
自
国
語
意
識
と
自
国
意
識

ー
本
居
宣
長
初
期
歌
論
を
中
心
に
l

序

i
疑
問
の
所
在
と
考
察
に
あ
た
っ
て
の
視
座

i

荷
由
春
満
や
賀
茂
英
淵
、
平
田
篤
胤
ら
と
共
に
「
国
学
の
回
大
人
」
に

並
び
称
さ
れ

ω、
国
学
の
大
成
者
と
も
さ
れ
る
本
居
宣
長
に
つ
い
て
、
我
々

が
そ
の
思
想
を
語
る
際
に
は
往
々
に
し
て
「
も
の
の
あ
は
れ
」
や
、
近
世

に
於
け
る
吋
古
事
記
』
研
究
の
白
眉
と
し
て
名
高
い
「
古
事
記
伝
』
が
持

ち
出
さ
れ
る
。
無
論
、
室
長
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
た
こ
の
「
も
の
の
あ
は
れ
」

が
、
儒
的
な
勧
善
懲
悪
観
に
よ
る
訪
誇
か
ら
我
が
留
の
古
典
を
庇
護
す
る

一
助
と
な
っ
た
こ
と
は
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
し
、
一
ニ
十
余
年
も

の
歳
月
を
経
て
完
成
さ
れ
た
、
正
し
く
室
長
畢
生
の
大
作
で
あ
る
「
古
事

記
伝
」
が
、
彼
の
思
想
に
於
い
て
枢
要
な
位
鐘
を
占
め
て
い
た
こ
と
は
論

を
侯
た
な
い
。
だ
が
、
こ
う
し
た
宣
長
の
中
心
思
想
は
、
例
え
ば
「
も
の

の
あ
は
れ
」
論
が
、
「
安
波
礼
弁
い
に
端
を
発
し
、
吋
紫
文
要
領
」
や
「
石

上
私
淑
ユ
一
一
口
い
を
経
て
降
立
さ
れ
て
い
っ
た
よ
う
に
、
彼
が
思
索
の
途
に
立
っ

た
当
初
か
ら
既
に
、
具
体
的
な
姿
か
た
ち
を
持
っ
て
そ
の
内
に
存
し
て
い

た
訳
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
翻
っ
て
室
長
の
諸

思
想
の
苗
床
と
も
い
う
べ
き
認
識
乃
至
は
意
識
の
存
在
の
昭
示
と
な
る
で

樋

達

W
ハ
ド

向
H
H

口

あ
ろ
う
し
、
立
つ
ま
た
そ
の
存
在
の
何
た
る
か
と
い
う
議
論
を
我
々
に
要

求
す
る
も
の
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
官
一
長
の
処
女
作
で
あ
る
歌
論
説
折
麓
小
舟
』
の
考

察
を
通
し
て
、
若
き
日
の
彼
が
ど
の
よ
う
な
思
想
を
有
し
た
上
で
、
そ
の

名
に
冠
す
る
如
く
に
国
学
研
究
に
分
け
入
っ
た
の
か
を
考
察
す
る
と
共

に
、
こ
の
歌
論
が
近
世
日
本
思
想
の
一
潮
流
と
し
て
の
国
学
に
と
っ
て
如

何
な
る
意
義
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
か
を
論
じ
て
み
た
い
。

一
、
第
一
条
に
み
る
宣
長
の
歌
解
釈

吋
排
麓
小
舟
」
は
、
以
下
の
よ
う
な
問
答
形
式
を
以
て
書
き
出
さ
れ
て

い
る
。

問
、
歌
は
天
下
の
政
道
を
た
す
く
る
道
也
、
い
た
つ
ら
に
も
て
あ
そ

ひ
物
と
忠
ふ
べ
か
ら
ず
、
こ
の
故
に
古
今
の
序
に
、
こ
の
心
み
え
た

り
、
此
義
い
か
ぎ

答
日
、
非
也
、
歌
の
本
憾
、
政
治
を
た
す
く
る
た
め
に
も
あ
ら
ず
、
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身
を
お
さ
む
る
潟
に
も
あ
ら
ず
、
た
ず
心
に
忠
ふ
事
を
い
ふ
よ
り
外

な
し

こ
の
間
い
の
中
で
一
一
一
日
わ
れ
て
い
る
、
「
い
た
つ
ら
に
も
て
あ
そ
ひ
物
と

忠
ふ
べ
か
ら
ず
」
と
の
文
言
は
、
当
代
に
あ
っ
て
和
歌
と
い
う
も
の
が
慨

に
人
々
の
翫
び
も
の
と
化
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
実
状
的
な

批
判
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
は
取
り
も
誼
さ
ず
、
か
の

有
名
な
一
回
歌
八
論
論
争
の
鴎
矢
と
な
っ
た
、
荷
田
在
満
の
白
山
歌
八
論
い
、

わ
け
で
も
そ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
甑
歌
論
」
を
踏
ま
え
て
の
も
の
ω

と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
日
出
歌
八
論
』
は
、
出
安
藩
主
徳
川
宗
武

の
許
で
和
学
御
用
と
し
て
仕
え
て
い
た
荷
出
在
満
が
、
宗
試
の
求
め
に
応

じ
て
、
究
保
二
年
(
一
七
昭
二
)
に
献
進
し
た
歌
論
書
で
あ
る
。
こ
こ
で

在
満
は
、
和
歌
の
荘
り
様
の
分
水
嶺
を
蔦
葉
集
と
古
今
集
と
の
悶
に
盤
き
、

古
今
集
以
降
は
、
「
今
の
世
に
至
る
ま
で
同
じ
く
そ
の
詞
花
言
葉
を
翫
ぶ

が
故
に
、
あ
る
は
印
刷
姿
の
幽
艶
な
る
、
あ
る
は
意
味
の
深
長
な
る
、
あ
る

は
景
色
の
見
る
が
ご
と
き
、
あ
る
は
難
き
題
を
よ
み
得
た
る
、
あ
る
は
連

続
の
機
巧
な
る
を
悦
び
て
、
そ
の
優
劣
を
定
む
る
に
於
て
は
異
な
る
事
な

し」
ω
と
断
じ
、
故
に
「
暫
く
歌
の
本
来
を
捨
て
て
、
世
と
同
じ
く
一
誠
花

言
葉
を
翫
ぶ
に
は
し
か
ず
」

ω
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
一
出
し
て
、
こ
う

し
た
在
満
の
言
の
基
層
を
成
し
て
い
た
の
は
、
「
歌
の
物
た
る
、
六
芸
の

類
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
も
と
よ
り
天
下
の
政
務
に
益
な
く
、
ま
た
日
用
常
行

に
も
助
く
る
所
な
し
」
と
捉
え
、
「
歌
は
貴
ぶ
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
」
と

す
る
、
そ
の
歌
理
解
そ
の
も
の
山
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

在
満
の
斯
掠
な
歌
に
つ
い
て
の
解
釈
は
、
佐
佐
木
信
網
が
「
斯
く
の
如

き
は
、
古
学
勃
興
時
代
の
歌
学
の
大
勢
よ
り
見
れ
ば
、
新
奇
の
観
あ
り
」

と
説
明
す
る
よ
う
に
、
従
来
の
散
に
対
す
る
認
識
と
鋭
く
対
立
す
る
も
の

で
あ
り
、
日
間
数
八
論
』
を
読
ん
だ
宗
武
は
、
す
ぐ
さ
ま
『
国
歌
八
論
余
一
一
一
一
口
』

を
以
て
こ
れ
に
反
駁
を
加
え
、
こ
れ
以
降
真
淵
を
も
巻
き
込
ん
だ
一
大
論

争
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
宮
顧
の
件
に
於
い
て
室
長
は
、
「
歌
は
天
下
の
政
道

を
た
す
く
る
道
也
、
い
た
つ
ら
に
も
て
あ
そ
ひ
物
と
忠
ふ
べ
か
ら
ず
」
と

い
う
、
従
来
の
歌
理
解
を
前
提
と
し
た
向
い
に
答
え
る
形
で
、
歌
と
い
う

も
の
の
本
義
は
、
政
治
的
な
意
味
の
上
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
修

身
と
い
う
道
徳
的
意
味
に
立
つ
も
の
で
も
な
く
、
畢
党
心
の
内
の
思
い
を

述
べ
る
と
い
う
こ
の
一
点
に
こ
そ
存
す
る
の
だ
と
し
て
、
「
歌
と
は
何
た

る
か
」
と
い
う
自
身
の
見
解
を
瞭
然
と
階
明
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

寧
ろ
在
満
の
主
張
に
近
い
も
の
で
あ
り
、
鵠
学
的
立
場
か
ら
歌
に
政
治
的
・

道
徳
的
教
化
の
働
き
を
考
え
る
宗
武
や
、
或
い
は
宣
長
の
簡
で
あ
る
真
淵

の
そ
れ
と
も
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
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二
、
歌
の
認
識
を
巡
る
真
淵
と
官
一
長
の
隔
絶

真
淵
を
附
と
仰
ぐ
吉
一
長
に
あ
っ
て
、
左
様
な
意
見
の
相
違
は
一
見
し
て

奇
妙
に
も
思
え
る
。
然
し
乍
ら
、
彼
ら
の
遣
り
取
り
を
収
め
た
「
賀
茂
真

淵
添
削
詠
草
」
を
始
め
と
す
る
幾
つ
か
の
資
料
を
見
る
に
、
こ
と
歌
に
関

し
て
い
え
ば
、
両
者
の
認
識
に
は
大
き
な
断
絶
が
存
し
て
い
た
で
あ
ろ
う

こ
と
が
窺
え
る
。
例
え
ば
、
「
賀
茂
真
綿
添
削
誌
草
」
の
巻
一
で
は
、
官
一

長
の
詠
歌
「
思
ひ
や
れ
三
年
の
後
も
あ
か
つ
き
の
か
ね
の
つ
ら
さ
は
し
ら



ぬ
枕
を
」
に
対
し
て
、
真
淵
が
以
下
の
よ
う
な
評
を
以
て
答
え
て
い
る
。

い
ひ
な
し
、
は
い
か
い
也
、
態
な
と
は
艶
に
あ
は
れ
に
こ
そ
い
は
め
、

是
は
新
古
今
の
よ
き
歌
は
お
き
て
、
中
に
わ
ろ
き
を
ま
ね
ん
と
し
て
、

終
に
後
世
の
連
歌
よ
り
も
わ
ろ
く
な
り
し
也
、
右
の
歌
と
も
一
つ
も

お
の
か
と
る
へ
き
は
な
し
、
是
を
好
み
給
ふ
な
ら
ば
、
高
葉
の
御
問

も
止
給
へ
、
か
く
て
は
蕗
葉
は
何
の
用
に
た
、
ぬ
事
也

真
淵
は
こ
こ
で
、
官
一
長
の
散
は
和
歌
で
は
な
く
、
後
世
の
連
歌
よ
り
も

出
来
の
悪
い
俳
諮
で
あ
る
と
酷
評
し
た
上
で
、
こ
う
し
た
歌
を
好
む
よ
う

な
ら
ば
蔦
葉
は
何
の
役
に
も
立
た
な
い
の
で
、
こ
れ
以
上
質
問
し
て
こ
な

い
よ
う
に
と
ま
で
言
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
所
謂
「
詞
花
言
葉
を
翫
ぶ
」

