
只
野
真
葛
『
独
考
』
論

l
真
葛
は
本
当
に
女
性
解
放
の
先
覚
者
か
｜

は
じ
め
に

只
野
真
葛
は
、
一
般
的
に
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
人
物
か
も

し
れ
な
い
。
ま
ず
只
野
真
葛
に
つ
い
て
、
大
ま
か
な
説
明
を
し
て
お

き
た
い
。

只
野
真
葛
、
本
名
を
工
藤
綾
子
と
い
う
。
父
は
仙
台
藩
伊
達
家
に

仕
え
た
藩
医
で
あ
り
な
が
ら
、
政
治
・
経
済
・
法
律
に
も
通
じ
、
蝦

夷
地
の
開
拓
に
つ
い
て
の
意
見
書
『
赤
蝦
夷
風
説
考
』
を
著
し
た
工

藤
平
助
で
あ
る
。
裕
福
な
家
庭
の
長
女
と
し
て
宝
暦
十
三
年
（
一
七

六
三
）
の
江
戸
に
生
ま
れ
、
幼
い
頃
は
和
歌
や
国
文
学
を
学
ん
だ
。

三
十
五
歳
の
と
き
、
嫁
ぐ
た
め
に
仙
台
へ
下
り
、
そ
の
地
で
い
く
つ

か
の
著
作
を
残
し
て
い
る
。
代
表
的
な
作
品
と
し
て
、
『
む
か
し
ぱ

な
し
』
『
奥
州
ぱ
な
し
』
『
磯
づ
た
い
』
『
真
葛
が
は
ら
』
等
が
あ
げ
ら

れ
る
。
そ
し
て
彼
女
の
代
表
作
と
し
て
外
す
こ
と
の
で
き
な
い
、
特

に
ユ
ニ
ー
ク
で
、
特
に
個
性
的
な
も
の
が
、
こ
れ
か
ら
取
り
上
げ
る

ひ
と
り
か
ん
が
え

『
独
考
』
で
あ
る
。

山

キサ

桜

美

『
独
考
』
は
、
文
化
十
四
年
（
一
八
一
七
）
真
葛
五
十
五
歳
の
と
き

に
著
わ
し
た
、
上
・
中
・
下
の
一
ニ
巻
か
ら
な
る
意
見
の
書
で
あ
る
。
そ

の
内
容
は
、
政
治
経
済
に
つ
い
て
・
儒
教
に
つ
い
て
・
女
性
に
つ
い

て
・
自
然
科
学
に
つ
い
て
な
ど
、
身
近
な
疑
問
か
ら
社
会
の
あ
り
方

ま
で
多
岐
に
渡
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
当
時
の
常
識
か
ら
考
え
る
と
、

と
て
も
女
性
の
筆
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
ほ
ど
、

自
由
な
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

真
葛
五
十
九
歳
の
時
、
彼
女
は
『
独
考
』
を
世
に
発
表
し
た
い
と

思
い
、
当
時
す
で
に
人
気
作
家
で
あ
り
、
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
を
執

筆
中
で
あ
っ
た
滝
沢
馬
琴
に
、
添
削
と
版
行
を
依
頼
す
る
。
『
独
考
』

を
受
け
取
っ
た
馬
琴
は
こ
れ
を
読
み
、
真
葛
の
経
世
済
民
を
志
す
強

い
意
思
に
対
し
て
、
「
を
う
な
に
し
て
は
得
、
が
た
き
人
な
り
」
（
『
独
考

論
』
）
「
紫
女
、
清
氏
に
も
立
ち
ま
さ
り
て
、
男
だ
ま
し
ひ
あ
る
の
み

な
ら
ず
」
（
「
真
葛
の
お
う
な
」
）
と
賛
辞
を
贈
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ

の
大
胆
奇
抜
な
内
容
は
、
馬
琴
に
と
っ
て
到
底
受
け
入
れ
ら
れ
る
も

の
で
は
な
く
、
激
し
い
儒
教
批
判
な
ど
に
激
昂
し
、
『
独
考
』
が
禁
忌
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に
ふ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
世
に
出
す
こ
と
を
許
可
し
な
か
っ
た
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
『
独
考
』
の
痛
烈
な
批
判
の
書
で
あ
る
『
独
考
論
』
を

二
十
日
聞
か
け
て
書
き
上
げ
、
「
御
交
り
も
是
を
限
り
と
お
ぼ
し
召

さ
れ
よ
」
と
い
っ
た
内
容
の
絶
縁
状
と
共
に
、
真
葛
に
送
り
付
け
た

の
で
あ
る
。

結
局
、
真
葛
の
『
独
考
』
は
、
彼
女
が
生
き
て
い
る
内
に
世
に
出

さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
真
葛
は
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
六
十

五
歳
で
こ
の
世
を
去
る
こ
と
と
な
る
。

激
し
い
憤
り
か
ら
彼
女
に
絶
縁
状
を
送
り
つ
け
た
馬
琴
で
は
あ
っ

た
が
、
真
葛
の
死
後
『
兎
園
小
説
』
の
中
で
、
「
真
葛
の
お
う
な
」
と

い
う
題
で
彼
女
に
つ
い
て
取
り
上
げ
、
送
ら
れ
て
き
た
書
簡
に
よ
っ

た
真
葛
の
生
い
立
ち
ゃ
、
『
独
考
』
に
ま
つ
わ
る
馬
琴
と
の
や
り
と
り

な
ど
を
事
細
か
に
紹
介
し
て
い
る
。
馬
琴
に
と
っ
て
、
『
独
考
』
の
内

容
に
関
し
て
は
納
得
い
く
も
の
で
な
か
っ
た
も
の
の
、
真
葛
の
著
す

世
間
一
般
の
常
識
に
傾
か
な
い
自
由
奔
放
な
論
か
ら
受
け
た
イ
ン
パ

ク
ト
は
、
相
当
強
烈
な
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

只
野
真
葛
の
研
究
は
、
『
独
考
論
』
『
兎
園
小
説
』
に
書
か
れ
た
真

葛
に
関
す
る
記
述
な
ど
、
馬
琴
に
始
ま
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
現
代
に
お
い
て
は
あ
ま
り
多
く
な
さ
れ
て
は
い
な
い
。
新
し

い
先
行
研
究
と
し
て
は
、
関
民
子
氏
の
「
幕
藩
制
社
会
の
総
体
的
批

判
者
の
登
場
｜
只
野
真
葛
と
そ
の
思
想
｜
」
（
『
江
戸
後
期
の
女
性
た

ち
』
所
収
、
亜
紀
書
房
、
一
九
八

O
年
）
や
、
鈴
木
よ
ね
子
氏
の

「
反
真
葛
論

l
司
独
考
』
一
件
を
め
ぐ
っ
て
｜
」
（
『
日
本
文
学
』
一
二

六
i
て
一
九
八
七
年
一
月
）
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
先
行
研
究
に
共
通
し
て
あ
る
特
徴
で
、
只
野
真
葛
と
い
う

人
物
を
語
る
と
き
、
ど
う
し
て
も
外
す
こ
と
の
で
き
な
い
視
点
が

あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
彼
女
が
「
女
性
」
だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る。
真
葛
の
生
き
た
江
戸
時
代
は
、
家
父
長
制
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
男

性
優
位
の
社
会
で
あ
り
、
女
性
は
慎
ま
し
く
し
と
や
か
で
あ
る
べ
き
、

男
性
に
は
逆
ら
わ
ず
絶
対
的
に
従
う
べ
き
、
と
い
う
の
が
一
般
的
な

も
の
の
考
え
方
で
あ
っ
た
。
し
か
し
真
葛
は
、
『
独
考
』
を
著
わ
す
こ

と
で
、
そ
の
常
識
を
覆
し
た
。
社
会
的
に
弱
い
立
場
で
あ
る
女
性
の

方
か
ら
、
社
会
の
疑
問
点
を
あ
げ
、
意
見
を
述
べ
、
批
判
し
た
の
で

あ
る
。
真
葛
が
『
独
考
』
の
中
で
、
抑
圧
さ
れ
た
性
の
側
か
ら
社
会

批
判
を
行
っ
た
こ
と
の
重
要
性
は
、
先
行
研
究
で
も
注
目
さ
れ
、
多

く
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
今
日
『
独
考
』
の
意
義
と
し
て
揺

る
ぎ
無
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
真
葛
に
関
し
て
書
か
れ
た
記
述
を

一
渡
り
見
て
み
る
と
、
「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
先
駆
」
「
近
代
的
女
性
論

の
先
駆
者
』
「
最
初
の
女
の
闘
争
の
宣
言
者
」
「
女
性
の
存
在
価
値
へ

の
確
信
」
「
女
性
解
放
論
を
説
い
て
い
る
こ
と
は
、
女
性
史
上
に
お
け

る
先
覚
者
」
な
ど
と
い
っ
た
賛
辞
が
並
べ
ら
れ
て
お
り
、
真
葛
は
現

在
女
性
解
放
と
い
っ
た
面
で
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が

え
る
。

-91-



し
か
し
、
こ
れ
ら
先
行
研
究
を
読
ん
で
み
る
と
、
実
際
に
『
独
考
』

の
中
に
著
さ
れ
た
主
張
と
、
先
行
研
究
に
よ
る
『
独
考
』
の
解
釈
と

の
聞
に
は
、
隔
た
り
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
る
。
先
行
研
究
に
お
い
て

語
ら
れ
る
只
野
真
葛
像
は
、
先
に
述
べ
た
真
葛
に
対
す
る
賛
辞
か
ら

も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
「
男
に
対
し
て
対
等
な
立
場
に
立
」
ち
、
男

性
優
位
の
社
会
に
対
し
て
「
女
と
い
え
ど
も
、
そ
れ
に
異
議
申
立
て

を
す
る
権
利
を
有
し
て
い
る
」
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
女

性
解
放
の
先
覚
者
的
と
ら
え
方
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
真
葛
が
女
性
解
放
の
先
覚
者
で
あ
る
と
位
置
付
け
る
に
は
、
『
独

考
』
の
中
に
多
く
の
矛
盾
点
が
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
矛
盾
点
か
ら
、

