
対
し
て
は
厳
し
く
批
判
し
て
、
一
日
と
し
て
精
進
を
休
め
る
こ
と
の

な
い
の
に
、
他
の
人
に
対
し
て
は
、
非
常
に
愛
情
深
く
、
何
事
も
積

極
的
に
指
導
す
る
と
と
も
に
そ
の
人
間
性
を
喜
び
、
愛
し
て
い
こ
う

と
す
る
真
撃
な
態
度
に
心
を
ひ
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
と
思
う
。

注
1

尾
形
働
著
「
芭
蕉
と
そ
の
門
流
」
岩
波
講
座

注
2

畠
倉
徳
次
郎
著
「
万
丈
記
詳
解
」
有
精
堂

注
1
u

「
方
丈
記
と
徒
然
草
」
氷
積
安
川
著

西
鶴
文
学
に
於
け
る

リ
ア
リ
ズ

ム
の
限
界

ー
日
本
永
代
蔵
を
中
心
と
し
て
｜

国
交
専
攻
四
年
九
弓

昆

坂

.r,.，乞
ncsξ 

子

序

論

西
鶴
が
生
き
た
時
代
、
寛
永
末
か
ら
元
日
開
初
年
ま
で
、
十
七
世
紀

中
頃
か
ら
半
世
紀
は
、
中
央
集
権
的
封
建
制
度
の
完
成
則
で
ゐ
る
と

共
に
そ
の
反
対
勢
力
と
も
い
う
ベ
エ
ロ
町
人
階
級
の
障
同
期
で
も
ゐ
っ

た
。
慶
長
十
七
年
の
鎖
国
令
、
寛
永
十
二
年
に
於
け
る
参
親
交
代
制

の
確
立
な
ど
、
対
外
的
対
内
的
な
中
央
集
権
の
為
の
新
制
度
は
さ
て

お
き
、
世
襲
を
建
前
と
す
る
身
分
制
度
と
家
族
制
度
を
確
立
し
、
個

人
の
価
値
や
尊
厳
や
自
由
は
も
と
よ
り
、
人
出
性
を
も
能
’
7
限
り
否

酬明暢掴E・

認
し
て
、
秩
序
を
保
と
う
と
す
る
封
建
的
支
配
隷
属
の
関
係
を
整
備

し
て
、
自
由
に
伸
び
よ
う
と
す
る
被
支
配
階
級
を
し
め
ゐ
げ
た
事
は

ま
さ
し
く
中
世
の
分
権
時
代
K
見
ら
れ
な
い
こ
の
時
代
の
悲
劇
的
な

特
色
で
ふ
の
っ
た
。

人
間
の
力
の
認
め
ら
れ
ぬ
所
に
、
心
の
自
由
。
虐
げ
ら
れ
る
所
に

発
展
も
創
泣
も
ゐ
り
得
る
は
ず
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
陪
問
の
袋
小

路
を
つ
L

一
扶
げ
て
新
し
い
人
間
、
即
ち
近
世
町
人
は
生
ま
れ
山
川
た
の

で
ゐ
る
G

は
じ
め
て
己
れ
述
の
為
の
新
し
い
附
史
の
搾
台
に
古
川
叫
し

て
来
た
彼
等
川
人
に
と
っ
て
は
、
ト
は
い
中
叶
一
の
凶
習
的
な
物
の
見
方

ら
払
い
す
で
、
新
し
い
白
山
な
物
の
見
方
を
身
に
つ
け
る
、
そ

ω為

に
は
大
切
な
持
分
と
な
る
生
ち
た
知
識
ぞ
我
が
物
と
す
る
と
い
う
仕

事
が
緊
急
の
課
題
と
な
っ
て
来
て
い
た
の
で
ゐ
っ
た
。

内
裏
様
の
と
て
ほ
か
に
な
し
今
日
の
月
間
純

と
い
う
よ
う
な
平
等
の
主
張
と
抵
抗
の
意
識
を
賊
し
た
川
人
俳
話
の

成
立
、
ひ
い
て
は
そ
う
い
う
意
識
や
主
川
択
を
凶
出
に
露
出
し
て
い
る

間
悌
文
学
の
武
士
は
以

k
の
よ
う
な
近
位
前
矧
の
政
治
、
経
済
的
な

い
し
思
想
的
諸
条
件
を
前
提
と
し
て
の
み
正
し
く
川
解
し
う
る
で
ゐ

ろ
う
。

-17ー

文
学
が
新
し
い
町
人
の
為
の
文
学
で
あ
る
為
に
は
そ
れ
が
他
の
融

の
で
も
な
い
、
町
人
自
身
の
生
活
の
ゐ
る
が
ま
〉
の
再
現
で
の
る
事

が
県
ま
し
い
。
そ
こ
で
前
時
代
か
ら
残
さ
れ
て
米
た
古
典
ゃ
、
古
説

話
の
素
向
な
近
世
化
や
殊
更
な
近
世
化
、
も
じ
り
や
パ
ロ
デ
l
の
他

に
在
来
の
文
学
の
中
か
ら
は
全
然
求
め
特
な
い
新
し
い
題
材
や
主
題



の
探
求
が
始
ま
る
事
に
な
っ
て
来
る
。
仏
教
や
儒
教
に
束
縛
、
び
れ
た

和
歌
ゃ
、
物
語
瓜
の
観
念
的
情
趣
的
な
小
説
と
は
全
く
集
り
、
直
接

に
自
分
の
日
と
ヰ
で
捕
え
、
極
め
て
現
実
的
、
世
俗
的
な
作
印
刷
に
て

風
び
し
た
作
家
西
館
、
そ
し
て
そ
の
描
写
ば
、
い
ず
れ
も
詳
細
与
え
、

く
し
、
鋭
く
生
き
た
人
間
の
肺
蹄
を
え
円
、
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ど
こ
ま
で
も
写
実
主
義
の
作
家
と
し
て
取

