
つ

「
存
在
」

l

l

『
寓
葉
集
』

た

と

を
め
ぐ
っ
て
ー
ー
ー

序

問
題
の
所
帯

現
在
の
私
た
ち
は
、
他
の
識
で
も
な
い
こ
の
「
私
」
が
、
一
切
の
物
事

を
対
象
と
し
て
選
び
取
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

発
想
の
前
提
に
は
、
何
も
の
と
も
関
わ
り
な
く
単
独
で
「
個
人
」
と
い
う

も
の
が
成
立
し
て
い
る
と
い
う
了
解
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本

に
お
い
て
現
存
す
る
最
古
の
和
歌
集
で
あ
る
「
寓
葉
集
」
か
ら
は
、
そ
の

よ
う
な
発
想
と
は
異
な
る
思
念
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、

わ

な

み

ヌ

朝
日
照
る
佐
田
の
岡
辺
に
群
れ
居
つ
つ
割
矧
が
泣
く
擦
や
む
時
も
な
し

(
巻
二
、
一
七
七
)

と
い
う
歌
が
あ
る
。
題
詞
「
皇
子
の
尊
の
宮
の
舎
人
等
、
働
傷
し
び
て
作

る
歌
二
十
三
首
」
に
則
せ
ば
、
一
七
七
は
草
壁
皇
子
が
崩
御
し
た
際
、
皇

子
の
そ
ば
に
仕
え
る
舎
人
た
ち
が
つ
く
っ
た
二
十
一
二
首
の
う
ち
の
一
首
で

あ
る
。
こ
こ
で
歌
わ
れ
て
い
る
悲
嘆
は
、
歌
い
手
単
独
の
悲
嘆
で
は
な

い
。
そ
れ
は
、
佐
田
の
岡
辺
に
共
に
「
群
れ
居
」
し
つ
つ
侍
宿
す
る
舎
人

，
 

••• 

置・・!
 

官

Ear

井

f専

義

た
ち
す
べ
て
の
悲
嘆
に
他
な
ら
立
い
。

一
七
七
の
傍
線
部
で
は
、
「
五
回
等
」
と
い
う
表
記
に
対
し
「
わ
」
と
訓

ま
せ
て
い
る
。
音
読
さ
れ
た
際
に
は
、
「
わ
が
な
く
な
み
た
」
と
歌
わ
れ

た
は
ず
で
あ
る
が
、
表
記
す
る
際
に
「
吾
等
」
と
記
し
た
の
で
あ
る
。
こ

の
表
記
は
、
草
壁
阜
子
の
崩
御
に
対
す
る
悲
し
み
が
、
歌
い
手
単
独
の
も

の
で
は
な
く
、
佐
田
の
岡
辺
に
居
合
わ
れ
て
い
る
す
べ
て
の
舎
人
た
ち
の

も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
「
わ
れ
わ
れ
」
の
悲
し
み
は

「
わ
れ
」
の
悲
し
み
で
あ
り
、
「
わ
れ
」
の
悲
し
み
は
「
わ
れ
わ
れ
」
の

悲
し
み
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
思
念
は
、
一

体
的
な
情
感
を
共
有
す
る
「
わ
れ
わ
れ
」
が
ま
ず
在
る
と
い
う
前
提
の
上

に
成
立
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
「
わ
れ
わ
れ
」
が
一
体
的
な
情
感
を
抱
懐

し
て
お
り
、
一
七
七
の
歌
い
手
は
「
わ
れ
わ
れ
」
の
悲
嘆
を
代
表
し
て
歌
っ

た
「
わ
れ
」
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
わ
れ
」
の
悲
し
み
は
「
わ
れ
」

の
み
の
悲
し
み
で
は
な
く
、
「
わ
れ
わ
れ
」
の
悲
し
み
な
の
で
あ
る
。
「
わ

れ
」
の
悲
し
み
は
「
わ
れ
」
だ
け
で
成
立
し
得
な
い
。
「
わ
れ
わ
れ
」
が

な
く
て
は
「
わ
れ
」
も
な
く
、
「
わ
れ
」
が
な
く
て
は
「
わ
れ
わ
れ
」
も

な
い
。
「
わ
れ
」
と
は
「
わ
れ
わ
れ
」
が
共
に
在
る
こ
と
で
は
じ
め
て
成
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立
す
る
の
で
あ
る

T

円
高
葉
集
〕
に
は
、
以
上
の
よ
う
な
思
念
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
歌
々

が
数
多
く
収
録
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
は
、
そ
も
そ
も
高
葉
の
人
た
ち
に

と
っ
て
う
た
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
彼
ら
に
と
っ
て
う
た
を
歌
う
と
い

う
行
為
に
い
か
な
る
意
義
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
そ
の
よ
う
な
「
存

在
」
を
め
ぐ
る
思
念
と
の
関
わ
り
の
中
か
ら
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
幻
視
」
の
背
景

l
「
見
る
」
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
|

「
寓
葉
集
』
に
は
次
の
よ
う
な
国
見
歌
と
呼
ば
れ
る
歌
が
見
ら
れ
る
。

天
皇
、
香
具
山
に
登
り
て
国
見
し
た
ま
ふ
時
の
御
製
歌

大
和
に
は
群
山
あ
れ
ど
と
り
よ
ろ
ふ
天
の
香
具
山
登
り
立

ち
国
見
を
す
れ
ば
国
原
は
け
ぶ
り
立
ち
立
つ
海
原
は
か

ま
め
立
ち
立
つ
う
ま
し
国
ぞ
蛸
輪
島
大
和
の
国
は

(
巻
一
、
二
、
鮮
明
天
皇
)

題
詞
に
あ
る
よ
う
に
、
一
首
は
野
明
天
皇
の
御
製
歌
で
あ
る
。
針
明
天

皇
は
香
具
山
に
登
り
、
圏
全
体
を
見
渡
し
た
。
す
る
と
、
国
原
に
は
煙
が

立
ち
上
っ
て
お
り
、
海
原
に
は
鳥
た
ち
が
多
数
飛
び
立
っ
て
い
る
の
だ
と

い
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
地
理
的
に
考
え
る
と
、
香
具
山
か
ら
実
際
に
海

が
見
え
る
は
ず
が
な
く
、
ま
し
て
や
海
の
近
辺
に
い
る
烏
な
ど
視
界
に
入

る
と
は
考
え
が
た
い
。
で
は
な
ぜ
針
明
天
皇
は
そ
の
よ
う
な
も
の
が
見
え

た
と
歌
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
見
ら
れ
て
い
る
対
象
に
つ
い
て
、
内
田
賢
徳
氏
は
は
、
「
豊
か
さ
を

暗
示
し
、
象
徴
す
る
記
号
な
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
c

す
な
わ
ち
、

国
原
の
煙
は
炊
飯
の
た
め
の
煙
な
ど
人
々
の
活
動
を
意
味
し
、
鳥
た
ち
が

餌
を
求
め
参
集
す
る
と
い
う
こ
と
は
実
り
豊
か
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す