今
ま
で
の
真
葛
の
と
ら
え
方
に
疑
問
を
投
じ
た
い
。
真
葛
が
女
性
の

立
場
か
ら
社
会
的
発
言
を
述
べ
た
の
は
事
実
で
あ
る
が
、
果
た
し
て

そ
こ
に
、
先
行
研
究
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
意
識
は
あ
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
『
独
考
』
を
著
わ
し
た
真
葛
に
、
現
代
で
い

う
と
こ
ろ
の
女
性
解
放
や
、
女
性
の
地
位
向
上
と
い
っ
た
意
識
は

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
『
独
考
』
を
見
直
し
、
先
行
研
究
を
見
直
す

こ
と
で
、
真
葛
が
本
当
に
訴
え
た
か
っ
た
女
性
観
を
改
め
て
考
察
し

て
い
き
た
い
。
な
お
、
テ
キ
ス
ト
に
は
『
只
野
真
葛
集
』
（
叢
書
江
戸

文
庫
・
三

O
、

一

九

九

四

年

）

を

用

い

た

。

国
書
刊
行
会
、

『
独
考
』
の
特
異
性
に
つ
い
て

ま
ず
真
葛
の
著
わ
し
た
『
独
考
』
が
、
当
時
の
一
般
的
な
も
の
の

考
え
方
か
ら
ど
れ
だ
け
逸
脱
し
た
も
の
だ
っ
た
の
か
、
馬
琴
の
『
独

考
論
』
と
対
比
す
る
こ
と
で
考
察
す
る
。

『
独
考
』
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
テ

i
マ
は
、
政
治
・

経
済
・
自
然
科
学
・
宗
教
・
女
性
観
な
ど
様
々
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
、
当
時
女
性
は
関
与
し
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
た
社
会
的
な
項
目

に
つ
い
て
、
真
葛
が
注
目
し
た
理
由
は
、
『
独
考
』
執
筆
の
動
機
よ
り

う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
真
葛
は
、
『
独
考
』
を
著
わ
し
た
動

機
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

慈
悲
の
お
も
ひ
胸
に
み
ち
、
あ
い
し
ゃ
う
の
涙
に
袖
を
し
ぼ
り
、

我
国
人
の
独
々
の
身
を
と
ま
さ
せ
ん
と
て
、
外
国
の
恐
を
も
お

も
は
ず
、
国
の
つ
ひ
え
を
も
い
と
は
ず
、
そ
の
争
の
為
に
、
出

も
の
／
＼
放
す
て
』
な
く
成
し
こ
が
ね
を
、
又
争
ふ
と
て
、
も

の
く
る
は
し
き
ふ
る
ま
ひ
な
す
が
歎
か
し
さ
に
、
あ
ら
は
し
た

り
白n日

る
こ
と
：
：
：
（
上
・
抄
録
）

こ
の
記
述
か
ら
、
真
葛
は
社
会
の
現
状
に
不
満
を
抱
い
て
お
り
、

そ
の
こ
と
を
憂
え
て
『
独
考
』
を
著
わ
し
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
ま

た、

を
さ
な
か
り
し
よ
り
、
人
の
益
と
な
ら
ば
や
と
お
も
へ
ど
、
何

わ
ざ
を
せ
ば
よ
か
ら
ん
と
、
お
も
ひ
ょ
ら
ざ
り
し
。
（
上
・
願
わ



た
る
事
み
つ
）

と
、
幼
い
頃
か
ら
人
の
役
に
立
つ
こ
と
が
し
た
い
、
と
い
う
士
山
を
抱

い
て
い
た
と
も
記
し
て
い
る
。
真
葛
に
と
っ
て
、
人
の
役
に
立
ち
後

の
世
に
自
分
の
功
績
を
残
す
こ
と
は
、
子
供
の
頃
か
ら
の
憧
れ
で

あ
っ
た
よ
う
だ
。
こ
の
二
つ
の
動
機
か
ら
も
『
独
考
』
と
い
う
書
は
、

嘆
か
わ
し
い
世
の
内
を
文
章
に
残
し
、
そ
れ
ら
の
問
題
を
解
決
す
る

策
を
提
案
す
る
こ
と
で
、
後
の
人
に
役
立
て
て
も
ら
い
た
い
、
と
い

う
真
葛
の
願
い
が
込
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な

可。。し
か
し
こ
の
よ
う
な
志
を
抱
き
な
が
ら
、
彼
女
の
著
わ
し
た
経
世

済
民
の
論
は
、
当
時
の
常
識
的
な
考
え
方
か
ら
す
る
と
か
な
り
独
特

な
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

例
え
ば
、
真
葛
が
嘆
か
わ
し
い
世
の
行
先
き
を
案
じ
、
人
々
を
救

お
う
と
い
う
志
の
も
と
に
著
わ
し
た
論
に
、
博
打
に
つ
い
て
の
記
述

が
あ
る
。
博
打
に
よ
っ
て
身
を
滅
ぼ
す
人
が
多
い
こ
と
を
嘆
い
て
、

彼
女
は
こ
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

凡
生
有
も
の
』
心
の
行
か
た
ち
は
、
勝
負
を
争
に
有
を
や
、
こ

の
と
も
が
ら
の
、
命
と
心
を
か
け
て
た
の
し
み
を
極
る
は
、
ば

く
ち
の
外
な
し
。
是
を
や
め
て
は
一
事
も
心
の
行
こ
と
な
け
れ

ば
、
い
か
に
と
ジ
め
ら
れ
で
も
、
い
け
ら
ん
限
り
比
争
を
た
つ

こ
と
あ
た
は
ず
。
（
下
・
女
子
小
人
）

真
葛
は
こ
の
世
に
生
き
る
す
べ
て
の
も
の
の
本
性
は
勝
負
を
争
う

こ
と
、
闘
争
す
る
こ
と
に
あ
る
と
し
て
、
よ
っ
て
博
打
を
打
つ
の
は

人
の
性
で
あ
る
か
ら
、
法
で
こ
れ
を
規
制
す
る
の
は
不
可
能
な
こ
と

だ
と
考
え
る
。
不
可
能
な
こ
と
を
法
で
規
制
し
た
と
こ
ろ
で
仕
方
が

な
い
、
む
し
ろ
法
で
厳
し
く
規
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
悪
人
ど
も

は
素
人
を
言
葉
巧
み
に
博
打
の
世
界
へ
引
き
込
み
、
金
を
巻
き
上
げ

て
は
規
制
を
盾
に
し
て
口
封
じ
を
す
る
。
博
打
で
金
を
踊
し
取
ら
れ

た
人
は
、
自
分
に
か
か
る
厳
罰
が
恐
ろ
し
く
て
悪
人
に
さ
れ
る
が
ま

ま
泣
き
寝
入
り
す
る
し
か
な
く
、
こ
う
し
て
博
打
と
縁
の
な
か
っ
た

素
人
も
悪
人
ど
も
に
陥
れ
ら
れ
て
い
く
。
こ
れ
は
法
で
博
打
を
厳
し

く
規
制
し
て
い
る
こ
と
が
そ
も
そ
も
の
原
因
だ
と
し
、

下
人
共
に
奏
の
手
な
ぐ
さ
み
を
ゆ
る
さ
せ
給
ひ
て
、
ば
く
だ
い

の
金
銀
、
さ
て
衣
類
諸
道
具
等
を
と
り
や
る
こ
と
な
か
れ
、
着

た
る
一
衣
を
は
ぐ
こ
と
な
か
れ
と
、
是
を
制
さ
せ
給
は
JX
よ
か

ら
ん
か
。
（
同
）

と
い
っ
た
案
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
う
す
れ
ば
法
の
網
が
破
ら
れ
る

事
も
な
く
、
賭
け
事
に
身
を
滅
ぼ
す
人
も
い
な
く
な
り
、
万
事
が
う

ま
く
行
く
だ
ろ
う
、
と
い
う
策
な
の
で
あ
る
。
真
葛
の
父
、
工
藤
平

助
は
広
い
方
面
に
交
際
を
持
つ
趣
味
人
で
あ
っ
た
。
真
葛
の
家
は

様
々
な
人
々
が
集
う
場
で
あ
り
、
中
に
は
賭
博
人
も
出
入
り
し
て
い

た
ら
し
い
。
真
葛
は
育
っ
た
環
境
か
ら
し
て
、
博
打
に
触
れ
る
機
会

も
多
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
身
近
に
博
打
が
あ
る
環
境
か
ら
影

響
を
受
け
た
考
え
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
博
打
に
関
す
る
記
述
だ
け
読
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ん
で
も
、
『
独
考
』
に
お
け
る
真
葛
の
論
が
、
い
か
に
特
異
な
も
の
で

あ
っ
た
か
が
う
か
が
え
る
。

こ
の
博
打
の
論
に
対
し
、
篤
琴
は
『
独
考
論
』
の
中
で
以
下
の
よ

う
に
評
し
て
い
る
。

こ
れ
亦
婦
人
の
仁
に
し
て
、
道
理
に
そ
む
き
た
る
こ
と
な
り
。

慾
の
為
に
身
を
忘
れ
て
、
あ
ら
は
る
れ
ば
厳
科
に
行
る
L
と
知

り
つ
』
も
、
得
や
め
ざ
る
ば
く
ち
打
共
に
、
ば
く
ち
を
ゆ
る
さ

せ
給
ふ
、
そ
の
か
は
り
に
大
金
衣
類
の
と
り
引
す
な
と
制
さ
せ

給
ふ
と
も
、
事
に
臨
み
て
悪
も
の
ど
も
が
、
い
か
で
か
こ
れ
を

守
る
べ
き
。
（
第
八
女
子
小
人
）

博
打
を
打
つ
こ
と
が
、
厳
し
い
刑
罰
に
処
せ
ら
れ
る
大
罪
で
あ
る
の

は
当
時
も
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
馬
琴
の
論
は
当
時
の
正
論
だ
と

考
え
て
よ
い
。
ま
た
、

ば
く
ち
を
免
さ
せ
給
ふ
こ
と
あ
ら
ば
、
う
つ
も
打
ざ
る
も
、
み

a

な
ば
く
ち
を
よ
き
事
ぞ
と
思
ふ
べ
し
。
か
く
て
は
善
悪
無
差
別

な
り
。
何
を
も
て
悪
を
懲
し
、
善
を
奨
す
の
政
を
せ
ん
や
。

（
第
八
女
子
小
人
）

と
馬
琴
が
批
判
す
る
よ
う
に
、
善
悪
の
判
断
か
ら
い
っ
て
も
、
現
在

と
同
じ
く
博
打
は
悪
の
対
象
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
肯
定
的
に
見
る
な

