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一
五

一　
は
じ
め
に

　

三
島
由
紀
夫
「
剣
」（『
新
潮
』
一
九
六
三
年
一
〇
月
号
）
は
、
大
学
の
剣
道
部

を
舞
台
に
し
た
短
編
小
説
で
あ
る
。
同
年
一
二
月
に
は
、「
月
」（『
世
界
』

一
九
六
二
年
八
月
）「
葡
萄
パ
ン
」（『
世
界
』
一
九
六
三
年
一
月
）
等
、
そ
の
他

八
作
品
を
収
録
し
た
短
編
集
『
剣
』
が
講
談
社
よ
り
刊
行
さ
れ
た
。

　

物
語
は
剣
道
部
の
主
将
・
国
分
次
郎
が
死
体
と
な
っ
て
発
見
さ
れ
る
こ
と
で
締

め
く
く
ら
れ
る
が
、
そ
の
死
の
詳
細
は
作
中
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な

い
。
次
郎
の
死
は
自
殺
か
否
か
、
ま
た
そ
の
動
機
や
方
法
が
い
か
な
る
も
の
で

あ
っ
た
か
は
、
読
者
の
解
釈
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。

　

本
作
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
の
多
く
は
、
次
郎
の
死
を
自
殺
と
み
な
し
、
そ
の

因
果
関
係
を
三
島
の
思
想
に
基
づ
い
て
論
じ
て
い
る
。
三
好
行
雄
は
「
剣
」
を

「「
仮
面
の
告
白
」
を
書
い
て
以
後
も
っ
と
も
近
く
、
私
小
説
に
接
近
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
？
」（
１
）
と
評
し
、
三
島
に
と
っ
て
次
郎
は
「
青
春
の
喪
失
を
強
い

ら
れ
た
老
年
の
怨
念
」
の
「
正
と
負
を
形
象
し
た
主
人
公
」（
２
）
で
あ
る
と
述
べ
、

次
郎
の
人
物
像
と
三
島
の
思
想
と
の
結
び
つ
き
が
強
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

さ
ら
に
「
賀
川
の
反
逆
こ
そ
が
か
れ
の
瓦
解
を
用
意
し
た
」（
３
）
と
し
、
次
郎
の

死
の
契
機
は
賀
川
に
あ
る
と
結
論
付
け
て
い
る
。

　

ま
た
柘
植
光
彦
は
、「
剣
」
を
「
行
動
と
死
を
主
題
と
す
る
よ
く
ま
と
ま
っ
た

も
の
の
一
つ
で
あ
る
」（
４
）
と
評
し
、
作
品
の
描
法
に
多
く
言
及
し
た
う
え
で
、

「
壬
生
の
次
郎
に
対
す
る
賛
嘆
の
ま
な
ざ
し
に
関
し
て
だ
け
、
作
者
は
徹
底
的
に

介
入
し
て
こ
れ
（「
全
体
の
中
で
と
く
に
次
郎
だ
け
を
美
と
し
て
と
ら
え
る
よ
う

な
見
方
」：
引
用
者
注
）
を
強
化
す
る
が
、
嫉
妬
の
眼
や
た
ん
に
全
体
を
俯
瞰
す

る
眼
に
関
し
て
は
、
そ
の
よ
う
な
補
強
を
行
っ
て
い
な
い
」（
５
）
と
し
、
壬
生
の
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視
線
を
通
し
て
三
島
自
身
が
介
入
し
、
次
郎
の
人
物
像
を
理
想
化
・
美
化
し
て
い

る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
三
好
と
柘
植
の
両
者
と
も
が
次
郎
と
三
島
の

人
物
像
を
強
く
紐
づ
け
て
捉
え
て
お
り
、
次
郎
は
三
島
の
理
想
が
託
さ
れ
た
人
物

で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
先
行
論
に
よ
る
次
郎
と
三
島
と
の
深
い
結
び
つ
き

に
対
す
る
指
摘
自
体
は
、
正
鵠
を
射
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
一
方
で
、
次
郎
か

ら
三
島
の
思
想
を
抽
出
す
る
こ
と
に
注
力
す
る
あ
ま
り
、
本
作
が
は
ら
む
多
様
な

要
素
を
十
分
に
考
察
し
き
れ
て
い
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
。

　

例
え
ば
「
剣
」
に
は
、
同
時
に
短
編
集
『
剣
』
に
収
録
さ
れ
た
「
月
」「
葡
萄

パ
ン
」
の
二
作
品
と
も
共
通
す
る
興
味
深
い
ト
ピ
ッ
ク
が
見
出
せ
る
。
当
時
三
島

が
注
目
し
て
い
た
「
現
代
青
年
」
で
あ
る
。「
月
」「
葡
萄
パ
ン
」
に
は
当
時
「
現

代
青
年
」
の
一
類
型
と
し
て
社
会
の
耳
目
を
集
め
た
ビ
ー
ト
族
の
若
者
が
登
場

し
、
そ
の
虚
無
的
な
生
活
が
描
か
れ
る
。
二
作
と
ビ
ー
ト
族
の
関
わ
り
に
つ
い
て

は
、
三
島
が
実
際
に
行
っ
た
取
材
が
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
彼
が
ビ
ー

ト
族
の
若
者
た
ち
に
好
意
的
な
視
線
を
向
け
て
い
た
こ
と
な
ど
が
す
で
に
明
ら
か

に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
（
６
）、
興
味
深
い
の
は
「
剣
」
に
お
い
て
は
ビ
ー
ト
族
の

若
者
た
ち
の
よ
う
な
「
現
代
青
年
」
は
次
郎
と
敵
対
す
る
存
在
と
し
て
登
場
し
て

く
る
点
で
あ
る
。

　

本
稿
は
、
三
島
が
一
九
六
〇
年
代
に
連
続
し
て
発
表
し
た
「
月
」「
葡
萄
パ
ン
」

に
描
か
れ
た
「
現
代
青
年
」
像
を
踏
ま
え
つ
つ
、「
剣
」
と
い
う
作
品
に
底
流
す

る
欲
望
に
つ
い
て
改
め
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、本
稿
に
お
け
る
「
剣
」

「
月
」「
葡
萄
パ
ン
」
の
引
用
は
三
島
由
紀
夫
『
剣
』(

講
談
社
、
一
九
六
三
・

一
二)

に
よ
る
。

二　
次
郎
と
「
現
代
青
年
」

　

先
行
研
究
に
お
い
て
三
島
の
思
想
が
託
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
と
位
置
付
け
ら
れ

て
き
た
次
郎
に
つ
い
て
知
る
う
え
で
、
主
将
挨
拶
の
場
面
は
象
徴
的
で
あ
る
。

　

