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科
学
と
迷
信

新
城
新
蔵

科
学
と
迷
信
と
い
う
演
題
に
就
い
て
、
こ
れ
か
ら

し
ば
ら暫

く
話
し
た
い
、
何
方
か
と
云
え
ば
神
戸
の
よ
う
な
新
開
港
地
に
は
迷
信

が
多
く
な
か
ろ
う
と
思
う
、
け
れ
ど
も
実
際
世
間
を
広
く

み
わ

見
渡
た
す
と
、
何
処
に
も

か
し
こ

彼
処
に
も
可
な
り
根
強
く
迷
信
が
行
わ
れ

て
い
る
、
そ
の
迷
信
は
種
々
の
方
面
に
亘
っ
て
い
る
。
今
そ
の
中
で
科
学
と
関
聯
し
た
迷
信
の
こ
と
を
云
お
う
と
す
る
の
で
あ

る
、
一
体
、
科
学
と
は

す
べ凡

て
の
も
の
を
合
理
的
に
観
察
す
る
―――
即
ち
自
然
界
の
現
象
を
合
理
的
に
判
断
し
て
、
そ
の
依
っ
て

来
る
と
こ
ろ
の
原
因
結
果
の
法
則
を

せ
ん
め
い

闡
明
す
る
と
共
に
、
そ
れ
に
依
っ
て
得
た
る
知
識
を

も
っ以

て
社
会
人
類
の
福
利
増
進
に
用
ゆ

る
の
が
科
学
で
あ
る
。
故
に
人
間
の
生
活
を
便
利
に
し

つ
ご
う

都
合
よ
く
す
る
こ
と
を
科
学
の
使
命
と
す
る
。
こ
の
意
味
で
汽
車
や
汽

船
や
ラ
ジ
オ
な
ど
、
社
会
生
活
を
至
便
に
す
る
科
学
の
応
用
が
至
る
所
に
見
出
さ
れ
る
。

ひ
っ
き
ょ
う

畢
竟
す
る
に
近
代
の
文
明
は
科
学
の

文
明
で
あ
る
と
云
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

し
か然

る
に
何
と
い
う
稚
戯
で
あ
る
か
、
合
理
的
に
考
え
て

い
さ
さ
か

些
も
理
窟
に
合
わ
な
い

こ
と
で
、
何
か
甘
い
こ
と
は
な
か
ろ
う
か
と
念
願
懸
て
い
る
人
が
あ
る
。
そ
う
い
う
人
々
が
得
て
し
て
迷
信
に
囚
わ
れ

や
す易

い
の

で
あ
る
。
迷
信
の
大
部
分
は

ひ
っ
き
ょ
う

畢
竟
科
学
的
に
は
成
功
す
る
こ
と

あ
た能

わ
ず
し
て
邪
道
に
陥
り
た
る
失
敗
の
記
念
物
た
る
に
遇
ぎ
な

い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
之
れ
を
極
端
に
云
え
ば
三
文
の
値
打
も
な
い
、
古
靴
を

も
っ
た
い

勿
体
な
が
る
の
が
即
ち

ご
へ
い

御
幣
を

か
つ担

ぐ
こ
と
で
あ

り
、
迷
信
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
人
生
の
福
利
推
進
に
失
敗
し
た
遣
物
を

か
つ担

ぐ
の
が
迷
信
で
あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
例
え
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て
云
え
ば
汽
船
が
あ
る
の
に
小
船
で
遠
洋
航
海
を
し
た
り
、
電
信
が
あ
る
の
に
飛
脚
を
走
ら
せ
た
り
す
る
の
が
迷
信
の
愚
で
あ

る
。
も
少
し
具
体
的
の
例
を
云
え
ば
、
医
学
が
発
達
し
て
居
る
に
も

か
か
わ拘

ら
ず
祈
祷
と
か
禁
圧
と
か
を
信
ず
る
の
も
迷
信
の
一
つ

で
、
ま
た
建
築
に
就
い
て
も
故
な
く
鬼
門
を
忌
み
る
の
も
迷
信
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
こ
で
私
が
今
云
お
う
と
す
る
科
学
と
迷
信

と
は
到
底
対
立
す
る
こ
と
を
許
さ
ぬ
も
の
で
あ
る
が
、
講
演
の
便
宜
上
こ
れ
を

ひ
と
ま
と

一
纏
め
に
し
て
話
す
こ
と
に
す
る
。

今
日
行
わ
れ
て
居
る
所
の
多
く
の
迷
信
の
中
で
最
も
重
き
を
な
す
も
の
は
九
星
の
説
で
あ
ろ
う
。
こ
う
云
っ
て
も
未
だ
年
の

若
い
人
は
知
ら
な
い
か
も
知
れ
ぬ
が
、
一
家
を
持
っ
て
い
る
ぐ
ら
い
の
大
人
で
あ
れ
ば
大
部
分
九
星
説
に
耳
を
傾
け
て
居
る
と

思
う
。
そ
の
証
拠
に
は
何
か
儀
式
を
行
う
際
に
は
日
の
吉
凶
を
気
遣
う
、
ま
た
商
売
を
初
め
る
に
も
九
星
の
判
断
を

た
っ
と尚

ぶ
、
嫁

を
貰
う
に
し
て
も
今
年
二
十
一
歳
の
女
は

ひ
の
え
う
ま

丙
午
で
い
け
な
い
と

い
な否

み
、
建
築
を
す
る
場
合
に
は
方
位
方
角
が

ど何
う
の
と
九
星
を

か
つ担

ぎ
出
す
、
こ
れ
等
は

す
べ凡

て
愚
に
も
つ
か
ぬ
こ
と
で
別
段

な
ん
ら

何
等
の
根
拠
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
、
そ
れ
に
も

か
か
わ拘

ら
ず
何
で
も
彼

で
も
九
星
の
判
断
に
訴
え
る
の
は
実
に
奇
怪
な
こ
と
で
あ
る
。
さ
て
九
星
と
は
何
？
こ
れ
に
就
い
て
一
応
そ
の
由
来
を
申
し

上
げ
た
い
。

い
わ
ゆ
る

所
謂
九
星
と
は
周
囲
の
方
角
を
八
つ
に
分
け
て
、
こ
れ
に
中
央
を
一
つ
加
え
て
九
つ
の
方
位
を
定
め
、
そ
れ
に
吉
凶
の
色
を
つ

け
た
も
の
で
あ
る
。
依
っ
て
昔
は
九
方
色
と
云
っ
た
。
こ
れ
が
九
星
に
変
っ
た
と
云
っ
て
も
別
に
天
文
と
は
関
係
が
な
い
、
九

星
の
起
因
は
支
那
日
本
に
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
五
行
説
で
あ
る
。
五
行
説
と
は
天
地
間
の
こ
と
を
五
つ
に
分
け
て
考
え
る

説
で
、
こ
の
五
行
説
の
元
は
天
文
か
ら

ま
ち
が
い

間
違
っ
て
起
っ
た
の
で
あ
る
。
今
か
ら
二
千
年
三
千
年
前
の
未
開
時
代
は
全
農
時
代
で

あ
っ
た
、
故
に
五
穀
豊
饒
天
下
泰
平
と
称
し
た
の
で
あ
る
。

し
こ
う而

し
て
農
業
を

よ善
く
す
る
た
め
に
は
立
春
と
か
立
秋
と
か
の
季
節

を
正
確
に
知
る
必
要
が
あ
っ
た
。

し
か併

し
こ
の
時
代
に
は
未
だ
一
年
が
三
百
六
十
五
日
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
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で
、
夕
方
の
空
に

