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中

世

の

心

稲

田

繁

夫

酬

　
最
近
海
上
自
衛
隊
の
飛
行
隊
長
を
し
て
い
る
長
男
か
ら
、
　
「
日
本
文
学
を

貫
く
思
想
的
な
、
あ
る
い
は
精
神
的
な
特
質
」
と
い
っ
た
主
題
で
航
空
隊
員

に
講
演
を
し
て
く
れ
と
、
司
令
の
意
を
受
け
て
依
頼
さ
れ
た
。
聴
衆
が
聴
衆

で
あ
る
か
ら
、
折
角
部
外
者
を
講
師
に
迎
え
る
以
上
、
そ
れ
に
よ
っ
て
隊
員

の
士
気
を
何
等
か
の
形
で
鼓
舞
す
る
こ
と
に
役
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
し
、
逆
に
士
気
を
沈
衰
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
は
い
け
な
い
で
あ
ろ

う
。
直
接
的
に
士
気
を
鼓
舞
す
る
内
容
と
い
え
ば
、
戦
時
中
時
局
に
こ
た
え

る
国
文
学
の
資
料
と
し
て
、
た
と
え
ば
「
海
ゆ
か
ば
」
な
ど
の
和
歌
を
挙
げ

て
、
こ
れ
が
万
葉
集
の
精
神
で
あ
る
と
説
明
す
る
向
き
が
多
か
っ
た
こ
と
を

思
い
出
す
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
取
り
上
げ
方
は
、
戦
後
、
東
国
の
人
々
の

防
人
歌
な
ど
を
資
料
に
し
て
、
九
州
防
備
の
防
人
た
ち
の
真
意
は
、
強
制
さ

れ
た
出
で
立
ち
よ
り
も
、
妻
子
と
の
別
れ
の
哀
し
み
が
凡
て
で
あ
っ
た
と
説

く
こ
と
に
よ
っ
て
、
万
葉
集
の
精
神
を
語
ろ
う
と
す
る
切
り
換
え
も
見
ら
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
取
り
上
げ
方
は
、
飛
鳥
時
代

か
ら
奈
良
時
代
に
至
る
約
四
百
年
に
わ
た
り
、
上
は
天
皇
か
ら
下
は
無
名
の

農
民
に
至
る
広
地
域
、
多
数
の
人
々
の
、
あ
ら
ゆ
る
感
情
生
活
の
歌
の
集
大

成
で
あ
る
万
葉
集
の
思
想
・
精
神
の
一
斑
を
語
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る

で
あ
ろ
う
。

中
世
の
心
（
稲
田
）

　
こ
う
い
う
こ
と
か
ら
思
い
起
こ
す
の
は
、
恩
師
麻
生
磯
次
先
生
の
ご
教
訓

で
あ
る
。

　
戦
時
中
、
先
生
は
朝
鮮
総
督
府
の
視
学
委
員
を
兼
務
し
て
お
ら
れ
、
私
の

勤
務
校
の
国
語
科
の
授
業
視
察
に
も
お
出
で
に
な
ら
れ
た
。
当
時
朝
鮮
で
は

時
局
の
要
請
に
こ
た
え
て
「
皇
国
臣
民
の
誓
詞
」
が
制
定
さ
れ
、
修
身
教
科

書
の
巻
頭
に
掲
載
さ
れ
る
と
と
も
に
、
教
育
的
な
行
事
は
い
う
ま
で
も
な

く
、
特
掲
を
挙
げ
て
あ
ら
ゆ
る
団
体
行
事
に
は
官
民
揃
っ
て
斉
唱
し
た
。
三

か
条
の
短
文
か
ら
な
り
、
内
容
の
主
旨
は

　
一
、
国
体
明
徴

　
二
、
給
費
一
体

　
三
、
忍
苦
鍛
練

の
三
項
目
か
ら
成
っ
て
い
て
、
学
校
の
各
教
科
の
授
業
に
お
い
て
も
、
こ
の

誓
詞
の
三
か
条
が
ど
う
徹
底
し
た
か
が
追
及
さ
れ
た
。
本
務
の
視
学
官
の
授

業
視
察
の
場
合
に
は
、
算
数
科
や
理
科
の
授
業
に
お
い
て
ま
で
、
国
体
明
徴

・
内
牧
一
体
の
教
育
方
針
が
ど
の
よ
う
に
生
か
さ
れ
る
か
が
追
及
さ
れ
る
の

で
、
い
き
お
い
牽
強
附
会
な
結
び
つ
け
方
で
授
業
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ

た
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
の
点
い
わ
ゆ
る
国
民
科
と
い
わ
れ
た
修
身
・
国
語
・
地
理
・
歴
史
は
誓

