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こ
れ
は
勇
敢
な
挑
戦
の
書
物
で
あ
る
。
本
書
の
す
べ
て
の
長
所
と
い
く
ら

か
の
欠
陥
を
論
ず
る
に
先
だ
っ
て
そ
の
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
書
物
に
対
し
て
は
さ
ま
ざ
ま
の
反
論
が
提
起
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
が
、

そ
れ
は
著
者
が
自
身
の
主
観
を
大
胆
に
提
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
論
述

は
必
ず
し
も
実
証
的
で
は
な
い
。
著
者
自
身
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
象
の
「
背
後

か
ら
立
ち
上
る
ア
ウ
ラ
の
よ
う
な
も
の
を
想
像
の
眼
で
見
据
え
る
」
こ
と
を

何
よ
り
も
重
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
危
う
さ
を
感
じ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
本
書
を
読
ん
で
、
歴
史
を
語
る
こ
と
は
根
底
に
お
い
て
信
念
の
行
為

で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
認
識
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
「
は
じ
め
に
し
に
お
い
て
は
、
本
書
の
主
題
が
ロ
マ
ネ
ス
ク
期
の
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
「
心
的
世
界
」
の
本
質
と
構
造
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち

お
お
よ
そ
～
○
世
紀
末
か
ら
一
二
謡
講
前
半
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
精
神
的
様
相

の
芸
体
が
解
明
さ
る
べ
き
主
題
と
な
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史

に
お
い
て
は
特
有
の
「
心
的
世
界
」
を
有
す
る
時
代
社
会
が
継
起
し
て
い
る

の
で
あ
り
、
各
時
代
に
お
け
る
も
ろ
も
ろ
の
人
間
活
動
は
そ
の
心
的
散
界
の

外
的
、
象
徴
的
表
現
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ロ
マ
ネ
ス
ク
期
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

が
は
じ
め
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
な
っ
た
時
期
で
あ
り
、
特
別
の
重
要
性
を
帯
び

て
い
る
と
す
る
。
た
だ
ち
に
推
測
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
著
者
は
樺
山
紘

一
氏
が
印
象
的
な
形
で
提
示
し
た
「
ゴ
シ
ッ
ク
世
界
」
を
強
く
意
識
し
、
こ

れ
に
さ
ま
ざ
ま
な
点
で
対
峙
す
る
も
の
と
し
て
「
ロ
マ
ネ
ス
ク
世
界
」
を
打

ち
出
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
第
一
章
は
方
法
の
問
題
を
扱
う
。
著
者
は
全
体
史
へ
の
志
向
を
語
り
、
そ

れ
を
可
能
に
す
る
の
は
、
も
ろ
も
ろ
の
出
来
事
や
作
品
か
ら
集
合
的
な
心
の

領
域
睦
心
的
世
界
を
再
構
成
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。
こ
こ
で
著
者

は
再
構
成
の
原
理
と
し
て
四
つ
の
シ
ェ
ー
マ
を
打
ち
出
す
。
①
心
的
世
界
は

歴
史
的
産
物
で
あ
り
、
時
代
や
地
域
に
応
じ
た
意
識
と
無
意
識
を
包
含
す
る
。

②
こ
こ
ろ
に
は
感
覚
・
感
情
・
思
考
・
想
像
・
霊
性
と
い
っ
た
諸
機
能
が
あ

り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
や
り
方
で
自
己
を
表
現
す
る
。
③
個
人
の
心
と
集
団
の
こ

こ
ろ
は
、
相
互
に
多
多
関
係
に
あ
る
。
④
心
的
世
界
と
社
会
的
現
実
は
相
即

し
、
た
が
い
に
照
ら
し
合
う
。
こ
れ
は
心
な
い
し
文
化
と
、
政
治
、
経
済
、

社
会
的
事
象
と
の
関
連
に
つ
い
て
の
議
論
で
あ
る
が
、
著
者
は
象
徴
的
・
隠

喩
的
連
関
を
基
礎
に
、
構
造
的
・
有
機
的
連
関
、
技
術
的
・
因
果
的
連
関
を

も
加
え
た
包
括
的
把
握
を
志
向
す
る
と
す
る
。

　
こ
こ
で
の
問
題
点
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
第
一
に
「
心
的
世
界
」
が
著
し
く

斉
一
的
で
安
定
的
な
も
の
に
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。
方
法
を
原
理
的
に
考
察

す
る
以
上
、
心
的
世
界
の
変
化
と
そ
の
動
因
に
つ
い
て
も
論
じ
る
べ
き
で
は

な
い
か
。
第
二
に
、
著
者
も
別
の
場
所
で
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
文
化
事
象

の
み
な
ら
ず
、
政
治
、
経
済
、
社
会
の
事
象
も
ま
た
人
間
の
活
動
と
し
て

「
心
的
世
界
」
の
刻
印
を
受
け
て
い
る
と
想
え
る
。
し
か
し
本
章
で
は
こ
れ
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評害

