
【
要
旨
】

　

山
本
常
朝
は
﹃
葉
隠
﹄
に
お
い
て
︑﹁
奉
公
之
至
極
之
忠
節
﹂
は
﹁
主
ニ
諫
言
し
て
国
家
を
治
る
事
﹂
で
あ
る
︑
と
述
べ
た
︒
奉
公
人
の
主
君
に
対
す
る
究

極
の
﹁
忠
節
﹂
は
︑
な
ぜ
﹁
諫
言
﹂
だ
っ
た
の
か
︒
常
朝
が
求
め
た
﹁
諫
言
﹂
の
あ
る
べ
き
あ
り
方
に
着
眼
す
る
こ
と
に
よ
り
︑﹃
葉
隠
﹄
に
お
け
る
忠
誠
の

倫
理
の
内
実
に
迫
る
こ
と
が
︑
本
稿
の
目
的
で
あ
る
︒

　

常
朝
の
説
く
理
想
の
諫
言
は
︑
第
三
者
に
主
君
の
欠
点
を
知
ら
せ
な
い
た
め
の
﹁
潜
︵
ひ
そ
か
︶﹂
な
も
の
で
あ
る
べ
き
だ
っ
た
と
同
時
に
︑
当
の
主
君
に

も
そ
れ
が
﹁
諫
言
﹂
で
あ
る
と
顕
わ
に
意
識
さ
せ
な
い
︑﹁
和
の
道
︑
熟
談
﹂
に
よ
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
︒
そ
こ
に
は
︑
主
君
の
あ
り
よ
う
を
是
非
と
も
そ
の

本
来
的
な
姿
へ
と
導
き
正
す
︑
と
い
う
強
い
目
的
意
識
に
貫
か
れ
な
が
ら
も
︑
そ
れ
を
凌
駕
す
る
ほ
ど
の
信
念
を
も
っ
て
︑
様
々
な
欠
点
を
抜
き
が
た
く
抱

え
た
現
前
の
主
君
に
ど
こ
ま
で
も
﹁
御
味
方
﹂
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
︑
認
め
ら
れ
る
︒
他
方
︑
こ
れ
に
対
置
さ
れ
る
の
は
︑
諫
言
の
客
観
的
妥
当
性
を
憚

ら
ず
に
振
り
か
ざ
す
こ
と
で
︑結
果
的
に
は
主
君
の
悪
名
と
ひ
き
か
え
に
我
が
身
の
﹁
忠
節
﹂
ぶ
り
を
示
す
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
︑広
い
意
味
に
お
け
る
﹁
理

詰
﹂
の
諫
言
で
あ
る
︒
そ
こ
に
ひ
そ
む
︑
現
前
の
主
君
を
置
き
去
り
に
し
た
我
意
や
慢
心
を
︑
常
朝
は
深
く
嫌
悪
し
た
︒

　

つ
ま
る
と
こ
ろ
︑
諫
言
に
お
い
て
示
さ
れ
る
べ
き
奉
公
人
の
究
極
的
な
忠
誠
に
は
︑
徹
底
し
た
自
己
否
定
・
自
己
消
却
の
姿
勢
が
求
め
ら
れ
た
︒
そ
れ
は
︑

当
の
働
き
か
け
を
結
果
的
に
あ
え
な
く
咎
め
ら
れ
︑
切
腹
と
い
う
形
で
命
ぜ
ら
れ
る
︑
肉
体
的
な
﹁
死
﹂
に
対
す
る
覚
悟
と
し
て
も
︑
貫
か
れ
た
も
の
だ
と

言
え
る
︒
と
こ
ろ
が
﹃
葉
隠
﹄
に
は
︑
一
見
し
て
そ
れ
と
は
鋭
く
矛
盾
す
る
︑
鍋
島
と
い
う
無
二
の
﹁
御
家
﹂﹁
国
家
﹂
を
己
れ
一
人
で
支
え
る
の
だ
と
い
う

﹁
大
高
慢
﹂
を
︑
奉
公
の
根
底
に
求
め
る
教
え
も
あ
っ
た
︒

　
﹁
奉
公
之
至
極
之
忠
節
﹂
た
る
諫
言
に
お
い
て
︑
両
者
は
い
か
に
し
て
接
合
さ
れ
た
の
か
︒
こ
れ
は
﹃
葉
隠
﹄
に
即
し
て
︑
ま
た
同
時
代
の
諸
思
想
と
の
比

較
や
連
関
に
お
い
て
︑
今
後
も
追
究
さ
れ
る
べ
き
課
題
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
最
終
的
に
︑
自
分
に
と
っ
て
か
け
が
え
な
い
こ
の

0

0

他
者
に
対
す
る
真
の

忠
誠
︑
あ
る
い
は
誠
実
さ
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
︑
人
と
し
て
の
倫
理
を
衝
く
問
い
に
︑
連
な
っ
て
い
く
は
ず
の
探
究
だ
か
ら
で
あ
る
︒

﹃
葉
隠
﹄
に
お
け
る
忠
誠
の
倫
理　
　
　

 

諫
言
の
理
想
に
即
し
て
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一
、
諫
言
へ
の
問
い

　

山
本
常
朝︵
一
六
五
九
~
一
七
一
九
︶は﹃
葉
隠
﹄に
お
い
て
︑﹁
奉

公
之
至
極
之
忠
節
﹂︵
二-140
︶一
は
︑﹁
主
ニ
諫
言
し
て
国
家
を
治

る
事
﹂︵
同
︶﹁
家
老
之
座
ニ
直
り
御
異
見
申
上
る
事
﹂︵
二-139

︶

で
あ
る
︑
と
述
べ
た
︒
い
わ
ゆ
る
﹁
四
誓
願
﹂
の
二
番
目
に
挙
げ

ら
れ
る﹁
主
君
之
御
用
ニ
可
立
事
﹂︵
夜
陰
の
閑
談
︶に
つ
い
て
も
︑

そ
の
到
達
点
︵﹁
琢み

が
き
あ
げ上﹂︶
は
﹁
家
老
之
座
ニ
直
り
て
諫
言
シ
国
を

可
治
事
﹂︵
一-19

︶
で
あ
る
と
思
え
︑
と
彼
は
説
い
て
い
る
︒

　

そ
こ
に
は
前
提
と
し
て
︑
奉
公
人
が
実
際
に
﹁
忠
節
﹂
を
尽
く

す
対
象
で
あ
る
﹁
主
君
﹂
の
現
実

0

0

に
お
け
る
あ
り
よ
う
と
︑
同
じ

﹁
主
君
﹂
が
﹁
国
家
﹂
を
治
め
る
た
め
に
︑
本
来

0

0

な
す
べ
き
判
断
・

と
る
べ
き
行
動
・
あ
る
べ
き
姿
と
の
乖
離
が
︑
想
定
さ
れ
て
い
る
︒

こ
の
乖
離
を
主
君
に
対
し
て
申
し
伝
え
る
こ
と
︑
ま
た
可
能
な
限

り
︑
主
君
の
あ
り
よ
う
を
後
者
の
本
来
的
な
も
の
へ
と
導
き
︑
正

そ
う
と
す
る
こ
と
︒
そ
れ
は
﹁
御
異
見
﹂
と
も
称
さ
れ
る
限
り
︑

と
も
す
れ
ば
︑
不
忠
の
行
為
と
受
け
取
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
︒

し
か
し
常
朝
は
︑
こ
れ
こ
そ
﹁
奉
公
﹂
人
た
る
も
の
の
な
し
得
る

︵
そ
し
て
目
指
す
べ
き
︶︑
主
君
に
対
す
る
最
高
の
﹁
忠
節
﹂
な
の

だ
と
説
い
た
︒

　

主
君
に
対
す
る
究
極
の
﹁
忠
節
﹂
は
︑
な
ぜ
﹁
諫
言
﹂
な
の
だ

ろ
う
か
︒
あ
ら
か
じ
め
確
認
し
て
お
く
べ
き
は
︑﹃
葉
隠
﹄
に
お

い
て
そ
の
よ
う
に
説
か
れ
る
理
由
が
︑
単
に

0

0

︿
現
実
的
に
善
悪
あ

る
﹁
主
君
﹂
の
存
在
よ
り
も
︑﹁
国
家
﹂
の
存
続
や
名
誉
の
方
が
︑

最
終
的
に
は
重
い
か
ら
﹀︑
あ
る
い
は
︿
本
来
︑
前
者
も
後
者
の

た
め
に
存
在
す
る
の
だ
か
ら
﹀︑
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た

0

0

0

0

0

0

は
ず
だ
︑と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒む
し
ろ
常
朝︵
が
説
く
理
想
の﹁
奉

公
﹂
人
︶
に
と
っ
て
は
︑
現
に
己
れ
が
仕
え
る
こ
の

0

0

か
け
が
え
な

い
﹁
主
君
﹂
こ
そ
︑
ま
さ
に
﹁
国
家
﹂
を
治
め
る
べ
き
主
体
と
し

て
︑
ど
こ
ま
で
も
尊
い
存
在
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
︒
か
け

が
え
な
い
﹁
主
君
﹂
の
尊
さ
が
至
上
で
あ
る
か
ら
こ
そ
︑そ
の
﹁
主

君
﹂
に
対
す
る
﹁
諫
言
﹂﹁
御
異
見
﹂
も
ま
た
︑
己
れ
に
と
っ
て

究
極
的
な
実
践
た
り
得
た
︑
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

﹃
葉
隠
﹄
に
お
け
る
忠
誠
の
倫
理　
　
　

諫
言
の
理
想
に
即
し
て
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し
か
し
︑だ
と
す
れ
ば
な
お
さ
ら
︑そ
の
よ
う
な
現
実
の﹁
主
君
﹂

と
は
一
体
い
か
な
る
存
在
な
の
か
︑﹁
奉
公
﹂
と
し
て
の
諫
言
に

お
け
る
﹁
公
﹂
の
射
程
と
は
い
か
な
る
も
の
か
︑
何
よ
り
︑
そ
も

そ
も
常
朝
の
求
め
る
理
想
の
﹁
諫
言
﹂
と
は
具
体
的
に
い
か
な
る

実
践
だ
っ
た
の
か
︑
と
い
っ
た
こ
と
が
︑
問
わ
れ
な
く
て
は
な
る

ま
い
二

︒﹁
諫
言
﹂
の
あ
る
べ
き
あ
り
方
に
着
眼
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
︑
最
終
的
に
︑﹃
葉
隠
﹄
に
お
け
る
忠
誠
の
倫
理
の
内
実
に
い

さ
さ
か
で
も
迫
る
こ
と
が
︑
本
稿
の
目
的
で
あ
る
︒

　

冒
頭
の
引
用
に
も
見
え
た
通
り
︑
主
君
へ
諫
言
を
す
る
た
め
に

は
﹁
家
老
之
座
ニ
直
﹂
る
こ
と
︑
す
な
わ
ち
家
老
職
︵
も
し
く
は

年
寄
役
︶
に
正
し
く
任
ぜ
ら
れ
る
こ
と
が
︑
必
要
で
あ
っ
た
︒
ち

な
み
に
常
朝
自
身
の
職
掌
は
﹁
御
側
﹂︵
お
お
む
ね
﹁
御
書
物
役
﹂︶

で
あ
る
︒
主
君
に
間
近
く
仕
え
は
し
て
も
︑
よ
り
個
人
的
な
身
辺

の
世
話
や
雑
用
を
仰
せ
つ
か
る
﹁
御
側
﹂
役
は
︑
公
的
な
政
道
に

関
与
す
る
一
般
職
︵﹁
外
様
﹂︶
か
ら
は
一
線
を
画
さ
れ
て
い
た
︒

藩
祖
・
鍋
島
直
茂
の
代
以
来
︑
ひ
と
か
た
な
ら
ぬ
武
功
を
挙
げ
︑

要
職
を
担
う
者
を
輩
出
し
て
き
た
譜
代
の
家
柄
︑
中
野
一
門
に
連

な
る
者
と
し
て
︑
常
朝
自
身
﹁
御
側
﹂
役
に
甘
ん
じ
る
こ
と
に
は

忸
怩
た
る
思
い
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
︑
す
で
に
指
摘
さ
れ

て
い
る
三

︒
同
時
に
︑
そ
の
よ
う
な
境
遇
に
あ
っ
た
常
朝
だ
か
ら

こ
そ
︑

　
　

 

奉
公
之
至
極
之
忠
節
ハ
主
ニ
諫
言
し
て
国
家
を
治
る
事
也
︒

下
之
方
ニ
ぐ
と
つ
き
廻
り
て
は
益
ニ
不
立
︒
然
は
家
老
に
な

る
か
奉
公
之
至
極
也
︒
私
之
名
利
を
不
思
︑
奉
公
名
利
を
思

事
ぞ
と
得
と
胸
ニ
落
︑
さ
ら
は
一
度
御
家
老
ニ
成
て
見
す
へ

し
と
覚
悟
を
極
め
申
候
︒
尤
早
出
頭
は
古
来
な
う
ぢ
な
く
候

間
︑
五
十
歳
斗
よ
り
仕
立
可
申
と
呑
込
︑
二
六
時
中
工
夫
修

行
二
而
骨
を
折
︑
紅
涙
迄
ニ
は
な
く
候
得
共
黄
色
な
と
の
涙

は
出
申
程
ニ
候
︒︵
二-140

︶

と
の
述
懐
は
︑
な
さ
れ
得
た
︒
彼
自
身
の
境
遇
か
ら
す
れ
ば
過
分

な
大
志
の
よ
う
で
も
︑決
し
て
﹁
私
之
名
利
﹂
の
た
め
で
は
な
く
︑

あ
く
ま
で
も
至
極
の
奉
公
﹁
諫
言
﹂
の
み
を
目
的
と
し
て
︑
い
つ

か
必
ず
︑
家
老
に
な
っ
て
見
せ
る
︒
と
は
い
え
︑
実
の
な
い
拙
速

な
出
世
に
は
意
味
が
な
い
︒
五
十
歳
を
越
え
て
か
ら
が
そ
の
時
だ

と
﹁
呑
込
﹂
ん
で
︑
そ
れ
以
降
︑
ひ
た
す
ら
目
前
の
一
瞬
一
瞬
を
︑

奉
公
人
と
し
て
の
﹁
工
夫
修
行
﹂
に
投
げ
打
っ
て
き
た
︒
そ
れ
は

血
涙
と
ま
で
い
か
ず
と
も
︑
涙
を
黄
色
に
は
染
め
る
ほ
ど
の
道
で

あ
っ
た
︑
と
常
朝
は
言
う
︒

　

