
内
村
鑑
三
は
近
代
日
本
の
生
ん
だ
伝
道
者
で
あ
る
。
彼
は
ひ
と
の
知
の
無
限

の
発
展
を
信
じ
た
近
代
科
学
を
学
び
、
ま
た
近
代
的
な
自
己
、
自
我
と
い
っ
た

上
１
１
マ
ー
ー
ズ
ム

も
の
を
強
く
意
識
し
た
時
代
に
生
き
た
。
こ
の
よ
う
な
人
間
中
心
主
義
的
な
思

想
的
背
景
が
内
村
の
信
仰
形
態
と
伝
道
方
法
に
与
え
た
影
響
は
大
き
く
、
そ
れ

ら
人
間
を
重
視
し
た
〃
近
代
“
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
な
お
ひ
と
な
ら
ざ
る
神

を
語
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
こ
そ
彼
の
伝
道
の
独
自
な
位
相
が
あ
っ
た
と
い
え

る
で
あ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
伝
道
と
は
人
間
に
向
か
っ
て
八
神
に
つ
い
て
の
な
に
ご
と
か
Ｖ
を

伝
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
内
村
は
神
に
つ
い
て
、
語
る
に
あ

り
あ
ま
る
ほ
ど
に
知
っ
て
い
な
が
ら
、
同
時
に
自
ら
を
神
と
乖
離
し
た
存
在
で

か
し
ら
（
１
）

あ
る
「
罪
人
の
首
」
と
称
し
て
い
た
。
「
罪
」
と
は
神
と
の
対
時
に
お
い
て
は

じ
め
て
自
覚
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
神
と
の
乖
離
と
い
う
事
態
の
み
を
見
れ
ば
、

内
村
は
同
時
代
人
と
多
く
の
共
通
点
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
一
方
で
、
神
を

持
た
な
い
、
あ
る
い
は
神
に
無
自
覚
な
同
時
代
の
近
代
的
自
我
の
問
題
と
内
村

の
「
罪
」
の
問
題
と
は
本
質
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
う
し

は
じ
め
に

独
り
待
つ
ｌ
内
村
鑑
三
の
伝
道
Ｉ

た
内
村
の
、
独
自
な
自
己
把
握
と
信
仰
の
姿
勢
と
を
、
伝
道
の
あ
り
方
を
通
し

て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

Ｉ
「
現
世
」
の
八
義
Ｖ
ｌ
罪
人
と
は
な
に
か

い
ち
べ
《
〉

内
村
は
自
ら
の
神
体
験
を
「
天
国
の
一
瞥
」
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。

じ
ゅ
ぢ
よ
う

天
国
の
奄
蝉
は
実
に
魔
術
者
の
呪
杖
で
あ
る
。
是
れ
に
由
て
煩
混
錯
雑

コ
ズ
モ
ス

を
極
む
る
此
宇
宙
も
瞬
間
に
し
て
整
斉
完
備
せ
る
整
躰
と
化
す
る
、
爾
う

し
て
我
等
は
此
汚
濁
の
地
に
在
て
、
神
に
祈
っ
て
此
恩
恵
に
与
か
る
事
が

（
２
）

出
来
る
。

こ
の
「
天
国
の
一
瞥
」
が
内
村
に
与
え
た
八
賜
物
Ｖ
は
「
溢
る
上
計
り
の

（
３
）

歓
喜
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
整
斉
完
備
せ
る
整
躰
」
が
た
し
か
に
存
在
す
る

こ
と
へ
の
「
歓
喜
」
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
．
瞥
」
は
同
時
に
、
「
歓
喜
」
と
表
裏
一
体
を
な
す
、
い

ま
ひ
と
つ
の
八
賜
物
Ｖ
を
彼
に
与
え
て
い
た
。
そ
れ
は
自
ら
の
「
罪
」
の
発

見
・
自
覚
で
あ
る
。
「
一
瞥
」
以
前
、
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
を
知
る
以
前
の

内
村
は
、
あ
る
楽
観
的
な
世
界
観
、
す
な
わ
ち
、
自
ら
と
天
と
の
確
乎
た
る
つ

長
野
美
香
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な
が
り
を
も
つ
世
界
観
に
支
配
さ
れ
て
い
た
。
ゞ
国
◎
言
自
国
①
８
日
の
四

（
４
）

ｏ
言
涜
言
ご
Ｉ
Ｃ
員
旦
三
望
口
園
ご
ｌ
￥
冒
頭
の
少
年
時
代
の
回
想
で
は
、

当
時
の
彼
の
汎
神
論
的
な
世
界
観
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
な
ん
ら
か
の

秩
序
あ
る
世
界
、
神
と
一
連
な
り
の
世
界
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
「
天
国
の
一
瞥
」
が
彼
に
も
た
ら
し
た
も
の
は
、
彼
岸
で
あ
る
「
天

こ
の
よ

国
」
の
み
が
「
整
躰
」
で
あ
り
、
自
ら
の
生
き
る
「
現
世
」
は
「
煩
混
錯
雑
」

（
カ
オ
ス
）
で
あ
る
こ
と
の
発
見
と
絶
望
で
あ
っ
た
。
内
村
は
．
度
か
二
度
、

（
－
０
）

又
は
数
回
」
天
国
を
垣
間
み
た
「
計
り
」
で
あ
る
と
述
懐
し
て
い
る
が
、
こ
れ

は
彼
が
自
ら
と
自
ら
の
属
す
る
世
界
を
「
天
国
」
外
に
位
置
づ
け
て
い
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。

「
整
斉
完
備
せ
る
整
躰
」
で
あ
る
「
天
国
」
に
つ
い
て
、
他
の
箇
所
で
内
村

（
６
）

は
八
山
上
の
垂
訓
Ｖ
の
遵
守
可
能
な
世
界
と
表
現
し
て
い
る
。
彼
が
瞥
見
し
た

「
天
国
」
は
、
聖
書
の
八
義
Ｖ
が
そ
の
ま
ま
に
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
世
界
で

あ
る
。
彼
は
八
山
上
の
垂
訓
Ｖ
を
「
現
世
の
道
徳
で
は
な
い
、
天
国
の
道
徳
で

（
再
ｊ
Ｊ
）

あ
る
」
と
語
る
。
こ
れ
は
「
現
世
」
的
に
は
聖
書
の
言
葉
が
道
徳
と
し
て
機
能

し
な
い
こ
と
を
指
す
。
例
え
ば
「
盗
む
な
か
れ
」
と
い
う
聖
書
の
言
葉
に
照
ら

し
て
、
ど
の
行
為
が
厳
密
に
は
「
盗
む
」
と
い
う
言
葉
に
あ
た
る
の
か
、
ま
た

「
敵
を
愛
せ
よ
」
と
い
う
と
き
、
な
に
が
「
愛
す
る
」
こ
と
で
あ
っ
て
、
ま
た

な
に
が
そ
う
で
な
い
の
か
、
そ
の
よ
う
な
判
断
が
人
間
に
と
っ
て
一
般
的
に
は

（
８
）

「
不
可
能
事
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
日
常
的
な
選
択
の
場
で
、
ひ
と
は
聖
書
の
言
葉
を
規
範
や
指

針
と
な
し
得
な
い
。
そ
れ
以
上
に
、
人
間
自
身
に
お
い
て
行
為
の
正
し
い
選

択
、
善
悪
の
判
断
と
い
う
も
の
は
あ
り
得
な
い
と
内
村
は
語
る
。
こ
の
こ
と
は

（
９
）

「
人
の
為
す
事
は
悉
く
悪
な
り
」
と
い
う
表
現
の
し
か
た
を
と
る
こ
と
も
あ

り
、
こ
こ
に
は
い
さ
さ
か
「
悪
」
と
「
罪
」
の
用
法
の
混
用
が
あ
る
と
も
考
え

（
川
）

ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
彼
の
語
る
「
現
世
」
と
そ
こ
に
生
き
る
人
間
と

は
、
「
天
国
」
や
神
、
神
の
子
イ
エ
ス
Ⅱ
キ
リ
ス
ト
の
「
整
躰
」
性
に
比
し
て
、

こ
の
よ
う
な
か
た
ち
の
「
煩
混
錯
雑
」
（
カ
オ
ろ
性
を
も
っ
て
考
え
ら
れ
て

い
た
と
い
え
よ
う
。

内
村
に
お
い
て
、
人
間
の
「
煩
混
錯
雑
」
性
は
「
罪
」
と
い
う
か
た
ち
で
あ

ら
わ
さ
れ
る
。
そ
れ
は
「
人
の
為
す
事
」
が
「
悪
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
導
か
れ

た
も
の
で
は
な
い
。
「
悪
」
を
な
す
、
す
な
わ
ち
聖
書
の
言
葉
に
背
い
て
い
る

、
、
、

ゆ
え
に
「
罪
人
」
と
定
義
さ
れ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
ま
た
同
時
に
遵

守
の
方
法
も
存
す
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
よ
う
な
聖
書
の
言
葉
は
道
徳
と
し
て

