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序
⑴　

本
稿
の
目
的

　
『
葉
隠
』
に
お
け
る
武
士
の
「
一
分
」
に
触
れ
た
先
行
研
究
は
既
に
あ
る（

（
（

。
し

か
し
な
が
ら
、『
葉
隠
』
に
お
け
る
武
士
の
「
一
分
」
そ
れ
自
体
を
主
題
と
し
、

そ
の
全
用
例
を
踏
ま
え
、
そ
れ
ら
を
分
類
、
整
理
し
て
、
多
面
的
、
総
合
的
に
そ

の
内
実
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
研
究
は
、
管
見
の
限
り
な
い（

（
（

。
そ
こ
で
本
稿

で
は
、『
葉
隠
』
に
お
け
る
武
士
の
「
一
分
」
の
内
実
を
、
テ
キ
ス
ト
の
全
用
例

を
分
類
、
整
理
、
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
多
面
的
、
総
合
的
に
明
ら
か
に
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

た
だ
し
、
全
用
例
の
解
釈
と
い
っ
て
も
、「
一
分
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
す
べ

て
の
聞
書
を
詳
細
に
解
釈
す
る
こ
と
は
、
煩
瑣
で
あ
る
し
、
す
で
に
二
つ
の
訳
注（

（
（

を
持
つ
『
葉
隠
』
研
究
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
意
味
が
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で

は
、
先
行
研
究
に
よ
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
全
用
例
の
聞
書
の
内
容
は
概
ね
参
照
可

能
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
、『
葉
隠
』
の
武
士
の
「
一
分
」
の
用
例
の
内
容
を

論
者
な
り
に
分
類
、
整
理
し
な
が
ら
、
必
要
な
部
分
の
み
を
詳
し
く
解
釈
す
る
こ

と
に
す
る
。
そ
の
際
、
典
拠
と
な
る
聞
書
の
番
号（

（
（

を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
概
ね

す
べ
て
の
用
例
が
自
ず
と
触
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
見
通
し
で
あ
る
。

⑵　
﹁
一
分
﹂
の
字
義

　

ま
ず
は
、「
一
分
」
の
意
味
に
つ
い
て
、
辞
書
的
な
意
味
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

辞
書
に
よ
れ
ば
、
①
十
分
の
一
、
転
じ
て
、
ご
く
わ
ず
か
②
一
身
、
自
分
、
自
分

ひ
と
り
③
一
身
の
面
目
・
責
任
、
そ
の
人
ひ
と
り
の
分
際
、
な
ど
の
意
味
が
あ

る
。
慣
用
句
に
も
「
一
分
が
廃
る
」
あ
る
い
は
「
一
分
が
立
つ
」
な
ど
と
あ
る

が
、
こ
れ
ら
は
③
の
意
味
に
対
応
す
る
。『
葉
隠
』
の
中
に
「
一
分
」
は
全
部
で

二
五
の
用
例
が
あ
る
が
、
①
の
意
味
は
二
例
あ
る
の
み
で
、
残
り
は
概
ね
②
か
③

に
該
当
す
る
。
な
お
、『
葉
隠
』
の
武
士
道
に
お
け
る
「
一
分
」
の
思
想
内
容
を

『
葉
隠
』
に
お
け
る
武
士
の
「
一
分
」
に
つ
い
て

岡
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道
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葉
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「
一
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全
用
例
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内
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面
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す
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『葉隠』における武士の「一分」について

問
う
本
稿
で
は
、
①
は
ほ
と
ん
ど
意
味
が
な
い
の
で
、
そ
れ
自
体
を
独
自
に
取
り

上
げ
る
こ
と
は
し
な
い（

（
（

。
以
下
、「
一
分
」
の
用
例
を
②
か
③
に
分
類
し
、
内
容

ご
と
に
整
理
し
て
、
必
要
な
部
分
の
み
丁
寧
に
解
釈
し
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

⑶　

見
通
し

　

次
に
、
本
稿
の
見
通
し
を
示
し
て
お
く
。

　

第
一
章
で
確
認
す
る
の
は
、「
一
分
」
の
、「
自
分
の
ひ
と
り
」
の
知
恵
、
あ
る

い
は
、「
自
分
ひ
と
り
の
考
え
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
先
の
辞
書
の

規
定
で
は
②
に
相
当
し
、「
自
分
ひ
と
り
の
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
焦
点
が
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
意
味
自
体
に
道
義
的
に
は
善
悪
は
な
く
、
文
脈
に
応
じ
て
、
悪
い

意
味
と
良
い
意
味
と
に
分
か
れ
る
。
ま
ず
、
悪
い
意
味
の
「
自
分
ひ
と
り
の
考

え
」
と
は
、「
ひ
と
り
よ
が
り
の
考
え
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
と
は
対
照

的
に
『
葉
隠
』
で
肯
定
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
が
、
よ
く
知
ら
れ
た
談
合
の
知

恵
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
他
人
と
相
談
す
る
こ
と
で
自
分
ひ
と
り
で
は
見
え
な

か
っ
た
道
理
が
見
え
る
、
こ
れ
が
知
者
の
優
れ
た
あ
り
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
対

し
て
、
愚
か
な
人
は
、
相
談
も
せ
ず
に
自
分
ひ
と
り
の
独
断
で
済
ま
す
か
ら
、
失

敗
す
る
こ
と
が
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
他
方
、
同
じ
「
自
分
ひ
と
り
の
考

え
」
で
も
、
良
い
意
味
で
使
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
こ
れ
は
、「
独
自
の
正
し
い

信
念
を
貫
く
」
と
い
う
意
味
で
、
重
要
な
こ
と
に
つ
い
て
は
、
周
り
が
何
と
言
っ

て
も
、
ひ
と
り
で
正
し
い
信
念
を
を
貫
き
通
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。

　

第
二
章
で
確
認
す
る
の
は
、
辞
書
の
③
の
意
味
、
す
な
わ
ち
「
一
身
の
面
目
、

責
任
」
に
対
応
す
る
意
味
で
あ
る
。「
一
身
の
面
目
、
責
任
」
と
は
、
そ
の
人
が

自
分
ひ
と
り
で
責
任
を
持
つ
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
れ
を
守
れ
ば
面
目
が
保
た
れ
、

守
ら
ね
ば
面
目
を
失
っ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
、『
葉
隠
』
で
は
、「
義
理
」
と
い
う
用
語
と
親
し
い
関
係
に
あ
り
、
と

き
に
ほ
ぼ
同
義
と
し
て
使
わ
れ
る
。

　

そ
し
て
、
い
く
つ
か
の
用
例
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
武
士
の
一
分
に
は
、
そ
れ
を

立
て
、
守
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
命
を
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
の
、
責

任
の
重
さ
が
伴
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

さ
て
、『
葉
隠
』
の
一
分
の
用
例
の
う
ち
「
一
身
の
面
目
、
責
任
」
の
意
味
で

使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
を
調
べ
る
と
、
そ
れ
ら
の
い
く
つ
か
は
、
武
辺
（
武
事
（

と
奉
公
（
主
君
へ
の
忠
義
（
の
一
分
に
分
類
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
既
に
先
学
の
多

く
が
指
摘
し
て
い
る（

（
（

『
葉
隠
』
思
想
の
二
大
側
面
と
照
応
し
て
い
る
。

　

ま
ず
、
武
辺
に
対
応
す
る
の
は
、
喧
嘩
で
遅
れ
を
取
ら
な
い
、
と
い
う
事
例
で

あ
る
。
あ
る
い
は
、
留
守
居
や
番
人
と
し
て
、
持
ち
場
を
守
る
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
れ
ら
は
も
と
も
と
、
乱
世
に
お
い
て
、
武
士
が
戦
で
遅
れ
を
取
ら
ぬ
こ

と
や
、
持
ち
場
を
死
守
す
る
こ
と
を
大
切
に
し
て
い
た
こ
と
が
原
点
に
あ
っ
て
、

そ
れ
が
近
世
の
平
時
に
応
用
さ
れ
た
も
の
と
理
解
で
き
る
。

　

次
に
、
奉
公
に
対
応
す
る
の
は
、
主
君
光
茂
押
し
込
め
の
詮
議
の
際
、
大
勢
に

抗
っ
て
反
対
す
る
、
主
君
が
貶
め
ら
れ
た
と
き
に
命
が
け
で
抗
議
す
る
、
と
い
っ

た
用
例
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
一
分
」
の
用
例
の
う
ち
、
道
義
の
意
味
合
い
を
持
つ
者
の
な
か
に
は
、

主
君
へ
の
忠
義
に
は
収
ま
り
切
ら
な
い
、
他
な
ら
ぬ
己
の
責
任
を
果
た
し
面
目
を

施
す
た
め
の
己
の
「
一
分
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
。『
葉
隠
』
の
賞
賛
す
る
武
士

は
、
と
き
に
主
君
の
覚
え
に
反
し
て
で
も
、
自
分
が
見
捨
て
れ
ば
困
窮
す
る
で
あ

ろ
う
妻
を
見
捨
て
ず
、
己
の
意
志
で
夫
婦
の
契
り
を
全
う
す
る
。
そ
の
際
に
、

「
一
分
」
の
言
葉
が
使
用
さ
れ
、
も
し
見
捨
て
れ
ば
、
一
分
が
立
た
ぬ
、
と
い
う
。

こ
れ
は
、
も
は
や
主
君
の
た
め
で
は
な
く
、
他
な
ら
ぬ
一
己
の
武
士
の
責
任
と
誇

り
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
武
士
の
一
分
は
、
そ
れ
に
守
ら
れ
恩
義
を
受
け
た
も
の
が
、
相
手
に

一
分
を
立
て
て
報
い
る
用
例
も
あ
り
、
一
分
に
は
相
互
性
が
あ
る
も
の
が
あ
る
こ

と
が
分
か
る
。

　

ま
た
、
武
辺
の
一
分
、
奉
公
の
一
分
、
己
の
一
分
は
、
必
ず
し
も
判
然
と
分
か

れ
る
も
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
意
味
を
合
わ
せ
持
つ
用
例
も
あ
る
。
最
後
に
、

こ
の
よ
う
な
用
例
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

　

以
上
、
ま
ず
は
本
稿
全
体
の
見
通
し
を
示
し
て
お
く
。
以
下
の
本
論
で
は
、
こ
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『葉隠』における武士の「一分」について

れ
ら
の
内
実
に
つ
い
て
、
詳
し
く
見
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

一　

自
分
ひ
と
り
の
考
え

　

⑴　

悪
い
意
味
：
ひ
と
り
よ
が
り
の
考
え

　
『
葉
隠
』
の
「
一
分
」
の
用
例
を
調
べ
る
と
、「
自
分
ひ
と
り
の
」
あ
る
い
は
、

「
自
分
ひ
と
り
の
考
え
」
と
い
っ
た
意
味
の
用
例
が
い
く
つ
か
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
意
味
自
体
に
は
、
道
義
的
な
善
悪
は
な
い
の
だ
が
、
状
況
に
よ
っ
て
、
善
い

意
味
に
な
っ
た
り
悪
い
意
味
に
な
っ
た
り
す
る
。

　

悪
い
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
の
は
、
ひ
と
り
よ
が
り
の
考
え
、
と
い
う
意
味
で

あ
る
。
例
え
ば
、
聞
書
一
の
四
三
で
は
、
峰
姫
（
三
代
鍋
島
藩
主
綱
茂
の
娘
（
の

縁
組
み
に
つ
い
て
、
家
臣
の
某
が
、
そ
れ
に
相
応
し
い
身
分
で
は
な
か
っ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、「
一
分
」
す
な
わ
ち
自
分
一
人
の
考
え
を
声
高
に
主
張
し
た
こ
と

が
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
彼
の
主
張
は
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
結
果
と
し
て

隠
居
す
る
は
め
に
な
り
、
病
気
に
な
っ
た
姫
様
を
看
病
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
姫

様
は
早
世
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。『
葉
隠
』
の
語
り
手
山
本
常
朝
の
こ
れ
に
対

す
る
評
価
は
、
自
分
の
た
め
の
行
動
に
過
ぎ
ず
、
何
の
役
に
も
立
た
な
い
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
相
応
し
い
地
位
で
な
け
れ
ば
自
ら
殿
様
に
諫
言

す
る
よ
う
な
こ
と
は
せ
ず
、
自
分
は
表
に
立
た
な
い
で
、
し
か
る
べ
き
位
の
人
に

相
談
し
て
進
め
、
そ
れ
を
何
度
か
繰
り
返
せ
ば
通
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ

で
は
「
一
分
」
が
、
自
分
が
優
れ
て
い
る
こ
と
を
人
に
知
ら
れ
た
い
見
栄
に
つ
な

が
る
よ
う
な
「
一
人
よ
が
り
の
」
と
い
う
悪
い
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。

　

あ
る
い
は
、
一
の
一
三
七
の
用
例
で
は
、
常
人
を
越
え
た
知
恵
を
得
る
に
は
、

自
分
の
こ
と
を
他
人
に
言
わ
せ
れ
ば
よ
く
、
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、「
わ
が
一
分
」

す
な
わ
ち
「
自
分
ひ
と
り
の
考
え
」
で
済
ま
す
か
ら
、
一
段
越
え
た
と
こ
ろ
が
な

い
、
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
他
人
の
意
見
を
借
り
て
自
分
ひ
と
り
の
意
見
を
越
え

て
ゆ
く
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
と
さ
れ
、
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
自
分
ひ
と
り
の

考
え
で
済
ま
す
こ
と
は
、
通
り
一
遍
の
知
恵
に
過
ぎ
な
い
と
貶
め
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
一
分
」
が
「
単
な
る
一
人
の
考
え
」
と
い
う
否
定
的
な
意

味
で
使
わ
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
こ
れ
と
照
応
し
て
い
る
の
が
、
一
〇
の
一
三
七
の
用
例
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
訴
訟
や
言
い
争
い
の
と
き
に
は
、
す
ぐ
に
回
答
す
る
の
で
は
な
く
、

追
っ
て
回
答
す
る
と
応
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
し
て
お
い
て
、
知
恵
あ
る
人
に

も
、
そ
う
で
な
い
人
に
も
相
談
す
る
と
、
自
分
ひ
と
り
で
考
え
て
い
る
と
き
に
は

見
え
な
か
っ
た
道
理
が
見
え
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
を
「
一
分
」
す
な
わ

ち
自
分
ひ
と
り
の
考
え
で
済
ま
せ
て
し
ま
う
と
、
お
そ
ら
く
失
敗
す
る
。
こ
れ
が

老
巧
の
知
恵
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
で
も
、
前
の
用
例
と
同
様
に
、
他
人
と
相
談

す
る
こ
と
で
、
自
分
ひ
と
り
の
考
え
を
越
え
た
知
恵
が
得
ら
れ
る
と
さ
れ
、
そ
れ

と
は
対
照
的
に
、
ひ
と
り
の
考
え
で
は
失
敗
す
る
、
と
、「
一
分
」
が
一
人
よ
が

り
の
考
え
と
い
う
良
く
な
い
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑵　

 

良
い
意
味
： 

　

独
自
の
考
え
を
持
つ
︑
ひ
と
り
で
正
し
い
信
念
を
貫
く

　

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
悪
い
意
味
を
持
つ
も
の
と
は
対
照
的
に
、「
一
分
」
の

「
自
分
ひ
と
り
（
の
考
え
（」
と
い
う
意
味
を
持
つ
用
例
の
な
か
に
は
、
良
い
意
味

で
使
わ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
常
識
を
越
え
た
自
分
独
自
の
考
え
を

持
つ
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
一
の
一
九
三
に
は
、
談
合
の
知
恵
を
良
し
と
す
る
の
と
は
対
照
的

に
、
む
し
ろ
、
自
分
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
に
つ
い
て
は
、
相
談
す
る
と
相
手
が

あ
り
の
ま
ま
を
い
わ
ず
馬
鹿
に
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
で
、
自
分
ひ
と
り
の
考
え

で
根
本
を
踏
ま
え
て
断
固
と
し
て
決
断
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
、
具
体

的
に
は
、
常
朝
の
主
君
・
鍋
島
光
茂
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
、
常
朝
が
、
周
囲
の

考
え
に
は
構
わ
ず
、
断
固
と
し
て
殿
の
お
供
を
し
て
、
禁
じ
ら
れ
て
い
る
追
腹
の

代
わ
り
に
出
家
し
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
こ
こ
で
自
分
な
り
の
考
え
を
持
つ
こ

と
は
、
明
ら
か
に
良
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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あ
る
い
は
、
二
の
八
一
に
は
、
毎
日
神
社
に
お
参
り
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の

「
一
分
の
見
立
て
」
が
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
通
常
神
社
に
お
参
り
す
る
際

に
は
、
血
や
死
人
と
い
っ
た
穢
れ
を
嫌
う
の
が
常
識
で
あ
る
が
、
常
朝
は
こ
れ
と

は
異
な
る
「
一
分
の
見
立
て
」（
独
自
の
考
え
（
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
。
と
い

う
の
は
、
そ
も
そ
も
神
社
に
お
参
り
す
る
の
は
、
戦
の
と
き
に
敵
を
切
っ
て
血
を

か
ぶ
り
、
死
人
を
乗
り
越
え
て
戦
う
そ
の
と
き
に
、
良
い
運
命
を
祈
る
た
め
に
す

る
も
の
で
あ
る
の
で
、
そ
の
時
に
穢
れ
を
嫌
う
よ
う
な
神
様
で
は
役
に
立
た
な

い
。
よ
っ
て
、
穢
れ
に
は
構
わ
ず
、
拝
ん
で
い
る
と
い
う
。
こ
こ
で
は
、
常
識
と

は
異
な
る
自
分
独
自
の
い
か
に
も
武
士
ら
し
い
神
社
へ
の
お
参
り
に
つ
い
て
の
考

え
が
、
良
い
も
の
と
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
が
、
他
と

は
異
な
る
独
自
の
考
え
を
守
る
、
と
い
う
、
後
述
す
る
己
の
持
ち
場
を
死
守
す
る

と
い
う
意
味
で
の
一
分
に
通
じ
て
い
る
こ
と
も
、
こ
こ
で
確
認
し
て
お
こ
う
。

　

ま
た
、
二
の
一
〇
一
で
は
、「
一
分
の
覚
悟
」
す
な
わ
ち
、
自
分
な
り
の
覚
悟

を
持
つ
こ
と
が
勧
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
「
一
分
の
覚
悟
」
と
は
、
単
に

武
芸
な
ど
の
一
芸
に
優
れ
る
こ
と
を
目
指
す
の
で
は
な
く
、
通
常
を
越
え
た
と
こ

ろ
を
目
指
す
覚
悟
の
こ
と
で
あ
り
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
武
士
と
し
て
、
奉
公
人

と
し
て
、
他
な
ら
ぬ
こ
の
私
が
家
老
に
取
り
立
て
ら
れ
て
国
家
（
佐
賀
鍋
島
藩
（

を
治
め
る
こ
と
を
目
指
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
通
常
を
越
え
た
、
武
士
の

奉
公
人
と
し
て
あ
る
べ
き
自
分
な
り
の
覚
悟
が
、
明
ら
か
に
良
い
意
味
で
使
わ
れ

て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
六
の
一
一
二
で
は
、
石
井
弥や

し
ち
ざ
え
も
ん

七
左
衛
門
と
同
僚
の
伝で

ん
え
も
ん

右
衛
門
が
、
覚

悟
と
工
夫
を
も
っ
て
島
原
の
陣
に
一
番
乗
り
を
し
た
後
、
し
ば
ら
く
し
て
一
番
乗

り
を
誰
が
し
た
の
か
に
つ
い
て
の
詮
議
が
予
定
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
と
き
に
自

分
こ
そ
が
一
番
乗
り
を
し
た
と
「
一
分
を
申
す
」
に
違
い
な
い
者
は
、
石
井
弥
七

左
衛
門
で
あ
る
と
し
て
、
褒
め
称
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
自
分
の
手
柄
を

事
実
に
基
づ
き
し
っ
か
り
と
自
己
主
張
す
る
よ
う
な
者
で
あ
る
こ
と
が
、
良
い
意

味
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
用
例
は
、
後
述
す
る
武
辺
に
お

い
て
遅
れ
を
取
ら
な
い
覚
悟
と
も
相
通
じ
て
い
る
。

二　

武
士
と
し
て
自
己
の
責
任
を
果
た
し
︑
面
目
を
施
す

　

こ
れ
ま
で
で
、『
葉
隠
』
に
お
け
る
武
士
の
「
一
分
」
の
用
例
の
う
ち
、「
自
分

ひ
と
り
の
（
考
え
（」
と
い
っ
た
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
も
の
を
確
認
し
て
き
た
。

そ
れ
ら
の
中
に
は
、
す
で
に
あ
る
種
の
道
義
的
な
意
味
と
連
続
し
て
い
る
も
の
も

あ
っ
た
が
、
基
本
的
に
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
そ
れ
自
体
に
道
義
的
な
意
味
は
な

い
「
自
分
ひ
と
り
の
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
そ
れ
が
良
い
こ
と
に
も
悪
い
こ
と

に
も
使
わ
れ
て
い
た
。

　

し
か
し
、『
葉
隠
』
に
お
け
る
「
一
分
」
の
用
例
に
は
、「
自
分
ひ
と
り
の
」
と

い
う
内
容
に
加
え
て
、
あ
る
種
の
武
士
の
道
義
と
い
っ
た
意
味
を
強
く
持
つ
用
例

が
い
く
つ
か
あ
る
。
例
え
ば
、
小
幡
上か

ず
さ
の
す
け

総
介
の
例
（
一
〇
の
一
二
一
（
で
は
、

「
一
分
」
が
立
た
ぬ
こ
と
が
す
ぐ
後
に
「
不
義
」
を
恥
と
す
る
と
言
い
換
え
ら
れ

て
い
る
。「
不
義
」
と
は
義
理
に
反
す
る
と
い
う
意
で
、「
義
理
」
と
は
、
す
べ
き

こ
と
を
す
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
義
理
に
反
す
る
と
一
分
が
立

た
ぬ
と
さ
れ
て
お
り
、「
一
分
」
が
あ
る
種
の
道
義
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
一
分
」
は
、
先
に
触
れ
た
辞
書
の
意
味

で
い
え
ば
③
の
「
一
身
の
面
目
、
責
任
」、
す
な
わ
ち
、「
お
の
れ
の
責
任
を
果
た

し
、
面
目
を
施
す
」
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
面
目
を
施
す
と
は
、
体
面
を

失
わ
ず
名
誉
を
得
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
を
持

つ
「
一
分
」
の
用
例
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

⑴　

義
理
と
一
分

　

は
じ
め
に
、
道
義
的
な
意
味
と
一
分
と
の
連
続
性
を
確
認
す
る
た
め
に
、
既
に

触
れ
た
一
〇
の
一
二
一
の
用
例
の
内
容
を
改
め
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
武
田
信
玄

の
家
臣
・
小
幡
上
総
介
の
妻
は
、
信
玄
に
追
放
さ
れ
た
小
幡
駿
河
守
の
娘
で
あ
っ

た
。
そ
こ
で
信
玄
は
、
家
老
た
ち
に
彼
ら
の
考
え
た
こ
と
と
し
て
、
上
総
介
を
妻

と
別
れ
さ
せ
る
よ
う
命
じ
た
。
そ
の
意
を
受
け
た
家
老
ら
は
、
上
総
介
を
家
に
呼
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び
出
し
、
そ
の
家
を
武
装
し
た
兵
で
取
り
囲
ん
だ
上
で
、
上
総
介
に
妻
と
別
れ
る

よ
う
信
玄
の
内
意
を
伝
え
た
。
す
る
と
上
総
介
は
、「
武
士
の
関
係
は
良
い
と
き

だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
場
に
及
ん
で
罪
の
な
い
妻
と
離
縁
し
、
路
頭
に
迷

わ
せ
て
は
、
上
総
介
の
一
分
が
立
た
ぬ
。
武
士
は
不
義
を
恥
と
す
る
。」
と
い
っ

て
断
っ
た
。
こ
こ
で
上
総
介
は
、
断
れ
ば
自
分
が
殺
さ
れ
る
か
も
し
れ
ぬ
か
ら

と
っ
て
、
罪
の
な
い
妻
を
離
縁
し
路
頭
に
迷
わ
せ
る
こ
と
は
、
不
義
で
あ
り
、
武

士
と
し
て
の
責
任
を
果
た
せ
ず
、
己
の
面
目
が
立
た
ぬ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ

に
我
々
は
、「
一
分
」
が
「
義
理
」
と
連
続
す
る
道
義
的
な
意
味
で
使
わ
れ
て
い

る
の
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
の
節
で
は
、
こ
の
よ
う
な
道
義
的
な
意

