
大
谷
派
な
る
宗
門
は
大
谷
派
な
る 

宗
教
的
精
神
の
存
す
る
所
に
在
り 

寺 

川 

俊 

昭

-

今
日
か
ら
三
日
間
に
わ
た
り
ま
し
て
、
清
沢
満
之
先
生
の
百
回
忌
の
臘
扇
忌
の
法
要
が
、
先
生
ゆ
か
り
の
こ
の
大
学
で
、
有
志
の
方
 々

の
主
催
の
も
と
に
営
ま
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
私
も
こ
う
い
う
か
た
ち
で
大
切
な
御
法
要
に
お
参
り
す
る
機
会
を
頂
い
た
こ
と
で
あ
り 

ま
し
て
、
大
変
有
り
難
く
存
じ
な
が
ら
こ
こ
へ
立
っ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

ち
ょ
う
ど
五
十
年
前
の
昭
和
二
十
七
年
が
、
清
沢
先
生
の
五
十
回
忌
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
折
は
本
学
で
は
な
く
て
、
岡
崎
別
院
を
会 

場
に
法
要
が
勤
め
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
当
時
は
直
門
の
方
々
、
例
え
ば
暁
烏
敏
先
生
、
曽
我
量
深
先
生
、
金
子
大
栄
先
生
、
藤
原 

鉄
乗
先
生
、
谷
内
正
順
先
生
、
近
藤
純
悟
先
生
な
ど
の
方
々
が
、
山
田
亮
賢
先
生
の
大
変
な
御
尽
力
に
よ
り
ま
し
て
、
心
を
こ
め
て
御
法 

要
を
勤
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
あ
れ
か
ら
五
十
年
経
っ
て
今
年
が
百
回
忌
で
あ
り
ま
す
が
、
当
時
百
回
忌
と
い
う
よ
う
な
こ
と 

は
、
頭
の
片
隅
に
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
あ
れ
か
ら
五
十
年
の
御
縁
を
い
た
だ
い
て
き
た
の
か
、
こ
う
い
う
感
慨
を
新
た
に
し
て
い
る 

こ
と
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
講
堂
に
清
沢
先
生
の
肖
像
画
が
掲
げ
て
あ
り
ま
す
が
、
ご
存
知
の
よ
う
に
こ
れ
は
、
『精
神
界
』

の
装
丁
を
担
当
さ
れ
た
中
村
不
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折
と
い
う
方
が
お
書
き
に
な
っ
た
肖
像
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
晩
年
の
曽
我
先
生
が
、
い
つ
で
あ
り
ま
し
た
か
、
懐
か
し
そ
う
に
と
言
っ 

た
ら
い
い
の
か
誇
ら
し
そ
う
に
と
言
っ
た
ら
い
い
の
か
、
愉
快
な
感
想
を
語
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
中
村
不
折
さ
ん
が
、
も
ち
ろ
ん
清
沢 

先
生
と
面
識
が
あ
っ
た
方
だ
と
思
わ
れ
ま
す
の
で
、
生
き
て
お
ら
れ
た
時
の
清
沢
先
生
の
御
姿
、
御
顔
は
当
然
ご
存
知
で
あ
っ
た
か
と
思 

い
ま
す
が' 

あ
ら
た
め
て
肖
像
画
を
書
く
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
お
そ
ら
く
写
真
を
参
考
に
な
さ
っ
た
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
 

や
は
り
生
き
た
人
物
の
モ
デ
ル
が
あ
っ
た
ほ
う
が
書
き
や
す
い
。
誰
を
モ
デ
ル
に
し
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
浩
々
洞
の
同
人
の 

方
々
の
中
で
議
論
さ
れ
た
の
だ
そ
う
で
す
。
そ
し
て
皆
さ
ん
の
推
薦
で
、
曽
我
先
生
が
「君
モ
デ
ル
に
な
れ
」
と
い
う
こ
と
で
、
私
が
こ 

の
肖
像
画
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
の
で
あ
る
、
こ
う
い
う
事
を
お
っ
し
や
っ
て
お
り
ま
し
た
。
外
観
が
清
沢
先
生
に
似
て
い
る
。
外
観
が
似 

て
い
る
と
い
う
の
は
、
色
が
黒
く
て
背
が
低
い
と
い
う
こ
と
だ
そ
う
で
す
が
、
そ
れ
を
語
ら
れ
た
曽
我
先
生
は
、
外
観
が
似
て
い
る
だ
け 

で
は
な
く
、
私
が
内
面
に
於
い
て
一
番
清
沢
先
生
に
近
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
と
言
う
て
、
非
常
に
嬉
し
そ
う
で
し
た
。
お
聞
き
し 

て
い
て
、
や
は
り
自
分
が
よ
く
清
沢
先
生
の
衣
鉢
を
継
ぐ
者
で
あ
る
と
い
う
自
重
の
思
い
を
も
っ
て
い
る
、
こ
う
い
う
お
気
持
ち
の
表
明 

か
と
思
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
何
と
も
言
え
な
い
嬉
し
そ
う
な
お
顔
で
そ
う
い
う
述
懐
を
な
さ
っ
て
い
た
の
を
、
あ
ら
た
め
て
ふ
と
思
い 

出
し
ま
し
た
。

こ
の
肖
像
を
見
て
、
私
が
最
初
の
著
作
を
発
表
し
ま
し
た
の
が
『清
沢
満
之
論
』
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
安
田
理
深
先
生
が
非
常
に 

大
切
な
内
容
で
、
先
生
の
清
沢
論
と
い
う
べ
き
文
章
を
、
「序
」
と
し
て
お
書
き
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
の
を
思
い
出
し
ま
す
。
こ
れ
を 

い
た
だ
い
た
と
き
に
、
私
は
非
常
に
感
銘
し
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ

の

「序
」
を
書
く
た
め
に
、
『清
沢
満
之
全
集
』
、
法
蔵
館
か
ら
刊 

行
さ
れ
て
お
り
ま
す
八
巻
の
全
集
で
あ
り
ま
す
が
、
安
田
先
生
は
あ
れ
を
一
応
全
部
読
ん
だ
と
お
っ
し
や
っ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
し
て
大 

変
立
派
な
清
沢
論
を
序
文
と
し
て
い
た
だ
い
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
冒
頭
に
で
す
ね
、
 

清
沢
満
之
先
生
の
肖
像
画
に
凝
視
す
る
と
も
な
く
凝
視
せ
し
め
ら
れ
る
。
何
た
る
憂
う
つ
な
面
影
で
あ
ろ
う
。
そ
の
苦
悩
に
み
ち
た 

暗
い
表
情
に
は
、
あ
く
ま
で
人
間
的
な
現
実
と
、
あ
く
ま
で
超
越
的
な
る
内
面
的
要
求
と
の
、
激
し
い
苦
闘
の
一
生
涯
が
一
つ
の
形
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と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
。
森
厳
な
る
思
い
に
浸
透
さ
れ
る
の
を
禁
じ
得
な
い
。 

(

『清
沢
満
之
論
』

一
頁) 

こ
う
い
う
言
葉
か
ら
書
き
始
め
て
下
さ
っ
て
お
り
ま
す
。
講
堂
に
掲
げ
ら
れ
た
こ
の
肖
像
画
を
見
て
、
見
る
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
感 

想
、
あ
る
い
は
感
懐
を
懐
く
こ
と
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
安
田
先
生
は
今
の
言
葉
に
始
ま
る
よ
う
な
清
沢
先
生
へ
の
思
い
を
、
こ
の
肖 

像
を
見
る
こ
と
を
縁
と
し
て
あ
ら
た
め
て
お
持
ち
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
思
い
起
こ
す
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

清
沢
先
生
を
生
み
ま
し
た
の
は
も
と
よ
り
明
治
仏
教
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
明
治
仏
教
の
幕
開
け
と
言
っ
て
い
い
事
件
が
、
明 

治
政
府
が
成
立
し
て
す
ぐ
に
発
布
し
た
太
政
官
布
告
、
「神
仏
判
然
の
令
」
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
国
家
神
道
の
形
成
を
告
げ
る
ラ
ッ
パ 

の
よ
う
な
響
き
を
感
じ
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
に
触
発
さ
れ
て
文
字
ど
お
り
「廃
仏
毀
釈
」
、
仏
法
を
廃
し
、
釈
尊
の
教
え
を
破
壊
す
る 

と
い
う
か
た
ち
で
、
神
仏
分
離
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。

い
わ
ば
仏
教
が
、
あ
る
意
味
で
破
壊
と
言
っ
て
も
い
い
か
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
 

や
や
暴
動
に
近
い
よ
う
な
か
た
ち
で
の
仏
教
の
否
定
、
こ
れ
が
全
国
的
な
規
模
で
展
開
を
し
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
の
最
中
の
明
治
六
年
に 

は
、
「僧
侶
の
肉
食
妻
帯
勝
手
た
る
べ
き
こ
と
」
と
題
さ
れ
た
布
告
が
出
ま
す
。
今
の
政
府
が
こ
う
い
う
題
の
布
告
を
出
し
た
ら
、
ど
う 

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
か
。
実
際
に
は
愉
快
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
な
か
な
か
ユ
ニ
ー
ク
な
感
じ
で
す
。
し
か
し
政
府
が
、
日
本 

の
仏
教
教
団
は
真
宗
以
外
は
全
部' 

戒
を
大
切
な
も
の
と
し
て
踏
ま
え
て
お
り
ま
す
が
、
戒
の
中
に
は
当
然
、
不
淫
戒
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
 

僧
侶
で
あ
る
も
の
は
結
婚
を
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
原
則
と
し
て
も
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
政
府
の
命
令
と
し
て 

「僧
侶
た
る
も
の
、
肉
食
妻
帯
勝
手
た
る
べ
き
こ
と
」
と
い
う
。
何
た
る
仏
教
に
対
す
る
侮
辱
で
あ
る
こ
と
か
、
こ
う
い
う
面
も
思
わ
せ 

ま
す
。
そ
う
い
う
「神
仏
判
然
の
令
」
乃

至

は

「肉
食
妻
帯
勝
手
た
る
べ
き
こ
と
」
、
こ
う
い
う
太
政
官
布
告
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
、
 

仏
教
が
歴
史
的
な
大
き
な
批
判
を
受
け
る
。
こ
れ
か
ら
明
治
仏
教
は
そ
の
歩
み
を
始
め
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
辺
の
状
況
に
つ
き
ま 

