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死
の
捉
え
方
と
受
け
止
め
方
に
よ
り
、
そ
の
国
の
思
想
文
化
が
う
か
が
わ
れ
る
。
儒
教
か
ら
深
く
影
響
を
受
け
た
こ
と
も
あ
り
、

中
国
人
は
何
よ
り
も
生
を
重
ん
じ
、
死
に
無
関
心
な
態
度
を
示
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
人
は
か
ね
て
か
ら
死
の
問
題
に
関

心
が
あ
り
、
死
に
深
い
興
味
を
示
し
て
い
る
。
日
本
人
は
死
の
問
題
を
避
け
る
ど
こ
ろ
か
、
場
合
に
よ
っ
て
は
死
が
美
化
さ
れ
、

憧
れ
の
対
象
と
さ
え
な
っ
て
い
る
。
い
っ
た
い
中
国
人
は
死
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
、
ま
た
日
本
人
は
死
を
い

か
に
捉
え
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

以
下
、
日
本
文
学
と
中
国
文
学
に
お
け
る
心
中
物
を
取
り
上
げ
、
そ
の
中
に
表
わ
れ
て
い
る
死
の
思
想
を
探
り
な
が
ら
、
日
本

人
と
中
国
人
の
死
の
受
け
止
め
方
及
び
死
の
捉
え
方
を
検
討
し
て
み
る
。
ま
た
比
較
思
想
の
視
点
か
ら
日
本
人
と
中
国
人
の
死
生

観
の
相
違
に
つ
い
て
も
論
じ
て
み
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
日
本
人
と
中
国
人
の
死
に
対
す
る
独
自
の
見
方
を
究
明
し
て
み
る
と
同

時
に
、
日
中
死
生
観
の
相
違
を
よ
り
い
っ
そ
う
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
の
が
本
論
の
ね
ら
い
で
も
あ
る
。
こ
の
研
究
が
日
本
人
と

中
国
人
の
死
生
観
の
解
明
、
及
び
日
中
思
想
文
化
の
比
較
研
究
に
少
し
で
も
役
に
立
つ
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
幸
い
に
思
う
。

日
中
死
生
観
の
相
違

―
心
中
を
め
ぐ
っ
て

徐
翔
生
｜
台
湾
国
立
政
治
大
学
副
教
授
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一
．
日
本
の
心
中
物―

『
曾
根
崎
心
中
』

心
中
と
言
え
ば
、
お
そ
ら
く
ま
っ
さ
き
に
『
曾
根
崎
心
中
』
を
連
想
す
る
人
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
一
七
〇
三
年
、
近
松
門
左
衛

門
は
当
時
起
こ
っ
た
心
中
事
件
を
『
曾
根
崎
心
中
』
に
劇
化
し
て
、
そ
れ
が
人
形
浄
瑠
璃
に
使
わ
れ
世
に
送
ら
れ
て
以
来
、
心
中

が
急
激
に
増
加
し
、
著
し
く
流
行
す
る
に
至
っ
た
。
し
た
が
っ
て
心
中
流
行
の
根
源
は
『
曾
根
崎
心
中
』
に
あ
り
、
江
戸
時
代
の

心
中
流
行
は
近
松
の
筆
力
に
関
連
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る1
。
以
下
、
ま
ず
『
曾
根
崎
心
中
』
を
中
心
に
し
て
、
そ
の
中
に
描
か

れ
て
い
る
心
中
の
思
想
を
論
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
人
の
死
の
受
け
止
め
方
を
考
察
す
る
。

『
曾
根
崎
心
中
』
は
平
野
屋
の
手
代
の
徳
兵
衛
と
遊
女
お
初
の
心
中
を
語
る
も
の
で
あ
る
。
徳
兵
衛
の
主
人
で
あ
り
、
伯
父
で

も
あ
る
平
野
屋
は
、
内
儀
の
姪
に
二
貫
目
の
持
参
金
を
つ
け
、
結
婚
を
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
徳
兵
衛
は
お
初
と
の
恋

を
貫
こ
う
と
す
る
た
め
に
、
こ
の
縁
談
に
取
り
合
わ
な
か
っ
た
。
結
局
平
野

屋
は
立
腹
し
て
、
こ
の
縁
談
を
取
り
消
す
と
と
も
に
、
徳
兵
衛
の
継
母
に
渡

し
た
持
参
金
の
返
済
を
迫
り
な
が
ら
、
彼
を
大
坂
か
ら
追
放
す
る
こ
と
に
し

た
。と

こ
ろ
が
、
徳
兵
衛
が
継
母
か
ら
取
り
戻
し
た
返
す
べ
き
持
参
金
は
九
平

次
に
騙
し
取
ら
れ
る
。
友
人
の
九
平
次
に
頼
み
込
ま
れ
て
、
徳
兵
衛
は
返
す

べ
き
大
事
な
金
を
彼
に
一
時
貸
し
て
や
っ
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
九
平
次
に

一
銭
も
借
り
た
覚
え
は
な
い
と
言
わ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
逆
に
徳
兵
衛
が
偽

