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こ
と
ば
の
意
味
と
こ
こ
ろ 

  

言
葉
の
吟
味 

    

〝
危
機
一
発
〟
は
正
し
い
か 

 こ
の
言
葉
は
、『
髪
一
本
入
れ
る
余
地
し
か
な
い
ほ
ど
に
危
険
が
身
に
迫
っ
て
い
る
』
こ
と
を
表
し
た

も
の
で
す
か
ら
、
〝
危
機
一
髪
〟
と
書
か
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。 

テ
レ
ビ
映
画
に
〝
危
機
一
髪
〟
と
い
う
題
名
を
つ
け
た
映
画
が
は
や
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に

こ
う
書
く
誤
り
が
ふ
え
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
〝
危
機
一
髪
〟
と
、
〝
一
発
打
開
〟
す
る
意
味
と
を
兼
ね
た
、

〝
も
じ
り
言
葉
〟
で
す
か
ら
、
勿
論
正
し
い
使
い
方
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

さ
て
、
危
は
、
人
（

）
が
崖
の
上
に
立
つ
形
で
、
〝
危
な
い
〟
こ
と
を
表
し
た
字
で
す
。
機
は

〝
わ
ず
か
〟
の
意
味
の
幾
と
木
で
、「
わ
ず
か
の
木
で
作
ら
れ
て
い
る
が
、
大
き
な
働
き
を
す
る
」
機
械

を
表
し
た
も
の
で
す
。 

機
は
、
大
き
な
働
き
を
す
る
所
か
ら
、
〝
大
事
が
起
こ
る
と
き
〟
を
〝
時
期
〟
（
チ
ャ
ン
ス
）
と
言
い
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ま
す
。
幾
は
〝
わ
ず
か
〟
の
意
味
の
幺
（
糸
の
先
端
の
象
形
）
と
戍
（
戈
と
人
の
会
意
時
で
兵
士
を
表
し

た
字
）
と
で
作
ら
れ
た
字
で
、『
わ
ず
か
な
兵
士
で
守
る
』
意
味
か
ら
〝
危
険
〟
が
本
義
の
字
で
す
。
し

か
し
、
単
に
〝
わ
ず
か
〟
の
意
味
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
〝
機
〟
の
場
合
も
そ
う
で
す
。 

発
の
本
字
は
發
で
、
弓
と
癹
（
ハ
ツ
）
の
形
声
字
で
、

〝
弓
を
発
射
す
る
〟
こ
と
を
表
し
た
字
で
す
。
弓
を

〝
は
な
つ
〟
〝
い
る
〟
の
が
本
義
で
、
〝
一
発
〟
は

『
弓
を
ぱ
っ
と
い
る
』
こ
と
を
表
し
た
言
葉
で
す
。
昔

は
弓
が
最
も
威
力
あ
る
武
器
で
し
た
か
ら
、
〝
一
発
〟

で
も
威
力
が
あ
り
ま
し
た
。 

髪
は
、
長
い
髪
の
形
を
表
し
た
〝
長
〟
と
〝
彡
〟
と

の
会
意
字
〝
髟
〟
と
〝
犮
（
ハ
ツ
）
〟
と
の
形
声
字
で

す
。
頭
の
毛
を
〝
髪
〟
、
鼻
の
下
の
毛
を
〝
髭
〟
、
あ 

  ご
ひ
げ
を
〝
鬚
〟
、
耳
ぎ
わ
の
毛
を
〝
鬢
〟
、
ほ
お
ひ
げ
を
〝
髯
〟
と
言
い
ま
す
。
次
の
熟
語
も
誤
り
易

い
も
の
で
す
。
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
。
考
え
て
み
て
下
さ
い
。 

一
陽
来
復―

一
陽
来
福
。
五
里
霧
中―

五
里
夢
中
。 

無
我
夢
中―

無
我
無
中
。
絶
体
絶
命—

絶
対
絶
命
。 

 

タ
ン
ケ
ン
は
探
検
か
探
険
か 

 

今
で
は
た
い
て
い
の
辞
書
が
、
こ
の
二
つ
の
書
き
方
を
両
方
と
も
掲
げ
て
い
て
、
ど
ち
ら
で
も
良
い
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
厳
密
に
言
い
ま
す
と
、
〝
探
検
〟
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
言
葉
は
ぜ
ひ
常

に
こ
う
書
い
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。
㑒
の
本
字
〝
僉
〟
は
亼
（
シ
ュ
ウ
）
と
吅
（
ケ
ン
）
と
从
（
ジ
ュ
ウ
）
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と
で
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
亼
は
、
会
や
合
や
侖
の
冠
で
、
古
い
形
は

で
す
。
こ
れ
は
衆
の
本
字
〝
众
〟

や
集
の
本
字
〝
雥
〟
を
記
号
化
し
た
形
で
、
人
や
鳥
や
物
の
た
く
さ
ん
〝
集
ま
る
〟
こ
と
を
表
し
た
部
首

で
す
。
吅
は
、
人
が
口
々
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
吅
は
、『
会
に
集
ま
っ
た

人
が
口
々
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
』
を
表
し
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
僉
は
、『
会
に
集
ま
っ
た
人
々
が
そ
れ

ぞ
れ
意
見
を
述
べ
合
っ
て
、
良
い
結
論
を
出
す
こ
と
』
を
表
し
た
字
で
す
。
つ
ま
り
、「
多
く
の
物
事
に

つ
い
て
よ
く
吟
味
し
、
良
い
も
の
を
選
び
出
す
」
意
味
の
字
で
す
。
だ
か
ら
、
人
と
㑒
と
で
作
ら
れ
た

〝
倹
〟
は
、
人
が
生
活
の
仕
方
を
よ
く
吟
味
し
、
無
駄
の
な
い
合
理
的
な
生
活
を
す
る
こ
と
を
表
し
、
馬

と
㑒
と
で
作
ら
れ
た
〝
験
〟
は
、
多
く
の
馬
の
中
か
ら
駿
馬
を
選
ぶ
べ
く
〝
た
め
す
〟
こ
と
を
表
し
て
い

ま
す
。
さ
て
、
〝
検
〟
の
木
は
〝
木
簡
〟
を
示
し
、
昔
の
記
録
の
こ
と
で
す
。
多
く
の
記
録
を
〝
し
ら
べ
〟

て
、
唯
一
の
事
実
を
突
き
止
め
る
こ
と
を
表
し
た
字
で
す
。
だ
か
ら
〝
検
事
〟
の
よ
う
に
使
い
ま
す
。
探

検
と
は
〝
探
り
し
ら
べ
る
〟
こ
と
で
す
か
ら
検
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
険
の
阝
は
、
崖
の
形
を
表
し

た
も
の
で
、
崖
の
意
味
の
部
首
で
す
。
だ
か
ら
険
は
、
多
く
の
崖
の
中
で
も
最
も
崖
ら
し
い
崖
、
つ
ま
り 

 

 〝
け
わ
し
い
〟
〝
危
険
〟
な
崖
を
表
し
た
字
で

す
。
だ
か
ら
、
〝
冒
険
（
危
険
を
冒
す
こ
と
）
〟

と
い
う
よ
う
に
使
い
ま
す
。
探
検
に
は
、
危
険
を

冒
す
冒
険
的
な
行
為
を
伴
う
こ
と
が
あ
る
た
め
、

冒
険
と
混
同
さ
れ
て
〝
探
険
〟
と
書
き
誤
っ
た

も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
を
『
危

険
を
探
る
こ
と
』
だ
と
こ
じ
つ
け
る
意
見
が
あ
り

ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
造
語
上
無
理
な
こ
じ
つ

け
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。「
探
り
検
べ
る
」
で
〝
探
検
〟
と
書
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。 
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施
行
は
シ
コ
ウ
か
セ
コ
ウ
か 

 

施
行
は
〝
実
際
に
行
う
〟
と
い
う
意
味
の
言
葉
で
シ
コ
ウ
と
読
む
言
葉
で
す
。
よ
く
セ
コ
ウ
と
読
む
人

が
い
ま
す
が
、
よ
く
あ
り
ま
せ
ん
。 

そ
も
そ
も
漢
字
の
読
み
方
に
は
、
普
通
、
漢
音
と
呉
音
の
二
通
り
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
〝
教
〟

〝
強
〟
は
漢
音
が
ケ
イ
、
呉
音
が
キ
ョ
ウ
（
他
に
特
殊
な
音
と
し
て
キ
ン
が
あ
り
、
唐
音
と
呼
ば
れ
る
）

で
す
。
初
め
漢
字
は
、
中
国
の
南
部
、
呉
地
方
か
ら
わ
が
国
に
伝
わ
り
、
こ
の
地
方
の
発
音
を
基
に
し
た

読
み
方
が
広
が
り
ま
し
た
、
そ
の
後
、
聖
徳
太
子
が
中
国
と
正
式
に
国
交
を
結
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
す
と
、

都
・
長
安
の
発
音
が
我
が
国
に
広
が
り
、
こ
れ
が
標
準
音
と
い
う
事
で
、
〝
漢
音
〟
と
呼
ば
れ
、
そ
れ
ま

で
の
読
み
方
を
〝
呉
音
〟
と
呼
ん
で
区
別
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

呉
音
は
古
く
な
じ
み
も
深
い
の
で
、
絵
（
エ
は
呉
音
、
漢
音
は
カ
イ
）
の
よ
う
に
音
か
訓
か
区
別
で
き 

  な
い
も
の
が
あ
り
、
ま
た
、
仏
教
用
語
に
も
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
後
生

