
今
世
紀
を
代
表
す
る
哲
学
者
の
一
人
と
言
は
れ
る
ス
・
へ
イ
ン
の
オ
ル
テ
ガ
の

名
著
『
大
衆
の
反
逆
』
は
一
九
三
○
年
（
昭
和
五
年
）
に
発
表
さ
れ
る
や
、
た

ち
ま
ち
各
国
語
に
翻
訳
さ
れ
て
、
今
日
で
は
現
代
社
会
の
問
題
を
鋭
く
別
扶
し

た
社
会
哲
学
上
の
名
著
と
し
て
揺
る
ぎ
な
ぎ
地
歩
を
占
め
て
ゐ
る
。
オ
ル
テ
ガ

が
警
鐘
を
鳴
ら
し
重
大
視
し
た
問
題
の
一
つ
は
、
曾
て
デ
モ
ク
ラ
シ
イ
と
は
法

の
規
範
と
ル
ー
ル
を
厳
し
く
守
る
事
で
あ
り
反
対
者
と
と
も
に
政
治
を
行
ふ
事

で
あ
っ
た
が
、
今
や
二
十
世
紀
の
大
衆
は
あ
ら
ゆ
る
手
続
き
を
飛
ば
し
て
直
か

に
行
動
に
訴
へ
る
事
を
信
条
と
し
、
さ
う
し
て
自
己
の
好
み
と
意
見
を
物
理
的

圧
力
の
行
使
に
よ
り
人
々
に
強
制
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
今
日
日
常
茶
飯
事
の
由
々

し
き
事
態
で
あ
っ
た
。

こ
の
オ
ル
テ
ガ
の
指
摘
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
戦
後
日
本
の
松
陰
研
究
を
考
へ

て
い
く
上
で
何
の
関
係
も
有
し
て
ゐ
な
い
か
の
や
う
に
見
え
る
。
し
か
し
戦
後

日
本
の
松
陰
解
釈
は
、
私
た
ち
自
身
が
二
十
世
紀
に
生
き
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と

も
手
伝
っ
て
か
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
裡
に
、
或
い
は
意
識
的
に
、
反
逆
す
る
二

十
世
紀
大
衆
の
か
か
る
特
質
を
、
松
陰
の
な
か
に
、
大
な
り
小
な
り
追
ひ
求
め

よ
う
と
し
て
ゐ
た
と
こ
ろ
に
、
そ
の
大
き
な
特
徴
が
あ
っ
た
か
に
思
ふ
。

吉
田
松
陰
の
忠
の
思
想

（
一
）

そ
の
噴
矢
は
、
『
近
代
日
本
社
会
思
想
史
ｌ
』
（
昭
偲
）
に
発
表
さ
れ
た
故

橋
川
文
三
氏
の
「
忠
誠
意
識
の
変
容
」
と
い
う
論
文
で
あ
っ
た
。
忠
と
言
へ

ぱ
、
『
広
辞
苑
』
も
説
く
や
う
に
、
一
般
に
は
真
心
を
尽
し
て
忠
実
で
あ
る
こ

と
を
意
味
し
、
其
処
か
ら
、
特
に
、
武
士
の
倫
理
と
し
て
主
君
に
た
い
し
て
は

専
ら
臣
下
と
し
て
献
身
的
に
尽
す
と
い
う
没
我
的
な
君
臣
関
係
が
意
味
さ
れ
て

き
た
。
し
か
し
氏
の
新
解
釈
は
か
か
る
伝
統
的
な
忠
誠
観
と
は
全
く
相
反
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
氏
は
、
松
陰
の
忠
誠
心
に
つ
い
て
、
「
自
己
の
強
烈
な
信
念

に
よ
っ
て
、
時
と
し
て
不
忠
不
義
と
ゑ
な
さ
れ
る
よ
う
な
異
常
な
行
動
を
も
辞

さ
な
い
こ
と
こ
そ
、
真
の
忠
誠
で
あ
る
と
い
う
決
断
を
前
提
と
し
て
い
る
」
と

判
断
し
、
そ
の
根
拠
と
し
て
、
「
松
陰
自
身
は
、
そ
の
よ
う
な
忠
誠
の
ラ
ジ
カ

リ
ズ
ム
を
『
用
猛
』
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
（
『
二
十
一
回
猛
士
の

（
１
１
）

説
』
）
」
と
解
釈
し
た
。

そ
れ
か
ら
、
『
日
本
思
想
大
系
別
吉
田
松
陰
』
（
昭
弱
）
に
「
解
説
」
を

執
筆
し
た
藤
田
省
三
氏
は
、
八
忌
諄
に
触
れ
る
こ
と
を
恐
れ
ぬ
「
異
議
申
し
立

東
中
野
修
道

八
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て
」
の
精
神
ｖ
と
八
団
体
意
識
の
迷
蒙
を
破
る
「
横
議
・
横
行
」
ｖ
に
、
松
陰

（
２
）

の
思
想
の
「
普
遍
的
意
味
」
が
あ
る
と
断
じ
た
。

更
に
本
郷
隆
盛
氏
の
「
幕
末
思
想
論
」
（
昭
弱
）
も
、
『
講
孟
余
話
』
の
な

か
の
松
陰
の
言
葉
を
典
拠
に
、
八
松
陰
の
臣
道
は
（
中
略
）
通
俗
的
に
理
解
さ

れ
て
い
る
も
の
と
は
ま
っ
た
く
異
な
り
、
性
々
に
し
て
自
己
の
内
的
確
信
に
も

と
づ
く
主
義
・
主
張
を
主
君
に
対
し
て
強
制
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
強
制

（
３
）

す
る
論
理
Ⅱ
通
路
が
「
忠
」
な
の
で
あ
る
ｖ
と
い
ふ
解
釈
を
打
ち
出
し
た
。

既
に
お
気
づ
き
の
方
も
お
あ
り
か
と
思
ふ
、
表
現
に
連
ひ
こ
そ
あ
れ
三
氏
の

松
陰
論
に
は
或
る
一
定
の
共
通
性
が
認
め
ら
れ
て
来
る
。
言
ふ
な
れ
ぱ
、
自
己

の
強
烈
な
「
信
念
」
な
り
「
確
信
」
を
、
絶
対
的
な
判
断
基
準
と
し
て
、
何
物

を
も
恐
れ
る
こ
と
な
く
、
幕
府
や
藩
府
の
決
定
事
柄
に
対
し
、
絶
対
不
服
で
あ

る
と
異
議
を
唱
へ
、
自
分
自
身
の
確
信
を
「
強
制
」
す
べ
く
、
「
横
議
横
行
」

す
る
、
そ
れ
が
松
陰
の
本
領
で
あ
り
、
そ
れ
が
松
陰
の
考
へ
る
理
想
的
な
忠
誠

心
で
あ
っ
た
、
ｌ
か
か
る
認
識
の
類
型
が
浮
び
上
が
っ
て
来
る
。

仮
に
こ
の
や
う
な
松
陰
像
が
正
し
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
浮
び
上
が
っ

