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月

刊

こ
こ
ろ
の
と
も

第
十
四
巻

九
月
号

万
引
き
と
引
き
こ
も
り

万
引
き
す
る
人
の

多
さ
に

倫
理
の
崩
壊
を
知
る

引
き
こ
も
る
人
の

多
さ
に

他
己
の
喪
失
を
知
る

自
殺
す
る
人
の

多
さ
に

精
神
の
病
理
を
知
る

修
羅
に
貢
献

民
主
主
義

権
利
ば
か
り
を

主
張
し
て

こ
の
世
ま
す
ま
す

修
羅
と
な
り
け
り
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人
生
を
考
え
直
し
て

み
た
い
人
は
（
一
一
六
）

―

―

空
海
『
即
身
成
仏
義
』
解
説
（
一
九
）

〔

６
）

２

『
金
剛
時
処
儀
軌
』
の
三
種
真
言
〕

（

―

故
に

『
経
』
に
云
く
、

、

「
こ
の
毘
盧
遮
那
仏
の
三
字
の
密
言
、
共
に
一
字
に
し
て
無

量
な
り
。
適
（
ま
さ
）
に
印
・
密
言
を
以
て
心
（
む
ね
）
を

印
す
れ
ば
、
鏡
智
を
成
じ
て
、
速
や
か
に
菩
提
心
金
剛
堅
固

の
体
を
獲
（
う

。
額
を
印
す
れ
ば
、
当
（
ま
さ
）
に
知
る

）

べ
し
、
平
等
性
智
を
成
じ
て
、
速
や
か
に
灌
頂
地
（
か
ん
じ

ょ
う
ち
）
の
福
聚
荘
厳
（
ふ
く
じ
ゅ
し
ょ
う
ご
ん
）
の
身
を

獲
。
密
語
を
以
て
口
を
印
す
る
時
、
妙
観
察
智
（
ざ
っ
ち
）

を
成
じ
て
、
即
ち
能
く
法
輪
を
転
じ
て
、
仏
の
智
慧
身
を
得

。
密
言
を
誦
じ
て
頂
（
い
た
だ
き
）
を
印
す
れ
ば
、
成
所
作

智
（
じ
ょ
う
し
ょ
さ
ち
）
を
成
じ
て
、
仏
の
変
化
身
（
へ
ん

げ
し
ん
）
を
証
し
、
能
く
難
調
（
な
ん
じ
ょ
う
）
の
者
を
伏

す
。
こ
の
印
・
密
言
に
由
っ
て
自
身
を
加
持
す
れ
ば
、
法
界

体
性
智
毘
盧
遮
那
仏
の
虚
空
法
界
身
を
成
ず
」
と
。

今
回
を
含
め
て
以
下

「
三
密
加
持
速
疾
顕
」
の
証
拠
と
し
て

、

の
経
文
が
四
つ
出
て
き
ま
す
が
、
そ
れ
ら
は
、
極
め
て
難
解
の
よ

う
で
す
。
こ
れ
ま
で
何
度
か
引
用
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
那
須
政
隆

著
『
即
身
成
仏
義
の
解
説

（
大
本
山
成
田
山
新
勝
寺
成
田
山
仏

』

教
研
究
所
刊
）
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
り
ま
す
。

「
そ
れ
ら
の
経
文
は
、
阿
闍
梨
（
師
範
）
の
伝
授
を
受
け
な
け

れ
ば
、
解
ら
な
い
点
が
あ
る
の
で
、
古
来
〈
不
読
段
〉
と
称
し
、

一
般
の
公
開
講
義
に
は
、
こ
の
部
分
を
省
略
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
」
と
。

実
は
、
今
回
の
部
分
は
、
私
も
実
際
の
修
法
の
中
で
、
体
験
し

て
い
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
私
は
、
別
の
解
釈
を
既
に
、
昨
年
の

第
十
三
巻
十
月
号
で
し
て
お
り
ま
す
。

、

、

前
置
き
は
こ
の
位
に
し
ま
し
て

い
つ
も
の
現
代
語
訳
で
す
が

よ
く
引
用
さ
せ
て
頂
い
て
い
ま
す
、
極
め
て
解
説
的
な
金
岡
秀
友

訳
・
解
説
『
空
海
即
身
成
仏
義
』
か
ら
引
用
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

＊

＊

＊

＊

こ
の
道
理
が
あ
り
ま
す
の
で
、
経
典
に
も
、
こ
の
身
こ
の
ま
ま

、

。

で
仏
と
成
る
こ
と
を
実
証
し
て

つ
ぎ
の
よ
う
に
説
い
て
い
ま
す口

へ

「
こ
の
大
日
如
来
（
毘
盧
遮
那
仏
）
の

『
お
ん
（

・

、

om

僕
（

・
欠
（

』
と
い
う
三
つ
の
種
子
（
し

ん
に
奄

・）

）

）

bhuh
kham

ぼ
く

け
ん

ゅ
じ

で
示
さ
れ
る
真
言

三
字
の
密
言

は

合
わ
せ
る
と

ボ

）

（

）

、

『

ロ
ン
（

』
と
い
う
、
一
つ
の
種
子
で
示
さ
れ
る
一
字
金
輪

bhrûm
）
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仏
頂
尊
の
真
言
と
な
り
、
一
文
字
で
あ
り
な
が
ら
、
は
か
り
し
れ