り
上
げ
ら
れ
、
叉
写
実
主
義
的
傾
向
の
代
表
的
作
家
と
し
て
、
世
に

重
ん
じ
ら
れ
て
来
た
西
鶴
文
学
を
通
し
、
彼
の
写
実
が
ど
の
よ
う
な

性
質
ぞ
有
す
る
か
と
い
う
ま
ず
は
、
西
鶴
の
文
学
的
位
置
を
定
め
る
上

に
重
要
、
か
つ
必
要
度
高
き
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
今
、

乙
〉
に
そ
れ
を
詮
索
し
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
回
」
了
支
主
義

考
察
に
入
る
前
に
、
一
体
写
実
主
義
、
現
実
主
義
と
は
如
何
な
る
も

の
か
、
つ
ま
り
リ
ア
リ
ズ
ム
と
い
う
も
の
の
真
の
意
味
、
内
容
に
ふ

れ
て
み
る
必
嬰
が
ゐ
る
と
思
う
。

一
章
リ
ア
リ
ズ
ム
論
に
つ
い
て

リ
ア
リ
ズ
ム
と
は
何
か
と
い
う
事
は
、
判
り
き
っ
て
い
る
よ
う

で
、
な
か
な
か
鄭
か
し
い
問
題
を
含
ん
で
い
る
の
で
ゐ
る
。
そ
れ
が

原
始
時
代
か
ら
今
日
ま
で
の
芸
術
の
大
道
で
あ
る
事
は
確
か
な
事
で

あ
る
が
、
し
か
し
リ
ア
リ
ズ
ム
と
い
う
創
作
方
法
が
芸
術
の
昨
史
的

発
展
の
上
で
、
ど
の
よ
う
に
発
展
し
て
来
た
か
、
又
そ
れ
が
芸
術
の

き
わ
め
て
多
様
な
ジ
ャ
ン
ル
の
中
で
ど
う
い
う
特
殊
化
む
れ
た
姿
を

示
し
て
い
る
か
な
ど
を
前
提
に
、
そ
の
真
意
を
考
察
し
て
行
5
た
い

’F」
思
う
。

リ
ア
リ
ズ
ム
と
は
、
「
現
実
主
語
、
写
実
主
義
」
な
ど
と
訳
さ
れ

て
い
る
。
今
日
の
柏
ん
ど
全
て
の
文
学
作
品
が
リ
ア
リ
ズ
ム
的
方
向

を
泊
り
つ
〉
ゐ
る
事
は
見
返
す
事
の
出
来
な
い
事
実
で
あ
る

Q

リ
ア

リ
ズ
ム
が
特
に
そ
の
創
作
方
法
と
し
て
意
識
的
に
主
張
3
れ
て
い
る

の
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
陣
営
内
に
於
い
て
父
あ
る
と
い
わ
れ

る
が
何
れ
に
し
ろ
、
こ
の
よ
う
に
古
い
リ
ア
リ
ズ
ム
が
再
び
呼
ぴ
醒

ま
3
れ
た
の
は
、
そ
こ
に
何
等
か
特
殊
な
説
代
的
な
意
味
が
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
新
し
い
何
物
か
の
為
に
魁
生
し
た
白
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

ペ
リ
ン
ス
キ
ー
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
突
の
よ

う
に
の
べ
て
い
る
ω

「
我
々
ぽ
芸
術
が
現
実
を
あ
る
が
ま
〉
に
我
々
に
示
す
事
を
嬰
求

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
ば
現
実
ぱ
、
た
と
え
そ
れ
が
ど

ん
な
も
の
で
も
の
ろ
う
と
も
、
そ
れ
は
モ
ラ
リ
ス
ト
の
ゐ
ら
ゆ
る
思
い

つ
ち
ゃ
教
訓
よ
り
も
、
よ
り
多
く
の
事
を
我
々
に
語
り
、
よ
り
多
く

抗
ハ
一
）

の
事
ぞ
我
々
に
教
え
る
か
ら
で
ゐ
る
；
・
：
」
と
。

こ
〉
で
は
芸
術
、
と
く
に
文
学
の
傾
向
や
態
度
や
方
法
は
時
代
の

移
り
変
り
と
北
九
に
変
っ
て
ゆ
く
、
つ
ま
り
、
リ
ア
リ
ズ
ム
の
文
学
が

嬰
求
さ
れ
る
の
は
、
時
代
の
要
求
だ
と
い
う
の
で
み
の
る
。

芸
術
家
が
抗
こ
う
と
す
る
も
の
、
そ
れ
は
現
実
の
中
に
既
に
県
富

に
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
ゐ
る
。
し
か
し
た
父
、
そ
れ
を
見
う
る
も

の
は
芸
術
家
の
純
粋
な
日
な
の
で
ゐ
る
。
し
か
し
「
現
実
」
ば
作
者
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の
限
、
主
観
を
外
に
し
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
そ

