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一

鏡
に
映
っ
た
宿
業
の
自
分
を
見
る

曽
我
先
生
の
『
歎
異
抄
聴
記
』
を
勉
強
す
る
の
は
、
こ
れ
が

二
回
目
で
す
が
、
十
数
年
前
の
と
き
は
、
通
読
と
ま
で
は
い
き

ま
せ
ん
で
し
た
。
と
び
と
び
な
が
ら
ズ
ー
ッ
と
一
通
り
歩
い
て

来
た
わ
け
な
の
だ
け
れ
ど
も
、
足
が
地
に
着
い
て
い
な
い
歩
き

方
で
、
悪
く
言
え
ば
あ
っ
ち
こ
っ
ち
目
に
つ
い
た
処
だ
け
景
色

を
眺
め
て
、
あ
そ
こ
の
花
は
い
い
と
か
、
こ
こ
の
川
は
き
れ
い

だ
と
か
、
あ
そ
こ
の
山
の
景
色
は
な
ど
と
、
飛
び
飛
び
に
通
っ

て
き
ま
し
た
。
、
そ
れ
だ
け
に
足
が
地
に
着
い
て
い
な
か
っ
た
よ

う
な
気
が
す
る
の
で
す
。

出
来
る
だ
け
足
を
地
に
着
け
よ
う
と
思
っ
て
歩
い
た
の
だ
け

れ
ど
も
、
車
で
サ
ー
ッ
と
走
っ
て
来
た
よ
う
な
処
が
あ
る
。
足

が
地
に
着
く
の
が
怖
く
て
、
車
か
ら
降
り
な
い
で
降
り
た
ら
良

い
と
い
う
こ
と
は
分
か
っ
て
も
降
り
る
の
が
怖
い
も
の
だ
か
ら

降
り
な
い
で
、
車
の
上
か
ら
と
き
に
は
窓
越
し
に
眺
め
て
あ
あ

だ
こ
う
だ
と
、
そ
う
い
う
よ
う
に
言
っ
て
来
た
の
が
私
自
身
の

実
感
な
の
で
、
甚
だ
不
徹
底
な
こ
と
な
の
で
す
。

こ
の
『
歎
異
抄
聴
記
』
を
一
通
り
ズ
ー
ッ
と
歩
い
た
と
い
う

こ
と
は
、
同
時
に
自
分
自
身
に
帰
っ
て
み
る
と
、
『
歎
異
抄
』
と

と
も
に
、
自
分
の
人
生
の
現
実
そ
の
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
の
年
令

に
応
じ
て
歩
い
て
来
た
、
そ
の
年
限
に
相
応
し
た
そ
の
人
生
を

何
ら
か
の
意
味
で
ズ
ー
ッ
と
一
通
り
見
直
し
て
き
た
と
い
う
こ

と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

そ
れ
は
『
歎
異
抄
』
と
い
う
も
の
が
一
つ
の
鏡
に
な
っ
て
、

そ
の
鏡
に
自
分
の
い
ま
ま
で
の
生
涯
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
自
分

の
姿
を
何
ら
か
の
形
で
見
て
来
た
。
そ
の
よ
う
な
気
が
す
る
。

そ
し
て
今
こ
こ
ま
で
来
た
と
し
て
み
る
と
、『
歎
異
抄
』
を
鏡
に

し
て
、
自
分
自
身
の
姿
を
一
応
一
通
り
見
て
来
た
。

さ
っ
き
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、『
歎
異
抄
』
の
見
方
そ
の
も
の

が
、
そ
の
時
そ
の
時
の
私
の
思
い
つ
き
み
た
い
な
見
方
な
も
の

で
す
か
ら
、『
歎
異
抄
』
と
い
う
鏡
そ
の
も
の
が
、
実
は
本
当
の

鏡
に
な
っ
て
お
ら
な
い
で
、
従
っ
て
そ
こ
に
映
る
自
分
の
姿
も

事
実
そ
の
通
り
に
お
そ
ら
く
見
え
て
い
な
い
。
自
分
の
都
合
の

良
い
面
だ
け
を
あ
っ
ち
見
こ
っ
ち
見
し
て
、
自
分
の
姿
と
し
て

見
て
来
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
、
ま
あ
そ
れ
な
り



に
自
分
の
今
ま
で
を
、
大
袈
裟
に
言
え
ば
自
分
の
人
生
を
自
分

な
り
に
ま
と
め
る
と
ま
で
は
い
か
な
く
て
も
、
ま
と
ま
っ
た
よ

う
な
形
で
今
こ
こ
に
来
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
、
そ
ん
な
感
じ

が
す
る
。

そ
う
し
て
み
る
と
、
い
ま
こ
の
『
歎
異
抄
』
と
自
分
と
向
か

い
合
っ
て
、『
歎
異
抄
』
と
い
う
鏡
と
そ
れ
と
自
分
と
を
向
か
い

合
わ
せ
て
見
た
場
合
、
そ
こ
に
何
が
映
っ
て
来
る
の
か
。
そ
れ

は
自
分
の
姿
が
映
る
。
そ
の
自
分
の
姿
は
何
だ
と
い
う
と
、
そ

れ
が
「
宿
業
」
と
し
て
映
っ
て
く
る
。
あ
る
い
は
「
宿
業
の
自

分
」
と
い
う
も
の
が
そ
こ
に
映
っ
て
く
る
。
そ
の
鏡
は
私
な
ら

私
自
身
を
そ
こ
に
映
し
て
く
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
私
の

映
っ
て
く
る
姿
は
宿
業
と
い
う
姿
で
映
っ
て
く
る
。
そ
れ
以
外

の
何
物
で
も
な
い
。
そ
う
い
う
よ
う
に
思
う
。

い
ろ
い
ろ
皆
さ
ん
方
の
ご
意
見
が
あ
っ
た
ら
、
途
中
で
ど
ん

ど
ん
お
っ
し
ゃ
っ
て
下
さ
い
。
そ
う
す
る
と
そ
れ
が
ま
た
機
会

に
な
っ
て
そ
の
問
題
の
中
に
お
互
い
の
考
え
が
入
っ
て
行
き
ま

す
。
私
だ
け
自
分
の
都
合
の
良
い
よ
う
に
問
題
に
入
る
の
が
怖

く
て
、
問
題
を
逃
げ
回
り
な
が
ら
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
場
合
が
多

い
も
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
逃
が
さ
な
い
よ
う
に
引
き
留
め
て

戴
き
た
い
と
思
う
の
で
す
。

宿
業
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
問
題
だ
と
思
う
の
で
す
ね
。

『
歎
異
抄
』
と
い
う
言
葉
で
あ
る
い
は
親
鸞
聖
人
の
お
心
と
い

う
こ
と
に
替
え
て
も
良
い
か
も
知
れ
な
い
し
、
あ
る
い
は
浄
土

真
宗
、
こ
の
場
合
浄
土
真
宗
即
ち
仏
教
と
い
う
言
葉
に
替
え
て

も
良
い
か
も
し
れ
な
い
。
親
鸞
聖
人
の
お
心
を
鏡
と
し
て
そ
れ

に
私
自
身
の
現
実
を
そ
れ
に
映
し
て
見
た
場
合
に
、
ど
う
い
う

姿
と
し
て
そ
こ
に
映
っ
て
来
る
か
と
い
う
と
、
自
分
の
姿
が
宿

業
と
い
う
形
で
映
っ
て
く
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
曽
我
先
生
が

言
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
す
が
。

ａ

ｂ
生

本
願
の
世
界
か
ら
の

人

宿
業
の
相
が
写
る

光

『
歎
異
抄
』
を
鏡
に

Ⅰ

世
間
の
世
界

本
願
の
世
界

図

上
の
世
界

下
の
世
界



『
歎
異
抄
』
と
い
う
の
は
、
こ
の
世
間
の
世
界
の
本
で
は
な
し

に
こ
の
下
の
世
界
の
本
な
の
で
す
。
つ
ま
り
こ
の
線
（
ａ
）
の

上
に
『
歎
異
抄
』
と
い
う
本
が
あ
っ
て
、
こ
れ
に
僕
の
姿
が
映

る
。
だ
か
ら
『
歎
異
抄
』
を
読
む
と
い
う
の
は
い
つ
で
も
こ
ち

ら
（
線
ａ
）
の
方
向
を
向
い
て
読
む
と
い
う
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
上
の
世
界
の
人
生
上
の
い
ろ
い
ろ
な
本
が
あ
る
。
そ

の
本
を
読
む
の
で
は
な
い
。
こ
ち
ら
（
線
ａ
）
の
方
向
を
向
い

て
読
む
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
『
歎
異
抄
』
で
あ
る
。
そ
の
『
歎

異
抄
』
の
奥
に
は
親
鸞
聖
人
の
お
心
が
あ
る
。
こ
う
い
う
よ
う

に
思
え
る
。
こ
の
『
歎
異
抄
』
は
こ
の
上
の
世
界
の
本
で
は
な

い
、
下
の
世
界
へ
の
本
で
あ
る
。
だ
か
ら
『
歎
異
抄
』
の
背
景

に
は
下
の
世
界
が
あ
る
。
下
の
世
界
か
ら
発
す
る
光
が
『
歎
異

抄
』
を
鏡
に
さ
せ
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
の
光
り
に
自
分
の
姿