ま
た
た瞬

く
星
の
色
の
模
様
を
見
て
春
景
色
の
立
つ
を
知
り
、
種
蒔
き
を
思
い
立
つ
と
い
う
風
な

あ
ん
ば
い

塩
梅
で
、
年
中
夕

空
の
星
の
色
合
を
見
つ
め
て
季
節
の
推
移
を
適
確
に
判
断
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
習
慣
が
今
も

な
お猶

伝
わ
っ
て
百
姓
す
る
人

は
空
の
星
の
模
様
を
見
て
季
節
を
観
測
す
る
風
が
残
っ
て
い
る
。
太
古
に
は
そ
う
し
て
農
作
の
準
備
を
し
た
り
種
蒔
き
苗
植
え

を
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
紀
元
前
五
六
百
年
前
、
我
国
の
神
武
天
皇
時
代
に
、
や
っ
と
一
年
が
三
百
六
十
五
日
四
分
の
一
で

あ
る
こ
と
が
分
っ
た
、
こ
れ
で

つ
ご
う

都
合
の
よ
い
暦
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
代
は
支
那
の
春
秋
時
代
で
孔
子
が
生
れ
る
前
で

あ
っ
た
、

こ
こ茲

で
天
文
暦
法
の
一
段
落
を
告
げ
る
と
、
又
こ
れ
か
ら
一
つ
の
慾
が
出
来
た
の
で
あ
る
。

今
ま
で
暗
中
模
索
し
て
い
た
春
夏
秋
冬
の
四
季
の
変
化
を
机
の
上
で
明
瞭
に
知
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
と
、
次
に
二

年
三
年
乃
至
十
数
年
後
に
突
発
す
べ
き
不
時
の
災
禍
、
す
な
わ
ち
旱
魃
で
あ
る
と
か
、
疫
病
の
流
行
と
か
、
戦
争
が
起
る
こ
と
を

ま
え
も
っ

前
以
て
豫
知
す
る
方
法
は
な
い
か
と
思
考
し
た
の
で
あ
る
。
従
来
久
し
く
空
の
星
を
に
ら
ん
で

よ
う
や漸

く
一
年
の
暦
を
あ
み
だ
し
た

こ
と
に
味
を
し
め
て
、
こ
う
考
え
た
の
も
無
理
は
な
い
、
そ
し
て
一
心
に
星
の
運
行
を
見
つ
め
て
居
る
と
、
大
体
に
無
数
の
星

は
形
を
変
ぜ
ず
し
て
東
か
ら
西
へ
動
い
て
居
る
が
、
そ
の
中
に
稀
に
位
置
を
移
動
さ
せ
る
少
数
の
星
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
、

そ
れ
は
プ
ラ
ネ
ッ
ト
、
即
ち
遊
星
或
は
惑
星
と
も
云
う
そ
れ
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
の
火
星
は
二
年
、
木
星
は
十
二
年
で
太
陽
系
を

一
周
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
あ
れ
を
注
意
す
れ
ば
洪
水
と
か
戦
争
と
か
の
前
兆
が
分
る
で
あ
ろ
う
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

の
星
は
水
星
、
金
星
、
火
星
、
木
星
、
土
星
の
五
つ
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
五
つ
の
星
の
位
置
の
変
化
に
依
っ
て
何

か
地
上
の
現
象
に
異
変
が
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
か
と
仔
細
に
観
測
し
た
の
で
あ
る
。
事
実
に
於
て
遊
星
の
運
行
と
地
上
の
現
象

と
は
全
く
関
係
が
な
い
の
で
あ
る
が
、
二
千
年
以
前
に
は
東
洋
に
於
て
も
西
洋
に
於
て
も
同
じ

ま
ち
が
い

間
違
に
陥
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

西
洋
で
は
日
月
五
星
の
位
置
に
よ
っ
て
地
上
の
現
象
を
支
配
さ
れ
る
も
の
と
信
ず
る
念
が
深
か
っ
た
、
そ
し
て
王
の
運
命
が
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決
ま
る
も
の
と
思
っ
て
い
た
。
後
に
は
人
間
全
体
の
運
命
は
生
れ
た
時
刻
に
木
火
土
金
水
の
五
星
と
日
月
の
位
置
如
何
に
よ
っ

て
決
定
さ
れ
る
も
の
の
よ
う
に
信
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
生
れ
た
瞬
間
に
於
け
る
日
月
五
星
の
位
置
を
カ
ー
ド
に

記
入
し
て
、
そ
れ
を
自
分
の
運
命
票
と
し
た
、
そ
れ
が
即
ち
ア
ス
ト
ロ
ロ
ジ
ー
（
星
の
占
い
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

も若
し
そ

れ
が
事
実
で
あ
る
な
れ
ば
生
れ
て
か
ら
死
ぬ
る
ま
で

な
ん
ら

何
等
努
力
の
必
要
が
な
い
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
つ
ま
り
吉
い
星

の
下
に
生
れ
た
者
は
生
れ
な
が
ら
に
し
て
幸
運
で
、
凶
い
星
の
下
に
生
れ
た
も
の
は
生
涯
不
運
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
帰
着
す

る
。
こ
う
し
た

ば
か
げ

馬
鹿
気
た
運
命
説
が
近
世
に
ま
で
支
配
し
て
居
る
の
は
実
に
恐
る
べ
き
迷
信
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

東
洋
に
於
て
も
又
こ
れ
と
同
様
の
迷
信
が
あ
る
。

し
か併

し
多
少
異
る
と
こ
ろ
は
西
洋
の
よ
う
に
オ
ギ
ァ
と
生
れ
る
と
同
時
に
星

の
運
命
票
を
作
っ
て
置
け
ば
文
句
は
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
手
遅
れ
て
五
六
十
年
も
前
に

さ
か
の
ぼ

溯
っ
て
、
何
年
何
月
何
日
何
時

何
分
に
は
日
月
五
星
が
如
何
な
る
位
置
に
あ
っ
た
か
を
調
べ
て
見
よ
う
と
す
る
と
、
中
々
容
易
な
ら
ぬ
面
倒
で
あ
る
。
そ
こ
で

支
那
で
は
も
っ
と
簡
便
に
抽
象
的
に
考
え
る
工
夫
を
し
た
。
そ
れ
は
宇
宙
の
万
象
を
五
つ
の
要
素
に
割
り
当
て
る
。
即
ち
木
火

土
金
水
の
五
つ
の
も
の
が
組
合
っ
て
天
地
の
現
象
が
出
来
る
と
い
う
考
え
方
に
基
い
て
、
一
切
の
事
物
は
木
火
土
金
水
の
何
れ

か
の
性
質
を
有
す
る
も
の
と
し
て
五
行
を
配
当
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
生
れ
た
年
の
星
廻
り
に
よ
っ
て
人
間
の
性
質
ま
で
も

或
は
火
性
と
か
土
性
と
か
割
当
た
の
で
あ
る
。
年
毎
に
五
行
の
循
環
す
る
の
は
無
論
の
こ
と
、
四
季
に
も
五
行
の
法
則
を

あ
て
は

当
嵌

め
て
、
春
は
木
の
芽
立
つ
時
季
で
あ
る
か
ら
木
、
夏
は

や燬
く
よ
う
に
暑
い
か
ら
火
、
秋
は
金
、
冬
は
水
に
配
当
し
た
、
と
こ
ろ

が
残
る
一
つ
の
土
の
持
っ
て
行
き
所
が
な
い
の
で
、
種
々
苦
し
い
無
理
算
段
を
し
た
結
果
、
遂
に
春
夏
秋
冬
の
四
時
の
末
よ
り

一
時
の
五
分
の
一
、
即
ち
十
八
日
宛
を
取
っ
て
土
の
領
分
に
し
た
の
で
あ
る
、
こ
れ
が
今
日
ま
で
四
季
の
土
用
と
し
て
残
っ
て

居
る
の
は.

