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教
祖
四
十
二
歳
の
大
患
の
事
蹟
に
つ
い
て

｜
｜

金
神

・
神
々
と
教
祖
と
の
関
わ
り

l
l

瀬

戸

美

支ロ

土佐

lま

じ

め

lζ 

教
祖
四
十
二
歳
の
大
患
は
、
周
知
の
と
お
り
、
そ
れ
ま
で
生
活
の
底
に
潜
ん
で
き
た
何
物
か
が
次
第
に
明
確
と
な
り
、
生
活
を
動
か
す
中

心
の
志
向
に
な
っ
て
い
〈
一
大
転
機
を
な
し
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
教
祖
の
生
涯
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

教
祖
が
そ
の
生
、
涯
に
つ
い
て
、
み
ず
か
ら
書
き
記
し
た

『金
光
大
神
覚
』
に
は
、
こ
の
大
患
の
事
績
が
九
頁
に
わ
た
っ
て
比
較
的
詳
し
〈

記
述
し
て
あ
り
、
い
ま
、
こ
の
度
考
察
し
て
み
よ
う
と
す
る
前
半
の
事
蹟
記
述
を
掲
げ
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

.J 

卯
の
正
月
朔
目
、
歳
御
神
々
様
早
々
御
礼
申
し
あ
げ
候
。
総
氏
神
様
へ
拝
参
仕
り
、
私
四
十
二
才
厄
晴
れ
祈
念
。
神
田
筑
前
殿
願
い
、

三
男
、
卯
の
年
に
ま
つ
り
か
え
、
守
札
納
め
、
赤
津
宇
之
丞
と
名
を
つ
け
。
鞠
津
（
航
崎
…
脚
）
祇
園
宮
ま
い
り
、
大
宮
へ
出
、
神
主
願
い
、

奉
祈
念
木
札
〈
だ
さ
れ
。
卯
正
月
四
日
。
吉
備
津
宮
ま
い
り
、
お
に
つ
〈
う
願
い
あ
げ
、
二
度
お
ど
う
じ
あ
り
。
私
出
世
あ
り
が
た
し
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2 

と
思
う
て
帰
り
、
す
ャ
に
西
大
寺
観
音
へ
ま
い
り
。
十
四
日
出
、
十
五
日
帰
宅
い
忙
し
。

四
月
二
十
五
日
ぱ
ん
に
気
分
わ
る
し
。
二
十
六
日
病
気
ま
し
。
医
師
服
薬
、
祈
念
神
仏
願
い
、
病
気
の
ど
け
に
相
成
り
。
も
の
言
わ

れ
ず
、
手
ま
ね
い
た
し
、
湯
水
通
ら
ず
。
九
死
一
生
と
申
し
。
私
は
心
じ
っ
し
よ
う
神
仏
ヘ
身
ま
か
せ
。
家
内
に
、

「外
ヘ
出
て
仕
事

い
た
せ
」
と
手
ま
ね
い
た
し
。

(1495) 

身
内
み
な
来
て
、
小
麦
打
ち
、
て
と
（
ゆ
伝
）
し
て
く
だ
さ
れ
。

小
麦
打
ち
や
め
て
心
配
、
「
と
て
も
い
け
ん
読
め
）
」
と
も
の
案
じ
。

宇
之
丞
を
育
て
に
や
よ
か
っ
た
に
の
う
。
死
な
れ
て
は
つ
ら
い
も
の
じ
ゃ
」
と
、
み
な
思
案
い
に
し
。
「
仕
事
ど
こ
ろ
か
」
と
申
し
。

「
そ
れ
で
も
、
な
ん
で
も
早
う
に
か
た
づ
け
て
、
神
様
願
う
よ
り
し
か
た
な
し
」
。親
類
寄
っ
て
、
神
々
、
石
鎚
様
祈
念
願
い
・
申
し
あ
げ
。

新
家
治
郎
子
の
年
へ
お
さ
が
り
あ
り
。
「
普
請
わ
た
ま
し
に
つ
き
、
豹
尾
・
・金
神
へ
無
礼
い
た
し
」
お
知
ら
せ
。
妻
の
父
、
が
「
当
家

に
お
い
て
金
神
様
お
さ
わ
り
は
な
い
」
と
申
し
、
「
方
角
を
み
て
建
て
た
」
と
申
し
。

「
そ
ん
な
ら
方
角
み
て
建
て
た
ら
、
乙
の
家
は

滅
亡
に
な
り
て
も
、
亭
主
は
死
ん
で
も
大
事
な
い
か
」
と
仰
せ
‘ら
れ
。

．

私
び
っ
く
り
仕
り
、
な
ん
に
と
と
（
均
一
辺
ぃ
）
言
わ
れ
る
じ
や
ろ
う
か
も
思
い
。
私
が
も
の
言
わ
れ
だ
し
、
ね
ざ
に
て
和
断
り
申
し
あ

げ
。
「
口
〈
今
氏
子
の
申
し
た
は
、
な
ん
に
も
知
ら
ず
申
し
。
私
成
の
年
、
年
ま
わ
り
わ
る
し
、
な
ら
ん
と
こ
ろ
を
方
角
み
て
も
ら
い
、

何
月
何
日
と
申
し
て
建
て
ま
し
た
か
ら
、
狭
い
家
を
大
家
に
仕
り
、
ど
の
方
角
ヘ
C
無
礼
仕
り
候
、
凡
夫
で
相
わ
か
ら
ず
。
方
角
み
て

①
 

す
ん
だ
と
は
私
は
思
い
ま
せ
ん
。
以
後
無
礼
の
と
こ
ろ
、
お
断
り
申
し
あ
げ
」
。

一寸

（
却

i
M頁）

乙
の
記
述
は
五
段
に
分
け
る
乙
と
が
で
き
よ
う
。
最
初
に
大
患
前
の
教
祖
の
問
題
意
識
、
次
い
で
病
気
の
状
況
と
そ
れ
に
向
う
教
祖
の
態

度
、
さ
ら
に
周
囲
の
ド
人
々
が
病
気
の
教
組
に
関
わ
っ
て
く
る
き
か
た
が
述
べ
て
あ
る
。
そ
の
中
で
も
神
が
か
り
し
た
古
川
治
郎
と
八
百
蔵
が

神
託
を
め
ぐ
っ
て
教
祖
に
関
わ
？
に
内
容
が
次
に
記
さ
れ
て
お
り
、
最
後
に
そ
れ
を
受
け
て
の
教
祖
の
姿
勢
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
そ
乙
に
お
の
ず
か
ら
解
明
さ
れ
る
べ
き
問
い
が
浮
上
し
て
く
る
。



ー
、
大
患
前
に
教
祖
は
ど
の
よ
う
な
状
況
と
り
わ
け
信
仰
状
況
に
あ
っ
た
か
。

2
、
大
患
に
当
つ
て
の
教
祖
の
病
気
に
向
う
態
度
は
ど
の
よ
う
な
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
教
祖
が
ど
の
よ
う
に
し
て
身
に
つ
け

た
も
の
で
あ
る
か
。

3
、
周
閣
の
人
々
は
何
を
し
よ
う
と
し
た
か
。

4
、
神
託
の
内
容
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
う
い
う
内
容
に
な
る
必
然
性
は
あ
っ
た
の
か
。
ま
た
八
百
蔵
は
そ
れ
に
関
わ
っ
て
何
を

し
た
乙
と
に
な
る
か
。

5
、
教
祖
は
そ
れ
を
受
け
て
何
を
ど
の
よ
う
に
体
認
し
た
・
か
。

こ
の
よ
う
な
一
連
の
問
い
を
掲
げ
て
み
て
、
な
お
し
か
し
問
題
に
な
る
の
は
、
乙
れ
ら
一
々
の
事
蹟
に
つ
い
て
の
問
い
を
究
明
す
る
こ
と

で
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
一
体
何
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
視
点
の
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
に
関
レ
て
、
従

来
乙
の
四
十
二
歳
の
教
祖
の
体
験
や
そ
乙
に
お
い
て
出
現
す
る
金
神

・
神
仏
の
働
き
は
、
教
祖
の
そ
れ
ま
で
の
生
活
の
歴
史
や
周
囲
の
客
観

。＠

的

・
主
体
的
状
況
と
切
り
離
し
て
捉
え
ら
れ
る
傾
き
が
あ
っ
た
。

私
に
は
、
そ
の
点
が
論
究
し
て
み
た
い
点
と
し
て
問
題
に
な
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
教
組
の
生
活
態
度
、
金
神
・
神
仏
の
働
、
き
、
さ
ら

に
金
神

・
神
仏
と
教
組
と
の
関
わ
り
合
い
を
、
四
十
二
歳
の
時
点
ま
で
教
祖
を
取
運
ん
で
き
た
動
‘
き
や
教
祖
に
せ
ま
っ
て
い
る
状
況
と
の
関

わ
り
に
お
い
て
追
究
す
る
、
と
い
う
視
点
か
ら
、
乙
の
事
蹟
に
せ
ま
っ
て
い
き
た
い
。

一
、
厄
晴
れ
祈
念
｜
｜
教
祖
の
信
仰
状
況

は
じ
め
に
、
大
患
前
の
教
祖
の
動
き
に
ふ
れ
、
大
患
を
と
り
ま
〈
種
々
の
状
況
に
目
を
注
い
で
み
よ
う
ω

四
十
二
歳
を
迎
え
た
教
祖
は
、
冒
頭
に
掲
げ
た
記
述
の
ご
と
〈
、
元
日
早
々
、
家
の
年
棚
に
祭
紀
じ
た
歳
徳
神
な
ど
へ
迎
春
の
お
礼
を
申

(1496) 

3 
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し
述
べ
、
次
い
で
氏
神
へ
参
拝
し
て
い
る
。

歳
徳
神
と
は
、
年
神
、
正
月
さ
ま
な
ど
と
よ
ば
れ
、
五
月
の
祭
紀
儀
礼
の
中
心
を
な
す
神
で
あ
る
。
こ
の
神
は
、
米
穀
の
神
あ
る
い
は
田

＠
 

の
神
で
あ
る
と
い
わ
れ
、
同
時
に
祖
霊
の
化
現
と
も
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
一
年
の
生
業
が
繁
栄
す
る
乙
と
を
守
る
神
、
同
時
に
家
を
個

別
に
保
護
す
る
家
の
神
と
し
て
、
尊
崇
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
一

方
、
氏
神
に
つ
い
て
は
多
〈
語
る
こ
と
を
要
す
ま
い
、
が
、
当
時
氏
神
が

村
と
い
う
同
一
共
同
体
内
に
生
ま
れ
育
っ
た
地
縁
者
の
人
生
全
般
、
と
り
わ
け
そ
の
精
神
生
活
の
支
柱
と
し
て
占
め
た
位
置
は
、
こ
ん
に
ち

と
は
比
較
さ
る
べ
〈
も
な
〈
大
、
き
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
に
け
は
、
明
白
で
あ
る
。

「
氏
神
は
い
つ
も
氏
子
を
知
っ
て
居
ら
れ
る
。
彼
等
何

＠
 

事
を
願
ひ
、
何
を
幸
福
と
す
る
か
は
氏
神
乙
そ
よ
〈
御
承
知
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
入
閣
の
仕
合
せ
も
氏
神
を
ぬ
き
に
は
考
え
ら
れ
ぬ
も

の
で
あ
っ
た
。

ζ
う
し
た
歳
徳
神
、
氏
神
な
ど
へ
の
拝
礼
の
ほ
か
、
同
じ
年
の
正
月
に
、
教
祖
は
三
つ
の
社
寺
に
参
詣
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
乙
の

つ
ま
り
、
四
十
二
歳
当
時
の
教
祖
は
諸
神
諸
仏
へ
の
重
一層
的
な
信
仰
を
す
す
め
て
い
る
状
況
下
に
あ
つ
に
こ
と
は
、
当
然
の
こ
と
な

ζ

と、

が
ら
見
す
と
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

も
っ
と
も
、
神
仏
へ
の
重
層
的
な
信
仰
と
い
う
こ

ιに
つ
い
て
は
、
二
つ
の
．
点
で
誤
解
を
避
け
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
だ
ろ
う
。
そ
の
一
つ

は
、
当
時
は
誰
し
も
多
か
れ
少
な
か
れ
重
層
的
信
仰
と
い
・
う
精
神
風
土
の
中
に
住
ま
い
し
て
お
り
、
そ
れ
か
ら
は
ず
れ
る
あ
り
方
は
あ
り
え

な
か
っ
た
と
い
う
乙
と
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
は
、
当
時
多
〈
の
神
仏
を
信
仰
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
一
層
そ
の
人
の
信
仰
心
が
厚
い
と
と

を
意
味
し
て
い
た
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
若
干
説
明
が
要
る
で
あ
ろ
う
。

先
の
氏
神
に
つ
い
て
の
記
述
で
も
う
か
が
え
る
と
と
〈
、
日
本
人
の
宗
教
心
情
の
中
核
を
な
し
て
い
る
も
の
は
、
人
間
と
人
間
な
ち
ぎ
る

も
の
と
の
親
近
感

・
一
体
感
、
す
な
わ
ち
神
は
人
聞
の
極
〈
身
近
に
あ
り
形
影
相
添
う
よ
う
に
し
て
人
聞
の
現
実
生
活
の
営
み
を
常
に
見
守

っ
て
い
る
存
在
で
あ
る
と
の
体
感
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
民
俗
学
上
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
現
実
生
活
の
い
ろ
い

ろ
の
場
で
右
の
体
感
が
確
か
め
ら
れ
鋭
〈
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
乙
と
、
が
宗
教
信
仰
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
い
ろ
い
ろ
な

(1497) 



時
、
い
ろ
い
ろ
な
所
に
神
聖
な
も
の
を
感
じ
と
り
、
神
仏
と
ま
つ
り
、
あ
る
い
は
神
仏
を
勧
請
し
た
結
果
が
多
〈
の
諸
神
諸
仏
で
あ
っ
た
わ

け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
肝
要
な
の
は
神
と
の
一
体
感
が
身
を
も
っ
て
確
認
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
あ
の
神
と
こ
の
神
と
い
う
区
別
は
明
確

で
も
な
〈
、
区
別
す
る
意
味
も
少
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
〈
る
と
多
〈
の
神
仏
を
信
仰
す
る
こ
と
は
当
時
に
お
い
て
は
信

仰
者
の
無
節
操
さ
を
物
語
る
も
の
で
な
〈
、
逆
に
、
そ
れ
だ
け
信
仰
心
の
深
さ
を
意
味
し
て
い
た
乙
と
が
わ
か
る
。

と
ζ

ろ
で
、
教
祖
の
元
旦
早
々
に
お
け
る
歳
徳
神
な
ど
家
居
の
神
々
と
氏
神
へ
の
拝
参
は
、
乙
の
年
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
〈
、
例
年

＠
 

の
慣
例
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
慣
例
的
な
動
き
の
中
で
、
教
祖
、
が
特
に
心
を
こ
め
た
の
は
「
厄
晴
れ
」
の
祈
願
で
あ
っ
た
。
当

時
男
子
四
十
二
歳
の
年
は
了
年
の
う
ち
大
厄
の
年
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
無
事
に
し
の
ぐ
こ
と
が
、
そ
の
一
年
の
最
大
の
眼
目
で
め
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
厄
年
と
い
う
の
は
、
古
〈
平
安
時
代
か
ら
あ
る
観
念
の
よ
う
で
あ
る
。
教
祖
が
生
活
し
た
こ
の
周
辺
で
は
、
三
十
三
、
四
十

二
、
六
十
て
七
十
七
、
八
十
八
歳
な
ど
、
が
厄
年
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
男
子
四
十
二
歳
が
大
厄
と
さ
れ
る
の
は
四
二
が
「
死
に
」
に

符
合
す
る
た
め
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
る
が
、
も
と
も
と
は
神
祭
に
参
加
す
る
神
聖
な
年
令
区
分
か
ら
き
た
も
の
で
あ
る
と
の
考
え
が
広
〈
お

ζ

な
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
男
子
は
十
五
歳
で
若
連
中
に
加
入
し
二
十
五
歳
で
そ
れ
を
脱
退
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
神
輿
か
つ
ぎ
そ
の
他
の
役

を
得
る
と
か
、
四
十
二
歳
で
神
役
に
参
加
す
る
資
格
を
得
、
六
十
一
歳
を
も
っ
て
頭
屋
に
加
入
で
き
る
な
ど
、
社
会
的
に
諸
種
の
役
目
を
担

い
う
る
年
令
区
分
が
あ
り
、
四
十
二
歳
は
、
と
り
わ
け
氏
神
の
重
要
な
祭
杷
役
割
を
担
当
し
う
る
次
の
集
団
へ
の
区
切
り
に
あ
た
る
。
四
十

二
歳
の
厄
年
は
こ
の
区
切
り
を
経
て
次
の
年
令
集
団
へ
と
加
入
す
る
手
続
の
一
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
「
役
年
」
と
し
て
、
そ
れ
を
一機
に
特
別

＠
 

の
物
忌
み
を
必
要
と
し
た
と
こ
ろ
か
ら
発
達
し
た
慣
習
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
元
来
祝
う
べ
き
年
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ

の
一
年
万
事
に
つ
つ
し
み
、
災
厄
疫
病
に
か
か
ら
ぬ
よ
う
心
が
け
ね
ば
な
ら
ぬ
わ
け
で
あ
る
。
四
十
二
の
厄
年
は
そ
う
い
う
意
味
で
、
い
わ

⑦
 

ば
グ
人
生
の
ワ
ダ
ツ
を
関
わ
れ
る
H

重
要
な
通
過
儀
礼
的
な
ひ
と
節
な
の
で
あ
る
。

①
 

厄
晴
れ
の
方
法
に
は
、
先
の
宮
参
り
の
ほ
か
、
物
忌
み
、
共
食
、
山
登
り
、
厄
の
が
れ
の
呪
法
、
生
児
に
対
す
る
呪
法
な
ど
が
あ
る
。
多

〈
は
厄
年
（
本
厄
）
の
前
年
を
入
り
厄
、
前
厄
な
ど
と
い
い
、
厄
年
の
翌
年
を
は
ね
厄
、
後
厄
な
ど
と
い
っ
て
、
前
後
三
年
忌
む
の
で
あ
る
。

(1498) 
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以
上
、
み
て
き
た
よ
う
に
本
来
氏
神
の
祭
犯
と
深
い
関
係
に
あ
っ
た
「
厄
年
」
は
、
神
聖
な
る
役
自
に
当
る
た
め
の
物
忌
み
（
精
進
潔
斎
）

の
年
と
い
う
意
味
か
ら
、
次
第
に
よ
か
ら
ぬ
も
の
を
避
け
る
忌
み
（
厄
忌
）
の
年
、
遂
に
は
災
厄
が
ふ
り
か
か
る
年
と
い
う
ふ
う
に
次
第
に
そ

の
意
義
を
変
じ
、
「
厄
晴
れ
」
の
方
法
も
種
々
な
附
帯
物
を
派
生
さ
せ
な
、
か
ら
、
民
間
信
仰
の
一
と
し
て
世
に
伝
承
さ
れ
て
き
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
「
厄
晴
れ
」
と
い
う
民
間
信
仰
的
伝
承
か
ら
意
識
さ
れ
た
世
界
が
、
や
は
り
教
祖
の
大
患
の
背
景
を
な
し
て
い
る
。
大
患
が
「
厄

年
」
「
厄
晴
れ
」
と
い
う
観
点
か
ら
教
祖
に
問
題
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
考
察
上
見
落
せ
な
い
点
で
あ
る
。
な
お
、
か
か
る
民
間

伝
承
の
一
つ
に
金
神
の
俗
信
仰
、
が
あ
る
が
、
叙
述
の
便
宜
上
、
記
述
を
次
章
へ
ゆ
ず
る
乙
と
に
す
る
。

次
に
、
問
題
と
な
る
の
は
、
氏
神
社
に
次
？
祇
園
宮
、
吉
備
津
宮
、
西
大
寺
観
音
へ
の
参
詣
で
あ
る
。

乙
れ
ら
三
社
寺
へ
の
参
詣
は
、
そ
れ
ぞ
れ
備
後
、
備
中
、
備
前
の
国
中
随
一
と
い
う
霊
験
あ
ら
た
か
な
社
寺
を
選
ん
で
な
さ
れ
た
も
の
と

み
る
見
方
も
あ
る
が
、
単
に
霊
験
随
一
と
い
う
よ
り
も
、
そ
れ
ぞ
れ
「
厄
」
と
関
係
の
深
い
社
寺
で
あ
る
と
と
に
こ
れ
ら
の
社
寺
が
選
ば
れ

＠
 

に
士
エ
意
が
め
っ
た
か
と
関
心
わ
れ
る
。
そ
の
点
は
、さ
て
お
い
て
、
乙
の
よ
う
に
か
な
り
の
時
日
を
か
け
て
遠
方
の
社
寺
ヘ
参
詣
す
る
と
い
う
こ

と
は
、
い
か
に
厄
年
と
は
い
え
、
極
め
て
丁
寧
な
乙
と
で
あ
り
、
の
み
な
ら
ず
、
参
詣
の
仕
方
も
ま
た
神
宮
に
特
別
の
祈
念
を
願
い
出
て
木

札
を
受
け
た
り
、
初
日
供
を
供
え
た
り
、
会
陽
に
参
加
し
た
り
な
ど
、
極
め
て
徹
底
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
と
の
よ
う
な
行
動
の
徹
底
性
が
、

教
祖
の
生
活
態
度
の

’一
面
と
し
て
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
、
が
、
か
か
る
教
祖
の
生
活
態
度
が
ま
た
、
大
患
の
事
蹟
を
考
察
す
る
上
で
の
大
切

な
ポ
イ
Y
ト
を
な
し
て
い
る
。

以
上
、
教
祖
の
四
十
一
．一
歳
の
年
頭
の
動
き
を
追
う
乙
と
に
よ
っ
て
、
大
患
の
事
蹟
を
と
り
ま
〈
問
題
状
況
を
概
括
的
に
み
て
き
た
。
と
り

ま
と
め
て
い
え
ば
、

、l
，J

4

，i
 

，zl
‘、

四
十
二
歳
の
年
頭
に
厄
晴
れ
が
強
〈
願
望
き
れ
て
い
た
乙
と
。
大
患
は
当
然
「
厄
」
と
い
う
ζ

と
と
関
わ
っ
て
問
題
と
な
っ
た
で
あ

(2) 

ろ
う
こ
と
。

諸
神
諸
仏
へ
祈
願
を
乙
め
て
い
る
乙
と
。
大
患
に
当
っ
て
も
、

こ
れ
が
治
癒
は
神
仏
へ
祈
願
す
る
こ
と
に
期
待
さ
れ
て
い
た
こ
と
。

(1499) 



、

(3) 

教
組
、
が
行
届
い
て
右
の
乙
と
を
お
乙
な
っ
て
い
る
乙
と
。
行
届
い
て
お
こ
な
っ
た
結
果
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
乙
と
と
し
て
大
患
を
迎
え

て
い
る
乙
と
。

乙
う
し
た
諸
点
を
厳
し
〈
確
認
す
る
乙
と
が
、
以
下
の
考
察
を
確
か
な
も
の
に
し
て
い
〈
上
に
、
重
要
な
乙
と
で
あ
る
。

二
、
身
ま
か
せ
｜
｜
大
患
の
生
活
史
的
背
景

7 

大
患
を
わ
ず
ら
う
こ
と
に
な
っ
た
教
祖
は
、
そ
の
当
初
の
状
況
を
、
次
の
よ
う
に
4

記
述
し
て
い
る
。

「
湯
水
通
ら
ず
。
九
死
一
生
と
申
し
。
私
は
心
じ
っ
し
よ
う
神
仏
へ
身
ま
か
せ
。
」

ζ

こ
に
「
心
じ
っ
し
よ
う
神
仏
へ
身
ま
か
せ
」
と
あ
る
の
が
、
乙
の
度
の
病
気
の
中
を
生
き
て
い
（
教
祖
自
身
の
基
本
的
態
度
を
表
白
し

た
言
葉
で
あ
る
。
ど
の
言
葉
は
、
結
論
的
に
い
え
ば
、
人
力
の
限
り
を
尽
そ
う
と
し
た
動
き
も
、
神
仏
に
す
が
っ
て
と
加
護
を
受
け
よ
う
と

し
た
動
き
も
、
共
に
行
詰
っ
て
、
事
の
な
り
ゆ
き
が
ど
う
な
ろ
う
と
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
神
仏
の
思
召
し
と
し
て
受
け
て
い
〈
ほ
か
な
い
、
と

い
う
と
ζ

ろ
に
平
静
に
吐
を
す
え
た
状
況
を
意
味
し
て
い
る
で
あ
ろ
ラ
。
が
し
か
し
、
そ
れ
が
な
ぜ
そ
う
な
っ
て
き
た
か
と
い
う
生
活
史
的

考
察
と
、
そ
の
ζ

と
が
一
体
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
と
い
う
意
味
内
容
の
究
明
と
が
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

人
聞
が
生
き
て
い
〈
と
い
う
と
と
は
極
め
て
複
雑
な
内
容
を
包
括
し
て
い
る
が
、
仮
に
こ
れ
を
状
況
判
断
し
意
志
決
定
し
行
為
す
る
向
き

と
、
行
為
し
た
乙
と
自
体
を
反
省
し
吟
味
す
る
向
き
と
の
こ
つ
に
分
け
て
考
え
て
み
る
と
し
よ
う
。
前
者
は
自
己
の
お
か
れ
た
状
況
を
読
み

と
り
、
善
悪
、
好
き
嫌
い
、
あ
る
い
は
他
人
の
思
惑
、
自
己
の
値
打
ち
づ
け
な
ど
の
種
々
な
計
算
も
折
り
こ
ん
で
意
志
決
定
を
し
、
そ
打
に

従
っ
て
行
為
し
あ
る
い
は
そ
れ
に
逆
ら
っ
て
そ
う
し
な
か
っ
た
り
す
る
。
そ
こ
に
は
、
慣
習
的
な
も
の
、
偶
然
的
な
も
の
、
怒
意
的
な
も
の
、

無
意
識
的
な
も
の
な
ど
も
複
雑
に
折
り
こ
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
向
き
の
生
を
仮
に
「
行
為
的
生
」
と
呼
ん
で
お
ζ

う
。
一
方
後
者
は
、

「
行
為
的
生
」
に
つ
い
て
、
そ
の
過
程
や
結
果
の
良
不
良
、
善
悪
、
快
不
快
な
ど
知
覚
し
反
省
し
、
あ
る
い
は
意
味
を
問
い
、
時
に
は
、
生

． (1500) 
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を
営
む
人
間
存
在
自
体
に
つ
い
て
ま
で
も
反
省
吟
味
す
る
。
そ
の
反
省
に
も
慣
習
的
な
も
の
、
偶
然
的
な
も
の
な
ど
が
入
り
こ
む
。
こ
の
よ

う
な
向
き
の
生
の
営
み
を
、
仮
に
「
反
省
的
生
」
と
名
づ
け
て
お
乙
う
。
以
下
教
祖
に
お
け
る
「
行
為
的
生
」
、
「
反
省
的
生
」
の
そ
れ
ぞ

れ
中
心
的
筋
合
い
を
以
前
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
生
活
史
的
に
闘
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
心
じ
っ
し
ょ
v

つ
神
仏
に
身
ま
か
せ
」
と
の
表
白
の

意
味
内
容
に
接
近
し
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

教
祖
の
生
の
一
特
性
を
、
行
為
の
徹
底
性
と
い
う
点
で
と
ら
え
う
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
先
に
少
し
ふ
れ
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
幼

・
少
の
頃
か
ら
身
に
つ
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
少
年
期
に
お
け
る
た
き
ぎ
拾
い
の
賃
仕
事
、
青
年
期
の
四
国
八
十
八
か
所
廻
り
な
ど
に
も
ζ

の

占ゆ

特
徴
、
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
の
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
・
っ
と
も
、
乙
の
特
性
な
る
も
の
は
そ
れ
だ
け
を
単
独
に
抽
出
し
て
論
ず
る
ζ

と
に

は
問
題
が
あ
り
、
そ
う
で
な
〈
て
幼
〈
し
て
養
子
に
来
た
な
ど
と
い
う
客
観
状
況
と
の
関
連
に
お
い
て
論
究
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
う
い
う
客
観
状
況
に
せ
ま
ら
れ
る
中
で
、
納
得
す
る
ま
で
徹
底
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
教
祖
の
主
体
的
姿
勢
に
ま
で
な
っ
て
い

に
こ
と
は
、
乙
れ
ま
に
異
論
の
な
い
と
ζ

ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
姿
勢
で
生
活
を
営
ん
ど
結
果
、
現
実
に
庄
屋
の
あ
つ
い
信
用
を
得
て
公

用
に
び
ん
ぱ
ん
に
起
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
り
、
田
畑
を
次
々
に
購
入
し
農
業
の
規
模
も
大
き
〈
な
る
な
ど
、
日
常
生
活
の
面
で
は
歩
一

歩
繁
栄
の
道
を
た
ど
つ
に
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
う
し
た
発
展
の
日
常
｜
｜
そ
れ
は
限
り
な
〈
追
求
し
た
い
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

l
lを
根
底
か
ら
揺
り
動
か
す

と
と
き
問
題
、
が
教
祖
の
家
庭
に
頻
発
す
る
と
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
養
父
、
義
弟
、
長
男
、
長
女
、
次
男
と
続
〈
家
族
の
死
と
い
う
問

題
で
あ
る
。
そ
し
て
家
族
の
相
次
ャ
死
は
、
世
間
一
般
の
目
か
ち
す
れ
ば
、
金
神
の
俗
信
仰
と
結
び
つ
け
て
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

金
神
と
は
・
『
暦
日
註
解
』
に
「
金
神
は
：
：
：
金
気
の
精
な
れ
ば
物
を
枯
し
死
す
事
を
つ
か
さ
ど
る
、
尤
恐
慎
ん
で
忌
さ
〈
べ
し
、
こ
の
方

に
肉
ひ
て
家
造
わ
た
ま
し
婚
礼
饗
入
惣
じ

τ何
事
に
も
用
ゆ
べ
か
ら
ず
、
議
て
犯
せ
ば
七
人
の
巻
族
ま
で
取
殺
す
、
も
し
七
人
の
数
足
ら
ざ

れ
ば
其
隣
を
そ
へ
て
七
人
の
殺
に
な
し
て
殺
す
と
い
へ
り
、
是
を
七
殺
と
い
ふ
」
と
説
明
し
て
あ
る
と
と
〈
、
世
に
日
柄
方
角
の
た
た
．
り
の

神
と
し
て
忌
み
お
そ
れ
ら
れ
て
い
た
神
で
あ
る
。
乙
の
金
神
七
殺
の
民
間
伝
承
を
も
と
に
、
不
幸
、
が
続
〈
と
、
何
と
な
〈
こ
の
神
の
た
た
り

(1501) 



を
受
け
て
い
る
な
ど
と
取
沙
汰
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
教
祖
の
養
家
に
ま
つ
わ
る
い
わ
れ
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
養
家
は
先
祖
た
る

川
手
家
の
家
運
が
傾
き
断
絶
し
た
後
、
そ
の
位
牌
を
引
継
い
で
再
興
さ
れ
た
赤
沢
家
も
子
孫
が
続
か
ず
再
び
断
絶
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
金

神
の
‘
に
た
り
に
ふ
れ
た
た
め
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
家
を
代
々
金
神
の
た
た
り
に
ふ
れ
た
家
と
村
内
で
は
ひ
そ
か
に
云
い
伝
え
て
い
た
よ
う

⑪
 

で
あ
る
。

し
か
し
、
右
の
乙
と
は
、
金
神
と
教
祖
と
の
伝
承
的
な
関
係
を
説
明
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
さ
ら
に
す
す
ん
で
、
幾
多
の

苦
悩
を
経
て
伝
承
的
な
金
神
と
の
関
係
が
、
教
祖
の
中
に
主
体
化
き
れ
て
い
〈
過
程
、
も
し
〈
は
、
主
体
的
な
金
神
と
の
関
係
、
が
う
ち
た
て

ら
れ
て
い
〈
過
程
を
採
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
伝
承
的
な
る
も
の
の
主
体
化
・の
過
程
に
お
い
て
、
具
体
的
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
は
、
「
普
請
と
死
」
で
あ
る
。
教
祖
は
、

家
督
を
つ
い
で
、
二
十
四
歳
の
と
き
ま
ず
手
は
じ
め
に
風
呂
場
・
手
水
場
を
新
設
し
、
二
十
九
歳
の
と
き
長
男
を
失
？
に
υ

三
十
一
歳
の
と

き
に
は
、
門
納
屋
の
建
築
を
思
い
つ
き
、
三
年
経
た
時
点
で
再
び
長
女
を
亡
〈
し
て
い
る
。
ま
た
三
十
七
歳
の
時
母
屋
を
建
て
替
え
、
そ
の

途
中
で
次
男
と
飼
牛
、
そ
の
翌
年
に
二
頭
自
の
飼
牛
を
死
な
せ
て
い
る
。
つ
ま
り
普
請
と
死
と
が
交
互
に
繰
返
さ
れ
て
い
る
の
が
教
祖
の
前

半
生
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
教
祖
に
い
か
な
る
問
題
を
投
げ
か
け
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

「
金
光
大
神
覚
』
の
記
述
に
よ
る
と
、
教
祖
は
風
巴
場
の
新
設
に
当
っ
て
、
「
日
柄
」
を
改
め
て
い
る
。
し
か
し
「
方
角
」
に
つ
い
て
は

何
も
記
述
さ
れ
て
な
〈
、
方
角
を
調
べ
る
と
い
う
こ
と
は
特
に
な
か
っ
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
数
年
後
教
祖
が
長
男
を
夫
折
さ

せ
た
際
、
当
時
一
般
の
人
々
が
し
た
よ
う
に
そ
の
病
気
の
原
因
｜
｜
何
か
の
た
た
り
さ
わ

hailを
探
ャ
り
、
そ
の
死
の
意
味
を
受
け
と
め

よ
う
と
す
る
と
き
思
念
に
上
っ
た
の
は
、

ζ

の
風
呂
場
建
築
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
恩
わ
れ
る
。
何
故
な
ら
、
先
の
『
暦
日
註
解
』
か
ら
の
引

用
で
明
ら
か
な
と
と
〈
、
「
死
」
が
金
神
を
連
想
さ
せ
、
金
神
は
容
易
に
「
池
田
諮
問
」
と
結
が
つ
〈
か
ら
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
当
時
の
家

、、、、

のも

相
鑑
定
の
実
際
を
み
る
と
、
普
請
な
ど
に
ま
つ
わ
る
に
た
り
は
、
そ
の
数
年
後
に
人
の
生
命
を
奪
う
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
、
長
男
の
死
に
直
面
し
た
際
、
教
祖
は
死
の
原
因
を
数
年
さ
か
の
ぼ
っ
て
風
呂
場
の
普
請
の
中
に
見
出
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

(1502) 
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と
思
わ
れ
る
。
か
〈
し
て
先
年
の
風
呂
場
建
築
と
い
し
つ
「
行
為
的
生
」
、
が
、
死
の
意
味
を
た
ず
ね
る
と
い
う
「
反
省
的
生
」
の
営
み
の
中
で

問
題
に
し
な
和
さ
れ
る
と
き
、
ρ
方
角
に
深
〈
留
意
し
て
い
な
か
っ
た
H

と
い
う
事
実
が
当
然
浮
彫
り
に
な
る
u

そ
の
事
実
に
立
っ
て
、
長

男
の
死
は
風
呂
場
建
築
に
当
っ
て
金
神
の
方
角
に
ふ
れ
た
故
で
は
あ
る
ま
い
か
と
い
う
疑
い
が
、
抑
え
が
た
い
も
の
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

教
祖
の
主
体
の
内
に
お
け
る
金
神
と
の
関
係
は
、
乙
の
時
点
に
そ
の
は
じ
ま
り
を
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
と
私
は
考
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
は
じ
ま
っ
た
教
祖
に
お
け
る
金
神
と
の
関
係
は
、
徐
々
に
深
〈
な
り
、
次
の
門
納
屋
建
築
の
際
に
は
、
特
に
専
従
の
方

位
家
に
、
日
柄
の
み
な
ら
ず
方
角
に
つ
い
て
も
指
示
を
仰
ぎ
、
そ
の
指
示
さ
れ
た
日
程
に
間
に
あ
わ
す
た
め
木
材
を
二
章
一に
購
入
す
る
な
ど
、

前
回
の
普
請
と
は
格
段
に
厳
し
〈
金
神
の
日
柄
方
位
を
守
る
こ
と
に
努
め
て
い
る
。

「反
省
的
生
」
に
お
い
て
気
づ
か
れ
た
内
容
が
次
の

「

行
為
的
生
」
に
お
い
て
ち
ゅ
う
ち
ょ
な
〈
実
践
さ
れ
て
い
〈
と
乙
ろ
に
、
わ
れ
わ
れ
は
素
朴
な
行
動
的
な
た
〈
ま
し
さ
を
感
受
き
せ
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
門
納
屋
の
建
築
後
起
き
た
長
女
の
重
病
と
い
う
事
態
の
中
で
の
教
祖
の
動
き
は
、
教
祖
が
従
前
よ
り
一
一
層
強
〈
金
神
を
意
識
し
て

き
て
い
る
ζ

と
を
物
語
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
長
女
を
死
か
ら
救
う
と
い
う

「
行
為
的
生
」，
に
お
い
て
、
教
祖
は
医
師
を
二
人
つ
け
、
親

類

・
講
中
の
人
々
の
祈
願
を
仰
い
で
い
る
。
こ
れ
は
嫡
子
で
も
な
い
生
後
僅
か
九
か
月
の
幼
い
子
女
に
対
す
る
処
遇
と
し
て
は
異
常
な
乙
と

で
あ
り
、
以
前
に
長
男
、が
死
に
ひ
ん
し
た
と
き
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
や
は
り
「
普
請
と
死
」
が
重
な
る
に
つ
れ
て
金
神
を

次
第
に
強
〈
意
識
し
て
と
ら
れ
た
措
置
で
あ
る
と
い
う
ほ
か
な
い
。
そ
し
て
、
か
か
る
手
だ
て
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
長
女
を
あ
え
な
〈
失
っ

た
ζ

と
に
よ
り
、
金
神
に
ふ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
は
抜
き
が
た
い
隊
か
さ
を
も
っ
て
教
祖
の
中
広
位
置
を
占
，め
た
と
思
わ

れ
る
。結

局
、
教
祖
に
と
っ
て
「
普
請
」

ι
「
死
」
は
家
族
の
生
活
史
上
共
に
画
期
的
な
出
来
事
で
あ
っ
て
、
し
か
も
、
前
者
は
ご
窓
の
繁
栄
の

象
徴
で
あ
り
、
後
者
は
逆
に
そ
の
繁
栄
を
根
底
か
ら
〈
つ
が
え
す
出
来
事
で
あ
つ
に
。
ま
に
、
金
神
と
の
関
係
か
ら
い
え
ば
、
前
者
に
お
い

て
は
金
神
の
方
角
を
守
る
乙
と
を
厳
し
〈
せ
ま
ら
れ
、
後
者
に
お
い
て
は
、
方
角
が
守
ら
れ
て
い
な
い
ζ

と
を
厳
し
く
問
わ
れ
る
も
の
で
あ

つ
ま
り
、

教
祖
の
前
半
生
は
「
普
請
と
死
」
に
よ
っ
て
、
よ
り
よ
い
も
の
、
よ
り
完
全
な
も
の
を
志
向
し
て
の
「
行
為
的
生
」
と
、

っ
た
。

(1503) 



反
面
そ
の
「
行
為
的
生
」
を
根
底
か
ら
反
省
吟
味
す
る
「
反
省
的
生
」
と
を
交
互
に
繰
返
し
た
乙
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
神
の
側
か

ら
い
え
ば
こ
の
時
期
の
金
神
は
、
右
の
よ
う
な
意
味
で
、
意
識
の
表
面
で
は
普
請
と
死
を
つ
か
さ
ど
る
神
と
し
て
普
誇
と
死
’の
際
に
断
続
的

に
意
識
さ
れ
る
に
す
官
な
か
っ
た
が
、
教
祖
の
心
底
に
対
し
て
は
、
行
届
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
行
為
的
生
の
徹
底
と
、
行
届
〈
乙
と
が
で

き
え
な
か
っ
た
と
い
う
根
底
的
な
反
省
的
生
の
営
み
と
を
ャ
つ
な
が
し
つ
づ
け
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
教
祖
が
生
の
徹
底
に
よ
っ
て
金
神
と
深
〈
と
り
結
ば
れ
て
い
〈
に
伴
っ
て
、
教
組
の
「
金
神
」
に
対
す
る
関
係
は
、
一
般

世
間
の
人
々
の
場
合
と
比
べ
て
も
、
教
祖
自
身
の
こ
れ
ま
で
の
あ
り
方
と
比
べ
て
も
、
大
き
な
変
り
ょ
う
を
起
し
、
び
い
て
は
教
祖
の
神
信

心
の
あ
り
方
に
ま
で
影
響
を
与
え
る
乙
と
と
な
っ
た
。
そ
の
第
一
は
、
い
う
ま
で
も
な
〈
金
神
が
、
伝
承
的
世
界
に
お
け
る
漠
然
と
し
た
抽

象
的
な
神
か
ら
、
現
実
生
活
を
も
左
．
右
す
る
具
象
的
な
実
在
の
神
と
し
て
実
感
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
乙
と
で
あ
る
。
第
二
は
金
神
に
対
す

る
責
任
を
そ
の
身
に
背
負
っ
た
孤
独
な
一
主
体
と
し
て
、
一
対
一
で
金
神
に
対
峠
す
る
ζ

と
に
な
っ
た
乙
と
で
あ
る
。
第
三
に
指
摘
で
き
る

．，
 

の
は
、
い
か
ほ
ど
人
間
の
生
の
徹
底
に
よ
っ
て
一
体
化
し
よ
う
花
も
で
き
な
い
仰
と
し
て
教
祖
の
生
活
に
投
影
さ
れ
て
き
た
た
め
に
、
従
前

の
諸
信
仰
に
み
ら
れ
る
神
と
人
と
の
一
体
性
・
親
近
性
と
は
異
る
、
い
わ
ば
、
神
と
人
間
と
の
超
え
が
た
い
断
絶
性
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
点
は
従
来
の
氏
神
信
仰
や
民
間
信
仰
に
な
い
こ
と
は
な
い
が
、
何
と
い
っ
て
も
金
神
と
の
関
係
を
ま
っ

て
き
わ
や
か
に
な
し
え
た
神
観
念
で
あ
り
神
人
関
係
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

さ
ら
に
三
十
七
歳
の
母
屋
の
普
請
の
時
点
に
至
る
と
、

「行
為
的
生
」
と

「反
省
的
生
」
の
あ
り
方
は
、
以
前
と
は
変
っ
て
き
て
い
る
。

そ
れ
を
端
的
に
う
か
が
い
う
る
の
が
、
本
普
請
に
と
り
か
か
る
に
先
立
っ
て
、
教
祖
が
金
神
に
対
し
て
こ
と
わ
り
を
し
た
そ
の
言
葉
で
あ
る
。

す
な
わ
ち

「方
角
は
み
て
も
ら
い
、
何
月
何
日
で
仕
り
候。

小
家
を
大
家
に
仕
り
ど
の
方
角
へ
と
無
礼
仕
る
と
も
凡
夫
相
わ
か
ら
ず
。
普
請

成
就
の
上
は
御
神
棚
と
と
の
え
、
御
被
・
心
経
五
十
巻
ず
つ
御
上
げ
ま
す
る
」
と

ω

こ
の
こ
と
わ
り
に
注
目
す
る
と
き
、
従
来
の
あ
り
方
と
は
二
点
に
お
い
て
異
な
っ
た
も
の
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
〈
。
一
つ
は
、
普
請
着
工

「
ど
の
方
角
へ
と
無
礼
仕
る
と
も
：
：
：
わ
か
ら
ず
」
と
い
う
反
省
的
生
が
、
行
為
的

と
い
う
行
為
的
生
に
先
立
っ
て
も
し
く
は
並
行
し
て
、

(1504) 
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、神

生
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
重
さ
で
も
っ
て
強
〈
打
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
形
式
に
つ
い
て
で
あ
る
h
、
従
前
の
、
行
為
的
生
と
反
省
的
生
と
が
ど
ち

ら
か
と
い
え
ば
切
り
離
さ
れ
て
い
て
、
前
者
の
営
ま
れ
た
事
後
に
後
者
が
働
〈
、
と
い
う
形
式
と
は
異
る
わ
け
で
あ
る
。
第
二
に
そ
の
形
式
に

、
、
、

呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
、
反
省
的
生
も
深
ま
り
を
み
せ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
従
前
の
ご
と
き
事
後
の
反
省
に
お
い
て
は
行
為
的
生
が
十
分
で

‘
、
、、

な
か
っ
た
と
い
う
い
わ
ば
行
為
的
生
の
程
度
に
つ
い
て
の
反
省
吟
味
が
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
、
一
ニ
十
七
歳
で
は
、
今
な
さ
ん

と
す
る
行
為
的
生
の
拠
り
ど
こ
ろ
（
方
角
を
み
て
も
ら
い
守
る
と
い
う
と
と
）
が
さ
ら
に
根
底
か
ら
問
題
に
な
っ
て
、
そ
れ
を
守
る
ピ
け
で
果
し

て
十
分
と
い
え
る
か
、
い
や
決
し
て
そ
う
は
い
い
き
れ
な
い
と
い
う
乙
と
に
な
っ
て
い
る
。
少
し
一
般
的
に
い
え
ば
、
人
間
の
行
為
行
動
を

方
向
づ
け
る
伝
承
、
慣
習
、
規
約
、
倫
理
等
は
、
そ
れ
ら
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
て
行
為
す
る
ほ
か
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
拠
り
ど
乙
ろ
の
存

立
根
拠
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
問
う
て
い
く
と
き
、
そ
れ
ら
が
絶
対
的
な
拠
り
ど
こ
ろ
だ
り
う
る
か
否
か
は
疑
問
で
あ
り
、
何
が
究
極
の
拠

、

、

、

、

、

、

、

、

り
ど
こ
ろ
た
り
う
る
か
わ
か
ら
ぬ
ζ

と
で
あ
る
。
入
閣
の
行
為
を
根
底
ま
で
問
い
つ
め
た
と
き
、
わ
か
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
乙
と
、
こ
れ
は
ま

ぎ
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
が
こ
乙
で
教
祖
に
み
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

．
 

こ
の
よ
う
に
、
す
す
め
よ
う
と
す
る
普
請
が
金
神
の
方
角
に
ふ
れ
ぬ
と
い
う
保
障
は
乞
こ
に
も
な
い
。
ど
う
な
る
か
わ
か
ら
ぬ
も
の
が
あ

る
。
そ
の
点
か
ら
い
え
ば
、
普
請
は
差
控
え
ら
れ
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
他
方
、
乙
の
普
請
は
先
述
の
ご
と
〈
、
教
祖
が
養
家
に

