
定
時
制
主
事
会
議
・
盛
岡
市
教
育
セ
ン
タ
ー

昭
和
四
十
二
年
五
月
十
七
日

定
時
制
と
い
う
名
を
聞
い
た
だ
け
で
も
故
郷
に
帰
っ
た
よ
う
な

気
に
な
る
。
故
郷
へ
と
い
う
と
他
所
へ
出
て
行
く
よ
う
に
聞
こ
え

ま
す
が
、
ま
あ
一
面
他
所
へ
出
て
行
く
と
言
う
こ
と
で
は
ご
ざ
い

ま
す
が
、
現
在
私
達
の
と
こ
ろ
の
山
形
村
の
定
時
制
は
、
ず
っ
と

こ
こ
十
年
来
、
死
ぬ
か
生
き
る
か
と
い
う
生
命
線
を
上
り
下
り
た

ど
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
い
う
中
に
私
自
身
も
そ
の
気
持
ち
を
思
い

き
れ
な
い
で
、
そ
の
波
の
中
に
毎
日
浮
き
つ
沈
み
つ
し
て
お
る
も

の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

故
郷
と
は
申
し
な
が
ら
、
ま
た
一
面
現
場
に
い
る
と
い
う
気
持

ち
の
方
も
強
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
今
日
は
「
皆
さ
ん
方
の

た
め
に
」
と
い
う
ご
紹
介
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
で
は
ご
ざ
い
ま

せ
ん
の
で
私
自
身
の
日
ご
ろ
の
愚
痴
を
皆
さ
ん
方
に
も
一
緒
に
聞

い
て
い
た
だ
こ
う
と
、
そ
う
い
う
気
持
ち
で
心
臓
強
く
こ
の
壇
の

上
に
上
っ
て
き
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

そ
う
い
う
よ
う
な
悩
み
と
か
苦
し
み
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に

人
間
と
し
て
生
ま
れ
つ
い
て
、
事
実
こ
の
人
生
を
わ
れ
わ
れ
が
受

け
入
れ
て
、
そ
う
し
て
そ
れ
を
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
の
は
ど
う
い
う
わ
け
な
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。

そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
人
間
が
人
間
と
し
て
の
世
界
を
創
っ
た
と

い
う
源
に
帰
っ
て
み
て
は
ど
う
か
。
動
物
と
人
間
と
を
区
別
す
る

の
は
い
ま
の
大
脳
生
理
学
の
発
達
か
ら
い
う
と
、
な
ん
で
も
大
脳

皮
質
の
新
し
い
層
が
出
て
か
ら
だ
と
こ
う
い
う
よ
う
に
科
学
的
に

は
言
う
よ
う
で
す
。
大
脳
皮
質
の
新
し
い
層
の
発
展
段
階
に
応
じ

て
、
わ
れ
わ
れ
人
間
に
創
造
す
る
と
い
う
新
し
い
力
が
で
き
あ
が

っ
て
く
る
。
そ
れ
が
同
時
に
別
の
言
葉
で
い
う
と
、「
自
覚
す
る
と

い
う
力
」
が
、「
自
覚
の
世
界
」
が
で
き
た
こ
と
に
な
る
と
言
え
る

か
と
思
う
。

人
類
が
い
わ
ゆ
る
人
類
と
あ
い
て
立
ち
上
が
っ
た
と
き
は
、
一

応
時
間
的
に
言
っ
て
そ
れ
が
た
と
え
何
千
年
前
の
こ
と
で
あ
っ
て

も
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
さ
か
の
ぼ
り
切
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
と
思
う
の

で
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
人
間
の
世
界
が
で
き
た
、
そ
の
誕
生

に
日
を
考
え
て
み
た
と
き
に
ど
う
い
う
よ
う
な
気
持
ち
を
人
間
と

し
て
持
っ
た
か
。
お
そ
ら
く
そ
の
人
間
に
な
る
前
、
非
常
に
限
り

な
い
長
い
動
物
の
世
界
を
経
過
し
て
き
た
に
違
い
な
い
。
何
万
年

か
何
十
万
年
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
動
物
の
世
界
を
経
過
し
て
き
た
。

言
い
換
え
れ
ば
、
動
物
の
世
界
の
生
活
の
姿
が
そ
の
と
き
の
人
間

の
意
識
の
中
に
、
つ
ま
り
そ
の
自
覚
の
歴
史
と
い
い
ま
す
か
、
意

識
の
歴
史
と
し
て
は
っ
き
り
浮
か
び
上
が
っ
た
だ
ろ
う
と
思
う
。



そ
の
世
界
は
今
の
わ
れ
わ
れ
の
言
葉
で
申
し
ま
す
れ
ば
餓
鬼
と
か
、

畜
生
、
修
羅
と
言
い
表
さ
れ
る
内
容
で
あ
っ
て
、
現
在
の
わ
れ
わ

れ
人
間
の
日
常
の
世
界
と
は
全
く
別
の
も
の
で
あ
る
。
別
の
も
の

で
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
と
全
く
縁
を
切
っ
た
わ
れ
わ
れ
で
は

な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
意
識
の
底
に
そ
う
い
う
も
の
を

は
っ
き
り
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
は
裏
か
ら
言
え
ば

そ
う
い
う
も
の
を
抜
き
に
し
て
は
現
在
の
わ
れ
わ
れ
は
な
い
。
現

在
の
わ
れ
わ
れ
に
そ
う
い
う
も
の
が
は
っ
き
り
あ
る
の
だ
と
い
う

こ
と
を
、
何
ら
か
の
意
味
で
正
直
に
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
う
。
そ
の
ス
タ
ー
ト
の
朝
を
考
え
て
み
る
と
、
人
間
の
世
界
に

入
る
た
め
に
は
ど
ん
な
餓
鬼
で
あ
ろ
う
が
、
畜
生
で
あ
ろ
う
が
、

鬼
で
あ
ろ
う
が
、
蛇
で
あ
ろ
う
が
、
言
わ
ば
悪
魔
で
あ
ろ
う
が
、

こ
と
ご
と
く
昨
日
ま
で
は
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
今
日
か
ら
人
間
な

の
だ
と
い
う
、
人
間
の
世
界
に
入
り
得
る
権
利
を
持
っ
た
と
い
う

こ
と
に
お
い
て
は
同
じ
だ
と
思
う
。
別
の
言
葉
で
言
え
ば
、
い
ま

わ
れ
わ
れ
の
立
場
か
ら
言
っ
て
善
人
で
あ
ろ
う
が
、
悪
人
で
あ
ろ

う
が
そ
の
世
界
に
お
い
て
は
全
く
平
等
で
あ
る
。
平
等
ど
こ
ろ
で

な
く
、
む
し
ろ
そ
う
い
う
餓
鬼
で
あ
り
、
畜
生
で
あ
り
、
鬼
で
あ

り
、
蛇
で
あ
れ
ば
こ
そ
む
し
ろ
積
極
的
に
、
だ
か
ら
俺
は
今
日
か

ら
人
間
の
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
る
の
だ
と
い
う
権
利
を
積
極
的
に

持
ち
得
る
の
だ
、
持
ち
え
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
う
い
う
わ
れ
わ
れ
の
意
識
の
歴
史
と
い
う
か
、
自
覚
の
歴
史
の

内
容
を
前
提
と
致
し
ま
す
と
、
現
在
わ
れ
わ
れ
の
生
活
に
は
善
が

あ
り
悪
が
あ
る
。
戦
争
も
あ
る
が
し
か
も
平
和
も
あ
る
。
わ
れ
わ

れ
は
戦
争
を
捨
て
て
平
和
を
と
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
餓
鬼
・
畜
生
の

生
活
か
ら
離
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
悪
を
捨
て
て
善
の
ほ
う
に
進
ま
ね

ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
の
あ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と

は
、
そ
の
線
を
ち
ょ
う
ど
わ
れ
わ
れ
が
意
識
の
誕
生
の
過
去
を
逆

に
未
来
の
方
に
投
影
し
て
み
れ
ば
ど
う
い
う
世
界
が
で
き
る
か
。

そ
こ
に
は
餓
鬼
・
畜
生
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
そ
う
い
う
も
の
で
あ

り
な
が
ら
、
し
か
も
な
ん
ら
か
の
意
味
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
根

本
的
に
そ
う
い
う
も
の
で
な
い
と
い
う
世
界
を
考
え
ず
に
は
お
ら

れ
な
い
。
そ
れ
は
単
な
る
い
わ
ゆ
る
理
想
で
は
な
い
。
い
わ
ゆ
る

現
在
の
立
場
で
の
理
想
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
過
去
の
意
識
の

内
容
が
現
実
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
む
こ
う
へ
投
影
し
た
世
界

も
こ
れ
も
何
ら
か
の
意
味
で
の
現
実
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ

ま
り
過
去
の
畜
生
・
過
去
の
動
物
の
世
界
が
現
実
で
あ
る
な
ら
ば
、

現
在
の
人
間
を
と
お
し
て
そ
の
未
来
の
方
に
結
ば
れ
る
動
物
で
あ

り
な
が
ら
、
動
物
を
脱
却
し
た
世
界
も
こ
れ
も
ま
た
確
か
に
現
実

の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
を
一
応
考
え
ざ

る
を
得
な
い
。



一
応
そ
う
い
う
こ
と
を
最
初
に
前
提
に
し
た
い
と
思
う
の
で
ご

ざ
い
ま
す
。

宗
教
と
い
う
の
は
一
つ
の
文
化
現
象
で
あ
る
と
普
通
言
わ
れ
て

い
ま
す
が
、
文
化
と
い
う
の
は
「
表
現
」
だ
と
思
う
。
表
現
と
は

自
分
の
存
在
を
自
分
で
確
か
め
る
た
め
に
、
自
分
自
身
を
創
造
し

て
い
く
。
人
間
独
自
の
、
自
分
が
自
分
を
創
る
世
界
。
自
分
を
確

か
め
る
と
は
ど
う
し
て
確
か
め
る
か
。
毎
日
の
生
き
る
不
安
に
即

し
て
、
事
実
朝
か
ら
晩
ま
で
先
に
申
し
ま
し
た
よ
う
に
せ
っ
か
く

事
実
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
お
り
な
が
ら
、
そ
の
生
ま
れ
て
い
る
自

分
自
身
を
心
配
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う

わ
け
で
あ
る
か
。
自
分
の
創
っ
て
い
る
世
界
で
あ
り
な
が
ら
、
そ

の
世
界
に
つ
い
て
あ
あ
だ
、
こ
う
だ
と
、
朝
か
ら
晩
ま
で
気
を
も

ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
の
か
。
そ
う

い
う
不
安
を
横
に
お
い
て
安
心
す
る
、
そ
れ
を
横
に
置
い
て
お
い

て
こ
ち
ら
で
自
分
自
身
を
確
か
め
る
こ
と
は
で
き
る
は
ず
は
な
い
。

そ
の
不
安
に
即
し
て
、
言
い
換
え
れ
ば
生
き
て
い
る
こ
と
自
身
に

安
心
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
普
通
「
宗
教
」
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
も

の
だ
と
思
う
の
で
す
。

安
心
と
は
、
自
分
を
包
ん
で
い
る
世
界
と
一
つ
に
な
る
こ
と
。

前
述
の
、
人
間
が
人
間
と
し
て
立
ち
上
が
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、

一
応
仮
に
時
間
的
な
比
喩
で
申
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
を
今
度
は
時

