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は
じ
め
に

　

自
己
主
張
と
は
縁
が
薄
く
、
儒
教
の
絶
対
的
倫
理
・
道
徳
に
従
い

生
き
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
近
世
日
本
と
朝
鮮
王
朝（

�
）

の
女
性
達
は
両

国
の
散
文
に
多
様
な
側
面
か
ら
描
か
れ
て
い
る
。
殊
に
支
配
層
で
は

な
い
一
般
庶
民
層
の
女
性
像
は
日
本
で
は
浮
世
草
子
、
朝
鮮
王
朝
で

は
野
談（

�
）

と
呼
ば
れ
る
一
群
の
雑
話
集
か
ら
確
認
で
き
る
。
し
た
が
っ

て
、
浮
世
草
子
と
朝
鮮
王
朝
野
談
の
女
性
像
を
通
し
て
、
虚
構
の
中

の
特
殊
な
女
性
像
を
確
認
し
た
い
。
そ
の
小
さ
な
試
み
と
し
て
、
第

一
に
恋
に
生
き
る
女
性
像
を
描
い
た
井
原
西
鶴
の『
好
色
五
人
女
』（
貞

享
三
年
）、
笑
い
の
対
象
と
な
る
「
気
質
」
を
有
す
る
女
性
像
を
描
い

た
江
島
其
磧
の
『
世
間
娘
気
質
』（
享
保
二
年
）、
己
の
願
望
に
忠
実
な

女
性
像
を
描
い
た
上
田
秋
成
の
『
諸
道
聴
耳
世
間
猿
』（
明
和
三
年
）、

『
世
間
妾
形
気
』（
明
和
四
年
）
の
女
性
像
を
分
析
し
、
浮
世
草
子
に
お

い
て
描
か
れ
る
、
一
般
常
識
か
ら
は
到
底
想
像
で
き
な
い
虚
構
の
女

性
像
を
追
い
か
け
て
見
る
。
第
二
に
、
朝
鮮
王
朝
野
談
の
女
性
像
が

果
た
し
て
浮
世
草
子
の
女
性
像
と
ど
の
よ
う
な
点
で
類
似
し
、
ま
た

は
相
違
し
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
究
明
す

る
た
め
に
、
十
九
世
紀
に
完
成
さ
れ
た
『
青
邱
野
談（

3
）

』
の
女
性
像
を

具
体
的
に
分
析
し
た
い
。

　

右
の
検
討
に
入
る
前
に
、
近
世
日
本
と
朝
鮮
王
朝
の
女
性
達
を
観

念
上
で
支
配
し
て
い
た
儒
教
の
理
想
的
女
性
像
と
は
如
何
な
る
も
の

か
を
確
認
す
る
。
そ
の
理
想
的
女
性
像
と
作
品
中
の
女
性
像
の
差
異
、

ま
た
は
類
似
点
こ
そ
が
、
浮
世
草
子
と
朝
鮮
王
朝
野
談
に
登
場
す
る

女
性
達
の
意
味
を
示
唆
す
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

浮
世
草
子
と
朝
鮮
王
朝
野
談
の
女
性
像

高　
　

永
爛
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一
．
近
世
日
本
と
朝
鮮
王
朝
の
女
�
書

　

儒
教
の
影
響
の
下
、
近
世
日
本
と
朝
鮮
王
朝
両
国
の
女
性
認
識
は

ほ
ぼ
同
一
で
あ
っ
た
と
考
え
て
も
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
結
婚
前

に
は
両
親
に
従
い
、
結
婚
後
に
は
外
で
活
躍
す
る
男
性
に
代
わ
り
家

を
守
っ
て
、
夫
を
は
じ
め
と
す
る
夫
の
家
に
絶
対
的
に
従
う
こ
と
が

女
性
の
当
然
の
勤
め
で
あ
り
生
き
方
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
点

は
、『
和
俗
童
子
�
』（
宝
永
七
年
・
貝
原
益
軒
撰
作
）
の
五
巻
「
教
女

子
法（

4
）

」
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。
全
十
八
項
目
の
「
教
女
子
法
」
に
は
、

女
子
教
育
の
必
要
性
が
第
一
、
第
二
、
第
十
八
項
目
に
再
三
説
か
れ

て
い
る（

5
）

。
殊
に
第
二
項
目
で
は
「
女
子
を
そ
だ
つ
る
も
、
は
じ
め
は

大
よ
う
男
子
と
こ
と
な
る
事
な
し
。
女
子
は
他
家
に
ゆ
き
て
他
人
に

つ
か
う
る
も
の
な
れ
ば
、
こ
と
さ
ら
不
徳
に
て
は
、
舅
夫
の
心
に
か

な
い
が
た
し
。」
と
、
一
見
、
当
時
の
教
育
に
お
い
て
男
女
の
差
別
が

な
い
か
の
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
第
十
八
項
目
で
は

第
二
項
目
と
は
異
な
る
女
性
認
識
が
垣
間
見
ら
れ
る
の
で
こ
こ
で
確

認
し
た
い
。

　

故
に
女
子
は
、
男
子
に
く
ら
ぶ
る
に
、
智
す
く
な
く
し
て
、
目
の

前
な
る
し
か
る
べ
き
理
を
も
し
ら
ず
、
人
の
そ
し
る
べ
き
事
を
わ
き

ま
え
ず
、
わ
が
身
・
わ
が
夫
・
わ
が
子
の
わ
ざ
わ
い
と
な
る
べ
き
事

を
し
ら
ず
、（

6
）

　

こ
の
よ
う
に
「
教
女
子
法
」
か
ら
は
女
性
は
男
性
に
比
べ
愚
か
で

あ
る
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
一
方
、
朝
鮮
王
朝
に
も

女
�
書
が
多
々
あ
り
、
殊
に
�
民
正
音
創
造
以
降
は
ハ
ン
グ
ル
で
翻

訳
さ
れ
る
作
業
が
頻
繁
に
行
わ
れ
、
そ
の
代
表
的
な
作
品
と
し
て
は

宋
時
烈
（
一
六
〇
七
～
一
六
八
九
）
の
『
戒
女
書
』（
十
七
世
紀
半
推
定
）

が
あ
る
。
こ
れ
は
当
代
切
っ
て
の
鴻
儒
で
あ
っ
た
宋
時
烈
が
、
嫁
ぐ

長
女
の
た
め
に
執
筆
し
た
も
の
で
、
後
に
紹
介
す
る
十
八
世
紀
の
女

�
書
よ
り
は
幾
分
具
体
性
に
欠
け
観
念
的
で
あ
る
と
も
言
え
る
が
、

娘
を
持
つ
親
に
共
通
す
る
、
嫁
ぐ
わ
が
子
を
心
配
す
る
心
情
に
基
づ

い
た
こ
と
ば
が
見
え
る
こ
と
か
ら
世
に
広
ま
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

『
戒
女
書
』
で
は
、
嫁
ぐ
娘
の
た
め
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、「
教

女
子
法
」
の
よ
う
に
女
性
が
男
性
に
比
し
愚
か
で
あ
る
と
の
認
識
は

確
認
で
き
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
そ
の
具
体
的
内
容
は
、「
教
女
子
法
」

の
第
十
六
項
目
〈
嫁
す
る
娘
に
、
親
が
説
き
き
か
す
べ
き
十
三
条
〉

と
類
似
し
て
い
る
の
で
、
類
似
箇
所
に
絞
っ
て
以
下
で
比
べ
つ
つ
確

認
し
た
い
。
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『
戒
女
書
』

「
教
女
子
法
」
第
十
六
項
目
中

『
戒
女
書
』
と
同
様
の
内
容

一
．�

父
母
へ
の
孝
行�

・
三
．
舅

姑
へ
の
孝
行

二
．
夫
に
尽
く
す
道
理

四
．�

兄
弟
和
睦
の
道
理�

五
．
親

戚
和
睦
の
道
理

九
．
嫉
妬
を
禁
じ
る
道
理

十
．
言
葉
を
慎
む
道
理�

十
一
．
財
物
を
節
約
す
る
道
理�

十
二
．
仕
事
を
勉
る
道
理�

十
八�

．
巫
・
覡
な
ど
の
わ
ざ
に

迷
わ
ざ
る
こ
と

十
五
．
奴
婢
を
扱
う
道
理

一
．
両
親
と
舅
姑
へ
の
孝
行�

二
．
婦
人
は
別
に
主
君
な
し

三
．
夫
の
兄
弟
と
和
睦
の
道
理

四
．�

嫉
妬
を
禁
じ
る
道
理
・
五
．

夫
の
不
義
時
の
注
意

六
．
言
葉
を
慎
む
道
理

七
．�
勤
勉
、
倹
約
、
淫
楽
禁
止

九
．
倹
約�

八
．�

巫
・
覡
な
ど
の
わ
ざ
に
迷

わ
ざ
る
こ
と

十
三�

．
下
女
を
つ
か
う
時
、
注

意
す
べ
き
点

　

右
の
よ
う
に
「
教
女
子
法
」
の
第
十
六
項
目
と
『
戒
女
書
』
の
内

容
は
多
く
重
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
嫁
ぐ
女
性
に
期
待
さ
れ

る
も
の
は
近
世
日
本
と
朝
鮮
王
朝
と
で
大
差
な
か
っ
た
と
考
え
て
も

良
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、「
教
女
子
法
」
の
第
十
四
項
目
、
第
十
六

項
目
の
第
十
条
に
繰
り
返
さ
れ
る
「
男
女
の
隔
た
り
」
は
『
戒
女

書
』
に
は
表
立
っ
て
言
及
さ
れ
て
お
ら
ず
、
李
徳
懋
（
一
七
四
一
～

一
七
九
三（

7
））

の
執
筆
し
た
『
士
小
節
』（
一
七
七
五（

8
））

で
婦
人
で
は
な
く

士
へ
の
教
�
と
し
て
登
場
す
る
。
こ
れ
を
以
下
で
確
認
し
て
み
る
。

　
　

