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後
世
へ
の
最
大
遺
物

キナ

松

王区
日

一
、
は
じ
め
に

今
日
は
「
後
世
へ
の
最
大
遺
物
」
と
い
う
題
目
で
、
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
の
タ
イ
ト
ル
は
、
多
く
の
方
が

ご
承
知
の
よ
う
に
、
内
村
鑑
三
が
今
か
ら
一
一

O
年
前
、
明
治
二
十
七
年
七
月
に
行
っ
た
、
同
名
の
講
演
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。
現
在

は
岩
波
文
庫
に
収
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
こ
の
講
演
は
、
以
来
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
み
な
ら
ず
、
幅
広
い
層
に
読
み
継
が
れ
て
き
ま
し

た
。
今
日
は
、
そ
の
内
容
を
繰
り
返
す
こ
と
が
目
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
私
の
関
心
の
あ
り
ょ
う
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
初
め

後世への最大遺物

に
簡
単
に
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
後
世
へ
の
最
大
遺
物
」
の
精
神
を
一
言
で
ま
と
め
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
内
村
が
引
い
て
い
る
、
天
文
学
者
ハ

l
シ
ェ
ル
の
次

の
言
葉
に
集
約
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。
「
わ
が
愛
す
る
友
よ
我
々
が
死
ぬ
と
き
に
は
我
々
が
生
れ
た
時
よ
り
か
、
世
の
中
を
少
し
な
り

と
も
良
く
し
て
往
か
う
じ
ゃ
な
い
か
」
こ
れ
が
ハ

i
シ
ェ
ル
の
言
葉
で
す
。
自
分
は
こ
の
世
に
生
ま
れ
た
以
上
、
少
な
く
と
も
こ
の
自

分
が
生
き
た
そ
の
分
だ
け
は
、

さ
さ
や
か
な
が
ら
、
こ
の
世
を
良
く
し
て
行
き
た
い
。
そ
の
た
め
に
こ
そ
、
我
々
は
生
を
授
か
っ
た
の
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で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
人
生
で
あ
る
。
然
ら
ば
私
は
何
を
こ
の
世
に
遺
し
て
い
く
べ
き
か
。
何
を
来
る
べ
き
後
世
へ
の
贈
り
物
と
し
て

188 

い
く
か
。
こ
の
こ
と
が
講
演
を
貫
く
内
村
の
問
い
か
け
に
な
っ
て
い
ま
す
。

内
村
は
後
世
を
益
す
る
贈
り
物
と
し
て
、
三
つ
の
事
例
を
あ
げ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
お
金
を
遺
す
こ
と
、
あ
る
い
は
お
金
を
用
い

て
事
業
を
行
う
こ
と
、
そ
し
て
自
分
の
思
想
を
文
章
に
し
て
遺
す
こ
と
、
こ
の
三
つ
で
す
。
し
か
し
お
金
を
遺
す
こ
と
は
、
場
合
に

よ
っ
て
は
害
を
も
た
ら
し
ま
す
し
、
事
業
、
著
述
に
至
っ
て
は
特
別
の
才
能
を
有
す
る
点
で
、
誰
に
も
開
か
れ
た
道
で
は
あ
り
ま
せ
ん

か
ら
、

い
ず
れ
も
「
最
大
遺
物
」
と
は
い
え
ま
せ
ん
。

「
最
大
遺
物
」
と
い
う
か
ら
に
は
、
誰
に
も
で
き
て
、
し
か
も
害
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
考
え
た
時
に
成
り
立
つ

も
の
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
問
い
直
し
た
内
村
は
、
「
後
世
へ
の
最
大
遺
物
」
を
、
「
勇
ま
し
い
高
尚
な
る
生
涯
」
だ
と
定
義
し
ま
す
。

「
勇
ま
し
い
高
尚
な
る
生
涯
」
。
そ
れ
は
各
々
が
、
直
面
し
た
苦
し
み
ゃ
逆
境
か
ら
逃
げ
る
こ
と
な
く
立
ち
向
か
い
、
そ
れ
に
打
ち
克

つ
人
生
、

そ
の
こ
と
で
す
。
種
々
の
困
難
を
乗
り
越
え
て
ま
っ
と
う
さ
れ
た
人
生
そ
れ
自
体
を
、
後
の
世
へ
の
贈
り
物
と
す
る
、
こ
れ

こ
そ
、
誰
に
で
も
で
き
る
「
後
世
へ
の
最
大
遺
物
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
内
村
は
こ
う
結
論
ゃ
つ
け
て
い
ま
す
。

私
が
こ
の
講
演
を
優
れ
た
も
の
と
思
い
ま
す
の
は
、
先
ほ
ど
の
ハ

l
シ
ェ
ル
の
言
葉
の
よ
う
な
、
多
く
の
人
に
訴
え
か
け
る
、
わ
か

り
や
す
い
理
想
を
指
し
示
し
、
そ
れ
を
現
実
化
す
る
方
法
に
つ
い
て
、
誰
も
が
そ
れ
に
あ
ず
か
り
う
る
よ
う
、
具
体
的
な
道
筋
を
説
い

て
い
る
か
ら
で
す
。
し
か
も
そ
こ
で
求
め
ら
れ
る
、
た
ゆ
み
な
き
努
力
に
つ
い
て
、
後
の
世
ま
で
射
程
に
入
れ
た
長
い
タ
イ
ム
ス
パ
ン

の
も
と
、
確
か
な
意
義
付
け
を
行
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

実
に
今
ほ
ど
、
聞
か
れ
た
理
想
に
裏
打
ち
さ
れ
た
、

一
人
一
人
の
地
道
で
粘
り
強
い
努
力
が
求
め
ら
れ
る
時
代
は
な
い
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
今
日
、
自
分
の
話
を
内
村
の
一
一

O
年
前
の
講
演
に
ち
な
ん
で
名
づ
け
た
こ
と
の
背
景
に
は
、
先
の
見
え
な
い
こ
の
時

代
を
ど
う
生
き
て
い
け
ば
よ
い
か
と
い
う
問
題
に
関
し
て
の
、
私
な
り
の
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。



二
、
力
の
基

l
l
「
勇
ま
し
い
高
尚
な
る
生
涯
」
を
め
ぐ
っ
て
|
|

し
か
し
な
が
ら
、
直
面
し
た
苦
難
や
逆
境
か
ら
逃
げ
ず
、
そ
れ
を
克
服
す
る
人
生
そ
の
も
の
を
、
後
世
へ
の
贈
り
物
に
す
る
、
し
か

も
そ
れ
は
、
誰
に
も
実
践
可
能
な
「
後
世
へ
の
最
大
遺
物
」
だ
と
い
い
ま
し
で
も
、
実
際
に
そ
の
精
神
を
自
分
の
生
活
に
適
用
し
て
み

れ
ば
す
ぐ
わ
か
り
ま
す
よ
う
に
、
そ
れ
は
大
変
に
難
し
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

