
山
鹿
素
行
に
お
け
る
士
道
論
の
展
開

前

田

勉

1

江
戸
時
代
前
期
に
「
武
士
道
」
と
い
う
言
葉
が
登
場
す
る
。
そ
れ
は
、

い
わ
ゆ
る
元
和
僅
武
の
時
代
、
武
士
が
自
己
の
存
在
理
由
を
求
め
た
言
説

で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
本
来
、
戦
闘
者
で
あ
る
は
ず
の
武
士
が
、

戦
争
の
な
い
泰
平
な
時
代
に
生
き
る
意
味
を
模
索
し
た
言
説
が
武
士
道
論

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
般
に
武
土
道
論
に
は
、
二
つ
の
類
型
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

一
つ
は
、
「
武
士
道
と
云
は
死
ぬ
事
と
見
付
た
り
」
の
一
節
で
有
名
な

「
葉
隠
」
的
な
武
士
道
論
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
儒
敦
的
な
士
道
論
で
あ

る
。
相
良
亨
に
よ
れ
ば
、
前
者
は
「
近
世
の
太
平
な
時
代
に
な
っ
て
も
依

然
と
し
て
献
身
の
い
さ
ぎ
よ
さ
を
重
ん
ず
る
伝
統
を
中
核
と
し
て
う
け

継
」
ぎ
、
「
死
の
い
さ
ぎ
よ
さ
、
死
の
覚
悟
を
根
本
と
す
る
」
の
に
た
い

し
て
、
後
者
は
「
五
倫
に
お
け
る
人
倫
の
道
の
自
覚
を
根
本
と
し
、
さ
ら

に
こ
の
人
倫
の
道
を
天
下
に
実
現
す
る
こ
と
を
武
土
の
職
分
と
す
る
思

想
」
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
う
ち
、
士
道
論
は
、
江
戸
時
代
に
な
っ
て

「
官
僚
役
人
と
い
っ
た
政
治
的
指
導
者
と
し
て
の
性
格
を
つ
よ
め
た
時
、

武
士
の
こ
の
社
会
的
立
場
の
変
化
に
応
じ
て
武
士
の
生
き
方
を
儒
教
の
理

解
の
も
と
に
あ
ら
た
に
反
省
し
て
生
ま
れ
た
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
。
こ

の
土
道
論
者
の
代
表
者
が
本
稿
で
取
り
上
げ
る
山
鹿
素
行
(
元
和
八
年
~

貞
享
二
年
、
ニ
八
二
二
年
～
一
六
八
五
年
)
で
あ
る
。

素
行
の
士
道
論
の
基
本
的
な
性
格
は
、
相
良
の
指
摘
し
て
い
る
通
り
で

あ
ろ
う
。
だ
が
、
残
さ
れ
た
問
題
は
、
大
き
く
い
っ
て
、
三
つ
あ
る
だ
ろ

う
。
第
一
は
兵
学
書
で
求
め
ら
れ
て
い
る
武
士
像
と
士
道
論
と
の
関
連
で

あ
る
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
こ
れ
ま
で
土
道
論
が
、
「
甲
陽
軍
鑑
」
や

「
武
教
全
書
」
で
想
定
さ
れ
て
い
る
武
士
の
模
範
的
な
生
き
方
を
い
か
に

取
り
込
ん
で
い
る
か
が
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
か
っ
た
。
従
来
か
ら
指
摘

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
士
道
論
は
儒
教
的
な
色
彩
が
濃
い
に
せ
よ
、
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
根
本
的
な
エ
ー
ト
ス
に
お
い
て
儒
教
的
な
士
大
夫
=
読
書

人
官
僚
と
は
異
質
な
武
士
の
生
き
方
を
基
礎
に
お
い
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、

士
道
論
は
こ
の
武
士
的
な
生
き
方
を
い
か
に
具
現
化
し
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
本
稿
で
は
こ
の
点
、
「
甲
陽
軍
艦
」
や
「
武
教
全
書
」
の
よ
う
な
兵

1-
-



学
書
が
求
め
る
武
士
像
を
抽
出
し
て
、
そ
れ
と
の
関
わ
り
で
士
道
論
を
捉

え
て
み
た
い
。

第
二
は
、
士
道
論
が
素
行
の
思
想
形
成
史
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
な

か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
「
武
教
小
学
」
の
書
か
れ
た
朱
子
学
信
奉
時
期
の

思
想
と
、
「
山
鹿
語
類
」
「
聖
教
要
録
」
の
著
さ
れ
た
素
行
学
確
立
期
の
思

想
と
の
間
に
は
、
大
き
な
思
想
的
な
転
換
が
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
思
想
的
な
転
換
が
土
道
論
に
お
い
て
、
一
体
、
ど
の
よ
う
な

意
味
を
も
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
士
道
論
に
も
変
化
が
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
、
そ
れ
と
も
、
素
行
の
思
想
的
な
転
換
は
儒
学
思
想
に
お
け
る
そ
れ

で
あ
っ
て
、
士
道
論
に
お
い
て
は
何
の
変
化
も
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
本
稿
で
は
、
武
土
の
日
常
生
活
の
標
準
を
提
示
し
て

い
る
「
武
教
小
学
」
と
「
山
鹿
語
類
」
巻
二
一
の
士
道
篇
(
以
下
、
巻
二

一
の
「
士
道
」
を
士
道
篇
と
表
記
す
る
)
と
の
比
較
対
照
を
行
な
っ
て
考

え
て
み
た
い
。

第
三
は
、
士
道
論
の
社
会
的
機
能
で
あ
る
。
素
行
の
士
道
論
が
「
人
倫

の
指
導
者
」
(
相
良
亨
)
と
し
て
の
統
治
者
の
倫
理
で
あ
っ
た
こ
と
は
知

ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
統
治
者
は
泰
平
の
時
代
の
統
治
者
一
般
で
は
な
く
、

素
行
の
生
き
た
一
七
世
紀
中
頃
の
幕
藩
国
家
に
求
め
ら
れ
て
い
る
、
き
わ

め
て
特
殊
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ま
で
の
士

道
論
研
究
は
こ
う
し
た
実
態
的
な
側
面
か
ら
捉
え
る
視
点
が
希
薄
で
あ
っ

た
た
め
に
、
士
道
論
が
現
実
に
果
た
し
た
働
き
に
つ
い
て
目
を
向
け
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
こ
の
点
で
示
唆
を
与
え
る
の
は
、
素
行
の

親
類
や
弟
子
た
ち
の
生
き
方
で
あ
る
。
彼
ら
は
平
戸
藩
や
弘
前
藩
に
仕
官

し
た
者
が
多
く
、
い
わ
ゆ
る
藩
政
確
立
期
に
藩
主
の
手
足
と
な
っ
て
活
躍

し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
素
行
の
士
道
論
は
そ
う
し
た
官
僚

的
な
家
臣
を
創
出
す
る
働
き
を
も
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
と
思

わ
れ
る
。
こ
の
点
、
少
な
く
と
も
当
時
の
藩
政
確
立
期
に
求
め
ら
れ
て
い

た
家
臣
像
を
射
程
に
い
れ
な
が
ら
、
素
行
の
士
道
論
を
検
討
す
る
必
要
が

あ
る
だ
ろ
う
。

こ
の
三
つ
の
問
題
の
う
ち
、
第
三
の
問
題
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た

こ
と
が
あ
る
の
で
、
本
稿
で
は
第
一
と
第
二
の
問
題
を
中
心
に
考
察
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
山
鹿
素
行
の
士
道
論
に
つ
い
て
新
た
な
解
釈
を
試
み
て

み
た
い
。

江
戸
時
代
、
儒
学
者
と
し
て
よ
り
は
山
鹿
流
兵
学
の
創
始
者
と
し
て
知

ら
れ
て
い
た
山
鹿
素
行
は
多
く
の
兵
学
書
を
残
し
て
い
る
。
そ
の
内
、

「
武
教
全
書
」
(
明
暦
二
年
自
序
)
は
、
晩
年
に
い
た
る
ま
で
講
義
し
た
山

鹿
流
兵
学
の
基
本
書
で
あ
る
。
そ
れ
は
軍
隊
の
統
制
法
、
主
戦
・
客
戦
、

攻
城
・
守
城
な
ど
の
戦
法
、
築
城
や
兵
具
な
ど
の
軍
事
技
術
を
取
り
扱
っ

て
い
る
山
鹿
流
兵
学
の
百
科
全
書
と
も
い
う
べ
き
著
作
で
あ
る
。
後
に
見

る
「
武
教
小
学
」
や
士
遺
篇
の
よ
う
な
武
士
個
々
の
生
き
方
を
主
題
に
し

て
は
い
な
い
が
、
軍
隊
統
制
法
と
の
関
連
で
武
士
の
あ
る
べ
き
姿
が
説
か

れ
て
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
、
「
甲
陽
軍
鑑
」
と
同
様
の
戦
場
に
生

き
る
戦
闘
者
と
し
て
の
武
士
像
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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周
知
の
よ
う
に
、
「
武
教
全
書
」
の
想
定
す
る
戦
争
と
は
、
「
甲
陽
軍
鑑
」

の
理
想
像
で
あ
る
武
田
信
玄
の
活
躍
し
た
戦
国
時
代
の
そ
れ
で
あ
る
。
こ

の
時
代
、
戦
争
は
大
規
模
な
集
団
を
単
位
と
す
る
戦
法
に
よ
っ
て
な
さ
れ

て
い
た
。
「
武
教
全
書
」
の
軍
隊
統
制
法
と
戦
術
・
戦
略
論
も
、
当
然
の

こ
と
な
が
ら
、
こ
の
集
団
戦
法
を
前
提
に
し
て
い
る
。
戦
国
時
代
、
軍
隊

組
織
の
基
本
単
位
は
、
足
軽
隊
(
鉄
砲
組
・
弓
組
・
長
柄
組
)
、
騎
馬
武

者
隊
、
小
荷
駄
隊
か
ら
構
成
さ
れ
る
「
備
」
で
あ
っ
た
。
「
備
」
同
士
が

衝
突
す
る
戦
場
で
は
、
「
備
」
を
組
織
的
に
運
用
す
る
こ
と
が
勝
敗
の
決

め
手
と
な
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
厳
格
な
法
度
が
要
請
さ
れ
た
。
そ
こ

で
は
、
個
々
の
侍
ば
か
り
か
、
集
団
を
統
率
す
る
大
将
ま
で
も
が
、
一
定

の
規
律
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
「
備
」
に
は
、
様
々
な

「
役
」
=
職
掌
が
あ
っ
た
。
こ
の
多
様
な
「
役
」
に
ふ
さ
わ
し
い
人
材
を

配
置
す
る
適
材
適
所
が
、
統
率
者
に
と
っ
て
の
緊
要
の
課
題
と
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

本
稿
で
強
調
し
た
い
こ
と
は
、
倫
理
的
な
主
体
が
求
め
ら
れ
た
の
は
、

こ
う
し
た
戦
国
時
代
の
軍
隊
組
織
の
な
か
で
あ
っ
て
、
戦
争
が
終
結
し
た

平
和
な
時
代
に
な
っ
て
初
め
て
、
高
い
道
徳
性
が
個
々
の
武
士
に
要
請
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
戦
国
時
代

は
た
し
か
に
暴
力
と
裏
切
り
の
横
行
す
る
反
道
徳
的
時
代
で
あ
っ
た
が
、

だ
か
ら
こ
そ
、
軍
隊
組
織
内
部
で
は
、
ど
ん
な
激
し
い
戦
闘
に
お
い
て
も
、

「
備
」
を
乱
さ
ず
に
、
統
率
者
の
命
令
と
軍
法
に
自
発
的
に
服
従
す
る
倫

理
的
な
武
士
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
戦
国
時
代
、
抜
け
駆
け
高
名
は
許
さ
れ

な
か
っ
た
。
か
り
に
抜
け
駆
け
に
よ
っ
て
大
き
な
成
果
が
あ
っ
た
と
し
て

も
、
軍
隊
組
織
の
規
律
違
反
で
あ
る
か
ぎ
り
、
処
罰
さ
れ
た
。
「
武
教
全

書
」
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
陣
中
法
度
に
は
、
「
頭
奉
行
の
下
知
を
用
ひ
ず
、

役
所
を
離
れ
軍
法
に
背
く
輩
は
、
抜
群
の
功
を
成
す
と
雖
も
、
許
容
致
す

べ
か
ら
ざ
る
事
」
(
「
武
教
全
書
」
巻
一
、
八
四
頁
)
と
あ
る
。
ま
た
「
高

名
不
覚
の
批
判
心
得
の
事
」
の
条
目
の
最
初
に
掲
げ
ら
れ
た
「
さ
き
が

け
・
ぬ
け
が
け
の
事
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
た
。

さ
き
が
け
と
い
ふ
は
、
先
登
を
い
た
す
事
な
り
。
水
陸
責
共
に
、
人

に
先
立
て
功
あ
る
を
、
さ
き
が
け
と
云
な
り
。
ぬ
け
が
け
と
い
ふ
は
、

大
将
の
法
令
を
や
ぶ
り
て
、
ぬ
け
が
け
を
と
ぐ
る
を
い
ふ
。
是
血
気

の
勇
者
の
な
す
事
に
し
て
、
勇
士
の
本
意
に
あ
ら
ず
。
ぬ
け
が
け
の

者
一
人
あ
る
時
は
、
其
備
全
た
か
ら
ず
、
軍
法
正
し
か
ら
ざ
る
も
の

な
り
。
能
々
可
一
一
相
守
・
な
り
。
(
同
右
、
巻
一
、
七
七
~
七
八
頁
)

