
■
一

戸
田
欽
堂
作
愚
華
情
海
波
潤
』
（
明
治
十
三
毎
ハ
月
刊
）
は
、
柳
田
泉
氏
に

よ
っ
て
、
最
初
の
政
治
小
説
と
さ
れ
て
い
る
作
品
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、

柳
田
氏
に
よ
っ
て
、
解
説
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
私
な
り
に
、
解
説
を
試
み

つ
つ
論
述
を
進
め
た
い
と
思
う
。

「
情
海
波
澗
』
は
、
巻
頭
に
著
者
み
ず
か
ら
、
「
漢
土
ノ
荘
爺
欧
州
ノ
伊

蘇
普
翁
二
擬
シ
、
寓
言
自
ツ
カ
ラ
世
ヲ
弧
セ
ン
ト
」
云
灸
と
言
っ
て
い
る
よ

う
に
、
啓
蒙
害
常
套
の
・
一
手
段
で
あ
る
寓
話
に
属
す
る
作
品
で
あ
る
。
先
行

の
作
品
で
い
え
ば
、
福
沢
諭
吉
の
「
か
た
わ
娘
』
の
系
列
に
入
る
も
の
で
あ

る
。
た
だ
、
文
体
は
漢
文
書
流
し
体
で
、
左
側
に
訓
を
ほ
ど
こ
し
て
お
り
、

そ
の
点
、
「
繁
昌
記
」
風
の
漢
戯
文
の
流
れ
を
汲
む
も
の
と
言
え
よ
う
。

こ
の
作
品
は
、
寓
話
の
通
有
性
と
し
て
、
登
場
人
物
は
極
め
て
少
な
い
。

さ
き
が
け
や
お
け
ん

わ
こ
ぐ
や
ゑ
ん
じ

芸
者
、
魁
屋
阿
権
と
、
そ
の
な
じ
み
の
客
、
商
人
の
和
国
屋
民
次
と
、
阿
権

こ
く
ふ
ま
さ
ぶ
難

に
心
を
寄
せ
て
い
る
貴
族
の
国
府
正
文
の
三
名
が
主
た
る
人
物
で
、
ほ
か
に
、

寓
話
的
政
治
小
説
試
論

寓
話
的
政
治
小
説
試
論

Ｉ
「
情
海
波
潤
」
と
『
自
由
廼
錦
砲
」
！

ひ
く
つ
や
や
つ
こ

登
場
は
し
な
い
が
、
民
次
の
古
い
な
じ
み
の
芸
者
比
久
津
屋
奴
と
い
う
芸
者

ね
ん
ば
ち
じ
よ
う
き
ち

が
い
る
。
ま
た
正
文
の
と
り
ま
き
の
討
間
で
鯰
八
、
鰭
吉
が
登
場
す
る
程
度

で
あ
る
。

話
は
、
民
次
が
、
正
文
が
お
権
に
心
を
寄
せ
て
い
る
と
知
っ
て
、
古
い
関

係
の
奴
と
手
を
切
っ
て
、
断
然
お
権
と
夫
婦
に
な
ろ
う
と
決
意
す
る
。
一
方
、

正
文
は
、
鯰
八
や
鰡
吉
と
計
っ
て
、
奴
を
そ
そ
の
か
し
お
権
と
民
次
と
の
仲

を
裂
こ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
結
局
は
正
文
が
折
れ
て
、
民
次
と
お
権
と
の

仲
人
に
な
る
と
い
う
お
椎
の
夢
で
終
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
話
自
体
は
、
あ
り
ふ
れ
た
人
情
本
的
世
界
で
あ
り
、
情
景
描

写
は
、
「
繁
昌
記
」
中
の
挿
話
に
近
い
素
描
を
出
る
も
の
で
は
な
く
、
し
か

も
、
「
繁
昌
記
」
に
お
け
る
ほ
ど
の
稠
密
な
風
俗
性
の
凝
縮
を
見
る
こ
と
は

で
き
な
い
・

そ
れ
は
寓
話
で
あ
る
こ
と
が
お
の
ず
か
ら
な
さ
し
め
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う

が
、
今
は
、
こ
の
平
板
単
純
な
話
の
な
か
に
ど
う
い
う
寓
意
が
こ
め
ら
れ
て

い
る
か
を
見
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
れ
は
、
角
書
の
「
民
権
演
義
」
に
よ

和
田
繁
二
郎



Ｆ
Ｌ
■
豆
受

っ
て
、
こ
の
話
が
「
民
権
」
に
関
わ
る
こ
と
を
端
的
に
語
っ
て
い
る
。
さ
ら

に
、
巻
末
に
著
者
が
わ
ざ
わ
ざ
注
釈
を
加
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
明
ら

か
に
さ
れ
る
。

本
篇
ハ
素
ヨ
リ
勿
卒
ノ
作
一
一
係
り
文
辞
支
離
観
ル
ー
足
ル
ヘ
キ
モ
ノ

〈
ナ
レ
パ
ナ
レ

ナ
シ
と
雄
ト
モ
全
体
ヲ
通
読
セ
バ
自
ラ
相
照
応
シ
テ
会
心
了
解
ス
ル
’
一
至

テ
ラ
シ
ア
フ
エ
ト
ク

ラ
ン
但
第
三
駒
二
於
テ
正
文
カ
ニ
客
卜
事
ヲ
議
ス
ル
ノ
条
一
一
其
術
策
ノ
首

ハ
カ
ル

テ
ダ
テ

尾
及
上
成
否
ノ
如
何
ヲ
記
サ
ス
又
タ
第
四
駒
二
於
テ
民
次
ノ
思
想
ヲ
写
シ

デ
キ
フ
デ
キ

コ
コ
ロ
イ
キ

出
ス
モ
尚
模
糊
暖
味
タ
リ
此
等
ノ
条
盈
〈
畢
寛
第
五
駒
ノ
阿
権
ガ
夢
裏
ノ

ハ
ツ
キ
リ
セ
ズ

ユ
〆

幻
境
ヲ
シ
テ
実
際
一
一
演
ス
ル
ノ
機
ア
ラ
シ
メ
。
〈
即
チ
正
文
卜
相
協
和
シ
比

マ
ノ
ロ
シ

・
不
ソ
ト
ウ

剣
リ

ナ
カ
ナ
ヲ
リ

。
。

久
津
屋
奴
ト
宿
縁
ヲ
断
チ
民
次
阿
権
ノ
良
縁
ヲ
結
ピ
両
国
ノ
会
席
二
祝
筵

エ
ン

ヲ
開
キ
テ
永
久
旺
盛
ナ
ル
栄
ヲ
得
ル
大
団
円
ノ
局
ヲ
結
こ
め
で
た
し
ノ
、

サ
カ
ン
ヲ
サ
寺
リ

Ｊ
１
ト
ナ
ル
ー
ヘ
キ
’
一
却
テ
余
蒋
ヲ
遺
セ
シ
ハ
情
史
氏
卿
意
見
ア
リ
テ
須
実

ア
マ
リ

函
こ
コ
マ
是

筆
ヲ
髪
一
一
燗
キ
早
晩
説
出
ス
コ
ト
ア
ラ
ン
ト
ス
（
以
下
略
）

ヲ
キ

「
自
ラ
相
照
応
シ
テ
会
心
了
解
ス
ル
’
一
至
ラ
ン
」
と
あ
る
が
、
や
は
り
若

干
の
説
明
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。
「
情
海
」
が
「
政
界
」
を
も
じ
っ
た
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
人
名
の
「
阿
権
」
は
〈
権
利
〉
を
表
わ
し
、
「
魁
屋
」

は
時
代
に
さ
き
が
け
る
意
で
あ
り
、
「
民
次
」
は
〈
国
民
〉
を
表
わ
し
、
「
比

久
津
屋
奴
」
は
、
封
建
的
で
卑
屈
な
国
民
性
を
表
わ
す
。
「
国
府
正
文
」
は

国
の
政
府
、
す
な
わ
ち
時
の
明
治
政
府
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
正

と
文
と
で
「
政
」
と
な
り
、
「
府
」
を
合
わ
せ
て
「
政
府
」
と
な
る
わ
け
で

あ
る
。
鯰
八
・
鯆
吉
は
、
鯰
ひ
げ
、
鮒
ひ
げ
の
官
員
を
あ
ら
わ
し
た
，
も
の
で

あ
る
。
そ
こ
で
、
民
次
と
阿
権
と
の
結
合
は
〈
民
権
〉
を
実
現
す
る
こ
と
を

意
味
す
る
。

Ｌ
１
》
侭
四
『
よ
‐
」
写
可
口
■

ま
た
、
作
中
、
第
二
駒
に
、
劇
場
の
場
面
を
出
し
、
佐
倉
宗
五
郎
子
別
れ

の
場
を
見
せ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
、
宗
五
郎
を
し
て
、
「
此
事
ャ
実
一
一
、
公ヲ

ヲ

衆
ノ
為
メ
ニ
苛
酷
ノ
蕊
絆
ヲ
解
脱
シ
人
民
ノ
権
理
ヲ
伸
張
セ
ン
ト
ス
ル
ニ

ゼ
イ
ム
ゴ
キ
ト
リ
ア
ッ
カ
ヒ
ト
キ

ア
レ
バ
」
な
ど
と
い
う
せ
り
ふ
を
言
わ
せ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
観
客
の
若
者

の
言
と
し
て
、
「
彼
レ
宗
五
郎
ナ
ル
者
圧
制
卑
屈
ノ
世
一
一
生
し
剛
毅
不
僥
以

ム
リ
ヲ
シ
ツ
ケ

ッ
ヨ
ク
タ
ユ
マ
ズ

テ
此
ノ
義
挙
ヲ
断
行
ス
宜
ナ
ル
哉
其
名
凛
乎
ト
シ
テ
遠
ク
数
十
年
ノ
今
一
一
悼

フ
ル
マ
イ
ハ
タ
ス

カ
ガ

灼
ス
ル
何
等
ノ
盛
事
何
等
ノ
栄
誉
ゾ
福
沢
氏
曾
テ
宗
吾
ヲ
評
シ
テ
曰
ル
ア
リ

ヤ
ク

サ
カ
へ

我
人
民
ノ
権
義
ヲ
主
張
シ
正
理
ヲ
唱
テ
政
府
二
迫
り
其
命
ヲ
損
シ
テ
其
事

‐
ハ
リ
タ
ダ
シ
キ
ス
ジ

ヲ
ト
ス

ヲ
遂
ゲ
広
ク
宇
内
万
国
一
一
対
シ
テ
恥
ル
『
一
ト
ナ
キ
者
二
至
テ
ハ
古
来
唯
一
個

セ
カ
イ

ノ
佐
倉
宗
五
郎
ア
ル
ノ
ミ
ナ
リ
ト
信
ナ
ル
哉
此
言
ヤ
」
と
言
わ
せ
て
い
る
。

ま
た
、
阿
権
が
夢
さ
め
て
後
、
聞
く
俗
曲
が
あ
る
が
、
そ
れ
は

○
○
○

「
よ
し
や
カ
ー
ド
は
禁
ぜ
ら
れ
よ
が
マ
グ
ナ
カ
ル
タ
で
遊
び
た
ひ

「
よ
し
や
あ
じ
や
の
癖
じ
や
と
云
へ
ど
卑
屈
さ
ん
す
な
こ
ち
の
人

と
い
う
文
句
で
、
こ
れ
を
聞
い
た
阿
権
は
、
「
善
ク
儂
が
情
況
二
的
中
セ
リ

『
一
コ
ロ
イ
キ

ト
」
と
言
う
。
「
マ
グ
ナ
カ
ル
タ
」
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
の
憲