と
い
い
ま
す
の
も
、
私
た
ち
に
課
せ
ら
れ
る
苦
難
や
逆
境
と
い
う
も
の
は
、
肉
体
改
造
の
た
め
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
と
か
悟
り
を
求
め

み
ず
か
ら
求
め
て
得
た
苦
痛
と
は
本
質
的
に
異
な
っ
て
、
こ
ち
ら
の
都
合
に
関
係
な
く
突
然

に
、
し
か
も
日
常
生
活
の
ど
真
ん
中
に
突
き
刺
さ
っ
て
く
る
具
体
性
、
迫
真
性
に
こ
そ
、
そ
の
特
徴
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

自
分
の
存
在
を
お
び
や
か
す
よ
う
な
苦
難
や
逆
境
に
陥
っ
た
際
、
我
々
が
陥
り
や
す
い
の
は
、
ア
ク
シ
デ
ン
ト
に
巻
き
込
ま
れ
た
こ

て
の
苦
行
と
い
っ
た
ケ

l
ス
の
よ
う
に
、

と
を
呪
誼
す
る
あ
ま
り
、
「
俺
は
悪
く
な
い
」
と
人
に
責
任
を
押
し
付
け
た
り
、
「
な
ぜ
私
が
」
と
憤
っ
た
り
、
「
自
分
は
関
係
な
い
」
と

渦
中
に
あ
る
人
を
見
棄
て
た
り
す
る
こ
と
で
す
が
、

し
か
し
、

そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
苦
難
か
ら
の
逃
避
で
あ
り
、
苦
難
へ
の
敗
北
だ
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
「
勇
ま
し
い
高
尚
な
る
生
涯
」
と
は
、
自
分
が
対
峠
す
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
た
困
難
の
さ
な
か
に
あ
っ
て
、

む
し
ろ
進
ん
で
重
荷
を
負
い
、
傷
つ
い
た
人
と
共
に
歩
ん
で
犠
牲
を
負
い
遂
げ
る
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
苦
し
み
か
ら
逃
げ
ず
に
打
ち
勝
つ

後世への最大遺物

こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
し
た
生
の
積
み
重
ね
こ
そ
、
問
題
の
山
積
す
る
現
代
に
お
い
て
、
最
も
求
め
ら
れ
る
あ
り

方
だ
と
私
は
考
え
ま
す
。

し
か
し
そ
れ
は
ど
う
や
っ
た
ら
可
能
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
が
問
題
で
す
。
限
界
状
況
に
追
い
込
ま
れ
れ
ば
、

そ
れ
こ
そ
ハ

i
シ
ェ
ル

の
言
葉
に
受
け
た
感
銘
な
ど
吹
き
飛
ん
で
し
ま
う
の
が
普
通
で
す
。
そ
れ
と
も
「
後
世
へ
の
最
大
遺
物
」
を
生
さ
る
こ
と
は
、
不
携
不
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屈
の
精
神
の
持
ち
主
に
限
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
も
そ
も
内
村
の
言
葉
と
は
、

そ
ん
な
に
も
読
者
を
限
定
す
る
も
の
な
の
で
し
ょ

190 

う
か
。も

ち
ろ
ん
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
点
、
「
後
世
へ
の
最
大
遺
物
」
で
は
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
は
い
ま
せ
ん
が
、
内
村

は
、
人
間
、
気
合
や
根
性
で
「
勇
ま
し
い
高
尚
な
る
生
涯
」
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
な
ど
と
は
毛
頭
考
え
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
と

え
ば
内
村
鑑
三
の
教
え
を
受
け
た
一
人
で
、
信
仰
に
根
ざ
し
た
法
哲
学
や
国
家
論
を
講
じ
、
そ
の
存
在
と
言
葉
に
よ
っ
て
、
時
代
の
学

生
聞
に
強
い
求
心
力
を
放
っ
た
三
谷
隆
正
が
、
今
か
ら
七
十
四
年
前
の
昭
和
五
年
五
月
二
十
九
日
、
す
な
わ
ち
内
村
鑑
三
が
亡
く
な
っ

て
間
も
な
く
聞
か
れ
た
「
内
村
鑑
三
先
生
記
念
講
演
会
」
に
お
い
て
、
「
内
村
鑑
三
先
生
と
の
初
対
面
」
と
題
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
の
が
示
唆
に
富
ん
で
い
ま
す
。

三
谷
が
内
村
に
初
め
て
会
っ
た
の
は
、
明
治
の
終
わ
り
、
彼
が
ま
だ
高
等
学
校
の
学
生
で
あ
っ
た
頃
で
、
先
輩
に
連
れ
ら
れ
て
内
村

を
訪
問
し
た
わ
け
で
す
が
、
こ
の
と
き
内
村
は
集
ま
っ
た
学
生
た
ち
を
前
に
、
こ
う
尋
ね
た
そ
う
で
す
。
「
い
っ
た
い
何
が
人
生
に
於
い

て
一
番
大
切
な
も
の
と
思
ふ
か
」
。
こ
の
問
い
か
け
に
対
し
、
最
前
列
に
い
た
、
三
谷
の
先
輩
の
あ
る
人
物
が
次
の
よ
う
に
応
じ
ま
し
た
。

「
道
と
い
ふ
や
う
な
も
の
が
一
番
大
切
な
も
の
と
思
ひ
ま
す
」
。
道
、
す
な
わ
ち
人
生
の
理
想
で
す
。
そ
れ
を
聞
い
た
内
村
は
、
果
た
し

て
何
と
答
え
た
か
。
「
ウ
ム
、
道
も
大
切
で
あ
る
。
然
し
道
よ
り
以
上
に
、
そ
の
道
を
歩
く
力
が
大
切
で
あ
ら
う
!
」
内
村
は
こ
う
述
べ

た
と
い
う
の
で
す
。

三
谷
は
こ
の
言
葉
を
、
「
先
生
の
信
仰
の
中
心
に
触
れ
る
も
の
」
と
し
て
、
思
師
の
激
動
の
生
涯
、
ま
さ
に
内
村
の
「
勇
ま
し
い
高
尚

な
る
生
涯
」
を
回
顧
す
る
な
か
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

「
先
生
の
あ
の
戦
闘
力
は
決
し
て
意
志
や
ふ
ん
ば
り
か
ら
出
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
う
い
ふ
人
間
的
な
力
み
か
ら
出
た

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
:
:
:
先
生
は
幾
度
か
難
路
に
逢
着
し
て
せ
ん
す
べ
を
知
ら
ず
、
殆
ど
絶
望
に
近
き
心
持
を
抱
い
て
、
倒



る
〉
が
如
く
に
基
督
の
十
字
架
に
鎚
り
つ
か
れ
ま
し
た
。
さ
う
し
て
唯
ひ
と
り
父
に
も
の
い
ふ
幼
児
の
如
く
に
、
天
の
父
に
訴
へ
、

願
ひ
、
祈
ら
れ
ま
し
た
。
さ
う
し
て
そ
の
結
果
力
を
得
ら
れ
ま
し
た
」
。

内
村
の
力
の
源
泉
は
、
「
基
督
の
十
字
架
」
に
あ
っ
た
1
1
1
実
に
三
谷
が
こ
こ
で
見
抜
い
た
も
の
は
、
先
の
疑
問
、
私
た
ち
が
逆
境