味
を
持
つ
「
一
分
」
の
用
例
に
つ
い
て
、
内
容
ご
と
に
い
く
つ
か
分
け
て
詳
し
く

見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

⑵　

責
任
の
重
さ

　

道
義
的
な
意
味
を
持
つ
一
分
の
用
例
の
う
ち
、
武
士
と
し
て
の
責
任
を
果
た
し

己
の
面
目
を
立
て
る
、
と
い
う
と
き
の
、
責
任
の
重
さ
が
強
く
出
て
い
る
用
例
を

い
く
つ
か
順
に
見
て
い
こ
う
。
ま
ず
、
武
士
の
、
客
人
や
世
間
に
対
す
る
責
任
の

重
さ
が
強
く
出
て
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
七
の
四
四
の
用
例
で
あ
る
。

　

あ
る
武
士
の
家
で
、
客
人
の
笄

こ
う
が
い

（
刀
の
鞘
に
付
属
し
た
装
飾
品
。
髪
を
撫
で

つ
け
る
の
に
使
用
（
が
盗
ま
れ
た
が
、
客
は
そ
れ
を
言
わ
ず
に
帰
っ
て
い
っ
た
。

下
人
の
報
告
で
そ
れ
と
知
っ
た
主
人
は
、
す
ぐ
に
家
の
出
口
を
す
べ
て
封
鎖
し
て

誰
も
出
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
よ
う
命
じ
た
。
そ
し
て
、
家
中
の
上
下
あ
ら
ゆ
る

人
を
召
し
寄
せ
、
こ
う
伝
え
た
。「
我
が
家
は
今
夜
限
り
で
お
仕
舞
い
で
あ
る
。

客
人
を
招
い
て
道
具
を
失
わ
せ
、
明
日
か
ら
人
に
顔
を
合
わ
せ
ら
れ
る
も
の
か
。

い
ま
取
り
調
べ
を
し
て
も
「
私
が
取
り
ま
し
た
」
と
申
す
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
こ

こ
に
い
る
上
下
数
人
の
う
ち
に
取
っ
た
も
の
が
い
る
に
違
い
な
い
。
で
あ
れ
ば
、

仕
方
の
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
片
っ
端
か
ら
手
討
ち
に
し
、
明
日
か
ら
私
は
武

士
を
引
退
す
る
覚
悟
を
決
め
た
。
と
は
い
え
、
罪
の
な
い
も
の
を
数
人
殺
す
の
は

不
憫
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
こ
の
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
「
一
分
」
が
立
た
な

い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
死
ぬ
命
な
ら
、
こ
こ
で
冷
静
に
申
し
出
て
人

を
助
け
た
方
が
良
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
。
す
る
と
そ
れ
を
聞
い
た
あ
る
家

来
が
「
私
が
盗
み
ま
し
た
」
と
申
し
出
た
。
そ
こ
で
、
す
ぐ
に
そ
の
屋
敷
で
自
害

さ
せ
た
と
も
手
討
ち
に
し
た
と
も
い
う
。

　

こ
こ
で
主
人
は
、
笄
を
盗
ま
れ
て
も
主
人
に
配
慮
し
て
言
わ
ず
に
帰
っ
て
済
ま

せ
た
客
人
に
対
し
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
は
武
士
の
「
一
分
」
が
立
た
ぬ
と

い
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
ま
ま
で
は
武
士
と
し
て
支
配
下
の
家
来
に
盗
み
の
よ
う

な
不
義
を
さ
せ
な
い
と
い
う
自
分
の
責
任
が
果
た
せ
ず
、
そ
れ
で
は
世
間
に
も
顔

向
け
で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
盗
み
の
容
疑
者
で
あ
る
家
人
全
員

を
殺
し
、
自
分
も
武
士
を
引
退
す
る
と
い
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
自
分
は
武
士
と
し

て
持
て
る
す
べ
て
を
失
う
が
、
と
に
か
く
武
家
の
棟
梁
と
し
て
盗
ん
だ
も
の
を

し
っ
か
り
と
罰
し
て
責
任
を
取
っ
た
こ
と
が
公
に
な
り
、
最
低
限
の
責
務
は
果
た

せ
る
こ
と
に
な
る
。

　

さ
て
、
常
識
的
に
考
え
て
、
笄
自
体
の
価
値
は
、
家
人
全
員
の
命
や
武
家
の
存

続
に
釣
り
合
う
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、

笄
自
体
の
価
値
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
客
人
の
物
を
自
分
の
監
督
下
に
あ

る
家
来
が
盗
ん
で
そ
の
ま
ま
放
置
す
れ
ば
、
そ
れ
は
不
義
を
許
容
し
た
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、
そ
れ
で
は
武
家
の
主
人
と
し
て
の
責
任
が
果
た
せ
ず
面
目
が
立
た
な

い
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
武
士
と
し
て
の
道
義
的
な
責
任
と
世
間
へ
面
目
が
問

題
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
家
人
ら
全
員
の
命
や
、
己
の
武
家
と
し
て
の
存
続
よ

り
も
、
重
た
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
我
々
は
、
武
士
が
「
一

分
」
と
い
う
と
き
の
、
道
義
的
責
任
や
世
間
へ
の
面
目
が
、
家
人
全
員
の
命
や
己

の
武
家
と
し
て
の
存
続
を
賭
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
の
極
め
て
重
い
も
の
と

さ
れ
て
い
る
の
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

続
け
て
、
同
様
に
武
士
の
一
分
と
い
う
と
き
の
責
任
の
重
さ
が
良
く
出
て
い
る

用
例
と
し
て
、
八
の
一
一
を
見
て
お
こ
う
。

　

先
年
、
青
海
和
尚
が
殿
様
へ
の
お
暇
乞
い
な
し
に
佐
賀
を
出
発
し
た
際
、
呼
び

返
し
に
石
井
源げ

ん
ざ
え
も
ん

左
衛
門
が
仰
せ
付
け
ら
れ
た
。
大だ

い
り里

海
道
の
内う

ち
の
し
ゅ
く

野
宿
で
追
い
付
き
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（
和
尚
に
佐
賀
藩
に
（「
帰
り
ま
す
よ
う
に
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
、
上
方
の
弟
子
た

ち
が
い
ろ
い
ろ
と
理
屈
を
言
っ
て
い
た
が
、
ま
っ
た
く
と
り
あ
わ
ず
、
青
海
和
尚

に
「
も
し
お
帰
り
に
な
ら
な
け
れ
ば
お
手
を
触
り
ま
し
ょ
う
（
手
を
取
っ
て
力
づ

く
で
も
連
れ
て
帰
り
ま
す
（。
空
し
く
帰
り
ま
し
て
は
源
左
衛
門
の
一
分
が
立
ち

ま
せ
ん
」
と
い
う
と
、
青
海
は
た
ち
ま
ち
納
得
し
、
上
方
の
弟
子
た
ち
に
暇
を
や

り
、
佐
賀
に
帰
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
石
井
源
左
衛
門
は
、
も
し
主
君
の
命
令
通
り
に
和
尚
を
連
れ
て
帰
る
と

い
う
職
務
を
全
う
で
き
な
け
れ
ば
、
武
士
と
し
て
、
一
分
が
立
た
な
い
、
す
な
わ

ち
、
己
の
責
任
が
果
た
せ
ず
面
目
が
立
た
な
い
こ
と
か
ら
、
断
ら
れ
れ
ば
力
づ
く

で
も
連
れ
て
帰
る
と
い
う
。
お
そ
ら
く
源
左
衛
門
は
、
職
務
を
全
う
で
き
な
け
れ

ば
、
和
尚
を
殺
し
、
自
分
も
自
害
す
る
く
ら
い
の
覚
悟
で
言
っ
て
い
る
。
和
尚
も

さ
る
も
の
で
、
そ
の
よ
う
な
源
左
衛
門
の
真
剣
な
職
務
遂
行
へ
の
責
任
感
の
強
さ

を
見
て
取
り
、
申
し
出
を
受
け
入
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
も
、
我
々
は
、
武
士
の
職

務
に
対
す
る
、
場
合
に
よ
っ
て
は
相
手
を
殺
し
自
分
も
命
を
賭
け
る
ほ
ど
の
真
剣

さ
、
責
任
の
重
さ
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑶　

武
辺
の
一
分

　
『
葉
隠
』
の
武
士
道
と
い
え
ば
、「
武
士
道
と
云
ふ
は
、
死
ぬ
事
と
見
付
け
た

り
」（
一
の
二
（、
あ
る
い
は
、「
武
士
道
に
於
い
て
、
お
く
れ
取
り
申
す
ま
じ
き

事
」（
序
、
夜
陰
の
閑
談
（
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
武
辺
（
武
事
（
に
お
い
て
、

死
の
覚
悟
を
も
っ
て
遅
れ
を
取
ら
な
い
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
戦

乱
の
世
の
武
士
た
ち
が
、
戦
の
際
、
死
の
覚
悟
を
も
っ
て
死
地
へ
と
進
む
こ
と
を

武
士
の
な
す
べ
き
こ
と
と
し
て
き
た
こ
と
か
ら
来
て
い
る
。
当
然
、
武
士
が
な
す

べ
き
こ
と
を
守
ろ
う
と
す
る
武
士
の
一
分
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
武
事
に
お

い
て
遅
れ
を
と
ら
な
い
こ
と
を
そ
の
な
す
べ
き
こ
と
と
見
な
し
、
そ
れ
を
自
分
ひ

と
り
で
覚
悟
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
は
こ
の
よ
う
な

武
辺
に
お
け
る
武
士
の
一
分
が
表
現
さ
れ
て
い
る
用
例
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

　

ま
ず
、
一
の
一
一
八
で
は
端
的
に
、「
一
分
の
武
辺
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
、

そ
れ
を
確
か
に
自
分
の
心
に
決
め
て
お
き
、
疑
い
な
い
よ
う
に
覚
悟
し
て
お
く

と
、
万
が
一
の
と
き
、
必
ず
一
番
に
選
び
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の

覚
悟
の
内
容
は
こ
こ
で
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、『
葉
隠
』
に
お
け
る
武
辺
に

つ
い
て
の
他
の
用
例
や
規
定
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
武
事
に
お
い
て
遅
れ
を
取
ら

な
い
こ
と
、
具
体
的
に
は
戦
や
喧
嘩
で
遅
れ
を
取
ら
な
い
こ
と（

（
（

な
ど
で
あ
る
。
当

然
、
そ
れ
ら
は
い
ざ
と
い
う
と
き
に
は
死
ぬ
覚
悟
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
よ
う

に
、
い
か
に
も
『
葉
隠
』
ら
し
い
武
事
の
覚
悟
に
も
、「
一
分
の
武
辺
」
と
い
う

言
葉
が
使
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
、
一
分
の
重
要
な
内
容
の
一
部
を
占
め
て
い
る

の
で
あ
る
。
以
下
、
武
辺
の
一
分
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
い
く
つ
か
の
用
例
を
見
て

お
こ
う
。

①　

重
い
病
︵
疱
瘡
︶
を
押
し
て
出
陣

　

ま
ず
、
文
字
通
り
戦
に
お
い
て
遅
れ
を
取
る
ま
い
と
し
た
文
脈
で
「
一
分
」
の

用
語
が
使
わ
れ
て
い
る
八
の
二
一
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

　

中
野
又ま

た
べ
え

兵
衛
が
、
有
馬
の
陣
に
出
陣
す
る
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
又
兵
衛
は
、

折
り
悪
く
重
い
疱
瘡
に
か
か
っ
て
し
ま
っ
た
。
又
兵
衛
が
そ
れ
で
も
出
陣
し
よ
う

と
し
た
と
こ
ろ
、
親
族
た
ち
が
、
ま
ず
は
療
養
を
優
先
し
、
治
っ
た
ら
来
る
よ
う

に
、
と
口
々
に
言
っ
て
き
た
。
他
方
、
又
兵
衛
の
姉
婿
の
鍋
島
五ご

ろ
う
ざ
え
も
ん

郎
左
衛
門
は
、

「
時
こ
そ
あ
れ
、
出
陣
の
と
き
病
に
か
か
る
と
は
、
武
運
が
尽
き
た
奴
だ
」
と

言
っ
て
寄
こ
し
た
。
こ
れ
を
聞
い
た
又
兵
衛
は
す
ぐ
さ
ま
起
き
上
が
り
、「
も
っ

と
も
だ
。
ま
っ
た
く
も
っ
て
無
念
な
巡
り
合
わ
せ
だ
。
す
ぐ
に
出
発
し
よ
う
」
と

走
り
出
た
。
病
に
か
か
っ
て
か
ら
十
二
日
目
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
看
病

