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漱
石
の
至
言

定
義
を
下
せ
ば
そ
の
定
義
の
た
め
に
定
義
を
下
さ
れ
た
も
の
が
ピ
タ
リ
と
糊
細
工
の
よ
う
に
硬
張
っ
て
し
ま
う
。
複
雑
な

特
性
を
簡
単
に
纏
め
る
学
者
の
手
際
と
脳
力
と
に
は
敬
服
し
な
が
ら
も
、
一
方
に
お
い
て
そ
の
迂
闊
を
惜
し
ま
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
よ
う
な
事
が
彼
ら
の
下
し
た
定
義
を
み
る
と
よ
く
あ
り
ま
す
。

一
九
一
一
（
明
治
四
四
）
年
八
月
、
大
阪
朝
日
新
聞
社
が
企
画
し
た
和
歌
山
で
の
講
演
で
、
夏
目
漱
石
は
集
ま
っ
た
聴
衆
を

前
に
こ
う
語
っ
た
。
の
ち
に
「
現
代
日
本
の
開
化
」
と
し
て
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
講
演
の
、
開
始
間
も
な
く
の
発
言
で
あ
る
。

前
年
夏
の
修
善
寺
で
の
吐
血
か
ら
病
癒
え
て
の
復
活
の
舞
台
だ
っ
た
こ
の
講
演
で
、
漱
石
は
、「
現
代
日
本
の
開
化
」
と
い
う

演
題
を
扱
う
に
あ
た
り
、「
今
ま
で
互
に
了
解
し
得
た
と
ば
か
り
考
え
て
い
た
言
葉
の
意
味
が
存
外
喰
違
っ
て
い
た
り
あ
る
い
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は
以
て
の
外
に
漠
然
と
曖
昧
で
あ
っ
た
り
す
る
の
は
よ
く
あ
る
事
だ
か
ら
」、「
開
化
」
と
は
な
に
か
と
い
う
定
義
を
下
さ
ず

に
話
を
進
め
る
の
は
よ
ろ
し
く
な
い
、
と
聴
衆
に
注
意
を
う
な
が
し
た
。
そ
の
上
で
、
右
に
引
い
た
よ
う
に
定
義
の
も
つ
負
の

側
面
を
も
あ
わ
せ
て
指
摘
し
た
の
だ
っ
た
。

翌
年
七
月
に
は
明
治
か
ら
大
正
へ
と
御
代
が
替
わ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
も
思
い
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
漱
石
の
こ
の
講
演
は
明

治
と
い
う
時
代
を
締
め
く
く
る
近
代
日
本
の
文
明
論
だ
っ
た
が
、
そ
こ
に
は
漱
石
自
身
が
開
化
と
呼
ん
だ
文
明
へ
の
考
察
だ
け

で
な
く
、
人
文
社
会
科
学
の
学
徒
と
し
て
心
得
て
お
く
べ
き
姿
勢
に
つ
い
て
も
い
く
つ
か
の
言
及
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
り
わ
け
、
漱
石
が
説
く
定
義
の
功
罪
に
つ
い
て
は
、
こ
の
講
演
か
ら
一
世
紀
以
上
の
時
を
閲
し
、
明
治
末
年
と
は
比
べ
よ
う

も
な
い
ほ
ど
の
情
報
が
氾
濫
し
、
そ
の
定
義
を
求
め
る
向
き
が
強
い
二
十
一
世
紀
日
本
に
お
い
て
、
い
っ
そ
う
傾
聴
に
値
す
る

発
言
と
思
え
て
く
る
。

「
加
害
者
は
サ
イ
コ
パ
ス
」
と
い
う
ラ
ベ
リ
ン
グ

こ
こ
に
引
い
た
明
治
の
文
豪
の
言
を
私
が
思
い
出
す
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
こ
の
夏
（
平
成
二
六
年
）
起
き
た
あ
る
事

件
へ
の
世
間
の
一
部
に
見
ら
れ
た
反
応
を
、
専
門
家
の
ま
な
ざ
し
で
批
判
す
る
、
本
誌
『
琅
』
主
宰
の
宗
内
敦
教
授
の
一
文
（
ブ

ロ
グ
「
二
言
、
三
言
、
世
迷
い
言
」
平
成
二
六
年
八
月
九
日
掲
載
）
だ
っ
た
。

新
聞
の
第
一
面
に
、
地
域
の
防
災
に
取
り
組
む
市
民
活
動
が
紹
介
さ
れ
た
り
、
著
名
人
の
訃
報
が
大
き
く
掲
げ
ら
れ
た
り
す

る
と
き
の
世
の
中
は
、
平
穏
で
あ
る
。
円
安
が
進
行
し
て
物
価
上
昇
が
懸
念
さ
れ
る
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
も
、
読
者
に
生
活
の
不

安
を
感
じ
さ
せ
は
す
る
が
心
痛
む
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
。
だ
が
、
第
一
面
に
報
じ
ら
れ
る
大
き
な
事
故
や
尋
常
で
は
な
い
事
件

は
、
痛
ま
し
い
思
い
を
読
み
手
に
抱
か
せ
る
。
今
夏
の
紙
面
に
載
っ
た
そ
う
い
う
事
件
の
一
つ
が
、
長
崎
県
佐
世
保
市
で
高
校

