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『
修
羅
」
（
昭
詔
・
７
『
中
央
公
論
」
）
は
『
八
幡
縁
起
』
か
ら
『
今
は

む
か
し
』
（
昭
別
・
４
）
、
『
日
本
語
と
漢
語
』
（
昭
珊
・
４
）
を
挿
ん
で
わ

ず
か
四
ヶ
月
後
に
書
か
れ
た
作
品
で
あ
り
、
『
紫
苑
物
語
』
の
宗
頼
の
魔

神
の
運
動
と
「
八
幡
縁
起
』
の
「
名
な
し
の
神
」
に
仕
え
る
木
地
屋
の
生

活
が
古
市
党
と
胡
摩
に
覗
見
さ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
歴
史
・
制
度
・
秩

序
・
権
力
な
ど
か
ら
抑
圧
さ
れ
た
精
神
の
自
由
を
勝
ち
取
る
た
め
に
繰
り

広
げ
て
い
く
古
市
党
の
群
運
動
を
「
鬼
」
と
化
し
た
胡
摩
に
見
る
こ
と
が

出
来
る
。

胡
摩
が
「
こ
の
世
の
中
の
仕
掛
」
に
よ
っ
て
姫
か
ら
「
鬼
」
と
な
っ
た

の
は
、
「
た
だ
い
ず
こ
に
身
を
置
き
ま
し
て
も
、
こ
の
身
一
つ
の
精
根
の

か
ぎ
り
に
生
き
た
い
と
の
ぞ
む
ば
か
り
」
だ
と
い
う
胡
摩
の
「
妄
執
」
が

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
胡
摩
の
命
を
か
け
た
こ
の
「
妄
執
」
は
い
う
ま
で

序
『
修
羅
』
論

「
妄
執
」
に
生
き
る
「
鬼
」

も
な
く
、
こ
の
世
の
建
て
直
し
の
謂
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
「
世
に
古

き
も
の
の
残
る
か
ぎ
り
」
は
そ
れ
を
ぶ
ち
壊
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
「
古
き
も
の
」
と
は
必
ず
し
も
旧
記
の
み
を
意
味
し
な
い
。
従
っ
て

「
桃
華
房
」
の
旧
記
の
み
が
世
直
し
の
対
象
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
民

衆
を
欺
き
、
民
衆
の
血
を
要
求
し
、
民
衆
の
生
活
を
脅
か
し
て
く
る
公

卿
・
武
家
、
将
軍
・
天
皇
を
始
め
、
制
度
や
秩
序
の
全
て
を
意
味
し
て
い

ら
い
せ

る
。
胡
摩
の
「
来
世
は
ね
が
い
ま
せ
ぬ
。
た
だ
こ
の
世
に
生
き
る
道
を
お

示
し
く
だ
さ
い
ま
せ
」
と
は
、
こ
の
「
世
の
中
の
仕
掛
」
が
あ
る
限
り
、

彼
女
の
「
妄
執
」
、
い
わ
ば
「
恋
」
に
生
き
る
「
花
か
げ
の
鬼
」
の
歌
は

何
時
ま
で
も
響
き
続
け
る
で
あ
ろ
う
。

「
修
羅
」
は
文
字
通
り
「
阿
修
羅
」
か
ら
始
ま
る
。
い
わ
ゆ
る
応
仁
の

乱
ｌ
修
羅
に
生
き
る
民
衆
の
世
直
し
が
こ
の
作
品
の
舞
台
と
な
っ
て
お

り
、
そ
の
主
役
が
胡
摩
の
率
い
る
「
古
市
党
」
で
あ
る
。
「
世
の
中
の
仕

掛
」
に
躁
踊
さ
れ
た
、
取
り
戻
す
べ
き
民
衆
の
自
由
精
神
が
胡
摩
の
「
妄

執
」
に
よ
っ
て
顕
現
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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｢修羅」論

ま
ず
、
胡
摩
の
誕
生
が
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
胡
摩
は
武
家
の

山
名
の
娘
と
し
て
生
ま
れ
た
。
と
、
い
う
点
で
は
「
紫
苑
物
語
」
の
「
宗

頼
」
を
想
起
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
先
祖
代
代
の
歌
の
家
に
生
ま
れ
た
こ

と
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ
た
因
果
、
そ
こ
か
ら
脱
け
出
す
精
神
運
動
に
於
い

て
彼
は
「
平
太
」
の
世
界
を
獲
得
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
個
の

運
動
で
あ
る
の
に
対
し
、
胡
摩
は
制
度
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ
た
「
因
縁
」
、

い
わ
ゆ
る
「
結
果
を
引
き
起
こ
す
直
接
の
内
的
原
因
で
あ
る
因
と
、
そ
れ

を
外
か
ら
助
け
る
間
接
的
原
因
で
あ
る
縁
」
弓
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
一

版
）
を
断
ち
切
る
た
め
に
生
ま
れ
変
わ
り
、
そ
こ
か
ら
生
き
始
め
る
。
石

川
淳
の
絶
望
か
ら
の
再
生
と
い
う
馴
染
み
深
い
言
葉
を
思
い
起
こ
す
こ
と

も
出
来
る
が
、
彼
女
は
古
市
党
か
ら
始
ま
る
群
運
動
に
よ
っ
て
こ
の
世
の

制
度
に
立
ち
向
か
っ
て
い
く
。
人
々
の
自
由
を
奪
い
、
血
を
要
求
す
る
制

度
、
そ
れ
こ
そ
胡
摩
に
と
っ
て
「
因
縁
」
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

そ
の
道
は
険
し
く
、
「
宗
頼
」
と
は
違
っ
て
胡
摩
の
願
う
世
界
が
い
つ
訪

れ
る
か
は
判
ら
な
い
、
と
い
う
相
違
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
「
宗
頼
」

が
因
果
の
「
歌
」
を
断
ち
き
る
闘
い
に
命
を
賭
け
た
ご
と
く
、
胡
摩
は
武

家
の
出
で
あ
り
な
が
ら
足
軽
よ
り
も
卑
賎
の
古
市
に
身
を
置
く
こ
と
に

よ
っ
て
「
因
縁
」
で
あ
る
社
会
的
制
度
に
立
ち
向
か
っ
て
い
く
。

「
と
き
あ
た
か
も
足
軽
と
い
う
か
す
み
が
ち
の
身
分
が
手
ご
た
え
荒
い

正
体
を
む
き
出
し
て
来
て
、
ど
こ
の
た
れ
と
名
も
顔
も
わ
か
ら
ぬ
ま
つ
く

ろ
な
渦
を
巻
い
て
、
世
の
中
の
仕
掛
の
底
か
ら
力
押
し
に
の
し
あ
が
り
か

け
た
時
節
の
は
じ
め
に
あ
た
っ
て
い
た
。
お
の
れ
の
血
、
他
人
の
血
、
そ

こ
に
必
死
に
な
が
さ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
仕
儀
と
な
っ
て
、
舞
い
袖
を
振
っ

た
も
と
で
は
い
の
ち
一
つ
、
す
す
ん
で
も
し
り
ぞ
い
て
も
生
き
る
と
こ
ろ

は
修
羅
場
と
き
ま
れ
ば
、
こ
い
つ
ら
の
百
箇
千
箇
、
日
ご
と
に
く
た
ば
つ

た
に
も
せ
よ
、
そ
れ
が
な
に
か
」
の
よ
う
に
足
軽
の
命
な
ん
て
い
う
も
の

は
何
の
意
味
も
成
さ
な
い
。
作
者
は
舞
台
の
始
め
を
「
冬
と
春
と
の
堺
目
」

に
設
定
し
た
の
は
た
だ
の
偶
然
で
は
な
い
。
春
先
に
万
物
が
蘇
生
す
る
ご

と
く
、
足
軽
の
屍
か
ら
生
ま
れ
変
わ
り
、
そ
こ
か
ら
生
き
始
め
る
も
は
や

姫
で
は
な
い
胡
摩
の
誕
生
ｌ
「
世
の
中
の
仕
掛
の
底
か
ら
力
押
し
に
の
し

あ
が
り
か
け
た
時
節
の
は
じ
め
」
（
傍
点
引
用
者
）
と
重
な
り
合
っ
て
い

る
。
「
そ
の
－
と
こ
ろ
あ
か
る
く
、
雲
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
た
月
の
し
ず
く