て
来
る
も
の
は
外
な
ら
ぬ
精
神
分
裂
病
の
重
症
患
者
松
陰
に
外
な
ら
な
い
。
松

陰
が
獄
や
自
宅
蟄
居
中
に
猛
烈
に
読
書
し
た
こ
と
は
『
猛
省
録
』
（
嘉
永
五
年
）

等
に
知
ら
れ
て
ゐ
る
。
自
ら
言
ふ
や
う
に
、
好
ん
で
書
を
読
ん
だ
松
陰
は
、
書

物
を
通
じ
て
往
時
の
忠
臣
孝
子
や
義
人
烈
婦
の
事
蹟
を
知
っ
て
は
喜
び
、
感
動

（
４
）

し
て
は
泣
き
、
喜
ん
で
は
躍
り
上
が
っ
た
り
し
た
。
そ
の
こ
と
は
往
年
の
松
下

村
塾
を
生
も
回
想
し
て
ゐ
る
。
講
義
中
の
松
陰
は
忠
臣
孝
子
が
身
を
殺
し
て
節

義
に
殉
ず
る
と
い
っ
た
件
り
に
至
る
や
、
両
眼
い
つ
ぱ
い
に
涙
を
た
め
、
声
を

ふ
る
は
せ
、
時
に
は
熱
い
涙
を
点
々
と
本
の
上
に
落
し
た
と
い
ふ
。
ま
た
逆
臣

が
主
君
を
苦
し
ま
せ
る
や
う
な
件
り
に
至
れ
ば
、
ま
な
じ
り
は
裂
け
、
声
は
次

第
に
大
き
く
な
っ
て
、
「
怒
髪
逆
立
」
す
る
や
う
で
あ
っ
た
か
ら
、
門
人
も
ま

た
自
然
と
忠
臣
孝
子
の
没
我
的
献
身
的
態
度
に
涙
を
落
し
、
臣
下
に
あ
る
ま
じ

（
巨
口
）

き
悪
逆
な
行
為
に
た
い
し
て
は
こ
れ
を
憎
む
と
い
ふ
心
を
起
し
た
と
い
ふ
。

松
下
村
塾
に
あ
っ
て
は
、
師
弟
と
も
に
、
伝
統
的
な
忠
誠
観
に
立
っ
て
ゐ
た

こ
と
が
、
こ
こ
に
語
ら
れ
て
ゐ
る
と
言
っ
て
何
の
不
都
合
も
な
い
。
に
も
か
か

は
ら
ず
三
氏
の
描
く
松
陰
像
は
そ
れ
と
百
八
十
度
真
向
か
ら
反
し
て
ゐ
た
。
は

た
し
て
そ
れ
は
原
文
に
忠
実
な
批
評
で
あ
っ
た
の
か
、
或
い
は
松
陰
の
具
体
的

事
跡
に
立
脚
し
た
立
論
で
あ
っ
た
の
か
、
も
う
一
度
松
陰
の
文
章
と
事
跡
に
即

し
つ
つ
検
討
し
て
み
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
来
る
。

既
に
述
べ
た
や
う
に
故
橋
川
氏
は
自
説
の
根
拠
と
し
て
松
陰
の
「
用
猛
」
と

い
ふ
言
葉
を
あ
げ
、
松
陰
自
身
「
忠
誠
の
ラ
ジ
カ
リ
ズ
ム
」
な
る
も
の
を
「
用

猛
」
と
い
ふ
言
葉
で
表
現
し
て
ゐ
る
と
語
っ
た
。
そ
こ
で
当
然
「
用
猛
」
と
い

ふ
言
葉
と
そ
の
意
味
が
問
題
と
な
っ
て
来
る
。

用
猛
と
い
ふ
言
葉
は
『
己
未
文
稿
』
（
安
政
六
年
）
正
月
七
日
の
項
に
「
用

か
へ

猛
酬
っ
て
餘
す
十
七
回
」
（
全
集
第
五
巻
一
三
六
頁
）
と
い
ふ
風
に
、
七
言
絶

句
の
漢
詩
の
第
二
句
と
し
て
唯
一
出
て
来
る
。
そ
の
最
後
に
、
「
二
十
一
回

生
、
亡
邸
・
上
書
・
入
海
・
再
獄
と
、
平
生
猛
を
用
ふ
る
こ
と
凡
そ
四
、
猶
ほ

十
七
を
餘
す
」
と
い
ふ
松
陰
自
身
の
書
き
込
み
が
あ
る
。
そ
れ
か
ら
四
ヶ
月
が

経
過
し
た
安
政
六
年
五
月
、
幕
府
が
松
陰
を
取
り
調
べ
た
い
か
ら
江
戸
に
送
る

や
う
長
州
藩
に
命
じ
た
を
り
、
松
陰
は
再
び
「
平
生
猛
を
用
ふ
る
こ
と
凡
そ
四

た
び
」
と
書
い
て
、
更
に
「
今
猶
ほ
十
七
回
を
餘
す
、
故
に
此
の
詩
を
作
る
。

き
び

時
に
己
未
の
歳
な
り
。
其
の
五
月
、
関
左
の
行
あ
り
、
想
ふ
に
當
に
復
た
一
猛

（
一
一
）

八
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を
用
ふ
べ
き
な
り
」
（
第
九
巻
五
七
五
頁
）
と
記
す
。
正
月
と
五
月
に
同
じ
こ

と
が
書
か
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
こ
に
窺
へ
る
の
は
「
用
猛
」
に
か
け
る
松
陰
の
意

気
込
永
で
あ
り
、
松
陰
が
三
十
年
の
生
涯
に
お
い
て
五
回
に
わ
た
っ
て
「
用

猛
」
を
行
っ
た
と
い
ふ
事
実
で
あ
る
。
故
橋
川
氏
が
松
陰
自
身
「
用
猛
」
と
い

ふ
言
葉
で
「
忠
誠
の
ラ
ジ
カ
リ
ズ
ム
」
な
る
も
の
を
「
表
現
し
て
い
る
」
と
語

る
の
は
独
断
に
す
ぎ
な
い
。
「
用
猛
」
の
意
味
を
判
断
す
る
に
は
、
氏
も
言
ふ

や
う
に
、
安
政
元
年
四
月
執
筆
の
『
幽
囚
録
』
の
な
か
に
あ
る
有
名
な
「
二
十

一
回
猛
士
の
説
」
が
資
料
と
し
て
妥
当
か
と
思
ふ
。
た
だ
そ
こ
に
は
「
用
猛
」

と
い
ふ
言
葉
は
見
え
な
い
。

「
吾
れ
庚
寅
の
年
を
以
て
杉
家
に
生
れ
、
已
に
長
じ
て
吉
田
家
を
嗣
ぐ
。
甲

寅
の
年
、
罪
あ
り
て
獄
に
下
る
。
夢
に
神
人
あ
り
、
與
ふ
る
に
一
刺
を
以
て

す
。
（
そ
の
）
文
に
曰
く
、
二
十
一
回
猛
士
と
。
忽
ち
覺
む
。
因
っ
て
思
ふ

に
、
杉
の
字
二
十
一
の
象
あ
り
、
吉
田
の
字
も
亦
二
十
一
回
の
象
あ
り
、
吾
が

ぜ
い

名
は
寅
、
寅
は
虎
に
馬
す
。
虎
の
徳
は
猛
な
り
。
吾
卑
微
に
し
て
房
弱
、
虎
の

猛
を
以
て
師
と
爲
す
に
非
ず
ん
ぱ
、
安
ん
ぞ
士
た
る
こ
と
を
得
ん
。
（
中
略
）

つ
ひ

神
人
蓋
し
其
の
日
に
益
々
房
弱
、
日
に
益
々
卑
微
、
終
に
其
の
遂
ぐ
る
能
は
ざ

お
そ
ひ
ら

ら
ん
こ
と
を
催
る
。
故
に
天
意
を
以
て
之
れ
を
啓
き
し
の
承
。
（
後
略
）
」
（
第

二
巻
八
七
頁
）

松
陰
は
、
卑
微
に
し
て
房
弱
だ
か
ら
、
こ
の
ま
ま
で
は
何
事
も
成
し
遂
げ
る

こ
と
な
く
一
生
を
終
る
と
自
戒
し
、
事
に
当
る
に
、
虎
の
「
徳
」
た
る
虎
の

「
猛
」
を
以
て
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
ｌ
さ
う
語
っ
た
。
と
い
ふ
こ
と
は
、
「
忠

誠
の
ラ
ジ
カ
リ
ズ
ム
」
な
る
も
の
を
、
「
猛
」
と
表
現
し
た
の
で
は
な
か
っ

た
。
で
は
八
猛
を
用
ゐ
る
こ
と
Ｖ
が
「
忠
」
に
当
る
と
考
へ
て
ゐ
た
の
か
ど
う

か
、
そ
こ
で
次
に
松
陰
自
身
の
心
事
が
問
題
と
な
っ
て
来
る
。

松
陰
が
用
猛
第
一
回
目
に
挙
げ
て
ゐ
る
の
は
「
亡
邸
」
で
あ
る
。
南
部
藩
の

え
ぱ
た

内
紛
の
た
め
獄
死
し
た
兄
の
敵
討
ち
に
行
く
江
帽
五
郎
に
途
中
ま
で
同
行
を
求

め
ら
れ
、
松
陰
は
出
発
の
日
を
赤
穂
浪
士
討
入
の
十
二
月
十
五
日
と
約
束
し

た
。
し
か
し
今
日
の
。
ハ
ス
ポ
ー
ト
に
当
る
「
過
書
」
が
国
元
か
ら
江
戸
の
松
陰

の
手
元
に
届
か
な
い
。
そ
れ
で
も
松
陰
は
約
束
の
前
日
の
嘉
永
四
年
（
一
八
五

一
年
）
十
二
月
十
四
日
に
江
戸
の
藩
邸
を
亡
命
し
水
戸
へ
と
旅
立
つ
。
「
不
忠

あ
へ

不
孝
の
事
、
誰
れ
か
肯
て
甘
ん
じ
て
之
を
爲
さ
ん
。
（
中
略
）
誠
に
丈
夫
の
一

諾
忽
せ
に
す
べ
か
ら
ざ
れ
ぱ
な
り
」
（
第
九
巻
一
六
六
頁
）
と
『
東
北
遊
日

記
』
の
冒
頭
ｌ
つ
ま
り
出
発
当
日
ｌ
に
書
き
、
真
に
亡
命
に
至
ら
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
理
由
と
、
そ
の
意
味
す
る
重
大
性
に
つ
い
て
記
し
た
。
ま
た
『
東

北
遊
日
記
』
の
末
尾
に
は
、
「
吾
が
罪
万
死
猶
軽
し
」
（
同
二
七
三
頁
）
と
書

い
た
。
こ
の
「
亡
命
」
に
よ
り
、
松
陰
は
、
士
籍
を
剥
奪
さ
れ
、
浪
人
の
身
と

な
る
。次

は
用
猛
第
三
回
目
を
問
題
に
す
る
が
、
安
政
元
年
（
一
八
五
四
年
）
三

月
、
松
陰
は
金
子
重
之
助
と
下
田
か
ら
米
艦
に
乗
り
込
承
海
外
渡
航
を
企
て

る
。
し
か
し
。
ヘ
リ
イ
の
拒
絶
に
あ
っ
て
成
就
せ
ず
、
松
陰
は
柿
崎
村
の
名
主
に

自
首
し
た
。
重
之
助
と
も
ど
も
下
田
番
所
に
連
行
さ
れ
、
与
力
た
ち
に
糺
さ
れ

て
、
松
陰
は
、
「
海
外
に
往
き
、
万
国
の
情
形
を
詳
審
し
、
以
て
国
家
の
為
め

に
暦
懲
の
大
策
を
立
て
ん
と
欲
す
る
の
意
」
を
述
べ
た
。
思
ひ
だ
に
し
な
か
っ

た
事
件
に
、
与
力
た
ち
は
為
す
す
べ
を
忘
れ
、
「
樗
々
色
を
失
ふ
」
。
ま
さ
に

青
天
の
諄
震
で
あ
っ
た
。
松
陰
は
重
之
助
と
「
声
を
齊
う
し
」
て
、
「
万
死
自

ら
分
と
す
、
一
事
隠
す
所
な
し
、
願
は
く
は
筆
を
堤
げ
て
是
れ
を
記
せ
よ
」
と

（
６
）

語
り
、
速
や
か
に
調
書
を
取
る
よ
う
勧
め
る
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。
江
戸
の
獄

で
正
確
な
調
書
を
取
ら
れ
た
あ
と
、
松
陰
は
「
永
訣
」
の
意
を
こ
め
て
、
兄
に

八
八



「
此
の
後
は
刎
首
に
相
成
り
候
て
も
遺
憾
之
れ
な
く
候
」
（
第
七
巻
二
三
五
頁
）

と
便
り
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
か
ら
五
年
後
、
刑
死
の
間
近
な
こ
と
を
意
識
し
始
め

