
内

観

の

系

譜

加 

来 

雄 

之 

ま

え

が

き

明
治
初
期
か
ら
中
期
と
は
、
日
本
が
西
欧
の
列
強
か
ら
の
外
圧
に
深
刻
な
危
機
感
を
も
ち' 

近
代
国
家
と
し
て
世
界
に
伍
し
て
い
く
べ 

き
努
力
を
払
っ
た
時
代
で
あ
る
。
仏
教
は
い
ま
だ
封
建
的
な
重
苦
し
い
教
権(

教
学)

の
下
に
喘
ぎ
、
し
か
も
外
か
ら
は
キ
リ
ス
ト
教
ま 

た
哲
学
、
科
学
な
ど
理
性
、
合
理
主
義
を
代
表
と
す
る
西
欧
文
化' 

内
か
ら
は
明
治
政
府
に
よ
る
廃
仏
毀
釈
な
ど
の
天
皇
制
を
中
核
と
す 

る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
台
頭
な
ど
こ
れ
ま
で
の
仏
教
教
団
の
基
盤
が
大
き
く
揺
ら
ぎ
、
自
ら
の
意
義
を
見
失
い
、
時
代
社
会
へ
の
対
応
を 

模
索
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
旧
い
仏
教
徒
は
封
建
教
学
の
も
と
近
代
理
性
を
否
定
し
、
新
し
い
仏
教
徒
は
近
代
合
理
主
義
に
お
も 

ね
ろ
う
と
す
る
。
そ
し
て
真
摯
な
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
多
く
は
仏
教
を
外
な
る
価
値
、
人
間
的
関
心
で
弁
証
す
る
こ
と
に
と
ど
ま
っ
た
。
 

前
近
代
の
遺
物
と
し
て
の
教
権
、
そ
し
て
近
代
の
知
的
関
心
・
倫
理
的
関
心
に
よ
っ
て
仏
教
を
意
義
づ
け
よ
う
と
す
る
あ
り
方
に
鋭
い
刃 

先
を
突
き
つ
け
、
宗
教
そ
の
も
の
・
仏
教
そ
の
も
の
の
意
味
を
回
復
し
よ
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
清
沢
満
之(

一
八
六
三
—

一
九
〇
三)

を
嘴
矢 

と

す

る

「近
代
教
学
」
の
流
れ
が
あ
る
。

つ
ま
り
「近
代
教
学
」
と
は
、
近
代
の
装
い
を
ま
と
っ
た
教
学
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
近
代 

の
課
題
を
担
っ
た
教
学
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
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- 

清
沢
と
曾
我
の
呼
応

周
知
の
よ
う
に
清
沢
の
教
学
の
精
華
は
精
神
主
義
と
し
て
結
実
し
た
。
そ
し
て
そ
の
「要
義
」
が
主
観
主
義
・
内
観
主
義
に
あ
る
こ
と 

は
明
ら
か
で
あ
る
。
『
清
沢
満
之
全
集
』
に
は
、
「精
神
主
義
」
と
い
う
表
題
の
下
に
三
篇
の
論
文
が
集
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
展
開
を
検 

討
す
る
こ
と
で
精
神
主
義
が
な
に
を
目
指
し
て
い
た
か
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
が
、

「
そ
の
二
」
に
お
い
て
精
神
主
義
を
標
榜
す
る 

理
由
を
、
明
治
中
期
の
仏
教
界
で
尺
力
し
た
人
々
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
押
え
て
い
る
。

「精
神
主
義
が
明
ら
か
な
ら
ざ
る
と
き
は
、
学
術
の
進
歩
や
、
時
世
の
変
遷
に
よ
り
て
、
宗
義
が
左
右
せ
ら
る
ゝ
か
の
如
く
思
ふ
過 

失
を
免
れ
な
い
。
勿
論
、
夫
を
過
失
と
思
は
ず
に
し
て
居
る
。:

：
：'
最
早
宗
教
を
門
外
よ
り
批
評
す
る
の
必
要
を
見
ざ
る
こ
と
で
あ 

り
ま
す
。
此
が
正
し
く
精
神
主
義
の
立
脚
地
で
あ
り
ま
す
。
故
に
精
神
主
義
は
門
外
を
標
準
と
せ
ず
し
て
門
内
に
標
準
を
置
き
、
客 

観
的
構
成
に
着
眼
せ
ず
し
て
、
主
観
的
心
地
を
主
要
と
す
る
も
の
に
し
て
、
時
に
は
或
は
内
観
主
義
を
以
て
之
を
標
し
、
或
は
主
観 

主
義
を
以
て
之
を
標
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
」(
清
沢
満
之
全
集
ッ|

六
二
頁)

つ
ま
り
哲
学
や
倫
理
な
ど
で
仏
教
の
教
義
を
弁
護
し
た
り
批
評
す
る
風
潮
に
対
し
て
、
今
一
度
仏
道
の
源
泉
に
立
ち
も
ど
り
、
ど
こ
ま 

で
も
仏
道
の
確
認
は
「主
観
的
心
地
」
を
主
要
と
す
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
内
観
主
義
は
そ
の
た
め
の
方
法
と
し
て
選
ば
れ
た
の
で
あ 

る
。
清
沢
の
い
う
精
神
主
義
と
は' 

自
ら
の
宗
を
確
認
す
る
標
準
を
明
ら
か
に
す
る
主
義
に
他
な
ら
な
い
。

さ
て
曾
我
量
深(

一
八
七
五
〜
一
九
七
ー)

は
清
沢
満
之
の
伝
統
を
自
覚
的
に
生
き
よ
う
と
し
た
。
清
沢
が
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
宗
教 

そ
の
も
の
意
義
を
内
観
と
し
て
と
ら
え
、
そ
し
て
そ
れ
が
仏
教
の
本
流
で
あ
り
、
仏
教
の
人
類
に
対
す
る
唯
一
の
捧
げ
も
の
で
あ
る
と
了 

解
す
る
。
だ
か
ら
こ
そ
精
神
主
義
に
対
す
る
主
観
主
義
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
弁
明
す
る
か
で
は
な
く
、
逆
に 

も
っ
と
も
批
判
さ
れ
て
い
る
精
神
主
義
の
主
観
主
義
・
内
観
主
義
を
教
学
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
使
命
と
し
た
の
で
あ
り' 

こ
の
こ 

と
は
次
に
あ
げ
る
二
つ
の
文
章
に
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
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「今
日
は
我
等
の
恩
師
清
沢
先
生
の
第
三
四
回
の
御
正
忌
で
あ
る
。(

中
略)

抑
も
先
師
が
身
命
を
捧
げ
て
証
験
せ
ら
れ
た
る
内
観
の 

道
な
る
精
神
主
義
の
信
念
は
決
し
て
先
師
個
人
の
自
性
唯
心
の
道
で
は
な
く
、
釈
尊
の
行
信
証
教
し
給
ひ
し
仏
道
の
本
流
で
あ
り
ま 

す
。
そ
の
内
観
の
精
神
は
文
集
全
部
を
一
貫
し
て
居
り
ま
す
。
総
て
客
観
的
事
象
、
世
界
と
人
生
一
切
を
以
て
、
之
を
与
へ
ら
れ
た 

る
問
題
と
し
て
最
も
謙
虚
平
等
の
見
地
に
立
っ
て
解
決
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
と
な
し
、
此
与
へ
ら
れ
た
る
問
題
を
解
釈
せ
ん
と
せ
ば
、
 