の
中
に
、
生
身
の
女
の
、
お
ぼ
ろ
げ
な
ら
ず
、
わ
か
や
ぐ
顔
が
に
お
い
出

た
。
衣
は
血
に
け
が
れ
て
い
た
が
、
傷
つ
い
て
い
る
よ
う
す
は
な
く
、
裾

さ
ば
き
り
り
し
く
、
た
ち
な
が
ら
に
、
胸
も
と
の
懐
剣
を
に
ぎ
り
し
め
て
、

あ
た
り
に
目
を
く
ば
っ
た
の
は
、
し
ぜ
ん
武
家
の
む
す
め
」
、
い
わ
ゆ
る

胡
摩
の
誕
生
で
あ
る
。
胡
摩
の
運
動
の
発
端
は
「
世
の
中
の
仕
掛
の
底
」

に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
生
き
始
め
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
き
の
う
の
夕
ぐ

れ
、
加
茂
の
河
原
に
て
、
足
軽
ど
も
の
な
き
が
ら
の
下
か
ら
う
ま
れ
出
」

た
胡
摩
は
「
わ
た
く
し
が
真
実
な
に
を
の
ぞ
む
の
か
、
い
ま
だ
わ
が
身
に

さ
と
り
え
ま
せ
ぬ
。
武
家
は
も
う
ふ
つ
ふ
つ
い
や
。
堂
上
も
い
や
、
寺
方

も
い
や
。
そ
れ
に
も
ま
し
て
、
死
ぬ
こ
と
は
い
や
で
ご
ざ
い
ま
す
。
世
の

中
の
こ
と
は
な
に
一
つ
、
わ
た
く
し
は
知
り
ま
せ
ぬ
。
巷
の
道
、
山
の
道
、

す
べ
て
方
角
さ
え
わ
き
ま
え
ま
せ
ぬ
」
と
は
当
然
で
あ
る
。
宗
頼
が
「
歌

の
血
」
に
惑
わ
さ
れ
て
自
分
の
生
き
る
べ
き
道
を
見
出
せ
ず
に
い
た
の
と

同
様
、
胡
摩
も
「
胸
も
と
の
懐
剣
を
に
ぎ
り
し
め
て
」
い
る
以
上
「
足
軽

ど
も
の
な
き
が
ら
の
下
よ
り
う
ま
れ
出
た
」
と
は
い
え
、
自
分
の
生
き
る
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方
法
を
見
つ
け
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
宗
頼
の
「
魔
の
矢
」
の
発

明
ま
で
の
精
神
の
運
動
は
ま
だ
胡
摩
に
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
弓
麻
呂
が

宗
頼
の
開
眼
の
切
っ
掛
け
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
一
体
は
胡
摩
の
道
標
の

役
割
を
担
っ
て
い
る
。
胡
摩
は
懐
剣
を
握
り
締
め
た
ま
ま
「
た
だ
い
ず
こ

に
身
を
置
き
ま
し
て
も
、
こ
の
身
一
つ
の
精
根
の
か
ぎ
り
に
生
き
た
い
と

の
ぞ
む
ば
か
り
」
で
、
「
来
世
は
ね
が
い
ま
せ
ぬ
。
た
だ
こ
の
世
に
生
き

る
道
を
お
示
し
下
さ
い
ま
せ
」
と
自
分
の
生
き
る
べ
き
道
を
「
認
識
者
」

で
あ
り
、
「
傍
観
者
」
で
あ
る
一
体
に
懇
願
す
る
。

こ
の
乳
房
、
こ
の
わ
か
や
ぐ
身
を
ぱ
、
生
き
な
が
ら
に
、
こ
の
世
の

炎
の
中
に
投
げ
入
れ
よ
。
春
の
う
た
げ
。
燃
え
う
る
だ
け
の
中
に
、

の
ぞ
み
は
絶
え
る
。
の
ぞ
み
の
絶
え
た
と
こ
ろ
に
、
そ
な
た
は
生
き

る
こ
と
を
は
じ
め
よ
。
い
や
、
生
死
の
ほ
ど
は
知
ら
ぬ
。
た
だ
生
き

る
こ
と
に
つ
と
め
よ
。
ざ
い
ぜ
ん
、
足
軽
ど
も
の
な
き
が
ら
の
下
よ

り
う
ま
れ
出
た
と
、
い
さ
ぎ
よ
く
申
し
た
な
。
め
で
た
き
と
こ
ろ
か

ら
う
ま
れ
出
た
や
つ
じ
や
。
そ
う
い
っ
て
も
、
こ
の
世
に
生
け
る
も

の
ど
も
は
、
生
け
る
か
ぎ
り
は
な
き
が
ら
で
は
な
い
ぞ
。
そ
の
生
け

る
も
の
ど
も
の
足
の
下
に
落
ち
て
、
足
に
こ
の
身
を
踏
み
つ
け
ら
れ

て
、
踏
ま
れ
た
下
か
ら
、
も
し
立
て
る
も
の
な
ら
、
そ
な
た
は
立

て
。

｜
休
の
こ
の
認
識
は
「
こ
の
世
の
中
の
仕
掛
」
に
よ
っ
て
一
番
底
の

「
生
け
る
も
の
ど
も
の
足
の
下
に
落
ち
て
、
足
に
こ
の
身
を
踏
み
つ
け
ら

れ
て
、
踏
ま
れ
た
下
」
か
ら
生
き
る
し
か
な
い
と
こ
ろ
に
、
も
っ
と
も
増

幅
さ
れ
る
人
間
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
量
と
意
味
を
知
悉
し
て
い
る
こ
と
の
謂

で
あ
る
。

し
か
し
、
胡
摩
は
過
去
の
世
の
「
亡
き
母
の
か
た
み
」
か
ら
解
放
さ
れ

な
い
限
り
、
新
た
な
生
へ
の
道
を
獲
得
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。

何
故
な
ら
そ
れ
は
「
前
の
世
の
か
た
み
」
、
い
わ
ゆ
る
歴
史
で
あ
り
、
権

力
で
あ
り
、
そ
こ
で
作
り
上
げ
た
制
度
に
他
な
ら
な
い
か
ら
。
故
に
、
そ

こ
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
限
り
、
姫
か
ら
胡
摩
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
は
出

来
な
い
。
「
武
家
は
も
う
ふ
つ
ふ
つ
い
や
。
堂
上
も
い
や
、
寺
方
も
い
や
。

そ
れ
に
も
ま
し
て
、
死
ぬ
こ
と
は
い
や
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
い
う
と
き
、

懐
剣
は
「
因
縁
の
ま
つ
わ
る
も
の
を
断
つ
」
べ
き
も
の
に
他
な
ら
な
か
っ

た
。
過
去
か
ら
引
き
ず
っ
て
い
る
因
縁
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
「
世
の
中

の
仕
掛
」
に
他
な
ら
な
く
、
故
に
そ
れ
を
滅
ぼ
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
一
体
が
「
前
の
世
の
か
た
み
を
ま
だ
離
さ
ぬ
か
。
白
刃
を
も
っ
て

断
つ
べ
き
も
の
は
、
ま
ず
そ
の
白
刃
と
さ
と
れ
」
と
喝
破
す
る
の
も
そ
の

所
以
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
胡
摩
の
生
き
る
道
、
「
こ
の
身
一
つ
の

精
根
の
か
ぎ
り
に
生
き
た
い
と
の
ぞ
む
」
妄
執
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
出

来
る
わ
け
で
あ
る
。

「
世
の
中
の
仕
掛
」
の
一
番
底
に
位
置
す
る
古
市
党
に
も
『
紫
苑
物
語
」

や
『
八
幡
縁
起
』
に
見
る
二
元
論
の
構
造
は
際
立
っ
て
い
る
。
岩
山
の
こ

ち
ら
側
と
向
こ
う
側
、
里
と
木
地
屋
が
こ
こ
で
は
峰
の
こ
ち
ら
側
と
向
こ

う
側
と
に
な
っ
て
い
る
。
古
市
党
は
「
世
の
中
の
仕
掛
」
に
よ
っ
て
峰
の

か
な
た
に
生
き
、
足
軽
よ
り
も
不
当
で
あ
り
、
尚
且
つ
卑
賎
な
扱
い
を
受

け
る
者
の
集
団
で
あ
っ
た
。

こ
こ
は
こ
こ
の
徒
、
よ
そ
も
の
の
立
入
を
し
り
ぞ
け
、
公
方
と
い
い

地
頭
と
い
う
は
ど
こ
の
馬
の
骨
か
、
牛
の
く
そ
で
も
食
ら
え
と
、
お

さ
え
き
れ
ぬ
叛
骨
太
く
、
事
あ
れ
か
し
の
っ
ら
だ
ま
し
い
は
、
こ
れ

ぞ
古
市
の
も
の
と
一
目
で
知
れ
て
、
都
方
に
も
は
ば
か
ら
れ
た
。
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『修羅』論
や
す
い
と
こ
ろ
を
ね
ら
う
な
。
足
軽
よ
り
も
ま
た
一
段
下
に
、
お
れ