こ
の
土
の
配
当
に
四
苦
八
苦
し
た

な
ご
り

名
残
で
、
要
す
る
に
五
行
説
無
理
こ
じ
つ
け
の
記
念
物
に
他
な
ら
ぬ
。
そ
う
し
て
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天
地
間
一
切
の
現
象
を
説
明
せ
ん
が
た
め
に
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
五
行
の
性
質
を
帯
び
て
居
る
も
の
と
し
、
従
っ
て
五
星
の
運

行
と
地
上
の
現
象
と
相
関
聯
す
る
も
の
と
考
え
た
の
が
五
行
説
で
あ
る
。
こ
れ
等
の
考
え
が

ま
ち
が
い

間
違
っ
て
い
る
こ
と
は
今
更
説
明

を
要
さ
ぬ
、

し
か然

る
に
二
千
年
来
支
那
日
本
に
於
て
こ
の
五
行
説
が
信
じ
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
西
洋
に
於
け
る
日
月

五
星
の
位
置
に
よ
っ
て
運
命
が
定
ま
る
と
い
う
説
に

す
く
な尠

か
ら
ぬ
動
揺
を
来
た
す
べ
き
事
実
が
現
れ
た
、
と
云
う
の
は
西
暦
一
七

八
一
年
、
今
か
ら
ザ
ッ
と
百
四
十
年
前
に
英
国
の
ハ
ー
シ
ェ
ル
氏
が
従
来
発
見
さ
れ
て
い
る
五
星
―――
す
な
わ
ち
木
星
、
火
星
、

土
星
、
金
星
、
水
星
の
外
に
、
天
王
星
の
存
在
を
発
見
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
新
発
見
天
王
星
を
入
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て

大
い
に
迷
っ
た
の
で
あ
る
が
、
事
実
は
五
星
の
兄
弟
に
相
違
な
い
か
ら
入
れ
ね
ば
な
る
ま
い
と
い
う
こ
と
で
、
仕
方
な
く
天
王

星
を
入
れ
る
こ
と
に
し
た
。
次
い
で
西
暦
一
八
四
六
年
、
今
か
ら
約
八
十
年
前
に
又
も
や
海
王
星
の
発
見
に
つ
い
て
問
題
が
生

じ
た
、

し
か併

し
こ
れ
も
事
実
な
れ
ば

い
た
し
か
た

致
方
が
な
い
と
い
う
の
で
更
に
海
王
星
を
加
え
る
こ
と
に
な
っ
た
、
そ
う
し
て
今
日
の
ア
ス

ト
ロ
ロ
ジ
ー
は
以
前
の
五
星
の
外
に
天
王
星
、
海
王
星
を
加
え
て
居
る
の
で
あ
る
。
す
る
と
、
そ
れ
ま
で
五
星
を
信
奉
し
て
い

た
の
は
正
し
く

ま
ち
が
い

間
違
で
あ
っ
た
と
白
状
す
る
こ
と
に
な
る
。

し
か然

ら
ば
其
の

も
う
し
わ
け

申
訳
に
切
腹
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。

な
に何

は
と兎

も
あ

れ
日
月
五
星
の
位
置
を
云
々
し
た
ア
ス
ト
ロ
ロ
ジ
ー
（
占
星
術
）
の
虚
妄
の
説
は
、
ハ
ー
シ
ェ
ル
氏
が
天
王
星
を
発
見
し
た
時

に
、
直
ち
に
死
命
を
制
せ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
潔
よ
く
打
ち
切
る
べ
き
が
本
当
で
あ
っ
た
、

し
こ
う而

し
て
ア
ス
ト
ロ
ロ
ジ
ー
が
妄
誕

無
稽
で
あ
る
こ
と
を
痛
烈
に
宣
告
し
た
功
に
依
っ
て
ハ
ー
シ
ェ
ル
氏
は
貴
族
に
列
せ
ら
れ
た
。

そ
れ
と
同
時
に
東
洋
の
五
行
説
も
や
は
り
五
つ
の
星
よ
り

か
ん
じ
ょ
う

勘
定
せ
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
る
か
ら
、
西
洋
の
ア
ス
ト
ロ
ロ
ジ
ー

ご
同
様
に
、
天
王
星
の
発
見
と
共
に
打
ち
棄
て
る
べ
き
が
当
然
で
あ
る
。
西
洋
の
占
星
術
で
は
人
の
気
質
及
び
其
の
一
生
の
運

命
は
、
そ
の
出
生
の
瞬
間
に
於
け
る
日
月
五
星
の
位
置
に
よ
っ
て
定
ま
る
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
支
那
及
び
日
本
で
行
わ
れ
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て
居
る
も
の
で
は
、
其
の
始
め
の
考
え
は
や
は
り
五
星
の
位
置
で
あ
っ
た
と
思
わ
る
る
が
、
や
が
て
一
々
複
雑
な
る
五
星
の
運

動
を
引
合
に
出
す
こ
と
を
止
め
て
、
そ
の
誕
生
又
は
受
胎
の
年
月
日
時
に
相
当
す
る
干
支
の
如
何
に
依
り
五
行
説
に
よ
っ
て
判

断
す
る
こ
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
人
は
活
き
物
で
其
の
性
質
は
決
し
て
木
火
土
金
水
な
ど
の
死
物
に
比
較
す
べ
き
も
の
で
は

な
い
、
だ
が

し
か併

し
仮
に
人
の
気
質
が
木
火
土
金
水
の
五
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
出
来
た
と
し
て
も
、
二
人
の
人
の
関
係
を

い
わ
ゆ
る

所
謂

五
行
の
相
生

そ
う
こ
く

相
剋
の
理
に
よ
っ
て
判
断
す
る
の
は

ま
ち
が
い

間
違
っ
て
居
る
。
一
体
相
生

そ
う
こ
く

相
剋
と
い
う
は
其
の
始
ま
り
は
単
に
五
行
に
順

序
を
附
す
る
た
め
に
案
出
し
た
も
の
で

生
数
の
順
序
に
て

水
火
木
金
土

相
生
の
順
序
に
て

木
火
土
金
水

相
勝
の
順
序
に
て

水
火
金
木
土

と
い
う
様
な
順
序
を
附
し
、
場
合
に
依
っ
て
は
三
つ
の
内
か
ら

つ
ご
う

都
合
の
好
い
も
の
を
用
い
た
も
の
で
あ
る
。
生
数
の
順
と
い
う

の
は
五
行
の
生
れ
た
順
序
だ
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
単
に
勝
手
に
そ
う
定
め
た
と
い
う
以
上
に

な
ん
ら

何
等
の
理
も
な
い
、
相
生
と
い

う
の
は
五
行
相
互
間
の
関
係
で
、
木
は
火
を
生
じ
、
火
は
土
を
生
ず
云
々
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
木
が
摩
擦
に
よ
っ
て
火

を
生
ず
る
が
如
く
、
金
も
摩
擦
に
よ
っ
て
火
を
生
ず
る
の
で
、
金
は
火
を
生
ず
と
も
云
え
ぬ
こ
と
は
な
い
、

し
か然

る
に
そ
う
と
は

云
わ
ず
に
、
金
は
水
を
生
ず
る
と
い
う
に
至
っ
て
は
、
ト
ン
ト
首
肯
さ
れ
ぬ
。
こ
れ
を
無
理
か
ら
こ
じ
つ
け
て
解
釈
す
る
な
れ