「
血
気
の
勇
」
と
非
難
さ
れ
る
よ
う
な
衝
動
的
な
行
動
を
一
人
で
も
と

れ
ば
、
「
備
」
は
総
崩
れ
に
な
る
と
い
う
理
由
か
ら
否
定
さ
れ
、
規
律
に

従
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

諸
侍
忠
節
忠
功
の
心
懸
な
く
、
お
の
が
悪
意
に
ま
か
せ
軍
法
を
背
き
、

血
気
の
勇
を
な
す
べ
か
ら
ず
。
常
々
相
定
れ
る
法
を
守
、
頭
奉
行
の

下
知
に
随
ひ
、
分
々
の
忠
を
可
゛
勤
。
若
(
し
)
頭
奉
行
我
意
多
く

依
情
聶
厦
あ
ら
ば
、
直
目
安
を
以
て
可
一
一
中
上
一
事
。
(
同
右
、
巻
四
、

一
六
四
頁
)

ま
た
、
喧
嘩
や
私
闘
も
、
軍
隊
組
織
の
な
か
で
は
否
定
さ
れ
る
。
陣
中

法
度
に
は
、
「
喧
嘩
の
輩
は
常
時
と
同
じ
か
る
べ
か
ら
ず
。
双
方
死
罪
た
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る
ぺ
し
。
堪
忍
の
族
は
忠
節
た
る
べ
き
事
」
(
八
四
～
八
五
頁
)
と
あ
る
。

さ
ら
に
出
陣
の
時
に
は
、
「
御
陣
中
毎
度
弥
々
以
て
日
頃
の
忠
義
を
抽
ん

で
、
万
端
御
下
知
を
違
背
致
す
べ
か
ら
ざ
る
事
」
「
仰
出
さ
る
ゝ
所
の
御

条
目
・
御
軍
法
・
御
下
知
、
堅
く
違
背
致
す
べ
か
ら
ざ
る
事
」
「
諸
傍
輩

に
対
し
、
私
の
遺
恨
有
り
と
雖
も
、
御
陣
中
に
於
い
て
喧
嘩
口
論
仕
出
し

申
す
間
敷
き
事
」
(
同
右
、
一
六
四
頁
)
を
誓
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

面
白
い
の
は
、
軍
法
や
命
令
に
服
従
す
る
身
に
お
い
て
は
、
不
都
合
な

場
合
が
あ
る
か
も
し
れ
ず
、
ま
た
「
他
人
の
嘲
り
」
を
受
け
る
こ
と
が
あ

る
か
も
し
れ
な
い
、
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
行

動
が
「
公
儀
」
の
「
忠
節
」
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
を
顧
み
ず
実
行
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
、
と
す
る
条
目
で
あ
る
。

白
身
に
対
す
る
高
名
誉
の
儀
之
れ
有
り
と
雖
も
、
公
儀
の
御
為
に
対

し
然
る
べ
か
ら
ざ
る
儀
は
、
許
容
致
す
べ
か
ら
ざ
る
事
。
付
御
下
知

の
儀
其
の
身
に
於
い
て
、
当
分
宜
し
か
ら
ざ
る
に
似
た
り
と
雖
も
、

御
為
に
於
い
て
忠
節
た
る
べ
き
事
は
、
他
人
の
嘲
り
を
顧
み
る
べ
か

ら
ざ
る
事
。
(
同
右
、
巻
四
、
諸
侍
誓
言
前
書
の
事
、
一
六
四
頁
)

こ
こ
で
は
、
「
公
儀
」
の
「
忠
節
」
の
た
め
に
は
、
「
他
人
の
嘲
り
」
と

い
う
不
名
誉
さ
え
も
甘
受
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
武
士
に
と
っ
て

「
他
人
の
嘲
り
」
を
蒙
る
こ
と
は
何
よ
り
の
恥
辱
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
一
時
的
に
せ
よ
、
そ
れ
を
我
慢
せ
よ
、
と
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
「
備
」
の
軍
隊
組
織
の
な
か
で
は
、
自
分
自
身
の
「
高

名
誉
」
よ
り
も
、
陣
中
の
軍
法
と
大
将
の
下
知
(
命
令
)
に
服
従
す
る
こ

と
が
最
優
先
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
自
己
の
名
誉
感
情
や
衝
動
を
抑
制
し

て
、
与
え
ら
れ
た
「
役
」
を
完
遂
す
る
、
厳
し
い
自
己
統
御
が
求
め
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
自
己
統
御
し
う
る
武
士
こ
そ
が
、
本
稿
の
い
う

軍
隊
組
織
の
な
か
で
要
請
さ
れ
る
倫
理
的
な
主
体
で
あ
る
。

た
だ
兵
学
書
「
武
教
全
書
」
で
は
、
「
血
気
の
勇
」
を
非
難
す
る
だ
け

で
、
い
か
に
武
士
個
々
人
が
自
己
統
御
で
き
る
主
体
と
な
る
か
に
つ
い
て

は
、
説
か
れ
て
は
い
な
い
。
こ
の
点
、
兵
学
書
が
上
か
ら
の
軍
隊
統
制
法

を
問
題
に
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
軍
隊
内
部
の
個
々

の
武
土
か
ら
の
、
い
わ
ば
下
か
ら
の
視
点
が
な
い
た
め
で
あ
る
。
こ
の

個
々
の
武
士
の
視
点
、
具
体
的
に
は
、
ど
う
す
れ
ば
自
己
統
御
で
き
る
主

体
と
な
り
う
る
か
を
主
題
と
し
て
書
か
れ
た
著
作
が
、
「
武
教
全
書
」
と

同
年
、
明
暦
二
年
(
一
六
五
六
)
の
著
で
あ
る
「
武
教
小
学
」
で
あ
っ
た

と
い
え
る
だ
ろ
う
。

3

「
武
教
小
学
」
冒
頭
に
は
、
素
行
の
著
作
意
図
を
代
弁
し
た
門
弟
の
序

文
が
付
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
当
代
の
武
士
に
は
「
教
え
」

が
欠
如
し
て
い
る
た
め
に
、
二
つ
の
過
ち
が
生
ま
れ
て
い
る
と
い
う
。
一

つ
は
、
武
土
が
「
短
衣
蓬
頭
し
て
、
腎
を
怒
ら
し
剣
を
按
ず
る
を
以
て
俗
」

と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
儒
者
が
「
深
衣
非
服
し
て
、

記
誦
詩
章
を
以
て
教
」
(
四
八
一
頁
)
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、

前
者
は
直
情
径
行
の
武
士
、
「
武
教
全
書
」
の
な
か
の
「
血
気
の
勇
」
に

逸
る
武
士
の
延
長
線
上
に
い
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
素
行
は
こ
の
よ
う

4



な
無
軌
道
な
武
士
を
批
判
す
る
一
方
で
、
「
教
え
」
を
期
待
さ
れ
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
答
え
き
れ
な
い
、
同
時
代
の
林
家
に
代
表
さ

れ
る
よ
う
な
、
中
国
風
の
礼
教
を
信
奉
す
る
物
知
り
坊
主
的
な
儒
者
の
あ

り
方
を
も
非
難
す
る
。

こ
の
時
期
、
素
行
が
林
家
朱
子
学
を
批
判
し
な
が
ら
も
、
な
お
朱
子
学

を
捨
て
切
れ
な
か
っ
た
の
は
、
朱
子
学
の
実
践
論
が
武
士
の
「
教
え
」
に

役
立
つ
と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ど
こ
に
そ
の

可
能
性
を
見
出
し
た
の
か
と
い
う
と
、
幼
い
頃
か
ら
日
常
生
活
を
規
律
化

し
よ
う
と
す
る
朱
子
の
考
え
方
で
あ
っ
た
。
朱
子
は
、
「
古
者
、
小
学
教
゛

人
以
二
漉
掃
応
対
進
退
之
節
・
、
愛
い
親
敬
¨
長
隆
レ
師
親
“
友
之
道
、
皆
所
・
・
・

以
為
二
修
身
斉
家
治
国
平
天
下
・
之
本
」
(
小
学
書
題
)
と
説
い
て
、
「
人
を

教
ふ
る
に
、
漉
掃
・
応
対
・
進
退
の
節
を
以
て
す
る
」
日
常
生
活
の
規
律

化
を
初
期
教
育
の
基
本
と
考
え
、
「
小
学
」
を
編
集
し
て
い
た
。
こ
の
点
、

素
行
は
朱
子
の
功
績
を
認
め
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

有
宋
の
晦
庵
、
小
学
を
述
作
し
て
、
人
生
れ
て
八
歳
よ
り
十
四
歳
に

迄
る
ま
で
、
教
ふ
る
に
漉
掃
・
応
対
・
進
退
の
節
、
親
を
愛
し
、
長

を
敬
し
、
友
を
親
し
む
の
倫
を
以
て
し
、
且
つ
嘉
言
善
行
を
以
て
終

篇
と
な
す
。
其
の
功
偉
な
る
か
な
、
盛
な
る
か
な
。
然
れ
ど
も
俗
殊

に
時
変
ず
。
倭
俗
の
士
用
ふ
る
所
尤
も
泥
著
し
て
、
則
ち
閏
国
に
居

て
異
域
の
俗
を
慕
ひ
、
或
は
礼
義
を
学
ぶ
に
異
風
を
用
ひ
、
或
は
祭

礼
を
な
す
に
異
様
を
用
ふ
。
皆
是
れ
理
を
究
め
ざ
る
の
誤
な
り
。
学

は
物
に
格
り
知
を
致
す
為
に
し
て
、
而
も
異
国
の
俗
を
敗
は
ん
が
為

に
あ
ら
ず
。
況
や
士
た
る
の
道
は
、
其
の
俗
殆
ど
異
俗
を
用
ふ
る
に

足
ら
ん
や
。
之
れ
を
幼
稗
の
時
に
習
ひ
、
其
の
習
ひ
智
と
化
し
、
心

と
成
ら
ん
こ
と
を
欲
す
る
の
事
は
、
誠
に
先
聖
の
実
な
り
。
(
四
八

一
~
四
八
二
頁
)

素
行
は
「
小
学
」
の
教
育
の
基
本
方
針
に
賛
同
し
な
が
ら
も
、
林
家
朱

子
学
の
よ
う
に
中
国
の
士
大
夫
の
習
俗
を
そ
の
ま
ま
に
移
植
す
る
の
で
は

な
く
、
こ
の
国
の
武
士
の
風
俗
に
相
応
し
い
模
範
的
な
日
常
生
活
を
実
践

さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
武
士
を
倫
理
的
な
主
体
、
す
な
わ
ち
「
武
教
全

書
」
の
想
定
す
る
自
己
統
御
で
き
る
主
体
を
育
成
し
よ
う
と
目
論
ん
で
い

た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
具
体
的
に
は
、
「
夙
起
夜
霖
」
「
燕
居
」
「
言
語
応

対
」
「
行
住
坐
臥
」
「
衣
食
居
」
「
財
宝
器
物
」
「
飲
食
色
欲
」
「
放
鷹
狩
猟
」

「
与
受
」
「
子
孫
教
戒
」
の
項
目
か
ら
成
る
「
武
教
小
学
」
に
よ
っ
て
、
武

士
の
日
常
生
活
の
定
型
を
例
示
し
た
の
で
あ
る
。

「
武
教
小
学
」
で
注
目
す
べ
き
は
、
幼
い
頃
か
ら
規
律
あ
る
生
活
態
度

を
習
得
さ
せ
よ
う
と
す
る
教
育
の
基
本
方
針
に
つ
い
て
は
、
「
小
学
」
と

一
致
し
っ
つ
も
、
「
小
学
」
と
の
間
に
は
、
そ
の
具
体
的
な
日
常
生
活
の

条
目
の
み
な
ら
ず
、
も
っ
と
根
本
的
な
違
い
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
「
小
学
」
が
普
遍
的
な
人
間
一
般
に
向
け
て
書
か
れ
て
い
る
の
に

た
い
し
て
、
「
武
教
小
学
」
は
、
そ
の
著
作
意
図
か
ら
し
て
、
ど
こ
ま
で

も
武
士
に
向
け
た
書
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
序
文
冒
頭

に
、
三
民
が
「
天
下
の
三
宝
」
で
あ
る
と
い
う
兵
書
「
六
粕
」
(
文
粕
、

六
守
)
の
言
葉
が
掲
げ
ら
れ
、
三
民
に
た
い
す
る
「
士
」
、
す
な
わ
ち
武

士
の
存
在
理
由
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

素
行
に
よ
れ
ば
、
「
士
は
農
工
商
の
業
な
く
し
て
、
三
民
の
長
た
る
所
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以
の
も
の
は
、
他
な
し
、
能
く
身
を
修
め
心
を
正
し
く
し
て
、
国
を
治
め