し
て
は
、
旧

著

『念
仏
の
僧
伽
を
求
め
て
』
を
ご
覧
い
た
だ
け
ば
、
有
り
難
く
存
じ
ま
す
。

そ
の
こ
と
が
内
に
持
ち
、
あ
る
い
は
曝
け
出
し
た
問
題
性
を
抉
っ
た
も
の
に
、
し
ば
ら
く
前
ま
で
知
恩
院
で
浄
土
宗
の
宗
務
総
長
を
お 

勤
め
に
な
っ
て
い
た
、
作
家
名
で
言
い
ま
す
と
寺
内
大
吉
氏
の
『慟
哭
の
明
治
仏
教
』(

四
恩
社)

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
非
常
に
鋭
い
か
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た
ち
で
、
今
申
し
た
よ
う
な
状
況
か
ら
始
ま
る
明
治
仏
教
の
悲
劇
的
状
況
と
課
題
を
、
抉
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
 

加
え
て
明
治
も
十
年
代
に
な
り
ま
す
と
、
こ
れ
も
よ
く
ご
存
知
の
よ
う
に
富
国
強
兵
策
あ
る
い
は
文
明
開
化
、
こ
う
い
う
方
針
が
国
是 

と
さ
れ
ま
し
て
、
国
家
的
な
規
模
で
の
、
当
時
の
言
葉
で
い
う
泰
西
の
、
つ
ま
り
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
の
文
物
の
国
家
的
な
規
模 

で
の
受
け
入
れ
が
進
め
ら
れ
て
い
き
ま
す
が
、
そ
の
中
に
、
主
と
し
て
ア
メ
リ
カ
の
伝
道
会
社
を
中
心
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
、
こ
れ
は 

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
方
で
す
が' 

あ
ら
た
め
て
の
日
本
伝
道
が
、
非
常
な
勢
い
を
も
っ
て
開
始
さ
れ
ま
す
。
当
時
、
こ
れ
も
よ
く
ご
存
知 

の
よ
う
に' 

日
本
に
派
遣
さ
れ
た
宣
教
師
は
、
第
一
級
の
人
物
が
多
く
揃
っ
て
い
ま
し
た
。
例
え
ば
駐
日
大
使
を
お
勤
め
に
な
っ
た
ラ
イ 

シ
ャ
ワ
ー
氏
の
お
父
さ
ん
も
、
当
時
日
本
に
来
て
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
道
の
先
頭
に
立
っ
た
方
の
お
一
人
で
す
。
教
育
の
場
に
立
っ
た
人
と 

し
て
、
い
ま
で
は
伝
説
化
し
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
北
海
道
の
農
学
校
へ
赴
任
し
た
ク
ラ
ー
ク
博
士
も
そ
の
一
人
で
し
ょ
う
。
そ
う
い 

う
優
れ
た
人
物
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
道
と
い
う
大
き
な
使
命
を
荷
っ
て
日
本
に
次
々
と
来
て
、
非
常
に
積
極
的
な
日
本
伝
道
を
展
開
し 

て
い
く
、
こ
う
い
う
状
況
が
広
が
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
こ
う
い
う
こ
と
は
よ
く
ご
存
知
の
通
り
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
う
い
う
よ
う
な
状
況 

の
中
で' 

明
治
仏
教
は
危
機
と
い
う
言
葉
で
表
わ
す
ほ
か
は
な
い
よ
う
な
、
非
常
に
難
し
い
状
況
の
中
に
投
げ
出
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
当 

時
し
ば
し
ば
言
わ
れ
た
、
明
治
の
仏
教
の
状
態
を
批
判
的
に
語
っ
た
言
葉
、
「封
建
の
遺
物
」
が
想
い
起
こ
さ
れ
て
き
ま
す
。
仏
教
は
封 

建
制
度
の
遺
物
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
急
速
に
近
代
国
家
を
形
成
す
る
課
題
の
中
で
は
、
邪
魔
で
こ
そ
あ
れ
も
の
の
役
に
立
つ
も
の 

で
は
な
い
。
こ
う
い
う
よ
う
な
意
を
含
め
て'

「封
建
の
遺
物
」
と
い
う
、
批
判
と
い
う
よ
り
も
若
干
罵
倒
に
近
い
よ
う
な
言
葉
が
投
げ 

か
け
ら
れ
ま
し
て
、
そ
の
中
か
ら
で
す
ね
、
「仏
教
の
宗
教
的
生
命
は
な
お
存
す
る
か
」
と
い
う
声
が' 

識
者
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
。
こ 

う
い
う
状
況
が
広
く
日
本
を
覆
う
、
或
い
は
日
本
仏
教
を
覆
う
と
い
う
状
態
に
な
っ
て
い
っ
た
と
理
解
さ
れ
て
い
ま
す
。
明
治
十
年
代
、
 

二
十
年
代
が
そ
う
い
う
状
況
で
す
ね
。

そ
の
中
に
あ
り
ま
し
て
、
仏
教
復
興
と
い
う
高
い
志
に
促
さ
れ
て
、
明
治
仏
教
を
背
負
っ
て
立
っ
た
志
士
の
気
概
を
も
っ
た
仏
教
者
が 

生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
今
日
百
回
忌
を
お
迎
え
し
て
、
あ
ら
た
め
て
そ
の
御
苦
労
と
恩
徳
を
憶
う
、
清
沢
満
之
先
生
で
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あ
り
ま
す
。
志
士
の
気
概
と
い
う
こ
と
を
、
先
生
の
生
涯
を
見
、
ま
た
先
生
が
懐
い
た
高
い
志
を
憶
う
に
つ
け
て
、
あ
ら
た
め
て
つ
く
づ 

く
感
ず
る
こ
と
で
す
。

冗
談
の
よ
う
な
こ
と
で
恐
れ
入
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
幸
い
鹿
児
島
の
地
に
、
暁
烏
敏
先
生
の
御
縁
で
鹿
児
島
香
草
会
と
い
う
会
が
結
ば 

れ
て
お
り
ま
し
て
、
そ
の
会
が
主
催
な
さ
っ
て
臘
扇
忌
が
毎
年
営
ま
れ
て
お
り
ま
す
。
あ
る
年
、
丁
度
“
日̂

が
司
馬
遼
太
郎
さ
ん
の 

「翔
ぶ
が
如
く
に
」
と
い
う
小
説
を
取
り
上
げ
て
、
大
河
ド
ラ
マ
か
何
か
で
放
映
し
て
お
り
ま
し
た
頃
で
あ
り
ま
し
て
、
鹿
児
島
の
人
は 

も
う
大
変
喜
ん
で
見
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
臘
扇
忌
を
お
勤
め
し
て
、
い
ま
の
明
治
仏
教
を
背
負
っ
て
立
っ
た
志
士
の
面
影
を
も
つ 

た
方
だ
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
て
お
り
ま
し
た
の
で
す
が
、
会
が
終
わ
っ
た
後
、
控
え
室
で
休
ん
で
お
り
ま
し
た
ら
、
和
服
を
召
し
た 

立
派
な
老
紳
士
、

い
わ
ゆ
る
古
武
士
然
と
し
て
、
鶴
の
如
く
痩
せ
た
立
派
な
老
紳
士
が
お
見
え
に
な
り
ま
し
た
。
ご
挨
拶
を
い
た
だ
い
て
、
 

恐
れ
入
り
ま
し
た
が
、
「鹿
児
島
の
元
市
長
で
ご
わ
す
」
。
こ
う
お
つ
し
や
る
の
で
す
。
そ

し
て

「清
沢
さ
ん
が
明
治
仏
教
を
背
負
っ
て
立 

っ
た
志
士
の
気
概
を
湛
え
た
方
だ
と
言
わ
れ
た
。
あ
れ
は
よ
う
分
か
り
も
し
た
」
。
こ
う
一
言
う
て
、
共
感
を
示
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。
な 

る
ほ
ど
こ
う
い
う
視
点
も
強
ち
適
切
で
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
か
と
、
承
認
を
得
た
よ
う
な
感
銘
を
い
た
だ
い
た
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
 

そ
う
い
う
面
影
が
、
こ
の
肖
像
画
を
見
て
も
、
あ
ら
た
め
て
感
じ
ら
れ
て
ま
い
り
ま
す
。
少
し
心
し
て
明
治
の
仏
教
の
展
開
、
こ
と
に 

真
宗
の
展
開
を
見
ま
す
な
ら
ば
、
そ
こ
に
一
つ
の
高
い
峯
の
如
く
聳
え
立
つ
存
在
を
、
す
ぐ
知
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
清
沢
満
之 

と
い
う
方
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
高
い
峯
で
あ
る
と
同
時
に
、
明
治
真
宗
が
そ
の
展
開
の
方
向
を
大
き
く
変
え
て
い
っ
た
、
明
治
真
宗 

の
転
回
点
と
い
う
べ
き
も
の
を
形
成
し
た
と
い
う
大
切
な
意
味
を
持
つ
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
直
ち
に
知
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
 

そ
の
清
沢
先
生
が
そ
の
生
涯
に
わ
た
り
ま
し
て
、
い
ま
申
し
た
仏
教
の
復
興
の
志
を
実
践
す
べ
く
渾
身
の
力
を
振
る
っ
て
努
力
さ
れ
る 

こ
と
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も' 

今
日
私
は
そ
の
清
沢
先
生
が
果
た
し
遂
げ
ら
れ
た
多
く
の
お
仕
事
の
な
か
で' 

真
宗
大
谷
派
の
宗
門
改
革
、
 

こ
こ
に
焦
点
を
当
て
て
先
生
の
苦
労
を
偲
び
た
い
と
存
じ
ま
す
。
清
沢
先
生
の
仕
事
は
多
岐
に
わ
た
り
ま
す
。
こ
れ
は
も
う
あ
ら
た
め
て 

言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
。
殊
に
最
近
、
た
と
え
ば
今
村
仁
司
先
生
と
い
う
方
が
、
専
攻
が
哲
学
で
あ
り
ま
す
の
で
、
哲
学
の
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力
の
無
い
私
た
ち
が
十
分
に
そ
の
意
味
を
尋
ね
当
て
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
哲
学
徒
と
し
て
の
清
沢
満
之
先
生
の
お
仕
事
を
、
『宗 

教
哲
学
骸
骨
』
に
と
ど
ま
ら
な
い
で
、
も

っ

と

「純
正
哲
学
」
等
々
ま
で
を
含
め
て
、
歴
史
的
に
大
き
な
創
造
的
な
仕
事
を
果
た
さ
れ
た 

清
沢
先
生
を
尋
ね
、
検
証
し
か
つ
顕
揚
し
て
下
さ
っ
て
い
る
こ
と
で
、
大
変
有
難
い
と
存
ず
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
哲
学
徒
と
し
て 

