
職

争

と

國

丈

學

(
一
)

戦

孚

と

國

文

學

鈴

木

重

雅

こ
、
で
、
職
争
と
い
ふ
の
は
、
極
め
て
廣
い
意
味
で
い
ふ
の
で

あ

つ
て
,
個
人
聞
の
争
圖
、
乃
至
は
格
闘
を
も
、
含
め
て
居
る
の

で
あ
る
。
さ
う
い
ふ
意
味
で
の
戦
孚
は
、
人
類
の
出
現
と
同
時
に

あ

つ
た
筈
で
あ
る
か
ら
、
職
孚
が
國
文
學
に
於
て
、
如
何
に
現
は

れ

て
ゐ
る
か
と
い
ふ
こ
と
を
見
る
に
は
、
記
紀
の
二
典
の
検
討
よ

り
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

古
事
記
に
よ
る
と
、
伊
邪
那
岐
命
が
、
迦
具
土
紳
の
頸
を
斬
り

給

ふ
と
こ
ろ
が
、
孚
闘
の
記
事
の
最
初
で
あ
り
、
次

で
.
黄
泉
軍

の
段
琢
下
、
い
ろ
く

の
所
見
が
あ
る
。
が
、
散
文
の
部
分
に
つ

い
て
い
へ
ば
、
職
争
な
り
.
争
岡
な
り
の
原
因
と
か
、
維
過
と
か

は
示
さ
れ
て
ゐ
で
、
帥
ち
、
そ
の
事
件
は
叙
述
せ
ら
れ
て
ゐ
る
け

れ
ど
も
,
い
は
ゆ
る
場
面
の
描
爲
が
、
絶
無
と
い
ふ
で
は
な
い
が

粗
祭
で
あ
り
、
不
充
分
で
あ
り
、
職
孚
當
事
者
の
動
作
、
表
情
、

服
装
な
ど
が
詳
か
で
な
く
、
職
闘
の
開
始
、
展
開
、
時
々
刻
々
の

攣
化
、
及
び
そ
の
絡
局
な
ど
に
つ
い
て
の
描

爲
が
、
不
充
分
で
あ

る
。
事
件
の
荒
筋
だ
け
で
は
、
史
傳
文
學
と
し
て
見
る
こ
と
は
出

來
か
ね
る
。
い
ふ
ま
で
も
な
く
、
史
傳
文
學

の
内
容
た
る
歴
史
は

事
件
の
有
機
的
連
績
で
あ
り
、
累
積
で
あ
る
が
、
そ
の
事
件
の

一

横
断
面
は
、
揚
面
で
あ
る
。
い
は
ゴ
。
揚
面

の
連
綾
、
累
積
が
事

件
と
な
る
の
で
あ
る
。
揚
面
が
活
爲
さ
れ
て
、
始
め
て
、
事
件
の

描
爲
が
生
動
し
て
來
る
。
場
面
は
、猫
り
、
職
争
文
學
の
み
な
ら
す

あ
ら
ゆ
る
物
語
文
學
に
、
飲
く
べ
か
ら
ざ
る
要
素
で
あ
る
。
例

へ

ば
、
源
氏
物
語
に
お
け
る
須
磨
の
巻
な
り
、
明
石
の
巻
な
り
は
.

そ
の

一
例
で
あ
る
。
古
事
記
中
巻
の
励
武
天
皇
御
東
征
の
記
事
の

中
の
、
長
髄
彦
征
伐
の
條
に
、

故
其
の
國
よ
り
上
り
出
で
ま
す
時
に
、
浪
速
の
渡
を
経
て
、

青
雲
の
白
肩
の
津
に
泊
て
た
ま
ひ
き
。
此
の
時
登
美
能
那
賀

須
泥
毘
古
軍
を
興
し
て
、
待
ち
向

へ
て
職
ひ
し
か
ば
、
御
船
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に
入
れ
仁
る
楯
を
取
り
て
下
り
立
ち
仁
ま
ひ
き
。
故
其
地
の

