
事
実
と
し
て
云
々
L
、
此
ノ
御
言
ハ
稽
々
私
ノ

　
御
伺
ヒ
申
上
候
点
二
対
シ
テ
ノ
御
答
二
近
ク
候
得
共
起
タ
満
足
ハ
仕
兼

　
候
、
御
所
見
ト
シ
テ
ハ
確
實
ノ
根
拠
ア
ル
藩
論
ニ
田
無
之
候
、
政
府
ガ

　
罪
悪
ト
認
再
診
ル
ト
云
フ
ヲ
以
テ
直
二
古
ホ
教
、
道
徳
等
ノ
論
拠
ト
ス
ル

　
ハ
危
険
千
万
ノ
事
ニ
テ
古
ヨ
リ
政
府
が
義
人
ヲ
有
罪
ト
シ
テ
刑
シ
タ
ル

　
ノ
例
ハ
少
カ
ラ
ザ
ル
三
三
ナ
ル
ニ
之
ヲ
思
ハ
ズ
「
シ
テ
確
實
ナ
ル
三
三
ア

　
ル
ニ
ア
ラ
ズ
、
一
定
ノ
見
識
ア
ル
ニ
ア
ラ
ズ
シ
テ
唯
「
見
ル
所
」
ヲ
以

　
テ
其
ノ
根
拠
ト
シ
、
誤
謬
、
過
失
ノ
例
二
乏
シ
カ
ラ
乏
シ
カ
ラ
ザ
ル
政

　
府
ノ
処
為
ヲ
基
礎
ト
シ
テ
自
己
ノ
意
見
ヲ
定
ム
ル
が
如
キ
決
シ
テ
学
者

　
ノ
満
足
ス
ル
所
ニ
ア
ラ
ズ
ト
存
候
、
故
二
閣
下
ノ
此
ノ
御
面
一
質
問
ニ

　
ハ
相
當
致
候
得
共
確
実
ナ
ル
御
根
拠
ニ
ハ
足
ラ
ズ
ト
存
候
、

　
故
山
唯
今
ノ
私
ノ
感
ス
ル
所
ヲ
無
遠
慮
申
上
海
得
．
ハ
閣
下
一
路
言
論
二

　
対
シ
テ
十
分
二
責
任
ヲ
有
シ
玉
フ
ニ
ア
ラ
ズ
i
有
之
能
ハ
ズ
、
不
都

　
合
ノ
言
論
ヲ
為
シ
テ
〃
遁
ゲ
ラ
レ
タ
ル
事
ト
存
候
、

　
右
ハ
私
が
御
答
書
二
接
シ
テ
直
二
発
シ
候
所
ノ
感
覚
二
御
座
候
尚
ホ
御

　
質
問
申
上
度
存
候
断
裂
「
お
こ
わ
り
」
二
付
不
暗
語
私
ノ
所
感
ヲ
陳
述

　
仕
候
御
一
読
管
下
候
ハ
・
幸
甚
二
御
座
候
敬
具

視
よ
、
氏
は
余
が
問
ふ
所
の
要
点
を
見
ざ
る
に
あ
ら
ざ
る
べ
し
、
彼
は
確

に
見
る
眼
を
有
せ
り
、
然
る
を
斯
く
前
後
不
都
合
な
る
書
面
を
送
り
て
拒

絶
す
る
も
の
は
自
ら
無
責
任
な
る
放
言
を
知
れ
る
が
故
な
り
、
是
に
於
て

か
佛
教
を
信
奉
す
る
も
の
二
道
徳
に
は
確
乎
た
る
基
礎
な
き
を
知
る
べ
し
、

佛
者
の
立
論
の
瓢
箪
鯨
的
な
る
は
今
に
初
め
ぬ
こ
と
な
が
ら
彼
等
に
は
一

定
の
基
礎
あ
る
に
あ
ら
ざ
る
が
故
に
真
に
止
む
を
得
ざ
る
の
結
果
と
い
ふ

べ
し
。
　
光
二
年
九
月
真
日
稿
、

第
百
七
十
章

下
等
動
物
に
道
徳
が
あ
り
ま
す
か

　
馬
拉
基
曰
は
く
「
我
は
大
な
る
王
ま
た
我
か
名
は
家
並
に
畏
れ
ら
る
べ

き
な
れ
ば
な
り
萬
軍
の
エ
ホ
バ
こ
れ
を
い
ふ
」
（
薗
Y

翻
曰
は
く
「
我
鋒
理
窟
ひ
罷
な
し
」
（
認
¢

佛
教
の
教
理
の
彼
我
牟
盾
、
前
後
撞
着
し
た
る
は
大
乗
と
小
乗
と
に
於
て

明
白
な
れ
ど
も
其
の
枝
葉
に
至
り
て
互
に
衝
突
す
る
は
彼
等
の
為
に
気
の

毒
な
る
こ
と
な
り
、
一
方
に
阿
弥
陀
の
利
益
を
説
き
て
極
楽
往
生
を
勧
む

る
と
思
へ
ば
一
方
に
心
外
無
別
法
を
説
き
、
甚
し
き
に
至
り
て
は
「
一
人
の

口
よ
り
し
て
弥
陀
の
本
願
と
寂
滅
為
楽
と
を
聞
く
こ
と
あ
り
、
盲
人
の
國

に
は
片
目
も
王
た
り
、
若
し
野
蛮
県
民
に
教
へ
た
ら
ん
に
は
其
の
牟
盾
を

見
る
の
明
な
き
か
故
に
或
は
暫
く
満
足
す
る
こ
と
あ
ら
ん
か
、
然
れ
ど
も

真
理
の
光
明
を
以
て
彼
等
を
照
し
た
ら
ん
に
は
魑
魅
魍
魎
の
朝
畷
の
前
に

あ
る
が
如
く
彼
等
は
四
離
滅
裂
し
て
了
ら
ん
の
み
、
彼
等
は
今
の
姿
を
以

94



て
は
到
底
文
明
の
世
に
立
つ
こ
と
能
は
ざ
る
な
り
、

久
し
き
以
前
の
こ
と
な
り
、
浅
川
広
湖
氏
が
任
に
甲
府
に
あ
る
頃
な
り
、

所
用
あ
り
て
上
京
せ
ん
と
て
八
王
子
町
に
着
し
た
り
、
食
後
無
柳
に
堪
へ

ず
、
出
で
玉
市
中
を
迫
重
し
た
り
し
に
あ
る
寄
席
の
前
に
演
説
會
の
看
板

あ
り
、
何
か
と
見
れ
ば
佛
教
の
演
説
會
な
り
、
名
あ
る
人
の
名
は
見
え
ざ

り
し
が
七
八
人
の
複
名
を
掲
げ
何
様
大
通
會
ら
し
く
見
え
、
チ
ラ
リ
、
ホ

ラ
リ
入
る
人
を
も
見
た
れ
ば
慰
み
に
と
て
中
に
入
り
し
に
今
や
、
最
初
の

一
人
席
に
あ
り
て
演
説
中
に
て
聴
衆
は
趨
り
多
か
ら
ず
、
一
方
に
一
一
三
十

人
の
一
群
あ
り
、
一
方
に
百
人
絵
と
も
見
ゆ
る
群
あ
り
（
氏
は
適
宜
の
所

に
座
を
占
め
て
聞
き
居
た
る
に
一
人
の
若
僧
は
彼
の
輪
回
説
を
持
出
だ
し

て
罪
を
作
る
者
は
未
来
蓄
生
道
に
堕
ち
て
牛
馬
に
生
る
べ
し
、
一
度
蓄
生

道
に
落
つ
、
る
も
若
し
善
根
を
積
み
た
ら
ん
に
は
人
間
界
に
生
る
二
こ
と
を

得
べ
し
と
、
瀾
川
氏
は
是
く
き
エ
て
面
白
く
底
ひ
た
れ
ば
手
帳
を
い
だ
し

て
其
の
名
と
演
説
の
大
意
を
筆
記
し
た
り
、
何
れ
も
兄
た
り
難
く
弟
た
り

難
き
人
物
先
づ
無
難
に
演
説
は
終
り
た
り
、
彼
等
は
格
別
の
反
対
も
無
か

り
し
を
以
て
少
し
く
調
子
付
き
た
る
も
の
か
よ
せ
ば
よ
き
に
終
り
て
若
し

質
問
し
た
き
者
あ
ら
ば
申
出
で
ら
れ
よ
と
い
ふ
、
浅
川
氏
は
戯
に
質
問
し

た
し
と
乞
ひ
し
に
彼
等
は
大
に
驚
き
た
る
も
の
玉
如
く
頓
に
は
返
答
も
あ

ら
ざ
り
し
が
漸
く
に
し
て
此
方
へ
と
て
楽
屋
に
導
か
ん
と
せ
り
、
氏
は
否
馬
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聴
衆
の
前
こ
そ
望
ま
し
け
れ
、
此
の
聴
衆
中
に
は
余
と
同
じ
疑
義
を
抱
け

る
人
も
あ
る
べ
し
、
よ
し
他
に
疑
義
な
し
と
す
る
も
貴
君
等
は
一
人
も
多

く
貴
君
等
の
主
義
を
聞
か
せ
た
く
思
ひ
た
ま
ふ
な
ら
ん
、
此
の
言
を
き
鼠

て
彼
等
は
楽
屋
に
入
り
、
彰
々
論
じ
居
り
し
が
遂
に
七
八
人
の
辮
士
ゾ
ロ

ー
と
出
で
来
り
て
一
列
に
井
び
た
り
、
氏
は
先
づ
問
ひ
て
何
某
と
い
は

る
玉
何
番
目
に
演
説
せ
ら
れ
た
る
は
何
れ
の
方
な
り
や
と
、
一
人
は
余
な

り
と
答
ふ
、
氏
は
先
づ
其
の
御
方
に
質
問
せ
ん
と
す
、
下
等
動
物
に
は
道

徳
性
あ
り
ゃ
、
如
何
、
乾
漆
に
答
へ
ず
、
絵
程
困
り
た
る
が
如
く
見
え
し

が
彼
苦
し
気
に
「
無
き
や
う
な
り
」
い
ふ
、
傍
に
あ
る
一
僧
は
「
否
、
あ

る
べ
し
」
、
一
僧
は
「
否
、
な
か
ら
ん
」
と
忽
ち
彼
等
は
二
説
に
分
れ
、

あ
り
と
い
ひ
、
無
し
と
い
ひ
、
互
に
口
角
泡
を
飛
ば
し
て
紛
女
擾
々
、
何

時
果
つ
べ
し
と
も
見
え
ず
、
是
に
於
て
浅
川
茂
は
中
裁
し
て
曰
は
く
余
は

貴
君
等
に
討
論
を
請
ひ
し
に
あ
ら
ず
、
何
某
影
写
の
信
ず
る
所
を
聞
か
ば

足
れ
り
、
何
某
は
指
名
せ
ら
れ
て
恥
か
し
く
や
思
ひ
け
ん
、
余
の
信
ず
る

所
に
て
は
無
し
と
、
帝
日
ふ
「
無
し
と
の
御
覧
な
ら
ば
他
の
一
義
を
質
問

せ
ん
、
貴
君
の
御
里
に
よ
れ
ば
一
度
蓄
生
道
に
落
つ
る
も
若
し
善
根
を
積

み
た
ら
ん
に
は
人
間
界
に
生
る
Σ
こ
と
を
得
べ
し
と
い
ひ
た
ま
ひ
し
が
道

徳
性
な
き
蓄
生
が
如
何
に
し
て
善
悪
を
為
す
べ
き
か
、
善
は
善
な
る
が
故

に
択
ん
で
之
を
行
ふ
時
に
善
な
り
、
道
徳
性
な
き
も
の
エ
善
を
行
ふ
こ
と
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あ
り
と
も
自
己
の
選
択
に
出
で
た
る
に
あ
ら
ざ
る
が
故
に
之
を
功
徳
と
す

