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一
．「
安
心
な
き
安
心
」
論　

江
戸
時
代
の
思
想
家
・
本
居
宣
長
は
、
人
は
死
に
際
し
て
は
、
た
だ
ひ
た
す
ら
「
か
な
し
め
」
ば
い
い
の
だ
と
、
次
の
よ
う
に

言
っ
て
い
る
（『
鈴
屋
答
問
録
』）。

　

―

わ
れ
わ
れ
一
人
ひ
と
り
に
と
っ
て
、
死
ぬ
と
い
う
こ
と
を
前
に
し
て
ど
う
「
安
心
」
し
た
ら
い
い
の
か
、
と
い
う
問

題
は
、
み
な
疑
問
に
思
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
よ
う
な
「
安
心
」
な
ど
と
い
う
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ

か
と
い
う
と
、「
下
た
る
者
」
た
る
わ
れ
わ
れ
に
は
、「
上
よ
り
定
め
給
ふ
制
法
」―

こ
の
世
が
こ
の
世
で
あ
る
非
常
に
霊

妙
な
「
お
の
ず
か
ら
」
の
働
き
が
働
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
で
き
る
か
ぎ
り
の
業わ
ざ

を
し
て
世
の

中
を
渡
っ
て
い
く
以
外
に
仕
方
が
な
い
。
だ
か
ら
、
別
に
「
安
心
」
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
少
し
も
い
ら
な
い
の
だ
。

日
本
人
の
死
生
観
に
つ
い
て

竹
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―

そ
れ
な
の
に
、
最
近
は
、
無
益
の
事
を
い
ろ
い
ろ
と
考
え
て
、
天
地
の
道
理
は
こ
れ
こ
れ
で
、
人
が
生
ま
れ
て
き
た

ゆ
え
ん
は
こ
れ
こ
れ
、
死
ね
ば
こ
れ
こ
れ
に
な
る
な
ど
と
、
じ
つ
は
決
し
て
わ
か
り
も
し
な
い
こ
と
を
、
さ
ま
ざ
ま
に
自
分

自
身
に
い
い
よ
う
に
引
き
つ
け
て
論
じ
て
、「
安
心
」
を
こ
し
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
み
な
大
陸
か
ら
伝
わ
っ

て
き
た
儒
教
と
か
仏
教
の
「
さ
か
し
ら
事
」（
物
知
り
ぶ
っ
て
い
る
こ
と
）
で
あ
っ
て
、
ほ
ん
と
う
は
わ
れ
わ
れ
に
は
知
り

え
な
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
す
べ
て
想
像
で
か
た
っ
て
い
る
、
無
益
の
空
論
な
の
だ
。

こ
れ
は
、
の
ち
に
「
安
心
な
き
安
心
」
論
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
有
名
な
議
論
で
あ
る
が
、
宣
長
は
続
け
て
、
こ
う
説
く
。

　

―

わ
が
国
に
お
い
て
は
、
そ
う
い
う
儒
教
と
か
仏
教
の
ご
と
き
説
が
伝
わ
っ
て
来
る
前
に
は
、
そ
ん
な
こ
ざ
か
し
い
心

が
な
く
、
た
だ
死
ね
ば
「
よ
み
の
国
」
に
行
く
も
の
と
の
み
思
っ
て
、「
か

な
し
む
」
よ
り
ほ
か
な
く
、
こ
れ
を
疑
う
者
も
い
な
か
っ
た
、
理
屈
を
こ
ね

る
人
も
い
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
の
「
よ
み
の
国
」
と
い
う
の
は
、
古
く
か
ら

の
言
い
伝
え
に
よ
れ
ば
、「
き
た
な
く
あ
し
き
所
」
と
書
い
て
あ
る
が
、
死

ね
ば
必
ず
そ
こ
に
行
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
こ

の
世
に
死
ぬ
こ
と
ほ
ど
「
か
な
し
い
」
こ
と
は
な
い
の
だ
。
そ
の
も
っ
と
も

「
か
な
し
い
」
こ
と
を
「
か
な
し
」
ま
な
い
よ
う
に
、
い
ろ
い
ろ
と
理
屈
を

つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
儒
教
や
仏
教
が
真
実
の
道
で
は
な
い

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　

竹内整一氏
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つ
ま
り
、
こ
の
文
章
で
言
っ
て
る
の
は
、
ひ
と
つ
は
、
こ
の
世
界
は
、
神
々
が
定
め
た
世
界
と
し
て
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
そ
れ

と
し
て
受
け
と
め
て
生
き
れ
ば
い
い
と
い
う
考
え
方
と
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
死
ぬ
こ
と
は
と
て
つ
も
な
く
「
か
な
し
い
」
こ
と

だ
、「
か
な
し
む
」
以
外
に
な
い
こ
と
だ
と
い
う
、
こ
の
ふ
た
つ
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
ふ
た
つ
の
こ
と
は
別
な
事
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
肝
心
な
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
か
な
し
む
」
以
外
の
な
い
こ
と
を
き
ち
ん
と
「
か
な
し
む
」
こ
と