�

一
．
親
戚
の
家
へ
行
っ
て
婦
女
を
見
て
も
軽
率
に
話
し
か
け
た

り
笑
っ
た
り
し
て
は
い
け
な
い
。

　
　

�

一
．
色
に
陥
る
こ
と
の
浪
費
を
考
え
よ
。（
浪
費
は
）
己
の
行
い

を
無
駄
に
し
、
己
の
体
を
無
駄
に
し
、
己
の
財
を
無
駄
に
す
る
。

し
た
が
っ
て
禁
じ
る
が
良
い
。

　
　

�

一
．
妻
の
姉
妹
に
会
う
人
が
い
る
。
こ
れ
は
親
戚
の
厚
誼
の
た

め
で
あ
る
が
、
頻
繁
に
会
う
の
は
善
く
な
い
。
万
が
一
、
互
い

に
意
志
疎
通
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
と
も
手
紙
を
や
り
取
り
し
て

は
い
け
な
い
。

　

右
の
も
の
は
「
教
女
子
法
」
の
第
十
六
項
目
の
第
十
条
「
わ
か
き

時
は
夫
の
兄
弟
・
親
戚
・
朋
友
、
或
は
下
部
な
ど
の
わ
か
き
男
来
た

ら
ん
に
、
な
づ
さ
い
ち
か
づ
き
て
、
ま
つ
わ
れ
、
打
ち
と
け
、
物
が

た
り
す
べ
か
ら
ず
。
つ
つ
し
み
て
、
男
女
の
へ
だ
て
を
か
た
く
す
べ

し
。」
と
あ
る
の
を
男
性
の
た
め
の
教
化
に
置
き
換
え
た
趣
が
あ
る
。

男
女
の
差
は
あ
る
も
の
の
、
朝
鮮
王
朝
で
も
浮
気
心
を
警
戒
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

さ
て
、
先
に
「
教
女
子
法
」
で
は
男
性
に
比
し
女
性
は
「
愚
か
」

で
あ
る
と
蔑
ま
れ
て
い
た
点
を
確
認
し
た
が
、『
戒
女
書
』
は
宋
時
烈
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の
娘
一
人
に
対
す
る
も
の
な
の
で
、
一
般
女
性
へ
の
認
識
は
明
確
に

現
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
で
は
、『
士
小
節
』
に
見
受
け
ら
れ
る
女
性

認
識
、
そ
れ
に
伴
う
男
性
認
識
は
果
た
し
て
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た

の
か
確
認
し
て
み
る
。

　
　

�

一
．
私
は
こ
の
よ
う
な
事
を
多
々
見
た
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で

も
家
長
が
懦
弱
で
治
め
き
れ
ず
婦
人
の
慓
毒
を
育
て
た
た
め
で

あ
る
。
こ
の
た
め
諺
に
「
子
供
は
幼
い
と
き
教
え
、
婦
人
は
嫁

い
で
来
た
時
教
え
る
べ
き
で
あ
る
」
と
あ
る
の
で
あ
る
。

　
　

�

一
．
婦
人
が
傲
慢
放
恣
に
な
る
の
は
、
皆
男
が
自
ら
身
を
正
し

く
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　

�

一
．
世
の
愚
か
な
男
の
う
ち
に
気
の
強
い
婦
人
に
制
圧
さ
れ
身

動
き
の
取
れ
な
い
者
が
い
る
が
、
こ
れ
は
人
倫
の
大
き
な
変
で

あ
り
、
王
法
の
許
さ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　

�

一
．
生
活
が
苦
し
け
れ
ば
、
文
士
の
妻
が
生
業
を
少
し
ば
か
り

営
む
の
は
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。

　
　

�

一
．
凡
そ
女
性
に
は
才
に
長
け
性
品
が
賢
く
聡
明
な
者
も
多
い

の
で
、
直
ち
に
理
解
し
、
よ
く
感
動
す
る
。
愚
か
な
男
に
比
べ
、

賢
い
女
性
に
念
を
入
れ
て
教
え
た
ら
ど
う
し
て
よ
い
結
果
を
得

ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。（
女
性
に
は
）
難
し
い
事
は
言
わ

ず
そ
の
要
点
だ
け
で
分
か
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。

　

右
の
よ
う
に
『
士
小
節
』
で
は
、
気
が
強
く
傲
慢
だ
っ
た
り
、
才

気
に
長
け
て
い
た
り
、
金
銭
感
覚
に
富
ん
で
い
た
り
、
時
に
は
男
を

蔑
ん
だ
り
、
男
性
の
代
わ
り
に
生
業
を
受
け
持
っ
た
り
す
る
女
性
の

存
在
を
暗
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
場
合
に
よ
っ
て
は
婦
女
の
悪
行
は
、

愚
か
で
無
能
な
男
性
の
せ
い
で
あ
る
旨
を
明
確
に
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
女
性
の
能
力
・
可
能
性
へ
の
認
識
や
、
そ
の
一
方
で
男
性
の

愚
昧
と
過
失
に
対
す
る
認
識
は
、
果
た
し
て
朝
鮮
王
朝
野
談
に
反
映

さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
男
性
よ
り
愚
か
で
あ
る
と
い
う

女
性
へ
の
蔑
視
が
浮
世
草
子
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

近
世
日
本
と
朝
鮮
王
朝
の
女
�
書
か
ら
両
国
の
女
性
へ
の
認
識
、

お
よ
び
男
女
関
係
に
つ
い
て
の
認
識
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
と
言

っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
近
世
日
本
で
は
女
性
へ
の
相
対
的
蔑

視
が
明
確
に
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
朝
鮮
王
朝
で
は
女
性
の
能
力
・

可
能
性
が
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
そ
れ
を
踏
ま

え
て
虚
構
の
中
の
具
体
的
女
性
像
を
見
て
行
き
た
い
。

二
．
近
世
日
本
の
虚
構
の
中
の
女
性
像

　

二
の
一
．
女
訓
書
か
ら
は
み
出
た
『
五
人
女
』
の
女
性
像

　
『
五
人
女
』
の
女
性
達
は
そ
れ
ぞ
れ
恋
に
生
き
る
女
性
と
し
て
描
か

れ
、
そ
の
意
味
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
多
く
の
先
行
研
究
が
あ
る（

9
）

。

し
か
し
、
女
性
達
に
対
す
る
作
中
（
語
り
手
）
の
評
価
、
殊
に
そ
の
最

期
の
あ
り
方
に
対
す
る
評
価
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
、
語
り
手
の
女
性
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達
へ
の
視
線
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
十
分
な
検
討
が
行
わ
れ
て
い
な
い
。

こ
こ
で
は
女
性
達
へ
の
評
価
が
大
き
く
二
つ
に
分
類
出
来
る
事
に
注

目
し
た
い
。
ま
ず
、
そ
の
最
期
を
美
し
く
、
ま
た
は
同
情
的
に
描
か

れ
た
女
性
達
の
姿
を
確
認
し
て
み
る
。
こ
れ
に
当
た
る
人
物
は
一
巻

の
お
夏
、
三
巻
の
お
さ
ん
、
五
巻
の
お
ま
ん
で
あ
る
。
一
例
に
、
清

十
郎
と
結
ば
れ
た
後
の
お
夏
の
姿
を
以
下
で
確
認
し
て
み
る
。

　
　

�

い
つ
と
な
く
お
な
つ
、
清
十
郎
に
思
ひ
つ
き
、
そ
れ
よ
り
明
暮
、

心
を
つ
く
し
、魂
身
の
う
ち
を
は
な
れ
、清
十
郎
が
懐
に
入
り
て
、

我
は
現
が
物
い
ふ
ご
と
く
、（
中
略
）
我
を
覚
え
ず
し
て
、
恥
は

目
よ
り
あ
ら
は
れ
、

　

こ
の
よ
う
に
、
清
十
郎
に
一
途
で
あ
っ
た
お
夏
は
清
十
郎
の
死
を

知
り
、
狂
乱
す
る
に
至
る
。

　
　

�

お
夏
も
同
じ
嘆
き
に
し
て
、
七
日
の
う
ち
は
断
食
に
て
、
願
状

を
書
き
て
、室
の
明
神
へ
命
乞
ひ
し
て
た
て
ま
つ
り
に
け
り
。（
中

略
）
お
な
つ
そ
だ
て
し
姥
に
尋
ね
け
れ
ば
、
返
事
し
か
ね
て
泪

を
こ
ぼ
す
。
さ
て
は
と
、
狂
乱
に
な
つ
て
、「
生
け
て
お
も
ひ
を

さ
し
や
う
よ
り
も
」
と
、
子
供
の
中
に
ま
じ
は
り
、
音
頭
を
と

つ
て
う
た
ひ
け
る
。

　

一
時
期
狂
乱
し
た
も
の
の
、
平
常
心
を
取
り
戻
し
た
お
夏
は
結
局
、

「
大
経
の
つ
と
め
お
こ
た
ら
ず
、
有
難
き
び
く
に
と
は
な
り
ぬ
。
こ
れ

を
見
る
人
、
殊
勝
さ
ま
し
て
、『
伝
へ
き
く
中
将
姫
の
さ
い
ら
い
な
る

べ
し
』
と
、」
と
美
化
さ
れ
る（

�0
）

。
お
夏
は
自
害
を
思
い
と
ど
ま
り
出
家

し
、
賞
賛
の
対
象
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
お

夏
が「
教
女
子
法
」に
再
三
述
べ
ら
れ
て
い
る
男
性
に
対
す
る
従
順
を
、

出
家
を
以
っ
て
守
り
通
し
た
か
ら
可
能
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