間
を
抜
き
に
し
て
平
面
的
に
考
え
て
み
る
と
、
自
分
を
包
ん
で
い

る
地
盤
の
世
界
と
自
分
と
は
一
つ
だ
と
い
う
、
世
界
の
い
の
ち
と

自
分
の
い
の
ち
と
が
一
つ
に
通
い
会
う
と
い
う
こ
と
、
そ
の
こ
と

が
世
界
を
自
分
の
表
現
と
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
同
じ
こ
と
を
自

分
が
世
界
の
表
現
で
あ
る
と
仮
に
こ
う
言
う
こ
と
が
で
き
る
な
ら

ば
、
現
在
こ
の
世
界
に
生
き
て
お
り
な
が
ら
そ
こ
に
生
き
て
い
る

と
い
う
事
実
に
即
し
て
安
心
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か

と
思
う
。

わ
れ
わ
れ
が
空
の
雲
を
見
る
と
、
白
い
雲
が
流
れ
て
い
く
、
雲

の
流
れ
て
い
く
の
を
見
る
け
れ
ど
も
そ
の
雲
の
背
景
に
な
っ
て
い

る
空
は
う
っ
か
り
す
る
と
見
落
と
し
て
い
る
。
日
常
の
現
象
と
朝

か
ら
晩
ま
で
い
ろ
い
ろ
な
現
象
と
が
係
わ
り
あ
っ
て
い
る
が
、
そ

の
現
象
そ
の
も
の
を
そ
こ
に
描
き
出
し
て
い
る
昼
な
ら
ば
昼
そ
の

も
の
を
そ
こ
に
見
な
い
、
夜
な
ら
ば
夜
そ
の
も
の
に
は
気
が
付
か

な
い
。
昼
そ
の
も
の
が
ど
こ
ま
で
奥
深
い
も
の
で
あ
る
か
、
夜
そ

の
も
の
が
ど
こ
ま
で
奥
行
き
の
広
い
も
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
は
う

っ
か
り
見
落
と
し
が
ち
で
あ
る
。

日
常
の
朝
か
ら
晩
ま
で
の
現
象
を
、
す
っ
ぽ
り
そ
れ
を
包
ん
で

い
る
世
界
そ
の
も
の
を
認
識
し
て
い
る
、
そ
れ
が
「
自
覚
」
で
あ

る
。
そ
の
自
覚
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
生
き
る
こ
と
、
こ
れ
が
普
通

「
宗
教
に
生
き
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
意
味
で
は
な
い
か



と
思
う
の
で
す
。

こ
の
生
き
て
い
る
不
安
、
存
在
の
不
確
か
の
根
源
は
ひ
と
口
に

言
え
ば
「
有
限
性
」
、
あ
る
い
は
「
相
対
性
」
で
あ
る
。
す
で
に
人

生
が
ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
。
人
間
の
世
界
が
ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
。

そ
の
人
間
の
世
界
の
ス
タ
ー
ト
の
内
容
と
し
て
は
、
一
切
の
も
の

が
相
対
性
を
も
ち
、
有
限
性
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
一
番
代
表

的
に
表
す
の
が
、
「
生
死
」
。
そ
こ
で
生
死
の
自
覚
が
肝
心
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
仏
教
の
根
本
的
な
立
場
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
生
死
で
す
が
、
人
間
は
、
人
は
生
死
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
生
か
ら
死
へ
」
と
い
う
が
、
横
か
ら
対
象
的
に
他
人
事
と
し
て

見
て
い
る
か
ら
生
か
ら
死
へ
と
い
う
区
別
が
で
き
る
け
れ
ど
も
、

す
べ
て
の
存
在
を
含
め
て
生
死
は
無
始
無
終
で
あ
る
。
こ
こ
で
キ

リ
ス
ト
教
で
は
創
造
主
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
歴
史
の
始
ま
り
と

終
わ
り
と
が
あ
る
の
で
す
が
、
仏
教
の
根
本
前
提
と
し
て
は
そ
う

い
う
始
ま
り
を
考
え
な
い
、
終
わ
り
も
考
え
な
い
。
ま
た
そ
れ
を

誰
が
創
っ
た
と
い
う
創
造
主
を
考
え
な
い
。
外
か
ら
眺
め
な
い
で

人
間
存
在
を
内
か
ら
、
主
体
的
に
自
覚
す
る
立
場
と
言
わ
れ
る
。

主
体
的
に
自
覚
す
る
と
い
う
こ
と
は
生
と
死
と
を
二
元
的
に
見
る

の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
。
流
転
生
死
の
自
覚
を
通
し
て
現
実
の

生
活
に
即
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
超
え
る
。
生
死
流
転
の
自
覚
を
通

し
て
生
死
を
超
え
る
。
無
始
無
終
と
い
う
面
か
ら
い
う
と
、
こ
れ

は
無
常
で
あ
る
。
無
常
と
い
う
の
は
不
断
の
生
死
で
あ
る
。
あ
る

い
は
生
死
そ
の
も
の
に
即
し
て
無
生
死
の
自
覚
、
別
の
言
葉
で
言

え
ば
生
死
す
る
人
間
の
存
在
が
本
来
生
死
が
な
い
の
だ
、
生
死
的

な
生
そ
の
も
の
が
無
で
あ
る
と
い
う
。
生
死
す
る
も
の
が
本
来
無

で
あ
る
と
い
う
、
こ
の
自
覚
。
わ
れ
わ
れ
の
自
己
の
自
覚
が
そ
の

ま
ま
世
界
の
自
覚
、
自
己
と
世
界
と
が
根
源
的
に
一
つ
に
な
る
。

自
己
と
世
界
の
自
覚
が
一
つ
に
な
る
。
こ
れ
を
「
仏
」
と
い
う
。

そ
う
い
う
自
覚
を
仏
陀
と
い
う
。
あ
る
い
は
そ
れ
が
仏
の
法
・
仏

法
で
あ
る
。
仏
教
的
に
は
こ
れ
は
悟
り
の
内
容
、
あ
る
い
は
悟
り

と
言
わ
れ
る
も
の
な
の
で
し
ょ
う
。

個
人
の
主
体
性
に
お
い
て
の
不
生
不
死
の
自
覚
が
、
世
界
そ
の

も
の
の
不
生
不
死
の
自
覚
な
の
だ
と
い
う
仏
教
の
根
本
的
な
立
場

が
、
親
鸞
聖
人
に
と
っ
て
は
自
分
の
生
死
の
問
題
そ
の
も
の
と
し

て
同
じ
道
を
突
っ
込
ん
で
い
こ
う
と
し
た
の
で
し
ょ
う
が
、
同
じ

自
覚
の
道
を
掘
り
下
げ
て
い
こ
う
と
し
た
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
こ

に
人
間
的
有
限
、
愛
欲
煩
悩
が
ど
う
し
て
も
脱
し
切
れ
な
い
そ
の

根
強
さ
、
そ
う
い
う
も
の
の
方
に
先
に
ぶ
っ
つ
か
っ
て
し
ま
っ
た
。

法
そ
の
も
の
に
迫
っ
て
い
く
と
き
に
、
法
そ
の
も
の
と
直
接
対
面

す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
が
、
法
と
四
つ
に
取
り

組
も
う
と
す
る
と
法
と
自
分
と
の
間
に
ど
う
し
て
も
取
り
除
く
こ

と
の
で
き
な
い
邪
魔
物
が
そ
こ
に
入
っ
て
き
た
。
そ
の
邪
魔
物
そ



の
も
の
を
親
鸞
聖
人
自
身
が
自
分
の
身
を
も
っ
て
体
験
せ
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
も
自
分
の
主
体
の
根
底
に
開
か
れ

た
底
の
な
い
邪
魔
物
と
申
し
ま
す
か
、
法
と
自
分
と
が
真
っ
昼
間

の
明
る
さ
の
中
で
、
真
剣
勝
負
で
サ
ッ
と
一
つ
に
な
る
、
こ
れ
は

明
る
さ
で
す
か
ら
、
立
ち
向
か
う
と
い
う
の
も
語
弊
が
あ
る
か
も

し
れ
な
い
、
一
つ
に
な
る
と
い
う
積
も
り
が
思
い
が
け
な
く
も
自

分
の
目
の
前
に
、
深
い
深
い
闇
が
自
分
の
前
に
立
ち
塞
が
っ
て
し

ま
っ
た
。
あ
る
い
は
自
分
の
主
体
の
根
底
に
そ
う
い
う
闇
を
見
い

だ
し
た
。
そ
う
い
う
主
体
の
根
底
に
開
か
れ
た
底
の
な
い
深
い
闇

の
自
覚
。
こ
れ
も
や
は
り
自
覚
で
あ
る
に
は
違
い
が
な
い
。
た
だ

し
、「
闇
の
自
覚
」
と
い
う
。
闇
自
身
を
自
分
が
自
覚
ず
る
な
ら
ば

そ
の
限
り
に
お
い
て
そ
こ
に
闇
は
な
い
。
そ
れ
が
自
分
の
自
覚
だ

と
言
わ
れ
る
か
ぎ
り
、
そ
の
時
そ
こ
に
闇
は
な
い
は
ず
な
の
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
が
ど
こ
ま
で
も
闇
の
自
覚
と
言
わ
れ
る
と
き

に
は
、
闇
は
言
わ
ば
自
分
の
も
の
で
あ
る
。
自
覚
そ
の
も
の
は
自

分
の
も
の
で
は
な
い
、
与
え
ら
れ
た
自
覚
で
あ
る
。
こ
れ
を
端
的

に
言
う
な
ら
ば
、「
他
力
的
な
自
覚
」
で
あ
る
と
言
え
る
。

こ
ち

ら
は
闇
の
世
界
で
あ
る
が
、
そ
れ
か
ら
一
足
も
む
こ
う
へ
突
き
抜

け
る
こ
と
が
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
こ
と
自
体
が
自

覚
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
与
え
ら
れ
た
る
自
覚
」
と
い
う
か
、

ま
た
は
「
自
覚
さ
せ
ら
れ
た
る
自
覚
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
日
が
出
て
夜
が
明
け
る
」
、
こ
う
い
う
言
葉
で
言
わ
れ
る
と
こ

ろ
で
す
ね
。
夜
は
日
で
は
な
い
。
夜
は
ど
こ
ま
で
も
夜
で
あ
る
が
、

そ
こ
に
日
が
出
て
き
た
の
で
夜
が
明
け
る
。
闇
は
ど
こ
ま
で
も
闇

な
の
で
あ
る
が
、
闇
そ
の
も
の
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
そ
こ
で
こ
の

自
覚
は
直
接
に
は
生
死
の
自
覚
で
は
な
し
に
、
生
死
か
ら
脱
離
し

え
な
い
と
い
う
自
覚
で
あ
る
。
生
死
の
自
覚
で
な
く
て
、
生
死
か

ら
脱
離
し
得
な
い
絶
望
の
自
覚
で
あ
る
、
そ
れ
が
罪
だ
と
い
う
。

生
死
は
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
悩
み
な
の

で
あ
る
。

非
常
に
抽
象
的
な
言
い
方
で
す
け
れ
ど
も
、
一
番
初
め
に
申
し

ま
し
た
よ
う
に
人
間
が
人
間
と
し
て
今
日
か
ら
は
俺
は
人
間
だ
と

い
う
、
そ
う
い
う
ス
タ
ー
ト
に
立
っ
た
と
き
の
そ
の
朝
の
気
持
ち

を
考
え
て
見
れ
ば
、「
今
日
か
ら
人
間
だ
」
と
い
う
言
わ
ば
人
間
宣

言
と
言
い
ま
す
か
、
人
間
宣
言
を
し
た
朝
に
立
っ
て
考
え
て
み
る

と
無
量
の
、
量
り
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
長
い
自
然
の
生
活
が
あ

