
『
破

戒
』

試

払面冊

そ
の
モ
チ
ー
フ
を
め
ぐ
っ
て

竹

下

直

子

一

 
明
治
三
十
七
年
十
二
月
十
七
日
の
神
津
猛
の
日
記
に
、
《
氏
（
藤
村
）
は
本

年
四
月
以
来
執
筆
中
の
長
編
小
説
に
就
い
て
色
々
語
っ
て
く
れ
た
。
 
（
略
）

見
る
と
、
「
破
戒
」
と
い
う
表
題
内
氏
が
言
う
通
り
妙
な
表
題
だ
。
》
と
い

う
記
述
が
あ
り
、
ま
た
明
治
三
十
八
年
三
月
五
日
付
の
同
じ
く
神
津
猛
宛
書
簡

に
、
《
今
回
の
長
編
を
構
成
せ
む
と
思
立
ち
し
当
時
は
、
大
凡
一
年
（
則
ち
こ

の
四
月
ま
で
）
の
見
込
に
て
…
…
》
と
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
『
破
戒
』
の
執

筆
開
始
の
時
期
は
明
治
三
十
七
年
四
月
頃
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
。

 
「
『
春
』
と
『
龍
土
筆
」
」
．
と
い
う
談
話
（
『
趣
味
』
明
治
4
0
年
4
月
）
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン

中
で
作
者
が
、
《
「
破
戒
」
を
書
き
ま
し
た
時
は
結
構
も
始
め
か
ら
チ
ャ
ン
と

き
め
て
置
い
て
、
こ
㌧
を
斯
う
書
き
、
あ
す
を
斯
う
と
十
分
に
案
が
立
っ
て
居

り
ま
し
た
》
と
語
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
本
格
的
に
『
破
戒
」
執
筆
に

取
り
掛
っ
た
明
治
三
十
七
年
四
月
頃
に
は
、
作
晶
の
結
構
は
か
な
り
細
部
に
わ

た
っ
て
で
き
あ
が
っ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。
 
『
破
戒
』
と
そ
れ
に
関
す
る
文

章
等
層
合
わ
せ
読
ん
で
い
く
と
、
い
く
つ
か
の
モ
チ
ー
フ
が
作
者
の
胸
中
で
漸

時
暖
め
ら
れ
、
そ
れ
ら
が
複
合
的
に
か
ら
み
合
い
な
が
ら
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た

構
想
を
結
ん
で
く
様
が
想
像
さ
れ
る
。

 
作
品
成
立
に
か
ら
む
個
々
の
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
は
、
こ
れ
ま

で
に
も
多
く
あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
私
な
り
に
再
整
理
し
な
が
ら
、
『
破
戒
」
成

立
に
欠
か
せ
な
い
主
要
モ
チ
ー
フ
の
あ
り
よ
う
を
明
確
に
し
て
い
き
た
い
と
い

う
の
が
、
こ
の
論
の
意
図
で
あ
る
。

二

 
ま
ず
『
破
戒
」
へ
の
第
一
歩
を
作
者
に
踏
み
出
さ
せ
た
の
は
、
被
差
別
部
落

出
身
の
教
育
者
大
江
磯
吉
で
あ
っ
た
。
大
江
磯
吉
に
つ
い
て
は
水
野
都
吐
生
氏

 
 
 
 
 
注
1

の
詳
細
な
研
究
が
あ
る
が
、
作
者
自
身
は
「
山
国
の
新
平
民
」
 
（
『
文
庫
」
明

治
3
9
年
6
月
）
に
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
《
長
野
の
師
範
校
に
教
鞭
を
執

つ
だ
人
で
、
何
ん
で
も
伊
那
の
高
遠
辺
か
ら
出
た
新
平
民
と
い
ふ
こ
と
で
、
心

理
学
か
何
か
を
担
当
し
て
居
た
一
人
の
講
師
が
あ
っ
た
》
《
頭
脳
が
確
か
で
学

問
も
あ
っ
て
、
且
つ
人
物
と
し
て
も
勝
れ
て
居
た
》
《
其
の
人
は
師
範
校
を
其

ん
な
関
係
で
出
て
、
申
国
の
方
の
中
学
校
に
行
っ
た
。
が
、
何
処
に
も
落
着
い
、

て
居
ら
れ
な
い
で
、
二
三
ケ
所
学
校
を
替
へ
て
、
終
に
あ
る
中
学
の
校
長
に

ま
で
な
っ
た
》
。
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，
『
破
戒
」
試
論
 
一
そ
の
モ
チ
ー
フ
を
め
ぐ
っ
て
」



後
年
、
作
者
は
、

 
 
 
小
諸
に
七
年
も
暮
し
て
み
る
間
に
、
あ
の
山
国
で
聞
い
た
一
人
の
部
落

 
 
民
出
の
教
育
者
の
話
、
そ
の
人
の
悲
惨
な
運
命
を
伝
へ
聞
い
た
こ
と
が
動

 
」
機
に
な
っ
て
、
そ
れ
か
ら
私
が
あ
～
い
ふ
主
人
公
を
胸
に
画
く
や
う
に
な

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

 
 
つ
て
行
っ
た
の
で
し
た
。
 
（
略
）
そ
れ
か
ら
七
年
間
の
小
諸
生
活
に
出
来

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

 
 
る
だ
け
部
落
民
の
生
活
と
い
ふ
も
の
を
知
ら
う
と
心
が
け
る
や
う
に
な
つ

 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
 
た
の
で
す
。

 
 
（
「
眼
醒
め
た
も
の
の
悲
し
み
」
『
読
売
新
聞
』
大
正
1
2
年
4
月
4
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
傍
点
筆
者
）

と
語
っ
て
い
る
。
作
者
が
大
江
磯
吉
の
話
を
聞
い
た
の
が
い
つ
頃
な
の
か
定
か

で
は
な
い
が
、
傍
点
を
付
し
た
箇
所
の
口
調
か
ら
推
す
と
、
小
諸
赴
任
後
の
比
．

較
的
早
い
時
期
で
は
な
か
っ
π
か
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
『
破
¶

戒
」
が
こ
の
時
点
か
ら
出
発
し
た
こ
と
は
動
か
せ
な
い
。

 
大
江
磯
吉
の
話
を
聞
い
た
当
初
（
お
そ
ら
く
は
か
な
り
長
い
間
）
、
当
然
の

こ
と
な
が
ら
作
者
は
、
大
江
を
主
人
公
と
し
た
物
語
を
胸
中
に
描
い
て
い
た
に

ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
結
果
的
に
は
大
江
は
背
後
に
退
い
て
、
彼
の
具
体

的
な
閲
歴
は
猪
子
蓮
太
郎
の
そ
れ
と
し
て
作
品
中
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
ま
ず
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
大
江
を
原
型
と
し
な
が
ら
も
彼
と

は
大
き
く
異
な
っ
た
主
人
公
豫
の
成
立
と
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
．
こ
の
点
に
は
お
そ
ら
く
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
『
罪
と
罰
』
が

大
い
に
関
係
し
て
い
る
。

 
明
治
三
十
六
年
十
一
月
十
九
日
付
の
花
袋
宛
の
葉
書
に
、
《
「
罪
と
罰
」
拝

読
を
終
り
申
立
。
 
（
略
）
メ
レ
ジ
コ
ウ
ス
キ
イ
の
論
文
と
や
ら
は
、
此
際
拝
見

せ
ば
一
堂
の
参
考
と
相
成
可
申
、
是
非
拝
読
い
た
し
国
恩
。
猶
「
罪
と
罰
」
に

つ
き
、
委
敷
こ
と
は
拝
眉
の
上
御
話
申
度
、
御
来
遊
奉
待
候
。
》
と
あ
る
こ
と

か
ら
明
治
三
十
六
年
十
一
月
頃
に
『
罪
と
罰
」
を
読
み
、
種
々
感
じ
る
と
こ
ろ

が
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
分
る
。

 
『
破
戒
』
が
人
物
配
置
と
丑
松
の
心
理
描
写
の
点
で
『
罪
と
罰
』
を
下
敷
に

し
て
い
る
と
い
う
指
摘
は
、
早
く
も
同
時
代
評
で
長
谷
川
天
漢
や
森
田
草
平
に

よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
が
、
た
と
え
ば
森
田
草
平
は
、
丑
松
と
ラ
ス
コ
L
リ
ニ

コ
フ
の
告
白
に
至
る
心
理
的
過
程
を
次
の
よ
う
に
比
較
し
て
見
せ
て
い
る
。

 
 
 
『
罪
と
罰
』
の
主
人
公
ラ
ス
コ
ル
ニ
コ
フ
が
金
貸
婆
を
殺
し
た
時
は
、

 
 
自
己
が
回
れ
に
依
て
社
会
に
存
在
す
る
事
が
出
来
な
く
成
ら
う
と
は
思
は

 
 
な
か
っ
た
。
併
し
殺
す
と
同
時
に
其
犯
罪
を
社
会
か
ら
隠
さ
ね
ば
成
ら
ぬ
・

 
 
と
考
へ
出
し
た
。
丑
松
も
こ
の
小
説
の
始
ま
る
ま
で
は
自
分
が
機
多
で
有

 
 
