
『
行
人
』
に
関
し
て
、
「
塵
労
」
と
そ
れ
以
前
の
章
と
の
間
に
あ
る
「
裂

(
1
)
 

け
目
」
を
伊
豆
利
彦
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
か
ら
久
し
い
。
以
来
、
作

品
の
破
綻
を
主
張
す
る
氏
の
見
解
は
、
『
行
人
』
研
究
に
大
き
な
波
紋
を
投

げ
か
け
て
き
た
。
そ
し
て
、
今
尚
そ
の
「
裂
け
目
」
の
問
題
が
大
き
く
残

っ
て
い
る
原
因
は
、
一
に
二
郎
の
語
り
の
内
実
に
つ
い
て
、
氏
の
説
に
代

わ
る
整
合
的
な
見
解
が
示
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
言
っ
て
よ

い
。
す
な
わ
ち
、
語
り
手
で
あ
る
二
郎
の
言
う
、

自
分
は
今
に
な
つ
て
、
取
り
返
す
事
も
償
ふ
事
も
出
来
な
い
此
態
度

を

深

く

懺

悔

し

た

い

と

思

ふ

。

（

「

兄

」

四

十

二

）

と
い
う
言
葉
か
ら
考
え
れ
ば
、
伊
豆
氏
の
指
摘
し
た
よ
う
に
、

こ
の
作
品
は
〈
取
り
返
す
事
も
償
ふ
こ
と
も
出
来
な
い
〉
形
で
事
件

が
起
っ
て
し
ま
っ
た
〈
今
に
な
つ
て
〉
、
〈
深
く
懺
悔
し
た
い
と
思
ふ
〉

二
郎
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
た

と
言
え
る
。
す
る
と
、
こ
の
氏
の
指
摘
が
動
か
な
い
以
上
、
二
郎
が
「
懺

悔
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
何
が
起
こ
っ
た
の
か
と
い
う
彼
の
語

り
の
内
実
が
問
題
と
な
る
訳
だ
が
、
直
と
の
「
無
意
識
の
愛
」
を
認
め
ぬ

二
郎
の
「
虚
偽
」
が
、
一
郎
を
「
狂
気
に
か
り
た
て
、
悲
劇
に
お
い
や
っ

た
」
こ
と
を
そ
の
内
実
と
し
た
氏
の
説
に
代
わ
る
整
合
的
な
見
解
が
示
さ

れ
て
来
な
か
っ
た
た
め
に
、
そ
の
「
悲
劇
的
な
結
末
」
が
「
塵
労
」
章
に

『
行
人
』

論
ー
一
郎
の
発
見
、

描
か
れ
な
い
ま
ま
「
何
と
か
悲
劇
を
回
避
し
た
い
と
い
う
願
望
で
こ
の
作

品
が
終
ら
せ
ら
れ
て
い
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
「
蔽
い
か
く
せ
な

、
、
、

い
裂
け
目
が
露
呈
し
て
い
る
」
と
し
た
氏
の
指
摘
も
ま
た
解
決
さ
れ
ず
に

残
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

(
2
)
 

こ
れ
に
対
し
、
私
は
別
稿
に
お
い
て
、
直
に
性
的
に
引
か
れ
る
こ
と
へ

の
禁
忌
の
意
識
（
罪
の
意
識
）
か
ら
、
「
不
安
」
と
恐
怖
に
晒
さ
れ
猜
疑
の

眼
を
身
に
つ
け
た
二
郎
が
、
一
郎
を
発
見
す
る
こ
と
で
回
心
に
至
っ
た
こ

と
を
彼
の
語
り
の
内
実
と
し
て
述
べ
た
。
そ
し
て
、
両
者
が
二
郎
を
正
常

と
す
れ
ば
一
郎
が
異
常
に
、
一
郎
を
正
常
と
す
れ
ば
二
郎
が
異
常
に
見
え

る
と
い
う
関
係
に
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
対
照
関
係
が
「
友
達
」
と

H
の
手

紙
に
よ
っ
て
作
品
に
構
造
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。
本
論
で
は
、

そ
う
し
た
『
行
人
』
の
作
品
構
造
を
具
体
的
に
跡
づ
け
る
と
と
も
に
、
ニ

郎
の
語
り
の
内
実
で
あ
る
一
郎
の
発
見
に
よ
る
彼
の
回
心
の
持
つ
意
味
に

つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

『
行
人
』
は
「
友
達
」
の
章
か
ら
始
ま
る
。
そ
こ
で
二
郎
が
語
っ
て
い

る
内
容
は
、
彼
が
「
母
か
ら
依
託
さ
れ
た
用
向
」
（
一
）
と
「
私
の
都
合
」

（
同
）
と
に
よ
っ
て
大
阪
の
岡
田
の
家
を
訪
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
大
き

稲

垣

そ
し
て
一
郎
の
求
め
た
世
界
へ
—
_

政

-T 
ノイ
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く
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
―
つ
は
貞
の
縁
談
を
纏
め
る
使
者
と

し
て
の
彼
の
岡
田
夫
婦
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
、
も
う
―
つ
は
彼
と
三

沢
の
友
人
と
し
て
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
で
あ
る
。
藤
沢
る
り
氏
は
こ
の

二
つ
の
用
件
へ
の
二
郎
の
対
応
に
、
「
〈
長
野
家
〉
に
拮
抗
す
る
だ
け
の
〈
私
〉

(
3
)
 

を
持
た
な
い
」
二
郎
の
「
存
在
性
」
の
一
端
を
見
て
い
る
が
、
表
向
き
貞

の
縁
談
の
使
者
に
立
て
な
が
ら
、
そ
の
実
彼
を
大
阪
で
独
立
さ
せ
よ
う
と

す
る
両
親
と
岡
田
夫
婦
の
策
略
に
乗
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
な
い

―
一
郎
の
一
面
の
「
呑
気
」
（
「
婦
つ
て
か
ら
」
―
―
―
十
三
）
さ
に
は
、
正
に
そ

う
し
た
彼
の
「
存
在
性
」
が
現
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
異
性
が

か
か
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
た
や
す
く
「
性
の
争
ひ
」
（
「
友
達
」
二
十
七
）

へ
と
様
変
わ
り
し
た
三
沢
と
の
友
人
関
係
に
は
、
二
郎
の
持
つ
も
う
一
っ

の
「
存
在
性
」
が
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
性
の
呪
縛
に
据
め

取
ら
れ
、
そ
の
「
暗
闘
」
（
同
）
を
繰
り
返
す
二
郎
の
存
在
の
あ
り
よ
う
で

あ
る
。こ

の
後
者
の
二
郎
の
あ
り
よ
う
は
、
三
沢
と
の
「
性
の
争
ひ
」
に
つ
い

て
語
る
彼
の
言
葉
の
中
に
露
呈
し
て
も
い
る
。
と
言
う
の
も
、
「
何
う
す
る

了
簡
も
な
い
」
（
「
友
達
」
二
十
七
）
異
性
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
尚

「
あ
の
女
」
と
三
沢
と
を
「
懇
意
に
し
た
く
な
か
っ
た
」
（
同
）
と
い
う
二

郎
は
、
そ
の
「
我
儘
と
嫉
妬
」
（
同
）
を
「
露
骨
に
云
ふ
事
が
出
来
な
か
っ

た
」
（
同
）
自
身
の
「
卑
怯
」
（
同
）
に
つ
い
て
、

浅
間
し
い
人
間
で
あ
る
以
上
、
是
か
ら
先
何
年
交
際
を
重
ね
て
も
、

此
卑
怯
を
抜
く
事
は
到
底
出
来
な
い
ん
だ
と
い
ふ
自
覚
が
あ
っ
た
。

（同）

と
語
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
二
郎
は
抗
い
が
た
＜
性
に
操
ら

れ
る
自
身
の
あ
り
よ
う
に
気
づ
い
て
い
る
。
ま
た
、
「
心
細
く
」
（
同
）
、
「
悲

し
く
」
（
同
）
な
っ
た
と
も
語
る
彼
は
、
「
是
か
ら
先
何
年
」
で
も
そ
の
カ

に
よ
っ
て
「
暗
闘
」
へ
引
き
込
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
も
予
感
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
闇
を
生
き
る
一
一
郎
の
世
界
を
象
徴
し
て
い
る
の
が
、

そ
こ
に
表
さ
れ
た
三
角
の
構
図
で
あ
る
。

そ
の
構
図
は
、
胃
病
で
入
院
し
た
三
沢
の
病
室
に
現
れ
る
。
た
と
え
ば

窓
、
そ
れ
は
「
正
面
に
二
つ
側
面
に
一
っ
」
（
「
友
達
」
十
三
）
あ
り
、
三

角
を
形
作
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
布
団
を
敷
い
て
寝
る
一
二
沢
に
そ
の
窓
か