次
郎
は
先
輩
も
居
並
ぶ
主
将
挨
拶
の
場
に
お
い
て
「
俺
に
つ
い
て
来
れ
ば
、
絶

対
に
ま
ち
が
ひ
が
な
い
ん
だ
。
だ
か
ら
、
俺
を
信
じ
る
奴
は
つ
い
て
来
い
。
つ
い

て
来
ら
れ
な
い
奴
は
、
つ
い
て
来
な
く
て
い
い
」
と
宣
言
す
る
。
そ
の
時
の
次
郎

に
つ
い
て
は
「
何
か
を
選
ん
で
し
ま
つ
た｣

、「
自
分
の
な
か
に
残
つ
て
ゐ
た
並
の

少
年
ら
し
さ
を
、
す
つ
か
り
整
理
し
て
し
ま
つ
た
」
と
描
写
さ
れ
て
い
る
。
次
郎

の
心
境
は
次
の
よ
う
に
続
く
。

反
抗
し
た
り
、
軽
蔑
し
た
り
、
時
に
は
自
己
嫌
悪
に
か
ら
れ
た
り
す
る
。
柔

か
い
心
、
感
じ
易
い
心
は
み
な
捨
て
る
。
廉
恥
の
心
は
持
ち
つ
づ
け
て
ゐ

る
べ
き
だ
が
、
う
ぢ
う
ぢ
し
た
羞
恥
心
な
ど
は
み
な
捨
て
る
。「
…
…
し
た

い
」
な
ど
と
い
ふ
心
は
み
な
捨
て
る
。
そ
の
代
り
に
、「
…
…
す
べ
き
だ
」

と
い
ふ
こ
と
を
自
分
の
基
本
原
理
に
す
る
。
さ
う
だ
、
本
当
に
さ
う
す
べ

き
だ
。（
一
六
頁
）

　

こ
の
と
き
次
郎
は
、
他
の
同
年
代
の
少
年
た
ち
に
は
あ
る
、
社
会
の
規
則
や
大

人
た
ち
に
反
抗
的
な
態
度
を
と
り
な
が
ら
不
利
な
立
場
に
あ
っ
て
は
打
た
れ
弱
い

と
い
っ
た
特
性
を
自
分
か
ら
す
べ
て
排
除
し
、「
…
…
す
べ
き
だ
」
と
い
う
「
基

本
原
理
」
に
基
づ
い
て
生
活
す
る
こ
と
を
決
心
し
た
の
で
あ
る
。
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三
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一
七

　

こ
の
「
基
本
原
理
」
に
基
づ
い
た
次
郎
の
生
き
方
を
、
次
郎
の
同
級
生
で
あ
る

賀
川
は
見
抜
い
て
い
る
。「
あ
い
つ
は
も
と
そ
ん
な
奴
ぢ
や
な
か
つ
た
。
あ
い
つ

は
俺
を
さ
へ
警
戒
し
、
俺
の
自
然
な
感
じ
方
を
、「
誤
解
」
と
思
ふ
や
う
に
な
つ

た
ん
だ
」
と
「
基
本
原
理
」
を
獲
得
す
る
前
の
次
郎
を
思
い
出
し
、「
さ
う
い
ふ

傲
慢
は
許
さ
ん
ぞ
。
友
達
は
「
誤
解
」
な
ん
か
し
な
い
の
だ
」
と
し
て
、
次
郎
と

は
剣
道
部
の
ラ
イ
バ
ル
で
あ
る
以
前
に
「
友
達
」
で
あ
る
と
い
う
自
負
を
表
し
て

い
る
（
二
七
頁
）。

　

賀
川
の
よ
う
な
人
物
が
い
る
一
方
で
、
次
郎
の
後
輩
の
壬
生
は
次
郎
を
崇
拝
に

近
い
熱
量
で
尊
敬
し
、
次
郎
の
よ
う
な
人
物
に
な
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
日
々
の

稽
古
に
励
む
。
壬
生
は
「
家
で
も
し
よ
つ
ち
ゆ
う
次
郎
の
こ
と
を
話
」
し
て
お

り
、
次
郎
の
ど
こ
が
そ
ん
な
に
偉
い
の
か
と
母
親
に
尋
ね
ら
れ
る
と
「
国
分
さ
ん

は
、
純
粋
で
ま
つ
す
ぐ
で
、
す
ば
ら
し
く
強
く
て
、
し
か
も
独
り
よ
が
り
ぢ
や
な

い
ん
だ
。
あ
ん
な
男
が
ゐ
る
と
思
ふ
と
絶
望
し
ち
や
ふ
な
」
と
応
え
て
い
る

（
三
五
頁
）。
そ
し
て
次
郎
も
、
道
場
で
の
壬
生
の
努
力
と
成
長
を
「
壬
生
は
こ
の

ご
ろ
よ
く
な
つ
て
き
た
」
と
内
心
で
評
価
す
る
（
八
頁
）。

　

壬
生
は
次
郎
に
憧
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
次
郎
に
対
し
て
度
々
「
期
待
」
の
ま

な
ざ
し
を
向
け
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
柘
植
は
「
壬
生
の
次
郎
に
対
す
る
賛
嘆
の

ま
な
ざ
し
に
関
し
て
だ
け
、
作
者
は
徹
底
的
に
介
入
し
て
強
化
す
る
」（
７
）
と
指

摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
三
好
の
論
を
ふ
ま
え
る
と
、
三
島
は
次
郎
に
自
身
の
理
想

を
託
し
、
さ
ら
に
壬
生
と
い
う
人
物
の
ま
な
ざ
し
に
よ
っ
て
、
そ
の
理
想
を
美

化
・
強
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
ま
な
ざ
し
が
顕
著
に
表
れ
て
い
る

の
は
、「
剣
」
に
お
い
て
次
郎
が
「
現
代
青
年
」
と
対
立
す
る
場
面
で
あ
る
。

　

壬
生
を
含
む
複
数
人
の
下
級
生
と
次
郎
は
喫
茶
店
で
、
女
性
客
に
悪
質
な
悪
戯

を
す
る
同
大
学
の
学
生
た
ち
と
出
く
わ
す
。
次
郎
は
彼
ら
に
「
君
ら
は
学
校
の
名

誉
を
傷
つ
け
る
行
為
を
し
た
。
だ
か
ら
、
こ
の
席
を
代
つ
て
く
れ
」
と
「
美
し
い

微
笑
」
を
浮
か
べ
な
が
ら
言
い
放
つ
。
そ
れ
を
見
な
が
ら
壬
生
は
、
理
想
の
次
郎

を
思
い
描
く
。｢

立
つ
て
行
つ
て
、
い
き
な
り
奴
ら
の
襟
髪
を
つ
か
み
、
店
の
外

へ
引
張
り
出
し
て
、
毆
り
倒
す
だ
ら
う
か
」、
そ
れ
と
も
「
す
ま
し
て
自
分
が
ト

イ
レ
へ
行
き
、
出
て
来
な
が
ら
、「
沢
山
出
た
ぜ
。
い
い
気
持
だ
つ
た
」
と
奴
ら

に
呼
び
か
け
て
、
奴
ら
を
嘲
弄
す
る
だ
ら
う
か
」
と
（
三
九
頁
）。
次
郎
な
ら

き
っ
と
悪
を
成
敗
す
る
だ
ろ
う
、
そ
し
て
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
い
か
に
格
好
良

く
や
っ
て
の
け
る
だ
ろ
う
か
と
、
期
待
を
膨
ら
ま
せ
な
が
ら
想
像
す
る
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た
壬
生
の
ま
な
ざ
し
は
、
次
郎
の
「
基
本
原
理
」
に
覆
わ
れ
た
側
面

の
強
さ
、
聡
明
さ
を
際
立
た
せ
て
い
く
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
基
本
原
理
」
に
従
っ
て
生
き
る
次
郎
は
壬
生
の
ま
な
ざ
し
に

よ
っ
て
同
時
代
の
青
年
た
ち
と
比
較
さ
れ
絶
対
視
さ
れ
て
い
く
の
だ
が
、
そ
れ
ゆ

え
に
壬
生
は
、
次
郎
に
つ
き
ま
と
う
あ
る
不
安
を
抱
く
こ
と
に
な
る
。
壬
生
は
自

ら
の
将
来
を
と
い
う
よ
り
も
、
次
郎
が
大
人
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
「
汚
濁
に

