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『
道
徳
情
操
論
』
白
研
究

第
百
A

十
巻

七
回
。

第
六
腕

七
O 

道

徳

情

操
論
』

研
勿h
.7l. 

の

白

杉

郎

庄

経
楠
山
間
イ
の
父
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
が
死
ん
で
か
ら
百
五
十
年
に
友
る
。
と
の
年
に
首
っ
て
A
7
一
度
ス
ミ
λ

の
経
済
撃
を
去
の
紋
祇
か

ち
理
解
し
直
し
て
み
る
の
は
時
宜
を
得
た
試
み
と
言
は
れ
む
と
と
も
な
い
で
あ
ら
う
。
の
み
た
ら
十
、
新
し
い
岡
氏
経
済
皐
の
建
設

と
い
ム
我
々
の
直
接
営
両
の
課
題
が
ま
た
し
て
も
我
々
の
闘
心
を
ス
ミ
ス
の
経
済
準
へ
引
戻
す
の
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
の
粧
品
問
曜
を
そ

の
根
祇
か
ら
理
解
し
、
そ
れ
を
超
え
よ
う
と
す
る
努
力
は
所
詮
畿
皮
か
繰
返
さ
れ
怠
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。

ス
ど
ス
の
経
済
撃
の
思
想
的
根
抵
は
何
と
い
つ
で
も
『
道
徳
情
操
論
』
陀
求
め
ち
れ
ね
ば
た
ら
由
。
『
道
徳
情
操
論
』
は
ま
た
『
人

人
が
ま
づ
第
一
に
隣
人
の
行
儀
干
性
格
に
つ
い
て
、
突
い
で
自
分
自
身
の
行
潟
や
性
格
に
つ
い
て
自
然
的
に
判
断
す
る
諸
原
理
の
分

析
に
闘
す
る
論
丈
』
と
い
ふ
副
題
を
も
っ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
七
都
か
ら
な
っ
て
ゐ
る
が
、
「
行
潟
の
遁
正
に
つ
い
て
L
縞
じ
た

第
一
部
と
つ
功
横
正
罪
過
ま
た
は
報
賞
と
庭
舗
と
の
針
象
に
つ
い
L

の
第
二
部
と
が
他
人
の
情
操
や
行
動
に
閲
す
る
我
々
の
判
断
の
起

原
と
基
礎
と
を
明
か
忙
せ
ん
と
し
売
も
の
で
あ
り
、
第
三
部
で
「
我
々
自
身
の
情
操
や
行
動
に
闘
す
る
我
々
の
判
断
の
某
礎
ゐ
よ
び

義
務
の
観
念
に
つ
い
て
」
議
中
る
。
第
四
部
「
是
認
の
情
操
に
針
オ
る
有
用
性
の
影
響
に
つ
い
て
し
ん
一
第
五
部
寸
道
徳
的
是
認
な
ら
び
に

The Theory of Moral SentIlpents， ot an Essay toward~ an Analysis of the 
Principlc訪 bywhich Mcn natufalIア judgcconccrmng the Condud and Cha 
racter， {j r.~t of their NeighLours， and afte冨W 町 d"， of them5elvcs. To which 
is adrled A Dissertation on the Ori日n of Languages 骨 Lこれは 1790年
第六版の標題である。 1759年の第一版目標題は車陀 The Theory of Moral 



否
認
の
情
操
に
謝
す
る
慣
習
長
よ
ぴ
流
行
の
影
響
に
つ
い
て
」
と
第
六
部
「
徳
の
性
格
忙
つ
い
て
」
と
は
附
者
の
棉
括
と
み
て
よ
〈
、

第
七
部
は
「
道
徳
哲
皐
の
諸
酬
閥
系
に
つ
い
て
」
の
論
評
で
あ
る
。

と
L
で
先
づ
見
て
行
ま
た
い
と
出
品
ふ
の
は
第
一
部
「
行
潟
の
適
正
宮
内
官
。
官
民
号
。
『
巴
5
2
)
に
つ
い
て
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
他
人

。
情
操
や
行
動
が
趨
正
で
あ
る
か
さ
う
か
、
上
品
で
あ
る
か
下
品
で
あ
る
か
に
ワ
い
て
の
我
々
の
道
徳
的
判
断
に
か

L
は
る
。
ス
ミ

セ
uvλ

ス
は
そ
の
第
一
章
に
於
て
「
遁
正
の
感
受
に
つ
い
て
L

論
や
る
に
営
っ
て
、
ま
づ
道
徳
的
判
断
一
般
の
原
理
を
明
か
に
し
て
か

h
る
。

第
一
節
「
同
情
す
可
臣
官
F
3
に
つ
い
て
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
彼
は
「
道
徳
情
操
諭
』
を
突
の
何
を
も
っ
て
始
め
て
ゐ
る
。

「
人
聞
と
い
ふ
も
の
が

rれ
ほ

r利
己
的
示
。
E
b
)
な
も
白
だ
と
考
へ
ら
れ
よ
う
と
も
、
人
間
性
白
中
に
は
明
か
に
、
他
人
の
幸
耐
に
閥
心
を
も
た

せ
、
他
人
の
辛
踊
聖

l
iそ
仇
い
か
ら
彼
一
は
そ
恥
を
見
る
と
い
ふ
悦
び
の
外
に
は
何
物
も
得
る
と
と
は
な
い
白
で
あ
る
け
れ

rも
|
|
自
分
に
必
要
な
b

L
め
る
若
干
白
原
理
が
存
在
す
る
。
憐
み
と
か
情
け
と
か
い
ふ
白
は
、
即
ち
我
々
が
他
人
の
不
幸
を
ま
ざ
玄
ざ
と
見
た
り
考
へ
さ
せ
ら
れ
た
り
す
る
場

合
に
感
ず
る
情
緒
は
と
の
種
白
も
白
で
あ
る
。
我
々
は
屡
々
他
人
白
悲
み
か
ら
悲
み
を
得
る
の
で
あ
る
が
、
と
白
ζ

と
は
属
品
て
明
白
な
事
貨
で
る
u
y

て
、
そ
れ
を
詮
明
ナ
ベ
き
何
ら
の
質
例
を
も
必
要
と
し
な
い
事
柄
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、

ζ

の
情
操
は
、
人
間
性
に
基
〈
仙
の
す
べ
て
の
本
源
陶
な

滋
情
と
同
ピ
〈
、
決
し
て
徳
白
あ
る
情
け
探
い
人
々

1
1尤
も
と

pb白
人
々
は
恐
ら
〈
撤
め
て
舘
f
そ
札
を
感
ず
る
で
あ
ら
う
け
れ
E
も
ー
ー
に
限

ら
れ
て
ゐ
る
白
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
晶
語
者
と
い
へ

E
も
、
枇
曾
の
詰
白
最
も
凶
悪
な
蓮
瓦
者
と
い
へ

F
も
、
そ
れ
を
全
〈
酷
い
て
ゐ
る
と
と
は

な
い
の
で
る
る
。
」

『
園
富
論
』
に
於
て
経
済
行
偽
の
根
本
動
機
を
利
己
心
に
求
め
た
見
ミ
ス
は
「
道
徳
情
操
論
』
を
非
利
己
的
た
人
間
性
か
ち
始
め
て
行

〈
。
非
利
己
的
危
人
間
性
か
ら
同
議
し
て
、
械
が
如
何
に
利
己
心
を
暴
礎
づ
け
た
か
、
一
吉
田
ひ
換
へ
る
ル
一
個
人
主
義
的
経
済
倫
明
の
碁

礎
づ
け
が
如
何
に
注
さ
れ
た
か
、
及
び
そ
れ
を
超
え
る
道
が

εと
に
あ
る
か
ピ
『
道
徳
情
操
論
』
の
研
究
の
根
本
課
題
で
あ
る
。

我
々
は
他
人
の
不
幸
に
勤
し
て
憐
み
や
情
け
を
感
宇
る
。
而
し
て
そ
れ
は
我
々
が
他
人
の
身
に
な
っ
て
み
る
E
と
に
よ
っ
て
可
能

『
邑
徳
情
操
輸
』
の
肝
究

第
五
十
巻

七
回

策
六
焼

b 

Sentimentsであり、 1761年の第二肢から 1781年四第五版雪では TheTneory 
of Moral Sentime~tsJ. to ~hiéh is -added -A Dissertation on the Origin of 
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『
道
徳
情
操
論
』
白
軒
空

七
四

第
六
鵠

k
F
五
+
巷

占

で
あ
る
。

「
我
々
は
他
の
人
々
が
感
じ
る
と
乙
ろ
を
直
接
経
験
し
泣
い
の
で
あ
る
か
ら
、
他
の
人
々
が
如
何
た
呂
感
動
を
受
け
る
か

b
z
恩
ひ
浮
べ
る
と
と
の
向
来
る
の
は
、
た
ピ
同
じ
境
遇
に
於
て
我
々
閏
身
が
感
じ
る
で
あ
ら
う
と
と
ろ
を
考
へ
で
み
る
と
と
に
上
つ

て
ピ
あ
る
」
。
想
像
に
よ
っ
て
我
々
は
受
難
者
の
境
遇
忙
我
々
同
身
を
世
〈
‘
い
は
ピ
殺
の
身
慌
の
申
へ
入
っ
て
行
昔
、
彼
と
あ
る
程

度
同
一
人
と
在
る
、
そ
し
て
彼
の
苦
み
を
思
U
浮
べ
る
な
ら
ば
、
我
々
は
程
度
と
そ
弱
い
が
全
く
同
一
種
類
の
感
じ
を
受
取
る
。
己

れ
が
他
人
の
不
幸
に
封
ナ
る
我
々
の
同
感

(
F
E
d
ユW
O
E
S
の
根
源
で
あ
る
。
と
と
ろ
で
、
我
々
の
同
感
を
喚
ぴ
起
す
の
は
苦
み
叉
は

悲
み
を
作
り
出
す
事
情
だ
け
で
は
な
い
。

寸
直
接
の
営
事
者
が
何
ら
か
の
封
象
に
つ
い
て
懐
ぐ
激
情
が
何
で
あ
ら
う
ん
)
、
傍
税
者
の

胸
申
に
は
波
の
境
遇
を
考
べ
て
類
似
の
情
緒
が
湧
曹
上
る
」
。
専
び
忙
封
し
て
も
、
感
謝
や
憤
敢
に
針
し
で
も
同
様
で
あ
る
。
ス
ミ
ス

は
我
々
の
ず
ぺ
て
の
同
感
を
寸
同
情
」
写
ヨ
官
F
W
)
と
い
」
言
葉
で
表
現
す
る
。
ス
ミ
ス
の
い
ふ
同
情
が
車
に
他
人
の
不
幸
に
封
す
る