法
の
原
典
と
な
っ
た
「
大
憲
章
」
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
今
日
、
民
権
を
主
張
し
、
国
会
を
開
設
す
べ
き
情
勢
下

に
あ
っ
て
、
国
民
は
封
建
的
な
卑
屈
さ
を
去
り
、
政
府
を
讓
歩
せ
し
め
て
、

参
政
の
権
利
を
得
、
国
会
を
開
設
せ
し
め
る
べ
し
の
寓
意
を
こ
め
た
も
の
と

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
民
次
・
阿
権
の
結
婚
と
い
う
だ
け
で
、

自
由
民
権
の
成
就
を
示
す
の
は
、
こ
と
の
本
質
や
、
そ
の
思
想
の
内
容
の
説

明
を
抜
き
に
し
た
浅
薄
疎
雑
な
寓
意
で
あ
る
。
こ
の
寓
意
に
よ
っ
て
、
国
民

に
自
由
民
権
の
正
し
さ
を
理
解
さ
せ
憤
起
さ
せ
る
こ
と
は
無
理
で
あ
ろ
う
。

、

日
日
■
Ｂ
ｉ
Ｊ
０
昨
Ｌ
Ｌ
寺
ｂ

二

上



せ
め
て
、
そ
の
人
物
形
象
に
、
読
者
を
納
得
さ
せ
る
よ
う
な
設
定
と
描
写

が
あ
る
と
よ
い
の
だ
が
、
そ
れ
も
極
め
て
稀
薄
で
あ
る
。
阿
権
の
形
象
は
、

右
に
、
俗
曲
を
聞
い
て
「
善
ク
儂
ガ
情
況
一
一
的
中
セ
リ
」
と
言
わ
せ
て
い
る

と
こ
ろ
を
見
た
が
、
は
じ
め
登
場
し
た
と
こ
ろ
で
、
「
性
質
活
達
思
想
清
楚

キ
ゲ
テ
ョ
ー
キ
ハ
タ
リ
コ
コ
ロ
イ
キ
サ
ッ
パ
リ

’
一
シ
テ
平
素
戦
弱
ノ
風
儀
ヲ
喜
バ
ズ
自
奮
不
屈
ノ
気
節
ア
リ
テ
徒
一
一
撫
婿

ツ
ネ
タ
ヨ
ハ
ナ
ラ
と

イ
サ
ギ
ヨ
ク
ミ
サ
オ

イ
タ
ヅ
ラ
ナ
ゴ
、
メ
キ

転
捜
ヲ
好
シ
ト
ス
ル
普
通
妓
団
ノ
侶
二
非
ズ
」
と
し
て
い
る
程
度
で

ペ
ク
ペ
タ
ス
ル

ア
タ
リ
ー
、
ヘ
ノ
ゲ
イ
シ
ヤ
ト
モ
ガ
ラ

あ
る
。
と
く
に
、
「
思
想
」
と
か
「
自
奮
」
と
か
い
う
こ
と
ば
を
出
し
な
が

ら
、
民
権
思
想
と
は
無
縁
な
「
コ
コ
ロ
イ
キ
」
と
か
、
「
イ
サ
ギ
ョ
キ
」
な

ど
の
訓
を
ほ
ど
こ
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
著
し
い
無
頓
薪
さ
と
い
う
。
へ
き
で
あ

ろ
う
。
民
次
は
、
比
久
津
屋
奴
に
未
練
を
も
ち
な
が
ら
、
佐
倉
宗
五
郎
の
劇

を
見
た
直
後
、
懐
慨
の
士
の
傍
で
お
権
と
相
睦
ん
で
い
る
。

此
一
棚
〈
如
此
ク
拮
屈
ダ
ル
論
義
一
一
耽
ル
ト
雄
モ
其
ノ
隣
棚
ノ
看
客

カ
ド
バ
必
イ
イ
ア
ラ
ソ
ヒ
フ
ケ
ル

ハ
泗
然
一
個
ノ
好
侠
漢
狭
斜
屈
指
ノ
美
妓
ヲ
伴
上
網
坐
低
声
相
談
シ
且
ツ

シ
ヤ
レ
タ

・
タ
テ
ヲ
ト
ゴ
ハ
ヤ
リ
ッ
コ

ナ
ラ
ピ
ヒ
ソ
ヒ
ソ
ハ
ナ
シ

微
笑
ス
歓
楽
ノ
情
好
親
密
シ
恰
モ
是
レ
一
場
ノ
情
事
ヲ
演
ズ
ル
ノ
観
ヲ
為

ホ
ホ
エ
ム
タ
ノ
シ
ミ
オ
モ
ヒ
イ
レ

ヌ
レ
パ

セ
リ

こ
れ
は
、
一
般
国
民
の
無
自
覚
さ
を
弧
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ

う
が
、
こ
の
民
次
が
阿
権
と
結
婚
し
よ
う
と
決
意
す
る
に
至
る
ま
で
に
は
、

こ
の
無
自
覚
さ
を
く
つ
が
え
す
よ
う
な
形
象
は
全
く
示
さ
れ
て
い
な
い
・

一
方
、
国
府
正
文
は
、
「
蛎
豪
ヲ
以
テ
世
一
一
鴫
レ
ル
」
と
い
い
、
「
時
世
ノ

オ
ゴ
リ

泰
否
二
関
心
セ
ズ
漠
然
迦
遊
歳
月
ヲ
送
ル
世
人
或
〈
窃
一
一
其
行
ヲ
評
ス
ル

ヨ
シ
ア
シ
コ
コ
戸
ニ
ナ
ク
ウ
シ
カ
リ
ア
ソ
ピ

モ
敢
テ
現
〈
’
一
其
非
ヲ
責
メ
ス
正
文
毫
モ
之
ヲ
悟
ラ
ズ
放
縦
自
恐
花
一
一
噸
シ

ア
ラ
〈

セ
ム

カ
ッ
テ
ワ
ガ
マ
マ

柳
一
一
狂
上
常
一
一
紅
灯
緑
酒
ノ
間
一
一
栖
息
ス
ル
ヲ
以
テ
楽
ミ
ー
ｒ
ス
」
と
説
明
し

ゼ
イ
タ
ク

ク
ラ
シ

て
い
る
。
菫
た
正
文
が
、
阿
権
を
わ
が
も
の
に
し
よ
う
と
し
て
計
画
を
ね
る

寓
話
的
政
治
小
説
試
論

圭

Ｃ
ｆ
』

、

時
に
「
一
櫛
千
金
彼
ガ
身
ヲ
晴
上
去
り
籠
裡
ノ
黄
鴎
瓶
中
ノ
挿
花
ト
為
シ
独

・
ワ
グ
ヒ
ス

イ
ケ
バ
ナ
上

主
專
制
以
テ
万
人
共
同
ノ
憂
ナ
カ
ラ
シ
メ
ン
」
と
言
わ
せ
て
い
る
。
こ
の
程

ト
リ
モ
チ

度
の
正
文
の
悪
玉
ぶ
り
で
は
、
と
う
て
い
読
者
に
独
裁
専
制
の
政
府
が
も
っ

て
い
る
悪
を
印
象
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
民
権
の
必
要
を

感
じ
さ
せ
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
、
人
物
形
象
を
も
っ
て
意
と
す
る
と
こ
ろ
を
示

し
、
読
者
に
そ
の
方
面
の
意
識
を
喚
起
す
る
こ
と
は
、
寓
話
の
構
造
上
、
も

と
も
と
意
図
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
人
物
形
象

を
以
て
、
自
由
民
椎
を
想
起
す
る
こ
と
は
、
も
と
も
と
見
当
は
ず
れ
と
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
「
阿
権
」
と
い
う
名
前
が
〈
権
利
〉
を
示
し
、
「
民

次
」
と
い
う
名
前
が
〈
国
民
〉
を
示
し
て
い
る
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
ら
の
人
物
の
行
為
は
、
具
体
的
に
は
一
時
代
前
の
人
情
本
的
世
界
の
も

の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
理
解
し
て
も
、
文
学
的
イ
ン
タ
レ
ス
ト
の
上
で
、
不
十
分
さ

を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
の
は
こ
れ
ま
た
寓
話
の
も
つ
特
性
と
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
が
、
動
物
を
登
場
さ
せ
て
の
作
な
ら
ば
、
む
し
ろ
明
確
に
な
ろ
う

が
、
な
ま
じ
っ
か
人
間
を
登
場
さ
せ
て
い
る
た
め
に
、
そ
の
人
間
の
生
き
て

い
る
具
体
的
な
場
や
、
そ
の
人
間
の
具
体
的
な
行
為
の
意
味
を
考
え
て
し
ま

う
。
名
前
だ
け
に
寓
意
さ
れ
た
の
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、

近
代
朧
史
小
説
に
な
っ
て
、
特
定
の
時
代
環
境
、
特
定
の
人
物
の
登
場
に
よ

っ
て
、
そ
の
特
定
の
諸
条
件
の
も
と
に
、
そ
の
人
間
が
遭
遇
す
る
諸
問
題
を

追
究
し
、
そ
の
時
代
と
個
人
と
の
関
係
か
ら
、
現
代
の
そ
れ
を
示
唆
す
る
と

い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
の
人
物
の
具
体
的
な
行
為
の
意
味
が
、
イ
ン
タ
レ

■

?
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ス
ト
を
も
た
ら
す
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
そ
れ
が
全
く
な
い
・

文
章
の
面
を
見
て
も
、
右
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
漢
戯
文
の
流
れ
を
汲
み

な
が
ら
、
戯
訓
と
い
う
ほ
ど
の
訓
は
な
く
、
そ
の
面
で
も
調
刺
性
も
な
く
、

た
だ
文
章
の
佶
屈
さ
の
み
が
受
け
つ
が
れ
た
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

こ
の
作
の
序
文
で
、
成
島
柳
北
が
、
「
文
章
が
チ
ト
堅
く
る
し
今
少
し
軽
妙

之
二
字
に
注
意
あ
り
た
し
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
た
だ
漢
戯
文
の
先
達
と