な
い
深
い
法
の
は
た
ら
き
を
象
徴
し
て
い
る
。

①
真
言
の
教
え
を
お
こ
な
う
者
が
、
適
切
に
こ
の
一
字
金
輪
仏

頂
尊
の
『
勝
身
三
摩
耶
印
』
と
い
う
印
を
結
び
、
ボ
ロ
ン
と
い
う

真
言
を
と
な
え
て
、
心
に
は
大
日
如
来
の
境
地
を
安
定
さ
せ
、
修

行
者
自
身
の
心
（
む
ね
）
に
、
加
持
の
観
念
を
行
え
ば
（
印
す

れ
ば

、
大
日
如
来
の
五
智
の
う
ち

『
大
円
鏡
智
』
を
さ
と
り
、

）

、

た
ち
ま
ち
に
し
て
、
仏
道
を
求
め
行
う
心
（
菩
提
心
）
が
金
剛
石

の
よ
う
に
堅
固
で
あ
る
と
い
う
阿
し
ゅ
く
仏
の
体
を
実
証
し
体
得

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

、

、

②
こ
の
三
密
を
行
者
自
身
に
修
め
て

額
に
加
持
し
印
す
れ
ば

何
を
成
就
し
う
る
の
か
、
ま
さ
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
知
る
べ
き
で
あ

。

、

、『

』

、

る

す
な
わ
ち

そ
の
三
密
に
よ
り

平
等
性
智

を
さ
と
り

た
ち
ま
ち
に
、
こ
の
智
を
象
徴
す
る
宝
生
如
来
の
身
を
獲
得
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
宝
生
如
来
は
、
そ
の
身
を
荘
厳
し
て
い
る
福
徳

の
宝
に
よ
り
衆
生
の
希
望
を
満
足
さ
ぜ
、
さ
ら
に
仏
法
の
王
で
あ

る
仏
の
位
に
の
ぼ
る
た
め
の
灌
頂
を
与
え
る
如
来
で
あ
る
。

③
同
じ
密
語
を
と
な
え
、
三
密
を
身
に
修
め
て
、
自
分
の
の
ど

（
口
）
に
加
持
の
観
念
を
行
え
ば

『
妙
観
察
智
』
を
さ
と
り
、

、

す
な
わ
ち
阿
弥
陀
如
来
の
身
を
体
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
阿
弥

陀
如
来
は
、
車
の
車
輪
が
、
よ
く
回
転
し
て
す
べ
て
の
障
害
を
く

だ
き
、
こ
ろ
が
り
つ
づ
け
る
よ
う
に
、
仏
法
を
伝
え
ひ
ろ
め
る
智

慧
の
法
身
で
あ
る
。

④
こ
の
密
言
を
声
に
出
し
て
と
な
え
、
三
密
を
身
に
修
め
て
、

頭
頂
に
加
持
の
観
念
を
行
え
ば

『
成
所
作
智
』
を
さ
と
り
、
変

、

化
法
身
で
あ
る
不
空
成
就
如
来
を
実
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
不

空
成
就
如
来
は
、
よ
く
衆
生
の
心
身
を
調
和
し
、
そ
れ
が
困
難
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
ま
で
教
え
導
い
て
、
諸
々
の
悪
い
行
為
を

制
伏
す
る
如
来
で
あ
る
。

⑤
こ
の
一
字
金
輪
仏
頂
尊
の
三
密
を
身
に
修
め
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
行
者
自
身
の
身
体
そ
の
も
の
に
加
持
の
観
念
を
行
え
ば
、

『
法
界
体
性
智
』
を
さ
と
る
こ
と
が
で
き
、
虚
空
の
よ
う
に
さ
ま

た
げ
も
さ
し
さ
わ
り
も
な
い
真
実
世
界
に
遍
満
し
て
い
る
毘
盧
遮

那
仏
の
身
を
、
そ
の
行
者
の
身
体
に
実
証
し
成
就
す
る
こ
と
が
で

き
る

」
と
。

。

＊

＊

＊

＊

出
だ
し
に
あ
り
ま
す

「
ボ
ロ
ン
と
い
う

・
・
・
一
字
金
輪

、

、

仏
頂
尊
の
真
言
（
は

・
・
・
一
文
字
で
あ
り
な
が
ら
、
は
か

）
、

り
し
れ
な
い
深
い
法
の
は
た
ら
き
を
象
徴
し
て
い
る
」
と
い
う
記

述
で
す
が
、
既
に
本
シ
リ
ー
ズ
の
第
一
回
目
に
述
べ
ま
し
た
よ
う

に
、
こ
の
真
言
は
、
偉
大
な
力
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。
私
の
体
験

を
含
め
て
、
ご
説
明
し
た
通
り
で
す
。

こ
の
真
言
を
誦
す
る
こ
と
で
、
私
は
、
入
我
我
入
（
＝
解
脱
）

を
体
験
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
、
こ
こ
で
い
い
ま
す
と
、
⑤
で
述
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べ
て
い
る
こ
と
に
対
応
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
出
だ
し
の
部
分
と
⑤
の
部
分
は
、
私
に
も
、
よ
く

理
解
で
き
る
の
で
す
が
、
①
か
ら
④
の
部
分
で
、
加
持
す
る
部
位

「

」

、

、

と
そ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る

智

と
が

私
の
体
験
に
は
な
く

す
っ
き
り
し
な
い
の
で
す
。

こ
こ
で
は
、
①
で
大
円
鏡
智
は
心
（
む
ね
）
を
加
持
す
る
こ
と

で
、
②
で
平
等
性
智
は
額
を
加
持
す
る
こ
と
で
、
③
で
妙
観
察
智

は
の
ど
（
口
）
を
加
持
す
る
こ
と
で
、
４
で
成
所
作
智
は
頭
頂
を

加
持
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
得
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
ま
す
が
、

