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「
五
輪
書
」（
宮
本
武
蔵
）

上
巻
（
地
の
巻
・
水
の
巻
）

ち

す
い
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ま
え
が
き

さ
て
、
今
回
は
、
有
名
な
『
五
輪
書
』（
宮
本
武
蔵
）
の
考
察
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
子
供
の
頃
か
ら
、

映
画
や
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
な
ど
で
、
実
に
数
多
く
観
て
き
た
「
剣
豪
・
宮
本
武
蔵
」
の
実
像
を
知
る
た
め
の

作
業
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
「
彼
」
（
宮
本
武
蔵
）
が
自
ら
実
際
に
書
き
記
し
た
も
の

を
基
に
し
て
、
弟
子
が
完
成
さ
せ
た
『
五
輪
書
』
（
つ
ま
り
「
地
水
火
風
空
之
五
巻
」
）
を
で
き
る
だ
け

ち

す
い

か

ふ
う
く
う

丁
寧
か
つ
厳
密
に
読
み
解
く
以
外
、
い
か
な
る
道
も
残
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

と
は
言
え
、
「
兵
法
」
（
剣
術
）
に
関
し
て
は
、
ま
さ
に
素
人
で
あ
る
自
分
に
と
っ
て
、
か
な
り
の
分

量
の
、
い
わ
ゆ
る
『
五
輪
書
』
を
ど
の
よ
う
に
読
み
解
け
ば
よ
い
の
か
難
し
い
問
題
で
は
あ
る
が
、
し
か

し
、
結
局
は
、
一
人
一
人
、
誰
で
も
「
自
分
な
り
に
読
み
解
く
」
ほ
か
は
な
く
、
「
兵
法
」
（
剣
術
）
に

関
す
る
専
門
的
な
「
知
識
や
技
術
」
な
ど
は
、
何
年
も
何
十
年
も
真
剣
に
取
り
組
ん
で
、
ま
さ
に
「
兵
法
」

（
剣
術
）
と
い
う
も
の
を
身
を
以
っ
て
「
体
得
し
て
い
る
人
た
ち
」
に
任
せ
る
し
か
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
、

こ
こ
で
は
、
む
し
ろ
宮
本
武
蔵
の
「
心
の
中
」
を
そ
の
数
多
く
と
あ
る
「
項
目
」
の
原
文
な
ど
に
で
き
る

だ
け
寄
り
添
い
な
が
ら
、
自
分
な
り
に
「
読
み
解
い
た
も
の
」
を
書
き
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
宮
本
武
蔵
は
、
な
ぜ
、
自
分
の
「
剣
法
」
を
「
二
天
一
流
」
と
号
し
た
の
か
？

ま
た
、
二

天
一
流
の
心
は
、
水
を
本
と
す
る
と
は
、
一
体
、
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
？

ま
た
、
宮
本
武
蔵
の
有
名

も
と

な
「
目
付
」
と
は
、
一
体
、
ど
う
い
う
も
の
に
な
る
の
か
？

ま
た
、
宮
本
武
蔵
が
考
え
る
「
武
士
の
定

め

つ
け

義
」
と
は
、
一
体
、
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
？

ま
た
、
心
の
持
ち
様
の
「
平
常
心
」
と
は
、
太
刀
の
「
持

ち
方
」
と
は
、
「
五
つ
の
構
え
」
と
は
、
「
無
念
無
相
」
の
打
と
は
、
そ
し
て
、
宮
本
武
蔵
が
到
達
し
た

う
ち

武
芸
の
最
究
極
的
な
「
境
地
」
と
は
、
ま
た
、
極
め
て
難
解
と
さ
れ
る
「
岩
尾
の
身
」
と
は
、「
万
理
一
空
」

い
わ

お

い
つ
く
う

と
は
、
さ
ら
に
、
「
古
木
鳴
鵙
図
」
や
「
宮
本
武
蔵
の
自
画
像
」
、
そ
の
他
、
そ
れ
ら
す
べ
て
の
「
謎
」

こ

ぼ
く
め
い
げ
き

ず

は
解
か
れ
て
い
ま
す
の
で
、
興
味
や
関
心
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
ぜ
ひ
と
も
訪
ね
て
見
て
下
さ
い
。

ち
な
み
に
、「
原
文
」
の
テ
キ
ス
ト
は
、
岩
波
書
店
出
版
の
岩
波
文
庫
『
五
輪
書
』（
渡
辺
一
郎
校
注
）

か
ら
の
「
引
用
」
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

平
成
二
十
九
年
七
月
吉
日
（
改
訂
版
）

如
月
翔
悟
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目

次

ま
え
が
き

①

地
之
巻
（
地
の
巻
）

ち

の

ま
き

ち

序
、
序
文

一
、
夫
兵
法
と
い
ふ
事
、
…
…

そ
れ
へ
い
ほ
う

一
、
兵
法
の
道
と
い
ふ
事

へ
い
ほ
う

み
ち

一
、
兵
法
の
道
、
大
工
に
た
と
へ
た
る
事

だ

い

く

一
、
兵
法
の
道

一
、
此
兵
法
の
書
、
五
巻
に
仕
立
つ
る
事

こ
の
へ
い
ほ
う

し
よ

ご

か
ん

し

た

一
、
此
一

流

、
二
刀
と
名
付
く
る
事

こ
の
い
ち
り
ゆ
う

に

と
う

な

づ

一
、
兵
法
二
つ
の
字
の
利
を
知
る
事

り

一
、
兵
法
に
武
具
の
利
を
知
る
と
い
ふ
事

ぶ

ぐ

り

一
、
兵
法
の

拍

子
の
事

ひ
よ
う

し

一
、
心
得
「
九
項
目
」

あ
と
が
き

※

参
考
文
献
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目

次

ま
え
が
き

②

水
之
巻
（
水
の
巻
）

す
い

の

ま
き

す
い

一
、
兵
法

心

持
の
事

こ
こ
ろ
も
ち

一
、
兵
法
の
身
な
り
の
事

み

一
、
兵
法
の
目
付
と
い
ふ
事

め

つ
け

一
、
太
刀
の
持
ち
や
う
の
事

た

ち

一
、
足
づ
か
ひ
の
事

一
、
五
方
の

構

の
事

ご

ほ
う

か
ま
え

一
、
太
刀
の
道
と
い
ふ
事

た

ち

み
ち

一
、
五
つ
の
お
も
て
の
次
第
、
第
一
の
事
（
中
段
）

し

だ
い

一
、
お
も
て
の
第
二
の
次
第
の
事
（
上
段
）

一
、
お
も
て
第
三
の
次
第
の
事
（
下
段
）

一
、
お
も
て
第
四
の
次
第
の
事
（
左
脇
）

一
、
お
も
て
第
五
の
次
第
の
事
（
右
脇
）

一
、
有
構
無
構
の
お
し
へ
の
事

う

こ

う

む

こ

う

一
、
敵
を
打
つ
に
、
一

拍

子
の
打
の
事

ひ
と
つ
ひ
よ
う
し

う
ち

一
、
二
の
こ
し
の

拍

子
の
事

ひ
よ
う

し

一
、
無
念
無
相
の
打
と
い
ふ
事

む

ね
ん

む

そ
う

う
ち

一
、

流

水
の
打
と
い
ふ
事

り
ゆ
う
す
い

う
ち

一
、
縁
の
あ
た
り
と
い
ふ
事

え
ん

一
、
石
火
の
あ
た
り
と
い
ふ
事

せ
つ

か

一
、
紅
葉
の
打
と
い
ふ
事

も

み

じ

う
ち

一
、
太
刀
に
か
は
る
身
と
い
ふ
事

た

ち

み

一
、
打
つ
と
あ
た
る
と
い
ふ
事

う

一
、

秋
猴

の
身
と
い
ふ
事

し
ゆ
う
こ
う

み

一
、
漆
膠
の
身
と
い
ふ
事

し
つ
こ
う

み

一
、
た
け
く
ら
べ
と
い
ふ
事

一
、
ね
ば
り
を
か
く
る
と
い
ふ
事

一
、
身
の
あ
た
り
と
い
ふ
事

一
、
三
つ
の
う
け
の
事

一
、
お
も
て
を
さ
す
と
い
ふ
事

一
、
心
を
さ
す
と
い
ふ
事

む
ね

一
、
喝
咄
と
い
ふ
事

か
つ
と
つ

一
、
は
り
う
け
と
い
ふ
事

一
、
多
敵
の
く
ら
い
の
事

た

て
き

一
、
打
あ
い
の
利
の
事

う
ち

り
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一
、
一
つ
の
打
と
い
ふ
事

う
ち

一
、
直
通
の
く
ら
い
と
い
ふ
事

じ
き
つ
う

一
、「
水
の
巻
」
の
後
記

す
い

ま
き

あ
と
が
き

※

参
考
文
献
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「
五
輪
書
」（
宮
本
武
蔵
）

第
一
部
（
地
の
巻
）

ち
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序

五
輪
書

例
え
ば
、
宮
本
武
蔵
の
『
五
輪
書
』
と
い
う
の
は
、
世
界
的
に
も
非
常
に
有
名
な
「
本
」
で
あ
り
、
そ

ご
り
ん
の
し
よ

れ
ゆ
え
、
幾
つ
か
の
「
外
国
語
」
に
も
翻
訳
さ
れ
て
、
実
に
数
多
く
の
人
た
ち
に
よ
っ
て
読
ま
れ
て
い
る

い
く

か
と
思
う
が
、
し
か
し
、
そ
の
真
の
「
意
味
内
容
」
が
正
し
く
読
ま
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
ま
た
、
別

の
問
題
に
な
っ
て
来
る
の
だ
ろ
う
。
―
―
そ
れ
は
と
も
か
く
、
ま
ず
、
彼
自
身
は
、
い
わ
ゆ
る
「
自
分
の

半
生
」
を
振
り
返
っ
て
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、「
…
…
我
、
若

年
の
む
か
し
よ
り
兵
法
の
道
に
心
を
か
け
、
十
三
歳
に
し
て
初
而
勝
負
を
す
。
其

わ
れ

じ
や
く
ね
ん

へ
い
ほ
う

み
ち

は
じ
め
て
し
よ
う
ぶ

そ
の

あ
い
て
、
新
当
流
有
馬
喜
兵
衛
と
い
ふ
兵
法
者
に
打
勝
ち
、
十
六
歳
に
し
て
但
馬
国
秋
山
と
い
ふ
強
力

し
ん
と
う
り
ゆ
う

あ

り

ま

き

へ

え

へ
い
ほ
う
し
や

う
ち

か

た
じ
ま
の
く
に

ご
う
り
き

の
兵
法
者
に
打
勝
つ
。
廿
一
歳
に
し
て
都
へ
上
り
、
天
下
の
兵
法
者
に
あ
ひ
、
数
度
の
勝
負
を
け
つ
す
と

い
へ
ど
も
、
勝
利
を
得
ざ
る
と
い
ふ
事
な
し
。

其
後
国
々
所

々
に
至
り
、
諸
流

の
兵
法
者
に
行
合
ひ
、

く
に
ぐ
に
と
こ
ろ
ど
こ
ろ

し
よ
り
ゆ
う

ゆ
き

あ

六
十
余
程
迄
勝
負
す
と
い
へ
ど
も
、
一
度
も
其
利
を
う
し
な
は
ず
。
其
程
、
年
十
三
よ
り
廿
八
、
九
迄
の

ま
で

そ
の

り

そ
の
ほ
ど

事
也
…
…
」
と
あ
る
。

な
りこ

れ
は
、
ま
さ
に
『
事
実
』
（
つ
ま
り
「
彼
の
記
憶
」
）
を
そ
の
ま
ま
書
き
写
し
た
と
い
う
こ
と
だ
と

思
う
が
、
彼
は
、
子
供
の
頃
か
ら
、
す
で
に
「
兵
法
の
道
」
に
心
を
か
け
て
、
そ
し
て
、
十
三
歳
の
時
に
、

へ
い
ほ
う

み
ち

初
め
て
、
「
立
ち
会
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
、
「
…
…
廿
一
歳
に
し
て
都
へ
上
り
、
天
下

の
兵
法
者
に
あ
ひ
、
数
度
の
勝
負
を
け
つ
す
」
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
「
吉
岡
一
門
」
と
の
壮
絶
な
戦
い

の
こ
と
に
な
る
か
と
思
う
。
そ
し
て
、
有
名
な
佐
々
木
小
次
郎
と
の
「
巌
流
島
の
決
闘
」
と
い
う
の
は
、

彼
が
二
十
九
歳
の
時
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
に
す
で
に
「
六
十
余
程
迄
」
、
ま
さ
に
「
真
剣
勝
負
」
を
行

ま
で

な
っ
て
い
て
、
し
か
も
「
一
度
も
負
け
た
こ
と
が
な
か
っ
た
」
と
記
し
て
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
、
自

分
は
、
一
度
も
負
け
な
か
っ
た
の
か
？

そ
れ
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
「
…
…
我
、
三
十
を
越
へ
て
跡
を
お
も
ひ
み
る
に
、
兵
法
至
極
し
て
勝
つ
に
は
あ
ら
ず
。
を

み

そ

じ

あ
と

し

ご
く

の
づ
か
ら
道
の
器
用
有
り
て
、
天
理
を
離
れ
ざ
る
故
か
。
又
は
他
流
の
兵
法
、
不
足
な
る
所
に
や
…
」
と

て

ん

り

ゆ
え

た
り
ゆ
う

あ
る
。
つ
ま
り
、
「
兵
法
至
極
し
て
勝
つ
」
と
は
、
す
な
わ
ち
、
「
兵
法
を
極
め
て
い
た
か
ら
勝
っ
た
」

し

ご
く

の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
、
「
を
の
づ
か
ら
道
の
器
用
あ
り
」
て
、
つ
ま
り
、
「
道
の
器
用
」
と
は
、
「
剣
術

の
器
用
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
太
刀
（
刀
）
を
巧
み
に
使
い
こ
な
す
実
践
（
体
得
）
の
器
用
で
あ
っ
て
、

た

ち

「
兵
法
」（
知
識
）
な
ど
を
い
く
ら
極
め
た
と
こ
ろ
で
、
実
際
に
人
を
斬
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
自
然
と
「
天
理
」（
つ
ま
り
「
自
然
の
道
理
」）
に
適
っ
た
「
刀
の
使
い
方
」
や
「
身
の
動
き
」

な
ど
を
し
て
い
た
か
ら
か
？

そ
れ
と
も
、
「
他
流
の
兵
法
、
不
足
な
る
所
に
や
」
、
つ
ま
り
、
戦
っ
た

た
り
ゆ
う

相
手
の
兵
法
（
剣
術
）
が
、
た
ま
た
ま
「
力
不
足
」
（
弱
か
っ
た
）
か
ら
な
の
か
？

も
ち
ろ
ん
、
そ
う

い
う
こ
と
で
は
な
い
の
だ
、
と
、
む
し
ろ
、
は
っ
き
り
と
言
い
た
い
く
ら
い
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。

そ
し
て
、「
…
…
其
後
な
を
も
ふ
か
き
道
理
を
得
ん
と
、
朝
鍛
夕
錬
し
て
み
れ
ば
、
を
の
づ
か
ら
兵
法

ど

う

り

ち
よ
う
た
ん
せ
き
れ
ん

の
道
に
あ
ふ
事
、
我
五
十
歳
の
此
也
。
其
よ
り
似
来
は
、
尋
ね
入
る
べ
き
道
な
く
し
て
、
光
陰
を
送
る
。

こ
ろ

そ
れ

こ
の
か
た

た
ず

い

こ
う
い
ん

兵
法
の
利
に
ま
か
せ
て
、
諸
芸
、
諸
能
の
道
と
な
せ
ば
、
万
事
に
お
ゐ
て
、
我
に
師
匠
な
し
。
今
此
書
を

し
よ
げ
い

し
よ
の
う

し
し
よ
う

こ
の
し
よ

作
る
と
い
へ
ど
も
、
仏
法
、
儒
道
の
古
語
を
も
か
ら
ず
、
軍
記
・
軍
法
の
古
き
こ
と
を
も
も
ち
ひ
ず
、
此

ぶ
つ
ぽ
う

じ
ゆ
ど
う

一
流
の
見
た
て
、
実
の
心
を
顕
は
す
事
、
天
道
と
観
世
音
を
鏡
と
し
て
、
十
月
十
日
の
夜
寅
の
一
て
ん

い
ち
り
ゆ
う

ま
こ
と

あ
ら

か

ん

ぜ
お
ん

と
ら

（
午
前
四
時
頃
）
に
、
筆
を
と
つ
て
書
初
む
る
も
の
也
…
…
」
と
あ
る
。

か

き

そ

な
り

こ
れ
は
、
実
に
興
味
深
い
「
文
章
」
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
順
を
追
っ
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
ま

ず
、
「
…
…
其
後
な
を
も
ふ
か
き
道
理
を
得
ん
と
、
朝
鍛
夕
錬
し
て
み
る
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
体
、

ど

う

り

ち
よ
う
た
ん
せ
き
れ
ん

何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
と
問
え
ば
、
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
宮
本
武
蔵
自
身
、
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ま
だ
「
自
分
に
は
学
ぶ
べ
き
も
の
が
あ
る
」
と
感
じ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
も
っ
と
分
か

り
や
す
く
言
え
ば
、
自
分
は
、
ま
だ
「
山
の
頂
上
」
へ
は
真
に
到
達
し
て
い
な
い
と
い
う
自
覚
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
、「
ま
だ
先
が
あ
る
」
と
い
う
「
思
い
」
（
感
じ
）
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
二
十
年
後
、
彼
は
、

「
…
…
を
の
づ
か
ら
兵
法
の
道
に
あ
ふ
事
、
我
五
十
歳
の
此
也
…
…
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
兵
法
の
道

こ
ろ

に
あ
ふ
事
」
と
は
、
す
な
わ
ち
、
ま
さ
に
「
兵
法
の
奥
義
（
神
髄
）
を
体
得
（
会
得
）
し
た
」
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
実
に
驚
く
べ
き
「
言
葉
」
で
あ
り
、
な
ぜ
な
ら
、
例
え
ば
、
「
少
年
老
い
易
く
、

学
成
り
難
し
」
と
い
う
有
名
な
言
葉
が
あ
る
が
、
宮
本
武
蔵
自
身
、
そ
の
「
学
が
成
っ
た
」
と
言
っ
て
い

る
の
で
あ
り
、
終
に
「
山
の
頂
上
」
へ
と
、
う
そ
偽
り
な
く
、
真
に
到
達
し
た
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

―
―
例
え
ば
、
学
問
で
言
え
ば
、
若
い
時
か
ら
の
凄
ま
じ
い
ま
で
の
「
知
識
欲
」
が
何
十
年
と
続
い
て
い

た
が
、
そ
れ
が
、
突
然
、
ま
さ
に
「
ば
た
っ
と
止
ま
っ
て
し
ま
い
、
も
う
学
ぶ
べ
き
な
に
も
の
も
な
く
な

っ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
と
全
く
同
じ
よ
う
に
、
つ
ま
り
、
宮
本
武
蔵
自
身
、
若
い

時
か
ら
の
凄
ま
じ
い
ま
で
の
「
武
芸
の
修
行
」
を
何
十
年
と
続
け
て
き
た
が
、
そ
れ
が
、
突
然
、
ま
さ
に

「
ば
た
っ
と
止
ま
っ
て
し
ま
い
、
も
う
学
ぶ
べ
き
も
の
が
何
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
「
絶
対
的
証
拠
」
と
な
る
も
の
が
、
ま
さ
に
「
…
…
其
よ
り
似
来
は
、
尋
ね
入
る
べ
き
道
な

、
、
、
、
、

そ
れ

こ
の
か
た

た
ず

い

く
し
て
、
光
陰
を
送
る
」
と
い
う
、
こ
の
「
言
葉
」
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

、
、

こ
う
い
ん

そ
し
て
、
本
来
な
ら
ば
、
他
人
に
自
分
の
「
武
芸
（
剣
術
）
」
を
教
え
る
と
い
う
道
が
残
さ
れ
て
い
る

か
と
思
う
が
、
（
も
ち
ろ
ん
、
宮
本
武
蔵
自
身
、
そ
う
い
う
こ
と
も
そ
れ
な
り
に
行
な
っ
て
き
た
か
も
知

れ
な
い
が
）
、
そ
れ
と
と
も
に
、
「
…
…
兵
法
の
利
に
ま
か
せ
て
、
諸
芸
、
諸
能
の
道
と
な
せ
ば
、
万
事

し
よ
げ
い

し
よ
の
う

に
お
ゐ
て
、
我
に
師
匠
な
し
」
と
い
う
言
葉
へ
と
連
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
宮
本
武
蔵
自
身

し
し
よ
う

は
、
若
い
時
か
ら
の
、
ま
さ
に
凄
ま
じ
い
ま
で
の
「
武
芸
探
究
」
一
筋
に
生
き
て
き
た
人
で
あ
っ
た
が
、

五
十
歳
の
頃
、
ま
さ
に
「
兵
法
の
奥
義
（
神
髄
）
を
体
得
（
会
得
）
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
ま
で
何

十
年
と
続
い
た
そ
の
「
武
芸
探
究
欲
」
が
、
ま
さ
に
ば
た
っ
と
止
ま
っ
て
し
ま
い
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
、

一
方
で
は
、
他
人
に
「
武
芸
（
剣
術
）
」
を
教
え
る
と
い
う
道
と
、
も
う
一
方
で
は
、
そ
の
何
十
年
と
続

い
た
「
武
芸
探
究
欲
」（
武
芸
全
般
の
「
諸
芸
、
諸
能
」
探
究
欲
）
に
代
わ
っ
て
、
い
わ
ば
「
小
芸
」（
つ

し
よ
げ
い

し
よ
の
う

ま
り
「
連
歌
、
茶
、
書
画
、
細
工
《
彫
刻
》
、
そ
の
他
」
）
な
ど
を
積
極
的
に
行
な
う
と
い
う
道
も
開
け

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
以
前
か
ら
様
々
な
こ
と
に
「
興
味
や
関
心
」
は
持
っ
て
い
て
、

実
際
に
「
絵
や
書
そ
の
他
」
な
ど
も
行
な
っ
て
は
い
た
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
宮
本
武
蔵
自
身
、
何
よ
り

も
「
武
芸
探
究
」
第
一
の
人
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
を
何
よ
り
も
「
最
優
先
」
さ
せ
て
い
た
の
で
、

本
格
的
に
行
な
う
の
は
、
恐
ら
く
、
多
く
は
「
そ
れ
」
以
降
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。

、
、

さ
て
、
「
…
…
兵
法
の
利
に
ま
か
せ
て
、
諸
芸
、
諸
能
の
道
と
な
せ
ば
、
万
事
に
お
ゐ
て
、
我
に
師
匠

し
よ
げ
い

し
よ
の
う

し
し
よ
う

な
し
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
非
常
に
有
名
な
文
章
（
言
葉
）
で
あ
る
が
、
そ
の
「
意
味
合
い
」
は
、
ま
ず
、

「
…
…
我
、
若

年
の
む
か
し
よ
り
兵
法
の
道
に
心
を
か
け
、
十
三
歳
に
し
て
初
而
勝
負
を
す
。（
中
略
）
、

わ
れ

じ
や
く
ね
ん

へ
い
ほ
う

み
ち

は
じ
め
て
し
よ
う
ぶ

其
後
国
々
所

々
に
至
り
、
諸
流

の
兵
法
者
に
行
合
ひ
、
六
十
余
程
迄
勝
負
す
と
い
へ
ど
も
、
一
度
も
其
利

く
に
ぐ
に
と
こ
ろ
ど
こ
ろ

し
よ
り
ゆ
う

ゆ
き

あ

ま
で

そ
の

り

を
う
し
な
は
ず
。
其
程
、
年
十
三
よ
り
廿
八
、
九
迄
の
事
也
…
…
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
宮
本
武
蔵
は
、

そ
の
ほ
ど

な
り

も
う
子
供
の
頃
か
ら
兵
法
の
道
に
心
を
か
け
、
そ
し
て
、
「
火
の
巻
」
の
序
の
中
で
も
、
「
…
…
我
が
兵

、
、
、

か

ま
き

法
に
お
い
て
は
、
数
度
（
六
十
余
度
迄
）
の
勝
負
（
真
剣
勝
負
）
に
一
命
を
か
け
て
打
合
い
、
そ
し
て
、

、

ま
で

う
ち

あ

「
生
死
二
つ
の
利
を
わ
け
」（
こ
れ
は
「
何
が
生
死
を
分
か
つ
利
か
」）
を
実
践
で
学
び
、
ま
た
、「
刀
の

か
た
な

道
」
（
そ
れ
は
「
太
刀
の
道
筋
」
）
を
も
（
実
践
で
）
覚
え
、
ま
た
、
敵
の
打
つ
太
刀
の
「
強
弱
」
を
も

た

ち

み
ち
す
じ

た

ち

（
実
践
で
）
知
り
、
ま
た
、
刀
の
「
刃
棟
の
道
」
（
そ
れ
は
「
刃
棟
の
使
用
法
」
）
を
も
（
実
践
で
）
わ

は

む
ね

は

む
ね

き
ま
え
、
そ
し
て
、
敵
を
打
果
す
た
め
の
鍛
錬
を
（
日
々
）
徹
底
的
に
行
な
っ
て
き
た
」
の
で
あ
る
。
そ

う
ち
は
た

た
ん
れ
ん
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の
よ
う
に
、
わ
が
兵
法
（
武
芸
）
の
利
（
勝
ち
）
に
ま
か
せ
て
、
「
諸
芸
、
諸
能
」
（
例
え
ば
「
剣
術
を

し
よ
げ
い

し
よ
の
う

は
じ
め
、
弓
、
槍
、
長
刀
、
そ
の
他
）
な
ど
を
実
践
で
習
得
（
体
得
）
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、

や
り

な
ぎ
な
た

誰
々
に
師
事
し
て
教
わ
っ
た
と
か
何
々
道
場
で
剣
術
を
習
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く
、
す
べ
て

数
多
く
の
「
実
践
の
戦
い
」
の
中
で
直
接
わ
が
身
を
以
て
勝
利
を
習
得
（
体
得
）
し
て
来
た
の
で
あ
り
、

か
つ

り

ま
た
、
様
々
な
「
学
問
」
や
「
小
芸
」
（
例
え
ば
「
連
歌
、
茶
、
書
画
、
細
工
《
彫
刻
》
、
そ
の
他
」
）
な

ど
を
も
含
め
て
、
ま
さ
に
「
…
…
万
事
に
お
ゐ
て
、
我
に
師
匠
な
し
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

、
、

し

し
よ
う

そ
れ
は
、「
小
倉
碑
文
」
の
中
に
も
、「
…
…
旃
（
剣
術
）
に
加
へ
て
、
礼
、
楽
（
音
楽
）
、
射
（
弓
術
）
、

こ

く
ら

こ
れ

御
（
馬
車
を
御
す
る
）
、
書
（
文
学
）
、
数
（
算
術
）
の
文
に
通
ぜ
ざ
る
無
し
。
況
や
小
芸
巧
業
を
や
。

殆
ど
為
し
て
為
さ
ざ
る
無
き
者
か
」
（
ほ
と
ん
ど
何
で
も
こ
な
し
た
）
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
宮
本
武
蔵
と

い
う
人
は
、
ま
さ
に
「
文
武
二
道
」
に
優
れ
て
い
た
と
と
も
に
、
そ
れ
に
加
え
て
、
「
小
芸
」
（
連
歌
、

茶
、
書
画
、
細
工
《
彫
刻
》
、
そ
の
他
）
な
ど
も
行
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
今
、

書
い
て
い
る
「
こ
の
書
物
」
（
『
五
輪
書
』
）
に
し
て
も
、
ま
さ
に
如
何
な
る
「
書
物
」
（
「
他
人
の
考
え
や

や
り
方
」）
な
ど
に
は
頼
ら
ず
、
自
分
の
「
此
一
流
（
わ
が
兵
法
）
の
見
た
て
」
の
み
に
よ
っ
て
、
「
実

い
ち
り
ゆ
う

ま
こ
と

の
心
を
顕
は
す
事
」
、
つ
ま
り
、
「
自
分
が
心
の
底
か
ら
そ
う
思
っ
て
い
る
こ
と
を
、
う
そ
偽
り
な
く
、

あ
ら

そ
の
ま
ま
書
き
記
す
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
…
…
時
に
寛
永
二
十
年
（
一
六
四
三
年
）
十

月
上
旬
の
此
、

か
ん
え
い

か
ん
な
づ
き

こ
ろ

九
州
肥
後
の
地
岩
戸
山
に
上
り
、
天
を
拝
し
、
観
音
を
礼
し
、
仏
前
に
む
か
ひ
、
生
国

播
磨
の
武
士

ひ

ご

い
わ
と
の
や
ま

か
ん
の
ん

ら
い

し
よ
う
ご
く

は

り

ま

ぶ

し

新
免
武
蔵
守
藤
原
の
玄
信
、
年
つ
も
つ
て
六
十
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
年
積
も
っ
て
六
十
歳
の
時
で
あ
っ

し
ん
め
ん
む
さ
し
の
か
み
ふ
じ
わ
ら

げ
ん
し
ん

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

＊

＊
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地
之
巻

ち

の

ま
き

は
じ
め
に

宮
本
武
蔵
と
い
う
人
は
、
行
く
と
こ
ろ
ま
で
行
っ
た
人
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
ま
さ
に
「
兵
法
（
剣
術
）

の
神
髄
を
真
に
体
得
（
会
得
）
し
た
人
」
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
真
に
体
得
し
た
「
兵
法
（
剣
術
）

の
神
髄
」
を
、
ま
さ
に
『
五
輪
書
』
（
つ
ま
り
「
地
水
火
風
空
之
五
巻
」
）
の
中
に
書
き
顕
し
た
と
い
う

ち

す
い

か

ふ
う
く
う

あ
ら
わ

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
そ
れ
ら
の
「
五
巻
」
に
つ
い
て
、
順
を
追
っ
て
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。

一
、
夫
兵
法
と
い
ふ
事

そ
れ
へ
い
ほ
う

ま
ず
、
最
初
の
本
文
は
、「
…
…
夫
兵
法
と
い
ふ
事
、
武
家
の
法
な
り
。
将

た
る
も
の
は
、
と
り
わ
け
此
法

そ
れ
へ
い
ほ
う

ぶ

け

し
よ
う

こ
の
ほ
う

を
お
こ
な
ひ
、
卒
た
る
も
の
も
、
此
道
を
知
る
べ
き
事
也
。
今
世
の
中
に
、
兵
法
の
道

慥

に
わ
き
ま
へ

そ
つ

こ
の
み
ち

た
し
か

た
る
と
い
ふ
武
士
な
し
。
先
づ
、
道
を
顕
は
し
て
有
る
は
、
仏
法
と
し
て
人
を
た
す
く
る
道
、
又
儒
道
と

ぶ

し

ま

あ
ら

ぶ
つ
ぽ
う

じ
ゆ
ど
う

し
て
文
の
道
を
糾
し
、
医
者
と
い
ひ
て
諸
病
を
治
す
る
道
、

或

は
歌
道
者
と
て
和
歌
の
道
を
お
し
へ
、

ふ
み

た
だ

ち

あ
る
い

か

ど
う
し
や

或
は
数
寄
者
・
弓

法

者
、
其
外
諸
芸
・
諸
能
ま
で
も
、
思
ひ
〳
〵
に
稽
古
し
、
心
〳
〵
に
す
く
も
の
也
。

す

き

し
や

き
ゆ
う
ほ
う
し
や

そ
の
ほ
か

な
り

兵
法
の
道
に
は
す
く
人
ま
れ
也
。
先
づ
、
武
士
は
文
武
二
道
と
い
ひ
て
、
二
つ
の
道
を

嗜

む
事
、
是
道

ま

ぶ
ん

ぶ

に

ど

う

た
し
な

こ
れ

也
。
縦
ひ
此
道
ぶ
き
よ
う
な
り
と
も
、
武
士
た
る
も
の
は
、
お
の
れ
〳
〵
が
分
際
程
は
、
兵
の
法
を
ば
つ、

た
と

ぶ
ん
ざ
い
ほ
ど

と
む
べ
き
事
な
り
。
大
形
武
士
の
思
ふ
心
を
は
か
る
に
、
武
士
は
只
死
ぬ
る
と
い
ふ
道
を

嗜

む
事
と
覚

、
、

お
お
か
た

た
だ

た
し
な

お
ぼ

ゆ
る
ほ
ど
の
儀
也
。
死
す
る
道
に
お
ゐ
て
は
、
武
士

斗

に
か
ぎ
ら
ず
、
出
家
に
て
も
、
女
に
て
も
、
百

ぎ

ば
か
り

し
ゆ
つ
け

姓
已
下
に
至
る
迄
、
義
理
を
し
り
、
恥
を
お
も
ひ
、
死
す
る
所
を
思
ひ
き
る
事
は
、
其
差
別
な
き
も
の
也
。

い

か

ま
で

ぎ

り

は
じ

し
や
べ
つ

武
士
の
兵
法
を
お
こ
な
ふ
道
は
、
何
事
に
お
ゐ
て
も
人
に
す
ぐ
る
ゝ
所
を
本
と
し
、

或

は
一
身
の
切
合

も
と

あ
る
い

き
り
あ
い

に
か
ち
、
或
は
数
人
の

戦

に
勝
ち
、
主
君
の
為
、
我
身
の
為
、
名
を
あ
げ
身
を
た
て
ん
と
思
ふ
。
是
、

た
た
か
い

し
ゆ
く
ん

た
め

わ

が

み

こ
れ

兵
法
の
徳
を
も
つ
て
な
り
。
又
世
の
中
に
、
兵
法
の
道
を
な
ら
ひ
て
も
、

実

の
時
の
役
に
は
た
つ
ま
じ

と
く

ま
こ
と

き
と
お
も
ふ
心
あ
る
べ
し
。
其
儀
に
お
ゐ
て
は
、
何
時
に
て
も
、
役
に
た
つ
や
う
に
稽
古
し
、
万
事
に
至

い

つ

り
、
役
に
た
つ
や
う
に
お
し
ゆ
る
事
、
是
兵
法
の

実

の
道
也
」
と
あ
る
。（
「
原
文
」）

こ
れ

ま
こ
と

＊

＊

ま
ず
、
言
葉
の
問
題
で
あ
る
が
、「
…
…
夫
兵
法
と
い
ふ
事
、
武
家
の
法
な
り
」
と
あ
る
。
こ
の
「
法
」

そ
れ
へ
い
ほ
う

ぶ

け

と
い
う
の
は
、
い
わ
ば
「
当
然
そ
う
す
べ
き
決
ま
り
事
」
で
あ
り
、
例
え
ば
、
「
武
家
」
（
武
家
の
子
）

と
し
て
生
ま
れ
た
な
ら
ば
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
兵
法
は
、
「
…
…
日
々
そ
れ
頭
で
学
び
、
日
々
鍛
練

、

し
て
体
で
覚
え
る
（
体
得
す
べ
き
）
も
の
」
で
あ
る
。
ま
た
、「

将

」
と
は
、「
隊
を
指
揮
す
る
者
」（
つ

、

し
よ
う

ま
り
「
武
将
」）
で
あ
る
が
、

将

た
る
も
の
は
、
と
り
わ
け
此
法
を
積
極
的
に
身
を
以
て
習
得
を
し
、
ま

し
よ
う

こ
の
ほ
う

た
、「
卒
」
と
は
、「
士
卒
」（
つ
ま
り
「
兵
卒
」）
で
あ
り
、
卒
た
る
も
の
も
、
此
道
を
知
る
べ
き
事
（
つ

そ
つ

し

そ
つ

へ
い
そ
つ

そ
つ

こ
の
み
ち

ま
り
「
し
っ
か
り
学
ん
で
知
っ
て
お
く
べ
き
こ
と
」
）
で
あ
る
。
そ
し
て
、
今
の
世
の
中
に
、
兵
法
の
道

慥
た
し
か

に
わ
き
ま
へ
た
る
（
つ
ま
り
「
真
に
体
得
し
て
い
る
」
）
と
い
う
武
士
な
ど
、
一
人
も
い
な
い
。
ま
ず
、

、
、

ぶ

し

道
と
し
て
有
る
の
は
、
例
え
ば
、
「
…
…
仏
法
は
、
人
を
助
け
る
道
、
儒
道
は
、
文
（
学
芸
）
の
道
を
た

ぶ
つ
ぽ
う

じ
ゆ
ど
う

ふ
み

だ
し
、
医
者
は
、
諸
病
を
治
す
道
、
歌
道
者
は
、
和
歌
の
道
を
教
え
、
ま
た
、
数
寄
者
（
茶
人
）
、
弓
法
者

、

か

ど
う
し
や

す

き

し
や

き
ゆ
う
ほ
う
し
や

そ
の
他
の
『
諸
芸
・
諸
能
』
ま
で
も
、
思
ひ
思
ひ
に
稽
古
し
、
心
々
に
好
く
（
好
む
）
も
の
也
。
兵
法
の

す

な
り

道
に
は
好
く
（
好
む
）
も
の
ま
れ
也
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
体
、
ど
う
い
う
「
意
味
合
い
」
を
含
む
も

す

の
か
と
問
え
ば
、
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
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例
え
ば
、
学
校
の
勉
強
な
ど
で
も
、
い
や
い
や
、
或
い
は
仕
方
な
く
勉
強
し
て
い
る
よ
う
な
「
精
神
状

態
」
で
は
、
い
く
ら
「
勉
強
」
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
「
勉
強
」
は
、
少
し
も
身
に
つ
か
な
い
も
の
で
あ

る
。
何
よ
り
も
大
事
な
こ
と
は
、
ま
さ
に
「
好
く
こ
と
」
（
つ
ま
り
「
好
き
に
な
る
」
）
こ
と
で
あ
り
、

す

そ
し
て
、
勉
強
が
好
き
に
な
っ
て
、
初
め
て
、
勉
強
が
面
白
い
、
楽
し
い
、
そ
し
て
、
学
ぶ
こ
と
の
「
喜

び
」
や
、
ま
た
、
上
達
す
る
こ
と
の
「
喜
び
」
な
ど
を
知
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
「
兵
法
」
（
武
芸
）
、
そ
の
他
、
す
べ
て
の
こ
と
に
お
い
て
同
じ
こ
と
で
あ
り
、
い
や
い
や
、

或
い
は
仕
方
な
く
「
学
ん
で
い
る
」
よ
う
な
「
精
神
状
態
」
で
は
、
い
く
ら
「
学
ん
だ
」
と
こ
ろ
で
、
そ

の
「
学
ん
で
い
る
」
こ
と
は
、
少
し
も
身
に
つ
か
な
い
も
の
で
あ
る
。
何
よ
り
も
大
事
な
こ
と
は
、
ま
さ

に
「
好
く
こ
と
」
（
つ
ま
り
「
好
き
に
な
る
」
）
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
「
学
ぶ
こ
と
」
が
好

す

き
に
な
っ
て
、
初
め
て
、
そ
れ
を
「
学
ぶ
こ
と
」
が
面
白
い
、
楽
し
い
、
そ
し
て
、
学
ぶ
こ
と
の
「
喜
び
」

や
、
上
達
す
る
こ
と
の
「
喜
び
」
を
真
に
知
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を

長
年
積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
、
真
の
「
上
達
者
」
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

＊

＊

さ
て
、
冒
頭
の
「
本
文
」
（
文
章
）
に
は
、
当
時
の
人
た
ち
の
「
考
え
方
」
が
は
っ
き
り
と
見
て
取
れ

る
か
と
思
う
が
、
そ
れ
は
、
ま
ず
、「
…
…
今
世
の
中
に
、
兵
法
の
道

慥

に
わ
き
ま
へ
た
る
と
い
ふ
武
士

い
ま

た
し
か

ぶ

し

な
し
」
と
あ
る
。
そ
し
て
、「
…
…
大
形
武
士
の
思
ふ
心
を
は
か
る
に
、
武
士
は
只
死
ぬ
る
と
い
ふ
道
を

嗜

お
お
か
た

た
だ

た
し
な

む
事
と
覚
ゆ
る
ほ
ど
の
儀
也
」
と
も
あ
る
。
―
―
つ
ま
り
、
今
の
世
の
中
に
、
兵
法
の
道
を
確
か
に
わ
き

お
ぼ

ぎ

ま
え
る
（
つ
ま
り
「
真
に
体
得
し
て
い
る
」
）
武
士
な
ど
、
一
人
も
い
な
い
。
そ
し
て
、
大
方
の
武
士
の

、
、

「
心
根
」
を
推
し
量
る
に
、
た
だ
「
武
士
は
死
ぬ
こ
と
を
心
得
る
程
度
の
こ
と
」
し
か
考
え
て
い
な
い
と
、

こ
こ
ろ
ね

は
か

宮
本
武
蔵
は
、
不
満
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
た
だ
「
死
ぬ
覚
悟
」
だ
け
な
ら
ば
、
出
家
に

し
ゆ
つ
け

て
も
、
女
に
て
も
、
百
姓
已
下
に
至
る
迄
、
義
理
を
し
り
、
恥
を
お
も
ひ
、
死
す
る
所
を
思
ひ
き
る
事
に
、

い

か

ま
で

ぎ

り

は
じ

そ
の
「
差
別
」
（
違
い
）
な
ど
な
い
と
言
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
武
士
と
は
何
か
、
と
問
え
ば
、
そ
れ

は
、
ま
ず
、「
…
…
武
士
は
文
武
二
道
と
い
ひ
て
、
二
つ
の
道
を

嗜

む
事
、
是
道
也
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、

ぶ
ん

ぶ

に

ど

う

た
し
な

こ
れ

武
士
は
、
文
武
両
方
と
も
し
っ
か
り
学
び
、
そ
れ
を
確
か
に
身
に
つ
け
る
こ
と
こ
そ
、
何
よ
り
大
事
な
こ

と
で
あ
り
、
た
と
え
「
不
器
用
」
（
苦
手
）
だ
と
し
て
も
、
自
分
の
「
分
際
程
」
（
つ
ま
り
「
自
分
の
身

ぶ
ん
ざ
い
ほ
ど

分
地
位
程
度
」
）
は
、
武
士
た
る
も
の
は
、
し
っ
か
り
と
身
に
つ
け
る
努
力
は
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、

武
士
は
、
何
事
に
お
い
て
も
、
人
よ
り
す
ぐ
れ
（
勝
っ
て
）
い
る
こ
と
を
本
（
根
本
）
と
し
て
、
「
…
…

ま
さ

も
と

時
に
は
一
身
の
切
合
に
か
ち
、
時
に
は
数
人
の

戦

に
勝
ち
、
主
君
の
為
、
我
身
の
為
、
名
を
あ
げ
身
を

き
り
あ
い

た
た
か
い

し
ゆ
く
ん

た
め

わ

が

み

た
て
ん
と
思
ふ
」
こ
と
。
そ
う
い
う
こ
と
が
で
き
得
る
の
も
、
ま
さ
に
「
兵
法
を
心
得
て
い
る
」
か
ら
で

、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、

あ
り
、
そ
れ
が
、
ま
さ
に
兵
法
の
「
徳
」（
つ
ま
り
「
兵
法
が
も
た
ら
す
恩
恵
」）
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

、
、

、

、
、

そ
し
て
、
も
う
一
つ
は
、「
…
…
世
の
中
に
、
兵
法
の
道
を
な
ら
ひ
て
も
、

実

の
時
の
役
に
は
た
つ
ま

ま
こ
と

じ
き
と
お
も
ふ
心
あ
る
べ
し
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
例
え
ば
、
「
…
…
学
校
の
勉
強
な
ど
い
く
ら
学
ん
だ

と
こ
ろ
で
、
現
実
の
社
会
（
世
の
中
）
で
は
何
の
役
に
も
立
た
な
い
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う
の
に
近
い
も

の
が
あ
り
、
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
戦
国
乱
世
」
の
よ
う
な
時
代
で
あ
れ
ば
、
誰
で
も
、
何
よ
り
も
最
優

先
さ
せ
て
「
兵
法
」
（
武
芸
）
を
真
剣
に
学
ぼ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
一
方
、
天
下
太
平
の
「
世
の

中
」
へ
と
推
移
し
て
い
く
な
か
で
、
「
兵
法
の
道
」
（
つ
ま
り
「
武
芸
」
な
ど
）
を
い
く
ら
真
剣
に
学
ん

で
み
た
と
こ
ろ
で
、
こ
の
天
下
太
平
の
「
世
の
中
」
で
実
際
に
ど
れ
だ
け
役
に
立
つ
と
い
う
の
だ
と
い
う

気
持
ち
で
あ
り
、
そ
う
い
う
気
持
ち
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
「
兵
法
」
（
武
芸
）
と
い
う
も
の
を
真
剣
に
学
ぼ

う
と
す
る
人
た
ち
も
、
次
第
に
少
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば
、
本
文
の
中
の
「
…
…
兵
法
の
道
に
は
す
く
人
ま
れ
也
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
若
し
も
「
戦
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国
乱
世
」
の
よ
う
な
世
の
中
で
あ
れ
ば
、
誰
で
も
真
っ
先
に
「
兵
法
を
好
く
（
好
む
）
人
」
（
つ
ま
り
真

す

剣
に
学
ぼ
う
と
す
る
人
）
も
多
く
な
る
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
今
の
よ
う
な
「
天
下
太
平
」
の
世
の
中
で

は
、
い
わ
ゆ
る
「
兵
法
を
好
く
（
好
む
）
人
」
（
つ
ま
り
本
気
で
学
ぼ
う
と
す
る
人
）
な
ど
は
、
ま
れ
に

す

な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
宮
本
武
蔵
は
、
そ
う
で
は
な
く
、
た
と
え
「
天
下
太

平
」
の
世
の
中
に
な
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
「
…
…
何
時
に
て
も
、
役
に
た
つ
や
う
に
稽
古
し
、
万
事
に
至

い

つ

り
、
役
に
た
つ
や
う
に
お
し
ゆ
る
事
、
是
兵
法
の

実

の
道
也
」
と
あ
る
。
―
―
つ
ま
り
、
世
の
中
が
ど

こ
れ

ま
こ
と

の
よ
う
に
「
変
化
・
変
貌
」
し
よ
う
と
も
、
そ
う
い
う
こ
と
に
は
あ
ま
り
と
ら
わ
れ
ず
、
「
兵
法
」
（
武

芸
）
と
い
う
も
の
を
、
真
に
「
生
か
す
道
」
は
い
く
ら
で
も
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
役
に
立
つ
よ

う
に
稽
古
を
し
、
ま
た
、
役
に
立
つ
よ
う
に
人
に
教
え
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
、
ま
さ
に
「
兵
法
の

実

の

ま
こ
と

道
」
で
あ
る
と
、
宮
本
武
蔵
は
、
そ
う
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
、
兵
法
の
道
と
い
ふ
事

へ
い
ほ
う

み
ち

次
は
、「
兵
法
の
道
と
い
ふ
事
」
と
い
う
項
目
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、「
…
…
漢
土
・
和
朝
ま
で
も
、
此
道

へ
い
ほ
う

み
ち

か
ん

ど

わ
ち
よ
う

こ
の
み
ち

を
お
こ
な
ふ
者
を
、
兵
法
の
達
者
と
い
ひ
伝
へ
た
り
。
武
士
と
し
て
此
法
を
学
ば
ず
と
い
ふ
事
あ
る
べ
か

へ
い
ほ
う

た
つ
し
や

ぶ

し

ら
ず
。
近
代
、
兵
法
者
と
い
ひ
て
世
を
渡
る
も
の
、
是
は
剣

術

一
通

の
事
也
。
常
陸
国
鹿
島
・
香
取
の

へ
い
ほ
う
し
や

こ
れ

け
ん
じ
ゆ
つ
ひ
と
と
お
り

な
り

ひ
た
ち
の
く
に

か

し
ま

か
ん
と
り

社
人
共
、
明
神

の
伝
へ
と
し
て

流
々

を
た
て
ゝ
、
国
々
を
廻
り
、
人
に
つ
た
ゆ
る
事
、
ち
か
き
此
の
義

ど
も

み
よ
う
じ
ん

り
ゆ
う
り
ゆ
う

め
ぐ

こ
ろ

ぎ

也
。
古
し
へ
よ
り
、
十
能
・
七
芸
と
有
る
う
ち
に
、
利
方
と
い
ひ
て
、
芸
に
わ
た
る
と
い
へ
ど
も
、
利
方

い
に

り

か
た

と
云
出
す
よ
り
、
剣
術
一
通
に
か
ぎ
る
べ
か
ら
ず
。
剣
術
一
ぺ
ん
の
利
ま
で
に
て
は
、
剣
術
も
し
り
が
た

い
い
い
だ

し
。
勿
論
、
兵
の
法
に
は
叶
ふ
べ
か
ら
ず
。

も
ち
ろ
ん

か
な

世
の
中
を
み
る
に
、
諸
芸
を
う
り
物
に
し
た
て
、
我
身
を
う
り
物
の
や
う
に
思
ひ
、
諸
道
具
に
つ
け
て

わ
が

み

も
、
う
り
物
に
こ
し
ら
ゆ
る
心
、
花
実
の
二
つ
に
し
て
、
花
よ
り
も
み
の
す
く
な
き
所
な
り
。
と
り
わ
き

か

じ
つ

此
兵
法
の
道
に
、
色
を
か
ざ
り
、
花
を
さ
か
せ
て
、
術
と
て
ら
ひ
、

或

は
一
道
場
、
或
は
二
道
場
な
ど

あ
る
い

い
ひ
て
、
此
道
を
お
し
へ
、
此
道
を
習
ひ
て
、
利
を
得
ん
と
お
も
ふ
事
、
誰
か
い
ふ
、
『
な
ま
兵
法
大
疵

た
れ

へ
い
ほ
う
お
お
き
ず

の
も
と
』、
ま
こ
と
な
る
べ
し
」
と
あ
る
。（
「
原
文
」
前
半
部
分
）

＊

＊

ま
ず
、
漢
土
（
中
国
）
和
朝
（
日
本
）
ま
で
も
、
此
道
（
兵
法
の
道
）
を
真
に
習
得
し
、
行
な
う
人
た

か
ん

ど

わ
ち
よ
う

こ
の
み
ち

ち
を
、
い
わ
ゆ
る
「
兵
法
の
達
者
」
（
い
わ
ば
「
兵
法
の
達
人
」
）
と
云
い
伝
え
て
来
た
。
そ
し
て
、
武

へ
い
ほ
う

た
つ
し
や

士
と
し
て
、
こ
の
「
法
」（
兵
法
）
を
学
ば
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

最
近
、
兵
法
者
と
（
自
ら
）
称
し
て
「
世
を
渡
る
」
も
の
、
そ
れ
は
、「

剣
術

一
通

」（
真
の
兵
法
者

へ
い
ほ
う
し
や

け
ん
じ
ゆ
つ
ひ
と
と
お
り

な
ど
で
は
な
く
、
そ
れ
は
剣
術
だ
け
の
人
）
で
あ
る
。
例
え
ば
、
常
陸
国
（
茨
城
県
）
の
「
鹿
島
・
香
取

ひ
た
ち
の
く
に

か

し
ま

か
ん
と
り

の
社
人
共
」
（
そ
れ
は
「
鹿
島
神
社
や
香
取
神
社
の
神
人
た
ち
」
）
が
、
ま
さ
に
「

明
神

」
（
神
）
か
ら

ど
も

か

し
ま

か

と
り

し
ん
じ
ん

み
よ
う
じ
ん

の
「
伝
え
」
（
い
わ
ば
「
直
伝
」
）
だ
と
称
し
て
、
様
々
な
「
流
派
」
を
立
て
て
、
国
々
（
諸
国
）
を
巡

じ
き
で
ん

っ
て
、（
例
え
ば
、
塚
原
卜
伝
、
そ
の
他
）、
人
に
「
剣
術
」
な
ど
を
教
え
伝
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

つ
か
は
ら

そ
れ
は
、
ま
だ
最
近
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
昔
か
ら
、
「
十
能
・
七
芸
」
と
実
に
「
様
々
な
武
芸
」

、
、
、
、
、

が
あ
る
中
で
も
、
剣
術
は
、
ま
さ
に
「
利
方
」
（
有
益
・
役
に
立
つ
）
と
言
っ
て
、
（
例
え
ば
、
塚
原
卜

、
、

り

か
た

伝
の
よ
う
に
）、
ま
さ
に
（
剣
術
）
の
「
芸
」
で
世
渡
り
を
し
て
い
る
が
、（
ほ
う
と
う
に
）「
利
方
」（
有

り

か
た

益
・
役
に
立
つ
）
と
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
「
剣
術

一
通

」
（
剣
術
だ
け
を
学
び
、
ほ
か
の
武
芸
は
学
ば
な

ひ
と
と
お
り

い
）
な
ど
と
限
る
べ
き
で
は
な
く
、
な
ぜ
な
ら
、
「
剣
術
一
ぺ
ん
」
（
そ
れ
は
「
剣
術
一
辺
倒
」
）
だ
け
を

