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■

叱
っ
て
く
れ
る
友

何
か
い
ま
だ
に
深
い
と
こ
ろ
で
惚
け
て
お
り
ま
し
て
、
お
約
束
し
て
い
た
場
に
は
次
か
ら
次
へ
と
立
た
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
何
か
宙
に
浮
い

た
よ
う
な
感
じ
が
ず
っ
と
し
て
お
り
ま
す
。
今
回
、
題
を
出
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
の
「
時
の
呼
応
性
」
と
い
う
言
葉
で
す
ね
、
こ
れ
は
藤
元
君
の
還
暦
記
念
の

講
話
の
「
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
」
と
い
う
講
題
で
な
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
そ
の
な
か
で
こ
の
「
時
の
も
っ
て
い
る
呼
応
性
」
と
い
う
こ
と
を
お
さ
え
て
く
れ
て
お

り
ま
す
。
そ
の
言
葉
を
じ
つ
は
今
回
何
と
か
受
け
と
め
さ
せ
て
も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
あ
い
つ
も
講
題
で
は
藤
元
君
に
叱
れ
た
り
笑
わ

れ
た
り
し
て
お
り
ま
し
て
、
講
題
を
つ
け
る
の
は
一
番
私
は
だ
め
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
あ
今
回
は
藤
元
君
の
言
葉
を
取
っ
た
の
で
す
か
ら
、
こ
れ
ほ
ど
ず
る
い
話
は
な

い
の
で
あ
り
ま
す(

笑)

。
ま
あ
藤
元
、
ま
た
苦
笑
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
安
田
先
生
が
亡
く
な
ら
れ
た
翌
年
の
大
地
の
会
の
と
き
に
、
『
無
量
寿
経
』
の
な
か
で
五
十
三
仏
の
お
名
前
が
ず
っ
と
あ
げ
ら
れ
ま
し
て
、
そ
の
結
び
に

「
皆
悉
已
過
」
と
い
う
言
葉
が
お
か
れ
て
ご
ざ
い
ま
す
。
聖
典
九
頁
か
ら
五
十
三
仏
の
名
前
が
ず
っ
と
あ
げ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、

か
く
の
ご
と
き
の
諸
仏
、
み
な
こ
と
ご
と
く
す
で
に
過
ぎ
た
ま
い
き
。

（
聖
典
十
頁
）

と
い
う
言
葉
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
安
田
先
生
も
お
亡
く
な
り
に
な
り
ま
し
て
、
こ
の
言
葉
が
私
に
あ
ら
た
め
て
強
く
意
識
さ
れ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
で
「
皆

悉
已
過
」
と
い
う
講
題
で
話
を
少
し
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
ま
た
藤
元
君
に
叱
ら
れ
ま
し
て
、
宮
城
の
や
つ
が
「
不
在
、
不
在
」
と
、
ま
し
ま
す
さ
ず
、
ま

し
ま
さ
ず
と
、
先
生
方
は
皆
す
で
に
過
ぎ
去
り
た
ま
う
て
ま
し
ま
さ
ず
と
言
っ
て
お
る
と
、
け
し
か
ら
ん
と
。
腹
が
立
っ
た
と
、
こ
う
い
う
よ
う
に
叱
ら
れ
ま
し
た
。

こ
れ
は
ま
あ
、
い
ろ
ん
な
思
い
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
や
っ
ぱ
り
叱
っ
て
く
れ
る
友
達
が
い
な
く
な
っ
た
な
と
い
う
こ
と
が
一
番
こ
た
え
ま
す
ね
。
叱
っ
て
く
れ
る

友
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
強
く
意
識
し
て
お
り
ま
す
。
ま
あ
個
人
的
な
私
の
藤
元
と
の
思
い
出
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
申
し
上
げ
る
場
で
も
な
い
と
思
い
ま
す
の

で
略
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
し
て
も
や
は
り
少
な
く
と
も
藤
元
と
出
遇
え
た
と
い
う
そ
の
出
遇
い
の
時
を
た
ま
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
の
希
有
さ
と

有
り
難
さ
で
す
ね
、
そ
う
い
う
も
の
を
い
よ
い
よ
感
じ
て
お
り
ま
す
。

■

皆
悉
已
過
、
も
っ
て
汝
如
何
と
な
す

こ
の
「
皆
悉
已
過
」
と
い
う
こ
と
も
、
こ
れ
は
決
し
て
た
だ
過
ぎ
去
っ
て
い
か
れ
た
と
い
う
話
で
は
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
五
十
三
仏
の
列
名
の
最
初
に
、
九

頁
の
一
行
目
か
ら
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■ 「如来 如去」、咲いて清浄 散って清浄

仏
、
阿
難
に
告
げ
た
ま
わ
く
、
乃
往
過
去
、
久
遠
無
量
不
可
思
議
無
央
数
劫
に
、
錠
光
如
来
、
世
に
興
出
し
て
、
無
量
の
衆
生
を
教
化
し
度
脱
し
て
、
み
な
道
を

得
せ
し
め
て
乃
し
滅
度
を
取
り
た
ま
い
き

（
聖
典
九
頁
）

と
、
こ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
「
み
な
道
を
得
せ
し
め
て
」
と
い
う
、
そ
の
こ
と
を
抜
き
に
し
た
ら
「
皆
悉
已
過
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
ま
っ
た
く
失
わ
れ
る
の
だ

と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
あ
の
人
も
死
ん
だ
か
、
こ
の
人
も
死
ん
だ
か
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
、
そ
の
人
に
お
い
て
私
た
ち
が
は
か
ら
ず
も
道

を
得
せ
し
め
ら
れ
た
。
少
な
く
と
も
こ
う
い
う
場
を
た
ま
わ
っ
た
。
そ
の
こ
と
の
希
有
さ
と
い
う
こ
と
を
思
う
と
こ
ろ
に
、
「
皆
悉
已
過
」
と
い
う
事
実
が
そ
の
ま
ま
、

何
と
い
う
ん
で
し
ょ
う
か
ね
、
「
も
っ
て
汝
如
何
と
な
す
」
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
言
う
な
ら
ば
、
道
を
た
ま
わ
っ
た
者
と
し
て
お
前
は
こ
れ
か
ら
ど
う
す
る
ん
だ

と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。

藤
元
君
の
亡
く
な
っ
た
日
、
そ
の
一
夜
ず
っ
と
側
に
お
ら
し
て
も
ら
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
死
に
顔
と
い
う
も
の
に
、
そ
れ
こ
そ
そ
の
業
を
尽
く

し
て
生
き
切
っ
た
者
の
静
け
さ
を
一
つ
感
ず
る
と
同
時
に
、
何
か
非
常
に
厳
し
い
拒
絶
感
と
い
い
ま
す
か
、
拒
絶
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
識
が
強
く
い
た
し
ま
し
た
。

そ
れ
こ
そ
懐
か
し
む
と
か
偲
ぶ
な
ど
と
い
う
感
情
を
厳
し
く
拒
否
す
る
。
そ
う
い
う
感
情
に
溺
れ
る
こ
と
を
厳
し
く
拒
否
し
て
、
「
汝
は
汝
の
道
に
立
て
」
と
い
う
促

し
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
何
か
そ
う
い
う
気
迫
を
私
は
そ
の
表
情
に
感
じ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
「
汝
は
汝
の
道
に
立
て
」
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
「
皆
悉
已
過
」

と
い
う
こ
と
の
受
け
と
め
で
な
い
か
。
そ
こ
に
道
と
い
う
こ
と
を
外
れ
れ
ば
、
た
だ
す
べ
て
は
過
ぎ
去
っ
て
い
く
こ
と
が
ら
に
す
ぎ
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
そ
こ

に
ひ
と
た
び
そ
う
い
う
お
陰
で
い
ま
こ
う
し
て
出
遇
わ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
道
と
い
う
と
こ
ろ
に
立
つ
と
き
に
初
め
て
何
か
、
過
ぎ
去
っ
て
い
か
れ
た
と
い
う
こ
と
が

そ
の
ま
ま
私
へ
の
促
し
と
し
て
迫
っ
て
く
る
も
の
を
感
ず
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

■

「
如応

如
去
」
、応

い
て応応

散
っ
て応応

い
ま
さ
っ
き
ふ
と
思
い
出
し
た
の
で
す
が
、
藤
元
君
の
お
内
仏
の
間
に
掛
か
っ
て
お
り
ま
し
た
額
で
ご
ざ
い
ま
す
。
前
後
の
言
葉
も
ご
ざ
い
ま
し
た
け
れ
ど
、
と
く

に
「
咲
い
て
清
浄

散
っ
て
清
浄
」
と
い
う
言
葉
で
す
ね
。
い
わ
ゆ
る
「
如
来

如
去
」
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
如
に
し
て
来
り
、
如
に
し
て
去
る
と
い
う
、
言
い
か

え
れ
ば
、
「
来
る
こ
と
に
お
い
て
如
を
明
ら
か
に
し
、
去
る
こ
と
に
お
い
て
如
を
開
い
て
い
く
」
。
そ
こ
に
、
咲
く
こ
と
に
お
い
て
も
、
散
る
こ
と
に
お
い
て
も
、
そ

こ
に
そ
の
世
界
を
清
浄
な
ら
し
め
る
。
清
浄
な
る
世
界
を
私
ど
も
に
開
い
て
く
れ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
が
そ
こ
に
置
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
わ
け
で
す
。

■

論
主
の
回
向
門

『
浄
土
論
註
』
の
上
巻
で
、
い
わ
ゆ
る
「
願
生
偈
」
の
最
後
の
偈
文
を
回
向
文
と
し
て
曇
鸞
大
師
が
受
け
と
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
に
曇
鸞
大
師
は

「
こ
れ
論
主
の
回
向
門
な
り
」
と
い
う
言
葉
を
書
い
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
言
葉
は
講
録
や
い
ろ
ん
な
解
説
書
を
読
み
ま
し
て
も
、
だ
い
た
い
そ
う
注
意
は
払
わ
れ
て
お
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り
ま
せ
ん
。
た
だ
天
親
論
主
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
回
向
門
で
あ
る
と
、
そ
れ
だ
け
の
意
味
で
読
み
過
ご
さ
れ
て
い
る
言
葉
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
を
じ
つ
は
藤
元
君
が

こ
の
言
葉
に
非
常
に
注
意
を
払
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
わ
ざ
わ
ざ
そ
こ
に
「
論
主
の
回
向
門
」
と
、
こ
う
曇
鸞
は
書
い
て
い
る
と
。
こ
れ
は
天
親
菩
薩
の
『
浄
土
論
』
を

ず
っ
と
注
釈
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
何
も
「
論
主
の
」
と
い
う
言
葉
は
入
れ
る
必
要
は
な
い
わ
け
で
す
ね
。
「
こ
れ
は
回
向
門
な
り
」
で
済
む
。
そ
れ
ま
で
の
い

わ
ゆ
る
五
念
門
の
す
べ
て
は
、
全
部
た
だ
そ
の
名
が
あ
げ
て
あ
る
だ
け
で
、
「
論
主
の
」
と
い
う
言
葉
は
置
か
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
「
論
主
の
礼
拝
門
」
で
あ
る
と
か
、

「
論
主
の
讃
嘆
門
」
で
あ
る
と
か
、
「
論
主
の
作
願
門
」
で
あ
る
と
か
、
「
論
主
の
観
察
門
」
で
あ
る
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
は
全
く
書
か
れ
て
い
な
い
。
こ
の
最
後

の
回
向
門
の
と
こ
ろ
に
だ
け
曇
鸞
は
わ
ざ
わ
ざ
「
論
主
の
回
向
門
」
と
、
こ
う
書
い
て
お
ら
れ
る
。
ま
あ
し
か
し
そ
れ
が
、
い
ま
申
し
ま
す
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
は
ほ

と
ん
ど
特
に
注
意
を
払
わ
れ
な
い
ま
ま
に
読
み
過
ご
さ
れ
て
き
て
お
っ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
な
ぜ
こ
こ
に
回
向
門
だ
け
に
「
論
主
の
」
と
い
う
言
葉
を
曇
鸞
は
置

い
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
問
う
て
く
れ
ま
し
て
、
そ
し
て
そ
の
意
味
と
し
て
藤
元
君
は
こ
れ
ま
で
は
曇
鸞
に
と
っ
て
天
親
論
主
の
存
在
そ
の
も
の
が
回
向
門
な
の

だ
と
。
そ
の
天
親
論
主
で
あ
る
と
こ
ろ
の
天
親
菩
薩
、
そ
の
天
親
菩
薩
そ
の
人
が
曇
鸞
に
と
っ
て
は
願
力
回
向
、
本
願
力
回
向
の
事
実
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
お
さ
え

て
く
れ
て
お
り
ま
す
。
回
向
門
と
い
う
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
も
、
何
か
思
想
を
展
開
す
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
こ
と
で
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
天
親
菩
薩
自
身
を

い
た
だ
か
れ
た
の
だ
と
。
曇
鸞
は
天
親
菩
薩
か
ら
回
向
に
つ
い
て
の
思
想
を
学
ん
だ
の
で
は
な
い
ん
だ
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
天
親
論
主
の
存
在
そ
の
も
の
に
本
願
力

回
向
の
は
た
ら
き
を
受
け
取
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
天
親
論
主
自
身
を
い
た
だ
い
て
い
か
れ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
注
意
し
て
く
れ
て
お
り
ま
す
。

な
ぜ
回
向
門
に
だ
け
「
論
主
の
」
と
い
わ
れ
て
お
る
の
か
と
い
う
、
そ
う
い
う
こ
と
を
私
た
ち
は
す
っ
と
読
ん
で
し
ま
し
ま
す
。
読
ん
で
意
味
の
取
れ
な
い
文
章
で

す
と
、
そ
れ
な
り
に
辞
書
を
繰
っ
た
り
何
か
か
ん
か
も
が
く
わ
け
で
す
が
、
す
っ
と
読
ん
で
意
味
の
わ
か
る
文
章
は
す
っ
と
読
ん
で
い
く
ん
で
す
ね
。
そ
こ
に
立
ち
止

ま
る
と
い
い
ま
す
か
、
な
ぜ
そ
う
い
わ
れ
て
い
る
の
か
、
な
ぜ
こ
こ
で
「
論
主
の
」
と
い
う
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
言
わ
れ
て
お
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
し
て
も
迂

闊
に
読
み
過
ご
し
た
ま
ま
終
わ
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
思
い
ま
し
た
。

■

回
向
と
し
て
の
安
田
先
生

で
、
そ
こ
に
曇
鸞
に
と
っ
て
回
向
と
い
う
の
は
、
文
字
ど
お
り
天
親
菩
薩
自
身
の
歩
み
な
ん
だ
と
。
天
親
菩
薩
の
歩
み
そ
の
も
の
に
願
力
回
向
の
事
実
を
受
け
取
っ

て
い
か
れ
た
の
だ
と
。
天
親
菩
薩
ご
自
身
は
決
し
て
回
向
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
で
藤
元
君
が
思
い
起
こ
し
て
お
り

ま
す
け
れ
ど
、
安
田
先
生
が
繰
り
返
し
こ
の
大
地
の
会
の
講
義
の
と
き
に
、
私
は
あ
な
た
方
の
こ
と
を
考
え
て
話
し
し
て
い
る
の
で
は
な
い
、
そ
ん
な
余
裕
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
を
い
つ
も
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
あ
な
た
方
の
こ
と
を
考
え
て
、
わ
か
り
や
す
く
と
か
、
い
ろ
い
ろ
配
慮
し
て
と
か
、
そ
う
い
う
余
裕
は
ま
っ
た
く
な
い
の
だ

と
。
自
分
自
身
で
は
っ
き
り
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
精
一
杯
な
ん
だ
と
い
う
こ
を
繰
り
返
し
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
藤
元
君
が
そ
こ
で
取
り
上
げ
て
お
り
ま
す
。

第１講
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そ
し
て
、
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
非
常
に
冷
淡
な
言
葉
に
聞
こ
え
る
。
聞
い
て
く
だ
さ
る
人
々
の
こ
と
を
配
慮
し
て
い
る
暇
は
な
い
、
あ
ん
た
方
の
こ
と
を
思
っ
て
し
ゃ

べ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
あ
る
意
味
で
こ
れ
は
大
変
冷
淡
な
言
葉
に
聞
こ
え
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
親
鸞
聖
人
に
あ
っ
て
は
、
『
歎
異
抄
』
の
第
二

章
に
ご
ざ
い
ま
す
よ
う
な
「
親
鸞
に
お
き
て
は
か
く
の
ご
と
し
。
こ
の
う
え
は
、
面
々
の
御
は
か
ら
い
」
と
言
い
切
っ
て
い
か
れ
る
。
そ
の
『
歎
異
抄
』
の
言
葉
に
対

し
て
、
親
鸞
と
い
う
の
は
何
と
冷
た
い
人
だ
と
言
っ
た
人
が
お
ら
れ
た
そ
う
で
す
が
、
こ
れ
は
ま
あ
普
通
そ
う
思
う
で
し
ょ
う
ね
。
そ
れ
も
「
十
余
か
国
の
さ
か
い
を

こ
え
て
、
身
命
を
か
え
り
み
ず
」
に
た
ず
ね
て
き
た
人
々
に
向
か
っ
て
、
そ
れ
こ
そ
あ
な
た
方
の
こ
と
を
考
え
て
話
を
し
て
い
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う
こ
と
で

す
ね
。
た
だ
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
「
親
鸞
に
お
き
て
は
か
く
の
ご
と
し
」
と
。
「
面
々
の
御
は
か
ら
い
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
返
し
て
い
か
れ
る
。
そ
う
い
う
こ
と

が
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
全
体
で
す
ね
。
天
親
菩
薩
は
天
親
菩
薩
自
身
の
生
涯
を
か
け
て
願
心
荘
厳
の
浄
土
を
明
ら
か
に
し
て
い
か
れ
た
。
ま
さ
に
他
の

人
の
こ
と
を
考
え
る
余
裕
の
な
い
と
こ
ろ
で
自
分
の
生
涯
を
か
け
て
と
、
そ
う
い
う
国
土
を
明
ら
か
に
し
て
い
か
れ
た
。
そ
の
全
体
が
ま
さ
し
く
願
力
回
向
と
曇
鸞
は

受
け
取
ら
れ
た
。
そ
う
い
う
意
味
が
そ
こ
に
は
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
藤
元
君
に
と
っ
て
は
、
や
は
り
安
田
先
生
で
す
ね
。
そ
う
い
う
回
向
と
い
う
事
実
を
開

い
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
は
曇
鸞
大
師
に
と
っ
て
は
天
親
菩
薩
で
あ
り
、
わ
た
し
に
と
っ
て
は
安
田
先
生
だ
と
い
う
こ
と
を
そ
の
と
き
に
藤
元
君
は
話
し
し
て
く
れ
て

お
り
ま
す
。

安
田
先
生
が
亡
く
な
ら
れ
て
か
ら
、
け
さ
宗
さ
ん
が
ず
っ
と
お
さ
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
が
、
「
展
開
す
る
本
願
」
と
い
う
言
葉
を
受
け
て
「
呼
応
す
る
本
願
」
と

い
う
言
葉
を
も
っ
て
ず
っ
と
講
義
を
続
け
て
く
れ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
ま
さ
に
そ
の
個
々
の
講
義
の
言
葉
な
り
内
容
、
そ
こ
に
回
向
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
還
相

と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
ま
あ
二
十
二
願
か
ら
「
呼
応
す
る
本
願
」
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
藤
元
君
は
講
義
を
し
て
く
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
に
還
相
回
向
と
い

う
こ
と
を
そ
の
後
の
願
文
の
展
開
を
と
お
し
て
語
り
続
け
て
く
れ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
言
葉
の
一
々
で
は
な
く
て
、
や
は
り
そ
の
全
体
で
す
ね
。
そ
の
藤
元

君
の
「
呼
応
す
る
本
願
」
と
い
う
名
に
ま
で
凝
縮
さ
れ
て
い
っ
た
歩
み
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
藤
元
君
自
身
の
歩
み
と
い
う
も
の
が
ま
さ
に
回
向
、
あ
る
い
は
還
相
と
い

う
問
題
を
開
い
て
い
て
く
れ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

■

金
剛
那
羅
延
身

そ
う
い
う
こ
と
が
思
い
合
わ
さ
れ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
こ
に
ま
た
藤
元
君
の
言
葉
ば
か
り
出
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
い
ま
ち
ょ
う
ど
大
地
の
学
習
塾
の
ほ
う

で
「
金
剛
那
羅
延
身
の
願
」
と
い
う
と
こ
ろ
の
話
を
さ
せ
て
も
ら
っ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
金
剛
那
羅
延
身
と
い
う
と
こ
ろ
で
藤
元
君
が
「
金
剛
那
羅
延
身
と
い
う
の

は
死
な
な
い
身
と
い
う
こ
と
だ
」
と
、
こ
う
言
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
言
い
換
え
て
、
先
生
方
で
す
ね
、
曽
我
先
生
に
し
て
も
金
子
先
生
に
し
て
も
安

田
先
生
に
し
て
も
、
そ
し
て
直
接
そ
の
と
き
に
藤
元
君
が
思
い
出
と
し
て
語
っ
て
お
り
ま
す
の
は
、
じ
つ
は
一
昨
日
十
三
回
忌
の
法
要
が
勤
ま
っ
た
の
で
す
が
、
蓬
茨

■ 金剛那羅延身
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祖
運
先
生
が
亡
く
な
る
前
に
、
自
分
は
忘
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
藤
元
君
の
話
だ
と
私
が
蓬
茨
先
生
の
ご
病
状
が
悪
い
と
い
う
こ
と
を
だ
い
ぶ
言
っ
た
よ
う
で
ご
ざ
い

ま
し
て
、
藤
元
君
が
わ
ざ
わ
ざ
見
舞
い
に
行
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
で
、
宮
城
か
ら
先
生
の
病
状
が
悪
い
と
い
う
こ
と
を
聞
い
て
お
っ
た
と
、
だ
け
ど
し
ば
ら
く
待
た
さ

れ
て
病
床
に
通
さ
れ
て
み
た
ら
、
ち
ゃ
ん
と
座
っ
て
お
ら
れ
て
一
向
に
病
人
ら
し
い
顔
じ
ゃ
な
い
。
す
ず
し
い
顔
を
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
と
き
の
印
象
を
藤
元
君
が

と
り
あ
げ
て
、
「
あ
あ
い
う
先
生
方
は
要
す
る
に
病
気
に
は
な
る
け
れ
ど
も
、
病
人
に
は
な
ら
な
い
」
と
、
こ
う
い
う
言
い
方
を
し
て
お
り
ま
し
た
。
肉
体
を
持
っ
て

い
る
の
だ
か
ら
病
気
に
は
な
る
。
ど
ん
な
偉
い
先
生
で
あ
ろ
う
と
病
気
に
は
な
る
し
、
歳
も
と
っ
て
い
く
。
だ
け
ど
病
気
に
は
な
ら
ん
。
そ
う
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま

す
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
を
藤
元
君
が
金
剛
那
羅
延
身
と
い
う
ん
だ
と
。
病
気
に
な
れ
ば
病
気
を
生
き
る
ん
だ
。
健
康
な
と
き
の
自
分
を
物
差
し
に
し
て
、
い
ま
病
気
に

な
っ
て
い
る
自
分
を
嘆
い
た
り
愚
痴
っ
た
り
と
い
う
こ
と
が
そ
こ
に
は
な
い
。
病
気
を
ま
さ
し
く
人
間
の
命
の
事
実
と
し
て
普
通
に
受
け
と
め
て
い
か
れ
て
い
る
、
そ

う
い
う
と
こ
ろ
に
金
剛
那
羅
延
身
で
す
ね
。

そ
し
て
そ
れ
は
、
も
う
一
つ
言
え
ば
、
あ
の
人
た
ち
は
生
き
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
ん
だ
、
生
か
さ
れ
て
い
る
ん
だ
と
い
う
言
い
方
を
藤
元
君
が
し
て
お
り
ま
し
た
。

あ
の
先
生
方
は
自
分
の
執
念
で
生
き
る
と
か
、
自
分
の
思
い
で
生
き
て
い
る
人
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
あ
の
先
生
方
を
し
て
生
か
し
て
い
る
も
の
、
そ
の
生

か
し
て
い
る
も
の
の
た
め
に
生
涯
を
生
き
切
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。

■

人応

の応

史
の
中
で
熟
成
し
て
き
た
よ
う
な
願
心
の
世
界

そ
の
生
か
し
て
い
る
も
の
、
そ
れ
は
言
う
な
ら
ば
本
願
力
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
、
そ
し
て
そ
の
本
願
力
は
宗
さ
ん
が
お
話
し
く
だ
さ
っ
た
よ
う
な
、
ま
さ
し
く
人

々
の
歴
史
の
中
で
熟
成
し
て
き
た
よ
う
な
、
そ
う
い
う
願
心
の
世
界
に
生
か
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
あ
あ
い
う
先
生
方
の
姿
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
お
さ
え
て
く
れ
ま

し
た
。

あ
ら
た
め
て
、
そ
う
い
う
意
味
で
、
過
ぎ
去
っ
て
い
か
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
じ
つ
は
そ
の
方
々
を
し
て
生
か
し
て
い
た
も
の
、
先
ほ
ど
の
経
文
に
即
し
て
言
え
ば

道
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
道
に
お
い
て
は
じ
め
て
過
ぎ
去
っ
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
の
意
味
が
受
け
と
め
ら
れ
て
い
く
の
で
な
い
か
。
道
と
い
う
こ
と
を
は
ず
せ
ば
、
事

は
た
だ
個
人
的
に
記
憶
の
な
か
で
思
い
出
と
し
て
偲
ば
れ
る
だ
け
に
な
る
の
で
な
い
か
、
そ
う
い
う
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
思
い
ま
し
た
。

■

世
自
在
は
「
世
に
あ
っ
て
自
在
な
ら
ん
」
と
い
う
願
の
名
の
り

そ
し
て
そ
の
経
文
の
上
で
申
し
ま
す
と
、
諸
仏
が
「
み
な
こ
と
ご
と
く
す
で
に
過
ぎ
た
ま
い
き
」
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
法
蔵
菩
薩
の
歩
み
が
説
き
出
さ
れ
る
わ
け
で

ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
法
蔵
菩
薩
を
し
て
こ
の
道
に
歩
ま
さ
し
め
た
そ
の
名
が
「
世
自
在
」
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
世
自
在
を
、
「
世
に
あ
っ
て
自
在
な
ら
ん
」
と
い
う

願
の
名
の
り
で
す
ね
。
こ
れ
が
本
願
の
世
界
で
す
。
『
無
量
寿
経
』
を
貫
く
願
心
の
表
白
と
い
い
ま
す
か
、
表
現
で
も
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
繰
り
返
し
、

第１講
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世
自
在
王
と
い
う
名
前
だ
け
で
な
し
に
、
願
心
の
表
現
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
十
三
頁
に
法
蔵
菩
薩
自
身
が
自
ら
の
願
を
表
白
す
る
と
こ
ろ
で
す
ね
。
後
ろ
か
ら
五
行

目
の
下
か
ら
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、

我
世
に
お
い
て
速
や
か
に
正
覚
を
成
ら
し
め
て
、
も
ろ
も
ろ
の
生
死
・
勤
苦
の
本
を
抜
か
し
め
ん
」
と
、
そ
こ
に
「
世
に
お
い
て
、

（
聖
典
十
三
頁
）

と
い
う
こ
と
が
名
の
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

ま
た
こ
う
い
う
こ
と
を
す
る
と
、
宮
城
は
頁
ば
か
り
繰
っ
て
と
言
わ
れ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
（
笑
）
、
六
十
四
頁
に
今
度
は
仏
の
、
仏
陀
釈
尊
の
言
葉
と
し
て
七
行

目
で
す
が
、

今
我
こ
の
世
に
お
い
て
仏
と
作
り
て
、
経
法
を
演
説
し
道
教
を
宣
布
す
。

（
聖
典
六
四
頁
）

と
、
そ
こ
に
も
「
我
こ
の
世
に
お
い
て
」
と
い
う
こ
と
が
わ
ざ
わ
ざ
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
も
う
つ
い
で
で
す
か
ら
見
ま
す
と
、
六
十
六
頁
に
入
り
ま
し

て
五
行
目
に
、
や
は
り
仏
の
言
葉
と
し
て
、

我
こ
の
世
間
に
お
い
て
仏
に
な
り
て
、
五
悪
・
五
痛
・
五
焼
の
な
か
に
処
す
る
こ
と
最
も
劇
苦
な
り
と
す
。

と
、
世
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
で
は
よ
り
具
体
的
に
「
世
間
」
と
い
う
言
葉
に
お
い
て
お
さ
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
も
う
一
カ
所
ご
ざ
い
ま
し
て
、

今
我
こ
の
世
間
に
お
い
て
作
仏
し
て
、
五
悪
を
降
化
し
五
痛
を
消
除
し
五
焼
を
絶
滅
す
。

（
聖
典
七
八
頁
）

と
、
や
は
り
そ
こ
に
「
こ
の
世
間
に
お
い
て
」
と
い
う
こ
と
が
繰
り
返
し
名
の
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

■

時
と応

と
人
と
い
う
具応

的
な
事応

に
お
い
て応

と
な
ら
ん

つ
ま
り
「
世
」
と
い
う
の
は
こ
こ
で
は
「
世
間
」
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
そ
し
て
そ
の
世
間
と
い
う
の
は
、
こ
れ
も
先
ほ
ど
宗
さ
ん
が
ず
っ
と
お
さ
え
て
く
だ
さ
っ
た

「
時
と
処
と
人
」
と
い
う
、
そ
の
世
間
と
い
う
も
の
は
ま
さ
に
そ
の
時
と
処
と
人
に
お
い
て
具
体
的
な
場
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
う
時
と
処
と
人
と
い
う
具
体
的
な

事
実
に
お
い
て
仏
と
な
ら
ん
と
い
う
誓
い
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
そ
の
元
の
「
世
自
在
」
と
い
う
こ
と
に
戻
し
ま
す
と
、
仏
と
い
う
こ
と
が
「
自
在
者
」
と
、
こ
う
お
さ

え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
自
ら
に
お
い
て
在
る
者
で
す
。

■

魔応

、
他応

ま
あ
、
あ
る
意
味
で
人
を
し
て
自
在
な
ら
し
め
な
い
場
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
自
己
を
失
わ
せ
て
い
く
よ
う
な
世
界
で
ご
ざ
い
ま
す
。
善
導
大
師
は
そ
れ
を
「
魔
郷
」

と
か
「
他
郷
」
と
い
う
言
葉
で
お
さ
え
て
く
だ
さ
っ
て
お
り
ま
す
。
「
魔
郷
」
と
い
う
の
は
文
字
ど
お
り
ご
く
身
近
な
言
い
方
で
言
え
ば
、
誘
惑
に
満
ち
た
世
界
で
ご

ざ
い
ま
し
ょ
う
。
私
ど
も
の
そ
れ
こ
そ
こ
こ
ろ
を
、
自
己
自
身
を
真
実
な
る
も
の
に
向
け
る
と
い
う
こ
と
を
さ
せ
な
い
。
自
己
を
失
わ
せ
て
い
く
よ
う
な
も
の
へ
と
誘

■ 時と処と人という具体的な事実において仏とならん
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惑
し
続
け
る
世
界
、
そ
う
い
う
誘
惑
に
満
ち
た
世
界
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
そ
れ
か
ら
「
他
郷
」
と
い
う
の
は
逆
に
自
己
が
疎
外
さ
れ
て
い
く
よ
う
な
世
界
で
ご
ざ
い
ま

す
ね
。
よ
そ
よ
そ
し
い
世
界
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
つ
ま
り
所
在
を
見
い
だ
せ
な
い
世
界
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
魔
郷
は
あ
る
意
味
で
自
己
喪
失
、
自
分
を

失
っ
て
い
く
。
限
り
な
く
自
分
を
奪
い
取
ら
れ
て
い
く
世
界
で
あ
り
ま
す
し
、
他
郷
は
限
り
な
く
世
界
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
。
文
字
ど
お
り
疎
外
さ
れ
て
い
く
よ
う
な

世
界
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

そ
う
い
う
世
間
と
い
う
も
の
は
、
自
在
と
い
う
こ
と
の
成
り
立
ち
難
い
と
い
い
ま
す
か
、
成
り
立
た
な
い
世
界
な
ん
で
し
ょ
う
。
自
己
の
本
来
に
在
る
、
自
己
自
身

に
在
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
あ
り
方
で
す
ね
。
そ
う
い
う
自
在
と
対
局
に
あ
る
の
が
世
間
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
も
そ
の
世
間
か
ら
一
歩
も
離
れ
ず
に
、
ど
こ
ま
で

も
「
我
世
間
に
お
い
て
」
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
世
間
に
お
い
て
仏
に
な
ら
ん
。
自
在
者
た
ら
ん
と
い
う
願
心
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
こ
に
世
間
の
現
実
と
、
そ
の
現
実

に
お
い
て
い
よ
い
よ
吟
味
さ
れ
て
く
る
願
い
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。

こ
れ
は
ど
う
言
い
ま
し
ょ
う
か
ね
、
時
と
処
、
も
ち
ろ
ん
人
と
い
う
こ
と
も
含
ま
れ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
時
と
処
を
離
れ
て
主
体
性
は
な
い
の
で
し

ょ
う
。
時
と
処
は
私
の
主
体
性
を
奪
い
取
る
と
い
う
あ
り
方
に
お
い
て
具
体
的
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
れ
を
離
れ
て
主
体
性
な
ど
と
い
う
も
の
は
た
だ
単
な

る
自
己
満
足
で
し
か
な
い
。
決
し
て
主
体
と
い
う
言
葉
に
は
値
し
な
い
の
で
し
ょ
う
。
今
日
、
と
も
す
る
と
主
体
的
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
が
自
分
の
思
い
の
ま
ま
に

生
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
し
て
、
そ
の
意
味
で
は
自
分
を
煩
わ
す
よ
う
な
い
ろ
ん
な
関
係
は
断
ち
切
っ
て
い
く
。
で
き
る
だ
け
煩
わ
し
い
関
わ
り
を
断
ち

切
っ
て
、
自
分
の
思
い
の
ま
ま
に
生
き
る
、
そ
う
い
う
生
き
方
を
貫
く
と
こ
ろ
に
主
体
性
を
思
っ
た
り
す
る
。
そ
こ
で
は
主
体
性
と
い
う
こ
と
が
そ
の
ま
ま
人
間
関
係

を
断
ち
切
る
と
い
う
方
向
に
求
め
ら
れ
て
い
く
。

こ
の
こ
と
で
い
つ
も
思
い
出
す
の
は
高
史
明
さ
ん
が
ご
子
息
が
中
学
生
に
な
ら
れ
た
と
き
、
入
学
式
か
ら
帰
っ
て
来
ら
れ
た
息
子
さ
ん
に
中
学
生
に
な
っ
た
お
祝
い

