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新
島
裏
が
ア
メ
リ
カ
に
向
け
て
半
国
す
る
二
年
半
ば
か
り
前
の
一
八
六
一

年
十
一
月
、
ち
ょ
う
ど
新
島
と
反
対
の
コ
ー
ス
を
と
っ
て
日
本
に
た
ど
り
つ

い
た
一
組
の
宣
教
師
夫
妻
が
あ
っ
た
。
そ
の
宣
教
師
は
名
前
を
ジ
ェ
イ
ム
ズ

・
バ
ラ
（
冒
日
Φ
。
。
b
d
邑
Ω
。
σ
q
戸
一
△
二
五
ー
一
九
二
〇
年
）
と
い
っ
た
。
植
村
正

久
（
｝
八
五
七
⊥
九
二
五
年
）
は
｛
八
七
三
（
明
治
六
）
年
五
月
、
彼
の
満
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

五
歳
の
と
き
、
そ
の
改
革
派
の
宣
教
師
よ
り
受
洗
し
た
の
で
あ
っ
た
。
植
村

の
回
心
は
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
以
前
に
起
こ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な

ら
な
い
が
、
そ
の
時
期
は
、
後
で
も
述
べ
る
よ
う
に
、
一
八
七
二
年
の
旧
暦

正
月
二
日
か
ら
バ
ラ
の
指
導
下
で
催
さ
れ
た
祈
薦
里
中
の
こ
と
だ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
日
本
最
初
の
そ
の
祈
濤
会
中
に
回
心
を
経
験
し
た
も

の
は
植
村
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
異
常
な
熱
気
に
包
ま
れ
、
会
期
も
延
長
さ

れ
て
数
十
日
継
続
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
そ
の
祈
疇
会
中
に
、
や
が
て
植
村

と
と
も
に
横
浜
バ
ン
ド
の
有
力
な
メ
ン
バ
ー
に
数
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
押

川
方
義
（
「
八
五
〇
1
「
九
二
八
年
）
、
吉
田
信
好
（
不
詳
）
、
熊
野
雄
七
（
｝
八
五

ニ
ー
一
九
二
一
年
）
、
井
深
梶
之
助
（
一
八
五
四
－
一
九
四
〇
年
）
、
本
多
庸
一
（
一

八
四
九
－
一
九
一
二
年
）
ら
も
回
心
を
経
験
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
植
村
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
　
ン
ド

久
の
回
心
に
つ
い
て
ま
ず
特
徴
的
な
こ
と
は
、
そ
れ
が
一
つ
の
集
団
で
の
出

来
事
で
あ
っ
た
と
い
う
意
味
で
、
集
団
的
回
心
の
性
格
を
具
え
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
う
し
た
集
団
的
回
心
は
横
浜
だ
け
の
現
象
で
は
な
か
っ
た
。

周
知
の
よ
う
に
、
熊
本
で
は
明
治
九
年
、
ジ
ェ
ー
ソ
ズ
（
冨
づ
o
ρ
［
ぴ
・
）

に
学
ん
で
い
た
洋
学
校
の
生
徒
三
十
五
名
が
花
岡
山
に
集
ま
っ
て
、
「
奉
教

趣
意
書
」
を
朗
読
し
て
キ
リ
ス
ト
教
布
教
を
誓
っ
た
。
ま
た
札
幌
で
も
明
治

十
年
、
ク
ラ
ー
ク
（
O
一
握
「
犀
矯
ぐ
く
齢
ω
’
）
に
指
導
さ
れ
た
農
学
校
の
一
期
生
全
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員
が
「
イ
エ
ス
を
信
ず
る
者
の
誓
約
」
に
署
名
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

明
治
五
年
か
ら
十
年
に
か
け
日
本
各
地
で
集
団
的
回
心
が
起
こ
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
理
由
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
そ
の
第
一
の
理
由
と
し
て
、
列
強
の
要
求
に
も
と
つ
く
わ
が
国
の
開
国
政

策
へ
の
転
換
を
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
わ
け
て
も
一
八
五
八
（
安
政

五
）
年
に
締
結
さ
れ
た
日
米
修
好
通
商
条
約
は
、
そ
の
第
八
条
に
お
い
て
、

居
留
地
内
に
制
限
さ
れ
て
は
い
た
が
、
外
国
人
に
信
教
の
自
由
を
認
め
た
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね

で
画
期
的
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
日
の
来
る
の
を
待
ち
望
ん
で
い
た

諸
教
会
の
外
国
伝
道
局
は
そ
の
知
ら
せ
を
受
け
て
、
宣
教
師
を
堂
々
と
日
本

に
送
り
こ
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
翌
年

か
ら
外
国
人
宣
教
師
た
ち
が
続
々
来
日
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、

一
八
五
九
（
安
政
六
）
年
五
月
に
は
、
リ
ギ
ソ
ス
（
ζ
σ
q
α
q
ぎ
の
こ
’
）
が
、
六
月

に
は
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
（
ぐ
5
一
一
一
曽
H
口
9
0
・
ζ
’
）
が
と
も
に
長
崎
に
上
陸
、
十

月
に
は
ヘ
ボ
ン
（
国
8
げ
ロ
旨
こ
・
ρ
）
、
十
一
月
に
は
ブ
ラ
オ
ン
（
卑
。
妻
P

ω
●
菊
’
）
と
シ
モ
ン
ズ
（
ω
帥
ヨ
ヨ
O
⇒
ω
矯
門
ワ
・
一
W
’
）
が
神
奈
川
に
、
そ
し
て
同
月
、

フ
ル
ペ
ッ
キ
（
＜
①
鴇
げ
①
6
屏
”
Ω
。
国
●
）
は
長
崎
に
上
陸
し
て
い
る
。
さ
ら
に
一

八
六
〇
（
万
延
元
）
年
四
月
置
は
ゴ
ー
ブ
ル
（
O
o
げ
す
ご
が
、
一
八
六
一

（
文
久
元
）
年
十
一
月
に
は
バ
ラ
が
神
奈
川
に
や
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
後
続
も
後
を
絶
た
な
い
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
ら
は

来
日
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
す
ぐ
に
布
教
活
動
が
で
き
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
。
来
日
し
て
十
数
年
も
の
間
、
彼
ら
は
い
つ
刺
客
に
襲
わ
れ
る
か
も
し
れ

な
い
危
険
の
中
で
、
日
本
語
の
修
得
、
聖
書
そ
の
他
の
翻
訳
、
英
語
の
教
授
、

そ
の
ほ
か
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
社
会
的
文
化
的
貢
献
に
努
め
な
が
ら
、
こ
の

国
で
自
由
に
布
教
の
で
き
る
日
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
そ
う
し
た
宣
教
師
た
ち
の
来
日
が
横
浜
の
場
合
は
言
う
に
及
ば
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
バ
　
ン
ド

熊
本
と
札
幌
で
の
集
団
的
回
心
に
も
当
時
の
わ
が
国
の
雰
囲
気
と
し
て
な
に

が
し
か
影
響
を
与
え
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
第
二
の
理
由
と
し
て
は
、
開
港
以
後
わ
が
国
指
導
者
た
ち
の
と
っ
た
対
外

政
策
が
必
ず
し
も
消
極
的
で
な
か
っ
た
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
日
米
修
好
通
商

条
約
の
締
結
を
皮
切
り
に
、
外
か
ら
は
英
・
仏
・
露
・
蘭
国
に
対
し
て
も
開

港
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
内
に
お
い
て
は
国
の
勢
力
を
二
分
し
て
開
港
の
是
非

を
め
ぐ
る
闘
争
の
展
開
さ
れ
た
わ
が
国
で
あ
っ
た
が
、
他
方
で
諸
外
国
に
関

す
る
知
識
を
積
極
的
に
採
り
入
れ
よ
う
と
す
る
動
き
も
活
発
で
あ
っ
た
。
我

々
は
こ
の
こ
と
を
、
当
時
試
み
ら
れ
た
海
外
留
学
生
や
視
察
団
の
派
遣
を
一

覧
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
関
連
事
項
も
少
し
含
め

て
、
そ
れ
を
左
に
記
し
て
み
よ
う
。

一
八
六
二
（
文
久
二
）
年

一
八
六
三
（
文
久
三
）
年

一
八
六
四
（
元
治
元
）
年

一
八
六
五
（
慶
応
元
）
年

一
八
六
六
（
慶
応
二
）
年

オ
ラ
ン
ダ
留
学
生
（
榎
本
武
揚
、
西
周
、
等
）
派
遣

長
州
藩
士
記
名
、
イ
ギ
リ
ス
留
学
へ
出
航

新
島
裏
、
ア
メ
リ
カ
に
脱
国

ロ
シ
ア
留
学
生
派
遣

薩
摩
藩
士
十
九
名
、
イ
ギ
リ
ス
留
学
へ
出
航

幕
府
、
海
外
渡
航
を
許
可

イ
ギ
リ
ス
留
学
生
（
中
村
正
直
、
外
山
正
一
、
等
）

派
遣
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一
八
六
七
（
慶
応
三
）
年
フ
ラ
ン
ス
留
学
生
派
遣

　
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
岩
倉
具
視
等
を
欧
米
に
派
遣

こ
れ
ら
の
動
き
は
、
開
港
に
よ
っ
て
西
洋
の
進
ん
だ
文
物
に
よ
り
多
く
接
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
が
国
が
、
そ
れ
ら
を
い
ち
は
や
く
移
入

し
よ
う
と
し
た
現
わ
れ
で
あ
る
。
当
初
、
わ
が
国
指
導
者
た
ち
の
西
欧
へ
の

関
心
は
、
究
益
す
る
と
こ
ろ
国
防
へ
の
関
心
に
よ
っ
て
促
さ
れ
て
い
た
と
見

て
よ
い
。
そ
し
て
こ
の
場
合
、
で
き
れ
ば
宗
教
問
題
抜
き
で
西
洋
と
関
係
す

る
こ
と
が
依
然
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
た
。
と
い
う
の
は
、
彼
ら
は
ま
だ
西

洋
の
宗
教
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
を
、
国
の
存
立
そ
の
も
の
を
危
く
す
る
か
も

し
れ
な
い
「
邪
宗
」
と
見
な
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
西

洋
世
界
の
通
念
か
ら
し
て
宗
教
抜
き
の
交
流
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
米
欧
を

回
覧
し
た
岩
倉
具
視
ら
の
一
行
は
現
地
で
そ
の
こ
と
を
肌
で
感
じ
る
こ
と
が

で
き
た
。
こ
の
た
め
つ
い
に
明
治
新
政
府
は
明
治
六
年
に
、
江
戸
幕
府
以
来
、

二
百
数
十
年
に
わ
た
っ
て
掲
げ
て
き
た
切
盛
丹
禁
制
の
高
札
を
撤
去
し
た
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
だ
信
教
の
自
由
を
公
に
保
障
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た

が
、
キ
リ
ス
ト
教
が
事
実
上
、
黙
認
さ
れ
た
か
ら
、
そ
の
信
仰
が
許
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
ン
ド

の
も
同
然
で
あ
っ
た
。
横
浜
、
熊
本
、
札
幌
に
お
け
る
集
団
的
回
心
は
、
明

治
新
政
府
が
西
洋
か
ら
学
ん
だ
そ
う
し
た
宗
教
的
寛
容
の
態
度
を
背
景
に
し

て
い
る
。

　
さ
ら
に
第
三
の
理
由
と
し
て
考
え
る
べ
き
こ
と
は
、
幕
藩
体
制
崩
壊
後
の

混
乱
期
を
生
き
抜
く
た
め
に
、
新
た
な
精
神
的
支
柱
が
要
求
さ
れ
て
い
た
と

い
う
点
で
あ
る
。
時
代
は
急
激
に
変
化
し
つ
つ
あ
っ
た
。
旧
制
度
が
次
々
に

廃
止
さ
れ
、
西
洋
的
な
も
の
に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
た
。
古
く
か
ら
あ
る
伝
統

的
な
も
の
は
す
べ
て
悪
で
、
反
対
に
新
た
に
移
入
さ
れ
た
西
洋
の
も
の
な
ら

何
で
あ
ろ
う
と
善
だ
と
考
え
ら
れ
る
風
潮
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
「
因
循

姑
息
を
排
斥
せ
よ
」
「
欧
米
と
肩
を
な
ら
べ
よ
」
「
富
国
強
兵
」
「
文
明
開
化
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