ら
見
え
る
も
の
の
一
っ
が
「
筋
違
」
（
同
）
の
電
線
で
あ
り
、
彼
の
病
室
は

「
三
階
」
（
「
友
達
」
十
―
―
)
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
後
に
入
院
し
て
来
た
「
あ

の
女
」
の
病
室
は
三
沢
の
病
室
の
「
筋
向
ふ
」
（
「
友
達
」
―
-
+
)
に
「
斜

め
」
（
同
）
に
位
贋
し
て
お
り
、
そ
こ
に
一
一
＿
沢
の
病
室
か
ら
見
る
こ
と
の
で

き
た
も
の
が
「
三
角
」
（
同
）
の
床
の
裾
で
あ
っ
た
。
二
郎
と
三
沢
を
初
め

二
人
の
看
護
婦
ま
で
が
「
性
の
争
ひ
」
を
演
じ
る
病
室
は
、
こ
の
よ
う
に

幾
重
に
も
三
角
の
構
固
の
中
に
封
じ
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
構

図
が
意
味
し
て
い
る
も
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
「
性
の
争
ひ
」
を
示
す

三
角
関
係
で
あ
る
。

こ
の
一
二
角
の
構
図
は
、
こ
の
他
に
も
至
る
所
で
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
も

そ
も
、
二
郎
の
友
人
の
姓
が
「
三
沢
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
二
郎
の
身
に

つ
け
る
帯
が
「
一
＿
＿
尺
帯
」
（
「
友
達
」
十
二
）
で
あ
り
、
彼
が
下
宿
し
た
部

屋
に
は
「
筋
違
」
（
「
塵
労
」
七
）
の
棒
を
書
い
た
幅
物
と
、
「
『
一
尺
の
床
」

（
「
塵
労
」
二
）
が
あ
っ
た
。
そ
の
上
、
一
郎
の
名
に
二
郎
を
加
え
れ
ば
”
―
―
-
“

が
出
て
来
る
と
い
う
よ
う
に
、
二
郎
は
ど
こ
ま
で
も
三
角
の
構
図
と
繋
が

っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
そ
の
こ
と
は
直
を
め
ぐ
る
一
郎
と
の
関
係
に
も
当

然
及
ぶ
筈
で
あ
り
、
事
実
一
一
郎
自
身
も
予
感
し
て
い
た
と
お
り
、
彼
は
「
暗

闘
」
に
引
き
込
ま
れ
て
行
く
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
事
の
発
端
と
も
言

-10-



う
べ
き
和
歌
の
浦
の
権
限
の
場
面
、
「
直
は
御
前
に
惚
れ
て
る
ん
ぢ
や
な
い

か
」
（
「
兄
」
十
八
）
と
一
郎
か
ら
打
ち
明
け
ら
れ
る
こ
の
場
面
で
、
二
郎

は
石
段
を
「
筋
違
に
」
（
「
兄
」
十
七
）
歩
い
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
直
と

(
4
)
 

二
郎
が
宿
屋
に
泊
ま
る
場
面
、
坂
口
曜
子
氏
も
指
摘
す
る
と
お
り
、
そ
こ

で
直
は
絹
張
り
の
傘
を
「
斜
に
」
（
「
兄
」
―
―
―
十
四
）
土
間
に
突
い
て
い
る
。

彼
ら
に
は
、
そ
の
関
係
の
内
実
を
問
わ
れ
る
重
要
な
場
面
で
、
こ
の
よ
う

に
三
角
の
烙
印
が
押
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
直
の
「
節
操
を
試
す
」

（
「
兄
」
二
十
四
）
た
め
に
和
歌
山
を
訪
れ
た
夜
、
二
郎
が
彼
女
か
ら
「
押

れ
易
い
感
じ
」
（
「
兄
」
三
十
八
）
を
受
け
て
も
い
る
よ
う
に
、
捜
と
義
弟

と
い
う
「
表
面
の
形
式
」
（
「
兄
」
十
八
）
の
裏
側
で
、
互
い
に
異
性
と
し

て
引
き
合
い
、
「
押
れ
」
あ
っ
て
い
る
彼
ら
の
関
係
の
内
実
を
示
し
て
い
る

と
言
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
直
と
の
関
係
に
よ
っ
て
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う

ち
に
一
郎
と
の
「
暗
闘
」
に
引
き
込
ま
れ
て
行
く
二
郎
は
、
や
が
て
禁
忌

の
意
識
に
よ
っ
て
「
不
安
」
と
恐
怖
に
晒
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
二
郎
が
そ
の
よ
う
に
一
郎
と
の
「
暗
闘
」
へ
引
き
込
ま
れ

て
行
く
経
緯
に
は
、
直
の
存
在
の
あ
り
よ
う
が
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。

と
言
う
の
も
、
彼
女
に
引
か
れ
る
こ
と
で
「
不
安
」
と
恐
怖
に
晒
さ
れ
て

行
く
二
郎
と
は
異
な
り
、
直
は
艘
と
義
弟
と
い
う
「
表
面
の
形
式
」
の
裏

側
で
、
む
し
ろ
意
識
的
に
異
性
と
し
て
彼
と
「
押
れ
」
あ
っ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
「
ギ
ャ
マ
ン
細
工
」
（
「
兄
」
三
十
二
）
の
涙
で
二
郎
を
「
釣
」
（
同
）

る
こ
と
も
で
き
る
彼
女
は
、
巧
み
に
艘
と
一
人
の
異
性
と
し
て
の
顔
を
使

い
分
け
、
二
郎
を
「
翻
弄
」
（
「
兄
」
―
―
―
十
八
）
す
る
。
彼
女
が
「
八
幡
の

藪
知
ら
ず
」
（
「
兄
」
三
十
九
）
の
よ
う
に
不
可
解
に
見
え
る
の
は
、
二
郎

が
鈍
感
だ
か
ら
で
は
な
く
む
し
ろ
敏
感
だ
か
ら
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
敏

感
な
彼
の
感
性
の
捉
え
た
直
の
本
性
が
、
「
柔
か
い
青
大
将
」
（
「
帰
つ
て
か

(
5
)
 

ら
」
一
）
で
あ
っ
た
。
重
松
泰
雄
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
直
は
「
〈
蛇
性
〉

の
女
」
で
あ
り
、
そ
の
彼
女
の
本
性
が
次
の
記
述
の
う
ち
に
表
さ
れ
て
い

る。

兄
は
谷
―
つ
隔
て
A

向
ふ
に
寝
て
ゐ
た
。
是
は
身
体
が
寝
て
ゐ
る
よ

り
も
本
当
に
精
神
が
寝
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
た
。
さ
う
し
て
其
寝

て
ゐ
る
精
神
を
、
ぐ
に
や
（
し
た
例
の
青
大
将
が
筋
違
に
頭
か
ら

足
の
先
迄
巻
き
詰
め
て
ゐ
る
如
く
感
じ
た
。
自
分
の
想
像
に
は
其
青

大
将
が
時
々
熱
く
な
っ
た
り
冷
た
く
な
っ
た
り
し
た
。
夫
か
ら
そ
の

巻
き
や
う
が
緩
く
な
っ
た
り
、
緊
く
な
っ
た
り
し
た
。
兄
の
顔
色
は

青
大
将
の
熱
度
の
変
ず
る
度
に
、
そ
れ
か
ら
其
絡
み
つ
く
強
さ
の
変

ず

る

度

に

、

変

つ

た

。

（

「

帰

つ

て

か

ら

」

一

）

ね
っ
と
り
と
一
郎
を
「
筋
違
」
に
巻
き
詰
め
る
こ
の
「
青
大
将
」
は
、

性
的
に
纏
り
つ
き
、
そ
の
「
暗
闘
」
へ
と
引
き
摺
り
込
む
こ
と
で
一
郎
（
あ

る
い
は
二
郎
）
を
摺
め
取
ろ
う
と
す
る
直
の
本
性
で
あ
る
。
二
郎
と
一
郎

の
二
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
濡
鼠
」
（
「
兄
」
十
四
）
と
「
針
鼠
」
（
「
帰
つ
て

か
ら
」
一
）
に
も
擬
さ
れ
て
お
り
、
あ
た
か
も
直
の
餌
食
の
よ
う
で
も
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
二
郎
は
、
直
の
「
節
操
を
試
す
」
た
め
に
訪

れ
た
和
歌
山
の
地
で
、
図
ら
ず
も
「
一
日
一
晩
」
（
「
兄
」
四
十
三
）
を
共

に
過
ご
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
抗
い
が
た
＜
彼
女
の
呪
縛
に
捕
え
ら
れ
、
一