を
映
し
て
い
る
。
そ
こ
に
映
る
姿
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
と
、

こ
れ
は
「
宿
業
」
と
い
う
形
で
映
っ
て
く
る
。
宿
業
の
相
と
言

い
ま
し
ょ
う
か
。
だ
か
ら
宿
業
と
い
う
こ
と
を
こ
の
上
の
世
界

で
解
釈
し
よ
う
と
し
て
も
、
こ
れ
は
ど
う
も
出
来
な
い
よ
う
で

あ
る
。
お
読
み
に
な
っ
て
も
分
か
る
よ
う
に
ど
う
も
半
分
つ
か

ま
え
た
け
れ
ど
も
半
分
は
、
な
ん
だ
か
逃
げ
て
し
ま
う
よ
う
な

こ
と
ば
か
り
書
い
て
あ
る
の
で
す
ね
。
し
っ
ぽ
捕
ま
え
た
と
思

っ
て
も
本
体
そ
の
も
の
は
ど
っ
ち
に
あ
る
か
分
か
ら
な
い
。
宿

業
と
い
う
の
は
、
上
の
世
界
と
下
の
世
界
と
の
関
係
か
ら
出
て

い
る
。
つ
ま
り
宿
業
の
出
所
は
下
の
世
界
な
の
で
あ
る
。
言
い

換
え
れ
ば
こ
の
上
の
世
界
だ
け
に
生
き
て
い
る
限
り
宿
業
と
い

う
こ
と
は
分
か
っ
て
来
な
い
。
あ
る
い
は
宿
業
と
い
う
こ
と
は

必
要
が
な
い
。
一
生
涯
宿
業
な
ど
と
い
う
こ
と
は
考
え
な
く
て

い
い
。
余
計
な
こ
と
で
あ
る
。

宿
業
と
い
う
こ
と
は
我
々
の
本
質
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
。

下
の
世
界
と
の
関
連
に
お
い
て
言
い
得
る
な
ら
ば
、
つ
ま
り
仏

教
あ
る
い
は
親
鸞
聖
人
の
お
心
の
立
場
か
ら
言
っ
て
、
人
間
は

宿
業
的
な
存
在
で
あ
る
。

い
ま
そ
れ
を
結
論
と
し
て
言
う
な
ら
ば
、
余
計
な
こ
と
で
あ

る
け
れ
ど
も
、
こ
の
上
の
世
界
だ
け
に
い
る
人
に
宿
業
と
い
う

こ
と
は
全
然
縁
が
な
い
の
だ
と
言
い
ま
し
た
が
、
し
か
し
そ
れ

が
も
し
我
々
の
本
質
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
人
に
も
何
ら
か
の

程
度
に
そ
れ
を
感
ず
る
に
違
い
な
い
。

そ
れ
は
ど
う
い
う
形
で
感
ず
る
か
と
い
う
と
、
い
わ
ゆ
る
そ

れ
は
運
命
だ
と
い
う
「
運
命
論
」
で
す
ね
。
運
命
論
と
い
う
形

で
こ
の
上
の
世
界
の
人
が
感
ず
る
。
も
ち
ろ
ん
感
じ
な
く
て
も



い
い
の
で
す
が
、
こ
の
運
命
論
か
ら
出
て
来
る
も
の
は
当
然
諦

め
で
す
ね
。
運
命
だ
か
ら
仕
様
が
な
い
と
い
う
。

だ
か
ら
、
宿
業
が
我
々
の
本
質
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ

れ
が
本
質
で
あ
る
か
ぎ
り
、
上
の
世
界
だ
け
に
住
ん
で
い
る
人

は
本
質
そ
の
も
の
は
感
じ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
自
分
の
中

の
本
質
で
あ
る
か
ぎ
り
何
ら
か
の
形
で
感
ず
る
。
そ
の
感
じ
方

は
い
わ
ゆ
る
世
間
で
言
う
運
命
論
、
決
定
論
で
あ
る
。「
仕
様
が

な
い
、
前
世
の
因
縁
だ
」
と
や
っ
ぱ
り
こ
こ
に
因
縁
と
い
う
言

が
来
る
。
因
縁
と
い
う
言
葉
は
下
の
世
界
の
言
葉
な
の
で
し
ょ

う
ね
。
あ
る
い
は
上
の
世
界
と
下
の
世
界
と
の
関
係
で
の
因
縁

と
い
う
言
葉
な
の
で
あ
る
。
宿
業
と
因
縁
と
は
同
じ
問
題
に
関

か
わ
っ
て
い
る
言
葉
な
の
で
し
ょ
う
。

『
歎
異
抄
聴
記
』
第
六
講

二
「
宿
業
本
能
の
問
題
」
の
こ
こ

で
い
う
宿
業
と
い
う
言
葉
、
そ
れ
は
読
ん
で
い
て
分
か
る
よ
う

に
、
一
歩
誤
れ
ば
す
ぐ
運
命
論
に
な
る
。
こ
れ
を
運
命
論
で
な

い
よ
う
に
こ
こ
の
宿
業
を
読
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

こ
ろ
に
、
な
か
な
か
や
や
っ
こ
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
で
す

ね
。
こ
れ
は
運
命
論
と
ど
こ
が
違
う
の
だ
な
ど
と
い
う
疑
問
が

読
み
な
が
ら
出
て
く
る
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
曽
我
先
生
の
「
本

能
」
と
い
う
言
葉
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
た
ら
い
い
の
か
、
そ

こ
が
難
し
い
。

二
、
業
は
因
縁
関
係
が
前
提
で
あ
る
。

こ
の
因
縁
と
い
う
言
葉
で
す
が
、
因
の
方
か
ら
い
う
と
、
善

因
善
果
悪
因
悪
果
、
一
切
の
も
の
は
因
縁
に
よ
っ
て
我
々
の
現

実
の
内
容
が
出
来
て
い
る
。
い
つ
も
出
る
よ
う
に
業
は
行
で
あ

る
、
お
こ
な
い
で
あ
る
。
そ
う
い
う
お
こ
な
い
は
そ
れ
自
身
相

互
に
、
一
つ
の
も
の
が
因
と
な
り
原
因
と
な
っ
て
一
つ
の
果
が

で
る
結
果
が
で
る
。
因
果
そ
れ
が
縦
の
関
係
で
あ
る
、
因
か
ら

果
が
生
じ
る
。
と
こ
ろ
が
今
度
は
因
か
ら
直
接
に
果
に
行
く
と

い
う
こ
と
は
同

時
に
そ
こ
に
縁
が
あ
る
の
で
す
、
何
か
の
。
縁

は
言
わ
ば
横
の
関
係
で
し
ょ
う
ね
。

停
車
場
か
ら
こ
こ
に
来
る
の
に
、
あ
る
目
的
を
も
っ
て
因
が

あ
っ
て
そ
し
て
こ
こ
に
来
る
。
し
か
し
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
は

こ
こ
に
来
ら
れ
な
い
。
か
な
ら
ず
バ
ス
な
ら
バ
ス
に
乗
る
。
バ

ス
と
い
う
縁
に
よ
っ
て
こ
こ
に
来
る
。
バ
ス
と
い
う
縁
が
な
け

れ
ば
、
行
き
た
い
と
い
う
因
と
、
果
が
あ
っ
て
も
こ
れ
は
実
現

し
な
い
。
バ
ス
と
い
う
も
の
を
縁
と
す
る
。
バ
ス
に
乗
る
の
が

目
的
で
は
な
い
、
バ
ス
が
な
に
も
結
果
で
は
な
い
、
我
々
の
結

果
で
は
な
い
。
結
果
と
し
て
は
、
こ
の
会
場
に
私
が
来
る
と
い



う
こ
と
が
結
果
で
あ
る
。
し
か
し
、
縁
を
抜
き
に
し
て
そ
の
よ

う
な
こ
と
は
実
現
で
き
な
い
。
そ
れ
で
因
と
縁
と
を
待
っ
て
は

じ
め
て
こ
こ
に
一
つ
の
出
席
な
ら
出
席
と
い
う
業
が
出
来
る
。

出
席
と
い
う
行
い
が
出
来
る
わ
け
で
す
ね
。

だ
か
ら
朝
か
ら
晩
ま
で
、
そ
う
い
う
意
味
で
縁
と
因
と
、
縁

と
因
と
組
み
合
わ
せ
組
み
合
わ
せ
、
つ
ま
り
縦
横
、
縦
横
と
無

限
に
こ
れ
が
交
錯
し
て
相
い
関
連
し
関
連
し
て
い
く
。
そ
う
し

て
一
つ
の
行
い
が
出
来
て
い
る
。
毎
日
毎
日
の
行
い
が
出
来
て

い
る
。
そ
の
行
い
自
体
が
ま
た
今
日
か
ら
明
日
、
明
日
か
ら
明

後
日
と
ズ
ー
ッ
と
無
限
に
続
い
て
い
く
。
そ
れ
が
業
な
の
で
し

ょ
う
ね
。

業
は
だ
か
ら
「
は
た
ら
き
」
で
あ
る
。
業
そ
の
も
の
を
端
的

に
と
れ
ば
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
す
。
、
こ
の
立
場
は
何
と
言
い
ま