詞
の
三
か
条
と
結
び
つ
け
て
授
業
を
す
す
め
る
の
に
は
恰
好
の
教
科
で
あ
っ

た
。
た
と
え
ほ
国
語
科
で
俳
句
教
材
を
扱
う
と
き
、
教
科
書
教
材
の
ほ
か
に

補
充
教
材
と
し
て
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元
日
や
一
系
の
天
子
富
士
の
山

な
ど
を
読
ま
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
体
明
徴
を
強
調
す
る
こ
と
が
で
き

た
。　

と
こ
ろ
が
麻
生
先
生
は
、
こ
の
よ
う
な
授
業
を
ご
覧
に
な
っ
た
後
の
ご
講

評
で
、
そ
の
よ
う
な
短
兵
急
な
誓
詞
と
の
結
び
つ
け
方
は
、
俳
句
教
材
の
本

質
的
な
も
の
の
享
受
を
誤
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
。
俳
譜
文
学
は
そ
の
中
を
貫

い
て
い
る
自
然
・
人
生
の
一
体
観
と
か
、
明
・
浄
・
直
と
い
う
鬼
蓮
の
「
誠

の
俳
譜
、
芭
蕉
の
「
風
雅
の
誠
」
と
い
う
精
神
が
、
日
本
民
族
の
遠
い
祖
先

以
来
の
民
族
精
神
で
あ
り
、
そ
れ
は
同
時
に
文
学
精
神
で
あ
る
。
そ
れ
は
遡

れ
ば
「
ま
す
ら
を
ぶ
り
」
の
文
学
精
神
で
あ
り
、
　
「
も
の
の
あ
は
れ
」
の
文

学
精
神
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
民
族
精
神
文
学
精
神
が
世
界
に
お
け
る
最
短

小
詩
型
で
あ
る
俳
句
に
凝
精
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
民
族
精
神
、
文
学

精
神
を
俳
句
教
材
に
よ
っ
て
次
代
に
受
け
継
が
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
戦
時
下
、
国
民
精
神
の
涌
養
の
一
環
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う

し
、
ま
た
、
そ
の
こ
と
は
戦
時
下
だ
け
の
要
請
に
こ
た
え
る
だ
け
で
は
な

く
、
時
代
が
変
ろ
う
と
動
か
な
い
不
易
の
も
の
で
あ
る
。
と
言
わ
れ
た
の
で

あ
る
が
、
こ
う
い
う
認
識
に
立
っ
て
表
題
に
つ
い
て
講
演
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。

二

　
「
中
世
の
心
」
と
い
う
表
題
は
一
般
の
聴
衆
に
は
随
分
古
い
時
代
を
問
題

に
し
た
、
現
代
生
活
と
は
縁
遠
い
話
題
と
考
え
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
決

し
て
そ
う
で
は
な
い
。
日
本
中
世
の
心
は
日
本
民
族
の
心
の
古
里
で
あ
る
。

現
代
の
日
本
は
物
質
生
活
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
精
神
生
活
も
ア
メ
リ
カ
ナ

イ
ズ
さ
れ
、
更
に
革
命
勢
力
は
総
力
を
挙
げ
て
、
今
日
の
日
本
を
解
体
し
よ

う
と
し
て
い
る
。

二

　
現
在
の
よ
う
に
秩
序
を
乱
そ
う
と
す
る
事
件
が
多
発
す
る
状
況
に
な
っ
た

背
景
は
、
戦
後
一
、
二
年
、
米
ソ
冷
戦
の
世
界
構
造
に
な
る
ま
で
の
占
領
政

策
に
根
源
的
な
原
因
が
あ
る
。
占
領
初
期
は
ア
メ
リ
カ
を
始
め
連
合
国
に
と

っ
て
将
来
脅
威
に
な
ら
な
い
国
に
作
り
変
え
る
こ
と
が
日
本
占
領
の
目
的
で

あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
占
領
政
策
の
柱
は
完
全
非
軍
事
化
と
精
神
的
非
武
装

化
、
つ
ま
り
日
本
人
の
精
神
的
な
解
体
を
ね
ら
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
目
的

達
成
の
た
め
、
陸
海
軍
の
完
全
解
体
が
命
ぜ
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
近
代
世
界

戦
史
上
珍
ら
し
い
例
で
あ
り
、
次
に
日
本
国
家
の
歴
史
の
断
絶
が
は
か
ら
れ

た
。
歴
史
を
断
絶
さ
せ
る
こ
と
は
民
族
生
命
を
滅
亡
さ
せ
る
た
あ
に
最
も
良

い
手
工
で
あ
り
、
こ
れ
が
占
領
政
策
の
基
本
で
あ
っ
た
。
歴
史
の
断
絶
を
は

か
る
た
め
に
、
家
族
制
度
、
教
育
制
度
を
変
革
の
対
象
と
し
た
が
、
多
く
の

国
は
こ
う
し
た
変
革
に
は
大
き
な
抵
抗
が
あ
る
の
に
、
日
本
の
官
民
は
双
手

を
挙
げ
日
本
民
族
滅
亡
政
策
に
賛
成
し
た
。
こ
れ
も
世
界
史
上
書
ら
し
い
現

象
で
あ
る
。
そ
う
し
た
占
領
政
策
遂
行
の
中
で
、
戦
略
的
に
、
日
本
の
精
神

的
非
武
装
化
の
精
神
で
新
憲
法
が
作
ら
れ
た
。
日
本
の
憲
法
は
日
本
民
族
の

価
値
観
を
そ
の
根
底
に
含
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
長
い
日
本
民
族
の