実
際
に
は
︑
常
朝
四
十
二
歳
の
時
︑
主
君
光
茂
の
逝
去
お
よ
び

直
後
の
剃
髪
・
出
家
に
よ
り
︑
現
世
に
お
け
る
彼
の
奉
公
人
と
し

て
の
命
脈
は
︑自
身
の
意
を
も
っ
て
絶
た
れ
た
︒
し
か
し
﹃
葉
隠
﹄

に
は
︑
彼
に
と
っ
て
最
終
目
標
で
あ
っ
た
﹁
諫
言
﹂﹁
御
異
見
﹂

三



の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
教
え
が
︑
多
く
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
︒
そ
の

内
実
を
捉
え
直
し
た
い
︒

二
、「
潜ひ
そ
か」
な
諫
言

　

聞
書
二
の
一
二
八
項
で
は
︑
い
ず
れ
も
そ
の
権
限
を
も
つ
地
位

に
あ
っ
て
光
茂
に
仕
え
た
︑中
野
将
監
︵
正
包
︶
と
中
野
数
馬
︵
利

明
︶
が
﹁
諫
言
﹂
を
行
う
際
︑
当
の
事
実
を
決
し
て
人
に
知
ら
れ

な
い
た
め
の
配
慮
を
貫
い
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
︒彼
ら
は
生
涯
︑

異
見
を
申
し
述
べ
る
た
め
に
︑﹁
御
用
︵
あ
り
︶﹂
な
ど
と
仰
々
し

く
主
君
の
も
と
へ
参
上
す
る
︑と
い
っ
た
行
動
を
と
ら
な
か
っ
た
︒

必
ず
︑
目
立
た
な
い
他
用
の
﹁
御
序つ

い
で﹂
に
︑﹁
潜ひ
そ
かニ
申
上
﹂
げ
た

の
だ
︑
と
さ
れ
る
︒
と
く
に
将
監
は
﹁
又
一
度
も
理り

づ
め詰
ニ
而
為
申

上
事
﹂
が
な
く
︑﹁
潜
ニ
御
納
得
被
成
候
様
ニ
申
上
﹂
げ
た
︒
こ

う
し
た
配
慮
ゆ
え
に
︑光
茂
も
彼
ら
の
諫
言
と
も
な
き
諫
言
を﹁
能

御
請
被
成
﹂
た
の
だ
と
い
う
︒

　

こ
れ
は
一
貫
し
て
︑
主
君
の
﹁
御
誤
リ
﹂
や
﹁
悪
名
﹂
を
外
に

漏
ら
し
︑﹁
顕
﹂
さ
な
い
た
め
の
工
夫
で
あ
る
︒
し
か
も
第
三
者

に
対
し
て
だ
け
で
な
く
︑
諫
言
の
対
象
た
る
主
君
そ
の
人
に
お
い

て
さ
え
︑
そ
れ
が
﹁
諫
言
﹂
で
あ
る
と
﹁
顕あ

ら
わ﹂
に
は
意
識
さ
れ
な

い
よ
う
な
仕
方
が
︑
求
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
︒
以
下
︑
そ

の
次
第
を
順
に
確
認
し
て
い
き
た
い
︒

　

そ
も
そ
も
家
臣
か
ら
の
諫
言
の
方
に
妥
当
性
が
な
い
場
合
は
論

外
︵
諫
言
な
ど
す
べ
き
で
な
い
︶︑
と
な
る
が
︑
た
と
え
そ
れ
が

妥
当
な
指
摘
だ
っ
た
と
し
て
も
︑﹁
諫
言
﹂
と
い
う
事
実
は
︑
隠

さ
れ
る
の
が
理
想
で
あ
る
︒
何
よ
り
︑
声
高
に
︵
周
囲
に
そ
の
事

実
を
知
ら
れ
る
形
で
︶
伝
え
ら
れ
た
そ
の
異
見
が
斥
け
ら
れ
た
場

合
︑﹁
御
誤
リ
﹂
を
正
す
こ
と
の
出
来
な
い
主
君
の
あ
り
よ
う
は
︑

﹁
悪
名
﹂
と
し
て
﹁
顕
﹂
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
︒

　

で
は
︑
同
じ
形
で
提
出
さ
れ
た
異
見
が
︑
主
君
に
聞
き
入
れ
ら

れ
た
場
合
は
ど
う
か
︒
逆
の
ケ
ー
ス
に
照
ら
し
て
考
え
れ
ば
︑﹁
諫

言
﹂
は
功
を
奏
し
︑
主
君
は
﹁
悪
名
﹂
を
免
れ
た
︑
と
な
り
そ
う

で
あ
る
︒
そ
れ
ど
こ
ろ
か
︑
家
臣
か
ら
の
指
摘
を
正
し
く
聞
き
分

け
た
こ
と
は
︑
主
君
と
し
て
の
美
点
で
さ
え
あ
る
だ
ろ
う
︒
に
も

か
か
わ
ら
ず
﹃
葉
隠
﹄
は
︑
そ
こ
に
諫
言
の
理
想
を
見
な
い
︒
な

ぜ
な
ら
︑
実
は
こ
の
場
合
に
も
︑
指
摘
を
受
け
て
正
さ
れ
る
以
前

0

0

の0

﹁
御
誤
リ
﹂
や
︑
家
臣
か
ら
異
見
さ
れ
な
け
れ
ば
過
ち
に
気
づ

け
な
い
主
君
で
あ
っ
た
︑
と
い
う
点
ま
で
を
︑
外
に
対
し
て
覆
い

き
る
こ
と
は
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
︒む
し
ろ
そ
れ
ら
は
︑﹁
諫
言
﹂

の
事
実
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
﹁
顕
﹂
さ
れ
て
し
ま
っ
た
︑主
君
︵
お

よ
び
国
家
︶の
弱
み
や
疵
︑つ
ま
り
は﹁
悪
名
﹂と
な
っ
て
し
ま
う
︒

　

し
た
が
っ
て
最
善
の
形
は
︑
ま
さ
し
く
中
野
将
監
ら
が
そ
う
し

た
よ
う
に
︑﹁
御
序
ニ
潜
ニ
申
上
﹂
げ
る
方
法
で
あ
る
︒﹁
諫
言
﹂

が
あ
っ
た
と
他
の
誰
に
も
気
取
ら
れ
な
い
ま
ま
︑
主
君
が
内
々
に

﹁
御
誤
リ
﹂
に
気
づ
い
て
く
だ
さ
る
形
︒
ま
た
少
な
く
と
も
外
か

四



ら
の
目
に
は
︑
主
君
が
自
発
的
に
そ
れ
を
正
さ
れ
た
︵
あ
る
い
は

﹁
御
誤
リ
﹂
な
ど
な
か
っ
た
︶
と
映
る
形
こ
そ
︑
も
っ
と
も
望
ま

し
い
諫
言
の
あ
り
方
︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

三
、
諫
言
・
異
見
に
お
け
る
「
和
之
道
、
熟
談
」

　

と
は
い
え
︑
ど
ん
な
に
﹁
諫
言
﹂
の
事
実
そ
の
も
の
を
第
三
者

の
耳
目
か
ら
遠
ざ
け
た
と
こ
ろ
で
︑
指
摘
の
内
容
が
﹁
主
君
﹂
お

よ
び
﹁
国
家
﹂
の
た
め
に
的
を
射
た
も
の
で
あ
る
限
り
︑
肝
心
の

主
君
が
そ
れ
を
聞
き
入
れ
て
く
れ
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
︒
将
監

ら
の
諫
言
に
関
し
て
︑彼
ら
が
﹁
理
詰
﹂
に
よ
っ
て
で
は
な
く
﹁
潜

ニ
御
納
得
被
成
候
様
ニ
﹂
申
し
上
げ
た
が
ゆ
え
に
︑
光
茂
も
﹁
能

御
請
被
成
﹂
た
︑
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
︒

　

常
朝
が
否
定
す
る
﹁
理
詰
﹂
の
諫
言
は
︑
主
君
が
本
来
な
す
べ

き
判
断
・
と
る
べ
き
行
動
・
あ
る
べ
き
姿
を
す
で
に
認
識
し
た
︵
と

自
負
す
る
︶
家
臣
が
︑
そ
れ
ら
を
い
ま
だ
自
覚
で
き
な
い
︵
と
判

断
さ
れ
た
︶
当
の
主
君
に
向
け
て
︑
指
摘
の
正
し
さ
︵
理
︶
を
筋

道
立
て
︵
詰
め
︶
て
示
し
︑
反
省
を
迫
る
も
の
で
あ
る
︒
主
君
の

側
か
ら
す
れ
ば
︑
諫
言
が
﹁
理
﹂
に
﹁
詰
﹂
ま
っ
た
も
の
で
あ
れ

ば
あ
る
ほ
ど
︑
そ
れ
を
突
き
つ
け
て
く
る
家
臣
と
の
間
に
は
︑
距

離
や
圧
迫
を
意
識
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒

　

こ
れ
に
対
し
︑﹁
潜
ニ
御
納
得
被
成
候
様
ニ
﹂
申
し
上
げ
る
諫

言
は
︑
主
君
自
身
に
﹁
御
納
得
﹂﹁
御
請
﹂
い
た
だ
く
こ
と
を
最

大
の
目
的
と
し
︑
そ
の
た
め
に
︵﹁
理
詰
﹂
の
そ
れ
と
は
別
種
の
︶

心
を
砕
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒﹁
諫
言
異
見
は
和
之
道
︑
熟

談
ニ
て
な
け
れ
ハ
用
ニ
不
立
︒
屹
と
仕
た
る
申
分
抔
ニ
而
ハ
︑
当

リ
合
ニ
成
て
安
き
事
も
直
ら
ぬ
も
の
也
﹂︵
一-153

︶
と
も
言
わ

れ
る
︒
同
じ
内
容
の
諫
言
も
︑﹁
屹
と
仕
た
る
﹂﹁
理
詰
﹂
で
突
き

つ
け
た
時
︑
そ
れ
が
主
君
の
プ
ラ
イ
ド
と
の
﹁
当
り
合
﹂
に
な
っ

て
し
ま
っ
て
は
︑
直
し
て
い
た
だ
け
る
は
ず
の
癖
も
過
ち
も
︑
直

ら
な
い
︒
諫
言
の
実
効
性
を
考
え
れ
ば
︑そ
の
方
法
は
﹁
和
之
道
︑

熟
談
﹂
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
︑
と
の
教
え
で
あ
る
︒

　
﹁
和
之
道
︑
熟
談
﹂
の
要
請
は
︑
単
に
︑
主
君
と
の
間
に
角
を

立
て
る
や
り
方
は
逆
効
果
と
な
る
か
ら
避
け
よ
︑と
い
う
だ
け
の
︑

あ
り
き
た
り
な
穏
健
さ
を
求
め
る
も
の
で
は
な
い
︒
そ
の
具
体
的

な
様
相
に
つ
い
て
︑
対
主
君
に
限
ら
な
い
﹁
人
﹂
一
般
︵
と
い
っ

て
も
︑
そ
の
対
象
は
あ
く
ま
で
も
家
中
︑
国
内
の
者
で
あ
る
︶
に

対
す
る
﹁
異
見
﹂
の
心
得
を
援
用
し
︑う
か
が
っ
て
み
た
い
︒
少
々

長
く
な
る
が
︑
二
箇
所
か
ら
の
引
用
を
挙
げ
る
︒

　
　

 

