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『
天
主
実
義
』
の
研
究

ー
ー
第
三
篇
現
代
語
訳
｜ ／声、、

一一一＼』，〆止色
オて

田

篤

は

じ

め

に

本
稿
は
前
稿
に
引
き
続
き
、
イ
エ
ズ
ス
会
士
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
（
中
国
名
は
利
璃
資
、

義
』
を
現
代
語
訳
し
た
も
の
で
、
今
回
は
第
三
篇
を
取
り
上
げ
る
。
首
篇
に
お
い
て
「
天
主
が
天
地
万
物
を
創
造
し
て
、
そ
れ
ら
を
主
宰

一
五
五
二
J
一
六
一

O

の
著
し
た
『
天
主
実

し
維
持
す
る
こ
と
」
を
論
じ
た
リ
ッ
チ
は
、
第
二
篇
で
は
「
天
主
に
関
す
る
世
間
の
人
々
の
誤
解
を
解
明
す
る
こ
と
」
を
目
的
と
し
て
、

万
物
の
根
源
に
関
す
る
儒
・
仏
・
道
の
三
教
の
考
え
方
に
つ
い
て
論
評
す
る
。
こ
の
よ
う
に
首
篇
と
第
二
篇
は
、
万
物
の
根
源
と
し
て
の

標天
題主
はの
「存
人在
聞に
の関
魂す
はる
不内
滅容
でで
ああ

り三
島ぞ
E第
はニ
全篇
くと
異第
た四

孟警
（は
人万
魂物
不に
滅お
大け
異る
禽人

墜塑
で在
あの
りE問
．題

三が
魂取
説り
を上
踏げ
まら
えれ
てる
人
間第
の三
本篇
質の

と
し
て
の
霊
魂
に
つ
い
て
説
明
が
な
さ
れ
、
そ
の
永
遠
不
滅
な
る
こ
と
が
論
証
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
既
に
後
藤
基
巳
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
本
篇
冒
頭
の
1
に
見
え
る
中
土
の
長
い
発
言
と
そ
れ
に
続
く
西

土
の
言
葉
2
は
、
リ
ッ
チ
の
手
に
な
る
『
晴
人
十
篇
』
の
第
二
「
人
間
に
と
っ
て
こ
の
世
は
仮
住
ま
い
に
す
ぎ
な
い
」
（
人
於
今
世
惟
僑



寓
耳
）

の
「
潟
大
宗
伯
」
（
鴻
埼
、

一
五
五
八
J
一
六

O
三）

の
言
葉
と
リ
ッ
チ
の
応
答
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

『
崎
人
十
篇
』
は
リ
ッ

チ
が
実
際
に
中
国
の
士
人
と
行
な
っ
た
問
答
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
り
、
同
書
第
二
の
文
末
に
は
そ
の
後
ま
も
な
く
し
て
鴻
埼
が
病
没
し

た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
後
藤
氏
は
こ
の
文
章
は
鴻
埼
が
亡
く
な
る
万
暦
三
十
一
年
二
六

O
三
）
三
月
以
前
に
書
か
れ
た

も
の
で
、
同
年
刊
行
の
『
天
主
実
義
』
に
急
逮
付
加
さ
れ
た
と
推
定
し
て
い
街
。
な
お
、
第
三
篇
で
問
題
に
さ
れ
て
い
る
「
霊
魂
」
に
関

し
て
は
、
ジ
ュ
リ
オ
・
ア
レ
l
ニ
（
支
儒
略
、

一
五
八
二
J
一
六
四
九
）

ブ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
・

（
一
六
二
四
年
自
序
）
に
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

の
『
性
学
駒
述
』

（
一
六
二
四
年
自
序
）
、

サ
ン
ビ
ア
ス
（
畢
方
済
、

一
五
八
二
J
一
六
四
九
）
の
『
霊
言
議
勺
』

【
注
釈
】

（1
）
拙
稿
「
『
天
主
実
義
』
の
研
究
（
一
）
｜
｜
序
説
と
首
篇
現
代
語
訳
｜
｜
」
（
『
哲
学
年
報
』
第
五
十
四
緒
、

の
研
究
（
二
）
’
｜
第
二
篇
現
代
語
訳
｜
｜
」
（
『
哲
学
年
報
』
第
五
十
五
穂
、
一
九
九
六
）
。

（2
）
第
三
篇
の
標
題
は
、
ミ
ケ
l
レ
・
ル
ッ
ジ
ェ
リ
（
中
国
名
は
羅
明
堅
、
一
五
四
三
J
一六
O
七
）
の
著
し
た
『
天
主
聖
教
実
録
』
（
一
五
八

四
刊
）
の
第
六
章
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
。

（3
）
後
藤
基
巳
著
「
『
天
主
実
義
』
」
（
『
明
清
思
想
と
キ
リ
ス
ト
教
』
一
八
七
頁
、
研
文
出
版
、
一
九
七
九
）
。
蕊
埼
に
つ
い
て
は
、
問
著
「
務
埼

小
論
｜
｜
明
末
容
教
士
人
の
あ
り
か
た
｜
｜
」
（
同
書
一
六
O
頁
）
を
参
照
。

（4
）
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
霊
魂
概
念
と
中
国
思
想
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
明
末
天
主
教
の
霊
魂
観
｜
l

中
国
思
想
と
の
対
話
を
め
ぐ
っ
て

－
｜
」
（
『
東
方
学
』
第
七
十
六
輯
、
一
九
八
八
）
を
参
照
。

一
九
九
五
）
、

「
『
天
主
実
義
』

【
凡
例
】

一
底
本
は
、
台
湾
学
生
書
局
「
中
国
史
学
叢
書
」
所
収
明
版
影
印
本
『
天
学
初
函
』
に
よ
る
。

二
便
宜
上
、
中
士
と
西
土
の
各
発
言
の
冒
頭
に
、
順
に
番
号
を
付
し
た
。
中
士
が
奇
数
、
西
土
が
偶
数
と
な
る
。

三
訳
語
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
点
に
注
意
し
た
。

ω
「
天
主
」
は
、
現
在
、
日
本
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
お
い
て
は
「
神
」
と
訳
す
が
、
原
語
の
ま
ま
用
い
た
。



六五四

ω
「
中
士
」
は
中
国
の
士
太
夫
を
、

いた。
ω
儒
学
、
殊
に
朱
子
学
の
概
念
・
用
語
に
つ
い
て
は
、
そ
の
ま
ま
用
い
た
が
、
必
要
に
応
じ
て
説
明
を
施
し
た
。

附
そ
の
他
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
で
き
る
だ
け
平
易
な
現
代
語
表
記
を
心
掛
け
た
。

訳
文
中
、
〔
〕
は
原
文
に
な
い
語
を
補
っ
た
と
こ
ろ
を
、
（
）
は
説
明
を
施
し
た
と
こ
ろ
を
、
そ
れ
ぞ
れ
示
す
。

中
国
語
と
し
て
熟
さ
な
い
用
語
に
つ
い
て
は
、
原
文
を
注
記
し
た
。
そ
の
外
、
必
要
に
応
じ
て
注
釈
を
施
し
た
。

現
代
語
訳
に
当
つ
て
は
、
拙
稿
「
『
天
主
実
義
』
の
研
究
こ
と
序
説
所
掲
の
訳
注
書
等
を
参
考
に
し
た
が
、
特
別
な
場
合
を
除
き
、
一
々
注

記
は
し
な
か
っ
た
。

「
西
土
」
は
西
洋
の
学
者
即
ち
修
道
士
つ
ま
り
リ
ッ
チ
を
指
す
が
、
煩
墳
に
な
る
の
で
原
語
の
ま
ま
用

現
代
語
訳

上
巻
（
承
前
）

『
天
主
実
義
』

第
三
篇
「
人
聞
の
魂
は
不
滅
で
あ
り
、
鳥
獣
と
は
全
く
異
な
る
」

『天主実義』の研究（三）

「
天
地
の
聞
の
万
物
の
中
で
は
人
聞
が
最
も
高
貴
な
存
在
で
あ
っ
て
、
鳥
獣
な
ど
及
び
も
つ
か
な
い
と
思
わ
れ
ま

す
。
で
す
か
ら
『
人
は
天
地
と
参
た
り
』
と
言
川
、
ま
た
人
の
こ
と
を
『
小
天
地
』
と
言
う
の
で
打
。
し
か
し
、
ま
た
鳥
獣
を
観
察
し
て

み
ま
す
と
、
そ
の
よ
う
す
は
人
間
よ
り
か
え
っ
て
自
由
快
適
で
あ
る
よ
う
で
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
鳥
獣
は
生
ま
れ
た
と
た
ん
に
嬉
々
と
し

中
士
が
言
っ
た
、

〔
自
分
を
〕
育
て
て
く
れ
る
も
の
に
従
い
、
傷
つ
け
る
も
の
か
ら
は
身
を
避
け
ま
す
。

爪
や
甲
羅
を
身
に
ま
と
っ
て
〔
い
る
だ
け
で
〕
、
衣
服
や
履
物
も
持
た
ず
、
植
え
る
こ
と
も
取
り
入
れ
る
こ
と
も
せ
ず
、
貯
え
る
倉
庫
も

炊
い
た
り
供
え
た
り
す
る
器
具
も
持
た
な
い
の
に
、
食
べ
る
ま
ま
に
成
長
す
る
こ
と
が
で
き
、
思
い
の
ま
ま
に
休
息
す
る
こ
と
が
で
き
、

て
自
分
の
力
で
行
動
し
、

〔
鳥
獣
は
〕
毛
や
羽
や

天
地
の
聞
に
楽
し
ん
で
、
常
に
余
裕
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
人
間
の
よ
う
に
、
貧
窮
と
窟
貴
、
尊
と
卑
と
か
の
区
別
も
な
け
れ
ば
、



四

な
す
べ
き
か
ど
う
か
と
か
、
何
を
先
に
す
べ
き
か
と
か
、
ど
う
し
た
ら
功
名
を
得
ら
れ
る
か
と
か
、
そ
う
し
た
思
い
に
心
を
縛
ら
れ
る
こ

と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
楽
し
み
求
め
て
、
日
々
思
い
の
ま
ま
に
行
な
う
だ
け
で
打
。

〔
そ
れ
に
比
べ
て
〕
人
が
生
ま
れ
る
と
き
、
母
親
は
常
に
腹
を
痛
め
苦
し
み
、
胎
を
出
た
赤
ん
坊
は
口
を
聞
い
た
と
た
ん
泣
き
声
を
発

し
ま
す
。
ま
る
で
こ
の
世
に
生
ま
れ
た
災
難
を
既
に
自
分
で
知
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
す
。
生
ま
れ
た
当
初
は
〔
体
も
〕
弱
く
、
歩
い
て

動
く
こ
と
も
で
き
ず
、
三
歳
に
な
っ
て
や
っ
と
抱
か
れ
な
く
て
も
よ
く
な
り
ま
打
。
壮
年
に
な
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
に
労
働
が
あ
り
、
苦
労

を
し
な
い
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
農
夫
は
春
夏
秋
冬
い
つ
で
も
田
畑
を
耕
し
、
商
人
は
幾
年
も
山
河
を
経
め
ぐ
り
、
職
人
は
手
足
を
働

か
せ
、
士
大
夫
は
昼
も
夜
も
精
神
を
疲
労
さ
せ
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
『
君
子
は
心
を
労
し
、
小
人
は
カ
を
労
す
』
と
あ
る
通
り
で
打
。
五
十

年
の
人
生
に
は
五
十
の
苦
し
み
が
あ
り
ま
す
。
一
人
の
体
の
病
気
と
な
る
と
、
〔
そ
の
数
は
〕
百
ど
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
医
術
書
を

見
る
と
、
自
の
病
気
一
つ
を
取
っ
て
も
三
百
い
く
つ
も
の
種
類
が
あ
り
ま
打
。
ま
し
て
身
体
全
体
の
病
気
と
な
る
と
、
と
て
も
数
え
き
れ

る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
病
気
を
治
す
薬
も
、
大
抵
は
口
に
苦
い
も
の
で
析
。
こ
の
世
の
中
で
も
、
大
小
に
関
わ
ら
ず
虫
や

動
物
は
毒
具
を
使
っ
て
人
を
傷
つ
け
ま
す
。
あ
た
か
も
神
明
に
誓
う
た
め
に
生
け
費
を
殺
し
て
血
を
す
す
る
よ
う
な
も
の
で
打
。
一
寸
に

満
た
な
い
虫
で
も
九
尺
の
体
〔
の
人
間
〕
を
殺
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

人
間
同
志
で
も
互
い
に
傷
つ
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
凶
器
を
作
っ
て
人
の
手
足
や
肢
体
を
切
断
し
ま
す
。
尋
常
で
な
い
死
に
方
は
、