か
ぎ

学
ん
で
得
ら
れ
る
「
利
」
（
利
点
）
だ
け
で
は
、
（
そ
も
そ
も
）
「
剣
術
」
の
何
た
る
か
も
知
り
が
た
く
、
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ま
し
て
や
真
の
「
兵
法
」
に
叶
う
は
ず
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
―
―
つ
ま
り
、「
剣
術
」
だ
け
で
は
な
く
、
他

か
な

ほ
か

の
「
武
芸
」（
例
え
ば
、
弓
、
槍
、
馬
術
、
長
刀
、
そ
の
他
）
な
ど
も
真
に
「
習
得
」（
身
を
以
て
学
ぶ
）

や
り

な
ぎ
な
た

こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
初
め
て
「
剣
術
」
の
何
た
る
か
も
は
っ
き
り
と
分
か
る
よ
う
に
な
る
と
共
に
、
ま

さ
に
真
の
「
兵
法
」
（
或
い
は
「
兵
法
者
」）
と
も
呼
べ
る
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
。

＊

＊

つ
ま
り
、
宮
本
武
蔵
が
こ
こ
で
特
に
言
い
た
い
こ
と
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
野
球

の
「
監
督
」
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
野
球
全
般
に
渡
っ
て
、
実
に
事
細
か
な
実
に
細
部
の
所
ま
で
す
べ
て

熟
知
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
大
工
の
「
統
領
」
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
こ
れ
建
築
全
般
に
渡
っ
て
、

実
に
事
細
か
な
実
に
細
部
の
所
ま
で
す
べ
て
熟
知
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
野
球
の

「
監
督
」
が
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
、
そ
の
「
総
合
的
専
門
知
識
や
技
術
」
と
、
一
選
手
が
持
ち
合
わ
せ
て

い
る
、
そ
の
「
部
分
的
専
門
知
識
や
技
術
」
と
で
は
、
全
く
違
う
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
建
築
の
「
統
領
」

が
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
、
そ
の
「
総
合
的
専
門
知
識
や
技
術
」
と
、
一
大
工
が
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
、
そ

の
「
部
分
的
専
門
知
識
や
技
術
」
と
で
は
、
全
く
違
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
野
球
の
「
監
督
」
や
建

築
の
「
統
領
」
な
ど
が
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
、
そ
の
「
総
合
的
専
門
知
識
や
技
術
」
こ
そ
は
、
ま
さ
に
真

の
「
兵
法
」
の
「
智
慧
」
と
も
言
え
る
も
の
で
あ
り
、
一
方
、
一
選
手
や
一
大
工
が
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
、

ち

え

そ
の
「
部
分
的
専
門
知
識
や
技
術
」
だ
け
で
は
、
真
の
「
兵
法
」
の
「
智
慧
」
な
ど
と
は
、
と
て
も
言
え

ち

え

な
い
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
宮
本
武
蔵
は
、
「
剣
術
」
だ
け
の
専
門
的
な
「
知
識
や
技
術
」
な
ど

を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
だ
け
で
、
自
ら
「
兵
法
者
」
な
ど
と
名
乗
っ
て
い
る
の
は
、
明
ら
か
に
お
か
し
い

、
、
、

と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

＊

＊

そ
し
て
、
世
の
中
を
見
て
み
る
と
、
諸
芸
を
売
り
物
に
仕
立
て
て
、
我
が
身
も
売
り
物
の
よ
う
に
思
い

な
し
て
、
こ
の
世
の
様
々
な
「
道
具
」
な
ど
に
つ
い
て
も
、（
実
用
よ
り
）、
売
り
物
に
こ
し
ら
え
る
心
、

ま
さ
に
「
花
実
」
（
花
は
、
見
た
目
の
華
や
か
さ
、
実
は
、
内
実
の
優
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
）
、
こ

か

じ
つ

は
な

は
な

み

す
ぐ

の
「
花
実
二
つ
」
を
見
る
に
、
「
花
」
（
見
た
目
の
華
や
か
さ
）
に
比
べ
れ
ば
、
「
実
」
（
内
実
の
優
れ
て

か

じ
つ

は
な

は
な

み

す
ぐ

い
る
も
の
）
は
、
少
な
い
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
こ
の
「
兵
法
の
道
」
に
お
い
て
、
「
色
」
を
飾
り
、

「
花
」
（
見
た
目
の
華
や
か
さ
）
を
咲
か
せ
、
「
術
」
（
剣
術
）
な
ど
と

尤

も
ら
し
く
誇
っ
て
ひ
け
ら
か

は
な

も
つ
と

し
、
例
え
ば
、
一
道
場
、
二
道
場
な
ど
と
言
っ
て
、
「
こ
の
道
」
（
兵
法
の
道
）
を
教
え
、「
こ
の
道
」（
兵

法
の
道
）
を
習
っ
て
は
、
こ
の
道
の
「
利
」（
有
益
・
有
利
）
を
得
よ
う
と
思
う
こ
と
、
誰
か
言
う
、「
な

ま
兵
法
は
、
大
怪
我
の
元
」
で
あ
る
と
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
「
誠
」（
真
実
）
の
こ
と
で
あ
る
。

へ
い
ほ
う

け

が

＊

＊

さ
て
、
こ
れ
は
、
一
体
、
ど
う
い
う
こ
と
か
と
問
え
ば
、
そ
れ
は
、
例
え
ば
、
「
戦
国
乱
世
」
の
よ
う

な
世
の
中
で
あ
れ
ば
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
「
兵
法
」
（
武
芸
）
と
い
う
も
の
は
、
ま
さ
に
「
実

践
向
け
の
実
際
に
役
立
つ
兵
法
（
武
芸
）
」
と
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
今
の
よ
う
な
「
天
下
太

平
の
世
の
中
」
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
「
見
た
目
の
華
や
か
な
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
富
ん
だ
兵
法
（
武

は
な

芸
）
」
の
方
が
、
む
し
ろ
「
人
気
を
得
て
、
主
流
と
な
っ
て
い
く
」
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
華
や
か

は
な

な
「
兵
法
」
（
武
芸
）
を
以
て
、
ま
さ
に
「
金
儲
け
の
手
段
」
と
し
て
最
大
限
利
用
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
つ
の
世
で
も
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
分
野
に
お
い
て
も
、
同
じ
よ
う
な
傾
向
は
見

て
取
れ
る
も
の
で
あ
り
、
例
え
ば
、
政
治
、
経
済
、
教
育
、
社
会
活
動
、
学
問
、
芸
術
、
芸
能
、
ス
ポ
ー

ツ
、
医
療
、
そ
の
他
、
ど
の
よ
う
な
分
野
で
あ
れ
、
そ
の
「
花
実
二
つ
」
を
見
る
に
、
「
花
」
（
見
た
目

か

じ
つ

は
な

の
華
や
か
さ
）
に
比
べ
れ
ば
、「
実
」（
内
実
の
真
に
優
れ
て
い
る
も
の
）
は
、
少
な
い
の
で
あ
る
。

は
な

み

す
ぐ
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＊

＊

次
に
、
後
半
の
「
本
文
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
「
…
…
凡
そ
人
の
世
を
渡
る
事
、
士
農
工
商
と
て
四

お
よ

し
の
う
こ
う
し
よ
う

つ
の
道
也
。
一
つ
に
は
農
の
道
。
農
人
は
色
々
の
農
具
を
ま
う
け
、
四
季
転
変
の
心
得
い
と
ま
な
く
し
て
、

み
ち
な
り

の
う

の
う
じ
ん

い
ろ
い
ろ

し

き

て
ん
ぺ
ん

こ
こ
ろ
え

春
秋

を
送
る
事
、
是
農
の
道
也
。
二
つ
に
は
あ
き
な
い
の
道
。
酒
を
作
る
も
の
は
、
そ
れ
〴
〵
の
道
具

し
ゆ
ん
じ
ゆ
う

こ
れ

を
も
と
め
、
其
善
悪
の
利
を
得
て
、
と
せ
い
を
お
く
る
。
い
づ
れ
も
あ
き
な
い
の
道
、
其
身
〳
〵
の
か
せ

よ
し
あ
し

そ
の

み

そ

の

み

ぎ
、
其
利
を
も
つ
て
世
を
わ
た
る
也
。
是

商
の
道
。
三
つ
に
は
士
の
道
。
武
士
に
お
ゐ
て
は
、
道
さ
ま

そ
の

り

こ
れ
し
よ
う

し

ぶ

し

〴
〵
の
兵
具
を
こ
し
ら
ゑ
、
兵
具
し
な
〴
〵
の
徳
を
わ
き
ま
へ
た
ら
ん
こ
そ
、
武
士
の
道
な
る
べ
け
れ
。

兵
具
を
も
た
し
な
ま
ず
、
其
具
々
々
の
利
を
も
覚
え
ざ
る
事
、
武
家
は
少
々
た
し
な
み
の
あ
さ
き
物
か
。

そ
の

ぐ

そ

の

ぐ

ぶ

け

四
つ
に
は
工
の
道
。
大
工
の
道
に
お
ゐ
て
は
、
種
々
様
々
の
道
具
を
た
く
み
こ
し
ら
へ
、
其
具
々
々
を
能

こ
う

だ
い

く

よ
う
よ
う

よ

く
つ
か
い
覚
え
、
す
み
が
ね
を
も
つ
て
そ
の
さ
し
づ
を
た
ゞ
し
、
い
と
ま
も
な
く
そ
の
わ
ざ
を
し
て
世
を

お
ぼ

渡
る
。
是
士
農
工
商
、
四
つ
の
道
也
。
兵
法
を
大
工
の
道
に
た
と
へ
て
い
ひ
あ
ら
は
す
也
。
大
工
に
た
と

こ
れ

ゆ
る
事
、
家
と
い
ふ
事
に
つ
け
て
の
義
也
。
公
家
・
武
家
・
四
家
、
其
家
の
や
ぶ
れ
、
家
の
つ
ゞ
く
と
い

ぎ

く

げ

ぶ

け

し

け

そ
の
い
え

ふ
事
、
其

流

・
其
風
・
其
家
な
ど
と
い
へ
ば
、
家
と
い
ふ
よ
り
、
大
工
の
道
に
た
と
へ
た
り
。
大
工
は

り
ゆ
う

ふ
う

大
き
に
た
く
む
と
書
く
な
れ
ば
、
兵
法
の
道
、
大
き
な
る
た
く
み
に
よ
つ
て
、
大
工
に
い
ひ
な
ぞ
ら
へ
て

書
顕
は
す
也
。
兵
の
法
を
ま
な
ば
ん
と
お
も
は
ゞ
、
此
書
を
思
案
し
て
、
師
は
針
、
弟
子
は
糸
と
な
つ
て
、

か
き
あ
ら

は
り

た
へ
ず
稽
古
有
る
べ
き
事
也
」
と
あ
る
。（
「
原
文
」
後
半
部
分
）

＊

＊

ま
ず
、
宮
本
武
蔵
は
、
世
の
中
の
「
全
体
を
見
る
眼
」
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
士
農
工
商
」
と
い
う
社

、
、

、

会
制
度
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
「
士
農
工
商
」
の
「
特
徴
や
様
子
」
な
ど
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
部
分
で

あ
る
が
、
そ
の｢

内
容
」
と
い
う
の
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

お
よ
そ
、
「
人
の
世
を
渡
る
」
（
つ
ま
り
生
き
て
い
く
上
）
に
、
ま
さ
に
「
士
農
工
商
」
と
て
「
四
つ

の
道
」
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
「
農
の
道
」
で
あ
り
、
農
人
（
農
民
）
は
、
色
々
な
「
農
具
」
を
設
け

の
う
じ
ん

い
ろ
い
ろ

る
（
準
備
・
用
意
）
し
て
、
ま
さ
に
「
四
季
転
変
」
（
四
季
折
々
の
様
々
な
気
候
気
温
の
変
化
）
な
ど
に

、
、

し

き

て
ん
ぺ
ん

お
り
お
り

柔
軟
に
対
応
し
て
行
く
「

心

得
」
に
「
い
と
ま
」（
ひ
ま
）
な
ど
な
く
、
そ
の
よ
う
に
し
て
「

春
秋

」

こ
こ
ろ

え

し
ゆ
ん
じ
ゆ
う

（
春
夏
秋
冬
の
一
年
）
を
忙
し
く
送
る
こ
と
に
な
る
の
が
、
ま
さ
に
「
農
の
道
」
で
あ
る
。

二
つ
に
は
、
「
商
い
の
道｣

が
あ
る
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
、
酒
を
作
る
人
は
、
（
そ
の
酒
造
り
に
よ
り
適

し
た
）
そ
れ
ぞ
れ
の
「
道
具
」
を
求
め
て
、（
よ
り
よ
き
酒
を
造
り
）
、
そ
し
て
、
そ
の
（
商
品
）
の
「
善
悪
」

よ
し
あ
し

の
「
利
」
（
例
え
ば
、
品
が
良
い
と
い
う
「
利
」
《
有
利
》
を
以
て
、
そ
の
「
利
」
《
利
益
》
を
上
げ
る
こ

と
）
を
得
て
、
渡
世
（
世
の
中
）
を
渡
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ど
の
よ
う
な
「
商
い
の
道
」
で
も
、
商

人
そ
れ
ぞ
れ
の
「
稼
ぎ
」
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
そ
の｢

利
」
（
有
利
の
「
利
」
と
利
益
の
「
利
」
）
と
を

得
て
、
ま
さ
に
世
の
中
を
渡
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
「

商

の
道
」
（
つ
ま
り
「
商
い
の
道
」
）
で
あ
る
。

し
よ
う

三
つ
に
は
、
「
士
の
道
」
が
あ
る
。
武
士
に
お
い
て
は
、
「
道
さ
ま
〴
〵
の
兵
具
」
（
つ
ま
り
「
用
途
に

し

応
じ
た
様
々
な
兵
具
」）
な
ど
を
作
り
出
し
、
そ
し
て
、
そ
の
「
そ
れ
ぞ
れ
の
兵
具
」
が
持
つ
「
徳
」（
長

所
・
短
所
）
な
ど
を
よ
く
わ
き
ま
え
る
こ
と
こ
そ
、
武
士
の
道
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
が
、
そ
の
「
兵
具
」

を
「
た
し
な
む
」（
「
好
ん
で
な
れ
親
し
も
う
」
）
と
も
せ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
一
つ
一
つ
の
武
具
の
「
利
」

（
利
点
・
欠
点
）
な
ど
も
よ
く
知
ら
な
い
よ
う
な
状
態
で
あ
る
が
、
武
家
は
、
兵
具
を
「
た
し
な
む
」（
「
好

ん
で
な
れ
親
し
も
う
」）
と
い
う
気
持
ち
が
、
少
し
「
浅
い
」（
足
り
な
い
）
の
で
は
な
い
か
。

四
つ
に
は
、
「
工
の
道
」
が
あ
る
。
例
え
ば
、
大
工
の
道
に
お
い
て
、
種
々
様
々
の
「
道
具
」
を
巧
み

こ
う

さ
ま
ざ
ま

に
作
り
出
し
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
「
道
具
」
を
上
手
く
使
い
こ
な
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
す
み
が
ね
」（
「
規
矩

き

く

術
」
な
ど
）
を
以
て
、
そ
の
「
さ
し
づ
」（
設
計
図
）
の
内
容
な
ど
を
糺
し
、
休
む
ひ
ま
な
く
、
そ
の
「
業｣

た
だ

わ
ざ
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（
仕
事
）
を
こ
な
し
て
、
世
を
渡
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
士
農
工
商
」、
四
つ
の
道
で
あ
る
。

さ
て
、
「
兵
法
」
を
「
大
工
の
道
」
に
た
と
え
て
表
し
て
み
た
が
、
大
工
に
た
と
え
た
の
は
、
家
と
い

う
こ
と
に
関
連
さ
せ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
公
家
・
武
家
・
四
家
、
そ
の
家
の
「
や
ぶ
れ
」
（
お

く

げ

ぶ

け

し

け

家
断
絶
）
と
か
、
家
の
「
つ
ゞ
く
」（
お
家
存
続
）
と
か
、
ま
た
、
何
々

流

・
何
々
風
・
何
々
家
な
ど
と
、

り
ゆ
う

ふ
う

け

い
ろ
い
ろ
な
言
い
方
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
「
家
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、
ま
さ
に
「
大
工
の
道
」
に

た
と
え
て
み
た
の
で
あ
る
。
大
工
と
い
う
文
字
は
、
ま
さ
に
「
大
き
に
工
む
」
と
な
る
の
で
、
「
大
き
な

た
く

る
た
く
み
」
と
い
う
「
意
味
合
い
」
で
、
大
工
に
い
い
な
ぞ
ら
え
て
書
き

顕

す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
兵

あ
ら
わ

の
法
」
（
「
兵
法
・
武
芸
」
）
な
ど
を
本
気
で
学
ぼ
う
と
思
う
な
ら
ば
、
こ
の
書
を
よ
く
読
み
、
よ
く
思
案

し
、「
…
…
師
は
針
、
弟
子
は
糸
と
な
つ
て
、
た
へ
ず
稽
古
有
る
べ
き
事
也
」
と
あ
る
。

は
り

＊

＊

さ
て
、
最
後
の
「
…
…
師
は
針
、
弟
子
は
糸
と
な
つ
て
、
た
へ
ず
稽
古
有
る
べ
き
事
也
」
と
い
う
の
は
、

は
り

一
体
、
ど
う
い
う
「
意
味
合
い
」
に
な
る
の
か
と
問
え
ば
、
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
、

「
針
」
と
い
う
の
は
、
最
初
、
（
ま
る
で
見
本
を
示
す
よ
う
に
）
、
必
ず
、
「
生
地
」
の
上
（
下
）
を
な
め

ら
か
に
縫
い
進
ん
で
行
く
も
の
で
あ
る
。
一
方
、｢
糸
」
と
い
う
の
は
、
そ
の
縫
い
進
ん
で
い
く
「
針
」

の
後
を
、
ま
る
で
そ
の
ま
ま
そ
っ
く
り
な
ぞ
る
よ
う
に
、
或
い
は
、
ま
る
で
そ
の
ま
ま
そ
っ
く
り
ま
ね
る

よ
う
に
、
全
く
同
じ
よ
う
に
縫
い
進
ん
で
行
く
こ
と
に
な
る
。
―
―
つ
ま
り
、
若
し
も
「
針
」
が
「
師
」

で
あ
る
な
ら
ば
、
「
糸
」
の
弟
子
と
い
う
の
は
、
そ
の
「
師
」
の
後
（
や
り
方
）
を
ま
る
で
そ
の
ま
ま
そ

っ
く
り
な
ぞ
る
よ
う
に
、
或
い
は
、
ま
る
で
そ
の
ま
ま
そ
っ
く
り
ま
ね
る
よ
う
に
、
全
く
同
じ
よ
う
に
後

を
追
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に｢

糸
」
（
弟
子
）
は
、
「
針
」
（
師
）
の
後
（
や
り

方
）
を
ま
る
で
そ
の
ま
ま
そ
っ
く
り
な
ぞ
る
よ
う
に
、
或
い
は
、
ま
る
で
そ
の
ま
ま
そ
っ
く
り
ま
ね
る
よ

う
に
、
全
く
同
じ
よ
う
に
後
を
追
っ
て
い
く
。
そ
の
よ
う
に
絶
え
ず
稽
古
あ
る
べ
き
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば
、
外
国
語
の
勉
強
を
す
る
時
に
は
、
必
ず
、
生
徒
は
先
生
の
後
（
や
り
方
）
を
ま
る
で
そ
の
ま

ま
そ
っ
く
り
な
ぞ
る
よ
う
に
、
或
い
は
、
ま
る
で
そ
の
ま
ま
そ
っ
く
り
ま
ね
る
よ
う
に
、
全
く
同
じ
よ
う

に
し
て
後
を
追
っ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
ス
ポ
ー
ツ
の
「
基
礎
」
を
学
ぶ
よ

う
な
時
を
は
じ
め
、
音
楽
の
「
楽
器
」
な
ど
を
習
い
始
め
る
よ
う
な
時
に
も
、
ま
た
、
料
理
や
大
工
の
見

習
い
、
様
々
な
芸
事
の
学
習
、
冠
婚
葬
祭
な
ど
の
礼
儀
作
法
、
或
い
は
、
各
分
野
の
仕
事
の
仕
方
、
そ
し

て
、
車
の
運
転
、
そ
の
他
、
最
初
は
、
す
べ
て
そ
の
よ
う
に
し
て
学
習
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

一
、
兵
法
の
道
、
大
工
に
た
と
へ
た
る
事

だ
い

く

次
は
、
「
兵
法
の
道
、
大
工
に
た
と
へ
た
る
事
」
と
い
う
項
目
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
も

だ
い

く

の
で
あ
る
。「
…
…

大
将

は
大
工
の

統
領

と
し
て
、
天
下
の
か
ね
を
わ
き
ま
へ
、
其
国
の
か
ね
を
糺
し
、

た
い
し
よ
う

だ
い

く

と
う
り
よ
う

そ
の
く
に

た
だ

其
家
の
か
ね
を
知
る
事
、
統
領
の
道
也
。
大
工
の
統
領
は
堂
塔
伽
藍
の
す
み
が
ね
を
覚
え
、
宮
殿
楼
閣
の

み
ち
な
り

ど
う
と
う

が

ら
ん

お
ぼ

く
う
で
ん
ろ
う
か
く

さ
し
づ
を
知
り
、
人
々
を
つ
か
ひ
、
家
〳
〵
を
取
立
つ
る
事
、
大
工
の
統
領
も
武
家
の
統
領
も
同
じ
事
也
。

と
り

た

ぶ

け

家
を
立
つ
る
に
木
く
ば
り
を
す
る
事
、
直
に
し
て
節
も
な
く
、
見
つ
き
の
よ
き
を
お
も
て
の
柱
と
し
、

す
ぐ

ふ
し

少
し
ふ
し
あ
り
て
も
、
直
に
つ
よ
き
を
う
ら
の
柱
と
し
、
た
と
い
少
し
よ
は
く
と
も
、
ふ
し
な
き
木
の
み

す
ぐ

ざ
ま
よ
き
を
ば
、
敷
居
・
鴨
居
・
戸
障
子
と
、
そ
れ
〴
〵
に
つ
か
ひ
、
ふ
し
あ
り
と
も
、
ゆ
が
み
た
り
と

し
き

い

か
も

い

と

し
よ
う
じ

も
、つ
よ
き
木
を
ば
、
其
家
の
つ
よ
み
〳
〵
を
見
わ
け
て
、よ
く
吟
味
し
て
つ
か
ふ
に
お
ゐ
て
は
、其
家
久
敷

ぎ

ん

み

ひ
さ
し
く

く
づ
れ
が
た
し
。
又
材
木
の
う
ち
に
し
て
も
、
ふ
し
お
ほ
く
、
ゆ
が
み
て
よ
わ
き
を
ば
、
あ
し
し
ろ
と
も

な
し
、
後
に
は

薪

と
も
な
す
べ
き
也
。

た
き
ぎ
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統
領
に
お
ゐ
て
大
工
を
つ
か
ふ
事
、
其
上
中
下
を
知
り
、

或

は
と
こ
ま
は
り
、
或
は
戸
障
子
、
或
は

そ
の

あ
る
い

敷
居
・
鴨
居
・

天
井

已
下
、
そ
れ
〴
〵
に
つ
か
ひ
て
、
あ
し
き
に
は
ね
だ
を
は
ら
せ
、
猶
悪
し
き
に
は

、
、

て
ん
じ
よ
う

い

か

な
お

あ

く
さ
び
を
け
づ
ら
せ
、
人
を
み
わ
け
て
つ
か
へ
ば
、
其
は
か
行
き
て
、
手
際
よ
き
も
の
也
。
果
敢
の
行
き
、

そ
の

ゆ

て

き
わ

は

か

手
ぎ
わ
よ
き
と
い
ふ
所
、
物
毎
を
ゆ
る
さ
ゞ
る
事
、
た
い
ゆ
う
知
る
事
、
気
の
上
中
下
を
知
る
事
、
い
さ

も
の
ご
と

み
を
付
く
る
と
い
ふ
事
、
む
た
い
を
知
る
と
い
ふ
事
、
か
や
う
の
事
ど
も
、
統
領
の

心
持

に
有
る
事
也
。

こ
こ
ろ
も
ち

兵
法
の
利
か
く
の
ご
と
し
」
と
あ
る
。（
「
原
文
」）

り

＊

＊

ま
ず
、
「
大
将
」
（
武
将
）
は
、
例
え
れ
ば
、
大
工
の
「
統
領
」
と
し
て
、
天
下
の
「
か
ね
」
（
規
矩
・

き

く

規
範
）
を
わ
き
ま
へ
（
心
得
）
て
、
そ
の
国
の
「
か
ね
」
（
規
矩
・
規
範
）
を
糺
す
。
こ
れ
は
、
「
正
し

き

く

た
だ

い
尺
度
（
規
範
）
を
以
て
誤
っ
た
尺
度
」
を
糺
す
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
家
の
「
か
ね
」
を

、
、

た
だ

知
る
こ
と
。
こ
れ
も
「
家
の
正
し
い
寸
法
（
規
範
）
」
を
知
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
が
、
ま
さ
に

、
、

「
統
領
の
道
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
大
工
の
「
統
領
」
と
い
う
の
は
、
堂
塔
伽
藍
の
「
す
み
が
ね
」
（
正

ど
う
と
う

が

ら
ん

し
い
「
尺
度
や
規
矩
術
」
な
ど
）
を
覚
え
、
ま
た
、
宮
殿
楼
閣
の
「
さ
し
づ
」
（
設
計
図
）
の
内
容
を
よ

き

く

お
ぼ

く
う
で
ん
ろ
う
か
く

く
理
解
し
、
人
々
を
使
っ
て
、
家
々
を
建
て
る
こ
と
、
大
工
の
統
領
も
武
家
の
統
領
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
家
を
立
て
る
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
木
く
ば
り
」（
そ
れ
は
「
ど
の
木
材
を
ど
こ
に
用
い
る
か
」）

を
決
め
て
い
く
。
―
―
例
え
ば
、
真
っ
直
ぐ
で
、
節
も
な
く
、
見
栄
え
の
良
い
も
の
は
、
ま
さ
に
「
表
の

ふ
し

柱
」
と
し
て
用
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
少
し
節
が
あ
っ
て
も
、
真
っ
直
ぐ
で
丈
夫
な
木
材
は
、
い
わ
ゆ

ふ
し

る
「
裏
の
柱
」
と
し
て
用
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
た
と
え
少
し
丈
夫
で
な
く
て
も
、
節
の
な
い
木
材
で
、

ふ
し

見
た
目
の
良
い
も
の
は
、
例
え
ば
、
敷
居
・
鴨
居
・
戸
障
子
と
、
そ
れ
ぞ
れ
に
用
い
て
、
ま
た
、
節
が
あ

し
き

い

か
も

い

と

し
よ
う
じ

ふ
し

っ
て
も
、
ゆ
が
ん
で
い
て
も
、
丈
夫
な
木
材
で
あ
れ
ば
、
そ
の
家
の
丈
夫
丈
夫
が
要
求
さ
れ
る
所
を
見
分

、
、

け
、
よ
く
吟
味
し
て
、
そ
こ
に
丈
夫
な
木
材
を
用
い
れ
ば
、
そ
の
家
は
、
久
し
く
崩
れ
な
い
も
の
と
な
る

の
で
あ
る
。
ま
た
、
様
々
な
木
材
の
な
か
で
も
、
節
が
多
く
て
、
ゆ
が
ん
で
丈
夫
で
も
な
い
木
材
は
、
例

ふ
し

え
ば
、「
足
し
ろ
」（
足
場
）
と
し
て
用
い
、
そ
の
あ
と
は
、

薪

と
し
て
用
い
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。

た
き
ぎ

そ
し
て
、
（
大
工
の
）
統
領
と
し
て
、
大
工
の
「
使
い
方
」
と
い
う
の
は
、
ま
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
大
工

と
し
て
の
腕
の
「
上
中
下
」
を
よ
く
見
極
め
て
、
そ
の
腕
の
「
上
中
下
」
に
合
わ
せ
て
、
あ
る
大
工
に
は
、

床
の
間
を
は
ら
せ
、
ま
た
、
あ
る
大
工
に
は
戸
障
子
を
、
ま
た
、
あ
る
大
工
に
は
、
敷
居
・
鴨
居
・

天
井

し
き

い

か
も

い

て
ん
じ
よ
う

以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
腕
に
合
わ
せ
て
大
工
を
使
い
、
そ
し
て
、
腕
の
悪
い
大
工
に
は
「
ね
だ
」
（
床
下
の

横
木
）
を
は
ら
せ
、
な
お
「
悪
い
大
工
」
に
は
、
く
さ
び
を
削
ら
せ
る
。
そ
の
よ
う
に
人
を
よ
く
見
分
け

て
、
人
を
使
う
よ
う
に
す
れ
ば
、
仕
事
は
、
は
か
が
い
っ
て
、
手
際
よ
い
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

て

き
わ

そ
れ
は
、
大
工
の
統
領
で
あ
れ
（
武
家
の
統
領
で
あ
れ
）
、
大
事
な
こ
と
は
、
ま
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
大

工
（
士
卒
）
の
能
力
の
「
上
中
下
」
を
よ
く
見
極
め
て
、
そ
の
能
力
の
「
上
中
下
」
に
合
わ
せ
て
、
ま
さ

し

そ
つ

に
「
適
材
適
所
」
で
用
い
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
そ
う
す
れ
ば
、
仕
事
は
、
果
敢
が
行
き
、
手
ぎ
わ
良
い

は

か

も
の
に
な
る
。
ま
た
、
何
事
も
手
抜
き
を
許
さ
な
い
こ
と
。
各
人
の
「
体
用
」
（
「
心
技
体
」
の
体
）
を

、

た
い
ゆ
う

知
る
こ
と
。
ま
た
、
各
人
の
「
気
」
（
「
心
技
体
」
の
心
）
の
「
上
中
下
」
を
よ
く
見
極
め
る
こ
と
。
人

、

、

々
に
や
る
気
を
起
こ
さ
せ
る
こ
と
。
そ
し
て
、
無
理
（
限
度
）
を
知
り
、
敢
え
て
「
む
た
い
」
（
無
理
）

、
、
、

を
さ
せ
な
い
こ
と
。
こ
れ
ら
が
大
工
の
「
統
領
」
の
心
得
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る

「
兵
法
の
利
（
理
）
」
も
、（
基
本
的
に
は
）
こ
れ
と
全
く
同
じ
こ
と
で
あ
る
。

、

一
、
兵
法
の
道
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次
は
、
「
兵
法
の
道
」
と
い
う
項
目
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
「
…
…
士
卒
た
る
も
の
は
大
工
に
し
て
、

し

そ
つ

だ
い

く

手
づ
か
ら
其
道
具
を
と
ぎ
、
色
々
の
せ
め
道
具
を
こ
し
ら
へ
、
大
工
の
箱
に
入
れ
て
持
ち
、

統
領

云
付

い
ろ
い
ろ

と
う
り
よ
う
い
い

つ

く
る
所
を
う
け
、
柱
・

虹
梁

を
も
手
斧
に
て
け
づ
り
、
と
こ
・
た
な
を
も
か
ん
な
に
て
け
づ
り
、
す
か

こ
う
り
よ
う

て

う

の

し
物
、
ほ
り
物
を
も
し
て
、
よ
く
か
ね
を
糺
し
、
す
み
〴
〵
め
ん
ど
う
迄
も
手
ぎ
わ
能
く
し
た
つ
る
所
、

た
だ

ま
で

よ

大
工
の
法
也
。
大
工
の
わ
ざ
、
手
に
か
け
て
能
く
し
お
ぼ
へ
、
す
み
が
ね
を
よ
く
し
れ
ば
、
後
は
統
領
と

よ

の
ち

な
る
物
也
。
大
工
の
た
し
な
み
、
よ
く
き
る
ゝ
道
具
を
持
ち
、
透
々
に
と
ぐ
事
肝
要
也
。
其
道
具
を
と
つ

ひ
ま
ひ
ま

か
ん
よ
う

て
、
み
づ
し
・
書
棚
・
机
卓
、
又
は
あ
ん
ど
ん
・
ま
な
い
た
・
鍋
の
ふ
た
迄
も
達
者
に
す
る
所
、
大
工
の
専

し
よ
だ
な

き

た
く

な
べ

ま
で

た
つ
し
や

せ
ん

也
。
士
卒
た
る
も
の
、
こ
の
ご
と
く
也
。
能
々
吟
味
有
る
べ
し
。
大
工
の
た
し
な
み
、
ひ
ず
ま
ざ
る
事
、

よ
く
よ
く
ぎ
ん

み

と
め
を
あ
は
す
る
事
、
か
ん
な
に
て
能
く
け
づ
る
事
、
す
り
み
が
か
ざ
る
事
、
後
に
ひ
す
か
ざ
る
事
、
肝

よ

要
な
り
。
此
道
を
ま
な
ば
ん
と
お
も
は
ゞ
、
書
顕
は
す
所
の
こ
と
〴
〵
に
心
を
入
れ
て
、
よ
く
吟
味
有
る

か
き
あ
ら

べ
き
も
の
也
」
と
あ
る
。（
「
原
文
」）

＊

＊

ま
ず
、
士
卒
（
兵
卒
）
た
る
も
の
は
、
い
わ
ば
「
大
工
」
で
あ
り
、
自
ら
そ
の
道
具
を
研
ぎ
、
色
々
の

し

そ
つ

だ
い

く

い
ろ
い
ろ

せ
め
道
具
（
工
夫
も
の
）
を
こ
し
ら
え
、
そ
れ
ら
を
「
大
工
の
箱
」
に
入
れ
て
持
ち
、

統
領

の
言
い
つ

と
う
り
よ
う

け
る
と
こ
ろ
を
受
け
て
、

柱

・
梁
な
ど
は
、
そ
れ
を
手
斧
に
て
削
り
、
ま
た
、
床
・
棚
な
ど
は
、
か
ん

は
し
ら

は
り

て

お
の

た
な

な
に
て
削
り
、
透
か
し
も
の
、
堀
り
も
の
な
ど
も
行
な
っ
て
、
よ
く
「
か
ね
」（
曲

尺

で
寸
法
）
を
糺
し
、

か
ね
じ
や
く

た
だ

隅
々
ま
で
面
倒
な
所
ま
で
手
際
よ
く
仕
上
げ
る
の
が
、
ま
さ
に
「
大
工
の
法
」（
や
り
方
）
で
あ
る
。

大
工
の
「
業
」
と
い
う
の
は
、
自
ら
の
手
で
実
際
に
や
っ
て
み
て
、
そ
れ
を
実
地
で
し
覚
え
る
も
の
で

わ
ざ

あ
り
、
「
す
み
が
ね
」
（
「
規
矩
術
」
等
）
を
真
に
体
得
で
き
れ
ば
、
や
が
て
は
「
統
領
」
と
な
れ
る
も
の

き

く

で
あ
る
。
大
工
の
「
た
し
な
み
」
（
日
頃
か
ら
心
が
け
る
こ
と
）
は
、
よ
く
切
れ
る
道
具
を
持
ち
、
透
々

ひ
ま
ひ
ま

に
そ
の
道
具
を
研
ぐ
こ
と
が
肝
要
（
大
事
な
こ
と
）
で
あ
る
。
そ
の
（
磨
い
た
）
道
具
を
手
に
持
っ
て
、

と

か
ん
よ
う

例
え
ば
、
取
っ
手
、
御
厨
子
、
書
棚
、
机
・
卓
、
又
は
、
あ
ん
ど
ん
、
ま
な
板
、
鍋
の
ふ
た
迄
も
上
手
に

、
、
、

ご

ず

し

し
よ
だ
な

た
く

な
べ

ま
で

仕
上
げ
る
の
が
、
ま
さ
に
「
大
工
の
専
」（
つ
ま
り
「
大
工
と
し
て
最
も
大
事
な
こ
と
」）
で
あ
る
。

、
、
、
、

せ
ん

士
卒
（
兵
卒
）
た
る
も
の
も
、
全
く
同
じ
こ
と
で
あ
り
、
よ
く
よ
く
「
吟
味
」
（
熟
慮
）
あ
る
べ
き
で

し

そ
つ

あ
る
。
そ
し
て
、
大
工
の
「
た
し
な
み
」
（
日
頃
か
ら
心
が
け
る
こ
と
）
は
、
例
え
ば
、
一
つ
は
、
「
ひ

ず
ま
ざ
る
」（
ゆ
が
ま
な
い
）
こ
と
。
一
つ
は
、「
と
め
」（
接
合
）
を
ぴ
た
り
と
合
せ
る
こ
と
。
一
つ
は
、

か
ん
な
に
て
能
く
（
上
手
く
）
削
る
こ
と
。
一
つ
は
、
「
す
り
（
み
）
か
か
ざ
る
」
（
す
り
傷
を
つ
け
な

よ

け
ず

い
）
こ
と
。
一
つ
は
、
後
で
「
ひ
す
か
ざ
る
」（
そ
っ
て
隙
間
が
で
き
な
い
）
こ
と
。
こ
れ
ら
が
「
肝
要
」

あ
と

（
大
事
）
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
こ
の
道
」
（
「
兵
法
・
武
芸
」
）
を
本
気
で
学
ぼ
う
と
思
う
な
ら

ば
、
こ
こ
に
書
き

顕

し
た
こ
と
ご
と
に
、
「
心
を
入
れ
て
」
（
そ
れ
こ
れ
本
気
に
な
っ
て
真
剣
に
）
、
ま

あ
ら
わ

さ
に
「
よ
く
吟
味
」
（
そ
の
真
意
を
深
く
読
み
解
く
）
よ
う
に
努
力
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

、
、

、
、
、
、

ぎ
ん

み

一
、
此
兵
法
の
書
、
五
巻
に
仕
立
つ
る
事

こ
の
へ
い
ほ
う

し
よ

ご

か
ん

し

た

次
は
、
「
此
兵
法
の
書
、
五
巻
に
仕
立
つ
る
事
」
と
い
う
項
目
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
も

こ
の
へ
い
ほ
う

し
よ

ご

か
ん

し

た

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
…
…
五
つ
の
道
を
わ
か
ち
、
一
ま
き
〳
〵
に
し
て
其
利
を
し
ら
し
め
ん
が
為
に
、

ひ
と

ひ
と
ま
き

そ
の

り

た
め

地
水
火
風
空
と
し
て
五
巻
に
書
顕
は
す
な
り
。
地
の
巻
に
お
ゐ
て
は
、
兵
法
の
道
の
大
躰
、
我
一
流

の
見

ち

す
い

か

ふ
う
く
う

ご

か
ん

ち

ま
き

へ
い
ほ
う

み
ち

だ
い
た
い

わ
が
い
ち
り
ゆ
う

み

立
、

剣
術

一
通

に
し
て
は
、
ま
こ
と
の
道
を
得
が
た
し
。
大
き
な
る
所
よ
り
ち
い
さ
き
所
を
知
り
、
浅

た
て

け
ん
じ
ゆ
つ
ひ
と
と
お
り

き
よ
り
深
き
に
至
る
。
直
な
る
道
の
地
形
を
引
き
な
ら
す
に
よ
つ
て
、

初

を
地
の
巻
と
名
付
く
る
也
。

す
ぐ

じ
ぎ
よ
う

は
じ
め

ち

ま
き

な
り

第
二
、
水
の
巻
。
水
を
本
と
し
て
、
心
を
水
に
な
る
也
。
水
は
方
円
の
う
つ
わ
も
の
に

随

ひ
、
一
て
き

す
い

ま
き

み
ず

も
と

ほ
う
え
ん

し
た
が
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と
な
り
、さ
う
か
い
と
な
る
。水
に
碧
潭
の
色
あ
り
、き
よ
き
所
を
も
ち
ひ
て
、一
流
の
こ
と
を
此
巻
に
書
顕

へ
き
た
ん

こ
の
ま
き

か
き
あ
ら

は
す
也
。
剣
術
一
通
の
理
、
さ
だ
か
に
見
わ
け
、
一
人
の
敵
に
自
由
に
勝
つ
時
は
、
世
界
の
人
に
皆
勝
つ

り

所
也
。
人
に
勝
つ
と
い
ふ
心
は
千
万
の
敵
に
も
同
意
な
り
。

将

た
る
も
の
の
兵
法
、
ち
い
さ
き
を
大
き

し
よ
う

に
な
す
事
、

尺

の
か
た
を
も
つ
て
大
仏
を
た
つ
る
に
同
じ
。
か
様
の
義
、
こ
ま
や
か
に
は
書
分
け
が
た

し
や
く

よ
う

ぎ

か
き

わ

し
。
一
を
も
つ
て
万
と
知
る
事
、
兵
法
の
利
也
。
一
流
の
事
、
此
水
の
巻
に
書
し
る
す
也
。
第
三
、
火
の
巻
。

り

こ
の
す
い

ま
き

か

ま
き

此
ま
き
に

戦

ひ
の
事
を
書
記
す
也
。
火
は
大
小
と
な
り
、
け
や
け
き
心
な
る
に
よ
つ
て
、
合
戦
の
事
を

た
た
か

か
き
し
る

ひ

か
つ
せ
ん

書
く
也
。
合
戦
の
道
、
一
人
と
一
人
と
の
戦
ひ
も
、
万
と
万
と
の
た
ゝ
か
い
も
同
じ
道
な
り
。
心
を
大
き

な
る
事
に
な
し
、
心
を
ち
い
さ
く
な
し
て
、
よ
く
吟
味
し
て
見
る
べ
し
。
大
き
な
る
所
は
見
え
や
す
し
、

ぎ
ん

み

ち
い
さ
き
所
は
見
え
が
た
し
。
其
子
細
、
大
人
数
の
事
は
即
座
に
も
通
り
が
た
し
。
一
人
の
事
は
心
一
つ

そ
の

し

さ
い

そ

く

ざ

に
て
か
わ
る
事
は
や
き
に
よ
つ
て
、
ち
い
さ
き
所
し
る
事
得
が
た
し
。
能
く
吟
味
有
る
べ
し
。
此
火
の
巻

よ

こ
の

か

ま
き

の
事
、
は
や
き
間
の
事
な
る
に
よ
つ
て
、
日
々
に
手
馴
れ
、
常
の
ご
と
く
お
も
ひ
、
心
の
か
は
ら
ぬ
所
、

ま

て

な

兵
法
の
肝
要
也
。
然
る
に
よ
つ
て
、

戦

勝
負
の
所
を
火
の
巻
に
書
顕
は
す
也
。
第
四
、
風
の
巻
。
此
巻

か
ん
よ
う

し
か

た
た
か
い
し
よ
う
ぶ

か

ま
き

か
き
あ
ら

ふ
う

ま
き

を
風
の
巻
と
し
る
す
事
、
我
一
流
の
事
に
は
あ
ら
ず
、
世
中
の
兵
法
、
其
流
々
の
事
を
書
載
す
る
所
也
。
風

ふ
う

ま
き

よ
の
な
か

か
き

の

ふ
う

と
い
ふ
に
お
ゐ
て
は
、
む
か
し
の
風
、
今
の
風
、
そ
の
家
々
の
風
な
ど
と
あ
れ
ば
、
世
間
の
兵
法
、
其
流

ふ
う

ふ
う

ふ
う

々
の
し
わ
ざ
を
、
さ
だ
か
に
書
顕
は
す
、
是
風
也
。
他
の
事
を
よ
く
知
ら
ず
し
て
は
、

自

ら
の
わ
き
ま

こ
れ
ふ
う
な
り

み
ず
か

へ
成
り
が
た
し
。
道
々
事
々
を
お
こ
な
ふ
に
、
外
道
と
い
ふ
心
あ
り
。
日
々
に
其
道
を
勤
む
る
と
い
ふ
と

み
ち
み
ち
こ
と
ご
と

げ

ど
う

そ
の
み
ち

も
、
心
の
そ
む
け
ば
、
其
身
は
よ
き
道
と
お
も
ふ
と
も
、
直
な
る
所
よ
り
見
れ
ば
、

実

の
道
に
は
あ
ら

す
ぐ

ま
こ
と

ず
。
実
の
道
を
極
め
ざ
れ
ば
、
少
し
心
の
ゆ
が
み
に
付
け
て
、
後
に
は
大
き
に
ゆ
が
む
も
の
也
。
吟
味
す

き
わ

ぎ
ん

み

べ
し
。
他
の
兵
法
、

剣
術

ば
か
り
と
世
に
思
ふ
事
、

尤

也
。
我
兵
法
の
利
わ
ざ
に
お
ゐ
て
も
、
各
別

け
ん
じ
ゆ
つ

も
つ
と
も
な
り

り

か
く
べ
つ

の
義
也
。
世
間
の
兵
法
を
し
ら
し
め
ん
た
め
に
、
風
の
巻
と
し
て
、
他
流
の
事
を
書
顕
は
す
也
。
第
五
、
空

ぎ

ふ
う

ま
き

く
う

の
巻
。
此
巻
空
と
書
顕
は
す
事
、
空
と
云
出
す
よ
り
し
て
は
、
何
を
か
奧
と
い
ひ
、
何
を
か
口
と
い
は
ん
。

ま
き

こ
の
ま
き
く
う

い
い
い
だ

道
理
を
得
て
は
道
理
を
は
な
れ
、
兵
法
の
道
に
、
お
の
れ
と
自
由
あ
り
て
、
お
の
れ
と
奇
特
を
得
、
時
に

き

ど
く

あ
ひ
て
は
拍
子
を
知
り
、
お
の
づ
か
ら
打
ち
、
お
の
づ
か
ら
あ
た
る
。
是
み
な
空
の
道
也
。
お
の
れ
と

実

こ
れ

く
う

ま
こ
と

の
道
に
入
る
事
を
、
空
の
巻
に
し
て
書
き
と
ゞ
む
る
も
の
也
」
と
あ
る
。（
「
原
文
」
）

い

く
う

ま
き

＊

＊

さ
て
、
兵
法
を
「
五
つ
の
道
」
に
分
け
て
、
そ
れ
を
「
一
巻
一
巻
」
に
し
て
、
そ
の
「
利
」
（
理
）
を

、

ひ
と
ま
き
ひ
と
ま
き

よ
く
知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
、
ま
さ
に
「
地
水
火
風
空
」
と
し
て
五
巻
に
書
き
顕
わ
す
も
の
で
あ
る
。

ち

す
い

か

ふ
う
く
う

ご

か
ん

あ
ら

ま
ず
、「
地
の
巻
」
に
お
い
て
は
、
兵
法
の
道
の
大
筋
（
概
略
）
を
、
ま
た
、

我
一
流

（
そ
れ
は
宮
本

ち

ま
き

へ
い
ほ
う

み
ち

お
お
す
じ

わ
が
い
ち
り
ゆ
う

武
蔵
の
「
二
天
一
流
の
兵
法
」
）
の
「
見
立
て
」
を
述
べ
て
い
る
が
、
例
え
ば
、
「

剣
術

」
だ
け
を
行
な

け
ん
じ
ゆ
つ

っ
て
い
た
の
で
は
、
誠
の
「
道
」
（
真
の
「
兵
法
」
）
と
い
う
も
の
は
、
真
に
「
体
得
」
し
難
い
も
の
で

、
、

あ
る
。
他
の
「
武
芸
」
（
例
え
ば
、
弓
、
槍
、
馬
術
、
長
刀
、
そ
の
他
）
な
ど
も
真
に
「
習
得
」
（
身
を

ほ
か

や
り

な
ぎ
な
た

以
て
学
ぶ
こ
と
）
に
よ
っ
て
こ
そ
、
―
―
大
き
な
所
か
ら
小
さ
な
所
を
知
り
、
浅
い
と
こ
ろ
か
ら
深
い
と

こ
ろ
に
至
る
。
そ
れ
は
、
真
っ
直
ぐ
で
正
し
い
（
兵
法
の
）「
道
」（
真
の
「
兵
法
」
）
の
「
地

形

」（
地
均

じ

ぎ
よ
う

な
ら

し
を
し
て
固
め
る
）
と
い
う
意
味
合
い
で
、
最
初
の
一
巻
を
「
地
の
巻
」
と
名
づ
け
る
の
で
あ
る
。

、
、
、
、

ひ
と
ま
き

ち

ま
き

第
二
に
、
水
の
巻
。
水
を
本
と
し
て
、
心
は
「
水
の
よ
う
に
な
る
」
こ
と
で
あ
る
。
水
は
、
（
自
ら
如

す
い

ま
き

み
ず

も
と

何
な
る
形
を
も
持
た
ず
）
、
あ
ら
ゆ
る
「

器

」
（
状
況
）
に
応
じ
て
刻
々
と
「
形
」
を
変
え
て
い
く
も
の

う
つ
わ

で
あ
る
。
時
に
は
、
一
滴
と
な
り
、
時
に
は
、
蒼
海
と
な
る
。
水
に
は
「
碧
潭
の
色
」
（
そ
れ
は
「
深
く

そ
う
か
い

へ
き
た
ん

ふ
か

青
々
と
し
た
深
淵
の
色
」
）
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
の
「
清
ら
か
な
と
こ
ろ
」
を
用
い
て
、
ま
さ
に
「
一

し
ん
え
ん

き
よ

流
の
こ
と
」（
そ
れ
は
「
二
天
一
流
の
兵
法
・
剣
術
」）
を
「
此
の
巻
」
に
書
き
顕
わ
す
も
の
で
あ
る
。

こ

あ
ら

ま
た
、
剣
術
の
「
道
理
」
を
し
っ
か
り
と
真
に
体
得
し
て
、
一
人
の
敵
に
自
由
に
勝
つ
よ
う
に
な
れ
ば
、

、
、

、
、

、
、
、
、
、
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世
界
の
人
に
み
な
勝
つ
こ
と
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
人
に
勝
つ
と
い
う
心
は
、
千
人
万
人
の
敵
に
対
し
て

も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。

将

（
武
将
）
た
る
も
の
の
「
兵
法
」
は
、
小
さ
な
こ
と
を
大
き
い
こ
と
に
見
立

し
よ
う

て
る
こ
と
で
あ
る
、
一

尺

の
小
さ
な
型
を
も
っ
て
、
大
仏
を
建
て
る
に
同
じ
。（
例
え
ば
、
建
築
家
は
、

し
や
く

か
た

小
さ
な
模
型
か
ら
、
大
き
な
建
築
物
を
建
て
る
の
で
あ
る
）
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
細
や
か
に
書
き
分

け
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
、
一
を
も
っ
て
万
と
知
る
こ
と
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
で
き
る
の
も
、
ま
さ
に

「
兵
法
の
利
」
（
兵
法
を
学
ん
で
い
る
か
ら
得
ら
れ
る
利
点
）
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
一
流
の
事
」
（
そ
れ

り

は
「
二
天
一
流
の
兵
法
・
剣
術
」
）
に
つ
い
て
は
、
此
の
「
水
の
巻
」
に
書
き
記
す
も
の
で
あ
る
。

こ

す
い

ま
き

し
る

第
三
は
、
火
の
巻
。
此
の
巻
に
「

戦

い
の
事
」
を
書
き
記
す
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
火
は
、「
大

か

ま
き

ま
き

た
た
か

し
る

ひ

小
」（
時
に
は
大
き
く
な
っ
た
り
、
時
に
は
小
さ
く
な
っ
た
り
」
と
、
あ
わ
た
だ
し
く
際
だ
っ
た
「
状
態
」

き
わ

に
な
る
の
で
、
合
戦
の
事
を
書
く
の
で
あ
る
。
合
戦
の
道
は
、
一
人
と
一
人
と
の
戦
い
も
、
万
と
万
と
の

か
つ
せ
ん

戦
い
も
同
じ
道
（
道
理
）
な
の
で
あ
る
。
心
を
大
き
な
る
事
（
合
戦
）
に
な
し
、
ま
た
、
心
を
小
さ
く
（
一

対
一
）
に
な
し
て
、
よ
く
「
吟
味
」
し
て
見
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
大
き
な
所
は
見
え
や
す
く
、
ま

ぎ
ん

み

た
、
小
さ
い
所
は
見
え
に
く
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
「
子
細
」
を
説
明
す
れ
ば
、
例
え
ば
、
大
人
数
の
時

し

さ
い

は
、
そ
の
人
数
が
多
い
た
め
に
、
様
々
な
「
行
動
」
も
「
即
座
」
（
す
ぐ
さ
ま
）
変
化
す
る
と
い
う
こ
と

そ

く

ざ

は
出
来
に
く
い
。
と
こ
ろ
が
、
一
人
の
時
は
、
相
手
の
「
心
」
も
一
つ
な
の
で
、
そ
の
人
の
「
思
っ
た
通

り
」
に
即
座
に
変
化
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
、
そ
れ
ゆ
え
、
事
細
か
な
と
こ
ろ
ま
で
相
手
の
「
動
き
」

