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美
徳
と
悪
徳

〔
八
九
三
〕　
あ
ら
ゆ
る
美
徳
の
中
、
最
も
称
讃
に
値
す
る
も
の
は
何
で
す
か
。

「
美
徳
は
す
べ
て
素
晴
ら
し
い
。
こ
れ
ら
は
皆
、
上
方
に
向
か
う
進
歩
の
印
で
あ
る
か
ら
。
悪
の
誘

惑
に
自
ら
抵
抗
す
る
、
一
つ
一
つ
の
行
為
が
美
徳
で
あ
る
。
し
か
し
、
美
徳
の
極
致
は
、
他
者
の

幸
福
の
た
め
の
自
己
犠
牲
、
こ
れ
で
あ
る
。
最
高
の
徳
と
は
、
最
も
私
心
の
な
い
、
最
も
幅
の
広

い
親
切
、
そ
の
よ
う
な
形
を
と
る
」

〔
八
九
四
〕　
特
に
あ
れ
こ
れ
悩
む
事
も
な
く
、
自
然
な
気
持
で
善
を
為
す
人
々
が
い
ま
す
。
ま
た
、
善

を
為
す
の
に
自
分
の
心
と
葛
藤
し
、
抵
抗
を
乗
り
越
え
て
初
め
て
そ
れ
を
為
す
人
々
が
い
ま
す
。

こ
れ
は
前
者
と
同
じ
価
値
が
あ
り
ま
す
か
。

「
も
は
や
利
己
心
と
闘
う
必
要
の
な
い
人
は
、
既
に
あ
る
程
度
の
進
歩
を
遂
げ
た
人
達
で
あ
る
。
そ

れ
ら
の
者
は
、
過
去
に
お
い
て
葛
藤
し
、
こ
れ
に
打
ち
勝
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
寛
大
な
心
に
な
っ

て
お
り
、
も
は
や
格
別
の
努
力
を
要
し
な
い
の
で
あ
る
。
善
を
為
す
こ
と
は
、
全
く
自
然
な
事
と

彼
等
は
思
う
。
彼
等
は
既
に
親
切
の
習
慣
を
身
に
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
等
は
葛
藤
の
場
の
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段
階
を
乗
り
越
え
た
、
手
練
の
人
と
尊
敬
を
受
け
る
べ
き
人
士
で
あ
る
」

「
諸
君
が
未
だ
ず
っ
と
完
全
か
ら
遠
い
処
に
い
る
の
で
、
彼
等
を
見
て
驚
く
の
で
あ
る
。
彼
等
の
行

為
は
一
般
の
人
々
の
行
為
か
ら
見
る
と
、
甚
だ
対
照
的
で
あ
る
、
そ
の
珍
ら
し
さ
か
ら
諸
君
は
こ

れ
を
称
讃
す
る
。
だ
が
、
諸
君
の
世
界
で
異
例
な
事
も
、
別
の
進
歩
し
た
世
界
で
は
常
習
で
あ
る

と
い
う
こ
と
、
こ
れ
を
承
知
お
き
願
い
た
い
。
其
処
で
は
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
、
善
は
自
然
な

も
の
な
の
で
あ
る
。
其
処
に
は
善
良
な
霊
し
か
住
ん
で
お
ら
ず
、
ち
ょ
っ
と
し
た
悪
意
さ
え
、
異

常
な
極
悪
と
考
え
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
世
界
が
幸
福
な
の
は
、
こ
の
よ
う
に
美

徳
が
一
般
の
習
い
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
こ
に
あ
る
。
人
類
が
変
容
を
遂
げ
、
愛
の
法
を
正
し

く
理
解
し
て
実
践
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
諸
君
の
地
上
世
界
も
同
じ
よ
う
に
な
る
」

〔
八
九
五
〕　
誰
が
見
て
も
分
か
る
悪
徳
や
悪
行
、
こ
れ
以
外
に
、
不
完
全
性
の
最
大
の
特
徴
と
い
え
ば

何
で
す
か
。

「
利
己
心
で
あ
る
。
見
せ
か
け
の
徳
は
、
金
メ
ッ
キ
し
た
銅
の
よ
う
な
も
の
だ
。
そ
れ
は
試
金
石
に

あ
っ
た
ら
ひ
と
た
ま
り
も
な
い
。
い
ま
一
人
の
人
が
い
て
、
世
界
一
般
の
目
か
ら
は
有
徳
の
士
と
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さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
彼
は
あ
る
程
度
の
進
歩
を
遂
げ
て
は
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
資
質
は
試

練
に
合
え
ば
耐
え
ら
れ
ぬ
か
も
し
れ
ぬ
、
少
々
彼
の
自
己
愛
が
障
害
に
ぶ
っ
つ
か
る
と
、
本
性
が

暴
露
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
地
上
世
界
で
は
、
絶
対
の
無
私
は
極
め
て
ま
れ
な
こ
と
で
あ
っ

て
、
諸
君
は
驚
異
的
な
事
と
し
て
吃
驚
す
る
の
で
あ
る
」

「
物
質
に
対
す
る
執
着
心
、
こ
れ
も
未
熟
で
あ
る
こ
と
の
印
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
人
間
が
現
世

の
物
事
に
気
を
奪
わ
れ
れ
ば
奪
わ
れ
る
ほ
ど
、
自
分
の
道
を
見
失
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
か

ら
。
こ
の
逆
の
場
合
は
、
来
世
の
方
ま
で
目
が
は
っ
き
り
広
く
見
え
て
い
る
と
い
う
事
で
あ
る
」

〔
八
九
六
〕　
気
前
は
い
い
が
、
も
の
を
見
る
目
が
な
く
、
金
銭
の
使
い
方
も
ど
ん
ぶ
り
勘
定
で
、
そ
の

た
め
、
何
の
役
に
立
つ
こ
と
も
な
し
に
浪
費
し
て
し
ま
う
人
が
い
ま
す
。
こ
ん
な
人
の
行
為
に
何

か
価
値
が
あ
り
ま
す
か
。

「
利
己
心
が
な
い
と
い
う
点
で
評
価
さ
れ
る
。
だ
が
、
善
行
の
点
で
は
評
価
で
き
な
い
。
非
利
己
は

美
徳
で
あ
る
と
し
て
も
、
無
思
慮
な
浪
費
は
、
控
え
目
に
言
っ
て
も
判
断
力
の
欠
如
で
あ
る
。
財

産
は
、
こ
れ
を
ち
ゃ
ん
と
管
理
す
る
人
に
は
与
え
ら
れ
て
も
、
こ
れ
を
浪
費
す
る
者
に
は
、
も
う
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与
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
財
産
は
、
収
支
報
告
を
要
す
る
預
金
な
の
で
あ
る
。
人
は
、
も
し
か

し
た
ら
出
来
た
の
に
、
実
行
し
な
か
っ
た
善
行
す
べ
て
を
報
告
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
人
は
無
用
に
浪