手
形
で
騙
し
取
ろ
う
し
て
い
る
と
罵
ら
れ
、
大
勢
の
人
前
で
恥
を
さ
ら
さ
れ

た
。
こ
う
し
て
主
人
の
怒
り
を
買
い
、
返
済
す
べ
き
金
を
失
っ
た
徳
兵
衛
は

徐翔生氏
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も
は
や
生
き
て
は
い
ら
れ
な
い
。
一
方
、
お
初
も
徳
兵
衛
が
死
ん
で
は
自
分
は
生
き
て
は
い
な
い
と
語
る
。
か
く
て
二
人
は
曾
根

崎
天
神
の
森
へ
向
か
っ
て
心
中
に
赴
く
の
で
あ
る
。

徳
兵
衛
と
お
初
は
「
顔
を
見
合
せ
「
う
れ
し
」
と
死
に
に
行
く
身
を
喜
び
し2
」
と
い
う
気
持
ち
で
、
曾
根
崎
天
神
の
森
へ
行
っ

た
。
二
人
は
「
現
世
の
願
を
今
こ
ゝ
で
。
未
来
へ
廻
向
し
後
の
世
も
な
を
し
も
一
つ
蓮
ぞ
や3
」
を
願
い
な
が
ら
、
よ
う
や
く
最
期

の
場
所
に
辿
り
着
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
お
初
は
徳
兵
衛
の
刃
に
か
か
り
、
徳
兵
衛
は
剃
刀
で
喉
を
切
っ
て
、「
断
末
魔
の

四
苦
八
苦4
」
を
経
た
後
、
二
人
は
は
じ
め
て
「
取
伝
へ
貴
賤
群
集
の
廻
向
の
種
。
未
来
成
仏
疑
ひ
な
き
恋
の
。
手
本
と
な
り
に
け

り5
」
と
、
未
来
成
仏
を
遂
げ
る
と
同
時
に
、
恋
の
手
本
と
な
る
ま
で
に
そ
の
愛
の
完
成
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

以
上
、『
曾
根
崎
心
中
』
に
現
わ
れ
た
死
の
観
念
の
一
端
を
見
て
き
た
。
こ
の
作
品
に
お
い
て
は
、
こ
の
現
世
で
恋
の
成
就
が

で
き
な
い
男
女
は
、
そ
の
恋
を
死
後
の
世
界
に
託
し
て
、
あ
の
世
で
恋
の
成
就
が
で
き
る
よ
う
に
と
願
い
、
と
も
に
死
に
ゆ
く
の

で
あ
る
。
そ
し
て
近
松
は
主
人
公
た
ち
に
「
未
来
成
仏
疑
ひ
な
き
恋
の
。
手
本
と
な
り
に
け
り
」
と
い
う
心
中
の
結
果
を
与
え
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
『
曾
根
崎
心
中
』
は
愛
と
死
を
語
る
も
の
と
は
言
え
、
心
中
は
愛
の
た
め
に
死
に
赴
く
こ
と
と
も
考
え
ら
れ

る
。
こ
れ
は
日
本
文
学
に
見
ら
れ
る
心
中
に
つ
い
て
の
描
写
で
あ
る
。
で
は
、
中
国
の
文
学
作
品
に
お
い
て
は
、
心
中
が
い
か
に

書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

二
．
中
国
の
心
中
物―

『
孔
雀
東
南
飛
』

す
で
に
田
中
謙
二
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
中
国
文
学
の
中
で
は
、
心
中
を
テ
ー
マ
に
す
る
も
の
は
き
わ
め
て
少
な
く
、
心

中
に
つ
い
て
の
描
写
は
『
玉
台
新
詠
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
『
孔
雀
東
南
飛
』
し
か
見
当
た
ら
な
い
と
い
う6
。
田
中
に
よ
れ
ば
、

き
わ
め
て
現
実
的
で
死
後
の
世
界
を
あ
ま
り
信
じ
な
い
中
国
人
に
と
っ
て
は
、
心
中
は
き
わ
め
て
ま
れ
な
こ
と
で
あ
る7
。
で
は
、
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『
孔
雀
東
南
飛
』
と
は
何
か
、
そ
の
中
で
心
中
が
い
か
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
孔
雀
東
南
飛
』
の
成
立
年
代
は
定
か
で
は
な
い
が
、
三
世
紀
の
終
わ
り
頃
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
作
品
は
焦
仲
卿
夫
婦

の
心
中
を
語
る
も
の
で
あ
る
。
焦
仲
卿
は
漢
代
の
末
頃
、
中
国
廬
江
府
と
い
う
地
方
の
州
庁
の
小
役
人
で
、
劉
蘭
芝
と
い
う
女
性

と
結
婚
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
劉
蘭
芝
は
焦
仲
卿
の
家
に
嫁
い
で
か
ら
、
い
つ
も
姑
に
文
句
を
言
わ
れ
て
、
姑
に
嫌
わ
れ
て
い
る
。

さ
ん
ざ
ん
い
じ
め
ら
れ
た
結
果
、
劉
蘭
芝
は
姑
の
ほ
う
か
ら
離
縁
を
迫
ら
な
い
う
ち
に
、
し
ば
ら
く
実
家
に
戻
る
こ
と
を
決
意
し

た
。劉

蘭
芝
が
実
家
に
戻
っ
て
か
ら
新
た
な
縁
談
が
持
ち
込
ま
れ
る
。
妻
の
再
婚
の
こ
と
が
耳
に
入
っ
た
焦
仲
卿
は
、
彼
女
に
向

