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流
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北

村

透

谷

を

中

心

に

し

て

北
村
透
谷
の
主
張
し
た
「
凡
神
的
唯
心
的
」
(
山
路
愛
山
〉
な
文
学
論
は
、
文
学

の
向
律
性
を
論
じ
て
有
効
性
を
発
揮
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
と
似
た
論
は
、
も

っ
と
い
く
、
徳

4

阿
蘇
降
や
森
鴎
外
に
ま
で
遡
っ
て
見
ら
れ
る
の
は
周
知
の
事
実
で
あ

る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
文
学
論
の
立
場
に
あ
っ
て
、
透
谷
が
特
に
独
自
性
を
持

つ
乙
と
が
で
き
た
の
は
、
論
の
中
心
に
内
部
生
命
論
を
お
い
た
こ
と
に
あ
っ
た
と
言

え
よ
う
。
す
伝
わ
ら
、
内
部
生
命
論
の
主
張
に
よ
っ
て
こ
そ
透
谷
は
き
わ
だ
っ
た
存

在
と
な
り
え
た
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

ζ

の
内
部
生
命
論
は
、
透
谷
に
お
い
て
突
然
発
生
し
た
と
い
う
わ
け
で

は
な
く
、
む
し
ろ
、
透
谷
以
前
に
、
外
部
に
対
し
て
内
面
の
重
視
を
主
張
し
た
論
の

流
れ
が
あ
り
、
そ
の
上
に
立
っ
て
出
て
き
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
そ
う
い
っ
た
内
面
重
視
の
論
は
、
文
学
史
の
上
に
、
い
つ
、
ど
ん
な

形
で
判
明
わ
れ
、
そ
し
て
、
そ
の
効
用
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
本
稿
で
は
、

そ
う
い
っ
た
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

簡
断
に
い
っ
て
、
内
面
章
視
の
論
の
発
生
の
図
式
は
、
虚
、
実
の
弁
別
を
経
て
、

想
、
突
の
恕
の
世
界
の
追
求
か
ら
起
っ
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
虚
実
論
の
源

は
す
で
に
江
…
同
期
に
始
ま
っ
て
い
て
、
こ
の
流
れ
は
、
「
虚
実
の
系
脈
」
と
し
て
、

注

1

磯
良
英
夫
氏
が
、
す
で
に
見
事
に
あ
と
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

横

混

林

そ
の
江
戸
戯
作
以
来
の
虚
実
の
系
脈
に
お
い
て
、
維
新
の
改
革
と
、
問
欧
文
明
の

急
激
な
輸
入
に
始
ま
る
明
治
実
学
の
拾
頭
と
に
伴
な
い
、
虚
の
世
界
が
全
く
盗
を
潜

め
て
し
ま
い
、
実
中
心
の
時
代
が
来
た
の
が
、
明
治
の
初
頭
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

「
三
条
の
教
憲
」
に
対
す
る
「
著
作
道
書
き
上
げ
」
な
ど
で
も
理
解
で
き
る
。
ま
た
、

こ
の
時
期
の
戯
作
者
が
、
わ
ず
か
数
名
で
あ
っ
た
と
い
う
実
状
々
と
も
そ
れ
を
よ
く

あ
ら
わ
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
単
な
る
実
で
は
追
求
で
き
な
い
世
界
の
認
識
か
ら
、

再
び
虚
(
そ
れ
は
、
鴎
一
外
に
よ
っ
て
、
の
ち
、
畑
出
と
お
き
か
え
ら
れ
る
〉
の
追
求
が

主
張
さ
れ
る
の
が
、
明
治
十
年
代
後
半
と
思
わ
れ
、
つ
い
で
、
そ
の
主
援
の
小
心
に
、

汎
神
論
や
唯
心
論
の
理
論
が
次
第
に
く
っ
き
り
と
の
せ
ら
れ
て
き
た
の
が
、
二
十
年

の
中
盤
に
か
け
て
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
う
い
っ
た
、
全
体
的
な
見
通
し

は
、
当
時
の
文
学
者
の
、
各
個
に
お
け
る
内
部
追
求
の
文
学
理
論
組
み
立
て
の
図
式

に
も
組
み
入
れ
て
考
え
る
乙
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
文
学
者
各
個
に
お
い
て
も
、
虚
、
実
の
弁
別
か
ら
、
そ
の
虚
(
後
に

想
)
世
界
の
追
求
の
核
と
し
て
、
内
部
追
求
の
論
が
出
現
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
、

透
谷
に
お
け
る
立
論
の
道
程
も
そ
こ
に
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。

ひ
と
ま
ず
、
透
谷
に
お
け
る
内
部
生
命
論
成
立
の
過
程
を
た
ど
り
、
つ
い
で
、
全

体
的
な
、
内
部
追
求
の
文
学
論
の
流
れ
を
、
そ
れ
と
対
応
さ
せ
な
が
ら
追
っ
て
み
た
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透
谷
の
内
発
的
な
文
学
論
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
で
、
す
ぐ
れ
た
美
術
批
評
家

で
あ
る
テ
1
ヌ
の
影
響
下
に
あ
っ
た
ζ
と
は
、
す
で
に
多
く
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で

注

2
め
る
。「

文
学
史
の
第
一
着
は
出
た
り
」
(
明
幻
・

5
)
の
中
で
、
彼
は
、
テ

1
ヌ
の
ミ

リ
ュ

l
の
説
を
引
用
し
て
、
「
時
代
」
が
人
や
思
想
に
与
え
る
影
響
を
重
視
す
る
論

を
ひ
と
ま
ず
提
示
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
論
の
骨
子
は
、
「
テ
ィ
ン
氏
言
へ
る
あ
り
、

只
の
中
に
動
物
あ
る
が
如
く
に
記
録
の
中
に
人
あ
り
、
貝
を
説
い
て
以
て
動
物
を
論

ず
る
は
非
伝
り
、
記
録
を
説
い
て
人
を
言
ふ
は
非
な
り
、
唯
だ
須
ら
く
内
部
に
入
る

可
し
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
本
当
の
批
評
は
、
内
部
か
ら
の
「
観
察
力
」
に
よ
ら

な
け
れ
ば
伝
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
表
面
は
、
時
代
の
影
響
を
重
視
す
べ

き
乙
と
を
述
べ
な
が
ら
も
、
そ
の
主
旨
は
、
内
質
の
追
求
を
重
ん
ず
る
乙
と
に
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
の
ち
、
テ

1
ヌ
が
自
然
主
義
文
学
の
理
論
的
な
背
景
に
な
っ
て
い
く

乙
と
を
考
え
る
と
、
こ
れ
と
透
谷
の
内
部
追
求
の
文
学
論
と
の
影
響
関
係
は
興
味
深

い
。
お
そ
ら
く
、
透
谷
に
対
す
る
テ
l
ヌ
の
影
響
は
、
テ
l
ヌ
の

E
リ
ュ
!
の
説
の

詳
し
く
巌
関
さ
れ
る
、
そ
の
前
の
段
階
で
の
影
響
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
透
谷
の
引
く
右
の
一
節
は
、
テ
l
ヌ
の
著
わ
し
た
「
英
文
学

史
」
の
第
一
節
の
引
例
の
一
部
に
過
ぎ
ず
、
テ

1
ヌ
の
主
張
す
る
、
時
代
や
環
境
重

視
説
は
、
実
は
、
そ
の
後
代
、
大
き
く
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

ζ

の
テ
l

ヌ
の
影
響
下
の
内
部
重
視
の
論
が
、
透
谷
に
お
け
る
内
部
生
命
論
の
発
火
点

に
な
っ
た
ζ

と
は
確
か
で
、

ζ

れ
は
、
「
二
宮
尊
徳
翁
」
(
明
M
・
日
〉
の
中
に
お

い
て
、
二
宮
尊
徳
を
高
く
評
価
し
、
「
翁
は
稀
代
の
理
財
家
に
し
て
、
而
し
て
独
得

J-Z4/』

7
4ノ

の
大
信
仰
を
有
し
、
天
来
の
心
内
生
に
よ
り
て
終
生
を
犠
牲
的
に
職
事
し
了
り
た
る

人
傑
な
り
」
と
称
賛
し
て
い
る
、
そ
の
「
心
内
生
」
に
ひ
き
つ
が
れ
、

「
内
部
生
命
」

へ
の
重
要
な
一
ス
テ
ッ
プ
に
な
っ
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。

こ
れ
ら
の
前
提
を
経
て
、
彼
は
「
厭
世
詩
家
と
女
性
」
(
明
お
・
臼
)
に
お
い
て
、

「
想
世
界
」
と
「
実
世
界
」
の
区
別
を
行
な
い
、
「
想
世
界
と
実
世
界
と
の
争
戦
よ

り
想
世
界
の
敗
将
を
し
て
立
縫
ら
し
ひ
る
牙
城
と
一
な
る
は
、
即
ち
轡
愛
な
り
」
と
い

っ
た
か
た
ち
で
、
「
内
世
界
」
の
解
明
に
入
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

彼
の
、
内
部
追
求
の
文
学
論
の
事
実
上
の
完
成
は
、
「
内
部
生
命
論
」
(
明
m
m
J

5
)
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
前
に
、
こ
の
「
厭
世
詩
家
と
女
性
」
の
想
世

界
追
求
を
受
け
て
、
そ
の
下
絵
を
完
成
さ
せ
て
い
る
の
が
、
「
松
島
に
於
て
芭
蕉
翁

を
読
む
L

ハ
明
お
・

4
)
で
あ
ろ
う
。

「
内
界
の
紛
擾
せ
る
時
に
、
わ
れ
は
寧
ろ
外
界
の
諸
識
別
を
遠
け
て
、
暗
黙
と
寂

莫
と
を
迎
ふ
る
の
念
あ
り
」
と
、
内
界
重
視
を
述
で
そ
の
内
化
の
過
料
と
し
て
、

「
迷
宮
」
を
お
き
、
そ
の
「
迷
宮
」
に
入
ら
な
い
で
、
ま
た
、
そ
の
中
の
「
妖
魅
」

や
「
造
化
の
秘
蔵
」
に
近
づ
か
な
い
で
、
秀
句
を
吐
乙
う
と
し
て
も
間
違
い
だ
と
説

く
乙
と
に
よ
り
、
内
界
追
求
と
、
そ
れ
を
と
り
ま
く
外
界
と
の
接
点
を
提
示
す
る
。

そ
し
て
、
そ
の
接
点
は
、
「
神
霊
に
動
か
さ
る
h
」
時
で
あ
り
、
「
イ
ン
ス
ピ
レ
ー

シ
ョ
ン
」
を
得
る
一
刻
那
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
時
は
、
我
も
凡
て
の
物
も
一
に
州

し
去
る
の
で
、
こ
れ
を
「
冥
交
結
合
」
と
名
づ
け
て
も
い
い
と
論
じ
て
、
次
の
よ
う
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に
説
明
を
加
え
る
。