た
ち
を
見
く
だ
し
て
い
る
や
つ
ら
◎
世
は
わ
が
も
の
と
い
う
料
簡
の
、

そ
い
つ
ら
の
面
の
皮
を
剥
げ
。
う
ぬ
が
身
の
痛
さ
。
そ
の
痛
さ
の
中

で
は
、
上
下
に
へ
だ
て
な
く
、
人
間
は
た
れ
で
も
ひ
と
り
ぽ
っ
ち
だ

と
い
う
こ
と
を
、
や
つ
ら
に
お
も
い
知
ら
せ
て
や
れ
。
そ
う
い
う
や

つ
ら
も
、
き
の
う
き
ょ
う
は
、
い
ぐ
さ
の
火
を
見
て
は
世
の
無
常
を

な
げ
い
て
い
る
そ
う
な
。
生
き
な
が
ら
地
獄
の
釜
に
ぶ
ち
こ
ん
で
や

る
の
も
、
料
簡
の
た
た
き
直
し
、
と
ん
だ
功
徳
か
。
い
や
、
そ
れ
よ

り
も
、
お
れ
た
ち
の
た
め
に
は
世
の
中
の
建
直
し
が
は
じ
ま
り
も
し

よ
う
て
。

胡
摩
は
こ
の
よ
う
な
古
市
党
の
「
叛
骨
太
」
い
と
こ
ろ
に
身
を
置
き
、

「
世
は
わ
が
も
の
と
い
う
料
簡
」
を
持
っ
て
い
る
峰
の
こ
ち
ら
側
の
公

卿
・
武
家
・
将
軍
な
ど
の
支
配
層
に
対
す
る
下
克
上
を
行
う
こ
と
に
よ
っ

て
「
世
の
中
の
建
直
し
」
を
目
指
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
「
上
下
に
へ
だ

て
な
く
、
人
間
は
た
れ
で
も
ひ
と
り
ぽ
っ
ち
」
だ
と
い
う
こ
と
を
思
い
知

ら
せ
る
た
め
に
生
き
る
者
た
ち
で
あ
る
。
武
家
も
堂
上
も
寺
方
も
嫌
に
な

り
、
「
死
者
の
国
よ
り
う
ま
れ
て
来
た
」
胡
摩
か
ら
す
れ
ば
、
こ
こ
よ
り

立
つ
他
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
だ
か
ら
「
か
な
た
の
鳥
部
野
よ
り
立
っ

て
、
か
の
峰
を
越
え
て
、
こ
の
ふ
も
と
の
地
に
足
を
踏
み
入
れ
た
と
き
、

み
ず
か
ら
一
つ
の
誓
を
た
て
」
た
わ
け
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
胡
摩
は
宗
頼
の
「
矢
」
、
木
地
屋
の
「
斧
」
や
「
ロ
ク
ロ
」

と
同
じ
く
、
名
馬
の
「
か
の
月
魂
の
気
を
身
に
う
け
」
て
「
駆
け
る
こ
と

衆
に
す
ぐ
れ
て
、
ま
こ
と
の
駒
」
に
も
劣
ら
な
い
速
い
「
足
」
を
持
っ
て

い
る
。
胡
摩
は
た
だ
一
つ
、
こ
の
「
足
」
を
頼
り
に
生
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
も
う
一
度
贄
言
す
れ
ば
、
古
市
党
と
胡
摩
の
運
動
の
先
は
こ
の

さ
て
、
「
信
念
の
代
り
に
執
念
を
生
の
原
動
力
と
し
て
生
き
る
こ
と
」

が
「
修
羅
の
姿
」
（
野
口
武
彦
「
石
川
淳
論
」
昭
“
・
２
）
だ
と
す
れ
ば
、

胡
摩
の
こ
の
生
き
る
こ
と
へ
の
執
念
は
す
な
わ
ち
妄
執
に
他
な
ら
な
い
。

こ
の
妄
執
に
生
き
る
と
は
当
然
こ
の
阿
修
羅
の
戦
乱
の
場
か
ら
始
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
も
っ
と
も
こ
の
「
世
の
中
の
仕
掛
」
を
滅
ぼ
し

て
い
く
絶
好
の
チ
ャ
ン
ス
に
違
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

妄
執
に
つ
い
て
馬
場
あ
き
子
は
「
妄
執
論
」
（
「
馬
場
あ
き
子
全
集
」
６

巻
１
９
９
７
．
皿
）
に
於
い
て
以
下
の
よ
う
に
書
き
記
し
て
い
る
。
「
仏

げ
ば
ん
げ

教
哲
学
の
支
配
す
る
情
念
世
界
で
は
、
否
定
的
な
、
狼
雑
な
、
下
ロ
叩
下

し
よ
う

生
の
内
な
る
世
界
」
を
意
味
す
る
マ
イ
ナ
ス
面
を
表
現
す
る
一
一
一
口
葉
で

世
の
制
度
と
秩
序
と
歴
史
に
縛
ら
れ
て
い
る
精
神
の
奪
還
に
他
な
ら
な

い
。
そ
の
た
め
に
は
前
の
世
の
「
姫
」
と
形
見
の
「
懐
剣
」
を
鳥
部
野
の

無
常
所
に
捨
て
、
「
世
の
中
の
仕
掛
」
の
底
の
底
か
ら
生
ま
れ
変
わ
る
必

要
が
あ
っ
た
。
人
間
で
あ
り
な
が
ら
人
間
の
扱
い
を
受
け
な
い
最
下
位
の

被
支
配
層
の
古
市
党
、
こ
の
絶
望
的
な
と
こ
ろ
か
ら
生
き
よ
う
と
す
る
こ

と
は
石
川
淳
の
虚
構
の
手
法
で
あ
る
が
、
古
市
党
は
「
世
の
中
の
建
直
し
」
、

い
わ
ゆ
る
「
世
の
中
の
仕
掛
」
を
覆
す
こ
と
に
於
て
最
も
有
効
の
身
分
で

あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
の
主
張
は
「
桃
華
房
」
に
棲
み
付
い
た
悪
鬼
の
旧
記
を
燃
や
す
こ
と

か
ら
始
ま
る
。
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
こ
に
こ
の
世
の
仕
掛
に
よ

る
躁
鯛
さ
れ
た
歴
史
や
制
度
が
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
く
、
当
然
そ
れ
は

打
破
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

■■■■■■■■■■■■■
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あ
っ
た
。
そ
れ
に
仏
の
戒
め
と
し
て
「
五
戒
」
と
「
十
悪
」
が
加
わ
っ
て

反
道
徳
と
し
た
。
「
憂
き
世
の
思
想
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の

「
反
道
徳
的
か
ず
か
ず
は
、
収
奪
強
権
を
専
ら
と
し
た
政
治
体
制
下
に
生

ま
れ
た
最
も
人
間
的
な
ド
ラ
マ
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
〈
悪
〉
の
名
に
お
い

て
社
会
的
に
葬
ろ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
そ
の
含
み
も
つ
人
間
的
魅
力
の

部
分
は
か
が
や
い
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ

ず
、
世
そ
の
も
の
の
体
制
が
非
人
的
で
あ
る
証
拠
」
で
も
あ
っ
た
。
「
人

間
が
生
き
る
と
い
う
こ
と
の
魅
力
は
、
な
お
そ
の
憂
き
世
へ
の
執
着
を
駆

り
立
て
て
や
ま
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
、
否
定
と
肯
定
の
は
ざ
ま
に
育
っ

た
情
念
と
し
て
、
妄
執
の
意
識
は
い
っ
そ
う
美
し
さ
と
哀
し
さ
を
研
く
」

の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
、
「
妄
執
と
は
、
い
わ
ゆ
る
世
へ
の
価
値
評
価

に
、
ま
ず
否
定
的
な
見
解
が
な
け
れ
ば
成
立
し
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
否

定
を
越
え
て
肯
定
へ
と
じ
わ
じ
わ
と
浸
蝕
し
て
ゆ
く
潜
熱
的
な
部
分
を
自

ら
の
内
部
に
深
く
確
認
す
る
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
」
（
傍
点
引
用

者
）
だ
と
す
る
、
こ
の
馬
場
の
見
解
は
胡
摩
の
運
動
に
於
い
て
有
効
で
あ

ろ
う
。

胡
摩
は
ま
さ
に
「
世
へ
の
価
値
評
価
に
、
ま
ず
否
定
的
な
見
解
」
か
ら

生
ま
れ
変
わ
っ
た
と
い
え
る
。
「
世
そ
の
も
の
の
体
制
が
非
人
的
」
で
あ

る
が
故
に
漠
然
と
そ
こ
に
生
き
る
と
い
う
胡
摩
に
は
ま
だ
そ
の
運
動
の
方

向
性
は
古
市
党
に
身
を
置
く
ま
で
は
確
立
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め

