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第
三
十
一
輯
（
畷
緬
十
七
隼
育
蕊
行
）

一
声
Ｂ

文
藝
學
の
志
氣

ｌ
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
」
研
究
に
寄
せ
て
Ｉ

一
文
塾
作
品
は
創
作
者
の
理
念
に
よ
っ
て
形
成
せ
ら
れ
る
。
グ
ス
タ
ー
フ
・
リ
ヒ
テ
ル
が
『
文
藝
學
と
様
式
分
析
」
な
る
論
文
に

お
い
て
述
べ
る
ご
と
く
、
藝
術
作
品
は
「
既
に
そ
の
成
立
に
際
し
て
、
精
祁
の
作
と
し
て
必
然
的
に
理
性
的
埜
底
を
用
ゐ
、
そ
の
基
底
は

Ｄ

地
球
の
軸
の
ご
と
く
す
べ
て
の
形
に
そ
れ
の
作
用
の
方
向
と
限
界
と
を
指
示
す
る
」
の
で
あ
る
。
こ
の
理
性
的
基
底
が
「
理
念
」
（
固
の
の
）

で
あ
つ
再
そ
れ
は
古
典
主
義
的
見
解
に
お
い
て
は
特
に
「
形
姿
」
（
Ｒ
ｍ
国
与
と
考
へ
ら
れ
、
浪
曼
主
義
的
見
解
に
お
い
て
は
特
に
運

動
の
相
に
お
い
て
考
へ
ら
れ
た
。
ま
た
そ
れ
は
「
内
面
的
形
式
」
と
し
て
も
把
握
さ
れ
、
ゲ
オ
ル
ゲ
詩
祗
の
學
者
に
よ
っ
て
は
生
に
内
在

／

鋤

す
る
宇
宙
的
形
成
の
力
と
さ
れ
て
、
こ
れ
に
「
形
姿
理
念
」
（
ｏ
の
ｍ
巨
臣
の
⑦
）
な
る
名
が
與
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
詩
人
は
か

坤

齊
る
「
形
姿
を
孕
み
」
こ
れ
を
生
み
落
す
生
産
の
立
場
に
庭
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
理
念
を
概
念
を
媒
介
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
は
詩
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丈
學
研
究
第
三
十
一
稗
二
（
三
七
○
六
）

人
の
本
來
の
任
務
で
は
な
い
。
詩
人
に
と
っ
て
は
文
藝
作
品
を
創
作
す
る
そ
の
事
が
ま
さ
し
く
理
念
を
見
る
業
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
對

し
、
文
藝
作
品
を
對
象
と
す
る
學
術
の
立
場
は
、
判
断
を
媒
介
と
し
て
そ
れ
の
理
念
を
見
る
こ
と
に
あ
る
と
老
へ
ら
れ
る
。
た
と
へ
ば
ゲ

ー
テ
の
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
の
天
上
の
序
曲
中
、
筒
天
使
ラ
フ
ァ
エ
ル
の
歌
の
裏
に
は
プ
ト
レ
メ
ー
ウ
ス
の
老
が
ひ
そ
み
、
ガ
ー
ブ
リ
ェ
ル
の

４

歌
の
蔭
に
は
．
・
ヘ
ル
｝
一
ク
ス
の
考
へ
方
が
存
す
る
と
か
、
叉
は
そ
れ
と
は
別
に
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
想
定
す
る
や
う
に
、
太

め
Ｇ

陽
と
地
球
と
が
一
つ
の
共
通
の
中
心
火
の
間
り
を
廻
る
と
い
ふ
の
は
ビ
タ
等
コ
ラ
ス
風
の
考
で
あ
る
か
ら
雨
天
使
の
詩
章
の
蔭
に
は
ピ
タ
尋
．

た
ぐ
ひ

ラ
ス
的
な
も
の
が
あ
る
と
か
い
ふ
類
の
解
樺
は
、
文
藝
學
に
お
け
る
知
識
把
握
の
面
で
あ
る
。
勿
論
そ
れ
も
決
し
て
没
却
さ
れ
て
は
な
ら

ぬ
學
者
の
仕
事
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
い
は
ば
ア
レ
《
コ
リ
ー
の
解
繰
で
あ
っ
て
、
理
念
の
解
樺
に
は
逹
せ
ぬ
と
こ
ろ
の
、
雌
な
る
シ
ニ
骨
嘱
こ

の
域
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
の
上
に
ロ
の
二
自
侭
と
呼
ば
る
尋
へ
き
理
念
的
解
挫
の
立
場
、
ヘ
ル
マ
ン
・
ポ
ン
グ
ス
の
言
ふ
ご
と

鋤
●

き
「
詩
作
を
そ
れ
の
生
命
慨
値
に
對
し
て
訊
ね
る
」
立
場
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
立
場
に
立
つ
學
者
の
見
る
理
念
と
い
ふ
の
は
、
慨

念
的
知
識
を
超
え
る
も
の
、
ゲ
ー
テ
の
い
は
ゆ
る
「
常
に
現
象
し
て
を
り
、
從
っ
て
あ
ら
ゆ
る
現
象
の
法
則
と
し
て
我
凌
の
前
に
現
れ
る

、
Ｈ
グ
８

９

も
の
」
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
た
と
へ
ぱ
ｌ
こ
れ
も
リ
ッ
ヶ
ル
ト
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
ｌ
上
述
の
雨
竹
天
使
の
詩
章
の
奥

、
、

に
世
界
の
動
的
（
〔
曾
邑
且
ぃ
ｇ
）
な
把
握
が
存
す
る
と
見
る
ご
と
き
が
そ
の
一
例
で
あ
る
。
雨
天
使
の
歌
を
か
く
の
ご
と
く
解
す
る
の
が

ｐ

、
。

理
念
註
見
る
と
い
ふ
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
作
品
の
象
徴
的
契
機
が
深
く
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
思
索
を
媒
介
と
し
て
か
く
の

〆

ご
と
き
理
念
を
把
握
す
る
の
が
學
者
の
仕
事
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
見
る
」
の
働
き
の
鮫
超
越
面
を
發
揮
す
る
も
の
で
あ
る
。

、
の
扇
画
く
両
亘
〕
訂
『
》
匡
訂
目
自
国
畠
め
い
の
ｐ
ｍ
ｏ
富
津
ロ
且
の
畳
目
凹
辱
の
①
（
ロ
①
具
の
号
①
ぐ
冒
庸
言
言
の
印
呂
『
爵
一
九
三
七
年
、
三
四
頁
以
下
）

①

〃

刀
国
ｍ
ｐ
ｍ
詞
尉
切
ロ
ｇ
ｏ
①
○
侭
里
内
国
の
匡
且
目
毎
国
冨
国
言
の
ｍ
ｇ
ｍ
ｇ
具
合
（
一
九
三
八
年
）
、
七
二
瓦
を
参
照
。

●
画
咄

８
１
心
●
ロ
ロ
ロ
四
国
己
宮
ロ
ニ
ロ
ロ
、
園
‐

9

’

ｌ
‐
」
酔
軍
皿
脱
’
１
那
諏
、
、
８
．
０
１
，
噛
肌
や
咽

■
■
■
■
■
■
■
■
画
■
■
■

イ

｜

｜
ﾄ

、

L

ｌ
Ａ
１
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
画
一
■
■
ロ
■
ロ
■
■

Ｉ
ｉ
１
１
ｌ
ｌ
Ｉ
１
１
１
門
■
Ⅵ
刈
岨
Ｍ
畑
畑
田
一
■
”
ｌ
０
ｌ
Ｉ
４
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
君
■
■
■
’
ロ
ロ
ロ
ロ
画
■
■
二

Ｖ

j‘

&
,



ノ

二
人
が
事
物
を
見
る
の
は
こ
れ
を
わ
が
外
に
見
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
事
物
は
見
る
我
の
外
に
存
在
的
に
超
越
す
る
他
者
と

『
‐
■

し
て
我
に
對
す
る
。
從
っ
て
、
事
物
は
我
に
對
し
て
相
對
的
な
開
係
に
立
つ
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
我
が
事
物
を
對
象
と
し
て
見
る
の

は
、
他
面
、
事
物
を
我
の
知
的
主
槻
に
内
在
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
從
っ
て
幻
見
る
我
は
對
象
を
主
鰐
的
に
且
つ
事
行
的
に
超
越
す
る
の

で
あ
る
。
超
越
と
い
ふ
こ
と
は
超
越
す
る
と
い
ふ
働
き
で
あ
り
、
働
く
も
の
は
主
縄
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
眞
の
超
越
と
は
必
ず
こ
の

事
行
的
超
越
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
存
在
的
と
事
行
的
と
の
二
つ
の
超
越
は
．
同
格
の
も
の
と
し
て
竝
澄
さ
る
べ
き
も
の
で
は
な

く
て
、
事
行
的
超
越
が
存
在
的
超
越
を
内
に
含
み
、
從
っ
て
こ
れ
を
超
越
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
、
内
包
と
超
越
と
が
一
で
あ
る
ご
と
き

働
き
は
包
越
と
名
づ
け
ら
れ
る
。
存
在
的
な
超
越
は
単
に
超
越
で
あ
る
が
、
事
行
的
な
超
越
は
存
在
的
な
超
越
を
も
超
え
る
包
越
と
な
る

の
で
あ
る
。
，

他
を
見
る
働
き
は
そ
の
本
質
に
お
い
て
は
包
越
な
の
で
あ
る
が
、
事
物
は
我
に
鋤
す
る
相
對
性
を
露
出
す
る
か
ら
、
こ
れ
を
絶
對
的
に

我
に
内
在
せ
し
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
從
っ
て
十
全
の
意
味
に
お
い
て
包
越
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
こ
の
立
場
に
お
け
る
「
見
る
」
に

よ
っ
て
は
對
象
を
わ
が
生
命
に
よ
っ
て
全
く
賞
く
こ
と
は
で
き
ぬ
わ
け
で
あ
る
。
か
く
常
に
對
象
に
お
い
て
他
者
を
見
る
槻
築
を
原
理
と
。』

し
て
行
は
れ
る
學
問
が
自
然
科
學
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
あ
っ
て
は
、
對
象
は
絶
え
ず
主
冊
的
生
命
な
る
我
か
ら
突
き
放
さ
れ
る
の
で
あ

丈
蕊
學
の
志
無
三
（
三
七
○
七
〕

の
印
．
の
巨
己
○
房
。
○
①
吾
の
（
一
九
二
五
年
）
、
一
三
五
頁
。

の
国
．
詞
旦
〈
の
号
の
ｏ
の
牙
の
、
司
豐
異
（
一
九
三
二
年
）
、
五
六
頁
以
下
。

の
雷
．
團
己
鴨
ゞ
目
号
冨
ロ
、
匡
旦
ぐ
○
房
の
日
日
（
一
九
三
四
年
）
、
三
二
一
頁
。

の
⑦
○
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岳
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四
強
ョ
の
ロ
冒
丘
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の
昌
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ロ
の
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一
二
三
〈
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、

、

三
人
が
こ
の
機
械
的
世
界
槻
を
脱
し
て
、
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
命
を
失
は
い
た
め
に
は
、
い
か
な
る
立
場
を
と
る
べ
き
で
あ
ら

う
か
。
見
る
そ
の
事
も
生
命
の
活
動
で
あ
る
か
ぎ
り
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
や
う
に
學
問
一
般
を
拠
っ
て
人
生
に
飛
び
込
む
と
い
ふ
の
は
、
畢

寛
、
學
問
を
生
活
と
反
立
す
る
も
の
と
し
て
捉
へ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
藝
術
的
に
表
現
せ
ら
れ
る
も
の
は
生
命
の
意
義
を
解
明
す

る
と
い
ふ
比
聴
的
意
義
を
も
つ
で
あ
ら
う
が
、
學
問
に
從
事
す
る
者
は
蛮
際
に
か
か
る
事
を
爲
す
尋
へ
き
で
は
な
く
、
か
へ
つ
て
、
學
問
の

る
。
槻
察
が
微
に
入
り
細
に
入
る
に
從
っ
て
學
の
對
象
た
る
世
界
は
ま
す
ま
す
生
命
な
き
機
械
的
存
在
と
化
す
る
の
で
あ
る
。

周
知
の
ご
と
く
、
こ
の
本
質
的
に
は
「
分
析
」
に
と
ど
ま
る
方
法
を
緒
祁
諸
科
學
に
も
形
而
上
の
諸
理
念
の
研
究
に
も
川
ゐ
た
も
の
が
、
‐

啓
蒙
思
潮
で
あ
っ
た
。
故
に
啓
蒙
主
義
の
反
動
と
し
て
起
っ
た
疾
風
怒
涛
の
運
動
は
「
生
命
」
の
畢
揚
に
異
常
の
熱
意
を
示
し
た
の
で
あ

る
。
『
フ
グ
ウ
ス
ト
』
節
一
部
の
發
端
の
『
書
齋
の
場
」
は
、
疾
風
怒
辮
期
に
あ
る
若
き
ゲ
ー
テ
に
よ
っ
て
書
か
れ
、
眞
理
を
求
め
つ
つ
生

命
を
從
っ
て
生
き
た
興
理
を
か
へ
つ
て
斥
け
る
こ
と
に
半
生
を
徒
礎
し
た
學
薪
ワ
ァ
ウ
ス
ト
の
歎
息
と
し
一
Ｌ
始
ま
る
の
で
あ
る
。

は
て
さ
て
、
お
れ
は
哲
學
も

法
學
も
醤
學
も

熱
心
に
勉
掘
し
て
、
底
の
底
ま
で
研
究
し
た
。

さ
う
し
て
こ
こ
に
か
う
し
て
ゐ
る
。
あ
は
れ
な
馬
鹿
者
だ
。

、

そ
の
く
せ
前
よ
り
す
こ
し
も
賢
く
は
な
っ
て
を
ら
ぬ
。

Ｄ
甸
幽
匡
降
》
策
一
’
六
行
．

迩
憾
な
が
ら
祁
學
を
も

丈

染

I

研
究
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〆
誉
み
の
中
に
あ
っ
て
し
か
も
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
追
求
す
る
ご
と
き
人
生
の
意
義
を
賃
現
す
る
こ
と
を
爲
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
雪
そ
れ
は
い
か
に

し
て
可
能
で
あ
る
か
。

、
、

そ
こ
に
は
二
つ
の
可
能
的
立
場
が
老
へ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
一
つ
は
、
對
象
に
お
い
て
生
命
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
里
間
的
に
見
る

働
き
を
、
そ
の
ま
ま
生
命
の
把
握
と
す
る
立
場
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
、
把
握
す
べ
き
生
命
を
對
象
の
側
に
求
め
ず
し
て
、
對
象
に
お
い

て
非
生
命
を
見
る
學
問
を
も
「
學
者
わ
れ
」
の
生
命
の
蛮
現
の
中
に
包
み
、
か
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
分
析
を
分
析
の
ま
ま
、
機
械
槻

を
機
械
観
の
ま
ま
、
活
人
世
の
中
に
生
か
す
立
場
で
あ
る
。
後
者
の
場
合
で
は
、
人
生
把
握
の
原
理
を
與
へ
る
も
の
は
、
も
は
や
啓
蒙
思

○
〃

潮
の
場
合
の
や
う
に
、
合
理
主
義
的
な
機
械
槻
で
は
な
く
て
、
人
生
の
如
蛮
の
洞
見
で
あ
り
、
合
理
王
義
は
か
へ
つ
て
そ
れ
を
超
え
る
非

合
理
的
鵠
験
の
叡
智
の
中
に
包
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
合
理
王
義
の
機
械
槻
を
脱
す
る
一
除
以
の
立
場
は
、
、
王
鵠
的
事
行
と
し
て
の
後
者
の
包