す
か
、
物
理
的
と
言
っ
て
も
よ
い
の
か
な
、
一
種
の
。
こ
う
い

う
動
き
そ
の
も
の
と
い
う
の
は
こ
こ
に
は
善
悪
と
い
う
も
の
が

入
っ
て
い
な
い
。
や
っ
か
い
な
こ
と
は
、
こ
れ
に
善
悪
が
入
っ

て
来
る
わ
け
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
（
図
Ⅱ
）
は
物
理
的
に
こ
う

な
る
の
で
し
ょ
う
ね
。

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
に
来
る
に
バ
ス
で
来
れ
ば
善
い
の
か
、
歩

い
て
来
れ
ば
善
い
の
か
。
そ
こ
に
善
い
と
か
悪
い
と
か
い
う
問

題
が
出
て
く
る
。
こ
れ
で
一
層
、
一
段
と
こ
こ
の
問
題
が
変
わ

っ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
あ
る
人
は
「
バ
ス
で

行
こ
う
」
と
言
う
、
あ
る
人
は
「
い
や
、
歩
こ
う
」
と
言
う
。

そ
れ
が
極
端
に
い
う
と
そ
こ
に
い
ろ
い
ろ
な
争
い
が
起
こ
る
。

あ
る
い
は
そ
こ
に
煩
悶
が
起
こ
る
。
問
題
が
そ
こ
に
起
こ
る
の

で
す
ね
。
つ
ま
り
そ
こ
に
煩
悩
が
起
こ
る
。

一
緒
に
行
く
と
か
、
一
人
で
行
く
と
か
、
あ
る
い
は
バ
ス
で

一
緒
に
行
く
と
か
。
あ
る
い
は
バ
ス
の
に
乗
っ
た
方
が
得
で
あ

る
と
か
、
い
や
歩
い
た
方
が
得
で
あ
る
と
か
、
利
害
関
係
な
ど

が
そ
こ
に
起
き
る
。
計
算
自
身
は
そ
れ
は
数
学
的
な
も
の
だ
け

れ
ど
も
、
そ
れ
が
損
だ
と
か
、
得
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、

そ
こ
に
煩
悩
が
起
こ
る
。
で
、
こ
れ
を
大
き
く
す
れ
ば
戦
争
が

起
き
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
る
。

そ
う
す
る
と
、
仏
教
の
業
論
は
、
一
応
は
こ
の
物
理
的
な
も

の
を
一
つ
基
底
に
置
く
、
そ
う
し
て
出
来
る
な
ら
ば
善
因
が
善

果
を
生
み
、
悪
因
が
悪
果
を
生
む
。
こ
れ
を
否
定
し
て
い
る
訳

で
は
な
い
。
こ
れ
を
前
提
に
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

こ
れ
は
私
の
考
え
な
の
だ
が
、
こ
の
世
界
を
物
理
的
と
言
っ

た
ら
い
い
だ
ろ
う
か
な
。
価
値
抜
き
の
話
だ
か
ら
。

け
れ
ど
も
こ
れ
で
は
人
生
で
は
な
い
。
駅
か
ら
こ
こ
ま
で
バ



ス
で
来
る
か
、
歩
い
て
来
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
人
生

で
は
な
い
。
ま
だ
無
価
値
の
世
界
だ
か
ら
。
け
ど
駅
か
ら
こ
こ

に
来
る
の
に
バ
ス
で
乗
っ
た
ら
善
い
の
か
、
歩
い
た
方
が
善
い

の
か
。
バ
ス
に
乗
っ
た
ほ
う
が
、
そ
れ
が
善
い
な
ら
、
バ
ス
に

乗
っ
た
人
は
善
人
で
あ
る
。
歩
い
た
の
が
善
く
な
い
と
い
う
の

な
ら
、
歩
い
た
人
は
悪
人
で
あ
る
。
そ
こ
に
善
悪
と
い
う
こ
と

が
出
て
来
る
。
そ
こ
が
人
生
な
の
で
し
ょ
う
ね
。

そ
う
い
う
意
味
で
、
そ
の
人
生
の
、
つ
ま
り
そ
こ
に
悪
を
避

け
て
善
を
と
る
、
極
め
て
一
般
的
に
言
っ
て
悪
を
避
け
て
善
を

と
る
。
そ
れ
を
い
ま
ま
で
何
度
も
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
作
善

修
行
す
る
。

た
と
え
ば
仏
教
の
基
礎
的
な
も
の
と
し
て
は
、
六
波
羅
密
と

い
う
の
が
あ
り
ま
す
ね
。
布
施
、
持
戒
、
忍
辱
、
精
進
、
禅
定
、

智
慧
、
こ
れ
は
全
部
何
ら
か
の
意
味
で
悪
を
避
け
て
善
に
つ
く

と
い
う
こ
の
方
向
で
す
。
こ
れ
が
仏
教
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
が
前
提
だ
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
う
と
、
仏
教
で

は
な
く
な
る
の
で
し
ょ
う
ね
。
お
釈
迦
さ
ん
は
自
分
自
身
の
体

験
か
ら
、
弟
子
た
ち
に
こ
う
い
う
よ
う
に
や
っ
て
い
け
よ
と
、

教
え
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
悪
を
去
り

善
に
つ
く
こ
と
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
悪
を

去
り
善
に
つ
く
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
が
前
提
で
し
ょ
う

ね
。
悪
を
去
り
善
に
つ
く
と
い
う
こ
と
が
前
提
だ
と
い
う
こ
と

は
、
同
時
に
そ
れ
が
可
能
だ
と
い
う
こ
と
が
前
提
に

な
っ
て
い

る
の
で
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
。
こ
れ
が
《
一
》
の
問
題
で
あ

る
。こ

れ
は
こ
れ
に
違
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
以
外
に
人
生

は
な
い
の
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
出
来
る
と
い
う
こ
と
は
た
だ

観
念
的
に
出
来
る
と
い
う
の
で
は
な
い
、
実
際
に
や
っ
て
み
る

こ
と
な
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
親
鸞
聖
人
の
と
こ
ろ
に
来
た
と
き

に
は
、
こ
れ
が
可
能
だ
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
そ
の
限
界
の
自

覚
、
出
来
る
は
ず
な
の
だ
け
れ
ど
も
や
っ
て
み
た
ら
出
来
な
い

ん
だ
と
い
う
自
覚
、
こ
れ
が
そ
の
次
ぎ
の
《
二
》
の
問
題
で
あ

る
。そ

の
限
界
の
自
覚
と
い
う
と
こ
ろ
、『
歎
異
抄
』
の
言
葉
で
言

え
ば
、「
い
づ
れ
の
行
も
を
よ
び
が
た
き
身
」
、
言
い
換
え
れ
ば
、

そ
れ
を
突
き
詰
め
て
行
け
ば
、
「
地
獄
は
一
定
の
す
み
か
ぞ
か

し
」
、
こ
う
い
う
言
葉
に
な
っ
て
出
て
来
る
。

三
、
限
界
の
自
覚



大
事
な
こ
と
は
、
こ
こ
で
い
つ
も
の
宿
業
、
業
の
問
題
で
見

落
と
さ
れ
る
の
は
、
《
一
》
か
ら
《
二
》
へ
移
る
と
こ
ろ
で
す
。

こ
の
限
界
の
自
覚
で
す
。
悪
を
去
り
善
に
つ
く
こ
と
が
出
来
る

と
か
出
来
な
い
と
か
は
、
眺
め
て
い
た
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
通
り
や
っ
て
み
た
、
こ
こ
で
最
善
の
努
力
を
し
て
み
た
、

し
て
み
た
と
き
に
初
め
て
人
間
の
限
界
が
そ
こ
に
出
て
来
た
。

や
っ
て
み
な
け
れ
ば
分
か
ら
な
い
。
や
る
だ
け
や
っ
て
み
て
、

そ
こ
に
人
間
の
限
界
の
自
覚
が
出
来
た
。
そ
の
と
き
に
初
め
て
、

そ
こ
に
残
っ
た
も
の
は
何
か
と
い
う
と
、
す
な
わ
ち
業
の
世
界

だ
け
が
そ
こ
に
残
っ
た
。
そ
れ
で
い
い
ね
。

業
の
世
界
が
残
る
と
い
う
こ
と
は
、
善
悪
は
残
ら
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
善
が
あ
る
の
か
な
い
の
か
、
そ
れ
は
分
か
ら

な
い
。
あ
る
の
か
も
知
れ
ん
、
な
い
の
か
も
知
れ
ん
。
け
れ
ど

も
こ
こ
ま
で
来
た
と
き
に
は
、「
い
づ
れ
の
行
も
を
よ
び
が
た
き

身
」
ま
で
来
た
と
き
に
は
、
も
う
善
悪
と
い
う
こ
と
は
通
用
し

な
い
。
確
か
に
こ
の
上
の
世
界
で
、
善
因
善
果
悪
因
悪
果
と
い

う
こ
と
は
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
善
悪
と
い
う
こ
と
は
も
う
こ

