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し
て
特
立
し
た
も
の
が
あ
り
、
そ
の
一
つ
が
不
二
道
を
母
体
と
し
た
実
行

教
で
あ
る
。
実
行
教
及
び
そ
の
前
身
で
あ
り
不
二
道
内
の
グ
ル
ー
プ
で
あ

る
実
行
社
と
、
そ
の
指
導
者
で
あ
る
実
行
教
初
代
管
長
・
柴
田
花
守
（
一

八
〇
九
―
一
八
九
〇
）
は
、
幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
、
自
派
の
歴

史
を
略
述
し
正
当
（
正
統
）
化
す
る
言
説
や
教
義
に
関
連
す
る
書
籍
を
積

極
的
に
刊
行
し
た
。
こ
れ
ら
の
著
作
は
、
主
と
し
て
富
士
信
仰
研
究
の
視

点
か
ら
い
く
つ
か
の
著
作
が
個
別
に
着
目
さ
れ
た
が
、
著
作
群
全
体
と
し

て
題
材
と
し
た
研
究
は
少
な
か
っ
た
。
僅
か
に
、
平
野
孝
國
氏
が
、
柴
田

花
守
の
著
作
を
列
挙
し
、
彼
の
思
想
を
分
析
し
た
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。

富
士
信
仰
を
母
体
と
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
と
平
田
神
学
的
な
も
の
を
接
合

し
た
実
行
教
の
全
体
像
を
う
か
が
う
た
め
に
、
初
代
管
長
・
柴
田
花
守
の

著
作
群
を
は
じ
め
教
団
の
関
連
書
籍
を
総
体
的
に
論
ず
る
こ
と
は
意
味
が

あ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　

本
報
告
で
は
、
特
に
明
治
期
に
お
け
る
柴
田
花
守
を
中
心
と
し
た
実
行

社
・
実
行
教
界
隈
を
対
象
と
し
て
、
彼
ら
の
出
版
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

　

ま
ず
、
柴
田
花
守
、
実
行
社
・
実
行
教
の
版
本
を
刊
行
年
順
に
並
べ
て

み
る
と
、
数
年
ご
と
に
、
主
な
「
出
版
人
」
あ
る
い
は
「
製
本
人
」
に
四

つ
の
傾
向
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一
つ
目
に
は
大
阪
の
田
中
太
右
衛
門
ら
複
数
の
書
肆
が
並
ん
で
い
る
も

の
で
あ
る
。
明
治
三
年
の
『
古
道
或
問
』
を
出
し
て
か
ら
、
明
治
五
年
ま

で
は
全
て
そ
う
で
、
実
行
社
の
活
動
が
確
認
さ
れ
る
以
前
の
書
籍
は
、
大

阪
の
田
中
太
右
衛
門
を
筆
頭
と
し
た
各
地
の
本
屋
が
製
本
売
弘
所
と
し
て

名
を
連
ね
て
い
る
。

　

二
つ
目
に
、
明
治
五
年
の
『
四
民
教
諭
』
か
ら
実
行
社
に
よ
る
も
の
が

出
て
く
る
。
徳
大
寺
莞
爾
や
参
行
の
著
作
、『
本
教
大
基
』
等
が
そ
れ
で

た
い
。
御
田
代
神
事
を
中
心
と
し
て
、
両
脇
を
一
月
の
二
神
事
と
対
に
描

い
た
構
図
は
、
意
図
的
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
こ
に
は
、
御
田
代
神
事
を
「
田
の
神
」、
一
月
の
二
神
事
を
「
山
の

神
」
と
す
る
対
関
係
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
猪
狩
神
事
の
祝