一
方
、『
五
人
女
』
に
登
場
す
る
も
う
一
つ
の
類
型
の
女
性
は
、
一

巻
の
皆
川
、
二
巻
の
お
せ
ん
、
四
巻
の
お
七
で
あ
る（

��
）

。
一
例
と
し
て
、

そ
の
最
期
が
決
し
て
美
し
く
同
情
的
に
描
か
れ
て
い
る
と
は
言
い
難

い
お
せ
ん
の
場
合
を
見
て
み
よ
う
。

　
　

�

そ
の
後
、
な
き
が
ら
も
、
い
た
づ
ら
男
も
、
同
じ
科
野
に
恥
を

さ
ら
し
ぬ
。
そ
の
名
さ
ま
ざ
ま
の
つ
く
り
歌
に
、
遠
国
ま
で
も

つ
た
へ
け
る
。あ
し
き
事
は
の
が
れ
ず
、あ
な
お
そ
ろ
し
の
世
や
。

　

そ
の
最
期
が
、
ま
る
で
因
果
の
報
い
で
あ
る
よ
う
に
描
か
れ
た
お

せ
ん
も
、
は
じ
め
は
美
し
く
評
判
の
よ
い
娘
で
、
左
の
傍
線
部
に
示

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
男
を
全
く
知
ら
な
い
模
範
的
女
性
と
し
て
描

か
れ
て
い
た
。

　
　

�「
こ
の
家
に
お
せ
ん
と
い
ふ
女
な
う
て
は
」
と
、
諸
人
に
思
ひ
つ

か
れ
し
は
、
そ
の
身
か
し
こ
き
ゆ
ゑ
ぞ
か
し
。
さ
れ
ど
も
、
情

の
道
を
わ
き
ま
へ
ず
、
一
生
枕
ひ
と
つ
に
て
、
あ
た
ら
夜
を
明

か
し
ぬ
。
か
り
そ
め
に
た
は
ぶ
れ
、
袖
つ
ま
引
く
に
も
、
遠
慮

な
く
声
高
に
し
て
、
そ
の
男
無
首
尾
を
か
な
し
み
、
後
は
こ
の

女
に
物
い
ふ
人
も
な
か
り
き
。
こ
れ
を
そ
し
れ
ど
、
人
た
る
人
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の
小
女
は
か
く
あ
り
た
き
物
な
り
。

こ
の
よ
う
な
お
せ
ん
が
樽
屋
と
情
を
交
わ
し
た
後
、
そ
の
心
情
は
恋

の
た
め
に
劇
的
に
変
わ
り
、
果
て
は
以
下
の
よ
う
に
描
か
れ
る
の
で

あ
る
。

　
　

�

樽
屋
が
か
り
の
情
を
わ
す
れ
か
ね
、
心
も
そ
ら
に
、
う
か
う
か

と
な
り
て
、昼
夜
の
わ
き
ま
へ
も
な
く
、お
の
づ
か
ら
身
を
捨
て
、

女
に
定
ま
つ
て
の
た
し
な
み
を
も
せ
ず
、
そ
の
さ
ま
い
や
し
げ

に
な
り
て
、
次
第
次
第
や
つ
れ
け
る
。

　

前
で
確
認
し
た
お
夏
と
同
様
、
お
せ
ん
は
未
婚
で
あ
り
、
彼
女
が

恋
を
す
る
の
は
道
を
外
れ
た
こ
と
で
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

西
鶴
は
右
の
傍
線
部
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
最
後

を
美
化
さ
れ
た
お
夏
も
始
め
か
ら
男
選
び
を
す
る
人
物
で
あ
り
、
決

し
て
恋
に
疎
く
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
描
写
の
意
図

が
恋
す
る
こ
と
に
対
す
る
否
定
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
で
お

せ
ん
と
お
夏
の
差
異
は
、
前
者
が
恋
を
前
後
に
心
情
変
化
を
見
せ
た

と
い
う
点
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
心
情
変
化
に
対
す
る
作
中
の
否
定
的

視
線
は
、
二
巻
か
ら
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
確
認
し
て
み
る
。

　
　

�

▼(

久
七
は)

柳
小
路
に
て
、
鮨
屋
を
し
て
世
を
暮
し
、
せ
ん
が

事
、
つ
い
わ
す
れ
け
る
。
人
は
み
な
移
り
気
ぞ
か
し
。

　
　

�

▼
さ
れ
ば
、
一
切
の
女
、
移
り
気
な
る
物
に
し
て
、
う
ま
き
色

話
に
現
を
ぬ
か
し
、�

　

右
の
よ
う
に
、
心
情
変
化
を
否
定
す
る
視
線
の
延
長
線
上
に
、
男

の
た
め
に
心
情
変
化
を
見
せ
る
未
婚
の
お
せ
ん
が
描
か
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
更
に
お
せ
ん
が
「
思
へ
ば
思
へ
ば
に
く
き
心
中
、
と
て
も

濡
れ
た
る
袂
な
れ
ば
、
こ
の
上
は
、
是
非
に
及
ば
ず
、
あ
の
長
左
衛

門
殿
に
情
を
か
け
、
あ
ん
な
女
に
鼻
あ
か
せ
ん
」
と
「
教
女
子
法
」

で
否
定
さ
れ
る
「
妬
み
」
に
身
を
燃
や
し
た
そ
の
結
末
は
、
前
で
確

認
し
た
よ
う
に
因
果
応
報
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
お
せ
ん
同
様
、
皆
川
、
お
七
が
は
じ
め
は
穏
や
か
で
あ
っ
た
が
、

後
に
恋
の
結
末
に
際
し
、
そ
れ
ぞ
れ
自
殺
、
放
火
と
い
う
極
端
な
方

法
を
と
っ
て
己
の
心
情
変
化
を
見
せ
た
た
め
、
作
中
で
そ
の
最
期
を

美
し
く
描
か
れ
な
か
っ
た
事
と
も
通
じ
る
と
言
え
よ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
『
五
人
女
』
の
最
期
の
評
価
は
、
女
性
の
恋
の
純

粋
性
や
正
当
性
よ
り
も
、
最
後
ま
で
男
に
対
し
て
献
身
的
で
あ
っ
た

か
、
そ
れ
と
も
恋
に
対
す
る
己
の
感
情
を
抑
制
で
き
ず
、
自
殺
、
妬

み
、
放
火
と
い
う
極
端
な
方
法
で
心
情
変
化
を
み
せ
た
の
か
と
い
う

こ
と
に
拠
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、『
五
人
女
』
の
女
性
達
は

皆
、
反
倫
理
・
反
道
徳
的
な
恋
を
通
し
て
自
我
を
実
現
し
よ
う
と
し

た
点
で
は
同
様
で
、
封
建
社
会
下
で
己
の
恋
の
た
め
に
生
き
た
女
性

像
と
し
て
そ
の
意
義
が
あ
る
事
は
否
め
な
い
。
た
だ
し
、
女
性
そ
れ

ぞ
れ
の
行
動
の
結
果
が
、
愛
す
る
男
の
た
め
の
犠
牲
的
な
も
の
で
あ

る
の
か
、
そ
れ
と
も
恋
と
い
う
己
の
自
我
が
挫
折
す
る
こ
と
に
対
す
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る
鬱
憤
を
は
ら
し
た
も
の
で
あ
る
の
か
に
よ
っ
て
、
彼
女
達
の
最
期

の
評
価
は
分
か
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
男
性
よ
り
女
性
の
存

在
意
義
を
軽
視
す
る
傾
向
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
心
情
変
化
に
対
す

る
相
対
的
な
評
価
が
行
わ
れ
始
め
て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
最
期
を
否

定
的
に
描
か
れ
た
女
性
像
が
絶
対
悪
で
は
な
い
こ
と
が
逆
説
的
に
描

か
れ
た
と
言
え
よ
う
。

　

二
の
二
． 

女
訓
書
か
ら
は
み
出
た
『
娘
気
質
』
の
女
性
像

　
『
娘
気
質
』
に
登
場
す
る
女
性
達
は
各
々
の
「
気
質
」、
つ
ま
り
、

女
性
一
般
か
ら
は
見
受
け
難
い
趣
味
、
性
格
、
能
力
等
を
有
す
る
と

知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
気
質
」
と
は
、
一
般
に
女
�
書
の
描
く
理

想
的
な
女
性
像
か
ら
は
遠
い
、
負
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
捉
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
が
、
先
行
研
究
で
は
「
気
質
」
を
有
す
る
女
性
像
の
意
義

を
考
察
の
主
要
対
象
と
し
て
は
い
な
い（

��
）

。
こ
こ
で
『
娘
気
質
』
の
女

性
像
が
意
味
す
る
も
の
は
如
何
な
る
も
の
か
を
考
え
て
行
き
た
い
。

　

ま
ず
、『
娘
気
質
』
の
最
終
話
で
あ
る
六
の
二
で
は
、
男
性
に
従
順

な
女
性
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
浮
世
草
子
の
常
套
的
な
結
び

方
と
し
て
、
模
範
的
な
人
物
と
そ
の
善
き
結
末
を
設
定
し
た
た
め
だ

と
考
え
ら
れ
る
の
で
、考
察
の
対
象
と
し
な
い
。
六
の
二
以
外
の
『
娘

気
質
』
の
女
性
達
は
、
男
性
に
従
順
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
。
殊
に
、

一
の
一
か
ら
二
の
二
ま
で
の
女
性
達
は
わ
が
ま
ま
で
気
が
強
く
、
対

し
て
男
性
は
気
の
弱
く
愚
か
な
人
物
と
し
て
描
か
れ
る
の
で
、
こ
れ

を
確
認
し
て
み
た
い
。

　
　