の
清
沢
先
生
の
一
面
と
並
ん
で
、
浩
々
洞
を
場
と
し
て
展
開
し
た
精
神
主
義
の
信
仰
運
動
、
こ
れ
は
歴
史
的
な
意
味
を
持
つ
仏
教
復
興
運 

動
の
代
表
的
な
仕
事
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
と
と
も
に
大
谷
派
の
宗
門
改
革
で
す
ね
、
真
宗
大
谷
派
寺
務
革
新
運
動
と
先
生
自 

身
が
呼
ば
れ
た
あ
の
仕
事
が
、
ど
う
も
私
の
関
心
を
ひ
く
、
先
生
の
御
苦
労
の
一
っ
で
あ
り
ま
す
。

--

私
達
は
清
沢
満
之
と
い
う
方
を
憶
い
ま
す
と
き
に
、
非
常
に
ま
じ
め
な
求
道
の
心
に
生
き
た
方
で
あ
る
と
と
も
に
、
気
宇
広
大
と
い
い 

ま
す
か
、
世
界
史
的
な
展
望
な
り
視
野
を
も
っ
て
仏
教
を
見
直
し
た
人
、
こ
う
い
う
先
生
の
像
を
思
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ 

れ
に
つ
い
て
明
治
の
識
者
が
、
清
沢
先
生
を
評
し
た
言
葉
が
、
あ
ら
た
め
て
ふ
と
思
い
浮
か
ん
で
ま
い
り
ま
す
。
清
沢
満
之
と
い
う
と
、
 

「精
神
一
片
の
人
」
、
こ
う
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
信
仰
、
精
神
生
活
、
そ
こ
に
純
潔
に
生
き
た
人
で
あ
る
ぐ
ら
い
の
意
味
か
と
思 

い
ま
す
け
れ
ど
も
、
精
神
一
片
の
人
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
「随
分
策
も
あ 

り
略
も
あ
る
人
」
で
あ
る
。
明
治
の
人
の
表
現
は
な
か
な
か
面
白
い
で
す
ね
。
改
革
運
動
を
進
め
て
い
か
れ
た
あ
と
を
見
て
も
、
こ
れ
は 

一
流
の
政
治
家
だ
と
い
う
よ
う
な
印
象
を
受
け
ら
れ
た
よ
う
で
、
「策
略
」
と
い
う
点
に
於
い
て
も
、

一
角
の
と
い
う
か
素
人
で
は
な
い
。
 

こ
う
い
う
印
象
を
あ
る
方
が
受
け
た
よ
う
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
を
表
し
た
こ
の
「随
分
策
も
あ
り
略
も
あ
る
」
と
い
う
言
葉
が
、
当
時 

の
記
録
を
読
み
ま
し
て
印
象
に
残
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
う
い
え
ば
、
曽
我
量
深
先
生
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
お
亡
く
な
り
に
な
る
ほ
ん
の
す
こ
し
前
に
お
聞
き
し
た
、
私 

に
と
り
ま
し
て
は
最
後
の
涅
槃
説
法
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
清
沢
満
之
と
い
う
と
真
面
目
で
純
潔
な
求
道
の
精
神
に
生
き
た
方
だ
と
、
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み
な
理
解
し
て
い
る
。

一
応
は
そ
の
通
り
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
清
沢
先
生
に
は
、
と
て
も
大
き
な
教
化
の
願
い
が 

あ
り
ま
し
た
。
自
分
は
、
精
神
主
義
運
動
は
清
沢
先
生
に
お
け
る
教
化
の
行
ぜ
ら
れ
た
跡
だ
と
理
解
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
先
生
は
教
化 

の
願
い
そ
し
て
教
育
へ
の
願
い
を
、
と
て
も
大
切
に
な
さ
っ
て
い
た
。
先
生
は
決
し
て
、
い
わ
ゆ
る
狭
い
意
味
で
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
し 

ば
し
ば
あ
る
求
道
の
心
に
だ
け
生
き
た
人
で
は
な
い
。
だ
か
ら
清
沢
先
生
に
大
切
な
も
の
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
親
鸞
聖
人
の
教
え
を
学 

ぶ
人
で
あ
る
な
ら
ば
、
決
し
て
研
究
室
に
だ
け
閉
じ
こ
も
っ
て
お
ら
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
、
こ
う
語
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
曽 

我
先
生
か
ら
お
聞
き
し
た
最
後
の
説
法
で
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
う
い
う
非
常
に
幅
広
い
関
心
の
中
に
、
「策
も
あ
り
略
も
あ
り
」
と
評
せ 

ら
れ
た
よ
う
な
、
レ
ア
リ
ス
ト
清
沢
満
之
の
面
目
が
発
揮
さ
れ
た
の
が
、
 

そ
し
て
同
時
に
そ
れ
が
宗
門
愛
の
表
現
で
も
あ
り
ま
し
た
が
、
 

そ
れ
を
実
践
し
て
い
く
と
い
う
か
た
ち
で
、
今
な
お
白
川
党
宗
門
改
革
運
動
と
し
て
記
憶
さ
れ
て
い
る
、
あ
の
先
生
の
悪
戦
苦
闘
が
展
開 

し
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

そ
う
い
う
面
で
清
沢
先
生
を
あ
ら
た
め
て
思
い
ま
す
と
き
に
、
こ
の
改
革
運
動
は
先
生
が
三
十
四
歳
か
ら
五
歳
の
こ
ろ
、
時
代
で
い
い 

ま
す
と
明
治
二
十
九
年
の
秋
に
始
ま
っ
て
、
三
十
一
年
の
春
に
一
応
終
結
を
告
げ
た
、
足
掛
け
三
年
に
わ
た
る
努
力
で
あ
り
ま
し
た
。
先 

生
の
こ
の
改
革
運
動
に
、
当
時
の
真
宗
大
学
寮
の
学
生
た
ち
も
全
員
参
加
し
た
の
で
す
。
そ
れ
か
ら' 

こ
れ
も
曽
我
先
生
か
ら
お
聞
き
し 

た
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
現
在
の
高
倉
会
館
の
あ
る
あ
た
り
に
真
宗
大
学
寮
の
寄
宿
舎
が
あ
っ
た
。
清
沢
先
生
の
改
革
運
動
が
提
起
さ
れ 

た
と
き
、
学
生
た
ち
は
全
面
的
に
賛
同
す
る
と
い
う
決
議
を
し
て
、
全
員
が
そ
れ
に
参
加
し
た
の
で
す
。
当
時
の
寺
務
総
長
兼
教
学
局
長 

は
、
今
の
東
本
願
寺
の
両
堂
再
建
と
い
う
非
常
に
大
き
な
意
義
を
も
つ
仕
事
を
中
心
と
な
っ
て
果
た
し
た
渥
美
契
縁
師
で
あ
り
ま
し
た
が
、
 

そ
の
教
学
局
長
渥
美
契
縁
師
は
激
怒
し
て
、
直
ち
に
全
員
を
退
学
処
分
に
処
し
た
の
で
す
。
曽
我
先
生
の
話
を
聞
く
と
、
学
生
は
か
ね
て 

こ
の
こ
と
あ
る
を
覚
悟
し
て
い
た
の
で
、
直
ち
に
全
員
寮
を
退
出
し
て
、
か
ね
て
か
ら
そ
の
た
め
に
東
山
の
泉
涌
寺
の
塔
頭
霊
源
院
を
借 

り
て
あ
り
ま
し
た
の
で
、
全
員
そ
こ
へ
移
っ
た
の
で
す
。
大
八
車
を
何
台
か
借
り
て
き
て
、
布
団
や
ら
本
や
ら
を
そ
れ
に
積
み
込
み
、
高 

倉
か
ら
泉
湧
寺
ま
で
運
ん
だ
の
で
す
。
曽
我
先
生
が
、
私
も
東
山
七
条
の
あ
の
坂
道
を
、
大
八
車
を
後
ろ
か
ら
一
所
懸
命
押
し
た
こ
と
で
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あ
り
ま
す
と
言
う
て
、
若
か
っ
た
頃
の
懐
か
し
い
思
い
出
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
ら
、
苦
笑
い
で
な
く
て
嬉
し
そ
う
な
顔
を
し
て
、
懐
旧
の 

お
話
を
な
さ
っ
た
の
を
伺
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
う
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
し
か
し
な
が
ら
運
動
が
終
結
し
た
後
で
す
ね
、
多
少
事
志
し
と
違
う
た
と
い
う
印
象
を
、
学
生
た 

ち
は
強
く
持
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
感
想
を
当
時
愛
弟
子
の
一
人
で
あ
っ
た
多
田
鼎
師
が
、
清
沢
先
生
に
洩
ら
し
た
こ
と
が
あ 

り
ま
す
。
明
治
三
十
一
年
の
夏
の
頃
、
三
河
の
大
谷
大
学
の
同
窓
会
で
あ
る
三
為
会
の
夏
期
講
習
会
が
、
安
城
の
あ
る
説
教
場
で
開
か
れ 

ま
し
た
。
そ
こ
で
み
な
が
集
ま
っ
て
西
瓜
を
食
べ
な
が
ら
雑
談
を
し
て
い
た
時
に
、
多
田
鼎
師
が
「宗
門
の
革
新
、
竟
に
望
む
べ
か
ら
ず
。
 

予
は
念
を
宗
門
に
絶
て
り
」(

『全
集
』
八
・
ニ
ー 

一
七
頁)

こ
う
言
う
た
の
で
す
。
宗
門
の
改
革
は
も
う
絶
望
的
だ
。
だ
か
ら
自
分
は
宗
門
に 

絶
望
し
た
。
「
予
は
念
を
宗
門
に
絶
て
り
」
と
、
こ
う
語
り
ま
し
た
。
清
沢
先
生
は
よ
く
ご
存
知
の
よ
う
に
「内
剛
外
柔
」
で
、
自
分
に 

対
し
て
は
、
自
己
を
律
す
る
こ
と
極
め
て
厳
し
く
、
こ
う
い
う
方
で
あ
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
人
に
対
し
て
は
、
非
常
に
穏
や
か
で
懇 

ろ
な
方
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
だ
か
ら
他
人
に
対
し
て
厳
し
い
言
葉
で
語
ら
れ
る
こ
と
は
無
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
方
で
あ 

り
ま
す
が
、
い
ま
の
「自
分
は
宗
門
に
絶
望
し
た
」
と
語
っ
た
多
田
さ
ん
の
言
葉
に
対
し
て
は
、
先
生
は
声
を
あ
ら
た
め
て
、