べ
か
ら
ず
、
然
れ
ば
道
徳
性
な
き
下
等
動
物
が
善
を
功
と
し
て
人
間
と
為

る
の
理
あ
る
べ
か
ら
ず
、
且
つ
加
之
他
に
一
の
奇
な
る
事
實
あ
り
、
学
者

の
研
究
、
調
査
す
る
所
に
よ
れ
ば
全
世
界
の
表
面
に
あ
る
下
等
動
物
、
即

ち
禽
獣
、
轟
魚
の
類
は
次
第
に
其
の
数
を
減
じ
、
既
に
其
種
類
を
全
く
滅

し
た
る
も
の
す
ら
あ
り
、
之
に
反
し
て
人
類
は
如
何
と
見
る
に
年
々
歳
々

其
の
数
を
増
加
し
、
あ
る
杞
憂
家
の
如
き
は
久
し
か
ら
ず
し
て
人
類
居
住

の
為
に
地
の
暗
き
を
訴
ふ
る
に
至
ら
ん
と
い
へ
り
、
是
く
一
方
に
は
下
等

動
物
の
数
を
減
じ
、
一
方
に
は
人
類
の
数
を
増
す
の
封
印
あ
り
と
し
て
而

し
て
貴
君
の
説
を
以
て
す
れ
ば
彼
等
動
物
は
続
々
と
し
て
善
を
為
し
、
以

て
未
来
に
人
の
為
り
て
．
生
る
x
も
の
な
り
と
せ
ざ
る
を
得
ず
、
貴
君
の
説

を
真
な
り
と
す
れ
ば
学
者
の
論
ず
る
所
を
偽
と
せ
ざ
る
を
得
ず
、
学
説
を

以
て
真
理
な
り
と
す
れ
ぽ
貴
君
の
説
は
荒
唐
、
無
稽
と
せ
ざ
る
を
得
ず
、

何
れ
を
真
と
し
て
通
な
る
べ
き
や
、
此
の
言
を
聞
く
や
敵
手
は
未
だ
何
等

の
答
も
な
き
に
他
の
一
人
は
彼
に
云
へ
り
「
そ
れ
見
た
ま
へ
、
だ
か
ら
僕

は
道
徳
性
が
あ
る
と
い
っ
た
ん
だ
」
、
彼
曰
は
く
「
で
も
無
さ
エ
う
で
は

な
い
か
、
若
し
あ
る
と
す
る
な
ら
善
悪
の
説
で
震
る
だ
ら
う
」
、
又
再
び

討
論
會
初
ま
ら
ん
と
す
、
浅
川
氏
は
笑
を
忍
び
で
曰
は
く
「
佛
教
に
於
て

一
定
の
説
な
く
、
又
貴
君
等
に
於
て
分
ら
ず
と
な
ら
ば
余
は
強
ひ
て
質
問

は
し
ま
す
ま
い
、
余
は
貴
君
等
が
今
一
層
学
は
れ
ん
こ
と
一
否
、
佛
教

を
学
ば
れ
ん
こ
と
を
忠
告
せ
ん
と
す
、
人
を
集
め
て
自
己
の
説
を
鼓
吹
せ

ん
と
な
ら
ば
自
ら
信
ず
る
所
あ
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
一
定
の
主
義
も
な
く
、

所
信
も
無
く
し
て
人
を
説
か
か
ん
と
す
る
は
鳴
呼
な
り
、
僧
侶
等
は
瘡
の

如
く
、
目
の
み
見
張
り
て
一
言
も
な
し
、
濁
川
氏
は
辞
し
て
去
ら
ん
と
せ

し
に
一
方
の
二
三
十
人
中
よ
り
二
三
人
出
で
来
り
、
患
慰
に
氏
に
挨
拶
し

て
曰
は
く
「
先
生
の
御
姓
名
は
何
と
心
し
や
い
ま
す
か
、
私
共
は
垂
心
の

信
者
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
、
氏
は
公
然
名
乗
る
も
如
何
と
思
ひ
た
れ
ば
名

刺
を
出
だ
し
て
「
私
は
一
夜
宿
り
の
旅
人
で
し
て
」
と
て
急
ぎ
去
り
し
が

二
三
人
は
入
口
ま
で
来
り
て
禮
を
述
べ
、
御
通
行
の
節
に
は
是
非
教
會
を

御
尋
ね
く
だ
さ
い
ま
し
と
い
ひ
た
り
と
、
氏
は
い
ふ
彼
の
人
々
は
僧
侶
の

攻
撃
に
あ
ひ
て
絵
程
困
り
居
り
し
所
な
り
し
な
ら
ん
、
余
の
質
問
に
て
僧

侶
等
閉
口
し
た
れ
ば
復
讐
し
て
も
ら
ひ
し
心
地
し
た
る
な
ら
ん
、
彼
等
は

ト
ン
ダ
者
に
ひ
ど
い
目
に
あ
ひ
た
り
と
愚
痴
こ
ぼ
し
た
る
な
ら
ん
、
基
督

曰
は
く
「
凡
て
相
争
ふ
國
は
亡
び
凡
て
相
争
ふ
邑
や
家
は
立
つ
べ
か
ら

ず
」
（
太
十
二
。
三
五
）
ζ
彼
等
の
教
理
は
互
霜
争
へ
軌
我
が
真
理
の
前
に

如
何
で
亡
び
ざ
る
こ
と
あ
ら
ん
や
。

　
計
二
年
九
月
計
日
稿
、
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資
　
　
料
1

グ
リ
フ
ィ
ス
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
明
治
学
院
資
料

福
井
県
立
武
生
工
業
高
校
教
諭

　
　
　
　
山
　
　
下
　
　
英

一

は
し
が
き

　
明
治
学
院
大
学
英
文
科
の
卒
業
生
で
あ
る
私
は
、
ヘ
ボ
ン
、
ブ
ラ
ウ
ン

の
名
は
在
学
中
か
ら
親
し
ん
で
き
た
。
し
か
し
ウ
ィ
リ
ア
ム
．
エ
リ
オ
ッ

ト
・
グ
リ
フ
ィ
ス
（
一
八
四
三
一
一
九
二
八
）
と
い
う
お
雇
い
米
国
人
教

師
に
つ
い
て
研
究
す
る
う
ち
に
、
ヘ
ボ
ン
、
ブ
ラ
ウ
ン
は
い
う
ま
で
も
な

く
フ
ル
ペ
ッ
キ
、
ワ
イ
コ
フ
、
植
村
正
久
、
井
深
梶
之
助
と
い
っ
た
明
治

学
院
の
恩
人
た
ち
の
こ
と
を
知
る
に
い
た
り
、
ま
す
ま
す
母
校
に
つ
い
て

強
い
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。

　
そ
こ
で
こ
れ
ま
で
私
が
グ
リ
フ
ィ
ス
に
つ
い
て
そ
の
文
献
を
グ
リ
フ
ィ

ス
の
母
校
、
米
国
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
の
う
ト
ガ
ー
ス
州
立
大
学
の
文

　
　
　
　
グ
リ
フ
ィ
ス
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
明
治
学
院
資
料

書
館
で
調
べ
て
き
て
、
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
に
も
深
い
つ
な
が
り
を
持
つ

グ
リ
フ
ィ
ス
の
こ
と
だ
か
ら
、
明
治
学
院
の
歴
史
に
必
要
な
文
献
も
あ
る

と
思
っ
て
、
で
き
る
だ
け
ま
と
め
た
の
が
こ
れ
か
ら
述
べ
る
資
料
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
識
者
の
な
か
に
は
こ
れ
に
つ
い
て
す
で
に
多
く
を
ご
存
知
の

方
が
お
ら
れ
る
と
思
う
。
と
く
に
高
谷
道
男
先
生
の
よ
う
に
私
な
ど
よ
り

は
る
か
に
以
前
、
グ
リ
フ
ィ
ス
文
書
を
調
べ
て
お
ら
れ
、
こ
の
方
面
で
も

広
い
視
野
を
お
持
ち
の
先
生
が
お
ら
れ
る
の
で
、
か
え
っ
て
自
分
の
恥
を

か
く
よ
う
な
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。

グ
リ
フ
ィ
ス
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
は

グ
リ
フ
ィ
ス
は
東
西
文
明
の
交
流
と
融
和
を
計
ろ
う
と
し
た
真
摯
な
パ
．
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グ
リ
フ
ィ
ス
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
明
治
学
院
資
料

ト
リ
オ
ッ
ト
（
愛
国
者
）
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
明
治
四
年
三
月
、
ラ

ト
ガ
ー
ス
大
学
を
卒
業
し
た
ば
か
り
の
青
年
（
二
十
七
歳
）
グ
リ
フ
ィ
ス

は
、
福
井
藩
（
藩
主
松
平
春
期
）
の
藩
校
明
新
館
の
理
化
学
お
雇
い
教
師

　
（
三
年
契
約
）
と
し
て
福
井
に
来
た
。
約
十
ヵ
月
、
米
国
式
化
学
実
験
室

を
設
置
し
て
若
い
士
族
、
僧
侶
の
子
弟
に
自
然
科
学
を
通
し
て
新
し
い
西

洋
文
明
を
伝
え
た
。
明
治
五
年
一
月
、
明
治
政
府
の
要
請
（
フ
ル
ペ
ッ
キ

の
依
頼
）
で
新
し
い
ポ
リ
テ
ク
ニ
ッ
ク
・
ス
ク
ー
ル
（
こ
れ
は
実
現
せ
ず
）

の
理
化
学
教
授
の
た
め
東
京
へ
、
し
か
し
大
学
南
校
の
教
授
と
な
り
自
然

科
学
な
ど
を
教
授
し
た
。
明
治
七
年
八
月
帰
国
。
米
国
の
改
革
派
教
会
の

牧
師
を
つ
と
め
、
他
方
数
多
く
の
著
作
を
あ
ら
わ
し
、
最
晩
年
は
オ
ン
タ

リ
オ
湖
畔
の
プ
ラ
ス
キ
で
暮
し
て
い
た
が
、
避
寒
の
た
め
フ
ロ
リ
ダ
州
に

来
て
八
十
五
歳
で
急
死
し
た
。
墓
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
ス
ケ
ネ
ク
タ
デ
ィ

市
の
デ
ー
ル
墓
地
に
あ
る
。

　
つ
い
で
に
グ
リ
フ
ィ
ス
の
所
属
し
た
学
会
の
名
と
活
動
情
況
に
つ
い
て

少
し
述
べ
て
お
く
と
、

　
日
本
と
朝
鮮
の
亜
細
亜
協
会
、
ラ
イ
デ
ン
の
オ
ラ
ン
ダ
文
学
協
会
、
ミ

ド
ル
バ
ー
グ
の
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
科
学
者
学
会
、
米
国
歴
史
学
会
、
米

、
国
芸
術
文
学
研
究
会
、
明
六
社
な
ど
の
学
会
と
、
大
学
で
説
教
及
び
講
義

（
ハ
ー
バ
ー
ド
、
エ
ー
ル
、
シ
カ
ゴ
、
コ
ー
ネ
ル
、
ラ
ト
ガ
ー
ス
）
、
寄
稿

　（

l
ー
シ
ョ
ン
、
ア
ウ
ト
ル
ッ
ク
、
イ
ソ
デ
ィ
ペ
「
ン
デ
ン
ト
、
セ
ン
チ
ュ

リ
…
、
ノ
ー
ス
・
ア
メ
リ
カ
ン
・
レ
ヴ
ィ
ユ
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
、
ク
リ
テ
ィ

ッ
ク
、
ハ
甲
i
パ
ー
ズ
、
ス
ク
リ
ブ
ナ
ー
ズ
な
ど
の
新
聞
雑
誌
）
が
あ
る
。

　
ラ
ト
ガ
1
ス
大
学
（
一
一
ユ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
豆
州
、
ニ
ュ
ー
ブ
ラ
ン
ズ
ウ
イ
，

ッ
ク
市
）
の
ア
レ
グ
ザ
ン
ダ
ー
図
書
館
に
あ
る
グ
リ
フ
ィ
ス
・
コ
レ
ク
シ

ョ
ン
は
、
グ
リ
フ
ィ
ス
聴
入
の
強
大
な
資
料
で
、
こ
れ
は
一
「
九
二
九
年
と

一
九
三
四
年
、
遺
言
に
よ
り
寄
贈
さ
れ
た
蔵
書
（
原
稿
を
含
む
）
、
一
九
六

四
年
孫
娘
の
キ
ャ
サ
リ
ン
・
G
・
H
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
手

紙
、
日
記
、
メ
モ
、
切
抜
が
通
箱
な
ど
に
整
理
さ
れ
て
、
ひ
と
目
で
見
渡

さ
れ
る
よ
う
に
書
架
に
収
蔵
さ
れ
て
あ
る
。

資
料
剛
明
治
学
院
慧
部
藍
（
自
明
治
二
十
五
年
至
明
治
二
十
六
年
）

（一

翌
ｩ
ら
抜
粋
）

イ
、
目
的
　
本
学
院
ノ
目
的
ハ
学
生
ヲ
シ
テ
英
語
ヲ
以
テ
完
全
ナ
ル
基
督

　
　
　
　
教
主
義
ノ
高
等
普
通
ノ
教
育
ヲ
受
ケ
シ
メ
智
徳
兼
備
ノ
学
生
ヲ

　
　
　
　
養
生
ス
ル
ニ
ア
リ
…
…
愈
々
進
テ
整
備
ヲ
求
ム
ル
ノ
務
ヲ
怠
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ロ
レ
ツ
ヂ

　
　
　
　
ザ
レ
バ
遂
二
欧
米
各
国
ノ
大
学
校
ト
比
肩
シ
テ
其
盛
大
ヲ
競
フ

　
　
　
　
ニ
至
ル
ノ
ハ
亦
決
シ
テ
期
シ
難
キ
ニ
ナ
ラ
ザ
ル
ヲ
信
ズ

ロ
、
職
員
　
理
事
員
長
　
マ
ス
ト
ル
・
オ
フ
・
ア
ー
ツ
、
井
深
梶
之
助
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会
計
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ー
チ
ン
．
エ
ヌ
．
ワ
ヰ
コ
フ

　
　
　
博
士
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ギ
ド
i
．
フ
ル
ペ
ッ
キ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
本
三
十
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
植
村
　
正
久

