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三
木
清
と
靖
国
神
社

――
「
死
と
教
養
と
に
つ
い
て
」
に
関
す
る
考
察

山　

中　

美　

樹

は
じ
め
に

三
木
清
（
一
八
九
七
―
一
九
四
五
）
は
哲
学
者
で
あ
る
と
と
も
に
、
昭
和
五
（
一
九
三
〇
）
年
以
降
は
評
論
家
と
し
て
の
活
動
も
行
っ
て

い
る
。
時
代
の
問
題
と
向
き
合
う
姿
勢
を
持
つ
評
論
は
、
昭
和
六
（
一
九
三
一
）
年
に
起
き
た
満
州
事
変
を
契
機
と
し
て
日
本
が
戦
争
の
道

筋
を
歩
ん
で
ゆ
く
様
子
も
反
映
し
た
。

昭
和
十
八
（
一
九
四
三
）
年
十
一
月
、
三
木
は
「
死
と
教
養
と
に
つ
い
て
）
1
（

」
と
題
し
た
短
い
文
章
を
発
表
し
た
）
2
（

。
昭
和
十
八
年
と
い
え

ば
、
六
月
に
全
国
の
学
生
の
勤
労
動
員
が
法
制
化
さ
れ
、
同
年
十
月
に
学
生
の
徴
兵
猶
予
が
停
止
し
、
十
二
月
に
は
学
徒
の
第
一
陣
が
入
営

す
る
こ
と
に
な
る
年
）
3
（

で
あ
る
。
三
木
が
論
考
の
上
で
語
り
か
け
る
相
手
も
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
学
徒
出
陣
の
対
象
と
な
っ
た
学
生
で
あ
っ
た
。

そ
の
中
で
、
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

今
日
、
多
く
の
日
本
人
が
戦
場
に
出
て
い
る
。
彼
等
が
死
を
恐
れ
な
い
の
は
決
し
て
、
西
洋
人
が
言
う
よ
う
に
本
能
に
よ
る
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の
で
は
な
い
。
彼
等
は
靖
国
の
伝
統
を
信
じ
、
こ
の
伝
統
の
中
に
生
き
、
こ
の
伝
統
の
中
に
死
ぬ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。
日
本
の
兵
隊
の
死
生
観
は
靖
国
の
伝
統
に
あ
る
。
彼
等
の
多
数
は
い
わ
ゆ
る
哲
学
を
知
ら
な
い
し
、
い
わ
ゆ
る
宗
教
を
持

た
な
い
で
あ
ろ
う
。
彼
等
に
と
っ
て
死
ぬ
る
と
い
う
こ
と
は
靖
国
の
伝
統
を
継
ぐ
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
本
能
で
は
な

く
て
伝
統
の
問
題
で
あ
り
、
従
っ
て
教
養
の
問
題
で
あ
る
）
4
（

。

こ
こ
で
靖
国
神
社
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
靖
国
神
社
と
い
う
名
が
付
け
ら
れ
た
の
は
明
治
十
二
（
一
八
七
九
）
年
の
こ
と
で
あ

り
、
明
治
二
（
一
八
六
九
）
年
に
創
建
さ
れ
た
東
京
招
魂
社
が
そ
の
前
身
で
あ
る
。
東
京
招
魂
社
で
は
明
治
維
新
期
の
戦
乱
で
没
し
た
人
々

を
祭
神
と
し
て
祀
り
、
靖
国
神
社
と
改
称
し
た
後
は
明
治
二
十
七
（
一
八
九
四
）
年
の
日
清
戦
争
を
は
じ
め
と
す
る
対
外
戦
争
で
の
戦
没
者

を
合
祀
し
て
い
る
。
靖
国
神
社
が
戦
没
者
を
祭
神
と
す
る
の
は
、「
祖
国
を
守
る
と
い
う
公
務
に
起
因
」
す
る
死
者
を
慰
霊
し
て
、「
そ
の
事

績
を
後
世
に
伝
え
る
」
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
）
5
（

。

靖
国
神
社
を
引
い
て
出
征
兵
を
鼓
舞
す
る
こ
と
は
、
要
す
る
に
祖
国
の
た
め
に
は
命
を
顧
み
る
な
、
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う

い
っ
た
記
述
が
立
ち
あ
ら
わ
れ
て
く
る
こ
と
は
、
時
代
状
況
を
鑑
み
れ
ば
必
然
で
あ
っ
た
と
も
言
わ
れ
る
だ
ろ
う
。

三
木
清
全
集
の
編
集
に
関
わ
っ
た
久
野
収
は
、
日
中
戦
争
開
始
以
降
の
日
本
の
社
会
状
況
を
「
中
央
の
局
地
解
決
の
方
針
が
現
地
軍
の
戦

線
急
拡
大
の
行
動
の
前
に
も
ろ
く
も
敗
北
し
、
戦
争
処
理
方
針
が
戦
線
拡
大
の
あ
と
を
や
っ
と
追
っ
か
け
て
い
る
よ
う
な
状
況
）
6
（

」
と
評
し
、

戦
時
期
の
三
木
の
思
想
が
た
ど
っ
た
流
れ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

戦
争
に
対
し
て
、
行
動
は
も
ち
ろ
ん
、
思
想
に
よ
っ
て
さ
え
批
判
し
、
抵
抗
す
る
道
は
ま
す
ま
す
ふ
か
く
閉
ざ
さ
れ
て
い

た
。
残
さ
れ
て
い
る
の
は
、
戦
後
の
準
備
に
す
べ
て
の
責
任
を
か
け
て
、
沈
黙
を
つ
ら
ぬ
く
道
か
――
そ
の
場
合
で
さ
え
、
行

動
を
通
じ
る
不
本
意
な
が
ら
の
戦
争
協
力
は
ど
う
し
て
も
さ
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
――
そ
れ
と
も
、
戦
争
に
す
べ
て
の
責
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任
を
か
け
て
、
戦
争
の
意
味
転
換
を
は
か
る
道
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
著
者
﹇
三
木
清
﹈
が
え
ら
ん
だ
の
は
、
戦
争
に
責
任

を
か
け
る
道
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
戦
争
の
意
味
転
換
が
実
現
さ
れ
る
た
め
に
は
、
著
者
た
ち
の
附
与
す
る
戦
争
へ
の
新
し
い
意

味
づ
け
が
国
民
全
体
に
う
け
い
れ
ら
れ
る
水
門
が
さ
ま
ざ
ま
な
方
面
で
ひ
ろ
く
開
か
れ
て
い
る
こ
と
を
条
件
と
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
。（
中
略
）
本
巻
に
年
代
順
に
集
め
ら
れ
た
著
者
の
評
論
を
読
み
す
す
ん
で
ゆ
け
ば
、
著
者
の
意
味
づ
け
の
敗
北

過
程
は
、
著
者
ほ
ど
の
才
能
を
持
っ
て
し
て
も
、
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
事
情
が
あ
き
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
全

体
戦
争
は
、
予
防
す
る
以
外
に
、
い
か
な
る
臨
床
的
処
置
も
絶
望
的
で
あ
り
、
ま
た
ど
れ
ほ
ど
精
神
衛
生
を
重
ん
じ
て
も
感
染

を
ま
ぬ
か
れ
に
く
い
か
ら
こ
そ
、
全
体
戦
争
な
の
で
あ
る
）
7
（

。

「
戦
争
の
意
味
転
換
」
を
試
み
た
か
ら
こ
そ
「
意
味
づ
け
の
敗
北
過
程
」
を
歩
ん
で
い
っ
た
、
と
い
う
久
野
の
婉
曲
的
な
表
現
は
、
同
じ

時
代
を
体
験
し
て
き
た
者
と
し
て
の
複
雑
な
心
理
を
反
映
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
）
8
（

。
と
も
あ
れ
「
死
と
教
養
と
に
つ
い
て
」
が
収
録

さ
れ
て
い
る
の
も
全
集
第
十
四
巻
で
あ
り
、
出
征
す
る
学
生
へ
靖
国
神
社
を
用
い
て
語
り
か
け
る
こ
と
は
、
戦
争
の
流
れ
に
飲
み
込
ま
れ
た

故
の
産
物
の
一
つ
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
。
ま
た
先
行
研
究
に
お
い
て
も
、
三
木
の
こ
の
論
考
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
的
な
印
象
と
結
び
つ
け
て

評
価
さ
れ
て
い
る
）
9
（

。

本
稿
は
、
テ
ク
ス
ト
に
対
す
る
批
評
を
必
ず
し
も
目
的
と
せ
ず
、
そ
の
内
容
を
た
ど
る
こ
と
で
分
析
し
て
い
く
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ

る
。
文
章
は
時
代
状
況
に
影
響
を
受
け
る
と
同
時
に
、
多
少
な
り
と
も
個
人
の
内
面
を
反
映
し
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
も
の
で
あ
る
と
仮
定
す

る
な
ら
ば
、
対
象
で
あ
る
テ
ク
ス
ト
を
た
ど
り
な
が
ら
考
察
し
て
い
く
こ
と
は
、
テ
ク
ス
ト
の
み
な
ら
ず
著
者
の
新
た
な
側
面
を
見
出
す
一

つ
の
方
法
に
な
る
と
考
え
る
。
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1　

三
木
の
「
伝
統
」
観

で
は
、「
死
と
教
養
と
に
つ
い
て
」
の
内
容
を
順
番
に
追
っ
て
い
こ
う
。
副
題
に
「
出
陣
す
る
あ
る
学
徒
に
答
ふ
」
と
つ
け
ら
れ
て
い
る

