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清
沢
満
之
（
一
八
六
一
二
i
一
九
〇
三
、
文
久
三
－
明
治
三
＋
六
年
）
は
、
明
治

三
十
五
年
五
月
末
日
、
日
記
巻
尾
に
次
の
よ
う
に
記
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

　
　
　
回
想
す
。
明
治
廿
七
八
年
の
養
痢
に
、
人
生
に
摩
す
る
思
想
を
一
攣

　
　
し
、
略
ぼ
自
力
の
迷
情
を
練
些
し
得
た
り
と
難
も
、
人
事
の
興
壌
は
、

　
　
尚
ほ
心
頭
を
動
か
し
て
止
ま
ず
。
乃
ち
廿
八
九
年
に
於
け
る
我
が
宗
門

　
　
時
事
は
、
終
に
廿
九
・
茄
年
に
及
べ
る
教
界
運
動
を
惹
起
せ
し
め
た
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
　
　
而
し
て
光
年
末
よ
り
、
計
一
年
始
に
亙
り
て
、
四
阿
含
等
を
讃
悪
し
、

　
　
光
一
年
四
月
、
教
界
時
言
の
屡
刊
と
共
に
此
の
運
動
を
一
結
し
、
自
爆

　
　
に
投
じ
て
休
養
の
機
會
を
得
る
に
至
り
て
は
、
大
い
に
類
質
自
省
の
幸

　
　
を
得
た
り
と
難
も
、
修
養
の
不
足
は
尚
ほ
人
情
の
煩
累
に
平
し
て
平
然

　
　
た
る
能
は
ざ
る
も
の
あ
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
　
　
光
一
年
秋
冬
の
交
、
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
氏
教
訓
書
を
披
展
す
る
に
及
び
、

　
　
頗
る
得
る
所
あ
る
を
畳
え
、
光
二
年
、
東
上
の
勧
誘
に
鷹
じ
て
已
來
は
、

　
　
更
に
断
え
ざ
る
機
器
に
接
し
て
、
修
養
の
道
途
に
進
就
す
る
を
得
た
る

　
　
を
感
ず
。

　
　
　
而
し
て
今
や
佛
陀
は
、
更
に
大
な
る
難
事
を
示
し
て
、
渾
々
佳
境
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
↓

　
　
進
入
せ
し
め
た
ま
ふ
が
如
し
。
豊
に
感
謝
せ
ざ
る
を
黒
む
や
。
（
。
印
、

　
　
原
著
者
）

　
こ
の
回
想
文
は
清
沢
満
之
、
数
え
三
十
二
歳
か
ら
四
十
歳
（
す
な
わ
ち
、

彼
の
死
の
一
年
前
）
に
至
る
回
心
録
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
よ
る
と
、

清
沢
の
回
心
は
明
治
二
十
七
年
か
ら
八
年
に
か
け
て
の
病
気
（
肺
結
核
）
療

養
の
期
間
に
起
こ
り
、
同
三
十
一
年
に
お
け
る
エ
ビ
ク
テ
ー
ト
ス
語
録
と
の

出
会
い
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
深
め
ら
れ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
我

々
は
ま
ず
、
清
沢
が
「
略
ぼ
自
力
の
迷
情
を
蘇
斡
し
得
た
り
」
と
述
べ
る
彼
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清沢満之の回心に関する一考察

　
も
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
や

の
最
初
の
回
心
が
如
何
に
生
起
し
た
か
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

二

　
清
沢
に
は
最
初
の
回
心
以
前
に
、
す
な
わ
ち
彼
の
東
京
大
学
在
学
の
こ
ろ

と
推
定
さ
れ
る
時
期
（
明
治
＋
六
－
二
＋
年
）
に
、
「
大
」
の
感
得
と
呼
び
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
よ
う
な
あ
る
種
の
宗
教
的
体
験
の
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ

は
、
パ
ス
カ
ル
が
自
ら
の
決
定
的
回
心
を
記
録
し
た
あ
の
有
名
な
「
覚
え
書
」

を
思
い
起
こ
さ
せ
る
よ
う
な
訥
々
と
し
た
言
葉
で
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て

い
る
。
「
心
の
底
の
琴
線
に
燭
れ
　
今
迄
嘗
て
箆
え
な
い
感
じ
　
是
迄
に
な

き
新
し
い
力
　
新
し
い
欲
望
　
力
の
不
思
議
な
自
箆
　
自
己
の
内
に
勃
然
と

し
て
起
っ
て
來
た
新
し
い
力
　
新
生
の
力
新
し
き
力
の
自
寛
が
獲
生
　
内

的
潜
勢
力
」
「
大
々
的
心
意
に
劇
烈
な
る
驚
天
動
地
の
號
令
を
下
す
や
う
な

一
事
件
」
。
ま
た
、
こ
う
も
書
か
れ
て
い
る
。
「
今
晩
よ
り
自
己
と
い
ふ
紳
秘

境
に
這
入
っ
て
行
く
　
心
の
底
の
琴
線
に
燭
れ
　
死
力
　
天
才
　
新
し
き
力

一
事
に
よ
り
て
紳
性
と
自
己
性
を
膿
験
す
る
」
。
こ
れ
ら
の
ほ
か
、
種
々
の

断
片
的
な
言
葉
の
中
で
、
「
自
信
」
「
信
仰
」
「
我
等
に
大
有
り
」
と
い
っ
た

自
己
肯
定
的
な
語
句
が
比
較
的
多
く
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
の
が
注
意
を
引
く

が
、
他
方
で
は
「
未
見
力
に
　
畳
醒
　
執
着
　
氣
を
落
す
に
及
ば
ず
　
偉
き

も
の
あ
り
　
未
力
に
信
念
を
持
て
　
信
仰
せ
よ
」
と
自
ら
を
励
ま
し
た
り
、

ま
た
「
臆
病
な
　
自
信
の
な
い
　
消
極
的
な
態
度
」
と
自
分
を
責
め
る
消
極

的
な
表
現
も
見
い
だ
さ
れ
る
。

　
こ
の
体
験
は
自
己
策
励
や
自
責
の
言
葉
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
反
省
に
移

さ
れ
た
段
階
で
懐
疑
と
信
仰
と
の
間
の
動
揺
を
呈
し
て
い
る
が
、
体
験
そ
の

も
の
は
「
驚
天
動
地
の
號
令
を
下
す
や
う
な
一
事
件
」
と
し
て
確
実
な
も
の

で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
清
沢
が
こ
の
出
来
事
を
、
彼
自
身
に

お
け
る
最
初
の
回
心
と
し
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関

し
て
、
西
村
見
暁
の
見
解
が
差
し
当
た
り
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
西
村
は

ま
ず
清
沢
の
そ
の
体
験
に
つ
い
て
、
「
と
も
か
く
、
こ
の
時
は
じ
め
て
清
澤

先
生
は
無
限
な
る
も
の
の
介
在
を
熱
感
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
今
ま
で
知
的

に
知
ら
れ
て
い
た
も
の
を
肉
腔
が
感
じ
と
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
『
大
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

の
感
得
で
あ
っ
た
」
と
指
摘
し
た
う
え
で
、
「
然
し
こ
エ
で
注
意
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
の
『
大
』
の
實
在
が
、
『
未
見
力
』
と
し
て
自
己

の
内
部
に
感
ぜ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
因
性
と
し
て
の

『
内
大
』
で
あ
り
、
『
含
藏
の
無
限
』
で
あ
る
。
『
宗
教
落
主
骸
骨
』
の
叙
述

　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
ぬ
　
　
へ
　
　
も
　
　
カ
　
　
ら
　
　
も

に
て
ら
し
て
明
か
に
自
力
門
的
な
膿
験
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

ぬ
」
と
批
評
し
て
い
る
（
傍
点
、
筆
者
。
以
下
同
）
。
「
無
限
」
の
概
念
は
「
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

限
」
の
概
念
と
と
も
に
、
清
沢
の
宗
教
哲
学
の
最
も
基
本
的
な
術
語
で
あ
る
。

こ
の
「
無
限
」
概
念
が
「
大
」
の
経
験
に
基
づ
く
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ

と
は
十
分
に
推
測
し
う
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
「
大
」
は
西
村
も
い

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ

う
よ
う
に
、
確
か
に
自
己
の
内
に
感
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
と
す
る
と
、

「
宗
教
の
雲
際
に
於
い
て
は
、
有
限
が
其
の
内
部
の
因
性
を
半
弓
し
、
進
ん

で
無
限
に
到
達
せ
ん
と
す
る
あ
り
。
又
有
限
の
外
部
に
あ
る
果
禮
は
、
悟
り

て
有
限
を
掻
引
し
、
無
限
に
到
達
せ
し
め
ん
と
す
る
あ
り
。
前
者
を
自
力
門
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北野裕通
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
い
ひ
、
後
者
を
他
力
門
と
い
ふ
」
と
述
べ
る
清
沢
の
『
宗
教
哲
学
骸
骨
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ぬ
　
　
　
ヤ

（
明
治
二
＋
五
年
刊
）
の
そ
の
個
所
に
照
す
限
り
、
彼
の
あ
の
体
験
は
や
は

り
自
力
門
的
な
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
な
い
こ
と
も
な
い
。
し
か
し
、

そ
れ
を
全
体
と
し
て
見
た
場
合
、
果
し
て
自
力
門
的
と
い
え
る
か
ど
う
か
に

つ
い
て
は
別
に
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
存
し
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
我
々
は
こ
こ
で
は
、
「
大
」
の
感
得
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
文
章

中
に
た
だ
一
つ
だ
け
掲
げ
ら
れ
て
い
る
英
文
、
．
d
昌
h
o
「
ε
昌
讐
Φ
ξ
∋
o
馨
o
h
⊆
ω

3
8
ω
霞
o
o
霞
ω
o
守
。
の
げ
団
。
信
同
≦
＄
屏
器
ω
ω
ぎ
。
。
8
巴
o
h
げ
団
。
⊆
「
。
・
胃
⑦
昌
鳴
げ
・
、
．

［
不
幸
に
も
我
々
の
多
く
は
、
強
さ
に
よ
っ
て
で
は
な
く
弱
さ
に
よ
っ
て
自
分
自
身

を
評
価
し
て
い
る
］
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
そ
の
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
。

　
自
分
自
身
を
強
者
と
し
て
よ
り
も
弱
者
と
し
て
考
え
よ
う
と
す
る
の
が
、

人
生
に
つ
い
て
よ
り
深
く
洞
察
し
え
た
人
間
の
見
方
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

右
の
文
章
は
そ
れ
は
不
幸
な
こ
と
だ
と
い
う
。
そ
う
い
わ
れ
る
言
句
の
裏
側

に
は
、
明
ら
か
に
強
さ
を
自
己
自
身
に
鼓
舞
す
る
意
図
が
含
ま
れ
て
い
る
と

見
て
よ
い
。
あ
る
い
は
、
ニ
ー
チ
ェ
的
な
「
力
へ
の
意
志
」
の
讃
歌
が
そ
こ

に
隠
さ
れ
て
い
る
と
も
見
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
先
の
英
語
の
語
句
の
前

後
に
散
見
さ
れ
る
「
世
界
の
英
雄
偉
人
天
才
」
「
全
能
」
「
人
物
の
大
小
論
」

「
自
信
」
「
希
望
」
等
の
言
葉
と
重
ね
合
わ
せ
て
考
え
て
み
る
と
き
、
い
っ

そ
う
明
瞭
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
清
沢
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
大
」
の
感
得
を
支
配
し
て
い
る
も
の
は
、
人