ら
を
「
物
質
的
世
界
」
に
一
括
し
て
「
心
的
世
界
扁
に
対
峙
さ
せ
る
よ
う
な

議
論
が
見
ら
れ
、
気
に
か
か
る
。

　
第
二
章
は
プ
レ
臓
ロ
マ
ネ
ス
ク
と
題
し
、
ロ
マ
ネ
ス
ク
世
昇
の
前
提
と
な

っ
た
諸
文
化
伝
統
の
初
期
中
世
に
お
け
る
発
展
を
扱
う
。
ま
ず
く
ギ
リ
シ
ャ

睦
ロ
ー
マ
の
理
知
〉
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
カ
ロ
リ
ン
グ
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
果

た
し
た
役
割
や
ラ
テ
ン
語
の
活
力
が
指
摘
さ
れ
る
。
次
に
〈
キ
リ
ス
ト
教
の

霊
性
〉
が
論
じ
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
も
カ
ロ
リ
ン
グ
期
の
達
成
が
高
く
評
価

さ
れ
る
。
つ
い
で
著
者
は
〈
ケ
ル
ト
の
夢
想
〉
と
く
ゲ
ル
マ
ン
の
習
俗
〉
を

重
要
な
要
素
と
し
て
取
り
上
げ
る
。
さ
ら
に
文
化
発
展
の
社
会
的
基
盤
と
し

て
、
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
期
か
ら
の
｝
貫
し
た
経
済
発
展
、
普
逓
支
配
の
理
念
の

定
着
、
修
道
制
の
展
開
、
家
族
・
親
族
組
織
の
変
容
が
触
れ
ら
れ
る
。
最
後

に
著
者
は
な
ぜ
一
〇
世
紀
末
に
ロ
マ
ネ
ス
ク
世
界
が
生
ま
れ
た
か
を
問
い
、

紀
元
早
年
前
後
の
飛
躍
を
推
定
す
る
。
な
お
五
〇
頁
の
八
行
以
下
で
は
年
代

の
記
述
に
誤
り
が
あ
る
。

　
第
三
章
は
芸
術
的
認
識
か
ら
ロ
マ
ネ
ス
ク
世
界
に
接
近
す
る
。
ま
ず
建
築

が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
「
空
間
の
韻
律
法
」
「
象
徴
と
合
理
の
結
合
」
と
い
っ

た
形
容
に
加
え
て
、
ラ
デ
イ
ン
グ
お
よ
び
ク
ラ
ー
ク
が
立
て
た
モ
ジ
ュ
ー
ル

説
が
紹
介
さ
れ
、
　
一
定
の
単
位
の
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
反
復
が
こ
の
様
式
を
特
徴

づ
け
る
と
す
る
。
次
に
建
築
に
付
属
し
た
彫
刻
に
触
れ
、
こ
こ
で
も
厳
密
な

枠
構
造
と
奔
放
な
想
像
力
か
ら
生
ま
れ
る
一
定
の
リ
ズ
ム
を
認
め
る
。
つ
い

で
こ
の
時
期
の
典
礼
音
楽
が
論
じ
ら
れ
る
が
、
な
に
よ
り
も
そ
れ
を
特
徴
づ

け
る
の
は
オ
ル
ガ
ヌ
ム
と
呼
ば
れ
る
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
構
成
で
あ
り
、
そ
こ
で

は
一
定
の
音
域
に
限
ら
れ
た
分
節
の
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
反
復
が
認
め
ら
れ
る
と

す
る
。

　
続
い
て
文
学
を
め
ぐ
る
議
論
が
行
な
わ
れ
る
。
ま
ず
こ
の
時
期
の
ラ
テ
ン

叙
情
詩
は
古
典
的
な
長
短
音
節
の
配
置
規
範
を
脱
し
、
リ
ズ
ム
と
韻
を
発
達

さ
せ
た
と
す
る
。
武
勲
詩
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
ジ
ョ
ン
グ
ル
ー
ル
と
聴
衆

の
間
で
初
め
て
現
実
化
す
る
「
潜
在
性
の
文
学
」
で
あ
り
、
レ
ス
や
フ
ォ
ル

ミ
ュ
…
ル
の
技
法
に
よ
る
リ
ズ
ム
と
韻
律
が
ス
ト
ー
リ
ー
の
提
示
に
不
可
欠

の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る
。
ト
ル
ヴ
ァ
ド
ゥ
ー
ル
の
仔
情
詩

に
つ
い
て
も
リ
ズ
ム
と
韻
律
の
重
要
性
、
「
潜
在
性
の
文
学
」
と
し
て
の
流

動
的
性
格
、
共
同
体
の
心
情
に
基
礎
を
置
く
こ
と
に
よ
る
内
容
の
定
型
性
を

指
摘
す
る
。
そ
し
て
＝
～
世
紀
以
前
の
文
学
も
ま
た
単
位
要
素
の
反
復
と
リ

ズ
ム
を
特
性
と
す
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
文
学
が
民
衆
と
エ
リ
ー
ト
の
合
作
だ

