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東
西
・
比
較
政
治
思
想
上
の
若
干
問
題

　
　
　
　
　
－
墨
子
の
思
想
を
例
と
す
る
U
試
論
1

島

『
田

久

吉

一二三四匠

ま
え
が
き

兼
愛
説
と
侵
略
否
定

交
利
説
と
功
利
主
義

肚
會
契
約
説
と
君
主
紳
檀
論

勘
倹
力
行
主
義
と
共
産
主
義

ま
え
が
き

　
詩
人
キ
プ
リ
ン
グ
に
な
ら
つ
て
『
東
は
東
、
西
は
西
、
永
久
に
相
會
う
こ
と
あ
る
ま
じ
』
と
割
切
つ
て
し
ま
え
ば
、
東
洋
人
は
西
洋
の
政
治
恩

想
を
理
解
し
得
な
い
こ
と
に
な
る
し
、
酉
洋
人
が
東
洋
の
そ
れ
に
同
感
を
表
す
る
日
は
決
し
て
來
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
根
本
に
於

け
る
人
間
性
の
同
一
と
い
う
こ
と
を
大
前
提
と
し
な
い
か
ぎ
り
、
政
治
を
含
め
て
あ
ら
ゆ
る
肚
會
的
現
象
に
闘
し
て
、
一
般
理
論
を
構
成
す
る
こ

と
は
不
可
能
で
あ
る
。
お
よ
そ
人
間
の
集
團
の
あ
る
と
こ
ろ
必
ず
政
治
生
活
が
あ
り
、
そ
し
て
政
治
生
活
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は
必
ず
政
治
思
想
が
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西
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問
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八
）

霧
在
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
時
及
び
場
所
の
如
何
を
問
わ
ず
、
人
間
障
よ
つ
て
理
解
さ
れ
得
る
筈
で
あ
る
。

　
勿
論
、
現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
意
味
に
於
て
は
、
す
べ
て
『
政
治
』
に
闘
蓮
す
る
競
念
は
ギ
リ
シ
ヤ
人
に
は
じ
ま
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ

れ
は
、
ギ
リ
シ
ヤ
精
紳
の
合
理
主
義
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
（
マ
ッ
ク
ス
・
ポ
レ
ン
ツ
、
ギ
リ
シ
ヤ
人
の
政
治
思
想
と
政
治
理
論
。
ア
ー
ネ
ス
ト
。
バ
ー

カ
ー
、
ギ
リ
シ
ヤ
歌
治
麗
論
）
。
ま
た
事
實
上
、
今
日
、
世
界
の
大
部
分
に
於
け
る
政
治
制
度
な
ら
び
に
政
治
思
想
は
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
ほ
と

ん
ど
み
な
ウ
ェ
ス
タ
ー
ナ
イ
ズ
さ
れ
て
い
る
と
い
つ
て
差
支
え
な
い
。
し
た
が
つ
て
曾
て
、
西
洋
人
で
政
治
恩
想
を
研
究
し
た
學
者
は
東
洋
に
は

政
治
理
論
は
存
在
し
な
い
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
（
た
と
え
ば
バ
ー
ジ
ェ
ス
、
政
治
學
と
箆
較
憲
法
。
ダ
ン
昌
ソ
グ
、
政
治
學
説
史
。
ジ
γ
ネ
、
道
徳
と
の

驕
蓮
に
於
け
る
政
治
學
吏
）
。
こ
れ
等
の
學
者
は
中
國
の
古
典
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
倫
理
思
想
に
つ
い
て
は
、
一
致
し
て
非
常
に
高
く
評
償
し
て
い
る

け
れ
ど
も
、
『
政
治
的
』
と
い
う
言
葉
が
正
し
く
適
用
さ
れ
る
唯
一
の
民
族
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ア
リ
ア
ン
人
種
に
限
る
と
い
い
（
前
掲
ダ
ソ
嚇
一
ン
グ
）

ロ
ー
ド
の
如
き
は
政
治
理
論
は
西
洋
思
想
の
特
産
物
で
あ
る
と
ま
で
極
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
政
治
學
原
理
）
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
本
來
、
政
治
思
想
の
根
底
に
横
わ
る
『
哲
學
的
思
索
や
そ
の
饅
瞼
は
、
時
の
古
今
で
あ
る
と
洋
の
東
西
で
あ
る
と
を
問
わ

ず
、
等
し
く
共
通
の
要
素
を
も
つ
も
の
で
あ
つ
て
、
東
洋
哲
學
と
西
洋
哲
學
と
を
到
然
と
匿
別
し
て
研
究
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
た

だ
そ
れ
が
民
族
的
ま
た
は
風
土
的
の
闘
係
に
影
響
せ
ら
れ
て
、
異
る
傾
向
を
と
つ
て
畿
展
し
て
き
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
』
（
ア
ー
。
7
オ

ル
ケ
、
古
代
中
國
哲
畢
史
）
。

　
次
に
倫
理
思
想
と
政
治
理
論
と
の
關
連
に
つ
い
て
も
、
た
と
え
ば
プ
ラ
ト
ン
の
『
國
家
篇
』
は
オ
イ
ケ
ン
に
よ
つ
て
（
律
大
な
る
思
想
家
の
人
生

親
）
純
然
た
る
倫
理
的
藝
術
品
と
聡
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
彼
が
現
實
政
治
の
上
に
於
て
そ
の
實
行
不
可
能
な
こ
と
を
意
識
し
な
が
ら
、
『
國
家
篇
駈

を
著
し
た
と
い
う
よ
う
な
観
察
は
、
全
く
彼
の
哲
學
の
立
脚
勲
を
誤
解
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
（
シ
ュ
ウ
ニ
ー
グ
ヲ
ー
、
哲
學
略
史
）
。
と
、
同

時
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
倫
理
學
と
政
治
學
を
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
學
間
髄
系
と
し
て
樹
立
し
た
最
初
の
人
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
し
か
し

『
エ
テ
ィ
ヵ
』
と
名
づ
け
ら
れ
た
著
作
は
、
彼
自
身
に
よ
つ
て
そ
う
呼
ば
れ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
パ
！
ネ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
ポ
リ
テ
ィ
ケ



と
匹
別
し
て
エ
テ
ィ
ケ
を
咽
つ
の
學
と
し
て
成
立
さ
せ
る
と
い
う
よ
う
な
企
て
は
、
彼
の
著
作
を
通
じ
て
ど
こ
に
も
見
出
す
こ
と
は
出
來
な
い

（
ア
聾
ス
ト
ー
ト
ル
の
倫
理
學
）
。
し
た
が
つ
て
、
『
政
治
學
』
に
封
立
す
る
『
倫
理
學
』
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
身
に
と
つ

て
は
存
在
し
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
彼
は
、
個
人
及
び
肚
會
組
織
の
爾
面
か
ら
考
察
し
て
は
じ
め
て
完
成
す
る
と
こ
ろ
の
『
人
間
の
哲

學
』
（
へ
・
ペ
リ
・
タ
・
ア
ソ
ス
・
ペ
イ
ァ
・
フ
ィ
・
ソ
フ
ィ
ア
）
を
企
圖
と
し
た
と
い
5
べ
ぎ
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
古
代
中
國
の
思
想
家
と
近
代
の
西
徴
人
と
の
思
考
方
法
が
全
く
異
つ
て
い
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
か
ら
、
西
欧
の
學
者
が
中

國
哲
學
者
の
片
言
隻
句
の
集
積
の
な
か
か
ら
明
確
な
政
治
思
想
を
把
握
す
る
こ
と
が
い
か
に
困
難
で
あ
る
か
は
容
易
に
推
測
で
き
る
。
し
た
が
つ

て
、
ウ
ィ
ロ
ビ
ー
の
よ
う
な
慧
眼
な
政
治
學
者
で
す
ら
孟
子
の
所
論
を
以
て
、
驚
嘆
す
る
に
値
す
る
く
ら
い
の
自
由
主
義
思
想
を
包
藏
し
て
い
る

こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
更
に
進
ん
で
そ
の
政
治
思
想
を
考
究
し
よ
う
と
し
な
か
つ
た
の
は
當
然
で
あ
る
（
古
代
世
界
に
於
け
る
政
治
思
想
）
。
し
か
し

な
が
ら
、
か
か
る
時
代
は
幸
に
し
て
過
ぎ
た
よ
う
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
東
洋
人
に
と
つ
て
さ
え
難
解
な
輝
哲
學
が
西
洋
に
於
て
研
究
さ
れ
て
來
た

時
勢
で
あ
る
。
こ
と
に
ア
メ
リ
カ
に
於
て
は
現
代
と
の
闘
蓮
に
於
て
古
代
中
國
哲
學
を
更
め
て
検
討
し
よ
う
と
い
う
氣
蓮
が
旺
ん
だ
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

　
以
上
は
、
人
性
の
同
咽
性
を
大
前
提
と
す
る
限
り
、
人
間
の
肚
會
に
於
て
は
、
西
洋
に
於
て
も
東
洋
に
於
て
も
全
く
無
縁
な
政
治
思
想
が
存
在

す
る
わ
け
が
な
い
、
と
い
う
意
味
を
大
膿
率
直
に
述
べ
た
の
で
あ
つ
て
、
い
わ
ぽ
室
間
的
な
問
題
で
あ
る
が
、
次
に
時
間
的
に
は
ど
う
い
う
こ
と

に
な
る
で
あ
ろ
う
か
、
こ
の
問
題
に
一
寸
ふ
れ
て
み
た
い
。
政
治
思
想
史
の
課
題
は
『
政
治
思
想
』
と
い
う
観
念
と
『
歴
史
』
と
い
う
観
念
と
の

全
く
異
つ
た
観
念
の
交
叉
勲
に
あ
る
。
こ
の
交
叉
黙
が
何
威
に
あ
る
の
か
、
こ
れ
を
規
定
す
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
な
問
題
で
あ
り
、
安
易
な
パ

ラ
レ
リ
ズ
ム
や
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
使
用
す
る
こ
と
が
甚
だ
し
い
危
瞼
を
伴
う
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
時
代
の
相
違
、
環
塊
の

相
違
を
超
え
て
非
常
に
近
似
し
た
思
想
が
随
庵
に
彊
見
せ
ら
れ
る
こ
乏
は
、
決
し
て
珍
ら
し
く
な
い
事
實
で
あ
る
。
ゲ
ー
テ
の
よ
う
に
『
今
、
考

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
曾
て
考
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
』
し
、
更
に
極
端
に
走
れ
ば
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
い
つ
た
よ
う
に
、
あ
る
時
代
に
於
て
人
類
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（
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昌
O
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の
思
想
は
已
に
決
定
し
て
し
ま
つ
た
と
見
ら
れ
ぬ
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
。
勿
論
、
永
久
同
簾
読
の
立
場
を
と
ら
な
い
か
ぎ
り
、
時
間
と
室
間
の