大
抵
人
が
殺
し
た
も
の
で
す
。
さ
ら
に
今
の
人
は
昔
の
武
器
は
役
に
立
た
な
い
と
し
て
、
ま
す
ま
す
凶
悪
な
も
の
を
製
造
し
ま
す
。
で
す

か
ら
、
ひ
ど
い
場
合
は
野
も
町
も
す
べ
て
殺
裁
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
か
り
に
平
和
な
世
の
中
で
あ
っ
て
も
、
何
も
欠

け
る
こ
と
の
な
い
家
族
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
財
産
が
あ
っ
て
も
子
孫
が
な
い
と
か
、
子
孫
が
あ
っ
て
も
才
能
が
な
い
と
か
、
才
能
は
あ
っ

て
も
安
楽
が
な
い
と
か
、
安
楽
が
あ
っ
て
も
権
力
が
な
い
と
か
い
う
こ
と
が
あ
る
と
、
欠
け
て
醜
い
と
〔
愚
痴
を
〕
こ
ぼ
し
ま
す
。
大
き

な
喜
び
ゃ
楽
し
み
を
持
ち
な
が
ら
、
小
さ
な
不
幸
に
お
し
つ
ぶ
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
す
。
生
涯
憂
い
ば
か
り
で
、

つ
い
に

大
き
な
憂
い
に
塞
が
れ
て
死
ん
で
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
体
は
土
の
中
に
埋
め
ら
れ
で
も
、

〔
苦
し
み
か
ら
〕
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
ま



『
お
前
は
自
分
を
欺
い
て
は
な
ら
な
い
。
良
心
を
く
ら
ま
し
で
は
な
ら
な
い
。

人
が
競
い
あ
っ
て
行
き
着
く
と
こ
ろ
は
墓
場
に
す
ぎ
な
い
。
我
々
は
生
き
て
い
る
の
で
は
な
く
、
常
に
死
ん
で
い
る
の
だ
。
生
ま
れ
て
き

せ
ん
。
で
す
か
ら
、
昔
の
あ
る
賢
人
は
我
が
子
を
戒
め
て
、

た
と
た
ん
に
死
ぬ
こ
と
が
始
ま
る
。
死
と
言
っ
て
い
る
の
は
そ
れ
が
完
全
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
だ
。

一
歩
墓
場
に
近
付
い
た
こ
と
に
な
る
』
と
言
っ
て
い
ま
析
。
こ
れ
は
、
で
も
、
外
面
の
苦
し
み
を
訴
え
て
い
る
だ

一
日
が
過
ぎ
れ
ば
、

一
日
が
少

な
く
な
っ
た
こ
と
で
、

け
で
、
内
面
の
苦
し
み
は
、
誰
が
言
い
あ
て
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。

お
よ
そ
こ
の
世
の
辛
苦
は
本
物
の
辛
苦
で
す
が
、
快
楽
は
偽
物
の
快
楽
で
す
。
苦
労
は
日
常
の
こ
と
で
す
が
、
快
楽
は
ほ
ん
の
数
え
る

一
日
の
憂
い
は
十
年
訴
え
て
も
き
り
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、

あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
世
に
あ
っ
て
人
の
心
は
、
愛
・
悪
し
み
・
念
り
・
憧
れ
の
四
つ
の
情
に
悩
ま
さ
れ
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
高
い
山
に
あ
る

程
度
で
す
。

一
生
の
憂
い
ご
と
は
一
生
か
け
て
も
語
り
尽
く
せ
る
も
の
で
は

木
が
四
方
か
ら
の
風
に
吹
き
さ
ら
さ
れ
る
よ
う
に
、
片
時
も
〔
心
の
〕
静
ま
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

〔
ま
た
〕
酒
色
に
溺
れ
た
り
、
功

名
に
惑
わ
さ
れ
た
り
、
財
貨
に
迷
っ
た
り
し
て
、
各
自
が
欲
に
か
き
乱
さ
れ
て
い
ま
す
。

〔
で
す
か
ら
、
あ
り
の
ま
ま
の
〕
自
分
自
身
に

満
足
し
て
そ
れ
以
外
に
求
め
な
い
者
な
ど
ど
こ
に
も
い
ま
せ
ん
。
広
い
天
下
や
多
く
の
人
民
を
与
え
た
と
こ
ろ
で
決
し
て
満
足
し
な
い
の

で
す
。
愚
か
な
こ
と
で
す
。

そ
の
よ
う
な
こ
と
で
す
か
ら
、
人
は
自
ら
の
〔
踏
み
行
な
う
べ
き
〕
道
で
さ
え
悟
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
ま
し
て
そ
れ
以
外
の
道
に
お

『天主実義』の研究（三）

い
て
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
す
。
そ
れ
な
の
に
仏
教
を
信
じ
た
り
、
老
子
の
教
え
に
従
っ
た
り
、
孔
子
を
師
と
伸
い
だ
り
と
、
世
の

人
々
は
三
つ
の
道
（
教
え
）
に
分
断
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
好
奇
心
の
強
い
者
は
新
説
を
立
て
て
別
に
学
派
を
創
り
ま
し
た
の
で
、
そ

の
う
ち
に
〔
儒
・
仏
・
道
の
〕
三
教
は
分
か
れ
て
三
千
も
の
教
え
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
そ
れ
で
も
ま
だ
止
む
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
自

分
で
は
『
正
道
だ
、
正
道
だ
』
と
言
い
ま
す
が
、
世
の
中
の
道
は
日
々
益
々
乱
れ
て
い
き
ま
す
。
上
の
者
は
下
の
者
を
軽
ん
じ
、
下
の
者

は
上
の
者
を
侮
り
ま
判
。
父
親
は
横
暴
で
、
子
供
は
反
抗
し
、
君
主
と
臣
下
は
互
い
に
憎
み
あ
い
、
兄
弟
は
互
い
に
傷
つ
け
あ
い
、
夫
婦

は
互
い
に
そ
む
き
あ
い
、
朋
友
は
互
い
に
欺
き
あ
い
ま
す
。
世
の
中
、
あ
ざ
む
き
と
へ
つ
ら
い
、
で
た
ら
め
と
い
つ
わ
り
に
満
ち
て
、
本

五
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来
の
心
を
回
復
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
あ
世
間
の
人
々
は
、
本
当
に
あ
た
か
も
大
海
原
で
風
や
浪
が
起
き
て
、
船
舶
が
壊
れ
て
沈

折み
れ
た波
板間
ぎに
れ漂
にし、
し、

が浮
みき
っ此
いみ
たし
りて

壊る
れ人
た々
漂の
流よ
物書う
にで
這 i::
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て
放
し
ま
せ
ん
が
、

〔
結
局
は
〕
あ
い
つ
い
で
死
ん
で
い
き
ま
す
。
何
と
も
残
念
な
こ
と
で
す
。

一
体
な
ぜ
天
主
は
人
聞
を
こ
の
よ
う
な

苦
難
の
世
界
に
生
ま
れ
さ
せ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
鳥
獣
ほ
ど
も
人
聞
を
愛
し
て
は
い
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
。

2 

西
土
が
言
っ
た
、

「
〔
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
〕
世
の
中
に
こ
の
よ
う
な
苦
難
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
我
々
は
愚
か
に
も
執
着
し

て
断
ち
切
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
心
が
安
ら
ぐ
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
世
の
苦
渋
に
満
ち
た
あ
り
さ
ま
は
こ
ん
な

に
も
ひ
ど
い
の
に
、
世
間
の
人
々
は
愚
か
に
も
こ
の
世
で
大
事
業
を
行
な
っ
た
り
、
田
地
を
開
墾
し
た
り
、
名
声
を
求
め
た
り
、
長
寿
を

願
っ
た
り
、
子
孫
の
こ
と
を
慮
っ
た
り
し
て
、
纂
奪
、
試
逆
、
攻
撃
、
併
呑
と
、
ど
ん
な
こ
と
で
も
し
ま
す
。
何
と
危
う
い
こ
と
で
し
ょ

う
か
。
昔
、
西
方
の
固
に
二
人
の
有
名
な
賢
人
が
い
ま
し
た
。

一
人
は
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
と
言
い
、
も
う
一
人
は
デ
モ
ク
リ
ト
ス
と
言
い

ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
は
い
つ
で
も
笑
い
、
デ
モ
ク
リ
ト
ス
は
い
つ
で
も
泣
い
て
い
ま
し
た
。
二
人
と
も
世
間
の
人
々
が
空
虚
な
も

ま
し
た
。

の
を
追
求
し
て
い
る
の
を
見
て
、

一
方
は
誘
っ
て
笑
い
、
他
方
は
憐
れ
ん
で
泣
い
て
い
た
の
で
す
。
ま
た
、
あ
る
国
の
近
世
の
習
俗
の
こ

と
を
聞
き
ま
し
た
。
今
も
残
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
生
ま
れ
た
子
供
が
い
る
と
、
友
人
と
一
緒
に
そ
の
門
口
に
立
つ

て
泣
い
て
弔
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
そ
の
子
が
苦
労
多
い
世
の
中
に
生
ま
れ
て
き
た
か
ら
で
す
。

の
門
口
に
立
っ
て
喜
ん
で
祝
い
ま
す
。
そ
の
人
が
苦
労
多
い
世
の
中
を
去
っ
た
か
ら
で
す
。
や
は
り
こ
れ
は
生
を
凶
と
み
な
し
、
死
を
士
口

〔
ま
た
〕
亡
く
な
っ
た
人
が
あ
る
と
、
そ

と
み
な
す
こ
と
で
す
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
非
常
に
極
端
な
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
世
の
実
情
を
達
観
し
た
者
と
言
う
こ
と
が
で
き

ま
す
。こ

の
世
は
人
の
〔
住
む
べ
き
〕
世
界
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
鳥
獣
の
本
来
の
住
み
か
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、

〔
鳥
獣
は
〕
こ
の
世
で
悠

然
と
し
て
満
足
し
て
い
る
の
で
す
。
人
に
と
っ
て
、
こ
の
世
は
し
ば
ら
く
の
仮
住
ま
い
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
。
で
す
か
ら
、

〔
人
は
〕
こ



の
世
で
安
心
し
て
満
足
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
。
わ
が
友
、
あ
な
た
は
儒
者
で
す
か
ら
、
儒
教
で
警
え
さ
せ
て
下
さ
い
。
今
、
科

挙
試
験
に
警
え
て
み
る
と
、
こ
の
目
、
士
人
は
苦
労
を
し
て
、
従
僕
は
気
楽
で
あ
る
か
の
よ
う
で
す
。

（
試
験
官
）
は
従
僕
に
対
し
て
温
厚
で
土
人
に
対
し
て
冷
淡
な
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
ぎ
れ
も
な
く
、

〔
し
か
し
、
果
た
し
て
〕
役
人

一
日
も
経
た
な
い
う
ち
に
、
そ
の
人

の
品
級
（
身
分
）
が
決
ま
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
試
験
が
終
わ
れ
ば
品
級
の
高
下
は
お
の
ず
と
は
っ
き
り
し
ま
す
。
私
が
思
い
ま
す
に
、

天
主
は
人
を
現
世
に
生
か
し
て
、
そ
の
心
を
試
し
て
、
そ
の
徳
行
の
高
下
を
決
め
て
お
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
現
世
は
我
々

の
仮
住
ま
い
で
あ
っ
て
、
永
遠
の
住
ま
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
我
々
の
本
当
の
住
ま
い
は
現
世
に
は
な
〈
来
世
に
あ
り
、
人
〔
の
中
〕
に

で
は
な
く
天
〔
主
の
中
〕
に
あ
る
の
で
持
。
そ
こ
に
至
っ
て
こ
そ
本
来
の
事
業
を
始
め
る
べ
き
な
の
で
す
。
こ
の
世
は
鳥
獣
の
世
で
す
。

で
す
か
ら
、
各
種
の
鳥
獣
の
身
体
は
〔
頭
が
下
に
向
き
〕
地
を
向
い
て
い
ま
す
。
人
は
「
天
の
隠
」
で
す
か
ら
、
頭
を
挙
げ
て
天
を
向
い

て
い
ま
す
。
現
世
を
本
来
の
住
み
か
と
す
る
者
は
、
鳥
獣
の
仲
間
で
す
。

〔
で
す
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
連
中
が
〕
天
主
は
人
聞
に
対
し
て

【国｝

冷
酷
だ
と
み
な
す
の
は
、
も
と
よ
り
怪
し
む
に
足
り
な
い
こ
と
な
の
で
す
」
と
。

「
来
世
に
天
堂
や
地
艇
が
あ
る
と
説
く
の
は
、
仏
教
で
あ
っ
て
、
我
々
儒
者
は
〔
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
〕
信
じ
て