こ
こ
の
文
章
は
、
一
個
人
か
ら
送
ら
れ
た
手
紙
へ
の
返
信
の
形
式
を
取
っ
て
い
る
。
三
木
は
、「
君
が
書
簡
の
中
で
私
の
意
見
を
求
め
た
問

題
に
つ
い
て
、
沈
黙
す
る
こ
と
は
失
礼
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
簡
単
に
お
答
え
す
る
」
と
述
べ
、
次
の
よ
う
に
続
け
る
。

こ
こ
で
私
は
死
の
問
題
に
つ
い
て
哲
学
め
い
た
議
論
を
始
め
よ
う
と
は
考
え
な
い
。
死
生
は
一
だ
と
か
、
死
に
切
る
こ
と
が

真
に
生
き
る
こ
と
だ
と
か
い
っ
た
言
葉
は
、
君
も
す
で
に
飽
き
る
ほ
ど
聞
い
た
り
読
ん
だ
り
し
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら

の
言
葉
に
は
、
も
ち
ろ
ん
真
理
が
含
ま
れ
て
い
る
。
だ
が
問
題
は
、
そ
の
真
理
へ
の
通
路
が
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
）
10
（

。

三
木
は
自
分
の
語
る
こ
と
を
「
哲
学
め
い
た
議
論
」
と
は
別
で
あ
る
と
前
置
き
し
、
そ
の
上
で
死
に
関
す
る
「
真
理
へ
の
通
路
」
の
問
題

に
移
っ
て
い
く
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
一
つ
が
「
伝
統
」
で
あ
る
。
や
や
長
く
な
る
が
、
以
下
に
引
用
す
る
。

死
の
問
題
は
伝
統
の
問
題
で
あ
る
と
私
は
数
年
前
に
書
い
た
こ
と
が
あ
る
が
君
は
記
憶
し
て
く
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
人

間
は
伝
統
に
お
い
て
死
ぬ
る
こ
と
が
で
き
る
。
死
の
真
理
に
到
達
す
る
と
い
う
こ
と
は
伝
統
の
真
理
性
を
把
握
す
る
と
い
う
こ

と
と
同
じ
で
あ
る
。
死
が
宗
教
的
な
問
題
で
あ
る
と
い
う
の
も
宗
教
が
最
も
本
質
的
に
伝
統
的
な
も
の
で
あ
る
故
に
ほ
か
な
ら
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な
い
と
思
う
。

死
生
は
一
だ
、
と
い
う
の
は
真
理
で
あ
る
。
だ
が
こ
れ
を
弁
証
的
に
理
解
し
た
か
ら
と
て
、
死
ね
る
も
の
で
は
な
い
。
死
ぬ

る
と
い
う
こ
と
は
知
識
の
問
題
で
な
く
信
念
の
問
題
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
し
か
ら
ば
ど
う
し
て
信
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の

か
。
我
々
は
伝
統
に
お
い
て
信
じ
る
の
で
あ
る
。
伝
統
と
い
う
も
の
は
単
に
一
般
的
な
真
理
で
は
な
い
。『
歎
異
鈔
』
の
中
に

次
の
よ
う
な
言
葉
が
あ
る
の
を
君
は
知
っ
て
い
る
筈
だ
。

「
念
仏
は
、
ま
こ
と
に
浄
土
に
む
ま
る
る
た
ね
に
て
や
は
ん
べ
る
ら
ん
、
ま
た
地
獄
に
お
つ
る
業
に
て
や
は
ん
べ
る
ら
ん
、

総
じ
て
も
て
存
知
せ
ざ
る
な
り
。
た
と
ひ
法
然
上
人
に
す
か
さ
れ
ま
い
ら
せ
て
、
念
仏
し
て
地
獄
に
お
ち
た
り
と
も
、
さ
ら

に
後
悔
す
べ
か
ら
ず
さ
ふ
ら
ふ
。」
私
は
こ
の
言
葉
の
う
ち
に
伝
統
と
い
う
も
の
の
本
質
が
顕
わ
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。
故
に

「
弥
陀
の
本
願
ま
こ
と
に
お
は
し
ま
さ
ば
、
釈
尊
の
説
教
虚
言
な
る
べ
か
ら
ず
。
仏
説
ま
こ
と
に
お
は
し
ま
さ
ば
、
善
導
の
御

釈
虚
言
し
た
ま
ふ
べ
か
ら
ず
、
善
導
の
御
釈
ま
こ
と
な
ら
ば
、
法
然
の
お
ほ
せ
そ
ら
ご
と
な
ら
ん
や
。」
と
言
う
の
で
あ
る
）
11
（

。

人
間
は
伝
統
の
中
に
死
に
、
そ
し
て
伝
統
の
中
に
生
き
る
の
で
あ
る
。
最
も
宗
教
的
な
死
も
、
伝
統
に
お
い
て
死
ぬ
る
こ
と

で
あ
る
。
死
の
問
題
は
伝
統
の
真
理
性
の
問
題
で
あ
り
、
従
っ
て
歴
史
的
真
理
の
問
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
歴
史
的
真
理
は
一

般
的
抽
象
的
な
も
の
で
な
く
、
つ
ね
に
個
別
的
具
体
的
な
も
の
で
あ
る
）
12
（

。

三
木
は
死
と
生
を
知
識
と
し
て
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、
信
念
と
い
う
こ
と
に
結
び
つ
け
て
捉
え
よ
う
と
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
「
ど
う

し
て
信
じ
る
こ
と
が
出
来
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
が
課
題
と
な
る
。
こ
の
疑
問
に
対
し
て
用
意
さ
れ
た
答
え
は
、「
伝
統
に
お
い
て
信
じ
る
」

こ
と
で
あ
っ
た
。

引
用
に
あ
る
と
お
り
、
伝
統
を
宗
教
的
な
死
と
結
び
つ
け
る
際
、
三
木
は
浄
土
真
宗
の
書
物
の
一
つ
で
あ
る
『
歎
異
鈔
』
を
引
用
し
て
い



62

る
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
の
生
家
の
宗
教
が
浄
土
真
宗
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
彼
の
中
で
浄
土
真
宗
が
一
定
の
位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と

な
ど
が
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
）
13
（

。

し
か
し
こ
こ
で
は
、
伝
統
と
い
う
言
葉
の
使
い
方
そ
の
も
の
に
注
目
し
た
い
。
伝
統
と
い
え
ば
、
一
般
的
に
は
風
習
や
芸
能
と
い
っ
た
も

の
を
は
じ
め
と
す
る
、
世
代
を
越
え
て
引
き
継
が
れ
る
事
物
な
ど
の
こ
と
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。
し
か
し
「
死
の
問
題
は
伝
統
性
の
真
理
性

の
問
題
」
で
あ
り
、
さ
ら
に
「
歴
史
的
真
理
の
問
題
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
三
木
の
い
う
「
伝
統
」
に
は
、
一
般
的
に
言

わ
れ
る
伝
統
と
は
別
の
側
面
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
探
る
た
め
に
は
、
や
や
遠
回
り
に
な
る
が
、
三
木
が
死
と
伝
統
を
結

び
つ
け
て
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
道
筋
を
た
ど
る
必
要
が
あ
る
。

先
に
触
れ
た
と
お
り
、
三
木
は
死
の
問
題
と
伝
統
の
問
題
に
つ
い
て
数
年
前
に
書
い
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
直
接
的
に
は
、
昭
和

十
三
（
一
九
三
八
）
年
六
月
に
発
表
さ
れ
た
「
死
と
伝
統
」
と
い
う
論
考
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
み
て
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
）
14
（

。
そ
の

中
で
、
三
木
は
死
に
つ
い
て
思
い
を
馳
せ
た
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
知
人
や
妻
と
い
っ
た
身
近
な
人
々
を
続
け
て
喪
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
）
15
（

。

彼
は
「
愛
す
る
者
、
親
し
い
者
の
死
ぬ
る
こ
と
が
多
く
な
る
に
従
っ
て
、
死
の
恐
怖
は
反
対
に
薄
ら
い
で
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
）
16
（

」
と
言

い
、
そ
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

も
し
私
が
彼
等
と
再
会
す
る
こ
と
が
で
き
る
――
こ
れ
は
私
の
最
大
の
希
望
で
あ
る
――
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
私
の
死
に
お

い
て
の
ほ
か
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
仮
に
私
が
百
万
年
生
き
な
が
ら
え
る
と
し
て
も
、
私
は
こ
の
世
に
お
い
て
再
び
彼
等
と
会

う
こ
と
の
な
い
の
を
知
っ
て
い
る
。
そ
の
プ
ロ
バ
ビ
リ
テ
ィ
は
零
で
あ
る
。
私
は
も
ち
ろ
ん
私
の
死
に
お
い
て
彼
等
に
会
い

得
る
こ
と
を
確
実
に
は
知
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
そ
の
プ
ロ
バ
ビ
リ
テ
ィ
が
零
で
あ
る
と
は
誰
も
断
言
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
、

…
…
。
二
つ
の
プ
ロ
バ
ビ
リ
テ
ィ
を
比
較
す
る
と
き
、
後
者
が
前
者
よ
り
も
大
き
い
と
い
う
可
能
性
は
存
在
す
る
。
も
し
私
が

い
ず
れ
か
に
賭
け
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、
私
は
後
者
に
賭
け
る
の
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
）
17
（

。



63 三木清と靖国神社

要
約
す
れ
ば
、
生
き
て
い
る
間
に
は
死
者
と
再
び
出
会
う
こ
と
を
望
む
べ
く
も
な
い
が
、
死
後
に
再
会
が
あ
り
う
る
こ
と
を
完
全
に
は
否