「
世
の
中
の
こ
と
は
な
に
一
つ
知
ら
」
ず
、
た
だ
「
こ
の
身
一
つ
の
精
根

の
か
ぎ
り
に
生
き
た
い
」
の
で
あ
る
。

こ
の
胡
摩
の
無
意
識
の
選
択
が
め
で
た
い
足
軽
の
亡
骸
の
下
か
ら
生
ま

れ
た
と
し
て
も
、
｜
休
宗
純
の
世
に
対
す
る
態
度
と
は
異
な
る
。
常
に
こ

の
世
を
直
視
し
、
た
と
え
そ
れ
が
戦
乱
で
あ
っ
て
も
そ
れ
全
て
を
見
届
け

て
い
る
一
体
の
認
識
は
胡
摩
の
無
意
識
の
選
択
に
依
る
妄
執
と
は
異
質
の

傍
観
者
の
立
場
で
あ
る
。
こ
の
世
を
た
だ
見
て
見
ぬ
と
い
う
意
味
の
傍
観

者
で
は
な
く
、
む
し
ろ
諦
観
に
よ
っ
て
胡
摩
の
妄
執
を
も
収
散
し
、
ま
た

そ
れ
を
超
越
し
た
認
識
者
と
し
て
存
在
す
る
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
三
章
に

書
く
）
。
そ
う
い
う
意
味
で
一
体
は
「
世
の
中
の
仕
掛
」
を
も
包
容
し
て

い
る
。
そ
れ
は
「
わ
し
が
旅
し
た
さ
き
は
あ
の
世
で
は
な
い
。
お
な
じ
地

上
」
で
あ
り
、
「
乱
世
も
住
め
ば
都
じ
ゃ
。
往
来
の
国
国
に
も
、
い
ぐ
さ

の
火
の
手
は
ひ
ろ
が
っ
た
が
、
生
き
る
ほ
ど
の
や
つ
は
み
な
た
っ
し
や
に

生
き
て
お
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
垣
間
見
る
。

こ
の
よ
う
に
胡
摩
の
妄
執
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
換
一
一
一
一
口
す
れ
ば

「
恋
」
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
「
そ
な
た
の
身
に
は
恋
と
い
う
も
の
を
知
っ

て
お
る
か
。
」
「
知
り
ま
せ
ぬ
。
」
と
い
う
問
答
は
、
「
こ
の
乳
一
房
、
こ
の
わ

か
や
ぐ
身
を
ば
、
生
き
な
が
ら
に
、
こ
の
世
の
炎
の
中
に
投
げ
入
れ
」
る

こ
と
、
す
な
わ
ち
絶
望
に
よ
っ
て
生
き
始
め
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

だ
か
ら
、
胡
摩
が
「
恋
」
と
い
う
も
の
を
知
ら
な
か
っ
た
の
は
こ
の
世
を

如
何
に
生
き
る
か
と
い
う
認
識
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か

ら
男
女
の
恋
と
い
う
よ
り
、
こ
れ
か
ら
自
分
の
生
き
方
に
つ
い
て
の
方
向

性
を
見
出
し
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

胡
摩
の
「
恋
」
の
自
覚
は
大
九
郎
の
死
と
と
も
に
訪
れ
る
。
古
市
に
身

を
投
じ
た
時
か
ら
男
女
の
恋
は
非
情
に
も
拭
い
去
ら
れ
、
そ
の
代
わ
り
に

こ
の
世
に
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
古
市
に
於
け
る
「
恋
」
の
み
が
残
さ

れ
る
。
要
す
る
に
胡
摩
の
こ
の
生
き
る
執
念
は
賛
言
す
る
ま
で
も
な
く

「
妄
執
」
で
あ
り
、
古
市
覚
に
於
け
る
「
恋
」
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

こ
の
恋
に
つ
い
て
の
井
澤
義
雄
の
論
は
下
記
の
通
り
で
あ
る
。

反
対
に
、
彼
女
は
い
き
な
り
ち
ぎ
り
と
い
う
行
為
に
投
ず
る
こ
と
に

4０

Hosei University Repository



『修羅』論
よ
っ
て
、
世
の
つ
れ
の
若
き
女
人
に
と
っ
て
の
妄
念
、
恋
と
い
う
も

の
を
よ
く
放
下
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
一
体
の
教
え
た
と

お
り
に
、
し
た
が
っ
て
ま
た
作
者
の
欲
し
た
と
お
り
に
、
わ
か
や
ぐ

身
を
春
の
う
た
げ
に
投
じ
る
こ
と
、
燃
え
る
う
た
げ
の
な
か
に
望
み

を
絶
つ
こ
と
、
望
み
の
絶
え
た
と
こ
ろ
に
生
き
る
こ
と
を
は
じ
め
る

こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
、
彼
女
は
恋
に
生
き
る
女
に
な
っ

た
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
彼
女
は
恋
一
般
に
お
い
て
死
ん
で
、
｜
個
の

非
情
の
「
鬼
」
と
し
て
生
き
か
え
っ
た
の
で
あ
る
。

す
で
に
胡
摩
は
、
恋
す
る
女
の
運
命
か
ら
わ
が
身
を
解
放
し
て
い
る
。

Ｓ
石
川
淳
の
小
説
」
１
９
９
２
．
５
）

だ
か
ら
、
大
九
郎
の
恋
が
死
に
よ
っ
て
、
ま
た
蜷
川
の
恋
も
二
期
の

不
覚
」
を
と
る
所
以
で
あ
り
、
「
恋
一
般
」
に
お
け
る
「
恋
す
る
女
の
運

命
か
ら
わ
が
身
を
解
放
し
て
い
る
」
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

の
と
き
の
「
恋
」
と
は
「
恋
一
般
」
の
恋
で
は
な
く
、
胡
摩
が
生
き
よ
う

と
す
る
と
き
の
「
恋
」
で
あ
る
。
胡
摩
に
と
っ
て
生
き
る
と
は
「
妄
執
」

で
あ
り
、
「
恋
」
で
あ
り
、
「
鬼
」
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

胡
摩
に
は
三
つ
の
恋
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
ま
ず
、
古
市
弾
正
と
の
契
、

そ
れ
か
ら
大
九
郎
と
蜷
川
新
左
衛
門
の
恋
が
あ
っ
た
。
ま
ず
、
古
市
弾
正

と
の
「
恋
」
は
絶
望
か
ら
生
き
始
め
る
出
発
の
地
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対

し
、
大
九
郎
の
命
賭
け
の
恋
と
新
左
衛
門
の
果
た
せ
な
い
恋
は
「
恋
一
般
」

の
そ
れ
と
看
倣
し
て
も
よ
い
。
が
、
大
九
郎
の
「
た
だ
一
度
か
ぎ
り
」
の

恋
は
彼
に
と
っ
て
胡
摩
を
姫
と
し
て
の
欲
求
だ
と
い
え
る
。
胡
摩
が
無
常

所
に
捨
て
た
は
ず
の
懐
剣
、
そ
れ
は
胡
摩
が
生
き
る
た
め
に
、
「
前
の
世
」

と
の
決
別
に
よ
っ
て
生
ま
れ
変
わ
る
た
め
に
捨
て
た
も
の
で
あ
っ
た
。

「
も
は
や
お
ぼ
え
ぬ
。
そ
の
懐
剣
は
か
の
無
常
所
の
士
に
投
げ
捨
て
た
も

の
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
世
の
中
の
仕
掛
」
を
否
定
し
、
打
破
す
る
こ
と

の
証
し
と
し
て
の
懐
剣
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
大
九
郎
に
よ
っ
て
再

び
蘇
る
こ
と
は
胡
摩
に
と
っ
て
、
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
、
容

認
出
来
な
い
行
為
で
あ
る
。
「
姫
は
捨
て
て
も
、
お
れ
は
捨
て
ぬ
ぞ
。
姫

の
消
え
た
跡
を
追
い
し
た
っ
て
、
鳥
部
野
の
枯
木
の
下
に
、
た
だ
こ
の
懐

剣
一
振
を
見
つ
け
た
と
き
は
、
お
も
い
－
し
お
つ
の
っ
た
」
大
九
郎
の

「
い
の
ち
を
賭
け
て
の
恋
」
は
井
澤
が
い
う
「
足
軽
の
恋
」
で
も
な
く
、

ま
た
二
人
の
若
者
」
の
「
恋
一
般
」
の
そ
れ
で
も
な
い
。
そ
こ
に
は
姫

が
ぶ
ち
壊
し
て
い
こ
う
と
す
る
前
の
世
が
懐
剣
と
と
も
に
立
ち
は
だ
か

る
。
し
か
し
そ
れ
は
滅
び
る
べ
き
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
大
九