吾
人
は
自
己
の
現
在
の
境
遇
の
中
に
於
て
、
満
足
の
見
地
を
発
得
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
と
し
、
吾
人
が
現
在
に
於
て
客
観
の
事
象
に
対 

し
て
差
別
妄
念
に
障
碍
せ
ら
れ
て
、
平
等
の
見
地
に
住
す
る
能
は
ざ
る
は
是
れ
畢
竟
主
観
的
真
理
の
自
覚
未
だ
充
分
な
ら
ざ
る
に
よ 

る
も
の
に
し
て
、
吾
人
は
さ
ら
に
深
く
心
機
を
開
展
し
て
。
実
際
に
満
足
と
自
由
を
享
有
す
べ
き
で
あ
る
と
せ
ら
れ
ま
し
た
。
夫
故 

に
絶
対
他
力
の
大
道
を
表
明
す
る
に
当
り
て
絶
対
無
限
の
力
が
各
自
の
精
神
に
感
ぜ
ら
る
ゝ
所
を
基
本
と
し
、
此
内
観
の
事
実
を
離 

れ
て
論
理
遊
戯
を
せ
ら
れ
な
か
っ
た
。
宗
教
は
主
観
的
事
実
で
あ
る
。
内
観
の
道
は
従
果
向
因
の
方
向
で
あ
る
が
故
に
思
惟
と
修
行 

は
常
に
一
如
に
平
行
し
、
静
か
に
願
作
仏
心
に
専
念
す
る
こ
と
が
自
ら
聖
道
の
大
悲
心
と
一
致
し
、
世
界
の
平
和
に
対
す
る
一
転
機 

た
る
で
あ
ら
ふ
。
現
代
濁
乱
の
裡
に
悩
む
我
々
は
此
内
観
の
慧
灯
を
仰
が
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。(

六
月
六
日)

」(
『開
神
』 

「清
沢
先
生
」
曾
我
量
深
選
集V
I

三
〇
頁)

「仏
教
は
畢
竟
内
観
の
一
道
で
あ
る
。

是
内
観
の
道
を
離
れ
て
古
今
一
貫
永
遠
現
在
の
仏
教
史
の
行
体
は
存
在
し
得
な
い
で
あ
ら 

ふ
。」(
『開
神
』
「内
観
の
一
道
」
同
—
五
ハ
頁)

こ
の
よ
う
に
曾
我
は
「内
観
の
一
道
」
こ
そ
清
沢
の
教
学
の
根
源
を
な
す
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
し
か
し
内
観
と
は
何
か
。
内 

観
は
、

一
般
的
に
は
自
分
の
心
の
内
面
を
覗
き
こ
む
こ
と' 

内

省
(

ぎ
オ
〇
お
纟
皮
〇!
！
自
己
の
意
識
現
象
を
観
察
す
る
こ
と)

ま
た
仏
教
学 

で
は
内
省
に
よ
っ
て
心
の
内
に
仏
性
を
観
ず
る
こ
と
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
し
か
し
安
田
理
深
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

「内
観
」
と 

は

「止
観
」
と
い
う
仏
教
本
来
の
行
を
近
代
の
こ
と
ば
で
表
現
し
た
も
の
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
仏
陀
の
教
言
を
通
し
て
本
来 

の
自
己
を
照
し
出
す
方
法
で
あ
る
。
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曾
我
が
晩
年(

一
九
六
五
年
曾
我
九
〇
オ)

清
沢
か
ら
与
え
ら
れ
た
衣
鉢
に
つ
い
て
語
り
、

「如
来
ま
し
ま
す
が
故
に
、
我
等
衆
生
は
之
を
信
ず
る
こ
と
が
出
来
る
の
か
、
そ
う
で
は
な
く
し
て
、
わ
れ
ら
衆
生
に
深
い
願
い
が 

あ
り
、
信
あ
る
が
ゆ
え
に
、
如
来
は
あ
ら
わ
れ
た
も
う
の
で
あ
る
か
。
衆
生
の
信
が
先
で
あ
る
か
、
如
来
の
本
願
が
先
で
あ
る
か
。
 

こ
う
い
う
問
題
を
、
清
沢
先
生
が
明
治
三
四
年
か
ら
三
五
年
ま
で
の
間
に
掲
げ
て
、
わ
た
し
た
ち
学
生
に
、
思
索
せ
よ
と
こ
う
い
う 

よ
う
に
仰
せ
ら
れ
た
。
」(
「我
如
来
を
信
ず
る
が
故
に
如
来
ま
し
ま
す
」
曾
我
量
深
選
集
VII

ニ
ハ
四
頁) 

と
、
「衆
生
の
信
が
先
で
あ
る
か
、
如
本
の
本
願
が
先
で
あ
る
か
」
と
い
う
問
い
で
あ
っ
た
と
押
え
て
い
る
こ
と
は
象
徴
的
で
あ
る
。

っ 

ま
り
、
曾
我
に
と
っ
て
清
沢
に
教
え
ら
れ
た
内
観
と
は
、
如

来
(

本
願)

と

自

己(

信)

に
関
す
る
自
覚
の
方
法
に
他
な
ら
な
い
。
曾
我 

は
は
や
く
「如
来
我
を
救
ふ
乎
」
(

同
ロ
ー
ニ
ハ
頁)

と
題
す
る
論
文
で
、
こ
の
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
こ
の
確
認
は 

清
沢
の
絶
筆
で
あ
る
明
治
三
十
六
年
六
月
「我
が
信
念
」
の
次
の
告
白
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

「信
ず
る
と
い
う
こ
と
と
、
如
来
と
い
う
こ
と' 
(
中
略)

二
つ
の
事
柄
が
一
つ
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
私
の
信
念
と
は
ど
の
よ
う
な 

も
の
で
あ
る
か
、

如
来
を
信
ず
る
こ
と
で
あ
る
。

私
の
い
う
所
の
如
来
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
、

私
の
信
ず
る
所
の
本
体
で
あ 

る
。
」(

「我
は
此
の
如
く
如
来
を
信
ず
」
清
沢
満
之
全
集"

——
ニ
ニ
七
頁) 

こ
の
宗
教
的
自
覚
が
あ
ら
ゆ
る
他
の
学
に
対
す
る
仏
教
学
の
根
源
的
独
自
性
を
決
定
し
た
。
こ
こ
に
近
代
教
学
の
出
発
点
が
確
立
さ
れ 

る
。
こ
の
宗
教
的
自
覚
こ
そ
内
観
の
立
脚
地
で
あ
る
。
宗
教
心
を
、
外
な
る
絶
対
者
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
で
も
な
く
、
自
ら
の
体
験
の 

内
に
閉
じ
こ
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
も
の
と
し
て
、
宗
教
心
が
宗
教
心
の
因
位
を
明
ら
か
に
す
る
方
法
が
内
観
で
あ
る
。
そ
れ
は
宿
業
の 

身
を
生
き
て
い
る
か
ら
こ
そ
無
限
に
深
ま
っ
て
い
く
、
ど
こ
ま
で
掘
り
下
げ
て
も
汲
み
つ
く
す
こ
と
の
で
き
な
い
本
願
の
自
覚
で
あ
る
。
 

宗
教
的
自
覚
が
内
観
を
必
然
と
す
る
所
以
で
あ
る
。
内
観
は
宗
教
的
な
信
念
を
獲
得
す
る
た
め
の
一
つ
の
手
段
で
は
な
い
。
内
観
こ
そ
宗 