も
の
で
た
い
と
と
は
注
意
を
市
ー
す
る
。
『
岡
宮
論
』
に
於
て
自
愛
心
を
経
済
行
筋
の
根
本
動
機
と
し
た
に
針
し
て
、
『
道
徳
情
操
論
』
に

於
て
は
同
情
が
重
要
な
原
理
と
さ
れ
て
ゐ
る
と
言
は
れ
る
場
合
、
そ
の
同
情
と
い
ふ
の
は
自
愛
心
に
封
ナ
る
他
愛
心
、
利
己
心
忙
封

ず
る
利
他
心
と
い
ム
や
ろ
な
行
潟
そ
の
も
の
ミ
原
理
で
は
左
い
と
い
ふ
己
と
を
記
憶
し
て
置
か
た
け
れ
ば
た
ち
左
い
。

情
は
如
何
在
る
意
味
に
於
て
も
利
己
的
左
原
理
と
は
考
へ
ち
れ
友
い
。
」
然
し
そ
れ
は
利
己
心
に
針
立
し
て
行
震
の
動
機
と
左
右
照
理

成
程
、
「
同

で
は
な
〈
で
、
ど
と
ま
で
も
道
徳
的
判
断
の
原
理
左
の
で
あ
る
。

同
情
を
道
徳
的
判
断
内
原
理
と
し
て
某
礎
づ
け
る
た
め
に
ス
ミ
ス
は
第
二
節
で
寸
相
互
的
同
情
の
悦
び
忙
つ
い
て
L

越
ぺ
る
。
「
他

の
人
々
が
我
々
自
身
の
胸
の
中
の
ナ
べ
て
の
情
緒
に
向
感
寸
る
の
を
認
め
る
己
と
ほ

E
我
々
を
悦
ぽ
せ
る
も
の
は
た
〈
、
空
売
我
々

は
そ
の
反
掛
の
桜
子
を
見
る
時
ほ

Z
い
や
た
岡
山
ひ
を
す
る
と
と
は
在
い
L
。
同
情
円
倒
ぴ
は
決
し
で
向
愛
心
の
純
化
か
ら
説
明
し
得

Part VII. Sec. IIJ. Chap. 1 



る
も
の
で
は
な
〈
、
も
と
の
感
情
円
性
質
と
は
潤
立
に
、

そ
れ
だ
け
で
悦
び
の
源
泉
と
た
る
情
操
で
あ
る
。
「
同
情
は
喜
び
を
活
気

づ
け
、
悲
み
を
続
減
ず
る
。
そ
れ
は
満
足
の
今
一
つ
の
源
泉
を
提
供
す
る
と
と
陀
よ
っ
て
喜
び
を
活
気
づ
け
、
叉
そ
れ
は
心
が
そ
の

時
受
容
れ
る
と
と
の
出
来
る
唯
一
の
快
い
感
売
を
心
の
中
へ
持
込
む
と
と
に
上
っ
て
悲
み
を
軽
減

T
る
。
」
同
情
は
車
に
同
情
さ
れ
る
.

者
に
と
っ
て
悦
ば
し
い
も
の
で
あ
る
ば
か
り
で
た
く
、

関
係
を
も
っ
人
が
我
々
の
同
情
を
悦
び
、
同
情
の
た
い
と
と
に
よ
っ
て
心
を
傷
め
る
如
〈
、
我
々
も
・
革
命
た
我
々
が
彼
忙
同
情
出
来
る

同
情
す
る
者
に
と
っ
て
も
悦
ば
し
い
も
の
で
あ
る
。
「
あ
る
出
来
事
に
直
接

場
合
に
悦
ぴ
、
我
々
が
同
情
出
来
な
い
場
合
に
は
心
宇
一
傷
め
る
や
ろ
に
思
は
れ
る
。
し
と
の
場
合
に
も
同
情
そ
の
も
の
i
h

悦
び
は
同
情

の
封
象
た
る
感
情
と
監
別
さ
れ
ね
ば
た
ら
ね
。
他
人
の
悲
み
忙
同
情
し
て
我
々
は
悲
む
の
で
あ
る
が
、
そ
の
や
ろ
に
同
情

L
て
悲
め

る
と
と
閏
醐
聞
は
悦
ば
し
人
い
と
と
涯
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
同
情
の
悦
び
が
あ
る
。

-
と
と
ろ
で
、
我
々
が
同
情
の
山
川
来
る
場
合
、
従
っ
て
同
情
の
悦
び
を
感
じ
得
る
場
合
に
は
、
我
々
は
そ
の
割
象
を
是
認
す
る
。
さ

ろ
で
た
い
揚
合
に
は
否
認
す
る
。
か
く
し
て
同
情
が
他
人
の
行
震
や
情
操
の
判
断
の
原
理
と
在
っ
て
〈
る
。
己
の
と
と
は
「
我
々
が

?
フ
三
グ
ジ
ヨ
レ

他
の
人
々
の
感
動
の
遁
E
ま
た
は
不
適
正
を
そ
れ
ら
が
我
々
自
身
の
成
動
と
一
致
す
る
か
一
致
し
た
い
か
に
よ
っ
て
判
断
す
る
仕
方

比
つ
い
て
」
述
べ
た
第
三
節
と
そ
の
績
昔
た
る
第
四
節
と
に
於
て
詳
し
く
説
明
さ
れ
る
。

「
直
接
白
常
事
者
白
も
'
と
の
甑
惰
が
静
観
者
白
同
情
的
情
緒
と
完
全
に
一
致
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
の
獄
惰
は
傍
観
者
に
と
っ
で
誼
E
C
E
a
E島

田

V
Z宮
町
)
で
あ
り
、
そ
れ
ら
四
割
象
に
ふ
さ
は
し
い
や
う
に
思
は
か
る
。
反
割
に
傍
灘
者
が
そ
れ
を
白
骨
自
身
の
胸
に
移
し
て
み
て
、
そ
れ
ら
は
自
分

の
感
ず
る
も
の
と
一
致
し
な
い
と
考
へ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
搬
情
は
彼
に
と
ワ
て
不
適
宜
で
あ
夢
、
そ
れ
ら
を
呼
び
起
す
原
因
に
ふ
さ
は
L
f
な
れ

と
思
は
れ
る
。
そ
れ
故
、
他
人
白
搬
憶
を
そ
れ
ら
山
劉
象
に
ふ
さ
は
し
い
も
の
と
し
て
是
一
副
す
る
と
と
は
、
我
々
が
そ
れ
ら
白
搬
情
に
全
〈
同
情
す
る

と
認
め
る
?
と
同
ビ
と
主
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
ら
の
翫
惰
を
か
L

る
も
?
と
し
て
是
認
し
た
い
の
は
、
我
々
が
そ
れ
ら
に
全
〈
同
情
し
た
い
と
認
め
る

自
主
同
ビ
こ
と
で
あ
る
。
」

『
道
徳
情
操
論
』
白
研
究

樺
五
十
巻

七
回

第
六
蹴

七



『
誼
徳
情
操
論
』
白
肝
究

等
五
十
巻

七
四
回

第
プマ
競

七
回

石
の
如
く
遺
徳
的
判
断
の
棋
本
原
理
た
る
同
情
を
明
か
に
し
た
後
、
ス
ミ
ス
は
第
一
部
第
一
章
の
課
題
た
る
遁

E
の
感
売
の
分
析

に
進
ん
で
行
〈
。
行
錆
は
動
機
と
結
果
と
の
二
つ
白
面
か
ら
考
察
さ
れ
る
。
適
正
と
い
ム
の
は
動
機
忙
闘
し
て
-
百
は
れ
る
。
結
果
の

側
は
第
二
部
で
取
扱
は
れ
る
。
何
ち
か
の
行
震
が
そ
れ
か
ら
起
き
て
く
る
と
と
る
の
「
感
動
が
、
そ
れ
を
坪
び
起
す
原
因
ま
た
は
封

象
に
封
し
て
ふ
さ
は
し
い
か
ふ
さ
は
し
く
な
い
か
、
釣
合
が
と
れ
て
ゐ
る
か
釣
合
が
と
れ
て
ゐ
た
い
か
と
い
ふ
と
と
ろ
に
、
そ
の
結

果
た
る
行
鴻
の
遮
正
ま
た
は
不
通
正
・
上
品
ま
た
は
下
品
(
骨
耳
目
4
2
5
m
Z
R
E
D
O切
る
と
い
ふ
と
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。
」
而
し
て

遁
正
・
不
適
E
を
判
断
す
る
の
は
一
言
ム
ま
で
も
危
〈
同
情
す
友
は
ち
情
操
の
一
設
に
上
っ
て
ど
あ
る
。
「
も
し
我
々
が
そ
れ
を
我
々

自
身
の
胸
に
移
し
て
、
そ
れ
が
惹
き
起
す
情
操
が
我
々
自
身
の
情
操
と
一
致
符
合
す
る
た
ら
ば
、
我
々
は
必
宇
そ
れ
ら
の
情
操
を
そ

の
封
象
に
謝
し
て
釣
合
叫
が
と
れ
ふ
さ
は
し
い
も
の
と
し
て
是
認
す
る
。
さ
う
で
在
け
れ
ば
、
我
々
は
必
中
そ
れ
ら
を
度
を
超
え
釣

合
ひ
の
と
れ
て
ゐ
た
い
も
の
と
し
て
否
認
す
る
。
」

趨
正
・
不
適
正
と
い
ム
己
ム
」
は
右
の
如
く
同
情
す
友
は
ち
情
操
円
一
一
致
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
。
然
し
情
操
の
一
致
そ
の
も
の
が

同
情
で
は
な
い
。
同
情
は
「
境
遇
の
想
像
的
特
換
」

(5者
E
弓
岳
喜
一
唱
。
士
宮
自
己
窓
口
る
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
情
操
の
一
致
で
あ
る
。

イ也 と
人，の
のこ
境と
過か
にら
置同
き f育
、<D

存

立
保
件
と

し
て

ザコ
σ〉
J"W: 
要
注

事
中月
古宮

て
来
る

一
方
に
於
て
は
傍
観
者
は
出
来
る
だ
け
自
分
自
身
を

他
人
の
情
操
を
汲
み
取
ら
友
〈
で
は
な
ら
な
い
。

併
し
な
が
ら
、

寸
人
類
は

自
然
的
に
同
情
的
た
も
の

(
E
E
R】苛

4
E
E
F
O
Z
O
)
で
あ
る
け
れ
E
も、

他
人
に
起
っ
た
事
柄
に
針
し
て
、

直
接
の
閥
係
者
を
刺
戟
す
る
と
同
ビ
度
合
の
激
情

を
感
じ
在
い
。
」
同
情
の
基
礎
で
あ
る
境
遇
の
押
換
は
怨
像
上
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
ム
密
た
窓
識
が
傍
観
者
の
感
動
を
直
接
営
事