つ
ま
り
き 

つ
い
言
葉
で
、
「子
、
何
を
か
い
ふ
」
。
君
は
何
を
言
う
の
か
。
宗
門
に
絶
望
し
た
と
は
、
何
た
る
忘
恩
の
徒
か
、
こ
う
叱
ら
れ
た
の
で
す
。
 

「宗
門
亡
び
な
ば
、
末
徒
そ
れ
と
共
に
亡
ぶ
。
何
の
不
可
な
る
処
か
あ
る
」
。
宗
門
が
滅
ぶ
な
ら
ば
、
我
々
宗
門
に
身
を
置
く
も
の
は
、
 

宗
門
と
共
に
滅
ぶ
。
そ
れ
で
い
い
で
は
な
い
か
。
こ
う
き
つ
く
叱
ら
れ
た
の
で
す
。
多
田
さ
ん
は
そ
れ
を
聞
い
て
で
す
ね
、
自
分
は
間
違 

っ
て
い
た
。
自
分
は
再
建
さ
れ
た
ば
か
り
の
あ
の
新
し
い
本
山
の
大
堂
で
得
度
の
式
を
受
け
て
、
身
は
僧
籍
を
得
た
も
の
で
あ
っ
た
け
れ 

ど
も
、
「心
は
未
だ
宗
門
の
徒
た
ら
ざ
り
き
」
、
こ
う
反
省
を
述
べ
て
お
り
ま
す
。
得
度
の
式
は
受
け
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
覚
悟
に
お
い
て 

未
だ
宗
門
の
人
間
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
、
と
。
そ
の
自
分
に
、
清
沢
先
生
の
お
叱
り
の
言
葉
で
痛
棒
を
戴
い
た
。
こ
う
い
う
述
懐
を
語 

っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
言
葉
が
よ
く
表
わ
す
よ
う
に
、
清
沢
先
生
に
は
非
常
に
深
い
宗
門
愛
、
こ
う
い
う
言
葉
で
表
わ
す
ほ
か
は 

な
い
熱
い
感
情
が
動
い
て
い
た
。
こ
れ
を
思
う
の
で
す
。
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ど
う
し
て
そ
う
い
う
感
情
を
先
生
が
お
持
ち
に
な
る
よ
う
に
な
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
れ
ま
で
の
研
究
が
あ
り
ま
す
の 

で
、
そ
れ
に
委
ね
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
考
え
て
み
る
と
、
宗
門
を
覚
悟
し
て
選
び
取
る
、
こ
う
い
う
言
葉
で
表
わ
す
ほ
か
は 

な
い
よ
う
な
覚
悟
を
、
先
生
は
お
持
ち
で
あ
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
宗
門
を
選
び
取
る
。
本
願
の
信
を
共
に
す
る
そ
の
集
ま
り
、
親 

鸞
聖
人
の
教
え
の
も
と
に
あ
る
信
心
の
共
同
体
を
、
自
分
が
そ
こ
で
人
と
し
て
の
責
任
を
果
た
す
べ
き
場
と
し
て
選
び
取
る
。
こ
う
い
う 

こ
と
な
の
で
す
が
、
私
は
清
沢
先
生
に
お
け
る
宗
門
の
選
び
取
り
に
啓
発
を
受
け
ま
し
て
、
実
は
宗
祖
親
鸞
聖
人
に
お
い
て
そ
う
で
あ
っ 

た
の
で
は
な
い
か
、
こ
う
い
う
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
思
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
親
鸞
聖
人
は
ご
存
知
の
通
り
、
こ
こ
で
申
し
上
げ
る 

ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
選
択
本
願
の
行
信
を
共
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
師
法
然
上
人
と
共
に
流
罪
と
な
り
ま
す
。
信
心
を
共
に
す
る
、
 

そ
れ
を
縁
と
し
て
運
命
を
共
に
さ
れ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
聖
人
は
そ
れ
か
ら
退
転
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
で
す
ね
。
最
後 

ま
で
、
二
十
九
歳
の
時
の
あ
の
決
定
的
な
目
覚
め
以
来
、
深
い
恩
恵
を
感
じ
ら
れ
た
法
然
上
人
の
選
択
本
願
念
仏
を
法
と
す
る
共
同
体
に
、
 

非
常
に
大
切
な
仏
法
の
現
前
の
場
を
ご
覧
に
な
っ
て
で
す
ね
、
そ
れ
を
自
分
の
生
き
る
場
と
し
て
選
び
取
る
、
こ
の
覚
悟
を
貫
か
れ
た
、
 

こ
う
感
銘
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
親
鸞
聖
人
の
信
心
が
こ
の
信
心
の
共
同
体
を
選
び
取
り
、
そ
こ
に
身
を
お
い
て
仏
者
と
し
て 

の
責
任
を
果
た
そ
う
と
す
る
、
そ
う
い
う
覚
悟
を
促
し
て
い
っ
た
の
で
す
。
期
せ
ず
し
て
そ
れ
が
清
沢
先
生
に
お
い
て
も' 

先
生
の
覚
悟 

と
し
て
再
現
し
実
現
し
て
い
る
、
こ
う
い
う
感
銘
を
私
は
受
け
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
思
い
の
中
で
、
清
沢
先
生
は
宗
門
を
深 

く
愛
せ
ら
れ
た
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
天
職
と
い
う
べ
き
大
切
な
使
命
を
宗
門
は
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
宗
門
の
固
有
の
使
命
、
社
会 

的
責
任
で
あ
る
天
職
と
は
何
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
、
人
間
の
求
道
の
場
と
な
る
こ
と
、
こ
こ
に
掛
っ
て
い
る
。
 

先
生
が
改
革
運
動
を
始
め
た
と
き
に
、
改
革
の
訴
え
を
全
国
の
心
あ
る
人
々
へ
と
い
う
の
で
、
機
関
誌
と
し
て
『教
界
時
言
』
と
題
す 

る
雑
誌
を
発
刊
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
第
一
号
の
巻
頭
に
、
社
説
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
「教
界
時
言
発
行
の
趣
旨
」
と
題
さ
れ
た
文
章
で 

す
。
そ
こ
に
清
沢
先
生
の
大
谷
派
本
願
寺
に
対
す
る
感
懐
が
語
ら
れ
ま
す
。

況
ん
や
大
谷
派
本
願
寺
は
、
余
輩
の
拠
っ
て
以
て
自
己
の
安
心
を
求
め
、
拠
っ
て
以
て
同
胞
の
安
心
を
求
め
、
拠
っ
て
以
て
世
界
人
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類
の
安
心
を
求
め
ん
と
期
す
る
所
の
源
泉
な
る
に
於
い
て
を
や 

(

『全
集
』
四
・
一
七
ハ
頁) 

つ
ま
り
、
大
谷
派
本
願
寺
と
呼
ぶ
本
願
の
仏
道
の
共
同
体
は
、
私
が
、
日
本
の
同
胞
た
ち
が
、
そ
し
て
世
界
人
類
が
、
そ
の
信
仰
、
そ
の 

宗
教
的
な
信
念
の
確
立
を
そ
こ
に
お
い
て
期
待
す
る
求
道
の
場
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
が
宗
門
の
天
職
と
自
覚
す
べ
き
大
切
な
使
命
で
あ
る
。
 

こ
う
い
う
も
の
を
先
生
は
、
宗
門
に
期
待
す
る
わ
け
で
す
。
親
鸞
聖
人
御
自
身
が
、
如
来
の
教
法
は
総
じ
て
流
通
物
で
あ
る
、
す
べ
て
の 

人
に
開
か
れ
た
も
の
で
あ
る
、
こ
う
お
つ
し
ゃ
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
聖
人
の
教
え
を
一
番
責
任
を
持
っ
て
伝
承
し
継
承
し
伝 

え
て
き
た
の
は
、
歴
史
的
に
言
え
ば
真
宗
教
団
で
す
ね
。
こ
れ
は
聖
人
の
本
願
の
教
え
を
責
任
を
持
っ
て
伝
承
す
る
と
い
う
、
大
切
な
意 

味
を
持
つ
団
体
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
先
生
は
あ
ら
た
め
て
宗
門
の
真
義
と
し
て
覚
悟
す
る
の
で
す
。

少
し
反
復
し
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
先
生
が
大
切
な
社
会
的
使
命
を
そ
こ
に
見
よ
う
と
す
る
宗
門
、
そ
し
て
真
宗
、
さ
ら
に
明
治
仏 

教
の
全
体
が
、
先
程
言
っ
た
よ
う
な
難
し
い
状
況
の
中
で
、
「仏
教
の
宗
教
的
生
命
は
な
お
存
す
る
か
」
と
識
者
を
し
て
言
わ
し
め
る
よ 

う
な
、
衰
弱
し
危
機
に
陥
っ
て
い
る
、
そ
う
い
う
無
惨
な
姿
を
曝
け
出
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
状
況
を
先
生
が
一
人
の
仏
者
と
し
て
身
に 

引
き
受
け
た
時
に
、
仏
教
の
衰
退
は
「僧
風
の
衰
退
」
に
よ
る
と
自
覚
さ
れ
て
い
く
の
で
す
。
仏
教
を
衰
退
せ
し
め
た
責
任
は
、
す
べ
て 

僧
侶
で
あ
る
も
の
に
か
か
っ
て
い
る
、
こ
う
い
う
覚
悟
か
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
そ
の
衰
退
の
理
由
と
し
て
で
す
ね
、
こ
れ
は
事
情
を
言
え 

ば
、
幾
つ
か
の
事
情
が
仏
教
を
し
て
衰
退
せ
し
め
た
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
仏
教
者
と
い
う
覚
悟
に
立
っ
て
み 

た
と
き
に
、
理
由
は
た
だ
一
つ
。
仏
教
者
で
あ
る
も
の
の
「
一
心
の
不
安
立
と
自
行
の
不
確
立
に
あ
る
」
。

一
心
と
い
う
の
は
信
心
で
す
。
 

信
心
が
獲
得
さ
れ
て
い
な
い
。
自
行
と
い
う
の
は
宗
教
生
活
で
す
が
、
そ
れ
が
実
を
も
っ
て
い
な
い
。

つ
ま
り
信
心
は
無
く
、
宗
教
生
活 

と
い
う
べ
き
も
の
も
失
わ
れ
て
久
し
い
。
名
だ
け
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
痛
み
を
も
っ
て
見
る
ほ
か
は
な
い
、
仏
教
者
で
あ
る
も
の 