人
た
ち
が
乱
心
し
た
と
見
て
止
め
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
「
乱
心
で
は
な
い
。
五
郎

左
衛
門
の
口
上
は
も
っ
と
も
だ
。
武
士
た
る
者
が
、
病
気
に
な
っ
た
か
ら
と
い
っ

て
こ
の
度
の
戦
場
に
赴
か
な
け
れ
ば
一
分
が
立
つ
も
の
か
。
も
し
途
中
で
死
ん
だ

ら
、
討
ち
死
に
同
然
で
あ
る
。
こ
れ
が
武
士
の
本
意
だ
。
何
と
し
て
も
出
発
し
よ

う
」
と
い
う
。
そ
う
し
て
、
荒
療
治
を
し
て
出
陣
し
た
と
こ
ろ
、
無
事
有
馬
に
つ

い
て
、
常
に
働
き
、
褒
美
を
拝
領
し
、
武
士
の
面
目
を
保
っ
た
と
い
う
。
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こ
こ
で
又
兵
衛
は
、
た
と
え
重
い
病
と
は
い
え
、
戦
に
出
陣
し
な
け
れ
ば
、
武

士
の
一
分
が
立
た
ぬ
と
い
う
。
疱
瘡
と
い
う
本
来
は
療
養
が
必
要
な
重
い
病
で
あ

れ
、
そ
れ
を
理
由
に
出
陣
し
な
い
こ
と
は
、
文
字
通
り
、
武
道
に
お
い
て
遅
れ
を

取
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
又
兵
衛
は
奮
起
し
て
出
陣
し
、
面
目
を
保
っ
た
と

さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
武
士
の
一
分
は
、
重
い
病
を
押
し
て
で
も
、
遅
れ
を
取
ら

ず
、
戦
に
赴
く
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

②　

喧
嘩
で
負
け
っ
ぱ
な
し
で
は
一
分
が
立
た
ぬ

　

次
に
、
喧
嘩
で
負
け
て
一
度
は
遅
れ
を
取
っ
て
し
ま
っ
た
武
士
が
、
そ
れ
で
は

武
士
の
一
分
が
立
た
ぬ
と
、
大
勢
相
手
に
命
が
け
で
仕
返
し
に
赴
い
て
、
武
士
の

面
目
を
保
っ
た
八
の
四
五
の
い
わ
ゆ
る
川
上
喧
嘩
の
用
例
を
見
て
み
よ
う
。

　

土
山
茂し

げ
え
も
ん

右
衛
門
、
東あ

ず
ま
や
い
ち
え
も
ん

弥
市
右
衛
門
、
大
木
次じ

だ
ゆ
う

太
夫
、
石
井
伊い

ざ
え
も
ん

左
衛
門
の
四
名
の

武
士
が
一
緒
に
お
経
参
り
に
行
っ
た
と
き
、
川
上
宿
で
、
て
つ
た
く
長ち

ょ
う
え
も
ん

右
衛
門
と

い
う
相
撲
取
り
が
、
弟
子
数
人
を
召
し
連
れ
て
参
っ
て
い
る
の
に
出
会
い
、
弟
子

た
ち
と
口
論
に
な
っ
た
と
こ
ろ
、
四
人
は
大
勢
に
打
ち
ひ
し
が
れ
、
う
ち
茂
右
衛

門
と
弥
一
右
衛
門
は
棒
で
打
た
れ
た
疵
が
付
い
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
お
取

り
調
べ
と
な
り
、
四
人
と
も
寄
親
の
預
か
り
と
な
っ
た
。（
多
勢
に
無
勢
と
は
い

え
、
武
士
が
平
民
に
喧
嘩
で
遅
れ
を
と
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
し
て
、
そ

の
印
と
な
る
疵
ま
で
付
け
ら
れ
た
し
ま
っ
た
二
人
は
致
命
的
で
あ
っ
た
（
そ
こ

で
、
茂
右
衛
門
と
次
太
夫
は
、
相
談
し
て
家
を
抜
け
出
て
、
長
右
衛
門
の
と
こ
ろ

に
仕
返
し
の
戦
を
仕
掛
け
、
声
を
立
て
た
の
で
、
長
右
衛
門
が
裏
口
か
ら
出
て
き

た
と
こ
ろ
を
茂
右
衛
門
が
待
ち
受
け
、
斬
っ
て
と
ど
め
を
刺
し
た
。
そ
の
上
で
、

「
最
初
の
相
手
は
数
人
な
の
で
、
誰
と
も
分
か
ら
ぬ
。
よ
っ
て
、
川
上
宿
中
の
も

の
を
残
ら
ず
な
で
切
り
に
す
る
」
と
呼
び
か
け
た
の
で
、
み
な
逃
げ
散
っ
て
し

ま
っ
た
と
い
う
。
そ
こ
で
、
そ
の
場
を
終
わ
り
と
し
て
帰
っ
た
。
追
っ
て
茂
右
衛

門
、
弥
一
右
衛
門
は
（
お
そ
ら
く
は
平
民
相
手
に
武
士
が
顔
に
疵
を
付
け
ら
れ
遅

れ
を
と
っ
た
罪
で
（
切
腹
、
次
太
夫
は
牢
人
（
顔
に
傷
を
つ
け
ら
れ
て
は
い
な
い

し
、
仕
返
し
で
面
目
を
保
っ
た
の
で
、
切
腹
に
は
な
ら
な
い
（、
伊
左
衛
門
は
閉

門
（
仕
返
し
に
参
加
し
て
い
な
い
（
と
な
っ
た
と
い
う
。
と
は
い
え
、
茂
右
衛
門

と
次
太
夫
の
二
人
は
、
仕
返
し
を
し
て
勝
っ
て
終
わ
っ
て
そ
の
負
け
を
取
り
戻
し

て
お
り
、
最
終
的
に
は
武
士
と
し
て
の
面
目
を
保
っ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
事
件
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
八
の
四
五
に
は
、
こ
の
事
件
を
さ
ら

に
詳
し
く
解
説
し
た
但
し
書
き
が
あ
る
。
煩
瑣
と
な
る
の
で
詳
細
は
省
く
が
、
そ

こ
に
一
分
の
用
例
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
喧
嘩
で
遅
れ
を
取
っ
た
後
、
四
人
が
寄

親
に
預
け
ら
れ
て
い
た
と
き
に
、
茂
右
衛
門
と
次
太
夫
が
相
談
し
て
い
る
く
だ
り

が
あ
る
が
、
そ
の
際
、
次
太
夫
か
ら
茂
右
衛
門
に
宛
て
た
手
紙
の
な
か
に
「
こ
の

ま
ま
で
は
一
分
が
立
た
ぬ
ゆ
え
、
明
朝
の
夜
明
け
前
に
打
ち
返
し
に
行
く
の
で
忍

び
出
て
く
る
よ
う
に
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
喧
嘩
で
遅
れ
を
取
っ
た
ま
ま
で
い

る
こ
と
が
、
武
士
と
し
て
の
一
分
、
す
な
わ
ち
責
任
と
面
目
が
立
た
ぬ
と
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
が
理
由
で
、
謹
慎
中
の
身
で
あ
り
な
が
ら
、
禁

を
犯
し
、
か
つ
ま
た
多
勢
を
相
手
に
喧
嘩
を
し
か
け
る
と
い
う
二
重
の
命
の
危
険

を
省
み
ず
、
仕
返
し
に
行
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
、
武
士
の
一
分
が
、
喧
嘩
な
ど
の

武
事
に
お
い
て
遅
れ
を
取
ら
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
そ
の
ま

ま
に
し
て
お
く
こ
と
は
、
武
士
に
と
っ
て
は
そ
の
責
任
を
果
た
せ
ず
、
命
を
懸
け

て
で
も
そ
そ
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
恥
ず
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
の
を
見
て
取
る
こ

と
が
で
き
る
。

⑷　

持
ち
場
を
守
る

　

こ
れ
ま
で
見
て
来
た
武
辺
の
一
分
を
、
攻
撃
的
な
意
味
で
の
武
士
の
一
分
と
す

る
な
ら
ば
、
武
士
の
一
分
に
は
守
備
的
な
側
面
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
武
士
は
そ

の
発
生
よ
り
以
来
、
実
力
を
も
っ
て
土
地
を
占
有
、
領
有
し
、
そ
れ
を
外
敵
の
侵

攻
か
ら
命
が
け
で
守
る
こ
と
を
生な

り
わ
い業

と
し
て
き
た
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
、
一
所

懸
命
に
持
ち
場
を
死
守
す
る
、
と
い
う
武
士
の
習
い
は
、
泰
平
の
世
と
な
っ
て
も

生
き
て
い
た
。『
葉
隠
』
の
「
一
分
」
の
用
例
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
内
容

を
持
つ
も
の
が
い
く
つ
か
存
在
す
る
。
次
は
こ
れ
ら
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
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①　

駆
け
込
ん
で
き
た
も
の
を
守
る

　

八
の
六
〇
で
は
、
深
江
助す

け
え
も
ん

右
衛
門
が
駆
け
込
ん
で
き
た
者
を
一
分
を
立
て
て

守
っ
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
助
右
衛
門
は
、
藩
主
光
茂
の
娘
お
仙
が
下
総
古
河

藩
主
の
土
井
大お

お
い
の
か
み

炊
頭
に
嫁
い
で
い
た
と
き
、
そ
の
お
付
き
の
者
と
さ
れ
て
い
た
。

あ
る
時
、
土
井
の
家
老
の
家
来
が
、
仲
間
を
刀
で
殺
し
、
助
右
衛
門
の
長
屋
に
駆

け
込
ん
で
助
け
を
求
め
て
き
た
。
助
右
衛
門
は
請
け
合
い
、
匿
っ
て
い
た
。
こ
の

こ
と
が
知
れ
る
と
、
土
井
の
家
老
た
ち
よ
り
（
殺
害
人
の
身
柄
を
引
き
渡
す
よ

う
（
使
い
が
あ
っ
た
が
、
助
右
衛
門
は
差
し
出
さ
な
か
っ
た
。
後
に
は
大
炊
頭
本

人
か
ら
使
い
が
あ
っ
た
。
対
し
て
助
右
衛
門
は
「
主
人
光
茂
の
か
ね
て
よ
り
の
申

し
付
け
で
、
奥
様
に
付
け
た
者
は
、
ど
ん
な
こ
と
で
あ
れ
土
井
家
の
命
令
に
従
い

御
家
中
と
同
様
に
務
め
よ
、
と
命
じ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
万
事
そ
の
通
り
に
守
っ

て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
度
の
駆
け
込
み
は
、
鍋
島
の
家
の
名
に
関
わ
る
こ

と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
助
右
衛
門
を
人
と
見
込
ん
で
頼
ん
で
参
っ
た
も
の
を
、
我
が

身
に
難
儀
が
及
ぶ
か
ら
と
い
っ
て
差
し
出
し
て
は
、
侍
の
一
分
が
立
ち
ま
せ
ん
。

私
は
一
命
に
替
え
る
覚
悟
で
す
。
た
と
え
大
炊
頭
の
ご
意
向
で
あ
っ
て
も
、
こ
の

件
は
断
じ
て
承
服
で
き
ま
せ
ん
」
と
い
う
。
そ
の
た
め
、
大
炊
頭
は
奥
様
の
お
仙

に
伝
え
て
「
決
し
て
死
罪
に
は
し
な
い
の
で
、
身
柄
を
差
し
出
す
よ
う
に
」
と
何

度
も
説
明
し
て
き
た
の
で
、
後
々
の
処
理
ま
で
し
っ
か
り
と
聞
き
届
け
、
命
に
別

状
が
な
い
こ
と
見
極
め
た
上
で
、
身
柄
を
差
し
出
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
助
右
衛
門
は
、
自
分
を
人
と
見
込
ん
で
助
け
を
求
め
て
き
た
も
の
を
、

そ
の
ま
ま
守
ら
ず
に
差
し
出
し
て
は
「
侍
の
一
分
が
立
た
ぬ
」
と
、
主
家
鍋
島
家

の
名
誉
と
武
士
と
し
て
の
己
の
面
目
を
賭
け
て
、
命
が
け
で
守
っ
て
い
る
。
こ
こ

に
我
々
は
、
己
の
領
域
に
入
っ
て
き
て
引
き
受
け
た
も
の
は
己
の
責
任
と
名
誉
に

か
け
て
守
る
と
い
う
、
乱
世
の
武
士
の
習
い
を
平
時
に
応
用
し
た
、
武
士
の
一
分

の
覚
悟
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

②　

番
人
の
一
分

　