か
っ
て
「
吾
、
独
り
黄
泉
に
向
わ
ん
の
み8
」
と
、
自
ら
そ
の
死
の
覚
悟
を
も
ら
し
た
。
そ
れ
を
聞
い
た
劉
蘭
芝
は
「
黄
泉
の
下
に

相
見
え
ん9
」
と
言
い
、
自
ら
も
死
の
覚
悟
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
婚
礼
を
挙
げ
る
前
夜
に
、
劉
蘭
芝
は
池
に
身
を
投
げ
て

死
ん
だ
。
一
方
、
焦
仲
卿
は
そ
の
妻
の
あ
と
を
追
い
、
自
ら
庭
の
木
の
東
南
の
枝
に
首
を
縊
っ
て
死
ん
だ
の
で
あ
る
。

こ
の
意
外
な
事
の
成
り
ゆ
き
の
中
で
、
両
家
の
親
た
ち
は
、
せ
め
て
も
の
罪
ほ
ろ
ぼ
し
に
二
人
の
墓
を
並
べ
て
作
り
、
二
人
を

合
葬
し
よ
う
と
求
め
る
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
墓
に
松
柏
、
梧
桐
を
植
え
た
と
こ
ろ
、「
枝
枝　

相
覆
蓋
う
、
葉
葉　

相
交
通
じ
、

中
に
双
飛
鳥
有
り
、
自
ず
か
ら
名
づ
け
て
鴛
鴦
と
為
う
、
頭
を
仰
む
け
相
向
か
い
て
鳴
き
、
夜
夜　

五
更
に
達
る11
」
と
、
そ
の
木

の
枝
は
や
が
て
寄
り
添
う
よ
う
に
相
交
わ
り
、
葉
が
お
互
い
に
通
う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
一
つ
が
い
の
鴛
鴦
が
そ
の
中
に
巣

を
か
け
、
夜
更
け
に
な
る
と
悲
し
げ
に
鳴
き
交
わ
し
た
。
そ
れ
を
聞
い
た
人
は
み
な
足
を
と
ど
め
、
そ
の
声
は
聞
く
人
の
胸
を
か

き
む
し
る
の
で
あ
っ
た
。
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三
．
中
国
文
学
に
見
ら
れ
る
死

以
上
、『
曾
根
崎
心
中
』
と
『
孔
雀
東
南
飛
』
の
内
容
を
中
心
に
し
て
述
べ
て
き
た
。
こ
こ
で
特
に
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の

二
作
に
お
け
る
心
中
の
結
果
に
つ
い
て
の
描
写
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
が
、『
曾
根
崎
心
中
』
で
は
、
近
松
門
左
衛
門
は
心
中

に
赴
く
主
人
公
に
「
後
の
世
も
な
を
し
も
一
つ
蓮
ぞ
や
」
と
言
わ
せ
、
心
中
し
た
徳
兵
衛
と
お
初
に
「
未
来
成
仏
疑
ひ
な
き
恋
の
。

手
本
と
な
り
に
け
り
」
と
い
う
美
し
い
心
中
の
結
果
を
与
え
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、『
孔
雀
東
南
飛
』
に
お
い
て
は
、
作
者
は
心

中
を
決
行
す
る
主
人
公
に
「
黄
泉
の
下
に
相
見
え
ん
」
と
言
わ
せ
、
心
中
し
た
焦
仲
卿
と
劉
蘭
芝
の
こ
と
を
「
枝
枝　

相
覆
蓋

う
、
葉
葉　

相
交
通
じ
、
中
に
双
飛
鳥
有
り
、
自
ず
か
ら
名
づ
け
て
鴛
鴦
と
為
う
」
と
語
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
な
の

は
、
心
中
の
結
果
を
「
枝
枝　

相
覆
蓋
う
、
葉
葉　

相
交
通
じ
」
と
い
う
「
連
理
の
枝
」、「
中
に
双
飛
鳥
有
り
、
自
ず
か
ら
名
づ

け
て
鴛
鴦
と
為
う
」
と
「
鴛
鴦
」
と
な
る
と
い
う
描
写
で
あ
る
。「
連
理
の
枝
」、「
鴛
鴦
」
の
よ
う
な
心
中
の
結
果
は
い
っ
た
い

何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

竹
田
晃
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
焦
仲
卿
夫
婦
が
「
強
い
愛
情
の
力
で
死
後
に
奇
蹟
を
も
た
ら
し
、
冥
界
で
そ
の
魂
が
再
び
結
ば
れ

た11
」
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
心
中
の
結
果
が
出
た
と
い
う
。
つ
ま
り
男
女
の
主
人
公
の
愛
情
の
強
さ
が
天
地
を
感
動
さ
せ
、
神
様

を
感
動
さ
せ
た
た
め
に
、
死
後
「
連
理
の
枝
」、「
鴛
鴦
」
と
な
る
と
い
う
奇
蹟
を
起
こ
し
た
の
で
あ
る12
。
し
か
し
「
連
理
の
枝
」、

「
鴛
鴦
」
と
い
っ
た
よ
う
な
心
中
の
結
果
は
、
は
た
し
て
奇
蹟
し
か
表
わ
せ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

実
は
連
理
の
枝
、
鴛
鴦
と
い
っ
た
よ
う
な
譬
喩
は
、
中
国
の
古
典
文
学
だ
け
と
は
限
ら
ず
、
近
松
門
左
衛
門
の
心
中
物
に
お
い

