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の
引
用
を
示
す
。引
用
文
中
の
波
線
部
は
そ
れ
ぞ
れ
原
著
者
に
よ
る
。

横
線
部
や
〔　

〕
な
ど
は
、
菅
原
に
よ
る
強
調
や
説
明
を
示
す
。

原
体
験
と
基
本
姿
勢

八
木
誠
一
先
生
は
一
九
三
二
年
に
横
浜
で
生
ま
れ
、
東
京
大
学
、

ド
イ
ツ
・
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
に
学
ん
だ
。
そ
の
後
、
東
京
工
業

大
学
教
授
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
大
学
客
員
教
授
、
桐
蔭
横
浜
大
学
教
授
な

ど
を
歴
任
さ
れ
た
。
無
教
会
派
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
家
庭
に
育
ち
、

青
年
時
代
に
二
度
の
「
回
心
と
新
生
」
が
あ
っ
た
、
と
い
う
。
ま
ず

二
十
歳
の
こ
ろ
に
①
、
そ
し
て
五
年
ほ
ど
後
の
ド
イ
ツ
留
学
中
に
② 

…
…
。

私
は
宗
教
や
哲
学
を
「
学
問
」
と
し
て
学
ん
だ
者
で
は
な
い
。
新

聞
記
者
だ
っ
た
こ
ろ
、
五
十
歳
も
す
ぎ
て
か
ら
「
こ
こ
ろ
」
と
い
う

ペ
ー
ジ
を
担
当
し
、
八
木
誠
一
先
生
を
は
じ
め
、
諸
先
生
か
ら
い
ろ

い
ろ
お
教
え
い
た
だ
い
た
。
東
西
宗
教
交
流
学
会
に
は
二
十
五
年
ほ

ど
参
加
し
て
き
た
身
で
あ
る
。

特
定
の
宗
派
や
教
団
に
は
属
し
て
は
い
な
い
が
、
近
年
は
真
宗
大

谷
派
の
方
々
が
中
心
の
読
書
会
に
参
加
し
て
い
る
。
今
回
は
、
田
中

裕
会
長
か
ら
「
仏
教
者
の
側
か
ら
八
木
先
生
を
論
じ
て
ほ
し
い
」
と

の
ご
下
命
だ
っ
た
。
自
分
が
本
当
に
仏
教
者
な
の
か
、
心
許
な
い
限

り
だ
が
、
と
く
に
親
鸞
を
学
ぶ
立
場
か
ら
お
話
し
し
て
み
た
い
。

以
下
、◆

印
は
八
木
論
文
よ
り
、◇

印
は
そ
の
他
の
資
料
か
ら

八
木
宗
教
哲
学

禅
と
浄
土
を
め
ぐ
っ
て

菅
原
伸
郎
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っ
て
い
く
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
何
も
か
も
忘
れ
て
た
だ
ぼ
ん
や
り

と
、
裂
け
た
雲
の
間
に
拡
が
っ
て
ゆ
く
澄
ん
だ
青
空
を
み
て
い

た
と
き
、
突
然
私
の
頭
の
中
に
「
廓
然
無
聖
」
と
い
う
言
葉
が

閃
き
わ
た
っ
た
。
思
わ
ず
あ
っ
と
声
を
立
て
て
、
私
は
立
ち
上

が
っ
て
い
た
。
そ
う
だ
、
何
も
変
わ
っ
た
こ
と
は
な
い
、
何
も

か
も
前
と
同
じ
ま
ま
の
窓
外
の
風
景
が
、
ま
っ
た
く
新
し
く
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
以
前
と
は
違
う
。
ぼ
ん
や
り
し
て
い
た

さ
っ
き
と
も
違
う
。
私
の
頭
を
縛
っ
て
い
た
枷か

せ

（
か
せ
）
が
砕

け
て
落
ち
た
よ
う
な
気
持
が
し
て
い
た
。（
四
七
ペ
ー
ジ
）

「
廓か

く
ね
ん
む
し
ょ
う

然
無
聖
」
と
は
、
イ
ン
ド
か
ら
渡
っ
て
き
た
達
磨
大
師
（
六

世
紀
？
）
が
、
時
の
梁
・
武
帝
か
ら
「
聖
な
る
も
の
は
何
か
」
と
尋

ね
ら
れ
て
答
え
た
言
葉
で
あ
る
。「
碧
巌
録
」
第
一
則
か
ら
の
引
用

で
あ
り
、
前
掲
書
（
四
七
頁
）
に
は
《
あ
け
っ
ぴ
ろ
げ
の
吹
き
抜
け

で
、
こ
れ
が
真
理
だ
な
ど
と
い
え
る
も
の
は
な
い
ぞ
》
と
八
木
氏
自

身
の
註
が
あ
る
。

こ
う
し
た
回
心
体
験
が
、
氏
を
教
条
主
義
者
で
は
な
く
、
広
く
深

い
探
求
者
へ
と
向
か
わ
せ
た
の
だ
ろ
う
。
宗
教
家
や
宗
教
学
者
に
は

◆
 

八
木
『
キ
リ
ス
ト
教
は
信
じ
う
る
か
―
―
本
質
の
探
究
』、

一
九
七
〇
年
、
講
談
社
現
代
新
書

① 
自
分
が
義
人
な
ど
と
い
う
も
の
に
な
れ
な
い
の
は
明
ら
か

だ
。
も
と
も
と
そ
う
な
ら
ば
、
道
徳
的
努
力
を
放
棄
し
た
と
し

て
も
、
こ
れ
以
上
悪
く
な
る
こ
と
も
あ
る
ま
い
。
私
は
こ
う
し

て
十
字
架
を
仰
ぎ
、
十
字
架
の
贖
罪
に
す
が
る
決
心
を
し
て
、

祈
っ
た
。
そ
の
と
き
、
私
に
は
ま
っ
た
く
思
い
が
け
な
い
こ
と

が
起
こ
っ
た
。
砂
漠
が
オ
ア
シ
ス
に
変
わ
っ
た
よ
う
だ
っ
た
。

凍
て
つ
い
た
冬
の
荒
野
に
突
然
春
が
来
た
よ
う
だ
っ
た
。
全
身

が
言
い
難
い
幸
福
に
ひ
た
さ
れ
て
、
私
は
眼
に
涙
を
あ
ふ
れ
さ

せ
た
ま
ま
、長
い
こ
と
じ
っ
と
し
て
い
た
。
自
由
だ
っ
た
。〔
中

略
〕
一
九
五
三
年
二
月
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
私
は
ク
リ

ス
チ
ャ
ン
と
な
っ
た
。（
二
一
頁
）

② 

列
車
は
カ
ッ
セ
ル
の
手
前
を
走
っ
て
い
た
。
こ
の
あ
た
り

は
地
形
的
に
起
伏
が
多
く
、
私
は
ぼ
ん
や
り
と
窓
の
外
を
走
り

去
る
林
や
畑
を
眺
め
て
い
た
。
雨
が
い
つ
か
あ
が
り
、
ち
ょ
う

ど
雲
が
切
れ
て
、
そ
こ
か
ら
の
ぞ
い
た
青
空
が
み
る
み
る
広
が
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つ
ま
り
、
そ
れ
だ
け
事
柄
の
重
心
が
、
イ
エ
ス
や
聖
書
か
ら
、

イ
エ
ス
と
聖
書
が
証
し
す
る
真
理
そ
の
も
の
の
方
へ
移
ら
な
く

て
は
な
ら
な
い
。（
四
一
頁
）

教
条
主
義
を
排
す
る
八
木
氏
は
、
伝
統
に
こ
だ
わ
る
日
本
の
キ
リ

ス
ト
教
界
か
ら
時
と
し
て
反
発
さ
れ
た
。
勤
め
て
い
た
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
系
大
学
を
去
っ
た
こ
と
も
あ
る
。

こ
れ
ま
で
に
久
松
真
一
、
西
谷
啓
治
、
滝
沢
克
己
、
上
田
閑
照
、

阿
部
正
雄
、
秋
月
龍
珉
、
坂
東
性
純
、
小
川
国
夫
、
岸
田
秀
、
本
多

正
昭
ら
の
諸
氏
と
対
談
録
を
出
版
し
て
い
る
が
、
禅
仏
教
系
が
目
立

つ
。
と
く
に
臨
済
禅
の
秋
月
龍
珉
（
一
九
二
一
年
～
一
九
九
九
年
）

氏
と
は
八
冊
に
上
っ
て
お
り
、
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
意
気
投
合

が
あ
る
。
こ
の
姿
勢
は
今
日
ま
で
変
わ
る
こ
と
が
な
い
。

◆
 

八
木
・
秋
月
『
徹
底
討
議　

親
鸞
と
パ
ウ
ロ
』、
一
九
八
九
年
、

青
土
社
、
一
〇
二
頁

秋
月
―
―
私
た
ち
は
、
宗
教
を
信
じ
る
と
言
っ
て
も
、
現
代

人
が
受
け
容
れ
ら
れ
な
い
よ
う
な
神
話
的
な
表
現
形
態
に
固
執

す
る
い
わ
れ
は
断
じ
て
な
い
わ
け
で
す
ね
。

し
ば
し
ば
社
会
や
政
治
情
勢
に
疎
い
先
生
も
お
ら
れ
る
が
、
八
木
氏

の
場
合
は
著
作
の
随
所
に
戦
後
派
ら
し
い
社
会
批
判
が
顔
を
出
す
。

そ
の
基
調
に
は
狂
信
や
神
秘
を
嫌
う
、
次
の
姿
勢
が
あ
る
か
ら
こ
そ

だ
ろ
う
。

◆
 

八
木
『
キ
リ
ス
ト
教
は
信
じ
う
る
か
』、
前
掲
書

ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ
心
理
〔
畏
怖
感
情
：
Ｒ
・
オ
ッ
ト
ー
『
聖
な
る

も
の
』
参
照
〕
は
、
あ
り
も
し
な
い
も
の
を
あ
る
と
思
い
込
む

の
で
あ
る
。
こ
の
心
理
が
ど
ん
な
禍
害
を
及
ぼ
し
た
か
、
た
と

え
ば
魔
女
狩
り
と
言
っ
た
こ
と
を
思
い
出
す
だ
け
で
充
分
で
あ

ろ
う
。
い
わ
れ
の
な
い
外
国
崇
拝
や
い
わ
れ
の
な
い
異
人
種
、

異
種
文
化
の
蔑
視
な
い
し
嫌
悪
に
、
こ
の
心
性
は
今
日
も
な
お

ひ
そ
や
か
に
し
か
し
根
強
く
生
き
つ
づ
け
て
い
る
。
そ
れ
だ
け

で
な
い
、
こ
の
心
性
は
個
人
や
民
族
や
歴
史
の
神
格
化
に
も
つ

ら
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。（
三
七
頁
）

キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
も
、
非
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ
化
が
徹
底
し
て

起
こ
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
イ
エ
ス
は
た
だ
の
人

と
な
り
、
聖
書
は
一
個
の
文
献
と
な
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
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が
完
全
に
一
致
す
る
必
要
は
な
い
。
自
覚
の
レ
ベ
ル
で
深
く
通

じ
合
え
れ
ば
、
そ
れ
で
よ
い
の
で
あ
る
。

禅
仏
教
へ
の
共
鳴

こ
こ
で
少
々
唐
突
だ
が
、玉
城
康
四
郎
・
元
東
大
教
授
（
一
九
一
五

年
～
一
九
九
九
年
）
の
「
大
爆
発
」
を
紹
介
す
る
。
二
十
六
歳
の
こ

ろ
、
本
郷
の
東
大
図
書
館
で
味
わ
わ
れ
た
体
験
だ
。
発
表
者
・
菅
原

が
東
京
・
久
我
山
の
お
宅
で
直
に
伺
っ
た
こ
と
だ
が
、
こ
こ
で
は
ご

著
書
か
ら
引
用
す
る
。

◇
 

玉
城
康
四
郎
『
ダ
ン
マ
の
顕
現
』、
一
九
九
五
年
、
大
蔵
出
版
、

一
八
頁

何
の
前
触
れ
も
な
く
突
然
、
大
爆
発
し
た
。
木
っ
端
微
塵
、

雲
散
霧
消
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
ど
れ
だ
け
時
間
が
経
っ

た
か
分
か
ら
な
い
、
我
に
返
っ
た
途
端
、
む
く
む
く
む
く
と
腹

の
底
か
ら
歓
喜
が
湧
き
お
こ
っ
て
き
た
。
そ
れ
が
最
初
の
意
識

で
あ
っ
た
。
な
が
い
あ
い
だ
悶
え
に
悶
え
、
求
め
て
い
た
目
覚

め
が
初
め
て
実
現
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
無
条
件
で
あ
り
、

八
木
―
―
え
え
、
そ
れ
は
ま
っ
た
く
な
い
わ
け
で
す
。
そ
れ

は
、『
新
約
聖
書
』の
宗
教
が
、宗
教
と
し
て
見
れ
ば
、や
は
り「
啓

示
」
と
言
わ
れ
た
根
本
的
な
事
実
の
働
き
か
け
に
対
す
る
一
つ

の
応
答
形
態
な
の
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
、
私
は
そ
れ
を
ほ
ん
と

う
に
認
め
れ
ば
、『
新
約
聖
書
』
が
絶
対
化
さ
れ
る
い
わ
れ
は

全
然
な
い
と
思
う
ん
で
す
。

◆
 

八
木
『〈
は
た
ら
く
神
〉
の
神
学
』、二
〇
一
二
年
、岩
波
書
店
、

二
三
二
頁

ロ
ー
マ
国
教
的
な
「
キ
リ
ス
ト
教
」
と
仏
教
で
は
対
話
に
な

ら
な
い
。「
キ
リ
ス
ト
者
」
は
滅
び
に
定
め
ら
れ
た
異
教
徒
を
、

真
実
の
宗
教
に
回
心
さ
せ
る
義
務
を
負
う
の
み
で
あ
る
。
し
か

し
、新
約
聖
書
の
批
判
的
吟
味
を
通
し
て
そ
の
源
流
で
あ
る「
イ

エ
ス
の
宗
教
」
に
回
帰
し
、
い
き
な
り
イ
エ
ス
の
言
行
を
他
律

的
な
規
範
と
し
て
立
て
る
の
で
は
な
く
、
イ
エ
ス
が
み
つ
け
た

泉
か
ら
飲
む
な
ら
ば
、
こ
の
水
脈
は
仏
教
ま
で
つ
な
が
っ
て
い

る
か
ら
、
実
際
に
仏
教
者
と
解
り
合
え
る
の
で
あ
る
。
神
を
立

て
る
キ
リ
ス
ト
者
と
、
一
般
に
神
を
立
て
な
い
仏
教
者
の
見
解
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が
露
わ
に
な
る
こ
と
で
あ
っ
て
、私
た
ち
の
言
葉
で
言
え
ば「
身