次
に
、
ほ
ぼ
同
趣
旨
の
用
例
と
し
て
、
番
人
の
一
分
を
立
て
た
一
〇
の
六
四
を

見
て
み
よ
う
。

　

有
馬
頼
元
の
京
都
の
留
守
居
役
に
、
山
田
覚か

く
え
も
ん

右
衛
門
と
い
う
も
の
が
い
た
。
あ

る
と
き
覚
右
衛
門
の
長
屋
に
、
衣
装
に
血
の
付
い
た
者
が
駆
け
込
み
面
会
を
求
め

た
。「
た
だ
い
ま
逃
れ
ら
れ
ぬ
行
き
が
か
り
で
人
を
殺
し
ま
し
た
。
す
ぐ
に
切
腹

す
る
の
は
残
念
で
す
の
で
、
あ
な
た
を
頼
り
に
駆
け
込
ん
だ
次
第
で
す
。
後
か
ら

追
っ
手
が
来
ま
す
。
匿
っ
て
く
れ
ま
す
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
。
心
当
た
り
の

あ
っ
た
覚
右
衛
門
は
面
会
し
「
御
始
末
は
ど
の
よ
う
に
な
さ
い
ま
し
た
か
」
と
尋

ね
た
と
こ
ろ
、「
二
人
は
と
ど
め
ま
で
刺
し
ま
し
た
。
一
人
は
手
負
い
で
逃
げ
延

び
ま
し
た
の
で
、
力
及
び
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
い
う
。
覚
右
衛
門
は
「
申
し
分
な

き
始
末
で
す
。
確
か
に
聞
き
届
け
ま
し
た
。」
と
い
っ
て
奥
に
通
し
、
た
ば
こ
な

ど
で
も
て
な
さ
せ
て
お
い
た
。
他
方
、
覚
右
衛
門
は
す
ぐ
に
門
番
所
へ
行
っ
て
番

人
と
な
っ
て
座
っ
て
い
た
。
そ
こ
に
大
勢
が
押
し
か
け
て
「
こ
の
屋
敷
に
殺
害
人

が
駆
け
込
ん
だ
と
の
訴
え
が
あ
り
ま
し
た
。
差
し
出
し
ま
す
よ
う
に
」
と
い
う
。

覚
右
衛
門
は
「
何
を
申
さ
れ
ま
す
か
。
と
こ
ろ
違
い
で
し
ょ
う
」
と
澄
ま
し
た
顔

で
答
え
た
。
す
る
と
「
確
か
に
跡
を
付
け
た
か
ら
に
は
嘘
は
言
わ
せ
ま
せ
ぬ
」
と

い
う
。
覚
右
衛
門
が
「
そ
れ
に
は
証
拠
が
あ
り
ま
す
か
」
と
い
う
と
、
追
っ
手
ど

も
は
「
見
届
け
た
の
が
証
拠
で
す
。
お
屋
敷
に
入
れ
て
い
な
い
と
い
う
証
拠
が
あ

り
ま
す
か
」
と
い
う
。
覚
右
衛
門
は
「
主
君
の
か
ね
て
か
ら
の
命
令
で
、
駆
け
込

む
も
の
を
入
れ
る
な
、
と
あ
り
ま
す
の
で
、
主
君
の
命
に
替
え
て
立
ち
入
ら
せ
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
証
拠
で
す
」
と
い
う
。
す
る
と
追
っ
手
ど
も
は

「
そ
れ
な
ら
ば
、
お
屋
敷
を
探
し
申
そ
う
」
と
い
う
。
そ
の
時
覚
右
衛
門
は
立
ち

向
か
い
「
有
馬
の
屋
敷
を
そ
の
方
た
ち
に
探
さ
せ
て
は
、
番
人
の
一
分
が
立
た

ぬ
。
説
明
を
聞
き
届
け
ず
、
大
名
の
屋
敷
に
踏
み
込
も
う
と
い
う
狼
藉
者
は
一
人

も
生
か
し
て
お
け
ぬ
」
と
い
っ
て
、
刀
を
抜
き
、
番
人
ど
も
も
刀
を
抜
き
連
な
っ

て
斬
り
か
っ
た
の
で
、
追
っ
手
の
者
た
ち
は
困
惑
し
、
色
々
と
わ
び
を
行
っ
て

帰
っ
た
と
い
う
。

　

そ
の
後
の
詳
細
は
省
く
が
、
覚
右
衛
門
は
、
幕
府
の
詮
議
も
切
り
抜
け
、
自
分

を
頼
ん
で
き
た
武
士
を
し
ば
ら
く
庇
い
、
後
で
無
事
に
逃
が
し
た
と
い
う
。
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こ
こ
に
我
々
は
、
佐
賀
鍋
島
藩
だ
け
で
は
な
く
、
有
馬
家
と
い
う
別
の
武
家
に

も
通
底
す
る
、
自
分
の
領
域
に
入
っ
て
来
て
引
き
受
け
た
も
の
は
御
家
の
名
誉
と

己
の
面
目
を
か
け
て
命
懸
け
で
守
り
抜
く
武
士
の
一
分
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き

る
。

⑸　

奉
公
の
一
分

　

周
知
の
よ
う
に
、『
葉
隠
』
武
士
道
に
お
い
て
奉
公
は
、
武
辺
と
並
ん
で
極
め

て
重
視
さ
れ
て
い
る
。『
葉
隠
』
の
奉
公
論
と
は
、
技
術
で
役
に
立
つ
こ
と
よ
り

も
、
忍
ぶ
恋
の
よ
う
な
思
い
で
、
ひ
た
す
ら
に
主
君
の
た
め
を
思
っ
て
仕
え
る
こ

と
が
大
切
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
技
術
よ
り
も
、
思
い
が
重
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
奉
公
に
お
い
て
は
、
た
と
え
主
君
が
道
義
的
に
問
題
が
あ
ろ
う
が
、

主
君
に
反
対
す
る
勢
力
が
大
き
く
な
っ
て
勝
ち
目
が
な
か
ろ
う
が
、
ひ
と
り
だ
け

で
も
主
君
の
味
方
を
す
る
こ
と
が
本
当
の
奉
公
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
次

は
、
こ
の
よ
う
な
奉
公
に
関
す
る
武
士
の
一
分
の
用
例
を
見
て
み
よ
う
。

①　

主
君
押
し
込
め
の
詮
議
に
反
対

　

は
じ
め
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
一
の
七
の
用
例
で
あ
る
。
一
の
七
の
趣
旨
は
、

家
老
相
良
求き

ゅ
う
ま馬

が
、
他
の
重
臣
や
親
類
た
ち
が
主
君
光
茂
の
非
を
言
い
立
て
て
引

退
さ
せ
る
ク
ー
デ
タ
ー
の
詮
議
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
を
察
知
し
て
、
そ
の

詮
議
を
し
て
い
る
家
の
隣
を
借
り
切
っ
て
馬
鹿
騒
ぎ
を
し
て
非
難
の
対
象
を
自
分

に
向
け
、
自
分
が
そ
の
罪
で
切
腹
す
る
こ
と
で
主
君
の
押
し
込
め
会
議
を
潰
し
た

と
い
う
、
求
馬
の
命
懸
け
の
忠
義
と
知
恵
が
賞
揚
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
の
「
一
分
」
は
そ
れ
を
補
足
す
る
く
だ
り
で
二
例
使
わ
れ
て
い
る
。
ま

ず
、
第
一
の
用
例
で
は
、
そ
の
光
茂
押
し
込
め
の
詮
議
は
、
大
木
知と

も
ま
さ昌

と
岡
部

重し
げ
と
し利

の
二
人
が
企
て
、
鍋
島
種た

ね
よ世

が
引
き
入
れ
ら
れ
て
筆
を
取
っ
た
が
、
そ
の
後

押
し
込
め
詮
議
の
と
き
に
は
、
種
世
は
「
一
分
を
達
し
」
す
な
わ
ち
大
勢
に
反
し

て
光
茂
押
し
込
め
反
対
と
い
う
自
分
の
言
い
分
を
伝
え
、
そ
の
ま
ま
出
家
剃
髪
し

て
隠
遁
し
た
と
い
う
。
こ
こ
で
種
世
は
、
い
っ
た
ん
は
詮
議
の
中
に
入
り
込
ん
で

全
容
を
把
握
し
つ
つ
、
い
ざ
そ
の
と
き
に
は
、
毅
然
と
し
て
反
対
し
て
光
茂
へ
の

忠
義
を
示
し
、
詮
議
を
潰
し
に
か
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
ほ
ぼ
な
り
か

け
て
い
た
主
君
押
し
込
め
の
陰
謀
に
対
し
て
、
求
馬
同
様
、
当
時
の
藩
の
大
勢
に

対
峙
し
、
自
分
ひ
と
り
で
も
主
君
へ
の
忠
義
を
立
て
そ
れ
を
行
動
で
示
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
次
に
、
第
二
の
用
例
で
は
、
押
し
込
め
詮
議
を
推
進
し
て
い
る
寄
親

の
大
木
知
昌
が
主
君
の
押
し
込
め
に
同
意
を
求
め
た
の
に
対
し
、
そ
の
家
来
で

あ
っ
た
大
隈
次じ

へ

え
兵
衛
が
、
同
意
で
き
ぬ
、
と
の
一
分
を
申
し
出
た
、
と
い
う
。
こ

れ
も
、
大
勢
を
掌
握
し
て
い
る
自
分
の
直
接
の
上
司
に
逆
ら
っ
て
で
も
、
分
の
悪

い
主
君
光
茂
に
対
し
て
、
自
分
ひ
と
り
で
忠
義
を
貫
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
用
例
に
、
危
険
や
損
得
を
省
み
ず
自
分
ひ
と
り
で
も
主
君
へ
の
忠
義

を
貫
く
、
奉
公
の
場
面
に
お
け
る
武
士
の
一
分
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

②　

主
君
の
死
に
際
し
一
人
で
出
家
を
断
行

　

ま
た
、
す
で
に
本
稿
第
一
章
第
⑵
節
で
取
り
上
げ
た
一
の
一
九
三
の
用
例
は
、

「
一
分
の
分
別
」
を
立
て
る
べ
き
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
大
抵
の

こ
と
は
皆
に
相
談
す
る
の
が
良
い
の
に
対
し
て
、
自
分
に
関
す
る
大
事
な
こ
と
、

例
え
ば
、
主
君
光
茂
の
死
去
に
際
し
て
出
家
す
る
よ
う
な
こ
と
は
、
衆
議
に
諮
っ

て
も
止
め
ら
れ
る
だ
け
な
の
で
、
む
し
ろ
、
自
分
の
考
え
を
貫
く
こ
と
が
大
切
で

あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
用
例
も
、
そ
の
内
容
か
ら
い
え
ば
、
道
義
的
な
意
味
を
合

わ
せ
も
つ
も
の
と
し
て
、
奉
公
の
一
分
に
も
分
類
さ
れ
よ
う
。

③　

主
君
が
貶
め
ら
れ
た
の
を
命
懸
け
で
抗
議

　

次
に
、
奉
公
の
一
分
に
関
す
る
聞
書
で
取
り
上
げ
た
い
の
は
、
主
君
が
貶
め
ら

れ
た
と
き
に
命
が
け
で
抗
議
し
た
八
の
六
六
の
用
例
で
あ
る
。

　

石
井
権ご

ん
の
す
け

之
助
は
、
神く

ま
し
ろ
つ
ね
ち
か

代
常
親
の
家
臣
で
あ
っ
た
。
あ
る
時
、
数
人
で
話
を
し
て

い
た
際
、
西に

し
む
た
さ
ん
の
じ
ょ
う

牟
田
三
之
丞
が
「
有
馬
の
陣
で
は
神
代
常
親
殿
は
不
出
来
で
あ
っ

た
」
と
い
う
。
こ
れ
を
聞
い
た
権
之
助
は
起
き
上
が
り
「
今
の
話
、
確
か
に
聞
き

届
け
た
。
何
を
証
拠
に
有
馬
の
話
を
し
て
い
る
の
か
。
私
は
神
代
殿
の
お
供
を
し
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て
、
有
馬
で
こ
の
よ
う
に
片
手
を
討
ち
落
と
さ
れ
、
手
切
れ
の
権
之
助
と
言
わ