染
ま
る
」
こ
と
だ
と
捉
え
、
ひ
ど
く
悲
観
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
壬
生
は
「
大
人

た
ち
の
世
界
」
を
「
醜
い
も
の
」
と
思
い
描
き
、
誰
し
も
が
若
さ
を
失
っ
て
い
く

ほ
か
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、「
若
さ
と
純
潔
と
力
と
が
、
次
郎
の
や
う
な
頂
点
に

ま
で
昇
り
つ
め
て
、
そ
こ
か
ら
向
う
側
の
坂
へ
転
が
り
落
ち
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ

と
す
れ
ば
、
こ
の
世
界
は
何
と
い
ふ
残
酷
な
場
所
だ
ら
う
」（
三
六
頁
）
と
考
え

る
。
壬
生
は
、
次
郎
が
「
家
庭
第
一
主
義
と
、
日
曜
日
の
芝
刈
り
へ
の
あ
こ
が
れ
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と
、
退
職
金
の
夢
」
と
い
っ
た
醜
い
大
人
の
欲
望
と
結
び
つ
き
か
ね
な
い
「
お
洒

落
と
、
簡
単
な
性
慾
の
満
足
と
、
反
抗
的
そ
ぶ
り
と
、
生
き
る
目
的
の
喪
失
」
と

い
っ
た
「
現
代
青
年
の
卑
し
さ
」
を
持
っ
て
い
る
か
を
考
え
て
み
る
が
、
次
郎
に

は
何
一
つ
当
て
は
ま
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
壬
生
が
憧
れ
て

い
る
の
は
あ
く
ま
で
若
さ
の
頂
点
に
あ
る
現
在
の
次
郎
で
あ
り
、
そ
れ
は
将
来
的

に
必
ず
堕
落
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
と
壬
生
は
予
感
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
壬
生

は
、
次
郎
に
対
し
「
将
来
的
に
汚
濁
に
染
ま
っ
て
し
ま
う
く
ら
い
な
ら
、
今
死
ん

で
く
れ
た
ほ
う
が
ま
し
だ｣ 

と
い
う
願
望
を
簡
単
に
は
表
出
さ
せ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
が
、
密
か
に
抱
い
て
い
た
こ
と
は
十
分
に
推
察
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
な
壬
生
の
思
想
に
触
れ
、
次
郎
の
表
情
が
一
変
す
る
場
面
が
あ
る
。

そ
れ
ま
で
深
刻
な
話
を
し
て
こ
な
か
っ
た
二
人
が
偶
然
顔
を
合
わ
せ
て
会
話
を
始

め
る
の
だ
が
、
壬
生
の
「
人
間
つ
て
く
り
か
へ
し
て
、
生
れ
て
は
死
に
、
死
ん
で

は
生
れ
る
と
思
ふ
と
、
退
屈
で
す
ね
」
と
い
う
言
葉
に
、
次
郎
は
「
そ
れ
は
君
の

考
へ
か
。
そ
れ
と
も
何
か
本
で
読
ん
だ
の
か
」「
先
の
こ
と
は
考
へ
る
な
。
ま
だ

若
い
ん
ぢ
や
な
い
か
」（
四
二
頁
）
と
言
い
放
つ
。
壬
生
の
「
人
間
つ
て
く
り
か

へ
し
て
、
生
れ
て
は
死
に
、
死
ん
で
は
生
れ
る
と
思
ふ
と
、
退
屈
で
す
ね
」
と
い

う
、
次
郎
に
と
っ
て
「
禁
句
」
で
あ
る
考
え
は
、
ま
さ
し
く
彼
が
現
代
青
年
の
卑

し
さ
の
要
素
と
し
て
数
え
た
「
生
き
る
目
的
の
喪
失
」
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
わ
か

る
の
は
、
次
郎
も
壬
生
も
「
現
代
青
年
の
卑
し
さ
」
を
低
劣
で
醜
い
も
の
と
み
な

し
な
が
ら
、
え
て
し
て
自
ら
も
陥
っ
て
し
ま
う
可
能
性
を
は
ら
ん
で
い
る
こ
と
を

認
め
、
恐
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
皮
肉
に
も
、「
現
代
青
年
」
的
な

価
値
観
を
そ
れ
と
知
ら
ず
に
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
人
間
の
方
が
、
自
身
の
在
り
方

に
つ
い
て
次
郎
ほ
ど
懐
疑
的
に
な
ら
ず
に
済
む
と
い
う
こ
と
を
壬
生
が
表
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

　

本
章
で
は
こ
こ
ま
で
、
壬
生
の
視
点
に
よ
る
次
郎
像
を
見
て
き
た
が
、
最
後
に

壬
生
の
視
点
を
介
さ
な
い
次
郎
に
つ
い
て
も
見
て
お
き
た
い
。

　

次
郎
一
人
で
の
稽
古
の
あ
と
、
稽
古
着
に
竹
刀
を
提
げ
た
ま
ま
、
大
学
の
裏
山

で
寛
い
で
い
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
次
郎
の
も
と
へ
、
空
気
銃
で
撃
た
れ
た
鳩

が
落
ち
て
く
る
。
そ
れ
は
裏
山
へ
闖
入
し
た
五
〜
六
人
の
若
者
た
ち
の
仕
業
で
あ

り
、
そ
し
て
次
郎
か
ら
す
れ
ば
彼
ら
は
「
た
だ
不
機
嫌
な
気
分
の
集
団
」
で
あ
っ

た
。
次
郎
は
彼
ら
を
目
前
に
「
大
し
て
年
齢
の
ち
が
は
な
い
若
さ
の
、
愚
か
し
い

体
臭
」
を
感
じ
、「
同
じ
動
物
の
匂
ひ
を
嗅
い
だ
と
き
の
、
怒
り
の
や
う
な
も
の
」

に
目
を
く
ら
ま
せ
る
（
二
一
頁
）。
次
郎
は
銃
を
向
け
ら
れ
つ
つ
も
い
つ
も
の
よ

う
に
「
基
本
原
理
」
に
よ
る
毅
然
と
し
た
態
度
で
若
者
た
ち
を
あ
し
ら
う
が
、
若

者
た
ち
が
退
散
し
た
後
、
次
郎
は
鳩
に
対
す
る
殺
意
に
か
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
、
そ
れ
は
又
、
次
郎
の
左
腕
に
ど
さ
り
と
落
ち
た
。
次
郎
の
心
に

さ
つ
き
の
怒
り
の
つ
づ
き
が
閃
い
た
。
そ
の
怒
り
は
一
旦
抑
圧
さ
れ
、
晴

朗
な
形
を
無
理
強
ひ
に
と
ら
さ
れ
、
晴
朗
な
勝
利
を
得
た
の
だ
が
、
今
は

却
つ
て
、
暗
い
波
立
つ
も
の
に
な
つ
て
彼
の
胸
を
覆
つ
た
。
次
郎
は
鳩
の

首
を
締
め
よ
う
と
し
て
、
右
手
の
竹
刀
を
脇
に
抱
へ
、
右
手
の
指
を
そ
こ

へ
近
づ
け
た
。（
二
三
頁
）

　

若
者
た
ち
へ
の
怒
り
は
「
基
本
原
理
」
に
よ
っ
て
一
旦
は
抑
え
ら
れ
た
も
の
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一
九

