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周
知
の
よ
う
に
『
彼
岸
過
迄
』
（
明
治
四
五
・
一
’
四
）
は
、
緒
言
「
彼
岸
過
迄
に
つ
い
て
」

に
続
く
Ｉ
「
風
呂
の
後
」
、
Ⅱ
「
停
留
所
」
、
Ⅲ
「
報
告
」
、
Ⅳ
「
雨
の
降
る
日
」
、
Ｖ
「
須

永
の
話
」
、
Ⅵ
「
松
本
の
話
」
の
六
つ
の
短
篇
小
説
、
お
よ
び
「
結
末
」
と
か
ら
成
っ
て
い
る
。

最
初
の
短
篇
「
風
呂
の
後
」
の
冒
頭
は
、
「
敬
太
郎
は
夫
程
験
の
見
え
な
い
此
間
か
ら
の
運

動
と
奔
走
に
少
し
厭
気
が
注
し
て
来
た
」
と
い
う
一
文
で
始
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
「
風

呂
の
後
」
第
一
回
で
特
に
目
立
つ
の
が
、
「
休
養
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
（
「
当
分
休
養
す
る

事
に
す
る
」
・
「
『
矢
つ
張
り
休
養
で
す
か
』
と
云
ふ
と
、
相
手
も
『
え
入
休
菱
で
す
』
」
）
・

「
休
養
」
を
強
溺
す
る
か
ら
に
は
、
そ
れ
を
必
要
と
し
て
い
る
現
在
が
あ
る
わ
け
で
、
そ
れ

は
第
四
回
に
い
た
っ
て
初
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
敬
太
郎
は
大
学
は
出

た
も
の
の
職
に
就
け
ず
、
し
た
が
っ
て
戯
職
活
動
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
青
年
な
の
で
あ
る
。

冒
頭
の
一
文
は
、
次
の
よ
う
に
統
け
ら
れ
る
。
「
思
ふ
事
が
引
っ
懸
か
っ
た
な
り
居
据
っ
て
動

へ
ウ
ー

か
な
か
っ
た
り
、
又
は
引
っ
懸
ら
う
と
し
て
手
を
出
す
途
端
に
す
ぽ
り
と
外
れ
た
り
す
る
反
問

が
度
重
な
る
に
連
れ
て
、
身
体
よ
り
も
頭
の
方
が
段
々
云
ふ
事
を
聞
か
な
く
な
っ
て
来
た
」
・

で
は
、
こ
う
し
た
暖
昧
で
中
途
半
蝋
な
状
況
に
湛
え
き
れ
ず
「
厭
気
が
注
し
て
」
い
る
敬
太

郎
は
、
む
し
ろ
「
身
体
よ
り
も
頭
の
方
」
に
「
休
養
」
を
必
要
と
し
て
い
る
青
年
な
の
で
あ
ろ

う
か
。
だ
と
す
れ
ば
、
話
す
こ
と
全
て
が
本
当
の
よ
う
で
も
あ
り
、
ま
た
嘘
の
よ
う
で
も
あ
る

よ
う
な
、
ま
る
で
掴
み
所
の
な
い
森
本
と
い
う
存
在
と
関
わ
る
こ
と
は
、
敬
太
郎
に
と
っ
て
ど

の
よ
う
な
「
休
養
」
に
な
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。

一
風
変
わ
っ
た
自
身
の
経
験
に
つ
い
て
、
「
み
ん
な
面
白
い
し
、
又
み
ん
な
詰
ま
ら
な
い
」

（
「
風
呂
の
後
」
第
七
回
。
以
下
Ｉ
・
七
の
よ
う
に
記
す
）
と
い
っ
て
の
け
る
よ
う
な
「
一
切

が
Ｘ
で
あ
る
」
（
１
．
三
）
人
物
に
、
し
か
し
敬
太
郎
は
、
持
ち
前
の
「
浪
漫
趣
味
」
（
Ｉ
・

四
）
を
掻
き
立
て
ら
れ
て
い
る
。
む
ろ
ん
こ
の
「
浪
漫
趣
味
」
は
、
森
本
が
敬
太
郎
に
植
え
付

け
た
も
の
で
は
な
く
、
逆
に
敬
太
郎
の
「
浪
漫
趣
味
」
が
森
本
と
出
会
う
原
因
に
な
っ
て
い
る

の
で
、
こ
の
「
趣
味
」
こ
そ
は
、
「
遺
伝
的
に
平
凡
を
忌
む
」
．
（
同
）
敬
太
郎
自
身
に
傭
わ
っ

た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
既
に
大
学
は
出
た
も
の
の
未
だ
就
職
口
が
見
つ
か
っ
て
い
な
い
と
い

う
、
彼
の
現
在
の
位
置
そ
の
も
の
の
中
途
半
端
さ
、
宙
ぶ
ら
り
ん
さ
の
証
明
に
な
っ
て
い
る
も

の
で
あ
る
。

「
世
の
中
へ
の
出
口
」
（
同
）
に
出
る
よ
う
な
出
な
い
よ
う
な
、
有
る
よ
う
な
無
い
よ
う
な

一
・
一
敬
太
郎
と
そ
の
役
割

一
田
川
敬
太
郎
に
つ
い
て

－1－
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場
所
に
い
る
敬
太
郎
が
見
る
も
の
は
、
す
べ
て
容
易
に
は
決
定
で
き
な
い
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。

電
車
の
中
で
乗
り
合
わ
せ
た
赤
ん
坊
を
背
負
っ
た
女
は
、
「
黒
人
だ
か
素
人
だ
か
分
か
ら
な
い
」

（
Ｉ
・
一
こ
し
、
赤
ん
坊
は
「
私
生
児
だ
か
普
通
の
子
だ
か
怪
し
」
（
同
）
く
映
る
の
で
あ

る
。
こ
の
事
情
は
、
次
の
短
篇
「
停
留
所
」
に
い
た
っ
て
も
変
わ
ら
な
い
。
「
須
永
と
い
ふ
友

達
」
（
Ⅱ
・
一
）
の
家
の
門
を
潜
っ
た
一
人
の
女
の
「
後
姿
」
（
Ⅱ
・
二
）
に
翻
弄
さ
れ
、
自

身
の
想
像
が
空
回
り
す
る
の
に
手
を
焼
く
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
量
も
切
実
な
形

で
現
れ
る
の
は
、
や
は
り
彼
が
田
口
か
ら
「
探
偵
」
を
頼
ま
れ
て
停
留
所
で
観
察
す
る
こ
と
に

な
る
女
に
つ
い
て
で
あ
ろ
う
（
Ⅲ
。
二
七
ｌ
）
・

し
か
し
、
冒
頭
か
ら
暗
示
さ
れ
、
森
本
の
登
場
と
敬
太
郎
の
「
浪
漫
趣
味
」
に
よ
っ
て
始
め

ら
れ
た
こ
う
し
た
世
界
の
（
両
義
的
な
あ
る
い
は
多
義
的
な
）
暖
昧
さ
と
い
っ
た
も
の
は
、
そ

も
そ
も
世
界
は
見
る
者
の
位
置
や
角
度
や
先
入
観
、
あ
る
い
は
偏
見
な
ど
に
よ
っ
て
様
々
に
見

え
、
想
像
さ
れ
、
考
え
ら
れ
る
の
だ
と
い
う
よ
う
な
認
識
が
そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の

で
は
な
く
、
そ
れ
が
ど
こ
ま
で
も
、
た
だ
敬
太
郎
そ
の
人
に
関
す
る
描
写
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

こ
の
こ
と
は
今
一
度
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

気
分
を
「
快
諮
」
に
し
よ
う
と
し
て
「
飲
み
た
く
＄
な
い
麦
酒
を
わ
ざ
と
ポ
ソ
ポ
ソ
抜
い
て
」

（
Ｉ
・
一
）
み
る
も
の
の
か
な
わ
ず
、
そ
れ
で
は
と
無
理
に
寝
て
い
よ
う
と
し
て
、
そ
れ
も
ま

た
果
た
せ
な
い
こ
の
青
年
は
、
風
呂
に
行
け
ば
、
「
実
用
の
」
た
め
で
な
く
「
快
楽
を
貧
ぽ
る

為
の
入
浴
」
（
Ｉ
・
二
）
を
す
る
森
本
と
対
照
的
に
、
身
体
の
す
み
ず
ぷ
ま
で
丹
念
に
洗
っ
て

之
め

し
ま
う
「
勤
勉
」
（
同
）
さ
を
見
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

森
本
と
い
う
男
に
「
敬
太
郎
は
思
は
ず
自
分
の
同
類
を
一
人
発
見
し
た
や
う
な
気
が
し
た
」

（
Ｉ
・
一
）
と
語
り
手
は
記
し
て
い
る
。
し
か
し
作
者
は
、
「
森
本
」
的
浪
漫
世
界
に
魅
せ
ら

れ
な
が
ら
、
実
は
森
本
そ
の
人
と
は
全
く
異
質
な
人
間
と
し
て
敬
太
郎
を
描
い
て
い
る
。
こ
こ

で
の
「
一
人
」
と
い
う
の
は
、
だ
か
ら
「
別
の
も
う
一
人
」
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
実
は
た

だ
敬
太
郎
が
「
勝
手
に
一
人
で
」
そ
う
思
っ
た
、
と
い
う
意
味
な
の
で
あ
る
。

「
無
学
」
（
１
．
七
）
な
森
本
は
、
「
学
の
あ
る
」
（
１
．
九
）
敬
太
郎
に
「
貴
方
の
は
位

置
が
な
く
っ
て
有
る
。
僕
の
は
位
置
が
有
っ
て
無
い
」
（
同
）
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し

た
世
俗
的
な
意
味
で
守
る
べ
き
有
形
無
形
の
財
を
い
う
の
で
な
く
、
そ
の
人
が
そ
の
人
自
身
を

真
に
生
き
る
空
間
と
し
て
は
、
逆
に
敬
太
郎
に
は
「
位
殴
が
有
っ
て
無
い
」
の
で
あ
り
、
森
本

に
は
「
位
匿
が
な
く
っ
て
有
る
」
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
「
休
養
々
々
と
云
っ
て
又
眼
を
眠
っ

て
」
（
Ｉ
・
こ
休
も
う
と
し
た
と
こ
ろ
で
、
彼
は
移
勘
さ
せ
ら
れ
、
見
さ
せ
ら
れ
、
聞
か
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

敬
太
郎
は
、
森
本
が
い
う
よ
う
に
、
彼
自
身
の
「
教
育
」
に
よ
っ
て
自
ら
の
行
動
（
冒
険
、

漂
浪
）
が
制
限
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
作
者
は
、
敬
太
郎
の
「
浪
漫
趣
味
」
や
そ
の
眼

前
に
広
が
る
多
義
的
世
界
の
描
出
に
よ
っ
て
、
彼
が
〈
居
場
所
の
な
い
人
間
〉
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
、
決
定
不
能
な
世
界
や
「
後
姿
」
が
代
表
す
る
よ
う
に
、
奥
行
き
と

深
さ
を
あ
ら
か
じ
め
奪
わ
れ
た
形
で
設
定
さ
れ
た
こ
の
人
物
が
、
小
説
世
界
の
表
面
を
ズ
レ
な

が
ら
、
ひ
た
す
ら
そ
の
表
面
を
横
滑
り
し
て
い
く
外
に
な
い
こ
と
が
容
易
に
理
解
さ
れ
る
の
で

圭
衲
》
ヲ
（
》
Ｏ

し
た
が
っ
て
、
や
が
て
須
永
の
叔
父
で
あ
る
田
口
と
い
う
人
物
か
ら
「
探
偵
」
と
い
う
役
割

を
背
負
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
が
真
に
自
他
の
存
在
の
本
質
を
変
化
さ
せ
る

よ
う
な
発
見
を
伴
う
こ
と
な
く
終
わ
る
こ
と
、
さ
ら
に
同
じ
そ
の
人
が
小
説
全
体
の
後
半
に
は

話
の
「
聞
き
役
」
に
徹
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
さ
え
、
む
し
ろ
こ
の
人
物
に
ふ
さ
わ
し
い
姿
と

し
て
納
得
で
き
る
の
で
あ
る
。

田
川
敬
太
郎
が
そ
う
し
た
人
物
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ま
た
「
位
匿
が
有
っ
て
無
い
」
森
本
も
、