れ
、
各
々
方
の
前
で
も
い
っ
ぱ
し
の
口
を
利
く
者
で
あ
る
。
そ
の
私
が
、
主
人
の

悪
名
を
言
わ
れ
、
そ
ち
ら
を
立
て
て
お
い
て
は
、
一
分
が
立
た
ぬ
。
し
か
し
な
が

ら
、
手
が
な
い
の
で
お
ぬ
し
と
果
た
し
合
い
は
で
き
ぬ
。
つ
い
て
は
わ
し
の
腹
を

突
い
て
腹
を
切
れ
。
主
人
の
た
め
に
捨
て
る
命
は
本
望
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
言

わ
れ
て
こ
の
席
を
立
っ
て
は
、
そ
な
た
も
一
分
は
立
つ
ま
い
。
こ
こ
へ
寄
れ
」
と

押
し
肌
脱
い
で
実
行
し
か
か
っ
た
。
一
座
の
衆
は
、
な
ん
と
か
な
だ
め
た
が
、
我

慢
し
な
か
っ
た
の
で
、
三
之
丞
よ
り
詫
び
状
を
出
し
て
澄
ま
せ
た
と
の
こ
と
で
あ

る
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
片
手
の
な
い
権
之
助
は
、
い
か
に
有
馬
で
活
躍
し
た
勇
士
と
は

い
え
、
現
実
的
に
見
れ
ば
い
っ
ぱ
し
の
武
士
相
手
に
喧
嘩
を
し
た
と
こ
ろ
で
、
勝

ち
目
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
主
君
の
た
め
に
文
字

通
り
命
を
懸
け
て
主
君
を
貶
め
た
相
手
に
抗
議
し
、
結
果
と
し
て
相
手
を
真
剣
さ

で
圧
倒
し
て
詫
び
を
入
れ
さ
せ
、
主
君
を
貶
め
た
言
葉
を
改
め
さ
せ
、
己
と
主
君

の
名
誉
を
守
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑹　

己
の
一
分

　

前
節
で
は
、
奉
公
に
お
け
る
武
士
の
一
分
の
用
例
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
そ
こ

で
武
士
の
一
分
は
、
主
君
に
ど
の
よ
う
に
尽
く
す
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
焦
点
が

当
て
ら
れ
て
い
た
。
奉
公
の
一
分
は
、
主
君
の
た
め
、
と
い
う
の
が
、
そ
の
核
心

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
他
方
、
武
士
が
一
分
を
立
て
る
と
き
に
は
、
と
き
に
主
君

の
覚
え
や
意
向
に
反
し
て
で
も
、
一
分
を
貫
く
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
、
武

士
の
一
分
は
、
単
な
る
主
君
の
た
め
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
よ
り
は
、
他
な
ら

ぬ
こ
の
私
の
責
任
を
持
つ
領
域
と
誇
り
を
守
る
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ

こ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
己
の
一
分
に
つ
い
て
見
て
お
こ
う
。

　

す
で
に
触
れ
て
お
い
た
よ
う
に
、
一
〇
の
一
二
一
に
よ
れ
ば
、
小
幡
上
総
介

は
、
主
君
武
田
信
玄
に
追
放
さ
れ
た
小
幡
駿
河
守
の
娘
を
嫁
に
し
て
い
た
こ
と
か

ら
、
信
玄
は
、
家
老
ら
に
命
じ
て
家
老
ら
の
相
談
と
い
う
か
た
ち
で
妻
と
別
れ
さ

せ
る
よ
う
指
示
し
た
。
そ
こ
で
、
家
老
ら
に
呼
び
出
さ
れ
、
そ
の
屋
敷
を
兵
た
ち

に
囲
ま
れ
た
上
で
、
そ
れ
を
伝
え
ら
れ
た
上
総
介
は
、「
侍
の
契
り
は
良
い
と
き

ば
か
り
で
は
な
い
。
こ
の
場
に
及
ん
で
罪
の
な
い
妻
を
路
頭
に
迷
わ
せ
て
は
上
総

介
の
一
分
が
立
た
ぬ
。
武
士
は
不
義
を
恥
と
す
る
」
と
突
っ
ぱ
ね
て
い
る
。
こ
こ

で
上
総
介
は
、
た
と
え
主
君
の
意
向
と
そ
れ
を
受
け
た
家
老
ら
の
武
力
を
伴
う
威

圧
的
な
説
得
に
抗
っ
て
で
も
、
妻
と
の
契
り
を
守
り
、
己
の
責
任
を
持
つ
領
域
と

誇
り
を
守
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
上
総
介
は
、
主
君
信
玄
を
立
て
る

こ
と
も
忘
れ
て
は
い
な
い
。
続
け
て
「
主
命
な
ら
仕
方
な
い
が
、
内
意
の
う
ち
は

で
き
ぬ
。
ま
た
、
も
し
主
君
へ
の
忠
義
を
妻
へ
と
思
い
替
え
、
反
逆
の
心
が
あ
る

は
ず
と
思
わ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
場
で
切
腹
し
よ
う
」
と
い
う
。
こ
こ
で
上
総
介

は
、
ま
ず
は
命
懸
け
で
妻
と
の
契
り
を
守
り
、
己
の
領
域
と
誇
り
を
守
る
一
方

で
、
同
じ
く
命
懸
け
で
主
君
と
の
契
り
を
守
っ
て
み
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
上
総
介
の
言
葉
に
、
家
老
た
ち
は
道
理
に
詰
ま
り
、
そ
の
ま
ま
持
ち
帰
っ
て
信

玄
に
伝
え
た
。
す
る
と
信
玄
は
、
わ
し
が
間
違
っ
て
い
た
。
彼
を
試
す
た
め
に
そ

う
し
た
ま
で
だ
、
と
言
っ
て
、
こ
と
さ
ら
に
上
総
介
を
褒
め
た
と
い
う
。

　

こ
こ
で
上
総
介
は
、
武
士
の
契
り
は
良
い
と
き
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
と
し

て
、
毅
然
と
し
て
妻
と
の
契
り
を
守
っ
て
い
る
。
他
方
、
同
じ
契
り
は
信
玄
と
の

主
従
の
契
り
に
も
適
用
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
反
逆
の
心
が
な
い
こ
と
を
示

す
た
め
に
、
切
腹
す
る
覚
悟
を
示
し
て
い
る
。
上
総
介
は
こ
こ
で
し
っ
か
り
と
主

君
信
玄
と
の
主
従
の
契
り
も
命
懸
け
で
立
て
て
お
り
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
い
ざ

と
い
う
と
き
に
も
裏
切
ら
ぬ
家
臣
で
あ
る
と
し
て
、
信
玄
の
賞
賛
を
受
け
る
こ
と

に
な
る
。

　

そ
れ
で
は
、
上
総
介
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
妻
や
主
君
の
た
め
に
そ
う
し
た
の
か
と

い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
こ
こ
で
上
総
介
は
、
己
の
一
分
、
す
な
わ
ち
、
自
分

が
責
任
を
持
つ
領
域
を
守
り
、
誇
り
を
保
つ
こ
と
を
何
よ
り
も
重
視
し
て
い
る
。

妻
や
主
君
と
の
契
り
を
守
る
こ
と
は
、
己
の
守
る
べ
き
領
域
に
入
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
こ
で
、
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
で
立
ち
現
れ
て
き
た
武
士
の
一
分
と
は
、

単
に
誰
か
の
た
め
に
す
る
こ
と
を
越
え
て
、
己
が
責
任
を
持
つ
と
定
め
た
領
域
を
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守
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
保
た
れ
る
自
ら
の
誇
り
で
も
あ
っ
た
の

で
あ
る
。

⑺　

武
士
の
一
分
の
相
互
性

　

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
武
士
の
一
分
は
単
に
一
人
で
立
て
る

も
の
で
は
な
く
、
と
き
に
一
分
を
立
て
る
も
の
同
士
の
強
固
な
関
係
が
成
立
し
て

い
た
。
つ
ま
り
、
武
士
の
一
分
に
は
相
互
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
次
に
、
こ
の

点
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
一
〇
の
一
〇
七
の
用
例
を
見
て
み
よ
う
。

　

戦
国
末
期
に
石
田
三
成
が
徳
川
家
康
の
上
杉
攻
め
の
隙
を
つ
い
て
上
方
で
反
家

康
の
兵
を
挙
げ
た
際
、
当
時
上
方
に
い
た
家
康
派
の
大
名
の
妻
子
を
伏
見
城
に
連

れ
て
き
て
人
質
に
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
と
き
、
た
ま
た
ま
お
城

の
近
く
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
じ
め
に
使
い
が
派
遣
さ
れ
た
の
が
、
当
時
家
康

の
味
方
で
関
東
に
下
っ
て
い
た
細
川
忠た

だ
お
き興

の
屋
敷
で
あ
っ
た
。
忠
興
の
妻
玉
子

（
ガ
ラ
シ
ャ
と
も
（
は
二
度
ま
で
は
婉
曲
に
断
っ
て
使
者
を
押
し
返
し
て
い
た
が
、

三
度
目
に
は
つ
い
に
力
づ
く
で
も
連
れ
て
行
く
と
の
脅
し
を
受
け
た
。
す
る
と
玉

子
は
、
女
の
こ
と
だ
か
ら
身
支
度
の
時
間
が
ほ
し
い
と
い
っ
て
時
間
を
か
せ
い

だ
。
そ
の
と
き
、
玉
子
か
ら
家
老
た
ち
へ
遺
し
た
言
葉
の
な
か
に
、
一
分
の
用
例

が
二
つ
あ
る
。
玉
子
は
ま
ず
、
細
川
忠
興
の
こ
れ
ま
で
の
恩
義
を
語
る
。
す
な
わ

ち
、
忠
興
は
か
つ
て
玉
子
が
明
智
光
秀
の
娘
で
あ
っ
た
た
め
、
光
秀
よ
り
信
長
へ

の
反
逆
に
与
す
る
よ
う
に
伝
え
ら
れ
る
と
、
不
義
の
も
の
と
契
り
は
結
べ
ぬ
と
玉

子
を
離
縁
し
た
。
そ
の
後
、
光
秀
が
秀
吉
に
敗
れ
た
後
、
反
逆
人
の
娘
と
し
て
玉

子
が
行
き
場
を
無
く
し
て
い
る
と
、「
こ
の
越
中
守
（
忠
興
（
妻
女
を
路
頭
に
迷

わ
せ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
は
、
私
の
一
分
が
立
た
ぬ
」
と
し
て
、
玉
子
と
復
縁
し

て
い
る
。（
こ
の
こ
と
は
、
玉
子
が
天
下
の
反
逆
者
明
智
光
秀
の
娘
で
あ
っ
た
こ

と
、
さ
ら
に
は
そ
れ
を
打
ち
破
っ
た
時
の
天
下
人
豊
臣
秀
吉
の
覚
え
を
考
え
れ

ば
、
百
害
あ
っ
て
一
利
の
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
既
に
触
れ
た
上
総
介
と
同

様
、
忠
興
は
、
己
の
責
任
と
名
誉
に
か
け
て
、
ひ
と
た
び
己
の
領
域
に
入
れ
た
妻

の
玉
子
を
守
っ
た
の
で
あ
る
（
他
方
、
そ
れ
を
受
け
た
玉
子
は
、
こ
の
御
恩
の
深

い
こ
と
は
、
生
前
に
は
返
し
が
た
い
、
と
有
難
く
受
け
止
め
て
い
た
。
そ
し
て
、

「
こ
の
度
仕
方
な
く
お
城
に
召
さ
れ
て
は
、
越
中
守
へ
の
一
分
が
立
た
ぬ
」
と
い

う
。
妻
の
玉
子
も
ま
た
、
大
名
の
妻
で
あ
り
、
城
の
名
代
と
し
て
守
る
べ
き
領
域

と
、
そ
の
誇
り
を
、
一
身
を
か
け
て
守
ろ
う
と
し
て
お
り
、
そ
れ
を
放
棄
し
て

は
、
一
分
が
立
た
ぬ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
忠
興
が
リ
ス
ク
を
冒
し
て

守
っ
た
武
士
の
一
分
に
よ
っ
て
守
ら
れ
た
妻
の
玉
子
が
、
同
様
の
一
分
を
も
っ

て
、
忠
興
と
の
契
り
を
守
り
応
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
我
々
は
、
一
分
を

