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『
憲
法
十
七
条
』
と
現
代

聖
徳
太
子
の
〞
甲
子
革
政
〝
に
つ
い
て成

城
大
学
名
誉
教
授

上

原

和

た
だ
い
ま
ご
紹
介
に
預
か
り
ま
し
た
上
原
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
今
日
は
図
ら
ず
も
本
学
に
お
招
き
い
た
だ
き
ま
し
て
、
大
変
光
栄
で

す
。
控
え
室
で
お
伺
い
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
本
学
は
明
治
十
五
年
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
曹
洞
宗
の
大
学
で
、
昨
年
創
立
百
二
十
周
年
を

お
迎
え
に
な
っ
た
と
の
こ
と
で
す
。
さ
ら
に
遡
り
ま
す
と
江
戸
時
代
に
な
り
ま
す
が
、
文
禄
元
年
（
一
五
九
二
）
吉
祥
寺
栴
檀
林
が
創
立

の
淵
源
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
う
し
た
日
本
の
仏
教
大
学
と
し
ま
し
て
は
、
仏
教
学
研
究
の
一
大
総
本
山
を
な
し
て
い
る
こ
の
本

学
に
お
招
き
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
を
、
感
謝
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

今
日
は
一
時
間
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
ど
れ
だ
け
申
し
上
げ
る
こ
と
が
出
来
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
日
本
書
紀
に
は
、

推
古
天
皇
十
二
年
（
六
○
四
）
と
の
み
記
さ
れ
て
い
ま
す
聖
徳
太
子
の
憲
法
十
七
条
親
撰
の
年
が
、
干
支
の
上
で
は
甲
子
か
つ
し

の
年
に
当
る
と

い
う
こ
と
の
意
義
を
少
し
掘
り
下
げ
て
申
し
上
げ
た
い
と
思
う
次
第
で
す
。
今
日
は
大
学
院
の
方
も
居
ら
れ
る
そ
う
で
、
い
く
ぶ
ん
わ

か
り
や
す
く
申
し
ま
す
が
、
干え
支と
で
甲きの
子えね
と
い
う
の
は
干
支
一ひと
運めぐりの
一
番
最
初
に
当
り
ま
す
が
、
実
は
私
も
甲
子
の
生
ま
れ
で
し
て
、

大
正
十
三
年
（
一
九
二
四
）
の
甲
子
生
ま
れ
で
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
余
談
を
申
し
上
げ
ま
す
と
、
私
の
「
和
」
と
い
う
名
を
父
が
つ
け
た

の
は
、『
論
語
』
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
聞
い
て
お
り
り
ま
す
。
本
日
時
間
が
あ
れ
ば
憲
法
十
七
条
の
内
容
ま
で
話
し
た
い
と
思
い
ま
す

が
、
太
子
の
憲
法
の
い
ち
ば
ん
の
命
題
で
あ
る
「
和
」
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
、
甲
子
の
年
に
生
ま
れ
た
私
の
い
わ
ば
運
命
で
も
あ

り
使
命
で
も
あ
る
よ
う
に
思
っ
て
も
お
り
ま
す
。
と
り
わ
け
日
々
イ
ラ
ク
で
殺
戮
が
行
わ
れ
る
そ
う
い
う
今
日
で
あ
れ
ば
こ
そ
で
あ
り

ま
す
。

さ
て
本
日
は
高
橋
文
二
所
長
に
お
願
い
い
た
し
ま
し
て
、
配
布
資
料
を
取
り
揃
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
ま
ず
日
本
書
紀
の
推
古

天
皇
十
二
年
（
六
〇
四
）
の
と
こ
ろ
を
開
い
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
最
初
の
条
に
「
春
正
月

戊
つちのえ

戌いぬ
の

朔
ついたちのひに

始
め
て
冠

位
を
諸
臣
に
賜
」
っ
た
と
あ
り
、
そ
の
次
の
条
に
夏
四
月
丙ひのえ
寅とら
の
朔
、「
皇
太
子
親
ら
肇
め
て
憲
法
十
七
条
を
作
り
た
ま
ふ
」
と
続
い

て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
四
月
の
最
初
の
日
が
丙
寅
に
あ
た
る
そ
の
月
の
三
日
と
、
非
常
に
厳
密
に
日
に
ち
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

干
支
は
ご
承
知
の
通
り
、
六
十
年
の
周
期
で
同
じ
干
支
年
が
め
ぐ
っ
て
ま
い
り
ま
す
か
ら
、
い
つ
の
時
点
で
の
干
支
か
と
い
う
こ
と
で

混
乱
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
そ
の
月
の
朔
が
干
支
で
い
う
と
何
か
、
そ
こ
ま
で
厳
密
に
日
付
を
記
録
す
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

ち
な
み
に
、
干
支
一
運
年
代
の
下
り
た
甲
子
年
は
天
智
天
皇
三
年
（
六
六
四
）
に
当
り
ま
す
が
、
そ
の
四
月
の
朔
は
、
戊
つちのえ

寅とら
の
日
に
な

り
ま
す
。
も
と
も
と
記
録
を
書
き
と
め
た
史
官
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
に
干
支
年
で
記
録
し
て
い
た
わ
け
で
す
。
日
本
書
紀
に
は
、
推
古

天
皇
十
二
年
と
記
し
て
い
る
だ
け
で
、
肝
心
の
干
支
年
の
記
載
が
な
い
の
で
、
こ
の
年
が
甲
子
に
当
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
注
意
さ
れ

ず
に
き
ま
し
た
。
そ
の
た
め
な
ぜ
聖
徳
太
子
が
こ
の
推
古
十
二
年
を
期
し
て
政
治
的
な
改
革
を
矢
継
ぎ
早
に
次
々
と
断
行
し
よ
う
と
し

た
の
か
、
そ
の
脈
略
に
つ
い
て
も
同
様
で
す
。
で
は
こ
の
甲
子
の
年
に
聖
徳
太
子
が
憲
法
十
七
条
を
お
作
り
に
な
ら
れ
、
公
布
な
さ
れ

た
と
い
う
こ
と
が
、
ど
う
い
う
政
治
的
意
味
を
持
っ
て
い
た
か
で
あ
り
ま
す
。

ご
覧
の
よ
う
に
副
題
に
書
き
ま
し
た
「
甲
子
革
政
」
あ
る
い
は
「
甲
子
革
令
」
と
も
い
い
ま
す
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
と
申
し
ま
す
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と
、
中
国
の
古
代
に
お
い
て
前
漢
時
代
か
ら
ず
っ
と
六
朝
末
ま
で
流
行
し
ま
し
た
「
しん

緯い
思
想
」
と
呼
ば
れ
る
予
言
思
想
が
あ
り
ま
し

た
。

は
未
来
の
吉
兆
禍
福
を
予
言
す
る
と
い
う
意
味
で
す
。
緯
は
横
糸
の
こ
と
で
予
言
の
書
は
緯
書
、
こ
れ
に
対
し
て
儒
教
の
方
は

経
書
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
経
は
縦
糸
で
す
。
そ
の

緯
書
で
、
甲
子
の
年
に
大
き
な
国
家
の
改
革
が
行
わ
れ
る
、
さ
ら
に
も
う
一

つ
「
辛しん
酉ゆう
革
命
」
と
い
っ
て
、
辛かのと
酉とり
と
い
う
年
に
は
大
変
革
が
起
る
大
変
な
年
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
予
言
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま

す
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
聖
徳
太
子
は
篤
信
の
仏
教
徒
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
す
こ
ぶ
る
儒
学
に
対
し
て
深
い
造
詣
を
持
っ
た
方
で
も
あ

り
ま
す
が
、
そ
の
聖
徳
太
子
が
緯
書
の
中
で
言
わ
れ
て
き
た
甲
子
の
年
に
で
す
ね
、
憲
法
十
七
条
を
お
作
り
に
な
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。

そ
れ
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
く
、
き
わ
め
て
意
図
的
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。

さ
て
こ
の
日
本
書
紀
の
推
古
天
皇
十
二
年
の
前
年
の
十
一
年
の
冬
十
月
の
条
に
「
小
墾
田
宮
に
遷
る
」
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
お

り
ま
す
。
現
在
飛
鳥
を
お
歩
き
に
な
る
と
わ
か
り
ま
す
が
、
甘
樫
丘
の
す
ぐ
北
の
飛
鳥
川
に
面
し
た
所
に
向
原
寺
と
い
う
お
寺
が
あ
り
、

寺
域
内
に
豊
浦
宮
跡
が
あ
り
ま
す
。
も
と
も
と
蘇
我
稲
目
の
邸
宅
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、
推
古
天
皇
は
そ
こ
で
即
位
な
さ

っ
た
。
皆
さ
ん
も
お
行
き
に
な
る
と
わ
か
り
ま
す
が
、
非
常
に
小
さ
な
宮
跡
で
す
。
そ
こ
か
ら
す
ぐ
北
に
な
る
の
で
す
が
、
ま
だ
広
さ

は
確
定
さ
れ
て
は
お
り
ま
せ
ん
が
、
新
し
い
遷
宮
の
小
墾
田
宮
の
推
定
地
が
ご
ざ
い
ま
す
。
と
こ
ろ
で
推
古
十
一
年
の
十
月
に
こ
の
小

墾
田
宮
に
遷
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
か
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
小
墾
田
宮
の
推
定
さ
れ
て
い
る
規
模
の
上

か
ら
考
え
て
み
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。

お
手
許
の
資
料
の
推
古
天
皇
十
六
年
（
六
○
八
）
の
秋
八
月
三
日
の
条
を
ご
覧
下
さ
い
。
前
年
に
隋
に
遣
わ
さ
れ
た
小
野
妹
子
の
帰
國

と
一
緒
に
隋
使
裴
世
清
一
行
が
来
日
し
、
難
波
か
ら
、
大
和
川
そ
し
て
泊はつ
瀬
川
を
ず
っ
と
遡
り
、
こ
の
日
に
三
輪
山
の
ふ
も
と
の
海つ
石ば

榴き
市ち
に
上
陸
い
た
し
ま
し
て
、
飾かざり
騎うま
七
十
五
匹
に
迎
え
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
十
二
日
に
明
日
香
京
に
入
京
し
、
小
墾
田
宮
に
参
内
し
て

い
ま
す
。
南
の
宮
門
を
入
り
ま
す
と
、
朝
庭
み
か
ど

と
呼
ば
れ
る
大
き
な
中
庭
の
左
右
に
政
務
を
と
る
朝
堂
が
並
び
建
っ
て
い
ま
す
。
書
紀
に

は
、「
大
唐
（
隋
）
の
国
の
信
物
を
庭
中
お
ほ
ば

に
置
く
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
信
物
と
い
う
の
は
そ
の
国
の
そ
の
土
地
で
で
き
た
土
産
で
あ

り
ま
す
が
、
そ
れ
を
天
皇
に
献
上
す
る
わ
け
で
す
。
天
皇
は
隋
使
一
行
に
そ
こ
で
謁
見
す
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
左
右
に
は
そ
れ
こ
そ

十
二
階
の
衣
冠
を
着
飾
っ
た
官
僚
た
ち
が
並
び
ま
す
。
朝
庭
の
宏
さ
と
い
い
、
礼
式
の
華
麗
さ
と
い
い
、
か
つ
て
の
豊
浦
宮
と
は
大
違

い
な
の
で
す
。
朝
鮮
三
国
に
倣
っ
た
中
國
式
の
大
き
な
宮
殿
、
外
國
の
使
臣
を

見
す
る
広
場
が
小
墾
田
宮
に
は
あ
る
の
で
す
。
そ
れ

を
甲
子
の
年
の
前
年
の
十
月
に
完
成
さ
せ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

遷
宮
の
翌
十
一
月
に
は
、
聖
徳
太
子
は
天
皇
に
こ

う
て
、
儀
仗
用
の
大
楯
や
ゆき

を
作
り
、
旗は
幟た
を
絵
か
し
め
て
い
ま
す
。
そ
し
て
十

二
月
に
官
僚
た
ち
の
冠
位
十
二
階
を
制
定
し
て
い
る
の
で
す
。
一
体
何
の
た
め
に
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
で
推
古
天
皇
十
二
年
の
条
を
も

う
一
度
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。
春
正
月
の
一
日
に
「
始
め
て
冠
位
を
諸
臣
に
賜
ふ
こ
と
各
差
有
り
き
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り

こ
こ
が
大
事
な
ん
で
す
。
甲﹅
子﹅
の﹅
年﹅
の﹅
新﹅
年﹅
の﹅
元﹅
旦﹅
に
で
す
ね
、
始
め
て
冠
位
十
二
階
の
冠
位
を
そ
れ
ぞ
れ
官
僚
た
ち
に
賜
っ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
推
古
天
皇
が
で
す
。
前
年
の
小
墾
田
宮
へ
の
遷
宮
も
、
儀
仗
の
た
め
の
諸
準
備
も
、
冠
位
十
二
階
の
制
定
も
、
す
べ
て
は
こ

の
日
の
慶
事
の
た
め
に
用
意
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
冠
位
十
二
階
の
こ
と
で
す
が
、
こ
こ
で
は
冠
の
位
と
書
い
て
い
ま
す
が
、
朝
鮮
三
国
で
は
そ
の
中
で
最
も
早
い
の

は
高
句
麗
で
す
が
、
み
ん
な
官
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
後
漢
書
東
夷
列
伝
の
高
句
麗
の
条
に
は
、
官
位
十
等
の
名
称
が
見
ら
れ
ま
す
。

ま
た
周
書
異
域
伝
に
は
、
高
句
麗
の
官
位
十
三
等
と
百
済
の
官
位
十
六
品
の
名
称
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
官
位
の
冠
飾
や
衣
服
の
色

が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
新
羅
に
つ
い
て
は
、
三
國
史
記
新
羅
本
紀
の
第
三
代
儒
理
尼
師
今
九
年
（
三
二
）
に
官
位
十
七
等
の
名

が
現
れ

ま
す
が
、
実
際
に
は
第
二
十
三
代
法
興
王
七
年
（
五
二
〇
）
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
と
い
う
の
も
こ
の
年
の
正
月

の
条
に
「
始
め
て
百
官
公
服
の
朱
紫
の
秩
を
制
す
」
と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
こ
う
し
た
先
進
国
で
あ
る
高
句
麗
、
百
済
、
新
羅

に
倣
っ
て
、
推
古
朝
に
お
け
る
こ
の
官
人
登
用
の
制
度
を
定
め
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
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と
、
中
国
の
古
代
に
お
い
て
前
漢
時
代
か
ら
ず
っ
と
六
朝
末
ま
で
流
行
し
ま
し
た
「
しん

緯い
思
想
」
と
呼
ば
れ
る
予
言
思
想
が
あ
り
ま
し

た
。

は
未
来
の
吉
兆
禍
福
を
予
言
す
る
と
い
う
意
味
で
す
。
緯
は
横
糸
の
こ
と
で
予
言
の
書
は
緯
書
、
こ
れ
に
対
し
て
儒
教
の
方
は

経
書
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
経
は
縦
糸
で
す
。
そ
の

緯
書
で
、
甲
子
の
年
に
大
き
な
国
家
の
改
革
が
行
わ
れ
る
、
さ
ら
に
も
う
一

つ
「
辛しん
酉ゆう
革
命
」
と
い
っ
て
、
辛かのと
酉とり
と
い
う
年
に
は
大
変
革
が
起
る
大
変
な
年
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
予
言
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま

す
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
聖
徳
太
子
は
篤
信
の
仏
教
徒
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
す
こ
ぶ
る
儒
学
に
対
し
て
深
い
造
詣
を
持
っ
た
方
で
も
あ

り
ま
す
が
、
そ
の
聖
徳
太
子
が
緯
書
の
中
で
言
わ
れ
て
き
た
甲
子
の
年
に
で
す
ね
、
憲
法
十
七
条
を
お
作
り
に
な
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。