爾
面
に
於
て
同
一
の
思
想
は
絶
鰻
に
あ
ら
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
り
に
ヴ
ィ
コ
の
言
葉
を
籍
り
て
い
え
ば
（
新
科
學
原
理
）
同

U
な
も
の
（
イ
ヂ
ン
テ
ィ
チ
）
は
生
起
し
な
い
け
れ
ど
も
、
同
様
な
も
の
（
ウ
昌
フ
ォ
ル
．
じ
が
、
わ
れ
わ
れ
の
想
像
す
る
以
上
に
多
く
褒
見
さ
れ
る

こ
と
は
否
定
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
経
濟
學
者
ポ
ー
ル
・
ル
ロ
ア
・
ボ
リ
ュ
ー
は
曾
て
、
肚
會
主
義
は
あ
ら
ゆ
る
時
代
、
あ
ら
ゆ
る
國
家
に
於
て
存
在
す
る
と
い
つ
た
（
＋
九
世
紀
の

勢
働
問
題
）
。
吐
會
主
義
に
限
ら
ず
薩
會
な
ら
び
に
政
治
上
の
主
義
お
よ
び
思
想
を
あ
る
特
定
の
時
代
、
特
定
の
國
家
の
み
に
限
つ
て
存
在
す
る
現

象
と
し
て
考
察
す
る
の
は
、
却
つ
て
眞
理
か
ら
遠
ざ
か
ろ
う
と
す
る
嫁
い
が
な
い
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
小
試
論
の
企
圖
す
る
と
こ
ろ
は
、
『
墨
子
』
と
し
て
傳
え
ら
れ
て
い
る
中
國
古
典
の
中
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
倫
理
・
肚
會
・
政
治

思
想
を
と
り
あ
げ
て
、
こ
れ
を
そ
れ
ら
に
近
似
し
て
い
る
西
欧
の
思
想
と
封
比
し
つ
つ
、
『
人
間
の
學
』
と
し
て
の
政
治
學
の
研
究
に
關
心
を
も

つ
人
々
に
封
し
て
、
何
等
か
の
示
唆
的
な
割
合
を
果
そ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
甚
だ
粗
雑
未
熟
な
試
み
で
あ
り
、
特
に
墨

子
（
墨
羅
）
と
呼
ば
れ
る
人
物
に
關
す
る
考
察
と
、
い
わ
ゆ
る
『
墨
経
』
に
關
す
る
文
献
學
的
考
謹
は
省
か
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
し
、
ま
た
紙
戴

の
都
合
上
、
救
述
を
悉
く
切
り
つ
め
た
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
断
つ
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。

二
兼
愛
読
と
侵
略
否
定

　
墨
子
の
根
本
思
想
は
、
彼
の
い
わ
ゆ
る
兼
愛
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
兼
愛
と
は
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
博
愛
と
か
友
愛
と
か
い
う
観
念
と
何
虜
に

相
蓮
黙
が
あ
る
の
か
、
今
こ
れ
に
つ
い
て
細
か
に
論
ず
る
邊
は
な
い
け
れ
ど
も
、
近
親
・
仲
間
・
階
級
・
民
族
の
如
何
を
問
わ
ず
全
人
類
に
封
し

て
無
差
別
準
等
の
愛
を
も
つ
こ
と
が
兼
愛
で
あ
る
と
解
し
て
大
過
な
か
ろ
う
と
考
え
る
。
天
下
を
象
ね
て
愛
す
る
と
い
う
の
は
、
親
疎
の
別
や
順

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ま
ね

序
を
無
覗
し
て
、
い
ち
ど
き
に
全
人
類
に
封
し
て
李
等
の
愛
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
。
『
人
を
愛
す
る
の
は
、
周
く
愛
し
て
は
じ
め
て
愛
す
る
と
い
え



る
の
で
あ
る
。
一
人
で
も
愛
し
な
い
も
の
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
人
を
愛
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
出
來
る
。
』
（
墨
子
・
小
取
）

　
孟
子
は
楊
子
が
絶
饅
的
な
唯
利
己
主
義
を
商
唱
し
た
の
と
封
比
し
て
『
墨
子
は
兼
愛
主
義
者
だ
か
ら
、
頭
の
頂
か
ら
足
の
踵
に
い
た
る
ま
で
す

り
へ
ら
し
て
も
、
肚
會
に
役
立
つ
こ
と
な
ら
、
な
ん
で
も
喜
ん
で
す
る
』
と
い
つ
て
い
る
が
（
孟
子
・
塞
心
章
句
上
）
、
こ
れ
は
薙
子
の
な
か
に
墨
子

は
、
要
す
る
に
『
自
ら
苦
し
む
の
を
極
意
と
し
て
い
る
』
（
天
下
篇
）
と
批
評
せ
ら
れ
て
い
る
の
と
一
致
し
て
い
る
。
し
か
ら
ば
何
故
に
自
ら
苦
し

む
の
を
極
意
と
す
る
か
と
い
え
ば
、
自
己
を
苦
使
し
て
出
來
る
限
り
、
杜
會
に
奉
仕
し
よ
う
と
す
る
の
が
墨
子
の
天
命
観
で
あ
り
世
界
親
で
あ
つ

た
か
ら
で
あ
る
。
彼
自
ら
『
も
し
道
徳
を
行
え
な
い
な
ら
、
ひ
と
の
賞
讃
を
受
け
ま
い
。
も
し
正
義
が
き
か
れ
な
い
な
ら
ぽ
、
政
治
に
蓼
與
し
ま

い
』
と
そ
の
畳
悟
を
語
つ
て
い
る
。
西
歌
の
學
者
は
、
た
と
え
ば
レ
ッ
グ
は
、
墨
子
が
蓑
ね
て
愛
す
る
こ
と
を
ヒ
：
・
ラ
ブ
ス
・
オ
ー
ル
・
イ
コ

ー
り
ー
と
課
し
て
い
る
し
（
英
謙
四
書
）
イ
・
デ
ィ
・
ト
マ
ス
は
蒙
愛
を
ミ
ュ
ー
チ
ュ
ア
ル
・
ラ
ブ
と
鐸
し
て
い
る
（
中
國
政
治
思
想
）
。
こ
の
ミ
ュ

ー
チ
ュ
ア
ル
・
ラ
ブ
に
ラ
一
バ
馨
サ
ル
と
か
イ
ン
デ
ィ
ス
ク
リ
ミ
ネ
ー
ト
と
か
い
う
形
容
詞
を
つ
け
れ
ば
、
ほ
ぼ
墨
子
の
蒙
愛
を
彷
彿
し
得
る
か

も
知
れ
ぬ
と
思
う
。

　
墨
子
は
い
う
。
『
聖
人
は
天
下
を
治
め
る
こ
と
を
職
務
と
す
る
者
で
あ
る
か
ら
、
雫
飢
の
起
る
原
因
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
、
婁
飢

が
な
ん
に
よ
つ
て
起
る
か
と
考
え
る
に
、
ひ
と
び
と
が
互
に
相
愛
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
（
中
略
）
息
子
は
自
分
の
身
を
可
愛
が
つ
て
父
を
愛
さ
な

い
か
ら
、
父
の
犠
牲
に
於
て
、
自
分
の
利
盆
を
圖
ろ
5
と
し
、
（
中
略
）
家
來
は
自
分
を
可
愛
が
つ
て
主
君
を
愛
さ
な
い
か
ら
、
主
君
の
犠
牲
に
於

て
自
分
が
得
を
し
よ
う
と
す
る
。
盗
人
は
自
分
の
家
の
こ
と
ば
か
り
思
つ
て
、
他
人
の
家
の
こ
と
を
思
わ
な
い
か
ら
他
家
の
物
を
嘱
む
。
（
中
略
V

諸
侯
は
各
々
、
自
分
の
國
を
愛
し
て
他
國
を
愛
さ
な
い
か
ら
、
他
國
を
攻
め
て
自
國
を
利
そ
う
と
す
る
一
（
蒙
愛
上
）
の
で
あ
る
。
以
上
の
書
葉
は

結
局
、
人
類
の
犯
か
す
も
ろ
も
ろ
の
罪
悪
や
、
肚
會
に
於
け
る
種
々
の
弊
害
は
、
み
な
自
愛
自
利
の
心
が
原
因
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
心
を
直
せ
ば

自
ら
清
滅
す
る
と
い
う
論
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
『
兼
（
無
差
別
）
を
以
て
別
（
差
別
）
に
代
え
る
』
の
が
理
想
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
も
し
全

人
類
が
兼
愛
に
徹
底
す
れ
ば
即
座
に
『
（
上
略
）
身
饅
の
強
批
の
も
の
が
相
互
の
た
め
に
勢
働
し
、
有
道
の
君
子
が
相
互
の
た
め
に
教
晦
す
れ
ば
、
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老
い
て
妻
子
の
な
い
も
の
も
敵
食
の
扶
養
を
受
げ
て
天
壽
を
全
く
し
、
幼
孤
で
父
母
の
な
い
も
の
も
融
食
に
身
を
託
し
て
生
長
し
得
る
の
で
あ

る
』
（
娘
愛
下
）
か
ら
『
ひ
と
の
家
を
自
分
の
家
同
様
に
思
え
ぱ
．
他
家
か
ら
縦
も
う
と
す
る
も
の
は
な
く
．
（
中
略
）
ひ
と
の
顕
を
自
麟
同
嫌
に
息

え
ば
、
弛
国
を
攻
め
よ
う
と
す
る
も
の
は
な
く
な
る
馳
（
鞭
鷺
下
）
遭
灘
で
あ
る
．

　
墨
子
は
普
逡
的
相
五
愛
を
信
鎌
と
す
る
か
ら
．
倒
人
閥
の
醐
係
に
つ
い
て
と
岡
じ
よ
5
に
．
國
際
閥
の
鐵
係
に
つ
い
て
も
こ
の
儒
傑
は
饗
ら
な

い
。
で
、
被
は
儲
人
閲
の
倫
理
と
圃
際
閥
の
倫
理
は
巽
る
と
い
う
競
に
断
乎
と
し
て
及
封
し
た
．
臼
く
『
も
し
他
人
の
農
翼
へ
入
つ
て
桃
や
暴
を

鱗
む
も
の
が
あ
れ
ば
、
み
ん
な
に
葬
餓
さ
れ
、
官
憲
に
捕
え
ら
れ
れ
ぱ
刑
罰
を
受
け
る
痩
（
中
晦
）
い
や
し
く
も
健
人
を
纏
す
る
こ
と
が
多
け
れ
ば

多
い
ほ
ど
、
不
徳
の
度
も
罪
悪
の
慶
も
鍛
々
露
く
な
る
．
こ
5
い
う
事
態
は
滞
芙
下
の
鱈
子
が
．
悉
く
葬
雛
し
て
不
遭
篠
と
み
な
す
。
と
こ
ろ
が

