
て
 
は
じ
め
に
 
 

暮
春
か
ら
明
治
維
新
ま
で
の
激
動
の
歴
史
の
舞
台
に
、
様
々
な
人
物
が
 
 

登
場
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
演
じ
て
重
要
な
功
績
を
挙
げ
た
〔
レ
 
幕
末
の
 
 

韓
王
揺
爽
、
明
治
の
御
一
新
と
い
う
回
天
事
業
に
活
躍
し
、
数
多
く
の
志
 
 

士
が
人
口
に
胎
失
し
た
が
、
そ
の
中
に
は
非
命
で
こ
の
世
を
去
っ
た
者
も
 
 

少
な
く
な
い
じ
 
尊
王
揺
夷
の
実
現
を
志
し
、
安
政
六
年
 
二
八
五
九
）
 
に
 
 

安
政
の
大
獄
で
刑
場
の
露
と
な
っ
た
苫
田
松
陰
も
ま
た
、
そ
の
中
の
山
人
 
 

で
あ
る
。
徳
富
蘇
峰
は
そ
の
著
作
 
冒
日
田
松
陰
』
 
に
お
い
て
、
松
陰
を
時
 
 

機
と
成
敗
を
計
算
せ
ず
に
常
に
先
駆
け
と
し
て
急
進
的
に
理
想
を
実
行
し
 
 

よ
う
と
す
る
「
革
命
家
」
と
と
ら
え
て
い
る
ル
。
そ
の
具
体
的
な
例
と
し
 
 

て
は
、
安
政
五
年
 
（
血
八
五
八
）
 
に
あ
ま
り
に
も
過
激
な
言
行
に
よ
っ
て
 
 

再
度
野
山
獄
に
幽
閉
さ
れ
た
松
陰
は
、
信
頼
す
る
弟
子
た
ち
に
尊
王
撼
東
 
 

の
事
業
を
実
践
す
る
に
は
時
機
を
待
つ
べ
き
だ
と
い
う
自
重
観
望
論
を
勧
 
 

説
さ
れ
て
も
、
「
僕
は
忠
義
を
す
る
積
り
、
諸
友
は
功
業
を
な
す
積
り
」
（
『
全
 
 

集
』
 
第
八
巻
、
一
八
四
貞
）
 
と
論
駁
し
、
尊
撰
を
実
践
す
る
時
機
と
そ
の
 
 

成
敗
を
計
る
と
い
う
観
望
的
態
度
は
単
に
功
業
を
追
求
す
る
こ
と
だ
と
退
 
 

吉
田
松
陰
の
生
死
の
哲
学
 
 

け
、
急
先
鋒
と
し
て
の
自
ら
の
尊
援
の
実
践
を
忠
義
の
現
れ
だ
と
し
た
、
 
 

と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
に
実
践
を
何
よ
り
も
重
ん
ず
る
と
い
 
 

う
松
陰
の
姿
勢
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
彼
の
関
心
事
は
単
な
る
学
問
的
 
 

な
研
頗
に
は
な
く
、
む
し
ろ
当
時
の
情
勢
に
応
じ
な
が
ら
、
如
何
に
し
て
 
 

尊
授
を
実
現
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
藤
田
省
三
氏
が
松
陰
を
 
 

「
状
況
的
な
存
在
」
だ
と
把
捉
し
て
い
る
理
由
も
そ
こ
に
あ
る
と
考
え
ら
 
 

れ
る
骨
 
つ
ま
り
、
ア
メ
リ
カ
を
筆
頭
と
す
る
西
洋
列
強
の
脅
威
と
侵
略
 
 

が
日
本
に
逼
ろ
う
と
す
る
幕
末
の
状
況
に
投
げ
だ
さ
れ
た
松
陰
は
、
そ
の
 
 

鋭
敏
な
危
機
意
識
に
よ
っ
て
、
学
問
的
な
研
究
に
没
頭
す
る
の
で
は
な
く
、
 
 

当
時
の
状
況
に
そ
の
都
度
応
じ
よ
う
と
上
讃
を
し
た
り
策
謀
を
計
る
な
ど
 
 

し
て
尊
王
撰
夷
を
自
ら
成
し
遂
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
を
窮
地
か
ら
救
 
 

出
し
よ
う
と
し
た
志
士
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
松
陰
の
言
行
は
時
代
の
 
 

変
動
に
伴
い
、
時
に
は
過
激
に
な
っ
た
り
、
急
進
的
に
な
っ
た
り
し
た
。
 
 

と
く
に
安
政
五
年
 
（
一
八
五
八
）
 
の
六
月
に
、
大
老
の
井
伊
直
弼
が
勅
許
 
 

を
待
た
ず
に
ア
メ
リ
カ
と
日
米
修
好
通
商
条
約
に
調
印
し
た
と
い
う
情
報
 
 

を
知
っ
て
か
ら
、
松
陰
は
討
幕
的
な
内
容
を
大
胆
に
認
め
た
 
「
大
義
を
試
 
 

す
」
る
建
白
書
を
藩
主
に
呈
上
し
た
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
一
連
の
過
激
 
 

張  

惟
 
綜
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で
急
進
的
な
言
動
を
敢
行
し
た
の
で
あ
る
。
同
年
の
十
二
月
に
入
獄
し
て
 
 

か
ら
翌
年
の
安
政
六
年
二
八
五
九
）
 
の
十
月
に
伝
馬
町
で
刑
死
す
る
ま
 
 

で
自
由
の
身
に
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
の
尊
王
撰
夷
の
実
戯
は
主
に
こ
 
 

の
時
期
に
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
l
 
 
 

松
陰
は
学
問
的
な
研
究
に
没
頭
す
る
学
究
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
自
ら
 
 

実
践
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
信
念
と
思
想
を
具
現
し
よ
う
と
す
る
行
動
 
 

家
で
あ
る
。
松
陰
の
生
涯
は
共
敗
と
践
鋲
の
繰
り
返
し
だ
と
い
え
る
が
、
 
 

し
か
し
、
彼
は
尊
王
播
夷
を
実
現
す
る
た
め
に
、
当
時
の
内
外
の
情
勢
を
 
 

把
握
し
な
が
ら
、
様
々
な
画
簡
を
な
す
と
と
も
に
さ
ら
に
そ
れ
を
実
行
に
 
 

移
そ
う
と
し
た
。
も
し
、
松
陰
が
単
な
る
学
問
的
な
研
踊
と
い
う
世
界
に
 
 

留
ま
っ
た
な
ら
ば
、
こ
れ
ほ
ど
現
実
に
ぶ
つ
か
り
、
さ
ら
に
矛
盾
を
感
じ
 
 

て
幾
多
の
失
敗
を
喫
す
る
こ
と
な
ど
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
、
〕
し
か
し
、
松
 
 

陰
は
実
践
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
学
問
を
体
現
し
よ
う
と
努
め
る
人
間
で
あ
 
 

る
か
ら
、
彼
の
学
閥
は
そ
の
実
践
の
中
に
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
∪
小
楠
 
 

は
松
陰
が
重
視
す
る
実
践
に
着
目
し
、
そ
の
実
践
を
貫
く
論
理
を
明
ら
か
 
 

に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 
 
 

松
陰
の
生
涯
が
わ
ず
か
二
十
年
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
点
か
ら
考
 
 

え
る
な
ら
ば
、
思
想
的
に
は
必
ず
し
も
完
成
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
 
 

か
も
し
れ
な
い
が
、
刑
死
の
直
前
に
松
陰
が
書
き
綴
っ
た
 
『
留
魂
録
』
を
 
 

描
け
ば
、
入
獄
か
ら
処
刑
ま
で
の
総
蹄
を
詳
細
に
記
録
す
る
冷
徹
な
筆
致
、
 
 

さ
ら
に
尊
王
撰
夷
と
い
う
志
を
後
継
者
に
継
受
さ
せ
、
実
現
さ
せ
よ
う
と
 
 

す
る
情
熱
が
う
か
が
わ
れ
る
。
と
く
に
そ
の
中
の
 
「
四
季
論
」
に
お
い
て
 
 

は
、
松
陰
は
自
ら
の
生
死
を
植
物
の
生
長
に
擬
し
、
そ
の
人
生
は
あ
た
か
 
 

も
植
物
が
春
・
嘗
・
秋
・
冬
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
季
節
に
お
い
て
、
そ
の
 
 役

割
を
果
た
し
、
さ
ら
に
個
人
と
し
て
の
死
が
尊
撰
を
実
拭
す
る
志
を
秘
 
 

め
た
縄
に
な
っ
て
尊
撰
の
大
業
に
目
髄
め
た
他
者
の
決
起
を
惹
起
す
る
と
 
 

い
う
「
生
」
に
転
化
す
る
こ
と
を
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
 
「
種
」
の
実
り
を
 
 

期
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
松
陰
の
実
践
に
存
す
る
思
想
は
ま
さ
に
こ
う
し
 
 

た
生
死
の
哲
学
で
あ
る
へ
〕
 
 
 

し
た
が
っ
て
、
小
柄
は
実
践
の
視
点
か
ら
、
ま
ず
、
松
陰
の
思
想
の
中
 
 

心
、
す
な
わ
ち
「
諌
死
」
 
に
注
目
し
、
そ
の
 
「
諌
死
」
に
お
け
る
否
定
の
 
 

思
想
を
開
明
し
、
次
に
松
陰
が
考
え
る
死
な
ぬ
と
い
う
傾
地
を
究
明
し
、
 
 

最
後
に
そ
の
死
即
生
、
生
即
死
と
い
う
哲
学
を
解
明
し
て
み
た
い
。
 
 

二
、
諌
死
 
－
否
定
の
思
想
－
 
 

安
政
三
年
〓
八
五
六
）
 
の
八
月
に
松
陰
は
勤
王
討
帝
を
め
ぐ
っ
て
勤
 
 

