
八
十
八
年
の
歴
史
に
輝
く
同
志
社
も
、
あ
る
と
き
は
左
に
、
あ
る
と
き
は

右
に
揺
れ
、
浮
き
沈
み
つ
っ
も
、
女
子
部
は
、
そ
の
動
揺
浮
沈
も
比
較
的
お

だ
や
か
で
、
同
志
社
教
育
を
力
強
く
堅
持
し
続
け
、
発
展
充
実
の
道
を
九
ど

つ
て
い
ろ
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
0
 
こ
こ
に
、
多
く
の
輝
く
睦
を
前
に
し
て
語

つ
た
い
く
つ
か
を
赤
面
を
覚
え
つ
っ
こ
こ
に
繰
り
か
え
し
、
そ
れ
に
ょ
っ
て

女
子
中
高
の
姿
と
歩
み
を
想
像
し
て
い
北
だ
く
こ
と
に
な
れ
ぱ
と
思
う
の
で

あ
り
ま
す
0三

つ
の
光
1
就
任
式
に
ー

昔
し
ま
オ
つ
っ
辞
任
き
れ
ろ
永
島
校
長
は
、
歴
代
校
長
の
築
か
れ
た
基
礎
の

上
に
、
き
ら
に
.
向
め
る
べ
き
を
高
め
、
深
め
る
べ
き
を
深
め
、
拡
張
す
べ
き
も

の
を
拡
張
し
、
充
実
す
べ
き
も
の
を
充
実
し
、
学
園
の
向
上
発
展
の
北
め
賢
明

に
し
て
堅
実
、
最
大
の
努
力
を
捧
げ
ら
れ
之
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
オ
は
本
枝
の

宗
教
々
責
教
科
指
導
、
袈
並
び
に
設
備
に
お
い
て
明
ら
か
に
現
牢
仔
に
見

る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
ま
北
播
か
れ
北
ぱ
か
り
の
種
子
、
植
え
ら
オ

北
ば
か
り
の
若
木
も
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
必
、
憲
謝
の
花
と
な
り
実
と
な
る
も

の
の
多
々
あ
る
こ
と
を
想
う
の
で
あ
り
烹
す
。

新
島
先
生
の
日
記
に
、
先
生
が
伺
志
社
に
関
し
て
常
に
心
に
銘
じ
忘
オ
ら
オ

な
か
っ
た
三
条
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
「
H
我
等
の
礎
石
北
る
キ
リ
ス
ト
、

⇔
良
教
師
、
国
精
良
条
械
、
こ
の
三
っ
の
も
の
は
我
が
校
の
光
な
り
」
と

こ
れ
は
今
日
な
お
尊
重
き
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
光
で
あ
り
ま
す
同
志
ネ
教

育
に
適
わ
し
い
良
き
教
師
が
な
け
れ
ば
指
導
者
な
き
学
園
に
ひ
と
し
く
、
優
良

な
設
備
、
教
材
が
な
け
れ
ぱ
教
育
研
究
の
成
果
を
期
待
す
る
こ
と
は
困
英
で
あ

り
ま
し
ょ
、
つ
0

く
忌
里
を
前
に
し
て

、
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歴
代
の
校
長
は
こ
の
三
つ
の
光
を
尊
重
し
、
護
り
、
ね
ら
い
と
し
て
最
善
を

尽
さ
れ
た
こ
と
に
今
き
ら
な
が
ら
思
い
当
る
の
で
あ
り
ま
す
。
私
も
ま
九
、
先

粘
校
長
に
な
ら
い
こ
の
三
つ
の
光
を
駆
持
し
つ
つ
協
カ
ミ
て
妥
を
果
た
す

覚
悟
で
あ
り
ま
す
。

果
を
俊
し
て
開
ら
く
窓
栴
の
こ
と
き
卒
業
の
み
な
さ
ん
は
多
数
の
優
秀
な

恕
駆
力
、
り
竹
に
逃
ば
れ
、
警
轟
り
と
希
望
に
誓
入
学
さ
れ
北
日
か
ら

年
ま
九
は
六
年
、
神
の
恩
籠
、
近
裂
名
、
先
生
方
の
協
力
援
助
、
各
人
の
努

力
と
粘
迦
の
結
米
、
科
学
的
、
合
理
的
判
断
と
織
に
役
立
つ
豊
か
な
知
誠
、

技
能
を
修
将
さ
れ
、
こ
の
栄
あ
ろ
日
を
迎
え
ら
れ
た
こ
と
は
無
上
忠
一
び
で
あ

り
ま
す
0

出
貝
中
^
^
^
^
^
^
^
^
^
に
一
心
巻
え
^
き
、
一
^
ル
^
に
倩
^
ひ
と
^
^
を

描
き
い
れ
る
と
、
九
ち
ま
ち
そ
の
竜
か
天
に
上
っ
北
と
伝
え
ら
れ
る
故
宗
が
あ

り
ま
^
。
こ
れ
は
[
^
も
^
^
な
^
点
に
^
を
^
え
て
^
^
の
一
^
^
を
^
岡
^
味
す
る

も
の
一
じ
あ
り
ま
^
^
、
^
^
こ
^
を
^
U
^
占
^
^
と
い
っ
て
い
ま
^
。
^
佃
^
し
北

夘
識
技
能
な
R
、
豊
富
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
刷
襄
に
ぎ
、
卒

叉
の
寳
松
か
あ
る
と
は
い
ぇ
な
い
と
思
う
の
で
す
。
い
わ
ゆ
る
鷹
胤
点
昭
和
、
欠

く
^
ら
^
じ
あ
り
京
^
。
そ
^
^
^
な
^
占
^
と
は
、
^
,
ち
^
^
^
一
^
^
あ
る
キ
リ

ス
ト
載
粕
神
に
獣
く
塾
U
で
あ
っ
て
こ
れ
を
修
党
し
な
け
れ
ば
同
志
社
教
育
を

う
け
九
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
ま
た
、
そ
れ
を
倒
覚
し

北
と
し
て
も
画
地
占
欝
は
劉
だ
け
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
天
に
上
る
動
的
生
命

を
も
つ
も
の
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
器
は
ど
こ
か
、
星
ず
る

の
で
し
ょ
う
か
。

画
竜
点
鯛
1
卒
業
式
に
ー

か
の
彫
刻
家
口
、
タ
ン
は
一
あ
ら
ゆ
る
生
命
は
一
個
の
中
心
か
ら
わ
き
出
る
。

そ
し
て
内
か
ら
外
へ
と
向
っ
て
芽
を
出
し
、
花
を
咲
か
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

と
同
様
に
、
よ
き
彫
刻
に
お
い
て
は
、
致
々
は
常
に
そ
こ
に
内
部
か
ら
の
強
き

力
を
感
知
す
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
が
、
同
志
社
人
の
躍
動
す
る
告
の
わ
き

出
る
中
心
は
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
と
思
考
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
キ
リ
ス
ト

な
る
中
心
に
つ
な
が
れ
る
と
き
、
生
命
が
内
か
ら
外
へ
と
向
か
い
、
同
士
粒
の

卒
業
生
と
し
て
の
芽
を
出
し
、
花
を
畉
か
せ
、
実
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
二
L
、
こ
れ
こ
そ
同
志
社
人
と
し
て
の
真
の
画
竜
点
晴
で
あ
り
ま
す
。