ど
、
真
葛
の
論
は
一
般
的
な
善
悪
の
判
断
と
ズ
レ
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
『
独
考
』
に
お
け
る
真
葛
の
論
と
、
『
独
考
論
』
に

お
け
る
馬
琴
の
論
を
対
比
す
る
こ
と
で
、
ど
れ
だ
け
『
独
考
』
が
異

質
な
も
の
で
あ
っ
た
か
が
よ
り
明
確
に
な
っ
て
く
る
。
馬
琴
の
『
独

考
論
』
は
、
当
時
の
知
識
人
の
一
般
的
な
考
え
方
で
あ
り
、
い
わ
ば

真
葛
の
論
の
特
異
性
を
測
る
ひ
と
つ
の
目
安
と
し
て
見
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。

真
葛
が
こ
の
よ
う
に
博
打
を
肯
定
す
る
そ
の
根
底
に
は
、
彼
女
の

考
え
る
生
き
物
の
本
性
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
。
先
に
も
触
れ
た

よ
う
に
、
真
葛
は
自
然
界
に
生
き
る
者
す
べ
て
「
凡
夫
地
の
聞
に
生

る
L

物
の
心
の
ゆ
く
か
た
ち
は
、
優
劣
を
争
な
り
と
ぞ
お
も
は

る
』
」
と
、
競
争
意
識
を
も
と
と
し
て
生
息
す
る
と
考
え
て
い
た
。

鳥
獣
や
虫
に
至
る
ま
で
、
生
物
は
生
き
て
い
る
限
り
、
生
存
競
争
つ

ま
り
「
勝
負
を
争
」
う
こ
と
、
が
付
き
ま
と
っ
て
く
る
も
の
で
あ
り
、

人
間
も
ま
た
生
き
て
い
る
限
り
そ
こ
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

人
聞
が
行
き
着
く
と
こ
ろ
は
結
局
「
勝
負
を
争
」
う
こ
と
だ
、
と
い

う
考
え
で
あ
る
。
彼
女
は
こ
う
し
た
考
え
に
基
づ
き
、
例
と
し
て

「
人
の
子
を
育
つ
る
を
見
る
に
、
誰
よ
り
は
お
と
な
し
き
と
ほ
め
で

た
し
な
ま
せ
、
又
そ
れ
に
て
は
誰
に
劣
り
て
笑
は
れ
ん
と
い
ひ
て
は

げ
ま
せ
な
ど
す
る
」
と
身
近
に
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
教
育
方
法
を

あ
げ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
人
は
日
常
的
に
も
優
劣
を
争
う
こ
と
を

好
み
、
「
絶
て
勝
劣
に
か
』
は
ら
ぬ
時
は
、
い
さ
み
な
し
」
と
、
相
手

に
勝
ち
た
い
と
思
う
闘
争
心
こ
そ
人
を
突
き
動
か
す
力
の
源
で
あ
る

と
し
、
争
い
を
人
間
の
本
性
と
し
て
肯
定
し
て
い
く
。
争
い
が
人
間

の
本
性
で
あ
る
と
す
る
真
葛
に
よ
れ
ば
、
本
性
を
い
く
ら
法
で
規
制
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し
よ
う
と
し
て
も
、
生
き
て
い
る
限
り
こ
の
争
い
を
断
つ
こ
と
は
で

き
な
い
。
よ
っ
て
即
座
に
勝
敗
が
判
明
す
る
博
打
に
人
々
が
惹
か
れ

て
い
く
の
も
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
を
規
制
す
る
の
は
不
可
能

で
あ
る
と
見
な
し
て
い
る
の
だ
。

真
葛
の
こ
の
よ
う
な
論
理
に
対
し
、
馬
琴
は
『
独
考
論
』
に
お
い

て
「
凡
活
る
物
の
勝
負
を
あ
ら
そ
ふ
は
、
天
性
に
は
あ
ら
ず
、
み
な

慾
よ
り
起
る
也
」
と
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
。
本
当
の
人
間
の
本
性

は
「
静
」
で
あ
る
と
し
、
争
い
の
気
持
ち
が
起
こ
る
の
は
「
情
慾
」

の
た
め
で
あ
る
と
考
え
る
。
「
人
々
あ
ら
そ
ひ
の
心
な
く
て
は
、
事

に
い
さ
み
な
し
と
い
は
れ
し
は
、
是
慾
を
た
す
け
乱
を
招
く
の
媒
な

る
べ
し
」
と
厳
し
く
批
判
し
、
真
葛
の
論
を
「
乱
の
は
じ
め
」
と
危

険
視
し
て
い
る
。

『
独
考
』
の
添
削
・
版
行
を
依
頼
さ
れ
た
馬
琴
が
、
真
葛
の
論
は
禁

忌
に
触
れ
る
危
険
な
も
の
で
あ
る
と
判
断
し
た
理
由
の
一
っ
と
し
て
、

今
ま
で
の
常
識
を
打
ち
破
る
儒
教
批
判
が
あ
げ
ら
れ
る
。
真
葛
は

『
独
考
』
の
中
に
お
い
て
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
痛
烈
な
儒
教
批
判
、

孔
子
批
判
を
く
り
返
し
て
い
る
。
彼
女
は
儒
教
に
つ
い
て
、

聖
の
教
の
あ
ら
ま
し
は
、
人
の
心
に
し
ま
り
が
あ
れ
ば
、
と
り

あ
っ
か
ひ
仕
よ
き
故
、
〆
縄
を
か
け
て
道
引
仕
方
な
れ
ど
も
、

鼻
に
も
か
け
ぬ
わ
る
も
の
ど
も
が
、
勝
手
次
第
に
は
た
ら
く
時

は
、
心
を
〆
ら
れ
た
る
方
、
劣
ね
ば
な
ら
ず
、
常
に
損
を
す
る

事
：
・
（
上
・
願
わ
た
る
事
み
つ
）

と
、
儒
教
の
教
え
は
人
間
の
自
然
な
行
動
ま
で
も
縛
り
つ
け
て
制
限

さ
せ
、
制
限
さ
れ
な
い
人
に
比
べ
て
世
を
生
き
に
く
く
す
る
も
の
だ

と
考
え
て
い
た
。
よ
っ
て
儒
教
は
守
っ
て
い
れ
ば
生
き
て
い
く
上
で

損
を
す
る
も
の
と
解
釈
さ
れ
、
そ
の
一
例
と
し
て
「
吾
と
も
が
ら
、

聖
の
道
を
ま
も
り
、
兄
弟
七
人
世
に
く
る
し
み
し
故
、
年
を
か
さ
ね

て
考
こ
し
、
後
の
人
の
為
に
書
置
な
り
け
り
」
と
、
自
分
達
兄
弟
の

例
を
あ
げ
て
読
者
に
警
告
し
て
い
る
。

ま
た
、
別
の
項
で
は
、

は
じ
め
て
人
形
を
作
り
し
も
の
は
後
な
か
ら
ん
と
か
、
孔
子
聖

は
つ
ひ
え
な
る
こ
と
の
や
う
に
悪
ま
せ
給
へ
り
と
聞
を
、
今
聖

堂
と
て
い
か
め
し
き
殿
仕
て
、
殊
更
に
人
形
を
作
り
て
聖
を
ま

つ
り
奉
る
は
、
正
体
な
る
孔
子
聖
の
御
果
に
は
い
ひ
が
た
か
ら

め
（
下
・
物
の
つ
ひ
え
を
い
と
ふ
）

と
、
儒
教
の
教
え
の
矛
盾
点
を
指
摘
し
、

此
御
堂
の
わ
ざ
は
、
こ
が
ね
宝
を
い
や
し
む
が
法
な
る
故
、
つ

ひ
え
な
る
事
の
み
に
し
て
閣
に
益
な
し
（
同
）

と
し
て
、
孔
子
を
祭
っ
た
御
堂
の
不
用
を
説
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

他
に
も
、
『
独
考
』
に
は
儒
教
や
孔
子
を
批
判
す
る
文
章
が
い
た
る
と

こ
ろ
に
見
ら
れ
、
こ
の
痛
烈
な
儒
教
批
判
は
『
独
考
』
の
ひ
と
つ
の

特
徴
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

当
時
の
学
問
の
主
流
は
儒
教
で
あ
り
、
馬
琴
も
ま
た
儒
教
に
基
づ

い
た
も
の
の
考
え
方
を
し
て
い
た
。
馬
琴
に
と
っ
て
、
儒
教
と
は
日
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本
古
来
の
神
の
教
え
に
も
等
し
い
、
絶
対
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

『
独
考
論
』
に
は
、
い
か
に
儒
教
が
尊
い
教
え
で
あ
っ
た
か
を
表
す

記
述
も
見
ら
れ
る
。

我
邦
に
は
教
の
書
伝
ら
ず
、
か
ら
固
な
る
孔
子
の
教
は
、
則
神

の
教
に
ひ
と
し
。
貴
賎
今
日
一
切
の
所
作
は
、
み
な
儒
の
道
に

よ
ら
ざ
る
は
な
し
。
（
第
四
顧
わ
た
る
事
み
つ
）

「
も
し
八
十
万
の
神
た
ち
、
儒
道
を
に
く
み
嫌
ひ
給
は
ゾ
、
彼
神
風

な
ど
い
ふ
も
の
も
て
、
払
ひ
退
け
給
ふ
べ
き
」
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
に
、

儒
教
は
難
な
く
日
本
に
広
ま
っ
た
。
こ
れ
は
日
本
に
古
く
か
ら
伝
わ

る
神
々
の
思
し
召
し
が
儒
教
の
教
え
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て

