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こ
の
問
題
を
考
え
る
に
は
、
ま
ず
応
仁
の
乱
（
一
四
六
七
　
一
四
七
七
）

あ
た
り
か
ら
始
め
る
べ
き
だ
と
思
う
が
、
こ
の
乱
の
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
考

え
る
と
、
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
は
二
十
歳
前
後
の
青
年
で
あ
っ
た

し
、
エ
ラ
ス
ム
ス
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
な
ど
は
よ
う
や
く

こ
の
乱
の
間
に
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
し
、
ル
タ
ー
は
ま
だ
生
ま
れ
て
い
な
か

っ
た
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
航
海
者
ヘ
ン
リ
ー
は
す
で
に
乱
の
始
ま
る
七
年
前
に

没
し
て
い
た
が
、
し
か
し
ア
フ
リ
カ
回
航
は
ま
だ
発
展
し
て
い
な
か
っ
た
。

だ
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
も
ま
だ
そ
ん
な
に
先
の
方
に
進
ん
で
行
っ
て
い
た
わ
け

で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
れ
か
ら
後
の
一
世
紀
の
進
歩
が
目
ざ
ま
し
い
の
で
あ

る
。
シ
ャ
ビ
エ
ル
が
日
本
へ
来
た
の
も
、
乱
後
七
、
八
十
年
で
あ
っ
た
。
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応
仁
の
乱
以
後
日
本
で
は
支﹅
配﹅
層﹅
の﹅
入﹅
れ﹅
替﹅
え﹅
が
行
な
わ
れ
た
。
そ
れ
に

伴
な
う
社
会
的
変
動
が
、
思
想
の
上
に
も
大
き
く
影
響
し
た
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
そ
う
い
う
変
動
を
問
題
と
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
変
動
の
前
の
室﹅
町﹅

時﹅
代﹅
の﹅
文﹅
化﹅
と
い
う
も
の
が
、
一
体
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
か
を
、
は
っ

き
り
と
念
頭
に
浮
か
べ
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

　 

原 

勝 

郎 

は
ら
か
つ
ろ
う
氏
は
か
つ
て
室
町
時
代
は
日
本
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
時
代
で
あ

る
と
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
日
本
の
独
自
の
文
化
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
平

安
朝
の
文
化
が
、
鎌
倉
時
代
の
武
家
文
化
に
覆
わ
れ
て
い
た
後
に
、
ふ
た
た

び
こ
こ
で
蘇
生
し
て
来
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
見
方
は
な
か
な
か
当
た

っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
室
町
時
代
の
文
化
を
何
と
な
く
貶おと
し
め
る
の
は
、

江
戸
幕
府
の
政
策
に
起
因
し
た
一
種
の
偏
見
で
あ
っ
て
、
公
平
な
評
価
で
は
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な
い
。
我
々
は
よ
ほ
ど
こ
の
点
を
見
な
お
さ
な
く
て
は
な
る
ま
い
と
思
う
。

　
室
町
時
代
の
中
心
は
、
応﹅
永﹅
（
一
三
九
四
　
一
四
二
八
）
永﹅
享﹅
（
一
四
二

九
　
一
四
四
一
）
の
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
、
連
歌
師
心﹅
敬﹅
は
、

『
ひ
と
り
言
』
の
中
で
お
も
し
ろ
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
元
来
こ
の
書
は
、

 

心  

敬 

し
ん
け
い

が
応
仁
の
乱
を
避
け
て
武
蔵
野
に
や
っ
て
来
て
、
品
川
あ
た
り
に
住

ん
で
い
て
、
応
仁
二
年
（
一
四
六
八
）
に
書
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
書

の
末
尾
に
い
ろ
い
ろ
な
名
人
を
数
え
上
げ
、
そ
れ
が
皆
三
、
四
十
年
前
の
人

で
あ
る
こ
と
を
省
み
て
、
次
の
よ
う
に
慨
嘆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
程
な

く
今
の
世
に
万
の
道
す
た
れ
果
て
、
名
を
え
た
る
人
ひ
と
り
も
聞
え
侍
ら
ぬ

に
て
思
ひ
合
は
す
る
に
、
応﹅
永﹅
の﹅
比﹅
、
永﹅
享﹅
年﹅
中﹅
に﹅
、
諸
道
の
明
匠
出
う
せ

侍
る
に
や
。
今
よ
り
後
の
世
に
は
、
そ
の
比
は
延
喜
え
ん
ぎ
一
条
院
の
御
代
な
ど
の
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如
く
し
の
び
侍
る
べ
く
哉
」
。
す
な
わ
ち
応
永
、
永
享
は
室
町
時
代
の
絶
頂

で
あ
り
、
延
喜
の
御
代
に
比
せ
ら
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
我

々
は
、
少
年
時
代
以
来
、
延
喜
の
御
代
の
讃
美
を
聞
い
た
こ
と
は
し
ば
し
ば

で
あ
っ
た
が
、
応
永
永
享
時
代
の
讃
美
を
聞
い
た
こ
と
は
か
つ
て
な
か
っ
た
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
応
永
、
永
享
と
い
う
ご
と
き
年
号
を
、
記
憶
に
留
め
る
ほ

ど
の
刺
激
を
受
け
た
こ
と
も
な
か
っ
た
。
連
歌
の
名
匠
心
敬
に
右
の
ご
と
き

言
葉
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
の
も
、
老
年
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し

心
敬
の
あ
げ
た
証
拠
だ
け
を
見
て
も
、
こ
の
時
代
が
延
喜
時
代
に
劣
る
と
は

考
え
ら
れ
な
い
。
心
敬
は
猿
楽
の
世﹅
阿﹅
弥﹅
（
一
三
六
三
　
一
四
四
三
）
を
無

双
不
思
議
と
ほ
め
て
い
る
が
、
我
々
か
ら
見
て
も
無
双
不
思
議
で
あ
る
。
能

楽
が
今
で
も
日
本
文
化
の
一
つ
の
代
表
的
な
産
物
と
し
て
世
界
に
提
供
し
得
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ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
内
の
少
な
か
ら
ぬ
部
分
の
創
作
者
で

あ
る
世ぜ
阿あ
弥み
は
、
世
界
的
な
作
家
と
し
て
認
め
ら
れ
な
く
て
は
な
る
ま
い
。

の
み
な
ら
ず
世
阿
弥
は
、
能
楽
に
関
す
る
理
論
に
お
い
て
も
、
実
に
優
秀
な

数
々
の
著
作
を
残
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
心
敬
は
、
絵
か
き
の
周﹅
文﹅
を
、

最
第
一
、
二
、
三
百
年
の
間
に
一
人
の
人
と
ほ
め
て
い
る
。  

周    

文  

し
ゅ
う
ぶ
ん

は
応

永
ご
ろ
の
人
で
あ
る
が
、
彼
の
墨
絵
は
こ
の
時
代
の
絵
画
の
様
式
を
決
定
し

た
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
こ
の
墨
絵
も
ま
た
、
日
本
文
化

の
一
つ
の
代
表
的
な
産
物
と
し
て
、
世
界
に
提
供
し
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
絵
画
の
点
で
は
、
雪﹅
舟﹅
（
一
四
二
〇
　
一
五
〇
六
）
が
応
仁
の

こ
ろ
に
も
う
シ
ナ
か
ら
帰
朝
し
て
い
た
の
で
、
「
絵
か
き
の
道
す
た
れ
果
て
」

と
は
言
え
ぬ
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
彼
の
名
は
ま
だ
心
敬
に
は
聞
こ
え
て
い

7



な
か
っ
た
か
も
し
れ
ぬ
。
禅
に
お
い
て
は
、
一﹅
休﹅
和﹅
尚﹅
（
一
三
九
四
　
一
四

八
一
）
が
こ
の
時
に
ま
だ
生
き
て
い
た
。
心
敬
は
こ
の
人
を
、
行
儀
、
心
地

と
も
に
独﹅
得﹅
の﹅
人﹅
と
し
て
ほ
め
て
い
る
。
よ
ほ
ど
個
性
の
顕
著
な
人
で
あ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
こ
の
禅
の
体
得
と
い
う
こ
と
も
、
日
本
文
化
の

一
つ
の
特
徴
と
し
て
、
今
で
も
世
界
に
向
か
っ
て
披
露
せ
ら
れ
て
い
る
点
で

あ
る
。
そ
う
し
て
み
る
と
、
こ
れ
ら
の
三﹅
つ﹅
の﹅
点﹅
だ
け
で
も
、
応
永
時
代
は

延
喜
時
代
よ
り
も
重
要
だ
と
言
わ
な
く
て
は
な
る
ま
い
。

　
も
っ
と
も
、
こ
の
三
つ
の
点
以
外
で
あ
げ
ら
れ
て
い
る
名
人
は
、
我
々
に

は
ち
ょ
っ
と
歯
の
立
た
な
い
連
中
で
あ
る
。
詩﹅
人﹅
で
は
南
禅
寺
の
惟﹅
肖﹅
和﹅
尚﹅

が
、
二
、
三
百
年
こ
の
か
た
、
比
べ
る
も
の
の
な
い
最
一
の
作
者
と
さ
れ
て

い
る
。
平﹅
家﹅
が﹅
た﹅
り﹅
で
は
、
千﹅
都﹅
検﹅
校﹅
が
、
昔
よ
り
第
一
の
も
の
、
二
、
三
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百
年
の
間
に
一
人
の
人
で
あ
る
。
碁﹅
う﹅
ち﹅
で
は
、
大
山
の
衆
徒
大﹅
円﹅
。
早﹅
歌﹅

で
は
、
清﹅
阿﹅
、
口﹅
阿﹅
。
尺﹅
八﹅
で
は
、
増﹅
阿﹅
。
い
ず
れ
も
そ
の
後
に
及
ぶ
も
の

の
な
い
無
双
の
上
手
と
さ
れ
て
い
る
。
我
々
に
は
理
解
の
で
き
な
い
問
題
で

あ
る
が
、
諸
道
の
明
匠
が
雲
の
ご
と
く
顕
わ
れ
て
い
た
応
永
、
永
享
の
時
代

を
飾
る
に
足
る
花
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
そ
う
い
う
時
代
の
思
想
界
か
ら
誰
を
代
表
者
と
し
て
選
ぶ
か

と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
や
は
り 

一  

条  

兼  

良 

い
ち
じ
ょ
う
か
ね
ら

（
一
四
〇
二
　
一
四
八
一
）

の
ほ
か
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
兼
良
は
応
永
九
年
の
生
ま
れ
で
、
応
永
時
代
の

代
表
者
と
し
て
は
少
し
く
遅
い
が
、
し
か
し
そ
れ
で
も
応
永
の
末
に
は
右
大

臣
、
永
享
四
年
に
は
関
白
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
時
に
は
す
ぐ
に
や
め
た
が
、

十
五
年
後
四
十
五
歳
の
時
に
ふ
た
た
び
関
白
太
政
大
臣
と
な
り
、
さ
ら
に
六
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十
五
歳
の
時
三
度
関
白
と
な
っ
た
。
し
か
し
そ
う
い
う
地
位
か
ら
ば
か
り
で

な
く
、
そ
の
学
識
の
点
に
お
い
て
、
応
永
、
永
享
の
時
代
を
代
表
す
る
に
足

り
る
で
あ
ろ
う
。
彼
の
眼
界
は
、
日
本
、
シ
ナ
、
イ
ン
ド
の
全
体
に
わ
た
り
、

仏
教
哲
学
、 
程  
朱 
て
い
し
ゅ

の
学
、
日
本
の
古
典
な
ど
に
す
べ
て
通
じ
て
い
る
。
著

書
も
多
く
、
当
時
の
学
問
の
集
大
成
の
観
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
思
想
傾
向

も
、
一
切
を
取
り
入
れ
て
統
一
し
よ
う
と
い
う
無
傾
向
の
傾
向
で
あ
っ
て
、

好
く
い
え
ば
総
合
的
、
悪
く
言
え
ば 

混  

淆 

こ
ん
こ
う

的
で
あ
る
。
そ
の
主
張
を
一
語

で
い
う
と
、
神
儒
仏
の
三
者
は
同
一
の
真
理
を
示
し
て
い
る
、
一
心
す
な
わ

ち
神
す
な
わ
ち
道
、
三
に
し
て
一
、
一
に
し
て
三
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に

な
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
兼
良
が
晩
年
に
将
軍 

義  

尚 

よ
し
ひ
さ

の
た
め
に
書
い
た
『
文
明
一
統
記
』
や
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『 

樵  

談  

治  

要 
し
ょ
う
だ
ん
ち
よ
う

』
な
ど
は
、
相
当
に
広
く
流
布
し
て
、
一
般
に
武
士
の
間

で
読
ま
れ
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
内
容
は 

北  

畠  

親  

房 

き
た
ば
た
け
ち
か
ふ
さ
な

ど
と
同
じ
よ
う
な
正﹅
直﹅
・
慈﹅
悲﹅
の﹅
政﹅
治﹅
理﹅
想﹅
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の

思
想
は
正
義
と
仁
愛
と
の
相
即
を
中
核
と
す
る
点
に
お
い
て
特
徴
の
あ
る
も

の
で
あ
る
が
、
し
か
し
日
本
で
は
古
く
か
ら
成
立
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、

こ
の
時
代
に
限
っ
た
現
象
で
は
な
い
。
こ
の
時
代
と
し
て
特
に
注
目
せ
ら
る

べ
き
点
は
、
武
家
の
権
力
政
治
が
数
世
紀
に
わ
た
っ
て
行
な
わ
れ
た
後
に
、

な
お
こ
の
よ
う
な
王
朝
時
代
の
政
治
理
想
が
依
然
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
点

で
あ
る
。
こ
れ
は
最
初
に
言
及
し
た
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
と
し
て
の
意
義
に
も
関