が
時
代
の
合
い
言
葉
だ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
旧
習
的
な
も
の
を
志

そ
う
と
す
る
一
般
的
気
運
が
、
旧
態
を
墨
守
し
よ
う
と
し
た
伝
統
的
諸
宗
教

に
波
及
し
た
の
も
当
然
で
あ
る
。
従
来
か
ら
存
し
た
宗
教
は
、
激
変
の
時
代

を
生
き
抜
く
た
め
に
有
効
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、

そ
れ
ら
は
甚
だ
し
く
軽
侮
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
状
況
下
で
、
次
代
を
生
き
て

ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
比
較
的
若
い
人
た
ち
、
な
か
で
も
没
落
士
族
に
属
す
る

若
い
イ
ン
テ
リ
階
層
が
、
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
西
洋
文
明
の
威
力
を
負
っ
た

新
し
い
宗
教
に
出
会
い
、
魅
せ
ら
れ
て
い
っ
た
の
は
無
理
な
か
ら
ぬ
こ
と
で

あ
っ
た
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
　
ン
ド

　
以
上
、
明
治
の
初
期
に
横
浜
、
熊
本
、
札
幌
で
ほ
ぼ
同
時
的
に
集
団
的
回

心
の
生
起
し
た
理
由
を
考
え
て
み
た
。
そ
れ
は
、
簡
単
に
要
約
す
れ
ば
、
わ

が
国
が
西
洋
世
界
と
初
め
て
本
格
的
に
出
会
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
国

家
規
模
の
混
乱
の
中
で
、
人
び
と
が
新
た
な
生
き
方
を
模
索
せ
ざ
る
を
え
な

か
っ
た
過
程
で
発
生
し
た
出
来
事
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
植
村
正
久
の
回
心

の
特
徴
は
、
し
た
が
っ
て
ま
ず
、
日
本
が
真
に
世
界
の
一
員
に
な
ろ
う
と
し

つ
つ
あ
っ
た
、
日
本
の
世
界
化
運
動
の
途
上
で
の
出
来
事
だ
っ
た
と
い
う
意

味
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
。
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二
、
環
境

　
横
浜
、
熊
本
、
札
幌
で
生
起
し
た
集
団
的
な
回
心
は
、
集
団
的
回
心
と
し

て
既
述
の
よ
う
な
共
通
の
歴
史
的
背
景
を
基
盤
に
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

　
　
　
　
　
　
バ
　
ン
ド

が
、
し
か
し
各
集
団
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
が
全
く
な
か
っ
た
わ
け

　
　
　
（
5
）

で
は
な
い
。
同
様
に
し
て
、
ほ
ぼ
同
一
時
期
に
同
一
集
団
内
で
起
こ
っ
た
回

心
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
集
団
の
構
成
員
の
間
で
、
回
心
前
後
の
有
り
方
を
め

ぐ
っ
て
差
異
の
存
す
る
こ
と
も
当
然
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
植
村
正
久
の
場

合
、
他
の
横
浜
バ
ン
ド
の
人
々
の
回
心
と
大
き
く
異
な
る
点
は
何
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
か
。
最
も
顕
著
な
点
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
回
心
時
に
お
け

る
彼
の
年
齢
の
若
さ
で
あ
る
。
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
植
村
の
回
心
は
一

八
七
二
年
の
旧
暦
正
月
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
を
正
確
に
計
算
す

る
と
、
彼
の
年
齢
が
満
十
四
歳
と
二
ヵ
月
に
な
る
か
な
ら
な
い
か
こ
ろ
の
こ

と
と
な
る
。
こ
の
年
齢
を
横
浜
バ
ン
ド
の
他
の
主
だ
っ
た
人
た
ち
の
回
心
時

年
齢
と
比
較
し
て
み
よ
う
。
一
八
四
九
年
生
れ
の
本
多
庸
一
の
回
心
時
年
齢

は
二
十
三
歳
、
五
〇
年
生
れ
の
押
川
方
義
は
二
十
二
歳
、
五
一
年
生
れ
の
竹

尾
録
郎
、
佐
藤
一
雄
は
二
十
一
歳
、
五
二
年
生
れ
の
篠
崎
桂
之
助
、
熊
野
一

雄
は
二
十
歳
、
五
四
年
生
れ
の
井
深
墨
之
助
は
十
九
歳
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
彼
ら
の
回
心
時
年
齢
の
平
均
は
ほ
ぼ
二
十
一
歳
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
植
村
が
同
じ
横
浜
バ
ン
ド
の
中
に
あ
っ
て
、
い
か
に
若

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

く
し
て
回
心
を
経
験
し
て
い
る
か
が
判
明
し
よ
う
（
つ
い
で
な
が
ら
、
我
々

が
や
が
て
論
ず
る
で
あ
ろ
う
綱
島
梁
川
の
回
心
し
た
年
齢
が
、
や
は
り
十
四

歳
で
あ
る
）
。

　
そ
れ
で
は
植
村
正
久
の
回
心
時
年
齢
の
若
さ
は
ど
う
説
明
さ
れ
え
る
で
あ

ろ
う
か
。
換
言
す
れ
ば
、
若
き
植
村
の
回
心
を
可
能
に
し
た
理
由
は
ど
こ
に

求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
そ
れ
を
植
村
の
当
時
お
か
れ
て
い
た
環

境
と
彼
の
素
質
の
面
か
ら
見
て
ゆ
き
た
い
。

　
ま
ず
環
境
の
面
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
植
村
は
横
浜
、
熊
本
、
札
幌
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

け
る
バ
ン
ド
の
主
要
メ
ン
バ
ー
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
家
柄
は
も

と
武
士
階
級
に
属
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
本
国
三
河
、
家
禄
千
五
百

石
を
食
む
徳
川
幕
府
の
旗
本
の
家
に
長
男
と
し
て
生
ま
れ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
そ
の
精
神
が
武
士
道
的
精
神
を
中
核
に
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
疑

う
こ
と
が
で
き
な
い
。
植
村
の
場
合
、
そ
の
形
成
に
力
の
あ
っ
た
の
は
彼
の

母
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
植
村
の
一
家
は
明
治
の
維
新
で
家
禄
と
離
れ
た
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
と

極
端
な
経
済
的
窮
状
に
陥
る
が
、
こ
の
と
き
に
も
「
汝
は
武
子
の
子
な
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

健
氣
な
る
肚
夫
と
な
り
て
、
家
を
も
興
し
、
名
を
も
墾
・
げ
よ
」
と
植
村
を
鼓

舞
激
励
し
た
の
は
や
は
り
彼
の
母
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
も
う
か
が
え
る
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、
彼
の
母
は
「
武
士
の
妻
と
し
て
恥
か
し
か
ら
ぬ
人
物
で
あ
っ
た
。
」
物

心
が
つ
い
て
か
ら
の
植
村
は
、
万
事
そ
の
よ
う
に
し
て
母
親
か
ら
武
士
の
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

と
し
て
の
教
育
を
受
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
植
村
の
武
士
道
的

精
神
へ
の
愛
着
が
そ
の
後
に
お
い
て
も
並
々
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

は
、
例
え
ば
、
明
治
三
十
一
年
忌
「
福
音
新
報
」
に
現
わ
れ
た
植
村
の
、
「
余

輩
は
決
し
て
武
士
道
を
蔑
視
す
る
者
に
非
ず
、
之
を
尊
重
し
て
其
の
長
を
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

り
、
其
の
善
を
襲
産
せ
ん
事
は
余
輩
の
常
に
注
意
す
る
所
な
り
」
の
言
句
に
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も
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
そ
う
い
う
植
村
で
あ
っ
た
か
ら
、
彼
が
キ
リ
ス
ト
教
を
受
容
し
た
際
に
は
、

そ
れ
が
少
な
く
と
も
、
彼
の
精
神
の
中
枢
を
な
し
て
い
た
武
士
道
の
精
神
に

反
す
る
よ
う
に
は
思
え
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
も
し
キ
リ
ス
ト
教
が
武
士

道
的
精
神
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
思
え
た
の
で
あ
っ
た
な
ら
、
彼
は
キ
リ
ス
ト

教
を
信
じ
よ
う
と
す
る
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
に
強
く
反
発
し
た
で
あ
ろ
う
と
考

え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
は
、
武
士
階
級
出
身
の
多
く
の
子
弟
た

ち
が
、
来
日
し
た
宣
教
師
た
ち
の
示
す
立
派
な
武
士
道
的
な
態
度
を
通
じ
て

キ
リ
ス
ト
教
に
親
し
み
を
覚
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
の
が
事
実

　
　
　
に
　

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
こ
と
を
直
接
に
確
証
す
る
証
言
に
欠
け
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　

は
い
え
、
植
村
の
場
合
も
彼
の
武
士
道
的
精
神
が
宣
教
師
の
そ
れ
と
い
か
ほ

ど
か
共
鳴
し
た
こ
と
が
、
若
き
彼
を
キ
リ
ス
ト
教
に
入
信
せ
し
め
る
一
つ
の

要
因
と
な
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
植
村
の
キ
リ
ス
ト
教
入
信
に
及
ぼ
し
た
宣
教
師
の
態
度
に
つ
い
て
は
、
さ

ら
に
次
の
こ
と
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち

ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
バ
ラ
の
「
熱
誠
」
で
あ
・
る
。
バ
ラ
は
「
熱
誠
人
を
動
か
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

正
直
之
に
接
す
る
も
の
を
感
ぜ
し
め
」
る
類
の
人
物
で
あ
っ
た
。
「
聲
涙
共

に
下
る
と
い
ふ
べ
き
熱
誠
を
以
て
彼
等
の
為
に
所
り
つ
つ
傳
道
せ
ら
る
る
事

が
無
か
っ
た
な
ら
ば
、
明
治
五
年
H
。
。
鳶
三
月
に
日
本
最
初
の
基
督
教
會
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

建
設
せ
ら
る
る
こ
と
は
、
恐
ら
く
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
」
と
ま
で
い
わ
れ
て

い
る
。
明
治
五
年
の
新
暦
三
月
十
日
に
、
そ
の
年
の
正
月
二
日
か
ら
バ
ラ
の

指
導
の
下
で
開
か
れ
た
初
週
祈
疇
会
に
加
わ
っ
た
九
重
の
も
の
が
受
洗
を
し

た
（
そ
し
て
、
す
で
に
受
洗
し
て
い
た
二
名
を
加
え
て
計
十
一
名
で
日
本
基

督
教
会
が
創
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
）
。
実
は
植
村
も
そ
の
祈
町
会
に
参
加
中

に
回
心
を
経
験
し
た
一
人
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
触
れ
た
。
彼
は
そ
の
時
の

様
子
を
こ
う
述
べ
て
い
る
。

　
　
〔
そ
の
祈
直
会
で
〕
私
が
最
初
に
聞
い
た
説
教
は
、
聖
霊
の
ペ
ソ
テ
コ

　
　
ス
テ
的
な
流
出
に
関
す
る
も
の
だ
っ
た
。
バ
ラ
の
日
本
語
は
分
か
り
に

　
　
く
か
っ
た
が
、
私
に
と
っ
て
大
変
古
く
も
あ
り
新
し
く
も
あ
る
神
の
観

　
　
念
が
な
ん
と
な
く
心
中
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
そ
の
観
念
は
偉
大
で
崇

　
　
高
で
あ
っ
た
。
…
…
私
の
若
々
し
い
魂
は
、
永
遠
に
遍
在
す
る
神
聖
に

　
　
し
て
慈
愛
深
い
、
唯
一
の
直
な
る
神
へ
の
驚
く
べ
き
信
仰
に
よ
っ
て
激

　
　
し
く
揺
す
ぶ
ら
れ
た
。
議
論
す
る
ま
で
も
な
く
、
ま
た
何
か
調
べ
て
み

　
　
る
前
に
、
私
は
す
で
に
自
分
が
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
と
感
じ
た
。
そ
の

　
　
日
か
ら
、
私
は
神
を
「
天
に
在
す
わ
れ
ら
の
父
」
と
呼
ん
で
祈
り
は
じ

　
　
　
（
1
6
）

　
　
め
た
。

こ
れ
は
「
一
八
七
二
年
の
改
宗
者
の
回
想
（
沁
肉
閑
。
⑦
鵠
。
↓
切
図
卜
o
o
≧

勇
↓
亀
N
。
。
鳶
）
」
と
題
さ
れ
た
植
村
の
手
記
（
原
文
英
語
）
か
ら
の
抜
粋
で

あ
る
。
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
植
村
の
回
心
が
一
八
七
二
（
明
治
五
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