ご
し
ょ
う

、
強
力

ご
う
り
き

、
精

霊

し
ょ
う
り
ょ
う

、
利
益

り
や
く

が

こ
れ
で
、
こ
れ
を
（
コ
ウ
セ
イ
、
キ
ョ
ウ
リ
ョ
ク
、
セ
イ
レ
イ
、
リ
エ
キ
）
と
漢
音
で
読
み
ま
す
と
、
意

味
が
や
や
違
っ
て
き
ま
す
。 

施
は
漢
音
が
シ
、
呉
音
が
セ
。
行
は
漢
音
が
コ

ウ
、
呉
音
が
ギ
ョ
ウ
で
す
。
で
す
か
ら
、
施
行
は

漢
音
で
は
シ
コ
ウ
、
呉
音
で
は
セ
ギ
ョ
ウ
（
仏
教

用
語
で
人
を
憐
れ
ん
で
物
を
施
し
た
り
教
え
を

施
す
こ
と
）
と
読
み
ま
す
。
セ
コ
ウ
で
は
、
上
が

呉
音
、
下
が
漢
音
と
い
う
事
に
な
り
、
ち
ぐ
は
ぐ

で
い
け
ま
せ
ん
。
施
と
い
う
字
は
、
今
は
〝
ほ
ど

こ
す
〟
と
い
う
意
味
に
使
わ
れ
ま
す
が
、
旗
の
意
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味
の
〝

施

〟
と
蛇
の
原
字
で
あ
り
、
蛇
の
形
を
表
し
た
〝
也
〟
と
で
作
ら
れ
た
字
で
、
風
に
吹
か
れ

る
と
蛇
の
よ
う
に
う
ね
う
ね
と
う
ね
る
旗
、
紐
の
よ
う
な
旗
を
表
わ
し
た
字
で
す
。
也
の
音
は
蛇
と
同
じ

ダ
、
ジ
ャ
で
後
に
ヤ
と
な
り
ま
し
た
。
孝
子
也
が
『
孝
子
な
り
』
と
訓
読
さ
れ
ま
す
が
、
現
代
語
で
は
『
孝

子
だ
』『
孝
子
じ
ゃ
』『
孝
子
や
』
で
す
。
太
字
は
訓
だ
と
思
い
ま
す
か
。
音
だ
と
思
い
ま
す
か
。 

 

早
い
電
車
と
速
い
電
車 

 

速
は
、
薪
に
す
る
木
を
〝
た
ば
〟
ね
た
形
の
束
（
ソ
ク
）
と
、
道
路
を
表
し
た

と
足
の
下
半
分
と

の
合
字
の
〝
道
を
進
む
〟
意
味
の
辶
（
進
に
ょ
う
）
と
で
作
ら
れ
た
字
で
す
。
速
の
音
の
ソ
ク
は
束
に
よ

り
ま
す
。 

木
は
一
本
一
本
運
ぶ
よ
り
も
、
束
に
し
て
運
ん
だ
方
が
〝
は
や
く
〟
て
〝
時
間
が
か
か
ら
な
い
〟
こ
と 

  か
ら
、
一
定
の
道
の
り
を
進
む
の
に
、「
時
間
が
か
か
ら
な
い
」
事
、
つ
ま
り
〝
は
や
い
〟
事
を
表
し
た

も
の
で
す
。
だ
か
ら
、「
速
い
電
車
」
と
は
、
乗
っ
て
い
る
時
間
が
少
な
く
て
済
む
、
ス
ピ
ー
ド
の
は
や

い
電
車
の
こ
と
で
す 

早
は
、
地
平
線
上
に
太
陽
が
姿
を
現
し
た
形
で
、

旦
と
同
じ
く
〝
早
朝
（
朝
を
前
、
中
、
後
と
分
け

て
そ
の
前
の
方
）
〟
を
表
し
た
字
で
す
。
転
じ
て
、

朝
に
限
ら
ず
、「
そ
の
時
期
の
は
や
い
こ
と
（
前

の
方
）」
を
表
す
の
に
使
い
ま
す
。「
早
い
電
車
」

と
は
、
朝
早
く
出
る
電
車
の
こ
と
で
す
。 

速
の
反
対
は
遅
（
本
字
は
遲
）
で
、
早
の
反
対
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は
晩
で
す
。
犀 さ

い

は
牛
に
似
て
足
の
遅
い
動
物
で
す
か
ら
、
犀
が
進
む
の
に
時
間
が
か
か
る
の
で
、「
時
間

が
か
か
る
」「
お
そ
い
」
事
を
表
し
ま
し
た
。
音
は
サ
イ
が
促 つ

ま

っ
て
シ
に
な
り
、
そ
れ
が
な
ま
っ
て
チ
に

な
り
ま
し
た
。 

晩
は
、
日
が
免

ま
ぬ
が

れ
る
＝
日
が
沈
む
頃
を
表
し
た
字
で
す
。
早
の
朝
に
対
し
て
、
晩
は
夕
方
が
本
義
の

字
で
す
。
だ
か
ら
〝
朝
晩
〟
と
い
う
よ
う
に
、
〝
朝
夕
〟
と
全
く
同
じ
使
い
方
を
し
ま
す
。
ま
た
、「
そ

の
時
期
が
お
そ
い
（
後
の
方
）」
と
い
う
意
味
に
使
わ
れ
ま
す
。
例
、
晩
春
（
旧
暦
の
一
月
、
二
月
、
三

月
が
春
で
、
一
月
を
早
春
、
二
月
を
中
春
、
三
月
を
晩
春
と
い
い
ま
す
）。 

今
の
漢
字
表
に
は
晩
に
〝
お
そ
い
〟
の
訓
が
な
い
た
め
、
晩
を
使
う
べ
き
と
こ
ろ
に
遲
が
使
わ
れ
ま
す

が
、
ど
う
も
感
じ
が
出
ま
せ
ん
。 

〝
お
く
れ
る
〟
と
い
う
言
葉
を
表
す
の
に
、
〝
遅
れ
る
〟
と
〝
後
れ
る
〟
と
あ
り
ま
す
。「
遅
れ
て
出

発
し
た
」
と
ど
う
違
う
か
考
え
て
み
て
下
さ
い
。 

   

〝
勉
強

べ
ん
き
ょ
う

〟
と
い
う
こ
と 

 

日
常
何
気
な
く
、
解
っ
た
つ
も
り
で
使
っ
て
い
る
言
葉
の
中
に
は
、
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
正
確
に
理

解
し
て
い
る
と
は
と
て
も
言
え
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
言
葉
を
明
確
に
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
物

事
を
正
し
く
考
え
る
た
め
に
は
最
も
大
切
な
こ
と
で
す
。
と
り
わ
け
、
話
し
合
い
に
は
ぜ
っ
た
い
に
欠
く

こ
と
の
出
来
な
い
重
大
事
で
す
。
さ
て
〝
勉
強
〟
に
つ
い
て
は
別
項
の
「
漢
字
に
学
ぶ
」
と
こ
ろ
で
も
と

り
あ
げ
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
は
教
育
の
角
度
か
ら
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。『
勉
強
し
な
さ
い
』
と
は
、
お

母
さ
ん
方
が
よ
く
使
う
言
葉
で
す
が
、
〝
学
習
〟
と
ど
う
違
う
で
し
ょ
う
か
。
商
人
も
よ
く
『
勉
強
し
ま

す
』
と
言
い
ま
す
が
、
こ
れ
と
お
母
さ
ん
方
の
言
う
〝
勉
強
〟
と
は
同
じ
意
味
の
言
葉
で
し
ょ
う
か
。
勉

は
〝
責
任
を
免
れ
る
〟
の
〝
免
〟
と
、
〝
努
力
〟
の
〝
力
〟
と
を
組
み
合
わ
せ
た
字
で
、『
責
任
上
し
な
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け
れ
ば
な
ら
な
い
事
か
ら
早
く
免
れ
よ
う
と
し
て
努
力
す
る
』
こ
と
を
表
し
た
字
で
す
。
強
は
〝
強
制
〟

の
強
で
、
〝
し
い
る
（
い
や
な
事
を
無
理
に
や
る
）
〟
と
い
う
意
味
が
あ
る
字
で
す
。
従
っ
て
、
〝
勉
強
〟

と
は
、『
い
や
な
事
だ
が
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
だ
か
ら
、
早
く
免
れ
よ
う
と
思
い
、
が
ま
ん
し

て
や
る
』
と
い
う
意
味
の
言
葉
で
す
。 

商
人
の
『
勉
強
し
ま
す
』
は
、
こ
の
値
段
で
売
る

の
は
い
や
な
事
だ
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
あ
な
た
だ
か
ら

が
ま
ん
し
て
売
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。『
い

や
な
事
だ
が
、
が
ま
ん
し
て
や
る
』
の
が
〝
勉
強
〟

の
本
義
で
、『
好
き
な
学
習
を
喜
ん
で
や
る
』
の
は

〝
勉
強
〟
と
は
言
わ
な
い
の
で
す
。 

と
こ
ろ
で
幼
児
は
決
し
て
『
い
や
な
事
を
が
ま
ん

し
て
や
る
』
こ
と
を
し
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
親
が
幼 

  児
に
不
得
意
な
こ
と
を
勉
強
さ
せ
た
く
思
っ
て
も
、
決
し
て
成
功
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

そ
れ
よ
り
も
、
幼
児
の
好
き
な
事
を
十
分
に
や
ら
せ
て
い
れ
ば
、い
ろ
い
ろ
な
能
力
が
育
ち
ま
す
の
で
、

や
が
て
不
得
意
な
事
で
も
『
や
っ
て
み
よ
う
』
と
い
う
意
欲
が
起
こ
っ
て
来
る
も
の
で
す
。
こ
う
し
て
、

『
い
や
な
事
だ
が
が
ま
ん
し
て
や
る
』
と
い
う
意
欲
を
育
て
て
や
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