費
し
た
金
で
、
も
し
か
し
た
ら
泣
か
ず
に
す
ん
だ
人
達
の
、
す
べ
て
の
流
し
た
涙
に
償
い
を
せ
ね

ば
な
ら
ぬ
」

〔
八
九
七
〕　
此
の
世
で
報
い
を
受
け
る
つ
も
り
は
な
く
、
あ
の
世
で
良
い
報
い
を
受
け
た
く
て
、
善
行

に
励
む
者
は
、
ほ
め
た
事
で
は
な
い
の
で
す
か
。
あ
の
世
で
の
地
位
は
、
そ
の
た
め
に
良
く
な
り

ま
し
ょ
う
か
。
そ
う
い
う
計
算
は
、
本
人
の
進
歩
の
た
め
に
、
よ
い
事
で
し
ょ
う
か
。

「
人
は
愛
に
よ
っ
て
善
事
を
為
す
べ
き
も
の

─
即
ち
、
無
私
に
よ
っ
て
」

　

─
し
か
し
、
私
共
が
現
在
の
苦
悩
の
状
況
か
ら
脱
け
出
る
た
め
に
、
進
歩
を
望
む
の
は
当
然

の
事
で
す
。
霊
達
も
、
私
共
が
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
正
し
い
事
を
す
る
よ
う
、
教
え
て

く
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
い
ま
地
上
の
現
状
よ
り
も
、
私
共
が
良
く
な
ろ
う
と
す
る
事
が
、

間
違
い
で
し
ょ
う
か
。

「
間
違
い
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
自
分
の
事
は
何
も
考
え
ず
、
神
に
喜
ん
で
頂
く
た
め
、
苦
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し
む
隣
人
を
助
け
る
た
め
に
、
唯
た
だ
進
ん
で
善
を
為
す
者
は
、
既
に
高
い
進
歩
の
段
階
に
達
し

て
い
る
者
、
幸
福
の
頂
上
の
程
近
く
に
い
る
者
。
彼
等
を
次
の
者
に
比
べ
る
と
は
、
つ
ま
り
、
心

情
の
自
然
か
ら
愛
の
た
め
に
の
み
心
せ
か
れ
て
善
を
行
う
の
で
は
な
し
に
、
も
っ
と
利
己
的
で
、

計
算
を
し
て
善
を
行
う
者
、
こ
う
い
う
者
と
比
較
す
れ
ば
、
な
」

　

─
隣
人
に
善
を
行
う
事
と
、
私
共
が
自
己
の
欠
点
是
正
の
た
め
に
払
う
配
慮
と
、
こ
の
間
に

線
は
引
か
れ
ま
せ
ん
か
。
私
達
が
あ
の
世
で
得
に
な
る
か
ら
と
い
う
考
え
で
善
を
し
て
も
、
殆
ん

ど
価
値
が
な
い
と
い
う
事
は
分
か
り
ま
す
。
し
か
し
、
自
分
を
高
級
霊
の
方
に
近
付
け
た
い
、
自

分
を
霊
界
の
高
い
地
位
へ
と
高
め
た
い
、
そ
う
思
っ
て
、
自
己
を
改
善
し
、
悪
い
感
情
を
克
服
し
、

良
か
ら
ぬ
性
質
は
す
べ
て
正
し
て
い
く
こ
と
は
、
や
は
り
低
俗
な
こ
と
で
す
か
。

「
い
や
、
い
や
。〈
善
を
為
す
〉
と
は
、
彼
等
が
意
味
し
た
の
は
、
愛
が
深
い
こ
と
、
こ
れ
で
あ
っ
た
。

計
算
す
る
者
、
自
分
の
行
う
愛
の
行
為
が
、
此
の
世
で
あ
の
世
で
幾
ら
に
な
る
か
勘
定
す
る
者
は
、

利
己
的
に
事
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
自
己
を
神
に
近
付
け
よ
う
と
望
む
者
、
そ
れ
が

す
べ
て
努
力
の
目
的
で
あ
っ
て
、
自
己
改
善
に
励
む
こ
と
の
中
に
は
、
い
か
な
る
利
己
も
な
い
」

〔
八
九
八
〕　
地
上
の
命
は
、
低
級
な
状
況
下
で
の
、
ほ
ん
の
一
時
の
逗
留
に
す
ぎ
ま
せ
ん
、
そ
れ
故
、
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来
生
こ
そ
主
と
し
て
心
に
留
め
る
べ
き
生
活
で
す
。
従
っ
て
、
現
世
の
事
、
現
世
の
必
要
、
そ
れ

だ
け
し
か
取
り
扱
わ
ぬ
科
学
知
識
を
習
得
し
て
、
何
の
役
に
立
ち
ま
す
か
。

「
絶
対
に
有
用
で
あ
る
。
と
言
う
の
は
、
こ
の
知
識
に
よ
っ
て
、
諸
君
は
同
胞
に
利
益
を
も
た
ら
せ

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
、
諸
君
の
霊
が
、
も
し
知
的
に
十
分
に
進
歩
す
れ
ば
、
他

界
に
入
っ
て
急
速
に
進
歩
で
き
る
、
地
上
で
何
年
も
か
か
っ
た
事
が
一
時
間
で
習
得
で
き
る
。
ど

ん
な
知
識
と
い
え
ど
も
、
無
役
で
は
な
い
。
す
べ
て
の
知
識
が
諸
君
の
進
歩
に
、
大
な
り
小
な
り

寄
与
す
る
。
と
申
す
の
は
、
完
成
し
た
霊
は
す
べ
て
の
事
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
進
歩
は
あ
ら
ゆ

る
方
面
で
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
す
べ
て
の
得
た
知
が
本
人
の
進
歩
を
進
め
、
役
立
つ
の
で
あ
る
」

〔
八
九
九
〕　
い
ま
二
人
の
人
物
が
い
ま
し
て
、
共
に
金
持
で
す
。
二
人
と
も
、
そ
の
富
を
自
分
の
満
足

の
た
め
に
だ
け
使
っ
て
い
ま
す
。
一
人
は
富
裕
の
生
ま
れ
で
、
不
足
を
知
り
ま
せ
ん
。
も
う
一
人

は
汗
水
流
し
て
そ
の
富
を
入
手
し
ま
し
た
。
ど
ち
ら
の
方
の
咎
が
大
き
い
で
す
か
。

「
不
足
を
す
る
こ
と
が
何
で
あ
る
か
を
知
っ
て
い
る
方
が
、
咎
が
大
き
い
。
と
申
す
の
は
、
彼
に
は

そ
の
痛
み
が
分
か
る
か
ら
で
あ
る
」
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〔
九
〇
〇
〕　
他
者
の
た
め
に
何
も
良
い
こ
と
を
せ
ず
、
た
だ
溜
め
る
一
方
の
人
が
、
そ
れ
は
子
孫
に
残