こ
れ
は
、
理
屈
と
し
て
考
え
ら
れ
た
こ
と
の
よ
う
に
、
私
に
は
思

え
ま
す
。

私
は
、
昨
年
の
第
十
三
巻
十
月
号
で
、
私
の
「
自
己
・
他
己
双

対
理
論
」
に
対
応
さ
せ
て
、
五
智
が
互
い
に
ど
う
い
う
構
造
を
も

。

。

っ
て
い
る
か
を
述
べ
ま
し
た

再
確
認
し
て
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す

こ
こ
で
改
め
て
、
右
の
記
述
と
の
対
応
を
考
え
て
み
ま
す
と
、

私
の
理
論
で
は
、
①
大
円
鏡
智
は

「
こ
こ
ろ

（
情
動

感
情

、

」

―

）

、

、

の
働
き

に
対
応
し
て
得
ら
れ
る
智
慧
で
あ
り

②
平
等
性
智
は

「
か
ら
だ

（
感
覚

運
動
の
働
き
）
に
対
応
し
て
得
ら
れ
る
智

」

―

慧
で
あ
り
、
③
妙
観
察
智
は
「
あ
た
ま

（
認
知

言
語
＝
口
）

」

―

の
働
き
に
対
応
し
て
得
ら
れ
る
智
慧
で
あ
り
、
④
成
所
作
智
は
、

「
た
ま
し
い

（
自
我

人
格
の
働
き
）
に
対
応
し
て
得
ら
れ
る

」

―

智
慧
だ
と
考
え
ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
四
つ
の
智
慧
は
、

入
我
我
入
に
よ
っ
て
無
意
識
領
域
で
法
界
体
性
智
が
得
ら
れ
た
の

ち
、
意
識
領
域
で
そ
れ
ぞ
れ
得
ら
れ
る
智
慧
で
し
た
。

こ
う
見
て
き
ま
す
と
、
①
と
③
の
智
慧
は
、
私
の
説
と
完
全
に

対
応
し
て
い
ま
す
。
ま
た
④
も
、
た
ま
し
い
（
自
我

人
格
）
は

―

下
位
の
三
つ
の
働
き
を
統
合
す
る
も
の
で
す
か
ら
、
頭
頂
に
あ
る

、

。

と
考
え
て
も
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は

対
応
し
て
い
る
と
思
え
ま
す

た
だ
、
②
だ
け
が
、
恣
意
的
な
対
応
の
解
釈
が
必
要
な
よ
う
で
、

「
ひ
た
い
」
で
「
か
ら
だ
」
を
代
表
さ
せ
て
い
る
と
考
え
れ
ば
、

対
応
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

私
は
、
仏
教
学
は
不
勉
強
で
、
経
典
の
体
系
的
な
研
究
は
し
て

い
ま
せ
ん
の
で
、
こ
う
し
た
智
慧
を
、
ど
の
加
持
す
る
部
分
、
あ

、

、

る
い
は

人
間
の
ど
ん
な
精
神
機
能
が
生
み
出
す
の
か
に
つ
い
て

経
典
が
ど
う
考
え
て
き
た
の
か
詳
し
く
は
分
か
ら
な
い
の
で
す

が
、
よ
く
引
用
さ
せ
て
頂
い
て
い
ま
す
頼
富
本
宏
著
『
日
本
の
仏

典
２
空
海
』
の
「
即
身
成
仏
義
」
に
よ
り
ま
す
と
、
①
～
④
の
四

智
は
、
瑜
伽
行
唯
識
派
の
主
要
教
義
で
あ
っ
た
「
転
識
得
智
（
て

ん
じ
き
と
く
ち
）
説
」
に
基
づ
く
と
、
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ

れ
に
よ
り
ま
す
と
、
前
五
識
（
五
感
）
が
成
所
作
智
に
、
第
六
意

識
が
妙
観
察
智
に
、
末
那
識
（
自
我
）
が
平
等
性
智
に
、
阿
頼
耶

、

。

識
が
大
円
鏡
智
に

そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
と
し
て
き
た
よ
う
で
す

私
の
理
論
は
、
こ
の
唯
識
派
と
如
来
蔵
思
想
と
の
統
合
に
な
っ

て
い
ま
す
の
で
、
唯
識
説
よ
り
は
体
系
的
だ
と
思
い
ま
す
。
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自
作
詩
短
歌
等
選