る
。
こ
れ
に
従
え
ば
、
天
皇
が
国
の
繁
栄
や
五
穀
の
豊
穣
に
つ
い
て
、
香

具
山
に
登
っ
て
語
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

内
田
氏
の
指
摘
を
踏
ま
え
、
伊
藤
益
氏
ゅ
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
針
明
天
皇
は
、
眼
前
に
そ
れ
ら
の
繁
栄
の
記
号
を
と
ら
え
、
か
つ
、
そ

の
記
号
の
基
体
と
し
て
存
す
る
国
家
の
繁
栄
と
い
う
こ
と
そ
の
も
の
を
、

実
景
の
深
奥
に
観
入
し
つ
つ
不
可
視
な
る
も
の
・
秘
匿
さ
れ
た
也
の
を
あ

え
て
視
野
に
お
さ
め
る
幻
視
の
力
に
よ
っ
て
見
極
め
て
い
る
」
と
。
伊
藤

氏
は
、
国
の
繁
栄
や
五
穀
の
豊
穣
を
う
た
わ
れ
て
い
る
理
由
を
、
天
皇
が

国
家
の
繁
栄
を
実
景
の
奥
に
見
出
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
指
摘
し
、
こ

れ
を
「
幻
視
」
と
呼
ん
で
い
る
。

で
は
、
な
ぜ
箭
明
天
皇
は
国
家
の
繁
栄
を
「
幻
視
」
で
き
た
と
歌
っ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
ぜ
天
皇
は
国
家
の
繁
栄
を
「
幻
視
」
す
る
必
要

が
あ
る
の
、
だ
ろ
う
か
。
天
皇
が
「
幻
視
」
す
る
意
味
は
一
体
ど
こ
に
あ
る

の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
疑
問
を
解
く
た
め
に
は
、
高
葉
人
に
と
っ
て

「
見
る
」
と
は
い
か
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
を
把
握
し
て
お
く
必
要
が

あ
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
「
見
る
」
こ
と
と
「
知
る
」
こ
と
の
関
係
を
踏

ま
え
て
お
き
た
い
。
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色
に
出
で
て
恋
ひ
ば
人
見
て
知
り
ぬ
べ
し
心
の
う
ち
の
隠
り
妻
は
も

(
巻
十
一
、
二
五
六
六
、
正
述
心
緒
)



今
造
る
久
遁
の
都
は
山
川
の
さ
や
け
き
見
れ
ば
う
ベ
知
ら
す
ら
し

(
巻
六
、
一

O
三
七
、
大
伴
家
持
)

世
間
を
常
な
き
も
の
と
今
ぞ
知
る
奈
良
の
都
の
う
つ
ろ
ふ
見
れ
ば

(
巻
六
、
一

O
四
五
)

二
五
六
六
は
、
通
う
男
が
い
る
こ
と
を
周
囲
に
知
ら
れ
な
い
よ
う
に
し

て
閉
じ
こ
も
っ
て
い
る
妻
に
対
し
、
思
い
を
寄
せ
る
男
の
歌
で
あ
る
。
恋

い
こ
が
れ
て
い
る
こ
と
が
顔
色
に
出
て
し
ま
っ
た
ら
、
そ
れ
を
人
が
見
る

こ
と
に
よ
り
、
知
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
と
言
う
の
で
あ
る
。
男
の
顔
色
を

見
た
だ
け
で
一
目
瞭
然
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
視
覚
的
に
把

握
す
る
こ
と
が
、
現
時
点
に
お
け
る
事
態
の
把
握
に
直
接
的
に
結
び
つ
い

て
い
る
の
で
あ
る
。

一
O
三
七
は
、
天
平
十
二
年
(
七
四
四
年
)
十
二
月
か
ら
天
平
十
六
年

(
七
四
四
年
)
二
月
の
難
波
宮
遷
都
ま
で
の
都
で
あ
り
、
未
完
成
の
ま
ま

廃
都
と
な
っ
た
久
遡
京
に
対
す
る
讃
歌
で
あ
る
。
現
在
造
営
中
で
あ
る
久

遡
の
都
、
そ
の
都
を
取
り
巻
く
山
川
が
す
が
す
が
し
い
こ
と
を
見
る
こ
と

に
よ
り
、
な
る
ほ
ど
こ
こ
に
都
を
置
く
意
味
が
十
分
に
知
る
こ
と
が
で
き

る
と
の
意
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
も
、
一
一
五
六
六
同
様
、
眼
前
の
山
川
を
視

覚
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
、
遷
都
と
い
う
現
時
点
に
お
け
る
事
態
の
把
握

に
結
び
つ
く
と
い
う
思
念
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

一
O
四
五
は
、
繰
り
返
し
遷
都
が
行
わ
れ
る
時
期
に
奈
良
の
都
に
い
た

者
の
歌
で
あ
る
。
「
世
の
中
と
い
う
も
の
に
は
常
と
い
う
こ
と
が
な
い
と
今

さ
び

ま
さ
に
知
っ
た
、
こ
の
奈
良
の
都
が
日
に
日
に
寂
れ
行
く
の
を
見
る
と
」

と
い
う
意
で
あ
る
。
奈
良
の
都
の
衰
退
を
視
覚
的
に
把
握
す
る
こ
と
に
よ

り
、
世
の
中
に
は
常
が
な
い
こ
と
を
知
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る

G

こ
こ

で
は
、
視
覚
的
に
「
見
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
把
握
す
る
こ
と
が
、
す
な
わ

ち
、
「
知
る
」
こ
と
で
あ
る
と
明
言
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
高
葉
人
に
と
っ
て
、
「
見
る
」
こ
と
は
、
現
前
す
る

事
物
や
既
知
の
事
物
に
思
い
を
遺
る
こ
と
に
よ
り
、
事
態
を
把
握
す
る
と

い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
は
「
知
る
」
と
い
う
語
と

密
接
な
相
関
関
係
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
「
見

る
」
こ
と
が
、
「
知
る
」
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

現
在
、
「
知
る
」
と
言
う
と
、
そ
れ
は
知
識
的
に
物
事
を
把
握
す
る
こ

と
や
、
思
い
知
る
と
い
う
よ
う
に
実
感
と
し
て
物
事
を
把
握
す
る
こ
と
を

意
味
す
る
こ
と
が
あ
ろ
う
。
高
葉
人
の
用
い
て
い
る
「
見
る
」
と
結
び
つ

く
「
知
る
」
は
、
後
者
の
意
味
が
強
い
と
考
え
て
よ
い
。
な
ぜ
な
ら
、
「
見

る
」
こ
と
は
眼
前
の
物
事
を
み
ず
か
ら
の
実
感
と
し
て
視
覚
的
に
把
握
す

る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
は

O

ま
た
、
「
寓
葉
集
』
に
は
「
i
見
れ
ば

l
け
り
」
と
い
う
文
形
式
を
有

し
て
い
る
歌
が
数
多
く
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、

わ
が
背
子
は
待
て
ど
来
ま
さ
ず
天
の
原
振
り
放
け
見
れ
ば
ぬ

ば
た
ま
の
夜
も
更
け
に
け
り
さ
夜
更
け
て
あ
ら
し
の
吹
け
ば

立
ち
待
て
る
我
が
衣
子
に
降
る
雪
は
凍
り
わ
た
り
ぬ
今

さ
ら
に
君
来
ま
さ
め
や
さ
な
葛
後
も
逢
は
む
と
心
を
持
ち

て
ま
袖
も
ち
床
う
ち
掃
ひ
う
つ
つ
に
は
君
に
は
逢
は
ず
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夢
に
だ
に