郎
の
そ
れ
も
滅
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
所
以
で
あ
る
。

こ
こ
で
い
う
「
足
軽
」
は
古
市
の
「
こ
の
世
の
中
の
仕
掛
」
や
旧
記
を

滅
ぼ
す
こ
と
に
生
き
る
の
と
は
違
っ
て
、
金
銀
財
宝
に
明
け
暮
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
に
は
「
世
の
中
の
仕
掛
」
と
結
託
も
し
、
利
用
も
す
る
者
と
し

て
描
か
れ
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
こ
の
阿
修
羅
は
「
世
の
建
直
し
」
の
契
機

で
は
な
く
、
欲
望
を
満
た
す
こ
と
に
意
義
が
あ
っ
た
。
大
九
郎
も
し
か
り

と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
大
九
郎
の
胡
摩
へ
の
恋
は
胡
摩
が
古
市
と

な
っ
た
今
、
そ
の
道
は
断
た
れ
る
。
古
市
と
し
て
生
き
る
胡
摩
を
「
あ
わ

れ
」
と
思
い
、
「
姫
の
身
が
ら
は
、
こ
の
お
れ
が
救
い
出
す
」
こ
と
が
彼

の
恋
で
あ
っ
た
。
大
九
郎
の
恋
は
前
の
世
の
再
来
に
於
て
完
成
す
る
。
そ

こ
に
大
九
郎
の
哀
れ
の
恋
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
「
か
の
懐
剣
、
抜
き
は

な
っ
て
、
た
だ
一
突
き
。
地
に
た
お
れ
た
大
九
郎
の
胸
に
白
刃
を
刺
し
の

こ
し
た
ま
ま
、
胡
摩
は
立
ち
あ
が
っ
て
、
ひ
や
や
か
に
見
下
ろ
」
す
の
と

同
時
に
桃
華
房
の
旧
記
秘
巻
は
燃
え
上
が
る
。
こ
れ
が
大
九
郎
に
見
る
恋

の
象
徴
で
あ
る
。
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胡
摩
の
恋
は
こ
の
乱
世
を
、
或
い
は
こ
の
世
を
乱
世
と
看
倣
し
て
生
き

る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
古
市
が
足
軽
よ
り
も
一
段
と
下
の
扱
い
を
受
け

る
か
ら
と
い
う
理
由
だ
け
で
な
く
、
「
こ
の
古
市
の
も
の
と
同
様
に
、
血

筋
た
だ
し
い
身
で
あ
り
な
が
ら
、
い
わ
れ
な
き
あ
な
ど
り
を
う
け
」
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
仕
組
み
こ
そ
が
「
世
の
中
の
仕
掛
」
で
あ
っ
た
。

だ
か
ら
、
「
世
の
中
の
底
よ
り
立
っ
て
、
い
つ
か
は
世
を
も
徒
を
も
く
つ

が
え
す
」
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
恋
に

だ
か
ら
、
「
こ
れ
が
恋
と
い
う
も
の
か
」
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
胡
摩

の
胡
摩
と
し
て
の
生
き
方
を
自
分
の
意
思
に
よ
っ
て
決
定
付
け
た
瞬
間
で

あ
る
。
換
言
す
れ
ば
胡
摩
の
「
恋
」
と
は
生
き
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は

す
な
わ
ち
「
こ
の
世
の
中
の
仕
掛
」
と
闘
う
こ
と
の
異
名
に
他
な
ら
な
い
。

大
九
郎
の
死
は
胡
摩
の
生
き
る
道
へ
の
再
確
認
と
も
い
え
る
。

井
澤
に
よ
れ
ば
胡
摩
の
「
恋
一
般
」
の
恋
か
ら
二
個
の
非
常
の
「
鬼
」

と
し
て
生
き
か
え
っ
た
」
と
い
う
。
こ
の
と
き
「
鬼
」
と
は
何
を
意
味
し

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
井
澤
の
「
い
ま
や
古
市
党
の
か
し
ら
と
し
て
、
胡

摩
は
純
一
に
「
世
な
お
し
」
の
鬼
の
道
を
生
き
る
こ
と
を
は
じ
め
る
」
と

い
う
こ
と
か
ら
で
も
分
る
よ
う
に
胡
摩
は
「
世
の
建
直
し
」
の
た
め
に
生

き
、
そ
れ
が
彼
女
の
「
恋
」
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
胡
摩
の
妄
執
に
生
き

る
こ
と
は
「
古
き
世
よ
り
の
悪
鬼
」
が
棲
み
つ
い
て
い
る
「
こ
の
世
の
中

の
仕
掛
」
を
滅
ぼ
す
こ
と
に
あ
り
、
こ
の
仕
掛
が
世
の
中
に
存
在
す
る
限

り
「
恋
」
も
終
わ
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
井
澤
の
恋
で
は
な
く
「
鬼
」
云
々

と
は
結
局
「
恋
」
と
同
じ
意
味
を
有
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

｜｜’

生
き
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
こ
の
闘
い
は
当
然
足
軽
の
そ
れ
と
は
違
う
も
の

で
あ
っ
た
。

細
川
山
名
が
何
と
し
た
。
い
や
、
管
領
赤
入
道
は
お
ろ
か
、
将
軍
の

家
督
あ
ら
そ
い
が
何
と
し
た
。
わ
れ
ら
の
敵
と
い
え
ば
、
こ
い
つ
ら

こ
そ
み
な
敵
だ
。
わ
れ
ら
を
措
い
て
、
い
ぐ
さ
を
う
ご
か
す
も
の
は

お
ら
ぬ
。
身
よ
・
侍
大
将
な
ん
ぞ
と
鎧
は
き
か
ざ
っ
て
も
、
太
刀

と
っ
て
お
れ
の
手
に
立
つ
ほ
ど
の
も
の
が
あ
る
か
。
わ
れ
ら
こ
ぞ
っ

て
酒
屋
の
倉
を
ぶ
ち
こ
わ
す
と
き
に
は
、
将
軍
さ
え
も
と
め
だ
て
は

な
ら
ぬ
ぞ
。

と
、
足
軽
が
い
う
よ
う
に
武
家
・
公
卿
・
将
軍
を
敵
と
し
な
が
ら
も
、

「
足
軽
な
ら
ば
、
火
は
は
な
つ
に
し
て
も
、
ね
ら
い
は
財
宝
を
掠
め
と
る

こ
と
」
に
あ
っ
た
。
こ
れ
が
古
市
党
と
の
相
違
で
あ
る
。
「
ち
か
ご
ろ
の

騒
動
は
こ
っ
ち
の
お
も
う
壷
だ
。
世
の
中
の
仕
掛
が
向
う
か
ら
崩
れ
て
く

れ
た
。
当
節
の
は
や
り
も
の
は
切
取
強
盗
ぶ
ち
こ
わ
し
と
い
う
な
ら
、
お

れ
た
ち
も
一
役
買
っ
て
出
よ
う
で
は
な
い
か
。
下
っ
ぱ
の
か
ら
つ
け
つ
は

ね
ら
わ
ぬ
。
お
や
じ
が
つ
れ
づ
ね
い
っ
て
い
た
と
お
り
、
公
方
は
じ
め
、

小
ざ
か
し
げ
な
青
公
家
ど
も
、
肩
肱
張
っ
た
山
名
細
川
の
め
ん
め
ん
、
や

つ
ら
の
面
の
皮
を
小
出
し
に
ひ
ん
剥
き
に
行
く
」
古
市
党
に
比
べ
れ
ば
そ

の
違
い
は
確
然
と
す
る
。
足
軽
に
は
「
こ
の
世
の
中
の
仕
掛
」
や
碇
を
く

つ
が
え
す
精
神
の
運
動
な
ど
は
あ
り
え
な
い
。
｜
体
が
胡
摩
に
古
市
党
を

教
え
る
の
も
そ
の
所
以
で
あ
る
。
足
軽
の
そ
れ
に
対
し
、
胡
摩
や
古
市
党

の
闘
い
は
「
蔵
す
る
と
こ
ろ
は
古
今
の
史
料
、
和
漢
の
書
冊
、
棟
に
み
ち

塵
に
し
ず
も
り
、
智
慧
に
は
ふ
た
を
か
ぶ
せ
、
秘
密
に
は
鍵
を
か
け
て
、

お
よ
そ
上
代
以
来
こ
の
国
の
歴
史
の
虚
実
は
す
べ
て
こ
こ
に
篭
る
と
見
え

た
。
す
な
わ
ち
、
桃
華
文
庫
」
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
旧
記
こ
そ
減
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『修羅」論
ぼ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
「
そ
の
代
代
の
旧
記
に
は
、
古
き
世