か
ら
で
あ
る
と
結
論
す
る
。

　
こ
の
章
で
は
著
者
の
該
博
な
知
識
に
圧
倒
さ
れ
る
。
し
か
し
芸
術
諸
ジ
ャ

ン
ル
の
概
観
か
ら
「
単
位
」
と
「
リ
ズ
ム
」
の
役
割
の
共
通
性
を
導
出
し
、

こ
れ
を
ロ
マ
ネ
ス
ク
期
の
特
質
と
す
る
議
論
は
い
さ
さ
か
性
急
で
あ
る
。
音

楽
や
文
学
作
品
に
お
け
る
基
礎
的
な
ま
と
ま
り
と
建
築
の
モ
ジ
ュ
ー
ル
を
通

底
さ
せ
る
議
論
は
、
評
者
に
は
十
分
に
納
得
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
民
衆
と

エ
リ
ー
ト
の
対
置
は
文
学
に
関
し
て
初
め
て
明
確
に
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
る

が
、
異
教
と
キ
リ
ス
ト
教
、
北
方
文
化
と
地
中
海
文
化
と
い
っ
た
対
置
関
係

に
そ
の
ま
ま
重
ね
合
わ
さ
れ
、
結
局
芸
術
諸
分
野
に
す
べ
て
両
者
の
合
作
が

見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
議
論
の
組
み
立
て
も
や
や
安
易
な
印
象

を
免
れ
な
い
。

　
第
四
章
は
患
想
巨
知
的
認
識
を
論
ず
る
が
、
前
提
と
し
て
知
的
エ
リ
ー
ト

と
民
衆
の
関
係
が
巧
み
な
比
喩
で
示
さ
れ
る
。
知
的
活
動
は
心
的
世
界
と
い

う
大
山
の
頂
点
に
当
た
り
、
も
っ
ぱ
ら
前
者
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
が
、
そ
の

外
縁
部
で
は
エ
リ
ー
ト
と
民
衆
に
共
有
さ
れ
る
〈
想
像
〉
の
沃
野
に
連
続
し

て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ロ
マ
ネ
ス
ク
思
想
の
主
要
論
題
と
し
て
は
ま
ず
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宇
笛
・
自
然
論
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
著
者
は
ド
イ
ツ
系
の
思
想
家
の
夢
想

的
な
宇
宙
・
自
然
論
、
お
よ
び
シ
ャ
ル
ト
ル
学
派
の
寓
意
と
メ
タ
フ
ァ
ー
に

よ
る
そ
れ
を
概
観
し
、
一
二
世
紀
の
思
想
家
が
人
間
の
自
然
理
解
の
能
力
を

認
め
て
い
た
こ
と
を
強
調
す
る
。
つ
い
で
政
治
・
社
会
論
を
扱
い
、
ソ
ー
ル

ズ
ベ
リ
の
ヨ
ハ
ネ
ス
、
ラ
イ
ヒ
ェ
ス
ベ
ル
ク
の
ゲ
ル
ホ
フ
ス
、
フ
ラ
イ
ジ
ン

グ
の
オ
ッ
ト
ー
ら
が
、
教
会
と
国
家
を
分
離
す
る
こ
と
な
く
世
俗
社
会
を
そ

れ
と
し
て
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
評
価
し
た
点
に
ロ
マ
ネ
ス
ク
期
の
特
徴
を
見
い
だ

す
。　

次
に
歴
史
思
想
・
歴
史
叙
述
が
考
察
の
対
象
と
な
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、

一
二
世
紀
に
は
地
理
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
や
時
代
区
分
の
意
識
が
発
展
し
、

人
類
史
の
積
極
的
評
価
と
段
階
的
発
展
史
観
の
形
成
が
見
ら
れ
た
。
そ
し
て

こ
う
し
た
構
成
を
支
え
た
の
は
イ
メ
ー
ジ
や
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
っ
た
。
実
際

の
歴
史
叙
述
は
分
節
化
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
連
続
に
他
な
ら
な
い
が
、
ロ
マ

ネ
ス
ク
文
学
の
よ
う
に
受
け
手
が
想
像
力
に
よ
っ
て
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
組
み
立

て
、
統
一
的
命
題
を
発
見
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
。
ま
た
聖
体
と
三
位

～
体
に
関
わ
る
思
考
と
論
争
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
が
イ
マ
ー
ゴ
、
徴
と
い

っ
た
概
念
と
文
法
（
弁
証
法
）
に
依
拠
し
て
展
開
さ
れ
た
こ
と
、
イ
マ
ー
ゴ

は
倫
理
主
義
的
志
向
の
中
で
設
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　
著
者
は
さ
ら
に
こ
の
時
期
の
思
弁
の
キ
ー
概
念
と
し
て
富
び
巳
鋤
（
寓
話
、