ば
、
金
を
屋
外
に
曝
し
て
置
く
と
夜
露
が
生
ず
る
。
そ
れ
で
金
は
水
を
生
ず
る
と

い謂
う
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
う
い
う

で
た
ら
め

出
鱈
目

の
あ
い
し
ょ
う

相
生
が
悪
い
と
い
う
の
を
悲
観
し
て
、
誤
っ
て
死
ぬ
も
の
が
あ
る
の
は

は
な
は太

だ
慨
嘆
に
堪
え
な
い
。

次
に
相
勝
と
い
う
の
は
文
字
通
り
相

ま
さ勝

る
と
い
う
意
味
で
、
即
ち
水
は
火
に
勝
り
、
火
は
金
に

ま
さ勝

る
云
々
と
い
う
の
で
、
そ
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れ
ぞ
れ
何
か
一
つ
他
に

ま
さ勝

る
性
質
が
あ
る
こ
と
を

め
あ
て

目
当
と
し
て
順
序
を
附
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
考
え
方
の
起
原
は
紀

元
前
四
五
百
年
前
の
こ
と
で
、
当
時
野
心
満
々
の
群
雄
が
各
地
に
割
拠
し
て
互
に
天
下
を
取
ろ
う
と
争
う
て
居
る
時
代
に
於
て
、

戦
わ
ず
し
て
自
然
の
成
行
に
ま
か
せ
て
、
あ
わ
よ
く
ば
天
下
の
覇
権
を
握
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
な

つ
ご
う

都
合
の
好
い
占
い
を
す
る

こ
と
に
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
今
が
水
の
時
代
で
あ
る
な
れ
ば
次
に
は
木
の
栄
え
る
時
代
が
廻
っ
て
来
る
と
い
う
風
な

判
断
を
下
す
の
で
、
こ
れ
を
現
代
の
言
葉
に
直
し
て
云
え
ば

い
わ
ゆ
る

所
謂

じ
ゅ
く
し

熟
柿
主
義
に
該
当
す
る
で
あ
ろ
う
。

更
に
六
朝
頃
に
至
り
て
相
勝
の
勝
の
字
が
同
じ
く
「
か
つ
」
の
意
義
を
有
す
る
剋
に
転
じ
、
再
転
し
て
剋
の
他
の
意
味
の
「
き

じ
る
」
と
な
り
、

そ
う
こ
く

相
剋
に
な
っ
て
よ
り
は
互
に

あ
つ
れ
き

軋
轢
衝
突
せ
る
と
い
う
様
な
意
味
が
加
わ
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば

火
と
水
と
は

そ
う
こ
く

相
剋
で
、
水
性
の
人
と
火
性
の
人
と
は
性
が
合
わ
ず
お
互
に

あ
つ
れ
き

軋
轢
す
る
も
の
と
し
て
居
る
、

し
か併

し
な
が
ら

た
し確

か
相

勝
説
の
起
原
と
も
見
る
べ
き
左
伝
と
い
う
書
物
に
は
、
水
は
火
の
牡
な
り
と
も
、
又
火
は
水
の
妃
な
り
と
も
書
い
て
あ
る
。
分

り
易
く
云
え
ば
、
水
と
火
と
は
陰
陽
夫
婦
の
如
く
相
助
く
る
も
の
と
い
う
意
味
を
含
む
、
そ
れ
に
も

か
か
わ拘

ら
ず
後
世
に
於
て
は
火

と
水
と
は

そ
う
こ
く

相
剋
で
あ
る
と
云
う
の
は
矛
盾
で
は
あ
る
ま
い
か
、

な
る
ほ
ど

成
程
、
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
火
に
水
を

そ
そ注

ぐ
と
消
え
る
か
ら

悪
い
と
も
云
え
る
、

し
か併

し
な
が
ら
、
深
く
考
え
て
見
れ
ば
自
然
界
の
万
物
は

す
べ凡

て
太
陽
の
熱
―――
即
ち
火
と
地
上
の
水
と
の
調

和
に
よ
っ
て

い
わ
ゆ
る

所
謂
雨
露
の
恵
み
を

う享
け
て
生
命
を
保
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
手
近
な
例
を
挙
げ
て
云
え
ば
、
私
達
が
毎

日
食
べ
て
居
る
米
の
飯
は
火
と
水
と
の
調
和
に
よ
っ
て

た焚
か
れ
て
居
る
の
で
は
な
い
か
、
す
れ
ば
火
と
水
ほ
ど
関
係
の
深
い
も

の
は
な
い
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
、
だ
か
ら
自
然
に

な
ら傚

え
ば
、
水
性
の
人
と
火
性
の
人
と
は
相
調
和
し
て

も
っ
と尤

も
よ
く

し
ょ
う性

の
合

う
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
、
に
も

か
か
わ拘

ら
ず
水
性
と
火
性
と
が

そ
う
こ
く

相
剋
だ
等
と
矛
盾
し
た
こ
と
を

い謂
う
の
は
最
も

む
け
い

無
稽
の

甚
だ
し
き
も
の
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
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し
か然

る
に
今
か
ら
千
二
三
百
年
前
に
九
星
と
い
う
も
の
が
起
っ
た
、
こ
の
起
因
は
次
の
如
き
数
字
の
配
列
が
霊
妙
の
感
を
深
か

ら
し
め
た
の
に
基
く
の
で
あ
る

二
七
六

九
五
一

四
三
八

河図

雒図

右
の
図
に
配
列
し
た
数
字
を
縦
か
ら
で
も
横
か
ら
で
も

斜
か
ら
で
も
何
れ
も
三
つ
加
え
れ
ば
十
五
に
な
る
、丁
度
当

今
流
行
し
て
居
る
ク
ロ
ス
ワ
ー
ド
・
パ
ズ
ル
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
を
大
発
見
と
し
て

え
ん
ぜ
ん

宛
然
鬼
の
首
を
取
っ

た
よ
う
に
思
い
、

か且
つ
亦
、天
地
の
一
大
真
理
を
発
見
し
た

如
く

や
た
ら

矢
鱈

む
し
ょ
う

無
性
に
珍
重
が
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
之
れ

を
ら
く
し
ょ

雒
書
と
云
い
、
龍
の
脊
と
か
亀
の
甲
と
か
に
書
い
て
天

か
ら
授
か
っ
た
神
秘
の
よ
う
に
云
い
ふ
ら
し
た
の
で
あ
る

が
其
の
実
は
今
か
ら
二
千
年
ば
か
り
前
の
漢
代
に
、
誰
か
が
発
見
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
西
洋
方
面
で
も
昔
は
魔
方
又
は
方
陣

と
称
え
て
不
思
議
が
っ
た
が
、
今
か
ら
見
れ
ば
数
字
的
遊
戯
の
一
つ
で
不
思
議
で
も
何
で
も
な
い
、
や
が
て
之
れ
を
土
台
に
し

て
九
星
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
又
次
の
よ
う
に

し
か
つ
め

鹿
爪
ら
し
く
書
い
て
、
如
何
に
も
易
の
よ
う
に
見
え
る
よ
う
に
し
た
。
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五
黄
土

一
白
水

六
白
金

七 赤 金

二
黒
土九

紫
火

四
緑
水

三碧木

八
白
土

上
の
図
の
通
り
一
か
ら
九
ま
で
の
数
に
色
を
つ
け
て
、
一
白
、
二
黒
、
三
碧
、
四
緑
、
五
黄
、

六
白
、
七
赤
、
八
白
、
九
紫
と
色
別
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
何
の
理
由
も
な
い
こ
と