す
た
め
だ
と
す
れ
ば
、
言
い
訳
が
た
ち
ま
す
か
。

「
そ
の
よ
う
な
弁
解
は
、
こ
じ
つ
け
に
す
ぎ
な
い
」

〔
九
〇
一
〕　
二
人
の
強
欲
な
人
間
が
い
ま
す
。
一
人
は
生
活
に
必
要
な
物
ま
で
切
り
つ
め
、
蓄
財
に
囲

ま
れ
質
素
に
死
に
ま
し
た
。
一
人
は
、
他
人
に
は
け
ち
で
す
が
、
自
分
の
た
め
に
は
出
費
を
惜
し

み
ま
せ
ん
。
ま
た
、
他
者
の
た
め
の
奉
仕
と
か
、
高
貴
な
目
的
の
た
め
と
か
に
は
、
爪
の
先
ほ
ど

の
犠
牲
も
出
し
惜
し
み
す
る
く
せ
に
、
自
分
の
趣
味
や
享
楽
の
た
め
と
な
る
と
、
ま
る
で
出
費
に

し
ま
り
が
な
い
の
で
す
。
こ
の
人
物
は
、
人
か
ら
奉
仕
を
頼
ま
れ
れ
ば
、
い
つ
も
金
が
な
い
と
言

う
く
せ
に
、
こ
と
自
分
の
楽
し
み
に
は
湯
水
の
よ
う
に
金
が
出
る
の
で
す
。
こ
の
二
人
の
中
、
ど

ち
ら
の
方
が
罪
深
い
で
し
ょ
う
、
ま
た
、
他
界
に
入
れ
ば
ど
ち
ら
の
方
の
状
況
が
悪
い
で
し
ょ
う
。

「
自
分
の
享
楽
の
た
め
に
金
を
使
う
方
が
罪
深
い
。
こ
の
人
間
は
欲
が
深
い
と
い
う
よ
り
、
利
己
主

義
な
の
で
あ
る
。
も
う
一
人
の
方
は
、
既
に
罰
の
一
部
を
受
け
て
い
る
」

〔
九
〇
二
〕　
善
事
を
為
す
手
段
と
し
て
、
富
を
求
め
る
こ
と
は
い
け
な
い
事
で
す
か
。
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「
こ
の
願
望
は
、
純
粋
で
あ
れ
ば
褒
め
て
も
よ
い
。
だ
が
、
い
つ
も
全
く
私
心
が
な
い
だ
ろ
う
か
、

何
か
自
分
の
隠
れ
た
気
持
が
ひ
そ
ん
で
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
良
い
こ
と
を
し
て
あ
げ
た
い
と
い
う

第
一
の
相
手
が
、
自
分
自
身
で
あ
る
こ
と
が
、
余
り
に
多
く
は
な
い
だ
ろ
う
か
」

〔
九
〇
三
〕　
他
人
の
欠
点
を
詮
索
す
る
こ
と
は
、
間
違
っ
た
こ
と
で
す
か
。

「
た
だ
批
判
し
た
り
、
す
っ
ぱ
抜
い
た
り
す
る
た
め
だ
け
な
ら
、
そ
れ
は
大
変
悪
い
。
つ
ま
り
、
そ

れ
は
愛
を
欠
い
た
行
為
だ
か
ら
。
自
分
に
あ
る
欠
点
を
取
り
除
い
て
、
自
分
の
た
め
に
役
立
て
よ

う
と
い
う
考
え
で
す
る
の
な
ら
、
役
に
立
つ
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
、
他
人
の
欠
点
に
寛
容
で
あ

る
こ
と
は
、
愛
の
要
素
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
、
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。
他
人
の
欠
陥
を
非
難
す

る
前
に
、
先
ず
、
他
人
が
自
分
の
同
じ
よ
う
な
欠
陥
を
非
難
し
て
い
な
い
か
、
こ
れ
を
考
え
る
べ

き
で
あ
る
。
他
者
の
欠
点
を
詮
索
し
て
役
に
立
つ
唯
一
つ
の
道
は
、
反
面
教
師
、
こ
れ
か
ら
学
ぶ

こ
と
で
あ
る
。
彼
は
欲
が
深
い
？
　
そ
う
し
た
ら
寛
大
に
な
り
な
さ
い
。
彼
は
高
慢
？
　
諸
君
は

謙
遜
で
慎
み
深
く
な
り
な
さ
い
。
彼
は
無
情
？
　
そ
う
し
た
ら
親
切
で
あ
り
な
さ
い
。
彼
は
卑
劣

漢
で
け
ち
ん
ぼ
？
　
諸
君
は
自
分
の
行
為
す
べ
て
に
崇
高
で
あ
り
な
さ
い
。
要
す
る
に
、
イ
エ
ス



84

の
次
の
言
葉
が
、
諸
君
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
だ
と
言
わ
れ
ぬ
よ
う
、
行
動
し
な
さ
い
、〈
他

人
の
目
の
塵
は
見
え
る
の
に
、
自
分
の
目
の
中
の
う
つ
ば
り
を
見
な
い
〉
と
」

〔
九
〇
四
〕　
社
会
の
傷
の
部
分
を
、
は
っ
き
り
さ
せ
る
目
的
で
、
あ
れ
こ
れ
詮
議
だ
て
す
る
事
は
い
け

な
い
事
で
す
か
。

「
そ
れ
は
何
の
た
め
に
す
る
の
か
、
そ
の
動
機
い
か
ん
に
よ
る
。
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
生
む
だ
け
が
目

的
な
ら
、
為
に
は
な
ら
ぬ
。
世
を
害
す
る
図
を
描
い
て
み
せ
て
、
自
分
一
個
の
満
足
を
得
る
も
の

で
あ
る
。
本
人
の
心
に
は
そ
の
社
会
の
悪
が
分
か
っ
て
い
な
が
ら
、
そ
の
悪
を
描
き
出
し
て
楽
し

む
傍
観
者
は
、
そ
の
罰
を
受
け
る
者
と
な
ろ
う
」

　

─
こ
の
場
合
、
そ
の
作
者
が
誠
実
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
意
図
は
純
粋
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
は

ど
う
や
っ
て
判
断
で
き
ま
す
か
。

「
そ
れ
は
必
ず
し
も
判
断
を
す
る
必
要
は
な
い
。
も
し
作
者
が
良
い
も
の
を
書
け
ば
、
そ
れ
に
よ
っ

て
利
益
を
得
る
。
悪
け
れ
ば
、
そ
れ
は
本
人
の
良
心
の
問
題
で
あ
る
。
ど
う
し
て
も
本
人
が
自
分

の
誠
意
を
証
明
し
た
け
れ
ば
、
彼
自
身
が
優
れ
た
手
本
で
あ
る
よ
う
に
振
舞
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
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〔
九
〇
五
〕　
非
常
に
素
晴
ら
し
い
道
徳
的
教
え
が
沢
山
書
か
れ
て
い
る
書
物
が
あ
り
、
人
類
の
進
歩
に

役
立
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
作
者
達
本
人
の
道
徳
性
に
は
、
大
し
て
プ
ラ
ス
に
は
な
っ
て
い
な
い

の
で
す
。
作
者
達
が
著
作
を
通
じ
て
行
っ
た
善
は
、
本
人
の
霊
に
報
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で

す
か
。

「
道
徳
原
理
は
、
こ
れ
を
実
践
し
な
け
れ
ば
、
播
か
な
い
種
子
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
種
子
は
こ

れ
に
実
を
結
ば
せ
、
食
糧
と
し
な
け
れ
ば
、
何
に
も
な
ら
な
い
。
左
様
な
人
物
は
、
自
分
の
言

う
こ
と
を
人
に
理
解
さ
せ
る
知
性
を
持
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
な
お
更
罪
が
重
い
。
人
に
す
す
め