王
僧
黙
森
と
白
熱
し
た
論
争
を
行
っ
た
。
黙
轟
が
即
座
に
幕
府
を
倒
す
べ
 
 

き
だ
と
論
じ
た
の
に
対
し
て
、
松
陰
は
独
自
の
忠
誠
観
を
披
渡
し
、
黙
轟
 
 

に
反
論
し
た
。
松
陰
の
所
論
に
は
「
諌
死
」
 
の
思
想
と
罪
の
意
識
が
み
と
 
 

め
ら
れ
る
ひ
 
 

僕
は
毛
利
家
の
臣
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
日
夜
天
子
に
奉
公
 
 
 

す
る
な
り
。
吾
れ
等
園
幸
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
掲
さ
ざ
る
こ
と
 
 
 

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

今
日
に
慣
は
せ
度
き
こ
と
本
意
な
り
。
〔
中
略
〕
先
づ
我
が
大
夫
を
 
 136   



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
足
れ
を
知
ら
し
め
、
文
王
人
同
列
の
人
々
を
し
て
悉
く
此
の
為
 
 

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

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

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

死
な
ば
、
吾
れ
必
ず
山
人
の
吾
が
志
を
栂
ぐ
の
土
を
ば
後
世
に
残
し
 
 

置
く
な
り
〔
レ
 
子
々
孫
々
に
至
り
幌
は
ば
い
つ
か
時
な
き
こ
と
は
之
れ
 
 

な
く
傾
し
今
朝
の
雷
に
「
一
誠
兆
人
を
感
ぜ
し
む
」
と
云
ふ
は
此
の
 
 
 

事
な
り
ノ
｝
 
〔
中
略
〕
今
幽
囚
し
て
征
夷
を
罵
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
倫
む
。
さ
れ
ば
征
夷
と
 
 

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

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

諌
め
て
聞
か
ぎ
れ
ば
諌
死
す
る
迄
な
り
。
（
『
全
集
』
第
七
巻
、
四
四
 
 

二
～
四
囲
三
貫
）
 
 

武
士
は
藩
主
の
家
臣
だ
か
ら
、
滞
主
に
忠
誠
を
尽
く
す
べ
き
で
あ
り
、
 
 

藩
主
は
天
皇
の
臣
下
だ
か
ら
、
天
皇
 
（
皇
国
）
ト
一
に
忠
誠
を
尺
、
く
す
べ
き
で
 
 

あ
る
。
そ
し
て
、
武
士
の
藩
主
に
忠
誠
を
尺
、
く
す
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
天
 
 

皇
（
皇
国
）
 
に
忠
誠
を
尺
、
く
す
こ
と
で
あ
る
と
松
陰
は
述
べ
て
い
る
′
〕
 
し
 
 

か
し
、
武
家
政
権
と
い
う
体
制
下
に
あ
っ
て
は
、
天
皇
 
（
曳
国
）
 
へ
の
忠
 
 

義
が
欠
け
て
い
た
た
め
、
罪
が
醸
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
あ
る
 
 

ま
じ
き
状
態
を
藩
主
に
そ
し
て
辟
将
に
理
解
さ
せ
、
あ
る
べ
き
状
態
、
す
 
 

な
わ
ち
天
皇
親
政
へ
と
導
く
こ
と
が
武
士
と
し
て
の
本
鋳
で
あ
る
と
松
陰
 
 

は
考
え
て
い
る
。
滞
主
を
、
そ
し
て
葡
府
を
当
為
で
あ
る
と
こ
ろ
の
天
皇
 
 

（
皇
国
）
 
へ
の
尺
、
忠
に
導
か
な
い
か
ぎ
り
、
自
ら
も
ま
た
同
罪
で
な
け
れ
 
 

ば
な
ら
な
い
。
諌
め
て
も
諌
め
て
も
聞
か
れ
な
け
れ
ば
、
死
ん
で
諌
め
よ
 
 

う
と
決
意
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
た
と
え
諌
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
命
 
 

を
落
と
し
た
と
し
て
も
、
必
ず
己
の
志
を
他
者
に
受
け
継
が
せ
る
、
と
い
 
 

う
主
張
を
松
陰
は
吐
露
し
て
い
る
。
 
 
 

そ
も
そ
も
、
諒
と
は
、
そ
の
諌
め
る
対
象
に
対
し
て
、
あ
る
べ
き
態
様
 
 

を
前
提
と
し
つ
つ
、
現
に
あ
る
相
手
の
欠
陥
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
相
手
に
 
 

あ
る
べ
き
状
態
を
要
請
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
も
 
 

し
、
死
の
覚
悟
を
も
っ
て
相
手
を
諦
め
、
あ
る
い
は
死
に
よ
っ
て
相
手
を
 
 

諌
め
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
す
な
わ
ち
諌
死
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
死
の
 
 

鴬
悟
で
諌
め
る
こ
と
は
、
単
に
死
ぬ
つ
も
り
で
、
あ
る
い
は
死
を
招
く
か
 
 

も
し
れ
な
い
と
い
う
最
悪
の
状
況
を
予
想
す
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
現
 
 

に
あ
る
相
手
の
欠
陥
を
否
定
し
、
そ
の
あ
る
べ
き
様
態
を
弊
求
す
る
。
他
 
 

方
、
死
に
よ
っ
て
諌
め
る
こ
と
は
、
自
ら
の
死
に
よ
っ
て
現
に
あ
る
相
手
 
 

の
欠
点
を
否
定
し
、
そ
の
あ
る
べ
き
様
態
を
猛
烈
に
要
請
す
る
の
で
あ
る
じ
 
 

両
者
は
相
手
を
諌
め
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
変
わ
ら
な
い
が
、
死
に
突
 
 

入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
己
の
潔
さ
を
表
明
す
る
と
同
時
に
、
相
手
の
覚
醒
、
 
 

す
な
わ
ち
あ
る
べ
き
様
態
へ
の
目
覚
め
を
呼
び
起
こ
す
と
い
う
所
が
、
縁
 
 

者
と
前
者
と
の
最
大
の
相
通
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
死
の
覚
悟
で
誠
を
行
 
 

う
こ
と
に
は
世
間
か
ら
忠
誠
の
誉
れ
を
得
る
こ
と
を
求
め
る
欲
望
が
潜
ん
 
 

で
い
な
い
と
は
一
言
い
切
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
松
陰
の
 
「
諌
死
」
 
は
単
に
 
 

死
の
覚
悟
で
 
「
諌
」
を
行
う
だ
け
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
「
∪
そ
れ
は
、
自
ら
 
 

の
身
命
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
者
を
諌
め
る
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

留
意
す
べ
き
は
、
松
陰
の
「
諌
死
」
は
た
だ
藩
主
と
幕
府
を
そ
の
対
象
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と
す
る
だ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
松
陰
が
「
若
し
僕
幽
囚
 
 

の
身
に
て
死
な
ば
、
吾
れ
必
ず
～
人
の
吾
が
志
を
継
ぐ
の
士
を
ば
後
世
に
 
 

残
し
置
く
な
り
」
と
陳
じ
た
以
上
は
、
他
者
に
己
の
志
を
継
受
さ
せ
る
だ
 
 

け
で
な
く
、
さ
ら
に
実
行
に
移
さ
せ
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
 
 

あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
他
者
に
己
の
志
を
受
け
継
が
せ
、
さ
ら
に
そ
れ
 
 

を
実
践
さ
せ
よ
う
と
思
う
な
ら
ば
、
当
然
、
他
者
を
諌
め
て
あ
る
べ
き
様
 
 

態
に
導
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
松
陰
が
「
諌
死
」
を
行
 
 

う
対
象
は
同
じ
く
武
家
政
権
の
体
制
下
に
い
る
他
者
を
も
含
む
の
で
あ
 
 

る
。
実
際
に
は
、
松
陰
が
安
政
六
年
 
（
一
八
五
九
）
 
の
一
月
に
断
固
と
し
 
 

て
行
っ
た
絶
食
と
同
年
の
十
月
に
従
容
た
る
態
度
で
死
に
就
い
た
こ
と
 
 

は
、
ま
さ
し
く
他
者
を
対
象
と
す
る
「
諌
死
」
 
に
ほ
か
な
ら
な
い
ひ
松
陰
 
 

の
「
諌
死
」
は
死
の
覚
悟
で
硯
諌
す
る
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
は
自
 
 

ら
の
命
を
犠
牲
に
す
る
と
い
う
「
死
」
 
に
よ
っ
て
諌
を
行
い
、
相
手
の
覚
 
 

醒
を
強
く
要
請
し
て
や
ま
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
自
己
 
 

犠
牲
的
な
「
死
」
 
に
よ
っ
て
他
者
を
感
情
さ
せ
る
こ
と
ば
、
ま
さ
し
く
他
 
 

者
の
「
生
」
を
惹
起
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
松
陰
の
「
諌
死
」
 
 

に
感
情
さ
れ
た
者
は
、
自
ら
が
そ
の
あ
る
ま
じ
き
状
態
に
あ
る
と
い
う
指
 
 

摘
を
真
単
に
受
け
止
め
、
現
に
あ
る
欠
陥
を
認
め
た
上
で
、
さ
ら
に
そ
れ
 
 

を
否
定
し
っ
つ
、
あ
る
べ
き
様
態
を
目
が
け
て
遇
進
す
る
の
で
あ
る
。
そ
 
 

れ
は
過
誤
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
度
死
に
、
ま
た
同
時
に
あ
る
べ
 
 

き
様
態
に
生
ま
れ
る
と
い
う
意
味
で
の
新
た
な
「
生
」
 
に
転
換
す
る
、
と
 
 