教
的
自
覚
そ
の
も
の
で
あ
り
、

宗
教
的
生
活
の
内
容
で
あ
る
。

し
か
し
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
曾
我
は
清
沢
か
ら
単
純
に
衣
鉢
を
継
い
だ
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
曾
我
自
身
が
述
懐
し
て
い
る
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よ
う
に
、
清
沢
と
の
邂
合
は
批
判
と
い
う
逆
縁
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
こ
と
が
深
い
意
義
を
も
つ
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
批
判
か
ら
信
順 

へ
と
い
う
展
開
が
決
し
て
「前
非
を
悔
い
て
軍
門
に
降
る
体
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
」(

『宗
教
の
死
活
問
題
』
後
記
一
ー
三
頁)

か
ら
で
あ
り
、
 

む
し
ろ
批
判
と
い
う
契
機
を
通
し
て
仏
道
の
内
観
と
い
う
課
題
が
深
化
さ
せ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

明
治
三
十
四(

一
九
〇
一)

年
か
ら
明
治
三
十
五(

一
九
〇
二)

年
は
、
曾
我
が
清
沢
を
通
し
て
自
ら
の
信
仰
を
内
に
深
く
確
認
す
る
時
期 

で
あ
り' 

と
く
に
上
野
精
養
軒
京
浜
仏
徒
の
会
で
の
出
会
い
は
象
徴
的
意
味
を
も
つ
事
件
で
あ
っ
た
。
惟
う
に
、
曾
我
は
清
沢
に
よ
っ
て 

「得
道
の
人
あ
り
」
と
い
う
確
信
を
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
「自
己
を
弁
護
せ
ざ
る
」
宗
教
的
人
格
を
誕
生
せ
し
む
る
原
理
と
し
て
精
神
主
義 

の
主
観
・
内
観
主
義
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
主
観
主
義
・
内
観
主
義
に
対
す
る
曾
我
の
深
い
転
回
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

宗
教
の
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
た
だ
そ
の
使
命
を
も
っ
て
曾
我
は
清
沢
の
精
神
主
義
を
批
判
し
、
精
神
主
義
が
曾
我
に
応
答
し 

て
い
く
。
そ
の
意
味
で
宗
教
の
主
観
内
観
が
、
近
現
代
の
歴
史
の
上
で
こ
れ
ほ
ど
先
鋭
的
に
し
か
も
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
問
わ
れ
た
こ
と
は
な 

か
っ
た
。
こ
れ
が
清
沢
と
曾
我
の
呼
応
に
注
目
す
る
理
由
で
あ
る
。

-
-

曾
我
に
よ
る
精
神
主
義
批
判
の
意
義

当
時
、
ま
だ
真
宗
大
学
の
研
究
生
で
あ
っ
た
曾
我
は
明
治
三
十
三
年(

一
九
〇
〇)

一
月
二
月
の
『
無
尺
燈
』
「弥
陀
及
び
名
号
の
観
念
」 

に
お
い
て
、
仏
教
を①

教
権
派
と
信
仰
派
、
さ
ら
に
信
仰
派
を②

直
覚
派
と③

合
理
的
信
仰
派
に
分
類
し
、
清
沢
と
そ
の
同
人
の
思
想
を 

次
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
る
。

故
に
教
権
主
義
は
直
覚
主
義
を
容
れ
て
、
初
め
て
生
命
あ
る
信
仰
を
成
立
す
る
を
得
べ
し
。
即
ち
仏
陀
は
無
限
の
直
覚
者
な
り
。
而 

し
て
無
限
は
仏
陀
に
あ
る
と
共
に
吾
人
亦
あ
り
。
是
故
に
吾
人
は
此
の
先
天
内
容
の
無
限
の
通
性
を
直
証
す
る
、
是
れ
仏
教
の
真
髄 

に
あ
ら
ず
や
と
。
之
を
唱
ふ
る
者
は
清
沢
満
之
を
初
と
し
『
無
尽
燈
』
に
於
る
非
無(

暁
烏)

古

川
(

伊
藤)

一
派
の
諸
君
な
り
。
 

諸
君
は
有
限
界
を
以
て
不
完
全
と
し
、
自
我
を
以
て
罪
悪
と
し
、
而
も
此
等
を
超
絶
せ
る
無
限
の
光
明
あ
り
、
吾
人
は
元
来
此
光
明
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中
の
寵
児
な
る
を
自
覚
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
と
。」(
曾
我
量
深
選
集1

——
二
五
七
頁) 

こ
こ
で
な
さ
れ
て
る
批
判
の
核
心
は' 

如

来
(

無
限
と
か
実
在)

と
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
有
限
差
別
を
生
き
る
衆 

生
と
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
。
つ
ま
り
清
沢
の
い
う
無
限
に
つ
い
て'

「吾
人
は
無
限
界
中
の
一
員
と
し
て
生
存
す
る
疑
ふ
べ
か
ら
ざ
る
事
実
な
る
も
、
吾
人
な
く
ん
ば
何
等
の
無
限
か
あ
ら
ん
。
特
に
倫 

理
宗
教
の
成
立
に
付
て
、

一
派
の
論
者
は
専
ら
無
限
の
観
念
を
以
て
之
を
説
明
せ
ん
と
す
る
も
、
実
際
上
有
限
と
無
限
と
の
関
係
に 

よ
ら
ず
ん
ば
到
底
説
明
す
る
能
は
ざ
る
も
の
な
き
か
。
」(
同I

—
二
五
四
頁)

「要
は
無
限
力
と
は' 

個
々
の
力
の
相
関
係
す
る
所
以
に
し
て
、
唯
だ
原
理
に
過
ぎ
ず
、

一
箇
所
の
無
限
力
な
る
も
の
あ
り
て
後
有 

限
カ
の
生
じ
た
る
も
の
に
あ
ら
ず
、
唯
だ
有
限
を
し
て
し
か
あ
ら
し
む
る
原
理
の
み
。
決
し
て
第
一
原
因
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
無
限 

他
力
説
の
論
者
、
乞
ふ
少
し
く
省
る
所
あ
れ
。
」(

同I

！
ニ
ニ
五
頁)

ま
た'「無

限
に
は
無
限
の
智
慧
を
有
し' 

無
限
の
慈
悲
を
有
し
、
無
限
の
力
を
有
す
る
と
云
ふ
が
如
き
は
無
意
義
の
言
の
み
。
此
れ
無
限 

を
人
格
化
し
、
無
限
を
万
有
の
第
一
原
因
と
な
す
の
僻
見
に
過
ぎ
ず
」 

と
述
べ
、
そ
の
よ
う
な
無
限
は
「唯
だ
無
限
の
言
語
を
弄
す
る
も
の
」
で
し
か
な
い
と
批
判
す
る
。

つ
ま
り
無
限
は
有
限
の
事
実
を
離
れ 

て
成
立
し
な
い
の
で
あ
っ
て' 

具
体
的
な
信
仰
が
対
す
る
無
限
と
は
「有
限
化
さ
れ
た
無
限
即
ち
寧
ろ
一
箇
有
限
の
も
の
と
す
る
を
正
当 

と
す
」
る
と
主
張
す
る
。
結
局
こ
の
よ
う
な
無
限
観
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
「信
仰
不
変
論
」(

同I

——
二
六
〇
頁)

へ
の
危
惧
に
集
約
さ
れ
る
。
 

清
沢
の
主
張
が
単
な
る
教
権
主
義
・
偏
固
な
直
覚
主
義
で
は
な
い
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、