前
途
に
は
、
と
き
に
雨
、
嵐
、
雪
あ
り
、
若
き
芽
が
い
九
め
ら
れ
、
花
が
そ

こ
な
わ
れ
、
実
が
落
さ
れ
ろ
こ
と
も
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
学
び
の
場
に
お
い
て

家
庭
、
実
社
会
に
あ
っ
て
キ
リ
ス
ト
か
ら
わ
き
出
ろ
生
命
を
堅
く
信
じ
、
同
志

社
の
点
繋
止
と
し
て
Ⅲ
の
た
め
、
人
の
九
め
に
染
仕
し
、
人
生
行
路
を
弥
く
進

ん
で
い
九
だ
き
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。

新
入
生
の
み
な
さ
ん
は
小
学
枝
の
あ
る
い
は
中
学
枝
多
倣
の
う
ち
か
ら
遺
ば

巾
、
き
ら
に
本
校
の
困
誓
入
字
試
験
に
合
杉
し
、
喜
び
と
誇
り
と
感
謝
に
満

た
き
れ
て
い
ろ
こ
と
と
思
い
ま
す
。

入
試
而
接
の
際
、
黒
社
磊
の
理
由
を
九
づ
ね
ま
し
た
と
こ
ろ
、
黒
社
は

一
詣
が
優
れ
て
い
る
腿
ら
、
と
答
え
た
人
が
小
ノ
な
く
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

'

磁
か
に
本
校
は
他
校
に
比
し
て
優
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
特
徴
も
あ
ろ
学

圃
で
あ
り
ま
す
。
執
翠
C
期
待
を
も
つ
て
日
々
の
勉
学
に
励
み
、
世
に
役
立
っ

人
に
な
っ
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。

創
立
者
新
島
先
生
は
約
百
十
儒
磊
を
冒
し
て
業
、
そ
の
目
的
は
科
学

同
志
社
と
は
1
入
学
式
に
ー
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的
知
勢
、
修
得
し
、
祖
国
日
本
の
た
め
に
尽
す
こ
と
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま

す
。
と
こ
ろ
が
、
欧
米
の
文
化
は
単
に
表
血
に
現
わ
れ
九
科
学
の
力
だ
け
で
は

な
く
、
そ
れ
を
生
か
す
キ
リ
ス
ト
教
粘
神
が
そ
の
根
本
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を

悟
ら
れ
、
こ
れ
こ
そ
祖
国
を
救
い
、
強
刀
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
確
仁
さ
れ

た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
倫
神
を
基
と
し
て
登
き
れ
た
の
が
同
志
社
で
あ
り

ま
す
。
同
志
社
に
学
ぶ
者
は
そ
の
こ
と
を
白
党
し
瞭
電
し
な
け
れ
ぱ
な
り
ま
せ

ん
。

学
滋
経
験
豊
か
な
英
文
学
者
福
凉
鱗
太
鄭
氏
は
、
彼
の
「
人
阿
形
成
と
教
育
」

の
う
ち
に
「
日
本
は
將
の
初
め
欧
米
文
化
を
採
り
入
れ
た
が
、
そ
の
根
と
も

い
う
べ
き
粘
神
を
と
り
入
れ
な
か
っ
た
の
が
大
き
な
禍
と
な
っ
た
」
と
述
べ
て

い
ま
す
。
黒
社
教
育
と
は
、
そ
の
根
で
あ
希
神
を
基
と
し
た
教
育
で
あ
り

ま
す
。
人
独
進
歩
の
偉
大
な
力
で
あ
ろ
科
学
的
綴
の
修
得
増
進
に
励
ひ
こ
と

は
、
生
徒
と
し
て
の
大
W
な
義
務
で
あ
り
ま
す
が
、
と
"
塒
に
玉
.
発
こ
と
は
、

そ
の
知
識
・
技
能
を
典
に
正
し
く
生
か
す
根
本
的
粘
川
を
獲
い
、
同
志
社
教
育

の
火
を
立
派
に
結
ん
で
い
た
だ
き
た
い
の
で
あ
り
ま
す

数
年
前
、
あ
る
同
祭
か
ら
一
枚
の
は
が
き
が
よ
せ
ら
れ
ま
し
北
。
「
二
人

の
子
供
の
母
と
な
っ
た
が
同
志
社
で
う
け
た
教
台
、
こ
と
に
毎
朝
の
礼
拝
で
学

び
与
え
ら
れ
た
も
ω
は
私
の
生
活
の
力
と
な
っ
て
い
る
」
と
。
編
入
生
は
「
礼

拝
は
身
の
心
も
消
め
ら
れ
る
思
い
が
す
る
」
、
最
近
の
転
校
生
は
「
み
ん
な
が

熱
心
に
勉
強
し
て
い
る
。
ま
た
、
み
ん
な
が
う
つ
く
し
い
(
気
品
が
あ
る
)
こ

と
に
驚
き
感
心
し
北
」
と
。
あ
る
教
育
者
は
同
志
社
の
女
子
中
高
生
は
清
く
、

明
る
く
、
美
し
い
感
じ
が
す
る
。
ど
こ
と
な
く
気
品
が
あ
る
」
と
。
こ
れ
ら
は

全
血
的
に
は
肯
定
で
き
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
色
彩
は
濃
厚
で
あ

り
、
本
校
の
特
色
で
も
あ
り
ま
し
よ
う
。
こ
こ
に
そ
の
詣
を
放
っ
よ
う
努
U

を
埀
ね
九
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

学
校
教
育
の
進
歩
充
器
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
の
は
、
実
力
あ
る
良
き
教

師
と
論
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
最
近
、
研
究
賓
の
斎

的
^
^
を
^
り
、
^
^
の
^
^
、
^
^
の
^
^
を
^
.
け
る
た
め
、
そ
^
、
小
^
^
に

利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
多
年
必
要
に
迫
ら
れ
、
同
饗
が
そ
の
宅
力
と

な
り
協
力
を
い
北
だ
い
て
い
る
待
備
建
の
q
安
条
す
で
に
お
上
、

二
剣
竣
工
の
予
定
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
二
つ
の
こ
と
は
、
<
'
後
の
敦
.
司
指
導
に

良
き
影
山
一
を
も
た
ら
す
も
の
と
確
倫
し
て
お
り
ま
す
。

数
年
来
待
望
、
こ
れ
ま
た
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
の
が
第
二
黎
明
館
の
建
設

で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
黎
明
鮒
完
成
の
と
き
、
研
会
も
で
き
る
器
場
の

突
現
を
も
か
ね
蔀
画
と
し
て
、
そ
の
建
簾
十
備
松
め
ら
れ
て
き
た
の
で
あ

り
ま
す
が
、
学
内
の
繋
峡
地
開
越
托
阻
ま
れ
、
<
'
旧
に
い
た
っ
て
い
る
こ
と
は

遺
憾
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
資
企
上
咋
削
的
に
も
、
教
育
、
制
の
而

か
ら
も
、
ま
た
商
校
将
来
の
発
展
の
上
か
ら
も
、
問
迦
の
解
夬
を
急
ぎ
建
、
永

き
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。

更
急
う
の
は
、
女
子
契
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
女
子
高
の
大
多
数
は
刷

志
社
大
学
、
女
f
大
学
に
進
み
ま
す
が
、
そ
の
樫
に
し
た
が
っ
て
短
大
へ
進

学
す
る
者
も
か
な
り
の
数
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
こ
に
思
社
女
子
短
大
の

必
要
を
よ
じ
ま
す
。
そ
の
道
が
備
え
ら
れ
る
な
ら
ぱ
ー
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま

す
。

こ
れ
か
ら
の
女
子
高
校
の
道
は
峻
し
い
と
渓
ま
す
が
、
繩
く
若
き
憧
を
前

に
し
て
、
指
導
協
力
を
得
て
咋
代
に
適
わ
し
い
歩
み
で
あ
り
た
い
と
念
じ
て
お

り
ま
す
0

(
女
子
中
・
高
校
校
長
)



京
都
で
生
ま
れ
、
京
に
育
っ
た
私
は
、
商
用
で
次
々
と
海
外
か
ら
来
る
客
の

関
西
案
内
に
、
京
都
見
物
を
必
ず
旅
程
に
入
れ
ろ
こ
と
に
し
て
い
る
0
 
日
本
に

始
め
て
来
た
人
は
興
味
深
く
、
ま
た
、
楽
し
く
京
を
見
て
一
丁
ら
ー
る
の
が
得

で
あ
る
が
、
中
に
は
寺
院
を
二
、
三
見
れ
ば
、
「
尋
っ
て
い
う
も
の
は
皆
同

じ
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
0
 
そ
れ
よ
り
も
ナ
イ
ト
ラ
イ
フ
を
見
た
方
が
現
在
の

日
方
が
よ
く
器
出
采
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
人
も
あ
る
。
だ
が
今
ま
で
の
臣
諫

か
ら
い
ぇ
ぱ
、
私
の
案
内
の
対
象
ミ
心
に
見
、
色
々
な
興
味
を
持
ち
、
少
し

で
も
予
備
知
識
が
あ
れ
ぱ
、
な
か
な
か
突
込
ん
だ
質
問
を
す
る
0

彼
ら
に
と
っ
て
最
も
不
思
謬
映
る
こ
と
は
、
ど
ぅ
し
て
寺
院
内
(
厶
)
に

お
宮
(
神
)
が
あ
り
、
ま
た
、
神
に
祭
ら
れ
て
い
る
誘
明
王
が
、
ど
ぅ
し
て

恐
し
い
容
貌
、
い
わ
Φ
る
「
忍
怒
相
」
で
表
現
き
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
と

い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
種
の
質
問
に
対
し
て
は
一
応
誘
は
出
来
る

、
、
)
、

が
中
に
は
な
か
な
か
む
づ
か
し
い
こ
と
を
聞
く
人
も
あ
る
0
 
今
そ
の
一
例
を

挙
げ
る
と
、
日
本
を
代
表
す
る
愚
、
即
ち
日
本
的
世
界
観
は
い
か
な
る
も
っ

心
の
持
ち
方

ク
ル
ト
.

ブ
ラ
ッ
シ
ユ

か
と
い
う
質
問
で
あ
る
。

日
本
に
は
、
た
と
え
ぱ
文
学
史
と
か
、
文
化
史
と
か
、
仏
教
史
だ
と
か
い
う

個
別
的
な
研
究
の
伝
統
は
あ
る
が
、
時
代
の
知
的
構
造
や
似
界
観
の
発
展
な
ど

を
年
代
的
に
説
明
し
た
書
物
は
あ
ま
り
見
当
ら
な
い
。
江
戸
初
期
に
は
儒
教
や

国
学
や
神
道
の
研
究
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
が
、
そ
れ
ら
の
相
π
関
係
の
歴
史

的
変
遷
を
辿
る
よ
う
な
研
究
は
余
り
多
く
な
い
。
も
っ
と
も
、
Π
本
に
は
西

洋
哲
学
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
世
界
観
や
自
織
学
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
し
、
ま

た
老
荘
や
儒
教
の
愚
で
あ
る
無
為
主
義
や
虚
無
観
も
、
中
国
か
ら
仏
教
や
文

化
が
移
入
き
れ
る
ま
で
は
な
か
っ
た
。
で
は
日
本
的
也
界
観
と
は
な
ん
で
あ
る

か
と
問
え
ば
、
何
も
な
い
と
い
う
よ
り
他
は
な
い
。
否
、
何
も
な
い
の
で
は
な

く
、
「
な
い
も
の
」
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
禅
で
重
要
視
き
れ
て
い
る

「
無
」
で
も
な
け
れ
ぱ
、
中
国
的
張
観
で
も
な
い
。
こ
の
厄
介
な
「
な
い
も

の
」
の
正
体
を
掴
ま
な
い
と
日
本
の
世
界
観
と
い
う
よ
り
も
、
日
本
人
の
も
の

の
考
え
方
が
(
な
い
も
の
)
の
正
体
が
な
は
で
あ
る
か
は
充
分
に
摘
え
て
い
な

、
0

し
か
し
、
先
づ
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
日
本
人
は
古
来
の
伝
統
田
類
と
近

し代
の
西
欧
化
き
れ
た
外
来
慧
と
を
無
関
連
的
に
嘉
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
「
衡
連
性
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
「
な
い
も
の
」
が
あ
る
と

い
う
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
「
不
立
文
字
」
風
袴
す
る
廷
せ
よ
、
「
虚

無
恬
淡
」
を
説
く
老
荘
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
の
思
想
は
占
来
よ
り
日
本
人
に
は
怠

滋
的
ま
た
は
抵
忠
識
的
紀
頭
憾
N
潜
入
し
て
い
る
。
仮
に
△
1
、
諦
七
も
の
を
寺

ち
上
げ
る
際
、
人
手
を
頼
め
ば
、
そ
の
人
は
「
で
は
、
な
い
力
を
出
し
て
持
ち

上
げ
て
見
る
か
な
」
と
か
、
ま
た
は
、
何
か
ひ
ず
か
し
い
こ
と
を
知
人
急
ね

る
と
、
「
よ
し
、
そ
れ
で
は
な
い
智
唱
絞
っ
て
冴
え
る
か
な
」
と
答
え
ろ
0

こ
の
「
な
い
も
の
」
が
ど
こ
か
ら
出
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
や
は
り
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「
な
い
も
の
」
が
あ
ろ
か
ら
で
あ
る
。
甚
だ
矛
盾
し
て
は
い
ろ
が
、
こ
の
矛
盾

が
矛
盾
と
し
て
通
ら
な
い
限
り
、
人
は
矛
盾
と
叢
じ
て
ぃ
な
い
筈
で
あ
る
。

日
本
に
は
ま
北
「
あ
る
も
の
」
を
わ
ぎ
と
な
く
す
風
習
も
あ
る
。
素
晴
ら
し

い
御
馳
走
に
招
待
し
て
、
「
な
に
も
あ
り
ま
せ
ん
が
・
・
・
・
:
」
と
い
う
の
も
そ
の

け
ん
そ
ん

一
例
で
あ
る
0
 
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
謙
遜
な
意
味
か
ら
で
は
あ
る
が
、
そ
の
起