越
の
立
場
の
ほ
か
に
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
對
象
に
お
い
て
生
命
を
見
ん
と
す
る
前
者
の
立
場
も
、
後
者
の
立
場
が
嘩
問
研
究
の
方
法
の

上
に
反
映
し
た
も
の
と
し
て
深
い
意
味
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ゲ
ー
テ
の
學
問
の
研
究
の
態
度
こ
そ
、
ま
さ
に
こ
の
種
の
も
の
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

四
見
る
働
き
が
、
對
象
に
お
い
て
簡
々
の
靜
的
な
も
の
叉
は
そ
の
總
慨
を
見
る
の
で
は
、
そ
の
働
き
は
お
の
れ
と
對
等
の
も
の
を

掴
む
の
で
は
な
い
か
ら
、
自
亮
的
な
知
と
な
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
働
き
は
働
き
に
對
し
働
き
を
掴
ん
で
の
み
兵
に
自
己
季
ぞ
蝿
す
と
い
ふ
く

む

き
で
あ
る
。
從
っ
て
、
知
の
對
象
は
靜
的
な
存
在
で
は
な
く
て
作
用
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
「
事
物
の
本
質
を
言
ひ
表
さ
う
と
す
る
の

は
、
畢
党
は
徒
ら
事
で
あ
る
。
作
用
は
我
共
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
作
用
の
完
全
な
歴
史
は
、
恐
ら
く
は
か
の
事
物
の
、

本
質
を
含
ん
で
ゐ
る
で
あ
ら
う
」
對
象
に
お
い
て
作
用
を
見
る
眼
か
ら
は
、
自
然
は
死
せ
る
既
存
の
存
在
で
は
な
く
て
、
常
に
新
た
な
る

丈
蕊
學
の
志
氣
五
（
三
七
○
九
〕

〆
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生
成
で
あ
り
、
動
で
あ
る
。
「
自
然
に
は
永
遠
の
生
・
成
・
動
あ
り
、
し
か
も
そ
の
先
に
前
進
す
る
．
こ
と
な
し
」
一
歩
も
前
進
せ
す
と
は
、

そ
れ
自
身
完
結
す
る
全
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
引
川
句
の
前
半
は
ま
さ
し
く
自
然
の
「
動
性
」
に
つ
い
て
、
後
半
は
自
然
の
「
全

性
」
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。

・
・
Ｄ
ｏ
Ｏ
Ｒ
胃
ゞ
圃
貝
司
禺
冨
己
呂
制
》
ロ
匡
鼻
爵
３
９
弓
呂
》
ぐ
○
コ
８
鼻
．

の
⑦
○
の
号
①
。
ｚ
呉
昌
（
一
七
八
○
年
噸
〕

〆

Ｕ

五
自
然
を
作
用
の
面
に
お
い
て
見
、
「
す
べ
て
の
存
在
す
る
事
物
の
中
に
あ
っ
て
働
く
生
命
」
を
掴
む
こ
と
は
、
對
象
に
お
い
て

班
に
簡
交
の
事
物
を
叉
は
そ
の
事
物
の
總
慨
を
見
る
機
械
的
な
立
場
を
媒
介
と
し
、
こ
れ
を
よ
り
商
き
生
命
的
立
場
の
中
に
生
か
す
こ
と

と
し
て
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
雨
宥
は
反
立
す
る
何
次
元
の
方
法
な
の
で
は
な
く
て
、
前
考
は
後
者
を
内
に
含
み
、
後
荊
は
前
考
の
立
場

に
お
け
る
槻
察
の
簡
糞
の
經
過
を
荷
ふ
も
の
と
し
て
生
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
知
的
に
物
を
見
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
も
と
非
生
命
な
る
對

象
を
定
立
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
知
的
立
場
に
立
つ
か
ぎ
り
對
象
に
お
い
て
非
生
命
を
見
る
こ
と
は
免
れ
が
た
き
前
提
と
な
る
の
で
あ

る
が
、
ゲ
ー
テ
は
事
物
を
お
の
れ
の
生
命
を
以
て
黄
く
藝
術
家
の
立
場
を
學
問
研
究
に
移
し
て
、
表
現
的
に
對
象
の
世
界
を
見
、
自
然
を

生
け
る
も
の
と
し
て
把
握
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
分
析
に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
る
事
物
の
箇
為
は
、
．
」
の
生
命
に

貫
か
れ
て
連
關
せ
し
め
ら
れ
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
は
、
筒
だ
の
も
の
は
、
全
偶
な
る
自
然
も
、
そ
れ
ぞ
れ
い
は
ぱ
有
機
縄
と
し
て
現
れ
る
の

で
あ
る
。
ゲ
ー
テ
の
世
界
観
は
ま
さ
し
く
「
有
機
的
」
世
界
観
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
は
し
い
も
の
で
あ
る
。
有
機
鰐
は
、
ゲ
ー
テ
自
身
の

幻

定
義
に
よ
れ
ば
、
「
生
け
る
統
一
贈
」
で
あ
っ
て
、
動
的
（
「
生
け
る
己
で
あ
る
と
共
に
全
的
Ｑ
統
一
艘
己
な
る
存
在
で
あ
る
。
と

ザ

と
に
意
味
さ
れ
る
有
機
鰐
は
、
自
然
科
學
の
い
は
ゆ
る
有
機
鰐
の
概
念
を
超
え
て
、
存
在
一
般
の
性
格
と
し
て
原
理
的
に
把
握
さ
れ
て
ゐ

■

｡

’
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、
の
⑦
ｏ
興
胃
》
冨
受
官
①
口
匡
且
詞
呂
関
冒
】
①
ロ
》
五
七
一
・

・
六
存
在
を
機
械
的
に
見
る
立
場
は
、
・
人
間
知
の
一
の
可
能
性
と
し
て
、
一
面
の
眞
理
を
含
む
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
そ
の
も
の
と

ろ
の
で
あ
る
。

し
て
露
出
す
る
と
き
、
白
覺
知
に
値
せ
ぬ
低
次
な
知
の
立
場
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。
ど
の
立
場
に
安
住
す
る
も
の
が
啓
蒙
思
潮
で
あ

り
、
こ
の
立
場
に
對
す
る
反
動
と
し
て
起
っ
た
も
の
が
疾
風
遜
娠
の
運
動
で
あ
る
が
、
こ
の
相
反
は
ゲ
ー
テ
に
よ
っ
て
右
機
的
世
界
槻
と

し
て
よ
り
高
く
統
合
せ
ら
れ
た
の
て
あ
る
。
し
か
ら
ぱ
ゲ
ー
テ
の
有
機
的
世
界
観
は
人
川
職
鹸
と
し
て
最
高
の
超
越
的
立
場
に
達
し
て
ゐ

る
も
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
果
し
て
、
更
に
よ
り
高
き
立
場
に
よ
っ
て
超
越
せ
し
め
ら
る
べ
き
低
次
面
を
露
出
し
て
は
を
ら
ぬ
も
の
で
あ

ら
う
か
。
こ
こ
に
、
我
だ
の
ゲ
ー
テ
批
判
の
立
場
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。

。
』ｌ

そ
の
批
判
の
手
が
か
り
と
し
て
、
我
麦
は
有
機
慨
に
つ
い
て
ゲ
ー
テ
が
述
べ
た
上
凋
の
「
生
け
る
統
一
鵠
」
及
び
『
根
源
の
言
葉
』
の

第
一
節
の
末
尾
の
行
「
生
き
な
が
ら
發
展
し
て
ゆ
く
刻
銘
さ
れ
た
形
」
を
採
っ
て
み
よ
う
。
こ
れ
ら
の
言
葉
に
現
れ
て
ゐ
る
事
は
、
ゲ
ー

テ
が
お
の
れ
の
學
的
對
象
に
「
生
け
る
も
の
」
を
見
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
學
老
と
し
て
自
然
を
見
る
ゲ
ー
テ
の
見
地
な

９ Ｊ

の
で
あ
る
が
、
「
世
界
の
客
観
的
眞
理
内
容
は
結
局
ま
さ
し
く
た
だ
一
つ
で
あ
り
得
る
」
と
す
れ
ば
、
學
考
と
し
て
見
る
内
容
は
詩
人
と

グ

３

し
て
見
る
内
容
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
「
詩
的
内
容
は
、
お
の
れ
の
生
活
の
内
容
で
あ
る
」
か
ら
、
詩
人
と
し
て
見
る
内
容
は
ま
た

震
践
的
に
人
倫
の
生
を
生
き
る
も
の
と
し
て
見
る
内
容
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
「
そ
は
如
何
に
も
あ
れ
、
生
こ
そ
は
げ
に
ょ
き
も
の
な
る

の
５

か
な
」
（
『
花
鰕
』
）
「
い
ざ
、
よ
る
め
か
う
と
も
、
根
越
え
岩
越
え
歩
み
を
ぱ
速
か
に
生
命
の
さ
中
へ
！
」
ゲ
ー
テ
の
全
詩
作
は
生
を
蕊

女
蕊
學
の
志
魏
七
、
（
三
七
一
一
〕

Ｄ
の
○
①
吾
⑦
ゞ
ｚ
鼻
昌
一
①
胃
①
（
一
七
八
九
年
〕
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垂

ー

､

の
⑦
Ｏ
①
吾
の
〕
国
乱
具
侭
四
日
．
Ｑ
八
二
八
年
〕

印
の
。
の
牙
の
、
シ
ロ
の
呂
乏
侭
の
『
〆
８
９
叩
．
Ｑ
七
七
四
年
）
〃
／

七
見
る
と
い
ふ
働
き
が
生
き
る
と
い
ふ
作
用
に
對
す
る
の
は
、
働
き
が
働
き
に
作
用
が
作
用
に
對
す
る
も
の
と
し
て
、
一
往
自
発

的
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
単
な
る
「
在
る
」
を
見
る
啓
蒙
思
潮
に
對
し
て
一
段
と
深
い
所
以
な
の
で
あ
る
が
、
こ
こ

に
我
糞
は
更
に
考
察
を
深
め
て
、
「
見
る
」
と
「
生
き
る
」
と
の
二
つ
の
働
き
の
本
質
を
批
判
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

さ
て
こ
の
二
つ
の
働
き
を
對
比
し
て
み
る
と
き
、
ま
づ
氣
づ
く
こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
動
態
の
相
逹
で
あ
る
。
す
な
は
ち
「
見
る
」
は
他

を
見
る
他
動
で
あ
る
の
に
、
「
生
き
る
」
叉
は
「
働
く
」
は
、
自
動
な
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
自
墨
と
い
ふ
ご
と
は
自
己
が
自
己
を
掴
む

こ
と
で
あ
る
か
ら
、
自
覺
と
い
ふ
と
と
は
他
動
が
自
己
に
ほ
か
な
ら
ぬ
他
動
に
對
し
こ
れ
を
把
握
す
る
と
い
ふ
こ
と
に
な
っ
て
の
み
、
す

な
は
ち
、
他
動
に
し
て
再
歸
動
と
い
ふ
動
態
に
お
い
て
の
み
震
現
せ
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
從
っ
て
、
「
生
き
る
」
の
動
態
に
お
い
て
考

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

文
學
研
究
策
三
十
一
緯
八
（
三
七
二
一
〕

、

賞
し
生
を
麺
望
す
る
言
葉
に
充
ち
浦
ち
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
我
だ
の
問
題
と
す
る
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
」
も
、
生
の
意
義
を
象
徴
的
に
開
示
す

る
生
命
の
書
で
あ
る
と
い
ふ
と
と
が
で
き
、
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
と
竝
ぶ
大
作
．
『
ヴ
靴
ル
ヘ
ル
ム
・
マ
イ
ス
テ
ル
』
も
、
人
間
の
生
涯
の
彼
値

を
探
求
す
る
人
生
の
書
で
あ
る
と
い
ふ
と
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
。
ま
こ
と
に
ゲ
ー
テ
は
そ
の
生
涯
を
一
貫
し
て
「
生
」
の
「
花
妬
」
で

3〕 2） l)

の
○
①
牙
の
ゞ
ご
魂
三
○
耳
①
】
○
ｓ
三
の
号
（
一
八
一
七
年
）

厨
四
二
段
ｇ
①
鼻
）
の
。
⑦
夢
①
堅
叩
ロ
の
巳
＄
『
》
五
一
頁
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の
。
の
牙
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、
Ｚ
ｏ
ｏ
面
①
旨
ご
く
○
再
箇
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當
匡
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閏
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、
タ
ケ

、

I

へ
ら
れ
る
生
命
は
、
見
る
我
に
對
等
に
對
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
見
る
我
が
兵
に
自
受
の
境
地
を
得
る
に
は
、
我
は
見
る
汝
に

對
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
さ
て
へ
そ
の
見
る
汝
は
我
と
同
じ
き
生
命
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
が
、
そ
れ
は
植
物
で
あ
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
な
ん
と

■
■
ユ
■

な
れ
ば
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
有
名
な
言
葉
に
あ
る
ご
と
く
、
植
物
は
眼
を
も
た
ぬ
か
ら
。
ま
た
そ
れ
は
禽
獣
で
あ
る
こ
と
も
で
き
ぬ
。
な

ん
と
な
れ
ば
禽
獣
は
見
る
働
き
を
鰯
す
も
の
で
あ
る
と
は
い
へ
、
そ
の
「
見
る
」
は
常
に
他
に
向
っ
て
、
み
づ
か
ら
に
向
ふ
と
と
が
な

く
、
總
じ
て
禽
獣
は
自
提
的
立
場
を
も
た
ぬ
か
ら
ｂ
故
に
見
る
我
に
對
す
る
見
る
汝
は
自
然
的
生
命
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
我
と
同
じ

く
同
兇
的
に
見
る
と
こ
ろ
の
人
な
る
汝
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
人
と
い
ふ
の
も
、
我
の
外
に
あ
っ
て
「
生
き
る
」

者
と
し
て
把
握
さ
れ
る
人
の
面
に
お
い
て
で
は
な
く
て
、
我
と
共
に
「
我
左
」
と
い
ふ
一
の
生
命
を
成
す
と
こ
ろ
の
人
間
で
な
く
て
は
な

、

ら
ぬ
。
何
故
な
ら
ば
、
自
覺
と
は
我
に
ほ
か
な
ら
ぬ
も
の
を
掴
む
網
験
で
あ
っ
て
、
見
る
汝
も
蜜
は
我
に
ほ
か
な
ら
ず
、
二
つ
の
我
は

「
我
共
」
と
し
て
一
に
蹄
す
尋
へ
き
で
あ
る
か
ら
。
か
く
簡
の
我
が
超
簡
の
「
我
と
汝
」
と
を
わ
が
内
容
と
し
て
持
載
す
る
と
き
、
こ
こ
に

眞
の
「
人
間
」
の
自
髭
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

画

Ｄ
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
『
形
而
上
學
』
に
お
い
て
、
「
植
物
に
は
眼
が
峡
け
て
ゐ
る
」
と
述
べ
て
ゐ
る
。

八
こ
と
に
お
い
て
我
盈
は
、
究
極
の
超
越
的
立
場
が
他
の
人
と
共
に
「
我
交
」
を
成
す
こ
と
と
し
て
の
み
成
立
す
る
こ
と
を
知
る

に
至
っ
た
。
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
が
人
生
の
隠
嶮
の
評
と
し
て
深
い
意
味
を
も
つ
こ
と
を
も
、
余
は
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
が
結
末
に
お
い
て
「
自
巾
の

，
Ｊ
鋤
３

民
と
共
に
」
住
む
「
大
い
な
る
幸
禰
」
を
豫
想
す
る
「
最
商
の
刹
那
」
に
達
し
た
こ
と
に
見
る
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
人
生
は
「
人
間
」

（
人
の
間
〕
の
生
で
あ
っ
て
、
わ
れ
ひ
と
の
命
の
一
如
を
我
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
「
こ
の
自
我
を
人
生
そ
の
も
の
に
ま
で
搬
大