堂
々
と
他
鰯
を
褒
略
す
る
行
爲
に
至
つ
て
は
、
こ
れ
を
弊
嬢
し
な
い
の
み
か
相
鶴
罐
爾
し
て
疋
嚢
と
い
う
轡
こ
れ
こ
そ
正
磯
と
不
正
磯
の
瓢
騨
を

知
ら
ぬ
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ひ
と
榊
人
殺
し
て
も
．
そ
れ
を
不
逡
総
と
い
い
死
荊
鵜
露
せ
ら
れ
る
で
櫨
麺
い
か
．
そ
し
て
も
し
こ
の
鍮

法
を
す
す
め
れ
ば
、
十
人
の
人
面
を
殺
し
て
不
懲
を
十
度
鷺
ね
れ
ぜ
．
十
圏
死
鰐
に
慮
し
て
よ
く
．
百
人
を
殺
し
て
不
憾
を
百
度
叢
ね
れ
ぱ
百
圏

死
刑
を
課
し
て
然
る
べ
き
で
あ
る
』
（
葬
敏
）
。
申
田
に
於
て
も
春
秋
か
ら
験
籔
の
蒔
代
に
か
け
て
は
、
撫
不
霧
・
韓
葬
子
郷
、
あ
る
い
は
縦
横
寂

の
よ
う
に
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
以
上
の
で
幸
ア
ヴ
ェ
リ
ズ
ム
を
主
彊
し
た
も
の
が
少
く
な
か
つ
た
が
、
こ
れ
簿
の
主
張
と
墨
子
の
侵
庵
否
窟
患
想
鉱
、

全
く
封
聴
的
と
い
つ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
、

　
以
上
、
略
遠
し
た
よ
う
に
象
者
（
薇
象
〉
の
鯛
者
（
儲
家
）
と
相
遽
す
る
と
こ
ろ
櫨
、
鱒
者
が
い
わ
ゆ
る
『
近
き
よ
り
窺
産
に
及
ぶ
鞠
で
．
先
ず

『
自
己
の
老
者
を
敬
す
る
と
こ
ろ
か
ら
他
人
の
老
者
を
敬
し
．
霞
己
の
幼
養
を
慈
し
む
と
こ
ろ
か
ら
弛
人
の
幼
者
を
慈
し
む
』
こ
と
に
灘
足
し
な

い
で
、
遠
近
窺
疎
を
問
わ
ず
直
に
無
差
別
挙
簿
の
愛
を
彊
獅
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
撚
端
な
ア
ナ
膨
ジ
蓼
を
ゆ
る
さ

る
る
な
ら
ぱ
、
肚
金
に
於
け
る
有
擬
的
続
輔
を
憲
親
し
た
ブ
ツ
ト
γ
が
悔
圃
銀
篤
』
の
な
か
蟻
、
、
子
女
の
共
有
を
慧
轍
し
た
の
に
封
し
て
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
が
、
そ
れ
で
は
結
局
、
す
ぺ
て
の
人
を
愛
す
る
代
り
に
鰐
び
と
を
も
愛
さ
な
い
よ
う
縫
な
る
と
い
つ
て
、
蝦
駁
し
た
の
を
慧
起
す
る
の



で
あ
る
。
い
ず
れ
が
是
か
非
か
、
こ
の
問
題
に
長
く
鰯
れ
る
こ
と
は
出
來
な
い
け
れ
ど
も
、
イ
エ
ス
の
言
動
の
な
か
に
は
、
墨
子
の
一
親
同
仁
読

に
類
す
る
も
の
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
聖
書
の
中
の
激
多
い
章
句
の
う
ち
、
僅
か
に
一
つ
の
例
を
學
げ
て
も
、
あ
る
と
き
あ
る
人
が
イ
エ
ス
に
向

つ
て
『
お
前
の
母
と
兄
弟
が
、
お
前
に
何
か
い
お
う
と
し
て
外
に
立
つ
て
い
る
』
と
告
げ
た
と
き
『
私
の
母
と
は
誰
だ
。
私
の
兄
弟
と
は
誰
だ
』

と
答
え
、
弟
子
を
指
し
て
『
こ
れ
が
私
の
母
で
あ
り
兄
弟
だ
。
な
ぜ
な
ら
天
に
在
す
父
の
旨
を
行
う
も
の
は
、
み
な
私
の
兄
弟
、
私
の
姉
妹
、
私

の
母
だ
か
ら
で
あ
る
』
（
マ
タ
ィ
傳
）
と
告
げ
た
と
い
う
。
キ
リ
ス
ト
教
は
愛
の
宗
教
と
呼
ば
れ
、
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
主
宰
紳
の
本
質
が
愛
で
あ

る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
こ
れ
が
ヘ
ブ
ラ
イ
的
神
學
の
信
條
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
ポ
ー
ロ
の
時
代
に
至
つ
て
は
、
こ
の
信
條
に
ス
ト
ア
哲

學
の
思
想
が
多
分
に
混
入
し
て
來
た
も
の
と
み
ら
れ
て
い
る
。
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
は
キ
ケ
・
に
よ
つ
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
は
じ
ま
る
と
い
わ
れ

て
い
る
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
と
に
か
く
、
彼
の
高
弟
ア
ソ
チ
ス
セ
：
ネ
ス
は
明
か
に
こ
の
言
葉
を
使
つ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
思
想
が

恩
想
と
し
て
か
た
ち
造
ら
れ
た
の
は
、
矢
張
り
ス
ト
ア
學
派
の
祀
ツ
ェ
ノ
1
ソ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
の
學
派
に
よ
つ
て
普
遍
化
さ
れ
た
こ
の

思
想
の
要
素
す
な
わ
ち
自
由
・
李
等
・
友
愛
の
観
念
は
後
世
、
フ
ラ
ソ
ス
革
命
に
よ
つ
て
再
現
さ
せ
ら
れ
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

（
ア
ー
ネ
ス
ト
・
パ
ー
ヵ
ー
ア
ト
イ
シ
ズ
ム
」
）
。
　
こ
こ
に
キ
リ
ス
ト
教
の
紳
観
と
ス
ト
ア
の
名
を
摘
記
し
た
の
は
、
墨
子
の
紳
観
と
普
遍
的
善
意
の

存
在
に
封
す
る
信
念
の
な
か
に
、
こ
の
爾
者
に
甚
だ
似
か
よ
つ
た
と
こ
ろ
の
あ
る
の
を
感
じ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
さ
て
、
墨
子
は
人
間
の
本
性
を
い
か
な
る
理
由
か
ら
「
愛
」
と
規
定
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
人
が
彼
に
向
つ
て
、
『
君
の
象
愛
論
は
な
る

ほ
ど
い
い
に
は
決
つ
て
い
る
が
實
際
に
行
う
こ
と
が
出
來
る
か
し
ら
』
と
疑
問
を
提
出
し
た
と
き
、
彼
は
毅
然
と
し
て
『
實
際
に
行
え
な
い
も
の

な
ら
自
分
だ
つ
て
非
難
す
る
だ
ろ
う
。
が
、
善
い
と
い
う
こ
と
を
知
つ
て
い
な
が
ら
實
際
に
行
う
こ
と
が
出
來
な
い
も
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
』

と
答
え
て
い
る
。
こ
の
答
は
人
間
行
爲
の
動
機
に
關
す
る
異
常
な
樂
観
論
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
し
、
彼
が
後
に
蓮
べ
る
よ
う
に
『
自
然
の
歌

態
』
を
禽
獣
の
状
態
と
想
定
し
た
こ
と
を
考
え
れ
ぽ
大
攣
な
飛
躍
で
あ
る
。
當
時
に
あ
つ
て
も
激
し
い
反
駁
の
的
に
な
つ
た
の
は
當
然
だ
が
、
墨

子
の
樂
観
論
は
、
彼
の
瀞
観
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
今
か
り
に
『
天
』
を
以
て
『
紳
』
に
當
る
も
の
と
す
れ
ば
、
中
國
に
於
て
も
最
古
の
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『
天
』
親
念
は
、
意
識
を
も
つ
て
い
る
人
格
紳
で
あ
つ
た
よ
う
で
あ
る
。
『
偉
大
な
る
上
帝
（
天
）
は
普
く
下
界
を
照
臨
し
、
四
方
の
國
々
を
監
察
し

て
、
人
民
の
安
定
を
欲
し
給
う
』
（
詩
経
・
皇
莫
）
と
い
う
考
え
が
そ
の
一
つ
の
例
誰
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
漢
民
族
の
民
族
的
性
情
は
、
頗
る

賓
際
的
だ
と
み
な
さ
れ
、
し
た
が
つ
て
古
代
に
信
ぜ
ら
れ
た
人
格
紳
も
、
孔
孟
の
時
代
に
及
ん
で
は
全
く
一
種
の
理
法
的
な
も
の
に
な
つ
た
の
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
墨
子
の
な
か
に
あ
ら
わ
れ
た
『
天
』
思
想
は
全
く
主
宰
的
な
天
で
あ
つ
て
．
萬
物
を
創
造
し
萬
物
を
支
配
す
る
紳
に
ほ
か
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
黙
に
於
て
墨
子
の
『
天
』
の
観
念
は
非
常
に
ヘ
ブ
ラ
イ
の
思
想
に
近
い
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
墨
子
の
哲
學
の
根
底
は
、

『
普
遍
的
善
意
』
の
存
在
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
普
遍
的
善
意
が
彼
の
信
ず
る
主
宰
的
・
人
格
的
『
天
』
の
意
思
で
あ
る
。
彼
は
『
天
は
常
に
人

　
　
ゆ

の
相
互
に
愛
し
相
互
に
利
す
る
こ
と
を
欲
す
る
』
（
法
儀
）
と
い
い
、
『
人
を
愛
し
人
を
利
す
る
も
の
は
天
必
ず
こ
れ
を
輻
し
、
人
を
悪
み
人
を
賊
す

る
も
の
は
天
必
ず
こ
れ
を
爾
す
』
と
い
つ
て
、
字
宙
の
主
宰
紳
と
し
て
の
天
の
意
思
、
目
的
お
よ
び
人
間
に
封
す
る
賞
罰
等
を
み
と
め
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
さ
き
に
述
べ
た
詩
経
の
な
か
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
天
と
同
じ
で
あ
る
け
れ
ど
も
．
彼
に
於
て
は
そ
の
観
念
は
更
に
強
烈
で
あ
り
宗
教

的
で
あ
る
。
孔
子
は
『
怪
力
飢
神
を
語
ら
ず
』
と
い
つ
て
、
頗
る
現
實
的
で
あ
つ
た
が
、
墨
子
は
鬼
紳
の
存
在
を
信
じ
て
い
た
ほ
ど
の
宗
教
人
で