「凡
庸
に
あ
り
て
は
或
い
は
偏
固
な
る
狂 

熱
に
陥
り
易
」(

同
二
五
九
頁)

い
と
い
う
危
険
を
も
っ
こ
と
、

ま

た

「唯
だ
賤
む
べ
き
教
権
主
義
の
旧
仏
教
徒
が
諸
君
を
以
て
自
己
の
外 

援
と
し
、
依
っ
て
以
て
社
会
の
黒
闇
を
持
続
せ
ん
と
す
る
」(

同
ニ
五
九
頁)

こ
と
に
な
る
と
し
て
、
「憂
え
て
自
重
を
求
め
」
る
の
だ
と
語 

る
。
同
人
た
ち
に
対
し
て
あ
れ
ほ
ど
激
し
い
批
判
を
す
る
曾
我
の
底
に
流
れ
て
い
る
切
な
い
ほ
ど
の
感
情
は
、
精
神
主
義
が
標
榜
す
る
無
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限
観
に
た
つ
信
念
で
は
、
本
当
の
意
味
で
、
固
定
し
た
教
義
の
下
に
現
実
を
解
釈
し
人
間
を
押
し
つ
ぶ
し
て
し
ま
う
よ
う
な
前
近
代
的
封 

建
的
な
宗
教
の
あ
り
方
か
ら
解
放
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
無
限
と
い
う
概
念
を
問
題
に
す
る
の
は
、
決
し
て
教
理
的
関
心
か
ら 

で
な
く'

形
而
上
学
的
根
拠
が
宗
教
観
、
さ
ら
に
は
人
間
観
、
世
界
観
、
歴
史
観
を
規
定
す
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
 

明
治
三
十
三(

一
九
〇
〇)

年
の
九
月
、
清
沢
の
も
と
に
京
都
の
真
宗
大
学
を
卒
業
し
た
暁
烏
敏
、
佐
々
木
月
樵
、
多
田
鼎
が
集
り
、
浩 

々
洞
を
結
成
、
さ
ら
に
翌
年
明
治
三
十
四(

一
九
〇
一)

年

『
精
神
界
』
の
発
刊
と
い
う
形
で
精
神
主
義
が
表
明
さ
れ
て
い
く
。
同
じ
十
月 

十
三
日
に
東
京
に
真
宗
大
学
開
校
。
年
が
明
け
て
明
治
三
十
五(

一
九
〇
二)

年
一
月
、
清
沢
批
判
を
し
つ
つ
あ
っ
た
曾
我
は
、
そ
の
清
沢 

に
よ
っ
て
佐
々
木
な
ど
と
と
も
に
真
宗
大
学
の
教
授
に
抜
擢
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
同
じ
月
に
『
無
尽
燈
』

一
月
号
「
明
治
三
十
四
年
に 

感
謝
す
、
精
神
主
義
、
精
神
主
義
と
本
能
満
足
主
義
の
酷
似
、
常
識
主
義
、
希
望
あ
る
第
三
十
五
年(

臨
水
ご 

の
五
篇
の
論
文
を
も
っ
て 

精
神
主
義
批
判
を
正
面
切
っ
て
始
め
る
の
で
あ
る
。

「吾
人
は
明
に
精
神
主
義
の
第
一
の
信
者
な
る
こ
と
を
断
言
せ
む
。
則
ち
吾
人
は
此
主
義
に
関
し
て
、
屢
々
諸
君
と
議
論
を
上
下
し 

其
指
教
を
乞
ひ
た
る
な
り
。
而
も
吾
人
の
此
主
義
に
関
す
る
疑
団
は
容
易
に
解
け
ず
。
」
「吾
人
は
精
神
主
義
が
人
生
生
活
の
主
義
と 

し
て
如
何
に
危
険
な
る
乎
を
観
る
な
り
。
精
神
主
義
は
非
理
性
主
義
な
れ
ば
な
り
。
盲
動
主
義
な
れ
ば
な
り
。
」
「要
す
る
に
精
神
主 

義
は
其
の
消
極
的
態
度
を
過
去
に
専
注
し
過
去
の
失
敗
に
即
罪
悪
に
対
す
る
ア
キ
ラ
メ
主
義
と
す
る
点
に
於
い
て
非
常
に
有
効
な
る 

も' 

こ
れ
を
将
来
の
行
為
の
指
導
者
と
し
て
は
、
其
の
価
値
殆
ど
零
な
り
と
云
は
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
彼
は
将
来
に
対
し
て
唯
だ
盲
動 

的
活
動
力
を
与
ふ
る
に
過
ぎ
ざ
る
な
り
。」(
「精
神
主
義
」
曾
我
量
深
選
集I

——
抜
粋) 

こ
の
批
判
の
基
礎
は
す
で
に
「弥
陀
及
び
名
号
の
観
念
」
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
精
神
主
義
は
将
来
の
理
想
・
指
導
を
与 

え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
、
そ
れ
が
与
え
る
人
生
を
「良
心
の
苦
悶
を
主
観
迷
妄
の
裡
に
没
し
去
り
た
る
人
生
の
価
値
」
と
し
て
批
判 

す
る
。
精
神
主
義
は
肉
体
の
現
実
を
忘
れ
、
良
心
を
見
失
っ
た
主
観
，
内
観
主
義
と
い
う
の
で
あ
る
。
曾
我
に
と
っ
て
内
観
は
決
し
て
主 

観
の
内
に
埋
没
す
る
観
念
の
方
法
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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ま

た

「第
二
の
疑
点
は
其
形
而
上
的
根
拠
に
在
り
。
」

と
精
神
主
義
の
無
限
観
を
「消
極
的
統
一
原
理
」
に
し
か
過
ぎ
ず
、

そ
の
よ
う 

な
原
理
に
根
拠
し
て
い
る
如
来
に
よ
る
か
ぎ
り
消
極
的
な
人
生
し
か
生
ま
れ
な
い
と
決
め
つ
け
て
い
る
。
そ
し
て
自
ら
の
無
限
観
は
、
現 

実
に
求
め
る
積
極
的
統
一
原
理
に
基
づ
く
「
過
失
を
責
め
ず
し
て
善
な
る
理
想
に
導
き
玉
ふ
如
来
」(

同1

—
二
九
七
頁)

で
あ
り' 

そ
こ
に 

「
理
想
的
活
動
」
が
生
れ
る
と
定
義
す
る
。

こ
の
論
難
に
対
し
て
翌
二
月
に
『
精
神
界
』
は

「精
神
主
義
と
三
世
」
な
ど
を
発
表
し
て
応
答
す
る
が
、
曾
我
を
納
得
さ
せ
る
こ
と
は 

で
き
ず' 

か
え
っ
て
曾
我
は
「頑
迷
な
る
信
仰
論(

臨
水)

」
「
旧
信
仰
者
の
叫
び(

臨
水
生)

」
の
二
篇
の
論
文
を
『
無
尽
燈
』
に
掲
載
す 

る
。
「頑
迷
な
る
信
仰
論
」
に
お
い
て
、
批
判
は
さ
ら
に
鋭
く
推
し
進
め
ら
れ
る
。
精
神
主
義
の
形
而
上
学
的
根
拠(

実
在
論)

は
、
結
局 

の
と
こ
ろ
「哲
学
者
の
所
謂
絶
対
無
限
の
観
念
を
以
て
、
信
仰
を
説
明
せ
ん
と
す
る
も
の
」(

同
三
二
頁)