守
る
も
の
同
士
の
相
互
的
な
交
わ
り
が
成
立
し
て
い
る
の
を
見
て
取
る
こ
と
が
で

き
る（

（
（

。

　

玉
子
は
続
け
て
、
自
分
が
人
質
に
な
っ
た
ら
、
恩
愛
か
ら
家
康
へ
の
不
義
も
し

か
ね
な
い
と
心
配
す
る
。
他
方
、
三
成
の
せ
い
で
妻
子
が
死
ん
だ
と
な
れ
ば
、
無

二
の
は
た
ら
き
も
す
る
だ
ろ
う
と
予
測
す
る
。
そ
し
て
、
家
老
ら
に
、
居
間
に
焼

き
草
を
積
ん
で
お
き
、
我
等
妻
子
が
自
害
す
る
の
を
見
た
ら
、
火
を
付
け
て
欲
し

い
と
頼
む
。
さ
ら
に
、
召
使
い
ら
は
心
の
ま
ま
に
逃
げ
る
よ
う
勧
め
、
越
中
守
に

あ
っ
た
ら
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
趣
旨
を
詳
し
く
伝
え
て
ほ
し
い
と
頼
む
。
そ

の
上
で
、
居
間
に
入
り
、
ま
ず
は
十
歳
の
娘
に
趣
旨
を
告
げ
て
刺
し
殺
し
、
さ
ら

に
八
歳
の
男
子
に
、
武
家
に
生
ま
れ
た
証
拠
に
腹
を
切
れ
、
と
命
じ
た
。
そ
し
て

そ
の
息
子
が
、
心
得
ま
し
た
と
押
し
肌
脱
い
で
腹
に
脇
差
し
を
突
き
立
て
た
と

き
、
つ
ら
い
目
を
み
せ
る
よ
り
は
と
首
を
討
ち
落
と
し
、
自
分
も
自
害
し
た
。
そ

れ
を
見
届
け
た
家
老
ら
は
、
焼
き
草
に
火
を
付
け
、
思
い
思
い
に
働
い
た
上
で
、

火
の
中
に
駆
け
入
っ
て
死
ぬ
も
の
も
多
か
っ
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
三
成
は
大
名

の
妻
子
を
人
質
に
取
る
こ
と
を
止
め
た
と
い
う
。

　

玉
子
は
、
自
分
が
人
質
に
な
れ
ば
、
恩
愛
か
ら
忠
興
が
家
康
を
裏
切
る
リ
ス
ク

を
想
定
し
て
い
た
。
そ
し
て
万
が
一
そ
う
な
っ
て
し
ま
え
ば
、
細
川
の
御
家
自
体

が
一
分
を
失
い
、
同
じ
く
一
分
を
尊
ぶ
家
康
ら
同
盟
中
の
武
家
の
信
頼
を
失
っ
て

御
家
が
存
立
の
危
機
に
陥
る
こ
と
ま
で
予
想
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で

は
、
大
名
の
妻
と
し
て
、
お
城
の
名
代
と
し
て
細
川
の
御
家
を
守
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
そ
こ
で
、
御
家
の
人
々
を
守
る
た
め
に
、
自
分
と
愛
す
る
我
が
子
二
人
の
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命
を
懸
け
て
で
も
、
人
質
に
な
る
こ
と
を
拒
み
、
武
士
と
し
て
の
一
分
を
全
う
し

た
の
で
あ
る
。
今
日
の
常
識
に
照
ら
せ
ば
、
命
を
軽
ん
じ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え

る
が
、
玉
子
に
言
わ
せ
れ
ば
、
今
日
の
我
々
と
は
異
な
る
戦
乱
の
世
の
常
識
の
支

配
す
る
世
界
に
あ
っ
て
、
長
期
的
視
野
に
立
っ
て
細
川
の
御
家
の
存
続
を
考
え
、

最
善
と
思
わ
れ
る
行
動
を
取
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し

て
、
細
川
の
御
家
に
所
属
す
る
多
く
の
人
々
の
命
を
守
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
我
々
は
、
己
の
領
域
と
そ
こ
で
な
す
べ
き
こ
と
を
命
懸
け

で
守
り
、
名
誉
を
保
ち
、
そ
れ
を
尊
ぶ
も
の
同
士
の
相
互
的
な
交
わ
り
を
維
持
す

る
こ
と
で
御
家
の
存
立
を
確
か
な
も
と
す
る
、
武
士
の
一
分
の
相
互
性
を
見
て
取

る
こ
と
が
で
き
る
。

⑻　

総
合
的
な
一
分
：
家
老
に
な
っ
て
国
家
を
担
う
覚
悟

　

最
後
に
、
武
辺
、
奉
公
、
己
の
一
分
を
合
わ
せ
持
つ
、
総
合
的
な
「
一
分
」
の

用
例
を
見
て
お
こ
う
。

　

聞
書
二
の
一
〇
一
で
は
、
常
朝
の
某
と
い
う
侍
へ
の
助
言
と
し
て
「
一
分
の
覚

悟
」
を
持
つ
よ
う
に
勧
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
よ
り
高
い
と
こ
ろ
に
目
を
付

け
な
さ
い
。
武
芸
に
優
れ
て
い
る
だ
け
で
は
芸
人
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
よ
り
は
「
あ

の
人
は
武
士
だ
。
さ
す
が
の
奉
公
人
だ
。」
と
見
ら
れ
、
家
老
が
必
要
な
時
に
選

び
出
さ
れ
る
こ
と
を
目
指
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
国
家
を
治
め
る
ほ
ど
の
忠
節
は
な

く
、
た
と
え
家
老
に
召
し
出
さ
れ
な
く
て
も
、「
一
分
の
覚
悟
」
は
御
用
に
立
つ

の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
武
辺
（
本
稿
で
は
武
辺
の
一

分
（
と
奉
公
（
本
稿
で
は
奉
公
の
一
分
（
で
遅
れ
を
取
ら
ぬ
と
の
覚
悟
を
持
ち
、

国
を
治
め
よ
う
と
志
し
て
家
老
を
目
指
す
こ
と
が
、
一
己
の
武
士
と
し
て
あ
る
べ

き
「
一
分
の
覚
悟
」
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
我
々
は
、
先
学
が
既
に

指
摘
す
る（

（
（

よ
う
な
、
人
と
し
て
家
老
と
な
り
国
家
を
治
め
る
こ
と
を
目
指
す
こ
と

こ
そ
が
佐
賀
鍋
島
藩
の
奉
公
人
の
理
想
で
あ
る
と
す
る
『
葉
隠
』
の
奉
公
論
・
家

老
論
と
同
じ
結
論
を
、「
一
分
」
の
用
例
か
ら
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
か
つ

ま
た
、
そ
れ
が
「
武
士
」
と
し
て
、
武
辺
に
お
い
て
遅
れ
を
取
ら
ぬ
覚
悟
と
相
通

じ
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
武
辺
と
奉
公
の
覚
悟
が
、
た
と
え
一
人
で

も
己
の
領
域
と
誇
り
を
守
り
抜
く
「
己
の
一
分
」
の
思
想
と
「
一
分
」
の
言
葉
で

結
び
付
い
て
い
る
の
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
と
め

　

本
稿
で
は
、『
葉
隠
』
に
お
け
る
「
一
分
」
の
全
二
五
の
用
例
の
う
ち
、「
ほ
ん

の
わ
ず
か
」
と
い
う
意
味
を
除
く
武
士
の
一
分
に
該
当
す
る
二
三
の
用
例
の
う
ち

の
主
な
も
の
を
そ
の
内
容
ご
と
に
分
類
、
整
理
し
な
が
ら
、『
葉
隠
』
に
お
け
る

武
士
の
一
分
の
内
実
に
つ
い
て
多
面
的
、
総
合
的
に
解
釈
し
て
き
た
。

　
「
一
分
」
に
は
、
第
一
に
、「
自
分
の
ひ
と
り
の
（
考
え
（」、
第
二
に
道
義
的
な

意
味
を
伴
う
「
一
身
の
面
目
、
責
任
」
と
い
う
意
味
が
あ
っ
た
。

　

第
一
の
「
自
分
ひ
と
り
の
（
考
え
（」
と
い
う
意
味
に
は
、
悪
い
意
味
と
良
い

意
味
が
あ
っ
た
。
そ
の
悪
い
意
味
と
は
、
独
り
よ
が
り
の
考
え
と
い
う
意
味
で
、

そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
何
で
も
他
人
と
相
談
す
る
こ
と
で
、
自
分
で
は
見
え
な

か
っ
た
道
理
が
見
え
る
こ
と
が
、
談
合
の
知
恵
と
し
て
良
い
こ
と
と
さ
れ
た
。
他

方
、
そ
の
良
い
意
味
と
は
、
自
分
独
自
の
考
え
を
持
つ
、
あ
る
い
は
ひ
と
り
で
正

し
い
信
念
を
貫
く
、
と
い
う
意
味
で
、
武
士
は
重
要
な
こ
と
に
お
い
て
は
、
と
き

に
人
と
相
談
す
る
よ
り
も
、
自
分
独
自
の
考
え
を
持
ち
、
ひ
と
り
で
正
し
い
信
念

を
貫
く
こ
と
が
良
し
と
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、『
葉
隠
』
の
「
一
分
」
の
用
例

の
う
ち
、
自
分
ひ
と
り
の
（
考
え
（
と
い
う
意
味
を
持
つ
も
の
に
は
、
独
り
よ
が

り
の
考
え
と
い
う
悪
い
意
味
と
、
独
自
の
考
え
を
持
ち
正
し
い
信
念
を
貫
く
と
い

う
良
い
意
味
の
二
つ
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
一
分
」
の
第
二
の
意
味
は
、「
一
身
の
面
目
と
責
任
」
と
い
う
意
味
で
、
そ
れ

を
立
て
る
と
は
、「
武
士
と
し
て
己
の
責
任
を
果
た
し
、
面
目
を
施
す
（
＝
誇
り

を
守
る
（」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
一
分
に
は
、
不
義
を
な
せ
ば
一

分
が
立
た
な
い
と
い
う
用
例
が
あ
り
、
道
義
的
な
意
味
と
連
続
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
武
士
が
自
分
で
守
る
と
定
め
た
一
身
の
責
任
の
重
さ
は
、
そ
れ
を
失
え
ば
名
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誉
を
失
っ
て
引
退
、
さ
ら
に
は
と
き
に
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
重
い
も
の

で
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
武
士
の
一
分
に
は
、『
葉
隠
』
武
士
道
の
根

幹
を
な
す
武
辺
と
奉
公
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
も
の
が
あ
る
。

　

第
一
の
武
辺
の
一
分
に
は
、
さ
ら
に
攻
撃
的
側
面
と
守
備
的
側
面
が
あ
っ
た
。

ま
ず
、
そ
の
攻
撃
的
側
面
と
は
、
武
事
に
お
い
て
遅
れ
を
取
ら
な
い
こ
と
で
あ

り
、
具
体
的
に
は
、
万
難
を
排
し
て
戦
に
赴
い
た
り
、
喧
嘩
で
遅
れ
を
取
ら
な

か
っ
た
り
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
次
に
、
そ
の
守
備
的
側
面
と
は
、
自
分
の
持
ち

場
を
死
守
し
た
り
、
自
分
を
頼
ん
で
き
た
も
の
を
相
手
次
第
で
引
き
受
け
命
懸
け

で
守
っ
た
り
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

次
に
、
奉
公
の
一
分
と
は
、
た
と
え
自
分
ひ
と
り
で
も
主
君
へ
の
忠
義
を
貫
く

こ
と
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
主
君
を
押
し
込
め
よ
う
と
す
る
謀
略
を
仕
掛
け
た
敵

対
勢
力
が
圧
倒
的
な
力
を
持
っ
て
い
る
な
か
で
、
自
分
ひ
と
り
で
も
主
君
へ
の
忠

義
を
貫
き
、
命
懸
け
で
押
し
込
め
に
反
対
す
る
と
か
、
主
君
の
死
に
際
し
て
追
腹

が
禁
止
さ
れ
て
い
る
な
か
で
代
わ
り
に
出
家
を
断
行
し
て
す
べ
て
を
賭
け
た
忠
義

を
示
す
と
か
、
主
君
が
貶
め
ら
れ
た
ら
た
と
え
勝
ち
目
が
な
く
て
も
命
懸
け
で
抗

議
す
る
な
ど
、
自
分
ひ
と
り
で
も
主
君
の
た
め
に
す
べ
て
を
賭
け
て
尽
く
す
こ
と

で
あ
っ
た
。

　