る
と
云
ふ
こ
と
は
殆
ど
忘
れ
て
居
た
。
そ
れ
が
急
に
或
事
情
か
ら
し
て
隠

 
 
さ
ね
ば
成
ら
ぬ
と
意
識
す
る
や
う
に
成
っ
た
。
意
識
し
て
来
る
と
共
に
却

 
 
て
周
囲
か
ら
猜
疑
の
眼
を
以
て
見
ら
れ
る
や
う
に
成
っ
た
。
周
囲
が
自
己

 
 
を
疑
っ
て
居
る
な
と
悟
る
と
共
に
、
恐
怖
の
念
か
ら
益
益
嫌
疑
を
増
す
や

 
 
う
な
挙
動
に
出
る
。
こ
の
径
路
は
全
く
ラ
ス
コ
ル
ニ
コ
フ
と
軌
を
同
じ
う

 
 
し
て
居
る
。
彼
は
罪
跡
を
晦
ま
す
為
め
に
、
今
ま
で
部
屋
の
壁
の
中
に
隠

 
 
し
て
置
い
た
臓
品
を
骨
董
の
襖
の
大
石
の
下
へ
埋
め
に
行
っ
た
。
此
は
今

 
 
ま
で
人
の
疑
を
引
く
と
も
知
ら
ず
、
朝
夕
机
上
に
出
し
て
愛
読
し
て
居
た

 
 
先
輩
の
著
書
を
古
本
屋
へ
売
顔
に
行
っ
た
。
両
人
な
が
ら
暗
い
思
に
沈
ん

 
 
で
橋
の
上
か
ら
、
溺
れ
て
死
ね
と
云
ば
ぬ
ば
か
り
の
水
の
流
を
眺
め
て
仔

 
 
む
だ
。
丑
松
が
こ
の
人
ば
か
り
に
は
自
分
が
臓
多
で
あ
る
こ
と
を
白
状
し

 
・
た
い
と
思
っ
た
の
は
、
自
分
と
同
じ
く
薇
多
出
身
の
二
太
郎
と
い
ふ
先
輩

 
 
で
あ
っ
た
。
ラ
ス
コ
ル
ニ
コ
フ
が
書
分
の
人
殺
し
で
有
る
こ
と
を
白
状
す

（118）



〆

'

 
 
る
に
選
ん
だ
の
は
、
お
志
保
に
当
る
ソ
ニ
ヤ
と
云
っ
て
、
一
家
を
支
ふ
る

 
 
た
め
に
売
春
婦
と
堕
落
し
て
、
矢
張
自
分
と
同
じ
く
社
会
の
外
へ
放
逐
さ

 
 
れ
た
女
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ソ
ニ
ャ
の
云
ふ
ま
～
に
十
字
街
路
の
土
を
接

 
 
幽
し
て
「
我
は
人
殺
し
な
り
」
と
叫
む
だ
。
丑
松
は
蓮
太
郎
の
『
臓
悔

 
 
録
』
開
巻
第
一
章
の
書
出
し
の
『
我
は
臓
多
な
り
』
を
繰
返
し
て
、
自
分

 
 
の
教
へ
た
生
徒
の
前
で
床
に
脆
い
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
『
破
戒
』
を
読
む
」
 
「
芸
苑
」
明
治
3
9
年
5
月
）

．
長
々
と
引
用
し
た
が
、
以
上
の
よ
う
に
、
丑
松
の
告
白
に
至
る
心
理
的
過
程

が
『
罪
と
罰
」
の
う
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
そ
れ
を
下
敷
に
し
て
書
か
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
は
今
さ
ら
論
じ
る
余
地
の
な
．
い
こ
と
で
あ
る
。

 
大
江
磯
吉
の
人
と
閲
歴
を
知
っ
た
当
初
、
作
者
は
そ
れ
を
ほ
と
ん
ど
な
ぞ
る

よ
う
な
形
で
作
品
の
主
人
公
を
想
定
し
た
，
に
ち
が
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
前

に
述
べ
た
。
と
こ
ろ
が
、
や
が
て
明
治
三
十
六
年
十
一
月
頃
に
「
罪
と
罰
』
を

読
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
、
隠
蔽
と
告
白
の
ド
ラ
マ
の
構
想
が
作
者
の
胸
中
に
胚

胎
し
た
。
本
来
が
部
落
民
と
い
う
主
人
公
の
設
定
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は

い
た
つ
て
自
然
な
発
想
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、
何
よ
り
も
作
者
の
主
体
に
沿
う
も

の
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
（
丑
松
の
告
白
と
そ
れ
が
作
者
に
お
い
て
持
つ

意
味
に
つ
い
て
は
、
後
に
検
討
す
る
つ
も
り
で
あ
る
）
。
し
か
し
、
大
江
自
身

は
部
落
民
と
い
う
出
自
を
ζ
と
さ
ら
隠
そ
う
と
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で

あ
り
、
ま
た
、
周
囲
の
人
々
も
彼
の
素
性
を
知
っ
て
接
し
て
い
た
（
そ
の
上
で

の
尊
敬
を
得
て
も
い
た
ら
し
い
）
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
大
江
に
そ
の
ま
ま

隠
蔽
と
告
白
の
ド
ラ
マ
を
重
ね
る
こ
と
に
は
当
然
な
が
ら
無
理
が
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
知
的
に
目
覚
め
た
部
落
出
身
の
青
年
で
あ
っ
て
、
な
お
か
つ
隠
蔽
と

告
白
の
ド
ラ
マ
を
必
須
と
す
る
、
大
江
と
は
別
の
主
人
公
を
造
形
す
る
必
要
が

『
破
戒
」
試
論
 
一
そ
の
モ
チ
ー
フ
を
め
ぐ
っ
て
一

で
て
く
る
わ
け
で
、
そ
こ
に
瀬
川
丑
松
像
が
誕
生
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ

と
同
時
に
、
先
程
述
べ
た
よ
う
に
、
大
江
の
．
閲
歴
は
前
面
か
ら
退
き
、
猪
子
蓮

太
郎
の
そ
れ
と
し
て
作
品
に
参
加
す
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
伝
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
大
江
は
い
た
っ
て
穏
や
か
で

謙
虚
な
人
柄
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
蓮
太
郎
に
彼
の
閲
歴
が
附
与
さ
れ
て
い
る
と

は
言
っ
て
も
、
そ
れ
た
け
で
蓮
太
郎
像
は
お
お
い
き
れ
な
い
。
特
に
大
江
に
は

見
ら
れ
な
い
蓮
太
郎
の
社
会
運
動
家
と
し
て
の
性
格
が
、
多
く
北
村
透
谷
を
な

ぞ
る
よ
う
に
し
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
は
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
猪
子
蝉
太
郎
は
大
江
の
閲
歴
の
上
に
〃
闘
う
〃
透
谷
像
が
重

ね
ら
れ
て
成
立
し
て
い
る
。

 
さ
て
、
大
江
磯
吉
の
《
悲
惨
な
生
涯
》
に
《
眼
醒
め
た
青
年
の
悲
し
み
》
を

見
．
た
藤
村
は
、
そ
れ
を
契
機
と
し
て
被
差
別
部
落
民
の
生
活
や
習
慣
に
つ
い
て

意
欲
的
な
調
査
を
開
戸
し
て
い
る
。
中
で
も
特
に
、
，
小
諸
の
被
差
別
部
落
の

弥
右
衛
門
と
い
う
〃
お
頭
〃
か
ら
多
く
の
知
識
を
得
た
こ
と
を
自
身
語
っ
て

い
る
。

 
 
 
 
 
 
マ
 
 
マ

 
 
 
こ
の
弥
衛
門
と
い
ふ
人
に
逢
っ
た
と
い
ふ
こ
と
が
、
自
分
の
『
破
戒
』

 
 
を
書
か
う
と
い
ふ
気
持
葎
固
め
さ
せ
、
安
心
し
て
あ
～
い
ふ
も
の
を
書
か

 
 
せ
る
気
持
を
私
に
与
へ
た
の
で
し
た
。
・

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
、
「
眼
醒
め
た
も
の
の
悲
し
み
」
前
出
）

 
こ
れ
は
、
被
差
別
部
落
と
そ
こ
に
生
活
す
る
人
々
を
描
く
に
あ
た
っ
て
、
そ

れ
ら
に
十
分
な
リ
ア
リ
．
テ
ィ
を
与
え
得
る
だ
け
の
材
料
を
獲
得
し
た
こ
之
か
ら

く
る
自
信
を
語
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
リ
ア
リ
テ
ィ
の
保
証
に
よ

．
っ
て
、
部
落
出
身
の
一
青
年
を
主
人
公
と
し
、
隠
蔽
と
告
白
の
ド
ラ
マ
を
骨
格

と
す
る
作
品
の
構
想
が
、
ど
っ
し
り
と
作
者
の
胸
中
に
根
づ
い
た
の
だ
と
考
え

（119）



'