入
っ
て
以
来
、
家
を
興
す
べ
〈
尽
く
し
て
き
た
努
力
の
一
大
結
晶
を
意
味
す
る
の
み
な
ら
ず
、
村
内
へ
の
信
用
度
に
も
か
か
わ
り
、
家
族
の

増
加
と
い
う
現
実
面
か
ら
も
着
工
が
要
請
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
律
背
反
の
事
態
に
直
面
し
て
、
教
祖
の
と
っ
た
途
は
、
行
為
的
生
の
拠
り

ど
こ
ろ
を
、
金
神
の
「
方
角
」
遵
守
に
置
〈
と
い
う
従
前
の
あ
り
方
を
や
め
て
、

「
金
神
に
ふ
れ
な
い
対
し
方
」
の
模
索
を
、
行
為
的
生
の

中
核
に
す
え
る
と
い
う
途
で
あ
る
。
前
者
は

「
方
角
」
が
拠
り
ど
こ
ろ
と
な
っ
て
そ
の
限
り
に
お
い
て
金
神
に
ふ
れ
な
い
あ
り
方
を
志
向
し

て
い
る
の
に
対
し
、
後
者
は
金
神
と
い
う
神
に
ふ
れ
な
い
乙
と
、
換
言
す
れ
ば
金
神
の
神
威
を
お
か
き
ぬ
乙
と
を
主
眼
に
、
そ
の
一
つ
と
し

て
方
角
を
守
り
も
し
、
ま
に
一
つ
の
新
た
な
形
と
し
て
、
金
神
を
報
寮
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
一
つ
の
主
客
鎖
倒
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

か
〈
報
饗
の
礼
を
つ
〈
し
、
か
つ
天
文
暦
数
に
長
じ
た
小
野
氏
に
方
位
の
鑑
定
を
仰
い
で
そ
れ
を
厳
守
し
た
け
れ
ど
も
、
状
況
は
さ
ら
に

(1505) 
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き
び
し
〈
、
翌
年
再
び
飼
牛
の
楽
死
に
会
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

結
局
、
こ
れ
ま
で
の
生
活
の
歴
史
を
背
景
に
、
大
患
の
病
床
に
伏
し
て
い
る
教
祖
の
心
内
に
刻
み
こ
ま
れ
て
い
る
の
は
次
の
二
点
で
あ
る
。

一
つ
に
は
、
思
い
及
ぶ
か
ぎ
り
の
乙
と
を
徹
底
し
て
お
こ
な
っ
て
き
た
教
祖
に
は
、

ζ

の
時
点
に
お
い
て
、
助
か
る
道
を
求
め
る
上
に
、
教

祖
の
力
を
尽
く
す
べ
く
残
さ
れ
た
手
、
だ
て
は
何
も
な
い
乙
と
。
第
二
花
、
営
々
た
る
人
聞
の
努
力
に
よ
り
普
請
が
で
き
経
済
は
豊
か
に
な
り

家
が
繁
栄
す
る
反
面
、
そ
の
繁
栄
を
根
底
か
ら
く
つ
が
え
す
子
孫
の
死
や
一
家
滅
亡
の
危
機
を
人
聞
が
如
何
と
も
な
し
が
た
い
事
実
に
立
っ

た
と
き
、
人
間
の
努
力
と
は
、
人
問
、
が
生
き
る
と
は
、
一
体
阿
を
す
る
乙
と
か
、
と
い
う
人
間
を
に
え
た
わ
か
ら
な
さ
が
あ
る
ζ

と。

し
た
が
っ
て
、
死
ん
で
も
よ
い
と
は
決
し
て
い
え
ぬ
、
が
、
自
身
の
力
量
に
つ
い
て
も
、
種
々
の
手
、
だ
て
に
つ
い
て
も
過
信
す
る
も
の
が
な

ζ

れ
が
「
心
じ
っ
じ
よ
う
」
と
記
き
れ
た
所
以
で
あ
り
、

一
切
を
何
物
か
に
身

く、

生
死
に
つ
い
て
不
思
議
な
平
静
さ
が
あ
る
の
で
あ
る
。

ま
か
き
ま
る
を
え
ぬ
所
以
で
あ
る
。

O
 

い
ま

一
つ
、
教
祖
が
大
患
で
病
臥
し
て
い
る
乙
の
時
点
を
考
察
す
る
に
当
っ
て
ふ
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
神
仏
へ
の
祈
願
の
と
と

で
あ
る
。
教
祖
は
若
い
こ
ろ
か
ら
休
み
日
を
利
用
し
て
よ
〈
宮
寺
に
詣
で
、
十
七
歳
に
は
伊
勢
参
宮
、
三
十
三
歳
の
厄
年
に
は
四
国
八
．十
八

か
所
巡
拝
の
途
に
も
上
っ
て
い
る
。
ま
た
、
既
述
の
ご
と
く
度
重
な
る
子
女
の
病
気
に
当
っ
て
は
、
親
類

・
講
中
の
人
々
と
共
に
神
仏
に
祈

願
を
こ
め
、
四
十
二
歳
の
年
一般
に
は
氏
神
を
は
じ
め
著
名
な
宮
寺
に
特
別
な
厄
晴
れ
の
祈
念
を
願
い
上
げ
、
さ
ら
に
四
月
に
発
病
す
る
や
氏

神
神
主
神
田
筑
前
を
紹
い
て
病
気
平
癒
の
祈
念
を
お
ζ

な
っ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
非
常
の
事
あ
る
C
と
に
お
ζ

な
っ
た
神
仏
へ
の
祈
願
の
多
〈
は
成
就
せ
ず
、
教
祖
が
養
子
に
来
て
か
ら
乙
れ
ま
で
の
間
に
、
飼

牛
を
含
め
て
七
墓
を
築
〈
に
至
っ
て
い
る
。
教
祖
自
身
、

ζ

の
乙
と
に
つ
い
て
、
「
私
養
父
親
子
月
並
び
に
病
死
い
た
し

λ

私
子
三
人
年
忌

年
に
は
死
に
。
牛
、
が
七
月
十
六
日
よ
り
虫
気
。
医
師
、
鎖
、
服
薬
い
た
し
、

十
八
日
死
に
。
月
日
か
わ
ら
ず
二
年
に
牛
死
に
。
医
師
に
か
け

治
療
い
に
し
、
神
々
願
・ぃ
、
祈
念
祈
念
に
お
ろ
か
（
伸
一
り
も
な
し
。
神
仏
願
い
て
も
か
な
わ
ず
、
い
た
し
か
た
な
し
。
残
念
至
極
と
始
終
思
い

(1506) 
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暮
し
。
」
（

『金
光
大
神
覚
』

m
l
m頁
）
と
述
懐
し
て
い
る
。
祈
願
を
こ
め
て
も
神
仏
に
届
か
ぬ
と
い
う
実
際
を
経
験
し
続
け
て
き
た
わ
け
で

あ
る
。

ζ

の
よ
う
に
神
仏
と
人
間
と
の
つ
な
が
り
が
得
ら
れ
ぬ
と
い
う
超
え
が
た
い
盤
、
が
痛
感
せ
ら
れ
て
い
る
・故
に
、
現
実
の
大
病
と
い
う

事
態
を
前
に
し
て
も
、
神
仏
へ
の
祈
念
に
期
待
を
つ
な
ぎ
、
ぜ
び
と
も
成
就
さ
せ
た
い
と
す
る
動
き
を
と
る
こ
と
は
、
教
祖
に
は
で
き
な
い

の
で
あ
る
。

＠
 

し
か
し
他
方
、
神
仏
の
存
在
を
実
感
す
る
よ
う
な
経
験
が
全
〈
な
い
と
と
も
な
い
。
四
国
巡
り
の
道
中
で
の
経
験
、
次
男
が
病
死
し
た
際

⑬
 

前
後
し
て
ほ
う
そ
う
を
病
ん
ど
他
の
二
児
が
無
事
で
治
癒
し
た
経
験
等
が
わ
ず
か
に
思
い
当
る
。
い
や
そ
れ
以
上
に
、
氏
神
は
じ
め
神
仏
は
、

人
間
を
見
守
り
助
け
る
存
在
で
あ
る
と
の
信
念
は
、
日
本
の
精
神
風
土
に
育
っ
た
教
組
の
意
識
下
に
抜
き
が
た
〈
根
を
下
し
て
人
聞
の
生
を

支
え
て
い
る
。

い
く
ら
祈
願
し
て
も
願
い
が
成
就
せ
ぬ
と
い
う
事
実
と
、
し
か
し
神
仏
に
人
間
を
助
け
る
働
き
が
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
・
そ

乙
に
助
け
を
求
め
ざ
る
を
え
ぬ
と
い
う
事
実
と
に
共
に
立
っ
化
と
き
、
自
身
で
は
ど
う
に
も
な
ら
ず
に

r
「
身
ま
か
せ
」
、
ざ
る
を
え
ぬ
、
し

か
も
身
ま
か
せ
る
の
は
や
は
り
「
神
仏
」
以
外
に
な
い
の
で
あ
る
。

「
神
仏
に
身
ま
か
せ
」
と
表
現
せ
ら
れ
て
い
る
所
以
で
あ
る
。

な
お
、
神
仏
に
身
ま
か
せ
、
同
時
に
妻
に
「
外
へ
出
て
仕
事
い
た
せ
」
と
指
示
し
て
い
る
教
祖
の
動
き
と
、
小
麦
打
ち
を
手
伝
い
な
、
が
ら
、

思
案
を
重
ね
て
仕
事
、
が
手
に
っ
か
ぬ
親
類
縁
者
の
勤
き
と
の
ち
、
が
い
が
何
に
よ
る
も
の
か
論
究
さ
れ
る
べ
き
問
題
と
し
て
残
さ
れ
て
あ
る
が
、

あ
る
意
味
で
は
、
既
に
ふ
れ
た
面
も
あ
る
の
で
、
直
接
論
究
す
る
乙
と
は
や
め
て
先
へ
す
す
む
こ
と
と
す
る
。

こ
の
よ
う
な
、

三
、
お
さ
が
り

l
l
教
祖
の
お
か
れ
た
「
場
」

一
方
身
内
の
側
で
は
、
教
祖
の
病
状
を
案
じ
て
、
古
川
の
治
郎
を
先
頭
に
立
て
て
、
病
気
平
癒
の
祈
祷
を
お
乙
な
っ
た
。

古
川
治
郎
は
、
古
川
八
百
蔵
の
二
男
で
、
教
祖
に
と
っ
て
は
義
弟
に
当
り
、
長
じ
だ
同
じ
村
内
の
古
川
五
郎
右
衛
門
家
の
判
株
を
つ
い
で

(1507) 



農
を
営
み
、
口
碑
に
よ
れ
ば
修
験
道
の
一
た
る
石
鎚
山
信
仰
の
先
達
の
資
格
を
得
て
い
た
。
先
達
と
は
一
般
に
峯
入
り
五
回
以
上
の
行
者
に

与
え
ら
れ
る
呼
称
で
あ
り
、
入
峯
の
案
内
役
を
つ
と
め
た
り
、
頼
ま
れ
て
霊
場
代
代
参
し
た
り
、
祈
祷
を
お
こ
な
っ
た
り
す
る
が
、
そ
う
い

う
姻
戚
の
関
係
、
先
達
と
い
う
関
係
か
ら
、
親
類
が
寄
り
集
つ
て
の
場
で
祈
祷
に
当
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
治
郎
が
神
が
か
り
し
て

神
託
を
告
げ
、
そ
れ
に
対
し
て
古
川
八
百
蔵
、
が
応
酬
し
た
わ
け
で
あ
る

0

・

．
・

・

治
郎
の
神
が
か
り
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
一
度
、
ぎ
り
の
偶
発
的
な
も
の
で
あ
る
か
、
頻
発
的
な
も
の
で
あ
る
か
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
修

験
道
の
先
達
の
資
格
を
え
て
い
た
と
と
か
ら
し
て
、
治
郎
が
神
が
か
り
と
か
な
り
縁
、
が
ゐ
っ
た
こ
と
は
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
修

．験
道
は
、
古
来
神
霊
態
依
の
宗
教
儀
礼
を
専
門
的
に
お
こ
な
っ
て
き
た
宗
教
の
一
派
で
あ
り
、

「
護
法
祭
」
等
と
い
う
神
が
か
り
の
儀
式
は

い
ま
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
岡
山
県
下
の
修
験
道
者
た
る
山
伏
の
調
査
で
も
、
「
山
伏
が
祈
祷
す
る
場
合
、
神
が
か
り
状
態
に
な
り
、
不

＠
 

と
れ
を
祈
り
か
つ
ぎ
と
い
う
。
」
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
治
郎
は
、
先
達
の
資
格
を
有
す
る
と
は
い
え
、

幸
の
原
因
な
ど
を
述
べ
た
と
い
う
。

俗
籍
に
あ
り
、
専
門
の
山
伏
先
達
と
は
当
然
異
る
け
れ
ど
も
、
神
、
が
か
り
に
縁
が
深
か
っ
た
の
は
事
実
で
あ
る
。

き
て
、
そ
の
や
り
と
り
の
内
容
の
考
察
に
入
る
の
で
あ
る
が
そ
の
前
に
、
当
時
か
か
る
場
合
に
お
こ
な
わ
れ
た
祈
祷
の
形
式
に
つ
い
て
み

⑬
 

て
お
〈
と
と
が
内
容
理
解
の
一
助
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
関
し
て
こ
の
地
方
の
古
老
か
ら
聞
い
た
上
原
祈
祷
（
か
ん
ば
ら
き
と
う
）
に
つ

い
て
の
聞
き
書
が
あ
る
の
で
参
考
の
た
め
に
掲
げ
て
み
よ
う
。

「
上
原
祈
祷
と
い
う
の
は
、
家
に
病
人
、
と
く
に
し
ん
け
い
（
注
・
精
神
病
者
）
の
病
人
が
出
た
と
き
に
、
上
原
（
注
・地名
｜岡
山
県
総
社
市
）
の
太
夫
を
た
の
ん

で
祈
祷
し
て
も
ら
う
。
そ
の
と
き
、
ま
え
も
う
し
窪
・
「
前
申
し
」
か
）
い
う
の
を
頼
ん
で
、
と
れ
が
太
夫
と
や
り
と
り
す
る
。
ま
え
も
う
し
は
、
そ
の
家

の
と
と
を
よ
く
知
っ
て
お
る
人
で
、
見
識
が
あ
り
、
弁
舌
の
た
つ
よ
う
な
人
に
頼
む
。
太
夫
が
病
気
の
原
因
に
つ
い
て
、
と
の
家
の
便
所
が
ど
と
そ
こ
に

あ
る
か
ら
だ
と
か
、
何
代
前
に
と
の
家
に
四
つ
足
が
埋
も
っ
た
か
ら
だ
と
か
言
う
と
、
そ
れ
に
対
し
て
ま
え
も
う
し
が
い
ろ
い
ろ
抗
弁
し
、
そ
れ
を
何
時

間
も
や
り
あ
う
と
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
に
は
、
一
つ
や
二
つ
は
そ
の
家
に
と
っ
て
思
い
当
る
も
の
が
あ
る
か
ら
、
結
局
は
太
夫
の
方
が
勝
っ
て
、
そ

15 

う
や
っ
て
痛
気
の
原
因
が
は
っ
き
り
す
る
と
、
そ
れ
を
祈
祷
し
て
も
ら
っ
て
お
っ
た
。
」

(1508) 



乙
の
乙
と
か
ら
わ
か
る
の
は
、
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16 

一
つ
に
は
、
病
気
は
何
か
の
さ
わ
り
が
原
因
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
原
因
を
見
定
め
て
い
〈
の
が
大
き
な

ね
ら
い
で
あ
る
乙
と
、
二
つ
に
は
、
そ
れ
を
特
に
場
を
設
け
て
、
対
者
、
が
極
端
に
相
手
を
否
定
し
合
う
こ
と
を
と
お
し
て
お
こ
な
っ
て
い
る

乙
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
附
随
し
て
病
気
の
原
因
を
論
定
し
合
う
過
程
で
、
病
人
の
家
族
の
種
々
の
悩
み

・
気
が
か
り
が
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ

れ
な
り
に
指
摘
さ
れ
た
原
因
な
る
も
の
を
承
服
し
た
り
、
家
族
や
関
係
者
の
神
へ
の
対
し
方
が
は
っ
き
り
し
た
り
す
る
面
が
あ
る
よ
う
で
あ

る
。
教
祖
の
大
患
平
癒
の
祈
祷
、
そ
と
で
の
神
が
か
り
し
た
治
郎
と
八
百
蔵
と
の
応
酬
も
、
乙
れ
に
類
似
し
た
形
式
が
ふ
ま
れ
た
も
の
と
し

て
理
解
し
て
み
た
い
。

そ
の
内
容
に
入
っ
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
最
初
に
、
仙
仰
が
か
り
し
た
治
郎
の
「
普
請
わ
た
ま
し
に
つ
き
、
豹
尾

・
金
神
へ
無
礼
い
た

し
」
と
の
指
摘
は
、
前
述
の
と
乙
ろ
か
ら
病
気
の
原
因
な
る
も
の
を
指
摘
し
た
語
と
解
さ
れ
る
が
、
問
題
に
な
る
の
は
、

「
普
請
わ
た
ま
し
」

と
か
、

「
豹
尾

・
金
神
」
と
か
い
う
指
摘
が
な
ぜ
乙
乙
に
出
て
き
た
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
と
乙
で
後
々
の
個
所
に
つ
い
て
も
一
言
断
っ
て

お
き
た
い
の
は
、
神
の
お
告
げ
の
神
秘
的
な
蘭
は
論
及
し
な
い
し
、
で
き
も
し
な
い
と
い
う
点
で
J

の
る
。
私
と
し
て
は
、
神
示
の
背
景
と
な

っ
て
い
る
状
況
や
、
神
一
ホ
を
受
け
て
教
祖
自
身
に
問
題
と
な
っ
た
教
祖
の
動
、
き
に
つ
い
て
考
察
す
る
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。

そ
う
と
し
て
、
右
の
神
託
の
内
容
を
考
え
て
み
る
と
、
神
託
と
そ
れ
を
告
げ
た
治
郎
の
日
常
生
活
上
の
意
識
と
の
間
に
、
二
つ
の
点
で
つ

な
が
り
が
あ
る
こ
と
が
発
見
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
日
常
的
意
識
が
、
乙
の
神
が
か
り
の
際
ど
の
よ
う
に
作
用
し
た
か
は
別
と
し
て
、
少

〈
と
も
心
の
深
層
に
と
ど
ま
つ
で
あ
っ
た
と
い
う
乙
と
は
否
定
で
き
ま
い
。

つ
な
が
り
と
い
う
の
は
、

一
つ
は
先
に
挙
げ
た
治
郎
の
先
達
と
し
て
の
性
格
か
ら
き
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
日
本
宗
教
史
上
江
戸
時

⑬

e
 

代
に
至
っ
て
、
修
験
道
の
行
者
た
る
山
伏
先
達
、
が
民
閣
の
祈
祷
師
と
化
し
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
同
じ
祈
祷
者
た
る
陰
陽
道
の
陰
陽
師
と
山

＠
 

伏
と
の
間
に
癒
着
を
生
じ
る
、
と
い
う
傾
向
が
極
め
て
強
く
な
っ
て
い
る
。
日
柄
の
吉
凶
な
ど
と
い
う
の
は
本
来
陰
陽
師
、
が
説
き
ひ
ろ
め
た

も
の
で
あ
る
が
、
右
の
如
、き
修
験
道
の
す
う
勢
か
ら
し
て
、
治
郎
も
、
当
時
の
社
会
人
と
し
て
の
常
識
以
ょ
に
、
陰
陽
道
の
内
容
に
ふ
れ
ざ

る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
し
て
陰
陽
道
俗
説
の
説
〈
日
柄
方
角
の
吉
凶
や
、
大
歳

・
大
将
軍

・
歳
破

・
豹
尾
そ
れ
に
金
神
の
め
ぐ
り
合
せ
に
つ



い
て
の
知
識
と
実
際
的
な
指
示
を
、
村
人
の
乞
い
に
応
じ
て
与
え
る
役
目
の
一
端
を
、
お
の
ず
と
に
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
治

郎
の
口
を
通
し
て
「
豹
尾

・
金
神
」
と
い
う
名
が
挙
が
っ
た
背
景
に
は
、
右
の
ご
と
き
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

・
い
ま
一
つ
に
は
、
治
郎
が
教
祖
の
普
諮

・
仮
移
転
の
取
運
び
の
実
際
を
目
の
あ
た
り
に
み
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
前
に
述
べ
た
と

と
〈
治
郎
は
教
祖
の
近
い
姻
戚
に
あ
た
り
、
住
ま
い
も
一
軒
ヘ
ピ
て
た
隣
に
あ
っ
た
か
ら
、
当
然
教
祖
の
普
請
に
強
い
関
心
を
も
っ
て
い
る
。

教
祖
が
母
屋
普
請
の
日
柄
方
角
に
つ
い
て
指
示
を
受
け
た
の
は
、
天
文

・
方
位
に
長
じ
た
陰
陽
頭
土
御
門
家
の
門
下
、
小
野
光
右
衛
門
か
ら

で
あ
っ
た
が
、
治
郎
は
治
郎
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
教
祖
が
仮
移
転
を
お
乙
な
っ
た
東
南
の
方
角
を
鑑
定
し
て
、
暦
の
上
で
も
そ
の
方
角
が

＠
 

歳
破
、
豹
尾
、
金
神
に
ふ
れ
て
い
る
乙
と
を
気
に
と
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
仮
移
転
の
最
中
に
次
男
、
が
亡
く
な
り
、
飼
牛
、
が
急
死
し

＠
 

た
乙
と
も
、
右
の
三
神
と
関
わ
ら
せ
て
理
解
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
乙
の
こ
と
が
、

「
普
請
わ
た
ま
し
に
つ
き
、
豹
尾

・
金
神
へ
無
花

い
た
し
」
と
そ
の
口
を
通
し
て
神
託
を
下
し
た
際
の
脳
裏
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
乙
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。

他
方
、
か
か
る
神
託
に
対
し
て
、
教
組
の
岳
父
で
あ
り
、
隣
人
で
あ
り
、
あ
わ
せ
て
治
郎
の
実
父
で
も
あ
る
古
川
八
百
蔵
は
、
同
様
に
近

し
〈
教
祖
の
普
請
に
接
し
て
き
た
立
場
か
ら
、
「
当
家
に
お
い
て
金
神
様
お
さ
わ
り
は
な
い
、
方
角
を
み
て
建
て
た
」
と
語
気
鋭
〈
応
答
し

た
。
既
述
の
と
と
く
、
病
気
の
原
因
指
摘
に
対
し
て
強
〈
抗
弁
す
る
の
が
当
時
の
な
ら
わ
し
で
あ
っ
た
故
で
あ
る
が
、
そ
の
抗
弁
を
バ
ッ
ク

ア
ッ
プ
し
た
の
は
、
教
祖
が
確
か
な
方
位
学
者
に
銑
定
を
乞
う
た
と
い
う
事
実
と
、
教
祖
が
そ
の
鑑
定
に
対
し
て
異
常
な
ま
で
に
つ
き
従
っ

た
と
い
う
事
実
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
神
の
側
か
ら
は
、
さ
ら
に
「
方
角
を
み
て
建
て
た
ら
乙
の
家
は
滅
亡
に
な
り
て
も
、
亭
主

は
死
ん
で
も
大
事
な
い
か
」
と
、
厳
し
い
語
、
が
返
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
．

．

L

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
神
の
側
と
八
百
蔵
の
側
と
が
相
手
の
立
場
を
厳
し
〈
否
定
し
合
っ
た
と
い
う
乙
と
は
、
一
体
何
を
し
た
と
と
に

な
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
ね
ら
い
は
病
気
の
原
因
の
論
定
に
あ
る
わ
け
で
あ
る
、
が
、
同
時
に
思
い
が
け
ず
造
り
出
さ
れ
て
〈
る
も
の
、
が
あ
る
。

雰
囲
気
と
か
状
況
と
か
場
と
か
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
場
の
せ
ま
り
は
、
し
ば
し
ば
関
係
者
か
ら
思
い
も
か
け
な
い
も
の
を
湧
出
さ
せ
る
。

八
百
蔵
、
が
神
託
を
菅
定
す
る
た
め
に
「
方
角
を
み
て
建
て
た
」
と
断
言
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
、
本
当
K
方
角
を
み
た
と
い
え
る

(1510) 
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八
百
蔵
の
言
を
さ
ら
に
否
定
す
る
た
め
、
「
方
角
を
み
て
建
て
た
ら
」
そ
れ
で
い
い
の
か
と
、
方

角
を
つ
か
さ
ど
る
と
さ
れ
る
金
神
が
方
角
の
遵
守
如
何
の
次
元
を
超
え
た
何
物
か
を
指
示
し
た
り
す
る
よ
う
な
場
合
、
が
そ
れ
で
あ
る
。
極
端

に
主
張
し
合
い
、
極
端
に
否
定
し
合
え
ば
し
合
う
ほ
ど
、
主
張
し
き
れ
ぬ
も
の
、
石
定
し
き
れ
ぬ
も
の
が
逆
に
明
確
に
な
っ
て
〈
る
。
そ
う

い
う
「
場
」
が
、
神
が
か
り
し
た
治
郎
と
八
百
蔵
と
の
間
で
醸
成
さ
れ
て
き
て
い
る
点
へ
の
留
意
が
必
要
で
あ
る
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
人
間
は
単
独
で
米
、
七
自
己
の
気
づ
か
、
ざ
る
も
の
に
気
づ
〈
ほ
ど
聡
明
で
は
な
い
が
、
し
か
し
な
が
ら
そ
の
場
の
中

で
何
を
ど
の
よ
う
に
気
づ
〈
か
は
、
や
は
り
そ
の
人
、
そ
の
主
体
の
生
活
姿
勢
に
よ
る
の
で
あ
る
。
治
郎
と
八
百
識
と
の
や
り
と
り
の
場
で

教
祖
の
主
体
が
、
主
張
し
き
れ
ぬ
も
の
、
否
定
し
き
れ
ぬ
も
の
を
い
か
に
受
け
と
り
表
現
し
た
か
、
そ
れ
が
次
の
問
題
で
あ
る
。

で
あ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
起
き
た
り
、

四

お
と
と
わ
り
1
1l教
祖
と
金
神

教
祖
は
別
室
の
病
床
に
あ
っ
て
治
郎
と
八
百
蔵
と
の
や
り
と
り
を
闘
い
た
最
初
の
感
じ
を
「
私
び
つ
〈
り
仕
り
」
と
表
現
し
て
い
る
。
教

祖
は
何
に
対
し
て
驚
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
教
祖
を
び
っ
〈
り
さ
せ
た
原
因
と
し
て
は
、

工
、
神
が
病
気
の
原
因
を
指
摘
し
た
「
普
請
わ
た
ま
し
に
つ
き
豹
尾
・
金
神
へ
無
礼
い
た
し
」
と
の
語
。

2
、
そ
れ
に
対
し
八
百
蔵
が
「
金
神
様
お
さ
わ
り
は
な
い
。
方
角
を
み
て
建
て
た
」
と
応
答
し
た
語
。

3
、
さ
ら
に
神
が
「
そ
ん
な
ら
方
角
を
み
て
建
て
た
ら
：
：
：
亭
主
は
死
ん
で
も
大
事
な
い
か
」
と
詰
問
し
た
語
。

、、

の
三
つ
が
考
え
ら
れ
る
ω

し
か
し
、
乙
ζ

で
「
び
っ
〈
り
仕
り
」
と
謙
譲
語
、
が
用
い
て
あ
る
乙
と
か
ら
、
ー
か

3
の
い
ず
れ
が
の
神
の
言

に
対
し
て
で
あ
る
乙
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

「
び
っ
く
り
」
は
単
に
驚
き
ば
か
り
で
な
〈
恐
れ
入
っ
て
い
る
さ
ま
も
表
わ
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
神
仏
に
身
ま
か
せ
た
状
況
下
に
あ
り
家
の
滅
亡
や
死
と
い
う
こ
と
が
最
大
の
関
心
事
で
な
い
こ
と
も
考
慮
に
含
め
れ
ば
、

思
い
が
け
ぬ
乙
と
に
恐
れ
入
り
驚
〈
と
い
う
感
じ
は
、

3
で
な
〈
、
主
と
し
て
工
の
神
の
言
か
ら
起
き
た
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

(1511) 



や
り
と
り
を
聞
い
た
教
祖
は
つ
づ
い
て
「
な
ん
た
乙
と
言
わ
れ
る
じ
や
ろ
う
か
」
と
、
そ
の
思
い
を
述
べ
て
い
る
。

め
た
言
葉
に
つ
い
て
も
、
前
と
同
様
に
・三
様
の
考
え
方
、
が
で
き
る
。
し
か
し
「
な
ん
た
こ
と
」
と
い
う
詩
句
、
が
、
と
ん
で
も
な
い
こ
と
と
い

う
語
調
を
帯
び
て
お
り
、
そ
れ
は
神
仏
に
身
ま
か
せ
た
教
組
、
が
神
に
対
し
て
抱
〈
気
持
で
は
あ
り
え
な
い
か
ら
、

2
の
八
百
蔵
の
言
に
対
し

、

、

、

、

、

、

、

、

、

「
仰
せ
ら
れ
る
じ
や
ろ
う
か
」
で
な
〈
、
・
「
一
一
一
一
口
わ
れ
る
じ
や
ろ
う
か
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
右
の
よ

こ
の
思
い
を
起
き
し

て
の
思
い
で
あ
っ
た
ろ
う
。

つ
に
判
断
す
る
一
つ
の
よ
り
ど
と
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
な
、
が
ら
、
か
か
る
教
祖
の
思
い
が
単
に
記
述
表
現
の
上
か
ら
の
み
問
題
に
さ
れ
る
の
で
は
も
ち
ろ
ん
十
分
で
な
い
。
教
祖
の
思
い

の
底
に
横
た
わ
る
も
の
が
何
か
、
そ
の
究
明
ζ

そ
大
事
な
ζ

と
で
あ
る
。

．

「
普
請
わ
た
ま
し
に
つ
き
豹
尾

・
金
神
へ
無
礼
い
た
し
」
と
の
言
、
が
教
祖
を
驚
き
恐
れ
入
ら
せ
た
の
は
、
い
か
な
る
と
ζ

ろ
か
ら
で
あ
っ

p

－、A
F

。

ふ
れ
、
均第

一
に
思
わ
れ
る
の
は
「
普
請
わ
た
ま
し
に
つ
き
」
無
礼
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
た
点
で
あ
る
。

ζ

れ
は
具
体
的
に
は
教
祖
三
十
七
歳
の

時
の
母
屋
の
普
請

・
仮
移
転
を
き
し
て
い
る
。

ζ

こ
ま
で
の
生
、
疲
に
家
の
繁
栄
と
家
族
の
死
と
い
う
大
き
な
問
題
を
は
ら
ん
で
き
た
普
請
、

中
で
も
無
礼
の
な
い
よ
う
に
最
も
精
魂
を
傾
け
た
三
十
七
歳
の
普
請
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
は
っ
と
息
を
の
む
－

＼ 

思
い
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、
お
告
げ
の
中
に
「
金
神
」
の
名
が
出
て
き
た
点
で
あ
る
。
教
祖
が
静
か
に
病
臥
し
て
い
た
乙
こ
ま
で
の
時
点
で
、
教
組
が
身
ま
，

か
せ
し
親
類
議
中
の
者
、
が
祈
願
す
る
に
当
っ
て
意
識
に
の
ぼ
っ
て
い
る
の
は
、
前
に
述
べ
た
と
と
〈
氏
神
を
は
じ
め
と
す
る
神
仏
で
あ
る
。

そ
れ
は

一
つ
に
は
、
乙
の
大
患
が
厄
年
と
関
わ
っ
て
意
識
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
二
つ
に
は
、
当
時
病
気
平
癒
な
ど
人
聞
を
助
け
る
役

割
は
神
仏
の
働
き
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
為
る
。
そ
う
い
う
い
わ
ば
神
仏
の
場
へ

、
思
い
も
か
け
ず
金
神
の
名
、
が
挙
っ
た
の
で
あ
る
。
金
神

は
教
祖
の
心
底
に
大
き
な
問
題
を
繰
返
し
投
じ
た
が
、
こ
れ
ま
で
金
神
が
意
識
に
上
っ
た
の
は
、

普
請
と
か
死
と
か
そ
の
時
そ
の
時
に
限
ら

れ
た
断
続
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、．
一
旦
挙
っ
た
金
神
の
名
、
が
教
祖
に
と
っ
て
い
か
に
驚
き
で
あ
り
、
た
ち
ま
ち
教
祖
の
意
識
の
全

(1与1号）
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体
を
占
め
る
に
足
る
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
そ
の
後
教
組
が
表
白
し
た
こ
と
わ
り
の
内
容
が
み
な
金
神
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
乙
と
を
も
っ

て
明
白
K
知
り
う
る
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
右
の
二
点
と
関
連
し
て
、
無
礼
と
い
う
こ
と
が
教
祖
に
と
っ
て
主
体
的
事
実
と
し
て
確
認
を
せ
ま
ら
れ
確
認
せ
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
乙
れ
ま
で
金
神
に
無
礼
の
な
い
よ
う
に
ひ
た
す
ら
努
め
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
や
は
り
金
神
へ
の
無
礼
を
免

れ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
事
態
の
重
大
き
に
胸
を
つ
か
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
治
郎
を
と
お
し
て
の
神
の
お
告
げ
は
、
本
来
病
気
の
原
因
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
過
去
の
生
活
の
歴
史
を
背

負
っ
た
教
祖
に
主
体
的
に
受
け
と
ら
れ
た
と
き
に
は
、

一
一
諸
々
々
ま
乙
と
に
肺
附
加
を
貫
〈
内
容
で
あ
っ
た
。
教
祖
が
乙
の
神
示
を

『
金
光
大

、
、
、
、

神
覚
』
の
中
で
「
『
：：
：
豹
尾

・
金
神
へ
無
礼
い
た
し
』
お
知
ら
せ
」
と
記
述
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
単
K
一
般
の
病
気
祈
祷
の
一

手
続
と
か
い
う
次
元
で
な
〈
て
、
絶
対
的
な
神
の
語
と
し
て
受
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
乙
乙
で
感
受
せ
ら
れ
た
内
容
と
八
百
蔵
の
抗
弁

に
対
し
て
「
な
ん
た
乙
と
を
い
わ
れ
る
じ
や
ろ
う
か
」
と
い
う
形
で
逆
に
引
出
さ
れ
て
く
る
内
容
、
さ
ら
に
神
の
諮
問
を
受
け
て
引
出
さ
れ

＠
 

い
ま
ま
で
ふ
さ
が
っ
て
い
た
の
ど
が
急
に
開
け
「
も
の
言
わ
れ
だ
し
」
た
教
祖
に
よ
っ
て
、
ζ

と
わ
り
と
し
て
表
現
さ
れ

て
〈
る
内
容
が
、

る
の
で
あ
る
。

き
て
教
祖
の
神
へ
の
乙
と
わ
り
は
、
三
つ
の
主
要
な
内
容
に
集
約
し
て
考
察
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

「
凡
夫
で
相
わ
か
ら
ず
」
と
い
う
内
容
、

「
な
ら
ん
と
乙
ろ
を
」
と
い
う
内
容
、

「
す
ん
だ
と
は
思
い
ま
せ
ん
」
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

、
、
、
、

は
じ
め
に
、
神
が
か
り
し
た
治
郎
の
指
摘
を
・
つ
け
て
、
教
祖
が
三
十
七
歳
の
普
請
の
実
際
を
組
上
に
の
ぼ
せ
て
具
体
的
に
無
礼
と
い
う
乙

と
を
考
え
た
と
き
に
、
｜
｜
乙
の
こ
と
は
人
聞
か
新
し
〈
気
づ
く
に
つ
い
て
極
め
て
重
要
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
が
1

1
教
祖
が
気
づ

い
た
の
は
「
な
ら
ん
と
乙
ろ
を
」
敢
て
願
い
、
手
は
ず
を
整
え
た
自
己
の
姿
で
あ
っ
た
。
そ
の
自
己
の
姿
が
さ
ら
に
根
底
へ
と
掘
下
げ
ら
れ

た
と
き
、
三
十
七
歳
の
行
動
が
、
教
祖
自
身
か
ら
み
て
従
前
と
は
ち
が
っ
て
み
え
て
き
た
。
す
な
わ
ち
三
十
七
歳
の
時
点
で
は
、
前
述
の
と

お
り

（
本
稿
ロ
頁
参
照
）

、
金
神
に
ふ
れ
な
い
こ
と
を
主
限
に
、
そ
の
た
め
方
角
田
柄
改
め
を
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
教
祖
に
よ
っ
て
意
味

(1513) 



ぬ

把
握
さ
れ
て
い
た
。
と
乙
ろ
が
四
十
二
歳
の
と
の
時
点
に
お
い
て
は
、
同
じ
三
十
七
歳
の
教
祖
の
と
っ
た
行
為
が
「
な
ら
ん
と
こ
ろ
を
方
角

＠
 

み
て
も
ら
い
、
何
月
何
日
と
申
し
て
建
て
ま
し
た
か
ら
」
と
意
味
把
握
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ζ

の
時
点
で
は
過
去
に
方
角
日
柄
を
し

ら
べ
た
乙
と
は
、
・
そ
の
根
底
に
、
な
ら
ん
と
こ
ろ
に
何
と
か
途
を
つ
け
る
と
い
う
、
い
わ
ば
自
身
の
思
い
を
中
心
に
し
た
も
の
、
か
動
い
て
い

た
と
気
づ
か
れ
て
い
る
。
別
言
す
れ
ば
、
金
神
の
意
に
か
な
う
た
め
に
と
し
て
動
い
て
き
た
が
、
そ
の
根
底
を
さ
ヤ
れ
ば
、
実
は
自
分
が
可

愛
い
対
故
に
そ
う
し
た
動
き
を
と
っ
た
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
い
う
ま
で
に
厳
し
〈
反
省
把
握
さ
れ
て
い
る
。
自
身
の
み
に
く
き
、
自
身
の

助
か
ら
な
さ
が
、
浮
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
「
凡
夫
相
わ
か
ら
ず
」
と
い
う
内
容
に
つ
い
て
は
、
三
十
七
歳
に
同
じ
よ
う
に
表
白
せ
ら
れ
た
内
容
を
も
っ
て
す
で
に
み
て
き
た

（
本
稿

l
l
ロ
頁
参
照
）
。
そ
乙
で
ζ

乙
で
は
、
従
前
と
異
っ
て
き
て
い
る
点
を
記
す
に
と
ど
め
た
い
。

O

す
ぐ
る
三
十
七
歳
の
と
き
、
教
祖
に
は
方
位
家
の
指
示
を
守
っ
て
も
ど
の
方
角
に
向
っ
て
金
神
へ
無
礼
を
犯
す
こ
と
に
な
る
か
、
凡
夫

故
相
わ
か
ら
ぬ
と
い
う
自
覚
が
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
聞
に
、
か
く
す
れ
ば
無
礼
を
犯
さ
ず
す
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
可
能
性
が
な
お

期
待
さ
れ
得
た
。
そ
れ
故
、
凡
夫
で
わ
か
ら
ぬ
と
い
う
も
の
が
、

動
い
た
の
で
あ
る
。

一
方
に
あ
り
な
が
ら
、

と
も
か
く
で
き
る
こ
と
を
と
り
す
す
め
る
向
き
へ

O

次
い
で
四
十
二
歳
の
神
仏
へ
身
ま
か
せ
た
時
点
は
、
神
仏
K
か
な
う
道
も
わ
か
ら
ず
、
自
身
に
何
か
で
き
る
可
能
性
も
閉
ぎ
さ
れ
て
い

る
事
態
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
金
神
へ
の
無
礼
と
い
う
こ
と
も
問
題
に
な
っ
て
い
な
い
何
ら
手
が
か
り
の
つ
か
め
ぬ
時
点
で
あ
る
。
そ
れ
で

動
き
の
つ
か
ぬ
、
全
〈
無
方
向
な
事
態
の
ま
ま
に
と
ど
ま
る
ほ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

．

0

さ
ら
に
い
ま
教
祖
が
神
に
こ
と
わ
り
し
て
い
る
乙
の
時
点
も
、
凡
夫
で
あ
る
故
ど
の
方
角
へ
無
礼
を
犯
し
た
か
は
わ
か
ら
ぬ
、
と
い
う

点
で
は
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
無
礼
を
犯
し
た
と
い
う
ζ

と
、
た
け
は
確
か
な
こ
と
と
し
て
神
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
わ
か
ら
ぬ
と

い
う
ζ

と
で
す
ま
せ
ぬ
も
の
が
あ
る
。
何
か
神
に
対
し
て
さ
せ
て
も
ら
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
が
「
方
角
み
で
す
ん
だ
と
は
私
は
思
い
ま
せ

ん
」
と
い
う
詫
び
の
形
で
表
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

、、，，
，

duτ 
唱

i
－

F
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－－
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、一、
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結
局
、
方
角
を
み
て
守
っ
て
も
人
閣
の
乙
と
で
あ
る
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
無
礼
を
犯
す
か
わ
か
ら
ぬ
と
い
う
乙
と
は
、
「
方
角
み
で
す
ん

だ
と
は
思
い
ま
せ
ん
」
と
い
う
内
容
を
導
き
出
す
に
足
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
詫
び
と
し
て
表
明
さ
れ
る
に
至
る
に
は
、
方
角
、

ひ
い
て
は
金
神
に
従
お
う
と
し
た
の
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
自
分
可
愛
き
、
換
言
す
れ
ば
い
ま
の
こ
の
自
分
な
る
も
の
を
〈
ず
さ
れ
ま
い
と
す

る
自
己
固
持
の
た
め
で
あ
っ
た
と
し
て
、
そ
の
ζ

と
、
が
、
痛
み
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
教
祖
は
自
身
の
生
を
根
底

ま
で
掘
り
さ
げ
た
と
き
、
そ
こ
に
自
己
国
持
の
う
ご
め
き
と
、
ど
う
あ
る
べ
き
か
わ
か
ら
ぬ
わ
か
ら
な
き
を
把
え
た
の
で
あ
る
。
乙
の
二
者

、
が
は
っ
き
り
し
た
こ
と
に
よ
り
「
す
ん
だ
と
は
私
は
思
い
ま
せ
ん
」
と
表
明
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

(1515) 

最
後
に
、
以
上
考
察
し
た
内
容
か
ら
し
て
、
乙
ζ

で
の
教
組
の
体
験
が
、
教
祖
と
金
神
と
の
関
わ
り
の
上
広
何
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ

た
と
い
え
る
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
み
た
ζ

の
体
験
の
意
味
を
述
べ
て
、
乙
の
稿
を
終
ろ
う
。

工

民

間
伝
承
の

一
つ
と
し
て
金
神
方
角
の
説
が
広
〈
一
般
の
聞
に
流
布
し
慣
習
化
し
た
の
は
、
金
神
の
七
殺
が
畏
怖
さ
れ
た
故
で
あ
る
が
、

＠

a
 

同
時
に
、
そ
れ
に
従
い
さ
え
す
れ
ば
、
身
の
安
全
が
一
応
保
証
さ
れ
る
簡
便
な
行
為
の
規
準
で
あ
っ
た
か
ら
で
も
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
教
祖

は
大
患
の
体
験
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

A
a
E
神
に
ふ
れ
ま
い
と
す
る
勤
き
の
根
底
に
、
自
己
保
持
な
る
動
、
き
、
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
に
目
、
が
届
’

〈
ζ

と
に
な
っ
た
。
金
神
に
ふ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
確
認
に
立
っ
た
と
き
、
問
題
に
な
っ
た
の
は
外
に
存
在
す
る
七
殺
の
金
神
で
は

な
〈
、
不
幸
を
お
そ
れ
自
己
な
る
も
の
、
が
崩
壊
す
る
こ
と
を
避
け
た
い
と
す
る
自
己
の
内
な
る
自
己
保
持
の
方
で
あ
っ
た
。
恐
ろ
し
い
も
の

が
あ
る
と
い
う
よ
り
恐
ろ
し
、
が
っ
て
い
る
自
分
が
居
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
に
気
づ
〈
と
い
う
形
で
、
恐
ろ
し
い
七
殺
神
と
し
て
の
金
神
像

は
、
教
祖
の
中
で
次
第
に
自
己
倒
壊
レ
て
い
〈
乙
と
に
な
る
。
ま
た
、
こ
の
時
の
体
験
に
よ
っ
て
人
聞
の
究
極
の
わ
か
ら
な
き
が
い
よ
い
よ

鮮
明
に
自
覚
さ
れ
て
き
た
。
い
ま
ま
で
わ
か
っ

た
も
の
と
し
て
行
為
し
、
わ
か
る
は
ず
の
こ
と
と
し
て
人
聞
の
あ
り
方
を
探
求
し
て
き
た
が
、

そ
の
根
底
に
お
い
て
わ
か
ら
ぬ
も
の
に
出
会
っ
た
。
そ
の
結
果
、
金
神
と
方
角
を
人
聞
の
簡
便
な
行
為
の
規
準
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な

っ
た
。
金
神
は
教
祖
に
と
っ
て
新
た
な
関
係
を
と
り
給
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
神
と
な
っ
た
。

右
の
ご
と
き
人
間
の
も
つ
自
己
保
持
性
お
よ
び
究
極
的
わ
か
ら
な
さ
へ
の
気
づ
き
と
、
そ
れ
に
伴
う
従
来
の
金
神
像
の
自
己
崩
壊
と
は
、

JI 



ほ
か
な
ら
ぬ
金
神
が
、
教
祖
に
気
づ
か
せ
よ
う
気
づ
か
せ
よ
う
と
し
て
働
き
か
け
て
き
た
も
の
と
い
え
る
。
「
金
神
に
無
礼
い
た
し
」

て
お
る
と
は
、
終
局
的
に
は
こ
の
点
へ
の
語
り
か
け
か
と
恩
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
四
十
二
歳
以
後
の
教
祖
の
生
活
が
こ
の
点
を
中
心
に
営
ま

れ
、
こ
こ
に
教
祖
の
人
間
と
し
て
の
助
か
り
、
が
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
金
神
は
四
十
二
歳
よ
り
は
る
か
に
以
前
か
ら
教
祖

、
、
、
、
、
、

、
が
助
か
る
よ
う
に
と
働
き
か
け
て
い
た
乙
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
教
組
四
十
二
歳
の
大
患
に
お
い
て
、
突
然
た
た
り
の
神
が
福
の
神
K
変

じ
た
と
か
、
こ
に
で
突
然
新
し
い
神
性
、
が
顕
わ
れ
た
と
か
い
う
こ
と
で
な
く
、
む
し
ろ
、
金
神
と
関
わ
り
を
も
っ
た
長
い
苦
し
い
生
活
の
歴

史
を
経
て
気
づ
い
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
実
は
こ
れ
ま
で
金
神
の
中
に
潜
ん
で
い
た
神
性
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
、
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
よ