て
も
、
こ
れ
に
類
似
し
た
表
現
は
よ
く
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
『
曾
根
崎
心
中
』
に
、
近
松
は
心
中
に
赴
く
お
初
と
徳
兵
衛
の
心

情
を
「
松
棕
櫚
の
一
本
の
相
生
ひ
を
。
連
理
の
契
り
に
な
ぞ
ら
へ
露
の
憂
き
身
の
置
き
所13
」
と
描
写
し
、
二
人
の
心
を
「
連
理
の

契
り
」
と
た
と
え
て
い
る
。
そ
し
て
『
心
中
宵
庚
申
』
で
は
、
近
松
は
心
中
に
赴
く
主
人
公
た
ち
の
心
を
「
是
も
何
故
相
生
の
松
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茸
故
と
抱
付
き14
」
と
描
き
、「
連
理
」
の
意
味
に
近
い
「
相
生
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
。「
連
理
の
枝
」
は
男
女
の
愛
情
が

と
て
も
深
い
こ
と
の
た
と
え
で
あ
る
が
、「
鴛
鴦
」
と
い
う
言
葉
に
も
夫
婦
が
い
つ
も
寄
り
添
っ
て
離
れ
な
い
と
い
う
意
味
が
込

め
ら
れ
て
い
る
。『
孔
雀
東
南
飛
』
の
作
者
が
心
中
の
結
果
を
「
連
理
の
枝
」
と
描
き
、
ま
た
「
鴛
鴦
」
と
形
像
し
た
と
こ
ろ
か

ら
考
え
て
み
れ
ば
、
男
女
主
人
公
が
死
後
恋
の
成
就
が
で
き
、「
連
理
の
枝
」
ま
た
は
「
鴛
鴦
」
の
よ
う
な
仲
の
い
い
離
れ
な
い

夫
婦
に
な
る
こ
と
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
で
は
、
同
じ
く
心
中
を
描
く
の
に
、
何
故
『
孔
雀
東
南
飛
』
の
作
者
は
主
人

公
に
こ
の
よ
う
な
比
喩
的
、
暗
示
的
な
救
済
を
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

四
．
中
国
人
の
死
生
観
の
宗
教
的
背
景

何
故
中
国
の
心
中
物
と
日
本
の
心
中
物
に
こ
の
よ
う
な
差
異
が
あ
る
の
か
、
そ
れ
は
中
国
の
伝
統
的
な
思
想
文
化
と
関
連
が
あ

り
、
ま
た
中
国
人
と
日
本
人
の
死
生
観
の
相
違
に
由
来
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
中
国
に
は
古
く
か
ら
固
有
の
宗
教
が

あ
る
が
、
思
想
哲
学
と
し
て
儒
教
が
あ
り
、
民
間
信
仰
と
し
て
道
教
が
あ
っ
た
。
儒
教
は
さ
ま
ざ
ま
な
倫
理
道
徳
を
説
き
、
中
国

の
支
配
階
級
、
知
識
階
級
の
精
神
生
活
を
大
き
く
支
配
し
た
。
一
方
、
道
教
は
数
多
く
の
安
楽
の
道
を
説
き
、
民
間
信
仰
と
し
て

庶
民
世
界
の
間
に
と
て
も
人
気
が
あ
っ
た
。
中
国
で
は
、
儒
教
と
道
教
は
も
っ
と
も
重
要
な
宗
教
で
あ
り
、
中
国
の
思
想
文
化
の

基
礎
で
も
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
儒
教
に
せ
よ
道
教
に
せ
よ
、
こ
の
二
つ
の
宗
教
は
と
も
に
現
世
の
生
の
こ
と
し
か
重
視
せ
ず
、
死
に
無
関
心
な
態

度
を
示
し
た
。「
未
だ
生
を
知
ら
ず
。
焉
ん
ぞ
死
を
知
ら
ん
」（「
先
進
第
十
一
」15
）、「
怪
力
乱
神
を
語
ら
ず
」（「
述
而
第
七
」16
） 

と

い
う
『
論
語
』
の
言
葉
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
儒
教
は
現
世
の
生
を
重
視
し
て
、
死
に
つ
い
て
は
語
る
こ
と
を
避
け
た

態
度
を
示
し
て
い
る
。「
人
は
地
に
法
り
、
地
は
天
に
法
り
、
天
は
道
に
法
り
、
道
は
自
然
に
法
る
」（『
老
子
』「
第
二
十
五
章
」17
） 
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と
い
う
言
葉
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
道
家
は
死
生
の
こ
と
に
対
し
て
「
自
然
」
の
態
度
を
取
っ
て
お
り
、
こ
の
世
間
の

自
然
の
法
則
で
あ
る
「
道
」
に
よ
っ
て
人
間
の
死
生
を
超
越
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
道
家
か
ら
深
く
影
響
を
受
け
た
道

教
で
は
、
で
き
る
か
ぎ
り
生
命
を
延
長
し
、
で
き
れ
ば
死
そ
の
も
の
か
ら
逃
れ
ら
れ
る
よ
う
願
い
続
け
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め