規

範

を

失

っ

た

国

々

無
法
国

取
り
締
ま
る
に
は

軍
備
要
る

誰
が
無
法
と

裁
け
る
の
や
ら

農

作

物

の

輸

入

で

き

ぬ

日

や
が
て
来
る

世
界
規
模
で
の

水
不
足

農
作
物
も

と
れ
ぬ
日
が

民

主

主

義

は

欠

陥

制

度

エ
ン
ロ
ン
は

ア
メ
リ
カ
の

民
主
主
義

資
本
主
義
が

最
高
で
は
な
い
と

世
界
に
示
し
た
と

ア
メ
リ
カ
人
も

や
っ
と

気
付
き
だ
し
て
い
る

と
い
う

遅
す
ぎ
る
ぞ

道

徳

教

育

の

欠

如

有
名
な
中
谷
巌
氏
は

次
の
よ
う
に
言
う

若
者
の
表
情
が
虚
ろ
で

精
神
的
不
安
定
に

な
っ
て
い
る
の
は

教
育
の
根
本
が

歪
ん
で
い
る
か
ら
だ

ま
た

「
社
会
に
貢
献
す
る
こ
と
」

と
い
う
項
目
で

日
本
の
若
者
が

圧
倒
的
に
低
い
ス
コ
ア
に

な
る
の
も
こ
の
た
め
だ

さ
ら
に

大
人
の
世
界
で
も

エ
リ
ー
ト
た
ち
の
悪
事
が

目
立
っ
て
い
る
が

そ
れ
も

戦
後
教
育
の
欠
陥
が

露
呈
し
た
も
の
だ

とそ
の
欠
陥
と
は

道
徳
教
育
の
欠
如
で
あ
る
と

私
に
言
わ
せ
れ
ば

そ
の
基
礎
に
は

信
仰
が
い
る
の
だ
が

そ
の
指
摘
が
な
い

意

欲

喪

失

現

象

か

フ
リ
ー
タ
ー

四
百
万
も

い
る
と
い
う

労
働
意
欲

高
め
る
道
は
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五

年

続

く

三

万

の

自

殺

者

日
本
人

交
通
事
故
の

四
倍
も

自
殺
す
る

未
遂
を
入
れ
る
と

そ
の
数
十
倍
だ

日
本
人
の
精
神
生
活
の

荒
廃
ぶ
り
を
示
す
も
の

民

営

化

は

万

能

か

民
営
化

す
れ
ば
何
で
も

よ
く
な
る
と

思
う
こ
こ
ろ
の

浅
は
か
さ

社
会
ま
す
ま
す

殺
伐
と
な
る

マ

ウ

ス

の

統

合

失

調

症

ノ
ー
ベ
ル
賞
を
も
ら
っ
た

利
根
川
進
教
授
ら
が

統
合
失
調
症
の
発
症
に

関
わ
る
遺
伝
子
を

マ
ウ
ス
使
っ
た

実
験
を
通
じ
て

特
定
し
た
と

米
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
紀
要
に

発
表
し
た

マ
ウ
ス
で
も

分
裂
病
を

患
う
の
か
な
あ

子

ど

も

の

う

つ

病

増

加

子
ど
も
の
う
つ
病
が

増
え
て
い
る
と
い
う

さ
と
さ
ず

し
か
ら
ず

逆
ら
わ
ず

子
ど
も
の

は
な
し
に

耳
傾
け
よ

禁
句

頑
張
り
な
さ
い

だ
め
な
子
ね
え

皆
え
ら
い
の
に

進
学
で
き
な
い
よ

よ
そ
の
子
に
な
り

大
人
に
な
れ
な
い
よ

人

は

残

虐

に

も

な

れ

る

ア
フ
リ
カ
の

シ
エ
ラ
レ
オ
ネ
で
は

内
戦
で

子
ど
も
を
含
め
て

多
く
の
人
が

両
手
や
両
足
を

切
り
落
と
さ
れ
た

ら
し
い

殺
さ
ず

敵
に
負
担
を
強
い
る

た
め
だ
と
い
う

な
ぜ
そ
こ
ま
で

残
虐
に
な
れ
る
の
か
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自
作
随
筆
選

米
国
の
信
仰
喪
失

八
月
二
十
五
日
付
け
産
経
新
聞
に
次
の
よ
う
な
見
出
し
の
記
事

が
載
り
ま
し
た
。

「
州
最
高
裁
長
官
、
庁
舎
に
石
碑
設
置
／
連
邦
最
高
裁
は
撤

去
命
令

「

モ
ー
ゼ
の
十
戒
』
米
司
法
界
揺
る
が
す
」

」
『

記
事
に
よ
り
ま
す
と
、
米
国
ア
ラ
バ
マ
「
州
最
高
裁
」
ム
ー
ア

長
官
が
、
二
〇
〇
一
年
七
月
、
裁
判
所
庁
舎
内
に
「
モ
ー
ゼ
の
十

戒
」
が
刻
ま
れ
た
石
碑
を
設
置
し
た
と
こ
ろ
、
市
民
団
体
な
ど
が

「
憲
法
に
定
め
る
司
法
の
独
立
と
宗
教
の
関
係
に
違
反
す
る
」
な

ど
と
主
張
し
、
撤
去
を
求
め
て
「
連
邦
地
裁
」
に
提
訴
し
た
と
の

こ
と
で
す
。

連
邦
地
裁
は
、
昨
年
十
一
月
に
原
告
の
主
張
を
認
め
て
撤
去
を

命
じ
ま
し
た
が
、
ム
ー
ア
長
官
は
不
服
と
し
て
、
撤
去
命
令
の
差

。

、

、

、

止
め
を
求
め
ま
し
た

し
か
し

連
邦
高
裁

連
邦
最
高
裁
と
も

却
下
し
ま
し
た
。

八
月
二
十
一
日
が
そ
の
撤
去
期
限
と
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
ム

ー
ア
長
官
は
「
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
声
明
を
発
表

し
、
こ
れ
を
拒
否
し
た
と
の
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
連
邦
最
高
裁

で
は
、
撤
去
期
限
以
降
に
設
置
が
続
い
て
い
る
と
一
日
ご
と
に
五

千
ド
ル
の
罰
金
の
支
払
い
（
二
週
以
降
は
倍
額
）
を
ア
ラ
バ
マ
州

に
命
じ
て
い
た
た
め
、
州
が
強
制
撤
去
し
た
よ
う
で
す
。

私
は
、
こ
の
記
事
を
読
ん
で
、
こ
れ
ま
で
書
い
て
き
ま
し
た
、

ア
メ
リ
カ
人
に
見
ら
れ
る
「
信
仰
と
規
範
性
の
喪
失
」
を
、
改
め

て
感
じ
ま
し
た
。

ア
メ
リ
カ
人
は
、
こ
れ
ま
で
も
指
摘
し
て
き
ま
し
た
よ
う
に
、

、

。

先
進
国
で
は
異
例
と
言
わ
れ
る
ほ
ど

信
仰
を
保
っ
て
き
ま
し
た

で
も
、
そ
の
信
仰
が
、
最
近
、
特
に
、
米
国
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る

、

。

、

、

、

人
達
に

薄
く
な
っ
て
い
る
の
で
す

学
者

政
治
家

法
律
家

大
企
業
の
経
営
者
な
ど
に
於
い
て
で
す
。

推
測
で
す
が
、
こ
の
ア
ラ
バ
マ
州
地
裁
の
ム
ー
ア
長
官
は
こ
の

こ
と
に
危
機
を
感
じ

「
モ
ー
ゼ
の
十
戒
」
を
石
碑
に
刻
ん
で
裁

、

判
所
内
に
設
置
す
る
こ
と
で
、
人
々
の
信
仰
と
規
範
性
の
希
薄
化

を
克
服
す
る
手
助
け
と
し
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ア
メ
リ
カ
の
義
務
教
育
学
校
で
は
、
必
ず
毎
日
、
全
員
で
、
神