で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
根
拠
に 

立
つ
か
ら
「
一
度
確
立
し
た
信
仰
は
永
久
不
壊
な
り
、
不
変
な
り
」
と
主
張
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
生 

け
る
信
仰
」
と

は

「寧
ろ
是
れ
散
乱
疑
惑
心
の
時
々
興
起
す
る
所
に
在
」(

同
三
五
頁)

る
も
の
と
し' 

そ
の
教
証
と
し
て
親
鸞
の
「
誠
に 

知
り
ぬ
悲
か
な
愚
禿
鸞
、
愛
欲
の
広
海
に
沈
没
し
、
名
利
の
大
山
に
迷
惑
し
て
、
定
聚
の
数
に
入
る
こ
と
を
喜
ば
ず
、
真
証
の
証
に
近
づ 

く
こ
と
を
快
し
と
せ
ず
、
恥
す
可
し
、
傷
む
可
し
」(
『教
行
信
証
』
信
巻)

と
い
う
述
懐
を
あ
げ
る
。

「
生
け
る
信
仰
」
は
、

有
限
な
我
が 

身
の
上
に
「無
上
正
等
覚
」
を
実
現
す
る
た
め
の
一
歩
一
歩
の
歩
み
と
し
て
成
就
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
こ
れ
が
曾
我
の
立
場
で 

あ
る
。

し
か
し
一
方
で
、
同
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
旧
信
仰
者
の
叫
び
」(

選
集
で
は
「
再
び
精
神
主
義
を
論
ず
」
の
名
で
所
収)

で
は
、
 

「我
等
が
本
誌
前
号
に
掲
げ
た
る
、

精
神
主
義
に
関
す
る
疑
問
に
対
し
て
、
精
神
主
義
の
諸
君
は
「精
神
主
義
と
三
世
」
「
一
念
の 

問
題
、
永
劫
の
問
題
」
「我
等
は
何
を
な
す
べ
き
乎
」
等
の
題
目
の
下
に
、
丁
寧
な
る
説
明
を
与
へ
ら
れ
た
り
。

多
謝
・
々
。

さ
れ 

ど
、
我
等
は
不
幸
に
し
て
殆
ど
何
等
の
得
る
所
な
き
を
悲
し
む
。
我
等
の
疑
問
は
依
然
と
し
て
残
れ
り
、
 

如
来
は
我
等
に
心
霊
的
鍛 

練
を
な
さ
し
め
ん
が
為
に
、
猶
暫
く
是
疑
問
を
解
釈
せ
し
め
玉
は
ず
と
覚
ゆ
。
我
等
は
謹
ん
で
疑
問
を
撤
回
せ
む
。
我
等
は
唯
だ
感
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謝
の
外
な
き
也
。」(

同1

—
三
〇
七
頁)

と
一
応
疑
問
を
撤
回
し
て
い
る
。
つ
ま
り
一
方
で
は' 

批
判
の
純
度
が
最
高
に
達
し
、
他
方
で
は
疑
問
が
撤
回
さ
れ
る
。
こ
の
矛
盾
に
曾 

我
の
転
回
の
鍵
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ

の

『
無
尽
燈
』
二
月
号
は
二
月
二
十
日
に
発
刊
さ
れ
て
お
り
、
大
き
な
転
機
と
な
る
出
会
い
は 

ま
だ
な
い
。
し
か
し
内
面
に
は
精
神
主
義
を
全
く
違
う
視
点
か
ら
と
ら
え
な
お
す
機
縁
が
熟
し
つ
つ
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
と
に
か
く
曾
我 

は
主
観
主
義' 

内
観
主
義
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く'

む
し
ろ
精
神
主
義
の
い
う
主
観
・
内
観
で
は
不
徹
底
で
あ
り
、
恩
寵
的 

な
自
覚
し
か
成
立
し
な
い
と
批
判
す
る
の
で
あ
る
。

曾
我
自
身
の
述
懐
「自
己
を
弁
護
せ
ざ
る
人
」(
明
治
四
十
二
年
清
沢
満
之
沢
七
回
忌
法
要)

に
よ
れ
ば' 

二
月
二
十
六
日
京
浜
仏
徒
の
会
で 

目
の
当
た
り
に
し
た
清
沢
の
姿
勢
が
精
神
主
義
を
と
ら
え
な
お
す
転
機
と
な
っ
た
。

「我
々
は
何
等
を
も
主
張
す
る
の
で
な
く
た
だ
自
己
の
罪
悪
と
無
能
と
を
懺
悔
し
て
、
如
来
の
御
前
に
ひ
れ
ふ
す
計
り
で
あ
る
。
要 

は
慚
愧
の
表
白
に
外
な
ら
ぬ
。」(
「自
己
を
弁
護
せ
ざ
る
人
」)

そ
の
す
が
た
が
「
現
に
慚
愧
し
つ
つ
あ
る
、
こ
の
人
を
見
よ
」
と
い
う
威
力
を
も
っ
て
迫
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
絶
対
無
限
を
仰
い 

で
止
ま
な
い
そ
の
人
が
、
有
限
相
対
者
で
あ
る
事
実
を
一
歩
も
離
れ
ず
厳
存
し
て
い
る
で
は
な
い
か
、
と
の
衝
撃
で
あ
っ
た
。
曾
我
は
、
 

教
義
を
説
く
人
で
は
な
く
、
主
義
を
生
き
る
人
に
触
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
批
判
す
る
曾
我
の
立
脚
地
そ
の
も
の
へ
の
鉄
鎚
で 

あ
っ
た
。

清
沢
の
主
義
が
、
苦
悩
か
ら
逃
げ
恩
寵
の
中
に
埋
没
す
る
た
め
の
主
観
内
観
で
は
な
く
、
如
来
に
よ
っ
て
苦
悩
を
生
き
る
信
念
を
求
め 

る
、
激
し
い
求
道
の
魂
か
ら
絞
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
信
念
の
最
後
の
関
門
は
「得
道
の
人
」
に 

あ
う
し
か
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
意
味
で
曾
我
の
転
回
は
教
学
的
な
敗
北
で
は
な
く
、
求
道
の
魂
に
対
す
る
懺
悔
を
意
味
す
る
。
こ
れ 

以
後
、
曾
我
は
自
ら
の
生
涯
を
か
け
て
清
沢
に
具
象
化
さ
れ
た
宗
教
的
人
格
、
清
沢
を
清
沢
た
ら
し
め
た
精
神
に
つ
い
て
深
い
考
察
を
続 

け
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
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三

因

位

へ

の

道

清
沢
は'

「宗
教
は
主
観
的
真
理
で
あ
る
」
と
宣
言
す
る
。

教
義
の
説
明
や
抽
象
的
な
真
理
で
は
な
く
、

今
、
こ
こ
で
苦
悩
し
て
い
る 

自
己
の
苦
悩
が
生
み
出
さ
れ
て
く
る
そ
の
源
泉
に
ま
で
遡
っ
て
い
く
よ
う
な
主
体
的
な
真
理
こ
そ
宗
教
の
真
理
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ 

る
。
即
物
的
即
事
的
な
対
策
で
な
く
、
原
理
的
に
、
普
遍
的
に
、
ど
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
て
も
、
平
等
に
そ
の
苦
悩
を
超
え
る
道
を
求 

め
て
止
ま
な
い
深
い
要
求
に
応
え
る
真
理
で
あ
る
。

曾
我
が
も
っ
た
危
惧
は
、
主
義
が
、
実
体
化
し
体
系
化
さ
れ
る
と
、
想
像
以
上
に
わ
れ
わ
れ
の
生
に
強
い
影
響
を
与
え
る
と
い
う
と
こ 