者
の
そ
れ
と
具
ら
し
め
る
。
そ
こ
で
同
情
が
存
立
し
得
る
た
め
に
は
今
一
つ
の
保
件
が
必
要
と
左
っ
て
来
る
。
削
ち
直
接
の
閥
係
者



は
そ
の
激
情
を
傍
観
者
が
う
い
て
行
〈
己
と
の
一
出
来
る
高
さ
ま
で
引
下
げ
ね
ば
在
ち
ら
由

3

被
は
白
分
の
情
絡
を
周
聞
の
人
々
の
情

緒
と
一
致
さ
せ
る
た
め
に
そ
の
自
然
的
た
調
子
を
下
げ
友
〈
で
は
な
ら
砲
。
「
こ
の
一
致
を
生
み
出
す
た
め
に
自
然
は
傍
観
者
た
ち

に
直
接
賞
事
者
の
事
情
を
俄
定
す
る
や
う
に
教
へ
る
と
同
じ
〈
、
自
然
は
後
者
に
あ
る
程
度
傍
視
者
た
ち
の
事
情

E
仮
定
す
る
や
う

に
教
へ
る
。
」
か
く
し
て
傍
観
者
は
直
接
営
事
者
の
立
揚
に
立
た
う
と
し
、
首
事
者
は
傍
観
者
の
立
場
に
立
た
う
と
す
る
。
と
の
己
と

に
よ
っ
て
同
情
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
が
、
ま
た
同
時
に
そ
と
か
ら
一
一
種
の
徳
が
出
て
〈
る
。
第
五
節
で
扱
は
れ
て
ゐ
る
「
優
し
い

徳
と
立
汲
左
篠
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
優
し
い
徳
す
な
は
ち
深
切
・
友
情
・
博
愛
等
は
傍
観
者
が
営
事
者
の
情
操
を
汲
み
取
ら
う
E

こ
す

る
努
力
を
基
礎
と
す
る
。
立
波
放
徳
す
左
は
ち
克
己
ま
た
は
自
制
の
徳
は
、
常
事
者
が
傍
観
者
の
立
場
に
立
た
う
と
す
る
努
力
に
由

来
す
る
。
左
隆
博
愛
と
か
克
己
等
の
徳
は
そ
れ
ら
の
性
質
の
普
通
の
度
合
に
あ
る
の
で
は
左
く
て
、
普
通
以
上
の
度
合
に
あ
る
。
徳

は
普
通
以
上
の
美
し
き
も
の
高
貴
な
も
の
、
即
ち
卓
越
で
あ
る
。
そ
己
に
徳
と
翠
た
る
適
正
と
の
相
違
が
あ
る
。
檎
揚
さ
れ
る
慣
位

の
あ
る
性
質
と
躍
に
是
認
さ
れ
る
に
す
ぎ
ぬ
性
質
と
の
差
異
が
あ
る

ω
で
あ
る
。

準
ん
で
ス
ミ
ス
は
第
二
章
に
於
て
「
遁
疋
と
一
致
す
る
臭
っ
た
激
情
の
度
合
に
つ
い
て
L

述
べ
る
。
あ
ら
ゆ
る
激
情
の
趨
E
、
す
註

は
も
傍
観
者
の
つ
い
て
行
く
こ
と
の
出
来
る
高
さ
は
、
中
勝

(
E
Z
E
2
3
)

に
泣
け
れ
ば
友
ら
向
。
激
情
が
高
す
却
を
た
り
或
は
低
く

す
ぎ
た
り
す
る
た
ち
ば
、
傍
槻
者
は
そ
れ
を
汲
み
取
る
こ
と
が
山
川
来
な
い
。
と
と
ら
が
、
乙
の
中
庸
と
い
ふ
と
止
が
ま
た
具
っ
た
激

情
に
於
て
異
る
。
あ
る
激
情
は
強
く
表
現
す
れ
ば
見
背
し
く
、
あ
る
激
情
は
強
く
表
現
し
て
も
大
抵
の
揚
ム
口
上
品
で
あ
る
J

人
間
性

に
も
と
づ
〈
種
々
の
激
情
は
、
人
類
が
そ
れ
に
同
情
す
る
傾
向
が
多
い
か
少
い
か
に
よ
っ
て
、
或
は
上
品
開
と
考
へ
ら
れ
、
或
は
見

苦
し
い
と
考
へ
ら
れ
る
。
ス
ミ
ス
は
五
種
類
円
激
情
を
あ
げ
て
ゐ
る
。

食
慾
・
性
慾
等
の
身
般
の
欲
望
沿
上
ぴ
身
慌
の
苦
痛
(
博
一

『
道
徳
情
操
諭
』
の
軒
究

第
五
十
巻

七
四
五

第
六
競

4コ
五



『
道
徳
情
操
諭
』
の
研
究

第
五
十
巻

七
四
六

第
六
競

七
六

節
〉
、
割
問
愛
(
静
二
旬
、
憎
悪
や
よ
ぴ
憤
激
!
と
れ
は
非
枇
舎
的
激
情
(
回
目
o
n
E
E
m
M
O
E
)
と
咋
ば
れ
て
ゐ
る
|
!
(
竺
』
福
)
等
は

強
〈
表
現
す
呂
と
と
の
不
趨
営
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
寛
容
・
仁
愛
・
友
情
等
の
枇
合
的
激
情
は
度
が
す
ぎ
で
も
嫌
謀

さ
れ
る
己
と
が
少
い
(
第
四
節
)
。
最
後
に
、
非
枇
合
的
激
情
と
枇
合
的
激
情
の
中
間
に
あ
る
も
の
と
し
て
利
己
的
激
情

(
E
F
V
官
E

。】
E)
注
る
も
の
が
あ
げ
ら
札
る
。
我
々
自
身
の
運
・
不
運
に
闘
す
る
喜
び
と
悲
み
が
そ
れ
で
あ
る
。
と
れ
は
皮
が
す

F
た
場
合
忙
も

憤
激
ほ

Z
は
不
遜
営
な
も
の
で
た
〈
、
情
明
度
の
揚
合
に
も
仁
愛
た
ど
の
如
く
悦
ば
し
い
も
の
で
は
友
い
(
第
五
怖
)
。

と
の
草
ぴ
と
悲

み
に
つ
い
て
は
第
三
牢
は
於
て
別
の
槻
鮪
か
ら
左
ほ
詳
し
〈
論
筑
苫
れ
る
。

第
三
章
は
「
行
潟
の
遁
E
に
つ
い
て
の
人
類
の
判
断
に
及
ぼ
す
順
境
と
逆
境
守

5宮
口
【
可
目
白
色

5
島
と
の
影
響
忙
つ
い
て
、
及
び

何
故
順
境
に
於
て
は
逆
境
に
於
け
る
よ
り
も
人
類
の
是
認
を
獲
得
す
る
己
と
が
容
易
で
あ
る
か
と
い
ふ
と
と
に
つ
い
て
」
圭
題
き
れ

て
ゐ
る
。
と
L

で
ス
ミ
ス
は
人
類
の
現
世
的
活
動
の
根
本
動
機
と
そ
れ
に
基
ぐ
枇
曾
秩
序
を
分
析
し
て
ゐ
る

y
そ
の
煮
味
で
と
の
孝

は
『
道
徳
情
操
論
』
中
の
泥
目
す
ぺ
雪
個
所
の
一
つ
で
あ
ら
う
。

セ
V

セ
i
h
y
ヲ
レ

全
づ
彼
は
「
悲
み
に
針
ず
る
我
々
の
同
情
は
一
般
に
喜
び
に
針
す
る
我
々
の
同
情
よ
り
も
よ
り
闘
い
感
受
で
あ
る
け
れ

E
弘、

前
者
は
普
通
後
者
よ
り
も
常
事
者
に
よ
っ
て
自
然
に
感
じ
ら
れ
る
も
の
よ
り
は
そ
の
強
度
が
は
る
か
に
弱
い
と
い
ふ
と
と
L

を
説
明

し
で
か
L
a
(第
一
節
)
。
「
同
情
と
い
ふ
言
葉
は
そ
の
最
も
遁
営
陀
し
て
根
源
的
友
意
味
に
於
て
は
、
他
人
の
快
紫
に
劃
す
る
我
々
の

同
感
で
は
た
ぐ
で
、
苦
悩
比
封
ず
る
我
々
の
同
感
を
意
味
す
る
。
」
我
々
の
悲
み
に
針
す
る
同
情
は
喜
び
に
謝
す
る
そ
れ
よ
り
も
普
遍

的
た
も
の
で
あ
る
。
の
み
左
ち
中
苦
痛
は
精
神
的
左
-qも
の
で
あ
ら
う
と
肉
飽
的
た
も
の
で
あ
ら
う
と
、
快
柴
よ
り
は
激
し
い
感
嘆
で



あ
っ
て
、
普
・
苅
に
針
す
る
同
情
は
一
般
に
快
紫
に
劃
寸
る
そ
れ
よ
り
は
よ
り
強
〈
よ
り
鮮
明
で
あ
る
。
併
し
た
が
ら
、
我
々
が
喜
ぴ

に
封
し
て
も
つ
同
情
の
傾
向
は
悲
み
に
封
ナ
る
そ
れ
よ
り
は
担
〈
、
前
者
は
後
者
よ
り
も
品
事
者
の
感
情
に
上
り
近
い
。
ス
ミ
ス
は

そ
の
理
由
を
説
明
す
る
た
め
に
「
人
類
の
自
然
か
っ
普
通
の
赦
態
」
を
考
へ
る
。

「
健
康
で
借
金
も
な
〈
曇
b
由
良
心
を
も
っ
た
人
の
辛
繭
に
、
そ
由
上
何
が
つ
け
加
へ
ら
れ
得
る
で
る
ら
う
か
。
か
う
し
た
挽
態
に
あ
る
者
に
と
っ
て

は
、
財
産
の
晴
加
な
r

L

い
ふ
こ
と
は
綿
て
争
討
な
乙
と
L
言
っ
て
よ
恥
ら
う
。
も
し
か
う
し
た
扶
惑
に
あ
る
者
が
財
産
を
得
た
が
た
め
に
意
親
揚
々

と
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
や
う
な
己
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
全
〈
彼
白
浮
薄
さ
の
然
、
b
し
め
る
と
こ
ろ
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
も
、
か
う
し
た

扶
態
は
寅
に
人
類
の
自
然
か
っ
普
通
の
扶
態

(
E
O
E
E
E
自
民
。
E
5耳
司
氏
民
。
。
町
民
J
S
E
E
)
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
現
在
世
の
巾
は
不
幸