れ
白
身
の
存
在
と
発
展
を
持
っ
て
い
る
事
に
な
る
の
で
あ
る
。
エ
ン

グ
ル
ス
は
言
う
。

「
私
が
念
頭
に
置
い
た
所
の
リ
ア
リ
ズ
ム
は
作
者
の
見
解
に
反
対

会
話
二
）

し
て
会
え
顕
れ
る
の
で
あ
る
：
：
：
」
と
。
上
記
の
よ
う
に
そ
の
時
代

の
現
実
、
つ
ま
り
陪
史
の
推
移
発
展
が
リ
ア
リ
ズ
ム
文
学
を
要
求
す

る
と
い
う
事
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
が
そ
れ
以
前
の
道
徳
的
、
村
学
的
文

学
よ
り
も
、
よ
り
深
く
、
強
く
時
代
精
神
を
表
現
し
う
る
か
ら
で
ゐ

る
。
こ
の
よ
う
に
リ
ア
リ
ス
ム
が
文
学
史

t
に
地
わ
れ
て
来
た
の
は

十
九
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
り
、
我
が
凶
日
本
に
於
い
て
は
、
明

治
維
新
か
ら
の
事
で
ゐ
っ
た
》
だ
が
そ
れ
が
瓜
俗
描
写
に
於
い
て
新

時
代
を
反
映
し
て
い
る
の
み
で
、
そ
の
本
質
に
於
い
て
は
末
則
江
戸

戯
作
白
完
全
な
る
延
長
で
ふ
の
っ
た

G

つ
ま
り
我
国
に
於
け
る
そ
れ
は

西
欧
の
よ
う
な
力
強
さ
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
如
乙
己
流
れ

か
ら
今
、
町
人
物
と
し
て
名
高
き
つ
水
代
蔵
」
を
通
し
て
、
そ
の
写

実
主
義
的
表
現
、
リ
ア
リ
ズ
ム
的
臨
界
令
考
察
す
る
必
要
を
感
じ
る

の
で
ゐ
る
。

註
付
リ
ア
リ
ズ
ム
研
究
本
文
中
よ
り

註
同
坂
代
文
学
論
争
史

者主

「
永
代
蔵
」
概
観

元
禄
元
年
一
月
、
西
鶴
文
学
に
於
け
る
町
人
物
の
故
高
作
「
永
代

蔵
」
は
発
刊
き
れ
た
。

「
永
代
蔵
」
は
、
西
鶴
が
は
じ
め
て
町
人
本
来
の
経
済
生
活
と
取

り
組
ん
だ
め
ず
ら
し
い
作
品
な
の
で
ゐ
る
ω

そ
こ
に
表
わ
れ
た
町
人

生
活
の
種
々
相
は
、
従
来
の
享
楽
生
活
を
描
い
た
好
色
物
や
奇
怯
談

を
集
め
た
諸
国
附
と
は
山
内
っ
て
、
近
世
の
商
業
資
本
主
義
の
発
注
に

伴
っ
て
活
躍
を
始
め
た
町
人
の
経
済
生
活
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
そ
こ
じ
は
、
有
名
無
名
の
町
人
が
登
場
し
、
細
か
い
へ
也
の
け

年
も
や
っ
て
み
せ
る
と
い
う
よ
う
な
、
日
本
小
一
品
川
訓
史
上
で
も
似
五
人

荒
な
試
み
が
行
わ
れ
た
の
で
ゐ
っ
た
。

つ
水
代
蔵
」
に
は
、
ま
ず
成
功
し
て
金
持
に
な
っ
た
例
が
多
山
し

て
い
る
と
同
時
に
そ
の
反
対
に
、
失
以
し
て
無
一
文
に
な
っ
た
例
話

も
の
な
く
な
い
。
前
者
の
金
持
に
な
っ
た
例
が
多
く
集
め
て
ゐ
る
の

は
、
人
間
の
知
日
息
才
覚
と
い
ー
も
の
が
い
か
に
川
人
の
成
功
に
必
裂

か
と
い
う
事
の
実
証
の
為
に
あ
げ
て
め
り
、
間
的
は
そ
－
」
に
川
人
の

珂
想
像
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
ゐ
る
。

ト
三
年
目
に
銭
一
貫
の
借
或
を
八
一
九
三
一
貫
に
し
て
返
し
た
そ
の

（ゐ下‘ノ一
u

E
直
さ
の
故
に
出
世
し
た
舟
問
屋
、
北
浜
の
米
市
で
属
氷
bw一
佐
山
、

ハ…巷一ノ一一↓）

そ
れ
が
も
と
で
成
功
じ
た
両
棒
屋
等
々
、
こ
れ
ら
は
皆
人
の
知
ら
な

い
工
夫
や
努
力
を
積
み
軍
ね
て
成
功
し
た
町
人
昨
象
で
ゐ
り
、
会
く

つ省一
F

一一一〉

「
お
の
れ
が
性
根
に
よ
っ
て
長
持
に
も
な
る
」
の
実
例
な
の
で
の

る
。
だ
が
叉
、
そ
れ
ら
の
反
対
の
実
例
も
案
外
多
く
見
出
さ
れ
る

Q

遊
女
へ
の
子
杭
と
金
を
姶
い
、
そ
れ
を
届
け
に
行
っ
て
遊
ん
で
し

（巷一
F

一一〉

ま
い
、
忽
ち
一
破
産
し
て
し
ま
う
一
同
屋
の
二
代
目
、
今
ま
で
十
匁
持
っ

て
年
ぞ
越
し
た
事
の
な
い
上
に
、
あ
る
年
の
暮
、
官
が
落
ち
て
最
后
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一一一一一一一．－ 