天
下
を
平
か
に
す
れ
ば
な
り
」
(
四
八
一
頁
)
と
あ
る
よ
う
に
、
修
身
と

治
国
を
担
う
存
在
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
武
士
の
存
在
理
由
が
あ
る
と
い
う
。

も
し
こ
れ
が
で
き
な
い
な
ら
ば
、
「
天
の
賊
民
」
で
あ
る
と
非
難
さ
れ
る
。

士
は
君
の
禄
を
食
み
、
民
の
長
と
し
て
、
而
し
て
其
の
形
、
其
の
行
、

其
の
知
正
し
か
ら
ざ
る
と
き
は
、
則
ち
天
の
賊
民
な
り
。
尤
も
汗
辱

す
べ
き
の
至
り
な
り
。
(
四
八
二
頁
)

「
士
」
は
「
君
の
禄
」
を
食
む
、
農
工
商
の
「
三
民
の
長
」
と
し
て
の

武
士
で
あ
っ
て
、
中
国
の
士
大
夫
=
読
書
人
官
僚
で
は
な
か
っ
た
。
ち
な

み
に
、
「
孟
子
」
に
「
人
之
有
“
道
也
、
飽
食
媛
衣
逸
居
而
無
教
、
則
近
・
・

於
禽
獣
・
」
(
勝
文
公
上
篇
)
と
い
う
言
葉
が
あ
り
、
「
小
学
」
(
内
篇
、
立

教
第
こ
に
も
採
ら
れ
、
「
武
教
小
学
」
に
も
次
に
引
い
た
燕
居
の
一
節

の
割
注
に
引
か
れ
て
い
る
。

土
は
君
に
仕
ふ
る
と
雖
も
閑
暇
多
し
。
(
割
注
略
)
或
は
不
幸
に
し

て
未
だ
君
に
仕
へ
ず
、
或
は
父
母
を
早
く
没
し
、
及
び
遠
く
離
れ
て
、

朝
夕
の
勤
仕
を
得
ず
し
て
、
燕
居
休
暇
の
日
多
き
と
き
は
、
則
ち
其

の
志
怠
り
て
、
家
業
を
慎
ま
ず
、
殆
ど
禽
獣
に
類
す
。
【
孟
子
の
日

は
く
、
人
の
道
あ
る
や
、
飽
く
ま
で
食
ひ
、
暖
に
衣
、
逸
し
居
て
教

な
き
と
き
は
、
則
ち
禽
獣
に
近
し
】
(
四
八
七
頁
)

し
か
し
、
こ
こ
で
も
「
人
の
道
」
は
、
普
遍
的
な
人
間
一
般
で
は
な
く
、

ど
こ
ま
で
も
武
士
の
日
常
生
活
の
あ
り
方
に
関
わ
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
て

い
る
。
こ
れ
も
「
武
教
小
学
」
の
「
士
」
が
武
士
を
指
す
こ
と
に
規
定
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
武
士
の
存
在
理
由
の
言
説
は
、
後
に
見
る
よ
う
に
「
士
道
」

に
連
続
す
る
が
、
そ
れ
を
検
討
す
る
前
に
、
「
武
教
小
学
」
固
有
の
問
題

を
見
て
お
こ
う
。
こ
こ
で
の
問
題
と
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
理
念
的

に
は
「
小
学
」
が
普
遍
的
な
人
間
と
は
い
え
、
実
質
的
に
は
中
国
の
文
人

官
僚
を
想
定
し
て
い
た
の
に
た
い
し
て
、
「
武
教
小
学
」
が
武
士
の
た
め

に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
る
。
具
体
的
に
い
え
ば
、

素
行
が
朱
子
の
「
小
学
」
の
何
を
採
用
し
、
逆
に
何
を
採
用
し
な
か
っ
た

の
か
、
さ
ら
に
何
を
付
け
加
え
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

付
加
の
顕
著
な
例
は
、
先
の
冒
頭
の
「
六
粕
」
の
よ
う
に
、
「
小
学
」

に
は
な
い
兵
書
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
「
武
教
小
学
」
に
引
用
さ
れ
て
い

る
兵
書
は
、
「
六
粕
」
「
三
略
」
「
呉
子
」
で
あ
る
。
な
か
で
も
「
与
受
」

に
お
け
る
「
三
略
」
「
六
鉛
」
は
、
俸
禄
を
媒
介
に
す
る
君
臣
関
係
を
論

じ
て
い
て
、
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

軍
に
財
な
き
と
き
は
士
来
ら
ず
、
軍
に
賞
な
き
と
き
は
士
行
か
ず
。

香
餌
の
下
に
(
必
ず
)
懸
魚
あ
り
、
重
賞
の
下
に
必
ず
死
夫
あ
り
。

(
「
三
略
」
上
略
、
四
九
四
頁
所
引
)

魚
は
其
の
餌
を
食
っ
て
乃
ち
絹
を
牽
く
。
人
は
其
の
禄
を
食
み
て
乃

ち
其
の
君
に
服
す
。
(
「
六
粕
」
文
師
、
四
九
四
頁
所
引
)

こ
の
二
つ
の
引
用
だ
け
で
判
断
す
る
の
は
難
し
い
が
、
「
武
教
小
学
」

で
は
、
君
臣
関
係
が
天
性
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る

の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
推
測
を
す
る
の
は
、
俸
禄
を
媒
介
と
す
る

君
臣
関
係
が
、
後
年
の
士
道
論
で
は
鮮
明
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
素
行
は
君
臣
関
係
を
「
他
人
と
他
人
の
出

合
」
と
即
物
的
に
捉
え
て
い
た
。

凡
そ
君
臣
の
恩
、
其
の
初
を
云
ふ
と
き
は
、
我
れ
父
母
の
養
育
に
逢

ひ
て
養
を
豊
に
い
た
さ
れ
し
事
、
父
の
君
に
っ
か
へ
て
禄
を
得
る
に

よ
る
な
れ
ば
、
出
生
す
る
処
よ
り
已
に
君
恩
に
浴
す
。
君
臣
の
間
は

他
人
と
他
人
の
出
合
に
し
て
、
其
の
本
に
愛
恵
す
べ
き
ゆ
ゑ
ん
あ
ら

ざ
れ
ど
も
、
一
時
の
約
束
一
旦
の
思
入
を
以
て
、
其
の
禄
を
あ
た
へ

其
の
養
を
全
か
ら
し
む
。
こ
れ
に
因
っ
て
父
母
を
養
ひ
妻
子
を
は
ご

く
み
、
従
類
を
扶
助
し
知
音
を
助
長
せ
し
む
る
こ
と
、
併
せ
て
君
恩

に
あ
ら
ず
と
云
ふ
事
な
し
。
(
「
山
鹿
語
類
」
巻
一
三
、
全
集
巻
六
、

二
四
頁
)

君
臣
関
係
は
、
家
族
を
養
う
こ
と
の
で
き
る
俸
禄
を
媒
介
に
す
る
「
他

人
」
同
士
の
関
係
と
し
て
捉
え
る
考
え
方
は
、
す
で
に
「
武
教
小
学
」
に

現
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
こ
と
が
、
以
下
に
見
る
「
君
父
の

恩
情
」
と
い
う
「
武
教
小
学
」
の
一
つ
の
鍵
概
念
に
関
連
す
る
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
、
さ
ら
に
詳
し
く
見
て
み
よ
う
。
こ
の
「
君

父
の
恩
情
」
と
い
う
言
葉
が
見
え
る
の
は
、
「
夙
起
夜
寒
」
の
冒
頭
の
一

節
で
あ
る
。

凡
そ
士
た
る
の
法
は
、
先
づ
夙
に
起
き
て
、
盟
ひ
、
漱
ぎ
、
櫛
り
、

衣
服
を
正
し
、
用
具
を
佩
び
、
【
査
は
手
を
洗
ふ
な
り
、
漱
は
口
を

漱
ぐ
な
り
、
櫛
は
杭
る
な
り
、
用
具
と
は
腰
刀
・
扇
・
火
打
袋
の
類

な
り
、
一
能
く
平
旦
の
気
【
孟
子
に
出
で
た
り
】
を
養
っ
て
、
君
父

の
恩
情
を
体
認
し
、
今
日
の
家
業
を
思
ひ
量
り
、
「
身
体
髪
膚
之
れ

を
父
母
に
受
け
て
、
敢
へ
て
毀
ひ
傷
ざ
る
は
孝
の
始
な
り
。
身
を
立

て
道
を
行
ひ
て
名
を
後
世
に
揚
げ
、
以
て
父
母
を
顕
は
す
は
孝
の
終

り
な
る
」
こ
と
を
観
ふ
べ
し
。
(
四
八
五
頁
)

こ
の
一
節
は
、
「
小
学
」
内
篇
の
明
倫
第
二
を
下
敷
き
に
し
な
が
ら
、

武
士
に
ふ
さ
わ
し
い
独
自
な
注
意
を
与
え
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
朝
早
く

起
き
て
、
衣
服
や
刀
な
ど
の
身
づ
く
ろ
い
を
し
て
か
ら
、
「
君
父
の
恩
情
」

を
体
認
し
て
、
「
今
日
の
家
業
」
を
思
量
せ
よ
と
い
う
。

「
小
学
」
に
は
見
え
な
い
「
家
業
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
こ

と
は
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
素
行
が

「
君
父
の
恩
情
」
と
言
う
と
き
、
君
臣
関
係
の
「
君
」
と
、
父
子
関
係
の

「
父
」
と
の
間
で
、
ど
ち
ら
を
重
ん
じ
て
い
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
忠

と
孝
は
と
も
に
武
士
に
と
っ
て
の
道
徳
的
な
行
動
原
理
で
あ
っ
た
が
、

「
武
教
小
学
」
の
時
点
で
は
、
こ
の
忠
孝
の
う
ち
、
ど
ち
ら
を
優
先
し
て

い
た
の
だ
ろ
う
か
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
中
国
の
士
大
夫
を
想
定
す
る
朱

子
編
の
「
小
学
」
は
「
孝
」
を
優
先
す
る
の
だ
が
、
「
武
教
小
学
」
で
も

そ
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
朱
子
と
異
な
る
「
忠
」
優
先
の
考

え
方
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

注
目
す
べ
き
は
、
「
小
学
」
(
内
篇
、
明
倫
第
二
)
は
、
当
然
の
こ
と
な

が
ら
、
「
孝
経
」
の
「
身
体
髪
膚
」
の
一
節
を
引
い
て
い
る
が
、
「
武
教
小

学
」
で
も
冒
頭
に
そ
れ
を
引
照
し
て
、
孝
行
を
前
面
に
出
し
て
い
る
と
い

う
点
で
あ
る
。
実
際
、
「
武
教
小
学
」
が
父
子
関
係
を
重
視
し
て
い
る
こ

と
は
、
最
後
の
項
目
「
子
孫
教
戒
」
に
も
看
取
さ
れ
る
。

子
孫
の
恩
情
は
天
道
の
自
然
に
し
て
、
血
脈
相
続
の
成
る
所
な
り
。
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人
倫
の
厚
き
、
何
事
か
之
れ
に
及
か
ん
や
。
我
が
身
既
に
没
し
て
。

嗣
子
放
僻
な
る
と
き
は
、
則
ち
家
絶
え
身
滅
ぶ
。
何
ぞ
恩
愛
の
甚
し

き
を
以
て
、
教
戒
の
事
を
垂
れ
ざ
ら
ん
や
。
(
四
九
五
頁
)

こ
こ
で
は
「
君
父
の
恩
情
」
で
は
な
く
、
「
子
孫
の
恩
情
」
と
あ
る
。

こ
れ
は
明
ら
か
に
父
子
関
係
の
「
恩
情
」
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
「
武
教

小
学
」
で
「
君
父
の
恩
情
」
と
言
う
と
き
、
こ
の
「
恩
情
」
は
「
父
」
の

方
に
重
き
を
置
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

先
に
見
た
よ
う
に
「
武
教
小
学
」
で
は
「
六
輸
」
や
『
三
略
』
が
引
照

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
君
臣
関
係
は
「
財
」
「
禄
」
を
媒
介
と
す
る
ギ

ブ
ー
ア
ン
ド
ー
テ
イ
ク
の
関
係
と
し
て
即
物
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
て
、
天

性
の
も
の
だ
と
は
理
解
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
「
君
父
の
恩

情
」
と
い
っ
て
も
、
「
君
」
は
「
夙
起
夜
寒
」
に
か
か
わ
る
限
り
で
付
け

加
わ
っ
て
い
る
、
は
な
は
だ
位
置
づ
け
の
曖
昧
な
存
在
で
あ
る
と
い
え
る

だ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
「
武
教
小
学
」
に
お
い
て
は
、
武
士
の
行
動
の