歴
史
・
伝
統
に
立
っ
た
民
族
の
生
き
方
、
政
治
生
活
の
表
現
で
あ
っ
て
、
深

く
現
在
・
将
来
の
日
本
民
族
の
価
値
観
を
鼓
舞
激
励
す
べ
き
も
の
で
な
け
れ

　
　
　
　
　
　

ば
な
ら
な
い
。
憲
法
は
国
体
法
と
政
体
法
か
ら
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
は
ず

で
あ
る
が
、
日
本
国
憲
法
に
お
い
て
は
国
体
法
に
関
す
る
も
の
が
不
十
分
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

あ
り
、
天
皇
の
憲
法
上
の
地
位
に
し
て
も
歴
史
と
伝
統
が
な
い
。
今
日
価
値

観
の
多
様
性
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
る
が
、
価
値
を
等
価
値
的
に
並
列
的
に

と
ら
え
る
の
で
な
く
、
何
が
日
本
民
族
の
歴
史
と
伝
統
に
立
っ
て
よ
り
高

い
価
値
で
あ
る
か
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。



三

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
日
本
中
世
の
心
は
日
本
民
族
の
心
の
古
里
で
あ
る
と

述
べ
た
。
日
本
民
族
の
建
国
精
神
、
国
家
観
、
民
族
精
神
は
奈
良
時
代
以
前

か
ら
形
成
発
展
し
て
き
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
万
世
一
系
の
皇
統
を

戴
く
と
か
、
八
紘
一
宇
の
世
界
観
な
ど
の
上
代
民
族
精
神
と
「
ま
す
ら
を
振

り
」
の
「
清
明
」
心
、
つ
ま
り
「
ま
こ
と
」
の
文
学
精
神
と
は
未
分
化
の
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
　

体
と
し
て
継
承
さ
れ
て
き
た
。

　
「
も
の
の
あ
は
れ
」
の
美
意
識
は
一
仏
教
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
　
「
ま

こ
と
」
の
文
学
精
神
の
発
展
深
化
と
し
て
成
立
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
　
「
も

の
」
と
は
物
的
精
神
的
未
分
化
の
対
象
を
い
い
、
物
に
生
命
を
み
と
め
、
　
「

あ
は
れ
」
と
感
ず
る
。
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
、
草
木
国
土
悉
皆
成
仏
と
願
う

願
作
仏
心
一
仏
に
な
ら
ん
と
願
う
心
、
本
願
の
心
に
写
る
一
如
の
世
界
で

あ
る
。
曽
我
量
深
先
生
は
現
実
の
世
界
を
深
く
見
つ
め
る
と
、
本
願
に
よ
り

荘
厳
さ
れ
た
生
命
の
世
界
で
あ
り
、
そ
れ
は
浄
土
と
も
い
わ
れ
る
。
こ
う
い

う
世
界
を
純
粋
に
感
ず
る
心
が
純
粋
感
情
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
　
「
も

の
の
あ
は
れ
」
と
願
作
仏
心
と
純
粋
感
情
と
は
三
位
一
体
で
あ
る
と
い
わ
れ

　
註
④

る
。　

中
世
に
入
り
日
本
民
族
の
精
神
文
化
・
芸
術
美
意
識
は
い
よ
い
よ
深
化
し

て
き
た
。
　
「
も
の
の
あ
は
れ
の
美
意
識
は
そ
の
深
化
の
上
に
「
幽
玄
」
美
の

発
見
、
更
に
「
さ
び
・
冷
え
・
や
せ
・
か
ら
び
・
水
味
・
無
文
」
な
ど
の
、

い
わ
ゆ
る
老
境
美
に
ま
で
深
ま
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
東
洋
的
な
、
さ
ら
に

日
本
的
な
芸
術
美
の
窮
極
で
あ
る
。
た
だ
に
日
本
的
な
も
の
と
し
て
だ
け
に

と
ど
ま
ら
ず
、
世
界
に
お
け
る
美
意
識
の
極
限
に
到
達
し
た
も
の
と
し
て
、

世
界
の
芸
術
家
・
芸
術
評
論
家
が
讃
辞
を
惜
し
ま
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
戦
後