自
身
の
言
葉
ど
お
り
、
早
晩
こ
の
小
説
世
界
か
ら
姿
を
消
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
殊
に
、

彼
が
自
分
の
存
在
そ
の
も
の
よ
り
は
、
敬
太
郎
の
傍
ら
に
あ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
（
長
い
様
な
又

短
い
様
な
、
出
る
様
な
出
な
い
様
な
）
ス
テ
ッ
キ
な
る
も
の
を
持
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
。
と
い

う
の
は
、
森
本
と
い
う
存
在
は
、
．
切
が
Ｘ
」
と
は
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
し
か
し
、
む
し

ろ
だ
か
ら
こ
そ
逆
に
、
「
森
本
」
１
「
Ｘ
」
と
し
て
、
敬
太
郎
に
と
っ
て
唯
一
決
定
さ
れ
得
る

存
在
だ
か
ら
で
あ
る
。

『
彼
岸
過
迄
』
に
お
い
て
は
、
須
永
市
蔵
の
出
生
の
秘
密
を
除
い
て
、
他
の
一
切
の
鮭
は
、

謎
と
し
て
残
さ
れ
る
か
、
た
わ
い
も
な
い
も
の
と
し
て
消
え
去
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
そ

れ
が
都
会
の
迷
路
で
あ
れ
、
人
の
心
と
い
う
迷
路
で
あ
れ
、
奥
行
き
と
深
さ
を
禁
じ
ら
れ
た
敬

太
郎
は
、
ひ
た
す
ら
表
面
を
横
す
べ
り
に
滑
っ
て
い
く
。
し
た
が
っ
て
、
田
川
敬
太
郎
に
即
し

て
見
る
か
ぎ
り
、
こ
の
小
説
全
体
に
お
け
る
主
題
は
、
こ
う
し
た
迷
路
か
ら
い
か
に
し
て
抜
け

出
る
か
、
に
見
え
て
実
は
、
い
か
に
し
て
抜
け
出
な
い
で
い
ら
れ
る
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ

る
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

か
ら
く
り

敬
太
郎
は
、
「
人
間
の
異
常
な
る
機
関
が
暗
い
闇
夜
に
運
砿
す
る
有
様
を
、
驚
嘆
の
念
を
以

て
眺
め
て
ゐ
た
い
」
（
Ⅱ
・
二
と
い
う
ロ
マ
ソ
的
な
好
奇
心
を
持
っ
た
人
物
で
あ
る
。
し
か

た
も

し
作
者
は
、
彼
が
「
根
が
執
念
深
く
な
い
性
質
」
（
Ｈ
・
一
）
で
あ
る
こ
と
を
急
い
で
付
け
加

え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

一
・
二
敬
太
郎
と
そ
の
〈
成
長
〉

－2－
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「
今
迄
に
、
何
一
つ
突
き
抜
い
て
痛
快
だ
と
い
ふ
感
じ
を
得
た
事
の
な
い
」
（
ｎ
．
十
四
）

０
》
つ

自
分
だ
か
ら
、
「
何
の
道
突
き
抜
け
た
心
持
ち
を
確
か
り
捕
ま
へ
る
為
に
は
馬
鹿
と
云
は
れ
る

迄
も
、
某
所
迄
突
つ
懸
け
て
行
く
必
要
が
あ
る
」
（
同
）
と
い
う
よ
う
な
、
奥
行
き
や
深
さ
へ

の
欲
望
を
伴
っ
た
意
志
を
貫
き
通
す
た
め
に
は
、
彼
に
与
え
ら
れ
た
「
何
処
か
呑
気
な
も
の
が

ふ
わ
ふ
わ
し
て
ゐ
」
（
同
十
五
）
る
と
い
う
、
む
し
ろ
表
面
的
、
横
滑
り
的
な
存
在
の
本
質
規

定
が
、
重
す
ぎ
る
の
で
あ
る
。

作
者
は
当
初
の
設
定
ど
お
り
、
敬
太
郎
と
い
う
存
在
を
〈
成
長
〉
さ
せ
て
い
な
い
。
後
に
み

る
よ
う
に
、
須
永
市
蔵
が
千
代
子
に
非
睡
さ
れ
る
場
面
を
除
い
て
、
登
場
人
物
が
自
己
を
変
革

さ
せ
得
る
可
能
性
を
も
つ
場
面
は
、
『
彼
岸
過
迄
』
に
お
い
て
は
極
め
て
少
な
い
、
と
い
う
よ

り
そ
れ
以
外
に
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
敬
太
郎
が
「
探
偵
」
の
役
割
を
終
え
る
こ
と
に
な
る
こ

の
場
面
が
、
〈
成
長
〉
へ
の
可
能
性
を
開
く
こ
と
に
な
り
得
る
こ
と
、
そ
し
て
、
に
も
関
わ
ら

初
か
ら
摘
承
取
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。

不
得
要
領
に
終
わ
っ
た
探
偵
の
一
件
の
顛
末
を
、
敬
太
郎
が
そ
の
依
頼
者
田
口
に
報
告
す
る

場
面
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
真
に
敬
太
郎
の
〈
成
長
〉
を
意
味
す
る
言
葉
な
の
で
あ
ろ
う

か
①
画
「
探
偵
」
に
よ
っ
て
得
た
認
識
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
こ
こ
で
の
田
口
へ
の
発
言
以
後
、

彼
は
自
己
変
革
を
す
る
わ
け
で
も
な
い
し
、
そ
も
そ
も
そ
う
し
た
欲
望
は
、
作
者
に
よ
っ
て
最

じ
か

「
自
分
丈
硝
子
張
の
箱
の
中
に
入
れ
ら
れ
て
、
外
の
物
と
直
に
続
い
て
ゐ
な
い
心
持
」
（
ｎ
．

一
四
）
と
「
何
処
か
似
た
点
が
あ
る
」
（
同
）
敬
太
郎
は
、
「
今
日
迄
何
一
つ
自
分
の
力
で
、

も

先
へ
突
き
抜
け
た
と
い
ふ
自
覚
を
有
っ
て
ゐ
な
か
っ
た
」
（
同
）
・
「
何
処
へ
で
も
進
ん
で
行

か
う
」
（
同
）
と
す
る
積
極
性
は
、
し
か
し
「
碁
を
打
ち
た
い
の
に
碁
を
見
せ
ら
れ
る
と
い
ふ

感
じ
」
（
同
）
を
与
え
ら
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
「
世
の
中
は
少
し
も
手
に
握
れ
な
」
（
同
）
い
。

そ
う
し
て
結
局
「
煮
切
ら
な
い
思
ひ
に
悩
ん
で
ゐ
る
」
（
同
）
の
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
で
も
や
は
り
「
敬
太
郎
の
思
案
に
は
屈
託
の
裏
に
、
何
処
か
呑
気

な
も
の
が
ふ
わ
ふ
わ
し
て
ゐ
た
」
（
Ⅱ
。
一
五
）
と
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
人
物
が

ま
さ
か
〈
成
長
〉
を
遂
げ
る
と
は
容
易
に
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
敬
太
郎
が
田

口
に
依
頼
さ
れ
て
「
探
偵
」
へ
と
一
歩
踏
み
出
し
た
と
き
、
明
ら
か
に
一
見
そ
う
し
た
敬
太
郎

ら
し
く
な
い
言
動
を
見
せ
は
す
る
の
で
あ
る
。

つ

あ
ん
な
小
刀
細
工
を
し
て
後
な
ん
か
眼
け
る
よ
り
、
直
に
会
っ
て
聞
き
た
い
事
丈
遠
慮
な

く
聞
い
た
方
が
、
ま
だ
手
数
が
省
け
て
、
さ
う
し
て
動
か
な
い
確
か
な
所
が
分
り
や
し
な

い
か
と
思
ふ
の
で
す
（
Ⅲ
・
六
）

こ
れ
に
続
け
て
「
自
分
は
た
と
「
眺
め
て
ゐ
た
い
」
と
い
う
敬
太
郎
は
、
「
底
へ
潜
る
」

人
で
は
な
く
、
「
表
面
」
を
生
き
る
人
で
あ
る
。

「
浪
漫
」
に
飢
え
、
そ
れ
を
探
し
求
め
て
い
る
と
い
う
敬
太
郎
の
設
定
は
、
た
と
え
ば
「
浪

ず
敬
太
郎
の
〈
成
長
〉
を
こ
こ
で
禁
じ
た
こ
と
、
そ
れ
ら
に
作
者
が
十
分
に
意
識
的
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
そ
れ
は
敬
太
郎
の
抱
え
る
彼
固
有
の
問
題
が
、
彼
の
〈
成
長
〉
と
い
う
形
で
は
な
く
、

別
の
形
で
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。

敬
太
郎
の
「
冒
険
」
は
、
自
己
を
変
革
し
な
い
。
そ
れ
は
、
読
者
へ
の
「
作
品
世
界
」
の
案

内
Ｉ
話
の
「
聞
き
役
」
に
徹
す
る
形
に
な
る
こ
と
が
必
然
で
あ
っ
た
。
彼
は
も
と
も
と
居
場
所

の
な
い
男
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
そ
の
姿
を
小
説
世
界
か
ら
見
え
な
い
も
の
に
し
て
行
く
の
は

い
た
っ
て
当
然
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
場
所
を
持
た
な
い
男
の
「
冒
険
」
と
は
、
他
人

の
話
を
聞
き
引
き
出
す
こ
と
以
外
に
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
点
は
、
明
ら
か
に
た
と
え
ば
『
こ
上
ろ
』
の
青
年
「
私
」
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
「
私
」

は
、
単
な
る
「
聞
き
手
」
、
「
報
告
者
」
の
立
場
を
越
え
て
、
自
ら
（
自
己
を
自
己
た
ら
し
め

て
い
た
は
ず
の
も
の
と
し
て
の
）
〈
故
郷
〉
喪
失
者
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
「
冒
険
」

を
余
儀
な
く
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

敬
太
郎
は
、
松
本
と
千
代
子
を
追
う
「
探
偵
」
の
役
を
終
え
る
と
、
須
永
や
松
本
の
話
の

「
聞
き
役
」
に
納
ま
っ
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
、
私
た
ち
読
者
は
、
敬
太
郎
の
「
探
偵
」
が

終
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
彼
本
来
の
「
冒
険
」
へ
と
導
か
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る

が
、
そ
こ
で
は
も
う
敬
太
郎
自
身
の
〈
成
長
〉
は
、
や
は
り
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で

あ
る
。し

か
し
、
敬
太
郎
の
そ
の
役
割
の
〈
変
化
〉
は
見
逃
せ
な
い
。
『
彼
岸
過
迄
』
の
大
き
な
亀

裂
と
も
呼
び
得
る
、
田
川
敬
太
郎
か
ら
須
永
市
蔵
へ
の
主
人
公
の
交
代
劇
に
、
こ
の
小
説
の
ひ

と
つ
の
核
が
、
や
は
り
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

一
・
三
敬
太
郎
と
そ
の
「
冒
険
」

敬
太
郎
は
本
気
に
何
故
自
分
に
探
偵
が
出
来
な
い
か
と
い
ふ
理
由
を
述
べ
た
。
元
来
探
偵

な
る
も
の
は
世
間
の
表
面
か
ら
底
へ
潜
る
社
会
の
潜
水
夫
の
や
う
な
も
の
だ
か
ら
、
是
程

つ
か

人
間
の
不
思
議
を
捜
ん
だ
職
業
は
た
ん
と
あ
る
ま
い
。
（
略
）
が
、
如
何
せ
ん
其
目
的
が

既
に
罪
悪
の
暴
露
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
予
じ
め
人
を
陥
れ
や
う
と
す
る
成
心
の
上
に
打
ち

立
て
ら
れ
た
職
業
で
あ
る
。
そ
ん
な
人
の
悪
い
事
は
自
分
に
は
出
来
な
い
。
（
Ⅲ
・
二

－3－
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敬
太
郎
の
「
東
京
」
は
、
や
は
り
迷
路
、
迷
宮
で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
こ
は
適
当
な
就
職
口