る
美
徳
を
自
分
は
実
践
し
な
い
こ
と
で
、
彼
等
は
本
当
は
手
に
出
来
た
収
穫
を
失
っ
た
の
で
あ
っ

た
」

〔
九
〇
六
〕　
善
を
為
す
人
が
、
自
分
の
行
為
が
善
で
あ
る
こ
と
を
、
ま
た
自
分
に
と
っ
て
良
い
事
で
あ

る
こ
と
を
意
識
す
る
の
は
、
良
く
な
い
事
で
す
か
。

「
人
は
自
分
の
行
う
悪
を
意
識
す
る
限
り
、
ま
た
自
分
の
行
う
善
を
も
意
識
す
る
。
人
は
自
分
が
善

悪
い
ず
れ
を
行
っ
た
か
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
の
は
、
こ
の
本
人
の
良
心
の
声
に
依
る
の
で
あ

る
。
人
は
自
分
の
す
べ
て
の
行
為
を
、
神
の
秤
、
特
に
正
義
と
愛
と
奉
仕
の
秤
で
計
量
し
て
初
め
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て
、
自
分
が
善
で
あ
る
か
悪
で
あ
る
か
を
決
定
で
き
る
。
ま
た
、
善
し
と
で
き
る
か
否
か
が
決
定

で
き
る
。
そ
れ
故
に
、
彼
が
自
分
の
悪
に
打
ち
克
っ
た
事
実
を
知
り
、
こ
れ
を
喜
ぶ
こ
と
は
、
も

し
こ
の
認
識
を
無
駄
に
し
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
悪
か
ろ
う
筈
が
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
も
し
無
駄

に
で
も
す
れ
ば
、
自
分
が
克
服
し
た
と
同
様
な
悪
の
道
を
歩
く
こ
と
に
な
ろ
う
か
ら
」

激
情

〔
九
〇
七
〕　
私
達
の
激
情
は
自
然
に
出
て
来
る
も
の
で
す
か
ら
、
激
情
は
そ
の
本
性
が
悪
な
の
で
し
ょ

う
か
。

「
い
や
、
悪
い
の
は
過
度
の
激
情
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
過
度
は
意
志
の
乱
用
で
あ
る
か
ら
。
し
か

し
、
感
情
は
す
べ
て
そ
の
根
源
に
お
い
て
、
人
間
の
た
め
、
善
の
た
め
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
感

情
あ
れ
ば
こ
そ
、
人
間
は
拍
車
を
か
け
ら
れ
、
偉
大
な
仕
事
を
や
り
遂
げ
よ
う
な
ど
と
も
く
ろ
む
。

害
と
な
る
の
は
、
感
情
の
乱
用
、
こ
れ
の
み
で
あ
る
」

〔
九
〇
八
〕　
感
情
が
良
い
も
の
に
な
る
か
悪
い
も
の
に
な
る
か
、
ど
う
や
っ
て
そ
の
限
界
を
定
め
れ
ば
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い
い
で
す
か
。

「
感
情
は
馬
の
よ
う
な
も
の
で
、
管
理
下
に
お
け
ば
役
に
立
つ
が
、
思
い
の
ま
ま
に
さ
せ
て
お
け
ば

危
険
で
あ
る
。
感
情
は
本
人
が
支
配
を
止
め
た
瞬
間
、
有
害
と
な
る
。
ま
た
、
本
人
な
い
し
他
者

に
害
が
及
ぶ
瞬
間
か
ら
、
悪
い
も
の
と
な
る
」

〔
注
解
〕　
感
情
は
人
間
の
力
を
十
倍
に
も
増
大
さ
せ
る
梃て

こ子
で
あ
っ
て
、
人
間
が
神
意
を
実
現
す
る

に
当
た
り
助
力
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
但
し
、
こ
れ
を
支
配
せ
ず
、
逆
に
支
配
さ
れ
て
い
る
と
、

あ
ら
ゆ
る
面
で
過
度
に
お
ち
入
り
易
い
。
ま
た
、上
手
に
扱
え
ば
有
用
な
力
が
、逆
に
人
間
を
襲
っ

て
、
押
し
つ
ぶ
し
て
も
し
ま
う
。

　
激
情
は
す
べ
て
そ
の
源
は
、自
然
な
感
情
や
自
然
の
欲
求
に
あ
る
。
そ
れ
故
、こ
れ
は
神
に
よ
っ

て
定
め
ら
れ
た
生
命
の
在
り
方
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
が
悪
で
は
な
い
。
激
情
と
は
、
感
情

や
欲
求
の
誇
張
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
誇
張
と
は
、
動
機
い
か
ん
で
過
度
な
働
き
と
な
る
の
で
、
力
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
悪
と

な
る
の
は
こ
の
行
き
過
ぎ
た
働
き
で
あ
る
。
こ
れ
が
す
べ
て
の
悪
い
結
果
に
つ
な
が
る
。

　
激
情
は
す
べ
て
、
人
間
を
動
物
の
性
質
に
近
付
け
、
人
間
を
霊
的
性
質
か
ら
遠
ざ
け
る
。
動
物
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性
の
上
に
超
然
と
す
る
感
情
は
、
人
間
に
動
物
性
以
上
の
霊
性
が
存
在
す
る
証
拠
で
あ
り
、
こ
れ

に
よ
っ
て
、
人
間
は
完
全
に
向
か
っ
て
進
む
。

〔
九
〇
九
〕　
人
間
は
努
力
に
よ
っ
て
、
必
ず
、
自
分
の
悪
い
性
向
を
克
服
で
き
る
も
の
で
す
か
。

「
左
様
、
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
の
努
力
、
そ
れ
を
時
々
や
れ
ば
、
そ
れ
で
十
分
だ
。
欠
け
て
い
る
の
は

意
志
で
あ
る
。
あ
あ
！
　
諸
君
等
の
う
ち
何
人
、
本
当
に
真
面
目
に
、
自
己
改
善
の
努
力
を
し
て

い
る
だ
ろ
う
か
」

〔
九
一
〇
〕　
激
情
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
霊
か
ら
の
援
助
が
十
分
う
け
ら
れ
ま
す
か
。

「
神
や
守
護
霊
に
、
援
助
を
請
う
真
摯
な
祈
り
を
捧
げ
れ
ば
、
必
ず
助
け
が
得
ら
れ
る
。
そ
れ
が
あ

の
方
々
の
使
命
な
の
だ
か
ら
」

〔
九
一
一
〕　
場
合
に
よ
っ
て
は
、
激
情
が
激
し
す
ぎ
て
、
意
志
の
力
で
は
と
て
も
押
さ
え
き
れ
な
い
、

と
い
う
事
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

「〈
よ
し
、
決
心
し
た
〉
と
言
い
な
が
ら
、
そ
の
決
意
は
口
先
だ
け
、
そ
れ
が
出
来
な
く
て
も
残
念

が
り
も
し
な
い
、そ
う
い
う
者
達
が
余
り
に
も
多
す
ぎ
る
。
人
間
が
激
情
を
克
服
で
き
な
い
の
は
、
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霊
が
後
向
き
に
な
っ
て
い
て
、
本
人
は
激
情
の
ま
ま
に
な
っ
て
楽
し
ん
で
い
る
、
こ
う
い
う
こ
と

で
あ
る
。
感
情
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
出
来
る
人
は
、
霊
性
を
よ
く
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
激

