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ま
え
が
き

　

人
間
は
、
「
た
た
か
い
」
を
す
る
こ
と
な
く
生
き
て
い
け
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
問
い
に
対
し
て
予
想
さ
れ
る
一
つ
の
答
え
は
、
「
い
や
、
闘
争
は
生
物
の
本
能
だ
か
ら
、
戦
争
は
な
く
な

ら
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
」
と
い
っ
た
も
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
そ
う
簡
単
な
話
で
は
な
い
。
野
獣
の

本
能
に
よ
る
戦
い
と
、
人
間
が
国
家
の
間
で
行
う
戦
争
と
は
、
全
く
違
う
。
た
と
え
ば
、
オ
オ
カ
ミ
同
士
の
戦
い

で
は
、
腹
を
見
せ
て
降
参
し
た
相
手
の
の
ど
笛
に
噛
み
つ
い
て
殺
す
こ
と
は
な
い
と
い
う
。
動
物
の
本
能
に
は
、

そ
う
し
た
抑
制
機
能
が
備
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
野
獣
の
戦
い
に
比
べ
て
、
大
量
殺
戮
兵
器
を
抱
え

た
現
代
の
人
間
の
戦
争
は
、
は
る
か
に
残
酷
で
あ
り
、
野
蛮
で
あ
る
。
何
の
罪
も
な
い
無
数
の
人
々
を
無
差
別
に

殺
戮
す
る
こ
と
さ
え
あ
る
の
だ
か
ら
。
人
類
は
、
そ
の
悲
惨
を
、
二
十
世
紀
に
い
や
と
い
う
ほ
ど
経
験
し
て
き
た
。

人
間
の
戦
争
は
、
明
ら
か
に
動
物
の
本
能
的
戦
い
を
逸
脱
し
た
行
為
な
の
で
あ
り
、
人
間
が
野
獣
以
上
の
存
在
で

あ
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
い
や
、
せ
め
て
野
獣
と
同
じ
レ
ベ
ル
の
生
物
で
あ
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
戦
争
を
や
め

よ
う
と
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
戦
争
を
未
然
に
防
ご
う
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
多
く
の
困
難
が
あ
る
こ
と
も
容
易
に
想
像
で
き
る
。



vi

戦
争
を
し
た
い
人
は
、
い
つ
の
時
代
に
も
存
在
す
る
。
名
誉
の
た
め
、
利
権
の
た
め
、
独
善
的
な
信
仰
の
た
め
、

憎
悪
や
誤
解
や
嫉
妬
の
た
め
、
そ
し
て
、
単
な
る
熱
狂
へ
の
欲
望
の
た
め
に
。
そ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
心
の
動
き

に
よ
っ
て
、
国
家
と
い
う
組
織
が
戦
争
へ
向
か
お
う
と
し
た
時
に
、
そ
の
大
き
な
力
に
抗
し
、
押
し
と
ど
め
よ
う

と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
「
た
た
か
い
」
が
必
要
と
な
る
。
「
平
和
の
た
め
に
闘
う
」
、
つ
ま
り
「
た
た
か
わ
な

い
た
め
に
た
た
か
う
」
と
い
う
、
矛
盾
に
も
見
え
る
行
為
が
成
立
す
る
わ
け
で
あ
る
。
た
た
か
わ
な
け
れ
ば
、

「
た
た
か
い
」
を
と
ど
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
そ
う
し
た
局
面
は
過
去
に
も
あ
っ
た
は
ず
だ
し
、
こ
れ
か
ら
も

あ
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
「
た
た
か
わ
な
い
た
め
の
た
た
か
い
」
だ
っ
た
は
ず
の
「
た
た
か
い
」
が
、
い
つ
の
間
に
か
、

単
な
る
「
た
た
か
い
」
に
、
さ
ら
に
は
「
た
た
か
い
の
た
め
の
た
た
か
い
」
に
変
質
し
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と

も
、
私
た
ち
は
、
二
十
世
紀
に
繰
り
返
し
経
験
し
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
た
た
か
わ
な
い
た
め
の
た