す
り
こ
げ

を
「
足
を
掴
木
の
様
に
し
て
」
「
探
し
て
歩
」
（
１
．
四
）
か
ね
ば
な
ら
な
い
現
実
の
世
界
で

あ
り
、
人
々
が
人
々
な
り
の
生
活
を
営
ん
で
い
る
現
場
で
あ
る
。
彼
の
必
要
と
す
る
よ
う
な

「
物
語
」
は
、
そ
こ
に
は
な
い
。
彼
が
あ
く
ま
で
も
そ
こ
に
「
浪
漫
」
を
求
め
よ
う
と
す
る
の

は
、
彼
が
そ
の
場
所
へ
と
出
て
行
こ
う
と
し
て
出
て
行
け
な
い
人
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味

で
、
敬
太
郎
の
「
浪
漫
趣
味
」
は
、
彼
の
居
場
所
の
な
さ
の
証
明
に
な
っ
て
い
る
。
同
じ
く

「
田
舎
」
か
ら
「
東
京
」
へ
出
て
き
た
青
年
で
あ
っ
て
も
、
三
四
郎
と
敬
太
郎
と
で
は
そ
れ
ぼ

ど
に
違
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
「
不
思
議
」
は
あ
る
。
彼
自
身
な
ぜ
自
分
が
「
浪
漫
」
を
必
要
と
し
て
い
る
の
か
と

い
う
「
不
思
議
」
に
気
が
付
い
て
い
な
い
よ
う
に
、
生
活
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の
心
の
中
に
「
不
思

識
」
は
潜
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
「
世
の
中
へ
の
出
口
」
を
求
め
つ
つ
、
出
る
よ
う
な
出
な
い

よ
う
な
敬
太
郎
の
「
冒
険
」
Ｉ
「
探
偵
」
は
、
し
た
が
っ
て
結
局
の
と
こ
ろ
東
京
そ
の
も
の
や

人
々
の
生
活
そ
の
も
の
に
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
人
間
の
心
の
中
の
「
不
思
議
」
に
、
そ
の
対
象

を
求
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

彼
は
都
市
の
迷
路
を
漂
い
、
心
の
迷
路
を
さ
ま
よ
う
。
た
だ
し
、
奥
行
き
と
深
さ
を
許
さ
れ

て
い
な
い
彼
が
生
き
る
の
は
、
た
だ
表
面
の
世
界
な
の
で
あ
る
。
場
所
を
持
た
ず
横
滑
り
し
て

い
く
し
か
な
い
男
が
、
本
当
に
そ
の
居
場
所
を
な
く
し
て
し
ま
う
前
に
、
登
秘
人
物
た
ち
は
彼

の
視
線
に
晒
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

漫
」
そ
の
も
の
を
生
き
得
た
三
四
郎
（
『
三
四
郎
』
）
と
い
う
存
在
と
は
微
妙
に
異
な
り
、
も

は
や
彼
が
「
浪
漫
」
の
中
で
は
生
き
ら
れ
な
い
存
在
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
い
る

と
ふ
て
よ
い
。

た
と
え
ば
、
三
四
郎
と
い
う
青
年
は
観
察
者
に
な
れ
る
ほ
ど
「
大
人
」
で
は
な
か
っ
た
が
、

敬
太
郎
は
観
察
者
で
い
る
し
か
な
い
「
子
供
」
な
の
で
あ
る
。
三
四
郎
に
は
「
東
京
」
で
十
分

で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
迷
路
で
あ
り
、
迷
宮
で
あ
り
、
「
浪
漫
」
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。

敬
太
郎
が
学
生
の
頃
、
友
人
た
ち
の
間
で
「
田
川
の
蛸
狩
」
と
い
う
言
葉
が
「
流
行
」
し
た

の
は
、
彼
が
新
聞
に
連
戦
さ
れ
た
「
兒
玉
音
末
と
か
い
ふ
人
の
冒
険
談
」
を
面
白
お
か
し
ぐ
紹

介
し
た
か
ら
で
あ
る
。
「
敬
太
郎
の
此
傾
向
は
、
彼
が
ま
だ
高
等
学
校
に
居
た
時
分
」
に
「
ス

ア
ラ
ビ
ヤ

チ
ー
ヴ
ソ
ソ
ソ
の
新
亜
刺
比
亜
物
語
」
を
読
ん
だ
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
敬
太
郎
は
何
よ

り
「
物
語
」
を
必
要
と
し
て
し
ま
う
存
在
な
の
で
あ
る
。
「
物
語
」
に
頼
ら
な
い
彼
の
オ
リ
ジ

シ
ソ
ガ
ポ
Ｉ
〃
ご
む

ナ
ル
な
想
像
と
も
い
え
る
「
新
嘉
波
の
謹
謨
林
栽
培
」
に
つ
い
て
「
実
際
の
算
盤
に
取
り
掛
つ
」

て
ふ
る
と
、
た
ち
ま
ち
夢
は
し
ぼ
ん
で
、
「
彼
は
其
後
謹
膜
の
護
の
字
を
ロ
に
し
な
く
な
っ
て
」

り
「
物
語
」
を
必
要
と
し
て
し
ま
う
存

シ
ソ
ガ
ポ
ー
〃
一

ナ
ル
な
想
像
と
も
い
え
る
「
新
嘉
波
の
錐

て
み
る
と
、
た
ち
ま
ち
夢
は
し
ぼ
ん
で
、

し
ま
う
の
で
あ
る
（
１
．
四
、
五
）
。

敬
太
郎
の
視
線
は
す
べ
て
の
存
在
を
同
格
に
、
平
等
に
し
て
し
ま
う
。
彼
の
位
囲
か
ら
は
、

「
後
ろ
暗
い
奇
人
」
（
Ⅱ
・
五
）
森
本
も
、
「
人
を
取
扱
ふ
点
に
掛
け
て
成
程
老
練
」
（
Ⅲ
・

七
）
な
田
口
も
、
「
人
を
取
扱
ふ
点
に
於
て
、
全
く
冴
え
た
熟
練
を
欠
い
て
い
る
」
（
同
・
十
）

松
本
も
、
「
退
嬰
主
義
の
男
」
（
Ｈ
・
一
）
須
永
も
、
そ
れ
ぞ
れ
同
距
雛
で
同
価
値
の
存
在
で

あ
る
。
「
眺
め
る
」
だ
け
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
装
歴
に
と
っ
て
は
、
そ
の
誰
も
が
特
別
な
存
在

で
は
な
く
、
同
格
の
人
物
た
ち
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
表
面
的
な
差
異
だ
け
が
あ
り
、
本
質

的
な
異
同
に
敬
太
郎
は
接
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

「
下
町
」
的
景
趣
を
丁
寧
に
描
写
す
る
語
り
手
（
Ⅱ
。
一
六
・
二
五
ｌ
）
と
は
別
に
、
「
田

舎
」
育
ち
の
敬
太
郎
に
は
都
会
に
対
す
る
一
種
の
違
和
感
だ
け
が
あ
り
、
そ
れ
は
彼
の
「
浪
漫

な
じ
み

趣
味
」
を
培
う
滋
養
と
な
る
の
だ
が
、
元
来
「
下
町
生
活
に
鴫
懇
も
趣
味
も
有
ち
得
な
い
」

（
Ｈ
・
五
）
敬
太
郎
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
が
い
く
ら
「
江
戸
」
と
「
東
京
」
と
の
徹
細
な
差
異

の
ち
り
ば
め
ら
れ
た
世
界
で
あ
れ
、
「
山
の
手
」
と
の
対
照
を
際
立
た
せ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、

そ
こ
に
質
的
価
値
的
な
異
同
は
な
い
。
そ
れ
は
、
人
物
に
対
し
て
と
共
通
で
あ
る
。

敬
太
郎
の
価
値
判
断
は
、
決
し
て
他
の
人
物
を
動
か
さ
な
い
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
他
の
人

間
と
深
く
関
わ
り
、
相
手
や
自
分
が
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
。
敬
太
郎
の
抱
え
る
表
層

的
「
好
奇
心
」
と
、
他
の
登
場
人
物
た
ち
が
抱
え
る
内
面
的
「
不
思
識
」
と
の
ズ
レ
は
、
作
者

が
当
然
気
付
い
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
本
来
は
内
在
化
さ
れ
た
形
で
し
か
問
え
な
い
固
有
の

「
問
題
」
を
、
こ
こ
で
は
敬
太
郎
の
媒
介
に
よ
っ
て
外
化
、
表
面
化
さ
せ
て
は
い
る
も
の
の
、

そ
れ
ら
を
敬
太
郎
（
あ
る
い
は
読
者
）
の
眼
の
前
に
並
列
す
る
こ
と
が
作
者
の
主
要
な
関
心
で

あ
っ
て
、
そ
の
解
決
を
試
み
る
気
持
ち
は
さ
ら
に
な
い
、
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
、
一
度
彼
敬
太
郎
が
そ
の
弱
点
で
あ
っ
た
は
ず
の
「
呑
気
」
さ
を
失
い
始
め
る
と
、

作
品
そ
の
も
の
が
大
き
く
変
質
を
始
め
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
彼
が
「
探
偵
」
の
対
象
に
し

た
人
物
た
ち
が
、
「
家
族
」
と
い
う
関
係
で
結
ば
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
と
き
（
Ⅲ
。

一
三
）
か
ら
始
ま
る
。
彼
は
こ
の
と
き
、
「
森
本
」
（
非
家
族
、
非
日
常
、
非
現
実
）
的
世
界

か
ら
、
血
縁
関
係
に
あ
る
松
本
や
須
永
た
ち
．
族
」
（
日
常
的
、
現
実
的
）
の
世
界
に
踏
み

入
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
彼
の
冒
険
は
彼
本
来
の
「
冒
険
」
と
な
り
、
し
た
が
っ

て
そ
れ
と
同
時
に
主
客
が
転
倒
す
る
の
で
あ
る
。

自
分
を
甚
だ
若
く
考
え
て
ゐ
る
敬
太
郎
に
は
、
四
十
代
だ
ら
う
が
五
十
代
だ
ら
う
が
乃
至

六
十
代
だ
ら
う
が
殆
ど
区
別
の
な
い
一
様
の
爺
さ
ん
に
見
え
る
位
、
彼
は
老
人
に
対
し
て

親
し
み
の
な
い
男
で
あ
っ
た
。
（
Ⅱ
・
八
）
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『
彼
岸
過
迄
』
で
は
、
各
短
篇
を
通
じ
て
（
「
雨
の
降
る
日
」
以
後
も
）
、
た
だ
敬
太
郎
の

生
き
る
時
間
だ
け
が
、
辛
う
じ
て
リ
ニ
ア
に
持
銃
し
て
い
る
。
む
ろ
ん
そ
の
こ
と
の
承
で
、
彼

が
主
役
で
あ
る
の
か
、
わ
き
役
で
あ
る
の
か
を
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
が
、
彼
が

「
家
族
」
の
世
界
へ
と
横
滑
り
し
、
や
が
て
話
の
「
聞
き
役
」
へ
と
納
ま
っ
て
い
く
そ
の
存
在

の
印
象
と
共
に
、
自
身
の
「
呑
気
」
さ
を
失
い
始
め
る
と
き
、
中
心
と
な
る
時
間
軸
が
他
の
人

物
の
も
の
に
移
さ
れ
、
そ
れ
が
複
数
と
な
り
、
さ
ら
に
そ
の
上
を
人
物
が
前
後
す
る
よ
う
に
な

る
こ
と
は
、
彼
が
明
ら
か
に
そ
の
生
き
る
場
所
を
な
く
し
た
こ
と
、
生
き
る
時
間
を
な
く
し
た

こ
と
を
表
し
て
い
る
。

そ
う
し
た
意
味
で
、
彼
が
こ
の
小
説
に
お
い
て
そ
の
存
在
の
理
由
を
す
で
に
持
ち
合
わ
せ
て

い
な
い
と
す
れ
ば
、
誰
が
そ
れ
を
受
け
継
い
で
い
る
の
か
が
問
題
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し

て
敬
太
郎
が
抱
え
て
い
た
、
〈
居
場
所
の
な
さ
〉
と
い
う
彼
自
身
に
固
有
の
本
質
的
な
問
題
を
、

「
家
族
」
的
世
界
の
中
で
体
現
し
て
い
る
人
物
は
、
須
永
市
蔵
を
お
い
て
外
に
な
い
。
と
す
れ

ば
、
須
永
が
必
ず
敬
太
郎
の
問
題
を
引
き
継
い
で
い
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。