ら
れ
る
。

三

 
と
こ
ろ
で
、
『
破
戒
」
が
現
在
の
よ
う
な
結
構
を
も
っ
て
成
曽
ナ
ス
慣
前

に
、
 
「
収
穫
」
と
い
う
題
名
の
も
と
に
小
諸
義
塾
の
同
僚
で
あ
っ
た
鮫
島
晋
一

家
を
描
こ
う
と
す
る
物
語
が
着
想
さ
れ
て
お
り
、
や
が
て
そ
れ
が
瀬
川
丑
松
を

主
人
公
と
す
る
「
破
戒
」
物
語
に
風
澗
敬
之
進
一
家
と
し
て
取
軌
込
ま
れ
て
現

「
破
戒
」
が
成
立
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
す
る
野
村
喬
氏
の
意
見
（
「
『
収

穫
」
な
る
の
も
に
つ
き
」
 
『
国
語
と
国
文
学
」
昭
和
3
2
年
5
月
）
は
、
既
に
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
。

 
和
田
勤
吾
氏
は
、
こ
の
野
村
氏
の
意
見
に
賛
同
し
た
上
で
く
収
穫
V
と
い
う

テ
：
マ
が
く
破
戒
〉
と
い
う
テ
ー
マ
に
変
貌
し
た
地
点
に
『
破
戒
』
の
真
の
動

機
を
見
出
そ
う
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

 
 
 
大
江
磯
吉
の
関
心
は
鮫
島
晋
に
対
す
る
関
心
と
遅
く
と
も
平
行
、
早
け

 
 
れ
ば
先
ん
じ
て
い
る
こ
と
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
状
況
で
あ
る
。
に
も
拘

 
 
ら
ず
、
藤
村
の
胸
中
に
あ
っ
た
テ
ー
マ
は
、
当
初
は
〈
破
戒
〉
で
は
な
く

 
 
く
収
穫
V
で
あ
っ
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
当
初
藤
村
の
胸
申
に
あ
っ
た
大

 
 
江
磯
吉
へ
の
関
心
は
〈
破
戒
〉
と
し
て
あ
っ
た
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

 
 
に
な
る
。
そ
し
て
、
事
実
、
大
江
磯
吉
を
モ
デ
ル
と
す
る
猪
子
蓮
太
郎

 
 
は
、
 
『
破
戒
』
の
中
で
〈
破
戒
〉
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
か
、

 
 
藤
村
に
は
二
人
の
入
物
に
対
す
る
強
い
関
心
と
観
察
・
踏
査
が
ほ
ぼ
平
行

 
 
し
て
始
ま
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
、
暴
く
破
戒
V
で
は

 
 
な
か
っ
た
。
で
は
く
破
戒
V
と
い
う
認
識
は
、
い
つ
藤
村
に
成
立
し
た
の

 
 
か
。

 
 
 
 
（
「
『
破
戒
」
執
筆
の
真
の
動
機
は
な
に
か
」
 
『
国
文
学
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
昭
和
5
3
年
9
月
）

 
「
収
穫
」
な
る
物
語
を
『
破
戒
』
の
原
構
想
と
見
て
、
 
「
収
穫
」
と
『
破

戒
」
を
一
直
線
上
の
テ
ー
マ
の
変
貌
と
と
ら
え
る
点
、
そ
れ
か
ら
、
大
江
磯
吉

を
猪
子
蓮
太
郎
の
モ
デ
ル
と
し
て
だ
け
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
ら
し
い
点

に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
が
、
〈
破
戒
〉
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
「
破
戒
」
．
の
構

想
成
立
に
際
し
て
決
定
的
と
も
言
え
る
ほ
ど
重
要
な
む
の
で
あ
る
と
す
る
点
に

つ
い
て
は
、
私
も
同
様
に
考
え
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
〈
破
戒
V
と
い

う
モ
チ
ー
フ
は
大
江
磯
吉
に
よ
っ
て
も
鮫
島
晋
に
よ
っ
て
も
、
そ
し
て
ま
た

「
罪
と
罰
」
の
う
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
に
よ
っ
て
も
（
和
田
氏
は
〈
破
戒
〉
と
い

う
モ
チ
ー
フ
の
出
所
の
一
端
を
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と

し
て
い
る
が
、
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
も
ま
た
く
破
戒
V
し
て
は
い
な
い
）
説
明

さ
れ
は
し
な
い
の
で
あ
る
コ

 
『
破
戒
」
は
父
が
与
え
た
戒
を
子
が
破
る
ド
ラ
マ
で
あ
り
、
〈
破
戒
〉
と
い

う
モ
チ
ー
フ
は
、
お
そ
ら
く
父
と
子
の
問
題
に
大
き
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
後

年
、
「
融
和
問
題
と
文
芸
」
 
（
『
融
和
時
報
』
昭
和
3
年
1
月
）
と
い
う
有
名

な
談
話
の
申
で
『
破
戒
』
の
テ
ー
マ
に
ふ
れ
て
作
者
は
次
の
よ
う
な
こ
と
を
語

っ
て
い
る
。

 
 
 
あ
の
作
の
中
に
は
子
の
出
世
を
願
ふ
心
か
ら
決
し
て
自
分
等
の
素
性
を

 
 
打
明
け
る
な
と
い
ふ
戒
を
自
分
の
子
に
残
し
て
置
い
て
、
一
生
を
鳥
帽
子

 
 
山
麓
の
牧
場
に
埋
め
て
仕
舞
ふ
老
牧
夫
の
事
が
書
い
て
あ
る
。
た
し
か
徳

 
 
富
盧
花
霞
の
評
だ
つ
た
か
と
思
ふ
が
私
の
「
破
戒
」
が
出
た
時
に
あ
の
作

 
 
の
中
に
出
て
来
る
人
物
の
中
で
、
老
牧
夫
が
一
番
感
じ
が
深
か
っ
た
と
い

 
 
ふ
様
に
言
っ
て
呉
れ
た
こ
と
を
思
ひ
出
す
。
即
ち
、
あ
の
作
の
主
人
公
が
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ど
う
し
て
父
の
固
い
戒
を
破
る
様
に
な
っ
て
行
っ
た
か
、
と
い
ふ
こ
と
が

 
 
私
の
書
か
う
と
し
た
主
な
る
意
図
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
作
の
背
景
と
し

 
 
で
は
い
ろ
く
の
人
物
や
、
い
ろ
一
の
出
来
事
も
写
し
て
あ
る
が
、
作

 
 
者
と
し
て
の
私
が
読
ん
で
貰
ひ
た
い
と
思
ふ
の
は
、
そ
の
父
と
子
の
関
係

 
 
な
の
で
あ
る
。

 
そ
こ
で
、
〈
破
戒
V
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
作
品

中
に
描
か
れ
た
丑
松
父
子
に
注
目
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

四

 
丑
松
の
父
は
か
っ
て
小
諸
の
被
差
別
部
落
の
お
頭
で
あ
っ
た
が
、
子
供
の
出

世
を
祈
り
な
が
ら
鳥
帽
子
ケ
嶽
の
麓
に
寂
し
く
一
生
を
送
っ
た
牧
夫
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
《
功
名
を
夢
見
る
心
は
一
生
火
の
や
う
に
燃
え
た
人
で
》
《
そ

の
制
へ
き
れ
な
い
や
う
な
烈
し
い
性
質
の
為
に
、
世
に
立
っ
て
働
く
こ
と
が
出

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
つ
 
 
 
 
 
 
ひ
つ
こ
 
 
 
 
 

来
な
い
や
う
な
身
分
な
ら
、
寧
そ
山
奥
へ
高
踏
め
、
と
い
ふ
憤
慨
の
絶
え
る
時

が
な
か
っ
た
》
（
第
六
章
の
六
）
。
読
者
の
前
に
直
接
姿
を
現
す
こ
と
こ
そ
な

い
が
、
そ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
強
烈
で
あ
り
、
興
味
深
い
も
の
を
持
っ
て
い

る
。
丑
松
の
父
に
は
特
に
モ
デ
ル
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
彼
の
性
格

を
特
徴
づ
け
て
い
る
《
功
名
を
夢
見
る
心
は
一
生
火
の
や
う
に
燃
え
た
》
と
い

う
、
そ
の
「
功
名
心
」
の
出
所
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
『
緑
葉
集
』
中
の
短
編

に
も
「
功
名
心
」
に
特
徴
づ
け
ら
れ
た
人
物
を
見
る
こ
と
は
で
き
る
。

 
明
治
三
十
五
年
十
一
月
号
の
『
明
星
」
に
掲
載
さ
れ
た
『
藁
草
履
」
の
主
人

公
源
吉
は
、
《
功
名
心
の
深
い
源
》
《
源
の
功
名
を
謝
る
情
熱
》
《
名
誉
心
の

為
に
駆
ら
れ
て
、
、
農
書
い
で
、
唯
も
う
そ
は
く
と
し
て
居
り
ま
し
た
》
と
い

う
具
合
に
、
・
名
誉
心
・
功
名
心
が
非
常
に
強
い
男
と
レ
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ

「
破
戒
」
試
論
 
一
そ
の
モ
チ
ー
フ
を
め
ぐ
っ
て
一

！

幽
の
過
度
の
功
名
心
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
つ
い
に
は
妻
を
死
に
至
ら
し
め
る