有
効
と
な
る
。
し
か
し
人
間
の
「
罪
」
と
は
、
そ
も
そ
も
聖
書
の
言
葉
に
背
い

、
、
、
、
、

、

て
い
る
か
否
か
、
そ
の
こ
と
自
体
が
分
か
ら
な
い
、
自
ら
の
行
為
の
正
背
を
分

、
、
、
、
、

、
、
、

け
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
八
義
Ｖ
に
自
覚
的
に
背
い
て
い
る
（
道

徳
を
遵
守
し
て
い
な
い
）
ゆ
え
に
八
悪
Ｖ
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
罪
人
」
で

あ
る
の
で
は
な
く
、
よ
り
根
源
的
に
「
罪
人
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
八
義
Ｖ
を
行

な
う
こ
と
、
あ
る
い
は
八
悪
Ｖ
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の
が
、
内
村

の
「
罪
人
」
観
で
あ
る
。
「
罪
」
は
、
ま
ず
行
為
の
問
題
で
あ
る
の
で
は
な
く
、

そ
も
そ
も
は
存
在
の
問
題
で
あ
る
。
ひ
と
は
本
質
的
に
は
八
義
人
Ｖ
た
り
得
な

い
の
で
あ
る
。
自
ら
を
含
め
た
「
現
世
」
の
カ
オ
ス
性
、
つ
ま
り
「
現
世
」
の

八
生
き
に
く
さ
Ｖ
と
、
神
的
世
界
と
人
間
と
の
乖
離
、
つ
ま
り
人
間
の
八
救
い

の
な
さ
Ｖ
Ｉ
こ
の
両
者
の
認
識
・
発
見
が
「
罪
」
の
自
覚
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
れ
が
、
内
村
に
と
っ
て
「
天
国
の
一
瞥
」
の
い
ま
ひ
と
つ
の
八
賜
物
Ｖ
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
八
義
Ｖ
と
掛
け
離
れ
た
存
在
で
あ
る
と
さ
れ
る
「
罪
人
の
首
」
で
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あ
り
な
が
ら
、
彼
は
な
ん
ら
か
の
八
義
Ｖ
を
語
る
位
置
に
あ
る
べ
き
伝
道
者
で

あ
る
こ
と
を
も
自
認
し
て
い
た
。
カ
オ
ス
に
生
き
、
八
義
人
Ｖ
た
り
え
な
い
も

の
が
八
義
Ｖ
を
語
る
と
は
ど
の
よ
う
な
姿
勢
で
あ
ろ
う
か
。

彼
の
伝
道
の
思
想
的
な
立
脚
点
に
つ
い
て
考
え
る
際
、
聖
書
の
言
葉
が
道
徳

と
し
て
は
無
効
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
内
村
に
と
っ
て
の
聖
書
の
八
義
Ｖ

ま
で
が
無
効
に
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
点
に
注
目
し
た
い
。
つ
ま
り
「
天

国
」
に
八
義
Ｖ
が
存
す
る
と
い
う
こ
と
を
彼
が
あ
く
ま
で
確
信
・
肯
定
し
た
と

い
う
点
、
で
あ
る
。
「
天
国
の
一
瞥
」
と
い
う
「
実
験
」
（
実
体
験
）
は
、
内
村

に
と
っ
て
唯
一
確
実
な
八
記
憶
Ｖ
’
八
義
Ｖ
の
八
記
憶
Ｖ
で
あ
っ
た
。
し
か

し
．
瞥
」
の
意
義
は
、
八
義
Ｖ
そ
の
も
の
を
彼
が
掌
中
に
し
た
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
。
彼
は
「
天
国
」
を
垣
間
見
た
た
め
に
「
天
国
」
な
ら
ざ
る
と
こ
ろ

に
存
在
す
る
こ
と
を
感
知
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
八
義
Ｖ
そ
の
も
の
を

掌
中
に
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
だ
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
八
義
Ｖ
の
存
在

を
「
実
験
」
し
た
と
い
う
八
記
憶
Ｖ
は
、
内
村
に
と
っ
て
唯
一
絶
対
の
信
仰
の

根
拠
で
あ
っ
た
。

「
現
世
の
道
徳
で
は
な
い
」
聖
書
の
八
義
Ｖ
、
つ
ま
り
天
国
の
八
義
Ｖ
に
人

間
が
連
な
る
方
法
、
そ
れ
は
天
国
は
た
し
か
に
存
在
す
る
と
い
う
八
記
憶
Ｖ
を

維
持
す
る
こ
と
に
の
み
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
八
記
憶
Ｖ
を
維
持
す
る
こ
と
、

そ
れ
こ
そ
が
内
村
の
信
仰
の
基
本
的
な
姿
勢
で
あ
っ
た
。

（
Ⅱ
）

信
仰
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
内
村
に
と
っ
て
「
大
な
る
恩
恵
」
で
あ
っ
た
。

そ
れ
が
本
来
八
義
人
Ｖ
た
り
え
な
い
人
間
に
と
っ
て
唯
一
の
八
義
Ｖ
で
あ
る
か

（
吃
）

ら
で
あ
る
。
八
義
人
な
し
、
ひ
と
り
も
あ
る
な
し
Ｖ
と
さ
れ
な
が
ら
、
同
時
に

（
旧
）

八
我
が
義
と
せ
ら
る
上
と
否
な
と
は
我
が
行
為
に
由
ら
ず
、
信
仰
に
由
る
Ｖ
と

さ
れ
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
「
恩
恵
」
に
よ
る
。
こ
う
し
た
言
語
矛
盾
め
い
た

と
こ
ろ
で
「
現
世
」
的
に
は
決
し
て
八
義
人
Ｖ
と
な
る
こ
と
が
な
い
と
す
れ

ば
、
「
天
国
」
が
示
さ
れ
た
と
い
う
だ
け
の
八
記
憶
Ｖ
に
な
ぜ
そ
こ
ま
で
固
執

で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
天
国
の
一
瞥
」
に
よ
っ
て
、
彼
が
単
に
麗
し
い
極

楽
を
垣
間
見
て
き
た
、
い
い
か
え
れ
ば
「
現
世
」
と
は
完
全
に
別
世
界
で
あ
る

事
態
に
、
あ
え
て
内
村
は
信
仰
の
八
義
Ｖ
を
認
め
、
「
現
世
」
に
生
き
る
こ
と

の
意
義
を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
そ
の
八
義
Ｖ
は
あ
ま
り
に
微
か
な
神
と
の
接
点
で
し
か
な
い
。

く
り
か
え
す
が
、
そ
れ
は
わ
ず
か
「
数
回
」
の
「
天
国
の
一
瞥
」
の
八
記
憶
Ｖ

を
維
持
す
る
こ
と
に
認
め
ら
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
神
の
八
義
Ｖ

と
ほ
と
ん
ど
隔
絶
し
た
「
煩
混
錯
雑
」
の
「
現
世
」
に
あ
り
つ
つ
、
な
お
保
つ

こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
た
人
間
の
八
義
Ｖ
は
、
こ
の
よ
う
に
不
安
定
で
微

細
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ひ
と
は
信
仰
を
得
た
場
合
で
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て

本
来
の
意
味
で
の
八
義
人
Ｖ
、
義
を
な
し
得
る
と
い
う
意
味
で
の
八
義
人
Ｖ
と

な
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
と
い
う
諦
め
が
こ
こ
に
あ
る
。

縦
令
我
れ
全
世
界
の
人
を
悉
く
信
者
に
作
す
を
得
る
と
難
も
我
は
義
と

せ
ら
れ
ず
、
縦
令
我
れ
一
人
の
人
を
信
者
に
作
す
を
得
ず
と
雛
も
我
は
罪

せ
ら
れ
ず
、
我
は
神
の
義
な
る
イ
エ
ス
Ⅱ
キ
リ
ス
ト
を
信
ず
る
に
由
て
義

と
せ
ら
る
、
我
が
義
と
せ
ら
る
上
と
否
な
と
は
我
が
行
為
に
由
ら
ず
、
信

仰
に
由
る
、
我
れ
口
を
以
て
主
イ
エ
ス
を
表
白
は
し
、
心
を
以
て
彼
を
信

（
Ｍ
）

じ
て
我
は
何
の
善
事
を
も
為
さ
ず
と
難
も
救
は
る
上
な
り
。

の
ち
に
く
わ
し
く
述
べ
る
が
、
内
村
の
伝
道
は
こ
う
し
た
信
仰
と
い
う
八
義
Ｖ

に
の
ゑ
端
緒
を
も
つ
の
で
あ
る
。

Ⅱ
待
つ
’
八
再
臨
Ｖ
の
信
仰
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天
国
と
、
そ
こ
で
有
効
で
あ
っ
た
八
義
Ｖ
を
八
記
憶
Ｖ
し
て
き
た
と
い
う
だ
け

の
こ
と
で
あ
れ
ば
、
内
村
は
「
現
世
」
に
絶
望
し
、
「
罪
人
」
で
あ
る
自
ら
を

嘆
い
て
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

内
村
の
信
仰
を
考
え
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
内
村
の
八
再
臨
Ｖ
信
仰
を
無
視