低
掴
、
淡
い
夢
、
好
奇
心
と
い
っ
た
敬
太
郎
の
軽
い
欲
望
を
、
須
永
は
、
停
滞
、
現
実
へ
の

僻
み
、
諦
念
と
い
う
か
た
ち
で
、
重
く
実
現
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
世
界
の
〈
軽
い
俳
掴
〉
を

実
現
し
て
い
る
と
も
い
え
る
敬
太
郎
の
存
在
感
を
希
薄
に
し
て
ま
て
、
逆
に
そ
の
欲
望
の
不
可

能
性
を
生
き
る
須
永
を
中
心
に
す
え
た
作
者
の
意
図
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
作
者
は
、

敬
太
郎
を
否
定
し
て
い
る
の
か
、
須
永
を
否
定
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
須
永
を
救
お
う
と

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

風
変
り
な
体
験
談
を
聞
か
せ
大
連
に
去
っ
た
森
本
（
が
残
し
た
テ
ス
ッ
キ
）
に
、
そ
の
人
生

を
操
ら
れ
る
敬
太
郎
、
眼
の
前
に
い
る
高
木
そ
の
人
に
は
ど
う
い
う
対
応
も
出
来
ず
、
彼
を
視

界
か
ら
遠
ざ
け
る
た
め
に
自
ら
場
所
を
変
え
て
お
き
な
が
ら
、
や
は
り
そ
の
存
在
に
心
を
悩
ま

さ
れ
る
須
永
。
そ
し
て
そ
ん
な
須
永
に
は
関
わ
り
な
く
、
高
木
は
満
州
に
去
っ
て
し
ま
い
、
い

つ
帰
っ
て
来
る
の
か
さ
え
わ
か
ら
ぬ
ま
ま
で
あ
る
。

彼
ら
は
、
二
人
と
も
現
実
的
と
は
い
い
が
た
い
人
物
た
ち
の
、
む
し
ろ
そ
の
〈
不
在
〉
に
よ
っ

て
、
人
生
や
心
と
い
っ
た
も
の
を
も
て
あ
そ
ば
れ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
森
本
や

高
木
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
現
実
的
な
存
在
と
な
る
の
で
あ
る
。

他
の
ど
の
人
物
た
ち
と
較
べ
て
も
特
別
な
自
由
を
有
し
て
い
る
彼
ら
（
森
本
、
高
木
）
に
は
、

あ
る
種
の
（
行
励
的
、
肉
体
的
、
社
交
的
と
い
っ
た
）
健
康
さ
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
共

一
・
四
敬
太
郎
と
須
永
市
蔵

通
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
〈
健
康
さ
〉
こ
そ
が
、
敬
太
郎
が
森
本
に
、
須
永
が
高
木
に
、

（
自
分
に
な
い
も
の
を
持
つ
と
い
う
意
味
で
）
一
種
の
理
想
を
見
る
原
因
に
な
っ
て
い
る
。

で
は
敬
太
郎
や
須
永
が
、
彼
ら
自
身
と
し
て
〈
健
康
〉
に
生
き
る
可
能
性
は
、
ど
こ
に
あ
る

の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
敬
太
郎
が
そ
の
「
教
育
」
を
捨
て
、
須
永
が
そ
の
「
僻
み
」

を
捨
て
さ
え
す
れ
ば
、
そ
れ
で
済
む
と
い
う
よ
う
な
問
題
で
は
あ
る
ま
い
。
し
か
し
彼
ら
は
、

そ
こ
に
可
能
性
が
あ
る
は
ず
だ
と
で
も
い
う
よ
う
に
、
揃
っ
て
二
人
と
も
、
「
眺
め
る
」
こ
と

を
行
為
と
し
て
強
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ｌ
鯉
ｊ
ｌ

彼
ら
二
人
の
「
眺
め
る
」
の
大
き
な
違
い
は
、
「
煩
瓊
し
い
事
」
（
Ⅵ
。
一
二
）
の
中
に
、

見
よ
う
と
し
て
も
容
易
に
覗
き
見
る
こ
と
の
出
来
な
い
「
浪
漫
」
を
渇
望
し
て
い
る
敬
太
郎
に

対
し
て
、
見
た
く
も
な
い
の
に
そ
こ
に
「
ア
イ
ロ
ニ
ー
」
（
Ｖ
・
一
二
）
を
見
て
し
ま
う
須
永

が
、
「
運
命
」
や
「
不
思
議
」
か
ら
目
を
逸
す
た
め
に
、
必
死
で
「
煩
墳
し
い
事
」
に
執
着
し

よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

敬
太
郎
は
自
身
の
「
浪
漫
趣
味
」
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
現
実
世
界
へ
の
「
出
口
」
を
見
え

に
く
い
も
の
に
し
て
し
ま
っ
て
お
り
、
須
永
は
そ
の
〈
懐
疑
趣
味
〉
に
よ
っ
て
、
生
き
得
る
世

界
を
せ
ば
め
て
い
る
②
。
こ
の
と
き
、
可
能
性
の
行
為
と
し
て
の
「
眺
め
る
」
は
、
ち
ょ
う
ど

彼
ら
の
そ
れ
ぞ
れ
の
「
眺
め
る
」
を
補
完
し
合
う
よ
う
な
か
た
ち
で
な
ら
、
実
現
し
そ
う
に
も

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
呑
気
」
な
敬
太
郎
に
須
永
の
〈
懐
疑
〉
の
視
線
を
、
深
さ
へ
と
誘
わ
れ
が
ち
な
「
疑
惑
」

の
人
須
永
に
敬
太
郎
の
〈
表
面
〉
へ
の
視
線
を
。
彼
ら
が
自
分
の
も
の
に
加
え
て
、
も
う
一
つ

の
視
線
を
持
ち
合
わ
せ
て
「
眺
め
る
」
を
実
践
し
得
る
「
位
置
」
を
護
得
す
る
こ
と
。

さ
て
、
敬
太
郎
の
問
題
が
須
永
に
引
き
継
が
れ
、
そ
の
須
永
の
理
想
と
す
る
と
こ
ろ
が
「
考

へ
ず
に
観
る
」
と
い
う
こ
と
な
の
だ
と
す
れ
ば
、
実
は
そ
れ
は
敬
太
郎
が
そ
う
し
て
い
る
（
い

た
）
と
こ
ろ
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
で
は
小
説
の
時
間
（
須
永

市
蔵
の
）
が
「
松
本
の
話
」
Ⅵ
か
ら
「
停
留
所
」
Ｈ
へ
と
つ
な
が
る
よ
う
に
、
そ
の
主
題
さ
え

も
、
ま
る
で
尻
尾
を
飲
み
込
む
蛇
の
よ
う
に
、
末
尾
か
ら
ま
た
小
説
の
冒
頭
へ
と
堂
々
め
ぐ
り

し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
『
彼
岸
過
迄
』
の
世
界
に
外
へ
の
「
出
口
」
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の

閉
じ
ら
れ
た
世
界
の
内
部
に
こ
そ
、
彼
ら
本
来
の
「
位
腫
」
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
決
し

て
世
界
を
、
「
世
間
」
を
〈
超
越
〉
し
得
る
よ
う
な
、
特
殊
な
「
位
置
」
（
外
部
）
で
は
な
い
。

む
し
ろ
平
凡
な
現
実
の
地
平
に
あ
る
「
場
所
」
で
あ
る
。

事
実
須
永
自
身
、
「
女
の
雑
誌
の
口
絵
に
出
て
ゐ
る
、
あ
る
美
人
の
写
真
を
」
、
「
実
物
の

代
表
と
し
て
」
で
は
な
く
、
「
た
聖
の
写
真
と
し
て
眺
め
て
ゐ
た
」
（
Ⅵ
・
二
）
の
で
は
な
か
つ

－5－
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自
己
を
滅
却
す
る
こ
と
。
そ
う
さ
せ
る
何
物
か
に
出
会
う
こ
と
。
だ
が
、
そ
の
こ
と
自
体
が

本
当
の
「
位
慨
」
に
い
る
こ
と
で
は
な
い
。
〈
超
越
的
〉
な
外
部
な
ど
何
処
に
も
あ
り
は
し
な

い
の
だ
と
い
う
認
識
と
共
に
そ
れ
を
実
践
し
得
る
「
場
所
」
に
立
つ
こ
と
。
松
本
の
い
う
「
浮

気
」
と
は
、
そ
う
し
た
い
わ
ば
〈
超
越
論
的
〉
な
立
場
の
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
小

説
の
創
作
の
現
場
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
語
り
手
と
作
者
と
の
距
離
の
間
に
あ
る
。
）
そ
れ
は

決
し
て
「
救
い
」
の
場
所
で
は
な
い
。
し
か
し
「
眺
め
る
」
実
践
は
、
そ
こ
へ
と
歩
み
寄
る
た

め
の
可
能
性
の
行
為
と
し
て
試
み
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

た
か
。
敬
太
郎
も
須
永
も
、
そ
れ
ぞ
れ
奥
行
き
や
深
さ
を
拒
ま
れ
、
あ
る
い
は
拒
み
つ
つ
、
し

か
し
そ
の
表
面
の
世
界
そ
の
も
の
の
混
沌
や
美
し
さ
と
一
体
化
し
得
た
時
間
が
あ
っ
た
の
だ
。

さ

「
活
圃
」
と
は
、
「
肉
眼
で
指
す
事
の
出
来
る
権
力
か
財
力
を
捜
」
む
こ
と
で
あ
る
。
だ
と

す
れ
は
、
「
千
代
子
が
僕
の
所
へ
嫁
に
来
れ
ば
必
ず
残
酷
な
失
望
を
経
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
だ
ろ
う
。
彼
女
は
自
分
の
要
求
を
当
然
の
こ
と
と
思
っ
て
い
る
し
、
要
求
す
れ
ば
か
な
え

ら
れ
る
と
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
ぼ
く
に
は
そ
の
要
求
に
答
え
る
力
が
な
い
か
ら
だ
、
と
須

永
は
考
え
る
。
そ
れ
が
「
二
人
の
間
に
横
た
は
る
根
本
的
の
不
幸
」
な
の
だ
と
（
同
）
。

二
須
永
市
蔵
に
つ
い
て

二
・
一
須
永
と
そ
の
「
純
粋
な
感
情
」

と
て

単
に
彼
女
と
僕
を
裸
に
し
た
生
れ
付
丈
を
比
較
す
る
と
、
僕
等
は
到
底
も
一
所
に
な
る
見

込
象
の
な
い
も
の
と
僕
は
平
生
か
ら
信
じ
て
ゐ
た
。
（
Ｖ
・
一
二

純
粋
な
感
情
程
美
し
い
も
の
は
な
い
。
美
し
い
も
の
程
強
い
も
の
は
な
い
。
（
同
。
一
二
）

天
下
に
た
っ
た
一
つ
で
好
い
か
ら
、
自
分
の
心
を
奪
ひ
取
る
や
う
な
偉
い
も
の
か
、
美
し

い
も
の
か
、
優
し
い
も
の
か
、
を
見
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
口
に
云
へ
ぱ
、
も
つ

と
浮
気
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
Ⅵ
・
一
）

つ

彼
女
は
美
し
い
天
賦
の
感
情
を
、
惜
気
も
な
く
夫
に
注
ぎ
込
む
代
り
に
、
そ
れ
を
受
け
入

れ
る
夫
が
、
彼
女
か
ら
精
神
上
の
栄
養
を
得
て
、
大
い
に
世
の
中
に
活
腿
す
る
の
を
唯
一

の
報
酬
と
し
て
夫
か
ら
塾
期
す
る
に
違
ひ
な
い
。
（
同
）

だ
が
、
彼
は
そ
の
よ
う
に
「
今
日
迄
世
間
か
ら
教
育
さ
れ
て
来
た
」
男
な
の
で
あ
り
、
「
恐

ろ
し
い
事
丈
知
っ
た
男
」
な
の
で
あ
る
。
須
永
は
「
常
に
考
え
て
ゐ
る
」
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で

は
、
彼
が
自
分
で
い
う
よ
う
に
「
生
れ
付
丈
を
比
較
」
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
「
常
に
考
へ
」