年
に
起
こ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
も
、
そ
れ
は
そ
の
年
の
正
月
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

日
で
あ
っ
た
可
能
性
が
強
い
。
な
ぜ
な
ら
バ
ラ
が
祈
疇
会
中
、
ペ
ソ
テ
コ
ス

テ
に
つ
い
て
語
っ
た
の
は
「
正
月
の
七
草
の
日
」
と
い
わ
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。

　
　
　
正
月
の
七
草
の
日
午
後
の
所
薦
會
に
バ
ラ
氏
の
講
ぜ
ら
れ
た
の
は
ぺ
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ン
テ
コ
ス
テ
の
條
で
あ
っ
た
が
、
絵
り
巧
み
な
ら
ぬ
日
本
語
で
熱
火
の

　
　
辮
を
振
は
れ
た
。
眞
に
ペ
ン
テ
コ
ス
テ
の
霊
が
堂
に
滞
つ
る
様
に
感
じ

　
　
た
の
で
あ
る
。
堰
止
め
ら
れ
た
水
が
堤
を
切
っ
て
一
時
に
早
り
出
で
た

　
　
る
如
く
、
信
濃
の
山
奥
な
ど
に
冬
に
閉
ぢ
ら
れ
た
上
躯
桃
李
春
を
得
て

　
　
一
齊
に
咲
き
出
つ
る
場
合
の
如
く
、
十
年
間
の
閉
鎖
と
堅
迫
こ
玉
に
解

　
　
け
て
氏
の
胸
に
欝
湿
せ
る
霊
活
の
氣
火
山
の
如
き
勢
を
も
つ
て
書
写
し

　
　
た
の
で
あ
る
。
思
想
や
言
論
の
上
か
ら
云
へ
ば
入
り
聴
き
榮
の
せ
ぬ
バ

　
　
ラ
氏
の
説
教
は
甚
大
の
感
動
を
多
く
の
青
年
に
與
へ
た
。
中
の
九
人
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

　
　
か
り
は
三
月
に
至
り
て
洗
禮
を
受
け
た
。

こ
の
日
の
説
教
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
バ
ラ
の
熱
の
こ
も
っ
た
調
子
に
、
植

村
自
身
も
動
か
さ
れ
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
。
植
村
の
回
心
の
動
機
の
ひ
と

つ
と
し
て
、
説
教
師
バ
ラ
の
「
熱
誠
」
が
考
察
の
対
象
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ

所
以
で
あ
る
。

　
我
々
は
こ
こ
で
も
う
一
度
、
植
村
正
久
が
武
士
階
級
の
出
身
で
あ
っ
た
こ

と
を
思
い
返
し
て
み
よ
う
。
幕
末
に
生
き
た
武
士
階
級
の
子
弟
た
ち
の
学
ん

だ
学
問
と
し
て
、
漢
学
の
ほ
か
に
蘭
学
や
英
学
も
考
え
ら
れ
る
が
、
蘭
学
や

英
学
を
学
ん
だ
も
の
も
最
初
は
漢
学
を
修
め
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
彼

ら
の
教
育
過
程
に
お
け
る
必
修
の
学
で
あ
っ
た
。
植
村
の
場
合
も
、
横
浜
に

移
っ
て
き
て
か
ら
十
二
歳
で
英
学
を
学
び
は
じ
め
る
が
、
後
に
彼
の
書
い
た

文
章
中
に
散
見
さ
れ
る
儒
教
（
学
）
的
な
用
語
か
ら
推
し
て
、
幼
少
の
こ
ろ

よ
り
四
書
五
経
を
中
心
と
し
た
漢
学
の
素
養
を
か
な
り
積
ん
で
い
た
も
の
と

　
　
　
　
（
2
0
）

考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
若
き
植
村
の
回
心
を
可
能
に
し
た
第
三
の
環
境

的
な
理
由
と
し
て
、
漢
学
の
学
習
を
通
し
て
得
ら
れ
た
彼
の
儒
教
的
教
養
が

考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
当
時
キ
リ
ス
ト
教
が
受
容
さ
れ
る
に
際
し
て
、
例

え
ば
熊
本
バ
ン
ド
の
海
老
名
弾
正
の
場
合
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
特
に
陽
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　

学
的
教
養
の
果
た
し
た
役
割
が
注
意
さ
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
、
陽
明
学
派
の

立
場
で
は
、
天
が
上
帝
と
し
て
人
格
的
意
味
で
把
握
さ
れ
る
傾
向
が
あ
り
、

こ
の
傾
向
が
初
期
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
た
ち
に
キ
リ
ス
ト
教
の
神
信
仰
へ
の
道

を
準
備
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
植
村
と
陽
明
学
と
の

間
に
も
浅
か
ら
ぬ
関
係
が
存
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
八
九
四
（
明

治
二
＋
七
）
年
、
植
村
は
「
福
音
新
報
」
に
「
王
陽
明
と
『
立
志
』
」
と
い
う

記
事
を
載
せ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

　
　
　
幻
夢
は
人
を
し
て
地
を
離
れ
し
め
ず
。
然
ど
も
陽
明
學
は
人
を
し
て

　
　
カ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
リ
　
　
カ

　
　
天
に
揉
ら
し
め
ん
と
す
。
輝
は
人
を
し
て
枯
木
死
灰
と
な
ら
し
む
、
然

れ
ど
も
陽
明
學
は
人
を
し
て
生
命
の
水
に
潤
は
し
む
。
儒
學
に
は
彼
の

ア
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
な
し
。
繹
學
に
は
彼
の
ア
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
な
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
め
　
　
　
ぬ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ら
　
　
　
ヤ

ア
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
即
ち
王
陽
明
な
り
。
陽
明
學
は
帥
ち
一
種
の
宗

へ
　
　
も
　
　
へ

教
な
り
。

　
儒
學
を
知
ら
ん
と
欲
す
る
者
は
、
朱
子
を
措
き
て
王
陽
明
を
経
く
べ

し
。
王
陽
明
を
知
ら
ん
と
欲
す
る
者
は
、
先
づ
何
よ
り
も
其
の
『
立
志
』

を
観
る
べ
し
。

　
『
天
に
在
ま
す
爾
曹
の
父
の
完
全
が
如
く
、
比
感
も
完
全
す
べ
し
』

と
い
ふ
、
山
上
垂
訓
の
精
神
は
、
陽
明
洞
の
達
人
既
に
幾
分
其
の
微
光

27784



北野裕通
　
　
　
　
（
2
2
）

　
　
を
観
る
。
（
傍
点
、
引
用
者
。
以
下
同
。
）

　
こ
こ
で
「
儒
學
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
は
、
「
普
通
に
所
謂
手
取
」
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

な
わ
ち
「
孔
子
學
」
の
こ
と
で
あ
る
。
「
儒
學
」
お
よ
び
禅
に
関
す
る
植
村

の
そ
の
評
価
は
と
も
か
く
と
し
て
、
彼
が
陽
明
学
を
「
人
を
し
て
天
に
藤
ら

し
め
ん
と
す
」
「
一
種
の
宗
教
」
と
し
、
し
か
も
そ
こ
に
「
山
上
垂
訓
の
精

製
」
の
「
微
光
を
観
る
」
と
述
べ
て
い
る
点
は
、
植
村
に
お
い
て
も
陽
明
学

と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
間
に
あ
る
種
の
連
続
性
が
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
意

　
　
　
ハ
れ
　

重
し
よ
う
。

　
右
の
引
用
は
確
か
に
植
村
が
回
心
後
に
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ

の
言
表
を
理
由
に
し
て
直
ち
に
、
植
村
が
回
心
前
に
陽
明
学
的
教
養
を
具
え

て
い
た
と
は
言
い
き
れ
な
い
。
だ
が
、
植
村
が
儒
教
的
教
養
の
基
盤
の
上
に

キ
リ
ス
ト
教
を
受
け
容
れ
た
証
左
と
な
る
も
の
が
外
に
も
あ
る
。
そ
れ
は
、

植
村
の
文
章
に
お
け
る
儒
教
的
な
「
上
帝
」
の
語
の
頻
出
で
あ
る
。
例
え
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
み

彼
は
『
福
音
道
志
流
部
』
で
は
、
「
上
帝
は
猫
一
に
し
て
二
あ
る
こ
と
な
し

　
　
　
　
お
ほ
く
　
　
　
　
　
あ
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
は
れ
　
　
　
　
ま
よ
ひ
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

世
の
人
が
衆
多
の
紳
を
警
む
る
は
甚
だ
理
由
な
き
迷
謬
に
あ
ら
ず
や
」
と
い

う
よ
う
に
記
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
に
対
し
て
、
「
神
」
の
代
り
に
わ
ざ

わ
ざ
「
上
帝
」
の
語
を
用
い
、
そ
れ
を
「
か
み
」
と
読
ま
せ
て
い
る
。
こ
の

こ
と
は
植
村
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
「
神
」
が
彼
の
慣
れ
親
し
ん
で
い

た
と
考
え
ら
れ
る
儒
教
的
な
「
上
帝
」
と
重
ね
ら
れ
て
理
解
さ
れ
て
い
た
こ

と
を
示
唆
す
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
重
複
的
理
解
を
可
能
に
し
た
も
の
は

と
い
え
ば
、
そ
れ
は
「
上
帝
」
の
語
に
も
暗
示
さ
れ
て
い
る
ご
と
き
、
儒
教

に
お
け
る
天
の
概
念
の
人
格
神
的
性
格
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

そ
の
超
越
的
人
格
性
ゆ
え
に
、
植
村
に
お
い
て
儒
教
の
天
（
帝
）
つ
ま
り
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
　

帝
が
キ
リ
ス
ト
教
の
神
と
同
一
視
さ
れ
た
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
見
る
と
、
植
村
正
久
の
キ
リ
ス
ト
教
入
信
に
際
し
て
、
彼
の
陽

明
学
的
あ
る
い
は
儒
教
的
教
養
の
果
た
し
た
役
割
は
看
過
し
え
な
い
よ
う
に

思
え
る
が
、
そ
れ
と
同
じ
程
度
に
重
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
は
植
村
と
神
道

と
の
関
係
で
あ
る
。
我
々
は
そ
れ
を
植
村
の
回
心
を
説
明
し
う
る
第
四
の
環

境
的
理
由
に
か
ぞ
え
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
び
　

　
植
村
の
家
の
宗
旨
は
神
道
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
関
係
し
て
い
る
と
思
わ

れ
る
の
が
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
彼
の
加
藤
清
正
信
仰
で
あ
る
。

　
　
　
母
の
教
へ
給
ふ
う
ち
に
、
分
け
て
加
藤
清
正
の
事
を
賞
め
構
へ
て
、

　
　
斯
く
あ
り
て
こ
そ
眞
の
武
士
と
は
云
ふ
可
き
な
れ
と
宣
へ
る
こ
と
を
常

　
　
に
聞
き
た
れ
ば
、
之
を
以
て
我
が
崇
拝
す
る
英
雄
と
し
、
朝
に
は
起
出

　
　
つ
る
と
と
も
に
、
夕
に
は
夜
食
を
喫
し
終
る
と
と
も
に
、
清
正
の
祠
に

　
　
参
詣
し
て
、
一
日
目
怠
る
こ
と
無
か
り
き
。
余
神
前
に
階
署
し
て
、
武

　
　
運
長
久
を
祈
り
、
素
懐
を
吐
露
し
て
、
前
途
の
事
ど
も
を
念
じ
申
す
間

　
　
に
感
激
の
，
涙
に
咽
せ
て
、
傍
の
人
に
怪
し
ま
れ
し
事
も
あ
り
。
或
時
は

　
　
清
正
の
武
具
し
て
、
威
風
凛
然
と
立
て
る
書
像
を
仰
ぎ
見
て
、
勇
猛
の

　
　
氣
自
ら
総
身
に
漏
ち
、
精
棘
一
到
何
事
か
成
ら
ざ
る
べ
き
と
雀
躍
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

