
佐
藤

主主
定と
照士
:広口

也、田

託松
較 i器

て
は
じ
め
に

明
治
維
新
を
促
し
た
要
素
が
数
多
く
あ
る
が
、
も
し
そ
の
思
想
的
な
背

景
か
ら
考
え
れ
ば
、
日
本
揚
明
学
は
そ
れ
を
成
就
さ
せ
た
霊
要
な
思
想
的

原
動
力
の
一
つ
だ
と
い
え
よ
う
。
と
く
に
空
論
よ
り
実
践
を
重
ん
ず
る
幕

末
の
時
期
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
学
問
は
、
た
だ
老
学
究
が
饗
斎
に
閉
篭
っ

て
探
究
す
る
奥
深
い
哲
理
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
理
念
を
実
現
す
る
た
め

の
行
動
力
を
生
み
出
せ
る
も
の
を
指
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
長
州
藩
志
士

で
あ
り
、
額
明
学
者
で
あ
る
高
杉
晋
作
日
ご
八
三
九

1
一
八
六
七
)
は

「
朱
子
学
で
は
戦
争
が
で
き
な
い
市
と
大
胆
に
断
言
し
て
お
り
、
朱
予
学

が
象
徴
す
る
封
建
的
道
徳
思
想
は
時
勢
の
変
化
に
対
応
で
き
な
い
が
ゆ
え

に
、
そ
れ
を
止
揚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
朱
子
学
に
反

し
て
、
陽
明
学
に
当
時
の
幕
末
志
十
一
が
深
く
共
鳴
し
た
所
以
は
ま
さ
に
そ

れ
が
時
代
の
趨
勢
に
対
応
で
き
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
よ
う
に
忠
わ
れ

る
。
さ
ら
に
陽
明
学
の
「
知
行
合
こ
思
想
は
理
論
、
理
想
を
実
践
に
移

さ
せ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
実
践
力
、
行
動
力
に
寓

ん
だ
晋
作
の
思
想
的
な
背
景
を
探
っ
て
み
れ
ば
、
最
も
深
い
影
響
を
彼
に

張

綜

椎

与
え
た
の
は
幕
末
思
想
家
の
吉
田
松
捨
(
一
八
三

0
1
一
八
五
九
)
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
松
桧
は
自
ら
を
趨
明
学
者
と
明
一
…
補
間
し
て
は
い
な
い
が
、
そ

の
晩
年
の
安
政
六
年
(
一
八
五
九
)
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

吾
れ
曾
て
王
楊
明
の
伝
習
録
を
読
み
、
頗
る
昧
あ
る
を
党
ゆ
。
領
ろ

李
氏
焚
畿
を
得
た
る
に
、
亦
陽
明
振
に
し
て
、
雷
々
心
に
当
る
。
向

に
自
孜
に
借
る
洗
心
掲
額
記
を
以
て
す
。
大
塩
も
亦
陽
明
派
な
り
、

取
り
て
観
る
を
可
と
為
す
。
然
れ
ど
も
吾
れ
専
ら
鵠
明
学
の
み
を
捧

む
る
に
非
ず
、
但
だ
其
の
学
の
察
、
往
々
吾
が
翼
と
会
う
の
み
。

(
「
全
集
同
第
五
巻
、
一
七
七

1
一
七
八
頁
)

以
上
の
首
輪
を
み
れ
ば
、
陽
明
学
は
縮
か
に
松
陰
の
共
惑
を
時
び
、
と
く

に
披
が
最
も
重
ん
ず
る
実
践
は
賜
明
学
の
「
知
行
合
こ
と
一
致
し
て
い

る
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。

肺
結
殺
に
確
慰
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
病
没
し
、
明
治
政
府
の
樹
立
を
見

届
け
な
か
っ
た
督
作
に
比
べ
れ
ば
、
藤
離
帯
の
志
士
で
あ
旬
、
ま
た
鴎
明

学
者
と
思
わ
れ
る
西
郷
隆
盛
(
一
八
二
七

1
一
八
七
七
)
は
維
新
三
擦
の
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一
人
と
し
て
、
明
治
維
新
を
見
腐
け
た
に
と
ど
ま
ら
ず
、
幕
末
維
新
史
で

は
議
要
な
役
割
を
操
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
吋
九
百
志
閤
録
』
を
愛

読
す
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
そ
の
中
か
ら
抄
録
し
た
一

O
一
条
を
鹿
右

の
銘
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
言
悶
志
間
録
」
の
離
感
に
対
す
る
盤

要
性
と
欝
欝
が
う
か
が
わ
れ
る
。
で
富
士
仙
間
銀
同
は
江
戸
後
期
の
陽
明
学

者
佐
藤
一
斎
(
一
七
七
二

i
一
八
五
九
)
の
主
要
な
著
述
で
あ
る
。
彼
は

昌
平
融
資
で
朱
子
学
を
教
え
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
は
そ
の
学

説
が
勝
明
学
に
欄
斜
し
て
お
り
、
ゆ
え
に
そ
の
学
風
に
は
「
隣
朱
陰
王
」

と
い
う
評
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
経
盛
の
思
想
の
源
流
は
佐
藤
一
斎
の

思
想
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
、
す
な
わ
ち
そ
れ
が
階
明
学
に
通
ず
る
思

想
だ
と
い
え
よ
う
。

以
上
を
ま
と
め
て
い
え
ば
、
佐
藤
一
斎
と
吉
田
松
陰
の
思
想
は
幕
末
の

維
新
運
動
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か

し
、
注
意
す
べ
き
は
、
こ
う
し
た
影
響
は
け
っ
し
て
路
大
な
思
想
体
系
を

構
築
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
は
人
々
の
心
を
打
ち
、
さ
ら
に
実
践
、

行
動
に
移
さ
せ
る
思
想
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
着
眼
し
た

拙
稿
は
、
否
定
思
想
の
視
点
か
ら
江
戸
末
期
の
陽
明
学
者
の
一
斎
と
松
陰

の
思
想
を
討
究
し
、
さ
ら
に
両
者
の
恕
想
を
分
析
・
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
そ
の
理
論
を
解
明
し
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

二
、
否
定
の
論
理

一
斎
と
松
陰
の
思
想
を
論
究
す
る
こ
と
に
先
立
っ
て
否
定
の
論
理
に
ふ

れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
「
私
は
私
で
あ
っ
て
私
以
外
の
侭
も
の
で
も
な
い
」

と
い
う
自
己
同
一
性
を
強
制
す
る
命
題
は
一
見
何
の
誤
謬
も
な
く
、
明
ら

か
に
正
確
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
他
者
と
の
関
係
性
か
ら
み

れ
ば
、
興
な
る
解
釈
が
成
り
立
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
日
本
の
倫
理
学
者

和
辻
哲
郎
(
一
八
八
九

i
一
九
六

O
)
は
「
人
間
の
学
と
し
て
の
倫
理
学
」

に
お
い
て
、
日
本
…
回
一
聞
の
「
人
間
」
と
い
う
概
念
に
対
し
て
独
創
的
な
解
釈

を
行
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
彼
は
「
倫
理
」
が
人
と
人
の
間
柄
を
指
す
も
の

だ
と
説
い
て
い
る
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
「
倫
理
」
は
社
会
共
悶
体
の
基

底
と
し
て
の
秩
序
、
道
理
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
う
し
た
「
倫
理
」
に
対
す

る
解
釈
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、

B
本
語
の
「
人
間
」
と
い
う
言
葉
に
着
自
し
、

そ
の
意
味
と
歴
史
の
変
還
を
分
析
し
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
現
代
日

本
諮
の
「
人
間
」
は
、
そ
の
意
昧
か
ら
考
え
れ
ば
、
「
人
」
と
し
て
も
「
社
ふ
主

と
し
て
も
解
釈
で
き
る
。
し
か
し
、
哲
郎
は
辞
書

2
一
一
口
海
」
の
解
釈
を
引
引

用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
人
間
」
は
も
と
も
と
「
社
会
」
の
意
味
で
あ
り
、

「
人
」
の
意
味
と
し
て
の
使
用
が
誤
り
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
説
明
し

て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
人
閥
」
と
は
「
社
会
」
で
あ
り
「
ひ
と
」
で
は
な
い
。

さ
ら
に
、
彼
は
歴
史
の
視
点
か
ら
そ
の
言
葉
の
意
味
の
変
化
を
検
証
し
て

い
る
。
つ
ま
り
、
い
わ
ゆ
る
「
人
」
、
す
な
わ
ち
日
本
語
の
「
ひ
と
」
は
、

単
に
「
私
」
を
意
味
す
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
他
者
、
世
間
を
も
含
意

す
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
人
間
」
は
、
仏
教
の
輪
廻
思
想
に
影
響
さ
れ
、

六
遂
に
お
け
る
叢
生
中
(
密
生
の
世
界
)
の
「
畜
生
」
と
い
う
言
葉
に
対

比
す
る
と
き
、
人
間
(
人
類
の
世
界
)
の
「
人
間
」
と
い
う
言
葉
が
「
人
」

の
意
味
と
し
て
転
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
哲
郎
は
「
人
間
」
と
い
う

言
葉
の
歴
史
的
背
景
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
の
結
論
を
導
出
し

て
い
る
。
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人
間
と
は
「
世
の
中
」
自
身
で
あ
る
と
と
も
に
ま
た
世
の
中
に
お
け

る
「
人
」
で
あ
る
。
従
っ
て
「
人
間
」
に
お
い
て
は
こ
の
両
者
は
弁

誌
法
的
に
統
一
せ
ら
れ
て
い
る
。
ω

し
た
が
っ
て
、
「
人
間
」
は
「
人
と
人
の
間
に
あ
る
存
在
者
」
と
解
せ
ら

れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
人
間
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
と
き
、
文
字

自
体
は
「
人
」
と
し
て
考
え
ら
れ
る
が
、
実
際
そ
の
言
葉
に
含
ま
れ
て
い

る
意
味
は
た
だ
一
人
の
「
人
」
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
は
「
社
会
共
伺
体

に
あ
る
人
(
存
在
者
こ
で
あ
る
。
哲
郎
の
「
人
間
倫
理
学
」
が
探
究
し

よ
う
と
す
る
の
は
ま
さ
に
こ
う
し
た
社
会
共
同
体
に
お
け
る
人
と
人
の
間

に
あ
る
秩
序
、
道
理
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
立
場

に
よ
れ
ば
、
「
私
」
と
は
単
な
る
儲
と
し
て
の
「
私
」
で
は
な
く
、
他
者

と
の
関
係
性
を
前
提
と
す
る
「
私
」
を
い
う
。
つ
ま
り
、
哲
部
の
論
理
か

ら
み
れ
ば
、
「
人
間
」
と
い
う
言
葉
を
解
釈
す
る
と
同
じ
よ
う
に
、
社
会

と
個
人
の
関
係
性
を
も
弁
証
法
的
に
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