寓
意
）
、
ヨ
8
α
Q
¢
ヨ
Φ
艮
に
ヨ
（
真
理
の
親
彩
、
隠
さ
れ
た
真
理
）
、
醇
餌
σ
q
O

（
像
）
、
匹
申
事
鼠
。
（
類
似
）
を
取
り
上
げ
、
解
説
す
る
。
前
二
者
は
異

教
的
古
典
の
知
を
キ
リ
ス
ト
教
と
折
り
合
わ
せ
る
た
め
に
、
後
二
者
は
キ
リ

ス
ト
教
教
義
の
根
幹
を
論
理
的
に
把
握
す
る
た
め
に
活
用
さ
れ
た
。
そ
し
て

著
者
は
、
ロ
マ
ネ
ス
ク
の
思
想
は
イ
マ
！
ゴ
に
依
拠
す
る
「
想
像
的
理
性
」

に
よ
っ
て
導
か
れ
て
お
り
、
詩
的
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
が
科
学
や
メ
タ
フ
イ
ジ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
～

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

ク
と
結
び
つ
い
て
い
た
と
す
る
。
見
事
な
見
取
り
図
で
あ
る
。

　
第
五
章
は
感
覚
・
知
覚
を
扱
う
。
著
者
は
五
富
の
機
能
の
様
式
や
評
価
は

文
化
・
社
会
の
仕
組
み
と
密
接
に
関
わ
り
合
う
と
い
う
命
題
を
前
提
と
し
て
、

ロ
マ
ネ
ス
ク
世
界
固
有
の
感
覚
の
あ
り
方
を
探
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
聖
者
崇

敬
に
お
け
る
聖
遺
物
と
の
接
触
、
禁
欲
的
宗
教
運
動
に
お
け
る
苦
行
、
神
明

裁
判
、
武
勲
詩
の
戦
闘
描
写
は
触
覚
が
と
り
わ
け
重
視
さ
れ
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
ま
た
こ
れ
に
次
い
で
重
要
で
あ
る
の
が
聴
覚
で
あ
る
。
朗
唱
、
儀

式
的
叫
喚
や
歓
呼
、
戦
闘
に
お
け
る
関
の
声
な
ど
公
的
な
場
で
の
発
声
は
と

り
わ
け
大
き
な
機
能
を
有
し
て
い
た
。
ロ
マ
ネ
ス
ク
期
は
ズ
ム
ト
ー
ル
の
い

う
「
混
成
機
窓
性
」
の
時
代
で
あ
り
、
文
学
に
お
い
て
も
法
行
為
に
お
い
て

も
文
字
は
声
の
補
完
物
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
議
論
は
さ
ら
に
身
体
と
記
憶
の

問
題
に
進
む
。
ま
す
身
体
と
身
振
り
の
重
要
性
、
ま
た
そ
れ
と
触
覚
、
聴
覚

と
の
関
連
が
論
じ
ら
れ
、
つ
い
で
記
憶
の
重
視
お
よ
び
そ
れ
を
支
え
る
声
、

文
字
、
身
振
り
、
接
触
、
す
な
わ
ち
聴
覚
、
視
覚
、
触
覚
の
役
割
が
説
明
さ

れ
る
。

　
こ
の
章
も
著
者
の
豊
か
な
感
性
を
示
し
て
お
り
、
た
い
へ
ん
示
唆
に
富
む
。

し
か
し
ロ
マ
ネ
ス
ク
期
の
触
覚
や
聴
覚
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
こ
と
は
、
ほ

と
ん
ど
そ
の
ま
ま
中
世
前
期
に
も
当
て
は
ま
る
よ
う
に
思
え
る
。
著
者
も
、

紀
元
千
年
以
前
に
は
別
の
感
覚
が
重
要
な
機
能
を
担
っ
て
い
た
と
い
う
仮
説

を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
確
か
に
聖
者
崇
敬
の
拡
大
は
ロ
マ

ネ
ス
ク
期
の
現
象
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
触
覚
の
優
位
を
も
た
ら
す
わ
け
で
は

な
い
。

　
同
様
の
問
題
は
文
学
書
や
歴
史
書
を
素
材
と
し
て
感
情
を
扱
う
第
六
章
に

も
見
ら
れ
る
。
著
者
は
ロ
マ
ネ
ス
ク
期
の
人
闘
は
情
動
性
の
激
し
さ
が
際
だ

っ
て
い
る
と
述
べ
、
と
り
わ
け
「
恐
怖
と
苦
悩
」
「
愛
と
憎
悪
」
と
い
う
二
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組
の
感
情
が
時
代
を
特
徴
づ
け
て
い
る
と
す
る
。
そ
の
上
で
著
者
は
ロ
マ
ネ