定
で
き
な
ず
、
も
し
も
ど
ち
ら
か
に
賭
け
る
と
し
た
ら
、
死
後
の
再
会
の
方
を
選
ば
ざ
る
を
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
）
18
（

。
そ
れ
故
、
三

木
は
、
普
通
で
あ
れ
ば
「
執
着
す
る
も
の
が
あ
る
か
ら
死
に
き
れ
な
い
」
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
を
、「
執
着
す
る
も
の
が
あ
る
か
ら
死
ね

る
」
と
い
う
よ
う
に
転
換
さ
せ
た
。「
深
く
執
着
す
る
も
の
が
あ
る
者
は
、
死
後
自
分
の
帰
っ
て
ゆ
く
べ
き
と
こ
ろ
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ

だ
か
ら
死
に
対
す
る
準
備
と
い
う
の
は
、
ど
こ
ま
で
も
執
着
す
る
も
の
を
作
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
に
真
に
愛
す
る
も
の
が
あ
る
な

ら
、
そ
の
こ
と
が
私
の
永
生
を
約
束
す
る
）
19
（

」。

こ
こ
ま
で
の
記
述
か
ら
、
三
木
に
と
っ
て
「
執
着
す
る
も
の
」
と
は
親
し
い
人
々
の
こ
と
で
あ
る
と
読
み
取
れ
る
。
こ
れ
は
彼
自
身
の
死

に
対
す
る
一
つ
の
受
け
入
れ
方
で
あ
り
、
ま
た
死
後
の
在
り
方
の
形
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
三
木
が
妻
の
喜
美
子
を
喪
っ
た

の
は
昭
和
十
一
（
一
九
三
六
）
年
の
こ
と
で
あ
る
が
、
翌
年
に
出
さ
れ
た
追
悼
集
で
は
死
後
の
再
会
が
浄
土
真
宗
と
具
体
的
に
結
び
つ
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
）
20
（

。

さ
て
、
死
者
と
の
再
会
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
考
え
る
な
ら
、
そ
れ
は
生
者
と
死
者
の
関
係
の
あ
り
方
を
考
え
る
こ
と
に
も
繋

が
っ
て
い
く
。
こ
こ
で
伝
統
が
注
目
さ
れ
る
。

伝
統
の
問
題
は
死
者
の
生
命
の
問
題
で
あ
る
。（
中
略
）
過
去
は
死
に
切
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
す
で
に
死
で
あ
る
と

い
う
意
味
に
お
い
て
、
現
在
に
生
き
て
い
る
も
の
に
と
っ
て
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
。（
中
略
）
こ
の
絶
対
的
な
も
の
は
、
た

だ
絶
対
的
な
死
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
絶
対
的
な
生
命
で
あ
る
か
。
死
せ
る
も
の
は
今
生
き
て
い
る
も
の
の
よ
う
に
生
長
す
る

こ
と
も
な
け
れ
ば
老
衰
す
る
こ
と
も
な
い
。
そ
こ
で
死
者
の
生
命
が
信
ぜ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
絶
対
的
な
生
命
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
）
21
（

。
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過
去
と
は
そ
れ
以
上
動
か
な
い
も
の
、
す
な
わ
ち
「
死
に
切
っ
た
も
の
」
で
あ
る
と
三
木
は
言
う
。
こ
こ
で
は
、
現
在
に
生
き
る
も
の
は

過
去
の
も
の
に
干
渉
で
き
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
、「
生
長
す
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
老
衰
す
る
こ
と
も
な
い
」、「
絶
対
的
な
生
命
」
に
基
づ

く
も
の
が
伝
統
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
同
時
に
、
死
者
の
生
命
と
は
、「
信
ぜ
ら
れ
る
」
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
生
者
の
判
断
を
全
く
の
無
意
味
と
し

て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
三
木
は
「
絶
対
的
な
生
命
は
真
理
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
言
い
、
伝
統
主
義
は
「
過
去
は
真
理
で
あ
る
か
、
そ
れ

と
も
無
で
あ
る
か
」
の
選
択
を
迫
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
む
し
ろ
生
き
て
い
る
側
の
判
断
の
重
要
性
を
問
う
の
で
あ
る
。

「
伝
統
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
た
死
者
と
生
者
の
関
係
は
、
昭
和
十
五
（
一
九
四
〇
）
年
に
発
表
さ
れ
た
論
考
「
伝
統
論
」
の
中
で
、

よ
り
生
者
の
側
に
焦
点
を
当
て
た
形
で
あ
ら
わ
れ
た
。
伝
統
は
伝
え
ら
れ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
三
木
は
こ
れ
を
「
主
体
的
に
把

握
さ
れ
る
」
こ
と
と
捉
え
、
過
去
を
把
握
し
「
現
在
化
」
し
て
い
く
人
間
の
行
為
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。

伝
統
の
前
に
は
決
断
す
る
の
ほ
か
な
い
と
し
て
も
、
も
し
我
々
の
悟
性
が
自
分
で
真
理
を
認
識
す
る
能
力
の
な
い
も
の
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
我
々
の
か
か
る
決
断
に
真
の
価
値
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
も
し
そ
の
際
我
々
は
た
だ
社
会
の
伝
統
に
従
う

に
過
ぎ
な
い
と
す
れ
ば
、
か
か
る
行
為
を
真
に
決
断
と
称
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
伝
統
を
絶
対
的
な
真
理
と
し
て
立
て
る
こ
と

そ
の
こ
と
自
身
、
そ
れ
を
か
か
る
も
の
と
し
て
立
て
る
我
々
の
行
為
の
結
果
で
あ
る
。
伝
統
は
我
々
の
行
為
に
よ
っ
て
伝
統
と

な
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
伝
統
も
我
々
の
作
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
）
22
（

。

行
為
と
い
う
こ
と
は
、
昭
和
五
（
一
九
三
〇
）
年
か
ら
昭
和
十
五
（
一
九
四
〇
）
年
に
か
け
て
日
本
の
哲
学
の
関
心
を
集
め
た
要
素
で
あ

る
と
言
わ
れ
て
お
り
、
三
木
も
そ
の
流
れ
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
る
）
23
（

。
こ
こ
で
は
、
三
木
が
伝
統
を
行
為
の
問
題
、
す
な
わ
ち
伝
統
で
あ
る
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か
ら
無
条
件
に
受
け
入
れ
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
決
断
に
よ
っ
て
「
絶
対
的
な
真
理
と
し
て
立
て
る
」
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と

に
注
目
し
た
い
。
既
に
見
た
よ
う
に
、
こ
の
こ
と
は
三
木
自
身
に
お
い
て
は
死
後
の
在
り
方
に
「
賭
け
る
」
と
い
う
形
で
実
践
さ
れ
た
と
言

え
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
「
死
と
教
養
と
に
つ
い
て
」
で
、
彼
は
以
前
に
書
い
て
い
た
考
察
の
存
在
を
口
に
し
、
ま
た
「
伝
統
を
信
じ
、

こ
の
伝
統
の
中
に
生
き
、
こ
の
伝
統
の
中
に
死
ぬ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

2　

靖
国
神
社
に
関
し
て

こ
の
項
目
で
は
、
い
っ
た
ん
三
木
を
離
れ
、
靖
国
神
社
と
人
々
の
関
わ
り
と
い
う
方
向
か
ら
見
て
み
た
い
。

神
社
参
拝
を
考
え
る
と
き
、
そ
こ
に
は
二
つ
の
視
点
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
祀
る
側
と
祀
ら
れ
る
側
で

あ
る
。
靖
国
神
社
の
主
要
な
役
割
が
戦
没
者
の
慰
霊
で
あ
る
こ
と
は
本
稿
で
も
既
に
触
れ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
そ
の
慰
霊
の
儀
式
は
神
道

の
形
式
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
し
か
し
戦
没
者
に
も
様
々
な
人
間
が
い
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
祀
る
場
所
が
神
社
で
あ
る
と
は
い
え
、

慰
霊
の
方
法
を
神
道
形
式
に
限
っ
て
し
ま
っ
て
良
い
だ
ろ
う
か
。

神
道
の
中
か
ら
こ
の
問
題
が
提
起
さ
れ
た
の
は
昭
和
九
（
一
九
三
四
）
年
、
葦
津
耕
次
郎
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
自
ら
も
神
道
家
で
あ
る
葦

津
は
「
仏
教
僧
侶
が
、
靖
国
神
社
に
正
式
参
拝
」
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
そ
の
意
図
は
靖
国
神
社
で
回
向
を
、
す
な
わ
ち
死
者
の
供
養
を

行
お
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
葦
津
の
記
し
た
「
私
の
信
仰
と
希
望
」
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

神
社
は
、
日
本
の
国
民
倫
理
を
、
模
範
的
に
実
践
し
た
方
々
を
祭
っ
た
所
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
事
は
、
靖
国
神
社
に
於
て
、

最
も
簡
明
に
示
さ
れ
て
居
り
ま
す
。
靖
国
神
社
の
こ
と
は
、
日
本
国
民
何
人
と
雖
も
、
よ
く
理
解
し
て
居
り
ま
す
。
こ
の
靖
国
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神
社
の
神
々
の
中
に
は
、
仏
教
徒
も
あ
り
、
基
督
教
徒
も
あ
り
、
中
に
は
無
神
論
者
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。
然
し
日
本 