（
心
）
を
読
む
と
い
う
こ
と
は
、
な
か
な
か
で
き
難
い
こ
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
よ
く
「
吟
味
」

に
く

ぎ
ん

み

（
熟
考
）
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
此
の
「
火
の
巻
」
の
こ
と
は
、「
は
や
き
間
の
事
」
（
素
早
い
間
の
こ
と
）

こ

か

ま
き

ま

に
な
る
の
で
、
日
々
に
（
鍛
練
し
て
）
手
馴
れ
、
ま
た
、
常
に
（
実
践
の
ご
と
く
）
思
っ
て
、
変
わ
る
こ

て

な

と
な
く
、
持
続
し
た
心
を
持
ち
続
け
る
こ
と
が
、
何
よ
り
も
「
兵
法
の
肝
要
」（
大
事
）
な
の
で
あ
る
。
然

か
ん
よ
う

し
か

る
に
よ
っ
て
、
戦
い
勝
負
の
こ
と
を
、
此
の
「
火
の
巻
」
に
書
き
顕
わ
す
も
の
で
あ
る
。

し
よ
う
ぶ

こ

か

ま
き

あ
ら

第
四
は
、
風
の
巻
。
此
の
巻
を
「
風
の
巻
」
と
し
て
書
き
記
す
こ
と
は
、
「
我
一
流
」
（
わ
が
「
二
天

ふ
う

ま
き

こ

ま
き

ふ
う

ま
き

し
る

わ
が

一
流
の
兵
法
・
剣
術
」
）
の
こ
と
で
は
な
い
。
世
の
中
の
「
兵
法
」
（
そ
の
様
々
な
「
流
派
」
）
の
こ
と
を

書
き
記
す
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
、
「
風
」
と
い
う
の
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
例
え
ば
、
昔
の
「
風
」
と

し
る

ふ
う

ふ
う

か
、
今
の
「
風
」
と
か
、
ま
た
、
そ
の
家
々
の
「
風
」
な
ど
と
あ
る
よ
う
に
、
世
間
の
「
兵
法
」
（
そ
の

ふ
う

ふ
う

様
々
な
「
流
派
」
）
の
「
仕
業
」
（
剣
術
の
仕
方
）
を
、
定
か
に
（
は
っ
き
り
と
）
書
き
顕
わ
し
た
も
の

し

わ
ざ

さ
だ

あ
ら

が
、
ま
さ
に
「
風
の
巻
」
で
あ
る
。
ほ
か
の
「
流
派
」
の
こ
と
を
よ
く
知
ら
な
い
の
で
は
、
自
分
の
「
兵

ふ
う

ま
き

法
（
剣
術
）
」
を
よ
く
熟
知
す
る
こ
と
も
な
り
が
た
い
。
世
の
中
の
様
々
な
「
道
々
事
々
」
を
学
び
、
行

、
、

み
ち
み
ち
こ
と
ご
と

な
う
に
も
、
い
わ
ゆ
る
「
外
道
」
（
そ
れ
は
、
ま
さ
に
「
間
違
っ
た
」
正
し
く
な
い
「
道
」
を
学
ぶ
と
い

げ

ど
う

う
こ
と
）
が
あ
る
。
―
―
例
え
ば
、
日
々
、
そ
の
道
を
一
生
懸
命
に
「
勤
む
る
」
（
努
力
を
し
て
い
る
）

つ
と

と
言
え
ど
も
、
心
の
ど
こ
か
に
道
に
「
背
く
よ
う
な
思
い
」
が
あ
れ
ば
、
そ
の
身
（
本
人
）
は
、
よ
き
道

そ
む

（
正
し
い
道
）
を
学
ん
で
い
る
と
思
っ
て
も
、
ま
さ
に
「
直
な
る
所
」
（
つ
ま
り
「
真
っ
直
ぐ
で
正
し
い

す
ぐ

道
」）
か
ら
見
れ
ば
、

実

の
道
（
真
の
「
兵
法
・
剣
術
」）
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

実

の
道
（
真
の
「
兵

ま
こ
と

ま
こ
と

法
・
剣
術
」
）
を
日
々
、
鍛
練
し
て
極
め
る
の
で
な
け
れ
ば
、
た
と
え
最
初
は
「
少
し
の
心
の
ゆ
が
み
」

き
わ

に
過
ぎ
な
く
て
も
、
後
々
に
は
、
ま
さ
に
「
大
き
な
ゆ
が
み
」
と
な
っ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
。
よ
く
よ

あ
と
あ
と

く
「
吟
味
」
あ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
ほ
か
の
「
流
派
」
の
人
た
ち
の
「
兵
法
」
と
い
う
の
は
、

ま
さ
に
「

剣
術

」
ば
か
り
と
世
間
の
人
た
ち
が
思
う
こ
と
、
そ
れ
は
、
尤

も
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

け
ん
じ
ゆ
つ

も
つ
と

一
方
、
わ
が
「
兵
法
」
の
「
利
わ
ざ
」
（
理
と
業
）
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ら
と
は
全
く
別
の
も
の
（
違
う

り

わ
ざ

も
の
）
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
世
間
の
兵
法
」
（
そ
の
様
々
な
「
流
派
」
）
が
ど
う
い
う
も
の
か
を
よ
く
知

っ
て
も
ら
う
た
め
に
、
い
わ
ば
「
風
の
巻
」
と
し
て
、
こ
こ
に
「
他
流
」
の
こ
と
を
書
き
顕
わ
す
の
で
あ

ふ
う

ま
き

あ
ら
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る
。第

五
に
、
空
の
巻
。
此
の
巻
、
「
空
」
と
書
き
顕
わ
す
こ
と
、
そ
も
そ
も
「
空
」
（
何
も
な
い
）
と
言

く
う

ま
き

こ

ま
き

く
う

あ
ら

く
う

い
出
す
か
ら
に
は
、
何
を
か
「
奧
」
と
言
い
、
何
を
か
「
口
」
（
入
口
）
と
言
う
の
か
？

そ
れ
自
体
、

お
か
し
な
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
―
―
何
よ
り
も
大
事
な
こ
と
は
、
日
々
の
「
鍛
練
」
に
よ
っ
て
、
た
と

え
そ
の
時
そ
の
時
に
或
る
「
道
理
」
を
得
た
と
し
て
も
、
さ
ら
な
る
鍛
練
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
「
道
理
」

を
離
れ
、
ま
た
、
新
た
な
「
道
理
」
を
得
る
と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
こ
と
を
長
年
に
渡
っ
て
、
ほ
ん

、
、
、
、
、
、

と
う
に
真
剣
に
積
み
重
ね
た
結
果
と
し
て
、
そ
の
人
が
、
う
そ
偽
り
な
く
、

真

に
「
兵
法
」
（
武
芸
）

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ほ
ん
と
う

と
い
う
も
の
を
真
に
「
習
得
・
体
得
」
し
得
た
な
ら
ば
、
兵
法
の
道
に
は
、
自
然
と
（
身
や
心
に
）
「
自

、
、

お

の

ず

由
」
（
自
在
さ
）
と
い
う
も
の
が
身
に
つ
い
て
来
る
と
と
も
に
、
自
然
と
「
兵
法
・
武
芸
」
の
「
奇
特
」

お

の

ず

き

ど
く

（
そ
れ
は
「
真
に
優
れ
た
技
の
神
髄
《
神
技
》
」）
を
も
得
て
、
そ
の
時
々
に
合
っ
た
（
極
め
て
絶
妙
な
）

、
、
、
、

、
、

し

ん

ぎ

「
拍
子
」
を
以
て
、
ま
さ
に
「
…
…
お
の
づ
か
ら
打
ち
、
お
の
づ
か
ら
あ
た
る
」
と
い
う
状
態
に
な
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
が
、
ま
さ
に
す
べ
て
の
「
空
の
道
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
然
と
「

実

の
道
」（
真
の
「
兵

く
う

お

の

ず

ま
こ
と

法
・
剣
術
」
）
の
そ
の
「
神
髄
世
界
」
へ
と
入
る
こ
と
を
、
ま
さ
に
「
空
の
巻
」
と
し
て
、
こ
こ
に
書
き
留

、
、

く
う

ま
き

と
ど

め
る
も
の
で
あ
る
。

一
、
此
一

流

、
二
刀
と
名
付
く
る
事

こ
の
い
ち
り
ゆ
う

に

と
う

な

づ

次
は
、「
此
一

流

、
二
刀
と
名
付
く
る
事
」
と
い
う
項
目
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で

こ
の
い
ち
り
ゆ
う

に

と
う

な

づ

あ
る
。
つ
ま
り
、「
…
…
二
刀
と
云
出
す
所
、
武
士
は

将
卒

と
も
に
ぢ
き
に
二
刀
を
腰
に
付
く
る
役
也
。

に

と
う

い
い
い
だ

し
よ
う
そ
つ

つ

昔
は
太
刀
・

刀

と
い
ひ
、
今
は

刀

・
脇
指
と
い
ふ
。
武
士
た
る
も
の
の
此
両
腰
を
持
つ
事
、
こ
ま
か
に

た

ち

か
た
な

か
た
な

わ
き
ざ
し

書
顕
は
す
に
及
ば
ず
。
我

朝

に
お
ゐ
て
、
し
る
も
し
ら
ぬ
も
腰
に
お
ぶ
事
、
武
士
の
道
也
。
此
二
つ
の
利

か
き
あ
ら

わ
が
ち
よ
う

り

を
し
ら
し
め
ん
た
め
に
、
二
刀

一
流

と
い
ふ
な
り
。
鑓
・
長
刀
よ
り
し
て
は
、
外
の
物
と
い
ひ
て
、

武

に

と
う
い
ち
り
ゆ
う

や
り

な
ぎ
な
た

と

も
の

い
く
さ

道
具
の
う
ち
也
。
一
流
の
道
、
初
心
の
も
の
に
お
ゐ
て
、
太
刀
・
刀
両
手
に
持
ち
て
道
を
仕
習
ふ
事
、
実

し

な
ら

ま
こ
と

の
所
也
。
一
命
を
捨
つ
る
時
は
、
道
具
を
残
さ
ず
役
に
た
て
た
き
も
の
也
。
道
具
を
役
に
た
て
ず
、
こ
し

い
ち
め
い

に
納
め
て
死
す
る
事
、
本
意
に
有
る
べ
か
ら
ず
。
然
れ
ど
も
、
両
手
に
物
を
持
つ
事
、
左
右
共
に
自
由
に

お
さ

ほ

い

し
か

と
も

は
叶
ひ
が
た
し
。
太
刀
を
片
手
に
て
と
り
な
ら
は
せ
ん
た
め
也
。
鑓
・
長
刀
、
大
道
具
は
是
非
に
及
ば
ず

か
な

た

ち

や
り

な
ぎ
な
た

ぜ

ひ

（
鑓
・
長
刀
、
大
道
具
を
両
手
で
持
つ
の
は
仕
方
が
な
い
が
）
、
し
か
し
、
刀
・
わ
き
指
に
お
ゐ
て
は
、

や
り

な
ぎ
な
た

ざ
し

い
づ
れ
も
片
手
に
て
持
つ
道
具
也
。
太
刀
を
両
手
に
て
持
ち
て
悪
し
き
事
、
馬
上
に
て
あ
し
ゝ
、
か
け
走

あ

る
時
あ
し
ゝ
。
沼
・
ふ
け
・
石
原
、
さ
か
し
き
（
け
わ
し
い
）
道
、
人
ご
み
に
あ
し
ゝ
。
左
に
弓
・
鑓
を

ゆ
み

や
り

持
ち
、
其
外
い
づ
れ
の
道
具
を
持
ち
て
も
、
み
な
片
手
に
て
太
刀
を
つ
か
ふ
も
の
な
れ
ば
、
両
手
に
て
太

そ
の
ほ
か

刀
を
か
ま
ゆ
る
事
、
実

の
道
に
あ
ら
ず
。
若
し
片
手
に
て
打
ち
こ
ろ
し
が
た
き
時
は
、
両
手
に
て
も
打

ま
こ
と

も

ち
と
む
べ
し
。
手
間
の
入
る
事
に
て
も
あ
る
べ
か
ら
ず
。
先
づ
片
手
に
て
太
刀
を
ふ
り
な
ら
は
せ
ん
為
に
、

い

ま

た
め

二
刀
と
し
て
、
太
刀
を
片
手
に
て
振
覚
ゆ
る
道
也
。
人
毎
に
初
而
と
る
時
は
、
太
刀
お
も
く
て
振
廻
し
が

に

と
う

ふ
り
お
ぼ

ご
と

は
じ
め
て

た
き
物
な
れ
ど
も
、
万
初
め
て
と
り
付
く
る
時
は
、
弓
も
ひ
き
が
た
し
、
長
刀
も
振
り
が
た
し
。
い
づ

よ
ろ
ず

な
ぎ
な
た

れ
も
其
道
具
〳
〵
に
な
れ
て
は
、
弓
も
力
つ
よ
く
な
り
、
太
刀
も
ふ
り
つ
け
ぬ
れ
ば
、
道
の
力
を
得
て
振ふ

り

よ
く
な
る
也
。
太
刀
の
道
と
い
ふ
事
、
は
や
く
ふ
る
に
あ
ら
ず
。
第
二
水
の
巻
に
て
し
る
べ
し
。
太
刀
は

す
い

ま
き

ひ
ろ
き
所
に
て
ふ
り
、
脇
差
は
せ
ば
き
所
に
て
ふ
る
事
、
先
づ
道
の
本
意
也
。
此
一
流
に
お
ゐ
て
、
長
き

わ
き
ざ
し

ま

に
て
も
勝
ち
、
短
き
に
て
も
勝
つ
。
故
に
よ
つ
て
太
刀
の
寸
を
さ
だ
め
ず
、

何
に
て
も
勝
つ
事
を
得
る

す
ん

い
ず
れ

心
、
一
流
の
道
也
。
太
刀
一
つ
持
ち
た
る
よ
り
も
、
二
つ
持
ち
て
よ
き
所
、
大
勢
を
一
人
し
て
た
ゝ
か
ふ

お
お
ぜ
い

時
、
又
と
り
籠
り
も
の
な
ど
の
時
に
よ
き
事
有
り
。
か
や
う
の
儀
、
今
委
敷
書
顕
は
す
に
及
ば
ず
、
一
を

こ
も

く
わ
し
く
か
き
あ
ら
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も
つ
て
万
を
知
る
べ
し
。
兵
法
の
道
お
こ
な
ひ
得
て
は
、
一
つ
も
見
へ
ず
と
い
ふ
事
な
し
。
能
々
吟
味
あ

よ
く
よ
く
ぎ
ん

み

る
べ
き
也
」
と
あ
る
。（
「
原
文
」）

＊

＊

さ
て
、
宮
本
武
蔵
は
、
な
ぜ
、
自
分
の
「
剣
法
」
を
「
二
天
一
流
」
（
或
い
は
「
二
刀
一
流
」
）
と
号

し
た
の
か
？

そ
れ
に
は
、
次
の
よ
う
な
は
っ
き
り
と
し
た
理
由
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
武
士

は
、
や
が
て
、
必
ず
「
二
刀
」
を
腰
に
帯
び
る
こ
と
に
な
る
が
、
昔
は
、
そ
れ
を
「
太
刀
と
刀
」
と
言

た

ち

か
た
な

い
、
今
は
、「
刀
と
脇
差
」
と
呼
ぶ
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
「
こ
の
二
つ
（
二
刀
）
の
利
（
勝
つ
理
）
を
知

、

か
た
な

わ
き
ざ
し

り

ら
し
め
ん
た
め
、
二
刀
一
流
と
い
ふ
な
り
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
日
本
の
武
士
は
、
や
が
て
、
必
ず
、「
刀

か
た
な

と
脇
差
」
の
二
刀
を
腰
に
つ
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、「
…
…
一
命
を
捨
つ
る
時
」
は
、
そ
れ
は
、
一
命

わ
き
ざ
し

い
ち
め
い

い
ち
め
い

を
賭
け
て
「
真
剣
勝
負
」
を
す
る
時
に
は
、
自
分
の
持
て
る
「
道
具
」
（
武
器
）
の
す
べ
て
を
残
ら
ず
役

に
立
て
た
い
も
の
で
あ
る
。
せ
っ
か
く
持
っ
て
い
る
そ
の
「
道
具
」
（
武
器
）
を
何
の
役
に
も
立
て
ず
、

た
だ
腰
に
納
め
た
ま
ま
で
死
ん
で
行
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
（
誰
に
と
っ
て
も
）
本
意
で
あ
る
は
ず

お
さ

ほ

い

は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
「
二
刀
の
刀
」
を
最
大
限
に
使
い
こ
な
す
、
或
い
は
、
自
由
自
在
に
使
い

こ
な
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
事
態
に
対
応
で
き
得
る
、
ま
さ
に
勝
つ
た
め
の
「
剣
法
」
こ
そ
は
、
ま
さ
に
宮
本

武
蔵
の
「
二
天
一
流
」
と
い
う
「
剣
法
」（
剣
術
）
そ
の
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
。

、
、
、
、

そ
れ
で
は
、
ど
う
や
っ
て
そ
れ
を
身
に
つ
け
る
の
か
と
問
え
ば
、
そ
れ
は
、
「
…
…
一
流
の
道
、
初
心

の
も
の
に
お
ゐ
て
、
太
刀
・
刀
両
手
に
持
ち
て
仕
習
ふ
事
、
実
の
所
也
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、「
一
流
の

し

な
ら

ま
こ
と

道
」
と
は
、
宮
本
武
蔵
の
「
剣
法
」
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
「
剣
法
」
で
は
、
最
初
か
ら
、
右
手
に
「
太

刀
」
、
左
手
に
「
刀
」
（
脇
差
）
を
持
っ
て
習
い
始
め
る
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
通
り
で
あ
り
、
そ

れ
は
、
「
…
…
刀
・
わ
き
差
に
お
ゐ
て
は
、
い
づ
れ
も
片
手
に
て
持
つ
道
具
也
。
太
刀
を
両
手
に
て
持
ち

ざ
し

て
悪
し
き
事
、
馬
上
に
て
あ
し
ゝ
、
か
け
走
る
時
あ
し
ゝ
。
沼
・
ふ
け
（
湿
原
）・
石
原
、
さ
か
し
き
（
け

あ

わ
し
い
）
道
、
人
ご
み
に
あ
し
ゝ
。
左
に
弓
・
鑓
を
持
ち
、
其
外
い
づ
れ
の
道
具
を
持
ち
て
も
、
み
な
片

ゆ
み

や
り

そ
の
ほ
か

手
に
て
太
刀
を
つ
か
ふ
も
の
な
れ
ば
、
両
手
に
て
太
刀
を
か
ま
ゆ
る
事
、
実

の
道
に
あ
ら
ず
。
若
し
片

ま
こ
と

も

手
に
て
打
ち
こ
ろ
し
が
た
き
時
は
、
両
手
に
て
も
打
ち
と
む
（
打
ち
留
め
る
）
べ
し
。
…
…
」
と
あ
る
。

つ
ま
り
、
両
手
に
持
っ
て
だ
け
の
「
剣
術
の
習
い
」
な
ど
を
い
く
ら
行
な
っ
て
も
、
実
践
で
は
ほ
と
ん

ど
役
に
は
立
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
宮
本
武
蔵
は
、
「
…
…
先
づ
片
手
に
て
太
刀
を
ふ

ま

り
な
ら
は
せ
ん
為
に
、
二
刀
と
し
て
、
太
刀
を
片
手
に
て
振
覚
ゆ
る
道
也
。
人
毎
に
初
而
と
る
時
は
、
太

た
め

に

と
う

ふ
り
お
ぼ

ご
と

は
じ
め
て

刀
お
も
く
て
振
廻
し
が
た
き
物
な
れ
ど
も
、
万
初
め
て
と
り
付
く
る
時
は
、
弓
も
ひ
き
が
た
し
、
長
刀

よ
ろ
ず

な
ぎ
な
た

も
振
り
が
た
し
。
い
づ
れ
も
其
道
具
〳
〵
に
な
れ
て
は
、
弓
も
力
強
く
な
り
、
太
刀
も
ふ
り
な
れ
れ
ば
、

道
の
力
を
得
て
振
よ
く
な
る
也
…
…
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
な
ぜ
、
両
手
に
「
二
刀
」
を
持
た
せ
る
の
か

ふ
り

と
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
片
手
だ
け
で
「
刀
」
を
振
り
習
わ
せ
る
た
め
で
あ
り
、
そ
し
て
、
最
初
は
、
何
で

な
ら

も
重
く
感
じ
ら
れ
、
な
か
な
か
想
う
よ
う
に
は
振
り
回
す
こ
と
は
で
き
に
く
い
が
、
し
か
し
、
何
度
も
何

度
も
鍛
錬
し
て
慣
れ
て
く
れ
ば
、
最
終
的
に
は
自
分
の
思
い
通
り
に
片
手
だ
け
で
「
刀
」
を
自
由
自
在
に

使
い
こ
な
せ
る
よ
う
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
右
手
一
本
だ
け
で
「
刀
」
を
自
由
自
在
に
使
い
こ

な
せ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
左
手
一
本
だ
け
で
も
「
刀
」
を
自
由
自
在
に
使
い
こ
な
せ
る
よ
う
に
な
る
。

（
こ
れ
は
、
右
手
を
負
傷
し
た
時
な
ど
に
も
有
効
）
、
そ
し
て
、
両
手
を
使
っ
て
「
刀
と
脇
差
」
と
を
自

わ
き
ざ
し

由
自
在
に
使
い
こ
な
せ
る
よ
う
に
な
る
。
―
―
つ
ま
り
、
「
二
刀
の
刀
」
を
最
大
限
に
使
い
こ
な
す
、
或

い
は
、
自
由
自
在
に
使
い
こ
な
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
事
態
に
対
応
で
き
得
る
、
ま
さ
に
勝
つ
た
め
の
「
剣
法
」

こ
そ
は
、
ま
さ
に
宮
本
武
蔵
の
「
二
天
一
流
」
と
い
う
「
剣
法
」
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
、

、
、
、
、

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
何
よ
り
も
「
肉
体
の
鍛
錬
」
な
ど
も
日
頃
か
ら
徹
底
的
に
や
り
続
け
な
け
れ
ば
な
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ら
な
い
こ
と
は
、
敢
え
て
言
う
ま
で
も
な
い
。

そ
し
て
、
宮
本
武
蔵
の
「
剣
法
」
で
は
、
「
…
…
長
き
に
て
も
勝
ち
、
短
き
に
て
も
勝
つ
。
故
に
よ
つ

て
太
刀
の
寸
を
さ
だ
め
ず
、
何
に
て
も
勝
つ
事
を
得
る
心
、
一
流
の
道
也
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
極
め
、
、

す
ん

い
ず
れ

て
大
事
な
言
葉
で
あ
り
、
―
―
つ
ま
り
、
刀
の
「
長
さ
」
だ
け
で
「
勝
敗
は
決
ま
る
」
も
の
で
は
な
い
。

、
、
、
、
、
、

長
く
て
も
、
短
く
て
も
、
た
と
え
い
か
な
る
「

尺

の
刀
」
を
使
っ
て
で
も
、
常
に
勝
と
う
と
す
る
自
分

し
や
く

自
身
の
「
剣
術
」
そ
の
も
の
を
磨
き
上
げ
て
お
く
こ
と
が
、
何
よ
り
も
大
事
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

、
、
、
、

ま
た
、
太
刀
（
刀
）
の
道
と
い
う
の
は
、
太
刀
（
刀
）
を
た
だ
速
く
振
る
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の

た

ち

た

ち

こ
と
は
、
第
二
の
「
水
の
巻
」
の
な
か
で
も
知
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
「
…
…
太
刀
は
ひ
ろ

す
い

ま
き

き
所
に
て
ふ
り
、
脇
差
は
せ
ば
き
所
に
て
ふ
る
事
」
は
、
剣
術
の
基
本
で
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

わ
き
ざ
し

ま
た
、
二
刀
流
は
、
「
…
…
太
刀
一
つ
持
ち
た
る
よ
り
も
、
二
つ
持
ち
て
よ
き
所
、
大
勢
を
一
人
し
て

お
お
ぜ
い

た
ゝ
か
ふ
時
、
又
と
り
籠
り
も
の
な
ど
の
時
に
よ
き
事
あ
り
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
大
勢
と
一
人
で
戦
う

こ
も

時
に
は
、
む
し
ろ
二
刀
流
の
方
が
よ
い
場
合
も
あ
れ
ば
、
ま
た
、「
と
り
籠
り
も
の
」
と
い
う
の
は
、（
屋
内

こ
も

お
く
な
い

な
ど
の
狭
い
場
所
に
）
立
て
籠
っ
て
い
る
場
合
で
あ
る
が
、
そ
の
立
て
籠
っ
て
い
る
相
手
（
敵
）
と
戦
う

こ
も

こ
も

よ
う
な
時
に
は
、
む
し
ろ
「
二
刀
流
」
の
方
が
よ
い
場
合
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
今
、
詳
し
く

く
わ

書
き
顕
わ
す
に
及
ば
な
い
。
一
を
も
っ
て
万
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。
兵
法
の
道
を
習
得
し
得
て
は
、
一
つ

あ
ら

と
し
て
見
え
な
い
と
言
う
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
よ
く
よ
く
「
吟
味
」
あ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

ぎ
ん

み

ま
た
、
こ
こ
で
は
述
べ
て
は
い
な
い
が
、
い
わ
ゆ
る
「
武
具
の
利
」
（
長
所
・
短
所
）
な
ど
も
よ
く
知

ぶ

ぐ

り

っ
て
お
く
こ
と
が
大
事
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
例
え
ば
、
槍
、
長
刀
、
弓
、
柔
、
棒
、
鎖

鎌
、
そ
の
他
、

や
り

な
ぎ
な
た

や
わ
ら

ぼ
う

く
さ
り
が
ま

ど
の
よ
う
な
「
武
術
」
に
対
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
「
武
具
の
利
」
（
長
所
・
短
所
）
な
ど
を
よ
く
知
っ
て

ぶ

ぐ

り

お
く
こ
と
は
大
事
で
あ
る
と
同
時
に
、
い
か
に
ど
う
戦
え
ば
相
手
に
勝
て
る
か
の
「
剣
術
」
（
戦
術
）
な

ど
も
、
し
っ
か
り
と
身
に
付
け
て
お
か
な
け
れ
ば
、
い
ざ
と
い
う
時
に
、
ま
さ
に
「
常
に
勝
つ
」
と
い
う

よ
う
な
こ
と
は
、
な
か
な
か
で
き
難
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

に
く

一
、
兵
法
二
つ
の
字
の
利
を
知
る
事

り

次
は
、
「
兵
法
二
つ
の
字
の
利
を
知
る
事
」
と
い
う
項
目
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で

り

あ
る
。
つ
ま
り
、「
…
…
此
道
に
お
ゐ
て
、
太
刀
を
振
得
た
る
も
の
を
、
兵
法
者
と
世
に
云
伝
へ
た
り
。
武
芸

こ
の
み
ち

た

ち

ふ
り

え

へ
い
ほ
う
し
や

い
い
つ
た

ぶ

げ
い

の
道
に
至
り
て
、
弓
を
能
く
射
れ
ば
射
手
と
い
ひ
、
鉄
袍
を
得
た
る
も
の
は
鉄
袍
う
ち
と
い
ひ
、
鑓
を
つ

よ

い

い

て

て
つ
ほ
う

や
り

か
ひ
得
て
は
鑓
つ
か
ひ
と
い
ひ
、
長
刀
を
お
ぼ
へ
て
は
長
刀
つ
か
ひ
と
い
ふ
。
然
る
に
お
ゐ
て
は
、
太
刀

な
ぎ
な
た

し
か

の
道
を
覚
へ
た
る
も
の
を
太
刀
つ
か
ひ
、
脇
差
つ
か
ひ
と
い
は
ん
事
也
。
弓
・
鉄
袍
・
鑓
・
長
刀
・
皆
是

お
ぼ

わ
き
ざ
し

や
り

な
ぎ
な
た

こ
れ

武
家
の
道
具
な
れ
ば
、
い
づ
れ
も
兵
法
の
道
也
。
然
れ
ど
も
、
太
刀
よ
り
し
て
兵
法
と
い
ふ
事
、
道
理
也
。

ぶ

け

ど

う

り

太
刀
の
徳
よ
り
し
て
世
を
納
め
、
身
を
納
む
る
事
な
れ
ば
、
太
刀
は
兵
法
の
お
こ
る
所
也
。
太
刀
の
徳
を

お
さ

得
て
は
、
一
人
し
て
十
人
に
勝
つ
事
也
。
一
人
に
し
て
十
人
に
勝
つ
な
れ
ば
、
百
人
し
て
千
人
に
か
ち
、

千
人
に
し
て
万
人
に
勝
つ
。
然
る
に
よ
つ
て
、
わ
が
一
流
の
兵
法
に
、
一
人
も
万
人
も
お
な
じ
事
に
し
て
、

し
か

武
士
の
法
を
残
ら
ず
兵
法
と
い
ふ
所
也
。
道
に
お
ゐ
て
、
儒
者
・
仏
者
・
数
寄
者
・
し
つ
け
者
・
乱
舞
者
、

じ
ゆ
し
や

ぶ
つ
し
や

す

き

し
や

し
や

ら
ん

ぶ

し
や

此
等
の
事
は
武
士
の
道
に
は
な
し
。
其
道
に
あ
ら
ざ
る
と
い
ふ
と
も
、
道
を
広
く
し
れ
ば
、
物
事
に
出
で

こ

れ

ら

も
の
ご
と

い

あ
ふ
事
也
。
い
づ
れ
も
人
間
に
お
ゐ
て
、
我
道
〳
〵
を
よ
く
み
が
く
事
肝
要
也
」
と
あ
る
。
（
「
原
文
」
）

か
ん
よ
う

＊

＊

ま
ず
、
此
道
（
兵
法
の
道
）
に
お
い
て
、
太
刀
（
刀
）
を
習
得
し
得
た
者
を
、
兵
法
者
と
世
に
言
い
伝

こ
の
み
ち

た

ち

へ
い
ほ
う
し
や

え
て
い
る
。
武
芸
の
道
に
至
り
て
、
弓
を
能
く
射
れ
ば
射
手
と
い
ひ
、
鉄
袍
を
得
た
る
も
の
は
鉄
袍
う
ち

ぶ

げ
い

よ

い

い

て

て
つ
ほ
う
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と
い
ひ
、
鑓
を
つ
か
ひ
得
て
は
鑓
使
い
と
い
ひ
、
長
刀
を
お
ぼ
へ
て
は
長
刀
つ
か
ひ
と
い
ふ
。
と
こ
ろ
が
、

や
り

や
り

な
ぎ
な
た

な
ぎ
な
た

太
刀
の
道
を
覚
へ
た
る
も
の
を
太
刀
つ
か
ひ
、
脇
差
つ
か
ひ
と
は
言
わ
な
い
。
そ
れ
は
、
一
体
、
な
ぜ
な

た

ち

お
ぼ

た

ち

わ
き
ざ
し

の
か
と
問
え
ば
、
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
弓
、
鉄
袍
、
鑓
、
長
刀
」
な
ど
は
、
確
か
に
、
み
な
武
家
の
道

や
り

な
ぎ
な
た

ぶ

け

具
な
れ
ば
、
い
づ
れ
も
兵
法
の
道
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
、
い
わ
ば
「
限
定
使
用
」
（
主
に
合

戦
使
用
）
で
あ
り
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
自
由
自
在
に
使
え
る
よ
う
な
武
具
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

一
方
、
太
刀
（
刀
）
と
い
う
の
は
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
自
由
自
在
に
使
え
る
武
具
で
あ
り
、
そ
れ

た

ち

ゆ
え
、
太
刀
よ
り
し
て
兵
法
と
い
ふ
事
、
道
理
（
尤
も
な
こ
と
）
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
、

ど

う

り

「
太
刀
」
（
刀
）
こ
そ
は
、
例
え
ば
、
弓
、
鉄
袍
、
鑓
、
長
刀
、
そ
の
他
、
色
々
な
「
武
具
」
の
な
か
で

た

ち

や
り

な
ぎ
な
た

い
ろ
い
ろ

も
、
最
も
有
用
な
「
武
具
」
で
あ
り
、
い
わ
ば
「
武
具
の
中
の
武
具
」
（
つ
ま
り
最
も
機
動
性
に
優
れ
た

武
具
）
で
あ
り
、
そ
の
「
太
刀
の
徳
」
（
太
刀
の
優
れ
た
力
）
を
も
っ
て
、
世
を
納
め
、
身
を
納
む
る
事

お
さ

な
れ
ば
、
太
刀
は
兵
法
の
お
こ
る
所
（
根
本
）
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
太
刀
の
徳
」
（
太
刀
の
優
れ

た

ち

た

ち

た
力
）
を
得
て
は
、
一
人
に
し
て
十
人
に
勝
つ
こ
と
が
で
き
る
。
一
人
に
し
て
十
人
に
勝
つ
こ
と
が
で
き

れ
ば
、
百
人
に
し
て
千
人
に
勝
つ
こ
と
も
で
き
、
ま
た
、
千
人
に
し
て
万
人
に
勝
つ
こ
と
も
で
き
る
。
然し

か

る
に
よ
っ
て
、
「
わ
が
一
流
の
兵
法
」
（
そ
れ
は
「
宮
本
武
蔵
の
兵
法
」
）
に
お
い
て
は
、
一
人
も
万
人
も

お
な
じ
事
に
し
て
（
つ
ま
り
「
宮
本
武
蔵
の
兵
法
」
は
、
一
対
一
だ
け
の
兵
法
で
は
な
く
、
万
人
対
万
人

の
兵
法
で
も
あ
る
の
で
）
、
そ
れ
ゆ
え
、
武
士
の
法
を
残
ら
ず
兵
法
と
い
ふ
所
也
。
つ
ま
り
、
一
対
一
の

兵
法
だ
け
で
あ
れ
ば
、
太
刀
（
刀
）
だ
け
の
兵
法
だ
け
で
す
む
が
、「
宮
本
武
蔵
の
兵
法
」
と
い
う
の
は
、

た

ち

万
人
対
万
人
の
兵
法
で
も
あ
る
の
で
、
太
刀
（
刀
）
を
は
じ
め
、
弓
、
鑓
、
鉄
袍
、
長
刀
、
馬
術
、
そ
の

た

ち

や
り

な
ぎ
な
た

他
、
そ
れ
ら
す
べ
て
を
ひ
っ
く
る
め
て
、
ま
さ
に
「
兵
法
」（
「
宮
本
武
蔵
の
兵
法
」
）
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
宮
本
武
蔵
の
言
い
た
い
こ
と
は
、
兵
法
の
「
主
軸
」
は
、
ま
さ
に
「
太
刀
」
（
刀
）
で
あ
る
こ

た

ち

と
は
確
か
で
あ
る
が
、
そ
の
他
の
「
弓
、
鑓
、
鉄
袍
、
長
刀
、
馬
術
、
そ
の
他
」
な
ど
も
、
み
な
武
家
の

、
、

や
り

な
ぎ
な
た

ぶ

け

道
具
な
れ
ば
、
い
づ
れ
も
兵
法
の
道
と
し
て
、
そ
れ
ら
も
し
っ
か
り
と
学
び
得
て
お
く
べ
き
こ
と
だ
と
言

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
道
に
お
い
て
、
儒
者
、
仏
者
、
数
寄
者
（
茶
人
）
、
し
つ
け
者
、
乱
舞
者
、
そ
の
他
、
こ
れ
ら

じ
ゆ
し
や

ぶ
つ
し
や

す

き

し
や

し
や

ら
ん

ぶ

し
や

の
「
道
」
は
、
確
か
に
「
武
士
の
道
」
で
は
な
い
。
し
か
し
、
「
武
士
の
道
」
で
は
な
い
と
い
え
ど
も
、

こ
れ
ら
様
々
な
「
道
」
を
広
く
知
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
様
々
な
「
物
事
に
出
会
う
」
（
つ
ま
り
様
々
な
「
物

も
の
ご
と

事
を
知
る
こ
と
」
）
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
様
々
な
「
道
」
の
様
々
な
「
物
事
を
知
れ
ば
知
る
」

だ
け
、
自
分
の
「
兵
法
の
道
」
も
、
そ
れ
だ
け
「
豊
か
で
奥
深
い
も
の
」
に
な
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ

そ
、
宮
本
武
蔵
は
、
心
得
「
九
項
目
」
の
な
か
で
も
、
様
々
な
「
諸
芸
に
さ
わ
り
、
諸
職
の
道
を
知
る
事
」

と
強
く
説
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ど
の
よ
う
な
分
野
で
あ
れ
、
人
間
に
お
い
て
、
わ
が
道
わ
が
道
を
よ

、
、

く
磨
く
こ
と
こ
そ
は
、
何
よ
り
も
「
肝
要
」（
最
も
「
大
事
な
こ
と
」）
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

か
ん
よ
う

一
、
兵
法
に
武
具
の
利
を
知
る
と
い
ふ
事

ぶ

ぐ

り

次
は
、
「
兵
法
に
武
具
の
利
を
知
る
と
い
ふ
事
」
と
い
う
項
目
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
も

ぶ

ぐ

り

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
…
…

武

道
具
の
利
を
わ
き
ま
ゆ
る
に
、
い
づ
れ
の
道
具
に
て
も
、
お
り
に
ふ
れ
、

い
く
さ

り

時
に
し
た
が
い
、
出
合
ふ
も
の
也
。
脇
差
は
座
の
せ
ば
き
所
、
敵
の
身
ぎ
わ
へ
よ
り
て
其
利
お
ほ
し
。
太
刀

い
で

あ

わ
き
ざ
し

た

ち

は
い
づ
れ
の
所
に
て
も
大
形
出
合
ひ
て
利
あ
り
。
長
刀
は
戦
場
に
て
は
鑓
に
お
と
る
心
あ
り
。
鑓
は
先
手

お
お
か
た

な
ぎ
な
た

や
り

や
り

な
り
、
長
刀
は
後
手
也
。
同
じ

位

の
ま
な
び
に
し
て
は
、
鑓
は
少
し
つ
よ
し
。
鑓
・
長
刀
も
、
事
に
よ

な
ぎ
な
た

く
ら
い

や
り

や
り

な
ぎ
な
た

り
、
つ
ま
り
た
る
所
に
て
は
其
利
す
く
な
し
。
取
籠
り
者
な
ど
に
も
し
か
る
べ
か
ら
ず
。
只
戦
場
の
道
具

と
り
こ
も

た
だ
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な
る
べ
し
。
合
戦
の
場
に
し
て
は
肝
要
の
道
具
也
。
さ
れ
共
、
座
敷
に
て
の
利
を
お
ぼ
へ
、
こ
ま
や
か
に

か
つ
せ
ん

か
ん
よ
う

ど
も

思
ひ
、

実

の
道
を
忘
る
ゝ
に
お
ゐ
て
は
、
出
合
ひ
が
た
か
る
べ
し
。
弓
は
合
戦
の
場
に
て
、
か
け
ひ
き

ま
こ
と

い
で

あ

に
も
出
合
ひ
、
鑓
わ
き
、
其
外
物
き
わ
〴
〵
に
て
、
は
や
く
取
合
は
す
る
も
の
な
れ
ば
、
野
相
の
合
戦
な

や
り

そ
の
ほ
か

と
り

あ

の

あ
い

ど
に
と
り
わ
き
よ
き
物
也
。
城
せ
め
な
ど
、
又
敵
相
二
十
間
を
こ
へ
て
は
不
足
な
る
物
也
。
当
世
に
お
ゐ

て
き
あ
い

け
ん

ふ

そ

く

て
は
、
弓
は
申
す
に
及
ば
す
、
諸
芸
花
多
く
し
て
実
す
く
な
し
。
さ
や
う
の
芸
能
は
、
肝
要
の
時
、
役
に

は
な

み

立
ち
が
た
し
。
其
利
多
し
（
誤
字
で
「
少
し
」
）
。

城
郭

の
内
に
し
て
は
鉄
袍
に
し
く
事
な
し
。
野
相
な

じ
よ
う
か
く

て
つ
ほ
う

の

あ
い

ど
に
て
も
、
合
戦
の
は
じ
ま
ら
ぬ
う
ち
に
は
、
其
利
多
し
。

戦

は
じ
ま
り
て
は
不
足
な
る
べ
し
。
弓
の

た
た
か
い

一
つ
の
徳
は
、
放
つ
矢
、
人
の
目
に
見
え
て
よ
し
。
鉄
袍
の
玉
は
目
に
見
え
ざ
る
所
、
不
足
也
。
此
義
能
々

こ

の

ぎ
よ
く
よ
く

吟
味
有
る
べ
き
事
。
馬
の
事
、
つ
よ
く
こ
た
へ
て
く
せ
な
き
事
肝
要
也
。
惣
而

武

道
具
に
つ
け
、
馬
も
大
形

そ
う
じ
て
い
く
さ

お
お
か
た

に
あ
り
き
、
刀
・
脇
差
も
大
形
に
き
れ
、
鑓
・
長
刀
も
大
か
た
に
と
を
り
、
弓
・
鉄
袍
も
つ
よ
く
、
そ
こ

や
り

な
ぎ
な
た

ね
ざ
る
や
う
に
有
る
べ
し
。
道
具
以
下
に
も
、
か
た
わ
け
て
す
く
事
あ
る
べ
か
ら
ず
。
あ
ま
り
た
る
事
は

た
ら
ぬ
と
同
じ
事
也
。
人
ま
ね
を
せ
ず
共
、
我
身
に
随
ひ
、

武

道
具
は
手
に
あ
ふ
や
う
に
あ
る
べ
し
。

と
も

い
く
さ

将
卒

共
に
物
に
す
き
、
物
を
き
ら
ふ
事
悪
し
し
。
工
夫
肝
要
也
」
と
あ
る
。
（
「
原
文
」）

し
よ
う
そ
つ
と
も

あ

く

ふ

う

＊

＊

さ
て
、
今
度
は
「
武
具
の
利
」
を
知
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
「
…
…
い
づ
れ
の
道
具
に

、
、

ぶ

ぐ

り

て
も
、
お
り
に
ふ
れ
、
時
に
し
た
が
い
、
出
合
ふ
も
の
也
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
い
ず
れ
の
道
具
も
、
そ

い
で

あ

の
時
、
そ
の
状
況
に
応
じ
て
、
ま
さ
に
「
出
合
ふ
も
の
」（
つ
ま
り
「
有
効
で
役
立
つ
も
の
」）
で
あ
る
。

い
で

あ

例
え
ば
、
「
脇
差
」
と
い
う
の
は
、
本
来
、
「
座
の
せ
ば
き
所
」
、
つ
ま
り
、
（
太
刀
な
ど
の
自
由
自
在

わ
き
ざ
し

た

ち

に
使
え
な
い
よ
う
な
）
「
狭
い
空
間
」
の
所
で
使
う
も
の
で
あ
る
が
、
特
に
「
敵
の
身
ぎ
わ
へ
よ
り
て
其

利
お
ほ
し
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
相
手
の
身
ぎ
わ
に
よ
り
て
」
（
そ
れ
は
「
相
手
の
身
近
か
に
寄
っ
た

時
」
）
に
は
、
「
脇
差
」
と
い
う
の
は
、
そ
の
「
利
が
多
い
」
（
つ
ま
り
「
極
め
て
有
効
」
）
だ
と
言
っ
て

わ
き
ざ
し

い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
数
多
く
の
「
実
践
」
か
ら
得
た
「
生
き
た
智
慧
」
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
道

ち

え

場
な
ど
で
は
、
腰
の
「
脇
差
」
の
使
い
方
な
ど
は
、
決
し
て
誰
も
教
え
て
は
く
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

わ
き
ざ
し

ま
た
、「
太
刀
」（
刀
）
は
、「
…
…
い
づ
れ
の
所
に
て
も
大
形
出
合
ひ
て
利
あ
り
」
と
あ
る
。
そ
れ
は
、

た

ち

お
お
か
た

「
太
刀
」
（
刀
）
と
い
う
の
は
、
大
方
、
い
つ
ど
こ
で
ど
の
よ
う
に
使
っ
て
も
必
ず
「
利
」
（
極
め
て
有

た

ち

お
お
か
た

効
な
も
の
）
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
「
太
刀
」
（
刀
）
こ
そ
は
、
い
つ
ど
こ
で
も
自
由
自
在
に
使
え
る
機

た

ち

動
性
の
最
も
高
い
「
武
具
」
で
は
あ
る
が
、
唯
一
、
（
太
刀
の
自
由
自
在
に
使
え
な
い
よ
う
な
）
「
狭
い

た

ち

空
間
」
の
所
だ
け
は
、
武
具
と
し
て
の
「
欠
点
」
を
さ
ら
す
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
唯
一
の
「
欠

点
」
を
、
ま
さ
に
腰
の
「
脇
差
」
で
お
ぎ
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
ま
さ
に
「
万
全
」
と
な
る
の
で
あ

わ
き
ざ
し

る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
「
二
刀
の
刀
」
を
最
大
限
に
使
い
こ
な
す
、
或
い
は
、
自
由
自
在
に
使
い
こ
な

し
て
、
あ
ら
ゆ
る
事
態
に
対
応
で
き
得
る
、
ま
さ
に
勝
つ
た
め
の
「
剣
法
」
こ
そ
は
、
ま
さ
に
宮
本
武
蔵

の
「
二
天
一
流
」
と
い
う
「
剣
法
」（
剣
術
）
そ
の
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
。

、
、
、
、

次
に
、
長
刀
は
、
戦
場
に
て
は
鑓
に
劣
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
ま
た
、
「
…
…
鑓
は
先
手
な
り
、
長
刀
は

な
ぎ
な
た

や
り

や
り

な
ぎ
な
た

後
手
也
」
と
あ
る
。
そ
れ
は
、「
槍
」
と
い
う
の
は
、
本
来
、「
先
手
」（
最
前
）
の
道
具
で
あ
り
、
一
方
、

、
、

や
り

「
長
刀
」
と
い
う
の
は
、
本
来
、「
後
手
」（
槍
の
後
）
の
道
具
で
あ
り
、
そ
し
て
、
同
じ

位

の
「
学
び
」

な
ぎ
な
た

あ
と

く
ら
い

（
熟
練
度
）
同
士
の
対
戦
で
あ
れ
ば
、
槍
と
長
刀
で
は
、
槍
の
方
が
「
少
し
有
利
」
と
見
て
い
る
の
で
あ

や
り

な
ぎ
な
た

や
り

る
。
ま
た
、
鑓
も
長
刀
も
、
事
（
場
所
・
状
況
）
に
よ
り
、
「
つ
ま
り
た
る
所
」
（
自
由
自
在
に
振
り
回

や
り

な
ぎ
な
た

せ
な
い
よ
う
な
所
）
に
て
は
、
そ
の
「
利
」
（
利
点
）
は
少
な
い
と
あ
る
。
ま
し
て
、
「
取
籠
り
者
」
（
部

、
、
、

と
り
こ
も

屋
の
中
に
閉
じ
籠
っ
て
い
る
者
・
籠
城
者
）
な
ど
を
打
つ
場
合
は
、（
自
由
に
振
り
回
せ
な
い
）
鑓
・
長
刀

や
り

な
ぎ
な
た

な
ど
は
（
好
ん
で
）
使
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
た
だ
「
戦
場
の
道
具
」
と
し
て
「
利
」
（
有
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効
）
で
あ
り
、
そ
れ
は
、「
合
戦
の
場
」
に
お
い
て
こ
そ
、
最
も
「
肝
要
の
道
具
」
（
最
も
有
効
な
道
具
）

か
つ
せ
ん

か
ん
よ
う

と
な
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
座
敷
」
（
室
内
）
で
も
う
ま
く
使
い
こ
な
す
こ
と
を
覚
え
、
細
々
と

し
た
使
い
方
に
と
ら
わ
れ
過
ぎ
て
、

実

の
道
（
鑓
・
長
刀
の
本
来
の
使
い
方
）
な
ど
を
忘
れ
る
よ
う
に

ま
こ
と

や
り

な
ぎ
な
た

な
っ
て
は
、
逆
に
、
実
践
（
合
戦
の
時
）
に
は
役
に
立
た
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
大
事

な
こ
と
は
、
鑓
に
は
鑓
の
長
所
が
あ
り
、
長
刀
に
は
長
刀
の
長
所
が
あ
る
。
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
「
長
所
」

や
り

や
り

な
ぎ
な
た

な
ぎ
な
た

を
生
か
し
た
「
使
い
方
」
を
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
し
て
、
例
え
ば
、「
鑓
の
長
所
」
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
、

や
り

す
な
わ
ち
、
ま
さ
に
「
合
戦
の
場
」
で
こ
そ
、
最
も
「
有
効
な
武
器
」
と
な
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
「
弓
」
は
、
合
戦
の
場
に
て
、
そ
の
「
か
け
ひ
き
」
（
軍
勢
の
進
退
）
に
も
「
出
合
ひ
」
（
使
っ

て
有
効
）
で
あ
り
、
ま
た
、
「
鑓
わ
き
」
（
そ
れ
は
「
遣
隊
の

傍

ら
」
）
や
そ
の
他
の
様
々
な
「
諸
隊
」

や
り

や
り

か
た
わ

の

傍

ら
で
、
ま
さ
に
「
連
係
（
援
護
）
攻
撃
」
な
ど
を
行
な
う
時
に
も
、
素
早
く
迅
速
に
対
応
で
き
る

か
た
わ

の
で
、
特
に
「
野
相
の
合
戦
」
（
つ
ま
り
「
野
外
の
合
戦
」
）
な
ど
の
時
に
は
、
と
り
わ
け
「
有
効
」
な

の

あ
い

も
の
で
あ
る
。
一
方
、
「
城
攻
め
」
や
「
敵
相
」
（
敵
と
の
距
離
）
が
「
二
十
間
」
（
三
十
六
㍍
）
以
上
を

て
き
あ
い

け
ん

超
え
る
と
、
む
し
ろ
「
不
足
」
（
ほ
と
ん
ど
役
に
立
た
な
い
も
の
）
で
あ
る
。
当
世
（
今
日
）
に
お
い
て

は
、
弓
は
申
す
ま
で
も
な
く
、
諸
芸
花
多
く
し
て
実
が
少
な
い
。
そ
の
よ
う
な
「
芸
能
」
（
武
芸
）
は
、

は
な

み

肝
要
（
い
ざ
と
い
う
）
時
に
は
、
役
に
立
ち
に
く
く
、
そ
の
「
利
」
（
利
点
）
は
、
少
な
い
の
で
あ
る
。

一
方
、「
鉄
砲
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、「
…
…

城
郭

の
内
に
し
て
は
鉄
袍
に
し
く
事
な
し
」
と
あ
る
。

じ
よ
う
か
く

て
つ
ほ
う

つ
ま
り
、
城
郭

の
内
か
ら
の
「
鉄
砲
」
に
勝
る
も
の
は
何
も
な
い
と
、
も
う
無
条
件
で
「
鉄
砲
」
の
「
利
」

じ
よ
う
か
く

う
ち

（
有
利
さ
）
を
ほ
め
讃
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
野
相
」
（
野
外
の
戦
い
）
に
お
い
て
も
、
ま
だ

の

あ
い

「
合
戦
の
は
じ
ま
ら
ぬ
う
ち
」
（
そ
れ
は
「
相
手
と
の
距
離
が
あ
る
」
う
ち
）
は
、
そ
の
「
利
」
（
有
利

さ
）
は
、
非
常
に
多
く
あ
る
。
し
か
し
、

戦

は
じ
ま
り
て
は
（
つ
ま
り
「
相
手
と
の
距
離
が
な
く
な
っ

た
た
か
い

て
し
ま
う
」）
と
、
ま
さ
に
「
不
足
」（
ほ
と
ん
ど
役
に
立
た
な
く
な
っ
て
）
し
ま
う
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
弓
の
一
つ
の
「
徳
」
（
優
れ
て
い
る
点
）
は
、
ま
さ
に
「
…
…
放
つ
矢
、
人
の
目
に
見
え
て
よ

し
。
鉄
袍
の
玉
は
、
目
に
見
え
ざ
る
所
、
不
足
也
。（
こ
れ
は
、
目
に
恐
怖
を
与
え
な
い
か
ら
か
）
。
此
義
能
々

こ

の

ぎ
よ
く
よ
く

吟
味
有
る
べ
き
事
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
体
、
ど
う
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？

例
え
ば
、｢

弓
」
と
「
鉄
砲
」
と
を
比
較
対
照
し
た
場
合
、
ど
ち
ら
が
「
武
具
」
と
し
て
優
れ
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
？

ま
ず
、
弓
の
「
矢
」
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
目
に
は
っ
き
り
と
見
え
て
い
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
「
…
…
的
へ
と
向
か
っ
て
い
く
姿
は
は
っ
き
り
と
見
え
て
い
て
、
そ
の
結
果
も
は
っ
き
り
と
見
え
て