係
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
同
じ
兼
良
が
将
軍
義
尚
の
母
、
す
な
わ
ち
義
政
夫

人
の
日
野
富
子

ひ
の
と
み
こ

の
た
め
に
書
い
た
『
小
夜
の
ね
ざ
め
』
に
は
、
こ
の
こ
と
が
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一
層
明
白
に
現
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
書
も
こ
の
後
の
時
代
に
広
く
読
ま
れ
た

よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
人
と
し
て
の
教﹅
養﹅
の﹅
準﹅
則﹅
を
説
い
た
も
の
で

あ
る
。
自
然
美
を
十
分
に
味
わ
う
べ
き
こ
と
、
文
芸
を
心
の
糧
と
す
べ
き
こ

と
、
そ
の
文
芸
も
『
万
葉
集
』
、
『
源
氏
物
語
』
の
ご
と
き
古
典
に
親
し
む

べ
き
こ
と
、
連
歌
や
歌
の
判
の
こ
と
な
ど
も
心
得
べ
き
こ
と
、
な
ど
を
説
い

た
後
に
、
実
践
の
問
題
に
立
ち
入
っ
て
、
人﹅
を﹅
見﹅
る﹅
明﹅
が
何
よ
り
も
大
切
で

あ
る
こ
と
を
教
え
て
い
る
。
全
然
王
朝
の
理
想
に
よ
っ
て
教
養
を
作
ろ
う
と

し
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
う
い
う
点
に
お
い
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
兼
良
は
応
永
、
永
享
の
精

神
を
代
表
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
応
仁
以
後
の
時
代
の
精
神
に
は
全
然
他
人

で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
彼
は
応
仁
乱
後
数
年
ま
で
生
き
て
い
た
の
で
あ
り
、
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『
樵
談
治
要
』
な
ど
も
乱
後
に
書
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
彼
が
新
し

い
時
代
に
対
し
て
抱
い
た
の
は
た
だ
恐
怖
の
み
で
あ
っ
て
、
新
し
い
建
設
へ

の
見
通
し
で
も
な
け
れ
ば
、
新
し
い
指
導
的
精
神
の
思
索
で
も
な
か
っ
た
。

『
樵
談
治
要
』
の
な
か
に
彼
は
「 

足  

軽 

あ
し
が
る

」
の
徹
底
的
禁
止
を
論
じ
て
い
る
。

足
軽
は
応
仁
の
乱
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
暴
徒
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
下
剋
上
の
現
象
で
あ
る
。
こ
れ
を
抑
え
な
け
れ
ば
社
会
は
崩
壊
し
て

し
ま
う
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
彼
は
民
衆
の
力
の
勃
興
を
眼
前
に

見
な
が
ら
、
そ
こ
に
新
し
い
時
代
の
機
運
の
動
い
て
い
る
こ
と
を
看
取
し
得

な
い
の
で
あ
っ
た
。
正
長
、
永
享
の
土
一
揆
は
彼
の
三
十
歳
近
い
こ
ろ
の
出

来
事
で
あ
り
、
嘉
吉
か
き
つ
の
土
一
揆
、
民
衆
の
強
要
に
よ
る
一
国
平
均
の
沙さ
汰た
は
、

彼
の
三
十
九
歳
の
時
の
こ
と
で
、
民
衆
の
運
動
は
彼
の
熟
知
し
て
い
た
と
こ
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ろ
で
あ
る
が
、
彼
に
と
っ
て
は
そ
れ
は
た
だ
悲
し
む
べ
き
秩
序
の
破
壊
に
す

ぎ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
今
や
そ
の
民
衆
の
力
が
、
軍
隊
の
主
要
部
を
形
成

す
る
に
至
っ
た
。
そ
れ
が
足
軽
で
あ
る
。
だ
か
ら
彼
は
社
会
の
崩
壊
を
怖
れ

た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
ご
と
く
、
応
永
、
永
享
の
精
神
か
ら
見
れ
ば
、
応
仁
以
後
の
時
代

は
下
剋
上
の
時
代
、
秩
序
な
き
時
代
、
社
会
崩
壊
の
時
代
で
あ
っ
た
。
こ
の

新
し
い
時
代
を
代
表
す
る
も
の
は
、
（
一
）
政
治
化
し
た
土
一
揆
や
宗
教
一

揆
に
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
民
衆
の
運
動
、
（
二
）
足
軽
の
進
出
に
媒
介
せ

ら
れ
た
新
し
い
武
士
団
の
勃
興
、
ひ
い
て
は
群
雄
の
勃
興
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
ま
ず
第﹅
一﹅
の
民﹅
衆﹅
に
視
点
を
置
い
て
、
そ
の
中
に
ど
う
い
う
思
想
が
動
い
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て
い
た
か
を
問
題
と
し
よ
う
。

　
応
仁
以
後
に
お
い
て
は
、
土
一
揆
や
宗
教
一
揆
は
明
ら
か
に
政
治
運
動
化

し
て
来
た
。
文
明
十
七
年
（
一
四
八
五
）
の
山
城
の
国
一
揆
、
長
享
二
年

（
一
四
八
八
）
の
加
賀
の
一
向
一
揆
な
ど
は
そ
の
著
明
な
例
で
あ
る
。
こ
れ

ら
は
兼
良
の
没
後
数
年
に
し
て
起
こ
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
世
界
の
情
勢
か

ら
い
う
と
、
イ
ン
ド
航
路
打
通
の
運
動
が
よ
う
や
く
ア
フ
リ
カ
南
端
に
達
し

た
こ
ろ
の
出
来
事
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
ろ
以
後
の
民
衆
の
思
想
を
何
に
よ
っ
て
知
る
か
と
い
う
こ
と
は
、

相
当
重
大
な
問
題
で
あ
る
が
、
私
は
そ
の
材
料
と
し
て
室﹅
町﹅
時﹅
代﹅
の﹅
物﹅
語﹅
を

使
っ
て
み
た
い
と
思
う
。
そ
の
中
に
は
寺
社
の
縁
起
物
語
の
類
が
多
く
、
題

材
は
日
本
の
神
話
伝
説
、
仏
典
の
説
話
、
民
間
説
話
な
ど
多
方
面
で
、
そ
の
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構
想
力
も
実
に
奔
放
自
在
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
そ
う
い
う
寺
社
を
教
養
の

中
心
と
し
て
い
た
民﹅
衆﹅
の﹅
心﹅
情﹅
を
、
最
も
直
接
に
反
映
し
た
も
の
と
し
て
取

り
扱
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
民
俗
学
者
が
問
題
と
し
て
い
る
よ
う
な
民
間
の

説
話
で
、
た
だ
こ
の
時
代
の
物
語
に
の
み
姿
を
見
せ
て
い
る
も
の
の
あ
る
こ

と
を
考
え
る
と
、
こ
の
時
代
の
物
語
の
民
衆
性
は
疑
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

た
だ
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
物
語
を
特
に
応﹅
仁﹅
以﹅
後﹅
の﹅
時﹅
代﹅
の﹅
製﹅
作﹅
と
し
て
確

証
し
得
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
中
に
は
も
っ
と
古
い
時
代
の
写
本
が

見
い
だ
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
物
語
が
さ
か
ん
に
書

写
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
さ
か
ん
に
受
用
さ
れ
た
の
が
、
室
町
末
期
で
あ
っ
た

こ
と
は
、
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
限
り
我
々
は
、
こ
れ
ら
の
物
語
に

お
い
て
応
仁
以
後
の
時
代
の
民
衆
の
心
情
に
接
し
得
る
の
で
あ
る
。
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さ
て
そ
の
つ
も
り
で
こ
の
時
代
の
物
語
を
読
ん
で
行
く
と
、
時
々
あ
っ
と

驚
く
よ
う
な
内
容
の
も
の
に
突
き
当
た
る
。
中
で
も
最
も
驚
い
た
の
は
、
苦﹅

し﹅
む﹅
神﹅
、
蘇﹅
り﹅
の﹅
神﹅
を
主
題
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
一
つ
は
『
熊
野
の
本
地
』
で
あ
る
。
こ
れ
は
日
本
の
神
社
の
う
ち
で

も
最
も
有
名
な
も
の
の
一
つ
で
あ
る
熊
野
権
現
の
縁
起
物
語
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
流
布
の
範
囲
は
か
な
り
広
汎
で
あ
っ
た
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
そ
こ
に
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
熊
野
に
今
祀まつ
ら
れ
て
い
る
神
々
が
、

も
と
イ
ン
ド
に
お
い
て
ど
う
い
う
経
歴
を
経
て
来
た
か
と
い
う
こ
と
な
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
は
、
イ
ン
ド
の
マ
ガ
ダ
国
王
の
宮
廷
に
起
こ
っ

た
出
来
事
が
物
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
世
界
は
、

衣
裳
、
風
俗
か
ら
役
人
の
名
に
至
る
ま
で
、
全
然
『
源﹅
氏﹅
物﹅
語﹅
』
ふ
う
で
あ
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っ
て
、
イ
ン
ド
を
思
わ
せ
る
も
の
は
何
も
な
い
の
で
あ
る
。

　
女
主
人
公
は
観
音
の
熱
心
な
信
者
で
あ
る
一
人
の
美
し
い
女
御
で
あ
る
。

宮
廷
に
は
千
人
の
女
御
、
七
人
の
后
き
さ
きが
国
王
に
侍
し
て
い
た
が
、
右
の
女
御

は
そ
の
中
か
ら
選
び
出
さ
れ
て
、
み
か
ど
の  

寵    

愛  

ち
ょ
う
あ
い

を
一
身
に
集
め
、
つ

い
に
太
子
を
身
ご
も
る
に
至
っ
た
。
そ
の
ゆ
え
に
ま
た
こ
の
女
御
は
、
后
た

ち
九
百
九
十
九
人
の
憎
悪
を
一
身
に
集
め
た
。
あ
ら
ゆ
る
排
斥
運
動
や
呪
詛
じ
ゅ
そ

が
女
御
の
上
に
集
中
し
て
く
る
。
つ
い
に
深
山
に
連
れ
て
行
か
れ
、
首
を
切

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
直
前
に
こ
の
后
は
、
山
中
に
お
い
て
王
子
を
産

ん
だ
。
そ
う
し
て
、
首
を
切
ら
れ
た
後
に
も
、
そ
の
胴
体
と
四
肢
と
は
少
し

も
傷
つ
く
こ
と
な
く
、
双
の
乳
房
を
も
っ
て
太
子
を
哺
は
ぐ
くん
だ
。
こ
の
后
の
苦

難
と
、
首
な
き
母
親
の
哺
育
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
物
語
の
ヤ
マ
な
の
で
あ
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る
。
王
子
は
四
歳
ま
で
育
っ
て
、
母
后
の
兄
で
あ
る 

祇  

園  

精  

舎 

ぎ
お
ん
し
ょ
う
じ
ゃ

の
聖
人

の
手
に
渡
り
、
七
歳
の
時
大
王
の
前
に
連
れ
出
さ
れ
て
、
一
切
の
経
過
を
明

ら
か
に
し
た
。
大
王
は
即
日
太
子
に
位
を
譲
っ
た
。
新
王
は
十
五
歳
の
時
に
、

大
王
と
聖
人
と
を
伴
な
っ
て
、
女
人
の
恐
ろ
し
い
国
を
避
け
、
飛
車
で
日
本

国
の
熊
野
に
飛
ん
で
来
た
。
こ
れ
が
熊
野
三
所
の
権
現
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
物
語
で
は
、
女
主
人
公
の
苦
難
や
、
首
な
く
し
て
な
お
そ
の
乳
房
で

嬰
児
を
養
っ
て
い
る
痛
ま
し
い
姿
が
、
物
語
の
焦
点
と
な
っ
て
い
る
が
、
し

か
し
こ
の
女
主
人
公
自
身
が
熊
野
の
権
現
と
な
っ
た
と
せ
ら
れ
る
の
で
は
な

い
。
た
だ
首
な
き
母
親
に
哺
育
せ
ら
れ
た
憐
れ
な
太
子
と
、
そ
の
父
と
伯
父

と
の
み
が
熊
野
権
現
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
同
じ
『
熊
野
の
本
地
』

の
異
本
の
な
か
に
は
、
さ
ら
に
女
主
人
公
自
身
を
権
現
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
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そ
の
た
め
に
は
女
主
人
公
が
首
を
切
ら
れ
た
だ
け
に
留
め
て
お
く
わ
け
に
行

か
な
い
。
首
な
き
母
親
に
哺
育
せ
ら
れ
た
新
王
は
、
こ
の
慈
悲
深
い
母
妃
へ

の
愛
慕
の
あ
ま
り
に
、
母﹅
妃﹅
の﹅
蘇﹅
り﹅
に
努
力
し
、
つ
い
に
そ
れ
に
成
功
す
る

の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
日
本
へ
飛
来
す
る
時
に
は
母
妃
を
も
伴
な
っ
て
く
る
。

だ
か
ら
首
な
く
し
て
な
お
そ
の
乳
房
で
嬰
児
を
養
っ
て
い
た
妃
が
熊
野
の
権

現
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
我
々
は
苦
し
む
神
、
悩
む
神
、
人
間
の
苦
し

み
を
お
の
れ
に
背
負
う
神
の
観
念
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
奈
良
絵
本

に
は
、
首
か
ら
血
を
噴
き
出
し
て
い
る
む
ご
た
ら
し
い
妃
の
姿
を
描
い
た
も

の
が
あ
る
。
こ
れ
を
霊
験
あ
ら
た
か
な
熊
野
権
現
の
前
身
と
し
て
な
が
め
て

い
た
人
々
に
と
っ
て
は
、
十
字
架
上
に
槍
あ
と
の
生
々
し
い
救
世
主
の
む
ご

た
ら
し
い
姿
も
、
そ
う
珍
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
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と
こ
ろ
で
こ
の
苦
し
む
神
、
蘇
る
神
の
物
語
は
、
『
熊
野
の
本
地
』
に
は