人
ニ
異
見
を
し
て
疵
を
直
す
と
云
は
太
切
之
事
︑
大
慈
悲
︑

御
奉
公
之
第
一
ニ
て
候
︒
異
見
の
仕
様
︑
大
ニ
骨
を
折
事
な

り
︒
人
之
上
之
善
悪
を
見
出
す
は
安
き
事
な
り
︒
夫
を
異
見

す
る
も
安
キ
事
也
︒
大
か
た
ハ
人
之
す
か
ぬ
云
に
く
き
事
を

云
か
深
切
之
様
ニ
思
ひ
︑夫
を
請
ね
ハ
力
ニ
不
及
事
と
云
也
︒

五



何
之
益
ニ
も
不
立
︒人
ニ
恥
を
か
ゝ
せ
悪
口
す
る
と
同
事
也
︒

我
胸
は
ら
し
に
云
迄
也
︒
異
見
と
云
ハ
︑
先
其
人
之
請
る
か

請
ぬ
か
の
気
を
能
見
わ
け
︑
入
魂
ニ
成
︑
此
方
ノ
詞
を
兼
〻

信
仰
す
る
様
ニ
仕
成
シ
て
よ
り
︑
好
キ
之
道
抔
よ
り
引
入
︑

云
様
種
〻
工
夫
し
︑
時
節
を
考
へ
︑
或
ハ
文
通
︑
或
ハ
暇
乞

な
ど
の
折
ニ
て
︑
我
身
ノ
上
の
悪
事
を
申
出
︑
不
云
し
て
も

思
ひ
当
る
様
ニ
か
︑
先
能
所
を
褒
立
︑
気
を
引
立
︑
工
夫
を

砕
︑
渇
時
水
呑
様
ニ
受
合
せ
︑
疵
直
ス
か
異
見
な
り
︒
殊
外

仕
に
く
き
も
の
也
︒年
来
之
曲
な
れ
ハ
大
躰
ニ
て
ハ
直
ら
す
︒

我
身
ニ
も
覚
へ
有
︒
諸
傍
輩
兼
て
入
魂
を
し
て
︑曲
を
直
シ
︑

一
味
同
心
に
御
用
ニ
立
所
な
れ
ハ
御
奉
公
大
慈
悲
也
︒
然
ニ

恥
を
あ
た
へ
て
ハ
何
し
に
直
リ
可
申
哉
︒︵
一-14

︶

　
　

 

上
下
萬
民
之
心
入
を
直
シ
︑
不
忠
不
義
之
者
一
人
も
無
之
︑

悉
御
用
ニ
立
て
面
〻
安
堵
仕
候
様
ニ
可
仕
成
と
大
誓
願
を
起

す
へ
し
︒
伊
尹
か
志
之
如
し
︒
大
忠
節
大
慈
悲
也
︒
人
之
癖

を
直
す
は
我
癖
を
直
す
よ
り
ハ
仕
に
く
き
物
也
︒
先
一
人
も

ゑ
せ
中
を
も
た
す
︑
近
付
ハ
素
り
不
見
知
人
よ
り
も
恋
忍
ハ

る
ゝ
様
ニ
仕
成
ス
か
基
也
︒
我
身
ニ
而
も
覚
有
︒
相
口
之
人

よ
り
い
ハ
る
ゝ
異
見
は
能
請
る
也
︒
扨
異
見
之
仕
様
は
応
機

説
法
ニ
而
︑
人
〻
の
か
た
き
次
第
ニ
︑
好
キ
之
道
抔
よ
り
取

入
て
︑
云
様
品
〻
有
へ
し
︒
非
を
見
立
て
云
た
る
分
ニ
而
は

請
ぬ
筈
也
︒
我
ハ
能
者
ニ
な
り
︑人
は
悪
敷
者
ニ
云
成
て
ハ
︑

何
し
ニ
悦
可
申
哉
︒
先
我
非
を
顕
し
︑
何
と
し
て
も
直
ら
ぬ

故
宿
願
を
も
懸
置
た
り
︑
懇
意
之
事
に
候
間
︑
潜
ニ
異
見
召

れ
給
候
様
ニ
な
と
ゝ
い
へ
ハ
︑
夫
は
我
等
も
左
様
ニ
有
と
申

候
時
︑
さ
ら
は
申
合
せ
て
可
直
と
云
て
︑
心
ニ
能
請
候
へ
ハ

頓
而
直
る
物
也
︒
一
念
発
起
す
れ
は
過
去
久
遠
劫
之
罪
を
滅

す
る
も
此
心
也
︒
何
程
之
悪
人
ニ
而
も
直
さ
す
ニ
ハ
置
ま
し

き
と
思
ふ
へ
し
︒
不
了
簡
之
者
程
不
便
之
事
也
︒
色
〻
工
夫

し
て
直
せ
ハ
直
ら
ぬ
と
云
事
な
し
︒
な
ら
ぬ
と
云
は
成
シ
様

不
足
故
也
︒︵
二-129

︶

人
に
異
見
を
聞
き
入
れ
て
も
ら
う
た
め
に
は
︑
ま
ず
そ
れ
以
前
に

相
応
の
時
間
を
か
け
て
︑
当
人
と
﹁
入じ
っ
こ
ん魂
﹂
に
な
っ
て
お
か
ね
ば

な
ら
な
い
︒﹁
相
口
之
人
よ
り
い
ハ
る
ゝ
異
見
は
能
請
る
﹂
も
の

だ
か
ら
で
あ
る
︒
日
頃
の
応
接
を
親
し
く
積
み
重
ね
て
い
く
と
︑

そ
の
人
が
何
を
好
み
何
を
嫌
う
の
か
︑
何
を
ど
う
異
見
す
れ
ば
そ

れ
を
素
直
に
﹁
請
﹂
け
た
り
︑
反
発
し
て
﹁
請
﹂
け
な
か
っ
た
り

す
る
の
か
︑
と
い
っ
た
当
人
の
気
質
︵﹁
気
﹂﹁
か
た
きぎ

﹂︶
が
︑

よ
く
﹁
見
分
﹂
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
こ
う
し
た
付
き
合
い
の

中
で
︑あ
ら
か
じ
め
互
い
の
信
頼
を
深
め
︑懇
意
に
な
る
︒結
果﹁
此

方
ノ
詞
を
兼
〻
信
仰
す
る
様
ニ
仕
成
﹂
す
こ
と
が
︑
そ
の
人
に
異

見
す
る
た
め
に
必
要
な
前
提
で
あ
る
︒

六



　

さ
ら
に
︑
い
ざ
肝
心
の
指
摘
を
行
う
際
に
も
︑
そ
の
タ
イ
ミ
ン

グ
や
手
だ
て
に
つ
い
て
よ
く
吟
味
し
︑
工
夫
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
︒
出
し
ぬ
け
に
直
言
す
る
の
が
不
自
然
で
あ
れ
ば
︑﹁
文
通
﹂

や
﹁
暇
乞
い
﹂
な
ど
の
機
会
を
援
用
し
︑こ
の
際
だ
か
ら
︑と
い
っ

た
風
情
で
切
り
出
す
の
が
よ
い
︒ま
た
そ
の
伝
え
方
に
つ
い
て
も
︑

当
人
の
﹁
好
キ
之
道
抔
﹂
か
ら
自
然
に
︑
異
見
へ
と
﹁
引
入
﹂
れ

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
︒﹁
先
能
所
を
褒
立
︑
気
を
引
立
︑
工
夫

を
砕
︑
渇
時
水
呑
様
ニ
受
合
せ
︑
疵
直
ス
か
異
見
な
り
﹂
と
あ
る

よ
う
に
︑そ
の
ま
ま
ぶ
つ
け
れ
ば
苦
言
で
あ
る
ほ
か
な
い
異
見
を
︑

極
力
苦
言
と
は
意
識
さ
せ
な
い
よ
う
︑
ま
ず
相
手
の
あ
り
よ
う
を

肯
定
・
称
揚
し
て
︑
気
持
ち
を
解
き
ほ
ぐ
す
と
こ
ろ
か
ら
入
る
の

で
あ
る
︒
最
終
的
に
は
渇
い
た
時
に
水
を
差
し
出
さ
れ
て
呑
む
か

の
ご
と
く
︑︿
自
分
も
心
の
奥
底
で
は
︑
本
来
あ
る
べ
き
そ
の
姿

を
欲
し
て
い
た
の
だ
﹀と
自
発
的
に
反
省
さ
せ
る
た
め
の
導
き
を
︑

ど
こ
ま
で
も
工
夫
し
尽
く
せ
︑
と
常
朝
は
求
め
た
︒

　

そ
の
際
に
は
︑﹁
我
身
ノ
上
の
悪
事
を
申
出
﹂
る
こ
と
で
﹁
不

云
し
て
も
思
ひ
当
る
様
ニ
﹂
す
る
︑と
い
う
手
段
が
有
効
で
あ
る
︒

す
な
わ
ち
︑相
手
に
対
し
て
指
摘
し
よ
う
と
す
る
欠
点
を
︑か
え
っ

て
自
分
の
側
に
あ
る
も
の
と
し
︑
そ
の
告
白
か
ら
入
る
の
だ
と
い

う
︒﹁
私
の
欠
点
は
ど
う
に
も
根
深
い
も
の
で
︑
そ
の
克
服
は
宿

願
で
あ
る
︒
懇
意
の
あ
な
た
に
だ
か
ら
頼
め
る
こ
と
だ
が
︑
も
し

そ
れ
が
外
に
表
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
ら
︑
他
の
人
々
に
対

し
て
恥
を
さ
ら
す
前
に
︑
こ
っ
そ
り
指
摘
し
て
い
た
だ
き
た
い
﹂︒

こ
れ
に
対
し
て
﹁
そ
れ
な
ら
実
は
私
に
も
あ
る
欠
点
だ
﹂
と
い
っ

た
共
感
を
得
ら
れ
た
な
ら
︑
機
を
逃
さ
ず
﹁
で
は
ご
一
緒
に
戒
め

合
っ
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
﹂
と
返
す
︒
自
分
に
は
な
い
相
手
の
非

を
高
み
か
ら
暴
く
︑
と
い
う
姿
勢
で
は
な
く
︑
逆
に
﹁
我
非
を
顕
﹂

し
て
同
じ
立
場
に
相
手
を
引
き
込
み
︑
自
発
的
な
反
省
を
促
す
の

で
あ
る
︒

　

人
の
﹁
疵
﹂﹁
悪
事
﹂﹁
癖
﹂﹁
非
﹂
を
直
す
の
は
︑
そ
れ
が
年

来
の
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
︑
こ
と
の
ほ
か
難
し
い
︒
し
か
し

だ
か
ら
こ
そ
︑
真
に
そ
れ
を
直
し
て
も
ら
い
た
い
と
願
う
の
で
あ

れ
ば
︑
こ
う
し
た
骨
折
り
を
決
し
て
惜
し
む
べ
き
で
な
い
︒
異
見

し
た
が
力
及
ば
ず
不
首
尾
に
終
わ
っ
た
︑
と
い
う
の
は
︑
そ
の
方

法
に
対
す
る
己
れ
の
工
夫
が
足
り
な
か
っ
た
だ
け
の
こ
と
で
あ

る
︑
と
常
朝
は
説
い
た
︒

四
、「
御
味
方
」
と
し
て
の
姿
勢

　
﹁
諫
言
異
見
﹂
の
あ
る
べ
き
方
法
と
さ
れ
た
﹁
和
之
道
︑
熟
談
﹂

と
は
︑
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
指
摘
を
受
け
入

れ
て
も
ら
う
と
い
う
目
的
実
現
の
た
め
︑
何
よ
り
も
現
に
向
き
合

う
相
手
の
あ
り
よ
う
を
見
つ
め
︑
そ
こ
に
徹
底
し
て
寄
り
添
お
う

と
す
る
道
で
あ
っ
た
︒
異
見
︵
諫
言
︶
し
よ
う
と
す
る
相
手
が
奉

公
人
に
と
っ
て
究
極
の
他
者
と
い
う
べ
き
﹁
主
君
﹂
で
あ
れ
ば
︑

七



そ
う
し
た
骨
折
り
も
ま
た
︑
最
も
細
心
の
︑
最
も
周
到
な
工
夫
と

し
て
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
︑
言
を
俟
つ
ま
い
︒

　

先
に
︑
諫
言
が
あ
く
ま
で
も
﹁
潜
﹂
に
︑
そ
の
事
実
を
第
三
者

に
隠
す
形
で
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
︒
そ
こ

と
の
つ
な
が
り
に
お
い
て
言
う
な
ら
︑﹁
和
之
道
︑
熟
談
﹂
の
工

夫
は
︑主
君
が︵
傍
目
に
そ
う
映
る
だ
け
で
な
く
︶実
際

0

0

自
発
的
に
︑

す
な
わ
ち
﹁
諫
言
﹂
を
苦
言
や
圧
迫
と
意
識
し
な
い
ま
ま
︑
反
省

に
至
る
の
を
理
想
と
す
る
点
で
︑主
君
の
﹁
御
誤
リ
﹂
や
﹁
悪
名
﹂

を﹁
顕
﹂す
ま
い

0

0

0

0

0

と
す
る
姿
勢
の
徹
底
を
︑示
し
て
い
る
︒逆
に﹁
潜
﹂

な
伝
達
に
つ
い
て
も
︑
実
の
と
こ
ろ
︑
単
に
外
聞
に
の
み
配
慮
し

た
も
の
で
は
な
い
︒
そ
れ
は
主
君
自
身
の
内
な
る

0

0

0

矜
持
に
傷
を
つ

け
な
い
た
め
︑
そ
し
て
結
果
﹁
当
り
合
﹂
な
く
指
摘
を
聞
き
入
れ

て
い
た
だ
く
た
め
の
選
択
で
も

0

0

あ
っ
た
︑
と
つ
な
げ
る
こ
と
が
出

来
よ
う
︒

　

と
く
に
主
君
へ
の
諫
言
の
場
合
︑
こ
の
姿
勢
は
ま
た
︑
次
の
よ

う
に
説
か
れ
た
︒

　
　

 

忠
義
之
諫
言
と
申
ハ
︑
能
御
請
被
成
筋
を
以
潜
ニ
申
上
る
物

也
︒
若
御
請
不
被
成
時
は
弥
隠
し
候
而
︑
我
身
ハ
弥
御
味
方

ニ
成
て
︑
御
名
之
不
立
様
ニ
仕
物
ニ
候
︒︵
二-113

︶

　
　

 