こ
と
を
良
し
と
す
る
官
一
一
長
と
、
そ
う
し
た
現
今
の
和
歌
の
在
り
様
を
類
落

と
見
徹
し
、
高
葉
の
古
歌
に
倣
う
こ
と
で
「
身
こ
そ
後
の
ょ
に
あ
れ
、
心

こ
と
ば
は
上
つ
代
に
か
へ
」
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
真
淵
と
の
、
歌
を
巡

る
姿
勢
の
差
異
が
如
実
に
露
見
し
て
い
る
。
斯
様
な
両
人
の
隔
絶
は
、
一

体
何
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

真
綿
は
、
自
身
の
著
作
を
通
じ
て
上
代
へ
の
回
帰
を
繰
り
返
し
説
い
て

い
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
方
法
と
し
て
高
葉
へ
の
回
帰
を
考
え
た
。
だ
か

ら
こ
そ
彼
は
、
「
歌
意
考
』
に
於
い
て
「
い
に
し
へ
人
の
な
ぼ
く
し
て
、

心
高
く
、
み
や
び
た
る
を
、
高
葉
に
得
」
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
、
「
遁

飛
麻
那
微
い
で
「
寓
葉
集
を
常
に
見
よ
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
勿
論
、
こ

れ
は
真
淵
が
「
古
事
記
」
を
筆
頭
と
す
る
荷
葉
以
前
の
文
献
を
等
間
に
し

て
い
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
事
実
、
彼
は
吋
古
事

記
』
を
「
神
の
御
典
」
と
呼
び
、
そ
の
注
釈
に
意
欲
を
見
せ
る
宣
長
を
激

励
し
、
自
ら
の
門
下
に
入
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
然
し
乍
ら
、
こ
こ
で

注
意
す
べ
き
は
吋
古
事
記
』
を
始
め
と
す
る
古
文
献
が
、
何
れ
も
漢
籍
を

以
て
物
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
古
事
記
」
上
巻
は
、

「
一
大
地
初
設
之
時
、
於
高
天
原
成
一
紳
名
、
天
之
御
中
主
一
脚
。
」
と
い
う
一
文

で
書
き
出
さ
れ
て
い
る
が
、
真
淵
は
こ
こ
に
漢
字
に
よ
る
強
い
抑
圧
を
克

る
。
要
す
る
に
、
こ
の
文
は
漢
籍
を
仮
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
漢
意
」
の
妨

害
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
お
り
、
日
本
古
来
の
言
葉
で
あ
る
「
古
一
一
一
口
」
を
読

み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
こ
れ
を
こ
の
ま
ま
読
ん
で
も
、
日

本
が
本
来
有
し
て
い
る
思
想
で
あ
る
「
古
意
」
を
知
る
こ
と
は
不
可
能
で

あ
る
、
と
真
淵
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
寓
葉
集
』
は
文
字

こ
そ
間
じ
く
漢
字
の
仮
借
で
は
あ
る
も
の
の
、
言
葉
の
音
を
当
て
字
で
表

記
す
る
、
所
謂
「
万
葉
仮
名
」
を
用
い
て
お
り
、
上
代
の
「
古
一
一
一
一
口
」
が
、

更
に
は
そ
こ
か
ら
立
ち
顕
れ
る
「
古
意
」
が
、
そ
の
ま
ま
に
息
づ
い
て
い

る
。
こ
こ
に
真
淵
が
宗
門
葉
集
」
を
重
視
す
る
所
以
が
存
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
詰
ま
り
、
真
淵
に
と
っ
て
は
吋
落
葉
集
」
と
そ
の
歌
に
詠
ま
れ
た

世
界
こ
そ
が
、
彼
が
そ
の
恢
復
を
希
求
し
て
己
ま
な
か
っ
た
上
代
そ
の
も

の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

、
官
一
長
に
と
っ
て
の
{
-
寓
葉
集
い

一
方
、
宣
一
長
の
考
え
る
才
的
葉
集
い
の
意
義
は
、
真
淵
の
そ
れ
と
は
必

ず
し
も
一
致
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
の
一
端
を
示
す

も
の
と
し
て
は
、
主
ぃ
~
勝
間
」
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
玉
勝
間
い
巻
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の
二
に
は
、
宣
長
と
真
淵
と
の
避
遁
を
述
べ
た
「
お
の
が
物
ま
な
び
の
有

し
ゃ
う
」
と
、
真
綿
か
ら
受
け
た
指
南
を
記
し
た
「
あ
が
た
ゐ
の
う
し
の

御
さ
と
し
与
一
一
巳
と
い
う
項
目
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
先
ず
、
前
者
で
は
宣

長
が
契
沖
の
研
究
に
触
れ
、
本
格
的
に
古
学
の
道
へ
の
志
を
深
め
る
う
ち

に
、
真
淵
を
慕
う
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
様
子
が
、
以
下
の
様
に
述
壊
さ

れ
て
い
る
。

か
の
契
沖
が
歓
ぶ
み
の
設
に
な
す
ら
へ
て
、
皇
閣
の
い
に
し
へ
の
意

を
お
も
ふ
に
、
世
に
一
脚
道
者
と
い
ふ
も
の
の
読
お
も
む
き
は
、
み
な

い
た
く
た
が
へ
り
と
、
は
や
く
さ
と
り
ぬ
れ
ば
、
師
と
頼
む
べ
き
人

も
な
か
り
し
ほ
ど
に
、
わ
れ
い
か
で
古
の
ま
こ
と
の
む
ね
を
、
か
む

か
へ
出
む
、
と
思
ふ
こ
〉
ろ
ざ
し
深
か
り
し
に
あ
は
せ
て
、
か
の
冠

辞
考
を
得
て
、
か
へ
す
/
¥
よ
み
あ
ぢ
は
ふ
ほ
ど
に
、
い
よ
/
¥
心

ざ
し
ふ
か
く
な
り
つ
¥
此
大
人
を
し
た
ふ
心
、
日
に
そ
へ
て
せ
ち

な
り
し
に
、

こ
こ
で
は
、
宣
長
の
学
術
的
探
究
心
が
、
も
と
契
沖
に
端
を
発
し
乍
ら

も
、
ウ
ロ
砧
辞
考
」
と
の
出
会
い
を
機
に
、
真
綿
の
思
想
に
傾
倒
し
て
い
く

様
子
が
看
取
さ
れ
る
。
だ
が
、
そ
の
一
方
で
問
項
に
は
、
初
め
に
『
冠
辞

考
」
を
手
に
取
っ
た
際
の
印
象
と
し
て
、
「
は
じ
め
一
わ
た
り
見
し
に
は
、

さ
ら
に
忠
ひ
も
か
け
ぬ
事
の
み
に
し
て
、
あ
ま
り
こ
と
と
ほ
く
、
あ
や
し

き
や
う
に
お
ぼ
え
て
」
と
あ
り
、
真
淵
の
論
に
対
し
て
「
信
ず
る
こ
こ
ろ

は
あ
ら
ざ
り
し
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
官
一
一
長
が
真
淵
を
知
っ
た

当
初
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
が
室
長
に
と
っ
て
異
質
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

が
判
る
。

次
い
で
、
「
あ
が
た
ゐ
の
う
し
の
御
さ
と
し
き
口
」
で
は
、
自
身
の
胸
中

に
「
古
事
記
い
注
制
作
の
志
あ
る
旨
を
吐
露
し
た
宣
長
に
対
し
、
古
意
を
知

る
に
は
古
一
一
一
一
口
を
明
ら
め
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
古
ヰ
一
一
口
を
得
る
に
は
高
葉
に

依
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
真
淵
の
教
え
が
記
さ
れ
て
い
る
。
一
史
に
、
そ
の

件
に
続
け
て
、
「
世
中
の
物
ま
な
ぶ
と
も
が
ら
を
見
る
に
、
皆
ひ
き
と
所

を
経
ず
て
、
ま
だ
き
に
高
き
と
こ
ろ
に
の
ぼ
ら
ん
と
す
る
程
に
、
ひ
き
〉

と
こ
ろ
を
だ
に
う
る
こ
と
あ
た
は
ず
、
ま
し
て
高
き
所
は
、
う
べ
き
や
う

な
け
れ
ば
、
み
な
ひ
が
ご
と
の
み
す
め
り
、
此
む
ね
を
わ
す
れ
ず
、
心
に

し
め
て
、
ま
づ
ひ
き
〉
と
こ
ろ
よ
り
よ
く
か
た
め
お
き
て
こ
そ
、
た
か
き

と
こ
ろ
に
は
の
ぼ
る
べ
き
わ
ざ
な
れ
」
と
あ
り
、
「
高
き
所
」
で
あ
る
「
古

事
記
」
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
先
ず
以
て
「
ひ
き
こ
附
」
、
即
ち
「
寓

葉
集
」
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
研
究
の
方
法
論
と
し

て
真
淵
が
宣
長
に
諭
し
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
而
し
て
、
斯
か
る
真
淵

の
助
一
一
=
口
を
受
け
て
、
室
長
は
「
此
御
さ
と
し
言
の
、
い
と
た
ふ
と
く
お
ぼ

え
け
る
ま
〉
に
、
い
よ
い
よ
寓
葉
集
に
心
を
そ
め
」
て
、
研
究
に
勤
し
ん

だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

瞥
見
す
る
に
、
こ
れ
は
単
な
る
師
弟
問
答
で
あ
り
、
そ
の
内
容
も
合
め

特
段
大
過
な
い
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
そ
の
実
能
々
考
え
て
み
る
と
、
ど

う
に
も
程
一
認
な
点
が
存
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
こ
で
の
記
述
に
よ

れ
ば
、
真
淵
は
『
蔦
葉
集
い
を
「
ひ
き
〉
所
」
と
呼
び
、
「
古
事
記
」
を

理
解
す
る
う
え
で
の
階
梯
と
し
て
こ
れ
を
設
置
い
つ
け
て
い
た
こ
と
に
な

る
。
然
し
、
果
た
し
て
真
淵
の
「
寓
葉
集
』
に
対
す
る
理
解
は
上
記
の
よ

う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
答
え
は
、
恐
ら
く
否
で
あ
る
。
先
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に
述
べ
た
如
く
に
、
真
淵
に
と
っ
て
蔦
葉
と
は
、
彼
の
理
想
と
す
る
上
古

そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
真
淵
を
し
て
、
た
と
え
学
問
的
必
要
性
に
迫

ら
れ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
「
寓
葉
集
」
を
「
古
事
記
」
研
究

の
階
梯
、
更
に
穿
っ
た
言
い
方
を
し
て
し
ま
え
ば
或
る
種
の
「
踏
み
合
」

と
し
て
捉
え
、
剰
え
「
ひ
き
〉
所
」
な
ど
と
放
言
す
る
こ
と
が
あ
る
と
は

到
底
考
え
難
い
。
さ
ら
ば
、
こ
の
観
離
は
如
何
に
し
て
解
消
さ
れ
得
べ
き

も
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
押
さ
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
子
安
官
一
邦
一
も
指
摘
し
て

