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試
験
開
始
の
指
示
が
あ
る
ま
で
、
問
題
冊
子
お
よ
び
解
答
用
紙
に
は
手
を
触
れ
な
い
こ
と
。

問
題
は

2
¥
1
8
ペ
ー
ジ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
試
験
中
に
問
題
冊
子
の
印
刷
不
鮮
明
、
ペ
ー
ジ
の
落
丁
・
乱
丁
及

び
解
答
用
紙
の
汚
損
等
に
気
付
い
た
場
合
は
、
手
を
挙
げ
て
監
督
員
に
知
ら
せ
る
こ
と
。

3

解
答
は
す
べ
て
、

H
B
の
黒
鉛
筆
ま
た
は

H
B
の
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル
で
記
入
す
る
こ
と
。

4

マ
ー
ク
解
答
用
紙
記
入
上
の
注
意

(

1

)

印
刷
さ
れ
て
い
る
受
験
番
号
が
、
自
分
の
受
験
番
号
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、
氏
名
欄
に

氏
名
を
記
入
す
る
こ
と
。

(

2

)

マ
ー
ク
欄
に
は
は
っ
き
り
と
マ
ー
ク
す
る
こ
と
。

し
が
な
い
よ
う
に
よ
く
消
す
こ
と
。

2. 1. 
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時
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マ
ー
ク
を
消
す
時

0
良
い

0
悪
い

n益
心
い

解
答
は
す
べ
て
所
定
の
解
答
欄
に
記
入
す
る
こ
と
。
所
定
欄
以
外
に
何
か
を
記
入
し
た
解
答
用
紙
は
採
点
の
対
象

外
と
な
る
場
合
が
あ
る
。

問
題
冊
子
の
余
白
等
は
適
宜
利
用
し
て
よ
い
が
、
ど
の
ペ
ー
ジ
も
切
り
離
さ
な
い
こ
と
。

試
験
終
了
の
指
示
が
出
た
ら
、
す
ぐ
に
解
答
を
や
め
、
筆
記
用
具
を
置
き
解
答
用
紙
を
裏
返
し
に
す
る
こ
と
。

い
か
な
る
場
合
で
も
、
解
答
用
紙
は
必
ず
提
出
す
る
こ
と
。

試
験
終
了
後
、
問
題
冊
子
は
持
ち
帰
る
こ
と
。

注 国
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場
合
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も
し
仮
に
そ
う
だ
と
す
る
と
、
あ
る
意
味
で
は
非
常
に
奇
妙
な
こ
と
に
、
実
は
「
終
焉
」
論
の
方
が
こ
の
争
い
で
は
分
が
悪
い
よ

う
に
見
え
る
。
民
王
化
の
進
ん
だ
社
会
に
お
い
て
、
民
主
的
な
手
続
き
に
よ
っ
て
民
王
主
義
が
縮
小
し
て
い
る
こ
と
を
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の
終
焉
」
と
呼
ん
で
嘆
い
た
り
批
判
し
た
り
す
る
の
は
随
分
と
虫
の
い
い
話
だ
か
ら
だ
。
そ
れ
よ
り
も
、
民
主
主
義
の
進
展
を
敵
視

し
警
戒
し
て
き
た
「
過
剰
」
論
の
方
が
、
事
実
認
識
の
面
で
も
思
想
的
一
貰
性
に
お
い
て
も
ま
さ
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
れ
は
、
民
王
主
義
が
良
い
も
の
と
さ
れ
続
け
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
一
般
的
通
念
か
ら
す
る
と
、
あ
ま
り
に
も
意
外
か
つ

で
に
社
会
に
定
着
し
た
時
代
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

々
し
い

つ
い
て
の
悲
観
論
が
強
ま
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
普
通
選
挙
や
議
会
制
な
ど
、

が
l
l
t
界
中
に
広
ま
り
、
漠
然
と
し
た
観
念
と
し
て
の
民
主
主
義
に
対
し
て
公
然
と
反
対
を
唱
え
る
人
は
少
数
派
に
過
ぎ
な
い
に
も
か

主
的
な
社
会
で

そ
の
一
方
で
、

へ
の
失
望
が
声
高
に
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
「
選
挙
な
ん
て
行
っ
て
も
仕
方
な
い
」

と
冷
笑
的
な
こ
と
を
口
に
す
る
人
は
い
く
ら
で
も
い
る
だ
ろ
う
が
、
「
だ
か
ら
選
挙
制
度
な
ん
て
も
の
は
無
く
し
て
し
ま
お
う
」
と

の
自
由
が
守
ら
れ
て
い
る
か
ら
可
能
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
こ
の
自
称

の
恩
恵
を
大
い
に
受
け
て
い
る
。
そ
の
理
念
や
制
度
が
広
ま
り
常
態
化
し
た
と
い
う
意
味
で
は
民
主
主
義
は
勝
利
し
た
は
ず

な
の
に
、
人
々
の
信
頼
を
失
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
敗
北
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
逆
説
が
そ
こ
に
は
あ
る
。

2
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森
は
更
に
こ
う
し
た
悲
観
論
を
、
「
民
主
主
義
の
終
焉
」
論
と
「
民
主
主
義
の
過
剰
」
論
の
二
つ
に
分
け
て
説
明
し
て
い
る
の
だ

が
、
こ
れ
は
非
常
に
乱
暴
に
言
え
ば
前
者
が
「
左
派
」
的
な
視
点
、
後
者
が
「
右
派
」
的
な
視
点
だ
と
言
え
る
。

焉
」
論
者
は
、
民
主
主
義
が
高
度
に
発
展
し
た
資
本
主
義
に
従
属
的
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
問
題
視
す
る
。
「
生
産
者
」
と
い
う
よ

り
む
し
ろ
「
消
費
者
」
的
主
体
へ
と
変
質
し
た
市
民
が
、
民
主
的
な
手
続
き
を
通
じ
て
新
自
由
主
義
的
政
策
を
支
持
す
る
こ
と
で
社

会
的
不
平
等
と
格
差
を
広
げ
て
し
ま
い
、
ま
す
ま
す
民
主
主
義
の
力
を
削
い
で
し
ま
う
と
主
張
す
る
。

の
過
剰
」
論
者
は
民
主
主
義
と
資
本
主
義
を
表
裏
一
体
の
も
の
だ
と
捉
え
る
。
彼
ら
に
よ
る
と
、
消

費
社
会
に
お
け
る
欲
望
の
増
大
や
公
共
心
の
衰
退
は
、
民
主
化
お
よ
び
そ
れ
に
伴
う
社
会
の
平
準
化
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
人
々
は
政
府
が
自
分
た
ち
の
私
的
欲
求
を
満
足
さ
せ
て
く
れ
な
い
と
ク
レ
ー
マ
ー
化
す
る
が
、
か
と
言
っ
て
主
体
的
に

政
治
を
担
う
に
は
公
共
心
が
欠
け
て
い
る
た
め
、
不
満
を

の
暴
走
と
新
自
由
主
義
的
政
策
を
批
判
す
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
が
、

す
る
か
悪
玉
に
据
え
る
か
に
お
い
て
鋭
く
対
立
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
森
は
両
者
が
用
い
る
民
主
主
義
概
念
の
相
違
に
そ
の
原

因
を
求
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
終
焉
」
論
者
が
民
主
主
義
の
こ
と
を
、
資
本
主
義
に
代
表
さ
れ
る
社
会
的
現
実
に
対
抗
す
る
規
範

や
理
念
だ
と
考
え
て
い
る
の
に
対
し
て
、
「
過
剰
」
論
者
は
民
主
主
義
の
こ
と
を
ま
さ
に
そ
の
社
会
的
現
実
そ
の
も
の
、
社
会
が
向

か
っ
て
い
る
傾
向
と
し
て
見
て
い
る
と
い
う
。
そ
れ
は
確
か
に
そ
の
通
り
な
の
だ
が
、
そ
も
そ
も
同
じ
民
主
主
義
と
い
う
言
葉
が
何

故
こ
う
も
対
立
的
な
概
念
と
し
て
想
起
さ
れ
て
し
ま
う
の
か
を
、
よ
く
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

例
え
ば
こ
れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
で
階
級
対
立
が
顕
在
的
で
あ
っ
た
時
代
の
議
論
で
あ
れ
ば
、
両
陣
営
が
ど
の
社
会
集
団
に
属
し

て
い
る
か
に
よ
っ
て
民
主
主
義
に
対
す
る
心
理
的
距
離
を
説
明
す
る
こ
と
は
も
っ
と
容
易
で
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
左
派
」
は
、

ま
れ
な
い
貧
し
い
者
た
ち
を
代
弁
す
る
側
と
し
て
こ
れ
か
ら
実
現
し
て
い
く
べ
き
民
主
主
義
の
理
念
を
擁
護
す
る
の
が
当
然
だ
っ
た

だ
ろ
う
し
、

は
自
分
た
ち
の
価
値
観
や
既
得
権
益
に
挑
戦
し
て
く
る
こ
う
し
た
勢
力
を
眼
前
の
敵
だ
と
見
な
し
、

義
と
い
う
も
の
を
よ
り
実
体
化
し
た
現
実
と
し
て
憎
ん
だ
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
代
の
欧
米
諸
国
や
日
本
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

グ
ロ
ー
バ
ル
に
展
開
す
る
未
曾
有
の
格
差
社
会
と
い
う
現
実
を
顧
み
る
と
、
こ
う
し
た
社
会
対
立
が
と
っ
く
に
解
消
さ
れ
過
去
の
遺

物
に
な
っ
た
な
ど
と
い
う
楽
観
的
な
見
方
は
で
き
な
い
ま
で
も
、
少
な
く
と
も
民
主
主
義
に
基
づ
い
た
制
度
や
文
化
が
こ
れ
ほ
ど
ま

こ
の
二
つ
の
立
場
は
、

主
主
義
は
結
局
は
独
裁
へ
と
傾
く
、
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

気
に
解
決
し
て
く
れ
る
よ
う
な
強
い
権
力
者
を
求
め
る
。
そ
し
て
、
民

ま
で
主
張
す
る
人
は
そ
う
そ
う
い
な
い
し
、
「
自
分
は

か
わ
ら
ず
、

政
治
・
社
会
思
想
史
の
研
究
者
で
あ
る
森
政
稔
は
そ

）
 

一
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
よ
。

（
 

の
終

も
民

々
と
宣
言
す
る
人
が
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
民

一
般
的
に
民
主
的
だ
と
さ
れ
る
政
治
制
度

の
中
で
、
欧
米
を
中
心
に
近
年
、

2
 



と
い
っ
た
伝
統
的
価
値
の
見
直
し
を
強
く
要
求
す
る
。
し
か
し
そ
の
際
、

論
者
が
実
効
的
な
権
力
を
得
る
た
め
に
は
結
局

支

0
こ

十
6

舟
，
廿

l
l
`

文
化
・
但
習

こ
と
は
見
逃
せ
な
い
現
象
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
「
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