お
り
、
よ
っ
て
儒
教
は
神
の
教
え
に
等
し
い
、
と
い
う
根
拠
づ
け
で

あ
る
。こ

の
よ
う
に
儒
教
を
崇
拝
し
て
い
た
馬
琴
に
と
っ
て
、
真
葛
の
儒

教
批
判
は
到
底
納
得
い
く
も
の
で
な
か
っ
た
。
兄
弟
七
人
、
儒
教
を

守
っ
て
き
た
こ
と
で
不
幸
に
な
っ
た
、
と
い
う
真
葛
の
考
え
に
対
し

て
も
「
た
が
へ
り
」
と
一
喝
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

幸
と
不
幸
は
天
命
な
り
。
道
に
そ
む
き
て
幸
ヒ
あ
ら
ん
よ
り
、

道
を
守
り
て
不
幸
な
ら
ん
こ
そ
よ
け
れ
。
（
第
四
願
わ
た
る
事

み
つ
）

儒
教
の
信
不
信
に
よ
っ
て
馬
琴
と
真
葛
の
聞
に
で
き
る
考
え
方
の

溝
は
大
き
く
、
二
人
の
意
見
は
最
後
ま
で
噛
み
あ
う
こ
と
が
な
い
。

馬
琴
は
こ
の
真
葛
の
儒
教
批
判
に
対
し
、
「
ひ
と
つ
と
し
て
当
る
こ

と
な
し
」
「
婦
人
の
憶
断
」
「
絶
倒
す
べ
し
」
「
言
語
道
断
一
」
「
傍
若
無

人
」
「
あ
ま
り
に
あ
さ
ま
し
」
な
ど
と
い
っ
た
言
葉
で
酷
評
し
て
い
る
。

し
か
し
、
論
の
内
容
は
と
も
か
く
、
先
述
の
よ
う
に
、
馬
琴
も
真

葛
の
才
能
だ
け
は
認
め
て
い
た
ら
し
い
。
『
兎
園
小
説
』
の
「
真
葛
の

お
う
な
」
の
項
に
お
い
て
、
馬
琴
は
『
独
考
』
に
つ
い
て
「
そ
の
説

ど
も
の
よ
き
わ
ろ
き
は
と
ま
れ
か
く
ま
れ
、
婦
人
に
は
多
く
得
が
た

き
見
識
あ
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
馬
琴
が
我
慢
な
ら
な
か
っ
た
の
は

真
葛
が
「
ま
こ
と
の
道
を
し
ら
ざ
り
け
る
」
こ
と
、
つ
ま
り
儒
教
に

準
ず
る
考
え
方
を
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
才
能
で
儒

教
さ
え
き
ち
ん
と
学
ん
で
い
れ
ば
「
今
君
が
才
を
も
て
、
ま
こ
と
に

暁
得
た
ら
ん
に
は
、
い
よ
』
ま
す
／
＼
め
で
た
か
ら
ん
」
と
思
っ
て
い
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た
よ
う
だ
。

先
行
研
究
に
お
け
る
只
野
真
葛
論

は
じ
め
に
述
べ
た
通
り
、
今
日
の
真
葛
の
と
ら
え
ら
れ
方
は
「
女

性
解
放
論
の
先
覚
者
」
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
で
は
、
そ
れ
ら
先

行
研
究
は
ど
う
い
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
真
葛
を
「
女
性
解
放
論
の
先
覚

者
」
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
の
か
、
こ
れ
か
ら
具
体
的
に
見
て
い
き

た
い
。真

葛
の
代
表
的
な
先
行
研
究
と
し
て
、
関
民
子
氏
の
「
幕
藩
制
社

会
の
総
体
的
批
判
者
の
登
場
只
野
真
葛
と
そ
の
思
想

i
」
（
前
出
）



が
あ
げ
ら
れ
る
。

関
氏
の
論
文
で
は
、
第
一
章
で
紹
介
し
た
真
葛
の
考
え
る
人
間
の

本
性
、
す
な
わ
ち
「
生
有
も
の
』
心
の
行
か
た
ち
は
、
勝
負
を
争
に

有
」
と
い
う
考
え
方
と
、
『
独
考
』
の
特
徴
で
も
あ
る
儒
教
批
判
と
に

注
目
が
な
さ
れ
て
い
る
。
関
氏
は
真
葛
の
本
性
の
考
え
方
を
踏
ま
え

た
上
で
、
儒
教
批
判
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
聖
の
法
」
は
、
そ
う
し
た
男
の
女
性
抑
圧
を
最
も
強
力
に
弁

証
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
般
に
幕
藩
制
下
に
お
け
る
女
の
男
に

対
す
る
思
想
的
闘
争
は
、
直
接
に
男
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
と

い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
男
の
女
性
支
配
を
正
当
化
す
る
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
だ
け
屈
折
し
た
形

態
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

関
氏
は
こ
の
よ
う
に
、
痛
烈
な
儒
教
批
判
は
男
性
社
会
へ
の
批
判

が
屈
折
し
た
か
た
ち
で
表
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
真

葛
の
批
判
は
儒
教
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
男
性
優
位
を

擁
護
す
る
と
い
う
儒
教
の
特
性
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ

れ
を
関
氏
は
「
儒
教
批
判
に
名
を
借
り
た
女
の
闘
争
」
と
い
う
言
葉

で
表
現
し
て
い
る
。

関
氏
は
真
葛
の
儒
教
批
判
が
「
女
の
闘
争
」
で
あ
る
と
し
た
上
で
、

彼
女
が
闘
争
に
至
っ
た
原
因
を
い
く
つ
か
あ
げ
て
い
る
。
原
因
の
ひ

と
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
が
、
真
葛
の
結
婚
で
あ
る
。

真
葛
は
二
度
結
婚
し
て
い
る
が
、
ど
ち
ら
の
結
婚
も
あ
ま
り
幸
福

な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
真
葛
二
十
七
歳
の
と
き
、
初
め
て
縁
談
が

持
ち
上
が
る
。
二
十
七
歳
と
い
う
年
に
な
る
ま
で
結
婚
し
な
か
っ
た

の
は
、
父
平
助
が
蝦
夷
開
拓
の
建
言
を
し
た
た
め
、
も
し
か
す
る
と

蝦
夷
奉
行
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
期
待
が
あ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
父
の
出
世
を
待
つ
こ
と
で
、
よ
り
良
い
縁
談
を
求
め
よ
う
と

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
良
家
へ
縁
を
求
め
る
こ
と
は
叶
わ
ず
、

婚
期
を
逸
し
た
挙
げ
句
、
真
葛
二
十
七
歳
に
な
っ
て
や
っ
と
見
つ
け

た
嫁
ぎ
先
の
男
性
は
老
人
で
あ
っ
た
。
嫁
い
で
か
ら
も
泣
い
て
ば
か

り
い
た
の
で
、
実
家
に
帰
さ
れ
て
し
ま
い
、
結
局
一
度
目
の
結
婚
は

失
敗
に
終
わ
る
。

そ
の
後
、
二
度
目
の
縁
談
が
持
ち
上
が
っ
た
の
は
そ
れ
か
ら
八
年

後
、
真
葛
三
十
五
歳
の
と
き
で
あ
っ
た
。
相
手
は
仙
台
藩
士
只
野
伊

賀
、
真
葛
は
後
添
え
で
あ
っ
た
。
慣
れ
親
し
ん
だ
江
戸
か
ら
遠
い
仙

台
に
一
人
嫁
ぐ
こ
と
と
な
っ
た
そ
の
背
後
に
は
、
真
葛
の
意
志
と
は

別
の
思
惑
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。

真
葛
の
父
平
助
は
仙
台
藩
医
で
あ
り
、
娘
の
う
ち
誰
か
が
仙
台
藩

の
人
に
嫁
ぐ
こ
と
は
、
平
助
の
か
ね
て
か
ら
の
希
望
で
あ
っ
た
。
平

助
は
次
男
源
四
郎
、
が
自
分
の
後
を
継
ぐ
こ
と
を
考
え
る
と
、
誰
か
仙

台
に
身
内
が
い
れ
ば
後
ろ
盾
が
で
き
、
後
継
ぎ
の
た
め
に
も
好
都
合

だ
と
思
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
真
葛
の
二
度
目
の
結
婚
は
い
わ
ば
政

略
結
婚
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
真
葛
は
後
の
工
藤
家
後
継
ぎ
の
た

め
の
犠
牲
で
あ
っ
た
。
真
葛
は
遠
い
仙
台
に
嫁
ぐ
こ
と
に
つ
い
て
、
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『
独
考
』
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

父
に
得
し
体
に
し
あ
れ
ば
、
い
さ
ぎ
よ
く
又
か
へ
す
ぞ
と
思
ひ

と
り
て
、
三
十
五
才
を
一
期
ぞ
と
あ
き
ら
め
、
二
度
帰
ら
ぬ
旅

立
も
、
死
出
の
道
に
は
増
り
け
り
（
下
・
抄
録
）

父
の
た
め
、
工
藤
家
の
た
め
を
思
う
こ
と
こ
そ
第
一
の
孝
行
だ
と

し
、
こ
の
結
婚
を
境
に
三
十
五
歳
で
我
が
身
は
一
度
死
ん
だ
も
の
と

思
い
、
「
死
出
の
道
」
と
比
べ
る
こ
と
で
自
分
を
慰
め
、
自
身
を
納
得

さ
せ
る
し
か
な
か
っ
た
。
ま
た
、

此
地
に
く
だ
り
て
、
い
か
ば
か
り
く
る
し
き
こ
と
の
有
て
も
、

地
獄
の
せ
め
に
は
か
ろ
か
り
け
り
（
同
）

と
、
新
し
い
結
婚
生
活
を
「
地
獄
」
と
比
べ
る
な
ど
、
結
婚
に
対
す

る
真
葛
の
恐
怖
は
は
か
り
し
れ
な
い
。
彼
女
が
二
度
目
の
結
婚
を
決

意
す
る
に
は
、
多
大
な
努
力
を
要
し
た
よ
う
だ
。

し
か
し
、
意
に
添
わ
な
い
結
婚
を
し
、
住
み
な
れ
た
江
戸
を
離
れ

は
る
ば
る
仙
台
に
や
っ
て
き
た
原
因
で
も
あ
る
弟
源
四
郎
は
、
父
の

後
を
継
ぐ
前
に
若
く
し
て
死
ん
で
し
ま
う
。
結
局
真
葛
の
捨
て
身
の

決
心
も
徒
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

関
氏
は
こ
の
二
つ
の
不
幸
な
結
婚
に
注
目
す
る
。
一
度
目
の
結
婚

も
二
度
目
の
結
婚
も
、
真
葛
の
意
志
と
は
関
係
な
く
父
親
の
一
存
で

決
め
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
当
時
は
、
父
親
が
娘
の
結
婚
相
手
を
決