の
、
鳩
へ
の
殺
意
と
い
う
形
で
再
び
次
郎
の
心
に
顕
れ
る
。
さ
ら
に
「
晴
朗
な
形

を
無
理
強
ひ
に
と
ら
さ
れ
」
と
あ
り
、
次
郎
は
ま
る
で
自
ら
に
課
し
た
「
基
本
原

理
」
に
支
配
さ
れ
る
ま
ま
に
鳩
を
助
け
、
若
者
た
ち
に
向
き
合
っ
た
か
の
よ
う
で

あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
次
郎
の
性
格
を
象
徴
す
る
エ
ピ

ソ
ー
ド
も
、
単
に
彼
が
「
基
本
原
理
」
に
取
り
憑
か
れ
て
い
た
た
め
の
行
い
に
過

ぎ
な
か
っ
た
よ
う
に
見
え
て
く
る
。
そ
れ
ら
は
必
ず
し
も
次
郎
の
本
心
に
よ
る
も

の
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

実
際
、
壬
生
が
見
て
い
な
い
場
所
で
次
郎
は
、
そ
れ
ま
で
「
強
さ
」
と
「
正
し

さ
」 

と
を
身
に
つ
け
る
べ
く
邁
進
し
て
き
た
自
身
の
「
基
本
原
理
」
の
内
側
に
あ

る
も
の
を
覗
か
せ
る
。

　

鳩
へ
の
殺
意
に
か
ら
れ
た
と
き
、
塵
芥
車
を
引
く
老
小
使
が
通
り
か
か
る
と
次

郎
は
「
顔
を
赤
ら
め
」
て
殺
意
か
ら
醒
め
て
「
基
本
原
理
」
を
取
り
戻
し
、「
自

尊
心
を
平
静
に
保
つ
た
め
」
に
自
ら
老
小
使
に
近
づ
い
て
い
く
。
老
小
使
は
鳩
を

撃
っ
た
若
者
た
ち
に
立
ち
向
か
う
次
郎
の
す
が
た
に
感
心
を
示
す
が
、「
近
ご
ろ

の
若
い
人
は
、
何
を
す
る
か
わ
か
ら
な
い
か
ら
、
本
当
に
怖
い
ん
だ
」
と
も
零

す
。
こ
の
指
摘
は
、
先
程
ま
で
自
身
の
内
に
殺
意
を
沸
き
起
こ
し
て
い
た
次
郎
に

そ
の
ま
ま
降
り
か
か
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
実
は
次
郎
が ｢

近
ご

ろ
の
若
い
人
」、
す
な
わ
ち
鳩
を
撃
っ
た
「
現
代
青
年
」
と
同
類
で
あ
っ
た
こ
と

が
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
柘
植
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
壬
生
の
目

は
常
に
次
郎
を
美
化
し
て
い
る
。
壬
生
の
目
が
見
て
い
な
い
と
き
に
は
、
理
想
と

し
て
の
次
郎
像
は
不
安
定
化
し
、
容
易
に
崩
れ
か
ね
な
い
局
面
に
立
た
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

三　
「
月
」「
葡
萄
パ
ン
」
に
お
け
る
「
現
代
青
年
」

　
「
剣
」
の
少
し
前
に
発
表
さ
れ
た
「
月
」「
葡
萄
パ
ン
」
は
両
作
品
と
も
、
ビ
ー

ト
族
の
若
者
た
ち
の
虚
無
的
な
生
活
が
描
か
れ
た
短
篇
小
説
で
あ
る
。
先
に
も
述

べ
た
よ
う
に
、
こ
の
二
作
に
は
三
島
の
行
っ
た
ビ
ー
ト
族
の
若
者
た
ち
へ
の
取
材

が
生
か
さ
れ
て
い
る
。
三
島
は
「
月
」「
葡
萄
パ
ン
」
の
二
作
を
対
を
な
す
作
品

と
し
て
挙
げ
た
う
え
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

当
時
東
京
で
は
ツ
ウ
ィ
ス
ト
が
流
行
し
は
じ
め
、
ビ
ー
ト
・
バ
ア
が
い
く

つ
か
店
を
開
い
た
。
そ
の
一
つ
の
店
へ
通
う
う
ち
、
そ
の
店
で
知
り
合
っ

た
少
年
少
女
た
ち
の
話
を
き
き
、
特
殊
な
語
法
に
馴
れ
、
隠
語
を
学
び
、

…
…
次
第
に
、
か
れ
ら
の
生
活
の
根
底
的
な
憂
愁
に
触
れ
て
、
こ
の
二
つ

の
短
編
が
出
来
上
が
っ
た
。（
８
）

　　
「
月
」「
葡
萄
パ
ン
」
の
二
作
は
、
ビ
ー
ト
・
バ
ア
で
知
り
合
っ
た
少
年
少
女
た

ち
へ
の
取
材
の
な
か
で
「
生
活
の
根
底
的
な
憂
愁
」
に
触
れ
、
出
来
上
が
っ
た
も

の
で
あ
る
と
三
島
は
語
る
。
三
島
と
ビ
ー
ト
族
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
中
元
さ

お
り
が
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。
ビ
ー
ト
族
と
は
「
一
九
五
〇
年
代
後
半
か
ら
六
〇

年
代
初
め
に
か
け
て
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
日
本
に
輸
入
さ
れ
広
ま
っ
た
」
若
者
の
ス

タ
イ
ル
で
あ
り
、「
ジ
ー
パ
ン
や
黒
づ
く
め
の
格
好
で
ジ
ャ
ズ
喫
茶
に
た
む
ろ
し
、

睡
眠
薬
な
ど
に
手
を
そ
め
、
無
軌
道
な
行
動
を
起
こ
す
若
者
た
ち
の
姿
は
、
高
度

成
長
を
背
景
と
し
た
日
本
の
社
会
に
対
す
る
若
い
世
代
の
反
抗
的
な
態
度
と
し
て
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第
十
号

二
〇

人
々
の
耳
目
を
引
き
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
批
判
的
な
言
説
が
繰
り
返
さ

れ
て
い
」（
９
）
っ
た
の
だ
と
い
う
。
さ
ら
に
中
元
は
「
彼
ら
の
登
場
を
歓
迎
す
る

か
の
よ
う
な
三
島
の
口
ぶ
り
は
、〈
ビ
ー
ト
族
〉
を
批
判
的
に
取
り
上
げ
て
い
た

当
時
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
は
一
線
を
画
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
三
島
が
こ

の
時
期
に
、
実
際
に
彼
ら
と
親
密
な
交
流
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
」（
10
）

と
推
察
し
て
い
る
。
中
元
が
言
う
よ
う
に
、
三
島
は
ビ
ー
ト
族
の
若
者
た
ち
に
取

材
し
な
が
ら
、
世
間
一
般
の
反
応
と
は
反
対
に
彼
ら
に
好
意
的
に
接
し
て
い
た
。

し
か
し
三
島
は
彼
ら
に
つ
い
て
「
か
れ
ら
の
生
活
は
、
短
編
小
説
の
題
材
に
し
か

適
し
な
い
の
で
あ
ら
う
」（
11
）
と
も
語
っ
て
い
る
。「
短
編
小
説
の
題
材
に
し
か

適
し
な
い
」
彼
ら
の
生
活
に
見
た
「
根
底
的
な
憂
愁
」
を
、
三
島
は
ど
の
よ
う
に

小
説
に
落
と
し
込
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
月
」「
葡
萄
パ
ン
」
の
両
作
は
登
場
人
物
を
共
有
す
る
短
編
で
あ
り
、「
月
」