し
て
の
苦
言
の
み
で
は
あ
る
ま
い
。
こ
の
苦
言
は
、
た
だ
泗
落
気
の
欠
乏
を

云
食
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
漢
文
調
で
は
、
大
衆
は
な
じ
め
ず
、

知
識
人
の
み
が
近
寄
る
結
果
に
な
り
、
ま
た
、
心
あ
る
知
識
人
な
ら
ば
、
こ

ん
な
愚
に
も
つ
か
砲
寓
話
で
は
、
一
向
に
面
白
く
な
い
と
い
う
こ
と
を
椀
曲

に
述
書
へ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
柳
北
が
病
気
を
理
由
に
ま
と
も
な
序
文

を
断
り
、
た
だ
付
記
の
形
で
「
注
意
」
を
述
べ
た
と
あ
る
が
、
内
容
的
に
ま

と
も
に
取
上
げ
が
た
い
と
い
う
と
こ
ろ
が
本
心
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ

ヅ
ハ
》
Ｏ

も
っ
と
も
、
当
時
一
部
に
は
、
情
話
と
思
っ
て
読
ん
だ
と
こ
ろ
が
、
自
由

民
権
の
こ
と
だ
と
わ
か
っ
て
、
泗
落
た
も
の
だ
と
い
う
程
度
の
反
応
は
あ
っ

た
で
あ
ろ
う
。
三
輪
信
次
郎
の
序
文
に
、
「
君
ノ
比
職
意
匠
ノ
奇
ナ
ル
ヲ
知

ル
」
と
い
う
の
は
こ
の
間
の
心
想
を
語
っ
た
も
の
と
言
う
毒
へ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
点
か
ら
言
い
得
る
こ
と
は
、
こ
の
作
品
は
、
一
般
国
民
大
衆
を
啓
蒙
す

る
こ
と
よ
り
も
、
す
で
に
民
権
思
想
を
，
も
つ
に
至
っ
た
者
同
士
の
自
慰
に
類

．
．
③

す
る
戯
文
と
称
す
尋
へ
き
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
『
情
海
波
澗
』
の
特
質
は
、
著
者
の
人
間
、
あ
る
い
は
現
実

へ
の
対
応
の
姿
勢
か
ら
来
た
も
の
と
思
量
さ
れ
る
。
著
者
、
戸
田
欽
堂
（
嘉

里

可

永
三
年
Ｉ
明
治
二
十
三
年
・
一
八
五
○
’
一
八
九
○
）
は
、
明
治
十
一
年
こ
ろ
よ

り
、
「
民
権
宣
伝
の
演
説
に
奔
走
し
始
め
」
こ
の
年
の
十
三
年
三
月
に
は
、

「
同
族
の
有
志
数
名
と
協
議
し
て
、
国
会
開
設
請
願
の
建
議
を
出
そ
う
と
い

①

う
の
で
、
欽
堂
自
身
そ
の
草
案
を
書
い
た
と
い
う
」
状
態
で
あ
っ
た
の
で
、

た
し
か
に
そ
の
自
由
民
権
の
意
識
の
高
ま
り
は
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ

の
思
想
の
定
着
な
い
し
は
、
内
実
に
は
、
一
つ
の
限
界
が
あ
っ
た
模
様
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
彼
の
出
身
が
裕
福
な
華
族
の
御
曹
司
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る

も
の
で
あ
っ
た
。

彼
は
大
垣
藩
主
の
妾
腹
の
子
で
、
明
治
四
年
一
早
く
ア
メ
リ
カ
へ
留
学
し

た
が
、
ま
と
ま
っ
た
学
業
も
身
に
つ
け
函
ま
に
一
年
ば
か
り
で
帰
国
し
、
風

俗
的
進
取
性
を
発
揮
し
て
唐
物
屋
を
は
じ
め
た
り
、
聖
書
販
売
店
を
開
い
た

り
、
新
聞
記
者
に
な
っ
た
り
し
て
、
か
な
り
の
行
動
力
を
示
し
は
し
た
が
、

や
は
り
金
に
不
自
由
の
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
「
酒
が
好
き
、
遊
び
が
好
き
の

②

道
楽
者
で
、
一
つ
の
仕
事
に
ま
じ
め
に
か
か
る
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
」
い

人
物
と
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
、
そ
こ
に
お
の
ず
か
ら
、
泗
落
気
た
っ
ぷ
り

の
戯
文
を
生
む
素
地
が
で
き
た
と
言
い
得
よ
う
。

以
上
、
「
情
海
波
潤
」
は
、
一
応
小
説
の
体
を
な
し
て
は
い
る
が
、
政
治

小
説
の
最
初
の
作
と
す
る
に
は
、
そ
の
意
識
の
低
さ
と
、
形
象
の
貧
し
さ
と

か
ら
推
し
て
、
必
ず
し
も
適
切
な
作
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

注
①
柳
田
泉
『
政
治
小
説
研
究
』
上

②
柳
田
泉
『
明
治
文
学
全
集
』
５
「
明
治
政
治
小
説
集
㈲
」
の
解
題
。

③
高
木
健
夫
『
新
聞
小
説
史
』
第
一
章
Ⅱ
に
、
「
欽
堂
は
こ
の
小
説
を
無
料
で

各
方
面
に
配
布
し
」
た
と
あ
る
。

マ

四

は
、
明
治
十
一
年
こ
ろ
よ

の
年
の
十
三
年
三
月
に
は
、



二
ま
で
抵
抗
す
る
と
い
う
気
骨
を
も
っ
て
い
た
。

こ
の
あ
と
の
三
分
の
二
が
、
こ
の
小
説
の
本
筋
に
な
っ
て
い
る
。
民
造
が

最
牽
齢
酔
廼
鍼
砂
」
の
刊
行
は
、
著
者
桜
田
百
術
（
安
政
六
年
ｌ
明
治
十
東
京
へ
遊
学
し
て
後
の
こ
と
で
あ
る
が
、
彼
は
病
気
に
な
り
、
大
内
閣
太
夫

①

六
年
・
一
八
五
九
’
一
八
八
二
）
の
死
後
、
明
治
十
六
年
九
月
で
あ
る
が
、
そ
と
い
う
金
持
の
食
客
に
な
っ
て
療
養
し
て
い
る
。
そ
の
大
内
家
に
は
、
民
造

の
執
筆
さ
れ
た
の
は
、
同
十
四
年
二
月
の
こ
ろ
と
目
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
自
の
看
病
を
よ
く
し
て
く
れ
る
お
国
と
い
う
女
中
が
お
り
、
民
造
に
恋
い
こ
が

序
に
れ
て
い
る
。
お
国
は
貧
し
い
母
の
要
請
で
、
芸
者
に
出
る
こ
と
に
な
り
、
大

や
ま
ひ

ま
が
ね

発
病
の
た
め
に
や
む
こ
と
な
く
。
去
年
の
秋
よ
り
真
金
ふ
く
。
吉
備
の
内
家
を
去
る
が
、
そ
の
前
夜
、
民
造
の
部
屋
に
忍
ん
で
き
て
、
将
来
を
誓
っ

ふ
る
さ
と

た
い
せ
つ
ひ
に
ち

東
の
故
園
へ
・
久
し
ぶ
り
に
て
引
籠
り
治
療
と
保
養
に
逝
不
還
な
。
烏
兎
て
く
れ
る
よ
う
口
説
く
。
民
造
は
大
志
あ
る
身
の
ゆ
え
を
も
っ
て
、
一
旦
は

あ
だ
い
つ
つ
き
た
ら
ず
つ
墓
お
こ
た
い
た
つ
き

を
無
為
に
五
月
不
満
。
耗
し
た
お
蔭
で
よ
う
ノ
、
と
。
癒
り
か
け
し
病
患
し
り
ぞ
け
る
が
、
嫌
い
な
女
で
は
な
い
の
で
契
り
を
結
ぶ
。
一
方
、
大
内
家

そ
へ

な
ま
け

て
蛙
じ
め

ひ
め
と
の
た
ち
お
し

に
副
て
覚
へ
た
怠
惰
の
癖
を
。
治
す
仕
事
の
一
着
手
と
、
童
男
童
女
の
陶
に
は
お
権
と
い
う
娘
が
お
り
、
彼
女
も
民
造
に
心
を
傾
け
て
い
る
。
と
こ
ろ

へ

ふ
た
つ
か
ね

そ
め

冶
の
端
に
も
。
な
れ
か
し
も
の
を
と
。
両
件
を
兼
て
。
綴
り
初
に
し
こ
の
が
お
権
に
は
薩
川
盤
丸
と
い
う
許
婚
者
が
い
る
。
お
権
は
薩
川
を
遠
ざ
け
、

さ
う
し冊

子
（
後
略
）
民
造
に
自
分
を
も
ら
っ
て
く
れ
る
よ
う
父
母
に
申
出
て
ほ
し
い
と
言
う
。
民

は
じ

と
書
い
て
お
り
、
日
付
が
「
明
治
十
あ
ま
り
四
の
と
し
（
中
略
）
二
月
の
上
造
は
、
お
国
と
の
誓
い
も
あ
る
の
で
、
自
分
と
の
こ
と
は
思
い
と
ど
ま
る
よ

め涜
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
わ
か
る
。
う
説
得
す
る
。
や
が
て
お
権
と
薩
川
と
の
結
婚
の
日
ど
り
も
き
ま
る
こ
ろ
、

話
は
、
は
じ
め
の
約
三
分
の
一
が
、
主
人
公
草
野
民
造
の
生
い
立
ち
の
こ
民
造
は
芸
者
に
な
っ
た
お
国
と
会
う
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
話
は
終
っ
て
い
る
。

と
で
、
九
州
の
故
郷
に
お
け
る
少
年
時
代
の
日
常
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
か
れ
こ
れ
は
、
一
見
純
然
た
る
人
情
本
的
恋
愛
小
説
で
あ
る
が
、
題
名
に
「
自

は
、
利
発
で
は
あ
る
が
、
す
ご
く
腕
白
な
子
供
で
餓
飢
大
将
で
あ
る
。
父
民
由
」
の
文
字
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
・
ま
た
宮
崎
夢
柳
が
そ
の
序
文
で
、
．

右
衛
門
は
幕
末
に
は
官
軍
の
農
兵
隊
の
下
士
官
で
、
戦
死
の
後
、
士
族
に
加
章
一
齢
も
亦
所
謂
深
思
想
を
寓
す
る
も
の
に
し
て
」
と
述
尋
へ
て
い
る
よ
う
に
、

、
わ
ら
べ

う
け

え
ら
れ
た
人
で
あ
る
。
「
此
民
児
は
亡
父
の
気
象
を
そ
の
僻
稟
得
し
も
の
鰍
自
由
民
権
思
想
の
寓
意
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
寓
す
る

は
た
す
ゑ
つ
ひ
な
す
あ
る
う
つ
は
ゐ
ふ
う
ふ
た
ぱ
そ
な
へ
よ
し
あ
し
と

将
未
遂
に
有
為
の
大
器
の
偉
風
を
垂
髪
よ
り
具
備
し
も
の
か
良
不
良
は
兎
ま
と
こ
ろ
は
、
前
章
の
『
情
海
波
潤
』
ほ
ど
単
純
か
つ
明
快
な
も
の
で
は
な
い
。