っ
た
、
「
自
然
」
と
い
う
か
、
人
間
で
な
い
と
い
う
意
味
で
。

つ
ま
り
、
昨
日
ま
で
の
自
分
の
背
後
の
、
つ
ま
り
自
覚
の
歴
史

の
過
去
を
考
え
て
み
る
と
、
ど
う
し
て
も
そ
れ
は
そ
れ
自
体
絶
望

す
る
し
か
し
よ
う
の
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
も
の
を

背
負
っ
て
後
ろ
を
見
る
。
こ
れ
を
捨
て
切
れ
る
な
ら
ば
、
そ
ん
な

も
の
は
過
去
の
も
の
な
の
だ
か
ら
と
い
っ
て
捨
て
切
れ
る
も
の
な



ら
ば
、
同
時
に
現
実
の
私
達
の
生
活
は
な
い
の
で
し
ょ
う
。
単
な

る
夢
、
ま
た
は
幻
に
な
っ
て
し
ま
う
。
現
在
の
わ
れ
わ
れ
に
は
こ

う
い
う
自
分
自
身
に
絶
望
せ
ざ
る
を
得
な
い
現
実
が
あ
る
、
そ
れ

の
自
覚
な
の
で
あ
る
。
言
わ
ば
そ
う
い
う
意
味
で
、
わ
れ
わ
れ
は

罪
悪
の
塊
な
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
自
覚
に
達
し
た
と
き
に
、
あ

の
「
自
覚
の
絶
望
」
と
い
う
の
は
消
極
的
な
言
葉
で
あ
る
が
、
積

極
的
に
言
え
ば
脱
離
し
た
い
と
い
う
願
い
で
あ
る
。

人

類

が

今

日

か

ら

人

間

の

世

界

を

創

造

す

る

の

だ

と

い

う

キ
リ
ス
ト
教
で
い
え
ば
、
神
が
最
初
に
世
界
を
創
っ
た
と
き
の
お

気
持
ち
は
ど
う
い
う
も
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
う
も
の

に
譬
え
て
も
い
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
仏
教
に
は
そ
う
い
う
意
味

の
世
界
創
造
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
大
き
な
願
い
が
あ
っ
た

に
違
い
な
い
。
そ
う
い
う
願
い
、
つ
ま
り
個
人
個
人
の
、
現
在
生

き
て
い
る
わ
れ
わ
れ
一
人
ひ
と
り
の
主
体
性
の
根
源
に
立
ち
返
っ

て
み
た
と
き
に
、
お
う
い
う
願
い
が
逆
に
絶
望
だ
と
い
う
形
で
与

え
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
自
覚
に
否
応
な
し
に
ぶ
っ
つ
か
る
。

そ
の
意
味
か
ら
い
う
な
ら
ば
こ
れ
は
全
く
絶
望
で
あ
る
の
で
し
ょ

う
が
、
そ
う
い
う
自
覚
は
与
え
ら
れ
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、

全
く
絶
望
で
あ
る
と
い
う
形
に
お
い
て
願
い
が
そ
こ
に
実
現
さ
れ

て
い
る
。
絶
望
の
自
覚
を
与
え
ら
れ
た
と
い
う
形
で
、
生
死
を
脱

離
し
て
い
る
。
生
死
か
ら
ど
う
し
て
も
抜
け
き
れ
な
い
と
い
う
絶

望
の
自
覚
の
形
に
お
い
て
、
生
死
か
ら
脱
離
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。

罪
悪
生
死
の
凡
夫
だ
と
い
う
自
覚
に
立
た
さ
れ
た
と
き
に
、
初
め

て
あ
あ
今
日
か
ら
安
心
し
て
俺
は
人
間
な
の
だ
と
い
う
、
何
ら
不

安
の
な
い
人
間
な
の
だ
と
い
う
、
今
日
か
ら
新
し
い
人
間
な
の
だ

と
い
う
そ
う
い
う
人
間
誕
生
の
喜
び
が
そ
こ
に
湧
い
て
く
る
。
こ

の
願
い
は
そ
の
意
味
で
与
え
ら
れ
た
る
願
い
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を

わ
れ
わ
れ
の
背
後
か
ら
呼
び
か
け
る
願
い
の
声
と
し
て
受
け
と
る
。

願
い
そ
の
も
の
は
直
接
に
願
い
の
力
で
す
ね
。
「
願
い
の
力
」
、
こ

れ
を
如
来
の
呼
び
か
け
の
声
だ
と
い
う
。
わ
れ
わ
れ
は
自
分
の
罪

悪
生
死
の
実
相
を
自
覚
し
、
そ
の
自
覚
に
お
い
て
自
分
の
生
死
を

「
超
え
る
」
の
で
は
な
く
、
「
超
え
さ
せ
ら
れ
る
」
。
脱
す
る
こ
と

の
で
き
な
い
自
分
の
全
体
が
、
つ
ま
り
自
分
の
過
去
か
ら
ど
う
し

て
も
離
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
自
分
と
い
う
も
の
の
全
体
が
、
そ

の
意
味
で
徹
底
的
に
不
徹
底
な
も
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
そ
の
不

徹
底
の
徹
底
に
お
い
て
根
本
か
ら
そ
こ
に
把
握
さ
れ
る
。
つ
ま
り

「
自
分
の
不
徹
底
さ
の
徹
底
」
に
お
い
て
自
分
が
捉
ま
る
世
界
は
、

単
な
る
自
分
一
人
の
世
界
で
は
な
い
。
自
分
と
同
じ
一
切
の
衆
生

の
一
緒
に
い
る
世
界
で
あ
る
。
そ
の
世
界
は
一
つ
の
願
い
の
世
界

で
あ
る
。「
願
わ
れ
て
い
る
世
界
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
言
葉
と
し
て

は
、
こ
れ
を
「
願
海
」
で
あ
る
と
い
う
。
一
切
の
衆
生
は
そ
う
い

う
願
い
の
海
の
中
に
自
分
自
身
を
見
い
だ
す
。
言
わ
ば
、
一
切
の



衆
生
の
一
人
ひ
と
り
は
そ
の
海
に
浮
か
ば
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ

る
。
不
徹
底
な
自
覚
に
達
せ
ら
れ
る
そ
れ
が
い
わ
ば
安
心
で
あ
る
。

そ
れ
を
「
信
」
と
い
う
、
信
ず
る
と
は
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。

普
通
、
日
常
、
人
を
信
用
す
る
と
申
し
ま
す
が
、
そ
れ
は
こ
ち
ら

か
ら
な
に
か
も
の
を
持
っ
て
行
っ
て
、
条
件
を
持
っ
て
行
っ
て
そ

の
条
件
が
か
な
え
ら
れ
る
程
度
の
応
じ
て
信
用
し
て
い
る
。
け
れ

ど
も
、
も
っ
と
真
剣
に
考
え
て
み
る
と
、
個
人
的
な
立
場
で
で
も
、

商
売
上
の
信
用
と
ち
が
っ
て
、
友
人
同
士
の
信
用
と
い
う
と
ほ
と

ん
ど
無
条
件
に
な
っ
て
し
ま
う
。
む
こ
う
の
心
の
中
に
こ
ち
ら
が

自
分
の
心
を
預
け
て
し
ま
う
。
こ
れ
が
信
用
で
あ
る
。
抵
当
に
す

る
財
産
を
持
っ
て
い
る
範
囲
内
で
信
用
を
し
た
り
、
信
用
を
さ
せ

ら
れ
た
り
す
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
無
財
産
で
あ

る
と
こ
ろ
に
信
用
と
い
う
も
の
が
成
り
立
つ
。

大
体
こ
れ
ま
で
申
し
ま
し
た
よ
う
な
仏
教
の
点
、
あ
る
い
は
仏

教
よ
り
も
さ
か
の
ぼ
っ
て
一
般
に
宗
教
と
い
う
世
界
が
ど
う
し
て

出
て
き
た
か
と
い
う
、
こ
れ
は
相
当
私
の
独
断
が
入
っ
て
い
る
か

と
思
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
私
な
り
に
そ
う
い
う
も
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
と
思
っ
て
い
る
こ
と
を
申
し
上
げ
た
の
で
ご
ざ
い
ま

し
た
。
そ
う
い
う
も
の
を
前
提
に
し
て
「
生
死
の
問
題
」
、
つ
ま
り

今
現
に
毎
日
自
分
が
生
き
て
い
る
人
生
で
あ
り
な
が
ら
、
人
生
に

つ
い
て
思
い
煩
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
現
実
そ
の
も
の
の

中
に
、
自
分
が
現
在
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
な
が
ら
、
歎
異
抄
の
本

文
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

な
お
こ
の
歎
異
抄
は
誰
が
書
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
は
っ
き
り

分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
多
分
親
鸞
聖
人
の
弟
子
の
唯
円
と
い
う

い
ま
の
茨
城
県
あ
た
り
の
出
身
で
、
親
鸞
聖
人
よ
り
二
十
～
三
十

年
後
ま
で
生
き
延
び
た
方
に
よ
っ
て
親
鸞
聖
人
が
亡
く
な
ら
れ
て

か
ら
、
二
～
三
十
年
後
に
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ

て
い
る
よ
う
で
す
。
と
こ
ろ
で
、
つ
い
で
に
申
し
て
お
き
ま
す
が
、

こ
う
い
う
よ
う
な
大
切
な
書
物
な
ら
ば
、
い
ま
な
ら
何
を
差
し
置

い
て
も
こ
の
本
は
誰
が
書
き
著
わ
し
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
残

っ
て
い
そ
う
な
も
の
だ
が
、
当
時
の
人
に
は
全
然
そ
う
い
う
も
の

が
な
い
。
こ
れ
は
仏
像
や
仏
画
な
ど
に
も
こ
う
い
う
も
の
が
沢
山

あ
る
そ
う
で
す
ね
。
平
安
朝
や
そ
れ
以
後
、
鎌
倉
時
代
に
か
け
て

も
当
時
の
人
は
そ
う
い
う
芸
術
作
品
を
創
る
こ
と
自
体
に
自
分
の

生
き
て
い
る
、
つ
ま
り
自
分
の
存
在
を
確
か
め
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
芸
術
作
品
そ
の
も
の
が
自
分
の
名
前
な
の
で
し
ょ
う
ね
。
先

の
、
一
番
初
め
の
言
葉
で
言
え
ば
、「
表
現
」
で
あ
る
。
今
日
か
ら

自

分

は

本

当

に

人

間

に

な

っ

た

と

い

う

、

つ

ま

り

人

間

宣

言

自
分
が
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
自
分
で
確
か
め
る
こ
と
が
一

生
の
目
的
な
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
芸
術
作
品
で
あ
る
な
ら
ば
、



出
来
上
が
っ
た
作
品
そ
の
も
の
が
自
分
の
名
前
で
あ
っ
て
、
そ
れ

に
殊
更
生
ま
れ
て
か
ら
五
十
年
限
り
の
一
時
的
な
期
間
の
名
前
を

書
く
気
も
起
こ
ら
な
い
と
い
う
か
、
書
く
こ
と
も
忘
れ
た
の
で
は

な
い
か
と
、
こ
う
勝
手
な
こ
と
を
思
う
の
で
す
が
当
た
っ
て
い
る

か
ど
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
生
き
る
こ
と
自
身
が
表
現
だ
と
い
う
と