て
し
ま
う
と
い
う
方
向
に
彼
を
押
し
や
っ
た
「
世
間
」
も
含
め
た
「
不
幸
」
が
問
わ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
（
同
）
。

そ
う
で
な
け
れ
ば
、
な
ぜ
「
恐
れ
な
い
女
」
の
「
美
し
い
感
情
」
が
、
「
結
婚
」
に
よ
っ
て

「
権
力
」
や
「
財
力
」
に
対
す
る
〈
醜
い
勘
定
〉
へ
と
汚
れ
て
し
ま
う
、
と
い
う
よ
う
な
確
信

が
語
れ
る
の
か
。

こ
の
問
題
は
須
永
自
身
に
即
し
た
形
で
い
え
ば
、
彼
が
高
木
と
い
う
第
三
者
が
介
在
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
自
身
の
嫉
妬
に
気
付
か
さ
れ
る
と
い
う
事
態
と
正
確
に
対
応
し
て
い
る
。
そ
れ

は
「
美
し
い
感
情
」
を
持
っ
て
い
る
は
ず
の
千
代
子
に
、
な
ぜ
「
技
巧
」
（
同
・
三
二
を
見

ざ
る
を
得
な
い
の
か
、
と
い
う
問
題
と
も
共
通
す
る
。

高
木
と
い
う
第
三
者
が
介
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
須
永
と
千
代
子
の
関
係
の
中
に
は
、
本

来
的
に
は
な
い
は
ず
の
、
別
の
視
線
、
価
値
が
入
り
込
む
こ
と
に
な
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、

高
木
と
い
う
存
在
は
、
須
永
に
と
っ
て
「
世
間
」
と
み
な
し
て
よ
い
。
千
代
子
の
美
し
さ
は
、

そ
れ
だ
け
な
ら
須
永
に
自
身
の
「
僻
み
根
性
」
（
同
。
一
六
）
を
自
覚
さ
せ
る
だ
け
で
あ
る
が
、

高
木
Ｉ
「
世
間
」
の
介
入
は
、
打
算
の
な
い
は
ず
の
須
永
の
「
純
粋
な
感
情
」
を
〈
勘
定
〉
へ

と
汚
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

「
嫉
妬
心
だ
け
あ
っ
て
競
争
心
を
有
た
な
い
」
（
同
。
二
五
）
こ
と
を
何
度
も
繰
り
返
し
強

調
し
よ
う
と
す
る
須
永
に
は
、
自
分
の
感
情
が
た
と
え
「
愛
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と

し
て
も
、
そ
れ
は
千
代
子
と
自
分
と
の
一
対
一
の
、
二
人
き
り
の
、
あ
る
く
絶
対
的
な
感
情
〉

で
あ
っ
て
、
「
世
間
」
と
は
関
わ
り
の
な
い
も
の
の
は
ず
だ
、
と
い
う
気
持
ち
が
あ
る
。
自
分

の
「
嫉
妬
」
は
、
高
い
場
所
か
ら
「
飛
び
下
り
な
け
れ
ば
居
ら
れ
な
い
神
経
作
用
と
同
じ
物
だ
」

（
同
）
、
そ
れ
は
誰
か
他
の
人
物
と
同
じ
立
場
に
立
っ
て
護
得
を
碗
う
意
欲
と
は
別
の
も
の
だ
、

な
ぜ
な
ら
自
分
の
感
情
は
、
そ
こ
に
ど
ん
な
「
世
間
」
的
な
く
勘
定
〉
も
な
い
か
ら
だ
。
あ
る

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
個
人
的
な
次
の
よ
う
な
「
良
心
」
だ
け
で
あ
る
。

僕
も
男
だ
か
ら
是
か
ら
先
い
つ
何
ん
な
女
を
的
に
劇
烈
な
恋
に
陥
ら
な
い
と
も
限
ら
な
い
。

然
し
僕
は
断
言
す
る
。
若
し
其
恋
と
同
じ
度
合
の
劇
烈
な
競
争
を
敢
て
し
な
け
れ
ば
思
ふ

人
が
手
に
入
ら
な
い
な
ら
、
僕
は
何
ん
な
苦
痛
と
犠
牲
を
忍
ん
で
も
、
超
然
と
手
を
懐
ろ

に
し
て
恋
人
を
見
棄
て
Ｌ
仕
舞
ふ
積
で
ゐ
る
。
男
ら
し
く
な
い
と
も
、
勇
気
に
乏
し
い
と

も
、
意
志
が
薄
弱
だ
と
も
、
他
か
ら
評
し
た
ら
何
う
に
で
も
評
さ
れ
る
だ
ら
う
。
（
略
）
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こ
こ
で
須
永
は
、
「
愛
」
と
「
恋
」
と
を
意
識
的
に
使
い
分
け
て
い
る
。
「
恋
」
に
「
鏡
争

心
」
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
「
愛
」
に
は
そ
れ
は
な
い
、
と
い
う
の
だ
。
し
か
し
、
注
意
す
べ

き
は
、
作
者
が
千
代
子
だ
け
で
な
く
、
須
永
市
蔵
も
ま
た
〈
待
つ
人
〉
で
あ
る
こ
と
を
明
か
に

し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

二
人
の
間
に
は
当
然
、
「
女
」
と
し
て
「
世
間
」
的
に
制
限
さ
れ
た
行
動
と
し
て
の
〈
待
つ
〉

と
、
「
世
間
」
の
評
価
よ
り
は
自
己
の
「
良
心
」
の
「
満
足
」
の
た
め
に
、
自
ら
規
制
し
た
行

動
と
し
て
の
〈
待
つ
〉
の
違
い
が
あ
る
。
し
か
し
と
に
か
く
、
互
い
に
相
手
が
自
分
を
動
か
し

て
く
れ
る
よ
う
に
動
く
の
を
〈
待
つ
し
か
な
い
〉
二
人
に
こ
そ
「
根
本
的
の
不
幸
」
が
あ
る
の

だ
、
と
い
う
こ
と
を
作
者
の
眼
は
捉
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
そ
の
よ
う
に
強
い
る
こ
と

に
な
っ
た
「
世
間
」
を
含
め
た
「
生
れ
付
」
の
せ
い
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

須
永
は
「
僕
は
今
迄
気
が
付
か
ず
に
彼
女
を
愛
し
て
ゐ
た
の
か
も
知
れ
な
か
っ
た
」
（
同
・

十
）
と
罷
め
は
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
世
間
」
的
な
レ
ペ
ル
に
並
べ
ら
れ
る
よ

う
な
も
の
と
し
て
で
は
決
し
て
な
い
、
と
い
う
思
い
が
あ
る
。
こ
こ
に
は
二
人
き
り
の
世
界
で

成
立
す
る
は
ず
の
あ
る
く
絶
対
的
な
感
情
〉
と
「
世
間
」
的
に
「
愛
」
と
呼
ば
れ
る
感
情
と
の

間
に
奇
妙
に
ね
じ
れ
た
関
係
が
存
在
し
て
い
る
。

二
人
き
り
の
世
界
に
お
い
て
は
、
須
永
の
感
情
は
そ
れ
を
「
愛
」
だ
と
確
か
め
る
必
要
が
な

く
、
ま
た
確
か
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
『
須
永
の
話
』
に
お
い
て
、
須
永
が
自
身
の
感
情
に

つ
い
て
「
愛
し
て
ゐ
た
の
か
も
」
と
い
う
言
葉
を
見
つ
け
る
こ
と
が
出
来
た
の
は
、
千
代
子
に

「
縁
談
」
が
「
も
う
極
つ
た
」
と
嘘
を
吐
か
れ
て
初
め
て
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
敬
太
郎
と

い
う
他
人
に
話
す
こ
と
が
出
来
た
の
は
、
高
木
と
の
一
件
を
経
験
し
た
後
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ

こ
に
「
世
間
」
の
介
入
が
な
い
限
り
、
彼
は
自
分
の
感
情
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
を
名
指
す

こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
世
間
」
の
介
入
は
、
須
永
に
自
身
の
感
情
の
何
で
あ
る
か
を
教
え
る
だ
け
で
は

な
く
、
そ
の
感
情
が
生
き
て
い
た
は
ず
の
美
し
い
「
自
由
の
野
」
か
ら
、
そ
れ
を
〈
醜
い
勘
定
〉

か
ら
自
由
で
は
い
ら
れ
な
い
汚
れ
た
場
へ
と
連
れ
出
し
、
元
に
戻
れ
な
く
し
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。
彼
は
自
分
に
「
嫉
妬
心
」
の
あ
る
こ
と
を
潔
め
、
自
身
の
感
情
が
「
愛
」
と
呼
ば
れ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
そ
の
と
き
、
実
は
す
で
に
、
自
分
の
「
美
し
」
く
「
自
由
」
な
感
情

ど
っ
も

何
方
へ
動
い
て
も
好
い
女
な
ら
、
夫
程
切
な
い
競
争
に
価
し
な
い
女
だ
と
し
か
僕
に
は
認

め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
（
略
）
相
手
の
恋
を
自
由
の
野
に
放
っ
て
遣
っ
た
男
ら
し
い
気

：

分
で
、
わ
が
失
恋
の
瘡
痕
を
淋
し
く
見
詰
め
て
ゐ
る
方
が
、
何
の
位
良
心
に
対
し
て
満
足

が
多
い
か
分
ら
な
い
の
で
あ
る
。
（
同
。
二
三
）

「
美
し
い
天
賦
の
感
情
」
を
持
ち
、
「
平
気
で
自
分
の
利
害
や
親
の
意
思
を
犠
牲
に
供
し
得

る
極
め
て
純
粋
の
女
」
（
Ｖ
・
七
）
で
あ
る
千
代
子
と
、
「
血
を
分
け
て
始
め
て
成
立
す
る
通

俗
な
親
子
関
係
を
軽
蔑
し
て
も
差
支
な
い
位
、
情
愛
の
糸
で
離
れ
ら
れ
な
い
や
う
に
、
自
然
か

ら
確
か
り
括
り
付
け
ら
れ
て
ゐ
る
」
（
Ⅵ
・
五
）
須
永
の
二
人
は
、
血
縁
と
い
う
自
然
を
超
え

る
可
能
性
を
持
っ
た
、
い
わ
ば
〈
純
粋
自
然
〉
を
有
し
て
い
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。

し
か
し
、
須
永
の
千
代
子
に
対
す
る
「
純
粋
な
感
情
」
（
Ｉ
〈
純
粋
自
然
〉
）
は
、
「
世
間
」

の
介
入
（
Ｉ
「
教
育
」
）
に
よ
っ
て
汚
れ
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
も
は
や
須
永
に
と
っ
て
リ
ア
ル

な
も
の
は
、
自
身
の
「
嫉
妬
」
と
い
う
感
情
だ
け
で
あ
る
。
彼
は
か
つ
て
確
か
に
実
感
し
た
は

ず
の
、
自
分
の
千
代
子
へ
の
「
純
粋
な
感
情
」
に
対
し
て
、
ち
ょ
う
ど
松
本
や
そ
の
妻
が
、
亡

く
し
た
子
供
に
そ
の
取
り
替
え
が
き
か
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
の
と
同
様
に
、
決
し
て
戻
ら
な

い
あ
る
く
絶
対
的
な
感
情
〉
を
そ
こ
に
見
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
喪
に
服
す
る
と
で
も
い
う

を
な
く
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
嫉
妬
心
だ
け
あ
っ
て
競
争
心
を
有
た
な
い
」
と
い
う
こ
と
の
強
調
に
は
、
「
競
争
心
」
と

い
う
不
純
な
気
持
ち
を
あ
く
ま
で
も
潔
め
ず
、
「
美
し
い
」
も
の
で
も
「
自
由
」
な
も
の
で
も

あ
り
は
し
な
い
が
、
せ
め
て
「
純
粋
」
で
あ
る
「
嫉
妬
心
」
な
ら
認
め
よ
う
と
す
る
須
永
の
ぎ

り
ぎ
り
の
自
己
保
全
が
あ
る
。
そ
れ
を
自
身
の
存
在
根
拠
と
し
て
の
〈
故
郷
〉
の
確
保
だ
と
い
っ

て
も
よ
い
。

私
た
ち
が
気
付
く
の
は
、
須
永
の
こ
の
「
純
粋
な
感
情
」
へ
の
固
執
ぶ
り
で
あ
る
。
須
永
が

「
淋
し
い
で
す
」
（
Ⅵ
・
三
）
と
い
う
の
は
、
自
分
の
出
生
の
秘
密
を
知
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら

で
は
な
い
。
母
親
だ
と
思
っ
て
い
た
人
が
母
親
で
は
な
く
、
実
の
母
親
は
す
で
に
死
ん
で
し
ま
っ

て
い
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
は
産
み
の
母
親
と
育
て
の
母
親
と
い
う
二
つ

の
存
在
に
対
し
て
、
い
わ
ば
二
重
の
〈
故
郷
〉
喪
失
を
体
験
す
る
の
で
あ
る
が
、
重
要
な
点
は
、

こ
の
と
き
彼
は
す
で
に
自
分
の
「
純
粋
な
感
情
」
を
諦
め
ね
ば
な
ら
な
い
存
在
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
の
「
胸
」
が
感
得
す
る
「
淋
し
」
さ
と
い
う
も
の
が
、
常
に

な
く
し
て
し
ま
っ
た
後
で
、
既
に
戻
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
後
に
、
初
め
て
自
身
の
〈
故
郷
〉

を
発
見
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
、
そ
う
し
た
人
間
の
宿
命
に
対
し
て
の
も
の
で
あ
る
と
い
う

点
で
あ
る
③
。

二
・
二
須
永
と
そ
の
個
人
的
な
倫
理

是
程
好
く
思
っ
て
ゐ
る
千
代
子
を
妻
と
し
て
何
処
が
不
都
合
な
の
か
（
Ｖ
・
一
二
）
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よ
う
に
、
か
た
く
な
に
千
代
子
と
結
婚
し
よ
う
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。

須
永
は
、
母
親
と
の
「
情
愛
」
に
つ
い
て
も
疑
い
を
持
っ
て
い
な
い
。
彼
は
こ
の
「
情
愛
」

（
Ｉ
〈
純
粋
自
然
〉
）
を
信
じ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
「
情
愛
の
糸
」
は
、
千
代
子
と
結
婚
す

れ
ば
切
れ
て
し
ま
う
は
ず
の
も
の
と
し
て
、
須
永
に
は
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
千
代
子

と
結
婚
さ
せ
た
い
と
い
う
母
親
の
希
望
は
か
な
え
て
は
や
り
た
い
の
だ
が
、
そ
れ
は
血
縁
と
い

う
自
然
へ
の
〈
不
自
然
〉
な
す
り
寄
り
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

血
縁
か
ら
は
「
自
由
」
な
く
自
然
〉
、
須
永
に
残
さ
れ
た
唯
一
の
〈
純
粋
自
然
〉
を
、
血
縁

と
い
う
自
然
へ
の
不
純
な
人
為
、
「
小
刀
細
工
」
へ
と
収
め
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

こ
こ
に
須
永
の
個
人
的
な
倫
理
が
あ
る
。
自
身
の
唯
一
の
「
純
粋
な
感
情
」
（
Ｉ
〈
純
粋
自
然
〉
）

を
な
く
す
こ
と
が
出
来
な
い
で
い
る
須
永
が
い
る
。

た
と
え
ば
松
本
は
、
そ
ん
な
須
永
に
「
考
へ
ず
に
観
る
」
こ
と
を
勧
め
る
。
外
界
の
一
切
を

自
然
と
し
て
眺
め
る
こ
と
。
須
永
に
自
然
が
必
要
な
ら
ば
、
そ
れ
が
須
永
の
「
薬
」
に
な
る
と

考
え
る
松
本
の
発
想
に
根
拠
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
《
現
実

に
あ
る
大
自
然
と
理
念
と
し
て
の
自
然
の
内
実
の
位
相
》
④
と
は
異
な
る
。
だ
か
ら
松
本
は
、

須
永
と
千
代
子
の
二
人
に
つ
い
て
は
、
「
天
の
手
際
で
旨
く
行
か
な
い
も
の
を
、
何
う
し
て
僕

の
力
で
纏
め
る
事
が
出
来
や
う
」
（
Ⅵ
・
一
）
「
唯
成
行
に
任
せ
て
、
自
然
の
手
で
直
接
に
発

展
さ
せ
て
貰
う
の
が
一
番
上
策
だ
と
思
ふ
」
（
同
）
と
、
彼
な
り
に
そ
の
「
自
然
」
の
位
相
を

移
し
た
形
で
発
言
し
て
い
る
。

個
人
の
「
内
へ
と
ぐ
ろ
を
捲
き
込
む
性
質
」
、
「
際
限
を
知
ら
な
い
」
「
此
内
面
の
活
動
」

（
同
）
は
、
外
界
の
自
然
に
よ
っ
て
綬
和
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
二
人
の
「
運
命
」
は

「
天
」
な
る
自
然
に
任
せ
る
し
か
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

い
っ
た
い
須
永
が
千
代
子
と
結
婚
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
（
Ｉ
須
永
の
個
人
的
な
倫
理
）
と

「
自
然
」
や
「
天
」
は
ど
う
関
わ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

私
た
ち
は
、
須
永
が
旅
行
先
か
ら
自
然
を
報
告
し
て
き
た
手
紙
の
中
に
、
い
か
に
も
唐
突
な

形
で
「
天
」
を
差
し
挟
ん
で
い
た
こ
と
に
気
付
く
。

彼
の
乱
行
は
ま
だ
沢
山
あ
り
ま
し
た
が
、
何
れ
も
天
を
恐
れ
な
い
暴
慢
極
ま
る
も
の
Ｌ
み

に
ｔ

で
し
た
。
僕
は
其
話
を
聞
い
た
時
無
論
彼
を
悪
み
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
気
概
に
乏
し
い
僕

は
、
悪
む
よ
り
も
寧
ろ
恐
れ
ま
し
た
。
僕
か
ら
彼
の
所
行
を
見
る
と
、
強
盗
が
白
刃
の
抜

お
び
や
企

身
を
畳
に
突
き
立
て
上
良
民
を
脅
迫
し
て
ゐ
る
の
と
同
じ
様
な
感
じ
に
な
る
の
で
す
。

（
Ⅵ
。
一
一
）

「
無
闇
に
金
を
使
ふ
」
富
姦
に
対
し
て
「
真
正
に
宗
教
的
な
意
味
に
於
い
て
恐
れ
た
」
須
永

の
感
想
が
綴
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
彼
が
こ
こ
で
「
悪
」
と
「
良
」
の
二
文
字
を
意
識
的

に
用
い
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

須
永
の
「
悪
む
よ
り
も
寧
ろ
恐
れ
ま
し
た
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
「
悪
む
」
こ
と
は
む
し
ろ

「
天
」
の
仕
事
な
の
だ
、
人
間
の
「
善
悪
」
に
つ
い
て
は
、
「
天
」
が
そ
の
仕
事
を
果
た
し
て

く
れ
る
は
ず
で
あ
る
、
と
い
う
思
い
が
込
め
ら
れ
て
お
り
、
彼
は
こ
こ
で
、
自
分
は
自
然
に
対

し
て
は
そ
の
公
平
性
に
つ
い
て
「
僻
承
」
を
持
つ
け
れ
ど
も
、
こ
と
「
善
悪
」
に
つ
い
て
は
そ

れ
を
「
天
」
に
一
任
す
る
、
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
自
分
一
人
き

り
の
倫
理
（
Ｉ
〈
純
粋
自
然
〉
を
守
こ
と
）
も
、
そ
の
「
善
悪
」
に
つ
い
て
は
「
天
」
に
よ
っ

て
保
証
さ
れ
る
は
ず
だ
、
さ
れ
ね
ば
困
る
、
と
い
う
願
い
と
ひ
と
続
き
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

千
代
子
と
の
結
婚
で
彼
が
恐
れ
て
い
る
の
は
、
千
代
子
の
「
美
し
い
天
賦
の
感
情
」
「
純
粋

な
感
情
」
が
、
「
財
力
」
や
「
権
力
」
と
い
っ
た
「
世
間
」
の
醜
に
ま
み
れ
て
し
ま
う
こ
と
ば

か
り
で
は
な
い
。
む
ろ
ん
、
田
口
夫
婦
の
「
世
間
」
的
な
打
算
に
よ
る
〈
当
然
〉
も
、
〈
心
身

的
自
然
〉
か
ら
み
た
千
代
子
の
健
康
健
全
さ
と
自
分
の
脆
弱
不
健
全
さ
と
の
不
釣
合
い
も
、
彼

の
真
に
恐
れ
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
〈
不
自
然
〉
に
よ
っ
て
血
縁
と
い
う
自
然
へ
と
た
ど
り
着

こ
う
と
す
る
こ
と
（
Ｉ
「
悪
」
）
を
「
天
」
が
見
逃
す
は
ず
が
な
い
、
と
恐
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
須
永
に
と
っ
て
、
彼
に
残
さ
れ
た
唯
一
の
〈
自
然
〉
で
あ
る
母
親
と
の
「
情
愛
の

糸
」
を
か
え
っ
て
切
り
離
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

一
人
き
り
の
倫
理
（
Ｉ
〈
純
粋
自
然
〉
を
守
る
こ
と
）
を
救
済
す
る
「
天
」
を
要
錆
す
る
須

永
の
姿
は
、
自
分
自
身
が
「
神
」
で
あ
る
以
外
に
な
い
と
ま
で
考
え
、
狂
気
に
近
づ
く
後
の

『
行
人
』
の
一
郎
や
「
死
」
以
外
に
道
を
見
い
出
せ
な
か
っ
た
『
こ
上
ろ
』
の
先
生
を
巡
っ
た

後
、
再
び
同
じ
欲
望
を
抱
え
て
登
樹
す
る
こ
と
に
な
る
『
道
草
』
の
健
三
に
ま
で
銃
い
て
い
く

こ
と
に
な
る
の
で
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
ま
さ
に
漱
石
的
「
問
題
」
を
持
っ
た
人
物
像
で
あ
る

が
、
こ
こ
で
作
者
は
す
で
に
、
「
信
」
と
「
不
信
」
の
境
界
線
上
で
、
本
来
は
「
胸
」
に
あ
る

は
ず
の
も
の
を
「
頭
」
に
寄
り
掛
か
っ
て
守
ら
ざ
る
を
得
な
い
、
須
永
の
そ
う
し
た
一
人
き
り

の
〈
純
粋
自
然
〉
を
超
え
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
を
千
代
子
の
「
美
し
い
天
賦
の
感
情
」
と
し

て
「
女
」
に
あ
ら
か
じ
め
与
え
て
い
る
と
い
う
点
は
、
留
意
さ
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
⑤
。

敬
太
郎
が
東
京
の
現
実
に
「
浪
漫
」
を
発
見
す
る
こ
と
が
な
く
、
平
凡
に
生
き
る
人
の
心
に

あ
る
「
不
思
議
」
示
唆
さ
れ
た
よ
う
に
、
須
永
の
求
め
る
「
天
」
は
、
天
上
に
で
は
な
く
、
素

直
に
生
き
る
人
（
Ｉ
「
女
」
）
の
う
ち
に
あ
る
。
漱
石
的
課
題
の
一
つ
は
、
こ
の
意
味
で
「
運

命
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
」
（
同
・
一
二
）
を
見
て
し
ま
っ
た
「
恐
れ
る
男
」
（
同
）
が
、
し
か
し
如

何
に
し
て
そ
の
よ
う
な
も
の
な
ど
見
た
こ
と
も
な
い
「
恐
れ
な
い
女
」
（
同
）
と
し
て
生
き
得
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須
永
は
、
第
三
者
が
介
在
し
な
い
、
一
対
一
の
裸
の
人
間
同
士
の
関
係
を
こ
そ
、
本
来
的
な

純
粋
で
自
然
な
も
の
と
考
え
て
お
り
、
そ
こ
に
固
執
し
て
い
る
た
め
に
、
生
き
得
る
現
実
を
せ

ば
め
て
し
ま
っ
て
い
る
。
彼
に
は
、
第
三
者
の
存
在
（
Ｉ
「
世
間
」
の
介
入
）
は
、
自
分
を
オ

リ
ジ
ナ
ル
な
存
在
で
は
な
い
も
の
に
す
る
よ
う
に
見
え
て
い
る
。

し
か
し
人
間
の
存
在
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
性
は
、
そ
う
し
た
い
わ
ば
〈
純
粋
自
然
〉
に
お
い
て
見