�

▼
聟
が
耳
や
か
ま
し
う
い
ふ
を
き
ら
ふ
て
、「
乳
母
、
あ
の
人
を

あ
つ
ち
へ
や
り
や
」
と
い
じ
り
出
す
こ
そ
き
の
ど
く
な
れ
。（
一

の
一
）

　
　

�

▼
女
の
身
に
て
は
我
女
の
姿
を
き
ら
ひ
、
何
の
因
果
に
て
女
と

生
れ
て
、
痩
た
る
男
ひ
と
り
を
ま
も
り
、
自
由
な
る
あ
そ
び
を

せ
ぬ
事
ぞ
と
、（
中
略
）
い
づ
れ
夫
の
威
な
く
し
て
今
時
の
奢
女

房
の
心
ま
か
せ
に
ま
か
れ
な
ば
、（
一
の
二
）

　
　

�

▼
「
爰
は
わ
ら
は
が
一
智
恵
出
し
働
い
て
見
る
べ
し
」
と
、
お

も
て
の
柱
に
女
筆
指
南
の
は
り
紙
し
て
、（
中
略
）「
な
ん
ぞ
か
は

つ
た
思
ひ
つ
き
で
銭
も
ふ
け
る
思
案
し
て
、
我
等
を
や
し
な
ふ

て
給
は
れ
。
其
か
は
り
に
食
焼
て
す
へ
そ
な
へ
、
洗
濯
物
も
我

等
し
て
あ
て
が
ひ
、
寝
道
具
の
あ
げ
お
ろ
し
も
拙
者
い
た
し
て
、

そ
な
た
の
手
に
は
か
け
ま
ひ
。
ど
う
ぞ
此
城
の
も
て
る
や
う
に

た
の
む
」（
一
の
三
）

　
　

�

▼
「
い
か
に
男
な
れ
ば
と
て
諸
侍
の
娘
を
生
れ
ぞ
こ
な
ひ
と
悪

名
を
付
ら
る
る
段
、
い
か
に
し
て
も
女
の
一
分
す
た
つ
て
、
先

祖
の
佳
名
迄
よ
ご
す
事
口
お
し
き
次
第
也
。」（
中
略
）
と
鍔
元
く

つ
ろ
げ
居
合
腰
に
な
つ
て
つ
め
か
く
れ
ば
、
元
来
半
四
郎
臆
病

者
、（
二
の
一
）



− �04 −

　
　

�
▼
大
か
た
は
女
房
家
主
奢
て
、無
用
の
腰
元
中
ゐ
を
か
か
へ
、（
中

略
）
内
に
て
は
て
い
し
ゆ
が
借
銀
返
弁
の
日
限
相
違
と
催
促
つ

け
ら
れ
、
留
守
つ
か
ふ
て
仏
壇
の
間
に
と
ぢ
こ
も
り
、
む
ね
を

い
た
め
て
ゐ
る
も
し
ら
ず
。（
二
の
二
）

　

右
の
女
性
達
は
、
前
に
確
認
し
た
『
士
小
節
』
の
「
気
が
強
く
傲

慢
だ
っ
た
り
、才
気
に
長
け
て
い
た
り
、金
銭
感
覚
に
富
ん
で
い
た
り
、

時
に
は
男
を
蔑
ん
だ
り
、
男
性
の
代
わ
り
に
生
業
を
受
け
持
っ
た
り

す
る
女
性
」
を
そ
の
ま
ま
を
写
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、『
娘
気
質
』
の
一
の
一
か
ら
二
の
二
ま
で
の
女

性
達
は
、
日
本
の
女
�
書
で
描
か
れ
る
理
想
像
の
よ
う
に
男
性
に
従

順
な
人
物
で
は
な
く
、
む
し
ろ
『
士
小
節
』
で
認
め
る
現
実
的
な
女

性
像
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

次
に
、『
娘
気
質
』
に
は
浮
気
な
女
性
が
多
く
描
か
れ
る
の
で
あ
る
が
、

三
の
三
、四
の
三
、五
の
二
、六
の
一
が
こ
れ
に
当
た
る
の
で
、
そ
の
一

部
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

　
　

�

▼
す
こ
し
も
是
を
恥
た
る
粧
ひ
も
な
く
、
若
い
手
代
を
と
ら
へ

て
じ
や
ら
じ
や
ら
と
の
転
合
口
。
両
親
の
目
に
あ
ま
り
又
も
浮

名
の
た
た
ぬ
う
ち
に
と
、（
三
の
三
）

　
　

�

▼
そ
れ
か
ら
つ
き
出
し
の
白
人
と
な
つ
て
、
其
役
者
と
一
座
す

る
事
を
よ
ろ
こ
び
、「
と
を
か
ら
此
身
で
あ
つ
た
も
の
」
と
身
を

ぞ
ん
ざ
い
に
し
た
ひ
事
し
て
世
を
わ
た
り
ぬ
。（
四
の
三
）

　
　

�

▼
主
人
の
娘
お
と
わ
ど
の
、
同
じ
家
中
の
歴
々
へ
縁
に
つ
か
れ

し
が
、
出
入
の
玉
都
と
い
ふ
声
の
よ
い
座
頭
と
、
度
々
の
ふ
義

あ
ら
は
れ
、（
中
略
）
女
の
智
恵
か
ら
お
そ
ろ
し
き
巧
。（
五
の
二
）

　

右
の
女
性
達
は
一
人
の
男
に
満
足
で
き
ず
に
浮
気
を
重
ね
、
そ
の

浮
気
を
罪
悪
と
し
て
感
じ
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
物
と
し
て
描
か
れ

る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
女
�
書
で
禁
じ
て
い
る
女
性
の

姿
で
あ
る
。
た
だ
し
、
彼
女
達
の
浮
気
心
が
意
識
的
な
も
の
で
あ
る

と
は
言
い
切
れ
な
い
。

　

最
後
に
、『
娘
気
質
』
に
は
天
性
と
も
言
う
べ
き
「
気
質
」
を
備
え

て
い
る
女
性
達
が
、二
の
三
、三
の
一
、三
の
二
、四
の
一
に
登
場
す
る
。

順
に
、
哀
し
い
事
に
執
着
す
る
女
性
、
悋
気
深
い
女
性
、
仏
説
に
執

着
す
る
女
性
、
家
業
で
あ
る
鼓
打
ち
に
長
け
て
い
る
女
性
で
あ
る
が
、

そ
の
一
部
を
確
認
し
て
み
る
。

　
　

�

▼
天
性
（
う
ま
れ
も
つ
）
て
悋
気
ふ
か
く
、（
中
略
）
此
娘
ま
だ
ろ

く
に
舌
も
ま
は
ら
ぬ
形
を
し
て
、「
そ
ち
は
た
が
ゆ
る
し
て
尻
ふ

つ
て
あ
り
く
ぞ
」（
三
の
一
）

　
　

�

▼
（
息
子
）
生
得
ぶ
拍
に
て
間
に
あ
は
ず
。（
中
略
）（
娘
）
天
性

拍
子
よ
く
鼓
を
す
き
て
、
親
の
打
ほ
ど
の
事
を
な
ら
は
ず
し
て

よ
く
お
ぼ
へ
、（
四
の
一
）

　

右
の
女
性
達
の
「
気
質
」
は
、
女
�
書
で
述
べ
ら
れ
る
女
性
の
備

え
る
べ
き
女
徳
、
女
巧
と
は
か
け
離
れ
て
い
る
の
で
決
し
て
好
ま
し
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い
と
は
言
い
難
い
が
、三
の
一
の「
悋
気
」を
除
い
て
は
、そ
の「
気
質
」

自
体
が
罪
悪
な
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
個
人
的
な
「
願
望
」
の
現
れ

で
あ
る
と
言
え
る
。に
も
か
か
わ
ら
ず
、哀
し
い
事
に
執
着
す
る
女
性
、

悋
気
深
い
女
性
は
夫
に
よ
り
正
さ
れ
る
も
の
の
、
仏
説
に
執
着
す
る

女
性
、
家
業
で
あ
る
鼓
打
ち
に
長
け
て
い
る
女
性
は
そ
れ
ぞ
れ
「
裏

寺
の
墓
守
の
女
房
と
な
つ
て
、
昔
の
形
か
は
り
浅
黄
の
古
袷
」、「
ゑ

ぐ
瘡
と
や
ら
ん
に
て
一
面
に
跡
つ
き
、
昔
美
な
る
容
は
な
く
て
面
体

黒
菊
石
引
つ
り
ひ
と
へ
に
炭
火
で
手
水
を
つ
か
ひ
し
ご
と
く
」
と
悲

惨
な
最
期
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
『
娘
気
質
』
の
女
性
像
は

悪
人
で
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、
女
徳
、
女
巧
を
備
え
て
い
な
い
の
で

笑
い
の
対
象
、
ま
た
は
悲
惨
な
最
期
を
迎
え
る
設
定
と
な
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　

以
上
、『
娘
気
質
』
の
「
気
質
」
を
備
え
た
女
性
像
を
通
観
し
て
、一
、

身
分
、
性
格
、
能
力
等
何
れ
か
の
理
由
で
男
性
よ
り
強
気
な
立
場
で

い
ら
れ
る
女
性
達
が
描
か
れ
た
こ
と
、
二
、
本
意
如
何
に
か
か
わ
ら

ず
浮
気
を
重
ね
る
女
性
達
が
描
か
れ
た
こ
と
、三
、天
性
と
さ
れ
る「
気

質
」
を
備
え
た
女
性
達
が
描
か
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
そ

の
全
て
の
「
気
質
」
は
悪
の
表
象
で
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、
女
性
達

そ
れ
ぞ
れ
の
「
自
我
」
と
し
て
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る

だ
ろ
う
。

　