〝
学
習

が
く
し
ゅ
う

〟
と
い
う
こ
と 

 

前
項
で
『
物
事
を
正
し
く
考
え
る
た
め
』
の
言
葉
を
吟
味
す
る
た
め
に
〝
勉
強
〟
を
取
り
上
げ
ま
し
た

が
、
今
度
は
〝
学
習
〟
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
ま
す
。 

こ
の
言
葉
は
、
論
語
の
冒
頭
の
『
学
ん
で
時
に
こ
れ
を
習
う
。
ま
た
よ
ろ
こ
ば
し
か
ら
ず
や
』
か
ら
生
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ま
れ
た
も
の
で
す
。
〝
学
習
院
〟
〝
時
習
館
〟
と
い
う
校
名
も
こ
れ
に
由
来
し
ま
す
。 

学
を
〝
ま
な
ぶ
〟
と
読
み
ま
す
が
、
古
語
で
は
〝
ま
ね
ぶ
〟
と
言
い
、
そ
れ
は
〝
ま
ね
（
真
似
）
る
〟

の
古
語
で
も
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
〝
ま
な
ぶ
〟
と
は
、
立
派
な
言
行
に
接
し
て
そ
れ
を
真
似
る
こ
と
な

の
で
す
。
習
は
〝
な
ら
う
〟
と
読
み
ま
す
が
、
古
語
の
〝
な
る
〟
の
延
音
で
あ
り
、
そ
れ
は
〝
な
れ
る
〟

の
古
語
で
も
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
〝
な
ら
う
〟
と
は
、

慣
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
慣
れ
る
た
め
に
〝
反
復
す
る
〟

こ
と
で
す
。
幼
児
は
真
似
の
天
才
で
す
。
親
の
言
行
な

ど
、
寸
分
た
が
わ
ず
真
似
る
の
で
恐
ろ
し
い
く
ら
い
で

す
。
そ
の
上
、
反
復
す
る
こ
と
が
大
好
き
で
、
ど
う
し

て
こ
う
も
同
じ
事
を
飽
き
ず
に
繰
り
返
し
て
や
れ
る

も
の
か
、
全
く
不
思
議
で
な
ら
な
い
ほ
ど
で
す
。 

つ
ま
り
、
幼
児
は
生
ま
れ
つ
き
〝
学
習
〟
が
好
き
な 

 

 よ
う
に
で
き
て
い
る
の
で
す
。
論
語
の
『
よ
ろ
こ
ば
し
か
ら
ず
や
』
の
言
葉
通
り
、
学
習
は
本
来
楽
し
い

も
の
な
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
楽
し
い
も
の
も
、
他
人
か
ら
強
制
さ
れ
ま
す
と
、
途
端
に
そ
れ
が
苦

し
い
も
の
に
な
る
の
で
す
。 

学
問
で
も
登
山
で
も
、
自
ら
進
ん
で
や
る
か
ら
楽
し
い
の
で
あ
っ
て
、
よ
そ
目
に
は
苦
し
く
見
え
る
も

の
で
も
本
人
に
は
楽
し
い
も
の
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ
を
他
人
か
ら
強
制
さ
れ
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
。
苦

し
み
は
苦
し
み
で
し
か
な
く
、
早
く
免
れ
た
い
と
思
う
ば
か
り
で
す
。 

だ
か
ら
学
問
は
〝
勉
強
〟
さ
せ
て
は
い
け
な
い
の
で
す
。
〝
学
習
〟
に
し
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
前

項
に
も
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
〝
学
習
〟
に
よ
り
能
力
が
つ
け
ば
、
不
得
意
な
苦
し
い
事
に
も
『
や
っ
て

み
よ
う
』
と
い
う
意
欲
が
自
然
と
湧
い
て
く
る
も
の
で
す
。 
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〝
諦

あ
き
ら

め
る
〟
と
い
う
こ
と 

 

諦
と
い
う
字
は
、
帝
（
天
子
）
と
言
で
作
ら
れ
て
い
て
、『
天
子
の
御
言
葉
』
と
い
う
意
味
で
、
絶
対

的
な
言
葉
、
つ
ま
り
〝
真
理
〟
を
表
し
た
字
で
す
。

仏
教
に
四
つ
の
真
理
と
い
う
意
味
で
〝
四
諦

し
た
い

〟
と

い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
が
本
義
の
字
で
す
。 

こ
の
字
を
“
あ
き
ら
め
る
”
と
読
ん
で
い
ま
す
が
、

こ
れ
は
〝
明
ら
め
る
〟
と
い
う
こ
と
で
、
物
事
に
隠

さ
れ
て
い
る
真
理
を
見
付
け
出
し
、
引
き
出
し
て

〝
明
ら
か
に
す
る
〟
こ
と
で
す
か
ら
、
諦
を
〝
あ
き

ら
め
る
〟
と
読
む
こ
と
は
正
し
い
と
言
え
ま
す
。 

 

 

し
か
し
、一
般
に
は『
と
て
も
見
込
み
が
な
い
と
し
て
思
い
切
る
』と
い
う
意
味
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
こ
の
字
の
正
し
い
使
い
方
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
り
わ
け
、『
怠
け
て
い
て
と
て
も
合
格
し
そ

う
も
な
い
の
で
受
験
を
〝
あ
き
ら
め
る
〟
』
と
い
う
の
で
は
、
全
く
〝
諦
〟
と
違
っ
て
い
ま
す
。
初
め
、

『
人
情
と
し
て
と
て
も
思
い
切
れ
な
い
の
だ
が
、
道
理
を
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
そ
れ
を
望
む
の
は
正
し
く

な
い
。
だ
か
ら
思
い
切
る
』
と
い
う
よ
う
に
使
っ
た
も
の
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、『
真
理
が
明
ら
か
に
な

っ
た
結
果
希
望
を
思
い
切
る
』
の
が
〝
諦
〟
だ
っ
た
の
が
、
い
つ
の
間
に
か
単
に
『
思
い
切
る
』
と
い
う

意
味
に
考
え
ら
れ
、
そ
う
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。 

だ
か
ら
、『
真
理
を
明
ら
め
た
結
果
、
思
い
切
る
べ
き
だ
と
考
え
て
思
い
切
る
』
の
が
真
の
〝
諦
め
〟

で
、『
努
力
が
足
り
な
い
た
め
、
見
込
み
が
な
く
思
い
切
る
』
の
は
〝
諦
め
〟
と
は
言
え
な
い
わ
け
で
す
。

ほ
ん
と
の
〝
諦
め
〟
は
立
派
な
こ
と
で
す
が
、
努
力
が
い
や
で
思
い
切
る
と
い
う
〝
諦
め
〟
は
、
言
葉
と
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し
て
も
正
し
く
な
い
し
、
よ
く
な
い
こ
と
で
す
。
皆
さ
ん
も
、
こ
の
誤
っ
た
〝
諦
め
〟
は
し
な
い
よ
う
に

努
力
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

こ
の
〝
諦
め
〟
と
同
じ
よ
う
に
誤
っ
て
使
わ
れ
や
す
い
言
葉
に
〝
覚
悟
〟
と
い
う
字
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
も
『
真
理
を
さ
と
る→

明
ら
め
る
』
の
が
本
義
の
字
で
す
。 

 

背
水

は
い
す
い

の
陣 じ

ん 

 

大
変
な
覚
悟
の
上
で
事
に
当
た
る
時
に
よ
く
使
わ
れ
、
史
記
の
淮
陰
候
（
韓
信
）
伝
に
見
え
る
言
葉
で

す
。 秦

が
亡
び
て
漢
が
こ
れ
に
代
わ
ろ
う
と
し
て
い
た
時
代
、
漢
の
名
将
韓
信
は
漢
王
の
命
令
で
趙
王
を
攻

め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
味
方
の
兵
は
数
万
な
の
に
趙
軍
は
二
十
万
と
い
う
大
軍
で
し
た
。 

兵
法
で
は
、
山
を
背
に
し
、
川
を
前
に
し
て
陣
を
構
え
る
の
が
常
識
に
な
っ
て
い
ま
す
。
山
を
背
に
す 

  れ
ば
、負
け
て
退
い
て
も
敵
の
攻
撃
が
し
に
く
く
、逆
転
の
チ
ャ
ン
ス
が
あ
り
ま
す
。川
を
前
に
す
れ
ば
、

敵
は
川
を
渡
っ
て
攻
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
渡
っ
て
い
る
所
を
撃
て
ば
効
果
的
で
す
。 

と
こ
ろ
が
韓
信
は
川
を
背
に
し
て
布
陣
し
た
の

で
す
。
趙
軍
は
こ
れ
を
遠
く
か
ら
眺
め
て
、
兵
法
知

ら
ず
と
笑
い
ま
し
た
。
戦
い
は
韓
信
の
方
か
ら
仕
掛

け
ま
し
た
が
、
負
け
た
ふ
り
を
し
て
川
の
所
ま
で
退

却
さ
せ
ま
し
た
。 

趙
軍
は
勝
ち
誇
り
、
韓
信
を
見
く
び
っ
て
追
撃
し

て
来
ま
し
た
が
、
退
却
す
る
に
も
退
却
で
き
な
い
韓

信
の
軍
は
決
死
の
覚
悟
で
戦
っ
た
の
で
、
趙
の
大
軍
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を
打
ち
破
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
こ
れ
が
有
名
な
背
水
の
陣
の
故
事
で
す
。 