違
ふ
と
見
え
こ
そ

天
の
足
り
夜
を

(
巻
十
三
、
三
二
八

O
)

藤
波
の
咲
き
行
く
見
れ
ば
震
公
鳥
鳴
く
べ
き
時
に
近
づ
き
に
け
り

(
巻
十
八
、
四

O
四
二
、
田
辺
福
麻
呂
)

と
い
う
歌
々
が
あ
る
。
一
ニ
二
八

0
・
凹

O
四
二
両
歌
傍
線
部
の
「
け
り
」

は
、
気
づ
き
の
助
動
詞
と
呼
ば
れ
る
。
気
づ
き
の
助
動
詞
と
は
、
「
あ
あ
、

今
ま
さ
に
ー
と
い
う
こ
と
に
気
付
い
た
」
と
い
う
意
を
表
明
す
る
た
め
の

機
能
を
有
す
る
助
動
調
で
あ
る
。
一
二
二
八

O
で
は
、
大
空
を
遠
く
振
り
仰

い
で
見
る
こ
と
に
よ
り
、
今
ま
さ
に
夜
も
更
け
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
気
付

い
た
と
語
ら
れ
て
い
る
。
四

O
四
こ
に
は
、
藤
の
花
房
が
次
々
と
咲
き
い

く
の
を
見
る
こ
と
に
よ
り
、
今
ま
さ
に
季
節
は
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
鳴
き
出
す

時
期
に
近
づ
い
た
の
だ
と
気
付
い
た
と
あ
る
。

い
ず
れ
も
、
何
ら
か
な
対
象
を
視
覚
的
に
把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
、
現

在
に
お
け
る
別
の
こ
と
に
気
付
い
た
と
語
ら
れ
て
い
る
。
換

4

一
目
す
れ
ば
、

見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
時
点
の
状
況
を
把
握
し
た
の
だ
と
い
う
言
明
が

な
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
「
見
る
」
こ
と

に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
の
は
、
現
時
点
の
状
況
、
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

高
円
の
野
辺
の
秋
萩
な
散
り
そ
ね
君
が
形
見
に
見
つ
つ
偲
は
む

(
巻
二
、
二
三
三
)

越
の
海
の
子
結
が
浦
を
旅
に
し
て
見
れ
ば
羨
し
み
大
和
偲
ひ
っ

{
券
三
、
三
六
七
、
笠
金
村
)
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右
の
二
首
で
は
、
あ
る
対
象
を
、
見
る
こ
と
と
同
時
に
、
見
る
こ
と
を

通
し
て
、
何
か
別
の
物
事
を
「
偲
ふ
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
内
田
賢
徳

氏
-u
は
、
「
偲
ふ
」
と
は
、
既
知
で
あ
る
可
視
的
な
も
の
を
想
起
す
る
と
い

う
意
味
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
以
前
見
た
こ
と
の
あ

る
人
や
物
を
、
今
こ
こ
で
別
の
何
か
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
思
い
出
す
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

二
三
三
は
、
秋
萩
は
亡
く
な
っ
た
志
貫
皇
子
の
形
見
で
あ
る
か
ら
、
そ

れ
を
見
な
が
ら
、
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
皇
子
を
思
慕
し
た
い
(
だ
か
ら

こ
そ
、
散
ら
な
い
で
く
れ
)
と
い
う
意
で
あ
る
。
親
し
く
し
て
い
た
が
亡

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
皇
子
と
、
歌
い
手
を
結
ぶ
も
の
と
し
て
、
秋
萩
が
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
秋
萩
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
は
亡
き
者
を
把

握
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
六
七
は
、
旅
の
途
中
、
越
前
に
達
し
た
が
、
そ
の
越
前
の
手
結
が
浦

を
見
る
こ
と
に
よ
り
、
ふ
る
さ
と
で
あ
る
大
和
に
思
い
を
馳
せ
た
と
い
う

意
で
あ
る
。
歌
い
手
で
あ
る
笠
金
村
の
故
郷
大
和
と
、
笠
金
村
を
結
ぶ
も

の
と
し
て
、
手
結
が
浦
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
手
結
が
捕
の
海
を
見

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
海
の
向
こ
う
に
思
い
を
馳
せ
、
今
眼
前
に
は
な
い
故

郷
大
和
を
把
握
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
二
首
で
は
、
現
時
点
に
お
い
て
眼
前
に
在
る
も
の
を
視
覚
的
に

把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
、
眼
前
に
は
な
い
も
の
に
対
し
思
い
を
馳
せ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
歌
い
手
は
、
眼
前
に
在
る
も
の
を
通
し
、
眼
前
に
な

い
も
の
を
想
起
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
眼
前
に
在
る
も
の
が
、
眼
前
に
な



い
も
の
と
歌
い
手
を
結
ぶ
紐
帯
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
紐
帯
は

見
る
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
、
機
能
し
て
い
る
。
今
眼
前
に
あ
る
も
の
を

見
る
こ
と
に
よ
り
、
眼
前
に
は
な
い
別
の
何
か
が
把
握
さ
れ
て
い
る
の
で

中
の
す
匂
。

先
に
見
た
よ
う
に
、
高
葉
人
は
、
眼
前
に
あ
る
も
の
を
視
覚
的
に
捉
え

る
こ
と
に
よ
り
、
現
時
点
の
状
況
を
把
握
し
て
い
た
。
そ
れ
だ
け
に
は
と

ど
ま
ら
ず
、
彼
ら
は
、
眼
前
に
あ
る
も
の
を
視
覚
的
に
捉
え
る
こ
と
に
よ

り
、
そ
れ
を
媒
介
と
し
て
、
眼
前
に
は
な
い
既
知
の
も
の
を
も
把
握
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
計
明
天
皇
が
香
具
山
に
登
り
、
眼
前
の

実
景
を
紐
帯
と
し
て
、
視
野
に
入
る
は
ず
の
な
い
も
の
を
「
見
る
」
こ
と

は
何
ら
不
可
解
な
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

う
た
と
共
存
!
「
幻
視
」
を
歌
う
意
味
l

高
葉
の
人
々
に
と
っ
て
、
眼
前
の
実
景
を
通
し
て
「
幻
視
」
す
る
こ
と

は
不
可
解
な
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
眼
前
の
実
景
か
ら
実
景

以
外
の
物
事
を
「
見
る
」
こ
と
と
、
「
見
る
」
こ
と
に
よ
り
把
握
し
た
こ
と

を
敢
え
て
口
に
出
し
て
歌
う
と
い
う
こ
と
は
別
の
問
題
で
あ
る
。
で
は
、

な
ぜ
天
皇
は
国
の
繁
栄
が
見
え
る
と
口
に
出
し
て
歌
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