っ

た
松
陰
は
、
安
政
六
年
十
月
二
十
日
頃
と
推
定
さ
れ
る
「
諸
友
に
語
ぐ
る
書
」

こ
う
い
ん
ば
か
か
ん
た
い

に
、
「
吾
れ
甲
寅
の
學
、
自
ら
萬
死
を
分
と
す
。
圖
ら
ざ
り
き
、
幕
府
寛
貸
以

て
死
せ
ざ
る
を
得
た
り
。
」
と
往
時
を
振
り
返
っ
た
。
「
忍
び
候
て
乗
り
渡
る

者
こ
れ
有
る
に
於
て
は
、
其
の
者
は
死
罪
」
と
い
ふ
鎖
国
令
は
、
ゆ
め
忘
れ
た

こ
と
が
な
い
、
五
年
前
の
あ
の
と
き
に
晒
し
首
と
な
っ
て
ゐ
て
当
然
だ
っ
た
、

ｌ
さ
う
回
顧
す
る
松
陰
に
、
鎖
国
令
と
い
ふ
徒
を
否
認
す
る
態
度
は
お
ろ

か
、
否
認
す
る
こ
と
を
以
て
真
の
忠
誠
で
あ
る
と
す
る
決
断
も
、
皆
目
見
当
た

ら
な
い
。

松
陰
の
藩
邸
亡
命
と
下
田
踏
海
を
評
し
て
、
故
橋
川
文
三
氏
は
、
「
い
ず
れ

も
表
面
藩
庁
の
命
に
背
き
、
幕
府
の
法
を
無
視
し
た
行
動
で
あ
る
よ
う
に
承
え

る
が
、
松
陰
自
身
の
心
中
で
は
、
む
し
ろ
（
さ
う
で
は
な
く
ｌ
筆
者
註
）
そ

れ
ら
の
ラ
ジ
カ
ル
な
行
動
こ
そ
『
事
成
れ
ば
上
は
皇
朝
の
御
為
、
下
は
藩
主
の

た
め
に
も
な
る
べ
く
』
と
い
う
究
極
的
な
忠
誠
の
発
動
と
し
て
決
行
さ
れ
た
」

（
前
述
書
一
四
八
頁
）
と
論
じ
た
。
し
か
し
松
陰
は
「
藩
邸
亡
命
」
を
「
不
忠

不
孝
の
事
」
と
ゑ
な
し
、
「
下
田
踏
海
」
に
お
い
て
幕
府
の
法
を
無
視
し
た
が

故
に
「
自
ら
萬
死
を
分
と
す
」
と
考
へ
続
け
て
来
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

「
用
猛
」
が
「
究
極
的
な
忠
誠
の
発
動
と
し
て
決
行
さ
れ
た
」
と
は
到
底
言
へ

、

な
い
。
「
事
成
れ
ば
上
は
皇
朝
の
御
為
、
下
は
藩
主
の
た
め
に
も
な
る
べ
く
」

、
、
、
、

と
松
陰
が
言
っ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
成
功
す
れ
ば
引
い
て
は
天
皇
を
上
に
い
た
だ

、

、

く
日
本
の
た
め
に
も
な
る
ば
か
り
か
、
毛
利
公
の
誉
れ
に
も
な
る
と
言
っ
て
ゐ

る
に
過
ぎ
な
い
。
従
っ
て
究
極
的
な
意
味
で
は
な
い
、
あ
く
ま
で
二
義
的
な
意

味
合
ひ
し
か
付
与
さ
れ
て
ゐ
な
い
、
ｌ
さ
う
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

（
一
二
）

次
は
用
猛
第
四
回
目
に
あ
た
る
松
陰
の
「
再
獄
」
で
あ
る
が
、
松
陰
が
老
中

の
間
部
を
要
撃
す
る
策
に
移
ら
う
と
し
て
ゐ
た
矢
先
、
松
陰
を
投
獄
せ
よ
と
の

藩
命
が
下
っ
て
、
松
陰
は
下
獄
し
た
。
そ
の
間
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
安
政
五

年
十
二
月
三
十
日
の
『
投
獄
紀
事
』
に
、
「
政
府
僕
を
以
て
獄
に
投
ず
。
而
し

て
罪
名
あ
る
な
し
。
（
中
略
）
即
ち
僕
の
獄
に
投
ず
る
は
蓋
し
其
の
身
を
残
す

る
な
り
。
豈
に
早
々
に
す
べ
け
ん
や
。
然
り
と
雛
も
吾
れ
獄
を
畏
る
る
に
非

ず
。
誠
に
罪
名
を
し
て
明
白
な
ら
し
め
ば
欣
然
と
し
て
往
か
ん
の
承
」
（
第
四

巻
五
○
○
頁
）
と
あ
る
。
罪
名
の
な
い
入
獄
は
「
終
身
の
最
後
」
（
第
八
巻
一

四
九
頁
）
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
は
な
い
。
い
か
に
江
戸
時
代
で
あ
ら
う
と
、
そ

の
不
当
極
ま
り
な
い
こ
と
に
、
変
り
は
な
か
っ
た
。
松
陰
は
罪
名
を
明
ら
か
に

松
陰
は
藩
命
に
背
き
幕
府
の
大
典
を
犯
し
た
廉
を
、
内
心
の
沁
刻
な
事
実
と

し
て
受
け
止
め
た
。
し
か
し
、
さ
う
言
っ
た
だ
け
で
は
、
無
論
足
り
な
い
の
で

あ
る
。
安
政
二
年
の
『
三
余
説
』
に
、
松
陰
は
、
「
性
已
に
狂
惇
に
し
て
多
く

お
う

大
典
を
犯
し
、
質
又
旺
弱
に
し
て
數
々
疾
に
罹
る
。
こ
こ
に
一
も
あ
ら
ぱ
、
皆

ま
さ

以
て
身
を
殺
す
に
足
れ
り
。
而
る
に
方
且
に
余
恩
を
仰
ぎ
、
余
光
を
取
る
。
是

れ
人
生
の
余
命
に
非
ず
や
」
（
第
二
巻
三
一
七
頁
）
と
語
っ
た
。
松
陰
は
「
下

田
踏
海
」
を
萬
死
に
あ
た
ひ
す
る
行
為
と
受
け
止
め
、
そ
れ
以
降
の
人
生
を
、

「
余
命
」
と
見
た
の
で
あ
る
。
こ
の
松
陰
の
内
心
の
沁
刻
な
事
実
を
忘
れ
て
思

へ
ぱ
、
そ
の
後
の
松
陰
の
激
し
い
生
き
方
な
ど
、
到
底
理
解
で
き
な
い
。
松
陰

は
「
狂
」
的
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
、
「
狂
」
の
一
字
で
も
っ
て
片
付
け
ら
れ

か
ね
な
い
。
し
か
し
松
陰
が
真
に
狂
人
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
自
己
を
「
狂
」
と

（
７
）

意
識
す
る
こ
と
な
ど
、
到
底
で
き
得
る
筈
も
な
か
っ
た
。八
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す
る
や
う
、
藩
政
府
、
殊
に
周
布
政
之
助
に
詰
め
寄
っ
た
。

さ
う
は
言
っ
て
も
、
「
間
部
要
撃
策
」
は
、
「
横
議
」
「
横
行
」
の
好
い
例

で
は
な
い
か
と
い
ふ
異
論
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
「
横
行
」
と
は

『
国
語
大
辞
典
』
（
小
学
館
）
に
も
あ
る
や
う
に
、
勝
手
気
ま
ま
に
伸
し
歩

き
、
ほ
し
い
ま
ま
に
は
び
こ
る
こ
と
を
言
ふ
。
「
横
議
」
と
は
勝
手
に
論
議
す

る
こ
と
を
言
ふ
。
「
間
部
要
撃
策
」
は
勝
手
な
議
論
と
い
ふ
よ
り
、
一
命
を
堵

し
た
行
為
で
あ
っ
た
。
実
行
に
移
さ
れ
て
ゐ
た
な
ら
ば
、
横
行
ど
こ
ろ
か
、
多

勢
に
無
勢
で
、
松
陰
た
ち
は
老
中
警
備
の
も
の
の
手
で
斬
り
捨
て
ら
れ
て
ゐ
た

こ
と
で
あ
ら
う
。
或
い
は
、
桜
田
門
外
で
大
老
の
首
を
討
ち
落
し
た
有
村
次
左

衛
門
の
や
う
に
、
目
的
を
果
た
し
た
あ
と
自
決
し
て
ゐ
た
こ
と
で
あ
ら
う
。

ま
た
、
明
治
に
な
っ
て
か
ら
小
田
村
伊
之
助
が
松
陰
「
畢
生
の
大
策
」
（
別

巻
四
三
○
頁
）
と
呼
ん
だ
『
伏
見
要
駕
策
』
に
し
て
も
、
参
勤
中
の
藩
主
を
伏

見
に
待
ち
受
け
、
勤
皇
を
説
い
て
、
藩
主
を
先
頭
に
勤
皇
に
立
ち
あ
が
ら
う
と

し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
横
議
横
行
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
伏
見
要

駕
策
も
、
間
部
要
撃
策
も
、
実
行
に
移
さ
れ
な
か
っ
た
計
画
で
あ
っ
た
と
い
ふ

こ
と
を
ゆ
め
ゆ
め
忘
れ
な
い
方
が
よ
い
。
藤
田
氏
の
「
解
説
」
が
松
陰
の
「
横

議
横
行
」
に
松
陰
の
思
想
の
「
普
遍
的
意
味
」
を
求
め
た
そ
の
横
議
横
行
の
具

体
的
証
跡
は
、
こ
こ
に
求
め
る
こ
と
も
到
底
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
松
陰
は
横

議
横
行
と
い
ふ
よ
こ
し
ま
な
精
神
に
立
脚
な
ど
し
て
ゐ
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
こ