さ
て
、
背
と
い
う
字
は
、
北
と
月
と
で
作
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
元
は
〝
北
〟
だ
け
で
し
た
。

の
よ

う
に
、
人
が
背
中
合
わ
せ
に
座
っ
て
い
る
形
を
表
し
た
も
の
で
〝
背
中
〟
と
い
う
意
味
を
表
し
ま
し
た
。

後
に
こ
の
字
が
方
角
の
〝
き
た
〟
を
表
わ
す
の
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
区
別
す
る
た
め
に
肉
月
を
加

え
て
今
の
字
に
な
り
ま
し
た
。
人
は
太
陽
の
あ
る
南
に
向
く
傾
向
が
あ
る
の
で
、
背
中
は
〝
き
た
〟
を
向

く
、
と
い
う
こ
と
で
、
背
中
を
表
す
〝
北
〟
が
〝
き
た
〟
の
意
味
に
使
わ
れ
た
も
の
で
す
。
〝
北
〟
は
、

敵
に
背
を
見
せ
て
〝
に
げ
る
〟
と
い
う
使
い
方
も
あ
り
ま
す
。
〝
敗
北
〟
と
い
う
言
葉
が
そ
れ
で
す
。
つ

い
で
に
〝
比
〟
と
い
う
字
は
、
二
人
並
ん
だ
形
な
の
で
、
〝
な
ら
ぶ
〟
（
例
・
比
翼
）
〝
く
ら
べ
る
〟
（
例
・

比
較
）
と
い
う
使
い
方
も
あ
り
ま
す
。 

     

推
敲

す
い
こ
う 

 

詩
や
文
章
の
字
句
を
苦
心
し
て
練
り
直
す
こ
と
を
表
し
た
言
葉
で
す
が
、
〝
敲
〟
が
常
用
漢
字
表
に
な

い
た
め
〝
推
考
〟
と
い
う
書
き
方
を
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
漢
字
の
意
味
か
ら
考
え
て
こ

れ
で
は
お
も
し
ろ
く
あ
り
ま
せ
ん
。
唐
の
詩
人
と
し
て

有
名
な
賈 か

島 と
う

が
、
長
安
の
都
の
大
通
り
を
驢
馬
に
乗
っ

て
歩
き
な
が
ら
詩
を
作
っ
て
い
ま
し
た
が
、『
僧
は
推

す
月
下
の
門
』
と
い
う
句
を
作
り
ま
し
た
。 

し
か
し
、
よ
く
考
え
ま
す
と
『
僧
は
敲 た

た

く
月
下
の
門
』
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と
し
た
方
が
よ
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
推
が
よ
い
か
敲
が
よ
い
か
、
賈
島
は
身
振
り
で
こ
れ
を
表
し
な

が
ら
、
考
え
ま
し
た
が
、
考
え
れ
ば
考
え
る
ほ
ど
迷
っ
て
し
ま
い
ま
す
。 

『
無
礼
者
め
！
』
と
い
う
声
に
賈
島
が
驚
い
て
あ
た
り
を
見
回
し
ま
す
と
、
都
知
事
の
行
列
に
突
き
当

っ
て
い
た
の
で
す
。
そ
の
知
事
と
い
う
の
が
、
大
文
章
家
と
し
て
そ
の
名
も
高
い
韓
愈
（
韓
退
之

た
い
し

）
で
し

た
。
賈
島
か
ら
訳
を
聞
い
た
退
之
は
、『
敲
の
方
が
よ
い
』
と
教
え
て
や
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ

こ
で
、
詩
や
文
章
の
字
句
を
苦
心
し
て
練
り
直
す
こ
と
を
〝
推
敲
〟
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
か
ら
、

い
か
に
〝
す
い
こ
う
〟
と
読
め
て
も
〝
推
考
〟
で
は
お
も
し
ろ
く
な
い
訳
で
す
。 

〝
推
〟
は
、
手
で
お
す
こ
と
で
す
。
隹
は
ス
イ
と
い
う
字
で
こ
の
字
の
発
音
を
示
し
て
い
ま
す
。
扌
が

意
味
を
、
隹
が
発
音
を
示
す
、
こ
の
よ
う
な
作
り
方
の
字
を
〝
形
声
字
〟
と
い
い
ま
す
。 

〝
敲
〟
は
、
高
が
コ
ウ
と
い
う
発
音
を
示
し
、
攴
が
意
味
を
示
し
て
い
ま
す
。
攴
は
〝
卜 ぼ

く

に
ょ
う
〟
と

呼
ば
れ
、
〝
攵
（
政
や
教
や
牧
の
右
の
部
分
）
〟
の
古
い
形
で
す
。
〝
又
〟
が
手
の
形
を
表
し
、
手
に
棒
、 

  鞭
な
ど
を
持
つ
こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
。
〝
考
〟
は
老
と
丂 こ

う

の
形
声
字
で
、
老
人
の
〝
か
ん
が
え
深
い
〟

こ
と
を
表
し
た
字
で
す
。 

 

敬
遠

け
い
え
ん 

 

〝
敬
遠
〟
と
い
う
言
葉
は
、
嫌
い
な
人
が
あ
っ
て
そ
の
人
に
近
づ
く
こ
と
を
避
け
る
場
合
に
こ
れ
を
使

い
ま
す
が
、
本
義
は
ち
ょ
っ
と
違
い
ま
す
。
こ
の
言
葉
は
、
論
語
の
『
鬼
神
を
敬
し
て
こ
れ
を
遠
ざ
く
、

知
と
い
う
べ
し
』
と
い
う
孔
子
の
言
葉
に
由
来
す
る
も
の
で
す
。 

鬼
と
は
、
死
ん
だ
人
の
魂
、
〝
霊
魂
〟
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。
今
で
は
〝
お
に
〟
と
読
ん
で
、
赤
鬼
・

青
鬼
な
ど
、
角
を
持
っ
た
怪
物
の
意
味
に
使
わ
れ
ま
す
が
、
〝
魂
〟
の
右
の
部
分
が
示
す
よ
う
に
、
鬼
は

〝
霊
魂
〟
が
本
義
で
す
。 
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孔
子
の
言
葉
は
『
死
ん
だ
人
の
霊
魂
や
神
様
に
対
し
て
は
、
十
分
に
尊
敬
し
て
な
れ
な
れ
し
く
近
づ
い

て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
実
践
で
き
る
人
は
知
者
と
言
っ
て
よ
い
』
と
い
う
意
味
で
す
。 

心
か
ら
尊
敬
す
る
偉
人
に
対
し
て
は
、
近
づ
き
た
い
と
い
う
思
い
は
強
く
て
も
近
づ
き
に
く
い
も
の
で

す
。
敬
遠
と
は
、
尊
敬
の
あ
ま
り
近
づ
き
が
た
い
こ
と
を
表
し
た
言
葉
な
の
で
す
。 

そ
の
後
、『
表
面
上
は
尊
敬
す
る
よ
う
な
態
度
に
見
せ
か
け
て
、
そ
の
実
は
嫌
い
な
の
で
近
づ
く
こ
と

を
避
け
る
』
場
合
に
こ
の
言
葉
を
使
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

つ
ま
り
、『
嫌
い
な
の
で
近
づ
か
な
い
』
の
を
、『
尊
敬
の
余
り
近
づ
か
な
い
』
と
い
う
よ
う
に
見
せ
か

け
る
わ
け
で
す
。
今
で
は
、
全
く
、
〝
嫌
い
だ
〟
と
い
う
こ
と
の
婉
曲
な
表
現
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
が

多
く
な
り
ま
し
た
。 

例
え
ば
、『
〇
〇
先
生
は
生
徒
か
ら
敬
遠
さ
れ
て
い
る
』
と
言
え
ば
、『
生
徒
に
嫌
わ
れ
て
い
る
』
と
い

う
意
味
で
あ
っ
て
、
尊
敬
さ
れ
て
い
る
意
味
は
全
く
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

 

た
だ
、
野
球
の
解
説
で
、
〝
敬
遠
の
フ
ォ
ア
ボ
ー

ル
〟
と
い
う
表
現
が
よ
く
使
わ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
な

ど
は
強
打
者
の
威
力
を
恐
れ
て
遠
ざ
け
る
わ
け
で

す
か
ら
、
ま
ず
ま
ず
〝
敬
遠
〟
の
本
義
に
近
い
使
い

方
を
し
た
も
の
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。 

   

五
里
霧
中

ご
り
む
ち
ゅ
う 

 

こ
の
言
葉
は
、
よ
く
誤
っ
て
〝
五
里
夢
中
〟
と
書
か
れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
〝
霧
中
〟
で
な
け
れ
ば
な
り
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ま
せ
ん
。
な
ぜ
か
と
言
い
ま
す
と
、『
深
い
霧
の
中
に

あ
っ
て
方
向
を
見
失
い
、
ど
う
進
ん
だ
ら
よ
い
の
か
途

方
に
暮
れ
る
』
と
い
う
意
味
の
言
葉
だ
か
ら
で
す
。 

後
漢
書
と
い
う
書
物
の
張
楷
伝
に
、『
斐
優
と
い
う

人
は
三
里
霧
を
起
こ
す
こ
と
が
出
来
た
が
、
張
楷
は
五

里
霧
を
起
こ
す
こ
と
が
出
来
た
』
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま

す
。 わ

が
国
で
、
霧
隠
才
蔵
が
忍
術
を
使
っ
て
霧
を
出
し

た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
張
楷
と
い
う
人
は
道
術
を
好
み
、
そ
の
術
に
よ
っ
て
五
里
四
方
に
わ
た
り
霧