ま
と

い
る
」
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
そ
の
「
結
果
」
を
見
て
、
次
の
「
矢
」
を
射
る
時
に
は
、
そ
の
「
結
果
」

を
踏
ま
え
て
、
ま
さ
に
「
微
調
整
」
（
つ
ま
り
「
修
正
」
）
を
し
て
、
次
の
「
矢
」
を
射
る
こ
と
が
で
き

得
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
今
度
は｢

的
に
当
た
る
確
率
」
も
そ
れ
だ
け
高
く
な
っ
て
い
く
。

ま
と

そ
し
て
、
も
う
一
つ
は
、
鉄
砲
に
比
べ
れ
ば
、
弓
は
、
す
ぐ
に
も
次
の
矢
を
射
る
こ
と
が
出
来
る
と
と

、
、

も
に
、
ま
さ
に
「
素
早
い
行
動
」
（
そ
れ
は
「
機
動
性
に
富
ん
で
い
る
）
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
鉄
砲
の
「
玉
」
と
い
う
の
は
、
人
の
目
に
は
ま
っ
た
く
見
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
…
…
的
へ

ま
と

と
向
か
っ
て
い
く
姿
は
ま
っ
た
く
見
え
な
い
が
、
し
か
し
、
そ
の
結
果
だ
け
は
見
る
こ
と
が
出
来
る
」
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
当
時
の
「
鉄
砲
」
（
火
縄
銃
）
と
い
う
も
の
が
、
一
体
、
ど
の
く
ら
い
の

ひ

な
わ

「
性
能
」
を
持
っ
て
い
た
か
に
よ
っ
て
、
結
論
は
、
全
く
違
っ
て
来
る
が
、
も
し
、
的
に
当
て
ら
れ
る
確

ま
と

率
が
同
じ

位

な
ら
ば
、
ふ
つ
う
鉄
砲
の
方
が
有
利
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
当
時
の
鉄
砲
よ
り
も
、
弓
の

く
ら
い

方
が
的
に
当
て
る
確
率
が
よ
り
高
け
れ
ば
、
む
し
ろ
弓
の
方
が
有
利
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
も
知
れ
な

ま
と

い
。
む
ろ
ん
、
武
器
と
し
て
の
「
破
壊
力
」
と
い
う
点
で
は
、
鉄
砲
の
方
が
遙
か
に
優
れ
て
い
る
が
、
し

か
し
、
弓
の
「
矢
」
で
も
、
そ
の
数
が
多
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
ま
た
、
そ
の
「
先
に
毒
で
も
塗
っ
て
」
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お
け
ば
、
そ
の
「
致
死
率
」
を
高
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
十
分
に
可
能
な
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
「
弓
」
と
「
鉄
砲
」
、
ど
ち
ら
が
怖
い
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
ど
ち
ら
も

怖
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
、
や
は
り
「
鉄
砲
」
の
方
が
遙
か
に
怖
い
と
感
じ
る
の
は
な
ぜ
な
の

だ
ろ
う
か
？

そ
れ
は
、
ま
ず
、
鉄
砲
の
「
弾
丸
」
と
い
う
も
の
は
、
ま
さ
に
目
に
は
全
く
見
え
な
い
ほ

ど
の
速
さ
で
あ
り
、
し
か
も
、
か
な
り
遠
い
距
離
か
ら
で
も
狙
わ
れ
て
発
射
さ
れ
れ
ば
、
ふ
つ
う
、
よ
け

よ
う
が
な
い
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
「
破
壊
力
」
の
大
き
さ
、
そ
れ
は
、
死
に
至
る
確
率
が
極
め

て
高
い
か
ら
で
も
あ
り
、
そ
し
て
、
今
日
で
は
、
当
時
の
「
弓
」
や
そ
の
他
の
「
武
具
」
な
ど
の
姿
は
、

ほ
と
ん
ど
消
え
て
し
ま
い
、
唯
一
「
鉄
砲
」
だ
け
が
、
ま
さ
に
今
日
ま
で
そ
の
姿
（
火
縄
銃
）
を
現
代
の

ひ

な
わ

「
姿
」（
様
々
な
銃
器
）
へ
と
変
え
て
生
き
残
っ
て
い
る
「
武
具
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
最
後
は
、
「
…
…
馬
の
事
、
つ
よ
く
こ
た
へ
て
く
せ
な
き
事
肝
要
也
。
惣
而

武

道
具
に
つ
け
、

そ
う
じ
て
い
く
さ

馬
も
大
形
に
あ
り
き
、
刀
・
脇
差
も
大
形
に
き
れ
、
鑓
・
長
刀
も
大
か
た
に
と
を
り
、
弓
・
鉄
袍
も
つ
よ

お
お
か
た

や
り

な
ぎ
な
た

く
、
そ
こ
ね
ざ
る
や
う
に
有
る
べ
し
。
道
具
以
下
に
も
、
か
た
わ
け
て
す
く
事
あ
る
べ
か
ら
ず
。
あ
ま
り

た
る
事
は
た
ら
ぬ
と
同
じ
事
也
。
人
ま
ね
を
せ
ず
共
、
我
身
に
随
ひ
、

武

道
具
は
手
に
あ
ふ
や
う
に
あ

と
も

い
く
さ

る
べ
し
。

将
卒

共
に
物
に
す
き
、
物
を
き
ら
ふ
事
悪
し
し
。
工
夫
肝
要
也
」
と
あ
る
。

し
よ
う
そ
つ
と
も

あ

く

ふ

う

ま
ず
、
馬
の
こ
と
は
、
十
分
に
応
え
て
耐
久
力
も
あ
り
癖
の
な
い
の
が
肝
要
（
大
事
）
で
あ
る
。
総
じ

て
、

武

道
具
（
武
具
）
に
つ
い
て
は
、
馬
も
大
形
（
そ
れ
な
り
に
）
に
歩
き
、

刀

・
脇
差
も
大
形
（
そ

い
く
さ

お
お
か
た

か
た
な

わ
き
ざ
し

れ
な
り
）
に
斬
れ
、
鑓
・
長
刀
も
大
か
た
（
そ
れ
な
り
）
に
と
を
り
、
弓
・
鉄
袍
も
丈
夫
で
、
壊
れ
な
い

や
り

な
ぎ
な
た

よ
う
で
あ
る
の
が
よ
い
。
こ
れ
は
、
一
体
、
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
？

な
ぜ
、
大
形
（
そ
れ
な
り
）
で

お
お
か
た

よ
い
と
考
え
る
の
か
？

な
ぜ
、
「
名
馬
」
（
よ
り
優
れ
た
馬
）
や
「
名
刀
」
（
よ
り
優
れ
た
刀
）
を
追
い

求
め
て
は
い
け
な
い
の
か
？

そ
れ
は
、
馬
は
、
ま
さ
に
「
馬
の
役
割
」
（
十
分
走
れ
る
と
い
う
役
割
）

を
果
た
し
て
く
れ
れ
ば
、
そ
れ
で
十
分
で
あ
り
、
ま
た
、
刀
は
、
ま
さ
に
「
刀
の
役
割
」
（
十
分
人
が
切

れ
る
と
い
う
役
割
）
を
果
た
し
て
く
れ
れ
ば
、
そ
れ
で
も
う
十
分
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
の
「
走
り
や
切
れ

味
」
な
ど
を
執
拗
に
追
い
求
め
る
の
は
、
そ
れ
は
、
馬
や
刀
に
余
り
に
も
「
固
執
・
執
着
」
し
過
ぎ
る
（
つ

、
、

、
、

ま
り
「
頼
り
過
ぎ
て
い
る
」
）
か
ら
で
あ
り
、
大
事
な
の
は
、
馬
が
「
名
馬
」
（
よ
り
優
れ
た
馬
）
で
あ

、
、
、
、
、
、
、

る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
「
馬
」
を
自
由
自
在
に
乗
り
こ
な
せ
る
「
馬
術
」
こ
そ
が
大
事
で
あ
り
、
ま
た
、

刀
が
「
名
刀
」
（
よ
り
優
れ
た
刀
）
で
あ
る
こ
と
が
大
事
な
の
で
は
な
く
、
そ
の
「
刀
」
を
自
由
自
在
に

使
い
こ
な
せ
る
「
兵
法
」（
剣
術
）
こ
そ
が
、
何
よ
り
も
大
事
な
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、
道
具
以
下
に
お
い
て
も
、

偏

っ
て
好
く
（
好
む
）
こ
と
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
あ
る
。
こ

か
た
よ

す

れ
は
、
一
体
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
？

ま
ず
、
武
具
で
あ
る
が
、
刀
だ
け
を
偏
愛
す
る
、
鑓
だ
け
を

や
り

偏
愛
す
る
、
弓
だ
け
を
偏
愛
す
る
、
鉄
砲
だ
け
を
偏
愛
す
る
、
そ
の
他
、
そ
の
よ
う
な
偏
愛
は
、
よ
く
な

い
の
で
、
太
刀
（
刀
）
を
は
じ
め
、
そ
の
他
の
「
弓
、
鑓
、
鉄
袍
、
長
刀
、
馬
術
、
そ
の
他
」
な
ど
も
、

た

ち

や
り

な
ぎ
な
た

み
な
武
家
の
道
具
な
れ
ば
、
い
づ
れ
も
兵
法
の
道
と
し
て
、
そ
れ
ら
も
し
っ
か
り
と
学
び
得
て
お
く
べ
き

ぶ

け

こ
と
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
ら
す
べ
て
同
じ
よ
う
に
鍛
練
す

べ
き
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
「
あ
ま
り
た
る
事
は
た
ら
ぬ
と
同
じ
事
也
」
（
つ
ま
り
「
多
過

ぎ
る
こ
と
は
、
逆
に
、
ど
れ
も
中
途
半
端
に
な
り
易
い
」
）
の
で
あ
る
。
ま
た
、
他
人
が
鉄
砲
を
習
っ
て

る
か
ら
、
自
分
も
鉄
砲
を
習
お
う
と
い
う
の
で
は
な
く
、
大
事
な
の
は
、
自
分
に
ぴ
っ
た
り
と
合
っ
た
「
武

具
」
を
見
つ
け
出
し
、
そ
し
て
、
そ
の
「
武
具
」
が
、
自
分
の
手
に
ぴ
っ
た
り
と
合
っ
た
「

武

道
具
」（
武

い
く
さ

器
）
に
な
る
ま
で
、
徹
底
的
に
鍛
練
す
べ
き
こ
と
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
太
刀
（
刀
）
な
ら
太
刀
（
刀
）

た

ち

た

ち

を
主
軸
と
し
て
、
そ
の
他
の
「
弓
、
鑓
、
鉄
袍
、
長
刀
、
馬
術
、
そ
の
他
」
な
ど
も
、
し
っ
か
り
と
学
び

、
、

や
り

な
ぎ
な
た

得
て
お
く
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
道
具
以
下
で
も
す
べ
て
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
そ
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し
て
、

将
卒

共
に
「
物
に
す
き
、
物
を
き
ら
ふ
事
悪
し
し
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
体
、
ど
う
い
う
意、

し
よ
う
そ
つ
と
も

あ

味
合
い
に
な
る
の
か
？

ま
ず
、
今
日
の
「
軍
隊
」
（

将
卒

）
に
於
い
て
も
、
個
人
の
「
好
き
嫌
い
」
な

、
、
、

し
よ
う
そ
つ

ど
言
え
る
よ
う
な
世
界
で
は
な
く
、
ま
た
、
個
人
の
「
好
き
嫌
い
」
な
ど
言
っ
て
る
場
合
で
も
な
い
の
で

あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
何
事
に
お
い
て
も
、
い
わ
ゆ
る
「
好
き
嫌
い
は
よ
く
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
「
こ
れ
を
好
み
、
こ
れ
を
嫌
う
」
、
そ
の
よ
う
な

偏

っ
た
「
好
き
嫌
い
」
だ
け
で
物
事
を

か
た
よ

安
易
に
「
選
び
、
判
断
し
、
決
定
し
、
そ
し
て
、
言
動
す
る
」
こ
と
で
は
、
決
し
て
物
事
を
正
し
く
「
選

び
、
判
断
し
、
決
定
し
、
そ
し
て
、
言
動
す
る
」
こ
と
な
ど
、
到
底
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

一
、
兵
法
の

拍

子
の
事

ひ
よ
う

し

次
は
、「
兵
法
の

拍

子
の
事
」
と
い
う
項
目
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
つ
ま

ひ
よ
う

し

り
、
「
…
…
物
毎
に
付
け
、
拍
子
は
有
る
物
な
れ
ど
も
、
と
り
わ
け
兵
法
の
拍
子
、
鍛
錬
な
く
し
て
は
及

も
の
ご
と

ひ
よ
う
し

た
ん
れ
ん

び
が
た
き
所
也
。
世
の
中
の
拍
子
あ
ら
は
れ
て
あ
る
事
、
乱
舞
の
道
、
怜
人
管
弦
の
拍
子
な
ど
、
是
皆
よ

ら
ん

ぶ

れ
い

か
ん
げ
ん

こ
れ

く
あ
ふ
所
の
ろ
く
な
る
拍
子
也
。
武
芸
の
道
に
わ
た
つ
て
、
弓
を
射
、
鉄
袍
を
放
ち
、
馬
に
の
る
事
迄
も
、

い

て
つ
ほ
う

は
な

ま
で

拍
子
・
調
子
は
あ
り
。
諸
芸
・
諸
能
に
至
り
て
も
、
拍
子
を
そ
む
く
事
は
有
る
べ
か
ら
ず
。
又
空
な
る
事

く
う

に
お
ゐ
て
も
拍
子
は
あ
り
。
武
士
の
身
の
上
に
し
て
、
奉
公
に
、
身
を
し
あ
ぐ
る
拍
子
、
し
さ
ぐ
る
拍
子
、
筈

ほ
う
こ
う

は
ず

の
あ
ふ
拍
子
、
筈
の
ち
が
ふ
拍
子
あ
り
。

或

は
商
の
道
、
分
限
に
な
る
拍
子
、
分
限
に
て
も
そ
の
た
ゆ

あ
る
い

ぶ

げ
ん

る
拍
子
、
道
〳
〵
に
つ
け
て
拍
子
の
相
違
有
る
事
也
。
物
毎
の
さ
か
ゆ
る
拍
子
、
お
と
ろ
ふ
る
拍
子
、
能
々

も
の
ご
と

よ
く
よ
く

分
別
す
べ
し
。
兵
法
の
拍
子
に
お
ゐ
て
様
々
有
る
事
也
。
先
づ
あ
ふ
拍
子
を
し
つ
て
、
ち
が
ふ
拍
子
を
わ

よ
う
よ
う

ま

き
ま
へ
、
大
小
・
遅
速
の
拍
子
の
中
に
も
、
あ
た
る
拍
子
を
し
り
、
間
の
拍
子
を
し
り
、
背
く
拍
子
を
し

ま

そ
む

る
事
、兵
法
の
専
也
。
此
そ
む
く
拍
子
わ
き
ま
へ
得
ず
し
て
は
、兵
法
た
し
か
な
ら
ざ
る
事
也
。兵
法
の

戦

せ
ん

こ
の

た
た
か
い

に
、
其
敵
〳
〵
の
拍
子
を
し
り
、
敵
の
お
も
ひ
よ
ら
ざ
る
拍
子
を
も
つ
て
、
空
の
拍
子
を
し
り
、
智
恵
の

く
う

ち

え

拍
子
よ
り
発
し
て
勝
つ
所
也
。
い
づ
れ
の
巻
に
も
、
拍
子
の
事
を

専

ら
書
記
す
也
。
其
書
付
の
吟
味
を

も
つ
ぱ

か
き
し
る

か
き
つ
け

し
て
、
能
々
鍛
錬
有
る
べ
き
物
也
」
と
あ
る
。（
「
原
文
」）

よ
く
よ
く
た
ん
れ
ん

＊

＊

ま
ず
、
「
兵
法
の
拍
子
」
と
い
う
の
は
、
「
…
…
物
毎
に
付
け
、
拍
子
は
有
る
物
な
れ
ど
も
、
と
り
わ

ひ
よ
う
し

も
の
ご
と

ひ
よ
う
し

け
兵
法
の
拍
子
、
鍛
錬
な
く
し
て
は
及
び
が
た
き
所
也
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
何
事
に
つ
け
て
も
、
拍
子

た
ん
れ
ん

は
あ
る
も
の
だ
が
、
と
り
わ
け
「
兵
法
の
拍
子
」
と
い
う
の
は
、
鍛
練
な
く
し
て
は
及
び
が
た
き
所
也
（
つ

た
ん
れ
ん

ま
り
「
毎
日
毎
日
の
鍛
練
に
よ
っ
て
の
み
、
初
め
て
体
得
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
理
屈
な
ど

、
、

、
、

で
ど
う
な
る
も
の
で
も
な
い
」
）
の
で
あ
る
。
世
の
中
に
あ
ら
わ
れ
て
（
知
ら
れ
て
）
い
る
拍
子
に
は
、

例
え
ば
、
能
の
舞
、
怜
人
（
雅
楽
演
奏
者
）
管
弦
の
拍
子
な
ど
、
こ
れ
ら
は
み
な
「
よ
く
あ
ふ
所
」
（
つ

れ
い
じ
ん

か
ん
げ
ん

ま
り
調
和
す
る
所
）
の
「
ろ
く
な
る
拍
子
」（
ゆ
が
み
・
ひ
ず
み
の
な
い
正
し
い
拍
子
）
で
あ
る
。
ま
た
、

武
芸
の
道
に
お
い
て
も
、
弓
を
射
、
鉄
砲
を
放
ち
、
馬
に
乗
る
事
ま
で
も
、
拍
子
・
調
子
は
あ
る
も
の
で

い

あ
る
。
諸
芸
・
諸
能
に
お
い
て
も
、
拍
子
に
背
く
よ
う
な
事
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
空
な
る
事

そ
む

（
姿
形
の
な
い
事
柄
）
に
お
い
て
も
、
拍
子
は
あ
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
武
士
の
身
の
上
に
し
て
も
、

奉
公
（
主
君
に
仕
え
て
）
、
身
を
し
上
げ
る
（
出
世
、
栄
達
す
る
）
拍
子
も
あ
れ
ば
、
し
下
げ
る
（
失
脚
、

ほ
う
こ
う

没
落
す
る
）
拍
子
も
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
「
筈
」
（
思
惑
通
り
）
に
な
る
拍
子
も
あ
れ
ば
、
ま
た
、
そ
の

は
ず

「
筈
」
（
思
惑
通
り
）
に
な
ら
な
い
拍
子
も
あ
る
。
或
い
は
、

商

い
の
道
に
お
い
て
も
、
分
限
（
「
大
金

は
ず

あ
き
な

ぶ

げ
ん

持
ち
」
）
に
な
る
拍
子
も
あ
れ
ば
、
分
限
（
「
大
金
持
ち
」
）
に
て
も
、
そ
の
た
ゆ
る
（
そ
れ
を
失
う
）
拍

ぶ

げ
ん

子
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
道
」
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
違
う
拍
子
が
あ
る
。
物
事
の
栄
え
る
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拍
子
も
あ
れ
ば
、
衰
え
る
拍
子
も
あ
る
。
よ
く
よ
く
「
分
別
」（
わ
き
ま
え
る
）
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

ふ
ん
べ
つ

そ
し
て
、
兵
法
の
拍
子
に
お
い
て
も
様
々
あ
る
が
、
「
…
…
先
づ
あ
ふ
拍
子
を
し
つ
て
、
ち
が
ふ
拍
子

ひ
よ
う
し

ま

を
わ
き
ま
へ
、
大
小
・
遅
速
の
拍
子
の
中
に
も
、
あ
た
る
拍
子
を
し
り
、
間
の
拍
子
を
し
り
、
背
く
拍
子

ま

そ
む

を
し
る
事
、
兵
法
の
専
也
。
此
そ
む
く
拍
子
わ
き
ま
へ
得
ず
し
て
は
、
兵
法
た
し
か
な
ら
ざ
る
事
也
。
兵

せ
ん

こ
の

法
の

戦

に
、
其
敵
其
敵
の
拍
子
を
し
り
、
敵
の
お
も
ひ
よ
ら
ざ
る
拍
子
を
も
つ
て
、
空
の
拍
子
を
し
り
、

た
た
か
い

く
う

智
恵
の
拍
子
よ
り
発
し
て
勝
つ
所
也
」
と
あ
る
。
―
―
つ
ま
り
、
ま
ず
、
合
う
拍
子
を
知
り
、
ち
が
う
拍

ち

え

子
を
わ
き
ま
え
、
大
小
・
遅
速
の
拍
子
の
中
に
も
、
「
あ
た
る
拍
子
」
（
打
つ
拍
子
）
を
知
り
、
「
間
の
拍

ま

子
」
（
間
合
い
の
拍
子
）
を
知
り
、
「
背
く
拍
子
」
（
相
手
の
拍
子
を
崩
す
拍
子
）
を
知
る
こ
と
が
、
何
よ

そ
む

り
も
大
事
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
特
に
、
こ
の
「
背
く
拍
子
」
（
相
手
の
拍
子
を
崩
す
拍
子
）
を
知
り
得

そ
む

ず
し
て
は
、
そ
の
「
兵
法
」
（
剣
術
）
は
、
（
決
し
て
）
確
か
な
も
の
だ
と
は
言
え
な
い
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
実
践
で
は
、
そ
の
敵
そ
の
敵
の
拍
子
を
よ
く
知
り
、
敵
の
思
い
も
寄
ら
な
い
拍
子
を
以
っ
て
、

そ
の
（
敵
の
）「
空
の
拍
子
」（
自
分
に
と
っ
て
思
い
も
寄
ら
な
い
拍
子
）
を
知
り
、
そ
れ
に
対
応
し
て
、

く
う

（
自
分
は
）、
智
恵
の
拍
子
よ
り
発
し
て
、
敵
に
勝
つ
こ
と
が
で
き
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ち

え

例
え
ば
、
相
手
が
「
自
分
の
未
だ
知
ら
な
い
拍
子
」
を
以
っ
て
攻
め
て
き
た
時
に
、
相
手
に
は
「
こ
う

い
う
拍
子
も
あ
る
ん
だ
」
と
知
っ
て
、
そ
れ
で
は
、
そ
の
「
拍
子
」
に
ど
う
対
応
し
た
ら
よ
い
か
を
よ
く

考
え
て
、
ま
さ
に
「
相
手
の
拍
子
を
崩
す
拍
子
」
を
以
っ
て
、
そ
れ
は
、
自
分
の
「
智
恵
の
拍
子
」
よ
り

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ち

え

発
し
て
、
敵
に
勝
つ
こ
と
が
で
き
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
―
―
と
こ
ろ
で
、
最
後
の
部
分
は
、
も
う

一
つ
の
表
記
が
あ
り
、
そ
れ
は
、
「
…
…
敵
の
お
も
ひ
よ
ら
ざ
る
拍
子
を
も
つ
て
、
空
の
拍
子
を
智
恵
の

く
う

ち

え

拍
子
よ
り
発
し
て
勝
つ
所
也
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
「
…
…
敵
に
と
っ
て
思
い
も
寄
ら
な

い
拍
子
を
以
っ
て
、
そ
の
（
自
分
の
）
『
空
の
拍
子
』
（
敵
に
と
っ
て
思
い
も
寄
ら
な
い
拍
子
）
を
、
わ

く
う

が
智
恵
の
拍
子
よ
り
発
し
て
、
敵
に
勝
つ
こ
と
が
で
き
得
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

ち

え

ち
な
み
に
、
そ
の
敵
そ
の
敵
の
拍
子
を
知
る
と
は
、
い
わ
ば
敵
の
「
呼
吸
」
（
息
遣
い
）
を
は
じ
め
、

そ
の
時
々
の
「
…
…
リ
ズ
ム
、
調
子
、
間
合
い
、
タ
イ
ミ
ン
グ
、
勢
い
、
様
子
、
気
の
長
短
、
対
応
の
仕

方
、
戦
術
、
そ
の
他
」
の
、
ま
さ
に
微
妙
な
と
こ
ろ
ま
で
も
「
感
じ
分
け
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
、
心
得
「
九
項
目
」

さ
て
、
最
後
は
、
「
地
の
巻
」
の
後
記
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

ち

ま
き

「
…
…
右
一

流

の
兵
法
の
道
、
朝
な
〳
〵
夕
な
〳
〵
勤
め
お
こ
な
ふ
に
よ
つ
て
、
お
の
づ
か
ら
広
き
心

い
ち
り
ゆ
う

つ
と

に
な
つ
て
、
多
分
一
分
（
意
味
は
「
合
戦
と
一
対
一
」
両
方
一
体
）
の
兵
法
と
し
て
、
世
に
伝
ふ
る
所
（
世

た

ふ
ん
い
ち
ぶ
ん

に
伝
わ
っ
て
い
る
も
の
を
）
、
初
而
書
顕
は
す
事
、
地
水
火
風
空
、
是
五
巻
也
。
我
兵
法
を
学
ば
ん
と
思

は
じ
め
て
か
き
あ
ら

ち

す
い

か

ふ
う
く
う

こ
れ

わ
が

ふ
人
は
、
道
を
お
こ
な
ふ
法
あ
り
。
（
こ
の
「
法
」
と
は
、
朝
な
夕
な
、
毎
日
、
兵
法
・
剣
術
を
学
び
、

、

鍛
練
す
る
時
の
、
い
わ
ば
「
心
得
」（
心
の
有
様
）
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。）

、
、

あ
り
よ
う

第
一
に
、
よ
こ
し
ま
に
な
き
事
を
お
も
ふ
所

第
二
に
、
道
の
鍛
錬
す
る
所

た
ん
れ
ん

第
三
に
、
諸
芸
に
さ
は
る
所

第
四
に
、
諸
職
の
道
を
知
る
事

第
五
に
、
物
事
の
損
徳
を
わ
き
ま
ゆ
る
事

も
の
ご
と

第
六
に
、
諸
事
目
利
を
仕
覚
ゆ
る
事

め

き
き

し

お
ぼ

第
七
に
、
目
に
見
え
ぬ
所
を
さ
と
つ
て
し
る
事
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第
八
に
、
わ
づ
か
な
る
事
に
も
気
を
付
く
る
事

第
九
に
、
役
に
た
ゝ
ぬ
事
を
せ
ざ
る
事

大
形
如
レ
此
理
を
心
に
か
け
て
、
兵
法
の
道
鍛
錬
す
べ
き
也
。
此
道
に
限
り
て
、
直
な
る
所
を
広
く
見

お
お
か
た
か
く
の
ご
と
き

り

す
ぐ

た
て
ざ
れ
ば
、
兵
法
の
達
者
と
は
成
り
が
た
し
。
此
法
を
学
び
得
て
は
、
一
身
に
し
て
二
十
三
十
の
敵
に

た
つ
し
や

い
つ
し
ん

も
ま
く
べ
き
道
に
あ
ら
ず
。
先
づ
気
に
兵
法
を
た
え
さ
ず
、
直
な
る
道
を
勤
め
て
は
、
手
に
て
打
勝
ち
、

ま

う
ち

か

目
に
見
る
事
も
人
に
か
ち
、
又
鍛
錬
を
も
つ
て
惣
躰
自
由
な
れ
ば
、
身
に
て
も
人
に
か
ち
、
又
此
道
に
馴

そ
う
た
い
や
わ
ら
か

れ
た
る
心
な
れ
ば
、
心
を
も
つ
て
も
人
に
勝
ち
、
此
所
に
至
り
て
は
、
い
か
に
と
し
て
人
に
ま
く
る
道
あ

ら
ん
や
。
又
大
き
な
る
兵
法
に
し
て
は
、
善
人
を
持
つ
事
に
か
ち
、
人
数
を
つ
か
ふ
事
に
か
ち
、
身
を
た

よ
き
ひ
と

に

ん

ず

ゞ
し
く
お
こ
な
ふ
道
に
か
ち
、
国
を
治
む
る
事
に
か
ち
、
民
を
や
し
な
ふ
事
に
か
ち
、
世
の
例
法
を
お
こ

お
さ

な
ふ
に
か
ち
、
い
づ
れ
の
道
に
お
ゐ
て
も
、
人
に
ま
け
ざ
る
所
を
し
り
て
、
身
を
た
す
け
、
名
を
た
す
く

る
所
、
是
兵
法
の
道
也
。

こ
れ

正

保
二
歳
五
月
十
二
日

し
よ
う
ほ
う

寺
尾
孫
之
丞
殿

新
免
武
蔵

て
ら

お

ま
ご
の
じ
よ
う

し
ん
め
ん

む

さ
し

さ
て
、
宮
本
武
蔵
は
、
我
が
兵
法
を
学
ば
ん
と
思
う
人
は
、
次
の
「
九
項
目
」
を
心
に
か
け
て
、
兵
法

の
道
を
朝
な
夕
な
鍛
錬
す
べ
き
と
言
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
①
よ
こ
し
ま
に
な
き
事
を
思
ふ
事
。
（
正
思

・
正
考
）
②
道
の
鍛
錬
す
る
事
。
③
諸
芸
に
さ
わ
る
事
。
④
諸
職
の
道
を
知
る
事
。
⑤
物
毎
の
損
徳
（
利

た
ん
れ
ん

も
の
ご
と

害
損
得
）
を
わ
き
ま
ゆ
る
事
。
⑥
諸
事
目
利
を
仕
覚
ゆ
る
事
。
（
物
事
を
見
分
け
る
眼
を
養
う
事
）
⑦
目

め

き
き

し

お
ぼ

に
見
え
ぬ
所
を
さ
と
つ
て
知
る
事
。
（
あ
っ
そ
う
か
と
本
質
を
捉
え
る
事
）
⑧
わ
づ
か
な
る
事
に
も
気
を

、
、

付
く
る
事
。
（
僅
か
な
見
落
し
が
命
取
り
に
な
る
）
⑨
役
に
た
ゝ
ぬ
事
を
せ
ざ
る
事
な
り
。
以
上
、
九
項

わ
ず

目
で
あ
る
。
―
―
そ
し
て
、
「
…
…
此
道
に
限
り
て
、
直
な
る
所
を
広
く
見
た
て
ざ
れ
ば
、
兵
法
の
達
者

す
ぐ

た
つ
し
や

と
は
成
り
が
た
し
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
極
め
て
大
事
な
「
言
葉
」
で
あ
り
、
ま
ず
、
い
わ
ゆ
る
「
兵
法

の
達
者
」
（
達
人
）
と
な
る
た
め
に
は
、
次
の
「
二
つ
の
こ
と
」
が
大
事
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
一
つ

た
つ
し
や

は
、
真
っ
直
ぐ
な
（
正
し
い
）
「
兵
法
」
を
日
々
鍛
練
し
て
、
そ
れ
を
し
っ
か
り
と
習
得
（
体
得
）
す
る

こ
と
。
そ
し
て
、
も
う
一
つ
は
、
こ
の
世
の
実
に
様
々
な
事
物
を
見
る
時
も
、

偏

っ
た
狭
い
見
方
な
ど

か
た
よ

は
や
め
て
、
広
い
視
野
か
ら
全
体
を
正
し
く
と
ら
え
て
、
物
事
の
「
本
質
、
真
実
、
真
理
」
な
ど
を
見
極

め
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
、
誠
の
「
兵
法
の
達
人
」
と
は
な
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

一
体
、
ど
う
い
う
「
意
味
合
い
」
の
言
葉
に
な
る
の
か
と
問
え
ば
、
そ
れ
は
、
「
風
の
巻
」
の
中
に
も
あ

ふ
う

ま
き

る
よ
う
に
、
例
え
ば
、
他
流
の
「
…
…
長
き
刀
、
つ
よ
み
の
太
刀
、
短
き
太
刀
、
太
刀
か
ず
多
き
、
太
刀

の
構
え
、
跳
ん
だ
り
、
は
や
き
を
用
い
る
、
そ
の
他
」
な
ど
は
、
い
か
に
も
「
有
効
な
も
の
」
の
よ
う
に

思
い
な
し
て
、
そ
れ
ら
に
余
り
に
も
「
固
執
・
執
着
」
し
過
ぎ
て
い
る
他
流
の
「
兵
法
」
と
い
う
の
は
、

、
、

、
、

決
し
て
真
っ
直
ぐ
な
（
正
し
い
）
「
兵
法
」
な
ど
と
は
言
え
ず
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
よ
う
な

偏

っ
た
「
兵

か
た
よ

法
」
で
は
な
く
、
ま
さ
に
真
っ
直
ぐ
な
（
正
し
い
）
「
兵
法
」
を
日
々
鍛
練
し
て
、
そ
れ
を
し
っ
か
り
と

身
に
つ
け
（
体
得
）
し
、
そ
し
て
、
も
の
の
「
見
方
」
な
ど
も
、

偏

っ
た
狭
い
見
方
な
ど
は
や
め
て
、

か
た
よ

広
い
視
野
か
ら
物
事
を
正
し
く
見
極
め
る
こ
と
こ
そ
、
何
よ
り
も
大
事
な
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
法
を
学
び
得
て
は
、「
…
…
一
身
に
し
て
二
十
三
十
の
敵
に
も
ま
く
べ
き
道
に
あ
ら
ず
」

い
つ
し
ん

と
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
…
…
一
人
で
二
十
人
三
十
人
の
敵
に
も
負
け
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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そ
れ
は
、
「
…
…
先
づ
気
に
兵
法
を
た
え
さ
ず
、
直
な
る
道
を
勤
め
て
は
、
手
に
て
打
勝
ち
、
目
に
見
る

ま

う
ち

か

事
も
人
に
か
ち
、
又
鍛
錬
を
も
つ
て
惣
躰
自
由
な
れ
ば
、
身
に
て
も
人
に
か
ち
、
又
此
道
に
馴
れ
た
る
心

そ
う
た
い
や
わ
ら
か

な
れ
ば
、
心
を
も
つ
て
も
人
に
勝
ち
、
此
所
に
至
り
て
は
、
い
か
に
と
し
て
人
に
ま
く
る
道
あ
ら
ん
や
」

と
あ
る
。
―
―
そ
れ
は
、
ま
ず
、
気
持
ち
の
上
で
、
兵
法
を
究
め
よ
う
と
い
う
気
力
を
絶
や
さ
ず
、
真
っ

、
、

き
わ

直
ぐ
な
（
正
し
い
）
兵
法
を
日
々
鍛
錬
す
れ
ば
、
「
手
」
（
そ
れ
は
「
剣
術
」
）
に
お
い
て
人
に
打
勝
ち
、

う
ち

か

ま
た
、
「
目
に
見
る
事
」
（
そ
れ
は
「
物
事
の
見
極
め
」
）
に
て
も
人
に
勝
ち
、
そ
し
て
、
身
体
は
、
日
々

の
鍛
錬
に
よ
っ
て
、
ま
さ
に
「
柔
軟
さ
と
強
靱
さ
と
自
在
さ
」
と
を
兼
ね
備
え
て
、
「
身
」
（
身
体
）
に

お
い
て
も
人
に
勝
ち
、
さ
ら
に
、
こ
の
「
道
」（
兵
法
）
を
深
く
修
練
し
た
「
心
」
な
れ
ば
、
そ
の
「
心
」

を
以
て
も
人
に
勝
ち
、
そ
の
よ
う
な
鍛
え
抜
か
れ
た
「
手
・
目
・
身
・
心
」
を
以
て
す
れ
ば
、
ど
う
し
て

人
に
負
け
る
な
ど
と
い
う
こ
と
が
あ
り
得
る
だ
ろ
う
か
。

し
か
も
、
も
っ
と
「
大
き
な
兵
法
」
（
合
戦
）
に
お
い
て
は
、
「
…
…
善
人
を
持
つ
事
に
か
ち
、
人
数

よ
き
ひ
と

に

ん

ず

を
つ
か
ふ
事
に
か
ち
、
身
を
た
ゞ
し
く
お
こ
な
ふ
道
に
か
ち
、
国
を
治
む
る
事
に
か
ち
、
民
を
や
し
な
ふ

お
さ

事
に
か
ち
、
世
の
例
法
を
お
こ
な
ふ
に
か
ち
、
い
づ
れ
の
道
に
お
ゐ
て
も
、
人
に
ま
け
ざ
る
所
を
し
り
て
、

身
を
た
す
け
、
名
を
た
す
く
る
所
、
是
兵
法
の
道
也
…
…
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
兵
法
」
を
真
に

こ
れ

「
学
び
得
て
」
は
、
わ
が
身
を
助
け
、
わ
が
名
を
助
け
る
こ
と
が
で
き
得
る
よ
う
に
な
る
の
は
も
と
よ
り

も
、
ほ
か
の
「
分
野
」
の
人
た
ち
に
も
負
け
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
―
―
こ

れ
は
、
た
だ
単
に
「
剣
術
」
が
上
達
し
た
と
い
う
領
域
を
遙
か
に
超
越
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
宮
本
武
蔵

と
い
う
人
は
、
若
い
時
か
ら
の
凄
ま
じ
い
ま
で
の
「
武
芸
の
修
行
」
を
何
十
年
と
続
け
た
、
そ
の
結
果
と

し
て
、
た
だ
単
に
「
剣
術
」
が
上
達
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
に
加
え
て
、
人
間
と
し
て
の
総
合
的
な

「
内
的
成
長
（
成
熟
）
」
を
も
同
時
に
遂
げ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
体
、
な
ぜ
な
の

か
と
敢
え
て
問
え
ば
、
そ
れ
は
、
宮
本
武
蔵
の
言
う
「
兵
法
」
（
或
い
は
「
兵
法
の
智
慧
」
）
と
い
う
の

、
、

ち

え

は
、
た
だ
単
に
「
剣
術
」
だ
け
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
他
の
「
武
芸
」（
例
え
ば
「
弓
、
鑓
、
鉄
砲
、
長
刀
、

ほ
か

や
り

な
ぎ
な
た

馬
術
、
そ
の
他
」
、
ま
た
、
様
々
な
「
学
問
」
や
「
小
芸
」
（
例
え
ば
「
連
歌
、
茶
、
書
画
、
細
工
《
彫

刻
》
、
そ
の
他
」
）
な
ど
、
前
述
の
「
諸
芸
、
諸
職
、
そ
の
他
」
な
ど
を
も
含
め
た
、
ま
さ
に
総
合
的
な

「
智
慧
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
―
―
以
上
、
こ
こ
で
、
「
地
之
巻
」
は
、
終
わ
り
に
し
た
い
と
思
う
。

ち

え

ち

ま
き

＊

＊
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あ
と
が
き

本
を
読
む

本
を
読
む
と
は
、
表
面
的
な
「
意
味
や
内
容
」
な
ど
を
あ
れ
こ
れ
追
う
こ
と
で
は
な
い
。
本
を
読
む
と

は
、
最
終
的
に
は
、
作
者
の
「
心
を
読
む
」
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
作
者
の
「
心
を
読
む
」
と
は
、
す

な
わ
ち
、
作
者
の
「
心
の

呟

き
」
を
聴
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
作
者
の｢

心
の

呟

き
」
を
聴
く
と

つ
ぶ
や

つ
ぶ
や

は
、
す
な
わ
ち
、
作
者
の
「
心
の
声
を
そ
の
ま
ま
（
生
の
ま
ま
）
聴
く
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、

作
者
の
「
心
の
声
を
生
の
ま
ま
聴
く
」
た
め
に
は
、
ま
ず
最
初
に
、
わ
れ
わ
れ
人
間
は
、
こ
の
世
に
生
ま

れ
て
、
今
日
ま
で
生
き
て
き
た
「
全
過
去
」
（
つ
ま
り
「
全
体
験
、
全
経
験
、
全
学
習
、
全
想
い
出
、
そ

の
他
」
）
な
ど
か
ら
、
自
ず
と
そ
の
人
な
り
の
「
も
の
の
見
方
、
と
ら
え
方
、
考
え
方
、
ま
た
、
価
値
観
、

道
徳
観
、
人
生
観
、
生
き
方
、
そ
の
他
」
な
ど
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
、
そ
の

人
の
「
色
メ
ガ
ネ
」
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
「
色
メ
ガ
ネ
」
を
一
度
取
り
外
す
こ
と
に
よ
っ
て
こ

そ
、
初
め
て
、
百
％
純
粋
な
「
眼
」
で
「
対
象
」
そ
の
も
の
が
見
え
て
来
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

、
、
、
、

さ
て
、
自
分
の｢

心
」
を
い
わ
ば
「
真
っ
白
な
状
態
」
に
し
て
か
ら
、
い
よ
い
よ
「
本
文
」
（
原
文
）

の
「
一
字
一
句
」
を
、
そ
れ
こ
そ
、
ど
こ
ま
で
も
ゆ
っ
く
り
と
、
そ
の
「
一
字
一
句
」
を
深
く
深
く
噛
み

か

し
め
る
よ
う
に
深
く
深
く
読
み
く
だ
き
な
が
ら
、
何
度
で
も
何
度
で
も
ゆ
っ
く
り
と
ゆ
っ
く
り
と
一
字
一

句
を
、
ど
こ
ま
で
も
深
く
厳
密
に
読
み
解
い
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
自
然
と
作
者
の
「
魂

お

の

ず

の
鼓
動
」
（
そ
の
息
づ
か
い
）
と
い
う
も
の
が
、
そ
の
ま
ま
そ
っ
く
り
（
生
の
ま
ま
）
聴
え
て
来
る
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
す
な
わ
ち
、
す
で
に

正

保
二
年
（
一
六
四
五
年
）
に
死
ん
で
い
る
は
ず
の

し
よ
う
ほ
う

「
剣
豪
・
宮
本
武
蔵
」
と
い
う
人
物
の
、
ま
さ
に
「
魂
の
鼓
動
」
（
そ
の
魂
の
生
の
声
）
を
、
そ
の
ま
ま

な
ま

そ
っ
く
り
（
生
の
ま
ま
）
聴
く
こ
と
が
、
初
め
て
、
「
可
能
」
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

、
、（

②
「
水
之
巻
」
へ
と
続
く
…
…
。）

す
い

ま
き

平
成
二
十
九
年
七
月
吉
日
（
改
訂
版
）

如
月
翔
悟
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「
五
輪
書
」（
宮
本
武
蔵
）

第
二
部
（
水
の
巻
）

す
い
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ま
え
が
き

さ
て
、
今
回
は
、
前
回
の
「
地
之
巻
」
の
続
編
と
し
て
の
「
水
之
巻
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
、
宮
本

ち

ま
き

す
い

ま
き

武
蔵
は
、
な
ぜ
、
「
水
之
巻
」
と
名
付
け
た
か
と
問
え
ば
、
そ
れ
は
、
宮
本
武
蔵
の
「
兵
法
」
（
剣
術
）

す
い

ま
き

と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
「
水
を
本
」
と
す
る
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、「
…
…
兵
法
二
天
一

流
の
心
、
水

も
と

へ
い
ほ
う

に

て
ん
い
ち
り
ゆ
う

み
ず

を
本
と
し
て
、
利
方
の
法
を
お
こ
な
ふ
に
よ
つ
て
水
の
巻
と
し
て
、
一
流
の
太
刀
筋
、
此
書
に
書
顕
は
す

も
と

り

か
た

す
い

ま
き

た

ち

す
じ

こ
の
し
よ

か
き
あ
ら

も
の
也
」
と
あ
る
。
―
―
つ
ま
り
、
宮
本
武
蔵
の
「
二
天
一
流
」
と
い
う
「
兵
法
」
（
剣
術
）
と
い
う
の

に

て
ん
い
ち
り
ゆ
う

は
、
ま
さ
に
「
水
を
本
」
と
し
て
、
そ
の
「
利
方
の
法
を
行
な
う
」
（
そ
れ
は
「
そ
の
時
々
の
状
況
に
応

も
と

り

か
た

じ
て
、
最
も
有
利
な
『
剣
術
』
《
戦
術
》
が
刻
々
と
選
ば
れ
て
い
く
」
）
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に

よ
っ
て
「
水
の
巻
」
と
し
、
そ
し
て
、
そ
の
「
一
流
の
太
刀
筋
」
（
そ
れ
は
「
宮
本
武
蔵
の
太
刀
の
使
い

す
い

ま
き

た

ち

す
じ

た

ち

方
」
）
を
、
こ
の
書
物
『
五
輪
書
』
（
そ
の
中
の
「
水
の
巻
」
）
の
な
か
に
、
具
体
的
に
「
一
つ
一
つ
」
書

す
い

ま
き

き
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
ら
を
こ
れ
か
ら
で
き
る
だ
け
一
つ
一
つ
「
原
文
」
に
寄
り
添

し
る

い
な
が
ら
、
丁
寧
に
「
考
察
」（
つ
ま
り
読
み
解
い
て
）
い
き
た
い
と
思
う
次
第
で
あ
り
ま
す
。

平
成
二
十
九
年
七
月
吉
日
（
改
訂
版
）

如
月
翔
悟
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目

次

ま
え
が
き

②

水
之
巻
（
水
の
巻
）

す
い

の

ま
き

す
い

一
、
兵
法

心

持
の
事

こ
こ
ろ
も
ち

一
、
兵
法
の
身
な
り
の
事

み

一
、
兵
法
の
目
付
と
い
ふ
事

め

つ
け

一
、
太
刀
の
持
ち
や
う
の
事

た

ち

一
、
足
づ
か
ひ
の
事

一
、
五
方
の

構

の
事

ご

ほ
う

か
ま
え

一
、
太
刀
の
道
と
い
ふ
事

た

ち

み
ち

一
、
五
つ
の
お
も
て
の
次
第
、
第
一
の
事
（
中
段
）

し

だ
い

一
、
お
も
て
の
第
二
の
次
第
の
事
（
上
段
）

一
、
お
も
て
第
三
の
次
第
の
事
（
下
段
）

一
、
お
も
て
第
四
の
次
第
の
事
（
左
脇
）

一
、
お
も
て
第
五
の
次
第
の
事
（
右
脇
）

一
、
有
構
無
構
の
お
し
へ
の
事

う

こ

う

む

こ

う

一
、
敵
を
打
つ
に
、
一

拍

子
の
打
の
事

ひ
と
つ
ひ
よ
う
し

う
ち

一
、
二
の
こ
し
の

拍

子
の
事

ひ
よ
う

し

一
、
無
念
無
相
の
打
と
い
ふ
事

む

ね
ん

む

そ
う

う
ち

一
、

流

水
の
打
と
い
ふ
事

り
ゆ
う
す
い

う
ち

一
、
縁
の
あ
た
り
と
い
ふ
事

え
ん

一
、
石
火
の
あ
た
り
と
い
ふ
事

せ
つ

か

一
、
紅
葉
の
打
と
い
ふ
事

も

み

じ

う
ち

一
、
太
刀
に
か
は
る
身
と
い
ふ
事

た

ち

み

一
、
打
つ
と
あ
た
る
と
い
ふ
事

う

一
、

秋
猴

の
身
と
い
ふ
事

し
ゆ
う
こ
う

み

一
、
漆
膠
の
身
と
い
ふ
事

し
つ
こ
う

み

一
、
た
け
く
ら
べ
と
い
ふ
事

一
、
ね
ば
り
を
か
く
る
と
い
ふ
事

一
、
身
の
あ
た
り
と
い
ふ
事

一
、
三
つ
の
う
け
の
事

一
、
お
も
て
を
さ
す
と
い
ふ
事

一
、
心
を
さ
す
と
い
ふ
事

む
ね

一
、
喝
咄
と
い
ふ
事

か
つ
と
つ

一
、
は
り
う
け
と
い
ふ
事

一
、
多
敵
の
く
ら
い
の
事

た

て
き

一
、
打
あ
い
の
利
の
事

う
ち

り
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一
、
一
つ
の
打
と
い
ふ
事

う
ち

一
、
直
通
の
く
ら
い
と
い
ふ
事

じ
き
つ
う

一
、「
水
の
巻
」
の
後
記

す
い

ま
き

あ
と
が
き

※

参
考
文
献
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水
之
巻

す
い

の

ま
き
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序

水
之
巻

す
い

の

ま
き

ま
ず
、
本
文
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
「
…
…
兵
法
二
天
一

流
の
心
、
水
を
本
と
し
て
、
利
方
の
法
を
お

へ
い
ほ
う

に

て
ん
い
ち
り
ゆ
う

み
ず

も
と

り

か
た

こ
な
ふ
に
よ
つ
て
水
の
巻
と
し
て
、
一
流
の
太
刀
筋
、
此
書
に
書
顕
は
す
も
の
也
。
此
道
い
づ
れ
も
こ
ま

す
い

ま
き

た

ち

す
じ

こ
の
し
よ

か
き
あ
ら

や
か
に
心
の
儘
に
は
か
き
わ
け
が
た
し
。
縦
ひ
こ
と
ば
は
つ
ゞ
か
ざ
る
と
い
ふ
と
も
、
利
は
お
の
づ
か
ら

ま
ま

た
と

り

き
こ
ゆ
べ
し
。
此
書
に
か
き
つ
け
た
る
所
、
一
こ
と
〳
〵
、
一
字
々
々
に
て
思
案
す
べ
し
。
大
形
に
お
も

ひ
と

ひ
と
こ
と

お
お
か
た

ひ
て
は
、
道
の
ち
が
ふ
事
多
か
る
べ
し
。
兵
法
の
利
に
お
ゐ
て
、
一
人
と
一
人
と
の
勝
負
の
や
う
に
書
付

け
た
る
所
な
り
と
も
、
万
人
と
万
人
と
の
合
戦
の
利
に
心
得
、
大
き
に
見
た
つ
る
所
肝
要
也
。
此
道
に
か

か
つ
せ
ん

か
ん
よ
う

ぎ
つ
て
、
少
し
な
り
共
、
道
を
見
ち
が
へ
、
道
の
ま
よ
ひ
あ
り
て
は
、
悪
道
へ
落
つ
る
も
の
也
。
此
書
付

と
も

か
き
つ
け

ば
か
り
を
見
て
、
兵
法
の
道
に
は
及
ぶ
事
に
あ
ら
ず
。
此
書
に
か
き
付
け
た
る
を
、
我
身
に
と
つ
て
書
付

わ
が

み

く
を
、
見
る
と
お
も
は
ず
な
ら
ふ
と
お
も
は
ず
、
に
せ
物
に
せ
ず
し
て
、

即

ち
我
心
よ
り
見
出
し
た
る

す
な
わ

利
に
し
て
、
常
に
其
身
に
な
つ
て
、
能
々
工
夫
す
べ
し
」
と
あ
る
。（
「
原
文
」）

よ
く
よ
く

＊

＊

さ
て
、
「
水
之
巻
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
「
…
…
兵
法
二
天
一
流
の
心
、
水
を
本
と
し
て
、
利
方
の

す
い

ま
き

へ
い
ほ
う

に

て
ん
い
ち
り
ゆ
う

み
ず

も
と

り

か
た

法
を
お
こ
な
ふ
に
よ
つ
て
水
の
巻
と
し
て
、
一
流
の
太
刀
筋
、
此
書
に
書
顕
は
す
も
の
也
」
と
あ
る
。
ま

す
い

ま
き

た

ち

す
じ

こ
の
し
よ

か
き
あ
ら

ず
、
「
水
を
本
」
と
す
る
と
は
、
す
な
わ
ち
、
「
水
」
と
い
う
の
は
、
本
来
、
自
ら
こ
れ
と
い
う
「
形
」

み
ず

も
と

を
持
た
ず
、
置
か
れ
た
「
状
況
」
に
応
じ
て
、
ま
さ
に
自
由
自
在
に
「
変
化
し
て
い
く
」
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
と
全
く
同
じ
よ
う
に
、
宮
本
武
蔵
の
「
二
天
一
流
」
と
い
う
「
剣
法
」
は
、
そ
の
時
々
の
状
況
に
応

じ
て
、
ど
の
よ
う
に
も
「
戦
い
方
」
が
変
幻
自
在
と
変
化
し
て
、
何
ら
か
の
形
に
固
執
す
る
こ
と
な
く
、

刻
々
と
変
化
す
る
状
況
に
応
じ
て
、
そ
の
「
剣
術
」
（
戦
術
）
も
刻
々
と
変
化
し
て
、
そ
の
瞬
間
、
そ
の

瞬
間
、
ま
さ
に
勝
つ
た
め
の
「
最
良
の
方
法
」
が
刻
々
と
選
ば
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
ま
さ
に

「
そ
の
時
の
利
に
合
っ
た
兵
法
を
行
な
う
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
「
水
の
巻
」
と
す
る
由

す
い

ま
き

縁
で
あ
り
、
そ
し
て
、
「
一
流
の
太
刀
筋
」
の
「
一
流
」
と
は
、
一
般
の
「
一
流
」
の
意
味
で
は
な
く
、

た

ち

す
じ

そ
れ
は
、
ま
さ
に
宮
本
武
蔵
の
「
二
天
一
流
の
太
刀
筋
」
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
の
「
太
刀
筋
」
と
い
う