の

「
一
心
の
安
立
せ
ざ
る
に
あ
り' 

自
行
の
確
立
せ
ざ
る
に
あ
り
」
、
こ
の
こ
と
以
外
に
仏
教
の
衰
退
の
理
由
は
無
い
と
覚
悟
し
よ
う
。
 

こ
う
い
う
よ
う
な
訴
え
を
、
『教
界
時
言
』
の
中
で
な
さ
っ
て
お
り
ま
す
。
非
常
に
厳
粛
な
、
「仏
教
者
盍
自
重
乎
」
と
い
う
訴
え
を
、
私 

た
ち
は
想
い
起
こ
す
べ
き
で
し
ょ
う
。
仏
教
者
で
あ
る
も
の
は
、
釈
尊
の
大
切
な
法
を
、
こ
こ
に
人
間
が
真
理
に
よ
っ
て
生
き
る
道
が
あ
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る
と
証
し
す
る
こ
と
が
願
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
仏
教
者
で
あ
る
も
の
に
期
待
さ
れ
、
願
わ
れ
て
い
る
、
そ
し
て
要
請
さ
れ
て
い
る
、
仏
法 

を
証
し
す
る
と
い
う
こ
と
に
、
私
達
は
ま
じ
め
に
な
ら
な
け
れ
ば
ど
う
に
も
な
ら
な
い
。
こ
う
い
う
よ
う
な
痛
み
の
表
明
で
あ
る
と
い
う 

感
も
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
よ
く
反
省
し
自
ら
へ
誡
め
な
が
ら
、
仏
教
の
復
興
の
志
を
先
生
は
懐
き
か
つ
表
明
し
て
い
っ
た
、
 

こ
う
見
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

当
然
、
先
生
に
お
け
る
仏
教
の
復
興
は
、
こ
の
痛
み
を
踏
ま
え
て
始
ま
っ
て
い
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
何
よ
り
も
先
ず
先 

生
は
、
こ
の
こ
と
を
自
分
自
身
に
要
求
し
ま
し
た
。
そ
れ
が
先
生
が
二
十
八
歳
の
頃
か
ら
始
め
た
、
先
生
自
身
が
「制
欲
自
戒
の
生
活
」
 

と
呼
ん
で
お
り
ま
す
、
い
わ
ゆ
る
禁
欲
生
活
で
し
た
。
そ
れ
を
先
生
自
身
が
ま
た
「
ミ
ニ
マ
ム
・
ポ
シ
ブ
ル
の
実
験
」
と
言
わ
れ
て
お
り 

ま
す
が
、
あ
の
努
力
で
す
。
「近
頃
面
白
き
実
験
を
試
み
お
り
候
」
で
し
た
か
、
あ
あ
い
う
の
が
明
治
の
教
養
あ
る
人
の
い
い
と
こ
ろ
で 

す
。
面
白
い
実
験
と
。
そ
う
言
え
ば
、
先
生
は
背
が
低
か
っ
た
為
に
、
立
っ
て
並
ぶ
と
、
暁
烏
さ
ん
や
佐
々
木
月
樵
さ
ん
は
立
派
な
体
格 

で
あ
り
ま
す
か
ら
、
見
上
げ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
人
の
頭
分
ぐ
ら
い
、
普
通
の
人
よ
り
背
が
低
か
っ
た
。
先
生
は
こ
う
人
を
見
上
げ 

る
の
が
痛
に
触
っ
た
ら
し
く
て
、
高
下
駄
を
い
つ
も
履
い
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
高
下
駄
と
い
う
の
は
、
こ
の
ご
ろ
は
無
く
な
り
ま
し
た
け 

れ
ど
も
、
下
駄
の
歯
の
高
い
や
つ
で
す
。
高
下
駄
を
履
く
と
、
ち
ょ
う
ど
普
通
の
人
と
背
の
高
さ
が
揃
う
の
で
し
ょ
う
。
明
治
三
十
一
年 

の
二
月
に' 

一
応
改
革
派
の
法
主
に
対
す
る
請
願
書
が
受
理
さ
れ
ま
し
た
。

一
区
切
り
つ
い
た
と
い
う
の
で
、
み
ん
な
祖
廟
に
お
礼
参
り 

を
し
ま
し
た
。
そ
の
帰
り
に
知
恩
院
の
山
門
の
前
で
記
念
写
真
を
撮
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
を
見
る
と
、
先
生
は
最
前
列
の
中
央
に
お
立 

ち
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
高
下
駄
を
履
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
う
す
る
と
暁
烏
さ
ん
や
月
樵
さ
ん
と
大
体
同
じ
背
に
な
っ
て
い
る
の
で 

す
ね
。
高
下
駄
を
は
い
て
東
本
願
寺
か
ら
大
谷
の
祖
廟
ま
で
行
か
れ
た
の
か
と
思
い
ま
す
が
、
負
け
な
い
ぞ
と
い
う
よ
う
な
感
じ
で
す
。
 

こ
の
禁
欲
主
義
の
生
活
の
と
き
は
、
下
駄
の
歯
は
二
枚
あ
る
の
で
す
が
一
枚
歯
に
し
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。
下
駄
の
歯
は
二
枚
あ
る
の
が 

普
通
だ
け
れ
ど
も
、

一
枚
で
十
分
こ
と
が
足
り
る
と
い
う
の
で
、
こ
ん
な
「面
白
き
実
験
」
も
試
み
ら
れ
て
、
実
に
愉
快
に
な
り
ま
す
。
 

つ
ま
り
、
非
常
に
厳
粛
な
求
道
の
心
を
生
き
て
い
こ
う
と
す
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
何
と
も
い
え
な
い 

ユ
ー
モ
ラ
ス
な
も
の
が
漂
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っ
て
お
り
ま
し
て
、
非
常
に
健
康
だ
と
い
う
感
じ
で
す
。
最
後
は
先
生
、
煮
炊
き
を
や
め
て
、
蕎
麦
粉
を
水
で
か
い
て
、
松
脂
を
添
え
て 

食
べ
て
お
ら
れ
た
と
い
う
の
で
す
か
ら
、
ま
あ
見
方
に
よ
っ
て
は
惨
澹
た
る
食
生
活
で
あ
り
ま
す
。
曽
我
先
生
が
言
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た 

で
す
ね
、
仏
教
は
安
楽
の
法
門
で
す
と
。
だ
か
ら
仏
教
を
勉
強
し
て
非
常
に
き
つ
い
顔
に
な
る
方
が
あ
っ
て
、
眉
間
へ
縦
皺
を
寄
せ
る
人 

が
お
る
が
、
あ
れ
は
仏
教
の
勉
強
の
仕
方
が
間
違
っ
て
お
り
ま
す
と
お
っ
し
ゃ
る
の
を
、
お
聞
き
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
横
皺
は
ま
あ 

い
い
。
し
か
し
縦
皺
は
い
け
な
い
と
言
う
て
、
仏
教
は
安
楽
の
法
門
だ
か
ら
、
暗
い
顔
し
て
い
た
人
間
が
明
る
い
顔
に
な
る
、
そ
れ
が
仏 

教
の
功
徳
な
の
だ
か
ら
、
厳
し
い
と
い
う
言
葉
に
負
け
て
、
あ
ん
ま
り
暗
い
顔
を
な
さ
い
ま
せ
ん
よ
う
に
と
、
何
と
も
い
え
な
い
懇
ろ
な 

注
意
を
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

あ
あ
い
う
安
楽
の
法
門
の
香
り
で
す
ね
。
下
駄
は
一
本
歯
で
充
分
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
、
無
邪
気
に
工
夫
し
て
お
ら
れ
た
。
健
康 

だ
な
あ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
こ
の
結
果
、
先
生
は
栄
養
失
調
に
な
り
、
風
邪
が
も
と
で
そ
れ
が
こ
じ
れ
て
肺
結
核
に
な
ら
れ
た
の
で
あ 

り
ま
す
。
こ
れ
も
語
り
部
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
恐
れ
入
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
明
治
維
新
の
時
の
御
法
主
で
あ
っ
た
厳
如
上
人
が
、
明 

治
二
十
七
年
に
亡
く
な
ら
れ
た
の
で
す
。
そ
の
時
の
葬
儀
が
、
今
の
七
条
警
察
署
が
あ
る
辺
り
が
両
堂
再
建
の
工
事
場
で
、
原
っ
ぱ
だ
っ 

た
の
で
す
が
、
そ
こ
へ
葬
儀
場
を
作
り
ま
し
て
、
屋
外
で
葬
儀
が
行
わ
れ
た
の
で
す
。
そ
の
時
に
真
宗
大
学
寮
及
び
真
宗
京
都
中
学
の
生 

徒
全
員
が
、
黒
衣
墨
袈
裟
で
参
列
し
た
の
で
す
が
、
全
員
頭
を
剃
っ
た
の
で
す
。
こ
の
前
の
前
門
首
さ
ん
の
御
葬
儀
で
、
頭
を
剃
っ
た
者 

は
誰
も
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
百
年
前
の
法
主
の
お
葬
式
は
そ
う
い
う
状
態
だ
っ
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
寒
の
最
中
で
も
の
凄
く
寒
く
、
 

し
か
も
寒
風
が
吹
き
す
さ
び' 

に
わ
か
に
頭
を
剃
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
全
員
風
邪
を
ひ
い
て
し
ま
い
ま
し
た
。
「大
谷
風
邪
」
と
い
う 

名
で
呼
ば
れ
る
よ
う
な
集
団
風
邪
で
す
が
、
清
沢
先
生
も
風
邪
を
ひ
き
、
そ
れ
が
こ
じ
れ
て
肺
結
核
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。
だ
か
ら
、
 

清
沢
さ
ん
が
肺
結
核
に
な
ら
れ
た
の
は
、
厳
如
上
人
の
お
葬
式
を
縁
と
し
て
な
の
で
す
。
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
を
想
い
出
し
ま
す
と
、
 

何
と
も
い
え
な
い
感
じ
が
し
て
ま
い
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
は
か
ら
ざ
る
結
果
に
な
っ
た
先
生
の
制
欲
自
戒
の
生
活
は
、
先
生
自
身
が 

「仏
者
で
あ
る
も
の
は
質
素
で
あ
れ
」
と
い
う
俗
諦
勤
険
の
教
え
が
あ
る
が
、
自
分
は
そ
の
俗
諦
勤
険
の
教
え
を
、
多
少
ま
じ
め
に
実
行
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し
て
み
た
い
。
そ
れ
に
託
し
て
ミ
ニ
マ
ム
・
ポ
シ
ブ
ル
を
実
験
す
る
。
し
か
し
愉
快
な
実
験
で
あ
る
。
こ
う
い
う
よ
う
な
、
ゆ
っ
た
り
と 