い
う
こ
と
だ
と
い
え
よ
う
〝
U
 
し
た
が
っ
て
、
松
陰
の
 
「
諌
死
」
は
他
者
の
 
 

「
生
」
を
引
き
起
こ
す
思
想
で
あ
る
。
次
に
、
松
陰
の
罪
の
意
識
は
二
つ
 
 

に
分
け
て
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
め
は
、
当
為
と
さ
れ
る
天
恩
（
皇
国
）
 
へ
 
 

の
尺
、
忠
が
欠
落
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
罪
で
あ
る
。
松
陰
 
 

は
「
六
百
年
釆
我
が
主
の
忠
勤
も
天
子
へ
禍
さ
ぎ
る
こ
と
多
し
。
賓
に
大
 
 

罪
を
ば
自
ら
知
れ
り
。
我
が
主
六
百
年
釆
の
忠
勤
を
今
日
に
償
は
せ
度
き
 
 

こ
と
本
意
な
り
」
と
、
鎌
倉
幕
府
が
創
立
し
て
か
ら
徳
川
幕
府
に
至
る
ま
 
 

で
の
、
武
家
政
権
が
天
下
の
支
配
権
を
掘
っ
て
い
た
六
百
年
間
に
お
い
て
 
 

は
、
あ
る
べ
き
天
皇
親
政
と
い
う
態
様
が
崩
壊
し
、
天
皇
 
（
皇
国
）
 
へ
の
 
 

尺
、
忠
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
罪
が
成
り
立
つ
と
述
べ
て
い
る
。
 
 

二
つ
め
は
、
こ
う
し
た
あ
る
ま
じ
き
武
家
政
権
の
世
に
生
を
受
け
、
武
家
 
 

政
権
の
非
と
天
皇
親
権
の
足
を
自
覚
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
醸
成
さ
れ
る
 
 

罪
で
あ
る
。
武
家
政
権
の
世
に
存
在
す
る
以
上
、
こ
う
し
た
罪
を
背
負
わ
 
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
こ
の
罪
は
存
在
論
的
な
罪
だ
と
い
え
よ
う
。
 
 

松
陰
は
以
上
の
罪
を
引
き
受
け
た
上
で
「
諌
死
」
を
通
じ
て
、
あ
る
べ
き
 
 

状
態
に
立
ち
戻
ら
せ
よ
う
と
努
め
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

で
は
、
何
故
に
松
陰
は
こ
う
し
た
罪
の
意
識
を
保
持
す
る
に
至
っ
た
か
、
 
 

と
い
う
疑
問
が
浮
上
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
松
陰
の
 
「
諌
死
」
が
自
 
 

己
を
否
定
す
る
思
想
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
松
陰
は
他
者
に
「
諌
」
を
 
 

行
う
際
に
、
自
ら
を
も
「
諌
」
 
の
対
象
と
見
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
等
 
 

し
く
武
家
政
権
の
世
に
存
在
す
る
以
上
、
藩
主
と
幕
府
と
だ
け
で
な
く
、
 
 

す
べ
て
の
他
者
が
犯
し
て
い
る
罪
、
す
な
わ
ち
、
当
為
と
さ
れ
る
天
皇
 
 

（
皇
国
）
 
に
忠
誠
を
尽
、
く
し
て
い
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
罪
を
 
 

松
陰
も
ま
た
み
ず
か
ら
背
負
っ
て
慣
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
松
陰
の
同
 
 

罪
の
思
惟
は
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
も
し
、
自
己
を
「
諌
」
の
 
 

対
象
と
し
な
け
れ
ば
、
す
な
わ
ち
自
己
を
否
定
し
な
け
れ
ば
、
罪
の
意
識
 
 

は
絶
対
に
生
じ
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
自
己
の
正
し
さ
に
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固
執
し
て
い
て
は
、
現
に
あ
る
自
己
を
否
定
し
て
己
の
あ
る
べ
き
態
様
を
 
 

追
い
求
め
る
こ
と
は
成
り
立
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
自
己
が
正
し
い
と
思
 
 

う
と
す
れ
ば
、
罪
の
意
識
を
有
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
一
じ
松
陰
は
こ
う
 
 

し
た
自
己
否
定
の
思
想
を
持
っ
て
い
る
た
め
、
自
己
否
定
の
極
限
と
し
て
 
 

の
自
己
犠
牲
の
境
地
に
達
し
、
す
な
わ
ち
従
容
と
し
て
死
に
就
く
こ
と
に
 
 

よ
っ
て
他
者
を
諌
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
む
 
 

三
、
精
神
不
滅
と
実
践
 
－
永
遠
へ
の
参
入
－
 
 

哲
学
の
視
点
か
ら
松
陰
の
 
「
諌
死
」
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
そ
 
 

の
 
「
死
」
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
単
な
る
死
の
覚
悟
、
も
し
く
は
死
ぬ
こ
 
 

と
、
す
な
わ
ち
生
命
の
喪
失
だ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
な
 
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
死
を
論
ず
る
場
合
、
す
で
に
生
を
前
提
に
死
を
思
念
 
 

す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
′
〕
生
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
 
 

て
死
が
あ
り
、
死
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
生
が
あ
る
。
人
間
 
 

は
不
老
不
死
の
存
在
で
は
な
い
か
ら
、
こ
の
世
に
生
を
受
け
た
以
上
、
同
 
 

時
に
死
に
向
か
っ
て
前
進
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
【
U
人
間
は
生
 
 

き
つ
つ
死
ぬ
存
在
で
あ
り
、
逆
に
い
え
ば
、
ま
た
人
間
は
死
に
つ
つ
生
き
 
 

る
存
在
で
も
あ
る
。
そ
も
そ
も
生
と
死
は
別
々
の
個
体
と
い
う
よ
り
、
む
 
 

し
ろ
一
体
不
離
の
関
係
だ
と
見
な
し
た
方
が
よ
り
妥
当
で
あ
ろ
う
。
生
と
 
 

死
を
切
り
離
さ
ず
に
思
考
す
る
の
は
思
惟
が
向
か
う
当
然
な
方
向
で
あ
 
 

る
G
松
陰
も
例
外
な
く
「
死
」
に
論
及
す
る
際
に
、
み
ず
か
ら
「
生
」
 
の
 
 

意
義
と
意
味
を
思
考
し
、
そ
の
所
論
を
開
陳
す
る
の
で
あ
る
へ
し
 
 
 

生
死
に
対
す
る
松
陰
の
考
え
を
究
明
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
安
政
三
年
 
 

（
一
八
五
六
）
 
に
彼
が
書
き
綴
っ
た
「
七
生
説
」
を
取
り
あ
げ
な
け
れ
ば
 
 

な
ら
な
い
。
 
 

天
の
茫
々
た
る
、
一
理
あ
り
て
存
し
、
父
子
祖
孫
の
綿
々
た
る
、
 
 
 

一
気
あ
り
て
凝
く
。
人
の
生
る
る
や
、
斯
の
理
を
資
り
て
以
て
心
と
 
 
 

島
し
、
斯
の
気
を
寒
け
て
以
て
髄
と
残
す
。
鱒
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
磯
城
し
気
禍
く
る
と
き
は
、
 
 
 

則
ち
腐
欄
潰
放
し
て
視
た
収
む
べ
か
ら
ず
。
君
子
は
心
、
理
と
通
ず
、
 
 

磯
城
し
て
気
韻
く
る
と
も
、
而
も
理
は
濁
り
古
今
に
亙
り
天
壌
を
窮
 
 

め
、
未
だ
嘗
て
暫
く
も
飲
ま
ぎ
る
な
り
。
余
聞
く
、
贈
正
三
位
桶
公
 
 

の
死
す
る
や
、
其
の
弟
正
季
を
顧
み
て
日
く
、
「
死
し
て
何
を
か
残
 
 
 

す
」
。
日
く
、
「
願
は
く
は
七
た
び
人
間
に
生
れ
て
、
以
て
国
賊
を
滅
 
 

さ
ん
」
。
公
欣
然
と
し
て
日
く
、
「
先
づ
吾
が
心
を
寝
た
り
」
と
て
綱
 
 
 

別
し
て
死
せ
り
と
じ
 
〔
中
略
〕
足
れ
に
由
り
て
之
れ
を
言
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
ぎ
る
 
 

な
り
。
定
れ
よ
り
其
の
後
、
忠
孝
節
義
の
人
、
楠
公
を
観
て
興
起
せ
 
 

ぎ
る
者
な
け
れ
ば
、
則
ち
楠
公
の
複
、
復
た
楠
公
を
生
ず
る
者
、
固
 
 

よ
り
計
り
敬
ふ
ぺ
か
ら
ぎ
る
な
り
。
何
ぞ
濁
り
七
た
び
の
み
な
ら
ん
 
 

や
。
（
『
全
集
』
第
二
巻
、
三
九
五
⊥
ニ
九
六
員
）
 
 

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
ユ
人
間
は
理
を
受
け
て
心
と
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し
、
気
を
受
け
て
体
と
す
る
。
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
貪
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
尺
、
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
、
 
 

自
ら
の
所
論
を
開
陳
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
松
陰
は
宋
学
の
理
 
 

気
論
を
援
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
精
神
不
滅
の
論
理
を
展
開
し
て
い
る
。
 
 
 

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

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

を
引
用
し
、
忠
義
を
尺
、
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
。
楠
公
の
「
七
生
滅
 
 

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

楠
公
と
同
じ
く
忠
誠
を
尺
、
く
す
た
め
に
決
起
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
 
 

て
、
こ
う
し
た
忠
義
を
尺
、
く
そ
う
と
立
ち
上
が
っ
た
省
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
、
尺
、
忠
の
た
め
 
 

に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
「
楠
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
義
を
尺
、
く
す
精
神
は
 
 

理
に
通
ず
る
た
め
、
こ
の
精
神
が
天
地
と
と
も
に
永
久
に
続
く
と
い
う
意
 
 