天
皇 

の

赤
子
と
し
て
、
尽
忠
報
国
の
赤
心
を
以
て
、
戦
死
し
た
人
々
の
み
で
あ
り
ま
す
。（
中
略
）
日
本
の
神
社
に
祭
ら
れ
た
神
々
の

中
に
は
、
仏
教
の
信
徒
も
亦
多
い
の
で
あ
り
ま
す
。
何
も
神
官
の
人
々
が
仏
教
を
忌
み
嫌
わ
れ
る
様
な
事
は
、
意
味
を
な
さ
ぬ

の
で
あ
り
ま
す
）
24
（

。

葦
津
は
続
け
て
「
日
本
の
仏
教
の
僧
侶
た
る
人
々
が
、
神
社
に
対
し
て
、
無
関
心
で
お
ら
れ
る
事
も
亦
間
違
っ
た
事
」
で
あ
る
と
言
い
、

「
日
本
国
民
倫
理
の
中
心
た
る
神
社
と
、
日
本
民
族
大
多
数
の
宗
教
た
る
仏
教
と
の
、
密
接
な
る
融
合
は
、
何
と
し
て
も
必
要
」
と
主
張
す

る
。
こ
の
提
案
に
は
、
靖
国
神
社
に
祀
ら
れ
た
戦
没
者
と
宗
教
者
の
在
り
方
の
他
に
、
戦
没
者
の
遺
族
の
姿
が
あ
っ
た
。
葦
津
は
出
征
者
と

親
し
い
人
々
の
心
の
両
面
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
見
送
り
の
際
に
は
「
国
旗
を
掲
げ
て
万
歳
を
叫
び
」、「
御
国
の
為
に
、
勲
を

立
て
ゝ
呉
れ
る
様
に
と
祈
り
」、
し
か
し
同
時
に
「
兄
弟
同
胞
と
の
生
別
の
情
、
悲
痛
の
涙
、
絶
ち
難
い
も
の
が
あ
り
」
と
い
う
の
が
事
実

で
あ
る
。
ま
た
、「
出
征
し
た
同
胞
が
、
天
晴
れ
戦
死
し
た
」
と
な
れ
ば
、
そ
れ
を
「
名
誉
の
戦
死
」
と
し
て
讃
え
る
の
も
、「
止
め
度
な

き
、
涙
の
湧
出
ず
る
の
も
」、「
悲
痛
同
情
の
念
禁
じ
得
ざ
る
も
」「
皆
事
実
で
あ
り
ま
す
」
と
葦
津
は
言
う
。「
靖
国
の
英
雄
も
亦
、
個
人
的

に
は
種
々
の
苦
し
み
を
経
験
さ
れ
た
に
相
違
あ
り
ま
せ
ぬ
。（
中
略
）
我
々
国
民
は
、
そ
れ
等
の
こ
と
を
想
う
時
に
、
同
情
の
念
禁
じ
難
き

を
覚
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
現
に
、
靖
国
神
社
の
神
前
に
於
て
、
遺
族
の
人
々
が
、
流
涕
し
つ
ゝ
参
拝
し
て
居
る
の
を
見
受
け
る
の
で
あ
り

ま
す
）
25
（

」。
こ
う
い
っ
た
事
情
か
ら
、
ま
た
「
靖
国
神
社
の
祭
神
の
中
の
多
く
の
方
々
が
、
仏
教
徒
で
あ
っ
た
関
係
か
ら
」、「
せ
め
て
年
に
一
度
な
り

と
、
仏
教
僧
侶
が
、
靖
国
神
社
に
正
式
参
拝
し
て
、
一
遍
の
回
向
で
も
す
る
と
云
う
事
は
、
極
め
て
当
然
の
責
務
で
あ
る
と
信
じ
ま
す
）
26
（

」
と

の
主
張
が
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

葦
津
が
要
望
し
た
戦
死
者
の
仏
式
の
弔
い
に
関
し
て
、
神
道
界
か
ら
は
強
い
反
発
が
起
き
た
。
葦
津
へ
の
反
対
意
見
に
つ
い
て
こ
こ
で
は
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直
接
に
は
触
れ
な
い
）
27
（

が
、
結
果
と
し
て
昭
和
十
（
一
九
三
五
）
年
四
月
末
に
、
仏
教
僧
侶
た
ち
に
よ
る
靖
国
神
社
と
明
治
神
宮
へ
の
参
拝

が
、
神
道
式
に
則
っ
て
行
わ
れ
た
。
こ
の
論
争
に
ま
つ
わ
る
問
題
に
つ
い
て
、
歴
史
学
者
の
赤
澤
史
朗
は
、
追
悼
の
形
式
の
限
定
に
よ
っ
て

「
戦
死
者
の
死
の
意
味
づ
け
」
が
独
占
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

本
来
戦
死
者
の
死
の
意
味
は
、
そ
の
個
人
個
人
の
生
き
方
と
死
に
方
に
よ
っ
て
異
な
る
筈
で
あ
り
、
そ
れ
を
追
悼
す
る
遺
族
や

友
人
の
立
場
と
信
仰
の
違
い
に
よ
っ
て
も
多
様
な
解
釈
が
与
え
ら
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
…
…
、
戦
死
者
は
天
皇
と

国
家
の
た
め
に
喜
ん
で
死
ん
だ
筈
だ
と
い
う
タ
テ
マ
エ
が
、
あ
ら
ゆ
る
戦
死
の
唯
一
の
意
味
と
し
て
押
し
つ
け
ら
れ
、
必
ず
し

も
喜
ん
で
死
ん
だ
と
ば
か
り
は
言
え
な
い
と
か
、
遺
族
は
靖
国
の
英
霊
と
な
っ
た
こ
と
を
喜
ん
で
い
る
と
は
限
ら
な
い
と
か
い

う
解
釈
は
、
も
っ
て
の
外
の
「
不
忠
不
義
」
と
し
て
斬
り
捨
て
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
）
28
（

。

「
戦
死
者
の
死
の
意
味
」
は
、
本
当
な
ら
ば
個
々
の
生
き
方
に
お
い
て
あ
る
も
の
で
、
そ
れ
は
「
追
悼
す
る
」
側
に
お
い
て
も
「
多
様
な

解
釈
が
与
え
ら
れ
得
る
」。
し
か
し
、
戦
死
者
は
皆
「
天
皇
と
国
家
の
為
に
」
死
し
た
と
い
う
「
タ
テ
マ
エ
」
の
み
が
戦
死
者
の
意
味
と
し

て
置
か
れ
、
他
の
考
え
方
は
否
定
さ
れ
る
。「
英
霊
」
と
な
っ
た
戦
死
者
は
靖
国
神
社
を
居
場
所
と
さ
れ
、
違
う
行
先
は
無
い
。
こ
の
よ
う

に
し
て
「
多
様
な
追
悼
の
形
式
が
排
除
さ
れ
」、「
多
様
な
死
の
意
味
づ
け
」
が
失
わ
れ
る
。
赤
澤
が
言
う
よ
う
に
、
そ
こ
に
戦
死
者
の
持
つ

「
個
人
個
人
の
生
き
方
と
死
に
方
」
や
、
そ
れ
を
「
追
悼
す
る
遺
族
や
友
人
の
立
場
と
信
仰
の
違
い
」
が
存
在
す
る
余
地
は
無
い
だ
ろ
う
。

提
案
の
結
果
は
と
も
か
く
と
し
て
、
葦
津
の
主
張
か
ら
は
、
戦
死
者
に
対
す
る
理
解
と
態
度
が
神
道
家
の
中
に
お
い
て
も
一
枚
岩
で
は
な

か
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
戦
没
者
の
一
個
人
と
し
て
の
在
り
方
に
目
を
向
け
、
遺
族
や
友
人
の
感
情
も
含
め
て
受
け
入
れ
よ
う
と
し
た
言

説
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
押
さ
え
て
お
く
べ
き
事
柄
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
葦
津
の
論
述
は
昭
和
九
（
一
九
三
四
）
年
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
論
で
問
題
に
し
て
い
る
三
木
の
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小
論
は
昭
和
十
八
（
一
九
四
三
）
年
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
時
代
状
況
と
し
て
は
、
三
木
の
方
が
厳
し
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
は
考

慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

三
木
は
確
か
に
、「
日
本
の
兵
隊
の
死
生
観
は
靖
国
の
伝
統
に
あ
る
」
と
述
べ
た
。
彼
が
「
伝
統
」
を
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
考
え
る
と

と
も
に
、
伝
統
に
対
す
る
現
在
か
ら
の
働
き
か
け
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
時
に
は
死
も
辞
さ
ぬ
と
い
う
選
択
に
よ
っ
て
靖

国
の
伝
統
に
参
与
す
べ
き
、
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
三
木
は
続
け
て
、「
彼
等
の
多
数
は
い
わ
ゆ
る
哲
学
を
知
ら

な
い
し
、
い
わ
ゆ
る
宗
教
を
持
た
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
も
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
死
生
観
を
定
め
る
要
素
と
し
て
、
一
般
的
に
考
え
ら
れ
る
哲

学
や
宗
教
も
除
外
さ
れ
て
い
な
い
と
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
靖
国
神
社
へ
の
参
拝
者
に
つ
い
て
、
三
木
は
「
夫
人
や
子
供
が
先
ず

我
々
の
眼
に
浮
か
ぶ
）
29
（

」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
彼
の
中
で
も
一
般
的
な
意
味
で
の
遺
族
と
靖
国
神
社
が
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
が
窺
え

る
。だ

が
こ
の
問
題
は
、
三
木
自
身
に
引
き
つ
け
て
考
え
る
と
問
題
に
な
っ
て
く
る
。
と
い
う
の
は
、
末
の
弟
が
昭
和
十
五
（
一
九
四
〇
）
年