そ
れ
に
負
け
ず
に
生
き
ぬ
い
て
い
く
「
勇
ま
し
い
高
尚
な
る
生
涯
」
を
送
る
力
を
ど
こ
か
ら
得
る
か
と
い
う
問
題
へ

に
直
面
し
て
も
、

の
真
正
面
か
ら
の
答
え
と
な
っ
て
い
ま
す
。

三
谷
は
「
先
生
の
あ
の
戦
闘
力
」
と
い
う
強
い
言
葉
を
使
っ
て
い
ま
す
が
、
内
村
の
み
な
ら
ず
、
私
た
ち
に
と
っ
て
も
生
き
る
こ
と

は
戦
い
で
す
。
特
に
内
な
る
戦
い
で
す
。
苦
し
み
の
さ
な
か
に
お
か
れ
る
と
、
極
限
状
況
だ
か
ら
こ
そ
、
奇
麗
事
で
は
な
い
自
分
の
本

性
が
現
れ
て
き
ま
す
。
し
か
し
そ
の
本
性
の
赴
く
ま
ま
に
、
「
自
分
は
悪
く
な
い
」
と
責
任
転
嫁
に
陥
る
こ
と
は
苦
難
へ
の
敗
北
で
す
。

様
々
な
葛
藤
、
ね
た
み
に
駆
ら
れ
、
憎
悪
や
嫉
妬
の
炎
を
燃
や
す
こ
と
も
同
様
で
す
。
ま
さ
に
内
な
る
戦
い
で
す
。

そ
ん
な
蛾
烈
な
戦
い
に
打
ち
克
つ
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。
苦
難
の
な
か
で
、
深
く
己
を
反
省
し
、
も
う
一
度
出
直
す
勇
気
は
ど

こ
か
ら
与
え
ら
れ
る
か
。
犠
牲
を
負
い
遂
げ
る
な
か
に
、
真
の
自
由
を
、
喜
び
を
、
見
出
せ
る
よ
う
に
な
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。

三
谷
に
よ
れ
ば
内
村
は
、
そ
の
力
を
「
倒
る
〉
が
如
く
に
基
督
の
十
字
架
に
鎚
り
つ
く
」
こ
と
で
得
た
と
い
い
ま
す
。
そ
れ
は
一
見
逆

説
で
す
。
無
力
の
極
み
で
力
を
得
る
と
い
う
の
で
す
か
ら
。
し
か
し
こ
こ
に
私
た
ち
の
人
生
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
こ
と
が
語
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
予
感
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
「
基
督
の
十
字
架
」
を
め
ぐ
る
内
村
の
逆
説
に
、
私
た
ち
は
ど
う
し
た
ら
あ
ず
か
る
こ

後世への最大遺物

と
が
で
き
る
の
か
。
こ
の
問
題
こ
そ
人
生
の

α
で
あ
り

ω
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
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い
し
ず
え

三
、
礎
ー
ー
打
ち
砕
か
れ
た
魂
l
l
l

192 

こ
の
点
、
示
唆
に
富
む
言
葉
が
あ
り
ま
す
の
で
初
め
に
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
晩
年
の
内
村
の
教
え
を
受
け
た
人
の
一
人
に
、

岩
島
公
と
い
う
国
語
の
先
生
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
こ
の
方
が
自
分
の
幼
い
お
孫
さ
ん
に
創
世
記
の
ヨ
セ
フ
物
語
を
説
き
明
か
し

た
作
品
中
、
あ
と
が
き
で
こ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
お
り
ま
す
。

「
こ
の
ヨ
セ
フ
物
語
が
本
当
に
あ
な
た
が
た
の
心
に
し
み
て
役
立
つ
時
は
い
つ
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
意
地
悪
の
よ
う
だ
け
れ
ど
、

あ
な
た
が
た
が
い
つ
か
、
悲
し
い
こ
と
に
あ
っ
て
、
泣
い
て
、
泣
い
て
、
泣
き
ぬ
い
て
、
も
う
生
き
て
は
い
た
く
な
い
と
思
う
時
、

そ
う
い
う
時
で
す
」
。

こ
の
言
葉
は
ヨ
セ
フ
物
語
に
限
ら
ず
、
聖
書
が
わ
か
る
と
き
と
は
一
体
ど
う
い
う
時
な
の
か
、

い
い
か
え
れ
ば
「
聖
書
が
わ
か
る
」

と
い
う
言
い
方
に
お
け
る
「
わ
か
る
」
と
い
う
こ
と
は
一
体
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
を
的
確
に
示
し
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
聖
書
の

世
界
が
開
示
す
る
諸
々
の
問
題
は
、
そ
の
人
が
「
生
き
て
は
い
た
く
な
い
と
思
う
」
ほ
ど
に
身
を
震
わ
せ
ざ
る
を
え
な
い
、
あ
る
否
定

的
な
体
験
の
る
つ
ぼ
を
通
し
て
の
み
示
さ
れ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
決
し
て
机
の
上
で
理
解
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
で
す
。
そ
の
意
味
で
否
定
的
な
現
実
に
お
い
て
こ
そ
、
私
た
ち
は
神
に
最
も
近
づ
い
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

し
か
し
こ
こ
で
特
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
確
か
に
私
た
ち
は
否
定
的
な
現
実
を
媒
介
と
し
て
、
聖
書
の

世
界
を
示
さ
れ
ま
す
。
た
だ
、
信
仰
を
求
め
る
人
が
陥
り
や
す
い
落
と
し
穴
と
し
て
、
私
自
身
の
自
戒
を
込
め
て
強
調
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
は
、
た
と
え
ば
日
本
で
も
昔
か
ら
「
ボ
ロ
は
着
て
て
も
心
は
錦
」
「
武
士
は
食
わ
ね
ど
高
楊
枝
」
と
い
い
ま
す
よ
う
に
、
人

間
と
い
う
も
の
は
否
定
的
な
現
実
に
追
い
込
ま
れ
れ
ば
追
い
込
ま
れ
る
ほ
ど
に
、
お
の
ず
か
ら
自
分
の
内
な
る
精
神
性
を
よ
り
ど
こ
ろ



と
し
、
己
の
正
当
性
を
守
り
抜
こ
う
と
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
は
一
見
、
気
高
い
立
場
に
思
わ
れ
も
し
ま
す
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
自
負
心
な
り
精
神
性
な
り
を
自
分
の
最
後
の
よ
り
所
に
し

て
い
く
と
、
言
葉
は
悪
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

つ
い
に
苦
し
み
の
中
で
悩
む
こ
と
そ
れ
自
身
に
酔
い
し
れ
て
し
ま
う
、

い
わ
ば
「
泣

い
て
、
泣
い
て
、
泣
き
ぬ
い
て
、
も
う
生
き
て
は
い
た
く
な
い
と
思
う
」
こ
と
そ
れ
自
身
が
、
そ
の
人
の
自
尊
心
を
護
る
最
後
の
砦
と