　
　
家
に
着
り
し
こ
と
も
あ
り
き
。

　
植
村
に
清
正
を
信
仰
す
る
き
っ
か
け
を
与
え
た
の
は
、
や
は
り
彼
の
母
で

　
　
（
2
9
）

あ
っ
た
こ
と
が
こ
れ
で
分
か
る
。
し
か
し
、
そ
の
崇
拝
の
し
か
た
は
彼
に
独

特
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
示
さ
れ
る
純
一
無
雑
性
に
は
注
意
す
べ
き
も
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の
が
あ
る
。
こ
の
点
に
は
後
で
ま
た
触
れ
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
植
村
が
キ

リ
ス
ト
教
に
入
信
す
る
以
前
に
、
加
藤
清
正
を
神
と
し
て
拝
む
神
道
的
信
者

で
あ
っ
た
事
実
が
重
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
植
村
が
自
ら
の
回
心
時
の

こ
と
を
語
っ
て
い
る
文
章
中
に
、
説
教
す
る
バ
ラ
の
わ
か
り
に
く
い
日
本
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ
　
　
う
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
カ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
カ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ミ
　
　
へ
　
　
も
　
　
カ
　
　
う
　
　
へ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
私
に
と
っ
て
大
変
古
く
も
あ
り
新
し
く
も
あ
る
神
の

も
　
　
カ

観
念
が
な
ん
と
な
く
心
中
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
が
、

こ
の
文
中
で
特
に
「
私
に
と
っ
て
大
変
古
く
も
あ
り
」
の
部
分
が
理
解
の
上

で
問
題
に
な
る
よ
う
に
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
「
新
し
く
も
あ
る
」
と

い
っ
て
い
る
の
は
、
植
村
に
と
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
神
観
念
は
今
聞
く
新
し

い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
で
「
古
く
も
あ
り
」
と
い

っ
て
い
る
の
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
の
神
観

念
に
関
連
す
る
言
句
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
植
村

に
と
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
神
観
念
が
古
く
か
ら
馴
染
の
も
の
で
あ
っ
た
は
ず

は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
「
古
く
も
あ
り
」
と
い
う
言
葉
と
の
連
関
を

植
村
の
儒
教
的
教
養
の
方
向
に
探
っ
て
み
る
こ
と
に
も
無
理
が
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
、
神
観
念
そ
の
も
の
は
儒
教
に
疎
遠
な
観
念
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で

考
え
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
を
神
道
的
な
神
を
念
頭
に
置
い
た
言
葉
と
解
す
る

こ
と
で
あ
る
。
植
村
の
家
が
神
道
を
宗
旨
と
し
て
い
た
以
上
、
彼
は
幼
少
の

こ
ろ
よ
り
家
に
神
棚
あ
る
い
は
祠
が
あ
り
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
家
族
が
祈
る
、

そ
う
い
う
神
道
的
な
エ
ー
ト
ス
の
中
で
育
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る

（
植
村
が
母
に
い
わ
れ
る
ま
ま
、
何
の
た
め
ら
う
と
こ
ろ
も
な
く
清
正
信
仰
に
入
れ
た
の

に
は
そ
う
い
う
事
情
も
加
わ
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
）
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、

問
題
の
「
古
く
も
あ
り
」
と
い
う
の
は
、
植
村
が
幼
い
こ
ろ
か
ら
神
と
し
て

は
神
道
の
神
に
慣
れ
親
し
ん
で
き
た
点
を
暗
に
ほ
の
め
か
し
つ
つ
、
そ
う
い

わ
れ
て
い
る
の
だ
と
理
解
す
る
の
に
何
の
不
都
合
も
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
へ

こ
こ
で
注
意
を
必
要
と
す
る
の
は
、
神
道
の
神
観
念
そ
の
も
の
が
、
植
村
に

と
っ
て
「
大
変
古
く
も
あ
り
新
し
く
も
あ
る
神
の
観
念
」
と
同
じ
で
は
な
か

っ
た
点
で
あ
る
。
も
し
両
者
が
一
致
す
る
な
ら
、
植
村
は
清
正
崇
拝
に
見
ら

れ
る
よ
う
な
神
道
的
信
仰
を
棄
て
る
必
要
は
な
か
っ
た
し
、
も
し
い
っ
た
ん

棄
て
て
も
そ
の
信
仰
に
戻
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
彼
が
そ
う
し
な

か
っ
た
の
は
両
者
が
異
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
我
々
が
「
古
く
も
あ
り
」
と
い
う
言
葉
を
植
村
に
お
け
る
神
道
的
な
神
の

信
仰
と
結
び
つ
け
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
彼
が
そ
の
信
仰
を
通
し
て

未
だ
知
ら
ぬ
神
を
求
め
て
い
た
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
植
村
の
言
葉
で
は

そ
こ
は
こ
う
い
わ
れ
て
い
る
。
「
成
る
程
私
が
加
藤
清
正
を
拝
ん
だ
の
は
迷

ひ
で
も
あ
っ
た
し
、
幼
稗
な
考
へ
に
相
違
な
か
っ
た
が
、
後
ち
基
督
教
を
聴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ぬ

く
に
及
ん
で
、
あ
た
か
も
年
三
尋
ね
て
居
た
も
の
に
回
り
遭
っ
た
心
持
ち
が

　
　
　
　
　
（
3
0
）

い
た
し
ま
し
た
。
」
つ
ま
り
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
「
古
く
も
あ
り
」
は
、

植
村
の
幼
少
期
こ
ろ
か
ら
の
神
道
的
な
神
へ
の
信
仰
一
清
正
信
仰
は
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
へ
　
　
ら

ひ
と
つ
の
具
体
例
で
あ
る
　
　
を
通
し
て
「
古
く
も
あ
」
る
の
意
味
で
あ
る
。

　
そ
う
だ
と
す
る
と
、
植
村
に
お
い
て
彼
の
キ
リ
ス
ト
教
的
神
の
信
仰
は
儒

教
的
な
上
帝
の
観
念
上
に
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
ま
た
神
道
的
な
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

観
念
の
上
に
い
わ
ば
接
ぎ
木
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
も
う
一
つ
、
環
境
的
な
理
由
と
い
う
な
ら
、
植
村
の
味
わ
っ
た
生
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活
苦
の
こ
と
も
付
け
加
え
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
幕
府
の
滅
亡
後
、
赤
貧
洗

う
が
如
き
生
活
を
強
い
ら
れ
た
自
分
た
ち
の
往
時
の
生
活
に
つ
い
て
、
彼
は

随
所
で
語
っ
て
い
る
。
次
の
引
用
は
そ
の
↓
つ
で
あ
る
。

　
　
　
二
十
有
学
年
の
昔
、
今
は
既
に
夢
の
如
く
畳
ゆ
れ
ど
、
當
時
を
顧
み

　
　
て
、
親
達
の
苦
心
し
給
へ
る
こ
と
な
ど
思
ひ
出
れ
ば
、
坐
に
膓
を
断
つ

　
　
の
情
を
禁
ず
る
能
は
ず
。
江
戸
の
住
居
も
快
ら
ず
、
邊
土
に
空
し
く
日

　
　
を
経
過
す
る
も
計
を
知
ら
ざ
る
に
似
た
り
と
て
、
親
等
が
僅
か
の
資
金

　
　
を
携
へ
て
横
濱
に
至
り
、
怪
し
げ
な
る
九
尺
間
口
の
家
を
借
り
給
ひ
し

　
　
は
、
明
治
元
年
の
夏
過
ぎ
て
未
だ
程
を
経
ぬ
頃
に
て
あ
り
き
。
か
く
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

　
　
露
の
命
を
つ
な
ぐ
べ
き
業
を
得
て
、
云
々
。

　
彼
は
ま
た
糊
口
を
し
の
ぐ
た
め
に
豚
飼
い
を
し
た
と
も
語
っ
て
い
る
。
自

負
す
る
と
こ
ろ
の
多
か
っ
た
士
族
出
身
の
も
の
と
し
て
は
、
さ
ぞ
か
し
不
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

誉
な
こ
と
と
感
ぜ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
に
か
く
英
語
が
勉
強
し
た
く

て
も
、
そ
の
月
謝
が
支
払
っ
て
も
ら
え
な
か
っ
た
く
ら
い
だ
か
ら
、
植
村
家

の
当
時
の
窮
状
ぶ
り
は
相
当
な
も
の
だ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。

　
こ
う
し
た
生
活
苦
が
植
村
の
回
心
す
る
際
の
要
因
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
の
は
、
こ
の
苦
し
み
が
彼
を
し
て
直
ち
に
そ
れ
の
宗
教
的
克
服
に
向
か
わ

せ
た
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
そ
の
苦
が
幼
き
彼
に
存
在

の
不
安
を
い
だ
か
せ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
植
村
は
元
来
、
宗

教
的
素
質
の
豊
か
な
人
格
で
あ
っ
た
と
思
え
る
が
、
生
活
苦
に
よ
っ
て
引
き

起
こ
さ
れ
た
存
在
の
不
安
が
彼
の
生
来
の
宗
教
的
素
質
を
、
そ
の
年
齢
の
比

較
的
若
い
段
階
で
目
ざ
め
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
植
村
正
久
を
若
く
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
入
信
に
導
い
た
理
由
と
考

え
ら
れ
る
も
の
を
、
環
境
の
面
か
ら
五
つ
挙
げ
て
み
た
。
そ
れ
ら
は
既
述
の

ご
と
く
、
簡
単
に
い
っ
て
宣
教
師
バ
ラ
の
熱
誠
、
植
村
の
武
士
道
的
精
神
、

儒
教
的
教
養
、
神
道
的
家
柄
、
そ
れ
に
生
活
的
苦
悩
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う

ち
、
植
村
の
回
心
を
説
明
す
る
理
由
と
し
て
は
あ
る
一
つ
の
も
の
が
他
の
残

り
の
も
の
よ
り
も
有
力
の
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
だ
か
ら
と
い

っ
て
他
の
残
り
の
要
因
す
べ
て
を
全
く
無
視
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
上
記
五
つ
の
理
由
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
う
ち
の

い
ず
れ
を
最
有
力
と
す
る
に
し
て
も
、
い
ま
ひ
と
つ
そ
の
こ
と
を
論
証
す
る

資
料
に
欠
け
る
と
い
う
の
が
実
状
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
時
点

で
は
、
植
村
の
回
心
に
際
し
て
、
環
境
面
か
ら
上
述
の
五
つ
の
要
因
が
総
合

的
に
作
用
し
た
と
考
え
て
お
く
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
植
村
の
場
合

に
は
と
く
に
、
環
境
的
理
由
の
い
ず
れ
に
も
ま
し
て
、
そ
の
宗
教
的
素
質
の

面
が
重
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
次
に
、
そ
の
側
面
を
考
察
し
て
み
よ

う
。

三
、
素
質

　
井
深
梶
之
助
の
談
と
し
て
、
植
村
正
久
の
少
年
時
代
に
関
し
て
次
の
よ
う

な
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
植
村
君
は
こ
ん
な
事
を
話
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
未
だ
小
さ
い
時
の

　
　
事
ら
し
い
が
、
八
幡
さ
ん
の
祭
禮
か
な
に
か
で
千
葉
へ
行
っ
た
時
、
お
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護
り
札
が
欲
し
く
て
仕
方
が
な
か
っ
た
が
、
思
へ
ば
、
自
分
の
宗
教
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
3
4
）

　
　
は
さ
う
し
た
子
供
の
時
分
か
ら
あ
っ
た
の
で
あ
ら
う
と
。

　
植
村
の
少
年
時
代
に
つ
い
て
は
我
々
に
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、

そ
ん
な
中
に
あ
っ
て
右
の
井
深
の
回
顧
談
は
植
村
の
幼
き
こ
ろ
よ
り
の
宗
教

的
素
質
に
つ
い
て
、
彼
自
ら
も
認
め
て
い
る
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。

　
次
の
話
は
、
大
政
奉
還
と
と
も
に
い
っ
た
ん
下
っ
た
所
領
地
（
上
総
国
山

辺
）
か
ら
、
植
村
が
家
運
挽
回
を
期
し
て
初
め
て
横
浜
に
出
て
き
た
こ
ろ
の

も
の
で
あ
る
。

　
　
　
住
み
慣
れ
し
故
郷
を
離
れ
、
親
戚
も
な
く
朋
友
も
な
く
、
志
の
外
身

　
　
に
は
何
の
蓄
へ
も
な
く
、
唯
だ
心
細
く
横
島
の
港
に
流
離
ら
ひ
行
き
し

　
　
　
　
　
カ
　
　
ぬ
　
　
ぬ
　
　
も
　
　
カ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
カ
　
　
ぬ
　
　
し
　
　
も
　
　
カ
　
　
も
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ぬ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
カ
　
　
ヤ