 
の
で
あ
る
。
た
だ
、
一
介
の
農
夫
に
す
ぎ
な
い
源
吉
が
そ
の
よ
う
な
強
い
功
名

 
心
を
な
ぜ
抱
く
の
か
、
そ
の
点
が
詳
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
源
吉
の
功

 
名
心
は
読
者
に
と
っ
て
は
い
さ
さ
か
唐
突
の
感
が
あ
る
。

 
 
ま
た
、
明
治
三
十
六
年
六
月
号
の
『
太
陽
」
に
は
『
老
嬢
」
が
掲
載
さ
れ
た

 
が
、
主
人
公
瓜
生
夏
子
の
母
は
、
夏
子
の
友
人
関
子
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
評

 
さ
れ
る
。
《
御
母
さ
ん
の
名
誉
心
と
い
ふ
も
の
は
、
お
前
、
一
通
り
ぢ
や
な
か

，
つ
た
よ
。
女
で
あ
ん
な
名
誉
心
の
強
い
方
は
、
ま
あ
私
や
見
た
こ
と
が
な
い
、

 
瓜
生
さ
ん
が
第
一
の
成
績
で
、
私
達
の
学
校
を
卒
業
し
た
時
分
は
、
御
母
さ
ん

 
の
気
位
は
大
変
な
も
の
だ
っ
た
か
ら
ね
え
。
》

 
 
一
人
の
人
間
の
過
度
の
名
誉
心
が
近
し
い
人
間
の
悲
劇
に
結
び
つ
い
て
い
く

 
と
い
う
点
で
は
、
 
『
藁
草
履
』
も
『
老
嬢
』
も
『
破
戒
』
も
共
通
し
て
い
る
と

 
言
え
え
る
。
『
藁
草
履
」
『
老
嬢
』
『
破
戒
」
と
「
功
名
心
」
に
特
徴
づ
け
ら

 
れ
る
人
物
を
描
き
つ
い
で
き
た
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
そ
の
よ
う
な
キ
ャ
ラ
ク
タ

 
一
の
原
型
を
作
者
は
ど
こ
か
に
得
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
が
周
囲
の

 
人
物
の
中
な
の
か
、
外
国
文
学
か
ら
借
り
た
の
が
（
お
そ
ら
く
は
後
者
で
あ
ろ

 
う
）
ふ
そ
の
点
は
明
ら
か
で
な
い
。

 
 
話
を
本
筋
に
も
ど
そ
う
。
丑
松
の
父
は
そ
の
火
の
よ
う
な
功
名
心
を
息
子
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ど
う
か

 
託
そ
う
と
す
る
。
《
自
分
が
夢
見
る
こ
と
は
、
何
卒
子
孫
に
行
は
せ
た
い
。
よ

 
し
や
日
は
西
か
ら
出
て
東
へ
入
る
時
が
あ
ら
う
と
も
、
斯
志
ば
か
り
は
堅
く
執
・

 
つ
て
変
る
な
。
行
け
、
戦
へ
、
身
を
立
て
よ
》
（
第
六
章
の
六
）
d
す
さ
ま
じ
い

・
ば
か
り
の
叱
陀
激
励
で
あ
る
。
そ
し
て
丑
松
が
そ
の
膝
下
を
離
れ
る
と
き
、
父

 
は
次
の
よ
う
な
戒
を
与
え
た
。
《
た
と
へ
い
か
な
る
目
を
見
よ
う
と
、
い
か
な

 
 
 
 
め
ぐ
り
あ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
ち
あ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
か
り
か
な
し
み

 
る
人
に
還
遁
は
う
と
決
し
て
其
と
は
自
白
け
る
な
、
一
旦
の
憤
怒
悲
哀
に
是
戒
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よ
の
な
か

を
忘
れ
た
ら
、
其
時
こ
そ
社
会
か
ら
捨
て
、
ら
れ
た
も
の
と
思
へ
》
（
第
壱

章
の
三
）
。
自
己
の
素
性
が
将
来
に
い
か
に
暗
い
影
を
投
げ
か
け
て
い
る
か
を

自
覚
す
る
に
至
っ
て
、
父
の
《
隠
せ
》
と
い
う
戒
は
丑
松
を
厳
く
縛
る
。

 
天
長
節
の
夜
、
宿
直
を
す
る
丑
松
の
耳
に
身
を
切
る
よ
う
な
寒
夜
の
寂
莫
を

 
 
 
 
し
ゃ
が

破
っ
て
《
織
枯
れ
た
中
に
も
威
厳
の
あ
る
父
の
声
》
が
聞
こ
え
る
。
そ
の
声
は

 
 
 
 
 
 
た
ま
し
ひ

ま
る
で
《
子
の
霊
魂
を
捜
す
や
う
》
に
繰
返
し
丑
松
の
名
を
呼
ぶ
。
丑
松
は

畏
れ
傑
え
な
が
ぢ
も
《
自
分
の
精
神
の
内
部
の
苦
痛
が
、
子
を
思
ふ
親
の
情
か

ら
し
て
、
自
然
と
父
に
も
通
じ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
飽
く
ま
で
も
素
性
を
隠

せ
、
今
日
ま
で
の
親
の
苦
心
を
忘
れ
る
な
、
と
い
う
意
味
で
あ
ら
う
か
。
》

（
第
六
章
の
二
）
と
考
え
る
。
翌
日
計
報
に
接
し
て
帰
省
し
た
丑
松
は
、
父
の

遺
言
i
山
で
葬
式
を
し
て
山
に
埋
葬
す
る
こ
と
、
小
諸
の
向
町
に
は
死
を
知

ら
せ
な
い
こ
と
、
丑
松
に
『
忘
れ
る
な
』
と
一
言
言
い
置
い
た
こ
と
一
を
聞

い
て
、
《
一
旦
斯
う
と
思
ひ
立
つ
た
こ
と
は
飽
く
ま
で
貫
か
ず
に
は
置
か
な
い

 
 
 
 
 
た
ま
し
ひ

と
い
ふ
父
の
気
醜
の
烈
し
さ
を
感
じ
》
る
。

 
長
谷
川
天
漢
は
、
明
治
三
十
九
年
五
月
の
『
太
陽
」
の
「
文
芸
時
評
」
で

『
破
戒
』
に
触
れ
て
、
《
読
み
行
き
な
が
ら
、
何
故
に
丑
松
は
『
隠
せ
』
の
戒

を
守
り
つ
』
あ
る
か
を
疑
は
ぎ
る
を
得
ず
》
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
や

は
り
、
丑
松
に
と
っ
て
の
父
の
存
在
に
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
て
読
む
べ
き
で
あ
ろ

う
。
作
者
が
丑
松
の
父
を
十
全
に
描
き
き
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、

父
の
存
在
に
作
者
が
託
し
た
意
図
は
明
瞭
で
あ
る
。
父
の
功
名
心
の
烈
し
さ
、
．

そ
の
功
名
心
を
子
に
託
し
て
自
分
を
犠
牲
に
し
て
も
子
を
立
身
さ
せ
ず
に
は
お

 
 
 
 
 
た
ま
し
ひ

か
ぬ
と
い
う
気
骨
の
烈
し
さ
、
父
の
戒
を
通
し
て
畏
敬
の
念
と
と
も
に
丑
松

は
そ
れ
を
重
く
感
じ
と
っ
て
い
る
。
、

 
山
田
晃
氏
は
、
丑
松
に
対
す
る
父
の
要
請
が
、
《
自
己
の
血
統
へ
の
誇
り
に

よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
》
こ
と
を
指
摘
し
て
、
《
丑
松
に
「
畏
れ
」
を

 
 
 
 
 
 
 
た
ま
し
ひ

抱
か
せ
る
父
親
の
「
気
範
の
烈
し
さ
」
は
個
人
の
上
に
の
し
か
か
る
父
祖
の
亡

霊
の
、
敢
て
い
え
ば
「
家
」
の
重
み
の
顕
現
で
あ
り
、
同
時
に
、
世
に
立
っ
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
2

為
す
あ
る
を
期
す
る
武
士
的
精
神
の
発
露
で
あ
ろ
う
か
》
と
述
べ
て
い
る
が
、

要
す
る
に
、
丑
松
に
と
っ
て
の
父
の
存
在
は
、
武
士
⑳
血
統
で
あ
り
な
が
ら
、

世
に
立
っ
て
働
く
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
父
祖
代
々
の
怨
念
の
集
積
で
あ
る
と

考
え
て
よ
い
。

 
丑
松
が
、
心
か
ら
の
交
り
を
結
び
た
い
た
め
に
理
太
郎
に
だ
け
素
性
を
告
白

し
よ
う
と
す
る
と
、
心
底
に
父
の
声
が
響
く
。

 
 
『
隠
せ
。
』

 
 
と
い
ふ
厳
格
な
声
は
、
其
時
、
心
の
底
の
方
で
聞
え
た
。
急
に
博
い
戦
傑

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
め
ら

 
 
が
全
身
を
伝
っ
て
流
れ
下
る
。
さ
あ
、
丑
松
も
す
こ
し
躊
躇
は
ず
に
は
居

 
 
ら
れ
な
か
っ
た
。
 
『
先
生
、
先
生
」
と
口
の
申
で
呼
ん
で
、
ど
う
其
を
切

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
し
ろ

 
 
