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り
と
、
会
を
蹴
つ
て
起
き
、
潔
齋
し
て
誹
棚
に
お
ひ
か

だ
、
米
英
に
向
つ
て
開
戦
最
初
の
報
に
接
し
、
末
る
べ

十
二
月
八
日
の
あ
さ
ぽ
ら
け
は
来
た
、
興
つ
赤
な
生

四
十
名
、

▲
九
月
二
十
七
日

都
南
諏
寺
と
銀
閣
寺
と
の
見
學
會
を
催
す
、
翠
加
者

編
輯
を
終
へ
て

れ
て
初
め
て
の
偉
大
な
太
陽
を
み
た
、
す
べ
て
の
人
た

ち
は
美
し
き
威
激
の
中
に
立
っ
た
、
日
本
の
す
べ
て
の

人
が
日
本
人
と
し
て
の
本
常
の
た
ま
し
ぴ
を
つ
か
ん

き
も
の
が
末
た
。
東
亜
の
興
農
ま
さ
に
此
の
一
戦
に
あ

幹
事
山
本
楡
~
信

天
沼
先
生
の
御
指
導
に
よ
る
京

仁
寺
に
て
査
食
後
解
散
す
る
、
参
加
者
二
十
餘
名
、

は
、
果
敢
な
る
貨
行
に
よ
っ
て
示
さ
れ
、
日
本
が
あ
か

に
接
し
、
此
の
未
曾
有
の
重
大
時
局
に
際
し
、
大
命
を

り
を
獣
じ
、
情
洋
潔
白
な
心
に
拍
手
を
う
つ
て
、
祖
國

日
本
の
勝
利
を
祈
願
し
た
、
同
日
正
午
に
は
、
宣
戦
の

戦
が
布
告
さ
れ
た
の
で
あ
る
、
近
術
内
閣
総
僻
職
の
報

拝
し
て
、
帝
國
不
動
の
國
是
を
遂
行
し
て
批
界
平
和
に

寄
典
し
、
皇
國
三
千
年
の
歴
史
を
い
や
が
上
に
も
光
輝

あ
ら
し
め
ん
と
誓
は
れ
た
東
條
首
相
の
鐵
石
の
意
志

る
く
な
っ
た
氣
が
し
た
。
國
民
は
喜
び
と
勇
み
と
を
以

て
勝
ち
抜
く
確
信
と
、
國
に
殉
ず
る
た
く
ま
し
い
覺
悟

が
出
来
た
。
今
こ
そ
御
奉
公
の
し
ど
き
で
あ
る
。
今
こ

そ
生
く
る
甲
斐
あ
り
、
死
ぬ
る
甲
斐
あ
る
千
載
一
遇
の

好
機
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
牡
烈
鬼
誹
を
な
か
し
め

る
日
本
人
の
永
遠
の
生
く
る
道
が
自
ら
會
得
さ
れ
る
。

詔
勅
が
降
下
し
た
。
二
千
六
百
第
一
年
の
最
後
に
宣

.‘Lo
、

ナ
ー
ノ



の
第
一
歩
を
踏
み
出
す
に
至
っ
た
。
勤
倹
以
て
米
國
の

大
精
紳
に
抱
擁
せ
ら
れ
、
各
々
そ
の
本
然
の
姿
に
復
蹄

六
七

飛
躍
的
痰
展
し
た
所
以
で
あ
る
。
今
後
は
餘
程
教
育
に

あ
る
に
か
A

は
ら
ず
、
米
英
等
の
栢
桔
の
も
と
に
呻
吟

悲
で
あ
る
故
に
必
ず
勝
つ
、
従
来
一

1

一
千
年
来
の
文
化
が

た
も
の
で
、
算
盤
だ
け
で
は
い
け
な
い
、
頭
が
要
る
‘

の
以
外
に
は
、
妙
策
も
な
け
れ
ば
、
奇
計
も
な
い
、
慈

人
事
の
最
善
を
盪
す
と
き
、
神
助
天
訪
が
下
つ
て
必
勝

疑
ひ
な
い
、
大
日
本
は
誹
國
で
あ
る
。

が
併
し
勝
つ
た
あ
と
を
う
ま
く
治
め
て
ゆ
く
に
は
、

何
百
年
の
努
力
が
い
る
、
樺
力
が
聰
明
と
良
心
と
の
基

調
の
上
に
用
ひ
ら
れ
る
こ
と
の
急
務
な
る
、
今
日
よ
り

甚
だ
し
き
は
な
い
、
皇
軍
の
占
領
し
た
る
土
地
の
人
民

を
し
て
、
我
が
鰯
に
随
喜
信
服
せ
し
む
る
を
要
す
、
詮

ず
る
と
こ
ろ
徳
を
以
て
懐
け
、
力
を
も
つ
て
守
る
。

こ

し
て
居
っ
た
大
東
亜
の
諸
民
族
は
、
今
や
八
紘
一
宇
の

し
、
新
し
き
世
界
秩
序
建
設
の
翼
を
掬
嘗
し
て
、
新
生

東
亜