こ
で
は
通
用
し
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
善
悪
を
抜
き
に

し
て
、
後
に
何
が
残
る
か
と
い
う
と
、
た
だ
業
だ
け
が
残
る
。

こ
の
上
の
世
界
で
言
え
ば
、
事
実
僕
な
ら
僕
が
こ
う
い
う
背

の
小
さ
い
男
で
い
る
こ
と
は
、
善
し
悪
し
は
い
く
ら
で
も
言
え

る
。
親
に
不
平
を
言
う
の
は
こ
れ
は
言
え
る
の
だ
け
れ
ど
も
、

僕
な
ら
僕
の
身
体
で
一
生
懸
命
や
っ
て
み
て
、
そ
の
限
界
の
自

覚
に
来
た
と
き
、
五
尺
の
男
な
ら
五
尺
の
男
と
い
う
限
界
の
自

覚
に
来
た
と
き
に
は
、
も
う
親
が
俺
を
五
尺
に
生
ん
で
け
し
か

ら
ん
と
い
う
そ
う
い
う
善
悪
、
そ
れ
に
よ
っ
て
一
生
終
わ
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ど
ん
な
損
を
す
る
か
得
を

す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
全
然
問
題
で
な
く
な
る
。

た
だ
業
そ
の
も
の
だ
け
を
、
つ
ま
り
業
と
い
う
事
実
だ
け
を

見
る
。
事
実
だ
け
が
そ
こ
に
残
る
。
こ
れ
は
あ
る
い
は
「
真
実
」

と
言
っ
て
も
い
い
。
真
実
だ
け
が
そ
こ
に
残
る
。
善
悪
を
離
れ

て
真
実
だ
け
が
残
る
。

だ
い
た
い
そ
れ
で
筋
道
は
通
る
ね
。
ど
う
も
言
い
足
り
な
い

よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
余
り
言
う
と
僕
自
身
混
乱
す
る
し
ま
た
余

計
な
こ
と
で
も
あ
る
か
ら
、
出
来
る
だ
け
簡
単
な
と
こ
ろ
だ
け

を
言
っ
て
お
く
。

こ
う
い
う
話
だ
と
誰
で
も
「
し
か
し
」
と
言
い
た
い
気
持
ち

が
出
る
と
思
う
。
ど
こ
に
「
し
か
し
」
が
あ
る
か
と
言
う
と
、

限
界
の
自
覚
は
や
る
だ
け
や
っ
て
み
て
、
つ
ま
り
可
能
性
を
試

し
て
み
て
、
自
覚
だ
と
こ
う
い
う
の
で
す
か
ら
。



つ
い
で
に
こ
の
「
自
覚
」
と
い
う
の
は
、
事
柄
そ
の
も
の
に

何
か
特
別
な
知
識
と
か
何
か
を
付
け
加
え
た
も
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
ね
。
自
覚
と
い
う
の
は
自
分
が
付
け
加
え
る
も
の
は
何

も
な
い
。
た
だ
そ
の
も
の
が
そ
こ
に
出
た
と
い
う
そ
の
も
の
が

自
覚
な
の
で
し
ょ
う
。
い
ま
ま
で
闇
だ
と
思
っ
た
と
き
に
、
太

陽
の
光
が
パ
ッ
と
入
っ
て
来
た
。
一
切
の
そ
の
部
屋
の
も
の
が

パ
ッ
と
見
え
る
。
そ
れ
が
自
覚
な
の
で
し
ょ
う
。

こ
の
部
屋
の
真
っ
暗
の
中
に
何
か
自
分
自
身
で
、
と
く
に
眼

鏡
で
も
付
け
て
見
て
、
こ
う
見
て
み
て
「
あ
あ
こ
れ
か
、
こ
れ

な
の
か
」
と
思
う
、
そ
う
い
う
の
は
自
覚
と
は
言
え
な
い
の
で

し
ょ
う
ね
。
事
実
そ
の
も
の
が
あ
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
そ
の

事
実
そ
の
も
の
が
真
実
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
自
覚
と
は
も
の

そ
の
も
の
を
見
る
だ
け
な
の
で
、
事
柄
そ
の
も
の
だ
け
が
見
え

る
、
そ
れ
が
自
覚
な
の
で
あ
る
。
も
の
そ
の
も
の
が
も
の
そ
の

も
の
を
知
る
だ
け
の
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。

そ
こ
に
そ
う
い
う
も
の
が
る
な
あ
と
、
そ
れ
を
俺
が
自
覚
し

た
言
え
ば
、
そ
れ
は
も
う
自
覚
じ
ゃ
あ
な
い
。
自
覚
と
は
、
僕

な
ら
僕
が
、
こ
れ
が
僕
だ
っ
た
か
と
言
う
だ
け
し
か
仕
様
が
な

い
。
そ
れ
が
自
覚
な
の
で
あ
る
。
俺
が
俺
自
身
を
自
覚
し
た
な

ど
と
言
う
の
は
も
う
一
歩
離
れ
て
見
て
い
る
。

こ
の
可
能
の
限
界
を
知
る
に
は
一
生
懸
命
に
修
行
で
も
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
ま
た
元
に
帰
っ
て
し
ま

う
。
こ
れ
は
自
力
で
あ
る
。

そ
う
じ
ゃ
な
し
に
、
そ
う
い
う
作
善
と
か
修
行
自
身
の
限
界

を
知
る
こ
と
を
通
し
て
の
、
そ
の
自
覚
な
の
で
す
。
こ
の
限
界

を
知
る
た
め
に
更
に
そ
の
上
に
修
行
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
ま
た
元
に
帰
っ
て
し
ま
う
だ
け
で
、

グ
ル
グ
ル
回
り
に
な
る
だ
け
な
の
で
す
ね
。

そ
れ
な
ら
ば
ど
こ
を
舞
台
に
し
て
限
界
を
知
る
こ
と
が
出
来

る
か
。

ｂ

ａ

線
ａ
に
迫
ろ
う
と
す
る

ｂ
の
線
上
で
布
施

線
ａ
上
で
限
界
を
知
る

忍
辱
を
す
る

Ⅱ

世
間
の
世
界

本
願
の
世
界

図

上
の
世
界

下
の
世
界

作
善
、
修
行
と
い
う
の
は
、
こ
の
道
（
図
Ⅱ

線
ｂ
）
を
歩
き



な
が
ら
、
こ
の
道
に
身
体
が
あ
り
な
が
ら
、
布
施
、
忍
辱
な
ど

を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
か
こ
れ
（
線
ａ
）
に
対
し
、
そ
れ

に
迫
っ
て
い
こ
う
と
す
る
の
で
し
ょ
う
。

と
こ
ろ
が
そ
う
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
の
だ
と
、
そ
こ
で
そ

の
限
界
を
知
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
布
施
、
忍
辱
な
ど
は
無
駄

だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
は
し
ま
せ
ん
か
。
成
り
立
た
な
い
ん
だ

と
。
つ
ま
り
あ
る
程
度
、
そ
の
線
（
ａ
）
に
近
い
こ
の
辺
な
ら

こ
の
こ
の
辺
ま
で
は
何
か
少
し
出
来
た
よ
う
に
思
う
。
こ
こ
ま

で
や
る
と
も
う
少
し
俺
は
分
か
っ
た
よ
う
に
思
う
、
け
れ
ど
も

し
ょ
せ
ん
は
こ
れ
は
こ
の
上
の
世
間
の
世
界
の
事
で
あ
る
。

そ
う
い
う
こ
と
が
出
来
る
人
も
あ
る
か
も
し
れ
ん
け
れ
ど
も
、

「
い
づ
れ
の
行
も
を
よ
び
が
た
き
」
と
い
う
言
葉
の
裏
に
は
布

施
、
忍
辱
な
ど
は
下
の
世
界
に
は
無
関
係
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
い
づ
れ
の
行
」
で
す
か
ら
そ
の
「
行
」
は
上
の
世
界
の
生
活
、

こ
の
世
界
で
す
る
こ
と
こ
れ
が
「
を
よ
び
が
た
い
」
と
い
う
こ

と
は
、
ど
れ
ほ
ど
精
根
つ
く
し
て
上
の
世
界
の
内
容
を
増
や
し

て
み
て
も
、
下
の
世
界
に
は
無
関
係
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ

れ
（
線
ａ
）
に
迫
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
だ
と
分
か
る
。

あ
る
い
は
こ
う
言
っ
た
ら
い
い
だ
ろ
う
か
、
作
善
、
修
行
と

い
う
こ
と
を
出
来
る
だ
け
広
く
拡
大
し
て
み
た
ら
何
に
な
る
か

と
い
う
と
、
そ
れ
は
上
の
世
界
の
生
活
に
な
る
、
わ
れ
わ
れ
凡

人
の
生
活
に
な
る
。
実
生
活
で
あ
る
。
特
別
に
作
善
し
よ
う
と

思
っ
て
い
な
く
て
も
、
実
は
わ
れ
わ
れ
の
朝
か
ら
晩
ま
で
の
日

常
生
活
そ
の
も
の
が
、
こ
れ
が
作
善
、
修
行
な
の
で
あ
る
。

も
っ
と
突
っ
込
ん
で
言
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
六
波
羅
密
そ
の