出
し
た
も
の
か
と
間
い
て
い
る
と
、
何
か
目
に
見
え
な
い
力
が
背
後
に
在

 
 
つ
て
、
妙
に
自
分
の
無
法
を
押
止
め
る
や
う
な
気
が
し
た
。

 
 
・
『
忘
れ
る
な
」
と
ま
た
心
の
底
の
方
で
。
 
 
 
．
 
 
・

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
第
拾
章
の
一
）

 
 
『
忘
れ
る
な
』
一
あ
㌧
、
そ
の
熱
い
臨
終
の
呼
吸
は
、
ど
ん
な
に
深
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
み
と
ほ

 
 
響
と
な
っ
て
、
生
残
る
丑
松
の
骨
の
髄
ま
で
も
貫
徹
る
だ
ろ
う
。
其
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
き
か
へ

 
 
考
へ
る
度
に
、
亡
く
な
っ
た
父
が
丑
松
の
胸
中
に
復
活
る
の
で
あ
る
。

 
 
急
に
其
時
、
心
の
底
の
方
で
声
が
し
て
、
丑
松
を
呼
び
警
め
る
や
う
巡
回

 
 
え
た
。
 
『
丑
松
、
貴
様
は
親
を
捨
て
る
気
か
。
』
と
其
声
は
自
分
を
責
め

 
 
る
や
う
に
聞
え
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
第
拾
章
の
四
）
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こ
の
よ
う
な
父
の
存
在
に
注
目
す
る
に
つ
け
て
も
、
私
は
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア

の
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
を
想
起
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
．
ー
デ
ン
マ
ー
ク
王
子

．
ハ
ム
レ
ッ
ト
は
、
三
晩
続
け
て
父
王
の
亡
霊
を
見
た
と
い
う
夜
警
の
者
の
報
告
．

を
聞
い
て
、
胸
壁
の
上
で
待
ち
伏
せ
る
。
身
を
切
る
よ
う
な
風
が
吹
く
寒
夜
で

あ
る
。
亡
霊
は
現
れ
て
ハ
ム
レ
ッ
ト
を
差
し
招
く
。
引
き
止
め
る
者
の
手
を
ふ

り
ほ
ど
き
、
「
お
の
れ
の
宿
命
が
は
じ
め
て
目
を
さ
ま
し
た
の
だ
。
」
と
ハ
ム

レ
ッ
ト
は
亡
霊
の
跡
を
追
う
。
父
王
の
亡
霊
は
事
の
顛
末
を
語
り
A
ハ
ム
セ
ッ

ト
に
復
讐
を
託
し
て
、
「
父
を
忘
れ
る
な
、
父
の
頼
み
を
。
」
と
言
い
置
い
て

消
え
る
。
、
父
王
の
復
讐
を
決
意
し
た
ハ
ム
レ
ッ
ト
は
、
わ
が
身
の
守
り
言
葉
と

し
て
「
父
を
忘
れ
る
な
、
父
の
頼
み
を
」
と
い
う
言
葉
を
繰
り
返
す
。
や
が
て

ハ
ム
レ
ッ
ト
は
狂
気
を
装
い
、
父
王
を
毒
殺
し
た
叔
父
に
復
讐
す
る
機
会
を
ね

ら
う
が
、
何
も
為
し
得
ぬ
ま
ま
に
時
は
経
っ
て
い
く
。
あ
る
夜
、
叔
父
の
妻
と

な
っ
た
母
に
、
そ
の
不
貞
を
責
め
て
詰
め
寄
る
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
前
に
再
び
父
王

の
亡
霊
が
姿
を
現
し
て
言
う
。
 
「
忘
れ
る
な
よ
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
！
 
そ
の
鈍
っ

た
心
を
励
ま
さ
ん
が
た
め
、
こ
う
し
て
こ
こ
に
」
ど
。
」

 
 
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
父
は
復
讐
の
怨
念
を
子
に
託
し
、
丑
松
の
父
は
功
名
へ
の
執
．

念
を
子
に
託
し
た
。
事
情
こ
そ
異
な
る
が
、
父
が
自
己
の
執
念
な
り
怨
念
な
り

」
を
子
に
託
し
、
、
死
し
て
な
お
「
忘
れ
る
な
」
と
の
言
葉
で
子
を
縛
り
励
ま
そ
う

と
す
る
点
、
 
『
破
戒
」
と
『
ハ
ム
レ
ッ
添
」
は
酷
似
し
て
い
る
。
さ
ら
に
言
え

ば
、
父
の
戒
の
言
葉
に
よ
，
っ
て
は
じ
め
て
自
己
の
素
性
を
宿
命
と
し
て
自
覚
す

る
丑
松
と
、
父
王
の
亡
霊
の
出
現
に
よ
っ
て
「
お
の
れ
の
宿
命
が
は
じ
め
て
目

を
さ
ま
し
た
」
と
い
う
ハ
ム
レ
ッ
ト
、
両
者
の
悲
劇
の
出
発
点
も
ま
た
よ
く
似

て
い
る
と
言
え
る
。

 
 
『
春
』
の
第
四
章
に
は
、
青
木
が
ハ
ム
レ
ッ
ト
を
演
じ
る
場
面
が
描
か
れ
て

『
破
戒
』
試
論
 
一
そ
の
モ
チ
ー
フ
を
め
ぐ
っ
て
一

い
る
。
こ
の
よ
う
な
場
面
か
ら
も
、
 
『
文
学
界
』
同
人
達
が
シ
・
エ
ー
ク
ス
ピ
ア

の
諸
作
品
に
か
な
り
親
し
ん
で
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
藤
村
個
人
に
つ
い

て
見
て
も
、
そ
の
初
期
作
品
に
お
け
る
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
影
響
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、
『
破
戒
』
の
構
想
が
練
ち
れ
つ
つ
あ
っ
た
明
治
三
十
六
年

八
月
に
、
小
諸
小
学
校
講
堂
で
開
か
れ
た
国
民
教
育
夏
季
講
話
会
に
お
い
て
、

藤
村
は
「
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
に
触
れ
た
話
を
し
て
い
る
。
ど
の
よ
う
な
内
容
の
話

で
あ
っ
た
か
残
念
な
が
ら
知
る
て
と
は
で
き
な
い
が
、
青
年
時
代
か
ら
の
藤
村

の
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
へ
の
関
心
を
考
え
合
わ
せ
て
み
る
と
、
作
者
が
丑
松
父
子

の
造
形
に
あ
た
っ
て
ハ
ム
レ
ッ
ト
父
子
の
あ
り
よ
う
を
念
頭
に
置
い
た
こ
ど
は

十
分
推
測
で
き
る
。
読
者
の
目
前
に
姿
を
現
す
こ
と
の
な
い
丑
松
の
父
が
、
そ

れ
で
い
て
独
特
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
っ
て
読
者
に
追
っ
て
く
る
、
そ
め
功
の
一

端
は
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
に
あ
る
と
考
え
て
よ
い
。

、
．
五

 
し
か
し
、
『
罪
と
罰
」
に
人
物
配
置
や
心
理
描
写
を
借
り
な
が
ら
、
そ
れ
が

く
破
戒
〉
と
い
う
主
要
モ
チ
ー
フ
に
何
ぢ
関
わ
ら
な
か
っ
た
め
と
同
様
に
、

『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
の
『
破
戒
」
へ
の
参
加
も
こ
こ
ま
で
で
あ
る
。
ハ
ム
レ
ッ
ト

は
結
局
父
王
の
復
讐
を
果
し
、
自
身
も
悲
劇
の
う
ち
に
朴
れ
る
が
隔
そ
れ
に
対

し
て
丑
松
は
、
父
の
戒
を
破
り
捨
て
る
ど
こ
ろ
か
ち
自
ら
の
生
を
生
ぎ
よ
う
と

す
る
。

 
 
 
成
程
、
自
分
は
変
っ
た
。
成
程
、
一
に
も
二
に
も
父
の
言
葉
に
服
従
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そ
ん

 
 
て
、
そ
れ
を
器
械
的
に
遵
奉
す
る
や
う
な
、
．
其
様
な
児
童
で
は
無
く
な
つ

 
・
．
．
て
来
た
。
成
程
、
自
分
の
胸
の
底
は
父
ば
か
り
住
む
世
界
で
は
無
く
な
つ

 
 
て
来
た
。
成
程
、
父
の
厳
し
い
性
格
を
考
へ
る
度
に
、
自
分
は
反
っ
て
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あ
べ
こ
べ
 
 
 
 
ぬ
け
だ

 
 
反
対
な
方
へ
逸
脱
し
て
行
っ
て
、
自
由
自
在
に
泣
い
た
り
笑
っ
た
り
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
ん
が
へ

 
 
た
い
や
う
な
、
其
様
な
思
想
を
持
つ
や
う
に
成
つ
た
っ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
第
拾
章
の
四
）

 
こ
こ
に
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
父
島
崎
正
樹
に
対
す
る
子
藤
村
の
感
情
が

投
影
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
父
正
樹
に
対
す
る
子
藤
村
の
想
い
の
中
に
、
お
そ