で
き
な
い
。我

等
の
主
イ
エ
ス
は
天
に
昇
り
了
っ
た
の
で
は
な
い
、
彼
は
再
た
び
其

け
が
ら

所
よ
り
此
地
に
来
り
給
ふ
の
で
あ
る
、
彼
は
不
浄
は
し
き
所
と
し
て
此
地

す
て
さ

か
た
ば
ら

を
棄
去
り
給
ふ
た
の
で
は
な
い
、
彼
は
父
の
側
に
在
り
て
聖
霊
を
以
て
此

あ
か
つ
き

地
を
聖
め
給
ひ
つ
上
あ
る
の
で
あ
る
、
而
し
て
聖
化
の
業
の
成
り
し
暁
に

は
父
の
所
を
出
て
再
た
び
此
地
に
臨
み
、
聖
徒
と
共
に
之
を
治
め
給
ふ
の

で
あ
る
、
基
督
信
者
の
希
望
と
は
此
事
で
あ
る
、
地
の
聖
化
で
あ
る
、
イ

エ
ス
の
再
臨
で
あ
る
、
信
者
の
復
活
で
あ
る
、
而
し
て
之
に
伴
ふ
万
物
の

‐
も
の

復
興
で
あ
る
、
美
は
し
き
此
地
が
神
と
其
受
膏
者
の
有
と
な
り
、
聖
徒
が

か
ん
む
り

（
喝
）

其
中
に
あ
り
て
義
の
星
を
戴
く
こ
と
で
あ
る
。

内
村
に
と
っ
て
イ
エ
ス
Ⅱ
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
る
こ
と
は
、
史
実
と
し
て
そ
の

実
在
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
や
イ
エ
ス
の
業
績
を
道
徳
的
に
見
習
う
こ
と
で
は

な
い
。
そ
れ
は
、
イ
エ
ス
Ⅱ
キ
リ
ス
ト
が
神
と
ひ
と
と
の
間
を
つ
な
ぐ
役
割
を

担
っ
て
「
天
」
か
ら
遣
わ
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
信
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か

も
、
さ
ら
に
二
千
年
近
く
前
に
「
天
」
か
ら
遣
わ
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
仮
に

受
け
入
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
「
我
等
の
主
イ
エ
ス
」
が
「
天
」

に
還
っ
て
再
び
戻
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
信
仰
に
お
い
て
は
一
度
も
遣
わ
さ
れ

な
か
っ
た
こ
と
と
同
じ
歴
史
的
な
事
象
に
す
ぎ
な
い
。
内
村
の
信
仰
に
お
い
て

重
視
さ
れ
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト
は
「
父
の
側
に
在
り
て
」
「
此
地
を
聖
め
給
ひ

つ
上
」
あ
り
、
最
終
的
に
は
「
再
た
び
此
地
に
臨
」
む
Ｉ
八
再
臨
Ｖ
す
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

八
再
臨
Ｖ
と
の
か
か
わ
り
で
見
た
場
合
に
、
「
天
国
の
一
瞥
」
と
は
、
か
つ

て
十
字
架
に
架
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
途
切
れ
た
と
思
わ
れ
た
神
と
の
接
点

の
恢
復
、
そ
の
恢
復
の
瞥
見
で
あ
る
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
内
村
に

と
っ
て
．
瞥
」
の
八
記
憶
Ｖ
の
真
価
は
こ
こ
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
い
ま
見

た
よ
う
に
、
八
再
臨
Ｖ
と
は
キ
リ
ス
ト
が
「
聖
化
の
業
の
成
り
し
暁
に
は
父
の

所
を
出
て
再
た
び
此
地
に
臨
み
、
聖
徒
と
共
に
之
を
治
め
給
ふ
」
と
い
う
文
字

通
り
の
事
態
を
指
す
。
し
か
し
同
時
に
、
内
村
の
八
再
臨
Ｖ
信
仰
に
お
い
て
は
、

キ
リ
ス
ト
が
現
に
こ
の
「
現
世
」
を
「
聖
め
給
ひ
つ
上
あ
る
」
こ
と
を
信
じ
る

こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
二
千
年
後
に
生
き
る
、
し
か
も
神
と
乖

離
し
た
「
現
世
」
の
存
在
で
あ
る
八
わ
た
く
し
Ｖ
に
、
イ
エ
ス
Ⅱ
キ
リ
ス
ト
と

い
う
、
神
か
ら
の
直
接
の
手
の
差
し
伸
べ
が
「
聖
霊
を
以
て
」
知
覚
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
ｌ
こ
の
実
感
こ
そ
が
、
神
が
「
此
地
を
棄
去
り
給
ふ
」
て
は
い
な

い
こ
と
の
証
し
で
あ
り
、
そ
の
確
信
が
彼
の
信
仰
の
基
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ

ブ
（
》
Ｏ

「
天
国
の
一
瞥
」
は
、
神
と
の
乖
離
の
一
瞬
の
恢
復
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
か

つ
て
イ
エ
ス
Ⅱ
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
に
よ
っ
て
ひ
と
が
神
に
赦
さ
れ
、
さ
ら
に

自
身
も
復
活
し
て
い
る
と
い
う
事
跡
の
、
内
村
自
身
に
よ
る
追
体
験
で
あ
る
。

そ
の
体
験
自
体
に
八
再
臨
Ｖ
信
仰
の
契
機
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
彼
の
「
天
国
の
一
瞥
」
は
、
単
な
る
極
楽
の
夢
で
は
な
く
、
こ
の
離
隔

が
離
隔
の
ま
ま
に
終
わ
ら
な
い
こ
と
の
根
拠
・
保
証
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

こ
の
点
で
、
内
村
は
八
義
Ｖ
を
得
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
れ
は
先
に
述
べ
た

よ
う
に
正
し
い
行
な
い
を
為
し
得
る
と
い
う
意
味
で
の
狭
義
の
正
義
の
所
有
で

は
な
く
、
ま
た
、
自
ら
や
他
人
を
そ
れ
に
よ
っ
て
律
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

五



な
倫
理
的
な
規
範
を
手
中
に
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。
先
に
、
内
村

が
．
瞥
」
に
「
溢
る
上
計
り
の
歓
喜
」
を
感
じ
た
と
い
う
こ
と
に
触
れ
た

が
、
こ
の
こ
と
の
直
接
の
動
因
は
、
キ
リ
ス
ト
が
「
現
世
」
を
「
聖
め
給
ひ
つ

上
あ
」
り
、
「
聖
化
の
業
の
成
り
し
暁
に
は
父
の
所
を
出
て
再
た
び
此
地
に
臨

み
、
聖
徒
と
共
に
之
を
治
め
給
ふ
」
と
い
う
確
信
と
、
ま
た
そ
の
こ
と
へ
の
信

（
賂
）

（
Ⅳ
）

仰
を
「
恩
恵
」
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
あ
る
。

こ
の
信
仰
は
、
キ
リ
ス
ト
が
完
全
に
そ
の
姿
を
あ
ら
わ
し
た
と
き
に
、
「
現

世
」
の
カ
オ
ス
性
が
払
拭
さ
れ
る
こ
と
を
彼
に
期
待
さ
せ
た
。
そ
の
と
き
は
じ

（
岨
）

め
て
「
聖
徒
」
は
「
義
の
鳧
を
戴
く
こ
と
」
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の

八
義
Ｖ
は
、
「
天
国
」
で
有
効
で
あ
る
本
来
の
八
義
Ｖ
を
指
す
。
聖
書
の
言
葉

は
そ
の
と
き
に
は
じ
め
て
ひ
と
に
と
っ
て
有
効
と
な
り
、
八
義
人
Ｖ
の
ふ
る
ま

い
を
な
し
得
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
内
村
は
、
キ
リ
ス
ト
の
八
再
臨
Ｖ
に
、
こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
教
条

的
・
抽
象
的
な
「
聖
化
」
の
期
待
だ
け
を
予
感
し
た
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
八

（
旧
）

再
臨
Ｖ
を
述
べ
た
先
の
文
に
あ
る
よ
う
に
、
さ
ら
に
具
体
的
に
は
「
万
物
の
復

（
別
）

興
」
と
い
う
か
た
ち
で
の
、
来
世
で
の
ひ
と
と
の
再
会
こ
そ
を
「
待
望
」
し
て

い
た
と
い
う
点
を
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

内
村
が
娘
ル
ッ
を
亡
く
し
た
の
は
明
治
四
十
五
年
の
こ
と
で
あ
り
、
八
再

臨
Ｖ
は
そ
れ
以
降
に
多
く
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
が
キ
リ
ス
ト
の
八
再

臨
Ｖ
に
期
待
し
た
の
は
、
「
義
の
星
を
戴
」
き
、
八
山
上
の
垂
訓
Ｖ
の
実
行
可

能
な
世
界
の
現
成
と
い
っ
た
理
念
的
な
「
恩
恵
」
で
あ
る
以
前
に
、
端
的
に
「
永

（
則
）

久
に
別
れ
た
り
と
思
ひ
し
愛
人
と
再
び
相
会
す
る
」
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
っ
て

よ
い
。
内
村
は
娘
の
墓
石
に
「
再
た
あ
ふ
日
ま
で
」
と
刻
ん
だ
が
、
彼
の
八
再

臨
Ｖ
信
仰
は
ま
さ
に
こ
の
こ
と
を
切
実
に
「
待
望
」
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
の