派
の
日
本
人
は
ア
メ
リ
カ
イ
ナ
ズ
さ
れ
．
て
、
一
般
に
は
気
づ
か
ぬ
者
が
多
い

中
世
の
心
（
稲
田
）

が
、
若
い
人
々
を
含
め
て
日
本
人
の
心
の
底
に
地
下
水
の
よ
う
に
脈
々
と
流

れ
て
い
る
精
神
文
化
・
芸
術
美
意
識
の
伝
統
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
囚
　
今
、
色
彩
に
対
す
る
中
世
の
価
値
観
を
取
り
あ
げ
て
み
る
と
、
艶
と

か
妖
艶
な
る
美
と
い
わ
れ
る
新
古
今
集
に
お
い
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
色
の
多
彩

な
組
み
合
わ
せ
の
美
に
心
を
向
け
た
の
で
は
な
い
。

　
山
深
み
春
と
も
知
ら
ぬ
松
の
戸
に
た
え
だ
え
か
か
る
雪
の
玉
水

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
巻
一
　
式
子
内
親
王

　
う
す
く
こ
き
野
辺
の
緑
の
若
草
に
跡
ま
で
見
ゆ
る
雪
の
む
ら
消

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
巻
一
　
宮
内
卿

　
み
よ
し
野
の
高
嶺
の
桜
散
り
に
け
り
嵐
も
白
き
春
の
あ
け
ぼ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
畑
　
太
上
天
皇

　
く
れ
て
行
く
春
の
湊
は
知
ら
ね
ど
も
霞
に
お
つ
る
宇
治
の
柴
舟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
巻
二
　
寂
蓮
法
師

一
首
目
、
二
首
目
は
色
と
り
ど
り
の
百
花
満
開
の
春
の
盛
り
と
は
違
っ
た
、

残
雪
の
寂
し
い
山
家
や
、
雪
消
え
た
ば
か
り
の
野
辺
の
若
葉
に
春
の
美
を
み

つ
け
て
お
り
、
三
首
目
は
白
一
色
の
い
わ
ゆ
る
遠
白
体
の
美
で
あ
る
。
長
明

無
名
抄
に
お
い
て
俊
恵
は
こ
の
歌
を
量
感
に
挙
げ
て
い
る
の
で
な
く
、
詞
花

集
に
選
ば
れ
た
寛
治
八
年
高
陽
院
七
首
歌
合
の
大
江
匡
房
の

　
白
雲
と
見
ゆ
る
に
し
る
し
三
吉
野
の
吉
野
の
山
の
花
ざ
か
り
か
も

を
、
　
「
こ
れ
こ
そ
は
、
よ
き
歌
の
本
と
は
覚
え
侍
れ
、
さ
せ
る
秀
句
も
な

く
、
飾
れ
る
詞
も
な
け
れ
ど
、
姿
う
る
は
し
く
、
清
げ
に
い
い
下
し
て
、
長

高
く
遠
白
き
也
。
た
と
へ
ば
、
白
き
色
の
異
な
る
匂
ひ
も
な
け
れ
ど
、
諸
々

の
色
に
優
れ
た
る
が
如
し
。
万
の
事
極
ま
り
て
か
し
こ
き
は
、
淡
く
す
さ
ま

じ
き
也
。
」

と
い
っ
て
、
こ
こ
で
い
う
白
色
は
単
純
白
色
を
さ
す
の
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ

る
色
を
こ
き
ま
ぜ
た
挙
句
に
出
て
く
る
「
白
き
色
」
で
あ
る
。
四
首
目
も
宇

三



長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
　
第
二
五
号

治
川
を
下
る
柴
舟
を
包
み
こ
ん
で
い
く
晩
霞
の
色
は
淡
い
白
で
あ
る
。

　
幼
年
時
代
か
ら
青
年
時
代
に
は
、
衣
服
は
原
色
や
多
彩
な
色
ど
り
が
似
合

い
、
ま
た
好
む
も
の
で
あ
る
が
、
や
が
て
年
を
取
る
に
従
っ
て
じ
み
な
色
と

な
り
、
つ
い
に
は
澁
い
色
や
淡
い
色
に
な
っ
て
い
く
。
あ
ら
ゆ
る
色
を
経
験

し
尽
く
し
て
到
達
す
る
色
彩
へ
の
価
値
付
け
が
こ
の
よ
う
な
色
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
中
世
に
お
い
て
は
色
彩
に
対
す
る
価
値
づ
け
の
年
令
的
発
達
段
階

が
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
学
校
の
理
科
室
に
色
彩
の
回
転
板
と
い
う
の
が