め
る
の
は
当
た
り
前
の
こ
と
だ
っ
た
は
ず
だ
が
、
「
死
出
の
道
」
を
行

く
思
い
で
決
意
し
た
結
婚
で
あ
っ
た
の
に
、
結
局
自
分
の
幸
福
に
も
、

家
族
の
幸
福
に
も
つ
な
が
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
、
真
葛
は
疑
問
を
持

つ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
関
氏
は
、
こ
の
や
り
場
の
な
い
気
持
ち

が
「
結
婚
生
活
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
抑
圧
や
不
合
理
な
体
験
を
通

し
て
、
家
父
長
的
な
家
族
制
度
と
、
そ
れ
を
支
え
る
儒
教
倫
理
へ
の

怒
り
」
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
と
考
え
る
。
真
葛
に
と
っ
て
の
儒
教

批
判
は
、
「
社
会
生
活
な
か
ん
づ
く
家
庭
生
活
に
お
け
る
女
の
屈
辱

的
な
存
在
形
態
に
対
す
る
長
い
間
欝
積
し
た
憤
曹
の
爆
発
」
で
あ
っ

た
と
と
ら
え
て
い
る
の
だ
。

ま
た
関
氏
は
、
真
葛
が
「
女
の
闘
争
」
に
至
っ
た
も
う
ひ
と
つ
の

原
因
と
し
て
、
彼
女
が
男
女
の
聞
の
闘
争
を
必
然
的
な
も
の
と
認
識

し
て
い
た
た
め
、
と
指
摘
す
る
。

『
独
考
』
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

さ
て
、
四
十
五
六
の
比
、
『
古
事
記
伝
』
と
い
ふ
書
を
得
て
見
し

に
、
此
世
に
人
の
生
そ
め
し
時
、
身
う
ち
を
尋
ね
て
成
余
り
し

と
覚
ゆ
る
は
を
と
こ
、
成
た
ら
ぬ
と
お
も
ふ
は
女
な
り
、
と
い

ふ
こ
と
を
読
て
よ
り
、
年
比
男
女
あ
ひ
か
、
ふ
ら
ふ
わ
ざ
は
、
あ

や
に
く
な
る
お
も
ひ
脊
こ
と
の
う
た
が
は
し
さ
も
、
一
度
に
解

た
り
き
。
（
上
・
願
わ
た
る
事
み
つ
）

真
葛
に
と
っ
て
、
男
女
の
関
係
が
う
ま
く
い
か
な
い
と
い
う
こ
と

は
、
長
年
の
疑
問
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
本
居
宣
長
の
吋
古
事
記
伝
』

を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
太
古
の
昔
人
聞
が
世
に
誕
生
し
た
時
か
ら
、

男
と
女
は
生
物
的
に
違
う
生
き
物
で
あ
っ
た
と
知
り
、
男
女
の
関
係
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が
う
ま
く
い
か
な
い
の
は
互
い
が
別
の
生
物
だ
か
ら
で
あ
る
と
結
論

付
け
、
長
年
思
い
続
け
て
き
た
謎
が
二
度
に
解
た
り
き
」
と
納
得

す
る
。関

氏
に
よ
る
と
、
真
葛
は
こ
の
「
男
女
の
生
物
学
的
相
違
」
と
い

う
考
え
か
ら
、
「
男
女
の
心
の
相
違
を
ひ
き
出
し
、
そ
の
心
の
相
違
は

両
性
聞
の
闘
争
を
必
然
化
」
さ
せ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
、
男
と
女
は

同
じ
人
間
で
あ
り
な
が
ら
生
物
的
に
は
違
う
生
き
物
で
あ
る
た
め
、

そ
の
心
も
ま
た
違
う
も
の
で
あ
り
、
違
っ
て
い
る
限
り
お
互
い
を
分

か
り
合
う
こ
と
は
で
き
ず
、
争
い
は
避
け
ら
れ
な
い
と
す
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
の
考
え
は
、
真
葛
の
人
聞
の
本
性
の
考
え
方
、
人
聞

は
生
ま
れ
つ
き
勝
負
を
争
う
方
向
に
進
ん
で
い
く
、
生
き
物
は
す
べ

て
闘
争
を
好
む
と
い
う
論
の
根
底
を
な
す
認
識
へ
と
発
展
し
て
い
く

と
考
え
る
の
で
あ
る
。

関
氏
は
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
儒
教
批
判
す
な
わ
ち
女
の
闘
争

と
い
う
公
式
を
確
か
な
も
の
と
し
て
証
明
し
て
み
せ
た
。
こ
の
関
氏

の
論
は
後
の
真
葛
研
究
に
も
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
て
い
る
。
北

田
幸
恵
氏
の
「
真
葛
か
ら
紫
琴
へ

l
性
差
と
表
現
｜
」
（
『
日
本
文
学
』

四一二
t
e
t

－
－
一
て
一
九
九
四
年
一
一
月
）
で
は
、
関
氏
の
論
を
も
と
に

「
両
性
相
克
の
必
然
を
指
摘
し
て
い
た
こ
と
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の

先
駆
と
し
て
高
い
評
価
を
与
え
ら
れ
て
よ
い
」
と
、
真
葛
が
「
フ
ェ

ミ
ニ
ズ
ム
の
先
駆
」
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
論
が
展
開
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
鈴
木
よ
ね
子
氏
の
「
反
真
葛
論
1

『
独
考
』

件
を

め
ぐ
っ
て
」
（
前
出
）
で
は
、
生
物
的
な
相
違
か
ら
男
女
の
差
を
認

識
す
る
と
い
う
真
葛
の
考
え
に
、
関
氏
が
注
目
し
て
い
た
こ
と
を
論

の
中
で
紹
介
し
、
こ
の
真
葛
の
認
識
は
「
男
女
差
別
を
徹
底
的
に
相

対
化
す
る
視
点
」
で
あ
っ
た
と
し
、
男
女
の
差
別
を
差
別
と
し
て
発

見
し
得
た
こ
と
は
「
女
性
論
の
先
駆
」
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
。

真
葛
の
女
性
観

真
葛
は
『
独
考
』
の
中
に
、
「
此
く
だ
り
は
無
学
む
法
な
る
女
心
よ

り
、
聖
の
法
を
押
す
い
く
さ
心
な
り
」
と
い
う
一
文
を
付
け
加
え
る

つ
も
り
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
真
葛
と
馬
琴
の
書
簡
を
ま
と
め

た
『
独
考
追
加
』
の
中
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
一
文
よ
り
、

真
葛
が
「
無
学
む
法
」
つ
ま
り
儒
教
を
正
式
に
学
ん
で
い
な
い
女
性

の
立
場
か
ら
、
「
聖
の
法
」
を
攻
撃
す
る
強
い
意
志
が
あ
っ
た
、
と
い

う
こ
と
は
確
か
な
こ
と
と
い
え
る
。
し
か
し
真
葛
の
儒
教
批
判
を
、

関
氏
の
主
張
の
と
お
り
「
女
性
の
闘
争
」
と
解
釈
す
る
に
は
、
『
独
考
』

の
内
容
の
中
に
説
明
の
つ
か
な
い
矛
盾
点
が
残
っ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
現
在
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
真
葛
像
に
疑
問
を
投

じ
、
真
葛
が
『
独
考
』
に
残
し
た
本
当
の
女
性
観
に
つ
い
て
探
っ
て

い
き
た
い
。

関
氏
の
論
に
疑
い
を
持
つ
理
由
と
し
て
、
『
独
考
』
の
中
で
真
葛
の

女
性
観
が
直
接
的
に
表
れ
て
い
る
箇
所
に
注
目
し
た
い
。
真
葛
が
男
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と
女
を
生
物
的
に
違
う
も
の
と
見
な
し
て
い
た
こ
と
は
、
先
に
も
述

べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
男
女
の
相
違
を
当
然
の
も
の
と
す

る
真
葛
が
、
男
女
の
関
係
が
う
ま
く
い
か
な
い
原
因
で
あ
る
生
物
的

違
い
を
踏
ま
え
た
上
で
、
た
ど
り
着
い
た
結
論
は
以
下
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
。

女
は
、
を
と
こ
の
為
に
有
も
の
に
し
て
、
女
の
た
め
に
男
の
あ

る
に
は
あ
ら
ず
。
（
上
・
願
わ
た
る
事
み
つ
）

真
葛
は
当
初
、
男
と
女
の
関
係
で
納
得
い
か
な
い
部
分
が
あ
る
の

は
何
故
な
の
か
、
真
相
を
知
り
た
い
と
思
い
謎
の
解
明
を
願
っ
て
い

た
の
だ
が
、
そ
れ
が
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
生
物
的
な
違
い
に

よ
る
も
の
で
あ
る
と
分
か
る
と
、
結
果
と
し
て
「
女
は
、
を
と
こ
の

為
に
有
も
の
」
と
い
う
「
女
性
解
放
の
先
覚
者
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
は

正
反
対
の
結
論
に
た
ど
り
着
い
て
い
る
。
こ
の
直
接
的
な
一
文
は
、

関
氏
の
い
う
と
こ
ろ
の
男
に
対
す
る
「
女
の
闘
争
」
で
は
な
く
、
む

し
ろ
女
の
従
属
を
承
認
す
る
言
葉
と
し
て
と
れ
る
だ
ろ
う
。

「
女
は
、
を
と
こ
の
為
に
有
も
の
」
と
い
う
結
論
を
出
し
た
真
葛
は
、

男
性
の
下
で
女
性
が
世
を
う
ま
く
渡
る
た
め
の
術
と
し
て
「
頼
人
は

更
に
も
い
は
ず
、
出
入
男
共
、
っ
か
ふ
下
男
に
い
た
る
ま
で
も
、
身

体
を
こ
と
な
る
も
の
と
お
も
ひ
て
、
心
を
一
段
ひ
き
く
し
て
む
か
ふ

ベ
し
」
と
、
男
性
で
あ
れ
ば
誰
で
あ
れ
、
た
と
え
下
男
で
あ
っ
て
も

敬
う
べ
き
こ
と
を
世
の
女
性
に
対
し
助
言
し
て
い
る
。
真
葛
に
と
っ

て
女
性
と
は
「
男
に
た
す
け
ら
れ
て
世
を
ふ
る
も
の
」
で
あ
っ
た
。
そ

の
た
め
男
性
に
対
す
る
敬
い
の
気
持
ち
は
絶
対
的
な
も
の
で
あ
り
、

相
手
の
社
会
的
身
分
に
よ
ら
な
い
、
広
く
す
べ
て
の
男
性
と
い
う
性

に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
い
た
。
真
葛
も
ま
た
世
間
一
般
の
認
識
と
同