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
い
わ
ば
直
情
的
と
も
い
え
る
八
再
臨
Ｖ
へ
の
期
待
は
、
キ

リ
ス
ト
の
八
再
臨
Ｖ
に
よ
っ
て
ひ
と
が
「
義
の
星
を
戴
く
」
よ
う
に
な
る
こ
と

と
必
ず
し
も
矛
盾
し
な
い
・
天
野
貞
祐
は
「
早
世
し
た
愛
嬢
の
墓
銘
と
し
て
『
再

た
あ
ふ
日
ま
で
』
と
い
ふ
一
句
を
え
ら
ば
れ
た
一
つ
の
行
為
に
於
て
、
我
々
は

先
生
の
信
仰
、
情
熱
、
詩
人
的
性
格
、
要
す
る
に
先
生
の
全
人
格
を
把
握
し
う

（
理
）

る
と
思
ふ
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
内
村
の
信
仰
に
お
い
て
、
再
び
娘
と
会
う
こ

と
と
「
天
国
」
の
八
義
Ｖ
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
と
は
分
け
難
く
重
な
り
合
う、

こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
死
な
れ
た
も
の
に
と
っ
て
理

〃
リ
ア
ー

不
尽
（
カ
オ
ス
）
で
あ
る
死
を
、
な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で
解
決
す
る
も
の
と
い

う
点
で
、
人
間
に
は
不
明
瞭
で
あ
る
八
義
Ｖ
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
い
う
事
態

と
重
な
る
か
ら
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
内
村
に
と
っ
て
信
仰
と
い
う
八
義
Ｖ
は
、
こ
の
よ
う
に
さ
ま
ざ

ま
な
内
実
を
含
玖
な
が
ら
、
キ
リ
ス
ト
の
八
再
臨
Ｖ
を
八
待
つ
Ｖ
こ
と
で
あ
っ

た
と
い
え
よ
う
。
彼
は
、
性
急
に
正
し
い
行
な
い
を
為
す
こ
と
や
、
い
ま
こ
こ

で
娘
の
死
に
憤
り
、
娘
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
こ
と
を
諦
め
、
キ
リ
ス
ト
が
八

再
臨
Ｖ
し
、
す
べ
て
を
明
ら
め
て
く
れ
る
と
き
を
八
待
つ
Ｖ
と
い
う
こ
と
に
ひ

と
の
八
義
Ｖ
ｌ
神
と
の
微
か
な
接
点
を
認
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

我
等
は
信
仰
に
由
て
救
は
れ
る
の
で
あ
る
、
又
信
仰
に
於
て
救
は
れ
る
の

で
あ
る
、
我
等
は
今
救
は
れ
る
の
で
は
な
い
、
後
に
救
は
れ
る
と
信
ず
る

の
で
あ
る
、
即
ち
信
仰
に
於
て
救
は
れ
る
の
で
あ
る
、
既
に
救
は
れ
た
の

で
は
な
い
、
救
は
れ
る
と
信
ず
る
の
で
あ
る
、
即
ち
救
抵
と
は
約
束
の
こ

（
羽
）

と
で
あ
っ
て
現
実
の
こ
と
で
は
な
い

「
救
猛
」
は
神
が
「
恩
恵
」
と
し
て
八
わ
た
く
し
Ｖ
に
保
証
し
た
約
束
で
あ

一
五
四



り
、
し
た
が
っ
て
八
待
つ
Ｖ
こ
と
が
八
義
Ｖ
で
あ
る
こ
と
を
内
村
は
確
信
し
て

い
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
い
わ
ば
期
限
な
し
の
「
約
束
」
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も

「
現
世
」
を
超
越
し
た
「
天
国
」
が
具
現
し
た
と
き
に
実
現
す
る
も
の
で
あ
り
、

「
現
世
」
の
延
長
線
上
に
期
待
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
内

村
の
八
待
つ
Ｖ
と
い
う
信
仰
の
姿
勢
は
、
現
実
的
、
あ
る
い
は
「
現
世
」
的
に

は
、
ほ
ぼ
絶
望
的
な
土
台
の
上
に
成
り
立
っ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
諦
念
に
貫

か
れ
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
内
村
に
お
い
て
「
罪
人
」
で
あ
る
こ
と

と
八
再
臨
Ｖ
を
八
待
つ
Ｖ
こ
と
と
が
同
時
に
成
立
し
て
い
る
の
は
こ
の
た
め
で

あ
る
。と

こ
ろ
で
、
以
上
の
よ
う
な
八
待
つ
Ｖ
は
、
次
の
よ
う
な
八
待
つ
Ｖ
で
も
あ

る
。

た
れ

（
別
）

余
は
真
理
の
種
を
地
に
投
じ
、
永
久
に
其
成
長
を
待
つ

内
村
に
と
っ
て
八
記
憶
Ｖ
を
維
持
し
つ
つ
八
待
つ
Ｖ
と
い
う
こ
と
は
拱
手
し

て
八
待
つ
Ｖ
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
手
を
拱
い
て
い
る
こ
と
は
八
記
憶
Ｖ
を
薄

れ
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
八
記
憶
Ｖ
を
維
持

し
つ
つ
八
待
つ
Ｖ
と
は
、
自
ら
能
動
的
に
「
真
理
の
種
を
地
に
投
じ
」
つ
つ

八
待
つ
Ｖ
こ
と
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
伝
道
し
つ
つ
八
待
つ
Ｖ
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
こ
で
次
に
、
こ
の
内
村
の
伝
道
し
つ
つ
八
待
つ
Ｖ
と
い
う
姿
勢
に
つ
い

て
、
と
り
わ
け
対
他
者
と
の
か
か
わ
り
を
中
心
に
見
て
み
た
い
。

仏
教
の
用
語
で
あ
る
「
厭
離
機
士
、
欣
求
浄
土
」
を
内
村
は
キ
リ
ス
ト
教
的

に
解
釈
し
て
「
汝
等
既
に
キ
リ
ス
ト
と
偕
に
甦
り
た
れ
ば
天
に
在
る
も
の
を
求

（
お
）

む
く
し
…
…
地
に
在
る
も
の
を
念
ふ
く
か
ら
ず
」
と
し
て
い
る
。
内
村
に
と
つ

Ⅲ
「
人
を
見
る
を
要
せ
ず
」
Ｉ
内
村
の
伝
道

て
八
待
つ
Ｖ
姿
勢
が
直
接
に
は
神
と
接
し
な
い
あ
り
か
た
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、

神
に
向
か
わ
ず
ひ
と
に
向
か
う
と
い
う
方
向
転
換
は
決
し
て
図
ら
れ
な
か
っ

た
。
彼
は
一
貫
し
て
ひ
と
の
な
か
に
あ
っ
て
、
し
か
し
、
常
に
ひ
と
り
立
つ
、

「
独
立
」
を
主
張
し
て
い
る
。

無
論
、
そ
れ
は
、
内
村
が
「
人
と
交
は
る
」
こ
と
そ
の
も
の
を
拒
絶
し
て
い

た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
「
独
立
」
は
決
し
て
「
孤
独
」
で
は
な
い
。
む
し

（
妬
）

ろ
「
最
も
悲
む
べ
き
孤
独
」
を
脱
す
る
可
能
性
を
神
に
お
い
て
瞥
見
せ
し
め
ら

れ
た
た
め
に
、
彼
自
身
は
神
を
介
在
さ
せ
る
方
法
に
収
数
す
る
こ
と
で
ひ
と
と

（
”
）

の
「
交
際
」
を
求
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
内
村
は
い
わ
ゆ
る
「
不
敬
事
件
」
に
よ
る
第
一
高
等
学
校

か
ら
の
事
実
上
の
解
任
や
、
数
々
の
弟
子
の
離
反
な
ど
、
現
実
的
に
は
自
ら
が

常
に
「
孤
独
」
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
。
彼
は
「
我
が
自
身
の
心
す
ら
我
は

之
を
知
る
こ
と
の
出
来
な
い
者
で
あ
り
ま
す
、
況
し
て
他
人
の
心
を
や
で
す
、

之
を
知
る
は
宇
宙
の
奥
義
を
知
る
よ
り
も
難
い
事
で
あ
り
ま
し
て
全
能
の
神
に

（
肥
）

あ
ら
ざ
れ
ぱ
決
し
て
量
り
知
る
こ
と
の
出
来
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
語

る
。
こ
う
し
た
思
い
の
先
に
、
と
き
と
し
て
彼
は
「
世
に
我
よ
り
外
に
人
が
あ

（
釣
）
（
釦
）

る
と
思
ふ
の
が
抑
々
堕
落
の
始
め
で
あ
る
」
あ
る
い
は
「
人
を
見
る
を
要
せ
ず
」

と
す
ら
語
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
内
村
は
「
他
人
」
と
の
接
点
を
い
っ
た
ん
失
っ

て
い
る
と
も
見
え
る
。
「
他
人
の
心
」
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
述
べ
て
い