間
を
弱
さ
に
よ
っ
て
で
は
な
く
強
さ
に
よ
っ
て
評
価
し
よ
う
と
す
る
、
W
・

ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
「
健
全
な
心
」
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
な
、
明
る
い
肯
定
的
な

気
分
で
あ
る
。
宗
教
的
気
分
は
確
か
に
底
抜
け
に
明
る
く
肯
定
的
で
あ
る
が
、

明
る
い
肯
定
的
気
分
が
直
ち
に
宗
教
的
気
分
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
宗
教

的
な
肯
定
性
は
世
間
的
な
も
の
を
一
旦
否
定
し
尽
く
し
た
と
こ
ろ
よ
り
生
起

す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
清
沢
満
之
は
そ
の
晩
年
（
明
治
三
＋
四
年
）
に
、
「
宗

教
的
信
念
の
必
須
條
件
」
と
題
し
て
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
　
　
私
が
雲
際
上
か
ら
思
う
て
見
る
と
、
宗
教
的
信
念
に
入
ら
う
と
思
う

　
　
た
な
ら
ば
、
先
づ
最
初
に
総
て
の
宗
教
以
外
の
事
々
物
々
を
頼
み
に
す

　
　
る
心
を
離
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
自
分
の
財
産
を
頼
み
に
し
、
自
分
の
妻
子

　
　
朋
友
を
頼
み
に
し
、
自
分
の
親
兄
弟
を
頼
み
に
し
、
自
分
の
位
地
を
頼

　
　
み
に
し
、
自
分
の
才
能
を
頼
み
に
し
、
自
分
の
里
長
知
識
を
頼
み
に
し
、

　
　
自
分
の
國
を
頼
み
に
す
る
や
う
で
は
い
か
ぬ
。
縛
て
世
の
中
の
事
々
物

　
　
々
、
い
か
な
る
事
物
を
も
頼
み
に
し
な
い
と
云
ふ
や
う
に
な
ら
ね
ば
、

　
　
中
々
宗
教
的
信
念
に
入
る
こ
と
は
で
き
ま
い
か
と
思
ふ
。
家
を
出
で
、

　
　
財
を
捨
て
、
妻
子
を
顧
み
ぬ
と
云
ふ
厭
世
の
關
門
を
一
度
経
な
け
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
な
か
く
ほ
ん
た
う
の
宗
教
的
信
念
に
到
る
こ
と
は
で
き
ぬ
で
あ
ら
う
。

　
世
間
的
な
も
の
を
一
旦
否
定
し
尽
く
す
と
先
に
述
べ
た
こ
と
が
、
こ
こ
で

は
「
厭
世
の
關
門
を
一
度
経
」
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
清
沢
は
宗
教
に
入
る
た
め
に
「
総
て
世
の
中
の
事
々
物
々
」
を

棄
て
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
が
、
そ
れ
は
言
い
方
と
し
て
ま
だ
十
分
で
は
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
右
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
世
間
的
な
も
の
を
仮
に
す

べ
て
放
黒
し
え
た
と
し
て
も
、
世
間
的
な
も
の
と
の
否
定
的
関
係
を
逆
に
肯

定
す
る
よ
う
な
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
自
己
が
な
お
残
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
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清沢満之の回心に関する一考察

そ
れ
は
世
間
的
な
も
の
の
最
も
手
ご
わ
い
、
最
後
の
要
塞
で
あ
る
。
一
体
、

我
々
が
「
世
の
中
の
事
々
物
々
」
を
頼
み
と
す
る
の
は
何
の
た
め
で
あ
る
か
。

そ
れ
は
結
局
、
世
間
の
中
に
存
在
す
る
自
己
（
世
間
的
自
己
）
へ
の
愛
あ
る

い
は
自
己
保
存
の
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
自
己
が
世
間
的
な
も

の
の
最
後
の
も
の
と
し
て
屹
立
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
「
総
て
世
の
中
の
事

々
物
々
」
を
棄
て
る
と
い
う
こ
と
は
、
当
然
そ
う
い
う
自
己
を
も
棄
て
る
と

い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
自
力
門
的

で
す
ら
な
い
。
自
力
門
的
行
は
「
自
己
を
わ
す
る
る
」
行
（
道
元
）
で
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
果
し
て
清
沢
の
あ
の
体
験
は
、
世
間
的
な
自
己
と
い
う
最
後

の
砦
を
も
突
破
し
た
と
こ
ろ
に
開
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
あ

の
明
る
い
肯
定
的
気
分
は
そ
こ
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う

で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
体
験
記
中
中
に
見
え
る
懐
疑
的
な
握
り
も
そ
の
こ
と

を
示
唆
し
て
い
よ
う
。

　
清
沢
は
「
大
」
の
体
験
に
お
い
て
、
確
か
に
自
己
の
恐
ら
く
偶
然
の
破
れ

か
ら
そ
の
底
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は

一
瞬
の
閃
光
の
ご
と
き
直
覚
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
彼
の
自
己
は
ま
だ
そ
の
時

期
、
厚
い
殻
に
お
お
わ
れ
て
い
た
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
体
験
は
確
か
に
あ

る
宗
教
性
を
具
え
て
い
る
と
い
え
る
が
、
ま
だ
他
力
門
的
で
な
か
っ
た
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
く
、
厳
密
に
は
自
力
門
的
で
す
ら
な
か
っ
た
。
彼
は
な
お

　
　
　
　
　
　
き
　

自
力
的
で
あ
っ
た
。
清
沢
が
あ
の
体
験
を
彼
の
最
初
の
回
心
と
し
な
か
っ
た

理
由
は
、
明
ら
か
に
そ
こ
に
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三

　
仏
教
は
清
沢
満
之
に
お
い
て
新
生
を
経
験
し
た
、
も
し
明
治
期
に
清
沢
が

現
わ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
仏
教
は
生
け
る
宗
教
と
し
て
は
滅
び
の
道
を
突
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

進
ん
だ
か
も
し
れ
な
い
と
い
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
状
態
か
ら
仏
教
に
新
し
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ぬ
　
　
　
　
　
も
　
　
も

地
平
を
開
い
た
の
が
、
清
沢
に
お
け
る
哲
学
と
求
道
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
二

者
は
清
沢
の
一
生
を
貫
い
て
い
た
い
わ
ば
両
軸
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
清

沢
の
回
心
前
に
お
け
る
自
力
的
な
態
度
も
、
そ
れ
ら
二
面
に
つ
い
て
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
我
々
は
ま
ず
清
沢
の
哲
学
面
に
関
し
て
、
そ
の
自
力
的
性
格

を
探
っ
て
み
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
前
に
清
沢
の
哲
学
へ
の
関
係
の
仕
方
に

つ
い
て
見
て
お
き
た
い
。

　
こ
こ
で
少
し
清
沢
の
学
歴
を
青
年
期
を
中
心
に
振
り
返
っ
て
お
く
と
、
明

治
十
一
年
（
＋
六
歳
）
に
生
れ
故
郷
の
名
古
屋
か
ら
京
都
に
上
り
、
真
宗
の

得
度
を
し
て
東
本
願
寺
育
英
校
に
入
学
し
て
い
る
。
十
四
年
（
＋
九
歳
）
、
本

山
よ
り
東
京
留
学
を
命
ぜ
ら
れ
予
備
門
を
経
て
、
十
六
年
（
二
＋
一
歳
）
東

京
大
学
文
学
部
哲
学
科
に
入
学
、
二
十
年
（
二
＋
五
歳
）
卒
業
、
引
き
続
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

大
学
院
に
残
っ
て
宗
教
哲
学
を
専
攻
し
て
い
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
成
績
は

抜
群
で
あ
っ
た
。
こ
の
学
歴
を
見
て
、
最
初
に
我
々
の
注
意
を
引
く
の
は
、

彼
の
得
度
に
関
す
る
一
件
で
あ
ろ
う
。
彼
は
尾
張
藩
小
禄
の
藩
士
の
息
子
と

し
て
在
家
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
深
い
わ
け
が
あ
り
そ
う
に
も

思
わ
れ
る
。
清
沢
は
晩
年
、
そ
の
事
情
を
章
章
敏
に
こ
う
語
っ
て
い
る
。

　
　
　
先
生
晩
年
に
云
は
れ
る
に
は
、
私
が
信
侶
に
な
ら
う
と
思
う
た
の
は
、
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坊
主
に
な
れ
ば
京
都
に
連
れ
て
行
っ
て
、
本
山
の
金
で
充
分
學
問
を
さ

　
　
し
て
呉
れ
る
と
の
事
で
あ
っ
た
の
で
、
自
分
は
と
て
も
思
ふ
様
に
學
問

　
　
の
出
來
ぬ
境
遇
に
居
っ
た
か
ら
、
一
生
學
問
さ
し
て
呉
れ
る
と
云
ふ
の

　
　
が
嬉
し
さ
に
、
坊
主
に
な
っ
た
の
で
、
決
し
て
親
鶯
聖
人
や
法
然
上
人

　
　
の
如
く
、
立
派
な
精
神
で
坊
主
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
と
云
は
れ
ま

　
　
　
　
け
　

　
　
し
た
。

　
在
家
の
も
の
が
仏
門
に
入
る
こ
と
に
関
し
て
、
そ
こ
に
た
だ
な
ら
ぬ
何
か

深
い
意
味
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の
に
と
っ
て
、
清
沢
の
こ
の
答
え
は
意
外
で

あ
る
。
意
外
す
ぎ
て
、
本
当
に
そ
う
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
疑
い
た
く

な
る
ほ
ど
で
あ
る
が
、
清
沢
の
そ
の
言
葉
は
そ
の
通
り
に
受
け
取
ら
れ
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
清
沢
は
学
問
が
し
た
く
て
た
ま
ら
な
か
っ
た
が
、

家
が
貧
し
か
っ
た
が
た
め
、
そ
の
希
望
を
適
え
る
べ
く
僧
侶
に
な
っ
た
と
い

う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
は
い
っ
て
も
清
沢
が
僧
侶
に
な
る
こ
と
を

適
当
に
考
え
て
い
た
と
は
決
し
て
思
わ
れ
な
い
。
僧
侶
に
な
る
と
い
う
決
断

に
は
そ
れ
で
よ
し
と
し
て
充
分
落
ち
着
く
と
こ
ろ
が
清
沢
に
は
あ
っ
た
に
相

　
　
　
セ
　

違
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
以
上
に
清
沢
は
学
問
が
好
き
だ
っ
た
と
い
う
ま
で
で

あ
ろ
う
。
こ
こ
に
ま
ず
学
問
好
き
の
秀
才
と
い
う
青
年
期
の
清
沢
像
が
浮
び

上
が
っ
て
く
る
。

　
次
に
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
清
沢
の
東
京
大
学
文
学
部
哲

学
科
へ
の
入
学
に
つ
い
て
で
あ
る
。
何
故
に
清
沢
は
哲
学
科
を
選
ん
だ
の
か
。

彼
の
学
問
好
き
だ
け
で
は
こ
の
点
は
説
明
で
き
な
い
。
稲
葉
昌
丸
は
「
師
は

大
分
に
物
理
學
に
嗜
好
を
有
し
、
大
面
の
專
門
と
し
て
寧
ろ
之
を
選
び
取
ら

ん
か
と
、
一
時
思
は
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
さ
う
で
す
。
哲
學
科
に
入
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