た
か
い
」
は
、
「
私
た
ち
の
闘
い
こ
そ
が
平
和
を
守
る
正
義
を
体
現
し
て
い
る
」
と
い
っ
た
信
念
が
な
け
れ
ば
成

り
立
た
な
い
が
、
そ
う
し
た
信
念
は
、
や
や
も
す
れ
ば
、
「
奴
ら
は
人
々
を
戦
い
に
導
こ
う
と
す
る
悪
魔
だ
、
奴

ら
を
倒
せ
」
「
あ
い
つ
は
敵
に
味
方
す
る
裏
切
り
者
だ
、
許
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
っ
た
独
善
に
結
び
つ
き
、

そ
の
よ
う
な
敵
と
の
「
た
た
か
い
」
を
自
己
目
的
化
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
は
、
ま
た
新
た
な
戦

い
が
始
ま
っ
た
だ
け
だ
っ
た―

と
い
う
悲
劇
も
、
珍
し
く
な
い
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
私
た
ち
が
悲
惨
な

戦
い
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
そ
う
し
た
経
験
を
嚙
み
し
め
て
新
た
な
知
恵
を
導
き
出
し
、
と
も
す
れ
ば
誤
っ
た
方
向

へ
動
き
出
そ
う
と
す
る
心
を
不
断
に
正
し
て
ゆ
く
、
自
分
自
身
の
心
の
中
の
「
た
た
か
い
」
が
必
要
と
な
る
は
ず
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で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
や
は
り
、
人
間
が
「
た
た
か
い
」
な
し
に
生
き
て
ゆ
く
こ
と
は
難
し
そ

う
で
あ
る
。

　

さ
て
、
右
で
考
え
て
き
た
よ
う
な
問
題
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
に
関
わ
る
。
政
治
学
や
社
会
学
は
も
ち
ろ
ん
、

動
物
学
も
歴
史
学
も
宗
教
学
も
心
理
学
も
、
お
よ
そ
学
問
と
い
う
学
問
は
ど
れ
も
、
「
た
た
か
い
」
を
考
え
る
た

め
に
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
中
で
、
文
学
の
果
た
し
得
る
役
割
は
種
々
に
わ
た
る
は
ず
だ
が
、
「
た
た

か
い
」
に
関
わ
る
人
間
の
生
々
し
い
心
の
動
き
を
と
ら
え
る
、
基
礎
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
点
が
、
と
り
わ
け

重
要
で
あ
る
と
思
う
。
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
の
方
法
で
理
論
化
さ
れ
る
手
前
の
段
階
で
、
形
の
定
ま
ら
な
い
人
間
の

心
を
、
揺
れ
動
く
そ
の
瞬
間
に
お
い
て
と
ら
え
た
写
真
の
よ
う
な
素
材
の
宝
庫
が
、
古
典
文
学
で
あ
る
。
現
代
の

私
た
ち
と
何
ら
変
わ
ら
な
い
感
情
を
持
っ
た
人
々
の
姿
や
、
私
た
ち
に
は
す
ぐ
に
は
理
解
で
き
な
い
、
不
思
議
な

価
値
観
を
持
っ
た
人
々
の
姿
が
、
そ
こ
に
は
あ
る
。
そ
の
ど
れ
も
が
、
私
た
ち
が
生
き
て
ゆ
く
た
め
に
役
立
つ
、

貴
重
な
財
産
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　

本
書
は
六
章
に
分
け
て
構
成
し
た
。
そ
の
中
に
は
、
相
手
を
の
の
し
り
、
武
器
を
取
っ
て
激
し
く
戦
う
人
々
か

ら
、
男
女
の
い
さ
か
い
、
心
の
中
の
葛
藤
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
た
た
か
い
」
の
姿
が
あ
る
。
ど
こ
で
も
お
好
き

な
と
こ
ろ
か
ら
ペ
ー
ジ
を
開
い
て
、
自
分
の
人
生
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
現
代
の
社
会
に
つ
い
て
、
考
え
る
た
め