い
出
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
（
必
ず
し
も
一
対
一
の
関
係
と
は
限
ら
な
い
）
絡
み
合
っ
た
他
者

た
ち
と
の
関
係
の
、
具
体
的
な
現
実
の
有
り
様
そ
の
も
の
か
ら
し
か
見
い
出
せ
ぬ
も
の
で
は
な

か
っ
た
か
。
千
代
子
の
「
卑
怯
」
の
言
葉
は
、
須
永
の
考
え
方
（
Ｉ
「
頭
」
）
に
対
す
る
、
そ

う
し
た
批
判
と
な
っ
て
い
る
。
（
「
恐
れ
な
い
女
」
と
は
、
一
対
一
を
人
間
関
係
の
絶
対
的
な

理
想
と
し
て
虚
構
し
な
い
存
在
者
の
こ
と
で
あ
る
。
）

高
木
と
い
う
第
三
者
が
い
な
け
れ
ば
、
須
永
と
千
代
子
の
「
二
人
の
間
に
横
た
は
る
根
本
的

の
不
幸
」
（
Ｖ
・
一
二
）
は
、
お
そ
ら
く
は
っ
き
り
と
形
を
と
ら
ぬ
ま
ま
、
少
な
く
と
も
須
永

に
と
っ
て
は
名
指
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と
し
て
、
自
分
の
「
神
経
だ
か
性
癖
だ
か
」
（
Ⅵ
・

一
二
）
の
せ
い
に
し
て
し
ま
う
外
に
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
対
し
て
千
代
子
は
、
お
そ
ら
く
高
木
が
い
な
く
て
も
、
自
分
と
須
永
と
の
「
間
に
横

た
は
る
根
本
的
の
不
幸
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
以
前
か
ら
よ
く
見
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
よ
う
な

描
か
れ
方
を
し
て
い
る
。

高
木
を
組
み
込
ん
だ
避
暑
地
鎌
倉
で
の
出
来
事
は
、
彼
女
に
と
っ
て
、
自
分
と
須
永
と
の
関

係
の
上
に
何
か
新
し
い
も
の
を
発
見
す
る
事
件
と
し
て
は
機
能
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
従

来
か
ら
の
二
人
の
不
幸
な
関
係
の
確
認
の
場
と
な
る
他
に
な
か
っ
た
。

東
京
か
ら
戻
っ
た
須
永
が
、
鎌
倉
で
発
見
し
た
自
身
の
「
嫉
妬
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
あ
く

ま
で
も
自
分
個
人
の
、
一
人
き
り
の
問
題
と
し
て
、
や
は
り
「
内
へ
」
向
か
お
う
と
す
る
の
に

対
し
て
、
千
代
子
が
そ
れ
を
「
卑
怯
」
と
い
う
言
葉
で
も
っ
て
、
そ
れ
が
取
り
も
直
さ
ず
私
た

ち
二
人
の
問
題
で
あ
る
（
だ
け
で
な
く
、
私
た
ち
を
囲
む
「
世
間
」
の
問
題
で
も
あ
る
）
の
だ

と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
か
ら
も
、
彼
女
が
以
前
か
ら
「
二
人
の
間
に
横
た

は
る
根
本
的
の
不
幸
」
（
の
少
な
く
と
も
そ
の
一
部
）
に
つ
い
て
、
気
付
く
と
こ
ろ
が
す
で
に

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

須
永
と
い
う
人
物
は
、
お
そ
ら
く
別
の
「
高
木
」
が
現
れ
て
も
、
同
じ
よ
う
に
う
ろ
た
え
、

る
か
、
と
い
う
問
題
を
生
き
る
こ
と
で
あ
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

二
・
三
須
永
と
そ
の
「
改
良
」

同
じ
よ
う
に
手
を
こ
ま
ね
い
て
、
「
内
へ
と
ぐ
ろ
を
捲
き
込
む
」
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
し
か
も
、
千
代
子
の
指
摘
が
な
い
限
り
、
そ
の
「
卑
怯
」
さ
を
生
き
続
け
る
し
か
な
い
男

な
の
で
あ
る
。

須
永
は
、
自
分
の
「
愛
」
に
つ
い
て
は
疑
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
、
お
そ
ら
く
彼
に
と
っ

て
自
身
の
「
嫉
妬
心
」
だ
け
は
、
疑
う
と
こ
ろ
の
な
い
「
純
粋
な
感
情
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

そ
れ
が
本
当
で
あ
る
か
ぎ
り
、
彼
は
そ
の
「
純
粋
な
感
情
」
が
二
人
き
り
の
世
界
で
生
ま
れ
た

も
の
で
は
な
い
こ
と
を
硫
認
し
、
「
愛
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
今
一
度
自
身
の
「
胸
」

に
問
い
直
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
と
き
こ
そ
、
須
永
の
自
己
変
革
へ
の
可
龍
性

が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
、
彼
は
「
愛
」
に
対
す
る
よ
り
は
、
「
人
間
」
に
対
す
る
、
「
自
己
」
に
対
す
る
不

信
が
あ
る
。
「
自
然
」
に
対
す
る
「
僻
承
」
が
あ
り
、
「
運
命
」
に
は
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
見
る
ば

か
り
だ
。
「
頭
」
で
「
胸
」
を
抑
え
る
と
い
う
「
命
を
削
る
戦
ひ
」
（
Ｖ
・
二
八
）
が
、
そ
の

原
因
で
あ
る
の
か
結
果
で
あ
る
の
か
、
「
生
れ
村
」
で
あ
る
の
か
「
教
育
」
の
せ
い
な
の
か
、

し
か
し
そ
れ
ら
は
、
他
者
と
の
関
わ
り
の
中
で
、
須
永
自
ら
が
真
に
問
お
う
と
す
る
こ
と
な
く
、

彼
は
一
人
き
り
の
世
界
で
「
と
ぐ
ろ
を
捲
」
い
て
い
る
だ
け
な
の
だ
。

須
永
は
彼
な
り
に
旅
行
と
い
う
「
冒
険
」
に
出
る
。
こ
こ
で
須
永
は
、
二
つ
の
欲
望
を
持
っ

て
い
る
。
一
つ
は
、
も
う
一
度
「
母
が
恋
し
く
な
」
（
Ⅵ
・
八
）
れ
る
よ
う
に
と
い
う
「
胸
」

の
復
活
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
そ
う
し
た
「
胸
」
も
含
め
て
、
い
わ
ば
「
頭
」
と
「
胸
」
と

い
う
二
元
論
を
越
え
る
よ
う
な
形
と
し
て
、
「
考
へ
ず
に
観
る
」
姿
勢
を
漢
得
す
る
こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
そ
う
し
た
欲
望
は
、
自
己
変
革
を
目
的
と
し
て
は
っ
き
り
意
識
さ
れ
た
も
の
で
は

な
く
、
む
し
ろ
こ
れ
ま
で
の
自
己
と
い
う
も
の
を
一
時
棚
上
げ
し
、
括
弧
に
く
く
っ
て
し
ま
う

こ
と
が
と
り
あ
え
ず
の
目
的
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
目
的
は
達
せ
ら
れ
た
か
の
よ
う
に
見
え
て
、
彼
自
身
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。

千
代
子
と
の
関
係
も
ま
た
、
松
本
の
い
う
よ
う
に
「
昔
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
全
く
変
ら
な
い
」

（
Ⅵ
．
二
・
変
わ
っ
た
（
す
で
に
変
わ
っ
て
い
た
）
の
は
、
娘
を
亡
く
し
た
ひ
と
り
松
本
だ

け
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
人
物
の
い
わ
ゆ
る
〈
成
長
〉
を
描
く
こ
と
を
意
図
し
て
い
な
い
こ
の
『
彼
岸
過

迄
』
に
は
、
そ
う
し
た
く
成
長
〉
の
軌
跡
を
辿
る
べ
き
〈
線
的
な
時
間
〉
が
存
在
し
て
い
な
い
。

そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
が
そ
れ
ぞ
れ
の
空
間
で
そ
れ
ぞ
れ
の
時
間
を
生
き
て
お
り
、
そ
れ
は
決
し
て

つ
な
が
る
こ
と
が
な
い
ば
か
り
か
、
交
わ
る
こ
と
さ
え
期
待
さ
れ
て
は
い
な
い
の
だ
。
か
ろ
う

じ
て
自
分
の
生
き
る
時
間
を
リ
ニ
ア
に
持
銃
し
て
い
る
敬
太
郎
も
、
そ
の
役
割
を
変
更
さ
せ
ら

れ
は
す
る
が
、
〈
成
長
〉
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
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《
「
松
本
の
話
」
の
機
龍
に
は
、
須
永
の
救
済
を
図
り
た
い
と
す
る
作
者
の
倫
理
的
要
求
が

寵
め
ら
れ
て
い
た
》
と
す
る
秋
山
公
男
の
指
摘
⑥
に
は
賛
成
で
き
る
が
、
し
か
し
作
者
は
お
そ

ら
く
同
時
に
抱
え
て
い
た
別
の
倫
理
的
要
求
（
人
為
に
よ
る
救
済
は
不
自
然
Ｉ
悪
で
あ
る
と
い

う
作
品
内
に
お
け
る
倫
理
。
い
わ
ゆ
る
「
小
説
」
ら
し
い
小
説
は
書
か
な
い
と
い
う
作
品
外
に

お
け
る
倫
理
。
）
か
ら
、
須
永
市
蔵
救
済
の
欲
求
を
追
求
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
と
い
う
点

が
、
む
し
ろ
『
彼
岸
過
迄
』
と
い
う
小
説
（
の
特
異
性
）
を
読
む
と
き
に
は
、
重
要
な
問
題
で

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

秋
山
氏
は
、
須
永
の
「
旅
行
」
に
お
け
る
二
つ
の
方
向
性
を
持
っ
た
目
論
見
を
松
本
の
視
点

か
ら
一
つ
に
ま
と
め
て
、
し
か
も
そ
れ
を
作
者
が
一
挙
に
救
済
す
る
と
い
う
方
向
で
「
改
良
」

が
な
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
間
う
て
い
る
。
し
か
し
、
須
永
の
問
題
は
、
彼
の
出
生
の
秘
密
で
も

「
神
経
だ
か
性
癖
だ
か
」
の
問
題
で
も
な
い
の
で
、
「
淋
し
い
で
す
」
（
Ⅵ
・
六
）
と
い
う
彼

の
実
感
が
示
し
て
い
る
真
の
「
問
題
」
に
目
を
お
け
ば
、
小
説
時
間
の
推
移
の
上
で
、
彼
が

「
益
偏
窟
に
傾
」
（
Ｖ
・
二
）
い
て
い
る
こ
と
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
「
頭
」
の
「
改
良
」
が

な
さ
れ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
、
こ
と
さ
ら
大
き
な
意
味
を
持
つ
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が

わ
か
る
。

「
淋
し
い
」
問
題
と
は
、
感
情
（
Ｉ
「
胸
」
）
に
よ
っ
て
運
命
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
見
落
と
す

こ
と
を
危
倶
し
て
し
ま
う
「
頭
」
を
「
改
良
」
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
ま
た
、
た
だ
人
間
の
運

命
に
対
す
る
潔
識
の
問
題
で
も
な
い
。
そ
う
し
た
弱
点
を
含
ん
だ
「
胸
」
（
「
頭
」
で
は
な
く
）

に
よ
っ
て
し
か
感
得
す
る
こ
と
の
出
来
ぬ
、
運
命
へ
の
あ
る
種
の
「
戦
傑
」
に
つ
い
て
の
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
を
「
不
思
議
」
と
呼
ん
で
も
よ
い
。

し
か
し
、
む
し
ろ
注
意
す
べ
き
は
、
作
者
が
こ
こ
『
彼
岸
過
迄
』
に
お
い
て
は
、
そ
の
問
題

を
誰
に
も
共
有
さ
せ
て
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
子
供
を
「
不
思
議
」
に
よ
っ
て
亡
く
し
、

「
胸
」
に
「
不
思
議
」
を
感
じ
て
い
る
は
ず
の
松
本
が
、
須
永
の
問
題
を
共
有
で
き
ず
、
須
永

も
ま
た
松
本
の
問
題
を
共
有
で
き
な
い
で
い
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
ま
さ
し
く
須
永
の
い
う
よ