根
拠
は
「
君
父
の
恩
情
」
「
子
孫
の
恩
情
」
に
あ
る
と
さ
れ
な
が
ら
も
、

実
質
的
に
は
、
親
孝
行
が
一
義
的
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
「
武

敦
小
学
」
が
「
夙
起
夜
霖
」
の
「
君
父
の
恩
情
」
に
始
り
、
「
子
孫
教
戒
」

の
「
子
孫
の
恩
情
」
に
終
る
の
も
、
こ
う
し
た
親
孝
行
を
一
義
と
す
る
考

え
か
ら
構
想
さ
れ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
士
道
篇
に
な
る
と
、
「
君
父
の
恩
情
」
は
消
え
る
。
±
1

篇
の
「
一
日
之
用
」
条
は
「
武
教
小
学
」
の
「
夙
起
夜
寒
」
に
相
当
す
る

箇
所
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
、
い
く
つ
か
の
些
細
で
は
あ
る
が
、
看
過
で

き
な
い
言
い
換
え
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

一
日
ノ
用
ヲ
案
ズ
ル
ニ
、
先
ヅ
夙
二
起
キ
テ
査
漱
櫛
リ
、
衣
服
ヲ
正

シ
用
具
ヲ
佩
ビ
、
ソ
ノ
容
貌
威
儀
ヲ
正
シ
ウ
シ
テ
静
坐
シ
、
手
ヲ
挑

シ
能
ク
平
旦
ノ
気
ヲ
養
ツ
テ
、
天
地
生
々
已
ム
ナ
キ
ノ
理
ヲ
省
ミ
ル

ベ
シ
。
而
シ
テ
君
父
ノ
恩
義
ヲ
体
認
シ
、
今
日
ノ
家
業
ヲ
思
量
シ
、

謹
ン
デ
、
身
体
髪
膚
コ
レ
ヲ
父
母
二
受
ケ
、
敢
ヘ
テ
毀
傷
セ
ザ
ル
ハ

孝
ノ
始
ナ
リ
、
身
ヲ
立
テ
道
ヲ
行
ナ
イ
名
ヲ
後
世
二
揚
ゲ
、
以
テ
父

母
ヲ
顕
ハ
ス
ハ
孝
ノ
終
ナ
リ
、
君
二
事
ヘ
テ
ソ
ノ
身
ヲ
委
ネ
、
人
ノ

為
二
謀
ツ
テ
忠
ナ
ラ
ザ
ル
カ
ヲ
観
フ
ニ
在
リ
。
(
「
山
鹿
語
類
」
巻
二

I
、
一
四
九
頁
)

「
君
父
の
恩
情
」
は
「
君
父
の
恩
義
」
に
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。
「
君

父
」
へ
の
「
恩
」
は
「
情
」
か
ら
「
義
」
に
変
化
し
、
『
武
教
小
学
』
で

は
「
身
体
髪
膚
」
の
「
孝
経
」
の
み
が
引
照
さ
れ
て
い
た
の
に
た
い
し
て
、

こ
の
一
節
と
と
も
に
「
論
語
」
(
学
而
篇
)
が
断
章
取
義
的
に
引
か
れ
て
、

君
と
忠
が
付
加
さ
れ
て
い
る
で
あ
る
。
こ
の
微
妙
な
言
い
換
え
の
裏
に
は
、

一
体
、
何
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

素
行
は
寛
文
年
間
、
朱
子
学
を
批
判
し
た
「
山
鹿
語
類
」
と
「
聖
教
要

録
」
(
と
も
に
寛
文
五
年
成
)
を
著
し
て
、
独
自
の
儒
学
体
系
と
し
て
の

聖
学
を
確
立
す
る
。
こ
の
う
ち
、
「
山
鹿
語
類
」
巻
二
一
は
「
士
道
」
と

題
さ
れ
、
彼
の
士
道
論
を
表
明
し
て
い
る
。
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ

の
士
道
篇
と
朱
子
学
時
代
に
書
か
れ
た
「
武
教
小
学
」
と
の
間
に
は
、
儒
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学
思
想
の
変
化
に
対
応
す
る
よ
う
な
変
化
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
共
通
点
を
見
て
み
よ
う
。
士
遺
篇
に
お
い
て
も
、
農
工
商
の
三
民

に
た
い
す
る
武
士
の
存
在
理
由
を
論
じ
て
い
る
点
で
、
「
武
教
小
学
」
と

変
わ
ら
な
い
。
三
民
に
た
い
す
る
統
治
者
と
し
て
の
武
士
=
「
士
」
意
識

は
連
続
し
て
い
る
。

凡
ソ
天
地
ノ
間
、
二
気
ノ
妙
合
ヲ
以
人
物
ノ
生
々
ヲ
遂
グ
、
人
八
万

物
ノ
霊
于
ン
テ
、
万
物
人
二
至
テ
尽
。
コ
こ
一
生
々
無
息
ノ
人
、
或

ハ
耕
シ
テ
食
ヲ
イ
ト
ナ
ミ
、
或
ハ
タ
ク
ミ
テ
器
物
ヲ
造
り
、
或
ハ
互

二
交
易
利
潤
セ
シ
メ
テ
天
下
ノ
用
ヲ
タ
ラ
シ
ム
、
是
農
工
商
不
゜
得
″

已
シ
テ
相
起
レ
リ
。
而
シ
テ
士
ハ
不
゜
耕
シ
テ
ク
ラ
イ
、
不
゛
造
シ
テ

用
イ
、
不
乙
冗
買
・
シ
テ
利
タ
ル
、
ソ
ノ
故
何
事
ソ
ヤ
。
我
今
日
此
身

ヲ
顧
ル
ニ
、
父
祖
代
々
弓
馬
ノ
家
二
生
レ
、
朝
廷
奉
公
ノ
身
タ
リ
、

彼
ノ
不
“
耕
不
“
造
不
゛
浩
ノ
士
タ
リ
。
士
ト
シ
テ
其
職
分
ナ
ク
ン
バ

不
“
可
゛
有
、
職
分
ア
ラ
ズ
シ
テ
食
用
足
シ
メ
ン
コ
ト
ハ
遊
民
ト
可
“

云
ト
、
一
向
心
ヲ
付
テ
我
身
二
付
テ
詳
二
省
リ
ミ
考
フ
ベ
シ
。
(
「
山

鹿
語
類
」
巻
二
I
、
三
一
頁
)

農
工
商
の
三
民
が
「
天
下
ノ
用
」
を
満
た
し
て
い
る
の
に
、
「
不
゜
耕
シ

テ
ク
ラ
イ
、
不
‰
乎
ン
テ
用
イ
、
不
乙
冗
買
・
シ
テ
利
タ
ル
、
ソ
ノ
故
何
事

ソ
ヤ
」
と
問
い
か
け
て
、
武
士
の
「
職
分
」
を
説
き
、
こ
の
「
職
分
」
を

果
た
さ
な
け
れ
ば
「
遊
民
」
で
あ
る
と
い
う
。
「
遊
民
」
は
ま
た
「
天
の

賊
民
」
と
さ
れ
、
こ
の
点
で
も
「
武
教
小
学
」
の
「
天
の
賊
民
」
意
識
と

連
続
し
て
い
る
。

サ
レ
バ
天
下
ノ
間
、
人
間
ハ
云
二
不
゛
及
、
鳥
獣
ノ
タ
グ
イ
、
魚
虫

ノ
イ
ヤ
シ
キ
、
草
木
ノ
非
情
ナ
ル
、
何
レ
カ
イ
タ
ヅ
ラ
ニ
シ
テ
天
性

ヲ
全
ス
ル
ヤ
。
鳥
獣
ハ
自
ラ
飛
走
シ
テ
食
ヲ
求
メ
、
魚
虫
ハ
游
昆
シ

テ
其
食
ヲ
尋
、
草
木
ハ
土
二
根
ザ
シ
ヲ
深
カ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
ナ
セ
リ
。

各
々
唯
食
ヲ
求
ム
ル
事
不
゛
暇
、
一
年
ノ
間
一
日
一
時
モ
飛
走
游
昆

ヲ
忘
ル
ヽ
事
ナ
シ
。
物
皆
然
リ
。
而
シ
テ
人
ノ
上
二
農
工
商
又
如
“

此
、
士
若
ツ
ト
メ
ズ
シ
テ
ー
生
ヲ
全
ク
可
゛
終
バ
、
天
ノ
賊
民
ト
云

ベ
シ
。
シ
カ
レ
バ
士
何
ゾ
職
業
ナ
カ
ラ
ン
ト
、
自
省
テ
士
ノ
職
分
ヲ

究
明
イ
タ
サ
ン
ニ
ハ
、
士
ノ
職
業
初
メ
テ
ア
ラ
ハ
ル
ペ
キ
ナ
リ
。

(
「
山
鹿
語
類
」
巻
二
I
、
三
一
上
二
二
頁
)

た
だ
、
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
武
士
の
存
在
理
由
は
「
武
教

小
学
」
で
は
門
弟
序
文
に
補
足
的
に
説
か
れ
て
い
た
の
に
た
い
し
て
、
士

道
篇
で
は
冒
頭
の
「
立
本
」
に
置
か
れ
て
中
核
的
な
位
置
を
占
め
て
い
る

点
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
士
遺
篇
が
「
武
教
小
学
」
と
決
定
的
に
異

な
っ
て
い
る
点
は
、
そ
の
武
士
の
存
在
理
由
が
「
職
分
」
と
し
て
説
か
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
武
士
た
る
も
の
、
己
の
「
職
分
」
を
自
覚
し
て
、

「
形
ニ
ハ
剣
戟
弓
馬
ノ
用
ヲ
タ
ラ
シ
メ
、
内
ニ
ハ
君
臣
朋
友
父
子
兄
弟
夫

婦
ノ
道
ヲ
ツ
ト
メ
テ
、
文
道
心
ニ
タ
リ
武
備
外
二
調
テ
」
(
同
右
、
三
二

頁
)
、
農
工
商
の
三
民
に
た
い
す
る
道
徳
的
な
模
範
=
「
師
」
(
同
右
、
三

二
頁
)
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
の
「
職
分
」
を
果
た
せ
な
い
も
の
は

「
天
の
賊
民
」
で
あ
っ
て
、
武
士
で
あ
る
こ
と
を
辞
め
ね
ば
な
ら
な
い
、

と
説
か
れ
て
い
る
。

こ
の
「
職
分
」
意
識
こ
そ
が
、
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

素
行
の
士
道
論
の
特
質
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
本
稿
で
指
摘
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し
た
い
こ
と
は
、
こ
の
「
職
分
」
が
「
武
士
道
」
と
い
う
言
葉
と
深
い
関

わ
り
を
持
っ
て
い
た
点
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
江
戸
期
の
武
士
道
論
を
考

え
る
う
え
で
、
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
「
武
士
道
」
は
江
戸
時
代
初
期

に
現
わ
れ
て
く
る
言
葉
で
あ
り
、
素
行
の
兵
学
上
の
師
で
あ
る
小
幡
景
憲

編
纂
の
「
甲
陽
軍
鑑
」
が
そ
の
初
出
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
素
行
は

景
憲
か
ら
兵
法
印
可
状
を
受
け
た
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
、
「
武
士
道
」

に
つ
い
て
の
相
当
な
理
解
が
あ
っ
た
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
だ
か
ら
こ
そ
、

'
素
行
は
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
に
受
容
せ
ず
に
、
「
職
分
」
と
言
い
換
え
て
い