そ
う
い
う
極
め
て
手
の
込
ん
だ
、
自
己
執
着
に
陥
っ
て
し
ま
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。

し
て
死
守
さ
れ
て
し
ま
う
、

そ
こ
で
零
れ
落
ち
た
涙
は
本
質
的
に
「
悔
し
涙
」
で
あ
り
、
根
底
に
す

え
ら
れ
て
い
る
の
は
結
局
、
「
な
ぜ
自
分
だ
け
が
」
と
自
己
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
頑
な
な
心
で
す
。
岩
島
氏
の
い
う
「
泣
い
て
、
泣

い
て
、
泣
き
ぬ
い
て
、
も
う
生
き
て
は
い
た
く
な
い
と
思
う
時
」
と
は
、
そ
う
い
う
悔
し
涙
に
ま
み
れ
た
あ
り
方
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
悔

そ
ん
な
と
こ
ろ
で
た
と
え
泣
く
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

し
涙
を
出
さ
せ
て
い
た
自
分
の
最
後
の
砦
、
す
な
わ
ち
自
己
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
心
を
も
無
条
件
に
差
し
出
さ
ざ
る
を
え
な
く
さ
れ

一
言
で
言
え
ば
こ
の
「
自
己
」
、
こ
の
頑
な
な
自
己
が
砕
か
れ
た
時
、
そ
の
と
き
で
す
。

る
と
き
、

そ
れ
で
は
生
来
頑
な
な
こ
の
自
己
、
手
を
替
え
品
を
替
え
、
自
分
に
執
着
し
よ
う
と
す
る
こ
の
自
己
が
、

つ
い
に
破
却
さ
れ
る
の
は

い
つ
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
こ
そ
最
大
の
問
題
と
な
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
私
は
ヒ
ル
テ
ィ
が
そ
の
『
幸
福
論
』
で
、
カ
l
ラ
イ
ル
に
こ
と

よ
せ
て
述
べ
て
い
る
こ
と
を
想
起
い
た
し
ま
す
。
カ

l
ラ
イ
ル
は
こ
う
言
っ
て
い
ま
す
。
「
心
の
満
足
を
得
る
最
良
の
方
法
は
、
自
分

後世への最大遺物

は
絞
首
刑
に
処
せ
ら
れ
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
者
だ
と
自
ら
思
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
本
当
の
こ
と
か
も
知
れ
な

い
の
だ
」
。

ヒ
ル
テ
ィ
は
こ
う
引
用
し
て
い
ま
す
が
、
我
々
に
と
っ
て
決
定
的
な
の
は
、

そ
れ
が
「
か
も
知
れ
な
い
」
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、

ま
ぎ
れ
も
な
く
「
本
当
の
こ
と
」

ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
自
分
こ
そ
、
本
来
な
ら
「
絞
首
刑
に
処
せ
ら
れ
る
」

の
が

で
あ
る
と
い
う
こ
と
、

当
然
な
人
間
な
の
だ
、
そ
れ
は
「
本
当
の
こ
と
」
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
心
底
、
思
い
知
ら
さ
れ
る
こ
と
、

そ
の
こ
と
で
す
。
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自
分
で
無
理
し
て
そ
う
思
い
込
む
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
あ
る
と
き
、
あ
る
具
体
的
な
出
来
事
を
つ
う
じ
て
、
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他
の
誰
で
も
な
い
、
ま
さ
に
こ
の
自
分
が
、
本
来
な
ら
「
絞
首
刑
に
処
せ
ら
れ
る
」

の
が
当
然
な
人
間
な
の
だ
、
「
そ
れ
は
本
当
の
こ

と
」
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
容
赦
な
く
突
き
つ
け
ら
れ
る
の
で
す
。
逃
げ
場
が
な
い
所
に
ま
で
追
い
や
ら
れ
る
の
で
す
。
と
ど
め
を
刺

さ
れ
る
の
で
す
。

そ
の
と
き
私
た
ち
は
、
そ
の
よ
う
な
厳
格
な
宣
告
に
対
し
て
な
お
知
何
と
も
し
難
い
、
こ
の
ど
う
に
も
な
ら
な
い
自
己
の
現
実
に
苦

し
む
な
か
で
、
た
だ
た
だ
、
こ
の
ど
う
に
も
な
ら
な
い
自
分
を
赦
し
て
く
だ
さ
い
、
助
け
て
く
だ
さ
い
と
岬
か
ざ
る
を
え
な
く
な
り
ま

す
。
そ
れ
こ
そ
三
谷
が
内
村
を
評
し
て
い
っ
た
よ
う
に
「
倒
る
〉
が
如
く
に
基
督
の
十
字
架
に
槌
り
つ
」
く
ほ
か
に
な
す
術
が
な
く
な

り
ま
す
。

私
た
ち
の
な
か
に
最
後
の
最
後
ま
で
残
っ
て
い
た
自
己
弁
護
、
自
己
正
当
化
の
思
い
が
、
完
膚
な
き
ま
で
に
叩
き
潰
さ
れ
る
の
は
こ

の
と
き
で
す
。
逆
に
い
え
ば
、
そ
の
よ
う
に
絶
体
絶
命
の
場
に
ま
で
追
い
込
ま
れ
、
後
生
大
事
に
抱
え
て
き
た
こ
の
自
己
を
、
無
条
件

に
投
げ
出
さ
ざ
る
を
え
な
く
さ
せ
ら
れ
る
ま
で
、
自
己
の
問
題
は
つ
い
に
解
決
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

実
に
、
こ
の
と
き
私
た
ち
が
心
く
ず
お
れ
て
流
す
涙
、
こ
れ
こ
そ
、
「
基
督
の
十
字
架
」
へ
の
唯
一
の
合
鍵
だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
こ
の
微
塵
も
自
己
主
張
と
い
う
も
の
が
な
い
、
本
当
に
心
く
ず
折
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
零
れ
落
ち
る
涙
を
と
お
し
て
の
み
、
私

た
ち
は
聖
書
の
世
界
、
こ
と
に
「
基
督
の
十
字
架
」

の
意
味
を
知
ら
さ
れ
ま
す
。
そ
の
意
味
と
は
、
先
の
カ
!
ラ
イ
ル
の
言
葉
で
い
え

ば
、
「
神
の
前
に
縛
り
首
に
あ
っ
て
当
然
の
存
在
で
あ
る
」
自
分
の
た
め
に
、
神
が
ど
れ
ほ
ど
の
こ
と
を
な
さ
れ
た
か
、
ど
ん
な
に
有
難