も
の
な
の
だ
と
、
こ
う
い
う
こ
と
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
だ
と
思
う
の
だ
ね
。

た
だ
し
、
こ
の
僕
ら
の
日
常
生
活
の
現
実
の
実
生
活
が
、
こ

と
ご
と
く
言
い
換
え
れ
ば
六
波
羅
密
だ
と
い
う
こ
と
は
、
僕
ら

の
日
常
生
活
が
布
施
、
忍
辱
と
い
う
そ
う
い
う
立
派
な
も
の
だ

と
い
う
こ
と
で
は
な
し
に
、
実
は
そ
れ
と
正
反
対
な
の
で
あ
る
。

そ
の
正
反
対
な
こ
と
を
ど
う
い
う
よ
う
に
言
い
表
し
て
い
る
か

と
い
う
と
、
朝
か
ら
晩
ま
で
煩
悩
熾
盛
と
い
う
形
な
の
で
あ
る

そ
れ
が
。
内
容
か
ら
い
う
な
ら
ば
、
価
値
的
に
い
う
な
ら
ば
罪

悪
深
重
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
こ
れ
の
裏
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。

一
方
は
布
施
、
忍
辱
は
立
派
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
立
派
な
こ

と
を
人
生
の
現
実
そ
の
も
の
に
返
し
て
み
る
と
、
煩
悩
熾
盛
罪

悪
深
重
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
、
そ
れ
が
日
常
世
界
の
実
態

な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
実
生
活
か
ら
離
れ
た
特
別
な
こ
と
を
や
る
の
で
は
な



い
の
で
あ
っ
て
、
実
生
活
そ
の
も
の
の
中
に
生
き
る
と
い
う
こ

と
が
そ
れ
が
つ
ま
り
限
界
の
自
覚
そ
の
も
の
な
の
で
し
ょ
う
ね
。

つ
ま
り
限
界
を
自
覚
す
る
場
所
は
ど
こ
で
あ
る
か
と
い
う
と
、

実
生
活
し
か
な
い
。
特
別
に
お
寺
に
入
っ
て
修
行
す
る
と
い
う

こ
と
で
は
な
し
に
、
お
経
を
読
ん
で
勉
強
す
る
と
い
う
の
で
は

な
し
に
、
特
別
に
慈
悲
の
仕
事
を
俺
が
や
っ
て
や
る
と
い
う
の

で
は
な
い
。

母
親
が
赤
ん
坊
に
お
乳
を
飲
ま
す
、
こ
れ
は
布
施
で
し
ょ
う

ね
立
派
に
。
母
親
が
自
分
自
身
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
さ
い
て
子
供

に
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。
赤
ん
坊
が
夜
中
に
ち
っ
と
も

寝
さ
せ
な
い
で
泣
い
て
ば
か
り
い
て
も
、
母
親
は
夜
も
寝
な
い

で
子
供
を
守
っ
て
や
る
。
こ
れ
は
忍
辱
で
し
ょ
う
ね
、
怒
ら
な

い
で
。
ま
あ
あ
る
意
味
で
は
こ
の
頃
の
よ
う
に
お
医
者
さ
ん
の

問
題
、
医
療
の
問
題
な
ど
も
喧
し
い
が
、
つ
ま
り
は
医
療
の
問

題
は
あ
る
意
味
で
は
持
戒
で
し
ょ
う
ね
。
戒
を
守
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
現
実
の
生
活
以
外
に
こ
う
い
う
も
の
は
な
い
の
だ
、

と
。な

い
の
だ
け
れ
ど
も
そ
の
受
け
取
り
方
が
こ
う
い
う
よ
う
に

受
け
取
る
。
こ
の
鏡
に
対
し
て
映
る
自
分
の
姿
が
罪
悪
深
重
煩

悩
熾
盛
の
姿
と
し
て
出
て
来
る
。
こ
う
い
う
作
善
修
行
の
者
の

姿
で
鏡
に
映
そ
う
と
思
っ
て
か
か
る
わ
け
な
の
で
あ
る
一
応
は
、

け
れ
ど
も
そ
れ
が
全
く
「
仮
り
」
で
あ
り
、「
嘘
」
で
あ
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
仮
り
で
あ
り
嘘
で
あ
る
と
い
う
そ
の

実
態
は
と
い
う
と
、
そ
の
実
態
は
、
鏡
に
映
つ
る
姿
は
罪
悪
深

重
煩
悩
熾
盛
の
姿
で
映
っ
て
い
る
。

こ
の
《
一
》
の
因
縁
関
係
を
前
提
と
し
て
お
り
な
が
ら
、
し

か
も
そ
う
い
う
善
悪
を
論
ず
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
限
界

の
自
覚
、
「
い
づ
れ
の
行
も
を
よ
び
が
た
い
」
と
い
う
自
覚
、
こ

れ
が
《
二
》
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
仏
教
の
業
は
二
重
の
性
格
だ
と
こ
う
言
わ
れ
て

い
ま
す
ね
、
。

二
重
の
性
格
と
い
う
こ
と
は
、「
い
づ
れ
の
行
も
を
よ
び
が
た

き
身
」
だ
か
ら
、
何
も
し
な
く
て
も
良
い
の
だ
と
、
手
を
つ
か

ね
て
い
れ
ば
そ
れ
で
も
う
世
の
中
は
済
ん
で
い
く
の
だ
と
い
う

こ
と
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
。
つ
ま
り
決
定
論
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
で
す
ね
。

決
定
論
に
な
る
前
に
、
こ
の
現
実
の
生
活
そ
の
も
の
で
勝
負

し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
決
定
論
で
は
決
し
て
な
い
。
決
定
論

な
ら
、
も
う
俺
の
運
命
だ
か
ら
も
う
仕
様
が
な
い
、
じ
っ
と
し

て
い
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
諦
め
て
し
ま
お
う
、
何
も
し



な
く
て
も
諦
め
て
し
ま
お
う
と
。
そ
う
い
う
決
定
論
で
は
な
い

の
で
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
意
味
で
は
や
っ
ぱ
り
一
種
の
人
生
そ

の
も
の
が
修
行
な
の
で
し
ょ
う
。
修
行
な
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
宿
業
論
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
人
生
が
運
命
論

に
決
定
さ
れ
て
仕
様
が
な
い
と
諦
め
る
の
で
は
な
な
し
に
、
上

の
世
界
に
は
そ
の
意
味
で
は
善
は
善
、
悪
は
悪
で
、
悪
を
去
っ

て
善
に
つ
く
と
そ
う
い
う
現
実
の
努
力
が
そ
の
ま
ま
、
そ
の
努

力
が
あ
っ
て
こ
の
人
生
が
成
り
立
っ
て
い
く
の
で
し
ょ
う
。
だ

が
世
間
は
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
上
の
世
界
だ
け
を

考
え
る
と
そ
う
な
の
で
あ
る
。
俺
も
善
い
こ
と
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
勉
強
し
な
け
れ
ば
な
ら
ん
、
丈
夫
に
な
っ
て
偉
い

者
に
な
ら
な
け
ば
な
ら
ん
、
金
を
儲
け
な
け
れ
ば
な
ら
ん
。
こ

ち
ら
下
の
世
界
を
ま
っ
た
く
忘
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
こ
の
仏
教
の
宿
業
と
い
う
こ
と
は
、
上
の
世
界
の

裏
付
け
が
下
の
世
界
に
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
下
の

世
界
を
上
の
世
界
の
裏
付
け
に
し
て
は
じ
め
て
、
宿
業
論
が
決

定
論
、
運
命
論
に
な
ら
な
い
。

と
い
う
の
は
、
こ
の
線
（
ａ
）
を
自
覚
の
線
と
し
ま
す
か
。

こ
の
自
覚
の
線
を
通
っ
て
い
る
か
ら
、
あ
る
い
は
自
覚
の
線
に

よ
っ
て
こ
の
人
生
を
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
。
上
の
世
界
は
言
わ

ば
無
自
覚
の
世
界
で
あ
る
。
無
自
覚
だ
か
ら
決
定
論
に
な
っ
て

し
ま
う
。

そ
う
い
う
よ
う
に
考
え
て
見
る
と
で
す
ね
、
甚
だ
ハ
ッ
キ
リ

し
な
い
よ
う
な
言
い
方
で
す
が
、
そ
う
い
う
関
係
だ
と
し
て
み

る
と
、
因
縁
関
係
が
前
提
で
あ
り
い
ず
れ
の
行
も
お
よ
び
が
た

い
と
い
う
こ
の
両
方
の
自
覚
の
根
源
と
い
う
も
の
、
自
覚
が
生

ま
れ
て
来
る
根
源
、
自
覚
と
い
う
力
が
出
て
来
る
根
源
、
そ
れ

を
曽
我
先
生
は
「
本
能
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
思
う

の
で
す
が
ど
う
だ
ろ
う
。
そ
う
い
う
自
覚
が
出
て
来
る
の
は
本

能
な
の
で
あ
る
。

い
ま
ま
で
、
ど
っ
か
あ
や
し
い
処
が
あ
っ
た
か
な
。
あ
や
し

い
処
が
あ
っ
た
ら
お
し
ゃ
っ
て
下
さ
い
。
私
も
出
来
る
だ
け
破

れ
が
な
い
よ
う
に
障
子
の
穴
が
あ
か
な
い
よ
う
に
、
こ
う
紙
を

あ
っ
ち
に
貼
り
こ
っ
ち
に
貼
り
し
な
が
ら
、
危
な
危
な
と
も
か

く
こ
こ
ま
で
来
た
わ
け
で
す
。
だ
が
疑
問
は
無
限
に
出
て
来
ま

す
、
出
て
来
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
疑
問
と
疑
問
と
の
間
の
紙