あ
つ
た
ら
し
い
。
、
彼
は
『
天
志
』
が
普
遍
的
愛
に
あ
る
こ
と
を
信
じ
、
し
た
が
つ
て
人
々
の
間
に
於
て
も
、
ま
た
國
家
と
人
民
の
間
に
於
て
も
、

更
に
國
際
間
に
於
て
も
、
普
遍
的
善
意
の
法
則
に
し
た
が
つ
て
行
動
す
る
こ
と
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
も
し
墨
子
の
兼
愛
が
人
性
に
内
在
的
、
本
來
的
な
も
の
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
彼
の
先
瞼
的
倫
理
観
に
由
來
す
る
規
範
的
な
も
の

で
あ
る
な
ら
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
の
い
わ
ゆ
る
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
サ
ル
・
ブ
ラ
ザ
ー
フ
ッ
ド
、
ス
ト
ア
學
派
の
自
然
理
法
的
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
晶
ズ
ム
、
佛

敬
の
慈
悲
、
も
し
く
は
儒
教
の
仁
愛
と
相
去
る
こ
と
遽
く
は
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
墨
子
は
蕪
愛
と
並
べ
て
、
あ
る
い
は
そ
の
裏
づ
け
と
し

て
、
一
種
の
唯
物
論
的
な
『
交
利
』
読
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
。



三
　
交
利
読
と
功
利
主
義

　
儒
家
、
特
に
孟
子
は
、
『
義
』
と
『
利
』
と
は
極
端
に
相
容
れ
な
い
二
つ
の
観
念
で
あ
る
と
し
た
。
た
と
え
ば
多
く
の
章
句
の
う
ち
彼
が
梁
の

恵
王
に
封
し
て
『
王
な
ん
ぞ
必
し
も
利
を
目
は
ん
、
亦
仁
義
あ
る
の
み
』
（
梁
恵
王
章
句
上
）
と
い
つ
た
の
が
好
個
の
例
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
墨
子

は
全
く
反
封
の
立
場
を
と
り
『
義
』
と
『
利
』
を
同
一
の
も
の
の
表
裏
と
み
と
め
た
の
で
あ
る
。
彼
は
『
義
は
利
な
り
』
（
経
上
）
と
明
か
に
定
義

し
て
い
る
。
ま
た
忠
に
し
て
も
孝
に
し
て
も
軍
な
る
観
念
的
倫
理
で
は
な
い
。
『
忠
と
は
君
を
利
し
君
を
彊
く
す
る
こ
と
』
で
あ
る
し
、
『
孝
と
は

親
を
利
す
る
こ
と
で
あ
る
』
。
そ
し
て
そ
の
意
味
は
、
道
徳
と
實
利
と
ば
別
個
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
利
不
利
は
そ
の
ま
ま
善
不
善
の
標
準
と

な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
墨
子
に
於
て
は
、
愛
と
利
と
は
常
に
併
記
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
『
李
等
に
愛
し
、
相
互
に
利
す
る
』
（
兼
愛
中
・
下
》

『
萬
民
を
愛
利
す
る
』
（
樹
賢
中
）
『
大
多
歎
の
利
は
、
人
を
愛
し
人
を
利
す
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
』
『
他
人
を
愛
す
る
者
は
他
人
も
ま
た
こ
れ
を
愛

し
、
他
人
を
利
す
る
者
は
他
人
も
ま
た
こ
れ
を
利
す
る
』
（
療
愛
中
・
下
）
『
も
し
國
を
愛
利
す
る
者
を
み
た
と
き
に
、
必
ず
そ
れ
を
（
上
に
）
報
告

す
る
ひ
と
は
同
じ
く
國
を
愛
利
す
る
者
で
あ
る
』
（
法
儀
）
等
々
、
殆
ん
ど
枚
學
に
邊
が
な
い
。
す
な
わ
ち
相
互
の
利
が
義
な
の
で
あ
る
。
ま
た
義

は
宜
で
あ
り
、
ひ
と
に
封
し
て
よ
ろ
し
き
を
得
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
（
中
庸
に
も
義
は
宜
な
り
と
い
つ
て
い
る
）
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
ひ
と
の
爲
に

役
立
と
う
と
い
う
の
が
義
で
あ
る
と
い
つ
て
い
い
。
彼
は
お
よ
そ
善
に
し
て
實
際
に
役
立
た
な
い
も
の
は
存
在
し
な
い
と
考
え
た
ら
し
い
。
こ
こ

に
於
て
義
利
一
致
と
い
う
思
想
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
墨
子
の
読
く
と
こ
ろ
の
利
と
い
う
も
の
は
、
個
人
の
私
利
を
指
す
の
で
は
な
い
。
彼
は
常
に
『
國
家
百
姓
萬
民
の
利
に
あ
た

る
』
（
非
命
上
．
中
．
下
）
と
か
『
反
つ
て
民
の
利
に
あ
た
る
』
（
非
樂
上
・
非
攻
下
）
と
い
つ
て
い
る
が
、
こ
れ
等
の
言
葉
に
よ
つ
て
も
、
彼
の
い
わ

ゆ
る
利
が
一
肚
會
ひ
い
て
は
全
人
類
の
利
盆
を
指
し
て
い
る
の
は
明
か
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
ま
た
侵
略
否
定
の
思
想
に
つ
な
が
る
の

で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
『
春
秋
に
義
職
な
し
』
（
孟
子
鑑
心
章
句
下
）
で
儒
家
も
正
義
的
戦
争
の
存
在
を
否
認
し
て
い
て
、
こ
．
の
黙
で
は
墨
家
の
侵
略
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否
定
と
U
致
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
職
雫
否
定
の
動
機
は
甚
だ
異
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。
梁
啓
超
に
よ
つ
て
（
墨
子
學
案
）
正
統
派
の
墨
者
で
あ

り
、
且
、
墨
家
思
想
の
實
賎
家
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
宋
鉦
が
、
秦
楚
間
の
職
争
を
停
止
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
を
孟
子
は
不
可
と
し
た
。
な
ぜ
な

ら
ば
宋
銃
は
職
争
は
繭
國
の
た
め
に
不
利
で
あ
る
と
の
理
由
で
停
職
を
詮
い
た
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
墨
家
の
不
職
主
義
は
『
攻
め
ら
れ
る

者
も
不
利
、
攻
め
る
者
も
不
利
、
双
方
と
も
に
不
利
』
（
貴
義
）
だ
か
ら
で
あ
る
。
曰
く
『
大
國
が
小
國
を
侵
略
す
る
と
、
侵
略
さ
れ
る
方
で
は
農

夫
は
耕
せ
ず
、
婦
人
は
織
れ
ず
、
た
だ
守
備
の
み
を
事
と
す
る
。
侵
略
す
る
方
で
も
農
夫
は
耕
せ
ず
、
婦
人
は
織
れ
ず
、
た
だ
侵
略
の
み
を
事
と

す
る
。
』
（
耕
桂
）
し
『
勝
つ
た
と
こ
ろ
を
計
つ
て
み
る
に
、
大
し
て
役
に
立
た
な
い
し
、
　
（
職
箏
の
）
利
盆
と
損
害
を
比
べ
て
み
る
と
反
つ
て
損
害

の
方
が
多
い
』
（
非
攻
中
）
の
で
あ
る
。
彼
の
読
く
と
こ
ろ
の
利
は
み
な
双
方
の
利
盆
と
い
う
意
味
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
つ
て
、
相
互
に
利
す
る

こ
と
を
主
張
す
る
の
は
實
に
こ
の
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
肚
會
の
人
が
み
な
相
互
に
利
す
る
の
は
、
す
な
わ
ち
祉
會
全
盤
の
利
盆
で
あ

る
。
し
か
ら
ば
彼
は
何
故
に
く
り
返
し
く
り
返
し
利
と
い
う
こ
と
を
詮
く
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
彼
は
『
忠
信
を
以
て
互
に
結
ば
れ
、
そ
の
上
に
利
を
示
せ
ば
こ
そ
、
絡
身
あ
き
な
い
の
で
あ
る
』
爵
罵
中
）
と
い
つ
て
、
忠
信
の
み
で
は
肚
會

の
紐
帯
を
な
す
に
足
ら
ず
、
こ
れ
に
加
う
る
に
相
互
の
利
盆
と
い
う
こ
と
を
以
て
し
て
、
は
じ
め
て
結
合
が
織
績
す
る
と
み
な
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
『
利
と
は
得
て
喜
ぶ
も
の
で
あ
る
。
害
と
は
得
て
嫌
悪
す
る
も
の
で
あ
る
』
（
経
論
上
）
と
い
つ
て
い
る
。
思
う
に
墨
子
は
深
く
人
間
性
を

競
察
し
、
利
に
よ
つ
て
人
を
教
導
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
利
害
を
計
量
し
て
行
動
す
る
人
類
の
本
能
を
利
用
し
た
の
で
あ
つ
て
、

儒
家
の
爲
に
す
る
と
こ
ろ
な
く
し
て
行
動
す
る
主
義
と
は
全
く
反
封
で
あ
る
。

　
得
て
喜
ぶ
も
の
が
利
で
あ
り
、
得
て
悪
む
も
の
が
害
で
あ
る
と
い
う
言
葉
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
わ
れ
わ
れ
の
欲
求
す
る
も
の
が
善
で
あ
り
、
嫌
悪

す
る
も
の
が
悪
で
あ
る
と
い
う
冒
葉
を
想
起
さ
せ
る
に
充
分
で
あ
る
（
リ
ヴ
ァ
ィ
ア
サ
ソ
）
。
ベ
ン
タ
ム
の
功
利
主
義
は
、
そ
の
中
心
思
想
を
ホ
ッ
ブ

ズ
か
ら
得
來
つ
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
ベ
ソ
タ
ム
は
快
樂
と
苦
痛
を
人
間
行
動
の
二
大
動
機
と
し
た
。
彼
は
『
自
然
は
人
間
を
二
人
の
主

人
す
な
わ
ち
快
樂
と
苦
痛
の
支
配
の
下
に
置
い
た
』
（
道
徳
及
び
立
法
の
原
理
）
の
で
あ
る
。
入
間
が
最
大
な
快
樂
を
拒
び
、
も
し
く
は
最
大
な
苦
痛



を
忍
ぶ
際
に
も
人
間
は
快
樂
と
苦
痛
の
差
引
勘
定
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
『
功
利
の
原
則
』
で
あ
る
。
ベ
ソ
タ
ム
は
こ
の
功
利

の
原
則
を
個
人
の
行
爲
に
封
す
る
と
同
じ
よ
う
に
肚
會
の
そ
れ
に
も
適
用
す
る
。
こ
こ
に
於
て
『
肚
會
の
利
盆
昧
、
こ
れ
を
構
成
す
る
も
ろ
も
ろ