の
は
、
井
上
氏
始
め
諸
友
相
談
の
結
果
で
し
た
」
と
伝
え
て
い
る
。
井
上
円

了
（
一
八
五
八
－
一
九
一
九
、
安
政
五
－
大
正
八
年
）
は
、
清
沢
と
同
じ
く
、
し

か
し
清
沢
よ
り
も
一
足
先
に
、
本
願
寺
留
学
生
と
し
て
東
京
に
出
て
い
た
彼

の
先
輩
で
あ
る
。
清
沢
は
本
山
よ
り
東
京
に
出
た
ら
、
「
萬
事
井
上
圓
了
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

を
手
本
と
せ
よ
と
の
命
令
を
受
け
」
て
い
た
。
そ
の
井
上
は
大
学
予
備
門
を

経
て
、
東
京
大
学
の
哲
学
科
に
入
っ
て
い
る
。
清
沢
は
本
山
よ
り
の
命
令
を

守
っ
て
、
大
学
で
の
専
攻
決
定
に
つ
い
て
も
井
上
を
手
本
と
し
ょ
う
と
し
た

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、

こ
と
哲
学
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
を
選
択
す
る
場
合
に
は
何
か
内
面
的
要

求
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
に

つ
い
て
は
清
沢
は
何
も
語
っ
て
い
な
い
の
で
直
ち
に
は
明
ら
か
と
な
ら
な

い
。
こ
こ
で
我
々
は
少
し
当
時
の
井
上
円
了
の
考
え
方
に
照
明
を
あ
て
、
そ

の
反
照
に
よ
っ
て
清
沢
の
内
面
を
探
っ
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
井
上
自
身
の
語
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
彼
は
越
後
の
真
宗
大
谷
派
の
仏
家

に
生
ま
れ
、
幼
少
よ
り
仏
教
教
育
を
受
け
て
育
っ
た
が
、
「
心
霧
カ
ニ
佛
教

ノ
眞
理
ニ
ア
ラ
サ
ル
ヲ
知
り
」
「
日
夜
早
ク
其
門
ヲ
去
り
テ
世
間
二
出
テ
ン

「
ヲ
渇
望
シ
テ
」
い
た
。
そ
う
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
大
政
維
新
が
起
こ
り
、

そ
れ
に
と
も
な
っ
て
廃
仏
殿
釈
が
叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
に
及
ん
で
「
忽
チ

濡
衣
ヲ
脱
メ
學
ヲ
世
間
二
求
」
め
た
。
最
初
の
五
年
間
（
＋
1
＋
五
歳
）
は

儒
学
を
修
め
た
が
、
「
未
夕
宇
目
ノ
眞
理
ト
ス
ル
早
足
ラ
サ
ル
」
を
知
り
儒
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仏
の
中
に
発
見
で
き
な
か
っ
た
「
眞
理
ハ
却
テ
耶
蘇
教
中
吊
ア
リ
テ
存
ス
ル
」

と
考
え
る
。
「
而
シ
テ
耶
蘇
教
ヲ
知
ル
ハ
洋
半
平
ヨ
ラ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
是
二

於
テ
儒
ヲ
棄
テ
Σ
洋
二
蹄
ス
」
。
こ
れ
は
明
治
六
年
（
＋
六
歳
）
の
と
き
の
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
後
も
っ
ぱ
ら
英
語
を
学
び
な
が
ら
聖
書
を
熟
読
す
る
こ
と

が
で
き
た
が
、
「
讃
ミ
終
り
テ
巻
ヲ
投
シ
テ
嘆
シ
テ
日
ク
耶
蘇
教
亦
眞
理
ト

ス
ル
ニ
足
ラ
ス
」
。
井
上
は
こ
こ
に
至
っ
て
深
い
懐
疑
に
襲
わ
れ
る
。
「
音
通

二
七
テ
唯
「
惑
フ
ノ
ミ
且
ツ
怪
テ
無
学
ラ
ク
天
盛
ノ
非
眞
理
已
二
重
ノ
如
ク

耶
蘇
教
ノ
非
眞
理
雪
転
ノ
如
シ
然
ル
ニ
世
人
ノ
男
心
儒
佛
ヲ
信
シ
或
ハ
耶
蘇

教
ヲ
信
ス
ル
者
ア
ル
ハ
何
ソ
や
蓋
シ
世
人
ノ
智
力
ヨ
ク
其
非
眞
理
ヲ
召
見
セ

サ
ル
ニ
ヨ
ル
玉
璽
タ
其
非
眞
理
ヲ
知
り
テ
之
ヲ
信
ス
ル
ニ
ヨ
ル
カ
余
ハ
決
シ

テ
眞
理
ニ
ア
ラ
サ
ル
モ
ノ
ヲ
眞
理
ト
シ
テ
信
ス
ル
「
能
ハ
ス
」
。
現
存
の
諸

教
諸
説
は
も
は
や
信
ず
る
に
値
し
な
い
。
も
し
信
ず
る
に
値
す
る
教
法
を
求

め
よ
う
と
す
れ
ば
、
自
ら
一
真
理
を
発
見
す
る
ほ
か
は
な
い
。
こ
う
考
え
た

井
上
は
「
是
ヨ
リ
盆
洋
学
ノ
纏
奥
ヲ
究
メ
眞
理
ノ
性
質
ヲ
明
カ
ニ
シ
テ
心
止

カ
ニ
他
日
一
種
ノ
新
宗
教
ヲ
立
テ
ン
コ
ヲ
誓
フ
ニ
至
ル
」
。
そ
し
て
井
上
は

こ
う
書
く
。

　
　
　
爾
來
歳
月
勿
々
早
ク
已
二
十
三
年
ノ
星
霜
ヲ
送
ル
其
間
余
力
專
ラ
カ

　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
も
　
　
ぬ
　
　
へ
　
　
ぬ

　
　
ヲ
用
ヒ
タ
ル
ハ
哲
學
ノ
研
究
ニ
シ
テ
無
界
内
二
眞
理
ノ
明
月
ヲ
獲
見
セ

　
　
ン
コ
ヲ
求
メ
タ
ル
や
愛
二
亦
敷
年
ノ
久
キ
ヲ
経
タ
リ
ー
日
大
二
心
ル
所

　
　
ア
リ
余
力
敷
十
年
來
刻
苦
シ
テ
渇
望
シ
タ
ル
眞
理
ハ
儒
佛
爾
教
中
二
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
コ
　
　
ぬ
　
　
ぬ
　
　
ぬ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
ヨ
　
　
カ
　
　
も
　
　
カ
　
　
も
　
　
カ
　
　
め
　
　
ヘ

　
　
セ
ス
耶
蘇
教
中
二
仁
心
ス
猫
リ
泰
西
講
ス
ル
所
ノ
哲
學
中
ニ
ア
リ
テ
存

　
　
ス
ル
ヲ
知
ル
時
二
余
力
喜
殆
ン
ト
計
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。

　
井
上
円
了
が
東
京
大
学
文
学
部
の
哲
学
科
を
選
ん
だ
の
は
、
上
記
の
井
上

自
身
の
言
葉
よ
り
、
儒
仏
に
も
キ
リ
ス
ト
教
に
も
求
め
て
得
ら
れ
な
か
っ
た
、

人
間
存
在
そ
の
も
の
に
関
係
す
る
宗
教
的
真
理
を
発
見
す
る
た
め
で
あ
っ
た

こ
と
は
ほ
ぼ
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
彼
の
東
大
入
学
は
明
治
十
四
年
（
二
＋
四

歳
）
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
「
数
年
ノ
久
キ
ヲ
経
」
て
、
井
上
は
希
求
し
て
い

た
真
理
を
哲
学
中
に
見
い
だ
す
。
そ
れ
が
い
つ
の
頃
の
こ
と
か
確
定
し
が
た

い
の
で
あ
る
が
、
彼
が
「
儒
ヲ
棄
テ
x
洋
二
蹄
」
し
た
の
が
明
治
六
年
差
あ

る
こ
と
、
「
谷
野
歳
月
門
々
早
ク
已
二
十
籐
年
ノ
星
霜
ヲ
送
ル
」
と
述
べ
ら

れ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
明
治
十
八
年
に
は
井
上
は
す
で
に
仏
教
が
哲

理
に
合
す
る
の
を
み
て
、
「
新
タ
ニ
一
宗
教
ヲ
起
ス
ノ
宿
志
ヲ
断
チ
テ
佛
教

ヲ
改
良
シ
テ
之
ヲ
開
明
世
界
ノ
宗
教
ト
ナ
サ
ン
コ
ヲ
決
定
」
し
て
い
る
こ
と

等
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
明
治
十
六
、
七
年
頃
の
こ
と
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
て
清
沢
満
之
が
井
上
円
了
に
大
学
で
の
専
門
の
こ
と
に
つ
い
て
相
談
し

た
の
は
、
彼
が
予
備
門
を
卒
業
し
て
い
よ
い
よ
大
学
に
進
む
こ
と
に
な
っ
た

明
治
十
六
年
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
上
述
し
た
こ
と
よ
り
推
し
て
、
こ
の
時
期

は
井
上
が
東
大
に
あ
っ
て
、
哲
学
に
ま
す
ま
す
確
信
を
い
だ
き
つ
つ
あ
っ
た

頃
に
当
た
る
。
井
上
は
先
輩
と
し
て
、
何
故
に
自
分
が
哲
学
を
修
め
て
い
る

か
に
関
し
て
自
ら
の
所
見
を
清
沢
に
披
比
し
た
で
あ
ろ
う
。
清
沢
は
井
上
の

た
ど
っ
て
き
た
思
想
的
遍
歴
に
つ
い
て
聞
か
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の

話
に
つ
い
て
清
沢
は
一
つ
ひ
と
つ
う
な
ず
い
た
で
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
清

沢
が
哲
学
に
決
し
た
の
は
そ
う
し
た
井
上
の
余
り
に
も
個
人
的
に
偏
し
た
と

も
思
え
る
話
に
よ
っ
て
だ
け
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
我
々
が
こ
こ
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で
ど
う
し
て
も
考
え
に
入
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
井
上
も
清
沢
も

と
も
に
仏
門
の
人
で
あ
り
、
東
本
願
寺
が
東
京
に
送
り
出
し
た
留
学
生
で
あ

っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
清
沢
の
場
合
、
哲
学
を
選
択
す
る
に

あ
た
っ
て
、
宗
門
の
こ
と
が
全
く
念
頭
に
な
か
っ
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な

い
。
と
く
に
、
後
に
「
余
は
國
家
の
恩
、
父
母
の
恩
は
い
ふ
ま
で
も
な
く
、

身
は
俗
家
に
生
れ
、
縁
あ
り
て
眞
宗
の
寺
門
に
入
り
、
本
山
の
教
育
を
受
け

て
今
日
に
至
り
た
る
も
の
、
こ
の
鮎
に
於
い
て
、
余
は
篤
く
本
山
の
恩
を
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

ひ
、
之
が
報
恩
の
道
を
蓋
さ
去
る
べ
か
ら
ず
」
と
述
べ
て
、
本
山
の
懇
願
に

よ
っ
て
大
学
院
で
の
研
究
生
活
を
至
宝
、
一
介
の
中
学
校
校
長
と
な
っ
た
清

沢
で
あ
る
。
彼
は
自
分
自
身
の
進
路
に
関
す
る
こ
と
で
は
あ
っ
て
も
、
自
分

が
宗
門
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
切
り
離
し
て
、
そ
の
こ
と
を
考
え
た
と
は
思
わ