郎
と
の
「
暗
闘
」
に
引
き
込
ま
れ
て
行
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
二
郎
と
直
の
二
人
が
「
一
日
一
晩
」
を
過
ご
す
こ
と
と
な
っ
た
和

歌
山
の
地
は
、
元
の
紀
州
藩
の
城
下
町
で
あ
る
。
従
っ
て
、
城
は
そ
の
地

を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
筈
だ
が
、
そ
れ
は
描
か
れ
て
は
い
な
い
。
代
わ

り
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
城
の
石
垣
の
下
に
あ
る
「
濠
」
（
「
兄
」
十
一
）

で
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
蓮
」
（
同
）
が
「
紅
の
花
」
（
同
）
を
咲
か
せ
て
い
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た
。
紅
蓮
は
炎
を
喩
え
る
花
で
も
あ
る
。
そ
の
花
の
咲
く
「
濠
」
に
よ
っ

て
象
徴
さ
れ
る
和
歌
山
の
地
は
、
蓮
池
が
燃
え
上
が
る
と
い
う
分
荼
離
迦

の
世
界
、
焦
熱
地
獄
の
隠
喩
で
あ
る
。
そ
し
て
、
和
歌
の
浦
が
暴
風
雨
に

包
ま
れ
、
直
と
そ
の
地
に
留
ま
る
こ
と
と
な
っ
た
二
郎
は
、
「
眉
を
焦
す
火

の
如
く
」
（
「
兄
」
三
十
三
）
母
と
兄
を
思
い
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
直
と

宿
屋
へ
向
か
う
途
中
、
彼
の
頭
は
「
火
事
場
」
（
「
兄
」
―
―
―
十
四
）
の
よ
う

に
廻
転
し
て
も
い
る
。
こ
の
あ
た
か
も
地
獄
の
業
火
に
焼
か
れ
る
か
の
如

き
表
現
は
、
三
角
の
構
図
で
示
さ
れ
た
直
と
の
不
義
の
関
係
に
陥
り
、
罪

悪
感
を
募
ら
せ
る
二
郎
の
心
を
暗
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
彼

女
と
「
一
日
一
晩
」
「
暮
し
た
経
験
」
（
「
兄
」
四
十
―
―
-
)
に
よ
っ
て
一
郎
を

「
裏
か
ら
甘
く
見
る
」
（
同
）
眼
を
身
に
つ
け
た
二
郎
は
、
そ
の
直
と
の
関

係
を
侮
り
の
「
態
度
」
で
一
郎
に
偽
り
、
さ
ら
に
彼
を
「
軽
蔑
し
始
め
」

（
「
兄
」
四
十
四
）
さ
え
も
す
る
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
二
郎
が
や
が
て
罰

せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
の
が
、
再
び
直
に
つ
い
て
の
報
告
を
め
ぐ
っ
て
一

郎
と
対
し
た
時
で
あ
る
。

そ
の
日
、
直
の
報
告
に
つ
い
て
「
空
桃
け
て
ゐ
る
」
（
「
帰
つ
て
か
ら
」

二
十
一
）
軽
薄
さ
を
一
郎
に
突
か
れ
、
「
話
頭
を
無
理
に
横
へ
向
け
よ
う
と

し
た
」
（
「
掃
つ
て
か
ら
」
二
十
二
）
二
郎
は
、
か
つ
て
和
歌
の
浦
で
一
郎

の
言
っ
た
「
信
用
し
て
ゐ
る
」
（
「
兄
」
―
―
十
三
）
と
い
う
言
葉
を
逆
手
に

取
り
、
揚
げ
足
を
取
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
郎
が
「
自
分
の
強
い
言
語

に
叩
か
れ
た
の
だ
」
（
「
帰
っ
て
か
ら
」
―
―
十
二
）
と
高
を
括
り
「
蒻
つ
て

ゐ
た
」
（
同
）
瞬
間
、
一
郎
の
怒
鳴
り
声
に
よ
っ
て
「
予
想
外
の
驚
き
を
心

臓
に
打
ち
込
」
（
同
）
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
単
な
る
強
調
の
表
現
な
ど
で

は
な
く
、
「
己
の
虚
栄
心
を
満
足
さ
せ
る
為
の
手
段
ら
し
い
態
度
」
（
「
帰
つ

て
か
ら
」
―
-
+
）
、
一
郎
を
侮
り
偽
る
「
態
度
」
で
彼
の
書
斎
を
出
入
り
し

た
「
得
意
の
瞬
間
」
（
同
）
を
一
郎
に
突
か
れ
、
二
郎
が
「
死
地
」
（
同
）

に
陥
れ
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
事
実
、
こ
の
日

を
境
と
し
て
長
野
家
の
食
卓
に
は
、
二
郎
が
「
黙
つ
て
仕
舞
つ
た
」
（
「
掃

つ
て
か
ら
」
二
十
三
）
た
め
に
、
「
蝉
の
音
」
（
同
）
が
「
肌
寒
の
象
徴
」

（
同
）
の
よ
う
に
曹
い
て
い
る
。
ま
た
、
二
郎
自
身
一
郎
と
の
一
件
を
ふ

り
返
り
、
「
怒
る
べ
き
勇
気
の
源
が
既
に
枯
れ
て
ゐ
た
や
う
な
気
が
す
る
」

（
「
掃
つ
て
か
ら
」
二
十
五
）
と
言
い
、
「
幽
霊
」
（
同
）
の
よ
う
に
退
却
し

た
と
言
っ
て
い
る
。
そ
の
上
、
長
野
家
か
ら
い
な
く
な
っ
て
し
ま
う
彼
は
、

あ
た
か
も
死
ん
で
い
る
か
の
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
直
と
の
関
係
を

偽
っ
た
彼
が
罰
せ
ら
れ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
二
郎
の
眼
に
見
え
て
来
る
光
景
が
、
次
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。

其
未
来
を
織
る
糸
の
う
ち
に
は
、
自
分
に
媚
び
る
花
や
か
な
色
が
、

新
し
く
活
け
た
佐
倉
炭
の
焔
と
共
に
ち
ら
／
＼
と
燃
え
上
る
の
が
常

で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
時
に
は
一
面
に
変
色
し
て
何
処
迄
行
っ
て
も

灰

の

様

に

光

沢

を

失

っ

て

ゐ

た

。

（

「

塵

労

」

一

）

こ
こ
で
二
郎
が
垣
問
見
て
い
る
「
灰
の
様
」
な
未
来
の
光
景
、
地
獄
の

業
火
に
焼
き
尽
く
さ
れ
た
跡
の
よ
う
な
そ
の
光
景
は
、
長
野
家
を
出
て
行

っ
た
彼
を
直
の
「
幽
霊
」
（
塵
労
」
六
）
が
「
追
ひ
廻
」
（
同
）
し
、
二
人

の
出
入
り
す
る
長
野
家
が
「
幽
霊
屋
敷
」
（
「
塵
労
」
＋
）
と
表
現
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
二
郎
の
陥
っ
た
「
死
地
」
の
光
景
で
あ
り
、
一
郎
を
偽
り

罰
せ
ら
れ
た
彼
の
辿
り
つ
つ
あ
る
未
来
の
光
景
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
を

魅
惑
す
る
「
花
や
か
な
色
」
は
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
そ
う
し
た
場

所
へ
と
二
郎
を
誘
う
性
の
悦
楽
で
あ
る
。
直
に
囚
わ
れ
、
一
郎
と
の
「
暗

闘
」
を
生
き
る
二
郎
の
前
途
は
、
そ
の
よ
う
に
「
灰
の
様
」
な
「
死
地
」

-12-



へ
と
続
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
不
安
」
と
恐
怖
に
晒
さ
れ
る
彼
の
必
要

と
し
て
い
る
も
の
は
、
そ
の
よ
う
な
場
所
か
ら
自
己
を
救
済
す
る
方
途
で

あ
る
。直

と
一
郎
の
二
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
和
歌
山
と
和
歌
の
浦
に
お
い
て
、
そ

れ
ま
で
見
せ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
一
面
を
二
郎
に
対
し
て
見
せ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
直
は
「
猛
烈
で
一
息
な
死
方
が
し
た
い
」
（
「
兄
」
三
十
七
）