號
を
楯
津
と
つ
け
つ
る
を
、
今
は
楯
津
と
な
も
い
ふ
。

こ
れ
は
、
軍
團
相
互
の
戦
ひ
で
あ
ち
が
、

「待
ち
向

へ
て
戦
ひ

し
し
乏
い
ふ
の
み
で
、
如
何
に
職
つ
た
か
と
い
ふ
具
髄
的
記
述
が

無
い
。
事
件
の
荒
筋
を
語
る
と
い
ふ
丈
の
も
の
に
す
ぎ
な

い
の
で

あ
る
。
そ
れ
で
,
例

へ
ば
、
源
氏
物
語
の
構
組
心
の
梗
概
を
記
述
し

て
見
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
,
丈
學
と
い
へ
な
い
の
で
、
源
氏
物

語
は
、
矢
張
り
,
そ
の
揚
面
を
具

へ
忙
事
件
の
描
爲
を
も
つ
て
ゐ

る
か
ら
、

一
つ
の
物
語
文
學
と
い
へ
る
如
く
に
,
古
事
記
も
、
こ

れ
ら
の
條
件
を
具
足
せ
ね
ば
、
戦
争
を
、
完
全
に
描
爲
し
て
ゐ
る

と
は
い
は
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
、
梢
、
具
罷
的
に
記
さ
れ
江
部
分

も
あ
つ
て
、
例

へ
ば
日
本
武
尊
の
熊
襲
征
伐
に
關
し
て
は
、

故
熊
曾
建
が
家
に
到
り
て
見
た
ま

へ
ば
,
其
の
家
の
縫
に
軍
三

重
を
園
み
、
室
を
作
り
て
ぞ
居
り
け
る
。
こ
～
に
新
室
う
忙
げ

せ
む
と
い
ひ
と
よ
み
て
、
食
物
を
設
け
備

へ
江
り
き
。
故
其
の

傍
を
あ
る
き
て
.
其
の
樂
す
る
日
を
ま
ち
九
ま
ひ
き
。
爾
に
そ

の
樂
の
日
に
な
り
て
、
そ
の
ゆ
は
せ
る
御
髪
を
童
女
の
髪
の
如

銃
り
垂
れ
、
そ
の
娩
の
御
衣
御
裳
を
服
し
て
、
既

に
童
女
の
姿

職

争

と

國

丈

學

に
な

り

て
.

女

人

ど

も

の
中

に

交

り

立

ち

て
、
其

の
室

内

に

入

り

坐

し

き

。
爾

に
熊

曾

建

兄

弟

二

人

そ

の
嬢

を

見

感

で

玉
、

己

が

中

に
坐

せ

て
盛

に
樂

げ

九

り

。
故

そ

の
酬
…な

る
時

に
臨

り

て

、

懐

よ
b

創

を
出

し

、
熊

曾

が
衣

の
衿

を

取
り

て

、
創

も

て
そ

の

、

胸

よ
り
。さ

し
通

し

た
ま

ふ
時

に
、

其

の
弟

建

見
畏

み

て

に
げ

い

で

き
。

乃

ち

そ

の
室

の
椅

の
本

に
追

ひ

至

り

て

、

そ

の
脊

を

と

ら

へ
て
劒

も

て
し

り

よ

り
刺

し
通

し

仁

ま

ひ

き
。

こ

㌧
に
そ

の
!