　
　
と
き
、
何
だ
か
自
然
と
紳
明
に
頼
．
む
と
い
ふ
心
に
な
り
ま
し
た
。
假
り

　
　
住
み
の
近
傍
に
加
藤
清
正
を
祭
っ
た
廟
が
あ
っ
た
か
ら
、
其
塵
へ
朝
夕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

　
　
参
詣
し
て
身
の
行
く
末
を
掌
り
ま
し
た
。

　
植
村
が
加
藤
清
正
に
祈
っ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
し
か
し
、
そ
こ
で

は
、
彼
が
清
正
を
信
仰
し
た
の
は
も
っ
ぱ
ら
彼
の
母
が
「
加
藤
清
正
の
事
を

賞
め
稔
へ
て
」
い
た
か
ら
だ
と
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
が
「
何
だ

か
自
然
と
聯
明
に
頼
む
と
い
ふ
心
に
な
り
」
と
な
っ
て
い
る
。
植
村
正
久
の

自
伝
的
記
述
を
読
ん
で
い
る
と
、
し
ば
し
ば
矛
盾
す
る
と
思
わ
れ
る
よ
う
な

表
現
に
出
会
う
が
、
い
ま
の
場
合
は
あ
え
て
矛
盾
と
す
る
必
要
は
な
く
、
両

方
と
も
本
当
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
て
お
い
て
よ
い
だ
ろ
う
。
と
に
か
く

こ
こ
に
も
植
村
の
「
神
明
に
頼
む
」
宗
教
的
な
素
質
が
う
か
が
え
る
。

　
横
浜
に
移
っ
て
き
た
植
村
は
、
「
今
の
世
心
を
立
つ
る
の
道
之
〔
洋
学
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
わ
ち
英
学
〕
に
勝
れ
る
も
の
な
し
」
と
の
両
親
の
考
え
で
、
最
初
に
石
川

舞
な
る
も
の
の
経
営
す
る
英
語
塾
に
学
僕
と
し
て
住
み
込
む
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
は
明
治
三
年
買
春
（
植
村
＋
二
歳
）
の
こ
と
だ
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、

彼
は
そ
こ
に
一
年
間
い
て
、
肝
心
の
英
語
は
た
っ
た
の
三
度
し
か
教
え
て
も

ら
わ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
も
当
時
の
横
浜
は
日
本
に
お
け
る
西
洋

文
明
の
中
心
地
で
、
そ
の
塾
で
英
語
を
学
ぼ
う
と
す
る
青
年
も
時
代
の
先
端

を
ゆ
く
い
わ
ゆ
る
ハ
イ
カ
ラ
青
年
が
多
か
っ
た
の
で
、
彼
ら
は
植
村
の
加
藤

清
正
信
仰
を
古
風
な
迷
信
と
し
て
嘲
笑
し
た
。
「
同
窓
の
人
皆
し
き
り
に
曹

習
を
罵
り
、
因
循
を
嘲
り
、
紳
佛
を
悪
口
す
る
こ
と
甚
し
。
」
そ
こ
で
彼
も

「
何
時
と
な
く
其
の
風
に
感
染
し
、
神
の
事
も
清
正
も
皆
胸
中
を
退
き
去
り

　
げ
　て

」
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
二
年
以
上
続
い
た
と
さ
れ
る
植
村
の
清
正
信
仰

は
こ
こ
に
止
む
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
植
村
は
相
変
わ
ら
ず
、

一
方
で
「
青
雲
の
志
は
一
日
も
之
を
忘
る
x
こ
と
能
は
ず
」
、
そ
の
た
め
コ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

日
も
早
く
良
師
を
得
て
再
び
業
に
就
ん
と
心
に
あ
せ
り
」
つ
つ
、
同
時
に
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　

方
で
は
「
自
分
の
信
仰
を
失
っ
て
心
も
と
な
さ
を
感
じ
て
い
た
（
一
h
Φ
犀

δ
ロ
①
蔓
註
夢
。
暮
二
戸
お
犀
α
q
凶
o
P
）
。
」

　
石
川
舞
の
英
語
塾
を
や
め
て
ど
の
く
ら
い
経
っ
た
の
か
分
か
ら
な
い
が
、

明
治
四
年
に
植
村
は
横
浜
の
修
文
館
に
入
学
し
た
（
植
村
は
そ
こ
で
ブ
ラ
オ
ン

か
ら
英
語
を
習
っ
て
い
る
）
後
、
翌
五
年
一
月
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
バ
ラ
が
横
浜

海
岸
教
会
で
開
い
て
い
た
英
語
学
校
に
入
っ
て
い
る
。
彼
は
加
藤
清
正
信
仰

を
放
棄
し
た
後
の
、
そ
の
こ
ろ
の
自
分
の
「
心
も
と
な
い
」
心
境
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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バ
ラ
の
学
校
に
入
る
前
、
私
は
西
洋
人
た
ち
の
神
に
つ
い
て
知
り
た

　
　
い
と
い
う
気
持
に
な
っ
て
い
た
。
か
つ
て
英
語
の
読
本
を
勉
強
し
て
い

　
　
た
と
き
、
愛
ら
し
い
子
供
が
祈
り
を
さ
さ
げ
て
い
る
絵
を
見
つ
け
た
が
、

　
　
そ
の
と
き
私
は
心
の
中
で
し
き
り
に
失
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
を
渇
望
し

　
　
た
。
私
は
ま
だ
た
だ
ひ
と
つ
必
要
な
も
の
を
手
に
し
て
い
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

　
　
そ
れ
は
私
に
と
っ
て
「
絵
の
な
い
額
縁
」
も
同
然
で
あ
っ
た
。

　
「
絵
の
な
い
額
縁
」
つ
ま
り
清
正
信
仰
に
代
る
宗
教
を
要
求
し
な
が
ら
、

こ
の
要
求
の
実
際
に
充
た
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
空
虚
髄
、
そ
れ
が
そ
の
こ
ろ

の
植
村
を
「
心
も
と
な
く
（
δ
器
ぐ
）
」
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
こ
ろ
に
は
彼
の
関
心
が
、
ブ
ラ
オ
ン
に
英
語
を
習
っ
て
い
た
影
響
か
ら

か
、
「
西
洋
人
た
ち
の
神
」
に
向
か
い
、
信
仰
の
対
象
を
そ
の
方
向
に
求
め

よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
す
な
わ
ち
、
植
村
の
回
心
が
明
治
五
年

の
正
月
七
日
に
、
バ
ラ
の
説
教
を
聞
い
て
起
こ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
何
度

も
述
べ
た
が
、
そ
の
と
き
ま
で
に
は
彼
の
心
内
に
お
い
て
充
分
す
ぎ
る
く
ら

い
機
は
熟
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
植
村
正
久
の
回
心
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
生
来
宗
教
を
求
め
て
止
ま
な

か
っ
た
彼
の
宗
教
的
素
質
に
由
来
す
る
と
こ
ろ
が
、
他
の
要
因
に
比
し
て
よ

り
大
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
意
味
は
植
村
の

回
心
が
全
く
彼
の
素
質
面
に
よ
っ
て
の
み
生
起
し
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。

そ
う
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
宗
教
的
回
心
は
ど
ん
な
場
合
で
も
、
環
境

的
側
面
と
素
質
的
側
面
の
相
互
作
用
の
う
ち
に
生
起
す
る
。
た
だ
そ
の
場
合

に
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
環
境
的
側
面
に
重
点
の
か
か
っ
て
い
る
よ
う
に
見

る
場
合
、
そ
の
反
対
に
素
質
的
側
面
が
有
力
に
見
え
る
場
合
と
に
区
別
さ
れ

え
よ
う
。
こ
の
観
点
か
ら
見
る
限
り
、
植
村
の
場
合
は
後
者
だ
と
い
う
の
で

あ
る
。
論
者
が
植
村
を
評
し
て
「
宗
教
的
な
天
六
」
と
い
う
の
も
そ
の
よ
う

な
点
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
我
々
は
植
村
の
宗
教
的
資
質
の
卓
越
性
を
、
彼
が
回
心
後
に
キ
リ
ス
ト
教

に
直
入
し
て
ゆ
く
姿
の
う
ち
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
植
村
は
家
運
挽
回

の
野
心
に
燃
え
つ
つ
バ
ラ
の
英
語
学
校
に
入
っ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
途

中
で
キ
リ
ス
ト
教
に
触
れ
て
回
心
を
経
験
し
た
結
果
、
「
私
の
野
心
は
根
本

的
に
変
っ
た
。
私
は
も
は
や
高
位
高
官
に
な
る
気
が
な
く
な
り
、
す
ぐ
に
キ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　

リ
ス
ト
教
の
牧
師
に
な
る
よ
う
に
切
望
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
我
々
は
こ

こ
に
回
心
の
ひ
と
つ
の
典
型
を
見
る
。
な
ぜ
な
ら
、
キ
リ
ス
ト
者
に
な
る
こ

と
は
必
ず
し
も
牧
師
に
な
る
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
牧
師
に
な
る
と
は

キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
徹
底
す
る
道
を
選
ぶ
こ
と
を
意
味
す
る
（
実
際
、
植
村
は

明
治
＋
三
年
に
正
式
に
牧
師
に
な
っ
て
い
る
）
。
換
言
す
る
と
、
神
に
仕
え
る
も
の

と
し
て
、
世
俗
的
な
も
の
を
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
は
一
切
断
念
す
る
こ
と

で
あ
る
。
あ
れ
ほ
ど
野
心
に
燃
え
世
間
的
栄
達
を
望
ん
で
い
た
植
村
が
、
敢

然
と
世
間
否
定
の
道
を
歩
み
だ
し
た
の
で
あ
る
。
一
挙
に
そ
こ
へ
と
直
入
し

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
生
き
方
に
お
け
る
完
全
な
転
回
、
実
に
「
根
本
的

（
冨
象
。
巴
）
」
な
転
身
で
あ
っ
た
。
し
か
も
彼
の
一
生
は
、
そ
う
し
て
転
身

し
た
道
か
ら
一
度
も
外
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
彼
は
ひ
た
す
ら
そ
の
道
を

適
進
し
た
の
で
あ
る
。
彼
の
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
の
功
績
は
多
面
に
わ
た
っ

て
い
よ
う
が
、
彼
は
彼
の
師
で
あ
る
バ
ラ
と
ブ
ラ
オ
ン
の
歩
ん
だ
の
と
同
じ
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道
、
す
な
わ
ち
伝
道
を
天
職
と
し
た
こ
と
は
自
他
と
も
に
認
め
る
と
こ
ろ
で

あ
っ
た
。
実
際
、
キ
リ
ス
ト
者
に
な
っ
て
か
ら
一
九
二
五
（
大
正
＋
四
）
年

に
六
十
八
歳
で
亡
く
な
る
ま
で
の
彼
の
生
涯
は
、
そ
の
大
部
分
が
伝
道
旅
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
記
録
で
う
め
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ

う
に
、
回
心
前
に
お
い
て
は
神
を
求
め
る
こ
と
に
お
い
て
、
ま
た
回
心
後
は

牧
師
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
を
伝
道
す
る
こ
と
に
お
い
て
終
始
一
途
で
あ
り
、

純
一
無
雑
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
植
村
正
久
の
真
骨
頂
を
見
る
こ
と
が
で
き

　
お
　る

。
我
々
が
植
村
の
宗
教
的
素
質
に
と
く
に
注
目
す
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ

る
。

四
、
残
さ
れ
た
問
題

　
植
村
正
久
が
十
四
歳
で
回
心
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
当
時
の
い
ろ
い
ろ
の

こ
と
を
考
え
合
わ
せ
て
み
て
も
、
や
は
り
彼
は
信
仰
の
問
題
に
関
し
て
早
熟

で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
ま
た
、
宗
教
的
素
質
に
恵

ま
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
そ
の
時
点
で
は
彼
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
に
も
不
充