ス
ク
期
の
感
情
世
界
を
、
情
動
の
激
し
さ
、
感
情
の
伝
染
性
、
公
開
性
と
儀

式
性
、
激
し
い
感
情
の
発
露
が
集
団
全
体
に
力
と
し
て
作
用
す
る
「
超
越
的

様
式
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
感
情
表
現
は
、
〈
罠
衆
〉

共
同
体
の
あ
る
べ
き
秩
序
の
観
念
に
接
合
す
る
こ
と
で
そ
の
妥
当
性
を
確
保

し
て
い
る
と
の
、
注
屈
す
べ
き
見
解
を
述
べ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
議
論
は
、
確
か
に
一
一
、
～
二
世
紀
の
社
会
に
妥
当
す
る
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
本
当
に
ロ
マ
ネ
ス
ク
期
の
特
徴
を
摘
出
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ホ
イ
ジ
ン
ガ
の
『
中
世
の
秋
』
の
冒
頭
の
章
は
、
中

世
末
期
に
お
け
る
人
び
と
の
感
情
の
激
し
や
す
さ
、
集
団
に
よ
る
感
情
の
共

有
を
生
き
生
き
と
描
い
て
い
る
。
評
者
に
は
こ
の
よ
う
な
性
向
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
心
性
の
古
層
に
属
し
、
前
近
代
を
通
じ
て
繰
り
返
し
表
現
さ
れ
た
も
の

の
よ
う
に
思
え
る
。

　
第
七
章
は
宗
教
的
志
向
と
し
て
の
霊
性
を
論
ず
る
。
ま
ず
エ
リ
ー
ト
の
霊

性
と
し
て
ク
リ
ユ
ニ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
修
道
制
、
シ
ト
ー

会
、
聖
堂
参
箏
会
運
動
が
概
説
さ
れ
、
聖
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
ほ
か
師
父
と
目

さ
れ
る
人
び
と
の
宗
教
思
想
が
ス
ケ
ッ
チ
さ
れ
る
。
次
に
著
者
は
民
衆
の
霊

性
を
、
巡
礼
運
動
、
「
神
の
平
和
」
運
動
、
初
期
十
字
軍
、
異
端
運
動
、
教

会
建
築
運
動
な
ど
を
素
材
と
し
て
検
討
し
、
〈
清
貧
〉
〈
禁
欲
主
義
〉
〈
膿
罪
〉

〈
キ
リ
ス
ト
へ
の
帰
依
〉
〈
終
末
観
〉
な
ど
の
要
素
を
抽
出
す
る
。
そ
し
て

民
衆
の
油
性
に
見
ら
れ
た
傾
向
を
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
突
き
詰
め
、
自
ら
の
生
き

方
に
反
映
さ
せ
て
い
っ
た
集
団
と
し
て
隠
修
士
を
位
置
づ
け
る
。
そ
し
て
思

考
を
支
え
に
世
界
を
統
　
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
〈
エ
リ
ー
ト
〉
と
感
情

に
真
実
を
求
め
る
〈
民
衆
〉
の
霊
性
は
、
あ
る
面
で
は
で
は
対
立
し
つ
つ
、

他
面
で
は
交
流
し
て
相
互
に
影
響
を
与
え
、
根
底
に
お
い
て
は
共
通
の
性
格

を
帯
び
て
い
る
と
す
る
。

　
問
題
点
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
巡
礼
運
動
以
下
の
各
運
動
に
お
い
て
、
〈
民

衆
〉
の
霊
性
の
自
律
性
が
い
さ
さ
か
安
易
に
前
提
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

民
衆
の
動
き
の
中
に
神
の
意
志
が
顕
現
す
る
と
い
う
の
は
、
叙
述
史
料
の
ト

ポ
ス
で
あ
り
、
現
実
に
は
教
会
人
の
主
導
が
明
ら
か
な
こ
と
も
多
い
。
評
者

が
検
討
を
続
け
て
い
る
「
神
の
平
和
」
運
動
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
れ
は
全

体
と
し
て
教
会
人
の
指
導
と
統
制
の
下
に
あ
り
、
こ
の
教
会
人
の
中
に
、
平

和
熱
狂
と
地
域
社
会
の
秩
序
維
持
の
た
め
の
実
際
的
な
戦
略
へ
の
志
向
が
共

存
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
こ
れ
と
は
別
に
、
著
者
が
民
衆
の
霊

性
対
教
会
権
力
と
い
う
図
式
を
強
調
す
る
た
め
に
、
エ
リ
ー
ト
が
教
会
の
体

鋼
派
と
結
果
的
に
重
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
実
際
に
は
エ

リ
ー
ト
の
中
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
志
向
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
隠
修
士
は
民
衆

