
『
薫
々
十
三
年
』
に
つ
い
て

縄
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〔
は
じ
め
に
一
山
本
周
五
郎
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
わ
り
〕

 
山
本
周
五
郎
の
作
品
に
つ
い
て
、
そ
の
相
当
数
の
も
の
が
、
主
題
そ
の
他
に
お
い
て
宗
教
的

な
色
彩
に
彩
ら
れ
て
い
る
の
を
知
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
宗
教
的
な
色
彩
と
い
う
の
が
、

キ
リ
ス
ト
教
的
、
ま
た
聖
書
的
で
あ
る
こ
と
を
、
こ
れ
ま
で
い
く
ら
か
の
指
摘
は
な
さ
れ
て
い

る
け
れ
ど
も
、
彼
の
作
品
と
作
者
の
精
神
を
捉
え
る
一
つ
の
意
義
に
有
力
に
関
わ
っ
て
い
る
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
宗
教
的
色
彩
に
彩
ら

れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
キ
リ
ス
ト
教
と
か
聖
書
と
か
に
関
わ
る
作
品
と
い
う
こ
と
に
な
る

と
、
そ
し
て
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
信
仰
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
 
「
梢
」
と
か
「
多
分
に
」
と
か
は

許
さ
れ
る
べ
く
も
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
福
音
の
根
基
に
よ
っ
て
の
作
品
で
な
く
て
は
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
そ
の
時
始
め
て
作
者
は
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
り
、
作
品
は
キ
リ
ス
ト
教
文
学
た
り

う
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

 
山
本
周
五
郎
の
場
合
、
そ
れ
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
的
確
に
証
明
す
る
た
め

に
は
、
作
者
の
信
仰
歴
と
作
品
個
々
そ
れ
ぞ
れ
に
深
い
検
討
を
加
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
い
ま

は
、
全
域
に
わ
た
る
こ
と
は
措
い
て
、
特
に
『
瀟
々
十
三
年
』
の
聖
書
と
の
関
わ
り
を
探
っ
て

み
る
こ
と
に
し
た
い
。
さ
ら
に
は
そ
の
た
め
の
僅
か
な
彼
の
背
景
探
索
に
止
め
た
い
。

 
さ
て
、
木
村
久
遡
典
氏
は
、
 
『
山
本
周
五
郎
臨
書
』
に
、
 
「
墓
所
は
こ
う
し
て
め
で
た
く
建

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
-

立
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
の
手
当
て
は
あ
ま
り
ょ
く
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
逸
太
郎
が
没
し
た
の
は

昭
和
九
年
で
あ
る
。
こ
の
こ
ろ
山
本
さ
ん
は
す
で
に
結
婚
し
て
一
家
を
構
え
て
い
、
新
進
作
家

と
し
て
の
地
歩
も
固
ま
り
か
か
っ
て
い
た
時
分
で
あ
る
。
山
本
さ
ん
に
は
散
文
の
仕
事
が
四
六

時
中
、
全
身
に
ノ
シ
か
ぶ
さ
っ
て
い
て
、
菩
提
を
と
む
ら
う
ゆ
と
り
な
ど
は
、
ま
っ
た
く
な
い

よ
う
な
日
が
続
い
て
い
た
。
そ
れ
に
山
本
さ
ん
は
、
周
囲
に
飲
み
仲
間
の
僧
侶
が
数
人
お
り
な

が
ら
、
葬
式
仏
教
に
堕
落
し
て
し
ま
っ
た
現
代
の
仏
教
に
は
、
軽
蔑
の
念
さ
え
抱
く
よ
う
に
な

っ
て
い
た
。
こ
と
に
乱
髪
に
終
始
す
る
禅
問
答
に
は
、
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な
思
考
方
法
に
若
干
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
2

長
所
は
認
め
た
が
、
人
生
に
プ
ラ
ス
す
る
と
こ
ろ
は
皆
無
に
ち
か
か
ろ
う
と
さ
え
考
え
た
。
宗

教
と
も
無
縁
に
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
最
大
多
数
の
人
々
に
、
散
文
で
語
り
か
け
よ
う
と
い
う

の
が
、
か
な
り
長
い
期
間
、
山
本
さ
ん
を
占
め
た
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
山
本
さ
ん
が
、

故
郷
の
墓
地
に
背
を
向
け
て
し
ま
っ
た
の
は
、
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
だ
っ
た
と
も
い
え
る
。
(
山

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

本
さ
ん
の
作
品
に
、
宗
教
的
な
色
彩
が
と
み
に
加
わ
る
の
は
、
昭
和
三
十
四
年
の
『
ち
く
し
ょ

う
谷
』
か
ら
で
あ
る
。
)
」
と
あ
る
。
ま
た
「
日
曜
学
校
で
英
語
の
讃
美
歌
を
習
っ
た
り
し
た

の
は
、
父
の
逸
太
郎
が
ひ
そ
か
な
キ
リ
ス
ト
信
者
で
あ
っ
た
感
化
に
も
よ
る
だ
ろ
う
」
(
『
続

山
本
周
五
郎
襟
下
』
木
村
久
下
典
)
そ
れ
に
、
 
「
子
供
の
こ
ろ
に
、
日
曜
学
校
に
い
っ
た
こ
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

も
あ
る
と
か
で
、
讃
美
歌
な
ど
も
、
英
語
で
う
た
っ
て
お
り
ま
し
た
。
昔
の
教
会
は
、
日
本
語
3

に
翻
訳
し
た
歌
詞
で
は
な
く
て
、
英
語
の
を
教
え
た
ん
だ
そ
う
で
す
。
そ
れ
を
、
そ
の
ま
ま
、
 
年

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
5

ず
う
っ
と
覚
え
て
お
り
ま
し
た
。
父
の
逸
太
郎
も
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
だ
っ
た
ら
し
い
と
い
う
こ
と
ロ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ネ

で
す
か
ら
、
そ
ん
な
こ
と
で
、
教
会
へ
通
わ
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
聖
書
な
ん
か
も
、
 
昭

晩
年
に
な
っ
て
、
た
ぶ
ん
、
 
『
ち
く
し
ょ
う
谷
』
な
ん
か
を
書
い
た
こ
ろ
(
昭
和
三
十
四
年
)
 
腸

だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
読
み
返
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
」
(
『
夫
山
本
周
五
郎
』
清
水
き
ん
)
 
禦

と
い
う
よ
う
な
事
実
が
あ
り
、
ま
た
木
村
氏
は
そ
の
『
襟
記
』
に
、
「
昭
和
三
十
四
年
の
、
夜
気
鞘

が
つ
め
た
く
感
じ
ら
れ
る
ほ
ど
ふ
か
い
秋
だ
っ
た
。
山
本
さ
ん
は
も
う
か
な
り
酩
酊
し
て
い
、
 
耽

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
校

車
の
な
か
で
、
そ
れ
が
お
は
こ
の
、
讃
美
歌
『
主
よ
み
も
と
に
』
や
『
ま
た
逢
う
日
ま
で
』
な
学

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
門

ど
を
大
声
で
う
た
う
の
で
あ
る
。
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
昭
和
三
十
四
年
の
こ
と
で
は
舗

あ
る
が
、
 
「
お
は
こ
の
、
讃
美
歌
」
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
年
季
を
推
量
せ
ぎ
る
を
得
な
い
で
あ
鵜

ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
山
本
周
五
郎
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
あ
る
種
の
キ
リ
ス
ト
教
的
環
境
に
置
紅

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
宇

か
れ
、
後
年
自
ら
も
聖
書
に
接
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
だ
こ

れ
だ
け
の
記
事
か
ら
だ
け
で
『
キ
リ
ス
ト
教
文
学
』
で
あ
る
と
か
、
な
い
と
か
は
、
決
定
は
で

き
な
い
。

 
未
亡
人
の
清
水
き
ん
氏
の
『
夫
山
本
周
五
郎
』
の
末
尾
に
、
木
村
運
漕
典
氏
の
『
山
本
周
五

郎
小
伝
』
が
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
も
、
「
昭
和
三
十
四
年
に
発
表
し
た
『
ち
く
し

ょ
う
谷
』
は
、
人
間
は
ど
こ
ま
で
人
間
を
ゆ
る
し
う
る
か
の
限
界
に
い
ど
ん
だ
意
欲
作
で
し

た
。
こ
の
作
品
の
た
め
に
、
山
本
さ
ん
が
「
聖
書
」
を
あ
ら
た
め
て
読
み
直
し
て
い
た
こ
と
が

思
い
お
こ
さ
れ
ま
す
。

 
山
本
さ
ん
に
は
、
も
と
も
と
宗
教
的
傾
斜
を
感
じ
さ
せ
る
作
品
が
数
多
い
の
で
す
が
、
 
『
ち

く
し
ょ
う
谷
』
あ
た
り
か
ら
、
晩
年
に
向
け
て
い
ち
だ
ん
と
そ
の
傾
斜
度
を
増
し
て
ゆ
き
ま
し
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た
。

 
昭
和
三
十
八
年
の
長
編
小
説
『
さ
ぶ
』
は
、
ク
無
償
の
奉
仕
'
'
を
テ
ー
マ
と
し
た
友
情
の
物

語
で
す
。
こ
う
し
た
人
間
探
求
の
最
終
点
と
し
て
山
本
さ
ん
が
取
り
組
ん
だ
の
は
、
一
行
一
行

が
神
へ
の
問
い
か
け
と
も
思
わ
れ
る
『
お
ご
そ
か
な
渇
き
』
 
(
昭
和
四
十
二
年
一
月
～
二
月
「

朝
日
新
聞
」
日
曜
版
-
中
絶
)
で
し
た
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

 
こ
れ
ら
の
記
事
か
ら
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
乃
至
聖
書
的
思
量
が
目
立
っ
て
加
わ
っ
て
い
る
の

は
、
時
期
と
し
て
は
、
昭
和
三
十
四
年
四
月
の
『
ち
く
し
ょ
う
谷
』
あ
た
り
か
ら
で
あ
っ
て
、

そ
の
後
晩
年
に
か
け
て
い
ち
だ
ん
と
宗
教
的
傾
斜
が
増
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

が
、
注
意
す
べ
き
は
、
 
「
宗
教
的
色
彩
が
と
み
に
加
わ
る
の
は
、
昭
和
三
十
四
年
の
『
ち
く
し

ょ
う
谷
』
か
ら
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
昭
和
三
十
四
年
の
『
ち
く
し
ょ
う

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

谷
』
執
筆
の
た
め
「
『
聖
書
』
を
あ
ら
た
め
て
読
み
直
し
て
い
た
」
と
い
う
こ
と
は
、
早
く
か

ら
聖
書
に
親
し
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
 
『
ち
く
し
ょ
う
谷
』
よ
り
以
前
の
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作
品
に
つ
い
て
も
、
 
「
も
と
も
と
宗
教
的
傾
斜
を
感
じ
さ
せ
る
作
品
が
数
多
い
」
と
言
っ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
出
生
の
環
境
か
ら
出
発
し
て
、
キ
リ
ス
ト
信
仰
と
い
う
よ
り
聖
書
の
論

理
を
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
道
徳
観
と
し
て
受
容
し
、
彼
の
内
的
性
情
の
中
に
酪
醸
さ

れ
、
後
日
、
作
者
自
身
の
聖
書
へ
の
一
層
の
近
づ
き
に
、
そ
れ
も
相
変
ら
ず
彼
自
身
の
個
人
的

信
条
と
し
て
の
形
で
作
品
の
倫
理
的
テ
ー
マ
と
し
て
頑
固
に
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
山
本
周
五
郎
の
キ
リ
ス
ト
品
品
の
深
度
も
結
局
は
信
仰
と
し
て
の
表
わ
れ
で
は
な
く
て
、

聖
書
が
倫
理
教
科
書
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
量
せ
ら
れ
る
の
で
あ

る
。 

し
か
し
、
昭
和
三
十
四
年
の
『
ち
く
し
ょ
う
谷
』
執
筆
の
頃
か
ら
特
に
聖
書
の
読
み
返
し
に

っ
と
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
作
品
と
し
て
『
ち
く
し
ょ
う
谷
』
で
は
特
に
そ
の

「
宗
教
的
色
彩
が
と
み
に
加
わ
」
つ
た
と
い
う
こ
と
は
、
記
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
山
本
周
五
郎
の
作
品
を
取
り
扱
う
に
当
っ
て
、
特
に
そ
の
宗
教
性
と
い
う
か
、
キ
リ
ス

ト
教
信
仰
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
見
よ
う
と
す
る
に
際
し
て
は
、
彼
が
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
っ
た

か
な
か
っ
た
か
、
正
し
く
聖
書
・
福
音
の
理
解
が
出
来
て
い
た
か
否
か
は
、
極
め
て
重
大
な
意

味
を
孕
ん
で
い
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
の
場
合
を
大
観
す
る
と
、
い
か
に
も
そ
れ
ら

し
く
、
聖
書
理
解
に
お
い
て
は
相
当
度
深
い
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
彼
の
人
間
的
感
度
に
お
い
て
聖
書
解
釈
が
行
わ
れ
、
テ
ー
マ
に
載
せ
ら

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

 
こ
の
こ
と
は
、
彼
の
作
品
に
載
せ
ら
れ
る
人
物
や
事
柄
が
、
全
く
キ
リ
ス
ト
教
に
関
わ
り
の

な
い
人
と
事
と
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
点
、
キ
リ
ス
ト
教
文
学
と
銘
う
ち
が
た
い
も
の
が
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
対
象
の
と
り
上
げ
方
し
か
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト

信
仰
者
が
描
写
対
象
に
な
っ
て
い
る
作
品
で
は
な
く
て
、
弱
い
大
衆
、
む
し
ろ
宗
教
そ
の
も
の

に
は
直
接
関
わ
り
の
な
い
人
た
ち
に
も
直
か
に
容
易
に
受
容
さ
れ
る
も
の
と
し
て
そ
の
作
品
を

構
成
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
、
テ
ー
マ
そ
の
も
の
が
極
め
て
明
快
に
わ
か
り

易
い
形
で
形
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
点
、
聖
書
か
ら
の
信
条
が
、
そ
の
本
来

の
福
音
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
な
い
し
、
人
間
の
罪
と
救
贈
が
作
者
と
一
神
(
キ
リ
ス
ト
・
聖

霊
)
と
の
出
合
い
に
お
い
て
描
か
れ
る
形
を
と
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
、
し
た
が
っ

て
、
登
場
人
物
に
そ
れ
が
形
象
的
に
表
現
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
少
な
く
と
も
キ
リ

ス
ト
教
文
学
の
範
疇
に
は
入
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
な
お
、

山
本
周
五
郎
は
、
そ
の
信
仰
度
△
.
 
は
別
と
し
て
、
生
れ
な
が
ら
に
キ
以
ト
教
的
環
境
に
あ
.
 