二
の
三
．
女
訓
書
か
ら
は
み
出
た
『
世
間
猿
』
と
『
妾
形
気
』
の

女
性
像

　

秋
成
の
浮
世
草
子
に
登
場
す
る
女
性
達
の
多
く
も
ま
た
、
こ
こ
ま

で
見
て
き
た
女
性
達
と
同
様
、�

女
�
書
に
明
記
さ
れ
て
い
る
婦
徳
、

婦
巧
か
ら
は
程
遠
い
。
秋
成
作
浮
世
草
子
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
で

は
、
女
性
像
の
典
拠
や
実
在
の
モ
デ
ル
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
人
物
造

型
の
過
程
は
明
確
に
な
っ
て
い
る（

�3
）

。
こ
こ
で
は
角
度
を
変
え
て
、
秋

成
作
浮
世
草
子
の
女
性
像
の
特
殊
性
を
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。
ま

ず
、『
世
間
猿
』
の
一
の
二
の
女
性
お
ゆ
ふ
は
、
亡
き
夫
古
太
夫
と
同

様
、
信
心
深
い
女
性
で
あ
っ
た
が
、
隣
の
「
邪
神
」
と
描
か
れ
る
十

兵
衛
と
暮
ら
す
よ
う
に
な
る
。
そ
の
経
緯
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　

�

鬼
と
思
へ
ど
問
る
れ
ば
、
か
か
ら
ふ
嶋
の
な
き
身
を
ば
、
涙
ご

か
し
に
濡
ら
れ
て
、
子
ゆ
へ
の
闇
に
ふ
み
か
ぶ
り
、
つ
い
そ
れ

な
り
の
こ
ろ
び
寝
は
、
こ
れ
も
神
の
縁
結
び
と
、
隔
の
壁
も
打

ぬ
い
て
表
む
き
の
女
房
、
娘
と
も
親
子
の
盃
。

　

夫
を
亡
く
し
た
お
ゆ
ふ
は
、
右
の
よ
う
に
仕
方
な
く
十
兵
衛
と
一

緒
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
以
後
「
銀
に
な
る
娘
じ
や
と
可
愛
外
に
慾

心
魔
王
、（
中
略
）
神
道
の
ち
ん
ぷ
ん
か
ん
を
覚
へ
ぬ
い
て
ゐ
た
け
れ

ど
、
一
生
乞
食
同
前
で
死
れ
た
で
は
な
い
か
。
常
常
こ
な
た
の
役
に

も
た
た
ぬ
神
た
た
き
が
気
に
い
ら
ぬ
」
と
描
か
れ
る
ほ
ど
に
変
わ
っ

て
し
ま
う
。
一
方
、
金
欲
に
関
し
て
は
、「
教
女
子
法
」
で
は
直
接
禁
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じ
る
こ
と
ば
は
見
い
だ
せ
な
い
が
、
第
十
項
目
で
「
も
し
夫
不
徳
に

し
て
、
家
貧
賎
な
り
と
も
、
夫
の
幸
な
き
は
婦
の
幸
な
き
な
れ
ば
、

天
命
の
さ
だ
ま
れ
る
に
こ
そ
と
思
ひ
て
、
う
れ
ふ
べ
か
ら
ず
。」
と
あ

り
、
貧
し
さ
に
も
耐
え
抜
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て

見
る
と
、
お
ゆ
ふ
は
女
�
書
の
教
え
に
し
た
が
っ
て
い
る
と
は
言
え

な
い
。
し
か
し
、夫
を
亡
く
し
、経
済
的
困
窮
に
陥
っ
た
女
性
と
し
て
、

お
ゆ
ふ
の
姿
は
決
し
て
非
日
常
的
だ
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

　

さ
て
、お
ゆ
ふ
の
よ
う
な
女
性
の
「
金
」
に
対
す
る
現
実
的
認
識
は
、

「
妾
」
と
い
う
身
分
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
、『
妾
形
気
』
で
よ
り
鮮
明

に
描
か
れ
て
い
る
。
殊
に
『
妾
形
気
』
の
一
の
一
の
妾
花
園
、
二
の

二
の
妾
お
す
み
、
二
の
三
の
お
糸
、
三
の
一
の
繁
野
は
、
金
の
た
め

に
男
を
だ
ま
す
女
性
と
し
て
描
か
れ
る
の
で
、
こ
れ
を
順
に
追
っ
て

み
た
い
。

　
　

�

▼
そ
れ
は
と
い
へ
ば
何
事
も
本
銭
の
し
が
く
な
う
て
は
手
す
さ

み
あ
り
と
て
又
つ
ま
ら
ず
。
其
工
面
さ
へ
出
来
た
な
ら
、
鬼
住

里
へ
も
ゆ
く
心
。（
中
略
）
さ
す
が
女
の
う
は
が
し
こ
く
、
金
と

思
ふ
て
ち
か
ら
草
、（
一
の
一
）

　
　

�

▼
一
、
お
す
み
事
、
と
し
月
不
便
を
う
け
遣
は
し
候
所
、
我
ら

目
を
掠
、
八
左
衛
門
と
竊
に
こ
ん
た
ん
致
て
、（
二
の
二
）

　
　

�

▼
お
糸
も
尖
り
声
に
て
、
ほ
ん
に
お
か
し
い
衆
じ
や
、
ぬ
し
の

あ
る
身
を
取
ら
へ
て
、
な
め
過
た
も
の
い
ひ
、（
二
の
三
）

　
　

�

▼
繁
野
い
づ
方
に
て
聞
し
ぞ
、
次
郎
太
夫
が
よ
い
物
た
ん
と
持

て
居
る
事
を
よ
く
知
り
、
初
会
に
は
し
ん
じ
つ
に
う
れ
し
が
ら

す
る
も
て
な
し
。（
三
の
一
）

　

右
の
よ
う
に
、
一
の
一
で
半
平
が
夜
逃
げ
を
提
案
す
る
と
花
園
は

金
の
有
無
を
問
い
た
だ
し
、
お
す
み
は
お
金
の
た
め
に
は
主
人
三
郎

七
に
尽
く
す
よ
う
な
ふ
り
を
す
る
が
、
八
左
衛
門
と
良
い
仲
で
あ
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
ま
た
、
お
糸
は
六
人
の
僧
を
金
の
た
め
に

騙
し
、
繁
野
も
男
に
敵
討
ち
を
頼
む
ふ
り
を
し
て
お
金
を
騙
し
取
る
。

こ
の
よ
う
に
、
お
ゆ
ふ
を
含
め
て
、
花
園
、
お
す
み
、
お
糸
、
繁
野

は
経
済
的
困
窮
か
ら
「
金
」
に
執
着
せ
ざ
る
を
得
な
い
立
場
に
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
彼
女
達
の
姿
か
ら
、
女
�
書
で
説
か
れ
る
「
勤
勉
・
倹
約
」

と
い
う
甲
斐
甲
斐
し
さ
は
見
受
け
ら
れ
な
い
が
、「
金
に
執
着
す
る
し

か
な
い
」
経
済
的
弱
者
の
生
々
し
さ
は
見
て
取
れ
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
次
に
、
も
う
一
つ
の
特
殊
な
女
性
像
で
あ
る
、『
世
間
猿
』
三

の
一
の
尼
を
見
て
み
る
。

　
　

�

幼
少
よ
り
武
芸
を
好
ま
し
て
、
さ
る
浪
人
衆
に
け
い
こ
い
た
し

柳
生
流
一
道
の
印
可
は
残
ら
ず
伝
へ
て
を
り
ま
す
。

　

こ
の
尼
は
そ
れ
こ
そ
「
幼
少
よ
り
武
芸
を
好
」
む
と
い
う
「
気
質
」

を
備
え
て
い
る
だ
け
で
、
悪
人
と
は
言
い
難
い
。
た
だ
し
、
尼
の
武

家
気
質
は
当
時
の
女
�
書
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
女
巧
、
つ
ま
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り
針
仕
事
等
の
家
庭
内
の
仕
事
と
は
大
い
に
性
格
を
異
に
す
る
。
こ

の
た
め
、
彼
女
の
「
気
質
」
は
、
当
時
常
識
的
に
は
受
け
入
れ
ら
れ

な
い
も
の
で
あ
り
、「
扨
は
や
つ
ぱ
り
人
で
有
つ
た
か
、
天
狗
で
も
な

い
そ
う
な
。」
と
描
か
れ
る
ほ
ど
の
笑
い
の
対
象
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
こ
の
尼
の
気
質
は
一
般
に
は
ま
だ
受
け
入
れ
ら
れ
て

は
い
な
い
も
の
の
、
己
の
願
望
に
よ
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る

点
に
注
目
し
た
い
。

　