る
の
は
、
無
論
先
の
「
現
世
」
の
カ
オ
ス
性
Ｉ
人
間
の
「
罪
」
と
い
う
事
態

と
か
か
わ
っ
て
い
る
が
、
内
村
の
信
仰
に
お
け
る
「
孤
独
」
は
、
実
験
し
た
「
歓

喜
」
が
「
他
人
」
に
伝
わ
ら
な
い
と
い
う
経
験
に
よ
っ
て
実
感
さ
れ
た
と
い
う

面
を
も
っ
て
い
る
。
弟
子
ら
と
の
決
別
、
有
島
武
郎
、
志
賀
直
哉
ら
文
学
者
の

離
反
、
こ
れ
ら
は
内
村
に
伝
道
者
と
し
て
伝
え
る
こ
と
の
困
難
さ
を
痛
感
さ
せ
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た
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
と
す
れ
ば
、
な
に
ゆ
え
「
人
を
見
る
を
要
せ
ず
」
と
述
べ
た
者
が
、

に
も
か
か
わ
ら
ず
「
他
人
」
に
語
る
と
い
う
伝
道
と
い
う
営
み
に
携
わ
っ
て
い

た
の
か
が
あ
ら
た
め
て
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

彼
は
、
自
ら
が
語
る
の
は
「
黙
す
る
に
は
余
り
に
嬉
し
く
あ
る
」
ゆ
え
に
「

ひ
ば
り
さ
へ
づ

（
別
）

雲
雀
が
噛
る
が
如
く
、
人
が
聴
く
聴
か
ざ
る
に
関
せ
ず
語
る
」
の
だ
と
い
う
。
「
天

国
」
の
八
義
Ｖ
の
八
記
憶
Ｖ
の
あ
る
限
り
語
ろ
う
と
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
自
体
が

枯
渇
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
自
ら
「
罪

人
の
首
」
と
称
し
た
こ
と
な
ど
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
内
村
の
伝
道
が
、
単
に

自
ら
語
る
ご
と
き
ナ
イ
ー
ブ
な
「
雲
雀
」
の
「
噂
」
り
で
し
か
な
か
っ
た
と
は

考
え
に
く
い
。
と
す
れ
ば
、
内
村
に
と
っ
て
語
る
と
い
う
こ
と
は
ど
の
よ
う
な

行
為
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
か
。

余
は
唯
福
音
を
唱
へ
得
る
の
み
、
而
し
て
之
を
以
て
余
自
身
救
は
れ
な

（
鉈
）

が
ら
之
を
し
て
世
を
救
は
し
め
ん
の
み

我
は
天
よ
り
降
り
給
ひ
し
神
の
子
イ
エ
ス
に
就
て
語
ら
ん
と
欲
す
、
而

み
づ

（
調
）

し
て
彼
に
就
て
語
て
我
は
自
か
ら
語
て
自
か
ら
教
へ
ら
れ
ん
と
欲
す

つ
ま
り
、
内
村
に
と
っ
て
語
る
こ
と
は
「
余
自
身
救
は
れ
」
「
自
か
ら
教
へ

ら
れ
」
る
こ
と
で
あ
り
、
彼
は
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
信
仰
と
い
う
八
義
Ｖ
を

確
認
し
味
わ
い
直
そ
う
と
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

は
じ
め
て
自
ら
と
神
と
の
連
な
り
が
持
続
さ
れ
得
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

「
他
人
」
を
失
い
、
神
か
ら
離
れ
た
カ
オ
ス
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
痛
感
す

る
「
罪
人
」
に
と
っ
て
、
唯
一
「
恩
恵
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
一
繧
の
望
承
に

綴
っ
て
自
ら
の
信
仰
を
味
わ
い
続
け
る
以
外
、
な
す
べ
き
こ
と
は
な
い
と
感
じ

ら
れ
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
彼
の
伝
道
は
、
彼
の
覚
悟
に
お
い
て
は
、
直
接
的
に
は
「
他
人
」

の
救
い
に
は
結
び
つ
か
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
「
余
は
人
を
救
ひ
、
人
を
恵
ま

（
別
）

ん
と
す
る
の
希
望
を
断
念
し
た
」
、
あ
る
い
は
ま
た
、
伝
道
は
聞
き
手
の
「
壕
を

開
」
こ
う
と
す
る
こ
と
で
も
「
済
度
」
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
も
な
い
と
内
村

は
は
っ
き
り
述
べ
て
い
る
。
「
詮
ず
る
所
、
基
督
教
の
伝
道
な
る
者
は
人
を
目

（
弱
）

的
と
す
る
伝
道
で
は
」
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
信
仰
と
い
う
八
義
Ｖ
の
味
わ
い
直
し
は
ひ
と
に
向
け
ら

れ
た
。
一
方
で
「
自
か
ら
語
て
自
か
ら
教
」
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な

い
伝
道
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
が
「
現
世
」
に
あ
り
得
る
唯
一
の
八
義
Ｖ
で
あ

る
の
な
ら
、
そ
れ
が
同
時
に
自
分
自
身
以
外
の
「
他
人
」
の
八
義
Ｖ
で
も
あ
る

と
い
う
可
能
性
に
つ
い
て
彼
は
予
想
し
、
予
感
し
た
。
一
方
的
に
言
葉
を
発
す

る
だ
け
の
伝
道
で
あ
り
な
が
ら
、
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
共
感
者
を
持
ち
得
る
と

い
う
手
応
え
を
感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

私
共
予
定
を
信
ず
る
者
は
信
者
を
作
く
る
た
め
に
伝
道
は
致
し
ま
せ

ん
が
、
然
か
し
信
者
を
発
見
す
る
た
め
に
は
熱
心
を
以
て
之
に
従
事
致
し

（
郡
）

ま
す

あ
る
い
は
、
「
隠
語
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
の
「
恩
恵
」
に

（
師
）

あ
ず
か
っ
た
者
は
伝
道
者
の
「
隠
語
」
を
理
解
し
得
る
の
だ
と
も
述
べ
て
い
る
。

（
胡
）

（
胡
）

こ
の
よ
う
な
共
感
者
を
、
彼
は
「
兄
弟
」
と
も
「
友
」
と
も
呼
ん
で
い
る
が
、
し

（
柵
）

か
し
無
論
、
そ
れ
は
「
隠
語
」
を
語
り
冷
開
言
鴨
ｇ
ｏ
ご
吋
里
喧
呂
の
巨
富
を

む
さ
ぼ
る
と
い
っ
た
意
味
で
の
閉
鎖
的
な
共
同
体
を
意
図
し
た
も
の
で
は
な

い
。
彼
は
閉
鎖
的
で
内
部
充
足
的
な
教
会
組
織
を
日
○
ご
匙
尉
巴
喧
◎
の
ご
「
病

的
な
宗
教
性
」
、
閉
昌
言
ｇ
三
○
言
厨
吾
邑
ご
「
感
傷
的
基
督
教
」
な
ど
と
呼

（
伽
）

ん
で
嫌
悪
し
て
い
る
。
そ
の
点
を
確
認
し
た
う
え
で
な
お
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
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内
村
は
、
キ
リ
ス
ト
の
「
恩
恵
」
に
あ
ず
か
っ
た
者
で
あ
れ
ば
、
八
再
臨
Ｖ
を

八
待
つ
Ｖ
こ
と
な
く
、
い
ま
こ
こ
で
内
村
の
言
葉
を
理
解
で
き
る
は
ず
で
あ
る

と
い
う
確
信
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
「
罪
」
の
状
態
に
あ
り

（
他
）

な
が
ら
、
言
葉
で
人
間
同
士
が
結
ば
れ
得
る
と
い
う
確
信
で
あ
る
。
同
時
に
、

共
感
の
な
い
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
者
に
「
恩
恵
」
の
く
だ
る
こ
と
を
八
待

つ
Ｖ
以
外
な
い
と
考
え
た
。
そ
れ
は
「
未
来
を
知
り
」
内
村
と
「
目
的
を
共
に
」

（
妃
）

す
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
、
相
手
が
「
恩
恵
」
を
受
け
、
内
村
と
と
も
に
八
待

つ
Ｖ
よ
う
に
な
る
こ
と
に
共
感
の
可
能
性
を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
ず

れ
に
せ
よ
、
彼
が
自
ら
の
語
る
言
葉
自
体
に
疑
い
を
抱
い
て
い
な
い
、
む
し
ろ

そ
れ
を
「
真
理
の
種
」
と
信
じ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
内
村
の
伝
道
者
と
し
て
の
使
命
は
、
「
隠
語
」
を
語
る

「
予
定
」
さ
れ
た
者
た
ち
の
閉
鎖
的
な
交
遊
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
以
外
の

言
葉
の
通
じ
な
い
者
に
向
き
合
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
彼
の
自
覚
的
な
選
択

で
も
あ
っ
た
・
内
村
は
伝
道
者
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
言
論
の
徒
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
言
論
が
通
じ
な
い
と
い
う
事
態
こ
そ
を
真
の
伝
道
で
あ
る
と
認
め
、
そ
の

と
お
り
に
彼
は
通
じ
な
い
者
の
な
か
で
言
論
者
と
し
て
の
居
場
所
を
喪
っ
て
い

く
Ｏ

「
つ
ね
に
積
極
的
に
『
何
物
か
た
ら
ん
』
と
し
た
」
内
村
は
、
つ
い
に
は
「
近

（
判
）

代
日
本
の
な
か
で
」
弓
何
物
』
で
も
な
い
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
」
。