に
祈
っ
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
最
近
は
、
そ
れ
も
取
り
止
め
る
学

校
も
出
て
き
た
と
、
ど
こ
か
で
見
た
か
、
聞
い
た
か
し
た
よ
う
に

記
憶
し
て
い
ま
す
。

ア
メ
リ
カ
社
会
学
会
の
会
長
で
あ
っ
た
エ
チ
オ
ー
ニ
と
い
う
人

の
書
い
た
『
新
し
い
黄
金
律

（
麗
澤
大
学
出
版
会
刊
）
と
い
う

』

分
厚
い
翻
訳
本
を
、
最
近
入
手
し
、
読
ん
で
い
ま
す
が
、
そ
の
中
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で
も
、
ア
メ
リ
カ
が
余
り
に
も
個
人
主
義
が
行
き
過
ぎ
て
、
社
会

、

、

秩
序
が
乱
れ
て
き
て
い
る
の
で

何
と
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
危
機
意
識
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

で
も
、
な
ぜ
そ
う
な
る
の
か
、
そ
の
真
の
原
因
は
分
か
っ
て
い

ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
そ
の
解
決
策
も
、
ま
す
ま
す
個
人
主
義
化

の
傾
向
を
助
長
す
る
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。

何
度
も
指
摘
し
て
き
ま
し
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
が
「
グ
ロ
ー

バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
」
の
み
旗
の
下
に
、
世
界
に
広
め
よ
う
と
し
て

い
ま
す
民
主
主
義
、
も
っ
と
具
体
的
に
い
い
ま
す
と
、
自
由
競
争

・
市
場
原
理
至
上
主
義
は
、
ど
こ
ま
で
も
、
エ
ゴ
を
追
求
す
る
制

度
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
民
主
主
義
が
進
行
す
る
ほ
ど
、
人
々

は
、
エ
ゴ
を
主
張
す
る
傾
向
を
強
め
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
自

己
の
「
利
益
と
選
好
」
の
み
で
動
く
よ
う
に
な
る
の
で
す
。

そ
の
お
陰
（
？
）
は
、
世
界
中
に
蔓
延
し
は
じ
め
て
い
ま
す
。

日
本
は
、
信
仰
・
宗
教
を
失
い
ま
し
た
の
で
、
世
界
一
の
ス
ピ
ー

ド
で
そ
う
な
っ
て
い
ま
す
。
余
談
で
す
が
、
自
民
党
の
総
裁
選
の

様
子
を
見
て
い
ま
す
と
、
そ
の
こ
と
を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
ま
す
。

世
界
中
に
見
ら
れ
ま
す
民
族
対
立
・
宗
教
対
立
（
宗
教
を
エ
ゴ

主
張
に
利
用
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い

・
国
家
間
対
立
は
、
見
る

）

も
無
惨
な
も
の
で
す
。
昨
今
の
イ
ス
ラ
エ
ル
と
パ
レ
ス
チ
ナ
の
報

復
合
戦
が
そ
の
典
型
で
す
。

こ
の
人
類
の
危
機
を
克
服
す
る
道
は
、
人
々
の
心
に
他
己
原
理

を
取
り
戻
す
以
外
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。

な
お

「
モ
ー
ゼ
の
十
戒
」
で
す
が
、
そ
れ
は
、
旧
約
聖
書
の

、

「
出
エ
ジ
プ
ト
記
」
の
二
〇
章
二
～
一
七
に
出
て
い
ま
す
。
要
点

の
み
引
用
し
ま
す
と
、
次
の
通
り
で
す
。

①
あ
な
た
に
は
、
わ
た
し
の
ほ
か
に
、
ほ
か
の
神
々
が
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
。

、

、

。

②
あ
な
た
は

自
分
の
た
め
に

偶
像
を
造
っ
て
は
な
ら
な
い

、

、

。

③
あ
な
た
の
神

主
の
名
を

み
だ
り
に
唱
え
て
は
な
ら
な
い

④
安
息
日
を
覚
え
て
、
こ
れ
を
聖
な
る
日
と
せ
よ
。

⑤
あ
な
た
の
父
と
母
を
敬
え
。

⑥
殺
し
て
は
な
ら
な
い
。

⑦
姦
淫
し
て
は
な
ら
な
い
。

⑧
盗
ん
で
は
な
ら
な
い
。

⑨
あ
な
た
の
隣
人
に
対
し
て
、
偽
り
の
証
言
を
し
て
は
な
ら
な

い
。

⑩
あ
な
た
の
隣
人
の
家
を
欲
し
が
っ
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ

ち
隣
人
の
妻
、
あ
る
い
は
、
そ
の
男
奴
隷
、
女
奴
隷
、
牛
、

ろ
ば
、
す
べ
て
あ
な
た
の
隣
人
の
も
の
を
、
欲
し
が
っ
て
は

な
ら
な
い
。

仏
教
の
五
戒
の
中
、
不
飲
酒
戒
以
外
の
四
つ
が
含
ま
れ
て
い
ま

す
。
①
不
殺
生
、
②
不
偸
盗
、
③
不
邪
婬
、
④
不
妄
語
、
で
す
。

ま
た
、
十
戒
の
⑩
は
十
善
戒
の
⑧
不
慳
貪
に
当
た
っ
て
い
ま
す
。
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釈
尊
の
こ
と
ば
（
一
二
五
）

―
法
句
経
解
説
―

（
三
七
九
）
み
ず
か
ら
自
分
を
励
ま
せ
。
み
ず
か
ら
自
分
を

反
省
せ
よ
。
修
行
僧
よ
。
自
己
を
護
り
、
正
し
い
念
（
お

も
）
い
を
た
も
て
ば
、
汝
は
安
楽
に
住
す
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
偈
も