潜
ニ
申
上
御
請
不
被
成
時
は
︑
不
及
力
義
と
存
果
︑
弥
隠
密

ニ
い
た
し
︑
色
〻
工
夫
を
以
又
ハ
申
上
〳
〵
仕
候
へ
ハ
︑
一

度
ハ
御
請
被
成
事
ニ
候
︒
御
請
不
被
成
御
悪
事
有
之
時
︑
弥

御
味
方
仕
︑
何
と
そ
世
上
ニ
知
れ
不
申
様
ニ
可
仕
事
也
と
︒

︵
二-128

︶

い
か
に
工
夫
を
尽
く
し
て
も
︑
一
度
の
働
き
か
け
で
は
諫
言
を
斥

け
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
︒
そ
の
時
は
下
手
に
食
い
下
が
っ
た
り
せ

ず
︑潔
く
い
っ
た
ん
引
く
︒
た
だ
し
決
し
て
諦
め
る
の
で
は
な
く
︑

機
を
み
て
何
度
で
も
︑
手
を
変
え
品
を
変
え
し
て
申
し
上
げ
︑
聞

き
入
れ
て
く
だ
さ
る
他
日
を
期
す
の
だ
と
い
う
︒
ま
た
そ
の
間
︑

聞
く
耳
を
も
た
ず
過
ち
を
正
せ
な
い
主
君
に
対
し
て
︑
不
満
や
隔

意
を
抱
く
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
︒
逆
に
そ
う
で
あ

れ
ば
こ
そ
い
よ
い
よ
﹁
御
味
方
﹂
と
な
り
︑
い
つ
か
思
い
が
届
く

時
ま
で
︵
あ
る
い
は
︑
い
つ
ま
で
も
届
く
こ
と
が
な
か
っ
た
と
し

て
も
︶︑当
の
﹁
御
誤
リ
﹂
や
﹁
悪
名
﹂
を
﹁
隠
﹂
し
続
け
る
努
力
︑

す
な
わ
ち
︑
主
君
の
名
誉
と
命
脈
を
守
り
ぬ
く
た
め
の
努
力
に
身

を
捧
げ
よ
︑
と
常
朝
は
求
め
る
の
で
あ
る
︒

　

こ
の
よ
う
に
︑
常
朝
の
説
く
理
想
の
諫
言
は
︑
主
君
の
あ
り
よ

う
を
是
非
と
も
そ
の
本
来
的
な
姿
へ
と
導
き
正
す
︑
と
い
う
強
い

目
的
意
識
に
貫
か
れ
な
が
ら
も
︑
そ
れ
と
同
等
の
︵
あ
る
い
は
凌

駕
す
る
と
言
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
の
︶
強
い
信
念
を
も
っ
て
︑
様
々

な
﹁
癖
﹂
や
﹁
非
﹂
を
抜
き
が
た
く
抱
え
て
現
に
あ
る
︑
こ
の

0

0

0

0

0

0

主

八



君
に
ど
こ
ま
で
も
寄
り
添
い
︑﹁
御
味
方
﹂
し
よ
う
と
す
る
行
為

で
あ
っ
た
︒

　

し
た
が
っ
て
そ
こ
に
は
︑
主
君
に
対
す
る
あ
る
種
の
寛
容
さ
と

い
う
べ
き
︑
鷹
揚
な
構
え
も
あ
っ
た
︒

　
　

 

大
人
ハ
我
侭
ニ
育
立
て
曲
有
ニ
定
リ
た
る
物
也
︒
大
抵
之
曲

ニ
而
は
国
を
失
ふ
程
之
事
ハ
な
し
︒
多
分
仕
直
と
て
ど
し
め

き
候
時
︑
世
上
ニ
洩
聞
へ
国
を
失
事
有
︒︵
中
略
︶
と
し
め

き
廻
り
候
ハ
不
忠
之
至
極
ニ
候
︒
又
御
家
な
と
は
根
元
不
思

儀
之
御
建
立
故
か
︑
悪
敷
様
ニ
而
も
自
然
と
能
様
ニ
相
成
候

と
也
︒︵
二-113

︶

　
　

 

何
も
か
も
御
揃
被
成
候
様
ニ
と
存
候
て
申
上
候
へ
ハ
︑
御
用

ひ
不
被
成
︑
却
而
害
ニ
成
也
︒
御
慰
之
事
抔
は
い
か
様
ニ
被

遊
候
而
も
不
苦
候
︒
下
〻
安
穏
ニ
御
座
候
様
ニ
︑
御
家
来
之

者
御
奉
公
ニ
進
ミ
申
候
様
ニ
と
被
思
召
候
へ
は
︑
下
よ
り
御

用
ニ
立
度
と
存
候
付
而
︑
御
国
家
治
る
義
ニ
候
︒
是
は
御
苦

労
ニ
成
リ
申
事
ニ
而
も
無
之
候
︑
と
申
上
候
ハ
ヽ
︑
御
得
心

可
被
遊
候
︒︵
一-153

︶

我
が
ま
ま
に
育
て
ら
れ
た
身
分
の
高
い
方
に
﹁
曲く
せ

﹂
が
な
い
は
ず

は
な
い
︑と
鍋
島
普
周
︵
種
世
︶四
は
述
べ
た
と
い
う
︒
私
的
な
﹁
御

慰
﹂
な
ど
は
︑
ど
ん
な
に
過
ぎ
て
も
苦
に
す
る
に
及
ば
な
い
︒
む

し
ろ
﹁
大
抵
の
曲
﹂
を
そ
の
ま
ま
肯
定
し
て
さ
し
あ
げ
る
こ
と
で
︑

︿
領
内
下
々
の
者
の
安
寧
︑
お
よ
び
家
臣
の
さ
ら
な
る
奉
公
を
願

う
﹀
と
い
う
根
本
だ
け
は

0

0

0

お
踏
み
外
し
な
く
︑
と
の
求
め
に
﹁
御

得
心
﹂
い
た
だ
け
る
な
ら
︑﹁
根
元
不
思
儀
之
御
建
立
﹂
た
る
こ

の
﹁
国
﹂﹁
御
家
﹂
に
︑
大
過
は
な
い
の
で
あ
る
︒
そ
れ
を
﹁
何

も
か
も
御
揃
被
成
候
様
ニ
﹂
と
些
細
な
点
ま
で
う
る
さ
く
申
し
上

げ
た
り
︑
ま
し
て
や
﹁
御
異
見
僉
議
﹂︵
二-113

︶
な
ど
と
会
合

を
も
ち
︑
主
君
に
﹁
挙
而
申
上
﹂︵
同
︶
た
り
す
る
な
ど
︑
家
臣

が
﹁
ど
し
め
き
﹂
回
れ
ば
回
る
ほ
ど
︑
そ
の
本
来
立
た
な
く
て
よ

か
っ
た
﹁
悪
名
﹂
は
﹁
世
上
ニ
洩
聞
へ
﹂︑
ひ
い
て
は
﹁
国
を
失
﹂

う
事
態
を
も
︑
招
き
か
ね
な
い
︒
こ
れ
こ
そ
﹁
不
忠
之
至
極
﹂
で

あ
る
︑
と
常
朝
は
説
い
た
︒

　

こ
こ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
︑
先
に
見
た
細
心
か
つ
無
限
の
骨
折

り
も
あ
く
ま
で
︑
そ
の
時
点
に
お
け
る
問
題
が
主
君
自
身
と
国
家

の
本
質
お
よ
び
存
亡
に
関
わ
る
︑
と
見
通
さ
れ
︑
真
に
な
す
べ
き

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
諫
言
内
容
に
対
し
て
は
じ
め
て
︑
求
め
ら

れ
た
︒
理
想
の
諫
言
が
こ
の

0

0

主
君
に
ど
こ
ま
で
も
﹁
御
味
方
﹂
す

る
も
の
で
あ
る
限
り
︑
諫
言
の
方
法
や
機
微
に
お
い
て
だ
け
で
な

く
︑
諫
言
内
容
の
妥
当
性
を
判
断
す
る
基
準
か
ら
し
て
︑
そ
れ
は

主
君
の
﹁
疵
﹂﹁
悪
事
﹂﹁
癖
﹂﹁
非
﹂
に
対
す
る
最
大
限
の
寛
容

さ
と
︑
抱
き
合
わ
せ
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
︒

九



五
、「
理
詰
」
の
諫
言
と
「
大
不
忠
」

　

常
朝
が
求
め
る
理
想
の
諫
言
を
め
ぐ
り
考
察
を
進
め
て
き
た

が
︑
そ
れ
は
常
に
︑
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
諫
言
の
形
と
の
対
比
に

お
い
て
あ
っ
た
︒
周
囲
へ
の
聞
こ
え
を
憚
る
﹁
潜
﹂
な
伝
達
に
対

し
て
は
︑
仰
々
し
く
声
高
で
︑
そ
の
事
実
が
あ
か
ら
さ
ま
な
諫

言
︒
主
君
に
向
き
合
っ
て
の
﹁
和
之
道
︑
熟
談
﹂
に
対
し
て
は
︑

﹁
屹
と
仕
た
る
﹂﹁
理
詰
﹂
の
諫
言
︒
主
君
の
﹁
曲
﹂
を
最
大
限
許

容
す
る
構
え
に
対
し
て
は
︑﹁
何
も
か
も
御
揃
被
成
候
様
ニ
﹂
と
︑

難
点
を
逐
一
看
過
す
る
ま
い
と
目
を
光
ら
せ
る
よ
う
な
諫
言
︒
こ

れ
ら
は
全
て
︑現
前
の
主
君
に
﹁
御
味
方
﹂
す
る
姿
勢
に
も
と
り
︑

そ
の
﹁
御
誤
リ
﹂﹁
悪
名
﹂
を
不
用
意
に
﹁
顕
﹂
す
も
の
︑
と
し

て
否
定
さ
れ
た
の
だ
っ
た
が
︑
批
判
の
意
図
は
ま
た
︑
次
の
よ
う

な
意
味
で
も
一
括
り
に
さ
れ
る
︒

　
　

 

理
詰
ニ
て
申
上
る
ハ
︑
皆
我
忠
節
た
て
︑
主
君
之
悪
名
を
顕

シ
申
ニ
付
︑
大
不
忠
也
︒
御
請
不
被
成
時
は
弥
御
悪
名
ニ
な

り
︑
不
申
上
ニ
は
劣
ニ
て
候
︒
我
斗
忠
節
者
と
諸
人
ニ
し
ら

れ
申
迄
ニ
候
︒︵
二-128

︶

﹁
理
詰
﹂
の
諫
言
は
︑
そ
れ
が
聞
き
入
れ
ら
れ
な
い
時
は
も
ち
ろ

ん
の
こ
と
︑
聞
き
入
れ
ら
れ
た
と
し
て
も
︑﹁
主
君
之
悪
名
を
顕
﹂

す
﹁
大
不
忠
﹂
と
さ
れ
る
︒
す
で
に
論
じ
た
通
り
︑
指
摘
の
正
し

さ
︵﹁
理
﹂︶
が
筋
道
立
っ
た
︵﹁
詰
﹂
ま
っ
た
︶
形
で
明
ら
か
に

示
さ
れ
る
ほ
ど
︑
主
君
は
自
身
の
非
や
悪
を
︑
鋭
く
︵﹁
顕
﹂
に
︶

意
識
さ
せ
ら
れ
る
︒
の
み
な
ら
ず
︑
こ
こ
で
﹁
理
詰
﹂
へ
の
志
向

は
︑
そ
の
理
非
︵
当
人
に
お
い
て
客
観
的
と
信
じ
ら
れ
た
︑
指
摘

の
妥
当
性
︶
が
︑
外
に
対
し
て
も
﹁
顕
﹂
わ
に
な
る
こ
と
を
厭
わ

な
い
態
度
︑
す
な
わ
ち
諫
言
の
事
実
を
隠
さ
な
い
︵
む
し
ろ
積
極

的
に
開
示
し
よ
う
と
す
る
︶
態
度
に
︑
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
︒

　

そ
し
て
常
朝
の
見
る
と
こ
ろ
︑
両
者
に
通
底
す
る
の
は
﹁
我わ

が

忠

節
ただ

て
﹂︑
つ
ま
り
︿
我
こ
そ
は
リ
ス
ク
を
恐
れ
ず
に
正
し
い
諫

言
を
な
し
た
者
︑主
君
へ
の
﹁
忠
節
﹂
を
尽
く
す
者
で
あ
る
﹀
と
︑

己
れ
の

0

0

0

忠
誠
心
を
誇
示
す
る
態
度
︑
で
あ
る
︒
主
君
が
﹁
御
請
﹂

に
な
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
︑﹁
忠
節
﹂
を
標
榜
し
た
そ
の
諫

言
が
も
た
ら
す
結
果
は
︑
本
来
何
よ
り
隠
さ
れ
る
べ
き
﹁
主
君
之

悪
名
を
顕
﹂
す
だ
け
で
な
く
︑
当
人
は
い
わ
ば
そ
れ
と
引
き
換
え

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に0

︑
欠
点
を
正
し
く
指
摘
し
た
﹁
忠
節
者
﹂
と
し
て
名
誉
を
得
る

0

0

0

0

0

︵﹁
諸
人
ニ
し
ら
れ
﹂
る
︶︑
と
い
う
も
の
と
な
る
︒
そ
れ
こ
そ
︑

黙
し
て
何
も
申
し
上
げ
な
い
こ
と
に
さ
え
劣
る
﹁
大
不
忠
﹂
で
は

な
い
か
︑
と
常
朝
は
説
い
た
︒

　