る
の
で
あ
る
。

こ
の
「
武
士
道
」
か
ら
「
職
分
」
へ
の
転
換
が
鮮
や
か
に
示
さ
れ
て
い

る
の
は
、
ま
さ
に
「
武
士
道
」
の
語
が
出
て
く
る
「
甲
陽
軍
鑑
」
の
書
き

換
え
で
あ
る
(
下
線
は
筆
者
)
。

有
時
、
土
屋
右
衛
門
丞
が
高
坂
弾
正
に
と
つ
て
い
わ
く
、
奉
公
人
の

武
道
の
た
し
な
め
、
と
申
せ
バ
、
喧
嘩
ず
き
に
な
る
。
い
か
に
も
人

よ
く
せ
よ
、
と
申
せ
バ
、
武
士
道
ぶ
心
が
け
に
な
る
。
此
間
ハ
何
と

し
め
し
て
家
風
を
よ
く
仕
ら
ん
。
ね
が
わ
く
は
、
高
坂
弾
正
殿
分
別

を
き
か
ん
と
い
へ
ば
、
高
坂
い
わ
く
、
別
の
事
な
し
。
奉
公
人
の
ぎ

や
う
ぎ
さ
ほ
う
、
面
々
が
こ
し
に
さ
す
刀
・
脇
指
の
ご
と
く
に
仕
れ
、

と
仕
置
な
さ
れ
よ
。
子
細
は
、
刀
・
脇
指
よ
く
と
ぎ
て
、
其
の
上
に

よ
く
は
を
さ
す
ハ
、
人
き
ら
ん
と
申
す
事
な
れ
共
、
つ
ね
ハ
、
さ
や

を
せ
ね
ば
さ
ヽ
れ
申
さ
ず
候
。
人
を
切
も
の
と
て
、
つ
ぶ
み
に
し
て

さ
ゝ
ば
、
さ
す
人
も
あ
や
ま
ち
を
い
た
し
、
刀
・
脇
指
も
く
さ
り
て
。

や
う
に
た
ヽ
ず
、
う
ち
く
づ
し
て
く
ぎ
に
う
ち
て
、
後
ハ
す
た
ら
ん
。

あ
や
ま
ち
す
ま
じ
き
と
て
、
ぬ
け
ぬ
や
う
に
さ
や
に
お
し
こ
み
、
よ

く
と
ぎ
た
て
る
と
て
、
お
し
ミ
て
は
も
す
け
ず
候
ハ
ヾ
、
な
ま
ぎ
れ

に
て
又
す
た
ら
ん
。
し
ょ
せ
ん
、
よ
く
と
ぎ
て
、
よ
く
は
を
付
て
、

よ
く
さ
や
を
し
て
、
よ
く
ぬ
け
る
や
う
に
、
あ
ま
り
は
や
う
も
な
く

な
さ
れ
、
さ
し
て
こ
そ
ほ
ん
の
事
な
れ
。
其
中
に
、
こ
脇
指
を
ば
、

ち
と
ぬ
け
か
ぬ
る
ほ
ど
に
つ
め
て
さ
し
給
へ
。
閔
し
き
所
に
て
わ
れ

し
ら
ず
あ
つ
れ
バ
、
よ
き
人
に
ハ
ひ
だ
ち
を
う
つ
、
悪
キ
人
を
ば
そ

し
る
、
其
故
か
く
の
ご
と
し
。
扨
又
、
奉
公
人
の
、
行
儀
た
し
な
ミ

す
ぎ
て
、
喧
嘩
ず
き
ハ
、
刀
・
脇
指
を
つ
ぶ
み
に
て
さ
す
と
お
な
じ

事
、
人
あ
い
よ
き
と
て
、
ぶ
心
が
け
に
な
る
ハ
、
は
も
つ
け
ず
し
て

さ
し
て
、
な
ま
ぎ
れ
に
て
す
て
ら
る
ヽ
心
也
。
(
「
甲
陽
軍
鑑
」
巻
一

五
)

或
る
時
甲
陽
の
土
屋
、
高
坂
に
尋
ね
け
る
は
、
武
の
つ
と
め
は
士
の

職
也
と
い
へ
ど
も
、
人
に
武
道
を
た
し
な
め
と
云
へ
ば
喧
嘩
数
奇
に

I

な
る
、
作
法
を
よ
く
せ
よ
と
云
へ
ば
武
士
の
職
分
無
心
懸
に
な
り
て

I職
業
を
勤
め
ず
、
此
の
仕
様
あ
ら
ん
や
と
云
ふ
。
高
坂
云
ふ
、
唯
だ

面
々
が
腰
に
指
す
刀
脇
指
の
如
く
に
仕
れ
と
教
へ
て
可
¨
然
、
子
細

は
、
刀
脇
指
と
ぎ
て
は
を
付
け
て
指
す
は
人
を
可
゛
切
た
め
な
れ
ど

も
、
常
に
さ
や
を
せ
ね
ば
さ
さ
れ
ず
、
人
を
切
る
物
と
て
、
常
に
ぬ

き
み
に
て
さ
さ
ば
、
さ
す
人
も
あ
や
ま
ち
を
致
し
、
刀
脇
指
も
さ
び

く
さ
り
て
用
に
不
゛
立
、
あ
や
ま
ち
す
ま
じ
き
と
て
は
不
゛
付
ば
な
ま

ぎ
れ
な
る
べ
し
、
所
詮
と
ぎ
て
は
を
付
け
て
鞘
を
し
て
、
余
り
は
や
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う
な
き
如
く
に
し
て
さ
す
こ
そ
本
の
事
な
れ
、
武
道
家
職
な
り
と
て
、

嗜
み
過
ぎ
て
喧
嘩
ず
き
は
刀
を
ぬ
き
み
に
て
指
す
と
同
じ
、
無
心
懸

に
な
る
は
刃
を
不
゛
付
し
て
な
ま
ぎ
れ
な
る
也
と
、
高
坂
云
へ
り
と

に
や
。
(
「
山
鹿
語
類
」
巻
二
二
、
全
集
七
、
一
六
八
頁
)

『
甲
陽
軍
鑑
』
の
「
武
士
道
」
は
、
自
己
抑
制
で
き
る
武
士
を
想
定
し

て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
抜
身
の
刀
を
そ
の
ま
ま
指
す
の
で
は
な
く
、

鞘
に
収
め
て
お
け
と
、
喧
嘩
の
よ
う
な
場
で
、
己
の
名
誉
心
を
賭
け
て
衝

動
的
な
行
動
に
走
る
こ
と
を
戒
め
て
い
る
。
よ
り
端
的
に
は
、
「
法
度
よ

ろ
ず
の
善
悪
し
ら
ざ
る
人
ハ
、
む
さ
ぼ
り
て
、
武
士
道
を
わ
き
へ
な
し
、

ら
ん
ど
り
計
に
ふ
け
り
、
人
を
討
べ
き
心
い
さ
ヽ
か
も
な
く
し
て
、
ぶ
心

懸
が
け
な
り
」
(
巻
ヱ
ハ
)
と
、
法
度
に
従
う
規
律
正
し
い
行
動
を
「
武

士
道
」
に
適
っ
た
も
の
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
抑
制
し
た
行
動
は
先
に
見

た
「
武
教
全
書
」
の
一
節
に
重
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

自
身
に
対
す
る
高
名
誉
の
儀
之
れ
有
り
と
雖
も
、
公
儀
の
御
為
に
対

し
然
る
べ
か
ら
ざ
る
儀
は
、
許
容
致
す
べ
か
ら
ざ
る
事
。
付
御
下
知

の
儀
其
の
身
に
於
い
て
、
当
分
宜
し
か
ら
ざ
る
に
似
た
り
と
雖
も
、

御
為
に
於
い
て
忠
節
た
る
べ
き
事
は
、
他
人
の
嘲
り
を
顧
み
る
べ
か

ら
ざ
る
事
。
(
前
掲
「
武
教
全
書
」
巻
四
)

「
武
教
全
書
」
で
は
、
は
っ
き
り
と
「
公
儀
」
の
た
め
に
抑
制
せ
よ
、

と
目
標
が
明
確
化
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
自
己
の
「
高
名
誉
」
よ
り
も

「
公
儀
」
の
「
御
下
知
」
に
従
う
こ
と
が
、
た
と
え
「
当
分
宜
し
か
ら
ざ

る
」
「
他
人
の
嘲
り
」
を
甘
受
せ
ね
ば
な
ら
な
い
に
し
て
も
、
道
徳
的
に

正
し
い
行
動
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
「
甲
陽
軍
鑑
」
に
お
い
て
論
争

と
な
る
喧
嘩
両
成
敗
法
を
正
当
化
す
る
論
理
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
素
行
は
こ
の
よ
う
な
「
武
士
道
」
を
「
職
分
」
に
言
い
換

え
て
い
る
。
そ
れ
は
結
論
的
に
い
え
ば
、
自
己
の
名
誉
感
情
を
も
抑
制
す

る
自
己
統
御
を
「
三
民
」
に
た
い
す
る
武
士
の
責
任
感
に
よ
っ
て
義
務
化

し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
「
武
士
道
」
で
は
な
く
、
「
職
分
」
と
言
い
換
え

る
こ
と
で
、
自
己
統
御
は
持
続
的
な
武
士
の
義
務
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

な
ぜ
「
武
士
道
」
で
は
な
く
、
「
職
分
」
と
言
い
換
え
た
か
と
い
え
ば
、

「
武
士
道
」
は
戦
闘
場
面
で
の
行
動
を
一
義
と
し
て
、
軍
事
に
関
係
の
な

い
役
職
を
否
定
す
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に

「
武
士
道
」
に
は
、
主
観
的
な
名
誉
感
情
や
衝
動
を
そ
の
ま
ま
認
め
て
し

ま
う
よ
う
な
危
険
性
、
一
時
的
な
武
士
の
名
誉
心
に
賭
け
る
行
動
を
正
当

化
し
て
し
ま
う
可
能
性
が
孕
ま
れ
て
い
た
た
め
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
こ
の
点
、
「
武
士
道
」
の
語
義
分
析
を
加
え
て
、
よ
り
詳
細
な
検
討

が
必
要
だ
が
、
こ
こ
で
は
素
行
の
士
道
篇
を
さ
ら
に
見
て
み
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
「
武
教
小
学
」
に
お
い
て
も
、
「
閑
な
る
と
き
は
、
則
ち
今

日
の
行
事
を
顧
み
、
暇
あ
る
と
き
は
、
則
ち
書
伝
を
披
き
て
士
の
正
道
を

考
へ
、
義
不
義
の
行
を
知
る
」
(
四
八
六
頁
)
、
「
士
の
恒
に
語
る
べ
き
も

の
は
、
義
不
義
の
論
、
古
戦
場
の
事
、
古
今
勇
義
の
行
、
時
代
武
義
の
盛

衰
、
皆
議
論
し
て
今
日
の
非
を
戒
む
べ
し
」
(
四
八
八
頁
)
の
よ
う
に
、

義
と
不
義
と
の
弁
別
を
絶
え
ず
意
識
せ
よ
と
い
う
戒
め
は
あ
っ
た
。
し
か

し
、
そ
の
「
義
不
義
」
の
実
体
は
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
し
、
そ
の
「
義

不
義
」
を
弁
別
す
る
方
法
も
「
皆
議
論
」
す
る
と
い
う
以
上
に
具
体
的
に

語
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
士
道
篇
で
は
、
こ
の
「
義
利
」
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の
弁
が
大
き
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。

大
丈
夫
存
心
ノ
エ
夫
、
唯
在
゛
弁
・
・
義
利
之
間
・
而
已
、
君
子
小
人
ノ

差
別
、
王
道
覇
者
之
異
論
、
ス
ベ
テ
義
ト
利
ト
ノ
間
二
有
゛
之
也
。

イ
カ
ナ
ル
ヲ
カ
義
ト
云
ハ
ン
ト
ナ
ラ
バ
、
内
二
省
リ
ミ
テ
有
゛
所
゛
一
羞

畏
・
、
処
゛
事
而
後
自
謙
、
是
ヲ
義
ト
云
ベ
シ
。
イ
カ
ナ
ル
ヲ
カ
利
ト

云
ハ
ン
ト
ナ
ラ
バ
、
内
縦
゛
欲
而
外
従
一
一
其
安
逸
一
、
コ
レ
ヲ
利
ト
云

ベ
シ
。
(
「
山
鹿
語
類
」
巻
二
I
、
四
一
~
四
二
頁
)

内
に
省
み
て
恥
ず
か
し
く
な
い
行
動
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。

素
行
は
言
う
。

自
ノ
身
ヲ
利
ス
ル
コ
ト
ヲ
好
ム
ハ
、
是
又
天
下
同
情
子
ン
テ
、
聖
人

君
子
ハ
軽
重
ヲ
能
弁
ズ
。
軽
重
ト
云
ハ
、
君
父
兄
師
夫
ハ
我
タ
メ
ニ

重
シ
、
臣
子
弟
幼
婦
ハ
我
ガ
タ
メ
ニ
カ
ロ
シ
、
天
下
国
家
ハ
身
ヨ
リ

モ
重
、
視
聴
言
動
ハ
心
ヨ
リ
軽
シ
。
此
軽
重
ヲ
詳
二
究
理
ス
ル
ト
キ

ハ
、
惑
コ
こ
一
止
ム
ベ
シ
。
(
同
右
、
四
二
頁
)

自
己
の
利
を
好
む
の
は
「
天
下
同
情
」
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
利
己
心

を
抑
制
し
て
、
自
己
よ
り
も
重
ん
ず
る
「
君
父
兄
師
夫
」
の
た
め
に
行
動

す
る
こ
と
が
「
義
」
で
あ
る
。
不
断
に
事
物
の
軽
重
を
熟
慮
し
て
行
動
す

べ
き
で
あ
っ
て
、
客
観
的
な
事
物
の
軽
重
是
非
を
考
量
す
る
方
法
が
、
素

行
に
と
っ
て
の
格
物
致
知
で
あ
っ
た
。
士
道
篇
で
は
、
も
ち
ろ
ん
言
語
応

接
・
行
住
坐
臥
な
ど
の
日
常
生
活
を
厳
格
に
律
す
る
こ
と
は
「
武
教
小
学
」

と
同
様
に
武
士
に
求
め
ら
れ
て
い
る
が
(
士
道
篇
で
は
「
詳
威
儀
」
で
詳

細
に
定
型
化
さ
れ
て
い
る
)
、
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
以
上
の
格
物

致
知
に
よ
る
熟
慮
あ
る
行
動
が
武
士
に
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
点
、
朱
子
の
言
葉
に
従
え
ば
、
「
事
」
か
ら
「
理
」
に
重
点

が
移
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
朱
子
は
、
「
古
者
、
初
年
入
一
一
小
学
・
、