因
は
伝
統
的
な
「
滅
私
奉
公
」
の
精
神
に
基
づ
く
の
で
あ
ろ
。
と
に
か
く
、
考

え
れ
ば
考
え
る
程
不
思
議
な
こ
と
が
多
い
。

西
欧
文
化
と
中
国
・
日
本
な
ど
に
見
ら
れ
る
東
洋
文
化
の
性
格
と
を
対
比
し

て
見
る
と
、
前
者
は
明
か
に
積
極
的
、
能
動
的
、
人
工
的
で
あ
り
、
後
者
は
そ

の
受
動
的
、
自
然
主
義
的
な
点
を
特
色
と
し
て
い
る
こ
と
は
誰
し
も
気
の
つ
く

処
で
あ
る
0
 
勿
論
西
欧
文
化
に
は
一
面
基
督
教
の
精
神
と
い
う
も
の
が
主
流
を

な
し
て
お
り
、
こ
れ
が
人
力
以
上
の
も
の
に
対
す
る
敬
虔
な
服
従
を
教
え
た
こ

と
は
ヨ
ー
ロ
ッ
ハ
文
化
を
柔
軟
性
あ
る
元
的
(
神
と
人
)
な
も
の
と
な
ら
し

め
北
0
 
ま
た
理
窟
を
抜
き
に
し
た
よ
う
な
分
り
易
い
キ
リ
ス
ト
教
の
方
が
哲
学

的
な
仏
教
よ
り
は
言
挙
げ
の
嫌
い
な
日
本
人
の
肌
に
は
向
い
て
い
そ
う
に
す
ら

思
わ
れ
ろ
。
も
う
少
し
つ
め
て
い
ぇ
ぱ
西
洋
は
生
に
対
す
る
執
着
が
激
し
く
、

し
か
も
頭
脳
は
科
学
的
で
あ
り
ま
た
製
的
で
あ
り
、
物
に
対
す
る
態
厘
が
す

べ
て
動
的
で
も
あ
り
活
発
で
も
あ
ろ
。
そ
こ
か
ら
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
よ
う
に
、
永
、
堤

の
青
春
を
あ
こ
が
れ
ろ
気
持
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

欧
州
に
お
い
て
は
哲
学
(
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
)
と
宗
教
(
グ
ノ
ー
シ
ス
派
)
と

は
そ
の
起
源
を
異
に
し
て
い
ろ
。
こ
の
異
な
っ
え
二
者
は
多
く
の
宗
禦
お
努

力
に
ょ
り
神
学
と
し
て
帰
一
し
、
三
一
系
に
到
っ
て
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス

帝
の
勅
令
に
も
と
づ
き
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
が
公
認
さ
れ
北
。
そ
し
て
長
い
間
の

地
下
港
行
時
代
が
終
っ
た
。
し
か
し
、
異
端
と
の
論
戦
折
衝
の
難
事
を
遂
行
し

初
め
て
キ
リ
ス
ト
教
を
綜
合
、
そ
し
て
教
会
統
一
の
た
め
に
献
身
し
た
の
は
ア

ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
あ
る
0

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
「
人
間
は
自
分
の
力
で
堕
落
か
ら
救
わ
れ
る
の
で

は
な
く
し
て
、
全
く
神
の
一
思
み
に
ょ
っ
て
の
み
救
い
出
き
れ
る
の
で
あ
る
」
と

彼
の
著
「
告
白
」
に
認
め
、
彼
は
罪
深
い
自
己
が
、
罪
の
赦
し
と
神
の
愛
と

を
、
キ
リ
ス
ト
に
ょ
っ
て
持
ち
得
た
と
き
の
心
の
慰
安
を
、
敬
虔
に
且
っ
熱
情

的
に
語
っ
て
人
々
の
心
を
打
っ
た
。
こ
こ
に
神
と
自
己
と
の
三
兀
的
存
在
が
現

わ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
三
兀
的
思
索
は
欧
州
哲
学
に
ょ
く
見
受
け

ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
仏
教
で
は
口
切
仏
の
法
」
と
い
ぃ
、

「
法
」
(
仏
法
)
に
覚
醒
し
た
も
の
を
仏
と
い
う
。
仏
の
原
語
で
あ
る
仏
陀
即

ち
国
仁
&
冨
と
は
覚
老
の
こ
と
で
あ
る
。
禅
で
い
う
「
直
指
人
心
、
見
性
成
仏
」

は
、
法
を
心
外
に
求
め
ず
し
て
心
内
に
求
め
、
自
己
本
心
を
指
摘
す
べ
き
で
あ

る
と
教
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
直
指
人
心
」
は
、
直
ち
に
自
己
オ
心

、し

(
仏
心
)
を
突
き
と
め
て
、
自
己
の
本
心
仏
性
を
徹
見
実
証
す
る
(
絶
焦
に

目
覚
め
る
)
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
自
か
ら
自
性
の
仏
で
あ

る
こ
と
を
悟
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
成
仏
す
る
こ
と
で
あ
り
、
「
見
性
成
仏
」

と
表
現
さ
れ
て
い
ろ
の
で
あ
る
。
こ
の
境
地
が
悟
り
で
あ
二
L
、
そ
こ
に
は
自

他
の
対
立
な
く
豁
然
と
し
て
字
宙
が
開
け
、
そ
う
し
て
悟
り
え
九
心
が
仏
で
あ

る
0
 
自
己
本
心
が
仏
で
あ
る
以
上
、
そ
こ
に
は
仏
と
我
と
い
う
が
こ
と
き
二
元

的
理
論
は
成
立
し
な
い
。
か
く
み
来
る
と
き
二
元
は
一
一
兀
に
帰
着
す
ろ
の
で
あ

ろ
0
 
こ
の
一
一
兀
的
暴
、
即
ち
「
唯
一
絶
体
」
の
境
地
を
端
的
に
表
現
し
ょ
う

と
す
る
と
、
い
き
お
い
禅
で
い
う
「
無
」
「
無
我
」
の
詣
と
い
う
も
の
を
強
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調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。

「
無
」
や
「
「
無
我
」
は
禅
の
み
に
限
ら
れ
た
語
で
は
な
く
、
道
教
、
特
に

老
荘
の
思
想
に
も
こ
れ
が
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
老
荘
説
の
よ
う
に
形
而

上
学
的
な
無
と
か
、
無
我
と
か
、
虚
と
か
、
無
為
自
然
と
か
い
う
こ
と
は
日
本

で
は
あ
ま
り
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
し
、
ま
た
、
印
度
人
の
よ
う
に
空
や
非
空
や

無
明
な
ど
と
い
う
よ
う
な
本
体
論
の
解
明
に
つ
い
て
の
否
定
の
連
発
に
頭
を
ひ

ね
っ
北
こ
と
も
な
か
っ
え
。

無
と
か
無
我
と
い
う
表
現
で
思
い
だ
さ
れ
る
の
は
「
同
疹
時
釈
」
第
三
号

に
掲
載
さ
れ
て
い
た
新
島
先
生
の
次
の
一
長
で
あ
る
。0

0

「
人
間
の
偉
大
性
は
彼
の
博
学
に
ょ
ら
ず
し
五
私
に
ょ
る
。
博
学
な
る
も

の
は
無
学
な
る
も
の
よ
り
も
利
己
的
に
な
り
や
す
い

0

自
己
を
忘
れ
よ
う
。
そ
し
て
無
代
償
五
理
の
た
め
に
自
己
を
献
げ
よ
う
。
」

私
に
は
新
島
先
生
の
用
い
ら
れ
た
「
無
私
」
と
い
う
一
一
暴
の
概
念
が
ハ
ッ
キ
リ

、ノ

し
な
い
。
先
生
は
恐
ら
く
十
四
世
紀
に
お
け
る
ド
イ
ツ
基
督
教
神
秘
主
義
を
代

表
す
る
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
(
§
旨
里
ヨ
豊
一
、
§
〒
昂
零
)
の
系
を
指
摘
さ

れ
六
の
で
あ
る
と
思
う
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
思
索
の
中
に
は
ト
マ
ス
説
の
繋