と
言
い
、
一
郎
は
「
何
う
か
己
を
信
じ
ら
れ
る
様
に
し
て
呉
れ
」
（
「
兄
」

二
十
一
）
と
言
う
。
そ
の
よ
う
な
二
郎
に
と
っ
て
「
始
め
て
」
接
す
る
彼

ら
の
一
面
は
、
「
無
気
味
さ
」
（
「
兄
」
三
十
八
）
や
「
精
神
に
異
状
を
呈
す

る
」
（
「
兄
」
二
十
一
）
前
触
れ
と
し
て
グ
ロ
テ
ス
ク
な
も
の
に
見
え
て
お

り
、
そ
の
こ
と
は
藤
沢
氏
に
拠
れ
ば
、
「
〈
長
野
家
〉
の
言
葉
の
圏
内
に
生

き
て
き
た
二
郎
と
彼
の
言
葉
」
と
が
、
彼
ら
の
「
〈
長
野
家
〉
と
隔
絶
し
た

地
平
か
ら
の
言
葉
」
に
よ
っ
て
「
腐
蝕
」
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
二
郎
に
と
っ
て
グ
ロ
テ
ス
ク
に
見
え
た
一
郎
の
一
面
は
、

彼
か
ら

H
へ
と
語
り
手
が
入
れ
代
わ
っ
た
時
、
ど
の
よ
う
な
相
貌
を
見
せ

る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
彼
を
「
尊
敬
」
（
「
塵
労
」
四
十
二
）
す
る

H

に
「
習
慣
的
な
言
説
」
（
同
）
よ
り
も
「
難
有
」
（
同
）
い
も
の
と
し
て
受

け
止
め
ら
れ
る
こ
と
で
新
た
な
相
貌
を
見
せ
、
彼
と
の
”
―
“
の
関
係
の

世
界
を
形
作
る
こ
と
に
な
る
。

我
々
二
人
は
一
所
の
室
に
寝
ま
す
、
一
所
の
室
で
飯
を
食
ひ
ま
す
、

散
歩
に
出
る
時
も
一
所
で
す
、
湯
も
風
呂
場
の
構
造
が
許
す
限
り
は
、

一

所

に

這

入

り

ま

す

。

（

「

塵

労

」

二

十

八

）

こ
れ
が
旅
に
出
て
か
ら
の
二
人
の
行
動
で
あ
る
が
、
そ
の
彼
ら
が
最
後

に
落
ち
つ
い
た
場
所
は
、
紅
が
谷
の
「
一
軒
家
」
（
「
塵
労
」
二
十
九
）
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
二
人
は
そ
こ
で
も
や
は
り
「
一
っ
座
敷
」
（
同
）
に
吊

っ
た
、
「
一
っ
蚊
帳
」
（
同
）
の
中
に
寝
て
ゐ
る
。
「
僕
の
心
は
宿
な
し
の
乞

食
見
た
や
う
に
朝
か
ら
晩
迄
う
ろ
／
＼
し
て
ゐ
る
」
（
「
塵
労
」
三
十
三
）

と
言
い
、
こ
れ
ま
で
「
何
処
へ
泊
つ
て
も
よ
く
寝
ら
れ
な
か
っ
た
」
（
「
塵

労
」
二
十
九
）
一
郎
が
、
こ
こ
へ
来
て
か
ら
は
「
よ
く
寝
」
（
同
）
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
紅
が
谷
の
「
一
軒
家
」
は
、
そ
の
よ
う
に
彼
の
落

ち
つ
け
る
「
宿
」
で
あ
り
、
彼
と

H
と
が
「
一
っ
」
に
な
る
”
-
I
J
の
関

係
の
世
界
で
あ
る
。

な
る
ほ
ど
一
郎
の
名
は
”
一
＂
で
あ
る
。
し
か
し
、
二
郎
と
三
沢
、
一

郎
と

H
と
い
う
二
組
の
友
人
関
係
の
中
で
、
一
郎
の
友
人
に
の
み
数
字
が

現
れ
な
い
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
。
「
三
沢
」
と
い
う
名
に
三
角
の
構
図
と
の

繋
が
り
が
あ
る
よ
う
に
、
一
郎
の
友
人
が
「
H
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

も
意
味
が
あ
る
筈
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
小
森
陽
一
氏
は
、
「
H
」

が
「
『
ー
』
と
『
ー
』
の
間
に
橋
を
掛
け
た
図
像
」
で
あ
り
、
一
郎
、
二
郎

の
頭
文
字
と

H
.
I
.
J
と
連
続
す
る
こ
と
か
ら
、
一
郎
と
二
郎
の
「
『
1
』

と
『
1
』
と
の
間
に
お
け
る
交
通
」
、
自
他
の
「
固
有
性
」
を
損
わ
な
い
関

(
7
)
 

係
を
媒
介
す
る
彼
の
役
割
の
象
徴
的
な
意
味
を
読
み
取
っ
て
い
る
が
、
そ

れ
と
は
ま
た
別
に
も
う
―
つ
の
意
味
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、

次
の
記
述
を
通
し
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

薄
の
根
に
は
蟹
が
這
つ
て
ゐ
ま
し
た
。
（
中
略
）
そ
れ
が
一
匹
で
は
な

い
の
で
す
。
し
ば
ら
く
見
て
ゐ
る
う
ち
に
、
一
匹
が
二
匹
に
な
り
、

二
匹
が
三
匹
に
な
る
の
で
す
。
仕
舞
に
は
彼
処
に
も
此
処
に
も
蒼
蠅

い
程
眼
に
着
き
出
し
ま
す
。

「
薄
の
葉
を
渡
る
奴
が
あ
る
よ
」
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兄
さ
ん
は
斯
ん
な
観
察
を
し
て
、
ま
だ
動
か
ず
に
立
つ
て
ゐ
ま
す
。

（
「
塵
労
」
四
十
七
）

「
一
匹
が
二
匹
に
な
り
、
二
匹
が
三
匹
に
な
る
」
蟹
、
一
郎
の
名
に
一
―

郎
を
加
え
れ
ば

II

三
II

が
出
て
来
る
よ
う
に
、
こ
の
足
し
算
は
性
の
力
の

隠
喩
で
あ
る
。
異
性
の
引
き
合
う
力
が
、
一
人
を
二
人
に
、
二
人
を
一
―
一
人

に
し
て
三
角
の
構
固
が
で
き
あ
が
る
。
そ
こ
ヘ
一
人
、
ま
た
一
人
と
加
わ

る
こ
と
で
、
三
角
の
構
図
は
無
限
に
増
加
し
て
行
く
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど

「
友
達
」
の
章
に
お
い
て
、
「
あ
の
女
」
の
入
院
を
契
機
に
、
一
一
郎
・
一
二
沢
・

二
人
の
看
護
婦
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
「
性
の
争
ひ
」
を
演
じ
始
め
た
の
と
同
じ

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
足
し
算
の
世
界
か
ら
抜
け
出
そ
う
と
、

「
薄
の
葉
を
渡
る
」
蟄
が
一
郎
で
あ
る
。
決
し
て
足
し
算
に
な
る
こ
と
の

な
い
世
界
、
そ
れ
が
一
郎
の
求
め
る
世
界
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
彼
の
友

人
の
姓
に
は
数
字
で
は
な
く
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

そ
う
し
た
一
郎
と

H
の
”
口
の
関
係
は
、
彼
ら
が
互
い
に
互
い
を
見

る
眼
の
中
に
も
現
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
一
郎
は

H
に
「
君
の
方
が
僕

よ
り
偉
い
」
（
「
塵
労
」
三
十
二
）
と
言
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

H
は
一
郎

こ
そ
自
分
よ
り
「
優
れ
て
ゐ
る
」
（
同
）
と
感
じ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
―
―

人
の
互
い
を
見
る
眼
は
、
次
の
場
面
に
最
も
よ
く
現
れ
て
い
る
。

私
は
黙
々
と
し
て
熱
烈
な
言
葉
の
前
に
坐
り
ま
し
た
。
す
る
と
兄
さ

ん
の
態
度
が
変
り
ま
し
た
。
私
の
沈
黙
が
鋭
い
兄
さ
ん
の
鋒
先
を
鈍

ら
せ
た
例
は
、
今
迄
に
も
何
遍
か
あ
り
ま
し
た
。
さ
う
し
て
夫
が
悉

＜
偶
然
か
ら
来
て
ゐ
る
の
で
す
。
尤
も
兄
さ
ん
の
様
な
聡
明
な
人
に
、

一
種
の
思
は
く
か
ら
黙
つ
て
見
せ
る
と
い
ふ
技
巧
を
弄
し
た
ら
、
す

ぐ
観
破
さ
れ
る
に
極
つ
て
ゐ
ま
す
か
ら
、
私
の
鈍
い
の
も
時
に
は
一

得
に
な
っ
た
の
で
せ
う
。

「
君
、
僕
を
単
に
口
舌
の
人
と
軽
蔑
し
て
呉
れ
る
な
」
と
云
っ
た
兄

さ
ん
は
、
急
に
私
の
前
に
手
を
突
き
ま
し
た
。

私
は
挨
拶
に
窮
し
ま
し
た
。

「
君
の
や
う
な
重
厚
な
人
間
か
ら
見
た
ら
僕
は
如
何
に
も
軽
薄
な
御

喋
舌
に
違
な
い
。
然
し
僕
は
是
で
も
口
で
云
ふ
事
を
実
行
し
た
が
つ

て

ゐ

る

ん

だ

。

（

後

略

）

」

（

「

塵

労

」

四

十

五

）

一
郎
が
「
神
は
自
己
だ
」
（
「
塵
労
」
四
十
四
）
と
語
っ
た
場
面
に
続
い

て
の
記
述
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
「
鋭
い
」
神
経
と
「
鈍
い
」
神
経
と
い
う
対