の
材
料
を
一
つ
で
も
拾
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
編
者
と
し
て
は
何
よ
り
の
幸
い
で
あ
る
。

〔
佐
伯
真
一
〕
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Ⅰ
　
闘
志
を
燃
や
す

戦
い
は
ど
の
よ
う
に
始
ま
る
の
か
。
そ
の
形
は
一
様

で
は
な
い
。
世
の
中
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
「
た
た
か

い
」
が
あ
る
の
だ
か
ら
。
だ
が
、
戦
い
に
向
か
っ
て

波
立
つ
心
の
動
き
に
は
共
通
す
る
も
の
が
あ
ろ
う
。

激
し
い
闘
志
を
ほ
と
ば
し
ら
せ
る
人
々
の
姿
を
見
て

み
よ
う
。



2

権
威
へ
の
挑
戦

貫つ
ら

之ゆ
き

は
下
手
な
歌
よ
み
に
て
、
古
今
集
は
く
だ
ら
ぬ
集
に
有こ

れ

之あ
り

候
。

正
岡
子
規
「
再
び
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
」

　
「
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
」
は
、
明
治
三
十
一
年
（
一
八
九
八
）二
月
十
二
日
か
ら
新
聞
『
日
本
』
に
連
載
さ
れ
た

（
三
月
四
日
の
「
十
た
び
」
で
い
ち
お
う
完
結
。
そ
の
後
「
人
々
に
答
ふ
」
が
五
月
十
二
日
ま
で
）
。
「
書
」
は
書
簡
の
意
で
、

歌
人
某
氏
に
対
す
る
手
紙
、
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
と
っ
た
論
説
で
あ
る
。
書
簡
で
あ
る
か
ら
、
文
体
は
候

そ
う
ろ

文う
ぶ
んで

、

語
尾
は
丁
寧
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
内
容
は
激
烈
き
わ
ま
り
な
い
。

　

時
候
の
挨
拶
も
抜
き
に
、
い
き
な
り
言
わ
れ
る
の
は
、
「
仰お

お

せ
の
如ご
と

く
近
来
和
歌
は
一
向
に
振
ひ
申
さ
ず
候
」

で
あ
る
。
「
近
来
の
和
歌
」
の
全
否
定
で
あ
る
。
「
仰
せ
の
如
く
」
と
あ
る
の
は
、
先
に
や
り
と
り
が
あ
っ
て
、
某

氏
の
側
か
ら
、
お
前
は
今
の
和
歌
を
全
否
定
す
る
の
か
、
と
い
う
問
い
か
け
が
あ
っ
た
と
い
う
設
定
な
の
だ
ろ
う

か
。
追
い
打
ち
を
か
け
る
よ
う
に
、
「
正
直
に
申
し
候
へ
ば
、
万
葉
以
来
、
実さ

ね

朝と
も

以
来
一
向
に
振
ひ
申
さ
ず
候
」

と
続
く
。
『
万
葉
集
』
以
降
は
、
そ
れ
に
学
ん
だ
源
実
朝
を
除
け
ば
、
和
歌
は
一
切
だ
め
だ
と
い
う
。

　

つ
い
で
第
二
弾
「
再
び
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
」
の
冒
頭
に
放
た
れ
る
の
が
、
「
貫
之
は
下
手
な
歌
よ
み
に
て
」
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の
一
文
で
あ
る
。
万
葉
の
歌
の
歴
史
が
終
わ
っ
た
後
、
約
百
五
十
年
を
経
て
、
新
た
に
編
ま
れ
た
最
初
の
勅
撰
和

歌
集
で
あ
る
『
古
今
和
歌
集
』
は
、
そ
の
後
延
々
一
千
年
も
の
間
、
和
歌
の
モ
デ
ル
で
あ
り
続
け
た
。
特
に
明
治