で
あ
る
の
か
エ
リ
ー
ト
で
あ
る
の
か
。
反
体
制
あ
る
い
は
脱
体
制
エ
リ
ー
ト

の
存
在
を
シ
ェ
ー
マ
に
組
み
込
む
な
ら
ば
、
民
衆
の
霊
性
の
自
律
性
に
つ
い

て
も
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。

　
第
八
章
は
想
像
界
を
扱
い
、
思
考
と
感
性
の
共
通
の
基
層
で
あ
る
イ
メ
ー

ジ
の
群
れ
の
考
察
か
ら
始
ま
る
。
ま
ず
く
身
体
〉
と
く
森
〉
は
自
然
の
メ
タ

フ
ァ
ー
と
し
て
、
〈
猿
〉
、
〈
狼
男
〉
、
〈
野
人
・
野
女
〉
は
自
然
と
の
関
わ
り

の
中
で
生
じ
る
想
念
を
託
さ
れ
た
疑
似
人
間
と
し
て
、
重
層
的
な
意
味
を
負

っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
次
に
異
界
と
し
て
の
く
天
国
〉
、
〈
地
獄
〉
、

〈
煉
獄
〉
、
〈
地
上
楽
園
〉
と
幻
視
に
よ
る
そ
の
巡
歴
課
、
異
界
の
住
人
で
あ

る
く
天
使
〉
と
く
悪
魔
〉
が
扱
わ
れ
、
現
世
と
異
界
の
分
か
ち
難
い
混
融
、

こ
の
世
へ
の
超
自
然
の
浸
透
が
導
か
れ
る
。
ま
た
〈
女
性
〉
イ
メ
ー
ジ
に
関

わ
る
問
題
－
女
性
の
嫌
悪
・
蔑
視
、
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
信
仰
、
文
学
に

お
け
る
妖
精
　
　
、
〈
農
民
〉
お
よ
び
く
黒
人
V
の
イ
メ
ー
ジ
が
概
観
さ
れ
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る
。
つ
い
で
生
活
空
間
に
関
す
る
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
〈
宮
廷
・
城
〉
と
そ
の

く
庭
〉
、
〈
修
道
院
〉
、
教
会
組
織
や
聖
堂
を
表
現
す
る
〈
（
ノ
ア
の
）
舟
〉
や

く
キ
リ
ス
ト
の
体
腿
〉
、
天
上
の
エ
ル
サ
レ
ム
と
地
上
の
集
住
地
が
重
層
す

る
〈
都
市
〉
な
ど
が
順
次
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
諸
イ
メ
ー
ジ
の
源
泉

で
も
あ
る
く
夢
〉
、
〈
顕
現
〉
、
〈
幻
視
〉
が
論
じ
ら
れ
る
。

　
著
者
は
こ
れ
に
続
け
て
、
ロ
マ
ネ
ス
ク
期
の
想
像
界
の
構
造
を
考
察
し
、

善
に
も
悪
に
も
属
さ
な
い
〈
驚
異
〉
の
世
界
の
拡
大
に
よ
る
イ
メ
ー
ジ
の
豊

饒
化
、
文
化
と
自
然
の
不
即
不
離
、
現
世
と
異
界
の
連
続
性
、
イ
メ
ー
ジ
の

論
理
的
操
作
な
ど
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
政
治
的
分
権
化
に
も
拘
わ
ら
ず

想
像
界
で
は
普
遍
的
・
統
一
的
社
会
像
が
先
取
り
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
強
調

す
る
。
さ
ら
に
想
像
界
の
発
展
に
は
エ
リ
ー
ト
と
民
衆
の
協
働
が
あ
っ
た
こ

と
、
諸
イ
メ
ー
ジ
を
貫
い
て
人
聞
の
善
性
へ
の
信
頼
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘

す
る
。
評
者
の
疑
問
点
を
ひ
と
つ
提
出
す
る
な
ら
ば
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
、
ユ

ダ
ヤ
教
徒
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
な
い
の
は
な
ぜ
だ
ろ

う
か
。

　
第
九
章
は
「
心
と
現
実
」
と
題
し
、
ま
ず
こ
れ
ま
で
の
議
論
が
簡
潔
に
整

理
さ
れ
る
と
と
も
に
、
心
的
世
界
の
諸
局
涌
の
関
連
が
改
め
て
強
調
さ
れ
て

い
る
。
た
と
え
ば
ロ
マ
ネ
ス
ク
期
の
感
覚
の
特
徴
で
あ
る
触
覚
と
聴
覚
の
重

視
は
、
身
体
、
間
身
体
に
響
く
リ
ズ
ム
に
基
礎
を
置
く
芸
術
的
認
識
と
つ
な

が
っ
て
い
る
。
ま
た
想
像
は
思
考
と
感
情
の
橋
渡
し
を
す
る
が
、
こ
の
双
方

か
ら
滋
養
を
得
て
存
続
・
発
展
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
ロ
マ
ネ
ス
ク
期
の
情

動
の
激
し
さ
が
生
き
生
き
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
想
像
界
に
育
成
し
た
の
で
あ

り
、
知
的
認
識
は
こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
駆
使
し
つ
つ
、

対
立
物
を
昇
華
さ
せ
る
よ
う
な
融
通
性
を
持
ち
得
た
。
そ
し
て
中
世
前
期
に

習
俗
や
儀
礼
や
迷
信
の
要
素
で
あ
っ
た
イ
メ
ー
ジ
は
ロ
マ
ネ
ス
ク
期
に
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
規
模
で
母
宮
、
醸
成
さ
れ
て
そ
の
共
有
財
産
と
な
っ
た
と
す
る
。