う
に
気
づ
か
れ
る
に
つ
い
て
は
、
長
い
関
わ
り
の
あ
っ
た
金
神
と
教
祖
の
問
初
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
改
め
て
具
体
的
な
「
場
」
を
ま

実
は
、

た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

右
の
と
と
と
関
連
し
て
、

「金
神
」
を
不
幸
を
も
た
ら
す
神
、

「
神
仏
」
を
仕
合
わ
せ
を
与
え
る
神
、
と
区
別
し
て
き
た
旧
来
の
観
念

が
、
乙
の
体
験
を
経
て
教
祖
の
と
と
ろ
で
問
題
に
な
っ
て
い
〈
。
教
祖
の
生
活
の
事
実
か
ら
み
て
、
金
神
は
不
幸
と
結
び
つ
け
て
考
え
ら
れ

た
が
、
し
か
し
そ
れ
故
に
金
神

・
不
幸
の
お
そ
ろ
し
さ
に
触
発
さ
れ
て
、
教
組
の
問
題
意
識
は
よ
り
よ
い
生
き
方
を
求
め
て
自
己
の
内
面
を

掘
り
下
げ
る
こ
と
へ
と
向
け
ら
れ
た
。
そ
の
意
味
で
は
金
神
、
が
お
そ
ろ
し
い
が
故
に
そ
れ
に
ふ
れ
ま
い
と
す
る
思
い
と
、
真
実
芯
あ
り
方
を

せ
ま
る
金
神
な
る
が
故
に
そ
れ
に
一
層
近
づ
き
た
い
と
す
る
恩
い
と
が
共
存
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
金
神
と
の
関
わ

り
が
不
幸
の
中
で
の
教
祖
を
助
か
り
へ
と
誘
う
乙
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
神
仏
も
決
し
て
、
頼
め
ば
助
け
て
〈
れ
仕
合
わ
せ
を
与
え
る
ば
か

り
の
神
で
は
な
〈
、
祈
願
の
成
就
せ
ぬ

と
と
も
多
々
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
金
神
を
不
幸
に
、
神
仏
を
仕
合
わ
せ
に
と
結
び
つ
け
る
の
は
、
故

な
き
こ
と
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
こ
と
が
あ
っ
て
、
金
神
も
、
神
仏
も
い
ず
れ
も
人
間
を
助
け
る
働
き
と
し
て
受
け
と
ら
れ
て

い
〈
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
ま
で
の
生
活
の
歴
史
よ
り
し
て
、
金
神
が
人
聞
の
助
か
り
を
内
部
か
ら
問
題
に
し
て
〈
る
神
、
神
仏
が
人
間

の
助
か
り
を
外
か
ら
大
き
〈
支
え
守
る
神
と
い
う
、
性
格
上
の
お
の
や
す
か
ら
な
る
ち
が
い
は
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

E
 

(1516) 
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以
上
、
大
患
の
事
蹟
の
前
半
に
つ
い
て
、
主
と
し
て
金
神
と
の
関
わ
り
に
よ

っ
て
掘
り
広
げ
ら
れ
た
、
教
組
の
内
面
の
世
界
を
中
心
に
考

(1517) 

察
し
て
き
た
。

乙
の
内
部

へ
の
掘
り
下
げ
が
、
神
仏
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
教
祖
の
現
実
の
立
行
き
を
生
ん
で
い
〈
さ
ま
が
以
下
後
半
に
記

述
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
大
患
の
事
蹟
の
後
半
に

つ
い
て
の
教
祖
と
神
仏
と
の
関
わ
り
を
中
心
に
し
た
考
究
は
、
ま
た
の
機
会
を
期
し
た

し1｝王1 

読
み
下
し
は
吋
金
光
大
神
覚
』
〈附和
一叫
年
、
金
光
教
本
部
教
庁
刊
）
に
よ
っ
た
。

た
だ
し
、
か
ぎ
括
弧
は
筆
者
が
つ
け
た
。
引
用
文
中
、

「
卯
の
年
に
ま
つ

り
か
え
」
と
あ
る
の
は
、
前
年
生
ま
れ
た
三
男
が
、
俗
に
い
う

ρ
四
十
二

の
二
つ
子
H

に
あ
た
っ

て
凶
だ
と
い
う
の
で
、
卯
の
年

（安
政
二
年
）
生
ま

れ
に
、
生
ま
れ
年
を
か
え
た
と
の
意
。
「
お
に
つ
く
う
H

g

g供
）
」
は

神
仏

へ
の
供
え
料
を
い
う
。
「
お
ど
う
じ
」
は
吉
備
津
神
社
の
お
釜
殿
で

願
い
ご
と
に
つ
い
て
神
意
を
う
か
が
う
神
事
の
と
き
、
釜
が
鳴
る
と
と
。

「
の
ど
け
」
は
の
ど
の
病
気
で
、
「
七
・
八
日
不
レ
治
則
死
」
と
い
わ
れ
た

重
い
病
気
の
よ
う
で
あ
る
。
「
心
じ
っ
し
よ
う
H

（心
笑
正
）

」
と
は
、
心

た
し
か
に
、
の
意
で
、
当
時
の
証
文
な
ど
に

「御
年
貢
ニ
上
納
仕
候
処
実

正
明
白
ニ
御
座
候
」

（大
終
村
百
姓
一
覧
入
託
文
）
な
ど
と
よ
く
慣
用
さ
れ
て
い

た
。
「
お
さ
が
り
」
と
は
神
霊
な
ど
が
の
り
う
つ
る
こ
と
。
「
わ
た
ま
し
」

は
移
転
。
「
ね
ざ
」
は
寝
床
の
こ
と
で
あ
る
。
『
金
光
大
神
覚
』
注
釈

（教
学
研
究
所
所
員
）

2 
日
ー
ロ
頁
お
よ
び
『
金
光
大
神
』
新
書
版
円以

l
U
頁
参
照
。

た
と
え
ば
、
こ
の
と
き
た
た
る
神
で
あ
る
金
神
が
、
教
祖
の
試
情
に
ふ

れ
て
突
如
と
し
て
福
の
神
に
転
じ
た
と
い
う
見
方
は
、
こ
こ
ま
で
の
教
祖

の
生
活
史
を
無
視
し
た
見
方
と
い
え
よ
う
。

「
金
神
」
を
意
識
す
る
あ
ま

り

「神
仏
」

へ
の
注
視
を
怠
る
の
も
、
教
祖
・
を
と
り
ま
く
信
仰
状
況
と
切

り
離
し
て
、
こ
の
事
蹟
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

と
の
教
祖
の
休
験
を
何
も
か
も
教
祖
単
独
で
悟
得
し
た
も
の
の
ど
と
く
に

捉
え
る
と
と
も
、
や
は
り
同
様
な
あ
や
ま
り
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
こ
れ

ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
論
の
中
で
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

柳
田
国
男
『
定
本
柳
田
悶
男
集
』
第
十
巻
匁

i
4
・
M
M
頁
お
よ
び
和
歌

森
太
郎
『
民
俗
歳
時
記
」
山
一
貝
参
照
。

柳
田
国
男
前
掲
書
第
十
一
巻
ω頁
。

こ
れ
が
例
年
の
慣
例
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
大
患
後
三
年
を
経
た
年

（安

政
五
年
）
の
教
祖
に
つ
い
て
の
次
の
伝
え
か
ら
わ
か
る
。

3 4 5 
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「
一
日
ニ
ハ
、
早
朝
、
年
神
様
ヲ
拝
礼
セ
ラ
ル
こ
て
思
ハ
ズ
拍
手
一
ツ

打
タ

ν
タ
リ
。
：
；
：
此
時
、
思
ハ
ズ
拍
手
打
チ
タ
ル
ヲ
、
奇
V
キ
事
ニ
思

ヒ
ツ
＼
ソ

ν
ヨ
リ
氏
神
様
へ
参
ラ

ν
、
拝
礼
セ
ラ
ル
＼
ニ
：
：
：
」
（
紋

品
川
制
築
委
員
会
資
料
一

一五八
、
高
橋
富
枝
所
伝
）

郷
田
洋
文
「
厄
年

・
年
祝
い
」
ハ
『
日
本
民
俗
学
大
芝
府
知
4
巻
所
収
）

m
l
m

頁
参
照
。

佐
藤
登
美
子
氏
の
調
査
に
よ
る
と
、
岡
山
県
川
上
郡
備
中
町
あ
た
り
で

は
、
男
子
四
十
二
才
の
厄
年
を
こ
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。

郷
田
洋
文
前
掲
論
稿
m頁。

な
お
、
教
祖
が
後
年
厄
晴
れ
の
行
事
に
つ
い
て
語
っ
た
次
の
よ
う
な
伝

え
が
残
っ
て
い
る
。

「
金
光
様
御
理
解
に
、
何
れ
も
、
三
十
三
才
・
四
十
二
才

・
六
十
一
才

・
八
十
八
才
と
か
云
ふ
て
、
何
れ
に
も
祝
と
か
、
叉
、
た
じ
よ
ふ
（
注
・

警
ご
と
か
云
ふ
て
、
正
月
か
ざ
り
ど
（
注
・
飾
り
さ
、
叉
、
改
め
て
二

月
一
日
に
、
祝
ひ
す
る
け
に
、
娘
も
こ
い
。
を
ぢ
さ
ん
も
来
て
被
下
。
叉
、

い
と
こ

・
は
っ
こ
（
注
・
は
と
こ
）

・
り
ん
か
・
り
ん
そ
ん
ま
で
呼
び
集
せ
て
、

又
、
皆
な
に
、
役
を
以
て
も
ろ
ふ
と
か
、
色
々
に
云
ひ
尽
し
て
、
賑
や
か

に
し
て
、
不
相
応
な
入
用
し
て
騎
り
。
其
を
、
祝
ひ
じ
ゃ
と
云
ふ
け
れ
ど
、

服
か
に
し
て
、
役
ば
ね
が
出
来
る
な
ら
、
身
財
（
注

・身
代
）
あ
る
金
持
、

又
は
長
者
は
、
役
ま
け
す
る
も
の
は
な
い
。
」
（
教
典
一
稲
築
委
員
会
資
料
六
九
八
、

孫
一控
訴
次
郎
所
伝
）
。
当
時
厄
晴
れ
の
た
め
の
共
食
の
風
習
が
ど
ん
な
も
の
で

あ
っ
た
か
そ
の
一
端
が
う
か
が
え
る
。

祇
園
宮
の
祭
神
は
疫
病
め
神
と
し
て
し
ら
れ
て
い
る
。
除
疫
と
い
う
こ

6 8 
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と
は
厄
晴
れ
の
中
心
的
な
も
の
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
ま
た
吉
備
津
宮

古
俄
律
神
社
）
は
備
中
国
の
一
の
宮
で
、
教
祖
も
備
中
の
住
民
で
あ
っ
た
か

ら
、
教
祖
に
と
っ
て
大
氏
神
的
な
神
社
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て

氏
神
は
、
既
述
の
ご
と
く
厄
年
の
本
来
的
な
意
味
か
ら
い
っ
て
も
、
厄
を

免
れ
る
に
つ
い
て
も
、
厄
年
と
最
も
関
係
の
深
い
神
と
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。
西
大
寺
観
音
は
会
陽
で
有
名
な
真
言
寺
で
あ
る
。
元
日
よ
り
十
四

日
間
法
会
を
営
ん
で
神
木
に
祈
願
を
こ
め
、
そ
れ
を
投
じ
て
参
詣
者
が
奪

い
合
う
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
法
会
の
祈
願
に
あ
ず
か
り
、
最
後

に
神
木
を
得
た
者
は
「
年
男
」
と
し
て

一
年
間
除
災
が
約
束
さ
れ
る
と
い

う
。
い
ず
れ
も
「
除
厄
」
に
関
係
の
深
い
寺
社
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
o

m
『
金
光
大
神
』
新
書
版

ω
・
ω頁
参
照
。
藤
井
ク
ラ
氏
は
「
（
教
祖
は
）

四
国
ヲ
巡
ラ
レ
テ
モ
、
札
所
、
々
々
ノ
礼
拝
ニ
極
メ
テ
入
念
ニ

ν：：
：」

と
も
伝
え
て
い
る
。
〈
教
典
編
第
委
員
会
資
料
九
四
凹
）

斗
竹
部
教
雄
「
安
政
五
年
十
二
月
二
十
四
日
の
お
知
ら
せ
の
一
解
釈
」

（
『金光教郁子』

l
紀
要
l
m
m九
号
所
収
）

M
頁
参
照
。

ロ
京
都
の
あ
る
方
位
家
の
「
家
相
転
調
正
律
之
図
」
と
表
舎
の
あ
る
家
相

鍬
定
常
一
首
（
文
久
一一
手
の
も
の
〉
に
次
の
如
く
記
さ
れ
て
あ
る
。
「
永
々
比
歳
巡

り
、
真
の
本
命
土
局
、4
入
故
王
、
皆
造
転
宅
ハ
申
に
不
及
、
家
の
内
、
別

て
仕
（
く
ど
）
築
直

Y
、
電
路
転
じ
、
井
堀
或
ハ
埋
、
建
物
切
除
叉
主
土
気

犯
を
事
、
大
凶
、
三
四
年
後
て
命
を
失
な
り
。
」
（
句
読
点
・
お
よ
び
傍
点
筆
3

建
造
転
宅
な
ど
し
て
方
角
を
お
か
す
と
、
そ
の
た
た
り
が
三
、
四
年
お
く

れ
た
時
点
で
あ
る
わ
れ
る
と
さ
れ
て
い
た
と
と
が
わ
か
る
。

日
本
普
請
に
と
り
か
か
る
前
に
金
神
に
お
と
と
わ
り
す
る
と
い
う
形
式
が 現

(1518) 
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と
ら
れ
た
に
つ
い
て
は
、
普
請
の
前
準
備
の
段
階
で
次
男
と
飼
牛
と
が
な

く
な
っ
た
と
い
う
点
も
考
え
合
わ
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
だ
ろ
う
。

（

7

7
〉

ハ

7
7
V

M

和
田
安
兵
衛
氏
は
「
教
祖
御
教
で

：：：
私
ハ

、
三
十
才
ノ
時
、
三
人

連

νデ
大
師
巡
リ
（
四
回
）
ヲ

νタ
事
ガ
ア
ル
。
段
々
巡
ツ
テ
、
最
早
、
残

叫ノ
三
ケ
所
ニ
ナ
ツ
タ
。
ス
ル
ト
、
連
レ
ノ
一
人
が
急
ニ
、
帰
ル
。
ト
云
ヒ

出

νテ
、
如
何
ニ
勧
メ
テ
モ
、
後
、
三
ケ
所
ヲ
巡
ル
気
ガ
ナ
イ
。
仕
方
ガ

ナ
イ
カ
ラ
分
レ
テ
、
二
人
丈
ケ
、
巡
ツ
テ
了
ワ
テ
、
ナ
ル
川
辺
へ
出
テ
見

ル
ト
、
ソ
コ
ニ
先
ノ

一
人
ガ
立
ツ
テ
居
ル
。
ド
ワ

νタ
ノ
カ
。
ト
閲
ク
ト
、

雨
ノ
為
メ
そ

川
ノ
水
嵩
ガ
増

νテ
、
渡

ν舟
ガ
休
シ
デ
居
ル
ノ
デ
、

無

拠
、
立
ツ
テ
居
タ
ノ
デ
、
ソ
レ
カ
ラ
、
マ
夕
、

モ
ト
ノ
三
人
連

νデ
帰
ル

コ
ト
ニ
ナ
ッ
タ
ガ
、
ゴ
レ
、
全
ク
弘
法
大
師
ノ
霊
験
デ
ア
ル
。
云
々
。」

と
自
身
が
教
祖
か
ら
聞
い
た
話
を
口
述
し
て
い
る
。
（
教
典
稲
築
委
員
会
資
料

二
七
一
）
一

、
二
事
実
の
誤
認
が
あ
る
が
、
話
の
中
心
の
筋
合
い
は
、
ほ

ぼ
こ
の
と
お
り
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
他
二
、
三
の
資
料
か
ら
み
て
、
教

祖
は
四
国
巡
り
で
神
仏
の
霊
験
を
感
受
し
た
よ
う
で
あ
る
。

日
『
金
光
大
神
覚
』

MA
i
日
頁
参
照
。

お
鈴
木
昭
英
「
修
験
道
と
神
が
か
り
」
（
『
ま
つ
り
』
第
十
二
号
所
収
）

6
1
m

頁
参
照
。
な
お
同
氏
に
よ
る
と
、
祈
祷
者
で
あ
る
修
験
者
は
神
霊
を
遮
依

さ
せ
る
者
で
あ
っ
て
、
み
ず
か
ら
は
神
が
か
り
し
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

と
の
点
、
祈
祷
の
中
心
者
た
る
治
郎
自
身
が
神
が
か
り
し
て
い
る
こ
と
が

ど
う
な
る
か
、
な
お
究
明
さ
れ
る
要
が
あ
る
。

中
山
蕪
「
備
中
北
部
の
山
伏
寺
」
〈
吉
本
民
俗
学
』
邸
所
収
）
侶

・
回
一良。

岡
山
県
金
光
町
占
見
新
田
在
住
の
中
務
虎
市
氏
よ
り
聴
取
。

18 17 

mm

山
伏
は
「
近
世
に
は
村
人
の
な
か
に
不
動
明
王
の
像
を
置
い
た
盆
な
ど

を
持
っ
て
定
、
若
し
、
民
衆
の
病
気
を
な
お
し
、
滋
き
も
の
を
お
と
し
て
や

っ
た
り
、
個
人
や
家
の
運
勢
を
見
て
や
っ
た
り
と
い
う
よ
う
な
仕
事
に
専

念
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
た
。
」
（
和
歌
森
太
郎
『
山
伏
』

U
頁
）
。
ほ
か
に
和

歌
森
太
郎

『
修
験
道
史
研
究
』

m
l
m
頁
参
照
。
岡
山
県
下
の
山
伏
寺
の

調
査
で
も
、
山
伏
の
活
動
と
し
て
、
屋
祈
祷

・
病
人
祈
祷

・
つ
き
も
の
お

と
し

・
虫
封
じ

・
忌
後
の
清
め

・
新
築
や
年
祝
い
の
祈
祷

・
占
い

・
札
配

り
な
ど
多
く
の
祈
祷
的
な
も
の
が
し
ら
れ
て
い
る
。

(1519) 

（
・
中
山
銭
前
掲
論
文
お
よ

び
間
氏
「
倫
中
山
附
部
の
山
伏
守
」

｜
『
悶
本
民
俗
学
』

引所
収
1
参照）

お
和
歌
森
太
郎
『
山
伏
』
に
「
平
安
朝
以
来
、
漸
一
第
三
六
六
号

次
民
間
に
も
浸
透
し
て
き
た
陰
陽
師
が
、
そ

う

と

一

卒

業

経

う
祈
祷
者
的
な
商
を
も
っ
て
い
た
の
で
、
彼
ら
の

一

中
道
観
秘

伝
え
て
い
る
陰
陽
道
を
、
山
伏
も
自
然
に
受
け
持
一
除
陽
学
部
中
等
科

つ
ほ
ど
に
ま
で
な
っ
て
い
た
。
」

a
g
と
あ
る
。
一
右
修
業
セ

ν事
ヲ
証
ス

一
明
治

年

月

日

前
記
中
山
氏
の
岡
山
県
下
の
調
査
で
も
、
山
伏
寺

一一大
日
本
帝
国
備
後
福
山

の
当
主
が
陰
陽
道
を
学
ん
だ
と
い
う
下
記
の
よ
う

一

t

一除

陽

学

林

総

本

部

な
卒
業
一
誌
が
残
っ
て
い
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い

司

る。
ま
た
、
山
伏
寺
の
山
伏
が
、
家
建
築
の
際
の
方
角
や
家
相
を
よ
く
み
た

と
い
う
例
は
千
寿
院
（
川
上
郡
成
羽
町
）

、
六
角
寺
（
高
栄
一
巾
）

、
真
明
院
向

上
初
川
よ
町
）

、
竜
自
国
院
向
上
）
観
善
寺
（
新
見
市
）
な
ど
で
報
告
さ
れ
て
い

る
。
（
『
臼
本
民
俗
学
』
旬
、
U
l
m
頁
参
照
）

氾
当
時
の
．
踏
に
よ
る
と
、
と
の
年
、
教
祖
が
わ
た
ま
し

（
仮
を
巴
し
た
束



南
の
方
角
に
は
、
歳
破
、
豹
尾
、
金
神
が
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
普
請
わ
た

ま
し
を
し
て
は
い
け
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

辺
現
に
教
祖
の
も
と
で
起
き
て
い
る
出
来
事
は
普
請

・
わ
た
ま
し
と
、
次

男
の
死
と
飼
牛
の
死
と
で
あ
る
。
一
方
、
暦
の
上
で
は
、
歳
破
神
は
「
わ

た
ま
し
」
に
、
豹
尾
神
は
「
家
畜
類
」
に
、
金
神
は
「
普
請
な
ど
一
切
の

ζ

と
と
死
」
に
関
係
あ
る
神
で
あ
る
＠
こ
の
両
者
を
つ
き
あ
わ
せ
れ
ば
、

教
組
の
出
会
っ
て
い
る
出
来
事
婦が
右
の
三
神
と
関
連
づ
け
て
理
解
さ
れ
る

と
い
う
と
と
は
、
容
易
に
あ
り
う
る
と
と
で
あ
る
。

お
い
ま
ま
で
の
ど
が
ふ
さ
が
っ
て
も
の
が
言
え
な
か
っ
た
状
態
が
急
に
ひ

ら
け
た
事
実
は
、
そ
の
時
教
祖
の
心
内
に
激
し
く
動
く
何
物
か
が
あ
っ
た

こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
神
の
言
と
八
百
蔵
の
言
と
の
厳
し
い
「

否
定
」
の
応
酬
に
よ
っ
て
、
教
祖
に

ω表
現
し
た
い
詫
び
の
内
容
が
明
確

に
な
っ
て
き
た
と
と
、

ωそ
れ
に
表
現
の
き
っ
か
け
と
表
現
と
が
与
え
ら

れ
た
と
と
、

ω声
に
出
し
て
詫
び
る
の
で
な
け
れ
ば
承
知
で
き
ぬ
生
命
の

昂
ま
り
が
起
き
て
い
る
こ
と
、
を
示
し
て
い
よ
う
o

M

三
十
七
才
の
普
請
に
と
り
か
か
る
前
の
と
と
わ
り
は
、

「
方
角
は
み
て
も
ら
い
、
何
月
何
日
と
日
ぎ
め
で
普
請
を
い
た
し
ま
す
。

27 

し
か
し
な
が
ら
、
小
家
を
大
家
に
い
た
し
、
一
二
方
へ
広
め
ま
す
の
で
、
ど

の
方
角
へ
ど
無
礼
い
た
し
ま
す
か
、
凡
夫
で
相
わ
か
り
ま
せ
ん
。
」
と
口

語
訳
さ
れ
よ
う
。
方
角

・
日
柄
を
改
め
る
と
い
う
と
と
が
そ
れ
自
身
価
値

を
も
っ
大
切
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
普
請
を
す
す
め
る
と
い
う
教
祖
の

行
為
の
一
つ
の
支
え
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。
し
か
し
、
そ

う
い
う
行
為
自
体
が
果
し
て
そ
れ
で
よ
い
か
否
か
は
問
題
祝
さ
れ
て
い
る
。

お
四
十
二
才
の
病
床
で
の
と
と
わ
り
は
、
以
下
の
ご
と
く
口
語
訳
さ
れ
よ

う。

．「
な
ら
ん
と
と
ろ
を
お
し
て
方
角
を
み
て
も
ら
い
何
月
何
回
と
日
ぎ

め
に
し
て
建
て
ま
し
た
か
ら
、
狭
い
家
を
大
家
に
い
た
し
た
と
と
で
も
あ

り
、
ど
の
方
角
へ
ど
無
礼
い
た
し
ま
し
た
か
、
そ
れ
も
凡
夫
で
相
わ
か
り

ま
せ
ん
。
」
こ
こ
に
は
、
な
ら
ん
と
こ
ろ
に
な
ん
と
か
方
途
を
講
じ
ん
が

た
め
に
方
角

・
日
柄
を
改
め
た
と
述
べ
て
あ
る
。
日
柄

・
方
位
を
守
る
と

い
う
自
己
の
行
為
の
根
底
に
あ
る
も
の
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
た
め
当
然
無
礼
を
し
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
が
、
ど
の
方
角

へ
無
礼
し
て
い
る
か
わ
か
ら
ぬ
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

お
高
橋
行
地
郎

「
三
十
七
才
の
教
祖
」
（
『
金
光
一
数
学
』
l
紀
要
｜
第
九
霊
前
収
）

回
一
良
参
照
。

(1520) 
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一
乃
弟
子
も
ら
い

つ
け
を
め
ぐ
る

金
神
と
天
照
皇
大
神
と
の
問
答

(1521) 

｜
｜
伝
承
の
世
界
と
信
仰
の
世
界
｜
｜

福

自
民
叩

義

次

ま

え

が

き

安
政
五
年
（
F
U
M
）
教
祖
川
手
文
治
郎
四
十
五
歳
の
正
月
を
機
と
し
て
、
そ
の
生
の
内
面
の
世
界
が
関
か
れ
深
め
ら
れ
て
い
っ
た
。

そ
の
過
程

で
、
そ
れ
ま
で
教
祖
の
日
常
次
元
で
の
生
を
導
い
て
き
た
慣
習
的
、
常
識
的
な
る
も
の
が
、
神
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
厳
し

q
関
わ
れ
た
の

で
あ
っ
た
。
そ
の
動
き
に
つ
い
て
は
、
同
年
六
月
の
「
精
霊
回
向
」
お
よ
び
、
七
月
の

「
秋
う
ん
か
発
生
」
の
事
蹟
を
解
釈
す
る
と
と
に
・よ

①
 

っ
て
、
す
で
に
前
号
に
お
い
て
指
摘
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

以
下
、
本
論
で
あ
つ
か
う
天
服
阜
大
神
と
金
神
と
の
対
話
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
「
一
乃
弟
子
も
ら
い
う
け
」
の
乙
と
は
、
同
じ
く
、

安
政
五
年
九
月
の
出
来
事
で
あ
り
、
上
述
し
た
動
き
の
中
で
生
起
し
た
一
辿
の
事
蹟
と
し
て
あ
げ
る
乙
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で

一
述
の
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
、
同
債
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
怠
味
し
な
い
。
安
政
五
年
の
夏
か
ら
秋
、
つ
ま
り
六

月
、
七
月
、
九
月
と
教
組
に
お
い
て
体
験
さ
れ
て
き
た
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
な
世
界
を
指
示
し
、
特
有
な
意
味
を
秘
め
て
い
る
も
の



と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
い
か
な
る
体
験
も
、
そ
れ
が
真
実
、
人
の
生
を
と
ら
え
、
－動
か
す
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
何
も
の

か
ー
ー
た
と
え
そ
れ
が
神
で
あ
る
と
し
て
も

1
ー
に
よ
っ
て
、
予
め
敷
設
さ
れ
た
同
じ
ル

i
ト
の
上
で
生
起
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ

る
。
と
は
い
っ
て
も
、
き
わ
め
て
限
ら
れ
た
四
か
月
と
い
う
短
時
日
に
教
祖
を
と
ら
え
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
体
験
の
世
界
を
支
え
結
び
あ
わ
し

て
い
る
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
で
特
有
な
も
の
を
見
失
な
わ
な
い
で
論
及
す
る
こ
と
は
、
教
祖
を
文
字
通
り

一
教
の
教
祖
に
成
ら
し
め
、

一
教
の
教
祖
と
し
て
立
た
し
め
て
い
っ
た
モ
メ
Y
ト
を
明
確
に
し
て
い
〈
う
え
で
欠
か
す
こ
と
の
で
き
ぬ
作
業
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か

し
、
本
論
は
、
そ
の
任
で
は
な
い
の
で
、
後
日
の
研
究
を
ま
つ
と
し
て
、
乙
と
で
は
、
本
論
が
ど
の
よ
う
な
視
点
を
と
り
な
が
ら
解
釈
を
す

す
め
よ
う
と
し
て
い
る
か
を
示
唆
す
る
か
ま
り
に
お
い
て
、
以
前
に
解
釈
を
ほ
ど
こ
し
た
六
月

・
七
月
の
事
蹟
と
、
当
面
さ
せ
ら
れ
て
い
る

事
蹟
と
の
聞
の
相
異
を
問
題
化
し
て
お
〈
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。

、き
わ
め
て
顕
著
な
相
異
は
、
二
点
あ
げ
ら
れ
る
。

ー
、
六
月
の
「
精
霊
回
向
」
、
七
月
の
「
秋
う
ん
か
発
生
」
の
事
蹟
は
、
家
と
そ
の
家
業
を
担
い
生
き
る
と
き
出
会
わ
せ
ら
れ
る
問
題
を

め
ぐ
っ
て
、

「
金
乃
神
下
葉
の
氏
子
」
と
し
て
の
拠
り
所
が
問
わ
れ
指
示
さ
れ
て
い
る
が
、
乙
と
で
は
、

「
天
照
皇
犬
神
」
に
象
徴
さ

れ
る
、
家
と
そ
の
家
業
を
も
包
み
込
む
、
よ
り
拡
が
り
あ
る
伝
承
的
生
領
域
の
中
で
の
教
祖
の
生
が
問
題
化
さ
れ
て
い
る
。

2
、

「
金
乃
神
下
葉
の
氏
子
」
と
し
て
の
生
が
、
何
ら
か
の
形
で
区
切
り
が
つ
け
ら
れ
て
、
新
た
な
神
と
の
関
わ
り
の
あ
り
方
、
が
乙
乙
で

生
れ
出
て
い
る
。

二
章
で
は
l
、
に
あ
げ
た
点
を
中
心
に
、
三
章
で
は
、

2
、
の
点
を
中
心
に
論
を
す
す
め
る
。
な
お
一
章
は
、
序
章
と
も
い
え
る
も
の
で
、

二
・
三
章
の
解
釈
の
背
景
を
明
ら
か
に
し
て
い
〈
こ
と
を
怠
図
し
た
。

以
下
、
．
『
金
光
大
神
覚
』
よ
り
、
解
釈
箇
所
を
引
用
し
て
お
〈
・0

但
し
、
金
利
「

」
矢
照
Q
夫
神
「

」
及
び
（

）
は
筆
者
が
記
入
し
た

も
の
で
・あ
る
。

29 

金
仰
「
天
照
皐
一大
神
様
、
成
の
年
氏
子
（
教
祖
）

、
私
に
く
だ
さ
れ
。
候
。
」
天
間
山
由
耳・
奈
川
「
へ
い
、
あ
げ
ま
し
ょ
う
」
と
申
さ
れ
。
金
利
「
成
の

年
、
金
神
が
其
方
も
ろ
う
た
か
ら
、
金
神
の
一
乃
弟
子
に
も
ら
う
ぞ
」
と
仰
せ
ら
れ
。
夫
照
白
菜
料
「
金
神
様
成
の
年
あ
げ
ま
し
ょ
う
と

(1522) 
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は
申
し
た
れ
ど
も
、
え
い
あ
げ
ま
せ
ん
。
成
の
年
の
よ
う
な
氏
子
は
、
ほ
か
に
C
ぎ
り
ま
せ
ぬ
よ
金
神
「
そ
れ
で
も
、
い
っ
た
ん
や
ろ

う
と
言
う
て
か
ら
、
や
ら
ん
と
は
偽
り
、
ぜ
ひ
も
ら
い
ま
す
。
惜
し
け
れ
ば
、
成
の
年
の
か
わ
り
に
、
せ
が
れ
巳
の
年
成
長
仕
り
、

お
広
前
ま
い
ら
さ
せ
ま
す
る
か
ら
〈
だ
さ
れ
。
」
天
限
盛大
神
「
さ
ょ
う
仰
せ
ら
れ
，ま
す
れ
ば
あ
げ
ま
し
ょ
う
。
」
金
神
「
〈
だ
さ
れ
れ
ば

安
心
仕
り
候
。
」
ム
訴
「成
の
年
、
母
、
家
内
一
同
へ
申
し
渡
す
。

一
乃
弟
子
に
も
ら
う
と
い
う
て
も
、
よ
そ
へ
つ
れ
て
行
〈
の
じ
ゃ

な
い

0

・
比
方
で
金
神
が
教
え
す
る
の
じ
ゃ
。
な
ん
に
も
心
配
な
し
。
」
午
九
月
二
十
三
日
。

(1523) 

（

『

A
V一
光
犬
神
党
』

p
．M叩
1
m
m
以
下
烹
H
A
』
と
客
）

天
照
自
主
犬
神
と
教
祖
｜
｜
対
話
の
背
景
｜
｜

『
金
光
大
神
覚
』
に
か
ぎ
っ
て
み
れ
ば
、
天
照
皇
犬
神
が
、
と
れ
ま
で
の
教
祖
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
神
で
あ
っ
た
の
か
を
伺
う
に
足
る

十
分
な
記
述
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
記
述
が
な
い
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
「
先
祖
」
の
と
と
に
つ
い
て
、
安
政
五
年
七
月
ま
で
－
記
述
さ

れ
て
い
な
い
の
と
相
通
じ
た
性
質
を
も
っ
て
い
る
。
墓
参
り
や
、
精
霊
回
向
な
ど
に
よ
っ
て
、
先
祖
を
杷
る
の
は
、
当
時
の
人
々
、
特
に
教

祖
の
よ
う
な
家
督
相
続
者
に
と
っ
て
は
、
と
り
た
て
て
言
挙
げ
す
る
ま
で
も
な
い
、
き
わ
め
て
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
を
重
ね
て
形
成
さ
・

れ
、
形
成
さ
れ
な
が
ら
伝
え
ら
れ
て
共
同
体
に
定
着
し
、
そ
の
中
で
生
き
る
人
々
が
依
り
か
か
り
、
・
そ
れ
を
守
っ
て
日
々
の
営
み
を
す
る
、

そ
の
も
の
を
「
伝
承
的
な
る
も
の
」
と
規
定
で
き
る
と
す
れ
ば
、
教
祖
に
と
っ
て
、
天
照
皇
大
神
と
の
関
係
も
先
祖
と
の
関
係
も
、
同
じ
よ

＠
 

う
に

「
伝
承
的
な
る
も
の
」
の
な
か
で
の
乙
と
で
あ
っ
た
υ

『金
光
大
神
覚
」
花
、
天
照
皇
大
神
に
関
わ
っ
て
、
当
面
の
安
政
五
年
九
月
の
時
点
に
い
た
る
ま
で
記
述
が
な
い
と
は
い
え
、
一
箇
所
だ

け
か
す
か
な
手
掛
り
を
見
出
す
乙
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
文
政
十
三
年
（
天
保
元
年
〉
（
一
一
色
、
教
祖
十
七
歳
の
時
の
参
宮
の
記
述
で
あ
る

＠
 

（

『

E
P．5
参
閥
）
。
教
組
が
村
内
の
人
々
十
一
人
と
連
れ
だ
っ
て
伊
勢
参
宮
に
出
か
け
た
そ
の
年
は
、
日
本
宗
教
史
上
興
味
深
い
問
題
を
さ
ま



ざ
ま
に
提
起
し
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
「
お
か
げ
ま
い
り
」
の
六
度
目
が
起
き
た
年
で
あ
っ
た
。
伊
勢
山
田
の
人
、
箕
曲
在
六
の
し
た
た
め
た

『
文
政
神
田
央
記
』
に
は
、
参
宮
者
の
人
数
が
、
文
政
十
三
年
三
月
一
日
か
ら
六
月
二
十
日
ま
で
日
ご
と
に
記
き
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
総
計

す
る
と
四
百
二
十
七
万
六
千
七
百
人
と
い
う
鬼
大
な
数
に
な
る
。
六
月
末
に
一
旦
参
宮
者
は
減
少
し
て
、
参
宮
者
に
食
事
や
宿
を
提
供
す
る

せ
宮
ょ
う

「
施
行
」
が
休
止
さ
れ
た
記
録
も
あ
る
が
、
教
祖
一
行
が
伊
勢
に
到
着
し
た
と
考
え
ら
れ
る
七
月
下
旬
に
は
、
参
宮
者
の
数
は
再
度
増
し
て
、

＠
 

商
家
な
ど
が
お
と
な
う
施
行
も
再
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
時
期
は
、
乙
の
年
の
前
半
の
よ
う
に
「
人
に
大
重
る
程
の
賑
ひ
な
れ
ば
寸
地
の
透

＠
 

き
も
な
〈
、
通
行
六
か
敷
程
に
候
得
ば
：：：
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
状
況
で
は
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
伊
勢
お
よ
び
伊
勢
神
宮
は
教
祖
一
行

＠
 

「
我
国
第
一
の
宗
廟
」
の
面
白
を
ほ
し
い
ま
ま
に
顕
一
ホ

の
品
別
花
、

「
内
外
の
神
の
う
つ
り
し
ず
ま
ら
す
と
こ
ろ
」

「
日
本
総
て
相
集
る
所
」

し
た
と
い
え
よ
う
。

慶
安
三
年
（
ト
告
に
近
世
の
「
お
か
げ
ま
い
り
」
が
始
め
て
起
き
て
以
来
、
六
十
年
に
一
度
と
世
に
い
わ
れ
て
、
き
た
「
が
か
げ
年
」
に
参
宮

の
機
を
得
、
そ
の
賑
い
に
接
し
た
教
祖
に
し
て
は
、
そ
の
記
述
は
一
見
そ
っ
け
な
い
も
の
で
あ
る
。

ま
た
十
七
歳
、
参
宮
い
た
す
時
、
母
が
足
へ
三
塁
の
灸
い
た
せ
と
申
し
候
。
ゃ
い
と
す
え
て
ま
い
り
、
道
中
で
や
い
と
ぼ
う
じ
て
難

渋
仕
り
候
。

月

『
党

』

p
．5）

ζ

れ
は
、
若
い
頃
の
一
連
の
病
気
難
渋
の
一
つ
と
し
て
記
述
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

が
、
そ
ζ

に
、
教
祖
の
参
宮
体
験
が
ど
の
よ
う
に
か
〈
さ
れ
て
い
る
か
、
「
道
中
で
や
い
と
ぼ
う
じ
て
難
渋
」
と
い
う
言
葉
に
ふ
み
と
ど
ま

っ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
後
に
記
さ
れ
て
い
る
も
の
と
の
関
係
か
ら
、

同
時
代
の
人
々
に
と
っ
て
と
同
様
、
教
祖
に
と
っ
て
も
、
伊
勢
へ
の
道
中
は
、
ほ
か
で
も
な
い
「
お
か
げ
参
り
」
の
道
中
で
あ
り
、
天
照

皇
大
神
の
神
威
に
ふ
れ
て
、
幸
せ
を
約
束
さ
れ
る
道
中
で
あ
っ
た
・と
と
は
言
わ
ず
も
、
が
な
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
過
去
の
伊
勢
参
宮
に
関
わ
る

(1524) 

31 



32 

神
異
記
な
ど
の
説
暴
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
粉
飾
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
庶
民
が
あ
じ
わ
っ
た
奇
蹟
と
浄
福
に
満
ち
た
参
宮
体
験
の
集

積
で
あ
り
、
そ
れ
が
ま
た
庶
民
の
中
に
伝
え
ら
れ
て
、
人
々
を
一
一
層
、
伊
勢
神
宮
へ
と
向
わ
し
め
て
き
た
の
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
伊

勢
御
師
の
大
谷
村
へ
の
巡
回
な
ど
の
関
係
も
あ
っ
て
、
教
祖
は
参
宮
以
前
に
養
父
粂
治
郎
や
村
人
か
ら
そ
う
し
た
類
の
「
お
か
げ
ば
な
し
」

を
開
い
て
い
た
。で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
教
祖
自
身
、
自
ら
参
宮
道
中
へ
足
を
踏
入
れ
て
み
る
と
、

「
ゃ
い
と
ぼ
う
じ
て
難
渋
」
と
い
う
乙
と

に
な
っ
た
。
し
た
、が
っ
て
、
乙
の
一
言
葉
か
ら
参
宮
に
か
け
た
若
者
の
期
待
の
崩
れ
去
っ
た
相
を
ま
ず
読
み
と
る
乙
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
、
そ
の
道
中
は
、
教
祖
一
人
の
も
の
で
は
な
〈
で
、
大
谷
村
の
庄
屋
の
子
四
右
衛
門
も
含
め
て
、
同
行
十
一
人
と
共
に
歩
み
を
分

け
あ
う
「
道
中
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
村
を
出
、
村
か
ら
離
れ
ゆ
く
道
程
に
あ
る
と
は
い
え
、
村
内
で
の
そ
れ
と
な
〈
定
め
ら
れ
た
間
柄

ほ
「
道
中
」
で
も
解
消
さ
れ
は
し
な
い
。
庄
屋
の
子
は
道
中
で
も
庄
屋
の
子
で
あ
っ
た
し
、
他
村
か
ら
来
た
養
子
（
教
祖
）
は
養
子
と
し
て

歩
み
続
け
た
。
当
時
の
村
落
共
同
体
内
で
の
間
柄
の
も
つ
重
み
か
ら
し
て
、
大
谷
村
へ
来
て
五
年
し
か
経
な
い
教
祖
は
、
足
が
痛
む
か
ら
と

て
同
行
の
歩
み
を
度
々
停
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
ろ
う
し
、
た
と
え
同
行
か
ら
同
情
が
寄
せ
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
教

祖
は
一
層
同
行
へ
の
負
い
目
を
深
く
し
て
痛
む
足
を
早
め
た
で
あ
ろ
う
。
ま
き
に
、
そ
の
意
味
か
ら
も
「
道
中
ゃ
い
と
ぼ
う
じ
て
難
、
渋
」
で

あ
る
。次

に
、
当
時
、
参
宮
が
成
人
に
関
わ
る
通
過
儀
礼
的
な
意
味
を
か
ね
そ
な
え
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。
＠
現
在
で
い
う

な
れ
ば
、
成
人
式
の
行
事
で
あ
る
。
村
人
が
伊
勢
参
宮
し
た
時
の
年
令
を
、
村
の
庄
屋
文
書
類
か
ら
割
出
し
て
み
る
と
、
ほ
と
ん
ど
が
十
四

＠
 

才
か
ら
二
十
一
歳
の
あ
い
だ
に
入
る
J

民
俗
学
、
宗
教
学
な
ど
の
研
究
成
果
な
ど
と
も
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
教
祖
の
村
で
も
、
や
は
り
、
参

宮
に
、
村
の
構
成
員
と
し
て
成
人
し
た
と
い
う
証
し
の
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
な
さ
れ
て
い
た
乙
と
が
わ
か
る
。
厳
密
な
意
味
か
ら
す
れ
ば
、

通
過
儀
礼
は
、
一
一
穫
の
修
行
で
あ
り
、
苦
悩
が
と
も
な
う
の
は
当
然
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
生
死
を
か
け
て
耐
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
の
更

生
を
願
う
も
の
で
あ
る
。
レ
か
し
徳
川
末
期
の
庶
民
の
あ
い
だ
で
一
般
に
意
識
さ
れ
て
い
た
も
の
は
、
む
し
ろ
、
安
泰
に
、
支
障
な
〈
そ
れ

を
通
過
す
る
乙
と
に
重
点
、
が
お
か
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
教
祖
は
、
傷
を
も
っ
て
苦
し
み
つ
つ
道
中
を
歩
ま
ね
ば
な

(1525) 



ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
不
本
意
と
い
え
ば
、
〈
王
〈
不
本
意
な
道
中
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
、
「
道
中
ゃ
い
と
ぼ
う
じ
て
難
渋
」
と
い
う
記
述
か
ら
、
そ
の
背
後
に
隠
れ
て
い
る
三
つ
の
乙
と
を
見
き
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
を
単
純
に
考
え
あ
わ
す
と
、
天
照
皇
大
神
は
、
そ
れ
に
は
じ
め
て
関
わ
ろ
う
と
す
る
教
祖
に
肉
体
的
苦
痛
を
あ
た
え
た
に
す
ぎ
な

い
ζ

と
と
な
る
。
し
か
し
、
そ
う
い
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
当
時
の
庶
民
、
特
に
教
祖
の
心
情
を
無
視
し
た
解
釈
に
陥
る
こ
と
に
な
る
。
参

宮
し
な
が
ら
も
、
苦
渋
の
体
験
を
し
た
乙
と
が
契
機
と
な
っ
て
、
次
第
に
教
祖
に
自
ら
の
生
き
方
の
欠
陥
を
自
覚
せ
し
め
、
天
照
皇
犬
神
と

そ
れ
に
関
わ
る
事
柄
に
あ
た
っ
て
の
誠
実
さ
を
育
て
た
と
解
〈
ほ
う
が
、
む
し
ろ
当
を
得
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
う
解
〈
乙
と
に
よ
っ
て
、

天
照
皇
大
神
の
「
成
の
年
の
よ
う
な
氏
子
は
ほ
か
に
ご
ざ
り
ま
せ
ぬ
」
と
い
う
言
葉
の
出
所
を
尋
ね
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
乙
で
、
伊
勢
参
宮
か
ら
、
安
政
五
年
の
当
事
蹟
に
い
た
る
ま
で
の
問
で
、
教
祖
の
天
照
皇
大
神
へ
の
誠
実
さ
を
現
わ
し
て
い
る
と
み
ら

れ
る
事
柄
を
掘
り
起
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
の
手
掛
り
は
、
大
谷
村
圧
屋
、
小
野
家
文
書
の
一
つ
『
足
役
一
帳
刊
に
み

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
天
保
七
年
（
一
一一刻
）
養
父
粂
治
郎
の
没
後
、
教
祖
は
家
督
を
相
続
す
る
と
と
も
に
、
天
保
八
年
（
一
一一
机
）
榊
ら
、

伊
勢
御
師
手
代
の
荷
物
送
り
や
札
配
り
を
手
伝
う
役
柄
も
継
承
し
て
、
安
政
五
年
（b
M
）
十
二
月
ま
で
毎
年
そ
れ
に
従
っ
て
い
る
04

御
師
は
、
神
宮
へ
の
私
祈
祷
の
委
託
を
受
け
る
「
御
祷
師
」

「
師
職
」
と
い
わ
れ
た
役
柄
の
も
の
で
、
鎌
倉
時
代
か
ら
活
動
し
は
じ
め
に

＠
 

も
の
で
あ
る
。
当
初
は
権
門
勢
家
や
名
族
か
ら
の
祈
祷
委
託
に
限
ら
れ
て
い
た
が
、
江
戸
時
代
に
な
る
と
、
そ
の
活
動
は
全
国
の
町
村
に
及

び
、
御
師
と
の
関
係
は
大
名
か
ら
農
民
ま
で
、
全
て
の
階
層
に
ま
で
拡
が
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
寺
の
檀
家
制
度
の
よ
う
な
、

い
わ
ゆ
る
師
檀
関
係
が
結
ば
れ
世
襲
化
き
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
大
谷
村
で
は
、
い
つ
頃
か
ら
家
々
が
御
師
と
関
係
を
も
つ
よ
う
に
な
っ