ら
く
く
破
戒
V
と
い
う
モ
チ
ー
フ
の
原
型
が
あ
る
。

 
藤
村
の
父
、
島
崎
正
樹
は
木
曽
馬
籠
に
古
く
か
ら
続
い
た
島
崎
家
の
十
七
代

目
の
当
主
で
あ
っ
た
。
平
田
派
の
国
学
者
で
神
道
に
帰
依
し
、
明
治
維
新
に
際

し
て
は
祭
政
一
致
の
王
政
復
古
実
現
の
た
め
家
政
も
顧
み
ず
奔
走
し
た
が
、
理

想
破
れ
、
や
が
て
発
狂
し
て
座
敷
牢
で
没
し
た
。
藤
村
は
正
樹
の
四
男
で
、
明

治
十
四
年
、
九
歳
の
時
に
上
京
し
て
以
来
、
た
だ
一
度
明
治
十
七
年
に
出
京
し

た
父
に
会
っ
た
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
幼
い
日
の
記
憶
に
残
る
父
を
次
の
よ
う
に

語
っ
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

 
 
 
斯
う
い
ふ
私
を
生
ん
だ
父
は
心
様
な
人
で
あ
っ
た
か
と
言
へ
ば
、
そ
れ

 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
 
は
厳
格
で
、
父
の
膝
な
ど
に
乗
せ
ら
れ
た
と
い
ふ
覚
え
の
無
い
位
の
人
で

 
 
し
た
。
父
は
家
族
の
も
の
に
対
し
て
絶
対
の
主
権
者
で
、
私
等
に
対
し
て

 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
馳
は
又
、
熱
心
な
教
育
者
で
し
た
。
私
は
父
の
書
い
た
三
字
経
を
習
ひ
、
村

 
 
の
学
校
へ
通
ふ
や
う
に
成
っ
て
か
ら
は
、
大
学
や
論
語
の
素
読
を
父
か
ら

 
 
受
け
ま
し
た
。
あ
の
後
藤
点
の
栗
色
の
表
紙
の
本
を
抱
い
て
、
お
つ
く

 
 
と
父
の
前
に
出
た
も
の
で
す
。
 
（
略
）
何
ぞ
と
い
ふ
と
父
が
私
達
に
話
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
 
て
聞
か
せ
る
こ
と
は
、
人
倫
五
常
の
道
で
し
た
。
私
は
子
供
心
に
も
父
を

 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
 
敬
ひ
、
畏
れ
ま
し
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
幼
き
日
』
四
、
傍
点
筆
者
）

 
丑
松
の
父
も
ま
た
厳
格
で
、
貧
苦
の
中
で
丑
松
を
小
学
校
へ
通
わ
せ
る
だ
け

の
見
識
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
父
は
丑
松
に
と
っ
て
畏
敬
の
対
象
で
あ

っ
た
。
《
実
際
、
父
が
丑
松
に
対
す
る
時
は
、
厳
格
を
通
り
越
し
て
、
残
酷

な
位
で
あ
っ
た
。
亡
く
な
っ
た
後
ま
で
も
、
猶
丑
松
は
父
を
畏
れ
た
の
で
あ

る
。
》
（
第
七
章
の
四
）
と
描
か
れ
る
。
し
か
し
重
要
な
の
は
、
こ
の
よ
う
な

属
性
の
相
似
で
は
な
い
。

 
父
が
畏
敬
の
対
象
で
あ
る
と
同
時
に
、
藤
村
に
は
、
学
問
好
き
な
父
の
血

を
自
分
が
最
も
多
く
受
け
継
い
だ
と
い
う
自
負
に
も
似
た
自
覚
が
あ
り
、

そ
れ
だ
け
に
自
分
に
対
す
る
父
の
期
待
が
大
き
か
っ
た
の
だ
と
い
う
意
識
が

あ
る
。
そ
し
て
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
父
の
期
待
と
は
異
な
る
方
向
に
自
己

の
入
生
を
開
拓
し
て
き
た
と
い
う
自
己
認
識
が
、
そ
れ
ら
に
重
ね
ら
れ
て
い

る
。
た
と
え
ば
『
家
』
の
次
の
よ
う
な
会
話
に
そ
れ
ら
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ち
よ
つ
と

 
 
『
貴
方
。
』
と
お
種
は
夫
の
方
を
見
て
、
『
鳥
渡
ま
あ
見
て
や
っ
て
下

 
 
さ
い
。
三
吉
が
そ
乙
へ
来
て
坐
っ
た
様
子
は
、
ど
う
し
て
も
父
親
さ
ん
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
れ

 
 
す
よ
…
…
手
付
な
ぞ
は
兄
弟
中
で
彼
が
一
番
克
く
似
て
ま
す
よ
。
』

 
 
「
阿
爺
も
斯
様
な
不
恰
好
な
手
で
し
た
か
ね
。
」
と
三
吉
は
笑
ひ
乍
ら
自

 
 
分
の
手
を
眺
め
る
。

 
 
 
お
種
も
笑
っ
て
、
『
父
親
さ
ん
が
言
ふ
に
は
、
三
吉
は
一
番
学
問
の
好

 
 
き
な
奴
だ
で
、
彼
奴
だ
け
に
は
俺
の
事
業
を
継
が
せ
に
や
な
ら
ん
…
…

 
 
ど
う
か

 
 
何
卒
し
て
彼
奴
だ
け
は
俺
の
子
に
し
た
い
も
ん
だ
な
ん
て
、
よ
く
左
様
言

 
 
ひ
く
し
た
よ
。
』

 
 
 
三
吉
は
姉
の
顔
を
眺
め
た
。
 
『
あ
の
可
畏
い
阿
爺
が
生
き
て
居
て
、
私

 
 
達
の
為
て
る
こ
と
を
見
よ
う
も
の
な
ら
、
そ
れ
こ
そ
大
変
で
す
。
弓
の
折

 
'
 
か
な
ん
か
で
打
た
れ
る
や
う
な
目
に
逢
ひ
ま
す
。
」
 
 
 
（
上
巻
の
一
）
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言
う
ま
で
も
な
く
、
三
吉
は
藤
村
、
お
種
は
藤
村
の
姉
そ
の
で
あ
る
。
父
親

に
似
た
手
、
藤
村
に
あ
っ
て
そ
れ
は
、
・
旧
家
に
伝
わ
る
退
廃
と
父
の
狂
気
と
を

血
と
し
て
受
け
継
い
だ
こ
と
を
も
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
は
既
に
言
わ
れ
て
い

る
。
幼
い
日
の
記
憶
に
残
る
厳
格
な
父
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
自
己
の
血
に
つ

な
が
る
動
か
し
難
い
存
在
と
し
て
父
を
思
い
浮
か
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、

藤
村
が
父
に
対
し
て
抱
い
た
の
は
、
熱
い
懐
し
み
と
恐
怖
に
も
似
た
不
安
の
入

り
到
っ
た
複
雑
な
想
い
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
藤
村
の
父
に

，
対
す
る
想
い
は
、
作
品
中
見
え
隠
れ
し
な
が
ら
も
、
晩
年
の
「
夜
明
け
前
』
に

至
る
ま
で
一
貫
し
て
続
い
て
い
る
。
 
「
破
戒
」
の
周
囲
を
見
回
し
．
て
み
る
と
、

た
と
え
ば
『
縁
葉
集
」
中
の
作
品
に
も
そ
れ
は
現
れ
て
い
る
。

 
先
に
も
あ
げ
た
『
老
嬢
』
だ
が
、
主
人
公
瓜
生
夏
子
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な

こ
と
が
言
わ
れ
る
。
《
あ
ん
な
に
学
問
な
す
っ
て
、
御
嫁
に
も
撃
つ
し
ゃ
ら
ね

え
と
は
。
だ
が
、
奥
様
、
あ
、
い
ふ
こ
と
も
統
を
引
く
も
の
と
見
え
や
し
て
、

あ
の
方
の
御
父
さ
ん
も
酷
く
学
問
に
は
御
凝
り
な
き
り
や
し
た
よ
。
御
気
の
毒

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
な
く
な
り

な
、
，
狂
に
な
っ
て
座
敷
牢
で
御
死
去
に
な
り
や
し
た
か
ら
な
あ
。
 
（
略
）
御
父

さ
ん
は
国
学
と
や
ら
に
御
凝
り
な
さ
れ
た
し
、
そ
の
お
嬢
さ
ん
は
洋
学
に
御
凝

り
な
さ
る
し
。
》
。
ま
た
、
『
水
彩
画
家
」
 
（
明
治
3
7
年
-
月
『
新
小
説
』
）

で
は
、
主
人
公
鷹
野
伝
吉
に
つ
い
て
母
親
が
言
う
。
《
去
年
の
秋
は
彼
方
の

は
じ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
げ
し
く
 
 
 
つ
よ
く

極
端
な
ら
、
今
年
の
秋
は
此
方
の
極
端
だ
。
は
㌧
㌧
㌧
㌧
激
烈
て
、
剛
気
て
、

 
 
 
 
 
 
 
か
し
 
 
 
 
 