一
枚
の
と
こ
ろ
を
ズ
ー
ッ
と
つ
た
っ
て
来
て
、
だ
い
た
い
そ
う

い
う
お
お
ざ
っ
ぱ
な
気
持
ち
を
も
っ
て
い
て
、
気
持
ち
を
一
応

そ
こ
に
ま
と
め
て
置
い
て
、「
宿
業
本
能
の
問
題
」
を
読
め
ば
ど

っ
か
納
ま
る
よ
う
な
気
も
す
る
の
だ
が
。



そ
れ
に
し
て
も
こ
の
「
本
能
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、

曽
我
先
生
の
こ
の
文
章
の
中
に
も
何
か
飛
躍
が
あ
る
よ
う
で
あ

っ
て
、
ハ
ッ
キ
リ
言
う
べ
き
と
こ
ろ
を
出
し
て
お
ら
れ
な
い
よ

う
な
気
も
す
る
。
非
常
に
曽
我
先
生
は
直
感
的
な
人
だ
そ
う
だ

か
ら
、
金
子
先
生
だ
と
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
も
う
少
し
直
感
の
中

に
入
っ
て
、
分
析
的
に
話
し
て
く
れ
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
端
的

に
ハ
ッ
と
言
っ
て
し
ま
う
も
の
だ
か
ら
ど
う
も
「
煩
悩
・
・
・
」

と
い
う
と
こ
ろ
は
、
ど
っ
か
飛
躍
が
あ
る
よ
う
で
。

三
、
「
宿
業
は
本
能
で
あ
る
」

大
体
そ
う
い
う
こ
と
を
気
持
ち
の
上
に
持
っ
た
上
で
一
応
読

ん
で
み
ま
す
か
。
疑
問
を
持
っ
た
と
こ
ろ
は
途
中
で
ど
ん
ど
ん

突
っ
込
ん
で
み
て
下
さ
い
。
『
歎
異
抄
聴
記
』
東
本
願
寺
刊

七

八
頁
）

「
二
、
宿
業
本
能
の
問
題
」
で
す
。

「
人
生
に
お
き
ま
し
て
は
、
当
面
の
問
題
は
要
す
る
に
善
悪

の
問
題
で
あ
る
。
」

こ
れ
は
問
題
が
な
い
で
し
ょ
う
ね
。
我
々
は
五
十
年
い
ま
ま

で
き
た
け
れ
ど
も
、
朝
か
ら
晩
ま
で
何
を
や
っ
て
い
る
か
と
い

う
と
善
悪
の
問
題
で
あ
る
。
議
会
で
毎
日
毎
日
何
を
論
じ
て
い

る
か
と
言
っ
た
ら
、
何
が
善
い
か
何
が
悪
い
か
と
善
悪
の
問
題

で
あ
る
。

「
こ
の
善
悪
の
問
題
が
は
っ
き
り
解
決
で
き
な
け
れ
ば
、
人

生
は
ま
っ
た
く
ひ
と
つ
の
く
ら
や
み
で
あ
る
。
永
遠
に
そ
の
迷

い
の
中
に
と
じ
こ
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
わ
れ

わ
れ
は
ま
ど
い
、
す
な
わ
ち
迷
信
邪
教
に
動
乱
さ
れ
る
。
」

つ
ま
り
善
悪
が
分
か
ら
な
い
か
ら
、
こ
の
人
生
の
上
で
バ
ス

に
乗
っ
た
ら
良
い
か
歩
い
た
ら
良
い
か
と
い
う
こ
と
が
、
は
っ

き
り
分
か
ら
な
い
も
の
だ
か
ら
、
何
か
他
の
も
の
に
す
が
っ
て

こ
れ
を
決
め
て
も
ら
お
う
と
思
う
。
そ
こ
に
は
自
覚
の
線
が
な

い
で
す
ね
。
何
か
の
他
人
の
手
を
借
り
よ
う
と
思
う
。
そ
れ
が

迷
信
邪
教
で
あ
る
。

「
異
学
異
見
別
解
別
行
の
人
の
為
に
動
乱
さ
れ
る
。
」

そ
れ
は
こ
う
し
た
ら
良
い
、
あ
あ
し
た
ら
良
い
と
横
か
ら
、

つ
ま
り
横
か
ら
で
す
ね
、
異
学
異
見
と
い
う
の
は
、
根
源
か
ら



で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
横
か
ら
で
あ
る
。

「
こ
れ
は
な
に
か
と
い
う
と
即
ち
本
願
の
深
信
と
い
う
こ
と

を
欠
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
」

曽
我
先
生
の
『
歎
異
抄
』
の
本
で
あ
る
か
ら
、
当
然
こ
の
言

葉
で
よ
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
一
般
的
な
場
合
に
こ
う
い
う
と
こ

ろ
に
す
ぐ
「
本
願
の
深
信
」
な
ど
と
出
て
来
た
の
で
は
さ
っ
ぱ

り
分
か
ら
な
く
な
る
。
つ
ま
り
こ
の
上
の
世
界
（
図
Ⅱ
参
照
）

に
対
し
て
、
本
願
の
世
界
下
の
世
界
を
考
え
ろ
と
い
う
。
下
の

世
界
を
考
え
な
い
か
ら
上
の
世
界
だ
け
で
何
と
か
始
末
し
よ
う

と
す
る
か
ら
、
そ
う
い
う
問
題
が
出
る
の
だ
と
。

「
全
体
我
々
は
善
悪
の
問
題
は
昨
日
よ
り
い
う
が
如
く
、
人

間
と
動
物
は
ち
が
う
。
」

こ
の
辺
は
分
か
る
の
で
す
ね
。

「
動
物
は
本
能
の
み
を
も
っ
て
い
る
。

そ
こ
に
本
能
と
い
う
言
葉
が
出
て
い
る
。
こ
の
本
能
と
い
う

こ
の
言
葉
と
後
の
方
の
曽
我
先
生
の
お
っ
し
ゃ
る
「
本
能
」
と

い
う
の
は
、
ど
う
も
な
ん
だ
か
違
う
よ
う
に
思
う
の
だ
。

「
人
間
は
本
能
と
と
も
に
理
性
を
も
っ
て
い
る
。
」

理
性
と
い
う
問
題
が
出
て
来
ま
し
た
ね
。
こ
れ
で
ち
ょ
っ
と
問

題
が
複
雑
に
な
る
。

ｂ

ａ

理
性

良
心

（
人
生
を
秩
序
立
て
て
い
く
）

光

Ⅲ

道
徳
の
世
界

宗
教
の
世
界

図

世
間
の
世
界

本
願
の
世
界



こ
の
図
（
図
Ⅲ
）
と
関
連
さ
せ
て
理
性
を
ど
の
よ
う
に
考
え
た

ら
い
い
の
だ
ろ
う
。
理
性
は
僕
の
感
じ
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
こ

の
地
平
線
（
線
ａ
）
か
ら
発
す
る
光
だ
と
思
う
。
人
生
を
照
ら

す
光
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
れ
で
い
い
だ
ろ
う
な
。

た
だ
し
、
何

の
た
め
の
光
で
あ
る
か
と
い
う
と
そ
れ
は
人
生
を
明
る
く
す
る
。

暗
が
り
の
人
生
、
混
乱
し
た
人
生
を
歩
い
て
行
け
な
い
か
ら
、

電
車
道
は
電
車
道
、
人
道
は
人
道
、
車
は
車
、
川
は
川
、
鉄
道

は
鉄
道
と
い
う
よ
う
に
秩
序
だ
て
て
い
く
た
め
に
、
理
性
と
い

う
も
の
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
現
実
の
人
生
の
内
容

を
整
理
し
て
い
く
。
一
応
そ
う
い
う
意
味
で
ど
う
だ
ろ
う
。
理

性
の
役
目
と
い
う
も
の
は
。
そ
れ
を
も
っ
と
深
め
て
い
け
ば
そ

れ
は
法
律
と
か
経
済
と
か
い
ろ
い
ろ
深
い
理
論
の
中
ま
で
も
理

性
の
力
に
は
違
い
な
い
け
れ
ど
も
、
お
お
ざ
っ
ぱ
に
言
え
ば
そ

う
い
う
理
論
に
よ
っ
て
現
実
を
整
理
し
て
い
く
、
統
制
を
与
え

て
い
く
。

問
題
は
そ
の
理
性
の
こ
こ
の
と
こ
ろ
、
理
性
を
ど
の
程
度

つ
ま
り
理
性
の
出
所
が
ど
の
程
度
の
深
さ
か
と
い
う
こ
と
に
は
、

お
そ
ら
く
理
性
論
で
は
い
ろ
い
ろ
問
題
は
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
な
、
歴
史
的
に
。
ギ
リ
シ
ャ
で
考
え
る
、
あ
る
い
は
中
世
の