情
の
克
服
は
、
自
分
の
霊
が
物
質
に
打
ち
克
つ
こ
と
、
こ
う
、
そ
の
者
は
承
知
し
て
い
る
」

〔
九
一
二
〕　
物
質
支
配
と
闘
う
最
も
有
効
な
方
法
は
何
で
す
か
。

「
自
制
の
発
揮
、
こ
れ
で
あ
る
」

利
己
主
義

〔
九
一
三
〕　
数
あ
る
悪
徳
の
中
、
そ
れ
ら
の
根
源
を
な
す
悪
徳
は
何
で
す
か
。

「
利
己
主
義
、
こ
れ
は
繰
返
し
諸
君
等
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
諸
悪
が
生
じ
る
の
は
、
こ
の
利

己
主
義
か
ら
な
の
で
あ
る
。
悪
徳
を
よ
く
調
べ
て
み
ら
れ
よ
、
さ
す
れ
ば
、
そ
の
根
源
に
利
己
主

義
が
あ
る
こ
と
に
納
得
が
い
こ
う
。
決
意
を
し
た
ら
悪
と
闘
っ
て
み
な
さ
れ
。
そ
の
悪
の
根
源
に

至
り
、
悪
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
利
己
主
義
を
滅
ぼ
さ
ぬ
限
り
、
悪
の
根
絶
に
は
成
功
せ
ぬ
も
の
で

あ
る
。
す
べ
て
の
努
力
を
こ
の
目
的
に
向
け
な
さ
い
。
利
己
主
義
こ
そ
、
社
会
腐
敗
の
根
源
で
あ
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る
の
だ
か
ら
。
自
分
の
日
常
生
活
に
お
い
て
も
、
何
か
心
の
進
歩
を
求
め
る
な
ら
、
自
分
の
心
か

ら
利
己
的
感
情
を
取
り
除
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
利
己
心
こ
そ
、
正
義
・
愛
・
奉
仕
と
は
相
い
れ
ぬ

も
の
。
こ
れ
が
す
べ
て
の
良
い
も
の
を
、
台
な
し
に
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
」

〔
九
一
四
〕　
利
己
主
義
の
根
は
、
個
人
的
利
益
と
い
う
感
情
に
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
、
人
間
の
心
か
ら

こ
れ
を
根
絶
す
る
こ
と
は
、
甚
だ
困
難
な
事
、
こ
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
出
来
る
こ
と

な
の
で
す
か
。

「
人
間
の
目
が
霊
的
な
も
の
に
開
か
れ
て
い
け
ば
、
人
間
は
物
質
に
と
ら
わ
れ
な
く
な
る
。
こ
う
し

て
、
物
質
の
奴
隷
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
く
に
つ
れ
、
利
己
主
義
を
か
き
た
て
る
よ
う
な
制
度
は
改

善
さ
れ
て
い
く
。
教
育
は
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
を
目
指
す
べ
き
で
あ
る
」

〔
九
一
五
〕　
利
己
主
義
は
人
間
に
と
っ
て
生
来
の
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
地
上
を
美
徳
が
完
全
支
配

す
る
に
は
、
こ
れ
が
障
害
と
な
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

「
確
か
に
、
利
己
主
義
は
諸
君
の
最
大
の
悪
で
あ
る
。
し
か
し
、
利
己
主
義
は
地
上
に
生
ま
れ
て
来

て
い
る
霊
が
も
っ
て
い
る
未
発
達
性
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
何
度
も
再
生
し
て
浄
化
を
重
ね
、
利
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己
主
義
を
払
い
落
と
し
て
い
る
霊
も
い
る
よ
う
に
、人
類
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
。
地
上
に
は
、

利
己
心
を
脱
し
て
、
奉
仕
に
献
身
し
て
い
る
人
が
居
な
い
と
い
う
の
か
ね
。
そ
う
い
う
人
士
は
、

諸
君
が
考
え
る
以
上
に
居
る
。
だ
が
、
彼
等
は
殆
ん
ど
人
に
知
ら
れ
て
い
な
い
。
美
徳
と
い
う
も

の
は
、
人
前
に
派
手
に
身
を
ひ
け
ら
か
す
こ
と
を
好
ま
ぬ
か
ら
。
も
し
も
諸
君
の
中
に
そ
の
よ
う

な
一
人
が
居
た
ら
、
ど
う
し
て
十
人
い
な
い
だ
ろ
う
か
？
　
そ
れ
が
十
人
い
た
ら
、
ど
う
し
て
千

人
、
等
々
、
い
な
い
だ
ろ
う
か
ね
？
」

〔
九
一
六
〕　
利
己
主
義
は
、
減
る
ど
こ
ろ
か
、
文
明
と
共
に
増
え
て
い
ま
す
。
そ
の
文
明
が
利
己
主
義

を
強
化
助
長
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
ど
う
す
れ
ば
、こ
の
よ
う
な
結
果
が
失
く
せ
ま
す
か
。

「
悪
は
太
れ
ば
、い
よ
い
よ
忌
わ
し
く
見
え
る
も
の
。
利
己
主
義
も
目
に
余
る
害
を
及
ぼ
す
に
至
り
、

諸
君
は
そ
の
根
絶
の
必
要
を
覚
え
る
。
人
間
が
利
己
主
義
を
脱
却
す
れ
ば
、兄
弟
の
よ
う
に
な
り
、

他
を
傷
つ
け
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
気
心
も
一
つ
に
な
っ
て
相
互
に
助
け
合
う
。
強
者
は
弱
者

の
圧
迫
者
で
は
な
く
な
り
、
支
持
者
と
な
る
。
誰
一
人
生
活
の
資
に
事
欠
く
者
は
い
な
く
な
る
、

正
義
の
法
、
万
人
が
従
う
の
で
あ
る
か
ら
。
い
ま
霊
達
が
そ
の
新
時
代
の
到
来
を
目
指
し
て
従
事

し
て
い
る
の
は
、
実
に
こ
の
正
義
が
支
配
す
る
時
代
の
到
来
の
た
め
で
あ
る
」
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〔
九
一
七
〕　
ど
ん
な
方
法
を
と
れ
ば
、
利
己
主
義
は
打
破
さ
れ
ま
す
か
。

「
人
間
の
不
完
全
性
の
中
で
、
最
も
根
絶
の
難
し
い
の
が
利
己
主
義
で
あ
る
。
と
申
す
の
は
、
利
己

主
義
は
物
質
の
力
と
結
び
付
い
て
お
り
、
人
間
は
未
だ
初
等
段
階
に
あ
っ
て
、
そ
の
力
か
ら
自
由

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
に
、
人
間
の
法
律
、
社
会
機
構
、
教
育
な
ど
す
べ
て
が
、
こ
の
物

質
の
力
を
維
持
す
る
傾
向
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
間
の
精
神
生
活
が
物
質
生
活
よ
り
優

位
に
な
っ
て
い
く
に
つ
れ
て
、
利
己
主
義
は
漸
次
弱
ま
っ
て
い
こ
う
。
そ
れ
は
心
霊
主
義
に
よ
っ

て
、
寓
話
の
覆
い
が
は
ず
さ
れ
、
人
間
の
死
後
生
存
の
事
実
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
、
そ
の
知
識
を