を
起
こ
す
こ
と
が
出
来
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。 

そ
れ
で
、
迷
っ
て
方
針
や
見
込
み
が
立
た
な
い
場
合
、
張
楷
の
妖
術
に
よ
る
〝
五
里
霧
（
ご
り
む
）
〟 

  の
中
に
迷
い
込
ん
だ
よ
う
だ
、
と
譬
え
て
表
現
し
た
も
の
で
す
。 

さ
て
、
〝
里
〟
は
〝
田
〟
と
〝
土
〟
と
の
会
意
字
で
、『
田
あ
り
土
あ
る
所
は
人
の
集
ま
り
住
む
所
で

あ
る
』
と
い
う
意
味
で
〝
村
〟
〝
さ
と
〟
を
表
し
た
字
で
す
。 

中
国
で
は
、
時
代
に
よ
っ
て
、
二
十
五
戸
を
〝
里
〟
と
称
し
た
こ
と
も
あ
り
、
五
十
戸
、
ま
た
百
戸
を

里
と
称
し
た
こ
と
も
あ
る
な
ど
、
行
政
区
画
の
名
称
に
使
わ
れ
ま
し
た
。 

こ
こ
で
は
〝
長
さ
〟
の
単
位
と
し
て
の
里
で
す
が
、
こ
れ
も
時
代
に
よ
っ
て
か
な
り
の
差
が
あ
り
ま
す
。

穀
粱
伝
に
、『
昔
は
三
百
歩
を
里
と
し
、
今
で
は
三
百
六
十
歩
を
里
と
し
て
い
る
』
と
あ
り
ま
す
。 

わ
が
国
で
は
、
昭
和
の
初
め
ま
で
〝
約
四
㎞
〟
の
距
離
を
表
す
〝
長
さ
〟
の
単
位
と
し
て
使
わ
れ
て
い

ま
し
た
。 
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夢
中

む
ち
ゅ
う

と
霧
中

む
ち
ゅ
う 

 

〝
無
我
夢
中
〟
は
、
無
我
に
つ
ら
れ
て
無
中
と
書
き
易
い
よ
う
で
す
が
、
我
を
忘
れ
た
無
意
識
の
状
態

を
〝
夢
の
中
〟
の
よ
う
だ
、
と
い
う
こ
と
で
作
ら
れ
た
熟
語
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
〝
夢
中
〟
で
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。 

〝
五
里
霧
中
〟
は
、
前
項
で
取
り
上
げ
、
精
し
く
説
明
し
ま
し
た
。
五
里
四
方
に
霧
を
起
こ
し
て
人
を

暗
ま
す
妖
術
を
〝
五
里
霧
〟
と
言
い
、
そ
の
霧
の
中
に
あ
っ
て
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
、
判
断
の
で
き
な
い

こ
と
を
表
し
た
言
葉
で
す
。
だ
か
ら
、
こ
れ
は
〝
夢
中
〟
で
は
い
け
な
い
の
で
す
。 

た
だ
、
五
里
霧
中
は
、
無
我
夢
中
と
同
じ
く
、『
は
っ
き
り
判
断
で
き
な
い
状
態
』
を
表
し
た
言
葉
で

す
の
で
、、
取
り
違
え
易
い
要
素
が
あ
り
ま
す
。
よ
く
意
味
を
考
え
て
正
確
に
理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ

り
ま
す
。 

  

〝
一
陽
来
復
〟
は
、『
良
く
な
い
事
が
長
く
続
い
た
後
で
良
い
こ
と
が
回
っ
て
く
る
』
と
い
う
場
合
に

使
わ
れ
る
言
葉
で
す
か
ら
、“
幸
福
が
来
る
”
と
い
う
意
味
に
考
え
ら
れ
、
そ
の
た
め
“
一
陽
来
福
〟
と

書
き
誤
る
お
そ
れ
の
あ
る
言
葉
で
す
。 

『
陽
気
が
回
復
し
て
来
る
』
と
い
う
意
味
の
“
易
”

の
言
葉
で
す
か
ら
、
〝
来
復
〟
で
な
け
れ
ば
い
け
ま

せ
ん
。 

〝
絶
体
絶
命
〟
は
、
追
い
つ
め
ら
れ
て
、
逃
げ
お

お
せ
る
見
込
み
が
な
く
、
〝
体
を
断
ち
、
命
を
絶

つ
〟
と
い
う
よ
う
な
大
変
な
状
態
を
表
し
た
言
葉

で
、
〝
絶
体
〟
と
〝
絶
命
〟
は
対 つ

い

に
な
る
同
義
語
で

す
。
〝
絶
対
〟
と
い
う
よ
く
使
わ
れ
る
熟
語
が
あ
り
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ま
す
の
で
、
つ
い
〝
絶
対
絶
命
〟
と
書
き
誤
り
易
い
よ
う
で
す
。 

〝
単
刀
直
入
〟
と
〝
志
操
堅
固
〟
は
、
〝
単
刀
〟
と
〝
志
操
〟
と
い
う
言
葉
が
一
般
に
使
わ
れ
ず
、

〝
短
刀
〟
〝
思
想
〟
と
い
う
言
葉
が
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
た
め
、
書
き
誤
り
易
い
も
の
で
す
。 

 

驥 き

尾 び

に
付 ふ

す 

 

『
才
能
の
な
い
者
が
、
優
れ
た
先
輩
の
後
に
付
き
従
っ
た
お
陰
で
、
立
派
な
仕
事
を
成
し
遂
げ
、
ま
た

出
世
す
る
』
と
い
う
意
味
の
言
葉
で
す
。 

史
記
の
伯
夷
伝
に
、『
顔
回
は
篤
学
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
驥
尾
に
付
し
て
そ
の
お
陰
で
そ
の
事
実

が
一
層
明
ら
か
に
な
っ
た
』
と
い
う
意
味
の
言
葉
が
あ
り
、
そ
れ
が
こ
の
言
葉
の
出
典
で
す
。
驥
と
は
、

一
日
に
千
里
を
走
る
駿
馬
の
こ
と
で
、
こ
こ
で
は
孔
子
を
指
し
て
い
ま
す
。 

  

ま
た
、
後
漢
書
に
『
あ
お
ば
え
は
数
歩
の
距
離
し
か
飛
べ
な
い
が
、
驥
尾
に
く
っ
つ
い
て
行
け
ば
、
千

里
の
先
に
も
行
け
る
』
と
あ
っ
て
、
こ
れ
が
こ
の
言
葉
の
文
字
通
り
の
意
味
で
す
。
数
歩
の
距
離
し
か
飛

べ
な
い
蠅
で
も
、
駿
馬
の
し
っ
ぽ
に
く
っ
つ
い
て
い
れ
ば
、
駿
馬
と
同
じ
距
離
を
進
む
こ
と
が
で
き
る
、

と
い
う
訳
で
す
。 

驥
と
同
じ
意
味
の
字
に
〝
麒 き

〟
や
〝
麟
〟
や

〝
駿
〟
が
あ
り
ま
す
。 

尾
は
、
尸
と
毛
と
で
作
ら
れ
た
字
で
す
。
尸
は
。

の
よ
う
に
人
が
椅
子
に
寄
り
、
体
を
の
び
の
び

さ
せ
た
形
を
表
し
た
も
の
で
、
〝
人
〟
と
い
う
意
味

に
多
く
使
わ
れ
ま
す
。 

屋
は
『
人
の
至
る
所
』
つ
ま
り
家
屋
を
表
し
た
も
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の
で
す
。
尿
は
『
人
体
か
ら
出
る
水
』
つ
ま
り
小
便
を
表
し
た
も
の
で
す
。
屎
は
『
人
体
の
出
す
米
』
つ

ま
り
大
便
を
表
し
た
字
で
す
。 

居
は
、
尸
が
『
椅
子
に
寄
っ
て
い
る
』
意
味
を
表
し
、
古
は
〝
コ
（
呉
音
）
〟
も
し
く
は
〝
キ
ョ
（
漢

音
）
〟
と
い
う
発
音
を
表
し
、
形
声
字
で
す
。 

さ
て
、
尾
は
、
説
文
に
よ
る
と
、
昔
の
人
は
鳥
の
羽
毛
を
飾
り
に
背
中
か
ら
下
に
付
け
て
垂
ら
し
た
、

そ
の
飾
り
が
〝
尾
〟
だ
と
あ
り
ま
す
。
獣
の
し
っ
ぽ
の
よ
う
に
見
え
る
所
か
ら
、
こ
の
字
が
〝
し
っ
ぽ
〟

を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
す
。 

 

唯 ゆ
い

我 が

独 ど
く

尊 そ
ん 

 

言
葉
の
意
味
は
『
た
だ
我
ひ
と
り
尊
し
』
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
傲
慢
な
態
度
を
表
わ
す
言
葉
、
〝
う 

  ぬ
ぼ
れ
〟
と
か
〝
ひ
と
り
よ
が
り
〟
と
い
う
よ
う
な
意
味
に
使
わ
れ
ま
す
。 

し
か
し
、
こ
の
言
葉
は
、
お
釈
迦
様
が
誕
生
さ
れ
た
時
『
天
上
天
下
唯
我
独
尊
』
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
と

い
う
伝
説
に
よ
る
も
の
で
す
か
ら
、
そ
ん
な
〝
う
ぬ
ぼ
れ
〟
や
〝
ひ
と
り
よ
が
り
〟
の
言
葉
で
あ
る
は
ず

が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、『
こ
の
世
の
中
に
は
、
自
分
よ
り
他
に
衆
生
を
救
う
も
の
は
い
な
い
の
だ
』