こ
ろ
ま
で
い
き
た
い
の
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
生
き
な
い
先
に

生
き
る
こ
と
を
捨
て
て
お
い
て
「
表
現
」
そ
の
も
の
だ
け
を
先
に

し
よ
う
と
、
と
か
く
思
い
が
ち
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
例
え
ば
、

こ
の
歎
異
抄
に
も
誰
が
書
い
た
か
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
分
か

り
ま
せ
ん
。

「
ひ
そ
か
に
愚
案
を
め
ぐ
ら
し
て
ほ
ぼ
古
今
を
勘
う
る
に
、
先

師
の
口
伝
」
。

こ
こ
で
は
先
師
は
親
鸞
聖
人
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、

あ
る
い
は
法
然
上
人
も
入
と
い
う
意
見
も
あ
る
よ
う
で
す
。
こ
の

「
先
師
口
伝
の
真
信
の
異
な
る
こ
と
を
歎
き
」
。

こ
の
「
異
な
る
こ
と
を
歎
き
」
と
い
う
の
が
標
題
の
「
歎
異
抄
」

と
い
う
題
目
の
由
来
の
よ
う
で
す
。
な
お
こ
の
「
異
な
る
こ
と
を

歎
き
」
と
い
う
言
葉
は
他
の
と
こ
ろ
に
も
出
て
ま
い
り
ま
す
。

「
後
学
相
続
の
疑
惑
あ
る
こ
と
を
お
も
う
。
幸
い
に
有
縁
の
知

識
の
よ
ら
ず
ば
い
か
で
は
易
行
の
一
門
に
い
る
こ
と
を
え
ん
や
」

易
行
の
一
門
と
い
う
の
は
他
力
の
一
門
、
自
力
で
は
な
し
に
。

道
元
禅
師
の
よ
う
に
真
っ
昼
間
の
中
に
素
っ
裸
な
自
分
を
出
し
て
、

そ
の
自
分
の
影
そ
の
も
の
の
中
に
真
昼
そ
の
も
の
を
確
か
め
た
と

い
う
こ
と
を
自
力
と
い
う
な
ら
ば
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、

親
鸞
聖
人
は
夜
の
闇
の
中
に
自
分
自
身
の
正
体
を
つ
か
も
う
と
し

た
け
れ
ど
も
、
闇
の
中
で
自
分
自
身
が
掴
み
き
れ
な
か
っ
た
。

自
分
が
自
分
で
、
自
分
が
ど
こ
に
い
る
の
か
自
分
が
分
か
ら
な

か
っ
た
。
分
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
の
自
覚
に
お
い
て
、
夜
そ
の

も
の
に
言
わ
ば
真
昼
光
を
呼
び
込
ん
だ
。
道
元
禅
師
を
「
昼
の
自

覚
」
と
申
し
ま
す
な
ら
ば
、
親
鸞
聖
人
を
「
夜
の
自
覚
」
と
申
し

た
な
ら
ば
、
少
し
語
弊
が
あ
り
ま
す
か
ど
う
か
。
日
が
出
て
夜
が

明
け
る
と
い
う
よ
う
に
、
夜
の
中
に
昼
を
引
っ
張
り
込
ん
だ
と
言

え
ま
す
か
そ
れ
を
易
行
と
い
う
。
他
力
の
一
門
の
意
味
で
す
ね
。

「
ま
っ
た
く
自
見
の
覚
悟
を
も
っ
て
他
力
の
宗
旨
を
み
だ
る
こ

と
な
か
れ
。
よ
っ
て
、
親
鸞
聖
人
の
御
物
語
の
趣
、
耳
の
底
に
と

ど
ま
る
と
こ
ろ
い
さ
さ
か
こ
れ
を
記
す
」
。

非
常
に
言
葉
は
軽
い
よ
う
で
い
て
、
心
は
非
常
に
深
い
強
い
も

の
が
あ
る
よ
う
で
す
ね
。
親
鸞
聖
人
の
お
心
が
そ
の
ま
ま
自
分
の

心
の
中
に
入
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
自
分
の
耳
の
底
に
と
ど
ま
っ

て
い
る
と
い
う
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
耳
が
自
分
の
耳
だ
か
、
親

鸞
聖
人
ご
自
身
の
だ
か
わ
か
ら
な
い
。



「
ひ
と
え
に
同
心
行
者
の
不
審
を
散
ぜ
ん
が
た
め
な
り
」
。

し
た
が
っ
て
こ
の
歎
異
抄
は
仏
教
以
外
の
人
に
、
あ
る
い
は
信

仰
を
獲
て
い
な
い
人
に
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
わ
け
で
、
す
で

に
一
応
信
者
で
あ
る
、
同
じ
仲
間
の
中
で
の
、
だ
か
ら
一
応
信
仰

と
い
う
こ
と
の
関
所
を
く
ぐ
っ
た
人
を
前
提
と
し
て
い
る
よ
う
で

す
。
信
仰
を
持
っ
た
の
だ
け
れ
ど
も
そ
の
後
に
お
い
て
、
そ
の
日

常
の
生
活
に
お
い
て
問
題
が
出
て
き
た
。
そ
う
い
う
人
達
の
不
審

を
散
ぜ
ん
が
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

第
一
章
、
「
弥
陀
の
誓
願
不
思
議
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
せ
て
、

往
生
を
ば
と
ぐ
る
な
り
と
信
じ
て
」
。

「
誓
願
不
思
議
」
と
い
う
一
つ
の
言
葉
の
よ
う
で
す
ね
。
あ
る

い
は
「
不
思
議
な
誓
願
」
と
い
っ
て
も
よ
い
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ

れ
の
自
覚
の
歴
史
を
た
ど
っ
て
、
一
番
奥
の
奥
に
、
奥
ま
で
行
く

こ
と
は
で
き
る
が
、
そ
れ
以
上
奥
ま
で
行
き
よ
う
が
な
い
。
い
つ
、

ど
こ
で
わ
れ
わ
れ
の
自
覚
が
誕
生
し
た
か
、
つ
ま
り
人
間
宣
言
の

時
期
は
い
つ
だ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
言
い
よ
う
が
な
い
。
そ

こ
に
し
か
し
、
そ
う
い
う
凡
夫
に
対
す
る
自
覚
の
奥
か
ら
、
自
己

な
ら
ぬ
も
の
の
声
が
響
い
て
く
る
。
そ
う
い
う
人
間
誕
生
の
朝
の
、

大
き
な
世
界
全
体
を
揺
る
が
す
よ
う
な
大
き
な
響
き
が
い
ま
、
現

実
の
自
分
か
に
響
い
て
く
る
。
そ
れ
は
信
ず
る
よ
り
他
に
し
ょ
う

が
な
い
。
理
性
が
い
つ
誕
生
し
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
い
く
ら
考

え
て
も
理
性
自
身
で
は
説
明
が
つ
か
な
い
は
ず
な
の
で
あ
る
。
理

性
の
奥
に
理
性
は
い
つ
生
ま
れ
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
不
思
議
と

い
う
よ
り
ほ
か
に
し
よ
う
が
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
「
不
思
議

な
誓
願
」
と
同
じ
意
味
で
「
誓
願
不
思
議
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら

せ
て
、
往
生
を
ば
」
、
往
生
は
さ
き
ほ
ど
申
し
ま
し
た
、
人
間
の
自

分
の
過
去
の
現
実
を
現
在
の
人
間
を
通
し
て
未
来
の
現
実
、
そ
う

い
う
も
の
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

「
往
生
を
ば
と
ぐ
る
な
り
と
信
じ
て
、
念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も

い
た
つ
こ
こ
ろ
の
お
こ
る
と
き
、
摂
取
不
捨
の
利
益
に
あ
ず
け
し

め
た
も
う
な
り
。
弥
陀
の
本
願
に
は
、
老
少
善
悪
の
ひ
と
を
え
ら

ば
れ
ず
」
。

は
じ
め
に
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
一
切
の
差
別
は
そ
こ
に
は
な

い
。
こ
れ
は
本
当
の
平
等
の
原
理
の
根
源
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す

。

条
件
付
き
の
平
等
で
は
お
か
し
い
。
ど
ち
ら
が
、
つ
ま
り
善
人
が

先
で
あ
る
と
か
、
悪
人
が
先
で
あ
る
と
か
、
老
人
は
よ
い
が
若
者

は
だ
め
だ
と
か
、
子
供
は
だ
め
だ
、
正
直
者
は
救
わ
れ
る
が
不
正

直
な
者
は
救
わ
れ
な
い
、
そ
う
い
う
の
は
す
で
に
世
界
内
に
入
っ

て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
世
界
そ
の
も
の
が
出
発
す
る
と
き
に
は
、

一
切
の
も
の
が
無
条
件
で
同
じ
権
利
を
も
っ
て
ス
タ
ー
ト
・
ラ
イ

ン
に
並
ん
で
い
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
ス
タ
ー



ト
・
ラ
イ
ン
に
並
ん
だ
平
等
な
も
の
が
同
じ
権
利
を
も
っ
て
こ
の

自
分
の
人
生
を
創
造
・
ク
リ
エ
ー
ト
し
て
い
く
の
が
、
こ
の
現
実

の
わ
れ
わ
れ
の
人
生
な
の
で
し
ょ
う
。

「
た
だ
信
心
を
要
と
す
と
し
る
べ
し
」
。

そ
の
人
間
宣
言
の
ス
タ
ー
ト
の
世
界
を
「
信
」
と
い
っ
て
い
る
。

そ
の
ス
タ
ー
ト
・
ラ
イ
ン
に
信
が
あ
る
。
そ
こ
に
信
が
な
け
れ
ば
、

「
ヨ
ー
イ
。
ド
ン
」
と
言
わ
れ
て
も
走
る
こ
と
が
で
き
な
い
は
ず

で
あ
る
。
も
う
す
で
に
わ
れ
わ
れ
は
兎
も
角
も
、
自
分
た
ち
は
走

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
自
覚
す
る
こ
と
は
、
そ
の
自
覚
の
奥
に

最
初
の
朝
の
「
信
」
が
あ
る
。
し
か
も
そ
の
「
信
」
は
今
の
世
界

内
の
自
分
の
信
を
そ
ち
ら
へ
振
り
向
け
る
の
で
は
な
し
に
、
己
は

い
ま
こ
れ
だ
け
の
自
信
を
持
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
今
の
自
分
の

手
持
ち
の
自
信
を
い
う
の
で
は
な
し
に
、
人
間
自
身
に
最
初
に
与

え
ら
れ
て
い
た
「
信
」
、
む
こ
う
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
た
「
信
」
、

そ
れ
だ
け
が
必
要
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
が
入
場
券
な

の
で
あ
る
。
そ
の
与
え
ら
れ
た
入
場
券
さ
え
持
っ
て
い
れ
ば
、
こ

の
人
生
を
、
現
実
の
生
活
を
、
い
ろ
い
ろ
千
差
万
別
は
あ
ろ
う
け

れ
ど
も
、
遠
慮
も
気
兼
ね
も
い
ら
な
い
。
堂
々
と
天
下
を
闊
歩
し

て
よ
い
の
だ
、
堂
々
と
お
前
自
身
の
世
界
を
、
こ
の
五
十
年
な
ら

五
十
年
の
間
に
創
り
あ
げ
て
行
っ
て
よ
い
の
だ
と
い
う
。

「
そ
の
ゆ
え
は
、
罪
悪
深
重
、
煩
悩
熾
盛
の
衆
生
を
た
す
け
ん

が
た
め
に
願
に
て
ま
し
ま
す
。
し
か
れ
ば
本
願
を
信
ぜ
ん
に
は
、

他
の
善
も
要
に
あ
ら
ず
」
。

裏
か
ら
言
え
ば
、
罪
悪
深
重
・
煩
悩
熾
盛
と
い
う
現
実
の
わ
れ

わ
れ
の
自
覚
の
内
容
を
排
除
し
て
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

排
除
し
て
し
ま
っ
た
ら
人
間
は
空
虚
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
、