が
、
結
局
は
、
こ
の
世
の
仕
組
み
を
そ
う
定
め
た
神
々
の
働
き
に
従
う
こ
と
に
な
る
か
ら
、
そ
こ
に
「
安
心
」
と
い
う
も
の
が
あ

る
の
だ
、
と
い
う
考
え
方
に
な
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

こ
こ
で
言
う
神
々
と
は
何
か
と
い
う
問
題
は
、
そ
れ
自
体
大
き
な
問
題
で
あ
る
が
、
宣
長
は
、
当
初
、
神
々
と
言
う
か
わ
り
に
、

自
然
の
働
き
と
か
、「
お
の
ず
か
ら
」
の
働
き
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
世
の
中
が
こ
う
で
あ
る
の
は
、「
お

の
ず
か
ら
」
こ
の
よ
う
で
あ
り
、
自
然
の
働
き
に
お
い
て
こ
の
よ
う
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
生
き
死
に

も
含
め
て
、
こ
の
世
の
中
の
す
べ
て
の
こ
と
が
、
そ
う
し
た
「
お
の
ず
か
ら
」
の
働
き
に
司
つ
か
さ

ど
ら
れ
て
い
る
、
支
配
さ
れ
て
い
る
。

し
か
も
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
、
わ
れ
わ
れ
に
は
最
終
的
に
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
、
妙
理
、
妙
な
る
「
こ
と
わ
り
」
と
し
て
働
い
て

い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
考
え
方
は
、
浄
土
真
宗
の
開
祖
で
あ
る
親
鸞
の
考
え
方
と
も
共
通
し
て
い
る
。
親
鸞
の
場
合
に
は
、
そ
う
し
た
働
き

は
、
阿
弥
陀
如
来
の
働
き
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
結
局
は
、
凡
夫
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
に
は
不
可
思
議
な
働
き

と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
不
可
思
議
な
ま
ま
に
わ
れ
わ
れ
を
救
っ
て
く
れ
る
働
き
と
し
て
信
じ
ら
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。
晩
年
の
親
鸞
は
、
阿
弥
陀
如
来
と
は
何
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
、「
自じ
ね
ん然
」
と
い
う
こ
と
を
知
ら
し
め
る
手
立
て
な
の
だ
、

と
言
っ
て
い
る
。
そ
の
働
き
に
親
鸞
は
阿
弥
陀
如
来
と
い
う
名
を
つ
け
て
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
こ
へ
と
身
を
預
け
や
す
く
な
る
よ
う

に
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
宣
長
が
、「
お
の
ず
か
ら
」
の
働
き
と
言
っ
て
い
た
も
の
を
神
々
の
働
き
と
言
い
換
え
て
き
た
の
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と
同
じ
で
あ
る
。

し
か
し
、
宣
長
や
親
鸞
の
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
み
ず
か
ら
は
手
を
こ
ま
ね
い
た
ま
ま
そ
う
し
た
働
き
に

従
え
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
な
く
、
こ
の
宣
長
の
文
に
あ
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
の
で
き
る
か
ぎ
り
の
業
を
し
て
（「
あ
る
べ
き

か
ぎ
り
の
わ
ざ
を
し
て
」）
従
え
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
か
な
し
み
」
を
ま
っ
と
う
に
「
か
な
し
む
」
と
い
う
こ
と
は
、
は
っ

き
り
と
み
ず
か
ら
の
有
限
性
・
力
及
ば
な
さ
を
自
覚
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
自
覚
を
通
し
て
、
は
じ
め
て
そ
こ
に
、
み

ず
か
ら
を
超
え
た
超
越
的
な
働
き
と
し
て
の
仏
な
り
神
な
り
の
働
き
を
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換

え
れ
ば
、
そ
れ
は
「
諦
め
る
」
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

二
． 

死
と
生
は
断
絶
し
て
い
な
い

「
諦
め
る
」
と
は
、「
明
ら
め
る
（
あ
き
ら
め
る
・
あ
か
ら
め
る
）」―

「
あ
き
ら
か
に
す
る
」
こ
と
で
あ
る
。「
明
ら
め
る
」

こ
と
に
よ
っ
て
、
如
何
と
も
し
が
た
い
こ
と
を
如
何
と
も
し
が
た
い
こ
と
と
し
て
受
け
と
め
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
人
は
、
何

も
「
無
い
」
と
こ
ろ
で
は
諦
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
子
ど
も
が
何
か
が
欲
し
い
と
ダ
ダ
を
こ
ね
て
い
る
と
き
に
諦
め
さ
せ
る
に

は
、
で
は
そ
の
代
わ
り
に
こ
れ
こ
れ
を
あ
げ
よ
う
、
な
ど
と
言
う
よ
う
に
、
代
わ
り
の
何
か
が
「
あ
る
」
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ

る
。加

藤
周
一
ら
の
『
日
本
人
の
死
生
観
』
で
は
、
日
本
人
の
死
生
観
一
般
が
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

一
般
に
日
本
人
の
死
に
対
す
る
態
度
は
、
感
情
的
に
は
「
宇
宙
」
の
秩
序
の
、
知
的
に
は
自
然
の
秩
序
の
、
あ
き
ら
め
を