蜘

た
こ
と
と
、
そ
れ
に
周
五
郎
自
身
の
性
格
に
多
分
に
キ
リ
ス
ト
教
的
倫
理
の
受
容
を
容
易
に
す
4

る
「
庶
民
の
た
浩
」
毒
u
い
た
げ
ら
れ
薯
へ
の
監
是
「
正
長
」
面

験
さ
ら
に
ま
た
、
遍
き
て
い
る
時
に
な
に
を
し
た
か
で
は
ミ
な
に
を
し
ょ
う
と
し
た
み

か
」
、
自
己
絶
対
観
を
排
し
て
「
無
償
の
奉
仕
」
に
取
り
組
も
う
と
し
た
り
、
そ
の
作
家
業
績
酌

に
対
す
る
数
多
-
の
鍮
を
断
.
 
奪
議
幣
菱
 
と
し
て
い
る
彼
の
性
格
蔑
賦

聖
書
か
ら
抽
出
で
き
る
倫
理
感
と
う
ま
く
適
合
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
 
 
 
 
 
 
山

 
そ
こ
で
、
山
本
周
五
郎
の
作
品
の
多
く
に
認
め
ら
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
(
聖
書
)
的
傾
斜
、
す
艶

な
わ
ち
、
彼
が
聖
書
か
ら
借
用
し
た
に
ち
が
い
な
い
倫
理
観
が
、
キ
リ
ス
ト
教
文
学
と
い
う
こ
脹

と
と
は
全
く
別
な
形
で
、
ど
の
よ
う
に
彼
の
作
品
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
の
か
、
む
し
ろ
読
者
㎡

に
そ
れ
と
気
付
か
せ
ず
に
、
し
か
も
強
烈
に
、
た
と
え
ば
人
間
的
正
義
の
血
を
燃
え
た
ぎ
ら
鵡

る
や
り
方
が
、
ど
の
よ
う
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
か
、
い
ま
濫
り
に
『
瀟
々
十
三
年
』
 
(
一
九
帆

四
二
年
-
昭
和
十
七
年
1
)
を
と
り
上
げ
て
、
解
明
を
試
み
よ
う
と
思
う
。
 
 
 
 
 
 
 
R

注
1
 
「
逸
太
郎
」
は
、
周
五
郎
の
実
父
。

注
2
 
「
人
生
に
プ
ラ
ス
す
る
と
こ
ろ
」
が
、
宗
教
に
求
め
ら
れ
て
、
然
る
べ
き
か
否
か
に
つ

 
 
い
て
は
諸
見
解
が
あ
ろ
う
が
、
木
村
久
老
鴬
氏
の
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
は
、
周
五
郎
に
徴
す

 
 
れ
ば
、
人
間
的
倫
理
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
周
五
郎
の
性
格
的
主
題
と
し
て

 
 
示
さ
れ
て
い
る
も
の
の
そ
れ
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
純
粋
信
仰
に
お
け
る
事
態
と
は
、
稻

 
 
別
の
所
に
置
か
れ
て
い
る
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

注
3
 
「
宗
教
的
傾
斜
を
感
じ
さ
せ
る
作
品
」
例
。

 
 
一
九
四
二
(
昭
和
十
七
)
年
。



ていつ三 年』に三々『薫29

 
・
瀟
々
十
三
年
 
 
主
題

 
・
松
の
花
 
 
 
 
〃

 
・
青
竹
 
 
 
 
 
〃

一
九
四
三
(
昭
和
十
八
)
年
。

 
・
薯
粥
 
 
 
 
〃

 
・
殉
死
 
 
 
 
〃

一
九
四
四
(
昭
和
十
九
)
年
。

 
・
石
こ
ろ

 
・
御
馬
印
拝
借

 
・
紅
梅
月
毛

 
・
兵
法
者

 
・
荒
法
師

 
・
水
の
下
の
石

一
九
五
一

 
・
雨
あ
が
る

一
九
五
四

 
・
大
納
言
狐

一
九
五
五

 
・
か
あ
ち
ゃ
ん

〃〃〃〃〃〃

無
償
の
奉
仕
。

〃〃〃〃〃〃〃〃11 21

 
 
 
 
(
昭
和
二
十
六
)
年
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
〃
 
 
 
〃

 
 
 
 
(
昭
和
二
十
九
)
年
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
〃
 
 
偽
善
。

 
 
 
 
(
昭
和
三
十
)
年
。

 
 
 
 
 
 
 
 
主
題
 
無
償
の
奉
仕
。

 
・
裏
の
木
戸
は
あ
い
て
い
る

 
 
 
 
 
 
 
 
主
題
人
間
愛
。

一
九
五
七
(
昭
和
三
十
二
)
年
。

 
・
深
川
安
楽
亭
 
 
〃
 
 
無
償
の
奉
仕
。

一
九
五
八
(
昭
和
三
十
三
)
年
。

 
・
赤
ひ
げ
診
療
潭
 
〃
 
 
〃

一
九
五
九
(
昭
和
三
十
四
)
年
。

 
・
ち
く
し
ょ
う
谷
 
〃
 
 
愉
し
。

 
・
五
辮
の
糠
 
 
 
〃
 
 
罪
と
裁
き
。

一
九
六
三
(
昭
和
三
十
八
)
年
。

 
・
さ
ぶ
 
 
 
 
 
〃
 
 
無
償
の
奉
仕
。

一
九
六
四
(
昭
和
三
十
九
)
年
。

 
・
ひ
と
ご
ろ
し
 
 
〃

一
九
六
七
(
昭
和
四
十
二
)
年
。

 
 
 
・
お
ご
そ
か
な
渇
き
〃
 
 
未
完
作
品
だ
が
、
 
「
神
へ
の
信
頼
」
を
予
想
。

注
4
 
④
庶
民
と
と
も
に
あ
っ
て
、
弱
く
取
り
残
さ
れ
た
「
庶
民
の
な
げ
き
、
か
な
し
み
、
よ

 
 
ろ
こ
び
を
深
い
共
感
を
も
っ
て
綴
」
(
『
篠
記
』
)
り
、
多
く
の
賞
を
固
辞
し
た
心
、
「
人

 
 
間
と
い
う
生
き
も
の
の
哀
れ
さ
に
対
す
る
無
限
の
働
契
」
 
(
全
盛
)
こ
そ
が
彼
の
作
品
の

 
 
底
流
で
あ
る
と
い
う
諸
家
の
評
も
、
そ
の
裏
を
か
え
せ
ば
、
彼
の
真
意
は
そ
の
よ
う
な
人

 
 
々
と
土
ハ
に
あ
っ
て
、
そ
の
『
重
荷
を
負
い
合
』
 
(
ガ
ラ
テ
や
人
へ
の
手
紙
六
・
2
)
う
と

 
 
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

 
 
 
◎
「
下
級
武
士
や
庶
民
層
に
仮
託
し
て
、
本
質
的
に
は
、
私
小
説
を
描
い
た
の
で
あ

 
 
る
。
私
小
説
の
基
本
は
英
雄
小
説
で
は
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
う
中
村
光
夫
の
説
に
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
月

 
 
た
が
え
ば
、
山
本
さ
ん
は
、
ま
さ
に
政
治
や
経
済
と
は
切
離
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
押
し
ひ
し
3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年

 
 
げ
ら
れ
な
が
ら
生
き
て
い
る
最
大
多
数
の
庶
民
の
な
げ
き
、
か
な
し
み
、
よ
ろ
こ
び
を
深

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
5

 
 
い
共
感
を
も
っ
て
綴
っ
た
の
だ
っ
た
。
山
本
さ
ん
の
作
品
に
英
雄
豪
傑
が
き
わ
め
て
少
な
和

 
 
い
の
は
、
そ
の
ゆ
え
で
あ
る
。
」
(
『
山
本
周
五
郎
手
記
』
木
村
久
聖
典
)
 
 
 
 
 
 
昭

 
 
 
⑳
「
山
本
さ
ん
の
こ
こ
ろ
は
、
つ
ね
に
庶
民
の
側
に
あ
り
、
そ
し
て
つ
ね
に
不
罵
独
立
碍

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
鯉

 
 
の
精
神
に
み
ち
て
い
た
。
直
木
賞
、
文
春
愛
読
者
賞
、
毎
日
出
版
文
化
賞
そ
の
他
い
っ
さ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
告

 
 
い
の
受
賞
を
固
辞
し
た
の
も
、
数
度
の
総
理
大
臣
招
待
の
園
遊
会
へ
姿
を
み
せ
る
こ
と
が
臓

 
 
な
か
っ
た
の
も
、
す
べ
て
・
散
文
を
書
く
〃
こ
と
と
は
無
関
係
だ
と
考
え
た
か
ら
で
あ
っ
鵬

 
 
た
。
」
 
(
全
前
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
弾

 
 
 
㊥
宕
塚
友
二
氏
は
い
う
・
『
山
本
さ
ん
の
作
・
㎜
の
底
を
流
れ
て
い
る
も
の
を
・
私
流
繍

 
 
に
汲
取
っ
て
表
白
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
人
間
と
い
う
生
き
も
の
の
哀
れ
さ
に
対
す
る
縞

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
工

 
 
無
限
の
働
実
で
あ
る
。
殊
に
も
、
日
蔭
に
生
き
る
運
命
に
対
す
る
立
頭
の
熱
さ
で
あ
る
。
 
部

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
宇

 
 
』
」
(
全
前
)

 
 
 
㊥
「
『
山
本
周
五
郎
の
孤
絶
感
は
、
劣
等
意
識
か
ら
出
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
復
讐
が

 
 
作
品
と
い
う
形
を
と
ら
せ
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
も
す
る
。
こ
の
事
が
世
の
多
く
の
志

 
 
を
得
な
い
人
た
ち
の
な
ぐ
さ
め
に
な
っ
て
い
る
』
と
和
田
芳
恵
氏
は
評
し
ま
し
た
。
ま
こ

 
 
と
に
山
本
さ
ん
の
文
学
の
大
き
な
魅
力
の
一
つ
は
、
き
び
し
い
反
権
力
の
姿
勢
で
、
失
意

 
 
の
渕
に
沈
む
志
を
得
な
い
人
々
に
、
生
き
る
希
望
を
語
り
か
け
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
申
せ

 
 
ま
し
よ
う
。
」
(
『
続
山
本
周
五
郎
襟
記
』
木
村
胎
動
典
)

 
 
 
◎
こ
の
よ
う
な
評
言
の
中
に
潜
む
心
を
聖
書
に
よ
っ
て
抽
出
す
れ
ば
、

 
 
 
『
互
に
重
荷
を
負
い
合
い
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
あ
な
た
が
た
は
キ
リ
ス
ト
の
律
法

 
 
を
全
う
す
る
で
あ
ろ
う
。
』
(
ガ
ラ
テ
や
人
へ
の
手
紙
六
・
2
)



30介浩田縄

 
 
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。

注
5
 
「
過
去
を
語
っ
て
思
い
出
に
生
き
る
一
 
と
い
う
後
向
き
の
姿
勢
を
、
山
本
さ
ん
は

 
 
原
則
的
に
拒
絶
し
た
。
現
実
を
踏
ま
え
て
未
来
を
拓
こ
う
と
い
う
前
向
き
の
姿
勢
に
終
始

 
 
し
た
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
人
間
は
な
に
を
為
し
た
か
で
は
な
く
て
、
な
に
を
為
そ
う
と

 
 
し
た
か
だ
。
ロ
ン
グ
ブ
ェ
ロ
ウ
の
詩
句
だ
と
い
う
こ
の
言
葉
を
、
山
本
さ
ん
は
口
ぐ
せ
の

 
 
よ
う
に
、
ク
若
い
人
た
ち
'
'
に
聞
か
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
」
(
『
山
本
周
五
郎
襟
記
』

 
 
木
村
久
遍
典
)

注
6
 
注
4
の
⑤
項
を
参
照
。

〔
『
蛇
管
十
三
年
』
と
『
聖
書
』
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
〕

 
『
深
々
十
三
年
』
は
、
昭
和
十
七
年
一
月
『
新
国
民
』
に
発
表
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
『
ち

く
し
ょ
う
谷
』
の
発
表
さ
れ
た
昭
和
三
十
四
年
か
ら
は
十
七
年
以
上
も
昔
の
作
品
で
あ
る
。
こ

の
『
瀟
々
十
三
年
』
の
字
面
に
は
、
 
『
お
ご
そ
か
な
渇
き
』
の
よ
う
な
聖
書
的
言
辞
は
何
も
の

も
見
ら
れ
な
い
。
登
場
人
物
の
た
だ
の
一
人
に
も
そ
れ
ら
し
い
表
白
は
付
け
ら
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
周
五
郎
の
独
特
な
テ
ー
マ
の
一
つ
と
も
言
わ
れ
て
い
る
『
無
償
の
奉
仕
』
が
、
 
『
水

の
下
の
石
』
 
(
一
九
四
四
1
昭
和
十
九
年
1
)
な
ど
と
全
く
同
じ
よ
う
に
、
こ
の
作
品
で
も
極

め
て
明
瞭
に
描
か
れ
て
お
り
、
無
償
の
奉
仕
の
キ
リ
ス
ト
教
的
真
実
を
作
者
は
下
敷
に
も
ち
な

が
ら
描
い
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
こ
と
は
、
強
烈
に
響
い
て
く
る
。

 
し
か
し
、
こ
こ
で
こ
の
作
品
の
蔭
に
脈
う
っ
て
い
る
も
う
一
つ
の
活
黙
し
た
心
は
見
逃
せ
な

い
。
そ
れ
は
、
主
人
公
半
九
郎
が
真
実
の
無
償
の
奉
仕
に
立
ち
至
る
た
め
の
極
め
て
大
き
い
契

機
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ま
で
の
自
己
絶
対
観
を
去
る
に
つ
い
て
、
自
己
の
無
力
を
知
る

こ
と
の
原
動
力
は
、
 
『
互
い
に
重
荷
を
負
い
合
う
』
 
(
ガ
ラ
テ
や
六
・
2
)
こ
と
の
重
大
さ
・

『
鳶
々
十
三
年
』
の
構
成
に
つ
い
て
一
覧
表

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
7

大
切
さ
を
教
え
ら
れ
、
ま
た
覚
る
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

 
だ
が
、
何
と
い
っ
て
も
こ
の
作
者
の
一
つ
の
強
烈
な
特
色
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
わ

れ
る
の
は
、
極
め
て
計
画
的
に
緻
密
で
明
確
な
構
成
を
も
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、
 