人
形
に
な
っ
て
し
ま
う
。
で
く
の
坊
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な

る
。
そ
う
で
は
な
い
。
生
き
た
人
間
は
現
実
の
長
い
歴
史
を
背
負

う
て
現
実
の
歴
史
の
中
に
生
き
て
お
る
か
ぎ
り
、
自
分
の
中
の
罪

悪
深
重
・
煩
悩
熾
盛
以
外
の
な
に
も
の
も
な
い
の
だ
と
い
う
。
し

か
も
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
生
き
る
権
利
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
の

で
あ
る
。

「
し
か
れ
ば
本
願
を
信
ぜ
ん
に
は
他
の
善
も
要
に
あ
ら
ず
、
念

仏
に
ま
さ
る
べ
き
善
な
き
ゆ
え
に
。
悪
を
も
お
そ
る
べ
か
ら
ず
、

弥
陀
の
本
願
を
さ
ま
た
ぐ
る
ほ
ど
の
悪
な
き
が
ゆ
え
に
と
、
云
々
」

「
弥
陀
の
本
願
」
、
「
本
願
」
と
繰
り
返
し
出
て
き
ま
す
が
、
こ

れ
は
何
を
指
し
て
い
る
の
か
と
申
し
ま
す
と
、
『
仏
説
無
量
寿
経
』

の
中
に
四
十
八
願
が
あ
っ
て
、
お
渡
し
し
た
プ
リ
ン
ト
の
に
は
そ

の
全
部
は
書
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
最
初
の
第
一
願
に
「
た
と
い

わ
れ
仏
を
得
た
ら
ん
に
、
国
に
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
あ
ら
ば
、
正

覚
を
取
ら
じ
」
。
つ
ま
り
こ
の
四
十
八
願
は
、
先
ほ
ど
何
度
も
申
し



ま
し
た
よ
う
に
、
私
は
人
間
宣
言
の
憲
法
で
は
な
い
か
と
思
う
の

で
す
。
今
日
か
ら
人
間
の
世
界
を
創
造
し
て
い
く
の
だ
と
い
う
、

そ
の
最
初
の
憲
法
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
第
一
条
に
も
し
餓

鬼
・
畜
生
が
も
し
こ
れ
か
ら
の
世
界
の
中
に
お
る
の
で
あ
る
ら
な

ば
自
分
は
仏
に
な
ら
な
い
、
言
い
換
え
る
と
、
こ
の
も
の
は
完
成

し
た
も
の
と
は
言
え
な
い
。
本
当
に
こ
の
世
界
が
完
成
す
る
自
覚

を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
、
国
に
中
か
ら
一
切
の
地
獄
・
餓
鬼
・
畜

生
な
ど
が
な
く
な
っ
た
と
き
で
あ
る
。
な
く
な
っ
た
と
き
で
あ
る

と
い
う
声
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
い
か
に

自
分
の
過
去
に
、
昨
日
ま
で
の
過
去
に
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
と
い

う
も
の
が
自
分
自
身
の
現
実
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と

を
言
い
表
し
て
い
る
だ
ろ
う
と
思
う
。
そ
う
い
う
現
実
が
一
方
に

あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
だ
か
ら
こ
そ
い
ま
の
わ
れ
わ
れ
の
憲
法
が
平

和
憲
法
だ
と
言
わ
れ
る
こ
と
は
、
平
和
が
よ
い
か
ら
平
和
と
い
う

条
項
を
入
れ
た
と
い
う
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
生
ぬ
る
い
話
で
は
な

い
の
で
あ
っ
て
、
つ
い
昨
日
ま
で
あ
れ
ほ
ど
激
し
い
戦
争
を
現
実

に
持
っ
た
と
い
う
こ
と
が
逆
に
だ
か
ら
平
和
と
い
う
字
を
入
れ
ず

の
は
お
け
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
の
だ
と
思
う
。
そ
れ
と
同
様
に

人
間
そ
の
も
の
の
意
識
の
奥
に
、
地
獄
・
畜
生
と
い
う
も
の
が
い

か
に
、
い
か
に
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
と
の

世
界
以
外
に
何
も
の
も
な
か
っ
た
の
だ
、
そ
れ
だ
け
だ
っ
た
の
だ
。

だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
ら
を
全
く
排
除
し
た
世
界
を
創
り
あ
げ
な
い

か
ぎ
り
は
自
分
は
本
当
の
安
心
は
持
た
な
い
と
い
う
決
心
で
す
ね
。

そ
れ
が
第
一
条
に
出
て
い
る
。

そ
れ
か
ら
第
十
二
願
に
は
「
た
と
い
わ
れ
仏
を
得
た
ら
ん
に
、

光
明
よ
く
限
量
あ
り
て
、
下
、
百
千
億
那
由
他
の
諸
仏
の
国
を
照

ら
さ
ざ
る
に
至
ら
ば
、
正
覚
を
取
ら
じ
」
。

こ
れ
は
「
光
明
無
量
の
願
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
光
明
限
り
な

し
と
い
う
こ
と
、
そ
の
昨
日
ま
で
は
い
か
に
光
明
が
な
か
っ
た
か
、

闇
の
世
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
よ
う
で
す

ね
。
平
和
を
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
明
る
い
平
和
を
言
わ
な

け
れ
ば
な
ら
ん
ほ
ど
に
昨
日
ま
で
は
、
暗
い
暗
い
戦
争
ば
か
り
が

続
い
た
世
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。「
た
と
い
わ
れ
仏
を
得
た
ら
ん
に
、

寿
命
よ
く
限
量
あ
り
て
、
下
、
百
千
億
那
由
他
劫
に
至
ら
ば
、
正

覚
を
取
ら
じ
」
。
「
百
千
億
那
由
他
劫
」
ま
で
行
っ
て
も
な
お
、
そ

の
と
き
は
長
い
こ
と
は
長
い
け
れ
ど
も
、
い
く
ら
長
く
て
も
そ
こ

で
寿
命
と
い
う
も
の
が
停
ま
っ
て
し
ま
う
な
ら
ば
正
覚
は
取
ら
な

い
、
本
当
の
悟
り
を
僕
は
取
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
欲
望
の
一
番

大
き
な
も
の
、
あ
る
い
は
一
切
の
欲
望
を
極
め
て
単
純
に
、
つ
ま

り
エ
キ
ス
に
し
て
み
る
と
結
局
い
ろ
い
ろ
の
意
味
で
暗
い
も
の
は

嫌
だ
、
明
る
い
も
の
ば
か
り
欲
し
い
。
ゲ
ー
テ
な
ど
も
死
に
し
ま



に
「
も
う
少
し
光
を
」
と
い
う
言
葉
を
残
し
て
亡
く
な
っ
た
そ
う

で
す
が
。

私
た
ち
の
欲
望
の
一
つ
に
明
る
い
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
か
ら

も
う
一
つ
は
寿
命
が
長
い
と
い
う
こ
と
。
何
で
も
長
く
生
き
た
い
、

同
じ
気
持
ち
で
も
続
け
た
い
と
い
う
、
そ
の
二
つ
が
あ
る
よ
う
で

す
。
こ
の
二
つ
の
根
本
的
な
欲
望
を
浄
化
し
て
実
現
し
よ
う
、
そ

う
い
う
理
想
的
な
あ
ま
り
適
切
な
言
葉
で
は
な
い
が
、
ま
あ
強
い

て
言
え
ば
そ
う
い
う
理
想
的
な
世
界
を
創
ろ
う
と
覚
悟
し
た
の
だ

と
い
う
。

第
十
七
願
は
「
た
と
い
わ
れ
仏
を
得
た
ら
ん
に
、
十
方
世
界
の

無
量
の
諸
仏
、
こ
と
ご
と
く
咨
嗟
し
て
、
わ
が
名
を
称
せ
ず
は
、

正
覚
を
取
ら
じ
」
。

こ
の
「
咨
嗟
」
と
は
褒
め
た
た
え
る
と
い
う
こ
と
だ
そ
う
で
す
。

こ
れ
は
諸
仏
で
す
か
ら
悟
っ
て
い
る
人
で
す
ね
、
こ
れ
は
衆
生
で

は
な
い
。
こ
こ
が
面
白
い
。「
わ
が
名
を
・
・
」
と
こ
う
言
っ
て
い

る
人
は
阿
弥
陀
仏
で
す
、
阿
弥
陀
仏
が
自
分
の
名
を
仏
さ
ん
達
が

出
し
て
く
れ
な
け
れ
ば
、
言
い
換
え
る
と
、
今
度
で
き
た
新
し
い

世
界
で
は
朝
か
ら
晩
ま
で
一
切
の
、
東
西
南
北
・
上
下
・
左
右
・

天
地
間
の
一
切
の
仏
さ
ん
が
朝
か
ら
晩
ま
で
自
分
の
名
を
呼
ん
で

く
れ
て
い
る
い
る
の
だ
、
名
を
出
し
て
い
る
の
だ
。
そ
う
い
う
世

界
で
な
け
れ
ば
俺
は
悟
り
を
開
か
な
い
の
だ
と
い
う
。

こ
こ
で
こ
の
「
名
を
出
す
」
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
先
ほ
ど
申

し
ま
し
た
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
の
言
う
「
表
現
」
、
芸
術
作
品
と
同
じ

よ
う
に
、
芸
術
作
品
に
も
誰
そ
れ
が
創
っ
た
と
い
う
名
を
、
わ
れ

わ
れ
は
出
し
た
い
の
で
あ
る
。
な
に
か
本
を
著
し
て
も
誰
そ
れ
が

書
い
た
と
い
う
、
自
分
の
名
を
そ
こ
に
出
し
た
い
。
現
代
は
あ
る

い
は
何
を
す
る
に
も
、
ま
ず
Ｐ
Ｒ
と
い
う
も
の
が
先
に
立
つ
。
ま

あ
、
そ
う
い
う
こ
と
が
考
え
合
わ
せ
ら
れ
る
よ
う
で
す
ね
。
し
か

し
、
こ
こ
の
は
こ
う
い
う
名
を
通
さ
な
け
れ
ば
自
分
の
本
質
が
、

あ
る
い
は
自
分
の
本
当
の
心
が
地
上
に
響
か
な
い
と
い
う
こ
と
、

い
わ
ば
方
便
な
の
で
あ
る
。

次
の
第
十
八
願
の
「
十
方
の
衆
生
、
至
心
信
楽
し
て
、
我
が
国

に
生
ぜ
ん
と
欲
（
お
も
）
う
て
、
乃
至
十
念
せ
ん
。
も
し
生
ぜ
ず

ん
ば
正
覚
を
取
ら
じ
」
。

第
十
九
願
「
十
方
の
衆
生
、
菩
提
心
を
お
こ
し
、
諸
々
の
功
徳

を
修
し
て
、
至
心
発
願
し
て
、
我
が
国
に
生
ぜ
ん
と
欲
（
ほ
つ
）

せ
ん
。
臨
寿
終
時
に
、
た
と
い
大
衆
と
囲
繞
し
て
、
そ
の
人
の
前

に
現
ぜ
ず
ば
、
正
覚
を
取
ら
じ
」



第
二
十
願
「
十
方
の
衆
生
、
わ
が
名
号
を
聞
き
て
、
わ
が
国
を

係
念
し
て
、
も
ろ
も
ろ
の
徳
本
を
植
え
て
至
心
回
向
し
て
、
わ
が

国
に
生
ぜ
ん
と
欲
せ
ん
、
果
遂
せ
ず
ば
、
正
覚
を
取
ら
じ
」
。

こ
こ
で
第
十
八
・
十
九
・
二
十
願
を
「
三
願
」
と
呼
び
根
本
的

な
願
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
と
く
に
そ
の
中
の
第
十
八
願
が
一
番