そ
、
評
定
所
の
取
り
調
べ
に
お
い
て
も
、
「
大
抵
の
事
は
明
白
に
申
し
立
て
好

正
の
御
糺
し
を
相
願
ひ
、
好
人
と
対
決
の
手
段
が
宜
敷
し
く
」
（
第
八
巻
三
八

二
頁
）
と
い
ふ
、
抑
制
の
効
い
た
、
し
か
も
厳
し
い
対
決
姿
勢
が
最
後
ま
で
貫

徹
さ
れ
た
。
ま
た
判
決
に
際
し
て
も
松
陰
は
異
議
を
唱
へ
な
か
っ
た
。
そ
の
こ

と
は
後
に
述
べ
る
が
如
く
で
あ
る
。

次
は
松
陰
の
用
猛
第
二
回
目
に
あ
た
る
「
上
書
」
で
あ
る
が
、
松
陰
は
嘉
永

六
年
米
艦
の
浦
賀
来
航
を
聞
く
や
直
ち
に
浦
賀
に
直
行
し
、
『
将
及
私
言
』
を

著
し
て
藩
邸
に
提
出
し
、
こ
れ
が
藩
主
の
栄
覧
に
達
し
た
。
そ
の
喜
び
に
つ
い

て
、
松
陰
は
、
晋
作
に
、
「
小
生
に
於
い
て
は
感
激
身
に
餘
り
此
の
世
に
生
き

あ
ま

て
は
居
ら
れ
申
さ
ず
候
。
剰
つ
さ
へ
昨
年
已
来
又
々
恩
旨
を
蒙
り
候
」
（
第
八

巻
二
二
七
頁
）
と
書
き
送
っ
た
。
引
用
文
中
の
「
恩
旨
」
と
は
、
幽
囚
中
に
も

か
か
は
ら
ず
何
時
で
も
上
書
す
る
や
う
伝
へ
聞
い
た
こ
と
を
指
す
。
藩
命
に
違

背
し
て
亡
命
し
、
な
ほ
か
つ
海
外
渡
航
と
い
ふ
万
死
に
あ
た
ひ
す
る
罪
を
犯
し

た
身
な
が
ら
、
吾
が
公
か
ら
は
身
に
余
る
恩
顧
を
蒙
っ
た
、
そ
の
感
激
が
、

「
此
の
世
に
生
き
て
は
居
ら
れ
申
さ
ず
候
」
と
い
ふ
深
い
報
恩
の
言
葉
と
な
っ

て
表
出
し
た
。
そ
し
て
ま
た
、
「
本
藩
の
恩
と
天
朝
の
徳
と
は
何
如
に
し
て
も

忘
る
る
に
方
な
し
」
（
第
八
巻
二
九
三
頁
）
と
い
ふ
表
現
と
な
っ
た
。
何
度
書

い
て
も
、
思
ひ
は
尽
き
ぬ
、
さ
う
い
っ
た
趣
が
そ
こ
に
は
あ
る
。

と
こ
ろ
で
『
講
孟
余
話
』
尽
心
上
篇
第
四
十
六
章
に
よ
れ
ば
松
陰
は
存
命
中

に
、
既
に
、
周
囲
か
ら
、
「
極
論
直
言
す
る
者
を
不
敬
と
号
し
、
（
中
略
）
天

下
国
家
を
憂
ふ
れ
ば
蘇
秦
張
儀
と
号
す
」
（
第
三
巻
三
六
七
頁
）
と
い
ふ
風
に

非
難
さ
れ
て
ゐ
た
。
従
っ
て
、
今
日
、
松
陰
の
思
想
の
「
普
遍
的
意
味
」
を

「
横
議
横
行
」
に
見
る
意
見
が
出
て
来
て
も
、
あ
な
が
ち
不
思
議
で
は
な
い
。

し
か
し
松
陰
の
上
書
は
藩
主
の
栄
覧
に
達
す
る
と
い
ふ
異
例
の
恩
典
に
浴
し
て

ゐ
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
藩
主
も
ま
た
松
陰
の
上
書
を
歓
迎
し
て
ゐ

た
。
そ
の
こ
と
を
思
へ
ぱ
、
松
陰
が
「
横
議
」
し
た
と
は
こ
こ
に
お
い
て
も
言

へ
な
い
。
「
上
書
」
の
一
件
を
以
て
、
松
陰
は
自
己
の
内
的
確
信
に
も
と
づ
く

主
義
主
張
を
君
主
に
強
制
し
た
一
例
と
見
る
こ
と
も
出
来
な
い
。
松
陰
は
上
書

の
と
ほ
り
政
策
を
実
行
せ
よ
と
強
要
し
た
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

九
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（
四
）

最
後
に
用
猛
第
五
回
目
に
あ
た
る
松
陰
の
「
至
誠
」
の
実
験
を
残
す
の
承
と

な
っ
た
。
安
政
六
年
七
月
、
江
戸
の
伝
馬
町
の
獄
に
お
い
て
幕
府
か
ら
取
り
調

べ
ら
れ
た
折
り
、
松
陰
は
、
得
心
の
行
か
な
か
っ
た
孟
子
の
「
至
誠
に
し
て
動

か
ざ
る
者
未
だ
之
れ
あ
ら
ざ
る
な
り
」
と
い
ふ
言
葉
を
身
を
以
て
試
さ
う
と
す

る
。
そ
こ
で
、
「
此
の
行
我
れ
敢
へ
て
吾
が
冤
を
訴
へ
ん
や
」
（
東
行
前
日
記

五
月
二
十
四
日
）
と
決
断
し
て
、
松
陰
は
至
誠
の
実
験
に
向
ふ
。
刑
死
の
前
日

に
書
き
上
げ
た
『
留
魂
録
』
が
述
べ
て
ゐ
る
や
う
に
、
真
心
が
幕
吏
に
通
ず
れ

ば
生
き
る
こ
と
に
な
ら
う
、
通
じ
な
け
れ
ば
死
ぬ
こ
と
に
な
ら
う
、
ど
ち
ら
に

し
て
も
、
そ
れ
が
天
命
だ
。
さ
う
考
へ
て
松
陰
は
天
に
総
て
を
委
ね
た
。

し
か
し
さ
う
言
っ
た
だ
け
で
は
無
論
足
り
な
い
の
で
あ
る
。
「
願
は
く
は
岳

爺
を
学
ん
で
我
が
年
を
終
ら
ん
」
（
東
行
前
日
記
五
月
十
六
日
）
と
漢
詩
に
詠

ん
で
ゐ
る
や
う
に
、
松
陰
の
「
此
の
行
は
吾
が
死
所
」
（
同
五
月
二
十
日
）
と

い
ふ
思
ひ
に
揺
ぎ
は
な
か
っ
た
。
既
に
述
べ
た
や
う
に
、
松
陰
の
生
涯
は
、
用

猛
第
三
回
目
以
降
、
総
て
が
収
敏
す
る
や
う
に
死
の
一
点
へ
と
向
っ
て
ゐ
る
。

そ
れ
が
「
屈
平
の
一
死
も
思
ひ
留
ま
り
候
は
、
か
か
る
時
勢
切
迫
の
節
に
一
命

差
捨
て
御
用
に
相
立
て
度
き
存
念
の
承
に
て
候
間
、
（
中
略
）
此
の
度
は
一
身

を
以
て
国
難
に
代
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
事
疾
に
落
着
仕
り
居
る
な
り
」
（
「
愚
案
の

趣
」
、
第
五
巻
三
二
八
’
九
頁
）
と
い
ふ
静
か
に
し
て
強
い
表
現
を
生
ん
だ
。

松
陰
は
死
ぬ
た
め
に
生
き
て
ゐ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
至
誠
の
実
験
も
敢
行
で
き

た
。
さ
う
付
言
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。

松
陰
は
秦
檜
の
た
め
に
殺
さ
れ
た
岳
爺
に
学
ん
で
「
我
が
年
を
終
ら
ん
」
と

願
ひ
な
が
ら
も
、
魯
仲
連
の
や
う
に
、
幕
府
の
議
論
を
一
変
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
や
も
し
れ
な
い
と
後
者
に
一
綾
の
望
承
を
賭
け
た
の
で
あ
る
。
安
政
六
年

七
月
九
日
第
一
回
目
の
訊
問
で
、
松
陰
に
か
け
ら
れ
た
嫌
疑
が
氷
解
す
る
や
、

直
ち
に
「
寅
死
罪
二
あ
り
」
と
開
陳
し
、
か
ね
て
か
ら
「
暗
調
」
し
て
ゐ
た
と

い
ふ
「
應
接
書
」
に
則
っ
て
、
幕
府
の
外
交
方
針
の
拙
劣
さ
を
「
逐
一
辨
駁
」

し
た
。
も
し
幕
吏
が
「
鶏
を
垂
れ
て
天
下
の
大
計
、
當
今
の
急
務
を
辨
知
し
、

一
二
の
措
置
を
な
さ
ぱ
」
、
墨
夷
は
必
ず
や
そ
れ
に
心
服
し
て
引
き
下
が
り
、

神
州
興
の
好
機
が
到
来
し
よ
う
、
さ
う
な
れ
ば
「
望
外
の
叉
望
外
」
、
死
ぬ
こ

と
に
な
っ
て
も
松
陰
は
「
光
り
あ
り
」
と
見
た
。
も
し
ま
た
逆
に
幕
吏
が
怒
っ

て
死
刑
の
判
決
を
下
せ
ば
、
幕
吏
の
追
及
の
手
が
親
戚
朋
友
に
も
延
び
て
行
く

で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
見
る
に
忍
び
な
い
が
、
そ
れ
も
ま
た
「
昇
平
の
惰
気
を
鼓