3 

中
士
が
言
っ
た
、

は
い
ま
せ
ん
」
と
。

『天主実義』の研究（三）

「
こ
れ
は
何
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
仏
教
で
は
人
を
殺
す
こ
と
を
戒
め
ま
す
が
、
儒
教
で
も

｛却】

人
が
法
を
犯
し
て
他
人
を
殺
す
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
儒
教
も
仏
教
も
同
じ
も
の
で
し
ょ
う
か
。
鳳
且
も
空
を
飛
び
、
幅
掴

も
空
を
飛
び
ま
す
か
ら
、
鳳
且
と
偏
蝿
は
同
じ
も
の
で
し
ょ
う
か
。
事
物
に
は
一
つ
二
つ
似
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
も
、
内
実
は
全
く
異
な

4 

西
土
が
言
っ
た
、

る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
天
主
教
は
古
く
か
ら
の
教
え
で
す
。
釈
迦
は
〔
中
国
よ
り
〕
西
方
の
人
で
す
か
ら
、
き
っ
と
天
主
教
の
説
を
剰
窃

し
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
自
分
の
教
説
を
伝
え
よ
う
と
す
る
者
は
、
三
っ
か
四
つ
は
正
し
い
言
葉
を
混
ぜ
て
お
か
な
け
れ
ば
、

【盟）

誰
も
信
じ
て
は
く
れ
ま
せ
ん
。
釈
迦
は
天
主
教
の
天
国
と
地
獄
の
教
義
を
借
用
し
て
、
自
分
勝
手
な
邪
説
を
伝
え
た
の
で
す
。
我
々
は
正

し
い
教
え
を
伝
え
て
い
る
の
に
、
ど
う
し
て
放
っ
て
お
い
て
学
ば
な
い
で
よ
い
で
し
ょ
う
か
。
釈
迦
が
生
ま
れ
る
前
に
天
主
は
そ
の
〔
天

七



八

固
と
地
獄
の
〕
説
を
説
い
て
い
た
の
で
す
。
教
え
を
修
め
る
者
は
、
来
世
で
必
ず
天
国
に
昇
っ
て
無
窮
の
楽
し
み
を
受
け
、
地
獄
に
堕
ち

A

盟｝

て
止
む
こ
と
の
な
い
災
い
を
受
け
る
こ
と
か
ら
免
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
人
の
霊
魂
が
永
遠
不
滅
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
」

介』。
5 

中
士
が
言
っ
た
、

「
そ
も
そ
も
永
遠
に
生
き
て
無
窮
の
楽
し
み
を
受
け
る
と
い
う
の
は
、
人
が
望
む
最
大
の
も
の
で
す
。
た
だ
、
そ

の
道
理
は
十
分
明
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
。

「
人
に
は
魂
と
瞬
と
が
備
わ
っ
て
い
ま
す
。
両
者
が
完
全
に
備
わ
っ
て
い
て
こ
そ
生
き
て
い
る
の
で
す
。
死
ね
ば
、

そ
の
線
は
変
化
散
減
し
て
土
に
帰
り
ま
す
が
、
そ
の
魂
は
永
遠
不
滅
で
す
。
私
は
中
国
に
来
て
以
来
い
つ
も
、
〔
人
の
〕
魂
は
消
滅
す
る

｛盟｝

も
の
で
、
鳥
獣
と
同
じ
で
あ
る
と
聞
い
て
お
り
ま
す
が
、
世
界
の
他
の
国
や
他
の
教
え
で
は
、
い
ず
れ
も
人
の
魂
は
滅
び
る
こ
と
の
な
い

6 

西
士
が
言
っ
た
、

も
の
で
鳥
獣
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
私
は
こ
の
道
理
に
つ
い
て
説
明
し
ま
し
ょ
う
。
ど
う
か
虚
心
に
お
聴
き
下
さ

b、。
こ
の
世
に
存
在
す
る
魂
に
は
三
段
階
（
三
種
鱒
）
が
あ
り
ま
す
。
下
の
段
階
の
も
の
を
「
生
魂
」
と
言
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
草
木
の
魂

が
こ
れ
で
す
。
こ
の
生
魂
は
草
木
の
成
長
を
助
け
る
も
の
で
、
草
木
が
枯
れ
て
し
ま
え
ば
、
生
魂
も
消
滅
し
ま
す
。
中
の
段
階
の
も
の
を

「
覚
魂
」
と
言
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
鳥
獣
の
魂
で
す
。
こ
れ
は
鳥
獣
の
成
長
を
助
け
る
上
に
、
目
で
視
、
耳
で
聴
き
、
口
で
味
わ
い
、
鼻

で
嘆
ぎ
、
肢
体
で
物
の
実
態
を
知
覚
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
さ
せ
る
も
の
で
す
。
た
だ
、
〔
も
の
ご
と
の
〕
道
理
を
推
論
す
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。
死
ぬ
と
覚
魂
も
消
滅
し
ま
す
。
上
の
段
階
の
も
の
を
「
霊
魂
」
と
言
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
人
の
魂
で
す
。
こ
れ
は
生
魂

と
覚
魂
と
を
兼
ね
て
お
り
、
人
の
成
長
を
助
け
、
物
の
実
態
を
知
覚
さ
せ
る
上
に
、
事
物
を
推
論
し
理
義
を
明
弁
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
さ
せ
る
も
の
で
す
。
人
の
身
体
は
死
ん
で
も
霊
魂
は
死
ぬ
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
永
遠
不
滅
の
も
の
な
の
で
す
。
そ
も
そ
も
知
覚

と
い
う
も
の
は
、
身
体
に
依
存
し
た
も
の
で
、
身
体
が
死
滅
す
れ
ば
覚
魂
は
働
き
ょ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
草
木
や
鳥
獣
の
魂

は
身
体
に
依
存
し
て
、
そ
れ
を
本
来
の
所
と
し
て
い
ま
す
。
身
体
が
滅
び
る
と
そ
の
魂
も
一
緒
に
滅
び
ま
す
。

〔
事
物
を
〕
推
論
し
〔
理



『天主実義』の研究（三）

義
を
〕
明
弁
す
る
こ
と
と
な
る
と
、
必
ず
し
も
身
体
に
依
存
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
霊
魂
は
そ
れ
自
体
で
存
在
し
ま
す
。
身
体
は
滅

ん
で
も
、
そ
の
霊
魂
は
な
お
も
働
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
人
と
草
木
・
鳥
獣
と
は
同
じ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
。

7 

中
土
が
言
っ
た
、

「
ど
う
し
て
、
身
体
に
依
存
す
る
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
〔
を
区
別
し
て
〕
言
う
の
で
す
か
」
と
。

8

西
土
が
言
っ
た
、

｛器｝

「
身
体
を
成
長
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
言
え
ば
、
身
体
が
な
け
れ
ば
成
長
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
目
の
機
能

に
よ
っ
て
視
、
耳
の
機
能
に
よ
っ
て
聴
き
、
鼻
の
機
能
に
よ
っ
て
嘆
ぎ
、
口
の
機
能
に
よ
っ
て
食
べ
、
四
肢
に
よ
っ
て
物
の
実
態
を
知
覚

し
ま
す
。
し
か
し
、
目
の
前
に
色
〔
を
持
つ
物
〕
が
な
け
れ
ば
、
色
を
見
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
し
、
耳
の
側
に
声
が
な
け
れ
ば
、
声
を

聴
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
し
、
鼻
の
側
に
匂
い
が
あ
れ
ば
〔
匂
い
を
〕
嘆
ぎ
分
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
離
れ
て
い
て
は
〔
匂
い
を
〕

し
お
か
ら

嘆
ぎ
分
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
輯
い
・
酸
い
・
甘
い
・
苦
い
の
味
は
口
の
中
に
入
れ
ば
分
か
り
ま
す
が
、
入
ら
な
け
れ
ば
分
か
り
ま

中
わ

せ
ん
。
冷
た
い
・
熱
い
・
硬
い
・
儒
ら
か
い
は
身
体
に
触
れ
て
こ
そ
感
じ
ま
す
が
、
離
れ
て
い
て
は
感
じ
ま
せ
ん
。
ま
し
て
、
耳
に
対
し

て
同
じ
声
が
あ
っ
て
も
、
耳
の
不
自
由
な
人
は
聞
こ
え
ま
せ
ん
し
、
目
に
対
し
て
同
じ
色
が
あ
っ
て
も
、
目
の
不
自
由
な
人
は
見
え
ま
せ

『
覚
魂
は
身
体
に
依
存
し
、
身
体
が
滅
び
る
と
一
緒
に
滅
び
る
』
と
言
っ
た
の
で
す
。
霊
魂
の
本
来
の
働
討
は
、
身
体

ん
。
で
す
か
ら
、

に
依
存
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
身
体
に
依
存
す
る
も
の
は
、
身
体
に
支
配
さ
れ
、

〔
自
分
で
〕
是
非
（
何
が
正
し
い
か
）

を
決
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
鳥
獣
は
食
べ
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
を
見
る
と
す
ぐ
に
食
べ
よ
う
と
思
い
、
自
分
で
〔
そ
の

気
持
ち
を
〕
抑
え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
ど
う
し
て
〔
自
分
で
〕
是
非
（
何
が
正
し
い
か
）
を
明
ら
か
に
で
き
ま
し
ょ
う
。
人
は
飢
餓

の
時
、
道
義
的
に
食
べ
る
べ
き
で
な
け
れ
ば
、
意
識
的
に
食
べ
ま
せ
ん
。
美
味
し
い
も
の
が
目
の
前
に
あ
っ
て
も
あ
え
て
食
べ
よ
う
と
は

し
ま
せ
ん
。
ま
た
例
え
ば
人
は
、
身
体
は
〔
遠
く
〕
外
に
出
か
け
て
い
て
も
、
こ
の
〔
内
に
あ
る
〕
心
は
家
の
こ
と
を
思
っ
て
、
帰
り
た

い
と
い
う
思
い
を
い
つ
も
抱
い
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
理
義
を
明
ら
か
に
す
る
〔
霊
〕
魂
は
身
体
に
依
存
し
て
働
い
て
い
る
で
し
ょ

う
か
。あ

な
た
が
人
魂
不
滅
の
理
由
を
知
り
た
い
と
思
わ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
世
に
あ
る
も
の
が
消
滅
す
る
に
は
、
そ
う
さ
せ
る
も
の
が
必
ず

九



。

存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
悟
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
消
滅
の
原
因
は
互
い
に
逆
ら
う
こ
と
に
よ
る
の
で
す
。
互
い
に
逆
ら
う
も
の
が

な
け
れ
ば
、
物
は
決
し
て
滅
び
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
太
陽
や
月
や
星
が
天
上
に
か
か
っ
て
い
て
、

〔
し
か
も
〕
繋
ぎ
と
め
る
も
の
が

何
も
な
い
の
に
結
局
滅
び
る
こ
と
が
な
い
の
は
、
互
い
に
逆
ら
う
こ
と
が
な
い
か
ら
で
す
。
お
お
よ
そ
こ
の
世
の
す
べ
て
の
物
は
、
火
－

空
気
・
水
・
土
の
四
元
穀
が
結
び
つ
い
て
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
火
の
性
質
は
熱
く
乾
い
て
い
ま
す
か
ら
、
水
〔
の
性
質
〕
に

逆
ら
い
ま
す
。
水
の
性
質
は
冷
た
く
湿
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
空
気
の
性
質
は
湿
っ
て
熱
い
も
の
で
す
か
ら
、
土
〔
の
性
質
〕
に
逆
ら
い

ま
す
。
土
の
性
質
は
乾
い
て
冷
た
い
か
ら
で
す
。
両
者
は
互
い
に
敵
対
し
、
必
ず
相
手
を
そ
こ
な
い
ま
す
。

〔
こ
の
両
者
が
〕

一
つ
の
物

の
中
に
混
在
し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
物
は
ど
う
し
て
永
久
に
平
穏
で
あ
り
え
ま
し
ょ
う
か
。
そ
こ
に
は
必
ず
互
い
に
争
い
あ
う
時
が
く

る
で
し
ょ
う
。
た
だ
、

一
方
だ
け
が
勝
つ
な
ら
ば
、
そ
の
物
は
必
ず
滅
ん
で
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
四
元
素
〔
に
よ
っ
て
作
ら

なれ
もて
のきい
でる
すと

四ろ
元〕
素の
と物
何に
白は
目却 、
わ滅
りび

i t~ 
2た
し託
ふな
うい
かゐ

で
す

〔
そ
れ
に
対
し
て
、
〕
そ
も
そ
も
霊
魂
は
〔
物
質
を
超
え
た
〕
霊
妙

〔
で
す
か
ら
、
霊
魂
は
〕
何
に
よ
っ
て
滅
ぼ
す
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
か
」