「
冥
交
契
合
の
長
短
は
、
霊
韻
を
享
く
る
の
多
少
な
り
。
霊
鎮
を
享
く
る
の
多
少

は
、
後
に
産
出
す
べ
き
詩
歌
の
霊
不
霊
な
り
。
冥
交
契
合
の
長
き
時
は
、
自
ら
山
川

う
ち

草
木
の
中
に
己
れ
と
同
様
の
生
命
を
認
め
来
っ
て
、
一
篠
の
蔦
有
的
精
神
を
遠
暢
し
、

唯
一
の
裡
に
国
成
せ
る
真
美
を
認
め
、
わ
れ
彼
れ
が
一
部
分
か
、
彼
れ
わ
れ
が
一
部

分
か
、
と
疑
ふ
迄
に
風
光
の
中
に
己
れ
を
箱
入
し
得
る
な
り
。
」

彼
の
「
内
部
生
命
論
」
は
、
乙
れ
と
同
じ
構
図
を
も
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
り
、

彼
の
文
学
論
の
定
立
は
、

ζ

の
時
期
と
考
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
乙
の



下
絵
に
色
ど
り
を
く
っ
き
り
と
つ
け
た
の
が
、
「
各
人
心
宮
内
の
秘
宮
」
(
明
ぉ
・

9
)
、
「
心
機
妙
縦
覧
を
論
ず
」
(
明
お
・

9
)
、
「
他
界
に
封
す
る
観
念
」
(
明
お

.
叩
〉
な
ど
で
あ
る
。

彼
は
ま
ず
、
「
各
人
心
宮
内
の
秘
宮
」
で
、
心
を
二
つ
の
宮
に
わ
け
、
第
一
の
宮

は
「
施
慣
の
道
」
を
講
じ
た
り
、
希
望
や
生
命
の
表
白
を
す
る
が
、
第
三
の
宮
は
、

「
常
に
沈
冥
に
し
て
無
言
、
善
世
の
大
詩
人
そ
も
之
に
突
入
す
る
を
得
せ
し
め
ず
」

と
、
心
の
鵬
分
け
を
行
な
う
。
そ
し
て
、
こ
の
「
第
二
の
秘
宮
」
の
自
由
表
出
乙
そ

大
事
な
の
で
、
人
が
本
来
の
美
や
真
化
対
す
る
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
で
あ
り
、

ζ

の
秘
'V
口
の
奥
に
ζ

そ
「
人
生
の
最
大
至
重
の
も
の
」
が
め
る
の
だ
と
強
調
し
て
結
ぶ
。

乙
の
一
文
は
、
ま
ず
、
前
の
下
絵
の
心
の
部
分
に
お
け
る
色
ど
り
と
言
え
よ
う
。
次

に
、
そ
の
心
の
世
界
と
外
界
と
の
接
点
を
あ
と
づ
け
た
の
が
、
「
心
機
妙
愛
を
論
ず
」

で
あ
る
。

彼
は
、
「
秘
奥
の
潜
む
と
こ
ろ
、
幽
遠
な
る
道
眼
の
観
識
を
待
ち
て
無
言
の
冥
契

を
以
て
、
或
は
看
破
し
得
る
と
こ
ろ
も
あ
る
べ
し
」
と
説
き
、
そ
れ
を
、
文
覚
上
人

の
発
信
を
例
に
引
き
な
が
ら
、
「
心
機
妙
愛
」
の
一
瞬
で
あ
る
と
し
た
の
が
、
そ
の

論
の
中
核
で
あ
る
。
乙
の
「
心
機
妙
愛
」
論
が
、
内
界
と
外
界
と
の
接
点
に
お
け
る

彩
色
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
、
対
象
と
し
て
の
外
界
の
追
求
を
行
な
う
乙
と
に

よ
っ
て
、
そ
の
図
柄
は
完
成
さ
れ
る
。
そ
れ
が
「
他
界
に
針
す
る
観
念
」
で
あ
ろ
う

と
考
え
ら
れ
る
。

乙
の
「
他
界
に
お
す
る
観
念
」
は
、
す
で
に
、
「
富
士
山
遊
び
の
記
憶
」
(
明
日

・
夏
)
に
お
け
る
漢
詩
の
一
部
「
代
枕
好
有
月
入
夢
枕
上
神
出
没
」
と
い
っ
た
表

現
、
お
よ
び
、
「
蓬
莱
曲
」
(
明
M
・
5
〉
に
お
い
て
出
て
く
る
瞳
魅
醐
-
輔
、
き
ら

に
、
「
松
島
に
於
て
芭
蕉
翁
を
讃
む
」
に
出
て
く
る
様
々
の
幻
覚
、
な
ど
の
延
長
之

に
位
す
る
と
恩
わ
れ
、
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
彼
の
不
可
思
議
な
小
説
「
宿
魂
鏡
」
街

部・
1

〉
に
直
結
し
て
い
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
乙
う
い
っ
た
「
他
界
」

の
観
念
を
、
は
っ
き
り
概
念
化
、
抽
象
化
し
て
捕
え
よ
う
と
し
た
も
の
が
、

論
で
あ
ろ
う
。

乙
の
評

「
フ
ェ

l
リ
ィ
あ
り
、
ヱ
ン
ゼ
ル
あ
り
、
サ
イ
レ
ン
あ
り
、
ス
ヒ
ン
ク
ス
あ
り
、

或
は
空
中
に
棲
め
る
も
の
と
し
、
或
は
地
上
の
或
奥
遠
な
る
と
こ
ろ
に
住
め
り
と
な

す
、
共
に
他
界
に
封
す
る
観
念
な
り
」
と
、
外
国
に
例
を
引
き
な
が
ら
、
彼
は
、
ま

ず
、
詩
歌
に
お
け
る
「
鬼
神
」
の
重
要
性
を
提
示
す
る
。
つ
い
で
、
詩
歌
は
、
こ
の

よ
う
に
「
想
像
の
世
界
」
の
も
の
で
あ
り
、
「
霊
あ
ら
ぎ
る
も
の
に
霊
あ
り
」
、

「
見
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
を
見
る
べ
き
も
の
」
と
す
る
の
が
、
此
世
界
の
つ
ね
だ
と

し
て
、
「
マ
ン
フ
レ

y
ド
」
、
「
フ
ォ
ウ
ス
ト
」
「
ハ
ム
レ
フ
ト
」
な
ど
告
例
に
引

き
な
が
ら
、
「
詩
想
の
上
に
於
て
地
獄
と
天
堂
に
封
す
る
観
念
ほ
ど
緊
要
な
る
も
の

は
あ
ら
ざ
る
な
り
」
と
、
他
界
に
対
す
る
観
念
の
重
要
さ
を
強
調
し
て
い
る
。

乙
ζ

に
、
「
内
界
」
と
「
他
界
」
と
、
そ
し
て
、
そ
の
接
点
と
し
て
の
「
心
機
妙

愛
」
の
三
つ
が
、
定
め
ら
れ
、
そ
れ
ら
が
、
「
心
の
死
活
を
論
ず
」
(
明
お
・
1
〉

に
お
け
る
心
の
重
視
と
か
、
「
明
治
文
学
管
見
」
(
明
部
・

4
1
5
)
に
お
け
る
精

神
の
観
察
の
強
調
な
ど
に
よ
り
、
補
強
を
加
え
ら
れ
な
が
ら
、
統
括
、
総
合
さ
れ
て

い
っ
た
の
が
、
「
内
部
生
命
論
」
(
明
お
・

5
〉
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

彼
は
、
ま
ず
、
「
人
聞
の
心
」
を
研
究
す
る
乙
と
K
前
提
を
お
き
、
「
心
」
を
追

求
し
て
い
く
と
、
「
生
命
の
泉
源
」
と
い
っ
た
も
の
が
あ
る
の
に
気
づ
く
の
で
、
そ

の
「
生
命
思
想
」
の
育
成
建
設
が
重
要
で
あ
る
と
述
べ
、
「
真
正
の
勧
懲
は
心
の
経

イ
ン
ナ

1
4
7
イ

7

験
の
上
に
立
た
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
即
ち
内
部
の
生
命
の
上
に
立
た
ざ
る
べ
か
ら
ず
、

故
に
内
部
の
生
命
を
認
め
ざ
る
勧
懲
主
義
は
、
到
底
真
正
の
働
懲
な
り
と
云
ふ
べ
か

ら
ざ
る
な
り
」
と
、
一
文
の
中
心
に
「
内
部
の
生
命
」
を
設
置
す
る
。
つ
い
で
、
ヨ
狩

人
哲
撃
者
の
貫
向
上
な
る
事
業
は
、
賓
に
此
の
内
部
の
生
命
を
語
る
よ
り
外
花
、
出
づ

る
乙
と
能
は
ざ
る
な
り
」
と
、
文
学
の
方
向
を
定
め
、
そ
の
「
内
部
の
生
命
」
の
観

察
と
は
、
「
内
部
の
生
命
の
百
般
の
表
顛
」
、
す
な
わ
ち
、
「
人
性
人
情
の
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〈

白

『

E
C
M回
目

ζ
ミ
ニ
問
。
担
問
h

ニ
-
0
3
目
」
を
観
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、

「
記
知
設
覧
」
の
観
W

柄
引
が
必
要
で
あ
る
と
説
く
。
つ
い
で
、
そ
の
「
ヒ
ュ
!
?
ニ
チ

!
(
人
性
、
人
情
〉
」
の
観
祭
の
た
め
に
は
、
単
な
る
人
為
で
は
な
く
、
「
瞬
間
の

冥
契
」
す
々
わ
ち
、
「
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
が
必
要
で
あ
る
と
し
、
こ
の
瞬
間

の
「
呉
羽
ζ

め
る
者
を
「
真
正
の
思
想
家
」
と
言
う
の
だ
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
説

明
を
ひ
ろ
げ
る
。

「
問
中
克
す
る
に
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
は
宇
宙
の
精
神
即
ち
神
な
る
も
の
よ
り

し
て
、
人
聞
の
精
神
即
ち
内
部
の
生
命
な
る
も
の
に
針
す
る
一
種
の
感
臨
胞
に
過
ま
ず
き

る
わ
叫
り
。
」

お
そ
ら
く
、
こ
の
続
き
に
は
、

「
宇
宙
の
精
神
」
や
「
神
」
に
つ
い
て
の
言
及
が

続
く
は
ず
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
「
内
部
生
Am品
川
」
は
、
こ
ζ

で
、
未
完
の
内

に
終
わ
っ
て
い
る
。

ζ

の
原
因
の
一
つ
は
、
前
の
「
他
界
に
針
す
る
観
念
」
で
の
論

円
以
上
の
発
展
が
行
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
も
推
定
さ
れ
る
が
、
と
も
あ
れ
、

こ
の
よ
う
に
考
然
し
て
く
る
と
、
透
谷
に
お
け
る
文
学
論
は
、
「
松
島
に
於
て
芭
蕉

翁
を
議
む
」
の
延
長
線
上
に
「
内
部
生
命
諭
」
を
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た