照
を
持
つ
二
人
は
、
互
い
に
互
い
の
新
た
な
像
を
作
り
出
し
合
っ
て
い
る
。

一
郎
は

H
と
対
す
る
こ
と
で
「
重
厚
な
人
間
」
と
い
う
H
像
と
「
軽
薄
な

御
喋
舌
」
と
い
う
自
己
像
を
作
り
、

H
は
一
郎
と
対
す
る
こ
と
で
「
聡
明

な
人
」
と
い
う
一
郎
像
と
「
凡
庸
」
（
「
塵
労
」
四
十
六
）
と
い
う
自
己
像

を
作
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
彼
ら
の
四
つ
の
像
は
、

H
の
「
聡

明
な
人
」
と
い
う
一
郎
像
が
「
軽
薄
な
御
喋
舌
」
と
い
う
一
郎
の
自
己
像

を
、
ま
た
一
郎
の
「
重
厚
な
人
間
」
と
い
う
H
像
が
「
凡
庸
」
と
い
う
H

の
自
己
像
を
補
い
、
相
補
の
関
係
を
作
り
出
し
て
い
る
。
「
人
間
と
し
て
の

君
は
遥
に
僕
よ
り
も
偉
大
だ
」
（
「
塵
労
」
四
十
五
）
と
一
郎
が
言
い
、

H

が
彼
を
「
尊
敬
」
し
、
そ
の
言
葉
を
「
難
有
」
い
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、

「
和
し
て
納
ま
る
べ
き
特
性
を
ど
こ
か
相
互
に
分
担
し
て
前
へ
進
め
る
」

（
「
塵
労
」
四
十
六
）
彼
ら
の
関
係
は
、
互
い
を
通
し
て
互
い
の
新
た
な
像

を
作
り
出
し
、
補
い
合
う
こ
と
の
で
き
る
”
一
＂
の
関
係
な
の
で
あ
る
。

こ
の
一
郎
と

H
の
関
係
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
二
郎
と
三
沢
の
関
係
と

の
対
照
で
あ
る
。
後
者
の
関
係
は
、
た
と
え
ば
三
沢
に
つ
い
て
、

此
方
が
大
事
が
つ
て
遣
る
間
は
、
向
ふ
で
何
時
で
も
跳
ね
返
す
し
、
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此
方
が
退
か
う
と
す
る
と
、
急
に
又
他
の
袂
を
捕
ま
へ
て
放
さ
な
い

（
「
友
達
」
二
十
七
）

と
あ
り
、彼

と
自
分
と
の
交
際
は
従
来
何
時
で
も
斯
う
い
ふ
消
長
を
繰
返
し
つ
＞

今

日

に

至

っ

た

（

同

）

と
あ
る
よ
う
に
、
互
い
の
「
我
儘
」
の
衝
突
で
あ
る
。
二
郎
自
身
「
一
日

も
早
く
病
人
を
見
捨
て
こ
行
か
う
と
す
る
自
分
の
我
儘
」
（
「
友
達
」
十
五
）

を
自
覚
し
て
も
い
た
。
「
あ
の
女
」
が
入
院
し
て
来
た
こ
と
で
た
や
す
く
「
性

の
争
ひ
」
を
演
じ
始
め
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、
彼
ら
の
関
係
は

あ
た
か
も
天
候
の
よ
う
に
移
り
変
わ
る
不
定
形
な
も
の
で
あ
る
。
一
郎
と

H
の
関
係
は
、
そ
う
し
た
彼
ら
の
関
係
の
対
極
を
示
す
も
の
に
他
な
ら
な

い
が
、
な
ら
ば
そ
こ
に
は
、
性
の
力
に
対
し
て
も
、
成
す
術
も
な
く
諦
め

て
い
た
二
郎
の
対
極
に
立
つ
態
度
が
示
さ
れ
て
い
る
筈
で
あ
る
。
一
郎
は

次
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。

「
椅
子
位
失
つ
て
心
の
平
和
を
乱
さ
れ
る
マ
ラ
ル
メ
は
幸
ひ
な
も
の

だ
。
僕
は
も
う
大
抵
な
も
の
を
失
つ
て
ゐ
る
。
織
に
自
己
の
所
有
と

し
て
残
つ
て
ゐ
る
此
肉
体
さ
へ
、
（
此
手
や
足
さ
へ
、
）
遠
慮
な
く
僕

を

裏

切

る

位

だ

か

ら

」

（

「

塵

労

」

＝

一

十

九

）

「
（
此
手
や
足
さ
へ
、
）
」
と
い
う
の
は
何
か
勘
違
い
を
し
て
い
る

H
の
注

釈
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
一
郎
が
語
っ
て
い
る
の
は
、
彼
が
「
性
の
争

ひ
」
へ
引
き
摺
り
込
も
う
と
す
る
直
の
力
と
対
峙
し
つ
つ
も
、
尚
性
的
に

彼
女
に
引
か
れ
る
自
身
の
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う

な
一
郎
は
、
紅
が
谷
の
海
岸
に
あ
る
別
荘
の
「
筋
違
」
（
「
塵
労
」
四
十
九
）

の
「
暗
い
石
段
の
上
で
、
磯
の
香
を
嗅
ぎ
な
が
ら
」
（
「
塵
労
」
五
十
）
、
香

厳
と
い
う
坊
さ
ん
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
彼
の
周
囲
に
配
さ
れ
た
「
筋

違
」
の
石
段
・
闇
・
「
磯
の
香
」
は
、
す
べ
て
性
の
力
の
象
徴
で
あ
る
。
そ

の
中
で
「
一
切
を
放
下
し
尽
し
」
（
同
）
、
悟
り
を
開
い
た
「
香
厳
に
な
り

た
い
」
（
同
）
と
一
郎
が
語
る
の
は
何
故
か
。
彼
が
自
身
を
束
縛
す
る
性
の

呪
縛
か
ら
解
脱
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
蟹
の
隠
喩
に
も
明
ら

か
な
よ
う
に
、
ま
た
二
郎
が
身
を
以
て
経
験
し
た
よ
う
に
、
性
の
力
に
癒

着
す
る
こ
と
は
無
限
の
争
い
の
修
羅
場
を
し
か
も
た
ら
さ
な
い
。
一
郎
は

「
薄
の
葉
を
渡
る
」
蟹
の
よ
う
に
そ
こ
か
ら
脱
け
出
そ
う
と
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
う
し
た
一
郎
の
辿
り
着
こ
う
と
す
る
世
界
の
風
景
は
、
た
と

え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

私
は
川
の
真
中
の
岩
の
間
か
ら
出
る
温
泉
に
兄
さ
ん
を
誘
ひ
込
み
ま

し
た
。
男
も
女
も
ご
ち
ゃ
／
＼
に
一
っ
所
に
浸
つ
て
ゐ
る
の
が
面
白

か

っ

た

か

ら

で

す

。

（

「

塵

労

」

三

十

五

）

「
ご
ち
ゃ
／
＼
に
一
っ
所
に
浸
つ
て
ゐ
る
」
男
女
、
一
郎
が
「
嬉
し
さ

う
」
（
同
）
に
眺
め
、
「
善
男
善
女
」
（
同
）
と
言
う
彼
ら
は
、
三
角
の
構
図

に
封
じ
込
ま
れ
た
男
女
の
対
極
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
性
の
争
ひ
」
の
な
い
、

男
も
女
も
「
一
っ
」
で
あ
る
よ
う
な
こ
の
場
所
は
、
性
の
力
学
か
ら
解
脱

し
よ
う
と
す
る
一
郎
の
求
め
る
世
界
で
あ
る
。
そ
こ
は
一
郎
の
言
う
「
絶

対
の
境
地
」
（
「
塵
労
」
四
十
五
）
、
「
自
分
」
（
同
）
が
「
有
る
と
も
無
い
と

も
片
の
付
か
な
い
も
の
」
（
同
）
に
な
る
と
い
う
「
絶
対
即
相
対
」
（
同
）

の
世
界
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
男
も
女
も
「
一
っ
」
で
あ
る
よ
う
な
場
所
で