そ
う
し
た
諫
言
が
実
際
︑
私
的
な
功
名
心
に
根
差
し
て
い
る
場

合
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
お
そ
ら
く
よ
り
厄

介
な
の
は
︑
本
人
の
意
識
に
お
い
て
は
私
利
私
欲
が
な
く
︑
む
し

一
〇



ろ
そ
れ
を
捨
て
る
と
い
う
自
覚
に
お
い
て
︑
当
の
行
為
に
及
ん
で

い
る
場
合
で
あ
る
︒

　

そ
れ
は
ま
ず
も
っ
て
︑
主
観
を
排
し
て
妥
当
と
認
識
さ
れ
た

﹁
理
﹂
の
正
し
さ
を
貫
き
示
そ
う
と
す
る
行
為
で
あ
り
︑
ま
た
同

時
に
︑
主
君
の
た
め
を
思
っ
て
の
行
為
と
な
る
︒
先
に
寛
容
さ
を

欠
く
と
批
判
さ
れ
た
︑﹁
何
も
か
も
御
揃
被
成
候
様
ニ
﹂
と
諸
点

を
も
れ
な
く
申
し
上
げ
る
諫
言
に
し
て
も
︑
そ
れ
は
あ
く
ま
で
︑

﹁
理
﹂
に
照
ら
し
た
本
来
あ
る
べ
き
姿
を
︑
主
君
に
余
す
と
こ
ろ

な
く
体
現
し
て
い
た
だ
き
た
い
︑
と
強
く
願
え
ば
こ
そ
の
︑
口
煩

さ
で
あ
る
だ
ろ
う
︒

　

さ
ら
に
は
こ
う
し
た
諫
言
が
︑
主
君
の
側
に
意
識
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
隔
て
や
圧
迫
︑矜
持
の
侵
害
と
い
っ
た
も
の
を
承
知
の
上
で
︑

あ
え
て
断
行
さ
れ
る
の
だ
と
す
れ
ば
︑
そ
こ
に
は
当
然
︑
浪
人
や

切
腹
︵
死
︶
の
覚
悟
も
︑必
要
と
な
っ
て
く
る
︒
そ
れ
は
ま
さ
に
︑

捨
て
身
の
﹁
忠
節
﹂
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
︒

　

し
か
し
︑
常
朝
は
そ
れ
を
認
め
な
か
っ
た
︒
た
と
え
ば
聞
書
一

の
一
一
一
項
で
は
︑﹁
御
年
寄
何
某
﹂
の
事
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い

る
︒
彼
は
︑﹁
御
道
中
﹂の﹁
脇
寄
﹂を
思
い
立
っ
た
主
君
に
対
し
︑

す
で
に
行
程
に
は
遅
滞
が
生
じ
て
お
り
︑
こ
の
上
寄
り
道
な
ど
許

さ
れ
な
い
︑と
の
諫
言
を
﹁
一
命
を
捨
﹂
て
て
申
し
上
げ
る
べ
く
︑

ま
ず
は
周
囲
に
﹁
御
暇
乞
仕
候
﹂
と
断
っ
た
上
で
︑
行
水
を
し
︑

白
帷
子
を
下
に
着
て
︑
御
前
に
出
た
︒
結
果
︑
主
君
は
こ
れ
を
聞

き
入
れ
た
た
め
︑
帰
還
し
た
彼
は
﹁
本
望
至
極
︑
皆
様
ヘ
二
度
御

目
ニ
か
ゝ
り
候
義
不
思
儀
之
仕
合
﹂
な
ど
と
広
言
し
た
︑と
い
う
︒

こ
の
諫
言
を
︑
常
朝
は
や
は
り
︑﹁
是
皆
主
人
之
非
を
顕
し
我
忠

を
揚
威
勢
を
立
る
仕
事
也
︒
多
分
他
国
者
ニ
在
之
也
﹂と
評
し
た
︒

　

こ
の
事
例
の
よ
う
に
︑
お
そ
ら
く
本
人
と
し
て
は
﹁
理
﹂
お
よ

び
主
君
に
対
し
て
私
心
な
く
︑
ゆ
え
に
命
を
も
賭
し
て
敢
行
さ
れ

た
諫
言
で
あ
っ
て
も
︑
常
朝
は
か
え
っ
て
そ
こ
に
﹁
顕
﹂
れ
た
︑

己
れ
を

0

0

0

誇
示
す
る
姿
勢
に
︑﹁
大
不
忠
﹂の
名
を
冠
し
た
の
で
あ
る
︒

六
、
理
非
へ
の
自
負
と
慢
心

　

つ
ま
る
と
こ
ろ
彼
が
警
戒
し
た
の
は
︑
諫
言
内
容
の
正
し
さ
そ

0

0

0

0

の
も
の

0

0

0

が
も
つ
危
う
さ
で
あ
っ
た
︑
と
考
え
ら
れ
る
︒
正
論
が
正

論
で
あ
る
こ
と
に
拠
っ
て
立
つ
な
ら
︑
そ
の
筋
道
が
よ
り
明
確
に

示
さ
れ
る
事
態
を
憚
る
理
由
は
︑
最
終
的
に
は
ど
こ
に
も
な
く
な

る
︑
と
言
っ
て
よ
い
︒
現
前
す
る
主
君
の
あ
り
よ
う
が
﹁
理
﹂
に

照
ら
し
て
ど
う
し
て
も
﹁
非
﹂
と
判
断
さ
れ
れ
ば
︑
対
立
を
厭
わ

ず
正
論
を
も
っ
て
迫
る
こ
と
こ
そ
︑他
な
ら
ぬ
主
君
の
た
め
の﹁
忠

節
﹂
と
な
る
︒
さ
ら
に
︑
た
と
え
正
論
が
主
君
に
聞
き
届
け
ら
れ

ず
︑
自
分
は
死
を
賜
る
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
も
︑
や
は
り
そ
の

死
こ
そ
︑﹁
理
﹂
に
対
し
て
も
主
君
に
対
し
て
も
︑
ま
た
周
囲
の

誰
に
対
し
て
も
恥
じ
る
と
こ
ろ
の
な
い
︑﹁
忠
節
﹂
の
証
と
な
る

で
あ
ろ
う
︒

一
一



　

し
か
し
な
が
ら
︑
い
か
に
当
の
﹁
理
﹂
が
正
し
い
も
の
で
あ
っ

て
も
︑
そ
れ
を
認
識
し
よ
う
と
す
る
主
体
は
︑
己
れ
自
身
で
し
か

あ
り
得
な
い
︒
こ
の
素
朴
な
事
実
︑
お
よ
び
限
界
は
︑
当
人
に
お

い
て
﹁
理
﹂
の
妥
当
性
が
強
固
に
把
握
さ
れ
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
︑

見
失
わ
れ
て
し
ま
う
︒
す
な
わ
ち
︑
正
し
さ
そ
の
も
の
に
対
す
る

自
負
心
の
強
さ
は
︑
そ
の
真
裏
に
お
い
て
︑
実
は
眼
前
の
他
者

0

0

0

0

0

に

対
す
る
慢
心
を
︑
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
広
い
意
味

に
お
け
る﹁
理
詰
﹂の
諫
言
︑お
よ
び
そ
こ
で
標
榜
さ
れ
る﹁
忠
節
﹂

は
︑
当
人
の
意
識
が
ど
う
で
あ
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
︵
そ
の
底
意

が
功
名
心
で
あ
れ
︑
死
を
も
厭
わ
ぬ
覚
悟
で
あ
れ
︶︑
現
に
あ
る

こ
の

0

0

主
君
を
置
き
去
り
に
し
た
︑﹁
我0

忠
節
ただ

て
﹂
で
し
か
な
い
︒

そ
の
欺
瞞
を
︑
常
朝
は
ど
こ
ま
で
も
嫌
悪
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
︒

　

す
で
に
引
用
し
た
箇
所
の
一
部
で
あ
る
が
︑﹁
人
﹂
一
般
に
対

す
る
﹁
異
見
﹂
の
心
得
に
お
い
て
も
︑常
朝
は
相
手
に
対
す
る
﹁
深

切
﹂
心
を
取
り
違
え
た
我
意
や
慢
心
を
︑
批
判
し
て
い
た
︒

　
　

 

人
之
上
之
善
悪
を
見
出
す
は
安
き
事
な
り
︒
夫
を
異
見
す
る

も
安
キ
事
也
︒
大
か
た
ハ
人
之
す
か
ぬ
云
に
く
き
事
を
云
か

深
切
之
様
ニ
思
ひ
︑
夫
を
請
ね
ハ
力
ニ
不
及
事
と
云
也
︒
何

之
益
ニ
も
不
立
︒
人
ニ
恥
を
か
ゝ
せ
悪
口
す
る
と
同
事
也
︒

我
胸
は
ら
し
に
云
迄
也
︒︵
一-14

︶

　
　

 

非
を
見
立
て
云
た
る
分
ニ
而
は
請
ぬ
筈
也
︒
我
ハ
能
者
ニ
な

り
︑
人
は
悪
敷
者
ニ
云
成
て
ハ
︑
何
し
ニ
悦
可
申
哉
︒︵
二

-129

︶

批
判
の
対
象
は
︑﹁
理
詰
﹂
の
﹁
異
見
﹂
の
中
で
も
比
較
的
頽
落

し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
︑
そ
れ
だ
け
に
端
的
で
わ
か
り
や
す
い
︒

自
分
を
﹁
能
者
﹂︑相
手
を
﹁
悪
敷
者
﹂
と
し
︑﹁
我
胸
は
ら
し
に
﹂

欠
点
を
指
摘
す
る
よ
う
な
﹁
異
見
﹂
は
︑﹁
人
ニ
恥
を
か
ゝ
せ
悪

口
す
る
﹂
行
為
と
変
わ
ら
な
い
︒
さ
ら
に
︑︿
こ
れ
は
普
通
の
者

な
ら
憚
る
正
論
を
︑あ
え
て
相
手
に
ぶ
つ
け
る
﹁
深
切
﹂
な
の
だ
﹀︑

と
の
自
負
が
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
︑
本
来
当
然
の
反
応
で
あ
る
先
方

か
ら
の
拒
否
や
怒
り
に
対
し
て
︑
そ
れ
以
上
の
努
力
は
放
棄
さ
れ

て
し
ま
う
︒
せ
っ
か
く
の
﹁
我
﹂
が
﹁
深
切
﹂
が
無
に
さ
れ
た
も

の
と
︑
相
手
に
対
す
る
隔
意
を
強
め
︑
見
限
る
か
ら
で
あ
る
︒
そ

れ
で
は
﹁
何
之
益
ニ
も
不
立
﹂︑
と
常
朝
は
言
う
︒

　

も
ち
ろ
ん
︑自
ら
の
死
を
も
覚
悟
し
て
の
︑主
君
に
対
す
る
﹁
理

詰
﹂
の
諫
言
は
︑
こ
れ
に
比
べ
れ
ば
よ
ほ
ど
切
な
る
も
の
で
あ
ろ

う
︒
と
は
い
え
常
朝
に
言
わ
せ
れ
ば
︑
本
質
は
同
じ
で
あ
る
︒
こ

の
言
を
聞
き
届
け
て
い
た
だ
け
な
け
れ
ば
死
を
申
し
受
け
る
ま0

で0

︑
と
い
う
態
度
は
︑
主
君
の
﹁
疵
﹂﹁
悪
事
﹂﹁
癖
﹂﹁
非
﹂
を

い
か
に
し
て
も
お
直
し
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

︑と
い
う
目
的
意
識
に
欠
け
て
い
る
︒

一
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ま
た
︑
そ
れ
ら
を
抜
き
が
た
く
抱
え
て
現
に
あ
る
︑
こ
の

0

0

0

0

0

0

主
君
に

ど
こ
ま
で
も﹁
御
味
方
﹂せ
ん
と
す
る
姿
勢
に
も
︑も
と
っ
て
い
る
︒

し
た
が
っ
て
そ
れ
は
︑
諫
言
の
瞬
間
ま
で
積
み
重
ね
ら
れ
る
べ
き

だ
っ
た
細
心
の
骨
折
り
︑
ま
た
そ
の
後
も
継
続
さ
れ
る
べ
き
だ
っ

た
さ
ら
な
る
工
夫
の
︑
放
棄
と
な
る
︒
そ
う
で
あ
る
以
上
︑
こ
れ

は
決
し
て
︑
真
に
捨
て
身
の
﹁
忠
節
﹂
に
は
当
た
ら
な
い
︒
む
し

ろ
︑
結
局
は
﹁
我
胸
は
ら
し
﹂
に
主
君
に
﹁
恥
を
か
ゝ
せ
﹂
る
だ

け
の
︑﹁
大
不
忠
﹂
な
の
で
あ
る
︒

七
、
諫
言
に
お
け
る
自
己
否
定
と
「
死
ヌ
事
」

　
﹁
武
士
道
と
云
ハ
死
ヌ
事
と
見
付
た
り
﹂︵
一-2

︶
と
は
︑
誰
も

が
知
る
﹃
葉
隠
﹄
の
金
看
板
で
あ
る
︒
し
か
し
山
本
常
朝
の
説
い

た
︵
ま
た
彼
自
身
が
目
指
し
て
も
い
た
︶
真
の
忠
誠
は
︑
こ
と
奉

公
に
関
す
る
限
り
︑
単
に
自
己
の
肉
体
的
な
死
を
も
っ
て
示
せ
ば

そ
れ
で
足
り
る
︑
と
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒﹁
奉
公
之
至
極