 
お
ま
け
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
き
ら
め

物
の
や
り
か
た
が
傾
ぎ
過
ぎ
て
、
加
に
気
の
変
り
易
，
い
、
絶
念
の
早
い
と
こ

ろ
は
、
亡
く
な
っ
た
父
親
さ
ん
に
其
者
だ
》
。
 
『
老
嬢
』
に
お
い
て
も
「
水
彩

画
家
』
に
お
い
て
も
馬
事
は
血
統
と
し
で
つ
な
が
る
父
で
あ
る
。
．
特
に
『
老

嬢
』
の
場
合
、
父
に
つ
な
が
る
血
統
は
そ
の
ま
ま
宿
命
と
な
っ
て
主
人
公
の
人

生
を
左
右
す
る
。

『
破
戒
」
試
論
 
一
そ
の
モ
チ
ー
フ
を
め
ぐ
っ
て
一

 
さ
ら
に
、
『
椰
子
の
葉
蔭
」
（
明
治
3
8
年
3
月
『
明
星
』
）
に
も
作
者
の
父
に

対
す
る
想
い
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
作
者
は
明
治
三
十
七
年
一
月
上
旬
、
丸

山
晩
霞
ら
と
と
も
に
『
破
戒
』
の
舞
台
と
な
っ
た
信
州
下
水
内
郡
飯
山
町
に
行

き
ギ
蓮
華
寺
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
真
宗
寺
を
訪
ね
た
。
そ
こ
の
寺
僧
井
上
寂
英

の
娘
婿
で
、
大
谷
光
瑞
の
仏
跡
探
検
隊
に
加
わ
り
マ
ル
セ
エ
ユ
で
客
死
し
た
藤

井
宣
正
の
手
紙
を
素
材
と
し
て
書
か
れ
た
の
が
『
椰
子
の
葉
蔭
」
で
、
旅
に
あ

る
子
か
ら
父
へ
宛
て
た
手
紙
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
中
の
、
《
老
い
た

る
父
上
よ
、
わ
が
弱
き
体
躯
の
た
め
に
祈
ら
せ
た
ま
へ
。
父
上
が
故
郷
に
あ
り

て
熱
心
に
佛
の
加
護
を
祈
ら
せ
た
ま
ふ
の
時
は
、
旅
に
あ
る
子
の
最
も
強
き
時

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
も
と

な
る
を
思
ひ
や
り
た
ま
へ
》
や
、
《
父
上
よ
、
父
上
よ
、
慈
顔
な
ほ
旧
の
ご
と

く
に
お
は
す
や
。
今
も
な
ほ
わ
が
為
に
祈
ら
せ
た
ま
ふ
や
》
と
い
う
父
へ
の

熱
い
呼
び
か
け
は
、
作
者
自
身
の
も
の
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
の
作
品
が
、
後

の
『
海
へ
』
の
第
二
章
「
地
中
海
の
旅
（
父
を
追
想
し
て
書
い
た
船
旅
の
手

紙
）
」
を
髪
髭
さ
せ
る
の
も
、
あ
な
が
ち
偶
然
の
こ
と
で
は
な
い
。

 
 
 
小
学
校
を
卒
へ
る
頃
、
，
私
は
他
の
少
年
と
同
じ
や
う
に
、
英
学
を
修
め

 
 
よ
う
と
致
し
ま
し
た
。
私
は
早
や
自
分
の
意
の
ま
㌧
に
動
き
始
め
よ
う
と

 
 
致
し
ま
し
た
。
そ
の
時
の
あ
な
た
の
驚
き
一
私
の
た
め
に
御
心
配
下
す

 
 
つ
た
あ
な
た
の
心
は
、
子
供
心
に
も
あ
な
た
か
ら
頂
い
た
御
手
紙
で
そ
れ

 
 
を
感
ず
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
海
へ
」
、
 
「
海
中
海
の
旅
」
の
一
）
．

 
父
正
樹
は
排
外
主
義
に
立
つ
国
学
者
で
あ
っ
た
。
キ
リ
ス
小
教
を
邪
教
と
し

て
退
け
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
よ
う
な
父
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
英
学

を
志
し
た
と
き
も
、
．
や
が
て
キ
リ
ス
ド
教
に
入
信
し
た
と
き
も
、
．
父
に
対
す
る

裏
切
り
の
意
識
が
藤
村
の
胸
中
を
横
切
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
，
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時
に
よ
っ
て
は
宿
命
と
同
義
に
も
な
り
か
ね
な
い
血
に
つ
な
が
る
父
、
良
い

に
し
ろ
悪
い
に
し
ろ
、
そ
の
父
の
存
在
か
ら
逸
脱
し
た
と
こ
ろ
に
自
己
を
伸
長

し
、
自
己
の
生
を
つ
む
い
だ
の
だ
と
い
う
確
信
、
そ
れ
ろ
'
が
父
に
対
す
る
熱
く

・
複
雑
な
想
い
に
貫
か
れ
た
と
こ
ろ
に
、
〈
破
戒
V
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
成
立
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

 
 
 
朝
飯
の
後
、
丑
松
は
机
に
向
っ
て
進
退
伺
を
書
い
た
。
其
時
一
生
の
戒

 
 
を
思
出
し
た
。
あ
の
父
の
言
葉
を
思
出
し
た
。
『
た
と
へ
い
か
な
る
目
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
め
ぐ
り
あ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロ
う
ち
あ

 
 
見
よ
う
と
、
い
か
な
る
人
に
里
謡
は
う
と
、
決
し
て
其
と
は
自
白
け
る
．
、

 
 
 
 
 
 
 
い
か
り
か
な
し
み
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
よ
の
な
か

 
 
な
、
一
旦
の
憤
怒
悲
哀
に
是
戒
を
忘
れ
た
ち
、
其
時
こ
そ
社
会
か
ら

 
 
捨
て
ら
れ
た
も
の
と
思
へ
。
」
斯
う
父
は
教
へ
た
の
で
あ
っ
た
。
『
隠
せ
』
、

 
 
1
其
を
守
る
為
に
は
今
日
迄
何
程
の
苦
心
を
重
ね
た
ら
う
。
 
『
忘
れ
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
た
が
ひ
 
 
お
そ
れ

 
 
な
」
1
其
を
繰
返
す
度
に
何
程
の
猜
疑
と
恐
怖
と
を
抱
い
た
ら
う
。

 
 
も
し
父
が
斯
の
世
に
生
き
な
が
ら
へ
て
居
た
ら
、
ま
あ
気
で
も
狂
っ
た
か

 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
ん
が
へ

 
 
の
や
う
に
自
分
の
思
想
の
変
っ
た
こ
と
を
憤
り
悲
む
で
あ
ら
う
か
、
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
と
ひ

 
 
想
逸
し
て
見
た
。
仮
令
誰
が
何
と
言
は
う
と
、
今
は
そ
の
戒
を
破
り
棄
て

 
 
．
る
気
で
居
る
。

・
 
『
何
爺
さ
ん
、
堪
忍
し
て
下
さ
い
。
」

 
 
と
詫
入
る
や
う
に
繰
返
し
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
第
弐
拾
壱
章
の
一
）

 
前
出
、
山
田
晃
氏
は
、
《
木
村
熊
二
は
開
明
的
な
基
督
者
で
あ
る
と
同
時
に

士
魂
の
人
で
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
前
記
青
山
な
を
氏
の
労
作
も
そ
の
お
も
か
げ

の
一
半
せ
伝
え
、
『
私
立
小
諸
義
塾
沿
革
誌
』
所
収
の
い
く
つ
か
の
資
料
も
そ

れ
を
教
え
る
。
武
士
の
家
系
を
誇
り
、
厳
し
く
身
を
立
て
る
こ
と
を
子
に
期
待

す
る
丑
松
の
父
の
発
想
の
根
源
を
こ
こ
に
見
る
の
も
あ
な
が
ち
牽
強
の
説
で
は

な
い
だ
ろ
う
》
と
述
べ
て
い
る
。
丑
松
の
父
の
造
形
に
あ
る
い
は
木
村
熊
二
が

関
与
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
得
よ
う
。
し
か
し
、
'
こ
れ
ま
で
説
い
て
き
た
よ
う

に
、
丑
松
父
子
の
原
型
は
や
は
り
作
者
父
子
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
で

な
け
れ
ば
、
た
と
え
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
に
模
し
て
補
強
し
た
と
し
て
も
、
父
像
の

あ
れ
ほ
ど
重
い
リ
ア
リ
テ
ィ
は
描
出
で
き
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
丑
松
に
と
っ

て
父
は
父
祖
代
々
の
怨
念
が
ま
つ
わ
る
「
家
」
の
象
徴
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も

自
己
の
宿
命
と
し
て
の
血
統
に
つ
な
が
る
父
で
あ
る
。
そ
し
て
、
丑
松
の
く
破
・

戒
V
は
そ
れ
ら
か
ら
の
逸
脱
と
解
放
の
願
い
か
ら
出
た
行
為
に
他
な
ら
な
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
六

 
〈
破
戒
〉
は
告
白
と
い
う
大
胆
な
手
段
に
よ
．
っ
て
成
立
す
る
。
 
『
破
戒
」
一

篇
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
グ
ス
は
、
鷲
太
郎
の
死
に
触
発
さ
れ
て
す
る
告
白
の
決
意
、