舞
す
る
に
足
る
」
と
見
た
。
つ
ま
り
一
身
に
と
っ
て
は
吉
で
も
凶
で
も
、
松
陰

（
８
）

に
と
っ
て
は
、
国
難
打
開
の
う
へ
で
「
皆
妙
」
で
あ
っ
た
。
い
づ
れ
に
な
る

か
、
や
っ
て
み
な
け
れ
ば
分
ら
な
い
。
孟
子
の
言
ふ
「
至
誠
」
を
以
て
幕
吏
に

語
り
か
け
た
の
で
あ
っ
た
が
、
つ
ひ
に
、
幕
吏
を
動
か
す
こ
と
も
で
き
ず
刑
死

に
至
っ
て
し
ま
っ
た
事
は
余
り
に
有
名
だ
。

し
か
も
評
定
所
の
死
刑
の
判
決
に
際
し
て
は
松
陰
は
一
言
の
不
服
の
申
し
立

て
も
ｌ
即
ち
「
異
議
」
の
申
し
立
て
も
Ｉ
し
な
か
っ
た
。
逆
に
、
「
本

望
」
（
第
八
巻
四
一
四
頁
）
と
受
け
止
め
た
。
そ
し
て
い
よ
い
よ
首
を
斬
ら
れ

る
と
い
ふ
瞬
間
に
あ
っ
て
は
、
首
を
斬
っ
た
当
の
首
斬
り
浅
右
衛
門
が
感
嘆
し

て
ゐ
る
や
う
に
、
「
悠
々
と
歩
を
運
ん
で
来
て
、
役
人
共
に
一
揖
し
、
『
御
苦

労
様
』
と
言
っ
て
端
坐
し
た
。
其
の
一
絲
乱
れ
ざ
る
、
堂
々
た
る
態
度
は
、
幕

（
９
）

吏
も
深
く
感
嘆
し
た
」
と
い
ふ
程
、
実
に
見
事
で
あ
っ
た
。
序
で
に
付
言
し
て

お
け
ば
、
伊
勢
の
神
官
世
古
格
太
郎
の
『
唱
義
聞
見
録
』
を
典
拠
に
、
判
決
申

渡
時
の
松
陰
を
評
し
て
激
し
く
判
決
に
抗
弁
し
た
と
い
ふ
の
は
、
完
全
な
読
み

九
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（
五
）

さ
て
以
上
明
ら
か
な
や
う
に
、
五
回
に
わ
た
る
松
陰
の
「
用
猛
」
を
仔
細
に

検
討
し
て
ゑ
て
も
、
本
稿
冒
頭
に
紹
介
し
た
三
氏
の
所
説
を
裏
付
け
る
具
体
的

証
左
は
ど
こ
か
ら
も
出
て
来
な
い
。

ま
た
松
陰
は
住
々
に
し
て
自
己
の
内
的
確
信
に
も
と
づ
く
主
義
主
張
を
主
君

に
「
強
制
」
し
た
と
論
じ
ら
れ
た
そ
の
事
実
も
見
当
ら
な
い
。
そ
れ
ば
か
り

か
、
強
制
す
る
「
論
理
」
な
い
し
は
「
通
路
」
が
真
の
「
忠
」
で
あ
る
と
い
ふ

論
理
ほ
ど
、
松
陰
か
ら
程
遠
か
っ
た
も
の
は
な
い
。
本
郷
氏
が
判
断
の
典
拠
と

し
た
『
講
孟
余
話
』
離
婁
上
篇
第
十
一
章
に
お
い
て
、
松
陰
は
、
「
人
々
其
の

親
を
親
と
し
、
其
の
長
を
長
と
し
て
、
天
下
平
か
な
り
」
と
い
ふ
孟
子
の
言
葉

を
論
評
し
て
、
「
若
し
君
君
た
ら
ず
と
云
へ
ど
も
臣
臣
た
ら
ぱ
天
下
尚
ほ
平
か

な
り
。
臣
臣
た
ら
ず
と
云
へ
ど
も
君
君
た
ら
ぱ
天
下
尚
ほ
平
か
な
り
。
此
の
処

工
夫
の
入
る
所
な
り
」
（
第
三
巻
一
五
六
頁
）
と
論
じ
た
。
そ
の
松
陰
の
解
釈

に
注
目
し
て
、
氏
は
、
「
松
陰
に
お
い
て
は
、
君
主
も
家
臣
も
そ
れ
ぞ
れ
が
そ

連
ひ
で
は
あ
る
ま
い
か
。
注
意
深
く
読
む
な
ら
ば
、
松
陰
が
判
決
に
た
い
し
て

で
は
な
く
「
下
袴
」
（
下
の
袴
も
し
く
は
揮
）
姿
に
縛
り
上
げ
ら
れ
た
事
に
た

い
し
抗
弁
し
て
ゐ
る
姿
が
、
原
文
か
ら
は
浮
か
び
上
が
っ
て
来
る
。
「
彼
れ
縛

る
時
（
筆
者
註
、
彼
れ
判
決
時
、
で
は
な
い
）
誠
に
気
息
荒
く
切
歯
し
、
口
角

泡
を
出
す
如
く
、
実
に
無
念
の
顔
色
な
り
き
」
（
第
十
巻
三
一
四
頁
）
で
あ
っ

た
。
幕
府
は
護
送
の
途
中
で
松
陰
を
奪
回
さ
れ
る
や
も
知
れ
ぬ
と
案
じ
て
、
奪

は
れ
て
も
追
捕
し
や
す
い
よ
う
、
松
陰
を
下
袴
の
姿
に
縛
り
あ
げ
た
。
下
袴
の

姿
（
恐
ら
く
は
揮
姿
？
）
に
縛
り
上
げ
ら
れ
て
は
、
誰
し
も
無
念
の
念
を
禁
じ

得
ま
い
。
松
陰
で
な
く
と
も
、
激
し
く
抗
弁
し
た
こ
と
で
あ
ら
う
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

れ
そ
れ
の
地
位
に
と
も
な
う
職
分
を
い
わ
ば
相
手
の
意
向
な
ど
に
は
お
構
い
な

、
、
、
、
、

く
一
方
的
に
尽
す
こ
と
こ
そ
が
問
題
な
の
で
あ
り
、
（
中
略
）
し
た
が
っ
て
、

松
陰
の
忠
は
君
主
の
意
思
へ
の
絶
対
的
あ
る
い
は
盲
目
的
な
服
従
で
は
決
し
て

な
か
っ
た
」
（
傍
点
原
文
、
前
述
書
三
八
五
頁
）
と
断
じ
た
。
は
た
し
て
松
陰

が
氏
の
言
は
れ
る
や
う
に
「
相
手
の
意
向
な
ど
に
は
お
構
い
な
く
一
方
的
に
尽

す
こ
と
こ
そ
が
問
題
」
と
考
へ
て
ゐ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
や
う
な
松
陰
の
見

解
は
「
人
々
其
の
親
を
親
と
し
、
其
の
長
を
長
と
し
て
、
天
下
平
か
な
り
」
と

い
ふ
孟
子
の
見
解
に
矛
盾
し
て
ゐ
る
と
言
は
ね
ば
な
る
ま
い
。
し
か
も
松
陰
が

さ
う
考
へ
て
ゐ
な
か
っ
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
刑
死
三
ヶ
月
前
の
松
陰
が
、
晋
作

に
、
「
若
し
君
側
に
で
も
御
出
な
れ
ば
深
く
精
忠
を
尽
し
君
心
を
得
く
し
。
然

る
後
正
論
正
義
を
主
張
す
べ
し
」
（
第
八
巻
三
六
八
頁
）
と
、
今
後
の
生
き
方

を
諭
し
て
ゐ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
だ
。
松
陰
は
相
手
の
意
向
に
お
構
ひ
な
く

一
方
的
に
尽
す
こ
と
を
説
い
た
こ
と
な
ど
一
度
も
な
か
っ
た
。
ご
参
考
ま
で
に

全
集
第
三
巻
『
講
孟
余
話
』
か
ら
引
用
す
れ
ば
松
陰
は
次
の
や
う
に
も
説
い
て

ゐ
る
。「

暴
君
頑
父
に
事
へ
て
忠
孝
な
る
者
に
至
り
て
は
不
幸
の
至
り
、
誠
に
悲
し

む
べ
し
。
然
れ
ど
も
是
れ
に
非
ざ
れ
ぱ
真
の
忠
孝
の
誠
意
を
観
る
に
足
ら
ず
」

（
一
七
○
頁
）

な
ゑ

臣
下
が
「
親
戚
・
君
臣
・
上
下
を
亡
（
筆
者
註
Ｉ
無
視
）
す
る
」
（
三
五

○
頁
）
こ
と
は
松
陰
の
も
っ
と
も
戒
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
君
相
の
暗
」

は
、
誠
心
を
つ
く
し
て
、
臣
下
の
「
補
ふ
」
（
二
六
五
頁
）
べ
き
と
こ
ろ
で

あ
っ
た
。
無
論
、
暴
君
暗
君
に
誠
心
誠
意
仕
へ
る
こ
と
は
誠
に
「
悲
し
む
」
べ

き
こ
と
だ
。
し
か
し
か
か
る
絶
対
的
臣
従
の
も
と
暴
君
暗
君
に
献
身
的
に
仕
へ

て
こ
そ
、
初
め
て
、
其
処
に
、
臣
下
の
揺
る
ぎ
な
き
忠
が
客
観
視
さ
れ
得
る
。
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だ
か
ら
松
陰
は
「
是
れ
に
非
ざ
れ
ぱ
真
の
忠
孝
の
誠
意
を
観
る
に
足
ら
ず
」
と

言
ふ
の
で
あ
る
。
臣
下
の
忠
が
主
君
に
通
じ
る
ま
で
、
ど
こ
ま
で
も
ど
こ
ま
で

も
こ
こ
ろ
を
く
だ
い
て
、
臣
下
が
主
君
に
真
心
を
尽
す
道
、
そ
れ
が
松
陰
の
考

へ
た
忠
の
道
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
ま
た
松
陰
は
「
達
と
は
註
に
、
此
れ
に
足
り