も
っ
て
の
受
け
入
れ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
背
景
は
、
死
と
日
常
生
活
上
と
の
断
絶
、
す
な
わ
ち
、
死
の
残
酷
で
劇
的
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な
非
日
常
性
を
、
強
調
し
な
か
っ
た
文
化
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　

こ
の
言
い
方
で
い
え
ば
、
諦
め
と
は
、「
宇
宙
の
秩
序
」「
自
然
の
秩
序
」
の
「
明
ら
め
」
と
、
そ
の
「
受
け
入
れ
」
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

近
代
作
家
・
志
賀
直
哉
に
、
こ
う
い
う
死
の
と
ら
え
方
が
あ
る
（『
城
の
崎
に
て
』）。

　

或
る
朝
の
事
、
自
分
は
一
匹
の
蜂
が
玄
関
の
屋
根
で
死
ん
で
い
る
の
を
見
つ
け
た
。
…
…
そ
れ
は
三
日
ほ
ど
そ
の
ま
ま
に

な
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
見
て
い
て
、
如
何
に
も
静
か
な
感
じ
を
与
え
た
。
淋
し
か
っ
た
。
他
の
蜂
が
み
ん
な
巣
へ
入
っ
て
し

ま
っ
た
日
暮
れ
、
冷
た
い
瓦
の
上
に
一
つ
残
っ
た
死
骸
を
見
る
事
は
淋
し
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
如
何
に
も
静
か
だ
っ

た
。
夜
の
間
に
ひ
ど
い
雨
が
降
っ
た
。
朝
は
晴
れ
、
木
の
葉
も
地
面
も
屋
根
も
綺
麗
に
洗
わ
れ
て
い
た
。
蜂
の
死
骸
は
も
う

其
処
に
は
な
か
っ
た
。
…
…
自
分
は
そ
の
静
か
さ
に
親
し
み
を
感
じ
た
。
…
…
生
き
て
い
る
事
と
死
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
事

と
、
そ
れ
は
両
極
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
程
に
差
は
な
い
よ
う
な
気
が
し
た
。

こ
こ
で
志
賀
が
蜂
の
死
を
通
し
て
感
じ
た
「
死
に
対
す
る
親
し
み
」
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
死
も
ま
た
蜂
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る

と
い
う
発
見
か
ら
来
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
大
き
な
自
然
の
中
で
の
、
ご
く
当
た
り
前
の
出
来
事
で
あ
っ
て
、

そ
こ
で
は
「
生
き
て
い
る
事
と
死
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
事
」
と
が
「
両
極
」
で
は
な
い
、
全
然
別
の
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
認

識
か
ら
来
る
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
は
「
宇
宙
の
秩
序
」「
自
然
の
秩
序
」
の
、「
あ
き
ら
め
を
も
っ
て
の
受
け
入
れ
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
よ

う
な
「
受
け
入
れ
」
は
、「
死
と
日
常
生
活
上
と
の
断
絶
、
す
な
わ
ち
、
死
の
残
酷
で
劇
的
な
非
日
常
性
を
、
強
調
し
な
か
っ
た
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文
化
」
に
そ
の
背
景
を
も
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
・
イ
ス
ラ
ム
教
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
神
の
審
判
・
裁
き
の

よ
う
な
も
の
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
。

わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
、
と
き
お
り
、
死
ぬ
こ
と
を
「
仏
に
な
る
」「
成
仏
す
る
」「
往
生
す
る
」「
お
陀
仏
に
な
る
」
と
い
っ
た

言
い
方
を
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
む
ろ
ん
そ
れ
は
、
仏
教
本
来
の
考
え
方
で
は
な
い
。
仏
教
・
浄
土
教
で
は
、
い
ろ
い
ろ
な
修
行

や
信
仰
を
し
て
、
そ
の
さ
き
に
や
っ
と
「
往
生
」（
浄
土
に
行
っ
て
生
ま
れ
る
こ
と
）
や
「
成
仏
」（
仏
に
な
る
こ
と
）
が
可
能
に

な
る
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

死
ぬ
こ
と
を
「
往
生
す
る
」「
成
仏
す
る
」
と
表
現
す
る
日
本
人
に
は
、
死
は
ど
こ
か
で
「
往
生
」・「
成
仏
」
に
近
い
出
来
事

と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
死
ぬ
こ
と
は
、
あ
る
意
味
そ
う
た
い
し
た
こ
と
で
は
な
い
、
い
う
な
れ
ば

〝
楽
に
な
る
〞
こ
と
で
も
あ
る
と
い
う
受
け
と
め
方
が
あ
る
と
言
っ
て
も
い
い
。
そ
れ
も
ま
た
、
さ
き
に
見
た
「
死
へ
の
親
し
み
」

と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
、「
死
と
日
常
生
活
上
と
の
断
絶
、
す
な
わ
ち
、
死
の
残
酷
で
劇
的
な
非
日
常
性
を
、
強
調
し
な
か
っ
た

文
化
」
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
外
国
人
に
は
驚
き
を
も
っ
て
受
け
と
め
ら
れ
て
き
た
「
ハ
ラ
キ
リ
（
切
腹
）」
な
り
「
特
攻
」

な
り
、
死
を
ま
っ
た
く
怖
れ
ず
に
死
ん
で
い
く
と
見
ら
れ
た
死
に
方
も
、
こ
う
し
た
死
生
観
と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