の
言
葉
を
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
そ
の
と
き
言
っ
た
言
葉
が
、
「
こ
れ
か
ら
は
も
う
君
も
大
人
だ
。
だ
か
ら
人
に
迷
惑
を
か
け
な
い
よ
う
に
自
分
で
自
分
に
責
任
を
も
っ
て

生
き
ろ
」
と
。
「
も
し
そ
う
し
て
、
人
に
迷
惑
を
か
け
ず
責
任
を
も
っ
て
生
き
る
な
ら
、
こ
れ
か
ら
は
私
も
あ
な
た
を
一
人
前
の
人
間
と
し
て
出
遇
っ
て
い
こ
う
」
と
、

そ
う
い
う
意
味
の
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
た
そ
う
で
す
。
ご
承
知
の
よ
う
に
そ
の
息
子
さ
ん
が
自
ら
死
を
選
ん
で
し
ま
わ
れ
た
そ
の
悲
し
み
と
言
い
ま
す
か
、
絶
望
の
な

か
で
高
さ
ん
が
ほ
ん
と
う
に
苦
し
い
歩
み
を
続
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
あ
ら
た
め
て
高
さ
ん
が
「
人
に
迷
惑
を
か
け
な
い
よ

う
に
」
と
い
う
言
葉
が
至
極
当
然
の
こ
と
の
よ
う
に
、
至
極
真
面
目
に
自
分
は
息
子
に
言
っ
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
じ
つ
は
そ
の
言
葉
は
彼
が
も
っ
て
い
た
人
間
関
係
を

全
部
断
ち
切
ら
せ
る
言
葉
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
「
人
に
迷
惑
を
か
け
な
い
よ
う
に
」
と
い
う
こ
と
を
何
か
こ
う
強
く
意
識
す
る
と
き
、
そ
れ
は
人
間
関
係
の
な
か
に
一

つ
の
壁
を
も
ち
込
む
こ
と
に
な
る
。
結
局
、
結
果
と
し
て
そ
れ
は
人
間
関
係
を
断
ち
切
ら
せ
て
し
ま
い
、
息
子
を
孤
独
の
な
か
に
陥
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
う
で
は
な
く

第１講
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て
、
あ
の
と
き
言
う
べ
き
こ
と
は
、
「
い
ま
ま
で
に
ど
れ
だ
け
の
人
の
お
陰
を
受
け
て
生
き
て
き
た
か
、
そ
の
こ
と
を
忘
れ
ず
に
生
き
て
ほ
し
い
」
と
、
そ
う
い
う
こ

と
を
言
う
べ
き
で
あ
っ
た
の
だ
と
、
高
さ
ん
が
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
人
間
関
係
を
断
ち
切
る
方
向
で
主
体
と
い
う
こ
と
が
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
そ
こ
に

は
決
し
て
主
体
と
い
う
も
の
は
な
い
、
孤
立
し
た
我
が
あ
る
だ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

■

世
自
在
と
い
う
願
心
に
お
い
て
人
間
が
法応

と
し
て
見
い
だ
さ
れ
る

そ
う
い
う
こ
と
に
対
し
て
こ
こ
に
、
ど
こ
ま
で
も
「
世
に
お
い
て
自
在
な
ら
ん
」
と
い
う
願
心
で
ご
ざ
い
ま
す
。
徹
底
し
て
ど
こ
ま
で
も
世
の
事
実
に
立
つ
。
そ
し

て
そ
の
世
の
事
実
の
な
か
に
お
い
て
自
在
な
ら
ん
と
い
う
願
心
、
そ
う
い
う
も
の
が
じ
つ
は
法
蔵
の
歩
み
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
こ
に
世
自
在
と
い
う
願
心
に
お
い
て
人

間
が
法
蔵
と
し
て
見
い
だ
さ
れ
て
く
る
。
世
自
在
と
い
う
道
に
お
い
て
人
間
は
法
蔵
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
見
い
だ
さ
れ
て
く
る
。
そ
う
い
う
展
開
が
そ
こ
に
は
お
さ

え
ら
れ
て
あ
る
よ
う
に
思
う
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
願
心
と
と
も
に
出
発
す
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
こ
に
法
蔵
と
世
自
在
と
の
出
遇
い
。

■

出
遇
い
の
と
こ
ろ
に
呼応

す
る
時

そ
し
て
、
「
真
実
教
巻
」
の
う
え
で
言
え
ば
、
阿
難
と
仏
陀
釈
尊
と
の
出
遇
い
。
そ
し
て
、
私
た
ち
に
あ
っ
て
も
、
不
可
思
議
な
る
事
実
と
し
て
よ
き
人
々
と
の
出

遇
い
を
い
た
だ
い
た
。
そ
の
出
遇
い
と
い
う
こ
と
、
そ
の
出
遇
い
の
と
こ
ろ
に
呼
応
す
る
時
と
い
う
、
時
の
呼
応
性
と
い
う
こ
と
を
藤
元
君
は
指
摘
し
て
く
れ
て
お
り

ま
す
。
そ
う
い
う
時
の
呼
応
性
と
い
う
、
時
と
い
う
も
の
が
も
っ
て
い
る
呼
応
性
、
そ
う
い
う
こ
と
が
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
ま
こ
と
に
散
漫
な
こ
と
し
か
言
え
な

い
と
思
い
ま
す
が
、
今
回
は
自
分
自
身
の
問
題
と
し
て
少
し
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

■

世
間
は
不
常
住
と応

妄
性

こ
の
世
自
在
と
い
う
こ
と
を
少
し
申
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
だ
い
た
い
世
間
と
い
う
言
葉
は
も
ち
ろ
ん
仏
法
の
智
慧
に
お
い
て
見
極
め
ら
れ
て
い
る

世
界
を
あ
ら
わ
す
言
葉
で
ご
ざ
い
ま
す
。
も
と
も
と
は
ロ
ー
カ
（lo

k
a

）
と
い
う
言
葉
で
す
ね
。
ロ
ー
カ
と
い
う
の
は
う
つ
ろ
い
壊
れ
て
い
く
も
の
と
い
う
の
が
一
番

も
と
の
意
味
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
う
つ
ろ
っ
て
い
く
、
壊
れ
て
い
く
と
い
う
意
味
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
こ
に
世
間
を
お
さ
え
る
言
葉
と
し
て
一
つ
に
は
不
常
住
と
い
う

こ
と
で
す
ね
。
ふ
つ
う
一
般
的
に
は
う
つ
ろ
っ
て
い
く
、
転
変
し
て
い
く
世
界
と
い
う
意
味
で
常
住
で
な
い
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
し
か
し
、

そ
う
い
う
大
き
く
は
た
だ
う
つ
ろ
っ
て
い
く
世
界
と
い
う
意
味
が
も
ち
ろ
ん
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
不
常
住
と
い
う
言
葉
を
み
つ
め
て
お
り
ま
す
と
、
ま
さ
し
く
私
た
ち

の
日
常
生
活
の
あ
り
方
そ
の
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
私
ど
も
の
日
常
生
活
と
い
う
も
の
は
ほ
ん
と
う
に
い
ろ
ん
な
事
柄
に
よ
っ
て
時
間
が
寸
断
さ
れ
、
心
が
文
字
ど

お
り
ち
ぢ
動
く
と
い
う
こ
と
を
免
れ
な
い
。
そ
こ
に
一
つ
の
こ
と
を
深
く
問
い
続
け
る
と
い
う
こ
と
の
で
き
な
い
世
界
と
い
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
こ
と
が
一
つ
ご
ざ

い
ま
す
。
そ
う
い
う
不
常
住
と
い
う
こ
と
と
、
第
二
に
は
虚
妄
性
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
虚
妄
世
界
で
す
。
虚
妄
と
い
う
こ
と
も
要
す
る
に
私
ど
も
が
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
伝

■ 世自在という願心において人間が法蔵として見いだされる
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統
的
な
言
葉
で
い
え
ば
、
分
別
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
私
ど
も
が
理
性
で
と
ら
え
て
い
る
現
実
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。

こ
れ
は
ひ
と
月
前
で
し
た
か
、
筑
紫
哲
也
さ
ん
の
テ
レ
ビ
番
組
の
な
か
で
、
立
花
隆
さ
ん
と
の
対
談
が
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
そ
の
な
か
で
立
花
さ
ん
が
、
わ
れ
わ
れ

が
い
ま
ま
で
現
実
、
現
実
と
言
っ
て
き
た
も
の
こ
そ
が
バ
ー
チ
ャ
ル
で
な
い
か
と
。
自
分
で
描
い
た
世
界
で
し
か
な
い
の
で
な
い
か
。
こ
れ
こ
そ
が
現
実
だ
と
理
性
が

と
ら
え
る
。
科
学
的
に
と
ら
え
た
も
の
こ
そ
疑
い
よ
う
の
な
い
確
か
な
現
実
、
事
実
と
し
て
き
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
じ
つ
は
そ
れ
こ
そ
が
描
か
れ
た
世
界
の

す
が
た
で
し
か
な
の
で
な
い
か
、
な
ん
か
現
代
の
文
明
の
あ
り
方
と
い
う
も
の
を
根
本
か
ら
問
い
直
さ
ず
に
お
れ
な
い
と
こ
ろ
に
ま
で
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
話
の

中
に
ご
ざ
い
ま
し
た
。
先
ほ
ど
の
宗
さ
ん
が
そ
う
い
う
問
題
を
指
摘
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
国
と
い
う
も
の
、
家
と
い
う
も
の
が
消
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

■

い
の
ち
が
い
の
ち
自
身
の
う
な
ず
き
か
ら
遠
く
離
れ
る

そ
し
て
も
う
一
つ
大
き
な
流
れ
と
し
て
は
、
い
の
ち
と
い
う
問
題
で
す
ね
。
い
わ
ゆ
る
科
学
技
術
に
よ
っ
て
死
を
操
る
。
こ
れ
は
西
谷
修
と
い
う
人
の
言
葉
で
す
が
、

「
死
を
操
る
ま
で
に
至
っ
た
。
そ
し
て
生
そ
の
も
の
が
製
造
で
き
る
と
こ
ろ
に
ま
で
踏
み
込
も
う
と
し
て
い
る
」
と
。
も
う
踏
み
込
ん
で
お
り
ま
す
ね
。
そ
こ
に
死
と

い
う
も
の
も
科
学
技
術
の
力
で
操
り
、
生
も
科
学
技
術
の
力
で
作
り
出
す
こ
と
に
お
い
て
逆
に
、
生
と
い
う
も
の
が
、
あ
る
い
は
死
と
い
う
も
の
が
も
は
や
自
明
の
も

の
で
な
く
な
っ
た
。
つ
ま
り
誰
で
も
が
も
う
頭
を
下
げ
る
と
い
う
か
た
ち
で
う
な
ず
く
と
い
う
、
そ
う
い
う
事
実
と
し
て
生
に
、
あ
る
い
は
死
に
ふ
れ
る
と
い
う
こ
と

が
で
き
な
く
な
っ
て
、
い
ま
で
は
す
べ
て
法
律
で
決
め
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
時
代
に
な
っ
て
い
る
。

で
す
か
ら
先
日
も
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
で
す
か
、
人
間
の
遺
伝
子
の
解
読
が
可
能
に
な
っ
た
と
。
そ
の
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
解
読
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
一
つ
の
憲
法
、
憲
法
と
い

う
表
現
が
使
っ
て
あ
り
ま
し
た
が
、
憲
法
を
決
め
る
と
い
う
、
具
体
的
に
は
誰
か
か
ら
血
液
を
提
供
し
て
も
ら
っ
て
そ
の
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
を
解
読
し
て
い
く
わ
け
で
す
が
、

そ
の
解
読
し
た
情
報
を
そ
の
人
に
知
ら
せ
る
か
、
知
ら
せ
な
い
か
と
い
う
要
求
が
あ
っ
た
と
き
に
は
知
ら
せ
る
、
要
求
が
な
い
と
き
に
は
知
ら
せ
な
い
、
そ
う
い
う
い

ろ
ん
な
意
見
が
出
て
、
そ
れ
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
討
議
が
さ
れ
、
法
律
が
制
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
出
て
お
り
ま
し
た
。

な
に
か
あ
ら
ゆ
る
部
分
で
そ
う
い
う
法
律
に
よ
っ
て
死
と
判
定
し
、
生
と
判
定
し
、
な
ん
か
す
べ
て
が
自
明
の
こ
と
で
な
く
な
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
自

明
の
も
の
で
な
く
な
っ
て
き
た
と
い
う
問
題
、
そ
れ
は
言
う
な
ら
ば
、
い
の
ち
が
い
の
ち
自
身
の
う
な
ず
き
か
ら
遠
く
離
れ
た
も
の
と
な
っ
て
お
る
と
い
う
こ
と
で
も

あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
そ
こ
に
解
明
し
て
い
け
ば
い
く
ほ
ど
、
じ
つ
は
生
き
た
事
実
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
く
と
い
う
、
あ
る
い
は
全
体
的
な
事
実
で
す
ね
。

全
体
的
な
か
か
わ
り
の
な
か
で
の
、
そ
の
い
の
ち
の
事
実
と
い
う
も
の
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
く
、
そ
う
い
う
虚
妄
性
で
す
ね
。
虚
妄
顛
倒
で
ご
ざ
い
ま
す
。
逆
さ
ま
に

な
っ
て
い
る
。
言
う
な
ら
ば
部
分
的
理
性
を
も
っ
て
い
の
ち
の
全
体
を
計
ろ
う
と
す
る
顛
倒
性
で
す
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
を
含
め
て
、
あ
ら
ゆ
る
こ
の
世
の
、
わ
れ
わ

れ
が
理
性
を
も
っ
て
生
き
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
こ
の
世
の
あ
り
よ
う
の
虚
妄
性
と
お
さ
え
ら
れ
る
。

第１講
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そ
し
て
も
う
一
つ
世
間
と
い
う
こ
と
で
、
で
す
か
ら
、
こ
の
二
つ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
世
間
と
は
対
治
す
べ
き
も
の
と
し
て
立
て
ら
れ
る
言
葉

だ
と
。
世
間
と
い
う
言
葉
は
ど
こ
ま
で
も
そ
れ
を
、
つ
ま
り
出
ず
る
、
出
世
間
で
す
。
世
間
と
い
う
も
の
を
対
治
す
べ
き
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
と
い
う
意
味
が
あ
る

と
。
生
死
を
出
、
世
間
を
出
る
と
。
そ
の
出
る
べ
き
も
の
、
そ
こ
に
埋
没
し
て
い
る
こ
と
は
人
間
で
あ
る
こ
と
を
失
い
、
自
己
を
失
う
あ
り
方
、
そ
こ
に
そ
れ
を
出
る

と
い
う
か
た
ち
で
は
じ
め
て
人
間
が
人
間
に
な
る
歩
み
を
も
ち
う
る
。
そ
う
い
う
対
治
性
、
対
治
す
べ
き
も
の
、
そ
う
い
う
ロ
ー
カ
と
い
う
言
葉
に
は
そ
う
い
う
三
つ

の
言
葉
を
も
っ
て
従
来
そ
の
意
味
が
教
え
ら
れ
て
き
て
お
り
ま
す
。

■

今
日
は
「
す
べ
て
の応

値応

が
根
源
的
に
喪
失
さ
れ
た
時
」

そ
う
い
う
世
間
と
し
て
の
世
界
で
ご
ざ
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
時
と
処
と
い
う
、
そ
し
て
、
そ
の
時
と
処
に
お
い
て
と
も
に
生
き
る
人
間
の
現
実
、
あ
り
よ
う
で
す

ね
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
私
ど
も
の
生
き
て
い
る
世
界
が
自
覚
さ
れ
て
く
る
。
主
体
と
い
い
ま
し
て
も
、
そ
の
主
体
は
ど
こ
ま
で
も
世
界
と
と
も
に
あ
る
主
体
、
世
界

の
な
か
に
生
き
て
い
る
主
体
だ
と
。
こ
れ
は
ご
承
知
の
よ
う
に
「
世
界
内
存
在
」
と
い
う
言
葉
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
場
合
の
世
界
と
い
う
の
は
、
こ
れ
も
決
し
て

な
に
か
一
つ
の
人
生
ド
ラ
マ
が
演
じ
ら
れ
て
い
る
舞
台
、
そ
う
い
う
自
分
の
前
に
お
い
て
眺
め
て
い
け
る
よ
う
な
世
界
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
ど
こ
ま
で
も
私
自

身
が
そ
の
な
か
に
生
ま
れ
、
そ
の
な
か
を
生
き
、
そ
の
な
か
に
死
ん
で
い
く
場
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
世
界
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
世
界
内
存
在
と
い
う
場
合
の

こ
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
も
と
の
意
味
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
少
な
く
と
も
世
間
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
仏
教
が
私
た
ち
の
現
実
を
お
さ
え
て
き
た
、
そ
こ
で
の
人
間

の
あ
り
よ
う
を
お
さ
え
る
言
葉
と
し
て
世
間
と
い
う
言
葉
で
お
さ
え
ら
れ
る
そ
う
い
う
世
界
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
ど
こ
ま
で
も
そ
こ
に
お
い
て
生
死
し
て
い
く
場
で
ご

ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
う
ど
こ
ま
で
も
そ
こ
に
お
い
て
生
死
し
て
い
く
場
、
そ
う
い
う
場
に
お
い
て
い
か
に
人
間
と
し
て
の
あ
り
方
を
見
い
だ
し
成
就
し
て
い
く
の
か
。

そ
う
い
う
意
味
で
の
世
界
内
存
在
と
い
う
言
葉
を
借
り
て
い
う
わ
け
で
す
が
、
た
だ
そ
の
場
合
に
、
こ
れ
は
藤
元
君
が
確
か
い
ま
運
ば
れ
て
き
ま
し
た
『
優
婆
提
舎
す

る
大
地
』
の
な
か
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
は
、
じ
つ
は
そ
う
い
う
歴
史
的
・
時
代
的
に
お
い
て
あ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て

く
れ
て
お
り
ま
す
。

今
日
の
わ
れ
わ
れ
は
決
し
て
歴
史
的
・
時
代
的
に
お
い
て
あ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
今
日
は
も
は
や
い
か
な
る
時
代
性
を
も
も
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

存
在
す
る
こ
と
自
体
が
歴
史
的
で
な
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
つ
ま
り
過
去
を
も
た
な
い
存
在
な
の
で
あ
り
ま
す
。

と
、
そ
う
い
う
「
い
か
な
る
時
代
性
を
も
も
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
存
在
す
る
こ
と
自
体
が
歴
史
的
で
な
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
」
と
。
「
つ
ま
り
過
去
を
も
た
な
い
存

在
な
の
で
あ
り
ま
す
」
と
。
こ
れ
が
ま
さ
し
く
朝
、
宗
さ
ん
が
指
摘
し
て
く
だ
さ
っ
た
法
滅
と
い
う
問
題
に
重
な
る
指
摘
か
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
に
も
う
過
去
を
も
た

な
い
存
在
に
な
っ
て
い
る
。

■ 今日は「すべての価値観が根源的に喪失された時」
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言
い
か
え
れ
ば
そ
れ
は
人
間
に
と
っ
て
す
べ
て
の
価
値
観
が
根
源
的
に
喪
失
さ
れ
た
時
で
あ
り
ま
す
。

と
。
あ
ら
ゆ
る
価
値
観
と
い
う
も
の
、
そ
れ
ま
で
人
間
が
そ
れ
を
依
り
処
に
生
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
受
け
と
め
て
き
た
す
べ
て
の
価
値
観
と
い
う
も
の
が
根
源
的
に
も

う
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
時
代
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
し
て
そ
う
い
う
時
代
の
現
実
と
し
て
そ
こ
に
そ
う
い
う
時
代
の
特
有
の
あ
り
方
、
人
間
の
あ
り
方
、
そ
れ
は

い
か
な
る
も
の
に
も
情
熱
を
見
い
だ
せ
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
を
『
無
量
寿
経
』
で
は
「
経
道
滅
尽
」
と
あ
ら
わ
し
て
い
ま
す
と
、
経
道
滅
尽
と
い

う
言
葉
を
そ
こ
に
あ
げ
て
お
り
ま
す
。

■

法
滅
の
時

ま
さ
し
く
法
滅
の
時
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
は
言
う
な
ら
ば
、
透
明
な
し
ら
け
、
す
べ
て
の
も
の
に
し
ら
け
て
し
ま
っ
て
い
る
。
根
源
的
な
、
す
べ
て
の
も
の
の
価

値
観
が
根
源
的
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
、
そ
こ
で
は
人
間
は
い
か
な
る
も
の
に
も
情
熱
を
も
て
な
い
。
透
明
な
し
ら
け
と
。
あ
る
意
味
で
情
熱
を
も
て
な
い
と
い

う
こ
と
、
す
べ
て
の
価
値
観
を
根
源
的
に
失
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
こ
と
自
体
が
何
の
問
題
に
も
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
あ
る
意
味
で
ケ
ロ
ッ
と
し
て
生
き
て
い

る
、
そ
う
い
う
透
明
な
し
ら
け
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
ケ
ロ
ッ
と
し
た
顔
で
生
き
て
い
る
と
い
う
あ
り
方
で
す
ね
。

そ
れ
は
さ
ら
に
い
え
ば
、
倫
理
も
宗
教
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
。
そ
う
い
う
時
代
状
況
と
い
う
の
は
要
す
る
に
倫
理
、
倫
理
と
い
う
の
は
善
悪
の

問
題
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
宗
教
、
浄
土
の
問
題
と
お
さ
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
倫
理
も
宗
教
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
、
文
字
ど
お

り
そ
う
い
う
無
性
格
な
時
代
で
あ
り
、
無
性
格
な
思
想
の
ま
か
り
通
る
時
代
だ
と
、
こ
う
い
う
問
題
を
指
摘
し
て
く
れ
て
お
り
ま
す
。

ま
さ
に
わ
れ
わ
れ
が
い
ま
生
き
て
い
ま
す
具
体
的
な
時
、
処
と
い
う
も
の
は
、
ほ
ん
と
う
に
そ
う
い
う
透
明
な
し
ら
け
に
満
ち
て
し
ま
っ
て
い
る
世
界
で
ご
ざ
い
ま

す
ね
。
こ
れ
は
若
い
人
と
向
い
合
う
大
学
な
ど
に
お
り
ま
す
と
ほ
ん
と
う
に
、
そ
の
こ
と
を
、
こ
ち
ら
は
恐
ろ
し
い
こ
と
と
し
て
感
ず
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
し

て
彼
ら
自
身
も
当
然
、
虚
し
さ
と
か
退
屈
を
も
て
あ
ま
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
あ
る
の
で
す
が
、
だ
け
ど
も
、
そ
れ
は
だ
か
ら
確
か
な
も
の
を
求
め
る
と
い
う
方
向

に
は
決
し
て
か
た
ち
を
と
っ
て
こ
な
い
。
言
う
な
ら
ば
し
ら
け
の
な
か
で
漂
っ
て
い
る
と
い
う
言
い
方
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
そ
の
こ
と
が
そ
れ
こ
そ
ど
う
い
う
世
界
を

い
よ
い
よ
こ
れ
か
ら
開
い
て
い
く
の
か
、
ほ
ん
と
う
に
そ
ら
恐
ろ
し
い
よ
う
な
思
い
を
も
つ
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

で
、
そ
う
い
う
な
か
で
は
主
体
的
な
自
己
と
も
、
た
だ
も
う
自
分
の
気
分
の
ま
ま
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
で
し
か
な
く
な
っ
て
い
る
。
自
分
の
思
い
の
ま
ま
に
生
き
、

そ
れ
が
自
分
に
あ
る
意
味
で
忠
実
に
と
い
い
ま
す
か
、
主
体
的
な
生
き
方
で
あ
る
か
の
ご
と
く
に
生
き
ら
れ
て
い
る
。
ま
あ
彼
ら
に
と
っ
て
い
ち
ば
ん
魅
力
的
な
の
は

車
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
そ
の
マ
イ
カ
ー
の
魅
力
は
何
か
と
い
う
と
、
結
局
、
自
分
の
思
い
の
ま
ま
に
な
る
。
そ
の
空
間
も
そ
の
扱
い
、
操
作
も
自
分
の
思
い
の
ま
ま
に

動
く
し
、
思
い
の
ま
ま
に
空
間
を
飾
る
と
い
い
ま
す
か
、
満
た
す
と
い
い
ま
す
か
、
そ
の
な
か
で
椅
子
に
深
く
座
っ
て
い
ま
す
と
、
ま
さ
に
自
分
の
世
界
と
い
う
実
感

第１講
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が
す
る
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
そ
こ
に
い
る
と
き
だ
け
が
ほ
ん
と
う
に
自
分
に
帰
る
気
が
す
る
と
い
う
こ
と
を
こ
な
い
だ
も
言
っ
て
お
り
ま
し
た
。

■

自
己
意
識
の
深
さ
は
他
者
意
識
の
深
さ

な
に
か
そ
う
い
う
主
体
的
と
い
う
こ
と
が
決
し
て
自
ら
に
お
い
て
時
と
処
と
人
を
担
う
と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
世
界
に
生
き
る
も
の
と
し
て
自
ら
を
問
う
て
い

く
と
い
う
こ
と
は
そ
こ
に
さ
ら
さ
ら
生
ま
れ
て
こ
な
い
。
た
だ
互
い
に
自
分
の
気
分
の
な
か
で
満
ち
足
り
て
お
り
、
気
分
を
壊
さ
れ
る
こ
と
を
何
よ
り
も
嫌
が
る
と
い

う
こ
と
が
現
実
と
し
て
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
そ
こ
で
は
そ
の
主
体
性
と
い
う
も
の
に
お
い
て
は
決
し
て
他
者
と
い
う
も
の
が
存
在
し
な
い
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
す
べ
て
自
分
の
思
い
を
乱
す
よ
う

な
存
在
は
こ
の
自
分
の
世
界
か
ら
排
除
し
て
い
く
、
そ
う
い
う
自
分
の
思
い
ど
お
り
に
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
、
し
か
も
と
も
に
生
き
て
い
く
べ
き
も
の
と
し
て
出
遇

う
と
い
う
こ
と
が
な
い
。
気
分
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
者
は
も
う
他
者
で
す
ら
な
い
わ
け
で
す
ね
。
つ
ま
り
自
己
意
識
と
い
う
も
の
は
他
者
意
識
、
他
者
を
ど
こ
ま
で
深

く
意
識
す
る
か
の
、
そ
れ
に
比
例
す
る
と
い
う
こ
と
を
あ
る
人
が
、
こ
れ
は
『
他
者
な
き
思
想
』
と
い
う
題
で
の
本
が
出
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
な
か
で
お
っ
し
ゃ
っ

て
お
り
ま
す
。
ま
さ
に
そ
う
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
ね
。
自
己
意
識
の
深
さ
と
い
う
の
は
他
者
意
識
の
深
さ
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。

■

煩応

は
自
己
の応

な
る
他
者

そ
の
場
合
の
他
者
意
識
と
い
う
の
は
、
た
だ
た
ん
に
自
分
の
外
な
る
存
在
を
と
も
に
生
き
る
も
の
と
し
て
認
め
て
い
く
と
い
う
、
そ
う
い
う
意
味
だ
け
で
は
な
し
に
、

じ
つ
は
他
者
意
識
と
い
う
も
の
は
よ
り
深
く
は
自
分
自
身
の
な
か
に
他
者
を
見
い
だ
す
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
自
分
自
身
の
な
か
に
他
者
を
深
く
自
覚

す
る
も
の
だ
け
が
外
な
る
存
在
の
な
か
に
自
己
を
み
る
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
っ
て
く
る
の
で
し
ょ
う
。
い
わ
ゆ
る
四
弘
誓
願
の
、
「
煩
悩
無
尽
誓
願
断
」
と
い
う
、

そ
の
煩
悩
と
い
う
の
は
ま
さ
に
自
己
の
内
な
る
他
者
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
自
分
の
思
い
を
乱
し
、
思
い
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
意
識
が
煩
悩
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
煩
悩

具
足
の
凡
夫
と
い
う
自
覚
は
自
己
自
身
の
な
か
に
自
己
の
思
い
を
こ
え
た
事
実
を
、
あ
る
い
は
自
意
識
の
と
ど
か
な
い
深
み
を
自
覚
し
て
い
る
も
の
、
し
た
が
っ
て
、

そ
れ
は
他
者
の
上
の
事
実
を
決
し
て
人
ご
と
と
し
て
切
り
捨
て
ら
れ
な
い
意
識
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
自
分
自
身
の
な
か
に
そ
う
い
う
他
な
る
も
の
を
自
覚
す
る
、
そ

の
深
さ
だ
け
が
決
し
て
他
の
人
の
事
実
を
人
ご
と
に
し
な
い
。
ま
さ
に
人
間
の
事
実
と
し
て
、
自
己
自
身
の
問
題
と
し
て
受
け
と
め
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
始
ま
る
。

し
か
し
今
日
に
お
い
て
は
そ
う
い
う
他
者
意
識
で
す
ね
。
自
己
と
い
う
も
の
は
た
だ
自
分
の
思
い
で
し
か
見
ら
れ
て
お
り
ま
せ
ん
し
、
生
き
ら
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
は
当
然
、
他
者
と
い
う
こ
と
も
育
ち
よ
う
が
な
い
。
そ
こ
に
い
よ
い
よ
自
己
の
思
い
を
主
張
し
て
自
己
を
失
っ
て
い
く
と
い
う
、
な
ん
か
自
我
意
識
の
み
だ
け

で
あ
っ
て
自
己
意
識
の
ま
っ
た
く
見
い
だ
さ
れ
な
い
、
そ
う
い
う
あ
り
方
、
そ
う
い
う
時
代
の
状
況
が
こ
こ
に
は
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

そ
う
い
う
意
味
に
お
き
ま
し
て
、
じ
つ
は
世
自
在
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
い
う
衆
生
の
虚
妄
性
、
あ
る
い
は
衆
生
の
苦
悩
の
な
か
に
自
己
の
願
心
を
見
い
だ
し
て
い

■ 自己意識の深さは他者意識の深さ
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く
心
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
衆
生
の
苦
悩
を
離
れ
て
願
心
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
衆
生
の
苦
悩
が
自
己
の
内
に
自
覚
さ
れ
て
く
る
と
こ
ろ
に
、
ま
さ
し
く
そ
の
事
実
に

応
え
ず
に
お
れ
な
い
願
心
と
し
て
、
そ
の
願
が
具
体
化
さ
れ
て
く
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。

■

世
自
在
と
は
願
心
と
世
の
現応

と
の
呼応

す
る
心

で
す
か
ら
、
そ
こ
に
世
自
在
と
い
う
の
は
願
心
と
世
の
現
実
と
い
う
も
の
と
の
呼
応
す
る
心
で
ご
ざ
い
ま
す
。
呼
応
す
る
そ
う
い
う
歩
み
を
生
き
ぬ
か
ん
と
す
る
名

の
り
な
の
で
し
ょ
う
。
決
し
て
世
を
離
れ
な
い
。
し
か
し
世
に
埋
没
し
な
い
し
、
世
に
流
さ
れ
な
い
。
世
に
お
い
て
い
よ
い
よ
本
来
の
願
心
と
い
う
も
の
、
人
間
と
し

て
の
本
有
の
願
心
を
明
確
に
し
て
く
る
。
そ
の
願
心
に
お
い
て
い
よ
い
よ
世
の
現
実
に
か
か
わ
っ
て
い
く
、
そ
う
い
う
名
の
り
、
そ
う
い
う
歩
み
を
生
き
ん
と
す
る
名

の
り
が
世
自
在
と
い
う
名
の
り
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
し
、
そ
の
世
自
在
王
如
来
の
も
と
で
自
ら
の
願
心
を
選
択
し
た
そ
の
法
蔵
の
歩
み
と
い
う
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

■

「
如応

の
本
願
と
衆
生
の
宿
願
」

な
に
か
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
、
こ
れ
は
や
は
り
藤
元
君
が
、
「
如
来
の
本
願
と
衆
生
の
宿
願
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
く
れ
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
呼
応
す
る
と
い

う
こ
と
は
如
来
の
本
願
と
衆
生
の
宿
願
と
の
呼
応
だ
と
。
そ
の
呼
応
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
今
朝
、
宗
さ
ん
が
呼
応
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
ご
指
摘
く
だ

さ
い
ま
し
た
。
そ
の
呼
応
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
藤
元
君
自
身
、
「
呼
応
す
る
本
願
」
と
い
う
こ
と
で
「
展
開
す
る
本
願
」
と
い
う
こ
と
を
語
り
続
け
て
く
だ
さ

っ
た
安
田
先
生
に
呼
応
す
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
意
味
が
一
つ
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
ま
さ
に
安
田
先
生
と
い
う
場
合
は
、
そ
れ
は
何
も
個
人
で
は
な
く
て
、

先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
願
力
回
向
と
い
う
の
を
ま
さ
に
開
い
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
身
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
こ
の
展
開
す
る
本
願
と
い
う
こ
と
を
二
十
一
願
ま
で
安
田
先
生

は
お
話
く
だ
さ
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
で
、
二
十
二
願
に
ふ
れ
ら
れ
て
終
わ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
を
受
け
て
藤
元
君
が
「
呼
応
す
る
本
願
」
と
い
う
名
に

お
い
て
二
十
二
願
か
ら
の
本
願
の
展
開
を
ず
っ
と
語
り
続
け
て
く
れ
ま
し
た
。

■

具
三
十
二
相
と
は
精
神
化
さ
れ
た
肉応

そ
の
場
合
の
「
呼
応
す
る
本
願
」
と
い
う
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
す
で
に
宗
さ
ん
が
ふ
れ
て
く
だ
さ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
こ
に
は
一
つ
に
は
二
十
一
願
と
い
う
も

の
で
す
ね
。
い
わ
ゆ
る
「
具
三
十
二
相
の
願
」
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
十
八
願
、
十
九
願
、
二
十
願
と
い
う
、
そ
こ
に
信
心
の
現
実
が
深
く
展
開
さ
れ
て
い
く
わ
け
で
ご

ざ
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
さ
ら
に
三
十
二
相
と
い
う
問
題
の
と
こ
ろ
に
ま
で
展
開
し
て
く
る
、
そ
の
三
十
二
相
と
い
う
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
肉
体
で
す
ね
。
あ
え
て

い
え
ば
精
神
化
さ
れ
た
肉
体
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
そ
の
精
神
を
も
っ
て
荘
厳
さ
れ
た
肉
体
の
す
が
た
が
三
十
二
相
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し

ょ
う
。
そ
の
肉
体
と
い
う
問
題
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
私
た
ち
は
肉
体
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
は
曾
我
先
生
が
、
「
私
が
凡
夫
で
あ
る
と
い
う
こ
と

は
端
的
に
は
、
私
が
肉
体
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
」
と
い
う
こ
と
を
確
か
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
り
ま
す
。
私
が
凡
夫
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
そ
の
端
的
な
事
実