味
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
死
な
ぬ
と
い
う
境
地
に
達
す
る
と
松
陰
は
考
え
 
 

て
い
る
。
 
 
 

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

忠
義
心
に
心
を
打
た
れ
た
と
い
う
経
験
を
述
べ
て
い
る
。
 
 

余
嘗
て
束
に
遊
び
三
た
び
搾
川
を
維
、
楠
公
の
墓
を
拝
し
、
凍
涙
 
 
 

禁
ぜ
ず
。
其
の
碑
陰
に
、
明
の
徴
士
衆
生
の
文
を
勒
す
る
を
観
る
に
 
 
 

及
ん
で
、
則
ち
亦
涙
を
下
す
。
嘘
、
余
の
楠
公
の
於
け
る
、
骨
肉
父
 
 
 

子
の
恩
あ
る
に
非
ず
、
師
友
交
遊
の
親
あ
る
に
非
ず
。
自
ら
其
の
涙
 
 

の
由
る
所
を
知
ら
ぎ
る
な
り
。
来
生
に
至
り
て
は
則
ち
海
外
の
人
、
 
 
 

反
つ
て
楠
公
を
悲
し
む
。
而
こ
う
し
て
吾
れ
亦
来
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
・
 
 
 

衆
生
及
び
余
不
肖
、
常
斯
の
理
を
資
り
て
以
て
心
と
為
す
。
則
ち
気
 
 
 

威
か
ず
と
錐
も
、
而
も
心
は
則
ち
通
ず
。
足
れ
涙
の
禁
ぜ
ぎ
る
所
以
 
 
 

な
り
。
余
不
肖
、
聖
賢
の
心
を
存
し
忠
孝
の
志
を
立
て
、
閉
威
を
張
 
 
 

り
海
賊
を
滅
ぼ
す
を
以
て
、
妄
り
に
己
が
任
と
為
し
、
一
株
再
鉄
、
 
 
 

不
忠
不
孝
の
人
と
な
る
、
復
た
面
目
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
同
じ
う
す
。
安
ん
ぞ
気
 
 
 

健
に
随
っ
て
腐
欄
泊
放
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
至
り
て
、
而
る
後
可
と
盛
さ
ん
の
 
 

み
。
（
『
全
集
』
第
二
巻
、
三
九
六
～
三
九
七
員
）
 
 

松
陰
は
三
度
東
に
旅
す
る
途
中
で
湊
川
に
あ
る
楠
公
の
墓
を
参
拝
し
、
 
 

落
涙
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
米
舜
水
が
刻
ん
だ
碑
文
を
読
ん
 
 

で
、
さ
ら
に
ま
た
涙
を
禁
じ
え
な
か
っ
た
と
い
う
。
周
知
の
よ
う
に
、
未
 
 

舜
水
は
明
王
朝
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
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ば
、
そ
れ
は
楠
公
に
し
ろ
、
莱
舜
水
に
し
ろ
、
両
者
の
共
通
点
で
あ
る
尊
 
 

王
滅
賦
に
努
め
る
心
に
松
陰
が
深
く
共
感
を
覚
え
た
か
ら
で
あ
る
∴
松
陰
 
 

は
楠
公
の
 
「
ヒ
生
滅
賊
」
と
い
う
己
の
生
死
を
以
て
忠
為
を
尽
く
す
姿
勢
 
 

を
、
あ
る
べ
き
様
態
と
し
て
受
け
1
L
め
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
現
に
あ
る
自
 
 

己
を
不
忠
不
孝
の
人
だ
と
畜
産
し
っ
つ
、
そ
の
生
死
を
賭
し
て
尊
王
摘
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
時
機
に
尺
、
く
す
と
い
う
志
を
他
省
に
継
受
さ
せ
よ
う
と
す
る
念
願
を
披
 
 

脛
し
て
い
る
 

こ
う
し
た
忠
盛
の
精
神
不
滅
を
倍
率
し
て
い
る
松
陰
の
態
度
は
、
彼
の
 
 

最
晩
年
、
安
政
大
正
・
二
八
五
九
）
 
に
至
っ
て
も
些
か
も
動
か
な
い
の
で
 
 

あ
る
。
そ
の
年
の
四
月
に
妹
千
代
に
髄
て
た
歯
簡
で
、
次
の
よ
う
に
死
な
 
 

ぬ
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
 

楠
正
成
公
ぢ
ゃ
の
大
石
良
雄
ぢ
ゃ
の
と
申
す
人
々
は
、
刀
も
の
に
 
 

身
を
矢
は
れ
槻
へ
ど
も
今
以
て
生
き
て
ご
ざ
る
。
〔
中
略
〕
拙
者
な
 
 

ん
ど
人
屋
に
て
死
に
候
へ
ば
禍
の
や
う
な
も
の
に
頼
へ
ど
も
、
又
山
 
 

方
に
は
轡
問
も
出
来
、
己
れ
の
た
め
人
の
た
め
綾
の
世
へ
も
確
り
、
 
 

且
々
死
な
ぬ
人
々
の
仲
間
入
り
も
出
来
鹿
へ
ば
、
福
此
の
上
も
な
い
 
 

事
に
候
n
 
（
『
全
集
』
第
八
巻
、
三
〇
四
頁
）
 
 

松
陰
に
と
っ
て
、
尊
王
減
賊
の
た
め
に
泰
然
と
し
て
命
を
落
と
し
た
楠
 
 

木
正
成
と
、
藩
主
の
仇
を
討
つ
た
め
に
赤
穂
浪
士
四
卜
六
人
を
率
い
て
吉
 
 

良
鶉
央
を
殺
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
徳
川
幕
府
に
切
腹
を
命
ぜ
さ
せ
ら
れ
 
 

た
大
石
良
雄
は
と
も
に
忠
誠
を
尽
く
し
た
轟
士
に
ほ
か
な
ら
な
い
む
 
し
た
 
 

が
っ
て
、
忠
義
を
尽
く
す
た
め
に
命
を
犠
牲
に
し
た
こ
の
二
人
は
、
そ
の
 
 

肉
休
は
消
尽
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
尽
忠
の
稗
神
は
依
然
と
し
て
 
 

生
き
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
1
～
当
時
、
野
山
の
獄
に
幽
閉
さ
れ
た
松
陰
は
、
 
 

楠
公
と
赤
穂
義
士
の
忠
義
心
を
、
自
ら
に
課
せ
ら
れ
る
あ
る
べ
き
態
様
と
 
 

見
な
し
、
も
し
忠
義
の
た
め
に
身
命
を
失
う
と
し
た
ら
、
そ
の
梢
神
は
楠
 
 

公
ら
の
そ
れ
と
同
様
に
滅
し
な
い
か
ら
、
こ
れ
以
上
の
車
幅
は
な
い
と
考
 
 

え
て
い
る
。
 
 
 

玖
村
敏
雄
氏
は
、
こ
う
し
た
精
神
不
滅
の
論
理
を
中
心
に
松
陰
の
生
雇
 
 

の
思
想
に
対
す
る
解
釈
を
展
開
し
て
い
る
。
玖
村
氏
は
 
買
由
松
陰
の
思
 
 

想
と
教
育
』
 
（
岩
波
酋
店
、
山
九
四
二
年
）
 
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
精
神
 
 

不
滅
の
論
理
を
詳
し
く
説
明
し
、
さ
ら
に
松
陰
を
教
育
家
と
す
る
立
場
か
 
 

ら
そ
の
欄
神
が
永
遠
に
人
々
に
深
い
感
動
を
及
ぼ
し
た
上
に
、
人
々
を
忠
 
 

義
の
人
間
に
教
化
し
た
、
と
論
じ
て
い
る
む
確
か
に
松
陰
の
 
「
七
生
説
」
 
 

に
は
い
わ
ゆ
る
精
神
不
滅
の
思
想
が
み
ら
れ
る
が
、
し
か
し
、
実
践
、
す
 
 

な
わ
ち
行
の
立
場
か
ら
熟
考
す
れ
ば
、
精
神
不
滅
と
い
う
考
え
に
は
松
陰
 
 

が
最
も
重
視
す
る
賓
行
の
緊
張
感
が
感
じ
取
れ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
 
 

か
。
要
す
る
に
た
だ
精
神
の
永
劫
不
滅
に
番
目
す
る
だ
け
で
は
、
逆
に
静
 
 

的
な
解
釈
に
止
ま
っ
て
お
り
、
実
践
に
お
け
る
動
的
な
姿
勢
が
見
え
な
い
 
 

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
際
、
玖
村
氏
も
こ
う
し
た
点
に
気
づ
き
、
次
の
よ
 
 

う
に
述
べ
て
い
る
。
 
 

志
業
の
不
滅
を
信
じ
て
 
（
引
用
者
注
‥
志
業
の
不
滅
は
精
神
の
不
 
 

滅
だ
と
玖
村
氏
は
解
釈
し
て
い
る
）
、
実
は
そ
れ
故
に
そ
の
こ
と
さ
え
 
 

忘
れ
て
即
今
の
生
活
を
鼻
薬
に
営
む
純
∵
無
雑
の
行
者
に
は
時
間
を
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顧
み
る
暇
は
な
い
か
ら
、
生
も
な
け
れ
ば
死
も
な
い
。
強
い
て
い
え
 
 

ば
、
即
今
の
生
の
刻
々
の
充
実
に
於
て
永
劫
の
生
が
あ
る
の
み
で
あ
 
 

る
。
上
述
の
精
神
不
滅
論
と
い
う
も
、
既
に
そ
れ
が
論
で
あ
る
限
り
、
 
 

行
の
立
場
を
暫
く
離
れ
て
の
知
的
了
解
の
産
物
で
あ
る
。
（
前
掲
讃
、
 
 

