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歴
史
が
混
齪
せ
ろ
時
代
に
は
、
思
想
的
に
ま
発
生
活
的
に
多
く
の
危
瞼
か
俘

ふ
も
の
で
あ
る
。
謂
ゆ
う

「
大
衆
俵
前
進
す
る
」
の
今
日
、
そ

の
民
主
々
義
の
奔
流
の
底

に
は
世
界
を
そ
れ
自
身
の
不
幸
と
濃
歴
史
的
な
る
世
界
観
か
ら
救
濟
せ
ん
と
す
る
入
間

の
共
働
作
業
か
重
ん
ぜ
ら
れ

て
ゐ
る
,に
も
拘
ら
す
、

却
つ
て

「
個
人
的
な
る
も
の
」
の
避
難
所

を
其
塵
に
見
出

さ
ん
と
す
る
安
易
な
る
現
實
主
義
が
漕
入

せ
ん
と
し
て
居

-る
。

肚
愈
的
共
同
器

の
樺
威

の
下
に
入
格

の
自
由
と
平
等
と
が
保
誰
せ
ら
ろ
べ
き
で
あ
る
に
も
拘
ら
す
、
皮
層
な
る
自
己
肯
定
と
自
然
的
な
る

白
己
形
成

と
を
以
て
、
時
代
の
急
迫
的
要
求
な
る
か
の
如
く
誤
認
し

つ
つ
あ
る
普
遍
主
義
が
伏
在
し
て
居
る
。
事
態

ほ
常
に
そ
の
正
當
な
る
べ

き
理
由
を
潜
'稽
せ
ん
と
し
て
、
往
々
に
し
て
冷
静
な
ろ
理
性
的
批
判
を
歓
キ
・誠
實
な
る
反
省
毒
忘
る
る
の
結
果
は
、
歴
史
的
砒
會
的
現
…買
の
意

・義
を
没
却
し
て
、
人
間
的
生
の
偉
大
な
る
債
値
實
現
に
封
す
る
冷
淡

と
、
健
全
な
る
獲
展

へ
.の
努
力
の
歓
乏
と
に
導
き
、
途
に
塵
頽
主
義
の
兆

候
を
呈
す
う
に
至
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
等
は
何
つ
れ
も
人
間
た
る
べ
き
者
の
奪
い
義
務
を
殿
損
す
る
こ
と
に
外
な
ら

な
い
。

苦
闘
す
る
時
代
精
棘
は
生
き
九
血
肉
に
よ
つ
て
推
進
す
る
。
そ
れ
は
軍
な
る
置
o
日

の⑦
α
嚢。犀
霞

で
あ
つ
て
は
な
ら
ぬ
。
薪
し
き
酒
は
古
き

畢
嚢

に
盛
ら
れ
て
は
な
ら
ぬ
と
い
ふ
時
に
は
、
入
間
か
あ
ら
ゆ
る
弊
費

か
ら
脱
化
す
る
爲
の
根
本
的
攣
革
と
飛
躍
と
か
要
求
せ
ら
れ
て
居
る
。

そ
こ
で
は
総
て
の
債
値

の
顛
倒
が
再
び
試

み
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
「
知
識
は
力
な
り
」
と
い
ふ
祷
い
言
葉
が
新
た
な
る
關
心
を
惹
く
で
あ
ら
う
。
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卍純
化
せ
ら
れ
た
智
慧
の
光
明
が
輝
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
從
來
閑
却
せ
ら
れ
た
偉
大
な
る
も

の
こ
そ
歴
史
の
中
核
に

於
け

ろ
此

の
精
紳
的
の
弾
機
で
あ
る
と
思
は
れ
る
。
現
代
に
於
て
は
知
識
の
輕
硯

・
精
榊
活
動
の
過
小
評
債
が
漏
胎
と
な
つ
て
、
人
間
性
の
尊

嚴
捻
見
失
み
傾
向
が
多
分
に
存
す
ろ
。
而
し
て
叉
そ
の
故

に
、
轄
攣
極
ま
り
な
き
世
界
の
大
海
に
波
底
船
を
浮
か
べ
つ
つ
歴
史

の
偶
然
に
憧
着

し
て
そ
の
針
路
を
あ
や
ま
り
、
所
詮
匠
々
要
津
を
隔
つ
る
に
至
つ
て
は
、
・
葛
藤
裡

の
目
機
鉄
爾
も
ま
た

一
得

一
失
で
あ

る
と
言

ふ
べ
き
で
あ
ら

う
か
。

題
し
て

「
宗
教
の
主
騰
的
本
來
性
」
と
い
ふ
本
來
性

と
は
、
生
來
性
と
い
ふ
心
理
的
意
味
で
は
な
く
、
ま
た
論
理
的

の
可
能
性
で
も
既
存
性

で
も

な
い
傷
寧
ろ
人
間
存
在

の
存
在
性
を
問
ふ
こ
と
に
よ
つ
て
、
印
ち
存
在
論
的
ま
た
は
解
糧
離
的
意
味
に
於
て
、
歴
史
的
肚
會
的
現
實
の
翼

相
為
共
機
的
に
把
握
せ
ん
と
す
う
も
ω
で
あ
り
、
し
か
も
端
的
に
そ
の
現
實
性
に
迫
ら
ん
と
す
る
宗
教
的
主
罷
の
非
合

理
性
を
表
は
し
た
の
で

あ
ろ
。

現
實
の
生
は
辮
識
的
な
る
も
の
と
考

へ
ら
れ
る
と
こ
ろ
よ
り
し
て
、
非
媒
介
的
意
味
を
有
す
ろ
蠕
的
性
ま
壮
は
直
接
性
と
い
ふ
が
如
き
は
、

却
つ
て
歴
史
的
で
は
な
く
、
從
つ
て
ま
た
非
存
在
論
的
で
あ
ろ
と
せ
ら
勉
る
の
が
凡
そ

一
般
の
見
解
で
あ
る
と
思
ふ
。
然
る
に
敢

へ
て
本
來
性

を
以

て
端
的
性
1

こ
れ
に
就
い
て
は
本
論
に
入
つ
て
明
か
に
せ
ら
勉
る
筈

で
あ
る
が
ー

の
意
味
に
使
用
す
ろ
所
以
は
、
宗
教
の
眞
理
が

一

面
に
は
超
歴
史
的
に
し
て
然
か
も
直
接
的
具
罷
的
な
ろ
こ
と
を
強
調
し
、
更
に
は
そ
の
超
歴
史
的
直
接
性
が
寧
ろ
歴
史
を
創
造
す
る
人
間
の
本

源
的
主
膿
を
開

示
す
る
こ
と
を
論
ぜ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
特
に
輝
の
直
接
維
験
に
よ
ろ
存
在
の
眞
理
性
を
問
題
と
し
て
見
弛
い
と

思

ふ
の
で
あ
ろ
。
若
し
こ
の
こ
と
が
、
歴
史
の
世
界
を
究
明
せ
ん
と
す
ろ
獲
端
に
於
て
歴
史
を
否
定
す
ろ
態
度
で
あ
ろ
と
の
非
難
を
冤
が
れ
得

て
、

存
在
の
存
在
性
の
面
目
を
捉

へ
得
る
で
も
あ
ら
う
な
ら
ば
西
新
時
代

の
宗
教
建
設
の
要
求
に
封
し
て
決

し
て
没
交
渉

で
は
な

い
で
あ
ら

、り
o

L
'
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入
間
観
が
歴
史
観
を
決
定
す
る
と
言
は
れ
る
。
そ
れ
は
入
間
が
歴
史
を
作
り
、
ま
た
歴
史
か
ら
人
間
が
生
み
出
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
嚴
密

に
は
人
聞
が
歴
史
的
生
命
に
於
て
生
き
、
歴
史
は
人
間
の
歴
史

に
外
な
ら
な
い
。
人
間
存
在
を
し
て
存
在
た
ら
し
む

べ
き
性
格
と
し
て
の
存
在

性

(ωo
冨
嵩
)

を
限
定
す
る
こ
と
に

よ
つ
て
歴
史
的
瀧
會
的
現
實
が
規
定
せ
ら
れ
、
ま
た
種
々
異
勉
る
性
格
の
世
界
観
が
そ
勉
よ
り
し
て
成
立

す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
人
間
が
人
間
で
あ
ろ
限
り
有
限
な
う
も
の
と
い
ふ
こ
と
は
殆
ん
ど
自
明
の
こ
と
と
し
て
出
獲
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

が
、
入
間
は
世
界
内
存
在
と
い
ふ
意
味
に
於
て
有
限
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
有
限
存
在
で
あ
ろ
限
り
其
は
無
限
な