「
修
行
僧
よ
」
と
語
り
か
け
て
い
ま
す
が
、
こ
の

、

偈
が
教
え
る
も
の
は
、
何
も
修
行
僧
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
誰
で
も
が
従
う
べ
き
深
い
真
理
を
含
ん
で
い
ま
す
。

そ
れ
は
、
私
の
理
論
で
言
い
ま
す
と
、
自
己
と
他
己
の
両
方
を

大
切
に
せ
よ
、
と
説
い
て
い
る
か
ら
で
す
。

ま
ず

「
み
ず
か
ら
自
分
を
励
ま
せ
」
で
す
が
、
こ
れ
は
、
自

、

己
の
充
実
を
期
す
よ
う
に
、
と
教
え
て
い
ま
す
。

私
の
理
論
で
は
、
自
己
の
側
の
目
標
は
「
自
分
を
知
る
こ
と
を

目
指
し
て
、
よ
り
善
く
生
き
よ
う
と
す
る
」
こ
と
な
の
で
す
が
、

「
み
ず
か
ら
自
分
を
励
ま
せ
」
と
は
、
こ
の
目
標
を
目
指
し
て
、

生
き
て
い
く
よ
う
に
、
自
分
自
身
に
む
ち
打
て
、
と
教
え
て
い
る

の
で
す
。
そ
う
す
れ
ば
、
い
つ
か
は
「
安
楽
に
住
す
る
」
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

次
の
「
み
ず
か
ら
自
分
を
反
省
せ
よ
」
で
す
が
、
こ
れ
は
、
自

己
に
閉
じ
た
も
の
で
は
な
く
、
他
己
に
関
係
し
て
い
ま
す
。
つ
ま

、

、

。

り

自
分
を
反
省
す
る
た
め
に
は

何
か
の
基
準
が
要
る
の
で
す

そ
の
基
準
は
、
私
の
考
え
で
は
、
自
己
の
追
求
の
た
め
の
も
の
で

は
な
く
、
他
己
に
関
わ
る
も
の
だ
と
思
う
の
で
す
。

他
己
の
側
の
目
標
は
「
法
を
目
指
し
て
、
よ
り
善
く
社
会
的
で

あ
ろ
う
と
す
る
」
こ
と
な
の
で
す
が
、
反
省
す
る
と
は
、
こ
の
最

終
目
標
に
、
自
分
の
行
動
が
合
致
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
、
振
り

返
る
こ
と
な
の
で
す
。

い
く
ら

「
自
分
を
知
る
た
め
」
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
他
己
の

、

目
標
に
反
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。
そ

の
こ
と
を
常
に
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

世
間
で
は
、
自
己
追
求
で
あ
る
「
お
金
儲
け
や
出
世
」
が
う
ま

く
行
か
な
い
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
に
失
敗
し
た
と
い
っ
た
と
き
、

ど
う
す
れ
ば
、
う
ま
く
行
く
よ
う
に
な
る
か
に
思
い
を
巡
ら
す
の

も
、
反
省
と
言
う
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は
私
に
言
わ
せ
れ

ば
、
反
省
と
は
言
わ
な
い
よ
う
に
思
う
の
で
す
。
そ
れ
は
、
後
悔

と
か
策
謀
（
策
略
・
方
略
・
戦
略
）
と
か
呼
ぶ
べ
き
こ
と
の
よ
う

に
思
え
ま
す
。

次
の
「
自
己
を
護
り
」
と
「
正
し
い
念
い
を
た
も
つ
」
こ
と
も

上
記
と
同
様
に
、
前
者
が
自
己
に
、
後
者
が
他
己
に
属
す
る
こ
と

の
よ
う
に
思
い
ま
す
。

「
正
し
い
念
い
」
と
は
、
自
分
が
お
金
持
ち
に
な
っ
た
り
、
地

位
や
権
力
を
得
る
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
。
そ
れ
は
、
正
し
い
価
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値
観
で
あ
っ
た
り
、
正
し
い
規
範
意
識
だ
っ
た
り
す
る
の
で
す
。

（
三
八
〇
）
実
に
自
己
は
自
分
の
主
（
あ
る
じ
）
で
あ
る
。

自
己
は
自
分
の
帰
趨
（
よ
る
べ
）
で
あ
る
。
故
に
自
分
を
と

と
の
え
よ
。

商
人
が
良
い
馬
を
調
練
す
る
よ
う
に
。

―
―

こ
の
偈
と
よ
く
似
た
偈
が
、
前
に
出
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
、

（

）

。

平
成
八
年

第
七
巻

二
月
号
で
取
り
上
げ
ま
し
た
次
の
偈
で
す

「

一
六
〇
）
自
己
こ
そ
自
分
の
主
で
あ
る
。
他
人
が
ど
う

（
し
て
（
自
分
の
）
主
で
あ
ろ
う
か
？

自
己
を
よ
く
と
と
の

え
た
な
ら
ば
、
得
難
き
主
を
得
る

」
。

こ
こ
に
出
て
い
ま
す
自
己
は
、
私
の
理
論
で
言
う
、
他
己
と
対

に
さ
れ
た
自
己
と
は
、
違
う
よ
う
に
思
い
ま
す
。

こ
こ
で
い
う
自
己
は
、
私
の
理
論
で
い
い
ま
す
と

「
た
ま
し

、

（

）
」

。

、

い

自
我
－
人
格

に
当
た
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す

そ
れ
は

自
分
と
い
う
心
（
精
神
）
を
、
統
合
し
、
自
分
の
行
為
の
目
的
を

設
定
・
評
価
し
、
自
分
の
精
神
に
一
貫
性
を
も
た
せ
る
働
き
を
し

ま
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
、
自
己
（
た
ま
し
い
）
は
、
自
分
の
主
な
の