限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
有
名
な
点
に
お
い
て
熊
野
に
劣
ら
な
い  

厳    

島  

い
つ
く
し
ま

神

社
の
神
も
ま
た
同
じ
よ
う
な
物
語
を
背
負
っ
て
い
る
。
『
厳
島
の
縁
起
』
が

そ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
物
語
の
世
界
は
イ
ン
ド
で
あ
り
、
そ
う
し
て
そ
れ

が
同
じ
よ
う
に
『
源﹅
氏﹅
物﹅
語﹅
』
ふ﹅
う﹅
に﹅
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か

し
話
の
筋
は
よ
ほ
ど
違
っ
て
い
る
。
宮
廷
に
は
父
王
と
そ
の
千
人
の
妃
が
あ

り
、
そ
れ
に
対
し
て
新
王
は
、
恋
愛
の
こ
と
に
は
は
な
は
だ
理
想
主
義
的
で

あ
っ
て
、
理
想
の
女
の
ほ
か
に
は
妃
嬪
き
ひ
ん
を
寄
せ
つ
け
な
い
。
つ
い
に
新
王
は
、

さ
ま
ざ
ま
の
冒
険
の
後
に
、
理
想
の
王
女
を
遠
い
異
国
か
ら
連
れ
て
く
る
。

こ
の
美
し
い
妃
が
女
主
人
公
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
妃
の
そ
の
後
の
運

命
を
語
る
段
に
な
る
と
、
話
は
俄
然
が
ぜ
ん
『
熊
野
の
本
地
』
に
一
致
し
て
く
る
。
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父
王
の
千
人
の
妃
た
ち
の
憎
悪
と
迫
害
が
こ
の
新
王
の
美
し
い
妃
に
集
ま
り
、

妃
を
孤
立
さ
せ
る
た
め
に 

相  

人 

そ
う
に
ん

を
利
用
し
て
新
王
を
遠
い
地
方
へ
送
り
出

し
て
し
ま
う
。
守
り
手
の
な
い
妃
の
と
こ
ろ
へ
は
武
士
を
さ
し
向
け
、
妃
を

山
中
に
拉
し
て
首
を
切
ら
せ
る
。
そ
う
し
て
、
こ
こ
に
も
首
な
き
母
親
の
哺

乳
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
新
王
が
十
二
年
の
旅
か
ら
帰
っ
て
来
て

妃
の
運
命
を
知
っ
た
時
に
は
、
話
は
ま
た
違
っ
て
く
る
。
新
王
は
た
だ
一
人

で
妃
の
探
索
に
出
か
け
、
妃
の
夢
の
告
げ
に
よ
っ
て
山
中
で
妃
の
白
骨
と
十

二
歳
に
な
っ
た
王
子
と
を
見
い
だ
す
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
不
老
上
人
に
乞
う

て
妃
を
元﹅
の﹅
姿﹅
に
行
な
い
か
え
し
て
も
ら
う
と
い
う
こ
と
が
、
話
の
本
筋
に

は
い
っ
て
く
る
。
妃
の
蘇
り
に
と
っ
て
障
さ
ま
たげ
と
な
っ
た
の
は
、
妃
の
首
の
骨

が
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
王
子
は
そ
の
首
の
骨
を
取
り
返
す
た
め
に
宮
廷
に
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行
き
、
祖
父
の
王
の
千
人
の
妃
の
首
を
切
っ
て
母
妃
の
仇
を
討
っ
た
の
ち
、

母
妃
の
首
の
骨
を
見
つ
け
出
し
て
来
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
美
し
い
妃
の
蘇
り

が
成
功
す
る
。
こ
の
蘇
っ
た
妃
と
、
そ
の
首
な
き
む
く
ろ
に
哺
ま
れ
た
王
子

と
、
父
の
王
と
、
そ
れ
が
厳
島
の
神
々
な
の
で
あ
る
。
苦
し
む
神
、
死
ん
で

蘇
る
神
は
、
こ
こ
で
は
一
層
顕
著
で
あ
る
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

　
わ
た
く
し
は
こ
う
い
う
物
語
が
ど
う
い
う
源
泉
か
ら
出
て
来
た
か
は
知
ら

な
い
の
で
あ
る
。
物
語
の
世
界
が
イ
ン
ド
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
仏
典
の
ど

こ
か
に
材
料
が
あ
る
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
ま
だ
さ
が
し
あ
て
る
こ

と
が
で
き
ぬ
。
物
語
自
体
の
与
え
る
印
象
で
は
、
ど
う
も
仏
典
か
ら
来
た
も

の
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
死
ん
で
蘇
る
妃
は
、
「
十
二
ひ
と
へ
に
し
や
う

ず
き
、
紅
く
れ
な
いの
ち
し
ほ
の
は
か
ま
の
中
を
ふ
み
、 
金  

泥 
こ
ん
で
い

の
法
華
経
の
五
の
巻
ま
き
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を
、
左
に
持
た
せ
給
ふ
」
な
ど
と
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
全
然
日
本
的
な

想
像
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
苦
し
む
神
の
観
念
は
、
仏
典
と
全
然
縁
の
な

い
ら
し
い
、
民
間
説
話
に
基
づ
い
た
物
語
の
な
か
に
も
現
わ
れ
て
い
る
。
そ

う
な
る
と
こ
の
観
念
は
、
日
本
の
民
衆
の
中
か
ら
湧わ
き
出
て
来
た
と
考
え
る

ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。

　
民
間
説
話
に
題
材
を
取
っ
た
ら
し
い
物
語
の
な
か
で
、
最
も
目
に
つ
く
の

は
、
伊
予
の
三
島
明
神
の
縁
起
物
語
『
み
し
ま
』
で
あ
る
。
こ
の
明
神
は
も

と
三
島
の
郡
の
長
者
で
あ
っ
た
。
四
万
の
倉
、
五
万
人
の
侍
、
三
千
人
の
女

房
を
持
っ
て
、
栄
華
を
き
わ
め
て
い
た
が
、
不
幸
に
し
て
子
が
な
か
っ
た
。

で
、
北
の
方
の
す
す
め
に
し
た
が
っ
て
、
長
谷
の
観
音
に 

参  

籠 

さ
ん
ろ
う

し
、
子
を

さ
ず
け
ら
れ
る
よ
う
に
祈
っ
た
。
三
七
日

み
な
ぬ
か

の
夜
半
に
観
音
は
、
子
種
の
な
い
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こ
と
を
宣
し
た
が
、
長
者
は
観
音
に
強
請
し
て
、
一
切
の
財
産
を
投
げ
出
す

代
わ
り
に
子
種
を
得
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
や
が
て
北
の
方
は
美
し
い

玉
王
を
生
ん
だ
が
、
そ
の
代
わ
り
長
者
の
富
は
す
べ
て
消
え
て
行
っ
た
。
長

者
は
北
の
方
と
た
だ
二
人
で
赤
貧
の
暮
ら
し
を
始
め
る
。
あ
る
朝
女
房
は
、

玉
王
を
背
負
う
て
磯
の
若
布
を
拾
い
に
出
た
が
、
赤
児
を
岩
の
上
に
で
も
落

と
し
て
は
と
い
う
心
配
か
ら
、
砂
の
上
に
玉
王
を
お
ろ
し
て
、
ひ
と
り
で
若

布
拾
い
に
か
か
っ
た
。
そ
の
す
き
に
鷲
が
舞
い
お
り
て
、
玉
王
を
さ
ら
っ
て

飛
び
去
っ
た
。
母
親
は
「
四
万
の
倉
の
宝
に
代
へ
て
儲もう
け
た
る
子
を
、
何
処

へ
取
り
行
く
ぞ
や
」
と
言
っ
て
追
い
か
け
た
が
、
鷲
は
四
か
国
の
境
の
山
岳

の
方
へ
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
。
長
者
夫
妻
は
非
常
な
嘆
き
に
沈
ん
で
、
鷲

が
飛
ん
で
行
っ
た
そ
の
深
山
の
中
へ
、
子
を
さ
が
し
に
分
け
入
っ
た
。
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玉
王
を
さ
ら
っ
た
鷲
は
、
阿
波
の
国
の
ら﹅
い﹅
と﹅
う﹅
の
衛
門
の
庭
の
び
わ
の

木
に
嬰
児
を
お
ろ
し
て
、
虚
空
に
飛
び
去
っ
た
。
衛
門
は
子
が
な
か
っ
た
の

で
、
美
し
い
子
を
授
か
っ
た
こ
と
を
喜
び
、
大
切
に
育
て
た
。
す
る
と
玉
王

の
五
歳
の
時
、
国
の 

目  

代 

も
く
だ
い

が
こ
の
こ
と
を
聞
い
て
、
自
分
も
子
が
な
い
た

め
に
、
無
理
に
取
り
上
げ
て
自
分
の
手
も
と
に
置
い
た
。
七
歳
の
時
に
は
さ

ら
に
阿
波
の
国
司
が
こ
の
こ
と
を
聞
い
て
、
目
代
か
ら
玉
王
を
取
り
上
げ
、

傍
を
離
さ
ず
愛
育
し
た
が
、
十
歳
の
時
、
み
か
ど
が
こ
れ
を
御
覧
ご
ろ
う
じ
て
、
殿

上
に
召
さ
れ
、
こ
と
の
ほ
か
寵
愛
さ
れ
た
。
十
七
の
時
に
は
も
う
国
司
の
宣せ

旨んじ
が
下
っ
た
。
と
こ
ろ
が
筑
紫
へ
赴
任
す
る
前
に
、
あ
る
日 

前  

栽 

せ
ん
ざ
い

で
花
を

見
て
い
る
と
、
内
裏
だ
い
り
を
拝
み
に
来
た
四
国
の
田
舎
人
た
ち
が
築
地
つ
い
じ
の
外
で
議

論
す
る
の
が
聞
こ
え
た
。
そ
の
人
た
ち
は
玉
王
を
見
て
、
あ
れ
は
ら﹅
い﹅
と﹅
う﹅

26埋もれた日本



の
衛
門
の
子
で
は
な
い
か
と
言
っ
て
騒
い
で
い
た
の
で
あ
る
。
玉
王
は
そ
れ

を
聞
い
て
、
自
分
が
鷲
に
さ
ら
わ
れ
た
子
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
で
、
み

か
ど
に
乞
う
て
四
国
の
国
司
に
し
て
も
ら
い
、
ほ
ん
と
う
の
親
の
探
索
に
か

か
っ
た
。
ま
ず
阿
波
の
国
に
行
っ
て
衛
門
に
逢
い
、
子
を
鷲
に
さ
ら
わ
れ
た

者
を
探
し
た
が
、
一
人
も
な
か
っ
た
。
つ
い
で
伊
予
の
国
に
行
っ
て
、
法
会
ほ
う
え

に
こ
と
寄
せ
て
二
十
歳
以
上
の
人
々
を
集
め
、
同
じ
く
子
を
鷲
に
と
ら
れ
た

者
を
調
べ
た
が
、
こ
こ
で
も
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
玉
王
は
い
ら
立
っ

て
、
老
年
の
た
め
に
出
頭
し
な
い
者
が
あ
る
な
ら
ば
、
引
き
出
物
を
し
て
も

連
れ
て
来
い
と
命
じ
た
。
そ
の
と
き
、
四
か
国
の
境
の
山
中
に
、
世
を
離
れ

て
住
ん
で
い
る
老
人
夫
婦
が
あ
る
こ
と
を
言
い
出
し
た
も
の
が
あ
っ
た
。
そ

れ
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
、
つ
い
に
探
索
隊
が
派
遣
さ
れ
た
。
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探
索
隊
は
深
い
山
の
中
を
さ
が
し
回
っ
て
、
よ
う
や
く
老
夫
婦
を
見
い
だ

し
た
が
、
そ
の
老
夫
婦
は
、
こ
の
十
七
年
来
人
に
逢
っ
た
こ
と
わ
ず
か
に
二

度
で
あ
る
と
語
り
、
浮
世
に
出
て
来
る
こ
と
を
肯
が
え
んじ
な
か
っ
た
。
探
索
隊
の

役
人
た
ち
は
、
や
む
な
く
老
夫
婦
を
縛しば
り
上
げ
、
笞むち
う
ち
、
責
め
さ
い
な
ん

で
、
山
か
ら
引
き
ず
り
お
ろ
し
て
来
た
。
里
に
出
て
宿
を
取
る
と
き
に
は
、

逃
亡
を
怖
れ
て
老
夫
婦
に
磨す
り
臼うす
を
背
負
わ
せ
た
。
老
夫
婦
の
受
け
た
苦
難

は
ま
こ
と
に
惨
憺
た
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
物
語
は
特
に
そ
の
苦
難
を
詳
細

に
描
い
て
い
る
。
そ
れ
は
玉
王
の
前
に
連
れ
出
さ
れ
た
と
き
の
親
子
再
会
の

喜
び
を
で
き
る
だ
け
強
烈
な
ら
し
め
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
作
者
は
、

こ
の
再
会
の
喜
び
を
も
、
実
に
注
意
深
く
、
徐
々
に
展
開
し
て
行
く
の
で
あ

る
。
ま
ず
玉
王
は
、
連
れ
込
ま
れ
て
来
た
老
夫
婦
を
な
が
め
て
、
そ
れ
ら
を
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縛
り
上
げ
て
い
る
役
人
た
ち
を
し
か
り
つ
け
、
急
い
で
そ
の
縄
を
解
か
せ
る
。

そ
う
し
て
こ
の
寛
仁
な
国
司
が
十
七
年
前
に
鷲
に
さ
ら
わ
れ
た
愛
子
で
あ
る

こ
と
を
、
一
歩
ず
つ
老
夫
婦
に
飲
み
込
ま
せ
て
行
く
。
そ
れ
に
伴
な
っ
て
老

夫
婦
は
徐
々
に
歓
喜
の
絶
頂
に
導
か
れ
て
行
く
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た