の
成
員
の
利
盆
の
総
高
で
あ
る
』
こ
と
に
な
る
。
彼
は
個
人
の
利
盆
が
彼
自
身
の
最
大
幸
輻
で
あ
る
と
同
様
に
、
一
肚
會
の
利
盆
は
全
饅
と
し
て

の
肚
會
自
盟
の
幸
幅
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
、
更
に
進
ん
で
治
者
の
個
人
的
利
盆
は
被
治
者
の
一
般
的
利
盆
と
同
一
と
な
る
こ
と
を
断
定
す
る
の

で
あ
る
。
彼
は
實
に
個
人
の
利
盆
が
全
髄
の
利
盆
に
合
致
す
る
と
い
う
根
本
的
立
場
に
立
つ
て
、
肚
會
・
経
濟
・
政
治
・
法
律
に
つ
い
て
の
一
般

理
論
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。

　
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
、
そ
の
『
道
徳
情
操
論
』
の
な
か
で
は
同
情
を
以
て
倫
理
哲
學
の
基
礎
と
し
た
。
同
情
が
な
け
れ
ぽ
一
切
の
道
徳
的
到
断

は
存
在
し
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
想
像
に
よ
つ
て
、
わ
れ
わ
れ
自
身
を
他
人
の
地
位
に
置
ぎ
、
わ
れ
わ
れ
は
同
じ
よ
う
な
苦
痛
を
忍
び
つ
つ
あ
る
も

の
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
自
身
を
考
え
る
の
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
は
人
間
の
本
性
中
に
全
く
利
己
的
で
な
い
要
素
の
あ
る
の
を
見
出
し
、
こ
れ
を
以
て

他
の
人
性
申
の
諸
要
素
と
等
し
ぎ
本
源
的
・
普
遍
的
な
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
『
國
富
論
』
の
な
か
に
於
て
は
、
人
間
を
以
て
全
く

利
己
心
に
よ
つ
て
動
く
も
の
と
観
察
し
た
。
し
て
み
れ
ば
彼
は
人
性
中
に
利
他
と
利
己
と
の
二
種
の
原
理
が
併
存
す
る
こ
と
を
承
認
し
た
こ
と
に

な
る
。
し
か
ら
ば
こ
の
人
性
の
二
つ
の
原
理
は
何
等
の
統
一
と
調
和
を
見
出
す
こ
と
な
く
、
互
に
他
を
排
し
合
つ
て
人
間
の
行
爲
を
導
く
も
の
で

あ
ろ
う
か
。
か
か
る
矛
盾
を
解
決
す
る
も
の
は
、
ス
ミ
ス
の
抱
懐
し
た
一
種
の
神
観
で
あ
つ
て
、
す
な
わ
ち
『
紳
の
仁
慈
と
叡
智
と
は
永
遠
の
昔

か
ら
常
に
最
大
可
能
な
幸
顧
を
招
來
す
る
よ
う
な
廣
大
な
宇
宙
の
か
ら
く
り
を
設
計
し
た
』
（
前
掲
書
）
と
い
う
牛
ば
紳
學
的
、
牛
ぱ
哲
學
的
な
先

験
的
推
定
で
あ
る
。
こ
れ
が
彼
の
豫
定
調
和
論
で
あ
つ
て
、
個
人
は
偏
え
に
自
己
の
私
利
を
追
求
し
て
い
な
が
ら
『
見
え
ざ
る
手
の
導
き
に
よ
つ

て
』
全
髄
の
幅
利
を
檜
進
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
（
國
富
論
）
。

　
墨
子
は
勿
論
、
キ
リ
ス
ト
教
紳
學
的
豫
定
調
和
論
者
で
は
な
い
。
む
し
ろ
彼
は
『
非
命
』
読
を
と
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
冠
會
が
治
ま
る

の
も
飢
れ
る
の
も
天
命
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
一
に
人
爲
的
な
政
治
に
よ
る
の
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
（
非
命
中
）
。
ま
た
彼
は
客
観
的
結
果
論
者
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で
あ
つ
て
、
常
に
勢
働
力
の
結
果
の
多
少
を
計
算
し
て
そ
の
債
値
を
決
定
し
て
い
る
が
、
そ
の
債
値
の
標
準
は
そ
れ
が
實
用
に
適
す
る
か
否
か
に

か
か
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。
梁
啓
超
は
墨
子
の
交
利
主
義
と
西
激
の
功
利
主
義
と
を
全
く
異
つ
た
範
疇
に
い
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
墨
子

の
経
濟
論
に
於
て
は
、
一
種
の
『
効
用
主
義
者
』
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
得
な
か
つ
た
の
で
あ
る
（
先
奉
政
治
思
想
史
）
。
と
に
か
く
個
人
の
利
盆

が
公
共
の
利
盆
と
一
致
す
る
と
い
う
黙
に
於
て
は
、
交
利
が
『
萬
民
の
利
に
當
る
』
と
い
う
墨
家
の
思
想
に
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
考
え
て
も

不
當
で
は
な
か
ろ
う
と
思
う
。
た
だ
し
、
墨
子
は
楊
子
と
は
正
反
封
に
絶
饅
利
他
主
義
者
で
あ
り
、
そ
の
交
利
を
教
え
た
の
も
佛
教
に
い
わ
ゆ
る

『
利
自
利
他
』
の
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
り
、
『
己
れ
を
殺
し
て
以
て
天
下
を
存
す
る
の
は
、
己
れ
を
殺
し
て
以
て
天
下
を
利
』
せ
ん
と
し
た
の
で

あ
る
。
儒
家
も
『
身
を
殺
し
て
仁
を
な
す
』
と
い
つ
て
い
る
が
、
墨
子
に
於
て
は
仁
の
裏
づ
け
に
相
互
の
利
を
以
て
し
た
の
で
あ
る
。
准
南
子
に

よ
れ
ば
、
墨
子
は
最
初
、
儒
家
の
業
を
受
け
た
が
、
儒
家
の
禮
が
訟
り
に
も
煩
雑
に
過
ぎ
た
の
で
別
に
一
家
を
開
い
た
と
い
う
こ
と
で
、
利
す
な

わ
ち
實
用
を
重
ん
ず
る
か
輕
ん
ず
る
か
に
よ
つ
て
儒
墨
の
別
が
分
か
れ
る
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
墨
子
の
時
代
は
孔
子
の
時
代
よ
り
も
肚
會
の
瓶
勢

が
墜
化
し
て
、
経
濟
問
題
が
重
要
に
な
つ
て
來
た
の
で
彼
は
経
濟
問
題
を
重
覗
し
て
儒
敬
を
改
造
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
（
武
内
義
雄
教

疫
、
中
國
思
想
史
）
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
ま
た
英
國
に
於
け
る
功
利
主
義
の
物
質
的
前
提
が
、
同
國
に
於
け
る
初
期
産
業
革
命
で
あ
つ
た
こ
と
（
〃

レ
ー
ソ
・
ブ
リ
ソ
ト
ソ
、
十
九
世
紀
に
於
け
る
英
國
政
治
思
想
）
と
封
比
し
て
考
え
て
よ
か
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。

四
肚
會
契
約
読
と
君
主
神
権
読

　
墨
子
は
西
臥
に
於
け
る
近
世
初
期
の
自
然
法
學
者
の
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
『
自
然
の
状
態
』
の
存
在
を
想
定
し
た
。
こ
れ
が
多
く
の
肚
會
契
約

論
者
の
よ
う
に
國
家
な
ら
び
に
國
家
構
力
の
存
在
を
理
由
づ
け
る
論
理
的
假
定
と
し
て
考
え
ら
れ
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
プ
フ
ェ
ソ
ド
ル
フ
　
（
自

然
法
と
市
民
法
）
の
如
く
そ
れ
に
加
う
る
に
歴
史
的
事
實
と
し
た
も
の
か
、
明
か
で
な
い
け
れ
ど
も
、
墨
子
は
お
そ
ら
く
原
始
肚
會
の
事
實
と
し
た

も
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
彼
は
あ
ら
ま
し
次
の
よ
う
に
い
つ
て
い
る
。
『
む
か
し
人
類
が
は
じ
め
て
震
・
．
、
じ
て
、
法
律
や
政
治
な
ど
が
存
在
し



な
か
つ
た
と
き
に
は
人
々
は
各
々
、
自
分
の
義
と
す
る
と
こ
ろ
を
是
と
し
、
他
人
の
義
と
す
る
と
こ
ろ
を
非
老
し
、
か
く
て
互
に
非
難
し
あ
つ
て

い
た
。
そ
こ
で
人
々
は
互
に
損
傷
し
あ
つ
た
。
飴
力
が
あ
つ
て
も
他
人
の
た
め
に
働
こ
う
と
し
な
い
し
、
飴
財
が
腐
つ
て
も
他
人
に
は
分
配
し
な

い
。
天
下
の
飢
れ
た
こ
と
は
禽
獣
の
よ
う
で
あ
つ
た
。
』
（
荷
同
上
）

　
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
は
人
性
に
封
し
て
は
樂
観
論
者
で
あ
つ
た
が
、
そ
れ
で
も
『
自
然
の
歌
態
』
に
あ
つ
て
は
、
各
人
が
勝
手
に
自
然
の
権
利
を

行
使
し
、
し
か
も
各
人
間
に
自
然
の
椹
利
の
衝
突
が
起
つ
た
場
合
に
、
こ
れ
を
裁
定
す
る
も
の
が
な
い
こ
と
、
ま
た
か
り
に
裁
定
す
る
も
の
が
あ

つ
て
も
そ
の
裁
定
を
實
行
す
る
保
謹
が
な
い
と
し
て
、
自
他
の
自
然
の
権
利
の
よ
り
確
か
な
保
護
の
た
め
に
、
契
約
に
よ
つ
て
國
家
を
設
立
し
た

と
読
い
て
い
る
（
政
府
論
二
篇
）
。
ま
た
ホ
ッ
ブ
ズ
は
悲
観
論
者
で
あ
つ
た
か
ら
、
『
自
然
の
状
態
』
は
狼
と
狼
と
の
欺
態
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
よ

う
な
悲
惨
か
ら
脆
出
す
る
た
め
に
國
家
穫
力
を
設
定
し
て
、
こ
れ
に
共
同
し
て
絶
髄
服
從
す
る
と
い
う
契
約
論
を
展
開
し
た
。
墨
子
を
含
め
て
當

時
の
中
國
恩
想
家
の
な
か
に
は
自
然
権
と
い
う
観
念
を
穫
見
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
か
ら
、
ホ
ッ
ブ
ズ
や
ロ
ッ
ク
の
自
然
歌
態
観
と
墨
子
の
そ
れ

と
は
甚
だ
異
る
け
れ
ど
も
、
も
し
か
り
に
各
人
各
義
と
い
う
こ
と
を
、
銘
々
が
自
然
の
穂
利
を
自
分
勝
手
に
解
繹
し
た
も
の
と
と
れ
ば
ロ
ッ
ク
の