詞
、
並
び
に
猪
狩
神
事
執
行
の
際
に
「
鹿
丸
・
猪
丸
」
と
唱
え
る
こ
と
か

ら
、
白
馬
を
鹿
、
猪
狩
を
猪
で
、
白
馬
を
鹿
に
見
立
て
る
一
月
の
二
神
事

の
対
関
係
も
想
定
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

以
上
の
三
神
事
の
特
徴
と
、
そ
こ
に
松
尾
祭
が
含
ま
れ
な
い
事
実
を
考

慮
す
る
と
、
三
神
事
が
い
わ
ば
松
尾
社
の
三
大
神
事
と
し
て
選
ば
れ
た
の

で
は
な
く
、
何
ら
か
の
基
準
に
よ
っ
て
選
定
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ

る
。
絵
巻
が
書
写
さ
れ
た
萬
治
二
年
は
、
改
革
心
の
強
い
松
尾
社
神
主
東

相
行
が
「
社
司
論
争
裁
判
」
を
起
こ
し
、
社
司
を
経
済
的
に
救
済
し
よ
う

と
し
た
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
の
五
年
前
に
当
た
る
。
十
社
司
分
の
十

騎
馬
が
冒
頭
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
猪
狩
神
事
の
場
面
に
「
論

所
」
注
記
が
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
本
図
も
ま
た
そ
の
後
の
社

司
論
争
の
資
料
と
し
て
書
写
・
活
用
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
本

発
表
は
書
写
年
の
萬
治
二
年
当
時
に
も
絵
巻
の
書
写
状
態
か
ら
通
時
性
が

あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
研
究
で
あ
る
が
、
今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
こ

の
絵
巻
の
原
本
の
成
立
年
代
を
追
究
し
、
そ
の
当
時
の
三
神
事
の
選
択
の

基
準
を
考
察
し
た
い
と
考
え
る
。

明
治
期
富
士
信
仰
系
教
派
神
道
の
書
物
出
版

今
井　

功
一

　

江
戸
時
代
に
普
及
し
た
富
士
講
や
不
二
道
と
い
っ
た
角
行
系
富
士
信
仰

の
諸
集
団
か
ら
、
明
治
時
代
に
入
っ
て
そ
の
装
い
を
改
め
、
教
派
神
道
と
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よ
う
す
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
書
目
」
で
掲
げ
ら
れ
た
書
籍
に
は
結
局
刊
行
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
も

あ
り
、
今
後
は
「
書
目
」
に
お
け
る
紹
介
内
容
と
、
現
在
ま
で
伝
え
ら
れ

る
未
刊
自
筆
原
稿
な
ど
と
の
比
較
検
討
が
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ

う
。

中
世
後
期
に
お
け
る
「
幽
霊
」
の
用
例

│
│ 

能
本
と
諷
誦
文
の
検
討
を
中
心
に 

│
│

芳
野　

貴
典

　

能
に
お
い
て
死
者
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
か
。
そ
し
て
、
能
が

つ
く
り
上
げ
た
死
者
の
イ
メ
ー
ジ
は
日
本
に
お
け
る
死
者
像
の
系
譜
上
に

ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
て
い
る
か
。
こ
の
問
題
を
「
幽
霊
」
と
い
う
言

葉
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
り
明
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
の
が
本
発
表
の
ね

ら
い
で
あ
る
。

　

今
日
、「
幽
霊
」
の
語
は
近
世
怪
談
文
芸
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
イ
メ

ー
ジ
と
不
可
分
で
あ
る
。
か
つ
て
の
能
研
究
者
の
多
く
が
、「
能
の
幽
霊

は
『
幽
霊
』
に
あ
ら
ず
」
と
の
見
解
を
示
し
た
の
も
、
こ
う
し
た
背
景
に

基
づ
い
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
能
の
成
立
は
室
町
時
代
前
期
、
よ
り

大
き
な
時
期
区
分
で
言
え
ば
中
世
後
期
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

近
世
的
な
幽
霊
像
を
能
の
死
者
に
適
用
し
て
議
論
を
す
る
こ
と
は
あ
ま
り

意
味
を
な
さ
な
い
。
そ
こ
で
、
中
世
後
期
に
お
け
る
「
幽
霊
」
の
語
の
一

般
的
な
用
例
を
検
討
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
能
の
死
者
の
ど
の
よ
う
な
面
と