と
い
う
〝
使
命
感
〟
決
意
を
表
し
た
言
葉
だ
と
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
〝
自
信
〟
で
は
あ

っ
て
も
、
他
人
を
軽
蔑
す
る
〝
自
慢
〟
と
は
異
質
の
も
の
で
す
。 

二
宮
尊
徳
翁
の
高
弟
、
福
住
正
兄
が
翁
の
言
葉
を
記
録
し
た
〝
二
宮
翁
夜
話
〟
と
い
う
書
物
に
、
翁
の

言
葉
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
意
味
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

『
天
上
天
下
唯
我
独
尊
と
い
う
言
葉
を
、
お
釈
迦
様
の
自
慢
だ
と
い
う
者
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
誤
り
で

あ
る
。
こ
の
世
の
中
の
人
は
誰
で
も
「
た
だ
こ
の
自
分
だ
け
が
尊
い
も
の
だ
」
と
い
う
自
覚
を
持
つ
こ
と

が
大
切
だ
と
い
う
こ
と
を
教
え
る
〝
教
訓
〟
の
言
葉
で
あ
る
。
も
し
も
、
こ
の
世
の
中
に
自
分
が
存
在
し
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な
か
っ
た
ら
、
こ
の
世
も
、
万
物
も
す
べ
て
無
い
の
に
等
し
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
自
分
と

い
う
も
の
は
貴
重
な
存
在
な
の
で
あ
る
。
犬
も
唯
我
独
尊
で
あ
る
。
鷹
も
独
尊
で
あ
る
。
猫
も
杓
子
も
独

尊
で
あ
る
。…

…

』
と
。 

な
る
ほ
ど
、
猫
は
鼠
を
捕
る
こ
と
で
は
独
尊
、
杓
子

は
ご
飯
を
盛
る
こ
と
で
は
独
尊
で
す
。
だ
か
ら
、
人
間

と
し
て
生
ま
れ
た
以
上
、
必
ず
何
か
し
ら
独
尊
を
言
え

る
も
の
を
持
っ
て
い
る
は
ず
で
す
、
そ
の
独
尊
と
言
え

る
も
の
を
わ
が
身
に
発
見
し
、
自
覚
す
る
こ
と
が
教
育

の
基
本
だ
と
思
い
ま
す
。 

こ
の
〝
独
尊
〟
の
自
覚
が
で
き
た
ら
、
自
分
を
汚
す

よ
う
な
行
為
は
決
し
て
し
な
く
な
る
ば
か
り
か
、
そ
の 

  独
尊
と
自
覚
す
る
点
に
い
よ
い
よ
磨
き
を
か
け
て
、
よ
り
一
層
の
向
上
に
努
力
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。 

 

学
問

が
く
も
ん 

 

学
問
と
い
う
言
葉
は
。
〝
学
習
〟
の
学
と
、
〝
疑
問
〟
や
〝
質
問
〟
の
問
と
い
う
字
と
で
作
ら
れ
た
字

で
す
。 

そ
れ
は
、
学
習
を
重
ね
て
い
ま
す
と
、
必
ず
理
解
し
か
ね
る
点
や
疑
問
が
出
て
来
る
も
の
で
あ
り
、
こ

れ
を
先
生
や
先
輩
に
質
問
し
て
納
得
の
い
く
ま
で
こ
れ
を
追
求
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
〝
学
習
〟

か
ら
〝
疑
問
〟
を
た
だ
す
ま
で
の
過
程
を
〝
学
問
〟
と
呼
ん
だ
も
の
で
す
。 

と
こ
ろ
で
、
論
語
に
『
学
ん
で
思
わ
ざ
れ
ば
即
ち
暗
し
、
思
い
て
学
ば
ざ
れ
ば
即
ち
危
し
』
と
い
う
言

葉
が
あ
り
ま
す
が
、
学
習
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
疑
問
を
た
だ
す
こ
と
は
勿
論
で
す
が
、
そ
の
上
さ
ら
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に
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
こ
れ
に
検
討
を
加
え
、
と
こ
と
ん
納
得
の
い
く
ま
で
思
考
す
る
こ
と
が
大
切
で

す
。 こ

の
こ
と
を
「
慎
重
に
思
考
す
る
」
と
い
う
意
味
で
〝
慎
思
〟
と
言
い
、
慎
思
し
た
結
果
の
納
得
で
き

た
状
態
を
〝
明
辨
〟
と
言
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
学
問
し
て
得
た
知
識
も
、
慎
重
な
思
考
や
検
討
を
経

て
初
め
て
自
分
の
血
肉
と
な
り
、
生
き
た
働
き
を
す

る
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
な
っ
た
状
態
を
〝
明
る
い
〟

と
い
う
の
に
対
し
て
、
そ
う
な
ら
な
い
状
態
を
〝
暗

い
〟
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。 

こ
の
よ
う
に
〝
思
考
す
る
〟
と
い
う
こ
と
は
と

て
も
大
切
な
こ
と
で
す
が
、
た
だ
思
考
す
る
だ
け
で

学
問
を
す
る
こ
と
を
怠
っ
て
い
ま
す
と
、
と
か
く
独 

 

 断
偏
見
に
陥
り
、
狭
量
な
人
間
に
な
っ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
『
思
い
て
学
ば
ざ
れ
ば
危

う
し
』、
危
険
だ
と
孔
子
は
警
告
し
て
い
る
の
で
す
。
学
問
と
は
、
学
習
し
て
い
く
過
程
で
生
ず
る
疑
問

を
た
だ
す
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
れ
に
十
分
な
思
考
を
加
え
て
明
ら
か
に
理
解
す
る
ま
で
を
称
し
た
言

葉
で
す
か
ら
、
学
問
に
志
す
人
は
ぜ
ひ
こ
こ
ま
で
や
っ
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。 

講
義
の
聞
き
っ
ぱ
な
し
、
本
の
読
み
っ
ぱ
な
し
で
は
な
く
て
、
疑
問
を
持
ち
、
自
分
の
頭
で
こ
れ
を
批

判
検
討
し
、
納
得
の
い
く
結
論
に
達
す
る
ま
で
追
求
し
て
や
ま
な
い
、
そ
れ
が
ほ
ん
と
の
〝
学
問
〟
だ
と

い
う
こ
と
を
忘
れ
な
い
で
く
だ
さ
い
。 

 

姑
息

こ
そ
く 

 

姑
息
と
い
う
言
葉
は
、『
姑
息
な
手
段
を
弄
す
る
』
と
い
う
よ
う
に
使
わ
れ
て
、
〝
そ
の
場
逃
れ
〟
と
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か
〝
一
時
の
間
に
合
わ
せ
〟
と
い
う
よ
う
な
意
味
を
表
す
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
〝
姑
〟
と

は
〝
し
ゅ
う
と
め
〟
、
つ
ま
り
、
夫
（
妻
）
の
母
を
指
す
言
葉
で
あ
り
、
〝
息
〟
と
は
〝
息
子
〟
の
こ
と

で
あ
り
、
〝
姑
息
〟
は
本
来
〝
女
子
供
〟
と
い
う
意
味
の
言
葉
で
す
。 

礼
記
と
い
う
古
典
に
、『
君
子
は
人
を
愛
す
る
に
徳
を
以
て
し
、
細
人
（
小
人
）
は
人
を
愛
す
る
に
姑

息
を
以
て
す
』と
あ
り
ま
す
。君
子
の
愛
が
徳
に
基
づ
く
真
の
愛
で
あ
る
の
に
対
し
て
、小
人
の
愛
は
〝
女

子
供
の
愛
〟
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。 

論
語
に
「
女
子
と
小
人
は
養
い
難
し
』
と
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
女
子
と
小
人
と
は
と
も
に
思
慮
が
浅
く

て
、
大
局
的
な
判
断
が
出
来
ず
、
一
時
逃
れ
の
衝
動
的
な
行
動
を
す
る
の
で
、
小
人
の
愛
を
〝
女
子
供
の

愛
〟
、
つ
ま
り
〝
姑
息
の
愛
〟
と
表
現
し
た
の
で
し
ょ
う
。 

こ
う
言
い
ま
す
と
、
女
子
を
軽
蔑
す
る
と
立
腹
さ
れ
ま
す
で
し
ょ
う
が
、
男
女
の
特
性
を
比
較
し
て
み

ま
す
と
、
総
じ
て
女
性
の
方
が
感
情
的
で
、
情
に
流
さ
れ
る
傾
向
が
強
い
の
で
、
大
局
的
判
断
に
欠
け
や 

  す
い
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。 

例
え
ば
、
子
供
が
し
つ
こ
く
ね
だ
り
ま
す
と
、
そ
れ
が
子
供
の
た
め
に
な
ら
な
い
要
求
で
あ
る
の
に
、

こ
れ
を
許
す
と
い
う
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。こ
れ
な
ど
正
に
〝
姑
息
の
愛
〟
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
た
だ
、

こ
の
頃
の
父
親
は
、
大
変
に
女
性
化
し
て
い
て
、
甘

い
点
で
は
女
親
に
変
わ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
〝
姑
息
の

愛
〟
と
い
う
言
葉
は
今
は
も
う
当
た
ら
な
く
な
っ

て
い
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。 

と
も
あ
れ
、
親
た
る
者
は
一
時
的
な
感
情
に
溺
れ

る
こ
と
な
く
、
大
局
的
な
判
断
に
基
い
て
、
子
供
の

た
め
に
な
ら
な
い
要
求
は
断
固
と
し
て
退
け
る
ば

か
り
で
な
く
、
悪
い
要
望
を
抑
制
で
き
る
だ
け
の
忍
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耐
心
を
養
い
育
て
る
た
め
の
工
夫
と
努
力
を
惜
し
ん
で
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。 