初
年
に
歌
壇
を
牛
耳
っ
て
い
た
の
は
、
香か

川が
わ

景か
げ

樹き

を
祖
と
す
る
桂け
い

園え
ん

派は

と
呼
ば
れ
る
歌
人
た
ち
で
あ
り
、
景
樹
は

注
釈
書
『
古こ

き

今ん
し

集ゆ
う

正せ
い

義ぎ

』
の
著
者
で
、
こ
と
の
ほ
か
『
古
今
集
』
を
重
ん
じ
た
か
ら
、
当
時
の
歌
人
で
そ
の
価
値

を
疑
う
者
は
誰
一
人
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

　

子
規
は
、
そ
こ
を
狙
い
撃
ち
す
る
。
「
『
古
今
集
』
は
く
だ
ら
ぬ
」
。
ど
こ
が
く
だ
ら
な
い
の
か
。
そ
れ
は
、
歌

っ
て
い
る
こ
と
が
、
つ
ま
ら
な
い
理
屈
だ
か
ら
だ
。
巻
頭
歌
「
年
の
内
に
春
は
来
に
け
り
一ひ

と

年と
せ

を
去こ

年ぞ

と
や
い
は

む
今こ

年と
し

と
や
い
は
む
」
か
ら
し
て
「
実
に
呆
れ
返
つ
た
無
趣
味
の
歌
」
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
こ
ん
な
も
の

は
、
日
本
人
と
外
国
人
と
の
間
の
子
を
、
日
本
人
と
い
お
う
か
、
外
国
人
と
い
お
う
か
、
と
洒
落
て
い
る
の
と
同

じ
で
は
な
い
か
。
『
百
人
一
首
』
に
も
取
ら
れ
た
凡お

お

河し
こ

内う
ち

躬の
み

恒つ
ね

の
「
心
あ
て
に
折
ら
ば
や
折
ら
む
初は
つ

霜し
も

の
置
き
ま

ど
は
せ
る
白
菊
の
花
」
な
ど
「
一
文
半
文
の
値
打
ち
も
な
い
駄
歌
」
に
過
ぎ
ぬ
。
そ
れ
は
「
噓
の
趣
向
」
だ
か
ら

だ
。
霜
が
置
い
た
く
ら
い
で
白
菊
が
見
え
な
く
な
る
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い
。
噓
で
も
、
面
白
い
噓
な
ら
ば
結
構
。

ど
う
せ
つ
く
な
ら
「
か
さ
さ
ぎ
の
渡
せ
る
橋
に
置
く
霜
の
白
き
を
見
れ
ば
夜
ぞ
更ふ

け
に
け
る
」
の
よ
う
な
、
と
て

つ
も
な
い
噓
を
つ
け
。
こ
ん
な
駄
洒
落
や
理
屈
は
文
学
で
な
い
。

　

そ
れ
で
も
『
古
今
集
』
自
体
は
、
『
万
葉
集
』
と
は
異
な
る
ス
タ
イ
ル
を
新
た
に
作
り
だ
し
た
の
だ
か
ら
ま
だ

よ
い
。
救
い
難
い
の
は
、
そ
う
い
う
『
古
今
集
』
の
残
り
か
す
の
、
そ
の
ま
た
残
り
か
す
を
な
め
て
い
る
よ
う
な

連
中
だ
。
「
露
の
落
ち
る
音
」
と
か
「
梅
の
月
が
匂
う
」
と
か
の
趣
向
は
、
既
に
何
回
歌
わ
れ
て
き
た
か
も
知
れ
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な
い
の
だ
か
ら
、
も
う
そ
ろ
そ
ろ
打
ち
止
め
に
し
て
、
別
の
材
料
を
探
し
た
ら
ど
う
か―

。

　

も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
暴
論
で
あ
る
。
「
年
の
内
に
」
の
歌
は
、
立
春
は
迎
え
た
け
れ
ど
、
も
の
ご
と
が
改
ま
る
新

年
は
ま
だ
、
と
い
う
宙
づ
り
に
さ
れ
た
よ
う
な
状
態
を
、
今
は
ど
ち
ら
の
年
な
の
だ
ろ
う
と
い
う
戸
惑
い
と
し
て

表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
心
あ
て
に
」
の
歌
も
、
秋
か
ら
冬
に
移
る
こ
ろ
、
二
つ
の
季
節
が
白
一
色
の
中
に
交