よ
り
の
悪
鬼
は
棲
み
つ
い
て
お
り
ま
し
ょ
う
。
ほ
ろ
ぼ
す
べ
き
は
、
な
に

よ
り
も
、
そ
の
悪
鬼
に
こ
そ
」
で
あ
っ
た
。

庫
に
み
ち
た
世
世
の
旧
記
は
、
も
っ
て
こ
の
国
の
史
を
編
む
に
足
る

と
い
い
つ
た
え
る
。
旧
記
、
な
に
も
の
ぞ
。
代
代
の
公
卿
ど
も
が
書

き
ち
ら
し
た
文
反
故
の
山
よ
・
暗
愚
と
き
に
は
知
ら
ず
し
て
、
老
檜

と
き
に
は
知
り
な
が
ら
、
曲
を
も
っ
て
直
と
し
た
も
の
、
あ
や
ま
り

を
摘
り
か
え
て
ま
こ
と
と
し
た
も
の
、
さ
だ
め
て
多
き
に
居
る
で
あ

ろ
う
。
こ
の
ほ
し
い
ま
ま
の
筆
の
跡
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
み
だ
り
に

国
の
み
な
も
と
を
さ
ぐ
り
、
家
の
来
歴
を
き
め
つ
け
て
、
柾
げ
て
正

史
の
杭
を
打
と
う
と
す
る
。
い
つ
わ
り
、
こ
こ
に
は
じ
ま
っ
た
ぞ
。

い
つ
わ
り
の
毒
の
な
が
れ
る
と
こ
ろ
、
つ
い
に
古
市
も
の
の
血
筋
を

犯
し
て
、
こ
れ
を
ば
け
が
し
た
。
京
と
古
市
と
、
へ
だ
た
る
濠
の
深

さ
を
見
よ
。
げ
に
、
文
反
故
の
山
に
こ
そ
悪
鬼
は
棲
む
。
今
こ
の
悪

鬼
を
討
て
。
旧
記
秘
巻
、
み
な
ほ
ろ
ぼ
す
べ
し
。
い
う
と
こ
ろ
の
史

書
は
こ
と
ご
と
く
投
げ
捨
て
よ
。
史
を
書
か
ば
、
ま
さ
に
今
よ
り
書

け
。
か
の
庫
、
公
家
の
手
に
と
ど
め
る
な
。
ま
た
足
軽
の
手
に
も
わ

た
す
な
。
こ
こ
ろ
あ
っ
て
、
こ
れ
を
ほ
ろ
ぼ
す
も
の
は
、
わ
が
一
党

の
ほ
か
に
な
い
ぞ
。
今
こ
そ
、
よ
き
お
り
じ
ゃ
。
こ
の
お
り
を
の
が

す
な
。

胡
摩
に
語
ら
せ
る
こ
の
文
面
は
石
川
淳
の
歴
史
認
識
だ
と
い
っ
て
も
よ

い
ｏ従
っ
て
胡
摩
の
闘
い
は
ま
ず
、
「
代
代
の
公
卿
ど
も
が
書
き
ち
ら
し
た

文
反
故
」
の
旧
記
を
滅
ぼ
す
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
足
軽
と
公
卿
侍

の
桃
華
房
狙
い
は
外
れ
た
が
、
「
か
な
た
の
桃
華
房
で
は
、
館
の
内
こ
そ

さ
ん
ざ
ん
に
踏
み
荒
ら
さ
れ
た
が
、
庫
は
焼
け
ず
、
崩
れ
ず
、
そ
び
え
立

つ
と
は
見
え
な
が
ら
も
、
す
で
に
錠
前
や
ぶ
れ
た
戸
の
す
き
か
ら
、
吹
き

こ
む
風
を
防
ぎ
が
た
く
、
風
は
庫
の
中
の
隅
隅
に
舞
い
狂
っ
て
、
戸
を
も

壁
を
も
ぶ
つ
こ
抜
け
ば
、
旧
記
秘
巻
み
な
引
き
裂
か
れ
て
ち
り
ぢ
り
に
、

桃
華
文
庫
こ
と
ご
と
く
、
宙
に
吹
き
あ
が
る
紙
き
れ
の
王
と
な
っ
て
、
雲

に
な
が
れ
、
火
の
子
に
あ
お
ら
れ
、
遠
く
の
空
に
も
飛
び
、
近
く
の
地
に

も
落
ち
、
こ
こ
さ
く
ら
の
大
木
の
下
ま
で
も
、
ふ
り
し
く
屑
は
土
に
ま
み

れ
た
」
よ
う
に
悪
鬼
の
棲
む
旧
記
を
滅
ぼ
し
て
い
く
。
史
実
に
は
こ
の
庫

焼
失
し
た
と
伝
え
る
が
、
こ
こ
で
旧
記
だ
け
が
滅
び
る
こ
と
は
胡
摩
の
目

指
す
運
動
が
そ
こ
に
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

さ
て
、
胡
摩
を
認
識
し
た
「
行
為
者
」
だ
と
す
れ
ば
、
一
体
は
「
傍
観

者
」
だ
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
こ
の
「
傍
観
者
」
と
い
う
意
味
は
こ

の
世
間
を
直
視
し
、
認
識
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
の

逃
避
や
看
過
を
指
す
も
の
で
は
な
い
。
石
川
淳
が
『
森
鴎
外
』
（
昭
肥
．

７
角
川
文
庫
）
の
「
傍
観
者
の
位
置
」
や
「
傍
観
者
の
運
動
」
に
書
き
記

し
た
「
傍
観
者
と
い
う
も
の
は
環
境
と
か
生
活
条
件
と
か
外
部
か
ら
の
規

定
に
依
っ
て
変
動
さ
れ
な
い
よ
う
な
、
ま
た
当
人
の
自
己
強
制
を
以
っ
て

し
て
も
左
右
し
得
な
い
よ
う
な
生
ま
れ
つ
き
の
気
質
に
由
来
す
る
」
も
の

と
は
些
か
の
距
離
を
感
じ
る
。
と
い
う
よ
り
も
如
何
な
る
も
の
に
も
左
右

さ
れ
な
い
「
生
ま
れ
つ
き
の
気
質
」
の
た
め
に
は
、
外
部
に
向
け
た
認
識

の
目
が
前
提
と
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
「
環
境
と
か
生
活
条
件
と
か
外
部
か
ら

の
規
定
」
に
動
じ
な
い
認
識
者
の
態
度
が
こ
の
「
傍
観
者
」
に
窺
え
る
。

自
己
強
制
に
よ
る
「
傍
観
者
」
の
生
活
は
一
体
に
見
る
よ
う
に
窮
屈
で
あ

る
よ
り
も
自
由
自
在
の
世
界
で
あ
る
。
｜
体
と
胡
摩
の
相
違
は
こ
の
認

識
Ⅱ
行
為
に
あ
る
。
換
一
一
一
一
口
す
れ
ば
、
胡
摩
の
「
恋
」
、
い
わ
ゆ
る
「
女
の
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執
念
」
に
よ
る
行
為
と
の
違
い
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
胡
摩
は
執
念
・

恋
・
鬼
に
生
き
る
「
煩
悩
」
の
世
界
と
し
て
あ
り
、
こ
こ
で
立
石
伯

（
『
石
川
淳
論
』
１
９
９
０
．
３
）
の
言
葉
を
援
用
す
れ
ば
そ
れ
は
「
有
の

世
界
」
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
｜
体
に
は
胡
摩
の
よ
う
な
世
界
を
超
越

し
な
が
ら
も
、
ま
た
こ
の
世
間
を
見
と
ど
け
て
い
る
精
神
の
自
由
を
獲
得

し
た
「
無
の
世
界
」
が
あ
る
。
胡
摩
も
一
体
も
世
に
対
す
る
認
識
か
ら
出

発
し
て
い
る
と
し
て
も
、
｜
休
の
そ
れ
は
あ
る
意
味
宗
頼
が
最
終
的
に
手

に
入
れ
た
世
界
、
「
魔
の
矢
」
に
よ
っ
て
獲
得
出
来
た
平
太
の
世
界
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
胡
摩
の
そ
れ
は
荒
々
し
く
崇
り
す
る
「
知
の
矢
」
・
「
殺

の
矢
」
に
類
似
し
て
い
る
と
い
え
る
。
「
死
ぬ
る
こ
と
を
知
ら
」
ず
、
い

つ
ま
で
も
こ
の
世
に
於
て
闘
い
続
け
る
「
鬼
」
、
そ
れ
が
「
有
の
世
界
」

で
あ
る
。
胡
摩
は
あ
え
て
輪
廻
転
生
の
世
界
に
身
を
投
じ
、
生
き
よ
う
と

す
る
。
こ
の
胡
摩
の
執
念
こ
そ
恋
で
あ
っ
た
。
胡
摩
の
「
有
の
世
界
」
に

対
す
る
か
の
よ
う
に
一
体
の
「
無
の
世
界
」
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
自
分
自