い
こ
と
が
自
分
の
た
め
に
起
こ
っ
た
の
か
、
ま
さ
に
白

gN甘
m
m
S
8
と
し
か
い
い
よ
う
の
な
い
厳
粛
な
出
来
事
に
ほ
か
な
り
ま
せ

ん
。
信
仰
と
は
要
す
る
に
、
こ
の
「
赦
し
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
絶
体
絶
命
の
岬
き
の
底
で
、
こ
の
自
包
括

m
E
8
を
知
ら
さ
れ

る
こ
と
で
す
。



そ
し
て
そ
の
と
き
、
私
た
ち
の
心
の
底
に
現
出
す
る
根
源
的
な
転
回
こ
そ
、
キ
リ
ス
ト
者
の
す
べ
て
の
活
動
の
原
点
に
ほ
か
な
り
ま

せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
私
た
ち
は
、
「
本
来
な
ら
縛
り
首
に
な
っ
て
当
然
な
人
間
な
の
だ
」
「
そ
れ
は
本
当
の
こ
と
な
の
だ
」
と
い
う
岬
き
を

く
ぐ
り
ぬ
け
た
、
「
赦
さ
れ
た
者
」
と
し
て
の
自
覚
に
徹
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
犠
牲
を
負
う
な
か
に
真
の
自
由
を
見
出
す
者
に
造

り
変
え
ら
れ
る
か
ら
で
す
。
ま
た
己
の
生
命
の
根
拠
を
、
「
十
字
架
の
出
来
事
」
と
い
う
、
こ
の
世
を
超
え
た
絶
対
的
な
出
来
事
に
見
出

す
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
の
み
、
こ
の
世
的
に
は
見
栄
え
の
し
な
い
、
む
し
ろ
惨
め
極
ま
り
な
い
場
に
置
か
れ
て
も
、
周
囲
の
あ
な

ど
り
や
心
無
い
批
判
に
屈
せ
ず
に
、
信
じ
た
道
を
歩
む
者
と
さ
れ
る
か
ら
で
す
。

こ
の
よ
う
に
申
し
ま
す
と
、
「
キ
リ
ス
ト
者
が
た
ま
わ
る
力
と
は
そ
ん
な
も
の
か
」
と
い
う
声
も
出
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
こ
の
生
来
、
ど
う
し
ょ
う
も
な
く
利
己
的
で
、
損
得
勘
定
で
し
か
現
実
を
意
味
づ
け
ら
れ
な
い
自
分
が
、
問
題
の
山
積
す
る
現
実

を
、
ほ
か
な
ら
ぬ
自
分
の
働
き
か
け
を
待
つ
場
所
と
し
て
、

そ
れ
こ
そ
神
に
課
せ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
受
け
止
め
直
す
こ
と
が
で
き
る

瞬
間
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
苦
し
み
に
面
し
て
責
任
転
嫁
に
陥
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
そ
う
し
た
状
況
を
招
い
た
一
因
と
し
て

む
し
ろ
自
分
を
こ
そ
反
省
す
る
な
か
で
、
重
荷
を
負
う
こ
と
に
自
由
を
見
出
せ
る
者
に
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
自
体
、
ど
ん

な
に
努
力
し
て
も
得
ら
れ
な
い
喜
び
で
あ
り
、
既
に
力
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
自
分
が
「
神
の
前
に
縛
り
首
に
あ
っ
て
当
然
の
存

在
で
あ
る
こ
と
」
そ
れ
が
「
本
当
の
こ
と
」
で
あ
る
こ
と
を
示
さ
れ
て
坤
い
た
人
で
あ
る
な
ら
ば
、
誰
し
も
肯
定
し
て
く
れ
る
も
の
と

思
い
ま
す
。

後世への最大遺物

四
、
お
わ
り
に
|
|
三
谷
隆
正
「
最
大
の
業
績
」
が
語
り
か
け
る
世
界
|
|

で
、
後
は
揺
る
ぎ
な
く
「
勇
ま
し
い
高
尚

195 

と
は
い
え
こ
う
し
た
出
来
事
に
一
度
あ
ず
か
つ
て
し
ま
え
ば
、
以
後
、
信
仰
は
「
安
泰
」



な
る
生
涯
」
を
歩
む
こ
と
が
で
き
る
、
そ
う
考
え
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
現
実
に
即
し
て
い
る
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
キ
リ
ス
ト
者
に
と
っ

196 

て
経
験
を
重
ね
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
先
ほ
ど
引
用
し
た
カ

l
ラ
イ
ル
の
言
葉
、
す
な
わ
ち
自
分
は
神
様
の
前
に
「
本
来
な
ら
縛
り

首
に
な
っ
て
当
然
な
存
在
だ
」
と
い
う
こ
と
、
「
そ
れ
が
本
当
の
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
、
こ
の
何
と
も
な
ら
な
い
自
己
の
現
実
に

対
す
る
実
感
を
、
年
々
歳
々
、
深
め
て
い
く
、

そ
の
苦
悩
の
み
ち
の
り
で
あ
り
、
ゆ
え
に
こ
そ
、

そ
の
都
度
、
十
字
架
の
出
来
事
に
追

い
や
ら
れ
て
い
く
、
十
字
架
の
出
来
事
の
ほ
か
、
真
に
寄
り
特
む
も
の
を
見
出
せ
な
く
な
っ
て
い
く
、

そ
う
し
た
絶
望
と
希
望
の
ダ
イ

ナ
ミ
ズ
ム
だ
と
い
え
ま
す
。

内
村
は
キ
リ
ス
ト
者
の
そ
の
よ
う
な
現
実
を
的
確
に
表
現
し
よ
う
と
し
て
の
こ
と
と
思
い
ま
す
が
、
「
義
と
せ
ら
れ
た
」
と
い
う
言
い

方
よ
り
、
「
常
に
義
と
せ
ら
れ
つ
つ
行
く
」
と
い
う
、
「
進
行
形
」
の
言
い
方
を
あ
え
て
使
い
、
ま
た
あ
る
と
こ
ろ
で
は
「
余
は
食
物
を

要
す
る
如
く
に
キ
リ
ス
ト
を
要
す
る
、
日
光
を
要
す
る
が
如
く
に
キ
リ
ス
ト
を
要
す
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
実
に
よ
く
納
得
で
き
る

表
現
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
自
分
の
実
感
と
し
て
も
、
人
間
に
で
き
る
唯
一
の
能
動
的
な
行
為
と
は
、
結
局
、
内
村
が
『
求
安
録
』
の

あ

か

ご

(

却

)

あ

か

ご

末
尾
「
最
終
問
題
」
で
描
写
し
た
、
祈
る
こ
と
す
ら
乞
い
願
わ
ね
ば
な
ら
な
い
「
赤
児
」
、
そ
の
「
赤
児
」
の
泣
き
声
、
に
唱
和
す
る
こ
と
、

そ
れ
の
み
で
は
な
い
の
か
と
の
思
い
が
ま
す
ま
す
強
く
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
述
べ
ま
す
と
、

そ
ん
な
生
涯
の
繰
り
返
し
の
ど
こ
が
「
勇
ま
し
い
高
尚
な
る
生
涯
」
に
な
る
の
だ
と
い
う
問
い
が
あ
ら

た
め
て
出
さ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
疑
問
に
対
し
て
は
、
先
ほ
ど
言
及
し
ま
し
た
三
谷
隆
正
が
述
べ
て
い
る
こ
と
を
ご
紹