錯
す
る
さ
ま
を
、
や
は
り
ど
れ
を
白
菊
と
見
て
折
っ
た
ら
よ
い
の
か
、
と
い
う
当
惑
と
し
て
歌
っ
た
の
だ
と
し
て

よ
い
だ
ろ
う
。
も
っ
て
回
っ
た
よ
う
で
も
、
そ
れ
が
「
あ
や
」
で
あ
り
「
み
や
び
」
と
い
う
も
の
で
、
そ
れ
こ
そ

が
季
節
の
推
移
へ
の
気
付
き
を
文
学
に
す
る
の
だ
と
も
言
え
る
。
和
歌
は
型
を
更
新
し
な
が
ら
進
ん
で
ゆ
く
の
だ

か
ら
、
古
歌
の
発
想
を
歌
い
直
す
こ
と
も
、
あ
な
が
ち
全
否
定
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。

　

俳
句
革
新
運
動
を
終
え
た
ば
か
り
の
子
規
は
、
必
ず
し
も
和
歌
に
詳
し
い
わ
け
で
は
な
い
。
尊
重
す
る
『
万
葉

集
』
す
ら
、
こ
の
時
点
で
は
ま
だ
ろ
く
に
読
ん
で
い
な
い
ら
し
い
。
「
面
白
い
噓
」
と
し
て
称
揚
さ
れ
て
い
る

「
か
さ
さ
ぎ
の
」
の
歌
は
、
『
百
人
一
首
』
な
ど
で
大お

お

伴と
も

家の
や

持か
も
ちの

作
と
さ
れ
、
子
規
も
そ
れ
を
信
じ
て
い
る
と
み
え

る
が
、
実
は
平
安
時
代
に
出
来
た
『
家
持
集
』
所
載
の
歌
で
、
『
万
葉
集
』
に
は
載
っ
て
い
な
い
。
七
夕
の
夜
、

か
さ
さ
ぎ
が
天
の
川
に
橋
を
か
け
る
と
い
う
発
想
は
、
中
国
の
伝
説
に
基
づ
い
て
、
平
安
時
代
か
ら
和
歌
に
歌
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
家
持
の
実
作
で
は
あ
り
え
な
い
。

　

自
分
で
も
言
う
よ
う
に
、
子
規
は
和
歌
の
「
素
人
」
「
局
外
者
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
革
命
家
と
い
う
も
の
は
、

そ
う
し
た
と
こ
ろ
か
ら
現
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
『
古
今
集
』
的
な
「
み
や
び
」
の
体
系
は
、
身
分
制
社
会
に
お
け

る
ハ
イ
ソ
サ
エ
テ
ィ
の
教
養
と
し
て
、
憧
憬
さ
れ
、
再
生
産
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
「
四
民
平
等
」
の
明
治
の
世
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の
中
で
は
、
既
に
役
立
た
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
詩
型
を
活
か
し
つ
つ
、
「
国
民
の
文
学
」
を
打
ち
立
て
な
け

れ
ば
、
そ
れ
を
既
に
持
っ
て
い
る
欧
米
列
強
に
肩
を
並
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
子
規
は
こ
の
文
中
で
、
和
歌
を

「
日
本
文
学
の
城
壁
」
と
し
て
堅
固
な
も
の
に
し
た
い
と
述
べ
て
い
る
。

　

病
身
を
お
し
て
日
清
戦
争
に
記
者
と
し
て
従
軍
し
た
子
規
は
、
憂
国
の
士
だ
っ
た
。
そ
の
帰
途
、
喀か

つ

血け
つ

し
て
い

っ
た
ん
は
危
篤
に
ま
で
至
っ
た
彼
は
、
「
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
」
執
筆
の
頃
に
は
、
既
に
寝
た
き
り
の
状
態
で
あ

る
。
そ
れ
で
も
子
規
は
、
筆
一
本
で
で
き
る
文
学
の
「
維
新
」
を
志
し
た
。
無
謀
と
も
み
え
る
権
威
へ
の
挑
戦
は
、