之
忠
節
﹂︵
二-140

︶
と
さ
れ
た
﹁
諫
言
﹂
の
理
想
形
に
お
い
て
︑

こ
れ
は
十
分
に
う
か
が
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

　

主
君
へ
の
諫
言
内
容
が
正
し
い
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
︑
実

際
の
諫
言
行
為
に
お
い
て
︑
当
の
正
し
さ
︵
お
よ
び
主
君
の
非
︶

は
︑
細
心
の
配
慮
を
も
っ
て
隠
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
︒
と
い
う
よ

り
︑
そ
の
正
し
さ
を
主
君
に
対
し
て
示
そ
う
と
す
る
自
己
自
身
の

0

0

0

0

0

存
在

0

0

を
︑
ど
こ
ま
で
も
隠
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
否
︑
自
己
に

関
し
て
い
う
な
ら
︑
隠
す
の
で
は
な
く
む
し
ろ
︑
徹
底
的
に
消
し

0

0

去
ら
ね
ば
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

と
し
た
方
が
︑
目
指
す
と
こ
ろ
と
し
て
は
正

確
で
あ
ろ
う
︒

　

諫
言
に
お
け
る
真
の
忠
誠
と
は
︑
正
し
さ
を
標
榜
し
よ
う
と
す

る
己
れ
を
ど
こ
ま
で
も
否
定
し
な
が
ら
︑
現
前
の
主
君
の
あ
り
よ

う
に
寄
り
添
い
︑
こ
れ
を
尊
重
し
続
け
る
も
の
で
あ
る
︒
た
だ
し

そ
の
実
践
は
︑
当
然
な
が
ら
︑
単
な
る
追
従
と
は
全
く
異
な
る
︒

そ
れ
は
あ
く
ま
で
︑︿
主
君
の
あ
り
よ
う
を
本
来
的
な
も
の
へ
と

導
き
正
す
﹀
と
い
う
最
終
目
的
あ
っ
て
こ
そ
の
︑
奮
闘
努
力
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
し
た
が
っ
て
当
の
目
的
意
識
は
︑
あ
ら
ゆ
る

自
己
否
定
お
よ
び
他
者
︵
主
君
︶
肯
定
の
工
夫
の
底
に
お
い
て
︑

む
し
ろ
強
靭
に
︑
貫
か
れ
て
い
る
︒

　

こ
う
し
た
尽
力
の
積
み
重
ね
に
よ
り
︑
そ
の
延
長
線
上
に
お
い

て
い
つ
か
︑︵
決
し
て
自
己
の
行
為
や
存
在
に
お
い
て
で
は
な
く
︶

こ
の

0

0

主
君
に
あ
っ
て
こ
そ
︑
主
君
と
し
て
の
本
来
あ
る
べ
き
姿
が

お
の
ず
と
︑
し
か
も
自
発
的
に
顕
現
す
る
時
を
︑
願
い
求
め
る
︒

そ
の
都
度
の
諫
言
自
体
は
一
回
的
な
行
為
で
あ
っ
て
も
︑
当
の
行

為
は
さ
か
の
ぼ
れ
ば
︑
諫
言
権
を
も
つ
﹁
家
老
﹂
と
し
て
の
地
位

と
信
頼
を
︑
主
君
の
み
な
ら
ず
家
中
全
体
か
ら
獲
得
す
る
た
め
の

︵
そ
の
意
味
で
い
わ
ば
主
君
と
﹁
入
魂
﹂
に
な
る
た
め
の
︶︑
長
き

に
わ
た
る
過
去
の
努
力
と
地
続
き
で
あ
る
︒
ま
た
そ
れ
は
︑
諫
言

が
聞
き
入
れ
ら
れ
な
い
事
態
を
当
然
の
も
の
と
し
て
踏
ま
え
た
︑

一
三



終
わ
り
な
き
未
来
の
努
力
と
も
︑
つ
な
が
っ
て
い
る
︒
そ
れ
ら
全

て
の
経
験
と
覚
悟
︑
お
よ
び
そ
こ
に
貫
か
れ
る
希
求
が
︑
今
に
凝

縮
し
た
実
践
︵
言
葉
や
行
為
の
発
出
︶
で
あ
っ
て
は
じ
め
て
︑﹁
諫

言
﹂
は
真
に
捨
て
身
の
﹁
忠
節
﹂
と
︑
呼
ば
れ
た
は
ず
で
あ
る
︒

　

理
想
の
家
老
に
よ
る
理
想
の
働
き
か
け
が
︑
主
君
へ
﹁
渇
時
水

呑
様
ニ
﹂︵
一-14
︶
聞
き
届
け
ら
れ
る
こ
と
︒
そ
れ
が
最
も
望
ま

れ
た
諫
言
の
結
果
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒
し
か
し
︑

い
か
に
常
朝
の
求
め
に
か
な
う
忠
誠
の
実
践
で
あ
っ
て
も
︑
そ
れ

が
意
に
反
し
て
主
君
の
怒
り
を
買
っ
た
り
︑
あ
る
い
は
家
中
の
反

発
を
招
く
な
ど
し
て
︑
結
果
的
に
︑
切
腹
す
な
わ
ち
肉
体
的
な
死

を
命
ぜ
ら
れ
る
事
態
は
︑
あ
り
得
た
で
あ
ろ
う
︒
そ
も
そ
も
常
朝

に
と
っ
て
浪
人
・
切
腹
は
︑
全
て
の
奉
公
人
が
︑
奉
公
人
で
あ
る

限
り
必
然
の
末
路
︑
か
つ
今
日
に
も
明
日
に
も
到
来
し
得
る
末
路

と
し
て
︑
覚
悟
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
五

︒
前
述
の
ご
と
く
︑
主

君
へ
の
諫
言
に
全
的
な
自
己
否
定
・
自
己
消
却
を
求
め
た
彼
に

と
っ
て
︑
そ
れ
に
よ
る
切
腹
と
い
う
結
果
自
体
は
︑
や
は
り
当
然

で
あ
る
ど
こ
ろ
か
︑
主
命
と
し
て
与
え
ら
れ
た
い
か
な
る
切
腹
に

も
ま
さ
る
︑﹁
奉
公
之
至
極
之
忠
節
﹂と
見
な
さ
れ
た
に
違
い
な
い
︒

ま
た
こ
の
点
を
踏
ま
え
れ
ば
︑
そ
の
都
度
の
行
為
に
お
け
る
徹
底

し
た
自
己
否
定
・
自
己
消
却
の
姿
勢
も
︑
結
果
と
し
て
は

0

0

0

0

0

0

い
つ
で

も
あ
り
得
べ
き
︑肉
体
的
な
死
に
対
す
る
覚
悟
と
と
も
に
あ
っ
た
︑

と
捉
え
直
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒

　

た
だ
し
そ
の
切
腹
死
も
︑
広
義
の
﹁
理
詰
﹂
に
よ
る
諫
死
の
ご

と
く
︑主
君
の
﹁
悪
名
﹂
を
﹁
顕
す
﹂
の
と
引
き
換
え
に
す
る
形
で
︑

﹁
忠
節
者
﹂
と
し
て
の
我
が

0

0

﹁
名
﹂
を
上
げ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

て
は
な
ら
な
か
っ
た
︒

　
　

 

御
抱
者
ニ
は
心
得
可
有
事
也
︒
器
量
を
顕
ハ
し
︑御
用
ニ
立
︑

名
を
揚
ケ
︑
子
孫
之
為
ニ
成
事
を
す
る
も
の
也
︒
子
孫
ニ
も

多
分
此
風
移
る
物
也
︒
御
譜
代
之
者
は
︑科
は
我
身
ニ
引
請
︑

主
君
之
御
為
ニ
成
候
様
ニ
と
思
ふ
所
有
︒
何
某
三
家
出
入
之

時
之
諫
言
之
様
成
事
也
︒︵
一-102

︶

新
た
に
召
し
抱
え
ら
れ
た
者
な
ら
と
も
か
く
︑﹁
御
譜
代
之
者
﹂

は
主
君
の
名
誉
を
守
る
た
め
︑
そ
の
罪
科
を
我
が
身
に
引
き
受
け

よ
う
と
す
る
も
の
だ
︑
と
常
朝
は
述
べ
て
い
る
︒
主
君
の
政
道
に

対
す
る
関
与
を
あ
え
な
く
咎
め
ら
れ
︑
死
を
命
ぜ
ら
れ
る
場
合
を

想
定
し
て
解
釈
す
れ
ば
︑︵
実
情
は
ど
う
あ
れ
︶
切
腹
と
い
う
裁0

定0

の
方
に
﹁
理
﹂
が
あ
る
形
︑
す
な
わ
ち
︑
そ
れ
を
下
す
主
君
に

は
決
し
て
傷
を
つ
け
ず
︑﹁
非
﹂﹁
科
﹂
は
全
て
己
れ
が
引
き
か
ぶ

る
形
で
あ
っ
て
一
向
に
か
ま
わ
な
い
︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
六

︒

　

も
ち
ろ
ん
常
朝
に
と
っ
て
も
︑
己
れ
自
身
の
︑
ま
た
﹁
子
孫
﹂

に
も
及
ぶ
自
家
の
﹁
名
﹂
は
︑
事
実
と
し
て
の
存
亡
を
超
え
て
︑

一
四



重
要
な
も
の
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
浪
人
・
切
腹
を
奉
公
人
の
必

然
と
し
た
彼
は
ま
た
︑
養
子
に
対
し
て
﹁
但
し
崩
し
樣
に
は
品
あ

る
べ
し
︒
卑
怯
な
る
こ
と
に
て
崩
す
は
無
念
な
り
︒
後
來
の
名
も

恥
か
し
く
︑
先
祖
へ
も
面
目
な
き
こ
と
な
れ
ば
︑
き
れ
い
な
る
こ

と
に
て
崩
し
度
き
も
の
な
り
﹂七
と
も
教
え
て
い
た
︒
し
か
し
︑
こ

と
主
君
へ
の
働
き
か
け
に
対
し
て
命
ぜ
ら
れ
る
切
腹
な
ら
︑
そ
れ

が
︵
主
君
の
で
は
な
く
︶
自
身
の
汚
名

0

0

0

0

0

と
し
て
外
に
顕
さ
れ
る
こ

と
を
︑
決
し
て
厭
う
べ
き
で
な
い
︒
た
と
え
傍
目
に
﹁
き
れ
い
﹂

と
見
え
る
も
の
で
な
い
と
し
て
も
︑
そ
れ
こ
そ
が
︑﹁
奉
公
之
至

極
之
忠
節
﹂
た
る
諫
言
の
あ
る
べ
き
筋
を
︑
貫
徹
し
た
結
果
と
な

る
の
で
あ
る
︒

八
、「
大
高
慢
」
と
の
矛
盾
的
接
合

　
﹃
葉
隠
﹄
に
お
け
る
理
想
の
諫
言
に
求
め
ら
れ
た
﹁
死
﹂
の
覚

悟
と
実
践
︑
す
な
わ
ち
奉
公
に
お
け
る
忠
誠
の
究
極
的
な
形
は
︑

自
己
の
肉
体
だ
け
で
な
く
︑
い
わ
ば
知
情
意
全
て
を
も
︑
こ
の

0

0

主

君
の
た
め
︑
か
つ
そ
の
本
来
的
な
姿
の
た
め
に
捧
げ
︑
滅
却
し
尽

く
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
︑
初
代
藩
主
勝
茂
が
常

朝
の
父
の
働
き
を
常
々
そ
う
称
し
た
と
い
う
﹁
陰
之
奉
公
﹂︵
二

-140

︶
を
︑
彼
自
身
が
お
か
れ
た
時
代
と
境
遇
に
即
し
て
理
念
的

に
極
め
た
も
の
︑
と
言
え
よ
う
し
︑
ま
た
﹃
葉
隠
﹄
が
求
め
た
奉

公
に
対
す
る
比
喩
と
し
て
周
知
の
︑﹁
忍
恋
﹂﹁
思
ひ
死
﹂︵
二-2 , 

33 , 61

︶
に
も
︑
結
び
つ
く
も
の
で
あ
ろ
う
︒

　

こ
の
姿
勢
は
︑
単
に

0

0

現
前
の
﹁
主
君
﹂
の
た
め
と
す
れ
ば
済
む

も
の
で
な
く
︑
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
︑
単
に

0

0

そ
れ
を
超
え
た

﹁
理
﹂︵
国
家
を
治
め
る
主
君
と
し
て
の
あ
る
べ
き
姿
︶
を
基
準
と

す
る
も
の
で
は
︑
決
し
て
な
い
︒
さ
ら
に
は
︑
単
に

0

0

当
の
行
為
に

よ
っ
て
肉
体
的
に
﹁
死
﹂
ね
ば
そ
れ
で
よ
い
︑
と
い
う
も
の
で
も

な
か
っ
た
︒
す
な
わ
ち
そ
れ
は
︑以
上
の
ど
れ
の
み
で
も
足
り
ず
︑

同
じ
こ
と
と
し
て
む
し
ろ
そ
の
全
て
で
あ
る
︑
と
さ
れ
る
べ
き
姿

勢
で
あ
っ
た
︒

　

そ
の
よ
う
な
結
論
自
体
に
︑
と
り
た
て
て
新
た
な
知
見
と
呼
べ

る
も
の
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
︒
た
だ
本
稿
で
は
︑
以
上
の
考
察
を

さ
ら
な
る
課
題
に
つ
な
げ
て
い
く
た
め
︑
常
朝
が
次
の
よ
う
に
も

教
え
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
い
︒

　
　