＼ノ

が
数
多
く
見
出
さ
れ
る
。
し
か
し
、
彼
は
「
デ
ィ
オ
ニ
ユ
シ
オ
ス
偽
書
」
や
ス

コ
ッ
ト
ゥ
ス
、
エ
リ
ウ
ゲ
ナ
の
新
ブ
ラ
ト
ン
主
義
に
従
っ
て
、
神
の
無
制
限
性

に
対
し
て
は
「
存
在
」
を
帰
す
る
よ
り
は
む
し
ろ
「
無
」
と
す
べ
き
で
あ
る
と

考
え
て
い
九
。
世
界
は
無
か
ら
劉
さ
れ
て
再
び
神
の
無
に
帰
え
る
の
で
あ

る
。
我
々
の
精
神
も
根
底
に
お
い
て
は
神
に
属
す
る
の
で
あ
っ
て
、
我
々
は
自

己
否
定
の
道
に
ょ
っ
て
遂
に
は
神
と
偵
接
に
交
わ
り
、
神
編
り
か
け
、
神
の

一
暴
を
聞
く
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
根
本
愚
と
な
る
「
自

己
否
定
」
な
る
語
は
仏
教
よ
り
も
儒
教
の
語
で
あ
る
「
無
私
」
に
相
い
通
ず
る

よ
う
に
思
わ
れ
ろ
。
ま
六
、
そ
こ
に
は
仏
教
に
通
ず
る
「
無
」
や
「
空
」
の
思

索
も
あ
ろ
う
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
ハ
の
場
合
で
は
、
そ
の
思
祭
、
そ
の
哲
学
休
系

＼ノ

の
全
面
を
覆
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
に
、
無
や
空
の
思
祭
ゆ
き
わ
た
っ
て
し
ま
う

も
の
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
仏
教
で
は
、
そ
れ
が
全
仏
教
に
及
ん
で
い
る
の

で
あ
る
。

ハ
ウ
ロ
の
●
暴
に
「
生
き
て
い
る
の
は
、
も
は
や
私
で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト

0
0
0
0

が
私
の
う
ち
に
生
き
る
の
で
あ
る
」
(
ガ
ラ
テ
ア
書
二
章
二
十
節
)
と
あ
る
。

こ
の
表
現
は
神
を
完
全
に
否
定
し
九
の
で
は
な
い
。
否
、
神
た
ろ
キ
リ
ス
ト
と

私
と
を
同
一
視
す
べ
く
試
み
た
の
で
あ
る
が
、
神
と
私
と
は
ど
こ
ま
で
も
二
元

的
に
存
在
し
て
い
て
一
一
兀
に
俗
し
て
は
い
な
い
。

こ
れ
に
反
し
て
、
臨
済
禅
で
は
「
心
即
是
仏
」
と
か
「
心
外
無
仏
」
と
い
う

て
、
仏
と
自
己
と
は
一
つ
で
あ
り
、
仏
と
い
う
も
の
は
空
間
的
に
も
精
神
的
に

も
外
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
心
の
外
に
仏
を
求
め
え
な
ら
ぱ
、
真
の
仏
で
は

な
く
、
自
己
の
外
の
仏
は
観
念
的
な
仏
で
あ
る
と
教
え
て
い
る
。

女
ん
じ

唐
代
の
臨
済
諦
は
「
倆
若
し
仏
を
求
め
れ
ば
、
即
ち
仏
魔
に
摂
せ
ら
れ
ん
。

倆
若
し
祖
を
求
め
れ
ば
、
即
ち
祖
魔
に
縛
せ
ら
れ
ん
。
倆
若
し
求
む
る
こ
と
あ

ら
ば
皆
苦
な
り
」
と
い
コ
L
、
念
々
に
動
く
心
、
馳
せ
求
め
る
心
、
執
し
著
す

る
心
そ
れ
ら
を
悉
く
無
く
し
て
し
ま
え
ぱ
、
そ
の
心
境
は
祖
仏
と
別
な
る
も
の

で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
外
に
向
っ
て
法
を
求
め
よ
う
と
す
る
な
ら
、
は
、

そ
れ
は
た
だ
文
字
に
記
き
れ
九
教
論
や
経
文
を
知
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
で
臨

済
は
ま
た
「
仏
に
逢
う
て
は
仏
を
殺
し
、
祖
に
逢
う
て
は
祖
を
殺
し
・
・
:
・
・
親
省

に
逢
う
て
は
親
省
を
殺
し
て
、
始
め
て
解
脱
を
得
ん
」
と
叫
ん
で
彼
の
徹
底
し

25



北
田
黨
を
発
揮
し
て
い
る
。

仏
教
、
儒
教
、
老
荘
で
は
無
我
、
無
私
、
忘
我
と
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
が
、
人

問
で
非
人
問
を
条
件
と
し
た
人
間
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
共
通
し
て
否

定
き
れ
て
い
る
。
仏
教
で
い
う
「
饗
」
と
は
一
切
煩
悩
の
根
本
で
あ
る
自
我

の
念
を
没
却
す
る
こ
と
を
課
し
、
執
著
よ
り
脱
却
し
て
融
通
無
碍
で
あ
る
こ

と
そ
し
て
心
の
總
一
点
の
妥
り
も
な
い
こ
と
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、
凡
て
を

あ
り
の
ま
ま
に
写
す
こ
と
で
あ
る
。

老
荘
と
い
う
よ
り
も
荘
子
に
し
ぱ
し
ぱ
説
か
れ
ろ
「
忘
我
」
は
主
観
と
客
観

と
の
完
全
な
一
致
で
あ
っ
て
、
寧
ろ
主
観
が
客
観
に
埋
没
し
て
主
観
そ
れ
自
体

が
姿
を
一
時
隠
す
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
我
の
形
に
お
い
て
い
つ
も
働
い
て

い
る
主
観
は
、
客
観
に
移
行
す
る
と
同
時
に
、
客
観
そ
れ
自
身
の
働
き
が
今
ま

で
の
主
観
に
対
立
す
る
客
観
と
し
て
で
は
な
く
、
あ
る
違
っ
た
色
彩
を
帯
び
て

我
々
の
自
証
に
反
映
す
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
忘
は
一
面
に
お
い
て
我
の
客
体

に
向
っ
て
の
没
却
で
も
あ
る
が
、
ま
た
、
他
面
に
お
い
て
我
の
拡
充
で
も
あ

ろ
0

忘
我
と
か
無
我
と
か
を
簡
単
に
説
明
す
る
こ
と
は
至
極
困
難
で
あ
り
、
ま

え
、
東
洋
哲
学
の
中
か
ら
こ
の
よ
う
な
自
己
否
定
の
一
憂
を
探
せ
ぱ
殆
ん
ど
際

限
が
な
い
。
今
こ
こ
で
そ
れ
を
試
み
ろ
意
志
は
な
い
が
、
き
り
と
て
日
本
文
化

を
解
し
よ
う
と
思
え
ば
こ
れ
ら
の
概
念
を
徹
底
的
に
解
明
し
な
け
れ
ぱ
明
瞭
を

欠
く
。
無
我
は
仏
教
と
外
道
と
の
教
理
の
別
を
知
る
三
種
の
し
る
し
、
即
ち

「
三
法
印
」
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
こ
の
三
つ
の
法
印
と
は
「
諸
行
無
常
印
」