＜評壇＞
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一
年
生
の
女
生
徒
が
、
同
級
生
を
殺
害
し
そ
の
遺
体
を
損
壊
す
る
と
い
う
事
件
だ
っ
た
。

宗
内
氏
は
こ
の
佐
世
保
事
件
を
取
り
あ
げ
、
加
害
女
生
徒
が
「
サ
イ
コ
パ
ス
」
で
あ
る
と
い
う
分
析
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
に

．
．

注
目
し
、「
私
に
と
っ
て
い
っ
そ
う
の
驚
愕
と
心
痛
は
、
す
で
に
精
神
医
学
専
門
用
語
と
し
て
は
死
語
と
な
っ
て
い
る
は
ず
の

用
語
（psychopath:

精
神
病
質
）
を
用
い
て
『
加
害
少
女
は
サ
イ
コ
パ
ス
（
精
神
病
質
者
）』
だ
と
す
る
コ
メ
ン
ト
が
、
マ
ス

コ
ミ
・
ネ
ッ
ト
上
に
横
溢
し
て
い
る
事
で
あ
る
」
と
思
い
の
う
ち
を
率
直
に
記
し
た
。
続
い
て
、
サ
イ
コ
パ
ス
の
背
景
に
あ
る

精
神
病
質
を
め
ぐ
る
研
究
史
を
、
簡
潔
に
紹
介
し
た
。

精
神
病
質
と
い
う
精
神
医
学
概
念
は
、
か
つ
て
確
か
に
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
は
あ
る
種
の
深
刻
な
人
格
異
常
を
示
す
患

者
に
対
し
て
、
原
因
の
不
明
確
さ
と
治
療
の
困
難
さ
を
顕
著
に
暗
示(

あ
る
い
は
明
示)

し
得
る
便
宜
的
な
臨
床
的
有
用
性
を

持
つ
が
故
に
、
と
り
わ
け
非
行
・
犯
罪
の
累
犯
者
や
猟
奇
的
行
動
の
惹
起
者
に
対
す
る
診
断
名
と
し
て
長
く
世
界
的
に
用
い

ら
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
診
断
名
は
、
早
く
か
ら
言
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
、「
精
神
障
害
の
う
ち
ま
だ
分
類
さ
れ
ず
に
残
っ
て

い
る
も
の
を
受
け
い
れ
る
〝
く
ず
か
ご
〞
」（
パ
ー
ト
リ
ッ
ジ
・
Ｇ
・
Ｋ
・
一
九
三
〇
）
と
し
て
用
い
ら
れ
る
ば
か
り
で
、

い
つ
か
そ
の
有
用
性
よ
り
も
、
患
者
に
対
し
て
ひ
た
す
ら
治
癒
困
難
な
〝
異
常
者
〞
と
し
て
の
レ
ッ
テ
ル
貼
り
（
ラ
ベ
リ
ン

グ
）
を
す
る
こ
と
の
有
害
性
が
反
省
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
一
九
八
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
は
、
国
際
的
に
、
専
門
用
語

の
座
か
ら
急
速
に
下
り
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
か
ら
す
で
に
久
し
く
、
我
が
国
も
、
ま
っ
た
く
例
外
で
は
な
い
。

心
理
学
や
精
神
医
学
専
攻
の
学
徒
で
な
い
な
ら
ば
、
こ
う
い
う
サ
イ
コ
パ
ス
を
め
ぐ
る
研
究
史
を
知
ら
な
く
と
も
や
む
を
得

ま
い
。
こ
れ
ま
た
報
道
各
紙
誌
を
賑
わ
せ
た
一
件
で
あ
る
、
Ｐ
Ｃ
の
遠
隔
操
作
で
無
関
係
の
者
複
数
を
犯
罪
者
に
仕
立
て
あ
げ
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よ
う
と
し
た
張
本
人
も
、
安
易
に
サ
イ
コ
パ
ス
の
語
を
用
い
て
「
私
は
サ
イ
コ
パ
ス
」
と
自
身
を
形
容
し
て
い
た
こ
と
を
も
思

い
出
す
。

宗
内
教
授
が
、
冷
静
な
筆
致
な
が
ら
も
憂
慮
し
強
く
批
判
す
る
の
は
、
こ
う
い
う
「
安
易
な
ラ
ベ
リ
ン
グ
行
為
」
を
行
な
う

者
が
、
素
人
に
と
ど
ま
ら
な
い
こ
と
だ
っ
た

―
「
こ
の
サ
イ
コ
パ
ス
な
る
概
念
・
用
語
が
、
こ
の
度
の
事
件
の
加
害
少
女
を

鬼
畜
の
ご
と
き
異
常
者
と
し
て
ラ
ベ
リ
ン
グ
す
る
た
め
に
、マ
ス
コ
ミ
・
ネ
ッ
ト
上
で
い
と
も
安
易
に
数
多
用
い
ら
れ
て
い
る
。

ま
し
て
や
そ
れ
が
、
興
味
本
位
の
心
な
き
人
々
だ
け
の
行
為
な
ら
忍
耐
の
う
ち
に
あ
る
が
、
な
ん
と
、
一
見
精
神
医
学
や
臨
床