ぷ

て
彼
れ
に
通
ず
る
な
り
と
云
へ
り
。
積
行
累
徳
、
人
に
感
孚
す
る
こ
と
な
り
。

臣
忠
足
り
て
君
に
通
じ
、
君
是
れ
を
信
じ
、
（
中
略
）
の
類
な
り
。
」
（
三
四

○
頁
）
と
も
言
っ
て
ゐ
る
。
忠
と
は
、
臣
の
真
心
が
十
分
と
な
っ
て
君
に
通

じ
、
臣
の
忠
が
君
に
信
じ
ら
れ
る
ま
で
、
献
身
的
に
尽
す
道
で
あ
っ
た
。

臣
下
が
主
君
に
絶
対
的
に
従
ふ
、
ｌ
そ
れ
が
松
陰
に
あ
っ
て
は
忠
の
思
想

の
核
心
を
成
し
、
微
動
だ
に
し
て
ゐ
な
い
。
し
か
も
、
こ
の
絶
対
的
に
従
ふ
と

い
ふ
こ
と
を
大
前
提
に
し
て
、
初
め
て
、
八
主
君
を
諫
め
る
Ｖ
と
い
ふ
武
士
と

し
て
の
諫
争
の
行
為
も
生
じ
て
来
る
。
臣
下
に
忠
の
心
が
な
け
れ
ば
、
初
め
か

ら
諫
め
る
こ
と
な
ど
せ
ず
、
下
剋
上
に
出
る
。
忠
誠
心
に
僅
か
で
も
私
欲
が
あ

れ
ば
、
諌
め
る
こ
と
は
、
諫
め
た
つ
い
で
に
主
君
を
廃
す
る
と
い
ふ
反
逆
の
論

、
、

理
に
行
き
つ
い
て
し
ま
ふ
。
だ
か
ら
、
主
君
を
諫
め
る
と
い
ふ
行
為
は
、
絶
対

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

的
忠
誠
心
を
大
前
提
に
し
て
、
初
め
て
正
当
化
さ
れ
、
両
者
は
、
常
に
、
対
を

成
す
。
さ
う
で
な
け
れ
ば
容
易
に
反
逆
者
へ
の
道
が
開
か
れ
る
こ
と
は
火
を
見

る
よ
り
も
明
ら
か
だ
。
松
陰
に
あ
っ
て
は
「
君
意
信
ず
べ
か
ら
ず
」
と
称
し
て

自
説
を
主
張
し
君
主
に
強
制
す
る
や
う
な
臣
下
は
、
安
政
六
年
三
月
の
入
江
杉

蔵
宛
書
簡
（
第
八
巻
二
五
三
頁
）
に
見
ら
れ
る
や
う
に
、
主
君
を
「
不
君
」
と

申
し
燭
ら
す
「
不
臣
」
と
映
じ
て
ゐ
た
。
何
よ
り
も
君
臣
感
応
の
世
界
を
松
陰

は
自
他
と
も
に
求
め
て
ゐ
た
。
そ
の
思
ひ
が
一
方
で
は
「
元
来
朋
黛
は
人
臣
上

な

を
無
み
す
る
の
心
よ
り
起
り
候
」
（
第
八
巻
三
十
頁
）
と
い
ふ
憂
へ
と
な
っ
て

表
は
れ
出
た
。
そ
し
て
ま
た
、
「
己
が
不
臣
を
偽
り
て
君
を
不
君
と
申
し
鯛
ら

す
奴
等
や
何
と
も
か
と
も
罵
り
様
な
し
」
（
全
集
第
八
巻
二
五
三
頁
）
と
い
ふ

深
い
嘆
き
と
な
っ
て
表
は
れ
出
た
。
更
に
ま
た
、
「
同
徳
同
心
君
臣
一
体
な
る

は
何
よ
り
目
出
度
き
事
」
（
第
七
巻
三
八
八
頁
）
と
い
ふ
喜
び
と
な
っ
て
表
現

さ
れ
た
。

「
假
令
首
を
刎
ね
ら
れ
て
も
吾
が
公
不
君
と
申
す
事
は
得
申
さ
ず
」
（
前
述

杉
蔵
宛
書
簡
）
と
立
腹
す
る
松
陰
に
と
り
、
「
乱
臣
賊
子
の
亀
鑑
」
（
第
三
巻

二
三
六
頁
）
は
、
後
漢
最
後
の
献
帝
を
擁
し
つ
つ
、
終
に
自
己
の
主
張
を
押
し

通
し
て
野
望
を
貫
き
、
自
ら
魏
王
と
僧
称
し
て
天
子
の
車
服
を
犯
し
た
曹
操
で

あ
っ
た
。
「
今
や
尊
撰
を
以
て
迂
謬
と
爲
し
、
忠
孝
を
以
て
陳
腐
と
爲
す
」

（
第
五
巻
一
七
一
頁
）
ご
時
勢
に
あ
っ
て
、
忠
臣
の
亀
鑑
は
、
追
放
し
た
先
帝

い
い
ん

の
孫
（
暗
君
）
を
再
び
迎
へ
容
れ
た
伊
尹
で
あ
っ
た
。
そ
の
伊
尹
の
「
志
」
に

た
い
す
る
松
陰
の
解
釈
に
端
的
に
窺
ひ
得
る
も
の
こ
そ
、
ほ
か
な
ら
ぬ
絶
対
的

忠
誠
心
あ
っ
て
初
め
て
こ
そ
諌
め
る
こ
と
も
可
な
り
と
い
ふ
思
想
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
ま
た
、
そ
れ
な
く
し
て
は
王
位
の
纂
奪
に
堕
す
る
と
い
ふ
、
揺
る
ぎ
な

ぎ
確
信
で
あ
っ
た
。

『
講
孟
余
話
』
尽
心
上
篇
第
三
十
一
章
（
第
三
巻
三
四
六
’
七
頁
）
に
よ
れ

ば
、
段
の
湯
王
の
宰
相
伊
尹
は
湯
王
な
き
あ
と
即
位
し
た
太
甲
（
湯
王
の
孫
）

に
無
法
行
為
を
見
て
、
太
甲
を
追
放
し
た
。
し
か
し
民
は
大
喜
び
で
あ
っ
た
。

数
年
後
、
太
甲
が
猛
省
し
て
改
心
し
た
こ
と
を
知
る
や
、
伊
尹
は
再
び
太
甲
を

呼
び
戻
し
て
政
治
を
執
ら
せ
た
。
す
る
と
民
は
ま
た
大
い
に
喜
ん
だ
と
い
ふ
。

こ
の
伊
尹
の
故
事
を
例
に
、
公
孫
丑
は
、
孟
子
に
、
賢
者
の
仕
へ
た
君
主
が

実
は
暗
君
で
あ
っ
た
と
い
ふ
と
き
賢
者
と
し
て
は
こ
の
暗
君
を
追
放
す
る
の
が

よ
い
の
か
と
質
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
孟
子
は
、
伊
尹
の
や
う
に
先
づ
第
一
に

世
の
中
が
乱
れ
る
こ
と
な
く
穏
や
か
に
治
ま
っ
て
い
く
の
を
願
っ
て
、
暗
君
で

九



も
ひ
と
た
ぴ
悔
悟
す
る
や
直
ち
に
迎
へ
容
れ
る
志
が
確
固
と
し
て
在
る
の
で
あ

れ
ば
、
勿
論
追
放
し
て
も
よ
い
。
が
、
そ
の
志
な
く
し
て
追
放
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
永
久
に
追
放
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
、
王
位
を
纂
奪
し
た
こ
と

に
な
る
ｌ
即
ち
「
伊
尹
の
志
あ
ら
ぱ
則
ち
可
な
り
。
伊
尹
の
志
な
く
ん
ぱ
則

ち
纂
へ
る
な
り
」
ｌ
と
疑
問
の
余
地
な
く
答
へ
た
。

松
陰
は
こ
の
孟
子
の
言
葉
に
着
目
し
て
語
る
。
伊
尹
の
や
う
に
臣
下
が
絶
対

的
な
忠
誠
を
内
心
に
黙
契
し
て
ゐ
る
の
か
、
あ
は
よ
く
ぱ
自
ら
主
君
に
と
っ
て

代
ら
う
と
野
心
を
燃
し
て
ゐ
る
の
か
、
胸
に
手
を
あ
て
て
真
に
考
へ
て
み
れ
ば

（
、
）

直
ぐ
に
も
分
る
こ
と
だ
、
絶
対
的
忠
誠
心
に
欠
け
る
乱
臣
賊
子
は
こ
の
孟
子
の

言
葉
を
見
て
身
震
ひ
す
る
で
あ
ら
う
、
ｌ
即
ち
．
語
乱
臣
賊
子
を
し
て
骨

寒
か
ら
し
む
。
眞
に
身
を
設
け
て
其
の
地
に
置
か
ば
自
ら
知
ら
ん
」
ｌ
其
処

に
、
松
陰
は
、
孟
子
の
一
語
の
現
実
的
威
力
を
見
た
。
直
ぐ
に
続
け
て
松
陰
が

「
此
の
語
の
功
、
豈
に
夫
子
麟
經
（
筆
者
註
、
孔
子
の
麟
史
す
な
は
ち
春
秋
）

の
下
に
居
ら
ん
や
」
と
論
評
し
て
ゐ
る
の
が
、
そ
の
何
よ
り
の
証
左
で
あ
る
。

し
か
も
更
に
続
け
て
、
「
此
の
義
、
万
章
下
篇
末
章
貴
戚
の
卿
、
君
の
位
を
易

宝
』
つ
当
匡

ふ
る
の
下
に
於
て
割
記
す
。
往
き
て
見
る
べ
し
」
と
記
し
、
も
う
一
度
「
君
の

位
を
易
ふ
る
」
と
い
ふ
箇
所
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
自
分
が
ど
う
論
評
し
て
ゐ
る
か

見
て
欲
し
い
と
読
者
の
熟
慮
を
促
す
。
其
処
に
、
松
陰
自
ら
が
、
何
よ
り
も
こ

の
問
題
を
い
た
く
重
視
し
て
ゐ
た
こ
と
が
窺
へ
る
。

万
章
下
篇
末
章
（
第
三
巻
二
三
四
’
五
頁
）
に
お
い
て
、
孟
子
は
、
斉
の
宣

王
に
、
国
王
の
大
き
な
過
ち
を
何
度
諌
め
て
も
国
王
が
聞
き
入
れ
な
い
と
い

う
時
、
国
王
と
同
姓
の
大
臣
に
あ
っ
て
は
暴
君
を
追
放
し
王
位
を
一
族
中
の
賢

者
に
移
す
が
、
異
姓
の
大
臣
に
あ
っ
て
は
国
を
去
る
と
説
い
た
。
こ
れ
に
た
い

す
る
松
陰
の
論
評
が
ま
た
い
か
に
も
松
陰
ら
し
い
。
要
す
る
に
大
臣
た
る
も

の
、
同
姓
異
姓
に
か
か
は
ら
ず
国
家
を
憂
ふ
る
事
こ
の
や
う
で
な
く
て
は
な
ら

な
い
が
、
王
位
を
移
す
こ
と
と
国
を
立
ち
去
る
こ
と
と
は
あ
く
ま
で
「
権
」

（
常
道
に
反
す
る
一
時
的
処
置
）
で
、
も
し
「
常
経
」
（
常
に
人
の
守
る
べ
き

正
し
い
道
筋
）
を
論
ず
る
と
す
れ
ば
、
「
諫
め
て
死
す
る
あ
る
の
み
」
で
あ
る

、
、
、
、
、

と
言
ふ
。
松
陰
に
と
っ
て
武
士
と
し
て
取
る
べ
き
道
は
ど
こ
ま
で
も
「
諌
め
て

死
す
る
あ
る
の
ゑ
」
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
松
陰
に
、
疑
義
を
投
げ
掛
け
た
も
の
が
ゐ
た
。
そ
れ
で
は
王
位

を
纂
奪
し
国
王
を
試
逆
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
聖
賢
の
言
ふ
言
葉
で
は