体
的
存
在
の
中
心
で
あ
る
自
己
（
セ
ル
フ
）
が
自
我
（
エ
ゴ
）

に
対
し
て
現
わ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
万
人

の
可
能
性
だ
と
、
こ
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
と
思
う
の
で
す
。

秋
月
―
―
い
ま
「
自
己
が
自
我
に
現
れ
る
」
と
言
わ
れ
ま
し

た
が
、
そ
の
私
た
ち
の
結
論
を
、
仏
教
の
言
葉
で
言
い
直
す
と
、

「
法
（
ダ
ン
マ
）
が
業
熟
体
（
ご
う
じ
ゅ
く
た
い
）
に
露
（
あ

ら
）
わ
に
な
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。「
法
が
露
わ
に
な
る
」

と
い
う
の
は
、
ご
承
知
の
よ
う
に
玉
城
康
四
郎
さ
ん
が
、
初
期

仏
教
経
典
の
中
か
ら
見
出
し
て
き
た
語
で
す
。〔
中
略
〕
こ
れ

は
私
た
ち
の
「
自
己
（
セ
ル
フ
）
が
自
我
〔
エ
ゴ
〕
に
露
わ
に

な
る
」
と
い
う
の
と
、
ま
っ
た
く
同
じ
こ
と
で
、
こ
こ
で
仏
教

の
「
覚
」
と
キ
リ
ス
ト
教
の
「
啓
示
」
と
が
一
致
し
た
こ
と
に

な
り
ま
す
。

◆
 

八
木
『
フ
ロ
ン
ト
構
造
の
哲
学
―
―
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の

相
互
理
解
の
た
め
に
』、
法
藏
館
、
一
九
八
八
年
、
一
二
八
頁

自
己
（
わ
が
う
ち
に
生
き
る
キ
リ
ス
ト
）
が
自
我
に
あ
ら
わ

透
明
で
あ
り
、
何
の
曇
り
も
な
く
、
目
覚
め
で
あ
る
こ
と
に
毛

ほ
ど
の
疑
念
も
な
い
。
私
は
喜
び
の
中
に
、
た
だ
茫
然
と
す
る

ば
か
り
で
あ
っ
た
。
ど
の
よ
う
に
し
て
、
本
郷
の
キ
ャ
ン
パ
ス

か
ら
巣
鴨
の
寮
ま
で
帰
っ
て
き
た
か
、
ま
っ
た
く
覚
え
が
な
い

…
…
。

最
晩
年
を
迎
え
て
い
た
玉
城
氏
は
、
こ
の
体
験
を
若
輩
の
菅
原
に

昨
日
の
こ
と
の
よ
う
に
話
さ
れ
た
。
そ
の
あ
と
で
書
斎
に
案
内
さ
れ

る
と
、
座
布
団
が
あ
り
、
傍
ら
の
床
の
間
に
は
高
さ
一
尺
ほ
ど
の
観

音
像
が
あ
っ
た
。「
こ
の
前
で
毎
朝
三
十
分
く
ら
い
坐
る
ん
だ
。
何

か
対
象
が
あ
っ
た
ほ
う
が
集
中
で
き
る
の
で
ね
」
と
の
こ
と
。
後
ろ

の
壁
に
は
「
天て

ん
く鼓
自じ
み
ょ
う鳴
」
と
書
か
れ
た
色
紙
が
掛
か
っ
て
い
た
。
法

華
経
分
別
功
徳
品
第
十
七
の
言
葉
で
、「
天
の
つ
づ
み
、
自
ず
か
ら

鳴
る
」
と
読
む
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
「
大
爆
発
」
は
秋
月
・
八
木
両

氏
の
対
談
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
。

◆
 

八
木
・
秋
月
『
ダ
ン
マ
が
露
わ
に
な
る
と
き
』、
一
九
九
〇
年
、

青
土
社
、
二
三
二
頁

八
木
―
―
「
啓
示
」
と
は
「（
神
と
の
）
第
一
義
の
接
触
」
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る
も
の
で
す
。

◇
�

臨
済
義
玄
（
？
年
～
八
七
六
年
）
／
『
臨
済
録
』
上
堂
、
入

矢
義
高
訳
注
、
岩
波
文
庫
、
二
〇
頁

赤
肉
団
〔
こ
の
肉
体
〕
上
に
一
無
位
の
真
人
有
っ
て
、
常
に

汝
等
諸
人
の
面
門
よ
り
出
入
り
す
。
未
だ
証
拠
せ
ざ
る
者
は
看み

よ
看
よ
。

以
上
、
こ
こ
ま
で
は
、
三
十
八
年
の
歴
史
を
持
つ
本
学
会
で
は
、

ま
た
本
日
お
集
り
の
方
々
に
あ
っ
て
は
、
共
通
の
基
本
認
識
と
考
え

た
い
。
カ
ト
リ
ッ
ク
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、
禅
仏
教
、
浄
土
教
、
そ

し
て
西
田
哲
学
や
実
存
主
義
に
つ
な
が
る
深
い
世
界
を
共
有
し
て
い

る
。
私
た
ち
の
大
前
提
だ
ろ
う
。

共
同
体
か
孤
高
か

禅
仏
教
に
共
感
を
示
し
な
が
ら
も
、
八
木
氏
は
あ
く
ま
で
も
キ
リ

ス
ト
教
に
こ
だ
わ
る
。
そ
れ
に
対
し
、禅
者
・
久
松
真
一
（
一
八
八
九

年
～
一
九
八
〇
年
）
は
対
談
で
こ
う
詰
め
寄
る
。

に
な
る
こ
と
―
―
こ
こ
で
同
時
に
超
個
の
個
が
成
り
立
つ
―
―

禅
的
に
言
え
ば
、
一
無
位
の
真
人
を
証
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
仏

教
に
お
い
て
も
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
も
「
覚
」
の
出
来
事
で

あ
る
。
と
い
う
こ
と
の
反
面
は
、
自
己
は
通
常
、
自
我
に
対
し

て
あ
ら
わ
と
な
っ
て
は
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
っ

た
い
そ
れ
は
何
故
な
の
か
。〔
中
略
〕
む
し
ろ
、
こ
こ
で
は
突

発
性
（contingency
）
が
本
質
な
の
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
発
言
の
背
景
に
は
、
も
ち
ろ
ん
「
新
約
聖
書
」
や
仏
典

か
ら
の
言
葉
が
あ
る
。
二
人
の
著
作
に
何
度
も
登
場
す
る
の
で
、
二

つ
を
改
め
て
掲
げ
て
お
こ
う
。「
キ
リ
ス
ト
」
と
「
無
位
の
真
人
」

の
何
と
似
て
い
る
こ
と
か
。

◇
 

新
約
聖
書
「
ガ
ラ
テ
ヤ
の
信
徒
へ
の
手
紙
」、
二
章
二
〇
節
、

新
共
同
訳
、
パ
ウ
ロ
の
言
葉

生
き
て
い
る
の
は
、
も
は
や
わ
た
し
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
キ

リ
ス
ト
が
わ
た
し
の
内
に
生
き
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。
わ
た
し

が
今
、
肉
に
お
い
て
生
き
て
い
る
の
は
、
わ
た
し
を
愛
し
、
わ

た
し
の
た
め
に
身
を
献
げ
ら
れ
た
神
の
子
に
対
す
る
信
仰
に
よ
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と
思
う
ん
で
す
。〔
中
略
〕
自
分
の
中
だ
け
に
キ
リ
ス
ト
が
い

る
わ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
一
人
一
人
の
信
徒
の
中
に
キ
リ
ス
ト
が

い
る
わ
け
で
す
ね
（
二
九
頁
）。

◆
�

八
木
・
秋
月
『
ダ
ン
マ
が
露
わ
に
な
る
と
き
』（
一
九
九
〇
年
、

青
土
社
、
二
六
七
頁

八
木
―
―
「
キ
リ
ス
ト
が
私
の
う
ち
で
生
き
て
い
る
」
と
言
っ

た
場
合
、
そ
の
「
キ
リ
ス
ト
」
は
ど
う
働
い
て
く
る
か
と
い
う

と
、
こ
れ
は
「
キ
リ
ス
ト
の
体
」
と
し
て
の
「
教
会
」
を
作
る

よ
う
に
働
い
て
く
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
「
教
会
共
同
体
」
と

い
う
も
の
は
、
宗
教
的
な
ひ
と
つ
の
現
実
性
だ
と
言
っ
て
い
い

と
思
う
の
で
す
。〔
中
略
〕「
自
分
」
を
「
自
分
」
た
ら
し
め
る

働
き
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
働
く
か
と
い
う
と
、「
私
」

を
「
私
」
た
ら
し
め
、「
他
者
」
を
「
他
者
」
た
ら
し
め
な
が

ら
、
ひ
と
つ
の
「
共
同
体
」
を
作
る
よ
う
に
、
つ
ま
り
「
統
合

体
」
を
作
る
よ
う
に
働
い
て
い
る
の
だ
と
。
こ
れ
は
実
は
私
が

い
ち
ば
ん
言
い
た
い
こ
と
な
の
で
す
ね
。

◆
久
松
・
八
木
『
覚
の
宗
教
』、
一
九
八
〇
年
、
春
秋
社

八
木
―
―
そ
れ
を
パ
ウ
ロ
が
、「
わ
が
う
ち
な
る
キ
リ
ス
ト
」

と
言
っ
て
い
る
ん
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
は
死
ん
で
、
キ

リ
ス
ト
が
私
と
し
て
、
生
き
て
い
る
。

久
松
―
―
な
ぜ
そ
れ
を
特
に
「
キ
リ
ス
ト
」
と
言
わ

な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
か
。

八
木
―
―
い
や
、
当
時
た
ま
た
ま
そ
う
言
っ
た
ん
だ
ろ
う
と

思
う
ん
で
す
。

久
松
―
―
当
時
言
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
い
ま
は
そ
れ
を
言

う
必
要
が
あ
り
ま
す
か
。

八
木
―
―
わ
た
く
し
、
な
い
と
思
い
ま
す
。

久
松
―
―
な
ら
、
そ
れ
で
い
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
…
…
。

（
二
五
頁
）

し
か
し
、
し
ば
ら
く
や
り
取
り
が
続
い
た
あ
と
で
、
八
木
氏
は
次

の
よ
う
に
反
論
も
す
る
。
別
の
視
点
か
ら
…
…
。

八
木
―
―
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
、
な
ぜ
覚
だ
け
で
な
い
か
と

い
う
こ
と
で
は
、
問
題
の
中
心
が
共
同
体
だ
と
い
う
点
が
あ
る
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三
章
（
中
村
元
訳
）

四
〇　

仲
間
の
中
に
お
れ
ば
、
休
む
に
も
、
立
つ
に
も
、
行
く

に
も
、
旅
す
る
に
も
、
つ
ね
に
ひ
と
に
呼
び
か
け
ら
れ
る
。
他

人
に
従
属
し
な
い
独
立
自
由
を
め
ざ
し
て
、
犀
の
角
の
よ
う
に

た
だ
独
り
歩
め
。（
一
八
頁
）

も
ち
ろ
ん
、
仏
教
者
も
「
サ
ン
ガ
」
と
呼
ば
れ
る
共
同
体
を
作
っ

て
は
き
た
。
ブ
ッ
ダ
は
、
尊
敬
す
べ
き
師
友
と
の
交
際
は
推
奨
し
て

も
い
る
。
し
か
し
、基
本
は
あ
く
ま
で
「
犀
の
角
」
に
あ
っ
た
ろ
う
。

こ
の
背
景
に
は
、
初
期
仏
教
の
出
家
者
に
「
労
働
」
と
い
う
観
念
が

薄
か
っ
た
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
る
。
彼
ら
は
、
働
い
て
食
う
の
で
は
な

く
、
托
鉢
で
生
き
て
い
た
の
だ
。

こ
の
姿
勢
は
そ
の
後
、中
国
の
禅
仏
教
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
く
。

禅
の
極
意
を
尋
ね
ら
れ
た
百
丈
懐
海
（
七
四
九
年
～
八
一
四
年
）
は

「
独
坐
大
雄
峰
」と
答
え
て
い
た
。山
の
頂
上
で
た
だ
独
り
坐
り
抜
く
、

と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
イ
ン
ド
に
比
べ
て
気
候
の
厳
し
い
中

国
で
は
、
労
働
も
必
須
だ
ろ
う
。
百
丈
懐
海
に
は
「
一
日
作な

さ
ざ
れ

ば
一
日
食
ら
わ
ず
」
と
い
う
言
葉
も
あ
る
。
そ
れ
で
も
や
は
り
、
禅

◆
�

八
木
『
創
造
的
空
へ
の
道
―
―
統
合
・
信
・
瞑
想
』、

二
〇
一
八
年
、
ぷ
ね
う
ま
舎

仏
教
は
一
般
の
知
的
情
報
を
越
え
て
、「
自
分
と
は
何
か
」

と
い
う
面
に
集
中
し
（
己
事
究
明
）、
キ
リ
ス
ト
教
は
一
般
の

実
践
的
情
報
を
越
え
て
「
い
か
に
行
為
す
べ
き
か
」
と
い
う
面

を
掘
り
下
げ
る
（「
神
の
民
」
の
自
覚
）。（
一
九
九
頁
）

仏
教
の
中
心
は
「
己
事
究
明
」
で
あ
っ
て
、
社
会
の
形
成
で

は
な
い
。
こ
れ
は
仏
教
の
個
性
、
特
色
で
あ
っ
て
、
よ
し
悪
し

の
問
題
で
は
な
い
。（
二
三
一
頁
）

キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
は
似
て
い
る
が
、
大
き
な
違
い
も
あ
る
。
イ