現
代
の
イ
ス
ラ
ム
原
理
主
義
の
「
自
爆
」
と
い
う
考
え
方
は
、
あ
る
い
は
、「
日
本
赤
軍
」
の
「
特
攻
」
的
な
考
え
方
の
輸
出

で
は
な
い
か
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
間
の
事
情
・
経
緯
は
正
確
に
は
わ
か
ら
な
い
が
、
死
を
怖
れ
ず
に
自
分
の
命
を
投
げ
出

し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
と
い
う
点
で
は
似
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

た
だ
し
か
し
、
両
者
は
、
以
下
の
点
で
決
定
的
に
違
う
。
イ
ス
ラ
ム
原
理
主
義
で
の
「
自
爆
」
は
、
ジ
ハ
ー
ド
・
聖
戦
と
い
う

神
の
正
義
の
戦
い
で
の
「
殉
教
」
で
あ
り
、
そ
の
行
い
に
よ
っ
て
、
死
後
、
天
国
で
い
い
場
所
を
与
え
ら
れ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
日
本
の
「
特
攻
」
な
り
「
切
腹
」
に
は
、
そ
う
し
た
死
後
へ
の
思
い
、
死
後
こ
う
な
る
か
ら
こ
の
よ
う
に
死
ん

で
い
く
、
と
い
う
考
え
方
は
あ
ま
り
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
。
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戦
時
中
、「
特
攻
」
で
死
ん
で
い
っ
た
若
者
の
遺
書
な
ど
に
は
、
そ
う
い
う
死
後
の
世
界
云
々
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
書
か

れ
て
い
な
い
。
た
だ
こ
ち
ら
で
の
世
界
、
こ
ち
ら
の
共
同
体
、
家
族
や
国
家
の
た
め
に
自
分
は
死
ん
で
い
く
と
い
う
こ
と
が
強
調

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
死
は
、
あ
ち
ら
の
世
界
、
い
い
来
世
へ
の
切
符
な
ど
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。加

藤
の
言
い
方
を
使
え
ば
、「
死
と
日
常
生
活
上
と
の
断
絶
」
が
な
い
。
志
賀
の
言
い
方
を
使
え
ば
、「
生
き
て
い
る
事
と
死
ん

で
し
ま
っ
て
い
る
事
」
と
が
「
両
極
」
で
は
な
い
、
別
の
も
の
で
は
な
い
、
と
感
じ
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
の
も
の
で
あ
る
。

三
．「
お
の
ず
か
ら
」
と
「
み
ず
か
ら
」
の
「
あ
わ
い
」

「
お
の
ず
か
ら
」
と
か
「
自
然
」（
と
も
に
、
本
来
、「
偶
然
」「
突
然
」
と
い
う
語
と
同
じ
意
味
を
持
っ
た
副
詞
）
と
い
う
表

現
に
は
、
古
い
用
法
で
は
、「
万
一
自
分
が
死
ん
だ
な
ら
ば
」
と
い
う
意
味
を
表
す
使
い
方
が
あ
る
。
む
ろ
ん
当
時
に
お
い
て
も
、

「
お
の
ず
か
ら
」「
自
然
」
と
い
う
語
は
、
ご
く
当
た
り
前
に
、
当
然
に
、
と
い
う
、
今
と
同
じ
意
味
合
い
で
も
使
わ
れ
て
も
い
る
。

し
か
し
そ
れ
が
同
時
に
、
こ
う
し
た
使
い
方
も
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
も
、
今
見
て
き
て
い
る
よ
う
な
、
生
と
死
と
を

「
両
極
」
に
分
け
て
し
ま
わ
な
い
発
想
と
い
っ
た
も
の
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

わ
れ
わ
れ
か
ら
す
れ
ば
、
死
と
は
、
ま
さ
に
「
万
一
」
の
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
大
い
な
る
宇
宙
、
自
然
の
方
か
ら
見
れ

ば
、
そ
れ
は
ま
さ
に
当
た
り
前
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
同
時
に
、「
お
の
ず
か
ら
」
の
出
来
事
は
、「
み
ず
か
ら
」
の
営
み

に
は
如
何
と
も
し
が
た
い
働
き
と
し
て
働
い
て
い
る
と
い
う
受
け
と
め
方
が
、
こ
れ
ら
の
語
に
は
見
て
と
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う

し
た
納
得
な
い
し
説
得
の
知
恵
が
、
こ
う
し
た
言
葉
遣
い
の
中
に
は
働
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

医
師
で
作
家
の
南
木
佳
士
さ
ん
の
『
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
ダ
ス
ト
』
の
中
で
は
、
あ
る
人
が
飛
行
機
で
海
に
墜
落
し
て
死
を
意
識
し
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た
と
き
の
心
象
が
、
こ
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

　

誰
か
こ
の
星
た
ち
の
位
置
を
ア
レ
ン
ジ
し
た
人
が
い
る
。
私
は
そ
の
と
き
確
信
し
た
の
で
す
。
海
に
落
ち
て
か
ら
、
私
の