只
是
教
゛
之
以
い
事
、
如
二
礼
楽
射
御
数
及
孝
弟
忠
信
之
事
・
、
自
一
年
六
七
一

入
・
大
学
・
、
然
後
教
゛
之
以
レ
理
、
如
f
致
レ
知
格
“
物
及
所
・
“
・
以
為
‘
・
忠
信
孝

弟
・
者
上
」
(
「
朱
子
語
類
」
巻
七
、
小
学
)
と
説
い
て
い
た
が
、
こ
の
成
長

段
階
説
を
と
れ
ぱ
、
武
士
に
求
め
ら
れ
る
要
求
水
準
は
、
「
武
教
小
学
」

で
は
「
事
」
の
次
元
の
「
小
学
」
段
階
に
留
ま
っ
て
い
た
の
に
た
い
し
て
、

士
道
篇
で
は
「
理
」
の
次
元
の
「
大
学
」
段
階
に
ま
で
高
く
な
っ
た
の
で

あ
る
。

こ
の
格
物
致
知
に
つ
い
て
い
え
ば
、
「
武
教
小
学
」
で
は
、
危
急
の
変

時
に
ど
の
よ
う
な
行
動
を
し
た
か
で
、
武
士
の
真
価
が
問
わ
れ
る
の
だ
か

ら
、
「
行
住
坐
臥
」
の
日
常
の
礼
儀
を
慎
み
、
い
つ
も
緊
張
感
を
も
っ
て

「
放
心
」
す
る
な
と
説
か
れ
て
い
た
。

凡
そ
士
た
る
の
道
は
、
行
住
及
び
坐
臥
、
暫
く
も
放
心
す
る
と
き
は
、

則
ち
必
ず
変
に
臨
ん
で
常
を
失
ふ
。
一
生
の
恪
勤
一
事
に
於
て
閥
滅

す
べ
し
。
変
の
至
る
や
知
る
べ
か
ら
ざ
る
と
き
は
、
則
ち
豊
怠
る
べ

け
ん
や
。
(
『
武
教
小
学
』
、
四
八
九
頁
)

し
か
し
、
そ
れ
は
心
が
け
以
上
の
大
ま
か
な
戒
め
で
し
か
な
か
っ
た
が
、

士
道
篇
で
は
も
っ
と
精
密
に
な
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

義
利
ノ
弁
ヲ
詳
ニ
ス
ル
時
ハ
存
≒
心
シ
テ
不
゜
放
、
義
利
ノ
弁
ヲ
不
゛

知
時
ハ
、
情
欲
一
タ
ビ
動
ク
ト
キ
我
好
悪
ニ
ウ
バ
ワ
レ
テ
心
コ
ー
ー

不
¨
存
也
。
(
『
山
鹿
語
類
』
巻
二
ぺ
四
四
頁
)

義
と
利
を
弁
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
心
の
主
体
性
は
確
保
さ
れ
る
。
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義
と
利
と
の
違
い
を
見
失
う
な
、
そ
の
た
め
に
は
、
格
物
究
理
が
緊
要
で

あ
る
、
と
素
行
は
繰
り
返
す
の
で
あ
る
。
「
山
鹿
語
類
」
の
な
か
の
少
し

長
い
引
用
だ
が
、
格
物
致
知
の
実
際
を
見
る
た
め
に
例
示
し
て
み
よ
う
。

師
答
一
一
伊
藤
某
甲
・
書
日
は
く
、
来
書
に
所
゛
謂
二
六
時
中
忠
節
の
義

に
心
を
ひ
た
し
そ
め
、
毛
頭
自
分
の
利
害
身
持
私
の
外
聞
に
不
“
拘
、

忠
節
の
道
に
は
人
の
毀
誉
に
も
一
命
に
も
か
ふ
間
敷
と
、
深
く
思
入

る
事
根
本
也
。
如
゛
此
ば
君
の
た
め
な
ら
ん
こ
と
、
い
か
は
ど
も
分

別
に
可
゛
出
、
左
な
き
と
き
は
、
大
体
斗
り
忠
節
の
ご
と
く
に
て
、

不
¨
入
枝
葉
の
吟
昧
だ
て
に
な
り
、
実
は
少
し
も
主
人
の
た
め
に
成

る
ま
じ
き
の
旨
、
建
に
深
切
の
言
と
可
゛
謂
也
。
但
し
言
は
あ
ま
り

あ
っ
て
、
其
の
事
理
に
不
゛
通
所
あ
り
、
自
分
の
利
害
に
か
ま
は
ず
、

外
聞
に
か
か
は
ら
ず
、
人
の
毀
誉
に
不
゛
動
、
一
命
を
も
塵
芥
に
比

し
っ
べ
か
ら
ん
と
は
、
た
れ
も
た
れ
も
思
ひ
も
し
云
ひ
も
す
る
と
い

へ
ど
も
、
其
の
間
に
お
い
て
実
地
の
忠
を
不
｀
・
究
理
一
と
き
は
、
自
分

の
利
害
を
軽
ん
ず
る
こ
と
を
立
て
、
人
に
あ
た
る
こ
と
多
く
、
人
の

そ
こ
な
ひ
と
な
る
こ
と
あ
り
。
外
聞
に
か
ま
は
ざ
る
と
云
ひ
て
、
人

の
嘲
り
世
の
た
め
し
と
な
っ
て
、
十
目
所
゛
視
十
手
所
゛
指
を
か
へ
り

み
ざ
ら
ん
事
、
又
主
人
の
た
め
な
ら
ず
。
然
れ
ば
利
害
の
間
に
お
い

て
忠
を
分
別
し
、
毀
誉
の
間
に
お
い
て
其
の
是
非
を
弁
ず
る
、
是
れ

を
究
理
と
云
ふ
べ
し
。
世
間
に
、
君
の
た
め
に
百
年
の
命
を
拠
ち
、

国
郡
を
棄
て
、
万
鍾
の
禄
を
軽
ん
ず
る
の
輩
多
し
と
い
へ
ど
も
、
其

の
志
は
ふ
か
く
、
其
の
事
は
忠
に
似
て
忠
に
あ
ら
ざ
る
の
者
多
け
れ

ば
、
忠
節
と
云
ふ
心
を
朝
暮
工
夫
学
習
あ
っ
て
、
其
の
実
地
に
得
入

あ
ら
ん
事
、
是
れ
人
臣
の
大
任
也
。
其
の
実
地
を
不
“
得
し
て
は
、

い
づ
れ
を
本
と
も
い
づ
れ
を
枝
葉
と
も
わ
き
ま
へ
が
た
し
。
本
を
不
゛

知
し
て
は
、
枝
葉
と
思
へ
る
事
に
根
本
あ
る
こ
と
を
不
゛
知
に
至
る

也
。
命
は
人
の
本
也
、
禄
は
外
宝
の
根
也
と
い
へ
ど
も
、
禄
を
す
て

命
を
軽
ん
ず
る
を
必
ず
忠
と
は
難
し
二
。
若
し
忠
の
実
を
不
゛
得
し
て

死
を
軽
く
せ
ば
、
狂
人
の
自
ら
く
び
れ
、
夏
虫
の
火
に
入
り
て
死
し
、

鳥
獣
の
さ
し
あ
た
る
餌
を
求
め
て
其
の
た
く
は
へ
な
き
に
も
同
じ
か

る
べ
き
也
。
人
々
皆
忠
を
口
に
云
ひ
て
忠
の
実
を
得
る
も
の
な
き
は
、

学
習
す
る
処
不
゛
切
が
ゆ
ゑ
と
可
゛
知
也
。
次
に
忠
の
志
深
く
ば
主
君

の
た
め
な
ら
ん
こ
と
分
別
に
可
゛
出
と
の
言
、
是
れ
又
其
の
弊
あ
り
。

思
う
て
不
゛
学
と
き
は
其
の
事
く
ら
き
も
の
也
。
忠
の
志
深
く
し
て

忠
の
つ
と
め
を
不
゛
解
ば
、
つ
ひ
に
は
其
の
事
も
分
別
に
可
'
出
也
。

志
深
し
と
云
へ
ど
も
不
゛
学
と
き
は
、
其
の
事
不
“
通
も
の
也
と
可
“

知
也
。
(
「
山
鹿
語
類
」
巻
一
三
、
全
集
六
、
四
〇
～
四
一
頁
)

素
行
に
よ
れ
ば
、
「
自
分
の
利
害
に
か
ま
は
ず
、
外
聞
に
か
か
は
ら
ず
、

人
の
毀
誉
に
不
゛
動
、
一
命
を
も
塵
芥
に
比
し
つ
べ
か
ら
ん
と
は
、
た
れ

も
た
れ
も
思
ひ
も
し
云
ひ
も
す
る
」
が
、
そ
れ
は
「
実
地
」
の
場
で
は
、

と
ん
で
も
な
い
間
違
い
を
犯
す
こ
と
に
な
る
。
「
所
謂
二
六
時
中
忠
節
の

義
に
心
を
ひ
た
し
そ
め
」
「
深
く
思
入
る
事
」
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
だ
け

で
「
実
地
」
の
場
で
適
切
な
行
動
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
ど
こ
ま
で

も
「
利
害
の
間
に
お
い
て
忠
を
分
別
し
、
毀
誉
の
間
に
お
い
て
其
の
是
非

を
弁
ず
る
」
熟
慮
が
必
要
で
あ
る
。

世
間
に
多
い
「
君
の
た
め
に
百
年
の
命
を
拠
ち
、
国
郡
を
棄
て
、
万
鍾
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の
禄
を
軽
ん
ず
る
の
輩
」
は
、
「
狂
人
の
自
ら
く
び
れ
、
夏
虫
の
火
に
入

り
て
死
し
、
鳥
獣
の
さ
し
あ
た
る
餌
を
求
め
て
其
の
た
く
は
へ
な
き
に
も

同
じ
か
る
べ
き
也
」
で
あ
る
と
い
う
素
行
の
激
し
い
非
難
に
は
、
口
先
で

忠
義
を
唱
え
る
だ
け
で
、
結
局
、
「
利
害
の
間
」
の
「
実
地
」
に
お
い
て

は
、
「
忠
の
実
」
を
失
っ
て
し
ま
う
者
、
主
観
的
な
「
志
」
の
深
さ
だ
け

を
追
求
し
て
、
客
観
的
な
「
利
害
の
間
」
の
事
実
に
目
を
向
け
な
い
武
士

に
た
い
す
る
強
い
嫌
悪
感
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
非
難
は
ま
た
先
に

見
た
、
「
武
教
全
書
」
の
「
ぬ
け
が
け
」
す
る
衝
動
的
な
「
血
気
の
勇
」

に
た
い
す
る
嫌
悪
感
と
等
し
い
も
の
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
と
も
か
く
も
、
こ
こ
で
大
事
な
こ
と
は
、
「
禄
を
す
て
命
を
軽

ん
ず
る
」
忠
と
区
別
さ
れ
た
「
忠
の
実
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
従
来
か

ら
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
素
行
が
「
忠
の
実
」
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
た

ん
に
主
君
個
人
で
は
な
く
、
「
国
家
」
へ
の
忠
を
指
し
て
い
た
。

今
以
へ
ら
く
、
忠
の
字
都
て
人
の
為
に
謀
り
来
り
、
国
家
天
下
の
為

に
し
て
、
其
の
私
を
利
せ
ず
、
其
の
己
れ
を
有
せ
ず
。
是
れ
公
共
底

の
忠
な
り
。
信
は
只
だ
慧
実
に
し
て
、
言
事
の
間
、
実
を
以
て
虚
妄

詐
偽
に
渉
ら
ざ
る
の
謂
な
り
。
人
の
情
、
事
物
を
謀
る
に
皆
己
れ
を

利
せ
ん
こ
と
を
欲
す
。
其
の
格
物
致
知
の
未
だ
詳
な
ら
ざ
る
は
、
君

長
を
利
す
る
を
以
て
忠
と
為
す
。
是
れ
其
の
私
を
利
す
る
こ
と
を
知

ら
ざ
る
な
り
。
凡
そ
其
の
謀
為
国
家
天
下
人
物
に
於
て
し
て
、
乃
ち

其
の
施
及
す
る
所
を
極
め
尽
し
て
、
而
も
私
を
利
す
る
所
な
し
、
是

れ
忠
の
大
な
る
所
な
り
。
其
の
為
す
所
此
の
如
く
太
だ
公
に
し
て
欺

偽
せ
ず
、
是
れ
信
の
重
き
所
な
り
。
(
「
山
鹿
語
類
」
巻
三
七
、
全
集

九
、
五
一
〇
～
五
一
一
頁
)

「
君
長
を
利
す
る
」
私
利
の
忠
と
、
「
国
家
天
下
の
為
」
の
「
公
共
底
の

忠
」
を
弁
別
す
る
こ
と
が
格
物
致
知
な
の
で
あ
る
。
前
者
は
ま
さ
に
、

「
君
の
た
め
に
百
年
の
命
を
撮
ち
、
国
郡
を
棄
て
、
万
鍾
の
禄
を
軽
ん
ず

る
の
輩
」
が
口
先
で
唱
え
る
忠
義
立
て
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
後
者
は
、