と9 

中
士
が
言
っ
た
、

「
霊
妙
な
も
の
は
本
当
に
逆
ら
う
こ
と
の
な
い
も
の
で
す
。
し
か
し
、
ど
う
し
て
人
魂
が
霊
妙
な
も
の
で
あ
っ
て

鳥
獣
は
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
解
り
ま
し
ょ
う
か
」
と
。

叩
西
土
が
言
っ
た
、

「
そ
の
真
理
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
良
い
で
し
ょ
う
。

〔
人
魂
と
鳥
獣
の
魂
と
が
異
な
っ
て
い
る
〕

そ
の
理
由
は
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
が
、

第

〔
そ
の
こ
と
を
〕
自
分
で
理
解
で
き
た
な
ら
ば
疑
い
は
解
け
ま
す
。

〔
の
理
由
〕
。
形
体
に
属
す
る
魂
は
身
体
の
主
宰
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
、
常
に
身
体
に
使
わ
れ
て
、
無
く
な
っ
て
し
ま
う

も
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
鳥
獣
は
生
来
の
欲
望
に
使
役
さ
れ
て
感
情
の
赴
く
ま
ま
に
従
う
だ
け
で
、
自
分
で
制
御
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。
人
の
魂
〔
す
な
わ
ち
霊
魂
〕
だ
け
が
身
体
の
主
宰
と
な
る
こ
と
が
で
き
、
自
己
の
意
志
の
ま
ま
に
従
う
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
意

志
が
あ
る
方
向
に
向
か
え
ば
、
身
体
の
力
も
そ
の
方
向
に
向
か
う
の
で
す
。
か
り
に
私
欲
が
あ
っ
て
も
、
公
理
の
命
令
に
は
逆
ら
う
こ
と



（国）

は
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
、
霊
魂
は
身
体
〔
を
左
右
す
る
と
こ
ろ
〕
の
権
限
を
専
有
し
て
お
り
、
霊
妙
な
存
在
で
あ
っ
て
、
形
体
に

属
す
る
も
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

一
つ
の
生
物
は
一
つ
の
心
を
持
つ
だ
け
で
す
。

「
獣
心
」
と
「
人

ω」
が
そ
れ
で
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
ま
た
、

（担）

性
」
で
、
も
う
一
つ
は
「
霊
妙
な
本
性
」
で
す
。
も
と
も
と
、
物
事
が
相
い
反
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
も
と
に
な
る
性
が
相
い
反
し
て
い

第
二
〔
の
理
由
〕
。

〔
と
こ
ろ
が
〕
人
は
と
い
う
と
、
二
つ
の
心
を
兼
ね
備
え
て
い
る

の
で
す
。

一
つ
は
「
肉
体
的
本

〔
人
は
〕
二
つ
の
性
を
備
え
て
い
ま
す
。

る
こ
と
に
よ
る
の
で
す
。
人
は
あ
る
事
柄
に
遭
遇
し
た
場
合
、
二
つ
の
思
念
が
同
時
に
起
こ
り
、
し
ば
し
ば
互
い
に
対
立
し
て
い
る
と
感

一
方
で
は
溺
れ
て
従
お
う
と
し
ま
す
が
、
他
方
で
は
そ
れ
が
理
に
反
し
て
い
る
こ
と
に
気

（担）

が
付
き
ま
す
。
前
者
に
従
う
の
を
獣
心
と
言
い
、
鳥
獣
と
区
別
が
あ
り
ま
せ
ん
。
後
者
に
従
う
の
を
人
心
と
言
い
、
天
使
と
区
別
が
あ
り

ま
せ
ん
。
人
は
同
一
の
心
で
、
同
一
の
時
に
、
同
一
の
事
に
つ
い
て
、
相
い
反
す
る
二
つ
の
こ
と
を
両
立
さ
せ
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。

じ
ま
す
。
例
え
ば
酒
色
に
惑
わ
さ
れ
る
場
合
、

例
え
ば
、
目
で
一
つ
の
物
を
見
て
、
ま
た
同
時
に
そ
れ
を
見
な
い
と
い
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
耳
で
一
つ
の
声
を
聴
い
て
、
ま
た
同
時

に
そ
れ
を
聴
か
な
い
と
い
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

つ
ま
り
、
二
つ
の
相
い
反
す
る
こ
と
は
、
二
つ
の
相
い
対
立
す
る
心
に
よ
る
も
の
で
、

一
方
は
塩
辛
く
、
他

二
つ
の
相
い
反
す
る
心
は
、
二
つ
の
相
い
対
立
す
る
性
に
よ
る
の
で
す
。
二
つ
の
河
の
水
に
例
え
て
み
る
な
ら
ば
、

方
は
塩
気
が
な
け
れ
ば
、

〔
そ
れ
ぞ
れ
の
〕
河
の
源
泉
を
見
て
い
な
く
て
も
、
そ
の
源
が
同
一
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
解
り
ま
す
。

『天主実義』の研究（三）

第
三
〔
の
理
由
〕
。
好
き
嫌
い
す
る
〔
対
象
と
な
る
〕
物
は
、
必
ず
〔
好
き
嫌
い
す
る
側
の
〕
性
と
一
致
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、

形
体
に
属
す
る
性
は
形
体
に
属
す
る
も
の
を
好
き
嫌
い
し
、
形
体
を
超
越
し
た
性
は
形
体
を
超
越
し
た
も
の
を
好
き
嫌
い
し
ま
す
。
全
て

の
生
物
の
実
態
を
観
察
し
て
み
ま
す
と
、
鳥
獣
が
貧
り
楽
し
む
も
の
は
、

〔
美
味
し
い
〕
味
や
〔
美
し
い
〕
色
や
肢
体
の
安
逸
に
他
な
り

〔
彼
ら
が
〕
怖
れ
驚
く
も
の
は
、
飢
え
と
疲
れ
と
肢
体
の
傷
害
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
ら
鳥
獣
の
性
は
、
霊
妙

な
も
の
で
は
な
く
、
形
体
に
属
す
る
性
で
あ
る
と
断
言
す
る
の
で
す
。
人
が
喜
ん
だ
り
嫌
っ
た
り
す
る
も
の
と
な
る
と
、
形
体
を
持
っ
た

ま
せ
ん
。

も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
徳
や
善
、
罪
や
悪
と
い
っ
た
も
の
が
そ
の
最
た
る
も
の
で
、
い
ず
れ
も
形
体
を
持
た
な
い
も
の
な
の
で
す
。
で
す



か
ら
、
人
の
性
は
有
形
無
形
の
両
方
を
兼
ね
備
え
て
い
る
と
断
言
す
る
の
で
す
。
こ
れ
が
、
霊
魂
が
霊
妙
で
あ
る
こ
と
〔
の
理
由
〕
な
の

で
す
。第

四
〔
の
理
由
〕
。
事
物
を
受
け
取
る
物
は
、
必
ず
受
け
取
る
側
の
形
態
に
応
じ
て
受
け
取
る
の
で
す
。
例
え
ば
、
素
焼
き
の
器
で
水

を
受
け
る
時
、
器
が
円
形
で
あ
れ
ば
受
け
る
水
も
円
形
で
、
器
が
方
形
で
あ
れ
ば
受
け
る
水
も
方
形
で
す
。
世
の
中
の
受
け
取
る
も
の
は

全
て
が
こ
の
よ
う
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
人
魂
が
霊
妙
で
あ
る
こ
と
に
何
の
疑
い
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。
物
事
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
思

う
な
ら
ば
、
自
分
の
心
で
そ
の
事
物
を
受
け
取
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
そ
の
物
に
形
体
が
あ
れ
ば
、
人
は
〔
そ
の
物
の
〕
形
体
を
取
り
除

い
て
〔
そ
れ
を
〕
霊
妙
な
状
態
に
し
ま
す
。
そ
う
し
て
こ
そ
、
そ
れ
を
心
に
納
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
例
え
ば
、
こ
こ
に
黄
色
い

牛
が
お
り
、
そ
の
本
性
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
思
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
黄
色
〔
と
い
う
色
〕
を
見
て
、

『
〔
こ
れ
は
〕
牛
で
は
な
い
、
牛

の
色
に
す
ぎ
な
い
』
と
言
い
、
そ
の
声
を
聴
い
て
、

『
〔
こ
れ
は
〕
牛
で
は
な
い
、
牛
の
声
に
す
ぎ
な
い
』
と
言
い
、
そ
の
肉
の
味
を
見

『
〔
こ
れ
は
〕
牛
で
は
な
い
、
牛
の
肉
の
味
に
す
ぎ
な
い
』
と
言
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
そ
の
声
や
色
や
味
な
ど
の
〔
よ
う

に
〕
形
体
の
あ
る
も
の
を
取
り
除
い
て
〔
こ
そ
〕
、

ち
【
剖
】

ま
た
、
例
え
ば
百
維
の
城
壁
を
見
て
〔
そ
れ
を
〕

て、

〔
牛
の
性
と
い
う
〕
霊
妙
な
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
解
り
ま
す
。

一
寸
四
方
の
心
の
中
に
納
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
人
の
心
が
こ
の
上
も
な
く
霊
妙

一
寸
四
方
の
心
の
中
に
百
維
の
城
を
納
め
る
こ
と
な
ど
ど
う
し
て
で
き
ま
し
ょ
う
か
。
そ
れ
自
体
が
霊
妙
な
も
の
で
な
け

れ
ば
、
受
け
取
る
も
の
を
霊
妙
な
も
の
に
す
る
こ
と
な
ど
決
し
て
で
き
な
い
の
で
す
。

第
五
〔
の
理
由
〕
。
天
主
は
人
を
造
る
際
、

で
な
け
れ
ば
、

〔
さ
ま
ざ
ま
の
〕
機
能
を
主
宰
す
る
器
官
を
賦
与
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
も
と
よ
り
そ

れ
が
属
す
る
物
と
対
応
し
て
い
る
も
の
で
す
。
目
は
視
る
こ
と
を
主
宰
し
ま
す
か
ら
、
そ
の
対
象
と
な
る
の
は
色
の
相
だ
け
で
す
。
耳
は

聴
く
こ
と
を
主
宰
し
ま
す
か
ら
、
そ
の
対
象
と
な
る
の
は
音
声
だ
け
で
す
。
鼻
と
ロ
は
臭
ぐ
こ
と
と
味
わ
う
こ
と
を
主
宰
し
ま
す
か
ら
、

そ
れ
ら
の
対
象
と
な
る
の
は
匂
い
と
味
だ
け
で
す
。
耳
と
目
と
ロ
と
鼻
は
形
の
あ
る
も
の
で
す
か
ら
、
色
と
音
と
匂
い
と
味
と
同
様
に
形

の
あ
る
も
の
で
す
。
我
々
の
心
に
は
〔
善
を
好
み
求
め
悪
を
較
み
嫌
う
〕
意
志
と
〔
是
非
善
悪
を
判
別
す
る
〕
理
慢
の
二
つ
の
機
能
が
あ



り
ま
す
。
意
志
が
対
象
と
す
る
も
の
は
善
だ
け
で
、
理
性
が
対
象
と
す
る
も
の
は
真
だ
け
で
す
。
善
と
真
と
は
無
形
で
す
か
ら
、

好
み
求
め
悪
を
悪
み
嫌
う
〕
意
志
と
〔
是
非
善
悪
を
判
別
す
る
〕
理
性
の
機
能
も
無
形
で
、
霊
妙
な
も
の
で
す
。
霊
妙
な
性
は
形
体
を
持

つ
も
の
の
性
に
通
達
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
形
体
を
持
つ
も
の
は
形
体
を
持
た
な
い
性
に
通
達
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
も
そ

〔
善
を

も
人
が
鬼
神
や
多
く
の
形
体
を
持
た
な
い
性
に
明
達
で
き
る
の
は
、
霊
妙
な
〔
霊
魂
を
も
っ
〕
も
の
で
な
け
れ
ば
不
可
能
で
す
」
と
。
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中
土
が
言
っ
た
、

「
も
し
こ
の
世
の
中
に
鬼
神
が
存
在
し
な
い
と
言
う
な
ら
ば
、
形
体
を
持
た
な
い
性
も
存
在
し
な
い
と
言
う
こ
と

に
な
り
、
誰
が
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
明
ら
か
に
で
き
ま
し
ょ
う
か
。

〔
で
す
か
ら
、
あ
な
た
が
説
か
れ
た
〕
こ
の
五
つ
の
理
由
は
確
か
な

根
拠
で
は
な
い
よ
う
で
す
」
と
。

ロ
西
土
が
言
っ
た
、

「
た
と
え
鬼
神
も
存
在
し
な
け
れ
ば
形
体
を
持
た
な
い
性
も
存
在
し
な
い
と
言
う
者
が
い
た
と
し
て
も
、
そ
う
言