エ
ス
や
パ
ウ
ロ
が
「
愛
」
や
「
共
同
体
」
を
説
く
の
に
対
し
、
仏
教

は
「
孤
独
・
孤
高
」
を
大
切
に
す
る
点
だ
。
た
と
え
ば
、
原
始
仏
典

に
よ
れ
ば
、
ブ
ッ
ダ
は
何
度
も
「
犀
の
角
の
ご
と
く
一
人
歩
め
」
と

教
え
て
い
た
。「
己
事
究
明
」
抜
き
の
、
安
易
な
「
共
同
体
」
形
成

を
批
判
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
も
全
体
主
義
や
付
和
雷
同
を
避

け
る
一
つ
の
道
か
も
し
れ
な
い
。

◇
�

岩
波
文
庫
『
ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば
―
―
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
第
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浄
土
理
解
に
つ
い
て

キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
に
つ
い
て
、
一
九
八
三
年
に
八
木
氏
は
以
下

の
如
く
ま
と
め
て
い
る
。
増
補
版
に
も
載
っ
て
い
る
の
で
、
八
木
宗

教
哲
学
の
一
応
の
結
論
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

◆
�

八
木
『
パ
ウ
ロ
・
親
鸞
＊
イ
エ
ス
・
禅
』、
法
藏
館
、

二
〇
〇
〇
年
増
補
版
、
二
六
九
頁

お
そ
ら
く
宗
教
の
中
で
最
も
幻
想
か
ら
自
由
な
立
場
は
禅
で

あ
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
に
も
、
そ
れ
か
ら
浄
土
真
宗
に
も
、
幻

想
が
あ
る
。
た
だ
そ
れ
は
全
く
の
無
意
味
で
は
な
い
。
神
が
信

徒
の
生
活
を
安
全
に
守
り
た
も
う
（
自
我
の
安
全
の
保
証
）
と

か
、
死
後
の
世
界
、
な
い
し
終
末
論
的
な
神
の
国
が
く
る
と
か
、

そ
こ
で
は
苦
し
み
や
悩
み
や
死
も
克
服
さ
れ
て
い
る
と
か
、
あ

る
い
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
に
よ
っ
て
私
の
罪
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
私
が
神
に
受
容
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
こ

と
、
あ
る
い
は
浄
土
仏
教
の
場
合
な
ら
、
法
蔵
菩
薩
の
物
語
全

体
、
あ
る
い
は
西
方
浄
土
の
客
観
的
存
在
、
還
相
（
浄
土
に
行

仏
教
に
は
「
僧
院
外
の
在
家
衆
生
の
た
め
に
」
と
い
う
発
想
は
薄
い

よ
う
に
見
え
る
。
ま
さ
に
「
共
同
体
」
よ
り
も
「
己
事
究
明
」
に
傾

く
か
ら
か
。

た
だ
し
、
日
本
の
浄
土
教
は
世
俗
の
労
働
や
生
産
活
動
に
も
う
少

し
前
向
き
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
石
見
の
下
駄
造
り
職
人
、
真
宗
門

徒
の
浅
原
才
市
（
一
八
五
一
年
～
一
九
三
三
年
）
は
こ
う
詠
っ
て
い

る
。（
鈴
木
大
拙
『
妙
好
人
』、
法
藏
館
一
九
七
六
年
新
版
、
一
六
八

頁
、
原
文
は
平
仮
名
の
み

わ
し
の
後
生
わ
、
を
や
〔
親
：
阿
弥
陀
仏
〕
に
ま
か
せ
て
、

を
や
に
ま
か
せ
て
、
わ
た
し
わ
稼
業
。

稼
業
す
る
身
を
、
を
や
に
と
ら
れ
て
、

ご
を
ん
う
れ
し
や
、
な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
、
な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
。

こ
こ
に
は
、
せ
っ
せ
と
働
く
こ
と
が
す
な
わ
ち
宗
教
的
世
界
に
つ

な
が
る
、
と
い
う
信
念
が
あ
る
。
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
『
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
』
に
も
一
脈
通

じ
る
だ
ろ
う
。
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想
」
で
あ
る
が
、
共
同
体
・
公
共
性
の
た
め
に
は
悪
く
な
い
、
と
い

う
の
だ
ろ
う
か
。
浄
土
教
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

◆
�

八
木
『
パ
ウ
ロ
・
親
鸞
＊
イ
エ
ス
・
禅
』、
前
掲
書
、
二
七
二

頁
禅
の
人
た
ち
は
神
を
客
観
化
し
て
語
る
こ
と
を
嫌
う
。
客
観

化
さ
れ
た
神
は
妄
想
だ
と
言
っ
て
憚
ら
な
い
。
確
か
に
そ
う
い

わ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
面
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
し
か
し

キ
リ
ス
ト
教
は
元
来
、
公
共
性
の
地
盤
の
上
で
成
り
立
っ
て
い

る
も
の
な
の
で
あ
る
。〔
中
略
〕
も
と
も
と
公
共
性
の
地
盤
に

立
っ
て
い
る
以
上
、
公
共
性
の
言
葉
で
語
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

そ
の
限
り
、
自
己
ま
た
は
神
を
客
観
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ

れ
は
必
然
で
あ
っ
て
放
棄
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
た
だ
し
そ

こ
に
、
客
観
化
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
を
客
観
化
し
て
い
る
面
が

あ
る
と
い
う
自
覚
は
必
要
で
あ
る
。

八
木
氏
の
仏
教
観
に
つ
い
て
は
、
対
談
を
重
ね
た
秋
月
氏
の
影
響

も
感
じ
る
。
そ
の
発
言
を
紹
介
す
る
。

っ
て
悟
っ
た
の
ち
ま
た
こ
の
世
界
に
帰
っ
て
く
る
）
と
い
う
こ

と
、
そ
れ
ら
は
―
―
そ
れ
ら
を
宗
教
的
生
と
認
識
の
神
話
的
表

現
と
し
て
解
釈
す
る
な
ら
話
は
全
く
別
だ
が
、
そ
れ
ら
を
客
観

的
現
実
と
し
て
表
象
す
る
限
り
―
―
宗
教
の
立
場
に
立
っ
た
上

で
の
つ
き
つ
め
た
理
性
的
判
断
か
ら
み
れ
ば
そ
れ
ら
は
幻
想
だ

と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
や
は
り
そ
れ
は
無
意
味

で
は
な
い
。
そ
う
い
う
幻
想
的
な
も
の
が
私
達
の
心
の
傷
を
癒

し
て
く
れ
る
、
そ
れ
は
事
実
で
あ
る
。
世
の
中
で
、
絶
望
し
た

り
自
暴
自
棄
に
陥
っ
た
り
す
る
こ
と
な
く
、
落
着
き
を
取
戻
し

て
理
性
的
に
生
き
る
よ
う
に
、現
実
を
あ
り
の
ま
ま
直
視
し
て
、

そ
れ
を
受
容
し
な
が
ら
生
き
て
い
く
よ
う
に
、
仕
向
け
て
く
れ

る
。
そ
れ
は
事
実
で
あ
る
。
私
は
そ
の
幻
想
に
そ
の
機
能
が
な

い
と
は
決
し
て
思
わ
な
い
が
、
し
か
し
突
き
詰
め
て
い
け
ば
そ

れ
は
や
は
り
幻
想
な
の
で
あ
る
。
禅
の
場
合
は
そ
の
幻
想
が
な

い
。
こ
う
い
う
点
で
、
私
は
禅
は
あ
る
意
味
で
最
も
ラ
デ
ィ
カ

ル
な
宗
教
だ
と
思
う
。

こ
こ
で
は
、禅
仏
教
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。そ
し
て
、神
は「
幻
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と
、
ま
ず
第
一
に
考
え
ら
れ
る
の
が
人
間
の
「
機
根
」
の
問
題

で
す
。「
機
根
」
と
い
う
の
は
、
素
質
の
こ
と
で
す
。
こ
れ
を

伝
統
説
で
は
、
自
覚
宗
教
（
た
と
え
ば
「
禅
」）
で
い
け
る
人

を
「
上
根
」
と
言
い
、
救
済
宗
教
（
た
と
え
ば
「
浄
土
」）
で

い
く
人
を
「
下
根
」
と
言
い
ま
す
が
、
む
し
ろ
、
前
者
は
知
性
・

意
思
型
で
、
後
者
を
感
情
型
と
言
っ
た
ほ
う
が
よ
い
か
と
思
い

ま
す
。（
一
一
〇
頁
）

秋
月
氏
の
浄
土
教
観
、
上
根
・
下
根
な
ど
に
つ
い
て
は
異
論
も
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
と
も
か
く
も
、
こ
こ
で
改
め
て
確
認
し
て
お
き
た

い
こ
と
が
あ
る
。
浄
土
は
死
後
の
世
界
な
の
か
、
と
い
う
点
だ
。
た

し
か
に
従
来
、
そ
う
し
た
理
解
は
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は

死
ん
だ
人
間
は
「
あ
の
世
」
で
生
き
返
り
、
幽
霊
の
よ
う
に
「
こ
の

世
」
に
戻
っ
て
く
る
、
と
な
り
か
ね
な
い
。「
江
戸
教
学
」
と
も
呼

ば
れ
る
が
、
こ
れ
に
は
早
く
か
ら
疑
問
が
出
さ
れ
て
き
た
。

◇
�

白
隠
慧
鶴
（
一
六
八
五
年
～
一
七
六
八
年
）
／
「
遠
羅
天
釜
」、

禅
文
化
研
究
所
『
白
隠
禅
師
法
語
全
集
』
第
九
冊
、
四
五
三
頁

悲
シ
ム
所
ハ
、
今
時
浄
業
ノ
行
者
、
往
々
ニ
諸
佛
ノ
本
志
を

◇
�

八
木
・
秋
月
『
親
鸞
と
パ
ウ
ロ
』、
一
九
八
九
年
、
青
土
社

秋
月
―
―
ふ
つ
う
は
、こ
ち
ら
に
衆
生
の
私
（
個
）
が
い
て
、

向
こ
う
に
阿
弥
陀
仏
（
超
個
）
が
お
ら
れ
て
、
衆
生
が
阿
弥
陀

仏
に
帰
依
す
る
、
と
考
え
ま
す
が
、
禅
者
は
、
そ
う
し
た
仏
も

衆
生
も
、
凡
夫
の
描
い
た
「
相そ
う

」
に
す
ぎ
な
い
と
断
定
し
て
、

そ
ん
な
「
相
イ
メ
ー
ジ」
に
著と
ら

わ
れ
て
、
仏
を
自
己
の
外
に
求
め
て
は
な

ら
ぬ
と
主
張
し
ま
す
。
そ
れ
で
、
た
だ
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と

い
う
一
念
の
念
仏
だ
け
、
そ
の
信
心
一
つ
、
そ
の
「
一
心
」
だ

け
が
、
真
の
「
仏
」
だ
と
「
直じ
き
し
に
ん
し

指
人
心
」
し
ま
す
。
そ
し
て
、

そ
こ
に
本
来
の
自
己（
無
相
の
自
己
・
無
位
の
真
人
）を
見
ま
す
。

私
は
そ
れ
を
、
私
の
言
葉
で
、「
一
息
に
〈
超
個
の
個
〉」
と
言

っ
て
き
ま
し
た
。
真
に
実
在
す
る
の
は
、
た
だ
こ
の
真
人
（
無

相
の
自
己
）
だ
け
で
、
そ
の
ほ
か
に
仏
陀
も
衆
生
も
存
在
し
な

い
、「
仏
陀
」
と
か
「
衆
生
」
と
か
い
う
の
は
、
衆
生
が
頭
の

中
に
描
い
た
「
相
フ
ォ
ル
ム」
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
の
が
、
禅
仏
教
の
主

張
で
す
。（
一
五
頁
）

秋
月
―
―
浄
土
系
思
想
は
ど
う
や
っ
て
興
っ
た
か
と
い
う
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め
方
を
自
己
の
迷
信
と
い
ふ
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
往
生
・
浄
土
観
は
真
宗
大
谷
派
だ
け
で
は

な
い
。
他
の
浄
土
系
諸
宗
派
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
微
妙
な
違
い
は
あ
る

も
の
の
、
同
類
の
見
解
は
珍
し
く
な
い
。

◇
�

星
野
元
豊
、
一
九
〇
九
年
～
二
〇
〇
一
年
（
元
龍
谷
大
学

学
長
）
／
『
親
鸞
と
浄
土
』、
一
九
八
四
年
、
三
一
書
房
、

一
一
六
頁

〔
前
掲
の
〕「
ガ
ラ
テ
ヤ
人
へ
の
手
紙
（
二
章
二
〇
節
）」
の

有
名
な
言
葉
を
思
い
出
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
東
西
処
を
異
に

し
な
が
ら
信
に
お
け
る
絶
対
転
換
の
趣
き
を
鮮
か
に
伝
え
て

い
る
。〔
中
略
〕
往
生
と
は
「
捨
此
往
彼
」
と
し
て
、
こ
の
穢

土
を
捨
て
て
彼
土
に
往
く
こ
と
に
用
い
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ

る
。
然
る
に
親
鸞
が
こ
れ
を
現
実
に
お
い
て
と
ら
え
、
獲
信
の

事
態
で
往
生
を
語
っ
た
と
こ
ろ
に
親
鸞
の
画
期
的
な
理
解
が
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。

八
木
氏
も
「
近
代
教
学
」
に
同
感
し
て
い
る
よ
う
に
読
み
取
れ
る

が
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。

知
ラ
ズ
、
西
方
ニ
佛
在
リ
ト
ノ
ミ
信
ジ
テ
、
西
方
ハ
自
己
ノ
心

源
ナ
リ
ト
云
事
ヲ
知
ラ
ズ
。
念
佛
ノ
功
課
ニ
依
テ
、
虚
空
ヲ
飛

過
シ
テ
、
死
後
、
西
方
ヘ
行
ン
ト
ノ
ミ
覚
悟
ス
。
一
生
苦
吟
シ

テ
、
往
生
ノ
素
懐
ヲ
遂
グ
ル
事
能
ハ
ズ
》

そ
し
て
、明
治
末
期
か
ら
の
真
宗
大
谷
派
（
東
本
願
寺
）
で
は
「
現

生
往
生
」
を
説
く
学
僧
が
多
く
な
る
。「
浄
土
往
生
は
こ
こ
に
あ
り
」

と
い
う
解
釈
だ
。
清
沢
満
之
に
始
ま
り
、
曽
我
量
深
、
金
子
大
栄
、

安
田
理
深
と
い
っ
た
人
々
に
連
な
る
「
近
代
教
学
」
の
流
れ
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
曽
我
は
こ
う
説
い
て
い
た
。