ろ
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
現
実
を
解
釈
し
、
ど
の
よ
う
に
現
実
に
関
わ
る
か
を
規
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
清
沢
の
い
う
主
義
と
は
、
 

固
定
し
た
教
義
で
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
自
己
の
立
脚
地
の
表
明
で
あ
っ
た
。
む
し
ろ
仏
教
が
本
来
そ
う
丈
あ
る
よ
う
に
分
別
に
よ
る
イ 

デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
こ
と
を
超
え
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
課
題
を
も
っ
て
い
た
。
仏
教
が
外
道
が
主
張
す
る
形
而
上
学
的
根
拠
の
論
破
に 

力
を
注
ぎ
、
教
え
と
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
た
の
も
、
外
道
の
思
想
が
存
在
の
意
味
を
疎
外
し
、
人
間
を
傷
つ
け
て
い
る
事
実
が
あ
る
か
ら
に 

他
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
釈
尊
が
当
時
の
プ
ル
シ
ャ̂

5

!

神
我)

を
否
定
す
る
こ
と
は
、
そ
の
形
而
上
学
的
根
拠
が
不
十
分
で
あ 

る
と
い
う
よ
り
も' 

そ
の
思
想
が
カ
ー
ス
ト
制
度
に
根
拠
を
与
え' 

人
間
を
差
別
の
中
に
繫
縛
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
に
次
の
よ
う
な
言
葉
が
あ
る
。

「『
わ
た
し
は
こ
の
こ
と
を
説
く
』
、
と
い
う
こ
と
が
わ
た
し
に
は
な
い
。
諸
々
の
事
物
に
対
す
る
執
着
を
執
着
で
あ
る
と
確
か
に
知 

っ
て' 

諸
々
の
偏
見
に
お
け
る(

過
誤
を)

見
て
、
固
執
す
る
こ
と
な
く
、
省
察
し
つ
つ
内
心
の
安
ら
ぎ
を
わ
た
し
は
見
た
。
」

(
岩
波
文
庫
『
仏
陀
の
こ
と
ば
』

一
入
六
頁) 

本
来
、
仏
教
は
固
定
し
た
教
義
を
必
要
と
し
な
い
。
し
か
し
教
え
も
こ
と
ば
で
あ
る
か
ぎ
り
、
常
に
分
別
に
よ
る
実
体
化
、
固
定
化
の 

危
険
に
晒
さ
れ
て
い
る
。
実
体
化
さ
れ
た
主
張
に
よ
っ
て
禅
論
が
惹
起
す
る
。
靜
論
の
と
こ
ろ
に
は
寂
滅
は
な
い
。
仏
教
が
戯
論
・
靜
論
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を
厳
し
く
排
斥
し
、
「戯
論
寂
滅
」(

『
中
論
』)

を
主
張
す
る
所
以
で
あ
る
。
仏
教
が
こ
と
ば
を
必
要
と
す
る
の
は
、
ど
こ
ま
で
も
実
体
化 

さ
れ
た
こ
と
ば
に
縛
ら
れ
苦
し
む
人
間
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
り
、
仏

説

が

「諸
説
中
第
一
」(

『
中
論
』)

と
呼
ば
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
理 

論
的
に
完
璧
で
あ
る
た
め
で
な
く
、
戯

論

・
靜
論
を
超
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
教
言
が
、
自
我
に
よ
る
実
体
化
の
作
用(

執
着)

を
破 

り
、
自
己
の
実
相
を
映
す
鏡
と
し
て
の
こ
と
ば
で
あ
る
こ
と
は
内
観
に
よ
る
。
そ
の
意
味
で
教
言
に
と
っ
て
内
観
と
は'

実
体
化
を
破
り
、
 

論
理
遊
戯
か
ら
解
放
さ
れ
る
た
め
の
必
須
の
道
な
の
で
あ
る
。
清
沢
の
精
神
主
義
は
こ
の
よ
う
な
「道
」
を
目
指
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
 

之
を
要
す
る
に
、
吾
人
の
所
謂
精
神
主
義
は
実
際
門
内
の
主
義
に
し
て
、
理
論
上
の
系
統
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
。
而
し
て
心
機
の
開 

展
を
説
き
、
満
足
と
自
由
を
唱
ふ
る
が
為
に
、
或
は
唯
心
一
元
論
の
、
絶
対
自
由
の
万
有
開
展
と
、
混
ず
る
が
如
き
こ
と
な
き
に
あ 

ら
ざ
る
が
如
し
と
雖
も
、
精
神
主
義
は
万
有
の
成
立
の
説
明
に
対
し
て' 

其
の
唯
心
論
た
る
と
唯
物
論
た
る
と
、
物
心
二
元
論
等
た 

る
と
に
関
せ
ず
、
主
客
両
観
相
対
立
せ
る
実
際
上
に
於
い
て
心
機
の
開
展
を
唱
導
す
る
こ
と(

第
一)

、
其
の
対
立
せ
る
主
客
両
観
上 

に
就
い
て
も
、
善
悪
正
邪
、
有
害
無
害
等
の
対
立
的
性
質
は
、
之
を
客
観
的
実
在
の
上
に
存
す
る
も
の
と
見
ず
し
て
、
全
く
主
観
的 

精
神
の
開
展
如
何
に
よ
る
も
の
な
り
と
定
む
こ
と(

第
二)

、
及
び' 

此
の
主
観
的
精
神
其
の
物
の
成
立
に
対
し
て
も
、

決
し
て
之 

が
哲
学
的
説
明
を
要
せ
ず
、
只
実
際
的
発
動
の
上
に
於
い
て
、
満
足
と
自
由
を
享
有
し
得
べ
き
こ
と
を
宣
揚
す
る
こ
と(
第
三)

に 

よ
り
て
、
充
分
に
唯
心
論
や
其
の
外
哲
学
的
諸
論
と
甑
別
し
得
べ
き
な
り
。(
「精
神
主
義
と
唯
心
論
」
清
沢
満
之
全
集
ッ|

二
九
頁) 

曾
我
の
残
さ
れ
た
ノ
ー
ト
は
こ
の
よ
う
な
清
沢
の
姿
勢
を
次
の
よ
う
語
っ
て
い
る
。

清
沢
師
が
教
へ
ら
れ
た
大
方
針
は
云
何

師
は
何
等
の
結
論
を
与
へ
ら
れ
な
か
っ
た
唯
第
一
歩
の
方
針
を
与
え
ら
れ
た(

中
略)

先
生
は
何
等
学
説
を
教
へ
ら
れ
な
か
っ
た 

先
生
は
未
成
品
で
あ
っ
た 

大
器
晩
成
と
あ
る 

絶
大
の
器
は
永
久
の
未
成
品
で
な
け 

れ
ば
な
ら
ぬ 

(
『宗
教
の
死
活
問
題
』

ニ
ニ
頁) 

し
か
し
精
神
主
義
も' 

そ
れ
が
こ
と
ば
に
よ
る
信
念
の
表
明
で
あ
る
か
ぎ
り
主
義
主
張
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
は
や
む
を
え
な
か
っ
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た
。
内
観
と
い
い
、
主
義
と
い
う
以
上
、
多
く
の
誤
解
と
疑
難
の
中
に
建
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は' 