他
方
、
一
分
の
用
例
の
な
か
に
は
、
単
に
主
君
に
尽
く
す
と
い
う
よ
り
は
、
む

し
ろ
自
分
の
誇
り
を
守
る
た
め
の
「
己
の
一
分
」
と
い
う
も
の
も
あ
っ
た
。
す
な

わ
ち
、
主
君
の
た
め
に
尽
く
す
こ
と
が
『
葉
隠
』
の
奉
公
論
の
基
本
だ
が
、
そ
れ

だ
け
で
は
な
く
、
例
え
ば
、
主
君
の
覚
え
の
良
く
な
い
一
族
の
妻
と
別
れ
る
よ
う

内
々
に
言
わ
れ
て
も
、
ひ
と
た
び
武
士
が
契
り
を
結
ん
だ
罪
の
な
い
妻
と
の
関
係

を
都
合
が
悪
く
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
離
縁
す
る
と
い
う
の
で
は
、
武
士
の
一
分

が
立
た
ぬ
と
言
っ
て
断
る
武
士
が
、
む
し
ろ
褒
め
称
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
と

き
、
武
士
の
一
分
を
立
て
る
こ
と
は
単
な
る
主
君
へ
の
滅
私
奉
公
で
は
な
く
、
む

し
ろ
、
己
が
守
る
と
決
め
た
領
域
を
守
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
他
の
誰
の
た

め
で
も
な
く
己
の
誇
り
を
守
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
武
士
の
一
分
に
は
相
互
性
が
成
立
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
、

天
下
の
反
逆
者
明
智
光
秀
の
娘
と
し
て
路
頭
に
迷
い
か
け
て
い
た
妻
と
復
縁
し
て

己
の
一
分
を
守
っ
た
細
川
忠
興
の
心
意
気
を
御
恩
と
受
け
止
め
、
い
つ
か
報
い
よ

う
と
誓
っ
て
い
た
妻
の
玉
子
は
、
敵
方
の
石
田
三
成
に
人
質
に
さ
れ
そ
う
に
な
っ

た
際
、
命
懸
け
で
拒
ん
で
一
分
を
立
て
、
忠
興
に
応
え
て
い
る
。
武
士
の
一
分

は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
守
ら
れ
た
も
の
が
、
そ
れ
を
御
恩
と
受
け
止
め
て
、
今
度
は

相
手
を
守
ろ
う
と
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
相
互
的
な
連
関
が
成
立
す
る
こ
と
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、『
葉
隠
』
の
一
分
に
は
、
武
辺
、
奉
公
に
優
れ
家
老
に
な
っ
て
国
家
を

担
う
覚
悟
を
持
つ
と
い
う
一
分
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
武
士
は
単
に
技
術
が
優

れ
て
い
る
だ
け
で
は
駄
目
で
、
武
士
と
し
て
奉
公
人
と
し
て
他
に
遅
れ
を
取
ら

ず
、
必
要
な
と
き
に
は
家
老
に
呼
び
出
さ
れ
る
よ
う
一
分
の
覚
悟
を
持
つ
べ
き
で

あ
る
と
い
う
。
こ
こ
に
、
武
辺
と
奉
公
、
さ
ら
に
は
己
の
一
分
を
合
わ
せ
持
つ
、

総
合
的
な
意
味
で
の
武
士
の
一
分
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

注

（
（
（	

山
本
博
文
は
、「『
葉
隠
』
と
日
本
人
の
姿　

武
士
道
で
重
ん
じ
ら
れ
た
名
誉
意
識

＝
武
士
の
一
分
」（『
週
刊
東
洋
経
済
』、
平
成
一
八
年
六
月
一
八
日
号
、
七
八
―
八

〇
頁
（
の
な
か
で
、
武
士
の
持
つ
名
誉
意
識
の
こ
と
を
武
士
の
一
分
で
あ
る
と
す
る
。

例
え
ば
、『
葉
隠
』
に
は
、
鳥
取
藩
士
が
、
同
僚
が
喧
嘩
し
て
い
る
と
の
噂
を
聞
き

劣
勢
だ
っ
た
味
方
に
加
勢
し
て
相
手
を
討
ち
取
り
、
喧
嘩
に
加
担
し
な
い
御
法
度
に

背
い
た
と
の
取
り
調
べ
を
受
け
た
際
、
同
僚
が
喧
嘩
し
て
打
た
れ
よ
う
と
し
て
い
る

の
を
見
て
命
惜
し
さ
に
加
勢
し
な
け
れ
ば
武
士
道
が
廃
る
と
主
張
し
て
、
か
え
っ
て

褒
め
ら
れ
た
と
い
う
説
話
が
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
、
結
果
を
考
え
ず
自
分
の
正
義

を
貫
き
、
命
懸
け
で
名
誉
を
保
つ
こ
と
を
武
士
の
一
分
と
理
解
し
て
い
る
。
あ
る
い

は
、
平
時
に
お
い
て
悪
口
を
言
わ
れ
た
ら
言
い
返
せ
ば
よ
い
な
ど
と
さ
れ
る
こ
と

も
、
こ
れ
と
同
根
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
解
釈
自
体
は
間
違
い
で
は
な
い
し
、

本
稿
で
の
後
の
考
察
と
も
部
分
的
に
重
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
短
い

雑
誌
記
事
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、『
葉
隠
』
の
一
分
の
用
例
を
総
合
的
、
多
面
的
に
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分
析
、
解
釈
し
た
も
の
で
は
な
い
。

（
（
（	

た
だ
し
、
内
容
に
つ
い
て
言
え
ば
、
本
校
第
二
章
第
⑹
節
で
後
述
す
る
「
己
の
一

分
」
が
、
相
良
亨
が
『
武
士
道
』（
塙
書
房
・
塙
新
書
、
昭
和
四
三
年
（
第
五
章
で

「
卓
爾
と
し
た
独
立
」
と
題
し
て
取
り
上
げ
た
「
自
己
を
支
配
し
独
り
立
つ
武
士
」

と
い
う
規
定
と
一
部
共
通
し
て
い
る
。
本
稿
は
、
相
良
の
指
摘
を
踏
ま
え
、
そ
れ
を

テ
キ
ス
ト
概
念
の
「
一
分
」
に
焦
点
を
当
て
て
、
さ
ら
に
詳
し
く
掘
り
下
げ
よ
う
と

す
る
試
み
で
あ
る
。

（
（
（	

菅
野
覚
明
、
栗
原
剛
、
木
澤
景
、
菅
原
令
子
『
新
校
訂　

全
訳
注　

葉
隠
（
上
（

（
中
（（
下
（』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
平
成
二
九
、	

三
〇
年
（
お
よ
び
、
佐
藤
正
英
、

吉
田
真
樹
、
木
村
純
二
、
板
東
洋
介
、
上
野
太
裕
、
岡
田
大
助
『
定
本　

葉
隠　

全

訳
注
（
上
（（
中
（（
下
（』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
平
成
三
〇
年
（
参
照
。

（
（
（	

『
葉
隠
』
の
聞
書
の
分
け
方
や
聞
書
の
番
号
の
振
り
方
に
は
諸
説
あ
る
が
、
本
稿

で
は
、
小
山
本
を
底
本
と
し
た
前
掲
『
定
本　

葉
隠　

全
訳
注
』
の
分
類
、
番
号
に

従
う
。

（
（
（	

全
二
五
の
用
例
の
う
ち
、
八
の
七
八
お
よ
び
一
〇
の
六
八
の
「
一
分
」
の
二
つ
の

用
例
は
、「
ほ
ん
の
少
し
も
」「
ご
く
わ
ず
か
な
」
と
い
っ
た
わ
ず
か
な
距
離
や
範
囲

の
意
味
で
あ
り
、
武
士
の
「
一
分
」
の
思
想
内
容
を
問
う
本
稿
で
は
ほ
と
ん
ど
意
味

を
持
た
な
い
た
め
、
取
り
上
げ
な
い
。
た
だ
し
、
後
述
す
る
「
自
分
ひ
と
り
の
（
考

え
（」
と
い
う
意
味
の
用
例
の
う
ち
、
悪
い
意
味
の
用
例
で
独
り
よ
が
り
の
考
え
と

い
う
意
味
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
談
合
し
て
多
く
の
人
の
知
恵
を
集
め
る
こ
と
と
対
照

的
に
用
い
ら
れ
る
た
め
、「
ご
く
わ
ず
か
な
」
と
い
う
意
味
と
も
照
応
し
て
い
る
。

同
様
に
、「
自
分
ひ
と
り
の
（
考
え
（」
が
良
い
意
味
で
の
独
自
の
信
念
を
貫
く
と
い

う
意
味
を
持
つ
と
き
に
も
、
他
の
人
々
の
一
般
的
な
意
見
に
抗
う
と
い
う
意
味
で
、

「
ご
く
わ
ず
か
な
」
と
い
う
意
味
と
も
重
な
る
。
こ
れ
は
、
後
述
す
る
「
奉
公
の
一

分
」「
武
辺
の
一
分
」「
己
の
一
分
」
を
立
て
る
際
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
衆
議
に
反
し
て

自
分
ひ
と
り
の
領
域
と
誇
り
を
守
る
、
と
い
う
意
味
を
持
つ
こ
と
が
あ
る
の
で
、
こ

れ
ら
の
場
合
、「
ご
く
わ
ず
か
な
」
と
い
う
意
味
を
合
わ
せ
持
つ
こ
と
は
押
さ
え
て

お
く
。

（
（
（	

相
良
亨
は
『『
葉
隠
』
と
現
代
』（『
伝
統
と
現
代
』
昭
和
四
四
年
六
月
号
（
に
お

い
て
「
武
士
に
は
二
つ
の
側
面
が
あ
る
。
一
つ
は
主
従
関
係
に
お
け
る
武
士
で
あ
る
。

二
つ
は
戦
闘
員
と
し
て
の
武
士
で
あ
る
。『
葉
隠
』
に
も
こ
の
二
つ
の
性
格
が
あ
り
」

と
い
う
。
種
村
完
司
も
、『『
葉
隠
』
の
研
究
』（
九
州
大
学
出
版
会
、
平
成
三
〇
年
（

第
九
章
「『
葉
隠
』
の
歴
史
的
倫
理
的
評
価
に
つ
い
て
（
そ
の
四
（」
に
お
い
て
、
小

池
喜
明
が
『
葉
隠　

武
士
と
「
奉
公
」』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
平
成
一
一
年
（
で
主

張
す
る
奉
公
一
元
論
に
反
論
し
て
、
こ
の
よ
う
な
二
面
性
が
あ
る
こ
と
を
論
証
し
て

い
る
。

（
（
（	

例
え
ば
、
本
稿
で
後
述
す
る
川
上
喧
嘩
の
ほ
か
に
代
表
的
な
も
の
と
し
て
長
崎
喧

嘩
が
あ
る
。
聞
書
一
の
五
五
、
五
の
四
五
参
照
。

（
（
（	

同
様
の
相
互
性
は
、
す
で
に
武
辺
の
一
分
の
う
ち
、
守
備
的
な
側
面
で
取
り
上
げ

た
、
番
人
の
一
分
の
説
話
に
も
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
は
山
田
覚
右
衛

門
が
、
自
分
の
と
こ
ろ
に
庇
護
を
求
め
て
き
た
面
識
の
あ
る
侍
に
、
首
尾
は
ど
う

だ
っ
た
か
と
尋
ね
て
い
た
。
そ
し
て
、
相
手
が
、
二
人
は
始
末
し
、
一
人
は
怪
我
を

さ
せ
た
も
の
の
と
ど
め
ま
で
は
さ
せ
な
か
っ
た
と
答
え
る
の
を
聞
き
届
け
て
か
ら
、

庇
う
と
決
め
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
相
手
が
、
武
辺
の
一
分
を
立
て
る
働
き
を
し
て

い
る
の
を
聞
き
届
け
、
命
懸
け
で
庇
う
に
足
る
相
手
と
見
極
め
て
か
ら
、
自
分
も
武

士
の
一
分
を
発
揮
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
、
武
士
の
一
分
を
知
る
も
の
同

士
の
相
互
的
な
交
わ
り
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
（
（	

相
良
亨
「
山
本
常
朝
―
―『
葉
隠
』
の
思
想
」（
相
良
・
源
・
松
本
編
『
江
戸
の
思

想
家
た
ち
』
上
巻
、
研
究
社
出
版
、
昭
和
五
四
年
、
所
収
（
参
照
。