に
み
ち
堕
落
し
て
ゐ
る
と
歎
か
れ
て
ゐ
る
が
|
|
そ
し
て
そ
白
歎
き
は
十
分
根
擦
の
あ
る
と
と
で
あ
る
が

l
l、
そ
れ
に
も
h

h
は
ら
ず
、
賀
陣
は
右

の
扶
態
が
大
部
分
白
人
々
の
扶
藤
な
の
で
あ
る
。
」

我
々
は
と
i
A

で
ス
ミ
ス
が
極
め
て
熟
知
的
た
人
生
視
を
表
明
し
て
ゐ
る
の
に
読
意
せ
ざ
る
を
得
紅
い
。
そ
し
て
か
う
し
た
難
問
主

義
は
久
ミ
ス
の
著
書
の
金
問
を
貫
い
て
ゐ
る
と
も
見
る
と
と
が
出
来
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
ス
ミ
ス
は
考
へ
る
。
己
の
欣
態
に
つ

け
加
へ
る
と
と
の
出
来
る
も
の
は
僅
か
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
か
ら
取
り
去
ら
れ
得
る
も
の
は
多
い
。

E
の
欣
態
と
順
境
の
頂
上

と
の
隔
り
は
極
〈
僅
か
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
と
不
幸
の

E
ん
底
と
の
距
離
は
脇
め
て
大
き
い
。

E
の
故
に
逆
境
が
受
難
者
の
心

を
そ
の
自
然
mm態
以
下
に
押
し
下
げ
る
の
は
、
順
境
が
そ
れ
以
上
に
高
め
る
よ
り
は
、
は
る
か
に
度
合
が
大
昔
い
。
従
っ
て
傍
親
者

は
彼
の
悲
み
に
全
的
に
同
情
し
調
子
を
合
せ
て
行
〈
の
に
、
被
の
喜
び
を
完
全
に
汲
み
取
る
の
よ
り
は
、
は
る
か
忙
大
き
な
困
難
を

感
ぜ
ざ
る
を
得
宇
、
主
た
前
の
場
合
に
於
亡
は
後
の
場
合
に
於
け
る
よ
わ
も
彼
自
身
の
向
然
か
つ
普
通
の
気
持
か
ら
は
る
か
に
遠
く

離
れ
ざ
る
を
得
た
い
。
と
の
故
に

悲
み
に
針
す
る
我
々
の
同
情
は
屡
々
悲
み
に
到
す
る
そ
れ
よ
り
も
強
い
感
受
で
あ
る
け
れ

E

も
、
前
者
は
常
に
後
者
よ
り
も
首
事
者
に
よ
う
て
自
然
に
感
じ
ら
れ
る
も
の
よ
り
は
そ
の
強
度
が
は
る
か
に
弱
い
の
で
あ
る
。

『
道
徳
情
操
論
』
の
軒
究

勢
五
十
巻

七
四
七

第~ ノ、
腕

七
七



『
道
徳
情
操
論
』
の
肝
究

第
五
十
巻

b
四
八

事
六
雄

七
八h

こ
の
喜
ぴ
に
針
す
る
我
々
の
同
情
が
悲
み
に
到
す
る
そ
れ
上
り
も
本
人
の
感
情
に
よ
り
近
い
と
い
ふ
こ
と
か
ら
ス
ミ
ス
は
第
二
節

で
「
坊
名
心

(
m
g
E
E回
)
色
村
よ
ぴ
階
級
の
斧
別

(
P
E
S
O白
色

E
p
r〕
」
を
説
明
す
る
。
そ
己
で
ス
ミ
ス
は
我
々
の
生
前
般
態
を
改
善

ぜ
ん
と
す
る
経
済
荷
動
の
擦
っ
て
来
る
所
以
を
設
い
て
言
ム
。

「
人
類
が
我
々
の
悲
み
に
劃
し
で
よ
り
も
我
々
の
喜
び
に
割
し
で
よ
り
完
全
に
同
情
し
よ
う
と
す
る
冊
向
を
も
っ
て
ゐ
る
か
ら
と
そ
、
我
々
は
我
々
白

qμ
手
ズ

官
を
見
せ
び
ら
か
し
、
我
々
の
貧
困
を
隠
す
の
で
あ
る
。
我
々
の
困
窮
を
儀
儀
な
〈
世
間
に
曝
し
、
而
も
、
我
々
白
境
姐
が
ナ
ペ
で
白
人
々
に
明
か
で

あ
る
に
も
か
L
は
ら

f
、
誰
も
我
々
の
苦
悩
の
半
分
も
認
め
て

f
れ
な
い
と
感
ピ
る
と
と
ほ

E
心
苦
し
い
と
み
」
は
な
い
。
否
、
我
々
が
宮
を
求
め
貧
困

を
避
け
る
の
は
主
と
し
て
人
類
の
情
操
に
劃
す
る
と
の
考
慮
か
ら
で
あ
る
。
並

L
、
ナ
ベ
て
ζ

の
世
の
骨
折

p
宇
大
騒
ぎ
は
何
回
た
め
で
あ

ιう
か
。

食
慾
晶
、
功
名
心
白
目
的
は
何
で
あ
ら
う
か
、
常
や
カ
宇
高
名
を
遁
求
ナ
る
目
的
は
何
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
は
自
然
の
必
要
を
充
す
た
め
で
あ
ら
う
か
。

最
下
緑
町
勢
働
者
白
勢
貨
で
さ
へ
そ
れ
を
克
す
こ
と
が
由
来
る
。
そ
の
持
質
は
彼
に
衣
食
を
給
し
、
家
や
家
族
の
慰
品
を
興
九
る
と
・
と
が
出
来
る
と
と

を
我
々
は
知
ワ
て
ゐ
る
o

も
L
我
右
が
彼
白
家
計
を
最
密
に
調
e
へ
て
ho
る
な
ら
ば
、
彼
が
そ
白
多

f
D
部
分
を
便
宜
品
|
|
そ
れ
は
儲
計
な
も
の
と
も

考
へ
ら
れ
る
で
あ
ら
ろ
が
ー
ー
に
費
す
主
い
ふ
こ
と
、
及
び
特
別
の
場
合
に
は
被
が
虚
接
心
宇
捺
替
の
た
品
に
さ
へ
幾
ら
か
を
加
ひ
る
と
と
が
凹
捕
る

と
い
ふ
乙
と
を
我
々
は
知
る
で
あ
ら
う
。
で
は
彼
の
境
遇
を
我
々
が
雄
日
再
臨
す
る
原
因
は
何
で
る
ら
ろ
か
。
何
故
上
流
階
融
自
生
活
に
慣
れ
て
き
た
人
々

は
、
勢
働
は
し
な
〈
て
よ
い
に
し
て
も
、
か
の
努
働
者
と
同
ピ
よ
う
に
簡
単
な
食
事
を

L
~
同
仁
よ
と
つ
に
賎
し
い
家
に
住
み
、
同
ビ
や
う
に
蹄
末
な
衣

服
を
空
と
ふ
に
至
る
愛
で
零
婚
す
る
の
を
死
ぬ
よ
旬
も
な
ほ
悪
い
主
考
へ
る
の
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
ら
の
人
々
は
彼
等
自
胃
袋
が
土
り
立
法
で
あ
り
、

事
訴
で
よ
り
は
堂
々
た
る
邸
宅
で
の
方
が
安
、
b
か
に
酷
れ
る
と
で
も
考
へ
る
の
で
あ
ら
う
か
。
む
し
ろ
反
劃
の
こ
と
が
抽
め
て
屡
立
目
は
れ
て
車
た
の

で
あ
り
、
ま
た
質
際
、
言
は
れ
て
車
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
融
品
て
明
白
な
と
ー
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
知
ら
な
い
者
は
な
い
白
で
る
る
。
で
は
、
総
て

白
階
経
由
人
々
を
詔
ピ
て
行
は
れ
る
か
白
競
争
は

r乙
か
ら
起
っ
て
来
る
の
で
あ
ら
う
か
。
我
々
が
我
々
の
生
活
扶
態
円
改
善
(
げ
の

2
2ロ
関
自
吋

2
P

E
m
E
ロ
)
&
呼
ぶ
人
生
回
大
目
的
に
よ
っ
て
我
々
が
目
ざ
ナ
利
盆
は
何
々
の
で
あ
ら
う
か
。
同
情
と
喜
悦
ξ
是
認
と
を
も
っ
て
注
間
さ
れ
る
と
と
・
注
意

さ
恥
る
と
と
・
注
目
さ
れ
る
と
と
、
こ
れ
が
我
々
が
そ
れ
か
ら
獲
得
し
よ
う
と
目
ぎ
す
と
と
の
間
車
る
利
都
心
総
て
な
の
で
あ
る
。
我
々
を
し
て
聞
心

せ
L
品
る
も
の
は
虚
柴

(
S
E
4
)
で
あ
ワ
て
、
安
易
や
快
鞭
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
然

L
虚
柴
は
常
に
我
々
が
注
意
と
是
認
の
調
象
で
あ
る
と
い
ム
信

念
を
某
礎
と
す
る
。
官
宥
は
彼
白
山
商
を
誇
る
、
何
故

t
b
ば
彼
は
官
が
自
ら
世
間
の
注
意
を
彼
に
惹
を
う
け
、
人
類
は
彼
の
境
過
の
利
錠
が
き
は
め
で

特
易
に
彼
を
感
激
せ
し
め
る
と
と
る
の
被
の
す
べ
て
の
一
愉
快
な
情
緒
に
つ
い
て
行
〈
傾
向
を
も
っ
左
感
ず
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
考
へ
て
被
の



心
は
揃
ち
足
っ
て
一
杯
に
な
り
、
彼
は
そ
の
た
め
に
詰
が
彼
に
輿
へ
る
他
の
す
べ
て
の
利
益
よ
り
も
殺
の
富
を
よ
り
喜
ぶ
の
で
あ
る
。
と
れ
に
反

L
て

賞
者
は
彼
自
貧
困
を
恥
し
〈
思
ふ
。
被
は
貧
困
が
彼
を
人
銅
由
自
の
と
ピ
か
な
い
ー
と
と
る
へ
置
f
晶
、
ま
た
は
人
摘
が
彼
に
注
意
す
る
と
と
が
あ
る
に

し
て
も
彼
等
は
植
が
苦
し
む
不
字
企
困
窮
に
劃
し
て
晴
ん

E
同
感
し
な
い
と
感
ピ
る
。
彼
は
と
の
二
つ
の
理
由
で
心
者
L

(
恩
ふ
。
何
と
な
恥
ぽ
、
無

融
さ
れ
る
と
い
ふ
と
と
A

否
認
さ
れ
る
と
い
ふ
と
主
主
は
金
〈
異
っ
た
事
柄
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
も
世
に
知
ら
れ
由
と
い
ふ
ζ