４

し
よ
う
」
と
す
る
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
希
求
は
逹
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
存
在
的
に
我
を
超
越
す
る
他
者
は
、
我
に
占
っ
て
事
行
的

丈
塞
學
の
志
無
九
（
三
七
二
二
）
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九
存
在
を
見
る
の
は
存
在
を
與
へ
ら
れ
て
受
取
る
の
で
あ
る
。
故
に
受
取
る
我
に
對
し
て
は
存
在
を
與
へ
る
も
の
が
な
く
て
は
な

ら
ぬ
。
見
る
我
は
與
へ
ら
れ
た
存
在
に
對
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
所
與
の
も
の
に
對
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
自
身
所
與
の
一
面
を
も
つ

も
の
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
。
そ
の
事
は
人
が
す
べ
て
「
生
ま
れ
た
も
の
」
で
あ
る
事
に
現
れ
て
ゐ
る
。
し
か
し
「
我
」
は
現
に
い
ま
存
在

を
見
る
能
爲
者
で
あ
る
か
ら
、
與
へ
ら
れ
た
存
在
に
對
す
る
と
こ
ろ
の
「
生
ま
れ
た
」
我
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
存
在
を
典
へ
る
も
の

本
質
の
礎
現
で
あ
る
わ
け
で
も
あ
る
。
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
」
杢
鯆
の
意
義
は
こ
の
「
見
る
」
の
立
場
の
徹
底
に

1V

超
越
新
と
さ
れ
て
の
み
、
興
に
我
と
一
致
し
得
る
の
で
あ
っ
て
、
他
を
存
在
と
し
て
見
る
立
場
に
と
ど

の

と
ひ
生
命
と
し
て
把
握
さ
れ
よ
う
と
も
、
我
盈
は
そ
れ
に
よ
っ
て
風
に
「
客
罷
に
ま
で
到
達
し
得
ぬ
」

兇
は
存
在
を
見
る
こ
と
を
媒
介
と
し
て
行
は
れ
る
と
し
て
も
、
見
る
を
露
川
せ
し
め
ぬ
域
に
到
る
も
の

７

・
へ
て
ゐ
る
も
の
」
「
そ
こ
で
働
く
一
切
の
力
、
一
切
の
種
子
」
を
見
よ
う
と
す
る
志
か
ら
發
し
て
、
人
生
を
み
づ
か
ら
如
笈
に
生
き
る
こ

〃

ひ
と

と
を
經
、
終
に
わ
れ
他
人
が
共
に
生
き
る
こ
と
に
逹
し
た
發
展
に
存
す
る
と
解
群
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

る
」
は
對
象
を
超
越
す
る
事
行
で
あ
る
か
ら
、
存
在
に
對
す
る
相
對
性
を
超
え
そ

文
學
研
究
錐
三
十
一
枇

ノ

、

は
決
し
て
容
艘
に
ま
で
到
逹
し
て
を
り
ま
せ
ん
」
と
述
べ
て
ゐ
る
・

の
闘
巨
牌
↓
第
三
八
二
行
。
力
闘
ロ
呉
ゞ
第
三
八
三
行
。

の
ゲ
ー
テ
は
一
八
一
三
年
九
月
十
八
日
シ
ュ
ル
ッ
宛
の
手
紙
に
お
い
て
、
「
わ
た
し
は
批
判
哲
學
及
び
理
想
主
義
哲
學
に
對
し
て
、
そ
れ
が
わ
た
し

〆

莚
し
て
わ
た
し
自
身
の
上
に
注
意
を
向
け
さ
せ
て
く
れ
た
こ
と
を
感
謝
し
て
を
り
ま
す
。
ま
こ
と
に
大
き
な
独
得
で
す
。
し
か
し
そ
の
哲
皐

Ｄ
句
四
口
牌
》
錦
一
一
五
八
○
行
。
幻
司
酌
巨
黒
．
錐
二
五
八
五
行
．
。
の
恩
口
器
錐
二
五
八
六
行
。

王

、

I

白●

'

れ
自
身
存
在
と
し
て
露
出
せ
ぬ
こ
と
が
、

ま
る
か
ぎ
り
、
そ
の
・
「
他
」
が
た

○
（
三
七
一
四
〕

で
あ
る
ほ
か
は
な
い
。
ま
た
「
兄

の
で
あ
る
。
か
く
老
ふ
れ
ば
巾
自

の
甸
画
匡
呂
錐
二
七
七
四
行
。

‐
ｌ
「
こ
の
世
界
の
内
奥
で
統

■
■
Ｈ
１
■
Ｉ
ｒ
ｆ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｐ
１
ｈ
Ⅱ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ト
ー
ｌ
ｌ
ｒ
ｉ
ｂ

「
見
る
」
の

1

Ｂ
Ｊ
Ｐ

、

一

グ

’
、
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0 ノ

と
對
等
に
對
す
る
「
生
む
」
我
で
も
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
の
み
我
は
存
在
の
側
の
超
越
者
に
對
し
得
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
我

〆
己

が
「
生
む
」
立
場
に
立
つ
と
き
、
存
在
を
見
る
我
は
そ
の
中
に
渋
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
我
が
存
在
を
見
な
く
な
る
の
で
は
な
く
，

存
在
を
見
る
我
の
立
場
が
生
む
我
の
立
場
に
よ
っ
て
包
越
さ
れ
、
そ
の
中
に
あ
っ
て
如
震
に
生
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

生
む
我
と
は
人
の
親
た
る
我
の
詔
で
あ
る
が
、
上
に
論
歩
る
鰡
嶮
は
人
格
的
慨
聡
で
あ
る
か
ら
、
子
を
生
む
自
然
的
生
産
で
は
な
く
、

そ
れ
を
原
型
と
す
る
隣
義
の
人
倫
の
慨
駿
、
す
な
は
ち
「
人
を
立
て
る
」
こ
と
を
い
ふ
の
で
あ
る
。
人
を
立
て
る
と
は
汝
と
あ
ひ
對
し
そ

の
「
對
す
る
」
を
「
生
む
」
と
し
て
現
す
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
人
間
繼
験
の
最
高
の
超
越
面
で
あ
る
か

ら
、
對
象
に
お
い
て
生
命
筵
見
る
立
場
は
こ
の
「
人
」
の
生
命
を
立
て
る
道
徳
的
生
産
の
立
場
に
よ
っ
て
包
ま
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
人
の
生

命
を
立
て
る
道
徳
の
立
場
を
離
れ
て
人
生
に
何
の
眞
理
も
な
く
．
、
何
の
恢
仙
も
な
い
の
で
あ
る
。
詩
作
を
「
人
間
」
僻
雛
の
表
白
と
見
る

な
ら
ば
、
興
正
の
詩
作
は
必
ず
な
ん
ら
か
の
意
味
に
お
い
て
「
我
々
」
の
生
の
把
握
を
含
ん
で
ゐ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
ゲ
ー
テ
の
『
フ
ァ

ウ
ス
ト
』
は
、
弧
烈
な
簡
我
の
自
己
主
張
か
ら
出
發
し
て
、
つ
ひ
に
自
己
以
外
の
他
の
生
命
と
亜
な
り
合
ふ
境
地
の
豫
感
に
達
し
た
鮎
に

お
い
て
、
人
生
の
腫
理
の
害
と
し
て
の
品
格
を
も
安
橘
を
も
雄
得
す
る
の
で
あ
る
。

一
○
存
在
的
に
眞
に
我
を
超
越
す
る
も
の
は
、
我
が
兄
る
立
場
に
と
ど
ま
る
か
ぎ
り
、
決
し
て
我
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
と
と
が

な
い
。
把
握
さ
れ
る
も
の
は
、
我
を
超
越
す
る
ご
と
く
で
あ
っ
て
笈
は
我
に
内
在
す
る
も
の
、
す
な
は
ち
事
物
の
外
相
た
る
に
す
ぎ
な

、
、
、
、

い
。
さ
り
と
て
事
物
の
外
相
を
超
え
る
事
物
の
本
質
も
「
我
共
に
よ
っ
て
直
接
に
は
決
し
て
認
識
さ
れ
得
ず
、
我
糞
は
そ
れ
を
た
だ
、
反

‘
映
の
う
ち
に
、
獅
例
の
う
ち
に
、
象
徴
の
う
ち
に
、
箇
々
の
麺
似
せ
る
現
象
の
う
ち
に
の
み
眺
め
る
の
で
あ
る
」
ゲ
ー
テ
の
こ
の
深
い
洞

察
か
ら
、
本
便
の
象
徴
を
生
む
藝
術
的
制
作
と
、
事
物
の
う
ち
に
本
質
の
反
映
を
見
る
自
然
研
究
と
が
生
す
る
の
で
あ
る
が
、
厳
格
に
老

文
．
蕊
學
の
志
．
鋪
‘
‐
二
（
三
七
一
五
〕

'

７

一

１
日
Ｉ
Ｉ
０
Ｊ
Ｉ
１
１
Ｊ
１
ｌ
ｌ
ｊ
■
Ｊ
ｑ
４
Ｉ
‐
１
１

口中

｜
÷

１
日
ｈ
１
ｌ
叩
Ｉ
１
ｌ
訓
．
ｊ
１
ｆ
ｒ
Ｊ

、

１
－
‐

L



←

燈

、

〆

一
一
こ
こ
に
あ
る
い
は
一
つ
の
疑
問
が
生
ず
る
で
あ
ら
う
。
ゲ
ー
ー
プ
が
藝
術
家
の
魂
を
以
て
表
現
的
に
世
界
を
眺
め
た
と
す
れ

ば
、
表
現
と
い
ふ
事
は
事
物
に
生
命
を
賦
與
し
て
、
こ
れ
を
わ
が
外
に
立
て
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
表
現
的
に
見
る
と
い
ふ
事
は
つ
ま
り

は
生
産
に
ほ
か
な
ら
ず
、
ゲ
ー
テ
と
い
へ
ど
も
単
に
受
取
り
叉
は
受
用
す
る
立
場
を
超
え
て
を
る
で
は
な
い
か
。

わ
ざ

そ
れ
は
ま
さ
し
く
さ
う
で
あ
る
。
表
現
は
形
成
に
よ
っ
て
事
物
に
生
命
を
賦
與
す
る
事
で
あ
っ
て
、
庵
義
に
お
い
て
は
生
産
の
業
に
脇

し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
表
現
者
は
對
象
的
事
物
を
事
行
的
に
超
え
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
シ
ル
レ
ル
が
「
藝
術
を
、
お
お
人
間
よ
、
汝

３

も
の
を
、
こ
の
内
の
我
で
受
用
し
て
み
た
い
」
と
い
ふ
生
の
要
望
に
高
め
た
フ
ァ
ウ
ス
ト
と
い
へ
ど
も
眞
賛
の
自
晃
を
得
べ
き
も
の
の
心

総
へ
に
は
を
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
（
故
に
、
フ
ァ
ゥ
ス
ト
が
維
末
に
お
い
て
逹
し
得
た
も
の
は
「
人
間
」
の
生
の
軍
な
る
豫
感
で
あ
っ
て
、
そ

の
如
演
の
把
握
ｌ
澄
現
ｉ
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
）
そ
し
て
そ
の
事
は
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
に
お
い
て
「
人
間
」
荘
象
徴
せ
ん
と
し
た
ゲ
ー

テ
自
身
の
磯
験
が
上
述
の
ど
と
き
究
極
の
自
蝿
に
到
っ
て
を
ら
ぬ
故
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
。
。

Ｄ
の
○
①
号
ゆ
く
囚
普
呂
①
旨
閏
君
罵
の
日
ロ
鴨
－
９
３
（
一
八
二
五
年
〕

丈
畢
研
究
錐
三
十
一
岬
一
二
（
三
七
二
ｃ

ひ
ご

へ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
す
ら
も
わ
れ
他
人
の
成
す
人
生
の
変
現
の
立
場
に
よ
っ
て
包
ま
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
は
上
に
述
ぶ
る
が
ご
と
く
で
あ

る
。
紬
し
て
「
受
取
る
」
と
「
見
る
」
と
が
「
典
へ
る
」
と
「
生
む
」
と
の
中
に
没
せ
す
し
て
は
‐
‐
自
受
の
立
場
は
現
成
せ
ぬ
の
で
あ
っ

て
、
そ
の
意
味
で
ぐ
①
昌
呂
目
２
（
取
る
、
聞
き
取
る
）
の
働
き
で
あ
る
理
性
つ
『
の
ｇ
自
陣
）
も
、
、
藝
術
作
品
の
「
受
用
」
も
、
そ
の
も

の
と
し
て
露
出
す
る
の
で
は
、
眞
に
「
人
間
」
の
鰡
嶮
と
は
な
ら
ぬ
と
考
へ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
從
っ
て
「
世
界
を
内
奥
で
統
ぺ
て
ゐ
る

２Ｊ

も
の
、
そ
れ
が
知
り
た
い
。
一
切
の
働
く
力
と
種
子
と
を
見
た
い
」
と
い
ふ
知
の
要
求
を
、
そ
の
ま
ま
「
人
間
至
禮
の
受
く
べ
き
は
ず
の

幻
圃
匡
牌
》
錐
三
八
三
’
四
行
。
の
甸
豐
豊
錐
一
七
七
○
’
一
行
。

、
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一

Ｉ
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ﾉ

ひ
と
り
も
つ
な
り
」
と
歌
っ
た
や
う
に
廿
藝
術
は
特
に
人
間
的
な
事
行
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
に
考
へ
な
く
て
は

わ
ざ
わ
ざ

な
ら
ぬ
事
は
、
藝
術
的
表
現
は
あ
く
ま
で
事
物
を
生
命
も
て
貫
く
業
で
あ
っ
て
、
主
鵠
的
生
命
又
は
事
行
的
超
超
肴
を
立
て
る
業
で
は
な

い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
創
作
叉
は
藝
術
的
表
現
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
る
「
作
品
」
は
藝
術
家
に
よ
っ
て
生
命
を
賦
與
さ
れ
る
と
は
い

へ
、
そ
れ
は
一
の
至
総
と
し
て
人
生
を
笹
む
生
命
主
鰡
な
の
で
は
な
く
て
り
依
然
と
し
て
人
に
内
包
せ
ら
れ
る
事
物
た
る
に
と
ど
ま
り
、

作
考
と
作
品
と
の
對
面
に
お
い
て
は
、
現
賀
の
「
人
」
と
し
て
は
作
者
一
箇
が
存
す
る
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
グ
ン
ド
ル
フ
は
、

そ
の
著
『
ゲ
ー
｜
こ
に
お
い
て
藝
術
的
形
成
に
自
己
主
張
の
衝
動
を
見
、
・
形
成
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
る
も
の
を
箇
我
と
見
な
く
て
は
な
ら

２

な
か
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
そ
の
も
の
と
し
て
の
蕊
術
的
創
作
に
お
い
て
は
、
超
箇
を
本
然
と
す
る
「
人
間
」
の
立
場
が
現
れ
ぬ
の
で
あ

る
。
從
っ
て
藝
術
と
い
ふ
も
の
が
、
人
倫
の
道
徳
か
ら
遊
離
し
て
し
ま
っ
て
後
者
に
よ
っ
て
包
越
せ
ら
れ
る
立
場
を
も
た
ぬ
な
ら
ば
、
そ

れ
は
勝
義
に
お
け
る
自
発
的
事
行
と
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
藝
術
は
グ
ン
ド
ル
フ
の
説
く
ご
と
く
．
の
生
命
の
模
倣
で
も
な

り

‘
く
、
一
の
生
命
へ
の
感
怖
移
入
で
も
な
く
、
む
し
ろ
生
命
の
第
一
次
の
形
態
で
あ
る
」
と
考
へ
・
ら
れ
て
よ
い
が
、
藝
術
活
動
を
笹
む
そ
の