は
、
性
は
「
有
る
と
も
無
い
と
も
片
の
付
か
な
い
も
の
」
で
あ
り
、
そ
の

よ
う
な
場
所
に
お
い
て
こ
そ
初
め
て
性
的
存
在
と
し
て
の
人
間
は
「
有
る

と
も
無
い
と
も
片
の
付
か
な
い
も
の
」
に
な
る
筈
だ
か
ら
で
あ
る
。
一
郎

が
求
め
て
い
る
世
界
は
、
そ
の
よ
う
に
男
と
女
の
性
差
が
無
化
す
る
よ
う

な
、
融
合
す
る
よ
う
な
、
い
わ
ば
両
者
か
ら
等
距
離
で
あ
る
よ
う
な
場
所
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だ
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
世
界
を
求
め
る
一
郎
を
や
が
て
見
出
す
こ
と

に
な
る
の
が
、
「
灰
の
様
」
な
未
来
を
垣
間
見
る
一
一
郎
な
の
で
あ
る
。

”
―
―
―
“
に
象
徴
さ
れ
る
二
郎
の
世
界
と
、
"
-
“
に
象
徴
さ
れ
る
一
郎
の

世
界
、
こ
の
二
つ
の
世
界
を
隔
て
て
い
る
も
の
は
、
既
に
見
た
よ
う
に
、

性
の
力
学
に
対
す
る
二
人
の
「
態
度
」
の
取
り
方
の
違
い
で
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
れ
は
こ
の
二
人
の
場
合
、
直
が
か
か
わ
っ
て
き
た
時
に
互
い
に
対

す
る
「
態
度
」
の
取
り
方
の
違
い
と
し
て
現
れ
、
彼
ら
そ
の
も
の
を
隔
て

る
差
異
で
も
あ
っ
た
。
事
実
、
直
の
「
節
操
を
試
す
」
こ
と
を
依
頼
さ
れ

た
二
郎
は
、
彼
を
「
信
じ
て
ゐ
る
」
（
「
兄
」
―
―
十
五
）
と
言
っ
た
一
郎
の

言
葉
を
、
そ
の
ま
ま
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
一

郎
の
言
葉
の
奥
に
「
何
か
深
い
意
味
が
籠
つ
て
ゐ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
」

（
同
）
と
「
疑
ひ
」
（
同
）
、
彼
を
「
真
正
の
精
神
病
患
者
」
（
同
）
と
「
断

定
」
（
同
）
し
た
り
さ
え
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
事
が
直
と
い
う
異
性
と
彼

ら
の
関
係
の
問
題
で
あ
る
だ
け
に
、
二
郎
が
三
沢
と
の
「
性
の
争
ひ
」
の

経
験
か
ら
、
「
嫉
妬
」
を
「
露
骨
に
云
ふ
事
が
出
来
な
か
っ
た
」
自
身
と
同

じ
よ
う
に
一
郎
を
見
て
い
る
た
め
と
言
っ
て
よ
い
。
い
わ
ば
、
一
郎
は
二

郎
が
「
露
骨
に
云
ふ
事
が
出
来
な
か
っ
た
」
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ

り
、
そ
れ
を
「
到
底
出
来
な
い
」
と
諦
め
て
い
た
二
郎
に
は
、
一
郎
が
異

常
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
一
一
郎
の
語
り
に
見
ら
れ
る
二
人
の
異
常
、
正
常

の
対
立
は
、
そ
の
よ
う
な
一
郎
を
見
る
二
郎
の
眼
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

二
人
の
性
の
力
学
に
対
す
る
「
態
度
」
の
取
り
方
が
反
映
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
一
郎
を
異
常
と
見
る
眼
に
よ
っ
て
彼
か
ら
隔
て
ら

れ
た
一
一
郎
は
、
直
に
囚
わ
れ
、
一
郎
を
偽
り
、
「
不
安
」
と
恐
怖
に
晒
さ
れ

る
時
、
彼
が
ど
の
程
度
自
分
を
「
憎
ん
で
ゐ
る
」
（
「
塵
労
」
二
十
一
）
か
、

ま
た
「
疑
つ
て
ゐ
る
」
（
同
）
か
を
知
ろ
う
と
、

H
に
旅
の
報
告
を
依
頼
す

る
こ
と
に
な
る
。
罪
悪
感
に
駆
ら
れ
る
彼
の
意
識
は
、
三
沢
と
の
「
性
の

争
ひ
」
で
味
わ
っ
た
、
「
心
細
く
」
、
「
悲
し
」
い
孤
独
に
通
じ
て
い
る
だ
ろ

う
。
一
郎
と

H
が
旅
立
っ
た
日
の
夜
に
は
、
彼
は
「
賠
い
所
に
黙
つ
て
坐

つ
て
ゐ
た
」
（
「
塵
労
」
―
―
十
七
）
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
彼
が
、
「
自
烈

た
い
」
（
「
塵
労
」
二
十
八
）
思
い
で
待
ち
焦
れ
て
い
た

H
の
手
紙
は
、
彼

に
何
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

自
分
は
机
の
前
に
縛
り
付
け
ら
れ
た
人
形
の
様
な
姿
勢
で
、
そ
れ
を

読
み
始
め
た
。
自
分
の
眼
に
は
、
こ
の
小
さ
な
黒
い
字
の
一
点
一
画

も
読
み
落
す
ま
い
と
い
ふ
決
心
が
、
焙
の
如
く
輝
い
た
。
自
分
の
心

は
頁
の
上
に
釘
付
に
さ
れ
た
。
し
か
も
雪
を
行
く
橋
の
や
う
に
、
其

上

を

滑

つ

て

行

っ

た

。

（

「

塵

労

」

二

十

八

）

こ
こ
で
―
一
郎
が
「
人
形
」
に
準
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

「
人
形
」
は
何
か
に
操
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
二
郎
を
大
阪

へ
呼
び
寄
せ
る
た
め
に
仕
組
ま
れ
た
貞
の
縁
談
に
そ
の
相
手
と
し
て
利
用

さ
れ
て
い
た
佐
野
は
、
「
義
太
夫
」
（
「
友
達
」
十
）
を
勉
強
し
て
い
る
。
そ

し
て
、
彼
が
岡
田
夫
婦
を
交
え
て
二
郎
と
会
食
し
て
い
た
時
、
彼
ら
の
座

敷
の
向
こ
う
で
は
一
人
の
男
が
「
踊
」
（
「
友
達
」
九
）
を
踊
っ
て
い
た
。

こ
れ
は
佐
野
が
岡
田
夫
婦
に
操
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
隠
喩
で
あ
る
。
彼
は

「
人
形
」
の
よ
う
に
操
ら
れ
る
こ
と
で
身
を
以
て
人
間
を
操
る
術
を
教
わ

っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
彼
が
「
義
太
夫
」
を
勉
強
し
て
い
る
の
は
そ
の
こ

と
の
隠
喩
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、
直
に
も
ま
た
彼
女
が
「
人
形
」
で
あ
る
こ
と
の
暗
示
が
あ

る
。
彼
女
は
二
郎
に
言
っ
て
い
る
。
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妾
や
本
当
に
腑
抜
な
の
よ
。
こ
と
に
近
頃
は
魂
の
抜
殻
に
な
っ
ち
ま

っ

た

ん

だ

か

ら

（

「

兄

」

三

十

一

）

「
腑
抜
」
も
「
魂
の
抜
殻
」
も
、
共
に
「
人
形
」
を
暗
示
す
る
言
葉
で

あ
る
。
そ
し
て
、
彼
ら
が
語
り
合
っ
て
い
る
時
に
は
、
「
三
味
線
の
音
」
（
「
兄
」

三
十
）
が
鳴
っ
て
も
い
た
。
こ
れ
は
彼
ら
が
「
人
形
」
の
よ
う
に
性
の
カ

に
操
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
隠
喩
で
あ
る
。
従
っ
て
、

お
れ
が
霊
も
魂
も
所
謂
ス
ピ
リ
ッ
ト
も
捜
ま
な
い
女
と
結
婚
し
て
ゐ

る

事

丈

は

槌

だ

（

「

兄

」

二

十

）

と
一
郎
が
言
う
の
も
い
わ
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
直
に
一

郎
を
「
裏
か
ら
甘
く
見
る
」
こ
と
を
「
教
は
っ
た
」
（
「
兄
」
四
十
―
―
-
）
ニ

郎
も
や
は
り
性
に
操
ら
れ
る
「
人
形
」
で
あ
り
、
「
魂
の
抜
殻
」
で
あ
る
。

そ
の
上
、
二
郎
は
佐
野
と
同
様
に
岡
田
夫
婦
と
両
親
の
策
略
に
乗
せ
ら
れ
、

人
間
を
操
る
術
を
も
教
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
「
人
形
」

と
し
て
の
彼
が
身
に
つ
け
た
も
の
は
、
「
向
の
隙
を
見
て
事
を
す
る
の
が
賢

い
の
だ
」
（
「
兄
」
四
十
三
）
と
い
う
「
利
害
の
念
」
（
同
）
で
あ
っ
た
。
「
今
」

の
二
郎
は
、
そ
の
よ
う
な
自
身
を
「
人
格
の
出
来
て
ゐ
な
か
っ
た
当
時
の

自
分
」
（
同
）
と
相
対
化
す
る
眼
を
身
に
つ
け
て
い
る
が
、
そ
れ
は
彼
が
「
人

形
」
の
よ
う
な
存
在
か
ら
脱
け
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
得
ら
れ
る
筈