る
も
の
と
の
關
聯
に
於
て

存
在
す
る
の
で
あ
る
。
無
限
な
る
も
の
或
は
存
在
者
の

一
切
を
包
含
す
る
全
欝
存
在
か
ら
隔
離
せ
ら
れ
た
孤
猫
の
人
間
は
あ
り
得
な
い
。
人
間

は
外

に
封
し
て
は
他
の
存
在
者
を
封
象
と
し
て
認
識
し
、
内
に
向
つ
て
は
自
己
を
意
識
す
る
自
畳
存
在
と
し
て
、
有
限
で
あ
る
と
共
に
無
限
な

る
も

の
に
蓮
な
る
。
而
し
て
封
象
を
認
識
す
ろ
場
合
に
全
盟
存
在

へ
の
超
越
が
あ
ろ
如
く
、
自
己
を
自
畳
す
う
に
は
自
己
超
越
が
あ
る
。
人
間

は
超
越
性
を
以
て
そ
の
根
本
性
格

と
す
る
の
で
あ
る
。
理
性
及
び
意
識
に
よ
つ
て
人
間
身
他
の
存
在
か
ら
匝
別
す
る
特
質
を
見
出
さ
ん
と
し
て

も
、
其
が
元
來
超
越
性
を
含
ん
で
居
る
こ
と
に
賜
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

し

か
し
、
輩
な
る
超
越
は
人
間
の
特
質
を
規
定
す
う
も

の
で
は
な
い
。
人
間
と
し
て
は
自
己
否
定
に
よ
つ
て

一
般
者

へ
超
越
し
、
こ
の
超
越

に
於
て
自
己
を
具
盟
的
に
自
畳
す
る
と
い
ふ
こ
と
、
帥
ち
自
畳
及
び
自
由
の
故

の
超
越

で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

へ
ー

ゲ
ル
に
在
つ
て
は
、
自
己

を
否
定
し
て
他
者

の
中
に
自
己
を
見
出
す
と
い
ふ
人
問
相
互

の
自
由
な
ろ
關
係
を
成
立
せ
し
む
る
も
の
は
客
観
的
精
神
の
實
現
と
し
て
の
國
家

で
あ
つ
た
。
而
し
て

μ
ゴ
ス
の
必
然
的
獲
展
に
よ
り
絶
封
精
紳
の
自
畳
に
ま
で
到
達
し
た
る
藝
術

・
宗
教

・
哲
墨
が
、
自
由

の
歴
史
の
展
開

と

し
て
論
理
的
理
性
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
吾

々
は
其
虚
に
彼
の
汎
論
理
主
義
と
主
観
的
観
念
論
の
歴
史
観
が
存
す
る
こ
と
を
注
意
す



る
と
共
に
、
自
畳
存
在
た
る
人
間
の
本
質
も
、
観
照
ま
た
は

「
見
る
も
の
」
と
い
ふ
規
定
を
受
け
な
け
勉
ぼ
な
ら
ぬ
こ
と
を
指
摘
す
る
に
止
め

よ
う
。

希
臓
的
人
問
類
型
の
ホ
モ
・
サ
ピ

エ
ン
ス

(
理
性
的
人
間
)
の
近
代
的
姿
を
へ
ー
ゲ
ル
に
於
て
最
も
よ
く
看
取
し
得
る
の
で
あ
る
が
、
歴
皮

が
人
間
的
な
る
出
來
事

と
し
て
入
間
が
つ
く
ろ
も
の
で
あ
る
限
り
は
、
唯
だ
坐
し
て
成
敗
を
見
る
と
い
ふ
の
み
に
止
ま
ら
す
、
身
禮
を
働
か
し

て
自
ら
生
産
す
る
も
の
、
鄙
ち
ホ
モ
・
フ
ァ
ベ
ル

(
技
術
的
人
問
)
に
よ
つ
て
始

め
て
歴
史
が
成
立
す
う
と
い
ふ
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
の
で
あ
ろ
。

か
く
て
、

へ
ー
ゲ
ル
に
於
け
る
精
棘
を
物
質
に
置
き
換

へ
、
人
間
相
互

の
關
係
を
成
立
せ
し
む
る

一
般
者
と
し
て
、

人
倫
的
關
係
に
代

ふ
る

に
生
産
關
係
を
以
て
し
た
る

マ
ル
ク
ス
に
在
つ
て
は
、
人
間
は
道
具

・
機
械
及
び
技
術
ら、8
媒
介
と
し
て
、
経
濟
的
構
造
の
肚
會
秩
序
に
よ
つ
て

規
定

せ
ら
れ
る
に
至
つ
た
。
而
し
て
歴
史
は
生
産
力
と
生
産
關
係

と
の
間
に
生
す
ろ
矛
盾

¢
克
服
と
し
て
維
濟
組
織
を
攣
革
し
て
進
行
す
る
も

の
で
あ
り
、
藝
術

・
宗
教

・
哲
學
な
ど
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
各
時
代
の
維
濟
機
構

に
基
く
砒
會
的
心
理
を
反
映
す
る
上
暦
建
築
と
し
て
成
立
す

る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
か
く
し
て

マ
ル
ク

ス
に
於
て
は
途
に
ホ
モ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス

(
維
濟
的
人
間
)
が
登
場
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
は
人
間
類
型
の
著
し
い
も
の
の
代
表

と
し
て

へ
ー
ゲ
ル
と

マ
ル
ク
ス
と
の
封
照
を
纂
け
ー

別
に
宗
教
的
人
間
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ

る
ー

極
め
て
簡
軍
な
ガ
ら
そ
の
歴
史
観
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
ろ
。
こ
こ
で
注
意
せ
ら
る
べ
き
は
、
爾
者
が
共
に
歴
史
的
獲
展
過
程
の
論
理

的
必
然
性

と
い
ふ
こ
と
を
前
提
と
し
て
ゐ
ろ
黙
で
あ
る
。
吾

々
は
之
れ
を
合
理
主
義
の
欲
難
と
見
倣
す
の
で
あ
つ
て
、
歴
史
的
眞
理
を
追
求
す

る
爲

に
省
ほ
人
間
性
の
究
明
に
つ
い
て
霜
さ
れ
ざ
う
も
の
の
存
す
る
こ
と
を
論
じ
な
,け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

歴
典
の
世
界
に
は
決
し
て
豫
定
し
能
は
ざ
る
偶
然
の
出
來
專
、
ま
た
は
非
蓮
績
的
な
る
結
果
を
見
ろ
の
が
事
實
で
あ
る
。
寧
ろ
時
間
的
に
先

行
す

る
も
の
に
必
然
的
に
は
繊
起
せ
ざ
ろ
出
來
事
に
遭
遇
す
う
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
、
歴
史
か
創
造
で
あ
ろ
と
せ
ら
れ
る
所
以
の
も
の
が
存
す
る

占求
教
の
主
騰
的
衣
-來
性

二
三
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の
で
あ
る
。

ジ
ャ
ヅ
ク

・
ヤ
リ
タ
ン
ほ
次
の
や
う
に
述
べ
て
居
ろ
。

「
膿
史
の
秘
密
ほ
心
の
秘
密
の
如
く
に
我
々
に
は
隠
さ
れ
て
ゐ
る
。
我
々
が
そ
の
中
に
働
い
て
ゐ
る
現
象

の
見
地
よ
り
す
勉
ば
、
我
々
は
(中

略
)
言
ふ
こ
と
が
出
來
る
。
人
聞
に
つ
い
て
我

々
の
知
う
と
こ
ろ
は
大
禮
、
面
乃
至
役
者

(
b
①
Nω
O口
嵩
節
晦
①
)
と
役
割

(
δ
冨
)
の
こ
つ
で
あ

ろ

と
。
こ
の
地
上
に
お
い
て
、
特
に
歴
史
の
混
齪
時
代
に
お
い
て
、
生
が
途
行
さ
弧
る
無
秩
序
の

一
つ
の
徴
候
は
、
言

つ
て
見
れ
ば
役
割
の

混
同
、
換
言
す
れ
ば
役
割
と
面
乃
至
役
者
と
の
問
の
不

一
致
で
あ
る
。
」
(註
①
)

マ
リ
タ
ン
仕
歴
史
の
偶
然
性
は
人
間
の
理
性
を
超
え
た
秘
密
で
あ
る
と
言
ふ
ゾ
、
彼
の
意
味
す
ろ
偶
然
の
出
來
事
と
は
、
創
造
そ
れ
自
身
に
關