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
島
田
　
三
郎

　
　
　
役
　
員
　
　
総
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
井
深
梶
之
助

　
　
　
　
　
　
　
　
圭
日
記
　
　
　
　
　
　
ヂ
ョ
ソ
．
シ
．
バ
ラ

　
　
　
訓
教
　
授
　
　
　
亡
羊
順
、
溜
出
肩
馬
　
　
　
　
　
ヂ
ョ
ン
．
シ
．
。
バ
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
物
理
、
化
学
　
　
マ
ス
ト
ル
・
オ
フ
・
ア
ー
ツ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ロ
ッ
ト
ガ
ル
ス
大
学
校
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ー
チ
ン
・
エ
ヌ
・
ワ
イ
コ
ッ
フ

　
　
　
　
　
　
　
　
英
語
、
英
文
学
　
マ
ス
ト
ル
・
オ
フ
・
ア
ー
ツ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ロ
ッ
ト
ガ
ル
ス
大
学
校
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ワ
ル
ド
・
ハ
リ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
英
語
、
生
理
　
　
　
　
　
　
　
　
石
本
三
十
旧

注
・
ロ
ッ
ト
ガ
ル
ス
大
学
校
と
は
ラ
ト
ガ
ー
ス
・
カ
レ
ッ
ジ
の
こ
と
で

あ
る
。

資
料
二
　
写
真

　
　
　
グ
リ
フ
ィ
ス
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
明
治
学
院
資
料

　
一
、
一
八
七
一
年
女
学
校
（
グ
リ
フ
ィ
ス
注
・
一
九
＝
一
年
現
在
、
大

き
な
建
物
に
な
っ
て
活
動
し
て
い
る
）
横
浜
、
米
国
、
、
、
ッ
シ
ョ
ソ
ホ
ー
ム

の
校
舎
と
庭
つ

　
注
・
井
深
三
之
助
と
そ
の
時
代
第
一
巻
二
九
六
頁
の
共
立
女
学
校
校
舎

　
　
と
同
じ
も
の
。

　
二
、
宣
教
師
住
宅

　
注
・
イ
、
明
治
学
院
九
十
年
史
の
岡
見
富
雄
画
、
明
治
三
七
年
。

　
　
ロ
、
井
深
梶
之
助
と
そ
の
時
代
第
一
巻
一
五
頁
の
明
治
三
七
年
の
宣

　
　
教
師
館
　
岡
見
富
雄
画
伯
、
普
通
学
部
生
当
時
の
ス
ケ
ッ
チ
。
中
央

　
　
は
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
館
、
右
は
ラ
ン
チ
ス
館
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

　
三
、
ブ
ラ
ウ
ン
博
士
の
家
か
ら
見
え
る
横
浜
と
港

　
注
・
グ
リ
フ
ィ
ス
著
》
ζ
跳
上
。
｛
臣
o
Z
o
毛
O
H
一
①
耳
一
九
二
頁
。

　
四
、
イ
、
井
深
梶
野
助
　
明
治
学
院
総
理
（
米
国
留
学
中
の
写
真
）

　
注
・
井
深
梶
之
助
と
そ
の
時
代
第
一
巻
口
絵
の
写
真
　
高
谷
道
男
氏
提

　
　
供
。

　
質
、
壮
年
時
代
の
井
深
乱
臣
助
（
右
同
書
の
ロ
絵
写
真
と
同
じ
）

資
料
三
　
蔵
書

一、

t
暮
。
ゲ
9
巳
国
嶺
庚
げ
↓
＄
冨
旨
Φ
彗
L
。
。
。
。
①
・
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グ
リ
フ
ィ
ス
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
明
治
学
院
資
料

・
二
、
≦
9
器
量
昌
。
ω
ゴ
ρ
貯
。
・
鐸
パ
三
ω
叶
。
ぎ
。
。
ぼ
昌
団
路
離
国
2
ω
8
●

　
　
（
↓
冨
乞
霧
↓
。
器
ヨ
⑦
彗
早
智
℃
窪
Φ
ω
Φ
↓
量
見
臥
巴
9
臼
．
O
●

　
缶
①
9
霞
斜
　
］
〈
［
U
こ
b
い
・
∪
．
団
。
犀
。
訂
ヨ
9
℃
は
暮
巴
げ
団
　
暮
①

　
ω
o
δ
年
ゆ
q
昌
あ
冨
、
出
o
H
魯
。
ゆ
昏
陣
ω
ゴ
節
閏
。
目
9
α
q
昌
国
窪
0
ω
0
9
Φ
な

　
大
英
国
聖
書
会
社
　
μ
G
。
。
。
①
・
、

三
、
》
ω
冒
。
窃
δ
o
や
臣
臣
①
0
8
甘
σ
Q
讐
幽
8
0
剛
芸
①
蜜
℃
き
①
。
・
。

　
＜
⑦
昌
。
。
”
註
三
国
×
覧
§
讐
。
曙
8
Φ
醇
鋤
巳
勺
玉
江
。
巴
。
。
・
》
竈
一
8
年

　
ユ
。
昌
び
団
O
●
哨
●
＜
o
昏
8
ド

　
　
横
浜
内
①
ξ
知
多
。
『
7
ピ
ぎ
腕
8
自
H
c
。
。
。
S

四
、
O
巴
①
巳
鶏
。
玉
転
Φ
罎
①
葺
O
舞
巳
⇔

　
　
日
。
パ
団
P
》
箕
田
H
Q
。
8
・

五
、
新
約
聖
書
巻
之
二
．
馬
可
伝
福
音
書

六
、
摩
太
福
音
書
　
摩
太
福
音
書
之
終

　
　
亜
米
利
加
之
伝
道
使
ゴ
ブ
リ
訳
　
横
浜
　
明
治
四
年
七
月
刻
成

七
、
路
加
伝
福
音
書

資
料
四
　
グ
リ
フ
ィ
ス
宛
の
手
紙

一、

t
ェ
リ
ス
か
ら
グ
リ
フ
ィ
ス
へ

　
　
一
八
七
か
年
十
一
月
十
六
日
付

（
発
信
・
ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
）

　
抄
訳
．
オ
グ
ル
博
士
億
越
前
へ
行
く
の
を
批
難
す
る
。
誰
も
ま
だ
江
戸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
レ
ッ
ジ

　
へ
自
ら
行
く
と
申
し
出
て
い
な
い
。
な
ぜ
君
が
江
戸
の
大
学
へ
行
か
な
い

の
か
理
由
が
分
ら
な
い
。
フ
ル
ペ
ッ
キ
氏
が
望
ん
で
い
る
な
ら
…
…
良
き

領
主
が
君
を
そ
の
．
目
的
地
に
無
事
と
ど
け
、
君
を
役
に
立
て
て
く
れ
る
も

の
と
思
う
。
君
の
仕
事
を
心
か
ら
興
味
を
も
っ
て
見
．
つ
め
る
だ
ろ
う
。

二
、
フ
ル
ペ
ッ
キ
か
ら
福
井
の
グ
リ
フ
ィ
ス
へ
（
発
信
・
江
戸
）

　
イ
、
一
八
七
一
年
十
二
月
二
十
一
日
付

　
抄
訳
・
ー
ポ
リ
テ
ク
ニ
ッ
ク
・
ス
ク
ー
ル
の
物
理
と
化
学
の
教
授
と
し
て

江
戸
へ
来
て
億
し
い
。
条
件
は
福
井
と
同
じ
（
馬
を
除
い
て
）
。
器
具
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o
o

十
分
集
め
て
あ
る
。
・
万
難
を
排
し
て
も
来
い
。
代
り
の
者
を
見
つ
け
る
の
　
一

．
は
ま
か
せ
な
さ
い
。

　
ロ
、
一
八
七
二
年
一
月
八
日
差

　
抄
訳
．
今
月
の
後
半
ま
で
に
こ
ち
ら
に
来
て
ほ
し
い
。
万
事
が
関
係
者

に
と
っ
て
満
足
に
収
ま
る
だ
ろ
う
。
神
の
偉
大
な
愛
に
よ
り
万
事
が
好
都

合
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
福
井
藩
雇
い
の
グ
リ
フ
ィ
ス
は
明
治
政
府
の
招
聰
を
受
け
た
が
、
フ
ル

ペ
ッ
キ
の
意
見
に
従
い
江
戸
へ
出
発
す
る
。
明
治
五
年
一
月
二
十
二
日
大

雪
。三

、
オ
ル
ト
マ
ン
か
ら
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
イ
サ
カ
市
の
グ
リ
フ
ィ
ス
へ



　
　
（
発
信
・
芝
区
明
治
学
院
）
一
九
一
九
年

　
抄
訳
・
フ
ル
ベ
ジ
キ
博
士
が
長
崎
に
着
い
て
か
ら
六
〇
年
の
記
念
が

近
づ
き
、
そ
れ
を
祝
う
た
め
に
何
か
し
た
い
。
準
備
中
の
、
、
↓
ゲ
。
臼
碧
零

昌
。
器
く
葭
び
自
傷
弓
。
。
・
8
0
ω
謬
一
〇
眺
、
と
い
う
小
冊
子
は
フ
ル
ペ
ッ
キ
の

．
6
醤
ε
ω
δ
o
｛
僧
＝
臣
①
。
8
U
ロ
α
q
豊
9
ω
o
｛
跨
Φ
，
H
碧
彗
Φ
ω
①
＜
。
昌
。
・
．
”

を
基
礎
に
し
て
い
る
。
ジ
ャ
パ
ン
・
エ
ヴ
ァ
ン
ジ
ェ
リ
ス
ト
に
の
せ
る
フ

ル
ペ
ッ
キ
博
士
の
記
事
を
書
き
た
い
。
つ
い
て
は
グ
リ
フ
ィ
ス
氏
の
秀
作

、
、
＜
曾
げ
①
。
犀
。
剛
｝
碧
き
．
、
を
参
考
に
し
た
い
。
写
真
の
利
用
を
頼
み
た
い
。

時
間
が
な
い
の
で
使
っ
た
あ
と
で
の
許
可
を
願
う
の
で
心
無
い
と
思
わ
れ

ま
し
ょ
う
が
。
…
…
グ
リ
フ
ィ
ス
氏
の
日
本
人
へ
の
変
ら
ぬ
愛
情
、
フ
ル

ペ
ッ
キ
博
士
へ
の
大
き
な
尊
敬
が
資
料
の
借
用
許
可
を
私
に
与
え
て
下
さ

る
も
の
と
思
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
メ
リ
カ
、
ア
ジ
ア

の
三
つ
の
大
陸
で
の
私
の
仕
事
が
フ
ル
ペ
ッ
キ
博
士
と
似
て
い
る
事
実
も

あ
っ
て
。
…
…
私
の
他
の
不
足
な
面
の
最
も
寛
大
な
批
評
家
グ
リ
フ
ィ
ス

様
。四

、
ワ
イ
コ
ヲ
か
ら
グ
リ
フ
ィ
ス
ヘ

　
イ
、
一
八
七
七
年
一
月
四
日
（
発
信
・
明
治
学
院
）

　
ユ
ニ
オ
ン
神
学
校
で
学
ぶ
グ
リ
フ
ィ
ス
が
ワ
イ
コ
フ
に
福
井
の
人
達
の

消
息
を
た
ず
ね
た
、
そ
の
返
事
。

　
　
　
　
グ
リ
フ
ィ
ス
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
明
治
学
院
資
料

　
ロ
、
一
八
九
二
年
九
月
七
日
（
発
信
・
下
高
輪
）

　
グ
リ
フ
ィ
ス
は
ボ
ス
ト
ン
の
シ
ョ
ー
マ
ッ
ト
組
合
教
会
の
牧
師
。

抄
訳
・
こ
の
国
の
議
会
制
度
に
つ
い
て
予
言
を
述
べ
た
く
な
い
。
あ
な
た

の
方
が
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
知
識
が
あ
る
と
思
う
。
あ
な
た
な
ら
少
し

離
れ
て
問
題
全
体
が
よ
く
見
え
る
。
こ
こ
は
小
さ
な
衝
突
が
い
く
つ
も
あ

っ
て
人
は
困
惑
す
る
。
私
が
も
っ
と
し
ば
し
ば
ペ
ン
を
使
う
よ
う
に
希
望

さ
れ
る
が
、
た
と
え
私
の
ペ
ン
が
流
暢
な
道
具
で
な
く
て
も
本
当
は
そ
う

し
た
い
。
し
か
し
私
の
務
め
は
本
よ
り
も
人
間
を
、
私
自
身
と
私
の
経
験

を
書
く
こ
と
に
む
し
ろ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
私
の
時
間
と
体
力
は