た

ち

す
じ

た

ち

す
じ

の
は
、
太
刀
（
刀
）
の
「
使
い
方
」（
或
い
は
「
運
び
方
」）
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
水
之
巻
」

た

ち

す
い

の

ま
き

で
書
き
顕
わ
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

あ
ら

＊

＊

次
に
、
「
…
…
此
道
い
づ
れ
も
こ
ま
や
か
に
心
の
儘
に
は
か
き
わ
け
が
た
し
。
縦
ひ
こ
と
ば
は
つ
ゞ
か

ま
ま

た
と

ざ
る
と
い
ふ
と
も
、
利
は
お
の
づ
か
ら
き
こ
ゆ
べ
し
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
も
う
書
い
て
あ
る
通
り
で
あ

り

り
、
こ
の
道
「
兵
法
」
（
剣
術
）
い
ず
れ
に
し
て
も
細
や
か
に
心
の
ま
ま
に
書
き
分
け
る
こ
と
は
で
き
難に

く

い
。
た
と
え
言
葉
は
「
つ
ゞ
か
ざ
る
」
（
う
ま
く
続
か
な
い
）
と
し
て
も
、
そ
の
「
利
」
（

理

）
は
、

り

こ
と
わ
り

自
ず
と
聞
こ
え
て
来
る
は
ず
で
あ
る
。

＊

＊

そ
し
て
、
「
…
…
此
書
に
か
き
つ
け
た
る
所
、
一
こ
と
〳
〵
、
一
字
々
々
に
て
思
案
す
べ
し
。
大
形
に

こ
の

ひ
と

ひ
と
こ
と

お
お
か
た

お
も
ひ
て
（
い
い
加
減
に
思
っ
て
学
ん
だ
の
で
）
は
、
道
の
ち
が
ふ
事
多
か
る
べ
し
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、

極
め
て
「
大
事
な
言
葉
」
で
あ
り
、
「
作
者
」
（
宮
本
武
蔵
）
は
、
で
き
る
だ
け
「
一
語
一
語
、
一
字
一

ひ
と
こ
と
ひ
と
こ
と

字
」
を
噛
み
し
め
る
よ
う
に
深
く
読
ん
で
、
思
案
し
て
ほ
し
い
と
、
読
者
に
強
く
要
求
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
自
分
の
深
い
「
思
い
や
考
え
」
な
ど
が
正
し
く
伝
わ
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ

し
て
、
「
一
字
一
句
」
を
、
文
字
通
り
、
で
き
る
だ
け
丁
寧
に
読
ん
で
欲
し
い
と
い
う
欲
求
は
、
あ
り
と

あ
ら
ゆ
る
真
に
優
れ
た
「
作
者
」
た
ち
の
「
心
の
底
」
か
ら
の
願
い
で
あ
る
が
、
一
方
、
多
く
の
読
者
た
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ち
は
、
軽
い
気
持
ち
で
書
か
れ
た
文
字
を
目
で
追
い
な
が
ら
、
た
だ
「
表
面
的
な
意
味
」
な
ど
を
あ
れ
こ

れ
理
解
す
る
だ
け
で
、
ま
さ
に
「
一
字
一
句
」
を
ど
こ
ま
で
も
深
く
厳
密
に
「
読
み
解
こ
う
」
な
ど
と
思

っ
て
、
ど
こ
ま
で
も
深
く
本
を
読
ん
で
い
る
よ
う
な
人
な
ど
は
、
極
め
て
少
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
で
は
、
作
者
の
「
魂
の
鼓
動
」
（
つ
ま
り
は
「
魂
の
声
」
）
を
生
の
ま
ま
聴
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と

、
、
、
、

は
、
永
遠
に
で
き
得
な
い
の
で
あ
る
。

＊

＊

ま
た
、
「
…
…
兵
法
の
利
に
お
ゐ
て
、
一
人
と
一
人
と
の
勝
負
の
や
う
に
書
付
け
た
る
所
な
り
と
も
、

万
人
と
万
人
と
の
合
戦
の
利
に
心
得
、
大
き
に
見
た
つ
る
所
肝
要
也
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
兵
法
の
利

か
つ
せ
ん

か
ん
よ
う

（

理

）
」
に
お
い
て
、
一
対
一
と
の
「
勝
負
」
の
よ
う
に
書
き
付
け
て
あ
る
所
で
も
、
万
人
対
万
人
と

こ
と
わ
り

の
「
合
戦
」
の
「
利
」（

理

）
だ
と
思
っ
て
、
大
き
く
見
立
て
る
こ
と
が
「
肝
要
」（
大
事
）
で
あ
る
。

こ
と
わ
り

そ
し
て
、
「
…
…
此
道
に
か
ぎ
つ
て
、
少
し
な
り
共
、
道
を
見
ち
が
へ
、
道
の
ま
よ
ひ
あ
り
て
は
、
悪
道

と
も

へ
落
つ
る
も
の
也
」
と
あ
る
。
こ
の
「
道
」（
兵
法
・
剣
術
の
道
）
に
限
っ
て
は
、
ほ
ん
の
少
し
で
も
「
道
」

（
正
し
い
道
）
を
見
違
え
て
、
道
に
迷
う
こ
と
あ
れ
ば
、
す
な
わ
ち
、
「
悪
道
」
へ
と
墜
ち
て
し
ま
う
も

の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
…
…
此
書
付
ば
か
り
を
見
て
、
兵
法
の
道
に
は
及
ぶ
事
に
あ
ら
ず
。
此
書
に
か
き

か
き
つ
け

付
け
た
る
を
、
我
身
に
と
つ
て
書
付
く
を
、
見
る
と
お
も
は
ず
な
ら
ふ
と
お
も
は
ず
、
に
せ
物
に
せ
ず
し

わ
が

み

て
、

即

ち
我
心
よ
り
見
出
し
た
る
利
に
し
て
、
常
に
其
身
に
な
つ
て
、
能
々
工
夫
す
べ
し
」
と
あ
る
。

す
な
わ

よ
く
よ
く

ま
ず
、
こ
の
「
書
付
」
（
つ
ま
り
『
五
輪
書
』
）
ば
か
り
を
見
た
り
読
ん
だ
り
し
て
い
る
だ
け
で
は
、

か
き
つ
け

と
て
も
「
兵
法
の
道
」
（
そ
の
「
神
髄
」
）
へ
な
ど
及
び
も
寄
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
大
事
な
こ
と
は
、

、
、

こ
の
「
書
物
」
に
書
い
て
あ
る
こ
と
を
我
が
身
の
こ
と
だ
と
思
い
、
そ
の
「
書
付
」
を
、
（
た
だ
単
に
他

か
き
つ
け

人
事
の
よ
う
に
）、
見
る
と
思
わ
ず
、
習
う
と
も
思
わ
ず
、
そ
の
よ
う
な
（
通
り
一
遍
の
）「
ま
ね
ご
と
」

な
ど
に
せ
ず
、
自
分
の｢

頭
の
中
」
（
或
い
は
「
心
の
中
」
）
か
ら
見
い
出
し
た
「
利
」
（

理

）
だ
と
思

こ
と
わ
り

っ
て
、
常
に
「
そ
の
身
」（
そ
の
気
）
に
な
っ
て
、
日
々
、
鍛
練
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

一
、
兵
法

心

持
の
事

こ
こ
ろ
も
ち

ま
ず
最
初
は
、「
兵
法

心

持
の
事
」
と
い
う
項
目
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、「
…
…
兵
法
の
道
に
お
ゐ
て
、

こ
こ
ろ
も
ち

心
の
持
ち
や
う
は
、
常
の
心
に
替
る
事
な
か
れ
。
常
に
も
、
兵
法
の
時
に
も
、
少
し
も
か
は
ら
ず
し
て
、

か
わ

心
を
広
く
直
に
し
て
、
き
つ
く
ひ
つ
ぱ
ら
ず
、
少
し
も
た
る
ま
ず
、
心
の
か
た
よ
ら
ぬ
や
う
に
、
心
を
ま

じ
き

ん
中
に
お
き
て
、心
を
静
か
に
ゆ
る
が
せ
て
、其
ゆ
る
ぎ
の
せ
つ
な
も
、ゆ
る
ぎ
や
ま
ぬ
や
う
に
、能
々
吟
味

そ
の

よ
く
よ
く
ぎ
ん

み

す
べ
し
。
静
か
な
る
時
も
心
は
静
か
な
ら
ず
、
何
と
は
や
き
時
も
心
は
少
し
も
は
や
か
ら
ず
、
心
は
躰
に

た
い

つ
れ
ず
、
躰
は
心
に
つ
れ
ず
、
心
に
用
心
し
て
、
身
に
は
用
心
を
せ
ず
、
心
の
た
ら
ぬ
事
な
く
し
て
、
心

た
い

を
少
し
も
あ
ま
ら
せ
ず
、
う
へ
の
心
は
よ
は
く
と
も
、
底
の
心
を
つ
よ
く
、
心
を
人
に
見
わ
け
ら
れ
ざ
る

や
う
に
し
て
、

小

身
な
る
も
の
は
心
に
大
き
な
る
事
を
残
ら
ず
し
り
、
大
身
な
る
も
の
は
心
に
ち
い
さ

し
よ
う
し
ん

た
い
し
ん

き
事
を
能
く
し
り
て
、
大
身
も

小

身
も
、
心
を
直
に
し
て
、
我
身
の
ひ
い
き
を
せ
ざ
る
や
う
に
心
を
も

よ

た
い
し
ん

し
よ
う
し
ん

す
ぐ

つ
事
肝
要
也
。
心
の
内
に
ご
ら
ず
、
広
く
し
て
、
ひ
ろ
き
所
へ
智
恵
を
置
く
べ
き
也
。
知
恵
も
心
も
ひ
た

か
ん
よ
う

ち

え

と
み
が
く
事
専
也
。
知
恵
を
と
ぎ
、
天
下
の
利
非
を
わ
き
ま
へ
、
物
毎
の
善
悪
を
し
り
、
よ
ろ
づ
の
芸
能
、

せ
ん

り

ひ

も
の
ご
と

よ
し
あ
し

其
道
〳
〵
を
わ
た
り
、
世
間
の
人
に
す
こ
し
も
だ
ま
さ
れ
ざ
る
や
う
に
し
て
後
、
兵
法
の
知
恵
と
な
る
心

也
。
兵
法
の
智
恵
に
お
ゐ
て
、
と
り
わ
け
ち
が
ふ
事
有
る
も
の
也
。

戦

の
場
万
事
せ
は
し
き
時
な
り
と

た
た
か
い

ば

も
、
兵
法
の
道
理
を
き
わ
め
、
う
ご
き
な
き
心
、
能
々
吟
味
す
べ
き
」
こ
と
で
あ
る
。

よ
く
よ
く

＊

＊
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ま
ず
、
「
…
…
兵
法
の
道
に
お
ゐ
て
、
心
の
持
ち
や
う
は
、
常
の
心
に
替
る
事
な
か
れ
。
常
に
も
、
兵

か
わ

法
の
時
に
も
、
少
し
も
か
は
ら
ず
し
て
、
心
を
広
く
直
に
し
て
、
き
つ
く
ひ
つ
ぱ
ら
ず
、
少
し
も
た
る
ま

じ
き

ず
、
心
の
か
た
よ
ら
ぬ
や
う
に
、
心
を
ま
ん
中
に
お
き
て
、
心
を
静
か
に
ゆ
る
が
せ
て
、
其
ゆ
る
ぎ
の
せ

そ
の

つ
な
も
、
ゆ
る
ぎ
や
ま
ぬ
や
う
に
、
能
々
吟
味
す
べ
し
」
と
あ
る
。

よ
く
よ
く
ぎ
ん

み

さ
て
、
そ
の
「
意
味
内
容
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、「
…
…
兵
法
の
道
に
お
い
て
、
心
の
「
持
ち
や
う
」

（
持
ち
方
）
は
、
常
（
ふ
だ
ん
）
の
心
に
替
る
こ
と
は
な
い
。
常
（
ふ
だ
ん
）
の
時
に
も
、
兵
法
（
戦
い
）

つ
ね

か
わ

つ
ね

の
時
に
も
、
少
し
も
変
わ
る
こ
と
な
く
、
心
を
広
く
直
（
ま
っ
す
ぐ
）
に
し
て
、
き
つ
く
ひ
っ
ぱ
ら
ず
（
過

じ
き

度
に
緊
張
せ
ず
）
、
少
し
も
た
る
ま
ず
（
気
を
弛
め
る
こ
と
も
な
く
）
、
心
の
片
寄
ら
な
い
よ
う
に
、
心

ゆ
る

を
真
ん
中
に
お
い
て
、
心
を
静
か
に
ゆ
る
が
せ
て
、
そ
の
ゆ
る
ぎ
が
一
瞬
も
止
ま
ら
な
い
よ
う
に
、
つ
ね

ま

と

に
流
動
自
在
な
心
の
状
態
を
保
つ
こ
と
」
で
あ
り
、
よ
く
よ
く
吟
味
す
べ
き
こ
と
と
あ
る
。

＊

＊

＊

こ
れ
は
、
ま
さ
に
「
名
文
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
は
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
あ

、
、
、
、

り
と
あ
ら
ゆ
る
人
た
ち
が
心
得
て
も
よ
い
「
心
の
持
ち
よ
う
」
だ
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
、
「
常
の

心
」
と
は
、
ま
さ
に
「
ふ
だ
ん
の
心
」
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
、
だ
ら
だ
ら
し
た
自
堕
落
な
心
の

「
平
常
心
」
で
は
な
く
、
や
は
り
心
身
と
も
に
、
真
に
鍛
錬
さ
れ
た
心
の
「
平
常
心
」
と
い
う
こ
と
に
な

る
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
「
心
を
広
く
直
に
し
て
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
目
の
前
の
こ
と
ば
か
り
に
近
視

じ
き

眼
的
に
固
執
す
る
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
広
い
「
視
野
」
（
視
点
）
か
ら
全
体
を
見
渡
し
て
、
し
か
も
、

わ
た

ゆ
が
ん
だ
見
方
は
や
め
て
、
全
体
を
し
っ
か
り
と
と
ら
え
る
（
見
極
め
る
）
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、

「
き
つ
く
ひ
つ
ぱ
ら
ず
」
と
は
、
過
度
に
緊
張
し
な
い
で
、
程
よ
い
緊
張
を
保
ち
な
が
ら
、
し
か
し
、
少

し
も
た
る
む
こ
と
な
く
、
心
は
（
一
方
に
）
片
寄
ら
な
い
よ
う
に
、
常
に
真
ん
中
に
（
し
っ
か
り
と
）
お

い
て
、
し
か
も
、
「
心
を
静
か
に
ゆ
る
が
せ
て
」
と
あ
る
が
、
こ
の
言
葉
の
「
微
妙
さ
」
を
軽
々
し
く
読

、
、
、

み
流
し
て
は
い
け
な
い
。
そ
れ
を
敢
え
て
「
映
像
」
で
表
現
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
ま
さ
に
静
か
な
「
湖
水

み
ず
う
み

の
面
」
の
よ
う
で
あ
れ
！

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
…
…
心
を
静
か
に
ゆ
る
が
せ
て
、
其
ゆ
る
ぎ
の
せ
つ

お
も

そ
の

な
も
、
ゆ
る
ぎ
や
ま
ぬ
や
う
に
…
…
」
。
そ
れ
が
、
ま
さ
に
「
平
常
心
」
で
あ
り
、
―
―
例
え
ば
、
過
度

の
「
喜
怒
哀
楽
」
な
ど
に
よ
っ
て
、
静
か
な
「
湖
水
の
面
」
が
激
し
く
揺
れ
動
い
て
、
ま
さ
に
「
自
分
を

み
ず
う
み

お
も

見
失
う
」
（
或
い
は
「
振
り
ま
わ
さ
れ
る
」
）
よ
う
で
あ
っ
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
（
日

頃
か
ら
、
心
身
と
も
に
常
に
「
ベ
ス
ト
の
状
態
」
を
保
ち
な
が
ら
）
、
た
と
え
い
か
な
る
「
事
態
」
に
臨

ん
で
も
、
慌
て
ず
冷
静
に
対
応
で
き
得
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
「
平
常
心
」
を
常
に
保
つ
よ
う
に
心
が
け

る
こ
と
が
何
よ
り
も
肝
要
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

＊

＊

そ
し
て
、
「
…
…
静
か
な
る
時
も
心
は
静
か
な
ら
ず
、
何
と
は
や
き
時
も
心
は
少
し
も
は
や
か
ら
ず
、

心
は
躰
に
つ
れ
ず
、
躰
は
心
に
つ
れ
ず
、
心
に
用
心
し
て
、
身
に
は
用
心
を
せ
ず
、
心
の
た
ら
ぬ
事
（
不

た
い

た
い

足
）
な
く
し
て
、
心
を
少
し
も
あ
ま
ら
せ
ず
、
う
へ
の
心
は
よ
は
く
と
も
、
底
の
心
を
つ
よ
く
、
心
を
人

に
見
わ
け
ら
れ
ざ
る
や
う
に
し
て
、

小

身
な
る
も
の
は
心
に
大
き
な
る
事
を
残
ら
ず
し
り
、
大
身
な
る

し
よ
う
し
ん

た
い
し
ん

も
の
は
心
に
ち
い
さ
き
事
を
能
く
し
り
て
、
大
身
も

小

身
も
、
心
を
直
に
し
て
、
我
身
の
ひ
い
き
を
せ

よ

た
い
し
ん

し
よ
う
し
ん

す
ぐ

ざ
る
や
う
に
心
を
も
つ
事
肝
要
也
」
と
あ
る
。

か
ん
よ
う

＊

＊

ま
ず
、
動
き
が
静
か
な
る
（
静
止
し
て
い
る
）
よ
う
な
時
も
、
心
は
静
か
な
ら
ず
（
静
止
せ
ず
）
、
ま

た
、
動
き
が
何
と
は
や
き
時
（
い
か
に
早
く
動
く
時
）
に
も
、
心
は
少
し
も
早
か
ら
ず
（
平
静
を
保
ち
）
、

そ
し
て
、
心
は
、
躰
（
の
動
き
）
に
つ
ら
れ
ず
、
躰
は
、
心
（
の
動
き
）
に
つ
ら
れ
ず
、
（
常
に
平
常
心

た
い

た
い
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を
保
ち
）
、
心
に
用
心
（
注
意
）
を
お
き
、
身
は
「
用
心
」
（
注
意
）
せ
ず
、
心
の
不
足
を
な
く
し
（
充

実
さ
せ
て
）
、
心
を
少
し
も
あ
ま
ら
せ
ず
（
心
は
余
計
な
こ
と
に
と
ら
わ
れ
ず
）
、
う
へ
（
表
面
）
の
心

は
弱
く
と
も
、
底
の
心
（
心
底
）
は
強
く
持
ち
、
心
は
、
人
に
見
分
け
ら
れ
ぬ
よ
う
に
し
て
、
小

身
（
小

し
よ
う
し
ん

さ
な
身
体
）
の
人
は
、
心
に
大
身
（
大
き
な
身
体
）
の
人
の
事
を
残
ら
ず
知
り
、
大
身
（
大
き
な
身
体
）

か

ら

だ

た
い
し
ん

か

ら

だ

た
い
し
ん

か

ら

だ

の
人
は
、
心
に

小

身
（
小
さ
な
身
体
）
の
人
の
事
を
よ
く
知
っ
て
、
大
身
も

小

身
も
、
心
を
ま
っ
す
ぐ

し
よ
う
し
ん

か

ら

だ

た
い
し
ん

し
よ
う
し
ん

に
し
て
、
わ
が
身
の
ひ
い
き
を
し
な
い
よ
う
に
心
を
持
つ
こ
と
が
肝
要
（
大
事
）
で
あ
る
。
―
―
例
え
ば
、

大
石
内
蔵
助
の
「
吉
原
遊
び
」
、
そ
の
他
な
ど
で
も
、
心
は
、
躰
に
つ
ら
れ
ず
、
躰
は
、
心
に
つ
ら
れ
ず
、

た
い

た
い

う
へ
（
表
面
）
の
心
は
弱
く
と
も
、
底
の
心
（
心
底
）
は
強
く
持
ち
、
ま
た
、
心
は
、
人
に
見
分
け
ら
れ

な
い
よ
う
に
し
て
、
そ
の
「
心
」
（
心
底
）
と
「
躰
」（
行
動
）
と
は
一
致
し
て
は
い
な
い
が
、
し
か
し
、

た
い

そ
の
心
の
底
の｢

平
常
心
」
は
、
つ
ね
に
保
た
れ
て
い
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
宮
本
武
蔵
は
、
六
尺
（
一
八
〇
㌢
）
ほ
ど
の
背
丈
（
身
長
）
が
あ
っ
た
の
で
、
自
分
と
は

せ

た
け

違
う

小

身
（
小
さ
な
身
体
）
の
人
と
い
う
の
は
、
一
体
、
ど
の
よ
う
な
「
も
の
の
考
え
方
」
や
「
身
の

し
よ
う
し
ん

か

ら

だ

動
き
や
動
か
し
方
」
な
ど
を
す
る
の
か
？

そ
の
よ
う
な
こ
と
も
よ
く
知
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

＊

＊

そ
し
て
、
「
…
…
心
の
内
に
ご
ら
ず
、
広
く
し
て
、
ひ
ろ
き
所
へ
智
恵
を
置
く
べ
き
也
。
知
恵
も
心
も

う
ち

ち

え

ひ
た
と
（
一
途
に
）
み
が
く
事
専
（
肝
要
）
也
。
知
恵
を
と
ぎ
、
天
下
の
利
非
（
理
非
）
を
わ
き
ま
へ
、
物
毎

い
ち

ず

せ
ん

り

ひ

も
の
ご
と

の
善
悪
を
し
り
、
よ
ろ
づ
の
芸
能
、
其
道
〳
〵
を
わ
た
り
（
そ
れ
ぞ
れ
経
験
し
）
、
世
間
の
人
に
す
こ
し

よ
し
あ
し

も
だ
ま
さ
れ
ざ
る
や
う
に
し
て
後
、
兵
法
の
知
恵
と
な
る
心
也
。
兵
法
の
智
恵
に
お
ゐ
て
、
と
り
わ
け
ち

が
ふ
事
有
る
も
の
也
。

戦

の
場
万
事
せ
は
し
き
時
な
り
と
も
、
兵
法
の
道
理
を
き
わ
め
、
う
ご
き
な
き

た
た
か
い

ば

心
（
動
揺
な
き
心
）
、
能
々
吟
味
す
べ
し
」
と
あ
る
。

よ
く
よ
く

＊

＊

ま
ず
、
心
の
内
は
、（
不
純
物
で
）
濁
ら
ず
、
広
く
し
て
、「
ひ
ろ
き
所
へ
智
恵
を
置
く
」（
そ
れ
は
「
一

に
ご

ち

え

大
工
」
の
知
恵
に
留
ま
ら
ず
、
広
く
世
の
中
全
般
を
見
る
「
大
工
の
頭
領
」
の
《
総
合
的
な
》
知
恵
を
持

つ
こ
と
）
で
あ
る
。
そ
し
て
、
知
恵
も
心
も
一
途
に
磨
く
こ
と
が
何
よ
り
も
「
肝
要
」
で
あ
る
。
知
恵
を

、
、
、

、
、

磨
き
、
天
下
の
「
道
理
」
を
わ
き
ま
へ
、
物
毎
の
「
善
悪
」
を
知
り
、
よ
ろ
づ
の
芸
能
、
そ
の
道
〳
〵
を

、
、

も
の
ご
と

よ
し
あ
し

で
き
る
だ
け
経
験
し
て
、
世
間
の
人
に
少
し
も
だ
ま
さ
れ
ぬ
よ
う
に
な
っ
て
、
初
め
て
、
ま
さ
に
「
兵
法

の
智
慧
」
と
な
る
の
で
あ
る
。「
兵
法
の
智
慧
」
に
お
い
て
は
、
と
り
わ
け
「
他
の
知
恵
」
と
は
違
う
「
総

ち

え

ち

え

合
的
な
智
慧
」
な
の
で
あ
る
。

戦

の
場
は
、
万
事
あ
わ
た
だ
し
い
時
で
も
あ
る
が
、
兵
法
の
道
理
を
極

ち

え

た
た
か
い

ば

め
て
、
ま
さ
に
「
動
き
な
き
心
」
（
動
揺
な
き
平
常
心
）
を
体
得
し
、
そ
れ
を
保
つ
べ
き
で
あ
る
。

、
、

＊

＊

さ
て
、
一
般
論
と
し
て
の
、
い
わ
ゆ
る
「
平
常
心
」
と
い
う
の
は
、
た
と
え
「
外
界
」
が
ど
の
よ
う
に

刻
々
と
「
変
化
・
変
貌
」
し
よ
う
と
も
、
ま
た
、
た
と
え
「
外
界
」
か
ら
ど
の
よ
う
な
過
激
な
「
刺
激
・

影
響
」
を
受
け
よ
う
と
も
、
そ
う
い
う
も
の
に
意
味
な
く
振
り
ま
わ
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
「
常

の
心
」（
つ
ま
り
「
平
常
心
」
）
を
保
て
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
―
―
そ
れ
は
、「
静
か
な
湖
水
の
面
」
に
、

み
ず
う
み

お
も

風
が
吹
い
た
り
、
鳥
な
ど
が
飛
び
立
て
ば
、
ど
う
し
て
も
大
小
様
々
な
「
波
紋
」
が
拡
が
る
こ
と
に
な
る

が
、
し
か
し
、
や
が
て
、
「
静
か
な
湖
水
の
面
」
に
戻
る
よ
う
に
、
た
と
え
そ
の
瞬
間
は
、
「
心
が
揺
れ

み
ず
う
み

お
も

た
」
と
し
て
も
、
す
ぐ
に
元
の
「
静
か
な
湖
水
」
（
つ
ま
り
「
平
常
心
」
）
を
取
り
戻
し
て
、
冷
静
に
か

み
ず
う
み

つ
的
確
に
対
応
す
る
こ
と
こ
そ
、
何
よ
り
も
大
事
な
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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一
、
兵
法
の
身
な
り
の
事

み

次
は
、
「
兵
法
の
身
な
り
の
事
」
と
い
う
項
目
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
つ

み

ま
り
、
「
…
…
身
の
か
ゝ
り
、
顔
は
う
つ
む
か
ず
、
あ
を
の
か
ず
、
か
た
む
か
ず
、
ひ
ず
ま
ず
、
目
を
み

み

だ
さ
ず
、
ひ
た
い
に
し
わ
を
よ
せ
ず
、
ま
ゆ
あ
い
に
し
わ
を
よ
せ
て
、
目
の
玉
う
ご
か
ざ
る
や
う
に
し
て
、

ま
た
ゝ
き
を
せ
ぬ
や
う
に
お
も
ひ
て
、
目
を
す
こ
し
す
く
め
る
や
う
に
し
て
、
う
ら
や
か
に
見
ゆ
る
か
を
、

、
、

鼻
す
じ
直
に
し
て
、
少
し
お
と
が
い
を
出
す
心
な
り
。
く
び
は
う
し
ろ
の
す
じ
を
直
に
、
う
な
じ
に
力
を

す
ぐ

い
れ
て
、
肩
よ
り
惣
身
は
ひ
と
し
く
覚
へ
、
両
の
か
た
を
さ
げ
、
脊
す
じ
を
ろ
く
に
、
尻
を
出
さ
ず
、
ひ

そ

う

み

お
ぼ

せ

ざ
よ
り
足
先
ま
で
力
を
い
れ
て
、
腰
の
か
ゞ
ま
ざ
る
や
う
に
腹
を
は
り
、
く
さ
び
を
し
む
る
と
い
ひ
て
、

脇
差
の
さ
や
に
腹
を
も
た
せ
て
、
帯
の
く
つ
ろ
が
ざ
る
や
う
に
、
く
さ
び
を
し
む
る
と
い
ふ
お
し
へ
あ
り
。

わ
き
ざ
し

惣
而
兵
法
の
身
に
お
ゐ
て
、
常
の
身
を
兵
法
の
身
と
し
、
兵
法
の
身
を
つ
ね
の
身
と
す
る
事
肝
要
也
。
能

そ
う
じ
て

つ
ね

み

能
吟
味
す
べ
し
」
（
原
文
）
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
宮
本
武
蔵
自
身
、
自
分
の
「
ふ
だ
ん
の
身
の
あ
り
方
」

を
想
い
出
し
な
が
ら
記
述
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
実
際
の
宮
本
武
蔵
自
身
の
ふ
だ
ん
の
「
身

の
あ
り
方
」
と
は
、
ま
さ
に
「
こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
な
様
子
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る

の
だ
ろ
う
。

＊

＊

ま
ず
、
「
身
の
か
ゝ
り
」
（
身
体
の
姿
勢
）
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
「
…
…
顔
は
う
つ
む
か
ず
、
あ
お
む

み

か

ら

だ

か
ず
、
か
た
む
か
ず
、
ま
げ
ず
、
ま
た
、
目
は
み
だ
さ
ず
、

額

に
し
わ
を
寄
せ
ず
、
眉
間
に
し
わ
を
寄

ひ
た
い

み

け
ん

せ
て
、
目
玉
は
動
か
さ
ず
、

瞬

き
も
し
な
い
よ
う
な
気
持
ち
で
、
目
を
少
し
細
め
る
よ
う
に
し
て
、
全

ま
ば
た

体
を
う
ら
や
か
に
（
お
だ
や
か
に
）
見
る
よ
う
な
感
じ
の
顔
だ
ち
で
、
鼻
す
じ
を
真
っ
直
ぐ
に
し
て
、
少

し
下
あ
ご
を
出
す
よ
う
な
心
持
ち
に
す
る
。
く
び
は
、
真
っ
直
ぐ
に
し
て
、
う
な
じ
に
力
を
い
れ
て
、
肩

よ
り
下
の
全
身
は
み
な
同
じ
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
、
両
方
の
肩
を
下
げ
、
背
筋
を
真
っ
直
ぐ
に
し
て
、

尻
を
出
さ
ず
、
膝
よ
り
足
先
ま
で
力
を
い
れ
て
、
腰
を
曲
げ
な
い
よ
う
に
腹
を
張
り
、
く
さ
び
を
し
め
る

ひ
ざ

と
い
っ
て
、
脇
差
の
さ
や
に
腹
を
も
た
せ
て
、
帯
の
ゆ
る
く
な
ら
な
い
よ
う
に
、
く
さ
び
を
し
め
る
と
い

わ
き
ざ
し

う
教
え
が
あ
る
。
そ
し
て
、
兵
法
の
身
に
お
い
て
、
常
の
身
を
兵
法
の
身
と
し
、
兵
法
の
身
を
つ
ね
の
身

つ
ね

み

と
す
る
事
が
何
よ
り
も
肝
要
（
大
事
）
な
こ
と
で
あ
る
」
と
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
を
も
っ
と
簡
略
し
て
み
る
と
、
そ
れ
は
、
ま
ず
、
「
…
…
何
よ
り
も
姿
勢
を
正
し

く
し
て
、
目
玉
は
、
動
か
さ
ず
、
目
は
、
眉
間
に
し
わ
を
寄
せ
る
よ
う
な
感
じ
で
、
少
し
細
め
に
し
て
、

み

け
ん

全
体
を
う
ら
や
か
に
（
両
わ
き
ま
で
）
見
る
よ
う
な
感
じ
の
顔
だ
ち
で
、
両
肩
を
下
げ
て
、
膝
よ
り
足
先

ひ
ざ

ま
で
力
を
い
れ
て
、
腰
を
曲
げ
な
い
よ
う
に
腹
を
張
り
、
尻
は
出
さ
ず
に
、
く
さ
び
を
し
め
る
と
い
っ
て
、

帯
を
し
っ
か
り
と
締
め
て
か
ら
、
そ
こ
に
刀
を
差
す
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば
、
こ
の
「
姿
」
を
ど
こ
か
に
求
め
る
と
し
た
ら
、
例
え
ば
、
時
代
劇
の
映
画
や
ド
ラ
マ
の
中
の

一
連
の
三
船
敏
郎
の
「
侍
や
素
浪
人
」
姿
な
ど
が
、
あ
る
い
は
こ
れ
に
近
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
は

と
も
か
く
、
ふ
だ
ん
の
時
も
、
ま
た
、
戦
い
の
時
も
、
つ
ね
に
鍛
錬
さ
れ
た
「
同
じ
姿
勢
」
（
同
じ
「
風

、
、
、
、

格
」）
を
保
つ
よ
う
に
す
る
こ
と
が
、
何
よ
り
も
大
事
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
、
兵
法
の
目
付
と
い
ふ
事

そ
れ
で
は
、
次
は
、
非
常
に
有
名
な
「
目
付
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
ま
ず
、
い
ろ
い
ろ

め

つ
け

な
と
こ
ろ
で
「
目
付
」
に
つ
い
て
は
語
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
最
初
は
、
「
水
の
巻
」
の
中
の
「
目
付
」
に

め

つ
け

す
い

ま
き

め

つ

け
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つ
い
て
で
あ
り
、
そ
の
「
本
文
」
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

＊

＊

目
の
付
け
や
う
は
、
大
き
に
広
く
付
く
る
目
也
。
観
見
二
つ
の
事
、
観
の
目
つ
よ
く
、
見
の
目
よ
は
く
、

か
ん
け
ん

か
ん

け
ん

遠
き
所
を
近
く
見
、
ち
か
き
所
を
遠
く
見
る
事
、
兵
法
の
専
（
第
一
）
也
。
敵
の
太
刀
を
し
り
、

聊

か

せ
ん

た

ち

い
さ
さ

も
敵
の
太
刀
を
見
ず
と
い
ふ
事
、
兵
法
の
大
事
也
。
工
夫
有
る
べ
し
。
此
目
付
、
ち
い
さ
き
兵
法
に
も
、

だ

い

じ

こ
の

め

つ
け

大
き
な
る
兵
法
に
も
、
同
じ
事
也
。
目
の
玉
う
ご
か
ず
し
て
、
両
わ
き
を
見
る
事
肝
要
也
。
か
や
う
の
事
、

か
ん
よ
う

い
そ
が
し
き
時
、

俄

に
は
わ
き
ま
へ
が
た
し
。
此
書
付
を
覚
へ
、

常
住

此
目
付
に
な
り
て
、
何
事
に

に
わ
か

か
き
つ
け

じ
よ
う
じ
ゆ
う

も
目
付
の
か
わ
ら
ざ
る
所
、
能
能
吟
味
あ
る
べ
き
も
の
也
」
と
あ
る
。

＊

＊

で
は
、
そ
の
「
意
味
内
容
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
「
…
…
目
の
配
り
方
は
、
大
き
く
ひ
ろ
く
配
る
よ

う
に
す
る
こ
と
。
観
見
二
つ
の
見
方
が
あ
る
が
、
大
事
な
の
は
、
『
観
の
目
』
（
つ
ま
り
『
全
体
を
見
る

か
ん
け
ん

か
ん

眼
』）
を
強
く
し
、
一
方
、『
見
の
目
』
（
つ
ま
り
『
目
の
前
の
現
象
を
見
る
目
』）
は
、
弱
く
す
る
こ
と
。

け
ん

そ
し
て
、
遠
い
所
も
近
く
見
、
近
い
所
も
遠
く
見
る
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
カ
メ
ラ
の
『
ズ
ー
ム
の
よ
う
な

《
眼
》
で
あ
れ
！
』
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
敵
の
太
刀
（
筋
）
を
知
り
、
少
し
を
相
手
の
太
刀

た

ち

た

ち

を
見
な
い
よ
う
に
、
そ
れ
は
、
相
手
の
太
刀
の
動
き
に
惑
わ
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
大
事
で
あ
る
。

た

ち

そ
し
て
、
こ
の
『
目
付
』
は
、
一
対
一
で
戦
う
時
で
も
、
ま
た
、
大
勢
で
戦
う
時
で
も
、
全
く
同
じ
こ
と

つ
け

で
あ
り
、
ま
た
、
目
の
玉
を
動
か
さ
ず
、
そ
し
て
、
両
わ
き
を
見
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
、
何
よ
り
も
肝、

要
（
大
事
）
な
こ
と
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

、

＊

＊

さ
て
、
何
よ
り
も
大
事
な
こ
と
は
、
ま
さ
に
「
観
の
目
」
で
あ
り
、
そ
の
「
観
の
目
」
に
は
、
大
き
く

か
ん

か
ん

次
の
三
つ
の
「
意
味
合
い
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
全
体
を
見
る
眼
で
あ
る
。
次

は
、
相
手
の
心
を
見
る
（
読
む
）
眼
で
あ
り
、
そ
し
て
、
も
う
一
つ
は
、
総
合
的
に
判
断
す
る
眼
で
あ
る
。

―
―
ま
ず
最
初
の
「
全
体
を
見
る
眼
」
と
い
う
の
は
、
実
際
に
「
自
分
の
目
」
に
見
え
て
い
る
状
態
で
は

あ
る
が
、「
全
体
を
見
る
」
た
め
に
は
、
目
玉
は
動
か
さ
ず
、

瞬

き
も
せ
ぬ
よ
う
に
し
て
、
両
わ
き
を
見

ま
ば
た

る
よ
う
に
す
る
「
眼
」
で
あ
る
。
次
に
、
「
相
手
の
心
を
見
る
（
読
む
）
眼
」
と
い
う
の
は
、
直
接
、
相

手
の
「
心
を
見
る
」
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
ま
さ
に
「
相
手
の
心
を
読
む
」
と
い
う
「
眼
」
で

あ
り
、
こ
の
「
眼
」
は
、
「
見
る
目
」
と
「
心
の
眼
」
と
を
合
わ
せ
て
、
初
め
て
「
見
え
て
来
る
」
も
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
後
の
「
総
合
的
に
判
断
す
る
眼
」
と
い
う
の
は
、「
見
る
目
」
と
「
心
の
眼
」
と
、

も
う
一
つ
は
、
今
ま
で
の
「
全
過
去
」
か
ら
の
ま
さ
に
「
経
験
知
」
や
「
学
習
知
」
な
ど
を
も
合
わ
せ
た
、

ま
さ
に
総
合
的
な
「
眼
」
で
あ
り
、
こ
の
「
眼
」
は
、
刻
々
と
変
化
す
る
状
況
に
応
じ
て
、
ま
さ
に
刻
々

と
判
断
を
下
し
て
い
く
「
眼
」
で
あ
る
。
こ
の
三
つ
の
「
眼
」
を
絶
え
ず
磨
き
鍛
え
る
こ
と
が
、
何
よ
り

も
大
事
な
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

＊

＊

次
に
、
「
兵
法
三
十
五
箇
条
」
の
中
に
あ
る
「
目
付
」
の
項
目
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
内
容

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
…
…
目
を
付
る
と
云
所
、
昔
は
色
々
在
る
こ
と
な
れ
共
、
今
伝
る
処
の
目
付
は
、

大
体
顔
に
付
る
な
り
。
目
の
お
さ
め
様
は
、
常
の
目
よ
り
も
す
こ
し
細
き
様
に
し
て
、
う
ら
や
か
に
見
る

也
。
目
の
玉
を
動
か
さ
ず
、
敵
合
近
く
共
、
い
か
程
も
、
遠
く
見
る
目
也
。
其
目
に
て
見
れ
ば
、
敵
の
わ

ざ
は
申
す
に
及
ば
ず
、
左
右
両
脇
迄
も
見
ゆ
る
也
。
観
見
二
ッ
の
見
様
、
観
の
目
つ
よ
く
、
見
の
目
よ
は

か
ん
け
ん

か
ん

け
ん

く
見
る
べ
し
。
若
又
敵
に
知
ら
す
る
と
云
ふ
目
在
り
、
意
は
目
に
付
、
心
は
物
に
付
か
ざ
る
也
。
能
々
吟

も
し

味
有
べ
し
」（
全
文
）
と
あ
る
。
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＊

＊

ま
ず
、
宮
本
武
蔵
は
、
目
に
は
「
観
見
」
の
「
二
種
類
」
が
あ
り
、
そ
し
て
、
「
観
の
目
つ
よ
く
、
見

か
ん
け
ん

か
ん

け
ん

の
目
よ
は
く
見
る
べ
し
」
と
言
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
一
つ
は
、「
見
の
目
」
で
あ
り
、
こ
の
「
目
」
は
、

け
ん

「
感
覚
器
官
」
（
五
感
）
の
一
つ
で
あ
る
「
視
覚
」
（
つ
ま
り
「
目
」
）
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
う

一
つ
は
、
「
全
体
を
見
る
眼
」
（
そ
れ
は
「
う
ら
や
か
な
眼
」
）
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で

は
、
宮
本
武
蔵
は
、
な
ぜ
、
「
見
の
目
よ
は
く
見
る
べ
し
」
と
言
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？

そ
れ
は
、

け
ん

次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
―
―
つ
ま
り
、
「
感
覚
器
官
」
（
五
感
）
の
一
つ
で
あ
る
「
視
覚
」
（
つ
ま
り

「
目
」
）
と
い
う
の
は
、
ど
う
し
て
も
「
表
面
的
な
現
象
」
を
追
っ
て
し
ま
う
。
目
に
見
え
る
も
の
を
、

そ
の
ま
ま
「
事
実
」
（
或
い
は
「
真
実
」
）
と
し
て
見
て
し
ま
う
。
例
え
ば
、
小
さ
な
幼
児
た
ち
は
、
目

に
見
え
る
も
の
が
、
そ
の
ま
ま
「
事
実
」（
或
い
は
「
真
実
」）
と
し
て
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

「
目
」
に
は
、
実
に
様
々
な
「
現
象
」（
つ
ま
り
「
表
面
的
な
現
象
」）
が
見
え
て
い
る
。

つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
「
目
」
と
い
う
の
は
、
ど
う
し
て
も
様
々
な
「
表
面
的
な
現
象
」
に
絶
え

ず
振
り
ま
わ
さ
れ
て
、
あ
ま
り
に
「
近
視
眼
的
に
目
の
前
の
現
象
ば
か
り
を
追
っ
て
い
る
」
た
め
に
、
逆

に
、
全
体
が
見
え
な
く
な
っ
て
い
る
。
絶
え
ず
変
化
す
る
「
目
の
前
の
現
象
」
に
意
味
な
く
振
り
ま
わ
さ

れ
て
、
あ
あ
で
も
な
い
こ
う
で
も
な
い
と
あ
れ
こ
れ
と
思
惑
す
る
ば
か
り
に
な
っ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
こ

そ
、
そ
の
「
目
」
を
弱
く
し
て
、
つ
ま
り
、
「
…
…
常
の
目
よ
り
も
す
こ
し
細
き
様
に
し
て
、
う
ら
や
か

に
見
る
目
」
に
し
て
、
様
々
な
「
表
面
的
な
現
象
」
な
ど
に
意
味
な
く
振
り
ま
わ
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
ま

た
、
あ
ま
り
に
「
近
視
眼
的
に
目
の
前
の
現
象
ば
か
り
を
追
っ
て
い
る
」
状
態
か
ら
、
む
し
ろ
「
全
体
を

見
る
」
よ
う
な
状
態
へ
と
す
る
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
目
の
お
さ
め
様
」
は
、
「
…
…
常
の
目

よ
り
は
少
し
細
め
る
よ
う
な
感
じ
に
し
て
、
う
ら
や
か
に
見
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
観
の
眼
と
い
う
の
は
、

目
の
玉
を
動
か
さ
ず
、
敵
が
ど
れ
ほ
ど
近
く
て
も
、
い
か
程
も
遠
く
見
る
目
で
あ
る
。
そ
の
目
に
て
見
れ

ば
、
敵
の
わ
ざ
は
申
す
に
及
ば
ず
、
左
右
両
脇
ま
で
も
見
え
る
も
の
で
あ
る
。
観
見
二
つ
の
見
方
が
あ
る

か
ん
け
ん

が
、
観
の
目
つ
よ
く
、
見
の
目
よ
わ
く
見
る
こ
と
が
肝
要
（
大
事
）
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

か
ん

け
ん

＊

＊

さ
て
、
一
般
に
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
「
目
」
と
い
う
の
は
、
ど
う
し
て
も
「
表
面
的
な
現
象
」
を
あ
れ

こ
れ
追
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
、
刻
々
と
変
化
し
て
い
く
「
表
面
的
な
現
象
」
に
意
味
な
く
振
り
ま
わ
さ

れ
て
い
る
状
態
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
「
表
面
的
な
現
象
」
（
つ
ま
り
「
見
た
目
の
感
じ
」
）
と
い
う

の
は
、
い
わ
ば
「
仮
相
」
（
つ
ま
り
「
仮
の

姿

」
）
で
あ
り
、
「
実
相
」
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ

、
、

、
、

す
が
た

え
、
物
事
の
「
仮
相
」
で
は
な
い
、
も
っ
と
奧
に
あ
る
物
事
の
「
実
相
」
そ
の
も
の
（
つ
ま
り
「
真
の

姿

」
）

、
、

、
、

す
が
た

を
と
ら
え
る
こ
と
が
、
ま
さ
に
「
心
の
眼
」
（
或
い
は
「
魂
の
眼
」
）
の
役
割
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
心
の
眼
」
（
或
い
は
「
魂
の
眼
」
）
と
い
う
の
は
、
い
わ
ば
そ
の
人
の
「
知
性
＋

理
性
＋
感
性
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
「
個
人
差
」
が
は
っ
き
り

と
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
―
―
つ
ま
り
、
言
葉
を
換
え
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
「
目
」
に
よ
っ
て
捉と

ら

え
ら
れ
る
も
の
は
、
物
事
の
「
表
面
的
な
現
象
」
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
は
、
絶
え
ず
変
化
し
て
止
ま
る
こ
と

と
ど

の
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
ま
さ
に
「
仮
相
」
（
つ
ま
り
「
仮
の

姿

」
）
で
あ
る
が
、
そ
の
「
表

す
が
た

面
的
な
現
象
」
の
も
っ
と
奥
に
あ
る
物
事
の
「
本
質
、
真
実
、
真
理
、
源
泉
、
そ
の
他
」
な
ど
を
厳
密
に

と
ら
え
る
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
、
「
実
相
」
（
つ
ま
り
「
真
の

姿

」
）
を
と
ら
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

す
が
た

と
と
も
に
、
そ
れ
は
、
真
に
「
内
的
成
長
（
成
熟
）
」
し
た
「
心
の
眼
」
に
よ
っ
て
こ
そ
、
初
め
て
、
ど

こ
ま
で
も
厳
密
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
得
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
心

の
眼
」（
或
い
は
「
魂
の
眼
」）
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
宮
本
武
蔵
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
た
だ
単
に
「
剣
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術
」
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
世
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
物
事
の
「
本
質
、
真
実
、
真
理
、
源
泉
、
そ

の
他
」
な
ど
を
ど
こ
ま
で
も
厳
密
に
と
ら
え
る
こ
と
も
、
十
分
に
可
能
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

＊

＊

ち
な
み
に
、
「
意
は
目
に
付
、
心
は
物
に
付
か
ざ
る
也
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
一
体
、
ど
う
い
う
意

味
か
と
問
え
ば
、
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
目
」
と
い
う
の
は
、
ど
う
し
て
も

具
体
的
な
「
対
象
」
を
見
て
い
る
の
で
、
ど
う
し
て
も
あ
あ
だ
こ
う
だ
と
い
う
「
意
味
」
を
追
っ
て
し
ま

う
。
一
方
、「
心
」
と
い
う
の
は
、
む
し
ろ
「
全
体
」
を
う
ら
や
か
に
見
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、

個
々
の
「
対
象
そ
の
も
の
」
を
じ
っ
く
り
見
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
―
―
つ
ま
り
、
個
々
の
「
対
象
」

を
見
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
「
目
」
で
あ
り
、
そ
の
「
目
」
は
、
ど
う
し
て
も
「
意
味
」
を
追
っ
て
し
ま

う
。
一
方
、
「
心
」
（
或
い
は
「
観
の
眼
」
）
と
い
う
の
は
、
む
し
ろ
「
全
体
」
を
う
ら
や
か
に
見
て
い
る

の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
個
々
の
「
対
象
そ
の
も
の
」
を
じ
っ
く
り
見
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、

「
心
」
（
或
い
は
「
観
の
眼
」
）
と
い
う
の
は
、
個
々
の
「
対
象
」
（
つ
ま
り
「
物
」
）
に
は
こ
だ
わ
っ
て

い
な
い
の
で
、
ま
さ
に
「
心
は
物
に
付
か
ざ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
。
そ
し
て
、
「
…
…
遠
き

所
を
近
く
見
、
ち
か
き
所
を
遠
く
見
る
事
」
や
、
ま
た
、
「
…
…
敵
合
近
く
共
、
い
か
程
も
、
遠
く
見
る

目
也
」
と
い
う
「
目
の
状
態
」
に
し
て
も
、
そ
れ
は
、
「
カ
メ
ラ
の
眼
」
で
言
え
ば
、
そ
の
「
カ
メ
ラ
の

眼
」
を
ズ
ー
ム
に
し
て
も
元
に
戻
し
て
も
、
い
わ
ゆ
る
「
全
体
の
風
景
」
そ
の
も
の
は
、
何
も
変
わ
ら
な

い
の
と
全
く
同
じ
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
、
ま
さ
に
「
観
の
眼
」
（
或
い
は
「
心
の
眼
」
）
で
も
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
―
―
例
え
ば
、「
弓
の
名
人
」
が
「

虱

の
心
臓
」
を
射
抜
く
と
い
う
よ
う
な
物
語
や
、

し
ら
み

或
い
は
、
那
須
与
一
が
、
遠
く
船
上
の
「
扇
の
的
」
を
射
抜
い
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
、
結
局
は
、「
観

お
う
ぎ

ま
と

の
眼
」
（
或
い
は
「
心
の
眼
」
）
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
い
う
こ
と
が
、
宮
本
武
蔵
に
も
、
当
然
の

こ
と
な
が
ら
、
で
き
得
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

＊

＊

例
え
ば
、
宮
本
武
蔵
は
、
飛
ん
で
い
る
蝿
を
ハ
シ
で
捕
ま
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。
そ
の
真
偽
の

ハ
エ

つ
ま

ほ
ど
は
よ
く
分
か
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
、
一
体
、
ど
う
い
う
こ
と
か
と
敢
え
て
問
え
ば
、
そ
れ
は
、
次
の

よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
。
―
―
つ
ま
り
、
宮
本
武
蔵
の
「
眼
」（
「
観
の
眼
」「
心
の
眼
」）
は
、

刻
々
と
変
化
し
て
い
く
「
表
面
的
な
現
象
」
（
つ
ま
り
「
蝿
の
動
き
」
）
を
た
だ
意
味
な
く
追
っ
て
い
る

ハ
エ

の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
「
目
」
は
動
か
さ
ず
、
常
の
目
よ
り
も
す
こ
し
細
き
様
に
し
て
、
う
ら
や
か
に
見

て
い
る
状
態
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
蝿
の
「
全
体
の
動
き
」
を
じ
っ
と
深
く
静
か
に
観
て
い
る
の
で
あ
る
。

ハ
エ

―
―
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
自
分
の
気
配
を
消
し
、
自
ら
「
蝿
の
身
」
（
或
い
は
「
蝿
の
心
」
）
と
な
っ
て

は
え

は
え

深
く
溶
け
入
り
、
一
体
と
な
り
、
じ
っ
と
「
蝿
の
動
き
」
を
深
く
観
入
っ
て
い
る
う
ち
に
、
蝿
の
動
き
の

ハ
エ

み

ハ
エ

微
妙
な
「
特
徴
」
ま
で
も
が
観
え
て
き
て
、
次
に
ど
の
よ
う
に
動
く
か
も
予
測
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
時

、
、

に
、
宮
本
武
蔵
は
、
一
瞬
に
し
て
、
そ
の
飛
ん
で
い
る
蝿
を
ハ
シ
で
捕
ま
え
る
の
で
あ
り
、
そ
の
「
瞬
間
」

ハ
エ

つ
ま

は
、
ま
さ
に
「
蝿
が
止
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
観
え
て
い
る
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。

ハ
エ

一
、
太
刀
の
持
ち
や
う
の
事

た

ち

次
に
、
「
太
刀
の
持
ち
や
う
の
事
」
と
い
う
項
目
が
あ
る
が
、
そ
の
「
本
文
」
は
、
次
の
よ
う
な
も
の

た

ち

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
…
…
太
刀
の
と
り
や
う
は
、
大
指
ひ
と
さ
し
を
浮
け
る
心
に
も
ち
、
た
け
高
指
し