た
か
き
だ
か
で
は
な
い
が
、
残
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
明
和
二
年
（
仲
町
）
の
『
小
割
帳
』
に
御
師
に
奉
賀
銀
を
支
払
っ
た
記
録
が
あ
る
。
ぬ

御
師
、
が
、
一
般
に
ど
の
よ
う
な
働
き
を
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
秀
れ
た
文
献
が
種
々
あ
る
の
で
、
乙
乙
で
は
概
客
を
示
し
て
論
及
の
糧

と
し
よ
う
吻

御
師
は
、
伊
勢
の
宇
治
ま
た
は
山
田
に
本
拠
を
構
え
、
毎
年
一
定
の
時
期
に
そ
の
手
代
を
檀
家
の
所
在
す
る
地
方
の
村
々
へ
派

⑬
 

遣
し
て
い
た
。
派
遣
先
で
手
代
は
村
か
ら
提
供
さ
れ
る
御
師
宿
に
止
宿
し
て
、
そ
の
家
に
祭
壇
を
設
け
議
員
を
集
め
、
祈
祷
し
、
伊
勢
か
ら
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持
参
し
た
お
抜
大
麻
や
伊
勢
磨
、
伊
勢
み
や
げ
な
ど
を
配
布
し
た
。
止
宿
し
て
い
る
間
は
、
檀
家
の
人
々
に
神
宮
の
神
徳
や
お
か
げ
話
を
吹

聴
し
た
と
い
う

0

・
そ
れ
も
、
内
容
は
伊
勢
の
神
道
家
の
説
〈
教
義
や
思
想
が
中
心
で
は
な
く
て
、
庶
民
の
信
仰
心
情
に
応
え
て
の
現
世
利
益

的
な
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
檀
家
議
員
の
側
で
は
、
手
代
を
あ
た
か
も
神
を
迎
え
る
が
ご
と
〈
迎
え
、
世
話
応
待
を
し
、
そ

の
神
事
に
あ
ず
か
っ
て
い
た
。
そ
う
し
て
祈
祷
料
（
初
穂
料
〉
や
神
宮
遷
宮
な
ど
の
奉
賀
銀
と
し
て
、
金
銭
や
米
な
ど
を
手
代
に
献
じ
て
い
た
。

＠
 

そ
う
す
る
乙
と
で
、
人
々
は
神
宮
の
守
護
に
あ
ず
か
れ
る
も
の
と
信
じ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
心
情
か
ら
察
す
れ
ば
、
手
代
に

従
つ
て
の
お
札
〈
ば
り
や
、
荷
物
運
び
の
役
柄
を
受
け
る
の
は
あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
誠
実
に
勤
め
る
も
の
の
許
に
は
、
浄
福

が
一
一
層
訪
れ
る
と
か
た
〈
信
じ
ら
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
参
宮
の
際
、
苦
し
い
体
験
を
し
た
教
祖
に
と
っ
て
は
、
お
札
配
り
の
乙
と
は
悦
ば
し
い
役
柄
の
到
来
で
あ
っ
た
と

い
え
よ
う
。
そ
う
し
て
、
人
一
倍
、
御
師
の
祈
祷
に
す
が
り
、
そ
の
一
語
り
草
に
耳
を
傾
け
つ
つ
、
養
父
か
ら
受
け
継
い
、
に
役
柄
を
誠
意
を
乙

め
て
生
き
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
役
柄
を
と
お
し
て
御
師
手
代
と
年
々
に
関
わ
る
と
と
に
よ
っ
て
、
教
祖
の
生
活
心
情
に
次
第

に
天
照
自
主
大
神
が
そ
の
庖
を
占
め
て
い
〈
相
を
わ
れ
わ
れ
は
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
教
祖
は
ど
の
よ
う
な
事
柄
を
と
お
し
天
照
皇
大
神
と
関
わ
っ
て
き
た
か
を
、
参
宮
体
験
と
御
師
と
の
関
係
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て

確
め
て
き
た
が
、
そ
う
し
た
事
柄
を
と
お
し
て
の
天
照
皇
大
神
の
教
祖
の
生
へ
の
座
の
占
め
方
に
つ
い
て
ζ

こ
で
省
慮
し
て
お
か
ね
ば
な
ら

な
い
。
そ
乙
で
、
何
よ
り
も
注
目
き
せ
ら
れ
る
の
は
、
教
祖
が
独
り
自
ら
選
ん
で
、
主
体
的
に
そ
の
座
を
天
照
皇
大
神
に
対
し
て
整
え
た
の

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
参
宮
の
苦
し
い
体
験
が
基
盤
に
あ
っ
て
、
教
祖
が
天
照
皇
大
神
に
関
わ
る
役
柄
を
人
並
以
上
に
誠
意
を
も

っ
て
勤
め
た
と
は
い
え
、
そ
れ
は
、
長
年
に
わ
た
っ
て
積
み
重
ね
ら
れ
た
天
照
皇
大
神
に
対
す
る
伝
承
的
な
崇
敬
心
情
と
、
そ
れ
が
形
式
化

さ
れ
た
慣
習
と
の
関
わ
り
が
あ
っ
て
の
乙
と
で
あ
ろ
う
。

そ
乙
で
、
ち
な
み
に
、
教
祖
四
十
二
歳
以
後
の
金
神
と
教
祖
と
の
関
係
の
成
り
方
を
想
起
し
て
み
る
と
、
非
常
な
相
異
を
み
さ
せ
ら
れ
る
。

金
神
と
の
関
係
は
、
教
祖
一
人
、
死
を
目
前
に
し
て
の
苦
悩
と
不
安
を
軸
と
し
て
結
ば
れ
、
そ
の
関
係
は
深
め
ら
れ
た
。
金
神
に
つ
い
て
は
、

、
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天
照
皇
大
神
の
よ
う
に
村
人
と
共
に
分
ち
あ
え
る
伝
承
的
敬
神
心
情
の
支
え
が
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、
慣
習
と
し
て
は
、
む
し
ろ
村
人
は
悪

＠
 

神
と
し
て
金
神
を
可
能
な
限
り
さ
け
て
通
ろ
う
と
し
た
乙
と
は
、
後
の
教
組
の
言
葉
の
中
に
も
数
多
〈
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

そ
う
し
た
風
潮
の
中
に
あ
っ
て
、
教
祖
は
金
神
と
の
関
係
を
深
め
、
四
十
四
歳
後
半
か
ら
、
特
に
顕
著
に
、

生
活
を
支
え
守
る
神
性
と
し
て

そ
の
神
を
教
祖
は
と
ら
え
始
め
る
乙
と
と
な
っ
た
。
四
十
五
歳
に
い
た
っ
て
は
、
い
よ
い
よ
、
そ
の
金
神
と
の
関
係
に
自
ら
の
生
活
全
体
を

か
け
て
い
〈
。
そ
の
よ
う
な
関
係
の
成
り
ょ
う
か
ら
み
る
と
、
金
神
と
の
関
係
は
、
伝
承
的
な
る
も
の
に
守
ら
れ
て
結
ぼ
れ
た
関
係
と
は
ち

が
っ
た
、
い
う
な
れ
ば
主
体
的
に
受
け
と
め
ら
れ
た
関
係
と
し
て
浮
び
あ
、
が
っ
て
〈
る
。

そ
う
し
た
主
体
的
な
関
係
に
と
ら
え
ら
れ
、
そ
の
関
係
の
深
み
へ
と
生
活
全
体
が
傾
斜
さ
せ
ら
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、

生
の
一
層
根

源
的
な
問
題
へ
、
に
り
降
り
て
い
〈
ζ

と
を
当
事
者
に
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
の
で
、
そ
う
し
た
関
係
が
結
ぼ
れ
る
以
前
に
成
り
立
ち
営
ま
れ

て
、
き
た
関
係
一
切
が
、
そ
の
、
亡
り
降
り
て
い
〈
過
程
で
、
次
々
と
聞
い
に
付
さ
れ
ず
に
お
れ
な
〈
な
る
。
こ
乙
で
は
、
そ
う
し
た
関
係
の
一

つ
と
し
て
問
題
化
き
れ
て
浮
上
し
て
く
る
も
の
が
、
村
内
の
伝
承
的
な
信
仰
心
情
、
慣
習
と
調
子
を
響
き
合
せ
ら
れ
つ
つ
教
祖
の
心
情
に
座

を
占
め
て
保
た
れ
て
き
た
天
照
皇
大
神
と
の
関
係
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
す
で
に
、

「
精
霊
回
向
」

・
「秋
う
ん
か
」
の
事
蹟
で
み
ら

れ
る
金
神
と
教
祖
と
の
関
係
の
深
化
の
過
程
を
経
て
、
次
に
関
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
問
わ
れ
る
の
、
が
、
上
述
し
た
天
照
皇
大
神

と
の
関
係
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
、

「
天
照
皇
大
神
様
、
成
の
年
氏
子
を
私
に
く
だ
さ
れ
候
」

と
い
う
金
神
の
申
し
出
の
背
景
を
見
き
せ
ら
れ
る
。
次
章
で
は
、
そ
の
申
し
出
の
も
た
ら
す
意
味
を
た
ず
ね
つ
つ
、
天
照
由
主
大
神

・
金
神
・

教
祖
の
三
者
の
関
係
の
問
題
を
一
一
層
明
確
に
し
て
い
き
た
い
。
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金
神
と
天
照
皇
大
神

i
i対
話
の
意
味
1

1

(1529) 

ζ

れ
ま
で
、
こ
の
事
蹟
は
、
「
天
照
皇
大
神
の
氏
子
と
し
て
の
日
本
人
教
祖
を
、
世
界
の
総
氏
神
と
し
て
の
天
地
金
乃
神
が
心
り
い
う
け

＠
 

た
」
と
か
「
天
地
の
親
神
様
が
天
照
皇
大
神
の
氏
子
で
あ
る
立
場
か
ら
、
教
祖
様
を
も
ら
い
う
け
ら
れ
る
と
い
う
ζ

と
に
な
っ
た
」
と
し
て

解
か
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
解
釈
は
そ
れ
な
り
に
首
肯
せ
し
め
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
が
、
乙
の
解
釈
の
基
盤
は
、
安
政
五
年
九
月
の
教
祖
の

生
に
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
熱
し
た
晩
年
の
信
仰
に
お
か
れ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
点
、
乙
の
解
釈
は
な
お
吟
味

し
な
お
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
性
を
苧
ん
で
い
る
の
で
、
そ
乙
に
目
を
注
、
包
つ
つ
論
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。
金
神
の
申
し
出
に
統
〈
記

述
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

天
岡山
皐
犬
神
「
へ
い
あ
げ
ま
し
ょ
う
」
と
申
さ
れ
。
金
一
利
「
成
の
年
金
神
が
其
方
も
ろ
う
た
か
ら
、
金
神
一
乃
弟
子
に
も
ら
う
ぞ
」
と
仰

せ
ら
れ
。

天
照
皇
犬
神
「
へ
い
あ
げ
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
了
解
は
、
金
神
と
教
祖
と
の
主
体
的
、
積
極
的
な
関
係
の
深
ま
り
の
勢
い
に
押
し
流
さ
れ

た
か
っ
乙
う
で
言
葉
と
な
っ
て
い
る
。
金
神
は
そ
の
了
解
に
も
と
い
す
い
て
、
と
れ
ま
で
め
信
心
の
関
係
を
将
来
へ
向
っ
て
一
層
特
殊
な
も
の

（
一
乃
弟
子
）
に
す
る
乙
と
を
教
祖
に
伝
え
て
い
る
。

と
乙
ろ
で
、
性
急
と
い
え
ば
性
急
な
金
神
の
一一
昌
表
が
、
乙
れ
ま
で
教
祖
が
営
ん
で
き
た
生
活
に
重
大
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
乙
と
に
注

目
し
な
け
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
言
表
は
直
接
的
に
は
前
章
で
ふ
れ
た
伊
勢
御
師
札
配
り
の
役
柄
か
ら
身
を
引
〈
乙
と
、
さ
ら
に
、
そ
れ
と
密

接
に
関
わ
る
伊
勢
議
か
ら
の
離
脱
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
当
時
の
封
建
体
制
内
で
の
社
会
生
活
の
あ
り
方
と
の
関
連
の
な

か
で
考
え
る
と
、
村
落
共
同
体
内
で
の
あ
る
特
殊
な
役
柄
と
立
場
か
ら
身
を
ひ
〈
乙
と
で
は
終
ら
な
い
性
質
を
秘
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
ら



さ
れ
る
。
当
時
は
、
家
と
い
う
血
縁
関
係
を
も
と
に
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
講
集
団
が
重
な
り
あ
い
働
き
あ
っ
て
、
幕
藩
体
制
に
順
応
し
、
村

と
い
う
内
輪
的
共
同
体
が
具
体
的
に
仕
上
げ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
内
で
、
家
々
が
分
け
も
つ
役
柄
が
と
ど
乙
お
り
な
〈
担
わ
れ
充
に
さ
れ
て

い
〈
乙
・と
で
、
共
同
体
内
部
で
の
家
々
の
存
在
、
が
許
き
れ
、
そ
の
限
り
で
一
人
一
人
の
生
活
が
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
村
内
の
他
の
役
柄
と

の
有
機
的
な
関
連
に
守
ら
れ
て
、
は
じ
め
て
、
一
つ
の
役
柄
、
が
そ
れ
と
し
て
充
た
さ
れ
、
一
つ
の
役
柄
、
が
と
ど
乙
お
り
な
〈
‘担
わ
れ
る
ζ

と

で
他
の
役
柄
、
か
働
き
を
も
っ
と
い
う
関
係
が
当
時
は
‘
き
わ
や
か
に
立
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

上
述
し
た
よ
う
な
関
わ
り
あ
い
の
な
か
で
役
柄
を
担
い
、
生
活
を
営
ん
で
き
た
教
祖
に
と
っ
て
、
金
神
が
一
乃
弟
子
ん
ら
い
う
け
を
・
申
し

出
、
そ
れ
を
天
照
皇
大
神
が
承
諾
す
る
こ
と
は
、
単
に
、
信
仰
対
象
が
超
地
域
的
世
界
的
な
神
性
へ
と
確
定
し
た
と
か
、
後
数
で
あ
っ
た
信

仰
対
象
が
金
神
に
定
ま
っ
た
と
か
に
と
ど
ま
ら
な
い
問
題
性
に
当
面
さ
せ
ら
れ
る
乙
と
に
な
る
。
そ
の
申
し
出
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に

直
接
に
は
、
お
札
〈
ば
り
の
役
柄
な
ど
か
ら
身
を
び
〈
乙
と
を
示
唆
す
る
が
、
共
同
体
内
部
で
そ
の
乙
と
が
な
さ
れ
る
場
合
、
教
祖
が
こ
れ

ま
で
依
拠
す
る
の
が
当
然
の
こ
と
と
し
て
依
拠
し
て
き
た
村
落
共
同
体
的
な
も
の
、
そ
し
て
そ
の
基
盤
か
ら
の
生
全
体
を
か
け
て
の
離
脱
を

も
招
来
せ
し
め
る
問
題
に
迫
ら
れ
る
乙
と
と
な
る
。
き
ら
に
い
え
ば
、
当
時
の
村
人
の
意
識
か
ら
は
、

ζ

れ
ま
で
な
れ
親
し
ん
で
き
、
熟
知

し
て
き
た
生
活
そ
の
’
あ
の
の
放
棄
を
さ
え
示
唆
す
る
申
し
出
に
教
祖
は
当
面
き
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

金
神
の
申
し
出
、
が
、
上
述
し
た
よ
う
な
問
題
性
を
も
っ
て
教
祖
に
迫
る
も
の
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
受
け
と
ら
れ
て
い

〈
の
、
だ
ろ
う
か
。
第
一
の
問
題
は
、
日
常
的
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
伝
承
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
生
活
の
基
盤
を
ど
乙
に
転
換
せ
し
め

る
か
と
い
う
乙
と
、
が
応
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
第
こ
に
は
、
。
現
実
的
な
こ
と
と
し
て
、

ζ

れ
ま
で
の
役
柄
か
ら
離
れ
る
乙
と
で
起
き
て

〈
る
村
や
村
人
と
の
間
柄
、
が
ど
う
生
き
ら
れ
る
か
が
確
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
第
一
の
乙
と
は
、
教
祖
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
深
め
ら
れ
た

金
神
と
の
関
係
に
依
る
以
外
に
な
い
だ
ろ
う
が
、
第
二
の
実
際
に
他
と
の
、
今
日
明
日
に
で
も
関
わ
っ
て
〈
る
間
柄
の
問
題
に
迫
ら
れ
る
乙

と
に
よ
っ
て
、
第
一
の
乙
と
も
改
め
て
そ
の
確
認
を
求
め
ら
れ
ず
に
は
お
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
み
れ
ば
、
三
か
月
前
の
先
祖
国
向
に

際

し

て

の

教

祖

が

か

か

え

さ

せ

ら

れ

た

問

題

を

想

起

せ

し

め

ら

れ

る

。

と

し

て

生

き

る

乙

と

37 

そ
の
際
は

「
金
乃
神

（
金
神
〉
下
葉
の
氏
子
」

(1530) 
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＠
 

と、

川
手
家
の
子
孫
と
し
て
生
き
る
こ
と
と
の
関
連
が
教
祖
の
生
の
内
奥
で
問
わ
れ
、
確
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し

て
確
め
ら
れ
た
存
在
証
明
は
、

し
か
し
、
常
に
新
た
な
領
域
、
新
た
な
状
況
か
ら
迫
ら
れ
る
問
題
性
に
曝
き
れ
ず
に
は
お
か
な
い
。
乙
の
場

面
で
い
う
と
、
社
会
的
人
間
と
し
て
の
「
間
柄
」
に
生
、
さ
る
こ
と
と
、
「
金
乃
神
下
棄
の
氏
子
」
さ
ら
に
は
「
一
乃
弟
子
」
と
し
て
生
L

さ
る

こ
と
と
の
関
連
性
の
問
題
で
あ
る
白
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
の
教
祖
に
と
っ
て
は
聞
い
残
さ
れ
、
解
き
残
さ
れ
た
問
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
関

係
の
勢
い
に
乗
っ
て
の
金
神
の
天
照
皇
大
神
に
対
す
る
説
得
、
が
、
そ
の
問
題
を
あ
ら
た
め
て
表
面
化
さ
せ
る
乙
と
を
結
果
し
て
い
る
。
そ
の

表
面
化
し
て
〈
る
も
の
を
次
の
天
照
皇
大
神
の
金
神
へ
の
応
答
を
通
し
て
読
み
と
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

(1531) 

「
金
神
様
、
成
の
年
あ
げ
ま
し
ょ
う
と
は
申
し
た
れ
ど
も
、
え
い
あ
げ
ま
せ
ん
。
成
の
年
の
よ
う
な
氏
子
は
、

ほ
か
に
ご
ざ
り
ま
せ

ぬ
。」

こ
乙
で
「
成
の
年
の
よ
う
な
氏
子
は
、
ほ
か
に
ご
ざ
り
ま
せ
ぬ
。
」
と
発
言
せ
し
め
る
天
照
皇
犬
神
と
教
祖
と
の
関
係
は
、
前
章
で
ふ
れ

た
よ
う
K
、
教
祖
の
参
宮
と
そ
の
後
の
御
師
と
の
関
係
に
も
と
づ
い
て
い
る
こ
と
を
見
落
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
ま
た
そ
の
関
係
は
、

教
祖
が
直
接
に
自
ら
の
決
断
に
も
と
づ
い
て
絡
ん
だ
関
係
で
は
な
〈
て
、
村
落
共
同
体
的
な
も
の
を
媒
介
に
し
て
成
り
怠
っ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
関
係
の
も
と
で
顕
わ
れ
る
天
照
皇
大
神
の
神
性
は
、
本
居
宣
長
な
ど
の
国
学
者
、
明
治
為
政
者
た
ち
の
系
譜
に
あ
る
者
た
ち
が

把
え
宣
布
し
た
神
性
と
は
必
ず
し
も
重
な
り
あ
わ
な
い
こ
と
に
注
意
し
て
お
か
な
い
乙
と
に
は
、

ζ

の
事
蹟
に
あ
ら
わ
れ
た
対
話
の
内
容
を

理
解
で
き
な
〈
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
宣
布
さ
れ
た
と
乙
ろ
か
ら
い
え
ば
、
伊
勢
神
宮
は
朝
廷
の
祖
廟
で
あ
り
、
日
本
人
は
す
べ
て
そ
の

後
葡
で
あ
る
と
乙
ろ
か
ら
、
天
照
自
主
大
神
は
、
万
民
の
祖
神
で
あ
る
と
い
う
乙
と
に
な
る
が
、
そ
う
し
た
観
念
を
民
間
の
信
仰
心
情
の
中
へ

＠
 

単
純
に
持
ち
乙
む
わ
け
に
い
か
な
い
と
乙
ろ
は
、
す
で
に
、
桜
井
徳
太
郎
な
ど
が
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。



乙
の
事
績
以
後
、
特
に
教
組
が
隠
居
し
、
立
教
神
伝
を
受
け
て
農
業
を
差
じ
止
め
ら
れ
る
あ
た
り
の
生
活
基
盤
の
変
様
の
動

き
と
の
関
連
で
、
つ
ま
り
、
共
同
体
内
で
の
役
柄

・
立
場
か
ら
一
切
退
い
て
い
〈
と
い
う
こ
と
と
の
関
連
で
、
乙
の
事
蹟
に
あ
ら
わ
れ
た
天

照
皇
大
神
の
神
性
を
考
え
て
み
る
と
、
天
照
白
玉
大
神
は
、
村
内
の
人
々
を
む
す
び
合
し
、
村
を
村
と
し
て
立
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
教
祖
の
生

活
を
人
々
と
の
伝
承
的
な
間
柄
の
も
と
に
庇
護
し
て
き
た
神
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
氏
神
も
、

村
や
家
々
で
祭
紀
さ
れ
て
い
た
神
々
も
、
天
照
皇
大
神
と
は
密
接
な
関
わ
り
が
あ
る
。
た
だ
天
照
皇
大
神
は
、
共
同
体
を
有
機
的
な
も
の
と

し
て
結
ぶ
力
の
、
拡
が
り
を
も
っ
た
、
普
遍
的
象
徴
と
し
て
信
じ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
ζ

と
、
が
で
き
よ
う
。

天
照
皇
犬
神
を
こ
の
よ
う
な
神
性
と
し
て
規
定
す
る
と
、
と
の
事
蹟
で
は
、
一
方
で
、
金
神
が
教
祖
を
共
同
体
の
一
員
と

νて
の
立
場
か

ら
自
ら
の
許
へ
と
連
れ
出
す
乙
と
を
示
唆
し
、
他
方
で
は
そ
れ
に
天
照
皇
大
神
が
反
駁
し
、
村
人
の
立
場
へ
教
祖
を
と
ど
め
よ
う
と
す
る
、

、
き
わ
め
て
切
迫
し
て
生
活
的
な
問
題
、
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
問
答
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
が
一
層
明
確
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
、
教

祖
の
生
活
の
立
ち
所
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
教
祖
の
許
で
、
教
祖
を
め
ヤ
つ
て
の
問
答
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
見
過
す
と
、
神

々
の
主
権
争
い
、
だ
と
か
、
優
位
性
確
立
の
争
論
、
が
な
さ
れ
て
教
祖
の
所
属
が
決
定
さ
れ
た
と
い
う
よ
う
な
解
釈
に
お
ち
い
っ
て
し
ま
う
の
で

あ
る
。
生
活
的
な
問
題
を
め
ぐ
っ
て
問
答
が
な
さ
れ
て
い
る
乙
と
が
、
さ
ら
に
明
確
に
な
る
の
が
、
次
の
金
神
の
天
照
皇
犬
神
に
対
す
る
応

と
こ
ろ
で
、

答
で
あ
る
。

「
そ
れ
で
も
、
い
っ
た
ん
や
ろ
う
と
言
う
て
か
ら
、
や
ら
ん
と
は
偽
り
、
ぜ
ひ
も
ら
い
ま
す
。
惜
し
け
れ
ば
、
成
の
年
の
か
わ
り
に

せ
が
れ
巳
の
年
（
浅
吉
）
成
長
仕
り
、
お
広
前
ま
い
ら
さ
せ
ま
す
る
か
ら
く
だ
さ
れ
。
」

乙
の
金
神
の
応
答
は
、
出
だ
し
の
性
急
な
語
勢
に
比
し
て
、
実
に
周
到
な
配
慮
、
が
こ
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
教
視
を
ζ

れ
ま

で
の
立
場
に
と
ど
め
よ
う
と
す
る
天
照
皇
大
神
の
願
望
と
、
金
神
の
一
乃
弟
子
も
ら
い
う
け
の
申
し
出
の
間
に
お
し
止
め
ら
れ
た
教
組
の
戸

(1532) 
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惑
い
に
応
え
て
あ
ま
り
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
応
答
の
究
明
は
、

一
旦
承
知
し
て
お
き
な
が
ら
、
前
言
を
覆
え
し
、
偽
り
を
い
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
天
照
皇
大
神
に
思
い
を
寄
せ

る
乙
と
か
ら
始
め
ね
ば
ら
な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
ま
ず
、

天
照
皇
大
神
と
い
え
ば
、
「
正
直
」
の
守
神
と
し
て
い
た
当
時
の
庶
民
心
情
を
考

え
あ
わ
し
て
み
よ
う
。
「
正
直
」
は
天
照
皇
大
神
託
官
一
の
根
本
と
し
て
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
い
つ
の

こ
ろ
か
ら
か
庶

＠
 

民
の
家
々
の
床
の
間
に
か
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

「
三
社
の
託
宣
」
の
掛
軸
の
中
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
教
祖
も
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は

＠
 

承
知
し
て
い
た
よ
う
で
、
後
に
、
「
三
社
の
託
宣
と
心
を
合
す
」
と
い
う
教
え
を
し
た
乙
と
が
伝
え
ら
れ
で
も
い
る
。
託
宣
と
し
て
の

「
正

直
」
は
、
そ
の
始
め
は
、
神
道
思
想
家
た
ち
に
よ
っ
て
説
き
初
め
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、

後
に
は
、
封
建
体
制
下
に
お
い
て
の
、

共
同

体
秩
序
を
保
持
し
て
い
〈
う
え
に
、
欠
か
し
え
な
い
生
活
の
基
本
徳
目
と
し
て
庶
民
に
伝
え
ら
れ
、
受
容
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
ち
な

み
に
西
川
如
見
の
い
う
と
こ
ろ
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

兎
角
下
民
は
人
を
お
さ
む
る
役
に
あ
ら
ず
、
人
に
お
さ
め
ら
る
る
者
な
れ
ば
、
唯
平
常
の
心
を
専
ら
と
し
て
僅
も
謀
計
の
意
を
起
す

＠
 

事
な
か
れ
と
神
明
（
天
照
皇
大
神
）
の
託
宣
恐
る
べ
し
。

こ
う
し
て
封
建
体
制
内
で
生
き
る
よ
う
に
、
庶
民
に

「
正
直
」
を
励
め
、
虚
偽
・
謀
計
を
戒
め
る
と
さ
れ
た
神
に
対
し
て
、
金
神
は
正
面
か

ら
「
偽
り
」
を
指
摘
し
た
の
で
、
単
に
、
言
表
の
つ
じ
つ
ま
の
あ
わ
な
さ
の
指
摘
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
も
の
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
御
師
お
よ
び
伊
勢
講
の
問
題
に
関
連
し
て
次
章
で
ふ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

「
偽
り
」
を
言
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
乙
と
、
つ
ま
り
、
天
照
皇
大
神
の
金
神
に
対
す
る
「
ゆ
す
れ
な
さ
」
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
内

容
の
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
天
照
皇
大
神
は
村
落
共
同
体
を
結
ぶ
働
き
の
象
徴
と
し
て
の
神
性
で
あ
る
、
と
既
述
し
た
と
乙
ろ
か
ら

い
え
ば
、
そ
れ
は
、
教
祖
が
そ
の
中
で
分
け
持
っ
て
い
た
立
場
と
役
柄
、
が
、
何
ら
か
の
形
で
持
続
さ
れ
続
け
る
こ
と
と
深
く
関
係
し
て
い
る
。

そ
の
こ
と
が
保
証
さ
れ
な
い
乙
と
に
は
、

「
ゆ
ず
れ
な
さ
」
は
い
つ
ま
で
も
残
さ
れ
る
と
と
に
な
る

0

．
天
照
皇
大
神
に
関
わ
っ
て
き
た
教
祖

そ
の
人
に
と
っ
て
も
同
じ
で
あ
ろ
う
。
教
組
、
が
村
内
で
担
い
、
充
た
し
て
き
た
立
場
と
役
柄
は
、

自
ら
の
主
体
的
選
択
や
、
個
人
的
決
意
の

(1533) 



み
で
受
容
さ
れ
て
き
た
も
の
で
な
く
て
、
さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
伝
承
的
な
る
も
の
と
の
関
係
で
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
か

ぎ
り
で
、
た
と
え
、
金
神
の
誘
い
に
よ
る
と
は
い
え
、
自
分
自
ら
の
意
志
で
、
そ
れ
ら
か
ら
離
反
し
さ
え
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
よ
う
な
も
の

で
は
な
い
。
し
た
、
か
つ
て
、
そ
こ
に
伝
承
的
立
場
や
役
柄
に
対
す
る
配
慮
と
手
だ
て
が
示
さ
れ
る
乙
と
な
し
に
は
、
教
祖
と
天
照
皇
大
神
と

の
関
係
は
解
か
れ
る
こ
と
が
な
い
。
そ
乙
に
、
金
神
の
、
「
一
乃
弟
子
」
も
ら
い
う
け
の
申
し
出
を
一
方
的
に
押
し
通
さ
せ
な
い
天
照
皇
大

神
の
「
ゆ
ず
れ
な
さ
」
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の

「
ゆ
ず
れ
な
き
」
は
、
単
げ
札
、
教
祖
の
天
照
皇
大
神
に
対
す
る
誠
実
さ
、
信
仰
の

厚
さ
な
ど
と
い
う
．も
の
か
ら
の
乙
と
だ
け
で
は
な
〈
て
、
‘
き
わ
め
て
具
体
的
生
活
的
な
現
実
の
、
そ
の
時
と
し
て
の
あ
り
方
に
根
付
い
て
の

も
の
で
あ
る
、
に
け
に
、
金
神
の
そ
れ
に
応
ず
る
答
え
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
、
跡
自
の
浅
吉
が
成
長
し
た
ら
広
前
に
ま
い
ら
す
と
い
う
言
葉
も
、

具
体
的
生
活
的
な
内
容
を
も
つ
も
の
と
し
て
読
み
と
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

「
和
広
前
ま
い
ら
さ
せ
ま
す
る
」
の
「
お
広
前
」
と
は
ど
乙
を
指
す
の
か
。
言
う
ま
で
も
な
〈
、
明
ら
か
に
そ
れ
は

「天
照
皇
大
神
広
前
」

＠
 

で
あ
る
。
当
時
の
用
例
を
み
る
と
、

「本
宮
に
至
り
、
広
前
に
平
伏
し
て
」
「
本
宮
の
広
前
に
至
り
、
拝
礼
の
さ
ま
ま
た
外
宮
に
同
じ
」

「

＠
 

伊
勢
へ
連
れ
て
行
て
、
御
広
前
へ
奉
納
せ
ん
と
存
候
て
」
な
ど
と
、
庶
民
の
聞
で
用
い
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
推
し
て
も
「

広
前
」
と
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
伊
勢
両
宮
の
神
前
を
指
す
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
そ
う
と
し
て
、
金
神
の
言
葉
を
解
く
と
、
八
戊

の
年
の
か
わ
り
に
、
巳
の
年
浅
吉
が
成
長
し
た
ら
伊
勢
参
宮
を
さ
せ
る
か
ら
成
の
年
を
〈
だ
き
い

V
と
な
る
。
そ
ζ

で
、
再
び
当
時
の
村
の

慣
習
を
想
起
し
て
み
る
と
、
成
人
に
近
づ
い
た
り
、
成
人
に
達
し
た
り
し
た
ら
大
半
、
が
参
宮
を
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
と
し
て
は
、

特
別
な

配
慮
で
は
な
か
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
し
て
や
、
教
祖
の
家
は
、
御
師
の
札
配
り
な
ど
手
伝
っ
て
き
た
家
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

③
 

「
成
の
年
の
か
わ
り
に
」
を
充
た
す
よ
う
な
重
大
事
と
し
て
、
浅
吉
を
参
宮
さ
せ
る
と
と
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
金
神
は
な
ぜ
、
そ

れ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
当
然
の
と
と
を
重
大
げ
に
言
挙
げ
し
た
の
か
と
い
う
解
釈
上
の
問
題
K
当
面
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
ま
た
、
「
成
の
年
の
か
わ
り
に
」
と
い
う
言
葉
に
注
意
し
て
み
よ
う
。
言
葉
通
り
解
〈
と
、
「
成
の
年
」
が
ま
い
る
か
わ
り
に
浅

士
ロ
を
参
宮
さ
せ
る
と
な
る

o
yが
、
成
の
年
は
、
第
一
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
す
で
に
、
十
七
歳
の
時
、
参
宮
は
す
ま
せ
て
お
り
、
再
度

(1534) 
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の
参
宮
の
必
要
性
は
、
当
時
の
人
の
慣
習
か
ら
い
つ
で
も
、
ま
た
、
教
祖
自
身
の
金
神
と
の
関
係
か
ら
い
っ
て
も
ま
ず
考
え
ら
れ
な
い
。
村

人
の
な
か
に
は
、
天
保
四
年
か
ら
安
政
四
年
に
い
た
る
ま
で
五
度
も
参
宮
し
た
者
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
特
殊
な
ケ
l
ス
で
、
ま
ず
普
通

⑧
 

に
は
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、

(1535) 

「
戊
の
年
の
か
わ
り
に
」
と
い
う
一
句
は
、
直
接
参
宮
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
も

し
か
し
、

「
成
の
年
の
か
わ
り
に
」
と
「
巳
の
年
：
：
・
・
ま
い
ら
さ
せ
る
」
と
は
一
つ
の
関
連
の
も
と
で

考
え
ね
ば
な
ら
な
い
乙
と
で
あ
る
。
そ
乙
で
、
伊
勢
参
宮
が
成
人
式
参
詣
の
役
割
を
も
っ
て
い
た
．と
い
う
前
章
の
論
述
を
想
起
し
て
み
る
。

A

曹、

・
参
宮
は
、
具
体
的
に
は
、
伊
勢
へ
参
る
乙
と
で
あ
る
が
、
象
徴
的
K
は
、
共
同
体
の
成
員
と
し
て
仲
間
入
り
す
る
乙
と
、
ひ
い
て
は
、
家
お

よ
び
村
の
立
場
、
役
柄
の
責
任
を
分
け
も
っ
と
い
う
意
味
を
隠
し
持
っ
て
い
る
と
い
う
乙
と
が
わ
か
ら
さ
れ
る
。
そ
れ
を
考
慮
し
て
、

「
成

の
年
の
か
わ
り
に
：：：
お
広
前
ま
い
ら
さ
せ
ま
す
」
を
解
〈
と
、
八
浅
吉
、
が
成
長
し
た
ら
天
照
皇
大
神
広
前
へ
ま
い
ら
せ
、
成
の
年
の
か
わ

り
に
村
内
の
立
場

・
役
柄
に
立
た
せ
ま
す
V
と
い
う
新
た
な
内
容
が
開
か
れ
て
〈
る
の
で
あ
る
。
教
祖
は
、
翌
安
政
六
年
五
月
、
神
か
ら
隠

居
の
指
示
を
う
け
、
三
月
に
浅
吉
ヘ
家
替
を
渡
す
願
い
を
村
役
場
へ
提
出
し
て
い
る
（
『
党

7
．日
1
8

。
そ
の
こ
と
を
直
接
乙
の
九
月
の
時

点
で
指
示
し
た
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
、
金
神
は
来
る
べ
き
こ
と
へ
の
眼
差
し
を
、
乙
の
時
、
す
で
に
暗
々
裡
に
向
け
て
い
に
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
解
い
て
〈
る
と
、
金
神
の
言
葉
か
ら
．、
そ
れ
に
呼
応
す
る
教
祖
の
心
根
の
響
き
を
も
聞
き
と
ち
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
共
同
体

内
で
の
伝
承
的
な
立
場
・
役
柄
を
充
た
し
て
き
た
教
祖
の
生
、
そ
れ
を
か
り
に
天
照
白
豆
大
神
な
る
生
と
す
る
と
、
そ
乙
で
は
既
述
し
た
よ
う

に
、
自
ら
の
立
場
・
役
柄
は
受
け
る
べ
〈
し
て
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
あ
る
。
教
祖
の
よ
う
に
、
そ
う
し
た
立
場
や
役
柄
の
充
た
し
方
、
が
、

こ
れ
ま
で
の
研
究
、
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
ご
と
〈
、
誠
実
で
あ
り
、
共
同
体
内
か
ら
尊
ば
れ
満
足
さ
れ
、
頼
り
に
さ
れ
た
り
す
る
と
、

自
ら

の
生
と
、
そ
の
立
場
・
役
柄
が
あ
た
か
も
相
即
不
離
な
も
の
と
し
て
固
定
化
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
さ
ら
に
い
う
と
、
共
同
体
そ
の
も
の
に
、

伝
承
的
な
る
も
の
の
支
え
が
確
か
に
な
り
、
慣
習
的
な
る
も
の
が
多
〈
な
る
に
つ
れ
て
、
固
定
化
す
る
傾
向
、
が
備
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
中
で

責
め
を
負
っ
て
人
が
生
き
る
と
き
、
生
は
そ
の
根
底
か
．ら
固
定
化
さ
れ
、
ま
た
そ
の
固
定
化
し
た
も
の
を
維
持
す
る
動
き
を
呈
し
や
す
い
の

で
あ
る
。
と
乙
ろ
、
が
、
そ
う
し
た
生
の
固
定
化
を
吟
味
す
る
方
向
で
、
安
政
五
年
の
正
月
以
来
、
事
ご
と
に
金
神
は
教
祖
に
働
き
か
け
教
祖

の
と
し
て
解
〈
必
要
が
で
て
〈
る
。



も
そ
の
働
き
か
け
を
ぴ
た
す
ら
受
け
と
っ
て
き
た
。
精
霊
回
向
に
際
し
て
の
慣
習
的
意
識
の
問
題
化
、
秋
う
ん
か
の
事
蹟
と
そ
れ
以
後
に
お

け
る
伝
承
的
、
常
識
的
な
農
作
業
方
式
の
問
題
化
な
ど
そ
の
具
体
的
あ
ら
わ
れ
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
て
、
生
と
生
活
様
式
の
固
定
化
を
、

金
神
と
の
関
係
で
、
実
際
の
事
柄
に
際
し
て
吟
味
さ
せ
ら
れ
、
そ
の
吟
味
を
生
活
化
し
て
い
く
過
程
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
教
祖
の
心
奥
に
生

き
て
働
い
て
〈
る
こ
と
と
な
っ
た
。
乙
の
金
神
の
天
照
自
主
大
神
へ
の
新
た
な
る
提
示
が
力
を
も
っ
て
響
、
き
出
た
の
は
、
そ
の
こ
と
と
の
関
係

な
し
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。

天
照
白
玉
大
神
と
、
そ
れ
に
関
わ
る
教
祖
の
、
金
神
申
し
出
に
対
す
る
切
迫
し
た
問
題
提
起
は
、
配
慮
の
届
い
た
金
神
の
応
答
に
よ
っ
て
答

え
ら
れ
る
乙
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
天
照
皇
大
神
の

「
ゆ
ず
れ
な
さ
」
は
解
か
れ
、
金
神
の
申
し
出
は

「き
ょ
う
仰
せ
ら
れ
ま
す

れ
ば
あ
げ
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
天
照
皇
大
神
の
言
葉
を
も
っ
て
了
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

金
神
と
教
祖

天
照
皇
大
神
の
了
解
を
え
て
、
金
神
は

「
く
だ
さ
れ
れ
ば
安
心
仕
候
」

と
そ
の
思
い
を
告
げ
て
、
天
照
皇
大
神
と
の
問
答
を
閉
じ
て
い
る
。
乙
の
簡
単
な
金
神
の
言
葉
の
内
容
、
特
に

「安
心
」
の
意
味
に
し
ば
ら

〈
思
い
を
と
ど
め
て
み
よ
う
。
乙
の
言
葉
は
、
天
照
皇
大
神
か
ら
教
祖
を
も
ら
い
・
つ
け
る
ま
で
の
教
祖
と
の
関
係
が
、
金
神
に
と
っ
て
は
「

不
安
」
な
も
の
で
あ
っ
た
乙
と
を
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
る
。

(1536) 
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論
及
を
す
す
め
る
に
つ
い
て
、
そ
の
「
不
安
」
の
相
を
浮
び
あ
が
ら
せ
て
お
〈
こ
と
も
あ
な
が
ち
無
駄
な
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
こ
で
、

具
体
的
に
、
天
照
皇
大
神
に
関
わ
る
立
場

・
役
柄
、
が
醸
し
出
し
た
問
題
を
検
討
し
よ
う
。
村
に
は
伊
勢
講
と
よ
ば
れ
る
講
会
が
あ
っ
た
。
講

は
、
毎
月
、
日
を
定
め
で
寄
合
い
、
学
の
あ
る
人
や
出
家
を
招
い
て
聴
聞
し
、
「
面
々
相
に
が
ひ
に
信
心
の
心
を
か
た
り
て
、
本
心
の
誠
を

う
し
な
ふ
事
な
か
ら
し
め
ん
事
を
ね
が
う
」
の
が
そ
の
本
来
の
あ
り
方
、
に
と
い
わ
れ
た
き
に
。
し
か
し
、
近
世
に
至
っ
て
、
各
階
層
に
普
及

げ
つ

く

な
か
だ
ち

す
る
に

1

つ
れ
て
、
講
会
は
、

「
酒
を
春
、
世
の
と
り
沙
汰
さ
ま
ぎ
ま
に
て
誠
を
に
つ
る
の
に
す
け
あ
る
事
は
な
〈
て
、
結
句
口
論
放
逸
の
媒

＠
 

と
な
る
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
後
に
教
祖
自
身
も
次
の
よ
う
に
い
う
。

皆
月
々
に
天
照
皇
大
神
の
こ
（
講
〉
を
す
る
と
云
へ
ど
も
、
氏
子
、
信
心
、
が
信
心
に
な
ら
ず
。
昔
、
天
照
皇
大
神
が
出
来
た
る
時
は
、

ま
た
神
少
き
時
、
遠
方
に
よ
勺
て
（
峨
ー
浜
一
M
M
）
氏
子
よ
り
あ
つ
ま
り
、
乙
（
講
）
を
と
り
た
て
、
金
を
出
し
合
ひ
、
代
参
を
立
て
。
こ
れ

が
真
の
信
心
な
り
。
今
は
喰
び
飲
み
が
長
じ
、
騎
り
と
な
り
ゅ

ζ

れ
は
明
治
に
入
っ
て
か
ら
の
教
え
で
あ
る
が
、
教
祖
が
一
請
に
関
係
し
て
い
た
頃
も
、

「
喰
ひ
飲
み
が
長
じ
、
騎
り
」
と
な
る
よ
う
な
状
況

を
呈
し
て
い
た
乙
と
は
ま
ち
が
い
な
い
と
い
え
よ
う
。

次
に
御
師
手
代
の
巡
回
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
っ
た
ろ
う
か
。
教
祖
、
が
伊
勢
御
師
に
関
わ
っ
た
頃
は
、
幕
落
体
制
の
枠
組
み
の
中
で
、
師
檀

関
係
は
確
実
に
固
定
化
さ
れ
継
承
き
れ
守
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
御
師
た
ち
に
た
し
か
な
年
々
の
収
入
を
保
障
し
て
も
い
た
。
そ
う
し

た
状
況
に
あ
っ
て
は
、
地
方
巡
回
に
よ
る
御
師
の
祈
祷
や
信
仰
の
宣
布
は
、
本
来
の
目
的
を
失
’っ
て
、
金
品
調
達
の
子
、
に
て
で
し
か
な
〈
な

＠

ー

＠

っ
て
い
た
。
狂
言
に
「
あ
の
な
ま
ぬ
か
っ
た
祢
宜
め
（
御
師
〉
が
、
諸
国
を
廻
っ
て
檀
那
衆
を
た
ら
す
（
だ
ま
す
〉
さ
え
腹
、
が
立
つ
」
と
の
せ
り

ふ
が
あ
る
。
そ
こ
に
、
御
師
巡
回
へ
の
皮
肉
、
が
表
白
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
大
谷
村
庄
屋
の
会
計
簿
『
小
割
帳
』
に
は
巡

回
し
て
き
た
御
師
へ
の
初
穂
料
や
、
村
で
支
払
っ
た
宿
料
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
な
か
に
は
遷
宮
の
た
め
新
ら
し
い
装
束
、
が
い
る
と
か

い
う
た
ぐ
い
の
、
遷
宮
を
口
実
に
し
て
の
要
求
と
み
ら
れ
る
金
口
聞
が
記
帳
さ
れ
た
り
、
御
師
の
家
、
が
火
事
で
焼
失
し
た
時
求
め
ら
れ
た
見
参

＠
 

金
、
か
記
帳
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。
ま
た

『
御
師
職
式
目
』
な
ど
に
反
す
る
よ
う
な
行
為
、
が
御
師
側
で
行
な
わ
れ
た
よ
う
な
形
跡
も
残
っ
て
い

(1537) 
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スw
e教

祖
と
し
て
は
、
も
ち
ろ
ん
、
び
た
す
ら
誠
実
に
事
に
あ
た
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
共
同
体
内
で
伝
承
的
に
分
け
持
た
さ
れ
た
立
場
や
役

柄
に
は
、
本
来
の
働
き
が
形
式
化
さ
れ
、
逸
脱
し
た
も
の
、
が
あ
る
。
御
師
の
巡
回
を
迎
え
て
、
そ
れ
に
信
仰
心
厚
〈
正
直
に
誠
意
を
も
っ
て

接
し
役
柄
を
受
け
持
つ
乙
と
が
、
御
師
の
悪
行
、
つ
ま
り
は
農
民
搾
取
の
手
助
け
を
す
る
ζ

と
に
も
つ
な
が
る
と
と
、
が
あ
る
。
実
際
そ
う
で

あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
に
は
気
付
か
ず
、
た
と
え
気
付
い
て
い
た
と
し
て
も
批
判
で
き
ず
、
与
え
ら
れ
た
立
場
や
役
柄
は
、
共
同
体
内
で
生

き
る
う
え
に
必
要
欠
〈
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
し
て
、
村
人
の
、
そ
し
て
教
祖
の
生
活
意
識
を
か
た
く
枠
づ
け
て
き
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
に
生
活
意
識
が
枠
づ
け
ら
れ
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
実
態
は
ど
う
で
あ
れ
、
人
々
の
日
常
生
活
は
庇
護
さ
れ
、
そ
の
限
り
で
生
は
安
泰
、
だ

こ
の
時
点
に
い
た
る
ま
で
一
方
で
人
間
の
担
わ
き
れ
た
よ
り
根
源
的
な
問
題
を
め
ぐ
っ
て
深
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
金
神
と
教