で
す
。
自
分
の
生
き
る
目
的
を
設
定
し
、
そ
の
目
的
の
実
現
に
向

か
っ
て
「
こ
こ
ろ
」
と
「
か
ら
だ
」
と
「
あ
た
ま
」
を
総
動
員
し

ま
す
。
し
か
も
、
そ
う
し
た
行
動
に
は
、
一
貫
性
が
保
た
れ
て
い

く
の
で
す
。
健
康
な
精
神
の
持
ち
主
は
、
今
日
言
っ
た
り
、
し
た

り
す
る
行
動
様
式
や
思
考
様
式
が
、
明
日
、
突
然
、
変
わ
っ
て
し

ま
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
人
ら
し
さ
は
、
そ
う
そ
う
変
わ

。

（

）

、

る
も
の
で
は
な
い
の
で
す

だ
か
ら
こ
そ
自
己

た
ま
し
い

は

自
分
の
主
と
成
れ
る
わ
け
で
す
。

そ
し
て
、
自
分
の
目
的
を
自
分
で
評
価
し
、
満
足
し
た
り
、
不

満
を
持
っ
た
り
す
る
の
で
す
が
、
満
足
す
れ
ば
、
も
っ
と
高
い
目

的
に
進
む
で
し
ょ
う
し
、
不
満
な
ら
、
目
的
の
修
正
な
り
、
行
動

、

。

を
変
え
る
な
り
し
て

更
に
目
的
の
実
現
に
進
む
と
思
う
の
で
す

そ
の
こ
と
を
こ
の
偈
で
は
「
自
己
は
自
分
の
帰
趨
（
よ
る
べ
）
で

あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
「
商
人
が
良
い
馬
を
調
練
す
る
よ
う
に
、
自
分
を
と
と

の
え
よ
」
と
あ
り
ま
す
が
、
自
分
を
と
と
の
え
る
、
と
は
ど
う
い

う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。

実
は
、
こ
れ
が
極
め
て
難
し
い
こ
と
な
の
で
す
。
例
え
ば
、
ヨ

ー
ガ
や
坐
禅
や
瞑
想
な
ど
に
励
む
こ
と
は
、
人
格
の
完
成
（
真
の

生
き
甲
斐
の
実
現
）
に
と
っ
て
、
と
て
も
大
切
な
の
で
す
が
、
で

も
、
ど
れ
で
も
い
い
の
で
す
が
、
そ
れ
を
、
毎
日
、
毎
日
、
欠
か

さ
ず
継
続
す
る
こ
と
は
、
と
て
も
難
し
い
の
で
す
。
自
分
を
と
と

の
え
る
た
め
に
は
、
必
要
不
可
欠
な
の
で
す
が
、
で
も
、
続
け
る

こ
と
は
難
し
い
の
で
す
。
傲
慢
に
も
自
分
は
、
こ
の
ま
ま
で
「
幸

せ
」
だ
と
思
っ
て
い
る
人
は
、
い
つ
か
不
孝
が
巡
っ
て
く
る
か
も
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。

、

。

し
れ
ま
せ
ん

巡
っ
て
こ
な
い
保
証
は

ど
こ
に
も
な
い
の
で
す

自
分
を
と
と
の
え
た
人
に
は
、
ど
ん
な
こ
と
が
起
こ
ろ
う
と
、
そ

れ
を
不
幸
な
こ
と
と
は
、
決
し
て
感
じ
る
こ
と
は
な
い
の
で
す
。

（
三
八
一
）
喜
び
に
み
ち
て
仏
の
教
え
を
喜
ぶ
修
行
僧
は
、

動
く
形
成
作
用
の
静
ま
っ
た
、
幸
い
な
、
や
す
ら
ぎ
の
境
地

に
達
す
る
で
あ
ろ
う
。

、

。

、

こ
の
偈
も

よ
く
似
た
偈
が
以
前
に
出
て
き
ま
し
た

そ
れ
は

（

）

。

昨
年

第
十
三
巻

十
二
月
号
で
取
り
上
げ
ま
し
た
次
の
偈
で
す

、

。

そ
の
時
の
解
説
も

合
わ
せ
て
ご
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す

「

三
六
八
）
仏
の
教
え
を
喜
び
、
慈
し
み
に
住
す
る
修
行

（
僧
は
、
動
く
形
成
作
用
の
静
ま
っ
た
、
安
楽
な
、
静
け
さ
の

境
地
に
到
達
す
る
で
あ
ろ
う

」
。

、「

」

、

さ
て

喜
び
に
み
ち
て
仏
の
教
え
を
喜
ぶ

と
あ
り
ま
す
が

以
前
よ
り
も
喜
び
が
さ
ら
に
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
。
以
前
も
書
き

ま
し
た
が
、
仏
の
教
え
を
喜
ぶ
こ
と
は
、
な
か
な
か
で
き
る
も
の

で
は
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
れ
を

「
喜
び
に
み
ち
て
仏
の

、

教
え
を
喜
ぶ
」
と
い
い
ま
す
の
は
、
全
身
か
ら
喜
び
が
あ
ふ
れ
て

い
る
感
じ
が
し
ま
す
。

そ
れ
で
、
思
い
出
し
ま
す
の
は
、
佐
保
田
鶴
治
著
『
ヨ
ー
ガ
入

』（

）

。

門

池
田
書
店
刊

の
カ
バ
ー
裏
に
あ
り
ま
す
次
の
言
葉
で
す

○
ヨ
ー
ガ
を
や
れ
ば

日
々
の
健
康
感
が
得
ら
れ
る
。
従
っ

―
―

て
若
さ
と
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
を
取
り

戻
す
こ
と
が
で
き
る
。

○
ヨ
ー
ガ
を
や
れ
ば

コ
コ
ロ
が
安
定
す
る
。
従
っ
て
温
和

―
―

で
、
し
か
も
強
い
性
格
と
明
快
な
判

断
力
、
鋭
敏
な
直
感
力
が
獲
得
で
き

る
。

○
ヨ
ー
ガ
を
や
れ
ば

タ
マ
シ
イ
が
救
わ
れ
る
。
従
っ
て
生

―
―

き
る
喜
び
が
湧
い
て
く
る
。

最
後
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
生
き
る
「
喜
び
」
が
湧
い
て
く
る