熊

曾

建

ま

を

し

つ
ら

く

、
「
其

の

み

た

ち

を

な

う

こ
か

し

た
ま

ひ

そ

。

わ

れ

白

す

べ
.き

こ
と

あ

り
」

と

申

す

。

と
あ

つ
て

、

こ

、
で

は
、

か
な

り

に

、
具

罷

的

に
記

述

し

て
あ

り

」新
室

樂

の
歌

況

。

攣

装

の
様

子
、

格
…闘

の
歌

況

な

ど

が
描

か
れ

て

ゐ

る
が

、
猫

、

一
種

の
論

話

風

の
記

述

で
、

時

々
刻

々

の
状

況

の

攣

化

、

坐

作

進

退
.の
攣

化

な

ど

が

、

活

動

的

に
描

か

れ

て

ゐ
な

い

と

い

ふ

憾

み
が

あ

る
。

但

、

古

事

記

の

内

で

、
そ

の
最

も

成

功

せ

る
部

分

は
、

天

照
大

神

が

、

男

装

せ

ら

れ

て

、
か

の
直

川

天

地

を

憾

動

せ
し

め

つ

、
参

り

上
り

給

ふ
素

蓋

鳴

命

を

待

ち

給

ふ
條

に
あ

る

。

こ

れ

は

、

い

は

ゴ
唯

一
の
例

と

い

つ
て

よ

か
ら

う
。

時

代

が
、

や

、
下

つ
て
、

萬
葉

集

に
な

る

と

、

如

何

か

と

い
ふ

(
二
)
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職

璽

と

國

丈

墨

に
、
萬
葉
集
は
、
古
く
は

仁
徳
天
皇
時
代
よ
り
近
く
は
奈
良
朝

末

ま
で
,
約
五
百
年
聞
の
歌

の
総
集
で
あ
り
、
そ
の
間
に
、
幾
多

の
戦
争
が
あ
つ
た
鐸

で
あ
る
が
.
不
思
議
に
も
、
あ
ま
り
あ
ら
は

れ

て
ゐ
な
い
。
た
ゴ
、
高
市
皇
子
城

上
磧
宮
之
時
,
柿
本
朝
臣
人

麻

昌
、
作
歌

】
首
井
短
歌

の
中
に
、
天
武
天
皇
が
、
和
射
見
が
原

の
行
宮
に
於
て
、
東
國
の
兵
を
召
さ
れ
、
高
市
皇
子
に
、
軍
の
指

揮
を

一
任
し
給
う
江
時
、
皇
子
が
三
軍
を
統
率
し
給

へ
る
情
況
を

描

い
て
.

大
御
身

に

御
軍
を

雷
の

あ
た
見
た
る

さ
、
げ
た
る

野
毎

に

取
持
た
る

つ
む
じ
か
も

引
放

つ

ま
つ
ろ
は
す

太
刀
取
倣
か
し

あ
と
も
ひ
給
ひ

聲
と
聞
く
ま
で

虎
が
吼
ゆ
る
と

旗
の
な
び
き
は

つ
き
て
盈
火
の

弾
の
さ
わ
ぎ

い
巻
き
渡
る
と

矢
の
繁
け
く

立
向
ひ
し
も

大
御
手
に

整
ふ
る

吹
な
せ
る

諸
人
の

冬
ご
も
り

風
の
む
江

み
雪
降
る

思
ふ
迄

大
雪
の

弓
取
持
た
し

鼓
の
音
は

小
角
の
昔
は

お
び
ゆ
る
迄
に

春

さ
り
く
れ
ば

廃
く
が
如
く

冬
の
林
に

聞
き
の
か
し
・く

齪
れ
て
來
れ

つ
ゆ

じ

も

の
潰

な

ぱ

溝

ぬ
べ
く

(
三
)