れ
な
い
。
清
沢
に
お
い
て
は
、
自
己
自
身
で
あ
る
こ
と
と
宗
門
人
で
あ
る
こ

と
と
は
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
同
居
し
得
て
い
た
。
こ
の
限
り
、
清
沢
の
自
己

は
、
そ
こ
で
は
ま
だ
個
人
的
宗
教
と
制
度
的
宗
教
と
が
未
分
化
の
状
態
に
あ

　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
へ
　
　
も
　
　
め

る
教
団
的
自
己
で
あ
っ
た
。
我
々
は
こ
こ
に
宗
教
的
人
間
と
し
て
の
清
沢
の

特
徴
を
見
る
。
彼
は
ま
だ
個
人
的
な
も
の
と
社
会
的
な
も
の
と
が
、
そ
れ
ほ

ど
鋭
く
対
立
し
な
い
で
す
む
よ
う
な
時
代
に
生
き
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
清
沢
に
お
い
て
は
よ
く
自
己
で
あ
る
こ
と
は
よ
き
宗
門
人
で
あ
る
こ

と
で
あ
り
、
宗
門
人
と
し
て
よ
く
生
き
る
こ
と
が
自
己
の
全
開
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
彼
の
短
い
一
生
を
瞥
見
し
て
み
る
と
、
は
っ
き
り
す
る
だ
ろ
う
。

清
沢
が
本
山
の
こ
と
を
思
っ
て
し
た
主
な
仕
事
I
l
先
述
の
中
学
校
校
長
赴

任
（
明
治
二
＋
一
年
目
、
教
学
の
独
立
の
主
張
建
策
（
二
＋
五
年
）
、
宗
門
革
新

運
動
（
二
＋
九
年
）
、
真
宗
大
学
建
策
の
任
お
よ
び
学
監
就
任
（
三
＋
三
、
四

年
）
等
1
は
そ
の
ど
れ
ひ
と
つ
も
完
遂
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
途
中
で
挫
折

し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
つ
ど
清
沢
は
再
び
請
わ
れ
る
ま
ま

に
、
あ
る
い
は
自
ら
進
ん
で
本
山
の
た
め
に
そ
れ
こ
そ
死
力
を
尽
し
た
の
は

如
何
な
る
理
由
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
、
清
沢
に
お
い
て
自
己
自

身
で
あ
る
こ
と
と
宗
門
人
で
あ
る
こ
と
の
統
一
さ
れ
た
人
間
存
在
の
有
り
方

を
想
定
せ
ず
に
は
、
そ
の
こ
と
を
う
ま
く
説
明
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
、
清
沢
は
大
学
で
の
専
門
に
つ
い
て
先
輩
の

井
上
に
相
談
し
た
際
に
も
、
宗
門
人
と
し
て
、
宗
門
の
た
め
に
自
分
は
何
を

勉
強
す
べ
き
か
と
い
う
よ
う
な
問
い
方
を
し
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
と
き
井
上

は
ま
だ
仏
教
の
真
な
る
こ
と
に
思
い
至
っ
て
い
な
い
（
そ
れ
は
明
治
十
八
年
の

こ
と
で
あ
る
）
。
し
か
し
、
東
本
願
寺
に
育
英
学
校
の
設
立
さ
れ
た
明
治
八
年

目
法
主
の
「
親
諭
」
に
、
「
今
日
吾
が
本
曲
の
如
き
、
外
に
は
盛
大
に
相
見

え
候
得
共
、
内
に
は
大
い
に
心
を
安
ん
ぜ
さ
る
所
あ
り
。
其
の
由
は
我
が
弟

た
る
面
々
兎
角
遊
惰
に
流
れ
て
官
省
府
縣
の
制
令
に
も
抵
超
し
、
徒
に
無
學

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
7
）

に
暮
し
て
他
力
眞
宗
の
正
意
を
誤
謬
す
」
と
記
さ
れ
て
い
る
如
く
、
僧
侶
た

ち
の
低
落
ぶ
り
は
も
は
や
周
知
の
事
実
で
あ
り
、
井
上
も
清
沢
も
そ
の
こ
と

に
気
づ
い
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
も
、
内
に
お
い
て
は
神
道
各
宗
と
、

外
に
お
い
て
は
キ
リ
ス
ト
教
各
派
と
対
峙
し
て
い
た
時
代
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
宗
門
の
危
機
に
当
た
っ
て
、
将
来
に
期
待
さ
れ
る
宗
門
の
エ
リ
ー
ト
と

し
て
東
京
留
学
を
命
ぜ
ら
れ
た
彼
ら
が
、
自
分
た
ち
の
使
命
の
那
辺
に
あ
る

か
を
自
覚
し
て
い
な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
こ
の
点
よ
り
と
く
に
清
沢
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が
哲
学
に
決
し
た
こ
と
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
そ
れ
は
ま
ず
宗
門
再
興
－

そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
清
沢
に
お
い
て
仏
法
再
興
と
一
の
事
柄
と
し
て
結
び

つ
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
　
　
の
た
め
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ

の
こ
と
が
清
沢
の
実
存
的
決
断
と
別
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
は
決
し

て
な
い
。
む
し
ろ
反
対
に
、
そ
う
す
る
こ
と
が
ま
さ
に
実
存
的
決
断
そ
の
も

の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
実
存
的
契
機
の
方

が
宗
門
的
契
機
よ
り
勝
っ
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
井
上
の
場
合
と
は
、
や
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

異
な
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

四

　
清
沢
に
お
い
て
哲
学
す
る
こ
と
は
結
局
、
自
力
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

が
彼
自
身
に
よ
っ
て
も
洞
察
さ
れ
て
い
る
。
絶
筆
と
な
っ
た
「
我
が
信
念
」

の
中
に
は
、
次
の
よ
う
な
文
章
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
多
少
長
く
な
る
が
、
厭

わ
ず
引
用
し
て
み
た
い
。

　
　
　
人
生
の
事
に
眞
面
目
で
な
か
り
し
間
は
措
い
て
云
は
ず
、
少
し
く
眞

　
　
面
目
に
な
り
來
り
て
か
ら
は
、
ど
う
も
人
生
の
意
義
に
就
い
て
研
究
せ

　
　
ず
に
は
居
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
り
、
其
の
研
究
が
遂
に
人
生
の
意
義
は

　
　
不
可
解
で
あ
る
と
云
ふ
所
に
到
達
し
て
、
薙
に
尊
母
を
信
ず
る
と
云
ふ

　
　
こ
と
を
惹
起
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
信
念
を
得
る
に
は
、
強
ち
此
の
如

　
　
き
研
究
を
要
す
る
わ
け
で
な
い
か
ら
し
て
、
私
が
此
の
如
き
順
序
を
経

　
　
た
の
は
、
偶
然
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
云
ふ
様
な
疑
も
あ
り
さ
う
で
あ

　
　
る
が
、
私
の
信
念
は
さ
う
で
は
な
く
、
此
の
順
序
を
脛
る
の
が
必
要
で

　
　
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
私
の
信
念
に
は
、
私
が
一
切
の
こ
と
に
就
い

　
　
て
私
の
自
力
の
無
功
な
る
こ
と
を
信
ず
る
と
云
ふ
鮎
が
あ
り
ま
す
。
此

　
　
の
自
力
の
無
功
な
る
こ
と
を
信
ず
る
に
は
、
私
の
智
慧
や
思
案
の
有
り

　
　
丈
を
妬
し
て
、
其
の
頭
の
學
げ
や
う
の
な
い
様
に
な
る
と
云
ふ
こ
と
が

　
　
必
要
で
あ
る
。
此
が
甚
だ
骨
の
折
れ
た
仕
事
で
あ
り
ま
し
た
。
其
の
窮

　
　
極
の
達
せ
ら
る
x
前
に
も
、
随
分
、
宗
教
的
信
念
は
こ
ん
な
も
の
で
あ

　
　
る
、
と
云
ふ
様
な
決
着
は
時
々
出
來
ま
し
た
が
、
其
が
後
か
ら
後
か
ら

　
　
打
ち
壊
は
さ
れ
て
し
ま
う
た
こ
と
が
幾
度
も
あ
り
ま
し
た
。
論
理
や
研

　
　
究
で
宗
教
を
建
立
し
や
う
と
思
う
て
居
る
間
は
、
此
の
難
を
冤
れ
ま
せ

　
　
ぬ
。
…
…
我
に
は
何
に
も
分
ら
な
い
と
な
っ
た
庭
で
、
一
切
の
事
を
畢

　
　
げ
て
、
悉
く
之
を
如
來
に
信
頼
す
る
と
云
ふ
こ
と
に
な
っ
た
の
が
、
私

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
9
）

　
　
の
信
念
の
大
要
貼
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
「
我
が
信
念
」
の
獲
得
さ
れ
る
明
治
三
十
二
年
こ
ろ
ま

で
、
清
沢
に
は
ど
こ
か
「
自
分
の
才
能
を
頼
み
に
し
、
自
分
の
査
問
知
識
を

頼
み
に
し
」
て
い
る
と
こ
ろ
が
残
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
自
力
的
な
面

が
残
さ
れ
て
い
た
。
そ
う
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
回
心
以
前
の
意
気
盛
ん
な
青

年
時
代
に
は
な
お
の
こ
と
そ
う
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
ろ
、
清
沢
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

哲
学
す
る
自
己
に
自
負
す
ら
感
じ
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
自

己
を
頼
み
、
自
己
の
哲
学
を
絶
対
的
に
信
奉
す
る
そ
う
し
た
自
力
的
な
清
沢

の
姿
勢
は
、
回
心
以
前
の
彼
の
著
作
『
宗
教
哲
学
骸
骨
』
の
中
に
、
は
っ
き

り
と
そ
の
跡
を
と
ど
め
て
い
る
。
清
沢
は
そ
の
書
に
お
い
て
、
明
確
に
次
の
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北野裕通
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
「
宗
教
は
信
仰
を
要
す
と
難
も
、
決
し
て
道
理
に
違

背
し
た
る
信
仰
を
要
す
と
言
ふ
に
あ
ら
ず
。
若
し
道
理
と
信
仰
と
違
背
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　

こ
と
あ
ら
ば
、
寧
ろ
信
仰
を
棄
て
x
、
道
理
を
取
る
べ
き
な
り
。
」
こ
れ
は

明
ら
か
に
信
仰
に
対
す
る
道
理
の
、
宗
教
に
対
す
る
哲
学
の
、
事
実
に
対
す

る
論
理
の
優
位
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
言
葉
で
あ
る
。
し
か
し
、
哲
学
に
対
す

る
そ
う
し
た
無
反
省
的
な
自
信
は
本
来
、
過
信
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

誤
信
で
あ
ろ
う
。
当
時
、
清
沢
は
ま
だ
そ
の
こ
と
に
気
づ
い
て
い
な
い
。
清

沢
の
生
活
は
そ
の
こ
ろ
は
ま
だ
、
「
論
理
や
研
究
で
宗
教
を
建
立
し
や
う
と

思
う
て
居
」
ら
れ
る
ほ
ど
に
抽
象
的
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ

う
し
て
清
沢
の
教
団
的
自
己
は
い
っ
て
み
れ
ば
哲
学
上
に
胡
坐
を
か
き
得
て

い
た
。
し
か
し
、
生
活
全
体
の
具
体
化
と
と
も
に
哲
学
に
対
す
る
確
信
の
動

揺
す
る
と
き
が
く
る
。
事
実
の
重
量
が
虚
構
の
論
理
を
打
ち
壊
す
か
ら
で
あ

る
。
清
沢
は
彼
の
宗
教
的
信
念
に
到
達
す
る
ま
で
に
、
そ
の
点
で
は
シ
シ
フ

ォ
ス
的
な
経
験
を
重
ね
て
き
た
こ
と
が
「
我
が
信
念
」
の
中
で
語
ら
れ
て
い

た
。
哲
学
的
論
理
に
よ
る
構
築
物
が
、
圧
倒
的
な
事
実
の
前
で
も
ろ
く
も
崩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
　
　
ぬ

壊
す
る
の
を
目
撃
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
清
沢
が
自
力
的
な
「
私
の
智
慧
や

思
索
」
の
無
効
な
る
こ
と
（
哲
学
の
挫
折
）
に
初
め
て
思
い
当
た
っ
た
の
は
、

明
治
二
十
七
、
八
年
の
病
気
療
養
中
の
こ
と
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
清
沢
の
病
気
の
こ
と
に
す
ぐ
に
触
れ
る
前
に
、
先
に
「
我
が
信
念
」
か
ら

引
用
し
て
お
い
た
文
の
内
容
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
検
討
し
て
お
き
た
い
。

そ
こ
に
は
、
哲
学
す
る
と
い
う
契
機
が
清
沢
の
回
心
に
果
し
た
二
つ
の
重
要

と
思
わ
れ
る
事
柄
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
清
沢
に
は
最
後
の
回
心

に
至
る
ま
で
哲
学
を
確
信
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の

こ
と
に
関
連
し
て
、
「
私
が
此
の
如
き
順
序
を
経
た
の
は
、
偶
然
の
こ
と
で

は
な
い
か
と
云
ふ
様
な
疑
も
あ
り
さ
う
で
あ
る
が
、
私
の
信
念
は
さ
う
で
は

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
カ
　
　
る
　
　
カ
　
　
カ
　
　
へ
　
　
も

な
く
、
此
の
順
序
を
経
る
の
が
必
要
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
清
沢
に
よ
れ
ば
、
哲
学
す
る
こ
と
は
彼
に
と
っ
て
回
心
に

至
る
た
め
の
必
然
的
契
機
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
、
「
信
念
を

得
る
に
は
、
強
ち
此
の
如
き
研
究
を
要
す
る
わ
け
で
な
い
」
と
し
て
、
清
沢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

個
人
の
特
殊
的
事
情
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
何
故
に
清
沢
の
場

合
、
哲
学
す
る
こ
と
が
回
心
の
た
め
の
必
然
的
契
機
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ

は
「
私
の
自
力
の
無
功
な
る
こ
と
を
信
ず
る
」
た
め
だ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い

る
。
こ
の
こ
と
は
裏
を
返
し
て
い
え
ば
、
清
沢
に
お
い
て
は
、
哲
学
す
る
こ

と
以
外
の
仕
方
で
は
到
底
「
自
力
無
功
」
の
覚
知
に
至
り
得
な
か
っ
た
こ
と

を
意
味
し
て
い
よ
う
。
こ
こ
に
は
い
わ
ば
業
の
ご
と
き
も
の
と
し
て
、
哲
学

と
も
と
も
と
学
出
好
き
な
教
団
的
自
己
と
し
て
の
清
沢
と
の
強
い
結
び
つ
き

が
意
識
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
点
は
と
も
か
く
と
し
て
、
清
沢
の

場
合
の
よ
う
に
、
哲
学
の
挫
折
を
経
て
宗
教
へ
（
そ
し
て
さ
ら
に
哲
学
の
再

生
へ
）
と
い
う
過
程
は
、
後
の
時
代
の
西
田
幾
多
郎
や
田
辺
元
の
場
合
に
も

う
か
が
わ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
日
本
の
宗
教
的
哲
学
者
に
類
型
的
な
現
象

　
　
　
　
　
　
　
　
が
　

の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
清
沢
に
お
い
て
哲
学
と
の
関
係
は
必
然
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は

や
が
て
否
定
さ
れ
る
契
機
と
し
て
必
然
的
で
あ
っ
た
。
清
沢
は
そ
の
否
定
が

そ
う
簡
単
で
な
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
「
此
の
自
力
の
事
功
な
る
こ
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と
を
信
ず
る
に
は
、
私
の
智
慧
や
思
案
の
有
り
丈
を
壷
し
て
、
其
の
頭
の
畢

げ
や
う
の
な
い
様
に
な
る
と
云
ふ
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
此
が
甚
だ
骨
の
折

れ
た
仕
事
で
あ
り
ま
し
た
。
」
我
々
が
第
二
に
注
意
し
た
い
の
は
、
こ
の
点

に
つ
い
て
で
あ
る
。
確
信
さ
れ
た
自
己
と
い
う
も
の
は
雑
草
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
根
こ
そ
ぎ
さ
れ
な
い
限
り
、
幾
度
で
も
新
し
い
芽
を
吹
き

出
し
て
く
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
力
無
効
を
信
じ
得
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
は
、

そ
の
根
源
に
仮
想
さ
れ
て
い
る
自
己
が
根
本
的
に
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
た
め
に
は
、
自
己
確
信
を
増
幅
さ
せ
て
い
る
も
の
（
清
沢
の
場
合

は
哲
学
が
そ
れ
に
当
た
る
）
へ
の
不
信
を
徹
底
さ
せ
て
ゆ
く
こ
と
が
、
我
々
の

取
り
得
る
一
つ
の
方
法
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
徹
底
は
一
挙
に
は

不
可
能
で
あ
ろ
う
か
ら
、
清
沢
に
お
い
て
は
「
私
の
智
慧
や
思
案
の
有
り
丈

を
冠
し
て
」
ゆ
く
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
「
私
の
智
慧
や
思
案
」
の
一
つ
ひ

と
つ
に
つ
い
て
、
そ
の
可
能
性
を
潰
し
て
ゆ
く
と
い
う
長
い
行
程
が
必
要
で

あ
っ
た
。
こ
こ
に
は
、
自
力
無
効
の
覚
知
は
却
っ
て
自
力
を
徹
底
さ
せ
、
そ

れ
を
尽
し
切
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
道
筋
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
カ
　
　
ぬ

　
清
沢
の
最
初
の
回
心
に
際
し
て
は
、
し
か
し
、
自
力
の
徹
底
は
哲
学
面
に

お
い
て
で
は
な
く
、
求
道
的
行
の
側
に
お
い
て
遂
行
さ
れ
た
。
釈
尊
の
成
道

に
六
年
の
苦
行
が
先
行
し
た
よ
う
に
、
ま
た
親
鶯
が
絶
対
の
他
力
信
仰
に
帰

す
る
の
に
、
叡
山
で
の
二
十
年
に
及
ぶ
堂
僧
生
活
が
最
初
に
あ
っ
た
よ
う
に
、

清
沢
の
他
力
の
体
得
に
も
厳
し
い
修
行
が
営
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

五

　
清
沢
満
之
の
生
涯
に
は
、
彼
を
真
宗
の
僧
侶
と
し
て
の
み
固
定
し
て
考
え

て
は
、
ど
う
し
て
も
不
可
解
に
見
え
る
一
期
間
が
差
し
は
さ
ま
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
清
沢
は
明
治
二
十
三
年
目
二
＋
八
歳
）
よ
り
　
　
恐
ら
く
病
に

た
お
れ
る
明
治
二
十
七
年
ま
で
1
懸
命
に
自
力
的
修
道
に
打
ち
込
み
は
じ

め
る
の
で
あ
る
。
京
都
府
尋
常
中
学
校
長
と
し
て
高
額
の
所
得
を
有
し
、
「
香

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

水
を
ぶ
ん
く
に
ほ
は
せ
て
」
「
西
洋
煙
草
を
く
ゆ
ら
し
た
り
、
又
は
洋
服

な
ど
も
新
式
な
も
の
を
作
り
、
そ
れ
も
か
な
り
色
々
の
種
類
の
を
持
へ
て
着

　
　
　
め
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

用
し
て
」
い
た
清
沢
は
そ
の
年
、
「
感
ず
る
所
あ
り
て
」
突
如
、
校
長
の
職

を
辞
し
、
猛
烈
な
禁
欲
的
生
活
を
開
始
す
る
。
「
爾
来
君
は
専
ら
信
服
を
着

し
、
修
養
を
事
と
し
、
殊
に
二
十
四
年
十
月
、
母
君
を
喪
ひ
て
よ
り
は
、
白

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
ら
　
　
ぬ
　
　
ぬ
　
　
カ

服
に
麻
衣
を
纏
ひ
、
一
切
の
肉
類
を
断
ち
、
禁
酒
禁
煙
、
全
く
所
謂
行
者
の

ら
　
　
カ
　
　
ぬ
　
　
も
　
　
も
　
　
セ

振
舞
を
爲
せ
り
。
又
毎
朝
上
京
釜
座
の
寓
居
よ
り
本
山
の
展
朝
勤
行
に
参
詣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

し
、
然
る
後
大
中
學
の
業
に
就
く
を
常
と
せ
り
。
」

　
一
体
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
何
が
理
由
で
、

清
沢
は
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
激
し
い
行
へ
と
急
転
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
「
感
ず
る
所
あ
り
て
」
と
は
、
具
体
的
に
何
を
ど
の
よ
う

に
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
清
沢
が
自
力
的
修
養
を
開
始
す
る
直
前
、
あ
る
人
と
次
の
よ
う
な
会
話
が

な
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
ら
　
　
も
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
カ
　
　
ぬ
　
　
も

　
　
　
氏
予
に
謂
う
て
曰
く
。
眞
宗
の
僧
風
は
次
第
に
衰
頽
せ
り
。
さ
れ
ば
、
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北野裕通
　
　
早
晩
中
學
校
長
を
僻
し
、
自
ら
墨
の
衣
、
黒
の
袈
裟
、
綿
服
を
着
、
木

　
　
履
を
穿
ち
、
各
地
を
行
脚
し
、
宗
門
の
眞
義
を
獲
揮
し
て
、
宗
風
の
撞

　
　
張
を
謀
ら
ん
と
欲
す
と
。
余
曰
く
。
両
親
、
日
々
老
境
に
迫
れ
り
、
之

　
　
を
養
は
む
が
た
め
猶
ほ
三
四
年
、
其
の
儘
に
在
り
て
は
如
何
と
。
人
生

　
　
朝
露
の
如
し
。
今
日
あ
る
を
知
り
て
明
日
あ
る
を
知
ら
ず
。
何
ぞ
三
四

　
　
年
を
待
た
ん
。
不
日
余
は
實
行
す
べ
し
と
。
而
し
て
此
の
言
、
終
に
空

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
2
9
）

　
　
し
か
ら
ず
し
て
、
幾
ば
く
も
な
く
實
零
せ
ら
れ
ぬ
。

　
こ
こ
に
は
当
時
の
清
沢
の
思
い
詰
め
た
様
子
が
よ
く
う
か
が
え
る
が
、
そ

こ
へ
と
彼
を
駆
り
立
て
て
い
た
も
の
は
「
衰
頽
し
た
真
宗
の
僧
風
」
で
あ
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
事
実
は
育
英
教
校
創
設
の
際
に
出
さ

れ
た
法
主
の
「
親
諭
」
に
も
す
で
に
指
摘
さ
れ
、
世
間
で
も
よ
く
知
ら
れ
て

い
た
こ
と
で
あ
り
、
清
沢
も
早
く
か
ら
そ
の
こ
と
は
よ
く
承
知
し
て
い
た
と

思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
「
い
ま
さ
ら
」
の
感
じ
が
し
な
い
で
も
な
い
。

た
だ
そ
の
事
態
が
、
京
都
に
帰
っ
て
本
山
の
様
子
を
目
の
あ
た
り
に
す
る
こ

と
の
で
き
た
清
沢
に
は
、
も
は
や
一
刻
の
猶
予
も
許
さ
れ
ぬ
ほ
ど
切
迫
し
て

見
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
は
、
事
実
が
実
際
「
次
第
に
」
そ
う
な
り
か

け
て
い
た
と
い
う
ほ
か
に
、
清
沢
の
実
生
活
に
新
た
に
加
わ
っ
た
次
の
二
つ

の
要
因
が
考
え
合
わ
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
一
つ
は
、
明
治
二
十
一

年
、
京
都
の
中
学
校
校
長
と
し
て
赴
任
し
た
清
沢
は
そ
の
後
間
も
な
く
、
清

沢
ヤ
ス
と
結
婚
し
て
三
河
大
浜
に
あ
る
浄
土
真
宗
大
谷
派
の
寺
院
西
方
寺
に

入
っ
て
い
る
（
清
沢
満
之
が
こ
の
姓
を
名
の
っ
て
い
る
の
は
、
満
之
が
西
方
寺
に

入
熟
し
た
た
め
で
、
も
と
の
姓
は
徳
永
で
あ
る
）
。
彼
は
こ
の
と
き
、
「
小
生
の
心

底
は
柳
か
佛
教
維
持
の
一
端
を
補
は
ん
と
す
る
の
精
神
に
出
で
、
兼
て
人
類

の
大
義
を
果
さ
ん
と
す
る
事
に
御
篠
し
と
・
あ
る
書
簡
で
語
っ
て
い
る
・
衡

寺
院
に
婿
入
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
清
沢
の
真
宗
の
僧
侶
と
し
て
の
自
覚

は
い
っ
そ
う
強
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
。
上
記
の
書
簡
の
言
葉
に
も
、
そ
う
し
た

清
沢
の
覚
悟
の
ほ
ど
が
う
か
が
え
よ
う
。
こ
こ
か
ら
当
然
、
真
宗
僧
侶
の
現

状
を
見
る
眼
も
厳
し
く
な
る
。
彼
が
真
宗
の
僧
風
に
危
機
感
を
い
だ
く
よ
う

に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
新
た
な
要
因
の
一
つ
が
こ
こ
に
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
二
つ
は
、
本
願
寺
が
経
営
す
る
中
学
校
の
校
長
と
し
て
の
清
沢
に
は
、

別
に
真
宗
の
教
学
者
と
し
て
の
眼
も
備
わ
っ
て
い
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
彼
は
も
は
や
一
介
の
僧
侶
で
は
あ
り
え
な
い
。
真
宗
寺
院
の
子
弟
を

教
育
す
る
監
督
者
と
し
て
の
眼
か
ら
見
て
、
真
宗
の
僧
風
は
絶
望
的
に
見
え

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
も
う
一
つ
別
の
要
因
が
考
え
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。

　
し
か
し
、
我
々
に
は
こ
こ
で
少
し
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
般
的
に
考
え
て
、
「
眞
宗
の
僧
風
は
次
第

に
衰
頽
せ
り
」
と
い
う
こ
と
だ
け
か
ら
、
果
し
て
自
力
的
な
禁
欲
的
生
活
の

必
要
性
が
導
き
出
さ
れ
得
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、

真
宗
雪
風
の
問
題
は
自
己
の
問
題
と
は
別
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
考
え
る

こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
立
っ
た
と
き

に
は
、
そ
う
い
う
僧
風
を
許
し
て
い
る
教
団
全
体
に
批
判
が
向
け
ら
れ
て
も
、

そ
こ
か
ら
は
自
己
自
身
を
厳
し
く
律
す
る
態
度
は
生
ま
れ
て
こ
な
い
。
そ
れ

ゆ
え
、
清
沢
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
僧
風
の
問
題
が
直
ち
に
自
己
修
養
を
必
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要
と
す
る
問
題
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
な
り
得
る
た
め
に
は
、
そ
こ
に
自
己

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
教
団
の
う
ち
に
見
い
だ
し
て
い
る
よ
う
な
自
己

理
解
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
清
沢
の
自
己
は
、
ま
さ
に
そ
う
い
う
自
己
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
か
く
し
て
我
々
が
清
沢
の
自
己
を
教
団
的
自
己
と

規
定
し
た
所
以
が
こ
こ
に
も
存
し
て
い
る
。
（
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
な
規
定
に

よ
っ
て
清
沢
が
一
宗
一
派
の
狭
い
立
場
に
立
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
清
沢

の
場
合
、
浄
土
真
宗
大
谷
派
と
い
う
特
定
の
一
教
団
を
足
場
に
し
な
が
ら
、
そ
の
志

が
「
佛
教
維
持
」
ひ
い
て
は
「
人
類
の
大
義
」
に
及
ん
で
い
る
こ
と
は
先
に
見
た
通

り
で
あ
る
）
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
本
願
寺
経
営
の
中
学
校
長
の
職
を
辞
す
こ

と
に
よ
っ
て
教
団
の
中
枢
か
ら
離
れ
、
自
己
修
養
に
専
念
す
る
清
沢
の
実
践

は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
で
は
小
乗
的
に
も
思
え
る
が
、
実
は
大
乗
的
な
菩
薩

行
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
清
沢
の
自
利
行
は
そ
の
ま
ま
利

他
行
の
意
味
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
僧
風
の
頽
落
を
自
己
の
問
題
と
し

て
受
け
と
め
た
清
沢
に
は
、
「
自
己
の
修
養
も
足
ら
さ
る
癖
に
、
法
主
の
爲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

と
か
、
教
法
の
爲
と
か
云
う
て
居
る
者
は
、
悉
く
名
利
の
醜
徒
で
あ
る
」
と

い
う
思
い
が
、
強
く
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
道
理
で
あ
る
。

清
沢
は
こ
の
道
理
を
徹
底
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
清
沢
に

お
け
る
教
団
的
自
己
の
有
り
方
を
、
自
己
修
養
と
護
法
愛
山
と
の
表
裏
一
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

の
関
係
と
し
て
見
れ
る
と
す
れ
ば
、
彼
が
自
己
修
養
に
打
ち
込
ん
だ
あ
の
一

時
期
は
、
護
法
愛
山
を
裏
面
に
隠
し
つ
つ
、
自
己
修
養
が
教
団
的
自
己
の
表

面
に
出
た
期
間
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
自
力
的
修
養
の
道
に
転
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
清
沢
の
哲
学

す
る
態
度
に
何
か
変
化
が
生
じ
た
で
あ
ろ
う
か
。
清
沢
は
そ
の
道
に
転
じ
て

も
、
決
し
て
哲
学
は
放
棄
し
な
か
っ
た
。
「
二
十
三
年
師
は
感
ず
る
所
あ
り

て
校
長
の
職
を
逸
せ
ら
れ
ま
し
た
。
併
し
高
倉
の
大
和
寮
に
於
け
る
哲
學
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヤ
　
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

講
義
、
及
び
中
學
の
授
業
の
方
は
落
前
の
通
り
攣
り
ま
せ
な
ん
だ
。
」
「
師
は

此
の
頃
熱
心
に
佛
典
を
拝
誼
せ
ら
れ
、
殊
に
眞
宗
の
假
名
聖
教
を
反
覆
拝
讃

し
、
別
し
て
『
留
書
紗
』
を
喜
ば
れ
ま
し
た
。
又
大
學
寮
で
は
宗
教
哲
學
を

　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ら
　
　
も
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
へ
　
　
ぬ

講
ぜ
ら
れ
、
之
は
蝕
程
力
を
端
さ
れ
、
私
の
寓
を
訪
う
て
は
講
義
の
要
鮎
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
　

話
し
て
呉
れ
ら
れ
ま
し
た
。
」
上
記
の
引
用
は
い
ず
れ
も
稲
葉
昌
丸
の
証
言

に
よ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
清
沢
は
哲
学
を
放
棄
し
な
か
っ
た
ど
こ
ろ
か
、

そ
の
方
面
に
い
っ
そ
う
精
力
を
集
中
さ
せ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
そ
し

て
、
そ
の
講
義
草
稿
を
整
理
し
て
出
版
さ
れ
た
の
が
『
宗
教
哲
学
骸
骨
』
で

あ
る
。
こ
の
著
書
に
表
明
さ
れ
て
い
る
清
沢
の
根
本
の
立
場
は
、
す
で
に
見

た
よ
う
に
、
信
仰
に
対
す
る
理
性
優
位
の
、
し
た
が
っ
て
他
力
に
対
す
る
自

力
優
位
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
哲
学
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
い

ま
だ
自
力
の
哲
学
で
あ
り
、
そ
の
完
成
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
で
修
行
期
に
お

い
て
も
、
清
沢
の
哲
学
は
本
質
的
に
は
何
ら
変
わ
ら
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

だ
が
、
こ
の
時
期
の
清
沢
に
お
い
て
修
行
と
哲
学
と
が
自
力
の
う
ち
で
共
存

し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
両
者
が
ま
っ
た
く
無
関
係
に
並
存
し
て
い
た
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
修
行
は
何
ら
か
の
意
味
で
哲
学
上
の
帰
結
で

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
哲
学
も
ま
た
修
行
の
結
果
と
な
る
は
ず
で
あ
っ
た

　
　
　
　

ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
修
行
は
途
中
に
お
い
て
破
綻
を
き
た
す
こ
と
に
な
る
。

肺
結
核
と
い
う
当
時
と
し
て
は
致
命
的
な
病
気
が
清
沢
を
襲
っ
た
か
ら
で
あ
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北野裕通
る
。
そ
の
行
に
は
次
節
で
見
る
ご
と
く
無
理
が
あ
っ
た
。
理
が
な
い
が
し
ろ

に
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
清
沢
に
お
い
て
、
そ
こ
ま
で
彼
の
自
力

が
徹
底
さ
れ
た
と
い
う
意
味
を
も
つ
。
病
気
に
見
舞
わ
れ
る
こ
と
は
ど
ん
な

場
合
で
も
決
し
て
愉
快
な
こ
と
で
は
な
い
。
ま
し
て
死
期
を
早
め
る
病
気
に

お
い
て
は
い
つ
そ
う
そ
う
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
病
気
に
陥

っ
た
こ
と
が
清
沢
に
対
し
て
最
初
の
回
心
の
た
め
の
機
会
を
与
え
た
と
す
れ

ば
、
清
沢
に
お
け
る
そ
う
し
た
病
気
の
意
義
も
違
っ
た
も
の
と
な
っ
て
こ
さ

る
を
得
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
彼
に
と
っ
て
起
死
回
生
の
好

機
で
あ
っ
た
。
自
己
の
潰
れ
が
自
覚
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
新
た
に
蘇
生
す
る
た

め
の
関
門
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
た
め
に
は
、
清
沢
の
場
合
、
自
力
が
そ