伊
藤
益
は
田
辺
元
(
一
八
八
五

1
一
九
六
二
)
の
哲
学
の
立
場
か
ら
、

「
否
定
の
弁
証
勺
に
お
い
て
社
会
と
個
人
の
関
係
性
を
弁
説
法
的
に
把
捉

し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
個
人
の
集
結
に
よ
っ
て
成
立
し
た
社
会
に
は
様
々

な
関
係
性
が
存
す
る
。
こ
う
し
た
社
会
組
織
の
基
本
単
位
と
し
て
の
個
人

が
「
党
躍
」
し
た
場
合
、
必
ず
社
会
と
の
簡
に
対
立
、
矛
臆
が
生
ず
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
個
人
と
社
会
は
互
い
に
対
立
し
、
矛
臆
し
あ
う
と
い
う

状
態
を
保
ち
な
が
ら
、
止
揚
、
綜
合
の
過
程
を
経
て
次
の
新
た
な
社
会
共

肉
体
の
次
元
に
遼
す
る
。
人
鵠
社
会
は
こ
う
し
た
「
正
i
反
j

合
」
の
弁

証
法
的
運
動
に
お
い
て
は
、
終
点
が
な
く
螺
旋
的
に
上
昇
し
て
い
く
と
い

う
動
的
状
態
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
た
だ
一
回
の

「正
i
反
i
合
」
の
弁
証
法
的
運
動
だ
け
に
よ
っ
て
静
止
と
な
っ
た
ら
、

自
己
間
一
の
行
き
詰
ま
り
か
ら
脱
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ

る。
も
し
「
私
は
私
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
に
安
ん
じ
れ
ば
、
一
見
自
己
の

主
体
性
を
盟
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
し
か
し
「
現
在

の
私
」
に
甘
ん
ず
る
こ
と
は
逆
に
で
の
る
べ
き
私
」
を
見
失
う
こ
と
を
も

た
ら
す
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
態
に
置
か
れ
て
は
、
現
状
に
満
足
し
て

い
る
自
己
は
決
し
て
あ
る
べ
き
様
態
に
向
か
っ
て
進
歩
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
あ
る
べ
き
私
」
を
前
提
と
し
て
「
現
在
の
私
」

に
臨
む
と
き
、
当
然
自
己
を
否
定
し
て
「
あ
る
べ
き
私
」
を
目
指
し
て
精

進
す
る
の
で
あ
る
。
言
葉
を
か
い
え
て
い
え
ば
、
自
己
を
否
定
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
の
み
、
初
め
て
で
の
る
べ
き
私
」
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ

う
し
た
否
定
思
想
は
佐
藤
一
斎
の
害
口
志
郎
録
い
に
見
出
せ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。三

、
佐
藤
一
斎
の
否
定
思
想

前
部
で
は
、
否
定
の
論
理
を
説
明
し
て
き
た
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
「
あ

る
べ
き
様
態
」
を
呂
指
し
て
の
現
状
に
対
す
る
否
定
で
あ
る
。
自
己
否
定

の
角
度
か
ら
み
れ
ば
、
そ
れ
は
、
「
あ
る
べ
き
私
」
を
自
掛
け
て
「
現
在

の
私
」
を
否
定
し
、
「
正
i
反
よ
と
と
い
う
過
程
を
経
て
次
の
段
階
の
「
私
」

を
完
成
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
翻
っ
て
い
え
ば
、
も
し
現
在
の
状
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態
に
満
足
す
る
な
ら
ば
、
あ
る
べ
き
機
態
を
目
指
す
こ
と
は
自
ず
と
な
く

な
り
、
い
わ
ゆ
る
「
否
定
」
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
幕
末
の
簡
明
学
者
佐

藤
一
斎
の
主
主
必
阻
録
」
か
ら
否
定
思
想
に
似
て
い
る
論
点
を
見
出
す
こ

と
が
で
き
る
。
一
斎
は
「
真
己
を
以
て
仮
己
を
克
す
る
は
、
天
理
な
り
。

身
我
を
以
て
心
我
を
饗
す
る
は
、
人
欲
な
り
」
(
一
首
志
議
録

ω、
一
七
回

一
員
)
と
述
べ
て
い
る
。
一
斎
に
と
っ
て
、
己
(
我
)
に
は
「
真
己
」
と
「
仮

己
)
が
あ
り
、
「
身
我
」
と
「
心
我
」
が
あ
る
。
「
真
己
」
を
陪
い
て
「
仮

己
」
を
超
克
す
る
の
は
天
理
に
応
ず
る
こ
と
で
あ
り
、
「
身
我
」
を
mm
い

て
「
心
我
」
を
損
替
す
る
の
は
人
間
の
欲
望
に
溺
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま

た
被
は
「
本
然
の
真
己
あ
り
、
躯
殻
の
板
己
あ
り
。
須
ら
く
'
自
ら
認
め
得

ん
こ
と
を
要
す
べ
し
」
(
言
志
録
問
、
一
二

O
頁
)
と
論
じ
て
い
る
。
こ
の

文
句
に
よ
れ
ば
、
「
仮
己
」
と
は
「
身
我
」
を
い
う
の
で
あ
り
、
「
真
己
」

を
「
心
我
」
と
見
な
し
て
も
い
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
身
我
」
が
「
心
我
」

を
損
な
う
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
人
間
の
欲
望
に
溺
れ
て
は
な
ら
な
い
。

人
間
の
欲
望
に
耽
漏
さ
せ
よ
う
と
欲
し
な
け
れ
ば
、
「
心
我
」
を
以
て
「
身

我
」
に
打
ち
勝
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
真
己
」
を
以
て
「
仮

己
」
に
克
つ
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
初
め
て
天
理
に
応
ず
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
板
己
」
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、

初
め
て
「
真
己
」
を
完
遂
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
「
身
我
」
を
否
定
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
初
め
て
「
心
我
」
を
完
成
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
一
斎
が
主
張
す
る
「
仮
己
を
去
り
て
莫
己

を
成
し
、
客
己
を
逐
ひ
て
主
我
を
存
す
。
こ
れ
を
「
そ
の
身
を
獲
ず
」
と

諮
ふ
」
(
書
志
後
録
幻
、
七
回
頁
て
と
い
う
こ
と
の
真
意
が
理
解
で
き
る

で
あ
ろ
う
。

で
は
、
二
誌
は
如
何
に
し
て
で
身
」
、
?
心
」
を
解
釈
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

彼
は
次
の
よ
う
に
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挙
自
の
一
白
物
、
皆
来
処
あ
り
。
一
県
殻
の
父
母
に
出
づ
る
も
、
ま
た
来

処
な
り
。
心
に
至
り
で
は
、
則
ち
来
悠
何
く
に
か
在
る
。
余
日
く
、

州
知
殻
は
こ
れ
地
気
の
精
英
、
父
母
に
由
り
て
こ
れ
を
緊
む
。
心
は
制
約

ち
天
な
り
。
躯
殻
成
り
て
天
街
す
。
天
寓
し
て
知
覚
生
ず
。
天
離
れ

て
知
覚
浜
ぶ
。
心
の
来
処
は
、
乃
ち
太
虚
こ
れ
の
み
、
と
。

(ヰ一一口志錦町、

一
三
頁
)

と
述
べ
て
い
る
。
人
鍔
の
体
は
父
母
が
地
気
の
精
華
を
集
め
る
こ
と
に

よ
っ
て
作
る
の
で
あ
る
。
心
は
天
で
あ
り
、
体
は
天
の
住
む
所
と
な
る
。

体
に
住
ん
で
い
る
一
大
は
心
と
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
知
覚
が
生
ず
る
。
も

し
天
と
体
は
分
離
と
な
れ
ば
、
知
覚
が
な
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
間

の
身
体
は
地
に
よ
っ
て
成
り
、
人
間
の
心
は
天
と
同
じ
で
あ
り
、
た
だ
人

身
に
存
す
る
天
は
心
と
呼
ば
れ
る
、
と
い
う
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
一

斎
は
心
と
体
を
天
と
地
の
関
係
に
な
ぞ
ら
え
、
さ
ら
に
一
歩
を
進
め
て
次

の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
善
悪
状
態
を
論
述
し
て
い
る
。

性
、
こ
れ
を
天
に
築
け
、
躯
殻
、
こ
れ
を
地
に
受
く
。
天
、
純
粋
に

し
て
形
な
し
。
形
な
け
れ
ば
別
ち
通
ず
。
乃
ち
普
に
一
な
る
の
み
。

地
、
駁
維
に
し
て
形
あ
り
。
形
あ
れ
ば
則
ち
滞
す
。
故
に
善
悪
を
兼

ぬ
。
地
本
と
能
く
天
を
承
け
て
以
て
功
を
成
す
は
、
風
雨
を
起
し
て

以
て
万
物
を
生
ず
る
が
如
き
、
こ
れ
な
り
。
ま
た
時
あ
り
て
か
、
風



雨
物
を
壊
れ
ば
、
期
ち
善
悪
を
兼
ぬ
。
そ
の
所
謂
悪
な
る
も
の
も
ま

た
真
に
悪
あ
る
に
非
ず
、
過
不
及
あ
る
に
由
り
て
然
り
。
性
の
善
、

躯
殻
の
善
悪
を
兼
ぬ
る
と
は
、
ま
た
、
か
く
の
如
し
。

(
一
言
志
録
問
、
二
五

i
二
六
頁
)

性
は
天
か
ら
受
け
、
体
は
地
か
ら
受
け
る
。
天
は
純
粋
に
し
て
形
を
有
し

な
い
。
形
が
な
け
れ
ば
滞
り
な
く
何
処
に
も
通
じ
て
菩
に
集
中
で
き
る
。

地
は
混
滑
し
て
形
を
有
す
る
。
形
が
あ
れ
ば
滞
り
が
起
こ
り
、
故
に
善
悪

を
兼
ね
て
い
る
。
地
は
も
と
も
と
天
を
承
け
、
地
と
し
て
の
働
き
を
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
風
雨
を
起
こ
し
て
万
物
を
育
む
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
時