と
は
我
々
を
蔽
う

て
名
替
と
是
認
の
光
を
遮
る
も
白
で
あ
る
か
ら
，
我
々
が
注
意
さ
れ
た
い
左
感
じ
る
こ
と
は
必
ず
人
間
性
の
中
の
最
も
倫
快
た
希
望
を
か
き
消
し
、
最

も
熱
烈
な
欲
望
を
央
は
し
め
る
か
ら
で
あ
る
。
貧
者
白
間
入
は
注
意
さ
れ
る
と
と
な
(
、
大
勢
町
中
に
ゐ
て
も
彼
自
身
白
問
屋
に
問
ぢ
こ
も
っ
て
ゐ
る

と
同
ビ
〈
知
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
忙
反
し
て
、
高
杭
高
名
目
人
は
世
の
中
の
栂
て
白
人
々
に
注
目
さ
れ
る
。
誰
も
か
札
も
彼
を

且
て
、
地
J

〈
左
も
同
情
に
よ
ワ
て
彼
の
境
遇
が
自

ι彼
を
感
被
せ
し
め
る
宥
び
と
得
意
に
あ
中
か
り
た
い
と
思
ふ
。
被
の
行
震
は
公
品
阜
の
注
意
の
的
で

あ
る
。
彼
自
一
語
と
い
へ
い
と
も
、
一
事
一
助
と
い
へ
ど
も
、
奈
〈
無
制
さ
れ
る
と
い
p

す
こ
と
は
晴
ん
『
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
0

・
そ
し
て
若

L
彼

の
行
ひ
が
ま
く
馬
庫
げ
た
も
白
で
な
い
た
ら
ば
、
彼
は
い
つ
で
も
人
々
を
関
心
せ

L
品
、
自
分
自
身
を
し
て
自
分
の
周
闘
の
誰
で
も
の
注
視
と
同
感
の

的
た
ら
し
め
る
槽
舎
を
も
ワ
て

b
z
。
と
の
と
と
こ
そ
が
、
そ
れ
が
強
ふ
る
謂
周
き
に
も
か
誌
は
ら
ず
、
そ
れ
が
自
由
の
喪
央
を
惇
ふ
に
も
か
A

は
ら

ず
、
高
貴
と
い
ふ
こ
と
を
羨
望
内
的
た
ら
し
品
、
か
一
ツ
人
々
の
考
へ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
そ
の
週
求
に
際
し
て
忍
ば
れ
ね
ば
な
ら
自
轍
て
の
勢
背
や

心
配
中
周
辱
を
償
ふ
、
い
な
真
に
重
要
な
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
獲
得
す
る
た
品
に
永
久
に
央
は
れ
る
総
て
の
閑
暇
・
安
畢
・
安
穏
を
償
み
も
白
な

の
で
あ
る
。
」

布
の
如
〈
ス
ミ
ス
は
人
聞
の
生
活
欣
態
を
改
善
ぜ
ん
と
す
る
努
力
は
結
局
虚
柴
の
た
め
だ
と
考
へ
る
。
然
し
ス
ミ
ス
は
禁
慾
主
義

者
で
は
た
か
っ
た
。
伎
が
脱
柴
だ
と
断
定
し
た
富
貴
は
主
と
し
て
封
建
的
た
富
貴
や
絶
剖
主
義
的
機
勢
で
あ
っ
た
o
そ
と
に
封
建
的

結
謝
主
義
的
勢
力
に
針
し
て
む
し
ろ
市
民
的
た
も
の
を
代
排
し
た
彼
の
市
民
哲
事
者
と
し
て
の
両
日
が
浮
ぴ
上
っ
て
〈
る
。

E
の
と

ー
と
は
彼
の
杜
曾
秩
序
に
闘
ず
る
見
解
を
み
て
行
〈
己
と
に
よ
っ
て
は
つ
雪
り
し
て
〈
る
。
彼
は
枇
舎
秩
序
を
主
主
売
同
ビ
情
操
か
ら

説
明
し
て
書
い
て
ゐ
る
。

「
寓
者
や
植
力
者
白
組
て
の
激
情
に
つ
い
て
行
か
う
と
す
る
人
類
の
こ
の
傾
向
を
某
礎
と
し
て
階
級
の
差
別
キ
祉
曾
の
耕
一
序
が
成
す
す
る
。
我
々
の

f

長
に
劉
ず
る
忠
順
は
、
彼
等
白
好
意
か
与
得
ら
乱
る
恩
恵
を
ひ
そ
か
に
期
待
し
て
よ
り
は
、
彼
等
の
境
遇
の
利
採
に
到
す
る
我
々
の
嘆
賞
か
ら
起
ワ
て

『
道
徳
情
操
芭
の
研
究

第
五
十
巻

七
四
九

静
プ守
強

七
九



『
道
徳
情
操
論
』
円
軒
究

第
五
十
巻

y、
O 

七
五

O

第
六
鵠

(
る
と
と
が
よ
り
屡
々
で
あ
る
。
上
長
者
連
の
思
惑
は
少
数
白
岩
に
し
か
及
び
得
な
い
、
然

L
彼
等
の
幸
運
は
晴
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
人
々
の
関
心
す
る
と

と
る
で
あ
る
。
我
々
は
彼
華
が
晴
ん

E
完
全
に
近
い
宇
嗣
の
一
樺
系
を
完
成
す
る
の
を
助
け
よ
う
と
切
望
す
る
。
そ
し
で
我
々
は
根
撃
を
喜
ば
せ
る
と

い
ふ
と
ξ
の
虚
柴
ま
た
は
名
器
の
升
に
何
の
報
酬
を
も
受
け
な
い
で
彼
等
自
身
の
た
め
に
彼
等
に
奉
仕
し
よ
ろ
と
欲
ナ
る
。
そ
れ
は
ま
た
主
と
し
て
ー

は
全
〈
か
ι
ふ
る
服
従
の
有
用
性
に
封
す
る
考
慮
に
基
く
傾
向
ゃ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
最
も
よ
く
維
持
さ
れ
る
枇
官
輯
序
に
封
ず
る
我
々

ω
恭
順
で
も
な
い
。

世
曾
の
棋
序
が
我
々
が
彼
年
に
反
封
ず
る
こ
と
を
要
求
す
る
場
合
に
で
も
、
我
々
は
ど
う
し
て
も
さ
う
す
る
集
に
な
れ
な
い
回
で
あ
る
。
閤
王
は
人

民
自
僕
で
あ
ワ
て
、
公
益
の
聾
草
ナ
る
ま
L

に
服
従
さ
れ
抵
抗
さ
れ
雌
位
又
は
島
罰
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
ふ
の
が
理
性
と
哲
町
阜
の

f

敬
読

(
Z
M
O
R同

Z
U

E
君
主
B
E
S
Z品

z
r
s勺F
W
)

で
る
る
。
鵠
し
そ
恥
は
自
然
の
敬
訪
官
}
H
o
p
e
h
E
P
O
邑
n
Rロ
日
)
で
は
な
い
。
白
熱
は
我
々
に
閣
王
自
身
の

た
め
に
困
王
に
服
従

L
、
そ
の
高
員
な
地
伎
の
前
民
和
D

L
き
膝
ま
づ
き
、
そ
の
徴
笑
を
如
何
な
る
車
仕
を
も
償
ふ
に
足
る
報
酬
1t
専
へ
、
そ

m
不
槽

接
を
あ

b
ゆ
る
屈
辱
の
中
の
最
も
甚
だ
し
き
も
の
と
し
て
恐
れ
る
こ
と
を
敬
へ
る
で
あ
ら
う
。
最
も
力
強
い
動
機
で
さ
九
、
最
も
撒
烈
な
融
情
ナ

な
は
ち
恐
怖
宇
憎
悪
中
憤
慣
で
さ
へ
閥
玉
を
掌
敬
せ
ん
と
す
る
と
の
自
然
的
問
向
と
釣
合
ひ
を
正
ら
し
め
る
に
は
足
ら
な
い
。
同
豆
町
行
動
が
正
官
に

か
或
は
問
遭
っ
て
か
右
白
如
き
最
高
度
内
撒
情
を
挑
質
し
た
に
し
て
も
、
そ
れ
は
ま
だ
人
民
大
草
を
し
て
猛
烈
に
彼
尋
に
反
抗

L
Z
は
そ
白
虚
罰
や
鹿

位
を
見
た
が
っ
た
り
す
る
ま
で
に
は
至
与
し
品
な
い
の
で
あ
る
。
人
民
が
絡
に
さ
う
ナ
る
に
至
っ
た
場
合
に
も
、
人
民
は
何
時
で
も
心
白
解
け
易
い
も

の
で
、
彼
等
が
従
来
植
年
白
自
然
的
優
越
者
と
し
て
尊
敬
す
る
慣
は

L
'と
し
て
き
た
人
々
に
劉
ナ
る
彼
撃
の
自
然
的
な
恭
順
の
放
韓
に
復
揮
し
易
い
も

の
で
あ
る
。
彼
等
は
彼
等
の
闘
王
由
苦
悩
を
見
る
に
認
び
な
い
の
で
あ
る
。
憐
酬
胴
が
憤
協
聞
に
取
WJ
代
る
、
彼
等
は
過
去
り
ナ
ベ
て
白
憤
怒
を
忘
恥
る
、

忠
簡
と
い
ふ
彼
部
白
も
と
り
原
理
が
復
活
す
る
、
彼
等
は
彼
等
の
醤
主
の
破
滅
し
た
構
成
聖
、
被
撃
が
か
つ
て
反
抗

L
た
と
同

rだ
け
白
猛
烈
さ
を
も

っ
て
、
再
興
す
る
に
至
る
白
で
あ
る
。
」

と

L
K
ス
ミ
ス
の
君
主
論
が
う
か
ピ
は
れ
る
が
、
そ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
の
王
朝
に
封
ず
る
イ
ギ
り
ス
園
民
の
倖
統
的
た
感
情
を
基
礎

づ
け
た
も
の
と
い
ふ
と
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
。
立
論
の
茶
礎
と
た
っ
て
ゐ
る
の
は
主
と
し
て
ク
ロ
ム
ウ
エ
ル
革
命
と
王
政
復
古
島

上
ぴ
名
品
同
革
命
に
於
け
る
イ
ギ
リ
ス
園
民
の
髄
験
で
あ
り
、
そ
れ
ら
に
現
れ
た
イ
ギ
リ
ス
国
民
の
王
朝
に
封
ず
る
閲
民
的
感
情
で
あ