こ
の
檄
文
に
動
か
さ
れ
た
門
人
た
ち
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
、
や
が
て
革
命
は
成
功
す
る
こ
と
に
な
る
。

 

〔
鉄
野
昌
弘
〕
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い
ま
に
見
て
い
ろ

影か
げ

を
ば
踏ふ

ま
で
、
面つ

ら

を
や
踏
ま
ぬ
。

『
大
鏡
』「
道
長
」

　

こ
れ
は
、
若
き
日
の
藤
原
道
長
の
こ
と
ば
と
し
て
、
『
大
鏡
』
が
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。

　

あ
る
時
、
道
長
の
父
兼か

ね

家い
え

が
、
息
子
た
ち
の
前
で
こ
う
言
っ
た
。
「
藤
原
公き
ん

任と
う

は
、
ど
う
し
て
あ
の
よ
う
に
何

も
か
も
で
き
る
の
か
。
う
ら
や
ま
し
い
。
わ
が
子
た
ち
が
公
任
の
影
さ
え
踏
め
そ
う
も
な
い
の
が
残
念
だ
」
。
公

任
は
、
道
長
た
ち
と
同
年
輩
の
男
で
あ
る
。
こ
れ
を
聞
い
た
道
長
の
兄
、
道み

ち

隆た
か

と
道み
ち

兼か
ね

は
、
父
の
言
葉
に
納
得
し

て
い
る
ら
し
く
、
い
か
に
も
恥
ず
か
し
そ
う
に
し
て
、
何
も
言
え
な
い
で
い
る
。
そ
こ
で
、
若
い
道
長
が
言
い
放

っ
た
言
葉
で
あ
る
。
「
後
を
追
い
か
け
て
影
な
ん
か
踏
む
も
ん
か
、
真
っ
正
面
か
ら
面つ

ら

を
踏
ん
づ
け
て
や
る
ん
だ
」
。

い
か
に
も
鼻
っ
柱
の
強
い
、
後
年
大
権
力
者
に
な
る
男
の
若
き
日
の
面め

ん

目も
く

躍や
く

如じ
よ

と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
『
大

鏡
』
は
、
こ
れ
に
続
け
て
、
「
ま
こ
と
に
さ
こ
そ
お
は
し
ま
す
め
れ
。
内な

い

大だ
い

臣じ
ん

殿ど
の

を
だ
に
、
近
く
て
え
見
た
て
ま

つ
り
た
ま
は
ぬ
よ
（
実
際
に
、
そ
の
よ
う
に
な
ら
れ
た
よ
う
で
す
な
。
公
任
殿
は
、
内
大
臣
殿
〈
道
長
の
息
子
、
教の
り

通み
ち

。
公
任

の
娘
婿
〉に
さ
え
、
あ
ま
り
近
く
で
ご
対
面
に
な
れ
な
い
の
で
す
よ
）
」
と
述
べ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
政
治
家
と
し
て
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道
長
の
官
位
は
常
に
公
任
よ
り
も
上
だ
っ
た
の
で
、
兼
家
の
嘆
き
に
は
、
物
語
の
誇
張
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

こ
こ
に
は
、
若
い
道
長
の
激
し
い
闘
争
心
や
み
な
ぎ
る
気
迫
が
、
力
強
く
表
さ
れ
て
い
る
。
道
長
に
ま
つ
わ
る
、

数
あ
る
自
信
家
、
怖
い
物
知
ら
ず
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
中
で
も
、
代
表
的
な
一
つ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
、
若

者
特
有
の
生
意
気
さ
を
感
じ
て
鼻
白
む
か
、
少
壮
の
覇
気
を
感
じ
て
爽そ

う

快か
い

に
思
う
か
、
人
に
よ
り
、
ま
た
時
に
よ

り
異
な
る
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
単
な
る
む
き
出
し
の
闘
争
心
と
い
う
だ
け
で
も

な
さ
そ
う
だ
。
少
し
、
表
現
そ
の
も
の
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
こ
の
簡
潔
な
一
句
は
、
「
影
」
と
「
面
」
と
い
う