し
た
厳
し
い
実
験
と
い
う
か
た
ち
で
、
僧
侶
で
あ
る
も
の
の
生
き
る
姿
勢
を
吟
味
し
て
い
く
こ
と
に
着
手
し
て
お
い
で
に
な
り
ま
す
。

--

同
じ
こ
と
を
宗
門
に
期
待
し
た
と
き
、
そ
こ
に
宗
門
の
改
革
が
提
起
さ
れ
ま
し
た
。
大
き
く
は
世
界
人
類
の
、
小
さ
く
は
私
の
安
心
確 

立
を
そ
こ
に
お
い
て
期
待
す
る
宗
門
が
、
宗
祖
で
あ
る
親
鸞
聖
人
の
御
精
神
に
適
う
よ
う
な
宗
門
で
あ
り
た
い
、
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

然
る
に
現
状
は
反
親
鸞
と
反
省
す
る
ほ
か
は
な
い
頹
廃
状
況
を
、
い
た
る
所
に
曝
け
出
し
て
い
る
。
痛
ま
し
い
で
は
な
い
か
。
そ
の
宗
門 

が
自
ら
の
姿
勢
を
正
す
、
 

こ
う
い
う
こ
と
を
宗
門
全
体
に
期
待
し
た
と
き
に' 

あ
の
宗
門
の
改
革
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
、
 

こ
う 

理
解
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
を
経
て
で
す
ね
、
や
が
て
宗
門
の
最
も
大
切
な
仕
事
は
教
学
、

つ
ま
り
教
育
と
学
事
な
の
だ
が
、
そ
の
教
学
の
場 

と
し
て
、
改
め
て
大
学
の
水
準
に
お
け
る
仏
教
の
研
究
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
真
宗
大
学
の
東
京
移
転
と
、
近
代
の 

大
学
と
し
て
の
そ
の
内
容
づ
け
の
仕
事
が
進
め
ら
れ
て
い
く
の
で
す
。
そ
し
て
そ
の
仕
事
の
傍
ら
に
こ
れ
こ
そ
縁
が
熟
し
て
、
浩
々
洞
に 

集
ま
っ
た
後
輩
の
青
年
の
方
々
と
一
緒
に
、
精
神
主
義
の
信
仰
運
動
が
展
開
し
て
行
き
ま
し
た
。
そ
の
出
発
点
は
、
先
生
自
身
が
自
分
自 

身
に
制
欲
自
戒
の
生
活
を
求
め' 

宗
門
自
体
に
そ
の
革
新
を
求
め
た
、
そ
こ
か
ら
始
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
を
敢
え
て
し
た
先
生 

に
動
い
た
宗
門
愛
が
促
す
責
任
感
で
す
ね
、
宗
門
人
と
し
て
の
責
任
感
と
そ
の
発
露' 

こ
れ
が
感
ぜ
ら
れ
て
な
り
ま
せ
ん
。
 

こ
の
宗
門
改
革
運
動
は
、
全
宗
門
を
激
し
く
動
か
し
た
改
革
運
動
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
う
い
う
も
の
が
起
こ
る
に
つ
い
て
は
非
常
に 

複
雑
な
事
情
が
絡
み
ま
す
の
で
、
単
純
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
ろ
ん
な
事
情
が
絡
み
絡
ん
で
、
遂
に
先
生
を
し
て
宗
門
の
改
革
に
立
ち
上 

が
ら
せ
た
の
で
す
が
、
そ
の
辺
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
大
変
失
礼
で
す
け
れ
ど
も
、
早
く
出
し
た
私
の
『清
沢
満
之
論
』
に
事
情
は
細
か 

く
纏
め
て
お
り
ま
す
の
で
、
お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば
有
難
く
存
じ
ま
す
。
こ
れ
は
昭
和
四
十
八
年
に
出
し
ま
し
た
の
で
三
十
年
ほ
ど
前
の 

研
究
で
あ
り
ま
す
が
、
お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば
、
大
谷
派
の
苦
労
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
か
、
多
少
お
知
り
い
た
だ
け
る
か
と
思
い
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ま
す
。

大
ま
か
に
言
え
ば
、
い
ま
真
宗
本
廟
の
両
堂
の
屋
根
の
修
復
と
い
う
大
切
な
課
題
が
日
程
に
上
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
あ
の
両
堂 

の
再
建
を
十
数
年
の
歳
月
を
経
て
で
す
ね
、
当
時
の
大
谷
派
は
や
り
遂
げ
ま
し
た
。
し
か
し
や
り
遂
げ
る
に
つ
い
て
は
、
無
理
に
無
理
を 

重
ね
た
の
で
す
が
、
そ
の
無
理
を
し
た
こ
と
が
醸
し
出
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
頹
廃
状
況
が
、
先
生
を
し
て
宗
門
の
現
状
を
痛
ま
し
め
、
そ
し 

て
改
革
へ
立
ち
上
が
ら
せ
て
い
っ
た
事
情
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
今
日
の
講
演
の
題
に
掲
げ
た
「大
谷
派
な
る
宗
門
は
、
大
谷
派 

な
る
宗
教
的
精
神
の
存
す
る
所
に
在
り
」
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
発
言
は
改
革
運
動
の
最
中
に
、
「大
谷
派
宗
務
革
新
の
方
針
如
何
」
、

っ 

ま
り
改
革
運
動
を
ど
う
い
う
方
向
づ
け
で
や
る
の
か
と
い
う
題
で
書
か
れ
た
文
章
の
中
に
あ
る
言
葉
で
す
。
「試
み
に
問
ふ
。
大
谷
派
な 

る
宗
門
は
何
れ
の
処
に
存
す
る
か
。
」
こ
う
問
う
て
、
「京
都
亠
ハ
条
の
天
に
聳
ゆ
る
巍
々
た
る
両
堂
と
、
全
国
各
地
に
散
在
せ
る
一
万
の
堂 

宇
と
は
、
以
て
大
谷
派
と
な
す
べ
き
か
。
日
く
否
」
。
こ
う
書
い
て
あ
る
で
し
ょ
う
。
京
都
の
六
条
の
地
に
清
沢
先
生
が
見
て
い
た
頃
の 

本
願
寺
は
、
両
堂
が
再
建
さ
れ
た
直
後
で
あ
り
、
ま
だ
現
在
の
よ
う
な
門
も
塀
も
堀
も
無
か
っ
た
の
で
す
。
両
堂
が
原
っ
ぱ
に
そ
そ
り
立 

っ
て
い
る
。
し
か
も
再
建
直
後
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
 

ま
だ
木
の
香
も
新
し
い
。
あ
の
両
堂
を
見
な
が
ら
で
す
ね
、
あ
れ
が
大
谷
派
の
宗
門 

が
あ
る
処
か
。
日
く
、
否
。
あ

れ

は

「火
以
っ
て
焼
く
べ
き
な
り
」
。
火
事
に
な
っ
た
ら
焼
け
て
し
ま
う
。
現
に
元
治
元
年
に
禁
門
の
変 

の
兵
火
に
か
か
っ
て
焼
け
た
の
で
す
か
ら
。
だ

か

ら

「火
以
っ
て
焼
く
べ
き
な
り
」
と
清
沢
さ
ん
が
言
っ
て
い
る
と
き
に
は
、
三
十
数
年 

前
に
兵
火
の
た
め
に
焼
け
落
ち
た
と
き
の
、
何
と
も
い
え
な
い
凄
ま
じ
い
状
況
が
生
々
し
く
記
憶
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
 

「火
以
っ
て
焼
く
べ
き
な
り
」
と
い
う
の
で
す
か
ら
、
実
に
実
感
を
込
め
た
言
葉
で
す
。
そ
の
焼
失
し
た
両
堂
を
、
非
常
な
無
理
を
し
て 

再
建
を
果
た
し
た
。
し
か
し
そ
こ
に
、
痛
む
べ
き
事
態
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
曝
け
出
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
が
、
こ
れ
で
は
い
け
な
い
と 

い
う
の
で
、
先
生
を
し
て
改
革
運
動
に
立
ち
上
が
る
こ
と
を
余
儀
な
く
し
た
直
接
の
事
情
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
 

宗
門
の
最
大
の
仕
事
は
、
人
物
の
育
成
で
あ
る
。
こ
れ
は
先
生
が
実
感
を
も
っ
て
感
じ
て
い
た
こ
と
で
す
。
先
生
は
ご
存
知
の
よ
う
な 

経
歴
を
経
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
明
治
十
年
代
に
東
本
願
寺
が
開
い
た
育
英
教
校
で
学
ぶ
縁
を
い
た
だ
か
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
育
英
教
校
で
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学
ぶ
こ
と
が
縁
と
な
っ
て
、
東
大
で
学
ぶ
縁
を
も
っ
こ
と
が
で
き
た
。
そ
う
い
う
自
分
の
体
験
を
踏
ま
え
て
、
宗
門
が
為
す
べ
き
最
も
大 

切
な
仕
事
は
人
物
の
育
成
に
尽
き
る
と
い
う
確
信
を
も
っ
て
お
ら
れ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
両
堂
再
建
が
な
っ
た
今
、
宗
門 

が
全
力
を
投
入
し
て
行
う
べ
き
は
人
物
の
育
成
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
宗
門
の
学
校
制
度
を
、
そ
の
願
い
を
実
現
す
る
よ
う
な
独
自
の 

学
事
体
制
に
編
成
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
、つ
い
う
の
で
大
学
の
先
輩
の
沢
柳
政
太
郎
氏
に
依
頼
し
て
、
大
谷
派
の
教
育
制
度 

の
全
面
的
な
刷
新
に
着
手
し' 

推
進
し
て
い
か
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
が
宗
門
の
い
ろ
ん
な
事
情
に
よ
っ
て' 

思
う
よ
う
に
進
ま
な
い
ー 

そ
れ
が
や
や
こ
じ
れ
て
、
 

人
物
の
育
成
と 
い
う
、
 

宗
門
が
全
力
を
挙
げ
て
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
仕
事
を
妨
げ
る
よ
う
な
宗
政
と 

は
何
ぞ
や
と
い
う
こ
と
で
、
宗
政
の
改
革
に
一
歩
踏
み
出
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
う
い
う
よ
う
な
か
た
ち
で
改
革
運
動
が
始
ま
っ
て
い
っ 