と
は
て
よ
い
と
忠
わ
れ
る
の
で
あ
る
υ

こ
れ
は
、
き
わ
め
て
簡
略
な
素
摘
に
過
ぎ
な
い
が
、
乙
う
い
っ
た
透
谷
的
伝
内
部

追
求
の
文
学
織
が
、
歴
史
的
に
言
っ
て
ど
の
あ
た
り
か
ら
出
て
き
て
い
る
の
か
、
ま

た
、
そ
の
有
効
性
の
射
程
は
ど
れ
く
ら
い
な
の
か
と
い
っ
た
ζ

と
を
、
当
時
の
思
想

を
追
い
な
が
ら
、
次
に
考
え
て
み
た
い
。

同
式
的
に
い
っ
て
、
内
部
追
求
の
論
に
は
、
対
象
と
し
て
の
素
材
の
内
部
追
求
に

よ
る
も
の
と
、
自
己
の
内
部
の
追
求
に
よ
る
も
の
と
の
こ
つ
の
面
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
が
、
透
谷
流
に
言
え
ば
、
ど
ち
ら
に
し
て
も
、
そ
の
接
点
に
お
い
て
イ
ン
ス
バ
イ

ア
さ
れ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
今
は
、
ひ
と
ま
ず
、
素
材
的
で
あ
れ
、

心
的
で
あ
れ
、
「
内
部
」
を
重
視
し
て
い
る
説
の
系
譜
を
追
う
こ
と
に
意
点
を
お
き

た
い
。
言
わ
ば
、
内
部
重
視
説
の
粗
い
デ
ッ
サ
ン
と
い
う
こ
と
で
あ
る
υ

す
で
に
、
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
実
学
の
拾
頭
で
一
度
消
え
た
い
肢
の
刑
法
制
が
資

を
現
わ
し
て
く
る
の
は
、
総
体
的
に
は
、
明
治
十
年
代
の
後
半
と
い
う
こ
と
に
な
る

が
、
そ
う
い
っ
た
屈
折
の
後
の
内
部
追
求
の
論
が
、
総
体
的
な
流
れ
に
先
が
け
て
仮

初
に
姿
を
現
わ
し
て
き
た
の
は
、
私
見
に
よ
る
と
、
西
周
あ
た
り
か
と
忠
わ
れ
る
υ

す
で
に
、
簡
単
に
は
、
「
生
性
発
謡
」
(
明
6
・
6
未
完
)
や
、
「
致
知
山
口
訣
」
(
川

7
・
7
)
な
ど
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
「
知
説
」
〈
川
7
・
7
1

ロ
)
に
お
い
て
、
彼
は
次
の
よ
う
に
明
確
に
言
及
す
る
。
ま
ず
彼
は
、
知
識
と
行
為

と
を
論
じ
て
、
「
手
足
卜
言
語
ノ
宮
ト
ハ
皆
意
ノ
嵐
苛
ニ
シ
テ
、
内
部
ノ
命
令
ヲ
奉

シ
テ
之
ヲ
外
-
一
停
播
施
行
ス
ル
者
ナ
リ
」
と
述
べ
て
、
行
為
の
源
と
し
て
「
内
部
/

命
令
」
を
お
き
、
同
時
に
、
「
外
部
/
報
告
ヲ
敗
ラ
叶
レ
ハ
内
部
ノ
命
令
ヲ
施
ス
ヘ

キ
ナ
シ
」
と
、
両
者
の
相
互
関
係
を
述
べ
、
し
か
し
、
「
学
ノ
安
」
は
「

μmLtT

知
る
に
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
先
天
ノ
知
」
に
よ
る
と
説
き
す
h

め
、
た
め
に
は
「
先

イ
ン
エ
ス
チ
今
1
b一
ワ

シ

オ

プ

セ

ル

エ

jdvウ
シ
エ
キ
え
・
へ
F
Z
ンス

天
」
の
「
講
究
」
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
方
法
と
し
て
、
「
視
察
」
、
「
経
験
L

、

プ
ル
!
?

「
試
験
」
な
ど
に
論
及
し
て
い
る
。
内
発
論
と
し
て
は
、
最
も
原
則
的
で
稚
拙
ん
説

で
あ
る
が
、
あ
る
い
は
、
後
述
の
、
蘇
峰
な
ど
の
「
観
察
」
の
理
論
の
源
泉
が
、
こ

の
あ
た
り
に
存
す
る
か
と
も
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
実
学
主
義
者
福
沢
諭
ト
い
け
に
も
、
内

部
重
視
の
言
及
が
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
例
え
ば
、
「
通
俗
国
権
論
」
〈
川
口
・

9
)

の
な
か
で
、
西
洋
の
真
似
は
大
切
だ
が
、
ひ
と
え
に
、
彼
を
長
、
我
を
知
と
汚
え
る

べ
き
で
な
い
と
し
て
、
「
是
即
ち
内
と
外
と
の
事
情
を
詳
に
し
て
之
を
比
較
す
る
こ

と
の
大
切
な
る
由
縁
な
り
」
と
説
い
て
い
る
が
、
西
周
に
く
ら
べ
る
と
、
一
zu
及
の
し

か
た
は
き
わ
め
て
浅
い
υ
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注

3

同
周
は
、

ζ

の
前
後
に
著
わ
し
た
「
美
妙
謬
説
」
(
明
日
山
年
前
後
成
立
の
説
あ
h
ゅ

の
巾
に
お
い
て
も
、
「
比
美
妙
撃
ノ
元
素
ハ
之
ヲ
刻
一
三
下
為
ス
、
其
一
ハ
物
-
一
存

ス
ル
j
h
p
桝
ト
シ
、
其
一
ハ
我
-
一
容
ス
ル
ノ
元
素
ト
ス
」
と
、
美
術
の
一
元
素
を
二
つ

に
わ
け
、
「
然
ル
ニ
此
外
部
ニ
属
ス
ル
元
素
ハ
、
禽
獣
ト
雌
ト
モ
少
シ
ク
之
ヲ
感
受

ス
ル
ノ
性
ア
リ
卜
見
ユ
レ
ト
モ
、
内
部
ニ
具
ハ
ル
想
像
ノ
受
性
ニ
至
リ
テ
ハ
、
全
ク

欠
ケ
骨
リ
ト
見
ユ
ル
ナ
リ
」
と
説
き
す
』
め
、
美
術
の
本
質
は
内
面
関
係
に
あ
る
の

だ
と
論
じ
て
い
る
。
内
部
論
の
は
じ
め
の
も
の
と
し
て
、
こ
れ
は
注
目
し
て
よ
い
。

つ
い
で
、
こ
う
し
た
発
想
を
か
な
り
明
確
に
論
理
化
し
て
い
っ
た
の
が
、
中
江
兆

民
だ
と
思
わ
れ
る
。
彼
は
、
有
名
な
線
訳
「
維
氏
美
学
」
(
明
日

-
U
〉
の
な
か
で
、

「
凡
ソ
盆
文
ノ
発
ス
ル
ハ
人
ノ
情
性
ノ
自
然
ニ
白
ル
者
ニ
シ
テ
、
決
シ
テ
外
物
ノ
誘

動
二
出
リ
テ
然
ル
ニ
非
ザ
ル
ナ
リ
」
と
い
う
、
内
面
重
視
の
考
え
か
た
を
訳
し
て
い

る
が
、
こ
う
い
っ
た
論
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
「
理
事
鈎
玄
」
(
明
日
・

6
〉
に
お
い

て
、
か
な
り
多
く
、
内
面
の
問
題
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

「
五
口
人
若
ゎ
話
一
一
目
ノ
見
ル
所
、
(
中
略
)
手
足
肌
膚
ノ
鰯
ル
、
所
ニ
掬
ハ
ス
シ
テ

誠
ニ
応
ヲ
国
へ
シ
テ
内
ニ
向
ヒ
自
ラ
心
中
進
作
ス
ル
所
ノ
事
蹟
ヲ
静
察
ス
ル
ト
キ
ハ

騒
々
ノ
現
象
ノ
相
縫
テ
動
ク
ヲ
見
ル
。
」

「
是
ニ
知
ル
自
知
ノ
能
ノ
吾
人
心
円
ノ
現
象
ニ
於
ケ
ル
ハ
猶
ホ
五
官
ノ
能
ノ
外
物

サ
シ
ヌ
・
ア
ン
乎
今
i
A

ノ
現
象
一
一
於
ケ
ル
カ
如
ク
ナ
ル
事
ヲ
是
ヲ
以
テ
白
知
ノ
能
ハ
文
名
ケ
テ
心
事
ノ
感
覚

ト
日
フ
」

3
U伊
]
ノ
智
ハ
襲
キ
ニ
所
謂
自
知
ノ
能
ニ
シ
テ
一
切
心
中
設
作
ス
ル
所
ノ
現
象
ヲ

自
知
シ
並
ニ
己
レ
ノ
濁
リ
思
フ
所
ニ
シ
テ
他
人
未
タ
之
ヲ
知
ラ
サ
ル
モ
我
レ
自
ラ
其

排
出
宵

h

ツ
リ
悪
書
リ
ヲ
知
ル
」

右
の
よ
う
に
、
彼
は
か
な
り
意
識
的
に
「
心
内
」
と
「
外
物
」
と
を
わ
け
、
そ
の

う
ち
、
「
心
性
中
ノ
事
逃
」
は
、
「
虚
々
霊
々
卜
シ
テ
形
有
ル
事
」
で
は
な
く
て
、

「
外
間
高
物
ノ
質
物
」
と
は
全
く
別
の
も
の
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
υ

た
だ
、
乙
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
哲
学
体
系
を
意
図
し
た
上
の
論
伝
の
で
、
内
部
論
の

み
を
重
視
す
る
と
い
っ
た
、
明
篠
な
言
辞
は
必
ず
し
も
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
例

え
ば
、
の
ち
の
、
「
三
酔
人
経
倫
問
答
」
(
明
却
・

5
〉
に
お
い
て
、
「
進
化
神
」

は
社
会
の
頭
上
や
脚
下
な
ど
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
「
人
々
の
脳
髄
中
に
嬬
掘
す
る

者
」
で
あ
る
と
し
て
、
内
部
か
ら
の
追
求
の
必
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。
兆
民
自
身

は
、
乙
の
の
ち
、
政
治
論
へ
走
り
、
こ
れ
以
上
の
言
及
は
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
乙

の
あ
た
り
の
内
部
論
は
注
意
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
三
宅
雪
嶺
の
哲
学
論

「
哲
朗
字
滑
滴
」
(
明
辺
・

U
〉
に
も
、
内
部
へ
の
言
及
が
な
い
こ
と
は
な
い
が
、
兆

民
ほ
ど
強
調
し
て
い
な
い
乙
と
は
、
両
者
の
そ
の
後
の
立
場
を
示
し
て
い
る
よ
う
で

い
か
に
も
興
味
深
い
υ

乙
う
い
っ
た
内
部
追
求
の
論
は
、
史
論
の
系
列
に
お
い
て
も
見
ら
れ
、
「
繋
思
埜

の
訳
者
、
藤
田
茂
吉
は
「
文
明
東
漸
史
」
(
明
日
・

9
)
の
中
で
、
例
え
ば
、
「
交

通
ノ
目
的
」
は
貿
易
に
あ
る
の
だ
と
い
っ
て
も
、
単
な
る
物
口
聞
の
交
易
の
前
に
、
「
一
一
一
口

語
思
想
」
を
交
換
す
べ
き
で
あ
り
、
「
人
々
相
交
ハ
リ
テ
漸
ク
其
内
部
-
一
改
事
ヲ
受

ヶ
、
施
テ
外
部
ニ
及
ボ
シ
」
て
い
く
も
の
で
あ
る
と
か
、
「
外
部
ヨ
リ
」
の
、
家
間

の
文
明
の
輸
入
は
あ
っ
て
も
、
「
未
ダ
内
部
ヨ
リ
人
心
ヲ
動
カ
シ
テ
、
新
思
想
ヲ
愛

育
ス
ル
ノ
道
ア
ラ
ザ
リ
キ
」
と
か
い
っ
た
内
部
改
革
論
を
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、
「
日
本
開
化
小
史
」
の
著
者
と
し
て
高
名
な
田
口
卯
吉
は
、
明
治
十
九
年