ひ
と
ゐ
け
ん
が
く
こ
う

‐
し
ｂ
幻

つ
合
つ

れ
白
髪
生
ふ
翁
娼
の
異
見
も
学
擬
の
教
師
の
小
言
も
死
で
居
る
蛙
の
面
部
に
容
易
に
決
定
的
な
解
答
を
出
し
難
い
が
、
ま
ず
、
早
く
柳
田
泉
氏
が
述
べ
て

み
づ
知
ら
ず
の
人
に
臆
す
る
気
色
も
な
く
傍
若
無
人
に
振
舞
も
の
か
ら
」
云
い
る
と
こ
ろ
を
見
て
み
よ
う
。

灸
と
い
う
状
態
で
、
戸
長
の
子
息
で
も
、
筋
の
通
ら
な
い
行
い
に
は
、
あ
く
私
解
に
よ
る
と
、
民
造
は
、
日
本
人
民
、
阿
国
は
、
国
家
、
大
内
は
、

寓
話
的
政
治
小
説
試
論
五

屯

ダ



内
閣
即
ち
政
府
、
阿
権
は
、
政
権
、
薩
川
は
、
薩
長
藩
閥
乃
至
吏
党
、
大

内
夫
人
お
警
は
、
警
察
力
を
意
味
す
る
。
こ
れ
を
物
語
の
筋
に
照
ら
す
と
、

先
ず
民
造
の
父
の
経
歴
は
、
維
新
の
変
革
と
と
も
に
人
民
が
頭
を
撞
げ
て
、

貴
士
族
と
同
権
に
な
っ
た
と
い
う
暗
示
で
あ
る
。
民
右
衛
門
は
、
旧
日
本

の
人
民
、
民
造
は
、
新
日
本
の
人
民
と
見
ら
れ
て
も
よ
い
。
民
造
と
阿
国

と
が
、
将
来
を
約
束
す
る
の
は
、
国
家
が
や
が
て
人
民
の
参
政
に
よ
っ
て
、

幸
福
を
得
る
寓
意
で
あ
ろ
う
。
民
造
が
、
大
内
の
食
客
と
な
り
、
阿
国
が

女
中
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
差
し
向
き
の
と
こ
ろ
、
人
民
も
国
家
も
、
政

府
の
恩
恵
的
待
遇
の
下
に
、
勝
手
に
さ
れ
て
い
る
よ
り
仕
方
が
な
い
と
い

う
謎
か
。
阿
権
が
民
造
を
慕
う
の
は
、
政
権
は
、
当
然
人
民
の
も
の
と
い

う
意
、
阿
権
が
民
造
に
頼
ん
で
、
早
く
父
に
自
分
を
貰
う
よ
う
に
申
し
出

て
く
れ
と
い
っ
て
、
民
造
が
そ
れ
を
拒
む
の
は
、
哀
願
的
態
度
に
出
た
な

ら
、
あ
る
い
は
人
民
に
参
政
権
を
与
え
ら
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
然
し
そ

う
い
う
卑
屈
な
こ
と
は
せ
ぬ
、
と
い
う
心
で
あ
ろ
う
。
又
一
意
、
国
の
た

に
め
尽
く
し
て
、
政
権
の
如
き
は
眼
中
に
な
い
と
い
う
意
気
も
こ
め
て
あ

る
。
大
内
夫
妻
が
、
阿
権
を
抑
え
て
、
薩
川
に
嫁
に
や
る
こ
と
は
、
当
時

の
政
府
が
、
警
察
力
を
利
用
し
て
政
権
を
握
り
、
藩
閥
と
利
福
を
分
ち
あ

っ
て
い
る
こ
と
を
、
弧
刺
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、
今
こ
そ

〈
マ
マ
）

人
民
と
国
家
は
、
政
治
と
藩
閥
の
自
由
勝
手
に
さ
れ
て
い
る
が
、
維
新
以

来
、
当
然
の
勢
い
と
し
て
、
将
来
は
、
自
主
自
由
の
幸
福
な
境
涯
に
到
る

こ
と
が
出
来
る
と
い
う
、
こ
れ
が
、
こ
の
小
説
の
政
治
的
寓
意
で
あ
る
。

（
『
政
治
小
説
研
究
・
上
』
「
百
華
園
主
人
桜
田
百
術
」
）

こ
の
解
釈
は
ほ
ぼ
妥
当
な
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
問
題
点
と
し
て
は
、

〆

¥

「
阿
権
」
と
「
大
内
閣
太
夫
」
と
の
解
釈
を
再
考
す
る
余
地
が
あ
る
よ
う
に

思
う
。
民
造
が
「
政
権
の
如
き
は
眼
中
に
な
い
云
々
」
と
言
う
の
は
、
も
っ

と
も
な
よ
う
で
あ
る
が
、
や
が
て
国
民
が
政
権
を
に
ぎ
る
《
へ
し
と
し
て
い
る

立
場
か
ら
す
れ
ば
、
「
眼
中
に
な
い
」
は
適
切
と
は
い
え
な
い
。
民
造
の
こ

ど
う
か
な
つ

と
ぱ
と
し
て
「
今
に
二
十
三
年
（
お
っ
と
）
私
の
身
分
が
奈
何
成
た
ら
必
定

，
韮
ん
ほ
う
じ
す
る

お
恩
酬
を
仕
ヨ
ト
」
と
言
わ
せ
て
お
り
、
明
治
二
十
三
年
の
国
会
開
設
を
ほ

の
め
か
し
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
阿
権
」
を
「
政
権
」
と
解

す
る
の
に
は
い
さ
さ
か
疑
問
が
持
た
れ
る
の
で
あ
る
。

当
時
、
「
権
」
の
字
は
、
「
権
利
（
権
理
）
」
あ
る
い
は
「
人
権
」
「
自
由

の
権
」
「
参
政
権
」
の
「
権
」
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

権
利
に
二
種
類
有
り
、
一
を
私
権
と
称
し
、
二
を
公
権
と
称
す
、
私
権

と
は
私
身
に
関
係
す
る
所
の
権
利
に
し
て
、
所
謂
、
任
意
自
在
の
権
と
称

す
る
者
是
な
り
、
公
権
と
は
、
国
事
に
預
る
の
権
利
を
云
ふ
な
り
。
（
加

藤
弘
之
『
立
憲
政
体
略
』
）

こ
こ
に
言
う
「
私
権
」
と
は
い
わ
ゆ
る
「
自
由
の
権
」
で
あ
り
、
「
公
権
」

と
は
「
参
政
権
」
で
あ
る
。
こ
の
「
自
由
廼
錦
抱
」
の
書
か
れ
た
こ
ろ
に
出

た
、
「
民
権
問
答
』
（
児
島
彰
二
、
明
治
十
年
’
十
一
年
）
、
「
民
権
自
由
論
」
（
植

木
枝
盛
、
同
十
二
年
）
、
『
普
通
民
権
論
」
（
福
本
巴
、
同
十
二
年
）
、
「
民
権
弁
惑
」

（
外
山
正
一
、
同
十
三
年
）
等
に
も
、
こ
の
「
権
」
を
「
政
権
」
「
権
力
」
等
と

用
い
た
も
の
は
な
い
。
い
ず
れ
も
、
「
権
利
（
権
理
）
」
の
意
味
に
用
い
て
い

る
。
前
章
の
「
情
海
波
潤
』
の
「
阿
権
」
も
「
権
利
」
を
あ
ら
わ
す
も
の
で

あ
っ
た
。
た
だ
、
「
民
権
」
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
、
「
君
権
」
「
王
権
」

②

あ
る
い
は
「
国
権
」
と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
い
る
の
を
見
る
。
こ
れ
を
し
も
、

Ｆ
’
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「
政
権
」
と
は
解
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
や
は
り
、
君
あ
る
い
は
王
の
権
利

と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
と
関
連
し
て
、
「
大
内
閣
太
夫
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
考
え
て
み

よ
う
。
先
の
柳
田
氏
の
解
釈
で
は
、
「
大
内
は
、
内
閣
即
ち
政
府
」
と
さ
れ

て
い
た
が
、
「
大
内
閣
」
の
三
字
か
ら
、
た
だ
「
内
閣
」
だ
け
を
取
り
上
げ

る
の
は
不
十
分
で
あ
ろ
う
。
「
大
内
」
を
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に

思
う
。
「
大
内
」
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
「
内
裏
」
「
御
所
」
「
皇
居
」
を
意

味
し
て
お
り
、
そ
こ
に
天
皇
の
存
在
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と

も
、
「
内
閣
」
は
、
明
治
十
八
年
の
内
閣
の
創
設
以
前
に
も
存
在
し
、
「
内
閣

〈
、
天
皇
陛
下
参
議
に
特
任
シ
テ
諸
立
法
ノ
事
又
行
政
事
務
ノ
当
否
ヲ
議
判

セ
シ
メ
凡
百
施
政
ノ
機
軸
ダ
ル
所
タ
リ
」
（
太
政
官
職
制
・
明
治
六
年
五
月
二
日
）

と
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
明
記
さ
れ
て
い
る
「
天
皇
陛

下
」
云
盈
と
、
当
時
の
参
議
が
、
ま
だ
公
卿
を
多
く
残
し
て
い
た
状
況
か
ら

推
し
て
、
天
皇
プ
ラ
ス
公
卿
の
「
朝
廷
」
的
な
色
彩
を
示
し
て
い
た
と
言
え

よ
う
。
こ
こ
で
、
「
大
内
閣
太
夫
」
は
、
「
天
皇
」
お
よ
び
「
朝
廷
」
の
意
味

と
と
る
の
が
妥
当
の
よ
う
に
思
う
。
お
国
が
民
造
に
語
る
こ
と
ば
の
な
か
に
、

の
ぞ
熟
だ
い
じ
か
ら
だ

大
内
閣
太
夫
が
民
造
の
こ
と
を
、
「
将
来
に
大
望
の
あ
る
大
切
な
体
躯
だ
か

お
く
さ
ま

な
さ
つ
い
ら
つ
し
や
ゐ

ら
と
内
室
様
に
お
話
被
成
て
被
為
居
ま
し
た
ョ
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。

時
の
明
治
政
府
が
民
造
（
国
民
）
を
「
将
来
に
大
望
の
あ
る
大
切
な
体
躯
だ
」

と
心
配
す
る
よ
り
も
、
「
天
皇
」
の
側
で
心
配
す
る
と
し
た
方
が
穏
当
と
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
う
す
る
と
、
「
阿
権
」
は
「
大
内
閣
太
夫
」
の
娘
で
あ
る
か
ら
、
「
君

権
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
「
阿
権
」
が
「
民
造
」
を
恋
慕
す
る