心
理
の
専
門
家
風
情
の
人
物
の
そ
れ
と
し
て
い
く
つ
か
散
見
さ
れ
る
に
及
ん
で
い
る
こ
と
に
、
慄
然
と
し
た
」。

一
世
紀
以
前
、
漱
石
は
定
義
と
い
う
行
為
の
も
つ
正
と
負
の
両
面
を
、
盛
夏
の
講
演
会
に
集
っ
た
一
般
聴
衆
に
説
い
た
。
サ

イ
コ
パ
ス
も
ま
た
、
ラ
ベ
リ
ン
グ
で
あ
る
と
同
時
に
、
紛
う
こ
と
な
き
定
義
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
今
や
克
服
さ
れ
て
し
ま
っ
た

過
去
の
定
義
で
あ
り
、
そ
の
定
義
を
持
ち
出
し
て
諸
事
を
論
じ
る
の
は
、
精
神
医
学
の
歴
史
の
進
歩
を
否
定
す
る
に
等
し
い
行

為
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
。

心
理
学
の
門
外
漢
で
あ
る
私
は
、
こ
こ
に
部
分
的
に
引
か
せ
て
い
た
だ
い
た
主
張
に
納
得
す
る
こ
と
し
き
り
で
あ
る
が
、
さ

ら
に
論
を
展
開
す
る
素
養
は
残
念
な
が
ら
持
ち
合
わ
せ
て
は
い
な
い
。
そ
こ
で
、
安
易
な
ラ
ベ
リ
ン
グ
を
諭
す
宗
内
教
授
の
論

考
に
触
発
を
受
け
た
一
人
と
し
て
、
同
じ
よ
う
な
安
直
な
レ
ッ
テ
ル
貼
り
が
横
行
す
る
実
例
と
し
て
昨
今
の
歴
史
認
識
問
題
を

と
り
あ
げ
、
考
察
を
加
え
て
み
た
い
と
思
う
。
以
下
は
、
そ
の
さ
さ
や
か
な
試
み
で
あ
る
。

醒
め
た
目
で
近
現
代
史
を
見
る
難
し
さ

平
成
二
六
年
の
夏
は
、
旧
日
本
軍
に
よ
る
従
軍
慰
安
婦
の
強
制
連
行
が
あ
っ
た
と
す
る
二
十
年
来
の
記
事
は
虚
偽
の
証
言
を

＜評壇＞
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も
と
に
し
て
い
た
、
と
し
て
朝
日
新
聞
社
が
当
該
記
事
を
取
り
消
す
と
い
う
前
代
未
聞
の
騒
動
が
あ
っ
た
夏
で
も
あ
っ
た
。
そ

の
後
、
各
紙
誌
に
よ
る
追
加
取
材
が
加
わ
り
、
強
制
連
行
は
ど
う
や
ら
な
か
っ
た
と
い
う
共
通
認
識
が
国
内
で
生
ま
れ
つ
つ
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
従
軍
慰
安
婦
が
い
た
の
は
旧
日
本
軍
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
、
と
政
治
家
が
公
言
す
れ
ば
、
道
義
的

批
判
を
受
け
る
素
地
は
ま
だ
残
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
朝
鮮
人
女
性
を
も
慰
安
婦
と
し
た
と
い
う
事
実
に
、
そ
し
て
そ
の
前
提
で
あ
る
李
朝
朝
鮮
を
廃
し
韓
国
を
併
合
し

．
．
．

た
と
い
う
戦
前
の
歴
史
に
、
戦
後
日
本
の
多
数
派
は
負
い
目
を
感
じ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
。
た
と
え
そ
れ
が
、
明
治
以
降

の
近
代
化
の
過
程
で
、
近
代
化
の
師
で
あ
っ
た
西
洋
列
強
の
過
去
の
行
為
―
植
民
地
を
も
つ
こ
と
―
の
忠
実
な
模
倣
だ
っ
た
と

し
て
も
。

戦
争
史
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
、
朝
鮮
半
島
と
の
関
連
で
日
本
の
歴
史
を
顧
み
れ
ば
、
秀
吉
に
よ
る
朝
鮮
出
兵
が
直
ち

に
想
起
さ
れ
よ
う
。
十
六
世
紀
後
半
、
日
本
の
一
武
将
の
領
土
的
野
心
か
ら
大
軍
が
海
を
こ
え
て
隣
国
に
攻
め
入
り
、
住
民
を

殺
戮
し
国
土
を
荒
ら
し
た
と
い
う
史
実
は
、
従
軍
慰
安
婦
が
い
た
こ
と
を
批
判
す
る
倫
理
観
を
適
応
す
る
な
ら
ば
、
非
難
の
的

と
な
っ
て
然
る
べ
き
だ
ろ
う
。
だ
が
、
今
日
、
日
本
国
内
で
秀
吉
を
糾
弾
す
る
言
辞
は
、
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
。
む
し
ろ
歴

史
上
の
人
物
と
し
て
い
つ
の
時
代
で
も
人
気
者
で
あ
り
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
に
も
頻
繁
に
登
場
す
る
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
に
い
た
っ
て
は
、