で
は
ハ
イ
ミ
ナ
ー
ラ
、
キ
ー
子
、
ピ
ー
タ
ア
の
三
人
の
生
活
が
描
か
れ
、「
葡
萄

パ
ン
」
に
お
い
て
ジ
ャ
ッ
ク
が
加
わ
る
。
彼
ら
は
い
ず
れ
も
生
活
時
間
帯
を
真
夜

中
と
す
る
若
者
で
あ
り
、
昼
間
の
世
界
を
生
き
る
者
た
ち
を
「
藷
た
ち
」
と
呼
び

嫌
悪
し
て
い
る
。「
月
」
に
は
睡
眠
薬
ハ
イ
ミ
ナ
ー
ル
を
乱
用
し
て
い
る
こ
と
か

ら
ハ
イ
ミ
ナ
ー
ラ
と
呼
ば
れ
る
二
二
歳
の
青
年
を
中
心
に
、「
金
持
ち
の
娘
」
で

あ
る
一
九
歳
の
キ
ー
子
、
そ
の
二
人
と
真
夜
中
を
生
き
る
こ
と
で
「
少
年
期
」
を

保
と
う
と
す
る
一
八
歳
の
ピ
ー
タ
ア
が
描
か
れ
る
が
、
彼
ら
は
三
人
と
も
「
自
分

た
ち
は
ひ
ど
い
年
寄
り
だ
と
思
つ
て
い
た
」（
七
二
頁
）
と
あ
る
。「
剣
」
の
登
場

人
物
た
ち
と
同
年
代
の
彼
ら
は
、
生
活
時
間
帯
や
生
き
る
こ
と
へ
の
姿
勢
は
次
郎

や
壬
生
ら
と
相
反
し
て
い
る
が
、
現
在
自
分
た
ち
が
置
か
れ
て
い
る
「
若
さ
」
と

い
う
時
期
を
過
剰
に
意
識
し
て
い
る
点
は
共
通
し
て
い
る
。
そ
の
傾
向
は
、
特
に

ピ
ー
タ
ア
に
顕
著
で
あ
る
。
ピ
ー
タ
ア
は
「
決
し
て
大
人
に
な
り
た
い
と
は
思
は

ず
、
自
分
を
七
十
七
歳
の
少
年
だ
と
思
ふ
こ
と
を
好
」
む
青
年
で
あ
る
。
三
人
の

な
か
で
は
最
年
少
の
ピ
ー
タ
ア
だ
が
、「
人
間
も
人
生
も
知
り
つ
く
し
て
ゐ
る
」

と
感
じ
て
お
り
、
そ
れ
で
い
て
ハ
イ
ミ
ナ
ー
ラ
や
キ
ー
子
と
別
れ
一
人
に
な
る
と

「
真
黒
な
憂
欝
」
に
襲
わ
れ
、「
あ
あ
、
死
に
た
い
。
死
に
た
い
。
莫
大
な
遺
産
と

垂
れ
流
し
の
糞
尿
に
ま
み
れ
て
死
に
た
い
。
若
い
英
雄
的
な
死
な
ん
か
ま
つ
ぴ
ら

だ
し
、
自
分
に
似
合
ひ
も
し
な
か
つ
た
」（
七
六
頁
）
と
考
え
る
。
ピ
ー
タ
ア
は

若
く
あ
る
こ
と
に
耐
え
ら
れ
ず
、
し
か
し
「
大
人
」
と
し
て
順
当
に
年
を
取
っ
て

い
く
こ
と
へ
の
意
義
も
見
出
せ
ず
に
絶
望
し
て
い
る
青
年
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ

る
だ
ろ
う
。

　
「
葡
萄
パ
ン
」
に
登
場
す
る
ジ
ャ
ズ
・
バ
ア
の
若
者
た
ち
も
ま
た
「
藷
た
ち
」

を
嫌
悪
し
て
い
る
の
だ
が
、「
藷
た
ち
が
愚
劣
と
考
へ
る
こ
と
の
、
一
生
け
ん
め

い
の
聖
化
」
を
試
み
「
こ
の
世
界
の
愚
劣
を
癒
や
す
」
こ
と
を
目
的
と
し
た

「
テ
ィ
ー
パ
ー
」
を
海
辺
で
開
催
す
る
（
九
九
頁
）。
彼
ら
は
「
藷
た
ち
」
を
軽
蔑

し
な
が
ら
あ
え
て
模
倣
す
る
こ
と
で
、
自
分
た
ち
独
自
の
世
界
を
差
別
化
し
よ
う

と
図
る
の
で
あ
る
。
ピ
ー
タ
ア
ら
と
集
う
若
者
の
一
人
で
あ
る
ジ
ャ
ッ
ク
は
そ
こ

へ
参
加
は
す
る
が
、「
テ
ィ
ー
パ
ー
」
が
終
っ
た
後
の
彼
の
心
中
は
「
無
意
味
な

上
に
も
無
意
味
な
テ
ィ
ー
パ
ー
が
心
に
よ
み
が
え
つ
た
」（
一
〇
八
頁
）
と
描
写

さ
れ
る
。「
無
意
味
な
上
に
も
無
意
味
な
テ
ィ
ー
パ
ー
」
の
後
の
夜
明
け
は
、

ジ
ャ
ッ
ク
に
と
っ
て
は
悲
惨
な
も
の
で
あ
っ
た
。
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二
一

み
ん
な
は
美
し
い
、
千
年
に
一
度
あ
る
か
な
し
の
、
壮
麗
な
夜
明
け
を
期

待
し
て
ゐ
た
。
し
か
し
来
た
の
は
、
ひ
ど
い
、
ひ
ど
い
、
見
る
も
ぶ
ざ
ま

な
、
最
低
の
夜
明
け
だ
つ
た
。（
一
〇
八
頁
）

　

夜
が
明
け
た
海
辺
に
は
空
瓶
や
食
べ
物
の
残
骸
が
転
が
り
、「
岩
か
げ
や
草
む

ら
や
砂
の
上
に
抱
き
合
つ
て
眠
つ
て
ゐ
る
連
中
の
半
ば
ひ
ら
い
た
口
、
そ
の
口
の

上
の
ま
ば
ら
な
髭
や
、
そ
の
口
の
ま
だ
ら
な
口
紅
」
な
ど
が
太
陽
の
光
に
よ
っ
て

ま
ざ
ま
ざ
と
照
ら
し
出
さ
れ
る
。
期
待
し
た
よ
う
な
壮
麗
で
美
し
い
夜
明
け
は

や
っ
て
来
ず
、
一
時
の
熱
狂
が
過
ぎ
去
っ
た
後
の
疲
労
と
そ
の
残
骸
だ
け
が
現
実

の
景
色
と
し
て
眼
前
に
あ
る
。
こ
の
光
景
は
、
彼
ら
の
生
活
の
根
底
に
あ
る
虚
無

や
憂
愁
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

中
元
は
、
三
島
は
「
昼
間
の
世
界
と
〈
ビ
ー
ト
族
〉
の
若
者
た
ち
の
真
夜
中
の

世
界
と
い
う
構
造
」
に
着
目
す
る
こ
と
で
「〈
ビ
ー
ト
族
〉
を
、
昭
和
三
十
年
代

の
日
本
を
覆
っ
て
い
た
緩
慢
な
日
常
性
に
対
抗
す
る
カ
ウ
ン
タ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
の

体
現
者
と
し
て
捉
え
て
い
る
」（
12
）
と
も
述
べ
て
い
る
が
、
三
島
が
当
時
抱
い
て

い
た
〈
ビ
ー
ト
族
〉
像
、
す
な
わ
ち
「
現
代
青
年
」
像
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
た
か
。