に
中
国
で
戦
死
し
て
い
る
）
30
（

か
ら
、
普
通
に
考
え
れ
ば
靖
国
に
祀
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
1　

三
木
の
『
伝
統
』

観
」
で
触
れ
た
よ
う
に
、
三
木
は
死
後
の
再
会
、
す
な
わ
ち
死
し
て
か
ら
の
行
き
先
に
想
い
を
馳
せ
て
い
て
、
そ
の
再
会
の
イ
メ
ー
ジ
は
彼

の
中
で
浄
土
真
宗
的
な
信
仰
と
結
び
つ
い
て
い
た
。

は
た
し
て
、
三
木
の
中
で
靖
国
信
仰
と
そ
れ
以
外
の
信
仰
は
矛
盾
し
て
い
な
か
っ
た
の
か
。
そ
の
内
心
を
推
し
量
る
こ
と
は
困
難
で
あ

り
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
答
え
も
推
測
の
域
を
出
な
い
で
あ
ろ
う
。
強
い
て
言
え
る
こ
と
は
、
家
族
が
出
征
し
て
帰
ら
ぬ
人
と
な
っ
た
彼
の
心

中
に
も
、
葦
津
が
述
べ
た
よ
う
な
両
面
性
――
戦
死
者
の
名
誉
を
思
う
心
と
、
家
族
と
し
て
の
悲
し
み
――
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ

と
だ
け
で
あ
る
。
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3　

学
生
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
の
「
教
養
」

「
靖
国
の
伝
統
」
の
話
題
に
続
け
て
、
三
木
は
学
生
に
問
わ
れ
た
と
い
う
「
教
養
の
問
題
」
へ
と
筆
を
進
め
る
。「
日
本
の
知
識
階
級
は
こ

れ
ま
で
し
ば
し
ば
、
日
本
的
で
な
い
と
い
っ
て
非
難
さ
れ
て
き
た
」
こ
と
に
触
れ
た
彼
は
、
し
か
し
知
識
人
も
ま
た
日
本
人
で
あ
る
と
い
っ

た
こ
と
を
述
べ
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

我
々
は
決
し
て
単
に
自
分
の
気
紛
れ
か
ら
西
洋
の
学
問
を
し
て
き
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
が
日
本
の
発
展
に
と
っ
て
必
要
で

あ
っ
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。
大
切
な
こ
と
は
、
自
信
を
持
つ
こ
と
だ
。
自
分
の
学
問
が
必
ず
国
家
の
役
に
立
つ
、
ま
た
役
立
た

せ
て
み
せ
る
と
い
う
確
信
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
今
日
わ
が
国
の
必
要
と
す
る
も
の
が
単
に
自
然
科
学
の
み
で
な
い
こ

と
は
明
か
で
あ
る
）
31
（

。

教
養
に
つ
い
て
は
別
段
過
去
に
書
い
た
も
の
の
こ
と
は
仄
め
か
さ
れ
て
お
ら
ず
、
言
葉
の
使
い
方
も
「
伝
統
」
と
言
っ
た
時
の
よ
う
な

あ
る
特
殊
な
側
面
を
持
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
三
木
が
、「
死
生
は
一
だ
と
か
、
死
に
切
る
こ
と
が
真
に
生
き
る
こ
と
だ
と
か

い
っ
た
言
葉
」
が
多
く
言
わ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
よ
う
。
彼
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
こ
と
の
一
つ
と
し
て
、
田
辺
元
の

あ
る
講
演
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
三
木
の
論
考
か
ら
お
よ
そ
半
年
遡
っ
た
昭
和
十
八
（
一
九
四
三
）
年
五
月
十
日
、
京

都
大
学
に
て
行
わ
れ
た
田
辺
元
の
「
死
生
」
と
い
う
講
演
で
あ
る
。

当
時
こ
の
講
演
に
対
す
る
関
心
は
高
く
、
当
日
の
様
子
は
『
京
都
帝
國
大
學
新
聞
』（
昭
和
十
八
年
六
月
五
日
）
に
お
い
て
「
講
義
一
時
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間
前
に
第
一
教
室
に
立
錐
の
余
地
な
き
ま
で
埋
ま
り
そ
の
た
め
学
外
聴
講
者
は
第
二
、
第
三
教
室
で
マ
イ
ク
を
通
じ
て
聴
講
す
る
有
様
」
と

報
じ
ら
れ
、
ま
た
「
学
外
聴
講
者
の
中
に
は
遠
く
福
井
県
か
ら
来
た
人
も
あ
り
」
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
）
32
（

。

こ
の
講
演
の
中
で
、
田
辺
も
ま
た
学
問
に
つ
い
て
触
れ
た
。「
諸
君
の
如
く
学
業
に
従
事
さ
れ
る
人
に
於
て
は
、
そ
の
学
業
を
直
接
に
役

立
て
る
こ
と
の
出
来
な
い
所
で
銃
を
と
っ
て
死
生
の
間
を
馳
駆
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
故
、
一
旦
い
か
に
覚
悟
が
出
来
て
い
て
も
、
な
お

死
生
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
思
い
迷
わ
れ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
）
33
（

」。
三
木
と
違
っ
て
田
辺
は
、「
学
業
を
直
接
に
役
立
て
る
こ
と
の
出
来
な
い

所
で
銃
を
と
っ
て
」
戦
う
こ
と
を
は
っ
き
り
と
言
葉
に
す
る
。
彼
は
講
演
の
中
で
死
生
を
考
え
る
際
の
「
三
つ
の
立
場
」
な
る
視
点
を
挙
げ

る
の
で
あ
る
が
、
第
一
に
死
を
自
然
的
な
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
る
「
自
然
の
立
場
」、
第
二
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
実
存
哲
学
の
よ
う
に
死
に

つ
い
て
考
え
抜
く
こ
と
で
そ
の
不
安
と
恐
怖
を
克
服
す
る
「
人
間
存
在
、
自
覚
存
在
、
人
間
学
の
立
場
」
と
続
き
、
第
三
に
田
辺
独
自
の
視

点
と
し
て
、「
死
を
観
念
化
す
る
の
で
は
な
く
、
実
際
に
我
々
が
死
ぬ
」
と
い
う
立
場
を
提
唱
す
る
。

田
辺
自
身
が
「
こ
れ
は
不
思
議
の
よ
う
で
あ
る
。
死
ん
で
は
我
々
は
物
を
考
え
る
こ
と
も
言
う
こ
と
も
出
来
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
と
お

り
、
こ
の
「
実
践
」
の
立
場
は
「
死
ぬ
こ
と
を
含
ま
ず
し
て
は
成
り
立
た
な
い
」
と
い
う
矛
盾
を
は
ら
ん
で
い
る
。
し
か
も
こ
の
「
実
践
」

な
る
も
の
は
、
田
辺
曰
く
、「
こ
こ
で
こ
ろ
り
と
死
ぬ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
」。「
実
践
的
立
場
」
の
性
質
は
「
決
死
」
と
い
う
言
葉
で

表
さ
れ
る
。
そ
れ
は
第
二
の
立
場
で
言
わ
れ
る
「
観
念
的
な
覚
悟
」
よ
り
も
さ
ら
に
具
体
的
に
死
を
見
据
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
、
田
辺
は
以
下
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

将
来
何
時
か
は
死
ぬ
と
い
う
観
念
的
な
覚
悟
の
場
合
に
は
、
決
死
と
は
い
わ
な
い
。
決
死
と
い
う
こ
と
は
、
も
っ
と
積
極
的

に
実
践
し
て
、
死
が
可
能
と
し
て
で
は
な
く
、
必
然
的
に
起
る
こ
と
を
見
抜
い
て
、
我
々
が
な
お
そ
れ
を
あ
え
て
為
す
時
に
い

う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
実
際
に
生
を
死
の
中
に
投
ず
る
こ
と
で
あ
り
、（
中
略
）
自
分
は
安
全
な
生
に
い
な
が
ら
死
の
可
能
性

を
考
え
る
こ
と
で
は
な
い
。
必
ず
死
ぬ
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
て
、
死
は
逃
れ
得
ぬ
こ
と
を
知
っ
て
い
て
、
な
お
為
す
べ
き
こ
と
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を
為
す
、
実
践
す
べ
き
こ
と
を
実
践
す
る
こ
と
、
我
々
の
生
を
向
う
の
死
の
中
に
投
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
覚
悟
と
い
う

言
葉
で
言
い
現
わ
せ
な
い
。
よ
く
似
て
い
る
が
本
質
的
に
違
っ
て
い
る
）
34
（

。

第
一
の
「
自
然
の
立
場
」
と
、
第
二
の
「
人
間
学
の
立
場
」
は
、
生
き
よ
う
と
い
う
欲
求
を
そ
の
ま
ま
認
め
る
が
、
田
辺
の
言
う
「
第
三

の
立
場
」、
す
な
わ
ち
「
実
践
的
立
場
」
は
生
き
よ
う
と
す
る
そ
の
欲
求
を
受
け
入
れ
な
い
。
そ
れ
は
「
安
全
な
生
に
い
な
が
ら
死
の
可
能

性
を
考
え
る
こ
と
」
を
否
定
し
、「
必
ず
死
ぬ
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
て
、
な
お
為
す
べ
き
こ
と
を
為
す
」、
す
な
わ
ち
「
我
々
の
生
を
」
自
ら