し
て
で
は
な
く
、

理
性
的
判
別
も
し
く
妓
知
識
の
餐
雷
性
に
關
す
ろ
も
の
と
爲
す
が
如
く
で
あ
る
。
換
言
す
剋
ば
、

人
聞
ジ
知
的
制
断
を
誤
つ

て
行
動
す
る
と
こ
ろ
に
、
歴
史
の
混
齪
が
生
じ
偶
然
性
が
現
は
れ
る
と
言
ふ
の
で
あ
ろ
。
(註
◎

勿
論
、
判
断
の
正
否
は
存
在
に
つ
い
て
結
合
す
べ
費
も
の
ζ
分
離
す
べ
唐
も
の
と
を
、
嚴
密
性

と
適
格
性
と
に
於
て
果
し
て
結
合
し
或
は
分

離
す

ろ
や
否
や
に
よ
つ
て
定
ま
る
の
で
あ
る
か
ら
、
偶
然
た
る
結
合
ま
た
ほ
分
離

か
判
断
に
原
因
す
る
こ
と
は
認
め
ら
勉
得
ろ
。
し
か
し

一
暦

根
本
的
な
ろ
問
題
は
、
存
在
が
あ
り
の
ま
ま
に
現
前
し
て
居
ら
や
否
や
と
い
ふ
存
在
の
眞
理
に
關
し
て
、
即
ち
眞
爾

の
偵
値
に
就
て
の
偶
然
性

ガ
考

へ
ら
れ
な
い
で
あ
ち
う
か
。
歴
史
の
世
界
が
個
…㈹
の
世
界
で
あ
り
、
創
造
ほ
人
間
の
行
爲
を
通
じ
て
實
現
せ
ら

勉
ろ
個
性
的
な
る
實
在
の

生
産

で
あ
る
が
、
其
妓
常
に
存
在
理
由
を
充
足
せ
ろ
必
然
的
の
も
の
弛
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
す
實
際

に
は
遜
け
難
き
パ
ト
ス

に
よ

つ
て
、
存
在
そ
れ
自
身
の
姿
を
多
か
勉
少
な
か
れ
漠
然
た
ら
し
む
ろ
場
合
ー

否
、
そ
れ
自
身
の
姿
沙
全
く
新
ら
し
い
別
の
姿
に
蒋
化
し

た
と
言
ふ
べ
き
で
あ
ろ
。ガ
ー

こ
こ
に
根
本
的
偶
然
を
獲
見
す
る
の
で
あ
ろ
。
こ
れ
を
存
在
の
眞

理
に
關
す
る
歴
史
的
偶
然
性
と
槻
し
て
、

マ

リ
タ

ン
の
謂
ゆ
る
偶
然
性
よ
り
匠
別
し
て
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

根
本
的
偶
然
こ
そ
實
に
歴
史
の
驚
異
で
あ
ろ
か
、

歴
史
は
か
か
る
偶
然

を
原
動
力

と
し
て
進
展
す
う
と
云

ふ
べ
き
で
あ
ら
う
り

然
し
な
が



ら
、
吾

々
は
更
に
進
ん
で
、
パ
ト
ス
と
ロ
ゴ
ス
と
の
關
係
如
何
、

ま
弛
歴
史

の
創
造

ほ
唯
だ
個
蝿
の
生
濠
と
い
ふ
こ

と
に
羅
き
る
で
あ
ら
う

か
、

と
い
ふ
問
題
に
移
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
歴
史
ほ
偶
然
か
ら
生
勉
ろ
と
言
つ
て
も
、
軍
な
る
偶
然
か
歴
史
で
は
な
い
如
く
、
個
腿
が
存
在

理
由
を
充
足
す
る
爲
に
は
、
、個
罷
が
同
時
に

一
般
者
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
故
に
、
謂
は
ば

{、偶
然

の
必
然
性
L
と
い

ふ
べ
き
も
の
に
就
い
て

論
歩

を
進
め
よ
う
。

二

 

自
由
と
い
ふ
こ
と
が
個
人
的
恣
意
を
意
味
せ
す
、
ま
弛
意
味
し
て
ほ
な
ら
な
い
こ
と
ほ
既
に
常
識
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
人
間
が
他
者

と
の
封

立
に
よ
つ
て
存
在
す
る
こ
と
に
基
づ
く
。
他
者
が
自
己
に
封
し
て
反
抗

・
封
立
す
る
と
い
ふ
障
擬
を
豫
想
せ
ざ
る
自
由
は
な
い
。
自
己
を
否
定

し
て
絶
封
他
者
と
な
り
、
他
者
に
於
て
自
己
と
な
る
と
い
ふ
死
後
再
生
の
と
こ
ろ
に
自
由
の
面
目
が
あ
ろ
。
自
由
な
る
語
か
既
に
人
間
の
肚
會

的
存
在
性
を
示
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
「
考

へ
る
」
と
か

「
見
ろ
」
と
か
の
自
己
ほ
未
だ
個
人
的
に
し
て
抽
象
性
を
冤
が
れ
な
い
が
、
「作
る
も

の
」
と
な
つ
て
肚
會
共
同
罷
の
成
員
に
加
は
る
こ
と
に
よ
つ
て
具
罷
的
自
由
を
獲
得
す
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
然
し

マ
ル
ク

ス
に
よ
れ
ば
、

入
間

は
衣
食
佳
に
關
す
る
慾
望
を
満
足
さ
す
爲
め
の
生
活
手
段
を
生
産
す
ろ
も
の
と
せ
ら
れ
ろ
の
で
あ
る
が
、
生
産
に
於
て
は
作
る
も
の
が
逆

に
ま

た
作
ら
れ
た
も
の
に
よ
つ
て
限
定
せ
ら
れ
、
自
己
は
自
己
が
形
成
し
定
立
し
た
る
客
催
に
よ
つ
て
創
造
せ
ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
が
開
題
で

あ
ら

ね
ば
な
ら
ぬ
。
換

言
す
れ
ば
、
絶
え
す
否
定
を
通
し
て
自
.ら
を
生
み
出
し
て
行
く
生
き
弛
實
在
が
捕
捉
せ
ら
剋
ね
ば

な

ら

ぬ
。

行
爲
の

基
膿
た
る
身
罷
が
精
神
と
物
質
と
の
矛
盾
的
統

一
で
あ
る
限
り
、
唯
物
論
的
世
界
観
が
歴
史
的
生
の
全
羅
を
見
誤
る
こ
と
は
否
定
出
來
な
い
。導

要
す
る
に
、
理
性
的
人
間
に
於
て
も
技
術
的
人
問
に
於
て
も
、
絶
封
他
者
と
の
相
互
限
定
に
よ
つ
て
形
成
せ
ら
れ
、
矛
盾
の
綜
合
で
あ
る
こ

と
が
明
か
と
な
つ
た
。
斯
く
て
自
己
が
生
き
る
爲

に
自
己
否
定
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
、
人
間
の
有
限
性
と
果
敢
な
さ
と
ガ
存
す
る

宗
教
の
主
艦
的
本
來
性

二
五
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二
山ハ

の
で
あ
る
が
、

そ
の
有
限
性

と
死
の
蓮
命

と
を
深
く
見

つ
め
て
、
更

に
そ
れ
等
の
覇
絆
か
ら
脱
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
宗
教
的
人
間
の
自
麗
に

達
す
る
の
で
あ
る
。
宗
教
的
人
聞
は
自
麗
存
在
が
自
畳

ω
極
限
に
於
て
、
脱
自
的
奨
從
前

の
人
問
か
ら
超
出
せ
ん
と
す
る
深
刻
な
る
自
己
否
定

に
立

つ
て
居
る
・

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
世
界
内
存
在
と
し
て
の
人
聞
を
"
死

へ
の
存
在
L
と
稔
し
た
が
・
吾

々
ほ
之
れ
に
深
い
意
味
を
味

ふ
こ
と

が
出
來
る
。
し
か
し
、
死
へ
の
存
在
ほ
や
が
て
不
死
鳥
と
な
つ
て
歴
史
的
生
を
肯
定
し
、
就
會
的
存
在
と
個
人
的
存
在
と
の
矛
盾
を
綜
合
す
る

高
次
的
現
實
の
具
腿
的
全
罷
的
入
間
に
更
生
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

歴
史
的
生
が
否
定
の
論
理
に
よ
つ
て
貫
徹
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
こ
と
は
、
人
間
が
紳
に
否
定
せ
ら
勉
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
意
味
し
て

居
る
。
而
し
て
此
庭
で
言
ひ
得
る
こ
と
ほ
、
人
…間
は
神
と
否
定
的
に
封
立
し
な
か
ら
、
し
か
も
そ
の
限
り
に
於
て
、
紳
に
つ
い
て
知
り
、
從