（
ふ
」
二
ノ
一
一
）

の
世
帯
道
具
ま
で
く
だ
か
れ
て
し
ま
う
醤
油
売
り
の
喜
平
治
等
々
、

と
れ
ら
は
前
の
成
功
者
と
は
具
っ
て
、
そ
の
心
が
け
次
第
で
失
以
し

破
産
し
、
亡
び
た
町
人
達
の
愚
か
な
姿
な
の
で
あ
る
。

ζ

れ
ら
の
成
功
者
或
い
は
失
敗
者
の
例
を
通
し
、
作
品
の
ね
ら
い

は
ど
ん
な
効
果
を
示
し
て
い
る
か
と
い
う
と
、
結
局
は
こ
の
作
品
の

随
所
に
見
ら
れ
る
町
人
倫
理
「
お
の
れ
が
性
根
に
よ
っ
て
長
身
に
も

な
る
事
ぞ
か
し
」
の
実
証
と
し
て
の
兵
休
例
が
役
立
っ
て
い
る
事
は

一
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

「
性
根
」
そ
れ
は
商
業
資
本
主
義
が
確
立
き
れ
て
、
は
じ
め
て
町

人
に
要
求
さ
れ
て
来
た
個
人
的
美
徳
で
あ
り
類
型
で
も
あ
っ
た
。
野

田
久
雄
氏
は
一
一
日
う
。

「
知
日
慈
才
覚
、
正
直
勤
勉
、
前
約
計
算
、
そ
れ
ら
の
美
徳
は
、
商
会

1

日
（
一
〉

資
本
主
義
そ
の
も
の
h
世
界
共
通
の
家
涯
で
ゐ
り
秘
け
つ
引
に
わ
一
る
」

。
ム｝

た
と
え
ば
こ
の
美
徳
、
特
に
節
約
と
い
う
倫
却
の
形
象
化
に
先
鞭

い
ナ
ρ
た
一
桔
は
「
世
界
の
借
島
一
大
序
」
で
ゐ
ろ
う
。
主
人
公
路
市

は
道
で
け
つ
ま

R

つ
い
て
転
ん
だ
処
で
火
打
ち
石
を
探
し
た
と
か
、
併

は
さ
ま
し
て
受
け
取
っ
た
と
か
、
共
か
ら
弐
に
出
て
来
る
的
約
の
精

神
そ
の
も
の
を
造
型
化
し
て
い
る
も
の
で
ゐ
り
、
そ
の
造
刑
土
が
ゐ
ま

り
に
も
極
端
に
拙
か
れ
て
お
り
、
思
わ
ず
吹
き
出
し
た
く
な
る
位
い

で
あ
る
が
、
実
に
そ
こ
に
こ
そ
作
者
の
時
代
精
神
の
適
確
な
把
握
と

文
学
的
造
型
の
た
く
み
さ
が
感
じ
ら
れ
、
圧
倒
的
な
感
動
を
受
け
る

の
で
あ
る
。
こ
の
事
こ
そ
文
学
者
の
痛
烈
な
る
本
格
的
散
文
精
神
と

い
う
も
の
で
は
な
い
で
る
ろ
う
か
。

か
く
の
如
く
つ
水
代
蔵
」
に
は
、
西
悌
の
現
代
意
識
や
散
文
精
神

が
見
事
に
発
揮
さ
れ
、
そ
の
町
人
倫
理
の
把
握
、
叉
そ
の
形
象
化
、

そ
し
て
社
会
風
俗
の
活
写
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
や
は

り
、
好
色
物
に
出
発
し
て
、
諸
国
附
、
武
家
物
と
た
ど
っ
て
来
た
彼

の
文
学
の
帰
結
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
過
一
言
で
は
ゐ
る
ま
い
。

註
付
同
文
学
「
解
釈
と
鑑
賞
」
春
の
特
集
号

三
平
そ
の
リ
ア
リ
ズ
ム
的
限
界

本
格
的
な
る
精
神
、
す
な
わ
ち
現
代
人
の
持
っ
て
い
る
危
機
感
と

反
省
と
を
身
に
つ
け
、
そ
の
中
か
ら
共
休
的
な
造
型
を
行
っ
て
い
く

と
い
う
精
神
舎
も
っ
て
、
割
問
的
生
活
の
裡
に
ゐ
わ
た
又
し
く
云
来

す
る
人
間
の
述
人
叩
と
、
栄
枯
娘
裂
と
を
眺
め
暮
ら
し
た
西
鶴
は
、
同

時
に
文
、
こ
う
い
う
生
活
の
う
ち
に
静
か
に
世
と
人
と
を
観
じ
乍
ら

も
、
与
え
ら
れ
た
臼
己
の
運
命
と
自
然
の
運
行
と
を
楽
し
ん
で
い
た

児
で
も
ゐ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
免
に
も
角
に
も
俗
を
離
れ
乍
ら