ゆ
く
鳥
の

孚
ふ
は
し
に＼

棘

風

に

い

ふ
き

惑

は

し

と

こ

や

み

に

覆

ひ
給

ひ

て

と

い

つ
て
あ

る
。

が

六

句

、
幡

八

句

、

弓

八

句

、

渡
會
の

齋
ひ
の
宮
ゆ

天
雲
を

日
の
目
も
見
芋

「
整

ふ

る
鼓

の
音

」
以

下

は
、

鼓

伽

四

句

、
角

矢

四

句

が

績

い
て

、

こ
れ

ら

の
武

具

の
活

動

に

よ

つ

て
、

職

揚

の
光

景

を
描

い
て

ゐ

る
。

日
本

書

紀

に

は

、旗

幟

蔽

!野

、
埃

塵

連

レ天

.
鉦

鼓

之
聲

聞

}干
数

千

里

一、
列

弩

魁

稜

、

矢

下

如

レ雨

。

と

あ

る
。

こ

の
旗

幟

の
風

に
ひ

る
が

へ
る
様

を

、

野

火

に

江
と

へ

て
あ

る
の

は
、

古

事

記

の
序

文

に

,
當

時

の
職

況

を
叙

し

て
、

、

皇
輿

忽

駕

凌

㎜渡

山

川

一、
六
師

雷

震

、

三

軍
電

逝

。
杖

ヒ矛
墾
ノ
威

、
、

猛

土
煙

起

、
鋒

旗
耀

レ兵

、

凶
徒

瓦
解

。

と

あ

つ

て
鴇

天

武

天

皇

方

は
、

白

旗

の
近

江

朝

廷

方

に
封

し

て
、

赤

い
旗

を

立

て

、
ゐ

た

も

の

な

る

こ
と

は
確

か

で
あ

る
が

、
赤

旗

な

れ
ば

こ
そ

、
之

を
火

に
た

と

へ
た

の

は
、

い

か

に
も

、
要

貼

な

形
容

で
あ

る

。
弥

の
騒

ぎ

を

、
疾

風

枯

葉

を

捲

く

に
讐

へ
忙

の
も

面

白

く

、

矢

の
群

り
飛

ぶ
を

白

雪

の
罪

て
九

る

に
比

べ

た

る
も

、
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生
彩
が
あ
る
。
上
代

に
お
け
る
職
闘
描
爲
と
し
て
は
.
こ
の
右
に

出
つ
る
も
の
は
無
い
と
考

へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
.
最
後

に
、
皇
護
を
翼
賛
す
ろ
神
の
播
意
か
、
伊
勢
の
紳
風
が
吹
い
た
と

い
ふ
記
述
は
、
更
に
劇
的
効
果
を
褒
揮
し
て
、
雄
渾
豪
肚
、
戦
争

の
活
動
性
を
描
き
出
し
て
、
頗
る
力
が
あ
る
e

か
く
て
、
奈
良
朝
末
期
に
至
る
ま
で
に
、
小
戦
は
幾
度
か
あ

つ

た
の
で
は
あ
る
が
、
萬
葉
集
に
見
え
て
ゐ
る
や
う
に
、
こ
の
時
代

は
、
打
績
く
太
亭
の
爲

に
、
風
紀
齪
れ
、
軍
律
も
嚴
し
か
ら
す
、

宮
城
警
衛
の
武
官
達
が
、
壇
に
、
そ
の
警
備
匪
域
を
去
つ
て
,
春

日
に
漫
歩
し
、
盧
罰
を
受
け
た
り
。
武
を
以
て
仕
ふ
る
大
伴
家
の

総
帥
家
持
が
、

一
族
に
樹
し
て
、
自
粛
を
論
す
歌
(萬
葉
集
)を
作

ら
ざ
る
を
得
な
か

つ
た
位

に
、
綱
紀
が
弛
慶
し
て
ゐ
た
故
も
あ
ら

う
が
、
と
に
か
く
、
職

に
關
す
る
作
品
は
、
殆
ん
ど
無

い
と
い
つ

て
宜

い
。

古
事
記
は
、
そ
の
序
文
に
見
ゆ
る
如
く
、
帝
紀
や
本
僻
な
ど
の

如
き
古
記
録
を

「仔
細
据
撫
」
し
て
成
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

ら
の
記
録
は
、
漢
字
の
晋
訓
の
稚
拙
な
利
用
に
よ
つ
て
、
辛
う
じ

て
、
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
と
思
は
れ
る
か
ら
.
職
況
の
攣
化
な

,

職

争

と

國

丈

學

ど
を
活
爲
す
る
こ
と
は
到
底
出
來
な
い
も
の
と
思
は
れ
る
。
但
、

軍
兵
の
志
氣
を
鼓
舞
す
る
爲
の
所
謂
軍
歌
、
軍
陣
の
間
に
於
て
、

自
ら
に
し
て
成
れ
る
歌
な
ど
は
、
簡
短
な
が
ら
、
却

つ
て
、
這
般

の
潰
息
を
傅

へ
て
ゐ
る
。

の

敵
慌
心
を
歌
つ
た
も
の
に
、

み
っ
み
つ
し

久
米
の
子
等
が

墳
下
に

植
ゑ
し
董

口
疹
く

`

我
は
忘
れ
じ

'

う
ち
て
し
や
ま
む

へ
記
)