た

ち

う

め
ず
ゆ
る
ま
ず
、く
す
し
ゆ
び
・
小
指
を
し
む
る
心
に
し
て
持
つ
也
。手
の
内
に
は
く
つ
ろ
ぎ
の
あ
る
事
悪あ

し
し
。
敵
を
き
る
も
の
な
り
と
お
も
ひ
て
、
太
刀
を
と
る
べ
し
。
敵
を
き
る
時
も
、
手
の
う
ち
に
か
わ
り
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な
く
、
手
の
す
く
ま
ざ
る
や
う
に
持
つ
べ
し
。
も
し
敵
の
太
刀
を
は
る
事
、
う
く
る
事
、
あ
た
る
事
、
お

さ
ゆ
る
事
あ
り
と
も
、
大
ゆ
び
・
ひ
と
さ
し
ゆ
び
ば
か
り
を
、
少
し
替
る
心
に
し
て
、
と
に
も
角
に
も
、

か
わ

か
く

き
る
と
お
も
ひ
て
、
太
刀
を
と
る
べ
し
。
た
め
し
も
の
な
ど
き
る
時
の
手
の
内
も
、
兵
法
に
し
て
き
る
時

の
手
の
う
ち
も
、
人
を
き
る
と
い
ふ
手
の
内
に
替
る
事
な
し
。
惣
而
、
太
刀
に
て
も
、
手
に
て
も
、
い
つ

そ
う
じ
て

く
と
ゆ
ふ
事
を
き
ら
ふ
。
い
つ
く
は
、
し
ぬ
る
手
也
。
い
つ
か
ざ
る
は
、
い
き
る
手
也
。
能
能
心
得
べ
き

こ
こ
ろ
う

も
の
也
」
と
あ
る
。
―
―
こ
れ
は
、
極
め
て
大
事
な
「
説
明
」
で
あ
り
、
ま
ず
、
太
刀
の
「
持
ち
方
」
は
、

親
指
と
人
差
し
指
を
浮
か
す
よ
う
な
気
持
ち
で
持
ち
、
中
指
は
、
し
め
ず
ゆ
る
め
ず
自
然
体
で
持
ち
、
最

後
は
、
「
小
指
と
薬
指
」
と
を
し
め
る
気
持
ち
で
、
「
す
き
間
」
な
く
持
つ
こ
と
、
こ
れ
が
「
太
刀
の
持

ち
方
」
に
な
る
が
、
何
よ
り
大
事
な
の
は
、
「
小
指
と
薬
指
」
と
を
し
め
て
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
実
際
に
「
ナ
ベ
」
や
「
フ
ラ
イ
パ
ン
の
取
っ
手
」
な
ど
を
「
手
の
平
」
に
持
っ
て
、
「
小
指

と
薬
指
」
と
で
し
め
て
握
れ
ば
、
「
…
…
あ
あ
、
な
る
ほ
ど
、
こ
う
い
う
感
じ
か
」
と
、
は
っ
き
り
と
実

感
で
き
る
と
と
も
に
、
も
ち
ろ
ん
、
本
来
は
、
ま
ず
、
木
刀
な
ら
木
刀
の
「
柄
の
部
分
」
を
「
親
指
と
人

差
し
指
」
そ
の
他
で
ふ
つ
う
に
握
り
、
そ
れ
か
ら
、
「
小
指
と
薬
指
」
と
で
「
柄
の
部
分
」
を
し
め
て
握

れ
ば
、
そ
れ
が
「
刀
の
持
ち
方
」
で
あ
り
、
そ
の
「
持
ち
方
」
で
木
刀
を
少
し
ぶ
ら
ぶ
ら
さ
せ
て
、
「
親

指
と
人
差
し
指
」
と
の
握
り
に
浮
き
を
持
た
せ
て
か
ら
、
最
初
は
、
「
小
指
と
薬
指
」
と
を
し
め
る
感
じ

を
持
ち
な
が
ら
、
木
刀
を
上
下
左
右
斜
め
ど
ち
ら
に
も
自
由
に
振
っ
て
み
れ
ば
、
「
…
…
あ
あ
、
な
る
ほ

ど
、
こ
れ
が
刀
の
持
ち
方
か
」
と
、
は
っ
き
り
と
「
実
感
」
で
き
得
る
か
と
思
う
。

そ
し
て
、
宮
本
武
蔵
は
、
何
度
も
「
…
…
き
る
と
お
も
ひ
て
、
太
刀
を
と
る
べ
し
」
と
言
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
は
、
一
体
、
ど
の
よ
う
な
「
意
味
合
い
」
が
あ
る
の
か
と
問
え
ば
、
そ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
、
斬
る

こ
と
が
何
よ
り
「
第
一
の
目
的
」
だ
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
加
え
て
、
例
え
ば
、
よ
く
「
避
難
訓
練
」

な
ど
を
行
な
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
時
は
、
ま
さ
に
実
際
の
「
避
難
」
だ
と
思
っ
て
真
剣
に

、
、
、

行
な
え
！

と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ど
う
せ
「
練
習
」
だ
か
ら
と
だ
ら
だ
ら
や
っ
て
い
た
の
で
は
、

、
、
、

、
、

何
の
「
意
味
も
成
果
」
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
…
…
太
刀
に
て
も
、
手
に
て
も
、
い

つ
く
と
い
ふ
事
を
き
ら
ふ
。
い
つ
く
は
、
し
ぬ
る
手
也
。
い
つ
か
ざ
る
は
、
い
き
る
手
也
」
と
あ
る
。
こ

の
「
居
着
く
」
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
「
動
き
が
止
ま
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
太
刀
で
も

い

つ

手
で
も
、
止
ま
っ
た
手
は
、
死
ん
だ
手
で
あ
り
、
一
方
、
絶
え
ず
動
き
を
持
っ
て
い
る
手
こ
そ
は
、
ま
さ

に
「
生
き
た
手
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
、
足
づ
か
ひ
の
事

次
に
、
「
足
づ
か
ひ
の
事
」
に
つ
い
て
の
項
目
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
簡
単
に
説
明
し
て
お

き
た
い
と
思
う
。
本
文
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
「
…
…
足
の
は
こ
び
や
う
の
事
、
つ
ま
さ
き
を

少
し
う
け
て
、
き
び
す
を
つ
よ
く
踏
む
べ
し
。
足
づ
か
い
は
、
こ
と
に
よ
り
て
大
小
・
遅
速
は
あ
り
と
も
、

ふ

常
に
あ
ゆ
む
が
ご
と
し
。
足
に
飛
足
、
浮
足
、
ふ
み
す
ゆ
る
足
と
て
、
是
三
つ
、
き
ら
ふ
足
也
。
此
道
の

と
び
あ
し

う
き
あ
し

こ
の

大
事
に
い
は
く
、
陰
陽
の
足
と
い
ふ
、
是
肝
心
也
。
陰
陽
の
足
と
は
、
片
足
ば
か
り
う
ご
か
さ
ぬ
も
の
也
。

い
ん
よ
う

こ
れ
か
ん
じ
ん

き
る
時
、
引
く
時
、
う
く
る
時
迄
も
、
陰
陽
と
て
、
右
ひ
だ
り
右
ひ
だ
り
と
踏
む
足
也
。

返
々

、
片
足

ま
で

か
え
す
が
え
す

ふ
む
事
有
る
べ
か
ら
ず
。
能
々
吟
味
す
べ
き
も
の
也
」
（
原
文
）
と
あ
る
。
―
―
さ
て
、
「
風
の
巻
」
に

ふ
う

ま
き

も
、
こ
の
「
足
づ
か
ひ
」
の
記
述
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
ま
と
め
て
説
明
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

＊

＊

ま
ず
、
足
の
「
運
び
方
」
と
い
う
の
は
、
つ
ま
先
を
少
し
浮
か
せ
て
、
か
か
と
を
強
く
踏
む
べ
し
と
あ



- 47 -

る
。
ま
た
、
足
づ
か
い
は
、
そ
の
時
々
の
状
況
に
よ
っ
て
、
大
小
・
遅
速
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
常
に
「
あ

ゆ
む
が
ご
と
し
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
極
め
て
大
事
な
「
言
葉
」
で
あ
り
、
結
局
は
、
自
然
な
「
足
づ
か

い
」
こ
そ
は
、
ま
さ
に
「
第
一
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
宮
本
武
蔵
が
こ
こ
で
言
っ
て
い
る

自
然
な
「
足
づ
か
い
」
と
、
わ
れ
わ
れ
現
代
人
の
、
今
日
の
「
ウ
ォ
ー
ク
」
（
つ
ま
り
「
歩
き
方
」
）
の

基
本
で
あ
る
、
ま
さ
に
「
…
…
か
か
と
か
ら
着
地
し
、
そ
の
時
、
つ
ま
先
は
少
し
浮
い
た
状
態
か
ら
地
面

へ
と
着
く
」
と
は
、
ど
こ
が
ど
の
よ
う
に
違
う
の
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
た
だ
、
剣
を
交
え
て
の
時

の
「
足
づ
か
い
」
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
、
次
の
「
陰
陽
の
足
」
が
大
事
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
ん
よ
う

そ
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
飛
足
、
浮
足
、
ふ
み
つ
む
る
足
、
そ
の
他
」
が
、
な
ぜ
、
よ
く
な
い
の
か
と
言

と
び
あ
し

う
き
あ
し

え
ば
、
ま
ず
、
「
飛
足
」
は
、
飛
び
上
が
っ
て
着
地
し
た
瞬
間
、
動
き
が
止
ま
っ
た
り
、
バ
ラ
ン
ス
を
崩

と
び
あ
し

し
た
り
、
ま
た
、
す
ぐ
に
次
の
動
作
が
で
き
難
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、「
浮
足
」
は
、
戦
い
に
な
る
と
、

に
く

う
き
あ
し

必
ず
「
浮
き
足
」
に
な
り
や
す
い
が
、
し
っ
か
り
と
踏
む
の
が
よ
い
。
そ
し
て
、
「
ふ
み
つ
む
る
足
」
と

い
う
の
は
、
踏
み
詰
ま
る
足
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
「
待
ち
」
の
足
で
あ
り
、
さ
ら
に
よ
く
な
い
。
そ
れ

ゆ
え
、
何
よ
り
も
大
事
な
の
は
、
「
陰
陽
の
足
」
で
あ
り
、
そ
の
「
陰
陽
の
足
」
と
い
う
の
は
、
片
足
だ

い
ん
よ
う

い
ん
よ
う

け
を
動
か
す
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
、
斬
る
時
も
、
引
く
時
も
、
受
け
る
時
も
、
つ
ね
に
「
右
ひ
だ
り
右

み
ぎ

み
ぎ

ひ
だ
り
と
交
互
に
踏
む
足
」
こ
そ
は
、
ま
さ
に
最
上
の
「
足
運
び
」
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
今
日
の
「
剣
道
」
の
「
竹
刀
を
振
る
練
習
」
の
時
に
も
、
必
ず
、
ま
さ
に
こ
の
「
陰
陽
の
足
」

し

な

い

い
ん
よ
う

で
、
前
後
何
十
回
と
竹
刀
の
「
素
振
り
」（
振
り
下
ろ
し
）
を
連
続
し
て
行
な
う
も
の
で
あ
る
。

し

な

い

一
、
五
方
の

構

の
事

ご

ほ

う

か
ま
え

さ
て
、
次
は
、「
五
方
の

構

」
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
剣
術
の
基
本
的
な
「
構
え
方
」
で
あ
り
、
そ
の

ご

ほ

う

か
ま
え

本
文
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
…
…
五
方
の
か
ま
へ
は
、
上
段
、
中
段
、
下
段
、
右

ご

ほ
う

の
わ
き
に
か
ま
ゆ
る
事
、
左
の
わ
き
に
か
ま
ゆ
る
事
、
是
五
方
也
、
構

五
つ
に
わ
か
つ
と
い
へ
ど
も
、

こ
の

ご

ほ
う

か
ま
へ

皆
人
を
き
ら
ん
為
也
。
構
五
つ
よ
り
外
は
な
し
。
い
づ
れ
の
か
ま
へ
な
り
と
も
、
か
ま
ゆ
る
と
お
も
は
ず
、

た
め

ほ
か

き
る
事
な
り
と
お
も
ふ
べ
し
。
構
の
大
小
は
こ
と
に
よ
り
利
に
し
た
が
ふ
べ
し
。
上
中
下
は
躰
の
構
也
。

り

た
い

両
わ
き
は
ゆ
ふ
（
応
用
）
の
構
也
、
右
ひ
だ
り
の
構
、
う
へ
の
つ
ま
り
て
、
わ
き
一
方
つ
ま
り
た
る
所
な

、
、

ど
に
て
の
構
也
。
右
ひ
だ
り
は
所
に
よ
り
て
分
別
あ
り
（
選
ぶ
べ
し
）
。
此
道
の
大
事
に
い
は
く
、
構
の

き
ま
わ
り
は
中
段
と
心
得
べ
し
。
中
段
、
構
の
本
意
也
。
兵
法
大
き
に
し
て
見
よ
。
中
段
は
大
将
の
座
也
。

ほ

い

ざ

大
将
の
つ
ぎ
、
あ
と
四
段
の
構
也
。
能
々
吟
味
す
べ
し
」
と
あ
る
。

よ
く
よ
く

＊

＊

ま
ず
、
宮
本
武
蔵
の
「
剣
術
」
で
は
、
五
つ
の
「
構
え
方
」
が
あ
り
、
そ
の
「
五
つ
の
構
え
方
」
の
中

で
も
、
上
段
・
中
段
・
下
段
は
、
ま
さ
に
「
基
本
の
構
え
方
」
で
あ
り
、
一
方
、
両
わ
き
は
、
い
わ
ば
「
応

用
の
構
え
方
」
で
あ
る
。
「
構
え
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
「
五
つ
」
以
外
に
は
な
い
。
そ
し
て
、
右
ひ
だ

り
の
構
え
は
、
上
が
詰
ま
っ
た
り
、
わ
き
一
方
が
詰
ま
っ
た
所
な
ど
で
の
構
え
で
あ
り
、
ま
た
、
右
ひ
だ

り
は
、
そ
の
「
場
所
や
状
況
」
に
応
じ
て
選
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
、
「
中
段
」
こ
そ
は
、

ま
さ
に
「
最
良
の
構
え
」
で
あ
り
、
そ
し
て
、
「
兵
法
」
を
大
き
く
し
て
み
れ
ば
、
「
中
段
」
は
、
ま
さ

に
「
大
将
の
座
」
で
あ
り
、
あ
と
の
「
四
つ
の
構
え
」
は
、
そ
れ
に
続
く
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
構
え
は
、

ざ

そ
の
場
面
そ
の
場
面
で
最
も
有
利
な
「
構
え
」
を
と
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
し
て
、
構
え
は
、
こ
の
「
五
つ
」
に
分
か
れ
る
が
、
す
べ
て
「
人
を
斬
ら
ん
が
た
め
」
で
あ
り
、
し

か
も
、
構
え
る
と
思
わ
ず
、
「
人
を
斬
る
こ
と
」
だ
と
思
え
と
あ
る
。
―
―
こ
れ
は
、
一
体
、
ど
う
い
う
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こ
と
を
意
味
す
る
の
か
と
問
え
ば
、
そ
れ
は
、
構
え
が
大
事
な
の
で
は
な
く
、
相
手
を
斬
る
こ
と
こ
そ
第

一
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
「
構
え
」
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
「
構
え
」
に
あ
ま
り
に
固
執
す
れ
ば
、
そ

れ
は
、「
待
ち
の
心
」
と
な
り
、
相
手
の
「
攻
撃
」
を
待
つ
こ
と
に
も
な
る
。
そ
れ
で
は
、
後
手
に
な
る
。

大
事
な
の
は
、
そ
の
場
面
そ
の
場
面
で
最
も
有
利
な
「
構
え
」
（
そ
れ
は
「
相
手
を
最
も
斬
り
や
す
い
構

え
」
）
を
選
び
、
そ
し
て
、
相
手
の
攻
撃
を
待
つ
の
で
は
な
く
、
先
手
先
手
と
仕
掛
け
て
、
優
位
な
「
立

場
」
（
心
）
を
持
っ
て
、
相
手
を
窮
地
へ
と
追
い
込
み
、
そ
し
て
、
確
実
に
勝
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
、
太
刀
の
道
と
い
ふ
事

た

ち

み
ち

で
は
、
次
は
、
「
太
刀
の
道
と
い
ふ
事
」
に
つ
い
て
、
考
え
て
み
た
い
と
思
う
が
、
そ
の
本
文
は
、
次

た

ち

み
ち

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
…
…
太
刀
の
道
を
知
る
と
い
ふ
は
、
常
に
我
さ
す
刀
を
ゆ
び
二
つ

た

ち

み
ち

わ
が

に
て
ふ
る
時
も
、
道
す
じ
能
く
し
り
て
は
自
由
に
ふ
る
も
の
也
。
太
刀
を
は
や
く
振
ら
ん
と
す
る
に
よ
つ

よ

ふ

て
、
太
刀
の
道
さ
か
い
て
ふ
り
が
た
し
。
太
刀
は
ふ
り
よ
き
程
に
静
か
に
ふ
る
心
也
。
或
は
扇

、
或
は
小
刀

あ
る
い

お
う
ぎ

こ
が
た
な

な
ど
つ
か
ふ
や
う
に
、
は
や
く
ふ
ら
ん
と
お
も
ふ
に
よ
つ
て
、
太
刀
の
道
ち
が
い
て
ふ
り
が
た
し
。
そ
れ

は
小
刀
き
ざ
み
と
い
ひ
て
、
太
刀
に
て
は
人
の
き
れ
ざ
る
も
の
也
。
太
刀
を
打
ち
さ
げ
て
は
、
あ
げ
よ
き

道
へ
あ
げ
、
横
に
ふ
り
て
は
、
よ
こ
に
も
ど
り
よ
き
道
へ
も
ど
し
、
い
か
に
も
大
き
に
ひ
ぢ
を
の
べ
て
、

つ
よ
く
ふ
る
事
、
是
太
刀
の
道
也
。
我
兵
法
の
五
つ
の
お
も
て
を
つ
か
ひ
覚
ゆ
れ
ば
、
太
刀
の
道
定
ま
り

こ
れ

わ
が

お
ぼ

て
、
ふ
り
よ
き
所
也
。
能
々
鍛
練
す
べ
し
」
と
あ
る
。

た
ん
れ
ん

＊

＊

さ
て
、
こ
の
文
章
の
中
で
最
も
「
大
事
な
言
葉
」
は
、
ま
さ
に
「
太
刀
の
道
筋
」
（
刀
の
「
振
り
方
」）

た

ち

を
よ
く
知
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
―
―
例
え
ば
、
人
を
斬
る
時
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
袈
裟
懸
け
」
と
い

け

さ

が

う
有
名
な
「
太
刀
の
道
筋
」
が
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
「
太
刀
の
道
筋
」
を
よ
く
知
る
と
い
う
こ
と
で
あ

た

ち

た

ち

る
。
そ
し
て
、
そ
の
次
に
大
事
な
こ
と
は
、
太
刀
を
は
や
く
振
ろ
う
と
す
れ
ば
、
必
ず
、
「
太
刀
の
道
」

に
逆
ら
っ
て
振
り
に
く
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
太
刀
は
振
り
よ
い
よ
う
に
静
か
に
振
る
よ
う
に

心
が
け
る
こ
と
。
―
―
例
え
ば
、
扇
や
小
刀
の
よ
う
に
は
や
く
振
ろ
う
と
す
る
と
、
必
ず
、「
太
刀
の
道
」

お
う
ぎ

こ
が
た
な

を
違
え
て
振
り
に
く
く
な
る
と
と
も
に
、
は
や
く
振
り
ま
わ
す
太
刀
で
は
、
そ
も
そ
も
「
人
を
斬
る
こ
と
」

さ
え
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
太
刀
を
振
り
下
げ
た
ら
、
そ
の
振
り
下
げ
た
位
置
か
ら
、
上
げ
よ

き
「
道
筋
」
へ
上
げ
、
ま
た
、
横
に
振
っ
た
ら
、
横
に
も
ど
り
よ
き
「
道
筋
」
へ
戻
し
て
や
る
。
そ
の
よ

す
じ

す
じ

う
な
「
太
刀
の
道
筋
」
を
し
っ
か
り
と
身
に
付
け
る
こ
と
が
、
何
よ
り
も
大
事
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
、

た

ち

い
か
に
も
大
き
く
ひ
じ
を
伸
び
し
て
、
つ
よ
く
（
し
っ
か
り
と
）
振
る
こ
と
。
こ
れ
が
、
ま
さ
に
「
太
刀

た

ち

の
道
筋
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、「
太
刀
の
道
」
を
知
る
と
は
、
す
な
わ
ち
、「
太
刀
の
道
筋
」
を
知
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

た

ち

た

ち

そ
れ
は
、
い
つ
も
腰
に
つ
け
て
い
る
「
刀
」
を
「
指
二
つ
」
（
小
指
と
薬
指
）
と
で
振
る
時
も
、
ま
さ
に

「
太
刀
の
道
筋
」
（
そ
れ
は
「
太
刀
の
振
り
道
」
）
を
日
々
鍛
練
を
し
て
、
真
に
習
得
で
き
得
れ
ば
、
ま

た

ち

た

ち

さ
に
「
…
…
刀
を
無
理
な
く
、
自
由
自
在
に
振
る
こ
と
が
で
き
得
る
よ
う
に
な
る
」
の
で
あ
る
。

一
、
五
つ
の
お
も
て
の
次
第
。
第
一
の
事

し

だ
い

で
は
、
今
度
は
、
五
つ
あ
る
「
構
え
」
か
ら
の
「
太
刀
の
道
」
（
つ
ま
り
「
太
刀
の
道
筋
」
）
の
一
つ

た

ち

み
ち

た

ち

み
ち
す
じ

一
つ
に
つ
い
て
の
説
明
で
あ
る
が
、
ま
ず
、
最
初
は
、
第
一
の
「
構
え
」
（
つ
ま
り
「
中
段
」
）
か
ら
で
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あ
り
、
そ
の
本
文
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

＊

＊

第
一
の

構

、
中
段
。
太
刀
さ
き
を
敵
の
顔
へ
付
け
て
、
敵
に
行
相
ふ
時
、
敵
太
刀
打
ち
か
く
る
時
、

か
ま
え

た

ち

ゆ
き

あ

右
へ
太
刀
を
は
づ
し
て
乗
り
、
又
敵
打
ち
か
く
る
時
、
き
つ
さ
き
が
へ
し
に
て
打
ち
、
う
ち
お
と
し
た
る

太
刀
、
其
儘
置
き
、
又
敵
の
打
ち
か
く
る
時
、
下
よ
り
敵
の
手
は
る
、
此
第
一
也
。
惣
別
、
此
五
つ
の
お

そ
の
ま
ま

こ
れ

そ
う
べ
つ

も
て
、
書
付
く
る
ば
か
り
に
て
は
、
合
点
成
り
が
た
し
。
五
つ
の
お
も
て
の
ぶ
ん
は
、
手
に
と
つ
て
、
太

が
つ
て
ん

刀
の
道
稽
古
す
る
所
也
。
此
五
つ
の
太
刀
筋
に
て
、
我
太
刀
の
道
を
も
し
り
、
い
か
や
う
に
も
敵
の
打
つ

け
い

こ

わ
が

太
刀
し
る
る
所
也
。
是
二
刀
の
太
刀
の

構

、
五
つ
よ
り
外
に
あ
ら
ず
と
し
ら
す
る
所
也
。
鍛
練
す
べ
き

こ
れ

に

と
う

か
ま
え

ほ
か

な
り
。

＊

＊

ま
ず
、
中
段
は
、
太
刀
を
相
手
の
顔
に
付
け
る
。
（
こ
れ
が
基
本
で
あ
る
）
。
そ
し
て
、
敵
と
出
く
わ

た

ち

し
て
、
敵
が
太
刀
で
打
ち
か
か
っ
て
来
た
時
は
、
右
へ
太
刀
を
は
ず
し
て
乗
り
、
ま
た
、
敵
が
打
ち
か
か

た

ち

た

ち

っ
て
来
た
時
は
、
切
っ
先
返
し
に
し
て
打
ち
、
振
り
下
ろ
し
た
太
刀
は
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
ま
た
、
敵

た

ち

が
打
ち
か
か
っ
て
来
た
時
に
、
下
か
ら
敵
の
手
を
は
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
第
一
の
基
本
」
で
あ
る
。

そ
し
て
、
宮
本
武
蔵
自
身
、
総
じ
て
、
こ
の
「
五
つ
の
お
も
て
」
（
つ
ま
り
「
五
つ
の
基
本
」
）
を
書
き

付
け
た
も
の
（
説
明
）
だ
け
で
は
、
合
点
が
い
か
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、「
五
つ
の
お
も
て
」（
つ
ま
り
「
五

つ
の
基
本
」
）
の
分
（
と
こ
ろ
）
は
、
実
際
に
手
に
太
刀
を
持
っ
て
、
稽
古
す
べ
き
と
わ
ざ
わ
ざ
記
し
て

た

ち

い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
「
五
つ
の
太
刀
筋
」
に
よ
っ
て
、
宮
本
武
蔵
の
「
太
刀
の
道
」（
つ
ま
り
「
太
刀
の
道
筋
」
）

た

ち

た

ち

た

ち

み
ち
す
じ

を
知
り
、
ま
た
、
い
か
よ
う
に
も
敵
の
打
つ
太
刀
（
筋
）
を
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ

た

ち

る
。
そ
し
て
、
わ
が
「
二
刀
一
流
」
の
構
え
は
、
こ
の
「
五
つ
の
構
え
よ
り
外
に
な
い
」
と
知
ら
せ
る
た

ほ
か

め
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。（
よ
く
よ
く
）
鍛
練
す
べ
き
で
あ
る
。

一
、
お
も
て
の
第
二
の
次
第
の
事

次
は
、
第
二
の
「
構
え
」（
つ
ま
り
「
上
段
」
）
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、「
…
…
第
二
の
太
刀
、
上
段
に
構か

ま

へ
、
敵
打
ち
か
く
る
所
、
一
度
に
敵
を
打
つ
也
。
敵
を
う
ち
は
づ
し
た
る
太
刀
、
其
儘
お
き
て
、
又
敵
の

そ
の
ま
ま

う
つ
所
を
、下
よ
り
す
く
ひ
上
げ
て
う
つ
。今
一
つ
打
つ
も
同
じ
事
也
。此
お
も
て
の
内
に
お
ゐ
て
は
、様
々

あ

こ
の

よ
う
よ
う

の

心

持
、
色
々
の

拍

子
、
此
お
も
て
の
う
ち
を
も
つ
て
、
一

流

の
鍛
錬
を
す
れ
ば
、
五
つ
の
太
刀
の

こ
こ
ろ
も
ち

い
ろ
い
ろ

ひ
よ
う

し

い
ち
り
ゆ
う

道
こ
ま
や
か
に
し
つ
て
、
い
か
や
う
に
も
勝
つ
所
あ
り
。
稽
古
す
べ
き
也
」
と
あ
る
。

ま
ず
、
上
段
に
構
え
、
敵
が
打
ち
か
か
る
と
こ
ろ
を
、
一
気
に
打
つ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
敵
を
う
ち

は
ず
し
た
太
刀
は
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
敵
が
打
っ
て
来
る
と
こ
ろ
を
、
つ
か
さ
ず
下
か
ら
す
く
い
上
げ

た

ち

て
打
つ
の
で
あ
る
。
も
う
一
度
打
つ
時
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
（
五
つ
の
）
「
表
て
」
（
基
本
）
の

内
に
は
、
様
々
な
心
の
持
ち
様
、
色
々
な
拍
子
は
あ
る
が
、
こ
の
「
表
て
の
打
ち
」（
「
基
本
の
打
ち
方
」
）

を
以
て
、
宮
本
武
蔵
の
「
兵
法
」（
剣
術
）
の
鍛
錬
を
行
な
え
ば
、
五
つ
の
「
太
刀
の
道
」（
つ
ま
り
「
太
刀

た

ち

た

ち

の
道
筋
」）
を
詳
し
く
習
い
覚
え
て
、
い
か
よ
う
に
も
勝
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

み
ち
す
じ

く
わ

お
ぼ

ち
な
み
に
、
上
段
の
構
え
は
、
本
来
、
中
段
か
ら
上
段
へ
と
太
刀
を
振
り
上
げ
る
手
間
（
時
間
）
を
省

た

ち

は
ぶ

い
て
、
敵
よ
り
も
一
秒
で
も
早
く
、
太
刀
を
一
気
に
下
へ
打
ち
下
ろ
す
た
め
の
構
え
で
あ
る
。

た

ち

一
、
お
も
て
第
三
の
次
第
の
事
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で
は
、
次
は
、
第
三
の
「
構
え
」
（
つ
ま
り
「
下
段
」
）
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
「
…
…
第
三
の

構

、

か
ま
え

下
段
に
持
ち
、
ひ
つ
さ
げ
た
る
心
に
し
て
、
敵
の
打
ち
か
く
る
所
を
、
下
よ
り
手
を
は
る
也
。
手
を
は
る

所
を
、
亦
敵
は
る
太
刀
を
打
ち
お
と
さ
ん
と
す
る
所
を
、
こ
す

拍

子
に
て
、
敵
打
ち
た
る
あ
と
、
二
の

ま
た

ひ
よ
う

し

う
で
を
横
に
き
る
心
也
。
下
段
に
て
敵
の
打
つ
所
を
一
度
に
打
ち
と
む
る
事
也
。
下
段
の

構

、
道
を
は

か
ま
え

こ
ぶ
に
、
は
や
き
時
も
遅
き
時
も
、
出
合
ふ
も
の
也
。
太
刀
を
と
つ
て
鍛
錬
あ
る
べ
き
也
」
と
あ
る
。

い

で

あ

た
ん
れ
ん

ま
ず
、
下
段
に
持
ち
、
引
っ
下
げ
た
よ
う
な
感
じ
で
、
敵
が
打
ち
か
か
っ
て
来
る
と
こ
ろ
を
、
下
か
ら

手
を
は
る
の
で
あ
る
。
手
を
は
る
所
を
、
ま
た
、
敵
は
、
そ
の
は
る
手
を
打
ち
落
と
そ
う
と
し
て
、
敵
打

ち
た
る
あ
と
、
つ
か
さ
ず
相
手
を
超
え
る

拍

子
を
以
て
、
相
手
の
そ
の
二
の
腕
を
横
に
斬
る
の
で
あ
る
。

ひ
よ
う

し

そ
の
よ
う
に
、
下
段
に
て
、
敵
の
打
っ
て
来
る
と
こ
ろ
を
、
一
気
に
打
ち
止
め
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
最
後
の
「
…
…
下
段
の

構

、
道
を
は
こ
ぶ
に
、
は
や
き
時
も
遅
き
時
も
、
出
合
ふ
も
の
也
。

か
ま
え

い

で

あ

太
刀
を
と
つ
て
鍛
錬
あ
る
べ
き
也
」
と
い
う
の
は
、
つ
ま
り
、
「
…
…
下
段
は
、
敵
の
打
っ
て
来
る
と
こ

た
ん
れ
ん

ろ
を
、
下
か
ら
打
ち
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
、「
下
段
の
構
え
」
か
ら
の
太
刀

た

ち

（
刀
）
と
い
う
の
は
、
（
敵
の
攻
め
の
）
速
い
時
も
遅
き
時
も
、
そ
れ
に
十
分
「
対
応
で
き
る
有
効
な
も

の
」
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
太
刀
を
と
っ
て
し
っ
か
り
と
鍛
練
あ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

一
、
お
も
て
第
四
の
次
第
の
事

次
は
、
第
四
の
「
構
え
」
（
つ
ま
り
「
左
の
脇
に
構
え
る
」
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
「
…

わ
き

…
第
四
の

構

、
左
の
脇
に
横
に
か
ま
へ
て
、
敵
の
打
ち
か
く
る
手
を
下
よ
り
は
る
べ
し
。
下
よ
り
は
る

か
ま
え

わ
き

を
、
敵
打
ち
お
と
さ
ん
と
す
る
を
、
手
を
は
る
心
に
て
、
其
儘
太
刀
の
道
を
う
け
、
我
肩
の
う
へ
へ
す
ぢ

そ
の
ま
ま

か
い
に
き
る
べ
し
。
是
太
刀
の
道
也
。
又
敵
の
う
ち
か
く
る
時
も
、
太
刀
の
道
を
受
け
て
勝
つ
道
也
。
能
々

こ
れ

よ
く
よ
く

吟
味
あ
る
べ
し
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
「
意
味
内
容
」
に
な
る
か
と
思
う
。

ま
ず
、
左
の
脇
に
、
太
刀
を
横
に
し
て
構
え
、
そ
し
て
、
敵
が
打
ち
か
か
っ
て
来
る
手
を
下
か
ら
は
る

わ
き

た

ち

の
で
あ
る
。
一
方
、
下
か
ら
は
る
と
こ
ろ
を
、
敵
は
、
そ
れ
を
打
ち
落
と
そ
う
と
す
る
、
そ
の
手
を
は
る

心
に
な
っ
て
、
つ
か
さ
ず
太
刀
の
道
筋
を
受
け
て
、
自
分
の
肩
の
上
へ
「
筋
違
い
」
（
つ
ま
り
「
斜
め
」）

た

ち

か
た

な
な

に
斬
り
上
げ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
太
刀
の
道
筋
」
で
あ
る
。
再
び
、
敵
が
打
ち
か
か
っ
て
来
た
時
も
、

た

ち

み
ち
す
じ

ま
さ
に
「
太
刀
の
道
筋
」
を
以
て
、
敵
に
勝
つ
の
で
あ
る
。
能
々
吟
味
あ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

た

ち

み
ち
す
じ

よ
く
よ
く

一
、
お
も
て
第
五
の
次
第
の
事

最
後
は
、
第
五
の
「
構
え
」（
つ
ま
り
「
右
の
脇
に
構
え
る
」
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、「
…

わ
き

…
第
五
の
次
第
、
太
刀
の

構

、
我
右
の
脇
に
横
に
か
ま
へ
て
、
敵
打
ち
か
く
る
所
の
く
ら
い
を
う
け
、
我

た

ち

か
ま
え

わ
が

わ
き

わ
が

太
刀
下
の
よ
こ
よ
り
す
ぢ
か
へ
て
、
上
段
に
ふ
り
あ
げ
、
う
へ
よ
り
直
に
き
る
べ
し
。
是
も
太
刀
の
道
、
能

す
ぐ

こ
れ

よ

く
し
ら
ん
た
め
也
。
此
お
も
て
に
て
ふ
り
つ
け
ぬ
れ
ば
、
お
も
き
太
刀
自
由
に
ふ
ら
る
ゝ
所
也
。
此
五
つ

こ
の

の
お
も
て
に
お
ゐ
て
、
こ
ま
か
に
書
付
く
る
事
に
あ
ら
ず
。
我
家
の

一
通

太
刀
の
道
を
し
り
、
亦
大
形

ひ
と
と
お
り

ま
た
お
お
か
た

拍
子
を
も
覚
へ
、
敵
の
太
刀
を
見
わ
く
る
事
、
先
づ
此
五
つ
に
て
、
不
断
手
を
か
ら
す
所
也
。
敵
と
た
ゝ

お
ぼ

ま

ふ

だ
ん

か
い
の
う
ち
に
も
、
此
太
刀
筋
を
か
ら
し
て
、
敵
の
心
を
受
け
、
色
々
の
拍
子
に
て
、
い
か
や
う
に
も
勝

い
ろ
い
ろ

つ
所
也
。
能
々
分
別
す
べ
し
」
と
あ
る
。

ま
ず
、
自
分
の
右
脇
に
、
太
刀
を
横
に
構
え
て
、
敵
が
打
ち
か
か
っ
て
来
る
「
位

」
（
状
況
）
に
応
じ

わ
き

く
ら
い
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て
、
そ
の
自
分
の
太
刀
を
下
の
横
か
ら
筋
替
え
て
、
上
段
に
振
り
上
げ
、
上
か
ら
真
っ
直
ぐ
振
り
下
ろ
し

た

ち

て
斬
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
「
太
刀
の
道
筋
」
で
あ
り
、
そ
の
「
道
筋
」
を
よ
く
知
る
た
め
の
も
の

た

ち

で
あ
る
。
基
本
的
な
「
太
刀
の
道
筋
」
を
振
り
慣
れ
れ
ば
、
重
い
太
刀
で
も
自
由
に
振
れ
る
よ
う
に
な
る

た

ち

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
五
つ
の
お
も
て
（
基
本
）
」
に
つ
い
て
は
、
詳
細
に
書
き
付
け
る
こ
と
で

は
な
い
。「
我
家
」（
「
二
天
一
流
」
）
の

一
通

の
「
太
刀
の
道
筋
」
を
知
り
、
ま
た
、
大
方
（
お
お
よ
そ
）

わ
が

ひ
と
と
お
り

た

ち

お
お
か
た

の
「
拍
子
」
を
も
覚
え
、
敵
の
太
刀
（
筋
）
を
見
分
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
に
は
、
ま
ず
は
、
こ
れ
ら
の

「
五
つ
の
道
筋
」
を
日
頃
か
ら
「
手
を
か
ら
す
」
（
「
徹
底
的
に
習
熟
す
る
」
）
こ
と
が
大
事
で
あ
り
、
そ

う
す
れ
ば
、
敵
と
の｢

戦
い
」
の
時
に
も
、
こ
れ
ら
の
「
太
刀
筋
」
を
「
か
ら
す
」
（
本
来
「
涸
ら
す
」

か

で
、
し
尽
く
す
、
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
「
す
べ
て
自
在
に
使
い
切
っ
」
）
て
、
（
そ
の
時
々

の
）
「
相
手
（
敵
）
の
心
」
の
変
化
に
対
応
し
て
、
様
々
な
「
拍
子
」
を
以
て
、
ど
の
よ
う
に
も
勝
つ
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

一
、
有
構
無
構
の
お
し
へ
の
事

う

こ

う

む

こ

う

さ
て
、
今
度
は
、
有
名
な
「
有
構
無
構
」
と
い
う
項
目
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
「
…
…
有
構
無
構
と
い

う

こ
う

む

こ
う

う

こ
う

む

こ
う

ふ
は
、
太
刀
を
か
ま
ゆ
る
と
い
ふ
事
あ
る
べ
き
事
に
あ
ら
ず
。
さ
れ
共
、
五
方
に
置
く
事
あ
れ
ば
、
か
ま

た

ち

ど
も

ご

ほ
う

へ
と
も
な
る
べ
し
。
太
刀
は
、
敵
の
縁
に
よ
り
、
所
に
よ
り
、
け
い
き
に
し
た
が
い
、
何
れ
の
方
に
置
き

え
ん

い
ず

た
り
と
も
、
其
敵
き
り
よ
き
や
う
に
持
つ
心
也
。
上
段
も
時
に
随
ひ
、
少
し
さ
が
る
心
な
れ
ば
中
段
と
な

り
、
中
段
を
利
に
よ
り
少
し
あ
ぐ
れ
ば
上
段
と
な
る
。
下
段
も
お
り
に
ふ
れ
、
少
し
あ
ぐ
れ
ば
中
段
と
な

り

る
。
両
脇
の

構

も
、
く
ら
い
に
よ
り
少
し
中
へ
出
せ
ば
、
中
段
・
下
段
共
な
る
心
也
。
然
る
に
よ
つ
て
、
構

か
ま
え

と
も

し
か

か
ま
え

は
あ
り
て
構
は
な
き
と
い
ふ
利
也
」
と
あ
る
。
そ
し
て
、
「
…
…
先
ず
太
刀
を
と
つ
て
は
、
い
づ
れ
に
し

ま

て
な
り
と
も
、
敵
を
き
る
と
い
ふ
心
也
。
若
し
敵
の
き
る
太
刀
を
受
く
る
、
は
る
、
あ
た
る
、
ね
ば
る
、

も

さ
わ
る
な
ど
い
ふ
事
あ
れ
ど
も
、
み
な
敵
を
き
る
縁
な
り
と

心

得
べ
し
。
う
く
る
と
思
ひ
、
は
る
と
思

え
ん

こ
こ
ろ

う

ひ
、
あ
た
る
と
お
も
ひ
、
ね
ば
る
と
お
も
ひ
、
さ
わ
る
と
お
も
ふ
に
よ
つ
て
、
き
る
事
不
足
な
る
べ
し
。

何
事
も
き
る
縁
と
思
ふ
事
肝
要
也
。
能
々
吟
味
す
べ
し
。
兵
法
大
き
に
し
て
、
人
数
だ
て
と
い
ふ
も

構

か
ん
よ
う

よ
く
よ
く

に
ん
ず
う

か
ま
え

也
。
み
な
合
戦
に
勝
つ
縁
な
り
。
い
つ
く
と
い
ふ
事
悪
し
し
。
能
々
工
夫
す
べ
し
」
と
あ
る
。

か
つ
せ
ん

あ

＊

＊

こ
れ
は
、
非
常
に
面
白
い
「
考
え
方
」
で
あ
り
、
ま
ず
、
「
前
半
部
分
」
か
ら
考
え
て
み
た
い
と
思
う

が
、
そ
れ
は
、
一
言
で
言
え
ば
、
ま
さ
に
「
…
…
構
え
は
あ
っ
て
構
え
は
な
き
に
等
し
い
」
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
宮
本
武
蔵
の
「
剣
術
」
で
は
、
「
…
…
刀
を
構
え
る
と
い
う
こ
と
あ
る
べ
き
で
は
な

い
」
と
言
っ
て
い
る
。
と
は
言
え
、
実
際
に
は
「
五
つ
の
構
え
」
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
、
敵
の
「
出

方
」
を
機
縁
（
き
っ
か
け
）
と
し
て
、
場
所
に
よ
り
、
そ
の
時
々
の
状
況
に
応
じ
て
、
ま
さ
に
「
五
つ
の

構
え
」
の
何
れ
か
の
「
構
え
」
を
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
敵
を
最
も
「
斬
り
よ
い
」
よ
う
に
「
刀
を

、
、
、
、

、
、
、
、

、
、
、

、
、

い
づ

持
つ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
上
段
も
、
そ
の
時
の
状
況
判
断
に
よ
り
、
少
し
下
げ
た
方
が
よ

、
、

、
、
、
、
、

い
と
思
え
ば
、
中
段
に
な
り
、
ま
た
、
中
段
も
、
そ
の
時
の
状
況
判
断
に
よ
り
、
少
し
上
げ
た
方
が
よ
い

と
思
え
ば
、
上
段
に
な
る
。
そ
し
て
、
下
段
も
、
そ
の
時
の
状
況
判
断
に
よ
り
、
少
し
上
げ
た
方
が
よ
い

と
思
え
ば
、
中
段
に
な
る
。
ま
た
、
両
脇
の
構
え
も
、（
相
手
の
）
位
（
状
況
）
に
よ
り
少
し
中
へ
出
せ

か
ま

く
ら
い

ば
、
中
段
・
下
段
と
も
な
る
。
従
っ
て
、「
構
は
あ
っ
て
構
は
な
い
と
い
う
理
由
に
な
る
」
の
で
あ
る
。

し
た
が

か
ま
え

つ
ま
り
、
宮
本
武
蔵
が
こ
こ
で
特
に
言
い
た
い
こ
と
は
、
ま
さ
に
「
構
え
」
に
固
執
す
る
な
、
と
い
う

、
、

、
、

こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
何
よ
り
も
大
事
な
こ
と
は
、
「
構
え
」
な
ど
で
は
決
し
て
な
く
、
あ
く
ま
で
も

、
、
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相
手
を
「
斬
る
こ
と
」
（
相
手
に
「
勝
つ
こ
と
」
）
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
「
構
え
」
に
過
ぎ
な
い
の
で

、
、
、
、

、
、
、
、

、
、

あ
る
。
―
―
例
え
ば
、
若
し
も
「
敵
」
が
斬
り
つ
け
る
「
（
そ
の
）
太
刀
を
受
け
る
、
は
る
、
あ
た
る
、

ね
ば
る
、
さ
わ
る
」
な
ど
も
、
す
べ
て
「
相
手
を
斬
る
」
た
め
の
縁
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
自
体
が
大
事
な
の

で
は
な
く
、
す
べ
て
は
「
相
手
を
斬
る
」
た
め
に
必
要
な
「
動
作
」
（
過
程
）
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
相
手
の
刀
を
「
…
…
受
け
る
と
思
い
、
は
る
と
思
い
、
あ
た
る
と
思
い
、
ね
ば
る
と
思
い
、
さ

わ
る
と
思
う
に
よ
っ
て
、
き
る
事
不
足
な
る
べ
し
」
と
あ
る
。
そ
れ
は
、
つ
ま
り
、
た
だ
単
に
「
受
け
る
」

と
思
う
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
、
ま
さ
に
「
…
…
受
け
た
ら
、
す
ぐ
さ
ま
相
手
を
斬
る
と
思
へ
」
と
い
う

、
、
、
、
、
、
、
、
、

こ
と
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
斬
る
こ
と
が
不
十
分
に
な
っ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
何
事
も
斬
る
縁

と
思
う
こ
と
が
肝
要
（
大
事
）
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
よ
く
よ
く
吟
味
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

か
ん
よ
う

一
方
、
「
大
き
な
兵
法
」
（
合
戦
）
の
場
合
で
も
、
「
人
数
だ
て
」
（
そ
れ
は
「
軍
勢
の
配
置
・
布
陣
」
）

に
ん
ず
う

と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
「
構
え
」
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
「
構
え
」
に
す
る

の
か
と
問
え
ば
、
そ
れ
は
、
ま
さ
に
「
合
戦
に
勝
つ
」
た
め
の
「
縁
」
に
過
ぎ
ず
、
「
構
え
」
自
体
は
、

あ
く
ま
で
も
勝
つ
た
め
の
一
つ
の
「
戦
術
」
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
あ
る
「
構
え
」（
「
軍

勢
の
配
置
・
布
陣
」
）
に
「
居
付
く
」
（
そ
れ
に
あ
く
ま
で
も
固
執
し
て
留
ま
る
）
の
は
、
愚
か
な
こ
と

い

つ

で
あ
り
、
そ
の
時
々
の
状
況
に
応
じ
て
、
勝
て
る
よ
う
な
、
新
た
な
「
構
え
」（
「
軍
勢
の
配
置
・
布
陣
」
）

へ
と
、
ど
ん
ど
ん
変
え
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
よ
く
よ
く
工
夫
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
刀
の
「
構
え
方
」（
或
い
は
「
戦
い
方
」）
と
い
う
の
は
、
そ
の
時
の
「
敵
の
出
方
に
よ
り
、

場
所
に
よ
り
、
そ
の
時
々
の
状
況
に
応
じ
て
」
、
ま
さ
に
「
水
の
如
く
」
に
変
幻
自
在
と
「
変
化
し
て
い

く
」
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
、
冒
頭
の
「
兵
法
二
天
一
流
の
心
」
は
、
ま
さ
に
「
水
を
本
」
と
す
る
と

へ
い
ほ
う

に

て
ん
い
ち
り
ゆ
う

み
ず

も
と

い
う
言
葉
の
「
真
意
」
で
あ
り
、
ま
た
、
「
利
方
の
法
を
お
こ
な
ふ
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
何
ら
か
の

り

か
た

「
や
り
方
」
に
固
執
す
る
の
で
は
な
く
、
相
手
に
勝
つ
「
最
良
の
方
法
」
を
、
そ
の
時
そ
の
時
に
刻
々
と

、
、

自
在
に
選
ん
で
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
さ
に
「
水
の
巻
」
と
し
て
、
そ
し
て
、
「
一
流
の
太
刀
筋
」

す
い

ま
き

た

ち

す
じ

と
は
、
ま
さ
に
宮
本
武
蔵
の
「
刀
の
振
り
方
」
（
或
い
は
「
刀
の
運
び
方
」
）
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ

れ
を
「
水
の
巻
」
で
書
き
顕
わ
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

す
い

ま
き

あ
ら
わ

一
、
拍
子
の
間
を
知
る
と
云
事

ま

と
こ
ろ
で
、
宮
本
武
蔵
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
兵
法
三
十
五
箇
条
」
と
い
う
覚
え
書
き
が
あ
り
、
そ
の
中

の
二
十
二
番
は
、
「
拍
子
の
間
を
知
る
と
云
事
」
で
あ
る
が
、
そ
の
「
本
文
」
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で

ま

あ
る
。
つ
ま
り
、
「
…
…
拍
子
の
間
を
知
る
は
、
敵
に
よ
り
、
は
や
き
も
在
り
、
遅
き
も
あ
り
、
敵
に
し

た
が
ふ
拍
子
也
。
心
お
そ
き
敵
に
は
、
太
刀
あ
ひ
に
成
と
、
我
身
を
動
さ
ず
、
太
刀
の
お
こ
り
を
知
ら
せ

ず
、
は
や
く
空
に
あ
た
る
、
是
一
拍
子
也
。
敵
の
気
の
は
や
き
に
は
、
我
身
と
心
を
う
ち
、
敵
動
き
の
迹あ

と

を
打
事
、
是
二
の
こ
し
と
云
也
。
又
無
念
無
相
と
云
は
、
身
を
打
様
に
な
し
て
、
心
と
太
刀
は
残
し
、
敵

の
気
の
間
を
、
空
よ
り
つ
よ
く
う
つ
、
是
無
念
無
相
也
。
又
お
く
れ
拍
子
と
云
は
、
敵
太
刀
に
て
は
ら
ん

あ
い

と
し
、
受
ん
と
す
る
時
、
い
か
に
も
お
そ
く
、
中
に
て
よ
ど
む
心
に
し
て
、
ま
を
打
事
、
お
く
れ
拍
子
也
。

能
能
工
夫
あ
る
べ
し
」
と
あ
る
。

＊

＊

ま
ず
、
「
…
…
敵
に
よ
っ
て
、
（
気
）
の
は
や
い
の
も
あ
れ
ば
、
遅
い
の
も
あ
る
。
そ
の
敵
に
合
わ
せ

た
打
ち
方
の
拍
子
」
で
あ
る
。
―
―
ま
ず
、
「
心
」
（
気
）
の
遅
い
敵
に
は
、
太
刀
合
い
に
な
る
時
、
わ

が
身
も
動
か
さ
ず
、
太
刀
の
起
こ
り
も
全
く
知
ら
れ
な
い
ほ
ど
、
素
早
く
空
よ
り
打
つ
こ
と
。
こ
れ
が
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「
一
拍
子
」
で
あ
る
。
ま
た
、
「
心
」
（
気
）
の
は
や
き
敵
に
は
、
わ
が
身
も
心
を
打
つ
と
見
せ
て
、
敵

ひ
と
つ
ひ
よ
う
し

の
「
動
き
の
迹
」
に
つ
か
さ
ず
打
ち
入
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
二
の
腰
の
打
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

あ
と

こ
し

う
ち

ま
た
、
無
念
無
相
と
い
う
の
は
、
身
は
打
つ
身
に
し
て
、
心
と
太
刀
は
残
し
、
敵
の
「
気
の
間
」
を
、
空

き

ま

よ
り
強
く
打
つ
こ
と
。
こ
れ
が
「
無
念
無
相
」
で
あ
る
。
ま
た
、
お
く
れ
拍
子
と
い
う
の
は
、
敵
、
太
刀

で
張
ろ
う
と
し
、
ま
た
、
受
け
よ
う
と
す
る
時
、
い
か
ほ
ど
も
遅
く
、
途
中
、
淀
む
よ
う
な
心
に
し
て
、

よ
ど

間
合
い
を
置
い
て
打
つ
こ
と
、
こ
れ
が
「
お
く
れ
拍
子
」
で
あ
る
。
よ
く
よ
く
工
夫
あ
る
べ
き
こ
と
で
あ

る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
十
二
番
の
「
覚
え
書
き
」
に
該
当
す
る
内
容
に
あ
た
る
の
が
、
ま
さ
に
『
五
輪
書
』

の
中
の
「
次
の
幾
つ
か
の
項
目
」
に
な
る
の
で
あ
る
。

い
く

一
、
敵
を
打
つ
に
、
一
拍
子
の
打
の
事

ひ
と
つ
ひ
よ
う
し

う
ち

ま
ず
最
初
は
、「
敵
を
打
つ
に
、
一
拍
子
の
打
の
事
」
と
い
う
項
目
が
あ
る
の
で
、
こ
の
項
目
か
ら
、

ひ
と
つ
ひ
よ
う
し

う
ち

ご
く
簡
単
に
説
明
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
本
文
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
…
…
敵

を
打
つ
拍
子
に
、
一
拍
子
と
い
ひ
て
、
敵
我
あ
た
る
ほ
ど
の
く
ら
い
を
得
て
、
敵
の
わ
き
ま
へ
ぬ
う
ち

ひ
と
つ
ひ
よ
う
し

て
き
わ
れ

を
心
に
得
て
、
我
身
も
う
ご
か
さ
ず
、
心
も
付
け
ず
、
い
か
に
も
は
や
く
、
直
に
打
つ
拍
子
也
。
敵
の
太

わ
が

み

つ

す
ぐ

刀
、
ひ
か
ん
、
は
づ
さ
ん
、
う
た
ん
と
思
ふ
心
の
な
き
う
ち
を
打
つ
拍
子
、
是
一
拍
子
也
。
此
拍
子
能
く

こ
れ

よ

な
ら
ひ
得
て
、
間
の
拍
子
を
は
や
く
打
つ
事
鍛
錬
す
べ
し
」
と
あ
る
。

ま

た
ん
れ
ん

＊

＊

こ
れ
は
、
ま
ず
、
相
手
を
「
心
遅
き
敵
」
と
見
切
っ
た
時
に
仕
掛
け
る
「
業
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、