五
月
の
日
本
読
書
会
第
二
回
演
説
に
お
い
て
、
「
惣
像
世
界
」
と
題
し
て
、
「
人
の

世
の
中
に
は
俗
世
界
と
想
像
世
界
と
の
一
一
y
の
区
別
が
御

5
り
ま
す
俗
世
界
と
は
一

家
の
事
務
一
国
の
政
務
の
如
く
手
紙
を
書
き
法
律
を
立
つ
る
な
と
の
如
き
俗
務
を
行

-ヲ-』り

ふ
世
界
で
御
ざ
り
ま
す
畑
出
像
世
界
と
は
心
の
中
に
種
々
の
惣
像
を
重
き
出
し
て
或
ひ

は
楽
し
み
或
ひ
は
悲
し
む
世
界
で
御

e
さ
り
ま
す
」
と
、
人
世
を
二
つ
に
わ
け
、
そ
の

う
ち
、
「
単
に
感
じ
た
る
丈
け
に
て
は
想
像
に
あ
ら
ず
別
に
心
の
中
に
案
出
す
る
所

の
も
の
が
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
」
と
「
心
の
中
」
を
重
ん
ず
る
論
を
述
べ
て
い
る
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し
、
服
部
甲
子
造
も
、
「
美
術
及
其
要
領
」
ハ
明

m
-
9〉
の
中
で
、
「
最
上
非
凡

の
美
術
品
」
は
、
美
術
品
と
し
て
一
般
に
欠
く
べ
き
で
な
い
も
の
の
他
に
、
「
尚
ほ

測
市
し
易
か
ら
さ
る
内
部
の
経
営
」
が
必
要
だ
と
論
じ
て
い
る
。
こ
う
し
た
嬰
諭
系

で
日
え
ば
、
一
二
叉
竹
越
与
三
郎
も
「
新
日
本
史
」
(
明
M
・
7
)
の
上
巻
の
末
尾
に

お
い
て
、
「
余
は
悌
人
夕
、
/
の
説
に
同
意
す
」
と
し
て
、
「
余
は
忠
ふ
、
史
家
は
謹

厳
な
る
法
官
た
る
の
み
な
ら
ず
、
英
霊
、
高
崇
の
心
胸
あ
る
詩
人
な
ら
ざ
る
べ
か
ら

ず
」
と
、
テ
1
ヌ
の
説
を
引
き
な
が
ら
、
内
部
論
に
近
い
立
場
を
示
し
て
い
る
。
透

れ
が
テ
1
ヌ
の
影
響
下
に
自
己
の
文
学
論
争
作
り
あ
げ
て
い
っ
た
こ
と
は
す
で
に
見

た
庇
ど
が
、
乙
こ
に
も
そ
れ
に
近
い
も
の
が
あ
る
の
が
興
味
深
く
思
わ
れ
る
。

乙
れ
ら
は
、
い
づ
れ
も
内
部
重
視
の
論
と
し
て
、
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
は
い
え
な

い
が
、
し
か
し
、
発
恕
の
銀
成
に
あ
る
一
つ
の
姿
勢
と
し
て
注
意
す
べ
き
も
の
が
あ

る
よ
う
で
ゐ
る
。

問

一
方
、
文
学
者
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
そ
の
、
明
確
な
言
及
の
始
め
は
、

二
葉
亭
問
迷
あ
た
り
か
と
思
わ
れ
る
。
す
く
な
く
と
も
、
明
治
十
九
年
以
前
に
訳
述

ぷ
れ
た
と
思
わ
れ
る
、
ベ
リ
ン
ス
キ
!
の
論
の
翻
訳
「
美
術
の
本
義
」
に
お
い
て
、

引
く
、
「
気
の
二
現
象
」
と
し
て
、
「
一
に
臼
く
主
気
(
内
部
に
属
し
て
思
考
す
る

も
の
〉
二
に
臼
く
客
気
(
外
部
に
属
し
て
思
考
さ
る
￥
も
の
)
是
ぽ
り
」
と
い
う
内

外
の
区
別
の
論
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
つ
づ
く
「
米
氏
文
僻
の
類
別
(
ベ
l
リ
ン
ス

キ
i
〉
」
に
お
い
て
も
、
同
僚
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
う
い
っ
た
文
学

織
を
、
彼
自
身
の
立
場
か
ら
整
理
し
た
の
が
「
小
説
墾
珊
」
(
明
日
・
と
で
あ
っ

た
と
言
っ
て
よ
く
、
そ
こ
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
内
面
重
視
が
論
じ
ら
れ
注
意
を

コH
J

，〈、。

「
凡
そ
形
(
フ
ォ
ー
ム
)
あ
れ
ば
弦
に
意
(
ア
イ
デ
ア
)
あ
り
。
意
は
形
に
依
つ

あ
ら

て
見
は
れ
、
形
は
意
に
依
っ
て
存
す
。
物
の
生
荏
の
上
よ
り
い
は
ば
、
意
あ
つ
て
の

形
、
形
あ
つ
て
の
意
な
れ
ば
、
教
を
重
と
し
、
執
を
軽
と
も
し
が
た
か
ら
ん
。
さ
れ

ど
其
持
前
の
上
よ
り
い
は
ば
、
意
こ
そ
大
切
な
れ
。
意
は
内
に
在
れ
ば
こ
そ
外
凡
肱

は
れ
も
す
る
な
れ
ば
、
形
な
く
と
も
尚
在
り
な
ん
。
さ
れ
ど
形
は
意
な
く
し
て
片
時

も
害
す
べ
き
も
の

K
あ
ら
ず
。
」

同
じ
乙
と
は
、
翻
訳
「
偏
見
心
理
論
」
〈
明
お
・

5
1
6
〉
の
中
に
も
見
ら
れ
、

彼
の
方
法
論
上
の
関
心
の
あ
り
ど
こ
ろ
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

ま
た
、
坪
内
迫
遥
も
、
内
部
論
へ
の
論
及
を
行
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
「
小
説

お
こ
な

ρ

神
髄
」
(
明
日
・

9
)
の
中
で
、
人
聞
に
は
「
外
に
現
る
h

外
部
の
行
為
ど
、
内
K

戴
れ
た
る
〔
内
部
の
〕
思
想
と
、
二
僚
の
現
象
あ
る
べ
き
筈
な
り
」
と
二
つ
に
わ
け

た
の
ち
、
そ
の
「
外
に
見
え
た
る
行
為
」
は
写
し
や
す
い
が
、
「
内
部
に
包
め
る
思

想
」
は
、
写
し
え
た
人
は
稀
で
あ
る
と
し
て
、
一
此
人
情
の
奥
を
穿
ち
て
、
〔
所
謂
)

賢
人
、
君
子
さ
ら
な
り
、
老
若
男
女
、
善
悪
正
町
仰
の
心
の
中
〔
う
ち
〕
の
内
幕
を
ば

洩
す
所
な
く
描
き
い
だ
し
て
周
密
精
到
、
人
情
を
〔
ば
〕
灼
然
と
し
て
見
え
し
む
る

を
我
が
小
説
家
の
務
め
」
と
す
る
の
で
あ
る
と
、
「
内
部
」
「
外
部
」
を
明
確
に
区

別
し
て
い
る
。
し
か
し
、
以
後
に
は
、
そ
れ
以
上
一
の
追
求
が
な
く
、
例
え
ば
、
「
小

説
三
派
」
(
明
お
・
ロ
)
に
お
い
て
、
小
説
を
「
固
有
派
」
「
折
表
派
」
「
人
間
派
」

と
わ
け
、
そ
の
内
の
「
折
表
派
」
を
論
ず
る
中
で
、
「
し
か
る
に
此
派
に
て
は
人
を

主
と
す
る
が
故
に
、
人
物
お
の
づ
か
ら
主
観
な
り
。
換
へ
て
い
へ
ば
人
物
の
表
歓
悲

喜
を
外
よ
り
の
み
は
見
で
内
よ
り
も
見
る
な
り
」
と
い
っ
た
か
た
ち
で
、
「
内
」
か

ら
の
観
察
を
小
説
の
必
要
事
項
の
一
っ
と
し
て
と
り
あ
げ
て
は
い
る
が
、
結
局
は
、

「
小
説
の
主
脳
は
人
情
な
h
，
」
の
枠
を
抜
け
出
し
て
い
な
い
よ
う
で
、
そ
れ
以
上
の

深
ま
り
は
な
い
ま
L

に
迫
遥
は
終
わ
っ
て
い
る
と
い
う
感
じ
が
す
る
。
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彼
に
つ
い
で
、
も
っ
と
明
噺
な
か
た
ち
で
内
部
論
を
出
し
た
の
は
、
徳
富
蘇
峰
の

「
近
来
流
行
の
政
治
小
説
を
評
す
」
(
明
却
・
7
)
で
あ
る
。
彼
は
、
乙
乙
に
お
い

て
、
脚
色
は
、
「
凡
そ
一
の
殻
端
ゐ
れ
ば
、
因
果
相
越
ひ
内
部
の
事
情
と
、
外
部
の

比
例
遇
と
相
摩
擦
し
」
、
自
然
に
で
き
上
っ
て
い
く
も
の
で
、
「
小
説
の
化
境
」
は
そ

ζ

に
あ
る
の
だ
と
説
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
す
で
に
「
新
日
本
之
青
年
」
(
明
却
・

3
〉
の
巾
で
、
「
其
ノ
事
業
ヲ
事
パ
ズ
シ
テ
其
ノ
心
術
ヲ
挙
ベ
ョ
。
物
質
的
ノ
現
象

ヲ
見
ズ
シ
テ
精
神
的
ノ
現
象
ヲ
見
ョ
。
ソ
レ
泰
西
外
形
ノ
文
明
ハ
或
ハ
金
ヲ
以
テ
之

ヲ
購
フ
可
シ
。
然
レ
ド
モ
其
ノ
内
部
ノ
文
明
一
一
到
リ
テ
ハ
。
涙
ヲ
以
テ
之
ヲ
購
ハ
ザ

ル
可
ラ
ス
」
と
述
べ
て
い
る
文
明
論
の
、
文
学
に
対
す
る
敷
街
の
も
の
で
あ
る
と
も

言
え
よ
う
。
彼
は
、
「
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
(
明

n
・
5
)
、
「
新
日
本
の
詩

人
」
〈
明
幻
・

8
〉
や
「
故
郷
」
〈
明
お
・

6
〉
を
経
て
、
「
観
察
」
〈
明
お
・
4
〉

に
お
い
て
、
彼
の
文
学
論
を
ま
と
め
る
の
で
あ
る
が
、
そ
乙
に
お
い
て
は
、
乙
う
い

っ
た
内
面
追
求
の
論
よ
り
、
む
し
ろ
、
自
己
の
修
練
度
に
か
け
る
と
い
っ
た
「
赤
心
」

諭
に
露
点
が
移
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
の
ち
の
彼
の
転
身
に
も
か
か
わ
っ
て
い
る
よ
う