◇
�

曽
我
量
深
（
一
八
七
五
年
～
一
九
七
一
年
）
／
「
本
願
の
仏

地
」、
一
九
二
七
年
、
彌
生
書
房
『
曽
我
量
深
選
集
』
第
五
巻
、

二
三
三
頁

信
仰
と
い
ふ
も
の
が
外
に
向
つ
て
働
い
て
行
く
時
に
は
迷
信

と
い
ふ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
反
し
て
自
分
の
信
の
根
源
と
い

ふ
も
の
を
内
に
求
め
て
い
く
の
が
正
し
い
信
仰
と
い
ふ
も
の
で

あ
り
ま
す
。
自
己
の
主
観
の
中
に
仏
を
求
め
て
行
く
信
仰
が
正

信
で
あ
つ
て
、
自
分
以
外
、
自
己
の
外
に
仏
を
求
め
て
行
く
求



95 ――― 東西宗教研究　第 19 号・2020 年

方
便
と
ユ
ー
モ
ア

◆
�

八
木
『
回
心
―
―
イ
エ
ス
が
見
つ
け
た
泉
へ
』、
二
〇
一
六
年
、

ぷ
ね
う
ま
舎
、
二
〇
八
頁
）

「
私
の
な
か
に
キ
リ
ス
ト
が
露
わ
と
な
っ
た
、
い
ま
や
私
の

な
か
に
キ
リ
ス
ト
が
生
き
て
い
る
」
と
い
う
経
験
を
持
っ
た
人

は
少
な
く
な
い
。
こ
の
人
た
ち
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
に
し

た
が
っ
て
、
彼
ら
の
「
宗
教
的
経
験
」
を
そ
う
解
釈
し
、
言
い

表
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
等
な
経
験
が
仏
教
徒
（
特
に

近
い
の
は
浄
土
教
信
徒
）
に
あ
る
事
実
を
知
っ
た
人
に
は
、
こ

の
経
験
は
キ
リ
ス
ト
者
に
限
ら
れ
な
い
、
人
類
共
通
の
宗
教
的

経
験
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
こ
の
普

遍
的
な
出
来
事
が
原
始
キ
リ
ス
ト
教
で
は
「（
復
活
し
た
）
キ

リ
ス
ト
の
顕
現
」
と
解
さ
れ
、
浄
土
教
に
お
い
て
は
信
徒
の
な

か
で
は
た
ら
く
阿
弥
陀
仏
と
解
さ
れ
た
こ
と
が
、
事
柄
上
明
ら

か
に
な
る
。
本
書
は
そ
れ
を
、「
世
界
と
人
間
に
お
よ
ぶ
統
合

作
用
の
自
覚
」
と
し
て
語
っ
て
き
た
。

阿
弥
陀
仏
に
つ
い
て
、
八
木
氏
は
「
幻
想
」「
神
話
的
表
現
」、
秋

◆
�

八
木
・
秋
月
『
親
鸞
と
パ
ウ
ロ
』、
一
九
八
九
年
、
青
土
社

八
木
―
―
星
野
元
豊
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
こ
と
と
近

い
と
思
い
ま
す
が
、『
正
信
偈
』
の
中
に
、「
阿
弥
陀
仏
の
光
り

が
常
に
自
分
た
ち
を
照
ら
し
て
い
る
」
と
い
う
意
味
の
言
葉
が

あ
り
ま
す
。「
煩
悩
に
さ
え
ぎ
ら
れ
て
見
え
な
い
け
れ
ど
も
、

煩
悩
の
雲
の
上
に
弥
陀
の
智
慧
の
光
り
が
照
っ
て
い
る
」〔
譬

如
日
光
覆
雲
霧
、
雲
霧
之
下
明
無
闇
〕
と
。〔
中
略
〕
気
づ
い

て
み
た
ら
「
こ
こ
は
阿
弥
陀
仏
の
国
だ
っ
た
」
と
い
う
こ
と
が
、

親
鸞
に
は
あ
る
と
し
か
思
え
な
い
。（
一
一
三
頁
）

八
木
―
―
〔
親
鸞
は
〕
我
々
の
住
ん
で
い
る
こ
の
現
実
の
世

界
が
「
阿
弥
陀
の
光
り
」
に
照
ら
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
う

い
う
意
味
じ
ゃ
、
や
は
り
、
こ
こ
は
浄
土
で
す
ね
。
そ
れ
で
、

親
鸞
は
、「
阿
弥
陀
の
光
り
」
に
目
覚
め
て
い
る
と
い
う
と
こ

ろ
が
あ
っ
て
、「
自
然
法
爾
」と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
う
か
ら
、

や
っ
ぱ
り
す
で
に
こ
の
世
に
お
い
て
、
基
本
的
に
「
悟
り
」
の

世
界
に
達
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
》

（
二
四
二
頁
）
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シ
の
粒
を
も
ら
っ
て
き
な
さ
い
」
と
教
え
た
。
彼
女
は
喜
ん
で

家
々
を
訪
ね
た
。
し
か
し
、そ
ん
な
家
は
ど
こ
に
も
な
か
っ
た
。

彼
女
は
そ
の
真
実
に
気
づ
き
、
人
生
の
無
常
を
受
け
容
れ
て
出

家
し
た
…
…
。

◇
�

『
法
華
経
』
方
便
品
第
二
、
坂
本
幸
男
ほ
か
訳
注
、
岩
波
文
庫
、

上
巻
、
六
六
頁
、
→ad 50–150

に
成
立
。

舎
利
弗
よ
、
わ
れ
、
成
仏
し
て
よ
り
已こ
の
か
た来
、
種
種
の
因
縁
、

種
種
の
譬
喩
を
も
っ
て
、
広
く
言
教
を
演の

べ
、
無
数
の
方
便
を

も
っ
て
、衆
生
を
引
導
し
、諸
の
著
〔
執
着
〕
を
離
れ
し
め
た
り
。

「
方
便
」
の
思
想
は
と
く
に
天
親
か
ら
発
展
し
た
よ
う
だ
。
私
は

こ
の
二
十
年
来
、
真
宗
大
谷
派
の
勉
強
会
「
浄
土
論
註
に
学
ぶ
会
」

に
参
加
し
て
き
た
。
そ
し
て
、「
智
慧
・
慈
悲
・
方
便
」
の
ト
ラ
イ

ア
ン
グ
ル
構
造
を
教
え
ら
れ
た
。
こ
れ
が
天
親
―
曇
鸞
―
道
綽
と
い

う
流
れ
と
な
り
、
日
本
に
伝
わ
っ
て
親
鸞
を
生
ん
だ
の
だ
ろ
う
。

◇
�

天
親
（
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
、世
親
と
も
：
四
～
五
世
紀
）
／
「
浄

土
論
」、
東
本
願
寺
『
真
宗
聖
典
』、
一
四
三
頁

月
氏
は
「
相
」
と
い
っ
た
言
葉
を
し
ば
し
ば
使
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

上
掲
の
文
章
で
は
「
言
い
表
し
た
」「
解
さ
れ
」
と
い
う
言
葉
も
使

わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
来
れ
ば
、
大
乗
仏
教
の
キ
ー
ワ
ー
ド
「
方

便
」
に
か
な
り
近
づ
く
。
も
ち
ろ
ん
、微
妙
な
違
い
も
残
る
が
…
…
。

「
方
便
」と
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
でupãya

で
あ
り
、一
般
に「
衆

生
を
導
く
た
め
の
す
ぐ
れ
た
教
化
方
法
、巧
み
な
手
段
」
と
さ
れ
る
。

英
語
で
はexpediency, m

eans, device, skillfulness

な
ど
と
訳
さ
れ

る
が
、
ぴ
っ
た
り
し
た
言
葉
は
な
い
。「
う
そ
も
方
便
」
と
使
わ
れ

る
が
、本
来
は
も
っ
と
前
向
き
な
言
葉
で
あ
る
。「
方
便
」の
思
想
は
、

原
始
仏
教
の
時
代
か
ら
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
大
乗
仏
教
と
と
も
に
そ

の
思
想
は
深
ま
る
。
そ
の
流
れ
を
た
ど
っ
て
み
る
。

◇
�

原
始
仏
典
『
尼
僧
の
告
白
―
―
テ
ー
リ
ー
ガ
ー
タ
ー
』、
中
村

元
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
〇
八
頁
、
要
旨

キ
サ
ー
・
ゴ
ー
タ
ミ
ー
は
男
児
を
産
ん
だ
が
、
間
も
な
く
死

な
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
亡
骸
を
抱
い
て
「
こ
の
子
に
薬
を
く

だ
さ
い
」
と
い
っ
て
村
中
を
歩
き
回
っ
た
。
こ
れ
を
哀
れ
ん
だ

ブ
ッ
ダ
は
「
こ
れ
ま
で
死
者
を
出
し
た
こ
と
の
な
い
家
か
ら
ケ
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こ
の
な
か
に
「
方
便
」
と
い
ふ
は
、
い
は
く
、
一
切
衆
生
を

摂
取
し
て
、
と
も
に
同
じ
く
か
の
安
楽
仏
国
に
生
ぜ
ん
と
作
願

す
。
か
の
仏
国
は
す
な
は
ち
こ
れ
畢
竟
成
仏
の
道
路
、
無
上
の

方
便
な
り
。（
一
四
五
頁
）

◇
�

道
綽（
五
六
二
年
～
六
四
五
年
）／「
安
楽
集
」、西
本
願
寺『
浄

土
真
宗
聖
典
・
七
祖
篇
』、
二
〇
〇
頁

法
性
法
身
に
よ
る
が
ゆ
ゑ
に
方
便
法
身
を
生
ず
。
方
便
法
身

に
よ
る
が
ゆ
ゑ
に
法
性
法
身
を
顕
出
す
。
こ
の
二
種
の
法
身
は

異
に
し
て
分
つ
べ
か
ら
ず
。
一
に
し
て
同
ず
べ
か
ら
ず
。

◇
�

道
元
（
一
二
〇
〇
年
～
一
二
五
三
年
）
／
「『
正
法
眼
蔵
』、

四
三
頁
、「
諸
法
実
相
」、
岩
波
文
庫
、
第
二
巻
、
四
四
〇
頁

方
便
門
は
（
た
ん
な
る
便
宜
上
の
お
し
え
で
は
な
く
て
）
仏

果
（
仏
と
し
て
の
究
極
的
な
到
達
点
）
の
無
上
功
徳
（
最
高
の

働
き
）
な
り
。
→
カ
ッ
コ
内
は
森
本
和
夫
氏
に
よ
る
注
釈
。
ち

く
ま
学
芸
文
庫『「
正
法
眼
蔵
」読
解
』第
六
巻
、一
一
四
頁
参
照
。

◇
�

親
鸞
「
教
行
信
証
」
証
巻
、
東
本
願
寺
『
真
宗
聖
典
』、

菩
薩
か
く
の
ご
と
く
善
く
回
向
成
就
を
知
り
て
、
す
な
わ
ち

能
く
三
種
の
菩
提
門
相
違
の
法
を
遠
離
す
べ
し
。
な
ん
ら
か
三

種
。
一
つ
に
は
智
慧
門
に
依
っ
て
自
楽
を
求
め
ず
、
我
が
心
、

自
身
に
貪
着
〔
執
着
〕
す
る
こ
と
を
遠
離
す
る
が
ゆ
え
に
。
二

つ
に
は
慈
悲
門
に
依
っ
て
一
切
衆
生
の
苦
を
抜
く
、
無
安
衆
生

心
〔
衆
生
を
安
ん
ず
る
こ
と
な
き
心
〕
を
遠
離
す
る
が
ゆ
え
に
。

三
つ
に
は
方
便
門
に
依
っ
て
一
切
衆
生
を
憐
愍
し
て
、
心
、
自

身
を
供
養
し
恭
敬
す
る
心
を
遠
離
せ
る
が
ゆ
え
に
。
こ
れ
を
三

種
の
菩
提
門
相
違
の
法
を
遠
離
す
と
名
づ
く
。（
第
六
・
離
菩

薩
障
）

◇
�

曇
鸞（
四
七
六
年
～
五
四
二
年
）／「
往
生
論
註
」（
浄
土
論
註
、

解
義
分
、
本
願
寺
出
版
社
、『
浄
土
真
宗
聖
典
・
七
祖
篇
』

諸
仏
菩
薩
に
二
種
の
法
身
ま
し
ま
す
。
一
に
は
法
性
法
身
、

二
に
は
方
便
法
身
な
り
。
法
性
法
身
に
よ
り
て
方
便
法
身
を
生

ず
。
方
便
法
身
に
よ
り
て
法
性
法
身
を
出
す
。
こ
の
二
の
法

身
は
異
に
し
て
分
つ
べ
か
ら
ず
。
一
に
し
て
同
ず
べ
か
ら
ず
。

（
一
三
九
頁
）
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阿
弥
陀
仏
の
実
在
の
い
ま
だ
か
つ
て
聞
か
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
こ
に
仏
法
の
学
と
キ
リ
ス
ト
の
神
学
と
の
本
質
的
相
違
が
あ

る
。

◇
�

星
野
元
豊
『
浄
土
―
―
存
在
と
意
義
』、法
藏
館
、一
九
五
七
年
、

三
五
頁

阿
弥
陀
仏
へ
の
帰
依
と
浄
土
へ
の
願
生
〔
期
待
〕
が
偶
像
崇

拝
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
、
そ
れ
が
そ
の
本
来
的
な
目
標
で
は
な

く
し
て
、
あ
く
ま
で
方
便
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
偶
像

崇
拝
は
そ
れ
が
本
来
的
な
目
標
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
方
便
法

身
は
そ
れ
が
本
来
的
な
目
標
で
な
い
と
こ
こ
ろ
に
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
に
「
方
便
」
の
発
想
は
あ
る
だ
ろ
う
か
。
次
に
記
す

マ
ル
コ
伝
に
あ
る
「
た
と
え
」
は
、
ま
さ
に
「
聞
く
力
」（
機
根
）

に
応
じ
た
「
手
段
」
な
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
の
「als ob