第１講
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は
私
が
肉
体
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
と
。
そ
し
て
そ
の
肉
体
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
い
わ
ゆ
る
世
間
的
生
活
と
い
う
も
の
が
余
儀
な
く
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
肉
体
を
も
つ
と
こ
ろ
に
衣
食
住
の
問
題
が
起
こ
っ
て
く
る
。
世
間
的
な
生
活
の
事
実
の
大
半
を
占
め
る
衣
食
住
と

い
う
問
題
は
、
私
ど
も
が
肉
体
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
の
上
に
必
然
し
て
く
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
肉
体
と
い
う
も
の
は
そ
の
意
味
で
は
も
っ
と

も
精
神
か
ら
遠
い
、
物
資
的
な
関
心
に
満
た
さ
れ
て
い
る
す
が
た
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
ま
あ
肉
体
と
精
神
と
い
う
問
題
も
ず
っ
と
人
間
の
歴
史
の
な
か
で
、
い
ろ
い
ろ

に
論
じ
ら
れ
て
き
て
い
る
問
題
で
、
決
し
て
一
朝
一
夕
に
言
え
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
少
な
く
と
も
、
い
ま
あ
る
意
味
で
「
展
開
す
る
本
願
」
と
い
う
も
の
が
、
言
う
な

ら
ば
、
も
っ
と
も
そ
う
い
う
凡
夫
性
の
上
に
ま
で
展
開
し
て
き
た
、
ま
さ
に
そ
う
い
う
無
三
悪
趣
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
て
、
そ
う
い
う
三
悪
趣
的
な
あ
り
方
と

し
て
、
あ
る
意
味
で
突
破
し
た
人
間
と
し
て
の
純
粋
な
精
神
の
世
界
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
そ
う
い
う
も
の
が
展
開
さ
れ
て
き
た
、
そ
れ
が
再
び
肉
体
の
事
実
の
上
に
ま

で
展
開
し
て
く
る
、
そ
の
展
開
し
て
き
た
、
そ
う
い
う
本
願
、
そ
れ
に
応
え
る
の
は
や
は
り
ど
こ
ま
で
も
文
字
ど
お
り
時
と
処
と
、
そ
し
て
こ
の
身
を
も
っ
た
そ
の
い

の
ち
の
事
実
に
お
い
て
呼
応
す
る
と
い
う
こ
と
が
始
ま
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
ず
っ
と
藤
元
君
が
説
い
て
く
れ
た
還
相
回
向
の
問
題
が
や
は
り
展
開
し
て
く
る
。
ま
さ
に
そ
う
い
う
こ
と
が
呼
応
と
い
う
こ
と
に
一
つ
あ
る
か

と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
そ
う
い
う
藤
元
君
の
言
葉
で
い
い
ま
す
と
、
あ
る
意
味
で
「
展
開
す
る
本
願
」
と
い
う
教
え
を
聞
い
た
も
の
と
し
て
の
責
任
を
私
た
ち
が
ど
う
こ
れ
か
ら
尽

く
し
て
い
く
の
か
、
そ
う
い
う
お
そ
ら
く
は
自
分
自
身
へ
の
問
題
意
識
と
し
て
「
呼
応
す
る
本
願
」
と
い
う
言
葉
を
講
題
と
し
て
あ
げ
て
く
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。
そ
こ
に
呼
応
す
る
と
い
う
問
題
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
と
く
に
今
回
取
り
上
げ
さ
せ
て
も
ら
っ
た
時
と
い
う
と
こ
ろ
で
お
さ
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す

ね
。
時
と
い
う
も
の
が
も
っ
て
い
る
呼
応
性
と
い
う
こ
と
を
少
し
で
も
学
ん
で
い
き
た
い
と
あ
ら
た
め
て
思
っ
て
い
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

（
二
〇
〇
〇
年
六
月
十
九
日
）
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時
の
呼
応
性

第
２
講

「
光
光
乃
爾
」
「
時
時
乃
出
」

■

昨
日
、
ふ
れ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
よ
う
に
、
今
回
「
時
の
呼
応
性
」
と
い
う
講
題
を
あ
げ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
言
葉
は
藤
元
君
が
還
暦
記

念
の
会
の
と
き
に
「
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
」
と
い
う
講
題
で
話
を
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
、
『
大
無
量
寿
経
』
の
「
真
実
教
巻
」
に
引
文
さ
れ
て
い

る
、
阿
難
が
五
徳
の
瑞
相
を
も
っ
て
仏
陀
を
讃
嘆
す
る
そ
の
五
徳
の
文
の
結
び
の
と
こ
ろ
で
す
ね
。
「
教
巻
」
の
ほ
う
で
見
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、

去
来
現
の
仏
、
仏
と
仏
と
あ
い
念
じ
た
ま
え
り
。
今
の
仏
も
諸
仏
を
念
じ
た
ま
う
こ
と
、
な
き
こ
と
を
得
ん
や
。
何
が
ゆ
え
ぞ
威
神
の
光
、
光
い
ま
し
爾
る
、
と
。

（
聖
典
五
三
頁
）

と
、
こ
う
い
う
言
葉
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
、
「
光
、
光
い
ま
し
爾
る
、
と
」
と
い
う
言
葉
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
そ
れ
か
ら
そ
の
後
の
ほ
う
で
ご
ざ
い
ま
す

が
、
八
行
目
か
ら
、

如
来
、
無
蓋
の
大
悲
を
も
っ
て
三
界
を
矜
哀
し
た
ま
う
。
世
に
出
興
す
る
所
以
は
、
道
教
を
光
闡
し
て
、
群
萌
を
拯
い
恵
む
に
真
実
の
利
を
も
っ
て
せ
ん
と
欲
し

て
な
り
。
無
量
億
劫
に
値
い
が
た
く
、
見
た
て
ま
つ
り
が
た
き
こ
と
、
霊
瑞
華
の
時
あ
っ
て
時
に
い
ま
し
出
ず
る
が
ご
と
し
。

と
、
こ
う
い
う
言
葉
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

藤
元
君
は
ご
承
知
の
よ
う
に
、
ほ
ん
と
う
に
ま
あ
あ
ら
ゆ
る
面
に
お
い
て
、
才
能
に
恵
ま
れ
て
い
た
と
い
う
言
い
方
は
あ
ま
り
よ
く
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
と

も
か
く
ま
あ
昨
日
の
『
優
婆
提
舎
す
る
大
地
』
に
も
色
紙
、
俳
句
、
俳
画
が
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
あ
俳
句
を
す
る
、
字
を
書
く
、
絵
を
描
く
、
陶
器
に
つ
い
て
も
玄
人
は

だ
し
で
す
し
、
花
も
活
け
る
し
、
ま
あ
よ
く
化
け
物
み
た
い
な
男
だ
と
言
う
て
お
っ
た
の
で
す
が
、
さ
ら
に
ま
あ
彼
は
小
さ
い
こ
ろ
は
布
教
師
の
方
に
付
い
て
あ
ち
こ

ち
回
っ
て
い
て
、
で
す
か
ら
節
談
説
教
ま
で
す
る
そ
う
で
す
ね
。
聞
い
て
お
き
た
か
っ
た
と
思
う
の
で
す
が
、
と
う
と
う
聞
か
ん
ま
ま
に
終
わ
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
、

こ
の
言
葉
を
若
い
と
き
に
、
こ
れ
が
わ
か
ら
ん
で
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
と
。
「
光
光
乃
爾
」
「
時
時
乃
出
」
。
ど
う
い
う
こ
と
だ
と
そ
の
布
教
師
の
方
に
聞
い

た
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
た
ら
、
そ
の
方
が
ま
じ
め
な
顔
を
し
て
、
「
こ
う
こ
な
い
か
」
、
「
こ
う
こ
」
と
い
う
の
は
大
根
の
漬
物
で
す
ね
。
「
じ
じ
出
て
い
け
」

と
、
こ
う
言
う
て
教
え
て
く
れ
た
と
（
笑
）
。
ほ
ん
と
う
に
ま
じ
め
な
顔
を
し
て
教
え
て
く
れ
た
と
、
そ
う
い
う
こ
と
を
話
し
し
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
う
い
う
こ
と
を

振
り
返
り
な
が
ら
、
そ
の
と
き
藤
元
君
が
、
そ
の
「
光
」
と
「
光
」
、
「
時
」
と
「
時
」
、
そ
れ
が
出
遇
っ
た
時
で
す
。
そ
の
「
時
」
と
「
時
」
と
い
う
の
は
、
釈
尊

の
出
世
の
時
と
阿
難
の
出
世
の
時
、
そ
の
時
と
時
が
一
つ
に
な
っ
た
時
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
出
会
い
と
い
う
も
の
の
内
容
、
そ
れ
か
ら
時
の
意
味
と

い
う
も
の
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
と
。
そ
う
い
う
文
脈
の
中
で
「
時
と
い
う
も
の
の
も
っ
て
い
る
呼
応
性
と
い
っ
て
い
い
ん
で
す
か
ね
」
と
い
う
言
い
方
で
藤
元

時の呼応性 第２講00
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君
が
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
の
時
の
も
っ
て
い
る
呼
応
性
と
い
う
言
葉
を
講
題
を
し
て
「
時
の
呼
応
性
」
と
あ
げ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
の
釈
尊
と
阿
難
の
出
遇
い
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
釈
尊
は
仏
で
あ
り
、
阿
難
は
凡
夫
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
あ
大
比
丘
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
れ
は

つ
い
に
い
ま
だ
悟
り
を
開
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
方
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
釈
尊
は
法
を
開
い
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
し
、
阿
難
は
ま
さ
し
く
そ
の

法
に
対
す
る
機
と
い
う
意
義
を
担
っ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
こ
に
そ
う
い
う
法
と
機
、
仏
と
凡
夫
と
の
呼
応
と
い
う
こ
と
が
お
さ
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
が
、

で
す
か
ら
親
鸞
聖
人
が
「
教
巻
」
に
、

何
を
も
っ
て
か
、
出
世
の
大
事
な
り
と
知
る
こ
と
を
得
る
と
な
ら
ば
、

（
聖
典
一
五
二
頁
）

と
あ
る
、
そ
こ
に
釈
尊
の
出
世
と
も
、
阿
難
の
出
世
と
も
書
い
て
な
い
。
誰
の
出
世
と
い
う
こ
と
も
書
か
ず
に
、
た
だ
「
出
世
の
大
事
な
り
と
」
と
、
こ
う
お
さ
え
ら

れ
て
あ
る
。
つ
ま
り
そ
こ
に
は
、
言
葉
と
し
て
は
両
者
の
出
世
の
大
事
、
凡
夫
を
離
れ
て
仏
の
出
世
の
意
味
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
仏
を
離
れ
て
凡
夫
と
し
て
の
目
覚
め

は
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
こ
に
い
ず
れ
の
出
世
と
も
い
わ
な
い
。
言
う
な
ら
ば
、
機
法
一
つ
と
な
っ
た
出
世
の
大
事
と
い
う
意
味
を
お
さ
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

指
摘
さ
れ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

孟
子
の
時
っ
は
集
大
成

■

「
時
」
と
い
う
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
、
三
年
前
の
こ
の
聞
法
会
の
と
き
に
少
し
ふ
れ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
い
わ
ゆ
る
孟
子
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
、
孟
子
の

『
万
章
章
句
』
と
い
う
章
に
こ
の
時
と
い
う
こ
と
が
で
て
く
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
孟
子
の
お
弟
子
さ
ん
方
が
孟
子
に
、
先
生
は
孔
子
と
い
う
方
を
ど
の

よ
う
に
ご
覧
に
な
っ
て
い
る
の
か
と
尋
ね
る
。
そ
れ
に
答
え
た
孟
子
の
言
葉
と
し
て
、
「
孔
子
は
聖
の
時
な
る
も
の
な
り
」
と
。
そ
し
て
、
そ
の
「
時
」
と
い
う
こ
と

を
さ
ら
に
、
「
孔
子
は
こ
れ
集
め
て
大
成
す
と
い
う
」
と
、
こ
う
い
う
言
葉
が
そ
れ
に
続
け
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
時
と
い
う
問
題
、
時
間
論
は
ま
た
難
し
い
と
い
い
ま

す
か
、
面
倒
な
問
題
で
あ
り
ま
す
し
、
そ
れ
こ
そ
欧
米
と
い
い
ま
す
か
、
西
欧
に
お
け
る
時
の
概
念
の
と
ら
え
方
の
歴
史
は
私
は
不
勉
強
で
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の

孟
子
の
言
葉
に
よ
り
ま
す
か
ぎ
り
、
そ
こ
で
は
時
は
「
集
め
て
大
成
す
る
」
と
い
う
は
た
ら
き
を
お
さ
え
て
時
と
い
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
れ
は
ま
あ
そ
の
と
き
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
孟
子
は
こ
の
言
葉
を
言
う
前
に
そ
の
時
代
の
中
国
に
お
け
る
そ
れ
ま
で
の
聖
人
と
い
わ
れ
る
人
た
ち
の
名
前
を
あ
げ

て
、
そ
の
一
人
ひ
と
り
を
別
々
の
表
現
で
言
い
表
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
伯
夷
と
い
う
人
は
聖
の
中
で
も
清
な
る
も
の
。
そ
れ
か
ら
鄭
玄
と
い
う
人
は
聖
の
任
な
る
も

の
。
そ
れ
か
ら
柳
下
恵
と
い
う
人
は
聖
の
和
な
る
も
の
で
あ
る
と
。
こ
う
い
う
言
葉
を
言
わ
れ
た
後
に
、
孔
子
は
聖
の
時
な
る
も
の
と
い
う
言
い
方
を
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
聖
人
と
し
て
の
徳
が
「
清
」
と
か
「
任
」
と
か
「
和
」
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
そ
う
い
う
言
葉
で
と
ら
え
れ
て
お
る
。
清
は
清
廉
潔
白
と

い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
任
と
い
う
の
は
、
ど
こ
ま
で
も
そ
の
事
実
を
受
け
と
め
担
う
、
平
凡
に
言
え
ば
責
任
を
担
う
と
い
う
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
お
る
わ
け

■ 孟子の時っは集大成
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で
す
。
そ
れ
か
ら
和
は
文
字
ど
お
り
調
和
の
と
れ
た
心
豊
か
な
人
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
意
味
す
る
と
。
だ
け
ど
そ
れ
ら
は
す
べ
て
聖
人
と
し
て
の
徳
の
一
面
で
あ
っ

て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
聖
人
と
し
て
の
徳
の
一
面
を
そ
な
え
て
お
る
。
そ
れ
に
対
し
て
孔
子
は
聖
人
と
し
て
の
徳
を
す
べ
て
集
め
大
成
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
集

大
成
と
い
う
言
葉
が
置
か
れ
て
い
る
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
う
聖
人
と
し
て
の
あ
ら
ゆ
る
徳
を
集
め
、
大
成
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
「
時
」
と
い
う

言
葉
が
お
さ
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

「
時
」
と
は
合
奏

■

そ
し
て
さ
ら
に
ま
あ
、
書
物
に
よ
り
ま
す
と
、
本
来
「
時
」
と
い
い
ま
す
の
は
、
い
わ
ゆ
る
合
奏
で
す
ね
。
音
楽
を
奏
で
る
そ
の
合
奏
の
と
き
に
使
う
の
だ
そ
う
で

あ
り
ま
し
て
、
い
わ
ゆ
る
鐘
を
も
っ
て
曲
を
始
め
、
そ
し
て
そ
こ
で
は
八
ト
ン
（
音
？
）
、
八
つ
の
音
色
を
も
っ
て
曲
を
奏
で
て
い
く
。
い
わ
ゆ
る
ハ
ー
モ
ニ
ー
で
す

ね
。
そ
し
て
ま
た
鐘
で
曲
を
終
わ
る
。
ま
あ
中
国
の
音
楽
、
合
奏
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
一
つ
の
形
式
と
し
て
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
う
い
う
あ
ら
ゆ
る

楽
器
の
音
色
を
集
め
て
一
つ
の
曲
と
し
て
集
大
成
し
て
い
く
。
そ
う
い
う
は
た
ら
き
を
「
時
」
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
す
、
こ
う
い
う
よ
う
に
お
さ
え
ら
れ
て
お
る
わ

け
で
す
。

縁
起
す
る
と
は
集
大
成
し
て
お
る

■

で
、
考
え
て
み
ま
す
と
私
ど
も
あ
ら
ゆ
る
存
在
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
ら
は
全
部
縁
起
し
た
も
の
と
教
え
ら
れ
て
お
る
わ
け
で
す
ね
。
一
切
の
も
の
は
縁
起
に
お
い
て

あ
る
。
そ
の
縁
起
し
て
お
る
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
集
大
成
し
て
お
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
一
つ
の
こ
と
が
成
り
立
つ
に
は
、
そ
の
こ
と
が
成
り
立
つ
ま
で
の
あ

ら
ゆ
る
縁
が
集
大
成
さ
れ
て
そ
こ
に
成
り
立
っ
て
く
る
。
例
え
ば
今
こ
こ
に
こ
う
し
て
私
ど
も
が
一
つ
の
場
に
共
に
集
う
て
い
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
こ
と
が
今
こ
こ

に
あ
る
。
そ
の
今
こ
こ
に
あ
る
こ
の
事
実
の
背
景
に
は
、
お
一
人
お
一
人
の
今
日
ま
で
の
生
活
の
そ
れ
こ
そ
集
大
成
で
す
ね
。
事
柄
と
し
て
の
集
大
成
と
い
う
こ
と
も

あ
り
ま
す
し
、
い
ま
ま
で
の
生
活
を
ど
う
い
う
願
い
に
お
い
て
生
き
て
こ
ら
れ
た
か
、
そ
う
い
う
今
日
ま
で
の
歩
み
の
集
大
成
と
し
て
こ
こ
に
お
ら
れ
る
。
し
か
も
個

々
の
人
の
上
に
一
つ
の
問
題
意
識
が
集
大
成
さ
れ
て
き
た
と
し
て
も
、
こ
う
い
う
場
が
い
ろ
ん
な
人
の
力
で
開
か
れ
保
た
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
こ
こ

に
集
う
と
い
う
こ
と
は
成
り
立
た
な
い
わ
け
で
す
。
そ
こ
に
、
こ
の
場
に
座
っ
て
お
る
と
い
う
事
実
の
一
つ
の
中
に
個
人
と
し
て
の
、
そ
し
て
ま
た
僧
伽
と
し
て
の
あ

ら
ゆ
る
縁
が
成
就
し
て
こ
こ
に
い
る
。
や
は
り
「
時
」
で
す
ね
、
集
大
成
。
「
い
ま
し
」
で
す
。
そ
う
い
う
感
動
が
そ
こ
に
は
お
さ
え
ら
れ
て
く
る
か
と
思
い
ま
す
。

ま
あ
こ
う
い
う
場
、
あ
る
い
は
歴
史
が
保
た
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
は
、
昨
晩
の
「
藤
元
先
生
を
偲
ぶ
会
」
で
、
黒
田
さ
ん
か
ら
ご
報
告
が
あ
り
ま
し
た
と
き
に
、

藤
元
君
の
息
子
さ
ん
の
正
彦
君
が
挨
拶
さ
れ
ま
し
た
。
非
常
に
そ
れ
こ
そ
我
が
身
と
重
な
っ
て
非
常
に
よ
く
う
な
ず
け
る
話
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
小
さ
い
と
き

か
ら
親
父
と
ほ
ん
と
う
に
話
を
交
わ
し
た
と
い
う
こ
と
が
な
い
と
。
い
つ
も
目
を
三
角
に
し
て
い
る
だ
け
だ
と
。
そ
し
て
ぼ
く
の
嫌
い
な
人
た
ち
が
次
か
ら
次
へ
と
来

時の呼応性 第２講00
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る
。
そ
う
す
る
と
そ
の
親
父
は
ニ
コ
ニ
コ
し
て
話
を
し
て
お
る
と
（
笑
）
。
そ
の
万
分
の
一
で
も
こ
っ
ち
へ
振
り
向
け
て
く
れ
ん
か
と
思
っ
た
と
い
う
話
が
あ
り
ま
し

た
。
ま
あ
私
の
と
こ
ろ
も
、
ま
さ
に
そ
う
い
う
同
じ
よ
う
な
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
私
の
親
父
は
前
に
も
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
大
河
内
君
の
お
父
さ
ん
か
ら
ヒ
ラ

メ
と
あ
だ
名
さ
れ
た
男
で
あ
り
ま
し
て
、
自
分
の
体
を
土
の
中
に
隠
し
て
目
だ
け
出
し
て
に
ら
ん
で
お
る
と
（
笑
）
。
目
が
三
角
ど
こ
ろ
じ
ゃ
な
い
わ
け
で
す
ね
。
そ

う
い
う
目
で
い
つ
も
じ
っ
と
見
つ
め
て
お
り
ま
し
た
。
ほ
と
ん
ど
会
話
と
い
う
こ
と
が
な
か
っ
た
で
す
ね
。
そ
し
て
や
っ
ぱ
り
、
ど
う
い
う
も
の
で
す
か
、
え
ら
い
雑

談
に
な
り
ま
し
た
が
、
父
は
ほ
ん
と
う
に
外
へ
は
出
な
か
っ
た
人
で
し
た
け
れ
ど
も
、
い
ろ
ん
な
人
が
寺
に
集
ま
っ
て
来
ら
れ
ま
し
た
。
禅
宗
の
和
尚
さ
ん
か
ら
、
全

国
を
流
浪
し
て
歩
い
て
い
る
詩
人
と
か
、
そ
の
中
に
な
ん
て
言
っ
た
ら
お
こ
ら
れ
ち
ゃ
い
ま
す
け
れ
ど
、
安
田
先
生
と
か
で
す
ね
（
笑
）
、
子
供
の
時
分
の
私
か
ら
す

れ
ば
全
部
同
じ
で
あ
り
ま
す
か
ら
。
ま
た
あ
の
人
来
た
と
い
う
よ
う
な
も
ん
で
す
ね
。
そ
の
度
に
、
と
く
に
ひ
ど
い
の
は
そ
の
詩
人
が
来
ら
れ
る
と
き
に
は
、
寺
に
連

絡
あ
る
前
に
京
都
の
フ
ァ
ン
の
人
た
ち
に
全
部
手
紙
が
い
っ
と
る
ん
で
す
ね
。
何
日
か
ら
何
日
ま
で
本
福
寺
に
お
る
と
。
で
す
か
ら
次
か
ら
次
へ
と
そ
の
人
の
名
前
を

言
っ
て
人
が
来
る
わ
け
で
す
ね
。
で
、
食
事
時
に
な
っ
て
も
帰
ら
れ
ま
せ
ん
か
ら
、
結
局
、
食
事
を
用
意
す
る
わ
け
で
す
。
そ
の
点
、
お
ふ
く
ろ
は
名
人
芸
で
し
た
。

そ
の
た
び
に
私
た
ち
子
供
の
前
の
お
か
ず
が
減
っ
て
い
く
わ
け
で
す
ね
（
笑
）
。
そ
れ
を
恨
め
し
そ
う
な
目
で
睨
ん
で
お
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
ま
あ
、
安
田
先
生

の
お
宅
に
お
い
て
も
ま
た
同
じ
で
あ
り
ま
し
て
、
ず
っ
と
以
前
な
ん
で
す
が
先
輩
の
方
が
安
田
先
生
の
と
こ
ろ
に
お
伺
い
し
た
と
、
迂
闊
に
も
た
ま
た
ま
食
事
時
に
な

っ
た
と
、
お
ソ
バ
を
出
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
で
、
何
げ
な
し
に
頂
戴
し
て
ご
ち
そ
う
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
後
で
分
か
っ
た
こ
と
だ
け
れ
ど
、
そ
れ
は
息
子
さ
ん
の
た

め
に
と
っ
た
ソ
バ
だ
っ
た
。
だ
か
ら
、
息
子
さ
ん
の
お
ソ
バ
が
な
く
な
っ
ち
ゃ
っ
た
わ
け
で
す
（
笑
）
。
や
っ
ぱ
り
そ
う
い
う
こ
と
の
集
大
成
で
し
ょ
う
。
何
か
僧
伽

の
歴
史
と
い
い
ま
し
て
も
、
そ
こ
に
は
そ
う
い
う
い
ろ
ん
な
思
い
を
も
っ
て
、
別
に
僧
伽
の
た
め
に
な
ん
て
露
も
思
っ
た
こ
と
な
い
の
で
す
け
れ
ど
、
し
か
し
結
果
と

し
て
は
そ
う
い
う
か
た
ち
で
歴
史
に
関
わ
っ
て
お
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。

時
に
お
い
て
熟
す
る

■

そ
れ
で
、
大
学
時
代
に
な
り
ま
す
と
今
度
は
藤
元
君
が
た
え
ず
遊
び
に
来
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
藤
元
君
か
ら
大
河
内
君
か
ら
全
部
が
お
ふ
く
ろ
の
ア
ゴ
の
も
と

に
使
わ
れ
ま
し
て
、
お
膳
を
持
っ
て
走
り
回
っ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
こ
と
が
絶
え
ず
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
藤
元
君
は
学
生
時
代
か
ら
ほ
ん
と
う
に
よ
く

勉
強
し
て
お
り
ま
し
た
。
自
分
の
勉
強
を
で
す
ね
。
学
校
の
勉
強
は
つ
ゆ
し
ま
せ
ん
で
し
た
け
れ
ど
。
わ
た
し
は
学
校
の
勉
強
を
せ
ん
こ
と
だ
け
を
習
っ
て
、
本
を
読

む
こ
と
は
当
時
ち
っ
と
も
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
藤
元
君
は
ほ
ん
と
う
に
よ
く
読
ん
で
お
り
ま
し
た
。
そ
れ
だ
け
に
わ
た
し
の
家
へ
来
ま
し
て
も
わ
た
し
の
父
親
と
二

人
で
議
論
す
る
わ
け
で
す
ね
。
だ
け
ど
わ
た
し
に
は
チ
ン
プ
ン
カ
ン
プ
ン
で
あ
り
ま
し
て
、
わ
た
し
は
横
で
ひ
っ
く
り
か
え
っ
て
お
っ
た
の
で
す
が
。
そ
う
す
る
と
い

つ
も
帰
り
に
藤
元
が
あ
れ
は
お
前
に
聞
か
す
た
め
に
し
ゃ
べ
っ
て
た
ん
だ
ぞ
と
（
笑
）
。
こ
れ
は
そ
こ
に
は
藤
元
君
は
藤
元
君
で
小
さ
い
と
き
に
、
六
歳
の
と
き
で
し

■ 時において熟する
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た
か
、
お
父
さ
ん
を
失
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。
で
す
か
ら
や
っ
ぱ
り
父
の
愛
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
ね
、
父
と
い
う
存
在
を
求
め
て
い
た
と
。
そ
う
い
う
こ
と
が
敏
感
に

そ
う
感
じ
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
ま
あ
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
れ
ば
も
う
ち
ょ
っ
と
正
彦
君
に
話
を
す
り
ゃ
あ
よ
さ
そ
う
な
も
ん
で
す
が
、
な
か
な
か
そ
こ
は

そ
う
は
い
か
な
い
と
い
う
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。

と
も
か
く
そ
う
い
う
何
か
ほ
ん
と
う
に
一
つ
の
こ
と
が
成
り
立
っ
て
お
り
、
一
つ
の
こ
と
が
続
け
ら
れ
て
き
て
お
る
と
い
う
そ
の
背
後
に
は
実
に
い
ろ
ん
な
こ
と
が

あ
る
。
決
し
て
積
極
的
に
参
加
し
た
の
で
は
な
い
、
時
に
は
そ
れ
に
反
対
す
る
と
い
う
か
た
ち
、
あ
る
い
は
ま
あ
嫌
々
そ
れ
に
従
わ
さ
せ
ら
れ
て
お
っ
た
と
い
う
か
た

ち
、
い
ろ
い
ろ
か
た
ち
は
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
こ
と
の
す
べ
て
が
集
大
成
し
て
、
そ
し
て
一
つ
の
会
が
続
き
、
そ
し
て
一
人
の
人
間
が
そ
の
会
に

呼
び
出
さ
れ
て
、
そ
の
会
の
場
に
座
る
。
そ
う
い
う
こ
と
が
成
り
立
っ
て
き
て
お
る
。
そ
こ
に
や
は
り
時
と
い
う
問
題
が
少
な
く
と
も
こ
の
集
大
成
と
い
う
意
味
を
も

つ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
う
い
う
は
た
ら
き
に
お
い
て
時
と
い
う
言
葉
が
お
さ
え
ら
れ
て
お
る
こ
と
に
深
い
意
味
を
私
は
感
ず
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
う
い
う
時
に
お
い
て
熟
す
る
。
い
わ
ゆ
る
時
熟
と
い
う
、
時
機
純
熟
と
い
う
、
そ
う
い
う
熟
し
て
く
る
。
昨
日
宗
さ
ん
も
言
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
よ
う
な
、
時

に
お
い
て
熟
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
こ
に
一
つ
の
生
活
の
事
実
、
歴
史
的
な
生
活
の
事
実
、
そ
う
い
う
こ
と
の
成
り
立
ち
で
す
。
で
す
か
ら
そ
れ
は
集
大
成
と

い
う
こ
と
は
横
か
ら
言
っ
た
言
い
方
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
場
に
座
っ
て
い
る
自
分
と
い
う
も
の
に
目
覚
め
さ
せ
ら
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
時
は
ま
さ
に
呼
応
の
時
と

い
う
意
味
を
開
い
て
く
る
の
で
な
い
か
。
横
か
ら
言
え
ば
集
大
成
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
け
れ
ど
、
主
体
的
に
言
え
ば
、
ま
さ
に
あ
ら
ゆ
る
縁
に
お
い
て
呼
び
か
け
ら

れ
呼
び
出
さ
れ
て
来
て
お
る
。
そ
し
て
そ
の
事
実
に
う
な
が
さ
れ
て
こ
こ
に
在
る
。
こ
こ
に
在
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
や
は
り
呼
び
か
け
て
き
た
も
の
に
応
え
て
い

る
。
身
が
応
え
て
い
る
。
意
識
は
と
も
か
く
と
し
て
身
が
そ
の
こ
と
に
応
え
て
今
こ
こ
に
お
る
の
だ
と
、
そ
う
い
う
意
味
が
こ
の
「
呼
応
す
る
時
」
と
い
う
言
葉
の
中

に
感
ず
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

時
機
純
熟
と
は
呼
応
の
事
実
と
し
て
自
覚
さ
れ
る

■

そ
こ
に
時
機
純
熟
と
い
う
こ
と
が
、
そ
う
い
う
呼
応
の
事
実
と
し
て
自
覚
さ
れ
て
く
る
こ
と
な
ん
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
そ
の
呼
応
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
は
じ
め
て

私
た
ち
は
自
己
を
見
い
だ
し
て
く
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
こ
の
呼
応
と
い
う
こ
と
は
何
か
二
つ
の
存
在
が
互
い
に
呼
び
か
け
合
い
う
な
ず
き
合
う
と
い
う
こ
と
で

は
な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
そ
の
呼
応
と
い
う
事
実
に
お
い
て
は
じ
め
て
二
人
の
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
を
も
っ
て
見
い
だ
さ
れ
て
く
る
。

呼
応
と
い
う
こ
と
が
私
の
上
に
う
な
ず
か
れ
て
く
る
ま
で
は
結
局
、
流
転
し
て
い
た
事
実
が
あ
る
だ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
流
転
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
自
分
を

見
失
っ
て
お
る
と
い
う
あ
り
方
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
そ
れ
な
り
に
何
十
年
を
せ
つ
な
く
厳
し
い
状
況
を
生
き
て
は
き
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
こ
で

は
自
己
の
本
来
を
見
失
っ
て
生
き
て
き
て
い
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
そ
の
流
転
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
も
ち
ろ
ん
意
識
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
言
う
な
ら
ば
、
自
分
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な
り
に
一
生
懸
命
に
生
き
て
き
た
と
自
負
さ
え
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
私
が
ま
さ
に
そ
の
呼
応
と
い
う
時
、
そ
う
い
う
い
ま
ま
で

の
自
分
が
打
ち
砕
か
れ
る
こ
と
が
そ
こ
に
は
あ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
い
ま
ま
で
の
自
分
の
ま
ま
に
呼
応
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
い
ま
ま
で
の
自
分

の
ま
ま
に
な
ら
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
こ
そ
お
互
い
に
懐
か
し
み
合
う
と
い
う
こ
と
で
し
か
な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
呼
応
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
っ
て
お
る
と
い
う

こ
と
は
、
そ
こ
に
新
た
な
人
が
生
ま
れ
て
き
て
お
る
と
い
う
こ
と
、
新
た
な
歩
み
が
そ
こ
に
始
め
ら
れ
て
お
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

■

「
超
絶
し
た
ま
え
る
こ
と
無
量
」
な
る
存
在

こ
れ
は
「
教
巻
」
に
お
き
ま
し
て
、
そ
の
最
後
の
行
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
「
浄
き
影
表
裏
に
暢
る
が
ご
と
し
」
と
あ
る
後
で
す
ね
、

威
容
顕
曜
に
し
て
、
超
絶
し
た
ま
え
る
こ
と
無
量
な
り
。

（
聖
典
一
五
二
頁
）

と
、
こ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
あ
る
意
味
で
こ
の
と
き
は
じ
め
て
阿
難
は
「
超
絶
し
た
ま
え
る
こ
と
無
量
」
な
る
存
在
と
し
て
仏
陀
を
見
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
ま
で
の
阿

難
は
自
分
の
延
長
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
自
分
の
延
長
線
上
に
仏
陀
を
見
て
お
る
。
そ
こ
で
は
あ
る
意
味
で
は
自
分
の
理
想
像
と
し
て
仏
陀
を
敬
慕
し
て
お
る
。
敬
っ
て

は
お
る
の
で
す
が
、
ど
こ
ま
で
も
そ
の
敬
い
は
自
己
の
延
長
線
上
に
お
い
て
と
ら
え
て
い
る
姿
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
に
阿
難
と
い
う
人
は
仏
陀
に
あ
っ
て
細
や
か
な
心

く
ば
り
を
も
っ
て
仏
陀
の
世
話
を
し
、
説
法
の
時
い
た
る
や
、
つ
ね
に
そ
の
会
座
の
一
番
前
に
座
っ
て
、
全
身
を
耳
に
し
て
そ
の
説
法
を
聞
い
た
。
聞
法
第
一
の
仏
弟

子
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
そ
の
聞
法
第
一
の
仏
陀
を
敬
慕
し
て
止
ま
な
い
阿
難
が
最
後
ま
で
悟
り
を
開
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
説
か
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
や
は

り
ど
こ
ま
で
も
仏
陀
の
、
ま
あ
今
日
の
言
葉
で
言
え
ば
フ
ァ
ン
な
ん
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
は
敬
慕
し
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
人
間
仏
陀
で
あ
り
ま