じ
く
、
男
性
が
優
位
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

ど
こ
ろ
か
自
分
よ
り
身
分
の
低
い
も
の
に
対
し
て
ま
で
「
心
を
一
段

ひ
き
く
し
て
む
か
ふ
」
な
ど
、
慎
重
す
ぎ
る
ほ
ど
に
男
性
を
敬
う
対

象
と
し
て
お
り
、
関
氏
の
論
に
あ
る
よ
う
な
「
闘
争
の
意
」
は
ど
こ

に
も
見
受
け
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

「
願
わ
た
る
事
み
つ
」
の
項
以
外
に
も
、
真
葛
の
女
性
観
を
表
し
て

い
る
箇
所
が
あ
る
。
下
の
巻
「
女
の
教
」
の
項
で
は
、
「
願
わ
た
る
事

み
つ
」
よ
り
も
っ
と
明
確
に
彼
女
の
女
性
観
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

先
に
も
触
れ
た
と
お
り
、
真
葛
は
幼
い
頃
か
ら
「
人
の
益
と
な
ら
ば

や
」
と
願
っ
て
い
た
。
そ
し
て
ま
た
、
十
歳
の
夏
手
習
い
机
に
寄
り

か
か
り
な
が
ら
「
我
ぞ
世
の
中
の
女
の
本
と
な
ら
ば
や
」
と
決
心
し

た
こ
と
に
つ
い
て
も
書
き
記
し
て
い
る
。
真
葛
に
と
っ
て
、
自
分
が

世
の
女
性
の
手
本
と
な
る
こ
と
も
ま
た
、
幼
い
頃
か
ら
抱
き
続
け
て

き
た
長
年
の
夢
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
士
山
は
消
え
る
こ
と
な
く
、

し
か
し
「
何
わ
ざ
を
せ
ば
よ
か
ら
ん
と
、
お
も
ひ
ょ
ら
ざ
り
し
」
た

め
に
、
心
の
中
で
嬬
っ
た
ま
ま
表
面
に
出
る
こ
と
も
な
く
、
『
独
考
』

の
年
に
ま
で
至
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
真
葛
は
『
独
考
』
を
著
す
に

あ
た
っ
て
、
長
年
抱
き
続
け
た
夢
を
今
こ
こ
に
実
現
し
よ
う
と
、
こ

の
書
の
中
に
「
女
の
教
」
と
い
う
項
を
も
う
け
た
。
こ
の
「
女
の
教
」
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と
い
う
直
接
的
な
題
か
ら
し
で
も
、
こ
こ
に
彼
女
の
夢
で
あ
っ
た

「
女
の
本
」
を
発
表
し
、
世
の
女
性
の
手
本
と
な
ろ
う
、
世
の
女
性

に
役
立
て
て
も
ら
お
う
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

ろ
う
。
彼
女
が
十
歳
の
頃
か
ら
温
め
て
き
て
、
五
十
五
歳
に
し
て

や
っ
と
日
の
目
を
見
る
機
会
を
得
た
「
女
の
教
へ
そ
の
内
容
は
次
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

昔
よ
り
っ
た
は
る
、
「
女
の
を
し
へ
」
と
あ
る
文
に
、
少
女
の
今

め
か
し
き
こ
と
を
こ
の
む
を
制
せ
ら
れ
し
は
、
誤
な
り
。
は
や

り
を
ま
ね
ば
ぬ
わ
か
き
女
は
、
老
人
の
気
に
の
み
叶
て
、
若
き

男
に
は
に
く
ま
る
べ
し
。
．

人
の
妻
と
な
ら
ん
女
は
、
も
の
ふ
か
く
ま
ね
ば
ぬ
ぞ
よ
き
。
み

じ
か
き
女
の
心
を
一
方
に
た
て
』
ま
な
ば
す
れ
ば
、
そ
れ
に
か

た
よ
り
て
、
家
事
お
ろ
そ
か
に
な
る
も
の
な
り
。
唯
商
に
く
か

ら
ず
し
て
人
に
む
か
ひ
、
入
来
る
人
、
又
下
人
の
心
の
中
を
あ

ら
か
じ
め
知
り
て
そ
む
か
ず
、
諸
道
具
、
そ
の
外
家
内
の
も
の
、

分
失
せ
ぬ
や
う
に
心
を
つ
く
べ
し
。
・
：

よ
す
が
定
ま
ら
ぬ
内
は
、
取
肴
の
気
ど
り
に
て
を
れ
ば
よ
し
。

鳥
渡
人
目
に
つ
き
、
誰
が
口
に
も
あ
ひ
そ
う
な
れ
ば
、
幸
も
あ

ら
ん
。
家
持
に
成
て
は
諸
道
具
の
気
ど
り
に
て
よ
し
。
な
く
て

は
日
用
か
け
る
と
人
に
お
も
は
る
れ
ば
、
お
ご
そ
か
な
り

0

・：

真
葛
の
考
え
で
は
、
若
い
女
性
は
男
性
に
嫌
わ
れ
な
い
よ
う
流
行

を
よ
く
学
び
、
華
や
か
で
い
る
の
が
良
い
。
ま
た
、
妻
と
な
っ
た
女

性
は
勉
学
な
ど
に
う
つ
つ
を
抜
か
さ
ず
、
家
事
を
第
一
に
心
掛
け
る

の
が
良
い
。
そ
し
て
、
未
婚
の
女
性
は
大
皿
に
盛
っ
た
肴
の
よ
う
に
、

良
縁
を
つ
か
む
た
め
人
目
に
つ
く
よ
う
心
を
配
り
、
結
婚
し
て
か
ら

は
目
立
た
ず
と
も
し
っ
か
り
と
家
の
勤
め
を
こ
な
し
て
い
れ
ば
良
い

と
い
う
。
そ
こ
に
は
、
現
在
真
葛
の
評
価
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
る
よ
う
な
、
「
女
性
解
放
」
「
女
性
抑
圧
社
会
へ
の
批
判
」
「
フ
ェ
ミ

ニ
ズ
ム
の
先
駆
」
な
ど
と
い
っ
た
印
象
は
、
ま
っ
た
く
感
じ
ら
れ
な

い
。
ま
た
、
関
氏
の
論
に
あ
る
男
性
に
対
す
る
「
女
の
闘
争
」
の
意

志
な
ど
微
塵
も
表
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
当
時
の
女
性
と
し
て
、

一
般
的
な
も
の
の
考
え
方
、
む
し
ろ
厳
し
く
思
え
る
ほ
ど
女
性
の
立

場
を
制
限
し
た
も
の
の
考
え
方
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
彼
女
に
と
っ

て
、
社
会
の
中
に
お
け
る
女
性
の
存
在
意
義
と
は
、
「
な
く
て
は
日
用

か
け
る
」
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
真
葛

が
長
年
心
に
温
め
、
世
の
女
性
に
対
し
て
主
張
し
た
か
っ
た
こ
と
は
、

む
し
ろ
今
ま
で
の
真
葛
研
究
で
評
価
さ
れ
て
き
た
方
向
と
は
、
ま
っ

た
く
逆
の
も
の
で
あ
っ
た
。
男
に
「
勝
べ
き
い
は
れ
な
」
き
女
は
、

男
性
に
気
に
入
ら
れ
る
よ
う
華
々
し
く
い
る
こ
と
に
気
を
付
け
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
結
婚
し
て
か
ら
は
家
を
良
く
守
り
、
男
性
を
立
て
る

よ
う
心
が
け
る
べ
き
と
い
う
、
当
時
の
女
性
観
の
典
型
と
、
何
ら
変

わ
り
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
真
葛
は
同
じ
項
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
も
述
べ

て
い
る
。
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男
は
体
の
こ
と
な
る
も
の
故
、
お
そ
ろ
し
と
お
も
ふ
ベ
し
。
智

な
し
と
て
見
く
だ
す
べ
か
ら
ず
。
女
の
男
を
見
下
す
は
、
よ
そ

目
に
く
げ
に
見
ゆ
る
も
の
な
り
。

真
葛
に
と
っ
て
、
男
性
あ
っ
て
の
社
会
で
女
性
が
生
き
て
い
く
た

め
に
は
、
「
を
と
こ
を
見
く
だ
す
心
」
が
一
番
抱
い
て
は
な
ら
な
い
危

険
な
事
柄
で
あ
っ
た
。
こ
の
言
葉
は
、
女
性
が
男
性
を
見
下
す
よ
う

に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
社
会
、
つ
ま
り
男
性
と
女
性
の
立
場
の
差
が
近

づ
き
つ
つ
あ
っ
た
社
会
を
戒
め
、
「
女
は
、
を
と
こ
の
為
に
有
も
の
」

と
い
う
も
と
の
立
場
に
戻
る
こ
と
を
望
む
よ
う
な
、
む
し
ろ
保
守
的

と
さ
え
取
れ
る
よ
う
な
発
言
で
あ
る
。
「
を
と
こ
を
見
く
だ
す
心
」
は
、

彼
女
が
理
想
と
す
る
男
性
優
位
の
社
会
の
バ
ラ
ン
ス
を
崩
す
大
敵

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
真
葛
は
次
の
よ
う
な
言
葉
で
「
女
の
教
」
を
締
め
く
く

ス
v
o

も
の
は
心
得
に
よ
り
て
恨
起
る
。
か
く
ご
よ
け
れ
ば
胸
や
は
ら

ぐ
も
の
な
り
。
人
の
さ
か
ふ
る
に
く
ら
ぶ
れ
ば
、
必
恨
お
こ
ら

ん
、
我
よ
り
く
る
し
め
る
人
に
く
ら
ぶ
れ
ば
、
胸
し
づ
ま
る
べ

し
。
み
づ
か
ら
恨
を
起
し
て
何
の
益
か
あ
ら
ん
。
下
な
る
人
に

く
ら
べ
て
、
か
く
ご
を
よ
く
し
、
お
も
ひ
を
け
す
ペ
し
。

自
分
よ
り
苦
し
ん
で
い
る
者
と
自
分
と
を
比
べ
る
こ
と
で
、
心
に

起
こ
っ
た
恨
み
や
怒
り
は
鎮
静
で
き
る
、
と
真
葛
は
述
べ
る
。
男
性

社
会
の
中
で
、
ど
う
す
れ
ば
女
性
は
男
性
に
対
し
恨
み
を
起
こ
さ
ず

に
う
ま
く
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
「
女
の
教
」
の
最
後
に
提
供
さ