お
そ

わ
ざ

「
…
…
敵
と
自
分
と
が
刀
が
届
く
ほ
ど
の
近
い
距
離
で
、
相
手
に
そ
の
気
配
を
全
く
気
づ
か
れ
な
い
う
ち

に
、
わ
が
身
も
動
か
さ
ず
、
心
も
付
け
ず
、
い
か
に
も
早
く
、
真
っ
直
ぐ
打
つ
拍
子
で
あ
る
。
敵
が
太
刀

つ

を
ひ
か
ん
、
は
づ
さ
ん
、
う
た
ん
と
思
ふ
心
の
な
き
う
ち
を
打
つ
拍
子
で
あ
り
、
こ
れ
が
一
拍
子
で
あ

ひ
と
つ
ひ
よ
う
し

る
。
こ
の
拍
子
し
っ
か
り
と
習
い
得
て
、
間
の
拍
子
を
は
や
く
打
つ
こ
と
を
鍛
錬
す
べ
き
」
こ
と
で
あ
る
。

ま

た
ん
れ
ん

こ
れ
は
、
ま
さ
に
「
一
撃
必
殺
」
（
或
い
は
「
先
手
必
殺
」
）
の
技
で
あ
り
、
相
手
も
、
自
分
が
い
つ

、
、
、
、

、
、
、
、

斬
ら
れ
た
の
か
も
分
か
ら
な
い
ほ
ど
の
早
業
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
は
、
兵
法
の
「
達
人
」
の
み
に
出
来
得

は
や
わ
ざ

る
、
い
わ
ば
「
特
技
」
と
も
言
う
べ
き
凄
ま
じ
い
ま
で
の
「
技
」
な
の
で
あ
る
。

＊

＊

例
え
ば
、
映
画
の
『
椿
三
十
郎
』
の
最
後
の
「
決
闘
場
面
」
は
、
も
ち
ろ
ん
、
宮
本
武
蔵
の
「
一
拍
子
」

ひ
と
つ
ひ
よ
う
し

と
は
違
う
も
の
で
あ
る
が
、
た
だ
、
お
互
い
の
「
間
合
い
」
は
、
「
…
…
敵
と
自
分
と
が
刀
が
届
く
ほ
ど

の
距
離
で
、
相
手
に
そ
の
気
配
を
全
く
気
づ
か
れ
な
い
う
ち
に
、
わ
が
身
も
動
か
さ
ず
、
心
も
付
け
ず
、

つ

い
か
に
も
早
く
、
（
直
に
）
打
つ
拍
子
と
い
う
点
」
で
は
、
ど
こ
か
似
た
と
こ
ろ
は
あ
る
の
で
あ
る
。
た

す
ぐ

だ
、
映
画
の
場
合
、
椿
三
十
郎
は
、
逆
手
で
刀
を
抜
き
、
（
こ
れ
で
は
人
は
斬
れ
な
い
）
。
そ
れ
ゆ
え
、

右
手
を
添
え
て
相
手
を
斬
っ
て
い
る
。
こ
れ
で
実
際
人
が
斬
れ
る
の
か
？

ま
た
、
映
画
の
場
合
、
相
手

に
先
に
抜
か
せ
て
、
そ
れ
よ
り
も
素
早
く
抜
い
て
相
手
を
斬
る
と
い
う
映
像
的
効
果
を
狙
っ
て
い
る
が
、

宮
本
武
蔵
の
「
一
拍
子
」
は
、
相
手
が
全
く
気
づ
か
な
い
う
ち
に
、
素
早
く
抜
い
て
斬
る
の
で
あ
る
。

ひ
と
つ
ひ
よ
う
し

一
、
二
の
こ
し
の
拍
子
の
事

ひ
よ
う
し

次
は
、
「
二
の
腰
の
拍
子
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
「
…
…
二
の
腰
の
拍
子
、
我
打
ち
だ

こ
し

こ
し

わ
れ

さ
ん
と
す
る
時
、
敵
は
や
く
引
き
、
は
や
く
は
り
の
く
る
や
う
な
る
時
は
、
我
打
つ
と
み
せ
て
、
敵
の
は
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り
て
た
る
む
所
を
打
ち
、
引
き
て
た
る
む
所
を
打
つ
、
是
二
の
こ
し
の
打
也
。
此
書
付

斗

に
て
は
、

こ
れ

う
ち

か
き
つ
け
ば
か
り

中
〱
打
得
が
た
か
る
べ
し
。
お
し
へ
う
け
て
は
、

忽

ち
合
点
の
ゆ
く
所
也
」
と
あ
る
。

な
か
な
か
う
ち

え

た
ち
ま

＊

＊

こ
れ
は
、
ま
ず
、
相
手
を
「
心
は
や
き
敵
」
と
見
切
っ
た
時
に
仕
掛
け
る
「
業
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
、

わ
ざ

「
…
…
最
初
、
自
分
が
打
ち
だ
そ
う
と
す
る
時
、
敵
は
、
素
早
く
身
を
引
こ
う
、
或
い
は
、
素
早
く
張
っ

て
避
け
よ
う
と
い
う
（
気
配
が
感
じ
ら
れ
た
）
時
」
に
は
、
そ
れ
こ
そ
、
ま
さ
に
「
心
は
や
き
敵
」
で
あ

る
が
、
そ
の
時
は
、
「
…
…
我
、
打
つ
と
見
せ
て
、
（
い
わ
ば
フ
ェ
イ
ン
ト
を
か
け
て
）
、
相
手
が
素
早
く

張
っ
た
そ
の
直
後
の
、
ほ
ん
の
一
瞬
の
気
の
ゆ
る
み
に
、
つ
か
さ
ず
一
気
に
打
ち
入
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

相
手
が
素
早
く
身
を
引
い
た
そ
の
直
後
の
、
ほ
ん
の
一
瞬
の
気
の
ゆ
る
み
に
、
す
か
さ
ず
一
気
に
打
ち
入

る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
拍
子
」
（
タ
イ
ミ
ン
グ
）
を
ず
ら
し
て
打
ち
入
る
。
こ
れ
が
、
ま
さ
に
「
二

の
腰
の
打
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
の
「
書
き
付
け
」
だ
け
で
は
、
な
か
な
か
合
点
が
い
か

こ
し

う
ち

な
い
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
実
際
に
「
教
え
」
を
受
け
れ
ば
、
す
ぐ
に
も
合
点
の
い
く
こ
と
で
あ
る
。

一
、
無
念
無
相
の
打
と
い
ふ
事

む

ね
ん

む

そ
う

う
ち

次
は
、
最
も
有
名
な
「
無
念
無
相
の
打
と
い
ふ
事
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
「
…
…
敵
も
打
ち
だ
さ
ん
と

む

ね
ん

む

そ
う

う
ち

し
、
我
も
打
ち
だ
さ
ん
と
思
ふ
時
、
身
も
打
つ
身
に
な
り
、
心
も
う
つ
心
に
な
つ
て
、
手
は
い
つ
と
な
く
空く

う

よ
り
後
ば
や
に
つ
よ
く
打
つ
事
、
是
無
念
無
相
と
て
、一
大
事
の
打
也
。此
打
た
び
〳
〵
出
合
ふ
打
也
。能
々

あ
と

こ
れ

む

ね
ん

む

そ
う

い
ち
だ
い

じ

う
ち

こ
の
う
ち

で
き

あ

よ
く
よ
く

な
ら
ひ
得
て
鍛
錬
あ
る
べ
き
儀
也
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
最
も
大
事
な
「
打
ち
方
」
で
あ
り
、
こ
の
「
無

念
無
相
の
打
ち
方
」
を
体
得
す
る
こ
と
こ
そ
は
、
ま
さ
に
「
達
人
へ
の
道
」
な
の
で
あ
る
。

＊

＊

そ
れ
は
、
今
、
将
に
「
…
…
敵
も
打
ち
だ
そ
う
と
し
、
我
も
打
ち
だ
そ
う
と
し
て
、
身
も
打
つ
身
と
な

ま
さ

り
、
心
も
打
つ
心
に
な
っ
て
い
る
」
時
、
そ
れ
は
、
ま
さ
に
「
身
も
心
」
も
、
ま
さ
に
相
手
を
「
打
と
う
」

（
斬
ろ
う
）
と
一
点
に
集
中
し
て
い
る
時
に
は
、
手
は
、
い
つ
と
な
く
「
空
よ
り
」
（
つ
ま
り
「
長
年
の

く
う

鍛
練
の
結
果
、
体
で
覚
え
込
ん
だ
技
術
は
、
無
意
識
の
う
ち
に
）
、
自
然
と
「
そ
の
後
か
ら
」、
こ
れ
は
、

、
、

お

の

ず

あ
と

「
身
と
手
」
は
、
決
し
て
同
時
に
動
く
の
で
は
な
く
、
動
く
「
我
身
」
の
そ
の
後
か
ら
、
手
が
（
自
然
と
）

わ
が

み

あ
と

お

の

ず

出
て
き
て
強
く
打
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
無
念
無
相
」
と
言
っ
て
、
ま
さ
に
「
一
大
事
の
打
」

む

ね
ん

む

そ
う

い
ち
だ
い

じ

う
ち

（
つ
ま
り
「
最
も
大
事
な
打
ち
方
」
）
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
打
ち
方
」
は
、
極
め
て
有
効
な
「
打

ち
方
」
で
あ
る
の
で
、
よ
く
よ
く
習
い
覚
え
て
、
鍛
練
あ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
無
念

無
相
の
打
ち
方
」
を
体
得
す
る
こ
と
こ
そ
、
ま
さ
に
「
達
人
へ
の
道
」
な
の
で
あ
る
。

、
、

一
、

流

水
の
打
と
い
ふ
事

り
ゆ
う
す
い

う
ち

次
は
、
「

流

水
の
打
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
「
…
…

流

水
の
打
と
い
ひ
て
、
敵
相
に

り
ゆ
う
す
い

う
ち

り
ゆ
う
す
い

う
ち

て
き
あ
い

な
り
て
せ
り
あ
ふ
時
、敵
は
や
く
ひ
か
ん
、は
や
く
は
づ
さ
ん
、早
く
太
刀
を
は
り
の
け
ん
と
す
る
時
、我
身

た

ち

わ

が

み

も
心
も
大
き
に
な
つ
て
、
太
刀
を
我
身
の
あ
と
よ
り
、
い
か
ほ
ど
も
ゆ
る
〳
〵
と
、
よ
ど
み
の
あ
る
や
う

に
、
大
き
に
つ
よ
く
打
つ
事
也
。
此
打
、
な
ら
ひ
得
て
は
、
慥

に
打
ち
よ
き
も
の
也
。
敵
の
く
ら
い
を

こ
の
う
ち

た
し
か

見
わ
く
る
事
肝
要
な
り
」
と
あ
る
。
こ
れ
が
、
ま
さ
に
「
お
く
れ
拍
子
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

か
ん
よ
う

＊

＊

ま
ず
、
「
…
…
敵
と
互
角
に
せ
り
あ
う
時
、
敵
は
、
早
く
引
こ
う
、
早
く
外
そ
う
、
早
く
太
刀
を
は
ね

は
ず
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の
け
よ
う
と
し
て
い
る
」
時
は
、
そ
の
相
手
の
「
拍
子
」
の
裏
を
か
い
て
、
「
…
…
わ
が
身
も
心
も
大
き

く
な
っ
て
、
太
刀
を
わ
が
身
の
後
か
ら
、
い
か
ほ
ど
も
ゆ
る
や
か
に
、
よ
ど
み
が
あ
る
よ
う
に
、
大
き
く

あ
と

強
く
打
つ
こ
と
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
い
か
ほ
ど
も
「
遅
い
拍
子
」
で
、「
相
手
の
拍
子
」
を
狂
わ
せ
て
、

相
手
を
打
つ
こ
と
で
あ
る
。
―
―
こ
の
「
打
ち
方
」（
つ
ま
り
「

流

水
の
打
」
）
と
い
う
の
は
、
習
っ
て
確

り
ゆ
う
す
い

う
ち

し
か

と
身
に
つ
け
れ
ば
、
慥

に
「
打
ち
よ
い
も
の
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
敵
の
「

位

」
（
そ
れ
は
気
の
早
い

た
し
か

く
ら
い

遅
い
そ
の
他
）
な
ど
を
し
っ
か
り
と
見
分
け
る
こ
と
が
、
何
よ
り
も
大
事
な
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

一
、
縁
の
あ
た
り
と
い
ふ
事

次
は
、「
縁
の
あ
た
り
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
「
…
…
我
打
出
す
時
、
敵
打
ち
と
め
ん
、

わ
れ

は
り
の
け
ん
と
す
る
時
、
我
打
一
つ
に
し
て
、
あ
た
ま
を
も
打
ち
、
手
を
も
打
ち
、
足
を
も
う
つ
。
太
刀

わ
が
う
ち

の
道
一
つ
を
も
つ
て
、
い
づ
れ
な
り
と
も
打
つ
所
、
是
縁
の
打
也
。
此
打
、
能
能
打
ち
な
ら
ひ
、
何
時
も
出
会

こ
れ
え
ん

う
ち

こ
の
う
ち

い

つ

い
で

あ

ふ
打
也
。
細
々
打
ち
あ
ひ
て
分
別
あ
る
べ
き
事
也
」
と
あ
る
。

こ
ま
ご
ま＊

＊

ま
ず
、
「
縁
の
あ
た
り
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
「
…
…
自
分
も
打
ち
出
し
、
敵
も
そ
れ

を
打
ち
止
め
よ
う
、
は
ね
の
け
よ
う
と
す
る
時
、
自
分
が
打
つ
一
打
だ
け
で
、
相
手
の
頭
を
も
打
ち
、
手

、
、

を
も
打
ち
、
足
を
も
打
つ
。
そ
れ
は
、
太
刀
の
道
筋
一
つ
で
、
相
手
の
い
づ
れ
な
り
と
も
打
つ
こ
と
が
で

き
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
ま
さ
に
「
縁
の
打
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
狙
っ
て

え
ん

う
ち

ね
ら

「
打
つ
」
と
い
う
よ
り
は
、
太
刀
の
道
筋
の
そ
の
一
振
り
で
、
結
果
と
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
所
に
「
あ
た

る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
打
ち
方
は
、
よ
く
よ
く
打
ち
習
い
覚
え
れ
ば
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
有

効
な
打
ち
方
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
何
度
も
打
ち
合
っ
て
（
身
を
以
て
）
知
っ
て
お
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

＊

＊

一
方
、
「
兵
法
三
十
五
箇
所
」
の
二
十
七
番
で
は
、
「
…
…
縁
の
あ
た
り
と
云
は
、
敵
太
刀
切
懸
る
あ

き
り
か
か

ひ
近
き
時
は
、
我
太
刀
に
て
張
る
事
も
在
り
、
受
る
事
も
在
り
、
あ
た
る
事
も
在
り
。
受
る
も
は
る
も
あ

た
る
も
、
敵
を
打
つ
太
刀
の
縁
と
お
も
ふ
べ
し
。
乗
る
も
は
づ
す
も
つ
ぐ
も
、
皆
う
た
ん
た
め
な
れ
ば
、

我
身
も
心
も
太
刀
も
、
常
に
打
た
る
心
也
。
能
々
吟
味
す
べ
し
」
と
あ
る
。

＊

＊

ま
ず
、
「
縁
の
あ
た
り
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
「
…
…
縁
の
あ
た
り
と
い
う
の
は
、
敵

の
太
刀
が
斬
り
か
か
る
く
ら
い
近
い
時
に
は
、
わ
が
太
刀
に
て
張
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
受
け
る
こ
と
も
あ

り
、
ま
た
、
あ
た
る
こ
と
も
あ
る
」
。
し
か
し
、
受
け
る
も
は
る
も
あ
た
る
も
乗
る
も
は
づ
す
も
つ
ぐ
も
、

そ
の
他
、
そ
れ
ら
す
べ
て
は
、
そ
れ
自
体
が
「
目
的
」
な
ど
で
は
な
く
、
す
べ
て
は
「
相
手
を
打
つ
」（
つ

ま
り
「
相
手
を
斬
る
」
）
た
め
の
「
縁
」
（
過
程
）
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
何
よ
り
も
大

事
な
こ
と
は
、
ま
さ
に
「
わ
が
身
も
心
も
太
刀
」
も
す
べ
て
、
常
に
「
相
手
を
打
つ
」
（
つ
ま
り
「
相
手

を
斬
る
」）
こ
と
だ
と
思
え
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば
、
サ
ッ
カ
ー
な
ど
で
も
、
ま
さ
に
「
シ
ュ
ー
ト
を
決
め
る
」
こ
と
こ
そ
、
何
よ
り
も
大
事
な
こ

と
（
つ
ま
り
「
真
の
目
的
」
）
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
過
程
の
華
や
か
な
「
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
」
そ

は
な

の
他
な
ど
は
、
す
べ
て
「
二
次
的
な
こ
と
」
だ
と
思
え
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
、
石
火
の
あ
た
り
と
い
ふ
事

せ
つ

か
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次
に
、
「
石
火
の
あ
た
り
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
「
…
…
石
火
の
あ
た
り
は
、
敵
の
太

せ
つ

か

せ
つ

か

刀
と
我
太
刀
と
付
合
ふ
ほ
ど
に
て
、
我
太
刀
少
し
も
あ
げ
ず
し
て
、
い
か
に
も
つ
よ
く
打
つ
也
。
是
は
足

わ
が

つ
け

あ

も
つ
よ
く
、
身
も
つ
よ
く
、
手
も
つ
よ
く
、
三
所
を
も
つ
て
は
や
く
打
つ
べ
き
也
。
此
打
、
た
び
〳
〵
な

み
と
こ
ろ

こ
の
う
ち

ら
わ
ず
し
て
は
打
ち
が
た
し
。
よ
く
鍛
錬
す
れ
ば
、
つ
よ
く
あ
た
る
も
の
也
」
と
あ
る
。

＊

＊

ま
ず
、
「
石
火
の
あ
た
り
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
相
手
の
太
刀
と
自
分
の
太
刀
と
が
触

せ
つ

か

れ
合
う
ほ
ど
近
い
時
に
、
「
…
…
自
分
の
太
刀
を
少
し
も
上
げ
な
い
で
、
い
か
に
も
強
く
打
つ
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
時
は
、
足
も
強
く
、
身
も
強
く
、
手
も
強
く
、
こ
の
三
カ
所
を
以
て
、
素
早
く
打
つ
こ
と
」
で

あ
る
。
こ
の
「
打
ち
方
」
（
つ
ま
り
「
石
火
の
あ
た
り
」
）
と
い
う
の
は
、
何
度
も
実
際
に
し
っ
か
り
と

せ
つ

か

習
い
覚
え
て
確
と
身
に
付
け
な
け
れ
ば
、
簡
単
に
打
て
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
よ
く
鍛
錬
す
れ
ば
、

し
か

強
く
打
つ
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

一
、
紅
葉
の
打
と
い
ふ
事

も

み

じ

う
ち

さ
て
、
次
は
、「
紅
葉
の
打
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
相
手
の
太
刀
を
「
打
ち
落
と
し
て
、

も

み

じ

う
ち

手
か
ら
放
す
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
本
文
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
…
…
紅
葉

は
な

も

み

じ

の
打
、
敵
の
太
刀
を
打
ち
お
と
し
、
太
刀
取
り
は
な
す
心
也
。
敵
前
に
太
刀
を
構
へ
、
う
た
ん
、
は
ら
ん
、

う
ち

か
ま

う
け
ん
と
思
ふ
時
、
我
打
つ
心
は
、
無
念
無
相
の
打
、
又
石
火
の
打
に
て
も
、
敵
の
太
刀
を
強
く
打
ち
、

わ
れ

む

ね
ん

む

そ
う

う
ち

せ
つ

か

そ
の
儘
あ
と
を
ね
ば
る
心
に
て
、
き
つ
さ
き
さ
が
り
に
う
て
ば
、
敵
の
太
刀
必
ず
お
つ
る
も
の
也
。
此
打

ま
ま

う
ち

鍛
練
す
れ
ば
、
打
ち
お
と
す
事
や
す
し
。
能
能
稽
古
あ
る
べ
し
」
と
あ
る
。

よ
く
よ
く

＊

＊

こ
れ
は
、
ま
ず
、
「
…
…
敵
が
目
の
前
に
太
刀
を
構
え
て
、
打
と
う
、
払
お
う
、
受
け
よ
う
と
思
っ
て

た

ち

か
ま

い
る
時
、
自
分
の
打
つ
心
」
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
、
無
念
無
相
の
打
、
或
い
は
、
石
火
の
打
、
何
で
あ

む

ね
ん

む

そ
う

う
ち

せ
つ

か

っ
て
も
よ
い
が
、
大
事
な
の
は
、
敵
の
太
刀
に
自
分
の
太
刀
を
強
く
打
ち
、
そ
の
ま
ま
あ
と
を
ね
ば
る
心

に
て
、
そ
の
太
刀
を
ま
さ
に
「
切
っ
先
下
が
り
」
に
打
て
ば
、
敵
の
太
刀
は
、
必
ず
下
に
落
ち
る
も
の
で

あ
る
。
こ
の
「
打
ち
方
」
（
つ
ま
り
「
紅
葉
の
打
」
）
と
い
う
の
は
、
日
々
「
鍛
練
」
す
れ
ば
、
相
手
の

も

み

じ

う
ち

太
刀
を
打
ち
落
と
す
こ
と
も
、
容
易
な
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
よ
く
よ
く
稽
古
あ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

一
、
太
刀
に
か
は
る
身
と
い
ふ
事

た

ち

み

次
は
、
「
太
刀
に
か
は
る
身
と
い
ふ
事
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
本
文
は
、
次
の
よ
う
な
も
の

た

ち

み

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
…
…
身
に
か
は
る
太
刀
と
も
い
ふ
べ
し
。
惣
而
、
敵
を
打
つ
に
、
太
刀
も
身
も
、

み

た

ち

そ
う
じ
て

一
度
に
は
う
た
ざ
る
も
の
也
。
敵
の
打
つ
縁
に
よ
り
、
身
を
ば
さ
き
へ
う
つ
身
に
な
り
、
太
刀
は
身
に
か

え
ん

ま
は
ず
打
つ
所
也
。
若
し
は
、
身
は
ゆ
る
が
ず
、
太
刀
に
て
う
つ
事
は
あ
れ
ど
も
、
大
形
は
身
を
先
へ
打

も

お
お
か
た

ち
、
太
刀
は
あ
と
よ
り
打
つ
も
の
也
。
能
々
吟
味
し
て
打
ち
な
ら
ふ
べ
き
也
」
と
あ
る
。

よ
く
よ
く

＊

＊

ま
ず
、
「
太
刀
に
か
わ
る
身
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
身
に
か
わ
る
太
刀
と
も
言
え
る
も

た

ち

み

み

た

ち

の
で
あ
る
が
、
総
じ
て
、
敵
を
打
つ
に
、
太
刀
も
身
も
、
一
度
に
は
打
た
な
い
も
の
で
あ
る
。
敵
の
打
つ
縁え

ん

に
よ
っ
て
、
ま
ず
先
に
、
身
か
ら
打
つ
身
に
な
り
、
太
刀
は
、
そ
の
あ
と
、
身
に
従
っ
て
打
つ
も
の
で
あ

る
。
或
い
は
、
身
は
動
か
さ
ず
、
太
刀
だ
け
で
打
つ
こ
と
も
あ
る
が
、
大
方
は
、
身
を
先
に
打
ち
、
太
刀

お
お
か
た
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は
、
そ
の
あ
と
か
ら
打
つ
も
の
で
あ
る
。
―
―
つ
ま
り
、
こ
こ
で
最
も
大
事
な
こ
と
は
、
多
く
の
場
合
、

太
刀
も
身
も
、
一
度
に
は
打
た
な
い
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
身
を
先
に
打
ち
、
そ
れ
は
、
身
を
先
に
入
れ

て
、
太
刀
は
、
そ
の
後
か
ら
自
然
と
打
ち
出
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
身
を
入
れ
て
（
か

あ
と

お

の

ず

ら
）
打
て
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
よ
く
よ
く
吟
味
し
て
、
打
ち
習
い
覚
え
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

一
、
打
つ
と
あ
た
る
と
い
ふ
事

う

次
は
、
「
打
つ
と
あ
た
る
と
い
ふ
事
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
「
…
…
打
つ
と
い
ふ
事
、
あ
た
る
と
い

う

う

ふ
事
、
二
つ
也
。
打
つ
と
い
ふ
心
は
、
い
づ
れ
の
打
に
て
も
、
思
ひ
う
け
て

慥

に
打
つ
也
。
あ
た
る
は

う
ち

た
し
か

ゆ
き
あ
た
る
ほ
ど
の
心
に
て
、
何
と
強
く
あ
た
り
、
忽

ち
敵
の
死
ぬ
る
ほ
ど
に
て
も
、
是
は
あ
た
る
也
。

た
ち
ま

打
つ
と
い
ふ
は
、
心
得
て
打
つ
所
也
。
吟
味
す
べ
し
。
敵
の
手
に
て
も
足
に
て
も
、
あ
た
る
と
い
ふ
は
、
先ま

づ
あ
た
る
也
。
あ
た
り
て
後
を
、
つ
よ
く
う
た
ん
た
め
な
り
。
あ
た
る
は
さ
わ
る
ほ
ど
の
心
、
能
く
な
ら

よ

ひ
得
て
は
、
各
別
の
事
也
。
工
夫
す
べ
し
」
と
あ
る
。

か
く
べ
つ

＊

＊

こ
れ
は
、
「
打
つ
」
と
「
あ
た
る
」
と
の
違
い
で
あ
り
、
「
打
つ
」
と
い
う
の
は
、
意
識
的
に
「
頭
」

う

う

な
ら
「
頭
」
を
狙
い
定
め
て
、
強
く
「
打
つ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
一
方
、「
あ
た
る
」
と
い
う
の
は
、

ね
ら

太
刀
を
振
り
下
ろ
し
た
結
果
と
し
て
、
た
ま
た
ま
太
刀
が
「
頭
」
に
「
あ
た
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
強
く
て
、
た
ち
ま
ち
敵
が
死
ぬ
ほ
ど
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
「
あ
た
る
」
な

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
打
つ
」
と
い
う
の
は
、
は
っ
き
り
と
し
た
「
意
識
」
（
目
的
）
を
以
て
、
（
狙
っ

た
と
こ
ろ
を
）
強
く
打
つ
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
よ
く
よ
く
吟
味
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば
、
敵
の
手
で
あ
れ
、
足
で
あ
れ
、
（
た
ま
た
ま
）
そ
れ
に
あ
た
る
は
、
ま
ず
「
あ
た
る
」
で
あ

り
、
そ
れ
は
、
い
わ
ば
「
か
す
り
傷
」
程
度
で
あ
る
が
、
あ
た
り
て
後
、
今
度
は
、
強
く
「
打
つ
」
、
強

の
ち

く
「
打
っ
て
」
、
相
手
を
確
実
に
仕
留
め
る
の
で
あ
る
。
あ
た
る
は
、
さ
わ
る
ほ
ど
の
心
（
感
じ
）
で
あ

り
、
よ
く
習
得
し
て
は
、
各
別
（
別
々
）
の
こ
と
と
知
り
、
よ
く
「
工
夫
す
べ
き
」
こ
と
で
あ
る
。

か
く
べ
つ

一
、

秋
猴

の
身
と
い
ふ
事

し
ゆ
う
こ
う

み

次
は
、「

秋
猴

の
身
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、「
…
…

秋
猴

の
身
と
は
、
手
を
出
さ
ぬ
心

し
ゆ
う
こ
う

し
ゆ
う
こ
う

な
り
。
敵
へ
入
身
に
少
し
も
手
を
出
す
心
な
く
、
敵
打
つ
前
、
身
を
は
や
く
入
る
る
心
也
。
手
を
出
さ
ん

い
り

み

い

と
思
へ
ば
、
必
ず
身
の
遠
の
く
も
の
な
る
に
よ
つ
て
、
惣
身
を
は
や
く
う
つ
り
入
る
る
心
な
り
。
手
に
て

そ
う

み

う
け
合
は
す
る
ほ
ど
の
間
に
は
、
身
も
入
り
や
す
き
も
の
也
。
能
々
吟
味
す
べ
し
」
と
あ
る
。

＊

＊

こ
れ
は
、
非
常
に
「
興
味
深
い
文
章
」
で
あ
り
、
ま
さ
に
相
手
の
「

懐

へ
の
入
り
方
」
の
心
得
な
の

ふ
と
こ
ろ

で
あ
る
。
―
―
ま
ず
、「
…
…

秋
猴

の
身
と
は
、
手
を
出
さ
ぬ
心
で
あ
る
。
敵
の

懐

へ
と
入
る
時
に
は
、

し
ゆ
う
こ
う

ふ
と
こ
ろ

少
し
も
手
を
出
す
心
な
く
、
敵
を
打
つ
前
、
身
を
素
早
く
入
れ
る
心
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
打
と
う
と
思
っ

て
入
れ
ば
、
必
ず
、
手
が
先
に
出
て
、
身
は
遠
の
い
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
打
と
う
と
は
決

し
て
思
わ
ず
、
身
だ
け
を
さ
っ
と
素
早
く
移
す
と
い
う
よ
う
な
気
持
ち
で
、
相
手
の
懐
へ
入
れ
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
身
を
素
早
く
入
れ
て
、
そ
れ
か
ら
打
て
と
い
う
こ
と
」
で
あ
る
。
―
―
そ
れ
は
、

す
な
わ
ち
、
「
…
…
手
か
ら
入
る
な
、
身
か
ら
入
っ
て
、
打
て
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
手

に
て
う
け
合
は
す
る
ほ
ど
の
間
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
一
般
に
は
、
「
手
が
届
く
ほ
ど
の
距
離
で
あ
れ
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ば
」
と
な
る
が
、
こ
こ
で
は
、
手
と
手
が
チ
ャ
ン
バ
ラ
を
し
合
え
る
ほ
ど
の
距
離
に
な
れ
ば
、
身
も
入
り

や
す
く
な
る
も
の
で
あ
る
。
よ
く
よ
く
「
吟
味
あ
る
べ
き
」
こ
と
で
あ
る
。

一
、
し
つ
か
う
の
身
と
い
ふ
事

み

さ
て
、
次
は
、
「
漆
膠
の
身
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
「
…
…
漆
膠
と
は
、
入
身
に
能
く
付
き
て
は
な

し
つ
こ
う

し
つ
こ
う

い
り

み

よ

れ
ぬ
心
也
。
敵
の
身
に
入
る
時
、
か
し
ら
を
も
つ
け
、
身
を
も
つ
け
、
足
を
も
つ
け
、
つ
よ
く
つ
く
所
也
。

い

人
毎
に
顔
足
は
は
や
く
い
れ
ど
も
、
身
の
の
く
も
の
也
。
敵
の
身
へ
我
身
を
よ
く
つ
け
、
少
し
も
身
の
あ

ひ
と
ご
と

わ
が

み

い
の
な
き
や
う
に
つ
く
も
の
也
。
能
々
吟
味
有
る
べ
し
」
と
あ
る
。

よ
く
よ
く

＊

＊

ま
ず
、
「
漆
膠
の
身
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
「
…
…
相
手
の
身
に
自
分
の
身
を
し
っ
か

し
つ
こ
う

り
密
着
さ
せ
て
離
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。
そ
の
時
に
は
、
頭
も
つ
け
、
身
も
つ
け
、
足
も
つ
け
、
す

べ
て
強
く
密
着
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
人
ご
と
に
、
顔
や
足
は
早
く
入
る
け
れ
ど
、
身
は
、
ど
う
し
て
も
退の

く
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
大
事
な
こ
と
は
、
敵
の
身
に
我
が
身
を
し
っ
か
り
と
密
着
さ
せ
て
、

少
し
も
す
き
間
の
な
い
よ
う
に
付
け
ろ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
な
ぜ
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
、

少
し
で
も
す
き
間
が
あ
る
場
合
は
、
ま
さ
に
「
…
…
敵
が
色
々
と
わ
ざ
を
仕
掛
け
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
」

か
ら
で
あ
る
。

一
、
た
け
く
ら
べ
と
い
ふ
事

次
に
、「
た
け
く
ら
べ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
「
…
…
い
づ
れ
に
て
も
敵
へ
入
込
む
時
、

い

り

こ

我
身
の
ち
ゞ
ま
ざ
る
や
う
に
し
て
、
足
を
も
の
べ
、
こ
し
を
も
の
べ
、
く
び
を
も
の
べ
て
、
つ
よ
く
入
り
、

敵
の
か
ほ
と
か
ほ
と
な
ら
べ
、
身
の
た
け
を
く
ら
ぶ
る
に
、
く
ら
べ
か
つ
と
思
ふ
ほ
ど
、
た
け
高
く
な
つ

て
、
強
く
入
る
所
、
肝
心
也
」
と
あ
る
。

か
ん
じ
ん

＊

＊

ま
ず
、「
た
け
く
ら
べ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
、
そ
れ
は
、
「
…
…
ど
の
よ
う
な
時
で
も
、
敵
の

懐
ふ
と
こ
ろ

に
入
り
込
む
時
は
、
我
が
身
が
縮
こ
ま
ら
な
い
よ
う
に
、
足
を
も
伸
ば
し
、
腰
を
も
伸
ば
し
、
首
を
も
伸

ち
ぢ

ば
し
て
、
強
く
入
り
、
そ
し
て
、
敵
と
顔
と
顔
と
を
な
ら
べ
、
身
の
た
け
を
比
べ
る
よ
う
な
時
に
は
、
相

手
に
比
べ
勝
つ
と
思
う
ほ
ど
に
、
た
け
を
高
く
し
て
、
強
く
入
る
こ
と
が
、
大
事
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

―
―
こ
れ
は
、
時
代
劇
の
「
映
画
」
や
「
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
」
な
ど
で
、
よ
く
観
る
場
面
で
あ
り
、
例
え
ば
、

刀
と
刀
、
顔
と
顔
と
を
つ
き
合
わ
せ
て
、
お
互
い
が
強
く
押
し
合
い
を
し
て
い
る
よ
う
な
場
面
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、「
…
…
自
分
の
背
た
け
を
少
し
で
も
高
く
し
て
、
相
手
を
圧
す
る
気
迫
で
迫
れ
」

せ
ま

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
、
ね
ば
り
を
か
く
る
と
い
ふ
事

次
は
、「
ね
ば
り
を
か
け
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、「
…
…
敵
も
う
ち
か
け
、
我
も
太
刀

た

ち

打
ち
か
く
る
に
、
敵
う
く
る
時
、
我
太
刀
敵
の
太
刀
に
付
け
て
、
ね
ば
る
心
に
し
て
入
る
也
。
ね
ば
る
は
、

わ
が

い

太
刀
は
な
れ
が
た
き
心
、
あ
ま
り
つ
よ
く
な
き
心
に
入
る
べ
し
。
敵
の
太
刀
に
つ
け
て
、
ね
ば
り
を
か
け

入
る
時
は
、
い
か
程
も
静
か
に
入
り
て
も
く
る
し
か
ら
ず
。
ね
ば
る
と
い
ふ
事
と
、
も
つ
る
ゝ
と
い
ふ
事
、

ほ
ど
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ね
ば
る
は
つ
よ
し
。
も
つ
る
ゝ
は
よ
は
し
。
此
事
分
別
有
る
べ
し
」
と
あ
る
。

＊

＊

ま
ず
、
「
ね
ば
り
を
か
け
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
「
…
…
敵
も
打
ち
、
我
も
打
ち
、

敵
が
受
け
た
時
、
自
分
の
太
刀
を
相
手
の
太
刀
に
付
け
て
、
ね
ば
る
と
い
う
心
持
ち
に
し
て
入
る
と
い
う

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

事
で
あ
る
。
ね
ば
る
と
は
、
太
刀
が
離
れ
な
い
よ
う
に
す
る
心
持
ち
で
あ
る
が
、
あ
ま
り
強
く
な
い
気
持

、

、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ち
で
入
る
べ
き
で
あ
り
、
敵
の
太
刀
に
付
け
て
、
ね
ば
り
を
か
け
て
内
に
入
る
時
は
、
い
か
ほ
ど
も
静
か

に
身
を
入
り
て
も
よ
い
」
と
あ
る
。
そ
し
て
、
「
…
…
ね
ば
る
と
い
ふ
事
と
、
も
つ
れ
る
と
い
ふ
事
、
ね

ば
る
は
つ
よ
し
、
も
つ
る
ゝ
は
よ
は
し
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
ね
ば
る
」
は
、
自
分
の
意
志
で
そ
う
し

て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
相
手
を
制
し
て
優
位
に
立
っ
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
一
方
、「
も
つ
れ
る
」

は
、
混
乱
し
て
、
収
拾
が
つ
か
な
い
状
態
で
あ
り
、
相
手
を
制
す
る
こ
と
が
出
来
ず
に
、
む
し
ろ
相
手
に

ふ
り
回
さ
れ
て
い
る
状
態
で
も
あ
る
の
で
、
ま
さ
に
「
弱
し
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

ま
わ一

、
身
の
あ
た
り
と
い
ふ
事

次
は
、「
身
の
あ
た
り
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
「
…
…
身
の
あ
た
り
は
、
敵
の
き
わ
へ
入い

り
こ
み
て
、
身
に
て
敵
に
あ
た
る
心
な
り
」
と
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
…
…
少
し
我
顔
を
そ
ば
め
、
我
左
の

わ
が

肩
を
出
し
、
敵
の
む
ね
に
あ
た
る
也
。
あ
た
る
事
、
我
身
を
い
か
ほ
ど
も
つ
よ
く
な
り
あ
た
る
事
、
い
き

あ
ふ
拍
子
に
て
、
は
づ
む
心
に
入
る
べ
し
。
此
入
る
事
、
入
り
な
ら
ひ
得
て
は
、
敵
二
間
も
三
間
も
は
げ

ひ
よ
う
し

こ
の

に

け
ん

さ
ん
け
ん

の
く
ほ
ど
、
つ
よ
き
も
の
也
。
敵
死
入
る
ほ
ど
も
あ
た
る
也
。
能
々
鍛
錬
あ
る
べ
し
」
と
あ
る
。

し
に

い

よ
く
よ
く
た
ん
れ
ん

＊

＊

ま
ず
、
「
身
の
あ
た
り
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
「
…
…
敵
の
き
わ
に
入
り
込
ん
で
、
わ

が
身
を
敵
に
当
て
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
―
―
そ
れ
は
、
少
し
顔
を
そ
む
け
て
、
左
肩
を
出
し
、
そ

の
左
肩
を
勢
い
よ
く
、
弾
み
を
つ
け
て
、
相
手
の
胸
へ
と
当
て
る
。
当
て
る
時
に
は
、
わ
が
身
を
い
か
ほ

ど
も
強
く
な
っ
て
当
た
る
の
で
あ
り
、
ば
っ
た
り
出
会
っ
た
拍
子
を
以
て
、
思
い
っ
き
り
弾
む
よ
う
に
し

ひ
よ
う
し

て
入
る
べ
し
。
こ
の
「
身
の
当
た
り
」
を
し
っ
か
り
と
習
得
す
れ
ば
、
敵
を
二
間
も
三
間
も
ふ
っ
飛
ば
せ

に

け

ん

さ
ん
け
ん

る
ほ
ど
、
そ
れ
ほ
ど
力
強
い
も
の
で
あ
る
。
敵
が
死
ぬ
ほ
ど
に
強
く
あ
た
る
。
よ
く
よ
く
「
鍛
錬
あ
る
べ

き
」
こ
と
で
あ
る
。

一
、
三
つ
の
う
け
と
い
ふ
事

次
は
、「
三
つ
の
う
け
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
「
…
…
三
つ
の
う
け
と
い
ふ
は
、
敵
へ
入い

り
こ
む
時
、
敵
打
出
す
太
刀
を
う
く
る
に
、
我
太
刀
に
て
敵
の
目
を
つ
く
や
う
に
し
て
、
敵
の
太
刀
を
我

わ
が

右
の
か
た
へ
引
き
な
が
し
て
う
く
る
事
、
亦
つ
き
う
け
と
い
ひ
て
、
敵
打
つ
太
刀
を
、
敵
の
右
の
目
を
つ

ま
た

く
や
う
に
し
て
、
く
び
を
は
さ
む
心
に
つ
き
か
け
て
う
く
る
所
、
又
敵
の
打
つ
時
、
短
き
太
刀
に
て
入
る

に
、
う
く
る
太
刀
は
さ
の
み
か
ま
は
ず
、
我
左
の
手
に
て
、
敵
の
つ
ら
を
つ
く
や
う
に
し
て
入
り
こ
む
、
是こ

れ

三
つ
の
う
け
也
。
左
の
手
を
に
ぎ
り
て
、
こ
ぶ
し
に
て
つ
ら
を
つ
く
や
う
に
思
ふ
べ
し
。
能
々
鍛
錬
有
る

べ
き
も
の
也
」
と
あ
る
。

ま
ず
、
こ
こ
で
の｢

最
大
の
問
題
」
は
、
右
手
一
本
だ
け
で
受
け
る
の
か
、
そ
れ
と
も
両
手
二
刀
で
受

け
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
両
手
二
刀
で
受
け
る
場
合
と
し
て
考
え
て
み
た
い
。

一
つ
は
、
敵
へ
入
り
こ
む
時
、
敵
の
打
ち
出
す
太
刀
を
受
け
る
場
合
、
左
の
「
短
刀
」
で
敵
の
目
を
突
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く
よ
う
に
し
て
、
敵
の
打
ち
来
る
太
刀
は
、
右
手
の
「
太
刀
」
で
右
の
肩
の
方
へ
引
き
流
し
て
受
け
る
。

一
つ
は
、
「
突
き
受
け
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
ま
ず
、
左
の
「
短
刀
」
で
敵
の
右
目
を
つ

く
よ
う
に
し
、
そ
し
て
、
敵
の
打
ち
来
る
太
刀
は
、
そ
の
左
の
「
短
刀
」
と
右
手
の
「
太
刀
」
と
で
敵
の

首
を
は
さ
む
よ
う
に
し
て
、
ま
さ
に
「
十
字
で
受
け
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

一
つ
は
、
敵
が
打
っ
て
来
る
時
、
左
手
の
「
短
刀
」
で
入
る
に
、
右
手
の
「
太
刀
」
の
こ
と
は
あ
ま
り

気
に
せ
ず
、
と
に
か
く
、「
…
…
わ
が
左
の
手
に
て
、
敵
の
つ
ら
を
つ
く
よ
う
に
と
思
っ
て
、
入
れ
」（
つ

ま
り
カ
ウ
ン
タ
ー
で
入
れ
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
「
三
つ
の
う
け
」
で
あ
り
、
い
ず
れ
の
場

合
も
、「
…
…
左
の
手
を
に
ぎ
り
て
、
こ
ぶ
し
に
て
つ
ら
を
つ
く
よ
う
に
思
ふ
べ
し
」
と
あ
る
。

一
、
お
も
て
を
さ
す
と
い
ふ
事

次
は
、「

面

を
さ
す
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、「
…
…

面

を
さ
す
と
い
ふ
は
、
敵
太
刀
相

お
も
て

お
も
て

た

ち

あ
い

に
な
り
て
、
敵
の
太
刀
の
間
、
我
太
刀
の
間
に
、
敵
の
か
ほ
を
我
太
刀
さ
き
に
て
つ
く
心
に
、
常
に
思
ふ

わ
が

所
肝
心
也
。
敵
の
顔
を
つ
く
心
あ
れ
ば
、
敵
の
顔
、
身
も
、
の
る
も
の
也
。
敵
の
の
ら
す
る
や
う
に
し
て

か
ん
じ
ん

は
、
色
々
勝
つ
所
の
利
あ
り
。
能
々
工
夫
す
べ
し
。
た
ゝ
か
い
の
内
に
、
敵
の
身
の
る
心
あ
り
て
は
、
は

い
ろ
い
ろ

り

や
勝
つ
所
也
。
そ
れ
に
よ
つ
て
、
面

を
さ
す
と
い
ふ
事
、
忘
る
べ
か
ら
ず
。
兵
法
稽
古
の
内
に
、
此
利
、

お
も
て

鍛
練
あ
る
べ
き
も
の
也
」
と
あ
る
。

＊

＊

ま
ず
、
「

面

を
さ
す
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
敵
と
太
刀
相
に
な
っ
た
時
に
、
「
…
…
敵

お
も
て

た

ち

あ
い

の
顔
を
わ
が
太
刀
先
で
つ
く
よ
う
に
常
に
思
う
こ
と
が
何
よ
り
も
肝
心
（
大
事
）
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

さ
き

か
ん
じ
ん

そ
し
て
、
「
…
…
敵
の
顔
を
つ
く
心
あ
れ
ば
、
敵
の
顔
も
身
も
の
け
ぞ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
敵
を

の
け
ぞ
ら
せ
れ
ば
、
色
々
勝
つ
と
こ
ろ
の
利
（
利
点
）
も
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。
よ
く
よ
く
工
夫
す
べ
き

い
ろ
い
ろ

り

こ
と
で
あ
る
。
戦
い
の
最
中
に
、
敵
の
身
が
の
け
ぞ
る
よ
う
な
と
こ
ろ
あ
れ
ば
、
は
や
勝
つ
と
こ
ろ
で
も

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

面

を
さ
す
と
い
う
こ
と
、
決
し
て
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
兵
法
の
稽
古
の
時
に

お
も
て

も
、
こ
の
利
、
鍛
錬
あ
る
べ
き
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
太
刀
は
、
常
に
「
相
手
の
顔
」
を
突
く
気
迫
を
見

、
、

た

ち

せ
て
、
敵
を
じ
り
じ
り
の
け
ぞ
ら
せ
る
こ
と
が
、
何
よ
り
も
肝
要
（
大
事
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
、
心
を
さ
す
と
い
ふ
事

む
ね

次
は
、
「
心
を
さ
す
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
「
…
…
心
を
さ
す
と
い
ふ
は
、

戦

の
う

む
ね

む
ね

た
た
か
い

ち
に
、
う
へ
つ
ま
り
、
わ
き
つ
ま
り
た
る
所
な
ど
に
て
、
き
る
事
い
づ
れ
も
な
り
が
た
き
時
、
敵
を
つ
く

事
、
敵
の
う
つ
太
刀
を
は
づ
す

心

は
、
我
太
刀
の
む
ね
を
直
に
敵
に
見
せ
て
、
太
刀
さ
き
ゆ
が
ま
ざ
る

こ
こ
ろ

わ
が

た

ち

す
ぐ

や
う
に
引
き
と
り
て
、
敵
の
む
ね
を
つ
く
事
也
。
若
し
我
く
た
び
れ
た
る
時
か
、
亦
は
刀
の
き
れ
ざ
る
時

も

ま
た

な
ど
に
、
此
儀

専

ら
も
ち
ゆ
る
心
な
り
。
能
々
分
別
す
べ
し
」
と
あ
る
。

こ
の

ぎ

も
つ
ぱ

＊

＊

ま
ず
、「
胸
を
さ
す
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、「
…
…
戦
い
の
時
に
、
上
が
つ
ま
っ
た
り
、

む
ね

わ
き
が
つ
ま
っ
た
り
す
る
場
所
な
ど
で
は
、
斬
る
こ
と
は
、
ど
ち
ら
も
難
し
い
の
で
、
そ
の
時
に
は
、
敵

の
胸
を
突
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
敵
の
打
つ
太
刀
を
外
し
て
、
敵
の
胸
を
突
く
心
（
方
法
）
と
は
、
わ

む
ね

は
ず

む
ね

が
太
刀
の
む
ね
を
真
っ
直
ぐ
に
敵
に
見
せ
て
、
太
刀
先
が
ゆ
が
ま
な
い
よ
う
に
引
き
戻
し
て
、
敵
の
胸
を

た

ち

さ
き

む
ね

突
く
の
で
あ
る
。
ま
た
、
自
分
が
く
た
び
れ
た
時
と
か
、
刀
が
切
れ
な
く
な
っ
た
時
な
ど
に
も
、
こ
の
『
方
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法
』
を
も
っ
ぱ
ら
用
い
る
の
で
あ
る
。
よ
く
よ
く
こ
の
こ
と
分
別
（
わ
き
ま
え
る
）
べ
き
」
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
場
所
が
狭
く
て
、
太
刀
（
刀
）
を
自
由
に
振
り
回
せ
ず
、
敵
を
斬
る
こ
と
が
ど
ち
ら
も
難
し

た

ち

い
時
な
ど
に
は
、
相
手
の
「
胸
を
さ
す
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
体
が
疲
れ
た
時
と
か
、
刀
が

む
ね

切
れ
な
く
な
っ
た
時
な
ど
も
、
こ
の
「
方
法
」
を
も
っ
ぱ
ら
用
い
る
の
で
あ
る
。

一
、
か
つ
と
つ
と
い
ふ
事

次
は
、
「
喝
咄
」
と
い
う
あ
ま
り
聞
き
慣
れ
な
い
言
葉
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ

か
つ
と
つ

る
。
つ
ま
り
、
「
…
…
喝
咄
と
い
ふ
は
、
い
づ
れ
も
、
我
打
ち
か
け
、
敵
を
お
つ
こ
む
時
、
敵
ま
た
打
ち

か
つ
と
つ

わ
れ

か
へ
す
や
う
な
る
所
、
し
た
よ
り
敵
を
つ
く
や
う
に
あ
げ
て
、
か
へ
し
に
て
打
つ
事
、
い
づ
れ
も
は
や
き

拍

子
を
以
て
、
喝
咄
と
打
ち
、
喝
と
つ
き
あ
げ
、
咄
と
う
つ
心
也
。
此
拍
子
、
何
時
も
打
あ
い
の
内
に

ひ
よ
う

し

か
つ
と
つ

か
つ

と
つ

い

つ

う
ち

は
、
専
ら
出
合
ふ
事
也
。
喝
咄
の
し
や
う
、
き
つ
さ
き
あ
ぐ
る
心
に
し
て
、
敵
を
つ
く
と
思
ひ
、
あ
ぐ
る

い
で

あ

と
一
度
に
う
つ
拍
子
、
能
く
稽
古
し
て
吟
味
あ
る
べ
き
事
也
」
と
あ
る
。

よ

＊

＊

ま
ず
、
「
喝
咄
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
「
…
…
ど
の
よ
う
な
場
合
で
も
、
自
分
が
打
ち

か
つ
と
つ

か
け
、
敵
を
追
い
込
み
、
そ
し
て
、
敵
が
ま
た
打
ち
返
す
よ
う
な
場
面
で
は
、
下
か
ら
敵
を
突
く
よ
う
に

上
げ
る
と
同
時
に
、
つ
か
さ
ず
打
つ
こ
と
」
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
「
速
い

拍

子
」
を
以
て
、「
喝
咄
」
と

ひ
よ
う

し

か
つ
と
つ

（
連
続
し
て
）
打
ち
、
そ
れ
は
、
喝
と
突
き
上
げ
、
咄
と
打
つ
心
で
あ
る
。
こ
の
拍
子
、
何
時
も
打
ち
合

か
つ

と
つ

い

つ

い
の
時
に
は
、
極
め
て
頻
繁
に
用
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
喝
咄
の
仕
方
」
と
い
う
の
は
、

か
つ
と
つ

切
っ
先
を
上
げ
る
よ
う
に
し
て
、
敵
を
突
く
と
思
っ
て
上
げ
る
と
同
時
に
、
つ
か
さ
ず
上
か
ら
強
く
打
つ

拍
子
、
よ
く
稽
古
し
て
吟
味
あ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
自
分
が
打
ち
か
け
、
敵
を
追
い
込
み
、
そ
し
て
、
相
手
が
ま
た
打
っ
て
き
た
時
は
、
つ
か
さ

ず
下
か
ら
相
手
を
つ
く
よ
う
に
刀
を
つ
き
上
げ
る
と
同
時
に
、
間
髪
入
れ
ず
、
相
手
を
上
か
ら
強
く
打
つ

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ま
さ
に｢

連
続
技
」
で
あ
り
、
瞬
時
に
、
「
喝
と
つ
き
あ
げ
、
咄
と
う

か
つ

と
つ

つ
心
」
で
あ
る
。
よ
く
よ
く
稽
古
し
て
吟
味
あ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