 

御
気
勝
御
発
明
成
御
主
人
ハ
ち
と
御
心
被
置
候
様
ニ
仕
懸
︑

此
事
を
彼
者
承
候
ハ
ヽ
何
と
か
可
存
︑
と
被
思
召
者
ニ
成
候

事
大
忠
節
也
︒
ケ
様
之
者
一
人
も
無
之
時
は
御
家
中
御
見
こ

な
し
皆
手
も
み
と
被
思
召
御
高
慢
出
来
申
候
︒︵
二-12

︶

　
　

 
主
人
ニ
も
何
気
も
な
く
思
わ
れ
て
ハ
大
事
之
奉
公
ハ
さ
れ
ぬ

物
也
︒
此
当
リ
一
心
之
覚
悟
ニ
而
顕
ハ
る
ゝ
也
︒︵
中
略
︶

若
殿
様
は
主
人
を
見
限
左
右
な
る
者
と
度
〻
被
成
御
意
︑
本

一
五



望
と
存
居
候
︒
光
茂
公
御
卒
去
之
時
分
抔
ハ
︑
我
等
申
上
候

事
は
少
も
御
疑
無
之
候
由
︒︵
二-76

︶

　
　

 
主
人
ニ
も
家
老
年
寄
ニ
も
ち
と
隔
心
ニ
思
ハ
れ
ね
ハ
大
業
は

な
ら
す
︒
何
気
も
な
く
腰
ニ
被
付
而
は
働
れ
ぬ
物
也
︒
此
心

持
有
之
事
之
由
︒︵
二-94

︶

諫
言
の
よ
う
な
﹁
大
事
之
奉
公
﹂
を
成
す
に
は
︑
主
君
か
ら
も
一

目
置
か
れ
︑﹁
あ
の
者
が
聞
い
た
ら
ど
う
思
う
か
﹂
と
︑
気
が
か

り
に
さ
れ
る
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
と
く
に
主
君
が
勝
気

で
利
発
な
場
合
︑
そ
う
し
た
側
近
が
一
人
も
い
な
い
と
︑
家
中
全

体
を
﹁
手
も
み
﹂
と
見
下
す
﹁
御
高
慢
﹂
を
生
じ
︑
政
道
は
害
さ

れ
て
し
ま
う
︒
奉
公
人
が
真
に
頼
も
し
い
﹁
御
味
方
﹂

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
た

め
に
は
︑
常
日
頃
か
ら
︑
自
身
の
威
を
侵
し
が
た
い
も
の
と
し
て

保
持
し
︑
主
君
に
﹁
ち
と
隔
心
﹂
と
思
わ
れ
る
く
ら
い
の
存
在
で

あ
る
こ
と
も
必
要
だ
︑
と
の
教
え
で
あ
る
︒

　

こ
れ
も
あ
く
ま
で
︑﹁
大
事
之
﹂
諫
言
を
︑
現
前
の
主
君
に
納

得
し
て
聞
き
入
れ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
と
し
た
︑
心
構
え
で

あ
る
︒
と
は
い
え
常
朝
に
よ
れ
ば
︑
そ
う
し
た
結
果
を
手
に
す
る

理
想
の
奉
公
人
と
は
︑
主
君
と
共
に
こ
の
国
家
︵
こ
の
御
家
︶
を

0

0

0

0

0

0

0

0

0

守
り
固
め
よ
う
と
す
る
︵
す
な
わ
ち
一
鍋
島
武
士
と
し
て
の
︶
覚

悟
︑
お
よ
び
そ
の
た
め
の
見
識
を
己
れ
の
身
一
つ
に

0

0

0

0

0

0

0

帯
び
︑
い
ざ

と
い
う
時
に
は
そ
れ
を
︑
他
な
ら
ぬ
主
君
に
対
し
て

0

0

0

0

0

0

も
機
を
逃
さ

ず
示
せ
る
者
︑
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
︒

　
　

 

山
の
奥
よ
り
も
土
之
下
よ
り
も
生
〻
世
　〻

御
家
を
奉
歎
心

入
︑
是
鍋
嶋
士
之
覚
悟
之
初
門
︑
我
等
か
骨
髄
ニ
て
候
︒
今

之
拙
者
ニ
不
似
合
事
ニ
候
へ
共
︑成
佛
抔
ハ
曾
而
願
不
申
候
︒

七
生
迄
も
鍋
嶋
侍
ニ
生
出
︑
国
を
治
メ
可
申
覚
悟
︑
膽
ニ
染

罷
在
迄
ニ
候
︒
気
力
も
器
量
も
不
入
候
︒
一
口
ニ
申
サ
ハ
︑

御
家
を
一
人
し
て
荷
ひ
申
志
︑
出
来
申
迄
ニ
候
︒
同
し
人
間

に
誰
ニ
劣
リ
可
申
哉
︒
惣
而
修
業
ハ
大
高
慢
ニ
而
な
け
れ
ハ

益
ニ
不
立
候
︒
我
一
人
し
て
御
家
を
動
か
さ
ぬ
と
か
ゝ
ら
ね

ハ
修
行
は
物
ニ
不
成
也
︒︵
夜
陰
之
閑
談
︶

　
　

 

諫
言
は
時
を
不
移
可
申
上
事
也
︒
今
ハ
御
機
嫌
わ
ろ
し
︒
序

ニ
な
と
ゝ
思
ふ
て
居
る
内
ニ
不
斗
御
誤
も
可
有
事
也
︒︵
一

-192

︶

　
　

 

御
異
見
を
申
上
候
得
は
︑
一
倍
御
こ
ぢ
被
遊
︑
却
而
害
ニ
成

候
故
︑
御
異
見
不
申
上
︑
御
無
理
之
事
な
か
ら
畏
罷
在
︑
と

被
申
候
ハ
︑
皆
云
わ
け
也
︒
一
命
を
捨
て
申
上
候
得
ハ
︑
被

聞
召
分
物
也
︒
な
ま
か
わ
ニ
被
申
上
候
故
︑御
気
ニ
さ
か
ひ
︑

云
出
さ
る
ゝ
半
ニ
て
打
崩
さ
れ
︑
引
取
衆
斗
也
︒︵
一-137

︶

一
六



現
前
の
主
君
に
対
峙
し
て
︑そ
の
本
来
あ
る
べ
き
姿
が
︑こ
の﹁
国
﹂

0

0

0

﹁
御
家
﹂

0

0

0

と
い
う
視
野
に
お
い
て
強
く
意
識
さ
れ
る
時
︑
す
な
わ

ち
奉
公
の
﹁
公
﹂
が
︑
主
君
の
背
後
に
あ
る
国
家
と
い
う
地
平
に

お
い
て
捉
え
ら
れ
る
時
︑
当
座
の
﹁
御
機
嫌
﹂
を
﹁
云
わ
け
﹂
に

す
る
よ
う
な
腰
の
引
け
た
遠
慮
や
︑﹁
な
ま
か
わ
﹂
な
申
し
上
げ

よ
う
は
︑否
定
さ
れ
る
八

︒そ
れ
は
ま
さ
に
︑こ
の

0

0

主
君
を
相
手
ど
っ

た
︑﹁
我
一
人

0

0

0

﹂
の
﹁
大
高
慢
﹂
が
発
動
す
る
瞬
間
︑
で
あ
ろ
う
︒

　

こ
れ
ら
の
教
訓
は
︑
本
稿
に
お
い
て
長
く
考
察
し
て
き
た
自
己

否
定
・
自
己
消
却
の
構
え
と
︑
鋭
く
対
立
す
る
︒
ま
た
同
じ
こ
と

と
し
て
︑
こ
の
﹁
大
高
慢
﹂
は
︑
常
朝
が
深
く
嫌
悪
し
た
﹁
理
詰
﹂

の
諫
言
に
お
け
る
﹁
我わ

が

忠
節
ただ

て
﹂︑
す
な
わ
ち
こ
の

0

0

主
君
を
置

き
去
り
に
す
る
我
意
や
慢
心
と
︑
き
わ
ど
く
近
接
す
る
︒
こ
の
矛

盾
を
ど
う
解
く
か
︑
常
朝
の
中
で
は
そ
れ
が
た
だ
一
つ
の
忠
誠
と

し
て
ど
の
よ
う
に
生
き
て
い
た
の
か
︑
と
い
う
問
題
が
︑
今
後
さ

ら
に
追
究
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

九
、
今
後
の
課
題
─
忠
誠
の
倫
理
を
め
ぐ
る
問
い
の
射
程

　
﹃
葉
隠
﹄
に
お
け
る
忠
誠
の
倫
理
を
標
的
に
し
た
時
︑
上
記
の

問
題
も
︑
決
し
て
新
し
い
も
の
で
は
な
い
九

︒
し
か
し
ま
た
︑
そ

れ
が
か
つ
て
解
か
れ
き
っ
た
こ
と
も
な
い
︒
そ
れ
は
最
終
的
に
こ

の
問
い
が
︑
自
分
に
と
っ
て
か
け
が
え
な
い
こ
の

0

0

他
者
に
対
す
る

真
の
忠
誠
︑あ
る
い
は
誠
実
さ
が
ど
う
あ
る
べ
き
も
の
か
と
い
う
︑

人
と
し
て
の
倫
理
そ
の
も
の
を
衝
く
問
い
に
触
れ
て
い
る
か
ら
だ

と
考
え
る
︒

　
﹃
葉
隠
﹄
に
即
し
て
言
う
な
ら
︑
問
い
は
結
局
︑﹁
奉
公
之
至
極

之
忠
節
﹂
が
な
ぜ
主
君
へ
の
﹁
諫
言
﹂
な
の
か
と
い
う
︑
本
稿
冒

頭
で
示
し
た
と
こ
ろ
に
撞
着
す
る
︒
ど
こ
ま
で
も
尊
重
さ
れ
る
べ

き
こ
の
主
君
へ
の
究
極
的
な
忠
誠
は
︑
な
ぜ
そ
の
存
在
に
対
す
る

﹁
御
異
見
﹂
だ
っ
た
の
か
︒

　

他
者
と
し
て
の
主
君

0

0

0

0

0

0

0

0

は
︑
自
己
に
と
っ
て
何
よ
り
も
そ
の
人
自

身
︑
で
あ
る
と
と
も
に
︑
鍋
島
と
い
う
﹁
根
元
不
思
儀
之
御
建
立
﹂

︵
二-113

︶
た
る
﹁
国
﹂﹁
御
家
﹂︑
そ
れ
を
束
ね
て
き
た
歴
代
の

主
君
︑
さ
ら
に
全
て
の
家
臣
や
領
民
を
も
奥
行
き
と
し
て
深
く
背

負
っ
た
︑
唯
一
の
存
在
で
あ
る
︒﹁
至
極
之
忠
節
﹂
と
し
て
の
諫

言
が
︑現
前
の
主
君
に
対
す
る
徹
底
的
な
寄
り
添
い
で
あ
り
つ
つ
︑

他
方
で
忌
憚
な
き
提
言
と
も
さ
れ
た
こ
と
は
︑
主
君
の
か
け
が
え

な
い
尊
さ
が
有
す
る
射
程
の
問
題
︑
言
い
換
え
れ
ば
︑
他
者
と
し

て
の
主
君
︵
お
よ
び
そ
の
尊
さ
︶
は
ど
こ
に

0

0

0

見
定
め
ら
れ
た
の
か
︑

と
い
う
問
題
を
惹
起
す
る
で
あ
ろ
う
︒

　

ま
た
︑
行
為
と
し
て
の
諫
言

0

0

0

0

0

0

0

0

は
︑﹁
智
︵
慧
︶﹂
と
﹁
武
勇
﹂
の

両
面
を
も
つ
と
言
え
る
︒
す
な
わ
ち
︑
持
続
的
な
反
省
の
積
み
重

ね
に
よ
っ
て
蓄
え
ら
れ
て
い
く
経
験
知
一
〇

と
︑
他
方
︑
持
続
を
断

ち
切
っ
て
機
を
逃
さ
ず
︑
瞬
発
的
に
そ
の
知
を
凝
縮
さ
せ
た
︑
言

一
七



動
の
選
択
お
よ
び
発
出
と
が
︑
抱
き
合
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒

﹁
御
味
方
﹂
と
し
て
徹
底
的
に
自
己
を
否
定
し
続
け
る
と
こ
ろ
に

醸
成
さ
れ
る
﹁
智
慧
﹂
と
︑
本
来
な
ら
殺
し
合
う
べ
き
"
敵
"
と

の
対
峙
に
お
い
て
噴
出
す
る
﹁
大
高
慢
﹂
の
﹁
武
勇
﹂一
一

と
が
︑

主
君
を
相
手
取
っ
た
諫
言
の
場
に
お
い
て
は
︑
と
も
に
﹁
至
極
之

忠
節
﹂
と
し
て
求
め
ら
れ
た
一
二

︒
そ
の
こ
と
の
意
味
は
何
で
あ
ろ

う
か
︒﹁
奉
公
﹂
と
﹁
武
篇
﹂
の
関
係
は
︑
長
ら
く
﹃
葉
隠
﹄
解

釈
の
要
諦
お
よ
び
難
点
と
な
っ
て
き
た
が
︑
究
極
の
他
者
た
る
主

君
へ
の
諫
言
は
︑
こ
の
問
題
を
集
約
す
る
局
面
な
の
だ
と
思
わ
れ

る
︒

　