分
な
点
が
残
さ
れ
て
い
た
。
植
村
は
や
が
て
そ
の
こ
と
に
気
づ
く
よ
う
に
な

る
。　

最
初
の
回
心
を
経
験
し
た
そ
の
次
の
年
（
一
八
七
三
年
）
、
ブ
ラ
オ
ン
の
開

い
た
塾
で
勉
強
す
る
こ
と
に
な
っ
た
植
村
は
、
そ
こ
で
「
神
学
の
研
究
を
始

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

め
て
か
ら
、
重
大
な
疑
問
（
σ
q
類
く
。
α
o
q
葺
ω
）
が
生
じ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
「
重
大
な
問
題
」
と
は
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
ひ
と
つ
で
、

し
か
も
最
大
の
も
の
は
キ
リ
ス
ト
教
で
問
題
に
な
る
罪
意
識
や
順
罪
信
仰
の

問
題
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
は
、
植
村
が
別
の
と
こ
ろ
で
、

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

「
最
初
の
回
心
卒
し
ば
ら
く
し
て
初
め
て
、
罪
と
キ
リ
ス
ト
の
順
罪
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

赦
し
と
の
観
念
が
正
し
く
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
証
言
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
植
村
は
回
心
後
「
し
ば
ら
く
」
の
間
は
、
キ
リ
ス

ト
教
の
中
心
的
問
題
と
も
い
え
る
人
間
の
罪
と
そ
の
赦
し
に
関
す
る
教
え
を

深
刻
な
自
己
の
問
題
と
し
て
受
け
止
め
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の

点
で
、
植
村
は
バ
ラ
の
伝
え
た
福
音
主
義
の
信
仰
を
「
彼
の
生
活
の
座
の
中

で
批
判
・
検
討
す
る
こ
と
な
し
に
」
「
教
理
と
し
て
無
条
件
に
受
け
入
れ
て

　
　
　
　
　

い
っ
た
」
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
入
信
の
際
の
暖
昧
さ
は
植
村

の
場
合
の
み
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
く
、
幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
キ
リ
ス

ト
教
に
回
心
し
た
人
た
ち
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
だ
と
い
わ
れ
て
い

（
4
9
）

る
。　

で
は
次
に
、
「
し
ば
ら
く
し
て
」
と
い
う
の
は
ど
れ
ほ
ど
の
期
間
が
経
過

し
て
か
ら
の
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
植
村
に
お
け
る

第
二
の
回
心
に
も
関
係
す
る
の
で
、
少
し
見
て
お
き
た
い
。

　
今
の
問
題
に
関
連
し
て
「
植
村
の
信
仰
を
深
化
し
、
飛
躍
の
一
つ
の
ス
プ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

リ
ン
グ
・
ボ
ー
ド
と
な
っ
た
の
は
、
か
れ
の
肉
身
の
兄
弟
の
殺
人
事
件
だ
」

と
す
る
見
方
が
あ
る
。
こ
の
事
件
は
、
一
八
八
八
（
明
治
二
＋
一
）
年
、
植
村

が
第
一
回
の
洋
行
中
、
末
弟
甲
子
次
郎
（
幼
少
の
時
、
郷
里
の
仏
寺
へ
養
子
に
遣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　

ら
れ
る
）
が
謀
殺
罪
で
死
刑
に
処
せ
ら
れ
た
の
を
指
す
。
植
村
は
確
か
に
こ

の
肉
身
の
殺
人
事
件
を
通
し
て
、
自
己
の
罪
性
の
深
さ
に
戦
標
し
、
し
た
が

27190



北野裕通

っ
て
ま
た
そ
の
罪
性
か
ら
の
救
い
を
願
わ
ず
に
は
お
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
。
こ
の
意
味
で
植
村
は
そ
の
と
き
、
「
罪
と
キ
リ
ス
ト
の
賄
罪
に
よ
る
赦

し
と
の
観
念
が
正
し
く
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
い
え
よ
う
。
だ
が
、

「
し
ば
ら
く
し
て
」
と
い
わ
れ
る
時
期
を
、
そ
の
事
件
の
起
こ
っ
た
一
八
八

八
年
に
設
定
す
る
の
に
は
問
題
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
よ
う
に
す
る

と
、
「
し
ば
ら
く
し
て
」
と
い
わ
れ
て
い
る
期
間
が
実
際
に
は
、
植
村
の
回

心
し
た
年
（
一
八
七
二
年
）
か
ら
計
算
し
て
十
六
年
に
な
り
、
余
り
に
も
期
間

が
隔
た
り
す
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
我
々
と
し
て
は
、
一
八
七
九
（
明
治
＋
二
）
年
に
植
村
が
教
師
試

験
に
及
第
し
て
下
谷
一
致
教
会
の
牧
師
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
、
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

が
キ
リ
ス
ト
教
の
順
罪
観
念
を
正
し
く
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
最
初
の

時
期
を
、
そ
の
時
期
よ
り
も
少
し
前
の
こ
と
と
考
え
た
い
。
我
々
が
教
師
試

験
に
注
意
す
る
の
は
、
順
罪
観
念
の
正
し
い
理
解
な
し
に
は
ヘ
ボ
ン
や
ブ
ラ

オ
ン
が
試
験
委
員
を
つ
と
め
た
厳
し
い
教
師
試
髄
に
合
格
す
る
の
は
難
し
い

と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
例
の
「
し
ば
ら
く
し
て
」
と

い
う
の
は
、
植
村
が
回
心
し
て
早
く
て
二
、
三
年
し
て
か
ら
、
遅
く
て
五
、

六
年
し
て
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
と
き
に
植
村
に
お
い

て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
罪
に
つ
い
て
の
教
え
が
す
べ
て
明
白
に
な
っ
た
と
い
う

わ
け
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
が
彼
の
身
体
を
通
し

て
分
か
る
と
い
う
し
か
た
で
理
解
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
な

ぜ
か
と
い
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
の
原
罪
と
十
字
架
に
関
す
る
教
え
は
そ
の
こ

ろ
の
日
本
人
に
と
っ
て
全
く
馴
染
の
な
い
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
ば

し
ば
引
用
さ
れ
る
、
「
謙
堂
日
記
」
（
一
八
八
三
年
）
中
の
次
の
一
節
、
す
な
わ

ち
、　

　
　
予
が
性
狡
猜
　
猜
忌
　
貧
利
　
欺
騙
　
露
悪
之
ヲ
包
藏
セ
ザ
ル
ハ
無

　
　
シ
　
一
掃
シ
去
ル
ニ
非
ズ
ン
バ
何
事
モ
成
ル
可
ラ
ズ
　
上
帝
欺
　
引
起

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

　
　
レ
ル
此
念
ヲ
養
成
シ
テ
消
滅
二
蹄
セ
シ
ム
ル
忽
レ

は
、
し
か
し
、
植
村
に
お
い
て
罪
の
問
題
が
自
己
の
問
題
と
し
て
次
第
に
深

ま
っ
て
き
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
そ
の
後
に
出
版
さ
れ
た
『
眞
理

一
斑
』
（
一
八
八
四
年
）
や
、
特
に
『
福
音
道
志
流
部
』
（
一
八
八
五
年
）
で
植
村

が
人
類
の
罪
の
問
題
に
言
及
し
て
い
る
の
も
、
彼
の
そ
う
し
た
実
存
的
な
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

解
を
多
少
と
も
踏
ま
え
て
の
こ
と
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
も

う
一
度
、
一
八
八
八
年
の
末
弟
の
事
件
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
確
か
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
へ
　
　
も
　
　
も

キ
リ
ス
ト
教
の
罪
と
そ
れ
の
赦
し
に
関
す
る
植
村
の
理
解
を
最
後
的
に
仕
上

げ
る
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
九
四
・
十
・
三
十
一
稿
）

注（
1
）
佐
波
亘
・
小
澤
三
郎
編
『
植
村
正
久
と
其
の
時
代
』
新
補
遺
、
古
文
館
、
昭

　
和
五
十
一
年
、
六
一
頁
参
照
。

（
2
）
日
米
修
好
通
商
条
約
の
第
八
条
は
次
の
よ
う
に
謳
っ
て
い
る
。

　
「
日
本
二
在
ル
亜
米
利
加
人
自
ラ
其
國
ノ
宗
法
ヲ
念
ジ
扇
子
堂
ヲ
居
留
場
ノ
内

　
倒
置
モ
障
り
ナ
シ
督
戦
其
建
物
ヲ
破
壊
シ
亜
米
利
加
人
宗
法
ヲ
自
ラ
念
ズ
ル
ヲ

　
妨
ル
事
ナ
シ
亜
米
利
加
人
日
本
人
ノ
堂
島
ヲ
穀
傷
ス
ル
事
ナ
ク
金
言
シ
テ
日
本
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伝導者植村正久の誕生

　
神
佛
ノ
燈
拝
ヲ
妨
ゲ
袖
髄
佛
像
ヲ
殿
ル
事
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ

　
昌
昌
ノ
人
民
互
二
宗
旨
二
王
テ
ノ
総
論
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
日
本
長
崎
役
所
二
於
テ

　
踏
給
ノ
仕
來
ハ
既
細
塵
セ
リ
」

（
3
）
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
佐
波
亘
編
『
植
村
正
久
と
其
の
時
代
』
補
遣
・

　
索
引
、
一
一
一
九
頁
に
詳
し
い
。
ま
た
「
信
教
自
由
」
に
関
し
て
は
、
『
植
村

　
正
久
と
其
の
時
代
』
第
二
巻
、
二
八
七
－
四
三
九
頁
を
参
照
。

（
4
）
佐
波
一
編
『
植
村
正
久
と
其
の
時
代
』
第
一
巻
、
六
八
一
頁
。

（
5
）
そ
れ
を
例
え
ば
海
老
名
弾
正
は
、
横
浜
は
エ
ク
レ
ジ
ア
ス
チ
カ
ル
、
札
幌
は

　
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
、
熊
本
は
ナ
シ
ョ
ナ
ル
と
評
し
た
（
『
植
村
正
久
と
其
の
時

　
代
』
第
一
巻
、
五
四
〇
頁
）
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

（
6
）
回
心
時
年
齢
に
関
し
て
、
熊
本
と
札
幌
で
は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
熊
本

　
の
場
合
、
海
老
名
琿
正
、
小
崎
弘
道
は
二
十
歳
、
金
森
通
倫
は
十
九
歳
こ
ろ
に

　
回
心
し
て
い
る
。
札
幌
の
場
合
、
農
学
校
へ
の
志
願
資
格
が
当
初
は
十
八
歳
以

　
上
二
十
五
歳
ま
で
と
定
め
ら
れ
て
い
た
（
大
島
正
健
『
ク
ラ
ー
ク
先
生
と
そ
の

　
弟
子
達
』
九
七
頁
）
の
で
、
↓
期
生
た
ち
の
回
心
時
年
齢
は
少
な
く
と
も
十
八

　
歳
以
上
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
つ
い
で
な
が
ら
、
農
学
校
二
期
生
で

　
あ
っ
た
内
村
鑑
三
は
十
六
歳
、
新
渡
戸
稲
造
は
十
五
歳
の
と
き
に
回
心
し
て
い

　
る
。
な
お
、
国
柄
が
全
く
違
い
、
時
代
も
少
し
異
な
る
資
料
な
の
で
参
考
に
な

　
り
に
く
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
一
八
九
九
年
に
出
版
さ
れ
た
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
の