肋

「
見
る
」
に
尊
敬
の
「
す
」
を
連
続
さ
せ
た
「
見
す
」
と
い
う
語
が
円
高

葉
集
』
に
見
ら
れ
る
。
「
見
る
」
に
尊
敬
の
「
す
」
を
付
け
た
語
で
あ
る

か
ら
、
視
覚
的
に
把
握
す
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
一
方
で
、
こ
の
「
め

す
」
と
い
う
語
は
、
統
治
す
る
、
治
め
る
と
い
う
意
味
と
し
て
解
さ
れ
る

も
の
も
あ
る
。
例
え
ば
、

藤
原
の
宮
の
役
民
の
作
る
歌

や
す
み
し
し
我
が
大
君
高
照
ら
す
日
の
皇
子
荒
梼
の
藤

原
が
上
に
創
引
国
制
|
刷

M
剖
剖
凶
剖
剖
み
あ
ら
か
は
高
知

ら
さ
む
と
か
む
な
が
ら
思
ほ
す
な
へ
に
天
地
も
寄
り
で
あ

れ
こ
そ
石
走
る
近
江
の
国
の
衣
子
の
田
上
山
の
真
木
さ

く
櫓
の
つ
ま
で
を
も
の
の
ふ
の
八
十
宇
治
川
に
玉
藻
な
す

浮
か
べ
流
せ
れ
其
を
取
る
と
騒
く
御
民
も
家
忘
れ
身
も

た
な
知
ら
ず
鴨
じ
も
の
水
に
浮
き
居
て
我
が
作
る
日
の
御

門
に
知
ら
ぬ
国
寄
し
巨
勢
道
よ
り
我
が
国
は
常
世
に
な
ら

あ

や

お

む
図
負
へ
る
く
す
し
き
亀
も
新
代
と
泉
の
川
に
持
ち
越

せ
る
真
木
の
つ
ま
で
を
百
足
ら
ず
筏
に
作
り
押
す
ら
む

い
そ
は
く
見
れ
ば
か
む
か
ら
に
あ
ら
し

(
1
・
五
O
、
左
注
略
)

と
い
う
歌
に
見
ら
れ
る
「
め
す
」
が
そ
れ
で
あ
る
。

持
統
八
年
(
六
九
四
年
)
十
二
月
六
日
、
藤
原
京
へ
の
遷
都
が
行
わ
れ

た
、
そ
の
際
に
宮
の
造
営
に
携
わ
っ
た
役
民
の
作
っ
た
歌
で
あ
る
と
題
詞

に
は
示
さ
れ
て
い
る
。
五

O
の
「
を
す
」
は
、
「
食
」
と
い
う
鴻
字
を
用

い
「
食
す
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
食
べ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
領
有
す

る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
こ
で
は
天
皇
が
「
を
す
」
対
象
(
国
)
を
「
め

す
」
の
で
あ
る
。

的

一
方
、
「
め
す
」
と
は
、
そ
も
そ
も
「
見
る
」
に
尊
敬
の
「
す
」
を
連

続
さ
せ
た
「
見
す
」
と
い
う
語
で
あ
る
。
物
事
を
み
ず
か
ら
の
も
の
に
す

る
た
め
に
は
、
何
か
と
一
体
と
な
る
前
に
、
そ
の
一
体
化
す
る
対
象
が
何
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で
あ
る
か
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。
対
象
の
把
握
は
視
覚
的
に
行
わ
れ

寺

院

る
。
こ
う
し
て
、
「
食
す
国
を
見
す
」
は
、
「
領
有
す
る
国
を
把
握
す
る
」

と
い
う
意
味
と
し
て
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
ロ

「
高
葉
集
」
中
の
「
食
す
国
」
の
用
例
は
す
べ
て
、
「
食
す
」
主
体
は
天

皇
で
あ
る
官
天
皇
以
外
の
者
が
国
を
「
食
す
」
も
の
と
し
て
は
語
っ
て

い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
食
す
国
」
を
「
見
す
」
主
体
色
同
時
に
天
皇

で
あ
る
。
国
見
を
す
る
の
は
天
皇
だ
け
な
の
で
あ
る
。

で
は
、
以
上
を
踏
ま
え
、
先
に
挙
げ
た
針
明
天
皇
の
国
見
歌
を
再
び
検

討
し
た
い
。天

皇
、
香
具
山
に
登
り
て
園
児
し
た
ま
ふ
時
の
御
製
歌

大
和
に
は
群
山
あ
れ
ど
と
り
よ
ろ
ふ
天
の
香
具
山
登
り
立

ち
国
見
を
す
れ
ば
国
原
は
け
ぶ
り
立
ち
立
つ
海
原
は
か

ま
め
立
ち
立
つ
う
ま
し
国
ぞ
崎
蛤
島
大
和
の
国
は

(
巻
一
、
二
、
静
明
天
皇
)

天
皇
が
山
に
登
り
、
国
を
見
る
と
い
う
行
為
は
、
「
見
す
」
行
為
に
他

な
ら
な
い
。
「
食
す
」
べ
き
国
を
「
見
す
」
、
す
な
わ
ち
、
領
有
す
る
(
し

て
い
る
)
国
を
み
ず
か
ら
の
も
の
と
し
て
把
握
す
る
行
為
な
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
行
為
で
あ
る
か
ら
、
実
際
の
と
こ
ろ
目
に
す
る

こ
と
が
不
可
能
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
場
で
「
海
も
見
え
な
い
し
繁
栄

な
ど
見
え
な
い
」
な
ど
と
諮
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
国
の
先
行
き
に
対
し
、

歌
を
耳
に
す
る
者
た
ち
は
不
安
を
抱
い
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

国
の
繁
栄
と
い
う
も
の
は
、
こ
の
歌
の
場
に
あ
る
者
た
ち
に
と
っ
て
、

瞬
間
的
に
一
時
的
に
生
ず
れ
ば
よ
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
あ

る
c

そ
れ
は
、
過
去
か
ら
の
営
み
の
所
産
で
あ
り
、
同
時
に
、
未
来
に
末

永
く
続
く
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
歌
を
聞
く
者
た
ち
が
、
眼
前
に
実
際
の

と
こ
ろ
国
原
の
煙
や
海
原
の
鳥
が
見
え
よ
う
と
見
え
ま
い
と
、
そ
の
よ
う

な
豊
か
な
光
景
が
見
え
て
欲
し
い
、
見
え
続
け
て
欲
し
い
と
い
う
希
求
す

る
こ
と
は
至
っ
て
'
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
国
の
繁
栄
を
希
求

し
た
と
こ
ろ
で
、
天
皇
で
は
な
い
者
た
ち
は
そ
れ
を
口
に
出
し
て
う
た
う

こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
国
の
繁
栄
を
視
覚
的
に
把
握
し
「
見
す
」

こ
と
が
可
能
な
の
は
天
皇
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
次
の
よ
う
な
こ

と
で
あ
る
。

野
明
天
皇
は
香
具
山
に
登
っ
た
。
同
行
し
た
人
々
に
は
香
具
山
か
ら
海

原
な
ど
見
え
な
い
。
国
原
の
煙
も
見
え
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
一
行
は
み
な
国
の
繁
栄
を
願
っ
て
い
る
。
天
皇
以
外
の
者
は
国
の
状