に
、
中
国
で
は
古
く
か
ら
不
老
長
生
の
思
想
が
異
常
に
発
達
し
、
つ
い
に
不
死
の
思
想
と
な
っ
て
展
開
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
中
国
の
宗
教
は
儒
教
で
も
道
教
で
も
現
世
の
み
を
重
ん
じ
て
お
り
、
き
わ
め
て
現
世
主
義
的
な
傾
向
が
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
仏
教
の
伝
来
で
中
国
人
は
三
世
の
観
念
を
知
り
、
死
後
の
世
界
に
対
す
る
視
野
が
拡
大
し
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
固
有
宗
教
で
あ
る
儒
教
と
道
教
の
影
響
に
よ
っ
て
、
中
国
人
が
古
く
か
ら
持
っ
て
い
た
現
世
主
義
を
変
更
さ
せ
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
。『
孔
雀
東
南
飛
』
か
ら
も
分
る
よ
う
に
、
古
代
中
国
人
の
思
想
に
は
、
黄
泉
と
い
う
死
後
の
世
界
の
観
念
が
あ
る

が
、
天
国
に
つ
い
て
の
考
え
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
世
界
観
が
古
く
か
ら
中
国
社
会
に
定
着
し
て
い
る
こ
と
も
あ

り
、
現
世
を
穢
土
と
し
、
来
世
を
極
楽
浄
土
と
見
な
す
思
想
は
、
な
か
な
か
中
国
人
の
う
ち
に
根
を
お
ろ
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。
し
た
が
っ
て
中
国
の
文
学
作
品
に
お
い
て
は
、
心
中
し
て
か
ら
極
楽
浄
土
の
あ
の
世
で
、「
成
仏
疑
ひ
な
き
恋
の
。
手
本
と

な
り
に
け
り
」
と
い
う
結
果
は
当
然
見
当
た
ら
ず
、
そ
の
救
済
は
「
連
理
の
枝
」、「
鴛
鴦
」
と
な
る
、
と
い
う
暗
示
的
な
表
現
に

よ
っ
て
し
か
表
わ
せ
な
い
の
で
あ
る
。

五
．
日
本
文
学
に
見
ら
れ
る
宗
教
意
識　

中
国
伝
統
思
想
の
中
で
は
、
儒
教
と
道
教
の
現
世
主
義
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
日
本
思
想
の
流
れ
の
中
で
は
、
仏
教

の
世
界
観
が
多
く
見
ら
れ
、
男
女
の
恋
が
よ
く
仏
教
思
想
と
結
び
つ
け
て
説
か
れ
て
い
る
。
す
で
に
村
松
剛
、
石
田
瑞
麿
な
ど
が

指
摘
し
た
よ
う
に
、『
曾
根
崎
心
中
』
を
は
じ
め
、
す
べ
て
の
心
中
物
は
仏
教
思
想
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
て
お
り
、
仏
教
信
仰
に
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支
え
ら
れ
て
い
た18
。
た
と
え
ば
『
曾
根
崎
心
中
』
に
お
い
て
は
、
徳
兵
衛
と
お
初
は
「
現
世
の
願
を
今
こ
ゝ
で
。
未
来
へ
廻
向
し

後
の
世
も
な
を
し
も
一
つ
蓮
ぞ
や
」
と
思
う
た
め
に
と
も
に
死
を
迎
え
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
の
背
後
に
は
、
仏
教
の
来
世
思

想
が
流
れ
て
お
り
、
欣
求
浄
土
の
思
想
、
一
蓮
托
生
の
念
が
潜
ん
で
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
深
く
考
え
て
み

れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
は
た
し
て
仏
教
思
想
と
は
一
致
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

周
知
の
よ
う
に
、
仏
教
で
は
こ
の
世
に
お
け
る
生
存
は
そ
れ
自
体
が
苦
で
あ
り
、
人
間
の
存
在
を
す
べ
て
苦
と
し
て
捉
え
た
。

何
故
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
人
間
は
生
老
病
死
の
四
苦
を
は
じ
め
、
さ
ら
に
愛
別
離
苦
、
怨
憎
会
苦
、
求
不
得
苦
、
五
陰
盛
苦
の
四

苦
を
加
え
た
八
苦
の
た
め
に
悩
ん
で
お
り
、
こ
の
苦
し
み
に
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
る
世
間
に
生
き
て
い
る
。
人
間
の
生
存
に
は
上
述

し
た
四
苦
八
苦
に
悩
み
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
い
ろ
い
ろ
な
欲
望
と
無
知
に
も
苦
し
ん
で
い
る
。
だ
か
ら
、

人
間
は
欲
望
を
絶
ち
、
そ
の
生
存
が
苦
で
あ
る
こ
と
の
原
因
は
無
知
で
あ
る
こ
と
を
も
自
覚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に

よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
つ
い
に
苦
し
み
か
ら
解
放
さ
れ
、
救
済
さ
れ
る
と
い
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
仏
教
は
教
義
的
に
は
男
女
の
恋
を
否
定
し
、
男
女
間
の
恋
愛
を
認
め
な
い
。
仏
教
で
は
、
男
女
間
の
「
愛
」

は
一
種
の
執
着
、
一
種
の
欲
望
で
あ
る
た
め
、
常
に
愛
着
、
愛
欲
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
男
女
間
の
愛
着
、
愛
欲
は
人
間
の
生
存
を