通
じ
て
進
め
ら
れ
る
。
心
霊
主
義
が
正
し
く
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
人
類
の
信
仰
も
習
慣
も

こ
れ
と
一
つ
に
な
る
時
、
慣
習
・
風
習
・
社
会
関
係
の
一
切
が
変
化
し
て
い
こ
う
。
利
己
主
義
は

自
分
個
人
の
重
視
、
そ
こ
に
立
脚
し
て
い
る
。
心
霊
主
義
は
こ
れ
に
反
し
て
、
正
し
く
理
解
さ
れ

れ
ば
、
個
人
と
い
う
感
情
が
消
え
た
、
い
わ
ば
無
限
の
観
照
と
で
も
言
う
か
、
大
変
高
め
ら
れ
た

観
点
、
そ
こ
か
ら
一
切
を
見
る
目
を
人
に
与
え
る
の
で
あ
る
。
自
尊
の
感
情
を
打
倒
す
る
点
で
、

人
間
の
真
性
を
示
し
て
く
れ
る
こ
と
で
、
心
霊
主
義
は
必
ず
、
利
己
主
義
と
闘
う
も
の
で
あ
る
」

「
人
間
は
他
人
の
利
己
主
義
に
触
れ
る
経
験
を
す
る
と
、自
分
が
利
己
的
と
な
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
。
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相
手
の
利
己
主
義
か
ら
自
分
を
守
ろ
う
と
い
う
欲
求
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。
他
人
が
自
分
の
こ
と

を
考
え
て
、
こ
ち
ら
の
事
は
考
え
て
く
れ
な
い
の
を
見
る
と
、
そ
の
本
人
も
他
人
の
こ
と
よ
り
、

自
分
の
事
を
考
え
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
奉
仕
と
友
愛
の
原
理
を
、
社
会
制
度
の

基
礎
に
、ま
た
国
際
間
及
び
人
間
間
の
法
的
関
係
の
基
礎
に
入
れ
て
み
る
が
よ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、

人
々
は
自
分
個
人
の
利
益
と
い
う
事
を
さ
ほ
ど
考
え
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
何
故
か
と
い
う
と
、
自

分
の
利
益
が
他
者
に
よ
っ
て
配
慮
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
人
は
精
神

感
化
の
実
例
や
実
際
の
体
験
を
持
つ
わ
け
で
あ
る
。
現
代
の
利
己
主
義
が
氾
濫
す
る
中
で
は
、
感

謝
も
余
り
し
て
く
れ
な
い
他
者
の
た
め
に
、
自
己
の
利
益
を
犠
牲
に
す
る
事
は
、
余
程
の
徳
性
が

な
け
れ
ば
出
来
る
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
天
国
が
開
か
れ
る
の
は
、
結
局
、
こ
の
徳
性
の
所

有
者
に
対
し
て
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
者
に
は
選
ば
れ
た
者
の
幸
福
も
保
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
審
判
の
日
に
、
自
分
の
事
だ
け
を
考
え
て
き
た
者
は
除
外
さ
れ
、
孤
独
の
苦
し
み

の
中
に
と
り
残
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」（
中
巻
〔
七
八
五
〕
参
照
） 

フ
ェ
ネ
ロ
ン

〔
注
解
〕　
人
類
の
進
歩
を
促
進
す
る
た
め
に
、
称
賛
に
値
す
る
努
力
が
払
わ
れ
て
い
る
。
他
の
ど
の

時
代
よ
り
も
、
寛
仁
な
心
が
大
切
に
さ
れ
支
持
さ
れ
て
い
る
が
、
な
お
利
己
主
義
が
社
会
の
病
気
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を
な
し
て
い
て
、
悩
み
の
種
で
あ
る
。
人
々
に
は
こ
の
社
会
の
疾
病
が
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
あ
っ

て
、
人
々
は
多
少
と
も
そ
の
犠
牲
者
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
我
々
に
伝
染
病
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
れ

と
戦
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
我
々
は
内
科
医
と
同
じ
よ
う
に
、
疾
病
の
原
因
に
ま
で

さ
か
の
ぼ
る
こ
と
か
ら
始
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
我
々
は
、
利
己
主
義
を
温
存
さ
せ
発
展
さ
せ
る
す

べ
て
の
原
因
と
作
用
を
、
家
族
関
係
、
国
際
関
係
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
組
織
に
至
る
ま
で
、
探
し
出

さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
病
気
の
原
因
が
分
か
れ
ば
、
治
療
法
は
お
の
ず
か
ら
分
か
っ
て
く
る
。
病
気

の
原
因
は
多
い
か
ら
、
治
療
は
遅
々
た
る
も
の
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
そ
れ
は
不
可
能
で
は
な
い
。

そ
れ
は
悪
の
根
元
に
ま
で
達
す
る
こ
と
、
即
ち
教
育
の
普
及
に
よ
っ
て
、
効
果
を
あ
げ
得
よ
う
。

そ
れ
は
単
に
知
的
進
歩
の
た
め
の
教
育
で
な
く
、
道
徳
的
な
向
上
を
は
か
る
教
育
に
よ
っ
て
で
あ

る
。

　
人
間
は
幸
福
に
な
り
た
い
と
願
っ
て
い
る
。
生
来
人
間
に
備
っ
て
い
る
こ
の
願
望
に
よ
っ
て
、

人
間
は
促
さ
れ
刺
激
を
受
け
て
、
地
上
生
活
の
環
境
を
改
善
し
よ
う
と
努
力
す
る
。
ま
た
、
自
分

を
苦
し
め
る
悪
の
原
因
を
探
し
出
し
て
取
り
除
こ
う
と
す
る
。
利
己
主
義
は
悪
の
原
因
の
一
つ
で

あ
る
こ
と
、
利
己
主
義
は
苦
の
因
で
あ
る
高
慢
、
野
望
、
貪
欲
、
嫉
妬
、
憎
悪
な
ど
を
生
み
出
す
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こ
と
、
す
べ
て
の
社
会
関
係
を
混
乱
さ
せ
、
意
見
を
衝
突
さ
せ
、
信
頼
関
係
を
こ
わ
し
、
友
人
を

敵
に
変
え
、
隣
人
に
対
し
て
は
い
つ
も
警
戒
心
を
抱
か
せ
る
こ
と
、
以
上
の
事
が
は
っ
き
り
理
解

で
き
れ
ば
、
人
間
は
こ
の
悪
徳
が
、
自
分
の
幸
運
だ
け
で
な
く
、
安
全
と
も
矛
盾
す
る
と
い
う
事
、

こ
れ
に
気
付
く
に
至
ろ
う
。
人
間
が
こ
の
事
で
悩
め
ば
悩
む
程
、
痛
切
に
こ
れ
と
闘
う
こ
と
の
必

要
を
感
じ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
病
気
や
危
険
な
動
物
や
他
の
災
厄
の
原
因
と
闘
う
の
に
似
て
い

る
。
何
と
な
れ
ば
、
彼
は
自
分
自
身
の
利
益
の
た
め
に
、
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
か
ら
。