一
、
は
り
う
け
と
い
ふ
事

次
は
、
「
は
り
う
け
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
「
…
…
は
り
う
け
と
い
ふ
は
、
敵
と
打
合

う
ち

あ

ふ
時
、
と
た
ん
〳
〵
と
い
ふ
拍
子
に
な
る
に
、
敵
の
打
つ
所
を
、
我
太
刀
に
て
は
り
あ
わ
せ
打
つ
也
。
は

わ
が

り
合
は
す
る
心
は
、
さ
の
み
き
つ
く
は
る
に
あ
ら
ず
、
亦
う
く
る
に
あ
ら
ず
。
敵
の
打
つ
太
刀
に
応
じ
て
、

ま
た

打
つ
太
刀
を
は
り
て
、
は
る
よ
り
は
や
く
敵
を
打
つ
事
な
り
。
は
る
に
て
先
を
と
り
、
打
つ
に
て
先
を
と

せ
ん

る
所
肝
要
也
。
は
る
拍
子
能
く
あ
へ
ば
、
敵
何
と
つ
よ
く
打
ち
て
も
、
少
し
は
る
心
あ
れ
ば
、
太
刀
さ
き

よ

の
お
つ
る
事
に
あ
ら
ず
。
能
く
習
ひ
得
て
吟
味
有
る
べ
し
」
と
あ
る
。

＊

＊

ま
ず
、
「
は
り
う
け
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
「
…
…
敵
と
打
ち
合
う
時
、
と
た
ん
〳
〵

と
い
う
拍
子
、
こ
れ
は
、
ど
た
ん
ど
た
ん
と
し
た
拍
子
に
な
っ
た
時
に
は
、
敵
の
打
っ
て
出
る
と
こ
ろ
を
、

自
分
の
太
刀
で
張
っ
て
、
つ
か
さ
ず
打
つ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
張
る
（
は
た
く
）
と
い
う

の
は
、
そ
れ
ほ
ど
強
く
は
た
い
た
り
、
受
け
た
り
す
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
敵
の
打
つ
太
刀
に
応
じ
て
、

打
つ
太
刀
を
は
た
き
、
は
た
く
よ
り
も
は
や
く
敵
を
打
つ
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
張
る
こ
と
で
、
先
手
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を
取
り
、
ま
た
、
打
つ
こ
と
で
先
手
を
取
る
こ
と
が
肝
要
（
大
事
）
と
あ
る
。
張
る
拍
子
が
よ
く
合
え
ば
、

敵
が
ど
れ
ほ
ど
強
く
打
っ
て
来
て
も
、
少
し
張
る
程
度
で
十
分
で
あ
り
、
そ
れ
で
自
分
の
太
刀
先
が
落
ち

さ
き

る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
よ
く
習
い
覚
え
て
は
、
よ
く
よ
く
「
吟
味
あ
る

べ
き
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

＊

＊

こ
れ
は
、
ま
さ
に
「
張
っ
て
打
つ
」
（
つ
ま
り
「
相
手
の
刀
を
は
た
く
と
同
時
に
打
つ
」
）
と
い
う
こ

、
、
、
、
、
、
、
、
、

と
で
あ
り
、
こ
れ
も
ま
た
、
「
連
続
技
」
で
あ
り
、
そ
の
場
合
、
決
し
て
強
く
は
た
く
必
要
は
な
く
、
そ

れ
は
、
敵
の
打
つ
太
刀
に
応
じ
て
、
打
つ
太
刀
を
は
た
く
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
何
よ
り
も
大
事
な
こ
と

は
、
ま
さ
に
「
…
…
は
た
く
こ
と
で
先
手
を
取
り
、
ま
た
、
打
つ
こ
と
で
先
手
を
取
り
、
し
か
も
、
は
た

く
よ
り
も
は
や
く
敵
を
打
つ
」
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
素
早
い
「
連
続
技
」
を
し
っ
か
り
と
身
に
つ
け
る
こ

、
、

と
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
張
る
拍
子
を
会
得
す
れ
ば
、
敵
が
ど
れ
ほ
ど
強
く
打
っ
て
来
て
も
、
少
し
張
る
だ

け
で
十
分
で
あ
り
、
そ
れ
で
自
分
の
太
刀
先
が
落
ち
る
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、
さ
ら
に
大
事
な
こ
と
は
、

さ
き

ま
さ
に
「
張
る
よ
り
も
は
や
く
敵
を
打
つ
こ
と
」
で
あ
り
、
そ
の
「
打
つ
」
（
斬
る
）
こ
と
こ
そ
は
、
何

、
、

、
、

、
、

よ
り
も
最
優
先
の
「
第
一
の
目
的
」
で
あ
る
こ
と
を
、
決
し
て
忘
れ
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
る
。

一
、
多
敵
の
く
ら
い

た

て
き

最
後
は
、
「
多
敵
の
く
ら
い
」
と
い
う
有
名
な
「
項
目
」
で
あ
る
が
、
そ
の
「
本
文
」
は
、
次
の
よ
う

た

て
き

な
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
…
…
多
敵
の
く
ら
い
と
い
ふ
は
、
一
身
に
し
て
大
勢
と
た
ゝ
か
ふ
時
の
事

た

て
き

い
つ
し
ん

お
お
ぜ
い

也
。
我

刀

わ
き
ざ
し
を
ぬ
き
て
、
左
右
へ
ひ
ろ
く
、
太
刀
を
横
に
す
て
ゝ
か
ま
ゆ
る
也
。
敵
は
四
方
よ

わ
が
か
た
な

り
か
ゝ
る
と
も
、
一
方
へ
お
い
ま
は
す
心
也
。
敵
か
ゝ
る
く
ら
い
、
前
後
を
見
わ
け
て
、
先
へ
す
ゝ
む
も

の
に
、
は
や
く
ゆ
き
あ
い
、
大
き
に
目
を
つ
け
て
、
敵
打
出
す
く
ら
い
を
得
て
、
右
の
太
刀
も
左
の
太
刀

も
、
一
度
に
ふ
り
ち
が
へ
て
、
（
行
く
太
刀
に
て
前
の
敵
を
切
り
、
戻
る
太
刀
に
て
脇
に
す
ゝ
む
敵
を
切

る
心
也
。
太
刀
を
振
違
え
て
）
、
待
つ
事
悪
し
し
。
は
や
く
両
脇
の
く
ら
い
に
か
ま
へ
、
敵
の
出
で
た
る

あ

所
を
、
つ
よ
く
き
り
こ
み
、
追
つ
崩
し
て
、
其
儘
又
敵
の
出
で
た
る
方
へ
か
ゝ
り
、
ふ
り
く
づ
す
心
也
。

く
づ

そ
の
ま
ま

い
か
に
も
し
て
、
敵
を
ひ
と
へ
に
う
を
つ
な
ぎ
に
お
い
な
す
心
に
し
か
け
て
、
敵
の
か
さ
な
る
と
見
へ
ば
、

其
儘
間
を
す
か
さ
ず
、
強
く
は
ら
い
こ
む
べ
し
。
敵
あ
い
こ
む
所
、
ひ
た
と
お
い
ま
は
し
ぬ
れ
ば
、
は
か

ま

の
ゆ
き
が
た
し
。
又
敵
の
出
づ
る
か
た
〳
〵
と
思
へ
ば
、
待
つ
心
あ
り
て
、
は
か
ゆ
き
が
た
し
。
敵
の
拍

子
を
う
け
て
、
く
づ
る
ゝ
所
を
し
り
、
勝
つ
事
也
。
折
々
あ
い
手
を
余
多
よ
せ
、
お
い
こ
み
つ
け
て
、
其

お
り
お
り

あ

ま

た

心
を
得
れ
ば
、
一
人
の
敵
も
、
十
二
十
の
敵
も
、

心

安
き
事
也
。
能
く
稽
古
し
て
吟
味
有
る
べ
き
也
」

こ
こ
ろ
や
す

よ

と
あ
る
。
そ
の
「
意
味
内
容
」
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

＊

＊

ま
ず
、
「
多
敵
の
く
ら
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
「
…
…
一
人
で
大
勢
と
戦
う
時
の
こ

た

て
き

お
お
ぜ
い

と
で
あ
る
。
わ
が
太
刀
と
脇
差
し
と
を
抜
い
て
、
二
刀
を
左
右
に
広
げ
、
二
刀
を
横
に
し
た
感
じ
で
構
え

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
敵
は
四
方
か
ら
か
か
っ
て
来
る
と
し
て
も
、
一
方
へ
追
い
回
す
よ
う
に
心
が
け

ま
わ

る
こ
と
。
敵
が
か
か
っ
て
来
る
状
態
や
前
後
を
見
わ
け
て
、
先
に
か
か
っ
て
来
る
も
の
に
素
早
く
出
て
行

っ
て
相
手
に
会
い
、
全
体
に
目
を
配
り
な
が
ら
、
か
か
っ
て
来
る
相
手
の
状
態
を
心
得
て
、
右
の
太
刀
も

左
の
太
刀
も
、
同
時
に
振
り
違
え
て
切
り
、
（
行
く
太
刀
に
て
前
の
敵
を
切
り
、
戻
る
太
刀
に
て
脇
に
進

む
敵
を
切
る
心
で
あ
る
が
）
、
太
刀
を
振
り
違
え
て
、
敵
を
待
つ
の
は
よ
く
な
い
の
て
、
早
く
両
脇
の
構

え
に
戻
し
、
待
つ
の
で
は
な
く
、
敵
の
出
て
来
る
と
こ
ろ
へ
強
く
切
り
込
み
、
打
ち
崩
し
、
つ
か
さ
ず
、
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ま
た
相
手
が
出
て
来
る
と
こ
ろ
を
斬
り
か
か
っ
て
、
敵
を
打
ち
崩
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
何
と
し
て
で

も
、
ま
さ
に
『
敵
を
一
列
の
魚
つ
な
ぎ
に
な
る
よ
う
に
追
い
や
る
心
』
で
仕
か
け
て
、
敵
が
み
だ
れ
て
重

う
を

な
る
と
み
た
ら
、
そ
の
ま
ま
間
を
お
か
ず
に
、
強
く
敵
を
払
い
切
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
敵
の

ま

は
ら

込
み
合
っ
て
い
る
所
を
真
っ
正
面
か
ら
追
い
ま
わ
し
て
も
、
（
な
か
な
か
）
は
か
が
い
か
な
い
も
の
で
あ

り
、
ま
た
、
敵
が
出
て
来
る
と
こ
ろ
出
て
来
る
と
こ
ろ
と
思
え
ば
、
待
つ
心
（
後
手
）
に
な
っ
て
し
ま
い
、

（
や
は
り
）
は
か
が
い
か
な
い
も
の
で
あ
る
。（
そ
れ
ゆ
え
）、
敵
の
拍
子
（
状
況
）
を
よ
く
見
極
め
て
、

相
手
の
『
崩
れ
る
所
』
（
つ
ま
り
『
崩
れ
目
』
）
を
知
っ
て
（
見
抜
い
て
）
、
そ
こ
を
攻
撃
し
て
、
勝
利
を

得
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
折
々
に
、
稽
古
相
手
を
数
多
く
集
め
て
は
、
追
い
込
む
練
習
を
し
て
、
そ
の

『
方
法
・
要
領
』
な
ど
を
体
得
す
れ
ば
、
一
人
の
敵
も
、
十
人
、
二
十
人
の
敵
も
、
容
易
に
（
安
心
し
て
）

戦
え
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
よ
く
よ
く
稽
古
し
て
吟
味
あ
る
べ
き
」
こ
と
で
あ
る
。

＊

＊

さ
て
、
こ
の
一
人
で
大
勢
と
戦
う
時
に
最
も
大
事
な
こ
と
は
、
そ
れ
は
、
ま
ず
、
「
…
…
敵
は
四
方
よ

お
お
ぜ
い

り
か
ゝ
る
と
も
、
一
方
へ
お
い
ま
は
す
心
」
で
戦
う
こ
と
。
そ
れ
は
、
相
手
の
攻
撃
を
待
つ
の
で
は
な
く
、

自
ら
積
極
的
に
攻
撃
し
て
い
く
こ
と
。
―
―
例
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
魚
群
」（
小
さ
な

魚

の
群
れ
）
を
積

さ
か
な

極
的
に
追
い
回
し
な
が
ら
、
そ
の
「
素
早
い
動
き
」
で
獲
物
を
次
か
ら
次
へ
と
自
在
と
捕
ら
え
て
い
く
一

と

匹
の
「
巨
大
魚
」
の
よ
う
に
、
敵
（
の
群
れ
）
を
一
方
へ
と
積
極
的
に
追
い
回
し
な
が
ら
、
ま
さ
に
「
二

刀
」
を
自
由
自
在
に
使
い
こ
な
し
て
相
手
を
倒
し
て
い
く
、
そ
う
い
う
一
人
の
「
狩
人
」
（
ハ
ン
タ
ー
）

か
り
う
ど

に
な
れ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
大
事
な
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
「
…
…
敵
を
一
列
の
魚
つ

う
を

な
ぎ
に
な
る
よ
う
に
追
い
や
る
こ
と
」
で
あ
り
、
そ
う
す
れ
ば
、
ま
さ
に
「
一
対
一
」
の
対
戦
に
持
ち
込

む
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、「
一
対
一
」
の
対
戦
な
ら
ば
、
負
け
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
そ
れ
は
、
決
し
て
一
か
所
に
留
ま
っ
て
戦
う
の
で
は
な
く
、
一
方
で
戦
っ
て
斬
っ
た
ら
、
す

ぐ
さ
ま
違
っ
た
方
向
へ
行
っ
て
戦
い
斬
る
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
「
つ
づ
ら
折
り
」（
つ
ま
り
「
ジ
グ
ザ
グ
」
）

に
素
早
く
動
き
回
っ
て
戦
え
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
―
―
例
え
ば
、
四
方
を
囲
ま
れ
た
な
ら
ば
、
ま
ず
、

一
か
所
に
襲
い
か
か
っ
て
突
破
口
を
開
き
、
そ
こ
か
ら
全
速
で
走
り
出
し
て
は
、
追
っ
て
来
る
敵
が
ば
ら

け
て
一
人
一
人
に
な
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
に
襲
い
か
か
っ
て
何
人
か
を
斬
り
、
す
ぐ
さ
ま
違
う
方
向
へ
と

動
き
回
っ
て
、
敵
が
ば
ら
け
た
所
を
ま
た
襲
い
か
か
っ
て
何
人
か
を
斬
る
。
そ
の
よ
う
に
ジ
グ
ザ
グ
に
素

早
く
動
き
回
っ
て
は
、
大
勢
の
敵
と
戦
え
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

お
お
ぜ
い

一
、
打
あ
い
の
利
の
事

う
ち

り

さ
て
、
「
打
あ
い
の
利
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
「
…
…
此
う
ち
あ
い
の
利
と
い
ふ
事
に

う
ち

り

こ
の

り

て
、
兵
法
、
太
刀
に
て
の
勝
利
を
わ
き
ま
ゆ
る
所
也
。
こ
ま
や
か
に
書
き
し
る
す
に
あ
ら
ず
。
能
く
稽
古

へ
い
ほ
う

た

ち

か
つ

り

あ
り
て
、
勝
つ
所
を
し
る
べ
き
も
の
也
。
大
形
兵
法
の

誠

の
道
を
顕
は
す
太
刀
也
。
口
伝
」
と
あ
る
。

お
お
か
た

ま
こ
と

く

で
ん

＊

＊

ま
ず
、
「
打
あ
い
の
利
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

う
ち

り

そ
れ
は
、
「
…
…
こ
の
打
あ
い
の
利
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
兵
法
、
太
刀
に
て
の
勝
つ
『
利
』
を
わ
き

う
ち

り

へ
い
ほ
う

た

ち

り

ま
え
る
（
心
得
る
）
と
い
う
こ
と
で
は
あ
る
が
、
た
だ
、
こ
の
こ
と
は
、
細
や
か
に
書
き
記
す
よ
う
な
こ

こ
ま

し
る

と
で
は
な
く
、
よ
く
稽
古
を
し
て
、
わ
が
身
を
以
て
、
直
接
、
勝
つ
所
を
知
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
大
方

お
お
か
た

は
、
兵
法
の
『

誠

の
道
』
を
顕
わ
す
太
刀
で
あ
る
。
口
伝
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
具
体
的
に
は
、
次
の

ま
こ
と

あ
ら

く

で
ん

よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
。
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＊

＊

ま
ず
、「
敵
」（
相
手
）
に
「
勝
つ
方
法
」
と
し
て
は
、
大
別
を
す
れ
ば
、
次
の
「
二
つ
」
し
か
な
い
。

一
つ
は
、
ま
さ
に
「
一
撃
必
殺
」
で
あ
り
、
一
撃
で
相
手
を
倒
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
う
一
つ
は
、

何
度
か
相
手
と
剣
を
交
え
た
末
に
、
相
手
に
勝
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
打
ち
合
い
の
利
」

り

と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
「
後
者
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
相
手
と
何
度
か
剣
を
交
え
て
戦
っ
て
い
る
間
に
、

あ
い
だ

一
体
、
ど
う
す
れ
ば
相
手
に
勝
て
る
の
か
、
そ
の
相
手
に
勝
つ
た
め
の
「
利
」
（

理

）
を
、
ま
さ
に
何

り

こ
と
わ
り

年
も
何
年
も
鍛
練
を
積
み
重
ね
て
は
、
わ
が
身
を
以
て
「
体
得
し
ろ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

、
、

例
え
ば
、
テ
ニ
ス
で
あ
れ
ば
、
最
初
の
強
烈
な
「
サ
ー
ブ
」
で
勝
負
を
一
気
に
決
め
て
し
ま
う
。
こ
れ

が
、
ま
さ
に
「
一
撃
必
殺
」
の
勝
ち
方
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
う
一
つ
は
、
相
手
と
何
度
か
ラ
リ
ー
を
繰

り
返
し
て
い
る

間

に
、
相
手
に
勝
つ
「
利
」
を
見
つ
け
出
し
て
、
そ
れ
で
勝
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

あ
い
だ

り

そ
の
場
合
、
ふ
つ
う
、
相
手
が
ボ
ー
ル
を
い
ち
ば
ん
「
拾
い
に
く
い
所
」
へ
と
打
っ
て
い
く
わ
け
で
あ

る
が
、
そ
れ
に
は
、
大
き
く
分
け
て
、
次
の
「
三
つ
の
方
法
」
が
あ
り
、
一
つ
は
、
ス
ト
レ
ー
ト
に
打
つ
。

一
つ
は
、
ク
ロ
ス
に
打
つ
。
そ
し
て
、
も
う
一
つ
は
、
フ
ェ
イ
ン
ト
を
か
け
る
。
も
ち
ろ
ん
、
強
く
打
つ
、

弱
く
打
つ
、
ま
た
、
速
く
打
つ
、
遅
く
打
つ
、
そ
し
て
、
前
方
に
打
つ
。
後
方
に
打
つ
、
ラ
イ
ン
ぎ
り
ぎ

り
に
打
つ
。
変
化
球
、
そ
の
他
、
そ
れ
ら
は
も
う
そ
の
時
々
の
相
手
の
「
守
備
位
置
や
動
き
」
な
ど
に
応

じ
て
、
刻
々
と
臨
機
応
変
に
柔
軟
に
対
応
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
そ
の
勝
つ
た
め
の
「
利
」
（

理

）

り

こ
と
わ
り

を
、
ま
さ
に
「
わ
き
ま
え
ろ
」（
つ
ま
り
「
体
得
し
ろ
」）
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、

「
…
…
よ
く
稽
古
を
し
て
、
勝
つ
所
を
知
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
宮
本
武
蔵
の
「
兵
法
の

拍

子
の
事
」
と
い
う
項
目
の
中
で
も
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る

ひ
よ
う

し

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
…
…
大
小
・
遅
速
の
拍
子
の
中
に
も
、
あ
た
る
拍
子
を
し
り
、
間
の
拍
子
を
し

ま

り
、
背
く
拍
子
を
し
る
事
、
兵
法
の
専
也
。
此
そ
む
く
拍
子
わ
き
ま
へ
得
ず
し
て
は
、
兵
法
た
し
か
な
ら

そ
む

せ
ん

こ
の

ざ
る
事
也
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
…
…
あ
た
る
（
打
つ
）
拍
子
を
知
り
、
間
（
間
合
い
）
の
拍
子
を
知

ま

り
、
そ
し
て
、
背
く
拍
子
（
相
手
の
拍
子
を
崩
す
拍
子
）
を
知
る
こ
と
が
、
何
よ
り
も
大
事
な
こ
と
で
あ

そ
む

る
。
特
に
、
こ
の
『
背
く
拍
子
』
（
相
手
の
拍
子
を
崩
す
拍
子
）
を
知
り
得
ず
し
て
は
、
そ
の
『
兵
法
』

そ
む

（
剣
術
）
は
、
（
決
し
て
）
確
か
な
も
の
だ
と
は
言
え
な
い
」
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
実
践
で
は
、
そ

の
敵
そ
の
敵
の
拍
子
を
よ
く
知
り
、
そ
し
て
、
「
…
…
敵
山
と
思
は
ゞ
海
と
し
か
け
、
海
と
思
は
ゞ
山
と

し
か
く
る
心
、
兵
法
の
道
」
と
し
て
、
敵
の
思
い
も
寄
ら
な
い
拍
子
を
以
て
、
敵
の
心
を
動
揺
さ
せ
、
敵

の
身
を
ふ
り
ま
わ
し
て
、
ま
さ
に
「
勝
つ
利
」（
道
理
）
を
身
を
以
っ
て
し
っ
か
り
と
「
習
得
」
（
体
得
）

り

し
ろ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
宮
本
武
蔵
は
、
後
述
の
「
火
之
巻
」
で
「
か
ど
か
ど
」
を
攻
め
ろ
と
言
っ
て
い
る
が
、
し

か

ま
き

か
し
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
も
う
少
し
拡
大
し
て
、
例
え
ば
、
相
手
の
「
最
も
強
い
所
、
最
も
得
意
と
す
る

所
、
最
も
自
信
を
持
っ
て
い
る
所
」
を
徹
底
的
に
叩
け
、
と
い
う
戦
術
も
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
―
―
そ

れ
は
、
相
手
の
「
最
も
強
い
所
、
最
も
得
意
と
す
る
所
、
最
も
自
信
を
持
っ
て
い
る
所
」
を
徹
底
的
に
叩

い
て
し
ま
え
ば
、
相
手
は
「
戦
意
喪
失
」
と
な
っ
て
、
勝
っ
た
も
同
然
と
な
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
テ

ニ
ス
で
あ
れ
ば
、
相
手
が
「
絶
対
の
自
信
」
を
持
っ
て
い
る
、
一
撃
必
殺
の
「
サ
ー
ブ
」
を
打
砕
い
て
し

ま
え
ば
、
相
手
は
「
戦
意
喪
失
」
と
な
り
、
勝
っ
た
も
同
然
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
よ
く
よ

く
「
吟
味
す
べ
き
」
こ
と
で
あ
る
。

一
、
一
つ
の
打
と
い
ふ
事

う
ち
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次
は
、「
一
つ
の
打
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、「
…
…
此
一
つ
の
打
と
い
ふ
心
を
も
つ
て
、
慥

う
ち

う
ち

た
し
か

に
勝
つ
所
を
得
る
事
也
。
兵
法
能
く
ま
な
ば
ざ
れ
ば
、
心
得
が
た
し
、
此
義
能
く
鍛
錬
す
れ
ば
、
兵
法
心

よ

た
ん
れ
ん

の
儘
に
な
つ
て
、
思
ふ
儘
に
勝
つ
道
也
。
能
々
稽
古
す
べ
し
」
と
あ
る
。

ま
ま

よ
く
よ
く

＊

＊

ま
ず
、「
一
つ
の
打
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、「
…
…
こ
の
一
つ
の
打
と
い
う
心
（
方
法
）

う
ち

う
ち

を
以
て
、
確
実
に
勝
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
正
し
い
兵
法
（
剣
術
）
を
よ
く
学
ば
な
け
れ
ば
、
体

得
し
難
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
一
つ
の
打
を
よ
く
鍛
錬
し
身
に
つ
け
れ
ば
、
兵
法
（
剣
術
）
は
、
ま
さ
に

が
た

う
ち

た
ん
れ
ん

心
の
儘
に
な
っ
て
、
思
う
が
ま
ま
に
勝
つ
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
よ
く
よ
く
稽
古
す
べ
き
」
こ
と
で

ま
ま

あ
る
。
―
―
こ
れ
は
、
一
太
刀
で
、
相
手
を
「
確
実
に
倒
す
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
相
手

ひ
と

の
攻
撃
を
待
っ
て
、
相
手
を
「
一
太
刀
で
斬
る
」
と
い
う
、
そ
う
い
う
「
兵
法
」
（
剣
術
）
は
、
宮
本
武

ひ
と

蔵
に
は
ふ
つ
う
は
な
い
の
で
あ
り
、
宮
本
武
蔵
の
「
兵
法
」
（
剣
術
）
と
い
う
の
は
、
常
に
（
原
則
と
し

て
）
、
先
手
必
勝
の
「
剣
法
」
で
あ
り
、
た
だ
、
そ
れ
が
具
体
的
に
は
、
一
体
、
ど
う
い
う
内
容
の
も
の

で
あ
る
か
は
、
こ
こ
に
は
何
も
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

＊

＊

例
え
ば
、
有
名
な
佐
々
木
小
次
郎
と
の
「
巌
流
島
の
決
闘
」
で
は
、
宮
本
武
蔵
は
、
佐
々
木
小
次
郎
を

「
一
撃
」（
「
一
太
刀
」
）
で
倒
し
た
と
、
養
子
の
伊
織
が
建
て
た
「
小
倉
碑
文
」
に
は
そ
う
書
い
て
あ
る
。

ひ
と

こ

く
ら

そ
の
時
に
、
宮
本
武
蔵
が
用
い
た
「
武
具
」
と
い
う
の
は
、
伊
織
が
建
て
た
「
碑
文
」
で
は
、
「
木
戟
・

げ
き

木
刃
」
と
い
う
文
字
に
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
映
画
や
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
な
ど
で
は
、
一
般
に
、
舟
の
「
櫂
」

か
い

を
自
ら
削
っ
て
、
そ
れ
を
「
太
刀
」
（
刀
）
代
わ
り
に
用
い
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
と
思
う
。
ど
ち
ら

た

ち

に
せ
よ
、
宮
本
武
蔵
は
、
自
分
の
「
太
刀
」
（
刀
）
は
用
い
ず
、
何
か
木
で
で
き
た
「
道
具
」
（
武
具
）

た

ち

を
用
い
て
、
対
戦
し
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
気
に
な
る
の
は
、
「
木
戟
」
と
い
う
言
葉
で
あ
り
、
こ
れ

げ
き

は
、
木
で
で
き
た
「
戟
」
（
ほ
こ
）
で
あ
り
、
長
い
「
鑓
」
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
。
し
か
し
、
実
際
の

げ
き

や
り

対
戦
の
時
に
は
、「
木
刃
」
を
用
い
て
、
佐
々
木
小
次
郎
を
一
撃
を
以
て
倒
し
た
と
な
っ
て
い
る
。

宮
本
武
蔵
は
、
自
分
の
「
太
刀
」
（
刀
）
を
用
い
て
い
な
い
。
自
分
の
「
太
刀
」
（
刀
）
で
は
、
佐
々

た

ち

た

ち

木
小
次
郎
に
は
勝
て
な
い
と
、
は
っ
き
り
と
見
切
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
体
、
な
ぜ
な
の

、
、
、
、
、
、

か
？

そ
れ
は
、
相
手
の
「
内
（

懐

）
」
に
易
々
と
入
れ
る
よ
う
な
相
手
で
は
な
い
。
相
手
の
「
内
（

懐

）
」

ふ
と
こ
ろ

や
す
や
す

ふ
と
こ
ろ

に
入
っ
て
、
勝
負
で
き
る
よ
う
な
相
手
で
は
な
い
か
ら
だ
。
恐
ら
く
、
「
内
（

懐

）
」
に
入
る
前
に
斬
ら

ふ
と
こ
ろ

れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
相
手
に
勝
つ
た
め
に
は
、
相
手
と
同
等
ぐ
ら
い
の
「
丈
の
太
刀
」
が

た
け

た

ち

必
要
に
な
っ
て
来
る
。
し
か
し
、
（
映
画
や
ド
ラ
マ
の
）
佐
々
木
小
次
郎
の
備
前
長
光
の
「
大
業
物
」
の

な
が
ま
つ

お
お
わ
ざ
も
の

よ
う
な
「
長
い
太
刀
」
は
、
な
か
な
か
な
い
し
、
あ
っ
て
も
す
ぐ
に
は
使
い
こ
な
せ
な
い
。
そ
こ
で
、
宮

た

ち

本
武
蔵
は
、
映
画
や
ド
ラ
マ
な
ど
で
は
、
舟
の
「
櫂
」
を
削
っ
て
、
そ
れ
で
「
木
製
の
太
刀
」
を
創
り
出

か
い

た

ち

す
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
相
手
に
「
勝
つ
た
め
」
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
、
何
の
理
由
も
な
い
。
佐
々
木

小
次
郎
に
「
勝
つ
」
た
め
に
は
、
自
分
の
「
太
刀
」
に
固
執
し
て
い
た
の
で
は
勝
て
な
い
の
で
あ
る
。
ど

た

ち

う
し
て
も
佐
々
木
小
次
郎
の
「
太
刀
」
に
匹
敵
す
る
ぐ
ら
い
の
「
丈
の
太
刀
」
が
必
要
に
な
っ
て
来
る
。

た

ち

た
け

た

ち

そ
れ
が
、
ま
さ
に
「
木
製
の
道
具
」
に
な
る
の
で
あ
る
。
―
―
ち
な
み
に
、
「
小
倉
碑
文
」
の
「
本
文
」

こ

く
ら

を
一
部
抜
粋
し
て
み
る
と
、
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
（
内
容
）
に
な
っ
て
い
る
。

＊

＊

爰
に
兵
術
の
達
人
、
岩
流
と
名
乗
る
有
り
。
彼
と
雌
雄
を
決
せ
ん
こ
と
を
求
む
。
岩
流
云
く
、
真
剣
を

こ
こ

い
わ

以
て
雌
雄
を
決
せ
ん
こ
と
を
請
ふ
。
武
蔵
対
へ
て
云
く
、
汝
は
白
刃
を
揮
ひ
て
其
の
妙
を
尽
く
せ
。
吾
は

こ

こ
た

い
わ

し
き

そ

木
戟
を
提
げ
て
此
の
秘
を
顕
は
さ
ん
と
。
堅
く
漆
約
を
結
ぶ
。
長
門
と
豊
前
と
の

際

、
海
中
に
嶋
有
り
。

げ
き

か
か

あ
ら

し
つ
や
く

ぶ

ぜ
ん

さ
か
い

し
ま
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舟
嶋
と
謂
ふ
。
両
雄
、
同
時
に
相
会
す
。
岩
流
、
三
尺
（
約
九
十
㌢
）
の
白
刃
を
手
に
し
て
来
た
り
、
命

い

あ
い
か
い

し
ら

は

を

顧

み
ず
し
て
術
を
尽
く
す
。
武
蔵
、
木
刃
の
一
撃
を
以
て
之
を
殺
す
。
電
光
（
こ
れ
は
佐
々
木
小
次

か
え
り

郎
の
わ
ざ
か
？
）
も
猶
遅
し
。
故
に
俗
、
舟
嶋
を
改
め
て
岩
流
嶋
と
謂
ふ
。

な
お

凡
そ
、
十
三
よ
り
壮
年
迄
、
兵
術
勝
負
六
十
余
場
、
一
つ
も
勝
た
ざ
る
無
し
。
且
つ
定
め
て
云
く
、
敵

お
よ

ま
で

か

い
わ

の
眉
八
字
の
間
（
眉
間
）
を
打
た
ざ
れ
ば
勝
ち
を
取
ら
ず
と
。
毎
に
其
の
的
を
違
は
ず
。
（
宮
本
武
蔵
の

ま
ゆ

み

け
ん

こ
と

ま
と

た
が

剣
は
、
そ
れ
ほ
ど
正
確
な
剣
で
あ
っ
た
）
。

古

よ
り
兵
術
の
雌
雄
を
決
す
る
人
、
其
の
数
を
算
す
る
に

、
、
、
、

い
に
し
え

幾
千
万
か
を
知
ら
ず
。
然
り
と

雖

も
、
夷
洛
（
日
本
）
に
於
い
て
、（
実
に
様
々
な
）
英
雄
豪
傑
の
前
に

い
え
ど

い

ら
く

（
立
ち
）
向
か
ひ
、
（
そ
の
）
人
（
た
ち
）
を
打
ち
殺
す
。
今
古
其
の
名
を
知
ら
ず
。
武
蔵
一
人
に
属
す

そ

る
の
み
。
兵
術
の
威
名
、
四
夷
（
四
方
）
に

遍

き
、
其
の
誉
れ
や
、
古
老
の
口
に
絶
え
ず
、
今
人
の
肝

い

め
い

し

い

あ
ま
ね

そ

ほ
ま

い
ま
び
と

に
銘
じ
る
所
な
り
。
誠
に
奇
な
る
か
な
、
妙
な
る
か
な
。
力
量
旱
雄
、
尤

も
他
に
異
な
れ
り
。
つ
ま
り
、

か
ん
ゆ
う

も
つ
と

ほ
か

こ
と

そ
の
力
量
「
旱
雄
」
（
荒
々
し
く
雄
々
し
い
所
）
は
、

尤

も
他
の
人
た
ち
と
は
違
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。

か
ん
ゆ
う

も
つ
と

ほ
か

武
蔵
、
常
に
言
う
、
兵
術
を
手
に
熟
し
、
心
に
得
て
、
一
毫
も
私
無
け
れ
ば
、
則
ち
、
戦
場
に
於
て
恐

い
ち
も
う

れ
る
事
も
な
く
、
大
軍
を
領
す
る
事
も
、
又
、
国
を

治

る
事
も
、
豈
に
難
か
ら
ん
や
と
。（
大
軍
を
領
す

お
さ
む

あ

む
ず

る
事
も
、
又
、
国
を

治

る
事
も
、
ど
う
し
て
難
し
い
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
と
）（
中
略
）

お
さ
む

旃
に
加
え
て
、
六
芸
で
あ
る
「
礼
（
礼
節
）
、
楽
（
音
楽
）
、
射
（
弓

術

）
、
御
（
馬
車
を
御
す
る
こ

こ
れ

り
く
げ
い

き
ゆ
う
じ
ゆ
つ

と
）
、
書
（
文
学
）
、
数
（
算
術
）
」
の
文
に
通
ぜ
ざ
る
無
し
。

況

や
小
芸
・
巧
業
を
や
。

殆

ど
為
し
て

ふ
み

い
わ
ん

ほ
と
ん

為
さ
ざ
る
無
き
者
か
（
殆
ど
何
で
も
こ
な
し
た
）
。
蓋
し
大
丈
夫
の
一
体
な
り
。
（
間
違
い
な
く
、
大
武

け
だ

人
、
大
人
物
の
一
人
な
り
と
あ
る
。
）
―
―
例
え
ば
、
「
地
の
巻
」
の
後
記
で
あ
る
、
心
得
「
九
項
目
」

な
ど
も
、
す
べ
て
宮
本
武
蔵
の
実
際
の
様
々
な
「
体
験
・
経
験
」
な
ど
を
踏
ま
え
て
の
「
生
き
た
智
慧
」

ち

え

で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
単
な
る
「
絵
空
事
の
言
葉
」
な
ど
と
は
全
く
違
う
も
の
な
の
で
あ
る
。

一
、
直
通
の
く
ら
い
と
い
ふ
事

じ
き
つ
う

最
後
は
、「
直
通
の
く
ら
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、「
…
…
直
通
の
心
、
二
刀
一
流
の

実

じ
き
つ
う

じ
き
つ
う

ま
こ
と

の
道
を
う
け
て
、
伝
ゆ
る
所
也
。
能
々
鍛
錬
し
て
、
此
兵
法
に
身
を
な
す
事
肝
要
也
。
口
伝
」
と
あ
る
。

か
ん
よ
う

＊

＊

ま
ず
、
「
直
通
の
く
ら
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
「
…
…
直
通
と
い
う
の
は
、
二
刀
一

じ
き
つ
う

じ
き
つ
う

流
の

実

の
道
を
承
け
て
、
伝
え
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
よ
く
よ
く
鍛
錬
し
て
、
こ
の
兵
法
に
身
を
な
す
（
身

ま
こ
と

う

が
兵
法
の
よ
う
に
成
る
・
兵
法
を
体
現
す
る
ま
で
に
成
る
）
こ
と
が
肝
要
（
大
事
）
で
あ
る
」
と
い
う
こ

か
ん
よ
う

と
で
あ
る
。
―
―
そ
の
場
合
、
一
つ
は
、
「
直
通
」
を
「
二
刀
一
流
の
極
意
」
と
解
釈
す
る
場
合
で
あ
れ

、
、

じ
き
つ
う

ば
、
宮
本
武
蔵
の
「
二
刀
一
流
の
兵
法
（
剣
術
）
」
を
真
に
「
習
得
・
体
得
」
で
き
得
て
、
（
初
め
て
）

、
、

、
、

極
意
の
心
を
伝
え
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
よ
く
よ
く
鍛
錬
し
て
、
こ
の
兵
法
に
身
を
な
す
（
身

が
兵
法
の
よ
う
に
成
る
・
兵
法
を
体
現
す
る
ま
で
に
成
る
）
こ
と
が
肝
要
（
大
事
）
な
こ
と
に
な
る
の
で

か
ん
よ
う

あ
る
。
そ
し
て
、
も
う
「
一
つ
の
解
釈
」
は
、
宮
本
武
蔵
の
「
二
刀
一
流
の
兵
法
（
剣
術
）
」
を
真
に
「
習、

得
・
体
得
」
で
き
得
て
い
る
人
だ
け
が
、
ま
さ
に
宮
本
武
蔵
の
「
二
刀
一
流
の
兵
法
（
剣
術
）
」
を
真
に

、

、
、

伝
承
で
き
得
る
資
格
の
あ
る
人
で
あ
り
、
そ
こ
ま
で
達
し
て
い
な
い
人
た
ち
に
は
、
そ
の
資
格
が
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
ま
さ
に
「
直
通
の
く
ら
い
」
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
よ
く
よ
く
鍛
錬
し
て
、

じ
き
つ
う

こ
の
兵
法
に
身
を
な
す
（
身
が
兵
法
の
よ
う
に
成
る
・
兵
法
を
体
現
す
る
ま
で
に
成
る
）
こ
と
が
肝
要
（
大

か
ん
よ
う

事
）
な
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ど
ち
ら
で
あ
れ
、
よ
く
よ
く
鍛
錬
し
て
、
こ
の
兵
法
に
身
を
な
す
（
身

が
兵
法
の
よ
う
に
成
る
・
兵
法
を
体
現
す
る
ま
で
に
成
る
）
こ
と
が
肝
要
（
何
よ
り
も
大
事
）
な
こ
と
に

か
ん
よ
う
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な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
、「
水
之
巻
」
の
後
記

す
い

ま
き

巻
末
は
、「
水
の
巻
」
の
後
記
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、「
…
…
右
書
付
く
る
所
、
一
流

の

剣
術

、
大
形
此
巻

す
い

い
ち
り
ゆ
う

け
ん
じ
ゆ
つ

お
お
か
た
こ
の
ま
き

に
記
し
置
く
事
也
。
兵
法
、
太
刀
を
取
り
て
、人
に
勝
つ
所
を
覚
ゆ
る
は
、先
づ
五
つ
の
お
も
て
を
以
て
五
方

た

ち

お
ぼ

ま

ご

ほ
う

の

構

を
し
り
、
太
刀
の
道
を
覚
へ
て
惣
躰
自
由
に
な
り
、
心
の
き
ゝ
出
で
て
道
の
拍
子
を
し
り
、
お
の

か
ま
え

そ
う
た
い
ヤ
ハ
ラ
カ

ひ
よ
う
し

れ
と
太
刀
の
手
さ
へ
て
、
身
も
足
も
心
の
儘
に
ほ
ど
け
た
る
時
に
随
ひ
、
一
人
に
か
ち
、
二
人
に
か
ち
、

ま
ま

兵
法
の
善
悪
を
し
る
程
に
な
り
、
此
一
書
の
内
を
、
一
ヶ
条
〳
〵
と
稽
古
し
て
、
敵
と
た
ゝ
か
い
、
次
第

よ
し
あ
し

〳
〵
に
道
の
利
を
得
て
、
不
レ
断
心
に
懸
け
、
い
そ
ぐ
心
な
く
し
て
、
折
々
手
に
ふ
れ
て
は
徳
を
覚
へ
、

み
ち

り

た

え

ず

か

お
り
お
り

い
づ
れ
の
人
と
も
打
合
ひ
、
其
心
を
し
つ
て
、
千
里
の
道
も
ひ
と
足
宛
は
こ
ぶ
な
り
。
緩
々
と
思
ひ
、
此

う
ち

あ

ず
つ

ゆ
る
ゆ
る

法
を
お
こ
な
ふ
事
、
武
士
の
や
く
な
り
と
心
得
て
、
け
ふ
は
き
の
ふ
の
我
に
か
ち
、
あ
す
は
下
手
に
か
ち
、

へ

た

後
は
上
手
に
勝
つ
と
お
も
ひ
、
此
書
物
の
ご
と
く
に
し
て
、
少
し
も
わ
き
の
道
へ
心
の
ゆ
か
ざ
る
や
う
に

じ
よ
う
ず

こ
の
か
き
も
の

思
ふ
べ
し
。
縦
ひ
何
程
の
敵
に
打
ち
か
ち
て
も
、
な
ら
い
に
背
く
事
に
お
ゐ
て
は
、

実

の
道
に
あ
る
べ

た
と

そ
む

ま
こ
と

か
ら
ず
。
此
利
心
に
う
か
び
て
は
、
一
身
を
以
て
数
十
人
に
も
勝
つ
心
の
わ
き
ま
へ
あ
る
べ
し
。
然
る
上

こ
の

り

い
つ
し
ん

し
か

は
、
剣
術
の
智
力
に
て
、
大
分
一
分
の
兵
法
を
も
得
道
す
べ
し
。
千
日
の
稽
古
を
鍛
と
し
、
万
日
の
稽
古

だ
い
ぶ
ん
い
ち
ぶ
ん

と
く
ど
う

た
ん

を
錬
と
す
。
能
々
吟
味
有
る
べ
き
も
の
也
」
と
あ
る
。

れ
ん

よ
く
よ
く

正
保
二
年
五
月
十
二
日

し
よ
う
ほ
う

寺
尾
孫
丞
殿

新
免
武
蔵

さ
て
、「
水
の
巻
」
の
後
記
の
文
章
で
あ
る
が
、
そ
の
「
意
味
内
容
」
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

す
い

ま
ず
、
「
…
…
右
に
書
き
付
け
た
る
は
、
わ
が
二
天
一
流
の
剣
術
、
大
方
こ
の
巻
に
書
き
置
く
も
の
」
で

あ
る
。
そ
の
兵
法
（
剣
術
）
、
太
刀
を
取
っ
て
、
人
に
勝
つ
こ
と
を
学
ぶ
に
は
、
ま
ず
、
「
五
つ
の
お
も

た

ち

て
」
（
そ
の
基
本
）
に
よ
っ
て
「
五
つ
の
構
え
」
を
学
び
知
り
、
ま
た
、
「
太
刀
の
道
」
（
そ
の
太
刀
筋
）

た

ち

す
じ

を
習
い
覚
え
て
は
、
全
身
は
自
由
（
柔
軟
）
に
な
り
、
ま
た
、
心
も
鋭
利
な
っ
て
来
て
、
道
の
拍
子
を
知

か

ら

だ

や
わ
ら
か

す
る
ど
く

り
、
自
然
と
太
刀
の
手
も
冴
え
て
、
身
も
足
も
心
の
ま
ま
に
ほ
ど
け
る
よ
う
に
な
る
に
連
れ
て
、
一
人
に

お

の

ず

勝
ち
、
二
人
に
勝
ち
、
兵
法
の
「
善
悪
」
（
道
理
）
を
知
る
ほ
ど
に
な
り
、
こ
の
一
書
（
水
の
巻
）
の
内

よ
し
あ
し

す
い

容
を
一
ヶ
条
〳
〵
と
日
々
稽
古
を
し
、
ま
た
、
実
際
に
敵
と
も
戦
い
、
其
等
の
「
積
み
重
ね
」
に
よ
っ
て
、

そ

れ

ら

次
第
次
第
に
「
道
の
利
」（
実
利
）
を
わ
が
身
で
体
得
し
、
絶
え
ず
そ
の
兵
法
（
剣
術
）
を
心
に
か
け
て
、

み
ち

り

急
ぐ
気
持
ち
は
な
く
し
、
そ
の
折
々
手
に
触
れ
て
は
、
兵
法
（
剣
術
）
の
「
徳
」（
優
れ
た
力
）
を
覚
え
、

誰
と
で
も
打
ち
合
い
、
様
々
な
「
人
の
心
」
の
有
り
様
を
知
っ
て
、
千
里
の
道
も
一
歩
ず
つ
進
む
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
ゆ
っ
た
り
と
長
い
目
で
み
て
、
こ
の
法
（
兵
法
）
を
行
な
う
こ
と
は
、
武
士
の
役
目
で
あ

る
と
心
得
て
、
今
日
は
、
昨
日
の
自
分
に
勝
ち
、
明
日
は
、
自
分
よ
り
下
手
に
勝
ち
、
後
は
、
上
手
に
も

へ

た

の
ち

勝
つ
と
思
っ
て
、
こ
の
書
物
の
内
容
通
り
に
従
っ
て
、
少
し
も
わ
き
道
へ
心
の
行
か
な
い
よ
う
に
心
得
る

べ
き
で
あ
る
。
た
と
え
ど
れ
ほ
ど
の
敵
に
打
ち
勝
っ
て
も
、
正
し
い
「
習
い
」
（
教
え
）
に
背
く
よ
う
で

そ
む

あ
れ
ば
、
真
の
「
兵
法
の
道
」
と
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
道
の
利
」
を
心
に
浮
か
べ
て
は
、

み
ち

り

一
人
で
数
十
人
に
も
勝
つ
心
（
方
法
）
を
わ
き
ま
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
そ
の
兵
法
（
剣
術
）

の
「
智
力
」
（
智
慧
）
を
以
て
、
大
分
一
分
の
「
兵
法
」
、
こ
こ
で
の
意
味
は
、
ま
ず
、
一
対
一
の
兵
法

、
、

ち

え

だ
い
ぶ
ん
い
ち
ぶ
ん

（
剣
術
）
を
習
い
覚
え
、
次
に
、
多
数
対
多
数
の
合
戦
の
兵
法
を
も
し
っ
か
り
と
「
得
道
」
（
道
を
極
め

と
く
ど
う
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る
）
べ
き
で
あ
る
。
「
…
…
千
日
の
稽
古
を
鍛
と
し
、
万
日
の
稽
古
を
錬
と
す
る
」
。
よ
く
よ
く
吟
味
（
熟

た
ん

れ
ん

慮
）
あ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

正

保
二
年
五
月
十
二
日

し
よ
う
ほ
う

寺
尾
孫
丞
殿

新
免
武
蔵
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あ
と
が
き

例
え
ば
、
こ
の
宮
本
武
蔵
の
『
五
輪
書
』
と
い
う
著
作
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
初
心
者
用
に
書
か

ご
り
ん
の
し
よ

れ
た
教
本
で
あ
る
と
い
う
一
つ
の
見
方
が
あ
る
か
と
思
う
が
、
し
か
し
、
宮
本
武
蔵
の
「
兵
法
」（
剣
術
）

に
は
、
も
と
も
と
「
入
口
も
出
口
も
表
も
裏
も
奥
義
も
そ
の
他
」
、
そ
の
よ
う
な
一
般
的
な
「
考
え
方
」

は
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
ま
さ
に
「
直
線
的
な
考
え
方
」
で
あ
り
、
例
え
ば
、
そ
れ
を
「
鉄
道
」
で

言
え
ば
、
そ
れ
は
、
ま
さ
に
「
大
阪
か
ら
東
京
ま
で
の
一
方
通
行
」
の
「
直
線
的
思
考
」
で
あ
る
。

一
方
、
宮
本
武
蔵
の
「
考
え
方
」
は
、
そ
れ
と
は
全
く
違
っ
て
、
そ
れ
を
遙
か
に
超
越
し
た
「
考
え
方
」

で
あ
り
、
例
え
ば
、
そ
れ
を
「
鉄
道
」
で
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
ま
さ
に
「
山
手
線
」
で
あ
り
、
そ
の
「
考

や
ま
の
て

え
方
」
は
、
直
線
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
円
循
環
的
な
考
え
方
」
で
あ
り
、
す
べ
て
の
駅
が
す
べ
て
同
じ

よ
う
に
「
入
口
で
あ
り
出
口
で
あ
り
表
で
あ
り
裏
で
あ
り
奥
義
で
も
」
あ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
一
つ
一

つ
の
「
項
目
」
が
、
ま
さ
に
す
べ
て
同
じ
よ
う
に
大
事
な
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
「
…
…
最
も
基
礎
的
な
こ
と
が
、
実
は
、
最
も
究
極
的
な
こ
と
で
も
あ
る
」
と
い
う
「
考
え

方
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
体
、
ど
う
い
う
「
意
味
合
い
」
に
な
る
の
か
と
問
え
ば
、
そ
れ
は
、
例
え
ば
、

「
太
刀
の
持
ち
方
」
一
つ
間
違
え
た
だ
け
で
も
、
そ
の
人
は
、
も
う
そ
れ
だ
け
で
永
遠
に
「
剣
の
達
人
」

た

ち

に
は
な
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
あ
る
段
階
ま
で
は
行
く
こ
と
は
で
き
得
て
も
、
そ
れ

以
上
の
、
つ
ま
り
、
そ
の
道
を
真
に
極
め
る
こ
と
は
で
き
得
な
い
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
こ
の
後
記
の
「
本
文
」
の
な
か
に
も
、
「
…
…
こ
の
書
物
の
内
容
通
り
に
従
っ
て
、
少
し
も

わ
き
道
へ
心
の
行
か
な
い
よ
う
に
心
得
る
べ
き
で
あ
る
。
た
と
え
ど
れ
ほ
ど
の
敵
に
打
ち
勝
っ
て
も
、
正

し
い
『
教
え
』
に
背
く
よ
う
で
あ
れ
ば
、
誠
の
『
兵
法
の
道
』
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
と
あ
る
。
そ

そ
む

し
て
、
有
名
な
「
…
…
師
は
針
、
弟
子
は
糸
と
な
つ
て
、
た
へ
ず
稽
古
有
る
べ
き
事
也
」
と
あ
る
。

は
り

そ
れ
は
、
一
体
、
ど
う
い
う
「
意
味
合
い
」
に
な
る
の
か
と
問
え
ば
、
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
で

あ
る
。
ま
ず
、
「
針
」
と
い
う
の
は
、
最
初
、
（
ま
る
で
見
本
を
示
す
よ
う
に
）
、
必
ず
、
「
生
地
」
の
上

（
下
）
を
な
め
ら
か
に
縫
い
進
ん
で
行
く
も
の
で
あ
る
。
一
方
、｢

糸
」
と
い
う
の
は
、
そ
の
縫
い
進
ん

で
い
く
「
針
」
の
後
を
、
ま
る
で
そ
の
ま
ま
そ
っ
く
り
な
ぞ
る
よ
う
に
、
或
い
は
、
ま
る
で
そ
の
ま
ま
そ

っ
く
り
ま
ね
る
よ
う
に
、
全
く
同
じ
よ
う
に
縫
い
進
ん
で
行
く
こ
と
に
な
る
。
―
―
そ
の
よ
う
に｢

糸
」

（
弟
子
）
は
、
「
針
」
（
師
）
の
後
（
や
り
方
）
を
ま
る
で
そ
の
ま
ま
そ
っ
く
り
な
ぞ
る
よ
う
に
、
或
い

は
、
ま
る
で
そ
の
ま
ま
そ
っ
く
り
ま
ね
る
よ
う
に
、
全
く
同
じ
よ
う
に
後
を
追
っ
て
い
く
。

最
初
の
「
基
礎
」
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
よ
う
に
絶
え
ず
稽
古
を
し
、
そ
し
て
、
そ
の
基
礎
の
上
に
、

初
め
て
、
そ
の
人
な
り
の
「
応
用
」
（
個
性
）
と
い
う
も
の
が
真
に
発
揮
で
き
得
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
よ
く
よ
く
吟
味
（
熟
慮
）
あ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

（
③
「
火
之
巻
」
へ
と
続
く
…
…
。）

か

の

ま
き

平
成
二
十
九
年
七
月
吉
日
（
改
訂
版
）

如
月
翔
悟
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