あ
り
、
円
板
に
放
射
線
状
に
多
く
の
色
が
塗
ら
れ
て
い
て
、
こ
れ
を
回
転
さ

せ
る
と
灰
白
色
に
見
え
て
く
る
。
こ
う
い
う
灰
白
色
は
単
色
と
し
て
の
白
で

は
な
く
て
、
あ
ら
ゆ
る
色
を
内
に
含
ん
だ
色
で
あ
り
、
そ
れ
に
最
も
高
次
の

色
彩
価
値
を
見
つ
け
た
の
で
あ
る
。
俊
恵
が
こ
の
よ
う
な
白
さ
を
「
白
き
色

の
異
な
る
勾
ひ
も
な
け
れ
ど
、
諸
々
の
色
に
優
れ
た
る
が
如
し
」
と
い
い
、

「
極
ま
り
て
か
し
こ
ぎ
（
色
）
は
、
淡
く
す
さ
ま
じ
き
也
」
つ
ま
り
淡
白
で

あ
る
。
濃
厚
な
色
彩
を
期
待
す
る
も
の
に
と
っ
て
は
、
特
に
面
白
み
が
な
い

も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
詠
歌
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
体
の
表
現
は
至

高
の
芸
境
に
到
達
し
な
い
と
容
易
に
出
来
な
い
も
の
で
、
　
「
こ
の
体
は
易
き

や
う
に
て
極
め
て
難
し
。
一
文
字
も
違
ひ
な
ば
怪
し
の
腰
折
れ
に
成
り
ぬ
べ

し
。
如
何
に
も
境
に
至
ら
ず
し
て
は
詠
み
難
き
さ
ま
な
り
。
」
と
い
い
、
あ

ら
ゆ
る
色
彩
の
美
を
知
り
つ
く
し
て
、
つ
い
に
見
付
け
出
さ
れ
て
く
る
色
彩

美
の
極
致
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
人
や
西
洋
人
が
相
当
の
年
輩
に
な
っ
て
も
原

色
の
衣
服
を
つ
け
、
ビ
ル
マ
人
の
年
輩
の
僧
侶
な
ど
で
も
、
黄
色
や
緑
色
一

色
の
僧
衣
を
着
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
中
世
の
人
々
に
言
わ
せ
る
と
、
色

彩
に
対
す
る
精
神
年
令
が
遅
れ
て
い
る
と
見
る
の
で
あ
る
。
最
近
の
男
の
大

学
生
が
こ
の
よ
う
な
原
色
の
も
の
を
着
用
す
る
の
を
し
ば
し
ば
見
か
け
る

が
、
時
代
の
流
行
で
は
あ
る
が
、
色
彩
に
対
す
る
価
値
観
の
年
令
的
発
達
の

上
か
ら
は
、
低
い
段
階
に
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

四

　
連
歌
師
心
事
は
「
淡
さ
」
の
美
を
更
に
深
化
さ
せ
て
、
　
「
冷
え
た
る
・
痩

せ
た
る
・
寒
く
・
さ
び
た
る
・
凍
り
た
る
・
か
ら
び
た
る
」
美
の
世
界
、
い

わ
ゆ
る
老
境
美
に
到
達
し
た
。
こ
れ
は
心
敬
に
限
ら
ず
、
中
世
芸
術
人
を
通

じ
て
い
え
る
こ
と
で
、
連
歌
師
頓
阿
は
至
極
体
と
か
極
真
の
体
と
い
い
、
あ

ら
ゆ
る
美
の
至
極
の
姿
と
し
て
位
置
づ
け
て
お
り
、
宗
祇
に
お
い
て
も
同
様

で
あ
っ
た
。

　
堺
に
入
り
果
て
た
る
一
ふ
け
さ
び
た
る
方
、
最
盛
な
る
べ
し
。
　
（
心
敬

　
一
老
の
く
り
ご
と
）

　
心
は
太
く
、
欲
心
を
構
へ
、
あ
た
た
か
な
る
あ
て
が
ひ
に
て
一
し
み
凍

　
り
も
せ
ず
。
　
（
穿
下
僧
都
庭
訓
）

と
至
高
の
芸
位
に
到
達
し
果
て
た
と
こ
ろ
に
「
ふ
け
さ
び
た
る
」
極
真
の
美

が
位
置
づ
け
ら
れ
、
こ
れ
と
反
対
に
、
財
に
富
み
ぬ
く
ぬ
く
と
し
た
態
度
で

対
象
に
接
す
る
よ
う
な
表
現
は
じ
ん
と
胸
に
感
じ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と