　
利
己
主
義
は
、
愛
が
す
べ
て
の
美
徳
の
源
で
あ
る
よ
う
に
、
諸
悪
の
源
で
あ
る
。
利
己
主
義
を

滅
ぼ
し
、
愛
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
は
、
現
世
に
お
い
て
も
死
後
に
お
い
て
も
、
自
分
自
身
の
幸
福

を
確
保
し
た
い
と
願
う
、
す
べ
て
の
人
々
の
目
的
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。

高
潔
な
人
の
特
色

〔
九
一
八
〕　
霊
的
に
高
い
進
歩
を
遂
げ
て
い
る
人
は
、
ど
ん
な
特
徴
が
あ
り
ま
す
か
。

「
肉
体
を
ま
と
っ
て
い
る
人
間
の
霊
の
高
さ
は
、
地
上
生
活
で
の
行
為
の
す
べ
て
が
、
神
法
と
一
致
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し
て
い
る
こ
と
、
及
び
、
霊
的
生
命
を
よ
く
理
解
し
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
が
そ
の
証
拠
で
あ
る
」

〔
注
解
〕　
真
に
高
潔
な
人
は
、
正
義
と
愛
と
奉
仕
の
法
を
、
無
上
の
純
粋
さ
で
実
践
す
る
人
で
あ
る
。

彼
は
常
に
自
分
の
行
為
に
関
し
て
良
心
に
問
う
、
悪
い
事
は
し
な
か
っ
た
か
、
力
一
杯
よ
い
事
を

し
た
か
、
自
分
に
対
し
て
不
満
を
抱
く
者
が
い
な
い
か
、
自
分
が
人
か
ら
し
て
貰
い
た
い
よ
う
に

人
に
も
し
て
あ
げ
た
か
と
。
す
べ
て
の
人
に
対
し
て
寛
容
と
愛
の
心
に
満
ち
て
お
り
、
報
い
を
求

め
る
こ
と
な
く
善
の
た
め
に
の
み
善
を
行
い
、
正
義
の
た
め
自
分
の
利
益
を
犠
牲
に
す
る
。
人
種

や
宗
教
の
如
何
に
と
ら
わ
れ
ず
、
す
べ
て
の
人
を
兄
弟
と
思
い
、
寛
容
で
優
し
く
す
べ
て
に
愛
情

を
も
っ
て
い
る
。

　
も
し
、
神
が
こ
の
者
に
力
と
富
を
与
え
ら
れ
た
ら
、
彼
は
こ
れ
を
全
体
の
利
益
の
た
め
に
、
彼

に
委
さ
れ
た
預
り
も
の
と
み
な
す
。
彼
は
こ
れ
を
自
慢
の
種
と
は
し
な
い
。
何
故
な
ら
、
彼
は
、

こ
れ
を
彼
に
与
え
た
神
は
、
彼
か
ら
そ
れ
を
取
り
あ
げ
る
こ
と
も
出
来
る
事
を
知
っ
て
い
る
か

ら
。

　
も
し
、
社
会
機
構
の
せ
い
で
、
彼
に
部
下
が
で
き
た
ら
、
神
の
目
か
ら
は
同
輩
な
の
で
、
彼
は

愛
と
寛
容
を
も
っ
て
受
け
入
れ
る
。
権
力
は
彼
等
を
精
神
的
に
高
め
る
た
め
に
使
い
、
威
張
っ
て
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相
手
を
へ
こ
ま
す
た
め
で
は
な
い
。
彼
は
他
人
の
弱
点
に
対
し
て
寛
大
で
あ
る
、
そ
れ
は
彼
も
他

人
か
ら
の
寛
大
さ
が
必
要
な
人
間
で
あ
る
事
を
知
っ
て
い
る
か
ら
。
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
の
次
の
言

葉
を
覚
え
て
い
る
か
ら
、〈
罪
の
な
い
者
が
、
最
初
の
石
を
投
げ
な
さ
い
〉

　
彼
に
復
讐
心
は
な
い
、
だ
が
、
恩
恵
だ
け
は
覚
え
て
い
る
。
イ
エ
ス
の
範
に
習
い
、
彼
は
す
べ

て
の
罪
を
許
す
。
そ
れ
は
、
自
分
が
他
者
を
許
し
た
分
だ
け
、
自
分
も
許
さ
れ
る
事
を
、
知
っ
て

い
る
か
ら
。

　
彼
は
他
者
の
権
利
を
尊
重
す
る
、
自
然
法
に
基
づ
い
た
も
の
と
し
て
。
彼
は
、
自
分
の
場
合
も
、

権
利
が
尊
重
さ
れ
る
の
を
望
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

自
我
─
認
識

〔
九
一
九
〕　
毎
日
の
生
活
で
、
自
己
の
精
神
的
向
上
を
す
す
め
、
悪
の
誘
惑
に
び
く
と
も
せ
ぬ
、
そ
の

た
め
の
最
も
効
果
的
な
方
法
は
何
で
す
か
。

「
古
代
の
あ
る
賢
人
が
、
既
に
諸
君
に
告
げ
て
い
る
〈
汝
自
身
を
知
れ
〉
と
」
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─
私
共
は
こ
の
格
言
の
知
恵
を
十
分
に
承
認
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
自
己
認
識
は
、

最
も
習
得
す
る
こ
と
の
困
難
な
も
の
で
す
。
ど
う
や
っ
た
ら
こ
れ
が
習
得
で
き
ま
す
か
。

「
地
上
に
在
っ
た
時
、
私
が
や
っ
た
の
と
同
じ
事
を
な
さ
れ
よ
。
一
日
の
終
り
に
は
、
私
は
自
分
の

良
心
に
問
い
か
け
、
そ
の
日
の
す
べ
て
の
自
分
の
行
為
を
か
え
り
み
た
。
何
か
義
務
を
怠
ら
な

か
っ
た
か
、
誰
か
自
分
に
不
満
の
あ
る
理
由
を
持
つ
者
は
い
な
い
か
と
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
私

は
自
己
認
識
を
行
い
、
自
分
の
改
善
す
る
必
要
の
あ
る
も
の
は
何
か
、
こ
れ
を
確
か
め
る
の
に
成

功
し
た
。
毎
晩
こ
う
し
て
、
そ
の
日
の
す
べ
て
の
行
為
を
思
い
、
良
い
事
を
し
た
の
か
悪
い
事
を

し
た
の
か
自
問
し
、
神
や
守
護
霊
に
導
い
て
下
さ
る
よ
う
に
祈
る
者
は
、
自
己
改
善
の
た
め
の
大

き
な
力
を
得
る
こ
と
が
出
来
る
。
と
申
す
の
は
、
神
が
彼
を
助
け
給
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

質
問
を
自
分
に
し
て
み
る
が
よ
い
。
自
分
が
し
た
事
を
自
分
で
調
べ
な
さ
い
、
ど
ん
な
つ
も
り
で

そ
れ
を
し
た
の
か
、
と
く
と
自
分
に
尋
ね
な
さ
い
。
何
か
を
人
の
せ
い
に
し
な
か
っ
た
か
、
公
言

し
て
恥
じ
る
よ
う
な
事
を
し
な
か
っ
た
か
。
ま
た
、
次
の
よ
う
に
自
分
に
問
い
か
け
る
が
よ
い
、

〈
も
し
、
い
ま
こ
の
瞬
間
、
神
が
私
を
来
世
に
呼
び
戻
し
た
い
と
望
ま
れ
た
ら
、
何
も
隠
し
だ
て

出
来
な
い
霊
の
世
界
に
戻
る
に
あ
た
っ
て
、
私
は
誰
か
の
目
を
恐
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
な
い
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だ
ろ
う
か
〉
と
。
自
分
の
し
た
事
を
、
先
ず
神
に
対
し
て
、
次
に
隣
人
に
対
し
て
、
最
後
に
自
分