同
じ
役
者
に
演
じ
さ
せ
る
と
い
う
工
夫
ま
で
こ
ら
し
て
い
る
。

で
は
、
秀
吉
は
英
雄
、
韓
国
併
合
は
近
代
史
の
暗
部
、
と
い
う
捉
え
方
の
違
い
は
何
に
起
因
す
る
の
か
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、

歴
史
意
識
の
連
続
性
の
有
無
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
。
二
十
世
紀
の
歴
史
は
現
在
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
さ
き
の
大
戦
を
実
体

験
と
し
て
語
る
こ
と
の
で
き
る
歴
史
の
生
き
証
人
も
多
数
が
健
在
で
あ
り
、
有
形
無
形
の
連
続
性
が
存
在
す
る
。
近
現
代
史
と

い
う
よ
り
同
時
代
史
と
い
う
感
触
が
あ
る
。
当
時
の
空
気
を
実
際
に
吸
っ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
喜
怒
哀
楽
の
感
情
を
抑
え
て
二
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十
世
紀
の
歴
史
を
眺
め
、
そ
し
て
論
じ
て
み
よ
、
と
求
め
て
み
て
も
難
事
と
な
ろ
う
。

こ
こ
で
思
い
出
す
の
は
、
二
十
年
ほ
ど
前
に
『
朝
日
新
聞
』
紙
上
で
目
に
し
た
、
ア
メ
リ
カ
史
研
究
者
の
故
・
猿
谷
要
の
一

文
で
あ
る
。
う
ろ
覚
え
で
そ
の
趣
旨
を
記
す
な
ら
ば
、
一
九
二
三
（
大
正
一
二
）
年
生
ま
れ
の
氏
は
、
子
ど
も
の
こ
ろ
周
囲
の

古
老
た
ち
が
江
戸
末
期
の
日
本
を
生
き
生
き
と
語
る
の
を
聴
い
て
い
た
。
長
じ
て
そ
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
と
き
、
幼
い
日
の

自
分
の
周
囲
に
は
幕
末
の
歴
史
の
生
き
証
人
が
い
た
の
だ
、
と
今
さ
ら
な
が
ら
気
付
い
た
と
い
う
。

今
日
、
江
戸
か
ら
明
治
へ
の
激
動
の
移
行
期
を
、
醒
め
た
ま
な
ざ
し
の
も
と
で
論
じ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
負
い
目
や
憤

慨
と
い
っ
た
感
情
か
ら
距
離
を
置
け
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
ま
ず
な
い
。
し
か
し
、
猿
谷
教
授
が
聴
い
た
古
老
の
昔
語
り
は
、

生
き
生
き
と
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
当
事
者
ゆ
え
の
感
情
が
入
り
込
ん
で
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。

歴
史
語
り
に
投
影
さ
れ
た
主
観
は
、
興
味
深
さ
を
加
味
す
る
一
方
、
事
実
を
事
実
と
し
て
把
握
し
た
い
と
願
う
聞
き
手
に
は
、

障
碍
に
も
な
り
う
る
。
主
観
か
ら
脱
せ
な
い
の
は
語
り
手
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
い
。
学
び
手
も
ま
た
然
り
で
あ
る
。
同
時

代
史
の
意
識
が
強
け
れ
ば
強
い
ほ
ど
、
対
象
と
な
る
史
実
か
ら
距
離
を
置
き
、
虚
心
に
眺
め
る
こ
と
は
難
く
な
ろ
う
。
そ
う
い

う
と
き
に
は
、
分
か
り
や
す
く
史
実
を
解
い
て
く
れ
そ
う
な
表
現
に
惹
か
れ
や
す
い
。
そ
し
て
、
表
現
の
内
実
を
吟
味
せ
ず
、

歴
史
を
把
握
す
る
簡
便
な
道
具
と
し
て
手
に
取
り
、
近
現
代
史
に
向
き
あ
い
が
ち
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
便
利
な
道
具

こ
そ
、
歴
史
認
識
の
場
で
の
ラ
ベ
リ
ン
グ
に
他
な
ら
な
い
。

史
観
と
い
う
ラ
ベ
リ
ン
グ
が
招
く
思
考
停
止

英
米
を
は
じ
め
と
す
る
諸
国
と
矛
を
交
え
、
負
け
戦
と
な
っ
た
大
東
亜
戦
争
と
呼
称
さ
れ
た
あ
の
戦
争
ま
で
の
自
国
の
歩
み

を
ど
う
捉
え
れ
ば
よ
い
の
か
。
こ
れ
は
戦
後
日
本
の
大
き
な
思
想
課
題
と
な
っ
た
。
期
せ
ず
し
て
、
こ
の
難
題
に
向
き
あ
う
た

＜評壇＞
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め
の
大
き
な
素
材
を
提
供
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
が
、
日
本
の
主
要
戦
争
犯
罪
人
を
裁
く
と
い
う
名
目
の
も
と
に
開
廷
さ
れ
た

極
東
国
際
軍
事
裁
判
（
東
京
裁
判
）
だ
っ
た
。

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
に
明
示
さ
れ
た
「
戦
争
犯
罪
人
の
処
罰
」
を
企
図
し
た
東
京
裁
判
は
、
連
合
国
に
よ
る
対
日
占
領
政
策
の
一