い
る
ω
よ
う
に
、
真
減
に
よ
る
左
様
な
寓
葉
理
解
を
語
っ
て
い
る
の
は
、

飽
く
迄
も
こ
の
「
玉
勝
間
」
の
著
者
で
あ
る
官
一
長
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

子
安
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
高
葉
的
世
界
が
真
綿
に
と
っ
て
「
古
え
」
と

殆
ど
向
様
の
大
き
さ
、
重
要
性
を
持
っ
て
存
在
し
て
い
た
と
前
置
き
し
た

上
で
、
「
真
淵
に
と
っ
て
吋
万
葉
集
」
が
も
っ
て
い
た
こ
の
位
置
を
、
室

長
は
「
古
事
記
』
に
よ
っ
て
置
き
換
え
」
た
の
だ
と
主
張
す
る
問
。
だ
が
、

卑
見
を
開
陳
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
単
に
宣
長
が
真
淵
に
於
け
る
言
問
葉

集
』
の
立
地
点
に
「
吉
事
記
い
を
上
書
き
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
抑
々

両
者
の
関
心
は
当
初
か
ら
別
々
で
あ
り
、
そ
れ
が
故
に
弱
者
に
於
け
る
「
高

葉
集
い
の
位
霞
付
け
も
ま
た
、
本
よ
り
遣
っ
て
い
た
も
の
と
解
す
べ
き
で

+の
λ
ごっ。

先
に
挙
げ
た
「
お
の
が
物
ま
な
び
の
省
し
ゃ
う
」
の
一
節
に
今
一
度
目

を
遺
る
と
、
そ
こ
に
は
は
っ
き
り
と
「
皇
儲
の
い
に
し
へ
の
意
を
お
も
ふ

に
、
世
に
一
刺
道
者
と
い
ふ
も
の
の
説
お
も
む
き
は
、
み
な
い
た
く
た
が
へ

り
と
、
は
や
く
さ
と
り
ぬ
れ
ば
(
傍
点
筆
者
こ
と
、
室
長
が
古
学
を
学
ぼ

う
と
し
た
動
機
が
語
ら
れ
て
い
る
。
宣
長
が
目
指
し
た
の
は
、
既
存
の
神

道
者
の
説
く
論
が
悉
く
誤
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
誤
謬
を
正
そ
う

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
決
し
て
蕗
葉
の
歌
ぶ
り
を
学
ぼ
う
な
ど
と
い
う
も

の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
為
に
は
神
代
の
自
本

(
H
H

皇

留
の
い
に
し
へ
)
を
描
い
た
記
紀
、
わ
け
で
も
「
古
事
記
」
の
研
究
が
不

可
欠
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
、
高
葉
歌
の
冠
辞
か
ら
古
一
一
一
口
を
明
ら
か
に
し

よ
う
と
す
る
「
冠
辞
考
」
に
触
れ
、
「
古
事
記
』
研
究
の
前
段
階
で
あ
る

吉
言
理
解
の
手
段
と
し
て
、
「
訪
問
葉
集
』
と
そ
の
研
究
者
た
る
真
淵
を
見

出
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
詰
ま
り
、
真
淵
に
と
っ
て
の
古
学
が
『
寓

葉
集
い
を
中
心
に
据
え
て
、
そ
こ
か
ら
放
射
状
に
、
且
つ
平
面
的
に
拡

が
っ
て
ゆ
く
形
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
官
一
長
の
そ
れ
は
「
寓
葉
集
」
か
ら

古
言
へ
、
古
言
か
ら
吋
古
事
記
』
へ
、
と
い
っ
た
逓
次
的
な
も
の
で
あ
り
、

従
っ
て
彼
に
と
っ
て
の
「
寓
葉
集
」
は
、
「
古
事
記
」
へ
と
歩
を
進
め
る

に
あ
た
っ
て
、
「
ひ
き
〉
と
こ
ろ
よ
り
よ
く
か
た
め
お
」
く
も
の
で
し
か

な
か
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
と
す
れ
ば
、
室
長
に

と
っ
て
真
相
側
は
「
古
学
び
」
の
師
で
は
あ
っ
た
が
、
「
歌
学
び
」
の
一
川
で

は
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
先
述
し
た
室
長
と
真
淵
と
の
、
歌
を
巡
る
認

識
の
事
離
に
対
す
る
疑
問
も
、
こ
の
一
点
を
以
て
決
着
を
克
る
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。
詮
ず
る
に
、
室
長
に
と
っ
て
の
「
歌
」
と
は
、
寓
葉
歌
に
限

ら
ず
、
当
代
に
於
け
る
今
犠
の
「
翫
歌
」
を
も
含
め
た
包
括
的
な
謂
で
あ

り
、
然
に
あ
れ
ば
こ
そ
、
彼
に
と
っ
て
の
歌
は
、
「
政
治
を
た
す
く
る
た

め
に
も
あ
ら
ず
、
身
を
お
さ
む
る
潟
に
も
あ
ら
ず
」
、
た
だ
た
だ
「
心
に

思
ふ
事
を
い
ふ
」
為
の
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
で
は
、
そ
の
よ
う
な

位
誼
付
け
で
捉
え
ら
れ
た
「
歌
」
を
論
ず
る
こ
と
は
、
果
た
し
て
官
一
長
に

と
っ
て
如
何
様
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
「
排
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絃
小
舟
」
の
内
容
を
追
い
乍
ら
考
察
を
続
け
て
い
き
た
い
と
忠
う
。

呂
、
歌
の
特
別
捜

先
程
ま
で
の
論
に
於
い
て
、
室
長
は
吋
市
内
葉
集
い
を
「
古
事
記
』
へ
と

到
る
階
梯
と
し
て
捉
え
て
い
た
と
述
べ
た
。
然
し
、
こ
の
こ
と
は
彼
が
歌

の
様
式
と
し
て
前
葉
を
最
上
位
に
据
え
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
導

き
こ
そ
す
れ
、
歌
そ
の
も
の
を
軽
視
し
て
い
た
と
い
う
の
は
あ
た
ら
な
い
。

そ
の
誌
拠
に
、
室
長
が
京
都
遊
学
時
代
に
友
人
で
あ
る
儒
生
清
水
吉
太
郎

に
宛
て
た
書
簡
で
は
、
宣
長
が
和
歌
を
好
む
の
を
清
水
が
非
難
し
た
こ
と

に
対
し
て
、
「
足
下
僕
の
和
歌
を
好
む
を
非
と
す
。
僕
も
亦
た
私
か
に
足

下
の
揺
を
好
む
を
非
と
す
」
と
応
酬
し
、
更
に
は
「
僕
の
和
歌
を
好
む

は
、
性
也
。
又
た
緋
也
」
と
ま
で
一
一
一
回
っ
て
部
ら
な
い
ω
。
だ
が
そ
れ
以
上

に
、
終
生
自
ら
公
表
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た

ω
と
は
い
え
、
研
究
者
と
し

て
初
め
て
物
し
た
の
が
外
な
ら
ぬ
こ
の
「
排
産
小
舟
』
な
る
歌
論
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
こ
そ
が
、
宮
一
長
が
歌
に
特
別
な
意
義
を
見
出

し
て
い
た
と
い
う
こ
と
の
最
大
の
証
左
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
だ
と
す
れ

ば
、
室
長
が
歓
を
特
別
視
す
る
所
以
は
何
処
に
存
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ

う
か
。「

排
産
小
舟
」
は
、
先
に
掲
示
し
た
如
く
第
一
条
に
て
先
ず
歌
の
本
然

を
述
べ
る
と
、
続
く
第
二
条
で
は
そ
の
本
然
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
た
ズ
心

に
忠
ふ
事
を
い
ふ
」
と
は
一
体
如
何
な
る
こ
と
か
を
説
く
。
日
く
、
そ
れ

、、

は
た
だ
歌
を
作
る
当
人
の
意
に
従
っ
て
、
そ
の
実
情
を
詠
む
こ
と
で
あ
る

と
い
う
。
と
こ
ろ
が
、
あ
ろ
う
こ
と
か
宣
長
は
こ
の
こ
と
を
言
っ
た
後
に
、

自
ら
の
子
で
そ
れ
を
引
っ
繰
り
返
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
問
問
条
に
於
い

て
彼
は
、
「
恕
ふ
心
を
よ
み
あ
ら
は
す
が
本
然
也
」
と
述
べ
た
直
後
に
こ

う
続
け
る
。
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よ
さ
駄
を
よ
ま
む
と
忠
ふ
心
よ
り
、
詞
を
え
ら
ひ
意
を
ま
ふ
け
て
か

ざ
る
ゆ
へ
に
、
貨
を
う
し
な
ふ
事
あ
る
也
、
つ
ね
の
一
一
一
一
口
語
さ
へ
忠
ふ

と
を
り
あ
り
の
ま
〉
に
は
い
は
ぬ
も
の
官
、
況
や
歌
は
ほ
と
よ
く
へ

う
し
お
も
し
ろ
く
よ
く
よ
ま
む
と
す
る
ゆ
へ
、
我
賓
心
と
た
か
ふ
事

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

は
あ
る
べ
き
也
、
そ
の
た
が
ふ
所
も
す
な
は
ち
寅
晴
也
(
傍
点
筆
者
)

歌
の
本
然
と
は
、
そ
の
意
の
鐙
に
実
情
を
い
う
も
の
で
あ
る
と
い
い
乍

ら
、
一
方
で
は
よ
く
詠
も
う
と
し
て
言
葉
を
飾
る
と
い
う
あ
か
ら
さ
ま
な

「
作
為
」
を
肯
定
し
、
そ
の
「
作
為
」
の
所
為
で
歌
の
内
容
が
実
心
と
違
っ

て
し
ま
っ
て
も
、
そ
れ
も
ま
た
実
情
な
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
の
宣
長

の
論
は
、
一
見
し
て
明
ら
か
に
破
綻
を
来
し
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
の
論

理
的
矛
盾
は
同
条
の
論
中
に
於
い
て
は
終
ぞ
解
消
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、

室
長
は
こ
れ
を
棚
上
げ
し
た
ま
ま
別
の
疑
鋒
へ
と
移
り
、
治
々
と
弁
じ
続

け
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
点
つ
い
て
一
定
の
回
答
を
得
る
に
は
、
今
少

し
先
を
読
み
進
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
我
々
が
こ
の
矛
盾
し
た
一
一
一
一
口
説

の
う
ち
に
読
み
取
り
得
る
こ
と
、
且
つ
ま
た
読
み
取
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と

は
、
室
長
が
歌
に
於
い
て
実
情
を
重
視
し
て
い
た
と
共
に
、
今
一
つ
に
は

そ
こ
に
用
い
ら
れ
る
言
辞
や
拍
子
の
美
し
さ
に
も
重
き
を
震
い
て
い
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
恐
ら
く
宮
一
長
は
、
歌
に
於
い
て
実
情
そ
の
ま
ま
を
詠