況
を
把
握
す
る
こ
と
な
ど
不
可
能
で
あ
る
。
も
し
国
原
や
海
原
が
見
え
た

め

と
し
て
も
、
天
皇
以
外
の
者
が
そ
の
こ
と
を
口
に
出
し
た
ら
、
国
を
「
見
」

し
た
、
す
な
わ
ち
、
国
を
み
ず
か
ら
の
も
の
だ
と
把
握
し
た
と
宣
言
す
る

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
香
具
山
に
い
る
一
行

の
中
で
、
閣
の
繁
栄
が
「
見
」
え
る
と
語
る
こ
と
が
可
能
な
の
は
天
皇
し

か
い
な
い
の
で
あ
る
。

天
皇
は
人
間
の
眼
前
に
在
る
実
景
(
空
間
)
や
、
現
在
(
時
間
)
を
越

え
て
、
人
聞
が
見
る
こ
と
が
不
可
能
な
世
界
を
見
て
い
る
。
国
見
に
同
行

し
う
た
を
聞
く
人
々
に
と
っ
て
、
天
皇
と
は
、
人
聞
が
見
る

(
H視
界
に

お
さ
め
る
・
領
有
・
統
治
す
る
〉
こ
と
の
で
き
な
い
世
界
を
見
る
(
リ
視

界
に
お
さ
め
る
・
領
有
・
統
治
す
る
)
こ
と
が
可
能
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
人
聞
に
は
不
可
能
な
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
天
皇
が
国
の
繁

栄
を
「
見
」
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
人
々
の
国
の
繁
栄
に
対
す
る
希
求
や

待
望
は
、
安
心
へ
と
転
化
さ
れ
よ
う
。
こ
れ
が
国
の
繁
栄
が
「
見
」
え
る

と
口
に
出
し
て
歌
う
こ
と
の
意
義
で
あ
る
。

天
皇
が
人
間
に
見
え
な
い
も
の
ま
で
見
出
す
と
い
う
「
幻
視
」
は
、
次

の
二
点
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
。
一
つ
は
、
人
々
が
天
皇
は
人
間
と
は

異
な
る
立
場
(
「
食
す
国
を
見
す
」
立
場
)
の
も
の
で
あ
る
と
見
な
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、
見
出
さ
れ
る
対
象
(
国
の
繁
栄
)
は
そ

の
場
を
構
成
す
る
す
べ
て
の
人
々
の
願
い
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

香
具
山
に
登
っ
た
一
行
は
、
国
の
繁
栄
を
「
見
る
」
こ
と
が
で
き
る
立
場

で
あ
る
天
皇
が
、
そ
の
様
子
を
「
見
」
て
い
る
と
口
に
出
し
て
歌
う
こ
と

に
よ
っ
て
、
安
心
を
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

わ

れ

さ
て
、
冒
頭
に
挙
げ
た
「
吾
等
」
と
い
う
表
記
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

ま
ず
一
体
的
な
情
感
を
共
有
す
る
一
群
が
あ
り
、
そ
の
集
団
に
共
通
す
る

「
わ
れ
わ
れ
」
の
思
い
を
代
表
す
る
形
で
「
わ
れ
」
の
思
い
が
あ
る
と
い

う
思
念
に
触
れ
た
。
そ
れ
は
「
わ
れ
わ
れ
」
が
な
け
れ
ば
「
わ
れ
」
も
な

い
と
い
う
思
念
で
あ
っ
た
。
香
具
山
に
登
っ
た
一
行
は
、
天
皇
に
よ
っ
て

国
の
繁
栄
が
歌
わ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
安
心
を
得
た
。
国
の
繁
栄
が
保

証
さ
れ
る
場
合
の
安
心
と
は
、
「
わ
れ
」
の
み
の
安
心
で
は
な
く
、
「
わ
れ

わ
れ
」
の
安
心
に
他
な
ら
な
い
。
天
皇
が
香
具
山
に
登
り
、
国
原
や
海
原

の
繁
栄
が
見
え
た
(
幻
視
し
た
)
と
語
る
こ
と
は
、
一
行
の
者
た
ち
「
わ

れ
わ
れ
」
が
「
わ
れ
わ
れ
」
と
し
て
存
続
し
得
る
保
証
と
な
る
の
で
あ
る

G

こ
の
よ
う
に
、
天
皇
と
い
う
立
場
か
ら
そ
の
立
場
で
な
く
て
は
語
る

こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
、
し
か
し
な
が
ら
一
行
の
す
べ
て
が
望
ん
で
い
る

こ
と
、
す
な
わ
ち
、
国
の
繁
栄
を
、
今
こ
こ
で
「
見
」
た
と
針
明
天
皇
が

歌
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
行
は
「
わ
れ
わ
れ
」
と
し
て
今
後
と
も
共
に
存

続
す
る
こ
と
を
保
証
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
う
た
を
耳
に
し
た
一
行
は
、
今

後
と
も
共
存
す
る
「
わ
れ
わ
れ
」
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
園
児
歌
を
静
明
天
皇
が
歌
う
こ
と
で
、
「
わ
れ
わ
れ
」
の
共
存
が
約

束
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

う
た
と
共
在

先
に
触
れ
た
野
明
天
皇
の
国
見
歌
は
、
天
皇
の
立
場
で
し
か
語
り
得
な

い
悶
の
繁
栄
に
つ
い
て
歌
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
野
明
朝
か
ら
六
十

年
ほ
ど
後
の
こ
と
で
あ
る
。
天
武
天
皇
が
莞
去
し
た
後
、
そ
の
棄
で
あ
る

天
皇
(
持
統
)
は
、
吉
野
行
幸
を
た
び
た
び
行
っ
た
。
夫
(
天
武
)
が
亡

く
な
り
八
年
が
経
過
し
た
そ
の
命
日
、
持
統
七
年
(
六
九
三
年
)
九
月
九

日
に
、
天
武
天
皇
の
冥
揺
を
祈
る
供
養
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
際
に
天
皇

(
持
統
)
が
夢
の
中
で
詠
み
覚
え
た
と
題
詞
に
記
さ
れ
て
い
る
持
統
天
皇

の
歌
が
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

天
皇
の
崩
り
ま
し
し
後
の
八
年
、
九
月
九
日
の
奉
為
の
御
斎
会
の

夜
、
夢
の
裏
に
習
ひ
た
ま
ふ
御
歌
一
首
古
歌
集
の
中
に
出
づ

明
日
香
の
清
御
原
の
宮
に
天
の
下
知
ら
し
め
し
し
や
す
み

し
し
我
が
大
君
高
照
ら
す
日
の
御
子
い
か
さ
ま
に
思
ほ

し
め
せ
か
神
風
の
伊
勢
の
国
は
沖
つ
藻
も
踏
み
た
る
波
に

潮
気
の
み
香
れ
る
国
に
昧
瀧
り
あ
や
に
と
も
し
き
高
照
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ら
す