『
虚
空
遍
歴
』
の
解
説
の
中
に
、
山
本
周
五
郎
の
創
作
態
度
に
つ
い
て
、
木
村
久
遡
典
氏

が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
 
「
…
…
お
そ
ら
く
小
説
家
と
し
て
も
っ
て
生
れ
た
だ
ろ
う

ク
業
'
'
と
も
い
え
る
表
現
願
望
を
、
作
者
は
き
っ
と
こ
ら
え
て
、
爆
発
へ
ま
で
高
ま
る
時
間

を
、
決
し
て
あ
せ
る
こ
と
な
く
、
粘
り
づ
よ
く
ま
つ
の
で
あ
る
。
ク
待
つ
'
'
と
い
う
の
は
、
消

極
的
に
た
だ
待
つ
の
で
は
な
い
。
時
間
を
か
け
て
、
た
め
つ
す
が
め
つ
、
と
い
っ
た
あ
ん
ば
い

に
、
メ
モ
を
書
き
足
し
、
書
き
足
し
し
て
デ
ッ
サ
ン
を
確
実
な
も
の
に
し
て
ゆ
き
、
そ
し
て
完

全
に
熟
成
し
き
っ
た
と
判
断
し
た
と
き
に
、
作
者
は
は
じ
め
て
筆
を
と
る
の
だ
。
数
十
年
ま
え
蜘

の
感
動
は
・
蜜
的
な
そ
の
場
か
ぎ
り
の
ひ
と
り
よ
が
り
で
は
な
く
て
・
よ
り
多
く
の
ひ
と
び
｝

と
に
斐
る
力
を
も
つ
三
曹
思
子
と
し
て
醸
成
さ
れ
て
い
る
」
(
『
山
本
周
五
郎
襟
記
』
)
瓶

と
い
い
、
ま
た
、
 
「
山
本
氏
は
、
最
初
の
一
行
を
思
い
つ
い
た
だ
け
で
筆
を
執
っ
た
り
す
る
ハ
2
6

ナ
レ
ワ
ザ
は
演
じ
な
い
。
最
後
の
一
行
ま
で
、
口
で
そ
ら
ん
じ
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
練
り
き
瓶

た
え
、
し
か
も
こ
れ
だ
け
は
ど
う
し
て
も
書
か
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
、
と
い
う
ギ
リ
ギ
リ
の
と
』

こ
ろ
ま
で
圧
搾
し
な
け
れ
ば
、
原
稿
紙
に
筆
は
お
ろ
さ
な
い
。
こ
こ
ま
で
く
れ
ば
一
種
の
生
命
㏄

の
危
機
感
で
あ
り
、
生
命
の
最
高
に
充
実
し
た
燃
焼
だ
と
い
っ
て
も
い
い
。
」
 
(
全
前
)
こ
の
血

よ
う
な
小
説
作
法
上
の
態
度
が
・
た
と
え
ば
・
護
だ
け
に
つ
い
て
み
て
も
;
一
つ
の
作
・
践

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
構
成
に
心
を
尽
し
、
日
時
が
か
け
ら
れ
て
、
極
め
て
緻
密
に
明
確
に
作
り
上
げ
ら
れ
て
ゆ
u

き
、
読
者
に
わ
か
り
易
く
印
象
を
鮮
明
に
深
い
感
動
を
も
っ
て
迫
る
作
品
に
仕
上
げ
て
い
る
の
」

 
 
注
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
『
瀟
々
十
三
年
』
を
と
り
上
げ
て
検
討
を
R

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
は
っ
き
り
捉
え
る
た
め
に
、

加
え
て
み
ょ
う
と
思
う
。
ま
ず
、
そ
の
構
成
羨
の
よ
う
に
図
表
化
し
て
要
点
を
捉
え
て
み
る
㎞

こ
と
と
す
る
。

章
段
 
要

旨

時

1起

江
戸
大
火
に
際
し
、

桜
田
門
で
の
馬
の
口

取
り
争
い
。

明
暦
三
年
正

月
十
九
日

場
 
 
所
 
 
出
来
事

桜
田
門

大
火
江
戸
城
へ

迫
る
。

馬
の
口
取
り
争

い
。

水
野
監
物
忠
霊
口

忠
善
、
馬
を
乗
り
つ
け
る
。

「
も
う
よ
い
、
弥
五
郎
が
先
に
つ
い
た
の
だ
、

口
取
り
は
弥
五
郎
で
よ
い
そ
」
と
制
し
た
。

天
野
半
九
郎

「
い
や
そ
の
口
取
り
は
拙
者
が
承
る
」
け
ん
め

.
 
い
に
相
手
を
つ
き
の
け
よ
う
と
し
た
。

聖

圭
日

。
マ
タ
イ
2
3
・
2
7
～
2
8



『瀟々十三年』について31

2承

国
表
岡
崎
で
の
主
君

に
対
す
る
早
朝
よ
り

の
忠
勤
。

そ
の
年
の
秋

 
そ
の
翌
年

 
(
明
暦
四
年
)

 
一
月

 
忠
善
帰
国
の

① 
翌
る
朝

 
翌
る
朝

②

(
江
戸
屋
敷
)

岡
崎謡

講
馬
場

城
中

半
九
郎
に
岡
崎

転
勤
命
令
。

洗
面

乗
馬

洗
面

半
九
郎
に
岡
崎
転
勤
を
命
じ
た
。

「
食
豫
を
五
十
石
加
算
す
る
」
「
覚
え
て
い
う
と

申
し
た
あ
の
時
の
褒
美
だ
」
と
云
っ
て
笑
っ
た
。

憤
然
と
忠
善
を
ふ
り
仰
ぎ
「
殿
！
お
ぼ
え
て
御

座
あ
れ
！
」

 
・
夢
中
、
主
君
の
供
が
し
た
い
と
い
う
一
念

 
 
で
と
り
み
だ
し
て
い
た
。

 
・
あ
っ
と
思
っ
た
。
と
り
か
え
し
の
つ
か
ぬ

 
 
失
策
で
あ
る
。
冷
汗
。
「
殿
の
お
ん
た
め
」

 
 
と
い
う
一
念
に
擬
り
固
ま
っ
て
い
た
。

泣
い
た
。

〈
禅
に
精
し
く
、
儒
学
に
よ
く
通
じ
て
い
た
。

…
…
兵
学
見
識
・
弓
・
馬
・
一
刀
流
・
侍

女
な
し
〉

「
六
ッ
ま
で
は
、
起
き
て
ま
い
る
に
は
及
ば
ぬ

ぞ
」

 
〈
盟
の
湯
気
、
程
よ
い
ぬ
る
ま
湯
〉

ち
ら
と
勘
九
郎
を
見
た
が
、
な
に
も
云
わ
ず
に

顔
を
洗
っ
て
し
ま
っ
た
。

短
袴
を
つ
け
て
馬
場
へ
お
り
た
。

「
だ
い
ぶ
精
が
で
る
な
」

コ
肩
が
凝
る
ぞ
」

・
低
く
笑
い
な
が
ら
、

出
て
行
っ
た
。

馬
を
駆
っ
て
馬
場
へ

黙
っ
て
洗
面
し
た
。

 
・
終
っ
て
か
ら
し
ず
か
に
ふ
り
か
え
っ
て
云

 
つ
た
。

「
余
は
少
年
の
こ
ろ
か
ら
、
顔
を
洗
う
の
に
湯

を
つ
か
っ
た
こ
と
が
な
い
、
…
…

・
殿
は
、
自
分
の
心
を
知
っ
て
く
だ
す
っ
た
。

・
こ
の
主
君
の
た
め
に
死
の
う
と
あ
ら
た
め

て
心
に
誓
っ
た
。

・
勇
ん
で
国
許
へ
。

殿
の
洗
面
準
備
。

厩
の
前
に
乗
馬
を
曳
き
だ
し
て
待
っ
て
い
た
。

「
…
…
は
っ
」

 
・
な
に
か
温
れ
る
よ
う
な
眼
で
彼
は
主
君
を

 
 
見
上
げ
た
。

湯
を
汲
ん
で
待
っ
て
い
た
。

o   o

ノレ マ

カ タ
10 /

・ 5

38 ・

？3
42 ？

  10
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3転

③

お
役
御
免
に
つ
い
て

の
半
九
郎
の
疑
義

と
、
忠
善
に
よ
る
奉

公
の
真
義
の
解
明
。

そ
の
翌
る
朝

そ
れ
か
ら
間

も
な
く

舗三
思

遠乗
乗馬

暁
暗
の
廊

下

洗
面

半
九
郎
と
つ
ぜ

ん
役
目
を
解
か

れ
た
。

…
ま
た
岡
崎
に
い
る
あ
い
だ
は
身
の
ま
わ
り
一

切
の
こ
と
を
自
分
で
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
、

そ
れ
で
宿
直
の
者
も
六
つ
ま
で
は
起
き
な
く
と

も
よ
い
定
な
の
だ
、
こ
れ
か
ら
は
湯
を
汲
ん
で

待
つ
に
は
及
ば
な
い
そ
」

「
叱
っ
た
の
で
は
な
い
、
気
に
い
た
す
な
」

〈
そ
う
い
う
と
き
は
必
ず
独
り
に
き
ま
っ
て

い
た
〉

「
来
な
く
と
も
よ
い
、
早
朝
は
い
つ
も
独
り
で

乗
る
の
だ
、
戻
っ
て
お
れ
」

「
来
な
く
と
も
よ
い
そ
」
 
(
二
度
ま
で
云
っ
た

が
…
…
)

な
に
も
云
わ
ず
に
そ
れ
を
使
っ
た
。

「
独
り
合
点
に
心
付
か
ぬ
こ
と
を
仕
り
ま
し
た
。

以
後
は
必
ず
御
意
に
そ
う
よ
う
致
し
ま
す
」

早
く
も
厩
か
ら
乗
馬
を
曳
き
だ
し
て
待
っ
て
い

た
。

(
城
門
を
出
る
と
間
も
な
く
)
馬
で
追
っ
て
来

た
。

「
は
っ
」
手
綱
を
絞
っ
た
。

す
こ
し
遠
の
く
だ
け
で
し
ま
い
ま
で
供
を
し
つ

づ
け
た
。

洗
面
の
用
意
を
し
て
い
た
、
 
(
湯
で
は
な
か
っ

た
が
、
井
戸
か
ら
汲
み
た
て
…
…
)

 
・
び
っ
く
り
し
た
、
ま
っ
た
く
寝
耳
に
水

「
お
役
御
免
と
は
い
か
な
る
仔
細
で
ご
ざ
い
ま

し
よ
う
か
、
…
…
」

 
(
老
職
「
仔
細
に
就
い
て
は
な
ん
の
お
沙
汰

 
も
な
い
」
)

「
お
目
通
り
お
ゆ
る
し
が
願
え
ま
せ
ん
で
し
ょ

う
か
、
…
…
御
役
御
免
の
御
趣
意
を
ぜ
ひ
申
し

聞
か
せ
て
頂
き
た
く
存
じ
ま
す
る
が
」

…
…
精
い
っ
ぱ
い
主
君
に
仕
え
て
来
た
。
一

ど
こ
が
悪
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
…
…
い
ろ
い
ろ

考
え
て
み
た
け
れ
ど
、
ど
う
し
て
も
自
分
で
は

恵
い
当
る
こ
と
が
な
い
。
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十
余
日
後
、

未
明

矢
矧
川
の
堤

「
黙
れ
半
九
郎
、
黙
れ
」

 
か
つ
て
み
た
こ
と
の
な
い
念
怒
の
拳
を
あ
げ

て
、
半
九
郎
の
高
頬
を
は
っ
し
と
打
っ
た
、
二

度
、
三
度
、
五
た
び
、
そ
し
て
力
任
せ
に
突
き

伏
せ
な
が
ら
「
そ
ち
は
余
を
そ
れ
ほ
ど
の
愚
者

と
思
う
か
」

「
他
人
の
読
訴
に
よ
っ
て
家
来
を
誤
り
視
る
ほ

ど
余
を
愚
者
だ
と
思
う
か
、
そ
ち
は
今
ひ
と
筋

の
奉
公
と
申
し
た
、
…
…
そ
ち
は
い
つ
も
己
れ

い
ち
に
ん
の
奉
公
、
他
を
凌
い
で
も
己
れ
だ
け

奉
公
す
れ
ば
よ
い
と
考
え
て
い
る
、
桜
田
御
門

の
折
も
そ
う
だ
、
先
に
と
り
つ
い
た
弥
五
郎
を

押
し
の
け
て
も
己
れ
が
供
を
し
ょ
う
と
す
る
、

宿
直
に
当
れ
ば
定
を
越
え
て
盟
を
運
び
、
馬
場

の
世
話
を
す
る
、
こ
れ
ら
は
い
か
に
も
出
精
で
、

奉
公
無
二
に
は
ち
が
い
な
い
、
余
に
も
そ
れ
は

よ
く
わ
か
る
、
う
れ
し
く
思
う
、
だ
が
、
家
来

は
そ
ち
い
ち
に
ん
で
は
な
い
そ
、
そ
ち
だ
け
が

無
二
の
奉
公
を
し
て
ほ
か
の
者
は
ど
う
す
る
の

だ
…
…
」

「
戦
場
に
於
て
最
も
戒
む
べ
き
を
『
ぬ
け
駆
け

の
功
名
』
と
す
る
、
い
ち
に
ん
ぬ
け
駆
け
を
す 1

そ
う
だ
、
誰
か
の
読
訴
に
ち
が
い
な
い
。

 
・
再
三
、
お
目
通
り
を
願
い
出
た
。
…
…
目

 
通
り
の
許
し
は
な
か
っ
た
。

 
・
直
訴
を
す
る
決
心
を
し
た
の
だ
。

「
…
…
先
般
お
役
御
免
の
お
達
し
を
蒙
り
ま
し

た
が
、
…
…
い
か
な
る
疎
忽
に
依
っ
て
御
意
を

損
じ
ま
し
た
る
や
、
…
…
合
点
の
ま
い
ら
ぬ
…

…
」
 
「
…
…
た
だ
ひ
と
筋
に
御
奉
公
を
心
が
け

て
ま
い
り
ま
し
た
、
…
…
も
し
や
誰
人
か
殿
に

言
上
す
る
こ
と
な
ど
あ
っ
て
、
御
意
に
触
れ
た

の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
…
…
」

・
息
が
止
る
か
と
思
っ
た
。
高
頬
を
打
っ
た

拳
は
骨
に
徹
す
る
も
の
だ
っ
た
、
し
か
し
い

ま
忠
善
の
口
を
衝
い
て
出
る
言
葉
は
、
彼
の

全
身
を
微
塵
に
砕
く
か
と
思
わ
れ
た
。
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結  4

のの経三んそ光男乗深一き防へ間身
で心て年だのりこりい月ないのをを
あはふの 。名のその矢 'いだ延塞も
るあたと瀟が二半さ二二ま男焼いつ
。いたし'々思く九中川善まを・でて
寄びつたいよ郎に堤は翌確爆煙扉
つ主きるううだそで霜年認発硝の

寛
文
十
年
八

月
二
十
五
日

翌
日

江
戸
(
事
件

は
岡
崎
)

白
山
曲
輪
を
炎

上
さ
せ
た
報

告
。
 
(
煙
硝
蔵

引
火
を
未
然
に

防
い
だ
こ
と
)