身
が
〈
死
ぬ
る
〉
も
の
、
死
ぬ
こ
と
に
於
て
は
じ
め
て
生
き
る
も
の
だ
と

い
う
体
験
的
智
慧
」
で
あ
る
。

一
体
の
こ
の
「
体
験
的
智
慧
」
は
「
わ
し
が
指
さ
し
た
も
の
は
、
異
類

同
類
を
問
わ
ず
、
み
な
わ
し
じ
ゃ
。
昨
夜
ぽ
っ
く
り
死
ん
だ
は
ず
の
わ
し

が
、
け
さ
は
い
く
ら
か
若
が
え
っ
て
、
の
こ
の
こ
生
き
出
て
お
る
」
に
窺

え
る
。
一
体
の
こ
の
智
慧
は
次
の
偏
に
始
ま
る
。

異
類
行
中
是
我
曹
。
能
依
境
也
境
依
能
。
出
生
忘
却
来
時
路
。

不
識
前
身
誰
氏
僧
。

こ
の
偶
は
平
野
宗
浄
（
「
狂
雲
集
全
釈
上
」
１
９
７
６
）
に
よ
れ
ば

一
体
の
『
狂
雲
集
」
の
第
七
三
番
目
（
中
本
環
『
｜
休
宗
純
の
研
究
』
’

第
六
章
平
皿
・
２
）
に
入
っ
て
い
る
歌
で
、
「
牛
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル

に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
で
は
誤
植
と
思
わ
れ
る
個
所
が
あ
る
。

も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
「
修
羅
」
が
載
っ
て
い
る
刊
行
物
は
全
て
、
勿
論

全
集
を
含
め
て
誤
植
の
ま
ま
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

即
ち
、
「
異
類
行
中
是
我
囿
」
の
圏
が
『
狂
雲
集
』
に
は
「
異
類
行
中

是
我
圓
」
と
な
っ
て
い
る
。
「
曹
」
は
「
曾
」
の
誤
り
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
こ
の
二
つ
の
文
字
に
は
共
通
の
意
味
は
な
く
、
「
異
類
行
中
（
中
行

と
も
い
う
）
是
我
が
曾
っ
て
せ
り
」
と
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
「
曹
」
は

「
曾
」
の
誤
植
と
見
た
ほ
う
が
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。
作
者
が
登
場
人
物

の
名
を
一
文
字
変
え
た
り
す
る
の
と
は
意
味
が
違
う
。
原
稿
を
確
か
め
る

方
法
が
な
い
が
、
お
そ
ら
く
誤
植
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

要
す
る
に
既
述
し
た
認
識
Ⅱ
行
為
と
は
胡
摩
の
よ
う
に
「
有
の
世
界
」

に
生
き
、
そ
こ
で
闘
い
続
け
る
こ
と
の
行
為
と
、
｜
体
の
よ
う
に
超
越
的

な
世
界
に
於
け
る
そ
れ
を
意
味
す
る
。
胡
摩
の
「
有
の
世
界
」
と
一
体
の

「
無
の
世
界
」
が
一
見
相
克
す
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
し
か
し
『
紫
苑
物

語
」
や
『
八
幡
縁
起
』
に
見
る
よ
う
な
二
元
論
の
対
立
で
は
な
い
。
こ
こ

で
は
「
死
ぬ
る
」
こ
と
と
「
死
ぬ
る
こ
と
を
知
ら
」
ず
に
生
き
る
こ
と
に

於
け
る
行
為
の
相
違
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
む
し
ろ
一
体
の
行
為

に
収
敞
さ
れ
る
胡
摩
の
そ
れ
だ
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。

胡
摩
の
闘
い
は
「
こ
の
世
」
に
限
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
鬼
と
化
し
た

胡
摩
の
「
恋
」
の
道
で
あ
っ
た
。
故
に
現
世
の
こ
の
世
だ
け
で
な
く
、
未

来
を
も
内
包
し
て
い
る
。
悪
鬼
と
権
力
に
よ
る
世
の
中
の
仕
組
み
が
存
在

す
る
「
こ
の
世
」
で
あ
れ
ば
こ
そ
胡
摩
の
闘
い
は
永
遠
と
続
く
も
の
で
あ

る
。
だ
か
ら
胡
摩
の
こ
の
場
の
闘
い
は
応
仁
の
乱
を
前
後
に
し
た
そ
れ
に

限
る
も
の
で
は
な
い
。
桃
華
房
の
悪
鬼
を
滅
ぼ
し
、
ま
た
「
将
軍
職
を
こ

そ
ほ
ろ
ぼ
そ
う
と
の
こ
こ
ろ
ざ
し
」
を
持
っ
て
生
き
る
胡
摩
に
、
「
か
の
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『修羅」論
鬼
、
い
や
、
か
の
姫
、
ま
ち
が
っ
て
つ
ぎ
の
世
に
う
ま
れ
か
わ
っ
て
も
、

と
て
も
牛
に
は
な
ら
ぬ
や
つ
よ
・
性
こ
り
も
な
く
、
や
っ
ぱ
り
お
な
じ
人

間
の
、
お
な
じ
女
に
、
す
な
わ
ち
お
な
じ
鬼
に
う
ま
れ
直
す
こ
と
で
あ
ろ

う
」
よ
う
に
、
胡
摩
の
闘
い
は
輪
廻
転
生
の
こ
の
世
に
於
い
て
止
め
る
こ

と
は
な
い
。
胡
摩
の
こ
の
闘
い
は
木
地
屋
の
そ
れ
と
は
似
て
い
て
も
宗
頼

の
そ
れ
と
は
違
う
。

石
川
淳
は
『
紫
苑
物
語
」
の
平
太
的
世
界
に
一
休
像
を
、
『
八
幡
縁
起
』

の
木
地
屋
の
今
日
限
り
で
な
く
い
つ
ま
で
も
闘
い
続
け
る
精
神
に
胡
摩
を

置
き
換
え
て
い
る
。
こ
こ
に
『
修
羅
』
の
最
大
の
モ
チ
ー
フ
が
隠
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
は
前
述
し
た
よ
う
に
作
者
の
一
貫
し
た
歴
史
観
、
た
と
え
ば
、

「
歴
史
を
構
成
す
る
も
の
は
人
間
の
群
運
動
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
に
附
帯

し
、
そ
れ
か
ら
派
生
す
る
現
象
で
あ
る
」
（
「
歴
史
と
文
学
」
昭
肥
・
３
）

と
す
れ
ば
こ
そ
「
マ
ル
ス
の
歌
』
、
『
黄
金
伝
説
』
、
「
無
蓋
燈
」
に
於
け
る

民
衆
の
生
活
を
拘
束
し
、
血
を
要
求
す
る
権
力
か
ら
「
わ
た
し
」
の
生
き

る
道
を
摸
索
し
、
『
鷹
』
か
ら
始
ま
る
一
連
の
革
命
小
説
や
『
八
幡
縁
起
』

に
見
る
い
わ
ゆ
る
「
世
の
中
の
仕
掛
」
や
そ
こ
か
ら
始
ま
っ
た
旧
記
、
秩

序
、
伝
統
と
い
っ
た
も
の
を
壊
し
、
滅
ぼ
し
て
い
く
民
衆
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

に
他
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
は
民
衆
の
精
神
の
自
由
が
獲
得
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
だ
か
ら
逆
説
的
に
い
え
ば
、
今
ま
で
の
歴
史
に
於
て
作
者
が

願
っ
て
い
た
よ
う
な
こ
と
が
一
度
も
な
か
っ
た
た
め
に
胡
摩
に
そ
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
託
す
一
方
、
ま
た
一
体
に
は
作
者
自
身
を
配
置
し
た
と
い
え

る
。石
川
淳
に
「
居
所
」
ｓ
世
界
」
昭
即
・
８
）
と
い
う
短
い
文
章
が
あ
る
。

こ
の
居
所
と
い
う
観
念
が
定
着
し
た
の
は
「
室
町
」
の
「
応
仁
の
乱
」
だ

と
し
、
ま
た
こ
こ
に
「
近
代
都
市
の
骨
法
を
得
た
」
と
作
者
は
い
う
。
乱

世
に
対
応
し
、
息
つ
く
所
ｌ
「
い
ず
こ
の
里
も
灰
か
、
あ
る
い
は
い
つ
灰

に
な
る
と
も
知
れ
ぬ
定
め
の
も
の
と
す
れ
ば
、
生
活
の
拠
り
ど
こ
ろ
」
と

し
た
の
が
「
居
所
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
灰
す
な
わ
ち
人
事
」
に
対
抗
し