し
て
、
仏
陀
に
お
い
て
法
に
目
覚
め
る
と
い
う
こ
と
が
な
か
っ
た
。
仏
陀
を
仏
陀
た
ら
し
め
て
い
る
法
に
つ
い
に
遇
う
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
今
こ
こ
に
お
い
て
、

「
超
絶
し
た
ま
え
る
こ
と
無
量
」
と
。
そ
こ
に
ま
っ
た
く
そ
れ
こ
そ
彼
方
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
自
己
の
彼
方
。
つ
ま
り
、
仏
陀
を
超
絶
し
た
ま
え
る
こ
と
無
量
な
る
法

を
見
い
だ
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
阿
難
が
は
じ
め
て
自
ら
を
無
量
の
黒
闇
と
い
い
ま
す
か
、
自
ら
を
闇
と
し
て
見
い
だ
し
た
。
つ
ま
り
、
そ
の
超
絶
し
た
ま
え
る
こ
と

無
量
な
る
仏
陀
に
帰
依
せ
ざ
る
こ
と
な
き
も
の
と
し
て
自
ら
を
見
い
だ
し
た
と
い
う
こ
と
が
そ
こ
に
は
じ
め
て
開
か
れ
て
き
た
。
そ
れ
が
『
無
量
寿
経
』
の
会
座
に
お

け
る
阿
難
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
ひ
と
つ
お
さ
え
ら
れ
る
か
と
思
い
ま
す
。

深
広
無
涯
底
な
る
光
明
海
と
煩
悩
海

■

で
す
か
ら
、
呼
応
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
こ
そ
「
深
広
無
涯
底
」
（
聖
典
五
〇
頁
）
と
い
う
言
葉
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
ま
さ
し
く
辺(

ほ
と
り)

際
も
な
い
、
底
も
な

い
、
深
広
無
涯
底
な
る
光
明
海
と
煩
悩
海
で
す
。
深
広
無
涯
底
な
る
光
明
海
に
し
て
、
は
じ
め
て
深
広
無
涯
底
な
る
煩
悩
海
が
知
ら
さ
れ
て
く
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
し
、

深
広
無
涯
底
な
る
煩
悩
海
の
自
覚
と
し
て
深
広
無
涯
底
な
る
光
明
海
と
い
う
も
の
が
う
な
ず
か
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
そ
の
意
味

■ 「超絶したまえること無量」なる存在
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で
は
、
法
蔵
菩
薩
の
願
心
を
世
自
在
王
仏
が
讃
嘆
す
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
そ
こ
に
法
蔵
菩
薩
の
発
し
た
願
心
の
深
広
さ
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
、
深
く
広
い
こ
と

を
、

そ
の
時
に
世
自
在
王
仏
、
そ
の
高
明
の
志
願
の
深
広
な
る
を
知
ろ
し
め
し
て
、
す
な
わ
ち
法
蔵
比
丘
の
た
め
に
、
し
か
も
経
を
説
き
て
言
わ
く
、
「
た
と
え
ば
大

海
を
一
人
升
量
せ
ん
に
、
劫
数
を
経
歴
し
て
、
尚
底
を
窮
め
て
そ
の
妙
宝
を
得
べ
き
が
ご
と
し
」
。

（
聖
典
十
四
頁
）

と
、
こ
う
い
う
譬
え
で
世
自
在
王
仏
は
法
蔵
比
丘
の
願
心
の
深
広
さ
を
誉
め
称
え
ら
れ
て
い
る
。

■

「
得
其
妙
宝
」
と
「
得
其
底
泥
」

と
こ
ろ
が
こ
の
経
文
が
古
い
経
典
で
す
と
、
昨
日
宗
さ
ん
が
ふ
れ
て
く
だ
さ
っ
た
よ
う
に
、
今
日
五
つ
の
異
訳
の
『
無
量
寿
経
』
が
残
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の

中
の
最
も
古
い
経
典
と
し
て
古
経
と
言
い
習
わ
し
て
お
り
ま
す
『
平
等
覚
経
』
と
、
一
五
八
頁
の
後
ろ
四
行
目
に
フ
ル
ネ
ー
ム
が
出
て
お
り
ま
す
が
、
『
仏
説
諸
仏
阿

弥
陀
三
耶
三
仏
薩
楼
仏
檀
過
度
人
道
経
』
と
こ
う
い
う
大
変
長
い
面
倒
な
経
題
で
す
ね
。
た
だ
具
体
的
に
こ
の
「
過
度
人
道
経
」
、
『
無
量
寿
経
』
と
い
う
経
典
の
具

体
的
な
内
容
が
旧
い
経
典
で
は
こ
の
よ
う
な
「
平
等
覚
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
と
「
過
度
人
道
」
と
い
う
言
葉
で
具
体
的
に
示
さ
れ
て
お
る
わ
け
で
す
ね
。
『
無
量
寿

経
』
の
説
法
の
中
で
ど
う
い
う
こ
と
が
説
き
開
か
れ
て
き
た
の
か
、
そ
れ
を
平
等
覚
の
世
界
、
過
度
人
道
の
歩
み
、
そ
う
い
う
も
の
が
説
か
れ
た
と
、
具
体
的
な
名
が

出
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
二
十
四
願
経
で
す
ね
。
本
願
文
も
二
十
四
し
か
あ
げ
ら
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
そ
の
意
味
で
二
十
四
願
経
と
呼
ん
で
お
り
ま
す
が
、

そ
の
二
十
四
願
経
に
お
い
て
は
、
い
ま
見
ま
し
た
と
こ
ろ
の
「
そ
の
妙
宝
を
得
べ
き
が
ご
と
し
」
と
い
う
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
が
「
得
其
底
泥
」
と
、
こ
う
説
か
れ
て
ご

ざ
い
ま
す
。
こ
の
煩
悩
の
大
海
を
一
人
で
升
量
す
る
。
こ
れ
は
ま
あ
気
が
遠
く
な
っ
て
も
追
い
つ
か
ん
く
ら
い
の
大
変
な
仕
事
で
ご
ざ
い
ま
す
。
し
か
も
そ
の
結
果
、

「
得
其
妙
宝
」
と
い
う
と
何
か
報
わ
れ
た
気
が
い
た
し
ま
す
。
「
得
其
底
泥
」
と
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
ま
あ
す
ご
い
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。
つ
ま
り
煩
悩
を
尽

く
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
底
の
底
ま
で
煩
悩
で
あ
っ
た
と
。
そ
の
底
の
底
ま
で
煩
悩
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
に
応
え
る
の
で
す
。
つ
ま
り
「
出
離
の
縁
あ
る
こ
と

な
き
」
身
に
い
か
に
応
え
る
か
。
そ
う
い
う
大
海
の
水
を
升
量
し
て
つ
い
に
底
の
泥
を
得
た
と
。
底
の
底
ま
で
泥
だ
と
。
そ
の
底
の
底
ま
で
泥
で
あ
る
と
い
う
事
実
に

い
か
に
応
え
る
の
か
。
そ
こ
に
法
蔵
の
発
し
た
願
心
の
深
さ
が
あ
る
。
そ
う
い
う
説
き
方
で
古
い
経
典
で
は
説
か
れ
て
お
り
ま
す
。
で
す
か
ら
そ
こ
で
は
ま
さ
に
煩
悩

海
と
光
明
海
と
の
呼
応
で
ご
ざ
い
ま
す
。
仏
の
無
量
の
光
明
海
と
衆
生
の
無
量
の
煩
悩
海
と
が
ま
さ
に
そ
こ
に
呼
応
し
て
お
る
。
そ
の
呼
応
に
お
い
て
万
人
の
歩
み
得

る
道
、
万
人
に
応
え
る
世
界
が
具
体
的
に
願
わ
れ
建
立
さ
れ
て
き
た
。
そ
う
い
う
こ
と
が
そ
こ
に
お
さ
え
ら
れ
て
い
る
か
と
思
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
呼
応
と
い
う
と

こ
ろ
に
、
二
人
の
存
在
が
手
を
握
り
合
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
そ
こ
に
ま
っ
た
く
新
し
い
世
界
が
成
就
す
る
。
ま
っ
た
く
新
し
い
世
界
が
成
就
す
る
よ
う
な
そ

う
い
う
出
遇
い
、
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
呼
応
と
い
う
言
葉
は
身
を
も
つ
か
と
思
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

時の呼応性 第２講00
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荘
厳
畢
竟
と
究
竟
畢
竟

■

先
ほ
ど
見
て
い
た
だ
き
ま
し
た
よ
う
に
、
こ
の
正
依
の
『
無
量
寿
経
』
で
「
得
其
妙
宝
」
と
な
っ
て
お
り
ま
す
と
こ
ろ
が
古
経
で
は
「
得
其
底
泥
」
と
な
っ
て
い
る

と
い
う
、
そ
の
「
得
其
底
泥
」
と
い
う
言
葉
が
「
得
其
妙
宝
」
と
い
う
言
葉
に
変
わ
っ
て
き
た
そ
の
移
り
行
き
と
い
う
こ
と
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ん
こ
と
か
と
も
思

い
ま
す
が
、
い
ま
は
と
も
か
く
そ
う
い
う
底
の
底
ま
で
極
め
た
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
こ
れ
は
仏
教
の
言
葉
で
は
「
究
竟
畢
竟
」
と
い
う
言
葉
が
ご
ざ
い
ま

す
ね
。
「
信
巻
」
の
と
こ
ろ
に
『
涅
槃
経
』
の
「
獅
子
吼
品
」
の
言
葉
が
あ
げ
ら
れ
て
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
こ
に
、

善
男
子
、
畢
竟
に
二
種
あ
り
。
一
つ
に
は
荘
厳
畢
竟
、
二
つ
に
は
究
竟
畢
竟
な
り
。

（
聖
典
一
九
七
頁
）

と
い
う
、
こ
う
い
う
面
倒
な
言
葉
が
出
さ
れ
て
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
あ
、
究
竟
と
い
う
と
き
、
こ
れ
は
究(

き
わ)

め
る
と
い
う
意
味
で
す
ね
。
極
限
に
達
す
る
ま
で
究
め

る
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
畢
竟
と
い
う
言
葉
も
、
畢
も
竟
も
「
お
わ
る
」
と
い
う
、
ま
た
「
き
わ
ま
る
」
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
言
葉
で

ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
こ
に
畢
竟
す
る
、
究
竟
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

畢
竟
、
お
わ
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
が
、
お
わ
る
と
い
う
と
私
た
ち
の
場
合
、
事
が
終
わ
っ
て
、
事
が
消
え
る
と
い
い
ま
す
か
、
終
わ
っ
て
消
え
る
と
い
う
イ
メ

ー
ジ
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
が
、
こ
の
場
合
は
決
し
て
消
え
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
、
最
も
根
源
的
な
も
の
に
ま
で
帰
る
と
い
う
意
味
を
も
っ

て
い
る
言
葉
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
そ
の
畢
竟
す
る
、
究
竟
す
る
、
こ
れ
は
な
か
な
か
面
倒
な
言
葉
で
私
は
よ
う
申
し
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
「
荘
厳
畢
竟
」
の
ほ
う
は
世
間

に
新
し
い
表
現
を
も
っ
て
は
た
ら
く
面
で
ご
ざ
い
ま
す
し
、
「
究
竟
畢
竟
」
の
ほ
う
は
そ
う
い
う
真
に
根
源
的
な
も
の
に
ま
で
帰
る
、
そ
の
意
味
で
出
世
間
で
す
ね
。

世
間
を
超
え
て
根
源
的
な
も
の
に
帰
る
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
言
葉
で
ご
ざ
い
ま
す
。

人
間
と
し
て
の
悲
し
み
を
究
竟
し
た
精
神

■

そ
の
究
め
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
人
間
の
煩
悩
を
究
め
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
先
月
の
大
地
の
会
の
学
習
会
の
と
き
に
そ
う
い
う
言
葉
で
口
走
っ
た
の
で
す
け
れ

ど
も
、
藤
元
君
を
ユ
ー
モ
ア
の
人
と
い
う
言
い
方
を
し
ま
し
て
、
昨
晩
、
藤
井
君
が
紹
介
し
て
く
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
ユ
ー
モ
ア
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
の
で
し
ょ
う

か
ね
、
人
間
と
し
て
の
悲
し
み
を
究
竟
し
た
精
神
で
す
ね
。
ほ
ん
と
う
に
人
間
と
し
て
の
悲
し
み
を
究
め
る
と
い
い
ま
す
か
、
先
ほ
ど
ま
あ
化
け
物
の
よ
う
な
と
言
い

ま
し
た
け
れ
ど
、
藤
元
君
は
一
面
ほ
ん
と
う
に
人
間
の
悲
し
み
と
い
う
も
の
を
深
く
知
っ
た
男
だ
っ
た
と
思
う
の
で
す
ね
。
彼
が
も
っ
て
お
る
あ
の
優
し
さ
、
そ
し
て

彼
が
発
す
る
あ
あ
い
う
ユ
ー
モ
ア
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
表
現
で
す
ね
。
そ
う
い
う
ユ
ー
モ
ア
、
優
し
さ
、
そ
の
底
に
あ
る
も
の
は
人
間
と
し
て
の
悲
し
み
、
人
間

と
し
て
生
き
る
と
い
う
事
実
が
抱
え
て
お
る
悲
し
み
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
曽
我
先
生
が
娑
婆
と
い
う
の
は
最
も
厳
し
い
世
界
だ
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
娑
婆
は
流
転

の
世
界
と
い
う
言
葉
で
片
づ
け
ま
す
け
れ
ど
も
、
曽
我
先
生
は
そ
の
娑
婆
を
最
も
厳
し
い
世
界
、
つ
ま
り
一
人
一
人
が
我
が
身
の
命
の
事
実
を
そ
れ
ぞ
れ
に
担
っ
て
生

■ 荘厳畢竟と究竟畢竟
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き
て
お
る
、
そ
れ
は
だ
れ
も
代
わ
り
よ
う
の
な
い
事
実
で
あ
り
ま
す
し
、
そ
の
一
点
一
画
逃
れ
よ
う
の
な
い
命
の
事
実
を
尽
く
し
て
生
き
、
命
の
事
実
を
尽
く
し
切
っ

て
死
ん
で
い
く
。
そ
う
い
う
何
と
も
厳
し
い
世
界
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
く
だ
さ
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
厳
し
さ
を
ほ
ん
と
う
に
知
り
尽
く
し
て
お
る
と
い
い
ま

す
か
、
理
屈
で
な
し
に
生
活
の
実
感
と
し
て
身
に
染
み
て
感
じ
取
っ
て
お
る
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
出
て
く
る
人
間
の
愚
か
さ
と
か
、
人
間
の
弱
さ
と
い
う
よ
う
な

も
の
に
対
す
る
優
し
さ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
何
か
そ
う
い
う
こ
と
を
思
い
ま
す
。

三
種
の
善
調
御

■

ま
あ
こ
の
畢
竟
と
い
う
言
葉
で
は
、
同
時
に
そ
の
学
習
会
の
と
き
に
ふ
れ
さ
せ
て
も
ら
っ
た
の
で
す
が
、
三
五
四
頁
の
一
行
目
に
、
前
の
頁
の
最
後
の
行
、
「
徳
王

品
」
の
文
で
す
が
、
そ
こ
に
、

善
男
子
、
第
一
真
実
の
善
知
識
は
、
い
わ
ゆ
る
菩
薩
、
諸
仏
な
り
。
世
尊
、
何
を
も
っ
て
の
ゆ
え
に
。
常
に
三
種
の
善
調
御
を
も
っ
て
の
ゆ
え
な
り
。
何
等
を
か

三
と
す
る
。
一
つ
に
は
畢
竟
軟
語
、
二
つ
に
は
畢
竟
呵
責
、
三
つ
に
は
軟
語
呵
責
な
り
。

（
聖
典
三
五
四
頁
）

と
、
こ
う
い
う
言
葉
が
あ
げ
て
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
善
き
人
、
あ
え
て
言
え
ば
善
き
指
導
者
、
そ
れ
は
そ
う
い
う
三
種
の
善
調
御
を
も
っ
た
人
だ
と
お
さ
え
ら
れ
て
お

る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

「
畢
竟
軟
語
」
と
い
う
の
は
徹
底
し
た
優
し
さ
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
徹
底
し
た
優
し
さ
と
い
う
こ
と
は
人
間
の
愚
か
さ
と
か
、
そ
う
い
う
人
間
の
迷
い
の
深
さ
に
徹

底
し
て
寄
り
添
う
言
葉
で
す
ね
。
『
歎
異
抄
』
の
第
九
章
の
唯
円
の
問
い
に
対
し
て
親
鸞
聖
人
が
自
ら
の
問
い
と
し
て
答
え
て
い
か
れ
る
、
あ
の
第
九
章
の
言
葉
は
ま

さ
に
畢
竟
軟
語
の
言
葉
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
「
畢
竟
呵
責
」
と
い
う
の
は
徹
底
し
た
叱
責
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
叱
り
飛
ば
す
と
い
う
。
こ
れ
は
あ
え

て
言
え
ば
第
二
章
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
十
余
カ
国
の
境
を
越
え
て
は
る
ば
る
た
ず
ね
て
き
た
人
々
に
、
少
な
く
と
も
『
歎
異
抄
』
の
上
で
申
し
ま
す
と
、
「
よ
う
来

た
」
と
い
う
よ
う
な
、
い
た
わ
り
の
言
葉
も
一
切
な
い
。
い
き
な
り
問
題
は
こ
の
こ
と
一
つ
で
は
な
い
の
か
と
、
な
に
を
う
ろ
う
ろ
し
て
お
る
と
い
う
よ
う
な
、
そ
う

い
う
響
き
を
も
っ
て
叱
責
さ
れ
て
お
る
。
何
か
そ
う
い
う
畢
竟
軟
語
、
畢
竟
呵
責
、
あ
え
て
言
え
ば
理
知
的
な
惑
い
に
対
し
て
は
徹
底
し
て
呵
責
し
、
情
的
な
迷
い
に

対
し
て
は
徹
底
し
て
寄
り
添
い
な
が
ら
そ
の
迷
い
を
開
い
て
い
か
れ
る
、
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
。

そ
の
三
番
目
の
「
軟
語
呵
責
」
と
い
う
、
こ
れ
を
講
録
な
ど
で
は
、
軟
語
と
呵
責
を
適
宜
使
い
分
け
て
導
か
れ
る
と
、
こ
う
い
う
こ
と
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
あ
言
う
な
ら
ば
ア
メ
と
ム
チ
で
導
い
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
思
う
の
で
す
が
、
は
た
し
て
そ
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
私
は
こ
の
軟
語
呵
責
と
い
う
こ
れ
が

ユ
ー
モ
ア
の
精
神
だ
と
思
う
の
で
す
。
徹
底
し
て
人
間
の
愚
か
さ
を
包
み
な
が
ら
、
し
か
し
そ
の
こ
と
に
流
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
な
い
。
そ
こ
に
ピ
シ
ッ
と
一
つ
の

歩
む
べ
き
方
向
が
、
あ
る
い
は
目
覚
め
る
べ
き
こ
と
が
ら
が
指
し
示
さ
れ
て
い
く
。
ユ
ー
モ
ア
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
人
間
の
精
神
の
深
く
広
い
は
た
ら
き
だ
と
私
は
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思
っ
て
お
り
ま
す
。
藤
元
君
が
も
っ
て
お
っ
た
あ
あ
い
う
温
か
さ
で
す
ね
。
と
て
つ
も
な
く
厳
し
い
の
だ
け
れ
ど
、
そ
こ
に
感
じ
る
温
か
さ
と
い
う
も
の
。
そ
し
て
そ

れ
が
一
つ
の
言
動
に
た
え
ず
ユ
ー
モ
ア
を
も
っ
て
心
を
開
か
せ
る
、
そ
う
い
う
こ
と
を
感
じ
て
お
っ
た
わ
け
で
す
。

と
も
か
く
、
い
ま
は
こ
の
「
畢
竟
」
と
い
う
、
畢
竟
す
る
と
こ
ろ
に
は
じ
め
て
呼
応
と
い
う
こ
と
も
成
り
立
つ
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
呼
応
と
い
う
こ
と
は
先
ほ
ど

も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
決
し
て
二
つ
の
存
在
が
う
な
ず
き
合
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
逆
に
二
つ
の
存
在
が
ま
さ
に
そ
の
存
在
の
歴
史
の
集
大

成
を
も
っ
て
ぶ
つ
か
り
合
う
と
き
、
そ
れ
ま
で
の
姿
は
そ
こ
に
打
ち
砕
か
れ
て
い
く
。
打
ち
砕
か
れ
る
こ
と
を
通
し
て
は
じ
め
て
そ
こ
に
呼
び
覚
ま
さ
れ
て
く
る
そ
う

い
う
あ
り
方
が
開
か
れ
て
い
く
。
呼
応
と
い
う
こ
と
は
そ
う
い
う
営
み
だ
と
言
っ
て
い
い
か
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
呼
応
と
い
う
こ
と
が
『
無
量
寿
経
』
に

お
い
て
は
ま
ず
釈
尊
と
阿
難
の
呼
応
で
す
。
そ
し
て
、
世
自
在
王
仏
と
法
蔵
菩
薩
と
の
呼
応
と
い
う
、
い
う
な
ら
ば
二
重
の
呼
応
と
い
う
こ
と
が
そ
こ
に
お
さ
え
ら
れ

て
き
て
お
り
ま
す
。

親
鸞
聖
人
に
お
い
て
は
法
然
上
人
と
の
呼
応

■

で
、
そ
う
い
う
呼
応
の
歴
史
が
さ
ら
に
親
鸞
聖
人
に
お
い
て
は
法
然
上
人
と
の
呼
応
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
そ
こ
に
常
に
歴
史
と
い
う
も
の
は
決
し
て
だ

れ
か
特
別
な
優
れ
た
人
の
力
で
始
ま
る
の
で
は
な
い
、
そ
う
い
う
呼
応
の
歴
史
だ
と
。
呼
応
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
初
め
て
法
の
歴
史
が
開
か
れ
て
き
て
お
る
と
い
う

こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
法
然
上
人
と
親
鸞
聖
人
と
の
呼
応
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
申
し
ま
す
と
、
私
に
は
と
く
に
「
後
序
」
で
す
ね
、

そ
こ
に
、

然
る
に
愚
禿
釈
の
鸞
、
建
仁
辛
の
酉
の
暦
、
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
。

（
聖
典
三
九
九
頁
）

と
い
う
こ
の
言
葉
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
ま
す
「
後
序
」
の
一
段
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
こ
で
は
『
選
択
集
』
を
書
写
さ
せ
て
も
ら
っ
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
書

写
し
た
『
選
択
集
』
に
法
然
上
人
が
真
筆
を
も
っ
て
「
選
択
本
願
念
仏
集
」
の
内
題
の
字
と
「
南
無
阿
弥
陀
仏

往
生
之
業

念
仏
為
本
」
と
「
釈
の
綽
空
」
の
字
、

そ
れ
を
真
筆
を
も
っ
て
書
か
し
め
た
ま
う
た
。
そ
の
後
、
法
然
上
人
の
真
影
を
図
画
し
奉
る
と
、
そ
し
て
さ
ら
に
そ
こ
に
真
筆
を
も
っ
て
善
導
大
師
の
本
願
加
減
の
文

が
そ
こ
に
書
か
れ
た
。

そ
し
て
そ
の
後
に
、

ま
た
夢
の
告
に
依
っ
て
、
綽
空
の
字
を
改
め
て
、
同
じ
き
日
、
御
筆
を
も
っ
て
名
の
字
を
書
か
し
め
た
ま
い
畢
り
ぬ
。

（
同

頁
）

と
、
こ
う
い
う
言
葉
が
置
か
れ
て
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
「
夢
の
告
に
依
っ
て
」
と
、
こ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
夢
の
告
と
い
う
こ
と
は
、
ま
あ
だ
い
た
い
『
六
要
鈔
』
の
と

こ
ろ
か
ら
ず
っ
と
聖
徳
太
子
の
夢
告
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
教
え
ら
れ
て
き
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
夢
告
と
い
う
の
も
、
い
わ
ゆ
る
十
九
歳
の
と
き
の
磯
長
の
夢

■ 親鸞聖人においては法然上人との呼応
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告
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
と
く
に
そ
の
夢
告
の
中
に
例
の
「
善
信
善
信
真
菩
薩
」
と
い
う
、
あ
の
言
葉
が
お
さ
え
ら
れ
ま
し
て
、
こ
こ
で
は
名
前
が
書
か
れ
て
お
り
ま
せ

ん
け
れ
ど
も
、
そ
の
夢
告
に
よ
っ
て
「
綽
空
」
の
字
を
改
め
て
「
善
信
」
と
い
う
名
前
を
名
の
ら
れ
た
。
同
じ
き
日
、
法
然
上
人
が
自
ら
筆
を
も
っ
て
そ
の
名
を
書
か

し
め
た
ま
う
た
と
。
こ
う
い
う
こ
と
と
し
て
お
さ
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
ま
あ
そ
れ
が
多
く
の
説
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
ま
た
別
に
い
わ
ゆ
る
『
女
犯
偈
』
で
ご
ざ
い
ま

す
ね
。
こ
の
夢
告
と
い
う
の
は
『
女
犯
偈
』
の
文
だ
と
。
『
御
伝
鈔
』
に
ご
ざ
い
ま
す
よ
う
に
、
「
善
信
に
告
命
し
て
の
た
ま
わ
く
」
（
聖
典
七
二
五
頁
）
と
し
て
、

『
女
犯
偈
』
の
偈
文
が
書
か
れ
て
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
お
さ
え
て
、
こ
の
『
女
犯
偈
』
の
文
だ
と
い
う
説
も
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
い
ず
れ
に
い

た
し
ま
し
て
も
、
そ
の
詮
索
は
私
に
は
あ
ま
り
興
味
が
な
い
と
言
い
ま
す
か
、
た
だ
問
題
は
「
綽
空
」
と
い
う
名
前
が
こ
の
前
の
文
か
ら
い
い
ま
す
と
非
常
に
大
事
な

文
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
『
選
択
集
』
の
書
写
を
許
さ
れ
、
そ
の
『
選
択
集
』
に
内
題
の
字
を
書
か
れ
、
そ
し
て
法
然
上
人
が
自
ら
筆
を
も
っ
て
「
綽
空
」
の
名
を
書
い

て
く
だ
さ
っ
た
。
そ
の
意
味
か
ら
申
し
ま
す
と
「
綽
空
」
と
い
う
名
前
は
非
常
に
大
事
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
そ
の
「
綽
空
」
の
名
前
を
夢
告
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
さ

り
と
言
っ
て
は
語
弊
が
あ
る
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
ま
あ
や
め
ら
れ
て
、
そ
こ
で
「
善
信
」
と
い
う
名
を
名
の
ら
れ
、
そ
し
て
そ
れ
を
ま
た
法
然
上
人
が
自
ら
筆
を
と

っ
て
書
き
与
え
ら
れ
た
と
、
こ
う
い
う
こ
と
の
も
っ
て
お
る
問
題
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。

そ
し
て
そ
の
こ
と
と
、
も
う
一
つ
は
い
ま
の
「
後
序
」
の
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、

空
の
真
筆
を
も
っ
て
、
こ
れ
を
書
か
し
め
た
ま
い
き
。
同
じ
き
日
、
空
の
真
影
申
し
預
か
り
て
、
図
画
し
奉
る
。

（
聖
典
三
九
九
頁
）

と
、
こ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
こ
に
「
空
の
」
「
空
の
」
と
、
書
い
て
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
こ
れ
は
当
然
、
源
空
の
「
空
」
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
、
な
ん
で
親
鸞
聖
人
は

「
源
空
」
と
書
か
れ
な
い
の
か
。
我
が
師
の
名
を
あ
る
意
味
で
略
し
て
「
空
の
」
「
空
の
」
と
、
ま
あ
ち
ょ
っ
と
普
通
の
感
覚
で
は
納
得
い
き
ま
せ
ん
で
す
ね
。
「
空

の
」
と
い
わ
れ
て
も
、
何
か
遠
い
昔
の
名
前
で
す
か
ら
、
そ
れ
と
な
く
何
と
な
く
納
得
し
て
読
ん
で
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
ご
く
身
近
な
と
こ
ろ
に
引
き
移
し

て
申
し
ま
す
と
妙
な
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。
ま
あ
怒
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
安
田
先
生
を
「
安
の
」
「
安
の
」
と
言
っ
た
ら
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す

か
ね(

笑)

。
ち
ょ
っ
と
考
え
ら
れ
な
い
。
で
、
源
空
の
と
い
う
こ
と
も
、
源
の
一
字
く
ら
い
ち
ゃ
ん
と
書
け
ば
い
い
じ
ゃ
な
い
か
と
。
源
の
一
字
を
書
か
ず
に
何
で

「
空
の
」
「
空
の
」
と
お
っ
し
ゃ
る
の
か
。
そ
し
て
そ
こ
に
「
釈
の
綽
空
」
と
い
う
名
を
た
ま
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
と
、
そ
こ
ら
の
と
こ
ろ
が
非
常
に
気
に
か
か
る
わ

け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
「
空
の
」
と
い
う
言
い
方
に
は
、
や
は
り
特
別
な
思
い
、
ま
あ
人
間
的
な
と
こ
ろ
で
言
え
ば
、
特
別
な
親
し
み
を
も
っ
て
「
空
の
」
と

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
ん
だ
と
、
こ
う
い
う
こ
と
も
言
わ
れ
ま
す
。
で
す
け
れ
ど
、
そ
れ
も
ど
う
も
何
か
落
ち
着
き
ま
せ
ん
。
果
た
し
て
そ
う
い
う
こ
と
な
の
か
。

ま
あ
よ
く
わ
か
ら
ん
ま
ま
に
お
る
の
で
す
が
、
何
か
し
か
し
そ
こ
に
「
綽
空
」
「
源
空
」
、
こ
れ
は
ま
あ
師
弟
で
す
か
ら
、
先
生
が
そ
の
名
の
一
字
を
弟
子
に
与
え

る
こ
と
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
別
に
あ
え
て
問
題
に
す
る
こ
と
で
は
な
い
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
何
か
こ
の
一
段
の
「
綽
空
」
「
空
」
と
い
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う
表
現
で
す
ね
。
そ
こ
に
は
綽
空
と
い
う
名
に
お
い
て
受
け
と
め
ら
れ
た
源
空
の
生
涯
で
す
ね
。
綽
空
と
い
う
名
を
私
に
く
だ
さ
っ
た
。
そ
こ
に
は
当
然
、
『
選
択

集
』
の
書
写
を
許
す
と
い
う
こ
と
は
、
仏
法
の
領
解
を
等
し
く
す
る
者
と
し
て
ま
さ
し
く
認
め
る
と
い
い
ま
す
か
、
う
な
ず
か
れ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
は
ず
で
ご
ざ

い
ま
す
。
そ
う
い
う
親
鸞
聖
人
に
対
し
て
「
綽
空
」
と
い
う
名
を
与
え
ら
れ
る
、
そ
の
法
然
上
人
か
ら
た
ま
わ
っ
た
「
綽
空
」
の
名
、
そ
の
「
綽
空
」
の
名
に
込
め
ら

れ
て
い
る
願
い
、
そ
の
願
い
に
お
い
て
法
然
上
人
を
い
た
だ
か
れ
て
お
る
。
そ
こ
で
は
源
空
と
い
う
自
分
の
外
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
人
で
は
な
い
。
自
分
の
い
の
ち
の
中

に
「
綽
空
」
と
い
う
名
の
り
に
ま
で
な
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
法
然
上
人
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
そ
う
い
う
思
い
が
「
空
」
と
い
う
言
葉
で
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
の
か
。
「
綽
空
」
と
い
う
名
の
り
を
た
ま
わ
っ
た
こ
の
私
の
命
と
な
っ
て
い
る
源
空
と
い
う
方
、
そ
れ
は
自
分
の
外
な
る
存
在
で
は
な
い
、
内
な
る
存
在
だ
と
。

自
分
の
内
に
自
分
を
呼
び
覚
ま
し
、
自
分
を
立
ち
上
が
ら
せ
る
そ
う
い
う
名
と
し
て
「
空
」
で
す
。
そ
こ
で
そ
の
立
ち
上
が
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
立
ち
上
が
る
と
い

う
こ
と
は
、
先
生
の
仕
事
を
ま
た
繰
り
返
す
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
こ
そ
先
生
と
の
出
遇
い
を
と
お
し
て
そ
こ
に
呼
び
覚
ま
さ
れ
た
一
つ
の
課
題
で
ご
ざ
い
ま

す
ね
。
使
命
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
の
出
遇
い
、
呼
応
を
と
お
し
て
た
ま
わ
っ
た
使
命
を
担
う
名
、
そ
れ
を
「
夢
の
告
に
依
っ
て
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
の

か
。

「
善
信
」
の
名
の
り
は
信
と
し
て
具
体
的
に
担
い
歩
む
こ
と

■

そ
の
名
が
「
善
信
」
と
、
私
も
や
は
り
こ
こ
で
の
名
の
り
は
「
善
信
」
と
い
う
名
の
り
だ
と
思
う
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
親
鸞
聖
人
が
法
然
上
人
の
そ
の
事

業
を
、
法
然
上
人
が
尽
く
し
て
く
だ
さ
っ
た
そ
の
生
涯
の
歩
み
に
呼
び
覚
ま
さ
れ
た
者
と
し
て
、
そ
こ
に
た
ま
わ
っ
た
課
題
、
そ
れ
は
親
鸞
聖
人
に
お
い
て
は
「
善

信
」
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
つ
ま
り
信
心
で
す
ね
。
信
の
一
点
を
明
ら
か
に
す
る
。
法
然
上
人
が
尽
く
し
て
く
だ
さ
っ
た
「
た
だ
念
仏
」
と
い
う
選
択
本
願

の
歩
み
を
受
け
ら
れ
た
親
鸞
聖
人
の
担
わ
れ
た
課
題
は
ま
さ
し
く
信
心
の
一
点
、
信
と
し
て
具
体
的
に
担
い
歩
む
こ
と
で
な
か
っ
た
の
か
。

こ
れ
は
ま
あ
、
呼
応
と
い
う
こ
と
は
「
如
是
」
と
い
う
言
葉
で
お
さ
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
「
如
是
」
と
い
う
言
葉
を
「
信
巻
」
の
『
論
註
』
の
言

葉
な
ん
で
す
が
、

ま
た
言
わ
く
、
経
の
始
め
に
如
是
と
称
す
る
こ
と
は
、
信
を
彰
し
て
能
入
と
す
。

（
聖
典
二
三
二
頁
）

と
い
う
言
葉
が
置
か
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
言
葉
を
受
け
ら
れ
て
の
こ
と
と
思
い
ま
す
が
、
親
鸞
聖
人
は
「
化
身
土
巻
」
の
「
三
経
の
大
綱
」
と
い
う
こ
と
を