苦
に
す
る
原
因
で
あ
る
し
、
人
間
が
死
生
の
世
界
に
流
転
す
る
理
由
で
も
あ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
人
間
は
欲
望
を
持
た
ず
、
す
べ

て
の
愛
着
、
愛
欲
を
断
ち
、
正
し
い
修
行
道
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
わ
れ
わ
れ
は
苦
か
ら
完
全
に
解

放
さ
れ
、
涅
槃
の
境
地
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

と
こ
ろ
が
、『
曾
根
崎
心
中
』
に
お
い
て
は
、
男
女
の
恋
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
恋
愛
が
さ
ら
に
仏
教
思
想
と
深
く
か
か

わ
っ
て
い
る
。「
後
の
世
も
な
を
し
も
一
つ
蓮
ぞ
や
」
と
い
う
言
葉
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
お
初
と
徳
兵
衛
は
未
来
の
あ

の
世
で
極
楽
浄
土
に
生
ま
れ
て
、
向
こ
う
の
一
つ
の
蓮
の
台
に
一
緒
に
生
ま
れ
よ
う
と
思
い
、
と
も
に
死
に
赴
く
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
男
女
の
恋
愛
が
宗
教
的
な
も
の
と
矛
盾
し
な
い
も
の
と
し
て
見
ら
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
仏
教
の
人
間
観
と
世
界
観
か
ら
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す
れ
ば
、
お
初
と
徳
兵
衛
の
よ
う
な
愛
着
、
愛
欲
を
持
っ
て
い
る
人
は
、
は
た
し
て
死
ん
で
か
ら
極
楽
浄
土
に
赴
き
、
あ
の
世
で

同
じ
蓮
の
上
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

六
．
心
中
物
に
見
ら
れ
る
日
本
人
の
死
生
観

『
曾
根
崎
心
中
』
に
見
ら
れ
る
心
中
は
仏
教
の
人
間
観
、
世
界
観
と
矛
盾
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
中
に
見
ら
れ
る
一
蓮

托
生
の
思
想
、
極
楽
往
生
の
思
想
は
浄
土
信
仰
と
も
異
な
っ
て
い
る
。
す
で
に
相
良
亨
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
一
蓮
托
生
は
も
と

よ
り
仏
教
の
考
え
方
で
は
な
く
、
日
本
の
浄
土
信
仰
か
ら
生
ま
れ
た
考
え
で
あ
っ
て
、
中
世
末
頃
の
『
説
経
集
』
の
「
か
る
か

や
」
に
由
来
し
て
い
る
。
し
か
し
仏
教
の
経
典
に
は
、
一
蓮
托
生
と
い
う
用
語
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
考
え
は
中
国
の
仏
教
に
も

イ
ン
ド
の
仏
教
に
も
見
ら
れ
ず
、
日
本
の
浄
土
信
仰
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
日
本
で
は
、
一
蓮
托
生
の
思
想
が
存
在
し
て

お
り
、
こ
の
考
え
方
が
日
本
人
の
死
生
観
に
強
い
影
響
を
与
え
た
た
め
に
、「
後
の
世
も
な
を
し
も
一
つ
蓮
」
と
い
う
心
中
の
思

想
が
現
わ
れ
て
き
た
、
と
相
良
は
言
う19
。

心
中
の
背
後
に
は
、
日
本
仏
教
独
特
の
一
蓮
托
生
の
思
想
が
潜
ん
で
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
考
え
方
は
浄
土
信
仰
に
も
矛
盾

し
て
い
る
。
浄
土
教
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
ご
れ
た
現
世
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
凡
夫
は
仏
道
を
修
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、

死
後
極
楽
浄
土
に
生
ま
れ
て
、
そ
こ
で
阿
弥
陀
仏
の
も
と
で
仏
法
を
聴
聞
し
修
行
し
て
、
つ
い
に
涅
槃
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
す
で
に
高
島
元
洋
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
意
識
が
現
実
に
執
着
す
る
こ
と
と
、
他
界
を
欣
慕
す
る
こ
と
と
は
異

質
な
は
ず
で
あ
っ
た
。
何
故
な
ら
ば
、
浄
土
を
欣
慕
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
ず
こ
の
現
世
の
無
常
を
知
り
、
こ
の
無
常
の
穢
土

を
厭
離
し
、
来
世
の
浄
土
を
本
来
お
の
れ
の
帰
る
べ
き
と
こ
ろ
と
し
て
思
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
極
楽
浄
土
に
往
生
す
る
の

に
、
こ
の
現
世
の
執
着
の
す
べ
て
を
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
現
世
に
お
け
る
意
識
の
執
着
心
は
他
界
に
よ
っ
て
否
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定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る21
。

と
こ
ろ
で
、『
曾
根
崎
心
中
』
に
お
い
て
は
、
お
初
と
徳
兵
衛
が
あ
の
世
を
願
っ
た
の
は
、
こ
の
世
の
無
常
を
悟
り
、
そ
の
愛

欲
が
彼
ら
を
苦
に
す
る
原
因
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
た
の
で
も
な
け
れ
ば
、
こ
の
現
世
を
穢
土
の
世
界
だ
と
悟
り
、
こ
の
穢
土
の

現
世
を
厭
い
否
定
し
た
の
で
も
な
い
。
彼
ら
は
む
し
ろ
こ
の
現
世
で
恋
の
成
就
が
否
定
さ
れ
た
ゆ
え
に
、
そ
の
目
を
現
世
か
ら
来