心
は
と
て
も
平
和
で
し
た
。
そ
の
人
の
胸
に
抱
か
れ
て
、
星
た
ち
と
同
じ
規
則
で
ア
レ
ン
ジ
さ
れ
て
い
る
自
分
を
見
出
し
て
、

心
の
底
か
ら
安
心
し
た
の
で
す
。

む
ろ
ん
「
ア
レ
ン
ジ
し
た
人
」
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ま
で
神
と
も
仏
と
も
言
い
慣
わ
さ
れ
て
き
た
も
の
の
譬
喩
で
あ
ろ
う
が
、

こ
の
星
た
ち
を
こ
う
い
う
ふ
う
に
ア
レ
ン
ジ
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
働
き
は
、
今
こ
う
し
て
い
る
自
分
の
生
き

死
に
に
も
働
い
て
い
る
と
い
う
思
い
で
あ
り
、
そ
れ
が
自
分
を
「
心
の
底
か
ら
安
心
」
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
安

心
」
の
感
覚
が
、
志
賀
が
蜂
の
死
を
通
し
て
感
じ
た
「
死
に
対
す
る
親
し
み
」
と
重
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な

い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
「
死
へ
の
親
し
み
」
や
「
安
心
」
と
い
っ
た
も
の
が
、
さ
き
に
宣
長
や
親
鸞
で
見
た
よ
う
に
、
ま
た
南

木
や
志
賀
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
あ
る
「
か
な
し
み
」
の
感
情
と
と
も
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
大
事
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
ろ
う
。

た
し
か
に
、
わ
れ
わ
れ
人
間
は
、
蜂
や
星
や
草
木
と
同
じ
よ
う
に
「
お
の
ず
か
ら
」
の
働
き
の
中
に
あ
る
の
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ

れ
の
場
合
に
は
、
か
と
い
っ
て
「
お
の
ず
か
ら
」
の
働
き
の
中
に
完
全
に
埋
没
し
一
体
化
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ

に
は
、
簡
単
に
は
捨
て
去
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
み
ず
か
ら
」
と
い
う
思
い
、
こ
の
「
私
」、
こ
の
「
自
分
」
と
い
う
意
識
が
あ

る
。
そ
こ
に
「
か
な
し
み
」
と
い
う
も
の
が
呼
び
起
こ
さ
れ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

志
賀
の
最
晩
年
に
「
ナ
イ
ル
の
水
の
一
滴
」
と
い
う
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
有
名
か
つ
大
事
な
文
章
が
あ
る
。
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人
間
が
出
来
て
、
何
千
万
年
に
な
る
か
知
ら
な
い
が
、
そ
の
間
に
数
え
き
れ
な
い
人
間
が
生
れ
、
生
き
、
死
ん
で
行
っ
た
。

私
も
そ
の
一
人
と
し
て
生
ま
れ
、
今
生
き
て
い
る
の
だ
が
、
例
え
て
云
え
ば
、
悠
々
流
れ
る
ナ
イ
ル
の
水
の
一
滴
の
よ
う
な

も
の
で
、
そ
の
一
滴
は
後
に
も
前
に
も
こ
の
私
だ
け
で
、
何
万
年
溯
さ
か
の
ぼ

っ
て
も
私
は
い
ず
、
何
万
年
経
っ
て
も
再
び
生
れ

て
は
来
な
い
の
だ
。
し
か
も
尚
そ
の
私
は
、
依
然
と
し
て
大
河
の
一
滴
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
で
差さ
し

支つ
か

え
な
い
の
だ
。

こ
こ
に
は
、
ふ
た
つ
の
自
己
認
識
が
語
ら
れ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、「
私
」
と
い
う
存
在
は
ほ
ん
の
一
滴
の
存
在
で
は
あ
る
が
、

そ
れ
は
、
大
い
な
る
流
れ
の
中
の
一
滴
、
そ
の
現
れ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
そ
の
一
滴
は
、
し
か
し

「
何
万
年
遡
っ
て
も
、
何
万
年
経
っ
て
も
再
び
生
れ
て
は
来
な
い
」
と
い
う
、
唯
一
無
二
、
一
回
か
ぎ
り
の
存
在
と
し
て
あ
る
と

い
う
こ
と
、
で
あ
る
。

前
者
は
、「
私
」
と
い
う
存
在
は
、
大
い
な
る
自
然
の
中
に
あ
る
と
い
う
、
い
わ
ば
総
体
（
相
対
）
認
識
で
あ
り
、
後
者
は
、

そ
れ
が
決
し
て
ほ
か
の
も
の
と
は
交
替
で
き
な
い
、
か
え
が
え
の
な
い
存
在
で
あ
る
と
い
う
絶
対
認
識
で
あ
る
。「
そ
れ
で
差
支

え
な
い
の
だ
」
と
い
う
言
い
方
の
、
あ
る
種
「
か
な
し
げ
」
な
断
定
の
調
子
は
、
こ
の
両
者
の
認
識
の
「
あ
わ
い
」
に
起
き
て
い

る
。四

．「
さ
よ
う
な
ら
」
と
し
て
の
死

宗
教
学
者
の
岸
本
英
夫
に
『
死
を
み
つ
め
る
心
』
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
が
あ
る
。
岸
本
が
、
ガ
ン
を
宣
告
さ
れ
て
以
降
、
そ
の
迫