れ
た
知
恵
は
、
現
状
を
耐
え
忍
ぶ
に
役
立
て
る
た
め
の
知
恵
で
あ
っ

た
。
世
の
女
性
に
対
す
る
真
葛
の
ア
ド
バ
イ
ス
と
し
て
、
「
闘
争
」
を

感
じ
さ
せ
る
言
葉
は
結
局
一
片
も
著
わ
さ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ

「
み
づ
か
ら
恨
を
起
し
て
何
の
益
か
あ
ら
ん
」
と
い
う
記
述
は
、
「
闘

争
」
を
放
棄
す
る
発
言
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
男
性

優
位
を
認
め
た
上
で
、
そ
れ
で
も
男
と
女
の
関
係
で
我
慢
で
き
な
い

こ
と
が
あ
っ
た
場
合
、
女
性
は
た
だ
た
だ
耐
え
る
こ
と
で
や
り
過
ご

す
し
か
術
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
真
葛
は
、
は
な
か
ら
「
余
れ
り
と
思

ふ
男
に
、
足
ら
ず
と
お
ぼ
ゆ
る
女
の
、
い
か
で
勝
ベ
き
」
と
思
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
い
か
で
勝
ベ
き
」
と
い
う
言
葉
か
ら
し
て
も
、

彼
女
に
男
性
と
争
う
意
志
が
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
勝

ち
目
の
な
い
こ
と
を
認
識
し
て
お
い
て
、
ど
う
し
て
「
女
の
闘
争
」

を
宣
言
で
き
る
の
か
、
そ
こ
に
は
矛
盾
が
生
じ
て
い
る
。
心
を
静
め

る
方
法
に
し
て
も
、
自
分
よ
り
も
っ
と
不
幸
な
境
遇
の
人
と
比
べ
て

自
分
を
慰
め
る
な
ど
、
大
変
消
極
的
な
解
決
案
を
提
案
し
て
い
る
。

「
女
の
闘
争
」
な
ど
と
い
っ
た
激
し
い
も
の
で
は
な
い
の
だ
。

関
氏
は
こ
れ
ら
真
葛
の
述
べ
た
直
接
的
な
女
性
観
に
対
し
て
一
応

触
れ
て
い
る
。
真
葛
は
「
男
女
の
生
物
学
的
相
違
を
根
底
」
と
し
て

「
女
の
従
属
性
の
所
以
を
納
得
し
、
そ
れ
を
承
認
」
し
た
と
し
、
真

葛
の
考
え
る
女
性
の
理
想
的
な
生
き
方
は
、
男
に
助
け
ら
れ
て
生
き

る
生
き
方
で
あ
っ
た
と
紹
介
し
て
い
る
。
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し
か
し
関
氏
の
論
で
は
、
真
葛
が
男
性
優
位
を
認
め
た
こ
と
は
あ

ま
り
重
要
と
さ
れ
て
い
な
い
。
彼
女
が
こ
の
よ
う
な
結
論
に
至
っ
た

の
は
「
男
女
の
闘
争
を
緩
和
す
る
道
を
見
出
そ
う
と
し
た
」
た
め
だ

と
し
、
し
か
し
「
女
の
従
属
性
を
い
っ
た
ん
承
認
し
た
も
の
の
、
そ

こ
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
」
そ
こ
か
ら
真
葛
の
考
え
は
一
転
す
る

と
い
う
。

た
だ

関
氏
は
、
真
葛
が
『
論
語
』
の
「
子
日
く
、
唯
女
子
と
小
人
と
は
、

養
ひ
難
し
と
為
す
」
と
い
う
記
述
を
読
ん
で
、
「
女
子
小
人
の
う
へ
を

と
り
あ
っ
か
ひ
に
く
し
と
の
た
ま
へ
り
し
、
孔
子
の
心
行
届
ぬ
所
な

り
」
と
、
女
子
と
小
人
を
養
い
が
た
い
と
す
る
孔
子
の
言
葉
に
反
発

し
、
儒
教
批
判
を
行
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
。
こ
の
真
葛
の
反

発
は
「
女
性
抑
圧
を
最
も
強
力
に
弁
証
す
る
も
の
で
あ
る
」
儒
教
を

徹
底
批
判
す
る
こ
と
で
「
女
と
し
て
の
自
己
の
立
場
を
強
く
主
張
」

し
て
い
る
こ
と
を
象
徴
的
に
表
わ
す
も
の
だ
と
し
、
そ
し
て
『
独
考

追
加
』
に
あ
る
「
此
く
だ
り
は
無
学
む
法
な
る
女
心
よ
り
、
聖
の
法

を
押
す
い
く
さ
心
な
り
」
と
い
う
一
文
こ
そ
、
い
か
に
屈
折
し
て
い

る
に
せ
よ
男
に
対
す
る
「
女
の
闘
争
宣
言
」
で
あ
る
、
と
解
釈
す
る
。

女
の
従
属
性
を
い
っ
た
ん
承
認
し
な
が
ら
、
そ
の
論
を
一
転
さ
せ

「
女
の
闘
争
」
を
宣
言
す
る
に
至
っ
た
と
い
う
、
こ
の
一
見
矛
盾
し

た
考
え
が
真
葛
の
中
で
成
り
立
た
っ
た
経
緯
と
し
て
、
関
氏
は
次
の

よ
う
に
説
明
す
る
。

真
葛
は
「
男
女
の
生
物
学
的
相
違
か
ら
男
女
の
心
の
相
違
を
ひ
き

出
し
」
、
男
女
の
心
に
相
違
が
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
お
互
い
の
心

を
分
か
り
合
う
こ
と
は
不
可
能
だ
と
考
え
る
。
そ
れ
は
男
女
の
仲
が

う
ま
く
い
か
な
い
原
因
で
あ
り
、
結
果
と
し
て
「
両
性
聞
の
闘
争
」

は
必
然
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
く
。
そ
し
て
こ
の
「
両
性
聞
の
闘
争
」

の
必
然
化
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
人
聞
の
本
性
の
論
、
生
物
は
本

性
と
し
て
「
勝
負
を
争
」
う
方
向
へ
と
向
か
っ
て
い
く
、
と
い
う
考

え
に
ま
で
展
開
す
る
。
し
か
し
真
葛
は
、
生
物
は
す
べ
て
争
い
を
好

む
と
い
う
本
性
の
論
に
た
ど
り
着
い
た
上
で
、
再
び
男
女
の
相
違
に

つ
い
て
振
り
返
る
。
男
女
は
生
物
学
的
に
は
違
う
生
き
物
だ
が
、
男

も
女
も
争
い
を
好
む
と
い
う
本
性
に
関
し
て
は
同
じ
で
あ
る
。
よ
っ

て
「
人
聞
は
五
い
に
争
い
あ
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、

男
女
は
基
本
的
に
同
質
で
あ
る
と
考
え
る
」
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

男
も
女
も
本
性
の
上
で
は
同
質
で
あ
り
、
同
質
で
あ
る
な
ら
女
性
に

も
男
性
と
同
じ
権
利
が
与
え
ら
れ
て
い
る
は
ず
な
の
で
、
「
男
性
が

あ
ま
り
に
も
苛
酷
な
抑
圧
を
女
性
に
強
い
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
」

「
女
と
い
え
ど
も
、
そ
れ
に
異
議
申
し
立
て
を
す
る
権
利
を
有
し
て

い
る
」
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
真
葛

が
「
女
の
従
属
性
を
承
認
」
し
な
が
ら
儒
教
批
判
に
よ
っ
て
「
女
の

闘
争
」
を
宣
言
す
る
ま
で
、
複
雑
な
思
考
過
程
が
あ
っ
た
こ
と
に
な

る
。
関
氏
に
よ
る
と
、
真
葛
の
女
性
観
の
解
釈
と
し
て
重
要
な
も
の

は
、
『
独
考
』
に
著
さ
れ
た
直
接
的
な
言
葉
で
は
な
く
、
儒
教
批
判
の

裏
に
隠
れ
た
「
聖
の
法
を
武
器
と
す
る
男
自
身
に
対
す
る
女
の
闘
争
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の
意
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
。

し
か
し
、
関
氏
が
「
女
の
闘
争
」
の
裏
付
け
と
し
て
使
用
し
て
い

る
儒
教
批
判
に
つ
い
て
も
ま
た
、
関
氏
の
論
か
ら
は
説
明
の
つ
か
な

い
矛
盾
が
残
っ
て
い
る
。

先
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
関
氏
は
真
葛
が
儒
教
批
判
を
す
る
理
由

を
「
聖
の
法
を
武
器
と
す
る
男
自
身
に
対
す
る
女
の
闘
争
」
の
意
志

の
表
わ
れ
だ
と
と
ら
え
て
い
る
の
だ
が
、
実
際
は
儒
教
批
判
の
背
後

に
そ
の
よ
う
な
意
志
が
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
記
述
、
が
あ
る
。

そ
れ
は
先
に
引
用
し
た
「
女
の
教
」
の
一
文
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

人
の
妻
と
な
ら
ん
女
は
、
も
の
ふ
か
く
ま
ね
ば
ぬ
ぞ
よ
き
。
み

じ
か
き
女
の
心
を
一
方
に
た
て
L
ま
な
ば
す
れ
ば
、
そ
れ
に
か

た
よ
り
て
、
家
事
お
ろ
そ
か
に
な
る
も
の
な
り
。

こ
の
文
の
背
後
に
、
真
葛
が
儒
教
に
対
す
る
批
判
の
意
味
を
に
お

わ
せ
て
い
た
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
儒
教
は
、
本
を
読
み
、
師
に

学
び
し
て
学
問
す
る
こ
と
を
教
え
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
儒
教
、
が
い