」

（
英
：as if

）
は
「
方
便
」
に
か
な
り
近
く
な
る
。

◇
�

新
約
聖
書「
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
」4

章
三
〇
～
三
四
節（
新

共
同
訳
）

二
九
三
頁

方
便
と
言
う
は
、
謂
わ
く
作
願
し
て
〔
救
わ
ん
と
し
て
〕
一

切
衆
生
を
摂
取
し
て
、
共
に
同
じ
く
か
の
安
楽
仏
国
〔
浄
土
〕

に
生
ぜ
し
む
。
か
の
仏
国
は
、す
な
わ
ち
こ
れ
畢
竟
〔
つ
ま
り
〕

成
仏
の
道
路
、
無
上
の
方
便
な
り
。

◇
�

親
鸞
「
末
燈
鈔
」、
東
本
願
寺
『
真
宗
聖
典
』、
六
〇
二
頁

み
だ
仏
は
、自
然
の
よ
う
を
し
ら
せ
ん
り
ょ
う
〔
料
：
手
段
〕

な
り
。
こ
の
道
理
を
こ
こ
ろ
え
つ
る
の
ち
に
は
、
こ
の
自
然
の

こ
と
は
つ
ね
に
さ
た
す
べ
き
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
。
つ
ね
に
自

然
を
さ
た
せ
ば
、
義
な
き
を
義
と
す
と
い
う
こ
と
は
、
な
お
義

の
あ
る
に
な
る
べ
し
。こ
れ
は
仏
智
の
不
思
議
に
て
あ
る
な
り
。

愚
禿
親
鸞
八
十
六
歳
。

◇
�

曽
我
量
深
『
歎
異
抄
聴
記
』、
一
九
四
二
年
、
東
本
願
寺
出
版

部
版
、
一
二
二
頁

キ
リ
ス
ト
教
の
神
学
で
は
、神
の
実
在
を
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

浄
土
真
宗
の
宗
学
で
は
、弥
陀
如
来
の
実
在
は
ど
う
で
も
よ
い
。
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（
一
九
一
一
年
）
を
発
表
す
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
を
読
ん
だ
日
本
の

森
鴎
外
（
一
八
六
二
年
～
一
九
二
三
年
）
は
帰
朝
後
に
小
説
「
か
の

よ
う
に
」（
一
九
一
四
年
：
新
潮
文
庫
『
阿
部
一
族
・
舞
姫
』
所
収
）

を
発
表
し
て
い
る
。
し
か
し
、い
ず
れ
も
、残
念
な
が
ら
仏
教
の
「
方

便
」
に
は
触
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
詩
に
は
「
方
便
」
の
興

味
深
い
要
素
が
見
え
て
い
る
。

◇
�

西
条
八
十
（
一
八
九
二
年
～
一
九
七
〇
年
）
／
「
三み
な
の
か

七
日
」、

ハ
ル
キ
文
庫
『
西
條
八
十
詩
集
』、
九
六
頁
、
→
三
十
一
歳
の

と
き
、三
歳
の
次
女
が
疫
痢
で
死
去
。
こ
の
詩
人
自
身
は
の
ち
、

仏
式
の
葬
儀
で
送
ら
れ
て
い
る
。

「
吾
児
は
あ
ま
り
に
美
し
く
聡さ

と

か
り
し
ゆ
ゑ

神
の
奪
（
と
）
り
た
ま
へ
る
な
り
。」

わ
れ
の
語
れ
ば
妻
は
静
か
に
う
な
づ
く
。

慰
む
る
者
は
偽

い
つ
は
りと
知
り
つ
ゝ
慰
め

聴
く
者
も
偽
と
知
り
つ
つ
満た

ら足
ふ
。

寂
し
き
三み

な
の
か

七
日
。

イ
エ
ス
は
言
わ
れ
た
。「
神
の
国
を
何
に
た
と
え
よ
う
か
。

ど
の
よ
う
な
た
と
え〔
英
：parable

〕で
示
そ
う
か
。
そ
れ
は
、

か
ら
し
種
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
土
に
蒔
く
と
き
に
は
、
地

上
の
ど
ん
な
種
よ
り
も
小
さ
い
が
、
蒔
く
と
、
成
長
し
て
ど
ん

な
野
菜
よ
り
も
大
き
く
な
り
、
葉
の
陰
に
空
の
鳥
が
巣
を
作
れ

る
ほ
ど
大
き
な
枝
を
張
る
。」
イ
エ
ス
は
、
人
々
の
聞
く
力
に

応
じ
て
、こ
の
よ
う
に
多
く
の
た
と
え
で
御
言
葉
を
語
ら
れ
た
。

た
と
え
を
用
い
ず
に
語
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
御
自
分
の
弟

子
た
ち
に
は
ひ
そ
か
に
す
べ
て
を
説
明
さ
れ
た
。

◇

イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
（
一
七
二
四
年
～
一
八
〇
四
年
）
／
『
純

粋
理
性
批
判
』、
篠
田
英
雄
訳
、
岩
波
文
庫
、
中
巻
、
三
三
一
頁

一
切
を
充
足
す
る
唯
一
の
第
一
根
拠
〔
神
？
〕
を
現
象
界
の

そ
と
に
も
つ
か
の
よ
う
に（als ob

）見
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

こ
の
第
一
根
拠
と
は
、
い
わ
ば
そ
れ
自
体
に
存
在
す
る
よ
う
な

根
原
的
、
創
造
的
理
性
で
あ
る
。

カ
ン
ト
の
こ
の
一
文
に
影
響
さ
れ
て
、
ハ
ン
ス
・
フ
ァ
イ
ヒ
ン
ガ

ー(

一
八
五
二
年
～
一
九
三
三
年)

は
『「
か
の
よ
う
に
」
の
哲
学
』
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行
き
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。「
ゆ
か
し
い
」
と
は
、
い
う
に

い
わ
れ
な
い
清
ら
か
な
も
の
、
と
う
と
い
も
の
が
、
当
の
も
の

は
そ
れ
を
隠
し
て
い
る
の
に
、
お
の
ず
と
、
仄ほ

の

か
に
、
か
お
り

立
つ
趣
き
で
あ
る
。

こ
の
「
無
限
の
奥
行
き
」
こ
そ
、
ま
さ
に
、A

-m
ita

の
こ
と
で

は
な
い
か
。
そ
し
て
い
ま
、
こ
の
「
方
便
」
を
ど
う
英
訳
す
べ
き
だ

ろ
う
。
私
は
あ
え
て
「
ユ
ー
モ
ア
」
と
呼
ん
で
み
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、

コ
ミ
ッ
ク
や
ウ
ィ
ッ
ト
と
い
っ
た
笑
い
と
は
ま
っ
た
く
違
う
意
味

で
あ
る
。
平
凡
社
版
『
哲
学
事
典
』
の
「
フ
モ
ー
ル
（
ユ
ー
モ
ア
）」

の
項
に
は
《
笑
い
に
よ
っ
て
対
象
を
否
定
し
つ
つ
、
し
か
も
自
己
否

定
の
謙
虚
さ
を
し
の
ば
せ
る
》
な
ど
と
説
明
し
て
あ
る
。
そ
し
て
、

英
文
学
の
泰
斗
も
こ
う
語
っ
て
い
た
。

◇
�

福
原
麟
太
郎
（
一
八
九
四
年
～
一
九
八
一
年
）
／
『
英
文
学

の
周
辺
』、
一
九
七
六
年
、
法
政
大
学
出
版
局
、
九
六
頁

人
間
の
価
値
を
無
と
考
え
て
み
れ
ば
、
人
間
の
現
実
の
活
動

の
ご
と
き
、
お
よ
そ
兒
戯
に
類
す
る
滑
稽
で
あ
る
。
こ
れ
は
た

し
か
に
笑
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、
じ
つ
に
憐
れ

「
方
便
」
が
幻
想
や
神
話
や
偶
像
崇
拝
と
違
う
の
は
、
語
る
側
も

聴
く
側
も
は
っ
き
り
と
、あ
る
い
は
薄
々
と
、そ
の
神
が「
い
つ
わ
り
」

「
方
便
」
で
あ
る
こ
と
を
承
知
し
て
い
る
こ
と
だ
。
い
わ
ば
慈
悲
や

思
い
や
り
か
ら
、
そ
れ
を
「
仮
（
け
）」
と
知
り
つ
つ
、「
方
便
法
身
」

と
い
う
名
の
も
と
に
受
け
入
れ
て
い
る
。
こ
の
了
解
こ
そ
、
ヌ
ミ
ノ

ー
ゼ
や
狂
気
を
生
ま
な
い
大
人
の
道
で
は
な
い
か
。

そ
し
て
、
こ
の
「
方
便
法
身
」
は
必
ず
し
も
「
阿
弥
陀
仏
」
と
い

う
名
ば
か
り
で
は
な
い
。
八
木
氏
は
し
ば
し
ば
、
松
尾
芭
蕉
の
「
野

ざ
ら
し
紀
行
」
か
ら
《
山
路
来
て
何
や
ら
ゆ
か
し
菫す

み
れ
ぐ
さ草》
の
句
を
引

用
し
て
い
る
。
同
じ
句
集
の《
道
の
べ
の
木む

く
げ槿
は
馬
に
食
は
れ
け
り
》

禅
味
に
比
べ
、
浄
土
の
香
り
が
す
る
か
ら
だ
ろ
う
か
。

◆
�

八
木
『
宗
教
と
は
何
か
』、
一
九
九
八
年
、
法
藏
館
、
一
三
四

頁〔
芭
蕉
が
出
会
っ
た
ス
ミ
レ
は
〕
小
な
り
と
い
え
ど
も
大
自

然
の
一
部
で
あ
り
、
自
ら
が
自
然
で
あ
り
、
独
自
の
仕
方
で
自

然
の
全
体
を
映
し
出
す
。「
な
に
や
ら
ゆ
か
し
」
と
い
う
と
き
、

芭
蕉
は
山
路
の
す
み
れ
に
、
言
語
化
す
べ
か
ら
ざ
る
無
限
の
奥
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鶴
岡	

大
変
見
事
な
お
話
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
の
で
、
余
り
コ
メ

ン
ト
す
る
必
要
は
な
い
し
、
で
き
な
い
と
思
う
ん
で
す
け

ど
、
何
か
言
わ
な
い
わ
け
に
も
い
か
な
い
の
で
ち
ょ
っ
と

る
べ
し
。

す
が
わ
ら
・
の
ぶ
お 

元
朝
日
新
聞
記
者

む
べ
き
人
間
の
姿
で
あ
る
。
諸
行
無
常
。
そ
の
諸
行
無
常
の
笑

い
こ
そ
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
を
全
き
平
等
に
ひ
き
お
ろ
す
力
を
も

っ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。〔
中
略
〕
こ
の
諸
行
無
常
の
笑
い

を
ヒ
ウ
マ
ー
と
い
う
。

「
ユ
ー
モ
ア
」
の
背
景
に
は
「
諸
行
無
常
」、
つ
ま
り
「
悲
し
み
」

が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
通
夜
に
出
か
け
る
若
い
僧
侶
に
親
鸞
が
教

え
諭
し
た
言
葉
に
は
、
そ
ん
な
人
柄
を
感
じ
る
で
は
な
い
か
。

◇
�

覚
如
「
口
伝
鈔
」、
東
本
願
寺
『
真
宗
聖
典
』、
六
七
二
頁
、

→
覚
如
が
如
信
か
ら
聞
い
た
親
鸞
の
言
行
録

別
離
等
の
苦
に
お
う
て
、
悲
歎
せ
ん
や
か
ら
を
ば
、
仏
法
の

く
す
り
を
す
す
め
て
、
そ
の
お
も
い
を
教
誘
す
べ
き
事
。
人
間

の
八
苦
の
な
か
に
、
さ
き
に
い
う
と
こ
ろ
の
愛
別
離
苦
、
こ
れ

も
っ
と
も
切
な
り
。〔
中
略
〕
か
か
る
や
か
ら
に
は
、
か
な
し

み
に
か
な
し
み
を
そ
う
る
よ
う
に
は
、
ゆ
め
ゆ
め
と
ぶ
ら
う
べ

か
ら
ず
。
も
し
し
か
ら
ば
、
と
ぶ
ら
い
た
る
に
は
あ
ら
で
、
い

よ
い
よ
わ
び
し
め
た
る
に
て
あ
る
べ
し
。
酒
は
こ
れ
、
忘
憂
の

名
あ
り
。
こ
れ
を
す
す
め
て
、
わ
ら
う
ほ
ど
に
な
ぐ
さ
め
て
さ

討
議
Ⅲ 

応
答
者
・
司 

会　

鶴
岡
賀
雄
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言
葉
で
言
え
ば
言
語
の
一
義
性
、
あ
る
い
は
一
義
性
言
語

と
は
異
な
る
タ
イ
プ
の
宗
教
言
語
に
着
目
さ
れ
て
、
そ
の

意
義
を
も
う
少
し
情
念
的
な
、
あ
る
い
は
大
人
の
道
と
い

っ
た
言
い
方
で
、
菅
原
先
生
な
り
に
語
ら
れ
た
と
思
い
ま

す
。
そ
う
い
う
方
向
で
、
宗
教
の
真
理
を
語
る
こ
と
が
あ

り
う
る
と
。
つ
ま
り
方
便
は
決
し
て
第
三
の
道
、
一
番
い

い
道
、
二
番
目
の
い
い
道
、
三
番
目
に
い
い
道
と
い
う
意

味
で
は
、
必
ず
し
も
な
い
。
上
根
、
中
根
、
下
根
の
う
ち
の
、

下
根
の
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
も
そ
も
下

根
と
上
根
っ
て
何
だ
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま

す
。わ

た
し
は
、
個
人
的
に
は
、「
で
き
な
い
も
の
の
た
め
に

あ
る
」
の
が
宗
教
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
高
い
理
想
の
あ

る
こ
と
は
必
要
な
ん
で
す
け
ど
、
高
い
理
想
が
出
さ
れ
た

と
き
に
、
そ
こ
に
届
か
な
い
と
い
う
意
識
が
必
ず
生
ま
れ

る
。
そ
こ
に
発
生
す
る
も
の
が
、
わ
た
し
は
宗
教
に
と
っ

て
本
質
的
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
の

だ
け
申
し
ま
す
と
、
八
木
先
生
の
宗
教
哲
学
を
構
成
す
る

大
き
い
伝
統
は
、も
ち
ろ
ん
、仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
で
す
が
、