自
己
の
利
欲
を
抑
制
し
て
、
「
国
家
天
下
」
の
た
め
に
冷
静
沈
着
に
「
利

害
の
間
」
を
穿
盤
し
て
行
動
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
素
行
の
求
め
た
武

士
は
、
こ
う
し
た
自
己
の
主
観
的
な
感
情
を
抑
制
し
て
、
「
国
家
天
下
」

の
利
害
を
謀
る
武
士
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
こ
う
し
た
自
己
の
「
利
」
を
抑
制
す
る
こ
と
に
関
連
し
て
、
素
行

が
、
父
子
の
「
恩
」
よ
り
も
「
君
臣
」
の
「
義
」
を
重
ん
じ
て
い
る
こ
と

は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

父
母
は
恩
を
以
て
主
と
し
、
君
臣
は
義
を
以
て
主
と
す
。
恩
は
天
性

の
自
然
に
し
て
不
゛
得
゛
止
の
処
あ
り
、
義
は
今
日
の
上
に
お
い
て
つ

と
め
行
ふ
を
以
て
業
と
す
。
さ
れ
ば
戦
場
に
臨
ん
で
父
う
た
れ
兄
討

死
せ
ば
、
恩
愛
の
沸
は
と
ど
ま
る
べ
か
ら
ざ
れ
ど
も
、
涙
を
抑
へ
て

戈
を
に
な
ふ
は
、
義
を
以
て
恩
に
泥
ま
ざ
れ
ば
也
。
す
ぺ
て
恩
義
の

間
、
或
は
さ
き
ん
じ
或
は
お
く
る
る
と
い
へ
ど
も
、
詳
に
不
゛
計
と

き
は
必
ず
ま
ど
ふ
こ
と
あ
り
。
(
「
山
鹿
語
類
」
巻
一
八
、
全
集
六
、

四
六
三
頁
)

「
義
を
以
て
恩
に
泥
」
ま
な
い
態
度
が
素
行
の
求
め
る
武
士
で
あ
っ
た
。

先
に
見
た
よ
う
に
「
武
教
小
学
」
で
は
「
君
父
の
恩
情
」
と
さ
れ
、
父
子

の
「
恩
情
」
が
重
視
さ
れ
て
い
た
箇
所
が
、
士
道
篇
で
は
「
君
父
の
恩
義
」
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に
言
い
換
え
ら
れ
た
の
も
、
こ
の
君
臣
の
「
義
」
優
先
の
考
え
が
士
道
篇

で
は
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
と
関
連
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
、
父
子
関
係
の
「
涙
」
を
含
ん
だ
ウ
ェ
ッ
ト
な
「
温
情
」
で
は
な

く
、
「
他
人
と
他
人
の
出
合
」
で
あ
る
即
物
的
な
君
臣
関
係
の
な
か
で
醒

め
た
「
義
」
が
一
義
的
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
士
道
篇
で
造
型
さ
れ
た
「
大
丈
夫
」
と
は
、
利
己
心
を
抑

制
し
自
己
統
御
で
き
る
卓
爾
と
し
た
武
士
で
あ
っ
た
。
も
と
も
と
「
大
丈

夫
」
と
は
、
孟
子
の
「
富
貴
不
゛
能
¨
淫
、
貧
賤
不
″
能
″
移
、
威
武
不
¨
能
¨

屈
、
此
之
謂
一
決
丈
夫
・
」
(
勝
文
公
下
篇
)
に
出
典
が
あ
る
が
、
士
道
篇

で
は
、
「
大
丈
夫
」
は
そ
の
精
神
に
お
い
て
、
「
度
量
」
「
志
気
」
「
温
籍
」

「
風
度
」
「
弁
義
利
」
「
安
命
」
「
清
廉
」
「
正
直
」
「
剛
操
」
の
徳
を
も
つ
武

士
の
理
想
像
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
「
士
ハ
ソ
ノ
至
レ
ル
天
下
ノ
大
事

ヲ
ウ
ケ
テ
、
其
大
任
ヲ
自
由
ニ
イ
タ
ス
心
ア
ラ
ザ
レ
バ
、
度
量
不
¨
寛
シ

テ
セ
バ
セ
バ
シ
キ
ニ
ナ
リ
ヌ
ベ
シ
」
(
『
山
鹿
語
類
』
巻
二
一
、
三
七
頁
)
、

「
志
気
ト
云
ハ
、
大
丈
夫
ノ
志
ザ
ス
処
ノ
気
節
ヲ
云
ヘ
リ
」
(
同
右
、
三
八

頁
)
、
「
大
丈
夫
ノ
度
量
寛
二
気
節
大
ナ
ル
ハ
、
自
然
二
温
潤
ノ
処
ア
リ
ヌ

ベ
キ
也
」
(
同
右
、
四
〇
頁
)
、
「
聊
モ
カ
ク
レ
タ
ル
処
ナ
キ
風
情
、
是
ソ

大
丈
夫
ノ
風
度
ト
云
ベ
キ
也
」
(
同
右
、
四
一
頁
)
、
「
大
丈
夫
存
心
ノ
工

夫
、
唯
在
¨
弁
゜
義
利
之
間
・
而
已
」
(
同
右
、
四
一
頁
)
、
「
大
丈
夫
常
二
此

天
命
安
ン
ジ
テ
、
富
貴
卜
云
ド
モ
ホ
コ
ル
不
゛
可
、
是
天
ノ
命
也
」
(
同
右
、

四
七
頁
)
、
「
大
丈
夫
内
清
廉
ヲ
守
ラ
ザ
レ
バ
、
公
ニ
ツ
カ
エ
父
兄
ニ
シ
タ

ガ
ツ
テ
、
利
害
コ
ー
一
萌
シ
テ
天
性
ノ
心
ヲ
放
シ
失
ツ
ベ
シ
」
(
同
右
、

四
七
頁
)
、
「
大
丈
夫
ノ
世
二
立
、
正
直
ナ
ラ
ズ
ン
バ
不
¨
可
゛
有
也
」
(
同

右
、
四
九
頁
)
、
「
大
丈
夫
ノ
世
二
在
ル
、
剛
操
ノ
志
ア
ラ
ザ
レ
バ
心
ヲ
存

ス
ル
コ
ト
不
゛
能
也
」
(
同
右
、
四
九
頁
)
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら

の
徳
目
の
う
ち
、
「
弁
「
・
義
利
・
」
が
素
行
の
士
道
論
の
中
心
で
あ
る
と
指

摘
し
た
が
、
ま
さ
に
「
義
利
を
弁
ず
る
」
こ
と
に
お
い
て
、
「
度
量
」
「
志

気
」
な
ど
の
徳
目
が
包
摂
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
志
気
」

に
お
い
て
も
、
「
聖
人
ノ
道
ヨ
リ
不
‰
キ
ン
テ
、
一
向
其
気
節
ノ
高
尚
ヲ
貴

ブ
ト
キ
ハ
、
異
端
ノ
虚
無
空
寂
ヲ
貴
ビ
、
世
間
ヲ
以
テ
塵
芥
ト
シ
、
天
下

ヲ
以
テ
糠
枇
ト
思
ツ
テ
、
唯
自
適
ス
ル
ヲ
可
ナ
リ
ト
ス
。
故
二
格
致
ス
ル

コ
ト
ヲ
詳
す
ラ
シ
ム
ベ
キ
也
」
(
同
右
、
四
〇
頁
)
と
あ
る
よ
う
に
、
格

物
致
知
に
よ
っ
て
「
志
」
の
方
向
性
を
誤
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
説
か
れ
、

「
安
命
」
に
お
い
て
も
、
格
物
致
知
に
よ
っ
て
弁
別
し
た
「
義
マ
サ
ニ
死

二
当
ル
ノ
場
二
至
ル
、
是
則
命
也
」
(
同
右
、
四
六
頁
)
で
あ
り
、
そ
の

「
命
」
に
安
ん
ず
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
が
大
丈
夫
な
の
で
あ
る
。

従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
素
行
の
士
道
篇
は
武
士
と
し
て

の
「
職
分
」
を
基
底
に
お
い
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
農
工
商
の

「
三
民
」
に
対
峙
す
る
武
士
の
「
職
分
」
と
し
て
の
自
覚
、
統
治
者
の
責

任
意
識
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
点
、
パ
ー
ソ
ナ
ル
な

君
臣
関
係
の
忠
義
や
父
子
関
係
の
「
恩
情
」
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
改
め

て
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
素
行
の
士
道
論
が
、
相
良
亨

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
江
戸
時
代
、
「
官
僚
役
人
と
い
っ
た
政
治
的
指
導
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者
と
し
て
の
性
格
を
つ
よ
め
た
時
、
武
士
の
こ
の
社
会
的
立
場
の
変
化
に

応
じ
て
武
士
の
生
き
方
を
儒
教
の
理
解
の
も
と
に
あ
ら
た
に
反
省
し
て
生

ま
れ
た
も
の
」
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
求
め
ら
れ
た
武
士
と
は
、

自
己
の
主
観
的
な
感
情
を
抑
制
し
て
、
格
物
致
知
に
よ
っ
て
「
国
家
天
下
」

の
利
害
を
熟
慮
し
、
死
ぬ
べ
き
「
義
」
に
死
ぬ
こ
と
の
で
き
る
勇
気
と
節

度
を
も
っ
た
「
大
丈
夫
」
で
あ
っ
た
。

最
後
に
、
こ
の
武
士
像
を
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
・
社
会
的
な
コ
ン
テ
キ

ス
ト
の
な
か
で
位
置
づ
け
る
か
が
大
き
な
問
題
と
な
る
だ
ろ
う
。
結
論
的

な
見
通
し
を
述
べ
れ
ば
、
一
七
世
紀
の
藩
政
の
確
立
期
、
機
構
と
し
て
の

藩
「
国
家
」
の
た
め
に
忠
を
尽
す
こ
と
の
で
き
る
武
士
が
要
請
さ
れ
て
い

た
。
そ
れ
は
主
従
関
係
の
情
誼
的
な
繋
が
り
と
は
切
れ
、
藩
の
支
配
機
構

を
整
備
す
る
こ
と
の
で
き
る
武
士
で
あ
っ
た
。
素
行
の
弟
子
た
ち
が
平
戸

藩
や
弘
前
藩
に
登
用
さ
れ
た
の
も
、
君
主
個
人
よ
り
も
「
天
下
国
家
」
の

た
め
に
、
自
己
の
価
値
観
や
感
情
を
抑
制
す
る
自
己
統
御
で
き
る
武
士
で

あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
三
民
の
上
に
た
つ
統
治
者
と
し
て
自
己
の

「
職
分
」
を
意
識
し
て
、
ど
こ
ま
で
も
「
天
下
国
家
」
の
た
め
に
毅
然
と

行
動
す
る
武
士
、
そ
れ
は
非
情
な
官
僚
と
非
難
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
。

一
七
世
紀
の
藩
政
確
立
期
に
は
、
た
し
か
に
一
定
の
社
会
的
な
存
在
理
由

は
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

注

(
1
)

相
良
亨
「
〈
近
世
〉
武
士
の
思
想
-
士
道
と
武
士
道
-
」
(
「
相

良
亨
著
作
集
」
巻
三
、
べ
り
か
ん
社
、
一
九
九
三
年
、
二
九
七
頁
)

参
照
。
和
辻
哲
郎
が
こ
の
類
型
を
提
示
し
、
相
良
亨
が
こ
れ
を
敷

街
し
て
通
説
化
し
た
。

(
2
)

相
良
亨
「
古
武
士
の
風
格
」
)
(
「
相
良
亨
著
作
集
」
巻
三
、
一

二
頁
)
参
照
。

(
3
)

素
行
の
士
道
論
に
つ
い
て
は
、
相
良
亨
「
武
士
道
」
(
塙
書
房
、

一
九
六
八
年
)
、
田
原
嗣
郎
「
山
鹿
素
行
と
士
道
」
(
「
日
本
の
名

著

山
鹿
素
行
」
中
央
公
論
社
、
一
九
七
一
年
)
、
坂
下
敏
子

「
山
鹿
素
行
の
士
道
論
」
(
「
待
兼
山
論
叢

日
本
学
篇
」

一
八
号
、

一
九
八
四
年
)
、
多
田
顕
「
武
士
道
の
倫
理

山
鹿
素
行
の
場
合
」

(
麗
滞
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
)
な
ど
、
数
多
く
の
研
究
論

文
が
あ
る
。
筆
者
も
「
兵
学
と
士
道
論
」
(
「
歴
史
評
論
」
五
九
三

号
、
一
九
九
九
年
九
月
)
で
、
素
行
の
士
道
論
に
つ
い
て
考
察
し

た
。
前
稿
と
基
本
的
に
は
素
行
の
士
道
論
理
解
は
変
わ
ら
な
い
が
、

「
武
教
全
書
」
や
「
武
教
小
学
」
と
士
道
篇
と
の
関
わ
り
を
明
ら

か
に
す
る
点
で
、
続
編
に
相
当
す
る
。

(
4
)