そ
れ
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
く
、
き
わ
め
て
意
図
的
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。

さ
て
こ
の
日
本
書
紀
の
推
古
天
皇
十
二
年
の
前
年
の
十
一
年
の
冬
十
月
の
条
に
「
小
墾
田
宮
に
遷
る
」
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
お

り
ま
す
。
現
在
飛
鳥
を
お
歩
き
に
な
る
と
わ
か
り
ま
す
が
、
甘
樫
丘
の
す
ぐ
北
の
飛
鳥
川
に
面
し
た
所
に
向
原
寺
と
い
う
お
寺
が
あ
り
、

寺
域
内
に
豊
浦
宮
跡
が
あ
り
ま
す
。
も
と
も
と
蘇
我
稲
目
の
邸
宅
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、
推
古
天
皇
は
そ
こ
で
即
位
な
さ

っ
た
。
皆
さ
ん
も
お
行
き
に
な
る
と
わ
か
り
ま
す
が
、
非
常
に
小
さ
な
宮
跡
で
す
。
そ
こ
か
ら
す
ぐ
北
に
な
る
の
で
す
が
、
ま
だ
広
さ

は
確
定
さ
れ
て
は
お
り
ま
せ
ん
が
、
新
し
い
遷
宮
の
小
墾
田
宮
の
推
定
地
が
ご
ざ
い
ま
す
。
と
こ
ろ
で
推
古
十
一
年
の
十
月
に
こ
の
小

墾
田
宮
に
遷
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
か
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
小
墾
田
宮
の
推
定
さ
れ
て
い
る
規
模
の
上

か
ら
考
え
て
み
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。

お
手
許
の
資
料
の
推
古
天
皇
十
六
年
（
六
○
八
）
の
秋
八
月
三
日
の
条
を
ご
覧
下
さ
い
。
前
年
に
隋
に
遣
わ
さ
れ
た
小
野
妹
子
の
帰
國

と
一
緒
に
隋
使
裴
世
清
一
行
が
来
日
し
、
難
波
か
ら
、
大
和
川
そ
し
て
泊はつ
瀬
川
を
ず
っ
と
遡
り
、
こ
の
日
に
三
輪
山
の
ふ
も
と
の
海つ
石ば

榴き
市ち
に
上
陸
い
た
し
ま
し
て
、
飾かざり
騎うま
七
十
五
匹
に
迎
え
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
十
二
日
に
明
日
香
京
に
入
京
し
、
小
墾
田
宮
に
参
内
し
て

い
ま
す
。
南
の
宮
門
を
入
り
ま
す
と
、
朝
庭
み
か
ど

と
呼
ば
れ
る
大
き
な
中
庭
の
左
右
に
政
務
を
と
る
朝
堂
が
並
び
建
っ
て
い
ま
す
。
書
紀
に

は
、「
大
唐
（
隋
）
の
国
の
信
物
を
庭
中
お
ほ
ば

に
置
く
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
信
物
と
い
う
の
は
そ
の
国
の
そ
の
土
地
で
で
き
た
土
産
で
あ

り
ま
す
が
、
そ
れ
を
天
皇
に
献
上
す
る
わ
け
で
す
。
天
皇
は
隋
使
一
行
に
そ
こ
で
謁
見
す
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
左
右
に
は
そ
れ
こ
そ

十
二
階
の
衣
冠
を
着
飾
っ
た
官
僚
た
ち
が
並
び
ま
す
。
朝
庭
の
宏
さ
と
い
い
、
礼
式
の
華
麗
さ
と
い
い
、
か
つ
て
の
豊
浦
宮
と
は
大
違

い
な
の
で
す
。
朝
鮮
三
国
に
倣
っ
た
中
國
式
の
大
き
な
宮
殿
、
外
國
の
使
臣
を

見
す
る
広
場
が
小
墾
田
宮
に
は
あ
る
の
で
す
。
そ
れ

を
甲
子
の
年
の
前
年
の
十
月
に
完
成
さ
せ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

遷
宮
の
翌
十
一
月
に
は
、
聖
徳
太
子
は
天
皇
に
こ

う
て
、
儀
仗
用
の
大
楯
や
ゆき

を
作
り
、
旗は
幟た
を
絵
か
し
め
て
い
ま
す
。
そ
し
て
十

二
月
に
官
僚
た
ち
の
冠
位
十
二
階
を
制
定
し
て
い
る
の
で
す
。
一
体
何
の
た
め
に
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
で
推
古
天
皇
十
二
年
の
条
を
も

う
一
度
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。
春
正
月
の
一
日
に
「
始
め
て
冠
位
を
諸
臣
に
賜
ふ
こ
と
各
差
有
り
き
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り

こ
こ
が
大
事
な
ん
で
す
。
甲﹅
子﹅
の﹅
年﹅
の﹅
新﹅
年﹅
の﹅
元﹅
旦﹅
に
で
す
ね
、
始
め
て
冠
位
十
二
階
の
冠
位
を
そ
れ
ぞ
れ
官
僚
た
ち
に
賜
っ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
推
古
天
皇
が
で
す
。
前
年
の
小
墾
田
宮
へ
の
遷
宮
も
、
儀
仗
の
た
め
の
諸
準
備
も
、
冠
位
十
二
階
の
制
定
も
、
す
べ
て
は
こ

の
日
の
慶
事
の
た
め
に
用
意
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
冠
位
十
二
階
の
こ
と
で
す
が
、
こ
こ
で
は
冠
の
位
と
書
い
て
い
ま
す
が
、
朝
鮮
三
国
で
は
そ
の
中
で
最
も
早
い
の

は
高
句
麗
で
す
が
、
み
ん
な
官
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
後
漢
書
東
夷
列
伝
の
高
句
麗
の
条
に
は
、
官
位
十
等
の
名
称
が
見
ら
れ
ま
す
。

ま
た
周
書
異
域
伝
に
は
、
高
句
麗
の
官
位
十
三
等
と
百
済
の
官
位
十
六
品
の
名
称
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
官
位
の
冠
飾
や
衣
服
の
色

が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
新
羅
に
つ
い
て
は
、
三
國
史
記
新
羅
本
紀
の
第
三
代
儒
理
尼
師
今
九
年
（
三
二
）
に
官
位
十
七
等
の
名

が
現
れ

ま
す
が
、
実
際
に
は
第
二
十
三
代
法
興
王
七
年
（
五
二
〇
）
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
と
い
う
の
も
こ
の
年
の
正
月

の
条
に
「
始
め
て
百
官
公
服
の
朱
紫
の
秩
を
制
す
」
と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
こ
う
し
た
先
進
国
で
あ
る
高
句
麗
、
百
済
、
新
羅

に
倣
っ
て
、
推
古
朝
に
お
け
る
こ
の
官
人
登
用
の
制
度
を
定
め
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
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御
承
知
の
よ
う
に
推
古
朝
以
前
か
ら
の
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
蘇
我
一
族
を
は
じ
め
血
縁
関
係
に
結
ば
れ
た
同
族
集
団
で
あ
る
氏
族

が
競
い
合
っ
て
、
権
力
を
欲
し
い
ま
ま
に
し
て
き
ま
し
た
。
新
し
い
官
僚
組
織
に
よ
る
、
新
し
い
国
家
体
制
と
い
う
も
の
を
作
っ
て
い

く
こ
と
が
何
よ
り
も
急
務
で
あ
っ
た
。
冠
位
十
二
階
の
名

も
、
小
懇
田
宮
の
新
宮
殿
造
営
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
ま
っ
た
く
の

中
國
式
で
、
大
徳
・
小
徳
・
大
仁
・
小
仁
・
大
禮
・
小
禮
・
大
信
・
小
信
・
大
義
・
小
義
・
大
智
・
小
智
は
、
い
ず
れ
も
儒
教
の
徳
目

か
ら
借
用
し
て
い
ま
す
。
遣
隋
使
の
小
野
妹
子
も
五
番
目
の
大
禮
を
賜
っ
て
い
ま
す
が
、
近
江
国
滋
賀
郡
の
小
野
村
の
出
身
で
、
権
勢

の
あ
る
氏
族
と
は
無
関
係
で
す
。
そ
う
い
う
人
で
も
と
に
か
く
才
能
の
あ
る
者
は
ど
ん
ど
ん
官
僚
と
し
て
登
用
し
て
い
く
、
そ
う
い
う

体
制
を
作
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
三
ヶ
月
後
に
太
子
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
官
僚
の
心
得
と
で
も
い
う
べ
き
憲
法
十
七
条
と

密
接
に
結
ば
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
が
非
常
に
重
要
な
わ
け
で
す
。

で
は
、
な
ぜ
聖
徳
太
子
は
、
こ
う
し
た
一
連
の
諸
改
革
の
た
め
に
甲
子
の
年
を
選
ん
だ
か
。
そ
れ
は
前
に
申
し
ま
し
た「

緯
思
想
」

で
予
言
さ
れ
て
い
る
「
甲
子
革
政
」
の
人﹅
心﹅
へ﹅
の﹅
影﹅
響﹅
を
十
分
に
考
え
て
の
こ
と
と
思
わ
れ
ま
す
。
聖
徳
太
子
と
い
う
人
は
非
常
に
人

情
の
機
微
と
い
う
か
、
人
心
を
よ
く
洞
察
す
る
力
を
持
っ
て
い
た
と
思
う
の
で
す
。
私
は
非
常
に
聖
徳
太
子
が
人
間
の
心
の
洞
察
力
に

優
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
こ
れ
ま
で
に
も
注
目
し
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
崇
峻
天
皇
前
紀
に
出
て
き
ま
す
が
、
蘇
我
・

物
部
の
合
戦
の
時
に
、
蘇
我
馬
子
の
軍
勢
が
物
部
守
屋
を
志
紀
郡
渋
河
の
領
地
に
追
い
詰
め
て
い
っ
た
と
き
の
こ
と
で
す
。
守
屋
は
最

後
の
砦
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
稲
城
を
築
き
自
分
も
木
に
登
っ
て
ど
ん
ど
ん
矢
を
射
る
。
そ
こ
で
蘇
我
の
軍
勢
は
恐
れ
を
な
し
て
三
た
び

退
却
す
る
と
い
っ
た
状
況
で
す
。
も
う
恐
怖
で
浮
き
足
立
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
と
き
に
そ
れ
ま
で
後
方
に
隨
っ
て
い
た
少
年
厩
戸
皇

子
は
、
自
ら
謀
はかりごとを

め
ぐ
ら
せ
て
、
白ぬ
膠り
木で
と
い
う
霊
木
を
刻
ん
で
、
四
天
王
の
像
を
作
り
、
頭
上
に
掲
げ
て
護
世
の
四
天
王
に
我
々
を

勝
た
し
め
給
わ
ば
、
必
ず
四
天
王
の
奉おん
為ため
に
寺
を
起
さ
ん
と
誓
願
し
て
、
見
事
に
兵
士
た
ち
を
振
い
立
た
せ
て
い
る
の
で
す
。
ど
う
す

れ
ば
蘇
我
の
兵
士
た
ち
を
恐
怖
心
か
ら
立
ち
直
ら
せ
る
か
、
戦
機
を
摑
む
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
戦
場
に
お
け
る
兵
士
た
ち
の
心
理
と

い
う
も
の
を
非
常
に
よ
く
洞
察
し
て
い
る
。
太
子
は
そ
う
い
う
人
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
太
子
の
武
勇
譚
に
つ
い
て
は
戦
前
の
津
田
左
右
吉
博
士
だ
け
で
な
く
て
、
そ
の
後
の
私
の
敬
愛
す
る
故
坂
本
太
郎
博
士
に
し
て

も
そ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
あ
れ
は
四
天
王
寺
の
お
寺
の
縁
起
で
、
十
四
歳
の
少
年
に
そ
ん
な
こ
と
が
で
き
る
は
ず
が
な
い
、
そ
う
言
っ

て
い
る
。
し
か
し
朝
鮮
で
は
花
郎
と
い
い
ま
し
て
、
貴
種
、
つ
ま
り
貴
い
身
分
の
少
年
に
は
霊
的
な
力
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、

弥
勒
の
化
身
と
し
て
貴
族
の
子
弟
た
ち
か
ら
推
戴
さ
れ
て
戦
っ
て
い
ま
す
。
西
洋
で
は
十
三
才
の
少
女
、
ジ
ャ
ン
ヌ
ダ
ル
ク
の
例
が
あ

り
ま
す
ね
。

こ
の
と
き
の
蘇
我
・
物
部
の
合
戦
で
、
少
年
厩
戸
皇
子
が
如
何
に
大
き
な
功
績
立
て
た
か
か
を
示
す
論
功
行
賞
と
し
て
、
そ
の
後
か

つ
て
の
物
部
守
屋
の
旧
領
地
が
、
四
天
王
寺
に
と
ど
ま
ら
ず
、
法
隆
寺
に
も
施
入
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
少
年
厩
戸
皇
子
が
戦
勝
祈

願
を
し
た
河
内
国
の
志
紀
郡
渋
河
の
旧
領
地
は
も
と
よ
り
、
さ
ら
に
摂
津
国
か
ら
瀬
戸
内
海
の
播
磨
、
備
後
、
讃
岐
の
諸
国
へ
続
き
、

そ
の
最
終
地
が
伊
予
國
で
す
。
こ
の
伊
予
に
は
法
隆
寺
の
庄
倉
が
六
郡
一
島
に
わ
た
っ
て
十
四
ケ
所
も
あ
っ
た
。
道
後
温
泉
が
あ
る
湯

の
郡
に
も
三
ケ
所
で
す
。
法
隆
寺
が
天
平
十
九
年
に
作
り
ま
し
た
『
法
隆
寺
伽
藍
縁
起
ならびに

流
記
資
材
帳
』
の
資
材
の
部
に
出
て
く
る

の
で
す
。
政
治
史
を
や
る
人
は
経
済
史
を
や
ら
な
い
と
み
え
て
、
法
隆
寺
の
財
産
目
録
に
ま
で
は
目
を
通
さ
な
い
の
で
し
ょ
う
か
、
よ

も
や
法
隆
寺
の
寺
領
に
か
つ
て
の
物
部
守
屋
の
領
地
が
あ
ろ
う
と
は
つ
い
ぞ
御
存
知
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
ま
た
、
近
江
国
の
法
隆
寺

領
に
も
、
栗
太
郡
物﹅
部﹅
郷﹅
と
い
う
地
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
聖
徳
太
子
の
領
地
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

い
ま
伊
予
の
こ
と
を
申
し
ま
し
た
が
、
お
手
許
の
資
料
の
「
伊
予
国
風
土
記
逸
文
」
を
ご
覧
下
さ
い
。
皆
さ
ん
が
道
後
温
泉
に
参
り

ま
す
と
、
温
泉
の
南
に
道
路
を
は
さ
ん
で
、
現
在
は
公
園
に
な
っ
て
い
ま
す
小
高
い
岡
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
「
伊い
社さ
に

波は
の
岡
」
に

推
古
四
年
（
五
九
六
）
に
聖
徳
太
子
が
訪
れ
た
と
き
に
漢
詩
を
詠
ん
だ
、
そ
の
碑
文
が
建
て
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
そ
の
石
碑
自
体
は
残

っ
て
い
ま
せ
ん
が
、「
伊
予
国
風
土
記
逸
文
」
に
「
伊
豫
湯
岡
碑
文
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
漢
詩
の
全
文
が
書
き
留
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
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御
承
知
の
よ
う
に
推
古
朝
以
前
か
ら
の
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
蘇
我
一
族
を
は
じ
め
血
縁
関
係
に
結
ば
れ
た
同
族
集
団
で
あ
る
氏
族