の
も
の
で
あ
る
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
「
今
」
の
彼
は
「
人
格
」
的
成
長
を
遂

げ
て
い
る
訳
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
契
機
と
な
っ
た
も
の
が
、
「
人
形
の
様

な
姿
勢
」
で
彼
が
読
み
始
め
た

H
の
手
紙
で
あ
る
。

そ
の
手
紙
が
届
い
た
時
、
一
郎
が
ど
の
程
度
自
分
を
「
憎
ん
で
ゐ
る
」

か
、
ま
た
「
疑
つ
て
ゐ
る
」
か
を
知
ろ
う
と
読
み
進
む
二
郎
に
と
っ
て
、

H
の
な
に
げ
な
い
次
の
一
言
ほ
ど
注
意
を
引
く
も
の
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ

ぶ
ノ

た
ゞ
御
参
考
迄
に
一
言
注
意
し
て
置
き
ま
す
が
、
兄
さ
ん
は
其
時
御

両
親
や
奥
さ
ん
に
就
い
て
、
抽
象
的
な
が
ら
云
々
さ
れ
た
に
拘
ら
ず
、

貴
方
に
関
し
て
は
、
二
郎
と
い
ふ
名
前
さ
へ
口
に
さ
れ
ま
せ
ん
で
し

た

。

（

「

塵

労

」

三

十

七

）

直
と
両
親
を
「
偽
の
器
」
と
し
た
一
郎
が
、
彼
ら
に
操
ら
れ
「
向
の
隙

を
見
て
事
を
す
る
の
が
賢
い
の
だ
」
と
い
う
「
利
害
の
念
」
を
身
に
つ
け

た
二
郎
に
つ
い
て
、
何
事
も
語
ら
な
か
っ
た
の
は
何
故
か
。
彼
が
二
郎
を

(
8
)
 

信
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
言
っ
て
い
る
。

疑
ぐ
ら
れ
て
は
困
る
。
実
際
僕
の
云
っ
た
事
は
云
っ
た
事
で
、
云
は

な
い
事
は
云
は
な
い
事
な
ん
だ
か
ら
（
「
塵
労
」
五
十
一
）

か
つ
て
、
一
郎
は
二
郎
に
対
し
て
「
信
じ
て
ゐ
る
」
と
言
っ
て
い
た
。

そ
の
言
葉
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
さ
ら
に
罪
の
意
識
か
ら
一
郎
に
猜

疑
の
眼
を
向
け
て
い
た
二
郎
は
、
こ
こ
で
初
め
て
一
郎
が
「
本
式
の
本
当
」

（
「
兄
」
四
十
一
）
を
言
っ
て
い
た
こ
と
を
知
り
、
彼
を
発
見
す
る
。
「
向

の
隙
を
見
て
事
を
す
る
の
が
賢
い
の
だ
」
と
し
た
自
身
を
、
「
人
格
の
出
来

て
ゐ
な
か
っ
た
当
時
の
自
分
」
と
ふ
り
返
る
二
郎
の
眼
は
、
直
と
両
親
を

「
偽
の
器
」
と
し
た
一
郎
の
眼
と
同
質
で
あ
り
、
彼
が
そ
の
よ
う
な
眼
を

獲
得
し
た
の
は
、
こ
こ
で
一
郎
を
発
見
し
、
そ
れ
ま
で
彼
の
持
っ
て
い
た

異
常
・
正
常
の
図
式
が
反
転
し
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
世

界
が
新
た
な
秩
序
を
持
っ
て
見
え
始
め
、
一
郎
を
侮
り
偽
っ
た
自
身
の
「
態

度
」
を
「
懺
悔
」
す
る
「
誠
」
を
得
た
二
郎
の
「
心
」
が
、

H
の
手
紙
を

「
雪
を
行
く
橋
の
や
う
に
」
「
滑
つ
て
行
っ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
浄
化

(
9
)
 

さ
れ
た
」
の
は
坂
口
氏
の
指
摘
す
る
と
お
り
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
一
郎
に

よ
っ
て
「
魂
」
を
吹
き
込
ま
れ
た
二
郎
は
、
深
く
「
懺
悔
」
し
一
郎
の
求

め
た
世
界
を
目
指
す
。
そ
の
時
、
彼
の
前
途
に
あ
る
も
の
は
、
「
灰
の
様
」
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な
未
来
を
吹
き
払
い
、
「
空
を
突
く
や
う
に
登
え
て
」
（
「
塵
労
」
二
十
九
）

い
る
「
高
い
松
」
（
同
）
で
あ
る
。

一
郎
と

H
が
「
高
尚
な
課
業
」
（
「
塵
労
」
二
十
九
）
と
し
て
見
上
げ
て

い
た
よ
う
に
、
こ
の
「
高
い
松
」
は
、
一
郎
の
求
め
た
世
界
の
象
徴
で
あ

る
。
「
松
」
は
「
節
操
」
を
象
徴
す
る
木
で
あ
り
、
か
つ
て
一
郎
は
直
の
「
節

操
」
を
問
う
て
も
い
た
。
そ
し
て
そ
の
他
に
、
こ
の
「
松
」
は
も
う
一
っ

の
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
後
に
続
く
者
へ
の
「
標
傍
」

と
し
て
の
意
味
で
あ
る
。

「
塵
労
」
章
に
出
て
来
る
香
厳
の
師
、
百
丈
禅
師
の
流
れ
を
汲
む
臨
済

(10) 

に
関
し
て
、
「
臨
済
栽
松
」
と
い
う
公
案
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
臨
済
の
師
、

黄
業
が
、
「
吾
が
宗
汝
に
到
っ
て
大
い
に
世
に
興
ら
ん
」
と
言
っ
て
彼
を
称

え
て
い
る
も
の
だ
が
、
そ
の
中
で
二
人
は
次
の
よ
う
な
問
答
を
交
わ
し
て

い
る
。

臨
済
玄
禅
師
、
黄
槃
に
在
り
て
松
を
栽
ゆ
る
の
次
で
、
黄
業
問
う
て

曰
く
、
深
山
裏
に
許
多
の
樹
を
栽
え
て
作
磨
か
せ
ん
。
玄
曰
く
、
一

に
山
門
の
与
め
に
景
致
と
作
し
、
二
に
は
後
人
の
与
め
に
標
榜
と
作

さ
ん
。
（
語
注
許
多
ー
あ
ま
た
景
致
ー
風
致
、
美
し
い
景
色
後

人
ー
後
世
の
人
標
榜
ー
人
の
善
行
な
ど
を
ほ
め
称
え
て
人
々
の
前

に
か
か
げ
示
す
も
の
）

漱
石
に
は
、
晩
年
の
漠
詩
の
中
に
「
輿
衆
栽
松
百
丈
禅
」
の
句
も
見
ら

(11) 
れ
、
「
高
い
松
」
も
こ
の
臨
済
の
言
葉
を
踏
ま
え
象
徴
と
し
て
用
い
ら
れ
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
一
郎
を
発
見
し
、
「
浄
化
」
と
回
心
に

至
っ
た
二
郎
が
、
そ
の
道
筋
を
深
く
「
懺
悔
」
し
語
る
と
い
う
構
造
に
照

ら
せ
ば
、
そ
れ
が
彼
へ
の
「
標
傍
」
と
な
る
こ
と
か
ら
も
恐
ら
く
確
か
で

あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
「
高
い
松
」
は
、
臨
済
が
そ
う
し
た
よ
う
に
、