祖
と
の
関
係
が
、
他
方
で
は
上
述
し
た
よ
う
な
問
題
を
苧
む
立
場

・
役
柄
と
の
関
係
を
日
々
か
か
え
こ
ん
で
き
て
い
た
の
で
あ
る
。
前
者
に

と
っ
て
は
後
者
が
そ
の
関
係
の
深
ま
り
を
中
途
半
端
に
す
る
障
害
と
な
り
、
後
者
に
は
前
者
が
破
壊
的
な
も
の
と
な
る
。
相
互
に
そ
れ
ぞ
れ

の
関
係
が
充
た
さ
れ
る
に
つ
い
て
壁
と
な
る
。
両
者
の
関
係
を
同
時
に
、
し
か
も
同
等
に
か
か
え
ζ
ん
で
い
る
限
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
と
っ
て

そ
れ
ぞ
れ
が
い
つ
ど
の
よ
う
に
障
壁
と
し
て
立
ち
は
だ
か
る
か
わ
か
ら
な
い
。
そ
こ
に
、
金
神
の
安
心
の
で
き
な
さ
、
不
安
の
根
を
み
さ
せ

っ
た
の
で
あ
る
。

ら
れ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
天
照
皇
大
神
の
承
諾
に
よ
っ
て
、
上
述
し
た
よ
う
な
問
題
と
根
を
も
っ
安
心
の
で
主
な
さ
か
ら
、
金
神
は
自
由
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
う
と
し
て
、
そ
れ
か
ら
の
金
神
と
教
祖
の
関
係
は
ど
乙
へ
、
ど
の
よ
う
に
導
か
れ
て
い
〈
の
か
。
乙
の
問
題
を
、
記
さ
れ
た
『

金
光
大
神
覚
』
の
言
葉
に
従
っ
て
解
い
て
い
く
に
つ
い
て
、

ず
考
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
金
神
、
が
自
由
に
な
っ
た
」
こ
と
が
、
教
祖
の
生
活
に
何
を
も
た
ら
す
か
を
ま

45 

上
述
し
て
き
た
よ
う
に
、
教
祖
を
合
め
て
、
人
々
は
、
村
落
共
同
体
内
の
立
場
・
役
柄
を
あ
た
か
も
当
然
の
乙
と
と
し
て
素
直
に
分
け
持

っ
て
生
活
し
て
き
た
。
そ
う
し
て
、
人
々
は
村
落
生
活
の
破
綻
と
混
乱
か
ら
免
が
れ
る
乙
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
伝

(153B) 
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承
的
な
も
の
に
依
り
か
か
る
乙
と
で
、
赤
裸
々
で
、
よ
り
根
源
的
な
人
間
の
問
題
性
に
苦
悩
す
る
こ
と
か
ら
庇
護
さ
れ
る
限
り
で
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
さ
ら
に
は
、
共
同
体
内
で
の
立
場
・
役
柄
に
追
従
し
て
生
き
る
乙
と
で
、
人
々
は
種
々
の
権
力
に
よ
る
庇
護
、
が
得
ら
れ
た
の
で
あ

る
。
と
い
う
の
は
、
村
落
共
同
体
内
で
の
立
場

・
役
柄
の
背
後
に
は
、
村
役
場

・
地
方
落
政
、
さ
ら
に
は
幕
府
の
侵
す
べ
か
ら
ざ
る
権
力
、
が

ひ
か
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場

・
役
柄
は
守
ら
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
教
祖
が
た
い
す
さ
わ
っ
た
御
師
巡
回
に
関
わ
る
役
柄
一
つ

＠
 

と
っ
て
み
て
も
、
そ
れ
を
生
み
支
え
て
き
た
師
檀
関
係
は
最
終
的
に
は
幕
府
の
承
認
に
あ
ず
か
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
一
暴
落
体
制
、
今
日

い
わ
れ
る
と
乙
ろ
の
国
家
権
力
の
庇
護
を
受
け
ず
に
は
考
え
ら
れ
な
い
ζ

と
、
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

乙
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
教
組
が
天
照
皇
大
神
と
そ
れ
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
て
い
る
共
同
体
の
枠
組
み
か
ら
解
か
れ
る
こ
と
は
、一

つ
に
は
人
間
の
生
の
よ
り
根
源
的
な
問
題
性
に
身
を
晒
す
と
と
を
一
一
層
も
た
ら
し
、
他
方
で
は
、
権
力
の
庇
護
か
ら
身
を
ひ
〈
乙
と
、
動
き

よ
う
に
よ
っ
て
は
、
権
力
の
前
に
身
を
露
呈
せ
し
め
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
乙
と
と
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
の
伝
承
的
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
に
体
制
に
庇
護
さ
れ
つ
つ
安
ら
い
生
き
る
共
同
体
内
で
の
日
常
的
生
が
、
全
体
と
し
て
許
さ
れ
な
〈
な
っ
て
く
る
こ
と
を
結
果
す

る
と
い
え
よ
う
。
で
は
そ
乙
か
ら
の
教
祖
の
生
活
を
金
神
は
ど
と
に
導
乙
う
と
し
、
そ
の
導
き
に
教
祖
は
ど
の
よ
う
に
応
じ
て
い
〈
の
だ
ろ

(1539) 

う
か
。

「
成
の
年
、
母
、
家
内
一
向
へ
申
し
渡
す
。
一
乃
弟
子
に
も
ら
う
と
言
う
て
も
、
よ
そ
へ
つ
れ
て
行
〈
の
じ
ゃ
な
い
。
比
方
で
金
神

が
教
え
す
る
の
じ
ゃ
。
な
ん
に
も
心
配
し
な
し
。
」

金
神
一
乃
弟
子
も
ら
い
う
け
に
よ
っ
て
、
既
述
し
て
き
た
よ
う
な
意
味
で
、
教
組
、
が
天
照
皇
大
神
的
な
る
も
の
か
ら
解
か
れ
る
乙
と
は
、

そ
の
家
族
に
も
お
乙
れ
ま
で
安
ら
い
で
、
き
た
共
同
体
内
で
の
間
柄
、
が
ど
う
転
換
さ
れ
る
の
か
、
そ
の
生
活
が
ど
う
変
様
す
る
の
か
と
い
う
問

題
を
投
与
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。
金
神
の

「
安
心
」
は
家
族
の
「
不
安
」
を
呼
び
お
乙
す
。
そ
の
「
不
安
」
を
予
見
し
て
か
神
は
「
よ
そ
へ



つ
れ
て
行
〈
の
じ
ゃ
な
い
。
此
方
で
金
神
が
教
え
す
る
の
じ
ゃ
。
な
ん
に
も
心
配
な
し
」
と
言
う
。
そ
こ
で
、

確
に
了
解
で
き
る
ま
で
に
解
い
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

乙
の
〈
だ
り
を
、
今
少
し
明

ま
ず
「
此
方
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
所
は
ど
乙
な
の
か
。
乙
こ
で
は
、

し
て
の
「
此
方
」
で
あ
り
、

「
他
所
で
は
な
い
と
乙
ろ
」
と
ま
ず
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
「
他
所
で
は
な
い
と
こ
ろ
」

｜
｜
そ
れ
は
教

祖
と
そ
の
家
族
が
営
ん
で
き
た
生
活
の
場
、
浅
尾
藩
蒔
田
家
の
知
行
所
で
あ
る
大
谷
村
に
あ
る
教
祖
と
そ
の
家
族
の

「居
所
」
で
あ
る
。
「

居
所
」
と
い
っ
て
も
い
わ
ゆ
る
マ

イ

・
ホ
i
ム
的
な
場
で
は
な
い
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
そ
こ
は
、
村
の
歴
史
の
歩
み
に
添
い
つ
つ

、
先
祖

「
よ
そ
へ
つ
れ
て
行
く
：：
：
」
に
対
応
す
る
も
の
と

代
々
、
世
代
を
重
ね
て
継
承
さ
れ
た
場
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
代
々
に
わ
た
る
苦
悩
も
幸
せ
も
、
普
い
乙
と
も
惑
い
乙
と
も
す
べ
て
そ
乙
へ

と
集
中
し
て
き
て
、
教
祖
と
そ
の
家
族
に
生
の
営
み
を
促
し
て
や
ま
な
い
居
所
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
共
同
体
に
お
け
る
伝
承
的
な
る
も
の
が

生
活
の
全
領
域
に
わ
た
っ
て
関
与
し
て
き
て
、
そ
れ
を
受
容
す
べ

く
迫
ら
れ
て
〈
る
居
所
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
居
所
は
、
血
縁
関

係
、
五
人
組
、
村
人
、
圧
屋
、
領
主
は
い
わ
ず
も
が
な
、
農
業
、
慣
習
、
氏
神
祭
紀
、
人
々
に
信
じ
ら
れ
て
い
た
あ
り
と
あ
る
神
々
達
に
関

か
れ
て
い
る
限
り
で
許
さ
れ
て
い
た
教
祖
と
そ
の
家
族
の
居
所
な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た

「
居
所
」
と
し
て
「
此
方
」

を
了
解
す
る
と
、
天

照
皇
大
神
か
ら
解
か
れ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
の
解
か
れ
方
は
、

天
照
自
主
大
神
に
関
わ
る
立
場
の
役
柄
に
限
つ
て
の
も
の
で
、
上
述
し
た
よ
う

な
居
所
と
し
て
の
生
活
の
場
ま
で
解
か
れ
る
こ
と
は
意
味
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
金
神
は
、
総
じ
て
伝
承
的
な
る
も
の
、
が
常
時
関
わ
り
を
迫

る
只
中
に
あ
っ
て
、
教
祖
と
の
関
係
を
貫
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
乙
の
時
点
以
後
深
め
ら
れ
る
関
係
の
動
き
か
ら

「
此
方
」

と
い
う
場
を
言
い
あ
て
る
な
ら
ば
、～
「
此
方
」
と
い
う
の
は
、
伝
承
的
な
も
の
が
関
わ
り
を
迫
る
場
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
う
し
て
迫
ら
れ

て
そ
の
場
か
ら
醸
し
出
さ
れ
る
、
生
を
固
定
化
し
形
式
化
し
て
い
く
働
き
に
追
随
し
な
い
で
、
そ
乙
に
淀
む
生
の
問
題
性
を
担
い
、
解
き
明

し
、
救
う
方
向
へ
と
開
か
れ
て
い
〈
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
居
所
と
し
て
指
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

そ
う
し
て
、
な
ぜ
、
比
方
で
「
教
え
す
る
」
と
い
う
乙
と
が
言
い
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
一
に
ろ
う
か
。
神
は
特
に
安
政
五
年
三
月

、、、

以
来
、
事
々
に
あ
た
っ
て
教
祖
に
し
ら
せ
（
指
図
・
予
見
）
を
し
て
き
に
の
だ
が
、
こ
乙
に
い
た
っ
て
「
教
え
す
る
」
と
い
う
ζ

と
に
な
っ
た
。

(1540) 
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そ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
、
だ
ろ
う
か
。

ζ

の
ζ

と
に
つ
い
て
は
、
天
照
皇
大
神
か
ら
解
か
れ
る
と
と
に
よ
っ
て
、
も
た
ら
さ

れ
る
問
題
に
つ
い
て
論
述
し
た
と
乙
ろ
と
関
連
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
乙
で
考
察
し
た
問
題
は
、
そ
の
性
質
か
ら
し
て
、
生
、
が

当
面
す
る
日
常
的
な
事
柄
へ
の
指
示
や
予
見
、
だ
け
で
は
ど
う
し
ょ
う
も
な
〈
深
〈
重
い
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
深
〈
、

重
い
生
の
問
題
に

教
祖
の
生
、
が
曝
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
乙
と
、
そ
こ
に
、
教
祖
を
し
て
単
な
る
指
図
や
予
見
で
は
な
〈
て
、
・生
き
る
営
み
を
と
お
し
て
一
貫

し
て
「
教
え
」
を
求
め
ざ
る
を
え
な
〈
き
せ
ら
れ
る
状
況
の
迫
り
を
見
過
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
状
況
の
迫
り
が
決
定
的
と
な
る
と
き
、

つ
ま
り
、
天
照
皇
大
神
と
そ
の
関
係
か
ら
解
き
放
た
れ
る
乙
と
、
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
、
そ
れ
で
あ
り
な
が
ら
こ
れ
ま
で
の
生
の
営
み
の

場
が

一
歩
も
「
他
所
」
へ
は
移
き
れ
ず
居
所
と
し
て
定
め
ら
れ
た
と
き
、
金
神
に
「
教
え
」
を
求
め
よ
う
と
す
る
教
祖
の
思
い
も
決
定
的
な

も
の
と
な
る
。
そ
し
て
そ
の
と
き
ま
た
、
金
神
の
「
教
え
す
る
」
と
い
う
こ
と
も
、
教
組
の
思
い
に
映
し
あ
わ
さ
れ
、
照
し
か
え
さ
れ
て
決

定
的
と
な
り
、
一一
宮
葉
と
し
て
言
い
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

「
教
え
」
を
求
め
る
こ
と
と
「
教
え
」
を
す
る
と
い
う
乙
と
が
、
相
互
に
映
し
あ
わ
さ
れ
照
し
か
え
さ
れ
て
い
〈
と
乙
ろ
に
、
金
神
の
「

な
ん
に
も
心
配
な
し
」
と
い
う
言
葉
が
優
れ
て
現
実
的
な
も
の
と
な
る
。
し
か
し
、
そ
の

「
心
配
な
し
」
は
、
無
条
件
な
、
あ
け
っ
ぴ
ろ
げ

な
、
生
起
す
る
事
柄
一
切
に
つ
い
て
、
こ
れ
か
ら
は
う
れ
い
な
し
、
と
い
う
意
味
の
「
心
配
な
し
」
で
は
な
い
。
天
照
自
主
大
神
と
そ
れ
に
関

わ
る
立
場

・
役
柄
か
ら
解
き
放
た
れ
て
歩
む
過
程
で
、
教
祖
と
そ
の
家
族
に
迫
る
だ
ろ
う
一
一
層
赤
裸
々
な
、

一
層
困
難
な
生
の
問
題
状
況
の

場
面
（
居
所
）
に
際
し
て
、
「
教
え
」
を
求
め
受
け
る
こ
と
が
実
現
し
続
け
ら
れ
て
い
〈
限
り
で
、
教
祖
と
そ
の
家
族
に
許
き
れ
る
「
心
配

な
し
」
な
の
で
あ
る
。
か
〈
し
て
、
金
神
の
教
え
は
、

秋
中
、
行
せ
い
。
朝
起
き
、
衣
装
き
か
え
、
広
前
へ
出
、
祈
念
い
た
し
、
す
み
し
ピ
い
広
前
へ
ぜ
ん
妻
に
す
え
き
せ
し
た
〈
い
た
し
、

す
ぐ
に
衣
装
き
か
え
て
、
は
だ
し
で
農
業
へ
出
い
。

（
『
党
』
？
必
〉

(1541) 



と
い
う
指
示
を
う
け
、
日
を
移
き
ず
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
乙
の
、
い
わ
ゆ
る
「
は
だ
し
の
行
」
の
実
践
で
、
教
祖
は
ど
の
よ
う
な
教
え

を
求
め
、
受
け
る
乙
と
に
な
る
か
に
つ
い
て
の
論
及
は
他
日
を
期
す
ζ

と
と
し
た
い
。
金
神
の
教
え
は
、
乙
の
時
点
よ
り

一
一層
、
共
同
体
内

で
の
伝
承
的
生
を
超
え
出
て
新
た
な
る
生
を
生
み
だ
す
方
向
へ
と
教
祖
を
導
き
、
教
祖
も
、
そ
れ
に
応
じ
て
、
「
神
の
仰
せ
ど
お
り
、
な
に

か
に
よ
ら
ず
そ
む
か
ず
」
（
『
E

2

0
）
と
い
う
姿
勢
を
貫
き
、
生
、
が
当
面
さ
せ
ら
れ
る
よ
り
線
源
的
問
題
を
金
神
の
教
え
に
ひ
た
す
ら
依
り
つ

つ
、
担
い
生
ー
さ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

あ

と

カま

き

て
ζ

の
論
及
全
体
を
通
し
て
天
照
皇
大
神
を
村
落
共
同
体
を
結
び
あ
わ
し
、
仕
組
み
支
え
る
神
性
と
し
て
と
ら
え
、
天
皇
家
の
祖
神
、
さ

ら
に
は
天
皇
に
よ
っ
て
統
べ
ら
れ
る
菌
、
お
よ
び
国
民
の
総
氏
神
と
し
て
世
に
説
か
れ
て
き
た
神
性
は
考
慮
に
入
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
つ

い
て
は
本
論
で
も
処
々
に
示
唆
し
た
と
思
う
が
、
当
時
の
教
祖
や
村
内
の
人
々
の
聞
で
、
明
治
維
新
以
後
特
に
一
般
に
向
っ
て
、
強
力
に
宣

布
さ
れ
た
と
と
き
、
天
照
皇
大
神
像
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
見
る
と
こ
ろ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
厳
密
な
研
究
が
求
め

ら
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

二、

『
金
光
大
神
覚
』
が
明
治
七
年
十
月
十
五
日
以
後
に
、
教
祖
に
よ
っ
て
筆
が
起
き
れ
た
ζ

と
を
考
え
に
入
れ
る
と
、
た
と
え
安
政
五
年

の
出
来
事
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
、
教
祖
の
何
ら
か
の
明
治
政
府
の
宗
教
政
策
に
対
す
る
態
度
が
秘
め
ら
れ
て
表
現
さ
れ

て
い
る
こ
と
も
充
分
考
え
ら
れ
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
乙
の
事
蹟
は
明
治
以
後
の
教
祖
が
お
か
れ
た
状
況
と
そ
の
中
で
深
め
ら
れ
た
信
仰
内

49 

容
と
の
関
連
の
も
と
に
、
解
釈
を
重
ね
ら
れ
る
要
が
あ
る
。

本
論
で
は
上
記
二
つ
の
問
題
視
点
か
ら
の
究
明
を
と
り
た
て
て
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
本
論
を
出
発
点
と
し
て
そ
う
し

(1542) 



so 

た
究
明
を
さ
ら
に
進
め
て
い
〈
乙
と
に
よ
っ
て
、
教
組
問
十
五
歳
の
信
仰
解
明
の
重
要
な
ポ
イ
Y
ト
と
も
な
る
と
の
事
蹟
の
真
意
を
、
わ
れ

わ
れ
の
生
き
る
時
代
状
況
の
中
に
再
現
し
、
わ
れ
わ
れ
自
ら
の
も
の
と
し
た
い
と
願
う
。

(1543) 

注①
拙
稿
「
安
政
五
年
七
月
に
お
け
る
精
一
議
回
向
の
事
蹟
解
釈
」
金
光
教
教

学
研
究
所
紀
要
『
金
光
教
学
』
h
．
9
、

「
秋
浮
塵
子
の
事
蹟
に
つ
い
て
」

間
h

．8
参
照

②
天
照
皇
大
神
信
仰
が
庶
民
の
生
活
に
浸
透
し
、

「
伝
承
的
な
る
も
の
」

と
し
て
定
着
す
る
に
つ
い
て
わ
研
究
は
こ
れ
ま
で
種
々
な
さ
れ
て
い
る
が
、

筆
者
が
主
と
し
て
参
考
に
用
い
た
の
は
次
の
よ
う
な
文
献
で
あ
る
。

藤
谷
俊
雄
司
お
か
げ
ま
い
り
と
え
え
じ
ゃ
な
い
か
』

・
『伊
勢
神
宮
』
、

桜
井
徳
太
郎
『
民
間
信
仰
論
』

・
『
議
集
団
成
立
過
税
の
研
究
』
、
肥

後
和
男
『
神
話
と
民
俗
』
渡
辺
関
雄
「
神
道
思
想
と
そ
の
研
究
者
た
ち
』

『
金
光
大
神
』
別
冊
註
釈
R
お
参
照

『
文
政
十
三
年
御
蔭
雑
記
』
寄
金
丹
本
総
げ
問
家
記
録
）
に
よ
る
と
、

（六

月
）
二
九

日

天

気

一
、
施
行
粥
五
升

て

此

節
大
に
淋
敷
相
成
、
本
家
の
方
施
行
粥
宿
共
、
今
日
限
に
て

休
。
首
方
も
今
日
限
休
、
粥
米
総
〆
六
拾
石
也

ハ七
月
む
項
）

④③  

．
（教
学
研
究
所
所
員
）

て
七
月
甘
日
過
・8
遠
州
、
駿
州
、
伊
豆
、
相
模
、
信
濃
の
闘
よ
叉

々
御
影
参
り
始
り
、
別
て
駿
州
は
一
園
出
、
夫
へ
美
濃
、
尾
張

三
河
の
図
今
に
お
い
て
追
々
出
る
。
日
増
じ
賑
合
参
り
候
ゆ
え
、

又
候
本
家
の
方
に
は
八
朔
E
施
行
問
出
す
。
朝
夕
に
て
施
行
。

宿
も
始
る
。

教
温
一
行
は
七
月
十
五
日
に
出
発
し
、
大
山
北
ゃ
か
ら
伊
勢
へ
出
て
い
る
の

で
、
伊
勢
到
着
は
七
月
二
十
六

・
七
日
と
み
て
よ
い
。
な
お
、
大
谷
村
か

ら
伊
勢
ま
で
の
日
数
に
つ
い
て
は
、
三
矢
田
守
秋
『
小
野
家
文
書
に
み
る

大
谷
村
々
民
の
伊
勢
参
宮

・
四
間
遍
路
等
に
つ
い
て
』
（
第
四
回
研
究
所
総
会

研
究
発
表
）
参
照

⑤
津
田
金
右
術
門
宣
長
「
伊
勢
御
蔭
参
実
録
鏡
』
（
文
政
十
三平）

＠
藤
原
長
兵
衛
『
伊
勢
参
宮
校
内
記
巻
上」

参
照

⑦
大
神
宮
叢
書
『
神
宮
参
拝
記
大
成
』
参
照

＠
新
城
常
三
郎
『
社
寺
と
交
通
』
に
は

「中
世
以
来
、
男
子
が
一
定
年
令

に
達
し
、
そ
の
社
会
に
成
員
と
し
て
仲
間
入
り
す
る
為
に
、
往
々
あ
る
種

の
通
過
儀
礼
を
必
要
と
す
る
が
、
か
か
る
通
過
儀
礼
H
成
人
式
と
し
て
し

ば
し
ば
行
わ
れ
る
も
の
に
寺
社
参
詣
又
は
霊
山
登
山
が
あ
る
。
」

R
m
と
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し
て
、
江
戸
時
代
に
そ
の
最
も
普
通
的
な
対
象
と
な
っ
た
の
は
伊
勢
神
宮

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

＠
『
金
光
大
神
覚
』

kmて
く
る
大
谷
村
の
人
物
で
参
宮
し
た
時
の
年
令

の
判
明
す
る
も
の
を
ま
ず
示
し
て
み
よ
う
（
小
野
家
文
沓
『
御
用
符
願
管
制
帳
』

宗
門
改
一
般
』
）
参
照令

官

年

年

令

参

宮

悼

平

年

令

八

百

蔵

文

化

7

お

才

・

馬

蔵

文

化

ロ

川

崎

才

凶
右
エ
門
文
化
日

。氾

駒

次

郎

天

保

u

m

孫

兵

術

天

保

M

口

久

蔵

天

保

M

初

参

作

弘

化

l

m

＃

太

郎

弘

化

2

お

今

蔵

嘉

永

2

お

お

ち

せ

嘉

永

5

口

浅

吉

元

治

l

ぬ

忠

三

郎

慶

応

l

幻

さ
ら
に
天
保
七
年
以
降
明
治
に
い
た
る
ま
で
の
二
十
九
年
間
の
大
谷
村

参
宮
者
の
う
ち
、
年
令
の
判
明
す
る
も
の
に
限
っ
て
年
代
別
に
分
け
る
と

叩
才
以
下
2
人
、
日
代
印
人
、
お
才
お
人
、
初
代
以
上
辺
人
と
な
る
。

⑬
『
足
役
帳
』
は
月
計
簿
で
公
用
に
出
役
し
た
村
民
に
関
す
る
明
細
書
で

あ
る
。
と
れ
に
札
く
ば
り
や
、
御
師
の
荷
物
送
り
な
ど
の
こ
と
が
記
載
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
ら
が
、
村
落
共
同
体
内
で
公
の
位
置
を
与
え
ら

れ
て
い
た
こ
と
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。

⑪
天
保
八
年
の

『諸
入
用
銀
足
役
改
版
』
に
よ
る
と
、

（
丁
商
十
二
月
廿
円
）

て
迂
匁

同
断
〈
伊
勢
太
夫
札
出
り
〉
佐
万
占
見

ハ
同
十
二
月

一
円）

文

;,t..、
' Eコ

一、

受
匁
六
分

伊
勢
太
夫
荷
物
送
り

つ
ま
り
教
権
は
、
と
の
年
、
始
め
て
佐
方
占
見
へ
札
配
り
に
出
か
け
た
の

で
あ
る
。

「
荷
物
送
り
」
と
い
う
の
は
御
師
の
次
の
巡
回
地
へ
の
荷
物
送
り
の
と
と

で
あ
る
。
と
の
頃
次
の
巡
同
地
は
長
尾
村
（
知
明
巾
）
で
あ
っ
た
。

⑫
’
当
面
の
事
紛
の
あ
と
、
翌
安
政
六
年
三
月
に
教
組
は
隠
居
し
、
家
を
浅

古
に
あ
ず
け
た
。
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
札
配
り
な
ど
の
役
柄
も
浅
吉
に
受

継
が
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
を
、
安
政
六
年
の

『
足
役
峡
』
に
認
め

る
こ
と
が
で
き
る
。

什
六
目
安
政
六
年
十
二
月
）

（
古
川
）

一
、
弐

匁

弐

分

八

百

蔵

伊
勢
太
夫
札
配
日
ノ
夫
（
村
内
）

一
、世
話

匁

麻

議

長

同

同
断
占
見
繰
崎
佐
方
共

⑬
神
宮
司
庁
編

『神
宮
婆
綱
』
R
側

参

照

⑪
，
『小
割
帳
』
は
主
と
し
て
村
内
の
自
治
資
の
年
度
ど
と
の
会
計
簿
で
あ

る
。
そ
の
う
ち
明
和
二
年
（
炉
此
）
の
も
の
に
、

O
六
扮
六
匁
御
伊
勢
太
夫

増
資
銀
元
利
庄
嵐
取
か
へ

一
、
主
斗
（
米
）
御
伊
勢
太
夫
（
宿
料
）

と
あ
る
の
が
、
現
在
残
さ
れ
て
い
る
小
野
家
文
指
類
に
見
え
る
伊
勢
御
師

に
関
す
る
記
載
の
最
古
の
も
の
と
み
て
よ
い
。

-.v 
／』

治

・
惣

士
ロ

(1544) 
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⑬
御
師
に
は
そ
れ
ぞ
れ
師
職
銘
が
あ
っ
た
。
春
木
太
夫
、
三
日
市
太
夫
、

橋
本
太
夫
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
大
谷
村
の
御
師
の
師
職
銘
は
「
龍
太
夫
」

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
年
に
よ
っ
て
『
小
割
帳
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
例
え

ば
、
教
祖
が
参
宮
し
た
文
政
十
三
年
の
も
の
に
は
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ

る。

御
遷
宮
に
付
伊
勢
龍
太
夫
勧
化
先
規
之
道
（
通

り
）
九
拾
目
寄
附
仕
候
尤
御
倹
約
申
故
去

亥
（
吋
撒
）
よ
当
寅
（
吋
三
制
）
迄
四
ヶ
年
割
当
年

相
波

ν候
分

こ
の
龍
太
夫
は
山
田
に
本
拠
を
お
い
て
い
た
。
四
百
軒
近
く
（
安
政
五
年
目

四
七
九
粁
〉
あ
っ
た
山
田
の
御
師
の
中
で
も
五
指
に
数
え
ら
れ
る
ほ
ど
勢
い

が
あ
っ
た
と
い
う
。
山
田
奉
行
に
直
属
し
、
山
田
町
の
政
治
を
総
撹
し
て

い
た
山
田
三
方
年
寄
の
一
家
筋
で
あ
っ
た
。
（
大
西
源
－
『
参
宮
の
今
出
回
』
参
照
）

『
安
永
六
年
師
職
檀
家
家
数
帳
』
に
よ
る
と
龍
氏
の
檀
家
数
は
左
の
通

り
で
あ
る
。下

総
八
四
、
二
三
九
（
九
七
Mm）
武
蔵
七
五
、
九

一
八

相

模

・
讃

岐

・
江
戸

・
そ
の
他

総

計

二

ハ

三

、
七
七
九
世
帯

パ

l
セ
シ
ト
は
当
該
国
全
腹
家
に
対
す
る
百
分
比
。
薩
摩
の
島
津
侯
も

そ
の
椋
家
で
あ
る
。

＠
大
谷
村
の
御
師
宿
は
寛
政
三
年
（
レ
ぺ
）
の
記
録
で
は
川
手
惣
右
衛
門
の

家
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
後
覚
政
十
一
年
（
炉
此
）
川
手
輿
十
郎
、

天
保
三
年
（
一一
弘
）
秀
太
郎
（
堰
H
後
の
戸
き
と
世
襲
さ
れ
明
治
初
年
ま
で
続

て
弐
拾
弐
匁
五
分

十
二
月
十
九
日
渡

ν

い
て
い
る
。
『
小
割
帳
』
参
照

⑬
桜
井
徳
太
郎

『議
集
団
成
立
過
程
の
研
究
』

K
よ
る
と
、
御
師
が
巡
回

し
て
宿
を
と
っ
た
と
き
の
足
を
洗
っ
た
水
や
、
休
浴
し
た
風
呂
水
を
貰
っ

て
お
き
病
気
な
ど
の
と
き
「
聖
水
」
と
し
て
飲
ん
だ
と
い
う
伝
え
が
記
さ

れ
て
い
る

R
m
l
m
。
と
れ
に
よ
っ
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
庶
民
の
間
で

は
地
方
巡
回
の
御
師
が
不
思
議
な
ど
利
益
を
も
た
ら
す
と
信
じ
ら
れ
て
い

た。

．
．

．
 

⑬
『
教
典
、
編
築
委
員
会
資
料
』
よ
り
例
を
あ
げ
る
。

O
今
迄
で
見
り
ゃ
、
金
神
と
い
え
ば
人
が
恐
ろ
し
い
叱
ら
れ
る
神
と
ば

か
り
思
て
居
る
け
え
ど
も
、
神
信
心
を
し
て
見
り
ゃ
決
し
て
罰
を
当

て
る
神
で
は
な
い
ぞ
。

：：
：
仇
抑

O
金
神
の
神
は
崇
り
神
、
障
り
神
と
人
は
一
一
百
は
う
が
の
う
、
金
神
の
神

は
幸
の
神
福
の
神
じ
ゃ
。
尚
．

m

⑬
竹
内
長
次
『
古
今
未
曽
有
の
道
』
〈
金
光
教
徒
社
〉

R
m

＠
高
橋
正
雄
『
わ
れ
を
救
え
る
教
祖
』
高
橋
正
雄
著
作
集
第
五
巻

R
M

＠
拙
稿
「
精
霊
園
向
の
事
蹟
解
釈
」
『
金
光
教
学
』
恥

9
、
第
一
章
参
照

＠
桜
井
徳
太
郎
『
日
本
民
間
信
仰
論
』
の

「民
間
の
伊
勢
信
仰
」
参
照

＠
一
「一
社
と
は
、
伊
勢
神
宮
、
石
清
水
八
幡
宮
、
春
日
神
社
の
こ
と
で
、
託

宣
の
根
本
は
、
伊
勢
H
正
直
、
石
清
水
H
清
浄
、
春
日
H
慾
悲
と
さ
れ
た
。

掛
軸
に
さ
れ
、
家
々
の
床
に
か
ざ
ら
れ
た
三
社
託
宣
の
形
式
は
種
々
雑
多

で
あ
り
、
三
社
の
神
号
だ
け
の
も
の
、
三
社
の
神
像
あ
る
い
は
、
神
の
使

い
と
さ
れ
た
動
物
を
描
い
た
も
の
な
ど
あ
る
。
渡
辺
国
雄

『神
道
思
想
と

そ
の
研
究
者
た
ち
』

1
l
三
社
託
宣
の
信
仰

l
l
参
照

(1545) 
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金
光
宅
吉
が
教
祖
の
教
え
と
し
て
自
記
し
た
も
の
に
よ
る
と
、

三
社
乃
た
く
せ
ん
ニ
む
か
ひ
、
手
を
た
L
き
、
文
御
は
ら
い
を
あ
げ

て
も
心
に
た
が
い
あ
れ
ハ
、
を
か
け
ハ
な
し
。
金
光
様
〈
教
祖
）
お
は

な
し
あ
る
ハ
、
三
社
の
た
く
せ
ん
と
、
わ
が
心
と
日
に
日
に
、
あ
は

し
て
お
れ
ハ
と
れ
が
そ
の
み
の
信
心
な
り
l
l
。
「
教
典
編
纂
委
員

会
資
料
』
ぷ
川

＠

西

川
如
見

『
百
姓
袈
巻
二
』
｜
！

『日
本
経
済
叢
書
』
巻
五

＠
『
明
和
績
後
神
異
記
』

1
l
『
神
宮
参
拝
記
大
成
』

P
仰

＠

『

御

蔭
参
宮
文
政
神
異
記
』

l
l
企
右
｜
l
R
m

＠
浅
吉
は
と
れ
よ
り
六
年
後
（
元
治
元
年
）
二
十
才
の
時
、
同
行
五
人
で
参

宮
し
て
い
る
。

『
金
光
大
神
別
冊
』
註
釈
R
川
参
照

＠

注

6
の
三
矢
田
守
秋
レ
ポ
ー
ト
参
照

＠

西

川
如
見
『
町
人
嚢
』
前
掲
叢
書
巻
王
R
則
、t
m

＠
『
教
典
編
纂
委
員
会
資
料
』

M
m

＠
御
師
は
天
照
皇
大
神
信
仰
を
庶
民
に
浸
透
さ
せ
る
働
き
を
し
た
こ
と
も

事
実
で
あ
る
が
、
他
面
、
そ
れ
に
よ
っ

て、

「
御
神
徳
を
切
り
売
り
し
て

私
生
活
の
糧
と
し
て
い
た
。
」
（
桜
井
勝
之
進
『
伊
勢
神
宮
』

p
m）
と
い
う
こ

と
も
い
な
め
な
い
事
実
で
あ
っ
た
。
大
西
源
一
は
ま
た
次
の
よ
う
に
も
指

摘
す
る
。
「
お
神
楽
に
よ
る
収
入
と
、
お
被
さ
ん
に
針
す
る
お
初
穂
の
収

入
に
よ
っ
て
ゆ
た
か
な
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
、
中
に
は
神
都
の
自
治

体
の
首
脳
部
と
し
て
、
政
治
上
に
大
な
る
権
力
を
占
む
る
も
の
が
あ
っ
た
。

」

（
前
掲
曾
2
m
l
m）
大
谷
村
御
師
龍
太
夫
も
、
注
却
で
示
し
た
よ
う
に
、

そ
の
首
脳
部
の
一
人
で
あ
っ
た
。
御
師
が
地
方
か
ら
勧
化
し
た
財
も
、
神

＠ 

宮
の
経
済
と
は
関
係
な
く、

す
べ
て
、
御
師
の
懐
中
に
入
っ
て
い
た
ζ

と

も
、
大
西
源
一
は
前
掲
警
で
指
摘
し
て
い
る
。
（
p
．m参照）

＠
岩
波
『
狂
言
集
下
』

p
m

＠
『
小
割
帳
』
明
和
五
年

一
、
弐
拾
萱
匁
六
分

伊
勢
太
夫
奉
賀
銀

但
例
歳
廿
萱
年
ぶ
り
ニ
御
遷
宮
相
成
候
由
右
ニ
付
御
師
中
装
束

相
改
ら
る
る
由
ニ
て
御
母
子
御
下
り
無
拠
右
之
通
り
加
入
い
た

し
申
候

伊
勢
神
宮
遷
宮
は
、
こ
の
あ
た
り
か
ら
い
え
ば
、
明
和
六
年
、
寛
政
元

年
、
文
化
六
年
、
文
政
十
二
年
、
嘉
永
二
年
、
明
治
二
年
と
行
わ
れ
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
選
宮
年
に
龍
太
夫
に
支
払
っ
た
大
谷
村
の
奉
賀
銀
は
次
の
通

り。

（た
だ
し
覚
政
一
元
年
は
米
調
査
）

文
化

六

年

九

十

匁
（
二
ヶ
年
分
割
排
い
）

文
政
十
二
年
九
十
匁
（
四
ヶ
年
分
割
排
い
）

嘉
永
二
年
九
十
匁
（
三
ヶ
年
分
割
排
い
）

明

治

二

年

三

百

匁

（
三
ヶ
年
分
割
排
い
）

選
宮
の
際
以
外
の
寄
附
銀
の
例
を
同
じ
く
『
小
割
帳
」
か
ら
あ
げ
る
。

天
保
十
四
年

て
六
拾
八
匁

万
延
元
年

て

四

拾
四
匁

伊
勢
龍
太
夫
居
宅
焼
失
井
継
目
共
兼
勧
化
申
出
ニ

付
先
例
も
御
座
候
故
相
談
之
上
入
之

龍
太
夫
大
焼
失
勧
化
ニ
付
寄
付
銀
百
三
十
弐
匁
之

内
去
未
年
（
間
制
）

よ
来
酉
年
（
紋
引
い
）
迄
三
ヶ
年
割

(1546) 
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当
年
山
銀
之
分

当
正
月
十
五
日
渡

手
代
、
好
国
体
蔵
渡

＠
『
御
師
職
式
目
』
は
慶
長
十
五
年
（
一
的
）
山
田
三
方
が
規
定
し
た
も
の

で
御
師
の
縄
張
り
、
つ
ま
り
師
組
関
係
に
つ
い
て
の
細
則
で
あ
る
。
そ
れ

に
よ
っ
て
一
つ
の
師
植
関
係
に
、
他
の
御
師
が
入
り
こ
ん
で
紛
争
が
お
こ

ら
な
い
よ
う
に
し
た
と
い
う
。
ち
な
み
に
、
当
式
目
の
基
本
法
は
、
家
康

の
朱
印
状
「
参
宮
輩
は
可
為
先
組
法
式
事
」
と
、
家
光
が
そ
れ
に
加
え
た

「
古
来
相
伸
之
且
那
以
才
覚
不
可
啄
取
事
」
で
あ
り
、
歴
代
将
軍
が
そ
れ

を
踏
襲
し
た
も
の
に
よ
る
。

大
谷
村
は
注
胞
に
示
し
た
よ
う
に
、
山
田
郷
龍
太
夫
の
縄
張
り
で
あ
っ

た
が
、
御
師
問
に
ど
の
よ
う
な
申
し
合
せ
が
成
立
し
た
の
か
、
文
政
十
二

年
退
宮
年
以
来
、
鎌
昼
太
夫
と
い
う
銘
を
も
っ
御
仰
が
勧
化
銀
を
調
達
し
、

明
治
ま
で
続
く
。
村
は
、
相
方
に
勧
化
銀
を
支
排
わ
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
一
例
と
し
て
嘉
永
二
年
の

『小
割
帳
』
か
ら
。

て

三
拾
目
伊
勢
太
神
宮
式
年

正
選
宮
ニ
付
御
師
龍
太
夫
勧
化
銀
先
例
之
通
九
拾
匁

寄
附
去
ル
未
年
（
剛
山
一
）
主
ニ
ヶ
年
当
四
年
迄

(1547) 

右
同
断
鎌
屋
太
夫
勧
化
銀
先
例
之
通
三
拾
匁
寄
附

三
ヶ
年
割
当
年
渡
し
分

年
寄
へ
立
渡

て

拾

匁

＠ 

つ
ま
り
三
年
の
分
割
排
い
で
、
村
は
龍
太
夫

・
鎌
嵐
太
夫
相
点

へ
計
百
二
十
匁
の
勧
化
銀
を
支
掛
っ
た
の
で
あ
る
。
（
そ
の
年
の
米
相
場
！

大
阪
l
一
石
七
十

・
八
匁
I
七
十
五

・
九
匁
）

前
掲
3
p
mll
m参
照

と
あ
る
。

大
西
孤



研

究

報

概

要

本
所
が
本
教
教
団
の
一
機
関
と
し
て
、
教
主
の
統
理
、
所
長
の
統
轄
の
も

と
に
そ
の
働
き
を

f
す
め
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
研
究
報
告
の
提
出
が
要
請

さ
れ
る
。
そ
う
し
て
提
出
さ
れ
た
研
究
報
告
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
批

判
検
討
を
受
け
る
と
と
で
、
よ
り
充
実
し
た
研
究
方
向
を
与
え
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
本
所
の
研
究
者
全
員
が
、
各
自
の
研
究
成

果
を
年
度
ご
と
に
と
り
ま
と
め
、
研
究
報
告
と
し
て
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
ν

以
下
は
、
こ
の
号
に
論
文
と
し
て
掲
載
し
た
以
外
の
所
員

・
助
手
及
び
研

究
生
期
間
終
了
者
の
研
究
報
告
の
概
要
で
あ
る
。
な
お
、
所
員

・
助
手
の
報

告
に
つ
い
て
は
、
四
十
四
年
度
末
期
ハ
四
十
五
年二
月
t
三
互
に
所
の
検
討
会

が
も
た
れ
、
検
討
さ
れ
た
。

（研
究
誌
の
報
告
は
研
究
生
集
会
広
て
検
討
）

各
部
内
の
配
列
順
序
は
、
執
筆
者
氏
名
の
五
十
音
順
と
し
た
。

・
＝一
部

高
橋
正
雄
に
お
け
る
人
間
関
係
の
助
か
り
に
つ
い
て

第

一

高

〈所
員
）

橋

ヂ日
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（
意
図
）
幼
い
頃
か
ら
人
間
関
係
を
問
題
と
し
始
め
、

生
漉
問
題
と
し
続

け
た
高
橋
正
雄
の
歩
み
を
辿
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
自
身
の
、

助
か
り
を
得
た
い
と
願
っ
た
。

そ
の
問
題
の

（
方
、
法
）
著
作
集
第
三
巻
中
の
「
道
を
求
め
て
」
、

第
二
巻
中
の

「
人
」
及

び
「
ゅ
う
ざ
き
通
信
」
第
叫

l
臼
号
掲
載
の
「
取
次
の
道
に
就
い
て
」
を
資

料
と
し
た
。

（概
要
及
び
現
況
）
彼
は
、
生
来
の
鋭
敏
な
資
質
を
、
恵
ま
れ
た
環
境
の
中

で
育
て
ら
れ
て
、

「真
実
な
も
の
」
を
求
め
る
心
が
強
く
、
修
行
に
、
教
団

改
革
に
、
心
を
こ
め
た
が
、
そ
の
願
い
は
容
易
に
実
現
せ
ず
、
悩
み
は
深
ま
，

そ
し
て
遂
に
三
十
一
歳
の
年
に
、
あ
る
事
件
を
契
機

と
し
て
、
全
く
行
詰
り
、
み
ず
か
ら
生
き
よ
う
と
す
る
と
と
を
や
め
ざ
る
を

る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

得
な
く
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
に
な
ら
さ
れ
た
彼
を
、
生
か
さ

ず
に
は
お
か
ぬ
力
が
働
い
て
く
る
の
を
見
て
、
彼
は
自
分
を
生
か
す
強
い
働

き
が
あ
る
と
と
を
実
感
し
た
。
そ
の
後
の
彼
の
動
き
は
、

一
家
の
生
計
維
持

を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
く
て
、
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
あ
る
「
自
分
に
で

き
る
仕
事
な
ら
何
で
も
さ
せ
て
頂
こ
う
」
と
す
る
願
い
に
従
つ
て
の
動
き
で

あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
な
ら
さ
れ
て
、
彼
の
人
間
関
係
の
問
題
は
解
け
た
の

au 

で
あ
る
。
し
か
し
、
人
閣
の
動
き
は
、
い
つ
我
に
な
る
か
わ
か
ら
ず
、
自
分

の
動
き
を
見
て
我
を
と
か
し
て
い
く
こ
と
は
一
生
の
聞
し
て
い
か
ね
ば
な
ら

ぬ
こ
と
で
あ
っ
て
、
彼
は
生
涯
か
け
て
そ
の
こ
と
に
取
組
ん
だ
。

(1548) 

と
と
で
私
が
使
っ
た
資
料
は
、
正
雄
が
後
年
寄
い
た
も
の
ば
か
り
で
あ
る
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の
で
、
さ
ら
に
彼
が
若
い
頃
に
書
い
た
も
の
を
も
見
て
、
彼
の
体
験
を
的
確

に
追
体
験
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

「
金
光
大
神
覚
」
研
究
の
今
日
的
意
義
把
握
の
た
め

の
着
想ー

教
義
探
求
の
依
る
べ
き
と
乙
ろ
を
求
め
て
｜

部

教

雄
前
回
以
）

ん
J

A
叶
l

昭
和
四
十
四
年
度
は
、
前
年
度
の
研
究
内
容
を
さ
ら
に
進
め
深
め
る
勤
き

を
と
る
と
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
即
ち
、
年
聞
を
通
じ
て
行
な
っ
た
と
と
は
、

紀
要
掲
載
の
た
め
の
論
文
の
整
備
改
稿
、
「
金
光
大
神
覚
」
公
刊
の
た
め
の

研
究
事
務
、
「
金
光
大
神
覚
」
刊
行
に
あ
た
っ
て
の
講
演
の
ど
用
、
お
が
げ

の
休
験
の
吟
味
等
々
、
研
究
を
め
ぐ
る
外
廓
の
作
業
に
明
け
暮
れ
た
の
で
あ

る。
そ
の
間
に
得
た
わ
ず
か
の
時
間
を
も
っ
て
、
昭
和
四
十
三
年
度
の
研
究
報

告
の
中
身
を
深
め
る
べ
く
、
教
祖
の
三
十
三
才
前
後
の
事
蹟
の
意
味
内
容
を

明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
た
が
、
問
題
点
が
や
や
浮
か
び
上
っ
て
き
た
に
と

ど
ま
り
、
そ
の
中
身
を
兜
明
す
る
ま
で
に
は
至
り
か
ね
た
。

そ
と
で
、
こ
の
こ
と
の
究
明
は
後
日
に
ゆ
ず
り
）
講
演
の
ど
用
に
お
い
て

求
め
さ
せ
ら
れ
て
き
た
「
金
光
大
神
覚
」
公
刊
の
意
義
に
つ
い
て
の
私
見
を

整
理
す
る
こ
と
で
、
「
覚
」
研
究
の
自
覚
を
新
た
に
す
る
と
と
を
願
い
、
よ

っ
て
も
っ
て
研
究
報
告
に
代
え
る
こ
と
に
し
た
。
標
題
の
報
告
書
は
、
以
上

の
よ
う
な
濯
由
に
よ
っ
て
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

(1549) 