作
鞍
を
灰
か
し
九
も
の
に
、

紳
風
の

い
せ
の
海
の

大
石
に

は
ひ
も
と
ろ
ふ

し
た
緊
み
の

い
這
ひ
廻
り

う
ち
て
し
や
ま
む

(
記
)

戦
機
の
熟
せ
る
を
見
て
,
指
令
せ
る
も
の
に
、

忍
坂
の

大
室
屋
に

人
多
に

來
・べ
り
居
り

人
多
に

入
り
居
り
と
も

(四
)

139



戦

箏

と

醗

丈

學

瑞

々
し

久
米
の
子
が

頭
槌

い

石
槌
も
ち

う
ち
て
し
や
ま
む

瑞

々
し

久
米
の
子
等
が

頭
槌

い

石
槌
も
ち

今
撃
忙
ば
よ
ら
し

(記
)

載
勝
を
賀
し
江
る
も
の
に
、

'

今
は
よ

今
は
よ

あ

》

し
や
を

今
だ
に
も

我
子
よ

今
だ
に
も

我
子
よ

(紀
)

疲
弊
困
懲
。

●

兵
糧
の
鋏
乏
を
訴

へ
た
も
の
に
、

楯
並
め
て

木
の
間
よ
も

職

へ
ば

島
つ
鳥

今
助
け
に
來
ね

而
し
て
、
精
誠
の
氣
、 伊

那
佐
の
山
の

い
行
き
候
ひ

我
は
や
飢
ぬ

鵜
飼
が
伴

(
記
)

忠
貞
の
節
、
柄
と
し
て
.
日
星
の
如
き

(
五
)

は
,
棘
武
天
皇
に
仕

へ
た
る
大
伴
、
佐
伯
の
宿
禰
の
歌

へ
る

海
行
か
ば

水
漬
く
屍

山
行
か
ば

草
む
す
屍

大
君
の

へ
に
こ
そ
死
な
め

和
に
は
死
な
じ

(績
日
本
紀
)

で
あ
る
。

更
に
、
不
安
朝
時
代
に
入
る
と
,
蝦
夷
征
伐
、
刀
伴
の
入
冠
,

承
準
天
慶
の
齪
.
前
九
年
の
役
、
後
三
年
の
役
な
ど
が
あ
つ
た
が

僻
遠
の
地
に
起
つ
江
こ
と
で
あ
る
爲
、
記
録
艦
の
丈
献
は
あ
る
に

し
て
も
文
筆
に
疎

い
武
士
や
地
方
人
が
、
文
學
的
作
品
と
し
て
.

も
之

を

筆

に
す

る

に

及
ば

す

し

て
終

つ

仁
。

而

し

て
、

雫

安

末

期

に

至

つ
て

、
源

平

二
氏

の
封

立

は
、

皇

室

内

部

の
動

樒

を

機

と

し

て

激

嚢

せ
ら

れ

、

抗

争

と

な

り

.

…戦
争

と

な

つ

て

、
近

畿

の
風

雲

,

急

を

告

げ

て
、

輩

澱

の
下

↓

干
薫

の
巷

と

な

り

、

都

人

は

、

現
前

に

、

之

を

目
撃

す

る

こ
と

、
な

つ
た

の

で
あ

る
。

か

く

て
,

そ

の

ま
ざ
く

し
き
印
象
を
録
し
た
職
記
物
が
表

は
れ
る
こ
と
～
な
つ

て
、
職
争
そ
の
も
の
を
封
象
と
す
る
丈
學
が
成
立
し
た
。
從
つ
て

聞
書
き
と
い
つ
忙
や
う
な
模
糊
土
る
も
の
で
な
く
、
す
べ
て
が
、
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鮮
麗
な
影
像
と
な
つ
て
、
紙
表
に
躍
る
が
如
く
感
ぜ
ら
れ
る
。
武