 
不
肖

ふ
し
ょ
う 

 

〝
不
肖
〟
の
〝
肖
〟
と
い
う
字
は
、
〝
小
〟
と
〝
月
〟
と
で
作
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
〝
月
〟
は

〝
肉
月
〟
で
あ
っ
て
、
昔
は
〝
肉
〟
と
い
う
字
で
し
た
。
つ
ま
り
、
〝
小
さ
な
肉
〟
と
い
う
意
味
の
字
で

す
。
こ
の
字
の
〝
シ
ョ
ウ
〟
と
い
う
音
は
〝
小
〟
が
表
わ
し
て
い
ま
す
。 

子
は
親
に
比
べ
て
肉
体
こ
そ
小
さ
い
が
、
そ
の
姿
形
か
ら
性
質
・
能
力
に
す
べ
て
が
実
に
よ
く
似
い
て

い
ま
す
。そ
れ
で
、『
形
は
小
さ
い
け
れ
ど
も
よ
く
似
て
い
る
』と
い
う
意
味
を
表
し
た
の
が
、こ
の
〝
肖
〟

と
い
う
字
で
す
。
〝
肖
像
〟
〝
肖
像
画
〟
と
い
う
使
い
方
が
こ
れ
で
す
。 

〝
消
〟
と
い
う
字
は
『
水
の
流
れ
が
小
さ
く
な
る
』
と
い
う
意
味
で
、『
水
の
勢
い
が
弱
ま
る
』
こ
と 

  を
表
し
た
字
で
す
。
今
で
は
『
火
の
勢
い
が
弱
ま
る
』
意
味
か
ら
〝
火
が
消
え
る→

火
を
消
す
（
消
火
）
〟

と
い
う
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。 

“
硝
”
と
い
う
字
は
、
水
を
加
え
る
と
溶
け
て
小
さ
く
な
る
石
、
つ
ま
り
〝
硝
石
〟
を
表
し
た
字
で
す
。

“
削
”
と
い
う
字
は
、『
刀
（
刂
）
で
削
っ
て
小
さ
く
す
る
』
と
い
う
意
味
の
字
で
、
〝
削
る
〟
と
い
う

言
葉
を
表
し
て
い
ま
す
。 

〝
宵
〟
と
い
う
字
は
、
家
の
中
の
人
が
皆
同
じ
よ
う
に
（
似
て
）
見
え
る
〝
日
暮
れ
時
〟
を
表
し
た
字

で
す
。
〝
宵
闇

よ
い
や
み

〟
と
い
う
よ
う
に
、
人
を
識
別
し
が
た
い
〝
暗
さ
〟
の
こ
も
っ
た
言
葉
で
す
。
さ
て
〝
不

肖
〟
は
〝
親
に
似
な
い
〟
と
い
う
意
味
の
言
葉
で
す
。
そ
れ
は
『
親
に
似
な
い
愚
か
者
』
と
い
う
こ
と
で

〝
愚
か
者
〟
の
意
味
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

孔
子
の
言
葉
に
、『
道
の
明
か
な
ら
ざ
る
や
、
我
こ
れ
を
知
り
、
賢
者
は
こ
れ
に
過
ぎ
、
不
肖
者
は
及

ば
ざ
る
な
り
』と
あ
り
ま
す
。こ
こ
で
は
賢
者
に
対
し
て
不
肖
者
と
言
っ
て
い
ま
す
の
で
、明
ら
か
に
〝
愚
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か
者
〟
と
い
う
意
味
で
す
。 

し
か
し
、
普
通
に
は
、『
彼
は
不
肖
の
子
だ
』
と
い

う
使
い
方
や
、『
不
肖
私
は…

…

』
と
い
う
よ
う
に
、

自
分
を
謙
遜
し
て
言
う
使
い
方
が
多
く
、
ま
た
こ
れ
が

正
し
い
意
味
で
の
使
い
方
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。 

   

五
十
歩
百
歩

ご
じ
っ
ぽ
ひ
ゃ
っ
ぽ 

 

こ
の
言
葉
は
、
ど
ち
ら
も
似
た
り
よ
っ
た
り
で
、
大
し
た
違
い
が
な
い
こ
と
を
表
す
時
に
使
わ
れ
る
言 

  葉
で
す
。 

昔
（
紀
元
前
三
、
四
百
年
頃
）
中
国
の
戦
国
時
代
に
魏
と
い
う
国
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
国
の
王
様
、

恵
王
が
孟
子
に
向
っ
て
、『
先
生
は
、
仁
政
を
施
せ
ば
天
下
の
人
民
が
慕
い
寄
っ
て
来
て
、
国
は
自
然
と

富
強
に
な
る
、
と
教
え
て
下
さ
っ
た
の
で
、
私
も
ど

こ
の
国
の
王
よ
り
も
民
政
に
心
を
配
っ
て
き
た
つ

も
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
向
に
そ
の
効
果
が
見
え

な
い
の
は
ど
う
い
う
訳
だ
ろ
う
か
』
と
尋
ね
ま
し
た
。

す
る
と
、
孟
子
は
、『
戦
場
で
逃
げ
出
し
た
兵
が
、

一
人
は
五
十
歩
で
踏
み
止
ま
り
、
も
う
一
人
は
百
歩

で
踏
み
止
ま
っ
た
。
五
十
歩
で
踏
み
止
ま
っ
た
兵
が

百
歩
で
踏
み
止
ま
っ
た
兵
を
臆
病
者
と
言
っ
て
嘲
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笑
し
た
ら
、
王
様
は
こ
れ
を
ど
う
思
う
か
』
と
反
問
し
ま
し
た
。 

恵
王
が
『
そ
れ
は
お
か
し
い
。
二
人
と
も
逃
げ
た
の
だ
か
ら
、
五
十
歩
で
の
百
歩
で
も
同
じ
こ
と
だ
』

と
答
え
ま
す
と
、
孟
子
は
す
か
さ
ず
『
王
様
は
善
政
を
行
っ
て
い
る
つ
も
り
で
も
、
よ
そ
の
国
の
王
様
と

五
十
歩
百
歩
の
違
い
に
過
ぎ
な
い
の
で
す
よ
』
と
言
っ
て
、
恵
王
の
発
奮
を
促
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
こ
の

言
葉
の
起
源
で
す
。
私
ど
も
は
こ
の
恵
王
の
よ
う
に
、
大
し
た
努
力
を
し
た
の
で
も
な
い
の
に
、
他
人
よ

り
よ
ほ
ど
努
力
し
た
つ
も
り
に
な
り
、
大
き
な
期
待
を
し
が
ち
で
す
。
自
分
の
努
力
の
苦
労
は
身
に
し
み

て
感
じ
、
他
人
の
苦
労
は
少
し
も
感
じ
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
自
分
の
努
力
を
過
大
に
評
価
し
て
し
ま
う
の

で
す
。
恵
王
を
笑
っ
て
ば
か
り
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。 

さ
て
、
百
と
い
う
字
は
、
親
指
の
形
を
表
し
た
白
と
一
と
の
合
字
で
す
。
私
た
ち
は
数
を
指
で
よ
く
示

し
ま
す
が
、
昔
は
親
指
で
十
の
十
倍
を
示
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
白

ひ
ゃ
く

（
漢
音
は
は
く
）
が
今
の
百
の
数
を

表
す
字
に
な
り
ま
し
た
。
百
は
一
白

い
っ
ぴ
ゃ
く

と
い
う
字
で
し
た
が
、
色
の
白
と
区
別
す
る
た
め
に
、
数
の
白
を 

  百
と
書
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

 

助
長

じ
ょ
ち
ょ
う 

 

助
長
と
は
、
辞
書
に
「
能
力
を
伸
ば
す
よ
う
に
助
け
る
こ
と
、
ま
た
、
あ
る
傾
向
や
性
質
な
ど
を
発
達

さ
せ
る
こ
と
」
と
あ
っ
て
、
一
般
に
そ
う
い
う
意
味
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。 

し
か
し
、
自
分
で
は
、
我
が
子
の
能
力
を
伸
ば
す
つ
も
り
で
手
を
貸
し
て
い
る
こ
と
が
、
逆
に
わ
が
子

の
成
長
を
妨
げ
て
い
る
、
と
い
う
場
合
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
助
長
と
は
、
実
は
そ
う
い
う
手
助
け
を

言
っ
た
言
葉
な
の
で
す
。
出
典
は
、
四
書
の
一
つ
で
あ
る
孟
子
で
す
。『
宋
と
い
う
国
に
、
自
分
の
畑
の

苗
が
成
長
し
な
い
の
を
心
配
し
て
、
そ
の
成
長
を
助
け
る
つ
も
り
で
、
苗
を
一
本
一
本
引
っ
張
っ
て
回
っ

た
者
が
い
た
。
へ
と
へ
と
に
な
っ
て
家
に
帰
り
、
家
人
に
向
っ
て
言
っ
た
。「
今
日
は
疲
れ
た
。
わ
し
は
、
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苗
の
伸
び
る
の
を
手
伝
っ
て
や
っ
た（
わ
れ
苗
を
助
け
て
長
ぜ
し
む
）」
そ
れ
を
聞
い
て
驚
い
た
息
子
が
、

走
っ
て
行
っ
て
見
る
と
、
苗
は
枯
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
』
と
い
う
寓
話
の
中
に
あ
る
言
葉
で
す
。 