た
の
で
す
。

先
生
は
よ
く
ご
存
知
の
よ
う
に
、
宗
門
が
全
力
を
挙
げ
て
な
す
べ
き
事
は
教
学
の
振
興
で
あ
る'

こ
う
一
言
わ
れ
ま
す
。
現
在
使
っ
て
い 

る
よ
う
な
意
味
で
の
教
学
と
い
う
よ
り
も
、
教
育
と
学
事
と
い
う
意
味
で
、
教
学
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
た
か
と
思
い
ま
す
が
、
大
切
な 

先
生
の
発
言
で
あ
り
ま
す
し' 

歴
史
的
意
味
を
も
つ
発
言
と
も
思
わ
れ
ま
す
か
ら
、
そ
こ
だ
け
を
読
ん
で
み
ま
す
と
、
 

抑
々
余
輩
の
所
謂
根
本
的
革
新
な
る
も
の
は
、
豈
に
唯
だ
制
度
組
織
の
改
良
を
の
み
こ
れ
云
は
ん
や
。
否
、
制
度
組
織
の
改
良
は
寧 

ろ
そ
の
枝
末
の
み
。
其
の
称
し
て
根
本
的
革
新
と
い
ふ
も
の
は
、
実
に
精
神
的
革
新
に
在
り
。
即
ち
一
派
従
来
の
非
教
学
的
精
神
を 

転
じ
て
、
教
学
的
精
神
と
為
し
、
多
年
他
の
事
業
に
専
注
し
た
る
精
神
を
し
て
、

一
に
教
学
に
専
注
せ
し
む
る
に
在
り
。
夫
れ
教
学 

は
宗
門
命
脈
の
繫
る
所
、
宗
門
の
事
業
は
教
学
を
措
い
て
他
に
こ
れ
あ
る
を
見
ざ
る
な
り
。
財
政
の
整
理
や
、
内
事
の
粛
整
や
、
亦 

た
皆
な
此
の
教
学
振
興
の
為
の
故
の
み
。
故
に
宗
門
の
当
路
者
た
る
者
は
、
常
に
教
学
の
二
字
を
其
の
脳
底
に
牢
記
し
て
、
須
臾
も 

之
を
忘
失
す
べ
か
ら
ず
。 

(

『全
集
」
四
・
一
九
一
頁) 

こ
う
い
う
訴
え
で
す
。
趣
意
は
読
ん
で
す
ぐ
分
か
る
通
り
で
す
。

と
こ
ろ
が
こ
こ
で
先
生
が
、
宗
門
が
そ
の
命
脈
が
繋
る
と
こ
ろ
で
あ
る
教
学
を
振
興
す
る
精
神
を
放
棄
し
て
、
長
い
間
に
わ
た
っ
て
、

141



「多
年
他
の
事
業
に
専
注
し
て
き
た
」
と
言
っ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
れ
が
両
堂
の
再
建
だ
っ
た
の
で
す
。
す
る
と
清
沢
先
生
を
し
て
宗
門 

の
改
革
を
促
し
余
儀
な
く
さ
せ
た
も
の
、
そ
の
事
情
の
背
景
に
で
す
ね
、
い
ま
の
両
堂
再
建
が
あ
る
こ
と
を
私
達
は
知
る
の
で
す
。
こ
の 

辺
り
は
複
雑
な
事
情
で
す
か
ら
、
断
片
的
に
申
し
て
い
て
ご
迷
惑
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
明
治
十
四
年
に
起
工
式
を
行
い
、
工
事
終
了 

が
明
治
二
十
七
年
で
あ
り
ま
す
が
、
日
清
戦
争
の
最
中
で
あ
り
ま
し
た
の
で
、
落
慶
法
要
は
戦
争
が
終
わ
っ
た
二
十
ハ
年
に
勤
め
た
の
で 

す
。
そ
れ
か
ら
大
門
、
塀
、
堀
、
書
院
群
は
、
明
治
四
十
五
年
の
親
鸞
聖
人
六
百
五
十
回
御
遠
忌
の
折
り
の
建
造
な
の
で
す
。
だ
か
ら
清 

沢
先
生
の
と
き
に
は
、
本
山
は
さ
っ
き
言
っ
た
両
堂
が
建
っ
て
い
る
だ
け
な
の
で
す
。
も
っ
と
も
大
寝
殿
は
建
っ
て
い
ま
し
た
が
。
 

こ
の
両
堂
は
い
ま
か
ら
百
年
余
前
の
京
都
の
、
或
い
は
日
本
の
木
造
建
築
か
ら
言
い
ま
す
と
、
画
期
的
な
大
建
築
で
あ
り
ま
し
て
、
あ 

れ
が
完
成
し
た
頃
、
日
本
の
代
表
的
な
新
聞
で
あ
る
『朝
日
』
、
『毎
日
』
、
『読
売
』
な
ど
が
、
繰
り
返
し
あ
れ
を
報
道
し
て
お
り
ま
す
。
 

当
時
の
新
聞
の
言
葉
で
言
っ
た
ら
、
大
谷
派
の
「
二
大
偉
業
」
と
し
て
、
マ
ス
コ
ミ
の
非
常
な
関
心
を
ひ
き
、
繰
り
返
し
て
の
報
道
を
生 

ん
で
い
た
の
で
す
。
そ

の

「
二
大
偉
業
」
の
一
つ
は
両
堂
再
建
で
す
が
、
も
う
一
つ
は
負
債
の
償
却
で
す
。
明
治
二
十
一
年
、
再
建
工
事 

の
最
中
に
大
谷
派
が
か
か
え
て
い
た
負
債
は
、
三
百
三
十
万
円
を
越
え
て
い
た
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
仮
に
当
時
の
一
円
が
今
の
一
万 

円
と
し
て
、
三
百
三
十
億
で
す
。
今
の
大
谷
派
が
三
百
億
の
借
金
を
持
っ
て
た
ら
、
よ
ほ
ど
厳
し
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
い
ま
の
経
常 

予
算
が
百
三
十
億
円
で
す
か
ら
、
経
常
予
算
の
三
倍
に
達
す
る
借
金
を
か
か
え
て
お
れ
ば
、
な
か
な
か
厳
し
い
こ
と
は
お
分
か
り
で
し
ょ 

う
。
両
堂
の
再
建
で
莫
大
な
再
建
費
を
必
要
と
し
な
が
ら
、
併
せ
て
こ
の
借
金
の
返
済
も
や
っ
た
と
い
う
の
で
す
か
ら
、

マ
ス
コ
ミ
に
と 

っ
て
は
格
好
の
報
道
材
料
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
借
金
の
返
済
が
偉
大
な
る
事
業
な
の
か
ど
う
か
は
難
し
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
両
堂
の 

再
建
は
偉
業
で
す
ね
。
大
谷
派
と
い
う
の
は
中
々
大
し
た
こ
と
を
や
る
で
は
な
い
か
。
大
体
は
こ
ん
な
論
調
で
あ
り
ま
し
た
。
 

と
こ
ろ
が
外
か
ら
見
た
ら
そ
う
で
し
ょ
う
が
、
し
か
し
こ
の
た
め
に
宗
門
は
大
き
な
犠
牲
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
心 

あ
る
者
で
あ
れ
ば
、
宗
門
が
両
堂
再
建
と
負
債
の
償
却
に
払
っ
た
代
償
の
無
惨
で
あ
る
こ
と
に
泣
け
。
こ
う
い
う
よ
う
な
も
の
を
、
清
沢 

先
生
達
は
感
じ
た
の
で
す
。
こ
の
二
つ
の
大
き
な
仕
事
を
果
た
し
遂
げ
た
、
そ
の
衝
に
当
た
っ
た
宗
門
当
事
者
が
、
二
大
偉
業
を
や
り
遂
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げ
た
こ
と
に
や
や
傲
っ
た
。
高
ぶ
っ
た
気
持
ち
を
持
ち
、
傲
っ
た
。
そ
れ
が
清
沢
先
生
達
を
悲
痛
さ
せ
た
の
で
す
。
宗
門
の
現
状
を
見
て 

み
よ
。
お
金
を
集
め
る
た
め
に
ど
れ
ほ
ど
の
苦
労
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
苦
労
し
八
方
手
を
尽
し
て
、
つ
い
に
当
事
者
は
寺
格
，
 

堂
班
を
売
る
と
い
う
こ
と
を
や
っ
た
の
で
す
。
こ
の
明
治
期
の
両
堂
再
建
期
に
、
宗
門
の
寺
格
は
大
き
く
変
動
し
、
大
規
模
に
上
昇
し
て 

お
り
ま
す
。
そ
し
て
僧
侶
の
身
分
で
あ
る
堂
班
に
つ
い
て
も
、
事
は
同
じ
で
す
。
こ
う
い
う
目
も
当
て
ら
れ
な
い
よ
う
な
頹
廃
状
況
を
沢 

山
生
み
な
が
ら
、
二
大
偉
業
は
果
た
し
遂
げ
ら
れ
て
い
っ
た
。
宗
門
当
事
者
の
目
に
は
、
貧
乏
な
末
寺
の
住
職
が
、
飢
え
に
泣
く
子
を
抱 

え
て
困
惑
し
て
る
姿
が
見
え
な
い
の
か
。
こ
う
い
う
深
い
痛
み
を
お
さ
え
か
ね
た
強
い
表
現
で
の
訴
え
も
、
か
な
り
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。
 

要
す
る
に
無
理
を
し
た
。
そ
の
中
で
、
黙
視
し
か
ね
る
、
こ
れ
は
あ
ま
り
に
も
ひ
ど
い
と
い
う
か
た
ち
で
先
生
が
指
摘
し
た
の
が
、
「財 

務
の
紊
乱
」
と

「内
事
不
粛
」
で
あ
っ
た
の
で
す
。
こ
ん
な
事
ば
か
り
言
っ
て
い
て
も
ど
う
か
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
二
大
偉
業
を
行 

う
と
き
に
、
厳
密
な
収
支
決
算
を
し
た
の
で
あ
る
か
。
こ
う
い
う
問
題
の
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
当
事
者
は
や
や
傲
っ
て
と
言
い
ま
し
た
が
、
両
堂
再
建
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
に
よ
り
ま
し
て
、
明
治
十
七
年
に
国
家
の
指
導 

に
よ
っ
て' 

各
仏
教
教
団
は
そ
れ
ぞ
れ
の
教
団
の
基
本
法
と
い
う
べ
き
「宗
制
寺
法
」
を
作
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
大
谷
派
は
こ
の
宗
制
寺 