士
を
描
く
に
、
そ
の
容
貌
、
軍
装
を
述

べ
て
、
そ
の
武
勇
を
彷
彿

忙

ら

し

め

、

1

例

へ
ば

、

「
爲

朝

は

七

尺

ば

か

り

な

る

男

の

目

角
二
つ
切
れ
た
る
が
、
紺
地
に
色
々
の
綜
を
以
て
、
獅
子
丸
を
縫

ひ
江
る
直
垂
に
、
八
龍
と
い
ふ
鎧
を
似
せ
て
、
自
き
唐
綾
を
以
て

絨
し
た
る
大
荒
目
の
鎧
、
同
獅
子
金
物
打
ち
π
る
を
着
る
ま

、
に

三
尺
五
寸
の
太
刀
に
、
熊
の
皮
の
尻
鞘
入
れ
、
五
人
張
の
弓
,
長

さ
七
尺
五
寸
に
て
鋭
打
ち
た
る
に
、
三
十
六
差
し
九
る
黒
羽
の
矢

負
ひ
、
兜
を
ば
郎
黛
に
持
た
せ
て
歩
み
出
で
九
る
燈
、
簗
喩
も
か

く
や
と
畳
え
て
ゆ

、
し
か
り
き
」。
(
保
元
物
語
)
と
あ
る
。

武
士
が
、
公
卿
の
侍
衛
、
所
謂
さ
む
ら
ひ
と
し
て
,
盲
目
的
に

公
卿
の
走
狗
と
な
つ
て
ゐ
た
も
の
が
、
こ
の
武
力
第

一
の
時
代
に

遭
遇
し
て
、
そ
の
力
量
を
自
畳
し
、
從
來
武
土
を
し
て
輩
挺
せ
し

め
忙
除
目
を
瞳
笑
し
、
裸

一
貫
で
似
て
、
天
下
の
檜
舞
豪
に
潤
歩

す
る
の
意
氣
を
示
せ
る
を
叙
し
て
、『
見
え
π
る
事
も
な
き
に
か
ね

て
な
り
て
何
か
せ
む
。
只
義
干
は
本
國
に
て
兵
共
に
呼
び
つ
け
ら

れ
て
候

へ
ば
、
元
の
悪
源
太
に
て
候
は
む
。
』
(平
治
物
語
)
と
述

べ
た
る
は
、
當
時
の
武
人
の
眞
骨
頭
を
示
し
て
飴
り
が
あ
る
。
當

職

争

と

姻

丈

畢

時
砂
武
士
の
精
紳
的
方
面
は
、
こ
れ
で
充
分
分
る
が
、
更
に
、
戦

闘
の
實
況
を
活
爲
し
た
鮎

に
つ
い
て
見
る
と
、
例

へ
ば
金
子
十
郎

と
高
聞
四
郎
と
の
勝
負
に
於
て
、「
:
・…
押
愛
び
て
組
み
て
落

つ
。

高
間
は
兄
弟
共
に
聞
ゆ
る
大
力
な
る
を
,
家
忠
上
に
な
り
て
、
押

へ
て
首
を
か
、
む
と
す
る
慮
に
、
高
間
三
郎
落
ち
重
り
て
弟
を
討

た
せ
じ
と
、
金
子
が
兜
を
引
き
仰
げ
、
首
を
か

、
む
と
し
け
る
を

下
な
る
敵
の
右
左
の
手
を
膝
に
て
し
き
つ
め
、
上
な
る
敵
の
弓
手

の
草
摺
引
き
揚
げ
寄
せ
返

し

て
、
朴
ゼ

通
れ
ノ
～
と
三
刀
刺
し

　