な
い
、
削
る
の
が
当
然
だ
。
ま
た
ど
の
や
う
な
と
き
に
王
位
を
移
し
て
も
よ
い

の
か
。
Ｉ
さ
う
質
さ
れ
て
、
「
孟
子
曾
て
言
あ
り
、
伊
尹
の
志
あ
れ
ば
可
な

り
と
。
一
語
已
に
壼
せ
り
」
と
松
陰
は
端
的
に
答
へ
る
。
一
時
的
な
便
法
と
し

て
追
放
し
た
暗
君
を
、
再
び
迎
へ
入
れ
る
や
う
な
一
片
の
私
心
も
な
い
伊
尹
の

志
さ
へ
あ
れ
ば
、
王
位
を
替
へ
て
も
よ
く
、
仮
に
替
へ
た
と
こ
ろ
で
、
纂
奪
と

試
逆
に
は
至
り
得
べ
く
も
な
い
。
だ
か
ら
、
「
一
語
已
に
壷
せ
り
」
と
松
陰
は

言
ふ
の
で
あ
る
。
で
は
伊
尹
の
志
と
は
何
か
。
「
伊
尹
の
志
は
国
家
を
憂
ひ
生

民
を
憂
ふ
る
の
み
に
て
、
一
点
の
私
心
あ
る
に
非
ず
」
で
あ
っ
た
。
松
陰
は
、

告
子
下
篇
第
二
章
に
お
い
て
、
「
凡
そ
人
の
人
た
る
所
は
私
心
を
除
去
す
る
に

あ
り
」
と
語
る
。
そ
し
て
ま
た
尽
心
下
篇
首
章
に
お
い
て
は
、
伊
尹
の
志
か
ら

離
れ
て
私
心
に
立
っ
て
ゐ
る
こ
と
は
な
い
か
、
内
心
に
さ
う
間
は
な
い
日
は
な

い
Ｉ
即
ち
「
余
平
生
伊
尹
の
任
を
以
て
志
と
す
」
ｌ
と
吐
露
す
る
。
松
陰

は
、
臣
下
と
し
て
、
主
君
に
は
、
絶
対
的
に
服
従
す
る
と
い
う
伝
統
的
な
忠
義

の
思
想
に
立
脚
し
て
ゐ
た
、
ｌ
さ
う
言
っ
て
何
ら
問
題
は
な
い
。
こ
の
や
う

な
松
陰
に
お
け
る
「
伊
尹
の
志
」
を
最
初
に
指
摘
し
た
の
は
故
河
上
徹
太
郎
氏

（
、
）

の
名
著
『
吉
田
松
陰
』
で
あ
っ
た
。

九
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（
一
ハ
）

か
か
る
極
め
て
伝
統
的
な
忠
誠
観
に
、
更
に
松
陰
に
あ
っ
て
は
、
安
政
六
年

一
月
十
一
日
の
「
某
宛
書
簡
」
に
あ
る
や
う
に
、
「
忠
義
と
申
す
も
の
は
鬼
の

留
守
の
間
に
茶
に
し
て
呑
む
や
う
な
も
の
で
な
し
」
（
第
八
巻
一
八
三
頁
）
、

も
と

「
勤
王
の
き
の
字
を
吐
き
し
初
め
よ
り
、
小
弟
索
よ
り
一
死
を
は
め
て
の
事
な

り
」
（
同
一
八
六
頁
）
と
い
ふ
死
ん
で
忠
を
な
す
と
い
ふ
思
ひ
が
加
は
っ
て
来

る
。
こ
れ
は
、
一
つ
に
は
、
安
政
元
年
の
下
田
踏
海
以
来
、
亡
友
金
子
重
之
助

と
、
亡
く
な
っ
た
と
誤
伝
さ
れ
て
ゐ
た
黙
森
、
こ
の
両
者
に
た
い
す
る
松
陰
の

「
大
丈
夫
の
死
ぬ
べ
き
時
に
死
に
も
せ
で
」
（
第
五
巻
一
四
六
頁
）
と
い
ふ
思

ひ
、
或
い
は
「
平
生
吾
死
友
に
負
く
」
（
第
八
巻
二
七
八
頁
）
と
い
ふ
消
し
が

た
い
痛
恨
の
念
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
ま
た
一
つ
に
は
、
君
臣
感
応
の
世
界
に
生
き
る
こ
と
を
自
他
と
も
に

求
め
て
来
た
そ
の
当
然
の
帰
結
と
し
て
、
藩
主
の
恩
愛
に
報
ず
る
と
い
ふ
家
臣

本
来
の
人
間
的
な
想
ひ
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
君
臣
関
係
が
抽

象
的
に
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
あ
く
ま
で
、
具
体
的
に
、
現
実

の
天
皇
な
い
し
は
藩
主
と
の
、
極
め
て
個
人
的
な
、
こ
こ
ろ
の
通
ふ
体
験
に
基

づ
い
て
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
。
安
政
五
年
の
『
戊
午
幽
室
文
稿
』
中
の
「
益
田
弾

正
君
に
上
る
書
」
（
第
四
巻
三
五
二
’
三
頁
）
の
冒
頭
に
は
、
松
陰
兵
学
門
下

に
し
て
藩
政
の
中
枢
に
ゐ
た
国
相
益
田
弾
正
が
、
松
陰
の
兄
の
梅
太
郎
に
た
い

し
て
、
周
布
政
之
助
を
通
じ
て
語
っ
た
と
い
ふ
言
葉
が
、
そ
の
ま
ま
記
し
て
あ

る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
弾
正
が
、
松
陰
の
著
述
で
あ
る
『
狂
夫
の
言
』
『
対
策

一
道
』
『
愚
論
』
を
藩
主
に
奉
っ
た
と
こ
ろ
、
藩
主
は
弾
正
に
次
の
や
う
に

語
っ
た
と
い
ふ
。
Ｉ
上
書
は
松
陰
の
心
の
自
然
に
赴
く
と
こ
ろ
で
あ
る
か

ら
、
身
分
不
相
応
と
し
て
却
下
し
て
ゐ
た
の
で
は
、
幽
囚
の
身
の
松
陰
は
発
狂

す
る
や
も
知
れ
ぬ
、
採
択
は
自
分
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
意
見
が
あ
る
の
で
あ
れ

ば
書
い
て
提
出
す
る
や
う
常
々
誘
っ
て
、
松
陰
の
言
は
ん
と
欲
す
る
と
こ
ろ
を

上
書
さ
せ
、
松
陰
の
心
を
鼓
舞
す
る
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
、
「
卿
其
れ
之
れ

を
謀
れ
」
Ｉ
か
か
る
藩
公
の
異
例
の
思
し
召
し
が
国
相
か
ら
松
陰
に
伝
達
さ

れ
た
。同

じ
く
『
嚴
囚
紀
事
』
に
よ
れ
ぱ
へ
藩
公
は
、
弾
正
か
ら
手
渡
さ
れ
た
「
国

中
の
論
策
」
の
な
か
に
、
松
陰
の
『
狂
夫
の
言
』
を
発
見
し
、
「
是
れ
寅
二
郎

の
手
抄
に
非
ず
や
」
（
同
四
六
六
頁
）
と
尋
ね
た
と
い
ふ
。
明
ら
か
に
、
見
覚

え
の
松
陰
の
筆
跡
に
、
毛
利
敬
親
の
眼
が
止
ま
っ
た
と
言
ふ
よ
り
ほ
か
は
な

い
。
伝
へ
聞
い
た
松
陰
は
次
の
や
う
に
受
け
止
め
た
。うる

ほ

「
僕
之
れ
を
聞
き
て
、
感
激
骨
に
徹
し
、
涕
泗
の
霧
ふ
を
覚
え
ざ
る
な
り
。

僕
の
迂
魯
、
果
た
し
て
何
の
取
る
所
ぞ
。
而
も
、
閣
下
の
過
聰
こ
こ
に
至
る
。

さ
か

況
や
僕
一
た
び
藩
律
を
犯
し
、
再
び
幕
典
に
杵
ふ
。
罪
悪
深
重
に
し
て
、
死
し

て
余
罪
あ
り
、
果
た
し
て
何
の
恕
す
る
所
ぞ
。
而
も
閣
下
の
特
宥
こ
こ
に
至

る
。
」
（
同
四
六
六
頁
）

「
僕
一
た
び
藩
律
を
犯
し
、
再
び
幕
典
に
杵
ふ
」
と
は
、
東
北
亡
命
と
、
下

田
踏
海
を
指
す
。
こ
の
あ
と
松
陰
は
更
に
続
け
て
、
「
吾
が
身
罪
あ
り
、
明
公

ゆ
る
た
ふ

之
れ
を
宥
さ
る
。
吾
れ
何
物
ぞ
依
然
と
し
て
励
ま
ざ
る
。
吾
が
身
は
莞
す
べ

し
、
志
は
挫
く
べ
か
ら
ず
」
と
記
し
た
。
「
身
は
擁
す
」
べ
く
松
陰
は
ひ
た
す

ら
に
生
き
て
、
安
政
五
年
十
一
月
六
日
に
は
生
き
な
が
ら
に
し
て
「
家
大
人
・

玉
叔
父
・
家
大
兄
に
上
る
書
」
と
い
ふ
永
訣
の
書
さ
へ
書
い
た
。
安
政
六
年
四

月
、
「
吾
れ
豈
に
今
公
の
恩
を
忘
れ
ん
や
。
此
の
恩
御
当
代
に
報
ぜ
ぬ
は
万
々

遺
憾
な
れ
ど
も
、
い
づ
れ
尊
壌
の
為
に
死
ん
で
差
上
ぐ
る
な
り
」
（
第
八
巻
三

九
五



二
一
頁
）
と
語
る
松
陰
は
、
「
い
づ
れ
尊
撰
の
為
に
死
ん
で
差
上
ぐ
る
な
り
」

と
い
ふ
い
の
ち
さ
さ
げ
て
お
こ
な
ふ
忠
の
思
想
を
生
き
る
の
で
あ
る
。

松
陰
に
あ
っ
て
は
君
臣
関
係
が
抽
象
的
に
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
は
な
い
。

あ
く
ま
で
具
体
的
に
個
人
的
な
間
柄
に
お
い
て
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
。
そ
の
こ