手
元
の
仕
事
で
い
っ
ぱ
い
で
あ
り
ま
す
。

　
ハ
、
一
八
九
三
年
前
月
六
日
（
発
信
・
明
治
学
院
）

　
グ
リ
フ
ィ
ス
は
シ
ョ
ー
マ
ッ
ト
組
合
教
会
牧
師
。
ワ
イ
コ
フ
夫
妻
は
日

本
に
、
四
人
の
子
供
は
ニ
ュ
ー
ブ
ラ
ン
ズ
ウ
ィ
ッ
ク
に
居
る
。
グ
リ
フ
ィ

ス
か
ら
日
本
の
諺
の
本
を
捜
し
て
ほ
し
い
と
頼
ま
れ
る
。

　
二
、
一
八
九
七
年
七
月
三
〇
日
（
発
信
・
ニ
ュ
ー
ブ
ラ
ン
ズ
ウ
ィ
ッ
ク
）

　
グ
リ
フ
ィ
ス
は
ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
州
イ
サ
カ
市
の
組
合
教
会
牧
師
。

　
ホ
、
一
入
九
七
年
九
月
一
〇
日
　
（
発
信
・
㊥
と
同
じ
）

　
抄
訳
・
あ
な
た
が
言
う
よ
う
に
日
本
は
、
、
9
も
自
巳
。
．
、
で
る
る
。
日
本

人
を
親
し
く
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
日
本

101



　
　
　
　
グ
リ
フ
ィ
ス
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
明
治
学
院
資
料

の
将
来
に
つ
い
て
私
は
全
く
希
望
を
持
っ
て
い
る
。
日
本
の
進
歩
は
必
ず

し
も
順
風
に
帆
を
あ
げ
て
い
な
い
。
あ
な
た
も
知
る
よ
う
に
目
本
人
に
も

外
国
人
に
も
日
本
の
協
力
者
に
と
っ
て
不
満
が
な
く
も
な
い
。
そ
し
て
私

は
前
途
に
は
で
こ
ぼ
こ
道
が
た
く
さ
ん
あ
る
と
い
う
よ
り
他
に
期
待
は
な

い
が
、
日
本
は
着
々
と
前
進
し
て
い
る
し
、
前
進
し
つ
づ
け
る
だ
ろ
う
と

信
じ
て
い
る
。

　
へ
、
一
八
九
九
年
一
月
二
十
四
日
（
発
信
・
明
治
学
院
）

　
グ
リ
フ
ィ
ス
は
イ
サ
カ
の
教
会
の
牧
師
。

　
抄
訳
・
妻
と
長
女
が
私
と
昨
年
九
月
に
日
本
に
帰
っ
た
。
長
女
は
今
、

横
浜
の
フ
ェ
リ
ス
セ
ミ
ナ
リ
ー
で
教
え
て
い
る
。
し
か
し
エ
ヴ
ァ
ン
ジ
ェ

リ
ス
ト
の
仕
事
に
つ
く
た
め
に
二
、
三
ヵ
月
中
に
青
森
へ
お
そ
ら
く
移
さ

れ
る
で
し
ょ
う
。
フ
ル
ペ
ッ
キ
氏
の
資
料
は
あ
な
た
の
持
っ
て
い
る
以
外

の
も
の
は
、
そ
の
家
族
か
ら
も
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ボ
ー
ド
か
ら
も
見
つ
か
り
ま

せ
ん
。
フ
ル
ペ
ッ
キ
氏
の
写
真
も
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
フ
ル
ペ
ッ
キ
氏
の

簡
単
な
ス
ケ
ッ
チ
を
書
い
て
フ
ル
ペ
ッ
キ
大
佐
に
送
っ
た
か
ら
、
そ
れ
が

あ
な
た
の
手
に
渡
る
と
思
い
ま
す
。

　
グ
リ
フ
ィ
ス
は
一
九
〇
〇
年
に
．
．
＜
①
誉
8
パ
。
肺
冒
℃
碧
．
．
を
出
版
し

．
た
。

　
ト
、
一
九
〇
二
年
十
一
月
十
四
日
目
発
信
・
明
治
学
院
）

　
グ
リ
フ
ィ
ス
は
イ
サ
カ
の
教
会
の
牧
師
。

　
ブ
ラ
ウ
ン
伝
（
一
九
〇
二
年
出
版
）
を
も
ら
っ
た
お
礼
。

　
抄
訳
・
追
伸
。
ミ
セ
ス
・
ラ
ウ
ダ
ー
（
ブ
ラ
ウ
ン
博
士
の
娘
）
が
こ
の

手
紙
を
運
ぶ
船
で
日
本
を
去
り
ま
す
。
Y
M
C
A
で
先
週
の
日
曜
日
、
約

四
百
名
が
集
ま
り
、
若
い
青
年
か
ら
キ
リ
ス
下
前
の
仕
事
の
意
見
を
聞
く

た
め
に
選
ば
れ
た
ス
ピ
ー
カ
ー
三
人
は
す
べ
て
ブ
ラ
ウ
ン
博
士
の
生
徒
で

し
た
。

　
へ
、
一
九
〇
六
年
三
月
一
日
（
発
信
・
明
治
学
院
）

　
グ
リ
フ
ィ
ス
は
イ
サ
カ
の
教
会
を
や
め
て
文
筆
生
活
に
入
っ
て
い
る
。

五
、
ア
ン
ナ
・
ワ
イ
コ
フ
夫
人
か
ら
グ
リ
フ
ィ
ス
へ
。

　
イ
、
一
九
一
二
年
十
二
月
四
日
「
（
発
信
・
信
州
松
本
大
柳
町
九
六
二
）

　
家
で
目
曜
の
午
前
、
サ
ン
デ
1
・
ス
ク
ー
ル
。
百
人
の
子
供
が
集
ま
る
。

月
曜
目
夜
、
子
供
ら
の
父
母
兄
弟
姉
妹
と
集
会
。

　
ロ
、
一
九
＝
ご
年
一
月
二
十
六
目
（
発
信
・
イ
、
と
同
じ
）

　
水
曜
目
の
サ
ン
デ
ー
・
ス
ク
ー
ル
は
松
本
近
く
の
村
。
土
曜
日
の
サ
ン

デ
ー
・
ス
ク
ー
ル
は
汽
車
で
一
時
間
、
人
力
車
で
一
里
。
火
曜
日
、
長
野

上
諏
訪
で
婦
人
会
。
金
曜
日
は
家
で
婦
人
集
会
、
木
曜
日
は
家
で
訪
問
者

を
迎
え
る
。

　
ハ
、
一
九
一
四
年
十
二
月
二
十
七
日
目
発
信
・
イ
、
と
同
じ
）
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バ
ラ
博
士
を
迎
え
る
。
日
曜
日
朝
は
説
教
。
午
後
は
子
供
と
話
す
。
老

人
な
の
に
す
ば
ら
し
い
活
動
家
。

　
二
、
馳
一
九
一
五
年
一
月
二
十
八
目
（
発
信
・
イ
、
と
同
じ
）

　
ホ
、
一
九
一
八
年
十
月
二
十
六
日
（
発
信
・
東
京
上
大
崎
八
〇
四
）

　
へ
、
一
九
一
九
年
十
月
二
十
一
日
（
発
信
・
ホ
、
と
同
じ
）

ジ
ャ
パ
ン
●
タ
イ
ム
尤
が
ア
メ
リ
カ
を
老
ル
フ
・
・
シ
ユ
ア
メ
リ

カ
”
と
報
道
し
た
。

　
ト
、
一
九
一
，
九
年
十
月
二
十
六
日
（
発
信
・
ホ
、
と
同
じ
）

　
グ
リ
フ
ィ
ス
の
姉
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
が
東
京
の
竹
橋
女
学
校
で
教
え
た
頃

（一

ｪ
七
三
年
）
の
写
真
の
女
生
徒
の
消
息
に
つ
い
て
聞
合
せ
て
き
た
グ

リ
フ
ィ
ス
へ
の
返
信
ゆ

　
資
料
五
　
グ
リ
フ
ィ
ス
の
東
京
日
記
（
明
治
学
院
と
横
浜
を
考
え
る
上

　
　
　
　
で
参
考
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
）
例
。

　
イ
、
　
一
八
七
四
年
七
月
一
日
（
水
曜
目
）

　
抄
訳
・
横
浜
行
の
九
時
三
等
分
の
汽
車
に
乗
っ
た
。
…
…
プ
ラ
イ
ソ
民

と
ブ
ラ
ウ
ン
博
士
の
家
を
訪
ね
た
が
、
ロ
バ
ー
ト
と
ゴ
ー
ド
ン
．
ブ
ラ
ウ

ン
夫
人
は
留
守
。
六
時
十
五
分
の
汽
車
に
乗
る
。
レ
ゼ
ソ
ダ
ー
将
軍
と
ビ

ン
ガ
ム
大
臣
は
馬
で
行
く
。

　
　
　
　
グ
リ
フ
ィ
ス
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
明
治
学
院
資
料

　
ロ
、
一
八
七
四
年
七
月
十
八
目
（
土
曜
日
）

　
抄
訳
・
早
く
起
き
る
。
八
時
十
五
分
の
汽
車
で
横
浜
へ
。
忙
し
い
日
。

用
務
の
片
を
付
け
る
。
夜
、
プ
ラ
イ
ソ
夫
人
の
家
で
お
茶
。
　
ス
｝
ア
夫

妻
、
ミ
ラ
ー
、
　
ヘ
ボ
ン
、
サ
イ
ル
等
を
訪
ね
た
。
平
底
船
か
ら
十
時
十

五
分
、
コ
ロ
ラ
ド
号
に
乗
船
、
見
送
り
の
た
め
、
大
勢
の
友
達
が
船
に
十

二
時
四
十
五
分
ま
で
い
た
。
暗
い
夜
。
燐
光
が
見
事
。
港
の
明
り
が
美
し

い
。

　
筆
者
注
・
こ
の
日
記
は
グ
リ
フ
ィ
ス
と
姉
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
が
帰
国
の
旧

の
も
の
で
あ
る
。

資
料
六
　
グ
リ
フ
ィ
ス
の
姉
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
へ
の
手
紙

例　
イ
ふ
－
一
八
七
二
年
二
月
十
二
目
（
発
信
・
江
戸
。
）

　
抄
訳
・
プ
ラ
イ
ン
夫
人
の
存
在
の
大
き
な
め
ぐ
み
は
、
社
会
に
キ
リ
ス

ト
教
の
要
素
が
発
達
し
、
ユ
ニ
オ
ン
教
会
が
組
織
さ
れ
た
こ
と
で
す
。
ブ

ラ
ウ
ン
博
士
が
そ
の
牧
師
を
つ
と
め
て
い
ま
す
。
し
か
し
学
校
で
日
曜
を

除
き
毎
目
、
六
時
間
教
え
、
聖
書
の
翻
訳
を
続
け
、
説
教
の
仕
事
は
つ
ら

い
の
で
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
兄
弟
と
し
て
私
は
ブ
ラ
ウ
ン
博
士
の
手
伝
い

を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
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グ
リ
フ
ィ
ス
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
盟
治
学
院
資
料

　
ロ
、
一
八
七
二
年
三
月
十
日
（
発
信
・
イ
、
と
同
じ
）

　
抄
訳
・
ま
だ
講
義
を
始
め
て
い
な
い
。
学
校
が
ま
だ
数
日
、
開
校
に
な

ら
な
い
。
改
築
が
だ
い
ぶ
必
要
な
の
で
す
。
し
か
し
そ
の
間
、
日
本
語

を
学
ん
で
い
て
、
あ
い
か
わ
ら
ず
忙
し
い
。
先
週
の
土
曜
日
、
横
浜
へ

行
っ
て
そ
こ
の
新
し
い
ユ
ニ
オ
ン
教
会
の
た
め
に
説
教
を
し
ま
し
た
。
ブ

ラ
ウ
ン
博
士
は
そ
こ
の
牧
師
で
、
プ
ラ
イ
ソ
夫
人
が
管
理
に
あ
た
っ
て
い

る
。
劇
場
の
よ
う
な
建
物
で
礼
拝
を
し
ま
す
。
と
て
も
い
い
所
で
約
二
百

名
が
出
席
し
た
。
午
後
、
小
さ
な
宣
教
チ
ャ
ペ
ル
で
バ
ラ
氏
の
バ
イ
ブ
ル

・
ク
ラ
ス
に
出
席
。
約
五
十
人
の
全
部
日
本
人
が
出
席
、
日
本
語
で
教
え

て
い
た
。
今
日
、
そ
の
う
ち
八
名
が
洗
礼
を
受
け
て
、
教
会
と
一
体
に
な

る
。
こ
れ
が
全
く
何
の
妨
害
も
な
く
公
然
と
な
さ
れ
た
。
夜
、
プ
ラ
イ
ン

夫
人
の
家
の
客
間
で
人
が
集
ま
っ
て
祈
疇
会
が
あ
り
ま
し
た
。
食
堂
は
バ

イ
ブ
ル
・
ク
ラ
ス
の
日
本
人
で
い
っ
ぱ
い
。
今
週
、
江
戸
に
新
し
い
教
会

の
建
設
を
始
め
る
。
そ
れ
に
私
は
一
〇
〇
ド
ル
寄
付
を
し
た
。
時
々
、
芝

へ
行
く
。
そ
こ
に
ア
メ
リ
カ
科
学
委
員
会
が
置
か
れ
て
あ
る
。

　
ハ
、
一
入
七
二
年
六
月
六
日
（
発
信
・
イ
、
と
同
じ
）

　
抄
訳
・
マ
ギ
ー
（
姉
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
）
の
手
紙
に
あ
る
寮
制
の
女
学