読
者
に
と
っ
て
も
歓
喜
の
絶
頂
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
三
島
の
明
神
と
は
こ
の
苦
難
を
味
わ
っ
た
長
者
の
こ
と
で
あ
る
。
長
者
の

妻
も
ま
た
讃
岐
さ
ぬ
き
の
国
の
一
の
宮
と
し
て
祀まつ
ら
れ
て
い
る
。
我
々
は
こ
こ
に
も

苦﹅
し﹅
む﹅
神﹅
の
類
型
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
物
語
の
作
者
は
、
長

者
夫
婦
が
愛
児
を
失
っ
た
時
の
悲
嘆
や
、
山
か
ら
無
理
や
り
に
連
れ
出
さ
れ

て
く
る
と
き
の
苦
し
み
を
、
特
に
力
を
入
れ
て
描
写
し
て
い
る
。
そ
れ
は
こ

の
神
々
を
苦﹅
し﹅
む﹅
神﹅
と
し
て
示
そ
う
と
す
る
意
図
を
作
者
が
持
っ
て
い
る
こ

29



と
の
明
ら
か
な
証
拠
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
図
が
、
日
本
の
民
間
説
話
で
あ

る
長
者
伝
説
を
材
料
と
し
て
、
非
常
に
力
強
く
表
現
せ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ

を
見
る
と
、
苦
し
む
神
の
観
念
が
日
本
の
民
衆
の
な
か
か
ら
湧
き
出
て
来
た

と
考
え
て
も
、
あ
ま
り
行
き
す
ぎ
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
苦﹅
し﹅
む﹅
神﹅
、
死﹅
ん﹅
で﹅
蘇﹅
る﹅
神﹅
は
、
室
町
時
代
末
期
の
日
本
の

民
衆
に
と
っ
て
、
非
常
に
親
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
日
本
人
の

す
べ
て
が
そ
れ
を
信
じ
て
い
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
当
時
の
宗
教
と
し
て

は
、
禅
宗
や
浄
土
真
宗
や
日
蓮
宗
な
ど
が
最
も
有
力
で
あ
っ
た
。
し
か
し
日

本
の
民
衆
の
な
か
に
、
苦
し
む
神
、
死
ん
で
蘇
る
神
と
い
う
ご
と
き
観
念
を

理
解
し
得
る
能
力
の
あ
っ
た
こ
と
は
、
疑
う
べ
く
も
な
い
。
そ
う
い
う
民
衆

に
と
っ
て
は
、
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
の
物
語
は
、
決
し
て
理
解
し
難
い
も
の

30埋もれた日本



で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
民
衆
の
な
か
に
右
の
よ
う
な
思
想
が
動
い
て
い
た
と
し
て
、
次
に
第﹅
二﹅
に
、

新﹅
興﹅
武﹅
士﹅
階﹅
級﹅
に
お
い
て
は
ど
う
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

　
新
興
武
士
階
級
も
武
力
を
も
っ
て
権
力
を
握
ろ
う
と
す
る
点
に
お
い
て
旧

来
の
武
士
階
級
と
異
な
っ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
し
か
し
応
仁
以
前
の
伝
統

的
な
武
家
と
は
一
つ
の
点
に
お
い
て
は
っ
き
り
と
違
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

旧
来
の
武
家
が
伝﹅
統﹅
の
上
に
立
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
新
し
い
武
家
が
実﹅

力﹅
の
上
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
鎌
倉
時
代
の
幕
府
政
治
を
作
り

出
し
た
武
家
は
、
「
源
氏
」
と
い
う
ご
と
き
由
緒
の
上
に
立
っ
て
い
た
。
武

家
の
棟
梁
と
そ
の
家
人
と
の
関
係
が
、
全
国
的
な
武
士
階
級
の
組
織
の  

脊  

せ
き
り
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梁  
ょ
う

で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
初
め
は
、
彼
ら
の
武
力
に
よ
る
治
安
維
持
の
努

力
が
実
際
に
目
に
見
え
る
功
績
で
あ
っ
た
。
し
か
し
後
に
は
た
だ
特
権
階
級

と
し
て
、
伝
統
の
特
権
に
よ
っ
て
民
衆
の
上
に
立
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し

か
し
民
衆
運
動
が
勃
興
し
て
後
に
は
、
由
緒
の
代
わ
り
に
実
力
が
物
を
い
う

よ
う
に
な
っ
た
。
単
な
る
家
柄
の
代
わ
り
に
実
際
の
統﹅
率﹅
力﹅
や
民﹅
衆﹅
を﹅
治﹅
め﹅

る﹅
力﹅
が
必
要
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
政
治
的
才
能
の
優
れ
た
統
率
者

が
、
い
わ
ゆ
る
「
群
雄
」
と
し
て
勃
興
し
て
来
た
。
彼
ら
を
英
雄
た
ら
し
め

た
の
は
、
民
衆
の
心
を
つ
か
み
得
る
彼
ら
の
才
能
に
も
よ
る
が
、
ま
た
民
衆

の
側
の
英
雄
崇
拝
的
気
分
に
も
よ
る
の
で
あ
る
。

　
群
雄
の
う
ち
最
も
早
い
も
の
は
、
北﹅
条﹅
早﹅
雲﹅
で
あ
る
。
彼
は
素
姓
の
あ
ま

り
は
っ
き
り
し
な
い
男
で
あ
る
が
、
応
仁
の
乱
の
ま
だ
収
ま
ら
な
い
こ
ろ
で
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あ
っ
た
か
、
あ
る
い
は
乱
後
で
あ
っ
た
か
に
、 

上  

方 

か
み
が
た

か
ら
一
介
の
浪
人
と

し
て
、
今
川
氏
の
と
こ
ろ
へ
流
れ
て
来
て
い
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ
に
今

川
氏
に 
内  
訌 
な
い
こ
う

が
起
こ
り
、
外
か
ら
の
干
渉
を
も
受
け
そ
う
に
な
っ
て
い
た

の
を
、
こ
の
浪
人
が
政
治
的
手
腕
に
よ
っ
て
た
く
み
に
解
決
し
、
そ
の
功
に

よ
っ
て 

愛 

鷹 
山 

あ
し
た
か
や
ま
南
麓
の
高
国
寺
城
を
預
か
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
き

っ
か
け
と
な
っ
て
、 
北  
条  

早  

雲 
ほ
う
じ
ょ
う
そ
う
う
ん
の
関
東
制
覇
の
仕
事
が
始
ま
っ
た
の
で

あ
る
。
彼
が
伊
豆
堀
越
御
所
を
攻
略
し
て
、
伝
統
に
対
す
る
実
力
の
勝
利
を

示
し
た
の
は
、
延
徳
三
年
（
一
四
九
一
）
す
な
わ
ち
加
賀
の
一
向
一
揆
の
三

年
後
で
あ
っ
た
。
や
が
て
明
応
四
年
（
一
四
九
五
）
に
は
小
田
原
城
を
、
永

正
十
五
年
（
一
五
一
八
）
に
は
相
模
さ
が
み
一
国
を
征
服
し
た
。
ち
ょ
う
ど
イ
ン
ド

航
路
が
打
開
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
が
発
見
さ
れ
て
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
や
ス
ペ
イ
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ン
人
の
征
服
の
手
が
急
に
の
び
始
め
た
こ
ろ
で
あ
る
。

　
北
条
早
雲
の
成
功
の
原
因
は
、
戦
争
の
う
ま
か
っ
た
こ
と
に
も
あ
る
か
も

し
れ
ぬ
が
、
主
と
し
て
政
治
が
良
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

特
に
政
道
に
私
わ
た
く
しな
く
、
租
税
を
軽
減
し
た
と
い
う
こ
と
が
、
民
衆
の
人
気
を

得
た
ゆ
え
ん
で
あ
ろ
う
。
そ
の
具
体
的
な
現
わ
れ
は
、
小
田
原
の
城
下
町
の

繁
盛
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
京
都
の
盛
り
場
よ
り
も
繁
華
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ

て
い
る
が
、
戦
乱
つ
づ
き
の
当
時
の
状
況
を
考
え
る
と
、
実
際
に
そ
う
で
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　
こ
の
北
条
早
雲
の
名
に
お
い
て
、
『
早
雲
寺
殿
二
十
一
条
』
と
い
う  

掟  

お
き
て

  

書  

が
き

が
残
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
内
容
の  

直    

截  
ち
ょ
く
せ
つ

簡
明
な
点
に
お
い

て
非
常
に
気
持
ち
の
好
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
最
も
力
説
せ
ら
れ
て
い
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る
の
は
「
正
直
」
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
、
伝
統
的
な
思
想
と
少
し
も
変
わ
ら

な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
正
直
を
説
く
態
度
の
な
か
に
、
前
代
に
見

ら
れ
な
い
よ
う
な
率﹅
直﹅
さ﹅
、
お
の
れ
を
赤
裸
々
に
投
げ
出
し
得
る
強﹅
さ﹅
が
見

ら
れ
る
と
思
う
。
「
上
た
る
を
ば
敬
ひ
、
下
た
る
を
ば
あ
は
れ
み
、
あ
る
を

ば
あ
る
と
し
、
な
き
を
ば
な
き
と
し
、
あ﹅
り﹅
の﹅
ま﹅
﹅ゝ

な﹅
る﹅
心﹅
持﹅
、
仏
意
冥
慮

に
も
か
な
ふ
と
見
え
た
り
」
と
か
、
「
上
下
万
民
に
対
し
、
一
言
半
句
も
う

そ
を
云
は
ず
、
か
り
そ
め
に
も
あ﹅
り﹅
の﹅
ま﹅
﹅ゝ

た
る
べ
し
」
と
か
と
い
う
場
合

の
、
あ﹅
り﹅
の﹅
ま﹅
ま﹅
と
い
う
言
葉
に
現
わ
さ
れ
た
気
持
ち
が
そ
れ
で
あ
る
。
虚

飾
に
流
れ
て
い
た
前
代
の
因
襲
的
な
気
風
に
対
し
て
、
こ
こ
に
は
実
力
の
上

に
立
つ
あ
け
す
け
の
態
度
が
あ
る
。
戦
国
時
代
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
陰
謀
、

術
策
、
た
め
に
す
る
宣
伝
な
ど
も
さ
か
ん
に
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
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う
が
、
し
か
し
彼
は
、
そ
う
い
う
や
り
方
に
弱
者
の
卑
劣
さ
を
認
め
、
あ﹅
り﹅

の﹅
ま﹅
ま﹅
の
態
度
に
強﹅
者﹅
の﹅
高﹅
貴﹅
性﹅
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
ま

た
そ
れ
が
結
局
に
お
い
て
成
功
の
近
道
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
早
雲
の
掟
に
は
、
禅
宗
の
影
響
が
強
く
現
わ
れ
て
い
る
。
彼
の
あ﹅
り﹅

の﹅
ま﹅
ま﹅
を
説
く
思
想
の
根
柢
は
た
ぶ
ん
禅
宗
で
あ
ろ
う
。
部
下
の
武
士
た
ち

へ
の
訓
戒
も
そ
こ
か
ら
来
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
武
術
の
鍛
錬
よ
り
も
学
問

や
芸
術
の
方
を
熱
心
に
す
す
め
て
い
る
の
は
、
そ
の
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。
力
を

も
っ
て
事
を
な
す
は
下
の
人
で
あ
り
、
心
を
働
か
し
て
事
を
な
す
の
が
上
の

人
で
あ
る
と
の
立
場
は
、
こ
こ
に
も
う
は
っ
き
り
と
現
わ
れ
て
い
る
と
思
う
。

　
早
雲
と
同
じ
こ
ろ
に 

擡  

頭 

た
い
と
う

し
た
越
前
の
朝﹅
倉﹅
敏﹅
景﹅
も
注
目
す
べ
き
英
雄

で
あ
る
。
朝
倉
氏
は
も
と
斯し
波ば
氏
の
部
将
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
応
仁
の
乱
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の
際
に
自
立
し
て
越
前
の
守
護
に
な
っ
た
。
そ
う
し
て
後
に
織
田
信
長

お
だ
の
ぶ
な
が
に
と

っ
て
の
最
大
の
脅
威
と
な
る
だ
け
の
勢
力
を
築
き
上
げ
た
の
で
あ
る
。
『
朝

倉
敏
景
十
七
箇
条
』
は
、
「
入
道
一
箇
半
身
に
て
不
思
議
に
国
を
と
り
し
よ

り
以
来
、
昼
夜
目
を
つ
な
が
ず
工
夫
致
し
、
あ
る
時
は
諸
方
の
名
人
を
あ
つ

め
、
そ
の
か
た
る
を
耳
に
は
さ
み
、
今
か
く
の
如
く
に
候
」
と
い
っ
て
い
る

ご
と
く
、
彼
の
体
験
よ
り
出
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
最
も
目
に
つ
く

の
は
、
伝﹅
統﹅
や﹅
因﹅
襲﹅
か﹅
ら﹅
の﹅
解﹅
放﹅
で
あ
る
。
人
事
に
つ
い
て
は
家
柄
に
頼
ら

ず
、
一
々
の
人
の
器
用
忠
節
を
見
き
わ
め
て
任
用
す
べ
き
こ
と
を
力
説
し
て

い
る
。
戦
争
に
つ
い
て
は
、
吉
日
を
選
び
、
方
角
を
考
え
て
時
日
を
移
す
と

い
う
よ
う
な
、
迷
信
か
ら
の
脱
却
を
重
大
な
心
掛
け
と
し
て
説
い
て
い
る
。

そ
の
他
正
直
者
の
重
用
を
説
き
、
理﹅
非﹅
を﹅
絶﹅
対﹅
に﹅
曲﹅
げ﹅
て﹅
は﹅
な﹅
ら﹅
な﹅
い﹅
こ﹅
と﹅
、
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断
乎
た
る
処
分
も
結
局
は
慈
悲
の
殺
生
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
力
説
し
て
い
る