、

0
 
0

「
諸
法
無
我
印
」
、
「
浬
藥
寂
静
印
」
の
こ
と
で
あ
る
。
平
家
物
語
の
巻
頭
に

「
祇
園
精
舎
の
鍾
の
声
、
諸
行
無
常
の
縛
あ
り
。
沙
羅
双
樹
の
花
の
色
、
盛

者
必
衰
の
理
を
示
す
。
俶
れ
る
者
は
久
し
か
ら
ず
、
春
の
夜
の
夢
の
如
し
.
一

と
詠
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
宇
宙
の
法
則
で
あ
っ
て
、
仏
教
の
教
も
こ
の
「
諸

行
無
常
」
と
い
う
こ
と
を
基
礎
と
し
て
考
え
な
け
れ
ぱ
、
そ
の
真
伽
は
捉
え
得

な
い
。
宇
宙
の
す
べ
て
の
現
象
は
変
化
し
、
す
べ
て
の
存
在
も
各
剰
邪
毎
に
転

々
と
し
て
生
じ
た
り
滅
し
た
り
し
て
い
る
。
同
じ
存
在
が
二
兇
以
上
継
続
す

る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
継
続
す
る
か
に
見
え
る
の
は
剰
邪
と
利
邪
と
の
つ
な

が
り
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
あ
た
か
も
映
画
の
フ
ィ
ル
ム
の
一
コ
マ
が
次
の
一
コ

マ
へ
と
次
々
に
写
り
変
わ
舟
動
的
な
現
象
を
示
し
て
い
る
の
と
同
様
で
あ

る

こ
こ
に
人
闇
的
な
哀
れ
さ
憲
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
も
し
こ
の
世
を
無
常

と
思
っ
て
も
、
我
慢
が
で
き
る
と
す
れ
ぱ
、
そ
れ
は
仏
教
徒
の
よ
う
に
後
世
を

佑
じ
得
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
何
れ
に
せ
よ
、
こ
の
無
常
観
は
「
源
氏
物
語
」

に
も
現
わ
れ
て
い
る
「
あ
わ
れ
」
と
い
う
表
現
に
も
通
ず
る
。
す
な
わ
ち
本
居

宣
長
の
い
う
「
も
の
の
あ
わ
れ
」
と
黒
で
、
心
に
し
み
て
臂
さ
せ
る
よ
う

な
情
趣
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
日
本
人
で
な
く
て
は
着
想
し
得
な
い
美
嘉
の
最

上
理
念
で
も
あ
る
。

「
も
の
の
あ
わ
れ
」
は
又
学
上
の
一
暴
で
あ
る
が
、
こ
の
蓑
識
に
は
日
本

メ
5
ン
ニ
リ
ー

的
な
哀
愁
感
が
多
分
に
含
ま
れ
て
い
る
。

日
本
的
哀
愁
感
や
セ
ン
チ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
は
ま
だ
ま
藷
り
た
い
点
が
沢

山
あ
る
が
、
今
は
紙
面
上
余
裕
を
持
た
な
い
。
藤
原
時
代
の
大
作
「
源
氏
響
」

の
「
も
の
の
あ
わ
れ
」
に
は
ま
蕎
度
の
ユ
ー
モ
ア
や
浪
曼
的
な
甘
き
が
含
ま

れ
て
い
る
が
、
鎌
倉
時
代
の
「
徒
然
草
」
や
「
方
丈
記
」
で
は
同
じ
無
常
観
で

も
一
種
の
ニ
ヒ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
無
味
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
。
徒
然
草
の
著
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者
兼
好
は
、
現
世
の
生
活
を
一
時
の
仮
り
も
の
で
あ
り
、
は
か
な
い
も
の
と
見
、

「
方
丈
記
」
の
著
者
長
明
は
、
現
世
の
幸
福
が
、
か
り
そ
め
の
も
の
で
あ
る
と

説
い
て
い
ろ
。
時
代
の
流
れ
と
共
に
祭
観
は
ま
た
厭
世
観
へ
と
移
一
丁
し
て
一
丁

、
あ
、
、
ら

き
、
そ
し
て
「
人
間
は
本
来
、
苦
な
り
」
と
し
て
需
め
ろ
の
で
あ
る
0
 
「
あ
き

ら
め
」
と
い
う
一
暴
は
ブ
ル
ノ
.
タ
ウ
ト
も
い
っ
て
い
る
よ
う
に
日
本
人
を
最

も
特
長
づ
け
る
心
理
根
拠
の
表
現
語
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
よ
い
意
味
に
お
い
て

は
日
本
人
の
非
常
に
あ
っ
き
り
し
て
い
る
こ
と
、
ま
九
、
ネ
ガ
テ
ィ
ー
ブ
の
面

に
お
い
て
は
根
気
の
な
い
こ
と
を
現
し
て
い
る
。

諦
め
と
は
失
望
と
か
絶
望
と
か
を
意
味
す
る
「
断
念
」
で
は
な
く
、
初
め
か

ら
最
悪
の
場
合
を
覚
悟
し
て
、
そ
れ
に
対
策
用
意
す
る
こ
と
で
あ
る
0
 
ま
た
、

覚
悟
も
「
あ
き
ら
め
」
で
は
な
く
、
そ
の
文
字
が
示
す
と
と
く
博
を
覚
す
る
の

で
あ
る
。

日
本
中
世
文
学
、
文
芸
に
見
ら
れ
る
「
あ
わ
れ
」
「
悲
し
み
」
「
詩
」
は
近

出
に
到
っ
て
「
涙
」
「
泣
く
」
の
義
理
人
情
を
中
心
と
す
る
需
江
戸
寺
代
を

代
表
す
ろ
文
芸
中
に
症
児
と
し
て
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
義
理
と

い
う
一
暴
は
色
々
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
充
分
に
理
解
し
得
な
い

〆
ニ
,
り
チ
イ

と
日
本
人
の
心
的
状
態
や
日
本
的
強
い
感
偕
と
い
う
も
の
を
把
握
す
る
こ
と
は

不
可
能
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
、
ス
ム
と
い
う
一
暴
は
人
道
主
義
と
か
人
文
主
義
と
か
に
訳
き
れ

て
い
て
、
そ
の
概
念
は
西
洋
に
も
同
誓
取
入
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
実
は
内
'
.
谷

的
に
東
西
に
お
い
て
大
分
隅
り
が
あ
り
、
完
全
に
同
一
視
す
る
こ
と
は
出
宋
よ

欧
州
の
驫
の
諜
は
別
と
し
て
欧
米
で
用
い
ら
れ
て
い
る
ヒ
ユ
ー
マ
ニ

、
0

し

五

ス
ム
と
い
う
語
と
日
本
の
そ
れ
と
を
比
較
し
六
場
貪
前
者
は
公
徳
の
ヒ
ユ

マ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
が
、
後
者
は
霊
の
ヒ
ユ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
0

義
理
倫
と
い
ぇ
ぱ
浪
花
節
を
思
い
浮
べ
る
。
諺
に
も
「
難
波
の
事
か
法
な

ら
ぬ
」
と
あ
っ
て
、
こ
れ
は
「
歌
う
も
法
の
声
」
と
同
芋
あ
ろ
0
 
即
ち
、
歌

う
こ
と
も
錘
う
こ
と
も
す
べ
て
仏
の
功
徳
を
九
た
え
る
因
で
あ
る
と
い
う
意
味

で
あ
る
が
、
義
理
と
法
と
は
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
日
本
の
考

え
方
の
通
常
で
あ
る
。
儒
教
の
「
五
倫
」
で
見
る
人
間
の
基
本
的
関
係
は
君

臣
、
父
子
、
夫
婦
、
兄
弟
、
朋
友
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
関
係
は
上
下
の
つ
な