所
読
を
去
る
こ
と
遽
く
は
な
い
の
で
あ
る
。
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
墨
子
の
鼓
に
い
う
『
義
』
と
は
『
利
す
る
な
り
』
（
経
上
）
と
註
さ
れ
て
お
り
、

ま
た
『
利
』
と
は
『
得
て
喜
ぶ
と
こ
ろ
な
り
』
（
同
上
）
と
あ
る
と
こ
ろ
を
以
て
み
れ
ば
、
各
人
が
勝
手
に
自
己
の
利
盆
を
主
張
し
あ
つ
た
と
い
う

こ
と
で
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
自
然
の
状
態
に
於
て
は
各
人
が
全
力
を
學
げ
て
自
己
の
保
存
と
撞
大
を
は
か
り
、
し
た
が
つ
て
そ
の
状
態
に
於
け
る
正
義

と
は
、
自
己
を
利
す
る
も
の
が
善
で
あ
り
、
自
己
を
害
す
る
も
の
が
悪
で
あ
る
と
い
つ
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
な
観
察
で
あ
る
と
い
え
ぬ
こ
と
は

な
い
。
殊
に
墨
子
が
自
然
の
歌
態
を
禽
獣
の
駄
態
に
比
し
て
い
る
め
は
甚
だ
興
味
が
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
と
に
か
く
、
自
然
の
歌
態
は
前
蓮
の
よ
う
な
状
態
で
あ
る
か
ら
、
”
か
く
て
『
民
衆
は
天
下
の
義
を
統
一
す
る
政
治
の
長
が
い
な
い
た
め
に
、
天

下
が
飢
れ
る
こ
と
を
明
か
に
知
つ
た
の
で
あ
る
』
（
禽
同
上
・
中
）
。
そ
こ
で
『
天
下
の
賢
良
聖
知
辮
慧
な
る
人
を
選
揮
し
て
天
子
と
な
し
、
天
下
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

義
を
統
一
す
る
こ
と
に
從
事
さ
せ
る
』
よ
う
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
『
天
下
の
賢
な
る
も
の
を
選
揮
し
』
と
い
い
、
ま
た
『
君
（
帥
ち
天
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子
）
は
臣
幌
（
あ
る
い
は
萌
に
つ
く
る
）
の
通
約
で
あ
る
』
（
維
上
）
と
定
義
し
て
、
君
主
と
は
民
衆
が
協
同
し
て
約
束
し
た
結
果
、
推
戴
し
た
も
の

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
黙
は
、
肚
會
契
約
読
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
と
い
つ
て
よ
か
ろ
う
と
思
う
。
勿
論
こ
れ
を
以
て
直
に
西
激
の
思
想
と
同
咽

の
思
想
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
出
來
な
い
け
れ
ど
も
、
梁
啓
超
が
『
墨
子
所
読
與
融
洲
初
期
之
民
約
論
酷
相
類
』
と
い
い
、
ま
た
ホ
ッ
ブ
ズ
、
ロ

ッ
ク
の
名
を
學
げ
て
『
中
國
二
千
年
前
之
墨
子
正
與
彼
輩
同
一
見
解
』
と
い
つ
て
い
る
の
を
一
概
に
否
定
す
る
こ
と
は
出
來
ま
い
と
考
え
る
。
し

か
し
な
が
ら
墨
子
と
『
彼
輩
』
と
は
時
代
が
違
い
冠
會
が
違
い
、
特
に
立
論
の
動
機
と
所
読
の
基
底
を
な
す
學
識
の
領
域
が
全
く
異
つ
て
い
る
の

で
あ
る
か
ら
、
か
り
に
『
同
一
見
解
』
で
あ
る
と
断
じ
て
も
、
そ
れ
は
軍
な
る
偶
然
の
一
致
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
萬
民
の
通
約
に
よ
つ
て
賢
能
な
も
の
が
、
い
わ
ゆ
る
政
長
（
天
子
）
と
し
て
揮
ば
れ
た
後
は
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
。
ま
た
政

長
の
櫨
限
と
萬
民
の
政
長
に
封
す
る
關
係
は
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
。
彼
が
『
賢
能
聖
知
辮
慧
の
者
を
立
て
て
天
子
と
す
』
と
い
つ
た
と
こ

ろ
を
み
る
と
、
選
學
を
主
張
し
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
が
、
そ
の
選
撃
の
方
法
に
つ
い
て
は
な
に
も
語
つ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
殊

に
一
度
天
子
に
繹
ば
れ
た
者
が
絶
饅
槽
威
的
で
あ
る
こ
と
を
者
え
れ
ば
、
な
お
さ
ら
彼
か
ら
き
き
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
天
子
が
い
か
に
穫
威
的

で
あ
る
か
は
『
天
子
が
す
で
に
立
つ
と
、
天
子
は
政
を
天
下
の
百
姓
に
襲
し
、
そ
し
て
善
を
聞
い
て
も
不
善
を
聞
い
て
も
、
み
な
上
に
告
げ
よ
と

い
い
、
ま
た
上
の
是
と
す
る
と
こ
ろ
は
必
ず
皆
こ
れ
を
是
と
し
、
上
の
非
と
す
る
こ
と
は
必
ず
皆
こ
れ
を
非
と
せ
よ
と
い
う
』
、
（
街
同
上
）
言
や
『
凡

そ
萬
民
は
上
天
子
に
同
じ
く
す
べ
く
、
天
子
の
是
と
す
る
事
は
必
ず
こ
れ
を
是
と
し
、
天
子
の
非
と
す
る
事
は
必
ず
こ
れ
を
非
と
せ
よ
』
（
荷
同
中
）

と
の
言
に
徴
し
て
明
か
で
あ
る
。
要
す
る
に
彼
は
政
長
は
萬
民
に
よ
つ
て
選
出
さ
れ
て
政
治
を
行
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
人
民
は
無
條
件
に
政
長

の
指
導
に
從
わ
な
姪
れ
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
の
で
あ
る
。
蓋
し
選
出
さ
れ
た
政
長
は
當
然
『
聖
人
』
で
あ
り
、
聖
人
は
全
知
全
能
で
あ
つ
て
人
民
の

顧
利
を
計
り
得
る
も
の
に
反
し
て
、
萬
民
の
知
識
は
不
齊
一
だ
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
萬
民
は
『
智
愚
賢
不
省
』
な
存
在
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
な

が
ら
、
か
よ
う
な
『
智
愚
賢
不
省
』
の
萬
民
に
よ
つ
て
選
出
さ
れ
た
政
長
が
必
ず
『
聖
人
』
で
あ
り
『
天
下
之
仁
人
』
で
あ
る
と
い
う
保
謹
は
ど

こ
に
も
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
た
と
え
被
選
出
者
が
聖
人
や
仁
人
で
な
く
て
も
萬
民
は
無
條
件
に
服
從
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
。
そ
し



て
こ
れ
は
明
か
に
墨
子
の
矛
盾
と
評
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
彼
は
、
も
し
天
子
が
萬
民
の
意
思
に
反
す
る
か
、
ま
た
は
萬
民
の
輻

利
を
害
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
『
上
に
過
あ
れ
ば
則
ち
こ
れ
を
規
諌
す
』
と
い
う
漕
極
的
救
濟
法
を
述
べ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
ホ
ッ
ブ
ズ
は
肚
會
契
約
か
ら
出
襲
し
な
が
ら
、
ひ
と
た
び
國
家
が
成
立
し
た
後
は
、
わ
れ
わ
れ
の
自
然
権
を
全
部
放
棄
し
主
槽
者
に
絶
髄
服
從

す
る
こ
と
を
詮
い
た
。
こ
の
勲
、
墨
子
の
論
は
ホ
ッ
ブ
ズ
の
論
調
と
軌
を
同
じ
く
す
る
。
た
だ
し
墨
子
は
政
治
的
絶
盤
主
義
者
で
あ
る
ぱ
か
り
で

な
く
倫
理
的
絶
盟
主
義
者
で
あ
る
。
彼
は
人
民
の
行
動
言
論
の
自
由
の
み
な
ら
ず
、
思
想
の
自
由
ま
で
拘
束
し
た
。
人
々
が
み
な
上
長
の
是
と
し

非
と
す
る
と
こ
ろ
に
從
え
ぱ
個
人
の
人
格
は
消
滅
し
て
し
ま
う
で
は
な
い
か
。
墨
子
は
プ
ラ
ト
ソ
の
哲
人
政
治
に
甚
だ
似
か
よ
つ
た
思
想
を
抱
懐

し
て
い
た
ら
し
く
、
何
故
、
賢
人
を
奪
ぶ
こ
と
が
政
治
の
根
本
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
に
封
し
て
『
貴
く
し
て
智
あ
る
者
が
愚
に
し
て
睦
し
き
者

に
封
し
て
政
治
を
す
れ
ぽ
治
り
、
愚
に
し
て
睦
し
き
者
が
貴
く
し
て
智
あ
る
者
に
封
し
て
政
治
を
す
れ
ば
飢
れ
る
。
』
（
術
賢
中
）
と
い
つ
て
い
る
。

し
た
が
つ
て
彼
の
規
定
す
る
行
政
組
織
は
、
一
種
の
階
暦
的
エ
リ
ー
ト
制
に
基
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
里
長
は
そ
の
里
第
一
の
仁
人
で
あ
り
郷
長

は
そ
の
郷
第
一
の
仁
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
之
等
を
任
用
す
る
天
子
は
天
下
第
一
の
仁
人
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る

の
で
あ
る
。
蓋
し
天
下
第
一
の
仁
人
で
な
け
れ
ぱ
賢
者
を
任
用
す
る
能
力
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
天
子
を
は
じ
め
す
べ
て
の
官
職
の
世
襲
制

を
排
斥
す
る
。
ま
た
発
が
舜
を
推
撃
し
た
こ
と
や
湯
が
伊
雪
を
登
用
し
た
例
を
ひ
い
て
、
骨
肉
關
係
や
階
級
・
貧
富
の
差
別
を
無
覗
し
て
賢
能
者

を
任
用
す
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
（
荷
賢
下
）
。
こ
れ
は
彼
の
李
等
主
義
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と
同
時
に
、
當
時
に
於
け
る
特
穫
政
治
・

私
寵
任
用
に
封
す
る
攻
撃
で
あ
ろ
う
。
『
干
人
を
治
め
る
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
を
萬
民
の
官
に
し
て
お
く
』
な
ど
と
い
つ
て
い
る
あ
た
り
非
常

に
痛
烈
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
中
國
古
代
に
於
て
、
君
主
紳
櫨
の
読
が
信
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
一
切
の
文
献
が
こ
れ
を
明
か
に
し
て
い
る
と
い
つ
て
よ
い
。
い