対
を
用
い
な
が
ら
、
七
・
七
の
リ
ズ
ム
も
持
っ
た
、
実
に
巧
み
な
言
い
回
し
に
な
っ
て
い
る
。
父
親
の
ぼ
や
き
に

シ
ュ
ン
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
ふ
が
い
な
い
兄
た
ち
を
尻
目
に
、
当
意
即
妙
に
負
け
じ
魂
を
表
現
し
た
、
そ
の
表
現

そ
の
も
の
こ
そ
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
眼
目
な
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
単
に
「
絶
対
あ
い
つ
に
勝
つ
」
な
ど
と
叫
ん

で
も
、
そ
ん
な
こ
と
ば
は
残
り
は
し
な
い
。
こ
の
秀
句
と
い
う
べ
き
表
現
に
、
道
長
と
い
う
人
物
が
凝
縮
し
て
い

る
。
文
は
人
な
り
、
と
の
感
を
深
く
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
う
し
た
道
長
像
を
鮮
や
か
に
描
き
出
し
た
『
大
鏡
』

の
表
現
力
は
す
ば
ら
し
い
。

　

諸
芸
に
通
じ
た
公
任
と
の
比
較
、
そ
の
基
準
で
は
、
道
長
た
ち
は
公
任
に
太
刀
打
ち
で
き
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、

そ
の
基
準
で
は
な
い
と
こ
ろ
で
勝
負
し
よ
う
、
と
い
う
発
想
の
転
換
と
も
い
え
る
。
こ
こ
で
、
同
じ
『
大
鏡
』
が

伝
え
る
、
公
任
の
い
わ
ゆ
る
「
三さ

ん

船せ
ん

の
才さ
い

」
の
逸
話
を
思
い
合
わ
せ
て
み
る
の
も
、
お
も
し
ろ
い
だ
ろ
う
。

　

あ
る
時
、
道
長
が
人
々
と
大
井
川
に
逍し

よ

遥う
よ
うに

出
か
け
た
と
き
、
諸
芸
に
秀
で
た
公
任
に
、
和
歌
、
漢
詩
、
管
弦

い
ず
れ
の
舟
に
乗
る
か
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
公
任
は
和
歌
の
舟
を
選
び
、
秀
歌
を
詠
ん
だ
。
し
か
し
、
公
任
は
、
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「
も
し
漢
詩
の
舟
に
乗
っ
て
す
ぐ
れ
た
漢
詩
を
詠
ん
で
い
た
ら
も
っ
と
名
声
が
上
が
っ
た
ろ
う
に
。
だ
が
、
道
長

公
に
ど
の
舟
に
乗
る
か
と
尋
ね
ら
れ
た
の
は
誇
ら
し
か
っ
た
」
と
言
っ
た
、
と
い
う
話
で
あ
る
。

　

こ
の
逸
話
じ
た
い
は
、
諸
芸
に
秀
で
た
公
任
を
賛
美
す
る
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
道
長
の

「
影
を
ば
」
の
こ
と
ば
を
知
れ
ば
、
一
流
文
化
人
た
る
公
任
は
、
所
詮
大
政
治
家
道
長
の
掌
の
上
の
存
在
に
過
ぎ

な
い
、
と
す
ら
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
面
を
踏
ん
づ
け
る
」
な
ど
と
い
う
型
破
り
な
発
想
を
す
る
道
長
の
政
治

家
と
し
て
の
大
き
さ
は
、
公
任
に
は
な
い
。

　

私
は
、
こ
こ
で
唐
突
か
も
し
れ
な
い
が
、
『
伊
勢
物
語
』
初
段
の
「
い
ち
は
や
き
み
や
び
」
を
引
き
合
い
に
し

て
み
た
い
。
初
段
の
物
語
は
、
元
服
し
た
ば
か
り
の
若
い
男
が
、
奈
良
の
春
日
に
出
か
け
て
、
そ
こ
で
思
い
が
け