う
人
は
先
ず
鬼
神
や
形
体
の
な
い
情
性
を
明
ら
か
に
し
て
こ
そ
、
存
在
す
る
と
か
し
な
い
と
か
を
断
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
も

し
そ
の
性
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
存
在
す
る
と
か
し
な
い
と
か
が
解
る
で
し
ょ
う
か
。
例
え
ば
、

『
雪
は
白
く
て
黒
く
は
な
い
』
と
言
う
場
合
、
黒
と
白
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
こ
そ
雪
が
白
く
て
黒
く
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
人
の
心
が
形
体
の
な
い
性
に
通
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
益
々
明
ら
か
で
す
。

（出｝

第
六
〔
の
理
由
〕
。
身
体
に
従
属
し
て
い
る
知
は
小
さ
な
器
の
よ
う
に
有
限
で
狭
い
も
の
で
す
。
ち
ょ
う
ど
雀
を
糸
で
木
に
つ
な
い
で

『天主実義』の研究（三）

い
る
と
、
羽
を
広
げ
て
高
く
掬
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
も
の
で
す
。
糸
が
じ
ゃ
ま
を
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
で
す
か
ら
、
鳥
獣
は
知

覚
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
が
、
形
体
を
持
た
な
い
も
の
の
実
情
に
つ
い
て
は
通
達
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
し
、
自
分
自
身
を
振
り
返
っ

｛訂｝

て
自
己
の
本
性
の
実
態
を
知
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
身
体
に
従
属
し
な
い
心
は
こ
の
上
な
く
広
大
で
あ
り
、
小
さ
な
器
の
よ
う
に
間
限
定

さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
ず
ば
り
と
自
由
無
碍
な
る
境
地
に
到
達
し
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
雀
が
束
縛
し
て
い
る
糸
を
断
ち
切
っ
て
、
高
く
天

に
飛
朔
す
る
よ
う
な
も
で
す
。
誰
も
臨
む
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
人
の
霊
妙
〔
な
心
〕
は
物
の
表
面
的
実
態
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
隠
さ
れ
た
本
体
ま
で
透
徹
し
て
、
さ
ら
に
自
分
自
身
を
振
り
返
っ
て
自
己
の
本
性
の
実
態
を
知
る
こ
と
も
で
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き
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、

〔
人
の
心
が
〕
形
体
を
持
つ
も
の
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
益
々
は
っ
き
り
し
ま
す
。
で

す
か
ら
、
人
の
魂
は
霊
妙
な
も
の
で
、
滅
び
る
こ
と
が
な
い
と
言
う
の
で
す
。
こ
の
道
理
こ
そ
が
道
を
修
め
る
基
礎
と
な
る
も
の
な
の
で

す
。
さ
ら
に
幾
つ
か
の
理
由
を
挙
げ
て
、
こ
の
〔
霊
魂
が
不
滅
で
あ
る
と
い
う
〕
こ
と
を
証
明
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

〔
の
証
明
〕
。
人
は
誰
で
も
名
声
が
伝
わ
り
広
ま
る
こ
と
を
願
い
、
悪
名
が
残
る
こ
と
を
怖
れ
る
も
の
で
す
。
お
そ
ら
く
再
び
生

｛坦）

ま
れ
〔
て
、
そ
こ
で
や
り
直
し
が
で
き
〕
る
の
と
は
わ
け
が
違
う
か
ら
〔
で
、
現
世
の
行
な
い
が
後
世
に
そ
の
ま
ま
残
る
か
ら
〕
で
す
。

第
で
す
か
ら
、
事
を
行
な
う
時
に
は
、
公
け
の
評
価
に
か
な
っ
て
人
々
か
ら
称
賛
を
受
け
る
こ
と
を
顧
い
ま
す
。
業
績
を
挙
げ
書
物
を
編
集

し
芸
術
を
創
作
し
生
命
を
懸
け
て
、
名
声
や
栄
誉
を
得
て
名
を
後
世
に
残
す
と
い
っ
た
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
、
生
命
を
捨
て
る
こ
と
さ

え
惜
し
み
ま
せ
ん
。
た
い
て
い
の
人
は
こ
う
し
た
気
持
ち
を
持
っ
て
い
ま
す
が
、
愚
者
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
愚
か
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
持
つ

て
い
ま
せ
ん
。
さ
て
死
ん
だ
後
、

一
体
自
分
が
残
し
た
評
判
を
聞
く
で
し
ょ
う
か
。
肉
体
か
ら
論
ず
る
な
ら
ば
、
骨
肉
は
土
に
帰
り
、
朽

ち
果
て
る
を
免
れ
ま
せ
ん
。
ど
う
し
て
聞
く
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
、
霊
魂
は
永
遠
不
滅
で
す
か
ら
、
残
し
た
評
判
の
善

｛担｝

し
悪
し
は
生
き
て
い
る
時
と
変
わ
り
が
あ
り
ま
せ
ん
。
霊
魂
は
死
ぬ
と
消
滅
す
る
の
に
、
そ
れ
で
も
苦
労
し
て
名
声
を
求
め
る
と
説
く
の

は
、
例
え
ば
美
し
い
絵
画
を
置
い
て
お
い
て
、
目
、
が
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
か
ら
観
た
り
、
す
ば
ら
し
い
音
楽
を
用
意
し
て
お
い
て
、

耳
が
聞
こ
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
か
ら
聴
い
た
り
す
る
よ
う
な
も
の
で
、
そ
ん
な
名
声
な
ど
私
に
何
の
関
わ
り
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。

そ
れ
な
の
に
人
々
は
こ
れ
を
求
め
、
死
ぬ
ま
で
や
め
よ
う
と
は
し
ま
せ
ん
。
中
国
の
古
礼
に
よ
れ
ば
、
孝
子
や
慈
孫
は
四
季
に
そ
の
祖
廟

を
修
理
し
、
衣
装
を
整
え
、
季
節
ご
と
の
食
物
を
供
え
て
、
亡
く
な
っ
た
父
母
を
歓
ば
せ
ま
す
。
も
し
、
両
親
の
身
体
も
精
神
も
全
て
滅

ん
で
し
ま
う
の
で
あ
れ
ば
、
子
供
の
哀
告
を
聴
く
こ
と
も
拝
礼
を
見
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。

〔
だ
と
し
ま
す
と
〕
我
々
の
『
死
ん
だ
人

（岨）

に
対
し
て
生
き
て
い
る
人
の
よ
う
に
仕
え
、
亡
く
な
っ
た
人
に
対
し
て
生
き
て
い
る
か
の
よ
う
に
仕
え
る
』
と
い
う
気
持
ち
は
、
君
主
よ

り
庶
民
に
至
る
ま
で
行
な
う
べ
き
重
大
な
儀
礼
（
葬
祭
）
で
は
な
く
、
子
供
の
戯
れ
ご
と
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

第
二
〔
の
証
明
〕
。
上
帝
は
万
物
を
創
造
し
ま
し
た
が
、
全
て
の
物
に
は
則
（
道
理
や
規
範
）
が
備
わ
っ
て
い
ま
判
。

〔
則
を
持
た
な



い
〕
無
意
味
な
物
も
な
け
れ
ば
、

〔
物
の
な
い
〕
空
虚
な
則
も
あ
り
ま
せ
ん
。
試
し
に
幾
つ
か
の
物
の
実
態
を
挙
げ
て
み
る
な
ら
ば
、
そ

れ
ぞ
れ
の
本
性
が
欲
す
る
ま
ま
に
行
な
う
こ
と
を
求
め
る
ば
か
り
で
、
そ
れ
以
外
に
得
難
い
も
の
を
求
め
よ
う
と
は
し
ま
せ
ん
。
そ
う
い

す
ヲ
ぽ
ん

う
わ
け
で
、
魚
や
瞳
は
川
や
淵
に
潜
る
こ
と
を
楽
し
ん
で
、
山
や
峰
に
遊
ぶ
こ
と
を
顕
い
ま
せ
ん
し
、
兎
や
鹿
は
山
や
峰
を
走
る
こ
と

を
喜
ん
で
、
水
の
中
に
潜
る
こ
と
を
望
み
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
鳥
獣
の
望
み
は
永
遠
に
生
き
る
こ
と
に
は
な
く
、
来
世
に
お
い
て
天
堂

に
昇
っ
て
無
窮
の
楽
し
み
を
受
け
る
こ
と
に
も
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
ら
が
本
性
に
よ
っ
て
願
う
も
の
は
、
現
世
の
こ
と
以
外
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
我
々
人
聞
は
、
精
神
や
肉
体
が
共
に
滅
び
る
と
い
う
奇
異
な
話
を
常
々
聞
い
て
は
い
て
も
、
永
遠
に
生
き
る
こ
と
を
望
み
、
安
楽
な

地
に
憩
い
、
無
窮
の
幸
い
を
得
る
こ
と
を
願
わ
な
い
者
は
お
り
ま
せ
ん
。
も
し
、
こ
の
よ
う
な
思
い
を
す
べ
て
満
た
す
こ
と
が
で
き
な
い

な
ら
ば
、
天
主
は
こ
の
よ
う
な
思
い
を
人
々
の
心
に
植
え
付
け
る
は
ず
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
世
の
中
に
は
家
や
財
産
を
放
り
棄
て
、
肉

親
か
ら
離
れ
去
り
、
深
山
幽
谷
に
住
ん
で
、

一
心
に
修
業
す
る
者
が
沢
山
い
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
彼
ら
は
現
世
を
重
視
せ
ず
、
来
世

に
真
の
幸
福
を
願
い
求
め
て
い
ま
す
。
も
し
我
々
の
霊
魂
が
肉
体
と
共
に
滅
び
る
な
ら
ば
、
何
と
無
駄
な
こ
と
に
心
を
用
い
て
い
る
で
は

あ
り
ま
せ
ん
か
。

足
さ第
せ三
る〔
この
と証
が明
な '-i

qg 話
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4、に

ち号
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足物
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を
持
ち
慈
愛
深
い
方
で
あ
り
、
そ
の
行
な
い
は
人
が
批
判
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
天
主
は
世
界
の
状
態
に
応
じ
て
物
の

本
性
を
造
ら
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、

〔
天
主
が
〕
鳥
獣
を
現
世
に
止
め
て
お
こ
う
と
思
っ
て
い
る
の
で
、

〔
鳥
獣
に
〕
与
え
ら
れ
て
い
る

願
い
は
こ
の
現
世
の
こ
と
を
越
え
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、

〔
こ
の
世
の
物
を
〕
満
足
い
く
ま
で
求
め
、
満
足
す
れ
ば
そ
れ
で
終
わ

り
で
す
。

〔
天
主
は
〕
人
類
を
永
遠
に
生
か
し
め
よ
う
と
思
っ
て
い
る
の
で
、

〔
人
に
〕
与
え
ら
れ
て
い
る
願
い
は
わ
ず
か
な
こ
の
世
の

望
み
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
わ
ず
か
に
〔
こ
の
世
の
こ
と
と
い
う
〕

一
つ
の
満
足
を
求
め
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、

〔
現
世
で
は
〕
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
を
求
め
る
の
で
す
。
試
し
に
商
業
や
殖
産
を
行
な
っ
て
い
る
者
を
見
る
に
、
金
銀
や
宝
石
を

五



ム

ノ、

箱
に
満
た
し
、
そ
の
富
は
州
県
随
一
で
あ
っ
て
も
、
心
は
満
た
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
仕
官
し
て
い
る
者
は
、
世
俗
の
浮
き

名
を
求
め
、
太
平
の
好
機
を
つ
か
ん
で
は
、
官
位
爵
禄
を
栄
誉
と
し
て
ひ
た
す
ら
求
め
ま
す
が
、
た
と
い
朝
廷
の
高
い
位
に
昇
り
皇
帝
の

左
右
に
侍
る
こ
と
に
な
っ
て
も
、
心
は
満
た
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
遂
に
は
天
下
を
手
に
入
れ
万
民
に
君
臨
し
て
、
子
孫
に
幸
い

を
遣
す
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
心
は
や
は
り
満
足
し
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
は
怪
し
む
に
た
り
ま
せ
ん
。
す
べ
て
天
主
が
人
聞
に
与
え

て
い
る
心
の
思
い
は
、
無
窮
の
寿
命
と
無
限
の
快
楽
で
あ
る
か
ら
で
、
現
世
の
わ
ず
か
な
楽
し
み
に
よ
っ
て
し
ば
ら
く
で
も
満
た
さ
れ
る