る
。
ス
ミ
ス
は
ロ
ッ
ク
等
の
説
昔
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
於
て
賞
行
さ
れ
た
ゃ
う
在
民
主
主
現
や
革
命
是
認
論
に
反
剖
で
あ
っ
ち
尤

も
彼
は
共
和
制
の
同
情
者
で
は
あ
っ
た
。
然
し
彼
は
、
少
く
と
も
イ
ギ
リ
ス
に
闘
ず
る
か
ぎ
り
、
岡
氏
的
停
統
を
無
闘
す
る
一
面
的

Cf. Part. VI. Sec. II. Chap. II 1) 



急
進
主
義
者
で
は
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ム
一
同
時
に
重
嬰
左
己
と
は
、
被
が
車
に
封
建
的
停
統
を
墨
守
す
る
絶
剖
主
義
的
保
守
主
義

者
で
も
左
か
っ
た
と
と
で
あ
る
。
彼
は
侍
統
的
左
も
の
を
肯
定
す
る
と
同
時
に
そ
の
封
建
的
施
剖
主
義
的
側
阿
を
批
判
し
、
そ
れ
に

針
す
る
市
民
的
左
も
の

L
進
歩
性
を
基
礎
づ
け
上
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

ス
ミ
ス
は
貴
族
が
構
成
世
保
持
す
る
の
は
知
識
・
勤
勉
・
忍
耐
・
克
己
そ
の
他
の
徳
に
よ
っ
て
ピ
は
た
〈
で
、
言
語
動
作
の
高
雅

友
己
と
に
よ
っ
て
刊
誌
あ
る
と
専
へ
る
。
然
る
に
身
分
の
低
い
者
が
自
分
を
目
立
た
し
め
る
の
は
高
雅
の
如
き
貴
人
の
穏
に
よ
っ
て
ピ

は
た
い
。

「
い
や
し
く
も
身
分
の
低
い
者

(
F
O
E
S
え
E
P
H
-
-
zロW
)
が
自
分
を
目
立
た

L
品
ょ
う

k
思
ふ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
よ
り
重
要
な
徳
に
よ
っ
て
ピ

な
け
れ
ば
な
ら
向
。
彼
は
貴
人
白
也
従
者
に
釣
合
ふ
だ
け
の
品
従
者
を
獲
得
せ
ね
ば
な
ら
向
。
町
も
彼
は
也
従
者
に
支
摘
を
な
す
べ
き
元
本
と

L
て
彼

白
身
挫
の
勢
働
と
彼
白
柿
帥
の
活
動
以
件
の
も
四
を
も
た
な
い
。
従
っ
て
彼
は
こ
れ
ら
の
も
の
を
修
樟
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
彼
は
彼
の
職
業
に
開
ナ

る
勝
か
た
知
識
と
そ
れ
を
使
用
す
る
に
際
し
で
は
勝
れ
た
勤
勉
と

E
獲
得
し
た
け
れ
ば
な
ら
向
。
彼
は
努
働
に
際
し
で
は
忍
耐
強
〈
、
危
険
に
臨
ん
で

は
敢
呆
に
し
て
、
困
窮
に
官
つ
て
は
毅
識
と
し
て
あ
ら
ね
ば
な
ら
由
。
と
れ
ら
の
徳
を
被
は
、
彼
の
事
業
の
困
難
・
重
要
性
お
よ
び
同
時
に
宜

L
い
判

断
に
よ
っ
て
、
ま
た
彼
が
彼
の
事
業
を
遂
行
す
る
際
的
殿
格
に
し
て
但
荷
な
き
勤
勉
に
よ
ワ
て
、
骨
量
に
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
由
。
誠
賓
と
分
別
・
寛

容
と
申
直
が
す
べ
て
普
通
の
場
合
に
於
け
る
彼
の
立
居
振
舞
を
特
徴
づ
け
ね
ば
な
ら
向
。
そ
し
て
彼
は
同
時
に
、
過
常
に
行
嬬
す
る
た
品
に
は
最
大
白

才
能
と
徳
と
を
必
要
と
し
、
而
も
そ
れ
を
立
棋
に
宇
っ
て
白
け
る
者
位
最
大
円
稲
讃
を
博
し
得
る
宇
う
な
憾
で
白
職
務
に
謹
ん
で
従
事
し
な
け
札
ば
な

ら
ぬ
。
乙
れ
に
反
し
て
、
上
沈
府
組
の
人
士
号
育
自
E

a

E目
F
E色
白
E
E
E
Sロ
)
は
、

i
l
l彼
自
柴
容
は
す
べ
て
彼
の
日
常
目
立
居
振
盤
町
通

常
な
こ
と
に
存

L
、
そ
し
て
彼
は
と
の
こ
と
が
彼
に
興
へ
得
る
つ
ま
ら
ぬ
名
躍
に
満
足

L
、
そ
れ
以
外
白
も
白
を
獲
得
し
得
ペ
き
才
能
を
も
つ
で
ゐ
な

い
自
で
あ
る
が
|
|
困
難
だ
と
か
困
窮
だ
と
か
を
伴
ひ
勝
ち
で
あ
る
も
自
主
弁
め
に
困
却
ず
る
こ
と
を
欲
し
な
い
。
舞
踊
曾
で
倖
彩
を
放
っ
と
ト
と
が
彼

自
大
勝
利
で
あ
り
、
情
事
白
企
品
に
成
胡
ず
る
こ
と
が
彼
の
最
高
の
偉
業
で
あ
る
。
彼
は
壮
曾
白
混
甑
を
一
切
按
惑
す
る
、
然
し
そ
れ
は
人
類
費
か
、
b

で
は
な
い
、
何
と
な
れ
ば
高
貴
な
人
々
は
破
事
よ

P
下
白
人
々
を
彼
寺
田
同
胞
と
し
て
隼
重
し
は
し
な
い
か
ら
で
ち
る
。
更
に
そ
れ
は
勇
気
白
な
い
た

品
で
は
な
い
、
何
と
な
h

円
は
そ
白
貼
に
闘
し
て
彼
は
怯
け
る
こ
と
四
少
い
も
白
だ
か
ら
で
あ
る
。
さ
う
で
は
な
〈
て
、
そ
れ
は
彼
が
か
L

る
職
務
に
必

要
な
徳

E
何
一
つ
も
っ
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
こ
と
、
及
び
枇
曾
白
注
意
が
き
ワ
と
他
白
人
々
に
よ
っ
て
彼
品
ら
引
離
さ
恥
て
行
く
で
あ
ら
う
と
い
か
こ
と

『
遺
徳
情
韓
諭
』
白
研
究

第
五
十
巻

七
五

静
六
腕

J、



『
晶
徳
情
操
論
』
の
肝
究

第
五
十
巻

第
六
競

七
五

F又

の
同
種
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
些
細
な
危
険
に
は
好
ん
で
身
を
さ
ら
し
も
す
る
で
あ
ち
ろ
、
ま
た
偶
々
そ
れ
が
は
や
り
で
あ
る
場
合
に
は
開
明
に
品
化
ひ
も

す
る
で
あ
ち
今
。
掠

L
彼
は
忍
耐
・
勤
勉
・
剛
毅
お
土
ぴ
周
慮
房
長
期
に
わ
た
っ
で
鰻
鞭
的
に
資
揮
す
る
と
ー
と
令
品
要
と
す
る
宇
う
な
珊
轄
の
こ
と
を

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

考
へ
る
と
恐
ろ

L
〈
て
身
笈
ひ
す
る
の
で
あ
る
。
と
れ
ら
の
徳
仕
右
白
期
き
高
い
身
分
の
生
れ
の
人
々
に
は
荊
ん

y
鼎
伸
一
見
さ
れ
な
い
。
そ
れ
故
、
す

べ
て
の
政
府
に
於
て
は
、
計
主
閣
に
於
て
も
、
最
高
の
官
職
は
誼
常
、
そ

L
で
細
部
の
行
政
ほ
全
て
、
巾
等
和
よ
び
下
府
階
紋
(
円

Z
E
E
-
O
B仏

E
P
5
C『

E
己
E
t
z
p
)
問
身
の
だ
々
に
よ
っ
て
内
め
ら
れ
た
り
虎
現
さ
れ
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
れ
ら
中
等
お
よ
び
下
層
階
組
出
身
の
人

人
位
、
生
札
な
が
ら
に
彼
等
円
上
長
で
あ
る
綿
て
白
人
々
の
嫉
桁
宇
慣
慣
に
よ
っ
て
附
附
言
さ
れ
た
り
反
抗
さ
れ
た
り
ず
る
け
札
"
と
も
、
彼
等
自
身
の
勤

勉
と
能
力
ξ
に
よ
っ
て
の
し
上
が
っ
て
車
た
の
で
あ
る
。
高
貴
な
人
々
は
そ

?
b
白
人
々
を
最
初
は
輯
蔑

I
、
次
い
で
は
羨
望
し
、
絡
に
は
爾
品
開
白
人

人
が
彼
等
自
身
に
翻
し
て
伝
韓
ふ
と
'
と
を
彼
等
の
欲
す
る
と
同
ビ
卑
凪
さ
を
も
っ
ア
一
満
足
し
て
そ
れ
ら
の
人
々
に
同
視
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
」

か
く
し
で
喜
び
に
卦
し
て
よ
り
も
悲
み
に
封
し
て
よ
り
強
く
同
情
す
る
と
い
ふ
人
間
性
に
世
帯
く
人
間
の
富
貴
に
封
す
る
嘆
賞
乃
至

'
P
L

ス
ミ
ス
は
勾
へ
る
。
と
の
尉
は
第
三
簡
を
積
む
こ
と
に
よ
っ
て
た
ほ
は
つ
苦
り
す
る
。

崇
拝
、
虚
強
心
乃
至
功
名
心
は
、
上
流
階
級
に
於
て
ピ
は
な
く
で
、
中
等
台
よ
ぴ
ド
厨
階
級
に
於
て
の
み
帰
国
へ
の
道
と
一
致
す
る
、

第
三
館
で
ス
ミ
ス
は
「
官
者
十
貴
人
を
嘆
賞
し
、
貧
し
ぐ
賎
し
き
欣
態
に
あ
る
人
々
を
軽
蔑
ま
た
は
無
硯
す
る
と
の
何
向
忙
よ
っ

て
悲
起
さ
れ
る
我
々
の
道
徳
的
情
操
の
腐
敗
に
つ
い
て
」
述
べ
司
令

「
信
者
苧
権
力
者
を
岐
賞
い
な
暗
ん
"
と
崇
奔

L
貧
し
〈
践
し
い
歌
聾
に
あ
る
人
今
を
輯
茂
或
は
世
〈
と
も
無
頑
ず
る
と
の
傾
向
は
、
階
級
の
差
別
、
と
枇