り
来
る
「
死
」
を
み
つ
め
、
や
が
て
そ
の
恐
怖
を
克
服
し
え
た
と
い
う
心
の
動
き
を
書
き
綴
っ
た
も
の
で
あ
る
。

岸
本
は
、
自
分
も
死
を
、
ま
ず
は
「
無
」
と
い
う
こ
と
に
重
ね
て
考
え
て
し
ま
っ
た
と
言
っ
て
い
る
。
自
分
が
死
ん
で
し
ま
え
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ば
、
こ
の
世
界
も
何
も
無
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
よ
う
な
思
い
に
と
ら
え
ら
れ
て
、
身
の
毛
も
よ
だ
つ
よ
う
な
恐
怖
に
お
の
の

い
た
、
と
。
し
か
し
や
が
て
、
以
下
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
恐
怖
か
ら
逃
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
、
こ
う

述
べ
て
い
る
。

　

死
と
い
う
の
は
、
人
間
に
と
っ
て
、
大
き
な
、
全
体
的
な
「
別
れ
」
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
考
え
た
と
き
に
、
私
は
、

は
じ
め
て
、
死
に
対
す
る
考
え
か
た
が
、
わ
か
っ
た
よ
う
な
気
が
し
た
。

　

人
間
は
、
長
い
一
生
の
間
に
は
、
長
く
暮
し
た
土
地
、
親
し
く
な
っ
た
人
々
と
別
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
が
、
か
な
ら

ず
、
一
度
や
二
度
は
あ
る
も
の
で
あ
る
。
も
う
、
一
生
会
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
っ
て
、
別
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
別
れ
」、
そ
れ
は
、
常
に
、
深
い
別
離
の
悲
し
み
を
伴
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
い
よ
い
よ
別
れ
の

と
き
が
き
て
、
心
を
き
め
て
思
い
き
っ
て
別
れ
る
と
、
何
か
し
ら
、
ホ
ッ
と
し
た
気
持
に
も
な
る
こ
と
す
ら
あ
る
。
人
生
の
、

折
に
触
れ
て
の
、
別
れ
と
い
う
の
は
、
人
間
に
と
っ
て
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
人
間
は
、
そ
れ
に
耐
え
て
い
け
る

の
で
あ
る
。

　

死
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
別
れ
の
、
大
仕
掛
け
の
、
徹
底
し
た
も
の
で
は
な
い
か
。
死
ん
で
ゆ
く
人
間
は
、
み
ん
な

に
、
す
べ
て
も
の
に
、
別
れ
を
つ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
た
し
か
に
、
ひ
ど
く
悲
し
い
こ
と
に
違
い
な
い
。
し

か
し
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
死
に
の
ぞ
ん
で
の
別
れ
は
、
そ
れ
が
、
全
面
的
で
あ
る
と
い
う
以
外
、
本
来
の
性
質
は
、
時
折
、

人
間
が
そ
う
し
た
状
況
に
お
か
れ
、
そ
れ
に
耐
え
て
き
た
も
の
と
、
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
も
の
で
は
な
い
。

こ
こ
に
見
ら
れ
る
考
え
は
、
と
り
た
て
て
目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
古
今
東
西
の
思
想
を
研
究

し
て
き
た
宗
教
学
者
で
あ
る
岸
本
が
、
目
の
前
に
差
し
迫
っ
た
〝
お
の
れ
の
死
〞
と
い
う
も
の
を
あ
ら
た
め
て
見
つ
め
、
こ
う
考
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え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
際
に
大
き
な
転
機
を
つ
か
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
に
着
目
し
て
お
き
た
い
。
つ
ま
り
、
死
は
け
っ
し
て

「
無
」
な
ど
と
い
う
経
験
で
は
な
く
、
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
「
別
れ
」
と
い
う
事
柄
な
の
だ
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
種

の
納
得
を
得
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
こ
う
も
述
べ
て
い
る
。

　
「
別
れ
の
と
き
」
と
い
う
考
え
か
た
に
目
ざ
め
て
か
ら
、
私
は
、
死
と
い
う
も
の
を
、
そ
れ
か
ら
目
を
そ
ら
さ
な
い
で
、

面
と
む
か
っ
て
眺
め
て
み
る
こ
と
が
多
少
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
ま
で
、
死
を
無
と
い
っ
し
ょ
に
考
え
て
い
た
時

に
は
、
自
分
が
死
ん
で
意
識
が
な
く
な
れ
ば
、
こ
の
世
界
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
錯
覚
か
ら
、
ど
う
し
て
も
脱
す
る

こ
と
が
、
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
死
と
は
、
こ
の
世
界
に
別
れ
を
つ
げ
る
と
き
と
考
え
る
場
合
に
は
、
も
ち
ろ
ん
、
こ

の
世
は
存
在
す
る
。
す
で
に
別
れ
を
つ
げ
た
自
分
が
、
宇
宙
の
霊
に
か
え
っ
て
、
永
遠
の
休
息
に
入
る
だ
け
で
あ
る
。
私
に