キ
リ
ス
ト
教
的
立
場
で
考
え
る
、
な
い
し
は
近
世
の
カ
ン
ト
以

後
の
人
間
自
覚
の
立
場
で
考
え
る
。
こ
の
理
性
の
根
源
の
意
味

は
こ
れ
は
相
当
複
雑
な
、
あ
る
い
は
段
階
的
な
も
の
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
。

だ
か
ら
簡
単
に
こ
の
（
ａ
）
線
を
こ
う
引
い
て
良
い
と
い
う

人
も
あ
る
し
、
そ
れ
で
は
浅
す
ぎ
る
と
い
う
人
も
あ
る
か
も
知

れ
な
い
と
思
う
の
だ
が
、
し
か
し
、
そ
の
深
さ
の
程
度
に
よ
っ

て
こ
の
理
性
が
こ
の
現
実
に
は
た
ら
く
、
現
実
に
対
し
て
は
た

ら
く
作
用
自
身
も
ま
た
変
わ
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
こ
の
理
性
を

ど
の
程
度
に
見
る
か
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
の
現
実

そ
の
も
の
が
余
程
変
わ
っ
て
く
る
だ
ろ
う
と
思
う
。
そ
れ
を
本

当
は
西
洋
の
思
想
の
中
か
ら
も
各
時
代
ご
と
に
は
っ
き
り
突
き

止
め
て
考
え
る
の
が
本
当
だ
と
思
う
の
だ
け
れ
ど
も
。

き
わ
め
卑
近
な
立
場
で
言
え
ば
、
一
般
の
人
と
キ
リ
ス
ト
教

の
人
と
の
現
実
の
生
活
の
内
容
が
ど
っ
か
違
う
と
い
う
の
は
、

な
に
か
キ
リ
ス
ト
教
の
人
の
理
性
と
い
う
も
の
の
深
さ
と
い
う

か
、
そ
う
い
う
と
ま
た
ど
っ
ち
が
深
い
の
か
浅
い
の
か
と
い
う

こ
と
が
問
題
に
な
る
が
、
と
も
か
く
そ
の
深
さ
に
よ
っ
て
確
か

に
違
う
か
ら
ね
。
牧
師
さ
ん
な
ど
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
お
ら

れ
る
か
。
一
般
の
信
者
は
ど
の
程
度
に
考
え
て
い
る
か
。

け
れ
ど
も
そ
こ
は
別
の
問
題
と
し
て
、
た
だ
常
識
的
に
理
性



の
効
用
を
こ
の
現
実
で
考
え
れ
ば
、
ま
ず
い
ま
言
っ
た
よ
う
な

意
味
が
理
性
の
仕
事
だ
と
。
そ
こ
で
例
え
ば
良
心
と
い
う
の
は

理
性
の
根
拠
が
、
あ
る
い
は
こ
こ
（
線
ａ
）
に
良
心
の
立
場
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
う
。
そ
の
良
心
は
下
の
世
界
へ

は
入
っ
て
来
な
い
。
下
の
世
界
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
け
れ

ど
も
、
そ
の
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
ま
た
そ
の
自
覚

の
意
味
が
違
っ
て
く
る
。
け
れ
ど
も
通
常
上
の
世
界
は
道
徳
の

世
界
で
あ
る
と
言
う
な
ら
ば
、
下
の
世
界
は
宗
教
の
世
界
と
言

う
な
ら
ば
、
良
心
の
問
題
は
道
徳
の
世
界
の
一
つ
の
根
拠
で
し

ょ
う
ね
。
そ
れ
は
良
心
と
い
う
も
の
も
宗
教
と
い
う
問
題
と
関

わ
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
し
そ
の
時
に
は
宗
教
が
、
こ

の
現
実
の
世
界
か
ら
見
た
宗
教
と
し
て
の
そ
の
関
わ
り
の
「
良

心
」
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
な
。

別
の
立
場
で
言
う
な
ら
ば
、
こ
う
い
う
立
場
で
良
心
と
い
う

の
は
一
体
ど
う
い
う
ふ
う
に
扱
わ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。「
い
づ
れ

の
行
も
を
よ
び
が
た
き
身
」
（
第
二
章
）
、
「
善
悪
の
ふ
た
つ
、
総

じ
て
も
て
存
知
せ
ざ
る
な
り
」（
後
序
）
な
ど
と
言
い
放
っ
て
い

る
立
場
で
、
い
ま
の
良
心
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
扱
う
。

つ
ま
り
宗
教
の
世
界
で
良
心
と
い
う
も
の
を
ど
う
い
う
ふ
う
に

見
て
い
る
の
か
。
こ
れ
は
次
元
が
、
世
界
が
違
う
の
だ
か
ら
、

上
の
世
界
に
は
、
こ
こ
の
意
味
で
の
普
通
の
常
識
で
解
釈
し
て

い
る
。
た
と
え
ば
学
校
で
、
生
徒
に
「
お
前
の
良
心
に
恥
じ
よ
」

と
な
ど
と
生
徒
に
対
し
て
言
う
と
き
の
良
心
は
下
の
世
界
に
は

直
接
に
は
触
れ
て
お
ら
ん
よ
う
だ
と
見
て
い
い
の
で
は
な
い
か

な
。あ

ま
り
こ
っ
ち
に
ば
か
り
気
が
取
ら
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
い

や
何
を
言
お
う
と
し
た
の
か
、
少
し
忘
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
う

「
本
能
」
と
い
う
こ
と
を
言
お
う
と
し
た
の
で
す
ね
。
こ
の
道

徳
の
世
界
で
理
性
を
持
っ
て
い
る
と
、
こ
の
理
性
と
い
う
言
葉

を
こ
こ
で
曽
我
先
生
が
書
い
て
い
る
範
囲
内
に
お
い
て
は
、
こ

の
上
の
世
界
に
対
し
て
の
み
意
味
が
あ
る
と
言
う
こ
と
に
一
応

し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
下
の
世
界
ま
で
は
こ
の
理
性
は
入
っ
て

来
な
い
。

「
こ
れ
は
現
代
人
の
考
え
で
あ
る
。
」

こ
の
理
性
は
何
を
す
る
か
と
い
う
と
、
現
実
を
整
理
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
整
理
す
る
た
め
に
は
善
悪
が
分
か
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。



「
我
々
は
理
性
に
依
っ
て
善
悪
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
」

こ
の
世
界
は
道
徳
、
す
な
わ
ち
善
悪
の
世
界
で
あ
る
。
理
性

に
よ
っ
て
善
悪
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
い
う
の
は
常
識
的

な
意
味
で
の
言
葉
で
し
ょ
う
ね
。
そ
れ
は
現
代
人
の
考
え
で
あ

る
。本

当
に
知
る
こ
と
が
出
来
る
か
ど
う
か
。

「
善
悪
を
知
っ
て
悪
を
捨
て
善
を
行
う
こ
と
が
出
来
る
。
知

る
と
共
に
行
う
こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
を
行
な
い
得
た
の
は
は

っ
き
り
知
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
」

た
し
か
に
は
っ
き
り
知
れ
ば
、
は
っ
き
り
行
な
え
る
。
そ
こ

ま
で
は
い
い
で
し
ょ
う
ね
。
こ
れ
は
川
だ
か
ら
、
川
だ
と
い
う

こ
と
が
は
っ
き
り
分
か
れ
ば
、
じ
ゃ
あ
橋
を
架
け
な
け
ば
な
ら

な
い
。
橋
を
架
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
川
だ
と
い
う
こ
と
が
分

か
ら
な
い
の
で
は
橋
を
架
け
る
こ
と
も
出
来
な
い
。

「
で
人
間
の
理
性
が
は
っ
き
り
輝
い
た
な
ら
ば
、
善
悪
を
知

り
善
を
行
う
こ
と
が
出
来
る
と
い
ふ
。
そ
し
て
善
悪
は
な
に
が

善
か
な
に
が
悪
か
は
っ
き
り
き
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
と
我
々
は