が
競
い
合
っ
て
、
権
力
を
欲
し
い
ま
ま
に
し
て
き
ま
し
た
。
新
し
い
官
僚
組
織
に
よ
る
、
新
し
い
国
家
体
制
と
い
う
も
の
を
作
っ
て
い

く
こ
と
が
何
よ
り
も
急
務
で
あ
っ
た
。
冠
位
十
二
階
の
名

も
、
小
懇
田
宮
の
新
宮
殿
造
営
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
ま
っ
た
く
の

中
國
式
で
、
大
徳
・
小
徳
・
大
仁
・
小
仁
・
大
禮
・
小
禮
・
大
信
・
小
信
・
大
義
・
小
義
・
大
智
・
小
智
は
、
い
ず
れ
も
儒
教
の
徳
目

か
ら
借
用
し
て
い
ま
す
。
遣
隋
使
の
小
野
妹
子
も
五
番
目
の
大
禮
を
賜
っ
て
い
ま
す
が
、
近
江
国
滋
賀
郡
の
小
野
村
の
出
身
で
、
権
勢

の
あ
る
氏
族
と
は
無
関
係
で
す
。
そ
う
い
う
人
で
も
と
に
か
く
才
能
の
あ
る
者
は
ど
ん
ど
ん
官
僚
と
し
て
登
用
し
て
い
く
、
そ
う
い
う

体
制
を
作
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
三
ヶ
月
後
に
太
子
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
官
僚
の
心
得
と
で
も
い
う
べ
き
憲
法
十
七
条
と

密
接
に
結
ば
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
が
非
常
に
重
要
な
わ
け
で
す
。

で
は
、
な
ぜ
聖
徳
太
子
は
、
こ
う
し
た
一
連
の
諸
改
革
の
た
め
に
甲
子
の
年
を
選
ん
だ
か
。
そ
れ
は
前
に
申
し
ま
し
た「

緯
思
想
」

で
予
言
さ
れ
て
い
る
「
甲
子
革
政
」
の
人﹅
心﹅
へ﹅
の﹅
影﹅
響﹅
を
十
分
に
考
え
て
の
こ
と
と
思
わ
れ
ま
す
。
聖
徳
太
子
と
い
う
人
は
非
常
に
人

情
の
機
微
と
い
う
か
、
人
心
を
よ
く
洞
察
す
る
力
を
持
っ
て
い
た
と
思
う
の
で
す
。
私
は
非
常
に
聖
徳
太
子
が
人
間
の
心
の
洞
察
力
に

優
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
こ
れ
ま
で
に
も
注
目
し
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
崇
峻
天
皇
前
紀
に
出
て
き
ま
す
が
、
蘇
我
・

物
部
の
合
戦
の
時
に
、
蘇
我
馬
子
の
軍
勢
が
物
部
守
屋
を
志
紀
郡
渋
河
の
領
地
に
追
い
詰
め
て
い
っ
た
と
き
の
こ
と
で
す
。
守
屋
は
最

後
の
砦
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
稲
城
を
築
き
自
分
も
木
に
登
っ
て
ど
ん
ど
ん
矢
を
射
る
。
そ
こ
で
蘇
我
の
軍
勢
は
恐
れ
を
な
し
て
三
た
び

退
却
す
る
と
い
っ
た
状
況
で
す
。
も
う
恐
怖
で
浮
き
足
立
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
と
き
に
そ
れ
ま
で
後
方
に
隨
っ
て
い
た
少
年
厩
戸
皇

子
は
、
自
ら
謀
はかりごとを

め
ぐ
ら
せ
て
、
白ぬ
膠り
木で
と
い
う
霊
木
を
刻
ん
で
、
四
天
王
の
像
を
作
り
、
頭
上
に
掲
げ
て
護
世
の
四
天
王
に
我
々
を

勝
た
し
め
給
わ
ば
、
必
ず
四
天
王
の
奉おん
為ため
に
寺
を
起
さ
ん
と
誓
願
し
て
、
見
事
に
兵
士
た
ち
を
振
い
立
た
せ
て
い
る
の
で
す
。
ど
う
す

れ
ば
蘇
我
の
兵
士
た
ち
を
恐
怖
心
か
ら
立
ち
直
ら
せ
る
か
、
戦
機
を
摑
む
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
戦
場
に
お
け
る
兵
士
た
ち
の
心
理
と

い
う
も
の
を
非
常
に
よ
く
洞
察
し
て
い
る
。
太
子
は
そ
う
い
う
人
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
太
子
の
武
勇
譚
に
つ
い
て
は
戦
前
の
津
田
左
右
吉
博
士
だ
け
で
な
く
て
、
そ
の
後
の
私
の
敬
愛
す
る
故
坂
本
太
郎
博
士
に
し
て

も
そ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
あ
れ
は
四
天
王
寺
の
お
寺
の
縁
起
で
、
十
四
歳
の
少
年
に
そ
ん
な
こ
と
が
で
き
る
は
ず
が
な
い
、
そ
う
言
っ

て
い
る
。
し
か
し
朝
鮮
で
は
花
郎
と
い
い
ま
し
て
、
貴
種
、
つ
ま
り
貴
い
身
分
の
少
年
に
は
霊
的
な
力
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、

弥
勒
の
化
身
と
し
て
貴
族
の
子
弟
た
ち
か
ら
推
戴
さ
れ
て
戦
っ
て
い
ま
す
。
西
洋
で
は
十
三
才
の
少
女
、
ジ
ャ
ン
ヌ
ダ
ル
ク
の
例
が
あ

り
ま
す
ね
。

こ
の
と
き
の
蘇
我
・
物
部
の
合
戦
で
、
少
年
厩
戸
皇
子
が
如
何
に
大
き
な
功
績
立
て
た
か
か
を
示
す
論
功
行
賞
と
し
て
、
そ
の
後
か

つ
て
の
物
部
守
屋
の
旧
領
地
が
、
四
天
王
寺
に
と
ど
ま
ら
ず
、
法
隆
寺
に
も
施
入
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
少
年
厩
戸
皇
子
が
戦
勝
祈

願
を
し
た
河
内
国
の
志
紀
郡
渋
河
の
旧
領
地
は
も
と
よ
り
、
さ
ら
に
摂
津
国
か
ら
瀬
戸
内
海
の
播
磨
、
備
後
、
讃
岐
の
諸
国
へ
続
き
、

そ
の
最
終
地
が
伊
予
國
で
す
。
こ
の
伊
予
に
は
法
隆
寺
の
庄
倉
が
六
郡
一
島
に
わ
た
っ
て
十
四
ケ
所
も
あ
っ
た
。
道
後
温
泉
が
あ
る
湯

の
郡
に
も
三
ケ
所
で
す
。
法
隆
寺
が
天
平
十
九
年
に
作
り
ま
し
た
『
法
隆
寺
伽
藍
縁
起
ならびに

流
記
資
材
帳
』
の
資
材
の
部
に
出
て
く
る

の
で
す
。
政
治
史
を
や
る
人
は
経
済
史
を
や
ら
な
い
と
み
え
て
、
法
隆
寺
の
財
産
目
録
に
ま
で
は
目
を
通
さ
な
い
の
で
し
ょ
う
か
、
よ

も
や
法
隆
寺
の
寺
領
に
か
つ
て
の
物
部
守
屋
の
領
地
が
あ
ろ
う
と
は
つ
い
ぞ
御
存
知
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
ま
た
、
近
江
国
の
法
隆
寺

領
に
も
、
栗
太
郡
物﹅
部﹅
郷﹅
と
い
う
地
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
聖
徳
太
子
の
領
地
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

い
ま
伊
予
の
こ
と
を
申
し
ま
し
た
が
、
お
手
許
の
資
料
の
「
伊
予
国
風
土
記
逸
文
」
を
ご
覧
下
さ
い
。
皆
さ
ん
が
道
後
温
泉
に
参
り

ま
す
と
、
温
泉
の
南
に
道
路
を
は
さ
ん
で
、
現
在
は
公
園
に
な
っ
て
い
ま
す
小
高
い
岡
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
「
伊い
社さ
に

波は
の
岡
」
に

推
古
四
年
（
五
九
六
）
に
聖
徳
太
子
が
訪
れ
た
と
き
に
漢
詩
を
詠
ん
だ
、
そ
の
碑
文
が
建
て
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
そ
の
石
碑
自
体
は
残

っ
て
い
ま
せ
ん
が
、「
伊
予
国
風
土
記
逸
文
」
に
「
伊
豫
湯
岡
碑
文
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
漢
詩
の
全
文
が
書
き
留
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
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こ
れ
は
太
子
が
漫
然
と
道
後
温
泉
の
お
湯
に
浸
か
り
に
い
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
太
子
が
前
年
に
来
朝
し
た
高
句
麗
僧
慧
慈
と
葛
城
臣

の
二
人
と
伴
っ
て
、
自
分
の
領
地
を
検
地
す
る
た
め
に
そ
こ
ま
で
お
行
き
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
こ
の
漢
詩
の
冒
頭
を
見
て
下
さ
い
。「
法
興
六
年
十
月
、
歳ほしは
丙ひのえ
辰たつ
に
あ
り
」、
と
、
こ
こ
で
も
干
支
が
で
て
き
ま
す
ね
。
そ

の
干
支
の
上
に
「
法
興
六
年
」
と
い
う
年
号
が
出
て
き
ま
す
。「
法
興
六
年
」
と
い
う
の
は
先
ほ
ど
蘇
我
・
物
部
の
合
戦
の
こ
と
を
申
し

ま
し
た
が
、
蘇
我
馬
子
が
物
部
守
屋
を
滅
し
ま
し
て
、
言
わ
ば
戦
勝
記
念
碑
と
し
て
、
飛
鳥
の
地
に
「
仏
法
興
隆
」
を
祈
願
し
て
法
興

寺
を
建
て
ま
す
。
法
興
元
年
は
こ
の
法
興
寺
建
立
の
最
中
の
崇
峻
天
皇
四
年
（
五
九
一
）
に
当
り
ま
す
。
こ
の
法
興
六
年
は
、
聖
徳
太
子

が
二
十
三
歳
の
時
の
こ
と
で
す
が
、
太
子
が
四
十
九
歳
で
崩
御
な
さ
れ
ま
し
た
推
古
天
皇
三
十
年
（
六
二
二
）
二
月
廿
二
日
の
そ
の
翌
年

に
、
願
わ
く
は
天
上
の
浄
土
に
往
生
し
て
欲
し
い
と
い
う
願
い
を
込
め
て
止
利
仏
師
が
作
り
ま
し
た
釈
迦
三
尊
像
の
光
背
銘
の
冒
頭
に

も
「
法
興
の
元はじ
め
よ
り
卅
一
年
歳

次

辛

巳

ほしかのとみにやどれる
十
二
月
」
に
、
太
子
の
母
、
間
人
皇
太
后
が
崩
じ
ら
れ
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
法
興

三
十
一
年
に
当
る
辛
巳
年
は
推
古
天
皇
二
十
九
年
で
す
。
こ
の
よ
う
に
聖
徳
太
子
の
在
世
中
に
二
度
も
「
法
興
」
と
い
う
年
号
が
金
石

文
に
出
て
き
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
法
興
と
い
う
年
号
、
そ
ん
な
も
の
あ
る
筈
は
な
い
と
言
っ
て
法
隆
寺
金
堂
の
本
尊
で
あ
る
釈
迦
三
尊
像
の
光
背
銘

そ
の
も
の
を
疑
う
日
本
史
家
も
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
「
伊
予
湯
岡
碑
文
」
に
法
興
の
年
号
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
知
ら
な
い
の
か

も
知
れ
ま
せ
ん
。
蘇
我
・
物
部
の
合
戦
の
戦
功
に
よ
っ
て
、
物
部
守
屋
か
ら
収
奪
い
た
し
ま
し
た
領
地
の
検
地
を
す
る
た
め
に
、
後
年

聖
徳
太
子
が
伊
豫
ま
で
行
っ
た
こ
と
を
示
す
漢
詩
に
ま
で
話
が
及
び
ま
し
た
の
は
、
蘇
我
・
物
部
の
合
戦
の
際
の
起
死
回
生
の
四
天
王

へ
の
請
願
の
よ
う
に
、
聖
徳
太
子
が
少
年
の
時
代
か
ら
人
心
の
機
微
に
深
い
洞
察
を
持
っ
て
い
た
か
、
ま
た
い
ざ
と
い
う
と
き
の
決
断

力
を
持
っ
て
い
た
の
か
を
申
し
上
げ
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
実
は
そ
の
聖
徳
太
子
が
、
今
度
は
蘇
我
氏
の
専
横
を
抑
え
る
た
め
に
、「
甲

子
革
政
」
の
年
を
人
心
収
攬
の
絶
好
の
チ
ャ
ン
ス
と
み
て
、
次
々
に
改
革
の
手
を
打
っ
て
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
、
私

は
考
え
て
お
り
ま
す
。

で
は
、
聖
徳
太
子
は
、「
甲
子
革
政
」に
つ
い
て
、
直
接
に
は
何
か
ヒ
ン
ト
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
聖
徳
太
子
の
憲
法
十
七
条
に

最
も
近
い
先
例
と
し
て
は
中
國
の
南
北
朝
末
期
に
『
六
条
詔
書
』
が
あ
り
、
西
魏
の
文
帝
の
大
統
十
年
（
五
四
四
）、
憲
法
十
七
条
よ
り

干
支
一
運
早
い
甲
子
の
歳
に
出
て
い
ま
す
。
や
は
り
六
条
に
わ
た
っ
て
官
僚
の
心
得
が
諄
々
と
し
て
説
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
西
魏
の

『
六
条
詔
書
』
は
、『
周
書
』
の
蘇
綽
伝
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
後
に
北
周
の
太
祖
と
な
っ
た
西
魏
の
名
宰
相
、
宇
文
泰
が
文
帝
に
仕

え
て
い
た
時
に
、
漢
人
で
あ
る
蘇
綽
に
作
ら
せ
た
も
の
で
、
条
文
の
数
が
一
方
は
六
条
、
一
方
は
十
七
条
と
い
う
数
の
違
い
は
あ
り
ま

す
が
、
憲
法
十
七
条
に
「
一
に
曰
く
」
と
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
そ
う
い
う
条
文
の
書
き
出
し
や
内
容
も
よ
く
似
て
い
て
、「
其
一

心
を

治
む
る
を
先
ん
ず
」
と
あ
り
、
聖
徳
太
子
が
一
番
最
初
に
和
の
問
題
か
ら
入
り
ま
し
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
心
の
問
題
か
ら
説
き
始
め

て
い
ま
す
。
こ
れ
を
作
り
ま
し
た
蘇
綽
と
い
う
人
は
実
務
家
で
あ
り
ま
し
て
、
各
条
に
わ
た
っ
て
官
僚
と
い
う
も
の
は
ど
う
い
う
ふ
う

に
民
を
導
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
、
そ
う
い
う
こ
と
を
非
常
に
実
務
的
に
、
克
明
に
、
わ
か
り
易
く
書
い
て
い
る
の
で
す
。
憲
法
十
七

条
に
も
そ
う
い
う
実
務
的
な
こ
と
が
や
は
り
出
て
き
ま
す
が
、
農
作
業
の
時
節
に
気
配
り
す
る
こ
と
の
大
切
さ
な
ど
重
な
り
合
う
と
こ

ろ
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
聖
徳
太
子
が
こ
の
『
六
条
詔
書
』
を
参
考
に
し
た
こ
と
は
、
用
語
の
上
か
ら
も
、
内
容
の
上
か

ら
も
十
分
に
考
え
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
、
聖
徳
太
子
が
こ
の
『
六
条
詔
書
』
に
何
よ
り
も
注
目
し
た
の
は
、
こ
の
詔
書
が
ほ
か
な
ら
ぬ
甲
子
年
に
公
布
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。『
周
書
』
に
は
西
魏
の
大
統
十
年
（
五
四
四
）
に
公
布
さ
れ
た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
年
が
甲
子