介
し
て
結
び
に
か
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

三
谷
は
昭
和
三
年
三
月
、
題
名
、
内
容
と
も
に
、
内
村
の
「
後
世
へ
の
最
大
遺
物
」
を
意
識
し
た
と
思
わ
れ
る
、
そ
の
名
も
「
最
大

の
業
績
」
と
題
さ
れ
た
文
章
の
な
か
で
、
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
二
五
章
コ
二
節
か
ら
四

O
節
に
受
け
た
感
銘
を
語
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
場
面
は
イ
エ
ス
が
再
臨
の
日
に
裁
き
の
座
に
つ
い
て
、
あ
た
か
も
羊
飼
い
が
羊
と
ヤ
ギ
を
わ
け
る
よ
う
に
、
義
人
と
罪
人
と
に
分



け
る
と
こ
ろ
に
あ
た
っ
て
い
ま
す
が
、
三
谷
は
そ
こ
で
義
人
と
さ
れ
た
も
の
が
、
そ
の
評
価
に
驚
い
て
、
「
自
分
は
誉
れ
に
値
す
る
こ
と

な
ど
何
も
し
て
い
な
い
、
私
は
と
て
も
そ
れ
に
値
し
な
い
」
と
イ
エ
ス
に
尋
ね
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
事
実
の
意
味
を
問
い
直
し
て
こ
う

言
っ
て
い
ま
す
。

「
{
是
に
最
も
価
値
の
あ
る
、
深
い
意
味
の
こ
も
る
仕
事
は
、
人
の
意
識
し
な
い
や
う
な
、
そ
れ
ほ
ど
没
我
的
な
純
真
な
働
き
の
う

ち
に
成
る
も
の
〉
ゃ
う
で
あ
り
ま
す
。
青
史
に
そ
の
跡
を
と
ゾ
め
て
居
る
や
う
な
歴
史
的
偉
業
で
も
、
そ
の
最
も
意
味
深
き
も
の

は
、
偉
業
と
意
識
せ
ら
れ
ず
し
て
な
さ
れ
た
る
が
知
き
も
の
で
あ
り
ま
す
」
。

思
う
に
人
の
業
績
に
は
、
意
識
的
な
も
の
と
無
意
識
的
な
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
、
真
に
価
値
あ
る
業
績
と
は
、
意
識
的
な
仕
事
の

う
ち
に
は
な
く
、
逆
に
そ
の
人
が
そ
れ
と
意
識
し
な
い
う
ち
に
こ
そ
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
か
。
三
谷
は
再
臨
の
日
の
光
景

を
聞
い
直
す
な
か
で
、
私
た
ち
の

「
常
識
」
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
る
言
葉
を
つ
む
い
で
い
き
ま
す
。

し
か
し
三
谷
が
こ
う
述
べ
る
の
は
、
単
な
る
思
い
つ
き
に
よ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

一
体
な
ぜ
「
最
も
価
値
の
あ
る
、
深
い
意

味
の
こ
も
る
仕
事
は
、
人
の
意
識
し
な
い
や
う
な
、
そ
れ
ほ
ど
没
我
的
な
純
真
な
働
き
の
う
ち
に
成
る
」

の
か
。
三
谷
は
言
い
ま
す
。

「
何
故
な
れ
ば
そ
こ
で
は
神
が
我
等
に
於
い
て
働
き
た
ま
ふ
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
然
り
、
神
の
み
が
働
き
た
ま
ふ
か
ら
で
あ
り
ま
す
」
。

こ
う
述
べ
る
三
谷
は
続
け
て
さ
ら
に
一
体
ど
ん
な
時
に
「
神
が
我
等
に
於
い
て
働
き
た
ま
ふ
」

の
か
、
実
に
粛
然
た
ら
ざ
る
を
え
な
い

後世への最大遺物

慰
め
の
言
葉
を
語
り
か
け
て
い
ま
す
。
「
神
が
我
等
に
於
い
て
働
き
た
ま
ふ
」
時
、
そ
れ
は
、

「
我
等
自
身
が
、
み
づ
か
ら
を
神
の
器
と
し
て
意
識
し
て
ゐ
な
い
や
う
な
時
、
然
し
謙
遜
に
し
て
真
撃
で
あ
る
時
、
神
は
我
等
に

於
い
て
最
も
純
真
な
神
の
聖
器
を
見
出
し
給
ふ
の
で
あ
ら
う
と
考
へ
ま
す
。
何
故
な
れ
ば
さ
う
い
ふ
時
こ
そ
、
我
等
は
真
個
に
謙

虚
で
あ
り
、
謙
虚
で
あ
る
だ
け
そ
れ
だ
け
神
の
聖
器
た
る
に
適
し
て
居
る
で
あ
り
ま
せ
う
か
ら
」
。
(
傍
点
引
用
者
)

三
谷
が
い
う
私
た
ち
が
「
み
づ
か
ら
を
神
の
器
と
し
て
意
識
し
て
ゐ
な
い
や
う
な
時
、
然
し
謙
遜
に
し
て
真
撃
で
あ
る
時
」
そ
れ
は
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ど
ん
な
時
な
の
か
、
も
は
や
繰
返
す
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
三
谷
は
こ
う
讃
美
の
声
を
あ
げ
る
の
で
す
。
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「
故
に
我
等
が
終
に
聖
な
る
審
判
の
台
前
に
立
つ
時
、
恐
ら
く
は
我
等
の
罪
深
さ
弱
さ
を
以
て
し
て
な
ほ
、
我
等
が
驚
く
や
う
な

重
大
な
る
役
割
を
我
等
自
ら
演
じ
て
居
り
し
事
を
見
出
さ
し
め
ら
る
〉
の
で
あ
り
ま
せ
う
。
そ
の
時
我
等
は
心
よ
り
神
の
深
き
智

恵
を
讃
美
し
、
ほ
ま
れ
を
神
御
自
身
に
の
み
帰
し
て
悦
び
踊
る
こ
と
で
あ
り
ま
せ
う
。
何
故
な
ら
ば
、
神
は
我
等
の
知
ら
ざ
る
間

に
我
等
を
用
ひ
給
う
て
、

い
み
じ
く
も
お
ほ
い
な
る
み
わ
ざ
を
成
し
就
げ
た
ま
ひ
つ
〉
あ
り
し
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
。
是
が
真
個

の
成
功
で
あ
り
ま
す
。
人
生
是
以
上
の
立
身
出
世
は
あ
り
ま
せ
ん
」
。

「
真
個
の
成
功
」
「
立
身
出
世
」
と
い
う
言
葉
は
「
明
治
の
青
年
」
た
る
三
谷
の
息
吹
を
感
じ
さ
せ
ま
す
が
、
私
は
こ
の
「
最
大
の
業

績
」
と
い
う
短
文
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
若
き
日
に
、
『
後
世
へ
の
最
大
遺
物
』
を
読
ん
で
志
を
立
て
た
で
あ
ろ
う
三
谷
の
、
壮
年
期
に
お