日
の
御
子

(
巻
二
、

時L.
f、

こ
こ
で
持
統
天
皇
は
、
「
明
日
香
の
清
御
原
の
宮
で
天
下
を
あ
ま
ね
く
み

ず
か
ら
の
も
の
と
さ
れ
た
我
が
大
君
(
天
武
)
よ
、
あ
な
た
は
吋
い
か
さ

ま
に
お
も
ほ
し
め
せ
か
』
〈
一
体
ど
の
よ
う
に
お
考
え
に
な
っ
た
の
か
は
計

な
ぴ

り
知
れ
な
い
が
)
な
ぜ
、
神
風
の
吹
く
伊
勢
の
国
、
沖
の
漂
が
磨
い
て
い

る
そ
の
波
に
潮
の
香
り
ば
か
り
が
立
ち
こ
め
て
い
る
固
に
お
い
で
あ
そ
ば

す
の
か
。
た
だ
た
だ
お
慕
わ
し
い
日
の
御
子
よ
」
と
語
っ
て
い
る
。
夫

(
天
武
)
を
亡
く
し
た
持
統
天
皇
は
、
今
こ
こ
に
お
い
て
夫
と
共
に
在
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
夫
と
共
に
過
ご
し
た
大
和
の
地
に
、
天
皇
は
ひ
と
り

残
さ
れ
て
い
る
。
夫
が
亡
く
な
っ
て
八
年
後
、
持
統
天
皇
は
、
夢
の
中
で

こ
の
歌
を
詠
み
覚
え
た
。
そ
の
歌
が
一
六
二
で
あ
る
。

一
六
二
に
お
い
て
持
統
天
皇
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
慕
わ
し
い

夫
(
天
武
)
は
大
和
か
ら
見
て
山
の
向
こ
う
の
伊
勢
の
固
に
い
る
、
と
。

夫
(
天
武
)
は
も
は
や
今
こ
こ
に
は
い
な
い
と
明
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
い
ず
れ
ま
た
逢
え
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
可
能
性
は
残
さ
れ

て
は
い
な
い
。
夫
(
天
武
)
に
対
し
て
は
、
た
だ
「
あ
や
に
と
も
し
き
」
、

慕
わ
し
い
と
述
べ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
大
和
の
地
は
、
持
統
天
皇
に

と
っ
て
夫
(
天
武
)
と
共
に
在
る
場
所
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
夫

(
天
武
)
が
崩
御
し
た
後
、
ひ
と
り
残
さ
れ
た
持
統
天
皇
に
と
っ
て
、
そ

の
地
は
夫
(
天
武
)
と
共
に
在
る
場
所
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。

夫
(
天
武
)
が
崩
御
し
た
直
後
、
持
統
天
皇
は
、

天
皇
の
崩
り
ま
し
し
時
に
、
大
后
の
作
ら
す
歌
一
首

め

や
す
み
し
し
我
が
大
君
し
タ
さ
れ
ば
見
し
た
ま
ふ
ら
し
明

も

み

ち

け
来
れ
ぽ
問
ひ
た
ま
ふ
ら
し
神
岳
の
山
の
黄
葉
を
今
日
も

か
も
問
ひ
た
ま
は
ま
し
明
日
色
か
も
見
し
た
ま
は
ま
し
そ

の
山
を
振
り
放
け
見
つ
つ
タ
さ
れ
ば
あ
や
に
悲
し
み
明
け

来
れ
ば
う
ら
さ
び
暮
ら
し
荒
拷
の
衣
の
袖
は
干
る
時
も
な

し

(

巻

二

、

一

五

九

)
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と
語
っ
て
い
る
。
一
五
九
に
お
い
て
、
持
統
天
皇
は
、
「
山
の
黄
葉
」
を

夫
(
天
武
)
と
共
に
見
る
こ
と
を
切
望
し
て
い
る
。
夫
(
天
武
)
は
「
山

の
黄
葉
」
を
夕
方
に
な
れ
ば
鑑
賞
し
朝
に
な
れ
ば
そ
れ
を
尋
ね
て
い
る
だ

ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
夫
(
天
武
)
と
共
に
在
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
持
統
天
皇
は
、
共
に
山
の
黄
葉
を
共
に
見
る
こ
と
を
切
望
し

て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
夫
(
天
武
)
が
山
の
黄
葉
を
共
に
見
る
こ
と
が
で

き
る
位
置
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
た
い
。

夫
(
天
武
)
崩
御
直
後
の
一
五
九
に
お
い
て
、
夫
(
天
武
)
は
山
の
手

前
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
持
統
天
皇
は
そ
の
夫
(
天
武
)
と
黄
葉
を

共
に
見
る
こ
と
を
希
求
し
て
い
る
。
一
方
、
夫
(
天
武
)
の
崩
御
か
ら
八

年
が
経
過
し
た
際
の
一
六
こ
で
は
、
夫
(
天
武
)
は
山
の
向
こ
う
の
伊
勢

の
国
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
持
統
天
皇
は
た
だ
「
あ
や
に
と
も
し
き
」

と
語
る
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
夫
(
天
武
)
と
共
に
何
か
を
す
る
こ

と
に
言
及
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
一
六
二
に
お
い
て
は
、
夫
(
天
武
)
に
つ
い
て
挽
歌
の
常
套

句
だ
と
言
わ
れ
る
「
い
か
さ
ま
に
思
ほ
し
め
せ
か
」
と
い
う
語
を
用
い
、

一
体
ど
の
よ
う
に
お
考
え
に
な
っ
た
の
か
は
計
り
知
れ
な
い
と
語
る
の
み



で
あ
っ
た
。
も
は
や
一
五
九
で
語
っ
た
よ
う
に
夫
(
天
武
)
は
夕
方
や
明

け
方
に
山
を
ご
覧
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
思
う
こ
と
は
せ
ず
、
た
だ
た

だ
計
り
知
れ
な
い
と
の
み
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
夫
(
天
武
)
が

崩
御
し
て
八
年
が
経
過
し
、
そ
の
供
養
の
た
め
に
僧
尼
を
集
め
読
経
を
し

て
冥
福
を
祈
る
御
斎
会
が
あ
っ
た
夜
、
夢
の
中
で
一
六
二
を
詠
み
覚
え
た

持
統
天
皇
は
、
も
は
や
夫
(
天
武
)
と
共
に
何
か
を
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
自
覚
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
持
統
天
皇
は
こ
の
臼
党
を
一
六

二
に
よ
っ
て
言
明
し
た
。
一
六
二
に
お
い
て
、
夫
(
天
武
)
は
山
に
隔
た

れ
、
接
点
を
持
ち
得
な
い
山
の
向
こ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
二
ハ

二
は
死
者
を
送
る
歌
、
挽
歌
に
分
類
さ
れ
る
。
持
統
天
皇
は
二
ハ
ニ
を
歌

う
こ
と
で
、
共
に
山
を
見
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
相
手
で
あ
る
夫
(
天
武
)