む
こ
と
と
、
歌
と
し
て
の
美
し
さ
と
が
同
居
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い



と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
現
に
彼
は
第
九
条
の
中
で
、
吉
今
集
の

「
仮
名
序
」
を
引
き
乍
ら
、
「
い
か
に
慌
が
ふ
か
き
と
て
、
悲
し
か
り
け
り

悲
し
か
り
け
り
な
と
い
ひ
て
、
鬼
一
紳
は
感
ず
ま
じ
、
深
切
な
る
心
情
よ
り

出
て
、
其
歌
し
か
も
美
け
れ
は
、
を
の
つ
か
ら
感
腔
も
あ
る
べ
し
、
又
詞

の
み
い
か
ほ
と
優
美
な
り
と
も
、
情
の
な
き
も
感
謄
は
あ
ら
し
、
信
意
ふ

か
く
、
歌
さ
ま
う
る
は
し
き
時
は
、
間
関
人
も
を
の
つ
か
ら
感
心
し
、
天
地

を
も
動
し
、
鬼
一
脚
も
感
躍
す
へ
し
」
と
述
べ
て
い
る
ω
。
歌
の
在
り
様
に

対
す
る
斯
様
な
理
想
が
そ
の
内
に
存
し
て
い
た
が
故
に
、
宣
一
長
は
先
の
如

き
矛
盾
を
苧
ん
だ
論
理
を
展
開
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

忠
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

五
、
強
ま
る
思
想
性

次
い
で
第
二
条
以
降
で
あ
る
が
、
暫
く
は
歌
の
詠
み
方
や
古
歌
の
特
色
、

風
情
に
つ
い
て
な
ど
、
通
り
一
遍
の
所
謂
歌
学
的
な
記
述
が
続
く
。
と
こ

ろ
が
、
中
盤
に
差
し
掛
か
る
あ
た
り
か
ら
、
そ
の
内
容
は
徐
々
に
性
質
を

変
じ
て
い
く
。
そ
の
皮
切
り
と
な
る
の
が
第
二
十
四
条
で
あ
る
。
こ
の
条

は
、
歌
と
い
う
も
の
を
「
詩
」
と
呼
ん
だ
り
、
「
歌
」
と
呼
ん
だ
り
す
る

の
は
ど
う
い
う
わ
け
か
、
と
い
う
設
問
を
以
て
始
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ

に
対
し
て
宣
長
は
、
そ
の
冒
頭
で
「
詩
」
の
字
を
以
て
ウ
タ
と
読
む
方
が

本
来
的
な
意
味
と
し
て
は
正
し
く
当
た
っ
て
い
る
、
と
簡
便
な
答
え
を
述

べ
る
の
だ
が
、
問
題
は
そ
の
後
で
あ
る
。
宮
一
長
は
こ
の
「
ウ
タ
」
と
い
う

一
誌
の
用
字
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
筈
の
議
論
を
拡
大
し
、
以
下
の
様
に

続
け
る
の
で
あ
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、

す
へ
て
文
字
は
み
な
か
り
物
也
、
末
の
事
也
、
然
る
を
文
字
と
我
図

の
一
説
と
、
始
め
よ
り
一
つ
な
る
物
と
心
得
た
る
か
、
こ
れ
大
な
る
誤

也
、
も
と
よ
り
あ
る
言
に
、
文
字
を
か
り
用
ひ
た
る
物
と
云
事
を
知

ら
す
、
わ
ら
ふ
へ
し
、
和
訓
の
、
文
字
に
窓
口
あ
る
事
は
人
々
よ
く
し

れ
と
も
、
漢
字
の
、
我
閣
の
言
に
害
あ
る
事
を
知
人
な
し
、
和
訓
、

文
字
に
窓
口
あ
れ
は
、
文
字
、
又
我
図
の
諸
に
筈
あ
る
事
、
い
は
す
し

て
し
る
へ
し
、
さ
れ
は
文
字
に
つ
き
て
一
一
一
一
口
を
解
す
る
は
、
末
を
た
つ

ね
て
本
を
わ
す
る
〉
也
富
市
…
筆
者
)

傍
点
を
施
し
た
部
分
か
ら
判
る
よ
う
に
、
元
来
日
本
語
か
ら
み
れ
ば
文

字
、
即
ち
漢
字
は
借
り
物
で
あ
る
か
ら
、
そ
ん
な
も
の
は
我
が
留
の
言
葉

に
と
っ
て
は
有
害
極
ま
り
な
い
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
漢
字
の
表
記
を
以

て
日
本
一
誌
の
意
を
理
解
し
よ
う
な
ど
と
い
う
の
は
、
そ
も
本
末
転
倒
な
の

だ
、
と
室
長
は
一
一
一
一
口
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
自
由
語
に
対
す

る
漢
字
の
製
肘
を
極
端
に
厭
う
、
室
長
の
一
一
一
一
口
語
観
の
一
端
を
垣
間
見
る
こ

と
が
で
き
る
。

次
い
で
第
二
十
五
条
で
は
、
和
歌
を
「
ヤ
マ
ト
ウ
タ
」
と
称
す
る
こ
と

に
対
し
、
巽
を
唱
え
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
宣
長
に
よ
れ
ば
、
こ
の
ヤ

マ
ト
ウ
タ
と
い
う
呼
称
は
漢
土
よ
り
誌
が
渡
っ
て
き
た
こ
と
で
、
「
漢
土

歌

(
H
漢
詩
・
カ
ラ
ノ
ウ
タ
)
」
と
「
我
闘
歌
(
日
日
和
歌
こ
と
が
混
じ
ら

ぬ
よ
う
、
区
別
す
る
為
に
後
々
作
ら
れ
た
便
宜
的
な
も
の
に
過
ぎ
ず
、
和

歌
を
指
し
て
い
う
際
に
は
、
「
倭
歌
」
乃
至
は
「
和
歌
」
と
書
い
て
「
ウ
タ
」

と
読
み
、
こ
れ
を
呼
称
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
何
故
か
。
そ
の
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、
、
、
、
、
、

回
答
と
し
て
宣
長
は
、
「
数
字
は
か
ら
に
も
あ
れ
と
も
、
う
た
と
云
物
呉

、
、
、
、

閣
に
な
し
(
傍
点
筆
者
こ
と
言
う
。
詰
ま
り
、
室
長
は
歌
と
い
う
も
の
を

日
本
に
特
有
の
文
化
で
あ
る
と
位
躍
付
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
一
体
、
彼
は
如
何
な
る
故
に
和
歌
に
独
自
性
を
見
出
す
の
か
。
こ

の
こ
と
を
知
る
手
掛
か
り
は
、
こ
こ
よ
り
少
し
先
の
段
で
為
さ
れ
て
い
る

議
論
の
内
に
存
し
て
い
る
。
先
ず
、
第
三
十
条
を
見
て
み
た
い
。
そ
こ
に

は
、
以
下
の
様
な
向
い
が
持
た
れ
て
い
る
。

一
緒
紳
先
生
あ
り
白
、
歌
は
苦
闘
の
な
ら
ば
せ
な
れ
と
も
、
何
と
な

く
言
も
女
童
の
や
う
に
て
、
心
も
は
か
な
く
あ
だ
/
¥
し
き
も
の
也
、

大
丈
夫
の
わ
ざ
に
あ
ら
す
、
こ
と
に
懇
部
を
た
て
て
、
そ
の
歌
甚
多

し
て
、
い
と
淫
燦
な
る
も
の
也
、
強
歌
に
あ
ら
ぬ
も
、
花
鳥
風
月
の

あ
た
な
る
事
の
み
に
て
、
正
賞
な
る
事
は
た
え
て
詠
せ
す
、
今
日
の

用
な
し
、
無
益
の
物
也
、
返
て
人
を
し
て
心
と
ら
け
、
淫
乱
に
導
く

の
は
し
た
ら
し
む
、
決
し
て
詠
す
る
こ
と
な
か
れ
と

要
す
る
に
、
和
歌
に
は
恋
歌
な
ど
淫
燦
な
内
容
の
も
の
が
多
く
、
無
益

で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
寧
ろ
風
紀
素
乱
の
具
と
な
る
も
の
で
は
な
い
の
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
官
一
長
は
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
。

す
へ
て
歌
を
む
か
し
よ
り
、
閣
家
を
治
め
身
を
お
さ
む
る
の
助
也
と

云
よ
り
、
か
〉
る
設
も
出
来
る
な
り
、
政
道
の
た
す
け
と
し
、
修
身

の
た
め
に
せ
は
、
詠
歌
よ
り
近
き
事
、
は
な
は
た
多
し
、
何
そ
迂
遠

の
倭
歌
を
待
む
や
、
和
歌
は
も
と
さ
や
う
の
道
に
あ
ら
す
、
只
思
ふ

事
を
程
よ
く
云
つ
〉
く
る
ま
で
の
事
也
、
然
し
て
人
間
の
思
情
の
う

ち
、
色
欲
よ
り
切
な
る
は
な
し
、
故
に
古
来
機
の
歌
尤
多
し
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こ
こ
に
一
一
一
一
口
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
殆
ど
が
第
一
条
で
述
べ
ら
れ
て

い
た
歌
の
本
然
に
つ
い
て
の
弁
の
繰
り
返
し
で
あ
る
。
だ
が
、
重
要
な
の

は
こ
こ
で
宣
長
が
、
人
間
の
有
す
る
惰
と
し
て
色
欲
を
大
い
に
肯
定
す
る

立
場
を
表
明
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
更
に
官
一
長
は
こ
れ
以
昨
も
、
歌
と

い
う
も
の
は
心
に
思
う
こ
と
を
そ
の
善
悪
に
係
ら
ず
詠
む
べ
き
も
の
で
あ

る
か
ら
、
「
心
に
お
も
ふ
色
欲
を
よ
み
出
た
る
、
何
の
事
か
あ
ら
ん
(
一
一
一
二
一
こ

と
し
、
抑
々
が
「
心
の
邪
正
美
悲
」
を
「
歌
の
道
に
て
、
と
か
く
論
す
べ

き
に
あ
ら
す
(
向
上
)
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
宣
長
は
歌
の