〈
第
一
の
使
者
〉

〈
第
二
の
使
者
〉

れ
ば
全
軍
の
統
制
が
み
だ
れ
る
か
ら
だ
、
平
時

に
あ
っ
て
も
こ
れ
に
変
り
は
な
い
、
家
中
全
部

が
同
じ
心
に
な
り
互
い
に
協
力
し
て
奉
公
す
れ

ば
こ
そ
家
も
保
つ
が
、
も
し
お
の
お
の
我
執
に

と
ら
わ
れ
、
自
分
い
ち
に
ん
主
人
の
気
に
入
ろ

う
と
つ
と
め
る
よ
う
な
れ
ば
、
や
が
て
は
寵
の

争
奪
と
な
り
、
五
万
石
の
家
は
闇
と
な
っ
て
し

ま
う
、
…
…
そ
ち
の
奉
公
ぶ
り
は
戦
場
に
於
け

る
ぬ
け
駆
け
と
同
様
だ
、
役
を
解
い
た
の
は
そ

こ
に
気
付
か
せ
る
た
め
だ
っ
た
が
、
お
の
れ
の

至
ら
ぬ
こ
と
は
考
え
も
せ
ず
、
他
人
の
識
訴
を

思
う
な
ど
と
は
見
下
げ
は
て
た
や
つ
だ
、
さ
よ

う
な
者
は
余
の
家
臣
で
は
な
い
、
い
と
ま
を
遣

わ
す
か
ら
何
処
へ
で
も
出
て
ゆ
け
！
」

 
〈
「
隠
居
曲
輪
に
建
て
て
お
り
ま
す
る
蔵
が

よ
う
や
く
壁
も
乾
き
、
一
両
日
う
ち
に
引
き

移
す
手
筈
に
な
っ
て
お
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
「

ま
し
た
」
〉

「
で
は
焼
け
て
し
ま
っ
た
の
か
」

 
〈
「
危
う
く
火
を
引
く
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
「

し
た
が
、
ま
こ
と
に
奇
特
の
こ
と
が
あ
っ
て

辛
く
も
防
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
」
〉

 
〈
「
…
…
お
の
れ
の
身
を
以
て
扉
の
隙
を
塞

い
だ
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
」
〉

「
即
妙
の
知
恵
だ
な
、
な
に
者
だ
」

 
〈
「
そ
れ
が
な
に
者
と
も
あ
い
わ
か
り
ま
せ

ん
、
火
が
お
さ
ま
っ
て
駆
け
つ
け
ま
し
た
と

き
は
、
全
身
ま
っ
た
く
黒
焦
げ
と
な
っ
て
お

り
ま
し
た
、
衣
類
は
も
と
よ
り
、
人
相
も
見

分
け
の
つ
か
ぬ
死
に
ざ
ま
で
ご
ざ
い
ま
し
た

」
〉

 
(
な
お
、
種
々
手
を
尽
し
、
心
を
傾
け
て
も

そ
の
人
の
確
認
は
出
来
な
か
っ
た
)

・
両
手
に
霜
凍
る
土
を
掴
み
肺
騎
を
絞
る
よ

う
な
声
で
彼
は
泣
い
た
。

ガ
ラ
テ
ヤ
6
・
1
～
5

(
マ
タ
イ
5
・
4
)

(
マ
タ
イ
5
・
4
3
～
4
8
)

(
ロ
ー
マ
n
・
3
～
2
1
)

(
ロ
ー
マ
ー
5
・
1
～
6
)

(
ガ
ラ
テ
ヤ
5
・
1
3
～

1
5
)

マ
タ
イ
6
・
2
5
～
3
4

(
コ
リ
ン
ト
ー
・
2
・
-

～
5
)

マ
ル
コ
8
・
3
4
～
3
8
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一
日
お
い
て
［

寛
文
十
一
年

十
一
月
、
あ

る
朝

岡
崎
、
矢
矧

川
の
堤

［〈

謗
O
の
使
者
〉

者
〉

・
そ
れ
で
も
そ
の
死
者
の
正
忌
は
わ
か
ら
ず

じ
ま
い
だ
っ
た
。

・
堤
へ
か
か
っ
て
三
丁
あ
ま
り
来
た
と
き
だ

つ
た
、
忠
善
は
と
つ
ぜ
ん
烈
し
く
手
綱
を
絞

っ
て
馬
を
停
め
た
。

「
半
九
郎
」

・
光
り
の
閃
く
よ
う
に
そ
の
名
が
思
い
う
か

ん
だ
の
で
あ
る
、

「
あ
あ
」

・
と
忠
善
は
息
を
の
ん
だ
。
十
三
年
ま
え
の

或
る
朝
、
そ
の
堤
の
上
で
、
し
か
も
い
ま
忠

善
が
馬
を
停
め
た
そ
の
道
の
上
に
、
半
九
郎

が
平
伏
し
て
い
た
。
…
-

「
…
…
そ
ち
だ
っ
た
の
か
、
そ
う
か
、
よ
く
や

つ
た
、
よ
く
ぞ
城
を
護
っ
て
く
れ
た
、
十
三
年

の
あ
い
だ
、
待
っ
て
い
た
の
だ
な
半
九
郎
、
あ

っ
ば
れ
だ
、
あ
っ
ば
れ
だ
ぞ
」

・
涙
が
忠
善
の
頬
を
な
が
れ
た
。
瀟
…
々
た
る
十
三
年
の
と
し
つ
き
を
経
て
、
ふ
た
た
び
主

ル
カ
6
・
2
7
～
3
6

従
の
心
は
あ
い
寄
っ
た
の
で
あ
る
。

 
こ
の
作
品
で
、
ま
ず
目
に
た
つ
の
は
、
こ
の
作
品
が
四
童
構
成
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
四
章
は
事
件
の
推
移
に
従
っ
て
明
確
に
、
所
謂
「
起
・
承
・
転
・
結
」
に
組
み
た
て

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
形
の
上
で
整
然
と
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
こ
の
人
の

整
っ
た
作
品
の
中
で
も
特
に
典
型
的
な
も
の
と
い
え
よ
う
。
さ
て
、
こ
の
「
起
・
承
・
転
・

結
」
の
構
成
が
、
ど
の
よ
う
な
意
昧
や
内
容
を
も
っ
て
細
部
の
構
成
が
す
す
め
ら
れ
、
ど
の
よ

う
な
効
果
に
関
っ
て
い
る
か
、
図
表
の
把
握
に
し
た
が
っ
て
触
れ
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。

 
第
一
章
(
起
)
は
、
江
戸
大
火
に
際
し
、
桜
田
門
で
の
馬
の
口
取
り
争
い
の
こ
と
で
あ
る
が
、

こ
れ
が
発
端
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
明
暦
三
年
正
月
十
九
日
、
江
戸
大
火
は
江
戸

城
へ
迫
っ
て
来
た
。
桜
田
門
に
駈
け
つ
け
た
水
野
監
物
忠
善
は
ま
か
り
通
る
と
名
を
通
じ
た

が
、
 
「
ひ
じ
ょ
う
の
場
合
、
家
来
は
あ
い
な
ら
ぬ
」
と
押
し
と
め
ら
れ
、
結
局
「
片
口
で
」
と

い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
途
端
に
、
い
き
な
り
「
弥
五
郎
口
取
り
を
つ
か
ま
つ
る
」
と
と
び

だ
し
て
馬
の
口
へ
と
り
つ
い
た
。
砥
と
ん
ど
同
時
に
、
 
「
い
や
そ
の
口
取
り
は
拙
者
が
承
る
」

と
と
び
だ
し
て
来
た
の
が
半
九
郎
で
あ
っ
た
。
忠
善
は
、
即
座
に
後
手
の
信
九
郎
を
制
し
、
弥

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
月

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
和

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
昭

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
腸

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
魏

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
欝

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
駿

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
轍

五
郎
で
よ
い
と
裁
い
た
・
こ
の
時
・
半
九
郎
は
憤
然
と
忠
善
を
ふ
り
仰
ぎ
・
「
殿
岩
ぽ
え
て
暫

御
座
あ
れ
！
」
と
絶
叫
し
た
。
し
か
し
、
主
君
に
向
か
っ
て
の
こ
の
失
言
に
立
錬
む
。
だ
が
、
 
縞

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
工

「
夢
中
だ
っ
た
の
で
あ
る
、
主
君
の
供
が
し
た
い
と
い
う
一
念
で
と
り
み
だ
し
て
い
た
の
に
ち
錦

が
い
な
い
。
」
と
作
者
は
解
説
す
る
。
彼
は
、
常
住
坐
臥
、
 
『
殿
の
お
ん
た
め
』
と
い
う
一
念

に
凝
り
固
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
い
わ
ば
失
言
が
因
で
、
半
九
郎
は
岡
崎
転
勤
を
命
じ

ら
れ
、
夕
煙
五
十
石
加
算
の
沙
汰
が
付
加
さ
れ
、
「
覚
え
て
い
う
と
申
し
た
あ
の
時
の
褒
美

だ
」
と
す
る
。

 
こ
こ
で
、
第
二
章
(
承
)
に
移
る
。

 
「
思
い
が
け
な
い
沙
汰
」
に
よ
っ
て
、
半
九
郎
は
、
 
「
1
殿
は
、
自
分
の
心
を
知
っ
て
く

だ
す
っ
た
。
」
と
、
泣
い
て
よ
ろ
こ
び
、
勇
ん
で
国
許
へ
移
っ
て
行
っ
た
。
半
九
郎
は
、
相
変

ら
ず
の
「
殿
の
お
ん
た
め
」
一
途
の
心
で
、
国
表
岡
崎
で
の
主
君
に
対
す
る
忠
勤
ぶ
り
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
待
ち
に
待
っ
た
主
君
忠
善
の
お
国
入
り
が
あ
る
や
、
半
九
郎
は
早
速
に
寒
い

早
朝
、
主
君
の
た
め
に
細
か
い
心
配
り
で
洗
面
の
準
備
(
忠
善
の
説
明
で
湯
か
ら
汲
み
た
て
の
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水
に
変
化
し
て
ゆ
く
)
、
続
い
て
乗
馬
の
た
め
馬
の
準
備
、
遠
乗
り
の
供
を
、
そ
れ
ぞ
れ
三
度

(
第
三
朝
に
は
洗
面
の
こ
と
だ
け
に
な
っ
て
い
る
)
奉
仕
の
場
面
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
三
度
の
回
を
重
ね
る
に
つ
れ
て
、
奉
仕
無
用
の
こ
と
、
そ
れ
が
し
き
た
り
で
あ
る
こ
と
を
忠

善
か
ら
聞
か
さ
れ
る
半
九
郎
で
は
あ
る
が
、
決
し
て
あ
っ
さ
り
と
は
奉
仕
を
止
め
な
か
っ
た
。

第
三
日
目
は
、
洗
面
の
用
意
に
つ
い
て
だ
け
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
最
後
の
時
と
場
面
で

は
、
忠
善
は
、
 
「
な
に
も
言
わ
ず
に
そ
れ
を
使
っ
た
」
で
終
っ
て
い
る
。

 
こ
の
第
一
・
二
章
の
起
・
承
の
部
分
を
通
し
て
、
半
九
郎
は
、
 
「
殿
の
お
ん
た
め
」
と
い
う

一
念
で
、
奉
公
一
途
に
働
い
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
 
「
殿
の
お
ん
た
め
」
 
「
主
君
の

供
が
し
た
い
と
い
う
一
心
」
か
ら
の
半
九
郎
の
姿
は
、
誰
か
ら
見
て
も
「
い
か
に
も
出
精
で
、

奉
公
無
二
」
の
姿
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
半
九
郎
の
心
の
真
相
は
、
第
一
章
で

の
馬
の
口
取
り
の
場
合
に
見
ら
れ
る
の
は
、
後
れ
て
と
び
つ
き
な
が
ら
弥
五
郎
を
つ
き
の
け
よ

う
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
他
人
を
押
し
の
け
て
も
自
分
だ
け
は
、
と
い
う
考
え
の
奉
公
平

で
あ
っ
て
、
自
分
の
奉
公
以
外
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
彼
の
目
に
は
、
殿
へ
の
一
辺
倒
で
あ
っ

て
、
周
囲
に
注
が
れ
る
べ
き
視
線
は
全
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
全
く
の
独
善
で
あ

り
、
自
己
絶
対
観
の
ほ
か
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
心
が
「
殿
！
お
ぼ
え
て
御
座
あ
れ

！
」
と
い
う
絶
叫
に
も
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
 
「
し
ま
っ
た
。
し
ま
っ
た
、
と
り
か
え
し
の
つ

か
ぬ
失
策
で
あ
る
、
彼
は
全
身
に
冷
汗
を
に
じ
ま
せ
な
が
ら
立
疎
ん
で
い
た
。
」
の
も
、
た
だ

主
君
と
家
来
と
い
う
身
分
の
差
の
上
に
乗
り
切
れ
な
か
っ
た
失
言
と
し
て
響
い
た
だ
け
で
あ
っ

て
、
決
し
て
彼
が
真
実
を
知
っ
て
の
反
省
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
第
一
章

末
の
「
血
相
を
五
十
石
加
算
」
の
沙
汰
に
対
し
て
、
半
九
郎
は
ま
ず
泣
い
た
。
忠
善
の
心
中
の

意
味
は
い
ま
は
措
く
と
し
て
、
半
九
郎
の
受
け
と
り
方
が
、
泣
い
て
よ
ろ
こ
ん
で
い
る
点
、
そ

し
て
、
第
二
章
の
冒
頭
に
、
 
「
I
l
殿
は
、
自
分
の
心
を
知
っ
て
く
だ
す
っ
た
。
」
と
喜
び
、

「
自
分
の
心
を
主
君
は
見
ぬ
い
て
く
れ
た
」
と
解
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
す
で
に
見
え
て
い

る
。
こ
れ
は
ま
ず
発
端
の
重
要
点
で
あ
る
が
、
第
三
章
の
(
転
)
へ
も
重
大
な
伏
線
的
な
関
り

を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
と
こ
ろ
の
考
察
に
は
、
 
「
山
上
の
垂
訓
」
 
(
マ
タ
イ
五
・
3
～
1
0
)
に

そ
の
真
義
を
見
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
こ
こ
ろ
の
貧
し
い
人
た
ち
は
、
さ
い
わ
い
で
あ

る
。
』
 
(
マ
タ
イ
五
・
3
)
は
、
 
「
自
分
が
全
く
無
力
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
、
た
だ
ひ
た
す

ら
神
に
よ
り
頼
む
人
は
さ
い
わ
い
で
あ
る
。
」
 
(
聖
書
誰
解
シ
リ
ー
ズ
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
バ
ー

ク
レ
ー
八
以
下
「
バ
ー
ク
レ
ー
」
と
略
記
V
)
ま
た
、
 
「
神
の
み
心
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の

は
、
自
分
が
全
く
無
力
で
あ
り
、
全
く
無
知
で
あ
り
、
人
生
を
生
き
る
の
に
全
く
無
能
で
あ
る

こ
と
を
知
っ
て
、
た
だ
ひ
た
す
ら
に
神
に
よ
り
頼
む
と
き
で
あ
る
。
信
頼
し
て
こ
そ
服
従
が
あ

る
。
神
の
国
は
心
の
貧
し
い
者
が
所
有
す
る
。
何
故
な
ら
、
心
の
貧
し
い
者
と
は
、
神
無
し
に

は
、
一
と
き
も
生
き
ら
れ
な
い
こ
と
を
自
覚
し
て
、
神
に
頼
り
、
神
に
従
う
こ
と
を
学
ん
だ
人

の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
」
 
(
全
高
)
自
己
絶
対
観
の
人
と
い
う
の
は
、
こ
う
い
う
「
こ
こ
ろ

の
貧
し
い
人
」
と
正
反
対
に
位
置
す
る
人
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
 