は
云
う
ま
で
も
な
い
、

し
か併

し
易
学
の
上
で
は
白
と
紫
と
が
吉
で
他
の
色
は
凶
い
と
云
っ
て
い

る
。
そ
の
外
に
木
金
土
金
水
の
五
行
を
割
当
て
、
毎
年
星
廻
り
が
循
環
す
る
よ
う
に

こ
し
ら拵

え
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
其
の
廻
り
年
の
星
が
中
央
―――
即
ち
中
宮
に
座
る
こ
と
に
な
る
。
今
年

は
二
黒
が
廻
り
年
で
中
央
に
居
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
て

な
ん
ら

何
等
の
理
窟
は
な
い
。
唯
西
暦

六
〇
四
年
に
該
当
す
る
支
那
の
隋
時
代
の
甲
子
の
年
を
起
算
点
と
し
て
、
此
の
年
に
中
央
の

中
宮
に
置
い
た
の
が
一
白
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
次
の
年
に
九
紫
、
八
白
、
七
赤
と
い
う
順
序
で
逆
廻
り
に
循
環
す
る
こ
と
に
し

た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
甲
子
の
一
白
を
起
点
と
し
て
循
環
を
始
め
て
か
ら
一
千
二
百
六
十
年
を
経
過
す
る
間
に
、
甲
子
の
一

白
を
七
周
し
て
、
今
か
ら
六
十
三
年
前
の
西
暦
一
八
六
四
年
、
我
国
の
元
治
元
年
に
八
度
目
の
甲
子
の
一
白
に
当
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
次
の
慶
応
元
年
は
乙
丑
の
九
紫
次
い
で
八
白
七
赤
六
白
と
め
ぐ
り
め
ぐ
っ
て
六
十
一
年
目
の
大
正
十
三
年
の
干
支
は

甲
子
の
年
で
あ
っ
た
が
、
九
星
は
一
白
で
な
く
四
緑
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
干
支
の
甲
子
か
ら
甲
子
ま
で
は
六
十
年
で
還
元
す
る

の
で
あ
る
が
、
干
支
と
九
星
と
の
合
致
す
る
の
は
其
の
三
倍
、
即
ち
百
八
十
年
か
か
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
初
め
の
六
十
年
を

上
元
と
云
い
中
の
六
十
年
を
中
元
と
云
い
、
下
の
六
十
年
を
下
元
と
称
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
今
か
ら
百
三
四
十
年
前
ま
で
は
、
日
本
の
九
星
家
と
支
那
の
九
星
家
と
九
星
の
繰
り
方
が
六
十
年

ま
ち
が
い

間
違
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。
我
国
の
文
化
十
年
頃
に
支
那
か
ら
渡
っ
て
来
た
書
物
に
よ
っ
て

そ
う
こ
う

匆
惶
と
し
て
訂
正
し
た
こ
と
が
記
録
に
残
っ
て
い

る
。
そ
こ
で
私
に
云
わ
し
む
れ
ば
、
我
国
の
九
星
家
は
其
の
時
よ
ろ
し
く
切
腹
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
以
後
断
じ
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て
九
星
の
存
在
を
許
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か然

る
に
図
々
し
い
九
星
家
が
今
日
ま
で

な
お猶
か
つ且

生
存
し
て
居
る
の
は
実
に

奇
怪
で
あ
る
。

こ
れ
を
御
覧
な
さ
い
―――
暦
の
本
を
ば
取
り
出
し
て
見
せ
な
が
ら
―――
今
で
も
毎
年
こ
う
い
う
誤
魔
化
し
暦
が
無
慮
何
百
万

と
売
り
出
さ
れ
て
い
る
。
秦
の
始
皇
帝
な
ら
直
ぐ
焼
い
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
か
ら
世
話
が
な
い
が
、
今
の
世
の
中
に
は
そ
う
い

う
暴
君
が
い
な
い
の
で

か
え却

っ
て
仕
末
が
悪
い
。

と兎
も

か
く角

、
如
何
が
わ
し
い
偽
暦
の
類
は
厳
重
に
取
締
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
故

に
明
治
初
年
に
太
政
官
布
告（
一
八
七
二
年
太
陽
暦
を
採
用
す
る
に
あ
た
り
、旧
来
の
暦
の

頒
布
が
禁
止
さ
れ
た
。
た
だ
し
翌
年
に
限
り
許
可
さ
れ
た
）を

も
っ以

て
禁
止
さ
れ
て
居
る
の
で
あ
る
が
、
多
年
の
習

慣
を
拒
み
か
ね
て
多
少
大
目
に
見
て
居
る
の
を
奇
貨
と
し
て
、
未
だ
に
九
星
暦
が

ば
っ
こ

跋
扈
し
て
居
る
。
こ
ん
な
も
の
で
も
私
は
二

十
銭
出
し
て
買
っ
た
の
で
あ
る
が
、
不
可
思
議
な
こ
と
に
は
九
星
暦
に
幾
多
の
異
本
が
あ
る
。

こ
こ茲

に
私
が
持
っ
て
居
る
大
正
十

一
年
の
暦
三
冊
に
つ
い
て
見
る
と
、
日
々
の
吉
凶
が
三
冊
共
相
違
し
て
い
る
。
こ
の
原
因
は
支
那
か
ら
渡
っ
て
来
た
種
本
の
解

釈
に
四
通
り
の
相
異
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
現
に
私
が
持
っ
て
い
る
此
の
暦
三
冊
を
見
較
べ
て
、
す
べ
て
一
致
し
た
黄
道
吉
日

を
選
ん
で
婚
礼
の
式
を
挙
げ
よ
う
と
す
れ
ば
、
一
年
に
一
日
と
し
て
吉
い
日
が
見
出
せ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
か
と
い
う
と
或

年
に
は
偶
然
に
も
一
致
し
て
居
る
こ
と
が
あ
る
。
現
に
今
年
の
暦
は
大
抵
一
致
し
て
い
る
。
斯
様
な
事
実
に
徴
し
て
見
て
も

お
よ凡

そ
ま
ぎ紛

れ
あ
た当

り
に
判
断
し
て
い
る
不
確
実
な
こ
と
が
分
る
で
あ
ろ
う
。

次
に
家
相
の
吉
凶
も
九
星
説
に
て
判
断
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
百
三
四
十
年
前
の
寛
政
文
化
の
頃
ま
で
は
五
行
説

い
わ
ゆ
る

所
謂
八
卦

に
依
っ
て
判
断
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
後
次
第
に
九
星
に
て
判
断
す
る
よ
う
に
な
っ
た
、
こ
れ
と
て
到
底

あ
て当

に
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
家
相
に
つ
い
て
最
も

や
か
ま
し
く

八
釜
敷
い
う
所
の
鬼
門
と
九
星
と
は

な
ん
ら

何
等
関
係
が
な
い
。
鬼
門
の
出
所
は
支
那
の
古
い

二
千
年
も
前
の
小
説
に
あ
る
く
ら
い
の
も
の
で
、
支
那
に
於
て
は
別
段
恐
し
い
と
も
何
と
も
思
っ
て
い
な
い
、
要
す
る
に
今
か
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ら
二
千
年
乃
至
二
千
二
三
百
年
前
頃
に
誰
か
が
作
っ
た
小
説
の
中
に
、

「
東
海
の
中
に
度
朔
と
い
う
山
が
あ
り
、
山
の
上
に
は
枝
の
廻
り
三
千
里
に
も
及
ぶ
大
な
る
桃
の
木
が
あ
る
。
そ
の
東
北

に
あ
る
門
を
鬼
門
と
称
え
一
切
の
鬼
（
亡
霊
）
の
聚
る
所
で
、
こ
れ
を
神
茶
、
欝
畳
と
い
う
二
人
の
兄
弟
が
守
っ
て
居
り
、