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
小
さ
な
一
匹
の
蚊
で
〔
巨
大
な
〕
龍
や
象
〔
の
腹
〕
を
満
た
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
し
、
わ
ず
か
一
粒
で
朝
廷

の
倉
を
一
杯
に
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
西
洋
の
古
代
の
聖
人
（
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
）
は
こ
の
道
理
を
悟
り
天
を
仰
い
で
嘆
息
し

（岨）

て
言
い
ま
し
た
、
『
万
民
の
父
な
る
天
の
主
よ
、
あ
な
た
は
私
た
ち
人
聞
を
あ
な
た
か
ら
創
ら
れ
ま
し
た
。
あ
な
た
だ
け
が
私
の
心
を
満

｛咽）

た
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
人
は
あ
な
た
〔
の
も
と
〕
に
帰
る
ま
で
は
、
そ
の
心
が
安
ら
ぎ
満
た
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
』
と
。

第
四
〔
の
証
明
〕
。
人
は
生
来
誰
で
も
死
者
を
怖
れ
る
も
の
で
す
。
親
戚
や
友
人
で
あ
っ
て
も
、
死
ん
で
し
ま
う
と
平
気
で
そ
の
遺
体

（岨）

に
近
づ
こ
う
と
は
し
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
猛
獣
が
死
ん
で
も
怖
れ
な
い
の
は
、
人
の
生
来
の
霊
妙
さ
が
本
来
の
知
覚
を
持
っ
て
い
て
、
人

は
死
ん
だ
の
ち
に
も
魂
が
存
在
し
て
怖
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
猛
獣
の
魂
は
完
全
に
消
滅
し
て
い
て
留
ま
っ
て
人
を
驚
か
す
こ
と
が
な
い

と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

第
五
〔
の
証
明
〕
。
天
主
の
〔
人
聞
に
対
す
る
〕
応
報
は
公
平
無
私
な
も
の
で
あ
っ
て
、
善
な
る
者
は
必
ず
賞
し
、
悪
な
る
者
は
必
ず

罰
し
ま
す
。
現
世
に
お
い
て
は
、
悪
を
行
な
っ
た
者
が
富
貴
や
安
楽
を
貧
り
、
善
を
行
な
っ
た
者
が
貧
賎
や
苦
難
を
な
め
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
も
ち
ろ
ん
天
主
は
そ
の
人
が
死
ぬ
の
を
待
っ
て
、
そ
の
あ
と
で
そ
の
善
な
る
魂
を
取
っ
て
賞
し
、
そ
の
悪
な
る
魂
を
取
っ
て
罰
し

ま
す
。
も
し
魂
が
肉
体
と
共
に
滅
び
る
な
ら
ば
、
天
主
は
ど
う
し
て
そ
の
人
を
賞
罰
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
か
」
と
。

内。

「
君
子
は
現
世
に
お
い
て
小
人
と
異
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
死
後
も
小
人
と
異
な
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。

の
〕
生
死
が
同
じ
で
あ
る
な
ら
ば
、
異
な
る
理
由
は
魂
に
あ
る
は
ず
で
す
。
で
す
か
ら
、
あ
る
儒
者
は
次
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
ま

中
士
が
言
っ
た
、

〔
肉
体



『
善
な
る
者
は
道
に
よ
っ
て
本
心
を
保
持
す
る
か
ら
、
肉
体
が
死
ぬ
と
心
は
消
滅
し
な
い
。
悪
な
る
者
は
罪
に
よ
っ
て
本
心
を
破
壊

す
る
か
ら
、
肉
体
が
死
ぬ
と
心
も
こ
れ
に
従
っ
て
消
滅
す
る
』
と
。
こ
う
し
た
説
も
人
を
善
に
誘
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

すう
か
」
と
。
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「
人
の
霊
魂
は
善
悪
に
関
わ
り
な
く
、
皆
死
後
も
滅
び
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
万
国
の
人
々
が
こ
の
こ
と
を
信

じ
て
お
り
、
天
主
の
経
船
（
聖
書
）
に
は
こ
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
は
幾
つ
か
の
道
理
で
そ
の
こ
と
を
証
明
し
ま
し
ょ
う
。
善

西
土
が
言
っ
た
、

人
悪
人
に
よ
っ
て
〔
魂
を
〕
区
別
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
経
典
に
も
載
っ
て
い
ま
せ
ん
し
、
道
理
に
か
な
っ
た
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
世
の
重
大
事
に
つ
い
て
軽
率
に
新
説
を
立
て
笛
や
太
鼓
で
騒
ぎ
た
て
、
益
々
人
々
を
惑
わ
す
よ
う
な
こ
と
を
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

善
を
勧
め
て
悪
を
阻
む
の
は
、
賞
罰
の
常
道
で
す
。
ど
う
し
て
こ
れ
を
捨
て
て
他
の
詑
弁
を
弄
し
ま
し
ょ
う
。
人
魂
は
砂
で
も
水
で
も
な

い
の
で
す
か
ら
、
集
散
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
か
。
魂
は
霊
妙
な
も
の
で
す
。

一
身
の
主
宰
で
あ
り
、
肢
体
の
原
動
力
で
す
。
霊
妙

な
魂
に
よ
っ
て
肉
体
が
滅
び
る
と
い
う
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
て
も
、
肉
体
に
よ
っ
て
霊
妙
な
魂
が
滅
び
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
し
て
可
能

で
し
ょ
う
。
も
し
悪
な
る
行
為
が
本
心
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
小
人
は
必
ず
長
生
き
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
若
い

時
か
ら
歳
を
と
る
ま
で
悪
を
行
な
っ
て
や
め
な
い
者
が
い
ま
す
。
ど
う
し
て
そ
の
心
が
消
滅
す
る
こ
と
な
く
、
生
き
て
い
る
の
で
し
ょ
う

『天主実義』の研究（三）

か
。
心
は
肉
体
に
と
っ
て
血
よ
り
も
重
要
な
も
の
で
す
。
血
が
消
滅
す
れ
ば
肉
体
は
立
っ
て
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
か
ら
、
心
が

消
滅
す
れ
ば
、
肉
体
は
ど
う
し
て
動
く
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
ま
し
て
、
心
は
肉
体
よ
り
も
堅
固
な
も
の
で
す
。
悪
を
我
が
身
に
行
な
っ

て
、
肉
体
が
滅
び
る
こ
と
が
な
い
の
に
、
ど
う
し
て
心
だ
け
が
消
滅
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
も
し
生
き
て
い
る
時
に
心
が
滅
び
る

の
で
あ
れ
ば
、
ど
う
し
て
死
後
を
待
つ
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。
造
物
者
は
、

〔
人
の
行
な
い
が
〕
善
で
あ
る
か
ど
う
か
で
そ
の
〔
人
の
〕

本
性
を
変
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
鳥
獣
の
本
性
は
永
遠
不
滅
な
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
中
に
善
な
る
も
の
が
い
た
と
し
て
も
、
鳥

（必）

獣
は
そ
れ
に
よ
っ
て
永
遠
不
滅
に
は
な
ら
な
い
の
で
す
。
悪
魔
の
本
性
は
永
遠
不
滅
な
る
も
の
で
す
。
た
と
え
悪
を
行
な
っ
て
も
、
悪
魔

が
そ
れ
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
悪
人
の
心
が
そ
の
悪
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
こ
と
が
あ
り
え
ま
し
ょ

七



八

う
か
。
も
し
悪
人
の
魂
が
滅
亡
の
刑
罰
を
受
け
る
な
ら
ば
、
そ
の
刑
罰
は
公
正
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
と
よ
り
天
主
に
よ
る
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
思
い
ま
す
に
、
重
罪
に
は
等
級
が
あ
り
ま
す
。
全
て
を
罰
し
て
滅
ぼ
す
べ
き
で
し
ょ
う
か
。
ま
し
て
、
滅
ぼ
さ
れ
た

も
の
は
無
に
帰
し
て
し
ま
う
の
で
す
か
ら
、
何
の
顛
難
も
辛
苦
も
あ
り
ま
せ
ん
。
刑
罰
を
受
け
る
こ
と
も
な
く
、
罪
も
〔
罰
か
ら
〕
免
れ

る
の
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
世
の
中
の
人
が
〔
罰
を
〕
怖
れ
ず
に
悪
を
行
な
う
よ
う
に
さ
せ
、
悪
を
行
な
う
者
が
〔
罰
を
〕
怖
れ
ず
に
益
々

（釘｝

そ
の
悪
を
行
な
う
よ
う
に
さ
せ
る
も
の
で
す
。
聖
賢
が
言
わ
れ
る
『
心
が
散
る
』
『
心
が
亡
ぶ
』
と
い
う
の
は
比
喰
で
す
。
例
え
ば
、
心

が
ふ
ら
ふ
ら
と
外
界
の
こ
と
が
ら
を
追
い
か
け
て
専
一
で
な
い
の
を
『
心
が
散
る
』
と
言
い
、
内
面
の
本
性
の
こ
と
を
務
め
ず
に
外
面
の

こ
と
に
逸
脱
し
て
い
る
の
を
『
心
が
亡
ぶ
』
と
言
う
の
で
あ
っ
て
、
本
当
に
心
が
散
ら
ば
っ
た
り
亡
ん
だ
り
す
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

善
な
る
者
が
心
に
徳
を
納
め
て
美
し
く
飾
り
、
悪
な
る
者
が
心
に
罪
を
納
め
て
醜
く
汚
す
よ
う
な
も
の
で
す
。
こ
の
本
性
は
肉
体
と
精
神

を
併
せ
持
ち
ま
す
が
、
私
が
自
分
で
結
び
併
せ
た
も
の
で
は
な
く
、
天
主
が
私
に
付
与
し
て
人
と
し
た
も
の
で
、
散
滅
す
る
場
合
も
私

〔
の
力
〕
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
必
ず
天
主
〔
の
働
き
〕
に
よ
る
の
で
す
。
天
主
が
我
々
の
肉
体
を
一
年
で
滅
ぼ
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
、

〔
肉
体
は
〕

一
年
で
滅
ぶ
の
で
、
永
久
に
生
き
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
し
、
霊
魂
を
永
遠
不
滅
な
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
我
々

が
そ
れ
を
滅
ぼ
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

〔
そ
の
本
性
を
〕
白
分
で
ど
の
よ
う
に
用
い
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
振
り
返
り
、
よ
く
用
い

て
い
る
な
ら
ば
安
泰
で
あ
り
、
誤
っ
て
用
い
て
い
る
な
ら
ば
危
険
で
す
。
我
々
が
本
性
を
受
け
て
い
る
の
は
、
黄
金
を
持
っ
て
い
る
よ
う

な
も
の
で
す
。
こ
の
黄
金
を
用
い
て
祭
神
の
爵
を
造
っ
た
り
、
あ
る
い
は
汚
識
を
入
れ
る
盤
を
造
っ
た
り
し
ま
す
。
い
ず
れ
も
自
分
で
そ

う
す
る
の
で
す
。
し
か
し
、
汚
識
を
入
れ
る
盤
だ
け
が
黄
金
で
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
心
に
光
を
増
す
な
ら
ば
、
遂
に
は
天
国

の
大
い
な
る
光
に
至
る
こ
と
も
で
き
ま
す
し
、
心
に
闘
を
増
す
な
ら
ば
、
遂
に
は
地
獄
の
大
い
な
る
暗
闇
に
堕
ち
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

誰
が
こ
の
道
理
を
否
定
で
き
ま
し
ょ
う
」
と
。

問
中
士
が
言
っ
た
、

｛岨）

「
あ
あ
、
今
は
じ
め
て
私
は
人
が
鳥
獣
に
異
な
っ
て
い
る
点
が
僅
か
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
ま
し
た
。

霊
魂
不
滅
と
い
う
道
理
は
、
こ
の
上
な
く
正
し
く
、
明
ら
か
な
も
の
で
す
」
と
。



川
西
土
が
言
っ
た
、

「
自
分
の
行
な
い
が
鳥
獣
の
よ
う
で
あ
る
こ
と
を
願
い
、

〔
人
と
鳥
獣
の
〕
二
つ
の
本
性
が
異
な
る
こ
と
を
知
ら

な
い
者
は
愚
か
で
す
。
高
潔
な
人
物
の
志
は
人
並
み
以
上
の
も
の
で
す
。
自
ら
が
低
い
部
類
の
も
の
と
同
等
で
あ
る
こ
と
を
願
う
こ
と
な

ど
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。
聡
明
な
わ
が
友
、
あ
な
た
は
〔
天
主
の
〕
尊
い
み
旨
と
合
致
し
て
お
ら
れ
、
お
言
葉
も
人
並
み
以
上
の
も
の
で

す
。
し
か
し
、

〔
人
と
鳥
獣
の
〕
本
性
は
非
常
に
異
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
行
動
や
態
度
は
決
し
て
近
づ
い
て
は
な
り
ま
せ
ん
」
と
。