つ

て
聯
性
を
具
有
し
て
居
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
既
に
有
限
者
と
い
ふ
こ
と
が
無
限
者
と
の
關
係
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。
け
勉
ど
も
、
そ
の

意
味

に
於
け
る
紳
ま
た
は
紳
性
ほ
、
人
間

の
立
場
か
ら
考

へ
ら
れ
た

「
聖
な
る
も
の
」
で
あ
り
、
有
限
者
の
申
に
反
映
せ
ら
れ
た
無
限
者
と
い

ふ
の
外
は
な
い
。
即
ち
是
れ
が
人
間
申
心
的
の
神
観
乃
至
宗
教
観
を
構
威
す
る
基
礎

と
な
る
も
の
で
あ
る
。

從
來
の
宗
教
哲
學
の
多
く
ほ
宗
教
の
眞
理
性
を
理
性
に
よ
つ
て
基
礎
づ
け
ん
と
す
る
黙
に
於
て
人
間
中
心
主
義
的

(碧

夢
8
b
o
oo暮
鼠
ρ
藏
①
)

で
あ
り
、
少
く
と
も
近
代
の
入
間
中
心
的

ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
に
立
脚
す
る
と
言
ふ
こ
と
が
出
來
る
。
・近
代
的
人
間
拭
自
我
の
自
畳
に
基
い
て
、

自
由

の
實
現
と
人
間
性
の
解
放
を
そ
の
歴
史
的
使
命

と
し
た
も
の

で
あ
る
が
、

究
寛
的
に
は
そ

の
目
的
を
果

た
し
得
す
し
て
自
己
矛
盾
・に
陥

り
、
.途
に

「
神
な
き
人
問
の
ミ
ゼ
ー
ル
」
を
暴
露
し
來
り
、
限
の
な
き
困
窮
と
悲
愁
の
荒
涼
た
る
世
界

に
彷
律
す
る
現
代
に
直
面
し
た
の
で
あ

る
。
謂
ふ
に
是
れ
は
人
間
の
本
性
を
全
く
誤
解
し
た
る
に
由
る
の
で
あ
る
。
尤
も
近
代
的
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
ほ
、

ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
な
る
が
故

に
非
難
せ
ら
る
べ
き
で
は
な
く
、
入
間
中
心
主
義
的
な
る
黙
に
禍
根
を
宿
し
て
居
る
こ
と
拭
言
ふ
ま
で
も
な
い
註
①
。

マ
リ
タ
ン
が
新
ト
ー

マ

ス
主
義
巻
掲
け
て
、
謂
ゆ
る
受
肉
的
入
間
主
議

(
ぴ
環
『口
9
昌
一ω【PO
住
O
一減
昌
O鋤
『口
鎖
什一〇
口
)
或
は
充
足
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ

ム

(
団
=
ヨ
9
巳
ωB
Φ
5
-



8
ひq
『
巴
)

を
主
張
し
、
紳
中
心
的
に
人
間
性
を
回
復
す
る
こ
と
に
よ
り
、
人
間
を
眞
に
高
き
生
命
償
値

に
生
か
し
、
以
て
人
間
文
化
を
再
建
せ

び

ん
が
爲
の
カ
ト
リ
ッ
ク
蓮
動
を
鼓
吹
し
て
居
る
こ
と
ほ
大
な
る
關
心
事
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。

ま
こ
と
に
、
榊
は
人
間
の
知
識
に
よ
つ
て
把
握
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
知
識
の
封
象

と
な
つ
た
榊
ほ
死
せ
る
神

で
あ
る
。
騨
の
前
に
は

入
間
的
な
も
の
地
上
的
な
も
の
の

一
切
が
否
定
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
故
に
、

宗
教

の
眞
理
は
理
性

に
よ
つ
て
基
礎
づ
け
ら
る
べ
き

で
は
な

く
、

理
性
こ
そ
宗
教
に
よ
つ
て
保
誰
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
文
化
債
値

と
し
て
の
み
宗
教
が
承
認
せ
ら
る
べ
き
で
は
な
く
、
寧
ろ
宗
教
が
文
化

を
批
判
す
る
原
理
を
有
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
宗
教
の
眞
理
を
宗
教
そ
れ
自
身
に
よ
つ
て
基
礎
づ
け
る
と
い

ふ
絶
封
の
立
場
よ
り
し

'
て
、

そ
の
眞
理
内
容
を
歴
史
的
肚
會
的
に
理
解
せ
ん
と
す
る
も
の
が
即
ち
紳
巾
心
主
義
的
の
宗
教
哲
學
で
あ
り
、
そ
の
類
型
の

一
が
鼎
誰
法
的

紳
學

(危
機
紳
學
)
で
あ
る
。
註
④

以
下
し
ば
ら
く
辮
誰
法
紳
學
を
検
討
し
て
問
題
の
師
趨
す
る
所
を
辿

つ
て
見
よ
う
。
大
騰
そ
の
要
旨
に
よ
勉
ば
、
紳

と
人
間
と
の
間
に
は
絶

封
に
越
ゆ
べ
か
ら
ざ
る
溝
渠
が
あ
り
、
入
間
は
死
線
に
よ
つ
て
榊
と
隔
絶
せ
ら
勉
て
居
る
。
人
聞
の
理
性
を
以
て
し
て
ほ
紳
を
知
る
こ
と
は
出

來
な

い
。
罪
入
の
も
の
ほ
理
性
も
行
爲
も
悉
く
紳
に
反
抗
す
ろ
ば
か
り
で
あ
る
。
紳
を
知
り
得
る
方
法
ほ
、
。紳
が
自
分
自
身
を
啓
示
す
る
こ
と

に
よ

つ
て
人
間
に
知
ら
し
む
る
の
外
は
だ
い
。
即
ち
啓
示
と
ほ
紳
が
そ
の
秘
密

を
打
明
け
て
、

人
間
に
封

し
て
話
し

か
け
て
來
る
こ
と
で
あ

る
。

か
か
る
紳
拭
封
象
と
し
て
非
入
格
的
に
考

へ
ら
勉
弛
神
で
ほ
な
く
し
て
、

「
私
」
に
向
つ
て
現
實
に
言
葉
を
語
る

「
汝
」
と
し
て
、
入
格

的
な
る
主
騰
的
な
る
紳
で
あ
る
。
而
し
て
、
人
間
が
紳
と
向
ひ
合
ひ
、
紳
の
呼
び
か
け
の
聲
を
聞
き
、
そ
れ
に
鷹
答
す
る
と
い
ふ
封
話
に
於
て

の
み
、

紳
と
入
と
の
断
絶
が
超
え
ら
れ
る
。
斯
く
し
て
紳
の
自
己
啓
示
ほ
、
必
然
的
に
特
定
の
歴
史
的
事
件

で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
其
は

脚
ち

イ
エ
ス

・
キ
リ
ス
ト
に
外
な
ら
ぬ
。
イ
エ
ス
ほ
紳
の
言
葉

(
ロ
ゴ

ス
)
で
あ
り
、
イ

エ
ス
に
於
て
は
永
遠
と
時
間

の

一
致
と
い
ふ
奇
蹟
が

見
ら
れ
る
。
信
仰
と
は
イ

エ
ス
に
於
け
る
紳
の
啓
示
を
承
認
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
其
が
專
ら
紳
の
自
由
に
よ
る
も

の
で
あ
る
限
の
非
合
理
な

宗
教
の
主
膿
的
本
來
性

二
七
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二
八

こ
と
で
あ
る
註
⑤
。

し
か
し
、
啓
示
は
ま
た
す
べ
て
の
合
理
的
な
る
も
の
を
完
成
し
、
啓
示
の
活
動

の
た
め
に
は
人
間
の
理
性
を
使
用
す
る
の

で
あ
る
。
入
間
ほ
紳
の
言
を
聞
き
そ
の
命
令
に
服
從
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
始
め
て
正
し
い
文
化
を
創
造
す
る
こ
と
が
出
來
る
。

右

の
叙
述
に
よ
つ
て
知
り
得
る
如
く
、
紳
と
人
間
と
の
非
連
績
を
主
張
し
、
紳
の
恩
籠
に
よ
つ
て
啓

示
が
與

へ
ら
れ
な
け
れ
ば
、
人
間
は
如

何
に
し
て
も
紳
を
知
り
、
ま
た
罪
よ
の
救
ほ
ろ
る
こ
と
も
能
ほ
な
い
。
信
仰
を
持

つ
こ
と
も
紳
の
働
き
に
よ
る
の
で
あ
り
、
紳
の
言
を
聞
く
こ

と
も
信
仰
の
申
で
あ
り
得
る
こ
と
、

印
ち
イ
エ
ス
に
於
て
人
間
が
棘
と
和
解
せ
し
め
ら
る
る
に
よ
つ
て
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
藪
に
吾
々
は