明
ら
か
に
さ
れ
ま
す
と
こ
ろ
に
、

三
経
の
大
綱
、
顕
彰
隠
密
の
義
あ
り
と
い
え
ど
も
、
信
心
を
彰
し
て
能
入
と
す
。

（
聖
典
三
四
五
頁
）

と
、
こ
れ
は
先
ほ
ど
見
て
い
た
だ
き
ま
し
た
『
論
註
』
の
言
葉
を
受
け
て
お
ら
れ
る
。
「
彰
信
心
為
能
入
」
。
こ
れ
は
ご
承
知
の
よ
う
に
法
然
上
人
に
あ
っ
て
は
、

■ 「善信」の名のりは信として具体的に担い歩むこと
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「
涅
槃
に
は
信
を
も
っ
て
能
入
と
な
す
」
と
い
う
、
以
て
と
い
う
言
葉
で
お
さ
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
「
以
信
為
能
入
」
。
そ
れ
を
親
鸞
聖
人
は
「
彰
」
と
い
う
言
葉

で
お
さ
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
あ
る
意
味
で
あ
え
て
『
論
註
』
の
言
葉
に
帰
っ
て
「
信
心
を
彰
し
て
」
と
。
そ
こ
に
や
は
り
こ
の
「
彰
」
と
い
う
言
葉
は
、
「
顕
彰
」

と
か
「
表
彰
」
と
い
う
意
味
を
も
つ
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
埋
も
れ
て
い
る
徳
を
広
く
あ
き
ら
か
に
す
る
と
い
う
意
味
が
「
彰
」
と
い
う
一
字
に
は
あ
る
わ
け
で
ご
ざ

い
ま
す
。

「
以
て
」
と
い
う
と
き
に
は
信
心
は
あ
る
意
味
で
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
し
て
手
段
、
信
心
と
い
う
こ
と
を
手
段
と
し
て
「
能
入
」
と
す
る
と
。
そ
れ
に
対
し
て
信
心
を

「
彰
し
て
」
能
入
と
な
す
と
い
う
と
き
に
は
、
言
う
な
ら
ば
信
心
そ
れ
が
道
で
あ
り
、
信
心
そ
れ
が
救
い
そ
の
も
の
だ
と
。
信
心
で
救
わ
れ
る
の
で
は
な
い
。
た
ま
わ

っ
た
信
が
救
い
な
の
だ
と
。
そ
の
信
心
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
親
鸞
聖
人
は
、
法
然
上
人
に
お
い
て
は
担
わ
れ
た
歴
史
的
な
課
題
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
未
だ
徹
底
し

て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
信
心
と
い
う
問
題
を
法
然
上
人
と
の
呼
応
に
お
い
て
呼
び
覚
ま
さ
れ
た
も
の
と
し
て
自
ら
に
そ
の
課
題
を
担
っ
て
歩
み
始
め
ら
れ
た
。

そ
の
名
の
り
と
し
て
「
善
信
」
と
い
う
名
の
り
で
す
ね
。
何
か
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
も
ひ
と
つ
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

呼
応
と
は
身
を
も
っ
て
集
大
成
の
事
実
を
受
け
と
め
た
言
葉

■

そ
こ
に
呼
応
と
い
う
問
題
。
時
と
い
う
問
題
が
集
大
成
と
い
う
意
味
を
も
ち
、
そ
の
集
大
成
と
い
う
こ
と
の
、
言
う
な
ら
ば
実
存
的
と
言
い
い
ま
す
か
、
身
を
も
っ

て
集
大
成
の
事
実
を
受
け
と
め
た
言
葉
が
呼
応
と
い
う
言
葉
で
な
い
の
か
。
そ
し
て
そ
う
い
う
呼
応
の
歴
史
を
も
っ
て
本
願
が
伝
え
開
か
れ
て
き
た
の
で
な
い
か
。
そ

う
い
う
こ
と
を
い
ま
少
し
く
思
っ
て
お
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

（
二
〇
〇
〇
年
六
月
二
十
日
）
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■

サ
マ
ヤ
の
「
時
」

今
回
は
特
に
、
「
時
の
呼
応
性
」
と
い
う
言
葉
を
あ
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
お
聞
き
い
た
だ
い
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
「
時
」
と
い
う
問
題
は
な
か

な
か
は
っ
き
り
し
な
い
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
「
時
」
が
熟
す
る
と
い
う
「
時
熟
」
と
い
う
言
葉
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
「
時
」
と
い
う
こ
と
を
表
す
サ
ン
ス
ク
リ

ッ
ト
と
い
い
ま
す
か
、
イ
ン
ド
の
言
葉
に
は
、
こ
れ
は
以
前
に
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
カ
ー
ラ
と
い
う
言
葉
と
サ
マ
ヤ
と
い
う
二
つ
の
言
葉
が
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま

す
。
い
わ
ゆ
る
カ
ー
ラ
と
い
う
ほ
う
が
、
私
ど
も
の
生
活
感
覚
か
ら
申
し
ま
す
と
、
具
体
的
な
「
時
」
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
い
わ
ゆ
る
何
年
何
月
と
か
何
時
何
分
と
い

う
よ
う
に
、
計
る
こ
と
の
で
き
る
「
時
」
で
す
。
大
地
の
会
も
今
年
は
六
月
十
九
日
か
ら
二
十
二
日
ま
で
と
か
、
十
時
か
ら
四
時
ま
で
と
、
こ
う
記
録
で
き
る
そ
う
い

う
「
時
」
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
れ
は
た
ま
た
ま
昨
晩
あ
る
と
こ
ろ
に
食
事
に
入
り
ま
し
て
、
何
か
カ
ウ
ン
タ
ー
の
店
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
若
い
女
の
方
が
三
人
ほ
ど
グ
ル
ー
プ
で
飲
ん
だ
り
食
べ

た
り
、
な
か
な
か
威
勢
が
よ
か
っ
た
の
で
す
。
そ
の
三
人
が
、
特
に
そ
の
内
の
一
人
が
一
番
声
高
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
が
嫌
で
も
聞
こ
え
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ

が
要
す
る
に
契
約
違
反
だ
と
い
う
こ
と
を
息
巻
い
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
ど
こ
か
診
療
所
の
看
護
士
さ
ん
だ
そ
う
で
、
一
番
ベ
テ
ラ
ン
ら
し
い
の
で
す
が
、
私
が
入

る
と
き
に
は
何
時
か
ら
何
時
ま
で
と
い
う
契
約
だ
っ
た
と
、
そ
れ
が
こ
の
頃
は
二
時
間
も
延
び
て
い
る
と
、
し
か
も
給
料
は
最
初
の
と
き
の
ほ
う
が
よ
か
っ
た
と
い
う

こ
と
で
す
ね
。
給
料
が
カ
ッ
ト
さ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
み
ん
な
勤
労
意
欲
を
失
う
と
。
だ
か
ら
人
数
を
減
ら
し
て
で
も
、
そ
し
て
仕
事
が
少
し
き
つ
く
な
っ
て

で
も
報
酬
を
上
げ
る
べ
き
だ
と
。
自
分
は
切
ら
れ
る
ほ
う
に
入
っ
て
い
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
う
や
っ
て
盛
ん
に
息
巻
い
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
う
い
う
時
の
何
時

か
ら
何
時
ま
で
の
就
労
時
間
で
す
ね
。
そ
う
い
う
「
時
」
、
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
物
質
的
な
時
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
労
働
力
と
い
う
も
の
も
、
こ
れ
は
金
に
換
算
さ
れ

る
も
の
、
物
質
的
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
。
そ
の
「
時
」
は
、
結
局
は
そ
う
い
う
物
質
的
な
「
時
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
ご
ざ
い

ま
し
ょ
う
。

そ
れ
に
対
し
て
サ
マ
ヤ
と
い
う
言
葉
で
押
さ
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
「
時
」
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
こ
れ
は
ご
承
知
の
よ
う
に
、
そ
う
い
う
「
は
か
れ
る
時
」
、
「
記
録

で
き
る
時
」
と
い
う
、
要
す
る
に
何
年
何
月
何
時
何
分
と
い
う
、
そ
う
い
う
「
時
」
に
対
し
て
、
「
仮
時
」
と
い
う
言
い
方
で
辞
書
な
ど
に
は
出
て
お
り
ま
す
け
れ
ど

も
、
そ
れ
は
「
因
縁
和
合
の
時
」
と
い
う
。
つ
ま
り
一
つ
の
こ
と
が
そ
こ
に
起
こ
っ
た
、
一
つ
の
事
柄
が
そ
こ
に
成
り
立
っ
た
「
時
」
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
は
何
年

何
月
と
い
う
こ
と
で
、
も
ち
ろ
ん
体
験
す
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
の
体
験
は
全
て
何
年
何
月
と
い
う
刻
ま
れ
て
い
く
「
時
」
の
中
で
の
体
験
に
は
違
い
な
い
。
け
れ
ど

も
自
己
に
目
覚
め
る
と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
「
目
覚
め
の
時
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
決
し
て
そ
う
い
う
「
時
」
の
流
れ
の
一
点
、
一
つ
の
時
と
、
そ
う
い
う

■ サマヤの「時」
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意
味
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
そ
れ
ま
で
の
私
の
人
生
の
歩
み
の
全
て
が
そ
こ
に
、
そ
れ
こ
そ
「
純
熟
」
と
い
う
言
葉
が
純
粋
で
す
ね
。
そ
う
い
う
「
時
」
で

ご
ざ
い
ま
す
ね
。

回
心
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
ご
承
知
の
よ
う
に
「
回
心
と
い
う
こ
と
、
た
だ
ひ
と
た
び
あ
る
べ
し
。
」
（
聖
典
六
三
七
頁
）
と
、
こ
う
言
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
は

あ
る
グ
ル
ー
プ
の
人
た
ち
は
、
人
を
と
ら
ま
え
て
は
「
お
前
の
回
心
の
時
は
い
つ
だ
」
と
聞
か
れ
ま
す
ね
。
「
回
心
の
時
も
は
っ
き
り
せ
ん
よ
う
な
、
そ
ん
な
曖
昧
な

信
仰
で
ど
う
す
る
の
だ
」
と
、
こ
う
詰
ら
れ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
し
か
し
そ
の
何
年
何
月
何
日
と
い
う
こ
と
で
記
録
さ
れ
る
だ
け
の
「
時
」
な
ら
ば
、
そ
れ
は

思
い
出
に
な
っ
て
い
く
「
時
」
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
過
去
の
事
実
と
し
て
、
私
に
そ
う
い
う
時
が
あ
っ
た
と
思
い
出
と
し
て
生
き
続
け
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
し
て

も
、
そ
れ
は
そ
う
い
う
流
れ
去
っ
て
い
く
「
時
」
の
中
の
一
つ
の
体
験
と
い
う
こ
と
に
終
わ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
そ
う
で
は
な
く
て
「
回
心
は
ひ
と
た
び
」

と
は
、
そ
の
「
ひ
と
た
び
」
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
の
歩
み
の
全
て
が
意
味
を
も
っ
て
き
た
。
私
の
そ
れ
ま
で
の
生
活
の
全
て
が
、
そ
の
回
心
に
お
い
て
一
つ
に
成
就

し
、
全
て
は
そ
の
歩
み
の
意
味
を
そ
こ
に
も
つ
。
そ
し
て
そ
れ
は
そ
れ
か
ら
の
私
の
生
涯
を
、
ず
っ
と
貫
き
、
支
え
て
い
く
「
時
」
で
ご
ざ
い
ま
す
。

■

「
聞
持
和
会
」

源
信
僧
都
は
『
阿
弥
陀
経
略
記
』
と
い
う
書
物
の
中
で
は
、
『
阿
弥
陀
経
』
の
「
如
是
我
聞

一
時
仏
」
と
い
う
あ
の
「
一
時
」
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
そ
の
「
一

時
」
を
押
さ
え
て
、
源
信
僧
都
は
「
聞
持
和
会
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
に
生
涯
を
決
す
る
よ
う
な
「
時
」
、
そ
う
い
う
言
葉
を
聞
い
た
。
そ
の

聞
い
た
言
葉
が
そ
れ
か
ら
の
私
の
生
涯
を
保
っ
て
い
く
、
支
え
て
い
く
、
歩
ま
せ
続
け
て
い
く
。
そ
う
い
う
体
験
と
し
て
、
こ
う
い
う
聞
持
と
い
う
こ
と
で
す
。
生
涯

忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
言
葉
に
出
遇
い
、
そ
の
た
ま
た
ま
出
遇
っ
た
言
葉
が
そ
れ
か
ら
の
私
の
歩
み
を
た
も
っ
て
い
く
。
そ
う
い
う
「
時
」
と
い
う
言
葉
が
、
こ
の

サ
マ
ヤ
と
い
う
言
葉
で
押
さ
え
ら
れ
る
「
時
」
で
ご
ざ
い
ま
す
。

で
す
か
ら
「
聞
き
が
た
く
し
て
聞
き
得
た
時
」
で
ご
ざ
い
ま
す
。
「
遇
い
が
た
く
し
て
今
遇
う
こ
と
を
得
た
り
」
（
聖
典
一
五
〇
頁
）
と
い
う
、
「
今
」
で
ご
ざ
い

ま
す
。
そ
の
「
今
」
は
決
し
て
過
去
に
な
る
こ
と
の
な
い
「
今
」
で
ご
ざ
い
ま
す
。
つ
ね
に
現
に
、
私
の
上
に
は
た
ら
き
続
け
る
「
今
」
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
う
い
う

「
今
」
と
い
う
意
味
を
サ
マ
ヤ
と
い
い
ま
す
。

■

「
時
あ
っ
て
時
に
い
ま
し
」

「
教
巻
」
に
は
昨
日
ち
ょ
っ
と
触
れ
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
よ
う
に
、
特
に
藤
元
君
が
「
じ
じ
出
て
い
け
」
と
、
こ
う
聞
い
た
と
い
う
あ
の
言
葉
で
す
ね
。
「
霊
瑞

華
の
時
あ
っ
て
時
に
い
ま
し
出
ず
る
が
ご
と
し
。
」
（
聖
典
一
五
三
頁
）
と
い
う
、
こ
の
「
い
ま
し
」
と
い
う
の
が
や
は
り
同
じ
意
味
を
も
ち
ま
す
。
「
霊
瑞
華
の
時

あ
っ
て
時
に
い
ま
し
出
ず
る
が
ご
と
し
」
、
そ
れ
は
ま
こ
と
に
「
希
有
な
る
時
」
で
ご
ざ
い
ま
す
。
文
字
ど
お
り
「
遇
い
が
た
き
時
」
で
ご
ざ
い
ま
す
。
「
時
あ
っ
て

時の呼応性 第３講00



- 30 -

時
に
」
と
い
う
こ
と
か
ら
申
し
ま
す
と
、
時
機
到
来
と
い
う
言
葉
が
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
さ
し
く
そ
の
時
機
到
来
し
た
、
ま
さ
に
来
た
っ
た
「
時
」
で
す
。
そ
の
時
機
到

来
と
い
う
こ
と
か
ら
申
し
ま
す
と
、
そ
れ
は
自
然
な
、
自
ず
か
ら
な
る
、
自
ず
か
ら
し
か
ら
し
め
ら
れ
た
、
あ
る
い
は
自
然
と
か
必
然
の
事
柄
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。

「
時
あ
っ
て
時
に
い
ま
し
」
と
い
う
時
の
そ
の
言
葉
は
、
ま
さ
に
出
る
べ
く
し
て
出
た
と
、
成
就
す
べ
く
し
て
成
就
し
た
と
い
う
必
然
性
と
い
う
こ
と
を
そ
こ
に
自
ず

か
ら
も
っ
て
お
り
ま
す
が
、
と
同
時
に
そ
れ
は
、
「
時
あ
っ
て
時
」
と
い
う
そ
の
言
葉
の
前
に
、
「
無
量
億
劫
に
値
い
が
た
く
、
見
た
て
ま
つ
り
が
た
き
こ
と
、
霊
瑞

華
の
時
あ
っ
て
時
に
い
ま
し
出
ず
る
が
ご
と
し
。
」
（
聖
典
一
五
三
頁
）
と
あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
「
値
い
が
た
く
、
見
た
て
ま
つ
り
が
た
き
」
と
い
う
こ
と
と

「
時
あ
っ
て
時
に
い
ま
し
出
ず
る
が
ご
と
し
」
と
い
う
の
と
は
、
あ
る
意
味
で
矛
盾
す
る
と
い
い
ま
す
か
、
そ
う
簡
単
に
一
つ
に
な
ら
な
い
言
葉
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ど

こ
ま
で
も
「
見
が
た
く
、
値
い
が
た
き
」
と
い
う
体
験
、
し
か
も
そ
れ
は
「
時
」
あ
っ
て
出
る
べ
く
し
て
出
た
、
あ
る
い
は
た
ま
わ
る
べ
く
し
て
た
ま
わ
っ
た
「
時
」

だ
と
。
そ
う
い
う
た
ま
わ
る
べ
く
し
て
た
ま
わ
っ
た
「
時
」
と
い
う
こ
と
と
、
値
い
が
た
く
聞
き
が
た
し
「
時
」
と
。
つ
ま
り
そ
こ
に
そ
の
「
時
」
は
、
私
ど
も
が
つ

か
も
う
と
す
る
、
あ
る
い
は
私
ど
も
が
自
分
の
思
い
を
尽
く
し
、
力
を
尽
く
し
て
成
就
し
よ
う
と
す
る
時
、
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
値
い
が
た
く
聞
き
が
た
し
と
い
う

「
か
た
き
時
」
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
ど
も
の
ほ
う
か
ら
つ
か
も
う
と
す
る
時
、
そ
の
「
時
」
は
限
り
な
く
遠
ざ
か
る
「
時
」
で
ご
ざ
い
ま
す
。
し
か
し
そ
の
私
ど
も
が

そ
う
い
う
思
い
と
言
い
ま
す
か
、
打
ち
破
ら
れ
ま
す
時
、
そ
れ
は
自
ず
か
ら
し
か
ら
し
め
る
と
こ
ろ
の
体
験
だ
と
。
思
い
か
ら
い
え
ば
限
り
な
く
遠
い
、
限
り
な
く
困

難
な
体
験
で
ご
ざ
い
ま
す
。
し
か
し
思
い
を
棄
て
し
め
ら
れ
た
時
、
は
か
ら
ず
も
出
遇
う
「
時
」
で
ご
ざ
い
ま
す
。
何
か
そ
う
い
う
こ
と
が
自
ず
と
経
文
の
上
に
示
さ

れ
て
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。

で
す
か
ら
こ
の
聞
持
和
会
は
因
縁
和
合
と
い
う
、
こ
れ
が
昨
日
改
め
て
ご
紹
介
さ
せ
て
お
き
ま
し
た
の
も
、
孟
子
の
上
で
い
え
ば
集
大
成
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
時
」
と
は
集
大
成
の
意
味
で
あ
る
。
一
切
の
因
縁
が
そ
こ
に
集
大
成
さ
れ
て
、
「
目
覚
め
の
時
」
、
そ
う
い
う
も
の
が
私
の
上
に
成
就
す
る
。
一
切
の
「
因
縁
が
和

合
す
る
時
」
、
「
集
大
成
の
時
」
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
「
時
」
は
一
切
の
因
縁
、
一
切
の
事
柄
を
ま
さ
し
く
そ
の
た
め
の
因
縁
と
し
て
成
就
さ
せ
て
い
く
と
い
い
ま

す
か
、
意
味
あ
ら
し
め
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
、
そ
こ
に
開
か
れ
て
く
る
。
そ
う
い
う
こ
と
も
そ
こ
に
押
さ
え
ら
れ
る
か
と
思
い
ま
す
。■

霊
瑞
華
と
「
教
学
の
害
」

こ
の
経
文
の
上
で
は
「
霊
瑞
華
の
時
あ
っ
て
時
に
い
ま
し
」
と
、
「
霊
瑞
華
」
と
い
う
譬
え
が
出
さ
れ
て
き
ま
す
。
ど
ん
な
華
な
の
か
知
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
芽

が
出
る
の
に
千
年
、
蕾
が
出
る
の
に
千
年
、
そ
し
て
華
が
開
く
の
に
千
年
、
要
す
る
に
三
千
年
に
一
度
咲
く
華
だ
と
、
こ
う
い
う
の
で
す
ね
。
こ
の
と
こ
ろ
は
藤
元
君

が
い
わ
ゆ
る
「
教
学
の
害
」
と
い
う
こ
と
で
力
を
込
め
て
話
を
し
て
お
り
ま
し
た
。
こ
う
い
う
経
文
の
と
こ
ろ
で
も
、
事
細
か
に
述
べ
て
い
る
。
次
の
『
如
来
会
』
の

ほ
う
で
は
い
わ
ゆ
る
「
優
曇
華
」
（
聖
典
一
五
三
頁
）
と
い
う
名
で
出
て
お
り
ま
す
が
、
さ
ら
に
『
平
等
覚
経
』
の
ほ
う
で
は
「
優
曇
鉢
樹
あ
り
」
（
聖
典
一
五
四

■ 霊瑞華と「教学の害」
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頁
）
と
い
う
言
葉
で
、
そ
れ
は
「
た
だ
実
あ
り
て
華
あ
る
こ
と
な
し
」
と
い
う
華
だ
そ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
「
有
実
無
華
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
講
録
な
ど
で

は
イ
チ
ジ
ク
の
こ
と
で
あ
る
と
。
イ
チ
ジ
ク
は
華
な
く
し
て
実
だ
け
が
あ
る
と
講
録
に
そ
う
書
い
て
あ
る
と
。
し
か
し
そ
ん
な
こ
と
は
い
ま
の
子
ど
も
に
言
っ
た
ら
笑

わ
れ
る
と
。
イ
チ
ジ
ク
と
い
う
の
は
あ
れ
が
華
な
の
で
あ
っ
て
、
有
実
無
華
と
い
っ
た
ら
笑
わ
れ
る
と
。
結
局
い
わ
ゆ
る
従
来
の
教
学
が
、
そ
う
い
う
こ
と
に
眼
を
向

け
さ
せ
て
し
ま
っ
て
、
肝
心
要
の
「
時
あ
っ
て
時
に
い
ま
し
出
ず
る
が
ご
と
し
」
と
い
う
言
葉
で
、
言
う
な
ら
ば
叫
ば
れ
て
い
る
こ
と
を
覆
い
隠
し
て
し
ま
っ
て
き
て

い
る
と
。
そ
の
教
学
が
い
か
に
経
典
、
あ
る
い
は
仏
の
心
を
覆
い
隠
し
て
き
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
非
常
に
力
を
込
め
て
指
摘
し
て
く
れ
て
お
り
ま
し
た
。

一
昨
夜
の
「
藤
元
君
を
偲
ぶ
会
」
と
い
う
こ
と
で
場
が
も
た
れ
た
わ
け
で
す
が
、
い
ろ
い
ろ
の
言
葉
を
も
っ
て
藤
元
君
に
つ
い
て
の
思
い
が
語
ら
れ
ま
し
た
が
、
一

番
最
後
に
和
田
先
生
が
「
藤
元
君
を
貫
い
て
い
る
も
の
は
、
無
頼
の
精
神
だ
」
と
言
っ
て
、
そ
し
て
「
み
ん
な
無
頼
の
精
神
に
生
き
ろ
」
と
、
そ
れ
こ
そ
偲
ん
で
い
る

時
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
え
ら
い
厳
し
い
言
葉
を
最
後
に
お
聞
か
せ
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
う
い
う
無
頼
の
精
神
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
い
ろ
ん
な
意
味
で
い

ろ
ん
な
か
た
ち
で
押
さ
え
ら
れ
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
。
そ
の
中
の
一
つ
に
、
何
か
教
学
と
い
う
か
た
ち
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
、
そ
う
い
う
も
の
を
根
本
か

ら
問
い
直
す
と
い
う
姿
勢
で
ご
ざ
い
ま
す
。
何
を
言
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
、
そ
ん
な
余
裕
が
あ
る
の
か
と
い
う
姿
勢
を
意
味
す
る
か
と
思
い
ま
す
。

■

「
有
実
無
華
」

と
も
か
く
そ
こ
に
従
来
は
「
霊
瑞
華
」
と
か
「
優
曇
華
」
と
か
と
い
う
こ
と
で
、
い
ろ
い
ろ
と
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
肝
心
要
の
「
時
あ
っ
て
時
に
い
ま

し
出
ず
る
が
ご
と
し
」
と
か
「
実
あ
り
て
華
あ
る
こ
と
な
し
」
と
い
う
こ
と
が
、
た
だ
イ
チ
ジ
ク
と
い
う
こ
と
で
説
明
が
さ
れ
て
し
ま
う
、
そ
う
い
う
こ
と
で
は
決
し

て
な
い
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
つ
ま
り
「
有
実
無
華
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
で
す
ね
、
そ
の
実
は
何
か
と
い
え
ば
、
や
は
り
仏
性
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
ど
も
人
間
は
、

そ
れ
こ
そ
一
昨
日
の
宗
さ
ん
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
生
き
て
い
く
上
で
の
不
安
だ
け
で
は
な
い
、
生
き
て
い
る
こ
と
の
不
安
」
と
い
う
、
そ
う
い
う
も
の
を
感
ず
る

心
を
た
ま
わ
っ
て
い
る
。
不
安
を
感
ず
る
、
そ
う
い
う
不
安
を
感
ず
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
の
有
り
さ
ま
を
根
本
か
ら
問
い
直
す
心
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う

心
を
た
ま
わ
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
成
就
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
一
つ
の
世
界
を
開
く
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
こ
な
い
。
ま
さ
に
「
実
あ
り
て
華
な
し
」
と
い
う
、

そ
う
い
う
た
ま
わ
っ
て
い
る
実
が
華
を
開
く
こ
と
が
な
い
ま
ま
に
終
わ
る
と
い
う
こ
と
が
「
有
実
無
華
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
も
押
さ
え
ら
れ
る
。

■

一
切
衆
生
悉
有
仏
性
を
「
悉
有
な
る
も
の
を
仏
性
と
い
う
」

仏
性
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、
ご
承
知
の
よ
う
に
「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
「
一
切
の
衆
生
に
悉
く
仏
性
あ
り
」
と
普
通
は
そ
う
読
む
わ
け
で

ご
ざ
い
ま
す
。
た
だ
そ
う
読
み
ま
す
と
、
何
か
仏
性
と
い
う
も
の
を
ま
た
考
え
出
し
て
、
特
別
な
も
の
を
考
え
出
し
て
、
そ
れ
が
有
る
と
か
無
い
と
か
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
こ
れ
は
曽
我
先
生
が
「
悉
有
な
る
も
の
を
仏
性
と
い
う
」
と
、
こ
う
読
ん
で
く
だ
さ
っ
た
。
人
間
に
悉
有
な
る
も
の
、
そ
れ
を

時の呼応性 第３講00
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仏
性
と
い
う
の
だ
と
。
ど
う
い
う
人
間
で
あ
れ
、
人
間
で
あ
る
か
ぎ
り
悉
く
も
っ
て
い
る
も
の
で
す
。
そ
れ
は
能
力
と
か
セ
ン
ス
と
か
と
い
う
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
超

え
て
、
人
間
と
し
て
の
い
の
ち
を
た
ま
わ
っ
て
い
る
限
り
悉
く
有
る
。
そ
の
悉
有
な
る
も
の
、
そ
れ
を
仏
性
と
い
う
。
そ
の
悉
有
な
る
も
の
と
は
何
か
と
い
う
と
、
や

は
り
具
体
的
に
は
宗
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
な
、
そ
う
い
う
「
不
安
」
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
は
言
う
な
れ
ば
、
存
在
を
あ
げ
て
問
う
心
で
ご
ざ
い
ま
す
。
不
安

を
感
ず
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
存
在
を
あ
げ
て
問
う
と
い
う
こ
と
が
、
あ
る
い
は
問
わ
し
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
。

■

三
千
年
と
は
い
か
に
長
く
空
過
し
て
き
た
か
、
「
時
」
の
長
さ

そ
う
い
う
心
を
、
そ
の
い
の
ち
の
事
実
と
し
て
た
ま
わ
っ
て
い
な
が
ら
、
そ
れ
こ
そ
空
し
く
過
ぎ
て
い
く
、
「
空
過
」
さ
れ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
三
千
年
と
い
う
は

何
か
と
言
い
ま
す
と
、
い
か
に
長
く
空
過
し
て
き
た
か
。
私
ど
も
が
空
過
し
て
き
た
「
時
」
の
長
さ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
う
「
空
過
の
時
」
が
、
い
ま
こ
こ
に
、

「
時
あ
っ
て
時
に
い
ま
し
出
ず
る
が
ご
と
し
」
と
、
そ
の
空
過
し
て
き
た
そ
の
自
分
の
た
ま
わ
っ
た
人
生
が
、
い
ま
こ
こ
に
初
め
て
一
つ
の
確
か
な
歩
み
、
確
か
な
問

い
と
な
っ
て
開
か
れ
て
く
る
。
決
し
て
確
か
な
答
え
を
握
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
。
確
か
な
問
い
を
持
ち
得
た
。
そ
の
問
い
は
生
涯
か
け
て
問
い
続
け
得

る
、
問
い
続
け
ず
に
お
れ
な
い
問
い
だ
と
。
そ
こ
に
こ
う
目
覚
め
た
問
い
が
、
私
の
生
涯
を
方
向
づ
け
る
時
で
す
。
そ
う
い
う
「
時
」
が
「
時
あ
っ
て
時
に
い
ま
し
」

と
い
う
、
そ
う
い
う
意
味
で
押
さ
え
ら
れ
る
と
い
っ
て
い
か
と
思
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
そ
れ
は
遇
お
う
と
し
て
遇
え
る
「
時
」
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
逆
に
遇
う
ま
い
と
し
て
も
遇
う
「
時
」
な
の
で
す
。
時
至
ら
ば
遇
う
。
思
い
を
も
っ
て

遇
お
う
と
す
れ
ば
「
難
値
難
見
」
（
聖
典
八
七
頁
）
で
ご
ざ
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
「
時
あ
っ
て
時
に
い
ま
し
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
、
遇
う
ま
い
と
思
っ
て
も
自
ず
と

遇
わ
し
め
ら
れ
る
、
そ
う
い
う
事
実
と
し
て
あ
る
の
だ
と
。
そ
う
い
う
こ
と
が
こ
こ
に
押
さ
え
ら
れ
、
そ
う
い
う
意
味
が
聞
持
和
会
と
か
因
縁
和
合
と
い
う
言
葉
も
、

サ
マ
ヤ
と
い
う
「
時
」
で
ご
ざ
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
れ
は
一
切
を
「
集
大
成
す
る
時
」
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
私
の
歩
み
の
一
切
、
生
活
の
一
切
を
、
ま
さ
し
く

一
つ
の
方
向
に
、
一
つ
の
道
に
集
大
成
し
て
い
く
。
そ
う
い
う
「
時
」
と
し
て
の
体
験
だ
と
。
そ
こ
に
何
か
「
時
熟
」
と
、
時
が
熟
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
押
さ

え
ら
れ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

■

光
明
無
量
と
い
う
う
な
ず
き

少
し
後
戻
り
す
る
よ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
前
回
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
『
無
量
寿
経
』
の
会
座
に
お
い
て
初
め
て
阿
難
は
仏
陀
を
「
超
絶
し
た
ま
え
る
こ
と
無
量
な

り
。
」
（
聖
典
一
五
二
頁
）
と
、
こ
う
自
覚
し
た
わ
け
で
ご
ざ
ま
す
。
「
超
絶
し
た
ま
え
る
こ
と
無
量
」
な
る
も
の
と
し
て
仏
を
見
た
と
い
う
こ
と
は
、
隔
絶
、
限
り

な
く
隔
た
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
の
自
己
を
見
い
だ
し
た
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
仏
を
「
超
絶
し
ま
た
え
る
こ
と
無
量
」
と
見
る
そ
の
眼
は
同
時
に
、
い
か
に

遠
く
仏
、
仏
法
か
ら
隔
た
っ
て
い
た
か
、
背
い
て
い
た
か
、
そ
の
自
ら
を
ま
さ
に
隔
絶
し
た
も
の
と
し
て
見
い
だ
し
た
と
い
う
こ
と
が
、
そ
こ
に
は
含
ま
れ
て
い
る
わ

■ 三千年とはいかに長く空過してきたか、「時」の長さ
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け
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
超
絶
・
無
量
と
い
う
、
そ
れ
は
昨
日
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
光
明
無
量
と
い
う
う
な
ず
き
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
こ
と
は
自
ら
の
中
の
無

明
の
闇
の
深
さ
を
知
る
心
で
ご
ざ
い
ま
す
。

大
河
内
さ
ん
が
「
友
な
り
師
な
り
仏
な
り
」
と
い
う
題
で
の
話
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
友
と
か
師
と
か
仏
と
い
う
の
は
、
私
を
破
る
存
在
な
の
で
し
ょ
う
。
私
を

包
ん
で
く
れ
る
存
在
と
い
う
こ
と
も
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
本
質
は
根
本
の
と
こ
ろ
で
、
こ
の
私
を
破
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
姿
に
お
い
て
私
に
ど
こ
ま
で
も

関
わ
っ
て
く
だ
さ
る
存
在
で
ご
ざ
い
ま
す
。
友
と
か
師
と
か
仏
に
よ
っ
て
自
分
を
固
め
る
の
で
は
な
く
、
友
と
か
師
と
か
仏
に
よ
っ
て
ぐ
ら
つ
い
て
い
る
自
分
を
支
え

て
い
く
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
の
で
す
。
そ
う
い
う
時
に
は
友
も
師
も
仏
も
群
賊
悪
獣
に
な
る
の
で
す
。

■

「
古
今
の
諸
師
は
獅
子
心
中
の
虫
で
あ
る
」
と
は
「
無
頼
の
精
神
」

こ
れ
は
い
つ
も
思
い
出
し
て
い
ま
す
、
曽
我
先
生
は
「
古
今
の
諸
師
は
獅
子
心
中
の
虫
で
あ
る
」
と
、
ま
さ
に
「
無
頼
の
精
神
」
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
つ
ま
り
私
た

ち
は
古
今
の
諸
師
で
自
分
を
支
え
、
自
分
を
守
る
。
そ
の
と
き
に
は
古
今
の
諸
師
こ
そ
も
っ
と
も
歩
み
と
い
う
も
の
を
根
底
か
ら
崩
す
と
言
い
ま
す
か
、
あ
る
い
は
歩

み
を
覆
い
隠
し
て
し
ま
う
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
し
ょ
う
。
古
今
の
諸
師
の
責
任
で
は
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
ち
ら
の
ほ
う
が
古
今
の
諸
師
を
自
ら
の
支
え

と
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
ら
を
確
か
な
も
の
に
し
よ
う
と
し
て
い
く
。
し
か
し
そ
の
友
と
い
う
の
は
本
来
、
そ
う
い
う
私
を
ど
こ
ま
で
も
指
摘
し
て
く
れ
る
存
在
で
ご