の
根
本
の
願
、
「
本
願
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
十
方
の
衆
生
が
、

「
至
心
に
」
、
本
当
の
心
を
も
っ
て
信
じ
願
っ
て
わ
が
国
に
、
い
ま

新
し
く
創
り
あ
げ
よ
う
よ
う
と
し
て
い
る
世
界
に
生
ま
れ
よ
う
と

思
っ
て
、
「
乃
至
十
念
せ
ん
」
。
念
仏
を
称
え
る
と
は
仏
の
名
を
称

え
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
第
十
七
願
に
あ
る
「
わ
が
名
を
称
す

る
」
そ
れ
で
す
ね
。
わ
が
名
を
称
え
る
と
こ
ろ
に
衆
生
が
こ
の
新

し
い
国
に
生
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
言
っ
た
の
で
す
が
、

そ
こ
に
端
的
に
そ
の
第
十
八
願
に
な
か
な
か
来
ら
れ
な
い
。
ま
ず

そ
の
順
序
と
し
て
、
第
十
九
の
願
か
ら
入
る
と
い
う
の
で
す
ね

。

「
十
方
の
衆
生
菩
提
心
を
起
こ
し
」
日
常
の
心
か
ら
自
分
自
身
に

つ
い
て
。
現
在
よ
く
言
わ
れ
る
言
葉
で
い
え
ば
、
日
常
の
心
か
ら
、

日
常
の
世
界
か
ら
実
存
の
世
界
に
入
る
と
い
う
意
味
な
の
で
し
ょ

う
。
わ
れ
わ
れ
は
い
つ
も
前
を
向
い
て
、
今
日
、
明
日
、
明
後
日

と
前
、
前
、
前
と
い
つ
も
前
を
向
い
て
現
象
を
迎
え
て
い
る
。
あ

る
い
は
、
現
象
の
中
に
入
る
の
を
ぽ
っ
と
百
八
十
度
回
れ
右
を
し

て
、
自
分
の
後
ろ
の
方
に
向
か
う
。
外
の
方
に
向
か
う
心
を
ひ
る

が
え
し
て
、
方
向
転
換
を
お
こ
し
て
、
自
分
の
内
に
向
か
う
。
つ

ま
り
実
存
の
世
界
に
入
ろ
う
と
す
る
。
そ
れ
が
菩
提
心
を
起
こ
し

「
諸
々
も
功
徳
を
修
し
て
」
、
い
ろ
い
ろ
な
善
を
お
こ
な
っ
て
、
そ

し
て
「
至
心
に
」
、
本
気
に
な
っ
て
自
分
は
こ
れ
ほ
ど
善
い
こ
と
を

す
る
か
ら
そ
の
代
表
と
し
て
国
に
生
ま
れ
さ
せ
て
欲
し
い
と
思
う
。

こ
れ
が
第
十
九
の
願
い
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
心
理
的
に
い
え
ば
十
七
、
八
歳
こ
ろ
に
は
誰
で
も
こ

の
よ
う
な
心
を
起
こ
す
も
の
の
よ
う
で
す
ね
。
一
応
、
わ
れ
わ
れ

は
真
剣
に
人
生
に
立
ち
向
か
お
う
と
い
う
時
期
が
あ
る
。
同
時
に

裏
か
ら
い
え
ば
、
青
年
が
い
わ
ゆ
る
非
行
青
年
に
な
る
、
ぐ
れ
る

時
期
で
し
ょ
う
。
ぐ
れ
る
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
か
ら
い
わ
ゆ
る

真
面
目
に
な
っ
て
生
き
て
い
こ
う
と
い
う
の
と
全
く
表
裏
一
体
で

あ
る
、
同
じ
こ
と
な
の
で
あ
る
。
ぐ
れ
る
子
供
自
身
そ
の
心
に
立

ち
入
っ
て
み
れ
ば
、
や
は
り
菩
提
心
を
起
こ
し
そ
こ
な
っ
た
と
い

う
か
、
や
は
り
一
種
の
菩
提
心
だ
と
み
て
よ
い
の
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
そ
う
い
う
自
分
の
現
在
も
っ
て
い
る
善
悪
を
、
つ
ま
り
人
間

と
し
て
生
ま
れ
て
か
ら
の
持
ち
物
を
も
っ
て
来
た
と
こ
ろ
で
、
こ

れ
は
条
件
に
入
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
生
ま
れ
て

か
ら
の
持
ち
物
で
は
な
し
に
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
人
間

と
し
て
ス
タ
ー
ト
す
る
、
一
番
最
初
の
ス
タ
ー
ト
の
と
き
の
入
場



券
を
持
っ
て
来
な
け
れ
ば
だ
め
だ
と
こ
う
い
う
わ
け
な
の
で
す
。

そ
こ
で
、
そ
れ
な
ら
ば
と
い
っ
て
言
う
の
が
第
二
十
願
で
す
。「
十

方
の
衆
生
、
わ
が
名
号
を
聞
き
て
、
わ
が
国
を
係
念
し
て
、
諸
々

の
徳
本
を
植
え
て
」
。
徳
の
根
本
と
い
う
「
徳
本
」
と
は
名
号
の
こ

と
を
言
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
阿
弥
陀
さ
ん
の
名
号
が
、
こ

れ
が
い
い
の
か
、
こ
れ
を
持
っ
て
来
た
な
ら
間
違
い
が
な
い
の
か
、

こ
れ
が
入
場
券
か
と
思
っ
て
「
諸
々
の
徳
本
」
、
名
号
を
聞
い
て
、

こ
れ
を
「
至
心
回
向
し
て
」
、
こ
ち
ら
に
向
け
て
き
て
わ
が
国
に
生

ま
れ
よ
う
と
こ
う
思
う
。
「
果
遂
せ
ず
ば

云
々
」
こ
れ
は
ま
た
別

の
問
題
に
入
っ
て
ま
い
り
ま
す
が
、
一
応
我
が
国
に
生
ま
れ
ん
と

欲
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
名
号
を
持
っ
て
来
よ
う
と
思
う
が
、
そ
れ

で
も
駄
目
な
の
だ
と
い
う
。
そ
れ
で
第
十
八
願
に
帰
る
。

第
十
八
願
の
読
み
方
で
す
ね
。「
至
心
に
信
楽
し
て
」
と
い
う
の

は
表
か
ら
言
う
と
、
わ
れ
わ
れ
が
本
当
に
純
真
な
気
持
ち
に
な
っ

て
向
こ
う
を
信
じ
て
、
仏
を
信
じ
て
い
く
の
か
と
い
う
と
そ
う
で

は
な
く
て
、
こ
こ
で
方
向
転
換
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
自
力

が
他
力
に
転
換
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
十
九
・
二
十
願
は
自
力

で
、
十
八
願
に
至
っ
て
、
こ
の
「
至
心
」
と
い
う
の
は
こ
ち
ら
の

真
心
で
は
な
し
に
、
向
こ
う
の
、
仏
の
真
心
だ
と
い
う
。「
お
前
は

そ
こ
ま
で
、
と
も
か
く
も
や
っ
て
来
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
そ

う
い
う
お
前
で
あ
っ
た
の
か
」
と
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
お
前
の
力

で
は
ど
う
と
も
な
ら
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
お
前
は
そ
れ
を
知
ら

な
い
で
功
徳
を
修
し
た
り
、
念
仏
を
無
理
に
唱
え
た
り
し
て
こ
ち

ら
へ
や
っ
て
来
よ
う
と
し
て
い
る
け
れ
ど
も
そ
れ
は
全
く
意
味
の

な
い
こ
と
な
の
だ
。
そ
う
い
う
お
前
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
よ
く

分
か
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
お
前
を
救
っ
て
や
ろ
う
。
こ
の

国
に
生
ま
れ
さ
せ
て
や
ろ
う
と
い
う
、
そ
う
い
う
仏
の
方
の
真
心

で
あ
る
。
こ
れ
が
「
至
心
」
な
の
で
す
ね
、
仏
の
至
心
で
あ
る
。

そ
う
い
う
意
味
で
仏
の
方
が
衆
生
を
信
用
し
て
く
れ
て
い
る

。「
我

が
国
に
生
ぜ
ん
」
と
い
う
の
は
、
生
ま
れ
よ
う
と
こ
ち
ら
が
思
っ

て
い
る
そ
の
心
を
、
向
こ
う
は
よ
く
分
か
っ
て
く
れ
て
い
る
。
仏

の
生
ま
れ
さ
せ
て
や
ろ
う
と
思
う
心
な
の
で
あ
る
。
そ
の
仏
の
真

心
、
仏
の
生
ま
れ
さ
せ
て
や
ろ
う
と
い
う
心
が
衆
生
に
響
い
て
、

衆
生
が
そ
れ
を
受
け
と
っ
た
と
こ
ろ
が
「
信
楽
」
で
す
ね
。
衆
生

の
こ
の
信
そ
の
も
の
、
わ
れ
わ
れ
の
信
な
の
で
は
な
し
に
、
仏
そ

の
も
の
の
「
信
」
な
の
で
あ
る
、
仏
そ
の
も
の
か
ら
与
え
ら
れ
た

「
信
」
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
乃
至
十
念
せ
ん
」
、
そ
し
て
出
て

く
る
と
こ
ろ
の
お
念
仏
も
、
衆
生
の
念
仏
で
は
ん
し
に
仏
の
念
仏

な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
第
十
八
願
が
他
力
そ
の
も
の
の
、
一
番
根

本
的
な
憲
法
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。

甚
だ
中
途
半
端
な
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
最
後
に
ち
ょ
っ
と
歎