紳
中

心
主
義
の
立
場
を
看
取
す
る
に
吝
か
で
は
な
い
。
ま
た
啓

示
に
よ
つ
て
理
性
が
完
成
せ
ら
勉
る
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
、
宗
教
的
眞
理
の
超
越

且
内
在
性
が
論
定
せ
ら
れ
て
居
る
こ
と
も
頷
く
こ
と
が
出
來
る
。
け
れ
ど
も
、
啓

示
ゴ
人
間
に
與

へ
ら
れ
る
場
合
の
必
要
條
件
と
し
て
人
間
の

理
性
を
探
屠
す
る
と
い
ふ
筋
合
敏
、
果
し
て
如
何
な
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。
非
合
理
性

の
合
理
化
の
論
理
に
於
て
、

疑
問
を
齎
ら
す
黙
で
あ
ら

ね
ば
な
む
ぬ
。

果
せ
る
哉
、
藩
論
法
神
學
の
陣
螢
内
に
於
て
.。
こ
の
事
に
就
い
て
見
解
の
相
違
を
來
た
し
、
途
に
二
派
の
流
れ
に
分
裂
す
る
に
至
つ
た
の
で

あ
る
。
帥
ち
ブ

ル
ン
ネ
ル
と
バ
ル
ト
が

一ヨ
鋤
伽q
o

U
Φ
一
(
紳
の
像
)
に
關
し
て
論
欝
を
惹
起
し
、
啓
示
と
理
性

の
關
係
が
重
大
問
題
と
な
つ
た

の
で
あ
る
が
、
吾
々
に
取
つ
て
ほ
、
之
れ
を
宗
教
の
眞
理
性
を
聞
明
す
べ
き
論
理
の
問
題
と
し
て
考
察
す
る
に
當

つ
て
、
看
過
す
べ
か
ら
ざ
る

も
の
を
提
案
し
て
居
る
と
言
ひ
得
る
の
で
あ
る
。

ブ

ル
ン
ネ
ル
に
よ
れ
、ば
、
人
間
は
罪
に
堕
落
し
た
る
と
同
時
に
内
容
的
イ
マ
ゴ

・
デ
イ
を
失
つ
た
が
、
爾
ほ
形
式
的
イ
マ
ゴ

・
デ
イ
と
し
て

の
理
性
を
遺
し
て
居
る
。
故

に
そ
の
理
性
を
以
て
不
完
全
な
.か
ら
紳
を
認
識
し
得
る
能
力
と
爲
す
の
で
あ
る
。
彼
に
在

つ
て
は
、
紳
の
像
を
曇

ら
し

歪
め
た
る
理
性
を
矯
正
し
完
全
に
す
ろ
働
き
が
啓
示
で
あ
る
。
理
性
ほ
啓

示
に
よ
つ
て
否
定
的
肯
定
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
爾
者
の
結

び
付
き
を
可
能
な
ら
し
め
ち
れ
る
の
で
あ
ろ
。
こ
こ
に
彼
妓
啓
示
が
人
間
に
領
受
せ
ら
れ
る
爲

の
結
合
黙
を
見
出
し

て
居
る
の
で
あ
る
。
然
る



に

バ
ル
ト
に
言
峠
…し
む
れ
ば
、
其
は
人
間
學
を
混
入
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
密
か
に
啓
示
と
理
性
と
を
漣
績
せ
し
む
る
も

の
で
あ
り
、
ま
た
問
題

を
紳
學
の
外

へ
運
び
出
す
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。

バ
ル
ト
ほ
ブ
ル
ン
ネ
ル
に
反
封
し
て
、
神
の
像
ほ
人
間
か
ら
全
く
失
歓
"
て
ゐ
る
と
主
張
す
る
。
紳
と
人
間
と
の
間
に
絶
封
の
断
絶
が
あ
る

限
り
、
人
間
の
側
か
ら
紳
に
結
び
つ
く
こ
と
ほ
不
可
能
で
あ
り
、
唯
だ
紳
自
身
の
働
き
に
よ
つ
て
、
啓

示
が
必
要
と
す
る
結
合
黙
を
造
つ
て
,人

間

に
與

へ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
人
間
は
信
仰
に
よ
つ
て
之
れ
を
領
受
す
れ
ば
、
紳
の
言
を
聞
き
得
る
や
う
に
仕
向
け
ら
剋
る
。
人
聞
ほ
唯
だ
神

の
聲

に
封
し
て
礁
答
し
、
從
來
神
に
背
い
て
居
た
眼
を
墨
け
て
紳
に
向

へ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
寵
り

於
藪
、
前
述
の
榊
中
心
的
と
い
ふ
黙
よ
り
し
て
、

バ
ル
ト
が
ブ
ル
ン
ネ
ル
よ
り
も

一
暦
徹
底
し
て
ゐ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
紳
と
人
間
と

ほ

ど
こ
ま
で
も
絶
封
矛
盾
の
封
立
で
あ
つ
て
、
宗
教
の
眞
理
と
し
て
は
人
間
が
完
全
に
紳
に
よ
つ
て
克
服
せ
ら
る
べ
き
こ
と
を
要
求
す
る
。
從

つ
て
、
紳
の
像
を
肯
定
す
る
ブ
ル
ン
ネ
ル
の
思
想
が
鵜
ほ
人
間
的
な
る
も
の
の
廃
澤
を
留
め
て
居
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
し
か
し
叉
バ
ル

ト
と
錐
も
、
啓
示
の
傳
達
機
關

と
い
ふ
意
味
に
於
て
、
依
然
と
し
て
理
性
の
必
要
を
読
べ
合
理
主
義
の
片
影
の
如
き

は
、
た
と
ひ
其
が
神
學
内

で
扱

妓
れ
て
ゐ
る
と
し
て
も
、
未
だ
地
上
的
の
も
の
よ
り
完
全
に
絶
縁
せ
る
も
の
と
ほ
言
ひ
難
い
で
あ
ち
う
。
恐
ら

く
是
れ
は
、
啓
示
の
内
容

を

ロ
ゴ
ス
と
す
る
基
督
教

の
ド
グ

マ
に
忠
實
な
る
限
り
ー

ロ
ゴ
ス
が
思
瑠
的
反
省
的
の
も
の
で
な
ぐ
、
紳
の

ロ
ゴ

ス
で
あ
る
と
し
て
も
1

到
底

佛
拭
し
去
る
こ
と
の
出
來
な
い
限
界
で
あ
る
と
思
は
れ
る
。
か
の

マ
リ
タ
ン
の
如
き
も
、

一
方
に
於
て
ほ
十
字
架
に
よ
つ
て
此
の
世
が
打

勝
た
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
主
張
し
な
.F
ら
も
、
他
方
で
は

「
聖
寵
に
よ
つ
て
照
ら
さ
れ
た
人
間
理
性
」
を
以
て
此
の
世
を
永
遠
の
光
の
内
に

「
思
考
す
る
こ
と
」
を
人
間
の
使
命
と
し
て
ゐ
る
。
い
つ
れ
も
吾
々
に
よ
つ
て
乗
の
越

え
ら
勉
ね
ば
な
ら
ぬ
黙
に
於

て
戦
を

一
に
す
る
も
の
で

あ

ろ
。

宗
教
の
主
艦
的
本
來
性

二
九
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否
定
の
論
理
が
無
の
論
理
で
あ
り
辮
誰
法
で
あ
る
こ
と
は
贅
言
を
要
し
な
い
。
而
し
て
入
聞
存
在
、か
常
に
否
定
の
論
理
を
有
す
る
こ
と
を
既

に

指
摘
し
た
の
で
あ
つ
た
。
然
し
こ
こ
に
到
つ
て
ほ
、
宗
教
的
人
間
に
於
け
る
否
定
の

ロ
ゴ
ス
が
、
他
の
人
間
類
型

.…於
け
る
そ
れ
と
は
全
然

趣
を
異
に
す
る
と
い
ふ
こ
と
に
就
い
て
改
め
て
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
人
倫
的
及
び
生
産
的
關
係
が
成
立
す
る
爲

に
は
、
自
己
と
他
者
と
は

相

互
否
定
的
に
謝
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
否
定
は
實
は
全
照
的
否
定
で
ほ
な
く
從