寓
話
的
政
治
小
説
試
論

『

の
は
、
「
天
皇
」
の
「
君
権
」
が
、
直
接
「
国
民
」
と
結
び
つ
き
、
文
字
通

り
の
天
皇
親
裁
が
実
現
す
る
形
と
言
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
目
下
は
、
こ
の

天
皇
と
国
民
と
の
間
に
「
朧
川
蟹
丸
」
（
薩
長
間
）
が
割
込
ん
で
、
「
君
権
」

を
自
分
の
自
由
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
両
者
を
と
り
も
つ
「
大
内
閣

太
夫
」
．
の
妻
「
お
譽
」
は
、
ま
さ
し
く
絶
対
主
義
下
の
天
皇
の
警
察
で
あ
っ

て
、
「
阿
権
」
（
君
権
）
を
勧
め
て
、
「
薩
川
」
（
薩
長
閥
）
の
手
に
渡
そ
う
と

す
る
。
「
民
造
」
と
い
う
自
覚
し
た
国
民
は
、
天
皇
の
意
向
は
有
難
く
思
う

も
の
の
、
や
は
り
「
君
権
」
と
国
民
と
の
直
結
は
、
民
権
実
現
の
立
場
か
ら

は
相
容
れ
ず
、
志
は
有
難
く
頂
戴
す
る
と
丁
重
に
断
っ
て
、
当
時
の
情
勢
下

で
は
、
さ
し
あ
た
り
「
君
権
」
と
「
薩
長
」
と
の
結
合
を
見
送
る
よ
り
致
し

方
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
く
に
、
こ
の
作
品
の
な
か
で
、
「
大
内
閣

太
夫
」
が
直
接
登
場
し
て
来
な
い
と
い
う
こ
と
は
意
味
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

つ
ま
り
一
般
に
は
目
に
触
れ
が
た
い
天
皇
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
「
お
国
」
と
「
民
造
」
と
の
結
び
つ
き
は
、
「
国
民
」
が
「
国
家
」

の
主
体
と
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
、

「
大
倉
財
蔵
」
と
い
う
人
物
が
終
わ
り
の
方
に
名
前
だ
け
の
登
場
を
す
る
。

こ
れ
は
、
「
お
国
」
が
芸
者
と
な
っ
た
茶
屋
の
主
人
で
、
以
前
、
下
宿
屋
を

し
て
い
て
、
民
造
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
名
前
は
、
当
然
「
大
蔵

省
」
を
想
定
さ
せ
る
。
国
家
の
財
政
を
さ
す
も
の
と
言
え
よ
う
。
そ
う
い
う

財
政
の
面
で
、
い
ま
し
ば
ら
く
「
お
国
」
（
国
家
）
を
保
持
し
、
成
長
さ
せ

て
、
来
た
る
べ
き
明
治
二
十
三
年
を
待
っ
て
「
民
造
」
（
国
民
）
に
渡
す
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
以
上
が
、
柳
田
氏
の
説
に
私
見
を
は
さ
む
と
こ
ろ
で

あ
る
。
｜
‐

上
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何
に
し
て
も
、
こ
の
『
自
由
廼
錦
砲
』
の
寓
意
は
し
か
く
難
解
で
あ
っ
て
、

寓
話
と
し
て
も
、
さ
ま
で
成
功
し
た
作
と
は
言
い
難
い
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま

い
。
そ
の
寓
話
と
し
て
の
根
幹
は
、
前
章
の
「
情
海
波
澗
」
と
お
な
じ
く
、

国
民
と
権
利
、
あ
る
い
は
国
民
と
国
家
と
の
一
体
化
す
る
こ
と
を
、
男
女
の

結
合
に
よ
っ
て
示
す
と
こ
ろ
に
あ
り
、
そ
の
結
果
的
な
結
合
だ
け
を
も
っ
て

理
想
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
結
合
を
要
求
す
る
も
の
、
結
合
さ

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
思
想
に
つ
い
て
は
何
も
語
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
こ
れ
ま
た
、

泗
落
た
思
い
つ
き
に
す
ぎ
な
い
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。

し
か
し
、
著
者
は
、
は
じ
め
に
一
部
を
掲
げ
た
序
文
の
な
か
で
、
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

お
も
ひ

ま
さ

す
ぐ
な
く

思
想
を
感
ぜ
し
む
る
も
の
は
。
情
史
に
優
れ
る
も
の
は
鮮
芙
。
人
の
心

こ
の

を
乱
す
所
以
も
こ
の
勢
力
の
あ
れ
ば
な
り
。
さ
れ
ば
今
這
勢
力
を
。
う
ま

む
か
し

ぐ
用
ひ
ば
甘
い
実
を
結
ぶ
は
必
ず
疑
ひ
な
し
。
往
昔
仏
国
の
ボ
ル
テ
ー
ル

や
。
此
間
ま
で
英
国
の
宰
相
た
り
し
ベ
ン
ヂ
ャ
ミ
ン
ヂ
ス
レ
リ
ー
な
ど
い

ふ
大
家
も
。
皆
こ
の
情
史
を
著
は
じ
て
世
を
医
し
俗
を
弧
さ
れ
た
り
．
か

か
へ
し
な
し
た
が
つ
き
や
う
だ
い
ど
も
お
し
ゆ
る
ふ

く
の
如
く
に
色
左
と
手
を
替
敵
に
応
て
。
同
胞
蒼
生
を
教
導
の
が
。
浮

と
し

こ
の
さ
う
し

屠
氏
の
所
謂
方
便
な
り
。
（
中
略
）
余
が
這
小
説
を
も
の
し
た
る
も
ヂ
ス
レ

熟
さ
ほ

い
さ
さ
こ
ど
も

り
Ｉ
ボ
ル
テ
ー
ル
に
は
及
ば
ね
ど
。
情
と
貞
の
何
物
な
る
を
卯
か
女
児
等

し
ら

，
お
は
ｈ
〃

に
変
則
で
諭
さ
ん
た
め
の
趣
向
か
否
か
。
子
等
こ
の
冊
子
を
大
尾
ま
で
。

よ
ゑ

さ
と
る

読
な
ぱ
必
ず
暁
了
く
し
。
（
下
略
）

こ
こ
に
言
う
「
変
則
で
」
は
、
柳
田
氏
も
言
う
よ
う
に
、
政
治
的
寓
意
の

こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
や
デ
ィ
ズ
レ
リ
ー
の
作
品
は
、
こ
の

よ
う
な
も
の
と
は
、
大
い
に
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ボ
ル
テ
ー
ル
は
た
し

!

八

か
に
輿
論
に
働
き
か
け
、
そ
の
輿
論
の
力
で
権
力
を
動
か
す
方
法
を
と
り
、

そ
の
た
め
に
文
筆
を
と
っ
た
。
そ
こ
に
寓
話
と
呼
ば
れ
る
一
ゞ
ザ
デ
ィ
ー
グ
』

（
一
七
四
八
）
や
『
カ
ン
デ
ィ
ー
ド
』
（
一
七
五
八
）
な
ど
の
作
品
も
も
の
さ
れ

た
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
決
し
て
イ
ソ
ッ
プ
的
な
寓
話
で
も
な
く
、
希

望
的
状
況
の
単
純
な
比
職
的
寓
意
で
は
な
い
。
現
実
に
対
す
る
批
判
的
な
弧

③

刺
の
物
語
で
、
大
人
の
お
伽
噺
と
も
言
わ
れ
、
深
い
哲
学
的
な
思
索
の
上
に

④

立
脚
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
デ
ィ
ズ
レ
リ
ー
は
、
政
治
的
啓
蒙

宣
伝
の
手
段
と
し
て
、
小
説
を
あ
ら
わ
し
は
し
た
が
、
そ
の
作
品
は
決
し
て

単
純
な
寓
話
と
言
え
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
彼
の
精
神
的
発
展
に
即
し

て
、
彼
の
信
奉
す
る
新
ト
ー
リ
ー
主
義
の
政
治
的
理
想
を
、
具
体
的
に
描
い

て
み
せ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
方
当
代
の
政
界
へ
の
辛
辣
な
弧
刺
に
も

な
っ
て
は
い
る
が
、
一
方
、
政
界
の
精
細
な
写
実
的
絵
巻
で
も
あ
り
、
そ
の

表
現
は
微
に
入
り
細
を
穿
っ
た
人
物
の
性
格
描
写
を
特
質
と
す
る
も
の
で
さ

⑤

え
あ
っ
た
。
そ
こ
に
す
ぐ
れ
て
文
学
的
な
資
質
を
も
つ
作
品
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
の
よ
う
な
文
学
本
来
の
構
造
に
依
拠
し
て
、
お
の
ず
か
ら
読
者
を

作
者
の
課
題
に
引
き
込
み
、
啓
蒙
の
実
を
果
た
す
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
点
、
右
の
序
文
の
言
は
、
こ
れ
ら
の
先
蹴
に
対
す
る
大
き
な
誤
解
に
発

し
た
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
も
、
こ
の
作
品
の
未
熟
さ
を
物

語
る
証
跡
が
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
「
自
由
廼
釧
袖
一
一
は
、
寓
意
を
も
っ
て
し
た
内
容
の
面
よ
り
も
、
叙