こ
の
一
文
を
ま
と
め
て
み
て
思
わ
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
先
覚
諸
師
の
教
義

探
求
の
努
力
に
よ
っ
て
、
今
日
の
我
々
が
あ
ら
し
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、
本
教
今
日
の
動
向
と
し
て
、
教
義
探
求
の
努
力
が
全
教
的
に
起

ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
動
向
が
生
ま
れ
る
中
で

は
じ
め
て
、
「
金
光
大
神
覚
」
の
研
究
も
み
の
り
あ
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ

う
ζ

と
を
思
う
に
つ
け
て
、
ま
ず
自
分
自
身
、
教
義
探
求
の
姿
勢
を
培
い
つ

つ
、
こ
こ
か
ら
の
研
究
を
と
り
す
す
め
た
い
と
願
っ
て
い
る
次
第
で
あ
る
。

議
会
議
員
有
志
の
教
団
意
識

ー
管
長
輔
佐
に
か
か
わ
る
問
題
を
め
ヤ
っ
て
｜

，， 

長

真

里子

威

（
所
長
）

（
意
図
）
わ
れ
わ
れ
が
、
今
日
お
よ
び
将
来
の
教
団
を
問
題
に
す
る
場
合
、

先
覚
の
教
団
意
識
を
ふ
ま
え
る
と
と
が
大
切
で
あ
り
、
そ
れ
を
ぬ
き
に
し
て

は
十
分
に
問
題
に
し
え
ぬ
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
意
味
か
ら
本
稿
は
、
議
会

議
員
と
い
う
立
場
で
教
団
の
あ
り
か
た
を
鋭
く
問
題
に
し
、
と
く
に
昭
和
九

・
十
年
事
件
の
際
に
重
要
な
役
割
を
は
た
し
た
和
泉
乙
三
、
関
口
釣

一
等
を



中
心
に
、
か
れ
ら
の
教
団
意
識
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

／

（
方
法
）
教
団
の
問
題
が
顕
著
に
露
皐
し
て
く
る
昭
和
の
初
期
に
焦
点
を
あ

て
、
当
時
の
教
監
の
教
団
運
営
に
と
り
く
む
姿
勢
、
と
く
に
管
長
輔
佐
の
あ

り
方
と
、
そ
れ
を
問
題
に
し
た
議
員
有
志
の
姿
勢
を
対
比
さ
せ
て
、
議
員
有

志
の
意
識
を
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

教
団
別
派
独
立
に
伴
っ
た
本
教
の
議
会
制
度
採
用
に

つ
い
て

文
敏
（
所
員
）

（
研
究
の
意
図
及
び
態
度

・
方
法
）
こ
れ
ま
で
、
金
先
教
教
師
と
し
て
生
き

西

村

る
自
分
が
、
現
代
か
ら
将
来
へ
関
つ
て
の
自
己
の
あ
り
方
を
求
め
て
い
〈
と

「
金
光
教
の
社
会
性
に
つ
い
て
」
と
い
う
テ
l
マ
を
考
え
て
諸

こ
ろ
か
ら
、

57 

資
料
に
当
っ
て
き
た
が
、
こ
の
議
会
制
度
採
用
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
の

は
、
こ
の
こ
と
が
、
そ
の
時
点
に
お
い
て
本
教
の
あ
る
べ
き
姿
と
考
え
ら
れ

る
も
の
が
そ
の
ま
ま
制
度
化
さ
れ
る
の
で
な
く
、
社
会
思
潮
と
国
家
権
力
の

影
響
を
う
け
て
制
度
化
さ
れ
る
一
つ
の
ケ
l
ス
で
あ
る
と
と
ろ
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
ん
に
ち
代
表
民
主
制
そ
の
も
の
が
関
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
議

会
制
度
採
用
の
時
点
の
問
題
を
考
察
す
る
ζ

と
に
よ
っ
て
、
本
教
の
制
度
の

あ
り
方
を
さ
ら
に
考
察
し
て
い
く
手
掛
り
と
も
す
る
。
こ
の
観
点
か
ら
、
本

教
側
当
事
者
が
専
制
体
制
を
と
ろ
う
と
し
た
と
と
の
意
味
を
、
談
会
制
度
の

採
用
を
迫
っ
た
官
庁
当
局
の
政
治
状
況
と
の
関
速
に
お
い
て
、

考
察
し
て
い

ノ
丸
、
。（

研
究
の
概
要
及
び
現
況
）
明
治
三
十
三
年
の
教
団
別
涙
独
立
に
伴
い
、
本

教
は
議
会
制
度
を
採
用
し
た
が
、
と
れ
は
、
教
団
独
立
請
願
当
事
者
が
内
外

の
事
情
か
ら
教
団
は
専
制
体
制
を
と
る
べ
き
も
の
と
考
え
た
の
に
対
し
、
政

府
が
議
会
制
度
の
採
用
を
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。

『
金
光
教
第

一
回
臨
時
議

会
議
事
録
』
で
は
、
政
府
当
局
が
、
重
賦
課
を
課
す
る
よ
う
な
教
団
当
局
者

の
出
現
の
危
険
性
か
ら
、
そ
の
採
用
を
命
じ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ

れ
は
表
面
上
の
理
由
と
考
え
ら
れ
、
政
府
は
そ
の
宗
教
政
策
と
の
関
連
で
命

じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
教
団
と
し
て
ど
う
受
け
と
め
た
か
、
そ

し
て
そ
こ
に
ど
う
い
う
問
題
が
あ
っ
た
か
を
、
さ
ら
に
考
察
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
が
、
資
料
と
い
っ
て
も
特
に
見
当
ら
ず
、
政
府
と
本
教
側
当
事
者
の

も
つ
問
題
状
況
の
関
連
に
つ
い
て
さ
ら
に
追
究
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

昭
和
十
年
一
月
に
お
け
る
有
志
盟
約
結
成
の
意
味

ー
教
聞
に
お
け
る
伝
統
と
改
革
｜

藤

(1550) 

井

記

丘、
，~， 

雄
（
所
員
）
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（
窓
図
〉
一
体
ど
こ
に
ど
の
よ
う
に
立
て
ば
本
教
の
本
教
・
た
る
中
身
を
歴
史

的
現
実
に
即
し
て
把
握
し
う
る
か
、
と
い
う
教
団
史
研
究
の
方
法
論
的
問
題

意
識
を
も
っ
て
、
有
志
盟
約
結
成
の
時
点
を
と
り
あ
げ
、
そ
こ
を
み
る
と
と

に
よ
っ
て
粛
正
運
動
の
本
質
的
意
味
内
容
を
追
求
し
よ
う
と
し
た
。

（
方
法
）

当
時
の
教
団
問
題
に
関
し
て
発
し
た
教
監
通
牒
が
導
火
線
と
な
っ

て
、
教
団
有
志
か
ら
厳
し
く
批
判
さ
れ
た
阪
弁
内
局
の
立
場
は
、
ど
う
い
う

立
場
で
あ
っ
た
の
か
。
阪
井
内
局
に
批
判
を
加
え
た
有
志
は
、
ど
の
よ
う
に

教
団
の
問
題
状
況
を
と
ら
え
、

そ
れ
に
対
処
し
よ
う
と
じ
た
の
か
。
そ
の
立

場
は
ど
こ
に
根
拠
を
お
い
て
い
た
の
か
。
そ
こ
を
問
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
有

志
盟
約
結
成
の
意
味
を
た
ず
ね
た
。

（
概
要
及
び
現
況
〉
阪
井
内
局
の
立
場
は
、
形
成
さ
れ
た
伝
統
（
人
・
組
織

・

教
条
等
々
）
に
拠
り
ど
こ
ろ
を
お
い
た
も
の
で
あ
り
、
伝
統
を
形
成
せ
し
め

た
根
源
的
働
き
（
取
次
の
働
き
）
に
根
拠
を
求
め
て
い
く
態
度
に
欠
け
て
い

た
と
こ
ろ
か
ら
、
生
き
た
問
題
へ
の
対
応
を
困
難
に
し
、
一
層
問
題
を
惹
起

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
金
光
様
の
お
広
前
奉
仕
の
生
き
た

働
き
を
感
得
し
、
こ
れ
と
そ
本
教
の
中
心
生
命
で
あ
る
と
の
自
覚
に
も
と
づ

く
有
志
盟
約
の
結
成
は
、
伝
統
の
殻
を
破
っ
て
、
教
団
の
内
部
か
ら
新
し
い

本
教
信
心
の
理
念
を
打
ち
出
し
、
教
団
粛
正
（
改
革
〉
運
動
の
拠
り
ど
と
ろ

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

と
と
ろ
で
、
研
究
作
業
が
阪
井
内
局
の
あ
り
方
を
み
て
い
く
ほ
う
に
傾
き
、

当
初
意
図
し
た
粛
正
運
動
の
中
身
を
解
明
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
え
な
い

で
終
っ
た
の
で
、
今
後
は
そ
の
方
向
に
努
力
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

(1551) 

教
団
の
問
題
性
及
び
そ
れ
を
問
う
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て

松

1寸

真

治
（
助
手
〉

（
研
究
意
図
）
教
問
組
織
が
成
立
L
存
続
せ
し
め
ら
れ
る
と
と
の
中
に
ど
の

よ
う
な
問
題
が
生
ま
れ
て
き
た
か
、
更
に
そ
の
問
題
が
ど
の
よ
う
に
自
覚
せ

ら
れ
荷
わ
れ
て
き
た
か
、
と
い
う
と
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

今
日
の
教
団
が
直
面
し
て
い
る
問
題
の
根
を
探
り
、
旦
っ
そ
こ
に
生
き
る
私

と
い
う
一
人
閣
の
在
り
方
を
求
め
ん
と
願
う
も
の
で
あ
る
。

ハ
研
究
方
法
）
教
団
の
問
題
性
を
浮
上
さ
せ
自
覚
し
よ
う
と
し
て
き
た
、
教

団
史
上
の
一
連
の
流
れ
（
主
と
し
て
「
新
光
」
な
ど
の
青
年
会
雑
誌
に
拠
る
〉

に
み
ず
か
ら
の
眼
を
据
え
て
、
主
と
し
て
教
団
組
織
成
立
の
時
点
前
後
の
事

情
を
見
て
い
く
と
い
う
方
、
法
を
と
っ
て
い
る
。

（
概
要
及
び
現
況
）
教
団
組
織
の
で
き
方
を
見
て
い
く
中
で
浮
か
ん
で
く
る

問
題
点
は
、
教
団
組
織
の
成
立
及
び
独
立
に
関
し
て
、
そ
れ
を
促
し
た
働
き

は
何
か
、
ど
の
よ
う
な
形
を
と
っ
て
実
現
す
る
と
と
に
な
っ
た
の
か
、
そ
れ

に
よ
っ
て
何
を
守
ろ
う
と
し
た
の
か
、
ま
た
実
際
に
何
を
守
る
と
と
に
な
っ



た
か
、
そ
れ
は
信
心
に
と
っ
て
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
か
、

と
い
う
諸
点
で
あ
る
。
と
れ
ら
は
当
時
の
国
家
の
宗
教
政
策
や
社
会
情
勢
と

深
く
か
か
わ
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
て
、

一
朝
一
夕
に
解
き
得
る
も
の
で
は
も

と
よ
り
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
国
家
社
会
の
力
に
よ
っ
て
、
と
の
道
の
信
心

か
ら
お
の
ず
と
生
ま
れ
た
も
の
で
な
い
組
織
体
制
を
避
け
難
く
と
ら
さ
れ
た

と
い
う
と
と
と
、
そ
の
こ
と
が
実
は
人
々
を
し
て
こ
の
道
の
信
心
と
は
ど
う

あ
る
こ
と
か
と
問
わ
せ
続
け
る
と
い
う
働
き
を
し
て
き
た
の
だ
と
い
う
こ
と

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
と
同
時
に
、
今
日
私
が
教
聞
に
関
す
る

と
れ
ら
の
諸
問
題
を
問
う
と
い
う
と
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
私
に
お
い

て
そ
れ
ら
の
問
題
が
自
覚
化
せ
ら
れ
る
と
い
う
と
と
を
意
味
し
、
そ
こ
に
教

団
史
研
究
の
意
味
を
見
い
だ
し
て
い
る
現
状
で
あ
る
ω

管
長
辞
任
要
求
の
運
動
の
転
換
に
つ
い
て

ー
中
央
委
員
の
場
合
l
l
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宮

真

（
意
図
）
本
教
に
お
い
て
、
問
題
を
問
題
に
す
る
と
は
一
体
ど
う
す
る
こ
と

な
の
か
。
こ
の
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
手
は
じ
め
と
し
て
、
昭
和
九

・
十
年

事
件
に
お
け
る
管
長
辞
任
の
陳
情
運
動
か
ら
教
団
内
で
管
長
を
問
題
に
し
て

田

－＝」・
」iil.

= 

男
前
日
間
）

い
く
こ
と
に
な
っ
た
時
点
を
取
上
げ
、
問
題
の
仕
方
と
そ
の
意
味
を
さ
ぐ
ろ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
方
法
及
び
概
要
）
有
志
盟
約
の
陳
情
は
、
十
年
の
一
月
下
旬
か
ら
は
じ
め

ら
れ
、
四
月
に
い
た
っ
て
、
・
文
部
省
の
方
針
で
あ
る
管
長
の
留
任
、
制
度
改

革
の
向
き
を
受
諾
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
停
止
す
る
に
い
た
っ
た
。
停
止
せ

・
ぎ
る
を
え
な
か
っ
た
主
た
る
理
由
は
、
・
文
部
省
が
管
長
の
辞
任
を
認
め
な
い

方
針
が
判
明
す
る
に
及
ん
で
、
運
動
を
す
す
め
る
前
提
が
崩
れ
た
こ
と
に
あ

る
。
だ
が
、
前
提
が
崩
れ
て
も
、
辞
任
を
達
成
す
る
た
め
に
は
文
部
省
（
国

家
権
力
）
と
対
決
す
る
道
が
な
い
で
も
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
文
部
省
と
の

対
決
を
避
け
、
教
団
内
で
管
長
を
問
題
に
す
る
道
を
選
ん
だ
J

そ
れ
は
、
従

前
の
ど
と
き
管
長
に
対
し
、
辞
任
の
勧
告
、
不
信
任
決
議
、
説
得
と
い
っ
た

態
度
で
は
な
く
、
管
長
が
み
ず
か
ら
を
反
省
す
る
と
之
を
願
う
道
で
あ
り
、

御
広
前
奉
仕
に
結
合
統
一
す
る
ζ

と
で
管
長
を
問
題
に
し
て
い
く
道
で
あ
っ

た
。
こ
こ
に
、
本
教
に
お
け
る
問
題
の
仕
方
、
取
組
み
様
が
現
わ
れ
て
い
る
。

（
現
況
）
と
の
よ
う
な
問
題
の
仕
方
が
浮
び
上
っ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
仮
説

の
域
を
出
る
も
の
で
な
い
。
そ
と
で
、
い
ま
一
度
、
前
後
の
事
蹟
と
の
関
連

を
克
明
に
た
ど
り
な
が
ら
、
仮
説
を
吟
味
す
る
と
と
も
に
、
問
題
の
仕
方
は

何
を
ど
K
ノ
問
題
に
す
る
こ
と
な
の
か
、
そ
の
窓
味
の
把
握
に
つ
と
め
て
い
き

－
F

－、。
ふ
れ

B
V

(1552〕
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湯
川
安
太
郎
の
小
売
商
第
一
日
目
の
体
験
に
つ
い
て

矢

秋
（
所
員
）

回

守

（
意
図
〉
湯
川
安
太
郎
の
信
心
の
成
立
過
程
を
た
ど
る
と
と
を
通
し
て
、
本

教
の
信
心
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
の
願
い
に
立
つ
も
の
で
あ
る
が
、
さ
し
当

つ
て
は
、
小
売
商
第
一
日
自
の
体
験
を
と
り
あ
げ
、
こ
れ
を
展
望
台
と
し
て
、

前
後
の
事
蹟
を
見
通
し
つ
つ
、
と
の
体
験
が
信
心
成
立
の
過
程
に
お
い
て
占

め
る
位
置
や
意
味
を
さ
ぐ
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
方
法
及
び
概
要
）
小
売
商
第
一
日
目
の
体
験
が
、
安
太
郎
の
信
心
に
と
っ

て
意
味
あ
る
も
の
と
な
っ
た
直
接
の
契
機
は
、
安
太
郎
が
神
前
に
一

日
の
商

売
の
お
礼
を
申
し
た
と
き
、
「
ま
あ
考
え
て
み
い
」
と
あ
っ
た
神
の
促
し
で

あ
る
。
安
太
郎
に
よ
れ
ば
、
と
の
神
の
促
し
は
、
安
太
郎
に
何
ら
の
問
題
意

識
が
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
神
の
側
か
ら

一
方
的
に
降
っ
た
も
の
の

よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
が
、
究
明
に
あ
た
っ
て
は
、
た
と
え
安
太
郎
の
窓
識

に
は
の
ぼ
っ
て
い
な
く
て
も
、
意
識
以
前
の
状
態
で
安
太
郎
の
内
面
に
波
紋

を
な
げ
か
け
て
い
る
な
ん
ら
か
の
問
題
が
あ
り
、
神
の
促
し
は
そ
と
へ
投
げ

か
け
ら
れ
た
と
い
う
推
定
の
も
と
に
、
そ
れ
が
如
何
な
る
問
題
で
あ
っ
た
か

を、

こ
と
に
至
る
ま
で
の
安
太
郎
の
生
活
を
通
し
て
浮
上
さ
せ
、
そ
の
問
．
組

と
の
対
応
に
お
い
て
、
安
太
郎
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
と
と

に
な
っ
た
か
を
追
求
し
た
。

（
現
況
〉
こ
の
自
の
体
験
に
つ
い
て
の
一
応
の
意
味
づ
け
を
行
な
っ
た
が
ベ

前
後
の
事
蹟
と
の
関
連
を
さ
ら
に
克
明
に
た
ど
り
な
が
ら
、
と
ら
え
な
お
す

(1553) 

と
と
の
必
要
を
感
じ
て
い
る
。

戦
時
時
局
活
動
研
究
の
た
め
の
素
描

ー
教
団
の
戦
争
対
応
の
姿
勢
に
つ
い
て
｜

波

浴
（
所
口
）

辺

（
怠
図
）
と
の
研
究
の
目
的
は
、
昭
和
六
年
の
満
洲
事
変
勃
発
か
ら
、
昭
和

二
十
年
の
敗
戦
に
至
る
、
い
わ
ゆ
る
十
五
年
戦
争
の
う
ち
の
、
昭
和
十
二
年

の
支
那
事
変
以
降
に
焦
点
を
あ
て
て
、
本
教
教
団
の
動
き
を
知
ろ
う
と
す
る

と
と
ろ
に
あ
る
。

（
概
要
）
前
記
の
意
図
に
従
っ
て
、
ま
ず
昭
和
十
二
年
七
月
の
事
変
勃
発
か

か
ら
、
十
三
年
二
月
の
本
教
第
五
十
六
回
定
期
議
会
ま
で
を
対
象
と
し
、
前

掲
の
副
題
を
視
点
と
し
て
、
事
実
認
識
の
作
業
を
す
す
め
た
。
そ
の
大
筋
を

結
論
的
に
い
え
ば
、
事
変
当
初
に
う
ち
出
さ
れ
た
、
教
団
と
し
て
特
別
な
構

え
ハ
事
変
対
処
事
務
局
）
を
も
っ
て
の
時
局
活
動
か
ら
、
と
の
時
点
で
す
す

め
ら
れ
て
い
る
御
率
仕
神
迎
会
の
精
神
の
徹
底
に
よ
っ
て
、
信
事
者
個
々
と

し
て
自
然
に
で
き
て
い
く
で
あ
ろ
う
時
局
活
動
へ
と
移
行
す
る
願
い
が
起
と

つ
ま
り
本
教
教
団
と
し
て
の
真
の
活

っ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。



動
は
、
昭
和
九
・
十
年
事
件
を
経
て
自
覚
さ
せ
ら
れ
て
き
た
内
容
を
、
動
き

と
し

τ定
着
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
と
の
認
識
に
基
づ
い
て
の
実
勤
が
始
め
ら

れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
現
況
）
同
じ
主
題
に
よ
っ
て
、
次
の
時
点
に
あ
た
る
対
支
文
化
事
業
に
つ

い
て
、
や
は
り
事
実
認
識
を
目
的
と
し
て
、
資
料
収
集
、
資
料
聴
取
の
と
と

か
ら
す
す
め
た
い
と
願
っ
て
い
る
。

第
二
・
四
部

元
治
元
年
正
月
一
日
の
お
知
ら
せ
に
よ
る
宮
の
普
請

を
め
ぐ
っ
て

藤

洋

ハ
意
図
）
元
治
元
年
疋
月
一
日
の
お
知
ら
せ
の
含
ん
で
い
る
意
味
内
容
を
明

ら
か
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
お
知
ら
せ
が
下
る
に
至
る
、
教
祖
を
中
心

と
し
た
当
時
の
状
況
と
、
お
知
ら
せ
を
受
け
て
の
教
祖
の
生
き
方
を
明
ら
か

に
す
る
と
と
を
も
っ
て
、
歴
史

・
社
会
の
中
で
現
実
の
様
々
な
関
係
を
教
祖

は
い
か
に
生
き
た
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
努
め
る
。

斎

東

男
（
助
手
〉
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（
方
法
）
教
祖
の
生
き
た
当
時
の
問
題
状
況
を
で
き
る
限
り
は
っ
き
り
と
把

援
す
る
。
す
な
わ
ち
、
徳
川
幕
藩
体
制
内
に
お
け
る
信
仰
者
の
問
題
を
認
識

．
す
る
。
具
体
的
に
は
、
当
時
に
お
け
る
宮
の
普
請
の
意
味
、
教
祖
を
中
心
と

し
て
発
生
し
つ
つ
あ
る
氏
子
集
団
の
動
き
、
そ
れ
ら
に
深
く
関
わ
る
権
力
と

し
て
の
お
上
、
あ
る
い
は
山
伏
に
よ
る
信
仰
へ
の
圧
迫
、
既
成
社
会
の
有
形

無
形
の
抵
抗
等
、
と
れ
ら
を
調
査
す
る
と
と
に
よ
っ
て
、
当
・時
、
教
祖
の
感

じ
て
い
た
問
題
性
を
明
確
化
す
る
と
共
に
、
と
の
お
知
ト
り
せ
の
・
怠
味
を
た
ず

ね
る
こ
と
を
目
論
む
。

（
現
況
）
昭
和
四
十
五
年
一
月
、
助
手
に
任
命
さ
れ
た
た
め
、
四
十
四
年
度

研
究
報
告
は
提
出
し
て
い
な
い
。
現
在
、
右
の
意
図
、
方
法
を
も
っ
て
こ
れ

か
ら
の
研
究
を
進
め
た
い
と
思
っ
て
い
る
が
、
よ
り
深
い
、
級
密
な
研
究
を

願
う
と
と
ろ
か
ら
、
し
ば
ら
く
は
、
資
料
、
文
献
に
で
き
る
限
り
幅
広
く
当

っ
て
い
く
よ
う
に
心
が
け
て
い
る
。

明
治
六
年
八
月
十
九
日
の
お
知
ら
せ
の
解
釈

ー
素
描
の
段
階
と
し
て
の
一
試
み

l

沢

信
（
所
員
）

回

重日
の
聞
に
、
出
社
神

（
意
図
）
八
月
十
九
日
と
い
う
自
の
お
知
ら
せ
は
、

号
一
乃
弟
子
改
め
、
神

・
生
神
金
光
大
神
の
働
き
、
向
明
神
へ
の
願
い
、
神

名
の
伝
え
方
、
と
い
う
内
容
を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
お
知
ら
せ
の
内
容
中
、

神

・
生
神
金
光
大
神
の
働
き
に
つ
い
て
一
不
さ
れ
た
も
の
が
、
御
理
解
第
三
節

と
し
て
教
典
に
盛
ら
れ
て
い
る
と
と
も
あ
っ
て
、
従
来
は
、
教
義
的
解
明
に

(1554) 
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重
点
が
お
か
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
八
月
十
九
日
と
い
う
時
点
に
あ
る
教

祖
を
め
ぐ
る
問
題
状
況
を
考
え
る
と
、
従
来
の
解
明
の
仕
方
で
は
教
協
の
信

心
の
内
容
に
迫
る
の
に
乏
し
い
も
の
を
感
じ
る
。
か
か
る
観
点
か
ら
ど
う
問

越
が
み
え
て
く
る
か
試
み
た
。

（
方
法
〉
研
究
の
意
図
か
ら
い
っ
て
、
で
き
る
限
り
教
祖
を
め
ぐ
る
教
団
的
、

社
会
的
問
題
状
況
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
さ
ら
に
、
お
知
ら
せ
の
内

容
が
教
義
的
展
開
を
示
し
て
き
で
い
る
だ
け
に
、
と
ζ

に
ま
と
ま
っ
て
く
る

教
祖
の
信
心
過
程
を
正
し
く
と
ら
え
ん
と
し
た
。

（
概
要
及
び
現
況
）
窓
図
を
充
た
し
て
い
く
に
つ
い
て
、
研
究
者
の
問
題
視

点
が
い
ま
一
つ
明
確
で
な
か
っ
た
た
め
に
内
容
が
分
散
し
た
。
今
後
、
視
点

づ
く
り
を
強
化
し
、
そ
れ
に
そ
っ
て
資
料
の
見
当
づ
け
を
求
め
て
い
く
。
と

も
あ
れ
、
研
究
を
す
す
め
た
結
果
、
と
の
自
の
お
知
ら
せ
が
一
連
の
教
祖
の

問
題
意
識
に
そ
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
神
前
撤
去
の
事
態
を
と
お
っ
た
教
祖

が
、
明
治
政
権
下
の
不
安
定
な
政
治
状
況
内
に
あ
る
庶
民
の
背
悩
に
ど
の
よ

う
に
と
り
く
ん
で
い
と
う
と
せ
ら
れ
て
い
る
か
、
ほ
の
か
に
感
じ
る
。

教
祖
に
お
け
る

(2) 

「
苦
し
み
の
場
所
」

ー
「
神
、
そ
の
苦
し
み
の
と
き
」
・
｜

「
苦
し
み
の
場
所
」

教
組
に
お
け
る

(3) 

ー
月
の
一
二
日
神
参
り
の
意
味
を
た
ず
ね
て

i

(1555) 

高

山
U・1a，

郎
〈
助
手
）

行

（
怠
凶
）
教
祖
に
お
い
て
は
、
生
き
る
こ
と
の
難
儀
が
ど
と
に
ど
の
よ
う
に

あ
ら
わ
れ
、
そ
こ
を
ど
の
よ
う
に
生
き
た
か
。
そ
の
問
題
を
考
え
て
い
く
に

つ
い
て
、
人
聞
の
難
儀

・
実
芯
丁
寧
神
信
心
・
お
か
げ
と
い
う
一
本
の
線
を

引
い
て
み
て
、
そ
と
に
み
ら
れ
る
生
の
論
避
を
構
造
的
に
把
握
し
よ
う
と
し

怒
川

4
9
q
 

た
。
今
回
は
こ
と
に
四
十
三
才
ま
で
の
生
に
つ
い
て
み
た
。

「
党
」
の
表
現
を
忠
災
に
み
て
い
き
、
そ
の
記
述
内
容
を
解
釈
し
、

（
方
法
）

そ
の
滋
味
止
符
発
見
す
る
と
と
に
つ
と
め
た
。
そ
の
こ
と
を
進
め
て
い
く
に
つ

い
て
、
私
の
当
面
さ
せ
ら
れ
て
い
る
生
の
状
況
を
吟
味
し
て
い
く
こ
と
を
ぬ

き
に
し
な
い
よ
う
留
意
し
た
ω

（
概
要
及
び
現
況
〉
教
祖
に
お
い
て
、
実
意
丁
寧
神
信
心
の
生
き
方
が
、
難

儀
と
い
う
生
き
る
と
と
の
「
苦
し
み
」
の
中
か
ら
、
神
と
の
か
か
わ
り
を
得

る
に
い
た
る
と
い
う
お
か
げ
の
世
界
・
な
聞
い
て
く
る
の
は
、
突
な
丁
寧
神
信

心
の
生
き
方
が
、

生
来
的
な
も
の
と
ば
か
り
は
い
え
ず
、
む
し
ろ
難
儀
の
中
で
そ
の
生
き

①
 

方
を
生
み
出
し
、
深
め
て
い
っ
た
こ
と

ψ

②
難
儀
に
対
応
す
る
た
め
の
、
あ
る
い
は
お
か
げ
を
得
る
た
め
の
方
法
的

な
も
の
で
は
な
い
こ
と
。



③ 

人
間
の
苦
悩
の
相
と
そ
の
根
（
神
と
の
か
か
わ
り
の
つ
か
な
さ
）
を
自

党
せ
し
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
こ
と
。

④
極
限
状
況
に
あ
っ
て
さ
え
、
生
き
力
を
生
み
出
し
、
そ
と
で
の
あ
り
方

を
導
い
て
く
る
働
き
を
し
て
い
る
と
と
。

以
上
の
よ
う
な
結
論
を
現
在
の
段
階
と
し
て
得
た
が
、
論
の
運
び
に
強
引

す
ぎ
る
き
ら
い
が
な
く
も
な
い
。
今
後
は
一
層
綿
密
な
考
察
を
期
し
た
い
。

「
教
団
」
及
び

「
歴
史
」
に
つ
い
て

ー

l
社
会
的
存
在
と
し
て
の
教
団
及
び
そ
の

変
動
過
程
と
し
て
の
歴
史
把
握
の
問
題
に
つ
い
て
｜
｜

藤

尾

〈
意
図
）
教
団
史
研
究
の
態
度
及
び
視
点
の
模
索
が
主
た
る
意
図
で
あ
る
。

信
心
の
自
己
吟
味
と
し
て
の
教
学
研
究
を
め
ざ
す
と
き
、
教
団
を
展
開
・
発

展
と
見
る
と
き
、
そ
こ
に
は
、
研
究
意
識
と
生
活
意
識
と
が
ど
と
か
で
一帯離

街3

昭
（
所
員
）

63 

せ
ざ
る
を
得
な
い
結
果
を
来
し
た
。
．
と
の
問
題
は
一
体
ど
と
に
そ
の
根
を
有

し
て
い
る
の
か
。
今
日
ま
で
の
教
団
史
研
究
の
態
度

・
方
、
法
の
問
題
を
自
身

に
お
い
て
吟
味
す
る
。

（
方
法
〉
研
究
態
度
と
し
て
、
教
団
史
を
既
存
の
も
の
と
し
て
把
握
す
る
と

き
、
教
団
及
び
歴
史
と
研
究
者
と
の
遊
離
が
結
果
さ
れ
る
。
そ
と
で
、
自
己

を
教
団
及
び
歴
史
そ
の
も
の
の
具
現
体
と
し
て
と
ら
え
る
と
き
、
教
団

・
歴

史
・・
信
心
が
ど
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
て
く
る
か
。
そ
こ
に
研
究
の
原
点
を
置

く
こ
と
に
よ
っ
て
、
研
究
者
の
ど
と
ろ
に
流
れ
こ
ん
で
い
る
本
教
の
歴
史
の

諸
問
題
を
明
確
に
、
社
会
と
の
関
連
に
お
い
て
、
把
握
す
べ
く
努
力
し
、
そ

の
こ
と
を
通
し
て
現
時
点
の
確
認
を
な
し
て
い
く
。

（
概
況
）
右
の
ど
と
く
原
点
を
す
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
感
じ
、
思
う
ま
ま

に
形
式
に
と
だ
わ
る
と
と
な
く
、
つ
づ
り
方
を
続
け
（

I
i
w）
て
来
て
、

そ
の
ま
と
ま
り
と
し
て
研
究
報
告
を
提
出
し
、
と
の
報
告
に
お
い
て
λ

今
発

表
の
人
間
の
、
ま
た
社
会
の
技
術
性
、
欺
附
性
に
到
達
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
。
そ
れ
は
、
自
己
自
身
の
日
常
生
活
の
欺
術
性
、
技
術
性
の
問
題
を
つ
い

て
来
る
も
の
で
あ
り
、
今
日
の
人
間
の
問
題
を
問
う
と
と
を
迫
る
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
ま
た
、
教
団
史
へ
の
迫
り
の
視
点
を
啓
く
も
の
で
あ
る
か
も
知

れ
な
い
と
予
期
せ
ら
れ
る
。

み
か
ぎ
り
た
女
K
関
す
る
事
蹟
解
釈
の
一
試
み

松

敬

田

（
所
員
）

（
意
図
）
我
々
は
通
常
、
教
祖
と
呼
ば
れ
る
人
物
に
つ
い
て
、
慈
悲
深
く
、

抱
擁
力
も
大
き
く
、
ど
ん
な
人
聞
を
也
救
済
し
う
る
人
格
で
あ
る
と
い
う
イ

. _(1556) 
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メ
l
U
を
持
つ
。
こ
の
よ
う
な
教
祖
像
か
ら
す
れ
ば
、
教
祖
が
他
の
人
聞
を

叱
責
し
た
り
、
批
判
し
た
り
、
見
限
る
と
い
う
よ
う
な
と
と
は
考
え
ら
れ
な

い
。
と
と
ろ
が
、
「
見
限
り
た
女
」
に
関
す
る
事
蹟
K
於
て
、
教
祖
は
、
彦

介
の
養
母
に
つ
い
て
、
「
神
様
へ
は
信
心
す
な
と
申
し
。
心
得
の
悪
い
母
親

と
こ
の
た
び
思
い
知
り
。
：
：
：
取
欲
ば
り
、
彦
介
し
ば
入
用
む
し
ん
申
し
。

見
限
り
た
女
」

（
p
g
と
断
言
し
て
い
る
。

こ
れ
は

一
体
何
を
物
語
っ
て

い
る
の
か
。
教
祖
に
於
て
、
何
が
ど
の
よ
う
に
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
か
ら
養

母
を
見
限
る
と
と
に
な
っ
た
の
か
。
そ
の
内
容
を
把
握
し
た
い
。

〈
方
法
）

「
金
光
大
神
覚
」
の
記
述
に
即
し
て
、
彦
介
の
変
死
の
時
点
に
於

け
る
養
母
に
対
す
る
教
組
の
態
度
を
追
体
験
的
に
把
握
す
る
。

（
概
要
及
び
現
況
）
教
祖
は
、
精
神
異
常
を
き
た
し
た
彦
介
に
対
し
て
、
神

と
の
関
係
に
於
て
行
届
い
た
世
話
を
し
た
。
そ
の
看
病
の
過
程
で
問
題
と
な

り
続
け
た
養
母
と
の
関
係
を
、
彦
介
の
変
死
の
時
点
で
切
断
し
た
。
そ
こ
で

は
、
主
体
性
を
持
っ
て
生
き
る
人
聞
の
生
き
方
が
、
他
か
ら
一
方
的
に
如
何

と
も
し
が
た
い
・も
の
で
あ
る
こ
と
、
又
ど
ん
な
人
閣
を
も
助
け
う
る
と
す
る

教
祖
自
身
が
、
根
本
的
に
問
題
化
し
た
。

こ
の
事
蹟
の
焦
点
が
い
ま
一
つ
不

明
確
な
の
で
、
そ
こ
を
明
確
に
し
た
い
。

「
自
分
を
問
う
」

(1557) 

ζ

と
に
つ
い
て
の
ノ
ー
ト

真

司

郎
（
助
手
）

鍋

（
意
図
及
方
法
）
人
聞
が
生
き
て
い
く
に
つ
い
て
起
き
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
．

に
対
し
て
、
自
身
の
と
と
ろ
で
は
そ
れ
ら
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
、

対
処
し
て
い
と
う
と
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
間
い
に
立
っ
て

考
え
て
み
る
と
き
、
自
身
と
し
て
は
、
そ
う
し
た
問
題
自
体
が
容
易
に
、
的

確
に
捉
え
え
な
い
し
、
問
題
を
自
身
の
と
と
ろ
に
如
何
に
背
負
っ
て
い
け
る

も
の
か
、
と
い
っ
た
と
と
に
つ
い
て
も
ど
れ
程
も
明
確
で
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
ま
と
と
に
あ
い
ま
い
で
あ
り
、
中
途
半
端
な
問
題
の
受
け
と
め
方
に
と

ど
ま
っ
て
い
る
の
が
、
い
つ
わ
ら
ざ
る
実
情
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し

た
自
身
の
生
き
方
の
あ
い
ま
い
さ
、
中
途
半
端
さ
は
、
自
他
の
関
係
に
つ
い

て
も
顕
著
に
み
ら
れ
、
自
他
相
互
の
か
か
わ
り
合
い
の
つ
か
な
さ
と
い
っ
た

問
題
を
生
ま
し
め
る
こ
と
に
も
連
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
自
身
の
生
き
方

を
あ
い
ま
い
か
つ
中
途
半
端
に
さ
せ
て
い
る
も
の
は
何
か
、
そ
の
構
造
を
捉

え
て
い
き
た
い
。

今
回
は
そ
の

一
端
と
し
て
、
自
身
の
病
気
の
体
験
を
と
お
し
て
、
自
・身
が

病
気

・
医
者
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
い
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
、
と
く
に
医
者
対
患
者
の
人
間
関
係
に
み
ら
れ
る
問
題
性
の
把
握
に

中
心
を
据
え
た
。



〈
現
況
）
自
身
の
体
験
を
吟
味
す
る
と
い
う
場
合
、
問
題
状
況
、
問
題
性
と

い
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
あ
る
程
度
触
れ
与
え
て
も
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
歩
を

進
め
て
問
題
を
吟
味
し
掘
り
下
げ
、
怠
味
把
握
の
段
階
ま
で
に
到
る
と
と
の

容
易
で
な
さ
を
痛
感
す
る
。
と
れ
は
結
局
自
身
の
と
こ
ろ
で
の
自
己
内
「
対

話
」
の
た
り
な
さ
、
自
分
自
身
へ
の
関
係
の
つ
か
な
さ
と
い
っ
た
と
と
に
起

因
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

自
分
を
問
う
と
い
う
こ
と
も
、
叉
自
身
の
体
験
の
吟
味
と
い
う
こ
と
を
続

け
る
に
つ
い
て
も
、
い
か
に
し
て
赤
裸
々
な
自
己
を
披
、
援
し
う
る
か
と
い
っ

た
と
こ
ろ
に
、
当
面
の
問
題
は
し
ぼ
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

大

患

教

祖

序

説

の
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和

雄

（

助

手

）

生
の
当
事
者
に
お
い
て
、
そ
の
時
そ
の
場
の
経
験
を
、
自
己
の
体
験
と

し
て
、
歴
史
的
に
段
階
的
に
自
己
把
握
す
る
こ
と
は
、
至
難
な
と
と
で
あ
ろ

う
。
何
故
な
ら
、
い
か
な
る
生
も
、
計
画
的
で
は
な
い
し
、
ま
し
て
や
展
開

的
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
と
と
は
、
予
測
で
き
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
。
も

し
自
己
の
生
の
意
味
な
り
内
容
を
、
具
体
的
な
生
活
経
験
に
そ
っ
て
摘
む
こ

と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
何
ら
か
の
形
で
、
働
き
と
い
う
も
の
を
自

覚
す
る
と
き
に
可
能
で
あ
ろ
う
。

田

交え
」d..

世

。

。
教
祖
が
四
十
二
才
に
う
け
た
大
患
は
、
そ
の
信
仰
生
命
に
ど
の
よ
う
な

エ
ポ
ッ
ク
を
画
す
る
と
と
に
な
っ
た
の
か
。
九
死
一
生
と
い
う
状
況
の
な
か

か
ら
、
お
か
げ
を
う
け
て
全
快
す
る
ま
で
に
、
教
祖
自
身
の
信
心
が
、
あ
ら

ゆ
る
形
で
検
討
を
う
け
、
あ
る
い
は
自
己
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

昨
年
ま
で
に
ま
と
め
た
「
大
患
の
教
祖
」
を
、
更
に
今
年
度
の
練
り
直
し

を
も
っ
て
、
四
十
二
才
の
教
祖
の
信
心
像
を
、
序
説
的
に
全
体
的
に
ま
と
め

よ
う
と
し
た
。
そ
の
視
点
と
な
る
主
な
る
も
の
は
、
①
大
患
と
い
う
状
況
の

把
握
、
②
状
況
下
に
お
け
る
教
祖
の
と
と
ろ
の
う
ど
き
、
の
二
点
で
あ
る
。

研
究
生

親
子
の
間
柄
に
於
け
る
問
題

－
l
特
に
佐
藤
照
師
に
見
ら
れ
る
も
の
を
中
心
に
し
て
｜
｜

塚

子

（テ
l
マ
設
定
の
経
緯
及
び
研
究
意
図
）
研
究
の
問
題
意
識
の
中
心
は
常
に

人
間
関
係
の
問
題
に
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
も
っ
て
、
実
際
に
ど
う
す
れ
ば
研

究
が
で
き
て
い
く
の
か
、
そ
こ
が
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
テ
l
マ
を
か
え
て
み

る
と
い
う
経
過
を
辿
っ
た
。
最
初
は
「
人
間
関
係
の
助
か
り
に
つ
い
て

l
l

高
橋
正
雄
師
の
生
き
方
に
見
ら
れ
る
も
の
を
中
心
と
し
て

l
」
と
い
う
テ

石

陽

ぐ1558)

ー
マ
を
定
め
た
が
、
研
究
が
進
ま
ず
、
テ
ー
マ
を
絞
る
と
と
を
す
す
め
ら
れ
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て、

「
異
佐
聞
の
問
題
」
に
絞
っ
た
。
し
か
し
、
と
の
問
題
に
つ
い
て
も
研

究
で
き
ず
、
最
後
K
首
標
の
テ
1
マ
に
定
め
た
。

人
間
関
係
の
う
ち
で
も
最
も
切
実
な
も
の
の
一
つ
で
あ
る
親
子
の
間
柄
は

如
何
に
あ
れ
ば
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
信
心
に
よ
る
親
子
関
係
の
助
か
り

の
’す
が
た
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
の
願
い
を
も
っ
て
、
佐
藤
照
姉
の
信
心
生

活
の
中
身
を
求
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

（
方
、
法
及
び
概
要
）
地
方
在
住
研
究
生
は
、
資
料
の
面
に
お
い
て
も
制
約
を

受
け
る
と
と
に
な
り
が
ち
で
あ
る
が
、
こ
の
研
究
も
、
資
料
と
し
て
は
「
神

一
冊
を
使
い
得
る
の
み

の
手
代
わ
り

1
l
佐
藤
照
師
の
生
、
涙
と
教
語
｜
｜
」

で
あ
っ
た
。
こ
の
書
物
に
よ
っ
て
、
親
子
の
間
柄
に
つ
い
て
の
照
師
の
生
き

方
を
次
の
三
つ
の
面
か
ら
み
た
。

←？ 

照
師
は
親
を
ど
の
よ
う
に
み
て
い
た
か

照
師
は
、
自
己
の
い
の
ち
を
尊
く
有
難
く
思
っ
て
い
た
。
そ
の
自
分
の
い

の
ち
は
、
親
か
ら
生
ま
れ
、
親
に
育
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
と
を
思
う

と
、
親
に
お
礼
申
さ
ず
に
は
い
ら
れ
ず
、
親
を
拝
ん
で
い
た
。
親
孝
行
と
信

心
と
が
一
つ
の
と
と
で
あ
っ
た
。

照
師
は
子
供
を
ど
う
み
て
い
た
か

照
師
は
わ
が
子
を
神
の
氏
子
と
し
て
尊
ん
で
い
た
。
そ
し
て
、
子
供
を
育

て
る
の
も
、
神
の
お
蔭
を
う
け
て
育
て
さ
せ
て
頂
と
う
と
じ
た
。
子
供
に
対

し
て
は
、
肉
親
の
親
で
あ
る
と
同
時
に
、
信
心
の
師
で
あ
り
、
取
次
者
で
あ

M
H
 

った。・
同
照
師
の
生
き
方
の
根
本
に
は
何
が
あ
る
の
か

照
師
は
、
夫
範
雄
師
を
生
神
と
仰
ぎ
、
範
雄
師
は
照
師
を
取
次
者
と
頂
い

て
、
夫
妻
が
互
い
に
拝
み
合
っ
て
い
た
。
そ
う
い
う
夫
婦
の
あ
り
方
が
、
子

供
へ
の
最
も
尊
い
教
え
で
あ
っ
た
。
照
師
は
常
に
神
を
拝
ん
で
お
り
、
人
間

(1559) 

を
神
の
氏
子
と
し
て
拝
ん
で
い
た
。
自
分
の
子
、
人
の
子
と
い
う
枠
を
は
ず

し
て
、
す
べ
て
の
人
を
神
の
氏
子
と
し
て
育
て
て
い
こ
う
と
す
る
大
き
な
愛

が
照
師
の
根
本
に
あ
る
。

石
門
心
学
始
祖
石
田
梅
山
石
に
お
け
る

自
己
追
求
の
様
相
と
そ
の
展
開
内
容

伊

藤

範

人

（
テ
ー
マ
設
定
の
経
緯
及
び
研
究
意
図
）
所
内
実
修
終
了
時
に
「
教
組
の
実

意
丁
寧
の
本
．
質
に
つ
い
て

l
l
石
田
梅
岩
の
生
き
方
と
の
比
較
研
究
を
通
し

て
」
と
い
う
テ
l
マ
を
設
定
し
た
が
、
そ
れ
は
梅
岩
と
の
比
較
研
究
に
よ
っ

て
教
祖
の
生
き
ら
れ
方
の
内
容
を
明
確
に
把
握
し
、
わ
が
身
の
生
き
る
上
に

頂
き
た
い
と
い
う
願
い
か
ら
で
あ
っ
た
。

こ
の
研
究
を
す
す
め
る
に
あ
た
っ
て
、
人
間
一
般
の
実
意
丁
寧
の
内
容
と
、

教
姐
の
内
容
と
は
ど
の
よ
う
に
異
つ
で
い
る
か
、
異
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
異



っ
た
要
因
は
何
か
、
ま
た
そ
の
生
き
ら
れ
方
は
ど
の
よ
う
に
し
て
培
わ
れ
、

そ
の
生
き
ら
れ
方
の
原
動
力
は
何
か
、
と
い
う
問
題
意
識
に
立
っ
て
、
第
一

回
報
告
「
教
祖
と
石
田
梅
岩
の
人
間
形
成

i
l二
十
五
才
位
ま
で
」
を
提
出

し
た
。そ

の
作
業
の
結
果
、
両
者
の
研
究
を
同
時
K
す
す
め
て
も
、
両
者
の
本
質

に
ま
で
入
っ
て
い
け
な
い
と
い
う
問
題
に
当
面
し
た
。
つ
ま
り
研
究
者
の
研

究
視
点
及
び
姿
勢
が
明
確
で
な
い
た
め
、
研
究
者
の
実
生
活
上
の
問
題
と
研

究
と
の
働
き
合
い
が
な
さ
れ
ず
、
教
祖
と
石
田
梅
岩
と
の
生
き
方
の
優
劣
を

定
め
よ
う
と
す
る
動
き
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
教
祖
研
究
に
す
す
む
前