彼
は
伝
道
者
と
し
て
信
仰
を
語
り
つ
づ
け
た
。
し
か
し
「
現
世
」
的
に
は
通
じ

な
い
者
が
大
部
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
彼
の
「
現
世
」
的
に
「
何
者
か
」

（
鴨
）

で
あ
る
こ
と
を
難
く
し
て
い
っ
た
。
内
村
は
と
き
に
「
自
我
に
死
す
る
」
と
語

る
。
こ
の
こ
と
は
第
一
義
的
に
は
八
す
で
に
わ
れ
生
け
る
に
あ
ら
ず
基
督
我
に

（
妬
）

あ
り
て
生
け
る
な
り
Ｖ
と
い
う
事
態
お
よ
び
そ
の
「
歓
喜
」
を
指
し
て
い
る
が
、

し
か
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
は
同
時
に
無
尽
の
苦
し
み
と
し
て
の
八
死
Ｖ

を
も
指
し
て
い
る
。
旧
約
の
預
言
者
に
触
れ
た
次
の
よ
う
な
一
文
が
あ
る
。

み
こ
こ
ろ

神
が
預
言
者
を
以
っ
て
其
聖
意
を
民
に
伝
へ
給
う
た
所
で
民
が
之
に
耳

を
傾
け
な
い
事
は
確
か
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
場
合
に
於
て
彼
等
が
預

言
者
の
言
を
聴
い
て
救
は
れ
た
場
合
は
一
も
な
い
。
預
言
者
は
神
に
代
り

む
く
ひ

て
語
り
し
報
と
し
て
石
に
て
撃
た
れ
、
十
字
架
に
釘
け
ら
る
上
が
常
で
あ

（
仰
）

つ
た
。

預
言
者
は
神
に
つ
い
て
語
る
と
き
「
石
に
て
撃
た
れ
、
十
字
架
に
釘
け
ら
る

上
が
常
」
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
語
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
の
が
、
彼
ら

（
岨
）

の
い
わ
ば
宿
命
で
あ
っ
た
。
内
村
は
自
ら
を
預
言
者
に
な
ぞ
ら
え
る
。
先
に
内

村
が
「
黙
す
る
に
は
余
り
に
嬉
し
く
あ
る
」
か
ら
語
る
の
だ
と
述
べ
た
こ
と
に

触
れ
た
が
、
し
か
し
同
時
に
彼
は
「
余
は
好
ん
で
基
督
教
の
伝
道
師
と
成
る
こ

（
相
）

と
は
出
来
な
い
」
、
あ
る
い
は
「
神
に
強
ひ
ら
れ
て
止
む
を
得
ず
し
て
伝
道
す
る

（
和
）

を
得
る
」
等
々
と
伝
道
の
苦
を
も
語
っ
て
い
る
。
内
村
は
先
の
預
言
者
の
文
章

に
つ
づ
け
て
、
「
ど
う
せ
聴
か
れ
な
い
も
の
な
ら
ば
告
げ
ざ
る
に
如
か
ず
で
な

い
乎
」
と
自
問
し
、
次
の
よ
う
に
そ
れ
に
自
答
し
て
い
る
。

然
か
し
爾
う
で
は
な
い
、
聴
か
れ
ず
と
も
告
ぐ
る
必
要
が
あ
る
。
．
…
：

聴
か
る
上
事
は
千
中
一
な
り
と
雛
も
真
理
は
之
を
告
ぐ
る
の
必
要
が
あ

る
。
前
以
っ
て
学
び
し
真
理
の
実
現
を
見
て
人
は
そ
の
真
理
な
る
を
知
る

の
で
あ
る
。
未
だ
曾
っ
て
聞
き
し
事
な
き
真
理
は
、
そ
れ
が
実
験
と
し
て

（
別
）

現
は
る
坐
時
に
之
を
真
理
と
し
て
認
む
る
事
が
出
来
な
い
。

「
真
理
」
に
つ
い
て
「
前
以
っ
て
学
」
ぶ
こ
と
が
、
「
実
現
」
に
先
立
っ
て

必
要
で
あ
る
と
内
村
は
述
べ
る
。
彼
の
伝
道
の
目
的
は
「
済
度
」
で
は
な
い
が
、

言
葉
の
通
じ
な
い
者
に
と
っ
て
の
言
葉
の
価
値
は
こ
こ
に
こ
そ
あ
る
と
考
え
ら
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れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
聴
か
れ
ず
と
も
告
ぐ
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
身
は
聴
き
手
の
な
か
で
共

ひ
と

感
者
を
失
っ
て
孤
立
す
る
。
そ
の
よ
う
な
伝
道
を
内
村
は
「
他
の
た
め
に
、
或

ひ
と

く
る

ひ
と

に
な

（
犯
）

ひ
は
他
に
代
て
苦
し
」
み
、
「
他
に
代
て
其
罪
を
担
」
う
「
犠
牲
」
で
あ
る
と
了

解
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
神
と
ひ
と
と
の
乖
離
の
自
覚
を
彼
が
一
身
に
引
き
受

け
て
い
る
と
い
う
事
態
を
指
す
。
こ
こ
で
「
其
罪
」
と
は
聴
か
な
い
者
の
性
の

こ
と
で
は
な
い
。
「
罪
」
と
は
、
む
し
ろ
神
の
八
義
Ｖ
を
．
瞥
」
し
た
内
村

自
身
が
、
彼
ら
と
神
と
の
隔
絶
を
、
言
葉
が
通
じ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
痛
感
し

て
い
る
そ
の
状
態
を
指
す
の
で
あ
る
。
内
村
は
そ
の
彼
ら
と
同
じ
側
で
あ
る
神

と
乖
離
し
た
「
現
世
」
に
立
ち
な
が
ら
、
聴
き
入
れ
ら
れ
な
い
八
義
Ｖ
を
語
る

ゆ
え
に
「
現
世
」
の
側
か
ら
も
、
神
の
側
か
ら
も
、
孤
立
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。

神
に
よ
る
「
報
と
し
て
」
ひ
と
か
ら
「
石
に
て
撃
た
れ
、
十
字
架
に
釘
け
ら
」

れ
る
と
い
う
の
は
こ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

、
、
、
、
、

内
村
に
は
、
伝
道
が
結
果
と
し
て
聴
き
手
の
「
済
度
」
に
結
び
つ
く
で
あ
ろ

う
こ
と
は
予
測
し
得
た
。
そ
れ
ゆ
え
そ
の
方
面
か
ら
伝
道
を
論
じ
る
こ
と
も
あ

っ
た
。
し
か
し
再
度
確
認
し
て
お
け
ば
、
「
済
度
」
そ
の
も
の
が
内
村
の
伝
道

の
目
的
で
は
な
い
の
で
、
彼
は
そ
の
よ
う
な
成
果
を
伝
道
を
は
じ
め
た
あ
と
に

、
、
、
、
、

い
わ
ば
余
緑
と
し
て
発
見
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
彼
は
聴
き
手

の
存
在
す
ら
伝
道
の
過
程
で
見
出
し
た
の
で
あ
り
、
原
点
に
立
ち
戻
れ
ば
、
彼

は
や
は
り
神
と
乖
離
し
た
「
罪
人
」
で
あ
り
、
独
り
立
ち
、
八
待
Ｖ
っ
て
い
る

こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

内
村
は
、
同
時
代
人
同
様
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
他
者
と
相
容
れ
な
い
自

己
を
抱
え
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
う
え
で
神
と
の
関
係
、
延
い
て
は
他
者
と
の

関
係
を
求
め
た
。
「
罪
人
の
首
」
と
称
し
、
「
世
に
我
よ
り
外
に
人
が
あ
る
と
思

ふ
の
が
抑
々
堕
落
の
始
め
で
あ
る
」
と
語
る
と
き
、
内
村
が
神
と
も
ひ
と
と
も

容
易
に
関
係
を
持
ち
得
な
か
っ
た
こ
と
を
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意

味
で
は
彼
も
ま
た
近
代
人
に
通
有
の
い
わ
ゆ
る
煩
悶
状
況
に
あ
っ
た
と
い
っ
て

よ
い
。し

か
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
内
村
が
近
代
と
か
け
離
れ
て
い
る
点
が
あ
る

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
八
待
つ
Ｖ
と
い
う
一
点
に
お
い
て
で
あ
り
、
ま
た
彼
が
そ

れ
に
耐
え
得
た
と
い
う
一
点
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
で
彼
は
他
の
近

代
人
と
は
大
き
く
隔
た
っ
て
い
る
。
八
待
つ
Ｖ
と
い
う
こ
と
は
な
に
か
八
待

つ
Ｖ
こ
と
を
許
す
よ
う
な
保
証
・
根
拠
を
得
て
い
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

し
か
し
八
待
つ
Ｖ
と
い
う
こ
と
の
実
質
的
な
意
味
は
、
あ
る
べ
き
状
況
を
夢
み

る
と
い
う
以
前
に
、
お
そ
ら
く
、
現
に
今
あ
る
こ
の
状
況
に
耐
え
る
と
い
う
こ

と
の
ほ
う
に
あ
る
の
で
あ
る
。
自
己
を
超
越
し
、
神
、
あ
る
い
は
ま
た
他
者
と

和
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
状
況
に
耐
え
つ
つ
、
彼
は
独
り
八
待
Ｖ
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。