四　
三
島
由
紀
夫
「
現
代
青
年
論
」

　

斎
藤
理
生
が 

『
新
潮
』
二
〇
一
九
年
五
月
号
に
お
い
て
、
三
島
由
紀
夫
の
発
掘

原
稿 

「
現
代
青
年
論
〝
弱
い
父
親
〞
へ
の
反
逆
」
を
紹
介
し
て
い
る
。
斎
藤
に
よ

る
と
、
こ
の
原
稿
は
一
九
六
九 

（
昭
和
四
四
）
年
一
月
に
、『
京
都
新
聞
』『
新
潟

日
報
』『
北
國
新
聞
』
な
ど
の
各
新
聞
社
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
の
、
全
集
や
単
行

本
に
掲
載
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
エ
ッ
セ
イ
に
お
い
て
三
島
は
青
年
た

ち
と
の
関
わ
り
を
振
り
返
り
、「
文
学
青
年
、
芸
術
青
年
は
も
と
よ
り
、「
月
」

「
葡
萄
パ
ン
」
を
書
い
た
当
時
は
ビ
ー
ト
族
と
知
り
合
い
に
」
な
っ
た
と
記
述
し

た
う
え
で
「
現
代
青
年
」
の
特
徴
を
概
説
し
て
い
る
。

　

第
一
の
特
徴
は
、
ひ
ど
く
疑
り
深
く
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は

戦
後
派
が
、
戦
争
中
お
と
な
に
だ
ま
さ
れ
た
、
二
度
と
だ
ま
さ
れ
る
な
、
と

い
う
宣
伝
を
吹
き
込
ん
だ
名
残
り
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
後
お
と
な
は
あ

ん
ま
り
青
年
を
だ
ま
し
た
お
ぼ
え
は
な
い
の
だ
が
、
全
く
信
じ
て
も
ら
え

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。（
13
）

　

三
島
は
終
戦
直
後
に
生
ま
れ
て
き
た
若
者
た
ち
を
「
ひ
ど
く
疑
り
深
く
な
っ
て

い
る
」
と
総
括
し
、
さ
ら
に
彼
ら
は
「
日
本
の
男
が
も
っ
と
も
権
威
を
失
い
、

も
っ
と
も
弱
い
父
親
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
時
代
の
子
」
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
エ

デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
成
立
さ
え
し
な
い
世
代
で
あ
る
と
述
べ
て
い

る
。
彼
ら
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
三
島
は
「
青
年
に
は
自
己
処
罰
の
欲
求
が
あ
っ
て

叱
ら
れ
た
い
、
罰
せ
ら
れ
た
い
と
い
う
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
が
心
中
深
く
ひ
そ
ん
で
い
る

の
も
青
年
の
特
徴
で
あ
り
、
こ
れ
が
外
面
的
に
は
サ
デ
ィ
ズ
ム
的
行
動
を
と
る
こ

と
が
あ
る
」（
14
）
と
述
べ
、〈
父
親
〉
的
存
在
の
不
在
に
起
因
す
る
大
人
へ
の
不

信
感
の
結
果
と
し
て
大
人
と
関
わ
ろ
う
と
せ
ず
、
何
者
か
に
叱
ら
れ
る
こ
と
さ
え
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な
い
若
者
た
ち
の
抱
え
る
虚
無
感
、
ま
た
そ
の
先
に
あ
る
処
罰
欲
求
と
い
う
性
質

を
指
摘
し
て
い
る
。

　

こ
こ
で
改
め
て
作
品
に
つ
い
て
も
目
を
配
っ
て
み
る
と
、「
月
」「
葡
萄
パ
ン
」

の
若
者
た
ち
と
は
反
対
に
、
次
郎
と
壬
生
は
昼
間
の
世
界
に
生
き
る
若
者
で
あ
っ

た
。
し
か
し
彼
ら
も
ま
た
、「
緩
慢
な
日
常
」
を
過
ご
し
て
い
た
と
は
言
え
な
い
。

次
郎
は
「
基
本
原
理
」
を
身
に
つ
け
、
次
郎
を
見
る
壬
生
も
稽
古
に
励
み
、
独
自

の
世
界
を
体
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
。「
緩
慢
な
日
常
」
に
飲
み
込
ま
れ
る
こ
と

を
よ
し
と
せ
ず
、
対
抗
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、
実
は
ビ
ー
ト
族
ら

「
現
代
青
年
」
と
次
郎
や
壬
生
は
、
必
ず
し
も
完
全
に
対
立
し
て
い
る
と
は
言
え

な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
順
当
に
年
を
取
っ
て
い
く
こ
と
を
恐

れ
、
自
身
の
価
値
観
と
対
立
す
る
対
象
を
互
い
に
嫌
悪
す
る
姿
勢
は
両
者
に
共
通

す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
は
、「
月
」「
葡
萄
パ
ン
」
に
描
か
れ
た
若
者

た
ち
の
生
活
の
根
底
に
は
、
持
続
さ
せ
る
こ
と
の
極
め
て
難
し
い
「
若
さ
」
と
い

う
時
期
に
対
す
る
焦
燥
と
、「
老
い
」
に
対
す
る
抵
抗
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
し
て
こ
れ
ら
の
要
素
は
「
月
」「
葡
萄
パ
ン
」
の
み
な
ら
ず
、「
剣
」
に
も
表
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

五　
「
虚
無
感
」
の
根
深
さ

　

先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、「
剣
」
の
次
郎
と
壬
生
は
年
を
重
ね
て
大
人
に
な
る

こ
と
に
対
し
て
激
し
い
嫌
悪
を
抱
く
人
物
た
ち
で
あ
る
。
特
に
壬
生
は
、
次
郎
が

大
人
に
な
っ
て
い
く
こ
と
（
＝
「
汚
濁
に
染
ま
る
」）
を
予
感
し
悲
観
し
て
い
た
。

壬
生
が
「
現
代
青
年
」
の
特
徴
と
し
て
数
え
上
げ
た
「
生
き
る
目
的
の
喪
失
」
の

問
題
を
次
郎
も
抱
え
て
い
た
が
、「
基
本
原
理
」
に
よ
っ
て
自
ら
の
内
に
抑
え
込

ん
で
い
た
に
過
ぎ
な
い
。
次
郎
は
「
基
本
原
理
」
に
従
う
こ
と
で
常
に
自
己
を
統

御
・
激
励
し
、
自
身
の
若
さ
ゆ
え
の
焦
燥
と
迫
る
老
い
を
嫌
悪
し
な
が
ら
も
抵
抗

し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
次
郎
は
「
月
」「
葡
萄
パ
ン
」
に
お
い
て
描
か
れ
た
よ

う
な
、
父
親
的
な
存
在
を
欠
き
、
何
者
に
も
叱
っ
て
も
ら
え
な
い
が
ゆ
え
の
飢
え

と
虚
無
感
を
抱
え
る
若
者
た
ち
と
は
違
い
、「
基
本
原
理
」
と
い
う
独
自
の
規
範

を
一
種
の
〈
父
な
る
も
の
〉
と
し
て
常
に
自
身
に
掲
げ
て
い
る
。
だ
が
、
次
郎
も

「
月
」「
葡
萄
パ
ン
」
の
若
者
た
ち
も
、
行
き
つ
く
先
は
若
さ
の
限
界
と
老
い
る
こ

と
へ
の
嫌
悪
感
に
よ
っ
て
突
き
つ
け
ら
れ
る
「
虚
無
感
」
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
。
そ
れ
は
「
剣
」
に
お
い
て
、
最
終
的
に
自
殺
と
い
う
か
た
ち
を
と
る
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。