段
階
と
し
て
、
石
田
梅
岩
の
内
側
に
ど
と
ま
で
入
っ
て
い
く
と
と
が
で
き
る

か
、
そ
の
作
業
を
す
す
め
る
中
で
、
教
祖
研
究
の
視
点
、
姿
勢
を
培
う
必
要

を
感
じ
、
第
二
回
報
告
で
は
「
石
田
梅
岩
に
お
け
る
人
間
形
成
」
に
し
ぼ
り
、

江
戸
時
代
中
期
を
生
き
た
梅
岩
が
生
き
る
中
で
ど
の
よ
う
な
問
題
を
い
か
に

受
け
と
め
、
そ
こ
で
自
分
を
い
か
に
形
成
し
て
き
た
か
、
に
焦
点
を
あ
て
て

究
明
し
た
。

，

そ
の
結
果
、
研
究
視
点
が
不
明
確
で
あ
り
、
そ
れ
に
関
連
し
て
研
究
姿
勢

－’， 

を
と
と
の
え
て
い
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
問
題
が
明
確
に
な
っ
て
出
て
く
る

と
と
よ
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
研
究
者
が
最
初
に
石
田
梅
岩
に
魅
了
さ
れ
た
内

容
を
改
め
て
認
識
す
る
こ
と
に
よ
り
、
研
究
者
の
問
題
意
識
を
明
確
に
し
研

究
姿
勢
を
培
う
こ
と
に
願
い
を
お
い
て
、
二
回
の
報
告
中
共
通
し
て
問
題
と
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な
っ
た
彼
の
自
己
追
求
の
様
相
、
す
な
わ
ち
自
己
と
は
何
か
、
人
間
と
は
何

か
、
を
求
め
て
の
求
道
内
容
を
研
究
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
最
終
報
告
の
テ

ー
マ
は
と
の
よ
う
に
し
て
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
研
究
方
法
及
び
研
究
の
概
要
）
石
田
梅
岩
を
研
究
す
る
こ
と
は
、
研
究
者

と
彼
と
の
対
話
に
よ
っ
て
、
彼
が
問
題
に
と
り
く
む
様
相
の
内
面
を
描
き
出

す
と
と
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
追
体
験
的
方
法
を
模
索
し
な
が
ら
研

究
作
業
を
す
す
め
た
。
い
い
か
え
れ
ば
、
実
生
活
に
あ
ら
わ
れ
る
研
究
者
の

実
態
を
ど
う
い
う
姿
勢
で
み
て
い
く
と
と
が
必
要
な
の
か
、
さ
ら
に
研
究
者

自
身
の
何
を
み
て
い
く
と
と
が
い
る
の
か
、
と
い
う
問
題
意
識
を
も
ち
な
が

ら
、
彼
の
生
涯
中
重
要
と
思
わ
れ
る
四
つ
の
事
蹟
を
と
り
上
げ
、
彼
の
自
己

追
求
の
様
相
と
そ
こ
か
ら
の
展
開
内
容
を
み
て
い
っ
た

ψ

彼
の
生
涯
を
一
言
で
い
え
ば
、が

才
頃
よ
り
自
己
の
中
に
あ
る
我
に
気
づ
き
、
自
己
と
は
何
か
と
い
う
問
題
の

中
を
通
ら
さ
れ
、
そ
れ
が
さ
ら
に
青
年
期
に
な
る
と
、
人
間
と
は
何
か
と
い

う
意
識
へ
と
深
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
問
題
意
識
が
深
め
ら
れ
る
に
つ
れ
て
、

「自
己
追
求
」
の
一
生
と
い
え
よ
う
。
十

求
道
姿
勢
も
厳
し
く
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
求
道
の
方
法
は
、
書
物
を
読
み
、

町
の
辻
々
の
講
釈
を
聞
き
つ
つ
、
日
常
生
活
の
中
で
求
道
し
て
い

っ
た
。
問

題
と
求
道
と
そ
の
具
現
が
遊
離
せ
ず
、

三
者
が
互
い
に
働
き
合
い
を
な
し
、

求
道
即
生
活
と
な
っ
て
い
る
。

独
自
の
求
道
方

(1560) 

こ
の
よ
う
に
し
て
三
十
八
才
ま
で
は
師
匠
に
も
つ
か
ず
、
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法
に
よ
り
、
神
道
、
儒
教
、
禅
へ
と
す
す
ん
で
き
た
。
三
十
五
、
六
才
頃
、

自
分
を
動
か
し
万
物
を
も
動
か
す
源
で
あ
る
と
い
う
「
性
」
を
自
覚
し
た
が
、

「
性
」
の
起
る
元
が
不
明
確
で
あ
る
と
い

5
こ
と
か
ら
、
そ
の
「
性
」
に
疑

惑
を
生
じ
、
師
匠
を
求
め
る
と
と
に
な
る
。
こ
の
三
十
五
、
六
才
の
疑
惑
の

中
で
の
苦
悶
が
、
彼
の
生
涯
中
最
も
重
要
な
位
置
を
占
め
る
。

そ
れ
以
前
の
求
道
過
程
で
は
、
自
己
を
客
観
視
し
て
き
で
い
た
が
、
・と
の

時
以
来
「
自
分
を
見
て
い
る
自
分
の
中
の
も
う
一
人
の
自
分
」
を
み
る
と
と

の
必
要
性
に
気
づ
き
、
自
己
追
求
の
核
心
ヘ
触
れ
て
き
た
。
そ
と
か
ら
師
匠

の
必
要
性
が
生
じ
、
．小
栗
了
雲
に
つ
き
従
っ
て
、
「
性
」
の
根
源
を
求
め
て

い
く
。
そ
し
て
四
十
才
の
時
「
性
は
天
地
万
物
の
親
で
あ
る
」
と
の
開
悟
に

至
る
が
、
師
匠
よ
り
寸
性
を
天
地
万
物
の
親
と
み
た
「
目
』
が
残
っ
て
い
る
。

そ
の
『
目
』
が
あ
る
限
り
性
を
自
覚
し
た
と
は
い
え
ず
」
と
て
、
彼
の
求
道

内
容
を
根
底
か
ら
崩
さ
れ
た
J

彼
は
そ
と
か
ら
一
層
日
常
生
活
に
お
け
る
問

題
を
通
し
て
こ
の
「
目
」
を
追
求
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
四
十
三
才
に
至
り

「
天
地
あ
れ
ば
我
な
し
、
我
あ
れ
ば
天
地
な
し
」
の
悟
境
に
到
達
し
、
彼
の

世
界
が
開
か
れ
た
の
で
あ
る
。

学
問
的
素
地
の
な
い
彼
独
自
と
も
い
え
る
求
道
内
容
で
あ
る
が
、
求
道
即

生
活
の
彼
の
求
道
姿
勢
は
何
を
基
盤
に
し
て
の
も
の
か
。
彼
は
、
日
常
生
活

の
中
に
起
り
ぐ
る
問
題
を
生
活
の
中
で
見
つ
め
、
問
題
性
を
追
究
し
て
、
そ

と
か
ら
の
展
開
を
生
活
の
中
で
な
し
得
て
い
る
。
つ
ま
り
、
問
題
の
中
に
現

わ
れ
る
自
己
の
難
儀
の
実
態
を
絶
え
ず
見
つ
づ
け
、
そ
と
で
の
自
己
の
あ
り

方
動
き
方
を
把
え
て
い
る
と
と
ろ
か
ら
、
求
道
即
生
活
に
必
然
的
に
な
っ
て

い
か
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
に
彼
は
一
生
涯
を
費
や
し
た

(1561) 

と
い
え
よ
う
。

こ
の
研
究
作
業
を
終
え
て
思
わ
れ
る
こ
と
は
、
彼
の
本
質
を
描
き
出
そ
う

と
す
れ
ば
、
彼
と
対
話
す
る
だ
け
の
研
究
者
の
問
題
意
識
が
深
め
ら
れ
ね
ば

な
ら
ぬ
と
い
う
と
と
、
即
ち
、
彼
の
本
質
を
描
き
出
す
こ
と
は
、
研
究
者
の

実
態
を
ど
こ
ま
で
も
追
求
す
る
ζ

と
に
他
な
ら
ぬ
と
い
う
と
と
で
あ
っ
た
。



紀
要
第
九
号
掲
載
論
文
検
討
会
記
録
要
旨

本
所
は
、
そ
の
研
究
内
容
等
に
つ
い
て
広
く
教
内
外
か
ら
の
批
判
と
指
教

を
う
け
る
と
と
を
願
い
と
し
て
、
紀
要
「
金
光
教
学
」
を
刊
行
し
て
き
て
い

る
が
、
こ
の
願
い
を
よ
り
十
全
に
充
た
し
て
い
く
に
つ
い
て
、
本
所
の
立
場

か
ら
と
く
に
場
を
設
け
て
積
極
的
に
批
判
検
討
を
う
け
る
と
と
と
し
て
、
三

月
六
日
午
前
、
首
標
の
会
合
を
開
い
た
。
今
回
は
、
竹
部
教
雄

「安
政
五
年

十
二
月
二
十
四
日
の
お
知
ら
せ
の
一
解
釈
」
、
沢
田
重
信

「
信
心

・
布
教
・

政
治

l
l明
治
六
年
、
神
前
撤
去
の
解
釈
」
の
各
論
文
を
中
心
K
会
合
を
も

っ
た
。以

下
は
、
と
の
検
討
会
で
指
摘
の
あ
っ
た
問
題
点
の
主
要
な
る
も
の
で
、

今
後
の
研
究
を
す
す
め
る
に
つ
い
て
視
野
を
広
げ
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。

（
と
の
会
へ
の
所
外
か
ら
の
出
席
者
は
、
出
川
真
、
援
、
金
光
真
整
、
藤
村

真
佐
伎
、
松
井
雄
飛
太
郎
、
松
岡
道
維
の
各
氏
・で
あ
っ
た
）

竹
部
論
文
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O
前
段
の
お
知
ら
せ
の
意
味
内
容
を
考
え
て
い
く
場
合
、
当
時
の
人
々
を

支
配
し
て
い
た
神
仏
の
崇
り
障
り
に
つ
い
て
の
考
え
方
と
、
教
祖
自
身
の
そ

れ
に
対
す
る
考
え
方
、
こ
の
こ
面
を
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
前
者
に

つ
い
て
い
え
ば
、
集
り
と
い
う
の
は
、
本
来
神
の
示
現
を
意
味
す
る
も
の
で

あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
後
に
転
化
し
て
、
神
仏
と
か
こ
れ
に
類
す
る
鍵
威
に
対

し
て
、
意
識
無
意
識
に
か
か
わ
ら
ず
犯
し
た
不
法
行
為
に
よ
っ

て
人
間
生
活

に
も
た
ら
さ
れ
る
惑
い
結
果
そ
れ
自
体
を
い
う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、

土
地
に
関
す
る
崇
り
障
り
の
原
因
と
な
る
も
の
は
、
そ
の
土
地
が
、
か
つ
て

何
ら
か
の
凶
事
が
あ
り
、
ま
た
所
有
権
に
関
し
て
の
争
い
が
あ
り
、
ま
た
神

地
で
あ
っ
た
場
合
、
こ
れ
を
所
有
し
耕
作
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
何
ら
か
の

崇
り
障
り
を
う
け
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
い
え

ば
、
教
祖
は
、

一
般
的
に
信
じ
ら
れ
て
い
た
上
記
の
よ
う
な
崇
り
障
り
と
い

わ
れ
る
現
象
を
、
N
崇
ら
れ
た
d
H
H
障
ら
れ
た
H

と
し
て
受
け
と
め
ず
、
神

へ
の
無
礼
の
現
わ
れ
と
し
て
受
け
と
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
い

え
ば
、
教
祖
に
と
っ
て
は
、

日
柄
方
位
の
世
界
は
神
の
存
在
法
則
を
意
味
す

る
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
に
ふ
れ
る
と
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
災
厄
は
、
ま
さ

し
く
そ
の
無
礼
の
し
か
ら
し
め
る
と
と
ろ
で
、
そ
う
い
う
無
礼
な
あ
り
方
が

ど
と
ま
で
も
問
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
で
、
教
祖
は

太
郎
左
衛
門
屋
敷
に
ま
つ
わ
る
金
神
崇
り
障
り
の
伝
承
を
も
受
け
と
め
ら
れ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

。
P
年
忌
々
々
に
知
ら
せ
い
た
し
H

と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
る
に
つ
い
て

は
、
教
祖
に
お
い
て
は
、
ζ

の
年
三
月
か
ら
手
に
お
知
ら
せ
を
受
け
ら
れ
、

そ
の
後
と
の
十
二
月
ま
で
ず
う
っ
と
お
知
ら
せ
を
頂
い
て
の
生
活
を
進
め
て

(1562) 



70 

そ
し
て
パ
と
と
で
さ
ら
に
、
前
・
段
の
お
知
ら
せ
を
頂
か
れ

る
と
と
に
よ
っ
て
、
と
れ
ま
で
年
忌
々
々
に
感
じ
て
き
た
も
の
が
、
実
は
お

知
ら
せ
で
あ
っ
た
と
う
な
づ
き
う
る
も
の
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

き
て
お
ら
れ
る
。

O
四
百
三
十
一
両
二
年
云
々
と
い
う
こ
と
が
、
普
か
ら
の
開
き
伝
え
で
あ

っ
た
に
し
て
も
、
改
め
て
と
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
と
れ
は
単
な
る
伝

承
の
世
界
の
再
確
認
と
い
う
程
度
の
も
の
で
は
な
く
、
人
閣
の
歴
史
が
発
見

つ
ま
り
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
、
は
じ
め
て

人
聞
の
歴
史
が
教
祖
の
も
の
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
教
祖
の
信
心

が
発
見
．
さ
れ
た
と
、
こ
う
受
け
と
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

さ
れ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

そ
の
点
を
別
な
側
面
か
ら
問
題
に
す
る
な
ら
ば
、
と
こ
で
は
時
聞
が
過
去

か
ら
現
在
に
流
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
現
在
か
ら
過
去
に
流
れ
て
い
る
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
つ
ま
り
、
過
去
に
問
題
が
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に

今
日
と
の
よ
う
な
不
幸
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
因
果
関
係
的
時
間
で
は
な
く
、

現
在
の
不
幸
の
正
体
と
い
う
も
の
を
本
当
に
ほ
り
さ
げ
て
み
る
と
、
経
験
を

超
え
た
過
去
の
世
界
の
不
幸
の
事
象
が
納
得
で
き
る
、
承
服
せ
し
め
ら
れ
る
、

と
い
っ
た
よ
う
な
因
果
関
係
的
時
間
で
あ
る
。
こ
う
い
う
時
間
の
流
れ
に
お

い
て
知
り
え
た
も
の
が
歴
史
的
自
覚
と
い
う
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

ρ
十
七
カ
年
の
聞
に
七
墓
っ
か
し
た
H

と
神
様
が
い
わ
れ
る
意
味
把
握

。に
関
連
す
る
問
題
に
な
る
か
と
思
う
が
、
四
十
二
才
ま
で
の
教
祖
の
生
活
に

お
い
て
、
そ
の
生
き
方
を
根
本
か
ら
問
題
に
す
る
神
は
金
神
で
あ
っ
た
。
叉
、

四
十
二
才
の
大
患
時
に
教
祖
の
助
か
っ
て
い
な
い
姿
を
指
摘
し
た
の
も
金
神

で
あ
る
。
こ
う
い
う
意
味
の
金
神
は
、
生
涯
教
祖
の
信
心
の
世
界
に
は
生
き

．
つ
づ
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
教
祖
に
お
い
て
天
地
金
乃
神
の
恩
徳
を
い

わ
れ
る
場
合
に
は
月
そ
う
い
う
金
神
の
世
界
を
含
め
て
の
と
と
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
今
日
は
そ
の
点
が
、
恵
み
守
る
と
い
う
一
面
だ
け

(1563) 

に
な
づ
て
き
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

天
地
金
乃
神
の
御
徳
を
知
ら
さ
れ
る
と
と
に
よ
っ
て
、
人
間
と
い
う
も
の

が
自
由
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
確
か
に
あ
り
が
た
い
仕
合
せ
な
と
と
で
あ

そ
の
自
由
の
中
身
が
今
日
少
し
あ
ま
く
な
っ
て
は
い
な

い
で
あ
ろ
う
か
。
自
由
と
い
う
も
の
の
尊
さ
あ
り
が
た
さ
を
思
う
に
つ
け
て

そ
の
自
由
を
本
当
に
生
き
る
こ
と
の
難
し
さ
を
同
時
に
考
え
な
い
わ
け
に
い

か
な
い
。
折
角
恵
ま
れ
た
ら回
由
を
負
い
切
れ
な
い
で
、
そ
の
責
め
を
他
に
代

っ
て
果
し
て
も
ら
い
が
ち
に
な
る
人
間
の
弱
さ
を
考
え
る
と
き
、
自
由
の
厳

る
に
違
い
な
い
が
、

し
さ
を
も
っ
と
自
覚
し
て
い
く
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

に
か
か
わ
っ
て
、
と
こ
で
の

H
金
神
へ
の
無
礼
d

そ
う
い
う
問
題

N
天
地
金
乃
神
へ
の
無
礼
M

の
意
味
内
容
が
掘
り
下
げ
ら
れ
る
こ
と
が
願
わ
れ
る
。

「
金
光
大
神
覚
」
を
拝
読
す
る
場
合
、
始
め
も
な
け
れ
ば
終
り
も
な
い

天
地
の
中
に
、
生
神
金
光
大
神
の
ど
一
生
を
う
ち
立
て
ら
れ
た
教
祖
，の
心
の

。限
を
感
じ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
限
を
失
う
て
拝
読
す
る
と
、
ツ
ヤ
が
な
く
な

．っ
て
く
る
。



。
教
祖
を
研
究
す
る
と
い
う
と
と
は
、
教
祖
像
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
ろ

に
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
は
結
局
す
る
と
こ
ろ
、
そ
の
教
祖
像
を
通
し
て
普
遍

的
な
人
間
像
を
感
得
す
る
と
い
う
と
と
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
、

生
神
金
光
大
神
に
お
い
て
助
け
出
さ
れ
て
い
る
教
祖
像
と
い
っ
て
も
よ
い
か

も
知
れ
な
い
が
。
そ
う
い
う
も
の
で
な
い
と
、
ど
う
も
納
得
し
が
た
い
。
そ

う
い
う
も
の
で
あ
れ
ば
、
千
年
も
万
年
も
前
に
も
通
用
す
る
し
、
何
千
年
の

後
に
も
通
用
す
る
と
思
う
。

沢
田
論
文

O

金
光
大
神
お
広
前
引
に
つ
い
て
、

し
た
」
と
記
し
た
意
味
を
一
そ
う
わ
か
り
た
い
。
元
治
元
年
の
正
月
の
神
伝

「
自
ら
の
神
号
を
も
っ
て
一
人
称
と

で
「
天
地
乃
神
が
宮

へ
入
っ
て
お
っ
て
は
こ
の
世
が
閣
に
な
る
」
と
い
わ
れ

て
い
る
。
と
の
筋
に
の
せ
て
考
え
る
と
、
金
光
大
神
と
い
う
働
き
が
と
の
世

か
ら
な
く
な
る
と
、
世
の
中
が
闘
に
な
る
と
い
っ
た
ど
自
覚
が
な
い
か
。
布

教
を
差
止
め
ら
れ
て
み
て
、
人
が
助
か
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
い

よ
い
よ
明
確
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
。

。
あ
る
教
師
が
い
っ
て
お
ら
れ
た
が
、
教
会
で
ど
用
さ
せ
て
も
ら
っ
て
お

っ
て
、
信
者
が
一
自
に
一
人
か
二
人
し
か
参
っ
て
こ
な
い
状
態
が
つ
づ
く
と

と
が
あ
る
。
そ
の
と
き
、
突
に
ぞ
く
ぞ
く
と
考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
、
祈
ら
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せ
ら
れ
る
と
と
が
心
の
中
に
湧
い
て
く
る
。
今
ま
で
自
覚
的
で
な
く
て
、

た

だ
が
む
し
ゃ
ら
に
さ
せ
て
も
ら
っ
て
お
っ
た
こ
と
の
吟
味
検
討
が
お
の
ず
か

ら
起
っ
て
く
る
。
そ
れ
で
、
人
が
参
っ
て
来
ら
れ
ね
ば
、
来
ら
れ
な
い
の
も
、

神
様
の
思
召
し
と
感
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
、
と
。

こ
う
い
う
体
験
を
踏
台

に
し
て
考
え
さ
せ
て
も
ら
う
と
、
こ
の
時
点
の
教
祖
の
あ
ら
れ
方
に
つ
い
て

な
に
か
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。

こ
の
当
時
、
仏
立
識
の
初
代
と
い
う
か
開
祖
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
人

ま
で
が
教
導
峨
を
う
け
て
い
る
。
そ
の
系
統
は
日
蓮
系
で
あ
る
が
、

。

一
般
に

日
連
系
に
つ
い
て
は
、
権
力
に
対
し
て
、
反
悔
力
的
な
あ
り
方
を
す
る
も
の

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
教
祖
が
ど
う
し
て
教
導

職
を
う
け
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
考
え
さ
せ
ら
れ
る
ω

教
導
職
に
な
ら
な
け
れ

ば
布
教
の
で
き
な
か
っ
た
時
代
な
の
で
あ
る
。

集
団
レ
ベ
ル
の
問
題
と
い
う
こ
と
が
記
し
て
あ
る
が
、
教
祖
ど
自
身
は

。と
の
問
題
状
況
を
ど
う
い
う
も
の
と
し
て
う
け
と
め
ら
れ
て
い
る
か。

と
の

集
団

ν
ベ
ル
に
お
け
る
人
間
の
問
題
の
中
身
を
い
ま
一
歩
つ
っ
こ
ん
で
ほ
し

い。
番
付
の
と
と
で
あ
る
が
、
こ
ζ

に
は
他
の
人
へ
伝
え
て
い
く
と
い
う
と

と
、
す
な
わ
ち
、
金
光
大
神
の
道
が
伝
わ
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
予
惣
せ

ら
れ
て
い
る
の
で
な
い
か
ω

こ
こ
に
は
、
教
祖
向
身
が

こ
の
よ
う
に
自
覚
す

る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
同
時
に
、
や
は
り
集
問
的
な
も
の
を
志
向
し
て
お

、、，ノ4品－au 

w
h
v
 

噌ム
f
k・

ら
れ
る
。
と
の
杏
付
は
単
な
る
心
憶
え
と
い
う
も
の
で
な
く
て
、
集
団
の
問
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題
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
風
呂
に
入
る
と
い
う
こ
と
も
、

教
祖
個
人
が
入
ら
れ
て
い
る
の
に
違
い
な
い
が
、

そ
の
個
人
に
は
な
に
か
幅

が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

O
書
付
に
つ
い
．て
思
う
の
だ
が
、
こ
と
で
戸
長
か
ら
神
を
ま
つ
っ
て
は
い

け
な
い
、
と
い
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
い
う
さ
し
迫
っ
た
状
況
の
中
で

や
は
り
教
祖
ど
自
身
と
し
て
は
、
神
様
を
拝
ん
で
い
か
ざ
る
を
え
な
い
。
そ

の
対
象
た
る
神
は
な
に
か
、
ど
う
い
う
祭
り
方
を
す
る
の
か
、
そ
れ
を
明
確

に
し
な
い
で
は
こ
の
事
態
は
通
れ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
ゆ
え
に

寄
付
と
い
う
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
ぬ
の
で
は
な
い
か
。

つ
ま
り
、
今
ま
で

拝
ん
で
い
た
形
式
と
違
っ
た
形
式
で
も
っ
て
拝
む
。
こ
う
い
う
あ
り
方
を
通

し
て
、
教
祖
が
状
況
と
い
う
も
の
を
否
定
し
な
い
で
、
そ
の
状
況
の
中
で
、

今
ま
で
す
す
め
て
き
た
と
と
を
よ
り
明
ら
か
に
し
て
い
っ
て
お
ら
れ
る
、
ヲ
句ご

う
い
う
問
題
の
と
り
く
み
方
を
考
え
き
せ
ら
れ
る
。

O
金
光
生
ま
れ
か
わ
り
、
の
意
味
で
あ
る
が
、
実
意
丁
寧
神
信
心
を
尽
し

て
、
生
神
金
光
大
神
に
な
ら
な
け
れ
ば
助
か
ら
な
い
、
と
い
う
人
生
を
わ
が

(1565) 

一
身
の
う
え
に
見
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
な
い
か
。

。
休
息
い
た
せ
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
と
の
よ
う
な
困
難
な
状
況
に
な
る

と
、
白
身
の
願
い
を
曲
げ
る
か
、
状
況
を
う
ち
と
わ
す
か
、
ど
ち
ら
か
だ
と

い
う
気
持
に
な
る
。
教
掲
の
場
合
、
そ
の
ど
ち
ら
で
も
な
い
。
ど
う
に
も
と

う
に
も
な
ら
な
い
事
態
に
直
面
し
な
が
ら
、
ど
う
し
ょ
う
も
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
っ
て
お
ら
れ
な
い
。
肯
定
で
も
な
い
否
定
で
も
な
い
と
い
う
あ
り
方

で
そ
こ
か
ら
の
道
を
求
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
中
身
を
と
り
だ
し

て
く
る
こ
と
が
大
切
で
あ
ろ
う
。
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総、

呈ふ
日間

本
所
は
、
昭
和
四
十
年
十
月
以
来
、
『
金
光
大
神
覚
」
お
よ
び
教
団
史
を

基
本
課
題
と
し
、
前
者
を
第
二

・
四
部
が
～
後
者
を
第
一

・
一二
部
が
担
当
し

て
、
研
究
姿
勢
お
よ
び
共
同
研
究
体
制
の
確
立
を
め
ざ
し
つ
つ
諸
般
の
研
究

業
務
を
す
す
め
て
き
た
。
そ
し
て
、
漸
次
そ
の
実
を
あ
げ
る
な
か
で
、
実
質

研
究
の
進
捗
を
み
て
き
た
。

そ
の
よ
う
に
し
て
進
め
て
い
く
な
か
で
、
昭
和
四
十
四
年
度
の
後
半
よ
り
、

研
究
者
の
研
究
実
態
に
深
く
自
己
検
討
の
メ
ス
を
加
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
問
題
が
あ
る
と
・
と
が
浮
か
ん
で
き
た
。
同
時
に
、
職
員
が
所
の
業
務
に
か

か
わ
る
態
度
そ
れ
自
体
、
研
究
に
と
っ
て
の
部
の
役
割
、
ひ
い
て
は
本
教
に

お
け
る
組
織
の
あ
り
方
に
関
し
て
も
、
反
省
す
べ
き
点
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ

る
に
至
っ
た
。

ま
ず
、
教
学
研
究
の
基
本
姿
勢
に
か
か
わ
っ
て
、

ω基
本
課
題
の
追
求
と

自
身
の
生
活
意
識
、
問
題
意
識
と
の
間
に
遊
離
を
感
じ
ざ
る
を
え
ぬ
こ
と
、

ω主
体
的
な
研
究
姿
勢
に
容
易
に
な
り
え
な
い
こ
と
、

ω研
究
す
る
と
い
う

と
と
の
意
味
が
容
易
に
明
確
に
な
っ
て
と
な
い
こ
と
。

次
に
、
共
同
研
究
に
か
か
わ
っ
て
、
研
究
者
の
相
互
関
連
の
問
題
と
し
て
、

ω先
輩
の
後
輩
に
対
す
る
か
か
わ
り
の
う
え
で
、
先
輩
意
識
が
先
だ
ち
、
一

方
的
指
導
に
な
り
が
ち
な
こ
と
、

ω後
輩
の
研
究
者
と
し
て
は
、
自
身
の
研

究
を
進
め
る
上
で
必
ず
し
も
先
輩
の
助
言
、
指
導
を
必
要
と
し
な
い
と
し
て
、

意
識
的
に
指
導
関
係
を
切
っ
て
い
る
こ
と
。

(1567) 

さ
ら
に
、
基
本
課
題
に
つ
い
て
は
、

ω一
一
種
の
研
究
の
枠
意
識
に
お
い
て

受
け
と
め
ら
れ
、
自
身
の
研
究
の
関
心
と
の
関
連
に
お
い
て
こ
れ
に
と
り
く

む
姿
勢
に
な
り
が
た
い
こ
と
、

ω研
究
の
進
み
難
さ
を
基
本
課
題
そ
の
も
の

の
む
ず
か
し
告
の
問
題
に
の
み
帰
し
、
研
究
が
渋
滞
し
た
ま
ま
で
あ
る
ζ

と、

等
の
問
題
が
出
さ
れ
て
き
た
。

問
題
と
な
っ
た
主
要
な
点
は
、
以
土
の
よ
う
な
多
面
的
な
さ
ま
ざ
ま
な
次

元
の
問
題
を
包
摂
し
た
も
の
で
あ
り
、
根
源
的
に
究
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も

の
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
大
切
な
と
と
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
の
根
が
ど
こ

に
あ
る
か
を
見
究
め
、
か
っ
そ
こ
か
ら
進
む
べ
き
具
体
的
な
方
向
と
方
、
法
を

発
見
す
る
こ
と
に
あ
る
の
だ
が
、
所
の
実
態
と
し
て
、

ζ

れ
ら
の
問
題
が
ど

こ
ま
で
の
こ
と
と
し
て
問
題
に
な
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
し
か
と
つ
き
と

め
る
ま
で
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
反
省
す
べ
き
諸
問
題
を
職
員
各
自
の
責
任
と
自
覚
の
上
に

集
中
さ
せ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
教
学
研
究
機
関
の
職
員
と
し
て
の
自
覚
を
徹
底

し
て
自
身
に
問
う
と
い
う
と
と
、
す
な
わ
ち
「
個
人
研
究
」
の
徹
底
と
い
う

こ
と
を
基
軸
と
し
て
、
所
全
体
の
業
務
の
あ
り
方
を
再
吟
味
し
て
い
く
こ
と

が
、
今
後
の
実
際
の
動
き
の
中
で
な
さ
れ
て
い
く
よ
う
願
わ
れ
た
。
そ
し
て
、

こ
の
反
省
的
動
き
は
、
年
度
内
に
お
い
て
も
徐
々
に
あ
ら
わ
れ
る
と
こ
ろ
が



あ
っ
た
。

第

三

部

四
十
四
年
度
は
、
四
十
三
年
度
ま
で
の
研
究
状
況
の
反
省
に
立
っ
て
、
教

団
史
の
研
究
を
す
す
め
る
部
と
し
て
の
仕
構
え
を
は
ず
し
て
、
部
員
個
々
の

責
任
に
お
い
て
実
質
研
究
を
向
主
的
に
す
す
め
る
と
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は

さ
ま
ざ
ま
な
面
か
ら
研
究
の
可
能
性
が
追
求
さ
れ
る
と
と
に
よ
っ
て
、
教
団

史
研
究
の
意
味
が
感
得
さ
れ
、
態
度
方
、
法
が
吟
味
さ
れ
鍛
え
ら
れ
℃
い
く
こ

と
を
願
つ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
う
し
た
方
針
に
し
た
が
っ
て
部
員
そ
れ

ぞ
れ
の
意
欲
と
立
場
に
お
い
て
実
質
研
究
が
す
す
め
ら
れ
、
そ
の
研
究
作
業

の
過
程
と
研
究
発
表
会
を
通
し
て
浮
上
し
て
く
る
問
題
が
、
部
員
各
自
に
お

い
て
次
第
に
関
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
一
方
、
と
う
し
た
部
お

よ
び
教
団
史
研
究
の
現
状
に
対
す
る
批
判
と
い
う
形
で
の
問
題
も
、
部
の
内

外
か
ら
提
起
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
問
題
で

あ
る
か
、
現
状
に
お
い
て
早
急
に
と
り
く
み
う
る
問
題
で
は
な
く
、
各
自
の

研
究
を
さ
ら
に
す
す
め
な
が
ら
求
め
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
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と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
四
十
四
年
度
の
勤
き
を
通
し
て
気
づ
か
せ
ら
れ
て

き
て
い
る
と
と
は
、
部
員
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、
教
団
を
問
題
に
す
る
仕
方
、

あ
る
い
は
歴
史
へ
の
接
し
方
（
参
加
の
仕
方
）
が
ど
う
あ
れ
ば
よ
い
か
と
い

う
問
題
に
、
自
覚
す
る
し
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
必
然
的
に
当
面
さ
せ
ら
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

一
方
こ
う
し
た
基
本
問
題
を
、
研
究
作
業
を
通

し
て
自
覚
的
に
追
求
す
る
と
い
う
こ
と
K
ま
で
、
な
か
な
か
な
り
え
な
い
で

き
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
ー
そ
の
理
由
は
い
ろ
い
ろ
あ

る
に
し
て
も
、
こ
の
こ
と
に
は
本
教
教
団
の
根
源
的
生
命
も
し
く
は
本
教
の

歴
史
の
基
本
的
な
流
れ
と
、
教
団
の
歴
史
的
現
実
と
の
か
か
わ
り
と
い
う
こ
・

と
が
問
題
と
し
て
含
ま
れ
て
お
り
、
追
体
験
の
態
度

・
方
、
法
を
ね
り
上
げ
て

い
く
と
と
に
そ
の
問
題
が
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
問
題

の
自
覚
と
追
求
が
十
分
で
な
い
と
こ
ろ
に
主
た
る
理
由
を
認
め
る
こ
と
が
で

き
ょ
う
。
ま
た
教
団
史
研
究
は
、
今
日
の
時
代
社
会
に
お
け
る
、
。
ま
た
そ
れ

に
対
す
る
教
団
の
位
置
と
動
態
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
す
る
内
的
要
請
に
も

と
づ
い
て
、
そ
れ
を
動
機
と
し
て
行
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た

要
請
が
研
究
者
自
身
の
内
に
な
か
な
か
醸
成
さ
れ
難
い
と
い
う
と
と
も
、
そ

れ
に
関
連
し
て
気
づ
か
せ
ら
れ
る
基
本
的
な
問
題
で
あ
る
。

そ
う
し
た
問
題
が
、
今
後
の
実
質
研
究
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
ど

の
よ
う
に
意
識
さ
れ
問
題
に
さ
れ
て
い
く
と
と
に
な
る
か
、
そ
こ
に
部
の
実

質
と
共
同
研
究
の
仕
構
え
が
生
ま
れ
る
基
盤
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

研
究
発
表
会

研
究
活
動
の
過
程
に
お
い
て
、

そ
こ
に
浮
上
す
る
問
題
な
り
内
容
を
、
通

(1568) 

宜
と
り
ま
と
め
て
発
表
し
、
他
の
立
場
か
ら
の
示
唆
、
批
判
を
う
け
る
こ
と
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に
よ
っ
て
、
研
究
の
関
連
を
相
互
に
確
か
め
あ
い
、
各
自
の
研
究
が
充
実
し

促
進
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
願
い
と
し
て
、
以
下
の
ご
と
く
実
施
し
た
。
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教
団
史
研
究
の
進
捗
状
況
に
応
じ
て
、
既
存
の
教
団
史
関
係
資
料
の
研
究

資
料
化
と
、
新
た
な
資
料
の
収
集
整
週
が
願
わ
れ
る
。
四
十
四
年
度
実
施
し

た
も
の
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
昭
和
九

・
十
年
か
ら
十
六
年
に
か
け
て
の
教
内
の
情
況
お
よ
び
当
時
の
所

感
な
ど
に
つ
い
て
、
重
松
三
喜
氏
（
鏡
町
教
会
一
さ
よ
り
聴
取
（
品

・
臼
－
E

②
教
団
自
覚
運
動
史
資
料
の
索
引
カ

l
ド
（
紹
年
度
作
成
）
の
年
次
別
分
類

第

四

部

四
十
四
年
度
に
お
い
て
、
部
員
全
員
が
「
覚
」
の
研
究
に
着
手
し
え
た
。

そ
の
研
究
の
す
す
め
方
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
信
心
内
容
に
吟
味
検
討
を
加
え

る
と
こ
ろ
か
ら
う
か
び
あ
が
っ
て
き
た
生
の
問
題
性
と
の
関
連
に
お
い
て
、

「
覚
」
の
世
界
の
一
角
が
問
．
題
に
さ
れ
、
そ
こ
に
お
い
て
、
教
祖
の
信
心
の

動
態
の
把
握
が
志
向
さ
れ
る
ご
と
き
も
の
で
あ
っ
た
。

果
し
て
か
か
る
研
究
方
、
法
に
よ
っ
て
「
党
」
の
世
界
を
十
分
に
把
握
し
う

る
か
ど
う
か
、
現
時
点
に
お
い
て
は
と
の
問
題
を
そ
れ
自
体
と
し
て
取
上
げ

る
段
階
に
至
っ
て
い
な
い
が
、
と
の
ζ

と
を
自
覚
し
つ
つ
、
各
自
な
り
に
「

覚
」
研
究
の
可
能
性
を
求
め
て
い
く
と
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、

基
本
課
題
に
つ
い
て
、
共
同
研
究
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
く
と
い
う
四
十
年



度
後
半
以
来
の
課
題
が
あ
り
、

一
応
の
研
究
成
果
を
あ
げ
え
た
こ
の
時
点
か

ら
、
そ
れ
を
意
識
の
正
面
に
の
ぼ
せ
て
い
く
べ
く
部
の
構
え
を
考
慮
し
て
い

く
こ
と
と
な
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
追
求
の
途
上
で
、
所
員
助
手
の
指
導
関
係
、
ま
た
、

研
究
発
表
会
の
あ
り
方
等
を
め
ぐ
っ
て
、
反
省
す
べ
き
諸
点
が
あ
ら
わ
に
さ

れ
、
そ
の
結
果
、
研
究
主
体
の
あ
り
方
、
部
の
研
究
体
制
そ
の
抵
の
が
問
題

化
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
と
の
問
題
は
根
本
に
お
い
て
部
員
の
間
の
関
係
の

つ
か
な
さ
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
が
た
め
に
、

「
党
」

研
究
に
当
る
各
自

の
研
究
基
盤
の
相
互
吟
味
を
な
す
と
と
と
し
て
企
画
さ
れ
た
「
覚
」
演
習
、

研
究
発
表
会
第
二
次
検
討
会
も
、
共
同
の
話
し
合
い
の
で
き
ぬ
時
点
で
は
、

こ
れ
を
実
施
し
え
ぬ
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、

と
り
あ
え
ず
、
部
の
問
題

そ
こ
を
求
め
つ
つ
、
各
自
な
り
の
研
究

を
す
す
め
て
い
く
と
と
と
な
っ
た
。
そ
の
一
方
、
こ
の
間
題
状
況
が
あ
り
な

で
い
よ
い
よ
な
に
が
問
題
な
の
か
、

が
ら
も
、
研
究
を
各
自
に
す
す
め
て
い
く
過
程
で
、

「
覚
」
の
研
究
方
法
に

お
い
て
、
共
同
討
議
的
仕
構
え
で
も
っ
て
問
題
を
究
め
て
い
く
効
果
と
か
、

資
料
収
集
に
つ
い
て
の
部
員
の
協
力
に
よ
る
能
率
化
と
か
、
研
究
実
践
上
の

問
題
が
実
際
的
に
提
起
さ
れ
て
き
、
今
後
の
研
究
態
勢
に
つ
い
て
考
え
さ
せ

ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。

な
お
、

「
党
」
演
習
で
は
、
四
十
三
年
度
に
お
い
て
立
教
神
伝
に
つ
い
て
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共
同
レ
ポ
ー
ト
を
作
成
し
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
立
教
神
伝
を
究
明
し
て

く い
く
視
点
を
多
角
的
に
検
討
し
て
い
く
予
定
で
あ
っ
た
こ
と
を
付
記
し
て
お

研
究
発
表
会

以
下
の
ご
と
く
実
施
さ
れ
た
。

「
金
光
教
の
社
会
性
に
つ
い
て
」
と
い
う
テ
l
マ
の
概
念
規
定
に
つ
い
て

西

村

文

敏

私
に
お
け
る
「
苦
し
み
の
場
所
」

ω

｜
｜
私
は
ど
こ
で
私
と
出
会
い
う
る
か
｜
｜

高
橋
行
地
郎

体
験
の
吟
味
（
そ
の
一
ニ
）

｜
｜
神
、
そ
の
苦
し
み
の
時
｜
｜

神
と
教
祖
と
の
関
わ
り

l
Q才
ま
で
｜

教
雄

瀬
戸
美
喜
雄

竹
部

神
々
の
問
答

i
安
政
五
年
九
月
二
十
三
日
の
出
来
事
に

つ
い
て
の
解
釈
ノ
！
ト

l

福
嶋

義
次

明
治
六
年
八
月
十
三
日
の
お
知
ら
せ

ー
教
視
に
お
け
る
教
団
の
意
味
｜

沢
田

重
信

私
に
お
け
る
「
苦
し
み
の
場
所
」

ω

ー
君
の
苦
し
み
は
甘
い
と
言
わ
れ
て
｜

綴
り
方
教
室
作
品

ω

ー
前
提

・
癒
着

・
休
制
｜

高
橋
行
地
郎

j~：長
尾

節
昭

6
・
却

n
F
・

唱

A

Q
U

・nヨ

9
－

m
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小
幡
彦
介
に
関
す
る
事
蹟
解
釈
の
た
め
の
要
項

松
田
敬

’i

・”I

噌

e－e

宅，A

資
料
の
収
集
整
理

『
金
光
大
神
党
」
の
研
究
を
す
す
め
て
い
く
に
つ
い
て
、
既
存
の
資
料
を

研
究
資
料
化
す
る
向
き
で
整
理
す
る
こ
と
と
、
研
究
の
視
角
を
新
た
に
す
る

資
料
を
発
掘
し
て
い
く
こ
と
と
が
断
わ
れ
る
。
凶
十
四
年
度
に
実
施
し
た
こ

と
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ω本
所
会
合
記
録
な
ど
か
ら
、
大
淵
千
似
氏
の
も
の
に
つ
き
、
そ
の
資
料

索
引
カ
l
ド
を
作
成
。

ω
「
教
典
編
纂
委
員
会
資
料
」
に
つ
き
事
項
別
分
類

し
た
も
の
を
再
検
討
。

ω
『
前
教
主
金
光
線
を
い
た
だ
く
』
そ
の
て
二
、

三
の
教
義
資
料
索
引
カ
l
ド
作
成。

ω賀
茂
神
社

・
青
木
竹
治
郎
屋
敷
跡

・

同
墓

・
原
因
弥
九
郎
墓
跡

・
問
屋
敷
跡

・
友
田
沢
八
墓

・
藤
沢
兵
部
大
夫
墓

・
神
田
大
和
墓

・
問
屋
敷
・
神
田
筑
前
墓

・
堀
主
水
墓

・
堀
昌
庵
墓

・
森
田

八
太
郎
墓
K
っ
き
史
蹟
調
査
し
て
、
写
真
撮
影
し
た
も
の
な
ど
を
整
理
。

ω

各
種
門
納
屋
と
原
田
弥
九
郎
墓
の
写
真
憾
影
。

ω中
務
坂
助

・
神
田
大
和

・

間
筑
前
に
関
す
る
調
査
。

仰
六
根
清
浄
被

・
般
若
心
経
の
録
音
”

ω堅
磐
谷

の
金
神
の
史
蹟
跡
調
査

eω奉
修
所
時
代
の
教
祖
関
係
資
料
の
写
真
整
理
。

ω史
蹟
調
査
に
必
要
な
地
図
パ
ネ
ル
作
成
。

ω農
具
収
集
は
新
た
に
二
点
を

加
え
、
累
計
四
十
三
点

Qω
教
組
直
鋒
の
お
番
附
二
枚
の
収
集
と
そ
の
う
ら

う
ち
。
教
祖
時
代
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
厨
子
と
幣
の
収
集
。

教
学
研
究
所
総
会

(1571) 

第
二
十
四
回
総
会
（
昭
和
四
五

・
三
・
五）

趣
旨

昭
和
四
十
四
年
度
本
所
は
「
教
団
史
」

「金
光
大
神
覚
」
の
実
質
研
・
究
を

中
心
と
し
て
、
諸
般
の
研
究
業
務
を
す
す
め
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
の
年
闘
の

業
務
を
反
省
し
、
四
十
五
年
度
の
計
画
を
立
案
す
る
例
年
の
計
画
会
級
（
昭

間
四
十
四
年
十
二
月
開
催
）
を
経
て
、
以
下
の
よ
う
な
諸
点
に
つ
い
て
、
深

い
反
省
を
せ
ま
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
岐
本
的
に
は
本
所
職

員
と
し
て
の
研
究
姿
勢
が
い
ま
一
つ
主
体
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
、

そ
の
た
め
に
合
同
研
究
会
、
研
究
発
表
会
な
ど
公
的
な
性
格
を
も
っ
諸
般
の

研
究
業
務
に
関
与
す
る
姿
勢
が
き
わ
め
て
消
極
的
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
研
究

者
相
互
の
交
流
、
新
し
い
研
究
者
の
育
成
が
十
分
な
さ
れ
て
い
き
が
た
い
と

と
、
な
ど
で
あ
る

d

そ
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
反
省
内
容
は
、

そ
し
て
、

そ

の
時
点
に
お
い
て
よ
う
や
く
問
題
意
識
に
上
っ
た
と
い
う
程
度
の
も
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
場
で
と
う
て
い
問
題
に
し
尽
く
せ
る
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
な

く
、
以
後
四
十
五
年
度
の
本
所
の
実
際
の
活
動
の
中
で
起
き
て
く
る
具
体
的

な
問
題
を
媒
介
と
し
て
、
問
題
に
し
続
け
て
い
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
、
同

時
に
確
認
さ
れ
た
。

こ
の
度
の
総
会
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
浮
ん
だ
反
省
内
容
を
、
所
外
関
係



者
に
も
理
解
し
て
も
ら
い
、
ま
た
所
外
関
係
者
と
の
懇
談
を
通
し
て
種
々
示

唆
を
仰
ぎ
、
新
年
度
を
迎
え
る
職
員
の
姿
勢
を
整
え
て
い
く
こ
と
を
願
い
と

し
て
開
催
さ
れ
た
。

日
程

か
か
る
願
い
に
立
っ
て
、
午
前
中
は
、
左
の
十
名
の
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
問

題
と
す
る
と
と
ろ
を
率
直
に
発
表
し
、
午
後
は
、
そ
の
発
表
を
手
が
か
り
に
、

所
外
関
係
者
を
ま
じ
え
て
の
懇
談
が
な
さ
れ
た
。

発
表
者
①
高
橋
一
邦
②
宮
田
兵
喜
男
③
長
野
威
山
（
一
＠
三
矢
旧
守
秋

⑤
松
田
敬
一
⑤
和
田
登
世
雄
⑦
斎
藤
東
洋
男
③
松
村
真
治
①
波
辺
溢

⑬
竹
部
教
雄

発
表
内
容
は
、
多
面
に
わ
た
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
大
別
す
れ
ば
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