天
帝
の
命
に
依
っ
て
是
等
の
鬼
を
検
閲
し
、

も若
し
人
に
害
を
及
ぼ
し
た
る
鬼
が
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
葦
の
索
で
縛
っ
て
虎
に

食
わ
し
め
る
」

と
云
う
よ
う
な
こ
と
が
書
い
て
あ
る
。
こ
の
小
説
が
も
と
に
な
っ
て
或
は
東
北
の
方
を
凶
方
と
す
る
も
の
が
出
来
た
の
で
あ
ろ

う
。

し
か併

し
支
那
で
は
現
在
で
も
鬼
門
の
こ
と
は
や
か
ま
し
く
云
わ
な
い
。
そ
れ
も
其
の
筈
で
支
那
で
は
元
代
に
盛
ん
に
起
っ
た

演
劇
で
は
役
者
が
舞
台
に
出
入
す
る
口
を
鬼
門
と
称
え
て
居
る
。
こ
れ
は
我
邦
の
謡
曲
能
に
於
て
幽
霊
物
の
後
シ
テ
は
物
語
主

人
公
の
亡
霊
で
あ
る
如
く
に
、
歴
史
物
の
役
者
は
故
人
の
精
神
が
現
わ
れ
て
活
躍
し
て
居
る
の
だ
と
考
う
る
た
め
で
、
故
人
の

亡
霊
鬼
が
出
入
す
る
門
な
る
が
故
に
鬼
門
と
称
え
て
居
る
の
で
あ
ろ
う
。

し
か然

れ
ば
花
道
の
鬼
門
な
ら
恐
い
こ
と
は
な
い
に
違
い

な
い
、

し
か然

る
に
日
本
で
は
鬼
門
を

む
や
み

無
暗
に
恐
れ
て
居
る
。
そ
こ
で
其
の
由
来
を
尋
ね
て
見
る
と
或
は
こ
う
で
は
な
か
ろ
う
か
と

思
う
。
一
体
、
鬼
門
と
い
う
の
は
東
北
を
指
す
の
で
、
京
都
か
ら
云
え
ば
比
叡
山
が
鬼
門
に
相
当
す
る
。
そ
の
比
叡
山
の
僧
兵

が
あ
ば
れ
て
仕
様
が
な
い
た
め
、
某
天
皇（
白
河

天
皇
）を
し
て
朕
が
心
の
ま
ま
に
な
ら
ぬ
も
の
は
。
鴨
川
の
水
と

す
ご
ろ
く

双
六
の

さ
い賽

と
比
叡

山
の
山
法
師
―――
即
ち
鬼
門
の
坊
主
―――
と
宣
せ
ら
れ
た
な
ど
で
あ
る
か
ら
、

こ
こ茲

に
於
て
鬼
門
の
恐
怖
を
感
ず
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

つ
い
で
に

ひ
の
え
う
ま

丙
午
の
迷
妄
に
つ
い
て
一
撃
を
加
え
て
置
こ
う
。
明
治
三
十
九
年

ひ
の
え
う
ま

丙
午
の
年
に
生
れ
た
今
年
二
十
一
年
の
女
は

火
の
よ
う
に
烈
し
い
気
象
を
有
し
て
居
る
と
い
う
の
で
、

と
か
く

兎
角
嫁
の
貰
い
手
が
な
い
。
男
に
は
何
の

さ
し
つ
か

差
支
え
も
な
い
が
特
に
女
に
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限
っ
て

い忌
み
嫌
わ
れ
る
の
は

は
な
は太

だ
不
條
理
で
あ
る
。
こ
れ
は
五
行
説
に
於
て
も
九
星
に
於
て
も
認
め
難
い

ま
ち
が
い

間
違
で
あ
る
。
何
と

な
れ
ば

ひ
の
え
う
ま

丙
午
と
い
う
干
支
そ
の
も
の
だ
け
を
直
訳
し
た
誤
解
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
迷
説
者
の

い謂
う
所
に
よ
れ
ば

ひ
の
え丙

と
は

「
ひ火

の
え兄

」
の
略
字
で
あ
っ
て
、
即
ち
火
の
性
を
意
味
し
、
十
二
支
の

う
ま午

も
火
の
性
で
あ
る
。
だ
か
ら

ひ
の
え
う
ま

丙
午
は
火
と
火
が
重
な
っ

て
あ
た
か恰

も
烈
火
の
勢
い
を
有
す
と
い
う
の
で

ひ
ど酷

く
嫌
忌
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
此
の
筆
法
を

も
っ以

て
き
の
え
ね

甲
子
を
解
釈
し
て
見
る
と
、

十
干
の

き
の
え甲

は
木
の
性
で
あ
り
、
十
二
支
の

ね子
は
水
の
性
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら

ひ
の
え
ね

丙
子
は
何
と
何
と
で
あ
る
か
と
云
え
ば
、
前
の
解

釈
に
よ
っ
て
火
と
水
で
あ
る
こ
と
が
分
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
れ
ば

き
の
え
ね

甲
子
の
「
木
と
水
」

ひ
の
え
う
ま

丙
午
の
「
火
と
水
」
と
を
混
合
し
た

も
の
が
何
に
な
る
か
の
謎
が
生
じ
る
。
こ
れ
を
解
決
す
る
の
に
餘
程
苦
心
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
結
局
、
五
行
説
で
片
付
け
よ

う
と
す
る
錯
誤
に
陥
っ
た
の
で
あ
る
、
近
い
例
を
云
う
と
昨
年
は

き
の
と
う
し

乙
丑
の
年
で
あ
っ
た
が
、

き
の
と乙

は
木
、

う
し丑

は
土
で
あ
る
。
そ

し
て
「
木
と
土
」
と
の
混
合
を。　海。　中。　の。　金
と
い
う
ヘ
ン
テ
コ
な
解
釈
を
下
し
て
い
る
。
こ
れ
は
全
く
理
窟
に
合
わ
な
い
話
で
あ

る
。
が

し
か併

し
、
今

し
ば
ら暫

く
五
行
説
に
耳
を
借
し
て

ひ
の
え
う
ま

丙
午
の
本
性
を
尋
ね
て
見
る
な
れ
ば
、
干
支
の
判
断
の
ご
と
く
猛
烈
な
火
性

で
は
な
く
、
そ
の
反
対
の
水
性
で
あ
る
。

し而
か
も
天
の
河
の
水
と
い
う
の
で
あ
る
。
天
の
河
と
云
え
ば
何
か
し
ら
優
し
い
ロ
ー

マ
ン
ス
の
あ
る
所
で
は
な
い
か
、
す
れ
ば
縁
談
に
は
殊
更
縁
故
の
深
い
性
質
で
あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
考
え
れ
ば

縁
談
に
は

む
し寧

ろ
歓
迎
さ
る
べ
き
適
性
で
は
あ
る
ま
い
か
と
思
う
。
ま
た
一
方
、
九
星
に
依
れ
ば
明
治
三
十
九
年
の
本
命
性
は
四

緑
の
木
で
あ
る
。
こ
う
し
て
五
行
説
で
は
天
の
河
の
水
、
九
星
で
は
四
緑
の
木
で
あ
っ
て
、

い
ず
か
た

何
方
に
し
て
も
火
で
は
な
い
の
で

あ
る
。
に
も

か
か
わ拘

ら
ず

ひ
の
え
う
ま

丙
午
だ
か
ら
火
の
如
き
性
質
で
あ
る
と
曲
解
し
た
の
は
、

し強
い
て
ケ
チ
を
つ
け
る
と
云
う
よ
り
他
は
な

い
。
そ
れ
も
察
す
る
と
こ
ろ
徳
川
時
代
に
発
生
し
た
根
拠
の
な
い
妄
説
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
支
那
に
於
て
も