『
柔
和
な
人
た
ち
は
、
さ
い

わ
い
で
あ
る
』
 
(
マ
タ
イ
五
・
5
)
に
つ
い
て
、
 
「
こ
の
至
福
の
教
え
は
、
ま
ず
つ
ぎ
の
よ
う

に
記
す
こ
と
が
で
き
る
。

 
 
怒
る
べ
き
時
に
怒
り
、
怒
る
べ
き
で
な
い
と
き
に
怒
ら
な
い
人
は
さ
い
わ
い
で
あ
る
。
」

 
(
バ
ー
ク
レ
ー
)

と
。
 
「
自
分
に
加
え
ら
れ
た
侮
辱
や
損
害
に
対
し
て
怒
っ
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ク
リ

ス
チ
わ
、
ン
は
恨
ん
で
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
他
人
が
傷
つ
け
ら
れ
た

時
に
は
怒
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
自
分
申
心
の
怒
り
は
罪
で
あ
る
。

が
、
自
我
を
滅
し
た
怒
り
は
、
こ
の
世
の
偉
大
な
道
徳
の
力
で
あ
る
。
」
 
(
全
前
)
ま
た
、
次
㎜

の
よ
う
な
訳
も
可
能
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
画

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
漁

 
 
「
す
べ
て
の
本
能
、
衝
動
、
激
情
を
抑
制
す
る
こ
と
の
で
き
る
人
は
さ
い
わ
い
で
あ
る
。

 
完
全
に
自
制
で
き
る
人
は
さ
い
わ
い
で
あ
る
。
」
 
(
全
前
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
溺

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
恥

と
。
す
な
わ
ち
、
 
「
さ
い
わ
い
な
の
は
自
分
で
自
分
を
支
配
す
る
人
で
は
な
い
。
完
全
な
自
制
 
，

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
 
、
 
、
 
、
 
、
 
、
 
、
 
、
 
 
 
」

な
ど
は
人
間
に
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。
さ
い
わ
い
な
の
は
、
む
し
ろ
神
に
支
配
さ
れ
た
人
で
㎝

あ
る
。
神
に
つ
か
え
る
時
に
の
み
わ
れ
わ
れ
は
完
全
な
自
由
を
見
出
し
、
神
の
み
こ
こ
ろ
を
行
L

う
と
き
に
の
み
、
平
和
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
」
 
(
立
前
)
し
か
し
、
半
九
郎
取

に
は
、
自
制
な
ど
不
可
能
で
あ
っ
た
し
、
神
に
依
る
こ
と
な
ど
勿
論
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
鞭

る
。
い
か
に
忠
善
が
半
九
郎
の
自
覚
を
期
待
し
て
、
そ
の
間
違
い
を
暗
示
し
て
も
、
半
九
郎
の
㎡

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

心
中
に
は
「
自
己
絶
対
」
の
思
い
で
充
満
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
 
「
殿
の
お
ん
た
め
」
精
一
杯
廊

に
つ
と
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
「
俺
で
な
く
て
は
。
掩
が
い
ち
ば
ん
に
っ
と
め
る
ん
だ
。
」
と
帆

い
う
、
こ
の
心
の
ほ
か
に
忠
善
の
教
示
を
受
容
す
る
余
地
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
R

た
、
 
『
あ
わ
れ
み
深
い
人
た
ち
は
、
さ
い
わ
い
で
あ
る
、
彼
ら
は
あ
わ
れ
み
を
受
け
る
で
あ
ろ

う
。
』
 
(
マ
タ
，
η
五
・
7
)
は
、
 
「
多
く
の
人
は
自
分
の
気
持
ば
か
り
を
大
切
に
し
て
、
ほ
か

の
人
の
気
持
を
考
え
な
い
。
そ
れ
で
『
気
の
毒
に
思
う
』
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
外
側
か
ら
の

こ
と
で
、
他
人
の
心
や
胸
の
中
に
入
っ
て
、
相
手
の
立
場
に
立
っ
て
考
え
た
り
、
感
じ
た
り
し

ょ
う
と
い
う
努
力
を
払
お
う
と
し
な
い
。
」
 
(
バ
ー
ク
レ
ー
)
と
い
う
、
こ
の
よ
う
な
自
分
中

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
9

心
で
、
他
人
の
気
持
を
考
え
な
い
親
切
の
間
違
い
を
犯
す
こ
と
が
は
な
は
だ
多
い
の
で
あ
る

が
、
半
九
郎
の
奉
仕
に
は
こ
の
過
ち
が
潜
在
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
 
『
あ
な
た

が
た
は
白
く
塗
っ
た
墓
に
似
て
い
る
。
外
側
は
美
し
く
見
え
る
が
、
内
側
は
死
人
の
骨
や
、
あ

ら
ゆ
る
不
潔
な
も
の
で
い
っ
ぱ
い
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
あ
な
た
が
た
も
、
外
側
は
人
に
正
し
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注
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く
見
え
る
が
、
内
側
は
偽
善
と
不
法
と
で
い
っ
ぱ
い
で
あ
る
。
』
 
(
マ
タ
イ
ニ
十
三
・
2
7
～

2
8
)
半
九
郎
に
自
覚
さ
れ
て
お
ら
な
い
内
側
の
偽
善
が
、
主
君
忠
善
の
心
に
噛
み
合
わ
な
い
、

自
己
絶
対
観
を
振
り
払
う
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

 
た
と
え
ば
、
 
『
武
家
草
鮭
』
で
も
同
じ
精
神
の
姿
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
主
人
公
宗
方

伝
三
郎
は
、
自
分
だ
け
が
巧
し
い
と
す
る
正
義
感
か
ら
主
家
を
浪
々
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
俗
世
間
と
は
離
れ
た
よ
う
な
袋
井
の
山
家
に
身
を
寄
せ
て
、
所
謂
「
武
家
草
鮭
」
を

つ
く
る
が
、
余
り
に
丈
夫
で
評
判
は
よ
い
が
、
問
屋
か
ら
は
、
も
っ
と
多
く
売
れ
る
た
め
に
は

も
っ
と
弱
い
の
を
作
れ
と
い
わ
れ
、
道
普
請
の
土
方
に
な
っ
て
は
、
働
き
す
ぎ
る
、
休
み
時
間

は
ち
っ
と
ず
つ
で
も
よ
け
い
休
め
と
同
じ
土
方
仲
間
か
ら
い
わ
れ
る
。
林
で
山
葡
萄
の
蔓
へ
手

を
伸
ば
せ
ば
、
山
を
荒
す
じ
ゃ
な
い
と
百
姓
の
娘
に
吸
鳴
ら
れ
る
。
こ
こ
で
も
汚
れ
は
て
た
世

間
、
卑
俗
で
欺
隔
に
充
ち
て
い
て
住
め
る
処
で
な
い
、
と
出
よ
う
と
す
る
と
、
宿
の
主
人
に
、

「
あ
な
た
は
家
中
が
悪
い
。
世
間
も
卑
し
い
と
お
っ
し
ゃ
る
が
、
ひ
と
言
も
お
の
れ
が
悪
い
と

い
う
こ
と
は
仰
し
ゃ
ら
ぬ
よ
う
だ
。
」
と
指
摘
さ
れ
、
始
め
て
、
人
に
求
め
、
自
ら
の
責
を
忘

れ
て
い
る
過
誤
、
見
え
ぎ
る
真
実
が
世
の
申
の
襖
に
な
っ
て
ゆ
く
こ
と
を
教
え
ら
れ
、
自
分
の

欠
点
を
自
覚
す
る
の
で
あ
る
。
 
『
這
々
十
三
年
』
に
表
現
さ
れ
た
も
の
と
全
く
同
じ
精
神
が
見

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

 
さ
て
、
第
一
章
を
承
け
て
第
二
章
で
は
第
三
章
の
大
転
換
へ
、
対
忠
善
の
、
半
九
郎
の
自
己

絶
対
観
的
行
為
を
執
拗
に
強
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
章
末
尾
で
、
岡
崎
転
勤
に
付
加
し

て
「
覚
え
て
い
う
と
申
し
た
あ
の
時
の
褒
美
だ
」
と
い
っ
て
「
食
豫
を
五
十
石
加
算
」
さ
れ
た

こ
と
に
つ
い
て
も
、
半
九
郎
は
、
真
実
の
奉
公
を
悟
る
に
は
ほ
ど
遠
い
認
識
状
況
で
あ
っ
た

し
、
忠
善
の
こ
と
ば
の
真
意
も
理
解
は
出
来
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
第
二
章
冒
頭
の
「
殿
は
自
分

の
心
を
知
っ
て
く
だ
す
っ
た
」
と
い
う
こ
と
ば
に
表
白
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
忠
善
は
、

半
九
郎
の
心
な
ど
勿
論
立
派
に
知
り
尽
く
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
半
九
郎
の
認
識
は
全
く
別
で

あ
る
。
半
九
郎
の
認
識
は
、
こ
こ
で
も
全
く
自
己
流
・
自
己
中
心
に
殿
の
理
解
を
判
断
し
て
い

る
に
過
ぎ
な
い
。
い
よ
い
よ
ま
す
ま
す
自
己
絶
対
観
は
堅
固
に
か
た
ま
っ
て
き
て
い
る
わ
け
で

あ
る
。
こ
れ
が
、
第
三
章
の
「
転
」
を
い
よ
い
よ
効
果
的
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
試
み
に
忠

善
の
心
情
変
化
を
辿
っ
て
見
る
。

 
第
二
章
に
お
い
て
、
忠
善
の
帰
国
第
一
日
目
の
と
こ
ろ
で
は
、
半
九
郎
の
早
朝
か
ら
の
奉
仕

に
対
し
て
、
 
「
六
ッ
ま
で
は
、
起
き
て
ま
い
る
に
は
及
ば
ぬ
ぞ
」
で
は
、
ま
ず
は
単
純
に
半
九

郎
の
不
知
に
対
す
る
教
え
か
ら
始
ま
っ
て
、
「
ち
ら
と
半
九
郎
を
見
た
が
、
な
に
も
云
わ
ず
に

顔
を
洗
っ
て
し
ま
っ
た
」
。
そ
し
て
、
馬
を
曳
き
出
し
て
待
っ
て
い
た
半
九
郎
に
対
し
て
、

「
だ
い
ぶ
精
が
で
る
な
」
は
、
稽
皮
肉
で
あ
ろ
う
が
、
 
コ
眉
が
凝
る
ぞ
」
と
い
う
の
は
、
そ
れ

よ
り
も
直
戴
な
嫌
味
に
な
っ
て
い
る
。
第
二
日
目
で
は
、
洗
面
用
意
に
対
し
て
、
前
日
よ
り
遙

か
に
詳
し
く
明
確
に
説
明
を
与
え
て
い
る
。
読
者
の
受
け
と
り
は
当
然
常
識
的
に
は
、
こ
こ
で

半
九
郎
の
朝
の
早
起
き
奉
仕
は
止
む
に
ち
が
い
な
い
と
思
わ
れ
る
よ
う
に
筆
は
運
ば
れ
て
い

る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
半
九
郎
は
馬
の
用
意
に
か
か
わ
っ
て
お
り
、
次
い
で
、
矢
矧
川
堤
へ

の
遠
出
に
も
従
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
「
来
な
く
と
も
よ
い
…
…
戻
っ
て
お
れ
」
と
重
ね
、

さ
ら
に
「
来
な
く
と
も
よ
い
そ
」
と
二
度
ま
で
忠
善
の
こ
と
ば
が
、
畳
み
か
け
る
よ
う
な
形

で
、
忠
善
の
心
中
の
昂
進
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
第
三
日
目
で
は
、
洗
面
の
場
面
だ
け
に
な
っ

て
い
る
。
 
「
な
に
も
云
わ
ず
に
そ
れ
を
使
っ
た
」
と
い
う
の
も
第
一
日
と
同
じ
こ
と
ば
な
が

ら
、
そ
の
感
情
表
現
は
全
く
昂
進
の
極
に
至
っ
て
い
る
筈
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
第
三
章
の
突
然

に
役
目
を
解
か
れ
る
出
来
事
か
ら
他
へ
疑
い
を
寄
せ
識
訴
に
思
い
を
屈
し
て
、
遂
に
、
忠
善
か
月

ら
の
解
き
明
か
し
と
追
放
と
い
う
「
転
」
へ
の
効
果
は
極
め
て
大
き
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年

に
主
君
忠
善
を
筋
の
進
行
の
契
機
に
用
い
な
が
ら
、
主
人
公
半
九
郎
の
結
末
に
至
る
ま
で
の
、
 
5

「
殿
の
お
ん
た
め
」
一
途
の
奉
公
の
精
神
の
藻
を
＋
分
明
確
に
表
出
・
読
者
に
刻
明
繕
え
獅

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
昭

つ
け
る
働
き
を
付
与
で
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
腸

 
第
三
章
(
転
)
に
入
る
と
、
第
二
章
末
の
第
三
日
目
の
朝
の
用
意
さ
れ
た
盟
の
水
に
向
っ
て
魏

(
こ
の
時
は
、
さ
す
が
に
「
湯
で
は
な
か
っ
た
が
、
井
戸
か
ら
汲
み
た
て
の
、
湯
気
の
立
つ
よ
告

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
報

う
な
新
し
い
水
だ
っ
た
」
)
「
…
…
忠
善
は
な
に
も
云
わ
ず
に
そ
れ
を
使
っ
た
」
と
い
う
こ
と
究

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
研

ば
に
対
し
、
 
「
そ
れ
か
ら
間
も
な
く
天
野
半
九
郎
は
と
つ
ぜ
ん
役
目
を
解
か
れ
た
。
」
で
始
ま
轍

っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
二
章
ま
で
、
主
君
忠
善
の
教
示
に
も
拘
ら
ず
、
真
の
奉
公
の
意
昧
輔

を
覚
ら
ず
、
真
の
奉
公
の
出
来
な
い
重
九
郎
の
独
善
と
自
己
絶
対
観
は
、
突
然
の
お
役
御
免
の
購

意
昧
(
理
由
)
が
理
解
で
き
な
い
。
だ
か
ら
「
精
い
っ
ぱ
い
主
君
に
仕
え
て
来
た
。
i
ど
こ
蝶

が
悪
か
っ
た
の
だ
ろ
う
・
」
と
な
る
の
で
あ
る
・
し
た
が
っ
て
・
老
職
を
通
し
て
お
目
通
り
を
郷

願
う
。
そ
れ
が
聞
か
れ
な
く
て
直
訴
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
ま
で
は
、