述
描
写
の
面
に
若
干
の
見
る
、
へ
き
も
の
が
あ
る
。

は
じ
め
の
、
主
人
公
の
生
い
立
ち
の
と
こ
ろ
で
は
、
民
造
の
母
貞
が
、
三

人
の
娘
に
裁
縫
を
教
え
て
い
る
と
こ
ろ
夷
民
造
が
帰
宅
す
る
場
面
が
注
目

割



さ
れ
る
。

ふ
な
さ
ん

う
か

う
っ
か
り

さ
つ
き

貞
「
三
嬢
の
お
噺
に
浮
さ
れ
て
つ
い
放
神
し
て
居
ま
し
た
が
過
刻
戸
長

さ
ん
ぐ
う
さ
ん

つ
れ
お
い
で
ひ
ど

の
麦
田
君
が
愚
公
さ
ん
を
携
て
来
で
非
常
く
お
立
腹
な
さ
っ
た
か
ら
又
私

あ
や
言
つ
お
つ
か
さ
ん

が
誤
て
や
う
Ｊ
１
堪
忍
し
て
貰
ひ
ま
し
た
ョ
（
中
略
）
民
「
ア
ノ
ー
母
公

お
つ
と
さ
ん
な
く
な
っ
て
か
ら
う
ち
お
ぢ
さ
ん
お
ぢ

貞
「
ハ
イ
民
「
父
上
が
戦
段
後
は
坊
が
草
野
の
伯
父
だ
ろ
う
子
貞
「
伯

さ
ん

お
う
ち

お
つ
し
や

父
ト
ハ
エ
竹
「
ヲ
ホ
、
、
、
当
家
の
旦
那
様
だ
と
被
仰
る
ん
で
し
や
う

た
ふ
さ
ん

さ
う
だ
ぽ
う
う
ち

も
し
ぽ
う
い
な
い

‐
子
民
君
民
「
然
也
ノ
、
児
が
草
野
の
旦
那
だ
か
ら
万
一
児
の
留
守
と
き

と
ど
け

や
ど
い
な
い
か
へ
よ
し

口
訴
て
来
た
ら
只
今
は
主
人
民
造
が
庵
に
不
在
か
ら
飯
り
ま
し
た
ら
其
故

お
け
い
い

を
申
上
る
三
人
「
ヲ
ホ
、
、
、
又
民
「
ヱ
ー
ト
申
と
い
シ
て
置
ぱ
宜

む
や
象
だ
れ
あ
や
ま

や
子
そ
れ
を
母
公
は
坊
に
間
も
し
な
い
で
無
理
に
誰
に
で
も
誤
る
か
ら
イ

そ
ん
な
な
宮
い
き

し
ゆ

ヤ
ダ
貞
「
ヲ
ヤ
ノ
ー
其
様
半
物
識
な
事
を
何
処
で
聴
て
お
い
で
だ
か
亭

じ
ん

い
い

主
が
居
ま
せ
ん
の
誤
る
か
ら
悪
い
の
と
い
シ
た
シ
て
お
前
の
善
こ
と
が
一

あ
の

ぱ
か
ち
い
さ
い
も
の

度
も
あ
る
も
の
か
子
民
「
イ
、
エ
今
日
の
は
彼
麦
田
の
家
犬
が
幼
少
児

い
じ
め

ぶ
つ
ぼ
う
わ
る
い
ち
つ
と

を
酷
責
て
い
け
な
い
か
ら
打
榔
て
や
シ
た
ん
で
民
の
不
筋
こ
と
は
些
少
も

い
ま
か
ら
あ
い
つ
う
ち
い
つ
お
つ
か
さ
ん
あ
や
ま
う
そ
て
め
へ
が

な
い
ヨ
ー
従
是
愚
的
の
宅
へ
行
て
母
公
の
誤
っ
た
の
は
偽
だ
手
前
の
呆

き
こ
ん
な
わ
る
い
こ
と

ぶ
つ
ど
う
さ
う

児
が
如
斯
に
悪
事
を
し
や
７
が
シ
た
か
ら
打
た
が
如
何
し
た
卜
爾
い
っ
て

い
い
す
て
か
け
だ
あ
は
て
て
と
ら

や
る
ョ
と
言
捨
馳
出
す
挟
を
ば
周
章
浦
へ
ひ
き
も
ど
し

こ
の
少
年
の
利
発
ぶ
り
、
あ
る
い
は
自
我
の
発
生
の
様
相
は
、
い
さ
さ
か

作
り
も
の
め
い
て
い
な
い
で
は
な
い
が
、
「
主
人
民
造
不
在
に
つ
き
」
の
弁

の
半
ば
に
娘
た
ち
の
笑
声
が
入
っ
て
言
い
よ
ど
む
あ
た
り
に
、
か
な
り
リ
ア

リ
テ
ィ
ー
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
あ
た
り
は
、
あ
る
い
は
、
作
者
の
少
年
時

の
実
体
験
を
写
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
前
記
の
よ
う
に
、
こ
の
少
年
時

の
記
述
が
全
体
の
三
分
の
一
に
に
も
及
ん
で
い
る
の
は
、
こ
の
作
者
の
体
験

寓
話
的
政
治
小
説
試
論

を
書
き
と
め
て
お
き
た
い
欲
求
に
発
し
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。

叙
述
描
写
に
伴
う
、
部
分
部
分
の
批
判
的
な
言
辞
に
も
見
る
べ
き
も
の
が

あ
る
。民

造
と
お
国
が
語
り
あ
う
と
こ
ろ
で
次
の
よ
う
な
一
節
を
見
出
す
こ
と
が

で
き
る
。
ま
ず
、
民
造
が
お
国
が
芸
者
に
な
っ
て
環
境
に
染
ま
れ
ば
、
心
変

り
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
ば
に
対
し
て
、
お
国
が
答
え
る
と
こ
ろ

で
、

さ
き

く
だ
さ
い
ど
う
い
た
し
。
よ
く

国
「
マ
ア
永
ひ
目
で
前
途
を
見
て
い
て
被
下
如
何
致
ま
す
か
そ
れ
に
能

お
っ
し
ゃ
る
た
っ
と
い

平
民
を
煮
シ
て
被
仰
け
れ
共
其
平
民
が
一
ち
番
貴
重
の
で
は
ご
ざ
い
ま
せ

た
つ
と

ん
か
民
「
貴
重
く
わ
ァ
お
前
も
平
民
の
一
人
じ
ゃ
ァ
な
い
か
（
中
略
）

あ
な
た
わ
た
く
し
か
ん
べ
ん
一

国
「
貴
君
が
真
実
奴
家
の
も
の
を
知
り
ま
せ
ん
の
を
ご
堪
弁
遊
し
て
さ
へ

く
だ
さ
れ
柔
さ
を
た
て
銅
く

被
下
ぱ
貞
節
は
命
と
倶
に
立
貫
つ
も
り
で
ご
ざ
い
ま
す
（
中
略
）
民
「
も

わ
す
れ
、
い
っ
し
ょ
な
る
い
つ
し
や
う

し
永
く
其
日
を
失
忘
な
い
で
私
と
偕
老
に
で
も
成
と
生
涯
難
儀
だ
か
ら
実

さ
つ
き

に
先
刻
も
い
ふ
通
り
世
間
並
の
沙
汰
じ
ゃ
な
い
ョ
国
「
そ
れ
は
貴
君
が

し
よ
せ
い
ｆ
へ
つ
ら
つ
ば
か

他
の
卑
屈
な
学
者
や
諸
生
さ
ん
の
や
う
に
誰
に
で
も
狐
媚
て
電
信
斗
り
求

な
さ
れ
は

め
た
り
な
に
か
被
成
な
い
で
国
の
た
め
世
の
為
め
命
を
的
に
民
権
を
お
主

り

お
ん
な
じ
わ
た
く
し
ぞ
ん
じ
た
か

張
遊
す
の
と
一
般
で
私
家
も
何
も
存
ま
せ
ん
癖
に
さ
う
い
ふ
見
識
の
高
尚

な
Ｆ
た
き
も
の
３
れ
こ
こ
ろ
。
◎
◎

い
大
丈
夫
な
気
性
の
方
に
何
致
し
て
衣
服
は
縦
總
で
も
精
神
に
自
由
の
錦

。
き
せ
わ
た
り
ひ
と
け
が
き
ぬ

袖
を
着
て
世
を
済
ま
す
方
が
他
の
女
の
金
に
身
を
汚
し
て
絹
布
を
被
て
暮

す
の
よ
り
大
変
愉
快
な
の
で
ご
ざ
い
ま
す
（
◎
点
原
文
の
ま
ま
）

と
い
う
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
民
造
を
自
由
民
権
の
士
と
し
て
理

想
化
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
一
方
、
他
の
立
身
出
世
主
義
の
青
年
た

ち
を
批
判
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
目
立
つ
。
こ
れ
は
、
お
国
が
母
か
ら
華
族
の

九

口

’



』

／

ひ
．
ざ

妾
に
な
れ
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
告
げ
る
と
こ
ろ
に
‐
も
見
ら
れ
る
。
「
引

て
な
っ
た
ゆ
る
と
く
え
な
い

か
そ
く

手
鳴
太
と
か
湯
留
戸
久
恵
内
と
か
申
官
員
を
婿
に
貰
う
か
又
は
蚊
族
さ
ん
の

め
か
け

さ
う
し

た
た

や
か
ま
し
く

所
へ
司
閨
に
参
る
か
し
ろ
左
様
仕
な
け
れ
ば
活
計
が
管
な
い
と
大
変
喧
敷
申

そ
ん
な

い
や

そ
の
よ
し

ま
す
け
れ
ど
も
其
様
こ
と
は
皆
不
好
で
ご
ざ
い
ま
す
ゆ
ゑ
其
趣
を
断
り
ま
す

た
い
さ
う
た
ち

む
こ

か
ね

と
大
造
腹
を
立
ま
し
て
」
と
か
、
「
表
向
こ
そ
婿
な
れ
其
内
実
は
金
円
の
為

う
る

か
ね

か
う
ば
か
こ
こ
ろ
ざ
し

す
こ

に
身
を
売
ん
で
す
し
又
先
の
方
も
紙
幣
で
色
香
を
購
斗
り
で
貞
心
な
ぞ
は
微

か
ま
ば

け
が
め

し
も
構
な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
そ
ん
な
卑
劣
な
人
に
肌
身
を
汚
し
て
眼

さ
き
え
い
よ
う
む
さ
ぼ
ぬ
か
た
べ
あ
な
た

華
の
栄
擢
を
貧
り
ま
す
よ
り
釉
糠
を
食
ま
し
て
も
貴
君
の
や
う
に
精
神
と
や

り
つ
ば
か
あ
い
う
れ
し

ら
の
御
金
玉
な
方
に
可
愛
が
っ
て
頂
く
ほ
う
が
壮
快
う
ご
ざ
い
ま
す
」
な
ど

と
言
う
。
こ
こ
に
は
、
官
貝
を
「
引
手
嶋
太
（
縁
故
で
な
っ
た
）
」
「
湯
留

戸
久
恵
内
（
人
員
整
理
に
あ
う
と
食
え
な
く
な
る
）
」
な
ど
、
ま
た
華
族
を

「
蚊
族
」
と
い
う
な
ど
、
軽
い
表
現
を
し
て
い
る
が
、
浅
い
と
は
い
え
批
判

の
姿
勢
は
十
分
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
右
に
引
用
し
た
文
の
中
略
の
と
こ
ろ
で
は
、
お
国
が
学
問
の
な
い

こ
と
を
卑
下
し
て
言
う
こ
と
ば
を
受
け
て
、
民
造
が
、
「
当
世
の
女
は
学
問

な
に
か

わ
き
ま

を
し
て
万
端
の
事
と
能
く
弁
へ
て
居
ね
ば
な
ら
な
い
け
れ
共
只
字
を
知
り
事

お
ぽ
へ
そ
れ

い
か

を
覚
た
ら
夫
で
充
分
女
の
道
を
尽
し
た
と
は
行
な
い
」
と
き
り
出
し
て
、
か

な
り
長
文
の
女
子
現
代
教
育
論
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
作
中
で
浮
き
上

っ
た
よ
う
な
一
文
で
あ
る
が
、
学
問
が
知
識
に
走
っ
て
、
貞
操
と
か
精
神
的

な
面
が
お
ろ
そ
か
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
親
は
親
で
女
子
へ
の
真
の
教
育
を