に
は
風
雨
は
物
を
破
壊
す
る
か
ら
地
は
普
惑
を
兼
ね
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る

惑
と
い
う
も
の
は
真
の
悪
で
は
な
く
、
普
の
過
不
及
に
よ
っ
て
生
ず
る
も

の
で
あ
る
。
本
性
が
普
で
あ
る
こ
と
と
、
体
が
菩
惑
を
兼
ね
て
い
る
こ
と

と
は
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
〈
吾
一
口
志
録
的
別
〉
と
〈
一
言
志
録
制
〉

を
分
析
す
れ
ば
、
国
定
の
形
体
を
持
た
な
い
天
は
純
た
る
普
で
あ
る
の

で
、
天
か
ら
受
け
る
性
は
菩
で
あ
り
、
体
に
住
む
天
は
心
と
な
り
、
伺
じ

く
菩
で
あ
る
。
父
母
が
地
気
を
集
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
体
は
、

形
体
を
持
っ
て
お
り
滞
り
が
生
ず
る
の
で
、
善
悪
を
米
ね
て
い
る
、
と
い

う
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
と
く
に
留
意
す
べ
き
は
、
い
わ
ゆ
る
悪
は
真
の

懇
で
は
な
く
、
そ
れ
は
た
だ
蓄
の
過
不
及
に
よ
っ
て
起
こ
し
た
状
態
で
あ

る。
一
斎
は
〈
言
志
録
的
別
〉
に
お
い
て
「
心
は
別
ち
天
な
り
。
組
殻
成
り
て

天
合
同
す
。
天
官
附
し
て
知
覚
生
ず
。
天
離
れ
て
知
党
混
ぶ
」
と
述
べ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
入
閣
の
生
理
知
党
は
「
心
」
が
「
身
」
に
存
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
そ
の
働
き
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
心
」
と
「
身
」

が
合
一
し
な
け
れ
ば
人
間
の
体
は
死
体
と
同
然
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

善
を
行
う
に
せ
よ
、
悪
を
為
す
に
せ
よ
、
「
心
」
と
「
身
」
が
一
一
体
と
な

ら
な
い
か
ぎ
り
、
い
ず
れ
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

一
斎
は
次
の
よ
う
に
所
論
を
展
開
し
て
い
る
。

性
は
普
な
り
と
い
へ
ど
も
、
躯
殻
な
き
と
き
は
そ
の
善
を
行
ふ
能
は

ず
。
躯
殻
の
設
は
、
本
と
心
の
使
役
に
趨
き
て
以
て
普
を
為
す
も
の

な
り
。
但
そ
の
形
あ
る
も
の
滞
す
れ
ば
、
別
ち
慨
に
心
に
承
け
て
以

て
菩
を
為
し
、
ま
た
過
不
及
あ
る
に
由
り
て
悪
に
流
る
。
孟
子
に
云

ふ
、
「
形
色
は
天
性
な
り
。
惟
聖
人
に
し
て
然
る
後
以
て
形
を
践
む

可
し
」
と
。
見
る
べ
し
、
躯
殻
も
ま
た
本
と
不
善
な
き
を
。

(
一
吉
志
録
問
、
二
六
頁
)

性
、
心
は
普
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
も
し
体
が
な
け
れ
ば
普
を
実
行

に
移
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
人
間
の
体
は
心
が
蓄
を
行
う
道
呉
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
回
定
の
形
体
を
有
す
る
が
ゆ
え
に
、
滞
り
が
生
ず
る
。

し
た
が
っ
て
、
?
心
」
を
受
け
た
「
身
」
は
普
を
行
う
場
合
、
却
っ
て
そ

の
過
不
及
に
よ
っ
て
惑
に
な
る
。
二
放
は
人
身
が
も
と
も
と
不
善
で
は
な

い
と
考
え
て
い
る
。
も
し
人
間
の
体
は
本
来
不
善
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、

何
故
に
一
斎
は
〈
言
志
録
問
〉
に
お
い
て
「
躯
殻
は
普
惑
を
兼
ぬ
」
と
述

べ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
源
阪
は
、
「
身
」
が
も
と
も
と
不
審
で
は

な
い
が
、
た
だ
「
普
」
を
行
う
こ
と
に
過
不
及
が
起
こ
り
、
故
に
体
は
普

惑
を
兼
ね
て
い
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
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さ
ら
に
一
斎
は
体
の
耳
目
口
鼻
四
肢
を
例
と
し
て
性
善
と
、
人
間
が
惑

を
為
す
こ
と
の
関
M

怖
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

性
の
蓄
を
知
ら
ん
と
猷
す
れ
ば
、
須
ら
く
先
づ
惑
を
為
す
の
由
る
所

を
究
む
べ
し
。
人
の
惑
を
為
す
、
果
た
し
て
何
の
為
ぞ
。
耳
目
口
燃
料

四
肢
の
為
に
非
ず
や
。
茸
自
あ
り
て
後
声
也
に
溺
れ
、
鼻
口
あ
り
て

後
臭
味
に
枇
り
、
問
肢
あ
り
て
後
安
逸
を
縦
に
す
、
皆
惑
の
自
り
て

起
る
所
な
り
。
設
し
認
殻
を
し
て
耳
目
鼻
口
を
去
り
、
一
塊
の
車
肉

と
打
倣
さ
し
む
れ
ば
、
別
ち
こ
の
人
果
し
て
何
の
思
を
為
す
所
あ
ら

ん
や
。
ま
た
牲
を
し
て
躯
殻
を
脱
せ
し
む
れ
ば
、
別
ち
こ
の
性
果
し

て
態
を
為
す
の
惣
あ
る
や
否
や
。
議
、
ぞ
試
み
に
一
た
び
こ
れ
を
思
は

ざ

る

。

(

言

志

録

山

、

二

五

頁

)

一
斎
の
論
説
に
よ
れ
ば
、
明
ら
か
に
入
閣
の
身
体
に
お
け
る
耳
司
羽
陶
伴
侶

肢
は
声
色
、
美
味
、
安
逸
を
余
ろ
う
と
す
る
欲
望
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ

ら
の
欲
望
は
皆
惑
が
起
こ
る
原
因
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
も
し
人
間
間
が

耳
目
口
弊
四
肢
を
持
っ
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
お
の
ず
か
ら
声
色
、
美
味
、

安
逸
を
追
い
求
め
よ
う
と
す
る
欲
望
が
生
じ
な
い
の
で
、
如
何
に
し
て
悪

を
為
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、
性
は
普
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
悪
は
身
体
の
欲
望
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
る
、
と
説
か
れ

て
い
る
。
こ
う
し
た
主
張
は
主
陽
明
が
縮
恵
の
「
克
己
」
の
潤
い
に
返
答

し
た
内
容
に
訟
で
い
る
。
陽
明
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

美
尚
一
は
人
の
呂
を
し
て
富
な
ら
し
め
、
美
声
は
人
の
耳
を
し
て
聾
な

ら
し
め
、
葵
昧
は
人
の
口
を
し
て
爽
は
し
め
、
馳
締
出
猟
は
人
を
し

て
狂
を
発
せ
し
む
。
道
れ
都
て
楚
れ
汝
の
耳
目
口
鼻
四
肢
を
寄
ふ
的

な
り
。
宣
是
れ
汝
の
一
司
自
日
興
凶
叶
恨
の
為
に
す
る
を
得
ん
や
。
若
し

耳
目
口
鼻
四
肢
の
為
着
す
る
時
は
、
使
ち
須
く
耳
は
如
何
に
し
て
聴

き
、
自
は
如
何
に
し
て
携
、
口
は
如
何
に
し
て
き
口
ひ
、
四
肢
は
如
何

に
し
て
動
く
か
を
慰
霊
す
べ
し
。
必
須
ず
礼
に
非
ざ
れ
ば
視
聴
言
動

す
る
知
く
し
て
、
方
に
才
に
簡
の
耳
目
口
鼻
四
肢
を
成
得
す
。
道
範

才
に
走
れ
耳
陸
口
嗣
枠
組
肢
の
為
着
に
す
る
な
り
。
汝
今
終
日
外
に
向

っ
て
馳
求
し
、
名
の
為
に
し
利
の
為
に
す
。
道
れ
都
て
是
れ
躯
殻
外

一
而
の
物
事
の
為
替
に
す
。
汝
若
し
耳
目
口
鼻
四
肢
の
為
着
に
し
、
礼

に
非
ざ
れ
ば
視
聴
一
t

日
勤
す
る
勿
き
を
要
む
る
時
は
、
出
旦
是
れ
汝
の
耳

目
口
島
四
肢
、
自
ら
能
く
揖
聴
品
一
一
日
勤
す
る
勿
か
ら
ん
や
。
須
く
汝
の

心
に
由
る
べ
し
。
遣
の
視
聴
一
言
動
は
、
皆
是
れ
汝
の
心
な
り
。
汝
の

心
の
視
、
殿
を
目
に
発
し
、
汝
の
心
の
聴
、
鍛
を
耳
に
発
し
、
汝
の

心
の
言
、
搬
を
口
に
発
し
、
汝
の
心
の
動
、
販
を
四
肢
に
発
す
る
な

り
。
若
し
汝
の
心
無
く
ん
ば
、
使
ち
-
耳
目
口
鼻
無
か
ら
ん
。
所
謂
汝

の
心
、
亦
専
ら
走
れ
那
の
一
一
塊
の
血
肉
に
あ
ら
ず
。
若
し
是
れ
那
の

一
塊
の
血
肉
な
ら
ば
、
如
今
日
に
死
せ
る
人
は
、
那
の
一
一
回
の
血
肉

選
在
り
、
簡
に
縁
っ
て
か
視
聴
一
盲
動
す
る
能
は
ざ
ら
ん
。
所
謂
汝
の

心
は
却
っ
て
是
れ
那
の
能
く
読
聴
言
動
す
る
的
に
し
て
、
這
儲
は
便

ち
是
れ
性
な
り
、
使
ち
是
れ
天
理
な
り
。
這
簡
の
性
有
っ
て
、
才
に

能
く
這
の
性
の
生
理
を
生
、
ず
。
使
ち
之
を
仁
と
謂
ふ
。
這
の
性
の
生

理
、
発
し
て
呂
に
在
れ
ば
使
ち
視
る
を
会
、
発
し
て
耳
に
在
れ
ば
使

ち
聴
く
を
会
、
発
し
て
口
に
在
れ
ば
使
ち
一
一
一
一
口
ふ
を
会
、
発
し
て
四
肢
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に
在
れ
ば
使
ち
動
く
を
会
る
な
り
。
都
て
只
だ
是
れ
那
の
天
理
の
発