筋
の
上
で
は
、
 
「
お
役
御
免
」
と
い
う
大
き
い
転
換
は
始
ま
っ
て
い
る
が
、
主
人
公
半
九
郎
の

精
神
(
心
理
)
状
態
は
、
第
一
・
二
章
の
極
致
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
て
も
、
向
き
は
変
っ
て

い
な
い
と
い
え
よ
う
。
し
か
も
こ
れ
は
、
第
三
章
の
主
た
る
要
点
で
は
な
く
、
 
「
お
役
御
免
」

の
意
味
が
わ
か
ら
な
い
で
、
直
訴
に
至
る
と
こ
ろ
は
、
こ
の
章
の
要
点
で
あ
る
主
君
忠
善
の
解

き
明
か
し
と
半
九
郎
追
放
を
引
き
出
す
た
め
の
契
機
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

に
も
拘
ら
ず
、
聖
書
的
意
義
に
お
い
て
、
十
二
分
野
要
点
に
至
る
筋
道
を
証
し
て
い
る
。
 
『
お

役
御
免
』
が
「
い
か
な
る
突
入
に
依
」
っ
て
な
の
か
わ
か
ら
な
い
。
 
「
た
だ
ひ
と
筋
に
御
奉
公

を
心
が
け
て
ま
い
り
ま
し
た
」
。
と
す
れ
ば
、
 
「
も
し
や
誰
人
か
殿
に
言
上
す
る
こ
と
な
ど
あ

っ
て
」
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
自
分
は
間
違
い
な
く
立
派
に
奉
公
し
て
い
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た
の
に
、
 
『
お
役
御
免
』
と
は
『
誘
訴
』
よ
り
ほ
か
な
さ
そ
う
だ
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
忠

善
に
し
て
み
れ
ば
、
す
で
に
当
初
か
ら
半
九
郎
の
「
殿
の
お
ん
た
め
」
 
「
奉
公
 
筋
」
 
「
奉
公

無
二
」
の
過
誤
を
捉
え
て
い
て
、
作
品
の
始
め
か
ら
こ
の
過
誤
を
正
し
、
忍
耐
深
く
教
示
し
て

き
た
。
そ
れ
が
半
九
郎
に
は
、
 
一
向
に
通
じ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
通
じ
な
い
者
が
ど

う
扱
わ
れ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
 
「
識
訴
」
を
ま
で
、
す
な
わ
ち
、
他
に
間
違
い
を
求
め

自
ら
に
過
誤
を
思
う
こ
と
の
な
い
半
九
郎
に
対
し
、
忠
善
は
総
て
を
解
き
明
か
し
、
救
い
難
い

半
九
郎
に
対
し
、
追
放
の
宣
言
を
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
 
『
自
分
の
義

を
、
見
ら
れ
る
た
め
に
人
の
前
で
行
わ
な
い
よ
う
に
、
注
意
し
な
さ
い
。
も
し
、
そ
う
し
な
い

と
、
天
に
い
ま
す
あ
な
た
が
た
の
父
か
ら
報
い
を
受
け
る
こ
と
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
』
 
(
マ
タ

イ
六
.
 
1
)
で
あ
る
。
 
「
人
間
の
生
活
の
中
で
一
番
立
派
な
こ
と
が
、
し
ば
し
ば
間
違
っ
た
動

機
で
な
さ
れ
る
」
(
バ
ー
ク
レ
ー
)
こ
と
が
あ
る
。
 
「
自
分
の
栄
光
の
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
善

行
を
行
う
者
は
、
そ
の
価
値
の
大
半
を
失
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
、
と
。
」
 
(
全
前
)
す
な
わ
ち
、

第
一
・
二
章
で
の
半
九
郎
の
「
殿
の
お
ん
た
め
」
 
「
奉
公
専
一
」
は
、
ま
さ
に
立
派
な
こ
と
で

あ
る
が
、
そ
の
中
味
な
り
動
機
に
は
問
題
乃
至
間
違
い
が
あ
っ
た
わ
け
で
、
そ
れ
を
正
そ
う
と

心
を
尽
す
の
が
主
君
忠
善
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
遂
に
半
九
郎
は
自
覚
に
至
ら
ず
、
立
派
な

奉
公
も
そ
の
「
価
値
の
大
半
を
失
な
っ
て
」
『
お
役
御
免
』
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
わ
け

で
あ
る
。
第
三
章
で
は
、
さ
ら
に
自
覚
ど
こ
ろ
で
は
な
く
て
、
 
『
お
役
御
免
』
の
お
も
い
や
り

の
真
意
を
す
ら
察
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
、
主
君
忠
善
に
直
訴
に
及
び
、
挙
句
に
は
、
 
『
調

訴
』
の
疑
い
す
ら
心
中
に
生
じ
て
、
半
九
郎
の
間
違
い
(
罪
)
は
さ
ら
に
深
ま
っ
て
し
ま
い
、

遂
に
追
放
に
至
る
わ
け
で
あ
る
。

 
こ
の
「
読
訴
」
の
疑
い
か
ら
直
訴
に
及
ぶ
と
こ
ろ
で
、
主
君
忠
善
の
平
九
郎
に
対
す
る
怒
り

の
解
き
明
し
が
行
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
第
三
章
で
の
真
の
奉
公
と
半
九
郎
の
奉
公
と

の
差
異
を
徹
底
的
に
解
き
明
か
す
忠
善
の
こ
と
ば
に
は
、
深
い
含
蓄
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
ガ
ラ
テ
や
人
へ
の
手
紙
に
、
 
『
愛
を
も
っ
て
互
い
に
仕
え
な
さ
い
』
 
(
ガ
ラ
テ
ヤ
・
五
・

1
3
)
と
あ
り
、
続
い
て
『
気
を
つ
け
る
が
よ
い
。
も
し
互
に
か
み
合
い
、
食
い
合
っ
て
い
る
な

ら
、
あ
な
た
が
た
は
互
に
滅
ぼ
さ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
』
 
(
全
町
・
1
5
)
と
あ
る
。
 
「
自
由

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

は
、
そ
れ
だ
け
で
は
利
己
主
義
に
転
化
す
る
危
険
が
あ
る
。
自
由
を
、
単
に
自
己
の
自
由
と
い

う
見
地
か
ら
だ
け
考
え
る
な
ら
、
そ
れ
は
『
互
に
か
み
合
い
、
食
い
合
っ
て
』
、
 
『
互
に
滅
ぼ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

さ
れ
て
し
ま
う
』
結
果
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
自
己
の
自
由
と
同
様
に
他
者
の
自
由
も
重
ん
じ
ら

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
へ
 
 
 
 
 
コ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
自
由
と
並
ん
で
愛
に
よ
る
奉
仕
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
く
る

の
で
あ
る
。
愛
と
は
、
他
者
の
た
め
に
自
己
を
制
限
す
る
こ
と
で
あ
る
。
自
己
の
自
由
も
ま
た

愛
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
(
『
聖
書
百
話
』
北
森
嘉
蔵
)
半
九
郎
が
ほ
ん
と
う

の
意
味
で
の
奉
公
に
志
す
た
め
に
は
、
桜
田
門
で
の
馬
の
口
取
り
争
い
の
こ
と
も
、
国
表
で
の

主
君
へ
の
奉
公
一
途
も
、
こ
こ
ま
で
立
ち
帰
っ
て
考
え
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
を
含
ん
で
い

る
わ
け
で
あ
る
。

 
以
上
の
よ
う
な
と
こ
ろ
を
も
含
め
て
、
忠
善
の
解
き
明
し
の
焦
点
に
は
、
い
ま
一
つ
の
意
昧

が
含
蓄
さ
れ
て
い
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
 
『
そ
れ
だ
か
ら
、
あ
な
た
が
た

に
言
っ
て
お
く
。
何
を
食
べ
よ
う
か
、
何
を
飲
も
う
か
と
、
自
分
の
命
の
こ
と
で
思
い
わ
ず
ら

い
、
何
を
着
よ
う
か
と
自
分
の
か
ら
だ
の
こ
と
で
思
い
わ
ず
ら
う
な
。
命
は
食
物
に
ま
さ
り
、

か
ら
だ
は
着
物
に
ま
さ
る
で
は
な
い
か
。
空
の
鳥
を
見
る
が
よ
い
。
ま
く
こ
と
も
、
刈
る
こ
と

も
せ
ず
、
倉
に
取
り
入
れ
る
こ
と
も
し
な
い
。
そ
れ
だ
の
に
、
あ
な
た
が
た
の
天
の
父
は
彼
ら

を
養
っ
て
い
て
下
さ
る
。
あ
な
た
が
た
は
彼
ら
よ
り
も
、
は
る
か
に
す
ぐ
れ
た
者
で
は
な
い

 
 
・
 
・
 
、
 
・
 
・
 
・
 
・
 
…
 
、
 
・
 
…
 
、
 
・
 
、
 
・
 
、
 
・
 
、
 
 
・
 
、
 
…
 
、
 
…
 
、
 
8
0

か
。
あ
な
た
が
た
の
う
ち
、
だ
れ
が
思
い
わ
ず
ら
っ
た
か
ら
と
て
、
自
分
の
寿
命
を
わ
ず
か
で
1
9

ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
リ

も
延
ば
す
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
ま
た
、
な
ぜ
、
着
物
の
こ
と
で
思
い
わ
ず
ら
う
の
か
。
野
の
紬

花
が
ど
う
し
て
育
っ
て
い
る
か
・
考
え
て
見
る
が
よ
い
。
働
き
も
せ
ず
・
紡
ぎ
も
し
な
い
。
し
臨

か
し
、
あ
な
た
が
た
に
言
う
が
、
栄
華
を
き
わ
め
た
時
の
ソ
ロ
モ
ン
で
さ
え
、
こ
の
花
の
一
つ
部

ほ
ど
に
も
着
飾
っ
て
は
い
な
か
っ
た
・
き
ょ
う
は
生
え
て
い
て
・
あ
す
は
糎
投
げ
入
れ
ら
れ
南

る
野
の
草
で
さ
え
、
神
は
こ
の
よ
う
に
装
っ
て
下
さ
る
の
な
ら
、
あ
な
た
が
た
に
、
そ
れ
以
上
馬

よ
く
し
て
く
だ
さ
ら
な
い
は
ず
が
あ
ろ
う
か
・
あ
あ
・
信
仰
の
薄
い
者
た
ち
よ
・
だ
か
ら
・
㌔

を
食
べ
よ
う
か
、
何
程
も
う
か
、
あ
る
い
は
何
薯
よ
う
か
と
言
っ
て
思
い
わ
ず
ら
う
な
。
踊

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
へ

こ
れ
ら
の
も
の
は
み
な
、
異
邦
人
が
切
に
求
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
あ
な
た
が
た
の
天
の
父
塊

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
U

は
、
こ
れ
ら
の
も
の
が
、
こ
と
ご
と
く
あ
な
た
が
た
に
必
要
で
あ
る
こ
と
を
ご
存
じ
で
あ
る
。
 
㎡

ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
へ
 
 
 
 
 
 

ま
ず
神
の
国
と
神
の
義
と
を
求
め
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
も
の
は
、
す
べ
て
添
え
叩

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
R

て
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
あ
す
の
こ
と
を
思
い
わ
ず
ら
う
な
。
あ
す
の
こ
と
は
、
 
＆

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
恥

あ
す
自
身
が
思
い
わ
ず
ら
う
で
あ
ろ
う
。
一
日
の
苦
労
は
、
そ
の
日
一
日
だ
け
で
十
分
で
あ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
1
1

る
。
』
 
(
マ
タ
イ
六
・
2
5
～
3
4
)

で
あ
る
。
主
君
忠
善
の
暗
示
的
教
示
が
い
く
ら
繰
り
返
さ
れ
て
も
半
九
郎
に
は
自
知
・
自
覚
が

生
ま
れ
な
か
っ
た
。
恐
し
た
り
、
教
示
し
た
り
、
皮
肉
っ
た
り
、
叱
責
し
た
り
、
手
を
変
え
品

を
変
え
て
の
忠
善
の
導
き
に
も
拘
ら
ず
、
奉
公
の
真
実
が
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
第
三
章
に

入
っ
た
と
こ
ろ
で
『
お
役
御
免
』
は
、
そ
う
い
う
事
態
の
挙
句
の
強
い
愛
の
鞭
で
あ
っ
た
筈
で

あ
る
。
だ
が
、
半
九
郎
の
自
我
の
強
さ
、
自
己
絶
対
の
心
は
、
こ
の
愛
を
も
受
け
よ
う
と
は
し

な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
彼
の
自
尊
心
が
無
惨
に
も
へ
し
折
ら
れ
た
と
い
う
感
受
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
人
の
力
に
は
限
界
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
自
覚
し
な
い
人
間
は
ひ
た
す
ら
自
己

の
力
を
過
信
し
て
、
自
己
を
頼
ろ
う
と
す
る
。
自
己
を
頼
る
し
か
な
い
者
の
心
に
は
、
歓
び
は
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取
り
去
ら
れ
て
不
安
が
生
ま
れ
る
。
不
安
が
嵩
ず
れ
ば
疑
心
暗
鬼
を
生
じ
、
人
を
疑
う
よ
う
に

な
っ
て
く
る
。
こ
の
心
が
、
半
九
郎
に
『
お
役
御
免
』
は
、
誰
か
の
『
議
訴
』
に
よ
る
も
の
と

の
疑
心
を
生
ま
せ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
如
何
に
思
い
わ
ず
ら
お
う
と
も
、
そ
の
人
が
己
が

寿
命
を
ほ
ん
の
僅
か
で
も
の
ば
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
教
え
て
い
る
。
思
い
わ
ず
ら
い
は
本
質

的
に
は
、
神
へ
の
不
信
を
県
立
し
て
い
る
。
神
を
父
と
呼
ぶ
こ
と
を
学
ん
だ
者
の
間
に
不
信
が

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
神
の
愛
を
信
じ
て
い
る
が
故
に
、
思
い
わ
ず
ら
い
を
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
常
に
全
力
を
尽
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
も
人
間
の
力

に
は
限
界
が
あ
る
。
思
い
わ
ず
ら
い
は
勿
論
の
こ
と
、
何
の
力
も
無
い
人
間
が
無
自
覚
に
己
に

頼
る
こ
と
は
危
険
極
ま
り
な
い
こ
と
で
あ
る
。
自
己
絶
対
観
と
い
う
神
へ
の
背
反
が
何
よ
り
も

重
大
な
罪
で
あ
る
こ
と
の
認
識
が
大
切
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
無
力
の
人
間
の
な
す
べ
き
こ
と