異
抄
の
中
序
を
読
ま
せ
い
た
だ
き
た
い
。

「
そ
も
そ
も
か
の
御
在
世
の
む
か
し
、
お
な
じ
こ
こ
ろ
ざ
し
に

し
て
、
あ
ゆ
み
遼
遠
の
洛
陽
に
は
げ
ま
し
」
。

日
立
か
ら
京
都
へ
弟
子
た
ち
が
、
晩
年
の
親
鸞
聖
人
を
尋
ね
て

疑
問
を
聞
き
に
来
た
の
で
す
ね
。

「
信
を
ひ
と
つ
に
し
て
、
心
を
当
来
の
報
土
に
か
け
し
と
も
が

ら
は
、
同
時
に
御
意
趣
を
う
け
た
ま
わ
り
し
か
ど
も
、
そ
の
ひ
と

び
と
に
と
も
な
い
て
」
。

つ
ま
り
直
接
親
鸞
聖
人
に
教
え
を
受
け
た
人
は
よ
か
っ
た
け
れ

ど
も
、
二
代
目
の
弟
子
で
あ
る
、
そ
の
二
代
目
の
弟
子
に
な
っ
て

く
る
と
、
い
ろ
い
ろ
な
異
端
邪
説
が
出
て
き
た
と
い
う
こ
と
。

「
念
仏
も
う
さ
る
る
老
若
、
そ
の
か
ず
を
し
ら
ず
お
わ
し
ま
す

な
か
に
、
聖
人
の
お
お
せ
に
あ
ら
ざ
る
異
義
ど
も
を
」
。

こ
れ
は
異
端
で
す
ね
。

「
近
来
は
お
お
く
お
お
せ
ら
れ
お
う
て
そ
う
ろ
う
よ
し
、
つ
た

え
う
け
た
ま
わ
る
。
い
わ
れ
な
き
条
々
の
子
細
の
こ
と
」

歎

異

抄

は

真

ん

中

に

こ

の

文

を

入

れ

て

、

そ

れ

の

前

半

分

一
条
か
ら
十
条
ま
で
は
、
親
鸞
聖
人
の
直
接
の
お
言
葉
を
入
れ
て

あ
る
。
そ
し
て
十
一
条
か
ら
十
八
条
ま
で
は
、
今
度
は
唯
円
自
身

の
異
端
邪
説
に
対
す
る
批
判
が
出
て
い
る
。
つ
ま
り
前
半
は
親
鸞

聖
人
の
直
接
の
お
言
葉
、
後
半
、
中
序
か
ら
後
は
唯
円
自
身
の
書

か
れ
た
も
の
の
よ
う
で
す
。

そ
こ
で
最
後
の
総
括
（
後
序
）
を
ご
覧
願
い
ま
す
。
少
し
強
行

軍
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
こ
の
歎
異
抄
の
一
番
最
後
の
著
者

の
気
持
ち
の
よ
く
出
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
の
内
容
に
よ
っ
て
歎
異

抄
と
い
う
も
の
が
、
ど
う
い
う
わ
け
で
、
ど
う
い
う
意
味
で
出
来

た
か
と
い
う
こ
と
が
よ
く
分
か
り
ま
す
か
ら
、
ま
た
こ
の
内
容
に

あ
ち
こ
ち
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
本
当
に
重
要
な
問
題
が
い
く
つ

か
こ
の
中
に
入
っ
て
い
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
い
う

こ
と
は
ま
た
い
ず
れ
い
ろ
い
ろ
な
機
会
に
、
皆
さ
ん
方
ご
自
身
に

も
問
題
に
な
り
、
そ
う
い
う
お
考
え
を
い
つ
か
ま
た
教
え
て
い
た

だ
き
た
い
と
思
っ
て
お
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
と
く
に
教
育
の

現
場
に
お
き
ま
し
て
随
分
教
え
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
と
い
う
、
そ

の
多
い
少
な
い
と
い
う
言
葉
で
言
い
よ
う
の
な
い
も
の
が
、
私
に

は
在
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
す
が
。

「
右
条
々
は
、
み
な
も
て
信
心
の
こ
と
な
る
よ
り
」
、

こ
れ
が
歎
異
抄
の
「
異
」
の
こ
と
な
の
で
す
ね
。

「
を
こ
り
さ
ふ
ら
ふ
か
。
故
聖
人
の
御
も
の
が
た
り
に
」
、

「
法
然
上
人
の
御
と
き
」
、

法
然
・
親
鸞
と
続
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
親
鸞
聖
人
は
法
然
上



人
の
教
え
だ
け
を
受
け
取
っ
た
、
他
の
人
の
説
を
聞
い
た
の
で
は

な
い
。
そ
れ
を
偏
依
と
い
う
。

わ
れ
わ
れ
は
と
か
く
議
論
を
す
る
と
き
に
、
誰
そ
れ
の
意
見
は

こ
う
だ
、
あ
る
学
者
は
こ
う
言
っ
て
い
る
、
ド
イ
ツ
の
誰
そ
れ
は

こ
う
だ
、
ア
メ
リ
カ
の
誰
そ
れ
は
こ
う
だ
と
い
ろ
い
ろ
な
説
を
引

い
て
き
て
、
い
や
こ
れ
は
こ
う
だ
と
つ
い
わ
れ
わ
れ
は
言
い
が
ち

だ
け
れ
ど
も
、
信
仰
の
場
合
に
は
そ
う
い
う
こ
と
は
必
ず
し
も
当

て
は
ま
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
誰
れ
そ
れ
の
言

葉
な
の
だ
そ
れ
を
信
ず
る
か
、
信
じ
な
い
か
片
寄
っ
て
い
る
。
偏

依
に
よ
る
。
あ
る
意
味
で
は
あ
ま
り
片
寄
り
過
ぎ
る
か
も
し
れ
な

い
。
親
鸞
聖
人
は
法
然
上
人
の
こ
と
し
か
言
わ
な
い
の
で
あ
る
。

何
も
か
も
法
然
上
人
は
ら
教
え
ら
れ
た
か
ら
こ
う
だ
、
法
然
上
人

の
説
だ
か
ら
こ
う
だ
、
そ
の
と
お
り
私
は
受
け
取
っ
て
い
る
だ
け

だ
。
そ
う
い
う
こ
と
は
特
に
い
ま
わ
れ
わ
れ
は
教
育
の
現
場
で
非

常
に
教
え
ら
れ
る
、
あ
る
い
は
責
め
ら
れ
る
、
心
刺
さ
れ
る
と
こ

ろ
が
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
す
が
、

「
法
然
聖
人
の
御
と
き
、
御
弟
子
そ
の
か
ず
お
ほ
か
り
け
る
な

か
に
、
お
な
じ
く
御
信
心
の
ひ
と
も
、
す
く
な
く
お
は
し
け
る
に

こ
そ
、
親
鸞
、
御
同
朋
の
御
な
か
に
し
て
、
御
相
論
の
こ
と
さ
ふ

ら
ひ
け
り
」
。

以
下
略
し
ま
し
て
。

「
法
然
聖
人
の
お
ほ
せ
に
は
、
源
空
が
信
心
も
如
来
よ
り
た
ま

は
り
た
る
信
心
な
り
、
善
信
房
の
信
心
も
如
来
よ
り
た
ま
は
ら
せ

た
ま
ひ
た
る
信
心
な
り
、
さ
れ
ば
た
だ
ひ
と
つ
な
り
。
別
の
信
心

に
て
お
は
し
ま
さ
ん
ひ
と
は
、
源
空
が
ま
い
ら
ん
ず
る
浄
土
へ
は
、

よ
も
ま
ひ
ら
せ
た
ま
ひ
さ
ふ
ら
は
じ
と
お
ほ
せ
さ
ふ
ら
ひ
し
か

ば
」
。

つ
ま
り
人
間
宣
言
を
や
っ
た
そ
の
最
初
の
自
覚
の
朝
の
こ
と
を

思
っ
て
い
た
だ
い
た
ら
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
は
よ
く
分
か
っ
て
い
た

だ
け
る
か
と
思
う
。
善
信
も
源
空
も
、
師
匠
も
弟
子
も
ま
っ
た
く

同
じ
ス
タ
ー
ト
・
ラ
イ
ン
に
立
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

「
当
時
の
一
向
専
修
の
ひ
と
び
と
の
な
か
に
も
、
親
鸞
の
御
信

心
に
ひ
と
つ
な
ら
ぬ
御
こ
と
も
、
さ
ふ
ら
ふ
ら
ん
と
お
ぼ
え
さ
ふ

ら
ふ
。
い
づ
れ
も
い
づ
れ
も
、
く
り
ご
と
に
て
さ
ふ
ら
へ
ど
も
」
。

愚
痴
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

「
か
き
つ
け
さ
ふ
ら
ふ
な
り
。
露
命
わ
づ
か
に
枯
草
の
身
に
か

か
り
て
さ
ふ
ら
ふ
ほ
ど
に
こ
そ
、
あ
ひ
と
も
な
は
し
め
た
ま
ふ
ひ

と
び
と
の
御
不
審
を
も
う
け
た
ま
は
り
、
聖
人
の
お
ほ
せ
の
さ
ふ

ら
ひ
し
を
も
む
き
を
も
、
ま
う
し
き
か
せ
ま
い
ら
せ
さ
ふ
ら
へ
ど

も
、
閉
眼
の
の
ち
は
」
、

自
分
が
死
ん
で
し
ま
っ
た
後
は
、

「
さ
こ
そ
し
ど
け
な
き
こ
と
ど
も
に
て
さ
ふ
ら
は
ん
ず
ら
め
と
、



な
げ
き
存
じ
さ
ふ
ら
ひ
て
、
か
く
の
ご
と
く
の
義
ど
も
お
ほ
せ
ら

れ
あ
ひ
さ
ふ
ら
ふ
ひ
と
び
と
に
も
、
い
ひ
ま
よ
は
さ
れ
な
ん
ど
せ

ら
る
る
こ
と
の
さ
ふ
ら
は
ん
と
き
は
、
故
聖
人
の
御
こ
こ
ろ
に
あ

ひ
か
な
ひ
て
、
御
も
ち
い
さ
ふ
ら
ふ
御
聖
教
ど
も
を
、
よ
く
よ
く

御
ら
ん
さ
ふ
ら
ふ
べ
し
。
・
・
・
・
大
切
の
証
文
ど
も
、
少
々
ぬ
き

い
で
ま
い
ら
せ
さ
ふ
ら
ふ
て
、
目
や
す
に
し
て
、
こ
の
書
に
そ
へ

ま
い
ら
せ
て
さ
ふ
ら
ふ
な
り
」
。

こ
の
大
切
の
証
文
と
い
う
の
が
ど
れ
だ
か
わ
か
ら
な
い
。
現
在

の
説
で
は
一
条
か
ら
十
条
ま
で
を
、
こ
の
証
文
だ
と
言
わ
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
説
と
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
こ
れ
に
別

に
付
録
を
付
け
た
の
だ
が
現
在
そ
の
大
部
分
が
無
く
な
っ
て
し
ま

っ
て
、
今
残
っ
て
い
る
の
は
付
録
の
一
部
分
だ
け
で
、
そ
れ
を
指

し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
両
方
の
説
が
あ
っ
て
分

か
ら
な
い
が
、
全
体
の
理
解
の
上
か
ら
い
う
と
、
一
条
か
ら
十
条

ま
で
と
言
っ
て
差
し
支
え
な
い
よ
う
で
す
ね
。
実
際
の
理
解
か
ら

い
う
と
非
常
に
よ
く
当
た
る
。
た
と
え
ば
第
一
条
に
対
し
て
第
十

一
条
が
説
明
を
加
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
第
十
一
条
の

根
拠
が
第
一
条
で
あ
り
、
第
十
二
条
の
根
拠
が
、
つ
ま
り
弟
子
と

し
て
の
批
判
の
原
理
を
師
匠
と
し
て
の
親
鸞
聖
人
の
第
二
条
の
お

言
葉
に
よ
っ
て
い
る
。
や
は
り
偏
依
で
す
ね
。
誰
れ
そ
れ
の
意
見

が
こ
う
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
唯
円
に
と
っ
て
は
親
鸞

聖
人
が
こ
う
だ
か
ら
私
は
こ
う
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。

「
聖
人
の
つ
ね
の
お
ほ
せ
に
は
、
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ

く
よ
く
案
ず
れ
ば
」

こ
の
人
間
宣
言
に
至
る
ま
で
の
人
間
の
願
い
、
無
限
の
時
間
の

間
に
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
が
、
こ
う
い
う
世
界
を
創
り
た
い
と
考
え