人
は
お
の
れ
の
外
の
主
鵠
的
生
命
た
る
他
の
人
と
共
に
生
き
、
自
他
は
我
と
汝
の
對
面
を
成
し
て
一
の
生
命
で
あ
り
、
し
か
も
お
の
れ
は

そ
の
超
簡
の
生
命
を
自
己
の
内
容
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
蕊
術
家
の
箇
我
の
立
場
は
超
簡
の
道
徳
的
立
場
に
よ
っ
て
包
越
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
故
に
「
藝
術
は
、
宗
教
か
ら
も
、
・
道
義
か
ら
も
、
畢
術
か
ら
も
、
剛
家
か
ら
も
、
他
の
第
一
次
叉
は
第
二
次
の
生

４

命
形
態
か
ら
も
、
そ
れ
の
法
則
を
愛
取
り
は
し
な
い
。
哲
旦
宮
。
こ
》
巴
．
庁
と
い
ふ
命
題
は
な
ん
ら
他
の
意
義
を
有
し
な
い
」
と
い
ふ
ご

と
き
グ
ン
ド
ル
フ
の
論
は
、
人
生
の
厳
洲
な
支
任
の
艘
嶮
を
峡
く
青
年
的
言
僻
と
見
ら
れ
て
よ
い
で
あ
ら
う
。
綱
じ
て
形
成
は
自
兇
の
不

可
峡
の
契
機
で
あ
る
が
、
形
成
そ
の
も
の
で
は
自
兇
と
は
な
ら
ず
、
必
ず
「
人
」
を
立
て
る
生
産
に
よ
っ
て
超
え
ら
れ
、
そ
の
生
産
は
超

文
蕊
學
の
志
鋪
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、

、

、

係
に
世
く
立
場
を
術
し
、
從
っ
て
そ
こ
に
は
ｌ
彼
ら
に
と
っ
て
は
心
外
な
事
で
あ
ら
う
が
ｌ
「
見
る
」
を
露
出
す
る
主
知
主
義
的
鴨

験
が
ひ
そ
む
の
で
あ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
相
對
的
立
場
は
「
見
る
」
を
原
理
と
し
て
の
み
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
。
果
し
て
グ
ン
ド

ル
フ
の
『
詩
人
と
英
雄
』
に
は
「
宇
宙
的
人
間
」
の
衝
動
の
一
つ
に
「
形
成
者
の
衝
動
」
（
国
匡
二
ｍ
ａ
愚
二
巴
を
學
げ
て
、
そ
れ
に
「
世

界
観
照
的
」
（
乏
農
い
、
冨
匡
９
ｓ
な
る
形
容
詞
を
附
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

犯
さ
れ
歩
、
無
限
の
彼
方
を
眼
に
牧
め
、
お
の
れ
の
夢
を
質
現
す
る
精
祁
力
を
發
揮
し
得
る
の
は
、
學
術
や
政
治
の
領
域

な
く
、
た
だ
美
の
、
藝
術
の
領
域
に
お
い
て
で
あ
る
と
さ
れ
て
ゐ
る
。
か
か
る
考
は
、
蕊
術
を
道
徳
・
宗
敦
・
學
術
に
對

一
二
グ
ン
ド
ル
フ
そ
の
他
の
ゲ
オ
ル
ゲ
排
祗
の
學
考
に
は
か
か
る
抽
象
的
立
場
を
何
か
高
邇
な
も
の
の
や
う
に
恩

兇
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
は
刺
辿
的
人
間
の
原
型
は
「
詩
人
」
で
あ
っ
て
、
人
間
が
時
代
の
奴
隷
と
な
ら
ず

趣
的
生
命
に
對
す
る
随
順
に
よ
っ
て
超
え
ら
れ
ぬ
ぱ
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

Ｄ
印
．
の
＆
］
薑
関
》
嗣
冒
豊
閏
》
（
一
七
八
九
年
）

・
の
印
．
の
信
且
Ｃ
嵩
の
○
円
胃
》
一
三
二
頁
。

の
同
上
、
二
頁
。

一
三
藝
術
を
至
上
の
も
の
と
す
る
グ
ン
ド
ル
フ
達
の
論
述
は
、
そ
の
調
子
高
き
文
勢
と
精
祁
の
豊
か
さ
と
に
も
か
か
は
ら
歩
、
「
人

●

、
淳
．
⑦
§
号
民
己
言
胃
曾
。
巨
昌
国
の
鹿
ｇ
（
一
九
一
二
年
）
五
二
頁
。

の
国
四
口
い
”
尉
叩
口
角
“
の
⑦
○
個
①
胃
の
一
ぃ
匡
且
匡
苛
国
目
『
且
い
い
ｇ
ｍ
ｇ
良
計
（
一
九
字
八
年
〕
川
頁
、
一
一
七
頁
、
及
び
厚
苛
身
匡
冒

牌
①
註
口
の
⑦
○
局
①
ロ
目
呂
の
囚
葺
角
曾
Ｈ
島
①
沢
口
ロ
呉
（
一
九
三
○
年
）
四
七
八
頁
、
四
八
九
’
四
九
○
頁
。

丈
畢
研
究
第
三
十
一
稗
一
四
（
三
七
一
八
）

｜
’

’

■』

’ ひ
込
む
傾
向
か

環
境
の
撫
氣
に

し
て
相
對
的
棚

に
お
い
て
で
は

葛
○
ｰ4

房

①
問

い
P

８

●

､
』

’
I

ゲ



昇

ノ

I

間
」
縄
嶮
と
し
て
は
か
へ
つ
て
低
く
未
熟
な
も
の
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
比
す
れ
ば
ゲ
ー
テ
に
は
さ
す
が
に
格
段
に
高
い
展
望

と
心
の
炭
さ
と
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
と
．
へ
ぱ
彼
が
一
八
一
九
年
四
月
二
十
一
日
に
、
ン
１
－
雷
〈
ル
ト
に
宛
て
た
手
紙
に
は
、
「
宗
教
・

誕
術
・
學
術
、
こ
れ
ら
は
、
祗
拝
・
生
産
・
観
照
の
欲
求
を
育
み
且
つ
瀧
足
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
一
二
つ
は
す
べ
て
、
中
間
に
お

い
て
は
分
れ
て
ゐ
る
が
、
初
め
か
ら
ま
た
紬
局
に
お
い
て
一
つ
の
も
の
で
あ
る
」
と
い
ふ
言
葉
が
見
え
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
更
に

一
歩
を
進
め
て
老
へ
る
な
ら
ば
ｎ
か
く
宗
教
・
藝
術
・
學
術
を
竝
世
し
て
そ
れ
ら
を
一
の
生
命
に
歸
せ
し
め
る
の
は
，
存
在
の
把
握
叉
は

受
容
の
立
場
を
脱
せ
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
人
生
に
お
い
て
責
任
的
に
事
行
す
る
道
徳
的
立
場
が
自
発
せ
ら
れ
て
を
ら
ぬ
の
で
あ

る
。
藝
術
・
學
術
‐
・
道
徳
・
宗
教
の
四
者
は
人
間
の
自
兇
的
行
爲
と
し
て
「
結
局
に
お
い
て
は
一
つ
」
で
あ
る
に
し
て
も
、
な
ぼ
そ
れ
ら

は
高
下
の
階
序
の
相
に
お
い
て
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
生
命
的
な
も
の
は
、
わ
れ
ら
の
肉
繼
が
物
総
の
契
機
を
生
命

の
契
機
が
包
越
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
雨
契
機
の
一
如
を
現
成
す
る
こ
と
に
現
れ
て
ゐ
る
や
う
に
、
必
ず
超
越
と
被
超
越
の
開
係
に
よ

る
階
序
に
お
い
て
の
み
他
と
一
如
た
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
。
故
に
、
物
象
を
生
み
事
象
を
受
取
る
藝
術
・
學
術
は
、
事
物
が

「
人
」
に
對
す
る
低
次
存
在
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
の
み
で
は
「
人
間
」
の
事
で
は
な
く
、
「
人
間
」
に
お
い
て
眞
理
を
賀
現
す
る
道
徳

的
立
場
に
よ
っ
て
包
越
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
し
か
も
「
人
間
」
に
お
い
て
反
叫
を
笈
現
す
る
と
は
、
我
に
對
す
る
汝
に
お
い
て

超
越
的
な
生
命
を
見
る
と
い
ふ
と
と
に
ほ
か
な
ら
ぬ
か
ら
、
更
に
進
ん
で
、
道
徳
の
本
質
は
宗
教
的
攪
駒
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の

で
あ
る
。
迩
徳
が
宗
教
的
鴨
臓
と
し
て
蜜
現
さ
れ
、
藝
術
・
學
術
が
そ
の
中
に
包
搬
さ
れ
て
醤
ま
れ
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
藝
術
・
學
術
が

鼠
に
人
生
の
事
と
し
て
生
き
る
の
で
あ
る
。
從
っ
て
、
一
面
的
に
蕊
術
家
的
な
見
解
は
、
た
と
ひ
そ
こ
に
人
生
の
商
き
眞
理
を
反
映
せ
し

め
る
に
し
て
も
、
人
生
そ
の
も
の
に
脈
理
を
與
へ
る
立
場
に
は
を
ら
ぬ
と
、
厳
格
に
判
断
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
心

丈
蕊
學
の
志
鍼
’
一
五
（
三
七
一
九
）

↓

Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
１
１
ｊ
■
訂
ｑ
‐
１

｡



〃

I

連

I

人
」
性
の
完
成
の
た
め
に
人
倫
の
道
徳
の
蛮
現
か
ら
逃
避
し
た
事
が
一
再
な
ら
ず
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
に
我
糞
は
考
へ
て
み

■

な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
人
間
そ
の
も
の
の
持
つ
可
能
性
と
必
然
性
と
を
型
か
に
蜜
現
す
る
と
い
ふ
ご
と
き
意
味
に
お
い
て
老
へ
ら
れ
る
箇
鵠

文
畢
研
究
姉
三
十
一
脚
〃
一
六
二
一
七
二
○
）

〃

無

ひ
と

一
四
「
人
間
」
と
は
人
が
他
の
人
と
の
相
對
を
わ
が
内
容
と
し
て
の
み
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
と
他
人
と
の
祁
對
は
君
臣
・

父
子
・
兄
弟
・
夫
婦
・
朋
友
な
ど
の
身
分
的
相
對
で
あ
っ
て
、
こ
の
相
對
に
お
い
て
自
他
は
「
我
」
と
「
汝
」
と
の
對
面
を
成
す
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
對
し
て
、
事
物
を
對
者
と
し
て
も
つ
蕊
術
家
の
立
場
を
人
稚
に
よ
っ
て
言
ふ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
「
彼
」
の
立
場
と

呼
ぱ
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
汝
は
我
に
對
す
る
事
行
的
な
生
命
で
あ
っ
て
、
我
と
汝
と
の
對
面
に
お
い
て
は
「
見
る
」
が
事
行
の
内
に
没
す

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
對
し
て
「
彼
」
は
、
汝
が
存
在
と
し
て
見
ら
れ
る
面
に
現
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
存
在
を
受
取
る
「
見
る
」
の
藤

川
に
よ
っ
て
成
立
し
、
そ
れ
に
應
じ
て
、
お
の
れ
の
存
在
性
を
も
露
出
す
る
も
の
で
あ
る
。
ゲ
ー
テ
の
全
生
涯
と
全
活
動
と
を
一
の
根
源

現
象
と
し
て
見
、
こ
れ
を
人
稲
に
よ
っ
て
對
象
的
に
思
念
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
一
の
「
偉
大
な
る
彼
」
で
あ
っ
た
と
い
ふ
こ
と
か
で
き
よ

う
。
西
厭
人
は
全
礎
と
し
て
「
彼
」
の
意
味
の
人
生
慨
騒
に
住
す
も
の
で
あ
る
が
、
ゲ
ー
テ
は
そ
の
中
で
も
特
に
偉
大
な
存
在
で
あ
っ

て
、
西
欧
人
の
「
典
型
」
と
し
て
見
ら
れ
る
と
共
に
、
ま
た
西
欧
人
を
「
超
出
し
て
」
更
に
高
き
人
生
を
鋭
く
豫
感
す
る
に
至
っ
て
ゐ
る

の
で
、
こ
れ
を
「
偉
大
な
る
」
彼
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

Ｄ
⑦
○
①
号
⑳
三
四
宣
く
①
国
畠
且
厨
。
富
津
①
口
三
八
○
九
年
）
心
第
二
部
錐
九
章
の
一
部
「
そ
の
類
の
あ
ら
ゆ
る
完
全
な
も
の
は
、
そ
の
麺
を
超
出

、
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」

〆

一
五
汝
に
對
す
る
我
は
自
他
生
命
の
一
如
を
わ
が
内
容
と
す
る
か
ら
、
人
間
の
超
箇
性
を
資
現
す
る
の
で
あ
る
が
、
「
彼
」
の
性
格

の
我
は
そ
の
本
質
上
箇
人
的
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
。
ゲ
ー
テ
に
は
人
間
の
身
分
に
對
す
る
概
念
は
甚
だ
稀
薄
で
あ
っ
て
、
い
は
ゆ
る
「
全

亀

イ

ノ

’

卜

U

’



－

〆

』

、

主
義
的
「
全
人
」
が
、
は
た
し
て
「
人
間
」
の
典
型
又
は
理
想
と
さ
れ
る
に
足
り
る
で
あ
ら
う
か
。
人
倫
の
道
の
嚴
湘
な
賓
践
を
逃
避
し

り

て
も
偉
大
な
藝
術
作
品
を
完
成
す
る
と
い
ふ
ご
と
き
事
が
、
果
し
て
「
創
造
し
つ
つ
祁
々
の
生
を
享
け
る
」
と
い
ふ
人
生
の
最
商
の
鵠
嶮

と
仰
が
れ
て
よ
い
で
あ
ら
う
か
。
そ
こ
に
賀
現
さ
れ
る
い
は
ぱ
「
彼
」
の
意
味
の
人
の
生
が
、
勝
義
に
お
い
て
「
人
生
」
と
呼
ば
れ
て
よ
↑
、

い
も
の
で
あ
ら
う
か
。

余
の
か
く
の
ご
と
き
批
判
は
、
雌
ご
繊
人
を
袈
切
っ
た
燕
き
ゲ
ー
テ
や
、
家
庭
生
添
に
お
い
て
厳
洲
さ
を
縦
く
成
人
ゲ
ー
テ
に
向
け
ら

れ
る
在
来
の
道
義
的
恋
迩
の
ご
と
き
も
の
で
は
な
く
て
，
獅
書
流
と
和
對
的
に
立
つ
い
は
ゆ
る
逝
義
的
立
場
を
超
え
、
獅
茄
・
道
徳
・
宗
教

。
哲
學
に
お
い
て
事
行
す
る
人
間
の
自
琵
的
立
場
の
本
然
を
包
越
的
に
考
察
す
る
事
か
ら
，
「
偉
大
な
る
彼
」
と
し
て
の
ゲ
ー
テ
な
る
現

象
に
勝
義
の
人
生
艘
験
に
お
け
る
正
し
い
地
位
を
與
へ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
筒
綴
主
義
」
が
ド
イ
ツ
糀
祁
を
象
徴
す
る

一
の
契
機
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
ゲ
ー
｜
プ
を
そ
の
持
赦
す
る
ド
イ
ツ
的
（
更
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
）
冊
験
と
の
迩
捌
に
お
い
て
も
老
－

幻

察
す
る
こ
と
が
、
我
荏
の
ゲ
ー
テ
批
判
に
お
け
る
課
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
我
々
の
躍
的
立
場
は
あ
く
ま
で
生
命
の
眞
蛮
の
主
慨
な
る