を
、
山
の
向
こ
う
に
送
り
、
共
に
山
の
黄
葉
を
見
る
こ
と
を
断
念
し
た
こ

と
を
表
明
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
夫
(
天
武
)
は
供
養

さ
れ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

今
見
て
き
た
よ
う
に
、
二
ハ
二
に
お
い
て
持
統
天
皇
は
、
妻
の
立
場
か

ら
夫
の
冥
福
を
祈
っ
て
い
る
。
夫
(
天
武
)
の
崩
御
に
つ
い
て
挽
歌
の
常

套
句
「
い
か
さ
ま
に
思
ほ
し
め
せ
か
」
と
い
う
語
を
用
い
、
一
体
ど
の
よ

う
に
お
考
え
に
な
っ
た
の
か
は
計
り
知
れ
な
い
と
述
べ
、
夫
の
崩
御
を
み

ず
か
ら
の
知
で
は
把
据
し
き
れ
な
い
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

一
六
二
は
、
み
ず
か
ら
を
超
え
る
も
の
を
認
め
る
立
場
か
ら
歌
わ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
の

題
詞
に
よ
れ
ば
、
一
六
二
は
持
統
天
皇
が
夢
の
中
で
詠
み
覚
え
た
歌
で
あ

る
。
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
夢
と
は
、
た
だ
就
寝
時
に
脳
裏
に
浮
か
ぶ
も

の
で
は
な
く
、
政
治
的
言
動
を
も
左
右
す
る
よ
う
な
、
実
際
に
実
現
す
べ

き
こ
と
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
説
が
あ
る
け
。

こ
れ
に
従
え
ば
、
持
統
天
皇
は
夢
に
触
発
さ
れ
、
歌
を
大
勢
の
前
で
披
露

す
る
こ
と
で
、
夢
で
見
た
こ
と
を
実
現
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま

た
、
伊
藤
益
氏
怖
は
、
古
代
日
本
人
が
夢
を
「
人
知
の
限
界
を
超
出
し
た

知
、
す
な
わ
ち
超
日
常
的
な
次
元
に
存
す
る
知
の
岡
明
さ
れ
る
場
と
目
」

し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る

G

こ
れ
ら
の
説
に
則
す
な
ら
ば
、

持
統
天
皇
は
み
ず
か
ら
の
知
を
逸
し
た
超
越
的
な
る
力
に
よ
っ
て
夢
を
見

せ
ら
れ
、
二
ハ
二
を
歌
う
こ
と
に
よ
っ
て
夢
で
見
た
こ
と
を
実
現
し
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
歌
を
披
露
し
た
場
で
、
持
統
天
皇
が
夢
で
詠
み
覚
え

た
駄
で
あ
る
こ
と
を
表
明
し
た
か
ど
う
か
は
知
る
よ
し
も
な
い
。
し
か

し
、
題
詞
に
記
述
さ
れ
て
い
る
事
柄
が
歌
の
場
を
構
成
す
る
人
々
に
周
知

さ
れ
て
い
た
と
し
た
ら
、
持
統
天
皇
は
人
々
を
超
越
す
る
者
と
し
て
で
は

な
く
、
み
ず
か
ら
を
超
越
す
る
力
に
は
及
ば
な
い
者
と
し
て
一
六
二
を

歌
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
、
だ
ろ
う
。

先
に
検
討
し
た
許
明
天
皇
の
国
見
歌
(
巻
一
、
二
)
で
は
、
香
具
山
か

ら
海
辺
付
近
ま
で
も
視
野
に
お
さ
め
る
、
人
智
を
超
越
し
た
者
の
立
場
か

ら
針
明
天
皇
は
う
た
を
歌
っ
て
い
た
。
一
方
、
二
ハ
二
に
お
い
て
持
統
天

皇
は
、
あ
く
ま
で
夫
(
天
武
)
の
妻
と
し
て
、
み
ず
か
ら
を
越
え
る
も
の

を
認
め
る
立
場
、
夫
を
供
養
す
る
立
場
か
ら
歌
っ
て
い
る
の
で
あ
る
c

こ
の
よ
う
に
、
亡
く
な
っ
た
夫
を
供
養
す
る
立
場
、
か
つ
、
み
ず
か
ら

を
超
越
す
る
力
を
認
め
る
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
歌
わ
れ
た
一
六
二
が
、

歌
を
見
聞
し
受
容
す
る
場
を
構
成
す
る
人
々
の
共
感
を
呼
ん
だ
こ
と
は
想

像
に
蹴
く
な
い
。
持
統
天
皇
は
、
夫
(
天
武
)
は
山
の
向
こ
う
に
お
り
共

に
在
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
一
百
を
、
眼
前
の
者
と
共
有
可
能
な
形
で
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語
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
の
言
は
共
感
を
呼
び
共
有
さ
れ
、

事
と
な
っ
た
の
で
あ
る

Q

一
六
二
が
披
露
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
持
統
天
皇
が
長
年
抱
い
て
い

た
で
あ
ろ
う
「
わ
れ
」
の
悲
し
み
が
、
歌
を
共
有
す
る
「
わ
れ
わ
れ
」
の

悲
し
み
と
な
っ
た
。
う
た
を
歌
い
、
歌
を
受
容
す
る
人
々
と
悲
し
み
を
共

有
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
わ
れ
わ
れ
」
は
共
に
在
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
う
た
は
「
わ
れ
わ
れ
」
が
共
在
す
る
た
め
の
媒

介
な
の
で
あ
る
。

結

「
存
在
」
の
紳

本
稿
は
野
明
天
皇
の
国
見
歌
と
持
統
天
皇
の
一
六
一
五
品
・
心
に
、
そ
も

そ
も
高
葉
の
人
た
ち
に
と
っ
て
、
そ
も
そ
も
う
た
と
は
何
で
あ
っ
た
の

か
、
歌
う
と
い
う
行
為
に
は
い
か
な
る
意
味
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
、
そ

の
一
端
を
論
じ
て
き
た
。

計
明
天
皇
は
香
具
山
に
登
り
国
見
を
し
、
国
原
・
海
原
を
視
界
に
お
さ

め
た
と
歌
っ
た
。
視
覚
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
、
み
ず
か
ら
の
も
の
に
す

る
こ
と
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
よ
う
な
歌
は
天
皇
し
か
歌
い
得
な
か
っ

た
。
天
皇
は
国
見
歌
を
歌
っ
た
。
天
皇
が
国
の
繁
栄
を
視
野
に
お
さ
め
た

と
歌
う
こ
と
で
、
そ
の
歌
を
受
容
し
た
一
行
は
、
今
後
と
も
共
に
存
続
す

る
「
わ
れ
わ
れ
」
を
確
認
し
た
。
う
た
が
歌
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
わ

れ
わ
れ
」
の
共
存
が
保
証
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
う
た
は
「
わ

れ
わ
れ
」
の
共
存
の
紐
帯
で
あ
る
。

持
統
天
皇
は
夫
(
天
武
)
の
崩
御
直
後
、
夫
は
山
の
手
前
に
居
る
の
で

は
な
い
か
と
語
っ
た
が
、
八
年
後
、
山
の
向
こ
う
の
伊
勢
に
行
っ
て
し

ま
っ
た
と
歌
っ
た
。
夫
と
離
れ
て
し
ま
っ
た
と
人
々
の
前
で
披
露
す
る
こ

と
に
よ
り
、
う
た
を
受
容
し
た
人
々
と
そ
の
悲
し
み
を
共
有
し
た
。
一
六

二
は
、
あ
く
ま
で
も
妻
の
立
場
か
ら
う
た
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
こ