校
に
つ
い
て
思
い
切
っ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
成
し
て
文
部
大
臣
に
送
っ
て

あ
6
。
私
と
フ
ル
ベ
，
ッ
キ
氏
の
二
人
で
最
良
と
考
え
た
こ
と
を
し
ま
し

た
。

資
料
七
　
グ
リ
フ
ィ
ス
の
日
本
通
信
（
こ
れ
は
グ
リ
フ
ィ
ス
が
日
本
町

　
　
　
在
中
に
米
国
及
び
日
本
の
新
聞
に
寄
稿
し
た
文
章
を
筆
者
が
名

　
　
　
付
け
て
日
本
通
信
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
）

例
。　

「
日
本
か
ら
の
手
紙
」
一
八
七
二
年
三
月
二
十
三
目
　
江
戸
に
て
。

（
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
サ
ー
へ
寄
稿
…
）

　
抄
訳
・
福
井
か
ら
出
て
き
た
田
舎
者
。
小
さ
な
石
造
の
チ
ャ
ペ
ル
。
そ

こ
に
バ
ラ
氏
が
働
い
て
い
た
。
日
曜
日
、
目
本
人
の
男
女
が
聖
書
を
学
ぶ

た
め
に
満
員
に
な
る
ほ
ど
集
ま
る
。
三
月
十
日
（
日
曜
日
）
、
七
人
の
日
本

人
が
洗
礼
を
受
け
、
神
の
聖
餐
に
あ
ず
か
る
。
日
本
人
が
出
た
あ
と
、
が

っ
し
り
し
た
腕
の
勇
敢
な
水
夫
が
聖
書
を
学
び
、
共
に
祈
り
に
集
ま
る
。

夜
は
米
国
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ホ
ー
ム
の
客
間
に
英
米
人
が
い
っ
ぱ
い
祈
り
に
集

ま
っ
た
。
大
き
な
食
堂
は
バ
ラ
先
生
の
教
え
を
聴
く
日
本
人
で
あ
ふ
れ
る
。

　
資
料
八
　
グ
リ
フ
ィ
ス
の
著
書
（
グ
リ
フ
ィ
ス
の
日
本
に
関
す
る
著
書

は
多
い
。
目
本
人
学
生
の
た
め
の
英
語
教
科
書
、
日
本
昔
噺
、
ペ
リ
ー
、

ハ
リ
ス
な
ど
の
伝
記
、
日
本
の
宗
教
、
と
り
わ
け
重
要
な
「
皇
国
（
↓
『
Φ
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竃
涛
巴
。
．
。
。
国
ヨ
四
二
）
し
な
ど
が
あ
る
が
、
以
下
、
と
く
に
明
治
学
院
と

関
係
の
あ
る
と
思
わ
れ
る
著
書
を
選
ん
で
み
た
。

イ
、
略
．
｝
§
頁
。
＝
冨
z
霧
9
ぎ
什
”
ω
誉
軍
国
。
び
葛
の

　
　
」
ゆ
3
零
P
国
。
器
2
国
章
q
s
8
H
ぎ
O
ぼ
葛
”
〉
ヨ
①
ユ
s
碧
山

　
　
　
隠
窓
p
↓
冨
ω
8
越
。
｛
国
『
ピ
一
h
o
毒
舌
毛
o
H
r
、
．
Z
o
≦

　
　
　
団
。
時
”
国
訳
目
冒
σ
q
嵩
．
男
①
〈
Φ
目
”
お
8
．

・
サ
ム
エ
ル
・
戸
ビ
ン
ズ
・
ブ
ラ
ウ
ン
の
生
徒
に
、
彼
等
の
愛
す
る
師
の

物
語
を
捧
げ
る
。
永
遠
の
偉
大
な
目
角
万
歳
と
い
う
献
辞
が
あ
る
。
グ
リ

フ
ィ
ス
は
こ
の
伝
記
を
書
く
の
に
、
ブ
ラ
ウ
ン
の
両
親
、
友
人
、
米
国
改

革
派
教
会
伝
導
局
へ
の
手
紙
、
ブ
ラ
ウ
ン
の
ノ
ー
ト
ブ
ッ
ク
や
日
記
に
、

友
人
の
情
報
と
グ
リ
フ
ィ
ス
自
身
の
四
年
間
の
日
本
体
験
と
十
罵
倒
に
わ

た
る
改
革
派
教
会
所
属
を
参
考
に
し
た
と
序
に
書
く
。
ま
た
、
米
国
の
詩

人
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
．
、
日
冨
℃
ご
器
2
”
、
、
英
国
の
詩
人
ア
ー
ノ
ル
ド
の

．
．
幻
二
α
q
ξ
○
げ
碧
但
、
”
の
引
用
で
物
語
の
始
め
と
終
り
を
飾
っ
て
あ
る
の
を

見
て
も
グ
リ
フ
ィ
ス
の
文
学
趣
味
が
わ
か
っ
て
お
も
し
ろ
い
。

　
ロ
…
＜
窪
げ
①
O
パ
O
｛
蜜
℃
9
『
＞
〇
三
N
O
P
O
h
Z
O
O
O
⊆
導
H
ざ
》

　
　
　
＝
｛
o
ω
8
蔓
o
h
聞
。
后
量
菖
。
づ
芝
g
ぎ
ぎ
窪
α
q
賃
舞
＆
ξ

　
　
　
〇
三
似
。
男
目
切
。
旨
5
く
葭
げ
8
吋
”
博
．
Z
o
甫
団
。
跨
“
口
Φ
信
ぎ
σ
q
出
・
．

　
　
　
幻
①
く
Φ
戸
．
H
O
O
O
●

　
　
　
　
グ
リ
フ
ィ
ス
・
．
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
明
治
学
院
資
料

　
グ
リ
フ
ィ
ス
は
こ
の
著
を
フ
ル
ペ
ッ
キ
の
協
力
者
で
あ
り
、
、
子
供
達
の

母
と
し
て
㊨
マ
リ
ア
夫
人
に
捧
げ
て
い
る
。
行
動
の
人
フ
ル
ペ
ッ
キ
の
こ

と
を
グ
リ
フ
ィ
ス
は
潜
函
で
働
く
橋
造
り
や
戦
争
の
様
子
も
分
か
ら
ず
回

転
砲
塔
で
戦
う
火
夫
の
よ
う
に
、
人
の
見
え
な
い
所
で
す
す
ん
で
働
く
人

で
、
自
分
に
つ
い
て
書
か
な
か
っ
た
人
だ
と
評
し
、
こ
の
伝
記
を
フ
ル
ペ

ッ
キ
を
知
ら
な
い
人
の
た
め
に
書
い
た
と
序
で
述
べ
て
い
る
。

　
ハ
、
．
、
出
2
ぼ
彗
。
二
巷
碧
・
巳
田
。
・
毛
管
き
α
鵠
。
ぢ
羅
奮
・

　
　
　
》
＝
h
。
ω
8
越
。
｛
↓
o
ロ
剛
9
0
ゲ
静
計
．
．
弓
凱
ド
鮎
。
ぢ
窪
碧
日
冨

　
　
　
ぐ
く
O
ω
け
ヨ
ぎ
ψ
8
同
℃
同
8
9
H
O
H
c
◎
・

」
こ
の
序
で
グ
リ
フ
ィ
ス
は
フ
ル
ペ
ッ
キ
、
ブ
ラ
ウ
ン
、
　
ヘ
ボ
ン
、
ウ
ヨ

リ
ア
ム
ズ
（
一
八
二
九
－
一
九
一
〇
、
米
国
聖
公
会
宣
教
師
）
ら
四
人
の

宣
教
師
を
米
国
が
日
本
に
も
た
ら
し
た
最
大
の
贈
物
で
あ
る
と
述
べ
、
ヘ

ボ
ン
を
イ
エ
ス
の
忠
誠
な
サ
ム
ラ
イ
で
あ
る
と
言
う
。
こ
の
ヘ
ボ
ン
伝
を

書
く
に
あ
た
っ
て
、
ヘ
ボ
ン
夫
人
か
ら
は
グ
リ
フ
ィ
ス
が
そ
の
最
適
任
者

で
あ
る
と
名
指
さ
れ
、
息
子
の
S
・
ヘ
ボ
ン
か
ら
父
の
日
記
や
文
書
を
送

っ
て
も
ら
っ
て
執
筆
、
こ
れ
ら
宣
教
師
の
二
代
目
の
息
子
と
娘
に
捧
げ
た
。

　
二
・
・
出
8
富
円
冨
ω
9
。
臥
貫
蝕
“
》
ω
8
越
o
h
崔
。
住
Φ
旨
蜜
窓
p
、
．

　
　
　
ゆ
。
ψ
8
『
O
o
口
α
q
お
σ
q
節
臨
。
昌
巴
℃
昏
翫
ぼ
口
α
q
o
o
8
§
ざ
μ
◎
。
8
・

．
こ
れ
は
グ
リ
フ
ィ
ス
の
書
い
た
唯
一
の
小
説
で
、
仮
名
、
実
名
を
織
り

105



　
　
　
　
グ
リ
フ
ィ
ス
．
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
明
治
学
院
資
料

込
ん
だ
臨
場
感
あ
ふ
れ
る
面
白
い
読
み
物
で
あ
る
。
話
の
舞
台
は
福
井
と

横
浜
で
下
級
武
士
の
息
子
が
四
夷
の
嵐
の
な
か
で
新
し
い
西
洋
文
明
に
接

触
す
る
こ
と
に
よ
り
ど
の
よ
う
な
思
想
形
成
を
し
た
か
を
物
語
る
の
で
あ

る
が
、
横
浜
で
は
ヘ
ボ
ン
、
ブ
ラ
ウ
ン
両
博
士
に
つ
い
て
聖
書
の
日
本
語

訳
を
手
伝
い
、
妻
子
と
と
も
に
キ
リ
ス
ト
教
信
者
に
な
る
。
　
「
新
日
本
の

今
日
を
あ
ら
し
め
、
ま
た
キ
リ
ス
ト
日
本
の
あ
る
べ
き
姿
に
大
い
に
力
の

あ
っ
た
宣
教
師
（
生
け
る
も
死
せ
る
も
）
の
貴
い
結
果
に
深
甚
の
感
謝
を

こ
め
て
こ
の
物
語
を
献
呈
す
る
」
と
の
献
詞
が
あ
る
。

　
室
．
．
8
乞
い
ξ
》
ヨ
8
α
q
↓
ぽ
旨
9
．
、
じ
d
o
ω
8
昌
”
鵠
8
α
q
窪
o
p

　
　
　
］
≦
一
由
ぎ
節
O
o
こ
目
G
◎
c
◎
O
・

　
ボ
ス
ト
ン
の
シ
ョ
ー
マ
ッ
ト
組
合
教
会
の
牧
師
を
し
て
い
た
グ
リ
フ
ィ

ス
四
十
六
歳
の
時
に
出
版
し
た
旧
約
聖
書
「
雅
歌
」
．
、
若
げ
①
ω
o
瓢
α
q
O
h

ω
o
昌
α
Q
ω
．
、
の
研
究
書
で
あ
る
が
、
一
八
入
四
年
間
英
語
改
訳
の
「
雅
歌
」

が
原
典
に
忠
実
な
劇
的
構
成
を
と
り
文
学
性
を
重
視
し
て
い
る
と
見
て
の

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
テ
ー
マ
と
な
っ
た
シ
ュ
ラ
ム
の
娘
の
愛
は
、
グ
リ
フ

ィ
ス
の
妻
キ
ャ
サ
リ
ン
の
「
女
性
と
し
て
、
妻
と
し
て
、
母
と
し
て
」
の

愛
へ
の
賛
歌
に
な
っ
た
。
シ
ュ
ラ
ム
の
娘
は
姿
の
見
え
な
い
男
へ
の
純
愛

と
節
操
の
た
め
、
ソ
ロ
モ
ン
王
の
誘
惑
に
毅
然
と
し
て
戦
っ
た
女
性
で
あ

っ
た
。
そ
こ
に
グ
リ
フ
ィ
ス
は
女
性
の
鏡
を
見
た
の
だ
ろ
う
。
文
学
と
し

て
の
聖
書
を
考
え
る
に
ふ
さ
わ
し
い
書
で
あ
る
。

　
へ
、
．
。
O
げ
艮
0
0
二
餌
P
犀
団
虚
病
｝
蝉
℃
僧
昌
、
、

　
一
八
七
〇
年
か
ら
一
八
七
四
年
の
沼
本
滞
在
と
一
九
二
六
年
か
ら
一
九

二
七
年
に
か
け
て
六
ヵ
月
間
の
目
本
再
訪
を
通
し
て
見
た
日
本
の
キ
リ
ス

ト
教
に
つ
い
て
の
感
想
で
、
、
日
げ
①
掛
図
昌
O
げ
ユ
。
・
ユ
餌
ロ
ぎ
富
匿
σ
q
o
昌
。
①
H
、
、

に
載
っ
た
グ
リ
フ
ィ
ス
最
後
の
エ
ッ
セ
ー
の
一
つ
。
’
目
本
に
お
け
る
イ
エ

ス
の
宗
教
の
前
途
は
非
常
に
明
る
い
と
見
て
い
る
。

　
抄
訳

　
ω
　
日
本
人
が
た
と
え
学
問
が
あ
り
、
真
心
が
あ
っ
て
も
、
全
く
玉
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
6