一
方
、『
妾
形
気
』
の
一
の
二
・�
一
の
三
に
は
不
老
不
死
の
女
性

お
春
が
登
場
す
る
が
、
嫉
み
の
た
め
に
つ
い
に
死
を
迎
え
る
怪
異
的

存
在
で
あ
る
。
彼
女
が
、
嫉
み
の
結
果
と
し
て
死
を
迎
え
る
と
い
う

こ
と
は
、
い
か
に
も
「
教
女
子
法
」
的
発
想
に
則
し
た
当
然
の
結
果

で
あ
る
。
し
か
し
、「
此
婆
の
霊
を
祭
り
、
お
猫
様
と
尊
敬
し
て
、」

と
鎮
魂
が
行
な
わ
れ
た
の
は
、
己
の
情
欲
を
成
就
出
来
な
か
っ
た
お

春
に
対
し
、
せ
め
て
も
の
慰
撫
を
す
る
説
話
的
設
定
で
は
な
か
ろ
う

か
。
つ
ま
り
、
お
春
の
「
情
欲
」
と
い
う
願
望
は
作
中
で
笑
わ
れ
る

も
の
の
、
そ
の
最
期
の
描
か
れ
方
か
ら
、
全
く
否
定
さ
れ
て
い
る
と

は
考
え
難
い
。
こ
の
点
は
『
妾
形
気
』
の
四
の
一
で
も
確
認
で
き
る
。

四
の
一
に
登
場
す
る
芸
子
は
、
愛
す
る
男
の
正
室
に
な
る
た
め
、
狐

に
化
け
て
目
的
を
達
成
す
る
。
こ
の
説
話
的
設
定
も
、
や
は
り
女
性

の
情
欲
の
正
当
化
の
一
側
面
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、『
妾

形
気
』
の
三
の
二
・
三
の
三
で
、
遊
女
藤
野
が
才
太
郎
の
た
め
に
再
度

遊
女
と
な
り
、
犠
牲
的
に
生
き
て
ゆ
く
姿
は
、「
毛
唐
人
の
書
し
烈
女

伝
に
も
、
此
か
く
成
る
は
あ
る
ま
じ
。」
と
賞
賛
の
対
象
に
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
『
妾
形
気
』
に
お
い
て
、
賞
賛
の
対
象
と
す
べ
き
女
性

像
は
、
や
は
り
女
�
書
で
勧
め
ら
れ
る
「
男
に
従
順
」
な
者
で
あ
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
、
秋
成
の
浮
世
草
子
に
出
て
く
る
女
性
像
は
、
女
�
書
に
照

ら
し
合
わ
せ
る
と
、
も
ち
ろ
ん
非
常
に
歪
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
笑
い

の
対
象
と
し
て
描
か
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、

そ
の
笑
い
の
中
に
、
金
、
情
欲
、
気
質
等
に
執
着
せ
ざ
る
を
得
な
い
、

男
と
同
様
の
一
個
人
と
し
て
の
生
々
し
さ
が
描
か
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。
ま
た
、『
妾
形
気
』
の
一
の
二
・
一
の
三
の
お
春
、
四
の
一

の
芸
子
の
話
は
、
説
話
的
と
も
怪
談
的
と
も
言
え
る
結
末
を
迎
え
る

が
、
こ
れ
は
彼
女
達
の
「
情
欲
」
が
、
現
実
の
世
界
で
は
挫
折
し
な

が
ら
も
非
現
実
的
世
界
で
成
就
さ
れ
る
可
能
性
を
示
唆
し
、
女
性
の

「
情
欲
」
そ
の
も
の
を
認
め
て
い
る
一
つ
の
ポ
ー
ズ
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
つ
ま
り
、秋
成
の
浮
世
草
子
の
女
性
像
を
通
し
て
、金
、情
欲
、

気
質
等
の
「
願
望
」
の
形
象
、
所
謂
「
自
我
」
の
現
実
的
形
象
に
忠

実
で
あ
ろ
う
と
す
る
女
性
達
の
存
在
が
垣
間
見
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
し
た
が
っ
て
、
女
�
書
の
勧
め
る
理
想
的
女
性
像
か
ら
は
ほ
ど

遠
い
現
実
的
「
自
我
」
を
備
え
た
女
性
が
存
在
す
る
こ
と
、
そ
の
事

実
を
秋
成
作
浮
世
草
子
の
女
性
像
を
通
し
て
読
み
取
れ
る
の
で
は
な
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か
ろ
う
か
。
こ
こ
に
、
秋
成
作
浮
世
草
子
に
登
場
す
る
女
性
達
の
意

義
が
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

�

三
．
女
�
書
か
ら
は
み
出
た
『
青
邱
野
談
』
の
女
性
像

　

さ
て
、『
青
邱
野
談
』
の
内
容
は
、
不
利
な
生
活
条
件
を
個
人
の
知

恵
や
意
志
で
克
服
す
る
と
い
う
積
極
的
現
実
主
義
世
界
観
を
基
盤
に

し
て
い
る
も
の
が
多
い
と
言
わ
れ
て
い
る（

�4
）

。
こ
こ
に
『
青
邱
野
談
』

を
通
し
て
朝
鮮
王
朝
の
特
殊
な
女
性
像
を
垣
間
見
ら
れ
る
と
思
う
の

で
、
こ
れ
を
確
認
し
て
み
た
い（

�5
）

。

『
青
邱
野
談
』
に
は
全
二
百
四
十
の
短
編
が
収
め
ら
れ
、
四
十
話
に
女

性
主
人
公
が
登
場
し
て
い
る
。
そ
の
内
の
二
十
二
話
の
女
性
は
、
単

に
男
性
に
従
順
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
。
そ
の
中
で
も
一
番
多
い
類

型
は
、知
略
で
男
性
、及
び
男
性
の
家
を
助
け
る
女
性
達
で
あ
る
の
で
、

そ
の
具
体
的
な
姿
を
い
く
つ
か
見
て
み
る（

�6
）

。

　
　

�

▼
こ
こ
に
私
の
た
め
に
万
金
を
出
す
と
い
う
人
が
い
ま
す
。
父

上
が
こ
れ
を
お
受
け
取
り
に
な
れ
ば
一
生
豊
か
な
暮
ら
し
が
で

き
る
と
い
う
の
に
、
ど
う
し
て
私
が
嬉
し
く
思
わ
な
い
こ
と
で

し
ょ
う
。
私
た
ち
は
元
々
賎
し
い
身
分
で
、
ど
う
し
て
貞
節
を

守
る
必
要
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
い
わ
ん
や
、
亡
き
夫
と
は

結
婚
の
約
束
を
し
た
だ
け
で
あ
り
、
盃
を
交
わ
し
た
こ
と
も
な

い
の
に
、（
七
の
九�

倡
義
兵
賢
母
勖
子
）

　
　

�

▼
そ
の
妻
が
夫
に
、「
碁
は
実
に
簡
単
な
こ
と
で
す
の
で
碁
盤
を

持
っ
て
き
て
く
だ
さ
い
。」
と
言
い
、
そ
の
妙
手
を
教
え
、（
十
四

の
八�

倡
義
使
賴
良
妻
成
名
）

　
　

�

▼
そ
の
妻
は
、「
死
ぬ
こ
と
は
恐
れ
る
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

も
し
、
あ
な
た
が
死
ぬ
と
し
て
も
名
を
得
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

死
な
な
け
れ
ば
幸
い
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
ど
う
ぞ
、
恐
れ
ず
そ

の
職
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。」
と
言
う
と
、
夫
は
尤
も
だ
と
思

い
、（
中
略
）
そ
の
妻
は
、「
そ
こ
の
住
人
が
皆
死
ん
だ
の
は
当
人

達
の
宿
命
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
ど
う
し
て
幽
霊
が
人
間
を
害
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
か
。
私
は
女
の
身
で
は
あ
り
ま
す
が
、

私
が
あ
な
た
と
お
供
い
た
し
ま
し
ょ
う
。」
と
言
う
。（
十
八
の
三�

雪
幽
寃
婦
人
識
朱
旗
）

　

右
の
よ
う
に
男
性
、
及
び
男
性
の
家
を
助
け
る
女
性
達
は
、
皆
知

略
で
も
っ
て
現
実
を
直
視
し
、
時
に
は
貞
節
を
否
定
し
、
夫
に
碁
の

妙
手
を
教
え
て
は
金
儲
け
を
さ
せ
、
か
え
っ
て
男
性
を
保
護
す
る
と

い
う
よ
う
に
、
女
�
書
の
従
順
の
教
え
を
超
え
て
現
実
の
損
得
に
明

る
い
女
性
と
し
て
描
か
れ
る
。
こ
こ
に
男
性
、
及
び
男
性
の
家
の
た

め
で
は
あ
る
が
、
当
時
の
常
識
を
や
ぶ
っ
た
凛
凛
し
い
女
性
像
が
描

か
れ
た
と
言
え
よ
う
。
一
方
で
、『
青
邱
野
談
』
に
は
男
を
自
ら
選
ぶ

女
性
も
登
場
す
る
。
一
例
と
し
て
二
の
一
の
話
を
見
て
み
た
い
。

　
　

�

し
か
し
、
人
と
な
り
は
純
直
愚
拙
で
あ
り
、
周
り
の
人
々
は
こ



− �09 −

れ
を
笑
う
も
の
が
多
か
っ
た
。
少
女
は
こ
の
男
を
見
て
「
万
が

一
こ
の
人
で
な
け
れ
ば
、
私
は
終
に
結
婚
せ
ず
年
老
い
て
い
く

で
し
ょ
う
。」
と
言
っ
た
。
そ
の
母
は
少
女
の
意
に
逆
ら
え
ず
、

終
に
結
婚
さ
せ
る
と
、
少
女
は
夫
に
農
業
を
辞
め
さ
せ
、
学
問

に
励
む
よ
う
勧
め
る
。
し
か
し
、
彼
の
才
は
至
ら
ず
、
真
面
目

に
勉
強
し
た
も
の
の
教
養
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

右
の
傍
線
部
の
よ
う
に
、
女
性
は
自
ら
の
判
断
で
夫
を
選
び
、
後

に
は
彼
を
通
し
て
富
と
権
力
を
得
る
。
一
見
、
こ
の
女
性
は
前
で
確

認
し
た
類
型
の
女
性
達
と
大
差
な
い
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、