生
な
り
。
其
の
一
身
を
主
宰
す
る
を
以
て
の
故
に
之
を
心
と
諜
ふ
。

這
の
心
の
本
体
は
、
原
只
だ
是
れ
簡
の
天
理
な
り
。
原
礼
に
非
ざ
る

無
し
。
這
笛
便
ち
是
れ
汝
の
真
己
な
り
。
這
簡
の
真
己
は
是
れ
躯
殻

の
主
宰
な
り
。
若
し
真
己
無
く
ん
ば
即
ち
躯
殻
無
し
。
真
に
是
れ
之

有
れ
ば
別
ち
生
じ
、
之
無
け
れ
ば
即
ち
死
す
。
汝
若
し
真
に
那
笛
の

躯
殻
の
弓
の
為
に
せ
ば
、
必
須
ず
這
舗
の
真
己
を
用
着
ひ
て
、
使
ち

須
く
詰
常
這
箇
の
真
己
の
本
体
を
保
守
着
し
て
、
観
ざ
る
を
戒
慎

し
、
関
か
ざ
る
を
恐
摺
し
、
惟
だ
他
を
腐
損
了
す
る
こ
と
一
些
な
る

を
も
恐
る
べ
し
。
才
に
一
幸
の
非
礼
の
璃
動
す
る
有
ら
ば
、
使
ち
刀

も
て
割
か
る
る
が
如
く
、
針
も
て
刺
さ
る
る
が
知
く
、
忍
耐
し
過
さ

ず
、
必
須
ず
万
を
去
了
り
、
針
を
抜
了
く
べ
し
。
這
れ
才
に
走
れ
己

の
為
に
す
る
の
心
有
り
て
、
方
に
能
く
己
に
克
つ
な
り
。
汝
今
正
に

是
れ
賊
を
認
め
て
子
と
作
す
。
何
に
縁
っ
て
か
却
っ
て
己
の
為
に
す

る
の
心
有
れ
ど
も
、
己
に
克
つ
能
は
ず
と
説
く
や
、
と
。

(
一
近
藤
康
信
・
三
樹
彰
・
春
山
宇
平
校
注
吋
伝
溜
録
い

〈
新
釈
漢
文
大
系
日
〉
、
明
治
書
段
、

一
九
六
七
年
、
一
八
六
j

一
九

O
頁
)

開
閉
明
に
と
っ
て
人
間
の
身
体
は
単
な
る
「
一
回
の
臨
肉
」
(
蹴
肉
の
塊
)

に
す
ぎ
な
い
。
た
と
え
こ
の
「
一
回
の
臨
肉
」
に
は
耳
目
口
鼻
四
肢
が

あ
っ
た
と
し
て
も
、
「
心
」
が
な
け
れ
ば
視
聴
言
動
を
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
心
」
が
こ
の
「
一
団
の
血
肉
」
に
入
る
こ
と
に

よ
っ
て
の
み
、
初
め
て
身
体
と
し
て
の
働
き
を
発
揮
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。
「
心
」
は
す
な
わ
ち
「
性
」
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
「
天
理
」

で
あ
る
。
「
天
理
」
は
礼
に
背
く
こ
と
が
な
い
の
で
、
「
心
」
も
礼
に
背
く

こ
と
が
な
い
。
こ
う
し
た
孔
に
背
く
こ
と
が
な
い
「
心
」
は
ま
さ
に
「
真

己
」
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
人
聞
は
内
に
向
か
っ
て
「
真
己
」
を
求
め

る
べ
き
で
、
声
色
、
美
味
、
安
逸
を
禽
ろ
う
と
す
る
欲
望
に
耽
つ
て
は
な

ら
な
い
。
陽
明
は
礼
と
い
う
読
点
か
ら
「
克
己
」
の
功
夫
を
論
じ
、
人
間

は
常
時
言
行
挙
止
を
礼
に
合
致
す
る
よ
う
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ

に
よ
っ
て
「
真
己
」
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。

こ
う
し
た
陽
明
の
論
述
を
分
析
す
れ
ば
、
佐
藤
一
斎
と
の
開
に
微
妙

な
相
違
が
見
出
せ
る
。
つ
ま
り
、
「
真
己
」
を
求
め
る
た
め
に
、
陽
明
は

「
礼
」
と
、
一
斎
は
「
善
」
と
提
-
一
一
目
し
て
い
る
。
賜
明
が
説
く
「
躯
殻
の
己
」

は
一
斎
の
文
章
に
お
い
て
は
「
仮
己
」
、
「
身
我
」
と
な
る
。
一
斎
は
「
真

己
を
以
て
仮
己
を
克
す
る
は
、
天
理
な
り
。
身
我
を
以
て
心
我
を
害
す
る

は
、
人
欲
な
り
」
〈
一
一
呂
志
議
録
刊
〉
に
お
い
て
明
白
に
「
真
己
」
の
「
仮
己
」

に
対
す
る
否
定
は
天
理
で
あ
り
、
「
身
我
」
の
「
心
我
」
に
対
す
る
損
館

は
人
問
の
欲
望
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ

ば
、
「
身
我
」
の
「
心
我
」
に
対
す
る
損
傷
を
紡
止
す
る
た
め
、
欲
望
も

否
定
の
対
象
と
な
り
う
る
。
こ
う
し
た
欲
望
に
つ
い
て
は
、
一
斎
は
〈
一
一
呂

志
録

m〉
に
お
い
て
次
の
論
説
を
提
出
し
て
い
る
。

入
、
欲
な
き
能
は
ず
。
欲
、
能
く
悪
を
為
す
。
天
、
既
に
人
に
賦
す

る
に
性
の
普
な
る
も
の
を
以
て
し
て
、
而
も
ま
た
必
ず
こ
れ
を
潤
す

に
欲
の
患
な
る
も
の
を
以
て
す
。
一
大
何
ぞ
人
を
し
て
初
め
よ
り
欲
な

か
ら
し
め
ざ
る
。
欲
、
果
し
て
何
の
問
、
ぞ
。
余
調
ふ
、
欲
は
人
身
の
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生
気
、
常
脂
精
液
の
蒸
す
所
な
り
。
こ
れ
品
り
て
生
き
、
こ
れ
な
く

し
て
死
す
、
と
。
人
身
の
欲
気
間
嶋
し
、
九
州
淑
毛
孔
に
由
り
て
漏
出

す
。
関
り
て
躯
殻
を
し
て
そ
の
制
服
を
蛾
ん
な
ら
し
む
。
惑
に
流
る
る

所
以
な
り
。
凡
そ
生
物
は
欲
な
き
能
は
ず
。
唯
型
人
は
そ
の
欲
を
善

処
に
用
ふ
る
の
み
〔
後
略
)
。
(
言
志
錦
山
、
二
六

i
二
七
真
)

欲
望
は
身
体
の
生
長
の
元
気
で
あ
る
。
身
体
に
欲
望
が
あ
れ
ば
生
き
る
こ

と
が
で
き
、
欲
望
が
な
け
れ
ば
身
体
が
死
ぬ
の
で
、
人
間
は
欲
望
を
持
た

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
欲
望
が
惑
に
な
る
所
以
は
欲
望
の
気
が
体
内
か
ら

体
外
へ
拡
が
っ
て
い
き
、
身
体
の
穴
及
び
毛
孔
を
過
し
て
外
へ
漏
れ
出
る

こ
と
に
よ
っ
て
獄
望
を
盛
ん
立
ら
し
め
る
こ
と
に
あ
る
。
欽
望
は
人
間
の

身
体
を
維
持
す
る
蝦
源
な
の
で
、
人
間
に
は
欲
望
が
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
入
院
が
行
き
過
ぎ
た
欲
望
に
従
っ
て
肉
体
を
駆
使
す
る
た
め
、
惑
に

な
る
の
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
も
し
欲
望
を
抑
制
し
、
そ
れ
を
普
に
導

け
れ
ば
、
欲
望
は
替
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
斎
は
「
人
身
の
生
気
は
、

乃
ち
地
気
の
精
な
り
。
故
に
生
物
必
ず
欲
あ
り
。
地
、
善
悪
を
兼
ぬ
。
故

に
欲
も
ま
た
善
悪
あ
り
」
(
母
国
志
録
山
、
二
七
頁
)
と
述
べ
て
い
る
。
彼

は
明
ら
か
に
欲
望
に
は
警
も
あ
る
し
、
惑
も
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

第
二
節
で
は
、
否
定
の
論
理
を
み
て
き
た
。
そ
れ
は
「
あ
る
べ
き
様
態
」

を
自
指
し
て
の
現
状
に
対
す
る
否
定
で
あ
る
。
自
己
否
定
と
は
「
あ
る
べ

き
私
」
を
目
当
て
に
「
現
在
の
私
」
を
.
否
定
し
、
「
正
i
反
i
合
」
と
い

う
過
程
を
経
て
次
の
段
構
の
「
あ
る
べ
き
私
」
に
到
達
す
る
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
以
上
を
総
括
し
て
い
え
ば
、
一
斎
に
と
っ
て
、
「
あ
る
べ
き

機
態
」
は
純
粋
な
普
と
し
て
の
天
理
に
通
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
天
理

も
性
も
心
も
静
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
を
実
践
に
移
そ
う
と

す
る
な
ら
ば
、
善
悪
を
兼
ね
て
い
る
「
身
体
」
を
借
り
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
し
か
し
、
人
身
に
は
本
来
欲
望
が
あ
り
、
声
色
、
美
味
、
安
逸
を
禽

ろ
う
と
欲
す
る
た
め
、
「
奨
己
」
、
「
心
我
」
を
喪
失
し
て
「
仮
己
」
、
「
身
我
」

と
な
っ
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
、
一
斎
は
「
真
己
を
以
て
仮
己
を
克
す

る
は
、
天
理
な
り
。
身
我
を
以
て
心
我
を
害
す
る
は
、
人
欲
な
り
」
〈
一
一
一
一
同

志
議
録

ω〉
と
主
張
し
て
い
る
。
天
理
が
人
間
の
身
体
に
入
る
こ
と
に
よ
っ

て
形
成
さ
れ
た
心
は
普
で
あ
る
が
、
普
を
行
お
う
と
欲
す
れ
ば
、
「
人
身
」

に
よ
っ
て
の
み
初
め
て
実
践
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
欲
望
は
「
人
身
」
の