「
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
ー
な
ど

の
裏
に
は
、

重
視
す
る
、

い
わ
ゆ
る

人
々
は
そ
の
反
省
も
あ
っ
て
「
方
法
」
の
否
定
は
禁
じ
手
だ
と
考
え
る

っ
た
。
権
力
の
濫
用
に
対
す
る
足
枷
と
し
て
の
憲
法
を

法
」
の
否
定
は
、

い
う
「
方
法
」
を
徹
底
し
た
先
に
現
れ
る

を
否
定
で
き
る
強
い
指
導
者
を
「
方
法
」
を
通
じ
て

論
者
は

民
主
主
義
は

あ
く
ま
で

い
た
の
だ
。

結
果
だ
と
言
え
る
。

論
よ
り
「
過
剰
」
論
の
方
が
説
得
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
裏
を
返
せ
ば
規
範
や
理
念
と
し
て
の

ビ
ジ
ョ
ン
が
有
効
性
を
持
た
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
「
民
主
主
義
を
推
進
し
ろ
」
「
民
主
主
義
を
守
れ
」
と
ど
ん
な
に
叫
ん
で

も
、
こ
れ
ほ
ど
民
主
主
義
が
栄
え
た
時
代
に
そ
の
声
は
空
し
く
響
か
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
で
あ
る
。
こ
こ
で
敢
え

て
「
終
焉
」
論
者
の
意
見
に
従
っ
て
、
制
度
的
現
実
と
し
て
の
民
主
主
義
が
理
念
と
し
て
の
民
主
主
義
を
封
殺
し
よ
う
と
し
て
い
る

と
し
よ
う
。
で
は
、
そ
こ
で
封
殺
さ
れ
つ
つ
あ
る
民
主
主
義
の
理
念
と
は
実
際
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
よ
り
公
正
な
選
挙

だ
ろ
う
か
。
よ
り
開
か
れ
た
議
論
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
よ
り
い
き
届
い
た
福
祉
だ
ろ
う
か
。

り
「
方
法
」
に
関
す
る
理
念
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
当
た
り
前
と
言
え
ば
あ
ま
り
に
当
た
り
前
だ
が
、

ま
ず
は
人
民
の
意
見
を
政
治
に
反
映
し
、
そ
の
決
定
に
人
民
が
従
う
と
い
う
政
治
体
制
の
こ
と
で
あ
り
、
人
民
の
意
見
は
多
様
か
つ

流
動
的
な
の
で
そ
の
政
治
体
制
の
も
と
で
は
政
策
決
定
も
多
様
化
し
流
動
化
す
る
。
だ
か
ら
、
公
正
な
選
挙
を
求
め
る
こ
と
も
あ
れ

ば
選
挙
の
停
止
を
求
め
る
こ
と
も
で
き
、
自
由
な
言
論
を
促
進
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
言
論
を
制
限
す
る
こ
と
も
で
き
、
福
祉
を
拡
充

す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
福
祉
を
縮
小
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
極
端
な
ス
イ
ン
グ
は
、
選
挙
結
果
を
重
視
し
言

5
 

論
の
自
由
を
許
し
人
民
の
福
祉
が
優
先
さ
れ
る
ほ
ど
大
き
く
な
る
。
「
過
剰
」
論
者
は
こ
う
し
た
民
主
主
義
の
持
つ
放
埒
さ
に
警
戒

し
て
き
た
の
だ
。

論
者
は
、
こ
う
し
た
性
質
を
持
つ
民
主
主
義
を
称
揚
し
つ
つ
、
そ
れ
が
自
己
破
壊
的
に
作
用
す

る
こ
と
を
批
判
す
る
と
い
う
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
を
採
っ
て
し
ま
う
。
話
は
逆
で
あ
り
、
民
主
主
義
は
自
己
破
壊
を
許
す
ほ
ど
気

前
の
良
い
「
方
法
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
こ
こ
ま
で
普
遍
化
し
た
か
ら
こ
そ
自
己
破
壊
も
徹
底
的
に
な
っ
た
の
だ
。
彼
ら
は
む
し
ろ
自

、
つ
こ
と
よ
、

99~ 

る
。
も
ち
ろ
ん
、

う
は
ず
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
彼
ら
が
本
当
に
大
事
だ
と
考
え
て
き
た
の

る
べ
き
だ
ろ
う
。
民
主
主
義
が
（
彼
ら
が
望
む
方
向
で
）
上
手
く
機
能
す
る
た
め
に
必
要
な
規
範
や
理
念
、
民
主
主
義
を
支
え
る
前

提
こ
そ
が
大
事
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
民
主
主
義
と
い
う
「
方
法
」
の
擁
護
者
の
多
く
も
た
び
た
び
言
及
し
て
い
た
こ
と
で
あ

り
、
何
も
目
新
し
い
主
張
で
は
な
い
。
そ
れ
な
の
に
、
こ
こ
に
来
て
民
主
主
義
に
対
し
て
こ
こ
ま
で
失
望
感
が
高
ま
っ
て
い
る
と
い

口
で
は
カ
ッ
コ
つ
け
て
い
て
も
や
は
り
多
く
の
人
々
は
民
主
主
義
そ
の
も
の
を
い
つ
の
間
に
か
理
想
化
し
て
し
ま
っ
て

ど
こ
ろ
か
「
過
剰
」
化
し
て
い
る
と
い
う
見
解
の
方
に
説
得
力
が
あ
り
、

法
」
に
過
ぎ
な
い
の
だ
と
す
れ
ば
、
要
す
る
に
我
々
が
採
る
べ
き
道
は
民
主
主
義
と
い
う
「
方
法
」
を
抑
制
す
る
こ
と
だ
と
い
う
こ

種
の
民
王
独
裁
へ
の
道
で
あ
る
。

と
に
な
り
そ
う
な
の
だ
が
、
体
そ
れ
は
ど
う
す
れ
ば
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
厄
介
な
の
は
こ
こ
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
、

「＿

I

＿
」
論
者
の
末
路
は
一
J
I
-
」
論
者
が
危
惧
し
て
い
た

の
理
念
を
守
る
と
い
う
目
的
の
た
め
に
、
資
本
主
義
に
毒
さ
れ
た

選
ぶ
と
い
う
、
倒
錯
的
な
状
況
を
待
望
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

1
0
世
紀
に
お
い
て
全
体
主
義
の
悪
夢
と
し
て
結
実
し
た
。
そ
の
た
め
、
結
局
戦
後
の
民
主
主
義
陣
営
に
属
す
る

の
議
論
な
ど
も
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
「
方
法
」
の
否
定
を
防
止
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い

る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
代
に
な
っ
て
ま
た
こ
う
し
た
民
主
独
裁
の
可
能
性
が
世
界
的
に
浮
上
し
て
き
た

を
通
じ
た
民
主
主
義
の
抑
制
と
い
う
禁
じ
手
が
「
方
法
」
と
し
て
再
検
討
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
「
過
剰
」
論
の
方
は
ど
う
か
。
こ
ち
ら
は
民
主
的
な
価
値
を
批
判
す
る
際
、

は
従
来
の
「
右
派
」
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
経
済
的
社
会
的
有
力
者
層
と
結
託
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
現
代
に
お
い
て
そ
の

の
も
の
で
は
な
い
と
認
め

分
た
ち
が
支
持
し
て
き
た
民
主
主
義
の
理
念
を
誇
る
べ
き
と

論
者
が
そ
の
よ
う
な
意
見
に
従

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず

こ
こ

の
抱
え
る
大
き
な
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

の
理
念
な
ど
と
言
っ
て
も
そ
れ
は
所
詮
手
続
き
、

は
つ
ま

しヽ
、
つ

3
 



問

Iヽ 口
説
が
起
き
て
い
る
こ
と
。

恵
ま
れ
な
い
人
々
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
人
々
が
公
平
に
な
る
よ
う
に
機
能
さ
せ
る
民
主
主
義
の
理
念
は
、
現
在
か
な
り
の
レ

ベ
ル
で
定
着
し
て
い
る
の
が
現
実
な
の
に
、
民
主
主
義
が
切
り
開
い
た
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
大
変
な
格
差
社
会
を
生
み
出
す
逆

と。
民
王
主
義
は
資
本
主
義
に
対
抗
し
て
社
会
の
平
準
化
を
目
指
す
も
の
な
の
に
、
資
本
家
の
横
暴
を
も
自
由
の
名
の
下
に
認

め
て
社
会
を
階
層
化
さ
せ
て
い
る
矛
盾
に
は
解
決
策
が
な
い
こ
と
。

選
挙
制
度
な
ど
の
民
主
主
義
の
シ
ス
テ
ム
は
確
立
し
て
広
ま
っ
て
い
る
の
に
、
な
ん
の
た
め
に
そ
れ
を
行
っ
て
い
る
の
か

が
人
々
に
は
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
き
て
お
り
、
民
主
主
義
そ
の
も
の
に
欠
陥
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
始
め
て
い
る
こ

ろ

の
欠
陥
が
あ
る
と
人
々
が
気
づ
い
た
こ
と
。

イ

つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

（
中
島
啓
勝
『
て
お
く
れ
の
現
代
社
会
論
』
に
よ
る
）

め
て
歪
な
選
択
肢
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
。

ど
ち
ら
も
民
主
主
義
と
い
う
「
方
法
」
を
通
じ
た
形
で
。
民
主
主
義
は
「
方
法
」
に
過
ぎ
な
い
は
ず
な
の
に
、
我
々
は
そ
の

法
」
か
ら
手
を
切
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
実
は
本
当
の
問
題
は
民
主
主
義
な
の
で
は
な
い
。
我
々
が
「
方
法
」
に
囚
わ
れ
、
「
方
法
」

を
考
え
る
こ
と
し
か
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
問
題
な
の
だ
。

体
、
何
故
そ
う
だ
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
そ
れ
は
我
々
が
普
遍
的
で
確
固
と
し
た
生
き
る

な
ど
と
言
え
ば
、
人
に
よ
っ
て
様
々
な
意
見
が
あ
る
だ
ろ
う
し
、
そ
れ
こ
そ

「
目
的
」
な
ど
な
い
と
答
え
る
人
も
い
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
宗
教
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
感
じ
取
る
人
も
い
れ
ば
、
家
族
・
仲
間
・
共

同
体
な
ど
へ
の
愛
着
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
人
も
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
何
に
せ
よ
、
そ
の
「
目
的
」
は
容
易
に

各
人
に
と
っ
て
も
常
に
不
安
定
な
、
頼
り
な
い
も
の
と
し
て
映
る
。
だ
か
ら
こ
そ
人
は
常
に
迷
い
、
苦
し
み
、
そ
し
て
相
争
う
。
そ

し
て
確
か
な
「
目
的
」
を
見
失
っ
た
我
々
に
は
、
「
目
的
」
も
定
ま
ら
な
い
ま
ま
「
方
法
」
を
探
求
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
、
極

傍
線
部
ー
「
そ
の
理
念
や
制
度
が
広
ま
り
常
態
化
し
た
と
い
う
意
味
で
は
民
主
主
義
は
勝
利
し
た
は
ず
な
の
に
、
人
々
の
信