仏
教
の
長
い
歴
史
が
証 

明
し
て
い
る
。

「宗
教
的
信
念
は
古
来
一
方
に
は
積
極
的
な
る
独
断
的
主
張
と
混
同
せ
ら
れ
、
ま
た
他
方
に
は
消
極
的
な
る
主
観
的
感
情
と
誤
認
せ 

ら
れ
た
。
」(
『開
神
』
「
正
信
念
仏
」
曾
我
量
深
選
集V

——
四
ハ
頁)

理
性
の
立
場
か
ら
の
批
判
は
、
内
観
主
義
は
社
会
へ
の
具
体
的
な
視
野
と
働
き
か
け
を
欠
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
貧
困
に 

苦
し
む
人
に
、
貧
困
の
原
因
か
ら
目
を
そ
む
け
さ
せ
、
貧
困
か
ら
脱
出
す
る
方
法
で
な
く
、
貧
困
に
よ
っ
て
打
ち
拉
が
れ
る
こ
と
の
な
い 

主
体
を
求
め
る
こ
と
を
強
制
す
る
も
の
と
し
て
、

そ
れ
は
や
は
り
阿
片
で
は
な
い
か
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
自
覚
は
強
制
す
る
も 

の
で
は
な
い' 

強
制
と
し
て
作
用
す
る
こ
と
が
な
い
主
義
を
政
治
権
力
と
同
じ
も
の
と
し
て
混
同
は
で
き
な
い
。
貧
困
の
中
で
押
し
つ
ぶ 

さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
人
に
対
し
て
、

貧
困
は
社
会
の
構
造
的
問
題
で
あ
っ
て
、

科
学
的
に
そ
の
矛
盾
を
把
握
し
、

合
理
的
に
具
体
的 

に
そ
れ
を
解
決
す
る
方
途
を
優
先
さ
せ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
社
会
の
抑
圧
者
に
与
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
し
て
批
判
す
る
こ
と
は 

は
た
し
て
妥
当
だ
ろ
う
か
。
科
学
的
認
識
に
よ
る
批
判
に
対
す
る
謙
虚
さ
は
必
要
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
に
振
り
回
さ
れ
る
必
要
は
な 

は
た
し
て
内
観
主
義
は
現
実
を
喪
失
さ
せ
る
の
だ
ろ
う
か
。
内
観
は
生
き
る
自
己(

の
内
面)

を
離
れ
て
現
実
を
見
る
こ
と
が
で
き
な 

い
と
い
う
有
限
な
存
在
の
分
限
を
我
わ
れ
に
教
え
て
く
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
個
人
の
主
観
は
社
会
的
現
実
の
状
況
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
お 

り
、
主
観
に
根
拠
を
求
め
る
こ
と
は
そ
の
中
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。

し
か
し
そ
の
た
め
に
選
択
本
願
の
念
仏
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

人
生
の
問
題
が
、
「
た
だ
念
仏
し
て
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
す
べ 

し
」
と
い
う
教
言
に
よ
っ
て
照
し
返
さ
れ
る
と
き
、
個
人
の
苦
悩
に
と
ど
ま
ら
ず
本
願
と
い
う
普
遍
的
な
深
さ
と
広
さ
の
中
で
受
け
と
め 

ら
れ
て
い
く
。
 

「念
仏
し
な
が
ら
考
え
た
こ
と
を
語
り
、
念
仏
の
心
に
お
い
て
受
け
取
る
だ
け
の
こ
と
を
語
っ
て
ゆ
く
な
ら
ば
、
そ
れ
は 

い
か
に
貧
し
そ
う
に
見
え
て
も
す
ぐ
れ
た
思
想
で
あ
り
、
本
当
の
精
神
生
活
で
あ
る
。
」
と
金
子
大
栄
が
い
う
所
以
で
あ
る
。
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今
こ
こ
に
迷
悶
し
な
が
ら
存
在
す
る
自
己
の
意
味
を
求
め
る
な
ら
、
内
観
こ
そ
、
唯
一
の
方
法
で
あ
る
。
す
べ
て
を
奪
わ
れ
た
底
下
の 

存
在
に
、
失
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
無
上
の
主
体
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
与
え
ら
れ
て
い
る
唯
一
の
方
法
が
内
観
で
あ
る
。
た
だ
苦
悩
に 

打
ち
拉
が
れ
る
人
に
と
っ
て
の
唯
一
の
道
で
あ
る
と
い
う
の
み
。
内
観
主
義
は
決
し
て
社
会
に
働
き
か
け
る
人
々
の
努
力
を
こ
と
さ
ら
に 

無
視
し
批
判
す
る
立
場
の
表
明
で
は
な
い
。
同
時
に
社
会
に
働
き
か
け
な
い
人
を
批
判
す
る
立
場
の
表
明
で
も
な
い
。
そ
れ
は
他
を
批
判 

す
る
立
場
で
は
な
く
、
自
己
の
立
脚
地
を
確
認
す
る
立
場
な
の
で
あ
る
。

「
さ
ふ
い
ふ
と
世
間
か
ら
は
そ
ん
な
ら
倫
理
に
モ
ト
ル
の
で
は
な
い
か
。
道
徳
に
背
く
で
は
な
い
か
と
非
難
す
る
人
が
あ
る
か
も
知 

れ
ぬ
が
、
私
共
の
守
っ
て
い
る
主
義
は
他
人
に
強
い
て
か
う
せ
よ
と
勧
め
る
実
行
上
の
こ
と
で
は
な
い
。
唯
だ
私
共
自
身
に
感
じ
て 

信
じ
て
居
る
所
で
あ
る
。
之
に
対
し
て
仁
義
忠
孝
に
反
く
と
責
め
ら
る
ゝ
な
ら
ば
、
私
共
は
之
を
甘
ん
じ
て
受
け
る
も
の
で
あ
り
ま 

す
。
」(
「精
神
主
義
そ
の
三
」
の
第
二
点
目
清
沢
全
集
VI
——
七
七
頁)

清
沢
は
少
な
く
と
も
社
会
運
動
を
す
る
も
の
に
対
し
て
、

い
や
誰
に
対
し
て
も
冷
笑
を
送
ら
な
か
っ
た
。

「歯
が
ゆ
く
感
じ
た
ほ
ど
」 

(

换
—
二
三
九
頁)

寛
容
で
あ
っ
た
。
「自
己
を
弁
護
せ
ざ
る
人
」
と
し
て
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
格
に
触
れ
た
こ
と
が
曾
我
に
内
観
主 

義
の
具
体
性
と
し
て
決
定
的
な
視
点
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

主
観
主
義
は
現
在
安
住
を
主
張
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
を

「無
条
件
の
現
実
受
容
」
と
し
て
批
判
す
る
立
場
は
客
観
的
な
調
査
を
元 

に
病
人
を
分
析
し
冷
徹
に
切
り
刻
む
病
理
学
者
の
論
理
で
あ
る
、
彼
ら
は
客
観
的
に
病
人
を
観
察
す
る
。
し
か
し
彼
ら
に
と
っ
て
病
人
は 

い
な
い
、
自
ら
の
学
説
が
正
し
い
こ
と
を
証
明
す
る
材
料
が
必
要
な
だ
け
で
あ
る
。
病
人
が
戦
い
て
い
る
不
安
に
は
一
瞥
も
与
え
な
い
。
 

病
気
を
治
す
よ
り
も
病
人
が
そ
の
病
気
を
引
き
受
け
て
生
き
る
主
体
を
与
え
る
こ
と
な
ど
逃
げ
道
と
し
か
思
わ
な
い
だ
ろ
う
。
心
身
の
苦 