と
っ
て
は
、
す
く
な
く
と
も
、
こ
の
考
え
方
が
、
死
に
対
す
る
、
大
き
な
転
機
に
な
っ
て
い
る
。

「
別
れ
」
と
し
て
の
死
と
は
、「
別
れ
」
ゆ
く
世
界
が
厳
と
し
て
「
存
在
」
す
る
と
い
う
こ
と
の
、
あ
ら
た
め
て
の
確
認
・
承
認

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
じ
つ
は
そ
の
こ
と
の
う
ち
に
は
、
そ
こ
に
生
き
て
き
た
自
分
自
身
の
、
あ
ら
た
め
て
の
確

認
・
承
認
と
い
う
こ
と
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
別
れ
」
を
成
立
さ
せ
る
の
は
、「
別
れ
」
を
告
げ
る
相
手
や
世
界
の
あ

る
こ
と
、
と
同
時
に
、「
別
れ
」
を
告
げ
る
自
分
と
い
う
主
体
が
い
る
と
い
う
こ
と
、
い
た
と
い
う
こ
と
、
の
確
認
で
も
あ
り
承

認
で
も
あ
る
。

「
す
で
に
別
れ
を
つ
げ
た
自
分
が
、
宇
宙
の
霊
に
か
え
っ
て
、
永
遠
の
休
息
に
入
る
だ
け
で
あ
る
」
と
い
う
言
い
方
に
は
、
さ

き
に
見
た
志
賀
ら
と
同
じ
よ
う
な
死
生
観
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
ふ
た
た
び
確
認
し
て
お
く
と
、
岸
本
の
場
合
、
そ
れ
は
、

死
と
は
け
っ
し
て
「
無
」
な
ど
で
は
な
く
「
別
れ
」
な
の
だ
と
い
う
捉
え
直
し
と
し
て
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
考
え
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る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
今
ま
で
近
寄
り
が
た
か
っ
た
お
そ
ろ
し
い
」
死
が
、「
む
し
ろ
、
親
し
み
や
す
い
も
の
、
そ
れ
と
出
逢
い
う

る
も
の
に
な
っ
て
き
た
」
と
い
う
の
で
あ
る
。「
宇
宙
の
霊
に
か
え
」
る
と
い
う
よ
う
な
表
現
は
、
そ
う
し
た
文
脈
に
お
い
て
語

ら
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
岸
本
の
言
う
「
別
れ
」
と
し
て
の
死―

つ
ま
り
「
さ
よ
う
な
ら
」
と
し
て
の
死
と
は
、
言
葉
通
り
、「
さ
よ
う

で
あ
る
な
ら
ば
」
と
い
う
世
界
の
受
け
と
め
方
、
そ
し
て
死
の
受
け
と
め
方
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
さ
よ
う
で
あ
る
な
ら
ば
」
と

言
い
え
た
と
き
、
そ
こ
に
自
分
の
死
に
対
す
る
何
ら
か
の
了
解
な
り
納
得
な
り
が
可
能
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
こ
う

し
た
表
現
を
引
き
だ
し
て
き
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

日
本
語
の
「
さ
よ
う
な
ら
」
と
は
、
も
と
も
と
「
さ
ら
ば
」「
さ
よ
う
な
ら
ば
」
の
意
の
接
続
詞
で
あ
っ
た
も
の
が
、
や
が
て

別
れ
言
葉
と
し
て
自
立
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
事
柄
の
移
り
行
き
に
お
い
て
、
い
っ
た
ん
立

ち
止
ま
り
、「
さ
よ
う
で
あ
る
な
ら
ば
」、
と
何
ご
と
か
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
の
事
柄
に
進
ん
で
行
く
こ
と
が
で
き
る

（
逆
に
、
そ
う
し
た
確
認
が
な
い
と
次
に
進
む
こ
と
が
で
き
な
い
）
と
い
う
、
独
特
な
発
想
が
ひ
そ
ん
で
い
る
。

な
ら
ば
、「
さ
よ
う
で
あ
る
な
ら
ば
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
何
を
確
認
し
て
い
る
の
か
。

ひ
と
つ
は
、
別
れ
の
と
き
ま
で
に
み
ず
か
ら
に
起
き
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
柄
の
確
認
で
あ
る
。
二
〇
〇
四
年
に
お
こ
な
っ
た

「
死
の
臨
床
と
死
生
観
」
と
い
う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
、
作
家
の
柳
田
邦
男
さ
ん
は
、
今
は
「
自
分
の
死
を
創
る
時
代
」
だ
と
提
言

さ
れ
た
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
集
『
死
の
臨
床
と
死
生
観
』）。
自
分
の
生
き
て
き
た
こ
と
を
何
ら
か
の
か
た
ち
で
纏
め
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
死
は
受
容
し
や
す
く
な
る
の
だ
、
と
。
そ
れ
を
聞
い
て
い
て
、
私
は
こ
れ
は
あ
る
意
味
の
「
さ
よ
う
で
あ
る
な
ら
ば
」

だ
と
思
っ
た
。「
さ
よ
う
で
あ
る
な
ら
ば
」
を
自
分
な
り
に
言
葉
に
し
「
物
語
」
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
死
が
受
け
入
れ
や
す
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く
な
る
の
だ
、
と
。