そ
、
そ
の
悲
し
み
は
う
た
を
受
容
す
る
人
々
と
共
有
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
そ
れ
に
よ
り
、
持
統
天
皇
の
「
わ
れ
」
の
悲
し
み
は
、
「
わ
れ
わ
れ
」

の
悲
し
み
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
う
た
が
歌
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
わ

れ
わ
れ
」
は
「
わ
れ
わ
れ
」
と
し
て
共
在
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
う
た
は
「
わ
れ
わ
れ
」
の
共
在
の
媒
介
で
あ
る
。

智
明
天
皇
が
香
具
山
で
国
見
歌
を
歌
わ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
一
行
は
共

に
存
続
す
る
こ
と
を
保
証
さ
れ
な
か
っ
た
。
野
明
天
皇
は
一
行
の
国
の
繁

栄
を
希
求
す
る
思
い
を
汲
み
、
そ
の
上
で
国
原
も
海
原
も
豊
か
で
あ
る
こ

と
が
見
え
る
と
歌
っ
た
。
一
行
の
場
の
思
い
を
汲
ん
だ
上
で
、
み
ず
か
ら

の
立
場
を
把
握
し
、
静
明
天
皇
は
う
た
を
歌
っ
た
。
「
わ
れ
わ
れ
」
が
あ

る
か
ら
こ
そ
「
わ
れ
」
の
立
場
が
あ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
静
明
天
皇

(
「
わ
れ
」
)
が
一
行
(
「
わ
れ
わ
れ
」
)
の
思
い
を
汲
ん
だ
か
ら
こ
そ
「
わ

れ
わ
れ
」
の
共
存
を
保
証
す
る
う
た
を
歌
い
得
た
の
で
あ
る
。

持
統
天
皇
が
夫
(
天
武
)
と
離
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
歌
わ
な
か
っ
た

な
ら
ば
、
持
統
天
皇
の
悲
し
み
は
誰
と
も
共
有
さ
れ
な
か
っ
た
。
持
統
天

皇
は
、
み
ず
か
ら
の
悲
嘆
を
天
皇
と
し
て
で
は
な
く
、
妻
と
し
て
歌
っ
た
。

妻
と
し
て
の
悲
嘆
で
あ
れ
ば
う
た
を
見
聞
す
る
人
々
に
も
共
有
可
能
で
あ

る
。
持
統
天
皇
は
う
た
を
受
容
す
る
人
々
や
み
ず
か
ら
の
立
場
を
把
握
し

た
上
で
う
た
を
歌
っ
た
の
で
あ
る
。
持
統
天
皇
(
「
わ
れ
」
)
が
歌
を
受
容

す
る
人
々
(
「
わ
れ
わ
れ
」
)
の
立
場
を
踏
ま
え
た
か
ら
こ
そ
、
悲
嘆
は
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「
わ
れ
わ
れ
」
の
も
の
と
し
て
共
有
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、

歌
を
受
容
す
る
人
々
(
「
わ
れ
わ
れ
」
)
と
共
に
「
わ
れ
」
は
在
る
こ
と
が

で
き
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
稿
で
見
た
歌
々
は
、
共
存
の
紐
帯
、
あ
る
い
は
、

共
在
の
媒
介
と
し
て
の
意
味
を
担
っ
て
い
た
。
う
た
を
歌
い
聞
き
、
う
た

を
共
有
す
る
者
た
ち
は
、
う
た
を
通
し
て
、
共
に
存
し
共
に
在
る
。
す
な

わ
ち
、
う
た
は
「
存
在
」
の
紳
な
の
で
あ
る
。

(1 )注

拙
稿
「
種
的
共
同
体
の
ゆ
ら
ぎ
|
柿
本
人
麻
呂
近
江
荒
都
歌
試
論
l
」

「
哲
学
・
思
想
論
議
」
第
二
十
二
号
(
筑
波
大
学
哲
学
・
思
想
学
会
、

二
O
O
四
年
)
に
て
詳
述
し
た
。
ま
た
、
同
「
大
伴
家
持
の
個
我
意

識
|
「
わ
れ
わ
れ
」
か
ら
「
わ
れ
」
へ
!
」
「
倫
理
学
』
第
十
九
号

(
筑
波
大
学
倫
理
学
研
究
会
、
二
O
O
二
年
)
で
は
、
「
ま
す
ら
を
」

〈
宮
廷
に
仕
え
る
官
人
)
の
大
伴
氏
で
あ
る
「
わ
れ
わ
れ
」
を
「
在

る
こ
と
」
と
し
て
見
な
す
大
伴
家
持
の
思
念
を
明
ら
か
に
し
た

Q

内
田
賢
徳
辺
見
る
・
見
ゆ
」
と
「
思
ふ
・
思
ほ
ゆ
』
|
「
寓
葉
集
」

に
お
け
る
そ
の
相
関

l
」
「
高
葉
」
(
第
一
一
五
号
、
一
九
九
三
年
)
。

伊
藤
益
「
日
本
人
の
知
』
(
北
樹
出
版
、
一
九
九
五
年
、
六
九
頁
)
。

た
だ
し
、
「
し
る
」
の
語
を
、
知
識
的
な
把
握
を
意
味
と
し
て
用
い

る
例
外
も
あ
る
。
詳
細
は
、
拙
稿
「
知
の
位
相
と
現
実
|
大
伴
旅

人
・
家
持
を
中
心
に
l
」
「
倫
理
学
」
第
二
十
一
号
(
筑
波
大
学
倫

理
学
研
究
会
、
一
一
O
O
五
年
)
に
て
検
討
し
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
内
田
賢
徳
「
動
詞
シ
ノ
フ
の
用
法
と
訓
話
」
「
上

(2) (4) (3) (5) 

)
 

P
U
 

代
日
本
語
表
現
と
訓
話
」
(
塙
書
房
、
二

O
O
五
年
)
に
詳
論
が
あ

ザ

9
0

「
食
す
国
」
の
用
例
は
「
高
葉
集
?
中
、
十
首
十
例
(
五

O
、
二
ハ

七
、
一
九
九
、
九
二
八
、
九
五
六
、
九
七
三
、
四
0
0
六
、
問
。
。

八
、
四
O
九
四
、
四
二
五
四
)
見
ら
れ
る
。

西
郷
信
綱
「
古
代
人
と
夢
」
(
平
凡
社
、
一
九
九
三
年
)
は
、
『
古
事

記
」
や
「
日
本
書
紀
』
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
古
代
の
文
献
を
詳

細
に
検
討
す
る
こ
と
で
、
当
時
の
人
々
は
夢
に
よ
っ
て
王
位
継
承
を

は
じ
め
と
す
る
政
治
的
な
行
動
を
決
定
し
て
い
る
例
が
見
ら
れ
る
こ

と
な
ど
を
指
摘
し
て
い
る
。

伊
藤
益
前
掲
書
、
二
ハ
八
頁
。

(7) (8) 

(
か
わ
い
・
ひ
ろ
よ
し

筑
波
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
)
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