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

的
な
、
い
や
大
い
に
日
本
的
な
キ
リ
ス
ト
教
を
急
い
で
創
造
す
る
の
は
適

当
で
な
い
。

　
②
　
日
本
に
と
っ
て
希
望
が
あ
る
。
そ
れ
は
忠
誠
が
こ
の
国
民
の
根
本

的
美
徳
で
あ
り
、
そ
の
伝
統
を
勇
気
づ
け
、
イ
エ
ス
へ
の
目
黒
の
忠
誠
を

我
々
の
最
高
の
抱
負
に
し
よ
う
。

　
③
　
日
本
で
キ
リ
ス
ト
を
愛
し
、
そ
の
心
と
行
い
を
真
似
た
い
と
願
い
、

考
え
る
人
た
ち
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
キ
リ
ス
ト
教
文
明
は
同
じ
も
の
で
は

な
い
と
信
じ
て
い
る
。

　
㈲
　
神
道
と
仏
教
に
深
く
根
ざ
し
て
い
る
最
上
の
も
の
の
正
し
い
復
活

は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
組
織
づ
く
り
に
最
良
の
も
の
に
な
る
と
信
じ
る
。



　
㈲
　
一
口
に
言
っ
て
、
す
べ
て
の
国
は
東
洋
と
西
洋
が
提
供
で
き
る
最

良
の
も
の
か
ら
生
ま
れ
た
一
つ
の
理
想
を
歓
迎
し
受
け
入
れ
る
だ
ろ
う
。

　
こ
れ
ら
の
考
え
方
に
は
排
他
性
が
全
く
な
い
。
グ
リ
フ
ィ
ス
の
大
き
な

特
色
で
あ
る
。
・

　
ト
、
．
．
》
σ
q
冨
8
山
，
蜜
冨
範
↓
冨
ご
譜
。
｛
ゆ
二
目
H
H
内
⇔
ヨ
8
・
ぎ

　
　
　
ざ
ヨ
一
乞
p
o
。
・
q
譲
．
菊
。
〈
置
巴
ぴ
団
子
8
・
国
印
一
9
0
ユ
田
9
U
●
U
・

　
　
　
2
①
毛
磯
9
ぎ
U
’
》
℃
覧
9
8
節
O
o
．
”
H
Q
。
㊤
9

　
島
田
三
郎
著
　
開
国
始
末
の
英
訳
（
斎
藤
顯
理
訳
）

　
抄
訳
・
全
世
界
、
全
人
類
の
前
に
あ
る
最
も
強
力
な
聞
題
は
東
洋
文
明

と
西
洋
文
明
の
和
解
で
あ
り
、
こ
の
仕
事
こ
そ
政
治
家
、
哲
学
者
、
キ
リ

ス
ト
教
徒
が
貴
い
力
を
か
け
る
に
価
す
る
。
こ
の
困
難
で
微
妙
な
仕
事
に

成
功
し
た
人
に
、
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
、
ペ
リ
ー
、
ハ
リ
ス
、
パ
ー
ク
ス
、
岩

倉
ら
に
ま
じ
っ
て
井
伊
掃
立
頭
は
少
し
も
負
け
て
い
な
い
。
彼
は
「
い
ば

り
散
ら
す
」
人
と
し
て
し
か
日
本
も
外
国
も
書
い
て
い
な
い
。
殺
さ
れ
た

大
老
に
ど
ん
な
汚
な
い
こ
と
も
言
っ
た
。
し
か
し
井
伊
に
は
島
田
三
郎
が

い
た
。
侮
蔑
と
悪
口
が
一
掃
さ
れ
て
、
今
こ
こ
に
真
の
愛
国
者
を
見
る
。

古
い
日
本
人
に
共
通
の
人
間
的
欠
点
は
あ
る
が
、
時
代
の
兆
候
を
読
み
と

り
、
イ
ン
ド
の
運
命
と
シ
ナ
の
屈
辱
か
ら
自
国
を
救
っ
た
。
内
側
か
ら
閂

を
は
ず
し
て
目
本
を
キ
リ
ス
ト
三
国
の
文
明
に
開
国
し
た
。
流
血
を
見
ず

　
　
　
　
グ
リ
フ
ィ
ス
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
明
治
学
院
資
料

に
ア
ジ
ア
が
文
明
化
さ
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
化
さ
れ
る
の
を
見
た
い
米
国
人
、

西
洋
が
東
洋
か
ら
恩
恵
を
受
け
入
れ
て
、
東
西
相
互
の
善
意
に
よ
る
幸
福

を
期
待
す
る
米
国
は
こ
の
書
を
歓
迎
す
る
だ
ろ
う
。
（
グ
リ
フ
ィ
ス
序
）
、

　
チ
、
．
、
日
げ
①
】
W
ま
げ
く
Φ
ほ
い
①
伍
．
．
び
団
諺
開
円
Φ
山
ぐ
く
》
同
。
ケ
げ
巴
山

　
明
治
三
十
年
五
月
「
聖
書
の
謹
明
」
と
し
て
基
督
教
書
類
会
社
よ
り
出

版
。
石
本
三
十
郎
君
　
そ
の
「
緒
言
」
の
筆
者
は
「
皇
国
」
の
著
者
、
神

学
博
士
ウ
イ
ル
リ
ヤ
ム
・
エ
リ
オ
ッ
ト
・
グ
リ
ッ
フ
ィ
ス
（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
州
イ
サ
カ
に
於
て
）
で
そ
の
石
本
三
十
郎
訳
を
記
す
と
、

　
聖
書
は
諸
文
学
中
に
於
て
不
二
、
無
双
の
も
の
な
り
、
願
は
彼
の
謙
遜

な
る
熱
心
な
る
著
書
に
聖
書
の
研
究
を
奨
励
し
神
を
凡
て
求
め
つ
つ
あ
る

者
の
信
仰
を
強
め
ん
こ
と
を
、
霊
魂
を
救
い
神
の
栄
光
を
顕
は
し
風
景
美

麗
な
る
謡
本
と
し
て
道
徳
上
愛
す
べ
き
国
と
な
す
為
に
は
神
の
話
を
敬
い

悼
み
て
研
究
す
る
に
如
く
も
の
な
し
、
願
は
万
国
民
を
一
の
血
統
よ
り
出

し
そ
の
住
す
る
虚
の
境
界
を
指
定
し
終
へ
る
神
は
上
天
子
よ
り
下
今
日
出

生
す
る
赤
児
に
至
る
ま
で
す
べ
て
日
本
の
人
民
を
常
に
祝
福
し
賜
は
ん
こ

と
を
願
は
聖
霊
は
「
大
和
魂
」
を
し
て
最
キ
リ
ス
ト
に
忠
信
な
る
の
意
た

ら
し
め
賜
は
ん
こ
と
を
。
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グ
リ
フ
ィ
ス
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
明
治
学
院
資
料

あ
と
が
き

　
終
り
に
あ
た
り
、
明
治
学
院
は
本
質
的
に
い
っ
て
聖
書
と
キ
リ
ス
ト
教

宣
教
と
英
学
を
母
体
に
し
た
伝
統
の
あ
る
学
舎
で
あ
る
と
の
感
を
ま
す
ま

す
深
く
し
て
い
る
。

－
　
明
治
学
院
の
揺
藍
…
期
前
、
つ
ま
り
グ
リ
フ
ィ
ス
が
日
本
に
滞
在
し
た
時

代
に
ヘ
ボ
ン
、
ブ
ラ
ウ
ン
ら
宣
教
師
の
横
浜
居
留
地
で
の
活
躍
に
グ
リ
フ

冠
ス
が
い
か
に
感
動
を
し
た
か
を
知
っ
た
。

　
グ
リ
フ
ィ
ス
の
ヘ
ボ
ン
、
ブ
ラ
ウ
ン
、
フ
ル
ペ
ッ
キ
の
伝
記
も
そ
の
た

め
の
踏
査
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
そ
も
そ
も
闘
治
に
於
て
学
校
が
そ
の

姿
を
あ
ら
わ
す
た
め
の
時
代
の
要
求
は
宣
教
師
と
お
雇
い
外
国
人
の
両
面

の
活
動
に
待
つ
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
。
と
く
に
フ
ル
ペ
ッ
キ
、
グ
リ
フ

ィ
ス
は
教
育
の
分
野
に
入
っ
て
い
っ
た
。
．
教
会
を
建
て
、
学
校
を
建
て
る

と
い
う
点
で
は
植
民
地
政
策
と
も
と
れ
る
が
、
目
本
に
と
っ
て
大
き
な
特

色
億
こ
れ
ら
宣
教
師
や
お
雇
い
教
師
が
す
で
に
目
本
の
長
い
豊
か
な
伝
統

に
ま
ず
驚
き
感
心
し
て
、
そ
こ
か
ら
日
本
人
の
た
め
の
教
会
、
学
校
を
つ

く
り
を
ど
う
す
べ
き
か
考
え
て
い
っ
た
こ
と
だ
。
ヘ
ボ
ン
、
ブ
ラ
ウ
ン
の

塾
や
横
浜
の
ユ
ニ
オ
ン
教
会
の
設
立
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
こ
う
思
う
と
明
治
学
院
の
歴
史
に
少
し
視
点
を
変
え
て
グ
リ
フ
ィ
ス
か

ら
の
言
及
が
な
さ
れ
て
も
い
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

グ
リ
フ
ィ
ス
参
考
文
献

グ
リ
フ
ィ
ス
と
福
井
（
山
下
英
一
著
　
一
九
七
九
年
、
福
井
県
郷
土
新
書

　
5
）

明
治
日
本
体
験
記
（
グ
リ
フ
ィ
ス

社
東
洋
文
庫
蜘
）

山
下
英
一
訳
　
一
九
八
四
年
、
平
凡

　
（
一
九
八
五
年
六
月
二
十
三
日
）
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鋤　金東仁「量告4｝潮　メ1暑」（「文壇の収穫i」）＜創造＞7，1920．7，p．68．

鰺　横山春一「四花文学とキリスト教」〈文学＞1979．4，p．29．

㈲　阿部光子「藍花の復活思想と終末観」〈解釈と鑑賞＞1967．6月，p．65．

㈹大岩鉱「白鳥はクリスチャンであったか」ibid．，　P．42．

㈱　佐古純一郎「芥川龍之介における芸術の運命」前掲書，p．154．

（＊1）李王朝の正二品の三曹の長。

（＊2）　四級公務員の別称。

e21984．12，筆者との対談による。

⑳　金東仁「文壇三十年潮　ス同」全集8，p．424．

鈎　磯i田光一「芥川龍之介論」〈第16次新思潮＞3号，1962．2月。

㈹　久米正雄「新思潮座談会」〈文芸＞1950．6月。

e6吉田精一「態度の人」日本近代文学大系「芥川龍之介」所収，1970．2。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　註

（1）張徳順「韓国文学史」同和出版社，1977，p．369．

（2）．趙演鉱「韓：国現代文学史」成文閣，1980，p．428．

（3）三二「韓国文学潮篭」（「韓国文学の道」）新丘文化社，1968，p．175．

（4）金東仁「文壇三十年釧　ス画」（「文壇三十年の足跡」）東町全集8巻，弘学出版社，

　　1964，　p．392．

（5）　「水雲二二愚と東学思想」韓国古典研究会編，地下鐵文庫，1981，p．55．

（6）　「大韓毎日申報」1905．8．3日付

（7）　「独立新聞」1899．8．12日付

（8）　「毎日新聞」1898．5．28日付

（9）　「独立新聞」1899．9．12日付

⑩　三二経「朝鮮文学及語文学史」Seoul，1933，　pp．564－565．

⑪　崔鉱培「Han・ku1と文化」野寺　雀町回博士古稀記念論文集，1968，　PP・197－201・
　　　　　　　　　　　　　　（、Aアe　Sol）

⑫　趙演鉱，前掲書，p．29．

⑬　李康彦「金東仁とRealism文学の限界」『嶺南平文学』1975，　p．108．

⑭　李善栄「道徳と美学」『現代文学』1969．3月号，p．335．

⑮　金東上「3．1ス｝潮8．15」（「3・1独立運動から8・15解放まで」）東野全集8，弘学

　　出版社，1964，P．55・

⑯　金二二「文壇三十年斜　ス圏」（文壇三十年の足跡）東仁全集8，p．392．

⑰　金東回「金娚実伝」全集2，p．279．

⑱　金萬昌「韓国現代小説斜形成」民音社，1978，p．107．
　　　　　　　　　　　　（の）
＊　赤木桁平（本名，池崎忠孝）

⑲　新島繁（本名，野上厳）「大正期の思想と文学」（文学）1957．4月，p．1．

⑳　二二敬三「大正期の思想と思想家たち」（文学）1964．11月，p．114．

㈲　中村真一郎「芥川龍之介の世界」青木書店，1956，p．173．

　　高田端穂「反自然主義文学」明治書院，1963，p．152．

　　ルナン「イエス伝」津田穣訳，岩波書店，1961，p．318．

　　　“世界の運命をなほ日々支配するこの崇高な人物を，神と呼ぶことは許される。た

　　だしそれは，イエスが神性のすべてのものを吸収した，あるいは神に一致したとい

　　う意味においてでなく，イエスが，人類をして，，神に向ひ最大の歩みをさせた個人

　　であるという意味においてである。”ルナン前掲書，p．373．

⑳　佐古純一郎「芥川龍之介における芸術の運命」一古堂書店，1956，p．123．

　　李商隻「新文学初期舛基督教」〈現代文学舛基督教〉文学叫知性社所収，1984，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（と）　　　　　　　　　　　（と）
　　　P．34．
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仰はそう簡単に消滅するものではない。むしろ東回の一連の宗教作品は芥川のキリスト物