い
う
の
で
あ
る
。
笹
野
の
い
う
美
は
、

　
氷
ば
か
り
艶
な
る
は
な
し
。
　
（
さ
さ
め
ご
と
）

　
水
精
の
物
に
瑠
璃
を
盛
り
た
る
や
う
に
清
く
寒
か
れ
。
　
（
同
）

と
、
　
「
清
く
寒
く
」
感
ず
る
美
に
昇
華
し
た
の
で
あ
る
。

　
か
す
か
な
る
所
に
心
を
か
け
給
ふ
べ
し
。
一
重
白
梅
の
、
竹
の
中
よ
り
咲

　
き
出
で
、
雲
間
の
月
を
見
る
如
く
な
る
句
が
面
白
く
候
。
八
重
紅
梅
の
咲

　
き
乱
れ
た
る
末
を
切
り
詰
め
、
八
月
十
五
夜
の
月
な
ど
や
う
な
る
は
好
ま

　
し
か
ら
ず
候
。
　
（
心
敬
僧
都
庭
訓
）

と
、
人
工
的
な
勇
奮
を
加
え
た
紅
梅
に
満
月
を
あ
し
ら
う
美
で
は
な
く
、
雲

間
の
月
の
下
、
竹
籔
の
透
間
か
ら
の
一
枝
の
一
重
白
梅
の
「
か
す
か
な
る
」

美
に
心
を
向
け
た
の
で
あ
る
。
徒
然
草
で

　
花
は
盛
り
に
月
は
情
な
き
を
の
み
見
る
も
の
か
は
、
一
散
り
し
を
れ
た

　
る
庭
な
ど
こ
そ
見
所
多
け
れ
、
望
月
の
隅
な
き
を
、
千
里
の
外
ま
で
眺
め



　
た
る
よ
り
も
、
た
れ
込
め
て
月
の
行
衛
知
ら
ぬ
を
一

と
い
う
月
・
花
の
美
が
高
く
価
値
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
と
通
ず
る
美
の
世

界
で
、
現
代
に
お
い
て
も
日
本
に
お
け
る
美
の
伝
統
と
し
て
、
場
と
機
会
と

年
令
的
発
達
段
階
に
応
じ
て
よ
み
が
え
っ
て
く
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
圓
　
次
に
、
味
に
つ
い
て
の
中
世
に
お
け
る
価
値
観
に
つ
い
て
取
り
あ
げ

る
。
一
般
に
若
い
時
代
は
複
雑
豊
富
な
味
を
好
む
。
単
純
な
味
よ
り
複
雑
な

味
に
最
高
の
価
値
づ
け
を
す
る
な
ら
、
中
華
料
理
な
ど
は
最
高
の
味
で
あ
ろ

う
。
と
こ
ろ
が
年
輩
に
な
る
と
、
湯
豆
腐
の
味
・
お
茶
づ
け
の
味
の
よ
さ
が

見
付
け
ら
れ
て
く
る
。
湯
豆
腐
の
味
・
お
茶
づ
け
の
味
も
、
色
彩
に
お
け
る

「
淡
い
白
さ
」
の
場
合
と
同
様
に
、
味
覚
の
年
令
的
発
達
段
階
に
お
け
る
低

い
段
階
と
し
て
価
値
づ
け
る
の
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
味
を
な
め
尽
く
し
て

到
達
す
る
、
食
道
楽
・
食
通
の
極
限
の
味
と
し
て
位
置
づ
け
る
の
で
あ
る
。

日
本
人
の
味
覚
は
鋭
敏
で
繊
細
な
味
の
識
別
を
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

茶
道
に
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
中
世
か
ら
発
達
し
て
き
た
も
の
で
あ
ろ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

。
そ
れ
は
根
源
的
に
は
、
キ
ッ
コ
ー
マ
ン
醤
油
の
歴
史
の
中
で
実
践
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
　
「
モ
ロ
ミ
を
検
査
す
る
と
き
は
、
自
然
に
頭
が
下
が
る
。
」

「
コ
ウ
ジ
菌
は
生
命
を
も
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
神
一
造
物
主
で
あ
る
。
人

が
微
生
物
に
奉
仕
し
、
そ
の
お
こ
ぼ
れ
を
頂
戴
す
る
精
神
に
徹
す
る
こ
と
こ

そ
、
し
ょ
う
ゆ
づ
く
り
の
理
念
で
あ
る
。
」
と
い
う
中
世
仏
教
に
お
け
る
自

然
法
爾
の
法
則
に
根
ざ
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
い
う
自
然
の
生
命
、
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

の
の
生
命
を
感
得
す
る
と
こ
ろ
に
、
純
に
し
て
生
命
あ
る
も
の
の
本
来
の
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ね
ん

が
生
ま
れ
、
そ
の
味
が
味
わ
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
も
の
の
生
命
の
自
然

の
味
を
味
わ
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
感
覚
・
感
情
が
純
粋
に
さ
せ
ら
れ
、
感
覚

・
感
情
の
純
粋
な
人
を
、
い
わ
ば
仏
と
い
い
、
そ
う
い
う
世
界
を
浄
土
と
い

う
。
舌
の
問
題
は
浄
土
の
問
題
・
純
粋
な
世
界
の
問
題
に
か
か
わ
る
と
い
え

る
の
で
あ
る
。
今
日
薬
品
的
な
調
味
料
や
食
品
に
よ
っ
て
、
舌
の
感
覚
が
衰

中
世
の
心
（
稲
田
）

え
て
き
て
い
る
が
、
そ
れ
は
肉
体
も
駄
目
に
な
り
、
更
に
は
人
間
に
大
切
な

感
覚
と
か
感
情
が
駄
目
に
な
り
、
つ
い
に
は
世
界
が
駄
目
に
な
る
に
至
る
で

あ
ろ
う
。
役
者
の
坂
東
三
津
五
郎
は
弟
子
た
ち
に
、
　
「
即
席
ラ
ー
メ
ン
を
食

べ
る
な
。
イ
ン
ス
タ
ン
ト
を
食
べ
る
な
。
舌
が
駄
目
に
な
る
。
舌
が
駄
目
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