　
次
に
著
者
は
エ
リ
ー
ト
と
民
衆
の
概
念
に
つ
い
て
解
説
す
る
。
民
衆
文

化
・
宗
教
に
つ
い
て
の
研
究
史
を
手
際
よ
く
ま
と
め
た
後
、
著
者
は
、
民
衆

と
は
〈
感
情
〉
に
自
己
の
活
動
の
意
味
と
真
理
の
根
拠
を
見
い
だ
す
者
た
ち

で
あ
り
、
エ
リ
ー
ト
と
は
〈
思
考
〉
に
そ
れ
ら
を
求
め
る
者
た
ち
で
あ
る
と

定
義
す
る
。

　
議
論
は
さ
ら
に
政
治
、
経
済
、
社
会
関
係
と
い
っ
た
「
社
会
的
現
実
」
と

心
的
世
界
の
関
係
に
進
む
が
、
こ
こ
で
著
者
の
＝
、
＝
　
世
紀
社
会
論
が

凝
縮
し
た
形
で
展
開
さ
れ
る
。
ま
ず
自
然
環
境
と
物
質
文
明
、
つ
い
で
家

族
・
親
族
関
係
が
扱
わ
れ
る
。
ま
た
社
会
体
制
に
つ
い
て
は
、
城
主
支
配
体

制
の
成
立
を
素
描
し
た
後
、
「
事
実
上
の
封
建
制
」
と
「
法
的
封
建
制
」
と

い
う
注
目
す
べ
き
概
念
を
設
定
し
、
前
者
が
ま
ず
支
配
の
概
念
と
し
て
地
中

海
沿
岸
に
生
ま
れ
、
そ
れ
が
北
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
王
侯
の
統
一
的
支
配
の
理
念

に
吸
収
さ
れ
法
的
に
整
理
さ
れ
て
後
者
に
な
っ
た
と
い
う
見
通
し
を
立
て
る
。

そ
し
て
一
一
、
　
二
世
紀
に
｝
般
的
で
あ
っ
た
「
事
実
と
し
て
の
封
建
制
」

に
あ
っ
て
は
、
城
主
層
の
優
位
は
認
め
う
る
も
の
の
、
領
主
間
の
水
平
的
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
関
係
も
劣
ら
ず
重
要
で
あ
り
、
総
体
と
し
て
ゆ
る
や
か
な
秩
序

が
保
た
れ
て
い
た
と
す
る
。
さ
ら
に
農
民
、
教
会
、
都
市
の
状
況
が
お
お
よ

そ
通
説
に
沿
っ
て
解
説
さ
れ
る
。

　
こ
こ
で
社
会
的
現
実
と
は
心
的
世
界
の
隠
喩
で
あ
り
、
社
会
の
仕
組
み
と

い
っ
て
も
人
々
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
、
表
象
が
關
主
観
的
構
造
を
と
っ
た
も
の
に

他
な
ら
な
い
と
い
う
重
要
な
主
張
が
述
べ
ら
れ
る
。
文
化
と
社
会
は
と
も
に

心
的
世
界
の
現
象
形
態
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
で
は
社
会

的
現
実
の
変
化
に
伴
っ
て
心
的
世
界
が
変
容
し
て
い
く
こ
と
も
認
め
ら
れ
て

い
る
。
著
者
は
、
人
口
の
増
大
、
自
然
の
開
発
、
流
通
と
交
流
の
活
発
化
、
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社
会
的
ブ
ラ
ウ
ン
運
動
、
貨
幣
経
済
の
浸
透
、
公
的
秩
序
の
解
体
と
コ
ン
パ

ク
ト
な
領
域
支
配
の
成
立
、
柔
軟
な
「
友
愛
と
約
定
の
秩
序
」
の
一
般
化
が
、

ロ
マ
ネ
ス
ク
期
の
心
的
世
界
を
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
で
規
定
し
て
い
る
と
す
る
。

社
会
と
文
化
は
相
互
に
相
手
を
条
件
付
け
、
相
互
に
浸
透
し
て
い
く
の
で
あ

る
。
著
者
は
さ
ら
に
エ
リ
ー
ト
と
民
衆
の
実
体
に
言
及
す
る
。
前
者
は
修
道

士
や
聖
職
者
の
ほ
か
に
場
合
に
よ
っ
て
は
王
侯
貴
族
や
都
市
民
上
層
の
一
部

を
含
む
。
後
者
は
農
民
、
都
市
民
、
騎
士
、
貴
族
の
大
部
分
で
あ
る
。
ま
た

こ
の
両
者
を
仲
介
す
る
場
と
存
在
と
し
て
、
宮
廷
と
そ
の
礼
拝
堂
付
司
祭
、

広
場
や
四
辻
と
ジ
ョ
ン
グ
ル
ー
ル
や
隠
修
士
の
役
割
に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ

る
。　

む
す
び
は
「
ロ
マ
ネ
ス
ク
か
ら
ゴ
シ
ッ
ク
へ
」
と
題
し
、
知
的
認
識
と
芸

術
的
認
識
に
限
っ
て
ゴ
シ
ッ
ク
世
界
の
特
徴
を
述
べ
、
ロ
マ
ネ
ス
ク
世
界
の

そ
れ
と
対
比
す
る
。
さ
ら
に
ロ
マ
ネ
ス
ク
と
ゴ
シ
ッ
ク
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明

の
二
つ
の
脚
と
位
置
づ
け
、
以
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
運
動
を
こ
の
両
原

理
の
変
奏
と
み
る
展
望
を
打
ち
出
す
。
こ
こ
で
評
者
が
抱
い
た
最
大
の
疑
問

は
、
両
世
界
が
対
比
に
お
い
て
の
み
語
ら
れ
、
｝
方
か
ら
他
方
へ
の
移
行
を

促
す
力
に
つ
い
て
、
推
論
で
あ
れ
何
で
あ
れ
ほ
と
ん
ど
言
及
が
な
い
こ
と
で

あ
る
。
ロ
マ
ネ
ス
ク
世
界
を
成
り
立
た
し
め
た
社
会
的
撃
力
に
つ
い
て
は
詳

し
い
説
明
が
あ
る
だ
け
に
、
こ
の
沈
黙
は
奇
妙
で
あ
る
。

　
以
上
、
こ
の
大
著
の
内
容
を
簡
単
に
要
約
し
、
批
判
や
疑
問
を
述
べ
て
き

た
。
お
そ
ら
く
最
大
の
難
点
は
、
心
的
世
界
が
な
ぜ
変
化
し
て
い
く
の
か
、

社
会
的
現
実
の
変
動
は
心
的
世
界
の
変
化
に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
の

か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
著
者
の
思
考
が
必
ず
し
も
ま
と
ま
っ
て
い
な
い

こ
と
で
あ
る
。
方
法
を
論
じ
た
第
一
章
の
問
題
点
が
「
む
す
び
」
で
の
欠
落

に
結
果
し
て
い
る
と
い
え
ば
言
い
過
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
こ
の
問
題

に
つ
い
て
著
者
を
責
め
立
て
て
も
仕
方
あ
る
ま
い
。
評
者
に
も
提
示
で
き
る

よ
う
な
格
別
の
ア
イ
デ
ィ
ア
は
な
い
。
こ
の
問
題
は
心
性
と
社
会
の
関
連
で

歴
史
を
考
え
る
者
す
べ
て
に
こ
れ
か
ら
も
課
せ
ら
れ
続
け
る
。

　
文
章
表
現
に
つ
い
て
は
、
多
少
の
違
和
感
を
禁
じ
得
な
か
っ
た
。
「
ロ
マ

ネ
ス
ク
期
に
、
落
ち
着
い
た
中
に
も
磨
か
れ
た
貴
石
の
よ
う
な
不
思
議
な
輝

き
を
含
む
雰
囲
気
を
醸
し
だ
し
た
大
本
と
な
る
霊
性
は
〈
エ
リ
ー
ト
〉
の
霊

性
よ
り
も
、
む
し
ろ
こ
ち
ら
の
い
と
も
干
害
な
く
民
衆
〉
の
霊
性
で
あ
っ
た

と
い
う
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
（
工
九
七
頁
）
。
こ
う
し
た
対
象
へ
の
感

情
移
入
と
超
越
的
評
価
は
、
非
常
に
古
い
時
期
の
文
化
史
叙
述
を
思
わ
せ
る
。

意
味
不
明
瞭
の
文
章
も
わ
ず
か
な
が
ら
あ
っ
た
（
四
三
七
ペ
ー
ジ
六
～
八

行
）
。

　
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
点
に
も
拘
わ
ら
ず
、
評
者
は
著
者
の
構
想
に
か
な
り
説

得
さ
れ
た
。
　
～
一
、
　
＝
～
世
紀
の
心
性
と
文
化
に
つ
い
て
の
諸
研
究
を
一
貫

し
た
構
想
の
も
と
に
評
価
し
組
み
立
て
た
全
体
史
と
し
て
、
こ
の
書
物
は
研

究
史
上
に
長
く
記
憶
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
著
者
の
豊
か
な
感
受
性
と
博
識

が
こ
の
書
物
を
魅
力
的
な
も
の
に
し
て
い
る
。
誤
読
の
点
は
多
々
あ
ろ
う
が
、

寛
恕
と
と
も
に
ご
指
摘
い
た
だ
き
た
い
。

（
A
5
判
　
四
七
三
頁索
引
・
註
㎝
〇
五
頁

一
九
丸
九
年
九
月
　
名
古
屋
大
学
出
版
会

六
五
〇
〇
円
）
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