つ
て
相
互
に
他
者

の
肯
定
を
許
す
も
の
が
存
し

て
居
る
と
言
ひ
得
ろ
の
で
あ
る
。
か
か
る
相
樹
的
否
定
に
於
け
る
統

一
の
論
理
は
、
結
局
は
有
の
論
理
た
る
に
過
ぎ
な
い
。
然
る
に
、
棘
と
人

間

と
の
統

一
は
絶
封
矛
盾
の
統

一
で
あ
り
..
.絶
樹
無
の
論
理
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
ま
、臓
歴
史
的
耽
會
的
現
實
を
捲
ふ
と
こ
ろ
の

主
艦
は
、
其
が
丈
化
の
創
造
に
堪

へ
,得
ん
か
爲
に
は
、
絶
樹
無
の
鼎
諮
法
に
よ
つ
て
性
格
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ

り
で
あ
る
。

若
し
瑠
誰
淋
學
の
如
く
歴
史

の
創
造
を
紳
の

ロ
ゴ
ス
に
依

つ
て
読
く
と
す
れ
ば
、

人
闇
の
現
實
的
生
ば
唯

だ
基
督
を
模
倣

す
る
こ
と
に
よ

り
、
嘗
て
あ
り
し
自
己
す
な
ほ
ち
堕
落
以
前
の
ア
ダ
ム
に
復
蹄
す
べ
く
希
望
を
未
來
に
繋
ぎ
、
そ
れ
へ
の
準
備
乃
至
手
段
と
し
て
の
現
在
を
感

謝

す
る
と
い
ふ
未
來
主
義
を
菟
が
蜘
な
い
。
か
く
て
仕
二
世
界
観
と
な
り
宗
教
的
主
髄
の
客
照
化
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
は
現
在
の
あ

の

の
ま
ま
を
肯
定
す
る
佛
教
に
於
け
る
絶
封
否
定
的
肯
定
と
は
到
底

一
致
せ
す
、
其
盧
に
基
督
教
に
取
つ
て
絡
末
観
の
意
義
の
重
要
性
も
窺
は

れ

る
の
で
あ
る
。

ロ
ゴ
ス
的
超
越
に
於
て
は
プ
ラ
ト
ー
の
想
起
読
と
同
じ
く
超
越
的

一
般
者

へ
の
憧
憬
が
あ
り
、
そ

れ
が
歴
史
の
推
進
力

と
な

ら

ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
宗
教

に
於
て
ほ
人
間
は
唯
だ
可
能
的
に
救
拭
れ
る
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。
畢
寛
、

ロ
ゴ
ス
的
超
越
は
個
罷
を

生
産
し
能
は
な
い
の
で
あ
る
。

個
艦
は
自
己
を
包
む

一
般
者
を
そ
の
底
の
方
向
に
向
つ
て
之
れ
を
打
破
し
て
、
世
界
の
外

へ
み
つ

か
ら
飛
躍
す
る
こ
と
に
よ

つ

て
、
全
髄



的

自
己
を
實
現
す
る
こ
と
が
出
來
る
。
こ
ω
世
界
外

へ
の
超
出
は

一
般
者

へ
の
超
越

で
挟
な
く
個
罷

へ
の
超
越
で
あ

る
。
之
れ
を
可
能
な
ら
し

む

る
も
の
が

パ
ト
ス
な
る
が
故
に
パ
ト
ス
的
超
越

と
稽
せ
ら
れ
る
。

ロ
ゴ
ス
的
超
越

伏
室
間
的
に
横

へ
の
超
越

で
あ
る
が
、

パ
ト
ス
的
超
越
は

時

間
的

に
縦

へ
の
超
越

で
あ
る
。
個
催
.か
一
舷
者
を
限
定
す
ソる
こ
と
を
得
る
は
パ
ト
ス
的
超
越
に
よ
る
の
で
あ
る
が
、

ロ
ゴ
ス
的
超
越
が
パ
ト

ス
的
超
越

に
よ
つ
て
否
定
せ
ら
れ
る
の
み
で
な
く
、
後
者
も
亦
前
者
に
よ
つ
て
否
定
せ
ら
剋
る
と
い
ふ
絶
封
矛
盾
の
統

一
に
よ
つ
て
、
始
め
て

個
照
は

一
般
的
個
龍
牝
る
こ
と
を
得
る
の
で
あ
る
。
我
と
汝

乏
の
絶
封
矛
盾
の
封
立
ほ
、
斯
く
の
如
き
絶
封
辮
諮
法

に
よ
つ
て
統

一
せ
ら
れ
な

け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
そ
の
統

一
そ
の
も
の
は
、
封
象
的
存
在
と
し
て
蚊
見
る
こ
しr}能
は
ざ
ろ
絶
封

の
無
で
あ
ら

ね
ば
な
ら
ぬ
、
か
か
る
主

照
牌
な
る
絶
封
無

管

己
限
牢

二
し
て
、

現
在
こ
・三

自
己
直
接
的
な
る
生
を
自
麗
す
る
こ
と
が
輝
維
瞼
鞍

質
と
し
て
の
端
的
性

に
外
な
ら

な

い
。
こ
⇔
生
に
於
て
は
紳

と
人
間
か
統

一
せ
ら
れ
て
居
る
と
言
つ
て
も
、
爾
者
が
人
問
の
爾
面
ま
九
は
繭
ろ

留
性

質
と
し
て
並
存
す
る
の
で

ほ

な
く
、
絶
封
無
な
る
現
實
の
生
に
同

】
の
も
の
と
し
て
統

一
せ
ら
れ
て
居
る
が
故

に
.,
絶
射
矛
盾

の
自
己
同

∵
'　誉
は
れ
る
ω
で
あ
る
。

　

　

絶
樹
無
の
自
己
限
定
と
し
て
の
生
は
絶
樹
自
己
否
定
的
な
る
が
故

に
、
生
に
し
て
生
に
あ
ら
す
、
ま
弛
絶
封
否
定
的
肯
定
な
る

沙
故

に
、
死

　　

　

ら

に
し
て
死
に
あ
ら
す
、
其
ほ
有
ゆ
る
識
厳
を
拒
否
す
ろ
生
死

一
如
的
主
騰

と
し
て
洞
然
明
白
底
で
あ
る
。
芭
蕉
情
沸
師
は

}、汝
有
二
主
丈
子
砧汝

へ
ぎ

　

こ

み
　

　　

　
ぎ

　

與

二
主
丈
子
一、
汝
無
一一主
丈
子
一汝
奪
二
主
丈
子
こ

と
示
し

て
居
る
。
宗
教
の
主
腿
ほ
有
無
に
渉
ら
す
通
身
無
影
、
何

塵
に
も
柱
杖
子
を
見
な
い

こ

と
を
提
蜥
し
て
居
る
。
謂
ゆ
る

「
在
家
舎
不
離
途
中
、
在
途
中
不
離
家
舎
」
ま
た

「
騰
用
互
換

一
時
行
」

「.大
自
雀
者
で
あ
る
,
匪
史

O
創

造

が
此
の
無
分
別

(判
噺
以
前
)
な
ろ
大
自
在
者
の
活
動
と
し
て
龍
現
せ
ら
れ
る
、沙
故
に
、、
絶
封
偶
然
的
二
し
て
然

か
も
必
然
的
な
る
所
以
を

知

り
得
る
で
あ
ら
う
。
更
に
之
れ
と
關
聯
し
て
主
憐
の
本
來
性
を
も
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

無
門
關
第
十
二
則
瑞
巖
主
人
公
の
話
に
つ
い
て
知
り
得
る
如
く
.、
呼
び
か
け
る
主
儂
と
慈
答
す
る
客
腿
と
は
、、
絶
封
矛
盾
の
自
己
同

一
的
で

あ

る
。

一
庭
に
止
佳
せ
す
絶

え
す
自
由

に
自
己
限
定
す
る
本
來
の
主
欄
は
、.
常

に
攣
の
つ
つ
然
か
も
攣
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
,

ハ
イ
デ
ヅ
ガ
ー

宗
教
の
主
燈
的
本
來
性

三
一
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の

「
不
安
」
も
ケ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の

「
絶
望
」
も
、
灘
の

「
大
疑
團
」
と
同
じ
く
パ
ト
ス
に
よ
る
自
己
否
定
性
で
あ
る
が
、
其
は
同
時
に
絶
封
無

に

よ
る
自
己
肯
定
性
と
し
て

「
安
定
」
と

「
敷
喜
」
と

「
不
疑
地
」
に
拘
在
す
う
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
絶
封
他
力
門
に
於
て