は
、
神
に
信
頼
し
て
、
す
べ
て
を
依
存
す
る
こ
と
で
あ
る
。
聖
句
に
よ
れ
ば
、
自
然
の
背
後
に

あ
る
恩
恵
を
知
り
、
そ
の
恩
恵
の
背
後
に
あ
る
愛
に
信
頼
せ
よ
、
な
の
で
あ
る
。
半
九
郎
が
、

主
君
忠
善
か
ら
あ
び
せ
ら
れ
た
真
の
奉
公
の
意
昧
の
解
き
明
し
を
聞
い
て
、
 
「
彼
の
全
身
を
微

塵
に
砕
」
か
れ
た
の
で
あ
る
。

 
い
か
に
主
君
の
教
示
が
あ
っ
て
も
、
自
己
絶
対
の
殻
を
脱
け
出
せ
な
い
で
、
真
の
奉
公
に
つ

い
て
の
自
覚
に
至
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
半
九
郎
に
必
要
な
こ
と
は
、
現
在
の
所
在
か
ら
完

全
に
突
き
離
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
切
の
解
き
明
し
を
聞
い
た
挙
句
、
追
放
を
命
ぜ
ら
れ

た
半
九
郎
は
頑
な
身
を
打
ち
砕
か
れ
、
全
く
孤
立
無
援
の
状
態
に
突
き
離
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

い
か
に
教
示
を
与
え
ら
れ
て
も
、
何
ら
の
自
覚
も
持
て
な
か
っ
た
半
九
郎
が
真
実
自
己
の
無
力

を
自
覚
し
た
の
は
こ
の
時
で
あ
る
筈
で
あ
る
。
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
五
に
、
『
悲
し
ん
で
い

る
人
た
ち
は
、
さ
い
わ
い
で
あ
る
』
 
(
マ
タ
イ
五
・
4
)
と
い
っ
て
あ
る
。
「
人
生
の
最
大
の

悲
し
み
を
耐
え
扱
い
た
人
は
、
さ
い
わ
い
で
あ
る
」
 
(
バ
ー
ク
レ
ー
)
悲
し
み
は
「
何
に
も
ま

し
て
人
の
情
け
を
し
み
じ
み
と
感
じ
さ
せ
る
」
 
(
飯
前
)
と
同
時
に
、
他
人
に
深
い
思
い
や
り

を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
「
神
の
慰
め
と
憐
み
が
何
に
も
か
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
知
ら
せ

る
。
悲
し
み
の
と
き
に
始
め
て
人
を
知
り
、
神
を
知
る
。
…
…
悲
し
み
に
会
う
と
き
、
人
は
深

い
も
の
を
さ
ぐ
り
、
も
し
悲
し
み
を
正
し
い
態
度
で
受
け
と
め
る
な
ら
、
新
し
い
力
と
美
し
さ

が
魂
に
加
え
ら
れ
る
。
」
 
(
全
前
)
 
「
自
分
の
罪
と
自
分
の
無
価
値
を
、
絶
望
す
る
ほ
ど
に
悲

し
む
者
」
こ
そ
「
こ
の
悲
し
み
を
通
し
て
の
み
神
を
知
る
喜
び
を
見
出
す
」
 
(
全
前
)
と
い
っ

て
あ
る
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
自
覚
が
、
彼
に
「
真
実
の
奉
公
」
が
何
で
あ
る
か
を
ほ
ん
と
う

に
認
識
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
自
覚
に
立
ち
至
っ
た
時
、
依
る
べ

き
力
あ
る
も
の
・
神
へ
の
依
存
を
知
る
筈
で
あ
る
。
神
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
筈
で
あ
る
。
半

九
郎
の
真
実
と
の
出
合
い
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

 
こ
こ
に
第
四
章
の
(
結
)
と
し
て
の
意
義
が
盛
り
上
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
身
を
も
っ
て
扉

の
隙
を
塞
い
で
煙
硝
蔵
へ
の
延
焼
・
爆
発
を
防
い
だ
男
が
確
認
で
き
な
い
ま
ま
翌
年
十
一
月
、

忠
善
は
霜
の
深
い
矢
矧
川
堤
で
遠
乗
り
の
さ
中
に
、
そ
の
男
こ
そ
半
九
郎
だ
と
、
光
の
閃
く
よ

う
に
そ
の
名
が
思
い
う
か
ん
だ
の
で
あ
る
。
 
「
瀟
々
た
る
十
三
年
の
と
し
つ
き
を
経
て
、
ふ
た

た
び
主
従
の
心
は
あ
い
寄
っ
た
」
の
で
あ
る
。
こ
の
結
末
が
こ
の
作
品
の
最
高
潮
で
あ
る
と
と

も
に
い
わ
ば
主
題
の
『
真
実
の
奉
公
』
す
な
わ
ち
、
 
『
無
償
の
奉
仕
』
の
総
仕
上
げ
と
な
っ
て

い
る
。
こ
れ
こ
そ
周
五
郎
が
聖
書
に
依
っ
た
最
大
の
テ
ー
マ
で
あ
っ
て
、
彼
の
他
の
作
品
の
テ

ー
マ
と
し
て
の
共
通
の
意
味
も
考
え
ら
れ
る
も
の
で
も
あ
る
。
イ
エ
ス
の
山
上
の
説
教
の
と
こ

ろ
に
十
二
分
に
教
え
ら
れ
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

 
す
な
わ
ち
、
 
『
し
か
し
、
聞
い
て
い
る
あ
な
た
が
た
に
言
う
。
敵
を
愛
し
、
憎
む
者
に
親
切

へ
 
 
ヘ
 
 
へ

に
せ
よ
。
の
ろ
う
者
を
祝
福
し
、
は
ず
か
し
め
る
者
の
た
め
に
祈
れ
、
あ
な
た
の
頬
を
打
つ
者

に
は
ほ
か
の
頬
を
も
向
け
て
や
り
、
あ
な
た
の
上
着
を
奪
い
取
る
者
に
は
下
着
を
も
拒
む
な
。

あ
な
た
に
求
め
る
者
に
は
与
え
て
や
り
、
あ
な
た
の
持
ち
物
を
奪
う
者
か
ら
は
取
り
も
ど
そ
う

と
す
る
な
。
人
々
に
し
て
ほ
し
い
と
、
あ
な
た
が
た
の
望
む
こ
と
を
、
人
々
に
も
そ
の
と
お
り

に
せ
よ
。
自
分
を
愛
し
て
く
れ
る
者
を
愛
し
た
か
ら
と
て
、
ど
れ
ほ
ど
の
手
柄
に
な
ろ
う
か
。

罪
人
で
さ
え
、
自
分
を
愛
し
て
く
れ
る
者
を
愛
し
て
い
る
。
自
分
に
よ
く
し
て
く
れ
る
者
に
よ

く
し
た
と
て
、
ど
れ
ほ
ど
の
手
柄
に
な
ろ
う
か
。
罪
入
で
さ
え
、
そ
れ
く
ら
い
の
事
は
し
て
い

る
。
ま
た
返
し
て
も
ら
う
つ
も
り
で
貸
し
た
と
て
、
ど
れ
ほ
ど
の
手
柄
に
な
ろ
う
か
。
罪
人
で

も
、
同
じ
だ
け
の
も
の
を
返
し
て
も
ら
お
う
と
し
て
、
仲
間
に
貸
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ

な
た
が
た
は
、
敵
を
愛
し
、
人
に
よ
く
し
て
や
り
、
ま
た
何
も
当
て
に
し
な
い
で
貸
し
て
や

れ
。
そ
う
す
れ
ば
受
け
る
報
い
は
大
き
く
、
あ
な
た
が
た
は
い
と
高
き
者
の
子
と
な
る
で
あ
ろ

う
。
い
と
高
き
者
は
、
恩
を
知
ら
ぬ
者
に
も
悪
人
に
も
、
な
さ
け
深
い
か
ら
で
あ
る
。
あ
な
た

が
た
の
父
な
る
神
が
慈
悲
深
い
よ
う
に
、
あ
な
た
が
た
も
慈
悲
深
い
者
と
な
れ
。
』
 
(
ル
カ
六

・
2
7
～
3
6
)

で
あ
る
。
 
『
敵
を
愛
し
、
僧
む
者
に
親
切
に
せ
よ
』
は
、
 
「
他
者
に
対
し
て
善
を
し
ょ
う
と
い

う
、
内
発
的
な
感
情
を
あ
ら
わ
す
。
そ
の
意
味
で
は
、
相
手
の
人
間
が
ど
の
よ
う
な
仕
打
ち
に

で
よ
う
と
も
、
相
手
の
幸
福
を
お
も
ん
ば
か
っ
て
や
ま
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
分
の
利

害
を
ま
げ
て
も
、
す
す
ん
で
相
手
の
至
福
を
配
慮
し
て
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。
」
 
(
バ
ー
ク
レ

ー
)
す
な
わ
ち
、
 
『
無
償
の
奉
仕
』
の
謂
で
あ
る
。
 
「
イ
エ
ス
は
、
自
分
に
し
て
欲
し
い
と
思

う
こ
と
を
他
人
に
も
せ
よ
、
と
い
う
黄
金
律
を
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
た
。
」
 
(
三
三
)
孔
子

が
『
己
れ
の
欲
せ
ざ
る
所
は
人
に
施
す
な
か
れ
』
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
否

定
形
で
あ
る
。
「
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
は
さ
ほ
ど
困
難
で
は
な
い
。
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し
か
し
、
自
分
に
し
て
欲
し
い
と
思
う
こ
と
を
営
業
を
い
と
わ
ず
に
や
り
ぬ
く
こ
と
は
、
そ
れ

と
は
全
く
異
質
の
も
の
で
あ
る
。
」
 
(
全
前
)
そ
し
て
「
自
分
を
は
か
る
も
の
さ
し
が
隣
人
で

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
比
較
に
よ
っ
て
自
分
を
対
等
に
す
る
の
は
し
ご
く
容
易
な

こ
と
だ
ろ
う
。
自
分
を
は
か
る
も
の
さ
し
は
、
む
し
ろ
、
神
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
 
(
全

前
)
「
こ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
者
の
行
な
い
の
根
拠
は
何
か
。
わ
れ
わ
れ
を
神
に
近
づ
け
る
こ

と
、
そ
れ
が
そ
の
根
拠
で
あ
る
。
…
…
神
の
愛
は
、
聖
人
も
罪
人
も
同
じ
よ
う
に
包
み
込
む
愛

で
あ
る
。
敵
に
対
し
て
さ
え
そ
の
幸
福
を
願
う
よ
う
に
な
る
な
ら
、
そ
の
と
き
わ
れ
わ
れ
は
真

の
神
の
子
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
」
 
(
全
前
)
と
。

 
半
九
郎
は
、
追
放
さ
れ
て
か
ら
十
三
年
、
真
実
の
奉
公
が
何
で
あ
る
か
を
知
ら
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
偶
々
岡
崎
の
火
事
で
危
く
火
を
引
く
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
煙
硝
蔵
を
身
を
も
っ
て
塞

ぐ
目
塗
り
の
役
割
を
し
て
焼
死
、
煙
硝
蔵
の
爆
発
を
未
然
に
防
い
だ
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と

を
、
主
君
忠
善
は
、
寛
文
十
一
年
十
一
月
の
霜
の
ふ
か
い
朝
、
矢
矧
川
の
堤
で
、
〈
そ
れ
は
、

か
つ
て
同
じ
場
所
で
、
同
じ
よ
う
に
霜
の
深
い
朝
、
葱
怒
の
拳
を
あ
げ
て
、
半
九
郎
の
高
頬
を

打
ち
、
突
き
伏
せ
、
半
九
郎
の
間
違
い
を
酷
し
く
指
摘
し
、
真
実
の
奉
公
を
教
え
、
追
放
を
申

し
渡
し
た
、
そ
の
場
所
V
あ
の
時
の
半
九
郎
の
平
伏
す
る
姿
を
見
た
の
で
あ
る
。
忠
善
は
、
凍

て
た
土
を
撫
で
な
が
ら
半
九
郎
に
語
り
か
け
た
。
 
「
涙
が
忠
善
の
頬
を
な
が
れ
」
 
「
薫
々
た
る

十
三
年
の
と
し
つ
き
を
経
て
、
ふ
た
た
び
主
従
の
心
は
あ
い
寄
っ
た
の
で
あ
る
。
」
と
結
ぶ
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ど
う
し
て
も
真
実
の
奉
公
の
意
昧
が
自
覚
で
き
な
い
で
、
遂
に
追
放
さ

 
 
 
 
L
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
1
2

・
れ
た
半
九
郎
に
、
は
じ
め
て
神
と
の
出
合
い
が
果
さ
れ
、
彼
の
救
い
の
完
成
に
も
等
し
い
終
幕

が
下
ろ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

注
7
 
注
4
の
末
尾
参
照
。
・
「
ガ
ラ
テ
や
六
・
1
～
5
」
 
『
重
荷
を
負
う
こ
と
』
が
、
自
己

 
 
絶
対
観
を
去
り
、
自
己
の
無
力
を
知
る
こ
と
の
原
動
力
と
し
て
の
自
覚
を
も
た
ら
す
と

 
 
は
、
 
「
霊
的
な
生
活
を
し
、
本
当
に
キ
リ
ス
ト
者
ら
し
い
生
活
を
し
ょ
う
と
し
て
い
る
人

 
 
が
犯
す
危
険
は
、
他
人
の
罪
を
厳
し
く
裁
き
が
ち
に
な
る
…
…
彼
ら
は
索
漠
と
し
て
、
非

 
 
同
情
的
で
あ
る
。
…
…
パ
ウ
ロ
は
、
…
…
わ
た
し
た
ち
が
過
ち
や
罪
に
陥
っ
て
い
る
人
を

 
 
見
る
と
き
は
、
『
神
の
恵
み
が
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
わ
た
し
も
陥
っ
て
い

 
 
た
で
あ
ろ
う
』
と
言
っ
た
方
が
よ
い
、
と
述
べ
て
い
る
。
…
…
つ
ぎ
に
、
パ
ウ
ロ
は
う
ぬ

 
 
ぼ
れ
を
叱
責
し
て
い
る
。
わ
た
し
た
ち
は
、
自
分
の
達
成
し
た
も
の
を
他
人
と
比
較
す
る

 
 
な
ら
ば
、
そ
の
達
成
は
極
め
て
快
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
を
理
想
と
比
較
す
る
と
き

 
 
に
は
、
う
ぬ
ぼ
れ
の
理
由
に
な
る
も
の
は
何
一
つ
見
当
ら
な
く
な
る
。
」
(
「
聖
書
誰
解
シ

 
 
リ
ー
ズ
」
バ
ー
ク
レ
ー
)

注
8
 
本
文
と
同
趣
旨
を
、
水
谷
昭
夫
氏
は
、
 
「
山
本
周
五
郎
と
キ
リ
ス
ト
教
」
と
い
う
一
文

 
 
の
中
で
、
「
『
五
辮
の
椿
』
の
世
界
」
を
「
作
品
は
き
わ
め
て
厳
正
な
形
の
中
に
保
た
れ

 
 
て
い
る
。
形
の
た
し
か
さ
は
ま
た
構
成
の
た
し
か
さ
と
な
っ
て
、
主
題
を
明
晰
の
中
に
た

 
 
も
つ
」
と
述
べ
て
い
る
。

注
9
 
相
手
の
気
持
を
考
え
な
い
で
問
違
っ
た
親
切
を
し
た
例
と
し
て
す
ぐ
思
い
出
さ
れ
る
の

 
 
は
、
イ
エ
ス
が
ベ
タ
ニ
ヤ
の
マ
ル
タ
と
マ
リ
ヤ
の
家
を
訪
問
さ
れ
た
と
き
の
こ
と
で
あ

 
 
る
。
 
(
ル
カ
一
〇
・
3
8
～
4
2
)
に
あ
る
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
イ
エ
ス
が
こ
こ

 
 
に
立
ち
寄
ら
れ
た
の
は
、
十
字
架
に
か
か
る
二
・
三
日
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き

 
 
イ
エ
ス
は
、
し
ば
ら
く
で
も
く
つ
ろ
い
で
休
み
、
胸
苦
し
い
緊
張
を
ほ
ぐ
し
た
い
と
願
っ

繰
越
 
解
灘
濤
養
饗
網
棚
転
搬
は
鷲
.
 