八
木
先
生
は
キ
リ
ス
ト
教
の
中
の
、
神
話
的
と
い
い
ま
す

か
、
あ
る
い
は
人
格
神
、
ロ
ー
マ
的
な
も
の
、
歴
史
物
語

に
し
て
し
ま
う
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
の
神
の
語
り
か
ら
離

脱
さ
れ
た
。
そ
の
と
き
に
禅
が
常
に
決
定
的
な
参
照
項
に

な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
仏
教
の
中
に
は
、
禅
と
も

う
一
つ
、禅
と
浄
土
と
い
う
、と
く
に
日
本
仏
教
の
二
つ
の
、

あ
る
種
の
二
項
対
立
的
な
も
の
が
あ
る
時
期
か
ら
定
着
し

て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
浄
土
真
宗
系
に
は
、
あ
る
種
の
神

話
的
表
象
に
近
い
も
の
が
本
質
的
に
あ
る
だ
ろ
う
と
い
う

こ
と
で
す
。
そ
れ
を
あ
え
て
前
面
に
出
さ
れ
た
と
き
に
、

八
木
先
生
の
神
学
か
ら
は
宗
教
が
ど
う
見
え
る
か
と
い
う

こ
と
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
と
き
に
、
方
便
と
い
う

伝
統
的
な
大
き
い
概
念
を
前
面
に
出
さ
れ
て
論
じ
ら
れ
た
。

そ
し
て
こ
れ
に
通
じ
る
も
の
と
し
て
、
イ
エ
ス
の
た
と

え
話
と
か
、
あ
る
い
は
ヒ
ュ
ー
モ
ア
と
か
、
八
木
先
生
の
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ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
か
ら
始
め
ま
し
ょ
う
か
ね
。
空

が
働
き
だ
と
彼
女
は
言
っ
て
、
確
か
に
事
柄
と
し
て
は
そ

う
だ
け
れ
ど
も
、
ふ
つ
う
、
シ
ュ
ニ
ャ
タ
で
す
よ
ね
。
イ

ン
ド
の
シ
ュ
ニ
ャ
タ
、
そ
れ
を
空
と
訳
す
場
合
に
は
、
む

し
ろ
ふ
つ
う
に
は
非
実
体
性
と
か
、
あ
る
い
は
実
体
同
士

は
関
係
で
き
な
い
か
ら
、
空
と
い
う
の
は
関
係
性
の
可
能

根
拠
だ
と
い
う
よ
う
な
、
む
し
ろ
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
言
い
方

が
あ
っ
た
と
僕
は
思
う
ん
で
す
。

た
だ
し
、
そ
れ
が
中
国
に
移
り
ま
す
と
、
空
じ
ゃ
な
く

て
、む
し
ろ
無
と
い
う
よ
う
に
な
っ
て
。
は
じ
め
の
う
ち
は
、

無
も
、
趙
州
の
、
狗
子
に
仏
性
あ
り
や
、
無
っ
て
、
最
初

は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
ら
し
い
け
ど
、
後
か
ら
だ
ん

だ
ん
、
老
子
的
な
感
覚
か
ら
か
、
有
と
無
を
超
え
た
無
と

い
う
ふ
う
に
変
わ
っ
て
い
く
ん
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
、

そ
れ
は
明
ら
か
に
働
き
な
の
で
。
た
と
え
ば
、
無
心
と
い

っ
た
場
合
の
無
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
欠
如
で
は
な
く
て

働
き
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
、
日
本
で
絶
対
無
と
い
う

で
、
非
常
に
共
感
を
も
っ
て
承
り
ま
し
た
。
八
木
先
生
が

ど
う
聞
か
れ
た
か
に
つ
い
て
伺
い
た
い
の
で
す
が
、
菅
原

先
生
の
お
話
の
途
中
で
、
親
鸞
八
六
歳
の
と
き
、
と
あ
り

ま
し
た
。
ま
さ
に
八
木
誠
一
八
六
歳
の
現
在
の
感
想
を
伺

い
た
い
。

八
木	

七
で
す
。

鶴
岡	

あ
、
八
七
歳
で
す
か
。
こ
れ
は
親
鸞
を
も
う
超
え
て
お
ら

れ
る
。

菅
原	

親
鸞
は
九
〇
ま
で
生
き
た
ん
で
す
け
ど
ね
。

鶴
岡	

で
は
八
木
先
生
は
百
ま
で
。

八
木	

い
や
、
危
な
い
で
す
ね
。

鶴
岡	

ま
ず
、
八
木
先
生
に
ご
自
由
に
ご
発
言
い
た
だ
け
れ
ば
。

八
木	

今
、
菅
原
さ
ん
の
お
話
を
伺
っ
て
、
や
っ
ぱ
り
方
便
仏
で

す
ね
。
方
便
仏
と
い
う
の
を
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
と

い
う
、
そ
う
い
う
問
題
が
あ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
が
。
こ

れ
は
き
の
う
の
川
村
さ
ん
と
の
や
り
と
り
に
も
か
か
わ
る
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ん
な
い
ん
だ
け
れ
ど
も
、
順
調
に
、
条
件
に
恵
ま
れ
て
い

る
も
の
が
統
合
体
へ
と
変
わ
っ
て
い
っ
て
、
現
在
の
我
々

人
間
の
世
界
に
至
る
ま
で
の
連
鎖
が
あ
る
と
。

そ
う
す
る
と
、
創
造
的
空
と
、
そ
れ
か
ら
統
合
、
そ
れ

か
ら
そ
れ
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
個
々
の
人
と
い
う
、
三
つ

の
も
の
が
出
て
く
る
ん
で
す
が
。
わ
た
し
は
こ
れ
が
、
仏

教
の
所
謂
三
身
論
で
す
ね
。
ダ
ル
マ
・
カ
ー
ヤ
ー
と
サ
ン

ボ
ー
ガ
・
カ
ー
ヤ
ー
と
ニ
ル
マ
ー
ナ
・
カ
ー
ヤ
ー
で
す
か
、

そ
れ
と
対
応
す
る
の
が
、
よ
く
三
位
一
体
だ
と
言
わ
れ
る

ん
で
す
け
ど
違
う
ん
で
す
。
三
位
一
体
と
い
う
の
は
、
神

の
、
い
わ
ば
内
部
構
造
の
こ
と
だ
か
ら
。
そ
う
じ
ゃ
な
く

て
、
三
身
論
が
対
応
す
る
の
は
む
し
ろ
キ
リ
ス
ト
論
な
の

で
。
ロ
ゴ
ス
と
キ
リ
ス
ト
と
イ
エ
ス
と
、
そ
の
三
つ
に
対

応
す
る
。
だ
か
ら
、
ロ
ゴ
ス
と
い
っ
た
場
合
、
そ
れ
は
ま

た
神
自
身
と
は
区
別
さ
れ
る
ん
で
す
が
、
仏
教
の
ほ
う
で

は
そ
の
区
別
は
な
く
て
、
事
柄
上
両
方
含
ん
で
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
ま
す
。

よ
う
に
言
い
直
さ
れ
る
。
そ
れ
は
川
村
さ
ん
が
よ
く
お
使

い
に
な
る
言
葉
で
す
け
れ
ど
も
、
絶
対
無
と
い
う
の
も
非

常
に
わ
か
り
に
く
い
言
葉
だ
け
れ
ど
も
、
有
と
無
を
超
え

た
両
者
の
根
源
と
い
う
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
し
、
あ
る

い
は
、
有
と
無
と
い
う
よ
り
も
、
絶
対
と
相
対
で
す
ね
。

そ
の
二
で
あ
り
な
が
ら
一
で
あ
る
と
い
う
、
そ
れ
を
そ
の

絶
対
無
と
言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
と
僕
は
思
う
ん
で

す
が
、
そ
う
す
る
と
、
こ
れ
は
働
き
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
働
き
の
欠
如
じ
ゃ
な
く
て
、働
き
そ
の
も
の
な
の
で
。

そ
こ
に
立
つ
と
、
そ
れ
に
つ
い
て
、
い
ろ
ん
な
方
が
い

ろ
ん
な
ふ
う
に
言
っ
て
ら
っ
し
ゃ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、

わ
た
し
が
創
造
的
空
と
い
う
ふ
う
に
言
う
、
そ
の
場
合
の

創
造
的
空
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
創
造
で
す
か
ら
、
働
き

な
ん
で
す
。
た
だ
、
創
造
的
空
と
い
っ
た
場
合
に
、
そ
こ

か
ら
出
て
く
る
も
の
と
し
て
、
僕
は
統
合
作
用
と
い
う
も

の
を
置
く
ん
で
す
。
そ
れ
で
、
創
造
的
空
の
中
で
統
合
作

用
が
働
い
て
、
全
部
が
統
合
体
に
な
る
わ
け
じ
ゃ
も
ち
ろ
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る
信
仰
と
い
う
の
は
、
ち
ょ
う
ど
、
本
来
な
ら
ば
不
可
能

な
も
の
を
可
能
に
す
る
方
便
と
い
う
位
置
に
あ
る
ん
じ
ゃ

な
か
ろ
う
か
。
実
際
そ
う
だ
と
思
う
ん
で
す
よ
。
本
当
は

律
法
的
完
全
じ
ゃ
な
き
ゃ
い
け
な
い
ん
だ
け
ど
、
そ
れ
が

で
き
な
い
か
ら
、
贖
罪
に
対
す
る
信
仰
に
よ
っ
て
と
い
う

と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
て
ね
。
そ
れ
が
方
便
に
対
応
す
る
と

僕
に
は
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
こ
で
一
つ
問
題
が
あ
り

ま
し
て
、
こ
れ
は
菅
原
さ
ん
が
ご
指
摘
く
だ
さ
っ
た
こ
と

と
関
係
が
あ
る
ん
で
す
が
、
言
語
の
問
題
で
す
よ
ね
。
そ

れ
で
、
わ
た
し
、
主-

客
直
接
経
験
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、

言
語
化
さ
れ
た
世
界
、
特
に
一
義
的
な
言
語
に
よ
っ
て
言

語
化
さ
れ
た
世
界
と
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
現
実
と
は
ま
る
で

違
う
も
の
だ
。
そ
れ
に
気
が
つ
い
て
、
そ
こ
か
ら
、
た
と

え
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
的
な
理
性
主
義
と
決
別
し
た
ん

だ
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
申
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
と
連
関
し

て
、
つ
ま
り
、
言
語
の
一
つ
の
間
違
い
と
い
う
の
は
、
特

に
通
念
な
ん
で
す
が
、
通
念
が
運
ぶ
言
葉
の
意
味
で
す
ね
。

そ
う
す
る
と
、
そ
こ
で
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
サ
ン
ボ

ー
ガ
・
カ
ー
ヤ
ー
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
方
便

仏
と
い
う
ふ
う
に
も
言
わ
れ
る
わ
け
で
す
。
方
便
仏
と
い

う
と
、
ち
ょ
う
ど
、
創
造
的
空
が
ダ
ル
マ
・
カ
ー
ヤ
ー
に

対
応
す
る
と
す
れ
ば
、
方
便
仏
と
は
統
合
作
用
（
つ
ま
り

キ
リ
ス
ト
）
に
当
た
る
わ
け
な
の
で
。
そ
う
す
る
と
、
こ

れ
が
方
便
に
当
た
る
の
か
な
。
考
え
て
み
ま
す
と
、
や
っ

ぱ
り
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
と
僕
に
は
思
わ
れ
る
ん
で

す
。
ま
ず
、
わ
か
り
や
す
い
と
こ
ろ
か
ら
言
い
ま
す
と
、

伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
、
人
間
は
、
本
来
、
神
の

戒
め
を
完
全
に
守
る
こ
と
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
ん
だ
け
れ

ど
も
、
そ
れ
が
本
来
な
ん
で
す
。
そ
れ
を
守
ら
な
い
か
ら
、

地
獄
に
落
ち
る
運
命
が
あ
る
ん
で
す
が
。
イ
エ
ス
・
キ
リ

ス
ト
の
贖
罪
に
よ
っ
て
、
罪
が
あ
る
ま
ま
、
神
の
前
に
罪

な
き
者
と
し
て
通
用
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
。

そ
う
す
る
と
、
こ
の
場
合
に
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
及
び
、

つ
ま
り
贖
罪
と
復
活
と
い
わ
れ
ま
す
け
ど
、
そ
れ
に
対
す
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い
は
物
語
。
そ
れ
を
表
現
と
し
て
理
解
し
て
い
る
な
ら
全

く
問
題
な
い
ん
だ
け
れ
ど
も
、
い
つ
の
間
に
か
そ
れ
が
実

体
化
さ
れ
て
、
そ
っ
ち
の
ほ
う
に
重
点
が
移
さ
れ
る
。
そ

う
す
る
と
、
そ
れ
は
、
は
っ
き
り
言
っ
て
し
ま
え
ば
幻
想

で
は
な
い
か
と
い
う
。
そ
れ
を
取
っ
払
っ
ち
ゃ
っ
て
、
最

初
の
、
言
葉
の
な
い
経
験
に
帰
る
こ
と
が
大
事
な
ん
だ
。

そ
う
い
う
ふ
う
に
わ
た
し
は
考
え
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
。

し
か
し
な
が
ら
、
表
現
と
し
て
考
え
れ
ば
、
そ
れ
は
一
つ

の
表
現
で
、
本
物
に
至
る
手
段
で
す
か
ら
、
そ
れ
自
身
も

方
便
と
い
え
る
と
思
う
ん
で
す
が
。

そ
う
す
る
と
、
さ
っ
き
言
っ
た
統
合
心
、
そ
れ
か
ら
今

言
っ
た
形
と
ど
う
関
係
す
る
か
。
全
く
同
じ
だ
と
は
、
僕

に
は
ち
ょ
っ
と
言
い
が
た
い
ん
だ
け
れ
ど
も
、
少
な
く
と

も
統
合
心
と
は
、
や
は
り
一
つ
の
形
だ
か
ら
、
全
く
目
に

見
え
な
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
捉
え
や
す

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
奥
に
全
く
目
に
見
え
な
い
世

界
が
あ
る
と
。
イ
エ
ス
は
そ
れ
を
神
と
い
う
ふ
う
に
言
っ

そ
れ
は
イ
メ
ー
ジ
と
い
っ
て
も
い
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、

意
味
や
イ
メ
ー
ジ
が
現
実
そ
の
も
の
と
混
同
さ
れ
て
い
る
、

そ
れ
が
問
題
な
ん
だ
と
。

似
た
よ
う
な
問
題
が
宗
教
に
も
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
は
、