道
に
於
い
て
、
「
実
情
」
や
「
人
情
」
、
「
思
情
」
と
い
っ
た
も
の
!
こ
れ

ら
が
後
に
「
も
の
の
あ
は
れ
」
と
い
う
概
念
と
し
て
収
紋
し
て
い
く
こ
と

と
な
る
の
で
あ
る
が

i
の
一
義
性
を
幾
度
に
も
亘
っ
て
強
調
し
、
そ
の
一

方
で
歌
を
「
政
道
」
や
「
修
身
」
と
関
連
付
け
る
こ
と
や
、
「
善
悪
教
戒
(
三
O
)
」

「
理
非
議
論
向
上
)
」
と
い
っ
た
思
考
を
歌
に
持
ち
込
む
こ
と
を
拒
絶
す
る
。

官
一
長
の
こ
う
し
た
言
説
は
、
そ
の
奥
に
底
流
す
る
或
る
意
識
の
奔
出
と
も

い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

六
、
「
或
る
意
識
」
と
歌
を
特
別
視
す
る
理
由

そ
の
「
或
る
意
識
」
が
異
体
的
な
ニ
一
一
口
辞
を
伴
っ
て
塩
上
に
載
る
の
が
、

第
三
十
八
条
以
降
で
あ
る
。
官
一
長
は
先
ず
、
「
人
と
生
れ
て
、
こ
と
さ
ら

一
静
岡
聞
に
生
れ
た
る
人
間
、
よ
も
や
人
情
の
な
き
も
の
は
あ
ら
じ
」
と
、
人



間
と
い
う
も
の
に
は
、
と
り
わ
け
日
本
人
に
は
生
来
的
に
人
情
の
備
わ
っ

て
い
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
人
情
を
阻
害
す
る
も
の
と
し

て
、
「
人
の
留
の
四
角
な
る
文
字
」
、
更
に
は
「
唐
人
議
論
の
か
た
ぎ
」
と

い
う
一
言
葉
を
持
ち
出
す
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
人
の
留
の
四
角
な
る

文
字
」
と
は
、
勿
論
漢
字
の
こ
と
を
指
し
て
の
詣
で
あ
り
、
こ
れ
を
好
ん

で
漢
詩
を
尊
び
、
心
を
制
し
て
上
辺
の
形
を
の
み
気
に
し
、
人
情
を
偲
し

縫
う
の
は
「
唐
人
議
論
の
か
た
ぎ
」
で
あ
る
と
宣
長
は
批
判
す
る
。
こ
こ

に
到
っ
て
宣
長
は
、
「
神
田
の
人
情
」
と
「
清
人
議
論
の
か
た
ぎ
」
、
ま
た

或
い
は
、
そ
の
人
情
を
十
全
に
表
現
し
得
る
「
日
本
語
」
及
、
び
そ
れ
を
用

い
た
「
和
歌
」
と
、
逆
に
そ
れ
を
臨
し
、
取
り
繕
お
う
と
す
る
「
漢
字
」

及
び
に
「
漢
詩
」
と
い
う
明
確
な
二
元
的
対
立
を
措
定
し
た
よ
で
、
自
国

語
並
び
に
自
患
の
優
越
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
こ
の
「
自
民

話
並
び
に
自
由
の
優
位
性
」
こ
そ
が
、
正
し
く
先
に
述
べ
た
「
或
る
意

識
」
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
一
方
に
於
い
て
、
こ
こ
で
展
開

さ
れ
る
中
富
批
判
は
、
取
り
も
直
さ
ず
当
代
日
本
に
あ
っ
て
思
想
的
大
勢

を
占
め
て
い
た
儒
学
に
対
す
る
批
判
と
い
う
側
面
を
多
分
に
し
て
有
し
て

い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
確
か
に
、
相
良
亨
の
い
う
よ
う
に
ω
、
「
さ
れ

は
聖
人
の
教
戒
、
人
倫
の
お
さ
め
か
た
、
の
こ
る
所
な
く
経
停
に
し
る
し

て
、
人
の
よ
く
わ
き
ま
へ
し
る
と
こ
ろ
、
愚
人
も
を
の
づ
か
ら
、
不
裁
の

わ
け
は
よ
く
し
れ
り
、
こ
れ
世
間
一
統
の
通
戒
也
(
一
二
間
)
」
や
、
「
儒
は

身
を
修
め
家
を
と
〉
の
へ
、
題
天
下
を
お
さ
む
る
の
大
道
也
(
凶
山
間
)
」
と

い
っ
た
記
述
か
ら
、
吋
排
藍
小
舟
い
に
於
い
て
の
宣
長
に
係
学
を
真
っ
向

か
ら
否
定
し
よ
う
と
す
る
意
図
は
な
か
っ
た
、
更
に
踏
み
込
ん
で
い
え
ば
、

そ
う
す
る
備
を
未
だ
有
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
間
間
違
い
な
い
。
然
し
乍

ら
、
一
方
で
は
彼
が
「
ゆ
き
つ
ま
り
た
る
腐
儒
の
見
識
(
二
八
)
」
と
い
っ

た
表
現
を
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
こ
の
時
点
に
あ
っ
て
既

に
儒
学
に
対
し
て
相
当
に
批
判
的
な
認
識
を
そ
の
内
に
秘
め
て
い
た
と
い

う
事
実
は
閑
却
す
べ
き
で
は
な
い
し
、
こ
の
こ
と
は
後
に
宣
長
が
『
古
事

記
』
の
研
究
を
進
め
、
神
道
論
を
深
め
て
ゆ
く
に
あ
た
っ
て
の
重
要
な
動

機
の
一
つ
と
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
今
し
方
、
室
長
の
根
抵
に
存
し
て
い
た
も
の
が
「
自
国
語
並
び
に

自
国
の
優
位
性
」
で
あ
っ
た
と
述
べ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
畢
覚
、
室
長
が

何
故
歌
を
特
別
視
し
、
ま
た
そ
こ
に
独
自
性
を
見
出
し
た
か
、
と
い
う
先

に
挙
げ
た
疑
問
の
答
え
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
ο

室
長
の
考
え
は
恐
ら
く
以

下
の
知
く
に
あ
る
。
人
間
に
は
元
来
人
情
が
備
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
情
の

赴
く
ま
ま
に
述
べ
、
詠
ず
る
の
が
歌
の
本
来
の
在
り
方
で
あ
っ
た
。
こ
れ

は
蹴
っ
て
い
え
ば
、
本
然
の
ま
ま
に
歌
を
う
た
う
こ
と
が
、
そ
れ
即
ち

人
間
の
在
り
様
だ
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
宣
長
は
、
「
人

間
と
し
て
一
向
よ
む
事
あ
た
は
さ
る
は
、
可
恥
の
甚
し
き
に
あ
ら
す
や

(
三
二
)
」
、
「
無
益
の
事
世
と
て
、
己
し
か
よ
ま
さ
る
さ
へ
あ
る
に
、
人
の

よ
む
を
さ
へ
譲
り
に
く
む
は
、
風
雅
を
知
ら
さ
る
木
石
の
た
ぐ
ひ
(
一
二
九
)
」

と
い
い
、
「
生
と
し
生
る
も
の
情
を
そ
な
へ
た
る
も
の
は
、
そ
の
情
の
の

ぶ
る
所
な
れ
は
、
歌
除
な
く
て
は
か
な
は
ぬ
も
の
也
(
向
上
)
」
と
い
う
の

で
あ
る
。

こ
こ
で
一
点
留
め
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
室
長
は
日
本
の
「
歌
」

と
、
中
国
の
「
詩
」
と
を
、
そ
の
本
質
に
於
い
て
は
伺
様
の
も
の
と
解
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
上
代
中
国
の
「
詩
」
に
限
っ
て

い
え
ば
、
こ
れ
は
官
一
長
の
批
判
の
対
象
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
後
世
に
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あ
っ
て
は
中
国
の
人
々
は
、
「
心
さ
か
し
く
な
り
ゆ
け
は
、
か
の
上
代
の

は
か
な
き
一
部
、
っ
た
な
き
意
を
は
ぢ
て
、
我
質
箭
を
は
い
ひ
出
ず
、
い
か

に
も
大
丈
夫
の
意
を
つ
く
り
出
す
主
こ
こ
よ
う
に
な
っ
た
。
だ
が
、
人

の
情
と
い
う
も
の
は
、
「
こ
れ
上
代
も
末
代
も
人
情
に
か
は
る
事
は
な
く
、

今
と
て
も
人
の
資
情
を
さ
ぐ
り
み
れ
ば
、
上
代
に
か
は
ら
す
、
は
か
な
く

お
ろ
か
な
る
も
の
(
向
上
こ
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
後
間
の
「
詩
」
は
、
「
み

な
賞
に
あ
ら
ず
、
つ
く
り
か
さ
れ
る
情
(
向
上
こ
を
綴
っ
た
も
の
で
し
か

な
く
、
「
し
か
る
に
そ
の
作
り
か
さ
れ
る
偽
の
情
を
み
て
、
日
一
両
は
正
し
く

男
ら
し
き
も
の
也
と
て
、
税
ふ
は
な
に
事
そ
や
、
こ
れ
詩
の
本
意
に
そ
む

け
り
(
向
上
)
」
と
て
、
批
判
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
、
日

本
の
歌
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
室
長
は
以
下
の
様
に
主
張
す
る
。

さ
て
和
歌
も
時
代
に
し
た
か
ひ
て
、
う
つ
り
か
は
る
と
は
い
へ
と

も
、
右
に
い
へ
る
詩
の
か
は
り
ゆ
く
と
は
異
な
り
、
ま
づ
歌
の
か
は

り
ゆ
く
は
一
品
也
、
市
内
葉
の
歌
と
中
古
以
来
の
歌
と
を
よ
く
み
く
ら
べ

み
よ
、
大
に
こ
と
に
し
て
、
さ
ら
/
¥
向
し
も
の
に
あ
ら
ず
、
さ
れ

と
も
情
は
寓
葉
の
歌
も
、
今
の
散
も
か
は
る
事
な
し
、
今
の
歌
と
て

も
、
た
J
X

は
か
な
く
お
ろ
か
に
み
へ
て
、
女
童
な
と
の
云
べ
き
ゃ
う

の
情
の
み
也
(
五
二
)

確
か
に
、
和
歌
も
時
代
の
変
遷
と
共
に
大
き
く
形
を
変
え
て
い
っ
た
。

だ
が
、
和
歌
の
変
化
と
い
う
の
は
、
中
盟
の
詩
の
如
く
に
そ
の
内
実
ま
で

も
が
一
変
し
た
の
で
は
な
く
、
飽
く
迄
も
「
詞
」
、
郎
ち
一
一
=
口
辞
の
変
化
で

あ
っ
て
、
そ
の
基
一
紙
一
に
あ
る
情
の
在
り
方
自
体
は
上
代
の
そ
れ
と
何
ら
変

わ
る
こ
と
は
な
い
の
だ
、
と
室
長
は
い
う
。
詰
ま
り
、
官
一
長
に
と
っ
て
は
、

現
今
の
和
歌
が
ど
れ
だ
け
「
詞
花
言
葉
を
翫
一
ぽ
う
と
も
、
よ
り
良
く
歌

を
詠
も
う
と
し
て
「
請
を
え
ら
ひ
意
を
ま
ふ
け
て
か
ざ
(
こ
こ
ろ
う
と
も
、

そ
こ
に
は
何
ら
の
問
題
も
あ
り
は
し
な
い
し
、
或
い
は
人
倫
に
惇
る
よ
う

な
恋
歌
の
類
も
、
散
が
人
の
情
を
正
直
に
述
べ
る
為
の
も
の
で
あ
る
以
上

は
、
詠
ま
れ
て
然
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
上
代
の
ま
ま
の
本
質