彼
女
は
夫
の
家
で
は
な
く
、
己
の
家
の
繁
盛
の
た
め
に
知
略
を
用
い

る
の
で
あ
る
。
彼
女
は
亡
き
父
の
亡
骸
を
密
か
に
他
人
の
良
い
墓
場

に
移
す
大
胆
な
人
物
で
あ
り
、
無
能
な
夫
を
助
け
、
家
を
繁
盛
さ
せ

る
。
二
の
一
と
同
様
、
三
の
十
六
、五
の
一
、十
の
一
の
女
性
達
も
皆

自
ら
夫
を
選
び
、
こ
の
女
性
達
は
、
順
に
、「
私
の
よ
う
な
者
も
よ
い

時
期
に
出
会
い
身
分
の
高
い
者
に
な
っ
て
も
良
い
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。」、「
私
は
こ
の
家
の
女
中
で
す
。
あ
な
た
は
私
の
夫
に
な
っ

た
の
で
必
ず
主
人
に
挨
拶
す
べ
き
で
あ
る
が
、
這
い
つ
く
ば
っ
て
お

辞
儀
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。」、「
あ
な
た
は
主
人
と
奥
様
に
挨
拶
す
る

と
き
私
の
話
し
た
通
り
に
し
な
さ
い
。」
と
述
べ
、
自
ら
の
上
昇
志
向

を
実
現
化
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
『
青
邱
野
談
』
に
は
、

男
を
出
世
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
己
の
願
望
を
満
た
す
女
性
像
が
描
か

れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
姿
は
女
�
書
の
教
え
と
は
程
遠
く
、
む
し

ろ
男
性
と
同
様
に
、
自
身
の
願
望
を
露
わ
に
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

次
に
、
妓
女
の
身
分
で
男
を
変
え
る
女
性
を
見
て
み
る
。
ま
ず
、

十
一
の
二
の
妓
女
閔
愛
は
、
鄭
注
書
と
い
う
男
性
に
愛
さ
れ
て
い
た

が
、
富
豪
の
李
座
首
と
い
う
男
性
か
ら
一
千
両
で
夜
を
共
に
す
る
よ

う
に
誘
わ
れ
る
。
閔
愛
は
祖
母
の
祭
事
を
口
実
に
し
て
李
座
首
と
密

会
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
気
づ
い
た
鄭
注
書
は
兵
卒
を
送
り
二

人
を
捕
ら
え
に
来
る
。
こ
の
場
面
を
確
認
し
て
み
る
。

　
　

�

李
座
首
が
恐
れ
部
屋
の
中
で
震
え
て
い
る
と
、
閔
愛
は
、「
少
し

も
恐
れ
る
こ
と
な
く
衣
冠
を
整
え
私
の
後
ろ
か
ら
出
て
く
だ
さ

い
。」（
中
略
）
閔
愛
が
微
笑
み
述
べ
る
に
は
、「
こ
こ
に
誰
も
い

な
い
こ
と
は
皆
が
知
っ
て
い
る
。
李
座
首
は
虫
け
ら
で
も
な
い

の
に
、
ど
う
し
て
隠
す
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
ど
う
ぞ
、
お
探

し
な
さ
い
。」

　

こ
の
し
た
た
か
な
閔
愛
は
最
後
ま
で
鄭
注
書
を
た
ぶ
ら
か
し
、
李

座
首
と
共
に
大
邸
宅
で
歓
楽
を
き
わ
め
る
の
で
あ
る
。
十
四
の
十
の

妓
女
梅
花
も
老
人
の
愛
を
退
け
、
若
い
男
性
と
密
会
を
重
ね
る
の
で

あ
る
が
、
後
に
こ
の
若
い
男
性
が
朝
廷
か
ら
懲
罰
を
受
け
死
に
至
る

と
、
自
決
し
て
義
理
を
守
り
抜
く
の
で
あ
る
。
閔
愛
も
梅
花
も
、
最

初
の
主
人
を
た
ぶ
ら
か
し
た
と
い
う
意
味
で
は
決
し
て
義
理
堅
い
女

性
像
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
、
真
に
愛
す
る
男
性
の
た
め
に
強
か
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に
主
人
を
た
ぶ
ら
か
し
、
己
の
願
望
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
姿
は
、

や
は
り
特
殊
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

最
後
に
な
る
が
、
十
八
の
四
に
は
経
済
的
成
功
の
た
め
に
夫
と
夜

を
共
に
し
な
い
、
蓄
財
だ
け
に
生
き
る
女
性
が
登
場
す
る
。

　
　

�

妻
が
言
う
に
は
「
我
等
夫
婦
が
万
が
一
同
寝
す
る
と
自
然
と
子

供
の
で
き
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
れ
も
い
い
こ
と
で
す
が
、
口

が
増
え
病
に
悩
み
財
を
失
う
こ
と
は
明
ら
か
で
、
こ
れ
を
ど
う

い
た
し
ま
し
ょ
う
。
あ
な
た
は
部
屋
の
上
の
半
分
の
方
で
草
鞋

を
作
り
、
私
は
下
の
半
分
の
方
で
針
仕
事
を
し
、
十
年
を
限
り

に
一
日
に
お
か
ゆ
一
杯
で
家
業
を
成
し
遂
げ
ま
し
ょ
う
。

　

右
の
よ
う
に
、
女
性
は
夫
に
具
体
的
な
形
で
に
蓄
財
を
勧
め
、
夫

は
こ
れ
に
従
う
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
妻
に
心
情
的
に
リ
ー
ド
さ

れ
る
夫
と
、
何
よ
り
も
経
済
活
動
に
積
極
的
で
あ
る
妻
の
姿
が
描
か

れ
て
い
る
。
蓄
財
に
執
着
す
る
こ
の
女
性
の
姿
は
、
も
ち
ろ
ん
一
義

的
に
は
夫
、
家
の
た
め
で
は
あ
る
が
、
全
く
夫
に
頼
る
こ
と
な
く
経

済
的
困
難
に
立
ち
向
か
お
う
と
す
る
姿
は
、
従
順
か
ら
は
か
け
へ
だ

た
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

以
上
、『
青
邱
野
談
』
で
は
、
一
、
男
性
、
及
び
男
性
の
家
を
助
け

る
女
性
達
、
二
、
自
ら
の
判
断
で
夫
を
選
び
、
己
の
願
望
を
満
た
す

女
性
達
、
三
、
妓
女
で
あ
り
な
が
ら
主
人
を
た
ぶ
ら
か
し
愛
す
る
男

と
一
緒
に
な
る
女
性
達
、
四
、
男
性
に
頼
る
こ
と
な
く
積
極
的
に
経

済
活
動
に
挑
む
女
性
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
た
。
彼
女

達
は
皆
悪
人
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
た
だ
し
、
女
�
書
の
従
順
の

教
え
と
は
程
遠
く
、
そ
れ
ぞ
れ
が
当
面
し
て
い
る
現
実
の
必
要
性
に

応
じ
て
果
敢
に
行
動
し
、
そ
の
結
果
は
所
期
の
願
い
を
遂
げ
る
と
い

う
共
通
点
が
あ
る
と
言
え
る
。こ
れ
ら
の
女
性
達
の
行
い
が
、全
て「
自

我
」
の
成
就
に
直
接
結
び
つ
い
た
と
は
言
い
難
い
が
、『
士
小
節
』
の

暗
示
す
る
積
極
的
女
性
像
に
近
い
も
の
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。�

お
わ
り
に

　

以
上
、
浮
世
草
子
と
朝
鮮
王
朝
野
談
に
は
、
当
時
の
儒
教
の
理
想

的
女
性
像
と
さ
れ
る
の
も
一
部
見
受
け
ら
れ
た
も
の
の
、
女
�
書
の

教
え
か
ら
は
大
き
く
離
れ
、
自
由
な
愛
、
経
済
力
、
上
昇
志
向
な
ど
、

己
の
願
望
、
つ
ま
り
「
自
我
」
に
従
お
う
と
し
た
女
性
達
が
多
く
確

認
で
き
た
。
こ
れ
ら
両
国
の
虚
構
の
中
の
女
性
達
は
、
反
社
会
的
で

あ
る
と
は
言
え
な
い
ま
で
も
、
男
性
中
心
の
社
会
的
期
待
に
応
え
る

こ
と
な
く
、
一
個
人
と
し
て
生
き
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
が
類
似
し
て

い
る
と
言
え
る
。
殊
に
『
五
人
女
』、『
娘
気
質
』
に
お
け
る
自
由
な

愛
へ
の
願
望
、『
娘
気
質
』
の
男
性
と
女
性
の
立
場
の
逆
転
、
及
び
渇

望
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
の
願
望
、
秋
成
浮
世
草
子
に
見
え
る
金
銭
へ

の
執
着
、
こ
れ
ら
の
全
て
が
形
を
変
え
て
『
青
邱
野
談
』
の
女
性
像

か
ら
も
見
受
け
ら
れ
た
。
た
だ
し
『
青
邱
野
談
』
で
考
察
の
対
象
に



− ��� −

な
っ
た
女
性
達
は
、
社
会
的
弱
者
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
始
め

か
ら
特
殊
な
知
略
を
備
え
、現
実
を
相
手
に
し
て
い
る
の
で
、そ
の「
自

我
」
は
当
然
発
現
さ
れ
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
。
こ
の
た
め
、