て
き
た
願
い
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
、
そ
う
い
う
無
限
に
長
い
、

無
量
に
広
い
世
界
中
の
願
い
が
、
結
局
ど
こ
に
焦
点
を
結
ぶ
か
と

す
れ
ば
、
現
在
の
自
分
一
人
の
と
こ
ろ
に
焦
点
が
結
ば
れ
て
い
る
。

「
ひ
と
え
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
」

他
人
（
ひ
と
）
の
た
め
で
は
な
い
、
隣
の
人
の
た
め
で
は
な
い

自
分
自
身
の
た
め
な
の
で
あ
る
。

「
さ
れ
ば
そ
く
ば
く
の
業
を
も
ち
け
る
身
に
て
あ
り
け
る
を
、

た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
本
願
の
か
た
じ
け
な
さ
よ
と
、

御
述
懐
さ
ふ
ら
ひ
し
こ
と
を
」

だ
か
ら
、
こ
こ
で
は
個
人
が
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
世
界

が
救
わ
れ
る
こ
と
の
根
拠
で
あ
り
、
世
界
が
救
わ
れ
る
と
い
う
こ

と
が
個
人
自
身
が
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
い
わ
ば

特
殊
と
普
遍
と
が
こ
こ
で
は
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。

「
い
ま
ま
た
案
ず
る
に
、
善
導
の
」

こ
の
善
導
大
師
は
こ
れ
が
ま
た
法
然
上
人
で
も
、
親
鸞
聖
人
の
先

の
ご
師
匠
さ
ん
な
の
で
す
ね
。
そ
う
い
う
系
統
を
通
っ
て
来
て
い



る
。
偏
依
の
系
統
の
一
つ
で
す
、
根
本
で
す
。
こ
の
支
那
の
善
導

大
師
の
、

「
自
身
は
こ
れ
現
に
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、
曠
劫
よ
り
こ
の
か
た
、

つ
ね
に
し
づ
み
つ
ね
に
流
転
し
て
、
出
離
の
縁
あ
る
こ
と
な
き
身

と
し
れ
と
い
ふ
金
言
に
、
す
こ
し
も
た
が
は
せ
お
は
し
ま
さ
ず
。

さ
れ
ば
か
た
じ
け
な
く
も
、
わ
が
御
身
に
ひ
き
か
け
て
、
わ
れ
ら

が
身
の
罪
悪
の
ふ
か
き
ほ
ど
を
も
し
ら
ず
、
如
来
の
御
恩
の
た
か

き
こ
と
を
も
し
ら
ず
し
て
ま
よ
へ
る
を
」

つ
ま
り
こ
の
ま
ま
で
は
、
こ
れ
か
ら
先
き
ど
ん
な
世
界
を
わ
れ

わ
れ
が
更
に
流
転
し
て
行
く
か
わ
か
ら
な
い
。
は
っ
き
り
自
分
自

身
の
も
と
に
帰
っ
て
人
間
ス
タ
ー
ト
の
、
人
間
宣
言
の
も
と
の
あ

の
憲
法
を
も
う
一
辺
は
っ
き
り
自
覚
し
て
み
ろ
と
い
う
こ
と
な
の

で
す
。
憲
法
の
中
に
生
か
さ
れ
て
お
り
な
が
ら
、
そ
の
憲
法
を
知

ら
な
い
で
自
分
だ
け
の
頭
で
、
こ
の
世
を
過
ご
し
て
行
こ
う
と
思

う
か
ら
、
自
分
の
次
の
世
界
が
ど
こ
へ
行
く
か
わ
か
ら
な
い
。
こ

の
現
実
の
中
に
つ
ね
に
沈
み
、
つ
ね
に
流
転
し
て
、
こ
の
日
常
の

世
界
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
こ
う
い
う
善
導
大
師
の
嘆

き
な
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
引
い
て
、

「
さ
れ
ば
か
た
じ
け
な
く
も
、
わ
が
御
身
に
ひ
き
か
け
て
、
わ

れ
ら
が
身
の
罪
悪
の
深
き
ほ
ど
を
も
し
ら
ず
」

憲
法
を
知
ら
な
い
と
い
う
。
こ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
「
罪
」
だ
と

い
う
の
で
す
ね
。

「
如
来
の
御
恩
の
た
か
き
を
も
し
ら
ず
し
て
ま
よ
え
る
を
、
お

も
ひ
し
ら
せ
ん
が
た
め
に
て
さ
ふ
ら
ひ
け
り
。
ま
こ
と
に
如
来
の

御
恩
と
い
ふ
こ
と
を
ば
さ
た
な
く
し
て
、
わ
れ
も
ひ
と
も
、
よ
し

あ
し
と
い
ふ
こ
と
を
の
み
ま
う
し
あ
へ
り
。
聖
人
の
お
ほ
せ
に
は
、

善
悪
の
ふ
た
つ
総
じ
て
も
て
存
知
せ
ざ
る
な
り
」
。

道
徳
の
世
界
か
ら
い
う
な
ら
ば
、
も
っ
て
の
ほ
か
の
よ
う
で
す

が
、
道
徳
の
も
と
に
帰
っ
て
み
れ
ば
よ
く
分
か
る
。

「
そ
の
ゆ
へ
は
、
如
来
の
御
こ
こ
ろ
に
よ
し
と
お
ぼ
し
め
す
ほ

ど
に
、
し
り
と
を
し
た
ら
ば
こ
そ
、
よ
き
を
し
り
た
る
に
て
も
あ

ら
め
、
如
来
の
あ
い
と
お
ぼ
し
め
す
ほ
ど
に
し
り
と
お
し
た
ら
ば

こ
そ
、
あ
し
さ
を
し
り
た
り
に
て
も
あ
ら
め
ど
、
煩
悩
具
足
の
凡

夫
、
火
宅
無
常
の
世
界
は
、
よ
ろ
ず
の
こ
と
、
み
な
も
て
そ
ら
ご

と
、
た
わ
ご
と
、
ま
こ
と
あ
る
こ
と
な
き
に
」

現
実
の
日
常
の
わ
れ
わ
れ
そ
の
も
の
が
、
同
時
に
そ
う
い
う
も

の
を
持
っ
て
い
る
。

「
た
だ
念
仏
の
み
ぞ
ま
こ
と
に
て
お
は
し
ま
す
と
こ
そ
、
お
ほ

せ
は
さ
ふ
ら
ひ
し
か
。
ま
こ
と
に
、
わ
れ
も
ひ
と
も
、
そ
ら
ご
と

を
の
み
ま
う
し
あ
ひ
さ
ふ
ら
ふ
な
か
に
、
ひ
と
つ
い
た
ま
し
き
こ

と
の
さ
ふ
ら
ふ
な
り
。
そ
の
ゆ
へ
は
、
念
仏
ま
う
す
に
つ
い
て
、

信
心
の
を
も
む
き
を
も
た
が
ひ
に
問
答
し
、
ひ
と
に
も
い
ひ
き
か



す
る
と
き
、
ひ
と
の
く
ち
を
ふ
さ
ぎ
、
相
論
の
た
た
か
ひ
か
た
ん

が
た
め
に
、
ま
た
く
お
ほ
せ
に
て
な
き
こ
と
を
も
、
お
ほ
せ
と
の

み
ま
う
す
こ
と
あ
さ
ま
し
く
な
げ
き
存
じ
さ
ふ
ら
ふ
な
り
」
。

こ
の
あ
た
り
に
親
鸞
聖
人
の
お
子
さ
ん
の
善
鸞
の
問
題
が
出
て

い
る
の
で
し
ょ
う
。
自
分
の
長
男
な
の
だ
け
れ
ど
も
、
勘
当
し
て

し
ま
っ
た
。

「
こ
の
む
ね
を
よ
く
よ
く
お
も
ひ
と
き
、
こ
こ
ろ
え
ら
る
べ
き

こ
と
に
さ
ふ
ら
ふ
な
り
。
こ
れ
さ
ら
に
わ
た
く
し
の
こ
と
ば
に
あ

ら
ず
と
い
へ
ど
も
、
経
釈
の
ゆ
く
じ
も
し
ら
ず
」

道
も
知
ら
な
い
で
、

「
法
文
の
浅
深
を
こ
こ
ろ
え
わ
け
た
る
こ
と
も
さ
ふ
ら
は
ね
ば
、

さ
だ
め
て
お
か
し
き
こ
と
に
て
こ
そ
さ
ふ
ら
は
め
ど
も
」

つ
ま
り
、
学
者
た
ち
か
ら
み
る
と
自
分
の
議
論
な
ん
か
な
っ
て

い
な
い
な
あ
と
笑
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
私
は
そ
の

よ
う
な
学
問
な
ど
は
知
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
と
言
っ
て
い
る
。

「
古
親
鸞
の
お
ほ
せ
ご
と
さ
ふ
ら
ひ
し
を
も
む
き
」

こ
こ
に
絶
対
の
真
理
が
あ
る
の
だ
と
言
う
。

「
百
分
が
一
、
か
た
は
し
ば
か
り
を
も
お
も
ひ
い
で
ま
い
ら
せ

て
、
か
き
つ
け
さ
ふ
ら
ふ
な
り
」
。

一
番
初
め
に
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、

「
耳
の
底
に
留
ま
る
と
こ
ろ
」

で
す
ね
。

「
か
な
し
き
か
な
や
、
さ
ひ
は
ひ
に
念
仏
し
な
が
ら
、
直
に
報

土
に
む
ま
れ
ず
し
て
辺
地
に
や
ど
を
と
ら
ん
こ
と
」

こ
の
辺
地
と
う
言
葉
は
非
常
に
深
い
言
葉
な
の
で
し
て
、
い
ま

で
い
う
僻
地
に
あ
た
る
言
葉
な
の
で
す
が
、
わ
れ
わ
れ
と
言
う
と

僭
越
で
し
ょ
う
が
、
一
応
現
在
の
わ
れ
わ
れ
知
識
人
、
と
に
か
く

一
応
知
識
を
持
っ
て
い
る
知
識
人
、
私
自
身
は
じ
め
ま
こ
と
に
ど

う
も
い
つ
ま
で
も
辺
地
に
留
ま
っ
て
い
る
。
事
実
私
は
い
ま
僻
地

に
お
る
わ
け
で
す
が
、
世
間
か
ら
言
え
ば
。
形
の
上
だ
け
じ
ゃ
な

し
に
、
心
は
実
は
そ
う
い
う
僻
地
に
い
つ
ま
で
も
留
ま
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
本
当
の
徹
底
し
た
信
者
の
姿
で
は
な
い
の
だ
と
い
う
、
途

中
で
引
っ
掛
か
っ
て
い
る
姿
、
こ
れ
を
僻
地
と
い
う
。

「
一
室
の
行
者
に
な
か
に
信
心
こ
と
な
る
こ
と
」

こ
れ
が
歎
異
抄
の
「
異
」
で
す
ね
。

「
信
心
こ
と
な
る
こ
と
な
か
ら
ん
た
め
に
、
な
く
な
く
ふ
で
を
そ

め
て
、
こ
れ
を
し
る
す
。
な
づ
け
て
歎
異
抄
と
い
ふ
べ
し
。
外
見

あ
る
べ
か
ら
ず
」
。

ど
う
も
ご
苦
労
さ
ま
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。