け
る
実
に
深
い
応
答
だ
と
思
い
ま
す
。

日
目
頭
に
引
用
し
た
一
節
、
「
わ
が
愛
す
る
友
よ
我
々
が
死
ぬ
と
き
に
は
我
々
が
生
れ
た
時
よ
り
か
、
世
の
中
を
少
し
な
り
と
も
良
く
し

て
往
か
う
じ
ゃ
な
い
か
」
、
こ
の
ハ

l
シ
ェ
ル
の
言
葉
に
集
約
さ
れ
る
、
「
後
世
へ
の
最
大
遺
物
」
の
精
神
は
、
三
谷
の
語
る
こ
の
厳
粛

な
慰
め
に
裏
打
ち
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
一
層
、
深
い
輝
き
を
見
せ
て
く
れ
る
も
の
と
思
い
、
最
後
に
ご
紹
介
し
た
次
第
で
す
。
私
の

述
べ
た
こ
と
に
は
限
界
も
多
々
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
自
分
の
た
ど
っ
て
き
た
歩
み
に
基
い
て
率
直
に
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
ご
静
聴
を
感
謝
い
た
し
ま
す
。

内
村
鑑
三
記
念
キ
リ
ス
ト
教
講
演
会
に
お
け
る
講
演

於
日
本
女
子
大
学
桜
楓
館
ホ
l
ル
)

(二

O
O
四
年
三
月
二
十
八
日



後世への最大遺物

、平
4

(
1
)
明
治
二
十
六
年
か
ら
二
十
八
年
に
か
け
て
、
内
村
は
『
基
督
信
徒
の
慰
め
』
『
求
安
録
』
『
余
は
知
何
に
し
て
基
督
信
徒
と
な
り
し
乎
』
等

の
重
要
な
著
作
を
次
々
に
発
表
し
た
。
相
次
ぐ
出
版
の
背
景
に
は
、
内
村
が
明
治
二
十
四
年
の
い
わ
ゆ
る
ご
高
不
敬
事
件
」
に
よ
り

「
流
寵
」
の
日
々
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
心
身
と
も
に
「
ど
ん
底
」
に
置
か
れ
て
い
た
と
い
う
現
実
が
あ
る
。
内
村
の
生
涯
に
お
い
て
決
定
的

で
あ
っ
た
こ
の
時
期
の
消
息
・
そ
の
実
存
的
軌
跡
に
関
し
て
は
、
松
津
弘
陽
「
近
代
日
本
と
内
村
鑑
三
」
(
日
本
の
名
著
犯
『
内
村
鑑
三
』

中
央
公
論
社
昭
和
五
十
九
年
)
、
新
保
祐
司
『
内
村
鑑
三
』
(
構
想
社
、
一
九
九
O
年
)
に
詳
し
い
。

(
2
)
「
後
世
へ
の
最
大
遺
物
」
が
放
っ
た
思
想
的
磁
場
の
諸
相
に
関
し
て
は
、
鈴
木
範
久
『
内
村
鑑
三
日
録
後
世
へ
遣
す
も
の
』
(
教
文
館
、

一
九
九
三
年
)
を
参
照
。

(
3
)
内
村
鑑
三
「
夏
季
演
説
後
世
へ
の
最
大
遺
物
」
便
利
堂
明
治
三
十
年
(
『
内
村
鑑
三
全
集
(
以
下
、
『
内
村
』
と
略
記
)
』
第
四
巻

岩
波
書
店
、
一
九
八
一
年
、
二
五
五
頁
)

(
4
)
同
右
(
同
右
、
二
八

O
頁
)

(
5
)
こ
の
点
、
精
神
科
医
と
し
て
知
ら
れ
る
神
谷
美
恵
子
は
、
そ
の
著
書
の
な
か
で
、
『
後
世
へ
の
最
大
遺
物
』
を
引
用
し
、
「
自
己
に
与
え
ら

れ
た
生
命
を
ど
の
よ
う
に
用
い
て
生
き
て
行
く
か
と
い
う
そ
の
生
き
方
そ
の
も
の
が
、
何
よ
り
も
独
自
な
創
造
で
あ
り
う
る
」
と
な
し
、

「
何
か
そ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
新
し
い
も
の
を
つ
く
り
出
す
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
自
分
の
生
き
て
い
る
し
る
し
で
あ
り
、
自
分
の
生

命
の
意
味
を
た
し
か
め
る
こ
と
」
と
し
て
、
「
こ
れ
は
だ
れ
の
手
に
も
届
く
生
き
が
い
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
(
神
谷
美
恵
子
『
生
き
が

い
に
つ
い
て
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
八

O
年
、
九

O
頁)。

(
6
)
三
谷
隆
正
(
明
治
二
十
二
年

1
昭
和
十
九
年
)
の
生
涯
と
思
想
・
信
仰
に
つ
い
て
は
拙
著
『
三
谷
隆
正
の
研
究
|
|
信
仰
・
国
家
・
歴
史

l

l』
(
万
水
書
房
二

O
O
一
年
)
を
参
照
の
こ
と
。
一

(
7
)
「
内
村
鑑
三
先
生
記
念
講
演
会
」
は
昭
和
五
年
五
月
二
十
八
日
、
二
十
九
日
の
二
日
間
に
わ
た
り
、
東
京
青
山
会
館
で
行
わ
れ
た
。
講
壇
に

立
っ
た
の
は
矢
内
原
忠
雄
、
塚
本
虎
二
、
畔
上
賢
造
、
金
津
常
雄
、
三
谷
隆
正
、
黒
崎
幸
吉
、
藤
井
武
の
七
人
で
あ
る
。

(
8
)
明
治
末
期
、
第
一
高
等
学
校
の
校
長
を
つ
と
め
て
い
た
新
渡
戸
稲
造
は
、
己
が
信
仰
を
学
生
に
直
接
説
く
こ
と
は
せ
ず
、
志
あ
る
者
を
内

村
の
も
と
に
託
す
か
た
ち
を
と
っ
た
。
本
文
で
引
用
し
た
三
谷
隆
正
は
、
そ
う
し
た
新
渡
戸
「
経
由
」
の
内
村
門
下
生
の
一
人
で
あ
っ
た
。

同
時
代
に
お
い
て
、
内
村
に
魅
せ
ら
れ
た
学
生
は
少
な
く
な
い
が
、
新
渡
戸
を
経
て
い
る
か
否
か
は
、
同
じ
二
両
生
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
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思
想
の
質
を
問
い
直
す
上
で
、
重
要
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
、
示
唆
に
富
む
論
考
と
し
て
、
松
井
慎
一
郎

「
新
渡
戸
・
内
村
門
下
の
社
会
派
官
僚
に
つ
い
て
」
(
『
日
本
史
研
究
』
四
百
九
十
五
号
二

O
O
三
年
十
一
月
)
を
参
照
の
こ
と
。

(
9
)
三
谷
隆
正
「
内
村
鑑
三
先
生
と
の
初
対
面
」
『
永
遠
の
生
命
』
昭
和
四
年
八
月
号
(
『
三
谷
隆
正
全
集
(
以
下
、
『
三
谷
』
と
略
記
)
』
第
四