「
我
」
の
立
場
か
ら
對
象
を
見
ん
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
藝
術
・
道
徳
・
宗
教
・
哲
學
の
い
づ
れ
か
と
相
反
的
關
係
に
立
つ
一
面
的
に
藝

術
家
的
な
見
方
、
叉
は
一
面
的
に
迩
義
家
的
な
見
方
、
又
は
一
面
的
に
《
一
亦
教
家
的
な
見
方
、
又
は
一
面
的
に
學
考
的
な
見
方
に
擬
淵
す
る

〆

と
と
を
超
え
て
、
い
は
ば
一
之
ヲ
古
今
二
迦
シ
テ
謬
ラ
ズ
之
ヲ
中
外
二
施
シ
テ
惇
ラ
」
ぬ
「
天
地
の
公
道
」
よ
り
し
て
學
的
對
象
を
見
よ

３

う
と
す
る
の
で
あ
る
。
從
っ
て
、
我
糞
は
、
ド
イ
ツ
人
が
ゲ
ー
テ
に
寄
せ
る
脚
讃
の
朧
に
、
無
反
省
に
川
す
る
の
不
見
識
に
陥
ら
す
、
さ

り
と
て
、
「
俗
人
ゲ
ー
テ
」
の
燗
驍
に
姓
す
る
閥
刷
に
も
陥
ら
ず
し
て
、
そ
れ
ら
の
群
を
も
冷
靜
に
客
槻
的
事
讃
と
し
て
愛
取
り
、
し
か

り

も
、
ゲ
ー
テ
の
如
き
人
は
時
代
秩
序
の
制
約
を
超
え
る
と
い
ふ
ご
と
き
盲
儒
と
坤
聖
不
と
を
微
笑
を
以
て
超
え
つ
つ
、
と
に
か
く
文
化
史
上
・

文
蕊
學
の
志
鍼
一
七
（
三
七
二
一
）

グ

ノ

一

ノ

・

ｌ
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１

Ｈ

ｑ

ｊ

ｒ

Ｌ

ｈ

ｆ

、



｜
Ｉ

、

今畢

、

が
た
き
必
然
的
の
條
件
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
見
る
立
場
を
發
抑
す
る
學
間
が
眞
に
「
我
」
の
誉
み
と
し
て
生
き
る
た

め
に
は
、
Ｍ
時
に
、
學
間
す
る
着
の
現
黄
の
「
人
間
」
的
立
場
に
よ
っ
て
包
越
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
そ
の
事
は
統
帥
科
學
の

本
愛
を
考
嘩
韮
し
て
も
當
然
の
事
で
あ
る
。
テ
オ
ド
ル
。
リ
ッ
ト
の
蔵
く
ご
と
く
、
結
榊
科
學
は
本
来
「
自
己
を
見
出
で
る
こ
と
」
い
巴
冒
Ｉ

丈
學
研
究
錐
三
十
一
稗
一
八
（
三
七
三
一
）

の
存
在
と
し
て
偉
大
な
る
姿
で
あ
る
ゲ
ー
テ
を
、
そ
の
も
の
と
し
て
、
天
地
の
公
道
を
践
ま
ん
と
す
る
事
行
的
立
場
の
わ
が
「
見
識
」
よ

り
正
し
く
汗
憤
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

Ｄ
原
口
呂
錐
六
二
○
行
。

刀
典
泳
彦
亟
氏
『
ゲ
ー
テ
序
論
』
三
一
瓦
。
但
し
、
こ
こ
に
お
い
て
は
、
胃
且
目
号
農
、
日
匡
の
は
「
個
人
王
義
’
一
と
課
さ
れ
て
ゐ
る
・

竜
・

の
「
た
と
ひ
、
幾
百
度
書
き
記
さ
れ
て
あ
ら
う
と
も
、
各
人
の
心
に
お
い
て
詮
明
さ
れ
得
ぬ
や
う
な
鞭
は
述
べ
ぬ
が
よ
い
」
ゲ
ー
テ
が
一
七
七
三

年
に
群
い
た
『
牧
師
の
手
紙
』
（
呼
回
号
如
願
い
ｇ
『
巴
の
中
の
こ
の
句
を
引
い
て
も
我
々
の
畢
間
的
態
度
を
墓
》
つ
け
さ
せ
よ
う
。

の
刃
．
の
巨
且
○
］
ｎ
．
○
○
の
岳
の
］
五
四
二
頁
。
（
な
ほ
、
西
国
易
詞
尉
豐
の
『
．
ｏ
の
○
侭
の
罫
①
一
ｍ
ロ
量
目
５
日
言
う
ご
一
ｍ
ｍ
ｇ
ｍ
ｏ
一
国
津
一
四
六
頁
を
参
照
）
・

〆

二
へ
こ
こ
に
お
い
て
あ
る
い
は
一
つ
の
反
問
が
生
ず
る
で
あ
ら
う
。
郡
物
を
見
る
主
僻
が
す
べ
て
「
彼
」
の
意
味
の
主
慨
で
あ
る

と
す
る
な
ら
ば
、
「
我
」
の
立
場
か
ら
畢
的
對
象
を
見
よ
う
と
す
る
企
脚
を
も
つ
畢
問
も
、
事
物
を
見
る
こ
と
と
し
て
成
立
す
る
か
ぎ

り
、
依
然
と
し
て
「
彼
」
の
立
場
に
立
つ
ほ
か
は
な
い
で
は
あ
る
ま
い
か
。

そ
れ
は
ま
さ
し
く
さ
う
で
あ
る
。
「
彼
」
は
主
肥
で
あ
る
と
共
に
客
慨
性
を
露
呈
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
度
に
主
慨
的
な
「
人
間
」
の

立
場
（
す
な
は
ち
、
身
分
的
相
對
を
蜜
現
す
る
人
倫
の
逝
徳
の
立
場
）
を
「
主
」
と
す
れ
ば
、
ヲ
て
れ
に
よ
っ
て
包
越
さ
れ
る
「
客
」
の
立

場
、
す
な
は
ち
前
の
「
人
」
の
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
故
に
、
學
問
が
筒
の
「
彼
」
の
立
場
に
立
っ
て
行
は
れ
る
と
い
ふ
こ
と
は
免
れ

I

｜

’

Ｌ

ｌ

ｌ

〃

’

、

Ｉ

曇

ｌ
、
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－

グ

一
〕
畠
コ
ュ
旨
館
）
で
あ
っ
て
、
康
義
に
お
け
る
自
覺
的
事
行
に
暁
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
自
己
を
發
見
す
る
自
己
は
發
見
せ
る
眞
理
内

“
１

容
を
提
げ
て
次
の
事
行
に
臨
む
の
で
あ
る
。
故
に
自
己
發
見
と
い
ふ
事
は
固
定
せ
る
客
槻
的
眞
理
を
獲
得
す
る
と
い
ふ
だ
け
の
こ
と
で
は

な
く
て
、
認
識
に
よ
っ
て
行
鰯
の
原
理
を
得
る
と
い
ふ
事
に
な
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
粘
榊
科
學
に
携
は
る
新
は
、
そ
の
學
問
の
本
愛
か

ら
も
認
識
行
鰯
を
現
蜜
の
事
行
的
立
場
に
よ
っ
て
包
越
す
る
こ
と
を
要
請
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
も
し
學
者
が
姉
岬
科
學
の
こ
の
本
賀
を

把
握
せ
ず
、
単
に
對
象
を
見
る
こ
と
を
以
て
學
間
的
活
動
の
全
傾
城
を
誌
す
も
の
と
老
へ
る
な
ら
ば
、
そ
の
ご
と
き
見
解
も
お
の
づ
か
ら

彼
の
現
蛮
の
事
行
の
原
理
と
な
ら
す
に
濟
ま
い
か
ら
、
彼
の
製
間
は
「
生
を
促
進
す
る
」
こ
と
を
せ
ず
し
て
、
か
へ
つ
て
「
生
を
阻
害
す

る
」
も
の
と
な
る
で
あ
ら
死
。
生
が
阻
害
さ
れ
る
と
は
「
我
」
が
低
次
存
在
な
る
「
彼
」
に
瞳
す
る
こ
と
で
あ
り
、
生
が
促
進
さ
れ
る
と

』
ロ

は
「
彼
」
と
し
て
「
見
る
」
を
行
す
る
認
識
主
艘
が
そ
の
ま
ま
「
我
」
と
し
て
高
次
の
立
場
に
生
か
さ
れ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
『
フ
ァ

ウ
ス
ト
』
の
發
端
は
「
彼
」
の
露
出
に
生
の
剛
書
を
術
感
す
る
フ
ァ
ウ
ス
ト
が
、
そ
の
露
出
の
陳
理
た
る
「
見
る
」
を
反
動
的
に
捨
て
去

る
こ
と
と
し
て
解
樺
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

Ｄ
白
戸
Ｆ
豊
〕
目
①
の
扁
冒
品
１
日
口
の
再
①
の
昌
叩
、
①
ｐ
い
◎
富
津
の
ロ
】
日
冒
昌
○
口
四
一
ｍ
○
国
巨
耐
房
呂
の
ロ
、
薗
呉
①
（
一
九
一
三
年
）
九
頁
を
琴
蠅
。

の
グ
ロ
ー
ル
マ
ン
は
、
學
術
的
行
蝿
の
判
定
膝
件
（
〆
昌
①
国
巨
日
〕
を
』
⑦
ず
①
口
歓
ａ
⑦
冨
乱
と
］
①
ず
ｇ
ｍ
ａ
３
ａ
と
弔
づ
け
た
。
Ｐ
，
ぐ
○
旨
Ｑ
ｏ
言
国
ロ
ロ
．

巨
蔚
国
鳥
号
の
国
２
国
島
自
国
蝿
（
一
九
三
○
年
）
も
八
十
頁
。

一
七
駆
問
は
人
生
蛮
現
の
事
の
内
に
含
ま
れ
て
は
じ
め
て
人
間
の
事
と
し
て
生
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
「
見
る
」
を
捨

て
一
般
に
受
容
の
立
場
を
離
れ
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
あ
く
ま
で
も
「
彼
」
と
し
て
曜
的
對
象
を
容
槻
的
に
見
つ
つ
、
そ
の
見
る
立
場
を

、

歴
史
的
生
命
を
生
き
る
現
蛮
の
自
己
の
内
に
生
か
す
べ
き
こ
と
を
い
ふ
の
で
あ
る
。
か
ぐ
存
在
を
見
る
立
場
を
雁
史
的
事
行
の
立
場
に
ょ

丈
蕊
學
の
志
無
，
一
九
（
二
一
七
二
三
）

4レ
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ｌ
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一
八
ゲ
オ
ル
ゲ
詩
砒
の
學
風
に
對
し
て
鋭
く
對
立
す
る
マ
ヅ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
ベ
ル
は
、
近
代
の
學
術
が
数
千
年
の
「
臓
力
解
消
」

（
園
三
閑
旦
〕
巾
昌
荷
い
胃
っ
園
の
胡
）
の
．
環
で
あ
り
一
原
動
力
」
で
あ
っ
て
、
そ
の
用
具
は
「
抽
象
的
概
念
」
と
「
合
理
的
宵
聡
」
で
あ
る

こ
と
を
力
諭
し
、
「
今
日
の
學
術
は
自
己
を
知
り
蛮
際
の
諸
關
係
を
認
識
す
る
た
め
に
分
科
的
に
螢
ま
れ
る
一
の
職
業
一
で
あ
っ
て
、
兇

辱

文
畢
研
究
蛎
三
十
一
稗
二
○

っ
て
包
越
せ
し
め
る
學
問
は
灰
く
「
事
行
諭
的
解
襟
學
」
と
名
づ
け
ら
れ
て
よ
い
で
あ
ら
う
ぅ
そ
れ
は
對
象

を
事
と
せ
ず
、
知
識
を
媒
介
と
し
て
見
識
に
ま
で
達
す
る
こ
と
を
志
氣
と
す
る
學
的
立
場
な
の
で
あ
る
◎
余

い
て
一
の
諏
學
と
し
て
剛
展
し
た
と
の
方
法
を
，
史
に
文
蕊
學
に
及
ぼ
し
て
み
よ
う
と
恩
ふ
の
で
あ
る
。
．

こ
の
立
場
に
立
っ
て
文
藝
作
品
を
見
る
と
き
、
我
糞
は
對
象
を
受
取
る
認
識
と
美
的
對
象
を
味
は
ふ
愛
川

を
迦
し
て
把
握
さ
れ
る
兵
・
善
・
美
を
歴
史
的
生
命
と
し
て
蛮
現
せ
ん
と
す
る
の
立
場
に
立
つ
の
で
あ
る
。

を
呈
画
人
の
時
代
に
對
す
る
一
の
笈
川
的
迩
州
を
以
て
番
く
」
こ
と
を
意
剛
し
た
ヘ
ル
デ
ル
の
見
識
は
、

りう
。
勿
論
文
藝
學
は
レ
ム
ピ
キ
ー
の
述
ぺ
る
や
う
に
、
礎
際
的
な
目
的
、
た
と
へ
ぱ
あ
る
現
代
の
作
家
を
世

○
一

き
目
的
に
拘
は
る
こ
と
な
く
、
純
粋
な
認
識
を
求
め
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
が
、
更
に
そ
の
認
識
を
人

に
生
か
さ
う
と
す
る
志
氣
に
よ
っ
て
支
へ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

Ｄ
国
の
ａ
の
『
の
君
①
１
《
①
ａ
呂
冨
目
版
）
、
錐
一
巻
一
三
四
頁
。
ｌ
な
ほ
凶
晦
日
〔
］
且
く
．
Ｆ
①
言
胃
毒
》
の
①
、
。
｝
〕
旦
冒
（
一
①
『
〔
一
の
三
ｍ
ｏ
｝
〕
ｇ
屋
号
の
国
冨
Ｈ
１

菖
叩
の
①
易
、
富
津
三
ｍ
目
冒
両
己
の
色
①
ｍ
』
、
．
〕
錘
胃
｝
旨
昌
の
算
の
（
一
九
二
○
年
）
十
頁
の
次
の
言
葉
も
注
意
さ
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
「
丈
學
史
的

〃

、

闘
心
は
現
代
に
封
す
る
鮒
心
か
ら
生
ず
る
」
．

も

の
圃
骨
言
尉
さ
口
飾
二
五
巻
Ｑ
九
二
四
年
）
”

｜ ，

げ

の
立
場
と
を
超
え
て
や
作
品

こ
の
意
味
か
ら
は
、
文
學
史

淘
く
評
慨
さ
る
べ
き
で
あ
ら

人
に
椎
災
す
る
と
い
ふ
ご
と

生
を
笹
む
わ
が
澁
任
の
立
場

に
開
す
る
知
識
の
狸
得
の
み

は
拙
著
『
皇
迩
打
學
』
に
お

（
三
七
二
四
〕

Ｉ

１

｜

’
Q

､
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者
や
豫
言
者
の
、
一
価
趾
や
啓
示
を
授
け
る
恵
み
で
も
な
く
、
叉
は
匿
對
や
哲
人
の
、
世
界
の
意
義
に
開
す
る
反
宥
の
一
成
分
で
も
な
い
、

ｌ
こ
れ
節
皇
人
農
史
的
紘
櫻
濡
籠
鳥
器
淡
邑
と
就
い
て
ゐ
る
．
こ
れ
農
辨
な
學
側
爵
の
繋
息
雛
す
る

か
に
見
え
る
極
端
な
「
意
味
解
嘩
」
の
學
風
に
對
す
る
反
動
か
ら
来
た
、
王
張
と
見
ら
れ
て
よ
い
で
あ
ら
う
。
學
術
は
α
ワ
ェ
ー
寺
ヘ
ル
の
老
ふ
る