ざ
い
ま
す
。
そ
れ
は
叱
っ
て
く
れ
る
友
と
い
う
意
味
で
す
。
出
会
い
の
中
で
友
情
を
感
ず
る
と
い
う
、
こ
れ
は
い
く
ら
で
も
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
う
出
会
い
は
い
く

ら
で
も
、
と
い
う
の
は
傲
慢
か
も
し
れ
ま
せ
ん
で
す
ね
、
多
く
の
友
を
た
ま
わ
っ
た
と
言
え
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
本
当
に
叱
っ
て
く
れ
る
友
で
す
ね
。
あ
る

い
は
本
当
に
叱
っ
て
く
れ
る
師
と
い
う
も
の
。
そ
れ
は
そ
う
出
会
え
る
も
の
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
友
と
か
師
、
そ
し
て
仏
、
そ
こ
に
初
め
て
私
た
ち
は
自

分
に
帰
ら
さ
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
う
い
う
意
味
で
阿
難
が
初
め
て
仏
に
よ
っ
て
自
己
を
、
そ
れ
こ
そ
打
ち
破
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

い
ま
ま
で
ご
く
身
近
な
、
一
つ
の
血
縁
関
係
も
ご
ざ
い
ま
す
し
、
い
つ
も
傍
に
い
て
仏
の
世
話
を
し
、
い
つ
も
一
番
前
に
い
て
説
法
を
ひ
た
す
ら
聞
い
て
い
る
。
阿

難
と
い
う
人
は
心
優
し
い
人
だ
っ
た
よ
う
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
意
識
を
持
た
れ
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
我
こ
そ
は
と
い
う
よ
う
な
意
識
は
や
は
り

あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
自
分
こ
そ
一
番
仏
陀
を
大
事
に
し
、
仏
陀
の
言
葉
を
大
事
に
し
、
つ
ね
に
傍
に
あ
っ
て
仏
陀
を
世
話
し
て
い
る
者
と
し
て
の
自
負
で
す
。

阿
難
が
最
後
ま
で
さ
と
り
を
開
け
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
い
う
こ
と
が
そ
こ
に
あ
っ
た
の
だ
と
言
え
る
か
と
思
う
の
で
す
。

こ
の
『
無
量
寿
経
』
の
場
合
は
、
た
だ
阿
難
と
い
う
の
は
一
番
最
後
に
出
て
く
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
一
頁
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
尊
者
の
名
前
を
、
あ
る
意
味
で

仏
陀
の
説
法
の
歴
史
を
代
表
す
る
よ
う
な
名
が
、
象
徴
す
る
よ
う
な
名
が
全
部
並
ん
で
お
り
ま
す
が
、
そ
の
一
番
最
後
に
「
尊
者
阿
難
と
曰
い
き
」
と
出
さ
れ
て
ご
ざ

い
ま
す
。
こ
れ
は
さ
ら
に
異
訳
経
典
で
は
、
阿
難
だ
け
は
未
だ
さ
と
ら
ざ
る
者
と
し
て
、
別
に
あ
げ
て
あ
る
と
い
う
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
こ
に
阿
難
と
い
う
人
の
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大
き
な
意
味
が
ご
ざ
い
ま
す
。

■

「
超
絶
し
た
ま
え
る
こ
と
無
量
」
、
自
己
の
闇
の
自
覚
が
、
限
り
な
い
光
明
を
知
ら
し
め
る

で
す
か
ら
仏
陀
釈
尊
に
と
っ
て
阿
難
と
い
う
人
は
、
何
と
も
し
ん
ど
い
人
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
自
分
を
一
番
尊
敬
し
て
く
れ
る
し
、
一
生
懸
命
に
聞
い
て
く
れ
る

人
、
そ
っ
ぽ
向
い
て
聞
い
て
く
れ
な
い
の
な
ら
い
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
ひ
た
す
ら
聞
い
て
く
れ
て
、
し
か
も
わ
か
っ
て
い
な
い
と
い
う
。
最
後
ま
で
迷
う
て
い
る
、

方
向
違
い
の
と
こ
ろ
に
い
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
何
と
も
本
当
に
切
な
い
存
在
だ
っ
た
ろ
う
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
の
阿
難
が
初
め
て
『
無
量
寿
経
』
の
会

座
に
お
き
ま
し
て
、
「
超
絶
し
た
ま
え
る
こ
と
無
量
」
と
い
う
存
在
と
し
て
仏
を
見
た
。
そ
の
「
超
絶
し
た
ま
え
る
こ
と
無
量
」
と
知
ら
し
め
た
も
の
は
、
自
己
の
隔

絶
せ
る
こ
と
無
量
と
い
う
自
覚
で
あ
っ
た
の
で
す
。
自
己
の
闇
の
自
覚
が
、
限
り
な
い
光
明
を
知
ら
し
め
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
し
、
そ
し
て
光
明
無
量
な
る
仏
・
仏
法

と
い
う
も
の
に
、
帰
依
す
る
ほ
か
な
き
も
の
と
し
て
自
ら
を
見
い
だ
し
た
と
い
う
こ
と
が
、
そ
こ
に
は
押
さ
え
ら
れ
て
く
る
か
と
思
い
ま
す
。

■

隔
絶
無
量
と
超
絶
無
量
の
呼
応

そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
隔
絶
無
量
と
超
絶
無
量
の
呼
応
で
ご
ざ
い
ま
す
。
た
だ
阿
難
と
釈
尊
と
い
う
二
人
の
人
間
が
呼
応
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
阿
難
の

中
に
自
覚
さ
れ
た
隔
絶
無
量
、
闇
の
深
さ
と
い
う
も
の
と
、
仏
の
上
に
初
め
て
仰
ぎ
見
る
こ
と
の
で
き
た
光
明
無
量
、
そ
の
無
量
な
る
も
の
の
呼
応
で
あ
り
ま
す
。
そ

の
こ
と
は
光
明
に
照
ら
さ
れ
て
知
っ
た
闇
の
自
覚
と
、
そ
の
闇
の
深
さ
に
応
え
ん
と
す
る
願
心
の
無
量
と
い
う
も
の
と
、
そ
う
い
う
無
量
な
る
も
の
の
呼
応
で
ご
ざ
い

ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
が
、
一
つ
そ
こ
に
は
押
さ
え
ら
れ
て
く
る
か
と
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

■

「
空
過
の
時
」
へ
の
悲
歎

や
は
り
出
遇
い
に
は
、
つ
ね
に
と
言
い
ま
す
か
、
必
ず
と
い
い
ま
す
か
、
そ
れ
こ
そ
な
ぜ
も
っ
と
早
く
目
覚
め
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
よ
う
な
悲
歎
の
心
が
必
ず
と

も
な
う
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
し
か
し
そ
の
空
し
く
過
ご
し
て
き
た
長
い
「
時
」
へ
の
悲
歎
と
い
う
、
そ
の
「
時
へ
の
悲
歎
」
が
、
出
遇
い
の
希
有
さ
を
深
く
感
じ
る
。

あ
る
い
は
出
遇
い
の
事
実
を
深
く
感
動
す
る
と
い
う
こ
と
を
呼
び
起
こ
し
て
く
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
意
味
で
は
、
本
当
に
出
遇
う
べ
く
時
に
出
遇
っ
て
お
る
と

い
う
こ
と
も
言
え
る
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
人
生
の
最
初
か
ら
出
遇
い
に
恵
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
非
常
に
幸
せ
な
こ
と
で

ご
ざ
い
ま
す
が
、
し
か
し
一
面
、
「
空
過
の
時
」
へ
の
悲
歎
と
い
う
も
の
を
持
た
な
い
ま
ま
に
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
や
は
り
そ
の
出
遇
い
は
希
有
さ
と
い
う

感
動
を
と
も
な
わ
な
い
。
そ
う
い
う
感
動
を
持
つ
こ
と
な
し
に
終
わ
る
と
い
う
意
味
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
呼
応
と
い
う
こ
と
は
、
こ
う
い
う
言
葉
が
あ
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
「
因
果
呼
応
」
と
い
う
言
葉
が
浮
か
ぶ
の
で
す
。
つ
ま
り
阿
難
に

よ
っ
て
仏
は
仏
と
な
り
、
仏
に
よ
っ
て
阿
難
は
阿
難
と
な
る
。
そ
こ
に
共
に
因
と
な
り
、
共
に
果
を
成
就
す
る
。
そ
う
い
う
関
わ
り
が
呼
応
と
い
う
こ
と
の
内
容
と
い

■ 「超絶したまえること無量」、自己の闇の自覚が、限りない光明を知らしめる
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い
ま
す
か
、
何
か
ま
っ
た
く
別
の
存
在
が
互
い
に
呼
び
合
う
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
そ
の
存
在
を
離
れ
て
自
分
は
な
い
。
お
互
い
に
そ
う
い
う
必
然
性
と
い
い
ま
す

か
、
関
わ
り
の
深
さ
に
お
い
て
出
遇
う
と
こ
ろ
に
、
呼
応
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
か
と
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
そ
こ
に
仏
陀
は
阿
難
の
無
明
の
闇
の
深
さ
、
そ
の
闇
を
通
し
て
光
明
に
目
覚
め
て
い
く
。
そ
こ
に
阿
難
を
仏
と
し
て
見
る
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
て
ご

ざ
い
ま
す
。
特
に
『
如
来
会
』
の
文
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、

仏
、
阿
難
に
告
げ
た
ま
わ
く
、
「
善
い
か
な
、
善
い
か
な
。
汝
、
今
快
く
問
え
り
。
よ
く
微
妙
の
弁
才
を
観
察
し
て
、
よ
く
如
来
に
如
是
の
義
を
問
い
た
て
ま
つ

れ
り
。
汝
、
一
切
如
来
・
応
・
正
等
覚
お
よ
び
大
悲
に
安
住
し
て
、
群
生
を
利
益
せ
ん
が
た
め
に
、
優
曇
華
の
希
有
な
る
が
ご
と
く
し
て
、
大
士
世
間
に
出
現
し

た
ま
え
り
。

（
聖
典
一
五
三
頁
）

と
。
そ
こ
に
「
一
切
如
来
・
応
・
正
等
覚
お
よ
び
大
悲
に
安
住
し
て
」
と
讃
え
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
阿
難
を
「
大
士
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
ま
す
。
ま
さ
し
く

仏
道
を
開
い
て
い
く
、
菩
薩
の
「
大
丈
夫
」
な
る
も
の
で
す
。
そ
の
交
互
の
出
遇
い
と
い
う
こ
と
が
、
仏
を
し
て
仏
た
ら
し
め
、
阿
難
を
し
て
阿
難
た
ら
し
め
る
。
そ

う
い
う
関
わ
り
の
上
に
、
呼
応
の
関
係
と
い
う
意
味
が
見
ら
れ
る
か
と
思
い
ま
す
。

■

釈
尊
と
阿
難
と
の
「
対
話
」

そ
し
て
そ
う
い
う
関
わ
り
を
、
安
田
先
生
は
『
大
無
量
寿
経
』
に
お
け
る
釈
尊
と
阿
難
と
の
「
対
話
」
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
存
在
と
存
在

の
対
話
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
う
「
対
話
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
釈
迦
と
阿
難
の
対
話
、
さ
ら
に
世
自
在
王
仏
と
法
蔵
菩
薩
の
対
話
、
そ
う
い

う
も
の
を
象
徴
し
て
い
る
の
だ
と
。
仏
陀
釈
尊
と
阿
難
と
の
対
話
は
、
世
自
在
王
仏
と
法
蔵
菩
薩
の
対
話
を
象
徴
し
て
い
る
と
。
そ
し
て
世
自
在
王
仏
と
法
蔵
菩
薩
、

釈
尊
と
阿
難
、
そ
し
て
法
然
上
人
と
親
鸞
聖
人
が
同
じ
よ
う
に
象
徴
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
よ
り
も
以
前
に
無
数
の
対
話
が
あ
る
と
、
そ
れ
を
仏
教
の
歴
史
の
背
景

と
し
て
五
十
三
回
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
五
十
三
回
と
い
う
の
は
五
十
三
仏
の
歴
史
で
ご
ざ
い
ま
す
。
九
頁
か
ら
、
五
十
三
仏
の
名

が
一
々
あ
げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
一
人
の
仏
が
そ
こ
に
名
を
成
就
し
て
く
る
に
は
、
そ
う
い
う
無
数
の
対
話
が
あ
る
。
五
十
三
の
仏
が
、
決
し
て
一
人
で
仏
に
な
っ
た

わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
一
人
で
仏
に
な
っ
た
の
な
ら
独
覚
で
し
か
な
い
。
そ
こ
に
苦
悩
の
存
在
と
の
対
話
、
そ
う
い
う
対
話
を
通
し
て
仏
に
ま
で
成
就
さ
れ
た
、
そ

う
い
う
対
話
の
歴
史
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
を
背
景
と
し
て
「
今
」
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
身
近
に
は
法
然
と
親
鸞
と
の
対
話
、
出
遇
い
が
あ
る
の
だ
と
。

■

法
然
上
人
と
親
鸞
聖
人
は
一
人
だ
と
考
え
る

鈴
木
大
拙
先
生
は
、
「
法
然
と
親
鸞
は
二
人
で
は
な
く
て
、
一
人
だ
と
考
え
た
ら
ど
う
だ
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
り
ま
す
。
い
か
に
も
鈴
木
先
生
ら
し
い
で
す
。
あ

る
意
味
で
は
自
在
な
発
想
で
ご
ざ
い
ま
す
。
二
人
と
言
っ
て
も
い
い
が
、
事
業
は
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
押
さ
え
て
、
二
人
に
よ
っ
て
成
さ
れ
た
事
業
は
一
つ
、
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そ
の
こ
と
を
押
さ
え
て
法
然
上
人
と
親
鸞
聖
人
は
二
人
と
い
う
よ
り
も
、
一
人
だ
と
考
え
た
ら
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
確
か
に
そ
う
い

う
「
対
話
の
歴
史
」
「
呼
応
の
歴
史
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
が
そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
を
歩
む
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
し
か
も
そ
の
歩
み
に
お
い
て
一
つ
の
事
業
が
果
た

さ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
れ
は
『
歎
異
抄
』
の
上
で
い
え
ば
、
第
二
章
に
親
鸞
聖
人
が
「
弥
陀
の
本
願
ま
こ
と
に
お
わ
し
ま
さ
ば
」
（
聖
典
六
二
七
頁
）
と
い
う
言
葉
で
以
下
、
釈
尊
、
善

導
そ
し
て
法
然
と
い
う
二
祖
伝
統
、
善
導
・
法
然
と
い
う
二
祖
の
伝
統
と
い
う
言
葉
で
、
七
高
僧
の
伝
統
に
対
し
て
二
祖
の
伝
統
と
い
う
言
い
方
を
い
た
し
ま
す
が
、

そ
こ
に
一
貫
し
て
「
ま
こ
と
」
と
い
う
言
葉
が
貫
か
れ
て
お
り
ま
す
。
「
弥
陀
の
本
願
ま
こ
と
に
お
わ
し
ま
さ
ば
」
、
「
仏
説
ま
こ
と
に
お
わ
し
ま
さ
ば
」
、
「
善
導

の
御
釈
ま
こ
と
な
ら
ば
」
、
「
法
然
の
お
お
せ
ま
こ
と
な
ら
ば
」
、
そ
う
い
う
一
々
に
「
ま
こ
と
」
と
い
う
言
葉
が
置
か
れ
て
ご
ざ
い
ま
す
。■

真
言
の
連
続
無
窮

こ
れ
は
伝
統
と
言
い
ま
す
か
、
『
教
行
信
証
』
の
一
番
最
後
に
、
『
安
楽
集
』
の
言
葉
が
掲
げ
ら
れ
て
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
こ
に
有
名
な
、

前
に
生
ま
れ
ん
者
は
後
を
導
き
、
後
に
生
ま
れ
ん
者
は
前
を
訪
え
、
連
続
無
窮
に
し
て
、
願
わ
く
は
休
止
せ
ざ
ら
し
め
ん
と
欲
す
。

（
聖
典
四
〇
一
頁
）

と
い
う
、
「
連
続
無
窮
」
と
い
う
言
葉
が
置
か
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
場
合
も
た
だ
人
と
人
が
ず
っ
と
続
い
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
「
真
言
を
採
り
集
め

て
」
と
ご
ざ
い
ま
す
。
「
真
言
」
に
生
き
た
も
の
の
「
連
続
無
窮
」
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
こ
と
に
生
き
、
真
言
に
生
き
る
、
そ
の
真
言
の
連
続
無
窮
で
あ
り
ま
し
て
、

人
は
時
代
社
会
の
中
に
生
き
、
死
ん
で
い
く
。
ま
た
七
祖
と
言
い
ま
し
て
も
、
時
を
異
に
し
国
を
異
に
し
て
、
し
か
も
連
続
無
窮
で
す
。
そ
れ
は
そ
こ
に
生
き
ら
れ
た
、

真
言
の
連
続
無
窮
で
ご
ざ
い
ま
す
。
も
っ
と
引
き
寄
せ
て
い
え
ば
、
そ
こ
に
一
貫
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
生
き
て
い
か
れ
た
本
願
の
歴
史
の
連
続
無
窮
で
あ
り
ま
し
て
、

決
し
て
人
と
人
と
の
繋
が
り
で
な
い
こ
と
は
あ
ら
た
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
う
法
と
い
う
も
の
が
呼
応
と
か
対
話
と
い
う
こ
と
で
、
安

田
先
生
は
そ
こ
に
押
さ
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
し
て
法
の
連
続
無
窮
と
い
う
こ
と
は
、
一
つ
の
器
か
ら
一
つ
の
器
へ
と
移
す
と
い
う
、
単
な
る
そ
う
い
う
か
た
ち
で
の
連
続
無
窮
で
は
な
い
。
そ
の
連
続
無
窮
な

る
も
の
に
目
覚
め
た
者
が
、
そ
こ
に
新
た
な
る
使
命
、
自
ら
の
生
き
て
い
る
時
代
社
会
の
現
実
に
お
い
て
見
い
だ
し
て
く
る
、
あ
る
い
は
感
じ
取
ら
れ
て
く
る
、
そ
う

い
う
使
命
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
た
だ
ず
っ
と
一
続
き
に
続
い
て
い
く
こ
と
で
は
な
い
。
そ
こ
に
つ
ね
に
一
つ
の
新
た
な
る
歩
み
が
始
ま
り
、
新
た
な
る
世

界
が
新
た
な
る
表
現
を
持
つ
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

『
伝
統
と
己
証
』
と
い
う
曽
我
先
生
の
著
作
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
ま
さ
に
そ
の
己
証
な
き
伝
統
な
ら
、
そ
れ
は
伝
統
で
は
な
い
、
因
習
に
過
ぎ
な
い
の
で
し
ょ
う
。

次
に
新
た
な
る
己
証
を
生
み
出
す
と
こ
ろ
に
、
生
き
た
伝
統
の
展
開
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
し
、
同
時
に
そ
う
い
う
伝
統
に
よ
っ
て
呼
び
覚
ま
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

■ 真言の連続無窮
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の
な
い
己
証
な
ら
ば
、
そ
れ
は
わ
が
思
い
に
過
ぎ
な
い
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
目
覚
め
は
決
し
て
歴
史
性
を
持
た
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
が
そ
こ
に
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。

■

『
教
行
信
証
』
六
巻
の
構
造

そ
こ
に
親
鸞
聖
人
は
自
ら
の
己
証
と
い
う
こ
と
を
、
『
選
択
集
』
を
承
け
て
『
教
行
信
証
』
を
書
か
れ
た
。
そ
の
内
容
、
か
た
ち
で
す
が
、
『
選
択
集
』
と
『
教
行

信
証
』
と
、
あ
る
意
味
で
大
き
く
異
な
っ
て
お
り
ま
す
。
『
教
行
信
証
』
は
法
然
上
人
の
『
選
択
集
』
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
て
く
だ
さ
っ
た
、
そ
の
こ
と
に
自
ら
の

身
を
も
っ
て
応
え
る
と
い
う
使
命
で
す
。
そ
う
い
う
意
義
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
で
す
か
ら
『
教
行
信
証
』
全
六
巻
を
、
曽
我
先
生
は
「
教
・
行
」
の
二
巻
が
伝
統
、

そ
し
て
「
信
・
証
・
真
仏
土
・
化
身
土
」
の
四
巻
を
己
証
と
し
て
、
『
教
行
信
証
』
を
大
き
く
二
つ
の
意
義
に
お
い
て
押
さ
え
て
く
だ
さ
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
こ
そ

『
六
要
鈔
』
を
始
め
と
し
て
、
高
倉
の
教
学
か
ら
申
し
ま
す
と
、
前
五
巻
を
真
実
の
巻
、
化
身
土
を
方
便
の
巻
と
、
そ
の
意
味
で
は
外
か
ら
括
っ
て
い
る
と
、
外
か
ら

六
巻
を
読
み
分
け
て
い
る
と
い
う
か
た
ち
で
し
か
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
金
子
先
生
も
二
部
作
と
し
て
ご
覧
に
な
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
う
押
さ
え
方
を
な
さ
っ

て
お
り
ま
し
て
、
前
四
巻
に
お
い
て
真
宗
を
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
さ
ら
に
補
説
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
否
定
す
る
為
に

あ
げ
る
と
い
う
の
は
大
変
失
礼
な
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
ど
う
も
ち
ょ
っ
と
納
得
い
か
な
い
で
す
ね
。
同
じ
二
部
作
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
何
か
納
得

の
い
か
な
い
も
の
を
感
じ
ま
す
。
非
常
に
独
特
と
い
い
ま
す
か
、
独
特
な
見
方
を
し
て
く
だ
さ
っ
て
お
り
ま
す
の
が
安
田
先
生
で
ご
ざ
い
ま
す
。
「
三
宝
」
を
も
っ
て

六
巻
を
押
さ
え
て
く
だ
さ
っ
て
お
り
ま
す
。
「
教
巻
」
は
仏
宝
、
「
行
巻
」
は
法
宝
、
そ
し
て
「
信
巻
」
か
ら
後
は
僧
伽
、
僧
宝
で
あ
る
と
い
う
押
さ
え
方
を
し
て
く

だ
さ
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
独
特
と
い
い
ま
す
か
、
新
た
な
光
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
。

■

「
伝
統
の
巻
」
「
己
証
の
巻
」

そ
う
い
う
よ
う
な
『
教
行
信
証
』
の
押
さ
え
方
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
い
ま
は
曽
我
先
生
が
「
伝
統
の
巻
」
「
己
証
の
巻
」
と
押
さ
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
こ
と
で
ご

ざ
い
ま
す
。
そ
こ
に
「
教
巻
」
「
行
巻
」
の
二
巻
の
中
に
、
法
然
上
人
に
至
る
ま
で
の
伝
統
が
包
ま
れ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
伝
統
に
出
遇
っ
た
者
と
し
て
、

そ
の
伝
統
に
生
き
る
新
た
な
る
使
命
と
い
う
も
の
を
展
開
し
て
お
ら
れ
る
の
が
、
「
信
巻
」
以
下
四
巻
だ
と
い
う
意
義
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
「
信
巻
」
以
下
四
巻
も
、

そ
れ
は
約
ま
る
と
こ
ろ
「
信
巻
」
で
ご
ざ
い
ま
す
。
「
信
巻
」
の
「
別
序
」
、
こ
の
「
別
序
」
は
「
信
巻
」
だ
け
に
か
か
る
序
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
わ
け
で
、
そ
れ
は

遠
く
「
化
身
土
巻
」
ま
で
を
包
む
「
別
序
」
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
し
て
ご
承
知
の
よ
う
に
「
信
巻
」
と
「
化
身
土
巻
」
は
文
字
ど
お
り
対
話
・
問
答
で
ご
ざ
い
ま
す
。

問
答
と
い
う
こ
と
が
ず
っ
と
置
か
れ
、
問
答
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
信
と
い
う
こ
と
、
念
仏
の
大
行
と
い
う
も
の
の
歴
史
、
教
え
を
受
け
て
、
そ
れ

を
信
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
そ
こ
に
前
回
少
し
ふ
れ
ま
し
た
よ
う
に
、
「
化
身
土
巻
」
の
「
三
経
の
大
綱
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
「
三
経
の
大
綱
、

顕
彰
隠
密
の
義
あ
り
と
い
え
ど
も
、
信
心
を
彰
し
て
能
入
と
す
。
」
（
聖
典
三
四
五
頁
）
と
い
う
言
葉
を
注
意
さ
せ
ら
れ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
法
然
上
人
に
お
い

時の呼応性 第３講00
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て
は
「
信
心
を
も
っ
て
能
入
と
す
」
（
聖
典
二
〇
七
頁
）
と
、
「
も
っ
て
」
と
い
う
言
葉
で
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
親
鸞
聖
人
は
「
信
心
を
彰
し
て
能
入
と
す
」

と
い
う
言
葉
で
あ
げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
も
昨
日
少
し
ふ
れ
ま
し
た
よ
う
に
、
『
浄
土
論
註
』
の
一
番
最
後
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、

ま
た
言
わ
く
、
経
の
始
め
に
「
如
是
」
と
称
す
る
こ
と
は
、
信
を
彰
し
て
能
入
と
す
。

（
聖
典
二
三
二
頁
）

と
い
う
言
葉
が
『
論
註
』
の
最
後
の
言
葉
で
ご
ざ
い
ま
す
。
『
論
註
』
全
体
を
結
ぶ
と
こ
ろ
に
置
か
れ
て
い
る
言
葉
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
や
は
り
「
信
心
を
彰
し
て
能

入
と
す
」
と
親
鸞
聖
人
が
お
っ
し
ゃ
る
時
に
は
、
当
然
こ
の
言
葉
は
念
頭
に
置
か
れ
て
い
た
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
三
四
六
頁
に
返
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、

信
心
を
彰
し
て
能
入
と
す
。
か
る
が
ゆ
え
に
『
経
』
の
始
め
に
「
如
是
」
と
称
す
。
「
如
是
」
の
義
は
す
な
わ
ち
善
く
信
ず
る
相
な
り
。

と
、
そ
こ
に
「
如
是
」
と
い
う
こ
と
を
「
信
ず
る
相
」
と
親
鸞
聖
人
は
押
さ
え
て
お
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
「
如
是
」
と
い
う
の
は
い
ろ
い
ろ
と
押
さ
え
ら
れ
て
お
り
ま

す
が
、も

し
仏
意
に
称
え
ば
、
す
な
わ
ち
印
可
し
て
「
如
是
如
是
」
と
言
う
。
も
し
仏
意
に
可
わ
ざ
れ
ば
、
す
な
わ
ち
「
汝
等
が
所
説
こ
の
義
不
如
是
」
と
言
う
。

（
聖
典
二
一
六
頁
）

と
い
う
言
葉
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
「
如
是
」
と
い
う
の
は
言
う
な
れ
ば
、
衆
生
の
心
と
仏
の
心
が
そ
こ
に
「
相
称
う
」
と
い
う
、
そ
う
い
う
意
味
を
そ
こ
に
押
さ
え
ら

れ
て
、
「
如
是
」
と
い
う
言
葉
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
場
合
、
相
称
う
、
「
も
し
仏
意
に
称
え
ば
」
と
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
曇
鸞
大
師
が
「
「
与
仏
教
相
応
」
は
、

た
と
え
ば
函
蓋
相
称
す
る
が
ご
と
し
と
な
り
。
」
（
聖
典
一
七
〇
頁
）
と
、
相
称
う
と
、
こ
う
押
さ
え
ら
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。
「
函
蓋
」
は
、
函
の
中
身
と
蓋
と
ご
ざ

い
ま
す
。
函
の
中
身
と
蓋
が
ピ
タ
ッ
と
一
つ
に
な
る
と
い
う
姿
だ
と
、
こ
う
押
さ
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
「
称
」
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
二
つ
の
も
の
が
一
つ
に
ピ

タ
ッ
と
合
う
こ
と
を
「
称
」
と
、
こ
う
言
わ
れ
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
「
称
名
」
の
「
称
」
で
ご
ざ
い
ま
す
。

「
称
」
は
、
御
な
を
と
な
う
る
と
な
り
。
ま
た
、
称
は
、
は
か
り
と
い
う
こ
こ
ろ
な
り
。
は
か
り
と
い
う
は
、
も
の
の
ほ
ど
を
さ
だ
む
る
こ
と
な
り
。

（
聖
典
五
四
五
頁
）

と
ご
ざ
い
ま
す
。
「
も
の
の
ほ
ど
を
さ
だ
む
る
」
、
つ
ま
り
「
は
か
り
」
と
い
う
場
合
は
、
品
物
と
分
銅
の
重
さ
と
が
ピ
タ
ッ
と
一
つ
に
な
る
。
二
つ
の
重
さ
が
ピ
タ

ッ
と
一
つ
に
な
る
こ
と
に
お
い
て
物
の
重
さ
を
量
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
天
秤
に
し
て
も
、
竿
秤
に
し
て
も
、
い
ま
の
秤
は
全
部
デ
ジ
タ
ル
で
す
か
ら
意
味
は
成
り

立
ち
ま
せ
ん
が
、
昔
の
秤
は
そ
う
い
う
二
つ
の
も
の
が
ピ
タ
ッ
と
一
つ
に
な
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
「
も
の
の
ほ
ど
を
さ
だ
む
る
」
。

■

「
称
名
」
の
成
就
は
聞
名

■ 「称名」の成就は聞名
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で
す
か
ら
称
名
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
名
告
り
の
こ
こ
ろ
に
一
つ
に
な
る
こ
と
な
の
だ
と
、
名
を
口
に
唱
え
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
、
名
告
り
の
こ
こ
ろ
、
そ
の

仏
意
に
一
つ
に
な
る
こ
と
。
い
ま
の
文
章
の
後
で
す
が
、
「
名
号
を
称
す
る
こ
と
、
と
こ
え
、
ひ
と
こ
え
、
き
く
ひ
と
、
う
た
が
う
こ
こ
ろ
、
一
念
も
な
け
れ
ば
」
と

ご
ざ
い
ま
す
。
そ
こ
に
「
称
名
」
の
「
称
」
を
押
さ
え
て
「
き
く
ひ
と
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
り
ま
す
。
「
称
名
」
と
い
う
こ
と
の
成
就
は
聞
名
で
ご
ざ
い
ま
す
。
名

告
り
の
こ
こ
ろ
を
聞
く
と
、
そ
う
い
う
意
味
が
そ
こ
に
押
さ
え
ら
れ
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
二
つ
の
も
の
が
、
一
つ
に
ピ
タ
ッ
と
な
る
。
し
か
も
そ
の
と

き
初
め
て
、
「
は
こ
」
と
い
う
一
つ
の
も
の
が
完
成
す
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

つ
ま
り
「
対
話
」
と
安
田
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
っ
た
釈
尊
と
阿
難
の
対
話
、
世
自
在
王
仏
と
法
蔵
菩
薩
の
対
話
、
そ
し
て
ま
た
法
然
上
人
と
親
鸞
聖
人
の

対
話
。
そ
の
対
話
に
お
い
て
初
め
て
、
一
つ
の
も
の
が
そ
こ
に
成
就
す
る
。
そ
の
一
つ
の
も
の
、
そ
れ
が
本
願
の
歴
史
で
あ
り
、
本
願
の
世
界
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う

い
う
こ
と
が
「
相
称
」
と
い
う
言
葉
に
押
さ
え
ら
れ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
し
て
仏
意
に
称
う
、
そ
う
い
う
心
を
信
心
と
、
「
「
如
是
」
の
義
は
す
な
わ
ち
善
く

信
ず
る
相
な
り
」
（
聖
典
三
四
六
頁
）
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
意
味
で
ご
ざ
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
信
心
と
は
仏
意
と
一
つ
に
な
っ
た
心
で
あ
っ
て
、
仏
意
を
信
ず
る

心
で
は
な
い
の
で
す
。
言
う
な
れ
ば
、
仏
意
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
た
心
で
あ
り
、
仏
意
が
私
の
上
に
成
就
し
た
心
で
あ
っ
て
、
私
の
心
で
仏
意
を
信
ず
る
と
い
う
も
の

で
は
な
い
。
そ
こ
に
「
「
如
是
」
の
義
は
す
な
わ
ち
善
く
信
ず
る
相
な
り
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
意
義
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
こ
に
法
然
上
人
の
場
合
、
ど
こ
ま
で
も
念
仏
の
一
行
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
に
、
使
命
と
い
い
ま
す
か
、
歴
史
的
な
課
題
を
尽
く
し
て
い
か
れ
た
。
そ
れ

だ
け
に
い
ま
一
つ
信
と
い
う
問
題
が
明
確
に
さ
れ
な
か
っ
た
。
法
然
上
人
ご
自
身
の
上
に
あ
っ
て
は
と
も
か
く
と
し
て
、
具
体
的
に
言
葉
を
も
っ
て
明
確
に
は
さ
れ
な

か
っ
た
。
ど
こ
ま
で
も
一
向
に
念
仏
申
す
と
い
う
、
た
だ
一
向
に
念
仏
申
せ
と
い
う
こ
と
を
そ
の
こ
と
一
つ
を
生
涯
か
け
て
明
ら
か
に
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
一
番
身
近

に
は
『
一
枚
起
請
文
』
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
『
一
枚
起
請
文
』
の
本
文
の
結
び
は
「
只
一
こ
う
（
向
）
に
念
仏
す
べ
し
。
」
（
聖
典
九
六
二
頁
）
と
い
う
言
葉
で
結

ば
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
に
信
心
と
い
う
こ
と
は
法
然
上
人
に
お
い
て
は
言
葉
と
し
て
は
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
一
心
一
向
と
い
う
、
一
向
と
い
う

言
葉
に
、
一
心
と
い
う
言
葉
を
置
か
れ
た
。
つ
ま
り
一
向
な
る
心
の
有
り
さ
ま
で
ご
ざ
い
ま
す
。
一
向
に
念
仏
す
る
心
、
そ
の
心
を
ど
こ
ま
で
も
厳
し
く
吟
味
し
て
い

か
れ
、
そ
こ
に
「
信
心
を
彰
し
て
」
と
い
う
親
鸞
聖
人
の
お
言
葉
の
意
味
を
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

で
す
か
ら
ど
こ
ま
で
も
念
仏
と
い
う
こ
と
を
申
し
ま
す
と
、
そ
れ
こ
そ
念
仏
の
ほ
か
な
し
と
定
ま
る
こ
と
、
念
仏
の
法
を
信
ず
る
と
い
う
の
で
は
な
い
の
で
す
。
念

仏
の
ほ
か
な
し
と
身
が
定
ま
る
こ
と
が
信
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
「
唯
信
」
と
い
う
こ
と
を
親
鸞
聖
人
は
「
ふ
た
つ
な
ら
ぶ
こ
と
を
き
ら
う
こ
と
ば
な
り
」
（
聖
典
五