も
逆
に
、
俗
そ
の
も
の
を
進
め
る
に
至
っ
た
間
的

ω強
力
な
る
描
写

は
、
無
着
意
な
る
心
を
懐
ち
な
が
ら
も
現
実
を
肯
定
す
る
と
い
う
世

界
を
生
む
に
至
っ
た
の
で
J

の
ろ
う
が
、
そ
の
世
界
即
ら
、
当
時
の
町

人
の
生
活
は
、
社
入
会
の
最
下
級
に
置
か
れ
て
い
て
、
叉
極
端
な
拘
束
と

峻
厳
な
抑
圧
と
を
余
儀
な
く
ざ
れ
て
い
た
の
で
ゐ
る
か
ら
、
活
動
の

自
由
は
極
限
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
ゐ
る
。
彼
等
の
欲
望
が
た
と
い
社

会
上
の
地
位
に
あ
っ
た
に
せ
よ
、
政
治
上
の
見
識
抱
負
を
彼
等
が
有



し
て
い
た
に
せ
よ
、
一
切
は
空
想
に
も
等
し
い
も
の
で
ゐ
っ
た
。
従

っ
て
町
人
の
欲
望
は
金
銀
を
取
扱
う
経
済
生
活
の
範
囲
内
に
於
い
て

の
み
可
能
で
あ
り
、
勢
い
物
質
面
に
の
み
紅
升
サ
ゲ
る
ぞ
得
な
く
な

っ
た
の
で
あ
っ
た
。

び
そ
か
に
思
ふ
に
、
世
に
ゐ
る
相
の
願
ひ
何
に
よ
ら
ず
銀
徳
に
て

昨
は
ざ
る
事
、
天
が
下
に
五
つ
ゐ
り
。
そ
れ
よ
り
外
は
な
か
り

円
九
〕
一
〆

色
、
こ
れ
に
ま
し
た
る
宝
舶
の
ゐ
る
べ
き
や
。

こ
の
よ
う
に
、
自
由
な
活
動
と
一
切
の
欲
望
ぞ
遮
断
ロ
れ
た
町
人

に
と
っ
て
は
、
こ
の
世
は
ま
こ
と
に
無
情
な
も
の
で
あ
一
っ
た
）
経
済

生
活
の
勝
利
芥
は
金
銭
の
み
を
以
て
、
唯
一
の
光
背
と
し
て
武
士
に

対
抗
す
る
、
と
い
っ
て
も
表
町
的
で
は
な
く
、
心

L

民
に
潜
む
反
抗
方

と
し
て
の
一
意
見
を
誇
示
す
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
や
る
せ
な
い
己
が

思
い
を
ば
ら
す
べ
く
、
紅
股
続
一
泊
の
巷
に
初
倍
す
る
か
で
あ
っ
た
。

ま
さ
に
一
寸
先
は
閣
の
世
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
一
切
の

道
徳
的
批
判
の
均
外
に
置
か
れ
た
そ
の
白
羽
一
で
は
、
遊
女
は
天
女
に

も
等
し
い
憧
脱
出
の
対
象
で
も
あ
っ
た
で

J

の
ろ
う
と
同
時
に
、
金
銀
に

嘉
ま
れ
た
者
の
み
に
与
え
ち
れ
た
一
種
の
特
権
的
世
界
、
理
想
郷
で

も
あ
っ
た
の
で
ゐ
る
。

ζ

の
官
能
の
観
苓
愉
悦
に
浸
る
為
に
は
家
産

の
蕩
尽
も
辞
す
る
」
闘
争
が
な
か
っ
た
。
彼
等
は
知
性
の
代
り
に
貨
幣
と

い
う
も
の
で
律
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ひ
た
す
ら
自
己
の
安
楽

与
問
う
致
富
の
道
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
ゐ
る
。

「
わ
れ
一
代
今
一
た
び
は
長
者
に
な
し
給
ヘ
。

合
住
三
五
〉

食
に
な
る
と
も
た
け
ふ
今
助
け
給
へ
」

子
供
が
代
に
は
乞

の
例
文
の
如
く
、
哀
切
極
ま
り
な
い
叫
ぴ
声
に
は
、
子
々
孫
々
に
至

る
ま
で
の
繁
栄
を
願
う
心
は
事
末
も
伺
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
〉
で
前
出
し
た
ペ
リ
ン
ス
キ
ー
の
言
を
思
い
出
し
て
見
る
。

「
我
々
は
芸
術
が
、
現
実
ゐ
る
が
ま
〉
に
我
々
に
一
不
す
事
を
要
求

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
：
：
：
」
と
。

然
り
、
こ
の
言
葉
、
思
想
は
ま

3
に
、
こ
の
よ
う
な
社
会
を
そ
の
名

文
に
於
い
て
、
我
々
は
当
時
の
金
と
い
う
一
本
の
桐
に
よ
っ
て
ゐ
く

せ
く
と
生
活
し
、
油
断
大
敵
の
如
き
世
相
を
あ
り
ゐ
り
と
思
い
浮
べ

ら
れ
、
問
削
文
学
に
於
い
て
明
ら
か
に
立
証
さ
れ
る
事
と
思
う
の
で

あ
る
。
心
に
く
い
ま
で
に
現
実
の
世
相
を
そ
の
知
い
作
品
中
に
去
現

し
き
っ
た
西
制
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
ま
な
こ
を
持
っ
て
当
時
の
世

相
を
眺
め
た
の
で
ゐ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
人
間
の
自
由
、
平
等
、
無
差