元
気
で
あ
る
た
め
、
必
ず
「
人
身
」
に
随
伴
し
て
生
ず
る
。
人
間
は
普
を

行
う
こ
と
に
よ
っ
て
天
理
に
応
じ
よ
う
と
す
る
が
、
身
体
が
欲
望
を
持
っ

て
い
る
た
め
、
そ
れ
の
過
不
及
に
よ
っ
て
惑
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
人

間
は
「
真
己
」
、
「
心
我
」
を
「
あ
る
べ
き
轍
態
」
と
し
て
「
仮
己
」
、
「
身

我
」
を
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
注
意
す
べ
き
は
、
「
人
身
」
の
欲

は
身
体
を
維
持
す
る
元
気
な
の
で
、
身
体
の
欲
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
欲

望
の
否
定
で
は
な
く
、
欲
望
の
過
不
及
を
否
定
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
「
真
己
」
が
「
仮
己
」
に
克
つ
こ
と
と
「
心
我
」
が
「
身

我
」
に
克
つ
こ
と
は
緊
迫
し
た
動
的
状
態
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

は
王
陽
明
が
「
常
常
道
簡
の
真
己
の
本
体
を
保
守
着
し
て
、
観
ざ
る
を
戒

慎
し
、
関
か
ざ
る
を
恐
憎
し
、
惟
だ
他
を
防
損
了
す
る
こ
と
一
些
な
る
を

も
恐
る
べ
し
」
と
論
ず
る
よ
う
に
、
ま
さ
に
休
息
静
止
の
一
刻
も
な
い
の

で
あ
る
。
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回
、
吉
陪
松
韓
の
否
定
思
想

前
節
で
は
、
陽
明
学
者
の
佐
藤
一
斎
の
「
一
一
一
一
口
志
間
録
」
に
お
け
る
否
定

思
想
を
検
討
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
「
真
己
」
が
「
仮
己
」
に
克
つ
と

い
う
思
想
に
は
自
己
否
定
の
論
理
が
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。
と
く
に
一
斎

が
天
と
地
を
引
用
し
て
心
と
体
の
関
係
に
比
鳴
す
る
と
い
う
論
述
は
、
も

う
一
人
の
陽
明
学
者
の
吉
田
松
陰
の
述
作
か
ら
み
ら
れ
る
。
彼
は
「
講
孟

余
話
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
所
論
を
展
開
し
て
い
る
。

人
性
郎
ち
一
大
理
な
り
c

天
理
は
悪
な
し
。
故
に
性
笠
に
悪
あ
ら
ん
や
。

且
つ
天
地
を
以
て
論
ず
る
に
、
天
は
善
あ
る
の
み
に
て
地
は
善
悪
混

ず
。
何
と
な
れ
ば
、
天
は
唯
一
の
太
陽
あ
り
て
万
物
を
発
育
生
長
す

る
の
み

G

若
し
太
陽
な
く
ん
ば
、
雨
極
の
下
の
如
く
泣
寒
不
毛
、
人

物
の
生
育
を
遂
ぐ
る
こ
と
能
は
ず
。
地
普
く
太
陽
の
気
を
受
け
て
、

万
物
を
発
育
生
長
す
。
若
し
地
な
く
ん
ば
、
太
陽
あ
り
と
雛
も
、
発

育
生
長
す
る
べ
き
織
な
し
。
然
れ
ど
も
諸
々
の
水
田
十
・
銚
鰹
-
疾
疫
、

皆
地
気
の
然
ら
し
む
る
所
に
し
て
、
天
は
関
ら
ず
。
是
を
以
て
性
善

を
認
む
べ
し
。
人
に
形
気
あ
る
は
饗
へ
ば
地
の
如
し
。
故
に
耳
司
口

輿
あ
れ
ば
声
色
味
由
党
の
欲
あ
り
、
手
足
あ
れ
ば
安
逸
の
欲
あ
り
。
試

み
に
耳
目
口
鼻
手
足
を
除
き
て
自
ら
省
み
ば
性
警
告
ら
顕
は
る
る
な

り
。
己
に
性
善
を
知
ら
ぱ
、
走
れ
を
施
す
も
の
は
又
耳
目
口
鼻
手
足

に
依
ら
ざ
る
は
な
し
。
故
に
性
は
純
警
に
し
て
、
形
気
に
至
り
て
は

善
悪
混
ず

G

然
れ
ど
も
形
気
を
去
り
て
性
善
の
功
用
を
な
す
こ
と
能

は
ず
。
楢
ほ
一
大
は
純
替
に
し
て
、
地
に
至
り
で
は
善
悪
混
ず
。
然
れ

ど
も
地
を
去
り
で
は
天
の
功
用
を
な
す
こ
と
能
は
ざ
る
が
如
し
。

(
『
全
集
」
第
三
巻
、
二
三
八
頁
)

ま
ず
、
松
陰
は
人
間
の
性
が
悪
無
し
の
天
理
で
あ
る
と
論
じ
て
お
り
、
さ

ら
に
普
と
患
の
関
係
を
天
と
地
に
擬
し
、
天
は
悪
無
し
の
普
で
あ
り
、
地

は
善
悪
の
混
滑
と
い
う
状
態
だ
と
述
べ
て
い
る
。
天
に
太
開
聞
が
あ
る
こ
と

に
よ
っ
て
万
物
が
平
穏
に
生
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
太
陽
の

気
を
受
け
た
地
が
な
け
れ
ば
、
万
物
が
生
長
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

善
悪
を
混
治
す
る
地
が
種
々
の
災
害
を
も
た
ら
す
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
純

粋
な
、
普
の
天
は
地
を
媒
介
と
し
て
そ
の
働
き
を
作
用
さ
せ
る
こ
と
で
万
物

を
育
む
の
で
あ
る
。
人
間
の
性
も
天
の
理
と
同
様
に
悪
無
し
の
普
で
あ
る

が
、
そ
の
性
善
の
働
き
を
発
揮
さ
せ
る
た
め
に
、
善
悪
を
と
も
に
含
む
人

間
の
形
気
、
す
な
わ
ち
肉
体
を
媒
介
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、

肉
体
を
持
つ
以
上
は
、
様
々
な
欲
望
を
持
つ
こ
と
を
意
味
す
る
。
と
す
れ

ば
、
も
し
性
善
を
具
現
し
よ
う
と
思
う
な
ら
ば
、
人
間
は
肉
体
の
欲
望
を

否
定
す
る
と
同
時
に
、
肉
体
を
通
し
て
善
に
通
ず
る
行
為
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
松
陰
は
続
い
て
次
の
よ
う
に
感
慨
を
吐
露
し

て
い
る
。嶋

呼
、
世
人
形
気
を
離
れ
て
性
善
を
認
む
る
こ
と
を
せ
ず
。
故
に
忠

孝
も
仁
義
も
皆
駁
維
に
し
て
純
粋
な
ら
ず
。
一
度
忠
心
起
き
れ
ど
も

忽
ち
利
欲
の
念
に
奪
は
れ
、
一
度
義
心
起
れ
ど
も
忽
ち
設
営
の
間
に

蔽
は
る
。
何
ぞ
深
く
性
警
の
地
に
忠
を
致
さ
ざ
る
や
。

(
「
全
集
い
第
三
巻
、
二
三
八

1
二
三
九
一
員
)
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明
自
に
松
践
は
性
善
を
忠
孝
、
仁
義
と
結
び
つ
け
て
お
り
、
し
か
も
、
こ

う
し
た
性
普
、
す
な
わ
ち
患
孝
、
仁
義
を
行
お
う
と
す
る
心
を
先
天
的
だ

と
と
ら
え
て
い
る
。
人
間
は
誰
し
も
忠
孝
、
仁
、
識
の
心
を
所
有
し
て
い
る

が
、
た
だ
こ
れ
を
実
行
に
移
そ
う
と
す
る
と
き
に
、
往
々
に
し
て
綿
入
の

欲
望
を
満
た
す
た
め
に
、
忠
孝
、
仁
義
の
実
践
が
阻
害
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
人
間
は
忠
識
を
尽
く
す
と
同
時
に
、
不
断
に
欲
望
を
否
定

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
議
と
同
じ
く
、
指
障
も
「
醤
」
を
行
お
う
と
飲
す
れ
ば
「
身
」
を
媒

介
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
身
体
は
形
気
を

有
す
る
が
ゆ
え
に
蕃
態
を
兼
ね
て
い
る
。
し
か
も
身
体
と
欲
望
は
常
に
分

離
で
き
な
い
鴎
捺
な
の
で
、
「
善
」
を
実
践
す
る
と
問
時
に
欲
望
を
不
断

に
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
松
陰
は
見
な
し
て
い
る
。
欲
望
に
善
も

あ
り
惑
も
あ
り
、
そ
れ
が
惑
に
傾
く
所
以
は
過
不
及
に
よ
る
か
ら
だ
と
考

え
る
一
斎
の
見
解
に
比
す
れ
ば
、
松
陰
は
人
間
の
欲
望
に
対
し
て
は
よ
り

否
定
的
な
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
欲
望
に
対
す
る
松
陰
の
観
点

が
若
年
の
「
寡
欲
」
の
主
“
強
か
ら
後
の
「
薄
欲
」
ゅ
の
見
方
へ
と
変
わ
っ

た
た
め
、
彼
は
欲
望
に
対
し
て
は
絶
対
に
否
定
的
な
態
度
を
取
る
わ
け
で

は
な
い
が
、
明
ら
か
に
一
斎
よ
り
人
間
の
欲
望
に
対
し
て
比
較
的
ネ
ガ

テ
ィ
ブ
な
評
価
を
持
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
人
間
は
普
と
し
て
の
忠
義
を
実
践
す
る
に
際
し
、
そ
の

蝶
八
八
と
し
て
の
体
を
通
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
肉
体
を
持
っ

て
い
れ
ば
、
欲
望
が
と
も
に
付
随
し
て
い
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
と

す
れ
ば
、
理
に
通
ず
る
患
義
を
実
行
に
移
そ
う
と
す
る
者
は
、
同
時
に
欲

望
を
抑
制
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
欲
望
を
否
定
し
つ
つ
、
あ

る
べ
き
様
態
、
す
な
わ
ち
忠
義
の
行
為
に
か
な
う
者
に
な
ろ
う
と
努
め
る

の
で
あ
る
。

実
践
を
何
よ
り
も
重
視
す
る
松
践
に
と
っ
て
実
行
に
移
さ
せ
ら
れ
な
い

も
の
が
学
問
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
は
常
に
時
勢

の
変
化
に
応
じ
な
が
ら
そ
の
学
問
の
理
論
を
構
築
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
実