の
は
、
タ
マ
シ
イ
が
救
わ
れ
た
時
と
い
え
る
の
で
す
。

そ
の
た
め
に
は
、
仏
の
教
え
を
信
じ
、
ひ
た
す
ら
修
行
に
励
む

必
要
が
あ
る
の
で
す
。

最
後
に

「
動
く
形
成
作
用
の
静
ま
っ
た
、
幸
い
な
、
や
す
ら

、

ぎ
の
境
地
に
達
す
る
で
あ
ろ
う
」
に
移
り
ま
す

「
動
く
形
成
作

。

用
」
と
は
聞
き
慣
れ
な
い
言
葉
で
す
が
、
右
の
引
用
の
言
葉
で
言

い
ま
す
と

「
コ
コ
ロ
が
安
定
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
の

、

理
論
で
い
い
ま
す
と

「
こ
こ
ろ

（
情
動
－
感
情
）
が
安
定
し

、

」

て
、
勝
手
に
動
か
な
い
、
い
わ
ゆ
る
不
動
の
こ
こ
ろ
に
至
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
そ
う
な
り
ま
す
と
、
毎
日
、
毎
日
、
朝
、
眼
が
覚

め
れ
ば
勝
手
に
生
き
る
喜
び
が
湧
い
て
く
る
の
で
す
。
不
幸
せ
だ

と
感
じ
る
こ
と
は
、
全
く
無
く
な
る
の
で
す
。
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後
記

一
、
今
年
は
、
九
月
に
な
っ
て
、
本
格
的
な
夏
が
は
じ
ま
っ
た
よ

う
な
感
じ
が
し
て
い
ま
す
。

二
、
讃
岐
で
は
、
雨
が
少
な
く
、
た
く
さ
ん
植
え
た
里
芋
の
葉
が

一
部
枯
れ
は
じ
め
ま
し
た
の
で
、
池
の
水
を
発
動
機
付
き
ポ
ン
プ

で
汲
み
上
げ
、
畝
を
せ
き
止
め
て
、
一
杯
に
な
る
ま
で
、
何
度
も

や
り
ま
し
た
。
よ
そ
の
を
見
ま
す
と
、
枯
れ
そ
う
な
の
が
と
こ
ろ

ど
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
畝
に
は
カ
ヤ
を
そ
の
ま
ま
た
く
さ

ん
入
れ
て
い
ま
す
の
で
、
と
て
も
よ
く
出
来
て
、
背
丈
ほ
ど
も
あ

、

。

、

ろ
う
か
と
思
え
る
ほ
ど

よ
く
伸
び
て
い
ま
す

カ
ヤ
の
下
に
は

た
く
さ
ん
ミ
ミ
ズ
が
い
ま
す
。
そ
の
お
陰
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。

三
、
大
豆
も
か
な
り
植
え
て
い
ま
す
が
、
な
ん
と
か
水
を
や
ら
な

く
て
も
、
勢
い
よ
く
育
っ
て
い
ま
す
。
こ
ち
ら
に
も
カ
ヤ
を
切
っ

て
、
厚
く
土
が
見
え
な
い
よ
う
に
一
面
に
入
れ
て
い
ま
す
の
で
、

そ
れ
以
来
何
も
手
入
れ
を
し
な
い
の
で
す
が
、
草
も
生
え
ず
、
畝

の
中
が
歩
け
な
い
ほ
ど
、
生
い
茂
っ
て
実
を
た
く
さ
ん
付
け
て
い

ま
す
。

四
、
こ
う
し
て
使
う
カ
ヤ
を
、
暑
い
時
な
の
で
す
が
、
刈
払
機
で

刈
っ
て
束
ね
、
ク
ロ
に
し
て
い
ま
す
。

五
、
空
海
『
即
身
成
仏
義
』
の
解
説
は
、
結
構
、
難
し
い
で
し
ょ

う
か
。
こ
れ
ま
で
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
か
っ
た
、
人
間
の
精

神
に
対
す
る
意
味
付
け
が
、
よ
り
深
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
っ
て

い
る
の
で
す
が
。
如
何
で
し
ょ
う
か
。

六
、
こ
の
と
こ
ろ
起
き
る
事
件
は
、
私
た
ち
の
想
像
や
予
測
を
は

る
か
に
超
え
て
い
る
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
。

七
、
日
本
が
、
法
治
国
家
と
ば
か
り
に
、
条
文
金
科
玉
条
主
義
に

お
ち
い
っ
て
、
現
行
法
だ
け
で
対
応
し
て
い
て
は
、
混
乱
は
ま
す

ま
す
、
そ
の
度
を
増
す
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
信
仰
や
宗
教
は
、

い
ま
存
在
す
る
法
律
を
超
え
て
い
ま
す
。
あ
る
い
は
、
そ
の
基
礎

を
な
し
て
い
る
の
で
す
。
常
に
、
そ
こ
に
立
ち
返
っ
て
「
法
を
超

え
た
対
応
」
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
信
仰
を
失
っ
た
日
本

の
行
く
末
は
、
限
り
な
く
危
う
い
よ
う
に
思
え
ま
す
。

上
げ
ま
し
た
。
受
け
取
っ
た
と
い
う
お
返
事
を
頂
き
ま
し
た
。

月
刊

平
成
十
五
年
九
月
八
日

こ
こ
ろ
の
と
も
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２
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５
０
２
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島
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市
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島
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）
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