環
と
し
て
実
施
さ
れ
た
。
本
来
は
政
治
史
、
国
際
関
係
史
の
一
齣
で
終
わ
る
は
ず
だ
っ
た
が
、
二
八
名
の
被
告
個
人
（
審
理
途

中
で
一
名
は
免
訴
、
二
名
は
病
死
、
し
た
が
っ
て
判
決
を
受
け
た
の
は
二
五
名
）
を
訴
追
す
る
過
程
で
戦
前
戦
中
の
日
本
の
歴

史
（
一
九
二
八
年
一
月
一
日
か
ら
一
九
四
五
年
九
月
二
日
ま
で
）
を
も
法
廷
審
理
の
俎
上
に
の
せ
た
た
め
、
結
果
と
し
て
日
本

近
代
史
の
解
釈
を
施
す
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
戦
後
日
本
の
精
神
史
上
に
大
き
な
刻
印
を
残
す
に
い
た
っ
た
。

占
領
軍
に
よ
っ
て
歴
史
解
釈
の
提
示
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、「
東
京
裁
判
史
観
」
と
い
う
表
現
が
一
九
七
〇
年
代
後
半
か

ら
使
わ
れ
始
め
た
。
保
守
論
壇
に
は
、
常
に
「
東
京
裁
判
史
観
を
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
主
張
す
る
一
派
が
い
る
。

問
題
な
の
は
、
そ
の
「
東
京
裁
判
史
観
」
と
は
何
か
？
と
問
え
ば
、
克
服
主
張
論
者
た
ち
の
多
く
が
、「
東
京
裁
判
の
場
で
検
察

側
の
論
告
や
、
公
式
判
決
に
見
ら
れ
る
日
本
を
侵
略
国
家
と
し
て
断
罪
し
た
歴
史
観
」
と
い
っ
た
趣
旨
を
異
口
同
音
に
答
え
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
あ
ま
り
に
も
大
雑
把
で
あ
り
、
東
京
裁
判
に
つ
い
て
の
不
勉
強
を
露
呈
し
て
い
る
回
答
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
。

検
察
側
は
五
五
の
訴
因
を
も
っ
て
日
本
の
国
家
指
導
者
や
高
位
の
軍
人
た
ち
を
訴
追
し
た
。
そ
の
五
五
の
訴
因
は
、
判
決
に

あ
た
り
整
理
さ
れ
一
〇
と
な
っ
た
。
決
し
て
追
及
が
軽
減
さ
れ
た
の
で
は
な
い
も
の
の
数
の
上
で
は
減
り
、
起
訴
状
に
あ
っ
た

真
珠
湾
へ
の
無
通
告
攻
撃
な
ど
の
訴
因
は
消
え
た
（
開
戦
時
の
海
軍
大
臣
だ
っ
た
嶋
田
繁
太
郎
被
告
が
絞
首
刑
で
は
な
く
、
終

身
禁
固
の
判
決
を
受
け
た
一
因
で
も
あ
る
）。

日
本
人
被
告
を
断
罪
す
る
と
い
う
基
調
に
変
わ
り
は
な
か
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
に
検
察
側
が
提
出
し
た
起
訴
状
と
公
式
判
決
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と
に
は
少
な
か
ら
ぬ
違
い
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
を
承
知
し
て
い
れ
ば
、「
東
京
裁
判
の
場
で
検
察
側
の
論
告
や
、
公

式
判
決
に
見
ら
れ
る
」
な
ど
の
よ
う
に
こ
の
二
つ
を
同
一
視
は
で
き
に
く
い
。「
東
京
裁
判
史
観
」
と
い
う
ラ
ベ
リ
ン
グ
を
用
い

る
こ
と
で
、
こ
の
裁
判
の
内
実
を
詳
し
く
検
討
し
て
み
る
こ
と
を
無
意
識
の
う
ち
に
放
棄
し
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と
は
言
え
ま

い
か
。
占
領
軍
が
課
し
た
史
観
の
克
服
を
目
指
し
歴
史
の
再
考
を
掲
げ
て
い
た
は
ず
な
の
に
、「
東
京
裁
判
史
観
」
と
い
う
ラ
ベ

リ
ン
グ
を
用
い
た
途
端
、
そ
の
検
証
作
業
は
停
止
し
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

ラ
ベ
リ
ン
グ
を
め
ぐ
る
恣
意
的
発
言

歴
史
認
識
問
題
が
大
き
な
関
心
を
呼
ん
だ
の
は
、
二
〇
〇
一
（
平
成
一
三
）
年
夏
、
自
民
党
総
裁
選
で
、
小
泉
純
一
郎
候
補

が
靖
国
神
社
参
拝
を
公
約
に
掲
げ
た
時
か
ら
だ
っ
た
と
記
憶
す
る
。
総
裁
選
で
当
選
し
、
そ
の
後
首
相
と
な
っ
た
彼
は
、
靖
国

参
拝
を
重
ね
て
い
っ
た
（
も
っ
と
も
、
終
戦
記
念
日
に
参
拝
し
た
の
は
自
民
党
総
裁
の
任
期
を
終
え
る
直
前
の
平
成
一
八
年
の