が
り
に
お
い
て
義
理
と
い
う
も
の
が
活
躍
し
て
い
る
。
し
か
し
戦
前
ま
で
の
上

下
関
係
は
朋
友
」
以
外
の
四
つ
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
が
、
終
戦
後
に
は

父
子
、
斎
、
兄
弟
、
朋
友
の
つ
な
が
り
は
上
下
よ
り
も
左
右
関
係
の
道
管

神
へ
と
発
展
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

道
徳
関
係
が
縦
の
ラ
イ
ン
か
ら
横
の
ラ
イ
ン
に
変
化
し
て
行
っ
た
と
し
て
も

そ
こ
驫
ば
れ
る
道
徳
悼
は
欧
米
の
と
と
き
ア
カ
の
他
人
の
間
に
も
存
在
す

る
モ
ラ
ル
で
は
な
く
、
身
う
ち
の
人
が
知
人
の
問
の
み
を
吐
和
ぷ
道
徳
で
あ
る
0

従
っ
て
、
こ
れ
ら
(
身
う
ち
、
知
人
)
の
グ
ル
ー
フ
か
ら
な
る
士
会
の
モ
ラ
ー

ル
も
公
水
の
道
徳
で
は
な
く
、
義
理
の
モ
ラ
ー
ル
で
あ
る
0
 
即
ち
士
会
に
お
け

る
佃
人
に
対
し
て
で
は
な
く
「
仙
間
」
に
対
す
る
所
調
「
枇
間
体
」
的
な
霊

の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
も
あ
る
。
だ
か
ら
、
欧
米
の
と
と
き
ア
カ
の
他
人
同
士

か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
公
共
辿
徳
と
同
一
視
す
ろ
こ
と
は
出
来
な
ー

ま
た
日
本
人
の
筆
庭
は
欧
米
の
と
と
き
「
夫
婦
を
中
心
」
と
す
る
生
舌
で

は
な
く
、
家
長
を
中
心
と
す
る
・
姦
関
係
的
な
義
理
に
よ
ろ
せ
ま
い
世
司
体
と

い
う
束
縛
を
受
け
た
生
活
を
営
ん
で
い
る
。
こ
れ
も
日
本
人
と
し
て
憙
観
や

厭
世
飢
を
呼
び
起
き
せ
る
原
因
の
一
っ
で
は
な
か
ろ
う
か
0
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と
を
、

公
共
道
徳
心
が
日
本
に
今
だ
に
欧
米
の
こ
と
く
発
展
し
て
い
な
し
こ

公
共
道
路
、
観
光
地
、
公
園
な
ど
に
処
か
ま
わ
ず
捨
て
ら
れ
て
ぃ
ろ
キ
屑
や
ザ

省
な
ど
の
も
の
が
示
し
て
い
る
。
特
に
公
園
な
ど
に
は
チ
ャ
ン
と
和
屑
入
れ
が

備
え
ら
れ
て
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
余
り
利
用
し
た
か
ら
な
し
。
ま

こ
、
汽
車
や
他
の
乗
物
内
で
ラ
ジ
オ
る
高
音
で
な
ら
す
こ
と
が
他
人
に
裳
で

ア
カ
の
他
人
は
眼
中
に
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
人
に

あ
る
と
は
思
っ
て
い
な
い
。

^
^
を
^
け
な
い
よ
う
に
と
よ
く
い
う
^
、
こ
^
^
は
ま
^
^
り
に
も
、
γ
市
仔

で
あ
る
0
 
「
人
に
迷
惑
を
か
け
さ
せ
な
い
よ
う
に
」
全
員
が
努
力
す
べ
き
で
あ

ろ

公
徳
に
対
し
て
は
親
が
子
に
充
分
教
育
せ
ね
ぱ
な
ら
な
い
一
般
に
は
聖
育

と
、
う
も
の
は
学
校
で
ゃ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
実
は

学
校
教
育
は
学
問
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
教
養
を
中
心
と
す
る
教
育
は
家
庭

で
ゃ
ろ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
動
物
園
で
子
供
が
猿
に
イ
タ
ズ
ラ
を
し
て
ぃ
る
0

を
見
て
い
る
親
が
、
「
猿
を
い
ぢ
め
る
る
と
お
じ
き
ん
に
叱
か
ら
れ
ま
す
よ
」

と
い
っ
て
、
あ
え
て
子
供
の
い
た
ず
ら
を
止
め
よ
う
と
も
し
な
し
重
物
を
し

じ
め
る
こ
と
が
悪
け
れ
ば
、
親
が
す
ぐ
に
で
も
と
め
ろ
べ
き
で
あ
ろ
親
が
子

供
の
イ
タ
ズ
ラ
を
無
視
し
て
い
る
間
、
即
ち
監
理
P
の
お
ら
な
い
間
は
、
子
供

は
別
に
悪
い
と
は
思
っ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
嵯
は
断
然
避
け
る
べ
き
で
あ

ろ
0
 
公
徳
に
対
す
る
日
本
の
欠
点
を
大
々
と
書
き
あ
げ
た
か
、
こ
れ
が
日
本
小

義
理
人
情
の
悪
い
面
で
あ
ろ
。
子
に
対
す
ろ
人
情
も
度
を
す
こ
せ
ば
、
あ
ま

や
か
し
と
な
っ
て
返
っ
て
子
供
の
た
め
に
は
な
ら
な
い

人
問
本
位
、
ま
た
は
人
間
性
を
中
心
に
も
の
を
求
め
北
り
、
考
え
六
り
す
ろ
こ

と
が
自
然
で
も
あ
り
、
ま
と
も
な
態
度
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
ー
ヂ

々
の
絶
休
不
可
避
的
運
命
で
あ
る
ぱ
か
り
で
は
な
く
、
ま
え
、
恐
ら
く
「
閥
遅

つ
北
」
態
度
と
も
い
ぇ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
人
間
か
あ
っ
て
隹
界
が
す
る

の
で
は
な
く
、
世
界
が
あ
っ
て
人
閻
は
あ
る
の
だ
。
だ
か
ら
我
々
が
P
ひ
六
す

ら
人
闇
的
で
あ
り
、
人
間
性
に
従
う
こ
と
の
た
め
に
、
世
界
の
存
在
と
機
料
と

が
直
ち
に
人
問
内
己
本
位
に
都
合
よ
く
出
来
て
い
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
か
E

違
で
あ
る
0
 
自
己
本
位
の
見
方
は
忽
ち
矛
盾
に
ぷ
っ
か
る
。
神
と
か
造
イ
と
か

い
う
も
の
が
あ
る
と
認
め
て
、
そ
れ
と
被
造
物
な
る
万
物
と
の
間
に
は
何
か

「
一
っ
の
自
己
」
と
し
て
の
有
機
的
関
係
、
即
ち
、
調
和
か
あ
る
べ
き
筈
だ
と

甕
て
も
、
天
災
と
か
、
悪
人
栄
え
て
善
人
不
倖
な
る
こ
と
の
稀
で
な
い
世
躬

の
見
実
相
を
そ
の
ま
ま
大
き
な
調
和
で
あ
る
と
達
観
し
得
ろ
た
め
に
は
、
余
程

深
く
内
面
的
(
内
省
的
)
に
そ
の
全
体
の
関
係
を
観
ず
る
こ
と
が
出
来
ろ
よ

う
に
せ
ね
ぱ
な
ら
な
い
0
 
も
と
よ
り
自
分
た
ち
の
御
利
益
の
北
め
に
存
在
す
る

守
護
者
、
体
の
い
い
奴
僕
で
あ
る
が
故
κ
「
神
」
は
有
難
い
と
し
う
よ
う
な

勝
手
な
虫
の
い
い
迷
信
を
抱
い
た
り
す
れ
ぱ
、
手
厳
し
い
裏
切
に
あ
う
の
が
ヨ

然
で
あ
る
0
 
だ
か
ら
キ
リ
ス
ト
は
祈
り
の
第
一
と
し
て
、
神
が
「
御
名
を
あ
が

め
さ
せ
給
え
」
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
、
そ
れ
が
自
分
達
北
と
っ
て
禍
に
な
ろ
う