わ
た
し
は
表
現
言
語
の
問
題
性
と
言
っ
て
い
ま
す
。
表
現

言
語
と
は
、元
来
、目
に
見
え
な
い
経
験
で
す
ね
。
だ
か
ら
、

色
も
形
も
な
い
も
の
に
出
会
う
と
い
う
、
そ
こ
か
ら
生
か

さ
れ
る
と
い
う
経
験
。
元
来
、
言
葉
に
な
ら
な
い
経
験
を

何
と
か
表
現
し
て
伝
え
る
、
ま
た
人
に
伝
え
る
た
め
に
、

そ
れ
を
言
葉
に
し
た
り
、
あ
る
い
は
イ
メ
ー
ジ
を
つ
く
っ

た
り
、
神
話
を
構
成
し
た
り
、
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
を

す
る
。
そ
れ
は
、
そ
う
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
、
言
葉
が

な
け
れ
ば
表
現
も
さ
れ
な
い
し
、
伝
わ
り
も
し
な
い
か
ら
、

そ
れ
は
仕
方
な
い
ん
で
す
ね
。

と
こ
ろ
が
、
宗
教
の
一
つ
の
大
き
な
問
題
性
と
し
て
、

経
験
そ
の
も
の
よ
り
も
そ
こ
か
ら
出
て
き
た
イ
メ
ー
ジ
、

表
現
と
し
て
出
て
き
た
イ
メ
ー
ジ
、
あ
る
い
は
形
、
あ
る
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ん
で
す
け
ど
、
先
生
の
哲
学
を
本
当
に
理
解
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
く
て
、
自
分
の
都
合
の
い
い
と
こ
ろ
だ
け
を
読

ん
で
い
た
ん
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
特
に
統

合
論
の
と
こ
ろ
は
、
わ
た
し
も
、
当
然
ま
だ
難
し
く
て
。

八
木	

そ
う
そ
う
、
も
う
一
つ
は
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う

こ
と
に
か
か
わ
る
ん
で
す
が
、
菅
原
さ
ん
が
は
じ
め
の
ほ

う
に
お
話
し
し
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
で
で
す
ね
。
き
の
う

ち
ょ
っ
と
、
わ
た
し
の
考
え
と
、
そ
れ
か
ら
特
に
京
都
学

派
の
方
々
の
考
え
方
と
の
触
れ
合
い
を
言
い
ま
し
た
け
れ

ど
も
、
繰
り
返
す
こ
と
も
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
西
谷
先

生
の
、
空
の
場
に
お
け
る
事
事
無
礙
の
世
界
と
よ
く
似
て

る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
ね
。
そ
れ
か
ら
、
久
松
真
一
の
、

無
相
の
自
己
と
い
う
の
は
、
僕
の
言
葉
で
い
う
と
創
造
的

空
が
わ
た
し
だ
と
い
う
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
か
か
わ
っ

て
く
る
と
。
だ
か
ら
、
非
常
に
近
い
ん
だ
け
ど
、
や
っ
ぱ

り
違
い
が
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
菅
原
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ

て
。
そ
の
違
い
を
は
っ
き
り
言
う
と
、
仏
教
の
ほ
う
は
己

た
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
そ
う
す
る
と
、
や
は
り
目

に
見
え
る
世
界
、
そ
の
中
間
段
階
と
い
う
の
は
媒
介
と
言

っ
て
も
い
い
し
、
通
り
道
と
言
っ
て
も
い
い
ん
で
す
け
れ

ど
も
。
新
約
聖
書
を
見
ま
し
て
も
、
特
に
イ
エ
ス
の
場
合

は
非
常
に
は
っ
き
り
し
て
て
、
神
と
神
の
支
配
と
神
の
国

が
区
別
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
語
る
内
容

も
違
う
ん
で
す
が
。
し
か
し
、
や
は
り
、
ま
ず
神
の
国
、

神
の
支
配
を
信
じ
な
さ
い
と
言
っ
て
。
つ
ま
り
、
そ
れ
が

究
極
の
と
こ
ろ
に
至
る
通
り
道
に
な
っ
て
る
ん
で
。
そ
う

い
う
意
味
で
は
、
や
っ
ぱ
り
イ
エ
ス
や
パ
ウ
ロ
の
場
合
も

そ
う
で
す
け
れ
ど
も
、わ
た
し
自
身
の
考
え
で
も
、統
合
体
、

あ
る
い
は
統
合
心
、
統
合
。
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
の
働
き
に

よ
っ
て
成
り
立
つ
も
の
な
ん
で
す
が
、
こ
れ
が
方
便
に
当

た
る
ん
じ
ゃ
な
い
の
か
な
と
、
お
話
を
聞
い
て
い
て
思
い

ま
し
た
。
で
す
か
ら
、簡
単
に
言
う
と
そ
う
い
う
こ
と
で
す
。

鶴
岡	

菅
原
先
生
か
ら
何
か
。

菅
原	

わ
た
し
は
、
最
初
に
お
こ
と
わ
り
し
て
お
け
ば
よ
か
っ
た
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そ
う
す
る
と
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
、
ど
こ
が
違
う
ん
だ
。

こ
う
い
う
ふ
う
な
定
式
化
は
ど
う
か
な
と
思
っ
て
る
ん
で

す
。
存
在
者
は
極
な
ん
で
す
よ
ね
。
個
は
極
だ
と
い
う
理

解
じ
ゃ
一
致
し
て
る
し
、
極
を
極
た
ら
し
め
る
場
が
あ
る

と
い
う
こ
と
で
も
一
致
し
て
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
仏
教
の

ほ
う
は
自
分
は
極
だ
と
い
う
、
極
性
の
ほ
う
に
重
点
が
あ

る
。
こ
れ
は
己
事
究
明
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、
キ
リ
ス
ト

教
の
ほ
う
は
統
合
体
の
一
極
だ
と
い
う
、
統
合
体
と
い
う

ほ
う
が
は
っ
き
り
出
て
く
る
と
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
触

れ
合
う
点
と
、
そ
れ
か
ら
違
う
点
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
か
ろ

う
か
。
こ
れ
は
、
菅
原
さ
ん
が
ご
指
摘
し
て
く
だ
さ
っ
た

こ
と
を
僕
な
り
に
定
式
化
す
る
と
そ
う
な
る
だ
ろ
う
と
い

う
こ
と
で
す
。

菅
原	

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

鶴
岡	

よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。
非
常
に
核
心
に
迫
る
問
題
が
話

題
に
な
っ
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
、
皆

さ
ん
か
ら
質
問
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
一
つ

事
究
明
だ
け
れ
ど
も
、
キ
リ
ス
ト
教
の
ほ
う
は
や
っ
ぱ
り

共
同
体
性
が
あ
る
。

そ
れ
を
も
う
一
つ
突
き
詰
め
て
言
う
と
、
き
の
う
、
た

し
か
言
い
落
と
し
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
か
ら
、
今
こ

こ
で
申
し
上
げ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
僕
は
「
極
」
と
い

う
こ
と
を
言
い
ま
し
た
。
存
在
者
は
個
じ
ゃ
な
く
て
極
な

ん
だ
っ
て
ね
。
そ
れ
で
、
極
性
と
い
う
の
は
大
乗
仏
教
の

ほ
う
で
よ
く
言
わ
れ
て
い
ま
し
て
、
つ
ま
り
、
実
体
で
は

な
い
存
在
者
の
相
依
相
待
で
す
か
。
お
互
い
に
か
か
わ
り

合
っ
て
は
じ
め
て
成
り
立
つ
と
い
う
、
そ
う
い
う
縁
起
の

世
界
。
そ
れ
が
天
台
で
は
一
即
多
と
か
、
華
厳
で
は
四
法

界
と
い
う
ふ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
く
ん
で
す
が
、
そ
れ
を

見
て
み
る
と
、
や
っ
ぱ
り
仏
教
で
も
個
は
極
な
ん
だ
っ
て

ね
。
単
独
で
、
自
分
自
身
に
よ
っ
て
あ
り
得
る
も
の
じ
ゃ

な
い
。
た
し
か
に
「
こ
れ
は
こ
れ
、
あ
れ
は
あ
れ
」
だ
け

れ
ど
も
、
お
互
い
に
か
か
わ
り
合
っ
て
両
方
が
成
り
立
つ

と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
て
ね
。
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知
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
、
大
体
皆
さ
ん
が
そ
う

考
え
て
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
。
そ
れ
は
、
た
と

え
と
い
う
の
は
、
や
っ
ぱ
り
、
目
に
見
え
な
い
も
の
を
形

で
言
っ
て
、
目
に
見
え
な
い
も
の
に
到
達
さ
せ
よ
う
と
す

る
手
段
だ
っ
た
と
。
と
こ
ろ
が
、
聞
い
て
る
ほ
う
は
、
た

と
え
を
聞
く
と
、
た
と
え
自
体
の
ほ
う
に
集
中
し
て
し
ま

っ
て
、
た
と
え
自
体
を
何
か
本
物
の
よ
う
に
勘
違
い
し
て

し
ま
っ
て
。
つ
ま
り
、
た
と
え
が
実
際
を
覆
い
隠
す
作
用

を
す
る
こ
と
が
あ
る
と
。

そ
れ
で
も
イ
エ
ス
は
比
喩
を
使
う
。
問
題
に
さ
れ
た
箇

所
だ
け
を
見
る
と
非
常
に
重
要
な
真
理
を
、
イ
エ
ス
は
む

し
ろ
人
に
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
形
で
説
い
て
、
弟
子
た
ち

に
は
わ
か
る
よ
う
に
説
い
た
ん
だ
と
。
し
か
し
、
こ
れ
は

イ
エ
ス
が
生
き
て
お
ら
れ
る
時
代
に
は
本
当
だ
っ
た
と
思

え
な
い
で
す
ね
。
だ
か
ら
、た
と
え
と
い
う
の
は
、や
は
り
、

菅
原
さ
ん
の
言
葉
で
は
方
便
な
の
で
あ
っ
て
、
一
般
の
人

に
隠
す
た
め
に
、
弟
子
た
ち
だ
け
に
教
え
る
た
め
に
使
っ

だ
け
、
ち
ょ
っ
と
脇
筋
な
ん
で
す
け
ど
、
方
便
と
い
う
こ

と
に
関
連
し
て
一
個
だ
け
、
聖
書
学
者
と
し
て
の
八
木
先

生
に
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
。
菅
原
先
生
の
レ

ジ
ュ
メ
の
八
ペ
ー
ジ
で
、
マ
ル
コ
福
音
書
の
、
イ
エ
ス
た

と
え
話
の
箇
所
を
引
用
さ
れ
て
、
イ
エ
ス
は
弟
子
た
ち
の

聞
く
力
に
応
じ
て
た
と
え
で
話
さ
れ
た
と
指
摘
し
て
い
ま

す
。
で
も
、
一
部
の
弟
子
た
ち
に
は
ひ
そ
か
に
す
べ
て
を

説
明
さ
れ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
、
イ
エ
ス
に
あ
る
種
の
一

般
向
け
の
た
と
え
の
言
葉
と
、
た
と
え
で
な
い
直
の
真
理

と
い
う
か
、
イ
エ
ス
の
宗
教
そ
の
も
の
と
い
う
か
、
そ
れ

を
ひ
そ
か
に
伝
え
て
い
た
と
い
う
ふ
う
に
も
読
め
そ
う
で

す
。
聖
書
学
者
と
し
て
こ
の
箇
所
を
ど
う
読
ま
れ
る
の
で

し
ょ
う
か
。
つ
ま
り
、
二
重
真
理
み
た
い
な
こ
と
が
イ
エ

ス
の
活
動
自
身
に
も
あ
っ
た
と
ご
理
解
さ
れ
て
い
る
か
、

そ
れ
と
も
、
た
と
え
の
言
葉
以
外
は
な
か
っ
た
と
い
う
お

考
え
か
、
伺
い
た
い
で
す
。

八
木	

こ
れ
は
、
聖
書
学
の
通
念
と
言
い
切
っ
て
い
い
か
ど
う
か
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は
、
当
然
、
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
と
思
い

ま
す
。

峯
岸	

そ
れ
と
、
細
か
い
こ
と
で
恐
縮
な
の
で
す
が
、「
キ
リ
ス
ト

教
は
共
同
体
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
が
主
眼
で
あ
っ
て
、

仏
教
は
己
事
究
明
が
主
眼
で
、
社
会
の
形
成
は
な
い
」
と

い
う
よ
う
な
ご
発
言
の
中
に
、
若
干
、
禅
の
中
の
一
つ
の

考
え
方
を
代
表
し
て
い
る
意
見
で
あ
っ
て
、
す
べ
て
を
代

表
し
て
る
意
見
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
受
け
止
め
ら

れ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
禅
の
伝
統
の
中
で

生
活
す
る
際
に
、
た
と
え
ば
、
日
常
、
手
を
洗
っ
た
り
、

ト
イ
レ
を
使
っ
た
り
す
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
大
体
、

四
言
絶
句
で
、
華
厳
経
か
ら
引
用
さ
れ
て
る
言
葉
を
そ
の

都
度
お
唱
え
し
て
い
ま
す
。
そ
の
三
句
目
に
は
、
必
ず
「
当

願
衆
生
」と
い
う
言
葉
が
入
っ
て
き
ま
す
。
当
に
願
わ
く
は
、

生
き
と
し
生
け
る
一
切
の
も
の
と
共
に
と
い
う
意
味
で
す
。

で
す
か
ら
、
一
人
で
山
の
中
に
こ
も
っ
て
坐
禅
を
し
て
て

も
、
そ
れ
は
一
人
だ
け
の
坐
禅
で
は
な
く
て
、
当
願
衆
生

た
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
僕
も
そ
う
考
え

ま
す
け
ど
、
新
約
学
者
の
多
数
意
見
だ
と
言
っ
て
い
い
と

思
い
ま
す
。

鶴
岡	

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
で
は
、
ど
な
た
で
も
。

峯
岸	

よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。

鶴
岡	

は
い
。

峯
岸	

峯
岸
と
申
し
ま
す
。
菅
原
先
生
が
、
方
便
と
い
う
こ
と
を

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
八
木
先
生
の
お
立
場

に
立
つ
と
、
新
約
聖
書
自
体
が
神
と
い
う
泉
に
気
づ
か
せ

る
方
便
で
あ
る
と
い
う
言
い
方
も
可
能
に
な
る
か
と
思
う

ん
で
す
が
、
そ
の
点
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

八
木	

そ
れ
を
方
便
と
い
う
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
や
は
り
、

形
が
な
い
も
の
を
伝
え
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
形
あ

る
も
の
が
媒
介
と
し
て
必
要
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
方
便
と