の
も
、
目
に
つ
く
点
で
あ
る
。
我
々
は
そ
こ
に
、
精
神
の
自
由
さ
と
道
義
的

背
景
の
硬
さ
と
を
感
じ
得
る
よ
う
に
思
う
。

　
や
や
時
代
の
下
る
も
の
の
う
ち
注
目
す
べ
き
は
、
『
多
胡
辰
敬
家
訓

た
ご
と
き
た
か
か
く
ん
』
で

あ
る
。
こ
れ
は
た
ぶ
ん
シ
ャ
ビ
エ
ル
が
日
本
へ
渡
来
し
た
こ
ろ
の
前
後
に
書

か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
多
胡
辰
敬
は
尼
子
あ
ま
こ
氏
の
部
将
で
、
石
見
い
わ
み
の
刺
賀
さ
っ
か
岩

山
城
を
守
っ
て
い
た
人
で
あ
る
が
、
そ
の
祖
先
の
多
胡 

重  

俊 

し
げ
と
し

は
、
将
軍
義よ

   

満 

し
み
つ
に
仕
え
、
日
本
一
の
ば
く
ち
打
ち
と
い
う
評
判
を
取
っ
た
人
で
あ
っ
た
。

後
三
代
、
ば
く
ち
の
名
人
が
続
い
た
が
、
辰
敬
の
祖
父
は
ば
く
ち
を
や
め
、

応
仁
の
乱
の
際
に
京
都
で
武
名
を
あ
げ
た
と
い
う
。
辰
敬
の
父
も
「
近
代
の

名
人
」
と
評
判
さ
れ
た
が
、
実
際
は
ば
く
ち
を
き
ら
っ
て
い
た
。
『
辰
敬
家
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訓
』
と
し
て
述
べ
る
も
の
も
、
実
は
こ
の
父
の
教
訓
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
辰

敬
自
身
は
、
青
年
時
代
以
来
諸
国
を
放
浪
し
て
歩
い
た
が
、
そ
の
間
に
、

「
力
を
以
て
事
を
な
す
は
下
の
人
、
心
を
働
か
し
て
心
に
て
事
を
な
す
は
上

の
人
」
と
悟
っ
た
の
で
あ
る
。
悟
っ
て
み
る
と
父
の
教
訓
が
し
み
じ
み
と
思

い
出
さ
れ
て
来
る
。
で
、
心
を
正
直
に
持
ち
、
つ
い
に
身
を
立
て
る
こ
と
が

で
き
た
の
で
あ
っ
た
。

　
辰
敬
は
こ
の
体
験
に
も
と
づ
い
て
、
学﹅
問﹅
の﹅
必﹅
要﹅
を
何
よ
り
も
強
く
力
説

し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
家
訓
は
、
学﹅
問﹅
と﹅
道﹅
理﹅
と﹅
に﹅
対﹅
す﹅
る﹅
関﹅
心﹅
の

も
と
に
、
主
と
し
て
学﹅
問﹅
の﹅
心﹅
得﹅
を
説
い
た
も
の
だ
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ

る
。

　
ま
ず
初
め
に
手
習
い
学
問
の
勧
め
を
説
き
、
「
年
の
若
き
時
、
夜
を
日
に
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な
し
て
も
手
習
学
文
を
す
べ
し
。
学
文
な
き
人
は
理
非
を
も
わ
き
ま
へ
難
し
」

と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
勧
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
文﹅
芸﹅
を
初
め
諸
種
の

技﹅
芸﹅
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
勧
め
は
、
前
に
あ
げ
た
兼
良
の
『
小
夜
の
ね
ざ

め
』
と
同
じ
く
、
平
安
朝
の
文
芸
を
模
範
と
し
た
教
養
の
理
想
の
も
と
に
立

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
説
い
て
い
る
の
が
戦
国
末
期
の
勇
猛
な
武
士

で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
我
々
は
非
常
な
興
味
を
覚
え
る
。

　
が
、
『
辰
敬
家
訓
』
の
一
層
顕
著
な
特
徴
は
、
「
算
用
」
と
い
う
概
念
を

用
い
て
合﹅
理﹅
的﹅
な﹅
思﹅
惟﹅
を
勧
め
て
い
る
点
で
あ
る
。
彼
は
い
う
、
「
算
用
を

知
れ
ば
道
理
を
知
る
。
道
理
を
知
れ
ば
迷
ひ
な
し
」
。
そ
の
道﹅
理﹅
と
い
う
の

は
、
自
然
現
象
の
中
に
あ
る
き﹅
ま﹅
り﹅
を
意
味
す
る
と
と
も
に
、
ま
た
人
間
の

行
為
を
支
配
す
る
当
為
の
法
則
を
も
意
味
し
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
後
者
を
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考
え
る
に
際
し
て
、
か
な
り
綿
密
で
あ
る
。
た
と
え
ば
人
間
の
道
理
の
一
例

と
し
て
、
彼
は
、
「
身
持
が
身﹅
の﹅
程﹅
を﹅
超﹅
え﹅
れ﹅
ば﹅
天
罰
を
蒙
る
」
と
い
う
命

題
を
か
か
げ
る
。
こ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
人
な
ど
が
極
力
驕﹅
慢﹅
を
警
戒
し
た
の
と

同
じ
考
え
で
、
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
も
神
々
の
罰
が 

覿  

面 

て
き
め
ん

に
下
っ
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
彼
は
そ
の
あ
と
へ
、
「
位
よ
り
も
卑﹅
下﹅
す﹅
れ﹅
ば﹅
、
我﹅
身﹅
の﹅
罰﹅

が
当
る
」
と
付
け
加
え
て
い
る
。
自﹅
敬﹅
の﹅
念﹅
を
失
う
こ
と
は
、
驕
慢
と
同
じ

く
罰
に
価
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
我
々
は
、
実
力
格
闘
の
体
験
の
な
か
か

ら
自
覚
さ
れ
て
来
た
人
格
尊
重
の
念
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

彼
は
こ
う
い
う
道
義
的
反
省
を
も
算
用
と
呼
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
家
の
中
で

非
常
に
親
し
く
し
て
い
る
仲
で
あ
っ
て
も
、
公
共
の
場
所
で
は 

慇  

懃 

い
ん
ぎ
ん

な
態

度
を
と
れ
と
か
、
召
使
は
客
人
の
前
で
は
厳
密
に
規
律
を
守
ら
せ
、
人
目
の
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な
い
時
に
い
た
わ
っ
て
や
れ
と
か
、
と
い
う
よ
う
な
公﹅
私﹅
の﹅
区﹅
別﹅
も
、
彼
に

と
っ
て
算
用
で
あ
っ
た
。
人
を
躾﹅
け﹅
る﹅
や
り
方
に
つ
い
て
も
、
小
さ
い
不
正

の
度
重
な
る
方
が
、
ま
れ
に
大
き
い
不
正
を
犯
す
よ
り
は
重
大
で
あ
る
、
と

い
う
こ
と
を
見
抜
く
の
は
、
や
は
り
算
用
で
あ
る
。
大
な
る
と
が
は
ま
れ
で

あ
る
が
、
小
な
る
と
が
は
日
々
に
犯
さ
れ
る
ゆ
え
に
、
ほ
っ
て
お
け
ば
習
性

に
な
る
。
だ
か
ら
大
き
い
と
が
は
人
に
よ
っ
て
許
し
て
よ
い
が
、
小
さ
い
と

が
は
決
し
て
許
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
算
用
を
戦
国
武
士

が
丹
念
に
や
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
注
目
に
価
す
る
と
言
っ
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。

　
以
上
の
三
つ
の
家
訓
書
は
、
目
ぼ
し
い
戦
国
武
士
が
み
ず
か
ら
書
い
た
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
新
興
武
士
階
級
の
思
想
を
全
面
的
に
知
る
こ
と
は
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む
ず
か
し
い
か
も
し
れ
ぬ
が
、
し
か
し
こ
こ
に
指﹅
導﹅
的﹅
な﹅
思﹅
想﹅
が
あ
っ
た
こ

と
を
認
め
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
視
点
を
持
ち
な
が
ら
、
キ
リ
シ

タ
ン
の
宣
教
師
た
ち
が
戦
国
時
代
末
期
の
日
本
の
武
士
た
ち
に
つ
い
て
書
い

て
い
る
と
こ
ろ
を
読
む
と
、
な
る
ほ
ど
そ
う
で
あ
っ
た
ろ
う
と
肯
う
な
ずけ
る
点
が

非
常
に
多
い
の
で
あ
る
。
戦
国
の
武
士
の
道
義
的
性
格
は
決
し
て
弱
い
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
真
実
を
愛
し
、
迷
信
を
斥
け
、
合
理
的
に
物
を
考
え

よ
う
と
す
る
傾
向
に
お
い
て
も
、
す
で
に
近
代
を
受
け
入
れ
る
だ
け
の
準
備

は
で
き
て
い
た
。

　
以
上
の
ご
と
く
見
れ
ば
、
応
仁
以
後
の
無
秩
序
な
社
会
情
勢
の
な
か
に
あ

っ
て
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
に
接
し
て
そ
れ
を
摂
取
し
得
る
よ
う
な
思
想
的
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情
況
は
、
十
分
に
成
立
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
。
だ

か
ら
半
世
紀
の
間
に
キ
リ
シ
タ
ン
の
宣
教
師
た
ち
の
や
っ
た
仕
事
は
、
実
際

お
ど
ろ
く
べ
き
成
果
を
お
さ
め
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
文
化
的
で
な
い
、
別
の
理
由
か
ら
出
た
鎖
国
政
策
は
、
ヒ
ス
テ
リ

ッ
ク
な
迫
害
に
よ
っ
て
、
こ
の
時
代
に
日
本
人
の
受
け
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化

の
影
響
を
徹
底
的
に
洗
い
落
と
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
影
響
の
下
に
日
本
人

の
作
り
出
し
た
文
化
産
物
も
偶
然
に
残
存
し
た
少
数
の
例
外
の
ほ
か
は
、
実

に
徹
底
的
に 

湮  

滅 

い
ん
め
つ

さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
し
た
が
っ
て
あ
れ
ほ
ど
大
き

い
、
深
い
根
を
お
ろ
し
た
文
化
運
動
も
、
日
本
の
歴
史
で
は
、
ち
ょ
っ
と
し

た
挿
話
く
ら
い
に
し
か
取
り
扱
わ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。

　
そ
う
い
う
こ
と
の
行
な
わ
れ
て
い
た
間
の
日
本
人
の
思
想
的
情
況
を
知
る
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材
料
と
し
て
、
私
は
『 

甲  

陽  

軍  

鑑 

こ
う
よ
う
ぐ
ん
か
ん

』
に
非
常
に
興
味
を
持
つ
の
で
あ
る
。

　
こ
の
書
は
、
そ
れ
自
身
の
標
榜
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
武 

田 

信 

玄 

た
け
だ
し
ん
げ
ん

の

老
臣 
高  
坂  

弾  

正  

信  

昌 
こ
う
さ
か
だ
ん
じ
ょ
う
の
ぶ
ま
さ

が
、 

勝  

頼 

か
つ
よ
り

の 

長  

篠 

な
が
し
の

敗
戦
の
あ
と
で
、
若
い

主
人
の
た
め
に
書
き
綴
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
内
容
は
、
武
田

信
玄
の
家
法
、
信
玄
一
代
記
、
家
臣
の
言
行
録
、
山
本
勘
助
伝
な
ど
雑
多
で

あ
る
が
、
書
名
か
ら
連
想
せ
ら
れ
や
す
い
軍﹅
法﹅
の
こ
と
は
付
録
と
し
て
取
り

扱
わ
れ
て
い
る
程
度
で
、
大
体
は
道﹅
徳﹅
訓﹅
で
あ
る
。
こ
の
書
が
も
し
そ
の
標

榜
す
る
通
り
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
『
多
胡
辰
敬
家
訓
』
な
ど

と
同
じ
古
さ
の
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
し
か
し

そ
れ
に
対
す
る
批
判
は
す
で
に
十
八
世
紀
の
初
め
、
宝
永
の
こ
ろ
か
ら
行
な

わ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
る
と
著
者
は
、
江
戸
時
代
初
期
の
軍
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学
者  

小
幡
勘
兵
衛
景
憲  

お
ば
た
か
ん
べ
え
か
げ
の
り

（
一
五
七
二
　
一
六
六
三
）
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ

れ
て
い
る
。
景
憲
の
祖
父
小
幡
山
城
は
、
信
玄
の
重
臣
で
、
『
軍
鑑
』
の
著

者
に
擬
せ
ら
れ
て
い
る
高
坂
弾
正
と
と
も
に
川
中
島
海
津
城
を
守
っ
て
い
た
。

弾
正
の
没
し
た
時
に
は
景
憲
は
よ
う
や
く
七
歳
で
あ
っ
た
が
、
事
に
よ
る
と

弾
正
の
面
影
を
お
ぼ
ろ
に
記
憶
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
景
憲
が
弾
正
に

仮
託
し
て
こ
の
書
を
書
い
た
こ
と
に
は
何
か
そ
う
い
う
根
拠
が
あ
る
で
あ
ろ

う
。
武
田
氏
は
景
憲
十
一
歳
の
時
に
亡ほろ
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
景
憲
の
父
の
世

代
に
属
す
る
武
田
の
遺
臣
の
う
ち
に
は 

家  

康 

い
え
や
す

の
旗
下
に
つ
い
た
も
の
が
多

く
、
景
憲
は
そ
れ
ら
の
人
た
ち
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
聞
い
た
で
あ
ろ
う
。

書
い
た
時
期
は
慶
長
の
末
ご
ろ
、
十
七
世
紀
の
初
め
と
推
定
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
書
を
通
読
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
誰
の
目
に
も
性
質
の
異
な
る
部
分
が
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識
別
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
（
一
）
は
高
坂
弾
正
の
立
場
で
物
を
言

っ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
（
二
）
は
信
玄
一
代
記
と
山
本
勘
助
伝
と
の
か
ら

み
合
わ
せ
で
、
勘
助
の
子
の
禅
僧
が
書
き
残
し
た
記
録
を
材
料
と
し
た
で
あ

ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
（
三
）
は 

石 

清 

水 

い
わ
し
み
ず

物
語
と
呼
ば
れ
て
い
る
部
分
で
、

信
玄
や
老
臣
た
ち
の
語
録
で
あ
る
。
こ
れ
は
古
老
の
言
い
伝
え
に
よ
っ
た
も

の
ら
し
い
が
、
非
常
に
お
も
し
ろ
い
。
（
四
）
は
軍
法
の
巻
で
、
何
か
古
い

記
録
を
用
い
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
（
五
）
は
公く
事じ
の
巻
で
、
裁
判
の
話
を
集

録
し
て
い
る
が
、
文
章
は
（
一
）
に
似
て
い
る
。
（
六
）
は
将
来
軍
記
で
、

こ
れ
も
（
一
）
に
似
て
い
る
。
（
五
）
と
（
六
）
を
（
一
）
に
合
併
す
れ
ば
、

大
体
は
四
つ
の
部
分
に
な
る
。

『
甲
陽
軍
鑑
』
が
こ
れ
ら
の
部
分
に
お
い
て
語
っ
て
い
る
こ
と
は
、
非
常
に
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多
種
多
様
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
を
貫
い
て
一
つ
の
道
徳
的
理
想
が
動
い

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
軍
法
の
巻
に
お
い
て
さ
え
も
、
そ
の
主
要
な
関

心
は
、
戦
術
や
戦
略
の
末
で
は
な
く
し
て
そ
の
「
も
と
」
を
探
る
こ
と
に
あ

っ
た
。
よ
き
軍
法
の
「
も
と
」
は
よ
き
采
配
で
あ
る
。
よ
き
采
配
の
も
と
は

よ
き
法
度
で
あ
る
。
よ
き
法
度
の
も
と
は
正
直
・
慈
悲
・
智
慧
で
あ
る
。
こ

れ
が
軍﹅
法﹅
の﹅
原﹅
理﹅
な
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
着
眼
で
あ
る
か
ら
、
信
玄
の
一

代
記
に
し
て
も
、
戦
国
武
士
の
言
行
録
に
し
て
も
、
道
徳
的
訓
戒
と
し
て
の

色
彩
が
非
常
に
濃
い
。

　
こ
こ
に
は
そ
の
一
例
と
し
て
、
「
命
期
の
巻
」
（
巻
三
　
巻
六
）
に
あ
る

「
我
国
を
ほ
ろ
ぼ
し
我
家
を
や
ぶ
る
大
将
」
の
四
類
型
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

　
第
一
は
、
ば
か
な
る
大
将
、
鈍
過
ぎ
た
る
大
将
で
あ
る
。
こ
こ
で
ば
か
と
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い
う
の
は
智
能
が
足
り
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
才
能
す
ぐ
れ
、
意
志

強
く
、
武
芸
も
人
に
ま
さ
っ
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
な
人
で
も
、
ば
か
な
の

が
あ
る
。
そ
れ
は
う
ぬ
ぼ
れ
の
あ
る
人
で
あ
る
。
「
我
す
る
こ
と
を
ば
何いず
れ

を
も
能
き
こ
と
と
ば
か
り
思
ふ
」
人
で
あ
る
。
こ
う
い
う
人
は
下
の
者
に
智

慧
を
盗
ま
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
お
だ
て
に
の
っ
て
、
自
分
で
善
悪
の
判
断

を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ま
す
ま
す
ば
か
に

な
る
。

　
も
っ
と
も
、
家
来
と
い
う
も
の
は
、
そ
う
い
う
悪
意
は
な
く
と
も
、
主
君

の
す
る
こ
と
を
ほ
め
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
は
し
か
る
べ
き
心
得

が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
賢
明
な
大
将
は
、
事
の
よ
し
あ
し
は
自﹅
分﹅
で﹅
判
断

す
る
。
し
た
が
っ
て
「
善
き
こ
と
を
ほ
め
る
は
道
理
と
思
ひ
、
悪
し
き
こ
と
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を
ほ
め
る
は
、
我﹅
へ﹅
の﹅
馳﹅
走﹅
、
時﹅
の﹅
挨﹅
拶﹅
と
心
得
る
」
。
し
か
る
に
、
人
に

よ
る
と
、
悪
し
き
こ
と
を
も
ほ
め
る
者
を
軽﹅
薄﹅
者﹅
と
し
て
怒
る
の
が
あ
る
。

こ
れ
は
ば
か
で
あ
る
。
一
家
中
に
、
主
君
に
直
言
す
る
ご
と
き
家
来
は
、
五

人
か
三
人
く
ら
い
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
大
部
分
は
軽
薄
を
い
う
の
が
通
例

で
あ
る
。
そ
れ
を
心
得
て
い
な
い
で
怒
る
と
い
う
の
は
、
ば
か
と
い
う
ほ
か

は
な
い
。

　
大
将
が
ば
か
で
あ
る
ゆ
え
に
起
こ
っ
て
く
る
結
果
は
、
同
じ
よ
う
な
ば
か

者
を
重
用
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
ば
か
者
が
ま
た
同
じ
よ
う
な
ば

か
者
に
諸
役
を
言
い
つ
け
る
。
し
た
が
っ
て
家
中
で
「
馳はし
り
廻
る
ほ
ど
の
人
」

は
、
皆
た
わ
け
が
そ
ろ
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
た
わ
け
を
家
中
の
人
が
分
別
者

利
発
人
と
ほ
め
る
。
つ
い
に
家
中
の
十
人
の
内
九
人
ま
で
が
軽
薄
な
へ
つ
ら
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い
者
に
な
り
、
互
い
に
利
害
相
結
ん
で
、
仲
間
ぼ
め
と
正
直
者
の
排
除
に
努

め
る
。
し
か
も
大
将
は
、
う
ぬ
ぼ
れ
の
ゆ
え
に
、
こ
の
事
態
に
気
づ
か
な
い
。

百
人
の
中
に
四
、
五
人
の
賢
人
が
あ
っ
て
も
目
に
は
つ
か
な
い
。
い
ざ
と
い

う
時
に
は
、
こ
の
四
、
五
人
だ
け
が
役
に
立
ち
、
平
生
忠
義
顔
を
し
て
い
た

九
十
五
人
は
影
を
か
く
し
て
し
ま
う
。
家
は
滅
亡
の
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
第
二
は
、
利
根
す
ぎ
た
る
大
将
で
あ
る
。
利
害
打
算
に
は
き
わ
め
て
鋭
敏

で
あ
る
が
、
賢
で
も
剛
で
も
な
い
。
「
大
略
が
さ
つ
な
る
を
も
つ
て
、
を﹅
ご﹅

り﹅
や﹅
す﹅
う﹅
し﹅
て﹅
、
め﹅
り﹅
や﹅
す﹅
し﹅
」
。
好
運
の
時
に
は
踏
ん
ぞ
り
か
え
る
が
、

不
幸
に
逢
う
と
し
お
れ
て
し
ま
う
。
口
先
で
は
体
裁
の
よ
い
こ
と
を
い
う
が
、

勘
定
高
い
ゆ
え
に
無
慈
悲
で
あ
る
。
ま
た
見
栄
坊
で
あ
っ
て
、
何
を
し
て
も

他
か
ら
非
難
さ
れ
ま
い
と
い
う
こ
と
が
先
に
立
つ
。
自
分
の
独
創
を
見
せ
た
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が
り
、
人
ま
ね
と
思
わ
れ
ま
い
と
い
う
用
心
に
ひ
き
ず
ら
れ
る
。
他
を
ま
ね

る
場
合
で
も
、
「
人
見
せ
善
根
」
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　
こ
う
い
う
大
将
は
、
地じ
下げ
の
分
限
者
、
町
人
な
ど
に
う
ま
く
付
け
こ
ま
れ

る
。
や
が
て
、
家
風
が
町
人
化
し
、 

口  

前 

く
ち
ま
え

の
う
ま
い
、
利
を
も
っ
て
人
々

を
味
方
に
つ
け
る
人
が
、
は
ば
を
利
か
し
て
く
る
。
百
人
の
内
九
十
五
人
は

町
人 

形  

儀 

ぎ
ょ
う
ぎ

に
な
り
、
残
り
五
人
は
、
人
々
に
悪
く
言
わ
れ
、
気
違
い
扱
い

に
さ
れ
て
、
何
事
に
も
口
が
出
せ
な
く
な
る
。
五
人
の
う
ち
三
人
は
、
つ
い

に
町
人
形
儀
と
妥
協
し
、
あ
と
二
人
は
そ
の
家
を
去
る
。
こ
う
し
て
こ
の
家

中
は
、
家
老
よ
り
小
者
に
至
る
ま
で
、
意
地
ぎ
た
な
い
、
人
を
抜
こ
う
と
す

る
よ
う
な
気
風
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　
第
三
は
、
臆
病
な
る
大
将
で
あ
る
。
「
心
愚
痴
に
し
て
女
に
似
た
る
故
、
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人
を
猜そね
み
、
富
め
る
者
を
好
み
、
諂
へ
つ
らへ
る
を
愛
し
、
物
ご
と 

無 

穿 

鑿 

む
せ
ん
さ
く

に
、

分
別
な
く
、
無
慈
悲
に
し
て
心
至
ら
ね
ば
、
人
を
見
し
り
給
は
ず
」
と
い
う

よ
う
な
、
心
の
剛つよ
さ
を
欠
い
た
、
道
義
的
性
格
の
弱
い
人
物
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
彼
は
、
義﹅
理﹅
に
し
た
が
っ
て
動
く
の
で
は
な
く
、
外﹅
聞﹅
を﹅
本﹅
に﹅
し﹅
て﹅

動
く
。
た
と
え
ば
、
け﹅
ち﹅
だ
と
言
わ
れ
ま
い
と
思
っ
て 

知  

行 

ち
ぎ
ょ
う

を
多
く
与
え

る
類
で
あ
る
。
強
い
大
将
な
ら
ば
、
必
要
あ
っ
て
物
を
蓄
え
る
時
に
は
、
貪

欲
と
言
わ
れ
よ
う
と
、
意
地
ぎ
た
な
い
と
言
わ
れ
よ
う
と
、
頓
着
し
な
い
。

知
行
は
人
物
や
忠
功
を
見
て
与
え
る
の
で
あ
っ
て
、
外
聞
と
か
か
わ
り
は
な

い
。

　
外
聞
に
よ
っ
て
動
く
よ
う
な
臆
病
な
大
将
の
下
で
は
、
軽
佻
な
、
腹
の
す

わ
ら
ぬ
人
物
が
跋
扈
ば
っ
こ
す
る
。
彼
ら
は
口
先
で
人
を
言
い
負
か
そ
う
と
す
る
よ
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う
な
、
性
格
の
弱
い
、
道
義
的
背
骨
の
な
い
人
物
で
あ
っ
て
、
お
の
れ
よ
り

優
れ
た
も
の
を
猜
み
、
劣
っ
た
も
の
を
卑
し
め
る
。
こ
の
そ﹅
ね﹅
み﹅
と
卑﹅
し﹅
め﹅

と
は
、
他
に
対
す
る
批﹅
判﹅
と
厳
密
に
区
別
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
法ほ
螺ら

ふ
き
を
そ﹅
し﹅
る﹅
と
か
、
自
慢
話
を
言
い
け﹅
す﹅
と
か
と
い
う
の
は
、
正
当
な
批

判
で
あ
っ
て
、
そ
ね
み
や
卑
し
め
で
は
な
い
。
そ﹅
ね﹅
む﹅
の
は
優
れ
た
価
値
を

引
き
お
ろ
す
こ
と
で
あ
り
、
卑﹅
し﹅
め﹅
る﹅
の
は
人
格
に
侮
蔑
を
加
え
る
こ
と
で

あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
道
義
的
に
は
最
も
排
斥
さ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

　
第
四
は
、
強
す
ぎ
た
る
大
将
で
あ
る
。
心
た
け
く
、
機
は
し
り
、
大
略
は

弁
舌
も
明
ら
か
に
物
を
い
い
、
智
慧
人
に
す
ぐ
れ
、
短
気
な
る
こ
と
な
く
、

静
か
に
奥
深
く
見
え
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
何
事
に
つ
い
て
も
よ﹅
わ﹅
見﹅
な﹅

る﹅
こ﹅
と﹅
を﹅
き﹅
ら﹅
う﹅
。
こ
の
一
つ
の
欠
点
の
ゆ
え
に
、
い
ろ
い
ろ
な
破
綻
が
生
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じ
て
く
る
の
で
あ
る
。
家
老
は
大
将
の
こ
の
性
格
を
は
ば
か
っ
て
、
そ
の
主

張
し
よ
う
と
す
る
穏
健
な
意
見
を
、
十
分
に
筋
を
通
し
て
述
べ
る
こ
と
が
で

き
ぬ
。
し
た
が
っ
て
不
徹
底
、
因
循
に
見
え
る
。
大
将
は
そ
れ
を
不
満
足
に

感
ず
る
。
そ
の
す
き
に
つ
け
込
ん
で
、
野
心
の
あ
る
侍
が
、
大
将
の
機
に
合

う
よ
う
な
強
硬
意
見
を
持
ち
出
す
と
、
大
将
は
た
だ
ち
に
乗
っ
て
く
る
。
野

心
家
は
ま
す
ま
す
そ
れ
を
煽あお
り
立
て
て
行
く
。
そ
の
結
果
、
大
将
は
、
智﹅
謀﹅

を﹅
軽﹅
ん﹅
じ﹅
、
武
勇
の
士
を
こ﹅
と﹅
ご﹅
と﹅
く﹅
失﹅
っ﹅
て﹅
し﹅
ま﹅
う﹅
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ

か
と
言
え
ば
、
侍
の
う
ち
、
「
剛
強
に
し
て
分
別
才
覚
あ
る
男
」
は
、
上
の

部
で
あ
る
が
二
％
に
す
ぎ
ず
、
「
剛
に
し
て
機
の
き
い
た
る
男
」
は
、
中
の

部
で
あ
る
が
六
％
に
す
ぎ
ず
、
「
武
辺
の
手
柄
を
望
み
、
一
道
に
す
く
男
」

は
、
下
の
部
で
あ
っ
て
も
一
二
％
に
す
ぎ
ず
、
あ
と
八
〇
％
は
「
人
並
み
の
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男
」
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、
強
す
ぎ
た
大
将
の
下
で
は
、
上
中
下
の
二

〇
％
の
武
士
を
戦
死
さ
せ
、
人
並
み
の
猿
侍
の
み
が
残
る
こ
と
に
な
る
か
ら

で
あ
る
。
こ
う
い
う
場
合
に
は
、
八
〇
％
が
残
っ
て
い
て
も
、
全
滅
と
変
わ

り
は
な
い
。

　
以
上
の
四
類
型
は
国
を
滅
ぼ
す
大
将
の
類
型
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て

理﹅
想﹅
の﹅
大﹅
将﹅
の﹅
類﹅
型﹅
が
逆
に
押
し
出
さ
れ
て
く
る
。
そ
れ
は
賢
明
な
、
道
義

的
性
格
の
し
っ
か
り
と
し
た
、
仁
慈
に
富
ん
だ
人
物
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
古

来
の
正
直
・
慈
悲
・
智
慧
の
理
想
が
有
力
に
働
い
て
い
る
が
、
特
に
「
人
を

見
る
明
」
に
つ
い
て
の
力
説
が
目
立
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
う
ぬ
ぼ

れ
や
虚
栄
心
や
猜
み
な
ど
の
よ
う
な
私
心
を
去
ら
な
く
て
は
、
こ
の
「
明
」

は
得
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
ひ
と
た
び
大
将
が
こ
の
明
を
得
れ
ば
、
彼
の
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率
い
る
武
士
団
は
、
強
剛
不
壊
の
も
の
に
な
っ
て
く
る
。
と
い
う
こ
と
は
、

道﹅
義﹅
的﹅
性﹅
格﹅
の﹅
尊﹅
重﹅
が
彼
の
武
士
団
を
支
配
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

こ
の
書
の
ね
ら
っ
て
い
る
武
士
の
理
想
は
、
道
徳
的
に
す
ぐ
れ
た
人
物
と
な

る
と
い
う
こ
と
の
ほ
か
に
は
な
い
と
思
う
。

　
一
般
に
武
士
の
理
想
を
説
く
場
合
に
も
、
正
直
・
慈
悲
・
智
慧
の
理
想
が

根
柢
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
書
全
体
に
わ

た
っ
て
な
お
一
つ
の
特
徴
が
明
白
に
現
わ
れ
て
い
る
の
を
我
々
は
指
摘
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
強
烈
な
自﹅
敬﹅
の﹅
念﹅
で
あ
る
。
前
に
多
胡
辰
敬
の
家

訓
の
な
か
か
ら
、
お
の
れ
を
卑
下
す
れ
ば
わ﹅
が﹅
身﹅
の﹅
罰﹅
が﹅
当﹅
た﹅
る﹅
と
い
う
言

葉
を
引
い
た
が
、
こ
の
心
持
ち
は
こ
の
書
で
は
非
常
に
強
く
説
か
れ
て
い
る
。

特
に
武
道
、
男
の
道
、
武
士
道
な
ど
を
問
題
と
す
る
場
合
に
顕
著
で
あ
る
。
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こ
れ
ら
の
言
葉
は
本
来
は
争
闘
の
技
術
を
言
い
現
わ
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

そ
こ
に
「
心
構
え
」
が
問
題
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
明
白
に
道
徳
的
な

意
味
に
転
化
し
て
来
る
。
そ
う
し
て
そ
こ
で
中
心
的
な
地
位
を
占
め
る
の
は
、

自
敬
の
念
な
の
で
あ
る
。
お
の
れ
が
臆
病
で
あ
る
こ
と
は
、
お﹅
の﹅
れ﹅
自﹅
身﹅
に﹅

お﹅
い﹅
て﹅
許
す
こ
と
が
で
き
ぬ
。
だ
か
ら
お
の
れ
自
身
の
な
か
か
ら
、
死﹅
を﹅
怖﹅

れ﹅
ぬ﹅
心﹅
構﹅
え﹅
が
押
し
出
さ
れ
て
く
る
。
そ
う
い
う
人
に
と
っ
て
お
の
れ
の
面﹅

目﹅
が
命
よ
り
も
貴
い
の
は
、
外﹅
聞﹅
に
支
配
さ
れ
る
か
ら
で
は
な
く
、
自
敬
の

念
が
要
求
す
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
お
の
れ
の
意
地
ぎ
た
な
さ
や

卑
し
さ
は
、
お﹅
の﹅
れ﹅
自﹅
身﹅
に﹅
お﹅
い﹅
て﹅
許
す
こ
と
が
で
き
ぬ
。
だ
か
ら
こ
こ
で

も
お
の
れ
自
身
の
な
か
か
ら
、
男﹅
ら﹅
し﹅
さ﹅
の﹅
心﹅
構﹅
え﹅
が
押
し
出
さ
れ
て
く
る
。

廉﹅
潔﹅
を
尚
と
う
とぶ
の
は
、
外
聞
の
ゆ
え
で
は
な
く
し
て
、
自
敬
の
念
の
ゆ
え
で
あ
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る
。
こ
う
し
て
自
敬
の
念
に
基
づ
く
心
構
え
が
、
や
が
て
武
道
と
か
男
の
道

と
か
の
主
要
な
内
容
に
な
っ
て
く
る
と
、
争
闘
の
技
術
と
し
て
の
武
道
の
意

味
は
む
し
ろ
「
兵
法
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
現
わ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
。
そ
こ
で
、
武
道
、
男
の
道
、
武
士
の
道
な
ど
と
言
わ
れ
る
も
の
は
、

自﹅
敬﹅
の
立
場
に
お
い
て
、
卑﹅
し﹅
さ﹅
そ
の
も
の
を
忌
み
貴﹅
さ﹅
そ
の
も
の
を
尚
ぶ

道
徳
で
あ
る
、
と
言
い
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
尊
卑
を
主
と
す
る

道
徳
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
貴
族
主
義
的
で
あ
る
。
君
子
道
徳
と
結
び
つ
き

得
る
素
地
は
、
こ
こ
に
十
分
に
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
道
徳
の
立
場
は
、
「
敵
を
愛
せ
よ
」
と
い
う
代
わ
り
に
「
敵
を
敬
せ

よ
」
と
い
う
標
語
に
現
わ
し
得
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
「
信
玄
家
法
」
の

な
か
に
、
敵
の
悪
口
い
う
べ
か
ら
ず
と
い
う
一
項
が
あ
る
。
敵
を
の
の
し
る
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こ
と
に
よ
っ
て
敵
を
憤
激
さ
せ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
敵
が
強
ま
る
こ
と
に
な
っ

て
損
で
あ
る
、
と
い
う
利
害
打
算
も
あ
る
い
は
含
ま
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ

ぬ
が
、
し
か
し
根
本
に
あ
る
考
え
は
、
尊
敬
し
得
な
い
よ
う
な
も
の
は
敵
と

す
る
に
価
し
な
い
、
敵
に
取
っ
た
と
い
う
こ
と
は
尊
敬
に
価
す
る
証
拠
で
あ

る
と
い
う
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
心
持
ち
を
詳
細
に
説
明
し
た
個
所

も
あ
る
。
信
玄
自
身
は
謙
信
に
対
す
る
尊
敬
に
よ
っ
て
こ
の
こ
と
を
実
証
し

て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
信
玄
の
遺
言
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
勝
頼
に
対
し
て
、

お
れ
の
死
後
謙
信
と
和
睦
せ
よ
、
和
睦
が
で
き
た
ら
ば
、
謙
信
に
対
し
て
頼

む
と
一
言
言
え
、
謙
信
は
そ
う
言
っ
て
よ
い
人
物
で
あ
る
と
教
え
て
い
る
。

真
偽
は
と
に
か
く
、
信
玄
は
そ
う
い
う
人
物
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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慶
長
の
末
ご
ろ
に
小
幡
景
憲
が
『
甲
陽
軍
鑑
』
を
書
い
た
の
で
あ
っ
た
と

す
れ
ば
、
そ
の
こ
ろ
に
も
う 

徳  

川  

家  

康 

と
く
が
わ
い
え
や
す

の
新
し
い
文
教
政
策
は
始
ま
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
政
策
の
核
心
は
、
日
本
人
に
対
す
る
精
神
的
指
導

権
を
、
仏
教
か
ら
儒
教
に
移
し
た
、
と
い
う
点
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
か
か
る

政
策
を
激
成
し
た
も
の
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
の
運
動
の
刺
戟
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。

　 

秀  

吉 

ひ
で
よ
し

が
キ
リ
シ
タ
ン
追
放
令
を
発
布
し
て
か
ら
六
年
後
の
文
禄
二
年

（
一
五
九
三
）
に
、
当
時
五
十
二
歳
で
あ
っ
た
家
康
は
、
藤 

原 

惺 

窩 

ふ
じ
わ
ら
せ
い
か

を
呼

ん
で
『 

貞  

観  

政  

要 

じ
ょ
う
が
ん
せ
い
よ
う
』
の
講
義
を
き
い
た
。
五
十
八
歳
の
秀
吉
が
征
明
の

計
画
で
手
を
焼
い
て
い
る
の
を
静
か
に
な
が
め
な
が
ら
、
家
康
は
、
馬
上
を

も
っ
て
天
下
を
治
め
得
ざ
る
ゆ
え
ん
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
五

61



年
後
に
家
康
が
政
権
を
握
っ
た
と
き
に
は
、
彼
は
、
秀
吉
が
征
明
の
役
を
起

こ
し
た
時
と
同
じ
年
齢
で
あ
っ
た
が
、
秀
吉
と
は
全
然
逆
に
、
学﹅
問﹅
の﹅
奨﹅
励﹅

を
も
っ
て
お
の
れ
の
時
代
を
始
め
た
の
で
あ
る
。
慶
長
四
年
（
一
五
九
九
）

の
『
孔
子
家
語

こ
う
し
け
ご

』
、
『 

六  

韜  

三  

略 

り
く
と
う
さ
ん
り
ゃ
く
』
の
印
行
を
初
め
と
し
て
、
そ
の
後

連
年
、
『
貞
観
政
要
』
の
刊
行
、
古
書
の
蒐
集
、
駿
府
す
ん
ぷ
の
文
庫
創
設
、
江
戸

城
内
の
文
庫
創
設
、
金
沢
文
庫
の
書
籍
の
保
存
な
ど
に
努
め
た
。
そ
う
し
て

慶
長
十
二
年
（
一
六
〇
七
）
に
は
、
つ
い
に 

林 

羅 

山 

は
や
し
ら
ざ
ん
を
召
し
抱
え
る
に
至

っ
た
。
家
康
が
キ
リ
シ
タ
ン
弾
圧
を
始
め
た
の
は
、
そ
れ
よ
り
五
、
六
年
後

の
こ
と
で
あ
る
。

　
家
康
に
『
貞
観
政
要
』
を
講
義
し
た
藤
原
惺
窩
は
、
い
か
な
る
特
殊
の
内

に
も
普
遍
の
理
が
存
す
る
こ
と
を
力
説
し
た
学
者
で
あ
っ
た
。
海
外
と
の
交
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通
の
手
助
け
な
ど
も
し
て
い
る
。
そ
う
眼
界
の
狭
い
学
者
で
あ
っ
た
と
は
思

え
な
い
。
彼
の
著
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
る
『
仮
名
性
理

か
な
せ
い
り

』
あ
る
い
は
『
千ち
代よ

も
と
草ぐさ
』
は
、
平
易
に
儒
教
道
徳
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
実
は
、

彼
の
著
書
で
あ
る
か
ど
う
か
不
明
の
も
の
で
あ
る
。
同
じ
書
は
『
心
学
五
倫

書
』
と
い
う
題
名
の
も
と
に
無
署
名
で
刊
行
さ
れ
て
い
た
。
初
め
は
熊   

沢 

く
ま
ざ
わ

 

蕃  

山 

ば
ん
ざ
ん

が
書
い
た
と
噂
さ
れ
て
い
た
が
、
蕃
山
自
身
は
そ
れ
を
否
定
し
、
古

く
か
ら
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
る
。
惺
窩
の
著
と
言
わ
れ
始
め
た
の
は
、
そ
の

後
で
あ
る
。
し
か
る
に
他
方
に
は
『
本
佐
録
』
あ
る
い
は
『
天
下
国
家
の
要

録
』
と
名
づ
け
ら
れ
た
書
物
が
あ
っ
て
、
内
容
は
右
の
『
五
倫
書
』
と
一
致

す
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
こ
れ
は  

本
多
佐
渡
守  

ほ
ん
だ
さ
ど
の
か
み

の
著
と
言
わ
れ
な
が
ら
、
早

く
よ
り
疑
問
視
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
新 
井 

白 

石 
あ
ら
い
は
く
せ
き

は
本
多
家
か
ら
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頼
ま
れ
て
そ
の
考
証
を
書
い
て
い
る
が
、
結
論
は
ど
う
も
言
葉
を
濁
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
い
ず
れ
で
あ
っ
て
も
、
同
一
書
を
媒