わ
ゆ
る
敬
天
畏
命
の
思
想
は
、
天
を
以
て
紳
と
し
た
の
で
あ
つ
て
、
天
意
を
敬
し
天
命
を
畏
る
る
の
は
、
天
を
以
て
全
智
全
能
の
紳
で
あ
る
と
信

じ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
墨
子
も
か
か
る
思
想
か
ら
逸
睨
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
最
も
こ
の
恩
想
に
徹
底
し
て
い
る
の
で
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あ
る
。
彼
の
恩
想
を
要
略
す
れ
ば
、
第
一
に
天
は
萬
物
を
創
造
し
た
の
で
あ
る
。
天
は
天
子
・
諸
侯
・
百
官
有
志
を
置
い
て
、
政
治
を
掌
ら
し
め

肚
會
の
安
寧
と
萬
民
の
利
謁
を
計
ら
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
天
は
天
子
と
萬
民
を
同
時
に
監
督
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
第
三
に
賞

罰
の
主
鰻
な
の
で
あ
る
。
孟
子
は
民
主
主
義
者
の
な
か
に
敷
え
ら
れ
、
ま
た
そ
れ
に
は
相
當
の
理
由
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
彼
も
ま
た
窮
極
に
於
て

は
君
主
紳
櫨
論
者
で
あ
る
。
た
と
え
ば
萬
章
が
『
発
は
天
下
を
以
て
舜
に
與
え
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
ん
な
事
が
あ
る
の
で
す
か
』
と
訊
ね

た
の
に
謝
し
て
『
い
や
天
子
は
天
下
を
人
に
與
え
る
こ
と
は
出
來
な
い
』
と
答
え
、
更
に
萬
章
が
『
で
は
だ
れ
が
與
え
た
の
で
す
か
』
と
重
ね
て

問
う
た
と
ぎ
、
は
つ
き
り
と
『
天
こ
れ
を
與
う
』
と
い
い
切
つ
て
い
る
の
で
あ
る
（
萬
章
々
句
上
）
。

　
聖
ポ
：
ロ
が
ロ
マ
書
十
三
章
の
な
か
で
紳
穫
読
を
論
い
て
い
る
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
原
流
で
あ
る
ヘ
ブ
ラ
イ
思
想
に

於
て
も
、
政
治
穫
力
は
神
か
ら
出
た
も
の
と
な
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
神
と
は
彼
等
民
族
の
唯
一
紳
で
あ
る
エ
ホ
ヴ
ァ
で
あ
る
こ
と
は
む

ろ
ん
で
あ
る
。
一
二
の
章
句
を
學
げ
れ
ば
『
我
、
汝
の
身
よ
り
出
づ
る
汝
の
種
子
を
汝
の
後
に
立
て
て
、
そ
の
國
を
堅
う
せ
ん
。
我
、
永
く
そ
の

國
を
堅
う
せ
ん
。
汝
の
家
と
汝
の
國
は
汝
の
前
に
永
く
保
つ
べ
し
。
汝
の
位
は
永
く
堅
う
せ
ら
る
べ
し
』
（
サ
ム
エ
ル
後
書
）
。
『
我
に
由
り
て
王
者

は
政
を
な
し
、
君
た
る
も
の
は
義
し
き
律
を
立
て
、
我
に
よ
り
て
主
た
る
も
の
及
び
敬
伯
た
ち
な
ど
す
ぺ
て
世
の
審
到
人
は
世
を
お
さ
む
』
（
箴

言
）
等
の
言
葉
で
あ
つ
て
、
こ
れ
は
全
く
鴛
主
神
構
読
に
ほ
か
な
ら
な
い
（
フ
ィ
ッ
ギ
ス
、
君
主
紳
椹
論
）
。
と
こ
ろ
が
ヘ
ブ
ラ
イ
民
族
は
他
面
に
於

て
甚
だ
民
主
的
な
思
想
を
も
つ
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
エ
ホ
ヴ
ァ
に
よ
る
王
者
の
選
定
が
有
効
に
な
る
た
め
に
は
、
エ
ホ
ヴ
ァ
の
意
思
に

叛
か
な
い
こ
と
を
彼
に
向
っ
て
契
約
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
同
時
に
、
．
人
民
に
よ
つ
て
王
者
と
し
て
推
戴
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る

（
列
寓
紀
略
上
・
サ
ム
エ
ル
前
・
後
書
）
。
換
言
す
れ
ば
人
民
の
同
意
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
人
民
同
意
読
は
嚴
格
な
意
味
に
於
け
る
祉
會
契
約
読

で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
同
檬
な
傾
向
を
も
つ
民
主
思
想
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ジ
ァ
ネ
が
彼
等
の
政
饅
を
以
て
民
主
的
紳
政

饒
と
規
定
し
た
の
は
（
前
掲
政
治
學
史
）
誤
り
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
墨
子
が
一
方
に
於
て
、
天
子
を
萬
民
の
選
揮
に
蹄
し
な
が
ら
、
他
方
、
天
主

穫
読
を
根
本
観
念
と
し
て
い
る
の
は
、
一
見
、
甚
だ
し
い
矛
盾
の
よ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
神
権
的
民
主
思
想
≧
し
て
統
｝
す
れ
ば
、
へ



ブ
ラ
イ
的
思
想
の
中
國
版
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
も
敢
て
不
當
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
。
し
か
し
更
に
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
前
に
述
べ
た
よ

う
に
墨
子
が
強
烈
な
宗
教
人
で
あ
つ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
墨
者
は
一
種
の
教
團
的
結
肚
で
あ
つ
た
の
で
あ
り
、
恐
ら
く
彼
等
の
仲
間
に

於
て
は
、
天
子
た
る
資
格
あ
る
い
わ
ゆ
る
『
賢
能
聖
知
瑠
慧
』
な
る
人
は
、
こ
の
教
團
の
教
主
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
墨
者
教

團
に
は
甚
だ
特
異
な
制
度
が
あ
つ
た
。
す
な
わ
ち
墨
子
が
死
ん
だ
後
、
全
國
の
墨
者
の
な
か
か
ら
一
人
の
首
長
を
公
選
し
て
、
こ
れ
を
名
づ
け
て

『
鈍
子
』
と
い
つ
た
の
で
あ
る
。
荘
子
天
下
篇
に
『
鈍
子
を
聖
人
と
な
し
、
み
な
そ
の
學
統
の
師
主
た
ら
ん
こ
と
を
願
い
、
業
を
後
世
に
傳
え
ん

こ
と
を
翼
つ
て
い
る
が
、
今
猫
決
定
し
な
い
有
様
で
あ
る
』
と
い
つ
て
い
る
の
は
、
こ
の
事
情
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
鉦
子
こ
そ
は

墨
者
の
公
認
す
る
聖
人
で
あ
り
、
ま
た
『
立
て
て
天
子
と
な
す
』
も
の
は
聖
人
に
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
結
局
、
鉦
子
帥
天
子
と
い
う
こ

と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
顯
に
つ
い
て
、
章
太
炎
が
、
も
し
墨
敷
が
行
わ
れ
た
ら
必
ず
教
團
の
專
制
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
い
い
、
梁
啓
超

が
鉦
子
の
位
置
は
キ
リ
ス
ト
致
に
於
け
る
羅
馬
法
王
に
酷
似
す
る
と
評
し
て
い
る
の
は
興
味
深
い
観
察
で
あ
る
。

五
　
動
倹
力
行
主
義
と
共
産
主
義

　
墨
子
は
兼
愛
の
裏
づ
け
と
し
て
交
利
を
読
い
た
が
、
彼
の
い
わ
ゆ
る
利
の
観
念
は
勿
論
、
物
質
だ
け
の
方
面
に
限
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

物
質
を
離
れ
て
利
を
論
ず
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
墨
家
の
政
治
論
は
極
め
て
経
濟
問
題
を
重
観
す
る
。
そ
し
て
そ
の
経
濟
思
想
に
於
て

は
、
勢
力
を
唯
一
の
生
産
要
素
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の
言
の
要
を
と
つ
て
い
え
ぱ
『
人
は
む
ろ
ん
動
物
と
異
る
も
の
で
あ
る
。
動
物
は
自
己

の
羽
毛
を
衣
服
と
し
、
自
己
の
蹄
や
爪
を
履
き
物
と
し
、
水
や
草
を
飲
食
と
す
る
。
故
に
雄
が
耕
し
た
り
雌
が
織
ら
な
く
と
も
衣
食
の
財
は
充
分

足
り
る
。
と
こ
ろ
が
人
間
は
違
う
の
で
あ
る
。
螢
力
を
用
い
る
者
は
生
活
出
來
る
が
、
勢
力
を
用
い
な
い
者
は
生
活
出
來
な
い
。
た
と
え
ば
上
の

者
が
政
治
に
努
力
し
な
け
れ
ば
法
制
は
飢
れ
、
下
の
者
が
仕
事
に
つ
と
め
な
け
れ
ぱ
財
用
が
不
足
す
る
道
理
で
あ
る
』
（
非
樂
上
）
。
彼
の
考
え
は
、

人
間
が
勢
働
し
な
い
で
は
生
存
す
る
こ
と
が
出
來
な
い
と
す
れ
ば
、
み
な
勢
働
の
義
務
を
果
す
こ
と
に
よ
つ
て
生
存
権
を
確
保
す
べ
し
と
い
う
の
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で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
勢
働
は
最
高
量
ま
で
行
う
必
要
が
あ
る
と
す
る
。
薙
子
に
は
（
天
下
篇
）
こ
の
こ
と
を
記
述
し
て
『
墨
子
は
、
昔
、
禺
が
洪

水
を
塞
ぎ
止
め
て
、
九
州
の
水
路
を
通
じ
た
時
に
は
（
中
略
）
彼
は
自
ら
土
を
盛
る
器
や
水
を
盛
る
器
を
手
に
し
て
勢
働
し
た
。
（
中
略
）
で
、
彼
の

脛
の
毛
は
す
り
き
れ
暴
風
大
雨
を
冒
か
し
て
天
下
の
爲
に
つ
く
し
た
。
萬
は
大
聖
で
あ
り
な
が
ら
、
天
下
の
爲
に
は
こ
の
よ
う
に
肉
饅
勢
働
を
惜

し
ま
な
か
つ
た
』
と
い
い
、
し
た
が
つ
て
後
世
の
墨
者
と
し
て
『
（
上
略
）
日
夜
休
ま
ず
、
我
と
我
が
身
を
苦
し
め
る
こ
と
を
理
想
と
さ
せ
て
い

る
』
と
書
い
て
い
る
。
し
か
し
彼
は
筋
肉
勢
働
の
み
を
尊
重
し
て
精
紳
勢
働
を
排
斥
す
る
の
で
は
な
い
。
い
や
む
し
ろ
彼
は
分
業
の
原
則
を
奪
重