自
身
に
対
し
て
、
ど
う
で
あ
る
か
を
審
査
し
て
み
よ
。
こ
れ
ら
の
質
問
の
答
え
が
、
自
分
の
良
心

に
休
息
を
与
え
る
か
、
あ
る
い
は
、
何
か
精
神
的
な
痛
み
を
示
す
か
、
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。
こ

の
痛
み
が
貴
方
の
治
さ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
」

「
そ
れ
故
に
、
自
己
認
識
は
自
己
改
善
の
鍵
で
あ
る
。
し
か
し
、
諸
君
は
尋
ね
よ
う
〈
ど
の
よ
う
に
、

自
分
を
判
断
し
た
ら
よ
い
の
か
。
人
間
は
自
己
愛
の
幻
想
に
お
ち
い
り
、
自
分
の
欠
陥
な
ど
目
に

入
ら
な
く
な
り
、
自
分
を
良
い
子
に
し
て
し
ま
う
。
守
銭
奴
は
、
自
分
は
節
約
し
て
先
見
の
明
を

発
揮
し
て
い
る
だ
け
だ
と
思
い
、
高
慢
な
人
間
は
、
う
ぬ
ぼ
れ
を
権
威
だ
と
考
え
る
〉
と
。
こ
れ

は
事
実
で
あ
る
。
だ
が
、
諸
君
は
自
分
を
欺
く
こ
と
の
出
来
な
い
、
自
己
確
認
の
手
段
を
持
っ
て

い
る
。
も
し
、
諸
君
が
自
分
の
行
為
の
何
か
に
疑
問
を
持
っ
た
ら
、
自
分
に
聞
き
な
さ
い
。
も
し

他
人
が
そ
れ
と
同
じ
事
を
自
分
に
し
た
ら
、
自
分
は
ど
う
思
う
だ
ろ
う
か
と
。
も
し
、
そ
れ
は
そ

の
相
手
が
悪
い
と
思
え
た
ら
、
自
分
の
場
合
も
同
じ
事
な
の
で
あ
る
。
神
は
二
つ
の
秤
を
持
っ
て

は
お
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
相
手
の
立
場
に
立
っ
て
物
を
考
え
る
よ
う
、
努
力
を
し
な
さ

い
。
決
し
て
相
手
の
者
の
意
見
を
見
過
ご
し
て
は
な
ら
ぬ
。
神
は
諸
君
の
傍
に
敵
（
相
手
）
と
い
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う
鏡
を
、
し
ば
し
ば
お
置
き
に
な
る
。
友
人
の
言
葉
よ
り
、
も
っ
と
は
っ
き
り
諸
君
に
警
告
し
て

呉
れ
る
も
の
と
し
て
。
次
に
、
心
に
堅
く
自
己
改
善
の
決
意
を
し
て
い
る
者
は
、
庭
の
雑
草
を
引

き
抜
く
よ
う
に
、
自
分
の
悪
の
性
向
を
根
絶
す
る
た
め
、
良
心
に
審
問
し
な
さ
い
。
毎
晩
、
そ
の

日
の
自
分
の
道
徳
上
の
収
支
を
、
清
算
せ
よ
、
商
人
が
収
入
と
損
失
を
計
算
す
る
具
合
に
。
本
人

は
、
収
入
の
方
が
損
失
よ
り
も
、
得
な
こ
と
に
気
付
こ
う
。
一
日
の
行
為
の
後
を
辿
っ
て
み
て
、

今
日
の
収
支
決
算
は
う
ま
く
い
っ
て
る
、
こ
う
言
え
る
者
は
安
眠
で
き
よ
う
、
や
が
て
死
後
の
世

界
で
目
覚
め
る
、
そ
の
瞬
間
を
何
の
恐
れ
も
な
く
待
つ
こ
と
が
出
来
よ
う
」

「
我
等
に
向
け
る
諸
君
の
質
問
は
、
は
っ
き
り
正
確
に
、
こ
れ
を
し
な
さ
い
。
決
し
て
そ
の
増
え
る

こ
と
を
た
め
ら
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
諸
君
等
は
ほ
ん
の
数
分
間
を
、
永
遠
に
つ
づ
く
幸
福
を
手
に

す
る
た
め
に
、
捧
げ
れ
ば
よ
ろ
し
い
。
諸
君
等
は
毎
日
、
老
後
の
休
息
を
手
に
入
れ
る
た
め
、
働

い
て
は
い
な
い
の
か
ね
。
こ
の
休
息
こ
そ
諸
君
等
の
目
指
す
対
象
、
疲
れ
て
も
苦
し
く
て
も
じ
っ

と
我
慢
を
す
る
目
的
、
そ
う
で
は
な
い
か
ね
。
だ
が
、
ど
ん
な
に
違
い
が
あ
る
だ
ろ
う
か
、
身
体

が
弱
っ
て
し
ま
っ
て
か
ら
の
数
日
の
休
息
と
、
徳
を
積
ん
だ
者
を
待
ち
受
け
る
終
り
の
な
い
休
息

と
、
こ
の
間
に
。
こ
の
後
者
こ
そ
、
二
、三
の
努
力
を
払
う
に
値
い
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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私
に
も
分
か
っ
て
お
る
、
多
く
の
者
達
は
か
よ
う
に
言
お
う
、〈
現
世
は
確
実
に
あ
る
、
死
ん
で

か
ら
先
は
分
か
ら
な
い
〉
と
。
だ
が
、
こ
れ
は
全
く
の
間
違
い
で
あ
る
。
我
々
は
こ
の
間
違
い
を

諸
君
の
心
か
ら
取
り
除
こ
う
と
、
か
よ
う
に
仕
事
を
し
て
お
る
。
つ
ま
り
は
、
諸
君
の
心
に
一
点

の
疑
問
も
残
さ
ぬ
よ
う
、
左
様
な
方
法
で
、
諸
君
に
諸
君
の
未
来
の
生
活
を
お
見
せ
し
て
お
る
。

か
よ
う
な
訳
で
、
我
等
は
諸
君
の
感
官
に
訴
え
な
が
ら
、
諸
君
の
関
心
を
引
き
付
け
る
、
左
様
な

現
象
を
生
起
さ
せ
る
、
そ
う
い
う
方
法
で
仕
事
を
始
め
た
。
そ
う
し
て
今
、
か
よ
う
に
諸
君
達
に
、

精
神
的
な
教
示
を
提
供
し
て
お
る
。
諸
君
等
が
、
今
度
は
代
っ
て
、
こ
れ
を
世
に
広
め
る
役
割
と

な
る
。
我
等
が
『
霊
の
書
』
を
口
述
し
て
き
た
の
は
、
こ
の
目
的
の
た
め
で
あ
る
」

聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス