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
明
ら
か
に
「
甲
子
革
政
」
を
念
頭
に
お
い
て
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
、「
方まさ

に
時
政
を
革
易
せ
ん
と
欲
し
て
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
こ
と
か
ら
も
、
十
分
に
考
え
ら
れ
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
今
度
「
甲
子
革
政
」
に
着
目
し
て
憲
法
十
七
条
を
改
め
て
読
み
直
し
て
み
て
、
こ
の
憲
法
十
七
条
に
は
、
第
一
条
の
「
和

一
〇

九



こ
れ
は
太
子
が
漫
然
と
道
後
温
泉
の
お
湯
に
浸
か
り
に
い
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
太
子
が
前
年
に
来
朝
し
た
高
句
麗
僧
慧
慈
と
葛
城
臣

の
二
人
と
伴
っ
て
、
自
分
の
領
地
を
検
地
す
る
た
め
に
そ
こ
ま
で
お
行
き
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
こ
の
漢
詩
の
冒
頭
を
見
て
下
さ
い
。「
法
興
六
年
十
月
、
歳ほしは
丙ひのえ
辰たつ
に
あ
り
」、
と
、
こ
こ
で
も
干
支
が
で
て
き
ま
す
ね
。
そ

の
干
支
の
上
に
「
法
興
六
年
」
と
い
う
年
号
が
出
て
き
ま
す
。「
法
興
六
年
」
と
い
う
の
は
先
ほ
ど
蘇
我
・
物
部
の
合
戦
の
こ
と
を
申
し

ま
し
た
が
、
蘇
我
馬
子
が
物
部
守
屋
を
滅
し
ま
し
て
、
言
わ
ば
戦
勝
記
念
碑
と
し
て
、
飛
鳥
の
地
に
「
仏
法
興
隆
」
を
祈
願
し
て
法
興

寺
を
建
て
ま
す
。
法
興
元
年
は
こ
の
法
興
寺
建
立
の
最
中
の
崇
峻
天
皇
四
年
（
五
九
一
）
に
当
り
ま
す
。
こ
の
法
興
六
年
は
、
聖
徳
太
子

が
二
十
三
歳
の
時
の
こ
と
で
す
が
、
太
子
が
四
十
九
歳
で
崩
御
な
さ
れ
ま
し
た
推
古
天
皇
三
十
年
（
六
二
二
）
二
月
廿
二
日
の
そ
の
翌
年

に
、
願
わ
く
は
天
上
の
浄
土
に
往
生
し
て
欲
し
い
と
い
う
願
い
を
込
め
て
止
利
仏
師
が
作
り
ま
し
た
釈
迦
三
尊
像
の
光
背
銘
の
冒
頭
に

も
「
法
興
の
元はじ
め
よ
り
卅
一
年
歳

次

辛

巳

ほしかのとみにやどれる
十
二
月
」
に
、
太
子
の
母
、
間
人
皇
太
后
が
崩
じ
ら
れ
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
法
興

三
十
一
年
に
当
る
辛
巳
年
は
推
古
天
皇
二
十
九
年
で
す
。
こ
の
よ
う
に
聖
徳
太
子
の
在
世
中
に
二
度
も
「
法
興
」
と
い
う
年
号
が
金
石

文
に
出
て
き
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
法
興
と
い
う
年
号
、
そ
ん
な
も
の
あ
る
筈
は
な
い
と
言
っ
て
法
隆
寺
金
堂
の
本
尊
で
あ
る
釈
迦
三
尊
像
の
光
背
銘

そ
の
も
の
を
疑
う
日
本
史
家
も
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
「
伊
予
湯
岡
碑
文
」
に
法
興
の
年
号
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
知
ら
な
い
の
か

も
知
れ
ま
せ
ん
。
蘇
我
・
物
部
の
合
戦
の
戦
功
に
よ
っ
て
、
物
部
守
屋
か
ら
収
奪
い
た
し
ま
し
た
領
地
の
検
地
を
す
る
た
め
に
、
後
年

聖
徳
太
子
が
伊
豫
ま
で
行
っ
た
こ
と
を
示
す
漢
詩
に
ま
で
話
が
及
び
ま
し
た
の
は
、
蘇
我
・
物
部
の
合
戦
の
際
の
起
死
回
生
の
四
天
王

へ
の
請
願
の
よ
う
に
、
聖
徳
太
子
が
少
年
の
時
代
か
ら
人
心
の
機
微
に
深
い
洞
察
を
持
っ
て
い
た
か
、
ま
た
い
ざ
と
い
う
と
き
の
決
断

力
を
持
っ
て
い
た
の
か
を
申
し
上
げ
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
実
は
そ
の
聖
徳
太
子
が
、
今
度
は
蘇
我
氏
の
専
横
を
抑
え
る
た
め
に
、「
甲

子
革
政
」
の
年
を
人
心
収
攬
の
絶
好
の
チ
ャ
ン
ス
と
み
て
、
次
々
に
改
革
の
手
を
打
っ
て
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
、
私

は
考
え
て
お
り
ま
す
。

で
は
、
聖
徳
太
子
は
、「
甲
子
革
政
」に
つ
い
て
、
直
接
に
は
何
か
ヒ
ン
ト
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
聖
徳
太
子
の
憲
法
十
七
条
に

最
も
近
い
先
例
と
し
て
は
中
國
の
南
北
朝
末
期
に
『
六
条
詔
書
』
が
あ
り
、
西
魏
の
文
帝
の
大
統
十
年
（
五
四
四
）、
憲
法
十
七
条
よ
り

干
支
一
運
早
い
甲
子
の
歳
に
出
て
い
ま
す
。
や
は
り
六
条
に
わ
た
っ
て
官
僚
の
心
得
が
諄
々
と
し
て
説
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
西
魏
の

『
六
条
詔
書
』
は
、『
周
書
』
の
蘇
綽
伝
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
後
に
北
周
の
太
祖
と
な
っ
た
西
魏
の
名
宰
相
、
宇
文
泰
が
文
帝
に
仕

え
て
い
た
時
に
、
漢
人
で
あ
る
蘇
綽
に
作
ら
せ
た
も
の
で
、
条
文
の
数
が
一
方
は
六
条
、
一
方
は
十
七
条
と
い
う
数
の
違
い
は
あ
り
ま

す
が
、
憲
法
十
七
条
に
「
一
に
曰
く
」
と
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
そ
う
い
う
条
文
の
書
き
出
し
や
内
容
も
よ
く
似
て
い
て
、「
其
一

心
を

治
む
る
を
先
ん
ず
」
と
あ
り
、
聖
徳
太
子
が
一
番
最
初
に
和
の
問
題
か
ら
入
り
ま
し
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
心
の
問
題
か
ら
説
き
始
め

て
い
ま
す
。
こ
れ
を
作
り
ま
し
た
蘇
綽
と
い
う
人
は
実
務
家
で
あ
り
ま
し
て
、
各
条
に
わ
た
っ
て
官
僚
と
い
う
も
の
は
ど
う
い
う
ふ
う

に
民
を
導
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
、
そ
う
い
う
こ
と
を
非
常
に
実
務
的
に
、
克
明
に
、
わ
か
り
易
く
書
い
て
い
る
の
で
す
。
憲
法
十
七

条
に
も
そ
う
い
う
実
務
的
な
こ
と
が
や
は
り
出
て
き
ま
す
が
、
農
作
業
の
時
節
に
気
配
り
す
る
こ
と
の
大
切
さ
な
ど
重
な
り
合
う
と
こ

ろ
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
聖
徳
太
子
が
こ
の
『
六
条
詔
書
』
を
参
考
に
し
た
こ
と
は
、
用
語
の
上
か
ら
も
、
内
容
の
上
か

ら
も
十
分
に
考
え
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
、
聖
徳
太
子
が
こ
の
『
六
条
詔
書
』
に
何
よ
り
も
注
目
し
た
の
は
、
こ
の
詔
書
が
ほ
か
な
ら
ぬ
甲
子
年
に
公
布
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。『
周
書
』
に
は
西
魏
の
大
統
十
年
（
五
四
四
）
に
公
布
さ
れ
た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
年
が
甲
子

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
明
ら
か
に
「
甲
子
革
政
」
を
念
頭
に
お
い
て
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
、「
方まさ

に
時
政
を
革
易
せ
ん
と
欲
し
て
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
こ
と
か
ら
も
、
十
分
に
考
え
ら
れ
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
今
度
「
甲
子
革
政
」
に
着
目
し
て
憲
法
十
七
条
を
改
め
て
読
み
直
し
て
み
て
、
こ
の
憲
法
十
七
条
に
は
、
第
一
条
の
「
和

一
〇

九



を
以
て
貴
し
と
為
し
、さからう
こ
と
な
と
な
き
を
宗
と
せ
よ
」、
お
よ
び
第
二
条
の
「
篤
く
三
宝
を
敬
え
」
と
い
う
人﹅
は
如
何
に
あ
る
べ
き

か
と
い
う
人
間
の
在
り
方
の
根
本
理
念
を
提
示
し
た
上
で
、
こ
ん
ど
は
第
三
条
に
お
い
て
、
新
し
い
國﹅
家﹅
の
姿
は
如
何
に
あ
る
べ
き
か
、

と
い
う
挑
戦
の
決
意
が
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。
な
ぜ
聖
徳
太
子
が
甲
子
の
年
に
革
政
を
推
進
し
よ
う
と
す
る
の
か
、
に
つ
い
て
は
先
ほ
ど

蘇
我
氏
を
は
じ
め
と
す
る
氏
族
や
豪
族
の
力
を
抑
え
て
、
官
僚
登
用
の
道
を
開
い
て
い
く
と
申
し
ま
し
た
が
、
そ
の
場
合
に
き
わ
め
て

重
要
な
こ
と
は
、
君﹅
と
臣﹅
と
民﹅
の
こ
の
三
者
の
國
家
統
治
上
で
の
関
係
の
確
立
を
期
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
君﹅
と
は
も
と
よ
り
統
治
の

最
高
主
権
者
と
し
て
の
天
皇
で
す
が
、
中
國
の
天﹅
子﹅
や
皇﹅
帝﹅
に
倣
っ
て
、
大﹅
王﹅
か
ら
天﹅
皇﹅
へ
と
革
め
ら
れ
ま
す
。
臣﹅
は
官
僚
を
さ
し
て

い
ま
す
。
そ
の
君
と
臣
と
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
第
三
条
の
冒
頭
に
断
乎
と
し
た
命
令
調
で
「
詔
を
承
け
て
は
必
ず
謹
め
」
と
あ
り
、

「
君
を
ば
天
と
す
、
臣
を
ば
地
と
す
。
天
は
覆
い
、
地
は
載の
す
」
と
は
っ
き
り
云
い
切
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
臣
で
あ
る
官
僚
が
い
か
に

民
の
利
益
の
た
め
に
尽
く
す
か
、
そ
れ
を
具
体
的
に
指
示
し
て
い
ま
す
。
私
は
戦
前
の
神
格
化
さ
れ
た
天
皇
と
い
う
も
の
に
多
少
の
抵

抗
感
が
あ
っ
た
せ
い
か
、
憲
法
十
七
条
に
お
け
る
天
皇
の
権
威
の
確
立
に
つ
い
て
、
さ
ほ
ど
考
え
よ
う
と
し
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
は
っ
き
り
天﹅
子﹅
と﹅
し﹅
て﹅
の﹅
天
皇
の
権
威
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
も
う
一
度
日
本
書
紀
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
、
こ
の
甲
子
年
の
革
政
に
続
い
て
、
天
皇
の
権
威
は
次
々
に
確
立

さ
れ
て
い
き
ま
す
。
推
古
天
皇
十
三
年
の
条
に
は
、
夏
四
月
辛かの
酉とり
の

朔
ついたちのひに

、
推
古
天
皇
は
皇
太
子
、
蘇
我
大
臣
及
び
諸
王
・
諸
臣
に

詔
し
て
、「
始
め
て
銅
・
繡
の
丈
六
の
仏
像
、
各
一
軀
を
造
る
」
こ
と
を
誓
願
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
鞍
作
鳥
に
命
じ
て
作
ら
せ
る
の
で

す
が
、
十
四
年
の
条
の
と
こ
ろ
に
造
り
竟おわつた
「
丈
六
の
銅
の
像
を
元
興
寺
（
法
興
寺
）
の
金
堂
に
坐
せ
し
む
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
金

銅
の
丈
六
仏
が
出
来
上
が
り
ま
し
た
年
代
に
つ
い
て
は
異
説
も
あ
り
、『
元
興
寺
縁
起
』
に
引
い
て
あ
る
「
丈
六
光
銘
」
に
は
、
己き
巳み
（
推

古
十
七
年
）
四
月
八
日
の
こ
と
と
記
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も
、
も
と
も
と
蘇
我
氏
の
戦
勝
記
念
碑
と
も
い
う
べ
き

法
興
寺
は
、
推
古
天
皇
四
年
（
五
九
六
）
に
完
成
し
た
百
済
式
の
大
寺
で
、
蘇
我
馬
子
の
長
男
善
徳
臣
が
寺
司
に
な
っ
て
い
た
ま
ぎ
れ
も

な
い
蘇
我
氏
の
氏
寺
で
す
。
そ
の
法
興
寺
が
、
推
古
天
皇
の
誓
願
に
よ
っ
て
、
新
た
に
丈
六
銅
像
を
本
尊
と
す
る
勅
願
の
官
寺
に
な
る

の
で
す
。
ま
さ
し
く
「
甲
子
革
政
」
が
、
目
に
見
え
る
か
た
ち
で
有
無
を
言
わ
ず
着
々
と
断
行
さ
れ
て
い
く
の
で
す
。
そ
の
こ
と
に
気

が
付
い
た
方
は
ほ
と
ん
ど
お
ら
れ
な
い
よ
う
で
す
が
、
大
変
な
こ
と
な
の
で
す
。
実
は
こ
の
と
き
に
始
め
て
現
在
の
飛
鳥
寺（
安
居
院
）

の
本
堂
に
あ
る
金
銅
釈
迦
坐
像
、
い
ま
の
飛
鳥
大
仏
が
据
え
ら
れ
た
の
で
す
。
本
尊
の
位
置
は
当
初
と
全
然
変
わ
っ
て
い
な
い
の
で
す
。

あ
の
本
堂
の
前
に
塔
の
跡
が
あ
り
ま
す
が
、
蘇
我
馬
子
に
よ
る
創
建
時
の
法
興
寺
は
南
大
門
、
中
門
、
そ
れ
か
ら
塔
、
金
堂
が
南
北
に

一
直
線
に
並
ぶ
ま
ぎ
れ
も
な
い
百
済
式
の
伽
藍
配
置
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
金
堂
か
ら
当
初
の
本
尊
と
取
り
替
え
て
、
新
た
に
推
古

天
皇
誓
願
の
止
利
仏
師
が
作
っ
た
現
在
の
本
尊
を
据
え
る
と
と
も
に
、
堂
塔
の
配
置
も
当
初
か
ら
の
塔
の
左
右
に
東
金
堂
と
西
金
堂
と

を
新
た
に
増
築
し
て
、
塔
が
三
つ
の
金
堂
に
囲
ま
れ
る
高
句
麗
式
に
、
も
っ
と
も
高
句
麗
の
場
合
に
は
真
ん
中
の
塔
は
八
角
形
で
す
が
、

伽
藍
の
配
置
ま
で
変
え
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

昭
和
三
十
一
年
か
ら
二
年
に
か
け
て
、
飛
鳥
寺
跡
が
発
掘
さ
れ
、
東
西
の
金
堂
跡
や
そ
れ
ら
を
囲
む
回
廊
跡
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。

す
る
と
最
初
か
ら
飛
鳥
寺
が
高
句
麗
式
の
伽
藍
配
置
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
考
古
学
者
た
ち
は
言
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
誤
り
で
あ
り