夏
一
回
だ
っ
た
が
）。
そ
し
て
、
東
京
裁
判
と
い
う
国
際
法
廷
で
裁
か
れ
た
「
Ａ
級
戦
争
犯
罪
人
」
を
祀
る
靖
国
へ
出
向
く
こ
と

は
、
大
東
亜
戦
争
肯
定
に
つ
な
が
る
、
と
い
う
指
弾
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
う
い
う
批
判
に
対
し
、
当
の
総
理
は
、
平
成
一
七
年
六
月
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
で
「『
Ａ
級
戦
犯
』
は
戦
争
犯
罪
人
と
認

識
し
て
い
る
」
と
い
う
発
言
で
応
え
、
犯
罪
人
顕
彰
の
目
的
で
参
拝
し
て
い
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
自
説
を
開
陳
し
た
。
し

か
し
、
祀
ら
れ
て
い
る
「
Ａ
級
戦
犯
」
の
御
霊
と
、
他
の
戦
没
者
の
御
霊
と
を
区
別
し
て
参
拝
し
て
い
る
と
い
う
こ
の
主
張
は
、

個
人
的
、
す
な
わ
ち
恣
意
的
解
釈
で
あ
り
普
遍
性
を
欠
く
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
た
め
、
首
相
の
参
拝
は
「
Ａ
級
戦

犯
」
礼
賛
と
解
さ
れ
る
と
し
て
引
き
続
い
て
国
の
内
外
か
ら
批
判
を
浴
び
た
。

「『
Ａ
級
戦
犯
』
は
戦
争
犯
罪
人
と
認
識
し
て
い
る
」
と
言
う
一
方
で
「
Ａ
級
戦
犯
」
が
祀
ら
れ
て
い
る
靖
国
へ
出
向
く
と
い

＜評壇＞
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う
行
動
は
、
総
理
の
靖
国
参
拝
を
非
と
す
る
陣
営
に
は
も
ち
ろ
ん
、
是
と
す
る
人
た
ち
に
と
っ
て
も
、
理
に
か
な
っ
た
説
明
に

は
成
り
得
て
い
な
い
も
の
だ
っ
た
。

こ
の
「
Ａ
級
戦
犯
」
と
い
う
の
も
、
東
京
裁
判
が
遺
し
た
ラ
ベ
リ
ン
グ
の
ひ
と
つ
だ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
ラ
ベ
リ
ン
グ
を
用

い
な
が
ら
、
内
容
を
正
確
に
把
握
し
て
い
る
人
た
ち
は
ど
れ
ほ
ど
い
る
の
か
、
と
も
思
う
。
こ
こ
で
も
、
用
い
た
途
端
に
そ
の

語
の
内
実
に
目
を
向
け
な
い
一
種
の
思
考
停
止
が
生
じ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
な
ら
な
い
。

「
Ａ
級
戦
犯
（class

A
war
criminals

）」
の
「
Ａ
級
」
は
、「
Ａ
級
ラ
イ
セ
ン
ス
」
に
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
第
一
級

と
か
最
重
要
の
意
で
は
も
と
よ
り
な
い
。
東
京
裁
判
の
法
的
根
拠
と
な
っ
た
英
文
の
「
極
東
国
際
軍
事
裁
判
所
憲
章
」
に
あ
る
、

（
ａ
）
平
和
に
対
す
る
罪
、
と
い
う
戦
争
犯
罪
の
分
類
項
目
に
該
当
す
る
戦
争
犯
罪
人
、
の
意
で
あ
る
。
等
級
を
連
想
さ
せ
る

「
級
」
で
は
な
く
、
分
類
で
あ
る
「
類
」
を
用
い
て
、「
Ａ
類
戦
犯
」
を
定
訳
と
し
て
い
た
な
ら
ば
、
今
日
東
京
裁
判
と
は
無
縁

の
文
脈
で
用
い
ら
れ
る
「
郵
政
民
営
化
の
『
Ａ
級
戦
犯
』」
な
ど
と
い
っ
た
不
謹
慎
な
濫
用
は
防
げ
た
だ
ろ
う
と
残
念
に
思
う
。

さ
ら
に
厄
介
な
の
は
、
出
典
で
あ
る
裁
判
所
憲
章
を
無
視
し
て
「
Ａ
級
戦
犯
」
を
自
己
流
に
解
し
、
論
を
展
開
す
る
論
者
が

．
．

い
る
こ
と
で
あ
る
。
驚
く
こ
と
に
、
思
想
史
家
の
中
に
も
見
ら
れ
る
。「
加
害
者
は
サ
イ
コ
パ
ス
」
な
ど
と
い
う
輩
が
精
神
医
学

や
臨
床
心
理
学
の
専
門
家
の
中
に
ま
で
い
る
と
知
っ
て
「
慄
然
と
し
た
」、
と
い
う
宗
内
教
授
の
驚
愕
に
通
じ
る
類
で
あ
る
。
た

と
え
ば
、
徂
徠
や
宣
長
な
ど
江
戸
思
想
史
の
専
門
家
と
し
て
知
ら
れ
る
子
安
宣
邦
（
大
阪
大
学
名
誉
教
授
）
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
あ