な
る
と
芸
が
駄
目
に
な
る
」
と
教
え
ら
れ
た
そ
う
で
あ
る
が
、
心
身
一
如
で
、

人
間
経
験
の
先
端
で
あ
る
耳
や
舌
が
純
粋
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　

身
体
が
精
神
が
環
境
・
世
界
が
純
粋
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
心
事
は
連
歌
の
理
想
を
語
り
な
が
ら
純
粋
に
し
て
最
高
の
味
に
つ
い
て
の

べ
て
、

　
無
上
の
良
き
連
歌
と
い
ふ
は
、
湯
水
な
ど
を
飲
む
如
く
な
り
。
さ
せ
る
味

　
は
ひ
な
け
れ
ど
も
、
い
つ
聞
く
も
飽
か
ぬ
も
の
な
り
。
珍
ら
し
き
こ
と

　
は
、
う
ち
聞
く
に
面
白
け
れ
ど
、
や
が
て
さ
む
る
も
の
な
り
。
　
（
さ
ざ
め

　
ご
と
）

　
げ
に
も
水
ほ
ど
感
情
深
く
清
涼
な
る
も
の
な
し
。
　
（
同
）
こ
の
よ
う
に
、

あ
ら
ゆ
る
味
を
な
あ
尽
く
し
、
知
り
尽
く
し
て
到
達
す
る
味
の
極
限
と
し
て
、

最
も
純
粋
な
自
然
本
然
の
味
と
し
て
湯
水
の
味
、
清
涼
な
る
水
の
味
に
行
き

つ
き
、
　
「
無
味
・
水
味
」
と
い
う
淡
々
と
し
た
味
わ
い
を
最
高
の
も
の
と
し

た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
色
彩
観
や
味
覚
観
、
そ
の
根
底
と
し
て
の
美
意
識
は
中
世
に

・
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
芸
術
に
浸
透
し
て
い
て
、
能
楽
に
お
い
て
「
風
姿
花
伝
」

の
初
期
に
お
い
て
は
「
幽
玄
」
の
美
は
優
に
や
さ
し
く
・
美
し
く
華
や
か
な

も
の
で
あ
っ
た
が
、
年
令
的
成
長
に
よ
っ
て
消
え
て
行
く
な
ら
ば
、
そ
れ
ら

は
「
声
の
花
」
　
「
身
の
花
」
で
あ
っ
て
、
　
「
時
分
の
花
」
つ
ま
り
身
体
的

盛
り
め
一
時
期
の
花
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
老
令
に
至
っ
て
も
残
る

　
「
誠
の
花
」
の
芸
境
は
、
「
冷
え
・
さ
び
」
た
も
の
が
究
極
的
な
至
高
な
美

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
の
深
化
の
上
に
青
竹
の
能
の
世
界
が
あ
る
の
で

五
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あ
る
。
世
阿
弥
は
演
能
の
成
功
す
る
様
相
を
三
つ
の
発
達
段
階
で
説
明
し
、

　
　
　
け
ん

　
一
、
見
よ
り
出
で
く
る
能

　
　
　
も
ん

　
二
、
聞
よ
り
出
で
く
る
能

　
　
　
し
ん

　
三
、
心
よ
り
出
で
く
る
能

　
無
上
の
上
手
の
申
楽
に
、
物
数
の
後
、
二
曲
も
物
真
似
も
、
ぎ
り
も
、
さ

　
し
て
無
き
能
の
さ
び
さ
び
と
し
た
る
中
に
、
何
と
や
ら
ん
感
心
の
あ
る
所

　
あ
り
。
こ
れ
を
冷
え
た
る
曲
と
も
申
す
な
り
。
こ
の
位
、
良
き
程
の
目
利

　
き
も
見
知
ら
ぬ
な
り
。
ま
し
て
田
舎
目
利
き
な
ど
は
思
ひ
も
よ
る
ま
じ
き

　
な
り
。
こ
れ
は
た
だ
無
上
の
上
手
の
得
た
る
瑞
風
か
と
お
ぼ
え
た
り
。
こ

　
れ
を
心
よ
り
出
で
く
る
能
と
も
い
ひ
、
無
心
の
能
と
も
、
ま
た
無
文
の
能

　
と
も
申
す
な
り
。
　
（
花
鏡
）

と
い
っ
て
、
真
の
極
意
に
達
し
た
能
者
の
能
は
「
無
心
無
文
、
冷
え
た
る
曲
」

に
な
り
、
そ
れ
は
、
　
「
無
上
の
上
手
の
得
た
る
瑞
風
」
で
あ
る
と
い
う
の
で

あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
中
世
に
お
け
る
美
の
価
値
観
と
そ
の
年
令
的
な
深
化
は
、