頼
を
失
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
敗
北
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
逆
説
が
そ
こ
に
は
あ
る
」
と
あ
る
が
、
全
体
を
ふ
ま
え
れ
ば
、

ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら

民
王
主
義
は
社
会
的
な
平
等
性
を
確
立
す
べ
き
も
の
な
の
に
、
民
王
主
義
的
な
手
続
き
が
社
会
的
格
差
を
拡
大
し
た
と
こ

致
す
る
こ
と
は
な
く
、

的
」
を
持
ち
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
生
き
る

で
は

民
王
主
義
を
擁
護
し
、
「
過
剰
」
論
者
が
守
る
民
主
主
義
を

論
者
は
否
定
し
よ
う
と
ま
す
ま
す
躍
起
に
な
る
。
た
だ
し
、

論
に
有
利
な
形
で
は
あ
る
が
二
者
は
相
補
的
な
関
係
に
あ
る
。

論
者
が
民
主
独
裁
を
望
め
ば
望
む
ほ
ど
「
過
剰
」
論
者
は

き
続
け
て
お
き
な
が
ら
自
身
が

ろ
見
事
な
ま
で
に
「
民
主
主
義
の
終
焉
」
を
お
膳
立
て
し
て
い
る

お
わ
か
り
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、

ろ
体
制
擁
護
の
思
想
と
し
て
民
主
主
義
と
い
う

の
恩
恵
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

と
呼
ば
れ
る
グ
ル
ー

有
力
者
と
は
巨
大
な
資
本
や
新
自
由
主
義
的
政
策
担
当
者
で
あ
る
以
上
、
「
過
剰
」
論
者
は
民
主
主
義
と
資
本
主
義
は
表
裏
一
体
だ

と
考
え
て
お
き
な
が
ら
資
本
に
一
生
懸
命
尻
尾
を
振
る
こ
と
と
な
る
。

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る

プ
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
形
で
宗
教
保
守
と
し
て
の
顔
と
利
潤
追
求
の
顔
の
両
面
を
持
つ
こ
と
と
な
っ
た
。
「
過
剰
」
論
者
は
む
し

論
者
は
事
実
認
識
と
思
想
的
一
貰
性
に
お
い
て
敗
北
し
て
い
た
は
ず
な
の
に
、
む
し

方
で
、
「
過
剰
」
論
者
は
あ
れ
だ
け
民
王
主
義
の
問
題
性
を
説

6
 

の
過
剰
」
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
愚
を
犯
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
過
剰
」

4
 



問
四

問 問

Iヽ

「
過
剰
」
論
は
、
自
由
で
平
等
な
社
会
は
か
え
っ
て
資
本
主
義
の
暴
走
を
招
く
と
批
判
す
る
よ
う
に
、
現
実
に
格
差
社
会

傍
線
部
5
「
「
過
剰
」
論
者
は
こ
う
し
た
民
主
主
義
の
持
つ
放
埒
さ
に
警
戒
し
て
き
た
の
だ
」
と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と

民
意
が
共
有
で
き
る
の
は
民
主
主
義
の
方
法
だ
け
な
の
に
、
高
遇
な
理
念
や
思
想
が
実
現
で
き
る
と
い
う
思
い
込
み
が
民

の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
で
、
民
主
主
義
が
定
着
す
れ
ば
賽
本
主
義
も
必
ず
進

ひ
と
た
び
民
主
主
義
的
な
手
続
き
に
よ
っ
て
物
事
が
決
定
す
る
な
ら
ば
、
し
だ
い
に
そ
れ
が
民
意
と
異
な
る
方
向
へ
向
か

利
澗
を
得
る
た
め
に
は
な
ん
で
も
し
か
ね
な
い
資
本
主
義
を
信
奉
す
る
が
ゆ
え
に
、
民
意
で
あ
れ
ば
な
ん
で
も
実
現
し
か

ね
な
い
民
王
主
義
が
危
険
な
方
向
に
向
か
う
こ
と
を
心
配
し
て
き
た
。

っ
て
も
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
危
険
性
を
認
識
し
て
い
た
。

展
し
、
極
端
な
格
差
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
た
。

口
民
主
主
義
と
資
本
主
義
は
コ
イ
ン

主
主
義
を
暴
走
さ
せ
る
と
危
惧
し
て
き
た
。

イ か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら

つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

が
起
き
て
い
る
か
ら
。

め
て
い
る
か
ら
。

’‘ 傍
線
部
2

「
「
民
主
主
義
の
終
焉
」

論
」
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
解
答
欄
①
に
、
「
「
民
主
主
義
の
過
剰
」
論
」
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
解

と
す
る
論
。

と
傍
線
部
3

の
自
由
が
資
本
主
義
に
よ
る
人
々
の
欲
望
の
発
露
を
喚
起
し
、
そ
れ
が
社
会
的
格
差
を
生
み
出
し
て
い
る
と
す

民
王
主
義
に
よ
る
平
等
の
理
念
が
、
消
費
者
の
資
本
主
義
的
な
モ
ラ
ル
な
き
私
的
欲
望
を
規
制
す
る
規
範
た
り
得
て
い
る

民
王
主
義
は
平
等
を
旨
と
す
る
の
で
、
人
々
の
私
的
な
欲
望
を
肯
定
し
て
発
展
す
る
資
本
主
義
と
相
性
が
よ
く
、
不
平
等

を
な
く
す
た
め
の
基
本
と
な
る
と
す
る
論
。

民
王
主
義
に
よ
る
平
等
の
実
現
は
人
々
の
欲
望
を
肥
大
化
さ
せ
、
他
人
の
た
め
に
何
か
し
よ
う
と
い
う
気
持
ち
ゃ
自
ら
政

民
王
主
義
体
制
下
に
お
い
て
は
社
会
が
平
等
化
さ
れ
る
の
で
、
人
々
は
他
人
よ
り
上
は
望
ま
ず
、
公
共
心
を
な
い
が
し
ろ

傍
線
部
4

「
民
主
主
義
の
進
展
を
敵
視
し
警
戒
し
て
き
た
「
過
剰
」
論
の
方
が
、
事
実
認
識
の
面
で
も
思
想
的
一
貰
性
に
お

い
て
も
ま
さ
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
あ
る
が
、
筆
者
が
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
の
は
な
ぜ
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
。

そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
―
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

「
過
剰
」
論
は
、
民
主
主
義
が
公
共
性
を
衰
退
さ
せ
た
こ
と
を
知
り
尽
く
し
て
お
り
、
強
い
権
力
を
望
ん
で
い
る
か
ら
。

「
過
剰
」
論
は
、
民
王
主
義
が
資
本
主
義
の
行
き
過
ぎ
を
是
正
し
よ
う
と
す
る
こ
と
を
理
解
し
、
そ
れ
に
対
抗
し
続
け
て

「
過
剰
」
論
は
、
「
過
剰
」
論
を
社
会
的
に
認
め
さ
せ
た
の
は
民
主
主
義
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
、
民
主
主
義
の
力
を
弱

い
る
か
ら
。

口 イ
に
し
て
で
も
自
由
を
重
視
す
る
よ
う
な
傾
向
は
弱
ま
る
と
す
る
論
。

ホ
治
を
担
う
よ
う
な
心
意
気
を
衰
退
さ
せ
る
と
す
る
論
。

Iヽ 口

る
論
。

イ 答
欄
②
に
、
次
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
―
つ
選
び
、

マ
ー
ク
せ
よ
。

の
過
剰
」

と
あ
る
が
、

の
終
焉
」

5
 



問
六

問
五

I¥ 口

「
終
焉
」
論
者
は
民
主
主
義
に
対
し
て
矛
盾
し
た
態
度
を
取
る
こ
と
に
よ
り
人
々
か
ら
民
主
主
義
へ
の
関
心
を
失
わ
せ
る

い
て
い
る
点
に
お
い
て
、
「
過
剰
」
論
者
は
民
主
主
義
を
批
判
し
な
が
ら
そ
の
実
民
主
主
義
を
最
大
限
に
利
用
し

て
資
本
主
義
を
発
展
さ
せ
て
い
る
点
に
お
い
て
、
思
想
的
な
混
乱
を
き
た
し
て
い
る
。

論
者
は
自
ら
が
属
す
る
社
会
集
団
に
お
い
て
格
差
の
解
消
を
理
念
と
し
な
が
ら
な
し
と
げ
ら
れ
ず
、
「
過
剰
」
論

者
は
既
得
権
の
確
保
を
目
標
に
し
な
が
ら
格
差
の
解
消
を
実
現
す
る
な
ど
、
民
主
的
な
手
続
き
を
経
た
政
治
体
制
に
よ
っ
て

そ
の
属
す
る
社
会
集
団
の
基
盤
を
弱
体
化
さ
せ
る
方
向
を
決
定
づ
け
た
。

論
者
は
民
王
主
義
の
理
念
と
し
て
反
資
本
主
義
的
な
立
場
を
想
定
し
、
「
過
剰
」
論
者
は
民
主
主
義
の
理
念
と
し

て
利
澗
の
追
求
を
想
定
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
現
代
社
会
で
は
ど
ち
ら
の
理
念
を
実
現
す
る
た
め
に
も
民
主
主
義
は
邪
魔
に

な
り
つ
つ
あ
り
、
民
王
主
義
を
形
骸
化
さ
せ
る
虚
無
的
な
立
場
に
陥
っ
て
い
る
。

方
向
へ

日
の
下
に
さ
ら
し
て
い
る
。

イ

ひ

と

空
欄
＿

I
-
‘

＿
J
I
＿
に
は
「
終
焉
」
か
「
過
剰
」
の
ど
ち
ら
か
が
入
る
。
そ
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最
も
適
切
な
も

の
を
次
の
中
か
ら
―
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

傍
線
部
6

「
愚
を
犯
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
こ
の
文
章
の
主
旨
を
ふ
ま
え
、
そ
の
説
明
と
し
て
最

の
理
念
を
設
定
す
れ
ば
、
思
想
的
に
敗
北
し
た
り
、
問
題
を
感
じ
る
民
主
主
義
を
強
化
し
た
り
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
な
ど
お
か
し
な
こ
と
に
な
る
の
は
、
そ
も
そ
も
民
主
主
義
に
は
守
る
べ
き
理
念
な
ど
な
い
こ
と
を
白

も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら

つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

イ

I
終
焉

rr過
剰

ロ

I
終
焉
I
l
終
焉

ハ

I
過
剰
l
I
終
焉

I
過
剰
I
l
過
剰

6
 



小
さ
き
神
々
は
、
旅
す
る

思
い
起
こ
し
ま
す
。

が
物
語
を
語
り
出
す

大
き
な
神
(

1

1

物
語
）
か
ら
放
逐
さ
れ
た
小
さ
な
神
々
(

I

I

 