す
な
わ
ち
く
破
戒
V
の
決
意
の
場
面
に
あ
る
。

 
 
 
見
れ
ば
見
る
ほ
ど
、
聞
け
ば
聞
く
ほ
ど
、
丑
松
は
死
ん
だ
先
輩
に
手

 
 
を
引
か
れ
て
、
新
し
い
世
界
の
方
へ
連
れ
て
行
か
れ
る
や
う
な
心
地
が
し

 
 
た
。
告
白
一
そ
れ
は
新
平
民
の
先
輩
に
す
ら
躊
躇
し
た
こ
と
で
．
ま
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
ら
け
だ

 
 
て
社
会
の
人
に
自
分
の
素
性
を
暴
露
さ
う
な
ぞ
と
は
、
今
日
迄
思
ひ
も

 
 
 
 
 
 
 
 
か
ん
が
へ

 
 
よ
ら
な
か
っ
た
思
想
な
の
で
あ
る
。
急
に
丑
松
は
新
し
い
勇
気
を
掴
ん

 
 
だ
。
ど
う
せ
最
早
今
迄
の
自
分
は
死
ん
だ
も
の
だ
。
恋
も
捨
て
た
、
名
も

 
 
捨
て
た
一
あ
、
、
多
く
の
青
年
が
寝
食
を
忘
れ
る
程
に
あ
こ
が
れ
て
居

 
 
る
現
世
の
歓
楽
、
そ
れ
も
繊
多
の
身
に
は
何
の
用
が
有
ら
う
。
一
新
平
民

 
 
一
先
輩
が
其
だ
-
自
分
も
亦
た
其
で
沢
山
だ
。
斯
う
考
k
る
と
同
時

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
め
ど

 
 
に
、
熱
い
涙
は
若
々
し
い
頬
を
伝
っ
て
絶
間
も
無
く
流
れ
落
ち
る
。
実
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
の
ら

 
 
そ
れ
は
自
分
で
自
分
を
営
む
と
い
ふ
心
か
ら
出
た
生
命
の
汗
で
あ
っ
た
の
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で
あ
る
。
 
（
略
）
彼
是
す
る
う
ち
に
、
鶏
が
鳴
い
た
。
丑
松
は
新
し
い
暁

 
 
の
近
い
た
乙
と
を
知
っ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
第
弐
拾
章
の
匹
）

 
こ
の
第
弐
拾
章
を
も
っ
て
『
破
戒
」
が
終
わ
っ
て
い
た
な
ら
、
む
し
ろ
完

成
度
の
高
い
も
の
に
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
る
の
は
私
一
人
で
あ
ろ
う

か
。
、

 
丑
松
の
告
白
と
そ
の
後
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
《
生
徒
に
対
し
て
「
許
し
て

下
さ
い
」
と
か
頻
に
「
不
浄
な
る
人
間
で
す
」
と
か
繰
返
し
板
敷
の
上
へ
脆
い

て
詫
を
な
し
、
更
に
同
僚
の
前
に
「
耽
の
額
を
板
敷
の
塵
埃
の
中
に
埋
め
」
憎

然
と
し
て
「
枯
れ
萎
れ
た
」
の
で
は
、
蓮
太
郎
の
犠
牲
に
対
し
て
意
義
が
乏
し

く
な
る
》
（
『
読
売
新
聞
」
明
治
3
9
年
4
月
2
9
日
付
、
豹
子
頭
）
と
の
同
時
代

評
を
始
め
と
し
て
、
従
来
ほ
と
ん
ど
の
批
評
家
や
読
者
が
疑
問
あ
る
い
は
不
満

を
投
げ
か
け
て
い
る
コ
し
か
し
、
，
こ
の
よ
う
な
結
末
部
が
蓮
太
郎
に
見
ら
れ
る

社
会
的
偏
見
に
対
す
る
抗
議
や
批
判
と
は
別
様
の
所
か
ら
出
て
い
る
の
は
言
う

ま
で
も
な
い
。

 
解
放
運
動
側
か
ら
の
指
摘
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
、
『
破
戒
』
の
作
者
は
当
時

一
般
の
差
別
意
識
か
ら
抜
け
出
て
お
ら
ず
、
そ
の
目
は
部
落
差
別
を
社
会
構
造

が
生
ん
だ
人
為
的
な
社
会
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
と
こ
ろ
ま
で
達
し
て
い
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
部
落
民
で
あ
る
と
い
う
素
性
は
、
丑
松
に
と
っ
て
は
常
に

逃
れ
難
い
運
命
と
な
り
、
変
革
不
可
能
な
現
実
と
な
っ
て
彼
の
前
に
立
ち
は
だ

か
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、
社
会
変
革
に
よ
る
差
別
解
消
の
展
望
が
作
者
の
視
野

に
入
っ
て
い
な
い
た
め
、
猪
子
蓮
太
郎
の
戦
い
も
ま
た
、
具
体
性
を
欠
い
た
、

宙
に
浮
い
た
、
悲
愴
感
ば
か
り
が
先
行
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
猪
子
蓮
太

郎
は
そ
の
悲
愴
な
ま
で
の
勇
気
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
唱
丑
松
を
告
白
と
い
う

『
破
戒
』
試
論
，
」
そ
の
モ
チ
ー
フ
を
め
ぐ
っ
て
一

瞥
も
大
胆
な
く
破
戒
V
へ
導
き
こ
そ
す
れ
、
一
度
も
丑
松
を
社
会
の
封
建
的
因

襲
に
対
す
る
戦
い
へ
駆
り
立
て
ば
し
な
か
っ
た
。
丑
松
は
、
三
太
郎
の
「
我
は

自
製
を
恥
と
せ
ず
」
と
い
う
昂
然
た
る
宣
言
に
敬
服
し
、
そ
れ
を
追
う
よ
う
に

見
せ
な
が
ら
、
自
身
は
「
私
は
臓
多
で
す
」
と
い
う
告
白
と
と
も
に
《
恥
の
額
・

を
板
敷
の
塵
埃
の
中
に
埋
め
》
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
矛
盾
と
い
う
よ
り

も
、
丑
松
自
身
に
引
き
つ
け
た
蓮
太
郎
の
思
想
の
歪
曲
が
あ
り
、
こ
れ
が
『
春
』

の
青
木
と
岸
本
、
引
い
て
は
北
村
透
谷
と
藤
村
の
あ
り
よ
う
に
重
な
る
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
。

 
つ
ま
り
v
丑
松
の
告
白
は
、
素
性
を
隠
す
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
も
ま
た
目
を

そ
む
け
よ
う
と
し
て
い
た
悲
惨
な
現
実
、
過
酷
な
運
命
を
否
応
な
く
徹
底
的
に

認
識
し
受
容
し
よ
う
と
す
る
行
為
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
悲

惨
な
現
実
を
自
己
を
憐
み
っ
つ
運
命
と
し
て
受
け
入
れ
た
瞬
間
に
、
丑
松
の
内

部
で
は
現
実
の
超
克
と
い
う
こ
と
が
成
就
し
、
精
神
の
自
由
が
獲
得
さ
れ
る
。

現
実
の
甘
受
が
同
時
に
現
実
の
超
克
と
な
る
一
こ
こ
に
は
藤
村
独
特
の
哲
学

が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
生
徒
の
前
に
ひ
ざ
ま
づ
き
、
額
を
板
敷
の
ほ
こ
り
の

申
に
埋
め
て
い
る
丑
松
は
、
そ
の
ま
ま
、
自
己
に
課
せ
ら
れ
た
過
酷
な
現
実
を

 
つ
れ
な

《
無
情
い
運
命
》
と
し
て
甘
受
し
て
そ
の
前
に
頭
を
下
げ
て
い
る
丑
松
な
の
で

あ
り
、
同
時
に
現
実
を
超
え
て
精
神
の
自
由
を
獲
得
し
た
丑
松
な
の
で
あ
る
。

 
昭
和
十
四
年
ご
月
に
、
十
年
来
絶
版
と
な
っ
て
い
た
『
破
戒
』
を
改
訂
再
版

、
す
る
に
際
し
て
、
作
者
は
「
身
を
起
す
ま
で
」
と
い
う
副
題
を
付
け
加
え
て
い

る
。
い
か
に
悲
惨
な
現
実
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
れ
を
運
命
と
レ
て
受
け
と
め
た

と
こ
ろ
が
ら
、
丑
松
の
新
生
は
始
ま
る
と
い
う
作
者
の
意
図
は
こ
こ
に
も
明
ら

か
で
あ
ろ
う
。
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注
1

注
2

注
3

「
『
破
戒
」
に
登
場
す
る
猪
子
蓮
太
郎
の
モ
デ
ル
・
大
江
磯
吉
」
、

『
国
学
院
雑
誌
』
昭
和
3
7
年
7
～
8
合
併
号

．
「
『
破
戒
』
論
ノ
ー
ト
」
 
『
日
本
近
代
文
学
』
第
一
集
・
昭
和
4
4
年

10初
出
は
大
正
元
年
1
0
月
1
日
『
婦
人
画
報
」
に
「
あ
る
婦
人
に
与
ふ

る
手
紙
四
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
。

（ 128 ）
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