漱
石
が
二
郎
を
導
き
手
と
し
て
「
後
人
」
を
一
郎
の
求
め
た
世
界
へ
誘
う

べ
く
掲
げ
た
「
標
榜
」
で
あ
る
。
そ
の
世
界
は
、
「
図
を
披
い
て
地
理
を
調

査
す
る
人
」
(
[
塵
労
」
四
十
五
）
と
し
て
の
自
己
の
「
迂
濶
」
（
同
）
と
「
矛

盾
」
（
同
）
を
知
り
な
が
ら
、
尚
「
藻
掻
い
て
ゐ
る
」
（
同
）
一
郎
自
身
に

は
至
り
得
ぬ
世
界
だ
っ
た
に
は
違
い
な
い
。
し
か
し
、
一
郎
を
発
見
し
、

「
浄
化
」
と
回
心
に
至
っ
た
「
今
」
の
二
郎
が
、
自
他
に
「
誠
実
l

(

「塵

労
」
―
二
十
六
）
で
あ
ろ
う
と
し
た
一
郎
の
「
純
粋
な
一
本
調
子
」
（
「
兄
」

四
十
三
）
を
見
出
し
「
相
応
の
尊
敬
を
払
ふ
見
地
を
具
へ
て
ゐ
る
」
（
同
）

と
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
男
も
女
も
「
一
っ
」
で
あ
る
よ
う
な
世
界
を
求

め
た
一
郎
の
「
精
神
」
は
、
そ
う
し
た
二
郎
の
中
に
受
け
継
が
れ
息
づ
い

て
い
る
と
言
え
る
。
一
一
郎
を
信
じ
、
「
本
式
の
本
当
」
を
語
る
こ
と
を
貫
い

た
一
郎
の
「
態
度
」
が
、
「
向
の
隙
を
見
て
事
を
す
る
の
が
賢
い
の
だ
」
と

い
う
「
利
害
の
念
」
を
「
人
形
」
の
よ
う
に
身
に
つ
け
一
郎
を
偽
る
に
至

る
陥
穿
と
な
っ
て
い
た
二
郎
の
二
つ
の
諦
念
ー
異
性
に
引
か
れ
、
同
性
に

反
発
心
を
募
ら
せ
る
自
己
の
「
我
儘
と
嫉
妬
」
を
「
露
骨
に
云
ふ
事
が
出

来
」
ず
、
そ
の
「
卑
怯
を
抜
く
事
は
到
底
出
来
な
い
」
と
し
て
い
た
諦
念

と
、
「
世
の
中
で
本
式
の
本
当
を
云
ひ
続
け
に
云
ふ
も
の
は
一
人
も
な
い
」

（
「
兄
」
四
十
一
）
と
し
て
い
た
諦
念
ー
を
突
き
、
彼
の
人
間
観
、
ひ
い
て

は
世
界
観
を
根
底
か
ら
覆
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
一
郎
の
「
精
神
」
は

見
出
さ
れ
、
二
郎
に
受
け
継
が
れ
た
。
一
郎
の
発
見
に
よ
る
二
郎
の
回
心

と
は
そ
の
よ
う
な
で
き
事
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
一
郎
の
求
め
た
世
界
が
、

二
郎
の
世
界
に
代
わ
る
新
た
な
秩
序
を
持
っ
た
世
界
と
し
て
見
出
さ
れ
る

で
き
事
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
漱
石
が
そ
の
世
界
へ
の
「
標
榜
」
を
掲

げ
て
い
る
よ
う
に
、
『
行
人
』
と
は
一
郎
の
求
め
た
世
界
へ
と
「
後
人
」
を

誘
う
作
品
な
の
で
あ
り
、
そ
の
時
、
『
行
人
』
を
執
筆
す
る
漱
石
の
意
識
が
、
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文
字
通
り
「
後
人
」
に
ま
で
届
い
て
い
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
作
品
の
持
つ

意
味
は
い
よ
／
＼
大
き
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
一
郎
を
発
見
し
、
「
浄
化
」
と
回
心
に
至
っ

た
二
郎
が
、
深
く
「
懺
悔
」
し
語
っ
て
い
る
『
行
人
』
の
道
筋
は
、
一
郎

の
求
め
た
世
界
へ
と
通
じ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
『
行
人
』
の
世
界
は
、

従
来
伊
豆
氏
を
初
め
と
す
る
諸
家
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
破
綻
し
た

世
界
で
は
決
し
て
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
各
章
が
、
ま
た
そ
の
言
葉
が
、
有

機
的
に
か
つ
緊
密
に
結
び
つ
い
た
世
界
を
形
成
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
『
行
人
』
の
中
で
、
常
に
解
読
を
促
す
謎
の
よ

う
な
存
在
と
し
て
の
一
郎
は
、
私
に
は
ま
だ
ま
だ
尽
き
せ
ぬ
魅
力
を
湛
え

た
人
物
で
あ
り
、
今
後
の
研
究
の
課
題
で
あ
る
。
い
ず
れ
改
め
て
論
ず
る

こ
と
と
し
た
い
。

注
1

「
『
行
人
』
論
の
前
提
」
（
「
日
本
文
学
」
昭
4
4
.
3
)
因
に
、
宮
井
一
郎
氏
は
「
男

性
の
『
性
』
そ
の
も
の
に
内
在
す
る
我
執
」
の
追
求
を
『
行
人
』
の
主
題
と
し
（
『
漱

石
の
世
界
』
昭
42.10

講
談
社
）
、
ま
た
吉
田
俊
彦
氏
は
「
死
を
も
覚
悟
し
た
不
退

な
諦
念
の
上
に
妖
し
く
開
き
直
っ
て
い
る
直
の
魅
惑
の
謎
に
女
性
の
『
性
』
そ
の
も

の
に
内
在
す
る
我
執
と
聖
女
性
を
見
据
え
、
そ
れ
を
中
心
に
し
て
『
心
付
か
な
い
暗

闘
』
を
起
こ
す
男
性
の
『
性
』
そ
の
も
の
に
内
在
す
る
我
執
と
そ
の
迷
妄
性
を
捉
え

よ
う
と
す
る
主
要
な
モ
チ
ー
フ
」
（
『
評
言
と
構
想
』
昭
5
4
.
6
)
を
読
み
取
り
、
私

見
に
通
ず
る
見
解
を
示
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
性
の
力
に
対
峙
す
る
一
郎
の
存
在

の
あ
り
方
を
見
落
し
て
い
る
た
め
に
、
分
裂
説
を
提
出
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

2

拙
稿
「
夏
目
漱
石
『
行
人
』
ー
そ
の
全
体
像
—
」
(
「
稿
本
近
代
文
学
」
1
7、
平
4
.

11) 

3

「
『
行
人
』
論
・
言
葉
の
変
容
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」
昭
57.10)

4

『
魔
術
と
し
て
の
文
学
—
夏
目
漱
石
論
』
（
昭6
2
.
1
1沖
積
舎
）

日
本
文
学
）

5

「
蛇
の
記
録
、
〈
聖
者
〉
の
語
録
ー
私
説
『
行
人
』
ー
」
（
「
絞
説
」
平
2
.
1
)

6
(
3
)
に
同
じ
。

7

「
交
通
す
る
人
々
ー
メ
デ
ィ
ア
小
説
と
し
て
の
『
行
人
』

I
」
(
『
日
本
の
文
学
』

、
、
、
、

8
、
平
2
.
1
2

有
精
堂
）
ま
た
、
重
松
氏
は
H
が
「
〈
聖
者
〉
の
語
録
の
名
も
な
き

記
録
者
、
伝
聞
者
に
徹
す
べ
き
存
在
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
」
と
い
う
見
解
を
示

し
て
い
る

(
5
)
。

8

「
偽
の
器
」
か
ら
は
重
も
除
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
郎
が
彼
ら
を
「
偽
の
器
」

と
し
な
か
っ
た
根
拠
は
、
藤
沢
氏
の
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に

(
3
)
、
彼
ら
が
未
だ
結

婚
し
て
い
な
い
存
在
だ
と
い
う
こ
と
に
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
こ
と
と
私
見
と
は
矛

盾
し
な
い
。

9
(
4
)
に
同
じ
。

10

伊
藤
古
鑑
『
公
案
禅
話
』
（
昭
5
1
.
3

大
法
輪
閣
）
に
拠
れ
ば
、
『
臨
済
録
』
に

挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
臨
済
栽
松
の
因
縁
」
を
、
『
鉄
笛
倒
吹
』
が
第
十
八
則
に
公
案
と

し
て
取
り
あ
げ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
引
用
は
『
公
案
禅
話
』
に
拠
っ
た
。

11

大
正
五
年
八
月
二
十
三
日
付
「
無
題
」

（
筑
波
大
学
大
学
院
博
士
課
程
文
芸
・
言
語
研
究
科
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