四
七
頁
）
と
。
『
唯
信
鈔
文
意
』
の
と
こ
ろ
に
、
「
き
ら
う
こ
と
ば
」
だ
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
が
法
然
上
人
に
あ
っ
て
は
、
諸
行
と
念
仏
の
二
つ
で

ご
ざ
い
ま
す
。
諸
行
と
念
仏
の
二
つ
が
並
ぶ
こ
と
を
徹
底
し
て
否
定
し
て
い
か
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
親
鸞
聖
人
は
、
念
仏
の
法
と
念
仏
と
我
と
が
二
つ
に
分
か
れ
る

時の呼応性 第３講00
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こ
と
を
徹
底
し
て
吟
味
、
批
判
し
て
い
か
れ
た
。
念
仏
を
信
ず
る
私
と
、
信
じ
ら
れ
る
念
仏
が
別
に
立
て
ら
れ
て
お
り
ま
す
と
き
、
そ
れ
は
念
仏
を
一
つ
の
善
根
と
し

て
握
り
し
め
る
心
に
変
質
し
て
い
く
。
い
わ
ゆ
る
自
力
の
念
仏
、
わ
が
功
徳
と
し
て
の
念
仏
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
も
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
曽
我

先
生
が
こ
の
よ
う
に
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
「
汝
、
阿
弥
陀
仏
よ
、
我
は
汝
に
南
無
し
た
て
ま
つ
る
」
と
、
こ
れ
が
自
力
の
念
仏
の
姿
で
ご
ざ
い
ま
す
。
阿
弥
陀

仏
を
ど
こ
ま
で
も
「
汝
」
と
し
て
立
て
て
、
そ
の
「
汝
、
阿
弥
陀
仏
を
、
我
は
ど
こ
ま
で
も
南
無
し
た
て
ま
つ
っ
て
い
る
」
と
、
「
南
無
」
の
と
こ
ろ
に
「
我
」
を
た

て
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
全
体
が
そ
れ
こ
そ
呼
び
か
け
で
す
。
「
南
無
」
と
は
「
汝
一
心
に
正
念
に
し
て
直
ち
に
来
れ
」
（
聖
典
二
二
〇
頁
）
と
い
う
呼
び
か
け
な
の

だ
と
。
そ
し
て
阿
弥
陀
仏
は
「
我
よ
く
汝
を
護
ら
ん
」
と
い
う
誓
い
。
そ
の
全
体
が
「
仰
せ
」
で
あ
り
、
そ
の
「
仰
せ
」
を
も
っ
て
我
が
満
た
さ
れ
る
。
そ
こ
に
念
仏

の
信
と
い
う
意
義
を
明
ら
か
に
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
「
仰
せ
」
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、
「
仰
せ
」
は
聞
く
の
で
は
な
く
て
、
「
仰
せ
」
と
し
て
聞
く
と

い
う
問
題
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
へ
の
「
仰
せ
」
と
し
て
聞
く
の
と
、
「
仰
せ
」
を
聞
く
と
い
う
の
で
は
違
う
の
で
す
。
「
仰
せ
」
を
前
に
し
て
、
そ
の
「
仰
せ
」
を
聞

く
と
い
う
、
そ
れ
は
な
お
二
つ
な
ら
ぶ
心
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
私
へ
の
「
仰
せ
」
と
し
て
聞
く
。
聞
い
た
時
は
「
仰
せ
」
の
ほ
か
に
「
我
」
は
な
く

な
る
。
「
仰
せ
」
を
も
っ
て
満
た
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
こ
に
成
就
し
て
く
る
。
そ
れ
を
「
信
」
と
押
さ
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
言
っ
て
い
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
信
と
い
う
こ
と
を
宗
祖
が
、
つ
ま
り
「
呼
応
」
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
「
相
応
」
と
い
う
こ
と
を
使
い
ま
し
て
、
そ
こ
に
「
信
心
獲
得
の
時
」

と
い
う
意
味
を
、
こ
の
「
時
」
と
い
う
こ
と
は
持
つ
と
い
う
意
味
を
そ
こ
に
さ
ら
に
教
え
ら
れ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

（
二
〇
〇
〇
年
六
月
二
一
日
）

■ 「称名」の成就は聞名
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０
０
．
６
．
２
２
「
時
機
純
熟
④
」

00
時
の
呼
応
性

第
４
講

■

問
い
を
同
じ
く
す
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
共
に
歩
む
と
い
う
こ
と
が
開
か
れ
る

昨
日
、
大
河
内
君
が
「
友
な
り
師
な
り
仏
な
り
」
と
い
う
講
題
で
お
話
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
の
友
と
か
師
で
す
ね
、
師
弟
関
係
と
い
い
ま
す
か
、
あ
る
い
は
友

人
関
係
、
そ
れ
は
問
い
を
同
じ
く
す
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
共
に
歩
む
と
い
う
こ
と
が
開
か
れ
て
く
る
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
決
し
て
答
え
を
同
じ
く
す
る
者
の
関

わ
り
で
は
な
い
わ
け
で
す
。
答
え
の
と
こ
ろ
で
一
つ
に
な
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
一
つ
の
閉
じ
ら
れ
た
関
わ
り
に
し
か
な
っ
て
い
か
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、

ど
こ
ま
で
も
問
い
を
同
じ
く
す
る
。

し
か
も
そ
の
と
き
、
こ
れ
は
藤
元
君
が
繰
り
返
し
言
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
「
師
に
遇
う
と
い
う
こ
と
は
、
師
を
し
て
師
た
ら
し
め
て
い
る
も
の
に
遇
う
こ
と
な
の

だ
」
と
。
そ
の
先
生
を
し
て
そ
の
先
生
た
ら
し
め
て
い
る
も
の
に
遇
う
。
あ
る
意
味
で
は
さ
か
の
ぼ
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
、
そ
の
先
生
を
し
て
先
生

た
ら
し
め
て
い
る
根
源
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
。
あ
る
い
は
そ
こ
に
自
ら
も
立
つ
。
そ
の
と
き
は
じ
め
て
師
を
通
し
て
そ
の
弟
子
も
ま
た
一
つ
の
新
し
い
一
歩
を
踏
み
出

し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
う
な
が
さ
れ
て
く
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

親
鸞
聖
人
に
お
い
て
は
、
そ
う
い
う
一
歩
を
「
信
心
を
彰
し
て
」
（
聖
典
三
四
六
頁
）
と
い
う
言
葉
で
示
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
念
仏
の
法
と
い
う
も
の
は
明
ら
か
に

な
っ
た
、
そ
の
法
に
生
き
る
心
を
尋
ね
ら
れ
て
い
っ
た
。
そ
う
い
う
こ
と
が
一
つ
言
え
る
か
と
思
い
ま
す
。
最
初
に
申
し
ま
し
た
「
信
心
を
彰
し
て
」
と
い
う
の
は
、

法
然
上
人
に
お
い
て
は
「
信
心
を
も
っ
て
」
（
聖
典
二
〇
七
頁
）
と
あ
り
ま
す
の
を
「
彰
し
て
」
と
、
言
葉
と
し
て
は
曇
鸞
大
師
の
『
論
註
』
（
聖
典
二
三
二
頁
）
の

言
葉
に
返
っ
て
い
か
れ
た
か
た
ち
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
の
「
彰
」
と
い
う
こ
と
を
言
い
か
え
ま
す
と
、
「
開
発
」
と
い
う
言
葉
で
ご
ざ
い
ま
す
。

た
と
え
ば
聖
典
二
三
九
頁
に
「
信
一
念
釈
」
が
あ
り
ま
す
。
坂
東
本
で
は
分
け
ら
れ
て
お
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
普
及
版
で
は
こ
こ
か
ら
が
「
信
巻
」
の
下
巻
と
さ

れ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
こ
に
、

そ
れ
真
実
信
楽
を
案
ず
る
に
、
信
楽
に
一
念
あ
り
。
「
一
念
」
は
、
こ
れ
信
楽
開
発
の
時
剋
の
極
促
を
顕
し
、
広
大
難
思
の
慶
心
を
彰
す
な
り
。

（
聖
典
二
三
九
頁
）

と
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
こ
に
「
開
発
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
あ
り
ま
す
。
『
文
類
聚
鈔
』
の
偈
文
で
あ
り
ま
す
「
文
類
偈
」
に
は
、
「
信
心
開
発
す
れ
ば
す
な
わ
ち

忍
を
獲
」
、
「
信
心
開
発
即
獲
忍
」
（
聖
典
四
一
二
頁
）
と
い
う
言
葉
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
や
は
り
そ
こ
に
「
開
発
」
と
置
か
れ
て
ご
ざ
い
ま
す
。■

発
の
字
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そ
の
「
発
」
と
い
う
字
で
す
が
、
善
導
和
讃
の
十
三
首
目
に
、

釈
迦
弥
陀
は
慈
悲
の
父
母

種
種
に
善
巧
方
便
し

わ
れ
ら
が
無
上
の
信
心
を

発
起
せ
し
め
た
ま
い
け
り

（
聖
典
四
九
六
頁
）

と
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
「
発
起
」
と
い
う
言
葉
の
横
に
、
草
稿
本
で
は
左
訓
が
つ
け
ら
れ
て
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
こ
に
「
ひ
ら
き
お
こ
す
た
ち
お
こ
す
」
「
昔
よ
り
あ

り
し
こ
と
を
お
こ
す
を
発
と
い
ふ
。
い
ま
始
め
て
お
こ
す
を
起
と
い
ふ
」
（
註
解
国
宝
三
帖
和
讃
七
〇
頁
）
と
ご
ざ
い
ま
す
。
特
に
「
発
」
と
い
う
字
に
つ
い
て
、

「
昔
よ
り
あ
り
し
こ
と
を
お
こ
す
」
と
、
親
鸞
聖
人
が
押
さ
え
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
「
昔
よ
り
あ
り
し
こ
と
」
、
も
う
一
つ
い
え
ば
本
来

あ
っ
た
も
の
で
す
。
本
来
あ
っ
た
も
の
を
「
い
ま
始
め
て
お
こ
す
」
、
掘
り
起
こ
す
、
あ
ら
わ
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
「
発
起
」
と
、
こ
う
押
さ
え
ら
れ
て
い
る
。

「
い
ま
始
め
て
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
、
そ
れ
ま
で
本
来
あ
る
も
の
を
覆
い
隠
し
て
い
た
、
そ
う
い
う
自
我
を
破
っ
て
「
い
ま
始
め
て
」
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
こ
に
「
開
発
」
と
か
「
発
起
」
と
い
う
時
に
は
、
い
ま
ま
で
私
が
持
っ
て
い
な
か
っ
た
も
の
を
手
に
入
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
そ
こ
に
い
ま
ま
で
全
く
知

る
こ
と
の
な
か
っ
た
自
分
、
あ
る
い
は
自
己
の
本
来
な
る
も
の
、
そ
う
い
う
も
の
を
「
い
ま
始
め
て
」
知
る
と
い
う
か
た
ち
で
私
の
上
に
起
こ
っ
て
き
て
い
る
。
で
す

か
ら
「
発
起
」
し
て
き
た
も
の
に
驚
く
と
い
う
こ
と
が
、
そ
こ
に
は
と
も
っ
て
い
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。■

「
人
間
の
根
拠
は
、
人
間
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
」

昨
日
、
大
河
内
君
が
安
田
先
生
の
言
葉
と
し
て
、
「
人
間
の
根
拠
は
、
人
間
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
」
と
い
う
言
葉
を
取
り
上
げ
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
う
い
う
人

間
を
超
え
た
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
決
し
て
超
越
的
な
か
た
ち
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
こ
の
場
合
は
人
間
と
し
て
の
私
ど
も
の
日
常
の
思
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。
日

常
の
生
活
を
覆
っ
て
い
る
思
い
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
、
私
の
い
の
ち
の
根
拠
、
存
在
の
根
拠
が
あ
る
と
。
こ
れ
は
安
田
先
生
が
、
人
間
の
本
質
と
い
う
こ
と
を
、
「
超

越
的
本
質
」
と
い
う
言
葉
も
使
っ
て
お
い
で
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
し
て
「
信
心
で
も
本
願
で
も
、
そ
れ
を
発
起
と
い
う
」
と
。
人
間
の
上
に
人
間
を
超
え
た
力
が
起
こ

っ
て
く
る
の
だ
か
ら
、
つ
ま
り
私
の
う
え
に
私
を
超
え
た
力
が
発
っ
て
く
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
起
こ
っ
た
力
は
人
間
よ
り
も
先
に
あ
っ
た
は
ず
だ
。
つ
ま
り
私
の
思
い

を
も
っ
て
生
き
始
め
た
あ
り
方
、
そ
う
い
う
も
の
よ
り
も
先
に
あ
っ
た
。
「
昔
よ
り
あ
り
し
こ
と
を
」
と
い
う
、
そ
う
い
う
も
の
が
人
間
の
本
質
だ
と
い
う
こ
と
を
お

っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
だ
か
ら
「
人
間
と
い
う
も
の
は
、
人
間
だ
け
の
力
を
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
」
と
い
う
言
い
方
も
し
て
く
だ
さ
っ
て
お
り
ま
す
。

■

「
如
来
よ
り
た
ま
わ
り
た
る
信
心
」

そ
の
信
心
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
一
般
に
は
、
疑
い
を
破
っ
て
信
を
成
就
す
る
と
疑
う
心
と
い
う
も
の
を
破
っ
て
、
そ
こ
に
信
心
が
信
心
と
し
て
成
就
す
る
と
い

う
こ
と
を
思
う
わ
け
で
す
。
ご
承
知
の
よ
う
に
親
鸞
聖
人
は
信
心
が
疑
い
を
は
ら
す
と
、
「
除
疑
獲
証
」
と
、
総
序
の
文
で
ご
ざ
い
ま
す
。
「
難
信
金
剛
の
信
楽
は
、

■ 「人間の根拠は、人間を超えたところにある」
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疑
い
を
除
き
証
を
獲
し
む
る
真
理
な
り
と
」
（
聖
典
一
四
九
頁
）
。
そ
こ
に
信
心
は
「
真
理
」
で
あ
り
、
信
心
が
「
除
疑
獲
証
」
す
る
と
。
疑
い
を
除
い
て
信
を
獲
る

の
で
は
な
く
て
、
た
ま
わ
っ
た
信
心
が
疑
い
を
晴
ら
し
続
け
て
い
く
。
そ
こ
に
「
た
ま
わ
り
た
る
信
心
」
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
言
う
な
れ
ば
、
仏
を
信
ず
る

の
で
は
な
く
て
、
仏
の
智
慧
を
信
ず
る
の
で
は
な
く
て
、
仏
の
智
慧
を
た
ま
わ
る
と
い
う
こ
と
が
信
心
な
の
だ
と
あ
り
ま
す
。

■

信
用
金
庫
の
信
は
欲
の
上
に
立
っ
て
い
る
信

信
は
、
信
ず
る
と
い
う
こ
と
を
安
田
先
生
は
お
も
し
ろ
い
言
い
方
を
な
さ
っ
て
お
り
ま
す
。
「
信
ず
る
と
言
っ
て
も
、
い
ろ
い
ろ
な
神
や
仏
を
信
ず
る
、
そ
れ
は
信

用
金
庫
の
信
だ
」
と
。
「
信
用
金
庫
の
信
」
と
い
う
こ
と
は
欲
の
上
に
立
っ
て
い
る
信
で
ご
ざ
い
ま
す
。
安
田
先
生
は
ど
う
い
う
意
味
で
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
か
は
わ
か

り
ま
せ
ん
で
す
が
、
「
信
用
金
庫
の
信
」
と
い
う
言
葉
を
聞
き
ま
す
と
、
そ
う
い
う
言
葉
が
浮
か
ぶ
わ
け
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
欲
の
上
に
信
を
起
こ
し
て
い
る
。

そ
の
信
は
、
信
に
よ
っ
て
自
分
を
守
り
固
め
よ
う
と
す
る
心
で
ご
ざ
い
ま
す
。
信
心
に
よ
っ
て
自
我
を
固
め
て
い
く
、
自
我
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
い
く
信
に
す
ぎ
な
い
。

そ
う
い
う
も
の
は
す
べ
て
自
力
の
信
で
あ
る
と
、
「
信
用
金
庫
の
信
は
自
力
の
信
で
あ
る
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
こ
に
「
発
起
」
「
開
発
」
と
い
う
言
葉
で
押
さ
え
ら
れ
る
よ
う
な
信
と
い
う
の
は
、
私
の
思
い
を
破
っ
て
私
の
上
に
成
就
し
て
き
た
心
で
ご
ざ
い
ま
す
。
で
す
か

ら
本
願
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
た
心
、
本
願
に
よ
っ
て
呼
び
覚
ま
さ
れ
た
心
を
信
心
と
。
こ
の
「
如
来
よ
り
た
ま
わ
り
た
る
信
心
」
（
聖
典
六
二
九
頁
）
と
い
う
言
葉
も
、

そ
う
い
う
意
味
を
も
つ
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
本
願
を
信
ず
る
の
で
は
な
い
、
本
願
に
よ
っ
て
呼
び
覚
ま
さ
れ
た
心
で
ご
ざ
い
ま
す
。

■

「
即
獲
忍
」

だ
か
ら
こ
そ
信
心
は
す
な
わ
ち
「
文
類
偈
」
で
は
「
即
獲
忍
」
と
ご
ざ
い
ま
す
。
一
足
飛
び
に
言
い
ま
す
と
、
信
心
す
な
わ
ち
証
で
ご
ざ
い
ま
す
。
信
心
に
よ
っ
て

証
を
獲
得
す
る
の
で
は
な
く
て
、
「
即
獲
忍
」
と
う
た
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
信
と
証
と
は
別
な
も
の
で
は
な
い
。
安
田
先
生
が
よ
く
使
わ
れ
ま
し
た
「
位
」
で
す
。

位
が
違
う
、
体
は
一
つ
。
も
の
が
ら
は
一
つ
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
因
と
果
と
い
う
位
と
い
っ
て
も
い
い
の
で
し
ょ
う
か
、
因
の
位
で
押
さ
え
れ
ば
信
、
果
の
位
で
押

さ
え
れ
ば
証
で
す
。
位
の
異
な
り
を
あ
ら
わ
す
の
で
あ
っ
て
、
も
の
が
ら
の
異
な
り
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
「
即
獲
忍
」
と
い
う
言
葉
が
「
文
類
偈
」

で
う
た
わ
れ
て
い
ま
す
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

■

証
と
は
、
「
如
来
よ
り
た
ま
わ
り
た
る
信
心
」
が
開
い
て
い
る
世
界

で
す
か
ら
証
と
い
う
の
は
、
「
如
来
よ
り
た
ま
わ
り
た
る
信
心
」
が
開
い
て
い
る
世
界
と
言
っ
て
も
い
い
の
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
「
如
来
よ
り
た
ま
わ
り
た
る
信

心
」
が
私
の
上
に
開
い
て
く
る
、
そ
う
い
う
世
界
で
す
。
そ
こ
に
「
信
心
開
発
即
獲
忍
」
と
い
う
「
文
類
偈
」
の
言
葉
に
、
非
常
に
注
意
を
引
く
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

■

信
心
は
救
い
を
得
る
た
め
の
手
段
で
は
な
い
。
信
心
の
身
と
な
っ
た
こ
と
が
救
い
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で
す
か
ら
信
心
は
ど
こ
ま
で
も
救
い
を
得
る
た
め
の
手
段
で
は
な
い
。
信
心
の
身
と
な
っ
た
こ
と
が
救
い
だ
と
、
こ
う
い
わ
れ
る
所
以
で
ご
ざ
い
ま
す
。
信
心
に
よ

っ
て
救
い
を
つ
か
み
と
る
の
で
は
な
い
、
信
心
の
身
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
私
た
ち
が
求
め
て
い
る
も
の
は
、
全
生
涯
を
あ
げ
て
帰
命
で
き
る
、
帰
命
す
る
心
を
求
め
て

い
る
。
帰
命
で
き
る
対
象
を
求
め
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
す
。
帰
命
で
き
る
対
象
を
見
つ
け
て
、
そ
の
対
象
に
も
た
れ
か
か
る
、
あ
る
い
は
す
が
る
。
そ
う
い
う
こ

と
に
お
い
て
は
、
私
た
ち
は
決
し
て
自
在
と
い
う
あ
り
方
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
帰
命
す
る
よ
う
な
心
を
求
め
て
い
る
。

一
般
に
宗
教
と
い
う
場
合
は
、
い
つ
も
思
い
出
す
の
で
す
け
れ
ど
も
、
元
検
事
総
長
で
癌
で
亡
く
な
っ
た
伊
藤
英
樹
さ
ん
が
、
『
人
は
死
ね
ば
ゴ
ミ
に
な
る

私
の

ガ
ン
と
の
闘
い
』
と
い
う
本
を
書
か
れ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
。
伊
藤
さ
ん
が
「
私
の
家
も
、
名
古
屋
の
真
宗
門
徒
の
家
だ
け
れ
ど
も
、
し
か
し
私
は
人
間
の
力
を
超
え

た
神
や
仏
に
す
が
っ
て
、
心
の
安
ら
ぎ
を
得
よ
う
と
は
思
わ
な
い
。
だ
か
ら
自
分
は
別
に
真
宗
門
徒
で
も
何
で
も
な
い
。
言
う
な
れ
ば
無
神
論
だ
」
と
い
う
こ
と
の
延

長
に
、
「
人
間
死
ね
ば
ゴ
ミ
に
な
る
」
と
い
う
言
い
方
で
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
あ
の
言
葉
と
い
う
の
は
ご
く
一
般
的
な
宗
教
心
と
言
い
ま
す
か
、
宗
教
と

い
う
も
の
を
領
解
、
宗
教
の
あ
り
方
、
あ
る
い
は
宗
教
心
の
あ
り
方
を
言
い
現
わ
し
て
い
る
言
葉
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
何
か
人
間
の
力
を
超
え
た
、
超
越
的

な
神
や
仏
と
い
う
存
在
に
す
が
っ
て
心
の
安
ら
ぎ
を
得
よ
う
と
す
る
営
み
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
ご
く
日
常
的
な
意
識
と
し
て
は
根
深
く
、
広
く
生
き
ら
れ
て
い
る

心
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

■

仏
教
は
ど
こ
ま
で
も
自
覚
道

し
か
し
そ
う
い
う
外
な
る
神
や
仏
に
助
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
な
ら
ば
、
こ
れ
は
仏
教
が
異
学
・
異
見
と
し
て
否
定
す
る
、
外
道
と
し
て
否
定
す
る
他
因
説
で
ご
ざ

い
ま
す
。
他
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
と
す
る
、
そ
れ
は
外
道
の
構
造
で
あ
っ
て
、
決
し
て
仏
教
の
構
造
で
は
な
い
。
仏
教
は
ど
こ
ま
で
も
自
覚
道
で
あ
り
ま
し
て
、
自
己

の
他
な
る
も
の
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
求
め
る
道
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
そ
こ
に
言
え
る
か
と
思
う
の
で
す
。
ど
こ
ま
で
も
信
ず
る
心
に
生
か
さ
れ

て
い
く
の
で
あ
り
ま
し
て
、
信
ず
る
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
方
法
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
ら
た
め
て
思
わ
れ
ま
す
。

■

証
と
言
い
ま
し
て
も
「
獲
忍
」

で
す
か
ら
証
と
言
い
ま
し
て
も
「
獲
忍
」
と
い
う
。
仏
教
で
は
「
忍
」
と
い
う
言
葉
で
智
慧
を
あ
ら
わ
す
。
そ
う
い
う
「
得
忍
」
で
す
、
忍
を
得
た
と
い
う
こ
と
が

証
を
あ
ら
わ
す
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
よ
く
す
ぐ
れ
て
理
解
す
る
、
そ
れ
は
言
葉
を
か
え
れ
ば
「
印
可
決
定
」
と
い
う
こ
と
で
、
は
っ
き
り
と
認
め
る

と
い
う
。
「
忍
」
と
い
う
字
を
使
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
意
味
は
「
認
」
と
い
う
こ
と
だ
と
説
明
が
さ
れ
て
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、

ど
う
も
こ
れ
も
落
ち
着
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
な
ら
ば
、
は
じ
め
か
ら
「
認
」
と
い
う
字
を
使
え
ば
い
い
の
で
は
な
い
か
、
「
忍
」
と
い
う
字
を
書
い
て
お
い
て
、
こ
れ
は

「
認
」
の
意
味
だ
と
、
何
で
そ
ん
な
面
倒
な
こ
と
を
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
。
逆
に
い
え
ば
「
認
」
で
は
な
く
て
「
忍
」
と
い
う
字
を
使
わ
な
く
て
は
な
ら
な

■ 仏教はどこまでも自覚道
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い
意
味
が
あ
る
は
ず
で
ご
ざ
い
ま
す
。
あ
る
い
は
「
忍
」
と
い
う
字
で
あ
ら
わ
そ
う
と
す
る
意
味
で
ご
ざ
い
ま
す
。

■

ギ
リ
シ
ャ
人
は
知
恵
は
「
情
熱
」

そ
れ
が
ず
っ
と
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
た
ま
た
ま
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
本
を
見
て
お
り
ま
し
た
ら
、
「
ギ
リ
シ
ャ
人
の
知
恵
」
と
い
う
こ
と
を
取
り
上
げ
て
あ
り
ま

し
た
。
ギ
リ
シ
ャ
人
は
知
恵
を
「
情
熱
」
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
「
情
熱
」
と
い
う
の
は
ド
イ
ツ
語
で
言
う
と
「
ラ
イ
デ
ン
シ
ャ
フ

ト
」
（Le

i
d
e
ns
c
h
af
t

）
と
い
う
言
葉
。
そ
の
語
根
の
「
ラ
イ
デ
ン
」
（le

i
d
en

）
と
い
う
の
は
「
耐
え
忍
ぶ
」
と
い
う
意
味
だ
と
。
だ
か
ら
情
熱
と
い
っ
て
も
、
が

む
し
ゃ
ら
に
突
っ
走
る
と
い
う
情
熱
で
は
な
い
、
そ
れ
は
猪
突
猛
進
の
情
熱
、
そ
う
い
う
情
熱
で
は
な
く
て
、
事
実
を
ど
こ
ま
で
も
事
実
と
し
て
耐
え
忍
ぶ
と
い
う
、

受
け
と
っ
て
い
く
情
熱
、
言
い
か
え
れ
ば
勇
気
で
す
。
そ
れ
が
ど
ん
な
に
辛
い
こ
と
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
が
我
が
身
の
事
実
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
我
が
身
の
事
実
に

立
つ
。
我
が
身
の
事
実
と
し
て
生
き
る
と
い
う
。
そ
こ
に
こ
の
「
忍
」
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
智
慧
と
い
う
意
味
が
あ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
、

た
ま
た
ま
読
み
ま
し
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
葉
が
一
つ
の
導
き
に
な
り
ま
し
て
、
そ
れ
以
来
ず
っ
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
愚
痴
と
い
う
の
は
弱
さ
で
あ
り

ま
す
し
、
智
慧
と
い
う
の
は
勇
気
だ
と
言
っ
て
い
い
の
だ
と
思
う
の
で
す
。

■

「
忍
」
と
い
う
意
味
で
の
智
慧

そ
う
い
う
「
忍
」
と
い
う
意
味
で
の
智
慧
、
あ
る
い
は
証
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
藤
元
君
が
、
「
私
た
ち
は
い
つ
の
間
に
か
逆
に
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま

っ
て
い
る
、
逆
転
し
て
い
る
。
流
転
し
て
い
る
者
が
、
流
転
し
な
い
自
分
に
出
遇
う
の
だ
と
思
い
込
ん
で
い
る
。
信
心
に
よ
っ
て
、
流
転
し
て
い
た
者
が
、
流
転
し
な

い
自
分
に
な
る
の
だ
と
、
そ
う
思
い
込
む
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
逆
だ
、
逆
転
し
て
お
り
ま
し
て
ね
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
お
り
ま
す
。
「
逆

転
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
で
は
な
く
て
流
転
し
て
い
る
者
が
、
流
転
し
て
い
る
自
分
に
、
は
じ
め
て
目
覚
め
る
の
で
す
。
つ
ま
り
流
転
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
は
自
分
を
見
失
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
流
転
し
て
い
る
な
ん
て
い
う
思
い
は
な
い
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
流
転
し
て
い
る
者
が
流
転
し
て
い

る
自
分
を
は
っ
き
り
と
知
る
と
、
そ
う
い
う
智
慧
を
得
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
何
か
「
忍
」
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
よ
う
な
智
慧
で
ご
ざ
い
ま

す
。

■

「
信
心
と
は
歩
み
を
も
っ
て
い
る
魂
」

そ
の
意
味
で
信
心
を
、
「
信
受
」
と
い
う
言
葉
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
受
け
と
め
て
い
く
。
自
ら
の
事
実
を
事
実
と
し
て
受
け
と
め
る
。
受
け
と
め
た
と
き
、
そ
の
事

実
が
私
を
限
り
な
く
う
な
が
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
こ
れ
も
藤
元
君
の
言
葉
な
の
で
す
が
、
「
信
心
と
は
歩
み
を
も
っ
て
い
る
魂
」
と
、
こ
う

押
さ
え
て
く
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
で
藤
元
君
の
ユ
ー
モ
ア
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
信
心
と
い
う
の
は
「
歩
み
を
も
っ
て
い
る
魂
」
だ
と
。

時の呼応性 第４講00



- 46 -

仏
教
は
疲
れ
な
い
、
「
大
悲
無
倦
」
と
あ
り
ま
す
。
「
仏
教
は
疲
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
信
心
の
ほ
う
は
や
っ
ぱ
り
疲
れ
る
」
と
言
っ
て
お
り
ま
す
。
疲
れ
る
と
い
う

こ
と
が
大
事
な
の
で
し
ょ
う
と
。
疲
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
生
き
て
い
る
か
ら
疲
れ
る
の
だ
と
、
死
ん
で
い
た
ら
疲
れ
な
い
。
信
心
に
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ

る
か
ら
、
信
心
に
疲
れ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
だ
と
。
そ
し
て
疲
れ
ま
い
と
し
て
自
分
を
固
め
る
の
で
は
な
く
て
、
な
ん
で
疲
れ
る
の
か
、
そ
の
疲
れ
る
と
い
う
こ

と
を
機
縁
と
し
て
、
何
で
疲
れ
る
の
か
を
問
い
直
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
大
事
な
の
だ
と
注
意
し
て
く
れ
て
お
り
ま
す
。
「
仏
法
は
疲
れ
な
い
」
と
い
う
安
田
先
生

の
言
葉
に
、
「
仏
法
を
語
っ
て
疲
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

こ
の
四
日
間
、
黒
田
さ
ん
が
迎
え
に
来
ら
れ
る
の
で
す
。
地
獄
の
使
者
と
呼
ん
で
い
る
の
で
す
（
笑
）
。
実
に
優
し
そ
う
な
顔
を
し
て
、
宣
告
し
に
来
る
の
で
す
。

そ
れ
で
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
の
で
す
が
、
だ
い
た
い
は
話
し
終
わ
り
ま
す
と
、
内
臓
か
ら
何
か
ら
全
部
も
っ
て
い
か
れ
た
気
が
し
ま
す
。
疲
れ
な
い
な
ん
て
こ
と
に

は
、
な
か
な
か
な
っ
て
ま
い
り
ま
せ
ん
。

さ
っ
き
そ
こ
で
大
河
内
君
と
雑
談
が
出
て
い
た
の
で
す
が
、
「
大
地
の
会
」
が
仏
光
寺
で
し
て
お
り
ま
し
た
頃
に
で
す
が
、
忘
れ
ら
れ
な
い
の
で
す
。
あ
の
頃
、
曽

我
先
生
が
お
幾
つ
で
あ
っ
た
か
、
当
然
八
十
は
当
に
越
し
て
お
ら
れ
た
と
思
う
の
で
す
。
立
っ
た
ま
ま
で
お
話
を
し
て
ご
ざ
い
ま
し
て
、
一
時
間
過
ぎ
て
も
お
休
み
に

な
ら
な
い
、
二
時
間
過
ぎ
て
も
お
休
み
に
な
ら
な
い
。
お
昼
の
合
図
の
音
が
鳴
り
ま
し
て
も
、
そ
れ
で
も
お
止
め
に
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
も
う
二
時
間
半
近
く
な
り
ま

し
て
、
み
ん
な
が
、
そ
の
頃
お
世
話
を
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
た
私
た
ち
の
ほ
う
を
、
早
く
何
と
か
し
ろ
と
い
う
よ
う
な
顔
を
し
て
、
チ
ラ
チ
ラ
と
見
る
わ
け
で
す
。
仕

方
が
な
い
の
で
私
が
、
先
生
の
話
が
ち
ょ
っ
と
途
切
れ
た
と
き
に
「
時
間
で
す
の
で
」
と
言
お
う
と
思
っ
て
横
に
行
く
と
、
ま
た
話
が
始
ま
る
の
で
す
。
そ
れ
で
仕
方

が
な
い
の
で
戻
り
ま
し
て
、
チ
ャ
ン
ス
を
窺
っ
て
ま
た
出
て
行
き
ま
す
と
、
待
っ
て
い
た
か
の
よ
う
に
手
が
振
り
上
が
る
の
で
す
。
こ
れ
で
は
駄
目
だ
と
い
う
こ
と
で
、

今
度
は
「
時
間
で
す
の
で
、
ど
う
ぞ
お
休
み
く
だ
さ
い
」
と
紙
に
書
き
ま
し
て
、
机
の
上
に
置
い
た
の
で
す
が
、
そ
れ
が
全
然
目
に
入
ら
な
い
の
で
す
。
も
の
凄
い
集

中
力
と
言
い
ま
す
か
。
そ
し
て
二
時
間
半
た
っ
て
、
よ
う
や
く
「
ち
ょ
っ
と
疲
れ
ま
し
た
の
で
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
、
や
れ
や
れ
と
思
い
ま
し
た
ら
、
「
座
ら
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
」
と
。
お
座
り
に
な
っ
た
ら
、
目
の
前
の
紙
が
目
に
入
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
紙
を
取
り
上
げ
ら
れ
て
ご
覧
に
な
っ
て
、
「
そ
う
で
す
ね
、
そ
う

で
す
ね
」
と
言
っ
て
、
や
っ
と
お
下
が
り
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
こ
そ
下
が
っ
て
行
か
れ
る
と
き
の
姿
勢
は
、
ト
ボ
ト
ボ
し
て
お
ら
れ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
あ
れ
は

ま
さ
に
人
間
の
情
熱
で
は
な
い
の
で
す
。
ま
さ
に
仏
法
が
歓
喜
踊
躍
し
て
い
る
、
そ
う
い
う
姿
で
す
。
そ
れ
は
も
う
疲
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
し
ょ
う
。
ま
さ