践
し
よ
う
と
し
た
。
こ
う
し
た
理
念
を
常
時
念
頭
に
お
く
松
陰
は
理
気
論

と
歴
史
を
巧
み
に
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
「
七
生
説
」
を

認
め
て
い
る
。
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天
の
什
広
々
た
る
、
一
理
あ
り
て
存
し
、
父
子
祖
孫
の
綿
々
た
る
、
一

気
あ
り
て
鴎
く
。
人
の
生
る
る
や
、
斯
の
濯
を
資
り
て
以
て
心
と
為

し
、
斯
の
気
を
禦
け
て
以
て
体
と
為
す
。
体
は
私
な
り
、
心
は
公
な

り
。
私
を
役
し
て
公
に
殉
ふ
者
を
大
人
と
為
し
、
公
を
役
し
て
私
に

殉
ふ
者
を
小
人
と
為
す
。
故
に
小
人
は
体
滅
し
気
埼
く
る
と
き
は
、

則
ち
腐
糊
潰
敗
し
て
復
た
収
む
べ
か
ら
ず
。
君
子
は
心
、
理
と
通

ず
、
体
減
し
て
気
端
く
る
と
も
、
而
も
理
は
独
り
古
今
に
亙
り
天
壌

を
窮
め
、
未
だ
嘗
て
暫
く
も
歌
ま
ざ
る
な
り
。

余
聞
く
、
婚
正
三
位
楠
公
の
死
す
る
や
、
其
の
弟
正
季
を
顧
み
て
日

く
、
「
死
し
て
伺
を
か
為
す
」
。
日
く
、
「
頗
は
く
は
七
た
び
人
間
に

生
れ
て
、
以
て
国
械
を
減
さ
ん
」
。
公
欣
然
と
し
て
臼
く
、
「
先
づ
五
口

が
心
を
獲
た
り
」
と
て
稿
刺
し
て
死
せ
り
と
。
〔
中
略
〕
是
れ
に
由

り
て
之
れ
を
一
吉
は
ば
、
楠
公
兄
弟
は
徒
に
七
生
の
み
な
ら
ず
、
初
め

よ
り
未
だ
嘗
て
死
せ
い
さ
る
な
り
。
是
れ
よ
り
其
の
後
、
忠
孝
節
義
の



入
、
楠
公
を
観
て
興
起
せ
ざ
る
者
な
け
れ
ば
、
期
ち
摘
公
の
後
、
復

た
楠
公
を
生
ず
る
者
、
国
よ
り
計
り
数
ふ
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
府
内
、
ぞ

拙
り
七
た
び
の
み
な
ら
ん
や
。

余
嘗
て
東
に
遊
び
三
た
び
湊
削
を
経
、
楠
公
の
慕
を
奔
し
、
沸
涙
禁

ぜ
ず
。
其
の
碑
陰
に
、
明
の
徴
土
朱
生
の
文
を
制
す
る
を
観
る
に
及

ん
で
、
別
ち
亦
一
慌
を
下
す
。
晴
、
余
の
檎
公
の
於
け
る
、
骨
肉
父
子

の
思
あ
る
に
非
ず
、
師
友
交
遊
の
親
あ
る
に
非
ず
。
自
ら
其
の
一
棋
の

出
る
所
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
朱
生
に
至
り
で
は
期
ち
海
外
の
人
、
反

っ
て
楠
公
を
悲
し
む
。
布
こ
う
し
て
吾
れ
亦
朱
生
を
悲
し
む
、
最
も

謂
れ
な
し
。
退
い
て
理
気
の
説
を
得
た
り
。
乃
ち
知
る
、
楠
公
・
朱

生
及
び
余
不
肖
、
皆
賠
の
理
を
資
り
て
以
て
心
と
為
す
。
別
ち
気
属

か
ず
と
離
も
、
桶
も
心
は
別
ち
通
ず
。
是
れ
涙
の
禁
ぜ
ざ
る
所
以
な

り
。
余
一
小
肖
、
壁
緊
の
心
を
存
し
忠
孝
の
志
を
立
て
、
国
威
を
張
り

海
賊
を
減
ぽ
す
を
以
て
、
妄
り
に
己
が
任
と
為
し
、
一
献
再
敗
、
不

忠
不
孝
の
人
と
な
る
、
復
た
面
白
の
世
人
に
見
ゆ
る
な
し
。
然
れ
ど

も
斯
の
心
己
に
楠
公
諸
人
と
、
斯
の
理
を
伺
じ
う
す
。
安
ん
ぞ
気
体

に
随
っ
て
騎
購
潰
敗
す
る
を
得
ん
や
。
必
ず
や
後
の
人
を
し
て
亦
余

を
観
て
興
起
せ
し
め
、
七
生
に
一
全
り
て
、
市
る
後
可
と
為
さ
ん
の
み
。

完
全
集
い
第
二
巻
、
三
九
五

i
一
ニ
九
七
頁
)

果
て
し
な
い
ほ
ど
広
い
天
も
、
ひ
と
つ
の
理
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立

し
て
い
る
。
ま
た
親
と
子
と
い
う
関
係
が
連
綿
と
し
て
続
い
て
ゆ
く
の
は

そ
こ
に
気
の
繋
が
り
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
人
間
は
理
を
受
け
て
心
と

し
、
気
を
受
け
て
体
と
す
る
c

公
の
た
め
に
私
を
犠
牲
に
す
る
の
は
大
人

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
私
の
た
め
に
公
を
犠
牲
に
す
る
の
は
小
人
で
あ
る
。

肉
体
の
欲
望
を
満
た
す
と
い
う
よ
う
な
私
を
禽
っ
て
い
る
小
人
は
肉
体
の

壊
滅
と
同
時
に
気
も
消
尽
し
て
い
く
。
し
か
し
、
君
子
は
心
が
天
に
存
す

る
理
と
相
通
ず
る
た
め
、
た
と
え
そ
の
体
が
滅
し
て
気
が
尽
き
た
と
し
て

も
、
そ
の
心
は
理
に
通
じ
て
天
地
と
と
も
に
永
続
し
て
い
る
と
松
陰
は
述

べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
松
陰
は
宋
学
の
理
気
論
に
お
け
る
尾
大
な
論
理

に
触
れ
ず
に
、
た
だ
理
を
精
神
に
、
気
を
肉
体
に
擬
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

み
ず
か
ら
の
見
解
を
開
陳
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

続
い
て
松
陰
は
過
去
の
歴
史
か
ら
楠
木
正
成
の
「
七
生
滅
賊
」
、
す
な

わ
ち
七
た
び
人
間
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
て
赦
を
滅
ぼ
そ
う
と
す
る
事
例

を
引
用
し
、
忠
義
を
尽
く
す
と
い
う
楠
公
の
精
神
が
理
に
通
ず
る
た
め
、

そ
の
精
神
は
不
滅
だ
と
い
う
こ
と
を
力
説
し
て
い
る
。
捕
公
の
「
七
生
滅

賊
」
の
心
、
す
な
わ
ち
忠
義
を
尽
く
す
と
い
う
精
神
に
感
化
さ
れ
た
者
は
、

楠
公
と
詞
じ
く
忠
誠
を
尽
く
す
た
め
に
決
起
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う

し
た
忠
義
を
尽
く
そ
う
と
立
ち
上
が
っ
た
者
は
、
ま
さ
に
生
ま
れ
変
わ
っ

た
「
楠
公
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
尽
忠
の
た
め
に
生
ま
れ

変
わ
っ
た
「
捕
公
」
は
数
え
切
れ
な
い
と
松
陰
は
述
べ
る
の
で
あ
る
。
楠

公
の
心
、
す
な
わ
ち
勤
王
減
賊
と
い
う
忠
識
を
尽
く
す
精
神
は
理
に
通
ず

る
た
め
、
こ
の
精
神
が
天
地
と
と
も
に
、
氷
久
に
続
く
と
い
え
よ
う
。

さ
ら
に
松
陰
は
三
度
東
行
の
途
次
、
渋
川
に
あ
る
楠
公
の
暮
を
見
て
そ

の
忠
義
心
に
心
を
む
た
れ
た
と
い
う
経
験
を
吐
露
し
て
い
る
。
彼
は
三
度

東
に
旅
す
る
途
中
で
渋
川
に
あ
る
楠
公
の
譲
を
参
拝
し
、
落
涙
せ
ず
に
は

い
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
朱
舜
水
が
刻
ん
だ
同
文
を
読
ん
で
、
さ
ら
に
ま

た
涙
を
禁
じ
え
な
か
っ
た
と
い
う
。
問
問
知
の
よ
う
に
、
朱
舜
水
は
明
王
朝
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の
再
興
運
動
に
努
め
た
が
、
果
た
せ
ず
し
て
日
本
に
亡
命
し
た
人
物
で
あ

る
。
何
故
に
松
陰
は
涙
を
禁
じ
え
な
か
っ
た
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
捕
公

に
し
ろ
、
朱
舜
水
に
し
ろ
、
両
者
の
共
通
点
で
あ
る
尊
一
土
減
棋
に
努
め
る

心
に
松
障
が
深
く
共
感
を
覚
え
た
か
ら
で
あ
る
。
松
践
は
捕
公
の
「
七
生

滅
賊
」
と
い
う
己
の
生
死
を
以
て
忠
義
を
尽
く
す
姿
勢
を
、
あ
る
べ
き
機

態
と
し
て
受
け
止
め
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
現
に
あ
る
自
己
を
不
忠
不
孝
の

人
だ
と
否
定
し
つ
つ
、
そ
の
生
死
を
賭
し
て
尊
王
摺
夷
を
実
践
し
、
た
と

え
そ
れ
に
よ
っ
て
生
命
を
犠
牲
に
し
た
と
し
て
も
、
必
ず
尊
掛
に
尽
く
す

と
い
う
志
を
地
者
に
継
受
さ
せ
よ
う
と
す
る
念
願
を
披
躍
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
「
七
生
説
」
に
松
陰
の
否
定
思
想
が
み
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、

松
践
は
み
ず
か
ら
を
不
忠
不
孝
の
人
間
だ
と
否
定
し
な
が
ら
、
「
当
為
」

と
し
て
の
尊
王
譲
夷
を
実
践
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
留
意
す
べ
き
は
、

松
陰
が
否
定
し
よ
う
と
す
る
対
象
は
自
分
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
は
自
己