さ
て
、
内
村
の
八
待
Ｖ
ち
つ
つ
語
る
と
い
っ
た
伝
道
の
言
葉
は
近
代
日
本
に

お
い
て
一
体
い
か
な
る
意
義
を
も
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
の
言
葉
は
自
ら
明

ら
め
、
諦
め
て
い
た
ご
と
く
容
易
に
は
聴
き
手
の
回
心
の
契
機
と
な
ら
な
か
っ

た
と
い
っ
て
よ
い
。
だ
が
、
単
に
ご
く
稀
に
少
数
者
の
回
心
の
手
助
け
に
な
っ

た
と
い
う
程
度
の
問
題
で
な
く
、
そ
れ
相
応
の
影
響
力
が
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ

も
内
村
鑑
三
と
い
う
名
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
後
世
に
残
る
こ
と
す
ら
あ
り
得
な

い
で
あ
ろ
う
。
「
前
以
っ
て
学
び
し
真
理
」
と
し
て
や
が
て
効
を
奏
す
る
と
い

う
内
村
の
迂
遠
な
思
惑
と
は
別
に
、
キ
リ
ス
ト
の
「
恩
恵
」
以
前
に
聴
き
手
が
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直
接
に
、
彼
の
独
り
八
待
つ
Ｖ
と
い
う
信
仰
姿
勢
、
ま
た
、
そ
の
伝
道
の
言
葉

か
ら
受
け
取
り
得
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
一
体
何
で
あ
ろ
う
か
。

あ
る
い
は
そ
れ
は
、
彼
の
信
仰
と
言
葉
と
は
否
定
し
得
な
い
も
の
Ｉ
八
な
に

（
認
）

か
本
当
の
こ
と
Ｖ
ｌ
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
羨
望
の
念
に
近
い
動
揺
で

あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
内
村
自
身
と
彼
の
語
る
神
と
を
懸
命
に
否
定
す
る
と

い
う
こ
と
自
体
が
、
彼
の
信
仰
と
言
葉
が
否
定
す
る
者
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
ー
を
揺
る
が
せ
て
い
る
こ
と
の
証
し
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
い
わ
ば
は

っ
き
り
と
し
た
八
異
物
感
Ｖ
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
、
聴
き
手
、
ま
た
近
代

日
本
と
い
う
時
代
の
内
村
の
言
葉
へ
の
偽
ら
ざ
る
実
感
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

「
一
国
民
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
、
一
人
の
人
間
と
雌
も
、
一
日
に
て
回
心
せ

し
め
ら
る
べ
き
も
の
と
信
ず
る
勿
れ
。
真
の
意
味
に
於
け
る
回
心
は
、
数
世
紀

（
別
）

の
事
業
で
あ
る
。
」
と
内
村
は
語
っ
た
。
当
時
多
く
見
ら
れ
た
内
村
へ
の
接
近

と
離
反
は
、
内
村
の
キ
リ
ス
ト
教
が
真
に
定
着
し
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
が
、
同
時
に
日
本
近
代
に
お
け
る
内
村
の
八
異
物
Ｖ
と
し
て
の
存
在
・
力
の

大
き
さ
を
物
語
っ
て
も
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
八
異
物
感
Ｖ
も
一
種

の
受
容
で
あ
る
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
近
代
日

本
と
い
う
段
階
に
お
け
る
内
村
の
伝
道
の
成
果
は
、
そ
こ
に
こ
そ
認
め
ら
れ
る

べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
が
そ
の
後
の
日
本
に
お
い
て
、
何
ら
か
の
変
容
を

経
る
に
し
て
も
、
よ
り
深
く
、
あ
る
い
は
よ
り
内
村
的
に
受
容
さ
れ
て
き
た
の

か
、
ま
た
こ
れ
か
ら
受
容
さ
れ
て
い
く
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
内
村
以

後
半
世
紀
た
っ
た
い
ま
、
あ
ら
た
に
問
わ
れ
て
し
か
る
べ
き
問
題
で
あ
る
の
か

も
し
れ
な
い
。

か
し
ら

（
１
）
「
罪
人
の
首
」
明
治
釣
年
・
全
集
Ⅲ
巻
ロ
霊

（
２
）
「
天
国
の
ユ
ち
蝉
」
明
治
弱
年
・
全
集
ｎ
巻
口
・
雪
四

体
験
の
具
体
的
な
ビ
ジ
ョ
ン
を
内
村
は
詳
細
に
語
る
こ
と
を
し
な
い
が
、

こ
の
こ
と
は
無
論
彼
に
そ
の
よ
う
な
体
験
の
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る

も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
「
天
国
の
一
瞥
」
は
、
い
わ
ゆ
る
神
秘

体
験
の
よ
う
な
劇
的
な
回
心
の
体
験
を
語
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
意
味

で
内
村
が
そ
の
よ
う
な
劇
的
な
か
た
ち
で
の
回
心
を
経
験
し
な
か
っ
た
と

は
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

（
３
）
「
キ
リ
ス
ト
信
徒
と
社
会
改
良
」
明
治
別
年
・
全
集
９
巻
己
函
霊

（
４
）
明
治
朗
年
・
全
集
３
巻
所
収

（
５
）
「
天
国
は
畑
に
蔵
れ
た
る
宝
の
如
し
、
人
、
君
出
さ
ば
之
を
秘
し
、
喜

も
ち
も
の

び
帰
り
、
其
所
有
を
尽
く
売
り
て
そ
の
畑
を
買
ふ
な
り
と
（
馬
太
伝
十
三

ふ
こ
と
ば

章
四
十
四
節
）
、
私
に
は
今
此
聖
語
の
意
味
が
能
く
解
り
ま
す
、
私
は
蔵

み

れ
た
る
宝
を
確
か
に
看
出
し
た
と
思
ひ
ま
す
、
然
か
し
ま
だ
全
く
之
を
私

の
所
有
と
す
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
、
私
は
一
度
か
二
度
、
又
は
数
回
之

を
見
た
計
り
で
あ
り
ま
す
」

（
「
余
の
今
日
の
祈
願
」
明
治
弱
年
・
全
集
圃
巻
Ｐ
器
？
己

（
６
）
「
現
世
の
道
徳
で
は
な
い
、
天
国
の
道
徳
で
あ
る
、
信
者
の
国
（
社
会
）

な
る
天
国
に
於
て
の
み
行
は
る
塁
道
徳
で
あ
る
、
所
謂
『
山
上
の
垂
訓
』

を
イ
エ
ス
の
宣
く
給
ひ
し
人
類
の
一
般
道
徳
と
見
て
其
不
可
能
事
た
る
は

何
人
が
見
て
も
明
か
で
あ
る
、
此
事
を
心
に
留
め
ず
し
て
、
山
上
の
垂
訓

註
（
全
集
か
ら
の
引
用
は
「
内
村
鑑
三
全
集
』
岩
波
書
店
・
昭
和
弱
～
朗
年

版
に
よ
る
）
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は
イ
エ
ス
の
宣
く
し
道
徳
な
る
が
故
に
、
人
は
何
人
も
之
を
実
行
す
べ
し

と
言
ふ
は
無
理
を
言
ふ
の
で
あ
る
」

（
「
山
上
の
垂
訓
に
就
て
」
大
正
３
年
・
全
集
加
巻
ロ
麗
巴

（
７
）
註
６
参
照
。

（
８
）
註
６
参
照
。

（
９
）
「
人
の
善
悪
」
明
治
“
年
・
全
集
岨
巻
己
』
囲

（
Ⅲ
）
の
ち
に
見
る
信
仰
の
八
義
Ｖ
を
善
と
見
た
場
合
に
は
、
不
信
が
悪
と
位

置
付
け
ら
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
。

も
と

た
し
か

（
Ⅱ
）
「
我
が
祈
求
む
る
物
を
予
へ
ら
る
皇
事
、
是
れ
慥
に
恩
恵
で
あ
る
、
乍

も
と

然
恩
恵
は
之
に
止
ら
な
い
、
我
が
祈
求
む
る
者
を
約
束
せ
ら
れ
て
而
し
て

其
約
束
を
信
じ
得
る
の
心
を
予
へ
ら
る
上
こ
と
、
是
れ
亦
慥
に
恩
恵
で
あ

、
、
、
、

る
、
然
り
よ
り
高
き
よ
り
大
な
る
恩
恵
で
あ
る
」

（
「
信
仰
の
恩
恵
」
大
正
４
年
・
全
集
加
巻
ｐ
ご
己

（
胆
）
ロ
マ
書
・
３
章
川
節
。

（
昭
）
同
上
・
３
章
朗
節
。

（
Ｍ
）
「
義
と
す
る
の
力
」
明
治
仏
年
・
全
集
肥
巻
己
』
白

（
鳩
）
「
我
等
の
希
望
」
明
治
妬
年
・
全
集
的
巻
固
め

（
船
）
「
信
仰
の
恩
恵
」
大
正
４
年
・
全
集
盟
巻
己
唖
三

（
Ⅳ
）
彼
は
「
大
な
る
歓
喜
の
理
由
」
を
「
来
世
の
存
在
が
愈
々
明
か
に
成
っ

て
来
た
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
（
「
年
を
終
る
の
記
」
明
治
岨
年