る
討
論
番
組
の
場
で
「
私
は
、
東
京
裁
判
を
前
提
と
し
て
『
Ａ
級
戦
犯
』
と
言
う
よ
り
も
、
日
本
を
戦
争
に
導
い
た
最
高
の
責

任
を
持
っ
た
指
導
者
た
ち
、
の
意
味
で
使
っ
て
い
る
」
と
言
っ
て
の
け
た
。
恣
意
的
ラ
ベ
リ
ン
グ
に
基
づ
い
た
討
論
か
ら
は
、

実
り
あ
る
議
論
な
ど
と
う
て
い
望
め
な
い
で
あ
ろ
う
。
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「
勝
者
の
裁
き
」
は
冷
厳
た
る
事
実

史
実
を
精
査
し
て
み
よ
う
と
は
せ
ず
、
そ
の
史
実
へ
の
反
応
を
肯
定
否
定
の
二
分
法
で
捉
え
よ
う
と
す
る
者
も
い
る
。
そ
う

い
う
二
元
論
者
は
、
東
京
裁
判
を
論
じ
る
者
に
つ
い
て
も
肯
定
派
か
否
定
派
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
眺
め
よ
う
と
す
る
。
つ
ま

り
東
京
裁
判
肯
定
派
は
、
こ
の
国
際
軍
事
裁
判
を
「
文
明
の
裁
き
」
だ
っ
た
と
す
る
一
方
、
否
定
論
者
は
一
方
的
な
「
勝
者
の

裁
き
」
だ
っ
た
と
す
る
、
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
人
は
「
文
明
の
裁
き
」
派
だ
、
あ
の
人
は
「
勝
者
の
裁
き
」

派
だ
、
と
レ
ッ
テ
ル
を
貼
っ
て
賛
意
を
送
る
、
あ
る
い
は
批
判
を
加
え
る
。
史
実
に
向
か
い
な
が
ら
、
思
考
が
停
止
し
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
一
例
を
紹
介
し
た
い
。

現
政
権
を
担
う
安
倍
晋
三
首
相
は
、
東
京
裁
判
に
つ
い
て
も
、
公
式
の
場
で
言
い
及
ぶ
こ
と
が
あ
っ
た
。
平
成
二
五
年
三
月

の
衆
議
院
予
算
委
員
会
の
席
上
、
東
京
裁
判
に
つ
い
て
「
大
戦
の
総
括
は
日
本
人
自
身
の
手
で
な
く
、
い
わ
ば
連
合
国
側
の
勝

者
の
判
断
に
よ
っ
て
断
罪
が
な
さ
れ
た
」
と
述
べ
た
。
こ
れ
に
『
毎
日
新
聞
』
が
早
速
触
れ
た
。

首
相
は
第
一
次
内
閣
で
東
京
裁
判
を
「
受
諾
し
て
お
り
異
議
を
述
べ
る
立
場
に
な
い
」
と
国
会
答
弁
し
て
お
り
、
こ
の
方

針
は
維
持
す
る
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
東
京
裁
判
に
懐
疑
的
な
見
方
を
示
し
た
こ
と
に
は
中
韓
両
国
な
ど
の
ほ
か
、
戦
勝
国

の
米
国
か
ら
批
判
が
出
る
可
能
性
も
あ
る
。

総
理
の
発
言
は
東
京
裁
判
へ
の
懐
疑
的
な
見
方
で
あ
り
、
中
韓
の
み
な
ら
ず
米
国
か
ら
も
批
判
が
予
想
さ
れ
る
、
と
結
ん
だ

こ
の
記
者
の
筆
致
に
は
、「
勝
者
に
よ
る
断
罪
」
と
い
う
表
現
に
海
外
か
ら
の
批
判
を
招
く
可
能
性
が
あ
り
、
一
国
の
宰
相
が

口
に
す
る
の
は
よ
ろ
し
く
な
い
、
と
い
う
考
え
が
う
か
が
え
る
。「
勝
者
の
裁
き
」
と
言
う
者
は
東
京
裁
判
否
定
論
者
に
違
い

＜評壇＞
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な
い
、
と
い
う
二
分
法
的
な
思
い
こ
み
が
看
取
で
き
る
。

こ
こ
で
史
実
を
確
認
す
る
な
ら
ば
、
対
日
降
伏
文
書
に
調
印
し
た
旧
連
合
国
十
一
か
国
と
い
う
「
勝
者
」
が
、「
敗
者
」
日

本
の
二
八
名
の
被
告
を
裁
い
た
の
が
東
京
裁
判
の
枠
組
み
で
あ
り
、
勝
者
が
判
事
席
に
座
っ
た
の
だ
か
ら
「
勝
者
の
裁
き
」、

と
い
う
の
は
事
実
と
し
て
紛
れ
も
な
い
。
総
理
の
前
掲
発
言
は
、
こ
の
事
実
に
触
れ
た
に
過
ぎ
ず
、
そ
も
そ
も
批
判
の
対
象
に

成
り
得
る
も
の
で
は
な
い
。
残
念
な
の
は
、「
断
罪
」
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
の
価
値
判
断
を
想
起
さ
せ
る
語
を
使
っ
た
点
で
あ
り
、