怠
り
、
娘
に
身
を
売
ら
せ
て
食
う
こ
と
を
恥
じ
な
い
状
態
な
ど
を
厳
し
く
批

判
し
て
い
る
。

後
半
で
の
お
権
の
許
婚
者
薩
川
の
登
場
し
た
と
こ
ろ
で
は
、

一
○

こ
ひ
い
で
た
ち

あ
わ
せ

這
の
烏
の
打
扮
と
い
へ
ぱ
甲
斐
絹
の
「
シ
ャ
ツ
」
に
茶
南
部
の
袷
衣
の

こ
と
さ
ら

は
お
り

着
流
し
川
色
博
多
の
幅
広
帯
を
故
意
に
緩
く
巻
き
長
い
羽
織
に
「
ラ
ッ

し
や
つ
ぼ
と
け
い
く
さ
り

く
ぴ

己
の
洋
帽
金
皮
辰
器
の
鍵
を
ぱ
こ
れ
見
よ
が
し
に
頸
に
か
け
「
ダ
イ
ヤ

承
つ
つ
よ
つ
つ
し
ゆ
た
ん
ど
ろ
よ
け

モ
ン
ド
」
と
黄
金
の
指
環
を
三
箇
か
四
筒
さ
し
連
ね
朱
檀
に
銀
も
て
泥
防

も

ど
う
き
ろ
く
わ

せ
し
「
ス
テ
ッ
キ
」
を
右
手
に
提
ち
左
の
手
に
は
奈
為
い
ふ
意
か
完
に
理

か
し
よ
も
つ
か
い
こ

‐
も
の
し
り
ふ
う

念
ら
ぬ
書
籍
を
擁
込
み
自
分
免
許
の
博
識
風
漢
語
か
洋
語
か
他
人
に
は
更

く
だ
ら
ぬ

ま
ぜ
た
わ
い
じ
ま
ん
あ
だ

に
不
解
得
お
手
製
の
熟
語
を
混
て
駄
狼
も
な
い
議
論
と
自
濯
に
光
陰
を
徒

す
ご

せ
ん
せ
い
ほ
ん
ぶ
ん

お
つ
り
き
き
ど
り

に
耗
す
が
英
雄
と
か
豪
傑
と
か
い
ふ
揮
生
の
主
色
な
り
と
異
仮
奇
に
気
執

ち
が違

っ
た
高
慢
不
礼

な
ど
と
精
細
を
極
め
た
描
写
説
明
を
行
い
、
時
を
得
て
い
る
薩
長
閥
の
官
員

連
の
批
判
椰
楡
を
試
み
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
女
子
教
育
論
と
い
い
、
官
員

批
判
と
い
い
、
す
で
に
「
繁
昌
記
」
の
類
が
す
で
に
先
鞭
を
つ
け
た
と
こ
ろ

で
あ
り
、
特
に
新
し
い
も
の
と
．
は
言
え
な
い
が
、
自
由
民
権
の
当
面
の
課
題

に
基
づ
い
て
、
提
起
し
た
と
こ
ろ
に
意
義
を
も
つ
も
の
と
言
え
よ
う
。
こ
れ

ら
の
批
判
的
態
度
に
こ
の
作
品
の
歴
史
的
な
意
義
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い

か
と
思
量
さ
れ
る
。

最
後
に
、
こ
の
作
品
の
表
現
〃
文
体
の
問
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
全
体
に

結
構
の
上
で
人
情
本
を
借
り
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
点
、

「
情
海
波
澗
』
の
轍
を
踏
む
も
の
で
あ
る
が
、
「
情
海
波
澗
‐
一
が
漢
文
調
で

あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
こ
れ
は
ほ
ぼ
純
然
た
る
俗
文
体
を
な
し
て
い
る
。
先

に
引
用
し
た
よ
う
な
批
判
的
な
論
議
の
部
分
は
そ
う
で
も
な
い
が
、
民
造
・

お
国
の
情
事
の
場
面
に
な
る
と
、
右
の
批
判
、
論
議
の
部
分
と
は
打
っ
て
変

っ
た
人
情
本
調
に
な
る
。
試
み
に
『
春
色
梅
児
誉
美
」
と
対
比
し
て
み
よ
う
。

ザ

、



せ
め
あ
な
た
そ
淫
こ
こ
ろ
し
な
く
だ
さ
い

切
て
貴
君
の
お
身
辺
で
快
よ
く
死
し
て
被
下
ま
す
の
が
此
う
へ
の
お
慈

、
た
た

せ
ん
す
べ
い
だ

悲
で
ご
ざ
い
ま
す
ヨ
ト
尚
振
放
し
て
起
ん
と
す
る
ゆ
ゑ
為
術
な
く
て
抱
き

な
く

寄
せ
（
中
略
）
サ
ァ
モ
ー
泣
ん
じ
ゃ
ァ
な
い
ヨ
ト
「
ハ
ン
カ
チ
ー
フ
」
で

ふ
ひ

だ
け

涙
圭
拭
て
や
り
な
が
ら
莞
爾
笑
ひ
今
迄
幾
人
も
男
を
持
た
丈
あ
っ
て
中
々

じ
ょ
う
ず

迷
は
せ
方
が
高
手
だ
ョ
（
『
自
由
廼
錦
抱
』
第
四
章
）

わ
ち
き

い
い

長
「
私
は
死
で
も
能
よ
、
卜
い
ひ
な
が
ら
こ
ど
も
ど
こ
ろ
の
あ
と
や
さ

き
、
か
く
ど
し
て
も
か
な
し
く
な
り
、
長
「
兄
さ
ん
卜
い
ひ
つ
つ
ひ
ざ
に

と
り
つ
い
て
お
も
わ
ず
わ
つ
と
な
き
い
だ
す
。
丹
「
こ
れ
さ
、
マ
ア
泣
き

か
ほ

だ
き

な
さ
ん
な
ョ
・
サ
ア
ノ
ー
ー
貝
を
ふ
き
な
と
、
抱
よ
せ
れ
ば
嬉
し
そ
ふ
に
よ

り
添
ひ
、
（
『
春
色
梅
児
誉
美
』
第
十
鮪
）

う
た
あ
そ
ば

き
れ
い
か
ら
だ

国
「
そ
ん
な
に
お
疑
ぐ
り
遊
し
ち
ゃ
ア
幾
ら
未
汚
な
身
体
で
も
ど
う
も

あ
か
り
く
だ
さ
い

明
白
の
た
て
様
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
ら
殺
す
共
ど
う
と
も
し
て
被
下
ヨ
ト

い
ふ

わ
か
る

（
さ
も
悔
し
さ
う
に
云
）
民
「
ナ
｜
｜
殺
さ
な
く
て
も
斯
す
れ
ば
分
明
ョ

ま
ち

国
「
ア
、
ア
レ
マ
ー
お
待
遊
せ
（
『
自
由
廼
錦
砲
』
第
四
章
）

丹
「
ド
レ
遊
蝶
に
惚
れ
た
か
ほ
れ
ね
へ
か
証
古
を
見
や
う
ト
し
っ
か
り

よ
り
そ
ひ
横
に
た
を
れ
る
民
「
ア
レ
マ
お
放
し
（
『
春
色
梅
児
誉
美
』
第
十

三
鮪
）

こ
の
よ
う
な
類
似
は
他
に
も
あ
げ
得
る
が
略
そ
う
。
こ
の
よ
う
な
濡
場
で

は
、
自
由
民
権
の
士
民
造
は
完
全
な
丹
次
郎
に
な
り
下
っ
て
い
る
。
あ
る
い

は
そ
れ
以
下
の
ふ
や
け
た
遊
野
郎
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
結
構
・
文
体
の

踏
襲
に
止
ま
ら
ず
、
人
物
形
象
の
借
用
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、

前
掲
の
批
判
的
言
辞
、
現
実
的
課
題
の
提
示
あ
た
り
と
奇
妙
な
対
比
を
な
し
、

違
和
・
分
裂
の
感
な
し
に
は
、
読
み
す
ご
さ
れ
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
つ

寓
話
的
政
治
小
説
試
論

て
い
る
。

違
和
・
分
裂
は
、
文
体
の
面
、
人
物
形
象
の
面
だ
け
で
な
く
、
シ
チ
｝
｛
エ

ー
シ
ョ
ン
あ
る
い
は
ス
ト
ー
リ
ー
の
面
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
お
国
が
、

今
夜
忍
ん
で
来
る
か
ら
と
言
い
残
し
て
帰
っ
た
後
で
、
民
造
が
思
い
に
沈
む

な
ま

か
れ
な
さ
げ
か
か
づ
を

と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
、
「
艶
め
か
し
き
国
女
が
痴
情
に
拘
ら
ひ
て
雲

も
の
ぞ
象
と
げ
な
に
め
ん
ぼ
く
た
た

山
き
志
望
を
遂
ず
も
あ
ら
ぱ
何
面
目
に
世
に
樹
ん
是
を
思
へ
ぱ
雲
居
氏
が
嘗

か
ら
う
た
あ
ら
ず
ん
ぱ
あ
る
に
一
』
う
め
い
と
ぼ
く
こ
ゆ
ぁ
よ
を
あ
に
ゆ
る
さ
ん
よ
ん
で
な
す
を
し
ん
の
だ
ん
じ
と

て
作
り
し
唐
歌
の
『
非
三
有
二
功
名
遠
超
や
世
、
豈
容
喚
為
一
真
男
児
一
」

ま
す
ら
を
と
も
か
く
や
さ
し
ゐ
け
ん
か
へ

と
い
ふ
こ
っ
の
句
は
実
に
麻
寿
良
雄
の
知
巳
斯
も
来
ら
ば
和
く
異
見
し
て
還

し
か

す
に
若
じ
と
」
と
述
べ
た
り
、
こ
の
お
国
へ
の
意
見
の
末
に
、
「
私
だ
っ
て

い
ら
れ
ち
い
つ
と
さ
き
の
ぞ
熟

一
生
諸
生
で
被
居
も
せ
ず
少
許
将
来
に
志
望
の
あ
る
身
だ
か
ら
オ
イ
ソ
レ
お

や
す
つ
う
い
い
か
そ
の
つ
も

っ
て
易
ぽ
く
浮
て
色
事
に
引
掛
る
訳
に
は
決
し
て
行
な
い
か
ら
其
積
り
で
早

か
へ
つ

く
帰
て
お
呉
れ
」
と
説
い
た
り
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
明
ら
か
に
自
由
民

権
の
闘
士
が
、
運
動
達
成
の
途
上
に
、
婦
女
子
の
色
に
溺
れ
て
、
初
志
よ
り

逸
脱
す
る
こ
と
へ
の
反
省
・
自
戒
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
い
わ
ば
小

説
中
の
表
而
上
の
具
体
的
な
民
造
の
実
態
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
小
説
は
民
造
の
実
態
を
描
く
の
が
本
意
で
は
な
く
、
こ

の
民
造
を
寓
意
の
仮
相
と
し
て
描
き
す
す
め
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