注

4

で
興
味
深
い
が
、
乙
れ
ら
に
つ
い
て
の
私
の
考
え
は
す
で
に
述
べ
て
お
い
た
。

当
時
、
「
国
民
之
友
」
と
な
ら
び
立
っ
た
「
女
学
雑
誌
」
の
巌
本
善
治
に
も
、
内

部
論
へ
の
言
及
が
あ
る
。
「
美
術
論
」
(
明
却
・

8
〉
に
お
い
て
、
「
一
を
俗
と
云

は
ん
か
則
ち
他
は
仙
人
の
境
遇
士
山
想
な
り
」
と
い
っ
た
か
た
ち
で
、
人
世
を
俗
世
界

と
超
俗
の
世
界
と
に
わ
け
た
彼
は
、
「
小
説
論
」
(
明
m
-
U
)
に
お
い
て
、
「
人

の
心
巾
に
起
り
来
り
起
り
去
る
べ
き
心
思
の
微
を
分
ち
人
情
の
極
を
穿
ち
」
、
各
心

情
を
「
絢
頭
に
打
懸
け
た
る
鏡
の
手
立
に
よ
っ
て
明
日
子
細
に
写
し
山
口
す
乙
と
を

良
し
と
す
る
、
「
人
情
」
写
生
の
論
を
う
ち
出
し
て
い
る
。
乙
れ
は
退
遥
の
影
響
下

の
諭
と
忠
わ
れ
る
。
つ
い
で
、
「
理
想
之
佳
人
」
(
明

n
・
4
)
に
お
い
て
、
「
理

想
先
づ
内
に
成
て
、
行
為
、
言
語
、
外
に
現
は
る
、
則
は
ち
、
外
に
現
は
る
h

の
言

語
行
為
は
始
ん
ど
出
国
な
其
源
を
心
中
の
理
想
に
帰
す
る
」
と
、
「
円
」
重
視
の
論
を

述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
も
、
結
局
、
追
遥
的
人
情
論
か
ら
出
て
い
な
い
よ
う
で
、

「
自
尊
の
精
神
」
(
明
2
・
5
〉
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
修
身
論
に
落
ち
つ
い
て
い

く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
啓
蒙
本
位
の
「
女
学
雑
誌
」
の
主
宰
者
と
し
て
の

彼
の
限
界
と
言
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

つ
け
加
え
れ
ば
、
大
西
祝
の
「
批
評
論
」
(
明
白
・

5
)
の
中
に
も
、
次
の
よ
う

に
、
「
内
部
」
へ
の
追
求
要
請
の
論
が
あ
る
。

「
且
文
事
物
の
真
相
は
屡
々
其
表
面
に
出
現
せ
ず
、
寧
ろ
其
内
部
に
埋
伏
す
る
が

故
に
、
慧
眼
を
有
す
る
に
あ
ら
ず
ば
之
を
発
見
す
る
能
は
ず
、
其
眼
孔
は
事
物
の
全

面
に
吉
一
る
と
共
に
、
其
根
底
に
達
せ
ざ
る
可
ら
ず
。
」

こ
う
い
っ
た
、
様
々
の
、
内
面
へ
の
言
及
の
論
を
経
な
が
ら
、
そ
れ
を
あ
る
程
度
、

ま
と
め
あ
げ
て
い
っ
た
の
が
、
次
の
石
橋
忍
月
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

五:
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忍
月
の
論
の
内
質
に
お
け
る
価
値
は
、
す
で
に
、
諸
氏
の
す
ぐ
れ
た
論
が
あ
り
、

今
は
、
言
及
を
さ
け
る
が
、
そ
の
形
の
上
に
お
い
て
は
、
忍
月
の
評
論
は
、
透
谷
の

内
部
生
命
論
に
き
わ
め
て
よ
く
似
た
、
内
面
追
求
の
論
を
提
示
し
て
い
る
よ
う
に
私

は
思
う
。

忍
月
の
、
内
部
論
へ
の
言
及
は
「
浮
雲
の
褒
回
収
」
(
明
お
・

9
〉
に
始
ま
る
。
「
小

キ
ア

Z
Zア
ル
ア
手
今
ノ

説
の
要
は
人
物
の
性
質
、
意
想
を
篤
す
に
在
り
」
と
述
べ
る
こ
と
に
よ
り
、
必
然
的

に
、
内
面
の
追
求
へ
と
進
み
、
彼
は
ま
ず
、
「
意
想
」
の
解
剖
を
主
張
し
て
い
る
。

つ
い
で
、
「
薮
鴬
の
細
評
」
(
明
幻
・

7
〉
に
お
い
て
、
三
宅
花
園
の
「
薮
の
鴬
」
を
、

「
外
面
の
観
の
み
を
描
い
て
、
裏
面
潜
伏
の
状
即
ち
皆
殺
義
さ
ず
」
と
か
、
決
心

の
み
を
描
い
て
、
「
其
決
心
に
至
る
迄
の
心
裡
に
於
て
一
決
一
迷
彼
を
思
ひ
此
を
思

ひ
跨
蕗
初
復
す
る
の
状
を
寓
き
ず
」
と
か
論
難
し
、
「
性
質
の
真
意
」
、
「
想
の
兵
」



告
穿
つ
の
が
「
小
説
の
眼
目
」
な
の

rと
、
か
伝
り
明
確
に
内
へ
の
浸
透
を
重
視
し

た
で
阪
を
行
々
う
。

3
ら
に
、
「
二
葉
亭
氏
の
「
め
ぐ
り
み
ひ
』
」
(
明
2
・
2
)

に
お
い
て
は
、
「
本
筋
を
請
む
者
、
講
ふ
其
形
を
見
ず
し
て
其
影
を
見
よ
、
其
外
を

uxず
し
て
其
内
を
見
よ
」
と
説
い
た
り
、
「
本
籍
は
是
れ
容
貌
愚
々
る
が
如
き
君
子

々
り
。
内
に
抑
怖
く
蔵
す
る
所
ゐ
り
」
と
論
じ
て
、
き
わ
め
て
力
強
く
内
部
追
求
を
や
つ

な
が
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
「
詩
人
と
外
来
物
」
(
明
2
・
9
)
に
お
い
て
、
透
谷

が
、
内
発
の
要
開
と
し
て
「
他
界
」
を
お
い
た
と
同
じ
よ
う
に
、
「
詩
歌
若
し
内
よ

り
発
す
る
の
み
に
て
外
よ
り
肱
ず
る
も
の
な
く
ん
ば
、
彼
は
霊
泉
た
る
を
得
一
る
も
寛

に
任
洋
抗
仰
に
入
る
の
同
点
血
管
を
失
ふ
可
し
」
と
、
内
部
追
求
の
も
と
に
「
外
来
物
」
を

求
め
て
い
る
。
同
じ
こ
と
は
、
「
女
撃
雑
誌
社
説
『
小
説
・
小
説
・
加
熱
』
」
(
助
2
・

9
〉
に
お
い
て
も
主
張
さ
れ
、
ま
た
、
「
詩
歌
の
精
神
及
び
除
恰
」
(
明
お
・

1
〉

で
は
、
「
失
れ
格
調
と
精
神
と
は
詩
歌
の
二
美
な
り
、
西
人
此
二
美
を
別
言
し
て
均

的
町
内
M
l・
時
軒
町
一
株
析
」
一
一
日
ふ
」
と
述
べ
、
そ
の
内
、
詩
人
の
「
主
と
し
て
意
を

注
ぐ
べ
き
は
内
部
の
調
和
即
ち
精
神
に
在
ら
ざ
る
可
か
ら
ず
」
と
、
内
部
の
調
和
を

市
一
ん
じ
て
い
る
。
こ
の
系
列
は
、
形
の
上
で
は
、
先
に
述
べ
た
、
透
谷
の
二
世
界
の

解
明
、
「
各
人
心
宮
内
の
秘
宮
」
、
「
他
界
代
針
す
る
観
念
」
の
流
れ
と
い
か
に
も

似
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

そ
れ
ら
の
、
彼
の
論
の
総
括
は
「
想
費
議
」
(
明
お
・

3
)
に
お
い
て
行
わ
れ
て

い
る
。
未
定
稿
に
終
わ
っ
た
、
乙
の
、
彼
の
中
心
論
文
は
、
こ
れ
ま
た
、
丁
度
、
透

み
の
未
完
成
の
中
心
論
文
「
内
部
生
命
論
」
と
一
対
を
な
す
と
も
言
え
る
。

彼
は
、
「
詩
の
発
生
す
る
淵
像
、
大
約
制
y

て一一
γ
と
な
す
。
日
く
想
、
日
く
賓
。

惣
は
虚
象
な
り
、

wqJ
は
真
景
な
り
」
と
い
う
か
た
ち
で
、
想
、
実
を
弁
別
し
、
「
詩

の
要
」
は
「
内
に
虚
c手
信
設
け
て
文
字
之
を
貨
に
し
、
外
に
真
景
を
探
り
て
又
之
を

仮
象
K
蹄
す
る
」
に
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
二
者
の
関
係
は
、
相
互
的
な
も
の
で
あ
り
、

「
俗
に
恕
賓
は
却
想
派
貧
潟
派
の
分
る
h

所
と
す
る
は
誤
れ
り
」
と
、
両
者
を
ま
と

め
あ
げ
て
い
る
。

つ
い
で
、
彼
は
、
詩
が
永
遠
性
を
も
つ
た
め
に
は
、
そ
の
う
ち
、

視
が
必
要
だ
と
、
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。

グ
レ

1
セ

「
吾
人
想
ふ
に
詩
の
大
と
稽
す
る
も
の
に
二
ツ
あ
り
、
日
く
外
部
の
大
、
臼
く
内

部
の
大
即
ち
是
れ
位
り
。
外
部
に
於
け
る
大
は
只
詩
の
皮
相
を
大
に
す
る
に
止
る
と

離
も
、
内
部
に
於
け
る
の
大
は
専
ら
其
精
神
を
大
に
す
る
も
の
な
り
。
」

「
大
の
存
す
る
所
は
精
神
に
在
り
、
感
念
に
在
り
、
詩
人
に
在
り
、
別
言
す
れ
ば

詩
形
の
裏
面
に
在
り
。
」

そ
し
て
、
結
局
、
詩
人
の
あ
る
べ
き
姿
と
し
て
、
「
強
調
ふ
惣
、
賞
の
調
和
を
謀
れ
」

と
述
べ
、
「
調
和
」
と
い
う
こ
と
を
主
調
と
し
て
取
り
あ
げ
て
い
く
の
で
あ
る
。

彼
に
は
、
「
罪
過
論
」
(
明
お
・

4
〉
と
い
う
論
文
が
あ
る
が
、
そ
乙
に
お
い
て

モ
チ
イ
プ

は
、
「
罪
過
と
は
悲
哀
戯
曲
中
の
人
物
を
悲
惨
の
境
界
に
論
落
せ
し
む
る
動
力
(
川
町

因
)
な
り
」
と
し
て
、
「
重
要
な
る
戯
曲
規
則
の
一
」
に
、
乙
の
「
罪
過
」
を
お
き

た
い
と
述
べ
、
す
べ
て
、
「
源
因
」
す
な
わ
ち
「
搾
過
」
を
伊
る
こ
と
を
要
求
し
て

い
る
。
い
か
に
も
幼
稚
な
真
理
探
求
論
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
次
の
よ
う
に
も
考
え

ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
鴎
外
の
影
響
下
に
あ
っ
て
、
想
、
実
の
弁
別
の
の
ち
に
、
そ

の
惣
の
世
界
の
追
求
を
試
み
た
の
が
「
罪
過
論
」
で
あ
り
、
こ
の
論
の
あ
い
ま
い
さ

は
、
鴎
外
な
ど
か
ら
も
き
び
し
く
批
判
さ
れ
る
(
「
讃
罪
過
論
」
明
2
・
4
)
が、

結
局
、
そ
う
い
っ
た
内
部
の
追
求
の
い
き
づ
ま
り
か
ら
考
案
し
た
の
が
、
「
翻
案
古
川
」

に
お
け
る
中
心
の
説
「
調
和
」
の
設
定
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
詩
歌

の
精
神
及
び
除
情
」
に
も
、
「
調
和
」
と
い
う
乙
と
ば
は
見
ら
れ
る
が
、
ま
だ
、
そ

れ
ほ
ど
の
徹
底
は
な
い
の
に
対
し
て
、
「
想
実
論
」
に
お
い
て
は
自
己
の
発
見
を
、

「
古
へ
よ
り
詩
家
想
、
貨
を
論
ぜ
し
者
少
な
き
に
非
ざ
る
べ
し
。
然
れ
ど
も
想
と
貨

と
の
相
闘
を
論
じ
て
遂
に
其
調
和
に
及
ぼ
し
た
る
は
之
れ
な
き
が
如
し
」
と
か
、
「
十

年
以
前
中
村
正
面
・
井
上
哲
次
郎
の
二
氏
想
、
賓
の
中
執
を
か
詩
に
貴
ぶ
べ
き
ゃ
に
、

「
内
部
」
の
章
一
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肌
附
い
て
膝
答
あ
り
た
り
と
聞
け
ど
も
、
二
氏
は
未
だ
題
、
資
調
和
の
一
織
に
心
附
か

ぷ
り
し
も
の
の
如
し
」
と
か
、
高
ら
か
に
豪
語
し
て
い
る
。
の
ち
、
彼
が
、
「
夏
や

せ
」
(
別
幻
・

6
〉
の
結
論
部
に
お
い
て
、
紅
葉
を
評
し
て
、
彼
は
清
純
な
真
善
そ

山
川
法
令
る
窓
匠
、
人
生
閣
の
格
闘
を
写
す
の
は
下
手
だ
が
、
「
人
間
の
賓
生
活
、
自

然
の
矧
象
、
境
遇
の
小
波
湖
等
を
詩
境
に
調
和
す
る
に
至
つ
て
は
賓
げ
礼
子
の
長
ず
る

所
な
り
に
と
い
う
か
去
で
述
べ
る
主
要
か
ら
で
も
ど
つ
い
っ
た
調
和
重
視
は
察
官

500

そ
し
て
、
お
そ
ら
く
、
乙
の
「
調
和
」
説
を
つ
か
ん
だ
こ
と
が
、
忍
月
の
批
評
活

動
を
終
ら
せ
る
も
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
。
の
ち
の
、
「
鴎
外

の
幽
玄
一
論
に
答
ふ
る
書
」
(
明
お
・
ロ
〉
に
お
い
て
、
「
予
の
所
謂
小
説
の
内
面
と

は
、
即
ち
其
精
神
を
謂
ふ
な
り
」
と
言
い
換
え
て
、
内
面
論
を
述
べ
て
い
る
が
、
そ

れ
が
す
ぐ
、
「
斯
の
精
神
は
健
全
、
不
朽
、
幽
玄
の
三
要
素
を
備
ふ
る
を
要
す
」
と

い
う
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
、
今
一
つ
の
多
様
性
の
包
含
を
拒
否
す
る
乙

と
に
か
怯
る
。
官
邸
月
の
批
判
は
ζ

の
あ
た
り
か
ら
阪
に
見
え
て
生
彩
を
失
っ
て
い
っ
た

ょ
う
で
あ
る
。

思
う
に
、
乙
の
あ
た
り
に
、
忍
月
の
批
評
活
動
の
限
界
が
あ
る
よ
う
で
あ
り
、
こ

う
い
っ
た
忍
月
の
活
躍
と
限
界
は
、
引
い
て
は
、
一
般
の
内
部
論
の
有
効
性
を
論
ず

る
場
合
の
一
つ

ω
特
に
・
む
な
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
忍
月
は
ひ
と
ま
ず
こ
れ
く
ら
い

に
し
て
、
そ
の
他
の
内
面
重
視
の
論
を
今
す
こ
し
追
っ
て
み
た
い
。

忍
月
の
、
前
述
の
よ
う
な
活
躍
と
前
後
し
て
、
森
鴎
外
も
、
か
な
り
の
言
及
を
し

て
い
る
。
ま
ず
、
「
柵
草
紙
の
本
領
を
論
ず
」
(
明
包
・
叩
)
に
お
い
て
、
「
西
脇
ナ

の
東
漸
す
る
や
、
初
そ
の
物
を
傍
へ
て
そ
の
心
を
侍
へ
ず
」
と
、
西
洋
の
物
質
的
輸

入
に
よ
る
を
諸
責
し
て
、
心
の
重
視
す
べ
き
こ
と
を
述
べ
、
つ
い
で
、
「
追
遥
子
の

諸
評
一
訪
問
」
(
明
剖
・

9
)
に
お
い
て
は
、
す
で
に
見
た
追
遥
の
「
小
説
三
派
」
を
論

イ
ン
ヂ
キ
惇
ア
ル

4
7エ
と

ク

ロ

コ

ス

主

治

ハ

じ
て
、
「
固
有
は
類
想
な
り
、
折
衷
は
僻
制
御
な
り
、
人
聞
は
小
天
地
，
な
り
?
と
三

つ
に
わ
け
、
そ
の
最
後
の
「
小
天
地
想
」
を
、
「
霊
台
の
爽
火
、
宇
宙
の
命
恨
の
聖

火
と
相
鏑
着
し
て
、
以
て
一
篠
の
大
火
柱
を
成
せ
る
と
こ
ろ
K
生
ず
」
る
も
の
で
あ

り
、
「
偲
物
の
能
く
一
天
地
を
な
し
て
、
大
千
世
界
と
相
呼
応
す
る
と
乙
ろ
」
で
あ

る
と
説
き
、
そ
れ
を
「
美
術
の
奥
義
、
幽
玄
の
境
界
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
つ

い
で
、
有
名
な
迫
遥
と
の
没
理
想
論
争
に
お
け
る
、
「
早
稲
田
文
学
の
没
理
想
」
萌

M
・
ロ
)
の
中
で
は
、
「
烏
有
先
生
は
ま
た
追
遥
子
が
没
理
想
の
論
を
駁
し
て
い
は

、
申

d
本
ノ
ヱ

く
。
世
界
は
ひ
と
り
賓
は
る
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
惣
の
み
ち
み
ち
た
る
あ
り
。
進
遥

子
は
没
理
性
界

(ι?即
日
炉
〉
を
見
て
躍
的
鳥
ド
見
ず
。
ベ
思
齢
別
を
見
て
無
意
識
界
を

見
ず
」
と
二
つ
の
世
界
を
区
別
し
た
後
に
、
そ
の
吻
合
点
に
「
美
の
理
想
」
を
お
き
、

そ
れ
は

4
桝
婦
は
ン
に
よ
る
と
、
次
の
よ
う
に
説
き
進
め
て
い
る
。

「
い
か
に
珍
ら
し
き
築
に
も
自
然
な
ら
ぬ
撃
は
な
く
、
い
か
に
め
で
た
き
設
に
も

自
然
な
ら
ぬ
色
は
な
し
。
意
識
の
中
に
撃
を
調
へ
で
も
祭
と
な
す
べ
く
、
意
識
の
中

に
色
を
施
し
て
も
違
と
な
す
べ
き
は
言
ふ
ま
で
も
あ
ら
じ
。
さ
れ
と
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト

は
み
づ
か
ら
美
し
く
強
き
夢
の
裡
よ
り
其
調
を
得
た
り
と
い
へ
り
。
乙
は
道
工
の
上

に
も
詩
人

2
5
2
2に

て
、
一
昨
罷
欝
ノ
是
な
り
。
」

注

6

す
で
に
、
石
丸
久
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
イ
ン
ス
ド
レ

l

シ
ヨ
ン

論
は
、
透
谷
の
「
内
部
生
命
論
」
に
お
け
る
「
内
部
生
命
」
を
得
る
図
式
と
よ
く
似

て
い
る
の
で
、
鴎
外
か
ら
透
谷
へ
の
内
部
論
の
系
譜
が
乙
乙
花
見
ら
れ
る
と
言
え
よ

う
。
し
か
し
、
鴎
外
の
論
は
必
ず
し
も
徹
底
し
た
内
面
論
で
は
な
く
、
結
局
は
、
西

欧
化
の
た
め
の
道
筋
の
論
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
乙
の
「
神
来
」
の
ム
ユ
つ
の
追
求
を

行
な
わ
な
い
ま
〉
に
終
わ
る
「
没
理
組
論
争
」
や
、
の
ち
の
鴎
外
の
動
き
か
ら
も
察

せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
、
鴎
外
の
限
界
の
よ
う
な
も
の
が
、
そ
の
あ
た
り
に
存
す
る
と
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も
言
え
よ
っ
。

と
も
ゐ
れ
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
同
時
外
、
忍
月
に
お
い
て
、
内
面
追
求
の
論
は
、

ひ
と
ま
ず
の
完
成
を
見
た
と
考
え
て
よ
く
、
透
谷
の
内
発
諭
は
、
あ
く
ま
で
も
、



そ
の
延
長
k
k
u
つ
諭
で
あ
っ
た
と
い
う
乙
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
と
言
え
よ
う
。