『天主実義』の研究（三）

【
注
釈
】

（
1
）
『
礼
記
』
礼
運
に
は
「
聖
人
は
天
地
に
参
じ
、
鬼
神
に
並
び
、
以
て
治
政
す
」
と
、
『
礼
記
』
孔
子
閲
居
に
は
「
三
玉
の
徳
は
、
天
地
に
参

た
り
」
と
、
『
礼
記
』
経
解
に
は
「
天
子
は
天
地
と
参
た
り
」
と
あ
る
。
ま
た
『
中
庸
章
句
』
第
二
十
二
章
に
は
「
唯
だ
天
下
の
至
誠
の
み
能

く
其
の
性
を
尽
く
す
を
為
す
。
能
く
其
の
性
を
尽
く
せ
ば
、
則
ち
能
く
人
の
性
を
尽
く
す
。
能
く
人
の
性
を
尽
く
せ
ば
、
則
ち
能
く
物
の
性
を

た

す

た

す

尽
く
す
。
能
く
物
の
性
を
尽
く
せ
ば
、
則
ち
以
て
天
地
の
化
育
を
賛
く
べ
し
。
以
て
天
地
の
化
育
を
賛
く
べ
け
れ
ば
、
則
ち
以
て
天
地
と
参
た

る
べ
し
」
と
あ
る
。
朱
子
は
「
天
地
と
参
た
る
と
は
、
天
地
と
並
び
立
ち
て
三
と
為
る
を
調
う
な
り
」
と
注
釈
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
「
人

参
天
地
」
と
い
う
表
現
は
、
医
書
に
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
『
霊
枢
経
』
で
は
「
経
水
第
十
一
一
」
「
邪
客
第
七
十
ご
「
刺
節
真
邪

第
七
十
五
」
「
歳
露
第
七
十
九
」
な
ど
に
見
え
る
。

（2
）
明
末
の
三
教
一
致
論
者
で
あ
る
林
兆
恩
二
五
一
七
J
一
五
九
八
）
は
「
人
身
乃
一
天
地
」
と
い
う
こ
と
を
し
ば
し
ば
主
張
し
て
い
る
が
、

そ
の
著
『
九
序
摘
言
』
（
『
林
子
三
教
正
宗
統
論
』
所
収
）
の
「
其
四
日
、
安
土
敦
仁
、
以
結
陰
丹
」
の
注
に
「
人
身
一
小
天
地
」
と
い
う
表
現

が
見
ら
れ
る
。
（
福
田
殖
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。
）

（3
）
原
文
に
は
「
日
従
其
所
欲
爾
失
」
と
あ
る
。
『
論
語
』
為
政
篇
に
「
七
十
に
し
て
心
の
欲
す
る
所
に
従
い
て
矩
を
捻
え
ず
」
と
あ
る
。

（4
）
『
論
語
』
陽
貨
篇
に
「
子
生
ま
れ
て
一
一
一
年
に
し
て
、
然
る
後
に
父
母
の
懐
よ
り
免
る
」
と
あ
る
。

（5
）
『
孟
子
』
際
文
公
上
篇
に
「
或
い
は
心
を
労
し
、
或
い
は
力
を
労
す
。
心
を
労
す
る
者
は
人
を
治
め
、
力
を
労
す
る
者
は
人
に
治
め
ら
る
。

ゃ

し

な

中

し

な

人
に
治
め
ら
る
る
者
は
人
を
食
い
、
人
を
治
む
る
者
は
人
に
食
わ
る
。
天
下
の
通
義
な
り
」
と
あ
る
。
朱
子
は
『
孟
子
集
註
』
で
「
此
の

『
心
を
労
す
る
者
は
人
を
治
む
』
以
下
〕
四
句
は
皆
古
語
に
し
て
、
孟
子
之
れ
を
引
く
な
り
。
君
子
は
小
人
無
け
れ
ば
則
ち
飢
え
、
小
人
は

君
子
無
け
れ
ば
則
ち
乱
る
」
と
説
明
し
て
い
る
。

（6
）
典
拠
は
未
詳
。

九



。

（7
）
『
韓
非
子
』
外
儲
説
左
上
に
「
夫
れ
良
薬
は
口
に
苦
し
」
と
あ
る
。

（8
）
原
文
に
は
「
如
相
盟
組
」
と
あ
る
。
『
周
礼
』
秋
官
司
盟
に
「
獄
訟
の
者
有
れ
ば
則
ち
之
れ
を
し
て
盟
誼
せ
し
む
」
と
あ
る
。

（9
）
典
拠
は
未
詳
。

（
叩
）
儒
教
で
は
上
下
の
関
係
に
あ
る
者
が
互
い
に
礼
を
も
っ
て
親
し
み
あ
う
こ
と
を
説
く
。
例
え
ば
、
『
礼
記
』
経
解
に
は
「
上
下
、
相
い
親
し

む
、
之
れ
を
仁
と
謂
う
」
と
、
『
孝
経
』
開
宗
明
義
章
に
は
「
先
王
に
至
徳
要
道
有
り
、
以
て
天
下
を
順
わ
す
。
民
以
て
和
睦
し
、
上
下
、
怨

’
』
効
如
M
J
v

み
無
し
」
と
、
『
孟
子
』
梁
恵
玉
上
篇
に
は
「
上
下
、
交
も
利
を
征
す
れ
ば
国
危
う
し
L

と
あ
る
。

（
日
）
儒
教
で
は
父
子
・
君
臣
・
夫
婦
・
兄
弟
・
朋
友
の
五
つ
の
人
間
関
係
に
お
い
て
あ
る
べ
き
あ
り
方
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
儒
教
倫
理
の
根
本

で
あ
る
五
倫
で
、
父
子
の
「
親
」
（
親
愛
）
、
君
痘
の
「
義
」
（
忠
義
）
、
夫
婦
の
「
別
」
（
役
割
）
、
兄
弟
の
「
序
」
（
順
序
）
、
服
友
の
「
信
」

（
信
義
）
の
こ
と
で
あ
る
。
『
孟
子
』
膝
文
公
上
篇
に
見
え
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ら
が
す
べ
て
破
ら
れ
た
状
態
を
言
う
。

（
ロ
）
「
本
来
の
心
」
は
、
原
文
に
は
「
真
心
」
と
あ
る
。
元
来
仏
教
語
で
あ
る
が
、
種
子
の
門
人
の
謝
上
察
が
「
人
は
須
く
其
の
真
心
を
識
る
べ

し
。
諸
子
の
将
に
井
に
入
ら
ん
と
す
る
を
見
る
時
、
是
れ
真
心
な
り
」
と
説
い
て
以
来
、
程
朱
学
に
お
い
て
も
天
理
を
本
具
し
た
「
本
来
の
心
」

を
表
す
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
（
『
近
世
漢
籍
叢
刊
』
上
奈
語
録
（
中
文
出
版
社
）
所
載
の
荒
木
見
悟
氏
「
解
題
」
を
参
照
。
）

（
時
）
原
文
に
は
「
朽
蓬
」
と
あ
る
。

（M
）
原
文
に
「
黒
蝋
」
「
徳
牧
」
と
あ
る
人
物
に
つ
い
て
、
従
来
の
邦
訳
で
は
、
佐
伯
好
郎
氏
、
後
藤
基
巳
氏
と
も
に
「
へ
ラ
l
」
「
ト
ム
」
と
読

み
、
人
物
を
特
定
し
て
い
な
い
が
、
『
柑
融
天
主
賓
義
』
『
県
自
己
包
囲
富
国
〉
Z
H
Z
O
O『
寸
出
国

F
C
M
H
U
O『
同
国
〉
〈
回
Z
』
等
に
よ
り
、

「
へ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
」
と
コ
ア
モ
ク
リ
ト
ス
」
と
解
釈
し
た
。
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
（
出
。
『
胆
－
内

E
吉
田
）
は
、
前
五
三
五
頃
J
四
七
五
頃
の
ギ
リ

シ
ア
の
哲
学
者
。
万
物
の
根
源
は
火
で
あ
り
、
永
遠
の
生
滅
・
変
化
の
中
に
あ
る
（
「
万
物
は
流
転
す
る
」
）
と
説
い
た
。
孤
高
の
生
涯
を
送
り
、

「
泣
く
哲
学
者
」
「
暗
い
人
」
と
称
さ
れ
る
。
デ
モ
ク
リ
ト
ス
（
ロ
O
E
O
－S
吉
田
）
は
前
四
六

O
頃
J
三
七

O
頃
の
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
。
万
物

は
原
子
の
結
合
と
分
離
の
運
動
に
よ
っ
て
あ
る
と
説
い
た
。
「
笑
う
哲
学
者
」
と
称
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
に
「
へ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
は
い
つ

で
も
笑
い
、
デ
モ
ク
リ
ト
ス
は
い
つ
で
も
泣
い
て
い
ま
し
た
」
と
あ
る
の
は
、
表
現
が
反
対
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
な
お
現
代
中
国
語
で

は
「
赫
栓
克
利
特
」
「
徳
義
克
利
特
」
と
表
記
す
る
。

（
日
）
ど
こ
の
習
俗
か
未
詳
。

ほ
ん
ご
〈

（Mm
）
『
新
約
聖
書
』
の
「
フ
ィ
リ
ピ
の
信
徒
へ
の
手
紙
」

3
章
初
節
に
、
「
し
か
し
、
わ
た
し
た
ち
の
本
国
は
天
に
あ
り
ま
す
」
と
あ
る
。
ま
た
、

ま
〈
や

同
じ
く
「
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
二
」

5
章
1
節
に
、
「
わ
た
し
た
ち
の
地
上
の
住
み
か
で
あ
る
幕
屋
が
滅
び
て
も
、
神
に
よ
っ
て
建
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物
が
備
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
わ
た
し
た
ち
は
知
っ
て
い
ま
す
。
人
の
手
で
造
ら
れ
た
も
の
で
な
い
天
に
あ
る
永
遠
の
住
み
か
で
す
」
と
あ

る
。
（
聖
書
か
ら
の
引
用
は
、
日
本
聖
書
協
会
の
『
聖
書
』
新
共
同
訳
に
よ
る
。
）

（
日
）
原
文
に
は
「
天
民
」
と
あ
り
、
「
天
が
生
じ
た
民
」
の
意
味
で
あ
る
。
例
え
ば
、
『
孟
子
』
万
章
上
篇
に
「
予
は
天
民
の
先
覚
な
る
者
な
り
」

と
あ
る
。

（
路
）
こ
こ
ま
で
の
文
章
は
、
「
は
じ
め
に
」
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
『
崎
人
十
篇
』
の
第
二
「
人
間
に
と
っ
て
こ
の
世
は
仮
住
ま
い
に
す
ぎ
な
い
」

（
人
於
今
世
惟
僑
寓
耳
）
の
文
章
と
ほ
ぼ
同
様
の
内
容
で
あ
る
。
『
崎
人
十
篇
』
で
は
こ
の
後
に
西
土
の
言
葉
が
し
ば
ら
く
続
き
、
宮
崎
埼
の
言

葉
が
入
る
。

（
四
）
原
文
に
は
「
天
堂
地
獄
」
と
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
仏
教
用
語
で
あ
る
。
天
堂
は
六
道
（
衆
生
が
自
ら
の
業
に
よ
っ
て
生
死
を
繰
り
返
す
迷
い

の
世
界
。
す
な
わ
ち
、
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
阿
修
羅
・
人
・
天
）
の
一
つ
で
あ
る
天
道
を
指
す
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
悪
行
の
結
果

と
し
て
の
地
獄
に
対
し
て
、
善
行
の
結
果
と
し
て
生
ず
べ
き
天
を
指
す
。
地
獄
は
同
じ
く
六
道
の
一
つ
で
、
悪
業
を
積
ん
だ
者
が
堕
ち
て
、
様
々

な
責
め
苦
を
受
け
る
所
で
あ
る
。

4
に
見
る
よ
う
に
、
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
は
天
主
教
の
「
天
国
・
地
獄
」
を
「
天
堂
・
地
獄
」
の
語
で
も
っ
て

表
現
す
る
。

（
却
）
原
文
に
は
「
儒
者
亦
禁
人
乱
法
殺
人
」
と
あ
る
。
イ
エ
ズ
ス
会
士
に
よ
る
最
初
の
漢
訳
十
誠
で
あ
る
「
祖
伝
天
主
十
誠
」
の
第
五
誠
に
は