三
八
二
頁
）
 
 

玖
村
氏
に
よ
れ
ば
、
実
践
の
視
座
か
ら
考
え
れ
ば
、
実
行
を
重
ん
ず
る
 
 

者
は
時
間
を
顧
慮
す
る
余
裕
も
な
く
、
ひ
た
す
ら
行
ず
る
の
み
で
あ
る
ひ
 
 

そ
れ
ゆ
え
に
、
行
ず
る
際
に
、
そ
れ
は
生
も
な
く
、
死
も
な
い
と
い
う
状
 
 

態
に
な
る
が
、
即
今
に
お
け
る
各
瞬
間
に
行
が
完
全
に
な
さ
れ
れ
ば
、
永
 
 

遠
の
生
が
成
り
立
つ
、
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
氏
は
精
神
不
滅
論
が
行
の
 
 

立
場
か
ら
離
れ
た
解
釈
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
ま
さ
に
そ
の
指
摘
の
と
 
 

お
り
、
精
神
不
滅
論
と
い
う
観
点
は
松
陰
の
実
践
論
理
を
十
全
に
描
出
し
 
 

た
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
単
に
精
神
不
滅
だ
け
に
注
目
す
れ
ば
、
た
 
 

と
え
恩
義
を
尽
く
す
と
い
う
精
神
の
永
劫
性
が
現
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
 
 

梢
神
の
永
遠
性
は
あ
ま
り
に
も
観
想
的
な
状
態
を
里
す
る
た
め
、
実
践
と
 
 

の
結
び
つ
き
が
殆
ど
み
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

で
は
、
如
何
に
す
れ
ば
、
松
陰
の
精
神
不
滅
論
と
実
践
の
関
係
を
解
き
 
 

明
か
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
留
意
す
べ
き
は
、
い
か
 
 

に
精
神
の
不
滅
を
強
調
し
て
も
、
現
世
で
尊
撰
の
事
業
を
実
鍼
し
よ
う
と
 
 

思
う
な
ら
、
や
は
り
人
間
の
体
を
通
さ
な
け
れ
ば
尊
王
捜
夷
の
実
践
を
語
 
 

る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
松
陰
は
「
七
生
説
」
 
の
甥
頭
 
 

に
「
人
の
生
る
る
や
、
斯
の
理
を
資
り
て
以
て
心
と
貧
し
、
斯
の
気
を
輿
 
 

け
て
以
て
鱒
と
飽
す
。
鱒
は
私
な
り
、
心
は
公
な
り
。
私
を
役
し
て
公
に
 
 殉

ふ
者
を
大
人
と
鵠
し
、
公
を
役
し
て
私
に
殉
ふ
者
を
小
人
と
為
す
」
と
 
 

説
い
て
い
る
。
明
ら
か
に
松
陰
は
人
間
の
肉
休
を
私
と
見
な
し
て
い
る
が
、
 
 

よ
り
正
し
く
解
釈
す
れ
ば
、
私
と
は
人
間
の
欲
望
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
 
 

ま
り
、
松
陰
は
人
間
の
欲
望
を
満
た
す
よ
う
な
こ
と
を
私
と
と
ら
え
、
私
 
 

の
た
め
に
忠
発
心
、
す
な
わ
ち
公
を
犠
牲
に
す
る
の
は
、
あ
る
ま
じ
き
様
 
 

態
だ
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
あ
る
べ
き
様
態
は
個
人
の
欲
望
 
 

を
退
け
て
忠
義
を
尺
、
く
す
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
間
は
尽
忠
行
為
を
 
 

取
ろ
う
と
す
る
な
ら
、
肉
体
が
欠
か
せ
な
い
要
件
で
あ
る
。
し
か
し
、
肉
 
 

、
 

体
を
有
す
る
か
ぎ
り
肉
休
に
付
随
す
る
欲
望
は
必
ず
生
起
す
る
。
し
た
 
 

が
っ
て
、
人
間
は
不
断
に
こ
う
し
た
欲
望
と
い
う
私
を
否
定
し
っ
つ
、
あ
 
 

る
べ
き
様
態
、
す
な
わ
ち
忠
義
を
尽
く
す
と
い
う
公
を
目
が
け
て
行
じ
な
 
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
松
陰
の
 
「
七
生
説
」
 
で
貰
及
さ
れ
て
い
る
埋
気
の
関
 
 

係
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
『
講
孟
余
話
』
 
に
叙
さ
れ
る
襲
践
の
立
場
か
 
 

ら
の
埋
気
に
対
す
る
見
解
を
参
照
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
 
 

人
性
即
ち
天
理
な
り
。
天
理
は
惑
な
し
日
放
に
性
崖
に
慈
あ
ら
ん
 
 

や
。
且
つ
天
地
を
以
て
諭
ず
る
に
、
天
は
着
あ
る
の
み
に
て
地
は
尊
 
 
 

意
混
ず
。
何
と
な
れ
ば
、
天
は
唯
山
の
太
陽
あ
り
て
商
物
を
繚
育
生
 
 
 

長
す
る
の
み
。
若
し
太
陽
な
く
ん
ば
、
両
極
の
下
の
細
く
洩
寒
不
毛
、
 
 

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

爵
物
を
鍍
育
生
長
す
い
若
し
地
な
く
ん
ば
、
太
陽
あ
り
と
雛
も
、
獲
 
 
 

育
生
長
す
る
べ
き
様
な
し
。
然
れ
ど
も
諸
々
の
水
早
・
飢
饉
・
疾
疫
、
 
 
 

皆
地
嵐
の
然
ら
し
む
る
所
に
し
て
、
天
は
関
ら
ず
n
定
を
以
て
性
蕃
 
 

を
認
む
べ
し
。
人
に
形
範
あ
る
は
啓
へ
ば
地
の
如
し
。
故
に
耳
目
口
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鞄
あ
れ
ば
好
色
味
臭
の
欲
あ
り
、
手
足
あ
れ
ば
安
逸
の
欲
あ
り
。
試
 
 

み
に
耳
目
口
藤
子
足
を
除
き
て
自
ら
省
み
ば
性
啓
白
ら
願
は
る
る
な
 
 

り
二
 
已
に
性
港
を
知
ら
ば
、
足
れ
を
施
す
も
の
は
又
耳
自
口
爵
手
足
 
 

に
依
ら
ぎ
る
は
な
し
（
故
に
性
は
純
音
に
し
て
、
形
範
に
至
り
て
は
 
 
 

酋
悪
混
ず
′
 
然
れ
ど
も
形
韻
を
去
り
て
性
酋
の
功
悶
を
な
す
こ
と
能
 
 

は
ず
り
猶
は
天
は
純
薯
に
し
て
、
他
に
至
り
て
は
蕃
悪
混
ず
。
然
れ
 
 

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

毒
筆
箪
』
第
二
巻
、
二
三
八
頁
）
 
 

既
述
の
よ
う
に
松
陰
の
関
心
事
は
如
何
に
し
て
学
問
を
当
時
の
情
勢
と
 
 

結
び
つ
け
て
実
現
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
彼
の
緒
論
の
中
 
 

で
、
理
気
論
に
関
す
る
形
而
上
的
な
論
述
の
占
め
る
割
合
は
か
ぎ
ら
れ
た
 
 

も
の
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
松
陰
が
宋
学
的
な
理
気
諭
そ
れ
自
体
を
ど
 
 

う
捉
え
て
い
た
の
か
を
開
明
す
る
こ
と
に
は
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
に
す
 
 

る
。
し
た
が
っ
て
、
莱
学
の
埋
斌
論
に
対
す
る
松
陰
め
理
解
が
正
確
か
ど
 
 

う
か
は
と
も
か
く
、
こ
こ
で
は
、
学
問
を
実
行
に
移
さ
せ
る
た
め
の
方
便
 
 

と
し
て
、
松
陰
が
埋
気
論
を
侶
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
所
論
を
展
 
 

開
し
て
い
る
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
彼
の
思
想
を
解
釈
す
る
。
右
の
引
用
 
 

文
に
よ
れ
ば
、
松
陰
は
理
と
気
の
関
係
を
天
と
地
に
擬
し
、
天
は
悪
無
し
 
 

の
啓
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
地
は
善
悪
の
混
滴
と
い
う
状
態
で
あ
る
と
述
 
 

べ
て
い
る
。
天
に
太
陽
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
た
め
、
着
想
を
混
浦
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
蝶
介
と
し
て
そ
の
働
き
を
 
 

作
和
さ
せ
る
こ
と
で
万
物
を
育
む
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
山
〕
人
間
 
 

の
性
も
天
の
理
と
同
様
に
悪
無
し
の
着
で
あ
る
が
、
そ
の
性
蕃
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
の
で
あ
る
。
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
、
し
と
す
れ
ば
、
も
し
性
 
 

菩
を
具
現
し
よ
う
と
思
う
な
ら
ば
、
人
間
は
肉
体
の
欲
望
を
否
是
す
る
と
 
 

同
時
に
、
肉
体
を
通
し
て
者
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
じ
 
 

鴫
呼
、
世
人
形
気
を
離
れ
て
性
啓
を
認
む
る
こ
と
を
せ
ず
］
故
に
 
 
 

忠
孝
も
仁
義
も
皆
駁
雑
に
し
て
純
粋
な
ら
ず
“
細
腰
忠
心
起
き
れ
ど
 
 

も
忽
ち
利
欲
の
念
に
奪
は
れ
、
一
度
発
心
起
れ
ど
も
忽
ち
毀
懸
の
間
 
 

に
蔽
は
る
じ
何
ぞ
深
く
性
普
の
地
に
恩
を
致
さ
ぎ
る
や
む
 
（
『
全
集
』
 
 

第
三
巻
、
二
三
八
～
二
三
九
頁
）
 
 