こ
れ
が
ひ
と
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
分
一
個
が
為
し
て
き
た
事
柄
の
あ
れ
こ
れ
を
繋
げ
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
「
物
語
」
に

は
な
ら
な
い
。
生
老
病
死
を
含
め
、
こ
の
世
に
生
を
受
け
た
人
間
誰
し
も
に
と
っ
て
思
い
ど
お
り
に
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ

の
こ
と
も
同
時
に
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
、「
こ
の
世
の
定
め
」「
無
常
」「
運
命
」
な
ど
と
い
っ
た
、
自
分
一
個
に
は
如
何
と
も
し
が
た
い
あ
る
働
き
の
こ
と

で
あ
り
、
さ
き
の
言
い
方
で
い
え
ば
、「
お
の
ず
か
ら
」
と
い
う
働
き
の
こ
と
で
あ
る
。「
み
ず
か
ら
」
の
営
み
だ
け
で
は
な
く
、

「
お
の
ず
か
ら
」
そ
う
な
る
と
い
う
働
き
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
「
お
の
ず
か
ら
」
の
働
き
を
、「
そ
う
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
な
ら

ば
」
と
受
け
と
め
て
、
そ
れ
を
あ
ら
た
め
て
確
認
・
納
得
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
が
、「
さ
よ
う
な
ら
」
の
も
う
ひ
と
つ
の
含
意

で
あ
る
。

「
サ
ヨ
ナ
ラ
」
ほ
ど
美
し
い
別
れ
の
言
葉
を
知
ら
な
い
、
と
言
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
紀
行
作
家
、
ア
ン
・
リ
ン
ド
バ
ー
グ
の
理
解

も
後
者
の
方
で
あ
る
。
彼
女
は
、
世
の
中
に
は
出
会
い
や
別
れ
を
含
め
て
自
分
の
力
だ
け
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る

が
、
日
本
人
は
、
そ
れ
を
そ
れ
と
し
て
静
か
に
引
き
受
け
、「
サ
ヨ
ナ
ラ
（
そ
う
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
な
ら
ば
）」
と
別
れ
て
い
る

の
だ
、
と
解
釈
し
て
い
る
（『
翼
よ
、
北
に
』）。

如
意
の
「
み
ず
か
ら
」
と
不
如
意
の
「
お
の
ず
か
ら
」
と
は
、
両
方
か
ら
せ
め
ぎ
合
い
な
が
ら
、
そ
の
「
あ
わ
い
」
で
人
生
の

さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
が
起
き
て
い
る
。「
さ
よ
う
で
あ
る
な
ら
ば
」
の
確
認
と
は
、
そ
の
ふ
た
つ
な
が
ら
の
（
む
ろ
ん
挨
拶
と
し

て
、
い
つ
も
意
識
的
で
は
あ
り
え
な
い
が
、
含
意
と
し
て
の
）
確
認
・
総
括
な
の
で
あ
る
。

先
に
繋
が
る
事
柄
の
何
た
る
か
は
問
わ
な
い
ま
ま
に
、
と
も
あ
れ
「
こ
ち
ら
」
を
生
き
切
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
向
こ
う
」
の

何
か
し
ら
と
繋
が
っ
て
い
く
、
と
い
っ
た
発
想
を
日
本
人
が
持
ち
続
け
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。



竹内整一

日本人の死生観について

29

﹇
参
考
文
献
・
引
用
文
献
﹈

 

竹
内
整
一
『「
お
の
ず
か
ら
」
と
「
み
ず
か
ら
」―

日
本
思
想
の
基
層
』（
春
秋
社
、
二
〇
〇
四
）

 

　

同　
『〈
か
な
し
み
〉
と
日
本
人
』（
日
本
放
送
出
版
協
会
、
二
〇
〇
七
）

 

　

同　
『「
は
か
な
さ
」
と
日
本
人
』（
平
凡
社
新
書
、
二
〇
〇
七
）

 
　

同　
『
日
本
人
は
な
ぜ
「
さ
よ
う
な
ら
」
と
別
れ
る
の
か
』（
ち
く
ま
新
書
、
二
〇
〇
九
）

 
志
賀
直
哉
『
城
の
崎
に
て
』
他
（『
志
賀
直
哉
全
集
』、
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
）

 

加
藤
周
一
他
『
日
本
人
の
死
生
観
』（
岩
波
新
書
、
一
九
七
七
）

 

南
木
佳
士
『
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
ダ
ス
ト
』（
文
春
文
庫
、
一
九
九
二
）

 

本
居
宣
長
「
鈴
屋
答
問
録
」（『
本
居
宣
長
全
集
』
筑
摩
書
房
、
一
九
七
〇
）

 

岸
本
英
夫
『
死
を
見
つ
め
る
心
』（
講
談
社
、
一
九
六
四
）

 

荒
木
博
之
『
や
ま
と
こ
と
ば
の
人
類
学
』（
朝
日
選
書
、
一
九
八
五
）

 

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
集
『
死
の
臨
床
と
死
生
観
』（
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
、
二
〇
〇
五
）

 

ア
ン
・
リ
ン
ド
バ
ー
グ
『
翼
よ
、
北
に
』（
中
村
妙
子
訳　

み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
二
）