世
へ
と
向
け
、
未
来
の
あ
の
世
で
恋
の
成
就
を
願
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
来
世
観
に
は
、
男
女
間
の
愛
欲
に
対
す
る
否
定
を

見
出
す
こ
と
も
で
き
な
け
れ
ば
、
現
世
に
お
け
る
す
べ
て
の
執
着
も
消
え
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
浄
土
信
仰
に
は
、
こ
の
現
世

を
穢
土
と
す
る
観
念
も
ま
っ
た
く
な
い
し
、
自
分
の
存
在
を
罪
と
す
る
意
識
も
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
極
楽
往
生

へ
の
願
い
は
、
仏
教
思
想
と
は
一
致
す
る
ど
こ
ろ
か
、
浄
土
信
仰
の
矛
盾
な
ど
を
明
白
に
物
語
っ
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。

七
．
心
中
物
か
ら
見
る
日
中
死
生
観
の
相
違

以
上
論
じ
た
こ
と
か
ら
も
分
る
よ
う
に
、『
曾
根
崎
心
中
』
に
は
、
仏
教
の
来
世
観
が
あ
り
、
欣
求
浄
土
の
思
想
が
あ
り
、
ま

た
日
本
浄
土
信
仰
か
ら
生
ま
れ
た
独
特
の
一
蓮
托
生
の
思
想
が
存
在
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
一
蓮
托
生
の
思
想
に
せ
よ
、
欣
求

浄
土
の
思
想
に
せ
よ
、『
曾
根
崎
心
中
』
に
見
ら
れ
る
心
中
の
思
想
は
、
も
と
よ
り
仏
教
の
考
え
方
で
は
な
く
、
浄
土
信
仰
と
矛

盾
し
て
い
る
箇
所
も
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
作
品
に
お
け
る
心
中
の
思
想
は
、
仏
教
の
説
く
人
間
観
、
世
界
観
と
異
な
り
、
こ
の

世
を
「
穢
土
」
と
す
る
浄
土
信
仰
に
も
矛
盾
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
『
曾
根
崎
心
中
』
は
仏
教
の
影
響
を
間
違
い
な
く
受
け
た

が
、
そ
の
著
者
は
仏
教
思
想
を
借
り
る
だ
け
で
、
心
中
を
仏
教
思
想
に
適
合
す
る
形
態
へ
と
変
容
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
仏
教
で
は
人
間
が
生
存
し
て
い
る
う
ち
に
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
四
苦
八
苦
は
、
近
松
門
左
衛
門
の
描
写
に

よ
っ
て
「
断
末
魔
の
四
苦
八
苦
」
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
死
に
際
の
苦
痛
を
経
て
か
ら
、
主
人
公
た
ち
は
「
未
来
成
仏
疑
ひ
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な
き
恋
の
。
手
本
と
な
り
に
け
り
」
と
救
済
さ
れ
る
と
い
う
。
す
べ
て
の
欲
望
が
な
く
な
り
、
四
苦
八
苦
な
ど
の
煩
悩
の
絶
滅
に

よ
っ
て
涅
槃
の
境
地
が
獲
得
さ
れ
、
向
こ
う
で
救
済
さ
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
に
達
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
本
来
仏
道

修
行
の
妨
げ
に
な
る
男
女
の
恋
、
ま
た
禁
欲
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
男
女
の
愛
欲
、
執
着
な
ど
の
煩
悩
は
、
こ
の
作
品
の
描
写
に

よ
っ
て
よ
り
い
っ
そ
う
美
し
く
見
え
、
さ
ら
に
大
い
に
肯
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、『
曾
根
崎
心
中
』
に
書

か
れ
て
い
る
心
中
は
、
仏
教
思
想
と
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『
曾
根
崎
心
中
』
と
は
対
照
的
に
、『
孔
雀
東
南
飛
』
に
は
、
仏
教
的
色
彩
も
見
ら
れ
な
け
れ
ば
、
欣
求
浄
土
の
思
想
も
一
蓮
托

生
の
念
も
特
に
見
受
け
ら
れ
な
い
。
儒
教
と
道
教
の
現
世
主
義
の
影
響
を
よ
り
深
く
受
け
た
こ
と
も
あ
り
、
中
国
の
心
中
物
に
お

い
て
は
、
来
世
に
つ
い
て
の
記
述
は
あ
ま
り
見
ら
れ
ず
、
死
後
へ
の
期
待
を
見
出
す
こ
と
も
で
き
な
い
。「
黄
泉
の
下
に
相
見
え

ん
」
と
い
う
よ
う
に
、
心
中
し
て
か
ら
た
だ
黄
泉
と
い
う
死
後
の
あ
の
世
で
会
お
う
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
だ

け
で
あ
る
。
そ
し
て
心
中
に
対
す
る
救
済
は
、「
連
理
の
枝
」、「
鴛
鴦
」
と
な
る
と
い
っ
た
よ
う
な
比
喩
的
な
救
済
、
暗
示
的
な

救
済
の
形
で
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
中
国
人
と
日
本
人
の
死
の
捉
え
方
の
相
違
が
う
か
が
え
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
中
国
人
と