明
白
に
松
陰
は
性
啓
を
忠
孝
、
仁
義
と
結
び
つ
け
て
お
り
、
し
か
も
、
 
 

こ
う
し
た
性
尊
、
す
な
わ
ち
忠
孝
、
仁
轟
を
行
お
う
と
す
る
心
を
先
天
的
 
 

だ
と
と
ら
え
て
い
る
、
し
 
人
間
は
誰
し
も
忠
孝
、
仁
義
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
個
人
 
 

の
欲
望
を
満
た
す
た
め
に
、
忠
孝
、
仁
裁
の
実
践
が
阻
審
さ
れ
が
ち
で
あ
 
 

る
。
し
た
が
っ
て
、
人
間
は
忠
義
を
尽
く
す
と
同
時
に
、
不
断
に
欲
望
と
 
 

い
う
私
を
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
u
 
 
 

人
間
は
忠
義
を
実
践
す
る
に
際
し
て
、
そ
の
媒
介
と
し
て
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
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付
随
し
て
い
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
と
す
れ
ば
、
理
に
通
ず
る
忠
義
 
 

を
実
行
に
移
そ
う
と
す
る
老
は
、
同
時
に
利
欲
の
私
を
取
り
除
か
な
け
れ
 
 

ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
利
欲
の
私
を
否
定
し
っ
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
。
人
 
 

間
は
肉
体
を
持
っ
て
い
る
か
ぎ
り
、
私
欲
に
対
す
る
否
定
は
不
断
に
行
わ
 
 

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
各
瞬
間
に
お
い
て
 
「
私
」
を
否
定
し
っ
つ
 
 

忠
義
を
実
践
し
て
い
く
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
各
瞬
間
に
お
 
 

け
る
「
私
」
を
否
定
す
る
こ
と
は
ま
さ
に
「
死
」
を
意
味
す
る
。
同
時
に
、
 
 

あ
る
べ
き
様
態
を
目
指
し
て
進
行
す
る
こ
と
は
ま
さ
に
「
生
」
を
意
味
す
 
 

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
各
瞬
間
に
お
い
 
 

て
は
、
生
死
が
同
時
に
行
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
こ
う
し
た
各
瞬
間
 
 

に
お
け
る
生
死
の
変
化
を
結
合
す
れ
ば
、
「
死
」
 
か
ら
「
生
」
 
へ
、
「
生
」
 
 

か
ら
「
死
」
 
へ
と
無
限
の
循
環
運
動
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

尽
忠
精
神
の
不
滅
は
、
こ
う
し
た
各
瞬
間
に
お
け
る
生
死
の
変
化
に
 
 

よ
っ
て
具
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
各
瞬
間
に
お
け
る
生
死
の
 
 

運
動
は
尽
忠
精
神
不
滅
の
二
郡
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
松
 
 

陰
が
考
え
る
死
な
ぬ
と
い
う
鳩
地
は
、
実
践
を
す
る
瞬
間
に
、
現
に
あ
る
 
 

自
己
を
否
定
し
っ
つ
、
あ
る
べ
き
様
態
を
目
が
け
て
進
ん
で
い
く
と
い
う
 
 

生
死
の
運
動
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
。
 
 

四
、
死
か
ら
生
へ
 
 

前
節
に
お
い
て
は
、
実
践
の
視
角
か
ら
松
陰
の
生
死
の
思
想
に
お
け
る
 
 

自
己
否
定
の
論
理
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
れ
は
、
現
に
あ
る
自
己
に
存
す
 
 

る
欲
望
、
す
な
わ
ち
「
私
」
を
否
定
し
っ
つ
、
あ
る
べ
き
様
相
、
す
な
わ
 
 

ち
忠
義
を
尽
く
す
こ
と
を
目
指
し
て
進
ん
で
い
く
、
と
い
う
動
的
論
理
で
 
 

あ
る
。
こ
う
し
た
自
己
否
定
は
静
的
な
状
態
を
指
す
の
で
は
な
く
、
む
し
 
 

ろ
、
そ
れ
は
、
目
下
の
自
己
を
否
定
し
っ
つ
、
あ
る
べ
き
様
態
を
目
が
け
 
 

て
進
展
し
て
い
く
、
と
い
う
動
的
な
状
態
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
動
的
 
 

な
態
様
だ
か
ら
こ
そ
、
各
瞬
間
に
お
い
て
は
、
自
己
否
定
が
行
わ
れ
て
い
 
 

る
と
同
時
に
、
永
遠
も
そ
の
瞬
間
に
具
現
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
 
 

る
じ
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
安
政
五
年
 
（
一
八
五
八
）
 
の
十
二
月
、
松
陰
は
そ
の
過
激
 
 

な
言
動
を
悍
っ
た
藩
政
府
に
よ
っ
て
「
学
術
不
純
に
し
て
人
心
を
動
揺
す
」
 
 

と
い
う
名
目
で
再
度
野
山
の
獄
に
繋
が
れ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
 
 

松
陰
は
幽
囚
の
身
と
な
っ
た
が
ゆ
え
に
激
越
な
言
行
を
憤
む
ど
こ
ろ
か
、
 
 

却
っ
て
そ
の
言
動
の
激
し
さ
を
増
し
た
。
翌
年
の
二
月
に
信
輸
す
る
弟
子
 
 

た
ち
か
ら
血
判
苫
を
以
て
、
尊
撞
事
索
を
行
う
時
機
を
待
つ
べ
き
だ
と
説
 
 

き
勧
め
ら
れ
て
も
、
彼
は
忠
義
を
尺
、
く
そ
う
と
思
う
な
ら
、
尊
撰
の
時
機
 
 

や
成
敗
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
常
に
先
駆
け
と
し
て
行
動
を
し
な
け
れ
 
 

ば
な
ら
な
い
と
い
う
信
念
に
基
づ
き
、
さ
ら
に
尊
王
擁
夷
を
実
践
す
る
た
 
 

め
の
、
様
々
な
謀
議
、
行
動
を
敢
行
し
た
の
で
あ
る
∵
高
杉
晋
作
、
久
坂
 
 

玄
瑞
を
始
め
と
す
る
弟
子
た
ち
の
自
重
観
望
論
に
落
胆
し
た
松
陰
は
、
彼
 
 

ら
と
枚
を
分
か
つ
だ
け
で
な
く
断
食
の
行
動
に
踏
み
切
っ
て
み
ず
か
ら
の
 
 

死
に
よ
っ
て
弟
子
た
ち
を
諌
め
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
家
族
か
ら
の
心
 
 

配
が
寄
せ
ら
れ
、
ま
た
同
時
に
入
獄
し
た
弟
子
ら
が
釈
放
さ
れ
た
と
い
う
 
 

情
報
を
聞
い
て
、
こ
の
絶
食
は
二
日
間
経
た
ず
に
幕
を
引
い
た
が
、
爾
来
、
 
 

松
陰
は
頻
繁
に
生
死
に
つ
い
て
語
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
く
に
そ
の
後
、
 
 144   



松
陰
の
策
動
し
た
伏
見
要
駕
簡
が
失
敗
し
て
か
ら
、
被
は
そ
の
計
画
を
実
 
 

行
す
る
弟
子
の
野
村
和
作
に
宛
て
た
番
簡
に
 
「
僕
が
死
を
求
む
る
は
生
き
 
 

て
串
を
な
す
べ
き
目
途
な
し
。
死
ん
で
人
を
感
ず
る
一
理
あ
ら
ん
か
と
申
 
 

す
所
と
、
此
の
度
の
大
事
に
山
人
も
死
ぬ
も
の
の
な
き
、
繰
り
も
繰
り
も
 
 

日
本
人
が
臆
病
に
な
り
切
っ
た
が
む
ご
い
か
ら
、
一
人
な
り
と
死
ん
で
施
 
 

せ
た
ら
朋
友
故
営
獲
っ
た
も
の
共
も
、
少
し
は
力
を
致
し
て
呉
れ
う
か
と
 
 

云
ふ
迄
な
り
」
 
（
『
全
集
』
第
八
巻
、
二
八
九
貫
）
 
と
、
再
び
死
に
赴
こ
う
 
 

と
決
意
し
た
心
鳩
を
披
渡
し
て
い
る
。
明
ら
か
に
自
ら
の
死
に
よ
っ
て
他
 
 

者
を
感
情
さ
せ
よ
う
と
す
る
松
陰
の
意
図
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 

一
途
に
死
を
求
め
て
い
た
松
陰
は
、
そ
れ
が
叶
わ
ず
、
四
月
の
末
に
入
 
 

江
杉
蔵
に
発
て
た
讃
簡
に
お
い
て
、
そ
の
態
度
を
一
転
さ
せ
、
次
の
よ
う
 
 

に
述
べ
て
い
る
。
 
 

義
卿
は
命
が
惜
し
い
か
、
脂
が
き
ま
ら
ぬ
か
、
学
問
が
進
ん
だ
か
、
 
 

忠
孝
の
心
が
滞
く
成
っ
た
か
、
他
人
の
評
は
何
と
も
あ
れ
、
自
然
と
 
 

き
め
た
。
生
を
求
め
も
せ
ず
、
死
を
折
し
も
せ
ず
、
獄
に
在
つ
て
獄
 
 

で
出
来
る
事
を
す
る
、
獄
を
出
て
は
出
来
る
事
を
す
る
。
時
は
云
は
 
 

ず
、
勢
は
云
は
ず
、
出
来
る
串
を
し
て
行
き
嘗
つ
つ
れ
ば
、
又
獄
に
 
 

な
り
と
首
の
座
に
な
り
と
行
く
所
に
行
く
。
宗
全
集
』
 
第
八
巻
、
三
 
 

〓
叫
貫
）
 
 

枚
陰
は
、
生
死
に
対
し
て
、
す
べ
て
を
自
然
に
委
ね
る
と
い
う
 
「
自
然
 
 