「
連
合
国
側
の
勝
者
の
判
断
に
よ
っ
て
裁
か
れ
た
」
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
過
不
足
の
な
い
答
弁
だ
っ
た
と
思
う
。

「
勝
者
に
よ
る
断
罪
」
と
い
う
東
京
裁
判
の
と
ら
え
方
は
、
し
た
が
っ
て
、
史
実
そ
の
も
の
の
指
摘
で
あ
り
、
勉
強
不
足
の

こ
の
記
者
が
総
理
の
答
弁
か
ら
為
に
す
る
議
論
を
提
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
都
合
良
き
よ
う
に
ラ
ベ
リ
ン
グ
に

色
を
付
け
、
批
判
を
展
開
す
る
と
い
う
一
例
を
こ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

安
易
な
ラ
ベ
リ
ン
グ
を
こ
え
て

ふ
た
た
び
漱
石
に
戻
る
。
本
稿
冒
頭
で
引
い
た
よ
う
に
「
複
雑
な
特
性
を
簡
単
に
纏
め
」
た
も
の
が
定
義
で
あ
り
、
ラ
ベ
リ

ン
グ
も
そ
の
流
れ
を
汲
む
。
漱
石
は
、
講
演
の
別
の
箇
所
で
も
定
義
に
言
い
及
ん
で
い
る
。

物
が
あ
っ
て
そ
の
物
を
説
明
す
る
た
め
に
定
義
を
作
る
と
な
る
と
勢
い
そ
の
物
の
変
化
を
見
越
し
て
そ
の
意
味
を
含
ま
し

た
も
の
で
な
け
れ
ば
い
わ
ゆ
る
杓
子
定
規
と
か
で
一
向
気
の
利
か
な
い
定
義
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
・
・
・
学
者
の
下
す
定

義
に
は
・
・
・
鮮
か
に
見
え
る
が
死
ん
で
い
る
と
評
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
が
あ
る
・
・
・
つ
ま
り
変
化
を
す
る
も
の

を
捉
え
て
変
化
を
許
さ
ぬ
か
の
如
く
ピ
タ
リ
と
定
義
を
下
す
・
・
・
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漱
石
は
「
杓
子
定
規
と
か
で
一
向
気
の
利
か
な
い
定
義
」「
鮮
か
に
見
え
る
が
死
ん
で
い
る
と
評
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
定

義
）」
と
い
う
よ
う
に
、
学
者
が
下
す
定
義
の
も
の
足
ら
な
さ
を
訴
え
る
。
も
っ
と
も
、
漱
石
と
て
定
義
の
有
用
さ
に
つ
い
て

は
認
め
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、「
変
化
を
許
さ
ぬ
か
の
如
く
ピ
タ
リ
と
」
定
義
を
下
す
姿
勢
に
疑
義
を
呈
し
て
い
る
の
で
あ

る
。歴

史
認
識
の
場
で
安
易
に
ラ
ベ
リ
ン
グ
に
依
拠
す
る
こ
と
は
、
思
考
の
停
止
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
こ
と
を
さ
き
に
指
摘
し

た
。
で
は
、
そ
う
い
う
弊
害
に
陥
ら
ず
に
す
む
術
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
私
な
り
の
提
言
を
記
し
て
、
稿
を
結
ぶ
こ
と
と
し
た

い
。複

雑
な
近
現
代
史
を
読
み
解
く
の
は
至
難
の
業
で
あ
る
。
そ
の
時
、
既
述
の
よ
う
に
歴
史
把
握
の
た
め
の
簡
便
な
手
段
と
し

て
、
ラ
ベ
リ
ン
グ
を
参
考
に
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
構
わ
な
い
と
思
う
。
肝
心
な
の
は
そ
こ
か
ら
だ
ろ
う
。
概
略
を
つ
か
ん
だ

ら
、
是
非
そ
の
あ
と
は
一
次
史
料
に
、
せ
め
て
豊
富
な
一
次
史
料
を
も
と
に
記
さ
れ
た
史
書
に
、
向
き
あ
い
た
い
。
東
京
裁
判

の
例
で
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
法
廷
速
記
録
や
裁
判
に
関
わ
っ
た
者
た
ち
の
日
記
や
回
想
録
な
ど
で
あ
り
、
開
廷
当
時
、
新
聞

社
の
法
廷
記
者
団
が
記
し
た
レ
ポ
ー
ト
集
も
役
立
つ
。
こ
う
い
う
史
料
に
接
し
て
い
れ
ば
、
威
勢
の
い
い
だ
け
の
書
物
や
論
理

で
は
な
く
倫
理
で
裁
判
を
読
み
解
こ
う
と
す
る
よ
う
な
書
を
避
け
る
目
は
養
え
る
と
思
う
。

ラ
ベ
リ
ン
グ
は
便
利
で
は
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
歴
史
理
解
へ
の
窓
口
を
与
え
て
く
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
ラ
ベ
リ
ン
グ
を
こ
え

て
史
実
に
向
き
あ
お
う
と
す
る
姿
勢
が
、
よ
り
深
い
歴
史
学
び
を
可
能
に
し
て
く
れ
る
と
私
は
信
じ
て
い
る
。

＜評壇＞