「
莫
乱
法
殺
人
」
（
法
を
乱
し
て
人
を
殺
す
莫
か
れ
）
と
あ
る
。

（
幻
）
原
文
に
は
「
天
主
天
堂
地
獄
之
義
」
と
あ
る
。

（
匁
）
原
文
に
は
「
人
之
精
霊
、
常
生
不
滅
」
と
あ
る
。

（
お
）
中
国
に
お
い
て
は
古
来
「
魂
」
は
陽
で
精
神
を
司
り
、
「
塊
」
は
陰
で
肉
体
を
司
る
も
の
で
あ
り
、
死
ぬ
と
両
者
は
離
散
し
て
、
魂
は
天
に

塊
は
地
に
帰
る
と
考
え
ら
れ
た
。
例
え
ば
『
礼
記
』
郊
特
牲
に
「
魂
気
は
天
に
帰
り
、
形
暁
は
地
に
帰
る
」
と
あ
る
。

（
斜
）
原
文
に
は
「
三
品
」
と
あ
る
。
以
下
、
「
下
回
巴
「
中
品
」
「
上
品
」
と
あ
る
。
こ
の
三
魂
説
は
、
古
く
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
霊
魂
論
』

に
見
え
る
。

（
お
）
「
目
の
機
能
」
以
下
四
つ
の
「
機
能
」
は
、
原
文
に
は
「
目
司
」
「
耳
司
」
「
鼻
司
」
「
口
司
」
と
あ
る
。

（
お
）
原
文
に
は
「
本
用
」
と
あ
る
。

（
幻
）
原
文
に
は
「
火
気
水
土
四
行
」
と
あ
る
。

（
お
）
原
文
に
は
「
神
」
と
あ
る
。
以
下
「
霊
妙
な
も
の
」
と
訳
す
。



（
却
）
原
文
に
は
「
有
形
之
魂
」
と
あ
る
。
「
生
魂
」
「
覚
魂
」
を
指
す
。

（
鈎
）
原
文
に
見
え
る
「
私
欲
」
「
公
理
」
は
朱
子
学
の
概
念
で
も
あ
る
。
朱
子
学
に
お
い
て
は
人
の
心
は
天
理
（
公
理
）
の
内
在
と
し
て
性
を
具

有
す
る
が
、
気
質
の
要
素
に
よ
っ
て
人
欲
（
私
欲
）
の
存
在
を
免
れ
な
い
と
考
え
る
。
従
っ
て
、
私
欲
を
滅
ぼ
し
て
天
理
を
具
現
す
る
こ
と
が

本
来
の
自
己
を
実
現
す
る
た
め
の
方
法
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

（
但
）
こ
こ
で
言
う
「
人
心
」
は
「
霊
妙
な
本
性
」
に
従
う
心
を
意
味
し
、
人
間
特
有
の
も
の
と
さ
れ
る
が
、
朱
子
学
に
お
い
て
は
用
法
が
異
な
る
。

一
般
的
に
「
人
の
心
」
を
表
現
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
朱
子
学
に
お
い
て
は
特
に
『
尚
書
』
大
局
譲
の
「
人
心
は
惟
れ
危
う
く
、
道
心
は
惟
れ

吻－

v』
か
』
夢
、

微
な
り
。
惟
れ
精
、
惟
れ
一
、
允
に
阪
の
中
を
執
れ
」
に
基
づ
い
て
、
「
道
心
」
に
対
時
す
る
概
念
と
し
て
説
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。
「
一
方

は
形
気
の
私
か
ら
生
じ
、
他
方
は
性
命
の
正
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
人
心
は
危
う
く
て
不
安
定
で
あ
り
、
道
心
は
微
妙
で
見
が
た
い

も
の
で
あ
る
」
（
「
中
庸
章
句
序
」
）
と
朱
子
が
説
く
よ
う
に
、
「
人
心
」
は
「
天
理
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
心
の
状
態
」
「
天
理
に
背
反

す
る
可
能
性
を
持
っ
た
心
の
不
安
定
性
」
を
表
わ
す
概
念
と
言
え
る
。

（
沼
）
原
文
に
は
「
形
性
」
「
神
性
」
と
あ
る
。
朱
子
学
に
お
い
て
は
、
「
気
質
の
性
」
と
「
本
然
の
性
」
を
区
別
し
て
説
く
。
天
理
の
内
在
と
し

て
純
粋
至
善
な
本
性
を
「
本
然
の
性
」
と
言
い
、
そ
れ
が
気
質
と
合
体
し
て
そ
の
制
約
を
受
け
る
の
を
「
気
質
の
性
」
と
言
う
。
従
っ
て
、
気

質
に
制
約
さ
れ
な
い
た
め
に
「
気
質
の
変
化
」
が
必
要
に
な
る
。
前
項
の
「
道
心
」
に
純
一
化
す
る
こ
と
、
精
一
の
功
夫
も
同
様
の
目
的
を

持
つ
。

（
お
）
原
文
に
は
「
天
神
」
と
あ
る
。
第
二
篇
の
注
釈
（
mm
）
を
参
照
。

（
担
）
一
維
は
高
さ
一
丈
、
長
さ
三
丈
の
城
壁
の
大
き
さ
を
表
わ
す
。

（
お
）
第
七
篇
に
は
、
霊
魂
が
「
司
記
合
」
「
司
明
悟
」
「
司
愛
欲
」
の
三
つ
の
働
き
を
持
つ
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
記
憶
、
理
性
、
意
志
の
働

き
の
こ
と
で
あ
る
。
同
篇
で
は
「
司
明
」
「
司
愛
」
と
略
し
て
い
る
の
を
、
本
篇
で
は
「
司
悟
」
「
司
欲
」
と
称
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
に

つ
い
て
は
『
霊
言
愈
勺
』
（
本
稿
「
は
じ
め
に
」
を
参
照
）
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

（
お
）
原
文
に
は
「
肉
心
之
知
」
と
あ
る
。

（
幻
）
原
文
に
は
「
無
形
之
心
」
と
あ
る
。

（
お
）
原
文
に
は
「
人
心
皆
欲
伝
播
善
名
而
患
遺
悪
声
、
殆
輿
還
生
不
伴
」
と
あ
る
。
「
還
生
」
に
つ
い
て
、
『
畑
融
天
主
賓
義
』
は
「
議
愚
的
鳥

獣
」
と
訳
し
、
英
訳
も
同
じ
で
あ
る
が
、
根
拠
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
後
藤
基
巳
氏
は
「
正
確
な
意
味
は
不
明
」
と
し
な
が
ら
、
「
再
生
を
求

め
る
心
」
の
意
味
か
と
し
て
、
「
人
の
心
は
み
な
善
い
名
声
を
後
世
に
伝
え
悪
名
を
避
け
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
再
生
を
願
う
心
よ
り
も
甚
だ
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し
い
も
の
で
す
」
と
訳
し
て
い
る
。
「
還
生
」
は
「
再
生
」
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
「
お
そ
ら
く
再
び
生
ま
れ
て
、
そ
こ
で
や
り
直
し
が
で
き

る
の
と
は
わ
け
が
違
っ
て
、
現
世
の
行
な
い
が
後
世
に
そ
の
ま
ま
残
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
現
世
に
お
い
て
名
声
を
得
ょ
う
と
懸

命
に
努
力
す
る
の
で
す
」
と
い
う
文
脈
に
理
解
し
た
。

（
ぬ
）
原
文
に
は
「
休
誉
」
と
あ
る
。

（
必
）
原
文
に
は
「
事
死
如
事
生
、
事
亡
如
事
存
」
と
あ
る
。
『
中
庸
』
第
十
九
章
に
「
死
に
事
う
る
こ
と
生
に
事
う
る
が
如
く
し
、
亡
に
事
う
る

こ
と
存
に
事
う
る
が
如
く
す
る
は
、
孝
の
至
り
な
り
」
と
あ
る
に
よ
る
。

（
狙
）
原
文
に
は
「
上
帝
降
生
万
品
、
有
物
有
則
」
と
あ
る
。
『
詩
経
』
大
雅
、
桑
民
に
「
天
の
桑
民
を
生
ず
る
、
物
有
れ
ば
則
有
り
」
と
あ
る
。

『
孟
子
』
告
子
上
篇
に
も
こ
の
句
を
引
用
す
る
。

（
必
）
原
文
に
は
「
上
帝
公
父
」
と
あ
る
。

（
必
）
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
『
告
白
』
第
一
巻
第
一
章
に
「
し
か
も
人
聞
は
、
あ
な
た
の
取
る
に
足
ら
ぬ
被
造
物
で
あ
り
な
が
ら
、
あ
な
た
を

た
た
え
よ
う
と
欲
す
る
。
あ
な
た
は
人
間
を
呼
び
起
こ
し
て
、
あ
な
た
を
ほ
め
た
た
え
る
こ
と
を
よ
ろ
こ
び
と
さ
れ
る
。
あ
な
た
は
、
わ
た
し

た
ち
を
あ
な
た
に
向
け
て
造
ら
れ
、
わ
た
し
た
ち
の
心
は
、
あ
な
た
の
う
ち
に
安
ら
う
ま
で
は
安
ん
じ
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
あ
る
。
ま
た
、

同
書
同
巻
第
二
章
に
は
「
存
在
す
る
も
の
は
す
べ
て
あ
な
た
な
し
に
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
存
在
す
る
も
の
は
す
べ
て
あ
な
た
を
い

れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
わ
た
し
も
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
な
た
が
わ
た
し
の
う
ち
に
は
い
っ
て
こ
ら

れ
る
こ
と
を
こ
い
ね
が
う
わ
け
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
わ
た
し
は
、
あ
な
た
が
わ
た
し
の
う
ち
に
は
い
っ
て
こ
ら
れ
な
い
な
ら
、
存
在
し
な
い

の
で
あ
る
」
と
あ
る
。
（
以
上
、
服
部
英
次
郎
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
七
六
年
に
よ
る
。
）
な
お
、
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
名
は
首
篇
市
に

見
え
る
。
首
篇
の
注
釈
（
日
）
を
参
照
。

（
川
崎
）
原
文
に
は
「
良
覚
」
と
あ
る
。
こ
の
「
良
」
は
「
良
能
良
知
」
の
「
良
」
に
同
じ
く
、
「
生
ま
れ
な
が
ら
の
」
「
本
来
の
」
の
意
味
。

（
必
）
原
文
に
は
「
天
主
正
経
」
と
あ
る
。
第
八
篇
の
8
に
は
「
天
主
経
典
」
と
あ
る
。
聖
書
は
一
般
に
は
「
聖
経
」
と
表
現
さ
れ
る
。

（
必
）
原
文
に
は
「
魔
鬼
」
と
あ
る
。
「
天
神
」
（
天
使
）
に
対
す
る
。

（
幻
）
『
孟
子
』
に
は
次
の
よ
う
に
、
「
心
を
放
つ
」
「
放
心
」
「
本
心
を
失
う
」
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
る
。
告
子
上
篇
に
は
「
孟
子
日
く
、
仁
は

人
の
心
な
り
。
義
は
人
の
路
な
り
。
其
の
路
を
舎
て
て
由
ら
ず
、
其
の
心
を
放
ち
て
求
む
る
を
知
ら
ず
、
哀
し
い
か
な
。
人
、
鶏
犬
の
放
た
る

る
こ
と
有
れ
ば
、
之
を
求
む
る
を
知
る
も
、
放
心
有
れ
ど
も
求
む
る
を
知
ら
ず
。
学
問
の
道
は
他
無
し
、
其
の
放
心
を
求
む
る
の
み
、
と
」
と
、

ま
た
「
此
れ
を
之
れ
其
の
本
心
を
失
う
と
謂
う
」
と
あ
る
。
『
春
秋
左
氏
伝
』
定
公
十
五
年
の
伝
に
は
「
心
、
己
に
亡
び
た
り
」
と
あ
る
。
ま
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た
、
『
大
学
』
伝
七
章
に
は
「
心
、
震
に
在
ら
ざ
れ
ば
、
視
れ
ど
も
見
れ
ず
、
聴
け
ど
も
聞
こ
え
ず
、
食
ら
え
ど
も
其
の
味
を
知
ら
ず
」
と
い

う
表
現
も
見
え
る
。
い
ず
れ
も
、
心
が
自
己
の
も
の
と
し
て
し
っ
か
り
保
持
さ
れ
て
い
な
い
状
態
、
つ
ま
り
自
己
が
自
己
と
し
て
自
覚
さ
れ
、

自
立
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
状
態
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
川
崎
）
『
孟
子
』
離
婁
下
篇
に
は
「
人
の
禽
獣
に
異
な
る
所
以
の
者
は
幾
希
の
み
」
と
あ
り
、
朱
子
は
「
幾
希
」
を
「
少
な
い
」
の
意
味
に
解
釈
す

る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
表
現
を
ひ
っ
く
り
か
え
し
て
、
「
幾
希
に
非
ざ
る
な
り
」
と
す
る
。