拙
著
「
近
世
日
本
の
儒
学
と
兵
学
」
(
べ
り
か
ん
社
、
一
九
九

六
年
)
の
な
か
で
、
素
行
の
士
道
論
の
根
底
に
あ
る
儒
学
と
兵
学

と
の
関
り
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
参
照
さ
れ
た
い
。

(
5
)

「
武
教
小
学
」
は
「
山
鹿
素
行
全
集
思
想
篇
」
巻
一

(
岩
波
書

店
、
一
九
四
二
年
)
を
、
「
山
鹿
語
類
」
巻
二
一
は
「
山
鹿
素
行
」

(
日
本
思
想
大
系
三
二
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
年
)
を
、
そ
れ

ぞ
れ
テ
キ
ス
ト
に
し
た
。
な
お
、
巻
二
I
以
外
の
「
山
鹿
語
類
」

の
テ
キ
ス
ト
は
「
山
鹿
素
行
全
集
思
想
篇
」
を
使
用
し
た
。
巻
数
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と
頁
数
は
本
文
中
に
略
記
し
た
。

(
6
)

こ
の
点
、
前
掲
「
兵
学
と
士
道
論
」
に
お
い
て
論
じ
た
こ
と
が

あ
る
の
で
、
参
照
さ
れ
た
I
い
。

(
7
)

「
武
教
全
書
」
の
テ
キ
ス
ト
は
「
山
鹿
流
兵
法
」
(
日
本
兵
法

全
集
五
、
人
物
往
来
社
、
一
九
六
七
年
)
を
使
用
し
た
。
以
下
、

頁
数
は
本
文
中
に
略
記
し
た
。

(
8
)

喧
嘩
両
成
敗
法
に
つ
い
て
、
素
行
は
「
堪
忍
の
族
は
忠
節
た
る

べ
き
事
」
と
説
い
て
い
る
が
、
「
甲
陽
軍
鑑
」
で
は
、
喧
嘩
を
仕

掛
け
ら
れ
て
も
「
堪
忍
」
す
る
こ
と
は
「
男
道
の
き
っ
か
け
」
を

は
づ
す
「
臆
病
者
」
で
あ
る
と
非
難
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
、

「
甲
陽
軍
鑑
」
は
基
本
的
に
は
喧
嘩
両
成
敗
法
を
実
行
す
る
上
か

ら
の
視
点
で
書
か
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
戦
国
武
士
の
主
従
関
係

の
枠
を
も
超
え
出
る
「
武
士
の
生
命
」
(
相
良
、
八
八
頁
)
が
描

か
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
素
行
の
「
武
教
全
書
」
で
は
法
度
の

絶
対
性
が
記
さ
れ
る
だ
け
で
、
「
甲
陽
軍
鑑
」
の
「
男
道
」
へ
の

共
感
は
な
い
。
こ
こ
に
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
「
甲
陽
軍
鑑
」
の

「
武
士
道
」
を
「
職
分
」
に
言
い
換
え
る
一
つ
の
理
由
が
あ
る
だ

ろ
ゝ
つ
。

(
9
)

素
行
が
与
受
の
な
か
の
三
略
・
六
粕
以
外
に
、
「
武
教
小
学
」

に
引
照
し
て
い
る
兵
書
か
ら
引
用
箇
所
は
、
「
呉
子
が
日
は
く
、

備
は
門
を
出
づ
る
よ
り
敵
を
見
る
が
如
し
と
」
(
四
八
九
頁
所
引
)
、

「
三
略
に
日
は
く
、
昔
者
良
将
の
兵
を
用
ふ
る
や
、
云
々
」
(
四
九

〇
頁
所
引
)
で
あ
る
。
な
お
、
施
子
美
の
引
用
(
四
九
四
頁
)
が

あ
る
の
で
、
素
行
は
「
七
書
講
義
」
の
テ
キ
ス
ト
を
使
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。

(
1
0
)
士
遺
篇
に
お
け
る
職
分
の
位
置
は
、
「
小
学
」
の
立
教
に
相
当

す
る
こ
と
は
、
次
に
示
す
構
成
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。

「
小
学
」

内
篇立

教
第
一

明
倫
第
二

父
子
・
君
臣
・
夫
婦
・
長
幼
・
朋
友

敬
身
第
三

心
術
・
威
儀
・
衣
服
・
飲
食

稽
古
第
四

外
篇嘉

言
第
五

善
行
第
六

「
山
鹿
語
類
」
巻
二
I

「
士
道
」

立
本

知
己
職
分

志
於
道

在
勤
行
其
所
志

明
心
術

養
気
存
心

練
徳
全
才

自
省

詳
威
儀

慎
日
用

附
録

土
道
篇
の
「
立
本
」
は
「
小
学
」
の
「
立
教
」
に
対
応
す
る
。

「
小
学
」
の
「
立
教
」
の
冒
頭
に
は
、
「
中
庸
」
の
「
天
命
之
謂
“

性
、
率
゛
性
之
謂
゛
道
、
修
゛
道
之
謂
゛
教
」
の
一
節
を
提
示
し
、
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「
天
明
に
則
り
、
聖
法
に
遵
ひ
、
此
篇
を
述
べ
て
、
師
為
る
者
の

教
ふ
る
所
以
を
知
り
、
弟
子
の
学
ぶ
所
以
を
知
ら
し
む
」
と
言
い
、

性
-
道
―
教
が
教
え
の
根
本
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
と
こ

ろ
が
、
素
行
に
お
い
て
は
、
こ
の
根
本
が
職
分
で
あ
る
。

ま
た
、
士
道
篇
で
は
、
「
小
学
」
敬
身
の
心
術
・
威
儀
・
衣

服
・
飲
食
の
う
ち
、
心
術
と
威
儀
が
敷
街
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、

「
詳
威
儀
」
の
項
目
は
「
小
学
」
内
篇
の
「
敬
身
第
三
」
と
敬
身

を
具
現
化
し
て
い
る
外
篇
の
「
嘉
言
第
五
」
か
ら
の
引
用
に
よ
っ

て
占
め
ら
れ
て
い
る
。
因
み
に
、
素
行
が
見
て
い
る
「
小
学
」
の

テ
キ
ス
ト
は
陳
選
「
小
学
集
註
」
で
あ
る
。
素
行
は
、
程
伊
川
の

「
只
整
斉
厳
粛
、
則
心
便
一
、
一
則
自
非
“
一
群
之
千
・
」
を
引
い
て
、

そ
の
後
に
【
故
二
如
゛
正
一
】
衣
冠
・
尊
・
麺
視
一
之
類
゛
ト
注
ス
」
と
付

け
加
え
て
い
る
(
六
〇
頁
)
。
こ
の
注
は
、
陳
選
「
小
学
集
註
」

に
「
整
斉
厳
粛
、
如
正
衣
冠
尊
唯
視
之
類
」
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

(
U

江
戸
期
の
職
分
論
に
つ
い
て
は
、
石
井
紫
郎
「
近
世
の
国
制
に

お
け
る
「
武
家
」
と
「
武
士
」
(
「
近
世
武
家
思
想
」
所
収
、
日
本

思
想
大
系
二
七
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
)
、
平
石
直
昭
「
近

世
日
本
の
〈
職
業
〉
観
」
(
「
現
代
日
本
社
会
四
」
東
大
出
版
会
、

一
九
九
一
年
)
、
佐
久
間
正
「
徳
川
期
の
職
分
論
の
特
質
」
(
「
徳

川
日
本
の
思
想
形
成
と
儒
教
」
所
収
、
べ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
七

年
)
参
照
。
も
と
も
と
、
「
職
分
」
の
語
は
朱
子
に
見
え
る
。
素

行
は
以
下
の
引
用
の
な
か
で
、
こ
の
朱
子
の
「
職
分
」
を
武
士
の

職
分
論
の
文
脈
の
中
で
使
っ
て
い
る
。

朱
子
日
、
知
・
瀬
分
之
所
一
゛
当
゛
然
(
「
大
学
章
句
」
序
)
と
云

ふ
も
是
れ
な
る
べ
し
。
こ
こ
に
今
日
己
れ
が
職
分
を
省
み
る
に
、

武
門
に
出
生
し
て
怒
に
四
民
の
其
の
一
に
つ
ら
な
れ
り
。
三
民
は

各
々
其
の
職
分
を
つ
と
む
。
不
゛
勤
の
輩
は
奉
行
監
宮
相
戒
め
て

盗
賊
の
列
に
な
れ
り
。
士
は
人
の
あ
ら
た
め
も
少
く
、
日
々
に
天

地
の
米
穀
を
つ
ひ
や
し
、
衣
服
居
宅
に
風
情
を
こ
ら
し
、
何
の
つ

と
め
何
の
業
と
云
ふ
こ
と
な
く
一
生
を
過
し
、
暗
然
と
し
て
死
に

至
る
。
其
の
往
昔
を
思
ふ
に
、
唯
だ
鳥
獣
の
坐
な
が
ら
く
ら
ひ
、

盗
賊
の
白
昼
に
民
の
物
を
奪
ふ
に
不
゛
殊
。
君
臣
父
子
の
間
多
く

は
虚
妄
偽
詐
を
以
て
し
て
、
一
日
々
々
と
年
を
送
ら
ん
事
、
尤
も

己
れ
が
本
意
に
あ
ら
ず
。
故
に
先
づ
自
ら
の
職
を
詳
に
し
て
其
の

業
を
た
だ
さ
ん
事
、
是
れ
さ
い
は
ひ
の
至
る
基
也
。
(
「
山
鹿
語
類
」

巻
二
二
、
全
集
七
、
一
六
四
頁
)

因
み
に
「
武
教
小
学
」
と
同
時
期
に
書
か
れ
た
「
武
教
本
論
」

に
も
「
臣
は
職
官
を
分
た
ざ
れ
ば
則
ち
其
の
用
足
ら
ず
。
故
に
百

官
定
ま
ら
ざ
れ
ば
、
各
々
其
の
職
分
を
知
ら
ず
し
て
、
朝
廷
正
し

か
ら
ず
」
(
巻
中
、
建
官
、
全
集
一
、
五
二
四
頁
)
と
あ
る
よ
う

。
に
、
「
職
分
」
の
語
は
使
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
そ
こ
で
の
意
味
は

臣
下
の
官
職
を
指
し
、
三
民
に
た
い
す
る
統
治
者
と
し
て
の
武
士

の
「
職
分
」
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。

(
1
2
)
江
戸
期
の
「
武
士
道
」
の
用
例
に
つ
い
て
は
、
笠
谷
和
比
古

「
武
士
道
概
念
の
史
的
展
開
」
(
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

「
日
本
研
究
」
三
五
集
、
二
〇
〇
七
年
)
参
照
。
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(
1
3
)
「
甲
陽
軍
鑑
大
成

本
文
篇
上
」
(
汲
古
書
院
、
一
九
九
四
年
)

五
ヱ
ハ
～
五
一
七
頁
。
な
お
、
『
甲
陽
軍
鑑
』
の
作
者
に
つ
い
て
、

酒
井
憲
二
は
、
原
本
軍
鑑
は
高
坂
弾
正
の
口
述
に
基
づ
き
、
能
役

者
大
蔵
彦
十
郎
が
書
記
し
、
さ
ら
に
弾
正
の
甥
春
日
惣
次
郎
が
書

き
継
ぎ
、
小
幡
景
憲
が
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
と
推
定
し
て
い
る
。

酒
井
憲
二
「
甲
陽
軍
鑑
の
成
立
と
伝
承
を
め
ぐ
っ
て
」
(
「
甲
陽
軍

鑑
大
成

研
究
篇
」
(
汲
古
書
院
、
一
九
九
五
年
)
参
照
。
素
行

は
、
正
保
元
年
二
六
四
四
)
、
『
甲
陽
軍
艦
』
を
筆
録
し
て
い
る

(
「
山
鹿
素
行
略
年
譜
」
、
全
集
一
、
一
二
頁
)
。

(
1
4
)
同
右

本
文
篇
下
、
三
五
頁
。

(
1
5
)
「
甲
陽
軍
鑑
」
に
お
け
る
喧
嘩
両
成
敗
法
と
武
士
道
に
つ
い
て

は
、
和
辻
哲
郎
「
日
本
倫
理
思
想
史
」
(
「
和
辻
哲
郎
全
集
」
巻
一

三
所
収
)
、
相
良
亨
「
「
甲
陽
軍
鑑
」
の
世
界
」
(
「
相
良
亨
著
作
集
」

巻
三
所
収
)
参
照
。

(
1
6
)
素
行
の
格
物
致
知
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
山
鹿
素
行
1
治
人
の

学
の
認
識
論
-
」
(
源
了
圓
編
「
江
戸
の
儒
学
」
思
文
閣
出
版
、

一
九
八
八
年
)
参
照
。

(
1
7
)
三
宅
正
彦
「
幕
藩
主
従
制
の
思
想
的
原
理
-
公
私
分
離
の
発
展
」

(
「
日
本
史
研
究
」

一
二
七
号
、
一
九
七
二
年
七
月
)
参
照
。
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