」ー

ノ、

少
し
前
後
す
る
が
、
内
部
重
視
ム
論
は
、
ま
だ
幾
っ
か
指
摘
で
き
る
。

昨
峨
の
本
一
口
御
率
も
「
小
説
家
の
責
任
」
(
明
詑

-
U
〉
と
題
す
る
論
の
中
で
、
冨

文
花
山
応
じ
て
市
川
く
勿
れ
、
内
界
先
づ
熟
し
、
外
界
是
に
陣
地
じ
、
訟
然
感
得
す
る
所
あ

っ
て
策
を
採
る
。
議
君
の
責
任
は
向
し
、
諸
売
の
責
任
は
大
な
り
」
と
「
内
界
」
の

成
熟
を
う
々
が
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
「
然
ら
ば
如
伺
に
し
て
小
説
家
は
・

其
兵
理
を
愛
揮
す
べ
き
か
。
日
く
、
情
よ
り
入
ッ
て
是
を
愛
揮
す
る
な
り
」
の
よ
う

に
、
逃
遥
の
亜
流
に
過
ぎ
す
、
こ
れ
以
上
の
追
求
は
み
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

透
引
け
の
内
発
論
K
近
い
論
を
述
べ
て
い
る
人
と
し
て
、
今
一
人
あ
げ
て
お
き
た
い

の
は
、
若
き
日
の
園
木
田
独
歩
で
あ
る
。
彼
は
、
「
水
車
と
姦
淫
公
許
」
(
明

m
・

2
〉
の
中
で
、
水
市
の
「
内
部
」
に
多
く
の
機
械
が
あ
る
ζ

と
は
戸
外
か
ら
は
見
え

な
い
の
で
、
「
円
安
に
入
り
て
」
よ
く
調
べ
な
く
て
は
わ
か
ら
な
い
、
「
姦
淫
公
許
」

も
、
丁
陵
、
そ
の
よ
う
な
も
の
だ
と
、
簡
単
な
社
会
時
評
を
試
み
、
「
内
部
」
論
を

述
べ
て
い
る
。
乙
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
常
識
論
に
過
ぎ
な
い
が
、
つ
い
で
、
「
民
友
記

者
徳
符
猪
一
郎
氏
」
(
明
お
・
刊
〉
に
お
い
て
、
徳
富
は
様
々
の
点
で
功
績
大
だ
が
、

ま
だ
、
「
土
を
護
て
根
本
を
教
へ
、
百
花
恨
源
の
大
心
を
崎
広
言
す
る
能
は
ざ
り
し
が

如
し
」
と
述
べ
、
少
し
つ
つ
乙
ん
で
内
部
の
追
求
を
な
し
て
い
る
。
つ
い
で
、
そ
れ

ら
の
予
備
的
段
階
を
経
て
、
彼
は
、
日
記
「
欺
か
ざ
る
の
記
」
に
お
い
て
、
か
な
り

の
況
と
買
を
も
っ
て
、
内
部
論
に
論
及
し
て
い
る
。

「
此
の
人
間
が
過
去
に
は
、
過
去
の
教
育
、
情
賞
、
境
遇
、
経
験
を
有
し
、
未
来

に
は
未
来
の
希
担
、
境
遇
、
情
賞
、
教
育
を
有
し
、
一
穂
、
一
化
、
一
張
一
弛
、
一

退
一
滅
、
忽
に
し
て
聖
者
と
な
り
、
忽
ち
に
し
て
俗
骨
と
な
る
、
其
外
部
の
事
賞
、

内
部
の
事
賞
、
如
何
に
大
な
る
詩
ぞ
ノ
」
(
明
お
・

2
・
日
記
〉

「
自
動
的
の
人
は
天
に
射
し
責
任
を
信
ず
、
其
信
ず
る
や
必
ず
強
く
且
つ
堅
し
。

自
動
的
の
人
は
其
事
業
職
分
の
前
に
は
水
火
を
懐
れ
ざ
る
也
、
自
刃
を
臨
む
も
忌
避

す
る
所
な
し
、
廃
れ
て
後
止
心
は
貧
に
自
動
的
の
人
K
し
て
始
め
て
之
を
見
る
。
一

言
以
て
之
を
議
せ
ば
自
動
的
の
人
は
、
自
ら
務
め
自
ら
進
ん
で
天
来
の
イ
ン
ス
ピ
レ

ー
シ
ョ
ン
を
感
得
す
る
の
人
な
り
、
一
度
ぴ
感
得
し
て
失
は
ざ
る
の
人
也
。
」

部

-
2
・
E
記
〉

ー寸

防j

前
例
の
「
内
部
」
論
に
対
し
て
、
後
の
「
自
動
」
論
は
、
透
谷
に
お
け
る
「
漫
罵
」

(
明

m
a
m
)
の
発
想
と
似
て
い
て
、
両
者
の
聞
に
、
か
な
り
重
要
な
類
似
性
が
見

ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
の
ち
に
な
っ
て
発
表
さ
れ
た
「
欺
か
ぎ
る
の
記
」
(
明
日
u
l

mu
〉
を
透
谷
が
見
て
い
る
わ
け
は
な
い
の
で
、
お
そ
ら
く
、
こ
れ
ら
は
、
両
者
と
も
、

蘇
降
の
、
と
く
に
そ
の
「
新
日
本
之
青
年
」
の
中
の
第
七
固
に
み
ら
れ
る
自
動
の
教

育
論
な
ど
の
影
響
を
受
け
て
出
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
同
文
中
の
「
イ

ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
も
、
同
じ
く
蘇
峰
の
影
響
下
に
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

と
も
あ
れ
、
独
歩
に
お
け
る
内
面
論
は
、
彼
の
理
想
追
求
と
、
自
省
癖
が
か
ら
ま

り
、
彼
の
発
想
の
も
と
と
し
て
か
な
り
の
効
果
を
あ
げ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
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ヲ
令
。

し
か
し
、
そ
う
い
っ
た
内
面
世
界
の
追
求
の
頂
点
に
、
「
シ
ン
シ
リ
テ
イ
」
と
い

う
こ
と
を
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
論
に
一
つ
の
限
界
が
生
じ
て
く
る
よ
う
に
忠

え
る
。例

え
ば
、
明
治
二
十
六
年
六
月
二
十
日
の
記
に
、
次
の
よ
う
な
「
シ
ン
シ
リ
テ
イ
」

重
視
論
が
あ
る
。

「
只
だ
カ
ア
ラ
イ
ル
が
所
謂
シ
ン
セ
リ
テ
ィ
!
な
る
も
の
、
五
回
今
に
し
て
始
め
て

之
を
感
じ
得
た
り
と
信
ず
。
カ
ア
ラ
イ
ル
の
書
に
就
て
シ
ン
セ
リ
テ
ィ
ー
を
聞
く
事

己
に
久
し
。
ひ
そ
か
に
自
ら
其
の
意
を
得
た
り
と
な
せ
し
な
り
。
シ
ン
セ
リ
テ
ィ
ー



『
赤
保
々
の
大
感
情
』
乙
れ
ぞ
シ
ン

と
は
わ
れ
之
を
一
全
誠
と
謬
し
た
り
。
非
な
り
。

セ
リ
テ
ィ
ー
の
真
意
伝
り
け
る
。
」

ま
た
、
七
月
十
七
日
の
記
に
は
、
哲
学
の
徒
は
我
を
重
視
す
る
が
、
彼
ら
は
、
単

な
る
在
在
と
し
て
我
を
見
る
だ
け
で
、
「
シ
ン
シ
リ
テ
イ
」
を
も
っ
て
い
伝
い
と

「
シ
ン
シ
リ
テ
イ
」
の
重
要
性
を
う
た
い
あ
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、

「
欺
か
友
る
の
記
」
の
中
に
は
、
シ
ン
シ
リ
テ
イ
の
こ
と
ば
が

総
難
し
て
、

乙
の
あ
た
り
か
ら
、

続
出
し
て
く
る
。

そ
れ
は
、
あ
た
か
も
、
忍
月
に
お
け
る
「
調
和
」
論
と
同
じ
よ
う
に
、
彼
の
内
面

追
求
の
論
を
抑
制
し
て
し
ま
っ
て
い
っ
た
よ
う
に
も
思
え
る
。
す
な
わ
ち
、
内
面
追

求
が
、
「
真
実
」
で
あ
れ
、
と
い
う
と
こ
ろ
で
ス
ト
ア
プ
し
て
し
ま
う
わ
け
で
、
独

歩
の
問
題
点
は
こ
の
あ
た
り
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
言
う
な
れ
ば
、
思
考
の
射
程
が

知
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
、
の
ち
、
彼
が
驚
異
哲
学
へ
近
づ
い
て
い
く
の
も
、
こ
の

こ
と
と
関
係
が
あ
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
し
か
し
、
乙
の
段
階
の
独
歩
は
、
あ
く
ま

で
も
、
ま
だ
出
発
点
で
ゐ
り
、
早
急
な
論
評
は
さ
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
今
は
、
こ
れ

以
上
の
言
及
は
ひ
か
え
る
。

と
も
あ
れ
、
乙
う
い
っ
た
、
各
内
面
論
の
流
れ
の
上
に
、
透
谷
の
論
が
生
ま
れ
て

く
る
わ
け
で
あ
る
が
、
乙
乙
で
、
透
谷
の
内
発
論
と
前
後
し
で
、
透
谷
と
人
生
相
渉

論
争
を
か
わ
し
た
山
路
愛
山
に
つ
い
て
も
、
す
こ
し
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

愛
山
は
、
必
ず
し
も
積
極
的
な
内
部
重
視
論
者
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
民
友

社
に
あ
っ
て
、
蘇
峰
の
影
響
下
に
あ
り
、
そ
の
立
場
か
ら
、
内
部
へ
の
言
及
を
は
じ

め
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
例
え
ば
、
「
英
雄
論
」
(
明
M
・
1
)
に
お
い
て
、
今

日
の
文
明
を
有
効
的
、
活
気
的
、
永
続
的
に
す
る
の
は
、
単
に
「
物
質
的
関
化
」
ば

か
り
で
な
く
「
更
に
高
尚
な
る
精
神
的
開
化
の
建
造
」
に
刀
を
向
け
る
べ
き
で
あ
る

と
か
、
「
蓋
し
観
感
興
起
の
理
、
所
調
『
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
』
の
秘
奥
は
深
く

う
ち

人
心
の
裏
に
潜
な
」
と
か
い
っ
た
、
か
な
り
透
谷
に
近
い
、
と
言
う
よ
り
蘇
峰
に
近

い
論
を
述
べ
て
い
る
。

彼
に
お
い
て
興
味
深
い
の
は
、
そ
の
の
ち
、
透
谷
に
、
「
頼
嚢
を
論
ず
」
(
別
部

・
1
〉
の
冒
頭
「
文
章
即
ち
事
業
な
り
」
を
か
な
り
手
き
び
し
く
攻
撃
さ
れ
て
以
来
、

む
し
ろ
、
透
谷
の
意
図
と
は
逆
に
、
「
実
」
の
方
へ
傾
い
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

透
谷
の
文
学
即
事
業
説
攻
撃
に
対
し
て
、
反
論
し
た
と
言
わ
れ
る
「
明
治
文
墜
史
」

(
明
泊
。

3
1
5
)
に
お
い
て
、
彼
は
、
ひ
と
ま
ず
は
、
「
批
評
は
人
の
内
観
的
記

載
の
み
」
と
述
べ
た
り
、
「
智
慧
と
は
何
ぞ
や
、
内
よ
り
設
す
る
者
也
、
外
よ
り
来

る
者
に
非
る
也
。
事
物
の
真
に
達
す
る
者
な
り
」
と
述
べ
、
「
内
観
」
論
を
論
じ
な

が
ら
も
、
結
局
は
、
「
彼
等
ハ
批
評
の
対
象
と
し
て
の
い
わ
ゆ
る
準
者
先
生
〉
の
議

論
は
彼
等
の
経
験
よ
り
来
ら
ぎ
る
也
、
彼
等
の
智
識
は
彼
等
の
物
と
は
な
ら
S
る
組
」

と
い
っ
た
、
経
験
重
視
の
論
に
拡
が
っ
て
い
く
乙
と
か
ら
も
、
そ
れ
は
察
せ
ら
れ
る
。

ま
た
、

ζ

の
傾
向
は
、
「
凡
神
的
唯
心
的
傾
向
に
就
て
」
(
明
部
・
4
〉

K
お
け
る
、

「
女
拳
子
若
し
今
に
し
て
警
醒
せ
ず
ん
ば
天
下
を
率
ひ
て
清
談
風
話
に
溺
ら
し
む
る

者
は
女
拳
子
其
一
部
の
責
に
任
ぜ
ざ
る
を
得
ず
予
は
賞
に
女
撃
子
を
以
て
此
傾
向
の

代
表
者
と
し
て
一
矢
を
向
け
ざ
る
を
得
ざ
る
を
悲
し
む
」
と
い
っ
た
、
想
の
世
界
を

忌
避
す
る
方
向
に
走
る
こ
と
や
、
同
じ
月
の
「
唯
心
的
、
凡
神
的
傾
向
に
就
て
」
に

お
い
て
、
「
所
謂
善
人
善
を
為
す
惟
日
も
足
ら
ざ
る
者
、
一
日
の
中
に
は
一
日
の
事

あ
る
者
是
也
、
之
れ
を
思
は
ず
し
て
、
徒
ら
に
事
業
を
賎
し
み
、
之
を
俗
人
の
事
と

な
し
、
超
然
と
し
て
物
外
に
術
件
せ
ん
と
す
る
に
至
つ
て
は
抑
も
亦
名
教
の
賊
に
非

ず
や
」
と
い
っ
た
こ
と
ば
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
。
乙
れ
は
、
の
ち
、
彼
が
、
自
己
の

文
学
論
を
整
理
し
て
書
い
た
と
思
わ
れ
る
「
詩
人
論
」
(
明
部
・

8
〉
に
お
い
て
、

詩
人
は
、
「
感
ず
る
人
」
で
あ
り
、
天
地
は
彼
の
た
め
に
「
黙
示
」
と
な
り
、
人
生

は
「
神
秘
」
と
な
る
と
説
き
、
「
彼
れ
の
歌
ふ
所
は
直
ち
に
人
心
の
深
宮
に
徹
す
」

と
論
じ
進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
な
り
の
修
正
を
施
さ
れ
る
が
、
結
局
は
?
「
余

は
何
故
に
帝
国
主
義
の
信
者
た
る
乎
」
〈
明
部
・

1
)
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
優
勝
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劣
敗
の
思
想
に
つ
々
が
っ
て
い
く
の
で
、

い
か
に
も
惜
し
い
屈
折
が
そ
こ
に
見
ら
れ

る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
な
が
め
て
く
る
と
、
明
治
初
頭
以
来
、
透
谷
の
「
内
部

生
人
川
論
」
ま
で
の
内
部
論
は
ち
大
き
く
い
っ
て
、
忍
月
ま
で
と
、
透
谷
ま
で
の
二
期

比
わ
け
ら
れ
る
と
忠
わ
れ
る
。

今
ま
で
の
、
簡
略
な
要
約
を
す
る
な
ら
、

H
十
く
文
学
的
立
場
か
ら
遠
ぎ
か
っ
た
四

迷
は
別
と
し
て
、
追
遥
や
御
率
は
、
そ
の
迫
求
の
徹
底
を
中
途
で
断
念
し
、
忍
月
や

独
歩
は
迫
求
の
結
果
、
そ
の
限
界
に
つ
き
あ
た
り
、
一
方
は
「
調
和
」
、
一
方
は
ヨ

ン
シ
リ
テ
イ
」
に
そ
の
到
達
点
を
求
め
た
が
、
結
局
は
、
そ
れ
が
批
評
の
有
効
性
を

イ
シ
ス
ピ

仕
入
わ
せ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
鴎
外
、
透
谷
は
、
そ
の
核
を
「
神

2
ナ
オ
ン

米
」
、
「
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
に
お
く
が
、
し
か
し
、
そ
こ
で
、
岡
崎
外
は
、
追

U
Zキ
チ
を
ア
エ
ト

鴎
論
争
に
お
い
て
も
「
感
納
性
の
上
の
理
想
」
(
「
早
稲
田
文
学
の
没
理
想
」
〉
と

い
っ
た
科
度
で
、
そ
れ
以
上
の
論
求
を
行
な
わ
ず
、
透
谷
の
場
合
に
も
、
結
局
、
乙

の
論
は
未
完
に
終
っ
て
い
る
。

内
部
論
の
有
効
性
と
、
そ
の
限
界
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
そ
の
あ
た
り
に
あ
り
そ

う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
乙
れ
を
今
一
っ
こ
え
た
と
こ
ろ
に
、
実
存
の

問
題
が
位
す
る
の
で
、
透
谷
に
お
い
て
も
、
「
我
牢
獄
」
(
明
お
・

6
〉
に
お
け
る

観
念
追
求
の
悦
界
や
、
「
満
足
」
(
別
部
・
4
〉
に
お
け
る
「
何
そ
や
」
と
い
っ
た
、

観
念
の
自
転
の
町
界
は
、
そ
れ
を
思
わ
せ
る
が
、
そ
う
い
っ
た
論
は
、
あ
く
ま
で
萌

芽
の
段
階
で
止
ま
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

と
も
あ
れ
、

七

そ
れ
で
は
、

こ
う
い
っ
た
内
部
重
視
の
論
の
源
は
、
歴
史
的
に
見
て
、

一
体
ど
こ

に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
と
問
題
は
も
っ
と
複
雑
に
な
り
か
ね
な
い
。

す
で
に
紙
数
も
つ
き
た
が
、
最
後
に
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
、
粗
い
見
取
引
ノ
図
を
一

応
示
し
て
お
き
た
い
。

考
え
ら
れ
る
内
部
論
の
源
は
、
大
き
く
見
て
三
つ
あ
る
と
思
う
。
第
一
は
、
日
本

的
な
も
の
で
、
例
え
ば
「
古
今
集
」
の
仮
名
序
に
み
ら
れ
る
「
や
ま
と
う
た
ほ
、
ひ

と
の
乙
こ
ろ
を
た
ね
と
し
て
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
の
葉
と
ぞ
な
れ
り
け
る
」
と
い
っ
た

も
の
や
、
歌
論
に
み
ら
れ
る
有
心
、
無
心
な
ど
の
説
で
あ
る
。
第
ご
に
は
、
漢
文
学

影
響
下
の
論
で
勺
例
え
ば
、
老
荘
の
流
れ
の
下
に
あ
る
神
仙
思
想
伝
ど
の
汎
神
論
か

ら
の
追
求
、
孔
子
、
孟
子
、
笥
子
な
ど
の
心
の
追
求
、
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
「
護
衣

心
者
知
其
性
也
、
知
其
性
則
知
天
失
、
存
其
心
養
其
性
所
以
事
天
也
」
と
い
っ
た
孟

子
の
こ
と
ば
(
『
孟
子
』
蚤
心
章
句
上
)
な
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
、
明

治
に
お
け
る
、
西
欧
新
思
想
の
奔
流
の
よ
う
な
流
れ
の
前
氏
、
ま
た
た
く
の
聞
に
つ

い
え
去
っ
た
と
見
て
よ
く
、
す
で
に
見
た
様
々
の
論
例
の
中
に
も
殆
ん
ど
、
そ
の
影

響
下
の
論
が
見
出
せ
な
い
。
強
い
て
ゐ
げ
れ
ば
、
蘇
峰
的
な
、
道
徳
心
術
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
た
ど
れ
ば
、
そ
れ
は
横
井
実
学
に
つ
な
が
り
を
も
つ
も
の
か
も
し
れ
芯
い
。

源
の
第
三
は
、
明
治
以
降
の
西
欧
の
文
化
輸
入
と
共
に
入
っ
て
き
た
も
の
で
、
こ

れ
は
大
き
く
三
つ
に
わ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
、
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
の
も
の
と
、
純

学
問
的
な
、
西
欧
形
而
上
学
か
ら
の
影
響
の
も
の
と
、
そ
し
て
、
西
洋
の
文
学
論
や

美
学
論
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
は
、
当
時
の
文
学
者
の
多
く
に
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
、

つ
と
に
、
熊
本
バ
ン
ド
に
参
戸
加
し
た
蘇
峰
を
は
じ
め
と
し
て
、
愛
山
、
透
谷
、
独
歩

な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
の
土
壌
の
上
に
立
っ
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
な
お
、

透
谷
に
お
け
る
内
部
生
命
の
論
の
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
源
流
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
、

笹
淵
友
一
氏
が
、
ル
ソ
1
の
天
賦
自
由
論
に
出
発
し
、
川
尻
宝
容
の
「
内
部
文
明
論
」

(
明
口
・

9
〉
、
そ
し
て
、
山
路
愛
山
の
「
内
部
の
生
宗
一
」
(
明
部
・

6
)
の
流
れ
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注

7

を
論
じ
ら
れ
る
ζ
と
に
よ
り
、
見
事
に
一
不
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

折
口
学
の
移
入
の
上
の
も
の
は
、
間
局
、
兆
民
、
雪
嶺
な
ど
の
内
面
追
求
が
あ
げ
ら

れ
る
。
し
か
し
、
哲
学
的
思
弁
は
、
内
部
追
求
の
論
か
ら
出
発
す
る
こ
と
は
、
理
筋

か
ら
み
て
当
然
で
あ
り
、
こ
の
立
場
か
ら
の
こ
れ
以
上
の
追
求
は
さ
ほ
ど
の
意
味
を

も
た
な
い
か
も
し
れ
伝
い
。

向
洋
の
文
学
館
論
や
美
学
論
の
影
響
下
の
も
の
と
し
て
は
、
テ
1
ヌ
、
ペ
リ
ン
ス

キ
!
と
い
っ
た
、
当
人
の
意
図
す
る
所
と
す
乙
し
ず
れ
た
所
か
ら
の
影
響
や
、
ハ
ル

ト
マ
ン
、
レ
ッ
シ
ン
グ
な
ど
の
美
学
論
の
影
響
、
パ
イ
ロ
ン
、
ヮ
l
ズ
ワ

1
ス
な
ど

の
詩
的
世
界
か
ら
の
影
響
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
影
響
関
係
の
追
求
は
、
こ
れ
か
ら
の
問
題
と
し
た
い
。
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磯
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