別
を
唱
え
、
武
士
も
神
主
も
川
家
も
百
姓
も
職
人
も
町
人
も
万
人
共

に
変
わ
る
事
は
な
い
と
い
っ
た
考
え
、
こ
の
事
こ
そ
、
芸
術
家
凶
鶴

の
純
粋
な
阪
と
も
い
え
よ
う
。
然
ら
ば
、
平
等
な
る
べ
き
町
人
社
会

に
於
い
て
、
長
股
上
下
の
差
別
の
感
じ
ら
れ
る
の
は
な
ぜ
で
ゐ
ろ
う

か
。
彼
は
即
ち
、
令
一
銀
の
有
無
に
よ
っ
て
決
す
る
事
と
考
え
て
い
た

の
で
あ
る

Q

そ
れ
が
為
に
「
若
き
時
よ
り
か
せ
ぎ
て
分
限
」
と
な
ら

な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
ゐ
る
o

し
か
し
作
中
「
茶
の
十
徳

（
桂
川
f

川
叶
〉

も
一
度
に
押
し
に
於
げ
る
如
く
、
不
当
な
る
手
段
に
て
富
み
栄
え
た

者
に
対
し
て
目
的
は
、
と
ζ

と
ん
ま
で
に
く
み
罰
し
た
ら
し
く
、
作
中

に
て
ほ
天
罰
と
し
て
書
き
記
、
芯
れ
て
は
い
る
も
の
〉
、
明
ら
か
に
間

鶴
の
悪
に
対
す
る
向
調
な
の
で
ゐ
る
。
然
も
そ
の
強
調
が
決
し
て
単
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な
ろ
強
調
に
閉
す
る
事
な
く
常
に
作
者
の
内
部
に
働
く
強
い
リ
ア
リ

ズ
ム
で
一
貫
文
、
守
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
徹
し
な
け
れ
ば
徹

す
ゐ
ま
で
は
無
反
省
に
突
き
進
ま
な
け
れ
ば
何
う
に
も
気
の
済
ま
な

い
、
一
種
の
エ
ク
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
な
人
間
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
ο

弐
に
は
「
永
代
蔵
」
即
ち
町
人
物
と
い
う
も
の
が
い
ず
れ
も
純
粋

な
制
筒
集
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
彼
の
写
実
力
を
眺
め
て
み
よ
う
。

作
私
自
は
そ
の
個
々
の
短
篇
の
全
て
に
於
い
て
彼
に
最
も
適
し
た
活

動
の
位
界
必
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
o

そ
こ
に
は
、
拙
か
れ
た
世

界
の
絢
側
む
と
、
取
扱
わ
れ
た
材
料
及
び
主
題
の
議
惑
的
な
点
に
於

い
て
は
、
ぞ
れ
は
無
論
好
色
木
に
及
ば
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
そ
の
落