・
全
集
Ⅳ
巻
Ｐ
二
）

（
肥
）
本
文
註
阻
の
引
用
を
参
照
。

（
岨
）
同
上
。

（
別
）
「
待
望
の
生
涯
」
明
治
判
年
・
全
集
肥
巻
己
』
急

（
別
）
「
…
歓
喜
の
極
と
は
永
久
に
別
れ
た
り
と
思
ひ
し
愛
人
と
再
び
相
会
す

る
の
機
会
が
あ
る
と
の
事
で
あ
る
、
之
れ
あ
る
を
知
り
て
人
生
に
悲
哀
は

絶
え
、
人
の
流
説
鱗
ぱ
悉
く
嫌
ひ
と
ら
る
上
の
で
あ
る
。
」

（
「
歓
喜
の
極
」
大
正
５
年
・
全
集
加
巻
Ｐ
産
巴

（
〃
）
天
野
貞
祐
「
先
生
の
追
憶
」
鈴
木
俊
郎
編
『
追
想
集
内
村
鑑
三
』
昭
和

９
年
・
岩
波
書
店
・
ロ
認

（
路
）
「
救
猛
の
信
仰
」
大
正
４
年
・
全
集
皿
巻
己
』
霊

（
別
）
「
進
化
論
」
大
正
Ⅱ
年
・
全
集
〃
巻
己
』
弓

（
閉
）
「
米
国
流
の
基
督
教
」
大
正
４
年
・
全
集
別
巻
ロ
署
、

（
恥
）
「
最
も
悲
む
べ
き
孤
独
」
明
治
師
年
・
全
集
Ⅲ
巻
己
心
盆

（
〃
）
註
茄
参
照
。

（
肥
）
「
他
人
を
議
す
る
の
罪
悪
」
明
治
別
年
・
全
集
９
巻
Ｐ
霊
山
ｇ

（
羽
）
「
緑
陰
独
語
」
明
治
刎
年
・
全
集
賜
巻
己
』
忠

（
別
）
「
真
の
交
際
」
明
治
“
年
・
全
集
肥
巻
ロ
全

（
別
）
「
語
る
理
由
」
明
治
“
年
・
全
集
肥
巻
や
色

（
胡
）
「
世
を
救
ふ
の
途
」
明
治
弱
年
・
全
集
Ⅲ
巻
己
』
誤

（
羽
）
「
教
師
に
あ
ら
ず
」
明
治
胡
年
・
全
集
旧
巻
ロ
誤

（
制
）
「
余
は
如
何
に
し
て
信
者
を
作
り
し
乎
」
明
治
羽
年
・
全
集
旧
巻

己
・
函
の
『

（
弱
）
「
若
し
基
督
教
の
伝
道
な
る
も
の
が
普
通
、
世
に
謂
ふ
所
の
伝
道
な
る

も
の
で
あ
り
ま
す
な
ら
ば
、
其
れ
は
予
定
の
信
仰
に
由
り
て
根
か
ら
絶
た

き
ま

れ
て
仕
舞
ふ
に
定
っ
て
居
り
ま
す
、
然
し
な
が
ら
基
督
教
の
伝
道
と
は
世

に
謂
ふ
と
こ
ろ
の
伝
道
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
是
れ
は
我
れ
智
者
に
し
て
彼

れ
愚
者
な
る
が
故
に
、
我
れ
彼
の
壕
を
開
き
呉
れ
ん
と
云
ふ
や
う
な
高
ぶ
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か
ん
が
へ
く

り
た
る
考
か
ら
来
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
又
、
我
れ
救
は
れ
て
彼
れ

堕
落
す
る
が
故
に
我
れ
彼
れ
を
済
度
し
呉
れ
ん
と
云
ふ
や
う
な
高
ぶ
り
た

せ
ん

る
慈
悲
心
よ
り
出
る
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
、
詮
ず
る
所
、
基
督
教
の
伝

道
な
る
者
は
人
を
目
的
と
す
る
伝
道
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
人
を
救
は
ん
と

す
る
の
が
基
督
教
伝
道
の
最
大
目
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」

（
「
予
定
の
教
義
」
明
治
師
年
・
全
集
皿
巻
ロ
岳
ご

（
鮒
）
「
予
定
の
教
義
」
註
弱
参
照
。
全
集
岨
巻
己
皀
麗

（
師
）
「
公
然
の
秘
密
」
明
治
邪
年
・
全
集
Ⅱ
巻
ロ
圏
Ｃ

（
犯
）
「
教
会
問
題
」
明
治
師
年
・
全
集
岨
巻
己
』
ご

（
胡
）
「
敵
と
味
方
」
明
治
弘
年
・
全
集
９
巻
己
晒
三

（
㈹
）
「
宗
教
的
談
話
の
御
馳
走
」
出
典
、
訳
同
上
。
原
文
は
第
３
巻
ロ
己
。

内
村
は
こ
の
言
葉
を
ご
く
否
定
的
に
用
い
て
い
る
。

（
伽
）
ゞ
国
。
葛
二
①
８
日
①
四
○
言
厨
吾
ご
ゞ
全
集
３
巻
所
収
・
日
。
ご
己
吊
僑
さ
巴
‐

弓
は
困
雪
、
靜
昌
言
ｇ
三
○
胃
璽
国
邑
昼
は
第
３
章
の
タ
イ
ト
ル
で
あ

る
。
明
治
肥
年
・
岩
波
文
庫
『
余
は
如
何
に
し
て
基
督
信
徒
と
な
り
し
乎
』

鈴
木
俊
郎
訳
。

（
岨
）
無
論
、
最
終
的
に
真
に
相
互
一
致
の
理
解
、
共
感
の
状
態
で
あ
る
か
否

か
の
判
断
・
相
互
の
確
認
は
こ
こ
で
は
保
留
さ
れ
て
い
る
。
相
互
の
共
感

を
真
に
認
め
る
こ
と
は
八
再
臨
Ｖ
時
に
持
ち
越
さ
れ
、
現
時
点
で
は
た
だ

そ
の
よ
う
な
可
能
性
を
信
じ
て
い
る
、
ま
た
信
じ
ら
れ
る
と
い
っ
て
い
る

に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
信
こ
そ
が
内
村
に
と
っ
て

ひ
と
つ
の
救
い
と
な
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
蛆
）
「
相
互
の
了
解
」
大
正
６
年
・
全
集
羽
巻
ロ
雪
？
岸

（
“
）
『
内
村
鑑
三
ｌ
偉
大
な
る
罪
人
の
生
涯
』
富
岡
幸
一
郎
著
・
リ
ブ
ロ

ポ
ー
ト
・
昭
和
開
年
・
ロ
雪

（
媚
）
「
質
問
の
数
々
」
大
正
２
年
・
全
集
灼
巻
己
函
合

（
輔
）
ガ
ラ
テ
ャ
書
・
２
章
別
節
。

（
岬
）
「
亜
塵
士
書
の
研
究
」
昭
和
４
年
・
全
集
舩
巻
ロ
ざ

（
蛆
）
内
村
は
聖
書
の
預
言
者
が
神
の
啓
示
に
よ
っ
て
神
の
名
で
語
る
よ
う
に

は
決
し
て
語
ら
な
か
っ
た
が
、
神
に
促
さ
れ
て
い
る
と
い
う
自
覚
は
も
っ

て
い
た
（
註
別
「
伝
道
の
強
行
」
参
照
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
が
信
仰
告

白
で
し
か
な
く
と
も
あ
る
意
味
で
近
代
に
お
け
る
預
言
者
的
存
在
と
い
っ

て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

（
伯
）
「
伝
道
師
た
る
こ
と
」
明
治
珊
年
・
全
集
Ⅱ
巻
ロ
凶
望

（
別
）
「
伝
道
の
強
行
」
明
治
蝸
年
・
全
集
Ⅳ
巻
ロ
函
念

（
別
）
「
亜
塵
士
書
の
研
究
」
昭
和
４
年
・
全
集
塊
巻
ロ
ざ

（
犯
）
「
伝
道
と
十
字
架
」
大
正
２
年
・
全
集
岨
巻
つ
お
ｍ

（
詔
）
無
論
信
仰
の
な
い
も
の
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
こ
そ
が
八
義
Ｖ
で
あ
る
と

は
、
決
し
て
言
え
な
い
に
せ
よ
、
で
あ
る
。

（
別
）
「
『
代
表
的
日
本
人
』
独
逸
語
版
賊
」
明
治
棚
年
。
こ
れ
は
明
治
柵
年
２

月
に
内
村
の
執
筆
し
た
英
文
を
も
と
に
、
ド
イ
ツ
語
訳
さ
れ
た
も
の
を
さ

ら
に
日
本
語
訳
し
た
も
の
と
い
わ
れ
る
。
全
集
３
巻
己
函
匡
解
題
参
照
。

（
お
茶
の
水
女
子
大
学
大
学
院
）

一
一
ハ
ー