の
意
思
に
お
い
て
「
向
う
の
死
の
中
に
投
ず
る
」
こ
と
を
田
辺
は
要
求
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
田
辺
の
講
演
は
、
戦
後
に
は
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
岩
井
忠
熊
は
「
十
五
年
戦
争
期
の
死
生
観
）
35
（

」
の
中
で
、

農
民
兵
士
や
学
徒
兵
の
死
生
観
に
つ
い
て
論
じ
、「
学
徒
兵
が
死
生
観
に
つ
い
て
思
い
を
寄
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
頃
、
彼
ら
に
強
い
影

響
力
を
も
っ
た
哲
学
者
）
36
（

」
と
し
て
田
辺
元
の
名
を
挙
げ
、
田
辺
の
論
じ
た
第
三
の
立
場
は
「
結
局
、
特
攻
隊
志
望
を
合
理
化
す
る
こ
と
に
つ

な
が
る
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
し
て
い
る
。「
特
攻
隊
員
で
な
く
と
も
『
決
死
』
の
学
徒
兵
が
つ
づ
き
、
大
勢
の
戦
死
者
が
で
た
。
彼
ら
が
真

に
生
死
を
超
越
し
え
た
か
否
か
を
問
う
こ
と
は
酷
で
あ
ろ
う
。
た
だ
彼
ら
が
そ
の
最
後
の
時
に
の
ぞ
ん
で
生
死
を
超
越
す
る
こ
と
を
望
ん
だ

こ
と
は
た
し
か
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
）
37
（

」。

時
系
列
の
関
係
上
、
田
辺
の
講
演
を
把
握
し
た
上
で
三
木
の
言
説
を
目
に
し
た
者
も
い
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
も
し
も
田
辺
の

論
じ
た
死
に
対
す
る
三
つ
の
見
方
を
思
い
起
こ
し
た
と
き
、
三
木
の
書
い
た
「
死
と
教
養
と
に
つ
い
て
」
は
、
田
辺
の
「
死
生
」
に
ど
の
く

ら
い
近
し
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

三
木
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
師
事
し
て
い
た
経
験
を
持
つ
哲
学
者
で
あ
る
か
ら
、
田
辺
の
言
う
「
第
二
の
立
場
」
す
な
わ
ち
「
人
間
存
在
、
自

覚
存
在
、
人
間
学
の
立
場
」
が
も
っ
と
も
適
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
三
木
の
他
の
論
考
を
抜
き
に
し
て
、
全
く
純
粋
に
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「
死
と
教
養
と
に
つ
い
て
」
の
み
を
読
ん
だ
と
し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。「
日
本
の
兵
隊
の
死
生
観
は
靖
国
の
伝
統
に
あ
る
」、「
彼
等
に
と
っ
て

死
ぬ
る
と
い
う
こ
と
は
靖
国
の
伝
統
を
継
ぐ
こ
と
で
あ
る
」、「
人
間
は
伝
統
の
中
に
死
に
、
そ
し
て
伝
統
の
中
に
生
き
る
の
で
あ
る
。
最
も

宗
教
的
な
死
も
、
伝
統
に
お
い
て
死
ぬ
る
こ
と
で
あ
る
」
等
の
言
葉
が
、
田
辺
が
学
生
た
ち
に
論
じ
た
「
決
死
」
と
何
ら
違
わ
な
い
態
度
と

し
て
受
け
取
ら
れ
た
可
能
性
は
決
し
て
低
く
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
と
と
も
に
、
三
木
に
は
田
辺
と
明
ら
か
に
違
う
主
張
も
あ
る
。
す
で
に
見
た
と
お
り
、
田
辺
は
「
死
生
」
に
お
い
て
、「
諸
君
の
如

く
学
業
に
従
事
さ
れ
る
人
に
於
い
て
は
、
そ
の
学
業
を
直
接
に
役
立
て
る
こ
と
の
出
来
な
い
所
で
銃
を
と
っ
て
死
生
の
間
を
馳
駆
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
」
の
だ
と
述
べ
た
。
つ
ま
り
、
教
養
的
な
学
業
が
戦
地
に
お
い
て
役
目
を
果
た
さ
な
い
こ
と
が
明
確
に
言
わ
れ
て
い
る
。

一
方
、
三
木
は
学
生
が
そ
れ
ま
で
学
ん
で
き
た
教
養
や
学
問
の
意
義
を
主
張
す
る
。「
い
ま
君
た
ち
が
大
量
的
に
出
陣
す
る
と
い
う
事
実

の
一
つ
の
意
義
は
、
知
識
人
が
国
民
の
一
人
と
し
て
真
に
国
民
の
中
に
入
っ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
あ
る
」
と
三
木
は
言
う
が
、
そ
れ
は
具
体
的

に
は
二
つ
の
側
面
か
ら
主
張
さ
れ
る
。
一
方
は
、「
戦
闘
そ
の
も
の
に
お
い
て
、
ま
た
治
安
工
作
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
い
わ
ゆ
る
文
化
工

作
に
お
い
て
」
教
養
が
役
立
つ
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
も
う
一
方
は
、
教
養
が
「
現
実
の
実
践
の
中
に
引
き
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
し

い
性
格
を
得
て
く
る
に
違
い
な
い
」
と
い
う
こ
と
か
ら
で
あ
る
。
三
木
は
、「
き
び
し
い
体
験
の
中
か
ら
君
た
ち
の
学
問
は
新
し
い
問
題
、

新
し
い
見
方
、
新
し
い
性
格
を
摑
ん
で
く
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
こ
と
は
将
来
の
日
本
の
教
養
の
方
向
を
決
定
す
る
重
要
な
要
素

に
な
る
）
38
（

」
と
し
て
、
戦
争
を
通
し
て
新
た
な
学
問
の
展
望
が
開
か
れ
る
可
能
性
を
語
っ
て
い
る
。

こ
の
記
述
は
学
生
に
向
け
て
の
言
葉
で
あ
る
か
ら
、
学
問
を
無
意
味
と
い
う
こ
と
に
抵
抗
が
あ
っ
た
可
能
性
は
当
然
考
え
ら
れ
る
。
し
か

し
そ
の
可
能
性
の
他
に
、
学
ん
で
き
た
教
養
や
学
問
が
「
将
来
の
日
本
の
教
養
の
方
向
」
を
定
め
る
重
要
な
要
素
と
な
る
と
い
う
の
は
、
三

木
に
と
っ
て
信
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
出
征
兵
に
と
っ
て
死
を
想
起
さ
せ
る
靖
国
神
社
の
話
題
に
触
れ
た

後
、
将
来
の
社
会
を
形
作
る
で
あ
ろ
う
教
養
に
つ
い
て
語
る
必
要
が
あ
っ
た
。「
死
と
教
養
と
に
つ
い
て
」
の
全
体
像
を
見
た
と
き
、
そ
う

考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。



73 三木清と靖国神社

お
わ
り
に

三
木
清
の
一
つ
の
論
考
に
焦
点
を
当
て
、
論
考
の
内
面
に
光
を
当
て
る
こ
と
を
重
視
し
て
考
察
を
行
っ
た
。
三
木
の
言
説
の
中
で
も
ご
く

さ
さ
や
か
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
が
、
内
容
を
順
番
に
た
ど
っ
て
見
て
い
く
と
、
そ
れ
は
状
況
が
戦
時
中
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
ま

と
め
き
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
久
野
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
敗
北
の
過
程
」
と
い
う
よ
う
な
見
解
を
も
っ
て
捉
え
る
こ
と
は
、

当
時
の
状
況
と
の
関
係
を
的
確
に
言
い
表
し
て
い
る
が
、
し
か
し
同
時
に
、
個
人
の
内
面
的
な
側
面
に
関
わ
る
事
柄
に
つ
い
て
は
な
お
検
討

の
余
地
を
残
し
て
い
る
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
論
考
で
主
題
と
し
た
「
死
と
教
養
と
に
つ
い
て
」
は
、
言
論
の
制
約
の
強
い
状
況
下
で
も
自
身
の
思
想
を
反
映
さ
せ
つ
つ
言
説
を
組
み

立
て
よ
う
と
す
る
試
み
が
な
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
時
代
の
行
き
先
に
つ
い
て
見
通
し
の
立
た
な
い
状
況

下
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
他
者
へ
の
言
葉
を
記
す
か
と
い
う
課
題
に
対
す
る
、
ひ
と
つ
の
態
度
で
あ
っ
た
と
も
解
釈
し
う
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
注

（
1
） 

三
木
清
「
死
と
教
養
と
に
つ
い
て
」（
一
九
四
三
年
）、『
三
木
清
全
集
』
第
十
四
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
、
五
七
五
―
五
八
一
頁
。
な
お

本
稿
で
の
引
用
は
、
旧
字
や
旧
仮
名
遣
い
に
関
し
て
は
適
宜
改
め
て
い
る
。
ま
た
、
引
用
中
の
﹇　

﹈
内
は
筆
者
の
付
加
し
た
注
で
あ
る
。
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（
2
） 「
死
と
教
養
と
に
つ
い
て
」
の
出
典
に
つ
い
て
、
筆
者
が
参
照
し
て
い
る
一
九
六
六
―
一
九
六
八
年
版
の
『
三
木
清
全
集
』
で
は
、「
昭
和
十
八

（
一
九
四
三
）
年
十
一
月
十
二
日
『
三
田
新
聞
？
』」
と
疑
問
符
が
付
い
て
い
る
（
久
野
収
「
後
記
」（
一
九
六
七
年
）、
第
十
四
巻
、
五
九
三
頁
）。