ま
す
。
勅
願
の
寺
に
な
っ
た
こ
の
時
点
で
始
め
て
変
わ
る
の
で
す
。
こ
の
と
き
、
推
古
天
皇
が
仏
像
を
造
る
と
聞
い
て
高
句
麗
の
大
興

王
（
第
二
十
六
代
嬰
陽
王
）
は
黄
金
三
百
両
献
上
し
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
、
明
日
香
京
の
眞
中
に
、
こ
れ
ま
で
の
蘇
我

氏
の
戦
勝
記
念
碑
と
で
も
い
う
べ
き
旧
法
興
寺
を
は
る
か
に
凌
駕
す
る
、
い
わ
ば
甲
子
革
政
の
象
徴
と
も
言
う
べ
き
新
た
な
モ
ニ
ュ
メ

ン
ト
が
聳
え
立
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、「
甲
子
革
政
」を
旗
印
に
し
て
改
革
を
次
々
に
断
行
す
れ
ば
ば
自

ず
か
ら
人
心
が
こ
ち
ら
に
向
い
て
く
る
と
い
う
こ
と
を
ち
ゃ
ん
と
計
算
に
入
れ
て
太
子
は
お
や
り
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。
そ

う
い
う
と
こ
ろ
実
に
聖
徳
太
子
と
い
う
人
は
武
人
的
な
果
断
な
行
動
力
と
と
も
に
、
人
の
心
を
読
む
力
と
い
う
か
、
人
情
の
機
微
へ
の

洞
察
力
。
そ
う
し
た
類
稀
れ
な
資
質
を
兼
ね
備
え
た
人
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
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を
以
て
貴
し
と
為
し
、さからう
こ
と
な
と
な
き
を
宗
と
せ
よ
」、
お
よ
び
第
二
条
の
「
篤
く
三
宝
を
敬
え
」
と
い
う
人﹅
は
如
何
に
あ
る
べ
き

か
と
い
う
人
間
の
在
り
方
の
根
本
理
念
を
提
示
し
た
上
で
、
こ
ん
ど
は
第
三
条
に
お
い
て
、
新
し
い
國﹅
家﹅
の
姿
は
如
何
に
あ
る
べ
き
か
、

と
い
う
挑
戦
の
決
意
が
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。
な
ぜ
聖
徳
太
子
が
甲
子
の
年
に
革
政
を
推
進
し
よ
う
と
す
る
の
か
、
に
つ
い
て
は
先
ほ
ど

蘇
我
氏
を
は
じ
め
と
す
る
氏
族
や
豪
族
の
力
を
抑
え
て
、
官
僚
登
用
の
道
を
開
い
て
い
く
と
申
し
ま
し
た
が
、
そ
の
場
合
に
き
わ
め
て

重
要
な
こ
と
は
、
君﹅
と
臣﹅
と
民﹅
の
こ
の
三
者
の
國
家
統
治
上
で
の
関
係
の
確
立
を
期
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
君﹅
と
は
も
と
よ
り
統
治
の

最
高
主
権
者
と
し
て
の
天
皇
で
す
が
、
中
國
の
天﹅
子﹅
や
皇﹅
帝﹅
に
倣
っ
て
、
大﹅
王﹅
か
ら
天﹅
皇﹅
へ
と
革
め
ら
れ
ま
す
。
臣﹅
は
官
僚
を
さ
し
て

い
ま
す
。
そ
の
君
と
臣
と
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
第
三
条
の
冒
頭
に
断
乎
と
し
た
命
令
調
で
「
詔
を
承
け
て
は
必
ず
謹
め
」
と
あ
り
、

「
君
を
ば
天
と
す
、
臣
を
ば
地
と
す
。
天
は
覆
い
、
地
は
載の
す
」
と
は
っ
き
り
云
い
切
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
臣
で
あ
る
官
僚
が
い
か
に

民
の
利
益
の
た
め
に
尽
く
す
か
、
そ
れ
を
具
体
的
に
指
示
し
て
い
ま
す
。
私
は
戦
前
の
神
格
化
さ
れ
た
天
皇
と
い
う
も
の
に
多
少
の
抵

抗
感
が
あ
っ
た
せ
い
か
、
憲
法
十
七
条
に
お
け
る
天
皇
の
権
威
の
確
立
に
つ
い
て
、
さ
ほ
ど
考
え
よ
う
と
し
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
は
っ
き
り
天﹅
子﹅
と﹅
し﹅
て﹅
の﹅
天
皇
の
権
威
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
も
う
一
度
日
本
書
紀
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
、
こ
の
甲
子
年
の
革
政
に
続
い
て
、
天
皇
の
権
威
は
次
々
に
確
立

さ
れ
て
い
き
ま
す
。
推
古
天
皇
十
三
年
の
条
に
は
、
夏
四
月
辛かの
酉とり
の

朔
ついたちのひに

、
推
古
天
皇
は
皇
太
子
、
蘇
我
大
臣
及
び
諸
王
・
諸
臣
に

詔
し
て
、「
始
め
て
銅
・
繡
の
丈
六
の
仏
像
、
各
一
軀
を
造
る
」
こ
と
を
誓
願
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
鞍
作
鳥
に
命
じ
て
作
ら
せ
る
の
で

す
が
、
十
四
年
の
条
の
と
こ
ろ
に
造
り
竟おわつた
「
丈
六
の
銅
の
像
を
元
興
寺
（
法
興
寺
）
の
金
堂
に
坐
せ
し
む
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
金

銅
の
丈
六
仏
が
出
来
上
が
り
ま
し
た
年
代
に
つ
い
て
は
異
説
も
あ
り
、『
元
興
寺
縁
起
』
に
引
い
て
あ
る
「
丈
六
光
銘
」
に
は
、
己き
巳み
（
推

古
十
七
年
）
四
月
八
日
の
こ
と
と
記
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も
、
も
と
も
と
蘇
我
氏
の
戦
勝
記
念
碑
と
も
い
う
べ
き

法
興
寺
は
、
推
古
天
皇
四
年
（
五
九
六
）
に
完
成
し
た
百
済
式
の
大
寺
で
、
蘇
我
馬
子
の
長
男
善
徳
臣
が
寺
司
に
な
っ
て
い
た
ま
ぎ
れ
も

な
い
蘇
我
氏
の
氏
寺
で
す
。
そ
の
法
興
寺
が
、
推
古
天
皇
の
誓
願
に
よ
っ
て
、
新
た
に
丈
六
銅
像
を
本
尊
と
す
る
勅
願
の
官
寺
に
な
る

の
で
す
。
ま
さ
し
く
「
甲
子
革
政
」
が
、
目
に
見
え
る
か
た
ち
で
有
無
を
言
わ
ず
着
々
と
断
行
さ
れ
て
い
く
の
で
す
。
そ
の
こ
と
に
気

が
付
い
た
方
は
ほ
と
ん
ど
お
ら
れ
な
い
よ
う
で
す
が
、
大
変
な
こ
と
な
の
で
す
。
実
は
こ
の
と
き
に
始
め
て
現
在
の
飛
鳥
寺（
安
居
院
）

の
本
堂
に
あ
る
金
銅
釈
迦
坐
像
、
い
ま
の
飛
鳥
大
仏
が
据
え
ら
れ
た
の
で
す
。
本
尊
の
位
置
は
当
初
と
全
然
変
わ
っ
て
い
な
い
の
で
す
。

あ
の
本
堂
の
前
に
塔
の
跡
が
あ
り
ま
す
が
、
蘇
我
馬
子
に
よ
る
創
建
時
の
法
興
寺
は
南
大
門
、
中
門
、
そ
れ
か
ら
塔
、
金
堂
が
南
北
に

一
直
線
に
並
ぶ
ま
ぎ
れ
も
な
い
百
済
式
の
伽
藍
配
置
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
金
堂
か
ら
当
初
の
本
尊
と
取
り
替
え
て
、
新
た
に
推
古

天
皇
誓
願
の
止
利
仏
師
が
作
っ
た
現
在
の
本
尊
を
据
え
る
と
と
も
に
、
堂
塔
の
配
置
も
当
初
か
ら
の
塔
の
左
右
に
東
金
堂
と
西
金
堂
と

を
新
た
に
増
築
し
て
、
塔
が
三
つ
の
金
堂
に
囲
ま
れ
る
高
句
麗
式
に
、
も
っ
と
も
高
句
麗
の
場
合
に
は
真
ん
中
の
塔
は
八
角
形
で
す
が
、

伽
藍
の
配
置
ま
で
変
え
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

昭
和
三
十
一
年
か
ら
二
年
に
か
け
て
、
飛
鳥
寺
跡
が
発
掘
さ
れ
、
東
西
の
金
堂
跡
や
そ
れ
ら
を
囲
む
回
廊
跡
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。

す
る
と
最
初
か
ら
飛
鳥
寺
が
高
句
麗
式
の
伽
藍
配
置
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
考
古
学
者
た
ち
は
言
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
誤
り
で
あ
り

ま
す
。
勅
願
の
寺
に
な
っ
た
こ
の
時
点
で
始
め
て
変
わ
る
の
で
す
。
こ
の
と
き
、
推
古
天
皇
が
仏
像
を
造
る
と
聞
い
て
高
句
麗
の
大
興

王
（
第
二
十
六
代
嬰
陽
王
）
は
黄
金
三
百
両
献
上
し
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
、
明
日
香
京
の
眞
中
に
、
こ
れ
ま
で
の
蘇
我

氏
の
戦
勝
記
念
碑
と
で
も
い
う
べ
き
旧
法
興
寺
を
は
る
か
に
凌
駕
す
る
、
い
わ
ば
甲
子
革
政
の
象
徴
と
も
言
う
べ
き
新
た
な
モ
ニ
ュ
メ

ン
ト
が
聳
え
立
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、「
甲
子
革
政
」を
旗
印
に
し
て
改
革
を
次
々
に
断
行
す
れ
ば
ば
自

ず
か
ら
人
心
が
こ
ち
ら
に
向
い
て
く
る
と
い
う
こ
と
を
ち
ゃ
ん
と
計
算
に
入
れ
て
太
子
は
お
や
り
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。
そ

う
い
う
と
こ
ろ
実
に
聖
徳
太
子
と
い
う
人
は
武
人
的
な
果
断
な
行
動
力
と
と
も
に
、
人
の
心
を
読
む
力
と
い
う
か
、
人
情
の
機
微
へ
の

洞
察
力
。
そ
う
し
た
類
稀
れ
な
資
質
を
兼
ね
備
え
た
人
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
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そ
こ
で
「
甲
子
革
政
」
の
根
本
理
念
と
も
い
う
べ
き
憲
法
十
七
条
の
話
に
入
り
ま
す
が
、
お
手
許
の
資
料
を
ご
覧
下
さ
い
。
こ
れ
は

奈
良
の
大
安
寺
仏
教
文
化
国
際
研
究
所
で
発
行
し
て
い
る
憲
法
十
七
条
の
漢
文
と
そ
の
訓
読
で
す
。
大
安
寺
と
い
う
お
寺
は
素
晴
ら
し

い
で
す
ね
、
ド
イ
ツ
語
訳
と
イ
タ
リ
ア
語
訳
が
そ
れ
ぞ
れ
添
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
こ
そ
世
界
中
の
人
び
と
に
聖
徳
太
子
の
憲

法
十
七
条
を
読
ん
で
戴
き
た
い
と
い
う
念
願
か
ら
で
す
。
と
こ
ろ
で
、
最
初
に
皆
さ
ん
の
注
意
を
促
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
大
安

寺
本
に
し
て
も
そ
う
で
す
が
、
表
題
に
「
十
七
条
憲
法
」
と
書
い
て
あ
る
。
多
く
の
方
々
が
そ
う
呼

し
て
お
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
日

本
書
紀
に
は
、「
憲
法
十
七
条
」と
あ
り
ま
す
。
何
で
も
な
い
よ
う
で
す
け
れ
ど
も
大
変
大
事
で
す
。
皆
さ
ん
が
口
で
唱
え
て
み
て
下
さ

い
。
十
七
条
憲
法
と
憲
法
十
七
条
。
憲
法
十
七
条
と
誦
ず
る
と
き
に
は
、
憲
法
と
い
う
語
句
に
語
勢
、
言
葉
の
勢
い
が
あ
り
ま
す
。
十

七
条
憲
法
は
平
板
で
す
。
聖
徳
太
子
と
い
う
人
は
非
常
に
言
葉
に
対
す
る
感
性
が
鋭
い
人
で
あ
り
ま
す
。「
伊
豫
湯
岡
碑
文
」の
漢
詩
で

見
て
き
ま
し
た
よ
う
に
、
優
れ
た
詩
人
と
い
え
ま
す
。
そ
の
点
で
は
隋
の

帝
と
非
常
に
気
脈
が
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
思
い
ま

す
。
隋
の

帝
も
な
か
な
か
の
詩
人
で
あ
り
ま
し
て
、
私
が
調
べ
た
と
こ
ろ
で
は
、

帝
に
も
三
十
数
篇
の
詩
が
あ
り
ま
す
。
共
に
詩

人
と
し
て
通
じ
合
う
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
す
ね
。

憲
法
十
七
条
の
文
章
に
つ
い
て
き
わ
め
て
大
事
な
こ
と
は
、
そ
の
文
体
が
、
ま
ず
何
よ
り
も
中
國
の
六
朝
時
代
の
ス
タ
イ
ル
を
示
し

て
い
る
こ
と
で
す
。
憲
法
十
七
条
に
つ
い
て
、
津
田
左
右
吉
博
士
は
天
武
天
皇
の
頃
、
そ
れ
か
ら
最
近
の
論
者
は
ず
っ
と
下
っ
て
、
日

本
書
紀
が
出
来
た
奈
良
朝
に
な
っ
て
か
ら
の
も
の
と
い
う
。
と
ん
で
も
な
い
。
憲
法
十
七
条
の
文
章
は
四
字
づ
つ
の
対
句
が
多
い
の
で

す
が
、
そ
れ
は
中
国
で
六
朝
時
代
に
流
行
し
た
文
章
の
ス
タ
イ
ル
で
、
べんれい

体たい
と
い
い
ま
す
。
字
数
が
四
、
六
が
多
い
か
ら
、
四
六

体
と
い
う
言
い
方
も
し
ま
す
が
、「

」は
馬
篇
に
並
べ
る
と
書
く
。
秦
の
始
皇
帝
陵
墓
か
ら
出
土
し
た
馬
車
の

で
は
二
頭
の
馬
が

並
ん
で
い
ま
す
が
、
あ
れ
が
「

」
で
す
。「

」
と
い
う
の
は
人
偏
に
麗
し
い
と
書
く
。
や
は
り
二
つ
揃
っ
て
並
ぶ
と
い
う
意
味
で
、

一
対
の
連
れ
合
い
、
夫
婦
を
さ
し
ま
す
。
要
す
る
に

体
と
い
う
の
は
、
対
句
が
多
く
て
語
調
が
非
常
に
良
い
。
で
す
か
ら
憲
法
十

七
条
は
や
っ
ぱ
り
一
条
一
条
声
を
上
げ
て
誦
じ
て
欲
し
い
の
で
す
。
非
常
に
言
葉
の
格
調
が
高
い
。
文
体
と
し
て
の
格
調
が
高
い
だ
け

で
は
な
く
、
聖
徳
太
子
自
身
の
語
気
が
強
い
の
で
す
。

そ
こ
で
も
う
一
度
お
手
許
の
「
伊
予
湯
岡
碑
文
」
の
太
子
の
漢
詩
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。
対
句
を
多
用
し
た
見
事
な

体
で
あ

り
ま
す
。

体
は
唱
え
て
い
る
語
調
が
い
い
だ
け
で
は
な
く
、
太
子
は
そ
の
対
句
に
中
國
の
古
典
に
あ
る
故
事
を
歌
い
込
ん
だ
り
、