「
無
有
出

離
之
縁
」
「
罪
悪
深
重
腰
憐
熾
盛
」
「
い
つ
れ
の
行
も
お
よ
び
が
た
き
身
な
れ
ば
、

と
て
も
地
獄
ほ

一
定
す
み
か
ぞ
か
し
」
と
自
己
の
は
か
ら
ひ

を
棄

つ
ろ
時
が
直
ち
に

「
念
佛
を
ま
う
さ
ん
と
お
も
ひ
た
つ
心
の
お
こ
ろ
時
」
で
あ
り
、
即
ち

「他

ω
善
も
要
に
あ
ら
す
…
…
悪
を
も
お
そ
る

べ
か
ら
す
」
と
い
ふ
無
碍
の

一
道
に
於
て
彌
陀
の
本
願
を
信
す
る
こ
と
が
出
來
う

り
で
あ
る
。
信

O
内
容
は

「
彌
陀

の
誓
.願
不
思
議
」
な
る
が

故

に
、

念
佛
を
唱

へ
る
大
行
は
彌
陀
の
大
回
向
力
と
し
て
、
茸
虜
で
は
彌
陀
と
衆
生
が
絶
封
矛
盾
の
自
己
同

一
と
し
て
、
謂
ゆ
る
機
法

一
器
及

び
行
信
不
離
の
成
立
す
る
紳
秘
と
し
て
、
絶
封
無
の
主
櫻
性
が
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
註
⑦
。

誓
願
不
思
議
の
不
思
議
な
る
所
以
は
こ
こ
に
存

す

る
。
他
力
神
秘
家
の
七
里
孝
順
が
暉
的
艘
験
と
同

一
境
涯
を
同
調
異
曲
的
に
告
自
し
て
居
る
こ
と
は
興
味
深
き
こ
と
で
あ
る
。
基
督
扱
の
啓

示
も
論
理
的
に
は
此
の
誓
願
不
思
議
と
同
じ
く
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
神
人

一
燈
観
を
回
避
せ
ん
と
す

る
正
統
派
的
立
場
を
固
執

す

る
時
は
、
唯
だ

ロ
ゴ
ス
的
超
越
面
を
強
調
す
ろ
の
で
あ
る
註
⑨
。

然
し
吾
々
は
パ
ト
ス
的
超
越
の
優
位
性
を
認
め
な
け
勉
ば
な
ら
ぬ
。

絶
封
自
己
否
定
的
肯
定
は
日
常
の
生
活
維
験
と
し
て
の
行
爲
に
具
現
す
る
ブ
故
に
、

オ
ッ
ト
ー
の
如
き
ほ
縄
者
を
實
践
的
神
秘
家

と
癬
し
て

居

る
が
、
行
爲
ま
た
は
實
践
は
絶
封
矛
盾
の
統

一.と
し
て
主
器
的
な
る
と
共
に
客
膿
的
で
あ
る
。
し
か
も
主
器
な
き
主
照
、
客
罷
な
き
客
縄
な

る
ガ
故
に
、
行
爲
が

「
今
」
と
い
ふ
時
的
間
限
定
と
共
に

「
此
虞
」
と
い
ふ
場
所
的
限
定
を
持
つ
に
し
て
も
、
實
は
時
間
な
き
時
間
しG
し
て
の

今
、
場
虞
な
き
場
虞
と
し
て
の
此
慮

に
行
爲
す
る
の
で
あ
つ
て
、
要
す
う
に
永
遠
の
今
、
遍
在
の
此
虞
と
し
て
絶
封

無
の
激
電
閃
機
に
外
な
ら

な

い
。
時
間
を
室
間
化
し
室
附
を
時
間
化
す
る
と
辮
せ
ら
る
る
行
爲
の
主
罷
は
斯
く
の
如
く
で
あ
ろ
。
行
爲
の
現
實
性
は
永
遽
の
今
に
於
て
永

遽
の
過
去
に
結
び
つ
き
、
ま
た
永
遠
の
未
來
に
通
す
る
。
絶
謝
無
よ
り
出
で
て
絶
封
無
に
還
ろ
行
爲
の
純
粋
作
用
に
よ
つ
て
形
成
せ
ら
勉
て
行

く

自
己
は
、
永
遠
の
過
去
よ
の
永
遠
の
未
來
に
渉
つ
て
不
攣
な
ろ
那

一
物
の
現
在
を
中
心
と
せ
ろ
活
動
で
あ
り
、
時

間
的
攣
様
の
中

に
縛
攣
し



＼

つ
つ
然
か
も
攣
動
し
な
い
と
い
ふ
黙
に
つ
い
て
、
之
れ
を
主
器
の
本
來
性
ま
た
は
端
的
性

と
い
ひ
得
ろ
の
で
あ
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
學
的
時
間
は
、
意
識
の
ノ

エ
マ
の
暦
に
於
け
る
純
粋
我
と
意
味
封
象
と
の
相
關
的
な
る
様
相

と
し
て
考

へ
ら
れ
て
居
る

が
、
吾

々
は
根
源
的
具
器
的
時
間
に
つ
い
て
も
同
様
の
圖
式
を
用
ゐ
る
こ
と
が
出
來
る
。
帥
ち
、
主
羅
が
客
羅
的
質

料
性

と
結
合
す
ろ
仕
方
に

於
て
、
意
味
顯
現
性
が
原
始
的
純
粋
性
を
如
何

に
充
實
す
る
・か
、
換
言
す
れ
ば
自
己
定
立
の
具
腿
性
如
何
と
い
ふ
こ
と
に
よ
つ
て
、
時
間
的
攣

様

の
特
性
が
規
定
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
と
思

ふ
。
し
か
し
此
の
場
合
の
客
罷
的
質
料
性
は
勿
論
感
性
的
な
る
も
の
で
妖
な
く
、
ま
た
封
象
化
さ

れ
得

ざ
る
こ
と
は
絶
封
無
の
自
己
限
定
に
於
け
る
辮
誰
法
的
構
造
に
基
い
て
理
解
せ
ら
れ
る
。
而
し
て
主
龍
性
と
客
罷

性
の
爾
契
機
が
相
互
作

用
的

に
結
合
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
絶
え
す
自
己
形
成
の
純
化
作
用
を
限
定
す
る
主
腿
の
本
來
性

に
於
て
は
、
作
用

と
作
用
と
の
統

一
と
し
て

絶
え
す
高
次
の
作
用
に
超
越
す
る
こ
と
と
相
侯
つ
て
、
自
己
を
釜
よ
深
化
し
具
髄
化
し

つ
つ
も
、
其
腱

に
依
然

と
し

て
自
己
の
永
遠
性

と
不
攣

性

と
を
見
失
は
ざ
う
も
の
、
帥
ち
行
爲
的
直
観

と
稽
す
べ
き
も
の
が
働
い
て
居
る
。
之
れ
に
よ
つ
て
現
實
の
自
己
の
眞
實
性
乃
至
誠
實
性
が
決

定
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
南
泉
は

「
十
二
時
中

一
物
に
依
僑
せ
す
」
と
い
ひ
、
趙
州
は

「
十
二
時
を
使
ひ
得
た
り
」

と
い
ふ
。
本
來
不
依
僑
の

塵
に
は

一
塵

一
法
を
認
め
す
迷
悟
を
論
ぜ
ざ
る
が
故
に
、
絶
樹
無
の
展
開

と
し
て
め
歴
史
的
世
界
に
於
て
は
、
輪
廻
ほ
そ
の
ま
ま
浬
薬

で
あ
る

と
言
ひ
得
る
で
あ
ら
う
註
⑨
。

煩
憐
鄙
菩
提
、
生
死
即
浬
鍵
な
ど
の
逆
読
的
眞
理
が
、
す
べ
て
主
罷
の
本
來
性
に
よ

つ
て
成
立
す
る
の
み
な
ら

・す
、

ま
た
こ
こ
に
人
間
存
在
性
の
且
ハ罷
的
性
格
が
提
起
せ
ら
れ
て
居
る
こ
と
を
理
解
し
得
る
と
思
ふ
.
入
格
の
自
由

と
尊
嚴
の
糧
糠
は
、
寛
に

か
か
る
現
實
の
主
罷
に
於
て
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

註
①

ジ
ャ
ッ
ク

マ
リ
タ

ン
著

「宗
教

と
丈
化
」
吉
満

義
彦
氏
課
。一
五
八
i

九
頁
参
照
。

②

前
揚
書

一
六
〇
頁

に
は
役
割
と
は
歴
史
的
有
用
性

の
便
値

に
關

し
、
面
乃
至
人
物

(役
者
)