そ
し
て
︑
や
は
り
課
題
と
し
て
確
認
し
て
お
く
べ
き
は
︑
諫
言

に
お
け
る
自
己
自
身
の
消
息

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
︒
本
稿
で
も
そ
の
内
実
を
確

認
し
て
き
た
自
己
否
定
・
自
己
消
却
の
姿
勢
と
︑﹁
我
一
人
﹂
と

い
う
﹁
大
高
慢
﹂
は
︑
そ
こ
で
い
か
に
結
合
し
得
た
の
か
︒﹁
武

士
道
と
云
ハ
死
ヌ
事
と
見
付
た
り
﹂
の
条
︵
一-2

︶
は
︑﹁
常
住

0

0

死
身

0

0

ニ
成
て
居
る
時
ハ
︑
武
道
ニ
自
由

0

0

を
得え

﹂︵
傍
点
栗
原
︶︑
ひ

い
て
は
家
職
を
全
う
す
る
生
涯
を
も
た
ら
す
︑と
結
ば
れ
て
い
た
︒

こ
こ
に
示
さ
れ
た
死
生
を
貫
く
武
士
の
﹁
自
由
﹂
を
解
く
た
め
の

大
き
な
カ
ギ
も
ま
た
︑﹁
至
極
之
忠
節
﹂た
る
諫
言
の
機
微
に
あ
る
︑

と
考
え
ら
れ
る
︒

　

こ
れ
ら
の
問
い
は
︑
思
想
史
研
究
と
し
て
は
︑
あ
く
ま
で
も
近

世
前
期
に
お
け
る
武
士
の
倫
理
思
想
を
示
す
一
例
と
し
て
︑
探
究

さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
同
時
に
常
朝
の
教
え
は
︑

不
思
議
に
も
出
会
わ
れ
た
こ
の

0

0

他
者
の
か
け
が
え
な
い
尊
さ
と
は

何
か
︑
そ
の
存
在
に
相
対
し
て
の
真
に
誠
実
な
尽
く
し
よ
う
と
は

い
か
な
る
も
の
か
︑
そ
こ
に
身
を
投
じ
る
自
身
の
価
値
は
翻
っ
て

ど
こ
に
見
出
さ
れ
る
の
か
︑
と
い
う
︑
今
も
変
わ
ら
ず
切
な
る
倫

理
的
な
問
い
に
︑
論
者
を
引
き
込
む
も
の
で
あ
る
︒

　

そ
う
で
あ
る
限
り
︑
答
え
を
求
め
る
理
路
は
︑
当
然
の
こ
と
と

し
て
遠
い
︒
そ
の
遠
さ
は
﹃
葉
隠
﹄
に
即
し
た
研
究
の
果
て
し
な

さ
で
も
あ
る
が
︑
問
い
が
﹁
忠
誠
﹂
お
よ
び
﹁
誠
実
﹂
さ
を
め
ぐ

る
も
の
で
あ
る
限
り
︑
研
究
の
射
程
は
今
後
︑
広
く
当
時
の
日
本

に
お
け
る
武
士
の
﹁
忠
誠
﹂
観
︑
ま
た
儒
学
に
お
け
る
﹁
誠
﹂
の

道
徳
︑
さ
ら
に
は
武
士
以
外
の
身
分
階
層
に
お
い
て
自
覚
さ
れ
た

﹁
正
直
﹂﹁
心
中
﹂
と
い
っ
た
観
念
な
ど
︑
隣
接
す
る
倫
理
思
想
へ

の
広
が
り
と
し
て
も
︑
意
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て

い
る
︒

※ 

本
研
究
は
︑JSPS

科
研
費JP20 K00100

の
助
成
を
受
け
た
も

の
で
あ
る
︒

注

�

一　
﹃
葉
隠
﹄﹁
聞
書
第
二
﹂第
一
四
〇
項
︒
以
下
同
様
に
略
記
す
る
︒

一
八



ま
た
本
稿
に
お
け
る
﹃
葉
隠
﹄
か
ら
の
引
用
お
よ
び
項
数
は
︑
菅

野
覚
明
・
栗
原
剛
・
木
澤
景
・
菅
原
令
子
﹃
新
校
訂 

全
訳
注 

葉

隠
︵
上
・
中
・
下
︶﹄︵
講
談
社
学
術
文
庫
︶
講
談
社
︑
二
〇
一
七

│
二
〇
一
八
年
に
よ
る
も
の
と
す
る
︒

二　

谷
口
眞
子
﹃
葉
隠
︿
武
士
道
﹀
の
史
的
研
究
﹄
吉
川
弘
文
館
︑

二
〇
二
二
年
は
︑﹃
葉
隠
﹄
の
奉
公
観
が
決
し
て
単
な
る
﹁
没
我

的
忠
誠
﹂で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
︑﹃
葉
隠
﹄︵
お
よ
び
山
本
常
朝
︶

を
め
ぐ
る
客
観
的
史
実
︑
ま
た
こ
れ
に
対
す
る
解
釈
の
変
遷
や
偏

向
に
も
目
を
向
け
な
が
ら
︑
指
摘
し
て
い
る
︒

三　

小
池
喜
明
﹃
葉
隠 

武
士
と
﹁
奉
公
﹂﹄︵
講
談
社
学
術
文
庫
︶︑

講
談
社
︑
一
九
九
九
年
︒

四　

そ
の
曾
祖
父
が
鍋
島
直
茂
の
従
兄
弟
に
あ
た
り
︑
当
人
は
︑
部

屋
住
み
の
頃
の
綱
茂
︑
お
よ
び
光
茂
に
仕
え
た
︒
前
掲
﹃
新
校
訂 

全
訳
注 

葉
隠
︵
上
︶﹄﹁
人
物
補
注
﹂︵
菅
原
令
子
作
成
︶
参
照
︒

五　

拙
稿
﹁﹃
葉
隠
﹄
に
お
け
る
覚
悟
と
実
践
﹂︑﹃
山
口
大
学
哲
学

研
究
﹄
第
二
十
九
巻
︑
二
〇
二
二
年
︑
一
~
一
六
頁
︑
参
照
︒

六　

直
前
の
引
用
︵
一-102

︶
に
言
う
﹁
何
某
三
家
出
入
之
時
之
諫

言
﹂
は
︑
佐
賀
本
藩
と
三
支
藩
の
不
和
を
収
拾
す
べ
く
︑
天
和
三

年
︵1683

︶
に
中
野
将
監
︵
正
包
︶
が
光
茂
に
対
し
て
行
っ
た

諫
言
を
指
す
︒
事
情
は
聞
書
五
の
九
九
項
に
詳
し
く
︑
ま
さ
に
自

己
の
存
在
を
隠
し
き
っ
た
諫
言
で
あ
っ
た
が
︑
し
か
し
こ
れ
は
あ

く
ま
で
も
成
功
例
で
あ
る
︒
そ
の
後
元
禄
二
年
︵1689

︶︑
財
政

の
逼
迫
状
況
を
隠
匿
し
︑
深
刻
化
さ
せ
た
罪
︑
ま
た
他
の
家
臣
ら

の
忠
言
を
差
し
止
め
た
罪
に
よ
り
︑
将
監
は
切
腹
を
仰
せ
つ
け
ら

れ
た
︒
前
掲
﹃
新
校
訂 

全
訳
注 

葉
隠
︵
上
︶︵
中
︶﹄︵
一-100

︑

102

︑
五-99

︶
の
注
︑
お
よ
び
上
巻
﹁
人
物
補
注
﹂︵
と
も
に
菅

原
令
子
作
成
︶
参
照
︒
な
お
そ
の
介
錯
を
つ
と
め
た
の
は
他
な
ら

ぬ
山
本
常
朝
で
あ
り
︑
将
監
の
事
績
と
信
条
は
︑
常
朝
の
思
想
形

成
に
お
い
て
非
常
に
重
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

七　
﹃
愚
見
集
﹄︑
栗
原
荒
野
﹃
校
註
葉
隠
﹄
復
刻
版
︑
青
潮
社
︑
一

九
七
五
年
︵
旧
版
:
内
外
書
房
︑
一
九
四
〇
年
︶
所
収
︑
一
〇
六

七
頁
︒

八　

直
前
の
引
用
を
含
む
聞
書
一
の
一
三
七
項
に
は
︑相
良
求
馬︵
及

真
︶・
中
野
数
馬
︵
利
明
︶
そ
れ
ぞ
れ
に
よ
る
︑
光
茂
の
立
腹
を

0

0

0

0

0

0

お
し
て

0

0

0

敢
行
さ
れ
た
捨
て
身
の
諫
言
が
︑
事
例
と
し
て
記
さ
れ
て

い
る
︒
と
く
に
数
馬
︵
利
明
︶
が
︑
当
の
諫
言
︵
切
腹
を
仰
せ
つ

け
ら
れ
た
家
臣
ら
の
助
命
を
求
め
る
も
の
︶
の
﹁
道
理
﹂
を
問
わ

れ
て
﹁
道
理
ハ
無
御
座
候
﹂
と
答
え
︑
い
よ
い
よ
怒
り
を
買
い
な

が
ら
も
︑同
じ
諫
言
と
返
答
を
﹁
七
度
﹂
ま
で
繰
り
返
し
た
末
に
︑

光
茂
の
翻
意
を
取
り
つ
け
た
く
だ
り
は
︑
あ
く
ま
で
も
﹁
理
詰
﹂

な
ら
ざ
る
﹁
大
高
慢
﹂
の
機
微
を
︑
伝
え
る
も
の
で
あ
る
︒

九　

倫
理
思
想
史
的
な
観
点
か
ら
︑
同
じ
問
題
を
す
で
に
提
示
し
た

先
行
研
究
と
し
て
︑以
下
を
挙
げ
て
お
く
︒
古
く
は
︑相
良
亨
﹁
山

本
常
朝
│
﹃
葉
隠
﹄
の
思
想
│
﹂︵
一
九
七
九
年
発
表
︒﹃
武
士
の

一
九



倫
理 

近
世
か
ら
近
代
へ
﹄︵
相
良
亨
著
作
集
３
︶
ぺ
り
か
ん
社
︑

一
九
九
三
年
︑
等
所
収
︶︒
新
し
い
も
の
で
は
︑
種
村
完
司
﹃﹃
葉

隠
﹄の
研
究
│
思
想
の
分
析
︑評
価
と
批
判
│
﹄九
州
大
学
出
版
会
︑

二
〇
一
八
年
︒
ま
た
︑相
良
よ
り
早
い
丸
山
眞
男
﹁
忠
誠
と
反
逆
﹂

︵
一
九
六
〇
年
発
表
︒﹃
丸
山
眞
男
集
﹄
第
八
巻
︵
岩
波
書
店
︑
一

九
九
六
年
︶︑﹃
忠
誠
と
反
逆
﹄︵
ち
く
ま
学
芸
文
庫
︑一
九
九
八
年
︶

等
所
収
︶
も
︑
こ
の
問
題
を
﹃
葉
隠
﹄
解
釈
の
鍵
と
し
て
示
唆
す

る
論
考
で
あ
っ
た
と
考
え
る
︒

一
〇　

こ
こ
に
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
国
学
﹂
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
と
こ

ろ
の
︑
竜
造
寺
・
鍋
島
両
家
お
よ
び
佐
賀
藩
の
由
来
や
事
績
に
関

わ
る
﹁
知
﹂
を
︑
含
め
て
よ
い
と
考
え
る
︒

一
一　
﹁
道
と
云
は
吾
非
を
知
事
也
︒︵
中
略
︶
然
共
武
篇
ハ
別
筋
也
︒

大
高
慢
ニ
而
︑
吾
は
日
本
無
双
之
勇
士
と
思
わ
ね
ハ
︑
武
勇
を
顕

す
事
は
成
難
し
︒
武
勇
を
顕
す
気
之
位
在
之
也
︒﹂︵
一-47

︶

一
二　

さ
ら
に
︑﹁
慈
悲
よ
り
出
る
智
勇
かが

本
之
物
也
﹂︵
一-179

︶

と
も
常
朝
は
説
い
た
︒
主
君
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
他
者
に
対
し
て
︑

そ
の
あ
り
よ
う
に
寄
り
添
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
︑
異
見
す
る
こ
と

も
︑
す
べ
て
は
﹁
慈
悲
門
ニ
括
︵
り
︶
込
て
﹂︵
二-108 , 119

︶︑

す
な
わ
ち
︑
仏
菩
薩
に
あ
ず
か
る
慈
悲
の
も
と
に
相
手
を
い
か
に

し
て
も
救
お
う

0

0

0

と
す
る
﹁
念
願
﹂︵
二-119

︶
に
基
づ
く
も
の
と

し
て
︑
実
践
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
本
稿
第

三
節
で
︑
人
一
般
に
向
け
た
﹁
異
見
﹂
の
心
得
と
し
て
引
い
た
二

つ
の
項︵
一-14

︑二-129

︶に
お
い
て
も
︑そ
れ
は﹁
大
慈
悲
﹂﹁
大

誓
願
﹂
と
し
て
の
﹁
奉
公
﹂
に
収
斂
す
る
も
の
だ
︑
と
説
か
れ
て

い
た
︒
慈
悲
の
意
義
と
そ
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
︑
前
掲
﹃
新
校

訂 

全
訳
注 

葉
隠
︵
上
︶﹄
巻
末
所
収
の
解
説
︑
菅
野
覚
明
﹁﹃
葉

隠
﹄
の
思
想
と
山
本
常
朝
﹂
に
お
い
て
も
︑
強
く
示
唆
さ
れ
て
い

る
︒
今
後
の
課
題
と
し
て
銘
記
し
た
い
︒

二
〇