日
本
人
の
死
生
観
の
異
な
る
と
こ
ろ
も
察
知
で
き
よ
う
。

と
い
う
の
は
、
儒
教
と
道
教
の
影
響
に
よ
っ
て
、
中
国
人
は
い
つ
も
現
世
主
義
的
な
立
場
に
立
っ
て
死
の
こ
と
を
捉
え
、
き
わ

め
て
現
実
主
義
的
な
観
点
か
ら
物
事
を
考
え
て
い
る
。
現
実
主
義
の
も
と
で
、
中
国
人
は
よ
く
目
に
見
え
な
い
も
の
を
不
思
議
な

も
の
と
考
え
、
す
べ
て
の
物
事
を
冷
静
な
態
度
で
捉
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
中
国
人
は
実
体
の
あ
る
も
の
し
か
信
じ
ら
れ
ず
、

目
に
見
え
な
い
も
の
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
を
尊
敬
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
だ
か
ら
中
国
人
は
仏
教
の
来
世
観

を
受
容
す
る
こ
と
が
難
し
く
、
浄
土
思
想
を
根
底
か
ら
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

何
故
な
ら
ば
、
儒
教
と
道
教
の
現
世
主
義
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
極
楽
浄
土
と
は
こ
の
現
世
を
越
え
て
不
可
視
の
も
の
で
あ
り
、

人
が
あ
り
あ
り
と
感
覚
し
え
る
も
の
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
不
可
視
の
浄
土
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
こ
の
よ
う
な
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感
覚
を
こ
え
る
世
界
を
直
接
経
験
す
る
こ
と
も
ま
れ
で
あ
る
。
だ
か
ら
中
国
人
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
極
楽
浄
土
と
は
不
確
か
な

所
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
虚
像
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
不
確
か
な
所
の
死
後
の
世
界
が
確
か
に
実
在
す
る
か
ど
う
か
、
す
こ
ぶ
る
疑

い
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
人
間
が
死
ん
で
か
ら
は
た
し
て
そ
の
実
在
が
不
確
か
な
浄
土
へ
行
く
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
こ
れ
も

は
な
は
だ
疑
問
で
あ
る
。

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
儒
教
と
道
教
の
現
世
主
義
の
影
響
や
、
仏
教
の
浄
土
思
想
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
こ
と
も
あ
り
、

中
国
の
文
学
作
品
の
中
に
は
、
心
中
を
テ
ー
マ
に
す
る
も
の
が
き
わ
め
て
少
な
く
、
心
中
を
詠
じ
る
も
の
も
見
出
し
が
た
い
よ

う
で
あ
る
。
た
と
え
『
孔
雀
東
南
飛
』
の
よ
う
な
心
中
物
が
あ
っ
て
も
、『
曾
根
崎
心
中
』
に
見
ら
れ
る
「
未
来
成
仏
疑
ひ
な
き
」

場
面
も
見
つ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
、「
恋
の
。
手
本
と
な
り
」
と
い
う
よ
う
な
美
し
い
結
果
を
見
出
す
こ
と
も
で
き
な
い
。「
連
理
の

枝
」、「
鴛
鴦
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
心
中
に
対
す
る
救
済
は
暗
示
的
、
隠
喩
的
な
表
現
で
し
か
表
わ
せ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
か
ら
、
中
国
人
と
日
本
人
の
死
に
対
す
る
見
方
が
う
か
が
え
る
。
つ
ま
り
仏
教
が
日
本
人
の
生
活
に
浸
透
し
、
日
本
人
の
死
生

観
に
も
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
た
め
に
、
仏
教
の
来
世
観
及
び
浄
土
思
想
の
影
響
に
よ
っ
て
、
日
本
人
は
死
に
対
す
る
期
待
が

強
く
、
死
後
の
世
界
に
も
憧
れ
を
感
じ
、
死
を
美
化
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
中
国
人
の
死
生
観
は
仏
教
よ
り
も
儒
教
と
道
教
の
ほ
う
か
ら
深
い
影
響
を
受
け
て
お
り
、
儒
教
と
道
教
が
中

国
人
の
死
生
観
に
大
い
に
作
用
し
て
い
る
。
儒
教
と
道
教
の
現
世
主
義
の
影
響
に
よ
っ
て
、
中
国
人
は
来
世
へ
の
祈
念
も
持
た
な

け
れ
ば
、
死
を
美
化
す
る
よ
う
な
傾
向
も
見
当
た
ら
な
い
。
だ
か
ら
愛
と
死
を
題
材
と
し
た
心
中
物
を
見
る
限
り
で
は
、
中
国
文

学
は
日
本
文
学
と
比
べ
て
、
種
々
の
点
に
お
い
て
相
違
が
あ
り
、
そ
の
死
の
受
け
止
め
方
も
日
本
文
学
と
厳
然
と
異
な
っ
て
い
る
。

そ
の
反
映
で
あ
る
文
学
作
品
は
当
然
死
を
美
化
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
以
上
の
も
の
を
描
き
出
す
は
ず
は
な
い
。
こ
れ
こ
そ

心
中
物
に
お
い
て
、
中
国
文
学
と
日
本
文
学
と
の
も
っ
と
も
大
き
な
相
違
で
は
な
い
か
。
そ
れ
と
同
時
に
、
日
中
死
生
観
の
も
っ

と
も
異
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
と
思
う
。
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