に
「
大
悲
無
倦
」
で
ご
ざ
い
ま
す
。

■

「
な
ぜ
疲
れ
る
の
か
、
そ
の
倦
む
と
い
う
こ
と
を
機
縁
と
し
て
問
い
直
す
」

け
れ
ど
も
そ
の
教
え
を
聞
信
す
る
私
ど
も
の
歩
み
は
、
悲
し
い
か
な
、
や
は
り
そ
こ
に
疲
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
聞
く
と
い
う
こ
と
に
「
倦
む
」
と
い
う
こ
と

■ 「なぜ疲れるのか、その倦むということを機縁として問い直す」
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が
あ
り
ま
す
。
そ
の
と
き
大
事
な
こ
と
は
、
藤
元
君
が
言
っ
て
く
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
な
ぜ
疲
れ
る
の
か
、
そ
の
倦
む
と
い
う
こ
と
を
機
縁
と
し
て
問
い
直
す
」
と

い
う
こ
と
な
の
で
す
。

■

せ
っ
か
く
挫
折
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
挫
折
を
無
駄
に
す
る
な

話
が
横
へ
い
く
よ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
た
ま
た
ま
テ
レ
ビ
を
つ
け
ま
し
た
ら
、
マ
ラ
ソ
ン
選
手
の
有
森
裕
子
さ
ん
が
出
て
お
り
ま
し
た
。
有
名
な
人
が
小
学
校
へ
行

っ
て
、
学
生
に
課
外
授
業
を
す
る
番
組
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
と
き
は
有
森
さ
ん
が
学
校
に
行
っ
て
、
体
育
な
り
そ
う
い
う
も
の
の
授
業
を
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
話
の

中
に
、
「
自
分
も
マ
ラ
ソ
ン
選
手
と
し
て
挫
折
し
て
、
ど
れ
だ
け
練
習
し
て
も
記
録
が
出
な
く
て
、
少
し
も
入
賞
も
で
き
な
か
っ
た
。
全
く
挫
折
し
て
い
た
と
き
に
、

私
を
立
ち
直
ら
せ
て
く
れ
た
の
は
、
コ
ー
チ
の
一
言
だ
っ
た
。
そ
の
コ
ー
チ
は
何
と
言
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
「
せ
っ
か
く
と
い
う
言
葉
を
つ
け
ろ
」
と
言
わ
れ
た
。

せ
っ
か
く
挫
折
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
挫
折
を
無
駄
に
す
る
な
。
そ
う
い
う
か
た
ち
で
自
分
が
ぶ
つ
か
っ
て
ど
う
に
も
な
ら
な
い
と
い
う
思
い
の
と
き
に
、
い
つ
も

「
せ
っ
か
く
と
い
う
言
葉
を
つ
け
ろ
」
と
コ
ー
チ
が
言
わ
れ
た
。
そ
の
言
葉
が
私
を
立
ち
直
ら
せ
て
く
れ
た
」
と
、
こ
う
い
う
話
を
小
学
生
に
向
か
っ
て
話
し
て
お
ら

れ
ま
し
た
。
確
か
に
「
せ
っ
か
く
」
で
す
。

■

信
心
か
ら
歩
み
が
始
ま
る

ま
さ
に
そ
の
「
倦
む
」
と
い
う
こ
と
を
機
縁
と
し
て
問
い
直
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
に
信
心
が
信
心
自
身
を
吟
味
し
て
い
く
、
問
答
し

て
い
く
と
い
う
こ
と
が
押
さ
え
ら
れ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
信
心
を
吟
味
さ
れ
た
の
は
、
『
教
行
信
証
』
の
上
で
い
え
ば
「
信
巻
」
と
「
化
身
土
巻
」
で
す
が
、
そ

の
両
巻
を
通
じ
て
あ
る
も
の
は
問
答
で
ご
ざ
い
ま
す
。
問
答
を
も
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
信
心
し
た
ら
終
わ
り
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
、

信
心
か
ら
歩
み
が
始
ま
る
の
で
す
。
そ
れ
こ
そ
信
心
に
眼
を
開
か
れ
る
と
言
い
ま
す
か
、
信
心
を
た
ま
わ
る
ま
で
は
流
転
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
流
転
の
身
が
信
心
獲

得
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
歩
み
が
始
ま
る
。
だ
か
ら
そ
こ
に
「
歩
み
を
も
っ
て
い
る
魂
」
、
そ
れ
を
往
生
の
信
心
と
い
う
の
で
す
。■

往
生
と
は
無
限
に
歩
ん
で
い
く

安
田
先
生
は
、
「
往
生
と
い
う
の
は
、
往
く
と
い
う
こ
と
、
生
ま
れ
て
往
く
と
い
う
こ
と
だ
。
ど
こ
に
往
く
の
か
と
言
っ
た
ら
、
無
限
に
往
く
の
だ
。
無
限
に
歩
ん

で
い
く
の
だ
。
生
死
の
大
海
を
渡
る
と
い
う
と
、
こ
っ
ち
の
岸
か
ら
向
こ
う
の
岸
へ
橋
が
渡
さ
れ
て
、
そ
の
橋
を
渡
っ
て
向
こ
う
岸
へ
往
く
と
、
そ
う
い
う
よ
う
に
思

っ
て
し
ま
う
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
は
な
い
。
そ
の
全
体
が
橋
に
な
る
の
だ
。
人
生
の
全
体
が
橋
に
な
る
、
人
間
が
橋
と
し
て
生
き
る
の
だ
」
と
い
う
言
い
方
を
さ
れ
て

お
り
ま
す
。
つ
ま
り
早
く
向
こ
う
岸
に
つ
い
て
安
心
し
て
と
、
そ
う
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
ん
な
歩
み
で
は
な
い
。

■

無
上
仏
道
は
最
上
仏
道
で
は
な
い

時の呼応性 第４講00
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そ
こ
に
「
無
上
仏
道
」
（
聖
典
二
四
七
頁
）
と
い
う
。
無
上
仏
道
は
最
上
仏
道
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
無
上
と
い
う
こ
と
は
文
字
ど
お
り
、
上
限
が
な
い
と
、
こ
こ

ま
で
と
い
う
こ
と
が
な
い
と
い
う
。
常
に
到
達
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
新
し
く
出
発
し
て
い
く
。
こ
れ
は
言
葉
と
し
て
は
「
昇
道
無
窮
極
」
（
聖
典
五
七
頁
）
と
ご
ざ
い

ま
す
。

つ
ま
り
人
生
が
、
安
田
先
生
の
言
葉
で
い
え
ば
「
橋
」
。
人
生
そ
の
も
の
が
道
に
な
る
。
人
生
の
中
に
お
い
て
一
つ
の
道
を
歩
ん
で
い
く
の
で
は
な
い
。
人
生
そ
の

も
の
が
道
と
し
て
与
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
言
い
か
え
ま
す
と
、
永
遠
に
途
中
な
る
も
の
と
し
て
歩
む
の
だ
と
。
そ
れ
は
個
人
の
心
で
は
耐
え
ら
れ
る
道
で
は
な
い
の
で

す
。
途
中
で
終
わ
る
道
は
個
人
と
し
て
は
耐
え
ら
れ
な
い
。
や
は
り
自
分
の
目
の
黒
い
内
に
、
決
着
を
得
た
い
わ
け
で
す
。

信
心
を
た
ま
わ
る
と
い
う
と
き
、
そ
こ
に
与
え
ら
れ
て
く
る
道
は
、
ま
さ
に
人
生
そ
の
も
の
を
道
と
し
て
た
ま
わ
る
と
、
そ
う
い
う
歩
み
が
始
ま
る
の
だ
と
い
う
意

味
が
こ
こ
の
と
こ
ろ
に
展
開
さ
れ
る
。
そ
う
い
う
意
味
が
「
信
心
開
発
」
と
い
う
、
「
開
発
」
と
い
う
言
葉
の
中
に
お
さ
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
そ
う

い
う
信
心
を
彰
す
と
。
最
初
の
こ
の
「
彰
」
と
い
う
字
で
す
が
、
信
心
の
そ
う
い
う
意
義
を
彰
す
と
い
う
こ
と
を
尽
く
し
て
く
だ
さ
っ
た
と
思
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

■

時
剋
と
は
時
間
が
も
っ
て
い
る
「
約
束
性
」

先
ほ
ど
の
「
信
一
念
釈
」
の
と
こ
ろ
で
す
が
、
二
三
九
頁
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
こ
に
「
信
楽
開
発
の
時
剋
の
極
促
を
顕
し
」
と
、
「
開
発
」
と
い
う
言
葉
に
少
し

触
れ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
れ
に
続
け
て
「
時
剋
」
と
い
う
。
い
わ
ゆ
る
「
時
刻
」
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
汽
車
の
時
刻
表
の
時
剋
、
時
の
移
り
行
き
を
刻
む

と
い
う
意
味
の
「
時
刻
」
で
は
な
く
て
、
「
時
剋
」
と
い
う
字
が
使
わ
れ
て
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
「
剋
」
と
い
う
字
、
こ
れ
は
一
番
も
と
の
意
味
と
し
て
は
、
「
こ
ろ

す
」
と
い
う
物
騒
な
意
味
が
あ
り
ま
す
。
「
う
ち
か
つ
」
と
い
う
意
味
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
「
き
ざ
む
」
と
い
う
意
味
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
の
「
刻
」
に
通
ず

る
意
味
を
も
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
「
き
め
る
」
「
さ
だ
め
る
」
と
い
う
意
味
を
も
っ
た
字
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
の
「
き
め
る
、
さ
だ
め
る
」
と
い
う
こ
と
を
押
さ
え
て
だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
藤
元
君
は
「
時
剋
」
と
い
う
の
を
、
時
間
が
も
っ
て
い
る
「
約
束
性
」
と
い

う
言
い
方
を
し
て
お
り
ま
す
。
よ
く
聞
く
言
葉
づ
か
い
を
も
ち
出
し
ま
す
と
、
遇
う
べ
く
し
て
遇
う
た
と
。
た
ま
た
ま
遇
う
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
遇
う
て
み
れ
ば
、
そ

れ
は
ま
さ
に
遇
う
べ
く
し
て
遇
う
た
と
い
う
感
覚
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
「
時
」
の
「
約
束
性
」
と
い
う
言
い
方
で
表
現
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
か
ら
私
た
ち
は
「
如
来
と
出
遇
う
時
」
を
も
っ
て
、
こ
の
世
に
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
「
仏
法
に
出
遇
う
時
を
も
っ
て
こ
の
世
に
生

ま
れ
て
き
て
い
る
の
だ
」
と
、
そ
う
い
う
言
い
方
も
し
て
く
れ
て
お
り
ま
す
。
い
の
ち
の
自
然
と
言
い
ま
す
か
、
い
の
ち
の
本
来
に
帰
る
時
、
自
ず
と
遇
う
べ
く
し
て

遇
う
と
い
う
「
時
」
を
た
ま
わ
る
。

出
遇
う
と
い
う
こ
と
は
お
も
し
ろ
い
で
す
ね
。
後
で
怒
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
大
河
内
君
が
「
友
な
り
師
な
り
仏
な
り
」
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
思
い
を
語

■ 時剋とは時間がもっている「約束性」
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っ
て
く
れ
ま
し
た
。
大
河
内
君
と
藤
元
君
ほ
ど
相
性
の
悪
い
、
犬
猿
の
仲
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
学
生
時
分
、
私
は
両
方
と
個
別
に
関
係
を
も
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、

私
の
と
こ
ろ
に
別
々
に
遊
び
に
来
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
と
き
ど
き
私
の
寺
で
鉢
合
わ
せ
を
す
る
の
で
す
。
そ
し
た
ら
必
ず
、
口
論
し
た
こ
と
は
あ
ま
り
記
憶
に
な

い
の
で
す
が
、
と
に
か
く
片
一
方
が
帰
る
と
、
片
一
方
が
「
何
だ
あ
い
つ
は
」
と
い
う
言
い
方
で
、
お
互
い
に
ボ
ロ
ク
ソ
に
言
っ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
こ
う
い
う

出
遇
い
に
な
っ
て
い
く
の
で
す
か
ら
、
出
遇
い
と
い
う
の
は
本
当
に
お
も
し
ろ
い
も
の
だ
と
思
う
の
で
す
。

物
理
的
に
出
遇
う
と
い
う
こ
と
は
、
い
ろ
い
ろ
な
縁
を
も
っ
て
出
遇
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
出
遇
い
の
中
に
そ
の
出
遇
い
が
熟
し
て
い
く
、
「
時
機
純
熟
」
と

い
う
言
葉
で
す
。
純
熟
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
た
ち
が
体
験
し
て
い
く
「
時
」
の
は
た
ら
き
で
ご
ざ
い
ま
す
。
「
時
」
が
も
っ
て
い
る
は
た
ら
き
、
そ
れ
は

必
ず
本
来
な
る
と
こ
ろ
に
呼
び
返
し
て
い
く
よ
う
な
は
た
ら
き
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
「
剋
」
と
い
う
字
が
示
し
て
い
る
。

「
遇
う
た
時
」
「
目
覚
め
た
時
」
が
、
そ
の
「
時
の
は
た
ら
き
」
と
し
て
私
の
上
に
一
つ
の
事
実
を
成
就
し
て
く
る
。
そ
れ
は
決
し
て
、
自
分
の
努
力
で
そ
う
な
る

と
か
、
逆
に
全
く
偶
然
そ
う
な
っ
た
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
努
力
し
て
な
っ
た
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
し
、
さ
れ
ば
と
い
っ
て
え
偶
然
そ
う
な
っ
た
と
い

う
わ
け
で
も
な
い
。
も
っ
と
深
い
必
然
性
が
そ
こ
に
感
じ
ら
れ
る
。
そ
う
な
ら
ず
に
お
れ
な
か
っ
た
必
然
性
を
た
ま
わ
っ
て
い
た
と
、
そ
う
い
う
こ
と
が
そ
こ
に
あ
る

の
で
は
な
い
か
。

■

『
口
伝
鈔
』
の
「
時
」
と
い
う
こ
と
の
と
ら
え
方

そ
の
「
時
」
と
い
う
こ
と
の
と
ら
え
方
に
つ
い
て
思
い
出
さ
れ
ま
す
の
は
、
覚
如
上
人
が
繰
り
返
し
書
い
て
お
ら
れ
る
の
で
す
か
ら
、
や
は
り
実
際
に
あ
っ
た
の
だ

と
思
い
ま
す
。
『
口
伝
鈔
』
の
六
五
二
頁
で
す
。
そ
の
前
の
『
執
持
鈔
』
に
も
同
じ
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、
『
口
伝
鈔
』
の
文
の
ほ
う
が
よ
り
具
体

的
な
表
現
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

本
願
寺
の
上
人
親
鸞
あ
る
と
き
門
弟
に
し
め
し
て
の
た
ま
わ
く
、
つ
ね
に
人
の
し
る
と
こ
ろ
、
夜
あ
け
て
日
輪
は
い
ず
や
、
日
輪
や
い
で
て
夜
あ
く
る
や
、
両
篇
、

な
ん
だ
ち
、
い
か
ん
が
し
る
と
云
々

（
聖
典
六
五
二
頁
）

と
い
う
こ
と
を
お
尋
ね
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
時
間
が
来
た
か
ら
お
日
さ
ま
が
出
て
く
だ
さ
っ
た
と
い
う
の
か
、
お
日
さ
ま
が
出
て
く
だ
さ
っ
た
か
ら

夜
が
明
け
た
の
か
。
「
夜
あ
け
て
日
輪
は
い
ず
や
、
日
輪
や
い
で
て
夜
あ
く
る
や
」
、
そ
の
二
つ
の
内
、
ど
っ
ち
だ
と
思
う
の
か
と
、
こ
う
聞
か
れ
た
と
い
う
の
で
す
。

そ
れ
で
「
う
ち
ま
か
せ
て
、
人
み
な
お
も
え
ら
く
」
、
お
互
い
に
顔
を
見
合
わ
せ
て
、
い
ろ
い
ろ
ぼ
そ
ぼ
そ
相
談
し
た
の
で
し
ょ
う
。
「
夜
あ
け
て
の
ち
日
い
ず
、
と

こ
た
え
申
す
」
と
。
そ
れ
は
や
っ
ぱ
り
、
夜
が
明
け
時
間
が
来
た
か
ら
お
日
さ
ま
が
出
て
き
た
の
だ
と
答
え
た
と
。
そ
れ
で
「
上
人
の
た
ま
わ
く
、
し
か
ら
ざ
る
な
り

と
。
日
い
で
て
ま
さ
に
夜
あ
く
る
も
の
な
り
」
と
い
う
こ
と
が
、
覚
如
上
人
の
文
章
と
し
て
記
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
「
夜
あ
け
て
日
輪
は
い
ず
」
と
い
う
ほ
う
は
、
お
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日
さ
ま
が
出
る
べ
き
時
が
き
て
出
て
き
た
と
い
う
、
当
然
の
姿
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
「
日
輪
や
い
で
て
夜
あ
く
」
と
い
う
受
け
と
め
で
す
。
そ
こ
に
は
あ

る
意
味
で
思
い
を
超
え
て
、
言
う
な
れ
ば
「
よ
う
こ
そ
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
す
。

い
つ
も
譬
え
に
申
さ
せ
て
い
た
だ
く
の
で
す
が
、
子
ど
も
の
時
分
、
体
が
弱
く
て
い
つ
も
京
大
病
院
に
入
院
し
て
お
り
ま
し
た
。
当
時
か
ら
京
大
病
院
と
い
う
と
こ

ろ
は
、
子
ど
も
で
あ
っ
て
付
き
添
い
の
人
が
泊
ま
る
こ
と
を
許
し
ま
せ
ん
か
ら
、
時
間
が
く
る
と
母
親
も
帰
っ
て
し
ま
う
。
一
人
病
室
で
真
っ
暗
な
闇
に
耐
え
る
。
病

気
の
苦
し
さ
と
夜
の
暗
さ
で
、
子
ど
も
と
し
て
は
殊
に
切
な
い
時
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
だ
け
に
、
い
つ
ま
で
続
く
の
か
、
永
遠
に
こ
の
ま
ま
か
と
思
う
よ
う
な
気
が

い
た
し
ま
す
。
そ
う
い
う
時
に
、
カ
ー
テ
ン
の
隙
間
な
ど
か
ら
、
す
っ
と
一
筋
の
光
が
射
し
て
く
る
、
そ
の
時
の
喜
び
で
す
。
決
し
て
時
間
が
来
た
か
ら
、
お
日
さ
ま

が
顔
を
出
し
た
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
ま
さ
に
「
よ
く
ぞ
出
て
く
だ
さ
っ
た
」
と
い
う
思
い
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。■

「
時
あ
っ
て
時
に
い
ま
し
出
ず
る
」

そ
こ
に
「
時
あ
っ
て
時
に
い
ま
し
出
ず
る
」
（
聖
典
一
五
三
頁
）
と
い
う
言
葉
は
大
き
な
感
動
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
ま
さ
に
「
時
至
っ
て
」
と
い
う
喜
び
を
示
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
う
い
う
「
時
」
で
す
、
何
と
も
面
倒
な
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

最
初
に
「
咲
い
て
清
浄
、
散
っ
て
清
浄
」
と
い
う
藤
元
君
の
言
葉
が
書
い
て
お
り
ま
し
た
色
紙
の
言
葉
を
あ
げ
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
「
如
来
如
去
」

と
、
来
る
こ
と
に
お
い
て
如
を
開
き
、
去
る
こ
と
に
お
い
て
如
を
開
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
藤
元
君
は
そ
れ
こ
そ
去
る
こ
と
に
お
い
て
、
今
、
「
時
」
を
与
え
て
く
れ

た
と
い
う
気
が
私
に
は
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
「
時
」
と
は
何
か
と
言
い
ま
す
と
、
こ
の
私
を
し
て
、
い
ま
、
こ
こ
に
、
こ
う
し
て
生
き
て
い
る
と
い
う
こ

と
を
、
あ
ら
た
め
て
真
正
面
か
ら
問
い
直
さ
せ
、
受
け
と
ら
せ
る
「
時
」
で
す
。
そ
う
い
う
「
時
」
を
送
っ
て
く
れ
た
と
い
う
思
い
が
ご
ざ
い
ま
す
。

曽
我
先
生
が
、
「
信
心
は
全
我
の
救
済
の
要
求
で
あ
る
」
（
『
曽
我
量
深
選
集
第
二
巻
』
「
信
仰
の
後
景
と
前
景
」
）
と
い
う
言
い
方
を
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の

「
全
我
」
と
は
何
だ
と
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
と
。
そ
れ
に
つ
い
て
信
心
の
「
前
景
と
後
景
」
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
の
「
後
景
」
と
は
一
口
で
い

え
ば
、
私
の
過
去
で
ご
ざ
い
ま
す
。
「
前
」
と
は
私
の
未
来
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
私
の
無
始
已
来
の
過
去
の
経
験
と
。
私
の
い
の
ち
が
も
っ
て
い
る
、
「
無

始
已
来
の
過
去
の
経
験
を
摂
束
し
て
」
と
い
う
言
葉
で
し
た
、
束
ね
る
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
「
前
景
」
と
い
う
の
は
「
尽
未
来
際
の
理
想
を
包
容
し
て
」
と
、
こ
れ
を

「
前
景
」
と
す
る
。
そ
こ
に
現
前
の
一
念
、
信
の
一
念
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
過
去
と
未
来
の
永
劫
を
お
さ
め
て
一
念
の
救
済
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
の
だ
と
。

そ
こ
に
そ
う
い
う
「
全
我
の
救
済
」
と
、
そ
の
「
全
我
」
と
は
無
始
已
来
の
過
去
の
経
験
の
す
べ
て
を
お
さ
め
る
。
「
尽
未
来
際
」
の
私
の
理
想
と
い
う
も
の
を
全
部

包
ん
で
、
「
前
景
」
と
し
「
後
景
」
と
す
る
。
そ
う
い
う
自
己
で
す
。
で
す
か
ら
、
但
し
今
あ
る
私
の
状
態
か
ら
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
ま
さ
に
宗
さ
ん

が
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
、
「
存
在
の
救
い
」
で
ご
ざ
い
ま
す
。
「
全
我
の
救
い
」
と
い
う
の
は
、
私
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
か
ら
の
救
い
で
は
な
く
て
、
私
の
存
在
そ

■ 「時あって時にいまし出ずる」
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の
も
の
の
救
い
、
そ
れ
を
要
求
す
る
。
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
信
と
い
う
こ
と
は
あ
る
の
だ
と
い
う
言
葉
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
の
「
全
我
」
で

す
。そ

う
い
う
意
味
の
「
全
我
」
が
問
わ
れ
る
と
き
、
「
前
景
」
と
「
後
景
」
の
す
べ
て
を
包
ん
で
、
現
に
生
き
て
い
る
「
全
我
」
の
あ
り
よ
う
で
す
。
直
接
は
や
は
り

藤
元
君
の
死
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
、
あ
ら
た
め
て
私
自
身
の
そ
う
い
う
「
全
我
」
に
真
向
か
い
に
さ
せ
ら
れ
た
。
「
お
前
は
ど
う
す
る
の
だ
」
と
い
う
、
そ
れ
こ
そ

独
特
の
表
情
を
も
っ
て
尋
ね
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
お
り
ま
す
。

し
か
し
、
そ
う
い
う
「
全
我
」
の
自
己
に
真
向
か
い
に
な
ど
な
れ
ま
せ
ん
わ
ね
。
そ
れ
な
り
に
自
己
反
省
な
ど
は
し
て
き
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
れ
は

決
し
て
自
己
の
全
体
を
あ
げ
て
問
い
直
す
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
ま
で
問
い
つ
め
ら
れ
て
い
な
い
。
問
い
つ
め
ら
れ
な
い
ま
ま
に
問
い
つ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
け
れ

ど
も
、
そ
れ
を
流
し
て
生
き
て
き
た
自
分
が
、
い
ま
こ
こ
に
改
め
て
、
そ
れ
こ
そ
藤
元
君
の
生
涯
の
歩
み
と
、
そ
れ
こ
そ
「
全
我
」
を
あ
げ
て
の
私
と
の
、
安
田
先
生

の
言
葉
で
い
え
ば
「
対
話
」
で
ご
ざ
い
ま
す
。
「
対
話
」
が
こ
れ
か
ら
ど
れ
だ
け
深
め
ら
れ
る
の
か
で
す
ね
。

そ
う
い
う
「
呼
応
」
で
す
。
「
呼
応
」
の
営
み
と
い
う
こ
と
が
ど
こ
ま
で
貫
か
れ
う
る
の
か
で
す
。
こ
れ
は
決
し
て
個
人
的
な
関
わ
り
の
上
で
の
こ
と
で
は
な
く
て
、

そ
う
い
う
「
時
」
を
あ
ら
た
め
て
も
っ
た
と
い
う
気
が
致
し
ま
す
。
そ
れ
は
よ
く
考
え
て
み
ま
す
と
、
こ
の
大
地
の
会
と
い
う
場
は
、
ま
さ
に
全
我
が
問
い
直
さ
れ
る

場
だ
と
。
あ
る
意
味
で
一
年
間
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
場
で
歩
み
を
重
ね
て
き
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
歩
み
を
重
ね
て
き
た
私
た
ち
が
、
こ
こ
に
あ
ら
た

め
て
全
我
を
あ
げ
て
問
わ
れ
る
。

■

う
な
が
さ
れ
て
い
る
「
時
」
を
、
今
た
ま
わ
っ
て
い
る

大
地
の
会
に
は
、
そ
れ
こ
そ
前
に
法
名
軸
が
五
枚
、
荘
厳
さ
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
あ
る
意
味
で
去
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
問
い
返
さ
れ
て
い
る
精
神
と
言

い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
問
い
が
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
こ
に
あ
ら
た
め
て
、
そ
う
い
う
「
時
」
を
た
ま
わ
っ
た
と
い
う
思
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
う
「
対

話
」
「
呼
応
」
と
い
う
も
の
を
う
な
が
さ
れ
て
い
る
「
時
」
を
、
今
た
ま
わ
っ
て
い
る
と
い
う
思
い
が
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

で
す
か
ら
先
生
方
が
大
地
の
会
に
願
い
を
託
し
て
く
だ
さ
り
、
そ
の
願
い
を
も
っ
て
ず
っ
と
お
話
を
た
ま
わ
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
の
先
生

方
が
、
そ
れ
こ
そ
藤
元
君
が
言
っ
て
お
り
ま
す
よ
う
な
、
「
そ
の
先
生
を
し
て
先
生
た
ら
し
め
て
い
る
も
の
」
が
何
か
、
そ
の
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
自
ら
へ
の
問
い
と

し
て
、
そ
の
問
い
に
全
我
を
も
っ
て
応
え
て
い
こ
う
と
。
答
え
は
出
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
し
、
安
易
に
答
え
な
ど
言
え
る
も
の
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
少

な
く
と
も
応
え
よ
う
と
す
る
心
を
呼
び
覚
ま
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
う
い
う
「
先
生
を
し
て
先
生
た
ら
し
め
た
も
の
」
、
そ
れ
は
ま
さ
に
一
人
の
師
、
先
生
に
遇
っ
て
み
れ
ば
、
そ
の
先
生
に
師
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
無
限
の
歴
史
を
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も
っ
て
、
一
人
の
先
生
が
私
の
前
に
現
れ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
ご
承
知
の
よ
う
に
、
「
五
十
三
仏
の
列
名
」
（
聖
典
九
頁
）
で
す
。
安
田
先
生
は
「
釈
尊
と
阿
難
の
対
話
。
そ
の
背
景
に
世
自
在
王
仏
と
法
蔵
菩
薩
の
対
話
。

そ
し
て
さ
ら
に
そ
の
背
景
に
五
十
三
仏
の
対
話
の
歴
史
が
あ
る
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
五
十
三
仏
の
名
で
す
が
、
「
次
を
ば
」
と
、

「
次
」
と
い
う
言
葉
で
そ
の
歴
史
が
、
名
前
が
あ
げ
ら
れ
て
ご
ざ
い
ま
す
。

■

「
次
」
と
い
う
「
ハ
ラ
」
（p

ara

）
と
い
う
言
葉

こ
れ
は
ご
承
知
の
よ
う
に
、
「
次
」
と
い
う
「
ハ
ラ
」
（p

ar
a

）
と
い
う
言
葉
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
が
面
倒
な
こ
と
に
、
「
事
前
」
「
事
後
」
と
い
う
両
方
の
意

味
を
含
ん
で
い
る
言
葉
で
ご
ざ
い
ま
す
。
で
す
か
ら
「
次
に
、
次
に
」
と
い
う
の
は
、
ふ
つ
う
に
読
み
ま
す
と
、
「
錠
光
如
来
」
が
一
番
古
く
て
、
そ
の
次
に
「
光
遠

如
来
」
が
現
れ
て
く
だ
さ
っ
た
。
さ
ら
に
次
に
「
月
光
如
来
」
が
現
れ
て
く
だ
さ
っ
た
と
。
古
き
か
ら
新
し
き
へ
流
れ
て
く
る
よ
う
に
読
む
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
し

か
し
じ
つ
は
「
次
に
」
と
い
う
言
葉
に
は
「
さ
ら
に
そ
の
前
に
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
「
錠
光
如
来
」
に
遇
っ
て
み
れ
ば
、
さ
ら
に
そ
の
前
に
「
光
遠
如
来
」
が
ま

し
ま
し
た
。
「
光
遠
如
来
」
の
さ
ら
に
そ
の
前
に
「
月
光
如
来
」
が
ま
し
ま
し
た
。
そ
う
い
う
「
さ
ら
に
そ
の
前
に
」
と
い
う
読
み
で
す
。

『
無
量
寿
経
』
の
異
訳
経
典
に
は
い
ろ
い
ろ
な
訳
が
ご
ざ
い
ま
す
。
ふ
つ
う
は
「
次
に
」
と
い
う
言
葉
で
す
が
、
『
平
等
覚
経
』
も
『
大
阿
弥
陀
経
』
も
古
い
経
典

は
、
「
復
次
有
仏
」
（
聖
全
一
・
七
五
頁
）
、
「
次
復
有
仏
」
（
聖
全
一
・
一
三
四
頁
）
と
い
う
か
た
ち
で
ご
ざ
い
ま
す
。
し
か
し
『
荘
厳
経
』
の
場
合
は
、
は
っ
き

り
と
「
前
に
」
と
訳
し
て
お
り
ま
す
。
「
彼
仏
前
有
仏
」
（
聖
全
一
・
二
一
六
頁
）
と
、
さ
か
の
ぼ
る
意
味
で
訳
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
『
如
来
会
』
も
同
じ

く
「
彼
仏
前
」
（
聖
全
一
・
一
八
七
頁
）
と
あ
り
ま
す
。
『
如
来
会
』
の
ほ
う
も
や
っ
ぱ
り
「
前
に
」
と
あ
り
ま
す
。
「
次
に
」
と
い
う
よ
う
な
、
ど
ち
ら
と
も
つ
か

な
い
言
い
方
が
、
ど
ち
ら
か
に
は
っ
き
り
訳
し
て
い
る
場
合
は
だ
い
た
い
「
前
に
」
と
い
う
訳
で
ご
ざ
い
ま
す
。

「
後
に
」
と
い
う
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
あ
げ
て
い
る
の
は
南
条
文
雄
先
生
の
訳
だ
け
で
す
。
梵
語
か
ら
の
直
接
の
訳
で
す
。
南
条
文
雄
先
生
は
、
「
な
お
遠
く
そ
の
後

に
仏
ま
し
ま
す
」
と
、
は
っ
き
り
「
後
に
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
南
条
文
雄
先
生
だ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
ほ
か
に
中
村
元
先
生
や
荻
原
雲
来
先
生
の
梵

語
か
ら
の
訳
、
こ
れ
は
全
部
、
「
前
の
さ
ら
に
前
に
」
と
い
う
訳
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
で
す
か
ら
「
前
に
」
と
い
う
訳
の
ほ
う
が
多
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

そ
う
し
ま
す
と
、
ず
っ
と
さ
か
の
ぼ
っ
て
根
源
に
帰
る
と
い
う
、
根
源
を
開
く
も
の
が
世
自
在
王
仏
と
法
蔵
菩
薩
の
「
対
話
」
だ
と
い
う
意
味
を
も
つ
わ
け
で
ご
ざ

い
ま
す
。
そ
こ
に
伝
統
と
い
う
こ
と
は
、
常
に
そ
の
背
後
に
帰
る
と
。
そ
の
先
生
の
立
っ
て
お
ら
れ
る
根
源
に
帰
る
こ
と
に
お
い
て
、
自
ら
の
身
を
通
し
て
の
新
し
い

表
現
を
た
ま
わ
る
。
そ
れ
が
伝
統
と
し
て
開
か
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
う
い
う
場
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
を
抱
え
な
が
ら
、
共
に
全
我
を
も
っ
て
、
あ
ら
た
め
て
教
法
の
前
に
身
を
す
え
る
。
そ
う
い
う
願
い
が
「
大
地
」
と
い
う

■ 「次」という「ハラ」（ ）という言葉para
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名
を
た
ま
わ
っ
た
。
直
接
的
に
は
曽
我
先
生
よ
り
た
ま
わ
っ
た
、
そ
の
名
に
託
さ
れ
て
い
る
願
い
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
願
い
を
、
い
ま
あ
ら
た
め
て
、

ま
た
一
人
こ
の
場
か
ら
去
っ
て
い
っ
た
藤
元
君
に
よ
っ
て
逆
に
根
本
か
ら
照
ら
し
返
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
が
あ
り
ま
す
。

直
接
的
に
は
藤
元
君
の
言
葉
を
お
借
り
し
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
「
時
の
も
っ
て
い
る
呼
応
性
」
と
い
う
言
葉
を
勝
手
に
縮
め
て
、
甚
だ
意
味
と
し
て
は
曖
昧
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
「
時
の
呼
応
性
」
と
い
う
講
題
に
込
め
た
気
持
ち
と
い
う
の
は
、
じ
つ
は
そ
う
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

そ
う
い
う
場
と
し
て
「
時
」
と
し
て
、
お
一
人
お
一
人
の
中
に
、
も
っ
と
も
根
源
な
る
も
の
と
の
「
呼
応
」
、
そ
し
て
よ
き
人
び
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
涯
を
通
し

て
呼
び
か
け
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
も
の
へ
の
「
呼
応
」
、
そ
う
い
う
場
と
し
て
大
地
の
会
と
い
う
も
の
が
、
「
会
」
と
し
て
と
い
う
よ
り
も
場
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
う

い
う
場
が
い
よ
い
よ
大
事
な
場
と
し
て
共
有
で
き
ま
す
こ
と
を
、
あ
ら
た
め
て
願
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

今
年
も
こ
う
い
う
場
を
開
い
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
大
変
も
た
も
た
と
し
た
こ
と
し
か
言
え
ま
せ
ん
で
恐
縮
で
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
一
応
こ
れ
を
も
っ
て
お
許
し
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
二
〇
〇
〇
年
六
月
二
二
日
）
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