巻
岩
波
書
店
昭
和
四
十
年
一
四
七
頁
)
。
ち
な
み
に
『
永
遠
の
生
命
』
は
、
黒
崎
幸
吉
の
個
人
伝
道
雑
誌
で
あ
る
。
黒
崎
は
三
谷
の

先
輩
に
あ
た
り
、
住
友
勤
務
の
後
、
伝
道
生
活
に
入
っ
た
。
黒
崎
に
つ
い
て
は
前
掲
拙
著
『
三
谷
隆
正
の
研
究
l

l信
仰
・
国
家
・
歴
史

|
|
』
の
一
七
二

1
一
七
三
頁
を
参
照
の
こ
と
。

(
叩
)
同
右
(
同
右
)

(
日
)
同
右
(
同
右
)

(
ロ
)
同
右
(
同
右
、
一
四
八
頁
)

(
日
)
同
右
(
同
右
、
一
四
九
頁
)

(
日
)
岩
島
公
は
、
そ
の
作
品
「
お
ば
へ
の
手
紙
」
昭
和
四
十
九
年
(
岩
島
公
『
お
ば
へ
の
手
紙
・
孫
へ
の
ヨ
セ
フ
物
語
』
キ
リ
ス
ト
教
図
書
出
版

社
一
九
九
三
年
)
に
よ
れ
ば
、
明
治
三
十
九
年
、
岐
阜
県
大
野
郡
丹
生
川
の
農
家
に
生
ま
れ
、
大
正
十
四
年
東
洋
大
学
専
門
部
倫
理
学

東
洋
文
学
科
に
入
学
後
は
、
「
希
望
社
」
の
後
藤
静
香
に
師
事
し
、
「
日
本
を
救
う
」
べ
く
、
「
希
望
社
運
動
」
に
熱
中
す
る
が
満
た
さ
れ
ず
、

昭
和
三
年
、
友
人
の
す
す
め
で
「
ふ
と
つ
い
て
行
っ
て
み
」
た
内
村
の
聖
書
研
究
会
で
の
体
験
が
契
機
と
な
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て

の
歩
み
を
始
め
た
。
以
後
、
五

O
年
に
わ
た
る
国
語
教
師
と
し
て
の
実
践
の
か
た
わ
ら
、
矢
内
原
忠
雄
の
励
ま
し
を
う
け
た
こ
と
も
あ
り
、

昭
和
二
十
一
年
五
月
か
ら
、
自
宅
に
て
聖
書
集
会
を
は
じ
め
、
同
一
二
十
七
年
十
二
月
か
ら
は
個
人
伝
道
誌
『
永
遠
の
日
本
』
を
隔
月
刊
で

発
刊
し
、
以
後
三
十
七
年
間
継
続
し
た
。
著
書
に
『
岩
島
公
著
作
選
集
』
全
三
巻
(
キ
リ
ス
ト
教
図
書
出
版
社
、
一
九
九
九
年
)
が
あ
る
。

(
日
)
岩
島
「
孫
へ
の
ヨ
セ
フ
物
語
」
昭
和
五
十
二
年
(
『
お
ば
へ
の
手
紙
・
孫
へ
の
ヨ
セ
フ
物
語
』
一
七
五
頁
)

(
同
)
こ
の
問
題
を
つ
き
つ
め
た
論
考
の
一
つ
と
し
て
、
『
死
に
至
る
病
』
の
「
絶
望
し
て
、
自
己
自
身
で
あ
ろ
う
と
す
る
絶
望
、
反
抗
」
が
指
摘

で
き
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

(
打
)
カ

i
ル
・
ヒ
ル
テ
ィ
『
幸
福
論
』
第
一
部
(
岩
波
文
庫
、
一
九
三
五
年
、
八
三
頁
)

(
同
)
内
村
鑑
三
『
羅
馬
書
の
研
究
』
第
十
九
講
神
の
義
(
三
)
三
章
二
十
三
節
、
二
十
四
節
の
研
究

村
』
第
二
十
六
巻
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
年
、
一
八
二

1
一
八
五
頁
)

向
山
堂
書
房
、
大
正
十
三
年
(
『
内



明
治
四
十
四
年
五
月
(
『
内
村
』
第
十
八
巻

岩
波
書
店
、

九

(
印
)
同
右
「
余
が
キ
リ
ス
ト
を
要
す
る
時
」
『
聖
書
之
研
究
』
第
一
三

O
号

八
一
年
、
一
二
五
頁
)

(
叩
)
同
右
『
求
安
録
』
末
尾
「
最
終
問
題
」
警
醒
社
書
庖
明
治
二
十
六
年
(
『
内
村
』
第
二
巻
岩
波
書
居
、
一
九
八
O
年
、
二
四
九
頁
)

(
引
)
三
谷
隆
正
「
最
大
の
業
績
」
『
永
遠
の
生
命
』
昭
和
三
年
三
月
(
『
三
谷
』
第
一
巻
岩
波
書
庖
、
昭
和
四

O
年
、
一
七
三
頁
)
。
な
お
本
論

と
同
趣
旨
の
文
章
と
し
て
、
「
替
が
手
引
き
し
た
話
」
『
日
本
聖
書
雑
誌
』
昭
和
八
年
八
月
(
『
三
谷
』
第
五
巻
昭
和
四
十
一
年
)
が
あ
る
。

ち
な
み
に
『
日
本
聖
書
雑
誌
』
は
畔
上
賢
造
の
個
人
伝
道
誌
で
、
三
谷
も
し
ば
し
ば
寄
稿
し
て
い
た
。
畔
上
と
三
谷
の
関
係
に
つ
い
て
は

前
掲
拙
著
一
七
一

1
一
七
二
頁
を
参
照
の
こ
と
。

(
幻
)
同
右
(
同
右
一
七
四
頁
)

(
幻
)
同
右
(
同
右
一
七
三
頁
)

(μ)
同
右
(
同
右
同
右
)

(
お
)
本
年
の
内
村
鑑
三
記
念
キ
リ
ス
ト
教
講
演
会
に
お
け
る
司
会
、
講
師
、
演
題
、
ま
た
各
講
演
に
先
立
っ
て
歌
わ
れ
た
賛
美
歌
、
朗
読
さ
れ

た
聖
書
の
箇
所
等
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
(
敬
称
略
)
。

司
会
一
下
山
田
誠
子
奏
楽
一
白
石
光
隆

賛
美
歌
一
第
二
編
一
番
、
四
二

O
番
、
五
一
五
番
(
斉
唱
順
)

聖
書
朗
読
一
詩
編
三
十
三
編
八
節
1
二
十
二
節

講
師
一
村
松
晋
「
後
世
へ
の
最
大
遺
物
」

加
納
貞
彦
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会
の
展
望
」

山
本
俊
樹
「
パ
ウ
ロ
と
内
村
鑑
コ
ご
(
講
演
順
)

後世への最大遺物
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