な
お
、
実
際
の
記
事
の
掲
載
先
が
『
三
田
新
聞
』
で
あ
る
こ
と
、
発
行
日
が
昭
和
十
八
年
十
一
月
二
十
五
日
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

（
3
） 

昭
和
十
八
年
十
二
月
一
日
の
朝
日
新
聞
夕
刊
で
は
「
学
徒
兵
第
一
陣
が
入
営
」
と
し
て
、
そ
の
状
況
を
次
の
よ
う
に
伝
え
る
。「
学
園
か
ら
決
戦

の
庭
へ
、
今
ぞ
征
で
た
つ
皇
国
学
兵
の
高
ら
か
な
矜
恃
を
胸
い
っ
ぱ
い
に
、
全
国
の
学
徒
は
一
日
朝
、
一
斉
に
入
営
、
感
激
の
〝
軍
門
〞
を
く

ぐ
っ
た
」。「
諸
子
は
既
に
本
日
以
後
は
学
徒
に
あ
ら
ず
し
て
陛
下
の
股
肱
た
る
軍
人
な
り
。
従
っ
て
諸
子
は
過
去
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
学
徒
な

る
観
念
を
払
拭
し
て
…
…
。
冬
枯
れ
の
営
庭
に
凛
然
た
る
陸
相
の
訓
示
が
響
き
、
身
動
き
一
つ
な
い
学
兵
の
整
列
の
中
に
は
、
敵
撃
滅
へ
の
沈

黙
の
雄
叫
び
が
沸
り
た
っ
て
い
た
」（『
昭
和
ニ
ュ
ー
ス
事
典
』
第
八
巻
、
昭
和
ニ
ュ
ー
ス
事
典
編
纂
委
員
会
・
毎
日
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ

編
集
制
作
、
毎
日
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
、
一
九
九
四
年
、
六
四
頁
参
照
）。

（
4
） 「
死
と
教
養
と
に
つ
い
て
」、『
三
木
清
全
集
』
第
十
四
巻
、
五
七
七
頁
。

（
5
） 

以
上
の
記
述
は
、
靖
国
神
社
H
P
を
参
照
し
て
い
る
。<https://w

w
w

.yasukuni.or.jp/history/detail.htm
l>

（
二
〇
二
〇
年
七
月
十
二
日
ア

ク
セ
ス
）

（
6
） 

久
野
「
後
記
」、『
三
木
清
全
集
』
第
十
四
巻
、
五
八
五
頁
。

（
7
） 

同
、
五
八
八
―
五
八
九
頁
。

（
8
） 

久
野
は
後
に
戦
争
に
つ
い
て
言
及
し
た
際
に
も
、
類
似
し
た
婉
曲
的
な
表
現
方
法
で
も
っ
て
当
時
の
状
況
を
言
い
表
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
日

本
は
エ
タ
テ
ィ
ス
ム É
tatism

e

（
国
家
絶
対
主
義
）
の
原
理
で
戦
っ
た
」
と
言
い
、「
国
家
機
関
を
占
め
て
い
る
指
導
者
た
ち
の
命
令
に
従
っ
て
、

国
民
が
よ
く
力
を
あ
わ
せ
て
、
戦
争
目
的
の
遂
行
に
協
力
し
た
」
と
述
べ
る
。
そ
れ
は
国
民
の
側
が
「
計
画
や
命
令
の
客
体
に
な
っ
て
し
ま
う
」

こ
と
で
あ
る
が
、「
指
導
者
の
命
令
体
系
は
、
国
民
に
と
っ
て
ど
う
し
よ
う
も
な
い
状
況
を
形
成
し
、」
か
つ
「
国
民
は
こ
の
状
況
に
没
批
判
的

に
埋
没
し
な
が
ら
、
服
従
的
主
体
性
を
発
揮
し
て
協
力
す
る
と
い
う
、
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
」。
ま
た
、
久
野
は
昭
和
十
七

（
一
九
四
三
）
年
か
ら
起
こ
っ
た
「
有
名
な
言
論
出
版
人
弾
圧
」
で
あ
る
横
浜
事
件
の
犠
牲
者
に
つ
い
て
触
れ
、
当
時
試
み
よ
う
と
し
た
洋
書
の

翻
訳
が
叶
っ
て
い
た
ら
「
私
た
ち
も
た
ぶ
ん
、
再
検
挙
と
投
獄
は
ま
ぬ
か
れ
な
か
っ
た
」、「
わ
れ
わ
れ
は
み
ん
な
、〝
幸
か
不
幸
か
〞
と
い
う
コ

ト
バ
が
深
い
実
感
を
と
も
な
っ
て
か
み
し
め
ら
れ
る
よ
う
な
状
況
の
中
に
立
た
さ
れ
て
い
た
の
で
す
」
と
ふ
り
か
え
る
。（
久
野
収
「
十
五
年
戦

争
の
意
味
を
め
ぐ
っ
て
――
戦
争
体
験
の
批
判
と
継
承
」、『
展
望
』
一
四
二
号
、
一
九
七
〇
年
、
筑
摩
書
房
、
二
六
―
二
七
、
二
九
頁
参
照
）。



75 三木清と靖国神社

（
9
） 

例
え
ば
津
田
雅
夫
は
、「
た
し
か
に
三
木
は
、『
意
味
づ
け
の
敗
北
過
程
』
に
追
い
込
ま
れ
た
。
そ
し
て
最
後
、
出
陣
す
る
学
徒
兵
に
た
い
し

て
、『
最
も
宗
教
的
な
死
も
、
伝
統
に
お
い
て
死
ぬ
こ
と
で
あ
る
』
と
説
き
、『
靖
国
の
伝
統
』
へ
の
帰
順
を
促
す
こ
と
に
な
っ
た
」
と
評
価
す

る
（
津
田
雅
夫
「
文
化
と
解
釈（
3
）
――
昭
和
思
想
史
試
論
」、『
岐
阜
大
学
教
養
部
研
究
報
告
』
32
号
、
一
九
九
五
年
、
八
頁
）。
ま
た
、
子

安
宣
邦
は
、
三
木
が
学
徒
に
向
か
っ
て
「
靖
国
の
伝
統
の
中
に
死
ぬ
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
を
、「
日
本
主
義
的
フ
ァ
シ
ス
ト
の
言
葉
と
区
別
の

つ
か
な
い
」「
言
説
の
悲
劇
」
で
あ
る
と
評
価
す
る
（
子
安
宣
邦
『
三
木
清
遺
稿
「
親
鸞
」
――
死
と
伝
統
に
つ
い
て
』
白
澤
社
、
二
〇
一
七
年
、

一
四
八
頁
参
照
。

（
10
） 「
死
と
教
養
と
に
つ
い
て
」、『
三
木
清
全
集
』
第
十
四
巻
、
五
七
五
頁
。

（
11
） 

同
、
五
七
五
―
五
七
六
頁
。

（
12
） 

同
、
五
七
七
頁
。

（
13
） 

三
木
の
遺
稿
と
な
っ
た
親
鸞
研
究
に
お
い
て
も
、『
歎
異
鈔
』
か
ら
同
様
の
引
用
が
さ
れ
て
お
り
、
人
間
と
伝
統
と
の
関
連
は
重
要
な
問
題
と
し

て
扱
わ
れ
て
い
る
。（「
親
鸞
」
第
一
章
「
歷
史
の
自
覚
」、『
三
木
清
全
集
』
第
十
八
巻
、
一
九
六
八
年
、
四
六
五
頁
）。
な
お
、
三
木
の
「
親
鸞
」

に
関
す
る
考
察
に
つ
い
て
は
別
稿
を
予
定
し
て
い
る
。

（
14
） 「
死
と
伝
統
」
は
、『
文
学
界
』
に
掲
載
さ
れ
た
時
点
の
題
で
あ
り
、
そ
の
後
一
九
四
一
年
に
「
死
に
つ
い
て
」
と
表
題
を
改
め
、『
人
生
論
ノ
ー

ト
』
へ
収
録
さ
れ
た
（
桝
田
啓
三
郎
「
後
記
」、『
三
木
清
全
集
』
第
一
巻
、
一
九
六
六
年
、
四
九
七
頁
参
照
）。

（
15
） 

例
え
ば
、
昭
和
十
一
（
一
九
三
六
）
年
の
日
記
に
は
寺
田
寅
彦
、
生
田
長
江
、
坪
井
九
馬
三
の
死
が
記
さ
れ
て
い
る
（「
日
記
」、『
三
木
清
全
集
』

十
九
巻
、
一
九
六
八
年
、
一
三
七
、一
四
〇
、一
四
三
頁
）。
こ
の
年
の
日
記
は
五
月
で
途
切
れ
て
い
る
た
め
、
八
月
に
あ
っ
た
妻
喜
美
子
の
死

は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
昭
和
十
三
（
一
九
三
八
）
年
の
三
月
に
縁
者
で
あ
る
山
路
氏
を
亡
く
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
（
同
、
一
九
八
―

一
九
九
頁
）、
そ
の
何
日
か
後
に
知
人
の
本
多
謙
三
の
病
死
が
書
か
れ
、「
こ
う
知
人
が
次
か
ら
次
へ
と
斃
れ
て
ゆ
く
の
を
見
て
は
、
何
だ
か
心

細
く
な
る
」（
同
、
二
〇
〇
頁
）
と
三
木
の
心
境
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
16
） 「
死
に
つ
い
て
」、『
三
木
清
全
集
』
第
一
巻
、
一
九
六
頁
。