い
う
な
ら
も
ち
ろ
ん
、
必
要
な
手
段
、
あ
る
い
は
巧
み
な

手
段
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
。
伝
達
の
た
め
の
手
段
と
し
て
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問
題
提
起
と
し
て
申
し
上
げ
た
い
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い

ま
す
。

八
木	

も
う
時
間
が
な
い
の
で
、
簡
単
に
答
え
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
が
、
第
一
に
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
の
違
い
と
言
っ

た
の
は
、絶
対
的
な
違
い
じ
ゃ
な
く
て
、傾
向
の
違
い
で
す
。

そ
れ
が
一
つ
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
も
う
一
つ
申
し
上
げ
た

い
こ
と
は
、
社
会
と
僕
の
言
っ
て
る
共
同
体
と
は
違
う
ん

だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
、
僕
が
こ
こ
で
言
っ
て

る
の
は
、
仏
教
に
社
会
性
が
な
い
と
言
っ
て
る
ん
じ
ゃ
な

く
て
、
人
間
と
人
間
と
の
関
係
が
、「
キ
リ
ス
ト
の
体
で
あ

る
教
会
」
を
つ
く
る
と
い
う
の
と
、
ち
ょ
っ
と
や
っ
ぱ
り

違
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
。

つ
ま
り
、
確
か
に
サ
ン
ガ
と
い
う
の
は
あ
り
ま
す
。
わ

た
し
も
よ
く
知
っ
て
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
サ
ン
ガ
に
お

け
る
共
同
体
性
と
い
う
の
と
、
教
会
の
共
同
体
性
は
ち
ょ

っ
と
違
う
ん
で
す
。
い
や
、
仏
教
に
も
こ
う
い
う
こ
と
が

あ
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
は
っ
き
り
教

の
坐
禅
だ
し
。
そ
れ
か
ら
、
物
理
的
に
は
限
ら
れ
た
一
部

を
掃
除
し
て
る
だ
け
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
そ
こ
を
掃

除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
世
界
全
体
が
清
め
ら
れ
て
い
る
と

い
う
発
想
の
中
で
行
わ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
必
ず
し
も
、
仏
教
の
中
心
は
己
事
究
明
で

あ
っ
て
、
社
会
の
形
成
で
は
な
い
と
は
言
え
な
い
の
で
は

な
い
か
。
そ
れ
は
小
さ
な
、
さ
さ
い
な
こ
と
に
関
す
る
意

見
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
。
仏
教
の
中
に
、
仏
教
徒

と
し
て
唱
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
キ
リ
ス
ト
教
の
言
葉

で
言
え
ば
「
信
仰
告
白
」
が
あ
り
ま
す
。「
南
無
帰
依
仏
」、

「
南
無
帰
依
法
」、「
南
無
帰
依
僧
」
の
三
つ
で
す
。
こ
れ
を

今
の
言
葉
に
翻
訳
す
れ
ば
、「
南
無
帰
依
仏
」
と
い
う
の
は
、

本
当
の
自
分
に
な
り
た
い
な
。「
南
無
帰
依
法
」
と
い
う
の

は
、
本
当
の
こ
と
に
即
し
て
生
き
た
い
な
。「
南
無
帰
依
僧
」

と
い
う
の
は
、
み
ん
な
と
一
緒
に
生
き
た
い
な
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
、
み
ん
な
と
一
緒
に
、
と
い
う
指

向
性
が
な
い
と
、
禅
は
宗
教
に
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
少
し
、
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に
近
い
も
の
か
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
太
子
は
そ
の

中
で
「
山
の
中
に
入
っ
て
、
そ
れ
で
悟
り
を
開
く
こ
と
を

目
標
に
す
る
」
と
批
判
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
は
法
華
経

の
中
に
書
か
れ
て
あ
る
わ
け
で
す
け
ど
、
彼
は
「
じ
ゃ
あ
、

誰
が
世
の
中
の
面
倒
を
見
る
ん
だ
」
と
批
判
し
て
い
る
。

彼
は
皇
太
子
だ
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
立
場
か

ら
、
こ
の
社
会
を
育
て
て
い
く
こ
と
も
大
事
じ
ゃ
な
い
か

と
考
え
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
西
暦
七
百
年
ご
ろ
に
、
法

華
経
を
正
面
か
ら
批
判
し
た
と
い
う
の
は
な
か
な
か
す
ご

い
な
と
思
う
わ
け
で
す
。
社
会
性
と
い
う
こ
と
を
仏
教
の

中
に
提
起
し
て
、
経
典
を
批
判
し
て
い
る
訳
で
す
か
ら
ね
。

田
中	

確
認
な
ん
で
す
け
ど
も
、
共
同
体
の
中
で
神
が
現
れ
る
と

い
う
の
は
キ
リ
ス
ト
教
に
限
っ
て
の
こ
と
な
ん
で
す
か
。

そ
れ
と
も
、
ユ
ダ
ヤ
教
に
お
い
て
も
、
共
同
体
の
中
で
神

が
現
れ
る
と
い
う
側
面
を
見
て
よ
ろ
し
い
ん
で
し
ょ
う
か
。

八
木	

そ
の
点
を
申
し
上
げ
ま
す
と
、
つ
ま
り
、
神
っ
て
何
か
と

い
う
よ
り
も
、
ど
こ
に
神
の
働
き
を
見
る
か
と
い
う
こ
と

え
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
わ
た
し
も
考
え
を
変
え
ま
す
け
れ

ど
も
。
キ
リ
ス
ト
教
の
ほ
う
で
は
、
人
格
は
元
来
単
独
者

じ
ゃ
な
く
て
、
単
独
者
と
い
う
の
は
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す

け
れ
ど
も
、
共
同
体
性
の
中
で
キ
リ
ス
ト
が
現
れ
る
と
。

あ
る
い
は
、
神
が
現
れ
て
働
く
と
い
う
、
そ
う
い
う
こ
と

で
し
て
。
む
し
ろ
、
も
ち
ろ
ん
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
特
質
と

し
て
、
孤
独
に
な
れ
る
、
単
独
者
に
な
れ
る
と
い
う
と
こ

ろ
が
あ
る
ん
で
す
よ
。
だ
け
ど
、
た
だ
、
そ
の
場
合
の
単

独
者
と
い
う
の
は
、
や
は
り
、
今
言
っ
た
よ
う
な
こ
と
を

目
指
し
て
い
る
の
で
。
で
す
か
ら
、
た
と
え
ば
仏
教
の
ほ

う
に
お
い
て
、
サ
ン
ガ
の
中
で
な
け
れ
ば
仏
性
は
働
か
な

い
ん
だ
っ
て
は
っ
き
り
お
っ
し
ゃ
る
な
ら
ば
、
僕
は
考
え

方
を
改
め
ま
す
。

菅
原	

今
お
っ
し
ゃ
っ
た
と
こ
ろ
は
、
昔
か
ら
議
論
の
あ
る
と
こ

ろ
で
す
。
た
と
え
ば
、
聖
徳
太
子
の
著
作
と
さ
れ
る
「
法

華
義
疏
」
が
あ
り
ま
す
。
当
時
伝
わ
っ
て
き
た
仏
教
は
、

ど
っ
ち
か
と
い
う
と
華
厳
と
か
、
む
し
ろ
イ
ン
ド
の
仏
教
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っ
て
い
た
モ
チ
ー
フ
を
、
は
っ
き
り
と
改
め
て
取
り
出
し

た
ん
だ
と
言
え
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。
そ

れ
で
お
答
え
に
な
っ
て
ま
す
か
し
ら
。
つ
ま
り
、
共
同
体

の
理
解
が
、
旧
約
聖
書
で
は
元
来
、
モ
ー
セ
の
十
戒
な
ん

か
見
て
も
そ
う
な
ん
だ
け
ど
、
共
同
体
を
形
成
す
る
働
き

そ
の
も
の
が
重
要
だ
っ
た
の
に
、
い
つ
の
ま
に
か
そ
れ
が

律
法
主
義
に
変
わ
っ
ち
ゃ
っ
た
。
そ
れ
を
イ
エ
ス
が
神
の

働
き
の
自
覚
と
い
う
、
も
と
に
返
し
た
と
い
う
こ
と
が
い

え
る
と
、
僕
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
る
ん
で
す
。

田
中	

共
同
体
を
ど
う
考
え
る
か
に
つ
い
て
、
滝
沢
先
生
の
い
わ

れ
た
「
イ
ン
マ
ニ
ュ
エ
ル
の
神
学
」
に
つ
い
て
考
え
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。
イ
ン
マ
ニ
ュ
エ
ル
と
い
う
の
は
「
神

我
ら
と
共
に
い
ま
す
」
と
い
う
意
味
で
す
ね
。
我
ら
と
い

う
の
は
共
同
体
な
ん
で
す
が
、
問
題
は
こ
の
我
ら
と
い
う

こ
と
で
、
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
の
範
囲
が
言
わ
れ
て
る
の

か
が
問
題
と
な
る
。
た
と
え
ば
ユ
ダ
ヤ
教
の
場
合
に
は
、「
我

ら
」
と
は
ユ
ダ
ヤ
民
族
に
限
ら
れ
ま
す
ね
。
彼
ら
は
選
ば

が
大
事
だ
と
、
前
、
わ
た
し
は
申
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
。

イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
の
伝
統
は
、
共
同
体
形
成
に
神
の
働
き

を
見
て
る
ん
で
す
。
つ
ま
り
、
神
の
働
き
を
ど
こ
に
見
る

の
か
。
要
す
る
に
、
共
同
体
が
成
り
立
つ
と
い
う
、
そ
こ

に
見
て
る
ん
で
す
よ
。
だ
か
ら
、
神
と
人
と
の
契
約
と
い

う
こ
と
が
非
常
に
重
要
視
さ
れ
る
わ
け
で
す
が
。
た
だ
、

旧
約
の
場
合
に
は
、
神
殿
祭
儀
も
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、

共
同
体
形
成
に
神
の
働
き
を
見
る
と
い
う
こ
と
が
、
形
の

上
で
律
法
を
守
る
こ
と
が
神
の
意
志
を
通
じ
て
民
族
共
同

体
を
形
成
す
る
こ
と
だ
と
い
う
ふ
う
に
変
わ
っ
ち
ゃ
っ
て

る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
を
も
と
に
た
だ
し
た
の
が
イ
エ
ス
な

の
で
。

そ
う
す
る
と
、
律
法
と
い
う
戒
律
を
守
る
こ
と
じ
ゃ
な

く
て
、人
の
共
同
体
、僕
の
言
っ
た
統
合
体
な
ん
で
す
け
ど
、

そ
う
い
う
統
合
体
を
つ
く
る
と
こ
ろ
で
す
ね
。
統
合
体
の

中
で
神
が
現
れ
て
働
く
ん
だ
と
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
変
わ

っ
て
い
っ
た
。
つ
ま
り
、
イ
エ
ス
は
旧
約
聖
書
が
元
来
持
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言
は
「
我
信
ず
」
と
い
う
一
人
称
単
数
が
出
て
き
ま
す
ね
。

そ
の
と
き
に
、
一
つ
の
、
や
は
り
大
き
な
転
換
が
、
わ
た

し
は
生
ま
れ
て
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、単
に「
我

ら
と
共
に
」
だ
け
で
は
、「
我
ら
」
の
範
囲
と
い
う
の
も
非

常
に
問
題
が
あ
っ
て
、
あ
る
人
は
選
ば
れ
る
が
、
選
ば
れ

な
か
っ
た
人
はexclude

さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。

単
に
、「
我
ら
と
共
に
」
と
言
っ
た
だ
け
で
は
不
十
分
な

ん
で
す
ね
。
や
っ
ぱ
り
、「
わ
た
し
の
う
ち
に
」
で
す
。「
わ

た
し
の
う
ち
に
」
と
い
う
ふ
う
に
、
一
人
称
単
数
現
在
で

語
る
と
こ
ろ
に
、
新
し
い
自
覚
が
生
ま
れ
る
よ
う
に
思
い

ま
す
。
で
す
か
ら
、
単
な
る
共
同
体
性
だ
け
で
は
な
く
て
、

個
人
性
が
そ
れ
を
背
景
に
し
て
出
て
く
る
。
そ
の
局
面
こ

そ
が
大
事
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

鶴
岡	

こ
の
ま
ま
、
次
の
提
題
に
も
続
く
と
思
わ
れ
ま
す
の
で
、

今
日
の
一
つ
目
の
、
菅
原
先
生
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
は
以
上
と

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

れ
た
民
で
す
か
ら
。
そ
う
す
る
と
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て

ペ
リ
シ
テ
人
と
か
サ
マ
リ
ヤ
人
と
い
う
の
は
「
我
ら
」
に

含
ま
れ
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
に
と
っ
て
は
、

敵
対
す
る
周
り
の
偶
像
崇
拝
の
国
々
と
い
う
の
は
、
こ
れ

は
神
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
い
う
位
置
づ
け

で
す
。
今
は
迫
害
さ
れ
、
異
国
に
よ
っ
て
侵
略
さ
れ
、
民

族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
奪
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、

し
か
し
、
こ
の
我
ら
と
共
に
神
は
お
ら
れ
る
か
ら
、
い
つ

か
は
、
我
々
は
神
の
恵
み
に
預
か
っ
て
、
そ
し
て
地
を
継

ぐ
者
と
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
意
味
で
の
「
我
ら
」
だ
っ
た

と
思
い
ま
す
。

今
度
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
な
る
と
、
ユ
ダ
ヤ
民
族
が
人

類
に
ま
で
普
遍
化
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
や
は
り
既
成
の
教

会
の
壁
の
中
に
「
我
ら
」
が
限
定
さ
れ
て
い
る
。
教
会
と

い
う
権
威
に
よ
っ
て
信
者
と
し
て
認
め
ら
れ
た
人
の
み
と

い
う
意
味
に
な
る
危
険
性
を
、
常
に
わ
た
し
は
持
っ
て
い

た
と
思
い
ま
す
。
だ
け
ど
も
原
始
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
宣