て
、
ひ
る
む
所
に
下
な
る
敵
の
首
を
取
り
、
太
刀
の
さ
き
に
差
揚

げ
て
、
こ
の
頃
鬼
神
と
聞
え
給
ふ
筑
紫
御
曹
司
の
御
前
に
で
高
間

四
郎
兄
弟
を
ば
、
家
忠
討
ち
取
つ
た
り
と
そ
呼
ば

、
り
け
る
」
(保

元
物
語
)
の
條
な
ど
、
息
も
つ
か
さ
ぬ
描
爲
で
あ
つ
て
、
殊
に
、

筒
井
浮
妙
と

一
來
法
師

の
勝
負

(
不
家
物
語
)
の
如
き
は
、
軍
記

中
、
最
も
精
采
を
護
揮
せ
る
佳
章
で
あ
る
。

次
に
、
軍
略
、
作
職
、
用
兵
、
布
陣
等
の
記
述
に
關
し
て
は
、

よ
り
多
く
、
太
干
記
に
於
て
至
る
所
に
見
ら
る
、
こ
と
で
も
あ
り

且
つ
、
長
く
な
る
か
ら
、
煩
を
厭
う
て
、
省
略
に
從
ふ
。
要
す
る

候

古
事
記
や
將
門
記
風
の
記
述
か
ら
、
職
記
に
目
を
移
す
と
、

(
六
)
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戦

箏

と

國

丈

墨

恰
も
、
春
秋
を
去
つ
て
史
記
に
就
く
が
如
き
感
が
あ
る
の
で
あ
る
。

次
に
興
灘
護
國
之
い
つ
た
様
な
思
想
的
方
面
に
つ
い
て
見
る
に

護

國
と
い
ふ
思
想
の
第

剛
歩
は
、
國
と
い
ふ
自
畳
に
獲
す
る
諜
で

あ

る
が
、
雫
安
朝
時
代
に
は
、
亭
安
の
天
地
に
踊
踏
し
て
ゐ
た
爲

に
、
遣
唐
使
の
派
遣
と
か
刀
伊
の
入
冠
と
か
い
ふ
や
う
な
樹
外
的

事
件
も
あ
る
に
は
あ
つ
た
が
、
概
し
て
、
國
と
い
ふ
自
畳
に
乏
し

く
、
個
人
的
主
我
的
傾
向
が
強
か
つ
た
。
然
る
に
、
戦
記
物
語
の

出

で
忙
る
鎌
倉
時
代
に
入
つ
て
か
ら
は
、
や
、
後
に
な
つ
て
か
ら

・
で
は
あ
る
が
、
蒙
古
の
襲
來
等
の
事

件
が
あ
り
.
國
民
が
政
治
的

に
國
家
的
に
目
醒
め
來
り
、

「
目
本
は
是
紳
國
な
り
」
(
保
元
)。

「
日
本
紳
國
な
り
、
騨
は
非
禮
を
受
給
ば
す
Qし
(亭
家
)
「
日
本
秋

津

洲
は
本
是
紳
國
也
」
(盛
衰
記
)
と
い
ふ
や
う
に
、
軍
記
類
に
現

は
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
根
本
観
念
に
本
つ
い
て
、
第

一
に
尊
皇
の
大

義
が
論
か
れ
、
皇
室
に
樹
す
る
忠
義
は
、
移
し
て
以
て
、
武
家
の

主
從
の
聞
の
第

一
の
徳
目
と
せ
ら
れ
、
第
二
に
、
榊
佛
組
先
の
崇

昇
、
第
三
に
、
勇
武
、
名
轡
の
奪
重
が
力
論
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
第

四
に
、
無
常
観
,
因
果
思
想
の
浸
潤
せ
る
こ
と
は
、
驚
く
べ
き
も

の
が
あ
る
。

(
七

)

ち

右
の
中
、
第

一
の
忠
義
に
つ
い
て
は
、
職
記
の
筆
者
の
最
も
重

覗
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
忠
義
の
大
道

に
叛
く
も
の
、
人
臣

の
道
を
誤
る
も
の
あ
れ
ば
、
榊
罰
佛
罰
、
忽

に
至
る
と
な
し
、
忠

孝

一
致
せ
ざ
る
時
に
於
て
は
、
大
義
滅
親
の
道
を
執
る
べ
き
も
の

と
詮
い
て
ゐ
る
。
か
く
て
、
弓
矢
取
る
身
を
悲
む
物
語
は
、
至
る

と
こ
ろ
に
見
ら
れ
る
。

保
元
物
語
、
干
治
物
語
、
亭
家
物
語
、
源
卒
盛
衰
記
等
に
は
、

ま
だ
。
暉
宗
に
つ
い
て
の
記
事
や
思
想
は
、
あ
ま
り
あ
ら
は
れ
て

ゐ
な
い
が
、
太
亭
記
に
な
る
と
、
年
代
的
に
見
て
.
當
然
で
あ
る

が
、
大
分
に
所
見
が
増
し
て
來
て
ゐ
る
。
併
し
、
そ
れ
に
は
、
特

に
、
揮
を
興
し
て
國
を
護
る
と
い
ふ
が
如
き
思
想
は
表
は
れ
て
ゐ

な
い
。

一
般
的
に
,
佛
法
と
王
法
と
は
、
共

に
興
り
、
並
び
存
し

て
行
く
べ
き
で
あ
る
と
い
ふ
に
止
ま
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