ご
と
く
あ
く
ま
で
合
理
的
立
場
を
媒
介
と
す
る
蒲
渡
な
統
帥
瀞
動
と
し
て
専
門
家
に
よ
っ
て
持
載
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
，
し
か
し
難
問

的
活
動
を
人
生
を
如
笈
に
生
き
る
こ
と
と
排
他
的
に
對
立
せ
し
め
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
求
め
て
祁
對
的
立
場
に
立
つ
こ
と
と
な
っ
て
、
絶

對
的
興
理
を
見
る
こ
と
を
立
場
と
す
る
自
兇
に
は
逹
せ
ざ
る
も
の
と
な
る
で
あ
ら
う
。
「
認
識
」
を
「
朏
業
」
と
す
る
躍
春
「
わ
れ
」
は
、

戸
雑
も
な
く
國
籍
も
な
く
生
き
る
抽
象
人
で
は
な
く
て
、
現
寅
に
人
生
を
没
現
す
る
胤
偲
人
な
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
抽
象
的
立
場
は
具

籠
的
立
場
を
存
在
的
に
超
え
る
と
共
に
、
事
行
的
に
は
？
か
へ
つ
て
後
者
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
學
者
そ
の
人
は
ま
さ
に
、
對
象

を
見
る
冷
靜
な
客
観
的
認
識
を
、
人
生
に
お
い
て
責
任
的
に
事
行
す
る
人
間
の
向
墨
に
よ
っ
て
持
戦
し
つ
つ
學
間
を
醤
む
く
き
で
あ
る
。

２

か
く
反
理
探
求
の
厳
密
を
人
生
黄
現
の
嚴
湫
に
よ
っ
て
包
越
し
、
ま
た
ジ
ム
メ
ル
の
「
解
説
和
の
告
白
」
と
い
ふ
ご
と
き
受
容
的
立
場

ぶ
鐙
や
う

を
、
眞
理
を
奉
行
す
る
能
與
蒋
の
見
識
に
ま
で
商
め
て
笹
む
駆
間
を
、
邪
行
諭
的
解
繩
學
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

Ｄ
買
い
浜
乏
９
国
．
二
房
い
①
易
号
呉
庁
呉
、
団
閂
貝
（
一
九
一
九
年
）
一
五
瓦
、
一
八
瓦
、
三
三
皿
。
・

幻
の
⑦
○
侭
睦
日
日
の
一
．
の
○
①
牙
①
（
一
九
二
三
年
〕
、
序
文
七
面
。

一
九
學
問
は
上
述
の
ご
と
く
人
間
の
邪
と
し
て
人
生
の
蛮
地
に
生
か
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
そ
の
「
人
生
」
と
い
ふ
の

は
存
在
的
性
格
の
「
人
生
一
般
」
の
意
味
の
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
現
斑
の
朧
史
的
生
命
と
し
て
の
人
生
た
る
べ
き
で
あ
る
。
一
般

的
意
味
に
お
い
て
老
へ
ら
れ
る
人
生
は
、
簡
人
の
人
生
で
あ
れ
、
超
簡
の
人
糞
の
生
と
し
て
把
握
さ
れ
る
も
の
で
あ
れ
、
罪
党
す
る
に

文
蕊
學
の
志
魏
一
二
ｇ
一
七
二
五
）
，

､

｜
＝

』

『



、

文
學
研
究
錐
三
十
一
職
一
三
（
三
七
一
二
Ｃ

「
生
き
る
」
人
の
生
で
あ
っ
て
、
斑
質
的
に
は
「
彼
」
の
迩
味
の
生
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
は
「
生
す
」
生
嚴
も
、
「
鰯
す
」
事
行
も

「
生
き
る
」
と
い
ふ
自
動
的
な
生
に
含
め
て
老
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
生
き
る
と
い
ふ
事
が
現
れ
る
に
は
、
こ
れ
を
生
き
し
め
る

も
の
、
生
を
典
へ
る
も
の
、
生
む
も
の
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
こ
の
能
與
の
生
む
も
の
を
捨
象
し
て
単
に
「
あ
る
」
も
の
を
生
命
現
象
と

幻

し
て
把
握
す
る
と
き
、
ゲ
ー
テ
的
想
念
の
一
つ
で
あ
る
「
生
成
」
の
考
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
生
成
は
「
存
在
」
の
想
念
よ
り
も
一
段
と

深
い
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
生
成
唯
表
す
動
詞
「
な
る
」
が
自
動
詞
で
あ
る
か
ぎ
り
、
な
ほ
灰
義
に
お
け
る
存
在
論
的
想
念
た
る
こ
と

を
脱
せ
ず
、
「
生
き
る
」
こ
と
の
一
様
相
と
し
て
老
〈
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
あ
↓
る
も
の
。
な
る
も
の
及
び
生
き
る
も
の
を
あ
ら
し
め
る

も
の
、
叉
は
な
ら
し
め
る
も
の
、
叉
は
生
か
す
も
の
を
把
握
せ
ぬ
の
は
、
根
源
の
自
兇
的
立
場
４
ｌ
我
の
立
場
ｌ
の
忘
失
で
あ
る
か

ら
、
こ
の
忘
失
を
人
生
螢
爲
の
原
理
と
す
る
と
き
、
本
然
の
我
か
ら
の
乖
離
、
す
な
は
ち
迷
誤
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
迷
談
は
人

間
の
可
能
性
と
し
て
人
生
一
般
に
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
が
、
學
問
を
漉
地
に
生
か
さ
ん
と
す
る
志
氣
の
學
者
は
、
迷
誤
を
見
る
事
に
よ
つ

な

て
迷
談
を
超
え
る
叡
智
を
得
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
迷
談
を
露
呈
す
る
人
生
一
般
を
で
な
く
、
迷
誤
な
き
清
く
明
る
き
人
生
を
「
生
す
」
こ

と
を
任
と
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
、
「
な
す
」
の
把
握
ば
知
見
の
立
場
を
超
え
て
賀
践
の
立
場
に
お
い
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

Ｄ
こ
の
班
は
西
欧
人
に
と
っ
て
一
般
に
免
れ
が
た
き
見
附
で
あ
る
や
ら
に
見
え
る
。
た
と
へ
ば
、
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
に
お
け
る
行
蛎
（
自
国
ｃ
と
い
ふ

ご
と
き
も
の
も
、
結
局
は
、
行
蝿
す
る
箇
我
に
と
っ
て
の
生
の
受
胴
と
し
て
仙
彼
の
判
定
を
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
函
．
Ｐ
．
宍
○
吋
廟
崗
囚
５
房
呂
閂

Ｑ
色
目
①
（
一
九
言
八
年
）
九
二
頁
を
参
郷
。

／

幻
「
生
成
」
の
考
は
、
ド
イ
ツ
的
想
念
の
特
徴
で
あ
る
こ
と
が
諸
家
に
よ
っ
て
指
抽
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
老
は
く
聖
プ
ル
、
ゲ
ー
テ
、
シ
ェ
リ
ン

６

グ
等
に
よ
っ
て
も
代
表
さ
れ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
至
っ
て
、
理
性
論
的
哲
雄
の
大
い
な
る
笹
系
詑
生
む
と
共
に
、
他
方
、
ニ
イ
チ
ェ
や
ヤ
ス
パ
ー
ス

｜

’
1

’
■

一

’ ?



5

、

‐
に
お
い
て
は
、
存
在
論
的
哲
學
を
荷
ふ
主
要
概
念
と
も
な
っ
て
ゐ
る
。

二
○
「
あ
る
」
と
「
な
す
」
と
は
自
覺
的
な
「
な
す
」
に
よ
っ
て
超
え
ら
れ
る
。
し
か
も
そ
の
「
な
す
」
の
本
義
は
あ
く
ま
で

●

「
人
」
を
立
て
る
道
徳
的
な
「
な
す
」
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
事
物
に
生
命
を
與
へ
て
外
に
立
て
る
と
こ
ろ
の
表
現
は
、
こ
の
、
人
を
立

つ
る
迩
徳
曲
事
行
に
よ
っ
て
包
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
文
郵
一
學
は
そ
の
事
の
自
兇
の
も
と
に
行
は
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
事
行
論
的

解
燦
曜
は
す
べ
て
の
「
あ
る
」
と
「
な
る
」
と
を
超
越
的
生
命
を
「
な
す
」
宗
教
的
・
道
徳
的
事
行
に
含
め
て
老
へ
る
立
場
に
立
つ
か
ら
、

常
に
鼠
”
存
在
藤
彪
超
え
る
の
で
あ
る
．
別
の
藍
Ｉ
姦
車
の
場
合
に
あ
っ
て
は
作
品
の
内
容
及
び
作
濁
の
蝋
ｌ

は
、
受
取
り
且
つ
正
し
く
認
識
す
べ
き
對
象
で
あ
る
が
、
か
く
存
在
を
受
取
る
立
場
を
み
づ
か
ら
の
内
よ
り
存
在
を
皿
〈
へ
る
能
與
の
疫
賎

的
立
場
に
よ
っ
て
超
え
し
め
る
の
で
あ
る
。
。

、

そ
の
際
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
み
づ
か
ら
の
内
よ
り
與
へ
る
存
在
は
受
取
る
所
與
の
存
在
と
は
異
な
る
も
の
、
學
者
「
わ
れ
」
の

責
任
的
事
行
に
よ
っ
て
蛮
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
從
っ
て
．
作
品
に
盛
ら
れ
た
も
の
が
人
間
の
苦
悩
や
迷
諜
で
あ
っ
て

も
、
そ
れ
を
見
る
我
は
そ
れ
ら
を
人
間
柵
験
の
可
能
性
と
し
て
他
人
事
な
ら
ず
わ
が
生
命
の
内
に
生
き
生
き
と
共
感
す
る
と
共
に
、
そ
の

ひ
と

認
識
と
受
用
と
を
、
迷
談
に
陥
ら
ず
苦
悩
を
超
え
て
天
地
の
公
逆
を
清
く
正
し
く
渡
践
せ
ん
と
す
る
志
氣
に
よ
っ
て
包
む
の
で
あ
る
。
故

に
こ
の
立
場
は
、
作
品
の
盛
る
深
刻
な
鵠
鹸
と
い
ふ
ご
と
き
も
の
に
み
づ
か
ら
を
吸
收
せ
し
め
そ
の
作
者
の
偉
大
を
崇
め
る
と
い
ふ
ご
と

き
事
を
不
見
識
と
し
て
戒
め
、
た
だ
作
満
の
、
苦
悩
の
中
に
あ
っ
て
正
し
き
に
向
は
ん
と
す
る
志
の
み
を
是
と
し
て
認
め
る
の
で
あ
る
。

デ
ィ
ル
タ
イ
は
詩
作
を
「
人
生
理
禽
の
器
官
」
と
老
へ
、
世
界
と
人
生
の
謎
を
解
か
ん
と
す
る
努
力
に
お
い
て
は
詩
作
は
宗
教
や
哲
畢
と

一
致
す
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
た
。
す
な
は
ち
詩
人
は
迷
へ
る
新
、
悩
め
る
希
の
自
己
主
張
の
立
場
に
お
い
て
詩
作
す
る
の
で
は
な
く
、

文
藝
學
の
志
熱
二
三
（
三
七
二
七
）

●
e
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一

口

噛

咽

胴

哩

緬

胴

胴

噸

岨

順

順

廻

咽

四

画

‐

文

學

研

究

姉

三

十

一

幹

二

四

９

毛

二

八

〕

迷
を
脱
し
悩
み
を
解
か
ん
と
す
る
超
越
へ
の
志
向
に
よ
っ
て
苦
悩
の
人
生
を
表
現
し
、
表
現
に
よ
っ
て
こ
れ
を
超
越
す
る
の
で
あ
る
。
文

藝
件
品
は
エ
ル
マ
テ
ィ
ン
ゲ
ル
の
説
く
ご
と
く
そ
の
木
伐
上
頻
微
的
な
も
の
で
あ
る
。
詩
作
は
淺
苅
な
自
然
主
義
の
教
へ
る
や
う
に
「
外

側
の
現
蛮
と
ぴ
っ
た
り
と
合
致
す
る
痴
像
」
を
表
現
す
る
と
い
ふ
ご
と
き
も
の
で
は
な
い
。
其
の
詩
作
は
「
我
と
世
界
と
の
對
決
の
中
に

生
え
出
づ
る
慨
験
」
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
わ
が
生
命
も
て
災
い
た
世
界
を
、
現
蛮
の
中
に
見
出
で
た
「
意
味
の
形
象
」
（
の
旨
国
庫

印

烏
切
盟
冨
国
の
い
）
に
よ
っ
て
、
象
徴
的
に
表
現
す
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
〃
作
品
を
受
取
る
新
は
そ
の
超
越
面
又
は
主
艘
生
命
の
耐
に
お
い
て

詩
人
と
合
致
す
る
と
き
、
眞
に
作
者
の
意
囲
を
知
り
、
作
舳
を
理
解
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

Ｄ
国
◆
目
８
国
ン
言
胃
言
〕
ロ
ー
岳
聖
巨
且
烏
⑩
卑
○
亘
①
日
烏
吋
島
○
三
の
尉
呂
の
ロ
国
圃
ｐ
ｇ
ｍ
耐
自
己
己
閏
の
句
９
日
ロ
且
ｓ
ｏ
茸
⑦
爵
呂
①
勺
冨
口
冨
の
圃

胃
借
．
く
○
国
嵐
．
弓
．
○
す
の
ロ
色
口
の
尾
．
一
九
三
五
年
）
九
六
瓦
以
下
。

の
国
冒
邑
陣
日
呉
ご
鴨
同
》
ロ
四
ｍ
ｇ
、
胃
①
１
，
呂
の
扉
目
の
ワ
吊
鳥
（
一
九
三
己
二
八
六
’
七
瓦
。

夕
一
・

二
一
し
か
も
ｂ
作
者
の
眞
の
意
刷
は
作
者
の
意
識
内
容
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
場
合
が
あ
る
の
で
あ

も
「
人
間
」

る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
作
者
の
慨
験
が
「
人
間
」
の
本
然
の
把
握
に
逹
し
て
を
ら
ぬ
と
き
、
作
者
の
ミ
ヅ
カ
ラ
の
意
州
は
彼
の
オ
ノ
ヅ
カ

ラ
の
志
向
と
重
な
り
合
は
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
も
そ
も
詩
作
は
超
越
的
・
自
兇
的
な
事
行
で
あ
り
、
詩
人
の
本
志
は
、
彼
が
意
識
赤
る

と
せ
ざ
る
と
に
か
か
は
ら
す
、
所
與
の
人
生
を
超
越
し
て
人
生
に
對
し
て
能
與
者
た
る
立
場
を
得
ん
と
す
る
に
あ
る
。
生
命
の
木
愛
は
超

越
で
あ
っ
て
、
詩
人
の
創
作
の
活
動
も
、
他
の
す
尋
へ
て
の
生
命
的
沼
動
と
同
じ
く
、
な
ん
ら
か
の
意
味
に
お
い
て
正
に
向
は
ん
と
す
る
志

氣
に
よ
っ
て
荷
は
れ
ぬ
も
の
は
な
く
Ｐ
そ
の
故
に
こ
そ
我
共
の
研
究
の
對
象
と
さ
れ
る
姿
格
を
も
つ
の
で
あ
る
が
、
そ
の
志
氣
が
必
ず
し

｜

’
● ｡

の
本
蜜
の
把
握
と
人
生
の
正
し
き
洞
察
と
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
て
を
る
と
は
限
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
故
に
、
作
品
を
正
し
ぐ

P
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1

ﾉ

認
識
す
る
た
め
に
は
、
人
生
蜜
現
の
最
商
の
超
越
的
立
場
に
對
す
る
反
省
と
自
鳧
と
を
持
ち
、
そ
の
立
場
か
ら
ひ
る
が
へ
っ
て
作
品
の
意