に比べてより深い信仰の痕跡を留めているものとみなさざるを得ない。ここで改めて東仁

が明治学院での留学時期に文学へ目覚めたことの持つ意味が論点になる。、第一次大戦で

経済も文化も著しく発達した大正幽幽期”㈱は“「人生」と「芸術」との分裂を見ない日

本の近代自我の歴史の幸福な一三”㈱を成した“純文学の黄金期”㈲であった。“ザイン

（Sein）とゾレン（Sollen）との幸福な一致を見せた”㈲大正期に偉大な人間としてのイ

エスを扱った作品が量産されたことは面諭の鋭敏な青春の魂に影響を与えずにはいられな

かったであろう。東面が一生芸術至上主義と芸術家絶対視観を信奉しつづけたことを想起

する時，彼が人生の再創造作業にたずさわる芸術家としての自身を，偉大な人間であり詩

人でもあったイエスの分身とみなすようになったことは自然な帰趨でもありえた。ここで

看過されてならないことは東面が植民地朝鮮の作家であったことである。日本に於て大正

文学が不完全ではあるがブルジョアジー・デモクラシーの上昇期に便乗した芸術至上主

義，自我主義の風潮の中で育成されたのとはその置かれた状況は全く異なるものであっ

た。にもかかわらず，東仁が芸術至上主義に透徹したことはその歴史的，社会的意識の限

界を見せている事実として批判されるべきものであろう。作家は意識的であろうが無意識

的であろうが外国文学，思潮，文化一般にわたって影響を受けるものである。だが内在し

ている原初的な気質と要求によって取捨選択された外国文学の受容とすべての影響を濾過

した後に発顕される作品世界は独自的なものであることは贅言を要さない。

　与えられた紙面が迫っているので東仁の作品に見られる日本文学との比較考察による相

違点を指摘できないのは残念であるが，概していえぽ，より社会性の強いことと目本的な

意味に於いての私小説が見当らないことを挙げられる。一般論的に言って，これは韓国の

小説全般に該当するものと言える。韓国の歴史的，社会的状況は作家をして自己の世界へ

の没入に限定することを許すべく甘いものではなかった点も考慮すべきであろう。

追記：なお，明治学院在学中の東仁に関する何らかのエピソードを入手したく，二宮

　順，堀秀彦，馳前川正輔諸氏（大正8年度卒業生）に問い合わせたところご懇切な御返

　信をいただきましたσ紙面を借りてここに深謝を表するものです。

112 （9）



韓国近代文学史上にみる明治学院

大事なんだ。”十戒を固く守っていた田主事が破綻を来すのは母が毛無した後である。、田

主事は毛萌した母が下男，下女からさえ潮笑の対象とされるのを見てその生は生きる価値

のない哀れな物と断定する。母が一日でも生きながらえるのは自己侮辱につながるものと

考えた田主事は母の為に母を殺すことにする。母親殺害の決心をした時の田主事の祈薦を

見よう。、“今私は母を憎むという罪を犯し：ています。これも皆母が原因です。家族は皆、

母一人のためにいつも気が気ではありません。母もまた苦しむだけです。このような人は

神様に戻すのが御心に叶うことと私は考えます。”（傍点一筆者）　これは神の考えではな

い。田主事の考えであり判断である6田主事が“殺してはならない”“父と母を敬え”と

いう戒律を知らなかったのではない。これは信仰という名を借りた田主事のエゴイズムの

表白にすぎない。この作品を単に善導された信仰心への椰楡劇としてかたづけてしまえな

いのは，人間の法廷でも神の審判の席でも有罪判決を受けた田主事が“神の御心に添うよ

うに親に孝行を尽しただけ”である自己暗示の呪縛に捕われたまま作品が終わる点にあ

る。．「信仰へ」は＜Eun－Hee＞という女主人公の信仰の推移を描いた作晶である。作品は

あくまでも虚構である（少なくとも韓国文学の観点からはそうである。）だがすべての作

品は同時に作家から完全に独立したものではない。こういう観点から〈Eu驚Hee＞の信仰

の変貌の推移を考察してみよう。　＜Eun－Hee＞は基督教家庭に生まれ幼児期から純粋な信

仰を維持する。その信仰に最初の動揺がくるのは弟の死に直面した時である。与え，そし

て奪う神の摂理に〈Eun－Hee＞は’求めよ，さらぽ得ん”を以て抗議する。だが，弟は死

ぬ。この時から芽生えた懐疑心はそのまま反抗心につながり，それは、科学的知識が増す

につれ感情的というよりは理知的に育つようになった”〈Eun－Hee＞をして“科学的解剖

力と批判力を具えるにいたって，基督教の欠点を発見するように”させる。結婚後，息子

〈Philip＞を得た〈Eun・Hee＞は神の座に息子をすわらせた。だがPhilipの突然の発病と死

は彼女をして自分の背教にたいする恐怖心をおぼえさせる。そして“あの世でも子供と一

緒に暮したい”と希う原初的な親の心は彼女の信仰を復活させる。一人息子の死という代

償を払った信仰の復活を描いた作品が東紮の純文学活動の末期にあたる1930年代に書かれ

たということは示唆するところ大きい。晩年の東急は聖書を愛読し，夫人が教会に出ること

に異議をはさまなかった。働由仁の宗教作品に表われた基督教観は正統的な福音主義に照

らしてみる時異端的といえる側面を持つことは争えない事実である。だがそれがそのまま

Anti・Christianismにつながるものと結論を出すのは早急であろう。幼児；期に培われた信
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懸信仰につらぬかれない聖書の理解が，聖書のさし示す真理からいかに遠いかを芥川のキ’

リスト論は私たちに徹底的に露呈したのである”・と佐古純一郎氏ぽ指摘しているが，氏は

こう、も附言している。塾もちろんキリスト信徒でない芥川のキリスト論が厳密な意味での

教義的批判に耐えるはずはない……私自身けっして芥川のキリスト論を教義的な立場から

肯定的に弁護する気持ちを持っているわけではない。しかしあの芥川のキリスト論こそ，

私たちの精神史における「近代」から「現代」への内面的な移行のくさびではなかっ海ろ

うか。”㈱厳密な意味での教義的批判に耐えうる明治大正作家はどれ程存在するだろうか

懐疑的である。しかし日本では彼等は非キリスト的であったと評されても反キリスト的で

あったとの批判からは自由である。ζういう、contextから言えば東烏こそ基督教の痕跡

を生涯留孕た作家であると言って然かるべきであろう。笹はStr母us・Renanなどに流れ

ている自由主義神学の系譜をひくイエス観の持主であった点で異端視されているがそれが

そのままAnti・Christianismにつながるものとみるのは早急であろう。彼の反基督教的

な言辞が似而非信徒，誤導された信仰の形態に向けられていることは彼が反基督教ではな

かったことを裏書するものである。至仁の代表作の一つである「明文」は伝統的な儒教の

価値観を守りつつ生を全うしようとする父，田熊書（＊1）と外来め価値観である基督教の倫

理によって生を革新しようとする息子，・田主事（＊2）との問に発生する葛藤を描いた作品で

ある。この葛藤は当時の社会において充分ありえたことであり問題点でもあった。「明文」

もやはり皮相的に受容された盲信の実態と教義を我田引水式に利用する教徒に対する暴露

と訴訟がその基調をなしている。曲解された外来思想にかぶれて皮相的な模倣に終始する

人間の悲喜劇を椰楡と面出の対象とする作家的姿勢を東仁は堅持した作家であった。まち

がった信仰の形態はその実態をよりょく知っていた東面によってより鮮やかにリリ「フさ

れゴ彼を反キリスト教的とする評価を誘導している。、田判書は自分が選択した規範の枠を

一歩も譲らずその生を終える。一方耶蘇教にかぶれたトガで家を追い出された田主事は小

さな食料小売店を営みながらささやかな慈善事業に明け暮れる。クリスチャンになった田

主事の変貌はまずその妻に対する呼称が“お前”から“貴方”に変ったことにうかがえ

るσ改心しない親の罪滅しのため田主事はささやかな慈善に没頭する。だが父の死によっ

て小売店の空間程度の限られた世界認識の持主である田主事は，より豊かで拡大された大

家の相続者になる。田判書は臨終の床にかけつけた一人息子にこう言いながら息をひきと

りた。“祈れ1無駄なことだが祈りたければ祈れ。だが儂はお前の神様よりお前がずっと
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仁は正統的な福音主義に基づく基督教者の家庭の出身である。明治学院在学中にも教会に

必ず出ており，教徒としての己れの行動にも細心の注意を怠っていな㌧1。だが，その「連

の宗教作品「。1壷金」（1923，「この蓋を」），「明文」（1925），「信仰立呈」（1930，「信仰

誇》」）、などは彼の信仰が正統的な教義から逸脱して新神学昏傾いていった過程を自証して

いる。「φ1蓋音」（「このi整」）はゲッセマンの丘で人間的な弱さと懐疑に悩みつつ祈るイエ

スを描いた作品である。それはまさにルナンの「イエス伝」、に見える撮後の幾日かのあ・

いだ，ひどくイエスを摩へたという蔦とである。恐怖，躍躇は，競をとらえて，死より、も

悪い失神の中に投．じた。大いなる観念のために，自己の休息も生の軍畑な報酬も犠牲に供

した人間ξいうものは，死力㍉はpめてその姿を眼前に現g方事の空なうことを説伏せ

よ5と駕めるとき，いつも悲しく自己自身の上に立ち戻るものである。”⑱と同じ観点に

立つものである。しかしイエスは克己し“万人を救：うためにその一身を捧げよう≧決心し

た……いままでの苦悩と疲労は失せ，その心は迎い｝勇気に満ち温れた。”．（「。1蓋音4養

豚7，PP・255－256）“盃の，津まで飲み干すことを引受けたイエスは……受難の比類ない

英雄であり，自由な信仰の権利の創造者であり，．すべて悩める者が自分を強め慰めやため

に瞑想する完全な模範”，（ルナン「イエス伝」）になったのである。ルナンにとってイ．エス

はあくまでも偉大な人間である。㈱芥川龍之介はイエスをトルストイ，病者ヨハネ，ゲー

テ，そして自分自身を含める偉大な存在として捕えている。しかし，ルナンも芥川も反基

督教的ではない。むしろ親基督教的なのである。それは佐古純一郎氏が指摘する・如く“典

型的知識人”としての基督教受容の一面であると言える押東仁が表出レた偉大な人間と

してのイエス観心従と教会に対する噸笑は彼を反基督的作家とみなす評価につながる。㈲

だがその作品に表白されている基督教批判は祈福信仰と混同された信仰形態，腐敗しか教

会の在り方に向けられたものであったことを見逃してにならない澤ろう。鋤

　東仁を反基督教的とみなす正統的な評価基準を適用する時斗徳冨藍花がキリスト教から

離れないで信仰を終りまで全うし，福音主義の正統的な信仰に回帰する転機をつかんだ”㈲

との横山春一氏の言及や“奇異な形であっても藍花は最後までキリストにかじりつき……

一生涯を通じて聖書から離れ去らず，いつもキリストを負うていだ㈲との阿部光子氏の

肯定的な評価，軍宗白鳥を、“広義のクリスチャン”とみなす大岩鉱茂㊧見解榊には論争の

余地があろう。上記のような脈絡から見て芥川龍之介に示している東野の関心は示唆的で

ある。三型的な近代的知識人”としての芥川は，“聖書を知性を通して理解回しており，
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学史上初の純文学誌「創造」は翌年2月8日刊行きれ，、東仁は創刊号に“我国の文学史」三