　

次
郎
は
最
終
場
面
に
お
い
て
、
稽
古
着
を
着
、
竹
刀
を
提
げ
て
い
た
。
合
宿
先

の
西
伊
豆
の
裏
山
の
頂
で
壬
生
ら
が
次
郎
を
発
見
し
た
時
の
描
写
に
は
、
冒
頭
に

掲
げ
ら
れ
た
「
黒
胴
の
漆
に
、
国
分
家
の
二
葉
龍
胆
の
金
い
ろ
の
紋
が
光
つ
て
ゐ

る
」（
七
頁
）
と
い
う
一
文
に
対
応
す
る
よ
う
に
し
て
「
懐
中
電
燈
の
あ
か
り
に

応
じ
て
、
黒
胴
の
照
り
が
浮
び
、
二
葉
龍
胆
の
紋
の
金
が
ほ
の
め
い
た
」（
六
八

頁
）
と
い
う
一
文
が
置
か
れ
て
い
る
。
稽
古
着
を
着
て
竹
刀
を
提
げ
る
。
そ
れ
は

彼
に
と
っ
て
自
ら
が
最
も
「
強
く
正
し
い
者
」
で
い
ら
れ
る
姿
で
あ
っ
た
は
ず

だ
。
し
か
し
自
身
を
理
想
化
・
美
化
す
る
者
の
視
線
が
な
い
空
間
に
お
い
て
、
次

郎
は
つ
い
に
、
主
将
挨
拶
の
場
で
捨
て
た
は
ず
の
「
並
の
少
年
」
ら
し
い
弱
さ
を

見
せ
た
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
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見
方
を
変
え
る
な
ら
ば
、
日
々
の
稽
古
の
な
か
で
鍛
錬
し
、
身
に
つ
け
た
か
に

見
え
た
「
基
本
原
理
」
が
不
完
全
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
る

だ
ろ
う
。
次
郎
は
「
何
か
自
分
の
心
に
ゆ
る
み
が
生
れ
、
人
よ
り
も
常
に
高
く
張

り
つ
め
て
保
つ
て
ゐ
る
気
持
が
、
人
並
の
と
こ
ろ
ま
で
低
ま
る
と
き
に
、
一
人
で

素
振
り
を
し
に
行
か
う
と
い
ふ
気
に
な
る
ら
し
い
」（
六
七
〜
六
八
頁
）。
彼
が

「
一
人
」
で
死
の
う
と
合
宿
所
を
出
て
い
く
際
も
ま
た
、「
自
分
の
心
に
ゆ
る
み
」

が
生
じ
、「
気
持
が
、
人
並
の
と
こ
ろ
ま
で
低
ま
」
っ
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難

く
な
い
。
だ
が
、「
基
本
原
理
」
に
従
い
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
自
分
の
弱
さ
に

直
面
し
た
今
回
は
、
素
振
り
程
度
で
は
ご
ま
か
し
き
れ
な
い
、
よ
り
根
本
的
な
問

題
を
抱
え
て
い
る
こ
と
に
も
気
が
つ
い
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
結
局
次

郎
は
若
さ
を
失
っ
て
い
く
過
程
で
、
自
身
の
生
の
支
柱
と
な
る
「
基
本
原
理
」
を

守
り
き
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
自
分
を
、
あ
る
い
は
そ
の
「
基
本
原

理
」
と
相
反
す
る
「
現
代
青
年
」
的
な
傾
向
に
突
き
動
か
さ
れ
て
し
ま
う
自
分

を
、
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
の
だ
。

六　
お
わ
り
に

　

こ
こ
ま
で
、「
剣
」
を
中
心
と
し
た
三
作
に
通
底
す
る
「
現
代
青
年
」
の
モ

チ
ー
フ
と
、
次
郎
の
自
殺
と
の
関
係
に
つ
い
て
確
認
し
て
き
た
。
最
後
に
、
三
島

が
「
剣
」
に
お
け
る
次
郎
の
自
殺
を
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
た
か
に
つ
い
て
見
て

お
き
た
い
。
三
島
は
マ
ラ
ソ
ン
選
手
・
円
谷
幸
吉
の
自
殺
（
15
）
を
「
傷
つ
き
や

す
い
、
雄
々
し
い
、
美
し
い
自
尊
心
に
よ
る
自
殺
」
と
賞
讃
し
た
記
事
の
な
か

で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

私
は
か
つ
て
全
く
同
じ
よ
う
な
ケ
ー
ス
の
自
殺
を
、「
剣
」
と
い
う
小
説
で

描
い
た
こ
と
が
あ
る
が
、
小
説
の
よ
う
に
純
粋
化
さ
れ
た
事
例
が
現
実
に

起
っ
た
こ
と
に
お
ど
ろ
か
さ
れ
た
。
自
尊
心
を
殺
し
さ
え
す
れ
ば
、
円
谷

選
手
は
ま
だ
い
く
ら
で
も
生
き
る
こ
と
が
で
き
た
。〔
…
…
〕
し
か
し
自
尊

心
を
殺
し
て
生
き
の
び
る
こ
と
が
で
き
て
も
、
そ
れ
は
肉
体
が
生
き
の
び

る
だ
け
の
こ
と
だ
っ
た
。
皮
肉
な
こ
と
に
、
そ
の
自
尊
心
の
根
拠
が
肉
体

に
あ
っ
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。
自
尊
心
と
肉
体
は
、
も
っ
と
も
幸
福
な
瞬
間

に
は
、
手
を
携
え
て
勝
利
の
壇
上
に
昇
っ
た
が
、
も
っ
と
も
不
幸
な
瞬
間

に
は
お
互
い
が
仇
敵
に
な
る
。
実
に
簡
単
な
こ
と
だ
。
解
決
は
一
つ
し
か

な
い
。
自
尊
心
を
活
か
す
た
め
に
は
、
崩
壊
に
赴
こ
う
と
す
る
肉
体
を
殺

す
ほ
か
は
な
い
。
し
か
し
、
自
決
に
際
し
て
、
そ
の
自
尊
心
か
ら
む
り
や

り
肉
体
を
引
き
剥
が
す
に
は
、
自
尊
心
自
体
に
別
な
根
拠
を
与
え
て
や
る

必
要
が
あ
っ
た
。
責
任
感
、
名
誉
を
重
ん
ず
る
軍
人
の
自
尊
心
で
あ
る
。
か

く
て
彼
の
死
は
、
軍
人
の
自
決
に
な
っ
た
。
私
が
こ
の
小
文
の
題
に
、「
円

谷
二
尉
の
自
刃
」
と
名
付
け
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。（
16
）

　
「
自
尊
心
を
活
か
す
た
め
に
は
、
崩
壊
に
赴
こ
う
と
す
る
肉
体
を
殺
す
ほ
か
は

な
い
」
と
い
う
主
張
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
三
島
は
「
基
本
原
理
」
の

維
持
が
危
ぶ
ま
れ
た
次
郎
の
「
崩
壊
に
赴
こ
う
と
す
る
肉
体
を
殺
」
し
た
。
次
郎

は
強
固
な
「
基
本
原
理
」
に
よ
っ
て
自
身
を
保
っ
て
い
た
が
、
年
齢
を
重
ね
る
こ
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と
に
よ
っ
て
「
崩
壊
に
赴
こ
う
と
す
る
」
肉
体
と
精
神
の
衰
え
に
は
抗
え
な
い
と

い
う
こ
と
は
自
明
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
次
郎
と
壬
生
が
交
わ
す
些