曹
の
秩
序
と
を
確
立
す
る
に
も
維
持
す
る
に
も
必
要
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
同
時
陀
我
々
の
道
徳
的
情
操
の
腐
敗
の
大
き
な

R
つ
最
も
一
世
的
な
原
因

で
あ
る
。
富
貴

(
4
E
]
F
S仏
間

5
P
E
2
4
抗
日
品
々
智
撃
や
徳
だ
け
に
ふ
さ
ほ
し
い
章
世
と
嘆
賞
と
を
も
っ
て
眺
め
ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
、
及
び
悪
徳

中
風
鈍
白
み
が
そ
の
唯
一
一
同
有
の
割
象
で
あ
る
や
う
な
醗
蔑
が
屡
々
極
め
て
不
常
に
も
貧
困
と
無
力
と
に
向
け
ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
が
、
腕
陣
で
の
時
代

に
於
け
る
道
徳
家
白
骨
情
と
な
っ
て
持
て
ゐ
る
。
」

との筒は第六版にb~て相品てつけ加へら'"たも白でるって、第六版に於ける
最も重要な修正側所の一つに蝿ナる。



「
我
々
は
樟
敬
に
佃

L
E
つ
尊
敬
さ
れ
る
と
と
を
欲
す
る
c
我
々
は
抑
制
由
民
に
値
し

H
つ
輯
渇
さ
れ
る
の
を
恋
れ
る
。
然
る
に
我
々
が
世
に
出
る
や
否
や

我
々
は
問
も
な
(
、
智
替
と
徳
が
決
し
て
苧
敬
の
唯
一
の
封
象
で
は
な
〈
、
悪
と
愚
鈍
が
朝
市
出
の
唯
一
の
調
理
で
な
い
と
と
を
知
る
。
我
々
は
屡
々
世

人
の
牟
敬
に
み
ち
た
注
意
が
賢
者
や
有
徳
者
に
劃
し
て
よ
り
は
常
者
宇
貴
人
に
到
し
て
向
け

ιれ
る
こ
と
の
よ
り
強
い
の
を
見
る
。
我
々
は
屡
々
権
力

者
の
悪
苧
愚
鈍
が
鼻
の
な
い
人
々
の
貧
困
中
無
力
よ
り
も
腕
牒
さ
れ
る
と
と
の
よ
り
少
い
の
を
見
る
。
人
類
の
律
敬
と
嘆
貨
と
に
但
L
、
そ
れ
を
獲
得

し
日
っ
そ
れ
を
享
受
す
る
こ
と
は
功
名
心
主
競
事
の
大
目
的
で
あ
る
。
山
〈
も
盟
主
し
い
こ
の
口
的
の
到
撞
へ
等

L
f導
(
二
つ
の
晃
っ
た
遣
が
我
々

の
前
に
あ
る
、
一
つ
は
押
華
内
修
得
と
徳
円
買
践
と
に
よ
っ
て
ピ
あ
り
、
他
は
山
市
貴
の
獲
得
に
よ
っ
て
ピ
あ
る
。
」

智
器
、
と
徳
と
の
民
賓
不
動
の
暁
賞
者
は
主
と
し
て
賢
者
と
有
徳
者
と
で
あ
っ
て
、

相
く
少
数
で
は
あ
る
が
遊
ば
れ
た
人
々
で
あ

る
。
と
れ
に
反
し
て
人
類
の
大
多
数
は
富
貴
の
暁
賞
者
で
あ
り
崇
持
者
で
あ
る
。
彼
等
は
同
じ
程
度
の
功
絞
に
於
て
は
貧
者
や
賎
民

よ
り
も
富
者
や
賢
人

hv隼
敬
す
呂
の
は
無
論
の
と
と
、
官
者
千
八
H
人
の
倣
慢
干
虚
柴
で
さ
へ
貧
者
や
賎
民
の
貫
寅
に
し
て
毘
面
目
た

功
績
よ
り
も
遥
か
に
事
〈
嘆
賞

f
る
。
然

L
中
等
ゐ
土
ぴ
下
庇
階
級
に
於
て
は
官
へ
の
道
が
徳
へ
の
道
と
重
っ
て
ゐ
る
。

「
中
等
一
恥
射
よ
び
下
暦
閉
融
(
士
【
吾
}
『E回呂0
E
ι
E
-官
ラ
間
凶

Eロ品
E『

pnE円=EF5。R円町毘吾丹rm

人
司
々
々
が
獲
得
す
る
と
と
を
常
掠
期
待
す
る
と
'
主
と
の
出
来
る
稗
の
財
産
へ
の
遁
|
|
，
主
と
は
辛
に
も
大
祇
町
場
告
晴
ん

Frと
同
一
で
あ
る
G

中
華
相
よ
び
下
層

の
鯨
て
の
職
業
に
於
て
は
、
翼
賛
忙
し
て
民
面
白
な
職
業
ト
の
能
力
が
、
分
別
あ
り
公
正
で
堅
固
に

1
て
節
制
あ
る
行
動
と
告
し
て
、
成
功
を
粛
さ
な

い
こ
と
は
滅
多
に
な
い
の
で
あ
る
。
行
ひ
が
正
し
く
な
い
場
合
に
も
、
時
に
は
能
力
が
勝
利
を
得
る
こ
と
さ
へ
あ
る
で
あ
ら
う
。
け
れ
Y
」
も
、
習
慣
的

な
無
品
川
別
・
不
正
・
無
気
力
・
濫
費
は
何
れ
も
常
に
最
も
要
事
な
職
業
上
白
能
力
を
さ
へ
曇
ら
せ
、
時
に
は
全
然
無
力
に
し
て

L
会
ふ
で
あ

b
pヮ
。
の

み
な
ら
ず
、
巾
華
お
よ
び
下
岡
崎
階
組
の
人
々
は
決
し
て
法
律
を
越
え
る
に
足
る
ほ

r偉
〈
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
法
律
は
通
常
彼
等
を
威
嚇
し
て
、
ゆ
ノ

〈
と
も
よ
り
重
要
な
正
義
の
準
則
に
劃
す
る
あ
る
積
の
曾
敬
歩
一
姉
は
し
め
ず
に
は
お
か
な
い
。
忠
弘
る
人
々
の
成
功
は
ま
た
時
ん
"
と
常
に
彼
等
の
隣
人

や
仲
間
山
愛
顕
在
好
意
に
依
存
す
否
、
そ
し
て
か
な
り
凡
帳
面
な
行

F
が
な
け
札
ぽ
こ
恥
ら
の
も
の
は
暗
ん

E
長
〈
得
ら
れ
な
い
。
そ
れ
故
と
町
宇
う

な
境
担
に
於
て
は
、

E
山
は
故
善
の
政
策
た
り
(
F
O
ロ
E-u可
院

F
何
百
三
旬
。
】
R
W
)
ん
い
ふ
昔
か
ら
あ
る
情
が
晴
ん

R
常
に
辛
〈
良
質
な
の
で
あ
る
。
従

っ
て
こ
白
や
う
な
境
遇
に
於
て
は
我
々
は
連
常
か
な
り
の
程
度
内
徳
売
期
待
す
る
こ
と
が
出
来
る
、
そ
し
で
世
舎
の
善
良
な
道
徳
に
と
っ
で
幸
な
と
正

に
は
、
こ
れ
ら
の
蹟
過
が
人
類
の
大
部
分
の
境
曲
な
の
で
あ
る
o
」

『
道
徳
情
操
論
』
の
研
究

第
五
十
巻

七五一一一

第
六
掛

"、



『
遁
徳
情
操
論
』
白
師
究

第
五
十
巻

七
五
回

第
六
競

ノL

四

か
む
の
如
く
ス
ミ
ス
の
見
る
と
己
ろ
に
よ
れ
ば
、
中
等
弘
正
よ
ぴ
下
居
階
級
に
於
て
は
財
産
へ
の
道
が
徳
へ
の
道
と
重
っ
て
ゐ
る
。

財
庵
の
獲
得
は
徳
へ
の
越
を
辿
る
乙
と
左
く
し
て
は
達
成
さ
れ
得
な
い
。
そ
の
限
り
徳
が
財
産
の
獲
得
を
媒
介
と
し
て
寅
現
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
、
経
済
活
動
を
も
含
め
売
現
世
的
所
動
を
成
柴
に
議
く
と
し
た
ス
ミ
ス
が
経
済
活
動
を
重
視
す
る
所
以

が
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
た
い
。
彼
の
官
賞
に
封
ず
る
批
判
的
な
論
鋒
は
主
と
し
て
封
建
的
・
結
針
主
義
的
な
そ
れ
に
向
け
ら
れ

て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
続
け
て
書
い
て
ゐ
る
。

「
上
諸
階
融
合
同
百
吉
岡
uoZ】
同
己
ち
つ
ロ
飢
え

EV)
に
於
て
は
不
幸
事
態
は
必
ず
L
ゐ
さ
う
で
は
な
い
。
王
侯
町
宮
廷
』
γ

貴
人
白
書
聞
に
於
て
は
成
坊
や

笠
庸
が
柏
田
分
っ
た
事
情
に
遁
ピ
た
仲
間
の
寧
敬
に
で
は
な
〈
て
、
無
知
で
倣
慢
で
高
慢
な
上
長
の
空
想
的
で
馬
匹
げ
た
愛
願
に
依
存
す
る
の
で
あ
る

が
、
そ
こ
で
は
阿
訣
と
且
儒
が
屡
々
功
績
ー
と
能
力
に
訂
勝
つ
。
嵐
が
泣
い
平
安
時
に
は
王
侯
や
貴
人
は
た
ピ
酉
白
い
こ
止
を
白
み
望
品
、
彼
は
何
人
白

奉
仕
を
も
必
要
と
し
な
い
を
か
、
彼
を
面
白
が
ら
せ
る
者
た
ち
が
充
分
に
彼
に
奉
仕
す
る
こ
是
が
間
車
る
と
考
へ
勝
ち
で
晶
る
。
外
面
的
な
品
目
よ
さ

官
と
か
、
常
世
人
と
呼
ば
れ
る
恥
の
生
意
気
で
馬
鹿
げ
た
物
の
〈
だ
ら
由
晴
み
が
普
通
武
人
中
政
治
家
や
哲
串
者
或
は
立
法
一
車
内
異
盲
目
で
男
ら
し
い

徳
よ
り
も
岐
賞
さ
れ
る
。
純
て
白
韓
大
に
し
て
畳
る
べ
き
徳
、
合
同
議
や
議
曾
中
或
は
職
場
に
適
す
る
総
て
の
徳
は
、
と
の
や
う
な
腐
敗
し
た
世
曾
に
於