か
に
「
男
性
社
会
を
擁
護
す
る
も
の
」
と
い
う
側
面
が
あ
っ
た
と
し

て
も
、
学
ぶ
こ
と
を
推
奨
す
る
対
象
は
、
男
性
に
限
っ
た
こ
と
で
は

な
い
。
儒
教
で
は
性
別
に
関
係
な
く
、
男
性
で
あ
れ
女
性
で
あ
れ
学

ぶ
こ
と
は
良
い
こ
と
だ
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
現
に
儒
教
に
根

差
し
た
考
え
方
を
し
て
い
た
馬
琴
に
し
て
も
、
学
ぶ
こ
と
を
せ
ず
独

自
の
論
を
展
開
す
る
真
葛
に
対
し
、
『
独
考
論
』
の
中
で
学
問
を
軽
視

す
る
心
を
批
判
し
、
「
み
づ
か
ら
発
明
せ
し
と
お
も
は
れ
し
事
は
、
み

な
あ
だ
事
に
て
、
つ
や
／
＼
当
ら
ず
」
と
し
て
、
「
学
聞
を
せ
で
生
涯

考
た
り
と
て
、
物
の
極
り
を
知
り
て
、
疑
し
き
事
の
悉
思
ひ
と
ら
る

べ
き
に
あ
ら
ず
」
「
只
一
日
身
を
く
だ
し
て
識
者
に
問
ふ
に
ま
す
こ
と

な
し
」
「
今
君
、
が
才
を
も
て
、
ま
こ
と
に
暁
得
た
ら
ん
に
は
、
い
よ
』

ま
す
／
＼
め
で
た
か
ら
ん
」
と
、
き
ち
ん
と
師
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
を

勧
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
儒
教
の
学
問
観
か
ら
す
る
と
、
真
葛
の

「
人
の
妻
と
な
ら
ん
女
は
、
も
の
ふ
か
く
ま
ね
ば
ぬ
ぞ
よ
き
」
と
い

う
言
葉
は
、
儒
教
の
教
え
を
真
っ
向
か
ら
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

真
葛
は
こ
の
言
葉
で
暗
に
儒
教
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
の
批
判
す
る
理
由
は
、
関
氏
の
い
う
「
儒
教
批
判
に
名
を
借

り
た
女
の
闘
争
」
と
い
っ
た
も
の
と
は
ま
っ
た
く
違
っ
て
い
る
。
女

性
が
学
ぶ
こ
と
に
心
を
傾
け
て
は
、
普
段
の
家
事
が
お
ろ
そ
か
に

な
っ
て
し
ま
う
。
よ
っ
て
女
性
は
学
問
を
し
な
い
方
が
よ
い
、
と
い

う
、
や
は
り
当
時
の
一
般
的
な
女
性
観
を
保
持
し
た
発
言
な
の
で
あ

る。
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ま
た
、
次
の
記
述
に
も
儒
教
批
判
は
う
か
が
え
る
。

昔
よ
り
っ
た
は
る
、
「
女
の
を
し
ご
と
あ
る
文
に
、
少
女
の
今

め
か
し
き
こ
と
を
こ
の
む
を
制
せ
ら
れ
し
は
、
誤
な
り
。
は
や

り
を
ま
ね
ば
ぬ
わ
か
き
女
は
、
老
人
の
気
に
の
み
叶
て
、
若
き

男
に
は
に
く
ま
る
べ
し
。

儒
教
は
、
馬
琴
も
『
独
考
論
』
に
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
倹
を
守

り
て
嘱
り
を
に
く
め
り
」
と
い
う
質
素
を
美
徳
と
す
る
教
え
で
あ
る
。



こ
の
よ
う
な
儒
教
の
見
地
か
ら
す
る
と
、
流
行
を
追
う
こ
と
は
教
え

に
反
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
真
葛
は
こ
れ
を
「
誤
な
り
」
と
し
て
、

流
行
を
追
う
こ
と
を
肯
定
し
、
古
い
教
え
を
否
定
す
る
。
こ
れ
も
ま

た
、
暗
に
儒
教
を
否
定
し
て
い
る
と
と
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
そ
の
理
由
は
、
や
は
り
？
「
女
の
闘
争
」
と
は
正
反
対
の
、
男

に
気
に
入
ら
れ
る
た
め
の
策
な
の
で
あ
る
。

真
葛
に
と
っ
て
批
判
の
対
象
と
な
っ
た
儒
教
の
教
え
に
は
、
彼
女

の
理
想
と
す
る
男
性
優
位
の
社
会
体
制
を
崩
壊
さ
せ
る
恐
れ
の
あ
る

も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
女
性
の
仕
事
は
、
家
事
を
こ
な
し
て
家
庭

を
守
る
こ
と
が
最
も
重
要
と
考
え
た
た
め
、
男
性
と
女
性
が
同
じ
立

場
に
立
つ
場
合
が
あ
り
得
る
よ
う
な
、
儒
教
の
教
え
に
対
し
て
集
中

的
に
批
判
を
向
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
儒
教
批
判
の
点
か

ら
見
て
も
、
関
氏
の
「
女
の
闘
争
」
の
論
に
は
矛
盾
が
あ
る
と
い
え

る
の
だ
。

お
わ
り
に

こ
れ
ら
の
考
察
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
現
在
の
真
葛
研
究
の
一

面
で
評
価
さ
れ
、
盛
ん
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
「
女
性
解
放
の
先

覚
者
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
覆
す
だ
け
の
女
性
観
が
、
『
独
考
』
の
中

に
は
著
わ
さ
れ
て
い
る
。

真
葛
に
と
っ
て
の
理
想
的
な
社
会
と
は
、
男
性
と
女
性
と
が
平
等

で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
社
会
で
あ
っ
た
。
大
前
提
と
し
て
男
性
が
社

会
に
生
き
、
そ
の
中
で
女
性
が
男
性
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
る
、
と

い
っ
た
女
性
解
放
と
ま
っ
た
く
正
反
対
の
考
え
方
の
持
ち
主
だ
っ
た

の
で
あ
る
。
確
か
に
彼
女
は
女
性
の
立
場
か
ら
自
由
に
社
会
を
批
判

す
る
発
言
を
し
て
い
る
。
そ
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
女
性
は
物
静
か

に
男
性
に
従
う
の
が
よ
し
と
さ
れ
て
い
た
当
時
の
常
識
か
ら
す
れ
ば

珍
し
い
、
体
制
を
打
ち
破
る
傾
向
に
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し

か
し
い
く
ら
真
葛
が
女
性
か
ら
男
性
社
会
の
批
判
を
行
な
っ
て
い
て

ゐ
、
彼
女
の
主
張
す
る
女
性
観
に
関
し
て
は
、
ま
っ
た
く
時
代
の
型

に
は
ま
っ
た
保
守
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
関
氏
の
い
う
と
こ

ろ
の
「
女
の
闘
争
」
は
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

『
独
考
』
に
著
さ
れ
た
女
性
へ
の
教
え
は
、
男
性
優
位
社
会
と
い
う

枠
組
み
を
保
っ
た
ま
ま
で
、
む
し
ろ
そ
の
強
化
を
目
指
す
た
め
の
提

案
で
あ
っ
た
。
自
ら
は
女
性
の
立
場
に
立
っ
て
い
な
が
ら
、
男
性
優

位
社
会
を
よ
り
一
層
強
力
に
保
持
し
て
い
こ
う
と
し
、
そ
れ
を
脅
か

す
よ
う
な
女
性
の
行
動
を
厳
し
く
制
限
し
よ
う
と
し
た
点
こ
そ
、
真

葛
の
女
性
論
の
ユ
ニ
ー
ク
な
一
面
で
あ
り
、
『
独
考
』
の
面
白
さ
で
あ

る
と
い
え
る
。
そ
し
て
そ
の
あ
ま
り
に
も
過
激
な
論
調
は
、
馬
琴
を

も
ま
ど
わ
せ
た
の
で
あ
る
。

只
野
真
葛
と
い
う
人
物
を
語
る
上
で
、
今
ま
で
外
す
こ
と
の
で
き

な
か
っ
た
視
点
、
彼
女
が
「
女
性
」
で
あ
っ
た
と
い
う
視
点
は
、
必

要
以
上
に
過
大
視
さ
れ
、
結
果
と
し
て
「
女
性
解
放
の
先
覚
者
」
と
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い
う
本
人
の
思
想
と
ま
っ
た
く
違
っ
た
別
の
顔
を
作
り
上
げ
て
し

ま
っ
た
。
女
で
あ
っ
た
が
故
に
真
に
伝
え
た
か
っ
た
こ
と
を
正
し
く

く
み
取
っ
て
も
ら
え
な
か
っ
た
の
は
、
あ
る
意
味
不
幸
と
も
い
え
る
。

「
女
性
解
放
の
先
覚
者
」
「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
先
駆
」
と
い
う
姿
を
一

度
白
紙
に
戻
し
、
改
め
て
新
た
な
目
で
彼
女
を
見
る
こ
と
で
は
じ
め

て
、
只
野
真
葛
と
い
う
一
人
の
思
想
家
の
本
当
の
姿
が
見
え
て
く
る

だ
ろ
う
。

注1

真
葛
の
伝
記
に
つ
い
て
は
、
『
む
か
し
ぱ
な
し
｜
｜
天
明
前
後
の
江
戸
の

思
い
出
』
（
東
洋
文
庫
・
四
三
三
、
平
凡
社
、
一
九
八
四
年
）
解
説
、
『
只

野
真
葛
集
』
（
叢
書
江
戸
文
庫
・
三
O
、
図
書
刊
行
会
、
一
九
九
四
年
）
解

題
な
ど
を
主
に
参
考
と
し
た
。

2

『
只
野
真
葛
集
』
（
前
出
）
所
収
。

3

文
政
八
年
｛
一
八
二
五
年
）
、
『
日
本
随
筆
大
成
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九

七
三
年
）
第
二
期
｜
一
所
収
。

4

随
筆
『
む
か
し
ぱ
な
し
』
に
父
親
と
賭
博
人
と
の
関
係
を
表
す
記
述
が

あ
る
。
『
只
野
真
葛
集
』
所
収
。

5

真
葛
の
結
婚
に
つ
い
て
は
、
『
む
か
し
ぱ
な
し
｜
｜
天
明
前
後
の
江
戸
の

思
い
出
』
（
前
出
）
解
説
、
司
只
野
真
葛
集
』
解
題
な
ど
を
主
に
参
考
と
し

た。
6

『
只
野
真
葛
集
』
所
収
。
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