そ
の
美
的
価
値
創
造
の
根
底
に
、
心
の
在
り
方
が
問
題
に
さ
れ
て
お
る
。
中

世
人
に
お
い
て
は
、
芸
術
美
の
創
造
が
同
時
に
芸
術
人
自
身
の
心
の
修
行
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
芸
術
の
創
造
と
い
う
こ
と
は
、
窮
極
に
は
自
己
自
身
の
人

間
完
成
の
き
び
し
い
営
み
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
「
ま
こ
こ
ろ
」
が
強

く
要
請
さ
れ
た
。
そ
れ
は
潮
る
と
、
　
「
も
の
の
あ
は
れ
」
の
精
神
で
あ
り
、

更
に
湖
れ
ば
「
清
明
心
」
で
あ
り
、
実
に
日
本
民
族
の
精
神
生
活
を
貫
通
す

る
も
の
で
あ
る
。
俊
成
・
定
家
が
歌
道
の
た
め
に
住
吉
明
神
に
祈
念
し
た

り
、
正
徹
が
仏
道
・
歌
道
の
一
如
の
世
界
を
拓
い
た
の
も
、
「
ま
こ
と
・
ま

こ
こ
ろ
」
の
起
点
か
ら
で
あ
っ
た
。
心
敬
の
「
心
の
艶
」
の
世
界
は
、
ま
こ

こ
ろ
の
も
つ
美
し
さ
で
あ
っ
て
、

　
此
の
道
に
入
ら
ん
輩
は
、
ま
つ
艶
を
旨
と
し
て
修
行
す
べ
き
こ
と
と
い
へ

六

　
り
。
艶
と
い
へ
ば
と
て
、
ひ
た
す
ら
に
旬
の
姿
・
詞
の
や
さ
ば
み
、
強
め

　
き
た
る
に
は
あ
る
べ
か
ら
ず
。
胸
の
内
清
く
、
人
間
の
色
欲
う
す
く
、
よ

　
う
つ
に
あ
は
れ
深
く
、
物
ご
と
に
跡
な
き
こ
と
を
思
ひ
し
め
、
人
の
情
け

　
を
忘
れ
ず
、
そ
の
人
の
恩
に
は
、
一
つ
の
命
を
も
軽
く
思
ひ
侍
ら
ん
人
の

　
胸
よ
り
出
で
た
る
句
な
る
べ
し
。
　
（
さ
ざ
め
ご
と
）

と
い
う
心
か
ら
歌
・
連
歌
は
生
ま
れ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
　
「
芸
道
」
理
念

の
確
立
し
た
の
は
正
徹
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
高
く
精
神
的
な
理
想
を
仰
ぎ
、

先
学
先
達
の
伝
統
を
継
承
し
、
定
家
の
い
う
鍍
骨
彫
心
の
刻
苦
に
よ
る
年
劫

を
積
ん
で
、
初
心
か
ら
至
高
の
芸
位
に
至
る
中
に
、
芸
術
と
自
己
完
成
が
果

た
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
世
阿
弥
が
風
姿
史
伝
序
で
、
好
色
、
不
変
、
大

酒
を
三
重
戒
と
戒
め
、
そ
れ
は
ま
た
世
阿
弥
一
人
の
も
の
で
な
く
、
父
祖
の

伝
統
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
「
謹
識
な
か
れ
」
と
い
っ
て
、
自
分
勝
手
な
慢
心
か

ら
生
ず
る
争
い
心
を
戒
あ
た
の
は
、
歎
息
抄
出
十
二
条
の
「
謡
論
」
を
戒
め

ら
れ
た
こ
と
と
通
ず
る
も
の
で
、
こ
の
よ
う
な
中
世
芸
術
人
た
ち
の
生
き
方

は
、
日
本
民
族
の
す
ぐ
れ
た
歴
史
・
伝
統
で
あ
る
。
戦
後
自
己
を
現
在
に
在

ら
し
め
た
歴
史
か
ら
遮
断
さ
れ
て
き
た
が
、
現
代
日
本
文
化
の
諸
様
式
に
、

中
世
的
な
も
の
が
根
深
く
貫
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
中
世
の
心

の
継
承
と
発
展
の
上
に
、
真
に
日
本
人
に
な
る
と
い
い
た
い
。
こ
の
よ
う
な

歴
史
に
目
を
さ
ま
し
、
歴
史
に
対
す
る
謙
虚
な
姿
勢
が
、
新
し
い
歴
史
を
生

み
、
新
し
い
世
界
を
拓
い
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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①
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