軽
準
澗

 
 
ら
忙
し
く
立
ち
働
き
、
皿
や
鍋
の
音
を
カ
タ
カ
タ
、
ガ
タ
ガ
タ
さ
せ
て
い
た
。
 
こ
の
音
曲

 
 
は
・
張
り
つ
め
た
イ
エ
ス
の
神
経
に
は
耐
え
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
・
イ
エ
ス
が
望
漁

 
 
ま
れ
た
の
は
、
静
か
な
ひ
と
と
き
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
マ
ル
タ
は
親
切
に
す
る
つ
も
り
濁

 
 
で
実
は
非
常
に
残
酷
な
こ
と
を
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
・
し
か
し
・
マ
リ
ヤ
は
・
イ
エ
酌

  

X
の
静
か
に
し
て
い
た
い
と
い
う
気
持
蓋
し
尾
 
 
 
 
鳳

 
 
 
わ
れ
わ
れ
は
よ
く
親
切
を
し
ょ
.
 
つ
と
す
る
が
、
そ
の
親
切
は
自
分
の
立
場
か
ら
見
た
親
山

 
 
切
で
、
相
手
に
と
っ
て
は
迷
惑
な
場
合
が
あ
る
。
も
し
わ
れ
わ
れ
が
、
相
手
の
心
の
中
に
驚

 
 
ま
で
入
っ
て
ゆ
こ
う
と
心
が
け
る
な
ら
ば
、
親
切
を
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
心
に
も
な
い
脹

 
 
不
親
切
を
し
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
、
二
重
の
親
切
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
」
 
(
パ
ー
ク
㏄

 
 
レ
ー
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
凱

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R

注
1
0
 
「
マ
タ
イ
ニ
一
二
.
 
2
7
～
2
8
」
に
つ
い
て
。
こ
の
光
景
は
、
 
「
ユ
ダ
ヤ
の
墓
の
多
く
は
、
 
帆

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R

 
 
路
傍
に
あ
っ
た
。
…
…
過
越
祭
の
頃
パ
レ
ス
チ
ナ
の
道
に
は
神
殿
に
参
拝
す
る
人
た
ち
が

 
 
あ
ふ
れ
た
が
、
も
し
こ
の
人
た
ち
が
途
中
で
け
が
れ
を
う
つ
さ
れ
れ
ば
、
過
越
祭
に
参
加

 
 
で
き
な
く
な
る
。
そ
こ
で
参
拝
者
が
知
ら
な
い
で
墓
に
ふ
れ
て
け
が
れ
を
う
つ
さ
れ
な
い

 
 
よ
う
に
、
ア
ダ
ル
の
月
に
は
路
傍
の
墓
を
み
な
白
く
塗
っ
た
。

 
 
 
そ
こ
で
春
の
日
に
パ
レ
ス
チ
ナ
を
旅
行
す
る
人
た
ち
は
日
光
に
白
く
灘
い
て
い
る
墓
を

 
 
見
て
、
美
し
い
と
さ
え
思
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
内
部
に
は
、
骨
と
死
体
が
い

 
 
っ
ぱ
い
つ
ま
っ
て
い
て
、
そ
れ
に
ふ
れ
れ
ば
け
が
れ
た
。
こ
れ
こ
そ
、
パ
リ
サ
イ
人
の
実

 
 
体
で
あ
る
と
イ
エ
ス
は
い
わ
れ
る
。
か
れ
ら
の
外
見
は
非
常
に
宗
教
的
で
あ
る
が
、
心
の

 
 
中
は
罪
に
よ
っ
て
け
が
れ
、
く
さ
っ
て
い
る
と
。

 
 
 
こ
の
こ
と
は
今
日
で
も
起
こ
っ
て
い
る
。
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
が
い
っ
た
よ
う
に
、
顔
に
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微
笑
を
浮
か
べ
て
い
る
悪
人
が
い
る
。
頭
を
た
れ
、
敬
慶
な
足
取
り
で
歩
き
、
手
を
重
ね

 
 
て
い
か
に
も
謙
遜
に
み
え
て
も
、
人
を
罪
人
だ
と
い
っ
て
軽
蔑
し
て
い
る
人
た
ち
が
い

 
 
る
。
こ
の
人
た
ち
は
謙
遜
を
誇
り
、
人
々
は
謙
遜
な
態
度
に
感
心
す
る
で
あ
ろ
う
と
考
え

 
 
て
歩
い
て
い
る
。
本
当
の
善
人
は
自
分
が
善
人
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
。
自
分
が
善
人

 
 
だ
と
思
っ
た
瞬
間
に
、
外
見
上
は
ど
ん
な
に
立
派
に
見
え
て
も
、
そ
の
徳
が
消
え
て
し
ま

 
 
う
の
で
あ
る
。
」
 
(
バ
ー
ク
レ
ー
)

注
U
 
マ
タ
イ
六
・
2
5
～
3
4
、
の
ほ
か
に
、
コ
リ
ン
ト
ー
・
二
・
1
～
5
、
も
同
じ
よ
う
な
意

 
 
を
教
え
て
い
る
。

 
 
 
・
説
教
の
主
体
は
神
自
身
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
人
間
的
技
巧
は
一
切
不
要
で
あ
る
。
む

 
 
し
ろ
さ
ま
た
げ
で
あ
る
。
 
(
新
約
聖
書
略
解
)

 
 
 
・
か
か
る
愚
か
な
弱
い
説
教
と
伝
道
と
の
目
的
は
、
た
だ
教
会
の
信
仰
が
人
に
で
な

 
 
く
、
こ
れ
を
超
え
て
直
接
に
た
だ
神
の
力
に
の
み
依
ら
ん
が
た
め
で
あ
る
。
(
全
前
)

注
1
2
 
聖
書
の
真
理
は
出
合
い
と
し
て
の
真
理
で
あ
る
。
 
(
キ
リ
ス
ト
教
大
辞
典
、
教
宣
館

 
 
版
)

〔
お
わ
り
に
〕

 
は
じ
め
に
記
し
た
よ
う
に
、
山
本
周
五
郎
が
そ
の
作
品
の
た
め
に
聖
書
を
用
い
た
で
あ
ろ
う

こ
と
、
し
か
も
そ
の
聖
書
理
解
も
あ
る
程
度
詳
密
さ
が
あ
っ
た
こ
と
も
、
ま
さ
に
そ
の
と
お
り

 
 
注
1
3

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
『
戸
々
十
三
年
』
を
発
表
の
頃
、
聖
書
と
の
関
わ
り

の
度
合
が
ど
の
程
度
で
あ
っ
た
か
は
、
疑
問
な
し
と
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
が
、
 
『
瀟
々
十

三
年
』
の
み
に
つ
い
て
は
、
半
九
郎
と
い
う
人
間
を
神
の
前
に
引
き
出
し
、
ひ
き
据
え
て
描
い

て
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
比
較
的
容
易
に
捉
え
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
字
面
の
上
で
は
、
ま
さ

し
く
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
と
か
、
 
キ
リ
ス
ト
教
に
関
わ
り
を
も
ち
つ
つ
と
い
う
よ
う
な
こ
と

は
、
勿
論
あ
り
え
な
い
し
、
描
か
れ
た
事
柄
の
時
代
的
な
面
か
ら
も
そ
の
こ
と
が
ど
の
よ
う
な

形
で
で
も
表
面
に
は
表
わ
さ
れ
え
な
い
時
と
素
材
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
近
代
以
外
で
も
切
支

丹
禁
制
時
代
の
表
に
よ
る
素
材
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
に
関
す
る
作
品
を
構
成
す
る
こ
と
は
極

め
て
困
難
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
も
不
可
能
の
領
域
が
殆
ん
ど
で
あ
っ
た
筈
で
あ

る
。 

そ
の
こ
と
に
も
増
し
て
、
絶
対
必
要
、
不
可
欠
の
神
・
キ
リ
ス
ト
・
聖
霊
が
、
作
者
に
お
い

て
は
い
か
に
思
量
せ
ら
れ
、
ど
の
よ
う
に
作
品
構
成
の
中
に
組
み
込
ま
れ
よ
う
と
し
た
の
か
、

聖
書
の
こ
と
ば
が
、
作
者
の
人
間
的
信
条
乃
至
は
作
者
の
道
徳
観
・
倫
理
観
と
化
し
て
、
作
品

の
裏
側
に
隠
さ
れ
る
形
を
と
っ
て
し
ま
っ
て
い
て
、
本
当
の
福
音
の
姿
は
行
き
方
知
れ
ず
に
な

っ
て
い
き
か
ね
な
い
て
い
た
ら
く
で
あ
る
。
聖
書
的
精
神
を
た
ど
り
な
が
ら
決
定
的
な
神
の
姿

が
見
え
な
い
半
端
な
道
筋
を
辿
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
残
念
さ
が
大
き
く
残
影
と
な
っ
て

い
る
。

 
こ
れ
は
、
作
者
が
聖
書
を
利
用
し
つ
つ
も
、
キ
リ
ス
ト
者
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
よ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
1
4

る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
主
義
の
存
在
不
能
の
時
代
や
人
物
を
も
っ
て

作
品
の
構
成
を
図
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
決

定
的
に
こ
の
山
本
周
五
郎
の
作
品
を
キ
リ
ス
ト
教
文
学
と
呼
べ
な
い
理
由
が
こ
こ
に
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

 
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、
表
現
さ
れ
て
い
る
時
代
や
人
物
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
匂
い
は
一
切
隠
月

さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
て
、
お
そ
ら
く
殆
ん
ど
の
一
般
読
者
に
と
っ
て
は
キ
リ
ス
ト
教
的
臭
味
は
3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年

全
く
気
付
く
こ
と
の
で
き
な
い
形
に
仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
、
作
者
5
5

の
意
図
は
、
聖
書
の
精
神
が
、
神
の
心
で
な
い
、
作
者
の
人
間
的
倫
理
に
変
更
さ
れ
た
も
の
と
和

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
昭

し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
管
拘
わ
是
こ
の
蚕
＋
三
年
』
を
は
じ
め
と
し
て
、
山
本
周
五
郎
の
数
多
嘉

の
作
品
群
に
は
、
聖
書
と
の
関
わ
り
が
比
較
的
容
易
に
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
は
、
や
は
り
限
告

り
な
い
魅
力
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
こ
と
は
確
か
に
、
論
を
侯
た
な
い
と
こ
ろ
で
あ
礁

る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以
上
 
 
 
 
榊

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
弾

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
輔

注
1
3
 
木
村
久
遍
典
氏
が
、
そ
の
「
人
間
山
本
周
五
郎
」
に
、
 
「
一
時
期
の
山
本
さ
ん
は
、
聖
等

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●
●
●
●
 
高

 
 
書
を
読
む
こ
と
に
多
く
の
時
間
を
あ
て
た
。
山
本
さ
ん
は
仏
教
徒
で
も
な
く
、
キ
リ
ス
ト
蝶

 
 
侍
徒
で
む
掛
か
川
町
。
だ
が
、
か
な
り
仏
教
書
に
も
通
じ
、
聖
晋
を
熟
読
い
b
。
門
馬
義
都

 
 
久
は
新
聞
記
者
に
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
職
業
牧
師
で
も
あ
っ
た
と
い
う
異
色
ジ
ャ
ー
ナ
リ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ

 
 
ス
ト
だ
が
、
山
本
さ
ん
の
ツ
ボ
ッ
ボ
を
押
え
て
い
く
勘
の
よ
い
聖
書
の
読
み
方
に
は
驚
嘆

 
 
し
た
も
の
で
あ
る
。
」
と
い
っ
て
あ
る
。
結
び
の
総
括
と
い
え
そ
う
で
も
あ
る
。

注
1
4
 
例
え
ば
、
 
『
瀟
々
十
三
年
』
の
構
成
で
は
、
主
人
公
天
野
半
九
郎
が
罪
の
人
と
し
て
神

 
 
の
前
に
置
か
れ
て
い
る
形
を
と
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
作
品
の
テ
ー
マ
へ
の
流
れ

 
 
を
辿
る
と
、
ど
う
し
て
も
「
神
」
の
存
在
が
オ
カ
シ
ク
な
る
。
 
「
キ
リ
ス
ト
教
文
学
」

 
 
で
は
、
 
「
神
」
は
飽
く
ま
で
も
神
で
あ
っ
て
、
対
す
る
人
間
は
善
悪
賢
鈍
様
々
で
あ
る
。

 
 
と
こ
ろ
が
、
『
幽
々
十
三
年
前
で
は
、
神
の
役
が
ど
う
も
水
野
監
物
忠
善
に
設
定
さ
れ
て

 
 
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
水
野
忠
善
は
い
く
ら
主
君
で
も
神
で
は
あ
り
え
な
い
。
こ

 
 
の
よ
う
な
設
定
が
時
代
と
登
場
人
物
が
キ
リ
ス
ト
教
文
学
と
し
て
は
打
ち
合
わ
な
い
。
設
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定
に
無
理
と
齪
齢
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
聖
書
の
意
志
・
精
神
が
す
べ
て
裏

に
引
っ
込
ん
で
完
全
に
表
か
ら
は
消
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
勿
論
、
周
五
郎
の
意

志
が
、
宗
教
に
直
接
関
わ
り
の
な
い
弱
い
大
衆
に
も
直
か
に
容
易
に
受
容
さ
れ
る
も
の
と

し
て
そ
の
作
品
の
構
成
を
考
え
て
い
た
こ
と
が
何
よ
り
の
因
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
聖

書
理
論
と
し
て
の
信
条
が
作
者
山
本
周
五
郎
の
思
想
に
、
周
五
郎
の
倫
理
観
に
変
じ
て
利

用
せ
ら
れ
、
信
仰
に
お
け
る
神
の
こ
と
ば
と
し
て
の
聖
書
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
本
文
の
頭
書
の
部
分
に
も
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

介浩田縄

(
昭
和
五
十
四
年
九
月
七
日
受
理
)
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