吟：も近代的な作品と言える”⑯　「弱薯　者潮　台筈」（導者の悲哀）を，朱学翰鳳前記

「Bul　on　r董」を著わした。　“20歳の血気，そして先覚者という自負心と蛮勇”に支えら

れて刊行された「創造」は近代韓国文学の揺籔となった。早熟な天才作家無雑は，明治学

院中等蔀三年中退の学歴と聖書から得た知識を基礎にして春下墨光沫を継ぐ韓国文壇の第

一人者としての地位を確立していった。

　東仁が文学へ目覚めた時期は大正4，5年頃であり，これはその作品世界に看過できな

い痕跡を残している。東仁自身は当時の日本文壇をこう捕えている。“当時は有島武郎，

菊池寛芥川房之介もまだ出世する前であって芥川たちの先生にあたる夏目漱石等の時代

であった。”ここでの“当時”は，東仁が文学を志し明治学院中等部の回覧雑誌に日本語

で始あての小説を発表した1916年前後を指すものである。（なお，この塵女作は未発見であ

り内容もさだかでない。）この年の文壇状況を見ると谷崎潤一郎の「神童」（1月），荷風の

「腕くらべ」（8月）が発表されている。耽美主義文学批判論である＊赤木桁平の「遊蕩文学

の撲滅」（8月），白樺派のオ坊チャン性に対する生田長江の批判論「自然主義前派の跳梁」

が発表されたのもこの年である。（11月）田山花守，正宗白鳥等自然主義作家も力作を出

している。（焔硝「貧乏物語」「時は過ぎ行ぐ」（9月），白鳥「牛部屋の臭ひ」（5月）等）

すなわち東仁が文学に目覚めた時，その雰囲気は様々な流派が混存していた大正文学期に

あたっていた。“社会思想の上で，前半期にはブルジョア的デモクラシー思想の；昂揚を招

き，後半期には早激に労農解放運動の蓬頭をもたらした”⑲“国家の存在を無視して個人

を世界と直結させようとする考え方一コスモポリタニズム”⑳に立脚した大正期に東砂

が文学的覚醒をなすに至ったことはその作品に投影されずにはいられなかった。“芸術至

上主義的信条を，疑いもないものとして抱きながら仕事のできたという点で極めて幸福で

あった”，㈱“白樺派の文学が，明治大正初頭において文壇にもたらした……文学における

エゴティスムぞ㈱を前提にする大正文学は東仁の信仰の変貌と密接な関係をもつ。芸術家

は神と同等の位置にまで高められたのである。イエスは三位一体の神子性を持つ存在とし・

てでなく1人目を再創造する芸術家と同等の偉大な人間，天才として受け止められるよう

になったと・いえ．る。これは大正期文人の天才崇拝思想と無関係ではない。武者小路実篤の

「幸福者」，長与善郎の「青銅の基督」，芥川龍之介の「西方の人」など，大正期に一時流

行した宗教文学に見えるのは偉大な人間イエスへの自己投影である。前述したように，東
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た。”㈱

　東仁は1900年10月2日，平安羨道平壌市で屈指の富豪であり，平壌教会の長老であった

金大滴の次男として生まれた。東仁の言葉を借りればその成長環境は下記のようなもので

あった。ノ

　　“韓国が亡国の悲運に遭遇し，日本帝国の一植民地と化したのは余が十一歳の時であ

　つた。所謂〈不純鮮人〉の地である平壌，〈不純鮮人〉の集合所である基督教これ炉

　余の成長環境であった。”㈲

　東仁の父もまた憂国心に燃える青年志士の一人であった。“神の忠実な僕であると同時

に国のために尽す人に育つように”いつも祈る東仁の父はまた“幼ない僕たち兄弟に衰世

凱，孫逸仙たちの中国革命史や越南亡国史，伊太利建国三傑伝を読みきかせてくれ……衰

運一路にある大韓周を憂え，志士安昌浩，並幅勲諸氏を家へ招いては兄と交遊させた”り

した。東仁はその家庭の雰囲気を“思想的”なものであったと述懐している。

　14歳の少年東仁は崇徳小学校（1894年，Methodist　Espicopal　Church　in　the　U・S・A・

North設立），崇実申学校（1889年，　Presbyterian　Church　in　the　U・S．　A・North創

立）を経て，1914年父の希望通り“医者か司法官”への夢を託して日本留学の途につい

允。はじめは明治学院に入学しようとしたが彼にはその概念さえ把握できない文学論を云

々する朱耀翰の下級生になるのが嫌で東京学院へ入学する。だが1915年東京学院は閉鎖さ

れ，東仁はその生涯の進路を変えるのに決定的な役割を果した明治学院中等部二年に編入

されるようになった。1917年き月父の死によって帰国するまでの明治学院ですごした三年

の歳月は，東仁が文学に目覚め，文学者としてその一生を送ろうと決心した主動因をなし

ている。“島崎藤村らを輩出し，文学的雰囲気が伝統的に流れている”⑯明治学院で東仁

はゲーテの「若きヴェルテルの悩み」，スコットの「アイノミソホー」，ダソトソの「エイ～レ

ウィン」（戸川秋骨訳）等を読みながら“実利的な効用はないが人の魂に直接訴える尊い

三冠の存在”㈹に惹かれていった。文芸部員として活躍していた朱耀翰の影響があったこ

とは推測に難くない。1917年一時帰国した東回は翌年“美学の基礎知識を得る必要を感じ

て”再渡日し，川端美術学校に入学している。1918年12月25日は韓国民族史上特筆すべき

日で：ある。東京青年会館で開催されたクリスマス祝賀会で，1919年3月1目の己未独立運

動の引き金となった丁独立宣言書」の起草が決定されたことがその一つであり，いま一つ

は集会からの帰り道，東回と朱耀翰が「創造」誌の刊行を決めたことである。韓国近代文
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韓国に於いては国語守護の任務もまたその役目の一つであった。“聖書及び讃美歌の普及

．は少なく、・とも韓国にあっては神の救いの事業にも劣らない影響を言語生活と文化面に及ぼ

した。”⑫との趙演鉱脈の見解は韓国が置かれていた特殊な状況に鑑みる時初めて納得しう

るものであろう。基督教が当時の社会的，政治的な閉塞状態からの一つの脱出の方法とし

て受け止めちれた状況は一面明治初期の自由民権運動と基督教との接近に相似した点もあ

みと言えるが，基督教が慰種のエキゾティシズム，或いは西欧文明を学ぶための開化主義

に便乗したハイカラ趣味として受容された側面をも持つ目本基督教受容史と韓国のそれと

・は岐路を異にせざるを得ないものであった。精神的革命は時代の陰より出づ”どの山路

愛山（「現代日本教会史論」）の言葉は韓国でのより拡大された基督教受容の理由の一つに

・なっている。

　李光珠，金東回ら韓国近代文学の幕を開けた青年たちは「文学界」同人のような浪漫主

義的ヒューマニズムへの移行が許されない状況にあった。李光洗，金東仁，朱耀翰は等し

．〈進取的な気質に富む，新思想なかんずく’基督教が最も盛んだった平安道出身である。し

かし金東園の信仰は日本留学を通して大きな変貌を見せている。限られた紙数で明治学院

・とかかわりのある韓国作家を全部とりあげることはできないので，ここでは金東仁を中心

に初期韓国文学．と朋治学院の関係について述べたい。また，東仁文学の全貌に照明をあて

ることは無理なので本稿ではその宗教作品に見える基督教信仰の推移に焦点を絞るととに

．する。、

　金二二（1900－1951＞は韓国近代文学の成立期に重要な役割を果した作家である。1920

年代の韓国文学の成果は東仁文学の水準で評価されて然かるべきだとめ李康彦氏の見解

は⑱東仁が近代文学史上占めている比重からいって妥当なものである。，その重要性に照応

して東城文学は多岐，多量に渡って研究されているが，『その文学史上の位置づけは次のよ

うに高められる。（1）純文芸同人誌「創造」を創刊し，（2）同誌を通じて文学の専門化ないし

は純粋化を図った。（3）近代的リアリズム小説を定着させ，（4）短篇小説のジャンルを確立さ

．せた。・東仁は多様な創作様式を試みた作家でもあった。歴史小説，翻訳なども試みてお

り，（日本人作家のものとしては有島武郎の「死と其の前後」を翻訳している。）韓国初

の本格的な文学評論であると同時に卓抜した水準を堅持している「春意研究」（李磁極研

究）を著わしている。’文学それ自体を意欲した二三が新文学の初期に前人未踏の多様な

創作様式の創出に傾注したことは芸術至上主義者としての東回には自然なことであっ
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基督教家庭の出身である。明治維新後，日本に於いて基督教伝道の主流がプロテスタンテ

ィズムにあったと等しく近代韓国に於いての宣教活動もまたプロテスタンティズムがその

主潮をなしていた。日本と同じく韓国でも初期の伝道活動は新教育と医療事業並びに社会

事業の形で展開された（1884年H．N．　Allenの廣恵院の開院。現在の延世大学校の前身。

1885年のMethodist　Espicopal　Church　in　the　U．　S．　A．　Northによる私立学校培材学

堂，1886年女子教育のための梨花学堂の設置など。）外勤の圧力の下で亡国の危機意識が

高潮しつつあった当時の韓国でcolonial　mission（植民的宣教）の類型から脱皮した

Nevins　methodによるself－propagation，　self－government，　self・supPortの精神を鼓吹

するプロテスタンティズムは惑政治，経済，倫理すべてが麻酔状態に陥り塗炭の苦しみを

味わっていだ（5）一般大衆，中でも進歩的な青年層，知識階級に新時代の新倫理として受

容された。のみならず外国の侵略意図が露骨化するにつれ李王室もまた基督教の宣教活動

に好意を寄せるに至ってその受容史は明治初期の日本での受容史とは自ずから異なる様相

を呈するようになった。教会は憂国志士の一種の依り所となっていったのである。“依頼

無拠の庶民がその無力感からの脱却を図って”（6噸るようになった教会は“彼等の生命と

財産を保護する”（7）機関でもありえたのである。一方憂国の志に富む青年知識層には基督

教は次の記事に淫心されるものでもあった。隔日，文明開化とか自主独立とかいう言葉

はこれ皆耶蘇教から出たものであって”（8）、万物を創造された神は人間には自由である権

利を賦與された。……神を敬う人は自由権を剥奪されず……人みなその自由権を全うする

時，国の自主権もまた保存されるものである。”（9）

　昨今の韓国に於いての基督教の隆昌はその歴史的役割に負うところ多大である。大衆を

伝道の対象とする宣教方針に基づいて聖書はHan－ku1（韓国文字）で翻訳され，いまだ

漢字尊重の気風が強く残っていた当時の韓国に新しいHan・ku1尊重の価値観を形成した

ことも看過できない功績である。“純粋にHan・kulを使用して・・一Han－ku1蔑視の念を

打破し……教徒はすべてHan・kulを解読できるようになったことは基督教の甚大な功績

である。”㈲しかも日本植民地時代の末期に日本当局が朝鮮語抹殺政策を強行した時“基

督教教会だけはHan－kul聖書を用い，牧師は流暢な韓国語を以て説教をし，讃美歌は韓：

国民族の情緒を救急に伝えたのであった。・…・韓国語守護の功績は基督教にあったものと

認めざるをえない。”。1）聖書の翻訳はJames　Versionが英語に与えた影響の如く，伝道

のみならずその国語にも多大な影響を及ぼし，言語の再創造につながると言われているが，
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　明治学院に一時籍をおいたことのある，図るいは卒業した韓国留学生の中には韓国近代

文学史上重要な幾人かの人物がいる。そのひとりは韓国近代文学史上初の本格的な近代小

説の上梓と評価されている（1）「無情」の作家李光沫（1907年，明治学院中等部三年編入，

1910年普通学部卒業。なお，卒業生名簿には香山光郎として記載されている。）である。

さらに金東仁（1915年東京学院より明治学院中等部二年へ編入。大正4年度「白金学報」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロし　ラ
36号転校，新入生欄参照，1917年春中退）があり，韓国初の西欧的な形態の近代詩「音告
ズ　

。1」（火遊び）の作家朱耀翰（1918年中学部卒業）もそのひとりである。

　李光沫の「無情」にその端を発する，韓国近代文学の系譜は金東仁へとひきつがれ，そ

の確立を見，1919年3月1日の己未独立運動以降展開された多様な形式の近代詩の基礎づ

けは朱耀翰の「BuL　No　Ri」にあるといって言い過ぎではないとの指摘は（2）明治学院と

韓国近代文学との関わりの大きさを物語る事実である。李光勲の作品に流れている理想主

義の中心をなす思想を人道主義とみなす時，それはまさに基督教と聖書にその源をおくも

のであり，（3）朱耀翰の作品に漂う理想主義的な傾向はいずれも明治学院ではぐくまれた基

督教思想と無関係ではない。

　　塾明治学院の同窓生名簿には朴泳孝，金玉均をはじめ白南薫，文一平，金観鏑醤伯の

　名があり……今日わが国で活躍しているあまたの人材には明治学院を経た人が少なくな

　い。”（4）

との金東仁の回顧談もあるが，明治学院と韓国留学生の緊密なつながりは明治学院がミッ

ション・スクールであった点にもある。朱耀翰は牧師の息子であり，東仁は信仰心の篤い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　120　　　　　　　　　　　　　　　（1）
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