着
い
た
味
い
の
深
主
に
五
つ
て
は
、
も
と
よ
り
好
色
木
の
多
く
は
求

め
ら
れ
な
い
も
の
で
ゐ
っ
て
、
そ
こ
に
捕
か
れ
た
金
銭
を
め
ぐ
っ
て

の
材
料
、
及
び
人
間
心
理
と
い
う
も
の
う
詳
細
な
る
問
察
力
は
他
の

何
物
に
も
及
ぶ
所
で
は
な
い
で
ゐ
ろ
う
。
当
然
弐
に
は
、
西
棋
が
こ

の
作
品
に
於
い
て
「
金
」
と
い
う
も
の
を
如
何
に
見
て
い
た
か
と
い

う
疑
問
に
帰
結
す
る
の
で
あ
る
が
、
当
時
の
町
人
法
は
白
ら
、
人
生

に
対
す
る
一
切
の
可
能
を
会
に
見
出
し
て
い
た
。
前
出
し
た

び
そ
か
に
思
ふ
に
世
に
有
る
程
の
願
び
何
に
・
．

ゃ
、
叉

人
の
家
に
ゐ
り
た
き
は
梅
広
松
楓
、
そ
れ
よ
り
金
銀
米
銭
ぞ
か

し
（
倉
一
ノ
二
）

と
い
う
よ
う
な
猛
却
な
黄
金
万
能
主
義
が
、
当
時
の
人
閉
じ
は
胸
底

深
く
刻
み
込
ま
れ
て
い
た
o

色
濃
い
拝
金
主
義
の
世
相
が
展
開
、
び
れ

て
い
た
の
で
ゐ
る

Q

金
を
通
し
て
見
た
世
相
、
こ
の
意
味
で
町
人
物

に
一
貫
し
た
主
題
は
一
言
う
ま
で
も
な
く
金
で
ゐ
る
。
金
即
心
、
花
袋

が
云
っ
て
い
る
実
の
気
持
な
の
で
ゐ
る
u

金
が
し
み
込
ん

r心
の
現

わ
れ
と
人
聞
の
動
き
、
西
鶴
は
町
人
物
に
於
い
て
、
そ
れ
を
正
し
く

描
破
し
た
の
で
あ
っ
た
。

「
世
は
皆
富
貴
の
神
仏
を
祭
る
こ
と
人
の
習
は
し
な
り
、
我
は
又

（
鞘
U

四
ノ
一

v

人
の
嫌
へ
る
貧
乏
神
を
祭
ら
ん
：
：
：
」

の
如
く
主
人
公
夫
婦
が
、
人
の
嫌
え
る
貧
乏
神
を
－
耐
る
の
は
、
金
が

な
い
故
の
捨
て
鉢
で
ゐ
り
、
「
才
覚
を
笠
に
着
る
大
黒
」
の
主
人
公

が
、
犬
の
死
骸
を
狼
の
黒
焼
と
欲
称
し
て
売
歩
く
の
も
金
が
生
ん
だ

果
汁
睡
ω
で
み
の
ろ
o

す
べ
て
そ
の
源
は
金
一

ω成
せ
る
業
で
ゐ
る
ω

が
然
し
、
こ
う
し
て

金
へ
の
深
い
理
解
を
示
し
な
が
ら
も
、
西
鶴
は
決
し
て
黄
金
万
能
の

世
相
に
同
感
を
持
つ
て
は
い
な
か
っ
た
。
「
金
銀
瓦
石
に
お
と
れ

り
」
と
い
う
よ
う
に
、
彼
に
も
幾
分
黄
金
万
能
の
世
相
に
反
対
す
る

気
持
の
ゐ
っ
た
事
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
比
の
否
定
は
、
実
は

金
共
物
へ
の
否
定
で
は
な
か
っ
た
。
「
五
人
女
」
を
金
己
～
、
「
艶
隙
苦
」

を
書
い
た
彼
と
し
て
の
人
生
観
か
ら
来
た
金
の
否
定
で
ゐ
っ
た
。

こ

7
bで
、
四
制
作
品
全
体
を
眺
め
て
み
よ
う
。
そ
こ
に
は
近
代

小
説
に
於
け
る
写
実
と
は
種
々
の
点
で
相
異
の
あ
る
事
に
気
づ
く
。

芳
一
に
そ
れ
が
似
篇
の
集
合
で
あ
る
と
い
う
事
、
「
好
色
一
代
男
」
に

於
い
て
は
、
世
之
介
と
い
う
男
の
生
慌
を
五
四
章
を
通
し
て
書
か
れ

て
は
い
る
も
の
〉
、
各
立
を
切
り
離
し
て
味
う
事
が
出
来
る
し
、
又



当
作
品
つ
水
代
蔵
」
に
於
い
て
は
、
全
体
に
わ
た
る
主
人
公
は
存
せ

ず
、
ま
が
ヲ
事
な
く
一
同
信
の
集
合
と
い
う
形
態
告
と
っ
て
い
る
の
で

ふのる。久
松
潜
一
、
博
士
1
彼
の
写
実
に
つ
い
て
オ
ー
の
よ
う
に
の
べ
て
行
ら

れ
ろ
。「

問
的
の
作
品
を
読
む
時
、
近
代
の
長
沼
小
説
に
於
け
v
q
緊
訟
な

陪
却
や
表
現
に
が
、
げ
る
描
写
性
は
見
ら
れ
な
い
に
し
て
も
、
間
的
の

文
学
金
綬
れ
た
写
実
の
文
学
で
ゐ
ゐ
と
い
う
事
は
一
五
え
る
と
思
主
」

レ
」
。

叉
、
尾
附
久
川
川
氏
は
、
そ
の
一
国
内
「
江
戸
小
説
研
究
」
に
日
い
て

「
：
：
：
私
は
決
し
て
単
な
る
写
実
主
義
な
男
だ
と
は
云
い
た
く
な

い
。
近
松
ほ
ど
の
汁
い
感
情
的
な
待
人
で
は
な
か
っ
た
が
、
清
怒
な

〈
詫
二
）

突
を
美
と
す
る
淡
白
感
に
生
、
シ
じ
た
、
や
は
り
詩
人
で
ゐ
っ
た
」
と
い

っ
て
い
る

d

西
約
の
ワ
ア
リ
ズ
ム
が
、
今
日
の
我
々
の
目
か
ら
凡
て

人
生
を
そ
の
全
面
的
な
統
一
的
な
規
松
に
於
い
て
捉
え
よ
う
と
す
る

も
の
で
は
な
く
、
人
生
を
そ
の
感
情
生
活
の
面
に
局
限
し
て
、
こ
れ

と
取
り
組
も
う
と
す
る
よ
う
な
リ
ア
リ
ズ
ム
で
あ
っ
た
事
、
現
代
に

於
い
て
は
、
も
は
や
そ
の
ま
〉
で
は
正
し
く
リ
ア
リ
ズ
ム
と
は
呼
ぴ

得
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
事
は
、
我
々
の
近
世
リ
ア
リ
ズ
ム
一

般
が
担
わ
せ
ら
れ
て
い
た
運
命
で
あ
一
っ
た
ο

北
川
本
的
な
構
成
要
素
で
ゐ
り
、
時
代
の
先
導
者
で
な
く
て
は
な
ら

ぬ
与
の
町
人
は
、
政
治
的
社
会
的
に
は
周
知
の
よ
う
に
自
由
無
き
身

で
ゐ
っ
た

Q

そ
の
為
、
色
欲
や
物
欲
の
形
を
取
っ
て
成
育
せ
ど
る
を

得
な
い
わ
け
で

J

のつ
Q
o

四
舶
が
長
篇
小
説
れ
ぞ
構
成
し
得
な
か
っ
た
と

い
う
事
実
も
叉
右
の
事
情
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
個
人
的
に
見
れ

ば
、
ゐ
の
談
林
俳
譜
師
と
し
て
の
長
い
修
行
が
長
賠
を
書
、
さ
得
な
く

し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
目
的
に
眠
ら
ず
、
近
世
全
般
を
混
じ
て