て
「
庭
」
を
編
み
出
し
て
い
る
。
だ
か
ら
「
居
所
」
と
は
一
般
の
住
居
で

は
な
く
、
人
民
が
「
灰
」
に
対
す
る
精
神
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
満
ち
た
空
間

で
あ
る
。
こ
れ
を
「
修
羅
」
に
置
き
換
え
て
い
う
な
ら
ば
「
古
市
党
」
の

「
峰
を
越
え
た
か
な
た
の
地
」
で
あ
り
、
ま
た
一
体
の
仮
住
ま
い
の
「
酬

蓄
番
」
と
も
い
え
る
。
従
っ
て
「
こ
の
乱
を
支
配
し
た
根
底
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
は
筋
目
の
武
家
に
は
な
く
て
、
人
民
の
中
の
足
軽
と
呼
ば
れ
た
相
好

さ
だ
ま
ら
ぬ
集
団
」
で
は
あ
っ
て
も
、
「
か
の
大
い
く
ざ
は
人
民
み
ず
か

ら
欲
し
み
ず
か
ら
求
め
て
ぶ
つ
ぱ
な
し
た
事
件
で
は
な
か
っ
た
」
故
に

「
灰
に
対
し
て
庭
を
き
ず
い
た
の
に
相
当
す
る
よ
う
な
、
み
ご
と
な
あ
そ

び
は
ま
だ
ま
だ
発
明
さ
れ
る
に
至
ら
な
い
」
た
め
、
こ
こ
に
胡
摩
と
一
体

の
認
識
と
行
為
に
よ
っ
て
、
作
者
の
理
想
と
す
る
世
界
像
を
作
り
上
げ
た

の
で
あ
る
。

こ
う
い
う
意
味
に
於
て
一
体
の
認
識
Ⅱ
行
為
と
胡
摩
の
認
識
Ⅱ
行
為
は

作
者
の
そ
れ
と
符
合
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
な
く
も
な
い
。
昭
和
十
年

代
か
ら
始
ま
っ
て
、
こ
こ
ま
で
我
々
に
見
せ
て
く
れ
た
石
川
淳
の
文
学
が

そ
れ
を
代
弁
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ
れ
は
ま
さ
に
胡
摩
の
次
の

運
動
を
志
す
の
と
同
時
に
一
体
の
旅
た
つ
姿
に
窺
え
る
。
。
休
宗
純
、

笠
か
た
む
け
て
、
門
よ
り
踏
み
出
し
、
こ
こ
は
い
く
さ
の
ま
ん
な
か
に
立

て
ば
、
行
く
と
こ
ろ
の
林
泉
は
杖
の
さ
き
に
あ
り
、
人
間
は
す
な
わ
ち
目

の
う
ち
に
あ
っ
た
」
よ
う
に
一
体
の
認
識
は
作
者
の
そ
れ
と
異
に
し
な
い

で
あ
ろ
う
。

こ
の
一
休
像
に
つ
い
て
「
｜
休
宗
純
は
、
石
川
淳
が
お
も
い
え
が
い
た
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イ
デ
ア
ル
・
テ
ィ
プ
ス

〈
理
想
的
典
型
》
」
Ⅱ
Ⅱ
「
｜
体
は
死
ぬ
こ
と
を
繰
り
か
え
す
こ
と
に
よ
っ
て

徐
々
に
若
い
生
命
を
獲
得
す
る
こ
と
の
で
き
る
人
物
で
あ
っ
た
ゆ
え
に
、

理
想
的
な
典
型
で
あ
っ
た
」
と
す
る
立
石
伯
論
（
前
掲
書
）
に
対
し
、
そ

れ
は
「
買
い
か
ぶ
り
」
で
あ
り
、
「
イ
デ
ア
ル
・
テ
ィ
プ
ス
、
じ
つ
は
時

代
の
典
型
的
景
物
」
だ
と
井
澤
（
前
掲
書
）
は
い
う
。
さ
ら
に
「
そ
れ
は

「
修
羅
」
の
小
説
世
界
を
踏
み
こ
え
る
こ
と
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
。
そ

の
根
拠
と
し
て
ま
ず
、
｜
体
が
「
「
世
事
を
よ
そ
に
」
生
き
る
達
観
者
」

で
あ
り
、
「
「
一
所
不
住
」
の
運
動
者
」
と
す
れ
ば
、
作
者
は
「
今
日
的
生

活
に
生
活
し
つ
つ
、
か
か
る
意
味
で
の
、
い
か
な
る
達
観
者
で
も
悟
達
者

で
も
な
い
」
と
し
て
区
別
す
る
。
次
に
「
氏
は
第
一
義
的
に
、
端
的
に
、

勇
猛
の
運
動
者
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
し
て
注
意
す
べ
き
こ
と
に
、
こ
の
運

動
者
の
運
動
は
一
体
の
そ
れ
に
似
て
、
し
か
し
決
し
て
同
一
の
も
の
」
で

は
な
い
か
ら
「
一
体
は
分
身
で
あ
り
つ
つ
、
つ
い
に
時
代
の
景
物
と
い
う

そ
の
あ
り
よ
う
を
越
え
る
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
。

し
か
し
、
『
天
馬
賦
』
の
大
岳
が
作
者
の
分
身
で
あ
り
な
が
ら
、
一
体

と
は
違
う
と
い
う
理
由
で
「
時
代
の
典
型
的
景
物
」
に
す
る
の
は
強
引
で

は
あ
る
ま
い
か
。
一
体
は
「
す
べ
て
の
目
前
の
深
淵
を
押
し
ひ
ら
い
て
進

む
こ
と
に
「
生
」
の
根
本
的
な
あ
り
方
を
呈
す
る
一
貫
し
た
主
題
」
（
野

口
武
彦
・
前
掲
書
）
を
賦
与
さ
れ
て
い
る
。
一
体
の
認
識
は
作
者
の
そ
れ

と
合
一
す
る
。
大
岳
の
行
為
が
一
体
と
完
全
一
致
し
な
い
に
し
て
も
彼
が

目
指
し
た
「
絶
対
自
由
精
神
」
は
一
体
の
生
活
し
て
い
る
世
界
と
同
質
の

も
の
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
を
入
れ
な
い
。
一
体
の
「
無
の
世
界
」
も
結
局

は
如
何
な
る
も
の
に
も
束
縛
さ
れ
な
い
自
由
の
世
界
に
他
な
ら
な
い
の
だ

イ
デ
ア
ル
・
テ
ィ
プ
ス

か
ら
。
故
に
一
休
像
が
作
者
の
「
〈
理
想
的
典
型
》
」
で
あ
る
こ
し
」
は

「
「
修
羅
」
の
小
説
世
界
を
踏
み
こ
え
る
こ
と
」
で
も
な
け
れ
ば
、
買
い
か

宗
頼
や
師
直
に
見
る
荒
ぶ
る
神
は
こ
こ
の
胡
摩
の
荒
々
し
い
闘
い
に
も

如
実
に
描
か
れ
て
い
る
。
「
姑
息
因
縁
」
の
旧
記
秘
巻
に
棲
む
悪
鬼
に
崇

り
し
、
そ
の
「
悪
知
悪
覚
」
を
滅
ぼ
し
て
い
く
姿
に
。
し
か
し
、
こ
の
崇

り
は
こ
の
世
か
ぎ
り
で
は
な
く
、
世
に
将
軍
職
が
あ
る
限
り
胡
摩
の
闘
い

は
絶
え
る
こ
と
が
な
い
の
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
胡
摩
の
輪
廻

転
生
を
思
い
浮
べ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
ま
た
一
体
の
よ
う
に
自
由
自

在
な
世
界
に
生
き
る
た
め
に
は
「
牛
に
は
な
ら
ぬ
」
（
傍
点
引
用
者
）
限

り
絶
望
で
あ
る
。
そ
れ
が
胡
摩
の
「
有
の
世
界
」
の
限
界
で
あ
り
な
が
ら
、

「
居
所
」
の
「
庭
」
か
ら
は
何
の
不
自
由
も
し
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ

る
。「
修
羅
」
は
「
革
命
家
の
夢
」
（
青
柳
達
雄
『
石
川
淳
の
文
学
』
昭
田
．

８
）
を
見
る
こ
と
も
出
来
る
が
、
胡
摩
に
象
徴
し
て
い
る
よ
う
に
阿
修
羅

の
場
に
生
き
な
が
ら
こ
の
世
の
権
力
に
立
ち
向
か
う
人
民
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
換
一
一
一
一
口
す
れ
ば
「
修
羅
』
は
「
絶
対
自
由
精
神
」

を
勝
ち
取
る
た
め
の
闘
い
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ぶ
り
で
も
な
い
。

結
び

（
イ
チ
ュ
ン
ギ
ュ
・
博
士
後
期
課
程
三
年
）
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