一
致
し
て
い
る
か
を
考
察
す
る
。
さ
ら
に
、
能
が
当
時
の
社
会
で
大
き
な

影
響
力
を
持
つ
メ
デ
ィ
ア
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
後
世
の
文
化
に
多
大
な

イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
与
え
た
こ
と
を
評
価
し
て
、
能
が
「
幽
霊
」
と

あ
る
。
明
治
五
年
は
実
行
社
の
活
動
が
始
ま
っ
た
こ
ろ
と
さ
れ
る
が
、
こ

の
頃
か
ら
同
名
で
の
出
版
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

　

三
つ
目
と
し
て
、
島
崎
源
兵
衛
な
る
人
物
が
、
明
治
七
年
『
開
化
古

徴
』、
一
一
年
、
一
三
年
に
『
敬
信
豫
言
』
の
注
釈
等
を
出
す
。
島
崎
は

関
東
の
有
力
信
徒
の
一
人
で
、
自
ら
修
養
書
を
著
し
て
も
い
る
。

　

明
治
一
五
年
に
実
行
教
が
教
派
と
し
て
独
立
し
た
後
、
明
治
一
六
年
か

ら
は
「
実
行
教
本
館
」「
実
行
教
本
庁
」
に
よ
る
出
版
が
見
ら
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
四
つ
の
傾
向
の
推
移
は
、
一
般
の
大
手
書
肆
か
ら
始
ま

っ
て
、
教
団
が
関
連
著
作
を
自
ら
刊
行
す
る
よ
う
な
体
制
を
整
え
て
い
く

様
子
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

続
い
て
、
実
行
社
・
実
行
教
関
係
者
の
う
ち
、
特
に
数
多
く
の
著
作
が

あ
る
柴
田
花
守
に
つ
い
て
、
著
作
を
列
挙
し
た
資
料
と
し
て
「
咲
園
大
人

著
述
書
目
」
と
題
さ
れ
た
著
作
目
録
（
以
下
、「
書
目
」）
に
注
目
し
た
。

筆
者
の
確
認
し
て
い
る
か
ぎ
り
、「
書
目
」
は
、
出
版
さ
れ
た
柴
田
花
守

の
著
作
の
う
ち
、『
古
語
拾
遺
正
訓
』
や
『
古
道
或
問
』
と
い
っ
た
限
ら

れ
た
書
物
に
の
み
綴
じ
ら
れ
て
お
り
、
一
七
点
の
書
物
に
つ
い
て
、
タ
イ

ト
ル
と
内
容
の
紹
介
、
既
刊
未
刊
の
別
を
掲
載
し
て
い
る
。
明
治
三
年
に

「
書
目
」
が
最
初
に
綴
ら
れ
た
書
物
が
刊
行
さ
れ
て
か
ら
明
治
一
八
年
の

最
後
の
そ
れ
ま
で
の
一
五
年
の
間
で
、
書
物
の
刊
行
状
況
は
も
と
よ
り
、

一
七
点
の
タ
イ
ト
ル
や
、
そ
の
中
身
に
つ
い
て
も
出
版
予
定
が
変
更
さ
れ

た
り
、
刊
行
さ
れ
た
後
に
刊
行
の
事
実
が
取
り
消
さ
れ
た
り
内
容
が
変
更

さ
れ
た
り
し
た
例
が
見
ら
れ
る
。

　
「
書
目
」
は
著
作
目
録
と
い
う
形
で
花
守
の
著
作
の
全
体
像
を
お
お
ま

か
に
把
握
す
る
の
に
役
に
立
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
一
方
、
そ
こ
に
出
版
活

動
の
混
乱
の
よ
う
す
、
あ
る
い
は
教
団
と
し
て
の
教
義
や
体
制
の
形
成
の