我
々
は
真
の
長
掃
作
家
の
名
に
値
す
る
品
伎
を
唯
の
一
人
も
持
っ
て
い

陣、、
A
O

J
ω
L
 

商
仰
の
リ
ア
ワ
ズ
ム
が
、
ひ
い
て
は
近
世
リ
ア
リ
ズ
ム
が
こ
の
よ

う
に
局
限
せ
ら
れ
た
も
の
で
ゐ
っ
た
事
は
、
開
史
的
な
逝
命
で
ふ
の

り
、
そ
れ
は
そ
れ
な
り
に
最
大
限
に
そ
の
威
力
を
示
し
、
た
ち
な
文

学
的
建
設
を
時
し
と
げ
た
も
の
が
問
料
の
リ
ア
ワ
ズ
ム
で
ら
っ
た
事

は
、
こ
れ
又
看
過
、
守
れ
る
事

ω出
来
な
い
所
で
ゐ
る
。
し
か
し
乍
ら

西
舶
の
こ
の
ワ
ア
リ
ズ
ム
に
も
限
界
は
あ
る
。

M
M
述
し
た
よ
う
に
、

彼
の
作
品
は
皆
制
篇
の
集
積
で
あ
る
。
世
の
相
を
ゐ
り
の
ま
〉
に
捕

え
た
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
断
片
の
形
で
捕
え
た
の
で
ゐ
っ
て
、
犬
、
さ

な
構
成
を
以
て
抑
え
た
の
で
は
な
い
。
社
会
一
肢
を
有
機
的
に
認
識

し
、
そ
の
現
布
ゐ
る
や
や
一
を
ゐ
る
べ
、
と
婆
に
ど
’
ヲ
持
っ
て
行
と
う
な
ど

の
考
え
は
ま
だ
見
受
け
ら
れ
な
い
。
そ
の
文
立
に
し
て
も
常
套
を
離

れ
た
設
刺
さ
は
持
っ
て
い
る
が
、
リ
ア
リ
ズ
ム
の
鋤
で
も
う
一
つ
深

く
掘
り
下
げ
ず
、
或
所
で
す
る
り
と
俳
譜
的
に
逃
げ
て
し
ま
う
老
拾

ざ
が
ゐ
る
の
で
ゐ
る
。

以
上
に
於
い
て
「
リ
ア
リ
ズ
ム
の
限
界
」
と
い
う
も
の
〉
解
答
と

し
て
、
彼
の
作
品
が
一
知
結
の
集
積
で
ゐ
っ
た
と
い
，
フ
一
山
に
そ
の
限
界

が
ゐ
る
と
思
う
。
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説
付
国
文
学
「
解
釈
と
鑑
賞
」
春
月
特
集
甘

註
同
国
文
子
「
解
釈
と
鑑
賞
」
六
月
特
集
号

b
す
ぴ

以
上
「
・
水
代
蔵
」
一
巻
を
通
し
て
西
鶴
の
リ
ア
リ
、
ス
ム
的
限
界
を

考
察
し
た
の
で
あ
る
が
、
結
論
と
し
て
そ
の
限
界
と
す
る
所
は
、
彼

の
作
品
が
俳
詩
的
思
想
を
お
び
た
一
凱
篇
の
一
集
積
で
ゐ
っ
た
事
に
帰
若

じ
た
。
町
人
文
学
の
持
つ
価
値
が
、
そ
の
写
実
性
の
上
に
あ
っ
た
。

有
る
が
ま
』
の
彼
等
の
生
活
ぞ
描
い
て
人
間
性
の
写
実
を
写
し
出
し

た
、
そ
の
写
実
の
優
持
な
る
上
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
o

浮
沈
多
き
社
会
、
一
寸
の
油
断
か
ら
忽
ち
に
し
て
転
落
す
る
よ
う

な
社
会
、
変
動
多
主
社
会
生
活
に
於
い
て
は
、
明
日
の
事
よ
り
も
そ

の
日
、
そ
白
時
の
事
が
大
切
と
な
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
利

那
に
生
き
る
人
問
、
こ
で
も
い
う
の
で
ゐ
ろ
う
。
ま
さ
に
戦
々
朗
々
と

し
た
時
代
の
反
映
だ
っ
た
白
で
あ
る
。
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て
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一
、
近
世
生
活
と
国
文
学

一
、
江
戸
小
説
研
究

て
近
陀
小
説
史
上
万
篇

一
、
町
人
文
学

て
命
令
釈
『
日
本
永
代
蔵
」

て
西
鶴
一
評
論
と
研
究
下

て
現
代
文
学
論
争
史
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品
子
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白
秋
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茂
吉
歌

に
於
け
る
助
詞
の
研
究
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隈

幹

苦E

子

序

論

私
は
、
与
謝
野
口
川
子
、
北
原
山
秋
、
粛
藤
茂
吉
に
つ
い
て
は
、
く

わ
し
く
、
深
く
は
知
ら
な
い
。
し
か
し
助
詞
の
一
調
謙
吾
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
彼
等
の
歌
風
、
な
り
、
性
質
な
り
を
い
く
ら
か
で
も
明
ら
か

に
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
、
一
二
人
の
助
詞
の
統
計
を
と
っ

て
み
る
の
で
あ
一
る
し

さ
て
こ
こ
で
、
な
ぜ
こ
の
三
人
を
比
べ
る
事
に
し
た
か
を
、
ち
ょ

っ
と
述
べ
て
み
よ
う
と
思
う
。

ま
ず
品
子
と
茂
吉
で
あ
る
が
、