に
降
り
て
来
て
、

を
、
わ
れ
わ
れ
の
も
と
に
、

を
み
ず
か
ら
の
日
常
の
中
に
よ
み
が
え
ら
せ
る
こ
と
。

の
行
方
を
眺
め
や
る
こ
と
。

と
て
も
恐
ろ
し
い
。

思
う
に
、

一 い
ま
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
物
語
を
自

い
ま
ふ
た
た
び
呼
び
寄
せ
る
こ
と
。

と
か
「
国
家
の
歴
史
」
と
か
「
国
家
の
神
々
」
と
か
い
う
観
念
は
あ
ま
り
に
大
き
す
ぎ
て
、
そ
れ
を
日
々
の
暮
ら
し
の

中
で
血
肉
と
し
て
い
く
こ
と
は
ひ
と
り
の
人
間
に
と
っ
て
困
難
で
あ
る
け
れ
ど
、

神
々
）
を
失
っ
た
人
間
に
と
っ
て
、

つ
ま
り
記
憶
喪
失
の
よ
る
べ
な
い
人
間
に
と
っ
て
、
よ
る
べ
な
い
心
と
肉
体
を
丸
呑
み
し
て
く

れ
る
大
き
な
観
念
ほ
ど
あ
り
が
た
い
も
の
も
あ
り
ま
せ
ん
。

（
こ
れ
は
、
別
の
表
現
で
言
う
な
ら
ば
、
人
間
が
大
き
な
観
念
を
自
身
の
血
肉
と
す
る
の
で
は
な
く
、
大
き
な
観
念
を
弄
ぶ
モ
ノ

ど
も
に
よ
っ
て
人
間
が
そ
の
血
肉
と
さ
れ
る
事
態
は
容
易
に
起
き
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
）

そ
も
そ
も
、
人
間
と
い
う
の
は
、
思
考
す
る
こ
と
に
お
い
て
タ
イ
惰
で
す
。
日
々
の
生
活
と
い
う
も
の
は
、
習
恨
づ
け
に
よ
る
条

件
反
射
で
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。
ゆ
え
に
、
手
取
り
足
取
り
条
件
付
け
を
し
て
く
れ
る
装
置
は
、
人
間
に
と
っ
て
、

麻
薬
の
よ
う
に
大
変
心
地
よ
く
中
毒
し
や
す
い
も
の
で
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。

い
っ
た
い
、

い
ま
こ
の
近
代
社
会
に
生
き
て
い
る
誰
が
、
た
と
え
ば
国
家
の
よ
う
な
巨
大
観
念
の
日
々
の
動
き
を
具
体

的
に
把
握
し
、
大
き
な
歴
史
の
流
れ
を
認
識
し
、

み
ず
か
ら
の
行
く
末
を
確
か
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
よ
う
か
？

ほ
ぽ
誰
も
わ
か
っ
て
は
い
な
い
、
ほ
と
ん
ど
誰
も
意
識
な
ど
し
て
い
な
い
、
そ
れ
で
も
日
常
は
進
ん
で
ゆ
く
、
過
去
と
現
在
と
未

来
に
対
し
て
盲
目
の
状
態
の
ま
ま
、
自
分
が
盲
目
で
あ
る
こ
と
に
も
気
付
か
ず
に
、

き
な
観
念
を
捕
ま
え
て
使
い
こ
な
す
よ
り
も
先
に
、
観
念
に
捕
ま
っ
て
使
い
こ
な
さ
れ
て
ゆ
く
、
喰
わ
れ
て
ゆ
く
。

こ
の
恐
ろ
し
さ
を
越
え
て
、
生
き
て
ゆ
く

か
。
そ
れ
を
ず
っ
と
考
え
て
き
ま
し
た
。

2
 

た
と
え
ば
、
自
分
の
身
の
丈
で
、
暮
ら
し
の
中
で
、
日
常
の
流
れ
の
中
で
、
記
憶
を
つ
な
ぎ
、
自
分
の
言
葉
で
今
を
語
り
、
「
命
」

そ
の
た
め
の

で
あ
る
た
め
に
、

切
実
に
思
う
の
は
こ
う
い
う
こ
と
、
だ
け
ど
、
そ
う
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
。

そ
の
昔
、
虐
げ
ら
れ
た
モ
ノ
た
ち
、
踏
み
つ
け
ら
れ
た
モ
ノ
た
ち
が
（
そ
れ
は
人
間
と
は
限
ら
な
い
。
ケ
モ
ノ
も
鳥
も
魚
も
虫

3
 

も
）
、
苦
難
を
乗
り
越
え
て
、
小
さ
き
カ
ミ
に
な
っ
て
、
ま
つ
ろ
わ
ぬ
記
憶
を
カ
ミ
の
物
語
と
し
て
語
り
だ
し
た
こ
と
を
私
は
思
い

起
こ
し
ま
す
。

4
 

そ
の
昔
、
「
神
道
集
」
の
神
々
の
物
語
や
ら
、
説
経
の
物
語
や
ら
、
祭
文
や
ら
を
運
ん
だ
旅
す
る
芸
能
者
た
ち
が
い
て
、
そ
の
足

と
声
と
語
り
で
織
り
上
げ
ら
れ
た
こ
の
世
の
絵
図
(

1

1

世
界
観
）
が
あ
り
、
語
り
つ
が
れ
た
「
命
」
の
記
憶
が
あ
っ
た
こ
と
を
私
は

さ
て
さ
て
、
先
回
り
し

っ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

分
自
身
の
物
語
に
書
き
換
え
て
ゆ
く
、
物
語
を
乗
っ
取
っ
て
ゆ
く
。

5
 

た
と
え
ば
、
説
経
「
さ
ん
せ
う
太
夫
」
の
よ
う
な
物
語
が
、
「
山
椒
大
夫
」
「
―
―

れ
を
意
識
し
つ
つ
暮
ら
し
て
い
る
？

二
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
よ
。

日
常
は
進
ん
で
ゆ
く
、

ほ
と
ん
ど
の
人
間
は
大

つ
な
が
っ
て
ゆ
く
「
命
」
で
あ
る
た
め
に
、
何
を
な
す
べ
き

「
山
桝
太
夫
」
と
さ
ま
ざ

誰
が
そ

一
方
で
、
記
憶
／
物
語
の
依
り
代
(

1

1

小
さ
き

7
 



の
人
々
の
こ
と
を
想
い
起
こ
さ
せ
ま
し
た
。

う
、
溶
鉱
炉
の
よ
う
な
凄
ま
じ
い
数
字
の
時
代
で
も
あ
り
ま
し
た
。

ま
な
漢
字
を
当
て
ら
れ
た
り
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
風
土
か
ら
生
え
出
た
か
の
よ
う
に
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
小
さ
き
神
々
の
物
語
に
再
構
成
さ
れ
て
ゆ
く
、
乗
っ
取
ら
れ
て
ゆ
く
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
、
と
て
も
あ
り
ふ
れ
た
こ
と
と
し

て
長
い
年
月
の
間
、
繰
り
広
げ
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

6
 

そ
れ
は
、
民
草
が
主
と
な
っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
て
き
た
、
血
も
肉
も
声
も
通
う
「
歴
史
す
る
」
風
景
で
あ
る
、
と
い
っ
て
も
よ
い

キ
ャ
プ
テ
ン
・
ク
ッ
ク
、
あ
い
つ
が
や
っ
て
き
た
。
彼
は
こ
の
カ
ン
ト
リ
ー
に
や
っ
て
き
て
白
人
を
あ
ち
こ
ち
に
お
い
て
い
っ

た
。
我
々
は
け
っ
し
て
そ
ん
な
こ
と
は
し
な
い
。
そ
れ
は
よ
く
な
い
こ
と
だ
。
…
…
な
あ
、
キ
ャ
プ
テ
ン
・
ク
ッ
ク
は
悪
い
こ

と
を
し
た
。
奴
は
ア
ボ
リ
ジ
ニ
の
人
々
を
撃
ち
殺
し
、
女
を
盗
ん
だ
。
我
々
は
け
っ
し
て
そ
ん
な
こ
と
は
し
な
い
。
そ
ん
な
こ

と
を
す
る
の
は
白
人
だ
け
だ
。
…
…
あ
い
つ
ら
は
こ
こ
に
や
っ
て
き
て
間
違
っ
た
こ
と
を
し
た
。
だ
が
我
々
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

彼
ら
は
さ
ま
ざ
ま
な
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
キ
ャ
プ
テ
ン
・
ク
ッ
ク
に
よ
る
侵
略
と
虐
殺
の
歴
史
を
語
り
ま
す
。
キ
ャ
プ
テ
ン
・
ク
ッ
ク

あ
る
よ
う
に
、
彼
ら
の
語
る
「
歴
史
」
も
語
る
者
次
第
で
相
互
に
矛
盾
も
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
す
べ
て
、
ジ
ミ
ー
・
マ
ン

ガ
リ
ヤ
が
語
る
よ
う
に
、
白
人
に
よ
る
侵
略
の
不
道
徳
性
を
語
り
伝
え
る
と
い
う
一
点
で
共
通
し
て
い
る
と
い
い
ま
す
。

そ
れ
は
、
西
洋
近
代
の
歴
史
学
の
中
に
は
収
ま
り
よ
う
の
な
い
「
民
の
歴
史
実
践
」
。
西
洋
近
代
の

る
な
ら
ば
、
「
歴
史
」
で
は
あ
り
え
な
い
「
歴
史
」
で
す
。
命
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
不
道
徳
が
、
ど
ん
な
者
た
ち
に
よ
っ
て
な

も
う
こ
こ
ま
で
き
た
ら
、

い
切
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
。

キ
ム
ソ
ク
ポ
ム

と
、
そ
ん
な
こ
と
を
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
在
日
朝
鮮
人
の
作
家
金
石
範
の
エ
ッ
セ
イ
の
中
で
、
そ
ん
な
思
い
と
は
真
逆
の
ナ

b
 

チ
ス
の
忠
良
な
る
官
リ
ョ
ウ
ア
イ
ヒ
マ
ン
の
言
葉
に
ば
っ
た
り
再
会
し
た
の
で
し
た
。

そ
う
だ
、
こ

は
な
い
け
れ
ど
も
、
日
本
各
地
に
相
互
に
矛
盾
す
る
内
容
の
「
さ
ん
せ
う
太
夫
」
が

の
こ
と
を
す
っ
か
り
忘
れ
て
い
た
。
確
か
に
そ
う
で
し
た
。
近
代
と
は
統
計
の
時
代
、
数
字
の
時
代
で
し
た
。

の
た
め
に
命
を
落
と
し
た
数
百
万
人
の
魂
も
、
靖
国
に
投
げ
こ
め
ば
分
離
不
能
か
つ
抽
象
的
な
―
つ
の
護
国
の
神
に
な
る
と
い

ア
イ
ヒ
マ
ン
の
言
葉
は
、
同
時
に
、
文
化
人
類
学
者
川
田
順
造
に
よ
っ
て
記
録
さ
れ
た
、
人
間
存
在
を
抽
象
化
し
な
い
ア
フ
リ
カ

ア
フ
リ
カ
の
小
さ
な
村
や
家
族
で
、
そ
の
首
長
に
彼
の
村
や
家
族
の
成
員
が
何
人
か
と
訊
ね
て
も
、
答
え
は
返
っ
て
こ
な
い
の