う
に
「
世
の
中
に
た
っ
た
一
人
立
っ
て
ゐ
る
」
（
Ⅵ
・
六
）
・
彼
ら
だ
け
で
は
な
い
。
登
場
人

物
の
誰
も
が
「
た
っ
た
一
人
」
な
の
で
あ
る
。

『
彼
岸
過
迄
』
に
お
い
て
、
登
場
人
物
た
ち
が
〈
成
長
〉
を
禁
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
当

然
彼
ら
が
孤
立
さ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
。
彼
ら
の
そ
れ
ぞ
れ
に
内
在
す

る
固
有
の
「
問
題
」
は
、
敬
太
郎
の
存
在
に
よ
っ
て
、
外
化
、
表
面
化
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ

が
、
し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
問
題
」
が
一
般
化
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味

す
る
わ
け
で
は
な
い
。

彼
ら
が
「
問
題
」
を
共
有
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
経
験
」
（
た
と
え

人
間
に
対
す
る
こ
う
し
た
麗
識
を
持
っ
て
い
る
作
者
が
、
松
本
の
須
永
救
済
の
欲
求
に
乗
じ

て
、
そ
の
欲
望
を
安
易
に
模
倣
し
て
し
ま
う
こ
と
に
は
、
少
な
か
ら
ず
無
理
が
あ
る
の
で
あ
る
。

く
つ
鋲
へ

（
た
と
え
当
時
は
こ
の
認
識
を
、
「
急
に
病
気
が
来
て
顛
覆
し
た
」
（
同
）
の
だ
と
し
て
も
）

作
者
は
こ
こ
『
彼
岸
過
迄
』
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
自
然
」
の
よ
う
に
た
だ
「
公
平
で
冷
酸
」

に
登
場
人
物
た
ち
を
眺
め
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。

作
者
に
時
間
錯
誤
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
が
、
む
し
ろ
『
彼
岸
過
迄
』
の
「
根
本
的

の
不
幸
」
と
は
、
作
者
自
身
が
松
本
に
よ
る
須
永
救
済
の
〈
欲
求
〉
に
従
っ
て
し
ま
っ
た
の
か

ど
う
か
と
い
う
点
で
は
な
く
、
須
永
が
相
対
化
し
得
て
い
た
は
ず
の
松
本
の
〈
潔
識
〉
（
考
へ

ず
に
観
る
）
の
ほ
う
に
寄
り
添
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
許
し
た
点
に
あ
る
。
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ

う
。
須
永
の
「
浮
気
」
が
、
松
本
の
も
と
に
報
告
し
て
き
た
程
度
に
自
然
を
「
眺
め
る
」
と
い

う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
「
頭
」
の
「
薬
」
に
は
な
っ
て
も
、
「
胸
」
の
問
題
の
解
決

に
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
誰
よ
り
も
作
者
そ
の
人
が
気
付
い
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

須
永
を
救
済
す
る
道
は
、
「
通
俗
な
世
間
か
ら
教
育
さ
れ
に
出
た
人
間
」
（
Ⅵ
・
二
）
の
考

え
て
い
る
「
浮
気
」
で
は
な
く
、
「
在
来
の
社
会
を
教
育
す
る
為
に
生
ま
れ
た
男
」
（
同
）
が
、

そ
の
本
来
の
目
的
の
実
現
へ
と
向
か
う
べ
く
、
徹
底
さ
れ
た
「
浮
気
」
の
実
践
で
な
け
れ
ば
な

ぱ
、
子
供
を
持
っ
た
こ
と
が
あ
る
か
な
い
か
）
が
異
な
る
と
い
う
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。

そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
「
恐
ろ
し
い
事
」
（
Ｖ
・
一
二
）
を
知
っ
て
い
る
か
い
な
い
か
に
関
わ
っ

て
い
る
⑦
。
そ
し
て
、
こ
の
「
恐
ろ
し
い
事
」
と
い
う
の
は
、
一
般
に
誰
で
も
が
経
験
可
能
な

出
来
事
と
し
て
、
明
示
化
さ
れ
得
る
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
は
な
い
の
だ
、
と
作
者
は
い
う
の

で
あ
る
。

そ
れ
は
、
〈
特
殊
〉
な
経
験
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
単
独
に
固
有
の
、
個
別

的
な
か
た
ち
で
し
か
あ
り
得
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
逆
説
的
に
普
遍
性
を
持
ち

得
る
よ
う
な
、
あ
る
く
事
件
〉
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

漱
石
は
か
っ
て
、
『
思
い
出
す
事
な
ど
』
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

か
く
単
に
自
活
自
営
の
立
場
に
立
っ
て
見
渡
し
た
世
の
中
は
悉
く
敵
で
あ
る
。
自
然
は
公

平
で
冷
酷
な
敵
で
あ
る
。
社
会
は
不
正
で
人
情
の
あ
る
敵
で
あ
る
。
も
し
彼
対
我
の
観
を

極
端
に
引
延
ば
す
な
ら
ば
、
朋
友
も
あ
る
意
味
に
於
て
敵
で
あ
る
し
、
妻
子
も
あ
る
意
味

に
於
て
敵
で
あ
る
。
さ
う
思
ふ
自
分
さ
へ
日
に
何
度
と
な
く
自
分
の
敵
に
な
り
つ
上
あ
る
。

け
い
ぜ
ん

疲
れ
て
も
巳
め
得
ぬ
戦
ひ
を
持
続
し
な
が
ら
、
鏑
然
と
し
て
独
り
其
間
に
老
ゆ
る
も
の
は
、

見
惨
と
評
す
る
よ
り
外
に
評
し
や
う
が
な
い
。
（
一
九
）
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①
同
じ
所
を
引
い
て
、
山
田
有
策
（
「
『
彼
岸
過
迄
』
ｌ
敬
太
郎
を
め
ぐ
っ
て
」
別
冊

國
文
學
「
夏
目
漱
石
必
携
Ⅱ
」
學
燈
社
昭
和
五
七
・
五
）
に
、
「
こ
の
発
言
は
ま
ず

第
一
に
敬
太
郎
の
成
長
を
物
語
っ
て
い
る
」
、
そ
し
て
こ
の
「
方
法
」
は
「
須
永
と
千
代

子
の
関
係
へ
の
一
つ
の
批
評
」
で
あ
り
、
ま
た
敬
太
郎
の
「
〈
冒
険
〉
の
終
焉
」
を
意
味

し
、
さ
ら
に
「
こ
の
段
階
に
到
る
ま
で
の
小
鋭
の
方
法
に
対
す
る
作
者
自
身
の
自
噸
が
こ

め
ら
れ
て
い
る
か
も
」
の
指
摘
が
あ
る
。
敬
太
郎
の
〈
冒
険
〉
に
つ
い
て
、
そ
こ
に
い
く

ら
か
の
〈
成
長
〉
を
見
、
さ
ら
な
る
〈
成
長
〉
を
期
待
す
る
読
み
方
に
つ
い
て
、
私
は
山

田
氏
と
意
見
を
異
に
す
る
が
、
他
の
意
見
に
つ
い
て
は
賛
成
で
あ
る
。
特
に
「
作
者
自
身

の
自
噸
」
に
関
し
て
は
、
お
そ
ら
く
漱
石
長
編
作
品
の
構
成
的
破
綻
の
原
因
の
一
つ
に
は
、

こ
う
し
た
創
作
方
法
へ
の
自
己
批
評
的
視
点
が
絡
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問

題
を
示
唆
さ
れ
て
、
私
に
は
興
味
深
い
。
憶
測
を
一
歩
進
め
る
な
ら
、
作
者
の
生
活
上
の

倫
理
Ｉ
方
法
と
芸
術
上
の
倫
理
ｉ
方
法
が
作
品
の
上
で
一
つ
に
統
一
さ
れ
る
形
で
試
み
ら

②
「
し
か
し
自
分
の
つ
く
っ
た
幻
を
追
い
か
け
て
一
人
相
撲
を
し
て
い
る
の
は
敬
太
郎
だ
け

で
は
な
い
。
須
永
も
ま
た
そ
う
な
の
だ
。
敬
太
郎
を
駆
り
た
て
る
の
は
敬
太
郎
の
浪
漫
趣

味
だ
っ
た
が
、
須
永
を
追
い
込
む
の
は
、
須
永
の
自
意
識
で
あ
り
、
自
尊
心
で
あ
る
。
」

と
す
る
伊
豆
利
彦
（
「
『
彼
岸
過
迄
』
麓
序
説
」
「
識
座
夏
目
漱
石
」
第
三
巻
有
斐

③
「
た
蟹
不
思
議
と
い
ふ
よ
り
外
に
云
ひ
様
が
な
い
」
（
Ⅳ
・
四
）
か
た
ち
で
子
供
を
亡
く

し
て
い
る
松
本
は
、
し
か
し
そ
ん
な
須
永
の
麗
識
に
気
付
い
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。

松
本
が
須
永
の
「
淋
し
」
さ
に
触
れ
得
て
い
な
い
点
に
つ
い
て
は
、
早
く
に
指
摘
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、
高
木
文
雄
「
須
永
市
蔵
」
（
「
漱
石
文
学
の
支
柱
」
審
美
社
昭
四
六
・

ら
な
い
。
「
家
庭
的
な
」
「
高
等
遊
民
」
松
本
は
、
「
血
縁
」
や
「
家
族
」
さ
え
否
定
せ
ざ
る

を
得
な
い
須
永
の
、
彼
の
個
人
的
な
倫
理
、
一
人
き
り
の
〈
自
然
〉
が
、
他
者
と
出
会
う
こ
と

の
出
来
ぬ
ま
ま
、
「
永
久
に
流
転
し
て
行
く
」
（
結
末
）
の
を
た
だ
見
守
れ
ば
よ
い
。
し
か
し

作
者
は
、
そ
れ
に
「
位
置
」
を
与
え
る
戦
い
を
須
永
に
強
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

④
相
原
和
邦
「
畏
怖
の
モ
チ
ー
フ
ー
『
彼
岸
過
迄
』
」
（
「
漱
石
文
学
の
研
究
」
第
二
部
第

註閣
昭
五
六
・
一
こ
の
指
摘
が
あ
る
。

倫
理
Ｉ
方
法
と
芸
術
上
の
倫
理
ｉ
方
法
が
作
品
の
上
で
一
つ
に
統
一

れ
よ
う
と
す
る
と
き
、
破
綻
が
生
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

七
章
明
治
書
院
昭
和
六
三
・
十
）

一
一
一
）

⑤
宵
子
の
「
骨
上
」
の
場
面
（
Ｖ
・
七
）
で
、
次
の
よ
う
な
千
代
子
と
須
永
の
や
り
と
り
が

あ
る
。

「
（
略
）
ぢ
や
妾
な
ん
か
何
う
し
た
の
。
何
時
子
供
持
っ
た
覚
え
が
あ
っ
て
」

「
あ
る
か
何
う
か
僕
は
知
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
千
代
ち
ゃ
ん
は
女
だ
か
ら
、
大
方
男
よ
り

美
し
い
心
を
持
つ
て
ゐ
る
ん
だ
ら
う
」

こ
こ
で
、
須
永
は
「
女
」
に
「
経
験
」
を
問
わ
ず
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
「
美
し
い
心
」
を
与

え
て
い
る
。

⑥
秋
山
公
男
「
『
彼
岸
過
迄
』
試
論
」
（
「
漱
石
文
学
麓
考
」
『
彼
岸
過
迄
』
第
一
章

桜
楓
社
昭
六
二
・
一
二

⑦
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
⑤
で
の
や
り
と
り
を
取
り
上
げ
て
「
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
千
代
子

は
深
く
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
須
永
も
む
ろ
ん
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
彼
は
盲
者

を
見
て
身
を
隠
し
、
宵
子
の
骨
を
見
て
、
た
だ
蒼
白
い
顔
を
し
て
口
も
き
か
ず
鼻
を
す
す

り
も
し
な
か
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
」
と
す
る
平
岡
敏
夫
（
「
『
彼
岸
過
迄
』
論
ｌ
青
年
と

運
命
ｌ
」
「
漱
石
序
説
」
塙
書
房
昭
五
一
・
十
）
の
指
摘
が
示
唆
的
で
あ
る
。
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