細
な
や
り
取
り
の
な
か
で
、
壬
生
が
次
郎
に
確
実
に
突
き
つ
け
て
い
く
現
実
で
も

あ
る
。

　

こ
の
記
事
か
ら
は
、
三
島
が
「
剣
」
に
お
け
る
次
郎
の
自
殺
と
円
谷
の
自
殺
を

「
全
く
同
じ
ケ
ー
ス
の
自
殺
」
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る

が
、
三
島
が
「
軍
人
の
自
決
」
と
評
価
し
た
円
谷
の
自
殺
と
次
郎
の
自
殺
と
に
は

微
妙
な
隔
た
り
が
あ
る
。「
剣
」
に
お
け
る
次
郎
の
自
殺
は
、「
責
任
感
、
名
誉
を

重
ん
ず
る
軍
人
の
自
尊
心
」
を
用
い
る
こ
と
で
、
不
安
定
化
し
た
「
自
尊
心
自
体

に
別
な
根
拠
を
与
え
」
て
救
済
し
よ
う
と
し
た
円
谷
の
自
決
と
同
質
の
も
の
と
し

て
位
置
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
次
郎
の
自
殺
は
「
責
任
感
」
を
重
ん
ず
る
た

め
で
は
な
く
、
壬
生
の
つ
く
り
上
げ
る
「
次
郎
像
」
か
ら
の
逃
避
で
あ
る
し
、
作

中
で
次
郎
は
「
名
誉
」
な
ど
眼
中
に
な
い
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
か
ら
だ
。

　

そ
う
だ
と
す
る
と
、
本
記
事
に
お
け
る
解
説
は
、
作
者
本
人
に
よ
る
後
出
し
の

〈
曲
解
〉
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
柘
植
は
次
郎
を
見
る
壬
生
の
目
に
、
作
者

（
＝
三
島
自
身
）
が
介
入
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る

と
、
三
島
自
身
が
理
想
と
す
る
次
郎
像
を
保
持
す
る
た
め
に
は
、
老
い
て
汚
濁
に

染
ま
っ
て
い
く
運
命
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
次
郎
が
若
さ
の
頂
点
に
あ
る
う
ち
に
、

死
を
与
え
る
ほ
か
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
次
郎
は
、「
基
本
原
理
」
と
壬
生

の
期
待
に
よ
っ
て
理
想
化
さ
れ
た
「
次
郎
像
」
の
狭
間
で
自
身
に
沸
き
起
こ
る
葛

藤
を
封
じ
込
め
る
か
た
ち
で
自
殺
を
選
ん
だ
。
も
し
、「
基
本
原
理
」
に
象
徴
さ

れ
る
〈
父
な
る
も
の
〉
も
、
自
身
に
対
す
る
理
想
や
自
尊
心
を
も
失
っ
て
、
な
お

生
き
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
先
に
待

ち
受
け
る
も
の
と
し
て
三
島
が
感
じ
取
っ
て
い
た
の
は
、「
葡
萄
パ
ン
」
の
ジ
ャ
ッ

ク
が
「
最
低
の
夜
明
け
」
に
見
た
、
現
実
の
根
底
に
あ
る
虚
無
や
憂
愁
に
ま
み
れ

た
「
ひ
ど
い
、
ひ
ど
い
、
見
る
も
ぶ
ざ
ま
な
」
世
界
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
だ
が
、

壬
生
も
そ
の
目
で
確
認
す
る
こ
と
に
な
っ
た
次
郎
の
死
に
様
は
、「
黒
胴
の
照
り

が
浮
か
び
、
双
葉
龍
胆
の
紋
の
金
が
ほ
の
め
」
く
美
し
い
も
の
と
し
て
描
き
出
さ

れ
る
。「
剣
」
は
永
遠
に
頂
点
に
あ
り
続
け
る
次
郎
を
夢
み
た
壬
生
の
目
（
＝
三

島
）
の
思
惑
通
り
の
物
語
で
も
あ
る
の
だ
。
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三
島
由
紀
夫
「
剣
」
論
（
植
村
日
向
）

二
五

注（
１
）  
三
好
行
雄
「
附
・「
剣
」
に
つ
い
て
」（『
作
品
論
の
試
み
』
一
九
七
八
・
五
、

至
文
堂
）
四
六
六
頁

（
２
） 

三
好
前
掲
書
、
四
六
二
〜
四
六
三
頁

（
３
） 

三
好
前
掲
書
、
四
六
七
頁

（
４
）  

柘
植
光
彦
「
三
島
由
紀
夫
の
短
編
小
説
―
―
「
剣
」
を
め
ぐ
っ
て
」（『
現

代
文
学
試
論
』
一
九
七
七
・
六
、
至
文
堂
）
二
六
三
頁

（
５
） 

柘
植
前
掲
書
、
二
六
九
頁

（
６
）  

田
中
美
代
子
「
解
題
」（
三
島
由
紀
夫
『
決
定
版　

三
島
由
紀
夫
全
集
20
』

二
〇
〇
二
・
七
、
新
潮
社
）
七
九
六
頁
〜
七
九
八
頁

（
７
） （
５
）
に
同
じ
。

（
８
）  

三
島
由
紀
夫
「
解
説
」（
三
島
由
紀
夫
『
―
―
自
選
短
編
集
―
―
真
夏
の
死
』

一
九
七
〇
・
七
、
新
潮
社
）
三
四
八
頁

（
９
）  

中
元
さ
お
り
「
戦
後
〈
ユ
ー
ス
・
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
〉
へ
の
一
視
点
―
―

三
島
由
紀
夫
「
月
」「
葡
萄
パ
ン
」
論
―
―
」（『
近
代
文
学
試
論
』

二
〇
〇
九
年
一
二
月
、
広
島
大
学
近
代
文
学
研
究
会
、
七
五
〜
八
四
頁
）

七
六
頁

（
10
）
同
前

（
11
）（
10
）
に
同
じ
。

（
12
）
前
掲
文
、
七
七
頁

（
13
） 「
発
掘
原
稿　

現
代
青
年
論
〝
弱
い
父
親
〞
へ
の
反
逆
」（『
新
潮
』

二
〇
一
九
・
五
、
新
潮
社
）
一
六
八
頁

（
14
）（
13
）
に
同
じ
。

（
15
） 

一
九
六
八
年
一
月
九
日
、
陸
上
自
衛
隊
三
等
陸
尉
で
マ
ラ
ソ
ン
選
手
の
円

谷
幸
吉
が
宿
舎
の
自
室
で
自
殺
を
図
っ
た
。
一
九
六
四
年
の
東
京
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
で
は
第
三
位
の
功
績
を
残
し
、
メ
キ
シ
コ
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
の
活

躍
も
期
待
さ
れ
て
い
た
が
、
前
年
の
怪
我
に
よ
る
成
績
不
振
に
陥
り
、
遺

書
に
は
「
も
う
こ
れ
以
上
走
れ
な
い
」
と
記
さ
れ
て
い
た
。『
朝
日
新
聞
』

『
毎
日
新
聞
』
な
ど
各
種
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
も
、
円
谷
が
遺
書
に
記
し
た

「
も
う
走
れ
な
い
」
と
い
う
文
言
を
見
出
し
に
用
い
た
報
道
が
な
さ
れ
た
。

（
16
） 

三
島
由
紀
夫
「
円
谷
二
尉
の
自
刃
」（『
産
経
新
聞
』
一
九
六
八
年
一
月

一
三
日
、
夕
刊
）
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愛
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