否
定
に
よ
っ
て
地
者
を
否
定
し
、
さ
ら
に
社
会
共
同
体
の
あ
る
べ
き
様
態

を
追
求
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
松
陰
は
安
政
三
年
(
一
八
五
六
)

に
勤
王
摺
獣
謀
と
の
関
に
勤
王
倒
幕
を
め
ぐ
っ
て
激
し
い
論
争
を
行
っ

た
。
そ
の
論
争
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
否
定
思
想
を
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
主
要
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

撲
は
毛
利
家
の
尽
な
り
、
故
に
日
夜
毛
利
に
奉
公
す
る
こ
と
を
練
磨

す
る
な
り
。
毛
利
家
は
天
子
の
臣
な
り
、
故
に

E
夜
天
子
に
奉
公
す

る
な
り
。
吾
れ
等
盟
主
に
忠
勤
す
る
は
即
ち
天
子
に
忠
勤
す
る
な

り
。
然
れ
ど
も
六
百
年
来
我
が
主
の
忠
勤
も
天
子
へ
摘
さ
叩
さ
る
こ
と

多
し
。
実
に
大
罪
を
ば
自
ら
知
れ
り
。
我
が
主
六
百
年
来
の
忠
勤
を

今
日
に
償
は
せ
度
き
こ
と
本
意
な
り
。
〔
中
略
〕
先
づ
我
が
大
夫
を

諭
し
六
百
年
の
罪
と
今
日
忠
勤
の
慣
と
を
知
ら
せ
、
又
我
が
主
人
を

し
て
是
れ
を
知
ら
し
め
、
又
主
人
同
列
の
人
々
を
し
て
悉
く
此
の
義

を
知
ら
し
め
、
犬
れ
よ
り
幕
府
を
し
て
前
罪
を
悉
く
知
ら
し
め
、
天

子
へ
忠
勤
を
遂
げ
さ
す
る
な
り
。
若
し
此
の
事
が
成
ら
ず
し
て
半
途

に
て
首
を
制
ね
ら
れ
た
れ
ば
夫
れ
迄
な
り
。
若
し
僕
幽
閉
の
身
に
て

死
な
ぱ
、
一
世
れ
必
ず
一
人
の
話
が
志
を
継
ぐ
の
士
を
ば
後
世
に
残
し

躍
く
な
り
。
子
々
孫
々
に
至
り
候
は
、
ば
い
つ
か
時
な
き
こ
と
は
之
れ

な
く
候
。
今
拐
の
惑
に
「
一
一
誠
兆
人
を
感
ぜ
し
む
」
と
云
ふ
は
此
の

事
な
り
。
〔
中
略
〕
今
幽
閉
し
て
征
夷
を
駕
る
は
空
言
な
り
、
且
つ

吾
が
一
身
も
征
夷
の
罪
を
諌
め
ず
し
て
生
を
織
む
。
さ
れ
ば
征
夷
と

同
罪
な
り
。
我
が
主
人
も
同
課
な
り
。
己
れ
の
罪
を
開
き
て
人
の
罪

を
論
ず
る
こ
と
は
五
口
れ
死
す
と
も
な
さ
ず
。
〔
中
略
〕
他
日
主
人
を

諌
め
て
関
か
ざ
れ
ば
諌
死
す
る
迄
な
り
。

(
吋
全
集
」
第
七
巻
、
間
四
二
j
四
四
三
頁
)
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武
士
は
藩
主
の
臣
下
で
あ
る
た
め
、
藩
主
に
忠
義
を
尽
く
す
べ
き
で
あ

り
、
藩
主
は
天
皇
の
臣
一
ト
で
あ
る
た
め
、
天
皇
に
忠
義
を
尽
く
す
べ
き
で

あ
る
と
松
陰
は
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
武
士
で
あ
る
松
陰
に
と
っ
て
、

君
主
の
毛
利
家
に
忠
誠
を
尽
く
す
こ
と
は
す
な
わ
ち
天
皇
(
皇
国
)
仰
に

忠
誠
を
尽
く
す
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
武
家
政
権
の
支
配
が
続
き
、
天

皇
(
皇
国
)
に
忠
誠
を
尽
く
さ
な
い
こ
と
六
百
年
に
及
ぶ
と
い
う
現
実
が

あ
り
、
そ
れ
自
体
が
大
罪
に
ぼ
か
な
ら
な
い
。
武
士
と
し
て
の
私
は
、
こ

う
し
た
天
皇
(
皇
国
)
へ
の
尽
忠
の
欠
落
か
ら
生
ず
る
罪
を
藩
主
に
幕
府



に
知
ら
せ
た
上
で
、
あ
る
べ
き
尽
忠
の
道
に
導
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
し
、
私
が
獄
中
で
死
ん
で
、
そ
し
て
私
の
「
諌
」
、
す
な
わ
ち
藩
主
に

幕
府
に
罪
を
自
覚
さ
せ
て
正
し
い
尽
忠
の
状
態
を
要
請
す
る
こ
と
が
完
遂

で
き
な
け
れ
ば
、
必
ず
後
継
の
士
に
五
口
が
志
を
伝
え
、
さ
ら
に
「
諌
」
を

続
行
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
一
誠
感
兆
人
」
で
あ
る
。
今
、
藩
主

と
征
夷
の
罪
を
諌
め
な
い
私
も
無
論
悶
罪
で
あ
る
。
己
の
罪
を
無
視
し
て

他
人
の
罪
を
鈴
め
る
こ
と
な
ど
、
私
に
は
死
ん
で
も
で
き
な
い
。
藩
主
を

諌
め
て
関
か
れ
な
け
れ
ば
、
死
ぬ
ま
で
諌
め
る
の
は
本
望
で
あ
り
、
私
が

師
と
し
て
敬
慕
し
て
い
る
の
は
諌
死
を
成
し
遂
げ
た
比
子
一
人
で
あ
る
と

松
陰
は
論
じ
て
い
る
。

「
諌
」
と
は
、
諌
め
る
紹
子
に
「
あ
る
べ
き
機
態
」
を
前
提
に
白
下
の

欠
絡
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
改
善
を
要
諾
す
る
こ
と
を
い
う
。
「
諌
死
」
は

二
麗
類
に
分
け
ら
れ
、
一
つ
は
死
の
党
活
で
相
手
を
諌
め
る
こ
と
で
あ
り
、

も
う
一
つ
は
死
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
相
手
を
諌
め
る
こ
と
で
あ
る
。
死
の
党

組
問
で
諌
め
る
こ
と
は
、
宛
を
結
く
と
い
う
最
悪
の
事
態
を
念
頭
に
置
き
な

が
ら
把
手
の
欠
点
を
指
摘
し
、
あ
る
べ
き
棟
態
を
要
求
す
る
こ
と
を
指
す
。

こ
れ
と
較
べ
れ
ば
、
死
に
よ
る
諌
め
は
自
ら
の
死
を
以
て
相
手
の
欠
点
を

指
摘
し
、
さ
ら
に
改
善
を
求
め
る
こ
と
で
あ
る
。
死
の
党
組
問
で
諌
め
る
と

い
う
行
為
に
は
世
間
か
ら
誉
れ
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
欲
望
が
な
い
と
は

断
言
で
き
な
い
が
、
死
に
よ
る
諌
め
は
自
ら
の
死
に
よ
っ
て
己
の
潔
'
臼
を

証
明
す
る
と
同
時
に
紹
子
の
党
離
を
要
議
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
松
陰
の
「
諌
死
」
は
単
に
死
の
覚
悟
に
よ
っ
て
相
手
を
読
め

る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
は
自
ら
の
命
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
相

手
を
諌
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
前
述
し
た
引
用
文
か
ら
考
え
れ
ば
、
松
陰
が
自
ら
披
濯
し
て
い

る
罪
に
つ
い
て
、
二
つ
の
罪
の
意
識
と
い
う
解
釈
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
一
つ
め
は
、
徳
川
幕
府
と
い
う
武
家
政
権
に
お
い
て
は
、
当
為
と
さ

れ
る
天
皇
(
皇
国
)
へ
の
尽
忠
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
醸
成
さ

れ
た
罪
で
あ
る
。
二
つ
め
は
、
あ
る
ま
じ
き
武
家
政
権
の
慣
に
生
を
受
け

て
武
家
政
権
の
非
と
天
皇
親
政
の
是
を
自
覚
し
な
い
と
い
う
罪
で
あ
る
。

で
は
、
何
故
に
松
陰
は
こ
う
し
た
罪
の
意
識
を
持
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う

か
。
そ
の
原
因
は
松
陰
の
「
諌
死
」
が
自
己
否
定
の
思
想
だ
か
ら
で
あ
る
。

彼
は
他
人
を
諌
め
る
と
き
、
自
ら
を
も
「
諌
」
の
対
象
と
し
て
い
る
。
武

家
政
権
の
世
に
生
き
て
い
る
か
ぎ
り
、
幕
府
も
薄
主
も
す
べ
て
の
日
本
人

も
天
皇
(
皇
居
)
へ
の
尽
忠
が
欠
落
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
罪
を
背

負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
松
陰
も
同
様
に
こ
う
し
た
罪
を
背
負

う
の
で
あ
る
。
も
し
松
陰
は
自
己
を
否
定
し
な
け
れ
ば
、
す
な
わ
ち
自
己

を
「
諌
」
の
対
象
と
し
な
け
れ
ば
、
罪
の
意
識
が
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。

な
ぜ
な
ら
、
自
己
の
正
確
さ
を
関
執
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
「
司
下
の
自
己
」

が
欠
点
無
し
と
思
い
込
ん
で
「
あ
る
べ
き
自
己
」
を
追
い
求
め
る
こ
と
は

な
い
か
ら
で
あ
る
。
松
陰
は
自
己
否
定
の
思
想
を
有
す
る
か
ら
こ
そ
、
自

己
否
定
の
極
限
、
す
な
わ
ち
自
己
犠
牲
の
境
地
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
、

安
政
の
大
獄
で
従
容
と
し
て
死
に
赴
い
て
他
者
を
諌
め
た
の
で
あ
る
マ

五
、
お
わ
り
に

一
議
と
松
陰
の
否
定
思
想
を
ま
と
め
て
い
え
ば
、
一
斎
の
否
定
思
想
は

「
真
己
」
が
「
仮
己
」
に
克
つ
と
い
う
こ
と
に
集
約
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
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人
間
が
「
天
理
」
を
実
賊
す
る
と
き
、
欲
望
の
過
不
及
を
常
に
否
定
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
「
身
我
」
が
「
心
我
」
を
損
な
う
こ
と
を
紡
止
す
る
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
松
陰
の
否
定
思
想
は
「
諌
死
」
と
い
う
…
百
葉
で
説
明

で
き
る
。
つ
ま
り
、
「
練
死
」
と
い
う
否
定
思
想
は
単
に
他
者
を
否
定
す

る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
前
に
最
も
重
要
な
の
は
自
己
否
定
だ
、
と
い
う

意
味
で
あ
る
。
自
己
を
「
諌
」
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
初

め
て
松
陰
は
罪
の
意
識
を
持
っ
て
お
り
、
自
ら
を
不
忠
不
孝
の
人
間
だ
と

反
省
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
二
部
で
は
、
日
本
語
の
「
人
間
」
と
い
う
言
葉
に
対
す
る
和
辻
哲
郎

の
解
釈
を
み
て
き
た
。
そ
の
意
味
は
単
に
他
人
で
も
な
け
れ
ば
単
に
社
会

で
も
な
い
、
そ
し
て
偶
人
で
も
あ
る
し
社
会
で
も
あ
る
、
と
解
せ
ら
れ

る
。
接
話
す
れ
ば
、
個
人
と
社
会
の
関
に
は
弁
証
法
的
な
関
揺
が
存
す
る

と
い
え
よ
う
。
社
会
の
自
己
否
定
は
個
人
を
媒
八
八
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
し
、
ま
た
髄
人
も
社
会
の
行
う
種
々
の
個
人
に
対
す
る
否
定
に
よ
っ
て

成
長
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
両
者
の
関
部
は
常
に
相
互
媒
介
の

緊
張
状
態
に
あ
る
。
一
斎
の
否
定
思
想
に
は
自
己
否
定
の
論
理
が
み
ら
れ

る
が
、
松
陰
の
否
定
思
想
に
比
す
れ
ば
、
そ
の
否
定
思
想
は
個
人
と
社
会

の
相
互
媒
介
の
関
係
が
非
常
に
弱
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
松
陰
の
一
合

定
思
想
は
自
己
を
否
定
す
る
と
と
も
に
他
者
を
も
社
会
共
同
体
を
も
否
定

す
る
。
し
た
が
っ
て
、
松
陰
の
否
定
思
想
は
よ
り
実
践
的
で
あ
る
と
い
え

ト
品
、
っ
。

キ
+
{※

三
一
口
志
図
録
」
か
ら
の
引
用
は
椙
良
亨
・
溝
口
雄
一
二
・
語
、
永
光
司
校

注
吋
佐
藤
一
議
・
大
混
中
斎
い
〈
日
本
思
想
大
系
必
〉
(
岩
波
書
信
、

↓
九
八

O
年
)
に
拠
る
。
引
用
の
際
、
(
出
所
条
数
、
員
数
)
と
略
記
し
た
。

吋
伝
習
録
い
か
ら
の
引
用
は
近
藤
原
信
・
三
期
彰
・
春
山
宇
平
校
注

吋
伝
習
録
い
〈
新
釈
漢
文
大
系
日
〉
(
明
治
書
院
、
一
九
六
七
年
)
に
拠
る
。

引
用
の
捺
、
旧
漢
字
は
新
字
に
改
め
た
。

士
口
問
松
陰
の
著
述
か
ら
の
引
用
は
、
す
べ
て
大
和
審
問
版
『
吉
田
松

陰
全
集
い
(
初
版
)
に
拠
る
。
引
用
の
際
、
(
「
全
集
」
巻
号
、
頁
数
)

と
略
記
し
、
出
漢
字
は
新
字
に
改
め
た
。
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井
上
哲
次
郎
は
そ
の
著
作
内
自
本
陽
明
学
派
」
(
富
山
関
、
一
九
二
八

年
)
に
お
い
て
、
幕
末
志
士
の
高
杉
晋
作
を
日
本
陽
明
学
者
と
看
倣

し
て
い
る
。
普
作
の
著
作
で
は
陽
明
学
に
関
す
る
論
述
が
多
く
な
い

(
掘
哲
三
郎
編
集
「
高
杉
晋
作
全
集
」
新
人
物
往
来
柱
、
一
九
七
四
年
、

参
照
)
が
、
関
明
学
の
思
想
に
極
め
て
共
感
を
覚
え
、
実
践
を
重
視

す
る
吉
田
松
陰
を
普
作
は
師
匠
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
普
作
の
学

問
の
系
譜
か
ら
み
れ
ば
、
彼
を
陽
明
学
者
と
考
え
て
も
い
い
と
思
わ

れ
る
。

慶
応
元
年
(
一
八
六
五
)
、
長
州
藩
で
は
内
戦
が
勃
発
し
、
保
守
勢

力
の
俗
論
派
は
高
杉
晋
作
が
統
率
し
、
改
革
を
象
徴
す
る
正
義
派
と

対
戦
し
て
い
た
。
も
は
や
勝
機
を
失
っ
て
敗
北
に
迫
ら
れ
た
俗
論
派

は
長
州
藩
主
の
親
征
に
よ
っ
て
退
勢
を
挽
回
し
よ
う
と
し
た
。
藩
主

の
親
証
に
際
し
て
、
正
義
派
で
は
「
諌
死
」
を
主
張
す
る
井
上
問
多

と
、
「
一
一
故
死
」
を
不
可
と
考
え
る
吉
富
簡
一
と
は
論
争
を
行
っ
た
。

(2) 



(3) 

結
局
、
高
杉
晋
作
が
い
っ
た
「
朱
子
学
で
は
戦
争
が
で
き
な
い
」
と

い
う
一
句
に
よ
っ
て
一
戦
を
決
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
文
句
は

全
面
的
に
朱
子
学
へ
の
否
定
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
朱

子
学
が
時
勢
の
変
化
に
対
応
で
き
な
い
こ
と
と
、
そ
れ
が
象
徴
す

る
観
念
的
な
封
建
的
道
徳
の
名
分
論
と
に
対
す
る
晋
作
の
否
定
的

な
姿
勢
が
う
か
が
わ
れ
る
(
梅
渓
昇
「
高
杉
普
作
」
古
川
弘
文
館
、

二
O
O
二
年
、
二
四
二

1
二
臨
七
真
、
参
照
)
。

和
辻
哲
郎
「
人
間
の
学
と
し
て
の
倫
理
学
」
(
塘
木
順
三
編
集

「
和
辻
哲
部
い
〈
現
代
日
本
思
想
大
系
お
〉
所
収
、
筑
摩
書
障
問
、

一
九
六
七
年
、
六
七
京
、
参
照
)
。

伊
藤
益
「
否
定
の
弁
註
」
(
「
倫
理
学
い
〈
水
野
建
雄
教
授
退
官
記
念

論
集
〉
第
二

O
号
所
収
、
筑
波
大
学
倫
理
学
研
究
会
、
二

O
O
留
年
、

二一ニ

1
三
三
真
、
参
照
)
。

松
陰
は
「
講
孟
余
話
」
に
お
い
て
人
間
の
欲
望
に
論
及
し
た
簡
所
が

あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
彼
に
と
っ
て
は
声
高
}
は
も
と
も
と
好
か
ぬ

も
の
だ
か
ら
、
そ
れ
ら
に
耽
溺
す
る
と
い
う
問
題
が
な
い
。
し
か
し
、

詩
文
欝
画
に
対
す
る
欲
望
が
己
の
志
を
だ
め
に
す
る
こ
と
を
恐
れ
る

松
陰
は
、
自
ら
を
律
す
る
こ
と
が
極
め
て
厳
し
い
た
め
、
「
寡
欲
」

を
主
張
し
て
い
た
が
、
年
を
取
る
に
し
た
が
い
、
詩
文
書
画
に
対
す

る
欲
望
は
人
間
の
情
か
ら
自
然
に
生
ま
れ
た
も
の
な
の
で
、
こ
う
し

た
欲
望
が
聖
賢
が
説
く
道
義
に
背
か
な
け
れ
ば
、
あ
え
て
そ
れ
を
禁

じ
な
く
て
も
か
ま
わ
な
い
、
と
「
縛
欲
」
論
を
説
く
よ
う
に
な
っ
た

(
吋
全
集
い
第
三
巻
、
問
。
九
j
四一

O
頁
、
参
照
)
。

こ
こ
に
い
う
天
皇
(
皇
国
)
の
意
味
は
、
天
皇
の
存
在
を
絶
対
視
す

(4) (5) (6) 

(7) 

る
と
い
う
絶
対
主
義
で
は
な
く
、
そ
れ
は
、
松
陰
の
一
君
万
民
と
い

う
忠
強
か
ら
展
開
し
た
君
民
一
体
(
一
君
即
万
員
、
万
罰
則
一
君
)

の
相
即
関
係
と
そ
の
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
吉

田
松
陰
の
自
体
思
想
」
(
吋
淡
江

B
本
論
議
い
第
一
三
号
所
収
、
淡
江

大
学
日
本
語
文
学
系
、
二

O
O五
年
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

松
陰
は
安
政
六
年
(
一
八
五
九
)
に
安
政
の
大
獄
で
従
容
と
し
て
死

に
赴
い
た
。
彼
の
遺
言
書
と
も
い
え
る
訪
問
魂
録
」
に
、
己
の
死
に

よ
っ
て
他
者
を
諌
め
、
さ
ら
に
尊
王
捜
夷
を
実
践
さ
せ
よ
う
と
す
る

志
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
吉
田
松
陰
の
生
死
の

哲
学
」
(
「
倫
理
学
い
第
二
三
号
所
収
、
筑
波
大
学
倫
理
学
研
究
会
、

二
O
O七
年
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
ち
ょ
う
・
い
そ
う

台
湾
・
育
達
商
業
科
技
大
学

応
用
日
本
語
学
科
助
理
教
授
)

拙
稿
は
昨
年
(
ニ

O
一
O
)
の
六
月
二
二
日
に
台
湾
大
学
で
台
大
人
文

社
会
高
等
研
究
院
が
主
催
し
た
「
二

O
一
O
年
東
亜
陽
明
学
」
回
撚
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
で
発
表
し
た
内
容
を
日
本
語
に
訳
し
、
さ
ら
に
修
正
・
加
筆
を

施
し
た
も
の
で
あ
る
。
ご
意
見
・
ご
指
導
を
下
さ
っ
た
方
々
に
深
謝
の
意

を
表
す
。
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