介
と
し
て
惺
窩
、
蕃
山
、
本
多
佐
渡
守
の
三
人
の
名
が
結
び
つ
い
て
い
る
と

い
う
事
実
は
、
非
常
に
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。

　
本
多
佐
渡
守
は
三
河
の
徳
川
家
の
譜
代
の
臣
で
あ
る
が
、
家
康
若
年
の
こ

ろ
の
野
呂
一
揆
に
味
方
し
、
一
揆
が
鎮
圧
し
た
と
き
、
徳
川
家
を 

逐  

電 

ち
く
で
ん

し

て
、
一
向
一
揆
の
本
場
の
加
賀
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
う
し
て
そ
こ
で
十

八
年
働
い
た
後
に
、
四
十
五
歳
の
時
、
本
能
寺
の
変
に
際
し
て
家
康
の
も
と

に
帰
参
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
閲
歴
か
ら
見
て
狂
熱
的
な
一
向
宗
信
者
で
あ

っ
た
と
推
測
せ
ら
れ
る
が
、
し
か
し
キ
リ
シ
タ
ン
の
宣
教
師
の
報
告
に
よ
る

と
、
家
康
の
重
臣
中
で
は
彼
が
最
も
キ
リ
シ
タ
ン
に
同
情
を
持
っ
て
い
た
と
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い
う
。
慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
に
は
彼
は
オ
ル
ガ
ン
チ
ノ
に
対
し
て
キ
リ

シ
タ
ン
を
ほ
め
、
そ
の
解
禁
の
た
め
に
尽
力
し
た
。
同
十
二
年
に
も
、
パ
エ

ス
の
た
め
に 

斡  

旋 

あ
っ
せ
ん

し
て
い
る
。
宣
教
師
に
対
し
て
、
禁
教
緩
和
の
望
み
が

あ
る
よ
う
な
印
象
を
与
え
た
の
は
、
彼
と
そ
の
子
息
の  

上  

野  

守  

こ
う
ず
け
の
か
み

な
の
で

あ
る
。
一
向
宗
の
狂
信
が
依
然
と
し
て
続
い
て
い
た
と
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く

こ
う
い
う
態
度
を
取
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
帰

参
の
こ
ろ
に
は
一
向
宗
の
熱
は
醒さ
め
て
い
た
と
推
測
す
る
ほ
か
は
な
い
。
し

か
し
一
向
宗
の
信
仰
に
没
入
し
て
行
く
よ
う
な
性﹅
格﹅
は
、
依
然
と
し
て
変
わ

ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
ゆ
え
に
キ
リ
シ
タ
ン
に
対
す
る
理
解
や
同

情
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
、
察
す
る
に
難
く
な
い
。
そ
れ
が
お
の
ず
か

ら
宣
教
師
に
よ
き
印
象
を
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
が
、
周
囲
の
情
況
は
彼
を

65



キ
リ
シ
タ
ン
に
近
づ
け
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
儒
教
の
方
へ
押
し
や
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
こ
で
同
じ
性
格
の
佐
渡
守
が
、
『
本
佐
録
』
に
お
い
て
、
熱﹅
烈﹅
な﹅

儒﹅
教﹅
の﹅
尊﹅
崇﹅
者﹅
と
し
て
現
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
対
象
は
変
わ
っ
て
行
く
が
、

態
度
は
同
じ
な
の
で
あ
る
。
天
道
の
理
、
尭
舜
の
道
、
五
倫
の
教
え
は
、
ほ

と
ん
ど
宗
教
的
な
情
熱
を
も
っ
て
説
か
れ
て
い
る
。
天
道
と
い
う
の
も
、
こ

こ
で
は
「
天
地
の
間
の
あ﹅
る﹅
じ﹅
」
な
の
で
あ
っ
て
、
抽
象
的
な
道
理
な
の
で

は
な
い
。
そ
の
「
あ
る
じ
」
が
万
物
に
充
満
し
て
い
る
と
説
く
と
こ
ろ
は
、

や
や
汎
神
論
的
に
見
え
る
が
、
し
か
し
そ
れ
を
あ
く
ま
で
も
天
地
の
主﹅
宰﹅
者﹅

と
し
て
取
り
扱
う
と
こ
ろ
に
、
佐
渡
守
の
狂
信
の
対
象
で
あ
っ
た
阿
弥
陀
仏

や
、
キ
リ
シ
タ
ン
の
説
い
て
い
た
デ
ウ
ス
と
の
相
似
を
思
わ
せ
る
。
そ
う
い

う
点
を
考
え
る
と
、
こ
の
書
が
佐
渡
守
に
帰
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
非
常
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に
興
味
深
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
惺
窩
や
蕃
山
は
冷
静
な
学
者
で
あ
っ

て
、
佐
渡
守
の
よ
う
な
狂
信
的
な
と
こ
ろ
は
な
い
。
江
戸
幕
府
の
文
教
政
策

を
定
め
、
儒
教
を
も
っ
て
当
時
の
思
想
の
動
揺
を
押
え
よ
う
と
し
た
当
時
の

政
治
家
は
、
冷
静
な
理
論
よ
り
も
む
し
ろ
狂
信
的
な
情
熱
を
必
要
と
し
た
の

で
あ
ろ
う
。

　
林
羅
山
は
慶
長
十
二
年
（
一
六
〇
七
）
以
後
、
幕
府
の
文
教
政
策
に
参
画

し
た
。
そ
の
時
二
十
五
歳
で
あ
っ
た
。
羅
山
は
そ
れ
以
前
か
ら
熱
心
な
仏﹅
教﹅

排﹅
撃﹅
者﹅
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
論
文
を
い
く
つ
か
書
い
て
い
る
が
、
そ
れ
に

よ
る
と
、
解
脱
げ
だ
つ
は
一
私
事
で
あ
っ
て
、
人
倫
の
道
の
実
現
で
は
な
い
、
と
い

う
の
で
あ
る
。
同
時
に
ま
た
彼
は
熱
心
な
キ﹅
リ﹅
シ﹅
タ﹅
ン﹅
排﹅
撃﹅
者﹅
で
あ
っ
て
、

仕
官
の
前
年
に
『
排
耶
蘇

は
い
や
そ

』
を
書
い
て
い
る
。 
松  

永  

貞  

徳 
ま
つ
な
が
て
い
と
く

と
と
も
に
、
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『 
妙  

貞  

問  

答 
み
ょ
う
て
い
も
ん
ど
う
』
の
著
者
不
干
ふ
か
ん
ハ
ビ
ア
ン
を
訪
ね
た
時
の
記
事
で
あ
る
。

そ
の
時
、
ま
ず
第
一
に
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
「
大
地
は
円
い
か
ど
う
か
」

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
羅
山
は
ハ
ビ
ア
ン
の
説
明
を
全
然
受
け
つ
け
ず
、

こ
の
問
題
を
考
え
て
み
よ
う
と
さ
え
し
て
い
な
い
。
次
に
問
題
と
な
っ
た
の

は
、
プ
リ
ズ
ム
や
レ
ン
ズ
な
ど
で
あ
る
が
、
羅
山
は
キ
リ
シ
タ
ン
に
対
す
る

憎
悪
を
こ
う
い
う
道
具
の
上
に
ま
で
あ
び
せ
か
け
、
光
線
の
現
象
な
ど
に
注

意
を
向
け
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
最
後
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
、
『
妙

貞
問
答
』
や
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
の
著
書
な
ど
で
あ
る
。
羅
山
は
、
『
妙
貞
問

答
』
に
お
け
る
神
儒
仏
の
批
判
が
、
単
な
る
罵
倒
で
あ
っ
て
、
批
判
に
な
っ

て
い
な
い
、
と
い
う
点
を
指
摘
す
る
。
し
か
し
羅
山
自
身
の
天
主
に
関
す
る

批
判
も
同
様
で
あ
る
。
「
聖
人
を
侮
る
の
罪
の
み
は
忍
ぶ
べ
か
ら
ず
」
と
い
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う
態
度
で
あ
る
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
議
論
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
こ
の
書
は
、
青
年
羅
山
の
眼
界
が
非
常
に
狭
く
、
考
え
方
が
自
由
で
な

い
こ
と
を
思
わ
せ
る
。

　
羅
山
は
非
常
に
博
学
で
あ
っ
て
、
多
方
面
の
著
書
を
残
し
て
い
る
。
そ
の

言
説
は
権
威
あ
る
も
の
と
し
て
尚
ば
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
『
排
耶

蘇
』
に
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
偏
頗
へ
ん
ぱ
な
考
え
方
は
、
決
し
て
克
服
さ
れ
て
は

い
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
点
が
、
狂
信
的
な
情
熱
を
必
要
と
し
た
幕
府

の
政
治
家
に
、
重
ん
ぜ
ら
れ
た
ゆ
え
ん
で
あ
ろ
う
。
彼
が
幕
府
に
仕
え
て
後

半
世
紀
、
承
応
三
年
（
一
六
五
四
）
に 
石  

川  

丈  

山 
い
し
か
わ
じ
ょ
う
ざ
ん
に
与
え
て
異﹅
学﹅
を
論

じ
た
書
簡
が
あ
る
。
耶
蘇
は
表
面
姿
を
消
し
て
い
る
が
、
し
か
し
異﹅
学﹅
に﹅
姿﹅

を﹅
変﹅
じ﹅
て﹅
活
躍
し
て
い
る
、
あ
た
か
も
妖
狐
の
化
け
た
妲
己
だ
っ
き
の
よ
う
で
あ
る
、
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と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
文
章
は
実
に
陰
惨
な
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
な
感
じ
を
与

え
る
。
少
し
で
も
朱
子
学
の
埒らち
の
外
に
出
て
、
自
由
に
物
を
考
え
る
人
は
、

耶
蘇
の
姿
を
変
じ
た
も
の
と
し
て
排
撃
を
受
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
彼
の
『  
草
賊
前
後
記  
そ
う
ぞ
く
ぜ
ん
ご
き

』
に
は
、
熊
沢
蕃
山
を
か
か
る
異
学
の
徒
と
し

て
あ
げ
て
い
る
。
蕃
山
は
羅
山
よ
り
も
は
る
か
に
優
れ
た
学
者
で
あ
る
が
、

羅
山
を
重
用
す
る
幕
府
の
下
に
お
い
て
は
、
弾
圧
を
受
け
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

　
家
康
が
儒
教
に
よ
っ
て
文
教
政
策
を
立
て
よ
う
と
し
た
こ
と
に
は
、
一
つ

の
見
識
が
認
め
ら
れ
る
で
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
シ
ェ
ー
ク
ス

ピ
ア
や
ベ
ー
コ
ン
が
そ
の
「
近
代
的
」
な
仕
事
を
仕
上
げ
て
い
る
ち
ょ
う
ど

そ
の
時
期
に
、
わ
ざ
わ
ざ
シ
ナ
の
古
代
の
理
想
へ
帰
っ
て
行
く
と
い
う
試
み

70埋もれた日本



は
、
何
と
言
っ
て
も
時
代
錯
誤
の
そ
し
り
を
ま
ぬ
か
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
家

康
自
身
は
か
な
ら
ず
し
も
時
代
に
逆
行
す
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ

な
い
が
、
彼
の
用
い
た
羅
山
は
明
ら
か
に
保
守
的
反
動
的
な
偏
向
に
よ
っ
て

日
本
人
の
自
由
な
思
索
活
動
を
妨
げ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
鎖
国
政
策
と
時

を
同
じ
く
し
て
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
日
本
人
の
思
索
活
動
に
と
っ
て

は
、
不
幸
は
倍
に
な
っ
た
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
当
時
の
日
本
人
の
思
索
能

力
は
、
決
し
て
弱
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
中 

江 

藤 

樹 

な
か
え
と
う
じ
ゅ

、
熊
沢
蕃
山
、
山や

 

鹿 

素 

行 

ま
が
そ
こ
う

、
伊 

藤 

仁 

斎 

い
と
う
じ
ん
さ
い

、
や
や
遅
れ
て
新
井
白
石
、
荻 

生 

徂 

徠 

お
ぎ
ゅ
う
そ
ら
い

な
ど
の

示
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
れ
ば
、
そ
れ
は
む
し
ろ
非
常
に
優
秀
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
学
者
が
も
し
広
い
眼
界
の
中
で
自
由
に
の
び
の
び
と
し
た
教
養
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
ら
、
十
七
世
紀
の
日
本
の
思
想
界
は
、
十
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分
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
そ
れ
に
伍
す
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
思
う

と
、
林
羅
山
な
ど
が
文
教
の
権
を
握
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
何
と
も
名
状
の

し
よ
う
の
な
い
不
愉
快
な
こ
と
で
あ
る
。

　
鎖
国
は
、
外
か
ら
の
刺
戟
を
排
除
し
た
と
い
う
意
味
で
、
日
本
の
不
幸
と

な
っ
た
に
相
違
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
よ
り
も
一
層
大
き
い
不
幸
は
、
国
内

で
自
由
な
討
究
の
精
神
を
圧
迫
し
、
保
守
的
反
動
的
な
偏﹅
狭﹅
な﹅
精﹅
神﹅
を
跋
扈

せ
し
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
慶
長
か
ら
元
禄
へ
か
け
て
、
す
な
わ
ち
十

七
世
紀
の
間
は
、
前
代
の
余
勢
で
ま
だ 

剛  

宕 

ご
う
と
う

な
精
神
や
冒
険
的
な
精
神
が

残
っ
て
い
る
が
、
そ
の
後
は
目
に
見
え
て
日
本
人
の
創
造
活
動
が
萎
縮
し
て

く
る
。
思
想
的
情
況
も
ま
た
そ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
二
十
六
年
二
月
）
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