こ
ま
で
徹
底
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
徹
底
ぶ
り
を
次
に
見

て
み
た
い
。

占tN

清
沢
の
発
病
の
次
第
に
つ
い
て
は
次
の
ご
と
く
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
二
十
七
年
一
月
十
五
日
、
嚴
如
上
人
遷
化
。
同
月
二
十
九
日
、
新
築

　
中
の
大
師
堂
よ
り
出
棺
。
七
條
畑
地
に
て
葬
儀
を
執
行
せ
ら
る
。
此
の

　
月
中
旬
よ
り
悪
性
感
冒
流
行
し
、
葬
式
後
喜
々
甚
だ
し
く
、
世
人
呼
ん

　
で
大
谷
風
と
稻
す
。
嚴
寒
中
の
葬
儀
に
参
列
し
た
る
者
、
及
び
拝
観
者

　
中
之
に
罹
り
し
者
特
に
多
か
り
し
爲
な
り
。
徳
永
君
は
昨
年
末
よ
り
感

　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
カ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ぬ
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
カ
　
　
　
　
　
カ
　
　
　
ぬ
　
　
　
カ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
へ

　
冒
の
氣
味
あ
り
、
大
い
に
注
意
を
要
す
べ
き
に
、
亦
た
葬
儀
に
参
列
し
、

　
　
寒
風
中
に
停
立
十
数
時
間
に
及
び
、
爲
に
大
谷
風
に
感
染
し
て
咳
漱
頻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　
　
ら
　
　
ら
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
カ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
カ
　
　
　
　
　
ぬ

　
　
繁
た
る
に
よ
り
、
同
人
等
は
切
に
振
養
せ
ん
こ
と
を
注
意
せ
る
も
、
採

　
　
冊
愚
ひ
か
烹
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

　
清
沢
は
「
古
集
蒲
柳
の
質
で
」
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
現
在
写
真
に
写
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

て
い
る
「
小
さ
く
且
つ
痩
せ
た
」
清
沢
の
姿
も
、
そ
の
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
）
。
こ

の
清
沢
が
コ
時
は
、
火
に
か
け
た
も
の
、
監
気
の
あ
る
も
の
ま
で
も
避
け
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
3
9
＞

蕎
変
粉
を
冷
水
に
掻
き
回
は
し
て
、
飢
を
凌
」
ぐ
ほ
ど
の
菜
食
主
義
を
励
行

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
う
し
た
厳
し
い
行
は
決
し
て
静
寂
の
う

ち
に
遂
行
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
本
山
の
財
政
困
難
が
及
ぼ
す
教

学
上
の
危
機
を
憂
え
て
、
二
十
四
年
秋
以
来
、
東
奔
西
走
し
、
こ
の
た
め
に

ま
た
二
十
七
年
七
月
に
は
炎
天
の
中
、
伊
勢
二
見
浦
で
開
催
さ
れ
る
仏
教
夏

期
講
習
会
へ
の
出
席
を
か
ね
て
「
常
盤
笠
を
冠
り
、
頭
陀
嚢
を
懸
け
、
野
宿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

を
も
な
す
決
心
で
、
手
製
の
蚊
帳
を
携
へ
、
書
生
を
伴
っ
て
」
聞
法
の
行
脚

に
も
出
て
い
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
清
沢
は
発
病
以
前
、
心
身
と
も
に
ぎ

り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
で
行
じ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
状
態
で
風
邪
ぎ

み
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
へ
「
寒
風
中
に
停
立
十
敷
時
間
に
及
」
べ
ば
、
発
病
し

な
い
方
が
不
思
議
で
あ
ろ
う
。
清
沢
は
結
局
こ
の
と
き
、
一
生
の
病
を
病
む

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
も
う
少
し
注
意
し
て
お
れ
ば
と
惜
し
ま
れ
よ
う
が
、

そ
れ
が
、
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
が
回
心
以
前
の
清
沢
の
生
き
方
を
特
徴
づ
け
て

い
た
も
の
（
す
な
わ
ち
、
自
力
を
頼
む
と
い
う
こ
と
）
と
深
く
関
連
し
て
い
た

も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
清
沢
は
病
身
の
自
己
を
も
省
み
な
か
っ
た
。
見
方

に
よ
っ
て
て
は
、
そ
の
こ
と
は
清
沢
の
行
が
身
命
を
も
惜
し
ま
な
い
捨
身
放
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清沢満之の回心に関する一考察

命
の
行
で
あ
っ
た
と
も
見
え
る
。
だ
が
、
修
行
と
い
う
も
の
の
目
的
が
回
心

す
る
こ
と
に
あ
る
と
す
る
な
ら
、
清
沢
が
そ
の
と
き
に
採
っ
た
、
わ
が
身
を

無
闇
に
死
に
追
い
や
る
よ
う
な
行
法
は
決
し
て
理
に
か
な
っ
た
も
の
で
あ
っ

た
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
む
し
ろ
、
「
死
を
も
恐
れ
ぬ
」
と
い

う
こ
と
を
逆
手
に
と
っ
た
よ
う
な
、
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
、
漫
心
し
た
自
己

が
隠
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
最
も
堅
意
地
な
自
己
で
あ
る
。
清
沢
自
身
そ
ん

な
か
っ
て
の
自
己
の
有
様
を
、
発
病
の
誘
因
に
つ
い
て
語
り
な
が
ら
次
の
よ

う
に
回
想
し
て
い
る
。

　
　
　
私
の
は
肋
膜
炎
や
腎
管
支
炎
が
遠
因
で
、
感
冒
の
放
任
が
原
因
と
な

　
　
つ
て
み
る
様
で
す
。
し
て
私
の
感
冒
の
放
任
と
日
ふ
も
の
は
中
々
甚
だ

　
　
し
か
っ
た
で
す
。
先
づ
時
日
を
い
へ
ば
、
凡
そ
半
ヶ
年
、
其
の
放
任
の

　
　
有
様
を
申
せ
ば
、
當
時
あ
る
一
種
の
行
者
氣
取
で
居
た
も
の
で
す
か
ら
、

　
　
常
に
魚
肉
の
類
を
用
み
ず
、
又
藥
な
ど
は
一
切
用
み
る
に
は
及
ば
な
い

　
　
と
日
ふ
勢
で
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
…
…
親
友
か
ら
休
養
を
勧
め
ら
れ

　
　
た
か
ら
…
…
休
養
し
ま
し
た
が
、
…
…
其
の
敷
が
見
え
な
い
。
尤
も
私

　
　
は
此
の
休
養
中
ち
っ
と
も
藥
は
用
み
な
か
っ
た
の
で
す
。
併
し
か
く
ま

　
　
で
休
養
し
て
も
敷
が
な
い
と
し
て
見
る
と
、
藥
も
用
み
ず
に
捨
て
置
か

　
　
れ
ぬ
と
の
勧
に
よ
り
て
、
瞥
師
の
診
察
も
受
け
、
藥
も
用
ゐ
、
魚
肉
の

　
　
類
も
食
す
る
こ
と
x
な
り
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
ど
う
も
一
端
心
に
思
ひ

　
　
込
ん
だ
る
意
志
に
背
く
様
の
心
持
が
し
て
、
何
や
ら
底
氣
味
が
悪
く
あ

　
　
り
ま
し
た
。

こ
う
述
べ
て
、
清
沢
は
当
時
の
彼
自
身
に
つ
い
て
、
「
ど
う
も
あ
の
時
分
の

　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

私
は
、
實
に
我
慢
の
極
鮎
に
達
し
て
醒
ま
し
た
」
と
反
省
し
て
い
る
。
こ
の

点
に
関
し
て
少
し
補
足
し
て
お
く
と
、
諸
友
の
勧
告
で
清
沢
が
薬
の
服
用
を

承
知
し
た
と
き
、
彼
は
「
今
ま
で
の
徳
永
は
、
こ
れ
で
死
亡
し
た
、
此
上
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
4
2
）

此
屍
骸
は
諸
君
の
自
由
に
任
か
し
ま
せ
う
」
と
い
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
、
清
沢
は
そ
う
い
い
つ
つ
、
「
一
端
心
に
思
ひ
込
ん
だ
る
意

志
に
背
く
様
の
心
持
が
し
て
、
何
や
ら
底
氣
味
が
悪
く
」
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、

実
際
は
ま
だ
自
己
に
死
ん
で
お
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
死
を
口

に
し
な
が
ら
死
に
切
れ
ず
に
い
る
こ
と
は
「
實
に
我
慢
の
極
重
」
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
我
慢
も
、
清
沢
に
お
い
て
つ
い
に
最
初
の
潰
れ
を
経
験
す
る
と

き
が
や
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
垂
水
に
お
け
る
「
明
治
廿
七
八
年
の

養
痢
」
の
と
き
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
清
沢
は
「
略
ぼ
自
力
の
迷
情
を
翻
轄

し
得
た
」
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
到
達
す
る
ま
で
に
は
、
以
上
述
べ
き
た
っ

た
よ
う
な
自
力
の
徹
底
的
な
遂
行
が
清
沢
に
お
い
て
実
験
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
九
一
・
十
・
三
十
一
稿
、
未
完
）
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北野裕通

注（
1
）
　
言
忌
敏
・
西
村
見
曉
編
『
要
説
滞
之
全
集
』
第
七
巻
、
法
藏
館
、
四
七
五

　
一
六
頁
。
以
下
、
『
全
集
』
第
七
巻
、
四
七
五
－
六
頁
の
如
く
記
す
。

（
2
）
　
西
村
見
曉
『
清
澤
滞
之
先
生
』
法
蔵
館
、
昭
和
二
十
六
年
、
七
八
－
八
一

　
頁
。

（
3
）
　
西
谷
啓
治
も
同
様
の
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。
（
「
清
澤
滞
之
先
生
と
哲
学
」
、

　
　
『
教
化
』
一
四
、
一
九
五
二
年
、
ニ
口
開
。
）

（
4
）
　
西
村
、
前
掲
書
、
八
二
頁
。

（
5
）
清
沢
に
お
け
る
「
有
限
」
「
無
限
」
の
定
義
は
以
下
に
見
ら
れ
る
。
「
宗
教

　
哲
學
骸
骨
講
義
」
、
『
全
集
』
第
二
巻
、
一
二
一
頁
。

　
　
な
お
、
寺
川
俊
昭
は
清
沢
の
「
無
限
」
な
い
し
「
絶
対
し
が
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら

　
学
び
取
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
が
「
阿
弥
陀
」
に
通
じ
る

　
な
ぜ
な
ら
、
「
阿
弥
陀
」
は
無
限
を
意
味
す
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
「
ア
シ

　
タ
ー
」
で
あ
る
か
ら
一
こ
と
も
学
び
知
っ
て
い
た
だ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る

　
　
（
「
満
之
と
大
拙
一
宗
教
研
究
の
一
つ
の
系
譜
」
、
『
宗
教
研
究
』
二
八
八
号
、

　
一
九
九
一
年
、
四
頁
）
。

（
6
）
　
『
宗
教
哲
學
骸
骨
』
、
『
全
集
』
第
二
巻
、
二
頁
。
同
上
、
第
一
巻
、
三
六

　
六
頁
も
参
看
の
こ
と
。

（
7
）
　
『
全
集
』
第
六
巻
、
一
四
一
頁
。

（
8
）
　
「
自
力
門
的
」
と
「
自
力
的
」
の
こ
こ
で
の
区
別
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て