　
　
『
宗
教
心
理
学
』
（
ω
巳
「
げ
ロ
o
F
国
・
U
こ
§
幽
き
審
。
δ
鼠
葡
ミ
喧
6
。
ミ
）
は
男

　
子
の
回
心
の
平
均
年
齢
を
約
十
六
歳
五
ヵ
月
と
し
て
い
る
こ
と
を
あ
げ
て
お

　
く
。
こ
れ
ら
に
照
ら
し
て
も
、
植
村
の
回
心
時
年
齢
の
若
さ
が
際
立
っ
て
い
る

　
と
い
わ
さ
る
を
え
な
い
。

（
7
）
横
浜
バ
ン
ド
に
つ
い
て
の
み
い
う
と
、
本
多
庸
一
は
津
軽
藩
士
、
押
川
方
義

　
は
松
山
藩
士
、
熊
野
雄
七
は
大
村
藩
士
、
そ
し
て
井
深
芳
養
助
は
会
津
藩
士
の

　
子
弟
で
あ
っ
た
。

（
8
）
『
植
村
全
集
』
第
八
巻
、
二
九
八
－
九
頁
。

（
9
）
卜
部
幾
太
郎
『
植
村
先
生
の
面
影
』
大
正
十
四
年
、
ア
ル
パ
社
、
一
五
頁
。

（
1
0
）
家
庭
教
育
上
、
植
村
の
母
が
彼
に
及
ぼ
し
た
影
響
は
決
定
的
で
あ
っ
た
。
植

　
村
は
「
母
が
な
か
っ
た
ら
、
僕
は
何
ん
な
者
に
な
っ
て
を
る
か
も
知
れ
な
い
」

　
と
述
べ
て
い
る
（
卜
部
、
前
掲
書
、
一
七
頁
）
。
し
た
が
っ
て
、
植
村
は
こ
の

　
母
を
絶
賛
す
る
と
と
も
に
畏
敬
し
て
や
ま
な
か
っ
た
。
「
僕
の
母
は
偉
ら
か
つ

　
た
よ
。
僕
の
ブ
ラ
ウ
ン
塾
に
通
っ
て
み
た
時
代
に
は
、
随
分
、
困
っ
た
事
も
あ

　
る
が
、
僕
の
母
は
髪
の
道
具
を
、
全
部
費
梯
っ
て
僕
の
學
資
に
充
て
・
呉
れ
た

　
こ
と
も
あ
る
よ
」
（
同
上
、
一
五
頁
）
。
「
母
が
此
世
に
在
っ
た
と
き
、
絵
り
苦

　
勢
を
懸
け
た
の
で
、
せ
め
て
一
度
は
海
邊
か
温
泉
に
で
も
御
伴
し
ょ
う
と
思
ふ

　
た
の
で
あ
っ
た
け
れ
ど
、
其
れ
も
思
ふ
に
任
せ
な
ん
だ
。
古
事
を
懐
ひ
起
す
と
、

　
僕
は
何
う
し
て
も
海
邊
や
、
温
泉
や
、
山
に
遊
び
に
行
く
氣
に
な
れ
な
い
。
母

　
に
苦
勢
を
懸
け
た
の
は
、
随
分
つ
ら
い
こ
と
で
あ
っ
た
」
（
三
松
俊
平
『
植
村

　
先
生
の
思
出
』
ア
ル
パ
社
書
店
、
昭
和
十
年
、
六
〇
頁
。
他
に
『
植
村
全
集
』

　
第
八
巻
、
二
九
九
－
三
〇
〇
頁
）
。

　
　
植
村
の
母
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
、
卜
部
幾
太
郎
の
前
掲
書
、
二
三
－
四
頁

　
の
ほ
か
、
『
植
村
正
久
と
其
の
時
代
』
第
一
巻
、
六
九
四
頁
以
下
も
参
照
。

（
1
1
）
『
植
村
全
集
』
第
一
巻
、
一
八
八
頁
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
「
天
国
院
殿
の

　
葬
送
を
観
て
感
を
記
す
」
（
『
植
村
正
久
と
其
の
時
代
』
第
一
巻
、
六
五
七
頁
）

　
と
題
さ
れ
た
文
章
も
参
照
。

　
　
植
村
に
お
い
て
武
士
道
と
キ
リ
ス
ト
教
の
関
係
は
、
「
此
〔
基
督
教
の
〕
構

　
神
を
加
味
し
て
初
め
て
武
士
道
は
完
成
す
る
を
得
べ
し
」
（
『
植
村
全
集
』
第
一

　
巻
、
一
九
八
頁
）
と
考
え
ら
れ
、
か
く
し
て
「
武
士
道
の
情
梓
は
基
督
教
に
依

　
り
て
保
全
せ
ら
る
。
」
（
『
植
村
正
久
と
其
の
時
代
』
第
一
巻
、
六
一
四
頁
）
と

　
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
同
じ
こ
と
が
石
原
謙
に
よ
っ
て
、
植
村
の
好
ん
で
用
い

　
た
U
σ
呂
二
N
①
α
U
d
‘
ω
げ
置
。
と
い
う
言
葉
に
、
注
目
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
石
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原
謙
「
志
の
宗
教
」
『
植
村
正
久
と
其
の
時
代
』
第
五
巻
、
四
四
五
頁
）
。

（
1
2
）
横
浜
バ
ン
ド
を
教
導
し
た
宣
教
師
バ
ラ
と
ブ
ラ
オ
ン
の
武
士
道
的
な
態
度
に

　
つ
い
て
は
、
『
植
村
正
久
と
其
の
時
代
』
第
一
巻
、
五
七
七
－
九
頁
参
照
。

　
　
又
、
い
ま
の
問
題
に
関
し
て
海
老
名
弾
正
に
次
の
よ
う
な
言
葉
が
見
え
る
。

　
　
「
我
が
國
に
最
初
に
渡
卑
し
た
外
々
宣
教
師
た
ち
が
、
ピ
ウ
リ
タ
ン
的
で
あ
っ

　
た
ば
か
り
で
な
く
、
よ
い
意
味
で
の
武
士
道
的
な
禧
紳
に
富
ん
で
み
た
こ
と
、

　
そ
れ
か
ら
昼
時
の
若
き
信
者
た
ち
が
皆
よ
い
意
味
で
の
武
士
道
的
な
禧
騨
に
燃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ぬ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヨ
　
　
へ
　
　
　
　
　
あ
　
　
あ
　
　
へ
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ

　
え
て
み
た
と
言
ふ
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
爾
者
の
請
碑
が
、
眞
に
よ
く
一
致
融
合

　
も
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ミ

　
し
て
み
た
た
め
云
々
」
（
同
上
、
五
七
三
頁
、
傍
点
引
用
者
）
。

（
1
3
）
植
村
は
バ
ラ
の
武
士
道
的
精
神
に
つ
い
て
「
弱
少
を
欄
れ
む
こ
と
深
く
、
義

　
侠
心
に
富
ん
だ
其
の
人
格
」
と
評
し
て
い
る
（
『
植
村
全
集
』
第
七
巻
、
五
九

　
三
頁
）
。

（
1
4
）
『
植
村
全
集
』
第
七
巻
、
五
二
八
頁
。

（
1
5
）
『
植
村
正
久
と
其
の
時
代
』
第
一
巻
、
三
五
〇
頁
。

（
1
6
）
同
歯
、
六
八
二
頁
。

（
1
7
）
植
村
は
自
ら
の
履
歴
書
に
も
「
明
治
五
年
基
督
教
に
入
り
」
と
書
い
て
い
る

　
　
（
同
上
、
六
四
三
頁
）
。

　
　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
の
受
洗
が
翌
年
ま
で
延
期
さ
れ
た
の
は
「
両
親

　
が
受
洗
に
反
対
し
た
」
（
同
上
、
六
七
三
頁
）
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
「
士

　
族
の
家
か
ら
『
邪
教
』
の
徒
を
出
す
こ
と
は
、
家
門
の
恥
辱
で
あ
り
、
こ
れ
に

　
過
ぎ
た
不
名
誉
は
な
い
と
考
え
ら
れ
た
」
た
め
で
あ
ろ
う
（
工
藤
英
一
『
日
本

　
社
会
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
伝
道
　
　
明
治
期
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
社
会
経
済
史

　
的
研
究
　
　
』
日
本
基
督
教
団
出
版
部
、
昭
和
三
十
四
年
、
三
五
頁
以
下
参
照
）
。

（
1
8
）
植
村
は
自
ら
の
回
心
に
関
し
て
、
別
の
箇
所
で
ま
た
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て

　
い
る
。
「
あ
る
日
、
私
は
バ
ラ
氏
か
ら
西
洋
人
も
礼
拝
す
る
が
、
唯
一
神
を
礼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も

　
拝
す
る
の
だ
と
聞
い
た
。
こ
の
こ
と
は
私
に
深
い
印
象
と
驚
き
を
与
え
た
。
私

　
　
　
　
カ
　
　
ミ
　
　
ね
　
　
カ
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
も

は
直
ち
に
そ
の
考
え
を
把
握
し
受
け
入
れ
た
」
（
『
植
村
正
久
と
其
の
時
代
』
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

一
巻
、
六
七
三
頁
）
。
で
は
、
こ
れ
は
い
つ
の
こ
と
を
語
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う

か
。
植
村
の
回
心
が
明
治
五
年
正
月
七
日
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
可
能
性
は
三

通
り
に
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
e
正
月
七
日
、
の
七
日
以
前
、
⇔
七
日
以

後
、
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
は
決
し
が
た
い
と
こ
ろ
が

あ
る
が
、
あ
え
て
言
う
な
ら
ば
⇔
が
最
も
あ
り
う
る
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
の
理
由
は
、
「
そ
の
考
え
を
把
握
し
受
け
入
れ
た
（
鵯
器
℃
o
ユ
帥
巳
餌
6
8
冥
①
α

匪
①
乙
o
p
）
」
と
い
う
言
い
方
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
受
容
に
関
し
て
ま
だ
観
念

性
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
植
村
は
回
心
以
前
に
、

バ
ラ
の
英
語
学
校
で
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
の
若
干
の
知
識
を
得
て
い
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
右
の
引
用
は
そ
の
時
の
も
の
で
あ
り
、
そ
う
い
っ
た
予
備
的

知
識
が
植
村
の
場
合
、
信
仰
の
前
理
解
と
し
て
作
用
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。

　
さ
ら
に
こ
こ
で
少
し
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
唯
一
神
に
つ
い
て
教
え
ら

れ
た
時
の
植
村
の
「
驚
き
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
本
文
中
の
引
用
で
は
「
唯
一

の
真
な
る
神
へ
の
驚
く
べ
き
（
毛
。
巳
臼
h
巳
）
信
仰
」
と
い
わ
れ
、
い
ま
ま
た

「
こ
の
こ
と
〔
す
な
わ
ち
、
西
洋
人
が
唯
一
神
を
礼
拝
す
る
こ
と
〕
は
私
に
深

い
印
象
と
驚
き
を
与
え
た
（
9
ω
叶
O
ロ
一
〇
陰
プ
①
α
）
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
我
々
は
こ

れ
に
連
関
し
て
、
内
村
鑑
三
が
「
余
は
『
イ
エ
ス
を
信
ず
る
者
』
の
契
約
に
署

名
す
る
よ
う
強
制
さ
れ
た
こ
と
を
悲
し
ま
な
か
っ
た
。
…
…
そ
れ
ほ
ど
に
一
つ

の
神
と
い
う
観
念
は
藤
ス
誕
鰯
グ
で
あ
っ
た
」
と
語
っ
て
い
る
（
『
余
は
如
何
に

し
て
基
督
信
徒
と
な
り
し
乎
』
岩
波
文
庫
、
一
九
八
九
年
、
二
六
頁
）
の
を
想

起
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
神
は
唯
一
で
あ
る
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教

の
教
え
が
、
そ
れ
ま
で
神
道
的
な
八
百
万
の
神
に
慣
れ
親
し
ん
で
き
た
幕
末
・

明
治
期
の
日
本
人
　
　
特
に
植
村
の
家
は
神
道
を
宗
旨
と
し
て
い
た
こ
と
が
知

ら
れ
て
い
る
（
本
文
二
七
六
頁
参
照
）
　
　
に
い
か
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
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か
と
い
う
こ
と
を
、
そ
れ
ら
は
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
驚
き
は
現
代

　
の
我
々
の
想
像
を
は
る
か
に
越
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
1
9
）
『
植
村
全
集
』
第
七
巻
、
五
八
七
頁
。

（
2
0
）
後
年
の
植
村
に
、
孔
子
に
つ
い
て
も
論
じ
た
「
徳
富
氏
の
讃
論
語
」
（
『
植
村

　
正
久
と
其
の
時
代
』
第
五
巻
、
九
四
三
頁
以
下
）
も
あ
る
ほ
ど
で
あ
る
。

（
2
1
）
隅
谷
三
喜
男
『
近
代
日
本
の
形
成
と
キ
リ
ス
ト
教
』
新
教
出
版
社
、
一
九
六

　
一
年
、
二
七
頁
。
．
武
田
清
子
『
人
間
観
の
相
剋
　
　
近
代
日
本
の
思
想
と
キ
リ

　
ス
ト
教
』
（
改
訂
第
一
版
）
弘
文
堂
新
社
、
昭
和
四
十
二
年
、
一
〇
頁
。

（
2
2
）
『
植
村
全
集
』
第
七
巻
、
三
二
七
頁
。

（
2
3
）
同
右
、
三
二
六
頁
。

（
2
4
）
し
か
し
、
植
村
と
陽
明
学
と
の
関
係
を
う
か
が
わ
せ
る
こ
と
は
そ
の
外
に
も

　
あ
る
。
も
し
植
村
の
立
場
が
「
志
の
宗
教
」
（
石
原
謙
）
と
特
徴
づ
け
え
る
と

　
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
志
」
の
思
想
は
、
植
村
が
「
王
陽
明
を
知
ら
ん
と
欲
す