詩
文
か
ら
巧
み
に
引
用
し
た
り
、
二
十
三
才
の
青
年
ら
し
い
客
気
溢
れ
る
漢から
才ざえ
ぶ
り
が
随
所
に
見
ら
れ
ま
す
。
ま
ず
最
初
に「
惟
夫（
お

も
ふ
に
そ
れ
）」
と
書
き
出
し
て
あ
っ
て
、「
日
月
照

於
上

（
じ
つ
げ
つ
は
か
み
に
て
ら
し
て
）、
而
不

私
（
わ
た
く
し
せ
ず
）」
に
対

し
て
、「
神
井
出

於
下

（
し
ん
せ
い
は
し
も
に
い
で
て
）、
無

不

給
（
あ
た
へ
ざ
る
な
し
）」
と
、
早
速
に
も

体
の
対
句
が
展
開

し
ま
す
。
三
十
年
前
『
斑
鳩
の
白
い
道
の
上
に
｜
聖
徳
太
子
論
』
を
書
い
て
以
来
、
私
は
何
度
と
な
く
伊
予
ま
で
通
い
ま
し
て
、
太
子

の
漢
詩
に
出
て
く
る
山
岳
の
遠
景
や
椿
樹
の
情
景
を
、
現
地
で
の
実
景
と
照
ら
し
合
せ
ま
し
た
。
ま
た
私
の
畏
敬
す
る
漢
文
学
の
小
島

憲
之
先
生
（
一
九
一
三
｜
九
八
）
も
亡
く
な
る
直
前
ま
で
度
々
伊
豫
に
出
か
け
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
こ
の
碑
文
の
中
で
詠
ま
れ

て
い
る
山
岳
を
西
安
に
あ
る
華
清
池
、
楊
貴
妃
が
玄
宗
と
清
遊
し
た
こ
と
で
有
名
な
華
清
池
の

山
で
歌
っ
た
詩
が
『
文
選
』
に
あ
る

と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
借
用
で
あ
っ
て
実
景
で
は
な
い
と
仰
っ
て
お
ら
れ
ま
す
し
た
。
私
自
身
も
何
度
か
華
清
池
を
訪
ね
て
い
ま
す
が
、

山
は
低
い
な
だ
ら
か
な
山
で
、
太
子
の
漢
詩
に
歌
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
遙
か
彼
方
の
、
巍
巍
た
る
山
岳
で
は
な
い
の
で
す
。
と
こ
ろ

が
、
伊
豫
で
は
湯
岡
か
ら
は
視
界
が
遮
ら
れ
る
も
の
の
、
太
子
一
行
が
上
陸
し
た
熟にぎ
田た
津つ
か
ら
道
後
に
向
う
道
々
か
ら
は
、
き
れ
い
に

伊
予
と
土
佐
を
分
か
つ
石
鎚
山
の
嶺
が
遠
望
さ
れ
る
の
で
す
。
そ
れ
こ
そ
誘
い
こ
ま
れ
る
よ
う
な
白
雪
皚
々
た
る
霊
峰
が
で
す
。
と
に

か
く
自
分
の
足
で
歩
い
て
み
な
け
れ
ば
、
自
分
の
眼
で
検
証
し
て
み
な
け
れ
ば
、
何
事
も
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。

そ
れ
は
憲
法
十
七
条
に
つ
い
て
も
同
様
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
憲
法
十
七
条
に
対
し
て
は
こ
れ
ま
で
に
も
、
は
た
し
て
聖
徳
太
子

の
作
で
あ
る
か
ど
う
か
疑
い
が
持
た
れ
て
き
ま
し
た
。
色
々
な
中
国
の
古
典
か
ら
の
引
用
が
沢
山
あ
る
こ
と
を
、
最
初
に
江
戸
時
代
の

一
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そ
こ
で
「
甲
子
革
政
」
の
根
本
理
念
と
も
い
う
べ
き
憲
法
十
七
条
の
話
に
入
り
ま
す
が
、
お
手
許
の
資
料
を
ご
覧
下
さ
い
。
こ
れ
は

奈
良
の
大
安
寺
仏
教
文
化
国
際
研
究
所
で
発
行
し
て
い
る
憲
法
十
七
条
の
漢
文
と
そ
の
訓
読
で
す
。
大
安
寺
と
い
う
お
寺
は
素
晴
ら
し

い
で
す
ね
、
ド
イ
ツ
語
訳
と
イ
タ
リ
ア
語
訳
が
そ
れ
ぞ
れ
添
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
こ
そ
世
界
中
の
人
び
と
に
聖
徳
太
子
の
憲

法
十
七
条
を
読
ん
で
戴
き
た
い
と
い
う
念
願
か
ら
で
す
。
と
こ
ろ
で
、
最
初
に
皆
さ
ん
の
注
意
を
促
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
大
安

寺
本
に
し
て
も
そ
う
で
す
が
、
表
題
に
「
十
七
条
憲
法
」
と
書
い
て
あ
る
。
多
く
の
方
々
が
そ
う
呼

し
て
お
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
日

本
書
紀
に
は
、「
憲
法
十
七
条
」と
あ
り
ま
す
。
何
で
も
な
い
よ
う
で
す
け
れ
ど
も
大
変
大
事
で
す
。
皆
さ
ん
が
口
で
唱
え
て
み
て
下
さ

い
。
十
七
条
憲
法
と
憲
法
十
七
条
。
憲
法
十
七
条
と
誦
ず
る
と
き
に
は
、
憲
法
と
い
う
語
句
に
語
勢
、
言
葉
の
勢
い
が
あ
り
ま
す
。
十

七
条
憲
法
は
平
板
で
す
。
聖
徳
太
子
と
い
う
人
は
非
常
に
言
葉
に
対
す
る
感
性
が
鋭
い
人
で
あ
り
ま
す
。「
伊
豫
湯
岡
碑
文
」の
漢
詩
で

見
て
き
ま
し
た
よ
う
に
、
優
れ
た
詩
人
と
い
え
ま
す
。
そ
の
点
で
は
隋
の

帝
と
非
常
に
気
脈
が
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
思
い
ま

す
。
隋
の

帝
も
な
か
な
か
の
詩
人
で
あ
り
ま
し
て
、
私
が
調
べ
た
と
こ
ろ
で
は
、

帝
に
も
三
十
数
篇
の
詩
が
あ
り
ま
す
。
共
に
詩

人
と
し
て
通
じ
合
う
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
す
ね
。

憲
法
十
七
条
の
文
章
に
つ
い
て
き
わ
め
て
大
事
な
こ
と
は
、
そ
の
文
体
が
、
ま
ず
何
よ
り
も
中
國
の
六
朝
時
代
の
ス
タ
イ
ル
を
示
し

て
い
る
こ
と
で
す
。
憲
法
十
七
条
に
つ
い
て
、
津
田
左
右
吉
博
士
は
天
武
天
皇
の
頃
、
そ
れ
か
ら
最
近
の
論
者
は
ず
っ
と
下
っ
て
、
日

本
書
紀
が
出
来
た
奈
良
朝
に
な
っ
て
か
ら
の
も
の
と
い
う
。
と
ん
で
も
な
い
。
憲
法
十
七
条
の
文
章
は
四
字
づ
つ
の
対
句
が
多
い
の
で

す
が
、
そ
れ
は
中
国
で
六
朝
時
代
に
流
行
し
た
文
章
の
ス
タ
イ
ル
で
、
べんれい

体たい
と
い
い
ま
す
。
字
数
が
四
、
六
が
多
い
か
ら
、
四
六

体
と
い
う
言
い
方
も
し
ま
す
が
、「

」は
馬
篇
に
並
べ
る
と
書
く
。
秦
の
始
皇
帝
陵
墓
か
ら
出
土
し
た
馬
車
の

で
は
二
頭
の
馬
が

並
ん
で
い
ま
す
が
、
あ
れ
が
「

」
で
す
。「

」
と
い
う
の
は
人
偏
に
麗
し
い
と
書
く
。
や
は
り
二
つ
揃
っ
て
並
ぶ
と
い
う
意
味
で
、

一
対
の
連
れ
合
い
、
夫
婦
を
さ
し
ま
す
。
要
す
る
に

体
と
い
う
の
は
、
対
句
が
多
く
て
語
調
が
非
常
に
良
い
。
で
す
か
ら
憲
法
十

七
条
は
や
っ
ぱ
り
一
条
一
条
声
を
上
げ
て
誦
じ
て
欲
し
い
の
で
す
。
非
常
に
言
葉
の
格
調
が
高
い
。
文
体
と
し
て
の
格
調
が
高
い
だ
け

で
は
な
く
、
聖
徳
太
子
自
身
の
語
気
が
強
い
の
で
す
。

そ
こ
で
も
う
一
度
お
手
許
の
「
伊
予
湯
岡
碑
文
」
の
太
子
の
漢
詩
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。
対
句
を
多
用
し
た
見
事
な

体
で
あ

り
ま
す
。

体
は
唱
え
て
い
る
語
調
が
い
い
だ
け
で
は
な
く
、
太
子
は
そ
の
対
句
に
中
國
の
古
典
に
あ
る
故
事
を
歌
い
込
ん
だ
り
、

詩
文
か
ら
巧
み
に
引
用
し
た
り
、
二
十
三
才
の
青
年
ら
し
い
客
気
溢
れ
る
漢から
才ざえ
ぶ
り
が
随
所
に
見
ら
れ
ま
す
。
ま
ず
最
初
に「
惟
夫（
お

も
ふ
に
そ
れ
）」
と
書
き
出
し
て
あ
っ
て
、「
日
月
照

於
上

（
じ
つ
げ
つ
は
か
み
に
て
ら
し
て
）、
而
不

私
（
わ
た
く
し
せ
ず
）」
に
対

し
て
、「
神
井
出

於
下

（
し
ん
せ
い
は
し
も
に
い
で
て
）、
無

不

給
（
あ
た
へ
ざ
る
な
し
）」
と
、
早
速
に
も

体
の
対
句
が
展
開

し
ま
す
。
三
十
年
前
『
斑
鳩
の
白
い
道
の
上
に
｜
聖
徳
太
子
論
』
を
書
い
て
以
来
、
私
は
何
度
と
な
く
伊
予
ま
で
通
い
ま
し
て
、
太
子

の
漢
詩
に
出
て
く
る
山
岳
の
遠
景
や
椿
樹
の
情
景
を
、
現
地
で
の
実
景
と
照
ら
し
合
せ
ま
し
た
。
ま
た
私
の
畏
敬
す
る
漢
文
学
の
小
島

憲
之
先
生
（
一
九
一
三
｜
九
八
）
も
亡
く
な
る
直
前
ま
で
度
々
伊
豫
に
出
か
け
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
こ
の
碑
文
の
中
で
詠
ま
れ

て
い
る
山
岳
を
西
安
に
あ
る
華
清
池
、
楊
貴
妃
が
玄
宗
と
清
遊
し
た
こ
と
で
有
名
な
華
清
池
の

山
で
歌
っ
た
詩
が
『
文
選
』
に
あ
る

と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
借
用
で
あ
っ
て
実
景
で
は
な
い
と
仰
っ
て
お
ら
れ
ま
す
し
た
。
私
自
身
も
何
度
か
華
清
池
を
訪
ね
て
い
ま
す
が
、

山
は
低
い
な
だ
ら
か
な
山
で
、
太
子
の
漢
詩
に
歌
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
遙
か
彼
方
の
、
巍
巍
た
る
山
岳
で
は
な
い
の
で
す
。
と
こ
ろ

が
、
伊
豫
で
は
湯
岡
か
ら
は
視
界
が
遮
ら
れ
る
も
の
の
、
太
子
一
行
が
上
陸
し
た
熟にぎ
田た
津つ
か
ら
道
後
に
向
う
道
々
か
ら
は
、
き
れ
い
に

伊
予
と
土
佐
を
分
か
つ
石
鎚
山
の
嶺
が
遠
望
さ
れ
る
の
で
す
。
そ
れ
こ
そ
誘
い
こ
ま
れ
る
よ
う
な
白
雪
皚
々
た
る
霊
峰
が
で
す
。
と
に

か
く
自
分
の
足
で
歩
い
て
み
な
け
れ
ば
、
自
分
の
眼
で
検
証
し
て
み
な
け
れ
ば
、
何
事
も
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。

そ
れ
は
憲
法
十
七
条
に
つ
い
て
も
同
様
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
憲
法
十
七
条
に
対
し
て
は
こ
れ
ま
で
に
も
、
は
た
し
て
聖
徳
太
子

の
作
で
あ
る
か
ど
う
か
疑
い
が
持
た
れ
て
き
ま
し
た
。
色
々
な
中
国
の
古
典
か
ら
の
引
用
が
沢
山
あ
る
こ
と
を
、
最
初
に
江
戸
時
代
の
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日
本
書
紀
の
研
究
者
、
河
村
秀
根
が
『
書
紀
集
鮮
』
の
中
で
指
摘
し
て
以
来
、「
あ
ん
な
万
巻
の
書
が
聖
徳
太
子
に
読
め
る
わ
け
が
な

い
、
あ
の
時
代
に
」
と
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
随
分
勝
手
な
批
判
で
す
。
自
分
が
読
め
な
い
か
ら
と
い
っ
て
聖
徳
太
子
が
ど
う

し
て
読
め
な
か
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
か
。

ち
な
み
に
、
冠
位
十
二
階
の
官
位
名
で
あ
る
大
小
の
徳﹅
・
仁﹅
・
禮﹅
・
信﹅
・
義﹅
・
智﹅
（
知﹅
）
は
、
ど
な
た
も
容
易
に
気
が
付
か
れ
る
よ

う
に
『
論
語
』
の
中
に
頻
出
す
る
重
要
な
徳
目
で
す
。
知﹅
が
智﹅
に
変
る
の
は
『
孟
子
』
に
な
っ
て
か
ら
で
す
。
同
じ
よ
う
に
憲
法
十
七

条
の
中
の
語
句
で
一
番
に
多
い
の
は
『
論
語
』
か
ら
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
第
一
条
と
第
十
七
条
の
「
人
は
皆
」
と
い
う
発
想
、

こ
れ
も
『
論
語
』
に
何
度
も
出
て
ま
い
り
ま
す
が
、
人
は
、
人
は
と
い
う
言
葉
が
各
条
に
随
分
出
て
き
ま
す
。
そ
れ
も
『
論
語
』
に
見

ら
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
私
た
ち
自
身
が
実
際
に
、
た
え
ず
『
論
語
』
を
座
右
の
書
と
し
て
精
読
し
て
み
て
、
聖
徳
太
子
が
ど
れ
ほ
ど
『
論

語
』
に
精
通
し
て
お
ら
れ
た
か
が
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
第
一
条
の
「
上
和
下
睦
」、
第
七
条
の
「

念
作
聖
」
は
、
梁
の
周
興
嗣
が
作
っ

た
初
心
者
用
の
習
字
の
お
手
本
『
千
字
文
』
か
ら
借
用
し
て
い
ま
す
。
聖
徳
太
子
は
蘇
我
稲
目
か
ら
始
ま
っ
て
四
代
目
の
ボ
ン
・
ブ
ッ

デ
ィ
ス
ト
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
仏
教
徒
で
す
。
漢
字
が
読
め
な
く
て
は
お
経
は
読
め
な
い
の
で
す
。
も
う
漢
字
な
ど
は
朝
飯
前
に
読
め

る
人
が
、
こ
の
時
代
に
は
沢
山
い
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
書
紀
の
訓
読
は
、
平
安
時
代
に
な
っ
て
か
ら
の
読
み
方
な
の
で
、
そ

の
た
め
に
か
え
っ
て
太
子
の
時
代
に
は
ど
う
読
ん
だ
の
か
、
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
沢
山
あ
る
の
で
す
。