「
お
国
」
こ
そ
は
、
「
民
造
」
と
結
ば
れ
る
こ
と
で
、
自
由
民
権
、
参
政
権

の
独
得
実
現
が
果
た
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
寓
意
の
上
で
は
、

何
も
民
造
と
お
国
と
の
間
を
へ
だ
て
た
り
、
ま
し
て
結
合
を
思
い
き
る
必
要

は
さ
ら
さ
ら
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
進
ん
で
結
び
つ
か
ね
ば
な
ら
な
い
は

ず
で
あ
る
。
こ
の
点
に
、
現
実
の
闘
士
の
情
事
と
、
寓
意
の
上
で
の
情
事
と

の
混
同
・
矛
盾
が
厳
し
く
露
呈
し
て
し
ま
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
・

b

グ
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こ
れ
は
あ
と
で
述
べ
る
よ
う
に
、
寓
意
小
説
の
陥
り
易
い
陥
奔
と
言
え
よ

う
が
、
作
者
の
未
熟
さ
も
大
い
に
そ
の
責
を
負
う
べ
き
も
の
と
思
う
。
こ
の

作
品
は
作
者
二
十
三
歳
の
折
の
制
作
に
か
か
る
。
当
時
の
二
十
三
歳
は
、
今

日
の
そ
れ
に
比
し
て
現
実
体
験
の
厳
し
さ
か
ら
、
若
干
の
老
成
が
予
想
さ
れ

る
が
、
や
は
り
青
年
期
特
有
の
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
想
像
は
大
き
な
力
を
も
っ

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
著
者
は
、
早
く
か
ら
草
双
紙
や
人
情
本
を
耽
読
し
て

い
て
、
ま
た
息
を
ひ
き
と
る
時
ま
で
そ
れ
を
枕
頭
か
ら
は
な
さ
な
か
っ
た
と

⑥

い
う
。
政
治
的
情
熱
の
内
側
に
、
こ
う
い
う
文
学
的
な
あ
る
い
は
青
年
期
特

有
の
ロ
マ
ン
が
あ
り
、
そ
れ
が
政
治
と
情
事
を
組
合
わ
せ
よ
う
と
い
う
構
想

を
も
呼
び
起
こ
し
た
と
言
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
こ
の
執
筆
の
時
期
は
、
最
初

に
掲
げ
た
序
文
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
病
後
と
い
う
条
件
も
重
な
り
あ
っ

て
、
い
っ
そ
う
、
情
事
へ
の
憧
恨
を
拡
大
さ
せ
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
と
も

言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
創
作
主
体
の
内
実
が
あ
っ
た
に
し
て
も
、
根
本
的
に
は
、
寓

話
の
も
つ
矛
盾
が
、
様
々
の
表
現
の
面
で
の
欠
陥
と
し
て
あ
ら
わ
れ
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
前
章
、
「
情
海

波
淵
』
の
場
合
に
述
べ
た
と
こ
ろ
と
同
様
で
あ
る
。

注
①
柳
田
呆
氏
は
、
安
政
六
年
か
四
年
か
は
っ
き
り
し
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

（
『
政
治
小
説
研
究
』
上
）

②
『
民
権
問
答
』
に
は
「
君
主
ノ
権
」
「
君
権
」
「
国
権
」
「
国
家
ノ
大
権
」

な
ど
、
『
民
権
弁
惑
』
に
は
「
王
権
」
と
使
わ
れ
て
い
る
。
『
民
権
自
由
論
』
に

は
「
国
を
治
む
る
の
権
柄
を
政
府
に
収
め
」
と
か
「
政
府
の
威
権
」
「
民
権
を

張
ら
ね
ば
本
真
の
国
権
は
張
り
き
れ
ず
」
な
ど
と
あ
る
。
「
政
権
」
と
い
う
語

幸

＃

は
、
『
普
通
民
権
論
』
に
、
「
其
地
方
内
ノ
代
議
士
集
合
シ
テ
小
議
会
ヲ
開
設

シ
、
以
テ
地
方
ノ
政
権
二
参
与
ス
」
な
ど
と
用
い
ら
れ
て
い
る
程
度
で
、
こ
れ

も
「
民
権
」
の
「
権
」
の
義
で
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
た
だ
「
権
」
と
だ
け

言
っ
た
と
き
の
一
三
ア
ン
ス
の
一
つ
と
し
て
該
当
す
る
も
の
と
は
言
え
な
い
で

あ
ろ
う
。

③
Ｇ
・
ラ
ン
ソ
ン
、
Ｐ
・
テ
ュ
ロ
フ
著
『
フ
ラ
ン
ス
文
学
史
Ｉ
』
有
永
弘
人
ほ

か
三
氏
訳
。

④
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
『
運
命
』
池
田
燕
訳
、
巻
末
「
ザ
デ
ィ
ー
グ
」
の
注
。

⑤
ル
イ
・
カ
ザ
ミ
ア
ン
『
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
小
説
』
石
田
憲
次
・
臼
田
昭
共
訳
。

第
六
章
「
デ
ィ
ズ
レ
リ
ー
・
社
会
的
ト
ー
リ
ー
主
義
」

⑥
柳
田
泉
『
政
治
小
説
研
究
』
上
、
「
百
華
園
主
人
桜
田
百
衛
二
」

（
『
自
由
廼
錦
抱
』
の
引
用
本
文
は
、
明
治
二
十
一
年
一
月
翻
刻
の
碕
々
堂
版
に

よ
っ
た
。
）

寓
話
的
政
治
小
説
に
は
、
他
に
風
頼
子
の
暴
誌
黒
貝
夢
物
語
』
（
明
治
十

三
年
）
の
よ
う
な
動
物
を
専
ら
登
場
さ
せ
た
も
の
、
上
田
秀
成
の
晶
剰
蜥
蝶

紀
談
一
（
同
十
五
年
）
の
よ
う
な
仙
界
に
理
想
境
を
描
く
も
の
、
小
室
案
外
堂

の
「
自
由
艶
舌
女
文
章
」
（
同
十
七
年
）
の
よ
う
な
伝
奇
小
説
（
草
双
紙
）
風

の
も
の
な
ど
、
様
盈
の
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
を
見
出
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
、

前
章
の
二
作
品
を
も
っ
て
、
結
論
を
下
す
の
は
、
い
さ
さ
か
踊
路
さ
れ
る
が
、

そ
の
本
質
は
一
つ
と
見
て
さ
し
つ
か
え
な
い
と
思
う
。
そ
れ
は
寓
話
の
も
つ

基
本
的
な
性
格
か
ら
言
い
う
る
こ
と
で
あ
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
寓
話
は
作
者
の
問
題
意
識
、
啓
蒙
的
情
熱
が
先
行
し
、

文
学
的
表
現
は
そ
の
手
段
と
化
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
。
し
た
が

、

I



っ
て
、
文
学
形
態
は
、
そ
の
表
現
の
た
め
の
仮
借
的
な
存
在
と
な
る
。
純
文

学
に
お
い
て
は
、
形
態
は
そ
の
表
現
主
体
の
必
然
の
ま
ま
に
さ
ぐ
り
求
め
ら

れ
、
ま
た
創
造
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
寓
話
は
既
成
の
形
態
を

借
用
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
寓
話
は
、
既
成
の
形
態
と
、
寓
話
と
い
う

形
態
の
二
重
構
造
を
も
つ
こ
と
と
な
る
。

そ
う
し
て
、
そ
こ
に
お
の
ず
か
ら
そ
の
既
成
の
形
態
が
所
有
し
て
い
る
内

容
１
文
学
的
世
界
を
も
仮
借
す
る
こ
と
に
な
る
。
前
章
に
見
た
よ
う
に
、

人
情
本
と
い
う
形
態
を
借
り
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
情
本
的
世
界
を
構
築
す

る
こ
と
と
な
る
。
こ
こ
で
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
作
者
が
現
実
体
験
に
お

い
て
熾
烈
に
燃
焼
せ
し
め
た
問
題
意
識
や
、
そ
れ
に
基
づ
く
啓
蒙
の
熱
意
に

か
か
わ
ら
ず
、
現
実
体
験
の
視
界
に
あ
っ
た
具
象
は
す
雲
へ
て
失
わ
れ
る
。
現

象
面
と
は
無
縁
な
題
材
が
拉
致
さ
れ
、
無
縁
な
世
界
が
展
開
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
現
実
面
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
全
く
放
棄
し
て
ま
で
も
、
そ

の
テ
ー
マ
の
純
粋
性
を
願
う
の
は
、
い
つ
に
か
か
っ
て
作
者
の
啓
蒙
教
化
の

情
熱
に
あ
る
と
思
う
の
だ
が
、
こ
れ
が
果
た
し
て
ど
れ
だ
け
実
効
を
も
つ
も

の
か
。
ま
た
さ
ら
に
文
学
的
価
値
を
も
つ
も
の
か
。
実
効
面
で
は
、
イ
ー
ソ

ッ
プ
の
よ
う
な
単
純
な
倫
理
の
問
題
を
取
上
げ
た
場
合
に
は
そ
の
成
果
を
認

寓
話
的
政
治
小
説
試
論

め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
自
由
民
権
、
国
会
開
設
要
求
と
い
っ
た
政
治
的
課

題
や
、
と
く
に
当
時
の
錯
雑
し
た
情
況
の
面
を
も
、
二
三
の
人
物
の
登
場
に

よ
っ
て
表
出
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
け
だ
し
至
難
で
あ
ろ
う
。
そ
の
失
敗

は
当
然
と
も
言
い
え
よ
う
。
文
学
的
価
値
の
面
で
は
、
す
べ
て
に
形
態
の
創

造
的
機
能
を
半
ば
失
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
ま
ず
マ
イ
ナ
ス
面
を
見
な
け
れ

ば
な
る
ま
い
・

こ
う
い
う
マ
イ
ナ
ス
面
は
、
当
代
の
自
由
民
権
の
闘
士
た
ち
が
、
問
題
の

所
在
、
闘
争
の
方
向
を
凝
視
し
把
握
し
つ
つ
も
、
現
実
的
な
諸
条
件
を
十
分

に
具
体
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
観
念
の
面
に
お
い
て
沸
騰
す
る
の

あ
ま
り
に
、
お
の
ず
か
ら
生
じ
た
と
こ
ろ
と
見
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ

の
思
想
・
観
念
の
表
出
に
、
歴
史
的
な
動
向
に
沿
う
も
の
の
真
実
は
認
め
ら

れ
る
の
で
あ
る
が
、
文
学
的
成
果
と
し
て
は
、
依
然
、
未
熟
の
そ
し
り
は
ま

ぬ
が
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

注
三
章
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
近
代
文
学
創
成
期
の
研
究
』
の
う
ち
、
「
変
革

期
文
学
の
展
開
．
二
寓
話
文
学
」
の
項
を
参
看
さ
れ
た
い
。

（
わ
だ
・
し
げ
じ
ろ
う
本
学
教
授
）

｜タ
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