7
 

が
普
通
だ
。
だ
が
、
個
別
に
、
誰
と
誰
が
い
る
か
と
い
う
形
で
な
ら
、
誤
り
な
く
列
挙
で
き
る
の
で
あ
る
。
老
婆
も
、
壮
年
の

男
も
、
幼
児
も
、

ひ
と
し
な
み
に
頭
数
で
表
わ
す
の
は
、
不
条
理
で
さ
え
あ
る
。

百
人
の
死
は
悲
劇
だ
が
、
百
万
人
の
死
は
統
計
に
す
ぎ
な
い
。

「
小
さ
な
神
々
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
命
の
こ
と
な
の
で
あ
る
」
、

さ
れ
た
か
。
た
だ
そ
の
一
点
を
語
り
伝
え
る
「
歴
史
」
で
す
。

が
グ
リ
ン
ジ
に
や
っ
て
き
た
と
い
う

に
出
か
け
て
い
っ
た
り
は
し
な
か
っ
た
。

ー
の
先
住
民
の
歴
史
実
践
の
風
景
に
も
つ
な
が
っ
て
ゆ
き
ま
す
。

）
の
風
景
は
、
保
苅
実
が

の
で
は
な
い
か
。

叙
述
を
普
遍
と
す

（
グ
リ
ン
ジ
の
長
老
の
ひ
と
り
、
ジ
ミ
ー
・
マ
ン
ガ
リ
ヤ
談
）

デ
イ
カ
ル
・
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
』

っ
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
グ
リ
ン
ジ
・
カ
ン
ト
リ

8
 



問
七

ホ Iヽ 口
う
ほ
か
は
な
い
と
い
う
こ
と
。

支
配
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。

人
間
は
生
活
実
感
を
伴
わ
な
い
大
き
な
観
念
に
向
き
合
う
と
、
そ
れ
に
詳
し
い
他
者
に
頼
り
が
ち
に
な
る
傾
向
が
あ
り
、

そ
の
他
者
が
何
ら
か
の
意
図
を
も
っ
て
観
念
を
作
り
変
え
よ
う
と
す
る
際
に
、
協
力
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
と
い
う
こ
と
。

人
間
に
と
っ
て
大
き
な
観
念
を
自
身
で
か
み
砕
い
て
理
解
す
る
の
は
困
難
な
こ
と
な
の
で
、
そ
の
大
き
な
観
念
を
当
然
の

よ
う
に
利
用
し
て
物
事
を
行
う
存
在
に
は
追
随
し
や
す
く
、
物
事
の
大
事
な
判
断
を
委
ね
て
し
ま
う
た
め
に
、
結
果
的
に
は

人
間
社
会
は
大
き
な
観
念
の
共
有
を
基
盤
に
し
て
成
立
し
て
お
り
、
そ
の
具
現
化
と
し
て
法
や
政
治
が
存
在
す
る
の
だ
が
、

そ
れ
ら
を
司
る
人
物
た
ち
は
大
き
な
概
念
を
時
と
し
て
都
合
の
良
い
形
で
利
用
す
る
の
で
、

ま
れ
が
ち
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

西
洋
近
代
の
思
考
に
よ
っ
て
、
「
野
蛮
」
で
あ
り
「
未
開
」
で
あ
る
と
分
類
さ
れ
た
人
々
の
、
個
別
で
具
体
で
し
か
あ
り
え
な
い

「
人
間
／
命
」
へ
の
向
き
合
い
方
、
そ
れ
を
私
は
大
切
な
「
命
の
記
憶
の
作
法
」
と
し
て
、
し
か
と
受
け
取
り
な
お
し
ま
す
。

抽
象
化
さ
れ
た
「
命
」
に
息
を
吹
き
込
み
、
血
と
肉
を
よ
み
が
え
ら
せ
る
。

そ
の
よ
う
な
「
命
」
が
生
き
る
べ
き
、

つ
な
が
る
べ
き
、
き
た
る
べ
き
世
界
を
思
い
描
く
。

そ
れ
は
、
「
旅
す
る
声
／
語
り
」
と
「
小
さ
き
神
々
／
記
憶
」
を
失
っ
て
久
し
い
近
代
世
界
に
生
き
る
わ
れ
ら
に
と
っ
て
、
「
文

そ
れ
は
ま
た
、
近
代
の
果
て
の
「
い
ま
こ
こ
」
で
、
私
た
ち
が
、

い
ま
い
ち
ど
、
忘
却
へ
と
追
い
や
ら
れ
た

に
よ
っ
て
、
「
命
」
の
記
憶
を
つ
な
い
で
ゆ
く
た
め
に
、
書
き
換
え
ら
れ
、
乗
っ
取

傍
線
部
ー
「
人
間
が
大
き
な
観
念
を
自
身
の
血
肉
と
す
る
の
で
は
な
く
、
大
き
な
観
念
を
弄
ぶ
モ
ノ
ど
も
に
よ
っ
て
人
間
が

そ
の
血
肉
と
さ
れ
る
事
態
は
容
易
に
起
き
る
の
だ
」
と
あ
る
が
、
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら

一
人
の
人
間
の
理
解
が
及
ば
な
い
意
味
の
拡
が
り
を
も
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
明
快
に
把
握
し
て
い

る
人
物
が
現
れ
て
周
囲
を
啓
蒙
す
る
こ
と
は
大
切
な
場
合
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
言
葉
の
理
解
に
止
ま
る
こ
と
が
多
く
、
理
想

大
き
な
概
念
は
、
誰
か
一
人
の
人
間
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

一
般
人
は
そ
れ
を
見
抜
け
ず
従

で
、
歴
史
の
解
釈
を
自
身
の
利
益
の
た
め
に
歪
曲
す
る
者
が
登
場
し
た
場
合
、
個
人
は
そ
れ
を
正
す
こ
と
が
で
き
ず
飲
み
込

が
実
現
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
。

イ
大
き
な
観
念
は
、

選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

ら
れ
る
た
め
に
あ
る
。

こ
の
世
の
物
語
は
、
名
も
な
き
民
の

い
ま
い
ち
ど
、
声
を
大
に
し
て
、
言
い
ま
す
。

に
耳
を
澄
ま
す
、
な
に
よ
り
の
根
拠
な
の
で
す
。

学
」
が
必
要
で
あ
る
何
よ
り
の
根
拠
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

そ
の
世
界
を
語
る
言
葉
を
紡
ぎ
出
す
。

統
計
の
な
か
か
ら
、
「
命
」
を
す
く
い
だ
す
。

そ
し
て
、

い
歴
史
の
中
で
培
わ
れ
る
も
の
な
の つ

（
姜
信
子
『
語
り
と
祈
り
』
に
よ
る
）

を
聴
き
、

，
 



問
十 B

 
A
 

問
九 a

 

問
八

ホ ’‘ 口 ィ

物
語
と
は
、

の
を
、
次
の
中
か
ら
―
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

ホ
服
従
し
な
い

あ
ど
け
な
い

Iヽ

沈
黙
し
な
い

口
果
て
し
な
い

イ
根
拠
の
な
い

-10  

ホ
自
身
の
直
感
に
従
い

Jヽ

自
身
の
分
相
応
に

口
自
身
の
宿
命
と
受
け
止
め

イ
自
身
の
決
断
に
基
づ
き

一
重
傍
線
部
b

カ
ナ
部
分
に
用
い
る
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
―
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

傍
線
部
2

「
自
分
の
身
の
丈
で
」
、
傍
線
部
3

傍
線
部
2

「
自
分
の
身
の
丈
で
」

自
身
の
好
み
で

傍
線
部

3
「
ま
つ
ろ
わ
ぬ
」

傍
線
部
4

「
そ
の
足
と
声
と
語
り
で
織
り
上
げ
ら
れ
た
こ
の
世
の
絵
図
(

1

1

世
界
観
）
が
あ
り
、
語
り
つ
が
れ
た
「
命
」
の

記
憶
が
あ
っ
た
」
と
あ
る
が
、
な
ぜ
、
足
と
声
を
使
い
、
語
り
継
ぐ
必
要
が
あ
っ
た
の
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
切
な
も

物
語
と
は
、
公
に
さ
れ
て
い
る
内
容
と
は
異
な
り
、
社
会
道
徳
を
批
判
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
。

物
語
と
は
、
人
間
同
士
が
出
会
う
場
に
お
い
て
生
み
出
さ
れ
、
伝
承
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
。

般
庶
民
に
も
理
解
さ
れ
や
す
い
よ
う
に
歌
唱
や
涼
舞
を
伴
う
芸
能
で
あ
っ
た
か
ら
。

物
語
と
は
、
社
会
の
縮
図
と
し
て
創
作
さ
れ
た
平
易
な
も
の
で
、
記
憶
に
残
り
や
す
か
っ
た
か
ら
。

物
語
と
は
、
人
間
以
外
の
動
物
や
神
々
も
登
場
す
る
た
め
、
表
現
の
自
由
が
必
要
と
さ
れ
た
か
ら
。

ぞ
れ
―
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

イ

費

リ

ョ

ウ

b

官
リ
ョ
ウ

イ

敗

タ

イ
~
 
.. 
J
 

タ
イ
件

ロ

リ

ョ

ウ

刑

口

タ

イ

漁

二
重
傍
線
部

a
（
タ
イ
惰
）
、

Iヽ

Iヽ 交
タ
イ

つ
ろ
わ
ぬ
」
の
意
味
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
そ
れ

占
I

リ
ョ
ウ

タ
イ
慢ヽ

ョ
ウ
）

リ
ョ
ウ
識

ホ
同
リ
ョ
ウ

ホ

タ

イ

称

の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
で
表
現
し
た
と
き
、
同
じ
漢
字
を
カ
タ



ホ

問
十

Iヽ 口

問
十
三

問
十

/¥ 口
人
の
権
利
を
阻
害
す
る
も
の
だ
か
ら
。

ら
え
な
い
の
は
極
め
て
失
礼
だ
か
ら
。

他
の
成
人
と
は
同
列
に
で
き
な
い
か
ら
。

心
が
払
わ
れ
て
い
な
い
か
ら
。

傍
線
部

5
「
「
さ
ん
せ
う
太
夫
」
の
よ
う
な
物
語
」
と
あ
る
が
、
近
代
文
学
の
中
で
小
説
「
山
椒
大
夫
」
を
執
筆
し
た
作

家
名
I
と
、
そ
の
作
家
の
代
表
作
I
I
を
、
次
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
―
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

傍
線
部
6
「
民
草
が
主
と
な
っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
て
き
た
、
血
も
肉
も
声
も
通
う
「
歴
史
す
る
」

庶
民
の
信
仰
の
対
象
で
あ
る
小
さ
な
神
々
が
中
心
と
な
り
、
人
間
の
権
力
闘
争
以
外
の
自
然
界
の
営
み
を
含
む
歴
史
を
明

ら
か
に
す
る
現
場
の
風
景
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

虐
げ
ら
れ
た
下
層
民
が
中
心
と
な
り
、
価
値
観
を
同
じ
く
す
る
集
団
の
中
で
も
う
―
つ
の
歴
史
を
密
か
に
紡
い
で
来
た
現