女
性
が
「
自
我
」
を
有
す
る
よ
う
に
な
る
過
程
は
作
中
で
描
写
さ
れ

な
か
っ
た
。
反
面
、
浮
世
草
子
で
は
女
�
書
に
照
ら
し
合
わ
す
と
否

定
的
に
評
価
さ
れ
た
り
、
笑
い
飛
ば
さ
れ
た
り
、
歪
ん
だ
も
の
と
見

な
さ
れ
る
女
性
の
「
自
我
」
が
、
個
々
の
「
願
望
」
と
し
て
描
か
れ

て
い
た
。
こ
の
た
め
浮
世
草
子
は
、
女
性
を
個
人
の
レ
ベ
ル
で
考
察

す
る
機
会
を
得
た
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
の
女
�
書
が
女

性
を
男
性
の
対
極
に
置
い
て
認
識
し
た
の
に
対
し
、
浮
世
草
子
は
女

性
の
「
自
我
」
を
、
男
性
の
そ
れ
と
同
様
に
個
人
の
一
側
面
と
し
て

描
い
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

本
稿
は
、
朝
鮮
王
朝
に
お
け
る
野
談
の
中
で
『
青
邱
野
談
』
の
み

を
扱
う
に
止
ま
っ
た
た
め
、
よ
り
多
様
な
朝
鮮
王
朝
の
野
談
研
究
を

今
後
の
課
題
と
し
て
残
し
た
い
。

【
注
】

（
１
）�

現
在
の
韓
国
で
は
李
の
姓
を
持
っ
て
い
た
王
が
支
配
し
て
い
た

一
三
九
二
～
一
九
一
〇
年
ま
で
を
朝
鮮
朝
、
ま
た
は
朝
鮮
王
朝
と
呼
び
、

李
氏
朝
鮮
と
称
す
る
の
は
差
別
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
、
本
稿
で
は

朝
鮮
王
朝
と
す
る
。

（
２
）�

野
談
は
、
朝
鮮
王
朝
の
庶
民
の
暮
ら
し
や
認
識
、
ま
た
は
庶
民
に
関
る

両
班
（
文
官
・
武
官
）
の
話
が
展
開
す
る
雑
話
集
で
、
量
質
共
に
す
ぐ

れ
た
野
談
に
は
、
い
わ
ゆ
る
三
大
野
談
集
『
渓
西
野
談
』、『
東
野
彙
輯
』、

『
青
邱
野
談
』
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
著
者
や
成
立
の
経
緯
は
ほ
と
ん

ど
明
ら
か
で
は
な
く
、
そ
の
内
容
も
、
説
話
か
ら
小
説
へ
の
途
中
の
も

の
が
多
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。
日
本
の
仮
名
草
子
、
御
伽
草
子
と
同
様

に
、
小
説
と
言
う
に
は
そ
の
構
造
の
面
で
未
完
成
の
部
分
が
多
い
。
そ

の
内
容
は
当
時
の
逸
話
、
見
聞
、
巷
談
等
を
潤
色
、
再
構
成
し
た
も
の

が
多
い
。

（
３
）�『
青
邱
野
談
』
は
他
の
野
談
集
を
集
大
成
し
た
も
の
と
言
わ
れ
、
漢
文

本
と
共
に
ハ
ン
グ
ル
本
が
存
在
す
る
と
い
う
側
面
か
ら
も
注
目
に
値
す

る
。

（
４
）�

以
後
、
そ
の
内
容
は
石
川
松
太
郎
編
『
女
大
学
集
』〈
東
洋
文
庫

三
〇
二
〉（
平
凡
社
、一
九
九
〇
）
の
中
の
『
和
俗
童
子
�
』
巻
之
五
「
教

女
子
法
」
に
よ
る
。

（
５
）�

第
一
項
目
「
女
児
は
親
の
教
え
ひ
と
つ
で
育
つ
。」、
第
二
項
目
「
幼
い

と
き
か
ら
『
女
徳
』
を
育
て
る
の
が
大
切
。」、
第
十
八
項
目
「
女
性
の

身
に
つ
け
る
べ
き
手
習
い
・
読
書
・
教
養
」
と
あ
る
。

（
６
）�

こ
の
引
用
文
の
前
に
は
「
お
よ
そ
婦
人
の
心
ざ
ま
の
あ
し
き
病
は
、
和

順
な
ら
ざ
る
と
、い
か
り
う
ら
む
る
と
、人
を
そ
し
る
と
、物
ね
た
む
と
、
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不
智
な
る
と
に
あ
り
。
凡
そ
此
の
五
つ
病
は
、
婦
人
に
十
人
に
七
八
は

必
ず
あ
り
。
是
れ
婦
人
の
男
子
に
及
ば
ざ
る
所
也
。
み
ず
か
ら
か
え
り

見
、
い
ま
し
め
て
、
あ
ら
た
め
去
る
べ
し
。
此
の
五
つ
の
病
の
内
に
て
、

こ
と
さ
ら
不
知
を
お
も
し
と
す
。
不
知
な
る
故
に
、
五
つ
の
病
お
こ
る
。

婦
女
は
陰
性
な
り
。
陰
は
夜
に
属
し
て
く
ら
し
。」
と
あ
る
。

（
７
）�

彼
は
上
田
秋
成
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
人
で
、
朝
鮮
王
朝
の
実
学
者
朴
趾
源

の
弟
子
で
あ
る
。�

（
８
）�『
士
小
節
』
は
、
朝
鮮
王
朝
後
期
の
家
庭
倫
理
を
一
番
具
体
的
に
記
録

し
た
も
の
の
一
つ
と
言
え
る
。
そ
の
内
容
は
士
、
婦
女
、
童
児
の
た
め

の
礼
儀
と
、
修
身
の
規
範
を
具
体
的
に
示
す
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、

女
性
の
徳
行
と
言
行
に
関
す
る
記
述
に
比
べ
、
女
性
の
貞
節
に
関
す
る

言
及
は
、『
戒
女
書
』
と
同
様
に
皆
無
で
あ
る
。
婦
女
の
た
め
の
内
容
は
、

性
行
、
言
語
、
服
飾
、
動
止
、
教
育
、
祭
事
、
人
倫
、
事
物
の
項
目
を

設
け
て
記
述
し
て
い
る
。�

（
９
）�

例
え
ば
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
の
解
説
で
、
東
明
雅
は
「
作
者
の

西
鶴
は
、彼
女
た
ち
の
行
動
に
対
し
て
、一
応
、教
�
的
な
こ
と
を
述
べ
、

封
建
の
掟
と
道
徳
と
を
強
調
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
女
た
ち

の
悲
惨
な
運
命
を
描
い
て
ゆ
く
そ
の
筆
に
は
、
お
の
ず
か
ら
同
情
的
な

も
の
が
あ
ら
わ
れ
、
彼
女
た
ち
の
最
期
を
美
化
し
詠
嘆
し
て
い
る
。」
と

述
べ
て
い
る
。

（
�0
）�

清
十
郎
と
恋
仲
で
あ
っ
た
皆
川
、
お
夏
二
人
に
対
す
る
評
価
の
差
を
め

ぐ
っ
て
、
身
分
上
の
差
異
で
あ
る
と
す
る
竹
野
静
雄
の
論
「『
好
色
五

人
女
』
の
性
愛
表
現―

そ
の
特
異
性
に
つ
い
て
の
試
論
」〈
江
古
田
文
学
〉

五
十
一
号
（
江
古
田
文
学
会
、
二
〇
〇
二
、十
一
）
が
あ
る
が
、
身
分

上
の
差
異
は
西
鶴
が
敢
え
て
述
べ
な
く
と
も
当
時
の
読
者
は
十
分
理
解

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、
本
稿
で
は
人
物
に
対
す
る
評

価
は
人
物
個
々
の
行
い
に
よ
る
と
理
解
す
る
こ
と
に
す
る
。

（
��
）�『
五
人
女
』
の
女
性
像
に
つ
い
て
、
一
巻
の
遊
女
皆
川
は
話
の
重
要
度

か
ら
考
察
の
対
象
に
し
な
い
の
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
男
性

主
人
公
と
の
恋
愛
関
係
に
あ
っ
た
女
性
像
の
造
型
と
い
う
側
面
を
考
察

し
た
い
と
思
い
、
皆
川
も
考
察
の
対
象
と
す
る
。

（
��
）�

長
谷
川
強
『
浮
世
草
子
の
研
究
』（
桜
楓
社
、一
九
六
九
）、佐
伯
孝
弘
『
江

島
其
磧
と
気
質
物
』（
若
草
書
房
、
二
〇
〇
四
）
等
に
詳
し
い
。

（
�3
）�

中
村
幸
彦
「
秋
成
に
描
か
れ
た
人
々
（
一
）」〈
国
語
国
文
〉
三
十
二
巻

一
号
（
中
央
図
書
出
版
社�

一
九
六
三
、一
）

（
�4
）�

崔
ウ
ン『
注
解
青
邱
野
談（
一
）』（
国
学
資
料
院
、一
九
九
六
）の
巻
頭
に
、

「『
青
邱
野
談
』
で
は
封
建
主
義
的
世
界
観
を
い
よ
い
よ
脱
皮
し
つ
つ
あ

る
十
八
～
十
九
世
紀
の
朝
鮮
社
会
の
転
換
的
諸
様
相
を
確
認
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
現
実
的
世
界
観
と
資
本
主
義
的
思
考
方
式
の
出
現
は
同
時

代
の
実
学
者
達
の
漢
文
小
説
と
も
精
神
的
に
通
ず
る
も
の
が
あ
り
、『
青

邱
野
談
』の
価
値
を
更
に
高
め
る
も
の
で
あ
る
。」と
詳
し
い
。
以
下
、『
青

邱
野
談
』
か
ら
の
引
用
は
、
本
書
を
元
に
論
者
が
和
訳
し
た
も
の
で
あ
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る
。

（
�5
）�
野
談
集
所
載
女
性
像
に
関
し
て
は
李
ウ
ォ
ル
ヨ
ン
の
「
野
談
集
所
載

女
性
談
研
究
」『
韓
国
言
語
文
学
』
第
三
十
九
集(

韓
国
語
文
学
会
、

一
九
九
七
、十
二)

に
詳
し
い
。

（
�6
）�

こ
れ
に
当
た
る
の
は
、
三
の
十
五
、四
の
四
、七
の
一
、七
の
九
、十
一
の

九
、十
三
の
十
一
、十
四
の
八
、十
八
の
三
で
あ
る
。
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