に
於

け
る
キ
リ

ス
下
者

の
任
務
は
絶
え
ず
役
割

の
混
同
を
豫

防
す
る
に
あ
る
と
、言

ふ
。

宗
{教
の
主
幽
腸
的
本

來
性

は
眞
理

の
便
値

に
關

す
る
と
設
明

し
、

ま
た
世
界

史
的
舞
螢

三
三



③④⑤⑥⑦⑧⑨

輝

學

砺

究

三
四

前
編
書
六
九
ー
ー

-七
'○
頁
に
臓
近
代
丈
化

の
三
契
機

と
し
て
、

(
}
)

古
典
主
義
的

ま
た
は
キ
可

ス
ト
教
的
自
然
主
義

の
契
機
、
(
二
)

合
理
主
義
的
樂

天
主
義
ま
た
は
市
民
主
義
的
契
機
、

(
ヨ
)

唯
物

論
的
悲
観
主
義
ま
た
は
革
命
的
契
機

を
あ
げ
、
倫

ほ
二

五
頁

以
下
に
於

て
第

】
契
機

に
は

デ
カ

ツ
ト
的

紳

か
超
絶
性

な
保
ち
、

不
可
知
論
的
繭
芽
を
含

む
と
共

に
紳
ば
箪

に
デ
、、、
ウ

ル
ゴ

ス
的
人
間
活
動

の
理
念

と
な
■り
、
第

二
契
機

に
は

へ
ー
ゲ
ル
的
憩

が
人

閃

性
に
内
在
化

せ
ら

れ
、
第

三
契
機

に
は
紳

は
死
し
た
る

こ
と
を
論
じ

て
居
る
。

こ
こ
に
虚示
　教
哲
闇學
と
憩

學
と
の
關
係

が
問
題
と
な

る
が
、

之
れ
に

つ
い
て
は
波
多
野
精

一
博
士
著

「
宗
山教
哲
思
ず
の
本
質

及
其
根
「本
聞
題
」
及
び
菅
圓
吉

氏

著

「
宗
教
」
は
良
き
参
考
欝

で
あ

る
o

シ
ュ
ラ
イ

エ
ル

マ
ッ

ヘ
ル
、

ト

レ
ル
チ
、

ヴ
ォ
ッ
バ
ー
ミ
ン
、

オ
ッ
ト
ー
等
も
唐不
教

の
非
合
理
性

を
指
摘

し
て
其
猫
立
性

を
認

め
よ
う
と
し
た
が
ふ
其
は
爪何

ほ
未
だ
理
性
的

心
理
約
嫉
質

の
も
の
で
あ

つ
た
Q

プ
ル
・ン
ネ
〃
と
バ

〃
ト

の
意
見

の
封
立
に

つ
い
て
は
菅
圓
吉
氏
著

「宗
教
」
及
び
宗
教
學
會
紀
要
第
四
輯
所
載

の
同
氏

「紳

學
に
封
す
る
バ

ル
ト
と

プ
財

ン
ネ
ル
の
見
解

の
梱

違
」

に
詳
細
で
あ
る
。
ま

た
波
多
野
博

士
著

「宗
教
哲
學
序
論
」

に
於

け
る
…辮
謎
紳

學
の
批
評

も
参
考
と
す
べ
き
で
あ
る
。
.

念
佛

は
軍

に
口
稻

で
は
な
く
身

に
行

ふ
念
佛
、
鄭
ち
全
人
格
的
全
生
活
的

で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
Q
信

と
は
自
己
の
全
存
在

を
ま
か
せ
る

こ
と
で
あ

る
か
ら

自
己
が
彌
陀

の
誓
願
と
同
化
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
o
名
號

と
な
る

こ
と
が
往
生

で
あ
り
、
救
濟

の
原
理
は
名
號

で
あ

る
と

せ
ら
れ
る
所
以

で
あ

る
Q

鈴
木
大
拙
博
士
が
基
督
教
と
他
力
佛
教

と
は

心
理
的
に
は
共
鳴
す

る
こ
乏
を
認

め
、
そ
の
適
例

と
し
て
猫
逸
紳

秘
家

ゲ

ハ
ル
ド

・
テ
ッ
ス
テ
ィ

ー
ゲ

ン
の

教
説

を
引
用

せ
ら
九
て
居

る
こ
と
ば

注
意
す
べ
き
で
あ
る
Q

へ↓
げ
Φ

o
p。
ωけ①
円
昌
bd
自
q
山
ぼ
ω
ρ

<
o
一●
目
H

づ
・
㊤
cQ
)
、
ま

た
同
書

に
は

七
里
孝
順
の
詳

細
な

る

紹
介

も
.爲
さ
れ
て
居

る
o

洒
落

の
心
境

に
於

て
活
動
す

る
日

々
是
好
目
底
を
遊
戯

三
昧
と

い
ふ
。
主
騰
な
き
主
髄

の
行
じ

て
行
ぜ
ざ
る
謂

に
し
で

「菱
華

謝
レ
像
隠
レ
影
、

猫
惜
二
故

園
残
春

こ

と

い
ふ
趣

き
で
あ

る
○
「
心
は
深
土

に
す

み
遊
ぶ
」
と
も
言

ふ
が
、
遊
ぶ
と
云

つ
て
も
遊
戯
三
昧

と
云

つ
て
亀
現
實

と
か

け
離
れ
た
虚
假

で
も

空
想

で
も
な

い
。
霞
由
な
純
綿
活
動

を
表
意
交
字
的

に
表
は

し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
其

が
個
人
主
義
的
性
、質
に
非
ざ

る
こ
と
を
示
す
爲

に

「
遊
化
」

と
も

選
相
回
向

と
も

い
ふ
。

更
に
ま
た
自
然
法
爾

き
か

「
念
佛
は
行
者
の
た
め
に
非
行
非
善

な
り
」
或
は

「
彌
陀
佛

は
自
然

の
や
う
を
し
ら
せ
ん

れ
う
な
り
」

な
ど

の
語
は
輪
廻
と
浬
榮

の

一
致

を
よ
く
現
は
し
て
居

る
。

ナ
ッ

ト
ー
は
、

大
乗
教
を

ベ
ダ

ン
タ
淋
秘
主
義

の
佛
教

へ
の
浸
透

と
し

て
説
明
す
る
方
法

を



排

し

て
、

ベ

ダ

ン

タ

の
プ

ラ

ー

マ

ン
的
浬

榮

K

は
陣

的
舳
肌
秘

が
な

く
、

ま

た
輪

廻

と
浬

榮

の
同

一
を

主
張

す

る

こ
と
は

シ
ャ

ン
カ

ー
ラ

の
最

も
忌

避

す

る

所

で

あ

つ
た

と
言

つ
て
居

る
。

大
乗

佛

教

で
は

自

力
門

も
他

力
門

も

共

に
主

盤

の
本
來

性

に
於

て

冒

ω
畠
暮

⇔
昌
臥
蔓

と

言
け話

口
ω
ヨ
δ
ω
ま
韓
な

を

訣

き

得
な

い
で

あ
ら

う
o

公
び
置
・℃
も
●
H
卜Q
O
-
Hbの
同
ρ

楠・)

こ

れ

か

、

あ

れ

か

キ

ェ

ル

ケ

ゴ

ー

〃

結
婚

し
給
…
へ
、

君

は

そ

れ

を
悔

い
る

だ
ら

う
。

結

嬬

し
な

い
で

ゐ
給

へ
、

や

つ
ぱ

り
君

は

悔

い
る
だ

ら

う
。

結

婚

し

て
竜
、唱

し
な

い
で
も

、

い
つ

型

に

し

て

も
君

は
悔

い
る

の
だ
。

世

の
中

の
愚

を

わ

ら

つ
て

み
給

へ
、
■君

は

そ
れ

を
悔

い
る

だ

ら

う
。

世

を
欺

い
て

み
給

へ
、

君

は

叉

そ

れ

を
悔

い
る
だ

ら

う
○

世

の
中

の
愚

を
嚇

ふ

電
、

ま

た
歎

く

も
、

い
つ

れ

に

し

て

竜
君

は
悔

い
る

の
だ
〇

一
人

の
娘

を
信

じ

て
み
給

べ
、

君

は
悔

い
る

だ

ら

う
。

信

じ

な

い
で

冷
給

へ
、

や

つ
ば

り

鴛

は
悔

い
る

だ

ら
う
。

懸

し

て
み
給

へ
、

鱈

は

悔

い
る
だ

ら

う
。

懇

し

な

い
で

み
給

へ
、

や

つ
ば

り

…君
は
悔

い
る
だ

ら

う
o

懸

し

て
も
懸

し

な

い
で

電
、

い
つ

れ

に
し

て
も
君

は

悔

い
る

の

だ
Q

諸

君

よ
、

こ

れ

は
総

て

の
世
才

の
内

容

で

あ

る
。
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