要
之
、
職
記
物
語
は
、
職
争
を
樹
象
と
し
て
描
き
出
さ
れ
九
丈

學
で
あ
り
、
文
學
史
上
に
於
て
、
鎌
倉
時
代

に
始
め
て
出
現
し
江

も
の
で
あ
る
。
優
勝
劣
敗
は
.
自
然
界
の
鐵
則
で
あ
る
が
、
人
類

の
世
界
に
於
て
、急
激
に
獲
顯
す
れ
ば
、
所
謂
職
圖
職
争
と
な
る
。

人
の
生
命
を
賭
す
る
と

い
ふ
黙
に
於
て
、
最
も
深
刻
味
が
あ
る
の
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ρ

で
あ
つ
て
、
勝
敗

い
つ
れ
に
せ
よ
、
之
を
中
心
と
し
て
起
る
悲
喜

哀
漱
の
情
は
、
因
果
無
常
の
理
法
と
共

に
、痛
く
時
人
を
動
か
し
、

殊
に
、
二
十
年
の
聞
に
お
け
る
午
家
の
興
亡
は
、
因
果
無
常
の
敏

戒

が
、

無
稽
に
非
ざ
る
を
、

現
前
に
、

周
知
せ
し

む
る
に
至
つ

て
、

「
雫
家
物
語
」
な
る

一
大
劇
詩
が
生
れ
た
の
で
あ
り
、
胃
頭

の
佳
章
に
始
ま
る
悲
愁
の
調
は
、
全
篇
に
横
盗
し
.
人
を
し
て
三

く

省
せ
し
め
.
烈
士
貞
婦
の
物
語
は
、
萬
古
人
心
を
廓
清
す
る
も
の

が
あ
る
。
現
下
の
時
局
に
於
て
,
國
民
必
讃
の
丈
學
で
あ
る
と
い

ふ
も
盗
美
の
言
で
は
な
い
と
思
ふ
。

'

忠
を
羅
く
す
と
い
ふ
は
、
先
づ
我
が
心
を
正
し
く
し
身
を
治
め
,
毛
頭
君
に
二
心
な
く
、
人
を
恨
み
誉
め
ず
、

日
々
に
出
仕
怠
ら
す
、

一
家
に
於
て
は
父
母
に
能
く
孝
を
鑑
く
し
、

(
中
暑
)
御
國
の
政
を
正
敷
、
不
善
人
を

ば
遽
ざ
く
る
様
に
す
る
と
き
は
善
人
は
日
々
に
進
み
、
不
善
人
は
お
の
つ
か
ら
主
人
の
善
を
好
む
所

に
化
せ
ら

れ
、
悪
を
去
り
善
に
遷
る
な
り
。
如
此
君
臣
上
下
善
人
に
し
て
、
欲
薄
く
奢
を
止
む
る
時
は
、
國
に
寳
満
ち
て

民
も
豊
か
に
治
り
、
子
の
親
を
し
た
し
み
手
足
の
上
を
救
ふ
が
如
く
な
ら
ば
、
國

は
自
ら
挙
に
成
る
べ
し
、
是

れ
忠
の
初
な
り
。

(
中
暑
)
則
ち
先
き
に
云
ふ
所
の
千
手
観
音
の

一
心
正
し
け
れ
ば
千
の
手
皆
用
に
立
つ
が
如

く
、
貴
殿
の
兵
術
の
心
正
し
け
れ
ば
、

一
心
の
働
自
在
に
し
て
撒
千
人
の
敵
を
も

唱
劔
に
随
ゆ
る
が
如
し
、
是

れ
大
忠
に
あ
ら
す
や
。

(不

動

智

帥

妙

録
)
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