て
替
担
最
も
具
彩
営
放
っ
不
遜
で
無
官
時
な
附
税
者
に
よ
っ
て
、
徹
底
的
な
担
班
と
噌
笑
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
」

寸
閥
宙
論
」
よ
り
も
後
に
普
か
れ
た
と
の
第
三
節
に
於
て
、
「
道
徳
情
操
論
』
が
『
閣
官
論
』
の
碁
礎
づ
け
と
い
ム
意
味
を
も
っ
て
ゐ
る

己
と
を
賓
に
は
っ
き
り
さ
せ
て
ゐ
る
や
う
忙
思
は
れ
る
。
要
す
る
に
ス
ミ
ス
は
所
調
利
己
的
激
怖
か
ら
山
川
護
し
て
富
貴
に
封
ず
る
人

問
の
欲
求
を
分
析
し
、
そ
れ
が
徳
と
結
び
つ
雪
得
る
の
は
中
等
島
よ
ぴ
下
居
階
級
に
於
て
ビ
あ
っ
て
、
上
流
階
級
に
於
て
Y
な
い
こ

と
を
明
か
に
し
た
。
そ
の
意
味
に
於
て
波
は
中
等
ゐ
上
び
下
居
階
級
を
主
憾
と
ず
る
経
済
前
動
を
道
徳
的
に
某
礎
づ
け
た
と
い
ふ
と

と
が
出
来
よ
う
。
中
等
沿
よ
ぴ
下
居
階
級
は
そ
の
後
市
民
的
危
も
の

L
改
良
と
共
に
二
つ
の
階
級
に
分
裂
し
て
行
〈
。
「
岡
宙
論
』
に

於
て
は
資
本
家
階
殺
と
持
働
者
階
級
と
は
か
左
り
は
っ
き
り
恒
則
さ
れ
て
ゐ
る
。
然
し
ス
ミ
ス
の
官
時
に
於
て
は
と
の
二
つ
の
階
級



ぽ
市
民
階
級
を
主
脳
部
と
し
で
た
ほ
一
醐
閣
を
一
た
し
て
を
り
、
同
民
の
大
多
数
と
し
て
支
配
階
級
売
る
封
建
的
な
ら
び
に
絶
掛
主
義
的

左
上
流
階
級
忙
針
立
せ
し
め
ら
れ
得
た
の
で
あ
る
。

市
民
階
級
を
含
め
た
中
等
b
よ
び

F
厨
階
級
が
ス
ミ
ス
に
於
て
車
に
経
済
的
生
産
力
の
捨
常
者
と
し
て
で
は
左
〈
、
同
時
に
新
し

い
道
徳
の
捻
常
者
と
し
て
捉
へ
ら
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
と
と
は
充
分
注
目
に
佑
ず
る
で
あ
ち
う
。
我
々
は
『
官
閣
論
」
の
中
で
封
建
的
大

土
地
所
有
者
の
性
格
と
市
民
階
級
の
そ
れ
と
の
相
違
、
及
び
そ
れ
に
恭
〈
後
者
の
閲
兵
の
官
の
増
進
忙
到
す
る
積
極
的
役
割
が
来
礎

づ
け
ら
れ
て
ゐ
る
の
を
見
?
勺
市
民
階
級
の
茶
礎
づ
け
は
印
ち
資
本
の
莱
礎
づ
け
で
あ
る
。
彼
は
生
産
的
勝
働
ム
」
不
生
産
的
野
働
と

を
厄
別
し
、
「
若
主
も
そ
の
下
忙
奉
仕
す
る
文
武
の
百
世
も
陀
海
軍
の
軍
人
主
品
目
全
て
不
生
産
的
搾
働
者
で
あ
る
」
と
桜
一
目
し
さ
へ
し

て
ゐ
る
が
、
ま
た
生
産
的
曲
目
働
の
維
持
に
官
賞
さ
れ
る
基
金
f
左
は
ち
資
本
ー
と
所
得
特
忙
地
代
治
よ
ぴ
利
潤
の
中
の
不
生
産
的
持
働

を
新
持
寸
る
に
別
引
い
ち
れ
る
長
一
金
と
の
割
合
が
あ
ら
ゆ
る
岡
民
の
勤
勉
ま
た
は
白
川
惰
忙
闘
す
る
一
般
的
性
格
を
決
定
十
る
と
も
言
っ

て
ゐ
る
。

併
し
な
が
ら
、
ス
ミ
ス
は
草
に
市
民
階
級
を
道
徳
的
な
も
の
と
し
て
基
礎
づ
け
た
の
で
は
た
か
っ
売
。
同
時
忙
彼
は
正
し
く
も
市

民
階
級
の
非
道
徳
的
な
商
を
見
落
し
は
し
左
か
っ
た
。
就
中
市
民
階
級
の
利
銑
と
枇
合
全
慌
の
利
経
企
の
不
一
致
を
見
逃
し
は
し
な

か
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
百
か
ら
見
る
と
却
っ
て
土
地
所
有
者
階
級
の
全
鰹
的
友
商
が
浮
ぴ
上
っ
て
〈
る
の
で
あ
っ
た
。
但
し
そ
の
際

会
盆
と
一
致
ナ
る
干
う
な
立
場
に
あ
る
も
の
と
し
て
捉
へ
ら
れ
て
ゐ
る
士
制
所
有
者
階
級
は
封
建
的
任
そ
れ
で
は
友
く
て
、
近
代
的

た
市
民
化
さ
れ
た
土
地
所
有
者
階
級
で
あ
っ
た
と
と
に
注
意
し
左
け
れ
ば
友
ら
た
い
。
然
L
彼
等
円
経
済
的
地
位
が
彼
等
を
し
て
全

憾
の
利
訴
を
洞
察
す
る
に
足
る
だ
け
の
智
力
を
も
た
し
め
友
い
。
持
働
者
階
級
に
つ
い
て
も
同
様
の
と
E

と
が
言
は
れ
る
。
と
れ
と
反

『
道
徳
情
操
論
』
の
研
究

第
五
十
巻

七
五
五

第
穴
蹴

F又

五
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『
道
徳
情
操
論
』
の
冊
究

台
五
六

静
六
貌

八
六

修
正
十
巻

叫
割
に
商
人
や
製
活
業
者
は
智
力
は
も
つ
で
ゐ
る
が
、
そ
の
利
徒
が
公
共
の
利
径
と
一
致
し
左
い
。
彼
唯
一
寸
は
公
衆
を
欺
き
座
迫
ナ
る
の

を
利
径
と
さ
へ
ナ
る
の
で
あ
る
叶
そ
の
著
し
い
例
は
同
業
組
合
的
濁
占
と
重
商
主
義
政
策
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
は
と
れ
ら
の
政
策
を
要

求
し
た
市
民
階
級
の
反
公
銭
的
性
格
を
銑
〈
指
摘
し
て
ゐ
る
が
、
然
し
そ
の
際
忘
れ
て
は
な
ら
左
い
と
と
は
そ
の
鋭
い
非
難
の
剖
象

と
た
っ
て
ゐ
る
市
民
階
級
す
な
は
ち
尚
一
人
沿
よ
び
製
浩
業
者
と
い
ふ
の
は
主
と
し
℃
責
商
主
義
政
策
を
要
求
し
た
や
う
な
商
業
資
本

家
治
よ
ぴ
同
業
組
合
的
調
上
向
を
要
求
し
た
や
ろ
友
封
建
的
手
工
業
者
の
意
味
で
あ
っ
た
己
と
で
あ
る
。
少
く
と
も
そ
れ
は
白
山
主
義

を
要
求
し
た
ゃ
う
た
所
謂
産
業
資
本
家
階
級
で
は
左
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
が
立
っ
て
ぬ
た
の
は
、
線
て
の
階
級
を
超
え
た
全

開
、
そ
の
金
剛
聞
の
利
録
と
一
致
す
る
や
ろ
な
生
産
者
、
綿
て
の
消
費
者
の
利
徒
と
一
致
す
る
や
う
注
生
産
者
の
立
場
で
あ
っ
た
。
そ

じ
て
そ
れ
は
常
時
と
し
て
は
新
興
産
業
資
本
家
階
級
で
し
か
あ
り
得
友
か
っ
た
の
で
あ
る
。
勤
勉
で
貯
蓄
心
に
官
み
、
細
心
に
し
て

秩
序
を
守
る
の
は
E
の
踏
殺
の
徳
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
徳
は
白
己
の
生
指
紋
態
を
改
善
せ
ん
と
し
て
富
を
追
求
す
る
と
の

階
級
の
努
力
に
必
然
的
忙
随
作
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
。
モ
の
故
に
ス
ミ
ス
は
自
己
の
生
前
欣
抽
出
主
改
#
口
せ
ん
と
し
て
官
を
泊
求
す
る

努
力
は
府
柴
を
目
的
と
十
る
と
言
ひ
左
が
ら
も
、
そ
れ
を
道
徳
的
忙
是
認
す
る
E
と
が
川
来
た
の
で
あ
る
。
周
知
の
如
〈
「
岡
宮
論
」

に
於
で
生
活
版
態

E
改
善
ぜ
ん
と
す
る
人
間
の
自
然
的
努
力
が
資
本
番
債
の
従
っ
て
士
た
国
民
の
宮
の
榊
匙
の
根
本
動
機
と
し
て
繰

返
へ
し
侃
制
さ
れ
て
ゐ
る
所
以
で
あ
る
。

然
し
ス
ミ
ス
が
人
間
の
生
活
欣
態
を
改
善
ぜ
ん
と
す
る
欲
求
乃
壬
努
力
を
利
己
的
激
情
乃
宅
そ
れ
か
ら
導
昔
出
さ
れ
る
虚
楽
心
忙

某
礎
づ
け
て
ゐ
る
の
は
問
題
の
あ
る
と
と
ろ
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
そ
の
拡
に
於
て
我
々
は
ス
ミ
ス
に
於
け
る
マ
ン
デ
ず
イ
ル
的
人
生

槻
乃
至
品
川
合
視
を
否
定
L
得
な
い
と
思
ム
。
マ
ン
デ
ヴ
イ
ル
は
一
切
の
徳
を
利
己
心
や
山
崎
梁
心
に
腕
し
た
。
ス
ミ
ス
は
一
切
の
徳
を

さ
う
「
る
と
'
P
一
に
は
勿
論
反
針
し
た
け
れ
ど
も
、
少
く
と
も
経
済
生
前
に
於
て
は
そ
れ
を
内
定
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
貼
は
ス
ミ
ス

の
自
愛
心
の
基
礎
づ
け
を
見
る
己
と
に
上
っ
て
た
ほ
詳
し
〈
吟
味
し
な
旬
れ
ば
左
ら
由
。

ihid. pp_ 248-50， pp 426-27. 