考
え
い
る
。
然
る
に
仏
法
に
於
き
ま
し
て
は
こ
の
善
悪
、
我
々

が
人
生
に
於
い
て
最
も
は
っ
き
り
し
た
も
の
は
善
悪
の
二
つ

で
あ
る
と
い
う
が
、
仏
法
よ
り
い
え
ば
こ
れ
は
わ
か
ら
ぬ
も
の
、

人
間
の
理
智
で
は
知
る
こ
と
の
出
来
ぬ
も
の
で
あ
る
。
」

こ
こ
の
と
こ
ろ
は
ど
う
だ
ろ
う
。
こ
れ
を
見
る
と
何
だ
か
お

か
し
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
裏
か
ら
言
う

と
ね
、
こ
れ
は
面
白
い
と
思
う
の
だ
。
こ
れ
は
仏
法
で
は
善
悪

は
分
か
ら
な
い
と
こ
う
言
っ
て
い
る
。
そ
れ
な
ら
ば
理
性
で
、

善
悪
が
分
か
っ
た
ら
ど
う
だ
と
い
う
。
何
も
か
も
理
性
で
善
悪

が
は
っ
き
り
分
か
っ
て
し
ま
っ
た
ら
ど
う
な
る
。
こ
れ
は
現
実

が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
ね
。
つ
ま
り
こ
の
世
が
極
楽
に
な
っ
た

と
同
じ
な
わ
け
で
あ
る
。

い
ま
極
楽
の
話
は
お
か
し
い
の
で
す
が
、
食
べ
た
い
も
の
は

い
く
ら
で
も
食
べ
ら
れ
る
、
そ
れ
が
極
楽
だ
と
一
応
書
い
て
あ

り
ま
す
ね
。
と
こ
ろ
が
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
食
べ
た
い
物
が

い
く
ら
で
も
食
べ
ら
れ
る
、
自
由
自
在
に
食
べ
ら
れ
、
。
欲
し
い

と
思
っ
た
ら
す
ぐ
そ
の
も
の
が
ワ
ー
ッ
と
ど
っ
か
ら
か
出
て
来

る
、
そ
う
し
た
ら
食
べ
る
と
い
う
こ
と
が
意
味
が
な
く
な
る
の



で
は
な
い
か
。
事
実
、
極
楽
で
は
食
べ
な
い
の
だ
と
書
い
て
あ

る
。
欲
し
い
と
思
っ
た
ら
ワ
ー
ッ
と
山
の
よ
う
に
目
の
前
に
出

て
来
る
け
ど
、
そ
の
人
は
食
べ
な
い
で
匂
い
を
嗅
い
だ
だ
け
で

ス
ー
ッ
と
ま
た
そ
れ
は
消
え
て
行
く
の
だ
と
い
う
。
そ
れ
な
ら

い
っ
た
い
御
馳
走
を
食
べ
る
と
い
う
こ
と
は
成
り
立
た
な
い
の

で
は
な
い
か
。
は
じ
め
か
ら
何
も
な
く
て
も
い
い
わ
け
で
あ
る
。

も
し
理
性
で
何
も
か
も
分
か
る
の
だ
っ
た
な
ら
人
生
と
い
う

も
の
は
か
え
っ
て
意
味
を
な
さ
な
く
な
る
。
む
し
ろ
理
性
が
分

か
ら
ぬ
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
理
性
な
の
で
あ
る
。
混
沌
と
し
て

い
る
現
実
に
対
し
て
、
何
か
分
か
ろ
う
と
思
っ
て
入
っ
て
行
く

と
こ
ろ
が
理
性
な
の
で
あ
る
。
い
ま
ま
で
原
子
核
と
い
う
も
の

は
全
然
想
像
も
つ
か
な
か
っ
た
世
界
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
物
理

か
化
学
の
力
で
分
け
て
行
っ
て
分
け
て
行
っ
て
、
こ
ん
な
も
の

も
ひ
ょ
っ
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
暗
闇
の
中
を
更
に
分

析
し
て
、
原
子
核
と
い
う
も
の
を
持
っ
て
来
た
。
そ
れ
で
よ
い

の
で
あ
る
。

世
の
中
は
真
っ
暗
な
の
で
あ
る
、
本
来
は
。
そ
の
真
っ
暗
だ

か
ら
理
性
と
い
う
も
の
が
意
味
を
持
つ
。
そ
れ
は
上
の
世
界
な

の
で
す
か
ら
、
こ
の
暗
闇
の
世
界
を
理
性
と
い
う
も
の
で
明
る

く
し
て
い
こ
う
と
、
上
の
世
界
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
作
り
出
し

発
見
し
分
析
し
て
見
付
け
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
が

理
性
な
の
で
あ
る
。

理
性
は
下
の
世
界
に
は
必
要
が
な
い
の
で
あ
る
。
仏
教
は
理

性
で
は
分
か
ら
ぬ
と
い
う
が
、
分
か
ら
ぬ
で
い
い
の
で
あ
る
。

分
か
る
の
は
上
の
世
界
だ
け
分
か
れ
ば
い
い
。

上
の
世
界
で
は
御
馳
走
を
う
ん
と
作
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
御
馳

走
を
作
り
出
し
て
、
食
べ
た
い
物
を
理
性
で
分
析
し
て
御
馳
走

を
作
る
。

下
の
世
界
に
来
れ
ば
思
っ
た
だ
け
で
御
馳
走
は
す
ぐ
来
る
。

風
呂
に
入
り
た
い
と
思
っ
た
ら
お
湯
が
す
ぐ
ザ
ー
ッ
と
自
分
の

身
体
に
注
い
で
来
て
、
身
体
を
洗
い
流
し
て
く
れ
る
。
も
う
い

い
と
思
っ
た
ら
、
水
が
ス
ー
ッ
と
引
い
て
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
れ
な
ら
ば
初
め
か
ら
風
呂
に
入
る
必
要
も
何
も
な
い
わ
け
で

あ
る
。
下
の
世
界
は
理
性
で
は
分
か
ら
ぬ
と
い
う
の
は
そ
う
い

う
意
味
だ
と
思
う
。
こ
こ
の
言
葉
だ
け
を
見
る
と
、
と
ん
で
も

な
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
よ
う
だ
け
ど
も
。

「
然
る
に
仏
法
に
お
き
ま
し
て
は
こ
の
善
悪
、
わ
れ
わ
れ
が

人
生
に
お
い
て
最
も
は
っ
き
り
し
た
も
の
は
善
悪
の
二
つ
で
あ

る
と
い
う
が
、
仏
法
よ
り
い
え
ば
こ
れ
は
わ
か
ら
ぬ
も
の
、
人



間
の
理
智
で
は
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
す
べ
て

善
悪
は
」

そ
こ
で
い
よ
い
よ
本
論
に
は
い
る
。

「
凡
て
善
悪
は
宿
業
と
し
て
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
わ
れ

わ
れ
に
與
へ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
」

こ
こ
の
と
こ
ろ
ど
う
も
分
か
り
に
く
い
で
す
ね
。
つ
ま
り
こ

こ
は
さ
っ
き
言
っ
た
よ
う
に
、
事
実
が
事
実
と
し
て
あ
る
と
い

う
こ
と
だ
け
だ
と
い
う
意
味
だ
ろ
う
と
思
う
。
善
悪
の
入
ら
な

い
現
実
の
人
生
が
そ
こ
に
既
に
あ
る
と
い
う
だ
け
な
の
で
あ
る
。

別
の
言
葉
で
言
え
ば
業
と
し
て
、
業
そ
の
も
の
が
そ
こ
に
も

う
す
で
に
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
に
理
性
と
い
う
立
場
か
ら
、

善
と
か
悪
と
か
い
う
こ
と
を
、
そ
れ
に
外
か
ら
言
わ
ば
付
け
加

え
る
だ
け
で
あ
る
。

付
け
加
え
な
く
た
っ
て
「
柳
は
緑
。
花
は
紅
」
で
、
人
が
悲

し
も
う
が
泣
こ
う
が
、
花
を
見
て
酔
っ
払
お
う
が
、
花
を
見
て

別
れ
を
惜
し
も
う
が
、
花
の
散
る
の
を
見
て
泣
こ
う
が
、
花
自

身
は
い
っ
こ
う
そ
れ
に
関
係
は
な
い
。
善
悪
に
関
係
な
し
に
花

は
咲
き
、
鳥
は
鳴
く
。

事
実
は
事
実
と
し
て
あ
る
。
つ
ま
り
業
は
業
と
し
て
そ
こ
に

あ
る
。
だ
か
ら
言
い
換
え
れ
ば
、
宿
業
と
し
て
生
ま
れ
な
が
ら

に
し
て
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
た
も
の
だ
、
と
い
う
よ
う
な
言

葉
で
言
う
し
か
仕
様
が
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
も
う
そ
の
中
に
生

ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

「
そ
れ
故
に
、
わ
れ
わ
れ
は
人
間
の
理
智
を
も
っ
て
こ
れ

を
知
る
こ
と
は
ぬ
。
ま
た
知
っ
た
と
し
て
も
意
の
如
く
行
ふ
こ

と
は
出
来
ぬ
。
こ
こ
で
は
然
ら
ば
宿
業
と
は
ど
ん
な
も
の
か
と

い
ふ
と
、
私
は
宿
業
は
本
能
で
あ
る
と
い
ふ
。
」

は
な
は
だ
済
み
ま
せ
ん
が
、
会
が
あ
る
も
の
で
す
か
ら
、
五

時
半
の
汽
車
で
行
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
、

今
日
は
こ
こ

ま
で
で
。
こ
の
先
が
業
の
本
能
云
々
の
問
題
に
な
る
の
で
す
が
。

有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

以
上