ひ
の
え
う
ま

丙
午
の
歳
に

は
火
事
が
多
い
と
い
う
伝
説
が
あ
る
に
は
あ
る
。
そ
こ
へ
も
っ
て
来
て
徳
川
時
代
の
物
語
に
八
百
屋
お
七
と
い
う
小
娘
が
恋
に
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狂
う
て
家
を
も
身
を
も
火
に
焼
い
た
一
件
か
ら
、
お
七
が

ひ
の
え
う
ま

丙
午
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に

こ
と
づ
け

附
会
て
、

ひ
の
え
う
ま

丙
午
は
火
の
よ
う
で
あ

る
と
一
犬
嘘
を
吠
ゆ
れ
ば
万
犬
実
を
叫
ぶ
の
類
で
、
遂
に
こ
う
し
て
取
る
に
足
ら
ぬ
虚
妄
の
浮
説
が
全
般
に
流
布
し
た
の
で
あ

ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

と兎
も

か
く角

、
五
行
説
、
九
星
の
起
り
始
め
に
は
古
い
科
学
の
権
威
と
認
め
ら
れ
、
宇
宙
の
原
理
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。

し
か併

し
世
の

中
の
こ
と
は

す
べ凡

て
い
わ
ゆ
る

所
謂
八
卦
の
理
窟
通
り
に
行
く
も
の
で
は
な
い
。
世
に
は
往
々
偶
然
の
出
来
ご
と
が
突
発
す
る
。
早
い
話
が

少
し
も
悪
い
こ
と
を
し
な
い
福
徳
円
満
の
善
良
な
人
が
偶
然
の
事
件
に

で
く

出
喰
わ
し
て
、
思
い
も
そ
め
ぬ
電
車
に

ひ轢
か
れ
て
非
業

の
最
期
を
途
げ
る
こ
と
が
あ
る
。
又
は
其
の
他
の
不
慮
の
災
難
に
出
会
う
こ
と
が
な
い
と
は
云
え
な
い
。

し
か併

し
な
が
ら

つ
ら
つ
ら

熟
々
思

う
に
、
厳
密
に
云
え
ば
真
に
偶
然
の
事
件
な
る
も
の
は
決
し
て
存
在
し
て
居
ら
ぬ
。
一
見
し
て
偶
然
突
発
の
如
く
に
見
ゆ
る
も

の
も
、
仔
細
に
其
の
発
生
の
跡
を
吟
味
し
て
見
れ
ば
、
現
象
発
展
の
径
路
は
常
に
明
か
に
追
跡
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

も若
し
徹
底

的
に
あ
ら
ゆ
る
條
件
を
前

も
っ以

て
調
査
す
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
偶
然
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
な
い
筈
で
あ
る
。
空
中
に
浮
遊
す
る

じ
ん
あ
い

塵
埃
の
一
々
の
運
動
を
も

す
べ凡

て
合
理
的
に
説
明
し
得
べ
き
筈
で
あ
る
。
だ
か
ら
電
車
の
衝
突
と
か
汽
車
の
転
覆
の
ご
と
き
も
一

概
に
偶
然
の
出
来
ご
と
と
は
云
え
な
い
。
た
だ
吾
人
の
能
力
に
は
限
り
あ
り
、
数
限
り
な
き
微
細
の
條
件
に
一
々
注
意
す
る
こ

と
は
到
底
不
可
能
な
こ
と
で
、
止
む
を
得
ず
吾
人
の
注
意
を
或
る
程
度
ま
で
に
止
め
、
そ
れ
以
下
は
打
切
る
の
外
は
な
い
が
、
斯

く
し
て
切
捨
て
た
る
零
砕
な
る
原
因
―――

い
わ
ゆ
る

所
謂
コ
ン
マ
以
下
の
端
数
が

た
ま
た
ま

偶
々
累
積
し
て
大
な
り
小
な
り
の
結
果
を
生
ず
る
に
至

れ
る
も
の
が
即
ち

い
わ
ゆ
る

所
謂
偶
然
の
現
象
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
吾
人
は

も
は
や

最
早
必
然
法
を

も
っ以

て
推
究
す
る
こ
と
は
出

来
な
い
が
、
な
お
蓋
然
率（
確率
）に
よ
っ
て
其
の
大
概
を
率
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

し
ば
し
ば

屡
々
起
る
か
否
か
、
そ
の
大
き
さ
が

じ
ゃ
っ
か
ん

若
干

の
程
度
に
達
す
る
蓋
然
率
は
何
程
か
等
の
こ
と
は

た
い
す
う

大
数
計
算
法（
大
数
の
法
則
。
あ
る
事
象
を
何
回
も
繰
返
す
と
、
一
定
事
象
の
起
こ
る

割
合
は
回
数
が
増
え
る
に
従
っ
て
一
定
値
に
近
づ
く
と
い
う
経
験
法
則
）に
よ
っ
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て
攻
究
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
こ
で
出
来
る
だ
け
の
注
意
を

も
っ以

て
衛
生
保
健
法
を
講
じ
た
り
、
な
お
早
晩
免
れ
難
き
死
亡
に

対
す
る
保
険
、
出
来
る
だ
け
の
注
意
を

も
っ以

て
豫
防
法
を
講
じ
て
も
、

な
お尚
た
ま
た
ま

偶
に
避
け
難
き
火
災
に
対
す
る
保
険
等
の
如
き
は
、
要

す
る
に
避
け
難
き
偶
然
の
事
件
に
よ
る
損
害
を
大
数
計
算
法
に
よ
っ
て
軽
減
せ
ん
と
す
る
方
法
に
外
な
ら
ぬ
。
前
述
の
保
険
の

他
に
海
上
、
傷
害
、
其
の
他
幾
種
類
も
あ
る
。
我
国
に
は
ま
だ
出
来
て
い
な
い
け
れ
ど
も
外
国
に
は
汽
車
に
乗
る
に
も
保
険
が

出
来
て
い
る
。
こ
れ
が
最
も
合
理
的
な
る
方
法
で
あ
る
と
信
ず
る
。

さ
て
偶
然
の
事
件
に
対
す
る
古
代
の
人
の
処
置
法
は
大
概
二
た
通
り
あ
る
様
で
あ
る
。
そ
の
一
は

ぼ
く
ぜ
い

卜
筮
等
の
方
法
に
よ
っ
て

之
れ
を
豫
知
せ
ん
と
す
る
こ
と
、
そ
の
二
は
神
仏
に
祈
願
し
て
其
の
加
護
に
よ
っ
て
災
難
を
除
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
だ

が
し
か併

し
何
方
も

ま
ち
が
い

間
違
っ
た
方
法
で
あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
先
ず
第
一
、

せ
ん
ぜ
い

占
筮
に

た
よ

他
頼
る
の
が
愚
の
骨
頂
で
あ
る
。
何
故
な

れ
ば
売
卜
者
が

も
っ
と尤

も
ら
し
く

ひ
ね捻

く
る
所
の

ぜ
い
ち
く

筮
竹（
竹
を
削
っ
て
作
っ
た
長
さ
約
四
〇

セ
ン
チ
の
細
い
棒
。
普
通
五
〇
本
）と
か
算
木（
長
さ
約
一
〇
セ
ン
チ
の
四

角
な
棒
。
六
本
が
ひ
と
組
）と
か
い
う
も
の

が
無
意
味
で
あ
る
。
易
は
孔
子
も
信
じ
た
と
い
う
け
れ
ど
も
、
事
実
は
孔
子
以
後
に
起
っ
た
も
の
で
あ
る
。
易
す
な
わ
ち
八
卦