を
残
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
、
和
歌
を
真
に
「
歌
」
た
ら

し
め
て
い
る
要
請
で
あ
る
と
共
に
、
室
長
が
和
歌
を
特
別
視
す
る
所
以
で

あ
り
、
旦
つ
ま
た
こ
の
こ
と
は
、
和
歌
を
唯
一
一
詠
み
得
る
一
一
一
一
口
語
と
し
て
の

日
本
一
訪
問
並
び
に
そ
れ
を
運
用
す
る
共
同
間
体
と
し
て
の
自
本
国
の
優
位
を
信

ず
る
感
情
と
不
断
に
結
び
つ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
「
寅
に

あ
ら
ず
、
つ
く
り
か
さ
れ
る
情
」
を
日
本
の
歌
に
ま
で
持
ち
込
み
、
そ
の

本
質
を
揺
る
が
さ
ん
と
す
る
「
四
角
な
る
文
字
」
や
、
「
唐
人
議
論
の
か

た
ぎ
」
、
更
に
い
え
ば
日
本
の
歌
に
対
し
て
も
詩
と
同
様
の
修
身
教
化
の

姿
勢
を
迫
る
、
「
唐
人
議
論
の
か
た
ぎ
」
の
具
象
で
あ
る
と
こ
ろ
の
鰐
学
は
、

室
長
に
と
っ
て
は
非
難
・
排
斥
の
対
象
と
し
て
認
識
さ
れ
る
も
の
だ
っ
た

の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
か
の
よ
う
に
、
宣
一
長
は
、
「
凡
五
口
榊
州
に
生
れ

て
和
歌
を
非
訪
す
る
は
、
天
を
そ
ろ
し
く
物
鰭
な
き
事
也
、
今
日
ロ
を
開

き
て
一
一
一
一
口
語
し
、
一
生
涯
の
用
事
を
排
す
る
報
恩
の
た
め
に
も
、
折
/
¥
は

詠
す
へ
き
こ
と
也
、
も
し
和
歌
を
き
ら
ひ
て
詩
を
の
み
好
ま
は
、
平
生
一
一
一
一
口

に
も
唐
音
ば
か
り
で
事
を
排
す
へ
し
、
も
し
か
り
に
も
榊
州
の
語
一
一
一
一
口
を
用

ゆ
る
う
へ
は
、
い
か
て
か
和
歌
を
非
し
る
事
を
得
ん
、
大
に
天
理
に
そ
む

け
り
(
二
一
八
頭
註
)
」
と
、
極
論
を
弄
し
て
ま
で
和
歌
を
通
じ
た
自
由
へ
の
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帰
属
意
識
を
顕
わ
に
し
、
或
い
は
「
て
に
を
は
」
と
い
っ
た
助
詞
の
存

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

在

ω
を
引
き
合
い
に
出
し
乍
ら
、
「
五
口
邦
の
言
語
高
閣
に
す
ぐ
れ
て
、
明

、
、
、
、
、
、

ら
か
に
詳
ら
か
な
る
は
、
て
に
は
あ
る
を
以
て
也
、
異
閣
の
一
一
一
一
口
諮
は
、
て

に
を
は
な
き
ゅ
へ
に
、
そ
の
明
詳
な
る
事
、
五
口
邦
に
及
は
す
(
五
O
傍
点
籍

者
こ
と
し
て
、
自
由
語
へ
の
お
持
を
覗
か
せ
る
。
勿
論
、
『
排
蕊
小
舟
い

は
そ
の
内
容
が
悉
く
歌
を
巡
る
議
論
で
あ
る
以
上
、
歌
論
で
あ
る
こ
と
は

疑
い
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
室
長
を
し
て
需
拡
庇
小
舟
」
を
書
か
し
め
た

そ
の
背
景
に
、
上
述
の
如
き
意
識
の
影
響
を
見
る
こ
と
は
、
牽
強
付
会
と

は
言
い
切
れ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

七
、
「
自
本
」
の
再
認
識
と
自
国
語
・
自
毘
意
識

こ
こ
に
到
る
ま
で
に
重
ね
て
き
た
考
察
を
経
て
、
本
稿
は
室
長
の
処
女

作
吋
排
薩
小
舟
}
の
う
ち
に
、
「
自
国
語
並
び
に
自
国
の
優
位
性
」
と
、

そ
れ
に
伴
う
漢
字
や
儒
学
へ
の
批
判
と
い
う
、
の
ち
に
彼
の
思
想
の
中
核

を
為
す
こ
と
と
な
る
意
識
の
片
鱗
を
看
取
り
得
た
も
の
と
考
え
る
。
そ
れ

ら
は
或
い
は
、
「
排
薩
小
舟
}
の
時
点
に
あ
っ
て
は
未
だ
脱
げ
な
も
の
で

あ
っ
た
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
後
に
続
学
を
「
強
事
」
と
て
真
っ

向
か
ら
否
定
し
、
漢
籍
を
「
さ
か
し
ら
」
な
「
議
酒
」
と
難
ず
る
一
方
で

自
国
誌
を
「
妙
な
る
こ
と
、
諮
問
問
に
す
ぐ
れ
た
る
を
や
」
と
い
い
匂
そ

れ
を
反
め
る
言
説
あ
ら
ば
「
ひ
と
へ
に
狂
人
の
一
一
一
一
口
也
」
と
口
を
極
め
て
排

撃
す
る
ω
国
学
者
本
居
宣
一
長
の
誕
生
を
予
測
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
る
だ
ろ

、っ。
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
自
国
や
自
国
語
の
優
位
を
殊
更
に
主
張
す
る
と
い

う
こ
と
は
、
否
定
的
な
捉
え
方
を
す
れ
ば
、
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
表
出
で

あ
る
と
も
い
え
る
。
こ
の
場
合
、
よ
り
具
体
的
な
表
現
を
す
る
な
ら
ば
、

当
代
日
本
に
於
い
て
蔓
延
し
て
い
た
漢
籍
や
儒
学
に
対
し
て
徐
々
に
醸
成

さ
れ
て
い
た
抵
抗
感
が
、
そ
の
惇
一
民
と
し
て
の
「
日
本
」
と
い
う
ナ
シ
ョ

ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
再
認
識
し
よ
う
と
す
る
国
学
思
想
を
生
む

土
壌
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
う
し
た

土
壌
は
比
較
的
平
い
段
階
に
於
い
て
、
既
に
準
備
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考

え
る
べ
き
で
あ
る
。

抑
々
、
宣
長
以
降
の
国
学
に
於
い
て
そ
の
中
核
を
占
め
る
こ
と
と
な
る

神
道
は
、
或
る
時
期
ま
で
は
儒
学
と
共
同
歩
調
と
も
い
う
べ
き
関
係
性
を

持
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
儒
学
が
思
想
の
独
立
に
伴
っ
て
苛
烈
な
廃
仏
論

を
展
開
し
、
そ
の
過
程
に
於
い
て
藤
涼
慢
認
や
林
羅
山
と
い
っ
た
儒
者
が

神
儒
合
一
を
企
図
し
、
抱
合
論
を
構
築
す
る
と
い
う
儒
学
側
か
ら
の
ア
プ

ロ
i
チ
と
共
に
、
伊
勢
神
道
中
興
の
祖
と
い
わ
れ
た
度
会
延
佳
や
、
吉
田

神
道
か
ら
出
て
古
川
神
道
を
開
い
た
古
川
惟
足
な
ど
、
神
道
側
か
ら
の
歩

み
寄
り
も
克
ら
れ
た
問
。
斯
様
な
思
想
潮
流
の
中
に
あ
っ
て
は
、
両
者
の

抱
合
関
係
は
揮
し
難
く
、
純
然
た
る
神
道
へ
と
立
ち
返
ら
ん
と
し
た
山
崎

関
斎
の
垂
加
神
道
で
す
ら
、
終
に
儲
的
思
想
の
縛
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
叶

わ
な
か
っ
た
ω
。
詰
ま
り
、
こ
の
頃
の
神
道
は
真
に
日
本
人
の
許
に
あ
る

と
は
い
え
な
い
状
況
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
吋
玉
勝
間
い
で
述
懐
さ
れ
て
い

た
よ
う
に
、
若
き
日
の
宣
長
が
、
「
一
糾
道
者
と
い
ふ
も
の
の
読
お
も
む
き

は
、
み
な
い
た
く
た
が
へ
り
」
と
感
じ
た
の
は
、
こ
う
し
た
神
道
の
有
り

様
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

一
方
、
江
戸
幕
府
が
捌
か
れ
て
後
、
徳
川
封
建
社
会
を
支
え
る
思
想
的
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バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
し
て
重
宝
さ
れ
て
い
た
徳
学
だ
っ
た
が
、
そ
の
偏
重
は

従
来
の
日
本
社
会
の
構
造
に
歪
み
を
脅
し
始
め
て
い
た

mo
前
回
勉
は
、

留
学
興
隆
前
夜
に
あ
た
る
こ
の
時
期
の
社
会
を
、
井
原
酒
鶴
の
一
士
一
口
を
引
き

乍
ら
、
以
下
の
よ
う
に
分
析
す
る
。

一
冗
禄
期
の
井
原
一
白
鶴
が
「
俗
姓
筋
自
に
も
か
ま
は
ず
、
只
金
銀
が
町

人
の
氏
系
図
に
な
る
ぞ
か
し
」
と
言
い
切
っ
た
世
界
は
、
人
間
関
係

が
い
わ
ば
赤
の
他
人
の
関
係
と
し
て
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
世

界
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
親
子
関
係
や
主
従
関
係
で
さ
え
も
、
金

銭
を
媒
介
と
す
る
冷
た
い
関
係
に
な
る
。
人
情
と
か
情
説
と
か
い
う

よ
う
な
人
格
的
な
結
び
つ
き
は
な
く
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

ω

前
回
は
、
こ
う
し
た
社
会
に
対
す
る
不
安
を
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
が
再
浮
上
す
る
契
機
で
あ
っ
た
と
捉
え
る
。
続
け
て
氏
は
、

何
時
代
に
あ
っ
て
既
に
日
本
へ
の
強
烈
な
帰
属
意
識
を
表
明
し
て
い
た
神

道
家
増
穂
残
口

ω
の
言
説
を
情
り
て
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
。

残
口
に
よ
れ
ば
、
日
本
は
神
話
の
時
代
か
ら
「
系
図
」
を
大
事
に
し

て
き
た
。
先
祖
の
神
々
を
記
り
、
先
祖
代
々
の
家
を
相
続
し
て
、
「
系

図
氏
姓
」
を
大
事
に
し
て
き
た
者
た
ち
が
本
当
の
「
日
本
人
」
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
今
の
時
代
は
、
カ
ネ
の
力
に
よ
っ
て
、
身
分
秩
序
の
最

下
層
に
位
置
す
る
犠
多
の
よ
う
な
者
た
ち
が
、
わ
れ
わ
れ
の
上
座
に

座
っ
て
、
か
え
っ
て
「
系
図
氏
姓
」
の
大
事
さ
を
説
く
我
々
を
刷
笑

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

す
る
。
し
か
し
、
彼
ら
は
「
徳
智
」
を
尊
ぶ
中
国
人
の
国
風
に
染
ま
っ

、
、
、
、

た
者
た
ち
な
の
だ
。
彼
ら
は
カ
ネ
の
力
に
よ
っ
て
成
り
上
が
っ
た
者

た
ち
で
あ
っ
て
、
神
話
の
時
代
以
来
の
階
層
秩
序
を
壊
そ
う
と
す
る

奴
ら
な
の
だ
o
凶
(
傍
点
戦
者
)

92 

こ
の
傍
点
を
付
し
た
館
一
昨
に
想
定
さ
れ
て
い
る
も
の
が
何
で
あ
る
か

は
、
最
早
明
ら
か
で
あ
る
。
残
口
は
神
道
家
で
あ
っ
て
国
学
者
で
は
な
い

か
ら
、
引
用
し
た
文
脈
に
あ
る
よ
う
な
彼
の
社
会
へ
の
認
識
と
、
国
学
と

の
そ
れ
と
が
厳
密
に
合
致
す
る
も
の
と
言
い
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

こ
と
鵠
点
部
に
関
し
て
い
え
ば
、
真
淵
な
ど
も
儒
学
の
合
理
主
義
を
批
判

し
、
中
国
を
「
こ
と
に
人
の
心
の
悲
し
き
国
」
と
評
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

同
様
の
見
解
を
持
っ
て
い
た
と
見
て
よ
い
。
と
も
か
く
も
、
こ
う
し
た
思

想
・
社
会
両
面
に
於
け
る
奥
田
文
化
の
侵
蝕
と
い
う
実
状
が
、
強
い
危
機

感
を
随
伴
し
乍
ら
「
臼
本
」
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
再
構
成
を
要

求
し
、
留
学
な
る
思
想
潮
流
を
喚
起
す
る
ま
で
に
到
っ
た
も
の
と
考
え
て

よ
い
だ
ろ
う
。

左
様
な
経
緯
を
以
て
成
立
し
た
国
学
は
、
然
し
乍
ら
契
沖
か
ら
真
淵
ま

で
の
前
期
間
学
に
あ
っ
て
は
、
文
献
実
証
主
義
的
な
方
法
で
自
国
の
古

典
、
就
中
『
高
葉
集
」
を
研
究
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
そ
こ
に
詠
ま
れ
た

上
代
の
世
、
即
ち
「
日
本
」
本
来
の
姿
を
見
出
す
こ
と
で
、
そ
の
「
日
本
」

に
帰
属
す
る
「
日
本
人
」
と
し
て
の
誇
り
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
運
動
で

あ
っ
た
。
従
っ
て
、
そ
こ
に
は
確
か
に
自
由
や
白
毘
語
に
対
す
る
一
定
の

粉
持
は
看
取
で
き
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
未
だ
内
的
な
自
己
完
結
別
式
の
思

想
と
し
て
の
域
を
出
な
い
も
の
で
あ
っ
た
し
、
上
代
へ
の
回
帰
を
旨
と
す

る
彼
ら
に
と
っ
て
は
そ
れ
で
一
向
に
構
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ



が
、
室
長
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
契
沖
や
真
淵
が
打
ち
立
て
た
寓

葉
研
究
の
成
果
を
用
い
る
こ
と
で
、
そ
こ
か
ら
更
な
る
跳
躍
を
試
み
る
。

そ
れ
が
「
古
事
記
伝
」
の
執
筆
で
あ
っ
た
。
折
し
も
宣
一
長
の
活
躍
す
る
直

前
期
に
、
荻
生
担
保
に
よ
っ
て
従
来
の
儒
学
が
批
判
的
に
再
構
成
さ
れ
て

ゆ
く
過
程
で
、
こ
れ
ま
で
半
ば
癒
着
し
て
い
た
儒
学
と
神
道
と
が
引
き
離

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

ω。
こ
う
し
た
状
況
を
受
け
て
、
室
長
は
こ
れ
ま

で
の
自
己
完
結
的
な
由
学
思
想
か
ら
踏
み
出
し
、
終
に
反
撃
に
転
じ
た
の

で
あ
る
。
彼
は
寓
葉
研
究
か
ら
得
た
古
言
を
も
と
に
、
吋
古
事
記
」
に
詳

細
な
再
解
釈
を
施
す
こ
と
で
、
嬬
的
思
想
の
支
配
下
に
あ
っ
た
神
道
を
「
日

本
」
の
許
に
奪
還
す
る
と
共
に
、
儒
学
を
激
し
く
攻
撃
す
る
。
室
長
以
前

の
国
学
が
、
上
代
へ
の
回
帰
と
い
う
内
的
性
質
を
そ
の
傾
向
と
し
て
有
し

て
い
た
の
に
対
し
、
室
長
は
吋
古
事
記
」
の
解
釈
や
、
儒
学
と
い
う
「
自

本
」
に
と
っ
て
の
異
端
思
想
を
排
除
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
仏
国
も
上
代
の

「
日
本
」
を
当
代
に
顕
現
せ
し
め
よ
う
と
し
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
だ
か

ら
こ
そ
、
室
長
は
自
身
の
論
を
展
開
す
る
際
に
、
自
留
や
自
盟
諸
の
俊
位

を
殊
更
に
主
張
す
る
態
度
を
明
確
に
す
る
。
何
故
な
ら
、
そ
れ
こ
そ
が
宣

長
に
と
っ
て
の
思
想
的
拠
所
で
あ
る
と
共
に
、
外
来
思
想
と
対
決
す
る
に

あ
た
っ
て
の
、
他
な
ら
ぬ
武
器
と
し
て
見
出
さ
れ
て
い
た
か
ら
に
違
い
な

八
、
「
排
麓
小
舟
い
の
持
つ
意
義
|
結
び
に
か
え
て
|

最
後
に
、
こ
こ
ま
で
の
論
を
受
け
て
、
今
一
度
「
排
産
小
舟
」
に
立
ち

返
り
、
こ
れ
が
如
何
な
る
意
義
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
を
確
認
し
て
論
を

閉
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。
『
排
慮
小
舟
」
は
、
漢
籍
の
素
養
を
身
に
着
け

る
べ
く
京
都
に
遊
学
し
、
係
者
堀
景
山
に
師
事
し
て
い
た
折
に
契
沖
の
著

書
に
触
れ
、
更
に
帰
郷
後
に
真
淵
の
『
冠
辞
考
』
に
出
会
い
、
彼
ら
の
思

想
に
触
発
さ
れ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
罰
学
の
研
究
者
と
し
て
は

未
だ
駆
け
出
し
で
あ
っ
た
宣
長
が
物
し
た
こ
の
歌
論
は
、
続
く
「
安
波
礼

弁
」
や
「
紫
文
要
領
」
の
執
筆
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
た
「
も
の
の
あ
は
れ
」

を
用
い
て
こ
れ
を
再
構
成
し
た
歌
論
「
お
上
私
淑
言
』
に
比
べ
る
と
、
や

は
り
雑
然
と
し
た
感
が
拭
え
な
い
し
、
先
学
の
多
く
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

論
理
の
矛
盾
も
多
く
雑
駁
な
も
の
で
あ
る
が
、
一
方
で
は
旧
来
の
歌
認
識

を
脱
却
し
、
歌
を
政
道
や
道
徳
教
化
の
及
ば
ぬ
所
に
位
置
付
け
よ
う
と
す

、
、
、
、
、

る
姿
勢
な
ど
、
歌
論
と
し
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
点
も
多
い
だ
ろ
う
。
然
し

乍
ら
、
「
排
麓
小
舟
」
に
は
今
一
つ
の
大
き
な
価
値
が
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
、

吋
排
謹
小
舟
」
の
内
に
灰
見
え
る
、
官
一
長
思
想
の
萌
芽
で
あ
り
、
ま
た
こ

の
こ
と
が
、
本
稿
が
吋
桃
山
蔵
小
舟
」
を
論
の
中
心
に
据
え
て
延
々
と
弁
を

費
や
し
て
き
た
所
以
で
も
あ
る
。

日
本
は
、
江
戸
時
代
以
前
に
も
幾
度
か
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
の
危
機
に
直
面
し
、
そ
れ
を
打
破
せ
ん
と
す
る
気
運
が
高
ま
っ
た
こ

と
が
あ
る
。
そ
の
先
駆
け
と
い
え
る
の
は
、
柿
本
人
嵐
呂
や
山
上
憶
良
と

い
っ
た
高
葉
期
の
歌
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
の
場
で
詳

細
を
論
ず
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
彼
ら
も
や
は
り

i
時
代
の
後
先
を
考
え

れ
ば
、
こ
の
言
い
方
は
お
か
し
い
か
も
知
れ
な
い
が
i
和
歌
を
通
し
て
、

当
時
降
盛
を
極
め
て
い
た
漢
籍
や
漢
詩
、
更
に
は
そ
れ
ら
の
文
化
の
大
本

と
し
て
の
唐
代
中
国
に
対
す
る
、
自
国
語
や
自
由
の
優
位
を
表
明
し
た
の

で
あ
っ
た
。
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こ
う
し
た
先
例
を
見
る
に
つ
け
て
も
、
日
本
人
が
自
身
の
帰
属
母
体
を

再
認
識
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
れ
を
脅
か
す
外
国
文
化
と
の
対
比
関
係

の
内
に
、
先
ず
和
歌
か
ら
始
ま
り
、
次
い
で
そ
の
和
歌
を
梢
成
す
る
一
言
訴

と
し
て
の
日
本
語
、
一
史
に
日
本
誌
の
通
用
す
る
日
本
と
い
う
回
、
と
い
っ

た
具
合
に
、
そ
の
挺
越
を
確
認
し
て
い
く
子
法
が
採
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

而
し
て
、
江
戸
時
代
に
於
け
る
こ
の
伝
統
的
と
も
い
う
べ
き
子
法
の
執
行

者
こ
そ
が
官
一
長
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
「
排
蔵
小
舟
』
は

単
に
宣
長
の
処
女
作
と
し
て
の
一
歌
論
と
い
う
枠
組
み
に
印
刷
ま
ら
ず
、
後

年
室
長
が
「
日
本
」
を
巡
る
思
想
的
関
争
に
於
い
て
攻
勢
に
転
じ
る
際
に
用

い
る
「
武
器
」
の
砥
石
と
し
て
、
彼
の
諸
思
想
の
礎
を
築
い
た
も
の
で

あ
っ
た
と
も
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

(1) ).主

或
い
は
春
満
の
代
わ
り
に
契
沖
を
加
え
、
こ
れ
を
回
大
人
と
す
る
説

も
あ
る
が
、
本
稿
で
は
主
流
で
あ
る
春
満
説
を
採
用
し
て
い
る
。

在
満
と
宗
武
、
真
治
に
よ
る
論
争
は
室
長
が
十
代
の
時
期
に
勃
発
し

た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
和
歌
を
好
む
宣
長
が
事
の
顛
末
に
聞
き
及
ん

で
い
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
室
長
自
'
身
も
彼
ら
の

論
争
か
ら
二
十
数
年
後
に
大
菅
公
圭
が
物
し
た
「
国
歌
八
論
斥
非
」

に
対
し
て
、
「
斥
非
一
許
」
を
著
し
て
反
論
し
て
お
り
、
厳
密
に
は
論

争
の
参
加
者
の
一
人
で
あ
る
と
い
え
る
。

荷
田
在
満
治
出
歌
八
論
」
「
歌
源
論
」
よ
り
引
用
。

荷
自
在
満
前
掲
書
「
択
詞
論
」
よ
り
引
用
。

(2) (4) (3) 

(6) (5) (8) (7) 

抗
弧
内
は
何
れ
も
荷
出
在
満
前
掲
沿
一
日
「
翫
歌
論
」
よ
り
引
用
。

子
安
宣
邦
は
「
本
記
宣
長
と
は
誰
か
」

ω頁
に
於
い
て
、
「
だ
が
く

れ
ぐ
れ
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
『
古
事
記
』
注
釈
の
た

め
に
は
万
葉
研
究
が
前
提
に
な
る
と
い
う
真
溺
の
教
え
を
語
っ
て
い

る
の
は
、
室
長
だ
と
い
う
こ
と
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

子
安
宣
邦
前
掲
書
臼
真
。

話
弧
内
は
何
れ
も
「
本
居
宣
長
全
集
第
十
七
巻
』
日
真
に
収
録
さ
れ

た
書
館
よ
り
引
用
。

吋
排
監
小
山
川
」
は
宣
長
自
身
の
子
に
よ
っ
て
は
公
表
さ
れ
る
こ
と
な

く
、
長
年
箆
底
に
秘
さ
れ
て
い
た
が
、
一
九
二
七
年
に
古
川
弘
文
館

よ
り
刊
行
さ
れ
た
吋
増
補
本
居
室
長
全
集
」
の
巻
十
に
収
録
さ
れ
た

こ
と
で
、
初
め
て
一
般
の
目
に
触
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
部
分
は
、
吋
古
今
和
歌
集
い
の
「
仮
名
序
」
に
、
「
力
を
も
入
れ

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

ず
し
て
、
天
地
を
動
か
し
、
自
に
見
え
ぬ
鬼
神
を
も
あ
は
れ
と
忠
は

、せ
」
云
々
と
あ
る
の
を
承
け
て
の
記
述
で
あ
ろ
う
。

相
良
一
号
1

は
、
「
本
居
宣
長
』
九
頁
で
こ
の
点
に
つ
い
て
言
及
し
、
こ

こ
で
宣
長
の
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
儒
学
で
あ
る
こ
と

は
間
違
い
な
い
と
し
つ
つ
も
、
「
実
質
的
に
は
儒
教
批
判
を
は
じ
め

つ
つ
、
正
面
か
ら
は
鵠
教
を
否
定
し
え
な
か
っ
た
」
と
分
析
し
て
い

寸令。
室
長
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
「
て
に
を
は
」
の
存
在
は
日
本
語
の
優

秀
さ
を
諮
る
上
で
欠
か
せ
ぬ
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
後
に
吋
て

に
を
は
総
鏡
』
と
い
う
劫
認
の
運
用
表
と
、
そ
の
注
解
で
あ
る
「
詞

の
玉
緒
』
と
い
う
書
を
執
筆
し
て
い
る
。
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(13) 

室
長
は
、
自
身
の
「
道
一
五
事
之
論
」
を
批
判
し
た
護
国
学
派
の
儒
者

市
川
鶴
嶋
へ
の
反
批
判
官
官
で
あ
る
「
く
ず
花
」
の
中
で
、
「
そ
も

/
¥
天
下
の
学
者
、
千
有
余
年
か
の
漢
籍
の
毒
一
拾
を
飲
て
、
そ
の
文

辞
の
口
の
甘
美
き
に
ふ
け
り
て
」
と
、
漢
籍
を
難
ず
る
一
方
で
、
「
実

に
一
言
語
の
妙
な
る
こ
と
、
市
内
閣
に
す
ぐ
れ
た
る
を
や
」
と
い
い
、
日

本
一
詰
の
優
位
を
主
張
し
て
い
る
。

藤
貞
幹
が
、
一
七
八
一
年
に
著
し
た
『
衝
口
発
』
の
中
で
、
日
本
書

紀
を
典
拠
に
、
日
本
の
文
化
は
「
古
来
、
韓
よ
り
事
起
り
た
る
」
も

の
で
あ
る
と
主
張
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
宣
長
は
「
狂
人
に
鉛
(
く

び
か
せ
)
を
ほ
め
る
」
と
い
う
意
を
込
め
た
吋
鉛
狂
人
』
と
い
う
警

を
以
て
、
貞
幹
の
説
を
「
狂
人
の
与
一
一
口
」
と
痛
罵
す
る
。
こ
の
「
鉛
狂

人
」
を
、
上
回
秋
成
が
円
相
聞
狂
人
上
回
秋
成
問
弁
」
と
い
う
駁
論
に

よ
っ
て
批
判
し
た
こ
と
か
ら
、
室
長
と
秋
成
と
の
慌
で
暫
し
論
争
が

展
開
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
件
で
述
べ
た
儒
学
と
神
道
と
の
抱
合
関
係
に
つ
い
て
は
、
主
に

丸
山
虞
男
吋
日
本
政
治
思
想
史
研
究
」

m
j
m頁
に
詳
説
さ
れ
て
い

る
の
を
参
照
し
た
。

阿
部
秋
生
が
「
鵠
家
神
道
と
留
学
」
で
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
頃

の
神
道
は
「
そ
れ
ぞ
れ
の
流
派
に
よ
っ
て
程
度
の
差
は
あ
る
が
、
神

仏
儒
の
混
成
理
論
」
で
あ
っ
た
。
山
崎
間
斎
は
、
は
じ
め
儒
学
に
発

し
な
が
ら
も
、
最
終
的
に
は
そ
こ
を
脱
却
し
て
純
粋
な
神
道
へ
と
立

ち
返
る
べ
く
、
垂
加
神
道
を
興
し
た
が
、
そ
の
教
義
は
や
は
り
、
理

気
二
元
論
や
陰
陽
五
行
と
い
っ
た
儒
的
思
想
の
介
入
が
依
然
と
し
て

存
在
し
て
い
た
。

A
サhu 

。5)(16) 

(1力

江
戸
時
代
、
と
り
わ
け
元
禄
か
ら
享
保
に
到
る
ま
で
の
社
会
情
勢
と
、

そ
こ
に
儒
学
が
与
え
た
影
響
に
関
し
て
は
、
丸
山
民
男
前
掲
書
の
第

一
章
第
三
節
に
詳
し
い
。

前
回
勉
『
兵
学
と
朱
子
学
・
顔
学
・
国
学
」

M
A
i
お
頁
よ
り
引
用
。

増
穂
残
口
が
日
本
に
対
し
て
強
い
帰
属
意
識
を
持
っ
て
い
た
こ
と

は
、
彼
の
著
書
の
一
一
一
一
口
説
を
見
る
に
間
違
い
な
い
も
の
と
忠
わ
れ
る
。

然
し
乍
ら
、
一
方
で
「
神
路
子
引
革
一
大
』
に
於
い
て
、
「
儒
法
の
礼

格
の
、
は
っ
き
り
し
た
る
を
借
り
用
べ
し
」
「
自
性
の
本
分
慌
に
近

し
」
な
ど
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
彼
の
神
道
観
に
つ
い
て
い
え

ば
、
留
学
の
そ
れ
と
は
迷
っ
て
い
た
も
の
と
捉
え
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

前
町
勉
前
掲
常
一
同
幻
頁
よ
り
引
用
。

古
文
辞
を
通
し
て
聖
人
の
道
こ
そ
が
絶
対
で
あ
る
と
考
え
た
荻
生
担

保
は
、
従
来
の
儒
学
に
入
り
込
ん
だ
他
の
思
想
を
徹
底
的
に
排
除
し

て
い
っ
た
た
め
、
泊
旅
学
の
普
及
と
問
時
に
神
道
は
儒
学
か
ら
締
め

出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

(19)な8(21)包。参
考
文
献
一
覧

大
久
保
一
止
相
当
縦
お
.
本
居
宣
長
全
集
第
一
巻
.
筑
摩
書
房
、
一
九
六
八• 

• 

本
居
宣
長
全
集
第
二
巻
.
筑
摩
雪
崩
、
一
九
六
八
.

本
居
室
長
全
集
第
八
巻
.
筑
摩
書
一
局
、
一
九
七
二• 

• 

本
一
回
宣
長
全
集
第
十
七
巻
.
筑
摩
書
房
、
一
九
八
七• 

• 

本
居
宣
長
全
集
第
十
八
巻
.
筑
摩
書
一
房
、
一
九
七
一
二
.

加
地
信
行
.
儒
教
と
は
何
か
.
中
央
公
論
新
社
、
一
九
九

0.
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倉
野
癒
-
同
校
注
.
古
事
記
.
岩
波
書
倍
、
一
九
六
三
.

子
安
室
邦
.
江
戸
思
想
史
講
義
.
岩
波
書
信
、
二

O
一
O

本
居
室
長
と
は
誰
か
.
平
凡
社
、
二

O
O五
.

佐
伯
梅
友
校
注
.
古
今
和
歌
集
.
岩
波
書
信
、
一
九
八
一
.

相
良
亨
.
本
居
室
長
.
講
談
社
、
二

O
一
一
.

佐
藤
弘
夫
.
神
田
日
本
.
筑
摩
書
房
、
二

O
O
六
.

一
半
重
道
、
阿
部
秋
生
校
注
.
日
本
思
想
大
系
三
九
近
世
神
道
論
前
期
患

学
.
岩
波
書
活
、
一
九
七
二
.

出
尻
祐
一
郎
.
江
戸
の
思
想
史
.
中
央
公
論
新
社
、
二

O
一
一
.

橋
本
不
美
男
、
有
吉
保
、
藤
平
春
男
校
校
・
訳
.
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

八
七
歌
論
集
.
小
学
館
、
二

O
O
二
.

久
松
潜
一
航
修
.
賀
茂
真
淵
全
集
第
八
巻
.
続
群
書
類
従
完
成
会
、

一
九
七
八
.

前
回
勉
.
兵
学
と
朱
子
学
・
関
学
・
国
学
i
近
世
日
本
思
想
史
の
構
関
1
.

平
凡
社
、
二

O
O
六
.

丸
山
異
男
日
本
政
治
思
想
史
研
究
.
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
二
.

本
居
室
長
若
子
安
官
一
邦
一
校
注
.
排
藍
小
舟
・
お
上
私
淑
一
一
一
一
口
.
岩
波
書
信
、

二
O
O
三
.

渡
辺
浩
.
日
本
政
治
思
想
史
[
十
七

i
十
九
位
紀
]
.
東
京
大
学
出
版
会
、

一O
一
0.

96 

ひ
ぐ
ち
・
た
つ
ろ
う

筑
波
大
学
大
学
院
)


	0082
	0083
	0084
	0085
	0086
	0087
	0088
	0089
	0090
	0091
	0092
	0093
	0094
	0095
	0096
	0097