（
17
） 

同
、
一
九
八
―
一
九
九
頁
。

（
18
） 

三
木
が
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
賭
の
形
式
は
、
パ
ス
カ
ル
が
『
パ
ン
セ
』（
二
三
三
節
）
で
述
べ
た
賭
に
重
ね
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
パ
ス
カ

ル
が
神
の
存
在
に
つ
い
て
提
出
し
た
「
賭
」
で
は
、
神
の
存
在
の
有
無
は
我
々
の
理
性
に
よ
っ
て
は
判
断
で
き
ず
、
そ
の
可
能
性
は
半
々
で
あ
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る
こ
と
を
前
提
条
件
と
す
る
。
神
が
存
在
す
る
方
に
賭
け
た
な
ら
ば
無
限
の
幸
福
を
得
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
な
い
方
に
賭
け
た
な
ら
ば
勝
っ

て
も
得
る
も
の
は
有
限
の
幸
福
で
あ
る
。
な
ら
ば
存
在
す
る
方
に
賭
け
る
の
が
理
に
か
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
パ
ス
カ
ル
は
、
神
が
存
在
す

る
方
に
賭
け
る
べ
き
だ
と
勧
め
る
。

（
19
） 「
死
に
つ
い
て
」、『
三
木
清
全
集
』
第
一
巻
、
一
九
九
―
二
〇
〇
頁
参
照
。

（
20
） 

昭
和
十
二
（
一
九
三
七
）
年
に
出
さ
れ
た
妻
喜
美
子
の
追
悼
集
で
、
死
後
に
再
び
会
う
こ
と
に
つ
い
て
、
よ
り
具
体
的
に
浄
土
真
宗
的
な
観
点

か
ら
書
か
れ
た
記
述
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。「
す
で
に
二
、
三
日
前
か
ら
彼
女
は
死
を
予
感
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
、
病
室
へ
入
っ
た
時
、
静

に
瞑
目
し
て
両
手
を
合
わ
せ
心
の
中
で
念
仏
を
唱
え
て
い
る
ら
し
い
母
を
見
掛
け
て
驚
い
た
こ
と
が
あ
る
。（
中
略
）
彼
女
の
死
以
来
私
は
因
縁

と
い
う
も
の
に
就
い
て
深
く
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
女
は
病
床
に
お
い
て
「
お
祖
母
さ
ん
が
迎
え
に
く
る
」
と
時
々
云
っ
た
そ
う
で
あ
る

が
、
そ
の
お
祖
母
さ
ん
の
命
日
に
彼
女
は
こ
の
世
を
去
っ
た
の
で
あ
る
。
仏
教
の
言
葉
に
倶
会
一
処
と
い
う
、
私
達
は
や
が
て
は
一
つ
の
処
で

倶
に
会
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
」（「
幼
き
者
の
為
に
」（
一
九
三
七
年
）、『
三
木
清
全
集
』
第
十
九
巻
、
一
二
四
―
一
二
五
頁
）。

（
21
） 「
死
に
つ
い
て
」、『
三
木
清
全
集
』
第
一
巻
、
二
〇
一
―
二
〇
二
頁
。

（
22
） 「
伝
統
論
」、『
三
木
清
全
集
』
第
十
四
巻
、
三
一
一
―
三
一
二
頁
。

（
23
） 

大
田
裕
信
は
、
一
九
三
〇
年
代
か
ら
四
〇
年
ご
ろ
に
か
け
て
、「
行
為
」
と
い
う
こ
と
が
日
本
の
哲
学
思
想
の
根
本
概
念
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
（
大
田
裕
信
「
三
木
清
の
行
為
・
自
然
の
哲
学
――
西
田
幾
多
郎
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
ア
ー
レ
ン
ト
」『
愛
媛
大
学
法
文
学
部
論
集
人
文

学
編
』
第
45
号
、
愛
媛
大
学
法
文
学
部
、
二
〇
一
八
年
、
一
―
二
頁
参
照
）。

（
24
） 

葦
津
耕
次
郎
「
私
の
信
仰
と
希
望
」（
初
出
『
皇
国
時
報
』、
一
九
三
四
年
）、
葦
牙
会
編
『
あ
し
牙
』、
葦
牙
会
、
一
九
四
〇
年
、
三
一
三
―

三
一
四
頁
。

（
25
） 

以
上
、
同
、
三
一
四
―
三
一
六
頁
。

（
26
） 

同
、
三
一
六
頁
。

（
27
） 

葦
津
の
提
案
と
そ
れ
に
対
す
る
反
論
に
つ
い
て
は
、
波
田
永
実
「『
招
魂
祭
祀
』
考（
Ⅱ
）
――
靖
国
信
仰
の
基
層
」（『
流
経
法
學
』
第
14
巻
2

号
、
法
学
部
学
術
研
究
委
員
会
編
、
流
通
経
済
大
学
法
学
部
、
二
〇
一
五
年
、
一
九
―
五
八
頁
）
に
依
拠
し
て
い
る
。
波
田
に
よ
る
と
、
葦
津

の
提
案
に
対
し
「
中
で
も
当
の
靖
国
神
社
宮
司
で
あ
っ
た
賀
茂
百
樹
は
激
し
い
反
論
を
加
え
た
。
す
な
わ
ち
、
靖
国
神
社
に
祭
ら
れ
て
い
る
兵

士
は
『
陛
下
の
万
歳
を
叫
ん
で
莞
爾
と
し
て
』
死
ん
だ
の
で
あ
っ
て
」、「
し
か
も
死
後
『
勅
裁
』
に
よ
っ
て
靖
国
神
社
に
祀
ら
れ
て
い
る
の
だ
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か
ら
、
兵
士
の
霊
も
遺
族
も
『
臣
子
た
る
も
の
の
最
高
至
上
の
名
誉
と
し
て
感
涙
す
べ
き
も
の
』
で
あ
る
は
ず
で
、
仏
式
の
供
養
を
加
え
な
け

れ
ば
そ
の
霊
が
安
ん
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
霊
や
遺
族
が
い
た
と
す
れ
ば
そ
れ
ら
は
『
陛
下
に
対
し
奉
っ
て
不
忠
不
義
の
至
り
で
あ
る
』

と
い
う
の
で
あ
る
」（
同
、
三
八
頁
参
照
）。

（
28
） 

赤
澤
史
朗
『
近
代
日
本
の
思
想
動
員
と
宗
教
統
制
』
校
倉
書
房
、
一
九
八
五
年
、
二
〇
四
頁
。

（
29
） 

注（
9
）を
参
照
。

（
30
） 

宮
島
光
志
「
三
木
清
と
戦
時
下
の
出
版
文
化
――
全
集
未
収
の
婦
人
論
と
哲
学
辞
典
の
改
訂
を
め
ぐ
っ
て
」、『
福
井
大
学
医
学
部
研
究
雑
誌
』
第

12
巻
1
・
2
合
併
号
、
二
〇
一
一
―
一
二
年
、
五
六
頁
参
照
。

（
31
） 「
死
と
教
養
と
に
つ
い
て
」、『
三
木
清
全
集
』
第
十
四
巻
、
五
七
八
頁
。

（
32
） 

大
島
康
正
「
解
説
」、『
田
辺
元
全
集
』
第
八
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
四
年
、
四
七
二
―
四
七
三
頁
参
照
。「
既
報
の
ご
と
く
学
生
課
主
催
月
曜

講
義
は
さ
る
五
月
十
九
日
の
田
辺
元
教
授
の
『
死
生
』
を
皮
切
に
、
五
月
二
十
四
日
、
二
十
五
両
日
は
鈴
木
成
高
助
教
授
の
『
大
東
亜
戦
争
の

歴
史
的
考
察
』、
五
月
三
十
一
日
、
六
月
一
日
両
日
は
高
坂
正
顕
教
授
の
『
日
本
的
真
理
の
現
段
階
』
と
す
す
ん
だ
が
、
い
ず
れ
の
講
義
も
聴
講

者
は
法
経
第
一
教
室
に
溢
れ
る
盛
会
で
あ
っ
た
。
こ
と
に
田
辺
教
授
の
第
一
講
は
講
義
一
時
間
前
に
第
一
教
室
に
立
錐
の
余
地
な
き
ま
で
埋
ま

り
そ
の
た
め
学
外
聴
講
者
は
第
二
、
第
三
教
室
で
マ
イ
ク
を
通
じ
て
聴
講
す
る
有
様
で
あ
っ
た
。
こ
の
学
外
聴
講
者
の
中
に
は
遠
く
福
井
県
か

ら
来
た
人
も
あ
り
、
如
何
に
今
度
の
月
曜
講
義
が
全
国
的
に
注
目
せ
ら
れ
て
い
る
か
が
窺
い
う
る
だ
ろ
う
」。

（
33
） 

田
辺
元
「
死
生
」、『
田
辺
元
全
集
』
第
八
巻
、
二
四
六
頁
。

（
34
） 

同
、
二
五
六
―
二
五
七
頁
。

（
35
） 

岩
井
忠
熊
「
十
五
年
戦
争
期
の
死
生
観
」、
馬
原
鉄
男
・
掛
谷
宰
平
編
『
近
代
天
皇
制
国
家
の
社
会
統
合
』
文
理
閣
、
一
九
九
一
年
、
二
〇
三
―

二
二
七
頁
。

（
36
） 

同
、
二
二
〇
頁
。

（
37
） 

同
、
二
二
二
―
二
二
三
頁
。

（
38
） 

以
上
、「
死
と
教
養
と
に
つ
い
て
」、『
三
木
清
全
集
』
第
十
四
巻
、
五
七
九
―
五
八
〇
頁
参
照
。