　
る
者
は
、
先
づ
何
よ
り
も
其
の
『
立
志
』
を
観
る
べ
し
」
と
述
べ
て
い
る
と
こ

　
ろ
か
ら
見
て
、
再
び
王
陽
明
の
思
想
と
連
関
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
事
実
、

　
植
村
が
「
志
」
の
思
想
を
開
陳
し
て
い
る
「
志
と
信
仰
」
（
『
植
村
全
集
』
第
六

　
巻
、
一
六
頁
）
に
は
、
王
陽
明
の
立
志
に
関
す
る
言
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ

　
の
見
方
が
正
し
い
な
ら
、
植
村
は
予
想
以
上
に
王
陽
明
に
心
酔
し
て
い
た
こ
と

　
に
な
ろ
う
。

（
2
5
）
『
植
村
全
集
』
第
六
巻
、
一
〇
頁
。

（
2
6
）
以
上
の
点
に
つ
い
て
、
武
田
清
子
、
前
掲
書
、
一
〇
頁
、
お
よ
び
鵜
沼
裕
子

　
　
「
植
村
正
久
の
世
界
－
伝
統
と
信
仰
を
め
ぐ
っ
て
」
『
日
本
思
想
史
学
』
（
第

　
二
五
号
、
平
成
五
年
）
の
特
に
一
〇
六
頁
を
参
照
。
後
者
で
は
、
「
天
を
畏
れ

　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

　
紳
を
敬
す
る
道
」
と
か
「
天
は
霊
畳
な
く
、
機
械
的
な
も
の
で
は
無
い
。
最
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
し
ら

　
完
全
な
人
格
で
あ
る
。
…
…
如
何
し
て
も
脚
を
人
格
と
し
て
待
遇
は
ね
ば
な
ら

　
ぬ
」
（
『
植
村
全
集
』
第
六
巻
、
一
八
、
一
九
頁
）
と
い
っ
た
植
村
の
表
現
に
注

　
目
し
て
、
彼
に
お
い
て
は
在
来
の
儒
教
的
由
来
の
天
と
キ
リ
ス
ト
教
の
神
と
が
、

　
少
な
く
と
も
心
情
に
お
い
て
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。

（
2
7
）
『
植
村
正
久
と
其
の
時
代
』
第
一
巻
、
六
七
二
頁
。

（
2
8
）
『
植
村
全
集
』
第
八
巻
、
二
九
九
頁
。

（
2
9
）
な
ぜ
植
村
の
母
が
武
士
の
手
本
と
し
て
加
藤
清
正
を
選
ん
だ
か
は
、
引
用
文

　
中
に
見
い
だ
さ
れ
る
理
由
の
ほ
か
に
、
清
正
の
出
身
が
尾
張
で
、
植
村
家
の
出

　
た
三
河
に
近
か
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
清
正
は
熱
心
な
日
蓮
宗
の
信
者
と
し
て
知

　
ら
れ
て
い
る
が
、
植
村
家
の
所
領
（
東
金
付
近
）
に
日
蓮
宗
が
盛
ん
で
あ
っ
た

　
こ
と
（
『
植
村
正
久
と
其
の
時
代
』
第
一
巻
、
六
六
五
－
七
頁
参
照
）
、
が
関
係

　
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
3
0
）
『
福
音
新
報
』
明
治
三
十
年
九
月
目

（
3
1
）
植
村
に
お
い
て
、
神
道
の
神
が
キ
リ
ス
ト
教
の
神
へ
の
媒
体
に
な
り
え
た
の

　
は
、
単
に
両
宗
教
に
お
け
る
信
仰
対
象
が
と
も
に
「
神
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ

　
と
だ
け
に
よ
る
の
で
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
若
き
植
村
の

　
生
き
た
幕
末
・
明
治
初
期
の
神
道
は
「
神
・
基
習
合
の
平
田
神
道
」
で
あ
り
「
キ

　
リ
ス
ト
教
の
神
の
創
造
と
支
配
、
人
間
を
超
越
し
た
神
の
恩
恵
に
感
謝
し
、
神

　
の
支
配
に
絶
対
に
服
従
す
べ
し
と
す
る
神
観
念
が
、
神
道
の
中
に
深
く
と
り
こ

　
ま
れ
て
い
た
」
と
い
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
石
田
一
良
『
カ
ミ
と
日
本
文

　
化
　
　
神
道
論
序
説
』
ぺ
り
か
ん
社
、
昭
和
五
十
八
年
、
一
五
〇
頁
）
。

（
3
2
）
『
植
村
全
集
』
第
八
巻
、
二
九
八
頁
。

（
3
3
）
『
植
村
正
久
と
其
の
時
代
』
第
一
巻
、
六
七
三
頁
。

（
3
4
）
同
右
、
六
七
一
頁
。

（
3
5
）
『
福
音
新
報
』
明
治
三
十
年
九
月
。

（
3
6
）
『
植
村
全
集
』
第
八
巻
、
二
九
九
頁
。

　
　
も
っ
と
早
い
時
期
に
横
浜
に
や
っ
て
き
て
、
英
学
の
重
要
性
に
気
づ
い
た
先

　
覚
者
の
ひ
と
り
に
福
沢
諭
吉
が
い
る
（
『
福
翁
自
伝
』
岩
波
文
庫
、
九
八
頁
以
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下
）
。

（
3
7
）
同
右
、
三
〇
〇
頁
。

（
3
8
）
同
宗
、
三
〇
〇
、
三
〇
一
頁
。

（
3
9
）
『
植
村
正
久
と
其
の
時
代
』
第
一
巻
、
六
八
一
頁
。

（
4
0
）
同
右
、
六
八
一
－
二
頁
。

（
4
1
）
こ
の
「
空
虚
感
」
は
、
植
村
正
久
の
よ
う
な
宗
教
的
人
間
に
生
来
的
な
も
の

　
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
維
新
の
変
革
に
よ
っ
て
、
も
と
武
士
階
級
の
子
弟
た

　
ち
の
間
に
生
ま
れ
た
「
空
乏
感
」
（
工
藤
英
一
、
前
掲
書
、
四
二
頁
）
と
異
質

　
と
考
え
ら
れ
る
。
植
村
も
ま
た
そ
う
し
た
階
級
の
出
と
し
て
、
時
代
的
変
革
に

　
よ
る
「
空
乏
感
」
を
味
わ
っ
た
に
違
い
な
い
が
、
そ
れ
は
、
も
し
維
新
の
変
革

　
が
な
け
れ
ば
生
じ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
種
の
も
の
で
、
宗
教
的
な
植
村
個
人
に

　
生
来
的
（
素
質
的
）
な
「
空
虚
感
」
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、

　
内
村
鑑
三
の
味
わ
っ
た
「
真
空
」
感
と
類
似
の
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
内

　
村
、
前
掲
書
、
九
三
頁
以
下
）
。

（
4
2
）
久
山
康
編
『
近
代
日
本
と
キ
リ
ス
ト
教
　
　
明
治
篇
』
上
文
社
、
昭
和
三
十

　
一
年
、
八
二
頁
。

（
4
3
）
『
植
村
正
久
と
其
の
時
代
』
第
一
巻
、
六
七
三
頁
。

（
4
4
）
植
村
は
自
ら
「
牧
師
」
と
名
乗
る
こ
と
は
少
な
く
、
い
つ
で
も
「
伝
道
者
」

　
と
言
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
（
日
高
善
一
『
信
仰
の
人
植
村
正
久
先
生
』
日
本

　
基
督
教
新
報
事
務
所
、
昭
和
十
七
年
、
四
五
頁
）
。
こ
こ
に
、
植
村
の
キ
リ
ス

　
ト
者
と
し
て
の
自
覚
の
し
か
た
の
特
徴
が
現
わ
れ
て
い
る
。

（
4
5
）
た
だ
し
、
当
時
キ
リ
ス
ト
教
に
入
信
後
、
牧
師
・
伝
道
師
の
道
を
選
ん
だ
も

　
の
は
、
も
ち
ろ
ん
植
村
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
「
日
本
基
督
公
会
の
初

　
代
男
子
士
族
信
徒
十
五
名
の
う
ち
、
実
に
十
名
ま
で
が
伝
道
者
と
し
て
の
生
涯

　
を
送
っ
て
い
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
（
工
藤
英
一
、
前
掲
書
、
四
二
頁
）
。
し

　
か
し
、
植
村
の
よ
う
に
、
そ
の
生
涯
の
う
ち
何
回
も
遠
く
台
湾
、
中
国
大
陸
、

　
朝
鮮
半
島
に
ま
で
伝
道
に
出
か
け
た
も
の
は
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

（
4
6
）
『
植
村
正
久
と
其
の
時
代
』
第
一
巻
、
六
七
三
頁
。
な
お
、
こ
の
引
用
箇
所

　
は
注
（
1
8
）
に
引
用
し
て
お
い
た
箇
所
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
当
該
の
引
用
箇

　
所
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
事
柄
を
、
一
八
七
三
年
以
降
、
し
か
し
そ
れ
か
ら
余
り

　
遠
く
隔
た
ら
な
い
時
期
の
こ
と
と
想
定
し
て
い
る
（
本
文
二
七
〇
頁
）
の
は
そ

　
の
た
め
で
あ
る
。

（
4
7
）
同
右
、
六
八
二
頁
。

（
4
8
）
小
川
圭
治
・
土
肥
昭
夫
・
堀
光
男
（
座
談
会
）
「
植
村
正
久
と
そ
の
時
代

　
　
　
e
植
村
の
入
信
に
つ
い
て
」
『
福
音
と
世
界
』
昭
和
五
十
年
六
月
、
五
六

　
頁
。

（
4
9
）
「
明
治
の
初
期
の
士
族
た
ち
を
見
ま
す
と
、
あ
ま
り
深
刻
に
悩
ん
で
い
な
い

　
よ
う
で
す
。
」
「
徳
川
の
終
り
か
ら
明
治
の
初
期
の
こ
ろ
に
教
育
さ
れ
た
人
た
ち

　
が
キ
リ
ス
ト
者
と
な
っ
た
場
合
、
そ
の
回
心
と
い
う
こ
と
が
、
事
実
何
で
あ
っ

　
た
の
か
、
曖
昧
な
点
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
様
な
疑
問
が
起
こ
り
ま

　
す
。
」
（
以
上
、
久
山
康
編
、
前
掲
書
、
六
四
、
七
〇
頁
。
）

（
5
0
）
隅
谷
三
喜
男
「
植
村
正
久
と
日
本
の
基
督
教
」
『
中
央
公
論
』
昭
和
四
十
年

　
四
月
、
三
九
〇
頁
。

（
5
1
）
『
植
村
正
久
と
其
の
時
代
』
第
一
巻
、
七
七
ニ
ー
三
頁
参
照
。
隅
谷
の
前
掲

　
論
文
で
は
「
肉
身
の
兄
弟
」
が
「
末
弟
」
で
は
な
く
「
概
形
」
と
な
っ
て
い
る

　
が
誤
り
で
あ
ろ
う
。

（
5
2
）
青
芳
勝
久
『
植
村
正
久
傳
』
教
文
面
、
昭
和
十
年
、
六
一
頁
参
照
。

（
5
3
）
『
植
村
全
集
』
第
八
巻
、
一
一
頁
。

（
5
4
）
隅
谷
は
前
掲
論
文
（
三
九
〇
頁
）
で
、
植
村
は
両
型
の
書
か
れ
た
時
点
で
は

　
ま
だ
キ
リ
ス
ト
教
を
「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
啓
蒙
主
義
的
に
理
解
」
す
る
に

　
と
ど
ま
っ
て
い
た
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
本
稿
は
、
す
で
に
そ
の

　
時
点
で
、
植
村
は
完
全
で
な
い
ま
で
も
あ
る
程
度
ま
で
「
理
論
的
な
弁
証
と
信

95266



伝導者植村正久の誕生

仰
把
握
」
を
同
一
化
さ
せ
て
い
た
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
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