痛
か
ら
の
解
放
を
問
題
に
し
な
が
ら
、
存
在
の
苦
悩
は
視
野
に
入
ら
な
い
。

「宗
教
は
迷
悶
者
の
安
慰
で
あ
る
」
と
は
清
沢
の
表
白
で
あ
る
。
迷
悶
し
な
い
健
康
人
が
病
人
の
苦
悩
の
歩
み
を
批
判
す
る
こ
と
に
腐 

心
し
て
い
る
の
は
滑
稽
で
さ
え
あ
る
。
安
田
理
深
が
清
沢
の
宗
教
的
人
格
を
次
の
よ
う
に
語
る
。
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「満
之
先
生
に
於
い
て
そ
の
現
存
在
は
、
仏
教
用
語
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
我
々
と
同
一
な
る
、
世
間
内
存
在
と
し
て
の
凡
夫
で
あ
る
。
 

そ
の
限
り
に
於
い
て
先
生
は
、
余
り
に
も
人
間
的
な
人
間
、
即
ち
過
激
な
ま
で
に
敏
感
な
る
情
熱
、

い
わ
ば
煩
悩
の
率
な
ヨ

ー
ー 11& 

0
3
3
^

を
い
だ
き
な
が
ら
、

極
端
に
ま
で
に
厳
し
い
倫
理
的
意
志
と
明
晰
な
る
近
代
的
知
性
と
を
同
時
に
所
有
す
る
と
こ
ろ
の
、
 

そ
れ
自
身
の
内
在
的
対
立
に
苦
悩
す
る
、
完
全
円
満
な
る
衆
生
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
」(
寺
川
俊
昭
『
清
沢
満
之
論
』
序
文) 

宗
教
的
人
格
を
「完
全
円
満
な
る
衆
生
」
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
は
、
仏
陀
こ
そ
も
っ
と
も
凡
夫
で
あ
る
こ
と
を
尽
く
し
た
人
で
あ
り
、
 

人
間
的
な
人
間
と
し
て
の
苦
悩
の
限
り
を
果
た
し
た
人
で
あ
る
、
と
い
う
視
点
か
ら
開
か
れ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
。
釈
尊
は
、
苦
悩
か
ら 

の
解
放
を
求
め
た'

し
か
し
そ
れ
は
悩
み
を
も
た
な
い
生
物
に
な
る
こ
と
を
求
め
た
の
で
は
な
い
。
人
間
と
し
て
の
も
っ
と
も
深
い
悩
み 

を
超
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
「無
底
の
深
さ
」
を
み
つ
め
る
中
で
「無
上
の
正
覚
」
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
釈
尊
が
人
類
の 

教
主
で
あ
る
所
以
は
、
釈
尊
が
人
間
で
あ
る
か
ぎ
り
の
病
い
に
苦
し
む
絶
対
絶
命
の
病
人
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
三
時
殿
の
快
楽
に
よ
っ 

て
も
、
六
年
の
苦
行
に
よ
っ
て
も
救
わ
れ
な
い
ほ
ど
重
い
病
人
、
そ
れ
が
私
た
ち
の
敬
慕
す
る
釈
尊
で
あ
る
。
と
く
に
深
い
病
に
苦
し
ま 

れ
た
の
が
『
大
無
量
寿
経
』
を
説
か
れ
る
釈
尊
で
あ
っ
た
。
自
ら
の
生
れ
た
と
き
を
五
濁
の
世
と
感
じ
て
お
ら
れ
る
釈
尊
で
あ
る
。
そ
の 

病
を
引
き
受
け
て
い
く
精
神
的
歴
史
を
法
蔵
菩
薩
と
名
づ
け
る
。

『
大
無
量
寿
経
』
こ
そ
も
っ
と
も
重
い
病
人
の
た
め
の
宗
教
で
あ
る
。
 

如
来
こ
そ
本
当
の
病
人
で
あ
る
。
衆
生
病
む
が
故
に
我
れ
病
む
と
は
如
来
自
身
の
因
位
の
姿
で
は
な
い
か
。

「
一
切
衆
生
病
む
を
以
て
、
是
の
故
に
我
れ
も
病
む
」(
維
摩
経
文
殊
師
利
問
疾
品)

と
は
釈
尊
こ
そ
も
っ
と
も
深
く
普
遍
的
に
病
む
も
の
で
あ
る
こ
と
の
宣
言
で
あ
る
。
む
し
ろ
私
た
ち
は
い
い
か
げ
ん
で
中
途
半
端
で
あ
る
。
 

そ
こ
そ
こ
自
己
の
能
力
と
可
能
性
を
信
じ
、
適
当
に
理
性
や
自
己
反
省
を
依
頼
し
て
い
る
。

曾

我

が

「機
の
深
信
」
を
生
涯
の
深
い
課
題
と
し
た
の
は
、
完
全
円
満
な
る
凡
夫
を
生
き
る
も
の
と
し
て
の
深
さ
を
も
つ
信
念
の
根
拠 

を
求
め
た
か
ら
で
あ
る
。
清
沢
も
曾
我
も
、
近
代
の
中
で
教
権
の
奴
隸
で
あ
っ
た
り
、
傲
慢
な
理
性
存
在
で
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
を
苦
し 

ん

だ

「完
全
円
満
な
る
凡
夫
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
苦
悩
こ
そ
が
教
学
の
歩
み
を
支
え
た
の
で
は
な
い
か
。
曾
我
の
面
目
は
清
沢
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の
苦
悩
の
因
位
に
触
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
曾
我
は' 

「仏
道
の
本
質
は
内
観
で
あ
る
」
と
い
う
確
信
を
は
や
く
か
ら
も
っ
て
い
た
。

た 

だ
そ
の
課
題
を
問
う
主
体
に
た
い
し
て
決
定
的
な
方
向
と
姿
勢
を
与
え
た
の
が
清
沢
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
そ
の
系 

譜
は
、
既
成
の
教
義
体
系
に
お
け
る
学
派
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
学
ぶ
主
体
の
あ
り
方
に
お
け
る
学
系
で
あ
る
。
そ
れ
は
教
理
と
し
て 

の
伝
統
で
は
な
く
、
宗
教
心
を
掘
り
下
げ
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
を
使
命
と
す
る
内
観
の
伝
承
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
有
限
な 

る
存
在
の
安
心
は' 

ど
こ
ま
で
も
底
辺
を
尺
く
し
証
明
し
よ
う
と
す
る
如
来
因
位
の
精
神
に
触
れ
る
ほ
か
な
く'

そ
の
因
位
へ
自
己
を
向 

わ
し
め
る
唯
一
の
道
こ
そ
内
観
な
の
で
あ
る
。

私
は
内
観
の
系
譜
に
帰
依
し
て
い
る
こ
と
を
感
謝
し
つ
つ
こ
そ
あ
れ
恥
じ
は
し
な
い
。
私
は
清
沢
・
曾
我
を
近
代
人
の
病
を
悩
み
ぬ
い 

た
人
と
し
て
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
私
が
多
く
の
内
観
の
系
譜
に
向
け
ら
れ
た
批
判
に
対
し
て
慚
愧
に
た
え
な
い
の
は
、
自 

ら
が
病
人
で
あ
る
自
覚
も
で
き
ず' 

病
人
の
た
め
の
宗
教
を
生
き
る
責
任
と
し
て
内
観
道
を
尽
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
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