の
盟
主
と
し
て
は
づ
か
し
か
ら
ぬ
人
格
を
も
つ
て

指
導
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
結
局
教
育
で
あ
る
、
論

支
那
事
菱
以
来
の
痰
展
ぶ
り
は
、
東
京
と
大
阪
で
は

桁
違
ひ
で
あ
る
。
霊
工
業
は
高
等
な
技
術
を
基
礎
と
し

學
問
的
の
工
業
で
あ
っ
て
、
學
問
の
都
で
あ
る
東
京
が
、

力
を
入
れ
、
裸
で
出
直
す
覺
悟
が
な
け
れ
ば
大
阪
は
衰

徴
す
る
。
貿
易
が
基
準
で
あ
る
日
本
の
痙
清
に
於
て
、

大
阪
を
東
亜
共
榮
囮
の
中
心
た
ら
し
む
る
や
う
、
新
し

前
途
に
到
し
、
大
き
な
規
模
の
構
想
が
必
要
で
あ
る
。

し
て
忠
信
な
る
も
の
で
な
い
と
い
か
な
い
、
洋
々
た
る

業
を
大
成
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
行
ひ
篤
敬
に

語
孟
子
を
讀
ん
で
、
そ
れ
が
わ
か
る
人
間
で
な
い
と
事

生
産
力
を
凌
駕
す
る
糎
清
力
を
獲
得
す
る
と
と
も
に
、



に
南
に
西
に
東
に
、
遠
く
海
外
に
活
躍
す
る
と
き
、
若

徳
の
練
磨
に
孜
々
と
し
て
努
め
つ
A

あ
る
、
他
日
、
北

生
は
日
夜

御
内
咎
金
を
賜
は
る
光
榮
に
輝
く
本
堂
で
あ
る
。
聴
講

埋
恩
に
戚
泣
し
つ
＼
、
學
業
の
修
得
に
智

る。

る
と
こ
ろ
多
く
、
罷
に
か
し
こ
く
も

天
題
に
逹
し

て
修
養
に
資
せ
ら
れ
る
ヽ
と
こ
ろ
あ
ら
ば
、
幸
甚
で
あ

再
建
以
来
、
講
廷
を
開
く
こ
と
四
千
回
風
数
に
寄
典
す

を
附
録
と
し
て
刊
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
．
熟
讀
さ
れ

意
あ
る
御
援
助
と
に
よ
り
て
、
事
業
い
よ
い
よ
後
展
し
、

の
害
を
説
く
先
儒
中
井
履
軒
先
生
の
「
老
婆
心
」
五
巻

講
師
諸
先
生
の
興
蜘
な
る
御
指
導
と
理
事
諸
先
生
の
熱

は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
浪
華
文
化
の
博
統
に
生
き
、

し
て
賓
力
涵
養
に
専
念
す
る
の
は
、
常
り
前
の
話
と
云

信
者
で
あ
り
、
喧
嘩
せ
ず
、
議
論
し
な
い
の
を
以
て
本

呑
日
、
此
の
堂
に
末
り
學
び
て
證
得
せ
し
精
神
を
痰
輝

し
、
學
術
を
活
用
し
て
御
稜
威
を
八
紘
に
あ
ま
ね
か

報
ひ
奉
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
會
誌
懐
徳
も
刊
行
す
る
こ

國
大
學
教
授
武
内
義
雄
先
生
の
懐
撼
堂
の
経
學
と
題
す

る
講
演
筆
記
、
及
び
中
井
木
菟
麻
呂
先
生
の
奮
懐
徳
堂

を
聰
＜
會
に
於
け
る
談
話
筆
記
等
、
及
び
時
局
柄
砂
糖

し
、
時
局
に
め
ざ
め
た
以
上
、
こ
と
あ
げ
せ
ず
獣
々
と

と
二
十
回
、
支
那
學
の
橿
威
で
あ
る
本
堂
講
師
東
北
帝

領
と
す
る
。
だ
か
ら
工
業
人
と
雖
も
具
の
商
魂
に
徹

ら
し
む
る
聖
業
を
翼
賛
し
奉
り
て
、
理
恩
の
萬
一
に

な
く
大
阪
は
昔
か
ら
の
商
都
で
あ
る
。
商
人
は
寅
力
の

い
大
阪
の
建
設
に
常
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
い
ふ
ま
で
も
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