し
て
、
『
各
自
そ
の
爲
し
得
る
こ
と
に
從
事
せ
よ
』
（
節
屠
中
）
あ
る
い
は
『
各
自
そ
の
爲
し
得
る
範
園
に
於
て
從
事
せ
よ
』
（
公
孟
）
と
読
い
て
い

る
。
彼
は
あ
ら
ま
し
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
『
た
と
え
ば
綺
を
築
く
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
よ
く
築
き
得
る
者
は
築
き
、
壌
を
掘
り
出
せ
る

者
は
壌
を
掘
り
禺
し
、
そ
こ
で
騰
が
出
來
上
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
じ
く
、
よ
く
談
辮
す
る
者
は
談
辮
し
、
よ
く
書
を
読
く
者
は
書
を
読
き
、

螢
働
し
得
る
者
は
勢
働
す
る
。
か
く
て
は
じ
め
て
義
の
こ
と
が
成
就
す
る
の
で
あ
る
』
と
。
要
す
る
に
肉
饅
と
精
紳
と
を
問
わ
ず
、
す
べ
て
勢
働

は
紳
聖
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
た
だ
『
飲
食
を
貧
つ
て
仕
事
を
怠
る
者
』
は
『
不
肯
な
者
』
で
あ
り
墨
家
の
絶
禮
に
許
さ
な
い
と
こ
ろ
で
あ

る
。
墨
家
は
常
に
勢
働
力
を
そ
の
實
用
性
に
し
た
が
つ
て
評
便
す
る
が
、
そ
の
實
用
性
と
は
人
民
の
輻
利
に
向
つ
て
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
よ
つ

て
『
す
べ
て
費
用
を
か
け
て
も
人
民
に
輻
利
を
も
た
ら
さ
な
い
こ
と
は
聖
王
は
し
な
い
』
（
簿
用
中
）
の
で
あ
る
し
『
お
よ
そ
財
を
費
し
力
を
勢
し

て
も
、
人
民
に
輻
利
を
も
た
ら
さ
な
い
こ
と
は
爲
す
べ
き
で
な
い
』
（
僻
過
）
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
墨
家
の
読
は
非
常
な
節
約
主
義
で
あ
る
か
ら
、

何
人
た
る
を
間
わ
ず
そ
の
物
質
生
活
は
生
命
の
維
持
を
以
て
足
れ
り
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
最
も
嫌
う
の
は
奢
移
で
あ
つ
て
、
奢
移
は

『
民
の
衣
食
の
財
を
損
し
奪
う
も
の
で
あ
る
』
（
罪
樂
上
）
。
彼
等
が
節
用
・
節
葬
・
非
樂
等
を
信
條
と
し
た
の
は
、
み
な
こ
の
精
神
か
ら
出
た
の

で
あ
つ
て
、
儒
家
の
禮
樂
を
否
定
し
、
こ
と
に
厚
葬
に
封
し
て
甚
だ
し
く
非
難
を
加
え
て
い
る
の
は
も
と
よ
り
當
然
で
あ
る
。

　
さ
て
、
し
か
ら
ば
自
己
の
生
命
を
維
持
す
る
に
必
要
な
物
を
得
れ
ば
、
あ
と
は
遊
ん
で
暮
し
て
も
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
墨
子
は
こ
の
黙
に
つ

い
て
最
も
他
愛
的
な
道
徳
律
を
敢
示
す
る
。
曰
く
『
齢
力
あ
る
も
の
は
相
互
の
爲
に
勢
働
し
、
鯨
財
あ
る
も
の
は
相
互
の
爲
に
分
配
せ
よ
』
　
（
荷



同
上
）
と
い
う
の
が
こ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
恩
想
に
含
ま
れ
て
い
る
傾
向
を
援
大
し
て
解
繹
す
れ
ば
、
一
切
の
『
私
有
』
的
性
情
は

排
撃
さ
れ
『
共
有
共
享
』
的
性
情
を
も
つ
て
結
合
す
る
批
會
が
彼
の
理
想
と
す
る
象
愛
交
利
肚
會
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ぱ
一
種
の
共
産
髄

制
で
あ
つ
て
、
こ
の
顯
、
彼
が
キ
リ
ス
ト
教
的
杜
會
主
義
者
と
呼
ば
れ
（
小
柳
司
氣
太
、
國
課
墨
子
解
題
）
も
し
く
は
當
時
の
経
濟
生
活
に
基
い
て
農

業
肚
會
主
義
者
と
稻
せ
ら
れ
る
（
呂
振
凋
、
中
國
肚
會
政
治
思
想
史
）
所
以
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
元
來
、
中
國
の
古
代
思
想
に
於
て
は
、
王
者
が
出
來
る
限
り
肚
會
政
策
を
行
う
こ
と
が
主
義
と
さ
れ
て
お
り
、
一
派
の
學
者
に
よ
つ
て
當
時
の

支
配
特
権
階
級
の
政
治
哲
學
と
み
な
さ
れ
て
い
る
孔
孟
の
教
詮
に
於
て
も
、
そ
の
政
治
上
の
主
義
は
い
わ
ゆ
る
王
道
と
い
う
言
葉
に
よ
つ
て
要
略

さ
れ
て
い
る
通
り
、
　
一
種
の
國
家
杜
會
主
義
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
孟
子
一
篇
だ
け
で
も
通
讃
し
た
ひ
と
に
は
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が

ら
、
王
道
主
義
と
い
つ
て
も
結
局
、
そ
れ
は
『
衆
と
と
も
に
樂
し
む
』
こ
と
を
極
則
と
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
墨
子
の
如
く
民
衆
と
共
に
泥
に
ま

み
れ
て
勤
勢
す
る
の
で
は
な
い
。
墨
子
に
於
け
る
『
聖
人
・
仁
人
・
夫
子
』
は
決
し
て
螢
働
か
ら
遊
離
し
て
、
民
衆
の
勢
働
を
牧
取
す
る
こ
と
に

よ
つ
て
坐
食
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
黙
が
観
念
的
倫
理
學
者
で
あ
る
儒
家
と
宗
致
的
實
践
家
で
あ
る
墨
家
と
の
相
違

で
あ
ろ
う
。
中
國
に
於
け
る
古
代
及
び
中
世
の
歴
史
を
通
じ
て
、
革
命
的
農
民
階
級
は
殆
ん
ど
み
な
古
代
の
原
始
共
産
肚
會
を
理
想
と
し
な
い
も

の
は
な
か
つ
た
と
い
う
詮
（
前
掲
呂
振
羽
同
書
）
に
は
遽
か
に
同
じ
難
い
け
れ
ど
も
、
墨
子
が
微
温
的
な
王
道
主
義
に
あ
き
た
ら
な
い
で
、
あ
る
種

の
宗
教
的
共
産
團
胆
を
想
定
し
た
の
は
事
實
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
ま
た
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
墨
者
の
任
侠
的
精

神
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
エ
ピ
ク
ロ
ス
に
ょ
っ
て
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
は
共
産
主
義
を
唱
え
た
と
い
わ
れ
（
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
・
ラ
エ
ル
テ
4
ウ
ス
）
ま
た
傳
読
は
彼
が
三
百
人
の
若
者

を
以
て
組
織
す
る
致
團
を
ク
ロ
ト
ナ
に
創
立
し
『
仲
間
の
財
貨
は
共
有
財
産
で
あ
る
』
と
い
う
教
條
を
か
か
げ
、
そ
し
て
そ
の
敦
條
は
ブ
ラ
ト
ソ

に
よ
つ
て
唱
道
さ
れ
た
共
産
主
義
の
先
騙
で
あ
る
と
解
繹
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
パ
ー
カ
ー
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
教
團
は
主
と
し
て
貴
族
や
富

者
の
子
弟
を
以
て
組
織
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
創
立
に
際
し
て
は
何
等
の
政
治
目
的
を
も
つ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
つ
た
け
れ
ど
も
、
次
第
に
大
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き
な
政
治
的
勢
力
を
も
つ
に
至
つ
た
ら
し
い
。
勿
論
、
嚴
格
な
意
味
に
於
て
、
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
と
そ
の
學
徒
は
共
産
主
義
史
の
上
に
何
等
の
地
位
を

占
め
た
も
の
で
は
な
い
が
（
ア
ー
．
ス
ー
シ
ョ
ソ
、
古
代
ギ
リ
シ
ヤ
に
於
け
る
鯉
濟
思
想
）
一
種
の
紳
秘
哲
學
者
と
も
み
な
さ
れ
得
る
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
の
敷

團
が
そ
の
内
部
に
於
て
共
産
饅
を
な
し
て
い
た
こ
と
と
、
あ
る
種
の
政
治
蓮
動
に
從
事
し
た
こ
と
は
、
墨
子
教
團
内
の
共
産
思
想
と
、
そ
の
政
治

蓮
動
と
に
封
比
し
得
る
も
の
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
と
に
墨
子
の
経
読
中
に
は
、
光
學
・
重
學
・
激
學
等
に
關
す
る
定
義
の
よ
う
な
も
の
を
掲

げ
て
い
て
、
こ
れ
は
他
の
諸
子
百
家
に
全
く
見
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
り
に
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
學
派
や
後
世
の
ツ
ェ
ノ
ー
ン

學
派
が
一
種
の
共
産
思
想
を
抱
懐
し
て
い
た
と
し
て
も
、
こ
れ
等
は
み
な
プ
ラ
ト
ソ
の
そ
れ
の
如
く
指
導
階
級
内
の
そ
れ
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る

か
ら
、
農
民
暦
を
主
饅
と
し
た
ら
し
い
墨
者
教
團
と
は
根
本
的
に
相
違
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
孟
子
は
『
天
下
の
言
、
楊
（
楊
子
）
に
露
せ
ざ
れ
ば

則
ち
墨
（
墨
子
）
に
饒
す
』
と
い
い
、
そ
し
て
こ
の
言
葉
は
墨
者
が
一
世
を
風
靡
し
た
よ
う
に
と
ら
れ
る
が
、
准
南
子
に
『
墨
子
に
服
役
す
る
者
百

八
十
人
』
と
あ
る
し
墨
子
公
輸
篇
に
は
三
百
人
と
あ
る
と
こ
ろ
を
み
れ
ば
、
恐
ら
く
教
團
の
幹
部
は
そ
れ
く
ら
い
の
薮
で
あ
つ
た
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
こ
の
教
團
の
消
滅
後
は
、
墨
子
の
教
読
は
そ
れ
と
と
も
に
中
絶
し
、
そ
の
流
れ
を
く
ん
だ
も
の
が
、
い
わ
ゆ
る
任
侠
の
徒
と
し
て
残
存
し
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
任
と
は
『
自
己
を
損
し
て
他
人
の
爲
に
な
す
』
と
あ
る
か
ら
、
こ
れ
等
の
人
々
も
一
種
の
砥
會
改
革
家
で
あ
つ
た
に
相
違
な

い
と
考
え
る
。
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