も
っ
と
も
、
そ
う
は
言
い
ま
し
て
も
『
論
語
』
を
は
じ
め
身
近
な
古
典
に
は
見
出
せ
な
い
、
訓
読
の
容
易
で
は
な
い
語
句
も
少
な
く

な
い
わ
け
で
す
が
、
先
ほ
ど
の
漢
文
学
の
小
島
憲
之
先
生
が
、
昭
和
四
十
七
年
に
四
天
王
寺
で
な
さ
れ
た
講
演
で
、
梁
の
武
帝
の
時
に

顧
野
王
と
い
う
人
が
作
っ
た
『
玉
篇
』
と
い
う
字
書
を
使
う
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
ど
ん
な
漢
字
で
も
読
め
た
筈
だ
、
ま
た
出
典
も
判
っ

た
の
だ
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
仰
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
調
べ
て
み
ま
す
と
、
旧
唐
書
の
東
夷
伝
の
高
麗
の
条
に
よ
り
ま
す
と
、
高

句
麗
で
は
そ
の
『
玉
篇
』
を
使
っ
て
、
結
婚
す
る
前
の
若
い
青
年
た
ち
が
会
堂
に
集
ま
っ
て
中
國
の
古
典
の
勉
強
し
て
い
ま
す
。
当
然

聖
徳
太
子
の
師
に
な
ら
れ
た
慧
慈
が
来
朝
の
際
に
、
中
國
の
古
典
や
仏
典
な
ど
と
と
も
に
『
玉
篇
』
な
ど
の
字
書
類
を
持
っ
て
来
た
こ
と

は
想
像
に
難
く
あ
り
ま
せ
ん
。
ほ
か
に
も
「
字
林
」
南
朝
宋
の
呂

撰
）や
「
字
統
」
未
詳
）と
い
う
字
書
の
名
も
出
て
ま
い
り
ま
す
。

太
子
の
手
許
に
『
玉
篇
』
が
あ
っ
た
こ
と
も
十
分
に
考
え
ら
れ
ま
す
。『
玉
篇
』
に
は
文
字
が
六
千
字
位
し
か
残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
小

島
先
生
の
お
話
で
は
空
海
が
『
玉
篇
』
を
簡
略
に
し
た
『
篆てん
隷れい
万ばん
象しよう
名めい
義ぎ
』
を
撰
出
し
て
い
ま
す
。
こ
ち
ら
は
一
万
数
千
字
あ
り
ま
す
。

本
日
の
話
の
主
題
は
、
聖
徳
太
子
の
「
甲
子
革
政
」
に
つ
い
て
な
の
で
、
憲
法
の
各
条
に
は
深
入
り
し
ま
せ
ん
が
、
こ
の
憲
法
に
お

け
る
聖
徳
太
子
な
ら
で
は
の
特
質
に
つ
い
て
、
一
、
二
私
見
を
申
し
上
げ
ま
す
。
第
一
条
は
ど
な
た
も
ご
承
知
の
よ
う
に
、「
一
に
曰
く

和
を
以
て
貴
し
と
な
し
、さからう
こ
と
な
き
を
宗
と
せ
よ
」
か
ら
始
ま
り
ま
す
が
、「
和
を
以
て
」
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
次
の
「
人
皆
な

党
あ
り
。
ま
た
達さと
れ
る
者
少
な
し
」
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
人
の
和
の
こ
と
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
『
論
語
』
で
は
、
学
而
篇
に
「
礼
之
用

和
為
貴
（
礼
の
用
は
、
和
を
貴
し
と
な
す
）」
と
あ
り
ま
す
。
も
と
も
と
「
和
」
の
本
字
は
「

」
で
口
篇
が
左
に
来
て
、
そ
の
右
に
禾のぎ

が
く
る
。
さ
ら
に
も
っ
と
古
い
字
は

で
左
の
篇
に
は
口
が
三
つ
も
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
和
は
、
も
と
も
と
口
を
そ
ろ
え
て
皆
な
が
笛

を
吹
い
た
、
そ
の
音
色
の
ハ
ー
モ
ニ
ー
を
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
「
礼
の
用
は
」
と
い
う
の
は
、
当
然
孔
子
自
身
も
演
奏
家

で
し
た
か
ら
、
礼
の
行
い
に
必
ず
奏
楽
が
付
き
ま
す
そ
の
礼
楽
に
と
っ
て
、
何
よ
り
も
大
事
な
の
は
ハ
ー
モ
ニ
ー
で
あ
る
と
い
っ
て
い

る
の
で
あ
り
ま
す
。
な
お
礼
の
用
を
「
用もつて」
と
訓
む
読
み
方
も
あ
り
ま
す
。「
以
て
」
と
同
じ
読
み
方
で
す
。

こ
れ
に
対
し
て
聖
徳
太
子
は
「
和
」
を
、
人
の
和
と
い
う
意
味
で
言
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
「

う
こ
と
な
き
を
宗
と

せ
よ
」
と
続
き
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
次
の
「
人
皆
な
党たむらあ
り
て
、
亦また
達さと
れ
る
者
少
し
」
と
い
う
箇
所
の
こ
れ
ま

で
の
訓
読
で
す
。
党
と
い
う
文
字
は
『
論
語
』
に
も
数
多
く
出
て
き
ま
す
。
隣
里
郷
党
と
い
っ
て
、
も
と
も
と
は
五
軒
の
家
は
隣﹅
、
二

十
五
軒
が
里﹅
、
郷﹅
は
二
千
五
百
軒
、
党﹅
は
五
百
軒
と
の
こ
と
で
す
。
と
も
あ
れ
こ
の
党
を
何
と
読
む
か
で
、
そ
の
次
の
「
ま
た
達
れ
る

者
少
な
し
」
の
「
達
」
の
読
み
方
、
意
味
も
違
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
「
達
」
は
「
さ
と
る
」
と
読
ん
で
き
ま
し
た
が
、
悟
る

一
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日
本
書
紀
の
研
究
者
、
河
村
秀
根
が
『
書
紀
集
鮮
』
の
中
で
指
摘
し
て
以
来
、「
あ
ん
な
万
巻
の
書
が
聖
徳
太
子
に
読
め
る
わ
け
が
な

い
、
あ
の
時
代
に
」
と
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
随
分
勝
手
な
批
判
で
す
。
自
分
が
読
め
な
い
か
ら
と
い
っ
て
聖
徳
太
子
が
ど
う

し
て
読
め
な
か
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
か
。

ち
な
み
に
、
冠
位
十
二
階
の
官
位
名
で
あ
る
大
小
の
徳﹅
・
仁﹅
・
禮﹅
・
信﹅
・
義﹅
・
智﹅
（
知﹅
）
は
、
ど
な
た
も
容
易
に
気
が
付
か
れ
る
よ

う
に
『
論
語
』
の
中
に
頻
出
す
る
重
要
な
徳
目
で
す
。
知﹅
が
智﹅
に
変
る
の
は
『
孟
子
』
に
な
っ
て
か
ら
で
す
。
同
じ
よ
う
に
憲
法
十
七

条
の
中
の
語
句
で
一
番
に
多
い
の
は
『
論
語
』
か
ら
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
第
一
条
と
第
十
七
条
の
「
人
は
皆
」
と
い
う
発
想
、

こ
れ
も
『
論
語
』
に
何
度
も
出
て
ま
い
り
ま
す
が
、
人
は
、
人
は
と
い
う
言
葉
が
各
条
に
随
分
出
て
き
ま
す
。
そ
れ
も
『
論
語
』
に
見

ら
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
私
た
ち
自
身
が
実
際
に
、
た
え
ず
『
論
語
』
を
座
右
の
書
と
し
て
精
読
し
て
み
て
、
聖
徳
太
子
が
ど
れ
ほ
ど
『
論

語
』
に
精
通
し
て
お
ら
れ
た
か
が
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
第
一
条
の
「
上
和
下
睦
」、
第
七
条
の
「

念
作
聖
」
は
、
梁
の
周
興
嗣
が
作
っ

た
初
心
者
用
の
習
字
の
お
手
本
『
千
字
文
』
か
ら
借
用
し
て
い
ま
す
。
聖
徳
太
子
は
蘇
我
稲
目
か
ら
始
ま
っ
て
四
代
目
の
ボ
ン
・
ブ
ッ

デ
ィ
ス
ト
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
仏
教
徒
で
す
。
漢
字
が
読
め
な
く
て
は
お
経
は
読
め
な
い
の
で
す
。
も
う
漢
字
な
ど
は
朝
飯
前
に
読
め

る
人
が
、
こ
の
時
代
に
は
沢
山
い
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
書
紀
の
訓
読
は
、
平
安
時
代
に
な
っ
て
か
ら
の
読
み
方
な
の
で
、
そ

の
た
め
に
か
え
っ
て
太
子
の
時
代
に
は
ど
う
読
ん
だ
の
か
、
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
沢
山
あ
る
の
で
す
。

も
っ
と
も
、
そ
う
は
言
い
ま
し
て
も
『
論
語
』
を
は
じ
め
身
近
な
古
典
に
は
見
出
せ
な
い
、
訓
読
の
容
易
で
は
な
い
語
句
も
少
な
く

な
い
わ
け
で
す
が
、
先
ほ
ど
の
漢
文
学
の
小
島
憲
之
先
生
が
、
昭
和
四
十
七
年
に
四
天
王
寺
で
な
さ
れ
た
講
演
で
、
梁
の
武
帝
の
時
に

顧
野
王
と
い
う
人
が
作
っ
た
『
玉
篇
』
と
い
う
字
書
を
使
う
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
ど
ん
な
漢
字
で
も
読
め
た
筈
だ
、
ま
た
出
典
も
判
っ

た
の
だ
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
仰
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
調
べ
て
み
ま
す
と
、
旧
唐
書
の
東
夷
伝
の
高
麗
の
条
に
よ
り
ま
す
と
、
高

句
麗
で
は
そ
の
『
玉
篇
』
を
使
っ
て
、
結
婚
す
る
前
の
若
い
青
年
た
ち
が
会
堂
に
集
ま
っ
て
中
國
の
古
典
の
勉
強
し
て
い
ま
す
。
当
然

聖
徳
太
子
の
師
に
な
ら
れ
た
慧
慈
が
来
朝
の
際
に
、
中
國
の
古
典
や
仏
典
な
ど
と
と
も
に
『
玉
篇
』
な
ど
の
字
書
類
を
持
っ
て
来
た
こ
と

は
想
像
に
難
く
あ
り
ま
せ
ん
。
ほ
か
に
も
「
字
林
」
南
朝
宋
の
呂

撰
）や
「
字
統
」
未
詳
）と
い
う
字
書
の
名
も
出
て
ま
い
り
ま
す
。

太
子
の
手
許
に
『
玉
篇
』
が
あ
っ
た
こ
と
も
十
分
に
考
え
ら
れ
ま
す
。『
玉
篇
』
に
は
文
字
が
六
千
字
位
し
か
残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
小

島
先
生
の
お
話
で
は
空
海
が
『
玉
篇
』
を
簡
略
に
し
た
『
篆てん
隷れい
万ばん
象しよう
名めい
義ぎ
』
を
撰
出
し
て
い
ま
す
。
こ
ち
ら
は
一
万
数
千
字
あ
り
ま
す
。

本
日
の
話
の
主
題
は
、
聖
徳
太
子
の
「
甲
子
革
政
」
に
つ
い
て
な
の
で
、
憲
法
の
各
条
に
は
深
入
り
し
ま
せ
ん
が
、
こ
の
憲
法
に
お

け
る
聖
徳
太
子
な
ら
で
は
の
特
質
に
つ
い
て
、
一
、
二
私
見
を
申
し
上
げ
ま
す
。
第
一
条
は
ど
な
た
も
ご
承
知
の
よ
う
に
、「
一
に
曰
く

和
を
以
て
貴
し
と
な
し
、さからう
こ
と
な
き
を
宗
と
せ
よ
」
か
ら
始
ま
り
ま
す
が
、「
和
を
以
て
」
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
次
の
「
人
皆
な

党
あ
り
。
ま
た
達さと
れ
る
者
少
な
し
」
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
人
の
和
の
こ
と
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
『
論
語
』
で
は
、
学
而
篇
に
「
礼
之
用

和
為
貴
（
礼
の
用
は
、
和
を
貴
し
と
な
す
）」
と
あ
り
ま
す
。
も
と
も
と
「
和
」
の
本
字
は
「

」
で
口
篇
が
左
に
来
て
、
そ
の
右
に
禾のぎ

が
く
る
。
さ
ら
に
も
っ
と
古
い
字
は

で
左
の
篇
に
は
口
が
三
つ
も
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
和
は
、
も
と
も
と
口
を
そ
ろ
え
て
皆
な
が
笛

を
吹
い
た
、
そ
の
音
色
の
ハ
ー
モ
ニ
ー
を
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
「
礼
の
用
は
」
と
い
う
の
は
、
当
然
孔
子
自
身
も
演
奏
家

で
し
た
か
ら
、
礼
の
行
い
に
必
ず
奏
楽
が
付
き
ま
す
そ
の
礼
楽
に
と
っ
て
、
何
よ
り
も
大
事
な
の
は
ハ
ー
モ
ニ
ー
で
あ
る
と
い
っ
て
い

る
の
で
あ
り
ま
す
。
な
お
礼
の
用
を
「
用もつて」
と
訓
む
読
み
方
も
あ
り
ま
す
。「
以
て
」
と
同
じ
読
み
方
で
す
。

こ
れ
に
対
し
て
聖
徳
太
子
は
「
和
」
を
、
人
の
和
と
い
う
意
味
で
言
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
「

う
こ
と
な
き
を
宗
と

せ
よ
」
と
続
き
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
次
の
「
人
皆
な
党たむらあ
り
て
、
亦また
達さと
れ
る
者
少
し
」
と
い
う
箇
所
の
こ
れ
ま

で
の
訓
読
で
す
。
党
と
い
う
文
字
は
『
論
語
』
に
も
数
多
く
出
て
き
ま
す
。
隣
里
郷
党
と
い
っ
て
、
も
と
も
と
は
五
軒
の
家
は
隣﹅
、
二

十
五
軒
が
里﹅
、
郷﹅
は
二
千
五
百
軒
、
党﹅
は
五
百
軒
と
の
こ
と
で
す
。
と
も
あ
れ
こ
の
党
を
何
と
読
む
か
で
、
そ
の
次
の
「
ま
た
達
れ
る

者
少
な
し
」
の
「
達
」
の
読
み
方
、
意
味
も
違
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
「
達
」
は
「
さ
と
る
」
と
読
ん
で
き
ま
し
た
が
、
悟
る

一
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と
い
う
の
は
、
あ
の
人
は
な
か
な
か
悟
っ
て
い
る
、
と
言
う
よ
う
に
、
真
理
を
会
得
し
て
い
る
、
と
い
う
意
味
で
す
ね
。
で
も
私
は
そ

う
で
は
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。『
玉
篇
』
に
は
な
か
っ
た
の
で
、
空
海
の
字
書
で
見
ま
す
と
、「
達
」
は
「
通かよ
う
」
と
あ
り
ま
す
。「
通

う
も
の
少
な
し
」
と
私
は
読
み
た
い
の
で
す
。
隣
里
郷
党
そ
れ
ぞ
れ
に
自
分
が
住
ん
で
い
る
村
に
は
、
お
互
い
に
仲
間
が
あ
り
身
内
が

い
ま
す
が
、
そ
う
し
た
親
し
い
仲
間
や
親
兄
弟
で
も
心
が
通
い
合
う
こ
と
が
容
易
で
は
な
い
。
人
と
人
の
心
と
い
う
も
の
は
な
か
な
か