岡
と
作
者
の
鰡
験
と
を
省
察
し
批
判
す
る
と
い
ふ
事
が
な
さ
れ
ぬ
ぱ
な
ら
ぬ
。
「
見
る
」
こ
と
は
一
面
見
ら
れ
る
對
象
の
側
か
ら
規
定
ざ

う

れ
る
と
し
て
も
Ⅶ
。
正
し
く
見
る
こ
と
は
か
へ
つ
て
對
象
を
超
え
る
「
見
る
主
鴨
」
の
自
蝿
か
ら
の
み
可
能
な
の
で
あ
る
。
從
っ
て
さ
う
い

１

″

ふ
自
兇
的
立
場
か
ら
文
藝
を
見
る
文
藝
學
が
文
藝
學
の
肢
高
の
超
越
的
立
場
逓
得
る
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
文
藝
學
は
術
然

事
行
諭
的
解
樺
學
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
天
地
の
公
道
を
歴
史
的
生
命
と
し
て
簡
現
せ
ん
と
す
る
の
志
氣
を
以
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
文
藝
作
品
に
こ
も
る
人
間
の
興
理
が
認
識
さ
れ
、
塾
術
的
表
現
の
美
の
契
機
が
槻
察
、
記
述
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

．
Ｄ
函
．
甸
○
眉
の
》
Ｎ
昌
昌
の
昏
且
①
Ｑ
臼
の
三
ざ
３
の
冒
呂
‐
の
閂
日
昌
一
の
９
１
両
○
日
目
尉
呂
の
冨
○
ロ
呉
ｍ
ｍ
ｇ
１
陣
一
七
雛
（
一
九
二
九
年
）
二
五
六
瓦
以

下
。

三
一
文
藝
學
の
峨
商
の
超
越
的
立
場
は
事
行
論
州
解
樺
躍
と
し
て
現
れ
る
の
で
あ
る
が
、
・
と
の
立
場
は
そ
れ
自
身
眼
獅
に
成
立
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
超
越
と
い
ふ
の
は
、
他
を
相
對
的
に
超
え
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
他
を
絶
對
的
に
超
え
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
他

と
限
り
合
っ
て
こ
れ
逓
外
に
見
る
の
で
は
嵐
の
超
越
と
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
丘
の
超
越
は
他
を
お
の
れ
の
内
に
包
む
包
越
で
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
”
包
越
さ
れ
る
他
は
、
包
越
す
る
も
の
の
低
次
両
と
し
て
、
そ
の
推
底
と
な
る
の
で
あ
る
。
故
に
事
行
論
的
解
繰
學
は
、
文
學
研

究
の
他
の
一
切
の
方
法
と
反
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
か
へ
つ
て
他
の
一
切
の
方
法
と
地
撚
と
し
て
、
こ
れ
に
依
存
し
、
し
か
も
こ
れ
を

超
え
る
も
の
で
あ
一
る
。
ゲ
ー
テ
の
一
八
○
五
年
の
蓮
文
中
の
有
名
な
言
葉
に
あ
る
ご
と
く
、
「
現
象
界
に
現
れ
出
る
も
の
は
、
た
だ
現
れ

ｊ

出
で
る
た
め
に
も
分
裂
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
す
れ
ば
、
超
越
的
立
場
（
從
っ
て
絶
對
的
立
場
）
に
立
つ
事
行
論
的
解
樺
學
と
い
へ
ど
も
、

Ｊ

現
礎
の
一
事
行
と
な
る
た
め
に
は
、
多
く
の
學
的
方
法
の
一
つ
と
な
っ
て
現
れ
る
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
他
の
一
切
の

文
》
塗
學
の
志
鍼
二
五
・
（
三
七
二
九
）

1

町
17

１
１
１
１

11

1

●



り

、

Ⅱ

、

ド
イ
ツ
に
お
い
て
文
藝
學
の
方
法
に
つ
い
て
幾
多
の
立
言
が
行
は
れ
、
し
か
も
そ
れ
ら
が
軍
に
時
代
的
に
愛
遜
す
る
の
み
で
な
く
て
、

そ
れ
ら
の
間
に
は
互
に
自
己
の
立
場
を
主
張
し
て
他
を
排
す
る
と
い
ふ
傾
向
が
見
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
た
人
間
鰐
駒
の
問
題
と
し

丈
畢
研
究
錐
三
十
一
脚
二
六
ｇ
一
七
三
○
〕

方
法
を
包
越
す
る
意
味
を
も
つ
が
故
に
、
他
の
方
法
を
内
に
生
か
し
、
ま
た
他
の
方
法
に
よ
る
研
究
に
基
づ
い
て
の
み
、
み
づ
か
ら
も
成

立
し
得
る
事
を
自
兇
し
、
從
っ
て
、
他
の
文
献
躍
的
、
あ
る
い
は
心
理
的
、
あ
る
い
は
藝
術
諭
的
、
あ
る
い
は
理
念
史
的
、
あ
る
い
は
問

題
史
的
研
究
を
同
時
に
件
な
ひ
、
ま
た
そ
れ
ら
の
分
野
に
お
け
る
他
の
良
心
的
研
究
を
感
謝
を
以
て
参
酌
す
る
の
で
あ
る
。

、
ヴ
イ
マ
ル
版
、
簾
二
部
、
隼
十
六
巻
、
三
〈
六
頁
。

二
三
今
世
紀
の
初
頭
か
ら
ド
イ
ツ
に
お
い
て
文
蕊
學
の
方
法
論
に
開
す
る
幾
多
の
論
争
が
行
は
れ
た
が
、
い
か
な
る
方
法
で
も
そ

れ
の
み
排
他
的
に
邇
川
さ
れ
る
な
ら
ば
、
短
所
を
勝
呈
せ
ず
に
は
を
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
詩
作
は
人
洲
慨
嶮
の
諸
次
元
に
對
唯
し
て
、
さ
ま

ざ
ま
の
象
面
と
内
容
と
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
研
究
す
る
上
に
お
い
て
も
，
あ
る
特
定
の
場
合
に
は
そ
の
場
合
に
奴
も
通
雁

す
る
多
産
的
な
・
一
つ
の
方
法
が
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
文
藝
作
品
に
解
樺
を
施
す
と
し
て
も
、
同
一
の
解
繰
方
法
を
あ
ら
ゆ
る
様
式
に

適
用
す
る
の
は
無
意
味
の
企
て
ど
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
作
品
の
榊
想
の
大
小
、
そ
の
品
桔
の
高
下
、
そ
の
含
む
問
題
の
魔
狭
、
そ
の
盛

る
人
間
紹
嶮
の
深
淺
に
應
じ
て
、
邇
川
さ
る
べ
き
解
樺
の
方
法
も
異
な
る
べ
き
で
あ
る
。
尤
も
す
べ
て
の
作
品
は
つ
ま
り
は
事
行
諭
的
解

繰
累
の
對
象
と
な
る
べ
き
で
あ
る
が
、
人
間
縄
嶮
の
岐
高
の
超
越
面
の
自
晃
に
立
っ
て
對
象
を
見
る
と
の
解
樺
學
の
商
さ
と
亜
さ
と
に
對

應
し
て
、
選
ば
る
べ
き
對
象
も
、
あ
る
時
代
の
及
び
あ
る
筒
性
的
な
文
化
の
緒
川
を
表
現
し
、
し
か
も
永
遠
の
普
遍
的
人
Ⅲ
性
を
典
象
す

る
ご
と
き
人
類
の
モ
ヌ
メ
ン
タ
ル
な
作
品
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
日
本
人
の
代
表
し
持
救
す
る
天
地
の
公
道
は
、
他
文
化
の
か
く
の
ご
と

き
大
い
な
る
形
象
と
の
對
比
に
お
い
て
、
お
の
れ
自
身
の
姿
を
一
暦
明
か
に
示
現
す
る
の
で
あ
る
。

１
卜

●

、

{

、



て
考
察
の
對
象
と
な
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
ロ
ー
タ
ヵ
ー
の
説
く
ご
と
く
．
の
分
科
學
の
仕
事
の
さ
く
て
の
方
法
論
的
規
準
、
そ
れ
ぞ
れ

の
慨
値
評
恢
、
そ
れ
ぞ
れ
の
術
語
は
、
究
極
に
お
い
て
世
界
観
的
な
槻
鮎
か
ら
規
定
せ
ら
れ
て
ゐ
て
、
何
も
の
と
い
へ
ど
も
自
明
で
は
な

り

く
、
す
べ
て
は
前
提
と
蹄
結
と
に
充
ち
た
も
の
で
あ
る
」
と
す
る
な
ら
ば
、
他
の
方
法
を
排
し
て
お
の
れ
の
全
一
を
主
張
す
る
こ
と
に

は
、
そ
の
「
前
提
」
と
な
る
「
世
界
観
」
乃
至
は
「
生
の
秩
序
」
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
あ
ひ
對
す
る
二
つ
の
も
の
が
反
立

す
る
と
い
ふ
の
は
「
彼
」
の
立
場
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
る
か
ら
、
文
蕊
率
に
お
け
る
方
法
論
的
論
争
は
ま
さ
し
く
「
彼
」
の
鰐
出
に

よ
っ
て
現
れ
川
た
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
彼
」
の
本
髄
は
祁
對
的
な
筒
で
あ
っ
て
心
「
彼
」
と
は
他
と
反
立
し
他
を
否
定
す
る
生
命

で
あ
る
。
し
か
る
に
「
人
間
」
の
本
然
は
箇
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
超
簡
性
は
我
と
汝
と
の
、
一
如
と
し
て
具
現
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
故
に
我
と
汝
と
の
一
如
を
自
斑
内
容
と
す
る
立
場
に
立
つ
と
き
、
「
彼
」
の
立
場
に
お
け
る
反
立
は
超
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の

我
と
汝
と
の
一
如
を
自
発
内
容
と
す
る
立
場
と
い
ふ
の
が
、
人
生
に
お
い
て
人
を
立
て
、
お
の
れ
は
か
く
人
を
立
て
る
事
行
に
お
い
て
立

つ
と
い
ふ
自
蝿
餉
争
行
で
あ
る
か
ら
．
こ
の
立
場
に
立
つ
事
柄
諭
的
文
誕
解
燃
は
、
ま
さ
し
く
。
へ
ｌ
テ
ル
ゼ
ン
が
断
し
い
文
郵
尋
重
に
所
期

幻

す
る
ご
と
き
「
互
に
反
立
す
る
諸
方
向
を
調
和
し
し
か
も
堅
川
な
投
錨
地
を
失
ふ
と
と
な
き
」
學
問
の
逹
成
と
な
る
で
あ
ら
う
。
「
反
立

す
る
諸
方
向
を
調
和
す
る
」
と
い
ふ
こ
と
を
、
從
来
老
へ
ら
れ
た
や
う
に
（
從
っ
て
．
ヘ
ー
テ
ル
ゼ
ン
も
老
へ
る
や
う
に
）
、
存
在
の
性
格
に

お
い
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
の
は
談
で
あ
っ
て
、
一
切
の
反
立
は
存
在
一
般
を
包
越
す
る
意
味
を
も
つ
事
行
に
お
い
て
の
み
解
消
せ
し
め

３

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
從
っ
て
一
切
の
女
郵
蕊
的
方
法
を
包
ん
で
こ
れ
ら
を
「
み
の
り
蝋
か
に
麓
く
」
も
の
は
、
こ
の
事
行
の
把
握
を
經
て

定
立
せ
ら
れ
る
事
行
論
的
解
樺
學
の
ほ
か
に
は
な
い
と
老
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

Ｄ
国
凰
８
両
○
計
層
鼻
２
Ｆ
○
四
ズ
ロ
コ
ロ
砕
異
①
日
昌
歸
旦
禺
の
⑦
再
①
の
弓
箭
⑳
①
ｐ
ｍ
ｏ
富
津
①
ロ
（
一
九
二
七
年
）
三
一
頁
。

丈
蕊
畢
の
志
鍼
二
七
（
三
七
一
三
）

．

ノ

１
ｑ
Ｊ
４
４

、

、
■ L
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＄

し
か
ら
ぱ
天
地
の
公
道
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
。
鋪
一
に
そ
れ
は
人
洲
の
踏
む
べ
き
道
で
あ
っ
て
、
抽
象
知
の
立
場
か
ら
存
在

と
し
て
捉
へ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
全
身
心
を
塞
げ
て
現
成
せ
ら
る
べ
き
事
行
で
あ
る
。
ま
た
第
二
に
、
か
く
事
行
す
る
も
の
は
「
人

間
」
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
君
臣
・
父
子
・
兄
弟
。
夫
姉
・
朋
友
な
ど
の
身
分
賓
現
の
徳
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
徳
は
明
治
天
皇
の

ヲ
中
外
二
施
シ
テ
伴
う
」
ぬ
「
‐

解
繩
學
と
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

精
祁
全
総
（
民
族
精
祁
、
時
代
統
帥
、
文
化
緒
川
）
の
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お
け
る
自
蝿
の
度
合
と
、
ま
た
こ
れ
が
隣
接
せ
る
氷
教
及
び

燕
躍
の
傾
城
に
い
か
に
反
映
し
て
ゐ
る
か
と
に
特
に
考
胆
を
桃
は
ね
ば
な
ら
ぬ
」
の
で
あ
る
が
、
上
來
説
く
ご
と
ぐ
、
駿
的
對
象
を
そ
の

も
の
と
し
て
、
ま
た
そ
の
も
の
の
時
代
絲
紳
と
の
聯
關
に
お
い
て
心
理
解
す
る
受
容
の
立
場
は
、
更
に
「
之
ヲ
古
今
二
通
ジ
テ
謬
ラ
ズ
之

ヲ
中
外
二
施
シ
テ
伴
う
」
ぬ
「
人
Ⅲ
」
の
大
道
（
天
地
の
公
道
）
に
照
ら
し
て
判
樺
す
る
立
場
に
よ
っ
て
包
越
せ
ら
れ
ね
ば
、
事
行
諭
的

二
四
丈
藝
作
品
は
そ
の
含
む
さ
ま
ざ
ま
の
象
面
を
そ
れ
ぞ
れ
學
的
探
求
の
對
象
と
し
て
提
供
す
る
か
ら
、
‐
文
藝
嬢
は
そ
れ
に
對
應

し
て
各
種
の
部
門
に
分
れ
る
の
で
あ
る
が
、
ウ
ン
ゲ
ル
の
説
く
ご
と
く
、
「
丈
蕊
史
に
お
け
る
粘
祁
史
的
槻
察
法
の
塒
殊
の
任
務
は
、
文

蕊
作
品
の
意
味
内
容
を
、
生
の
解
樺
に
お
け
る
そ
の
作
品
の
内
容
を
抽
出
す
る
こ
と
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
「
し
か
も
そ
の
際
、
文
化

β

文
礫
研
究
策
三
十
一
岬
二
八
含
毛
三
ど

も

の
］
昌
口
叩
弔
里
閏
の
ｇ
、
弓
隈
の
ロ
号
の
豊
ヨ
ョ
自
侭
号
『
号
巨
扇
島
の
ロ
”
○
回
国
口
重
〈
（
一
九
二
六
年
）
八
瓦
。

ｆ

の
ル
ー
ド
ル
フ
・
ウ
ン
ゲ
ル
は
、
お
の
れ
の
丈
蕊
學
的
方
法
を
、
形
式
分
析
の
籾
繰
法
と
締
抑
史
的
・
綜
合
的
方
法
と
の
「
み
の
り
盤
か
な
批
徹
」

〔
沖
巨
呂
号
禺
の
ロ
日
ｏ
巨
吋
冒
唱
ロ
巴
と
し
て
純
い
た
。
〔
罰
且
○
岸
ご
肩
①
Ｈ
↓
⑦
①
の
．
聾
匡
＆
ｇ
》
一
九
二
九
年
も
節
二
巻
心
二
三
一
画
）
し
か
し
、