ず
美
し
い
「
女
は
ら
か
ら
（
二
人
の
姉
妹
、
と
す
る
説
に
従
う
）
」
に
出
会
う
。
と
っ
さ
に
彼
は
、
着
て
い
た
狩か
り

衣ぎ
ぬ

の

裾す
そ

を
切
り
、
歌
を
書
き
つ
け
て
贈
っ
た
。
物
語
は
、
そ
れ
を
「
昔む
か

人し
び
とは

か
く
い
ち
は
や
き
み
や
び
を
な
む
し
け

る
」
と
結
ん
で
い
る
。
こ
の
「
い
ち
は
や
き
み
や
び
」
と
は
、
直
訳
を
す
れ
ば
、
「
激
し
い
風
流
」
と
で
も
な
る

が
、
こ
れ
は
、
か
い
ま
見
た
女
性
に
す
っ
か
り
心
を
奪
わ
れ
た
青
年
が
、
そ
の
惑わ

く

乱ら
ん

の
思
い
を
一
首
の
歌
に
ま
と

め
上
げ
た
、
そ
の
手
腕
へ
の
賛
美
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
恋
心
を
訴
え
た
和
歌
と
権
力
闘
争
へ
の
意
欲
を
表
し
た
こ
と
ば
と
は
、
内
容
の
上
で
は
比
較
に
な

ら
な
い
が
、
内
な
る
激
し
い
思
い
に
、
い
か
な
る
こ
と
ば
の
形
を
与
え
る
か
、
と
い
う
点
で
考
え
れ
ば
、
表
面
上

の
相
違
ほ
ど
に
は
、
こ
の
二
つ
の
話
題
は
異
な
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
『
大
鏡
』
で
は
す
ぐ
後
に
続
く
も
う
一
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
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い
る
。
そ
れ
は
、
花か

山ざ
ん

院い
ん

が
帝
位
に
あ
っ
た
頃
、
あ
る
気
味
の
悪
い
雨
が
降
る
夜
、
帝
は
肝
試
し
と
し
て
、
道
隆
、

道
兼
、
道
長
に
そ
れ
ぞ
れ
場
所
を
決
め
て
出
か
け
さ
せ
た
。
道
隆
と
道
兼
は
、
不
思
議
な
も
の
の
声
を
聞
い
た
り

姿
を
見
た
り
し
て
、
恐
ろ
し
さ
の
あ
ま
り
、
す
ぐ
に
戻
っ
て
き
て
し
ま
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
道
長
は
、
平
気
な
顔

を
し
て
、
小
刀
で
大だ

い

極ご
く

殿で
ん

の
柱
を
少
し
切
り
取
っ
て
戻
っ
て
き
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
少
し
も
怖
が
ら
な
か
っ

た
だ
け
で
な
く
、
実
際
に
行
っ
て
き
た
証
拠
を
持
参
す
る
と
い
う
冷
静
さ
ま
で
加
わ
っ
て
い
る
。
道
長
の
あ
ま
り

の
豪
胆
さ
に
あ
き
れ
た
帝
は
、
こ
れ
を
疑
わ
し
く
思
い
、
翌
朝
、
蔵
人
に
命
じ
て
そ
の
削
り
屑
を
大
極
殿
の
柱
に

あ
て
さ
せ
に
行
っ
た
と
こ
ろ
、
ぴ
っ
た
り
と
合
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
ま
で
来
る
と
、
い
か
に
も
兄
た
ち
を
ダ
シ
に

し
た
武
勇
伝
と
し
て
眉
唾
も
の
と
い
う
気
も
す
る
が
、
二
つ
合
わ
せ
て
、
剛
毅
な
道
長
像
は
よ
く
伝
わ
っ
て
く
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
道
長
の
こ
と
ば
は
か
っ
こ
い
い
。
誰
も
が
一
度
は
口
に
し
て
み
た
い
せ
り
ふ
で
あ
ろ
う
が
、

時
と
所
を
ま
ち
が
え
れ
ば
、
こ
ち
ら
の
面
が
踏
ん
づ
け
ら
れ
る
こ
と
必
定
で
あ
る
。 

〔
高
田
祐
彦
〕