通
い
合
う
こ
と
が
少
な
い
の
だ
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

先
ほ
ど
か
ら
私
は
聖
徳
太
子
が
ど
れ
ほ
ど
人
心
の
機
微
に
通
じ
て
い
る
か
、
繰
返
し
申
し
ま
し
た
。
第
十
条
を
見
て
下
さ
い
。
こ
こ

も
み
な
四
文
字
に
な
っ
て
ま
す
ね
。「
忿ふん
（
心
の
怒
り
）
を
絶
ち
、
瞋しん
（
お
も
て
の
怒
り
）
を
棄
て
て
、
人
の
違
う
こ
と
を
怒
ら
ざ
れ
」

と
あ
り
ま
す
が
、
と
こ
ろ
が
、
人
に
は
「
皆
な
心
あ
り
て
、
心
お
の
お
の
執
る
と
こ
ろ
あ
り
」
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
「
彼
是
な
れ
ば
、
我

非
と
す
。
我
是
な
れ
ば
、
彼
非
と
す
」
と
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
太
子
は
「
是
非
の
理
、
たれ

か
能よ
く
定
む
可
け
ん
や
」
と
言
っ
て
い
ま

す
。
こ
こ
が
非
常
に
大
事
な
と
こ
ろ
で
す
。
第
一
条
で
も
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
も
と
も
と
人
の
心
と
い
う
も
の
は
、
ど
ん
な
に
親
し

い
間
柄
で
あ
っ
て
も
、
相
通
わ
な
い
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
相
手
の
立
場
に
立
っ
て
、
ど
ち
ら
が
是
か
非
か
、
賢
か
愚
か
を
考
え
よ
、

も
と
も
と
物
事
の
是
非
、
人
の
賢
愚
と
い
う
も
の
は
丸
い
わ

の
如
き
も
の
で
、
後
も
先
も
な
い
の
だ
、
人
は
皆
な
凡ただ
夫ひと
な
の
だ
と
、
そ
う

言
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
太
子
が
一
番
言
い
た
か
っ
た
の
は
、
も
と
よ
り
「
私
自
身
も
だ
」
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

な
お
こ
の
第
十
条
に
お
い
て
、
聖
徳
太
子
の
人
柄
、
わ
け
て
も
憲
法
十
七
条
の
他
に
類
を
見
な
い
特
質
を
知
る
上
で
、
見
落
さ
れ
て

な
ら
な
い
の
は
、
そ
れ
は
「
是
非
の
理
、

か
能
く
定
む
可
け
ん
や
」
に
あ
る
「
是﹅
非﹅
之﹅
理﹅
」
で
す
。「
是
非
」
も
「
理
」
も
『
論
語
』

に
は
全
く
見
い
だ
さ
れ
ま
せ
ん
。『
孟
子
』
に
「
是﹅
非﹅
之﹅
心﹅
、
智
之
端
也
」
と
あ
る
ば
か
り
で
す
。
早
速
調
べ
て
み
ま
す
と
、『
易
経
』
の

繫
辞
上
伝
に「
易
簡
而
天
下
之
理﹅
得
矣（
平
易
簡
箪
に
し
て
天
下
の
理
を
得
る
）」、
ま
た
同
じ
く
説
赴
伝
に
は「
窮
理﹅
盡
性
以
至
於
命（
天

下
の
理
を
窮
め
盡
く
し
、
人
間
の
本
性
を
知
り
盡
し
て
、
天
命
を
知
る
に
至
る
）」
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
理﹅
（
物
事
の
す
じ
み
ち
）」

は
、
第
一
条
に
も
「
事
を
論
ず
る
に
諧やわらぎ
あ
れ
ば
、
事﹅
の﹅
理﹅
自
ら
通
ず
」
と
あ
り
ま
す
し
、
ま
た
第
十
七
条
で
は
、
大
事
な
こ
と
を
論

議
す
る
に
当
っ
て
は
、
若も
し
も
過
失
が
あ
る
こ
と
も
疑
わ
れ
る
と
し
て
「
故
に
衆
（
多
く
の
人
び
と
）
と
と
も
に
相
弁
じ
る
な
ら
ば
、

辞
則
ち
理﹅
を
得
」
と
最
後
を
結
ん
で
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
実
は
こ
の
「
理﹅
」
と
い
う
用
語
が
、
聖
徳
太
子
親
撰
の
『
勝
鬘
経
義
疏
』
の
攝しよう
受じゆ

正しよう
法ほう
章
に
「
修
す
る
所
の
善
は
、
理﹅
に
当かな
い
て
邪
に
非
ず
。
故
に
正しようと
言
う
。
物
の
軌
則
と
な
る
。
故
に
法
と
言
う
」
と
い
う
ふ
う

に
、
数
ヶ
所
に
わ
た
っ
て
頻
出
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
ち
な
み
に
同
義
疏
に
つ
い
て
は
、
敦
煌
か
ら
も
ほ
と
ん
ど
内
容
を
同
じ
く
す
る

古
文
書
が
発
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
太
子
撰
を
疑
問
視
す
る
方
も
お
ら
れ
ま
す
が
、
そ
れ
は
誤
り
で
す
。
私
自
身
が
北
京
図
書
館

で
題
記
を
欠
く
そ
の
北
朝
文
書
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
ほ
と
ん
ど
同
文
な
が
ら
も
明
ら
か
に
両
者
相
異
す
る
箇
所
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

と
り
わ
け
同
じ
「
攝
受
正
法
章
」
の
身
・
命
・
財
を
捨
て
る
と
は
何
か
、
に
つ
い
て

捨
身
飼
虎

を
引
合
い
に
出
し
て
論
じ
て
い
る

と
こ
ろ
で
は
、
上
宮
王
撰
の
方
に
太
子
独
特
の
語
勢
と
文
体
が
見
ら
れ
ま
し
た
。

遅
く
な
り
ま
し
た
が
、
現
代
の
問
題
に
つ
い
て
も
一
言
い
た
し
ま
す
と
、
今
日
の
日
本
外
交
が
直
面
し
て
い
る
問
題
に
し
て
も
、
ま

さ
し
く
「
是
非
の
理
、

か
能
く
定
む
べ
け
ん
や
」
で
す
。
北
朝
鮮
と
も
日
中
国
交
正
常
化
が
行
わ
れ
た
三
十
年
前
の
時
点
で
国
交
を

結
ん
で
さ
え
い
れ
ば
、
ま
た
も
っ
と
早
く
米
朝
間
に
不
可
侵
条
約
が
結
ば
れ
て
い
れ
ば
、
拉
致
の
問
題
は
も
と
よ
り
核
の
問
題
も
一
切

起
き
て
は
い
な
い
の
で
す
。
イ
ラ
ク
の
場
合
も
同
様
で
す
。
向
こ
う
の
立
場
で
向
こ
う
の
人
た
ち
の
こ
と
を
考
え
た
ら
ど
う
す
べ
き
な

の
か
。
我
々
が
今
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
寒
心
に
堪
え
な
い
の
は
、
こ
ん
ど
の
イ
ラ

ク
戦
争
に
は
米
英
側
に
ま
っ
た
く
道﹅
理﹅
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
易
易
と
し
て
カ
ウ
ボ
ー
イ
の
走
狗
と
な
り
果
て
て
い
る
日
本
の
姿

で
す
。
亡
国
の
兆
し
と
言
わ
ず
し
て
、
何
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
も
っ
と
話
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、
今
日
は
時
間
が
か
な
り

超
過
し
ま
し
た
。
お
詫
び
し
ま
す
。
ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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と
い
う
の
は
、
あ
の
人
は
な
か
な
か
悟
っ
て
い
る
、
と
言
う
よ
う
に
、
真
理
を
会
得
し
て
い
る
、
と
い
う
意
味
で
す
ね
。
で
も
私
は
そ

う
で
は
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。『
玉
篇
』
に
は
な
か
っ
た
の
で
、
空
海
の
字
書
で
見
ま
す
と
、「
達
」
は
「
通かよ
う
」
と
あ
り
ま
す
。「
通

う
も
の
少
な
し
」
と
私
は
読
み
た
い
の
で
す
。
隣
里
郷
党
そ
れ
ぞ
れ
に
自
分
が
住
ん
で
い
る
村
に
は
、
お
互
い
に
仲
間
が
あ
り
身
内
が

い
ま
す
が
、
そ
う
し
た
親
し
い
仲
間
や
親
兄
弟
で
も
心
が
通
い
合
う
こ
と
が
容
易
で
は
な
い
。
人
と
人
の
心
と
い
う
も
の
は
な
か
な
か

通
い
合
う
こ
と
が
少
な
い
の
だ
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

先
ほ
ど
か
ら
私
は
聖
徳
太
子
が
ど
れ
ほ
ど
人
心
の
機
微
に
通
じ
て
い
る
か
、
繰
返
し
申
し
ま
し
た
。
第
十
条
を
見
て
下
さ
い
。
こ
こ

も
み
な
四
文
字
に
な
っ
て
ま
す
ね
。「
忿ふん
（
心
の
怒
り
）
を
絶
ち
、
瞋しん
（
お
も
て
の
怒
り
）
を
棄
て
て
、
人
の
違
う
こ
と
を
怒
ら
ざ
れ
」

と
あ
り
ま
す
が
、
と
こ
ろ
が
、
人
に
は
「
皆
な
心
あ
り
て
、
心
お
の
お
の
執
る
と
こ
ろ
あ
り
」
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
「
彼
是
な
れ
ば
、
我

非
と
す
。
我
是
な
れ
ば
、
彼
非
と
す
」
と
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
太
子
は
「
是
非
の
理
、
たれ

か
能よ
く
定
む
可
け
ん
や
」
と
言
っ
て
い
ま

す
。
こ
こ
が
非
常
に
大
事
な
と
こ
ろ
で
す
。
第
一
条
で
も
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
も
と
も
と
人
の
心
と
い
う
も
の
は
、
ど
ん
な
に
親
し

い
間
柄
で
あ
っ
て
も
、
相
通
わ
な
い
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
相
手
の
立
場
に
立
っ
て
、
ど
ち
ら
が
是
か
非
か
、
賢
か
愚
か
を
考
え
よ
、

も
と
も
と
物
事
の
是
非
、
人
の
賢
愚
と
い
う
も
の
は
丸
い
わ

の
如
き
も
の
で
、
後
も
先
も
な
い
の
だ
、
人
は
皆
な
凡ただ
夫ひと
な
の
だ
と
、
そ
う

言
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
太
子
が
一
番
言
い
た
か
っ
た
の
は
、
も
と
よ
り
「
私
自
身
も
だ
」
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

な
お
こ
の
第
十
条
に
お
い
て
、
聖
徳
太
子
の
人
柄
、
わ
け
て
も
憲
法
十
七
条
の
他
に
類
を
見
な
い
特
質
を
知
る
上
で
、
見
落
さ
れ
て

な
ら
な
い
の
は
、
そ
れ
は
「
是
非
の
理
、

か
能
く
定
む
可
け
ん
や
」
に
あ
る
「
是﹅
非﹅
之﹅
理﹅
」
で
す
。「
是
非
」
も
「
理
」
も
『
論
語
』

に
は
全
く
見
い
だ
さ
れ
ま
せ
ん
。『
孟
子
』
に
「
是﹅
非﹅
之﹅
心﹅
、
智
之
端
也
」
と
あ
る
ば
か
り
で
す
。
早
速
調
べ
て
み
ま
す
と
、『
易
経
』
の

繫
辞
上
伝
に「
易
簡
而
天
下
之
理﹅
得
矣（
平
易
簡
箪
に
し
て
天
下
の
理
を
得
る
）」、
ま
た
同
じ
く
説
赴
伝
に
は「
窮
理﹅
盡
性
以
至
於
命（
天

下
の
理
を
窮
め
盡
く
し
、
人
間
の
本
性
を
知
り
盡
し
て
、
天
命
を
知
る
に
至
る
）」
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
理﹅
（
物
事
の
す
じ
み
ち
）」

は
、
第
一
条
に
も
「
事
を
論
ず
る
に
諧やわらぎ
あ
れ
ば
、
事﹅
の﹅
理﹅
自
ら
通
ず
」
と
あ
り
ま
す
し
、
ま
た
第
十
七
条
で
は
、
大
事
な
こ
と
を
論

議
す
る
に
当
っ
て
は
、
若も
し
も
過
失
が
あ
る
こ
と
も
疑
わ
れ
る
と
し
て
「
故
に
衆
（
多
く
の
人
び
と
）
と
と
も
に
相
弁
じ
る
な
ら
ば
、

辞
則
ち
理﹅
を
得
」
と
最
後
を
結
ん
で
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
実
は
こ
の
「
理﹅
」
と
い
う
用
語
が
、
聖
徳
太
子
親
撰
の
『
勝
鬘
経
義
疏
』
の
攝しよう
受じゆ

正しよう
法ほう
章
に
「
修
す
る
所
の
善
は
、
理﹅
に
当かな
い
て
邪
に
非
ず
。
故
に
正しようと
言
う
。
物
の
軌
則
と
な
る
。
故
に
法
と
言
う
」
と
い
う
ふ
う

に
、
数
ヶ
所
に
わ
た
っ
て
頻
出
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
ち
な
み
に
同
義
疏
に
つ
い
て
は
、
敦
煌
か
ら
も
ほ
と
ん
ど
内
容
を
同
じ
く
す
る

古
文
書
が
発
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
太
子
撰
を
疑
問
視
す
る
方
も
お
ら
れ
ま
す
が
、
そ
れ
は
誤
り
で
す
。
私
自
身
が
北
京
図
書
館

で
題
記
を
欠
く
そ
の
北
朝
文
書
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
ほ
と
ん
ど
同
文
な
が
ら
も
明
ら
か
に
両
者
相
異
す
る
箇
所
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

と
り
わ
け
同
じ
「
攝
受
正
法
章
」
の
身
・
命
・
財
を
捨
て
る
と
は
何
か
、
に
つ
い
て

捨
身
飼
虎

を
引
合
い
に
出
し
て
論
じ
て
い
る

と
こ
ろ
で
は
、
上
宮
王
撰
の
方
に
太
子
独
特
の
語
勢
と
文
体
が
見
ら
れ
ま
し
た
。

遅
く
な
り
ま
し
た
が
、
現
代
の
問
題
に
つ
い
て
も
一
言
い
た
し
ま
す
と
、
今
日
の
日
本
外
交
が
直
面
し
て
い
る
問
題
に
し
て
も
、
ま

さ
し
く
「
是
非
の
理
、

か
能
く
定
む
べ
け
ん
や
」
で
す
。
北
朝
鮮
と
も
日
中
国
交
正
常
化
が
行
わ
れ
た
三
十
年
前
の
時
点
で
国
交
を

結
ん
で
さ
え
い
れ
ば
、
ま
た
も
っ
と
早
く
米
朝
間
に
不
可
侵
条
約
が
結
ば
れ
て
い
れ
ば
、
拉
致
の
問
題
は
も
と
よ
り
核
の
問
題
も
一
切

起
き
て
は
い
な
い
の
で
す
。
イ
ラ
ク
の
場
合
も
同
様
で
す
。
向
こ
う
の
立
場
で
向
こ
う
の
人
た
ち
の
こ
と
を
考
え
た
ら
ど
う
す
べ
き
な

の
か
。
我
々
が
今
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
寒
心
に
堪
え
な
い
の
は
、
こ
ん
ど
の
イ
ラ

ク
戦
争
に
は
米
英
側
に
ま
っ
た
く
道﹅
理﹅
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
易
易
と
し
て
カ
ウ
ボ
ー
イ
の
走
狗
と
な
り
果
て
て
い
る
日
本
の
姿

で
す
。
亡
国
の
兆
し
と
言
わ
ず
し
て
、
何
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
も
っ
と
話
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、
今
日
は
時
間
が
か
な
り

超
過
し
ま
し
た
。
お
詫
び
し
ま
す
。
ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

一
八

一
七