の
成
り
立
ち
は
、
黒
白
両
極
端
の
外
に
、
こ
れ
を
四
分
し
八
分
し
六
十
四
分
し
て
、
種
々
の
可
能
な
る
中
間
的
方
法
を
講
究
し

て
慎
重
な
る
審
議
に
よ
っ
て
疑
を

か
ん
が稽

う
る
方
法
で
あ
る
。
故
に
易
の
考
え
方
、
解
釈
方
法
は
一
概
に
値
打
が
な
い
と
は
云
え
な

い
、

し
か併

し
、
こ
れ
を

せ
ん
ぜ
い

占
筮
に
用
い
た
の
が

ま
ち
が
い

間
違
の
元
で
あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
、
今
な
お
用
い
ら
れ
て
居
る
三
十
六
変
筮

法
、
十
八
変
筮
法
、
略
筮
法
等
は
要
す
る
に
六
十
四
卦
の
何
れ
に
も
偏
せ
ず
、
等
分
の
偶
中
率（
確率
）を
有
す
る
方
法
た
る
に
過

ぎ
な
い
。
だ
か
ら
易
の
当
る
偶
中
率
は
六
十
四
分
の
一
で
、
外
れ
る
偶
中
率
は
六
十
四
分
の
六
十
三
で
あ
る
。
つ
ま
り
決
し
て

当
ら
ぬ
方
法
で
あ
る
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
だ
が

し
か併

し
八
卦
の
占
が

た
ま
た
ま

偶
に

あ
た中

る
場
合
が
あ
る
様
に
見
え
る
の
は
、

ひ
っ
き
ょ
う

畢
竟

易
者
が
多
年
の
経
験
に
徴
し
て

し
か
つ
め

鹿
爪
ら
し
い
面
を
し
て

ぜ
い
ち
く

筮
竹
を

い
じ弄

り
な
が
ら
、
大
部
分
常
識
判
断
を
加
え
て
、
こ
れ
を

ぜ
い
ち
く

筮
竹
に
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現
わ
れ
た
六
十
四
分
の
一
の
卦
に
仮
托
し
て

ち
ょ
う
ち
ょ
う

喋
々（
し
き
り
に

し
ゃ
べ
る
）す
る
の
で
あ
る
。
故
に
八
卦
の
筮
法
は
常
に
外
れ
て
居
る
の
で
、

た
ま
た
ま

偶
に
当
る
の
は
易
者
の
常
識
判
断
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
口
か
ら
出
放
題
な

で
た
ら
め

出
鱈
目
が
云
え
れ
ば
立
派
な
売
卜
者

と
な
る
こ
と
が
出
来
る
と
云
え
る
。

し
か
の
み
な
ら
ず

加
之
、
今
日
の
八
卦
見
は
も
っ
と

ふ
つ
ご
う

不
都
合
な
真
似
を
し
て
い
る
。
そ
れ
は
何
か
と
云
う

と
、
易
と
九
星
と
は

お
の
ず
か

自
ら
流
儀
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も

か
か
わ拘

ら
ず
今
日
の
八
卦
に
は
平
気
で
九
星
を
取
り
入
れ

て
居
る
。
こ
れ
は

ま
こ
と洵

に
ふ
ら
ち

不
埒
至
極
で
あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
今
ま
で
云
っ
た
こ
と
を
要
約
す
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
迷
信
に
基
づ
く
不
合
理
な
処
置
を
排
し
て
、
世
の
中
の

す
べ凡

て
の
こ

と
を
合
理
的
に
処
理
し
て
行
く
に
は
、
飽
く
迄
も
科
学
的
に
原
因
結
果
を
攻
究
し
て
、
そ
れ
に
依
っ
て
得
た
る
知
識
を
応
用
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
及
び
人
生
の
福
利
増
進
を
図
る
の
が
至
当
で
あ
る
。
故
に
万
一
の
危
険
を

お
も
ん
ば
か

慮
る
場
合
に
於
て
も
科

学
的

た
い
す
う

大
数
計
算
法
に
基
い
て
保
険
を
附
け
る
の
が
最
も
賢
明
な
や
り
方
で
あ
る
。

し
か然

る
に

ま
ち
が

間
違
っ
て
八
卦
や
神
仏
に

た
よ

他
頼
る
の

は
ぐ
ま
い

愚
昧
な
る
迷
信
と
云
わ
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
云
っ
て
も
宗
教
の
本
質
を
非
難
す
る
も
の
で
は
な
い
。
宗
教
に
も
種
々
な
迷
信
が

あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
本
当
の
宗
教
心
は
利
害
得
失
を
超
越
し
た
も
の
で
あ
る
と
信
ず
る
。

し
か併

し
私
の
今
日
の
講
演
は
利
害
の
問

題
を
論
ず
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
人
生
の
福
利
増
進
は

ど何
う
し
て
得
ら
れ
る
の
か
の
問
題
を
議
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
於

て
神
仏
は
科
学
を
超
越
し
た
方
法
を

も
っ以

て
人
間
に
福
利
を
与
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
思
う
。
宗
教
は
何
処
ま
で
も
純
精
神
的

な
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
神
仏
の
前
に
慾
張
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
。

ひ
っ
き
ょ
う

畢
竟
す
る
宗
教
の
絶
対
価
値
は
利
害
の
念
を
超
越
し
て

唯
あ
ん
じ
ん
り
ゅ
う
め
い

安
心
立
命
を
祈
願
す
る
よ
り
他
は
な
い
と
思
う
。
だ
が

し
か併

し
宗
教
の
迷
信
が
随
分
多
い
よ
う
で
あ
る
が
、
餘
り
長
く
な
る
か

ら
宗
教
上
の
迷
信
に
っ
い
て

と
か
く

兎
角
云
々
し
な
い
。
要
す
る
に
「
科
学
と
迷
信
」
に
就
い
て
の
み

い
さ
さ聊

か
所
見
を
述
べ
て
此
の
講
演

を
終
了
す
る
。
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•
「
科
学
と
迷
信
」（
神
戸
市
立
湊
川
商
工
実
修
学
校
、
一
九
二
六
年
十
月
）
所
収
。

•

読
み
や
す
さ
の
た
め
に
、
旧
か
な
遣
い
は
新
か
な
遣
い
に
変
更
し
、
適
宜
振
り
仮
名
を
つ
け
た
。

•

理
解
を
助
け
る
た
め
に
適
宜
割
注
を
附
し
た
。

•
P
D
F

化
に
はL AT

E
X
2ε

で
タ
イ
プ
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
を
行
い
、d

v
ip
d
fm

x

を
使
用
し
た
。

科
学
の
古
典
文
献
の
電
子
図
書
館
「
科
学
図
書
館
」

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
c
a
m
.
h
i
-
h
o
.
n
e
.
j
p
/
m
u
n
e
h
i
r
o
/
s
c
i
e
n
c
e
l
i
b
.
h
t
m
l

「
科
学
図
書
館
」
に
新
し
く
収
録
し
た
文
献
の
案
内
、
そ
の
他
「
科
学
図
書
館
」
に
関
す
る
意
見
な
ど
は
、

「
科
学
図
書
館
掲
示
板
」

h
t
t
p
:
/
/
6
3
2
5
.
t
e
a
c
u
p
.
c
o
m
/
m
u
n
e
h
i
r
o
u
m
e
d
a
/
b
b
s

を
御
覧
い
た
だ
く
か
、
書
き
込
み
く
だ
さ
い
。

http://www.cam.hi-ho.ne.jp/munehiro/sciencelib.html
http://6325.teacup.com/munehiroumeda/bbs