民
衆
の
中
で
表
現
能
力
に
秀
で
た
若
年
層
が
中
心
と
な
り
、
聞
き
届
け
ら
れ
な
か
っ
た
思
い
を
盛
り
込
ん
だ
歴
史
を
提
唱

政
権
批
判
を
芸
能
に
託
し
て
表
す
勢
力
が
中
心
と
な
り
、
封
殺
さ
れ
て
来
た
情
念
を
明
ら
か
に
す
る
歴
史
を
再
編
成
す
る

市
井
に
暮
ら
す
人
々
が
中
心
と
な
り
、
為
政
者
に
押
し
付
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
自
発
的
な
自
分
達
の
歴
史
を
語
り
継

傍
線
部
7

「
老
婆
も
、
壮
年
の
男
も
、
幼
児
も
、
ひ
と
し
な
み
に
頭
数
で
表
わ
す
の
は
、
不
条
理
で
さ
え
あ
る
」
と
あ
る

が
、
な
ぜ
不
条
理
な
の
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら

重
要
な
の
は
固
有
の
存
在
と
し
て
の
一
人
一
人
な
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
経
験
の
蓄
積
を
無
視
し
て
数
え
上
げ
る
こ
と

労
働
や
戦
闘
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
最
も
重
要
な
こ
と
な
の
で
、
幼
少
期
や
老
齢
期
を
過
ご
す
人
間
に
は
関

最
初
に
着
目
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
人
間
が
神
に
ど
れ
く
ら
い
近
い
存
在
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
幼
児
を
そ
の

家
族
と
い
う
共
同
体
は
個
人
を
捉
え
る
前
提
に
な
る
も
の
な
の
で
、
そ
の
こ
と
に
注
意
を
払
わ
ず
個
人
を
数
最
で
し
か
と

大
切
な
の
は
神
の
意
志
を
直
接
受
け
取
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
第
三
者
が
介
入
し
て
人
員
を
把
握
す
る
と
い
っ
た
行
動
は
個

は
個
人
の
尊
厳
を
無
視
し
て
い
る
か
ら
。

イ
い
で
来
た
現
場
の
風
景
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら

つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

ホ
現
場
の
風
景
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

し
て
来
た
現
場
の
風
景
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

場
の
風
景
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

イ

つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

rr
イ

舞

姫

ー

イ

樋

ロ

一

葉

口

山

月

記

口

中

島

敦
Iヽ

そ
れ
か
ら

/¥ 

夏
目
漱
石

た
け
く
ら
ベ

森
鴫
外

ホ

地

獄

変

ホ
芥
川
龍
之
介

と
あ
る
が
、
そ

-l1  



ヘ ホ Jヽ 口

問
十
四

う
こ
と
で
は
な
く
、
白
人
に
よ
る
侵
略
の
不
道
徳
性
を

貰
し
て
語
る
こ
と
に
も
重
要
な
意
味
が
あ
る
。

イ

っ
て
い
る
。

が
る
。

本
文
の
内
容
と
合
致
し
な
い
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
二
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

大
き
な
物
語
か
ら
放
逐
さ
れ
た
小
さ
な
声
を
私
た
ち
の
も
と
に
呼
び
あ
つ
め
、
歴
史
の
中
で
命
の
個
別
性
を
回
復
す
る
方

つ
は
、
か
つ
て
の
旅
す
る
芸
能
者
た
ち
が
遺
し
て
く
れ
た
芸
能
に
向
き
合
う
こ
と
で
あ
る
。

西
洋
近
代
の
歴
史
学
に
は
収
ま
り
き
ら
な
い
、
新
興
国
に
お
け
る
「
民
の
歴
史
実
践
」
と
は
、
人
類
の
歴
史
の
み
を
優
先

せ
ず
、
共
生
す
る
環
境
に
暮
ら
す
動
植
物
の
声
を
聞
く
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
命
に
つ
い
て
の
道
徳
を
見
直
す
こ
と
に
つ
な

近
代
と
は
統
計
を
重
視
す
る
時
代
で
あ
る
た
め
に
、
人
間
そ
れ
ぞ
れ
の
個
別
性
よ
り
も
数
が
優
先
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、

膨
大
な
数
の
死
者
を
生
み
出
す
戦
争
に
お
い
て
、
失
わ
れ
た
命
に
十
分
な
想
像
力
を
働
か
せ
て
向
き
合
う
こ
と
が
困
難
に
な

キ
ャ
プ
テ
ン
・
ク
ッ
ク
の
侵
略
と
虐
殺
の
歴
史
を
伝
え
る
場
合
、
そ
れ
が
い
つ
ど
こ
で
何
人
に
対
し
て
行
わ
れ
た
か
と
い

統
計
の
中
か
ら
抽
象
化
さ
れ
た
命
を
救
出
す
る
作
業
の
際
に
、
む
し
ろ
近
代
社
会
に
お
い
て
「
野
蛮
」
や
「
未
開
」
の
レ

ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
て
し
ま
っ
た
人
々
の
声
を
傾
聴
す
る
こ
と
に
新
た
な
可
能
性
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
過
去
の
歴
史
は
書

き
換
え
ら
れ
て
行
く
の
で
あ
る
。

人
間
は
「
国
家
」
や
「
歴
史
」
と
い
っ
た
か
つ
て
自
ら
が
作
っ
た
大
き
な
観
念
を
、
今
日
に
至
っ
て
理
解
し
、
使
い
こ
な

す
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
に
自
覚
的
に
な
る
こ
と
で
自
縄
自
縛
の
事
態
を
深
刻
化
さ
せ
て
い
る
。

法
の

12 -



（三）

姫
宮
…
故
宮
と
御
息
所
の
間
に
生
ま
れ
た
一
人
娘
。
後
の
秋
好
中
宮
。

ら
ざ
り
け
り
。

な
げ
の
御
筆
づ
か
ひ
、

か
た
は
ら
い
た
く
、

か
た
じ
け
な
き
わ
ざ
に
な

め
お
は
さ
う
ず
。
い
と
久
し
く
し
て
、
中
将
の

も
同
じ
。

に
よ
る
）

い
と
心
づ
き
な
く
、

次
の
文
章
は
、
本
居
宣
長
が
『
源
氏
物
語
』
を
ふ
ま
え
て
著
し
た
物
語
の
一
節
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
よ
。

内
に
も
故
宮
の
御
事
を
忘
れ
さ
せ
給
は
ず
、
あ
は
れ
に
お
ぼ
し
召
し
出
で
つ
つ
、
折
々
の
御
と
ぶ
ら
ひ
絶
え
ず
ぞ
あ
り
け
る
。
源

①
I
 

氏
の
君
に
も
、
「
前
坊
の
御
息
所
の
あ
は
れ
に
な
が
め
給
ふ
ら
ん
を
、
折
々
は
と
ぶ
ら
ひ
物
せ
よ
か

か
ば
、
げ
に
心
に
く
く
よ
し
あ
る
人
と
、
先
々
も
聞
き
置
き
給
ひ
し
あ
た
り
の
事
な
れ
ば
、
か
つ
は
ゆ
か
し
く
お
ぽ
さ
れ
て
、

②
 

内
よ
り
ま
か
で
給
ふ
と
て
、
夕
つ
け
て
お
は
し
け
り
。
程
遠
け
れ
ば
、
暮
れ
果
て
て
ぞ
お
は
し
着
き
ぬ
る
。

御
門
の
も
と
に
御
車
立
て
さ
せ
て
、
御
随
身
入
れ
て
案
内
せ
さ
せ
給
ふ
ほ
ど
、
少
し
さ
し
出
で
て
見
入
れ
給
へ
ば
、
木
立
い
と
物

古
り
て
木
暗
く
見
え
わ
た
り
、
気
配
し
め
や
か
に
心
に
く
く
思
ひ
や
ら
れ
給
ふ
に
、
そ
の
こ
と
と
も
聞
き
分
か
れ
ぬ
ほ
ど
の
物
の
音
、

松
風
に
ひ
び
き
合
ひ
て
、
絶
え
絶
え
聞
こ
え
く
る
も
あ
は
れ
に
な
ま
め
か
し
く
、
な
み
な
み
な
ら
ぬ
爪
音
と
聞
き
な
し
給
ふ
に
も
、

御
心
と
き
め
き
し
て
、
何
事
も
世
に
名
高
く
物
し
給
へ
ば
、
た
が
ふ
べ
く
も
あ
ら
ぬ
御
息
所
の
御
琴
の
音
と
、
御
耳
留
め
て
聞
き
お

は
し
ま
す
。
内
に
は
、
に
は
か
な
る
ほ
ど
の
御
訪
ひ
に
、
人
々
そ
そ
や
と
あ
は
て
つ
つ
、
さ
さ
め
き
騒
ぐ
ほ
ど
に
、
御
琴
は
弾
き
さ

し
給
ひ
つ
。
「
中
々
な
る
ほ
ど
を
」
と
、
君
は
口
惜
し
う
お
ぽ
す
。
随
身
出
で
ぬ
れ
ば
、
御
車
よ
り
下
り
給
ひ
て
、
い
た
う
心
懸
想

し
つ
つ
、

ひ
き
つ
く
ろ
ひ
う
ち
ふ
る
ま
ひ
て
、
歩
み
入
り
給
ふ
御
さ
ま
、
似
る
も
の
な
く
め
で
た
く
、
あ
て
に
な
ま
め
か
し
う
、
に

ほ
ひ
満
ち
た
る
に
、
い
と
か
が
や
か
し
う
恥
づ
か
し
く
て
、
と
み
に
出
で
く
る
人
も
な
け
れ
ば
、
階
の
も
と
に
仔
み
て
、
う
ち
な
が

い
ふ
、
出
で
き
て
、
「
思
ひ
給
へ
か
け
ぬ
ほ
ど
の
御
訪
ひ
に
て
、
何
事
も
い
と

し
と
ね

と
て
御
褥
さ
し
出
づ
る
さ
ま
な
ど
、
い
た
う
な
れ
た
り
。
「
い
で
や
、
先
々
も

4
 

参
り
侍
り
て
、
御
あ
り
さ
ま
も
う
け
給
は
ら
ま
ほ
し
う
は
思
ひ
給
へ
立
ち
な
が
ら
、
よ
ろ
づ
思
ひ
給
へ
つ
つ
み
て
な
む
、
心
ざ
し
の

ほ
ど
を
も
、
今
ま
で
え
御
覧
ぜ
さ
せ
侍
ら
ざ
り
し
。
上
も
常
に
故
宮
の
御
事
を
の
み
、
明
け
暮
れ
忘
れ
さ
せ
給
は
ず
、
こ
の
御
あ
り

さ
ま
の
、
心
苦
し
う
あ
は
れ
な
る
こ
と
と
、

心
ざ
し
浅
か
ら
ぬ
さ
ま
」
な
ど
、
大
方
の
御
と
ぶ
ら
ひ
、

と
て
、
そ
の
夜
は
す
く
よ
か
に
て
出
で
給
ひ
ぬ
。
か
く
ふ
り
は
へ
渡
ら
せ
給
ふ
御
心
ざ
し
を
、
い
か
が
は
浅
く
お
ぽ
し
め
さ
れ
む
。

③
 

か
く
て
後
は
、
折
々
の
御
消
息
絶
え
ず
、
又
御
み
づ
か
ら
も
ま
う
で
給
ひ
な
ど
す
る
ほ
ど
に
、
よ
ろ
づ
見
勝
り
の
み
せ
ら
れ
て
、

あ
く
ま
で
ゆ
ゑ
ゆ
ゑ
し
く
重
り
か
に
よ
し
あ
る
御
気
配
に
、
い
と
ど
御
心
の
み
と
ま
り
て
、
年
ご
ろ
よ
そ
に
思
ひ
や
り
つ
つ
、
聞
こ

5
 

え
で
過
ぎ
ぬ
る
こ
と
さ
へ
悔
し
く
ぞ
お
ぽ
さ
れ
け
る
。

A
 

折
々
は
を
か
し
き
な
ほ
ざ
り
ご
と
な
ど
、
う
ち
出
で
さ
れ
ば
み
、
御
文
に
も
気
色
ば
ま
し
き
事
も
う
ち
交
じ
り
ゆ
く
に
、
あ
は
れ

な
る
御
心
ざ
し
の
ほ
ど
は
、
う
れ
し
く
お
ぼ
さ
る
る
物
か
ら
、
か
う
う
る
さ
き
御
心
の
内
添
ひ
ぬ
る
こ
と
を
、

疎
ま
し
う
お
ぽ
さ
れ
て
、
御
返
り
も
を
さ
を
さ
な
き
に
、

ま
ゐ
り
通
ひ
つ
つ
、
ま
め
や
か
な
る
さ
ま
に
も
、
心
寄
せ
つ
か
う
ま
つ
り
給
ふ
こ
と
、
二
年
ば
か
り
に
も
な
り
ぬ
れ
ば
、
女
君
の
御

B
 

い
と
気
疎
げ
に
は
あ
ら
ず
、
折
節
の
あ
は
れ
ば
か
り
は
過
ぐ

心
に
も
、
さ
こ
そ
い
へ
、
や
う
や
う
よ
ろ
づ
思
ひ
知
ら
れ
給
ひ
つ
つ
、

さ
ず
、
な
つ
か
し
う
聞
こ
え
通
ひ
給
ふ
。

の
葉
も
、

の
た
ま
ひ
出
で
つ
つ
、
姫
宮
の
い
か
に
う
つ
く
し
う
生
ひ
出
で
給
ひ
ぬ
ら
ん
な
ど
、
御

（
注
）
故
宮
…
帝
の
弟
で
、
御
息
所
の
夫
。
後
出
の

い
と
細
や
か
に
て
、
「
か
く
参
り
初
め
侍
り
ぬ
れ
ば
、
又
の
ど
か
に
を
」

い
よ
い
よ
御
心
い
ら
れ
て
、
御
消
息
う
ち
し
き
り
、
惟
光
な
ど
下
り
た
ち

い
ひ
し
ら
ず
な
ま
め
か
し
う
、
御
手
な
ど
あ
て
に
気
高
く
、
見
所
あ
り
て
書
き
流
し
給
へ
る

を
、
ま
れ
ま
れ
見
給
ふ
に
も
、
あ
り
が
た
く
う
ち
置
き
が
た
く
お
ぼ
さ
れ
つ
つ
、
は
か
な
き
木
草
に
つ
け
て
も
、
あ
は
れ
と
御
心
と

C

X

 

ま
り
ぬ
べ
き
折
を
過
ぐ
さ
ず
、
心
深
き
さ
ま
を
見
え
聞
こ
え
給
へ
ど
、
女
君
は
な
つ
か
し
か
ら
ん
情
も
、
い
と
ど
あ
い
な
く
お
ぼ
さ

れ
て
、
人
づ
て
の
御
い
ら
へ
、
は
し
た
な
か
ら
ぬ
ほ
ど
に
て
止
み
な
む
と
、
お
ぽ
し
取
り
つ
る
御
心
は
、
さ
ら
に
揺
る
ぐ
べ
う
も
あ

な
ど
、

ヽ

一
日

の
た
ま
ひ
付
け
し

-13  



ホ
何
か
と
お
悩
み
の
よ
う
で
し
た
か
ら

万
事
に
つ
け
て
慎
み
深
い
方
な
の
で

Iヽ

大
体
ご
想
像
が
つ
く
で
し
ょ
う
け
ど

ロ

い
ろ
い
ろ
と
ご
遠
慮
い
た
し
ま
し
て

イ
様
々
な
お
考
え
が
お
あ
り
に
な
っ
て

に
マ
ー
ク
せ
よ
。

問
十
九
傍
線
部
4

イ

ひ

さ

し

ロ

つ
い
ぢ

Iヽ

ら
う

は

し

ホ

す

の

こ

問
十
八
傍
線
部

3

ホ I¥ 口 イ 欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

問
十
七 ホ

）
こ
で
終
わ
る
の
は
残
念
だ
が
、
仕
方
の
な
い
こ
と
だ

）
れ
は
こ
れ
で
か
え
っ
て
余
韻
が
あ
る
と
い
う
も
の
だ

I¥ 口
な
る
ほ
ど
、
評
判
通
り
の
腕
前
で
か
な
り
優
れ
て
い
る

イ

思
っ
て
い
た
よ
り
は
中
途
半
端
な
腕
前
で
あ
る
こ
と
よ

問
十
六 イ

帝

口

光

源

氏

Iヽ

故
宮

よ
。
同
じ
も
の
を
複
数
回
選
択
し
て
も
よ
い
。

問
十
五

御
息
所

ホ

姫

宮

傍
線
部
①
＼
③
の
敬
意
の
対
象
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
次
の
中
か
ら
―
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ

傍
線
部
ー
「
中
々
な
る
ほ
ど
を
」
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
―
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

も
っ
と
聴
い
て
い
た
い
の
に
、
具
合
が
悪
い
こ
と
だ
な

傍
線
部

2
「
い
と
か
が
や
か
し
う
恥
づ
か
し
く
て
」
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
―
つ
選
び
、
解
答

御
息
所
の
女
房
た
ち
は
、
光
源
氏
の
優
れ
た
様
子
に
た
い
そ
う
面
映
ゆ
く
気
が
ひ
け
て

光
源
氏
は
、
は
じ
め
て
訪
問
す
る
御
息
所
の
邸
が
想
像
以
上
に
立
派
で
驚
い
て
い
る
と

御
息
所
は
、
光
源
氏
の
突
然
の
訪
問
を
大
変
光
栄
に
思
い
な
が
ら
も
、
心
が
落
ち
着
か
ず

光
源
氏
は
、
御
息
所
の
住
ま
い
の
様
子
が
あ
ま
り
に
魅
力
的
で
気
後
れ
し
て
し
ま
い

御
息
所
の
女
房
た
ち
は
、
主
人
で
あ
る
御
息
所
が
大
変
立
派
な
人
物
な
の
で
、
遠
慮
し
て

の
読
み
方
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
―
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

ろ
づ
思
ひ
給
へ
つ
つ
み
て
な
む
」
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら

つ
選
び
、
解
答
欄

-14  



イ

無

名

抄

問
二
十
四
本
居
宣
長
が
著
し
た
作
品
を
次
の
中
か
ら

ホ I¥ 口 ィ

問
二
十
三

ホ I¥ 口

口

/¥ 

雨
月
物
語

問
二
十
一

問
二
十
二

去
来
抄

つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

本
文
の
内
容
に
つ
い
て
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら

傍
線
部

5
「
悔
し
く
ぞ
お
ぽ
さ
れ
け
る
」
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
―
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー

こ
れ
ま
で
の
生
き
方
を
改
め
、
こ
れ
か
ら
は
御
息
所
一
筋
に
生
き
よ
う
、
と
い
う
光
源
氏
の
悔
悟
゜

こ
れ
ま
で
光
源
氏
を
軽
薄
な
男
と
誤
解
し
て
い
た
自
分
が
恥
ず
か
し
い
、
と
い
う
御
息
所
の
反
省
。

こ
れ
ま
で
御
息
所
と
交
際
し
な
い
で
い
た
こ
と
が
惜
し
ま
れ
る
、
と
い
う
光
源
氏
の
悔
恨
゜

亡
き
夫
と
の
日
々
を
思
い
つ
つ
も
、
光
源
氏
に
心
惹
か
れ
て
し
ま
う
、
と
い
う
御
息
所
の
葛
藤
。

光
源
氏
の
こ
と
を
も
っ
と
早
く
か
ら
詳
し
く
知
っ
て
お
け
ば
よ
か
っ
た
、
と
い
う
御
息
所
の
後
悔
゜

傍
線
部
A
¥
C
の
動
作
主
体
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
次
の
中
か
ら
―
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ

二
重
傍
線
部

x
「
ら
ん
」
と
文
法
的
に
同
じ
「
ら
ん
」
を
含
む
和
歌
は
ど
れ
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一

わ
が
命
あ
ら
ん
か
ぎ
り
は
忘
れ
め
や
い
や
日
ご
と
に
は
お
も
ひ
ま
す
と
も

吹
く
か
ら
に
秋
の
草
木
の
し
を
る
れ
ば
む
べ
山
風
を
嵐
と
い
ふ
ら
ん

よ
し
や
君
む
か
し
の
玉
の
ゆ
か
と
て
も
か
か
ら
ん
の
ち
は
何
に
か
は
せ
ん

長
か
ら
ん
心
も
知
ら
ず
黒
髪
の
乱
れ
て
今
朝
は
も
の
を
こ
そ
思
へ

ホ
風
姿
花
伝

中
将
の
君
は
、
光
源
氏
の
訪
問
を
予
期
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
た
ど
た
ど
し
く
応
対
し
た
。

帝
は
、
光
源
氏
の
将
来
を
思
い
、
あ
ら
ゆ
る
面
で
優
れ
た
御
息
所
と
交
際
す
る
よ
う
勧
め
た
。

故
宮
は
、
自
分
の
亡
き
後
の
妻
子
の
生
活
を
心
配
し
て
、
光
源
氏
に
後
の
事
を
託
し
て
い
た
。

帝
は
、
亡
き
弟
の
妻
子
の
様
子
を
気
遣
っ
て
、
光
源
氏
に
見
舞
い
に
行
く
よ
う
言
い
付
け
た
。

惟
光
は
、
光
源
氏
に
命
じ
ら
れ
、
御
息
所
へ
の
手
紙
を
二
年
間
に
わ
た
っ
て
代
箪
し
続
け
た
。

イ
住
の
江
の
岸
に
よ
る
波
よ
る
さ
へ
や
夢
の
通
ひ
路
人
め
よ
く
ら
ん

つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

イ

惟

光

口

御

息

所

Iヽ

中
将
の
君

よ
。
同
じ
も
の
を
複
数
回
選
択
し
て
も
よ
い
。

ホ /¥ 口 ィ ク
せ
よ
。

問
二
十

姫
宮

ホ

光

源

氏

つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。
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（四）

イ

中

枢

ク
せ
よ
。

口

問
二
十
五

る
金
属
の
重
し
。

の
乗
る
車
。

傍
線
部
ー
「
中
足
」
の

の
南
に
位
置
す
る
。

シ

ジ

方

瓦

解

、

虜

乗

ニ

Iヽ 乗
輿

中
腹

中
附

ホ

中

流

内
中
人
…
こ
こ
で
は
、
皇
后
を
始
め
と
す
る
後
宮
の
女
性
を
指
す
。

の
西
に
あ
り
、
黄
河
の
北
に
位
置
す
る
。

虜
…
蛮
族
。
こ
こ
で
は
、
契
丹
を
指
す
。

澄
淵
…
今
の
河
南
省
漢
陽
県

（
注
）
寇
莱
公
…
宰
相
寇
準
の
こ
と
。

飛
鷹
走
狗
…
鷹
や
犬
を
使
っ
て
狩
り
を
す
る
こ
と
。

景
徳
…
宋
の

枢
密
使
…

の
こ
と
。

の
最
高
司
令
官
。

金
陵
：
・
今
の
江
蘇
省
南
京
市
。
長
江

と
同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
熟
語
を
、
次
の
中
か
ら
―
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー

秤
鎚
…
天
秤
は
か
り
に
用
い

（
司
馬
光
『
凍
水
記
聞
』
に
よ
る
）

渡

レル

ヲ
河。

ノ

ヒ

ニ

ケ

ン

勢

「

金

陵

可

レ

得

レ

ル

ヲ

卜

至
邪
」
。

シ

ト

シ

ノ

ヲ

チ

ノ

カ

タ

善

其

計

「

乃

北

ム

リ

テ

ナ

ル

ヲ

シ

望

二

陛

下

至

、

気

勢

百

倍

『

今

若

陛

下

め
ぐ
ラ
ス
コ
ト

回

レ

ナ

レ

パ

チ

数

歩

、

則

四

あ

や

ふ

ク

ス

レ

パ

ヲ

ダ

キ

ノ

ミ

ニ

シ

テ

ム

ル

ヲ

危

レ

心

、

陛

下

唯

可

レ

進

レ

尺

、

不

レ

カ

ラ

ク

可

レ

退

レ

ヲ

モ

ノ

寸

。

河

北

将

士

旦

夕

儒f:

ニ

シ

テ

ナ

ラ

4
さ

き

ノ

無

知

、

不

レ

異

一

於

向

者

婦

人

之

見

今

胡

虜

迫

レ

近

、

四

方

カ

ニ

ラ

速

還

リ

テ

ュ

レ

パ

師
」
。
準
入
見
、

テ

ノ

以

二

金

陵

謀
ーヲ

フ

問

レ

ニ

ク

之
。
準
曰
、
「
群

怯口

ク

ニ

ノ

聞

二

内

中

人

フ

ヲ

二

謂

＞

上

、

ク

ス

ル

も

つ

テ

日
、
「
群
臣
欲
下
将
二

ヲ

い

づ

ク

ニ

ゆ

カ

シ

メ

ン

ト

家

何

之

上

邪

。

何
ゾ

ル
ト

不

三

ノ

じ

よ

う

是

時

乗

阻ょ
，，‘ 

在
ニリ

河

ノ

一丁ノイ

召

寇

準

入

謀

二

其

事

『

準

将

レ

ラ
ン
ト

入、

枢

密

使
ノ

陳

尭り

斐貫

欽9V

ひ

そ

カ

ニ

ス

3

密

奏

宜

幸

金

陵

、

以

避

其

鋒゚

應

中

、

/

1

 

虜

犯
ン

ヲ

淵「

ス

親
征
。

二

学
。

2
 

及

レ

貴

、

母

已

亡

、

毎

レ

把

其

痕

輔

哭

゜

シ

ク

テ

厳

、

嘗

不

レ

勝
レヘ

リ

ニ

ゲ

し

よ

う

怒

、

挙

一

秤

鎚言

ーヲ

投
レゲ

二

之、

1

ス

中

足

流

血

。

リ

由

レ

是

リ

ヲ

フ

斤

行

笠

オ

レ

K
日

い

ク

11レ

西
暦

寇

莱哀

公：

少〖

時

］ 

メ

欠

ク

ト

h

l

-

I

 

ヲ

ル

ス

ヲ

節

「

頗

愛

一

飛

鷹

走

狗

『

太

夫

人

性

0
0四
年
、
異
民
族
契
丹
の
遼
が
大
軍
を
率
い
て
宋
の
領
土
を
侵
し
、
濱
淵
と
い
う
場
所
で
宋
軍
と
対
峙
し
た
。
次
の
文
章

こ
う
じ
ゅ
ん

は
宋
の
宰
相
寇
準
が
こ
の
時
に
採
っ
た
言
動
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
よ
。
た
だ
し
、

設
問
の
都
合
上
、
返
り
点
・
送
り
仮
名
を
省
い
た
箇
所
が
あ
る
。
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ホ /¥ 口 ィ よ。

傍
線
部
2

「
及
貴
、
母
已
亡
、
毎
把
其
痕
輛
哭
」
の
意
味
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら

高
位
に
昇
る
や
い
な
や
、
母
は
死
去
し
た
た
め
、
や
さ
し
く
傷
を
治
し
て
く
れ
た
母
の
慈
愛
を
思
い
出
す
た
び
に
泣
き
暮

れ
た
の
で
あ
る
。

問
二
十
七

位
人
臣
を
極
め
た
が
、
母
は
す
で
に
あ
の
世
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
母
の
形
見
の
品
を
何
度
も
触
り
、
そ
の
た
び
ご

高
官
に
昇
進
し
た
時
、
母
は
今
際
の
際
に
あ
り
な
が
ら
も
、
息
子
の
傷
跡
を
力
な
く
さ
す
っ
て
は
、

出
世
し
た
時
に
は
、
母
は
も
は
や
こ
の
世
に
お
ら
ず
、
自
分
を
正
し
い
道
に
導
い
て
く
れ
た
傷
の
跡
を
撫
で
て
は
、

高
貴
な
身
分
に
な
っ
て
も
、
母
が
死
ん
で
し
ま
っ
た
ら
何
の
孝
行
に
も
な
ら
ぬ
と
、

傍
線
部
3

「
宜
幸
金
陵
、
以
避
其
鋒
」
の
返
り
点
の
付
け
方
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
―
つ
選
び
、

金
陵
、
以
レ
避
二

傍
線
部
4

「
向
者
婦
人
之
言
」
の
内
容
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら

つ
選
び
、
解

い
つ
も
す
ま
な
か
っ

し‘

っ

皇
帝
に
い
ち
早
く
今
い
る
行
宮
を
離
れ
、
近
く
て
す
ぐ
戻
れ
る
、
安
楽
な
都
の
宮
殿
に
帰
り
ま
し
ょ
う
、
と
訴
え
た
。

皇
帝
に
危
険
の
迫
り
来
る
行
宮
を
離
れ
、
は
る
か
南
に
位
置
し
最
も
安
全
な
金
陵
に
向
か
い
ま
し
ょ
う
、
と
訴
え
た
。

皇
帝
に
枢
密
使
の
言
う
こ
と
に
耳
を
貸
さ
ず
、
後
宮
の
女
性
た
ち
の
安
全
を
第
一
に
考
え
て
く
だ
さ
い
、
と
訴
え
た
。

皇
帝
に
現
状
を
打
破
す
る
た
め
に
行
宮
か
ら
都
の
宮
殿
に
戻
っ
て
、
冷
静
に
策
を
練
り
直
し
ま
し
ょ
う
、
と
訴
え
た
。

問
二
十
八

皇
帝
に
す
ぐ
さ
ま
危
険
な
行
宮
を
離
れ
、
金
陵
を
除
く
安
全
な
場
所
を
捜
し
そ
こ
に
移
動
し
ま
し
ょ
う
、
と
訴
え
た
。

ホ

宜

下

陵
「
以
避
中
其
鋒
J
c
o

つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ

宜レ

鋒「

ー 17

ハ
宜
レ
幸
二
金
陵
「
以
レ
避

鋒
『

口
宜
下

陵
[
以
占
造
二
共
鋒
f

イ

幸
二
金
罠
以
避
二
其
鋒
「

解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

痛
み
を
感
じ
つ
つ
涙
を
流
し
た
の
だ
っ
た
。

ホ
も
声
を
あ
げ
て
泣
い
た
の
だ
っ
た
。

た
と
涙
を
こ
ぼ
し
た
の
だ
っ
た
。

I¥ 

と
に
嗚
咽
し
た
の
だ
っ
た
。

ロ イ 答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

問
二
十
六

の
跡
を
叩
い
て
、
そ
の
た
び
に



ホ
/¥ 口

し

い

叱

責

が

あ

れ

ば

こ

そ

で

あ

っ

た

。

な

し

と

判

断

し

て

南

へ

の

逃

避

を

進

言

し

た

。

問

二

十

九

〔

以

下

余

白

〕

投

足

を

注

視

し

て

い

る

の

で

、

皇

帝

が

前

の

退

却

に

よ

っ

て

宋

軍

が

総

崩

れ

に

な

れ

ば

、

敵

軍

は

勢

い

を

得

て

一

気

に

攻

め

に

転

じ

、

金

陵

に

逃

避

し

よ

う

と

し

て

も

到

達

前

に

敵

軍

の

攻

撃

を

受

け

る

こ

と

に

な

る

で

し

ょ

う

、

と

述

べ

た

。

皇

帝

は

、

枢

密

使

の

意

見

に

動

か

さ

れ

、

行

宮

を

離

れ

て

安

全

な

場

所

に

逃

避

す

る

こ

と

に

傾

き

か

け

て

い

た

が

、

最

終

的

に

は

寇

準

の

説

得

を

聞

き

入

れ

、

黄

河

を

渡

り

北

上

し

自

ら

前

線

へ

と

赴

い

た

。

枢

密

使

は

、

王

朝

の

存

続

を

第

一

に

考

え

、

さ

ら

に

は

後

宮

か

ら

の

強

い

要

請

も

あ

り

、

皇

帝

が

敵

前

逃

亡

し

て

も

や

む

前

線

に

い

る

宋

の

将

軍

た

ち

は

皇

帝

の

親

征

を

待

ち

望

み

、

皇

帝

の

進

と

い

う

行

動

を

採

る

こ

と

で

、

宋

軍

の

士

気

を

高

め

る

べ

き

こ

と

を

、

寇

準

は

説

い

た

。

腕

白

で

野

や

山

を

駆

け

回

っ

て

ば

か

り

い

た

少

年

期

の

寇

準

が

改

心

し

て

勉

学

に

勤

し

む

よ

う

に

な

っ

た

の

は

、

母

の

厳

イ

寇

準

は

、

本

文

の

内

容

と

合

致

し

な

い

も

の

を

次

の

中

か

ら

つ

選

び

、

解

答

欄

に

マ

ー

ク

せ

よ

。
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