極
に
み
の
り
班
か
と
言
は
れ
得
る
も
の
は
、
存
在
を
受
取
る
知
見
に
お
い
て
で
な
く
、
如
変
の
人
生
を
典
へ
る
生
産
的
立
場
を
去
ら
ず
し
て
の

み
成
立
す
べ
き
で
あ
る
。

１
１
１

〆

1

’
③
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下
し
賜
は
っ
た
教
育
に
鮒
す
る
勅
語
に
お
い
て
舷
も
舵
厳
に
し
て
且
つ
適
確
な
る
表
現
を
得
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
故
に
事
行
諭
的
解
搾
學

は
教
育
勅
語
の
御
垂
訓
に
照
ら
し
て
作
品
の
人
間
艘
験
を
批
判
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
の
御
垂
訓
は
古
來
「
卿
な
が
ら
」
の
大
道

と
し
て
円
本
人
の
傳
承
し
蜜
現
し
来
れ
る
道
で
あ
る
か
ら
、
事
行
諭
的
解
樺
皐
は
柳
・
な
が
ら
の
大
道
に
基
づ
い
て
解
澤
學
を
行
ふ
も
の
で

あ
る
と
言
ふ
と
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
榊
な
が
ら
の
大
逝
の
具
現
こ
そ
、
ま
さ
し
く
日
本
に
ほ
か
な
ら
ぬ
か
ら
、
事
行
論
的
解
樺
學
は
日

本
を
脱
理
と
す
る
學
問
で
あ
る
と
も
言
ひ
得
る
の
で
あ
る
。

Ｄ
罰
且
○
【
ご
晶
閏
》
目
前
国
冨
晶
＄
○
三
ｏ
胃
①
巨
己
の
①
興
の
侭
の
印
。
三
○
茸
①
（
一
九
二
六
年
）
（
⑦
の
切
目
〕
昌
の
嚴
陣
匡
呂
２
節
一
巻
、
一
二
五
頁
）

二
五
か
く
説
け
ば
人
は
あ
る
い
は
反
問
す
る
で
あ
ら
う
。
日
本
を
原
理
と
し
て
學
間
を
行
ふ
と
い
ふ
ご
と
き
事
で
は
；
躍
問
の
税

野
を
求
め
て
狭
脈
化
し
、
學
的
對
象
に
そ
の
本
来
も
た
ざ
る
も
の
を
ヒ
ナ
ィ
ン
デ
ン
ヶ
ン
す
る
結
果
に
な
り
は
せ
ぬ
か
。

天
地
の
公
逝
は
何
人
も
賎
む
く
き
杵
迦
安
常
的
な
大
通
で
あ
る
が
、
そ
の
大
道
は
特
殊
の
現
漉
を
媒
介
と
せ
ず
し
て
は
世
現
さ
れ
ぬ
の

で
あ
る
。
故
に
、
孵
殊
の
現
蛮
の
外
に
天
地
の
大
逝
一
般
な
ど
を
求
め
ん
と
す
る
事
は
知
の
迷
蒙
に
す
ぎ
な
い
。
一
切
の
事
行
は
あ
る
限

定
せ
ら
れ
た
筒
の
生
命
と
し
て
の
み
笈
現
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
ゲ
ー
テ
も
言
ふ
ご
と
く
、
た
と
へ
ば
「
人
が
術
る
時
に
彼
は
そ
の
瞬

、

間
に
は
一
面
的
と
な
る
ほ
か
は
な
い
」
の
で
あ
る
。
更
に
進
ん
で
は
、
ヨ
ー
ナ
ス
・
コ
ー
ン
の
指
摘
す
る
ご
と
く
「
い
か
な
る
藝
術
作
品

と
い
へ
ど
も
こ
の
形
姿
（
屏
巫
旦
○
に
丁
度
通
ふ
だ
け
の
内
蛮
（
碍
冒
ｇ
を
お
の
れ
の
内
に
採
る
と
い
ふ
ま
さ
し
く
そ
の
理
山
か
ら
、

必
ず
部
分
的
な
も
の
で
あ
る
」
と
老
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
簡
の
現
礎
を
超
え
る
も
の
を
な
ん
ら
か
の
意
味
に
お
け
る
「
本
礎
」
と
解

し
、
こ
れ
に
一
般
的
意
味
を
附
す
る
こ
と
は
、
事
行
的
な
も
の
を
存
在
的
な
も
の
と
見
誤
る
見
解
で
あ
る
が
、
そ
の
方
向
に
お
い
て
す
ら

洞
察
が
深
ま
る
と
き
現
象
界
に
現
れ
出
る
も
の
は
、
現
れ
川
で
ん
が
た
め
に
は
分
裂
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
い
ふ
と
と
、
ま
た
、
現
象
の

丈
蕊
畢
の
志
蕪

1

」

.

I

ノ

二
九
〔
三
七
三
三
〕 1

口
ｑ
１
Ｉ
ｊ
ｐ
ｌ
ｌ
ｌ
厚

、

ダ

ﾀ

〃

≦



~1
も

丈
學
研
究
節
三
十
一
枇
三
○
（
三
七
一
一
両
〕

本
鷺
を
掴
む
に
も
、
本
質
は
吾
人
に
よ
っ
て
決
し
て
世
接
に
は
認
識
さ
れ
得
ず
、
．
否
人
は
た
だ
「
反
映
の
う
ち
に
、
類
例
の
う
ち
に
、
象

３

徴
の
う
・
ち
に
、
箇
糞
の
類
似
せ
る
現
象
の
う
ち
に
」
の
み
眺
め
得
る
の
で
あ
る
と
い
ふ
ご
と
き
知
見
に
逹
す
る
の
で
あ
る
。
天
地
の
公
道

も
存
在
に
反
映
せ
ず
し
て
は
こ
れ
と
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
そ
し
て
天
地
の
公
道
の
存
在
に
反
映
せ
る
も
の
は
た
だ
「
日
本
」
あ
る

の
み
で
あ
る
か
ら
、
日
本
を
原
理
と
せ
ず
し
て
は
、
一
切
の
糀
榊
諸
科
學
は
、
度
黄
の
白
斑
的
立
場
に
逹
し
得
ぬ
の
で
あ
る
。

「
日
本
」
の
本
愛
は
既
に
相
對
の
現
象
界
に
疲
迩
を
残
し
て
消
え
失
せ
た
過
去
の
仔
在
で
は
な
く
て
、
天
壌
ル
ー
共
に
窮
り
な
く
み
づ
か

ら
を
與
へ
つ
つ
あ
る
永
迩
の
事
行
で
あ
っ
て
、
存
在
一
般
を
超
え
、
從
っ
て
存
在
的
に
は
無
た
る
も
の
で
あ
る
。
故
に
、
日
本
を
原
理
と

〃

し
て
蕊
を
行
ふ
の
は
、
事
物
に
そ
の
本
來
も
た
ぬ
も
の
を
ヒ
ナ
ィ
ン
デ
ン
ヶ
ン
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
か
へ
つ
て
事
物
を
そ
の
本
源
に
上

ナ
イ
ン
デ
ン
ケ
ン
し
、
そ
の
本
礎
な
り
理
念
な
り
を
判
然
た
ら
し
め
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
學
的
對
象
と
し
て
立

つ
作
者
に
溺
れ
、
作
品
に
吸
收
さ
れ
経
る
が
ご
と
き
立
場
、
た
と
へ
ぱ
グ
ン
ド
ル
フ
の
や
う
に
、
ゲ
ー
テ
の
壬
．
）
と
き
人
は
時
代
秩
序
の
制

約
を
超
え
る
と
す
る
盲
信
の
立
場
は
、
か
へ
つ
て
ゲ
ー
テ
に
存
せ
ざ
る
も
の
を
ヒ
ナ
イ
ン
デ
ン
ヶ
ン
す
る
の
危
嶮
に
陥
る
も
の
と
老
へ
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

、
の
Ｏ
①
吾
の
ゞ
己
亘
〕
宮
口
、
巨
己
弓
豊
島
①
夢
錐
三
部
錐
十
二
椎
。

の
ぎ
ロ
尉
○
呂
口
》
目
胃
○
コ
①
号
両
目
四
瓦
舎
弄
Ｑ
九
一
二
一
年
）
六
》
八
頁
ノ

の
○
○
の
夢
の
》
ぐ
⑦
『
豐
呂
①
旨
国
君
詳
の
日
ロ
鴨
与
８
．

二
六
天
地
の
公
道
と
は
「
人
間
」
の
自
兇
の
現
成
そ
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
人
生
の
一
切
の
繼
験
は
こ
の
公
道
に
照
ら
さ
れ
る
と

き
展
に
そ
の
本
然
の
面
目
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
閂
尭
的
立
場
の
究
極
に
逹
せ
ぬ
も
の
は
い
は
ば
曇
れ
る
鏡
の
ご
と
く
、
お

｢

I

、

／

．

〆

’



ノ

鋤

の
れ
自
身
を
判
然
と
掴
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
と
へ
ぱ
幼
兒
は
「
暗
き
時
代
」
に
在
る
も
の
で
あ
り
、
青
年
は
「
濁
れ
る
眠
」
を
も
つ

も
の
で
あ
っ
て
、
人
生
、
世
界
を
洞
察
す
る
心
眼
の
明
澄
を
峡
く
も
の
で
あ
る
。
た
だ
彼
ら
は
幼
兒
、
青
年
の
生
活
の
現
蛮
感
を
明
澄
の

境
に
住
む
老
人
よ
り
も
よ
り
多
く
も
つ
で
あ
ら
う
。
し
か
し
現
蛮
感
は
そ
の
ま
ま
自
斑
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ロ
ー
ベ
ル
ト
・
ペ
ッ
チ
ュ
は

そ
の
刊
行
せ
る
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
本
の
序
論
の
末
尾
に
お
い
て
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
人
類
の
た
め
に
排
か
れ
夙
に
世
界
文
學
の
中
に
入
っ
て
ゐ

３

る
が
．
「
た
だ
ド
イ
ツ
人
の
み
が
そ
れ
を
完
全
に
理
解
し
得
る
で
あ
ら
う
」
と
述
べ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
は
我
左
の
養
同
し
得
ざ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
ド
イ
ツ
人
は
た
し
か
に
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
に
妓
も
弧
き
現
賀
感
を
も
つ
で
あ
ら
う
。
し
か
し
現
涯
感
は
そ
の
ま
ま
自
兇
で
は
な

い
。
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
は
そ
の
中
に
含
む
幾
多
の
向
き
美
と
叡
智
と
に
か
か
は
ら
ず
、
他
の
す
べ
て
の
西
献
的
鰐
嶮
の
表
現
と
同
じ
く
「
人

間
」
の
究
極
の
超
越
的
立
場
の
把
握
を
峡
い
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
從
っ
て
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
を
（
同
時
に
、
世
界
の
一
切
の
文
化
所
産
を
）

完
全
に
理
解
し
得
る
も
の
は
．
そ
れ
を
超
え
て
「
人
間
」
の
妓
商
の
自
兇
な
る
刺
な
が
ら
の
大
逝
に
住
す
る
も
の
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
。

「
日
本
」
の
無
の
鏡
に
照
ら
し
て
の
み
、
一
切
の
事
物
は
そ
の
眞
笈
の
相
を
露
は
す
の
で
あ
る
。

Ｄ
ｏ
Ｏ
①
号
の
》
国
①
目
旨
口
巨
ａ
ｐ
ｏ
『
○
号
の
四
〕
両
昌
①
Ｓ
の
ゞ
一
六
一
行
ｏ

か
一
司
豐
輿
ゞ
錐
二
行
。

の
詞
．
府
蔚
呂
］
の
○
①
吾
①
ぃ
可
山
口
牌
（
鋪
二
版
、
一
九
二
五
年
）
序
、
五
二
瓦
。

二
七
洲
な
が
ら
の
大
道
は
、
「
人
側
」
が
我
と
汝
と
の
對
面
を
な
し
、
机
對
の
各
項
が
そ
れ
ぞ
れ
自
他
の
生
命
の
璽
肘
を
お
の
れ

の
生
命
内
容
と
す
る
立
場
を
徹
底
し
て
、
人
剛
の
こ
の
超
簡
性
を
公
共
の
君
臣
の
撹
瞼
に
ま
で
高
め
且
つ
深
め
、
一
切
の
身
分
的
相
對
を

君
匝
の
對
面
に
よ
っ
て
包
越
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
惟
肺
の
大
道
に
照
ら
し
て
見
る
と
き
、
日
本
人
以
外
の
國
人
は
い
ま
だ
一
彼
」
を

文
塞
學
の
志
熱
一
三
Ｇ
一
毛
三
五
）

〆

｡

Ｈｄ

』L

’



『

、

、
0

PF

I

０

文
學
研
究
錐
三
十
一
輯
三
一
９
毛
一
三
○

露
出
す
る
立
場
を
超
え
て
を
ら
ず
、
從
っ
て
箇
休
主
義
を
脱
し
て
を
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
．
尤
も
支
那
人
の
ご
と
き
は
頗
る
人
倫
の
逆
を
亜
ん

じ
、
そ
れ
が
儒
教
の
糀
祁
の
眞
髄
と
も
な
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
絶
對
の
悲
匝
の
立
た
ぬ
支
那
に
お
い
て
は
、
そ
の
人
倫
の
逆
は
畢
党

「
私
」
の
親
子
の
道
を
何
程
も
川
で
す
、
十
全
に
公
共
的
糀
川
に
没
か
れ
て
を
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
從
っ
て
日
本
人
以
外
の
剛
人
の
鴨
聡
を
・

理
念
的
に
叉
は
根
源
現
象
と
し
て
兄
て
‐
あ
る
い
は
そ
れ
の
脱
慨
駒
を
見
て
、
そ
れ
を
「
彼
」
の
叉
は
「
私
」
の
生
命
と
判
定
す
る
こ
と

は
、
決
し
て
興
理
の
歪
曲
で
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
そ
の
「
彼
」
と
「
私
」
と
が
我
汝
の
一
如
を
橡
感
す
る
さ
ま
ざ
ま
の
度
合
に
お
い
て
、

ま
た
そ
れ
が
自
然
的
あ
る
い
は
歴
史
的
制
約
と
の
聯
開
の
巾
に
現
れ
る
様
相
に
お
い
て
、
い
ろ
い
ろ
の
箇
性
を
裕
び
る
の
で
あ
る
。
世
界

文
化
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
簡
性
的
顯
現
の
大
い
な
る
も
の
を
一
堂
天
地
の
公
逝
に
照
ら
し
て
批
判
す
る
の
が
、
事
行
論
的
解
繰
學
の
任
務

の
一
つ
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
公
共
的
或
行
の
自
発
を
得
て
ゐ
る
日
本
人
の
み
の
鰯
し
得
る
票
的
活
動
で
あ
り
、
他
の
國
人
に
は
「
傳
述
さ

．
Ｄ
、

れ
る
こ
と
も
習
得
さ
れ
る
こ
と
も
で
き
ぬ
慨
鹸
些
な
の
で
あ
る
。

Ｄ
グ
ン
ド
ル
フ
は
、
お
の
れ
の
、
面
槻
か
ら
生
ま
れ
る
祁
話
的
傅
記
法
を
「
傳
逹
さ
れ
る
こ
と
も
智
僻
さ
れ
る
こ
と
も
で
き
ぬ
畿
聡
で
あ
る
」
と

告
げ
て
ゐ
る
。
国
．
、
の
ロ
ａ
ｏ
尻
め
冨
冨
ｇ
の
胃
①
巨
且
号
吋
号
具
、
ｇ
の
⑦
⑦
再
（
一
九
一
一
年
〕
序
文
八
頁
。
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