子
供
が
自
分
の
頭
を
使
っ
て
考
え
、
行
動
す
る
こ
と
が
、
そ
の
能
力
を
伸
ば
す
の
に
最
も
役
立
つ
も
の

で
す
。
そ
の
反
対
に
、
子
供
に
一
々
指
図
し
て
や
ら
せ
る
こ
と
や
、
手
を
貸
し
て
や
る
こ
と
は
、
子
供
の

成
長
を
妨
げ
る
こ
と
に
な
る
も
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、

こ
の
成
長
を
妨
げ
る
〝
助
長
〟
を
や
っ
て
い
る
親
が
、

世
に
は
多
い
も
の
で
す
。
助
長
は
親
の
自
己
満
足
だ
け

で
、
有
害
に
な
る
こ
と
が
多
い
も
の
で
す
。
助
長
し
よ

う
と
い
う
場
合
は
、
よ
く
よ
く
考
え
て
み
る
こ
と
が
大

切
で
す
。 

助
は
、
地
上
に
同
じ
も
の
を
三
つ
積
み
重
ね
た
且 し

ょ

と 

 

 力
の
合
字
で
す
。
〝
力
を
積
み
重
ね
る
〟
と
い
う
意
味
の
字
で
、
〝
助
力
〟
つ
ま
り
〝
助
け
る
〟
こ
と
を

表
わ
し
た
も
の
で
す
。 

組
は
、
い
ろ
い
ろ
な
糸
を
重
ね
合
わ
せ
て
一
本
の
紐
を
作
る
こ
と
を
表
し
た
字
で
す
。
こ
の
こ
と
を

〝
紐
を
く
む
〟
と
言
い
、
紐
を
〝
く
み
紐
〟
と
言
い
ま
す
。
ま
た
、
い
ろ
い
ろ
な
人
を
集
め
て
一
ま
と
め

に
す
る
こ
と
を
〝
く
み
〟
と
言
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

他
に
、
祖
・
租
・
粗
・
疽
・
阻
な
ど
が
あ
り
ま
す
。 

 

羊
頭

よ
う
と
う

狗 く

肉 に
く 

 

看
板
に
羊
の
頭
を
掲
げ
て
お
き
な
が
ら
、
実
際
に
は
羊
の
肉
で
は
な
く
、
犬
（
狗
）
の
肉
を
売
る
と
い

う
意
味
の
こ
と
で
、
見
せ
か
け
だ
け
で
実
質
の
伴
わ
な
い
こ
と
を
言
う
の
に
用
い
る
言
葉
で
す
。 
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『
羊
頭
を
掲
げ
て
狗
肉
を
売
る
』
と
も
言
い
ま
す
。
中
国
で
は
、
羊
肉
は
上
等
な
肉
と
し
て
賞
味
さ
れ

ま
し
た
。
美
味
の
美
は
、
羊
と
大
と
で
作
ら
れ
た
字
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
犬
の
肉
は
庶
民
の
食
べ
る

下
等
の
肉
で
し
た
。 

犬
の
肉
を
食
べ
る
と
聞
く
と
、
人
間
が
本
当
に
犬
の
肉
を
食
べ
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
わ
が
国
の
人
は
疑

い
ま
す
が
ほ
ん
と
う
に
食
べ
た
の
で
す
。
〝
然
〟
と
言

う
字
は
、
犬
と
肉
（

歹

）
と
火
（
灬
）
と
で
作
ら
れ

た
字
で
〝
燃
〟
の
本
字
で
す
。 

〝

歹

〟
は
い
わ
ゆ
る
肉
月
で
、
肉
の
変
形
で
す
。

だ
か
ら
、
〝

然

〟
は
犬
の
肉
で
、
こ
れ
を
燃
え
る
火

（
灬
）
の
上
に
か
ざ
し
て
焼
い
て
食
べ
る
こ
と
を
表
し

た
の
が
〝
然
〟
で
す
。
だ
か
ら
、
〝
然
〟
は
、
燃
え
る 

 

 こ
と
を
表
す
字
だ
っ
た
の
で
す
が
、
〝
天
然
〟
〝
自
然
〟
と
言
う
使
い
方
が
生
じ
た
た
め
、
火
を
加
え
て

〝
燃
〟
と
言
う
字
を
作
り
、
区
別
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。“
針
”
や
“
釘
”
も
〝
十
〟
〝
丁
〟
が
本

字
で
す
。
十
は
針
に
糸
を
通
し
た
形
。
数
の
使
い
方
が
生
じ
た
た
め
、
区
別
す
る
必
要
か
ら
、
金
を
加
え

て
〝
針
〟
と
し
た
も
の
で
す
。 

十
を
数
の
十
に
用
い
る
用
法
を
〝
仮
借
〟
と
言
い
ま
す
。
針
と
数
の
十
と
、
発
音
が
同
じ
な
の
で
、
仮 か

り

に
借
り
た
も
の
で
す
。『
ひ
さ
し
を
貸
し
て
、
主
屋

お
も
や

を
取
ら
れ
る
』
と
い
う
諺
が
あ
り
ま
す
が
、
漢
字
の

場
合
も
同
じ
で
す
。 

十
も
丁
も
然
も
、
借
り
た
方
が
そ
の
字
を
取
っ
て
し
ま
っ
て
、
貸
し
た
方
は
“
針
・
釘
・
燃
”
と
い
う

よ
う
に
別
の
字
を
作
っ
て
い
ま
す
。 

つ
い
で
に
言
い
ま
す
と
、
〝
原
〟
も
源
の
本
字
で
す
。
厂
は
崖
の
形
、

原

は
泉
、
崖
か
ら
湧
き
出

る
泉
が
水
源
で
す
、
水
の
元
（
水 み

な
元 も

と

）
で
す
。
原 は

ら

と
い
う
意
味
に
借
り
ら
れ
た
の
で
、
〝
源
〟
が
作
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ら
れ
ま
し
た
。 

 
鼎

か
な
え

の
軽
重

け
い
ち
ょ
う

を
問 と

う 

 

鼎
と
は
三
本
足
で
二
つ
の
取
っ
手
の
あ
る
〝
物
を
煮
る
道
具
〟
で
す
。
中
国
古
代
の
聖
王
と
さ
れ
る
夏

王
朝
の
始
祖
、
禹
王
が
九
州
（
中
国
全
土
）
の
青
銅
を
集
め
て
九
つ
の
鼎
を
作
り
、
こ
れ
を
王
位
継
承
の

宝
器
と
し
た
、と
言
わ
れ
、こ
の
鼎
が
次
の
殷
王
朝
に
、さ
ら
に
続
い
て
周
王
朝
に
受
け
継
が
れ
ま
し
た
。 

そ
れ
で
、
天
子
が
国
を
統
治
す
る
大
業
を
〝
鼎
業
〟
と
呼
び
、
天
子
が
都
を
定
め
る
こ
と
を
〝
鼎
を
定

め
る
〟
と
言
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

さ
て
、
周
王
朝
・
春
秋
時
代
（
紀
元
前
六
百
年
）、
天
子
と
同
じ
〝
王
〟
を
僭
称
し
た
楚
国
の
荘
王
が
、

天
下
を
奪
い
。
鼎
を
奪
う
下
心
か
ら
『
鼎
の
重
さ
を
尋
ね
た
』
と
い
う
故
事
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
事
か 

  ら
『
現
在
の
権
力
者
に
対
し
て
そ
の
実
力
を
疑
い
、
こ
れ
を
軽
視
す
る
』
こ
と
、
ま
た
『
権
力
の
交
替
を

迫
る
』
事
の
譬
え
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

な
お
、
鼎
は
三
本
足
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
三
者
会
談
の
こ
と
を
〝
鼎
談

て
い
だ
ん

〟
、
三
者
ま
た
は
三
国
の
対

立
を
〝
鼎
立

て
い
り
つ

〟
と
言
う
言
い
方
が
生
ま
れ
ま
し
た
。 

次
に
中
国
で
は
、
〝
軽
重
・
長
短
・
大
小
〟
と
い

う
よ
う
に
、
反
対
語
を
並
べ
て
〝
重
さ
・
長
さ
、
大

き
さ
〟
を
表
し
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
頃
〝
厚
さ

（
厚
薄
）
〟
の
こ
と
を
〝
薄
さ
〟
と
い
う
言
い
方
が

よ
く
見
ら
れ
ま
す
。
時
計
や
電
卓
の
薄
い
こ
と
を
強

調
す
る
た
め
に
、『
薄
さ
〇
〇
ミ
リ
』
な
ど
と
表
現

す
る
の
で
す
が
、
正
し
く
は
ど
ん
な
に
薄
く
て
も
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『
厚
さ
〇
〇
ミ
リ
』と
表
現
す
べ
き
も
の
で
す
。〝
薄
さ
〟
と
い
う
言
葉
は『
厚
さ
は
僅
か
に
〇
〇
ミ
リ
。

こ
の
薄
さ
』
と
い
う
よ
う
に
、
使
う
こ
と
は
あ
り
ま
す
。 

軽
と
い
う
字
は
、『
径
（
小
み
ち
）
を
通
る
こ
と
の
出
来
る
車
』
と
い
う
意
味
の
字
で
、
〝
軽
車
（
今

の
軽
自
動
車
）〟
と
い
う
意
味
の
言
葉
で
す
。
軽
車
は
〝
軽
い
〟
の
で
現
在
の
使
い
方
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

重
と
い
う
字
は
、
妊
娠
し
た
婦
人
が
土
の
上
に
立
つ
姿
を
表
わ
し
た
も
の
で
〝
身
お
も
〟
〝
お
も
い
〟
と

い
う
意
味
の
字
で
す
。 