と
何
に
な
ろ
う
と
何
に
な
ろ
う
と
、
神
は
先
づ
神
自
身
の
た
め
に
あ
り
、
振
鐸

う
こ
と
が
人
類
な
る
一
っ
の
種
に
と
っ
て
も
福
な
の
だ
と
「
貧
し
し
心
」
を
も

つ
て
信
仰
す
べ
き
こ
と
を
き
と
し
て
い
ろ
の
で
あ
る
。
そ
の
信
心
が
一
具
実
な
徹

底
し
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
「
神
は
愛
な
り
」
と
い
う
形
而
上
学
的
に
も
真
1
、
で

あ
る
世
界
の
機
構
の
大
調
和
も
解
る
の
で
あ
る
。

世
の
中
に
矛
盾
が
な
け
れ
ぱ
悲
し
み
も
、
楽
し
み
も
な
い
し
か
し
矛
盾

我
々
は
人
冏
と
し
て
生
き
て
い
る
も
の
で
あ
る
以
上
、

い
う
ま
で
も
な
く
、

六
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が
あ
る
以
上
人
閻
は
ヤ
0
m
三
え
の
面
を
見
て
、
 
Z
ゆ
如
伽
牙
ゆ
の
面
を
見
ろ
べ
き

で
は
な
い
。
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
面
を
見
て
も
、
喬
が
自
己
に
あ
る
限
り
、
矛
盾
は

依
然
と
し
て
綴
さ
れ
ず
に
矛
盾
と
し
て
残
る
。
し
か
し
、
も
の
は
見
方
で
あ

ろ
。
例
え
ぱ
一
本
の
酒
瓶
が
あ
る
。
も
し
、
瓶
の
中
に
酒
が
半
分
し
か
満
た
き

れ
て
い
な
い
と
し
た
ら
、
楽
天
家
は
そ
の
あ
る
半
分
を
見
て
「
あ
あ
良
か
っ

た
、
ま
だ
あ
ろ
」
と
喜
ぶ
が
、
悲
観
家
は
な
い
半
分
を
見
て
「
な
ん
だ
、
も
う

半
分
し
か
な
い
じ
ゃ
な
い
か
」
と
嘆
く
。
同
じ
も
の
で
も
見
方
に
ょ
っ
て
は
楽

し
み
と
も
、
悲
し
み
と
も
な
る
。
こ
れ
は
た
だ
心
の
持
ち
方
一
つ
で
あ
っ
て
、

人
問
が
務
め
て
心
を
ヤ
吊
三
各
面
に
切
替
え
る
べ
く
努
力
す
れ
ぱ
、
矛
盾
で
あ

あ
っ
て
も
、
そ
の
矛
盾
は
自
分
を
迷
わ
き
な
い
。

時
問
と
い
う
も
の
は
刻
々
と
進
み
つ
つ
ぁ
る
。
い
そ
が
し
い
人
は
時
間
が
な

、

ヒ
マ
も
な
い
と
い
っ
て
映
い
て
い
る
が
、
時
間
は
絶
体
に
待
っ
て
く
れ
な

貴
電
な
時
間
が
そ
れ
ほ
ど
ほ
し
い
な
ら
ぱ
、
そ
れ
を
捉
え
る
外
は
な
い
。

0
で
は
い
か
に
し
た
ら
時
間
を
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
か
。
そ
の
答
え
は
至
極
簡

単
で
あ
ろ
が
、
実
際
に
は
相
当
の
熟
練
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
が
必
要
で
あ
る
。
で

は
時
問
を
捉
え
る
た
め
の
秘
決
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
ぇ
ぱ
、
こ
れ
も
た
だ
心

の
切
替
に
あ
る
の
み
で
あ
ろ
。
即
ち
、
自
分
の
心
を
一
つ
の
も
の
か
ら
他
の
も

の
に
う
つ
し
替
え
ろ
こ
と
で
あ
ろ
。
勤
務
上
の
仕
事
ル
追
わ
れ
て
い
る
人
が
、

そ
の
仕
事
を
キ
ッ
。
ハ
リ
と
止
め
て
自
分
の
趣
味
や
楽
し
み
に
心
を
切
替
え
、
し

か
も
切
替
え
た
瞬
問
に
は
前
の
こ
と
を
う
ち
忘
れ
、
新
規
に
出
発
す
ろ
こ
と
で

あ
る
。
心
の
切
賛
頭
の
切
替
が
我
ら
の
人
生
に
と
っ
て
ど
れ
ほ
ど
大
切
で
あ

ろ
か
は
、
あ
ら
え
め
て
述
べ
る
必
要
は
な
い
と
思
う
。

(
校
友
、
 
K
 
.
ブ
ラ
ソ
シ
ュ
商
会
社
是
「
禅
画
」
の
著
者
)

田
コ
テ
ィ
プ

十
ガ
チ
い
ゾ

昭
和
諦
年
度

同
志
社
女
子
大
学
入
学
試
験
案
内

①
系
学
部

学
芸
学
部
(
英
文
学
専
攻
・
音
楽
専
攻
・
家
政
学
専
攻
)

②
願
書
受
付
期
間

第
一
類
(
誓
類
審
査
)
藷
月
玲
日
1
1
月
叙
日

第
二
類
(
讐
劇
試
晞
之
 
2
月
5
日
1
3
月
2
日

③
入
学
試
験
日
(
第
二
類
)
昭
和
諦
作
3
月
9
日
・
w
e

試
験
場
同
森
女
子
大
学

④
入
学
試
験
科
目

国
語
(
甲
)
、
英
語
、
理
科
(
物
理
、
化
学
、
乍
物
、
地
学
)

※
理
科
に
つ
ぃ
て
は
家
政
学
専
攻
臺
者
は
四
科
目
中
二
科
貝
英
文

学
、
音
楽
専
攻
志
望
者
は
一
科
目
選
択
受
験
す
る
。

※
音
楽
専
攻
志
望
者
は
実
技
試
堅
行
う
。

入
学
案
内
〒
と
も
卯
円
(
切
手
可
)

京
都
市
上
京
区
今
出
川
寺
町
西
入
ル

同
志
社
女
子
大
学
教
務
課

し、い

-29 -

".■.....●●●●●●■■■●●●●■冒●●●●軍●●●●■■■■●●●●■●●■●●闇●●●●,●●●●●●●,●,●●●●●●●●●●●..■冒.冒,卿闇.............闇..........■............■.■,.■■................■.●●

..●●●.■●●●●●昆●●●旦'●●●●●●●●●■●■尋●●●●●●●卓●●●●●●●●●●●●●尋●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●■●●旦4...昌......................■■■..■...■圏圏....昌..■............