（
胆
）

と
は
孝
明
天
皇
と
の
場
合
に
あ
っ
て
も
同
じ
こ
と
で
あ
っ
た
。
安
政
五
年
六
月

一
日
と
二
日
の
梁
川
星
巌
宛
書
簡
に
よ
れ
ば
、
松
陰
は
、
星
巌
に
、
『
対
策
一

道
』
『
愚
論
』
『
続
愚
論
』
を
送
っ
て
ゐ
る
。
そ
れ
が
星
巌
か
ら
孝
明
天
皇
の

乙
夜
の
覧
に
供
さ
れ
た
。
そ
の
こ
と
を
伝
へ
聞
い
た
喜
び
が
先
の
「
家
大
人
・

玉
叔
父
・
家
大
兄
に
上
る
書
」
に
綴
ら
れ
て
ゐ
る
。

さ
き

ひ
そ

「
向
に
愚
論
数
道
を
以
て
之
れ
を
梁
川
緯
に
致
す
。
緯
籟
か
に
上
青
雲
の
上

け
が

を
濱
す
、
蓋
し
、
乙
夜
の
覧
を
経
た
り
と
云
ふ
。
一
介
の
草
葬
区
々
の
姓
名
、

聖
天
子
の
垂
知
を
蒙
む
る
、
何
の
栄
か
之
れ
に
加
へ
ん
。
児
の
死
す
る
何
ぞ
晩

き
や
。
（
中
略
）
児
豈
に
死
せ
ざ
る
べ
け
ん
や
。
」
（
第
四
巻
四
三
一
’
二
頁
）

死
ぬ
の
が
お
そ
い
と
い
ふ
松
陰
の
思
ひ
に
一
片
の
虚
飾
も
な
か
っ
た
。
孝
明

天
皇
の
外
患
に
た
い
す
る
深
い
ご
憂
念
を
、
吾
が
身
に
賭
け
て
も
晴
ら
さ
う
と

い
ふ
捨
身
の
精
神
と
、
時
代
閉
塞
打
破
の
使
命
感
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
一
念
は

ま
す
ま
す
強
く
な
っ
て
行
く
。
前
者
は
、
東
行
前
日
記
の
扉
に
、
「
か
け
ま
く

し
づ
、
、

も
君
の
国
だ
に
安
か
ら
ぱ
身
を
捨
つ
る
こ
そ
賤
が
ほ
い
な
り
」
（
註
、
ほ
い
と

は
本
意
の
意
）
と
い
ふ
和
歌
と
な
っ
て
表
現
さ
れ
た
。
後
者
は
、
「
去
年
三
月

已
来
、
天
子
濁
憂
、
何
如
に
し
て
臣
子
一
人
の
死
な
し
」
（
第
八
巻
二
八
五
頁
）

つ

と
な
っ
て
表
現
さ
れ
た
。
刑
死
の
一
週
間
前
、
「
諸
友
に
語
ぐ
る
書
」
の
冒

頭
に
松
陰
が
書
い
た
こ
と
こ
そ
、
本
懐
を
遂
げ
つ
つ
あ
る
と
い
ふ
安
堵
感
で
あ

こ
う
い
ん
か
ん
た
い

っ
た
。
「
吾
れ
甲
寅
の
挙
、
自
ら
万
死
を
分
と
す
。
図
ら
ざ
り
き
、
幕
府
寛
貸

以
て
死
せ
ざ
る
を
得
た
り
、
是
れ
今
日
宜
し
く
幕
府
の
為
に
死
す
べ
き
の
一
な

り
。
甲
寅
の
後
、
幽
囚
せ
ら
れ
て
国
に
在
り
、
而
も
吾
が
公
春
顧
衰
へ
ず
。
是

し
か
の
柔
な
ら
ず

れ
今
日
宜
し
く
吾
が
公
の
為
に
死
す
べ
き
の
二
な
り
。
加
之
、
聖
天
子

し
よ
う
い
か
ん
し
ょ
く
し
ん
ね
ん
あ
ふ
そ
つ

宵
衣
肝
食
、
夷
事
を
鰺
念
し
た
ま
ひ
、
去
年
来
の
事
豈
に
普
率
の
宜
し
く

傍
観
坐
視
す
べ
き
所
な
ら
ん
や
。
是
れ
今
日
宜
し
く
天
子
の
為
に
死
す
べ
き
の

三
な
り
。
三
の
宜
し
く
死
す
べ
き
あ
り
て
死
す
、
死
す
と
も
朽
ち
ず
。
亦
何
ぞ

惜
し
ま
ん
。
」
（
同
四
一
九
頁
）

松
陰
に
あ
っ
て
は
、
忠
の
思
想
の
実
践
は
、
大
願
成
就
の
死
で
あ
っ
た
と
い

ふ
こ
と
に
な
る
。
事
実
、
既
に
述
べ
た
や
う
に
、
松
陰
は
死
罪
で
あ
る
か
ら

「
本
望
」
で
あ
る
と
語
っ
て
ゐ
た
。
そ
れ
ほ
ど
に
「
思
ひ
定
め
」
て
ゐ
た
死
の

（
咽
）

旅
路
へ
の
「
出
で
立
ち
」
で
あ
っ
た
か
ら
、
首
を
斬
ら
れ
る
に
及
ん
で
も
、
首

斬
り
浅
右
衛
門
に
た
い
し
「
御
苦
労
様
」
の
一
言
が
つ
ひ
口
を
衝
い
て
出
て
き

た
。
さ
う
言
ふ
よ
り
ほ
か
は
な
い
。

註

（
１
）
橋
川
文
三
「
忠
誠
意
識
の
変
容
」
（
古
田
光
／
作
田
啓
一
／
生
松
敬
三

編
『
近
代
日
本
社
会
思
想
史
ｌ
』
〔
近
代
日
本
思
想
史
大
系
第
一
巻
〕
、

有
斐
閣
、
昭
和
四
十
三
年
）
、
一
四
八
’
九
頁
。

（
２
）
藤
田
省
三
「
書
目
撰
定
理
由
ｌ
松
陰
の
精
神
的
意
味
に
関
す
る
一
考

察
」
、
既
述
書
六
○
七
頁
。

（
３
）
本
郷
隆
盛
／
深
谷
克
己
編
『
近
世
思
想
論
』
（
有
斐
閣
、
昭
和
五
十

六
年
）
、
三
六
八
頁
、
三
八
六
頁
。

（
４
）
『
講
孟
余
話
』
告
子
上
篇
第
七
章
、
全
集
第
三
巻
二
四
九
’
五
○
頁
。

な
ほ
全
集
は
大
和
書
房
刊
の
『
吉
田
松
陰
全
集
』
（
昭
和
四
十
七
年
）

に
依
拠
し
た
。

九
六
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（
Ｒ
）
）

（
皿
）

（
岨
）
絶
対
的
な
忠
誠
心
が
あ
っ
て
初
め
て
諫
め
る
こ
と
も
可
と
い
ふ
松
陰
の

忠
の
思
想
は
、
ま
た
天
皇
に
た
い
す
る
松
陰
の
基
本
的
な
態
度
を
も
成

し
て
ゐ
る
。
従
っ
て
山
口
宗
之
氏
の
「
吉
田
松
陰
の
天
皇
観
」
（
『
日

本
思
想
史
学
』
第
十
五
号
）
の
結
論
と
は
逆
に
、
こ
れ
が
ま
た
松
陰
に

「
承
詔
必
謹
」
の
態
度
を
も
貫
か
せ
て
ゐ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
氏
が
判

断
の
典
拠
と
し
た
「
倫
言
汗
の
如
し
と
の
み
一
概
に
申
詰
め
候
は
ぱ
、

（
Ⅱ
）

天
野
御
民
『
松
下
村
塾
零
話
』
、
全
集
第
十
巻
三
五
一
頁
。

『
回
顧
録
』
、
全
集
第
九
巻
三
七
二
頁
。

松
陰
に
お
け
る
「
狂
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
デ
ュ
モ

リ
ン
『
吉
田
松
陰
』
（
東
中
野
修
道
編
訳
、
南
窓
社
、
昭
和
六
十
三
年
、

平
成
三
年
）
中
の
「
松
陰
私
論
」
、
同
書
一
七
八
頁
、
参
照
。

「
高
杉
晋
作
宛
書
簡
」
、
安
政
六
年
七
月
九
日
頃
、
全
集
第
八
巻
三
六

○
’
二
頁
。

「
松
村
介
石
所
説
」
大
正
十
三
年
、
全
集
第
十
巻
三
一
六
頁
。
な
ほ
松

陰
の
最
期
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
吉
田
松
陰
の
最
期
」
（
『
亜
細
亜
大
学

教
養
部
紀
要
』
第
四
十
号
、
平
成
元
年
十
一
月
）
、
参
照
。

既
に
弘
化
二
年
十
六
歳
の
と
き
「
人
の
忠
を
間
へ
る
に
答
ふ
」
（
全
集

第
一
巻
四
八
頁
）
に
お
い
て
松
陰
は
「
忠
の
道
は
承
順
に
非
ず
、
網
走

に
非
ず
、
惟
だ
中
心
の
ゑ
」
と
答
へ
、
善
を
述
べ
て
主
君
の
邪
心
を
封

じ
、
難
し
い
先
王
の
道
の
実
行
を
主
君
に
求
め
る
こ
と
が
、
「
忠
の
大

な
る
も
の
」
と
考
へ
て
ゐ
た
。
松
陰
に
お
い
て
忠
と
は
形
式
で
は
な

か
っ
た
。
あ
く
ま
で
心
中
の
事
実
に
忠
の
核
心
が
あ
っ
た
。

河
上
徹
太
郎
『
吉
田
松
陰
』
（
文
芸
春
秋
、
昭
和
四
十
三
年
）
、
殊
に

「
講
孟
余
話
四
」
参
照
。

矢
張
り
一
偏
に
落
ち
申
す
べ
く
存
じ
奉
り
候
」
（
『
続
愚
論
』
）
と
い

ふ
松
陰
の
一
文
に
し
て
も
、
全
体
の
脈
絡
か
ら
す
れ
ば
異
な
っ
た
解
釈

が
生
ず
べ
き
か
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
い
づ
れ
稿
を
改
め
て
論
じ
て

ゑ
た
い
と
思
ふ
。

（
昭
）
有
名
な
松
陰
の
絶
筆
で
あ
る
「
此
の
程
に
思
ひ
定
め
し
出
立
は
け
ふ
き

く
こ
そ
嬉
し
か
り
け
る
」
と
い
ふ
和
歌
か
ら
の
引
用
、
全
集
第
六
巻

三
七
三
頁
。
な
ほ
松
陰
の
死
が
大
願
成
就
の
死
で
あ
っ
た
と
い
ふ
こ
と

に
つ
い
て
は
拙
編
訳
『
吉
田
松
陰
』
中
の
「
松
陰
私
論
」
一
八
○
頁
参

昭
路

（
亜
細
亜
大
学
助
教
授
）

九
七