説
」
を
述
べ
て
い
る
。
「
生
を
求
め
も
せ
ず
、
死
を
折
し
も
せ
ず
」
と
い
 
 

う
心
境
を
吐
露
し
た
松
陰
の
態
度
は
、
一
見
、
個
人
の
生
死
を
自
然
に
任
 
 

せ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
際
に
は
、
「
絆
王
櫻
夷
」
を
実
践
 
 

し
よ
う
と
す
る
志
は
些
か
も
変
わ
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
点
に
留
意
し
な
 
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
じ
 
つ
ま
り
、
こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
は
、
ひ
た
す
ら
死
に
 
 

直
進
す
る
あ
ま
り
、
逆
に
あ
る
べ
き
「
尊
王
撰
夷
」
 
へ
の
実
践
が
見
え
な
 
 

く
な
っ
て
い
た
、
と
い
う
松
陰
の
反
省
で
あ
る
ノ
 
し
た
が
っ
て
、
松
陰
は
 
 

「
獄
に
在
つ
て
獄
で
山
楽
る
事
を
す
る
、
獄
を
出
て
は
出
来
る
事
を
す
る
」
 
 

と
、
死
ぬ
こ
と
自
体
を
目
的
と
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
 
「
尊
王
 
 

機
夷
」
 
の
実
行
を
優
先
し
、
幽
囚
の
身
で
あ
れ
ば
、
囚
徒
の
で
き
る
 
「
尊
 
 

王
援
夷
」
を
し
、
自
由
の
身
で
あ
れ
ば
、
革
帯
の
で
き
る
「
尊
王
棲
夷
」
 
 

を
す
る
と
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
 

さ
ら
に
、
七
月
に
高
弟
の
高
杉
晋
作
か
ら
丈
夫
の
死
す
べ
き
所
に
つ
い
 
 

て
聞
か
れ
た
松
陰
は
次
の
よ
う
に
返
答
し
て
い
る
。
 
 

僕
去
冬
已
来
、
死
の
一
字
大
い
に
津
明
あ
り
、
李
氏
焚
書
の
功
多
 
 

し
。
其
の
説
甚
だ
永
く
候
へ
ど
も
約
し
て
云
は
ば
、
死
は
好
む
べ
き
 
 

に
も
非
ず
、
亦
た
怒
む
べ
き
に
も
非
ず
、
道
義
き
心
安
ん
ず
る
、
便
 
 

ち
足
れ
死
所
。
世
に
身
生
き
て
心
死
す
る
老
あ
り
、
身
亡
び
て
魂
存
 
 

す
る
者
あ
り
〔
■
 
心
死
す
れ
ば
生
く
る
も
益
な
し
、
魂
存
す
れ
ば
亡
ぶ
 
 

る
も
損
な
き
な
り
。
又
二
雌
犬
才
略
あ
る
人
、
辱
を
忍
び
て
事
を
な
 
 

す
、
妙
。
又
二
憾
私
欲
な
く
私
心
な
き
も
の
生
を
愉
む
も
妨
げ
ず
。
 
 

死
し
て
不
朽
の
見
込
あ
ら
ば
い
つ
で
も
死
ぬ
べ
し
。
生
き
て
大
業
の
 
 

見
込
あ
ら
ば
い
つ
で
も
生
く
べ
し
。
（
『
全
集
』
 
第
八
巻
、
三
六
七
～
 
 

三
六
八
頁
）
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こ
の
時
、
松
陰
は
李
車
吾
か
ら
影
響
を
受
け
て
「
死
」
が
好
む
も
の
で
 
 

も
な
く
憎
む
も
の
で
も
な
い
と
い
う
所
見
を
披
渡
し
て
い
る
。
最
も
肝
要
 
 

な
と
こ
ろ
は
、
道
を
尽
く
し
て
心
が
安
ん
ず
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
 

し
た
が
っ
て
、
生
き
て
い
る
と
し
て
も
、
も
し
心
が
死
す
れ
ば
、
生
き
て
 
 

い
る
利
益
が
な
い
、
そ
し
て
、
塊
が
存
す
れ
ば
死
ん
だ
と
し
て
も
損
寄
が
 
 

な
い
。
そ
の
一
方
で
、
事
業
を
成
し
遂
げ
る
た
め
に
、
侮
辱
を
忍
ん
で
生
 
 

き
延
び
よ
う
と
し
て
も
か
ま
わ
な
い
し
、
ま
た
、
命
を
落
と
す
こ
と
に
よ
っ
 
 

て
永
遠
に
参
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
死
ぬ
べ
き
で
あ
る
と
松
 
 

陰
は
考
え
て
い
る
。
安
政
六
年
 
（
叫
八
五
九
）
 
の
前
半
に
お
い
て
は
、
ひ
 
 

た
す
ら
死
だ
け
に
執
着
し
て
い
た
松
陰
に
、
「
死
」
か
ら
「
生
」
 
の
意
義
 
 

を
吟
味
し
た
上
に
、
生
死
に
対
す
る
態
度
を
反
省
し
、
あ
る
べ
き
様
態
を
 
 

目
指
し
て
進
ん
で
い
く
姿
勢
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
生
死
に
 
 

対
す
る
観
点
は
 
『
留
魂
録
』
 
の
 
「
四
季
論
」
に
つ
な
が
る
。
 
 
 

前
述
し
た
よ
う
に
、
『
留
魂
録
』
 
は
刑
死
の
直
前
に
松
陰
が
書
き
締
っ
 
 

た
も
の
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
、
彼
の
遺
書
で
も
あ
る
。
五
千
手
樽
の
短
文
 
 

だ
が
、
冷
静
な
語
調
と
一
糸
も
乱
れ
な
い
筆
鋒
が
文
車
に
充
溢
し
て
お
り
、
 
 

死
に
直
面
し
て
い
る
者
が
書
い
た
過
言
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
 
 

の
中
に
松
陰
が
最
終
的
に
到
達
し
た
生
死
の
境
地
が
克
明
に
締
ら
れ
て
い
 
 

る
。
 
 今

日
死
を
決
す
る
の
安
心
は
四
時
の
循
環
に
於
い
て
得
る
所
あ
 
 

り
。
蓋
し
彼
の
禾
稼
を
見
る
に
、
春
種
し
、
夏
酋
し
、
秋
苅
り
、
冬
 
 
 

威
す
。
秋
冬
に
至
れ
ば
人
皆
其
の
歳
功
の
成
る
を
悦
び
、
酒
を
造
り
 
 

醸
を
盛
り
、
村
野
歓
暫
あ
り
。
未
だ
曾
て
西
成
に
臨
ん
で
歳
功
の
終
 
 

る
を
悲
し
む
も
の
を
開
か
ず
。
吾
れ
行
年
三
十
、
一
事
成
る
こ
と
な
 
 

く
し
て
死
し
て
禾
稼
の
未
だ
秀
で
ず
暦
ら
ぎ
る
に
似
た
れ
ば
惜
し
む
 
 

べ
き
に
似
た
り
。
然
れ
ど
も
義
卿
の
身
を
以
て
云
へ
ば
、
足
れ
亦
秀
 
 
 

賓
の
時
な
り
、
何
ぞ
必
ず
し
も
哀
し
ま
ん
。
何
と
な
れ
ば
人
讃
は
定
 
 

り
な
し
、
禾
稼
の
必
ず
四
時
を
経
る
如
き
に
非
ず
。
十
歳
に
し
て
死
 
 

す
る
者
は
十
歳
中
自
ら
四
時
あ
り
。
二
十
は
自
ら
二
十
の
四
時
あ
り
。
 
 

三
十
は
自
ら
三
十
の
四
時
あ
り
。
五
十
、
百
は
自
ら
五
十
、
百
の
四
 
 

暗
あ
り
。
十
歳
を
以
て
短
し
と
す
る
は
嫁
姑
を
し
て
憲
椿
た
ら
し
め
 
 

ん
と
欲
す
る
な
り
。
百
歳
を
以
て
長
し
と
す
る
は
避
椿
を
し
て
蟻
貼
 
 

た
ら
し
め
ん
と
欲
す
る
な
り
。
脅
し
く
命
に
適
せ
ず
と
す
。
義
卿
三
 
 

十
、
四
時
己
に
備
わ
る
、
亦
秀
で
亦
賓
る
、
其
の
枇
た
る
と
其
の
粟
 
 

た
る
と
吾
が
知
る
所
に
非
ず
。
若
し
同
志
の
士
其
の
微
衷
を
憐
み
纏
 
 
 

綿
の
人
あ
ら
ば
、
乃
ち
後
楽
の
樺
未
だ
絶
え
ず
、
自
ら
禾
稼
の
有
年
 
 

に
恥
ぢ
ぎ
る
な
り
。
同
志
其
れ
足
れ
を
考
思
せ
よ
。
（
『
全
集
』
第
六
 
 

巻
、
二
九
一
～
二
九
二
貢
）
 
 

松
陰
は
自
ら
の
生
死
を
春
・
夏
・
秋
・
冬
と
い
う
四
季
の
循
環
と
穀
物
 
 

の
生
長
に
な
ぞ
ら
え
、
三
十
歳
の
享
年
を
短
い
と
せ
ず
、
む
し
ろ
、
三
十
 
 

年
の
生
涯
に
お
い
て
は
、
春
・
夏
・
秋
・
冬
と
い
う
四
季
が
具
備
し
て
お
 
 

り
、
各
季
節
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
も
十
全
に
果
た
し
た
と
述
べ
 
 

て
い
る
。
 
 
 

松
陰
に
よ
れ
ば
、
彼
の
 
「
死
」
 
は
肉
体
の
破
滅
と
と
も
に
す
べ
て
が
消
 
 

え
去
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
の
精
神
が
結
実
し
、
さ
ら
に
み
ず
か
ら
 
 

の
志
を
継
承
す
る
他
者
の
決
起
を
引
き
起
こ
す
と
い
う
「
種
」
が
蒔
か
れ
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る
と
い
う
か
た
ち
で
、
無
限
の
 
「
生
」
が
生
起
す
る
こ
と
を
、
松
陰
は
念
 
 

購
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
松
陰
は
、
そ
の
自
己
否
定
が
極
限
ま
 
 

で
進
展
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
犠
牲
に
達
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
命
を
落
と
 
 

し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
み
ず
か
ら
の
生
は
肉
体
の
消
尽
と
と
も
に
滅
す
 
 

る
こ
と
な
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
 
「
尊
王
揺
夷
」
を
実
践
し
 
 

よ
う
と
努
め
る
と
い
う
忠
義
の
た
め
に
死
す
る
志
が
必
ず
、
他
者
の
感
情
 
 

を
要
請
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
み
ず
か
ら
の
志
を
受
け
継
が
せ
、
 
 

尊
描
事
業
を
成
し
遂
げ
る
た
め
に
み
ず
か
ら
の
生
死
を
以
て
立
ち
上
が
 
 

る
、
と
い
う
「
生
」
を
惹
起
さ
せ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
松
陰
の
 
「
死
」
 
 

に
よ
っ
て
感
化
さ
れ
た
他
者
は
、
あ
る
べ
き
様
態
、
す
な
わ
ち
忠
義
を
尺
、
 
 

く
す
こ
と
に
覚
醒
す
る
と
同
時
に
、
自
己
を
否
定
す
る
と
と
も
に
次
の
他
 
 

者
の
 
「
生
」
を
引
き
起
こ
す
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
意
味
か
ら
み
れ
ば
、
 
 

松
陰
が
最
終
的
に
到
達
し
た
境
地
は
け
っ
し
て
生
死
を
自
然
に
委
ね
る
と
 
 

い
う
あ
き
ら
め
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
れ
は
死
か
ら
生
へ
、
生
か
ら
死
 
 

へ
と
い
う
あ
る
べ
き
態
様
を
目
が
け
て
の
、
死
即
生
、
生
即
死
と
い
う
無
 
 

限
の
循
環
運
動
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
松
陰
が
最
終
的
に
到
達
 
 

し
た
所
は
、
あ
き
ら
め
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
、
あ
る
べ
き
様
態
を
目
指
 
 

し
て
の
死
即
生
、
生
即
死
と
い
う
境
地
で
は
な
か
っ
た
か
。
 
 
 

松
陰
は
刑
死
の
七
日
前
に
 
「
諸
友
に
語
ぐ
る
書
」
 
に
お
い
て
、
次
の
よ
 
 

う
に
他
者
に
「
諦
」
を
行
っ
た
。
 
 

諸
友
蓋
し
吾
が
志
を
知
ら
ん
、
馬
め
に
我
れ
を
衷
し
む
な
か
れ
。
 
 

我
れ
を
裳
し
む
は
我
れ
を
知
る
に
如
か
ず
。
我
れ
を
知
る
は
吾
が
志
 
 

を
張
り
て
之
れ
を
大
に
す
る
に
如
か
ぎ
る
な
り
。
（
『
全
集
』
第
八
巻
、
 
 

四
二
〇
貢
）
 
 

そ
の
時
の
松
陰
は
す
で
に
死
を
予
感
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
 
 

松
陰
は
諮
友
に
、
私
の
死
を
悲
し
む
よ
り
、
む
し
ろ
私
と
い
う
人
間
を
知
 
 

る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
さ
ら
に
私
と
い
う
人
間
を
知
る
よ
り
、
む
し
ろ
 
 

私
の
志
を
引
き
継
ぎ
、
さ
ら
に
そ
れ
を
実
現
す
る
こ
と
が
最
も
重
要
だ
と
、
 
 

そ
の
悲
願
を
伝
え
て
や
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 

五
、
お
わ
り
に
 
 

以
上
、
松
陰
の
生
死
の
哲
学
を
明
ら
か
に
し
た
。
松
陰
の
 
「
諌
死
」
 
の
 
 

思
想
に
は
、
現
に
あ
る
状
態
を
否
定
し
っ
つ
あ
る
べ
き
様
態
を
日
が
け
て
 
 

過
進
す
る
と
い
う
否
定
の
論
理
が
存
す
る
。
注
意
す
べ
き
は
、
松
陰
が
 
 

「
諌
死
」
を
行
う
対
象
は
、
藩
主
や
幕
府
に
と
ど
ま
ら
い
と
い
う
こ
と
、
 
 

す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
第
一
に
松
陰
自
身
を
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
 
 

い
う
こ
と
で
あ
る
。
松
陰
に
あ
っ
て
は
、
自
己
否
定
が
遂
行
さ
れ
る
が
ゆ
 
 

え
に
、
罪
の
意
識
が
生
起
す
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

実
践
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
自
己
否
定
と
は
現
に
あ
る
自
己
を
否
定
し
 
 

つ
つ
あ
る
べ
き
様
態
を
目
指
し
て
、
不
断
に
否
定
の
行
を
統
け
て
い
く
こ
 
 

と
で
あ
り
、
こ
れ
は
け
っ
し
て
あ
る
べ
き
様
態
を
観
想
的
に
謳
歌
す
る
よ
 
 

う
な
精
神
不
滅
論
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
各
瞬
間
に
お
い
て
は
、
自
己
を
 
 

否
定
し
な
が
ら
あ
る
べ
き
様
態
を
目
指
し
て
直
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 
 

と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
点
に
留
意
す
る
な
ら
ば
、
あ
る
べ
き
様
 
 

態
が
象
徴
す
る
永
遠
は
ま
さ
に
各
瞬
間
に
具
現
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
各
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瞬
間
の
自
己
否
定
の
行
は
永
遠
の
不
可
欠
の
一
部
を
な
し
て
い
る
と
い
え
 
 

よ
う
。
 
 
 

こ
う
し
た
否
定
の
論
理
か
ら
展
開
し
た
松
陰
の
生
死
の
哲
学
は
、
け
っ
 
 

し
て
諦
念
の
表
出
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
個
人
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
自
 
 

己
否
定
は
個
人
の
死
即
生
、
生
即
死
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
自
 
 

他
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
自
己
否
定
は
た
だ
自
己
の
あ
る
べ
き
様
態
を
達
 
 

成
す
る
こ
と
だ
け
に
満
足
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
自
己
を
否
定
す
 
 

る
と
同
時
に
他
者
を
も
否
定
の
対
象
と
す
る
の
で
あ
る
。
松
陰
は
自
己
否
 
 

定
の
極
限
に
達
し
、
従
容
と
し
て
死
に
就
い
た
と
い
う
自
己
犠
牲
的
な
 
 

「
死
」
を
通
し
、
他
者
の
「
生
」
、
す
な
わ
ち
あ
る
べ
き
様
態
を
要
請
し
 
 

て
や
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
松
陰
が
穀
終
的
に
到
達
し
 
 

た
所
は
、
死
即
生
、
生
即
死
と
い
う
境
地
で
あ
る
。
 
 
 

『
留
魂
録
』
の
末
尾
に
掲
げ
ら
れ
る
松
陰
の
歌
は
松
陰
の
生
死
の
思
想
 
 

を
鮮
明
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
 
 

七
た
び
も
生
き
か
へ
り
つ
つ
夷
を
ぞ
撰
は
ん
こ
こ
ろ
吾
れ
忘
れ
め
や
 
 

（
『
全
集
』
第
六
巻
、
二
九
六
頁
）
 
 

自
己
否
定
を
極
め
た
松
陰
は
、
他
者
を
そ
の
「
死
」
に
よ
っ
て
感
情
さ
 
 

せ
、
さ
ら
に
自
身
と
同
様
に
自
ら
の
生
死
を
賭
し
て
尊
王
撰
夷
の
実
現
に
 
 

尽
力
さ
せ
る
と
い
う
「
生
」
 
に
転
化
し
た
の
で
あ
る
。
 
 

注
 
 

力
徳
富
節
峰
冨
田
松
陰
』
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
一
年
、
一
八
三
～
一
 
 

八
五
頁
、
参
照
。
 
 

闇
 
藤
田
省
三
「
書
目
選
定
理
由
 
1
松
陰
の
精
神
史
的
に
関
す
る
一
考
 
 
 

察
－
」
『
吉
田
松
陰
 
日
本
思
想
大
系
5
4
』
所
収
、
岩
波
書
店
、
一
 
 
 

九
七
八
年
、
六
〇
〇
頁
。
 
 

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

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
思
想
か
ら
展
開
し
た
君
民
一
体
（
一
君
即
万
民
、
万
民
即
一
君
）
 
 
 

の
相
即
関
係
と
そ
の
存
在
で
あ
る
。
松
陰
の
一
君
万
民
の
思
想
に
つ
 
 

い
て
は
、
拙
稿
「
吉
田
松
陰
の
国
体
思
想
」
 
（
『
淡
江
日
本
論
叢
』
第
 
 
 

一
三
輯
所
収
、
台
湾
・
淡
江
大
学
大
学
院
日
本
研
究
科
日
本
語
学
科
 
 
 

編
、
二
〇
〇
五
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
 
 
 

※
小
稿
に
お
け
る
吉
田
松
陰
の
著
述
か
ら
の
引
用
は
、
す
べ
て
大
和
書
房
 
 
 

版
冒
口
田
松
陰
全
集
』
 
（
初
版
）
に
拠
る
。
引
用
の
際
、
旧
瀕
字
は
そ
 
 
 

の
ま
ま
用
い
る
。
 
 

（
ち
ょ
う
・
い
そ
う
 
筑
波
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
）
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