村
研
究
者
の
研
究
姿
勢
に
関
す
る
問
題

。
研
究
対
象
に
研
究
者
の
既
成
の
価
値
観
を
投
入
し
が
ち
で
あ
り
、
研
究

を
と
お
し
て
逆
に
研
究
者
の
生
き
方
に
響
い
て
く
る
研
究
の
あ
り
方
が
で

き
が
た
い
。
し
た
が
っ

て、

研
究
意
欲
が
湧
き
が
た
い
。

O
研
究
業
績
、
と
り
わ
け
実
際
布
教
に
即
効
性
の
あ
る
業
績
を
全
教
か
ら

求
め
ら
れ
る
だ
け
に
、
業
績
中
心
主
義
的
な
意
識
に
か
ら
れ
、
研
究
対
象

自
体
の
も
つ
意
味
内
容
を
根
本
的
に
追
究
し
が
た
い
。
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。
信
仰
体
験
に
乏
し
い
た
め
、
追
体
験
的
な
研
究
姿
勢
に
な
ら
ず
、
対
象

化
的
な
研
究
姿
勢
に
な
る
。

O
教
学
研
究
の
意
義
、
必
然
性
が
は
っ
き
り
せ
ず
、
そ
の
方
法
と
し
て
の

「
お
か
げ
の
体
験
の
吟
味
」
と
い
う
と
と
に
も
、
多
く
の
困
難
な
問
題
が

あ
る
。

仁3

今
日
の
教
団
お
よ
び
社
会
の
状
況
下
に
お
け
る
研
究
の
あ
り
方
の
問

題
。
今
日
の
時
代
状
況
の
問
題
性
を
す
る
ど
く
感
受
す
る
問
題
意
識
、
研
究

怠
識
が
欠
け
が
ち
で
あ
る
。

。
教
団
、
社
会
の
当
面
し
て
い
る
諸
問
題
を
消
化
し
て
、
研
究
課
題
と
し

て
具
体
的
に
設
定
し
う
る
ま
で
に
至
り
に
く
い
。

研
究
の
結
果
得
ら
れ
て
く
る
内
容
が
、
今
日
の
教
団
、
社
会
の
問
題
状

況
に
い
か
な
る
関
わ
り
を
も
ち
う
る
か
、
そ
の
位
置
づ
け
が
で
き
が
た
い
。

。
教
団
史
研
究
を
ど
う
い
う
立
場
か
ら
す
す
め
て
い
く
か
。
教
団
擁
設
に

終
る
の
で
な
く
、
し
か
も
本
教
の
信
仰
自
体
の
立
場
に
立
つ
い
う
と
と
が
、

。
な
か
な
か
む
つ
か
し
い
。

国

そ
の
他
、
職
員
相
互
の
よ
り
よ
い
関
係
を
い
か
に
つ
け
て
い
く
か
と

い
う
問
題
等
。

午
後
の
懇
談
の
場
で
は
、
所
外
関
係
者
よ
り
、
本
所
の
既
収
資
料
の
活
用

の
仕
方
に
未
だ
多
分
に
工
夫
の
余
地
が
あ
る
と
と
、
数
学
研
究
に
一
般
科
学

の
成
果
を
活
用
す
る
に
当
つ
て
は
適
切
な
方
法
と
十
分
な
配
慮
が
必
要
で
あ

(1572) 



、
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る
と
と
、
研
究
対
象
へ
の
共
感
的
な
沈
潜
が
必
要
で
あ
る
と
と
、
教
団
の
動

向
と
研
究
の
成
果
と
は
組
踊
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
こ
と
、
研
究
と
い

う
も
の
は
極
め
て
困
難
な
仕
事
で
あ
り
精
神
的
に
も
多
く
の
も
の
に
耐
え
ね

ば
な
ら
ぬ
と
と
、
等
に
つ
い
て
、
示
唆
に
富
ん
だ
意
見
が
か
わ
さ
れ
た
。

教
統
者
K
関
す
る
資
料
の
収
集
整
理

教
祖
以
来
と
ん
に
ち
に
至
る
教
統
者
に
関
す
る
資
料
の
収
集

・
盤
理
は
、

重
要
か
つ
急
ぐ
べ
き
こ
と
で
あ
る
と
し
て
、
本
所
に
お
い
て
も
、
継
続
的
に

す
す
め
て
、
こ
ん
に
ち
に
い
た
っ
て
い
る
。

金
光
摘
胤
君
に
つ
い
て
は
、
天
瀬
教
会
報
に
掲
載
の
「
一ニ
代
金
光
さ
ま
」

を
、
従
来
に
引
続
き
収
集
し
た
。

現
教
主
に
つ
い
て
は
、
教
報
掲
載
の
「
お
と
と
ば
」
及
び
短
歌
雑
誌
「
槻

の
木
」
掲
載
の
短
歌
を
カ
1
ド
K
書
写
し
た
。

信
心
生
活
記
録
の
収
集
整
理

教
祖
の
信
心
が
、
直
信

・
先
覚
を
と
お
し
て
、
今
日
の
信
奉
者
の
生
活
の

上
に
ど
の
よ
う
な
す
が
た
で
伝
承
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
展
開
さ
れ
て
い
る
か
。

そ
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
は
、
本
教
の
信
心
を
把
握
す
る
上
に
欠
く

と
と
の
で
き
な
い
重
要
な
側
面
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
種
の
生
き
た
信
心
内
容
に
ふ
れ
た
記
録
の
乏
し
い
現
状

を
顧
み
る
と
き
、
と
の
商
の
研
究
領
域
開
拓
に
あ
た
っ
て
は
、
な
に
よ
り
も

ま
ず
そ
の
記
録
収
集
の
こ
と
に
手
が
け
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
に
関
連
し
て
収

集
の
態
度
・
・
方
法
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
努
力
が
要
請
さ
れ
る
。

(1573) 

四
十
四
年
度
は
、
四
十
三
年
度
に
ひ
き
つ
づ
き
、
収
集
者
の
本
教
信
心
を

み
る
目
を
培
い
、
収
集
の
態
度
、
方
法
を
明
確
に
し
て
い
く
と
と
を
願
い
と

し
て
、
次
の
ご
と
く
、
研
究
会
を
二
回
行
な
っ
た
。
な
お
、
芸
備
教
会
在
籍

教
師
、
高
橋
信
道
師
の
信
心
生
活
記
録
の
収
集

8
・3
・
与
を
実
施
し
た
。

l
、
直
信
の
信
心
を
受
け
て
新
し
い
時
・代
社
会
に
道
を
展
開
せ
し
め
た
先
覚

の
信
心
生
活
の
中
身
を
追
体
験
的
に
吟
味
す
る
こ
と
を
願
い
と
し
て
、
「

湯
川
安
太
郎
信
話
」
を
テ
キ
ス
ト
と
し
、
そ
と
に
み
ら
れ
る
湯
川
師
の
信

心
に
つ
い
て
の
こ
つ
の
レ
ポ
ー
ト

ハ
高
橋

一
邦
、
沢
田
重
信
）
を
手
が
か

（
叫

・
G
－

m）

り
と
し
て
討
議
し
た
。

2
、
第
一
回
を
受
け
て
、
さ
ら
に
事
実
K
即
し
て
追
体
験
的
把
握
を
す
す
め

る
に
つ
い
て
、
二
十
五
才
の
体
験
（
小
売
商
第
一
日
自
の
体
験
）
の
事
蹟
、

及
び
三
十
四
才
の
体
験
〈
「
神
様
は
御
主
人
自
分
は
奉
公
人
」
の
自
覚
に

至
る
体
験
）
の
事
践
を
そ
れ
ぞ
れ
中
心
に
し
た
レ
ポ
ー
ト
（
松
田
敬
て

三
矢
田
守
秋
）
を
手
が
か
り
と
し
て
討
議
を
行
な

っ
た。

（
川
崎
・

9
・

日

）

布
教
教
制
に
関
す
る
資
料
の
収
集
整
理

本
所
が
教
学
研
究
を
す
す
め
て
い
く
に
つ
い
て
は
、
常
に
全
教
の
動
き
に



自
を
向
け
、
全
教
の
実
態
を
で
き
る
か
ぎ
り
に
把
握
し
て
い
く
と
と
が
大

切
で
あ
る
。
こ
の
布
教
教
制
に
関
す
る
資
料
の
収
集
整
理
は
、
そ
の
と
と

の
一
環
と
し
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
本
部
教
庁
、
教
務
所
、
各
種

団
体
の
通
牒
及
び
会
合
記
録
、
教
会
報
等
の
収
集
を
行
な
っ
た
ω

資
料
の
整
理

・
保
管

教
学
に
闘
す
る
教
内
外
の
資
料
を
収
集
し
、
利
用
に
供
し
う
る
よ
う
整
理

し
て
い
る
が
、
よ
り

一
層
、
合
理
的、

計
画
的
に
、
そ
れ
ら
の
作
業
が
な
さ

れ
る
と
と
が
願
わ
れ
る
。

四
十
二
年
度
よ
り
は
じ
め
た
、
一
々
の
書
類
、
資
料
に
つ
い
て
、
カ
l
ド

に
表
題
、
執
鋒
者
、
年
月
日
、
内
容
等
を
記
入
す
る
作
業
は
、
本
所
開
設
以

来
の
書
類
、
資
料
に
限
定
し
て
す
す
め
、
四
十
四
年
度
を
も
っ
て
、
そ
の
作

業
を
完
了
し
た
。

文

献

講

読

会

81 

諸
宗
教
お
よ
び
思
想
界
で
関
わ
れ
て
い
る
人
間
の
諸
問
題
を
、
よ
り
深
く

的
確
に
把
握
し
、
わ
れ
わ
れ
の
受
け
持
た
さ
れ
て
い
る
教
学
の
諸
問
題
の
認

識
を
深
め
拡
げ
て
い
く
に
つ
い
て
、
教
外
の
諸
文
献
に
援
し
、
学
習

・
討
議

を
継
続
的
に
進
め
て
い
く
こ
と
を
願
い
と
し
て
、
昭
和
四
十
三
年
度
よ
り
第

一
（原
書
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
〉
部
門
、
第
二
（
宗
教
思
想
ゼ
ミ
ナ
ー
ル）

部
門
を

設
け
て
き
た
。

第
一
部
門

当
講
説
会
の
願
い
を
受
け
て
、
世
界
の
諸
宗
教
が
か
か
え
さ
せ
ら
れ
て
い

る
諸
問
題
は
な
に
か
、
そ
れ
ら
諸
問
題
に
ど
う
対
処
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
、

を
と
ら
え
て
い
く
方
向
を
と
っ
た
。
焦
点
を
キ
D
ス
ト
教
神
学
に
し
ぼ
り
、

そ
の
分
野
で
一
つ
の
問
題
提
起
を
な
し
て
い
る
「
神
の
死
」
神
学
を
と
り
あ

げ
、
そ
の
態
度
、
方
法
等
に
つ
い
て
認
識
を
深
め
る
こ
と
を
志
向
し
て
、

＝J
吋｝凶ゅ

の
o
ωMXW】

O
同
の
V
ユ
忠
広
口
〉
2
5
F明日＝

σ同
吋
『
回
。
ョ
ωω

ん
『

J
H
・
〉
エ
ケ

N
O
円
を
と
り
あ
げ
、

同
文
献
を
通
読

・
討
議
し
た
。
会
合
は
月
二
回
で
参
加

者
は
六
名
で
あ
っ
た
。

第
二
部
門

ハ
イ
デ
ッ
ガ
l
「
哲
学
と
は
何
か
」
を
テ
キ
ス
ト
に
し
て
、
助
手

・
研
究

生
を
対
象
に
福
嶋
所
員
が
担
当
し
て
、
三
回
の
ゼ
ミ
を
も
っ
た
。
そ
の
後
は

態
勢
が
と
と
の
わ
ず
中
止
し
た
。

教

規

講

読

会

教
団
活
動
の
所
依
と
な
る
教
規
に
、
教
学
研
究
に
た
ず
さ
わ
る
も
の
と
し

て
深
い
理
解
を
も
っ
と
と
が
願
わ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
と
の
会
が
も
た
れ
、

教
規
に
関
す
る
基
礎
的
な
文
献
の
講
読
を
終
っ
て
、
さ
ら
に
理
解
を
深
め
て

い
く
た
め
に
、
関
係
諸
資
料
を
持
ち
寄
っ
て
講
読
を
続
け
て
き
た
が
、
四
十

四
年
度
は
、
会
の
運
び
K
熟
さ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
、
所
の
体
制
と
し
て
も

(1574) 
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十
分
に
と
り
く
む
と
と
が
で
き
ず
、
中
止
の
や
む
な
き
に
至
っ
た
。
今
後
、

何
ら
か
の
形
で
再
開
さ
れ
る
と
と
が
望
ま
れ
て
い
る
。

教
内
時
事
懇
談
会

教
団
の
当
面
す
る
諮
問
題
に
つ
い
て
、
そ
の
問
題
の
動
態

・
構
造

・
性
質

・
怠
味
等
を
、
教
報
を
読
む
と
と
を
と
お
し
て
う
か
び
あ
が
ら
せ
、
教
団
活

動
の
反
省
視
点
と
展
開
方
向
と
を
求
め
て
い
く
、
と
の
趣
旨
に
も
と
づ
き
、

四
月
か
ら
十
一
月
ま
で
の
間
に
五
回
の
会
合
を
も
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後

は
、
所
の
状
況
か
ら
、
こ
の
会
合
を
聞
き
得
な
か
っ
た
。

信

心

懇

談

会

と
の
会
は
、
職
員
個
々
が
自
己
の
信
心
を
培
う
と
と
を
目
的
と
し
て
関
か

れ
る
も
の
で
、
講
師
を
招
い
て
講
話
を
き
き
懇
談
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
実

施
さ
れ
た
。
講
師
お
よ
び
議
題
は
次
の
‘
と
お
り
で
あ
る
ω

。
宮
尾
肇
｜
｜
今
日
ま
で
の
信
心
の
歩
み

a・6
・幻）

教
内
各
種
会
合
の
傍
聴

本
所
に
お
け
る
研
究
は
、
全
教
の
実
態
を
ふ
ま
え
た
も
の
と
し
て
な
さ
れ

る
と
と
が
願
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
教
内
に
あ
る
問
題
性
を
的
確
に
把
鉱
す

る
た
め
に
は
、
た
ん
に
結
論
と
し
て
報
告
さ
れ
て
く
る
も
の
の
み
を
判
断
の

よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
い
た
の
で
は
足
り
な
い
。
研
究
者
個
々
が
教
内
の
各
種

会
合
を
傍
聴
す
る
と
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
結
論
が
出
さ
れ
る
ま
で
の
過
程
に

で
き
る
だ
け
ふ
れ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

右
の
願
い
に
基
づ
い
て
、
第
四
卜
三
国
臨
時
議
会
、
宗
教
情
操
教
育
講
習

会
、
全
国
学
生
大
会
、
教
会
委
員
会
〈
第
二
開
・第
三
回
・第
四
凶
）
以
上
六
会
合

を
・
悦
服
し
た
ω

(1575) 

学
会

・
講
習
会
へ
の
参
加

本
所
は
、
広
く
学
問
の
各
分
野
か
ら
、
あ
る
い
は
現
代
社
会
か
ら
提
起
さ

れ
て
く
る
問
題
に
ふ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
教
教
学
の
に
な
う
べ
き
課
．題

を
た
し
か
め
て
い
く
と
い
う
瀬
い
の
も
と
に
、
学
会
（
日
本
宗
教
学
会

・
関

西
哲
学
会

・
歴
史
学
研
究
会
）
、
お
よ
び
各
種
議
習
会
等
に
参
加
し
て
い
る
。

四
十
四
年
度
、
参
加
し
た
学
会

・
講
習
会
お
よ
び
そ
の
参
加
人
員
は
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

四
名
（
日
・1
1
3
）
、
関
西
哲
学
会

一
名

立

・幻

l
g
、

日
本
宗
教
学
会

庇
火
学
研
究
会
二
名
（
5
・M
1
5

講
習
会
｜
｜
間
山
民
俗
学
会
大
会
一
名
（
何
・2
・
n）

研

究

生

の

養

成

新
ら
し
い
研
究
者
の
養
成
は
、
数
学
研
究
の
展
開
を
求
め
る
に
つ
い
て
欠



く
こ
と
の
で
き
ぬ
と
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
研
究
者
を
養
成
し
て
い
く
営
み

を
と
お
し
て、

新
た
な
研
究
課
題

・
視
点

・
方
法
等
が
発
掘
さ
れ
、
そ
の
こ

と
に
よ
っ
て
全
教
の
教
学
的
内
容
が
よ
り
豊
か
に
な
る
ば
か
り
で
な
く、

所

に
お
け
る
研
究
者
の
研
究
内
容
が
吟
味
さ
れ
、
展
開
せ
し
め
ら
れ
る
と
い
う

意
味
を
も
っ
と
こ
ろ
か
ら
で
あ
る
。

A 

研
究
生
の
所
内
実
修

所
内
実
修
の
実
施
は
、
四
十
四
年
度
で
十
三
回
目
で
あ
り
、
左
記
六
名
が
、

六
月
よ
り
六
か
月
間
実
修
し
た
。

稲
垣
菊
雄
（
道
広
教

会

）

西

川

、

洋

（

仙

台

南

部

教

会

）

斎
藤
東
洋
男
（
触
れ同
教

会

）

（

船

橋
教
会
白
石
幸
平
（
悶
宇
和
教
会
）

な
お
、
指
導
所
員
と
の
日
常
的
ふ
れ
合
い
を
意
図
し
て
、
実
修
会
期
闘
を
と

お
し
て
、
部
へ
の
配
属
を
実
施
し
た
。

松
村
真
治
（
腿
ク
谷
登
山
）

金
光
寿
一

実
修
の
概
況

、、，a
’

噌

E
A

，s・‘、

基
礎
研
修

a
、

『
金
光
大
神
覚
』
通
説

b
、

『
教
団
自
覚
運
動
の
事
実
と
そ
の
窓
味
』

c
、
教
学
方
法
論
研
究

（高
級
正
雄
）
講
説

(2) 

研
究
実
修

83 

a
、
レ
ポ
ー
ト
作
成
H
自
身
の
問
題
意
識
の
整
理
、

究
、
教
団
史
研
究

『
金
光
大
神
覚
』
研

b
、
研
究
要
項
作
成
発
表
H
所
内
実
修
期
間
に
お
け
る
ま
と
め
と
、
今
後

の
研
究
進
捗
の
た
め
に
行
な
っ

た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
i
マ
は
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

稲
垣
菊
雄
「
P
僕
H

と
い
う
問
題
意
識
と
そ
の
信
心
構
造
」
松
村
真
治

「
問
題
性
自
覚
の
歴
史
及
び
そ
れ
へ
の
参
加
を
求
め
て
」
西
川
洋
「
ρ

す
け
ご
た
つ
い
た
し
、
別
、
其
方
ひ
と
り
あ
た
れ
H

の
事
践
に
つ
い
て
」

斎
藤
東
洋
男
「
元
治
元
甲
子
正
月
朔
日
御
四
ら
せ
解
釈
の
た
め
の
索
描
」

金
光
寿
一

「
P
歴
史
に
つ
い
て
H

以
後
」
白
石
幸
平
「
研
究
テ
ー
マ
P

神
と
の
出
会
い
の
一
考
察
d

設
定
に
あ
た
っ
て
」

c
、
文
献
解
題

ω
懇
談

・
そ
の
他
H
判
所
長
と
の
懇
談
例
指
導
所
員
と
の
懇
談
判
所

内
各
和
会
合
出
席
な
ら
び
に
教
内
各
種
会
合
傍
聴
料
各
記
録

・
図
書
の

整
理な

お
、
松
村
、
斎
藤
両
名
は
、
昭
和
四
十
五
年

一
月
十
日
、
本
所
助
手

に
任
用
さ
れ
た
。
金
光
研
究
生
は
、
同
三
月
三
十

一
日
ま
で
引
続
き
所
内

実
修
し
、

「
神
誠

・
神
訓

・
御
理
解
に
関
す
る
研
究
」
を
す
す
め
、
同
日

付
で
委
腕
を
解
か
れ
た
。

B 

地
方
在
住
研
究
生

教
会
用
務

・
機
関
用
務
の
な
か
に
あ
っ
て
、
各
自
が
研
究
の
態
勢
を
と

と
の
え
て
い
く
た
め
、
教
学
研
究
会
、
研
究
生
集
会
お
よ
び
研
究
所
総
会

(1576〕

、．
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に
出
席
す
る
ほ
か
、
適
宜
指
導
所
員
と
懇
談
し
て
研
究
指
導
を
受
け
た
。

ω
伊
藤
総
人
、
石
塚
陽
子
両
研
究
生
は
、
昭
和
四
十
四
年
五
月
三
十

一
日

委
嘱
期
間
を
終
了
し
、
研
究
報
告
を
提
出
し
た
。
そ
の
概
要
は
別
項
に
掲

載
。
な
お
、
伊
藤
範
人
は
、
改
め
て
一
年
間
、
研
究
生
を
委
嘱
さ
れ
た
。

ω
平
田
カ
ヲ
ル
研
究
生
は
昭
和
四
十
五
年
三
月
二
十
八
日
に
委
嘱
を
解
か

れ
た
。研

究
生
集
会
（
第
八
回
）

研
究
生
期
間
終
了
者
の
研
究
報
告
及
び
昭
和
四
十
三
年
度
研
究
生
の
中
間

報
告
の
内
容
検
討
と
今
後
の
研
究
の
展
開
を
期
し
て
、
研
究
生
と
本
所
職
員

と
の
交
流
を
深
め
る
と
と
を
主
た
る
願
い
と
し
て
、
六
月
十
三
、
十
四
両
日

c 開
催
さ
れ
た
。

ω
第
一
日
午
前
は
、
研
究
報
告

・
レ
ポ
ー
ト
の
検
討
を
行
な
い
、
問
題
意

識
を
明
ら
か
に
し
、
以
後
の
研
究
方
向
を
検
討
し
た
。
午
後
は
、
研
究
生

期
間
終
了
に
あ
た
っ
て
の
懇
談
の
場
を
も
っ
た
。

ω
第
二
日
午
前
は
、
四
十
三
年
度
研
究
生
に
対
し
て
、
教
学
研
究
の
方
法

論
の
学
習
を
ね
ら
い
と
し
て
、

『
本
教
の
教
義
に
つ
い
て
』
（
大
淵
干
偲
）

を
講
読
し
、
討
議
し
た
。
午
後
は
、
指
導
所
員
と
の
個
別
懇
談
を
行
な
っ
，

た。

職

員

懇

談

会

本
所
の
職
員
が
、
職
員
と
し
て
ど
用
を
し
て
い
く
上
で
、

当
面
さ
せ
ら
れ

る
幾
多
の
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
単
に
、
個
人
的
な
関
心
で
の

み
問
題
に
さ
れ
た
り
、
個
人
が
背
負
い
こ
ん
で
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
っ

(1577) 

て
は
な
ら
な
い
。
本
所
職
員
と
し
て
、
全
体
的
な
立
場
か
ら
、
そ
れ
ら
の
問

題
性
を
追
求
し
、
取
り
組
ん
で
い
く
べ
き
で
あ
る
。
と
の
会
は
そ
う
し
た
姿

勢
が
培
わ
れ
て
い
く
と
と
を
願
い
と
し
て
関
か
れ
る
会
合
で
あ
る
。
四
十
四

年
度
は
、
諸
種
の
事
情
に
よ
り
、
こ
の
会
合
を
も
ち
え
な
か
っ
た
が
、
今
後

は
職
員
会
議
の
一
内
容
と
し
て
継
続
し
て
い
く
と
と
に
な
っ
て
い
る
。

評

議

ヒヨ

貝

会

本
所
の
運
営
は
、
研
究
機
関
と
い
う
性
格
よ
り
し
て
教
務
教
政
の
直
接
支

配
を
う
け
で
は
な
ら
ぬ
が
、
じ
か
し
ま
た
、
教
団
の
機
関
で
あ
る
以
上
、
教

務
教
政
の
立
場
か
ら
十
分
に
責
任
の
負
い
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

評
議
員
制
度
は
、
こ
の
よ
う
な
特
質
を
も
っ
・
機
関
と
し
て
公
正
妥
当
な
全
教

・的
仕
組
み
に
よ
る
運
営
方
式
の
樹
立
を
願
い
と
し
て
運
用
さ
れ
て
い
る
も
の

で
あ
る
。

本
所
は
、
総
論
に
述
べ
た
よ
う
な
、
昭
和
四
十
四
年
度
の
後
半
に
提
起
さ

れ
て
き
た
諸
問
．
題
の
線
源
を
究
明
す
る
こ
と
を
ぬ
き
に
し
て
は
、
過
去
四
年

間
の
研
究
の
実
質
を
ふ
ま
え
て
の
展
開
の
方
向
が
見
定
め
が
た
く
な
り
、
四

十
五
年
度
の
計
画
は
ベ
こ
れ
ま
で
と
り
す
す
め
て
き
た
二
部
体
制
の
構
え
を



は
ず
す
こ
と
と
な
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
実
際
と
し
て
は
、
研
究
者
各
自
の
と
と
ろ
に
お
い
て
、
北
ハ

同
研
究
を
ど
う
考
え
る
の
か
、
さ
ら
に
は
基
本
課
題
を
自
身
に
お
い
て
ど
う

問
題
に
し
う
る
の
か
、
新
し
い
研
究
分
野
を
ど
の
よ
う
に
し
て
開
く
の
か
等

等
、
い
っ
さ
い
の
課
題
を
背
負
う
方
向
を
と
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

つ
ま

り
、
と
の
方
針
は
、
本
所
の
研
究
は
い
か
な
る
実
質
を
備
え
る
べ
き
も
の
か

が
、
改
め
て
研
究
者
各
自
の
責
任
に
お
い
て
生
み
出
さ
れ
る
と
と
が
要
請
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
意
味
か
ら
、

「
個
人
研
究
」
の
徹
底
と
い
う

「
個
人
研
究
」
と
は
お
よ
そ
気

こ
と
が
願
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

ま
ま
な
私
的
研
究
で
な
い
と
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

。

大
要
以
上
の
よ
う
な
点
を
骨
子
と
す
る
四
十
五
年
度
計
画
の
大
綱
に
つ
い

て
、
第
十
四
回
評
議
員
会

8
・
2
・
6
）
に
お
い
て
、
主
と
し
て
審
議
検
討

さ
れ
た
点
は
、
研
究
所
の
閲
題
状
況
の
性
質
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
主
た
る

意
見
の
要
点
を
記
す
と
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

。
研
究
所
十
年
の
歩
み
を
共
に
し
て
き
た
者
と
、
比
較
的
新
し
く
入
所
し

た
者
と
の
聞
に
、
教
学
と
か
、
研
究
と
か
に
つ
い
て
、
ま
た
、
信
心
、
研
究

所
、
教
団
、
本
教
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
も
考
え
方
の
違
い
が
あ
り
、
そ
れ

が
問
題
と
し
て
出
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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こ
ん
に
ち
の
時
代
は
、
若
い
人
々
を
あ
る
一
つ
の
こ
と
に
没
頭
さ
せ
な

。

い
も
の
が
渦
ま
い
て
い
る
。
研
究
と
い
う
こ
と
も
、
い
の
ち
を
か
け
て
や
る

仕
事
と
岡
山
え
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
が
熱
意
を
失
わ
せ
る
。

。
こ
と
か
ら
の
方
向
と
し
て
は
、
こ
ん
に
ち
ま
で
研
究
所
に
お
い
て
と
り

く
ま
れ
て
き
た
と
こ
ろ
が
、
中
堅
の
所
員
の
と
こ
ろ
で
さ
ら
に
求
め
ら
れ
深

め
ら
れ
る
と
共
に
、
ま
た
若
い
人
々
の
と
こ
ろ
で
も
自
身
の
問
題
を
も
っ
と

明
確
な
姿
に
把
握
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、

そ
の
手
だ
て
が
配
臆

さ
れ
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

。
と
ん
に
ち
断
絶
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
が
、
問
主
長
邦
一
パ
ド

r
t
k引
A
4
4
心
↓
『
プ

常
に
混
乱
し
、
い
ま
だ
新
し
い
価
値
観
は
生
み
出
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
う
い

う
時
代
の
問
題
性
が
研
究
所
に
も
出
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
断
絶
が
あ
り

混
乱
し
て
い
る
か
ら
、
求
め
る
べ
き
も
の
を
い
よ
い
よ
求
め
て
い
く
こ
と
が

た
い
せ
つ
で
あ
る
。
求
め
て
い
く
中
か
ら
生
れ
て
く
る
。
こ
ん
に
ち
、
混
乱

し
て
い
る
だ
け
難
儀
な
氏
子
の
姿
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
時
代
で
あ
る
と
も

い
え
る
。
取
次
の
働
き
が
及
ん
で
と
そ
時
代
の
人
々
の
難
儀
が
み
え
る
。
混

乱
し
て
い
る
か
ら
若
い
人
が
育
つ
。
そ
れ
だ
け
ほ
ん
と
う
の
も
の
が
得
ら
れ
、

難
儀
の
正
体
が
み
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
混
乱
し
て
い
る
か
ら
研
究
が
い
よ
い

ょ
た
い
せ
つ
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

。
本
教
の
布
教
は
、
難
儀
な
氏
子
か
ら
出
発
し
て
い
る
が
、
難
儀
な
氏
子

が
こ
ん
に
ち
は
み
え
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
教
組
は
難

(1578) 

儀
な
氏
子
を
発
見
さ
れ
た
。
実
意
丁
寧
神
信
心
を
つ
く
さ
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
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難
儀
な
氏
子
と
し
て
の
人
を
見
い
だ
さ
れ
た
。
信
心
し
て
人
を
見
い
だ
す
の

は
、
難
儀
を
見
い
だ
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
金
光
大
神
が
な
け
れ
ば
助
か

ら
ぬ
こ
と
に
な
る
。
あ
た
り
ま
え
の
と
と
合
は
っ
き
り
さ
せ
て
い
く
こ
と
が

い
る
。
教
祖
と
共
に
難
儀
な
氏
子
を
見
い
だ
す
と
と
が
い
る
の
で
あ
り
、
そ

れ
は
生
神
金
光
大
神
様
と
申
し
あ
げ
て
い
か
れ
た
そ
の
教
祖
の
信
心
を
い
た

だ
く
こ
と
で
あ
る
。

諸
機
関
と
の
つ
な
が
り

一
、
本
所
が
教
団
の
機
関
と
し
て
、
そ
の
有
機
的
組
織
の
一
環
を
な
す
以
上
、

本
所
の
特
質
、
機
能
、
責
任
等
に
つ
い
て
、
他
機
関
の
理
解
を
う
る
と
と
も

に
、
他
機
関
の
そ
れ
を
本
所
と
し
て
で
き
る
か
ぎ
り
理
解
し
て
い
く
と
と
が

願
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
相
互
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
共
に
も

と
づ
く
べ
き
根
源
と
そ
れ
ぞ
れ
が
受
け
も
つ
べ
き
役
割
、
教
団
に
お
い
て
占

め
る
位
置
が
明
ら
か
に
な
り
、
現
実
的
に
本
所
の
あ
り
方
が
全
教
に
理
解
せ

ら
れ
、
教
学
的
関
心
が
全
教
的
に
醸
成
せ
ら
れ
て
い
く
こ
と
が
願
わ
れ
る
。

二
、
四
十
二
年
度
か
ら
、
教
庁
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
相
互
の
日
常
的
接

触
を
深
め
る
と
と
も
に
、
共
同
の
働
き
で
も
っ
て
実
施
し
て
い
る
講
演
会
（

従
来
は
教
学
講
演
会
）
、
教
学
研
究
会
等
の
機
会
を
と
ら
え
て
、
互
い
の
機

関
の
目
的
、
使
命
、
役
割
等
を
具
体
的

・
実
際
的
に
求
め
て
い
く
よ
う
努
め

て
い
る
。
図
書
館
と
の
関
係
で
は
、
と
れ
ま
で
は
相
互
の
業
務
報
告
、
す
な

わ
ち
、
そ
の
内
容
と
し
て
、
図
書

・
資
料
に
つ
い
て
の
情
報
交
換
と
い
う
実

務
的
処
理
の
問
題
次
元
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
で
、
今
後
は
趣
意
に
そ
っ
て

の
話
し
あ
い
を
す
す
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

そ
の
他
、
機
関
で
は
な
い
が
、
教
団
の
他
の
団
体
、
就
中
、
教
学
会
の
活

(1579) 

動
に
も
援
し
、
そ
う
し
た
と
こ
ろ
か
ら
提
示
さ
れ
る
諮
問
題
を
摂
取
す
る
と

と
に
よ
っ
て
、
本
所
の
研
究
基
盤
を
吟
味
し
培
う
と
と
を
願
っ
て
い
る
。

三
十
九

・
四
十
年
度
の
反
省
吟
味

本
所
昭
和
三
十
九

・
四
十
年
度
の
動
き
は
、
関
所
十
年
を
経
た
本
所
が
、

あ
ら
た
め
て
本
所
設
立
の
意
義

・
精
神
に
た
ち
返
っ
て
、
み
ず
か
ら
の
現
実

を
反
省
吟
味
し
、
そ
こ
か
ら
の
課
題
を
明
ら
か
に
し
て
、
あ
る
べ
き
姿
を
見

出
そ
う
と
す
る
動
き
で
あ
っ
た
。
本
所
の
現
体
制
は
、
そ
の
よ
う
な
動
き
を

と
お
し
て
生
み
出
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
掘
り
起
さ
れ
た
研
究

・
運
営
両
面
に
わ
た
る
基
本
的
な
問
題
を
、
あ
ら
た
め
て
全
体
的
に
反
省
吟

味
し
、
三
十
九

・
四
十
年
度
の
歩
み
の
も
つ
意
義
を
問
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

今
後
の
本
所
の
歩
み
に
資
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

四
十
四
年
度
は
、
三
十
九

・
四
十
年
度
の
歩
み
を
と
ら
え
る
視
点
を
求
め

て
の
発
表
・
討
議
を
二
回
（
4
・旬、

7
・
5
と
、
会
議
の
も
ち
方
に
つ
い
て

の
反
省
的
懇
談
（
9
・
M
）
を
行
な
っ
た
。
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第9号

金光大神御覚書の読み方について

安政五年十二月二十四日のお知らせのー解釈

三十七才の教組ーその苦しみのとき一

安政五年七月における精霊回向の事蹟解釈

一伝承の世界と信仰の世界一

信心 ・布教 ・政治

一金光大神御覚書、明治六年「神前撤去」の解釈－

第10号

教祖四十二才の大患の事蹟について

一金神 ・神々と教祖との関わりー

一乃弟子もらいうけをめぐる金神と天照皐大神

との問答ー伝承の世界と信仰の世界一

共同討議 和田登世雄編

金光大神御覚書の解釈一教祖とわれわれー

資 料

資料名

金光 ．真整 1 1321 

竹部教雄 31 1351 

高橋行地郎 49 1369 

福 11烏義次 72 1392 

沢田重信 93 1413 

瀬戸美喜雄 1 1494 

福 11鳥義次 28 1521 

号頁通頁

9 115 1435 

号 頁通頁

小野家文書一小野四右衛門日記 （文久2年 1月～6月〉 2 75 186 

向上 ( II 7月～12月） 3 133 381 

小野家文書一役周並天象出行日記（天保8年 7月～12月〉 4 143 576 

向 上 ( II 9年 1月～8月〉 Q 144 746 

向 上 ( II 9年10月～10年 5月〉 6 162 965 

小野家文書一宗門御改寺詩名歳1限 7 127 1156 

その他 号頁 通頁．

第一回教学研究会発表要旨 （昭和33.2.23～25) 2 89 203 

第二回 同 上 くが 34.2.15～17) 3 工so 398 

第三回 同 上 ( II 35. 2.14～16) 4 157 590 

第四回 同 上 くか 36.2.19～21) s 157 762 

第五回 同 上 (II  37.2.12～1) 6 19~ 995 

第六回 同 上 ( II 38.6.11～12) 7 170 1199 

研究報告椋t要 10 55 1548 

紀要第九号掲載論文検討会記録要ー旨 10 69 1562 

Gー



教祖の信心の基本的性絡一四十二才を中心としてー 同 開造 109 542 

取次の原理 内問守昌 128 561 

第 5号

実意丁寧神信心の志向性についての試論 藤井記念雄 1 626 

出祉の成立とその展開（中）

一教団組織の問題をめぐって一 橋本良雄 24 649 

金光教とキリスト教の比較研究

一教祖論についての序説－ 瀬戸美聖地 64 689 

金光教における死の意味

一教祖の生死に対する態度についてー・ 宮田真喜男 84 689 

教会と信者の対応関係にみられる諸問題

ーイ言者の教会への態度の分析ー 沢田重信 102 707 

金光教と浄土真宗の比較研究

ーその信心構造の輪廓についてー 松井雄飛太郎 121 726 

第 8号

教祖における布教の意義 内 田 守 昌 1 804 

教祖時代入信、取りつぎに従った諸姉Kついて 金光真整 ・26 829 

教会継承をめぐる問題について 米本鎮雄 49 852 、

本教信者の教義理解の諸－相

一実態調査にもとづく分析ー 沢問霊 ｛言 64 867 

出社の成立とその展開（下〉

一教団組織の問題をめぐってー 橋 本 政 主Irr 86 889 

神道金光教会議社気多組成立の要因について 前田正紀 117 920 

初代白神新一郎「御道案内Jについて 福 1l1tる真喜一 146 949 

第7号

教祖一家の農業経済についての一考察

一近世大谷村農地の実情ー 三矢田守秋 1 1030 

教組の信心の基本的特性

一現実生活との関係を中心としてー 瀬戸美喜雄 31 l目。

教祖l時代入信、取りつぎに従った諸師について（続） 金光真整 53 1002 

教祖の信心における道理の自覚について 藤村真佐伎 70 1099 

取次者・の課題一布教、教導上の諸問題についてー 沢 田 重 信 87 1116 

教会家庭の持問題についての一考察 目袋井記念主!fr 105 1134 

第 8号

「秋浮店子」の事I債について

一『御党番』 解釈のための試論ー 初 111忠義次 1 1228 

- 5ー



金光教教学研究所紀要第1～10号

掲載論文・資料等一覧表

吾nムn” 文

題 目 氏 名

第1号

教祖の信心について．（上〉ー序説的概観ー 大 淵 千 偲

信心の基本的構造

一安政五年～六年の教祖を中心としてー 内聞守 畠

小野家の家相方位学説 青木 茂

教義史に関するー管見 小野敏夫

第2号

金光教における勤労倫理について 藤村真佐伎

高橋茂久平の信心についてーその二十九才まで一 高橋一邦

教祖と神との関係についの一考察（1) 金 光 真 整

教祖の信－心について（中）

一四十二才の体験をめぐってー 大淵千偲

第S号

生神の意味一文治大明神について一 松井雄飛太郎

教祖における人間形成について

一四十二才までを中心としてー 松岡道雄

「氏子あっての神神あつての氏子」理解の論理

的立場について 岡 開造

台湾布教史研究一台北布教を中心としてー 矢野信夫

藤井くらの信心についての一考察 藤井記念虫！fr

高橋茂久平の信心についてーそのコ十才以後一 －高橋一邦

信奉者の信心生活について

一実態調査による問題把握の視点－ 沢 田 重 信

第4号
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In the first chapter, the I叫 eof Amaterasu faith in a village 

community, the periodical visitation of itinerant preachers of 

Amaterasu faith, and the ・villagers' and the Founder's responses 

to it are stated to understand the problems of a traditional 

faith. 

In the second .chapter, it is pointed out how the F.ounder’s 

faith was immersed deeply in Amaterasu faith, based upon the 

Founder's autοbiographical notes. The fact that the Founder 

found it very difficult to be free from the Amatera・su faith 

shows symb0licaJly that he cuuld not alienate himself from his 

tradional life in a village community easily. 

In the third chapter, the meaning of the fact that Konjin. 

a deity whom the Founder was searching for and discovering in 

his O¥・¥Tll unique way, knew that the Founder had difficulty with 

transcending the traditional life of his village community and 

showed him a concrete way of overcoming the diffuculty is 

refereed to. The ri1caning of・ the Founder's subsequent whole-

hearted devotion to the world of faith is also mentined in the 

final chapter. 
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gathered at his bedside is described. 

In the forth chapter, the con.tents of the religious experience 

which he had in his illness and their meaning 紅 ementioned. 

The following are what the Founder realized through his 

experience of the serious illness. 

a. The Founder recognized his self-protective way of life and 

the ultimate inscrutability of man’s existence. 

b. He realized that his fear of Konjin was due to his self. 

protective way of life and he was making use of Konjin for his・ 

' selfish purposes. 

c. The Founder understood, not suddenly but gradually, 

through his relation with Ko吋inthat it・ was Konjin who ni.ade 

him realize bi~ self-protective way of life and the inscrutability 

of man's existence and helped him to lead a better life. 

A DIALOGUE BETWEEN AMETERASU AND 

KON JIN 

-THE WORLD OF TRADITION AND THE WORLD 

OF FAITH-

BY 

YOSHITSUGU FUKUSHilVIA 

In the Tokuga,va. er託（1600-1867),the Amaterasu faith 

penetrated deeply into the life of the' commou Japanese people 

to the extant that it was almost transformed into a folklore 

faith. 

Ou.r・ Founder's faith vvas also influencced greatly by such 

religious environment. 

In this paper an attempt was made to clarify hermenut-

ically the religious and histoてicalmeaning of a dialogue between 

Amater・asuand Konjin which took place in September, 1858 and 

through which Konjin identified the Founder with his disciple. 

- 2-



THE OUTLINES OF 

THE PAPERS IN THIS ISSUE 

The brief outtines of the Pα戸内向 tltisissiie we11e drafted in 

Japanese by the 011なinαz-αuthoη . The folloiυ1印gtr仰 slαtio1も is

by Yosh仇αzit 1¥1!1αtsiida, stαff of the Institiite. 

ON THE FOUNDER’S RELIGIOUS EXPERIENCE 

AT THE AGE OF FORTY-TWO 

BY 

lVIIKIO SETO 

Our Founder's experience of serious illness at the age of 

forty-two is one of the most important experiences which the 

Founder had in his life, for it was a turniag point of his life. 

¥i¥lhat can we learn fr・omthis experience of his? This question 

led the author to understand hermenutica1ly the experience 

more deeply, based upon the Founder's autobiographical notes. 

What is intended in this paper is to know hov.r the first part 

of the Founder’s experience of serious illness was significant 

to his religious life by obtaining an insight into his life-attitude 

which was formed py his past life and the objective situation 

he was in when ill. 

In the first chapter, a general statement of the religious 

sentiments and practices of the people of his day is made. 

' In the second chapter, the Founder’s unique way of life 

which developed gradually from the religious tradition which 

he had co11.sciously or. unconsciously inherited is referred to. 

In the third chapter, a situation which was created by the 

Founder’s relatives, neighbors and some other people who 

- 1 ー



発刊 に当って

乙のたび、当研針所紀要“金光教学”を刊行して、毎年一回、当所にお貯る研究

の内容及び行事の概要を発表、報告する乙ととなった。その趣意とすると乙ろは、

すなわち、乙れによって広く教内外の批判と指教を仰ぎ、一つにはまた、当所年間

のうむきを絵理して、みずからの反省検討に資せんとするにある。

去る昭和二十九年四用、本教の制度、機，階の全面的改革により、綜合的な教学研

究機関投慣のととが決定せられ、その十一用、従前の鞍祖伝記怒修所、金光教学院

研究部など、数学関係調銭関の使命と業績をも継訳、摂取して、当研究所が新設せ

られた。紀要干Ufiのことは、当時すでに考賦されていたので‘あるが、開設早々の乙

ととて、いま少しく陣容らととのい、内容も充・実するをまって実施するを可とし

て、乙んにちはき亘った。現在においても、当所の仕事は、研究の基礎際立、資斜の

蒐銀、研究者のき芸成等、総bてなお準備的段階にあるのであって、いまだ本格的研

筑の段階に濯しているとはいい離し、が、ζ んにちは乙んにちとして親泊を報告する

乙とも、 Uとして芯線なしとしない。否、むしろこの段附においてζ そ、ース肝要で

あると；/!f；えられる。それは当所が、つねに全教との緊密なつながりをもち、絶えず

当所のうときに刻する批判必要けつつ、生さた本教l{f1C.，のz江
陸しゆく ζ とを、念：僻するが放である。

由来、一般に宗教にあっては、教学研究と信仰l的実践とが、とかく対立の立：拐忙

おいて思議せられ、 i：日反目して互に他を否定せんとする傾向さえ見られがちである

が、本教においても、）}J附ややその！惑なしとしないのではあるまいか。もし然りと

すれば、それは、数学的研択に、目前の現実的効用を求む.Q乙とあまりに急なるが

放であろうか、戒は、数学的研究が、現実の信仰佑験から浮き上って、いたずらに

抽象的愉般に走っているからであろうか、それとも、 信イロl的実践が、現代の切実困

難な問題に買克也む勇気を失って、単なる気分的神秘の世界に逃j!謹せんとする傾向に

あるがためで＝あろうか、或はまた、ただ一般陀新宗教の数学的研究が陥り易い弊を

見て、 '[Thi：に4＼：教数学：もまたしかりときめつけているがためであろうか。 ζ の点、研

究の面からも実践の面からも、深く反省しなり・ればならないと乙ろである。

数学は、フド羽E信Jらの自己吟！味で＝あり 、 信仰生活・の~3'6展開を本務とする。 ζの放

に、その謀照：は、あくまで本教の信心に置かれねばならなし、。もし、数学研究が現

実の信仰体験から遊離し、教祖のそれを澄脱するならば、たとえ如何に精織な教学

体系を樹立し1~たとしても、それはもはや本数数学たるの思議を失えるものであ
る。他面また、なんらの数学的反省、霊祭理をともなわない伝仰は、如何ほど熱烈であ

ろうとも単に偏狭な独善的信念であるにとどまり、その侭・心生活・の進展は望み得ペ

くもない。教祖の信心は、決してさようなものではなかった。御伝記「金光大神J
を昧読するとき、われわれはそ乙に、烈烈たる信仰の力を感銘せしめられるとともに

つねにそれが反省II今昧せられつつ、不断に展開しているすがたを見出すのである。

われわれは、かかる数学を追求し、もって道理に合うた信・心の展開に資すると ζ

ろあらんととを願し、とする。乙の紀要が、今後号を重ねて、必ずやとの念願実現の

上に役立つであろう乙とを、期待する．ものである。

幸いに、広く全教の支持、協力を賜らんζ とを切望じてやまない。

なお、乙の紀要に・・金76数学．． の名を冠するゆえんは、かつて、金光数学院研究

部の編集にかかる数学雑誌「金光教学」が、年二回宛発行せられて十五集に及び、

本数数学の振興に寅献すると ζ ろ、多大であったことを思うての乙とでもあるとと

を、附記しておく。（昭和33年 3月 1日 ・金光教教学研究所長大淵千偲〉
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