　
お
く
と
、
前
者
は
禅
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
事
柄
に
関
係
し
、
後
者
は
初
め
か

　
ら
自
己
を
ど
こ
ま
で
も
肯
定
し
て
お
い
て
、
種
々
の
意
味
で
そ
の
自
己
の
肥
大

　
化
を
図
ろ
う
と
す
る
人
間
的
態
度
に
関
係
す
る
。
い
わ
ゆ
る
自
力
門
で
は
格
別

　
に
行
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
、
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
修
行
に
耐
え
う
る
自
己

　
が
最
初
か
ら
前
提
さ
れ
る
か
ら
、
そ
の
限
り
自
力
的
で
あ
る
。
禅
が
自
力
的
と

　
い
わ
れ
る
主
た
る
理
由
も
こ
こ
に
存
し
て
い
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
禅
の
一

　
面
を
見
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
自
力
門
的
行
は
す
で
に
述
べ
た
よ

　
う
に
、
「
自
己
を
わ
す
る
る
」
行
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
己
否
定
の

　
行
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
己
を
立
て
て
お
い
て
、
同
時
に
自
己
を
否
定
し

　
て
い
く
こ
と
は
如
何
に
可
能
で
あ
る
か
。
こ
こ
に
実
は
、
今
日
ま
で
伝
え
ら
れ

　
て
き
た
坐
禅
お
よ
び
参
禅
工
夫
の
大
き
な
意
味
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
た

　
が
っ
て
自
力
門
は
自
力
的
で
は
な
い
。
そ
の
到
達
点
か
ら
見
れ
ば
、
却
っ
て
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
カ

　
力
的
と
い
い
得
る
。
し
か
し
自
力
門
が
自
力
門
と
し
て
、
他
力
門
か
ら
区
別
さ

　
れ
る
別
の
側
面
も
存
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
と
く
に
臨
済
禅

　
な
ど
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
よ
う
に
、
禅
で
は
「
随
処
作
法
」
と
か
「
殺
仏
殺

　
祖
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
い
わ
れ
、
一
見
自
力
的
と
も
思
え
る
よ
う
な
面
が

　
挙
揚
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
決
し
て
単
に
自
力
的
と
い
う
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
る
　
　
へ

　
と
で
は
な
い
。
い
っ
て
み
れ
ば
、
他
力
的
な
自
力
で
あ
る
。
「
元
来
、
自
力
的

　
宗
教
と
い
う
も
の
が
あ
る
べ
き
で
な
い
。
そ
れ
こ
そ
矛
盾
概
念
で
あ
る
」
（
西

　
田
幾
多
郎
）
。
一
般
に
自
力
門
と
呼
ば
れ
る
も
の
も
、
そ
れ
が
宗
教
的
で
あ
る

　
限
り
、
自
力
的
で
あ
る
こ
と
と
は
似
て
非
な
る
も
の
、
本
質
的
に
は
む
し
ろ
そ

　
の
反
対
物
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
9
）
　
西
谷
啓
治
、
前
掲
論
文
、
一
五
頁
参
照
。

（
1
0
）
　
「
就
學
履
歴
概
略
」
参
照
、
『
全
集
』
第
一
巻
、
四
八
五
頁
。

（
1
1
）
　
『
全
集
』
第
一
巻
、
五
三
九
頁
。

（
1
2
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
清
沢
の
実
母
、
徳
永
タ
キ
子
の
影
響
も
充
分
顧
慮

　
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
タ
キ
子
は
「
熱
心
な
眞
宗
の
信
者
で
、
常
に
聞
法
に

　
つ
と
め
」
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
（
同
前
、
五
｝
七
頁
）
。
な
お
、
西

　
村
、
前
掲
書
、
二
八
－
九
頁
参
照
。

（
1
3
）
　
『
全
集
』
第
一
巻
、
五
九
五
頁
。

（
1
4
）
　
同
右
、
五
七
九
頁
。
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清沢満之の回心に関する一考察

（
1
5
）
　
以
下
、
井
上
圓
了
『
佛
教
活
論
序
論
』
哲
學
書
院
、
明
治
二
十
年
、
一
四

　
－
一
九
頁
参
照
。
平
野
威
馬
雄
『
伝
円
了
』
（
草
風
社
、
昭
和
四
九
年
）
も
参

　
照
。

（
1
6
）
　
『
全
集
』
第
三
巻
、
六
〇
九
頁
。

（
1
7
）
　
『
全
集
』
第
一
巻
、
五
四
八
頁
。

（
1
8
）
　
清
沢
と
井
上
と
に
お
け
る
、
そ
う
し
た
自
己
の
有
り
方
の
相
違
は
、
大
学

　
卒
業
後
の
清
沢
の
活
動
が
終
始
、
宗
門
と
の
関
係
の
近
い
と
こ
ろ
で
な
さ
れ
た

　
の
に
比
較
し
て
、
井
上
の
活
躍
が
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
宗
門
と
の
関
係
を
離

　
れ
た
と
こ
ろ
で
な
さ
れ
た
違
い
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
1
9
）
　
『
全
集
』
第
六
巻
、
一
一
二
九
－
二
三
〇
頁
。

（
2
0
）
　
清
沢
の
そ
う
し
た
若
き
頃
の
自
負
心
を
彷
彿
さ
せ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、
村

　
上
専
精
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
『
全
集
』
第
一
巻
、
六
三
四
－
五
頁
）
。

（
2
1
）
　
『
全
集
』
第
二
巻
、
五
頁
。

（
2
2
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
年
（
明
治
三
十
五
年
）
清
沢
自
身
に
よ
っ
て
次

　
の
よ
う
に
反
省
さ
れ
て
い
る
。
「
實
は
此
の
時
〔
『
宗
教
哲
学
骸
骨
』
出
版
時
〕

　
の
考
は
未
だ
充
分
熟
し
て
居
ら
ぬ
も
の
で
、
『
骸
骨
』
も
人
の
注
意
を
惹
か
ぬ

　
で
幸
で
あ
っ
た
が
、
誠
に
危
瞼
の
時
で
あ
る
。
」
（
『
全
集
』
第
三
巻
、
七
〇
二

　
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
め
　
　
カ
　
　
も

（
2
3
）
　
し
か
し
、
清
沢
は
そ
れ
を
ま
っ
た
く
特
殊
な
事
情
と
も
考
え
て
い
な
か
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も

　
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
「
昨
年
（
三
十
五
年
）
で
し
た
が
師
の
話
に
、
人
の

　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
ぬ
　
　
も
　
　
ぬ
　
　
も
　
　
カ
　
　
カ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
へ
　
　
　
　
　
も
　
　
ね
　
　
も
　
　
ぬ
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
へ

　
思
想
は
、
大
抵
一
定
の
経
路
を
踏
む
も
の
と
見
え
て
、
始
は
兎
に
角
宗
教
を
學

　
ぬ
　
　
も
　
　
カ
　
　
も
　
　
う
　
　
う
　
　
も
　
　
ぬ
　
　
へ
　
　
ら
　
　
ぬ
　
　
も
　
　
も
　
　
め
　
　
う
　
　
う
　
　
も
　
　
ミ
　
　
も
　
　
へ

　
問
的
に
綜
合
し
て
見
よ
う
な
ど
の
考
の
起
る
も
の
で
、
自
分
の
『
骸
骨
』
な
ど

　
も
確
か
に
其
の
産
物
の
一
例
で
あ
る
。
」
（
同
上
、
七
〇
一
－
二
頁
）
。

（
2
4
）
　
西
田
幾
多
郎
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
西
田
に
お
け
る
回
心
の
論
理

　
と
事
例
）
（
『
輝
学
研
究
』
第
六
十
九
号
）
を
参
照
。

（
2
5
）
　
『
全
集
』
第
三
巻
、
六
八
○
頁
。
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同
右
、
六
七
八
頁
。

同
点
、
六
八
九
頁
。
六
八
八
頁
も
参
照
。

同
右
、
六
九
〇
頁
。

同
右
、
六
八
七
－
八
頁
。

同
右
、
五
二
五
頁
。

同
右
、
七
三
四
－
五
頁
。

同
価
、
七
三
六
頁
参
照
。

同
右
、
六
八
九
頁
。

同
右
、
七
〇
一
頁
。

前
者
の
面
お
よ
び
後
者
の
面
に
関
係
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
言
わ

れ
て
い
る
。

　
「
先
生
は
之
れ
迄
は
理
論
の
上
に
て
佛
教
を
研
究
せ
ん
と
し
て
居
ら
れ
ま
し

た
が
、
當
時
京
都
中
學
に
加
藤
法
城
と
云
ふ
人
が
居
ら
れ
て
、
大
羽
有
難
い
人

で
あ
り
ま
し
た
が
、
先
生
大
い
に
此
の
人
に
感
ぜ
ら
れ
、
一
方
佛
教
は
理
窟
に

あ
ら
ず
、
學
問
的
に
求
む
可
き
も
の
に
非
ず
し
て
、
實
際
實
践
寒
行
的
で
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
と
知
ら
れ
た
と
見
え
ま
し
て
、
今
迄
知
識
の
方
面
に
求
め
ら
れ
た

も
の
を
、
今
や
一
事
し
て
實
行
に
求
め
ら
る
x
に
至
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
」
（
『
全

集
』
第
三
巻
、
六
八
八
頁
）

　
「
師
は
毎
度
『
保
革
は
面
白
き
事
で
あ
る
。
實
験
に
よ
り
て
謹
明
せ
ら
る
Σ

事
ほ
ど
確
實
で
、
且
つ
人
に
納
得
さ
せ
易
き
も
の
は
無
い
。
』
と
云
は
れ
、
種

々
の
事
を
實
験
さ
れ
た
ら
し
い
。
…
…
師
が
曾
て
一
枚
歯
の
木
履
を
穿
ち
墨
染

の
衣
を
着
し
て
、
曉
夙
く
本
山
に
参
詣
せ
ら
れ
る
の
も
、
肉
食
を
眠
し
て
日
を

送
ら
れ
た
る
も
、
皆
な
一
下
上
聖
道
諸
家
の
高
信
の
行
状
を
研
究
せ
ら
れ
た
る

も
の
な
る
は
云
ふ
ま
で
も
な
し
。
」
（
同
右
、
七
〇
五
頁
）

　
な
お
、
『
宗
教
哲
学
骸
骨
』
中
に
す
で
に
自
力
的
修
養
面
の
影
響
が
現
わ
れ

て
い
る
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
お
い
て
随
所
に
見
ら
れ
る
自
力
門
・
他
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力
門
に
関
す
る
叙
述
が
、
清
沢
と
い
う
他
人
門
の
人
の
筆
に
な
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
比
較
的
公
平
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
点
に
、
そ
の
こ
と
を
読
み
取
っ
て

も
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
3
6
）

（
3
7
）

（
3
8
）

（
3
9
）

（
4
0
）

（
4
1
）

（
4
2
）

『
全
集
』
第
三
巻
、
七
五
〇
頁
。

井
上
豊
忠
「
我
清
澤
師
」
、
『
精
神
界
』
第
四
巻
第
二
号
、

『
全
集
』
第
三
巻
、
七
三
四
頁
。

井
上
、
前
掲
書
、
同
頁
。

『
全
集
』
第
三
巻
、
七
三
〇
頁
。

上
記
の
引
用
と
も
、
『
全
集
』
第
五
巻
、
一
七
七
頁
。

井
上
、
前
掲
書
、
同
頁
。

四
〇
頁
。
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