法
に
よ
っ
て
、
現
在
は
制
度
を
変
え
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
前
ま
で
あ
っ
た
法
主
管
長
制
を
整
え
た
の
で
す
が
、
こ
れ
が
実
質
を
持
つ 

て
い
く
の
で
す
、
両
堂
再
建
を
通
し
て
。
そ
こ
に
生
ま
れ
た
や
や
傲
っ
た
傲
り
の
表
現
が
、
大
谷
派
は
日
本
仏
教
教
団
中
最
も
専
制
的
な 

宗
門
で
あ
る
、
最
も
中
央
集
権
的
で
専
制
的
宗
門
で
あ
る
と
い
う
烙
印
を
押
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
当
時
、
西
本
願
寺
は
宗
議
会 

を
持
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
大
谷
派
に
は
そ
れ
が
無
い
。
宗
門
の
当
事
者
が
恣
な
宗
門
運
営
を
行
っ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
改
革
運
動
の
一
番
の
主
眼
は
、
不
振
に
陥
っ
た
教
学
を
振
興
す
る
こ
と
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
が
先
生
の
一
宗
門
人
と 

し
て
の
実
感
と
、
そ
れ
か
ら
全
国
的
な
規
模
で
宗
門
の
改
革
を
訴
え
て
い
く
た
め
の
い
わ
ば
必
要
と
さ
れ
た
配
慮
で
し
ょ
う
ね
。
教
学
の 

振
興
だ
け
を
掲
げ
た
の
で
は
、
宗
門
改
革
運
動
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
あ
れ
は
学
者
連
中
の
騒
ぎ
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が 

財
務
の
紊
乱
と
な
り
ま
す
と
、
や
は
り
当
時
の
門
末
が
関
心
を
持
た
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
課
題
で
す
し
、
有
司
専
行
、

つ
ま
り
寺
務

143



総
長
の
独
占
的
な
宗
門
運
営
と
い
う
こ
と
も
、
宗
門
人
の
不
満
が
く
す
ぶ
る
と
こ
ろ
で
す
。
そ
れ
に
加
え
て
、
「内
事
不
粛
」
で
す
。
こ 

れ
は
法
主
で
あ
る
人
の
品
行
が
新
聞
，
雑
誌
に
無
遠
慮
に
取
り
ざ
た
さ
れ
て
い
っ
た
問
題
で
す
。
そ
れ
を

「内
事
不
粛
」
と
い
う
の
は' 

内
事
局
長
・
渥
美
契
縁
師
の
責
任
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
で
す
。
実
際
に
新
聞
へ
出
た
の
は
、
大
谷
派
本
願
寺
の
法
主
の
不
品
行
と
い 

う
記
事
で
す
が' 

さ
ら
に
当
時
、
た
ま
た
ま
政
府
の
方
か
ら
爵
位
を
授
与
す
る
と
い
う
連
絡
が
あ
り
ま
し
た
。
就
い
て
は
東
本
願
寺
は
受 

爵
を
希
望
さ
れ
る
か
と
。
そ
う
い
う
内
々
の
連
絡
を
受
け
て
、
宗
門
は
も
ち
ろ
ん
公
爵
を
希
望
し
ま
し
た
。
明
治
に
制
定
さ
れ
た
日
本
の 

貴
族
制
度
に
、
い
わ
ゆ
る
「公
侯
伯
子
男
」
と
、
公
爵
、
侯
爵
、
伯
爵
、
子
爵
、
男
爵
と
い
う
位
階
が
あ
り
ま
す
ね
。
大
谷
家
は
九
条
家 

と
深
い
関
係
を
持
つ
家
で
あ
る
が
、
九
条
家
、
近
衛
家
は
公
爵
な
の
だ
か
ら
、
当
然
大
谷
派
の
大
谷
家
は
公
爵
に
叙
せ
ら
れ
る
べ
き
だ
と 

要
求
し
ま
し
た
が
、
政
府
は
そ
れ
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
の
で
伯
爵
に
決
め
た
の
で
す
。
そ
れ
で
非
常
に
不
満
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
 

や
む
を
え
な
い
と
い
う
の
で
受
け
た
の
で
す
。
そ
れ
を
新
聞
は
取
り
上
げ
て
、
「大
谷
派
法
主
、
天
爵
の
貴
き
を
忘
れ
て
人
爵
に
諛
る
」
 

と
報
道
し
ま
し
た
。
法
主
と
い
う
の
は
、
親
鸞
聖
人
の
教
え
を
継
承
し
、
仏
法
を
継
承
す
る
と
い
う
、
世
俗
の
位
を
超
え
た
尊
い
意
味
を 

持
っ
た
位
で
は
な
い
か
。
天
爵
、
天
が
授
け
た
世
俗
を
超
え
た
尊
い
位
で
は
な
い
か
。
そ
の
尊
さ
を
忘
れ
て
、
人
間
が
作
っ
た
爵
位
に
お 

も
ね
っ
た
。
何
た
る
不
見
識
か
と
い
う
よ
う
な
報
道
で
す
。
不
適
切
な
言
葉
で
す
み
ま
せ
ん
が
、
大
谷
派
の
法
主
と
い
う
の
は
そ
う
い
う 

尊
い
位
置
に
あ
り
な
が
ら
、
高
利
貸
と
同
じ
よ
う
に
募
財
を
事
と
し
て
お
ら
れ
る
の
か
と' 

こ
う
い
う
よ
う
な
言
葉
さ
え
言
わ
れ
る
よ
う 

な
状
態
で
あ
り
ま
し
て
、
「
世
の
侮
辱
を
受
く
る
こ
と
、
今
日
よ
り
も
甚
だ
し
き
は
な
し
」
と
、
心
あ
る
宗
門
人
を
悲
泣
さ
せ
る
よ
う
な 

事
態
が
、
当
時
の
新
聞
を
出
し
て
み
た
ら
、
す
ぐ
目
に
つ
く
の
で
す
。
清
沢
先
生
は
腸
が
ち
ぎ
れ
る
よ
う
な
痛
み
を
感
ず
る
と
歎
い
て
お 

り
ま
す
が
、
そ
れ
を
放
置
さ
せ
て
い
る
の
は
、
当
事
者
た
る
内
事
局
長
の
責
任
で
は
な
い
か
。
宗
門
人
た
る
も
の
、
こ
れ
を
涙
な
く
し
て 

見
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
当
事
者
の
責
任
を
問
う
。
財
務
に
つ
い
て
も
、
予
算
決
算
は
き
ち
ん
と
行
わ
れ
て
い
る
の 

か
。
門
末
の
血
と
汗
を
絞
っ
て
、
し
か
し
な
が
ら
厳
正
な
会
計
の
処
理
も
行
わ
れ
て
い
な
い
。
黙
視
で
き
な
い
で
は
な
い
か
。
こ
う
い
う 

よ
う
な
極
め
て
実
際
的
な
こ
と
を
、
清
沢
先
生
は
や
っ
て
い
る
の
で
す
。
だ
か
ら
な
る
ほ
ど
「精
神
一
片
の
人
に
あ
ら
ず
し
て
、
随
分
策
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も
あ
り
略
も
あ
る
」
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
当
時
の
識
者
が
言
っ
て
い
る
の
も
、
な
る
ほ
ど
む
べ
な
る
か
な
と
い
う
感
じ
で
す
。
 

こ
う
い
う
、
先
生
を
し
て
「九
腸
寸
断
」
の
思
い
を
さ
せ
た
、
宗
門
の
痛
む
べ
き
現
状
を
目
の
当
た
り
し
て
、
先
生
は
し
か
し
な
が
ら 

粗
探
し
を
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
こ
れ
が
本
願
他
力
の
宗
義
、
つ
ま
り
親
鸞
聖
人
の
本
願
の
教
え
を
継
承
す
る
最
も
重
い
責
任
を 

も
つ
、
宗
門
の
現
状
で
あ
る
の
か
。
心
あ
る
者
は
泣
け
、
こ
う
い
う
感
じ
な
の
で
す
。
そ
れ
を
訴
え
た
の
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
を
通
し
て 

先
生
の
改
革
運
動
の
方
針
は
、
宗
門
内
議
会
制
度
の
確
立
、
こ
こ
へ
凝
集
し
て
い
き
ま
す
。
簡
単
に
言
え
ば
宗
議
会
を
開
設
す
べ
き
で
あ 

る
、
こ
う
い
う
要
求
で
す
。
こ
れ
は
も
う
西
本
願
寺
は
既
に
明
治
十
年
か
ら
始
め
て
お
り
ま
す
し
、
国
家
は
憲
法
制
定
に
よ
っ
て
明
治
二 

十
三
年
か
ら
始
め
て
お
り
ま
す
。
大
谷
派
は
明
治
三
十
一
年
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
遅
れ
て
は
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
国
家
と
西
本
願
寺
の 

モ
デ
ル
と
い
う
か
先
例
が
あ
り
ま
す
の
で
ヽ
そ
れ
を
承
知
し
な
が
ら
制
度
と
し
て
は
あ
あ
い
う
形
で
宗
門
の
運
営
を
末
寺
住
職
が
参
加
す 

る
形
で
行
う
べ
き
で
あ
る
と
要
求
し
て
い
っ
た
の
で
す
。
立
憲
君
主
制
で
す
ね
、
国
家
で
言
う
と
。
あ
あ
い
う
も
の
を
「末
寺
会
議
」
と 

い
う
名
で
開
設
し
て
欲
し
い
、
こ
う
い
う
要
求
に
凝
集
し
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
中
に
は
激
し
く
門
末
総
会
議
を
要
求
す
る
人
も 

あ
り
ま
し
た
。
門
末
総
会
議
と
い
う
の
は
、
い
ま
の
宗
議
会
と
参
議
会
を
一
つ
に
し
た
よ
う
な
形
で
す
。
こ
れ
は
時
期
尚
早
と
言
わ
ざ
る 

を
え
な
い
。
先
ず
末
寺
住
職
が
宗
政
、
つ
ま
り
宗
門
の
運
営
に
参
加
す
る
体
制
を
つ
く
る
こ
と
、
こ
こ
か
ら
始
め
て
い
こ
う
。
こ
う
い
う 

よ
う
な
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
す
。

今
の
大
谷
派
の
宗
議
会
は
、
清
沢
先
生
の
宗
門
改
革
運
動
が
生
み
出
し
た
成
果
な
の
で
す
。
但
し' 

最
初
、
石
川
舜
台
師
が
中
心
に
な 

っ
て
議
会
を
作
っ
た
と
き
に
は
、
議
制
局
と
い
う
名
で
し
た
。
そ
れ
が
時
を
追
う
て
議
制
会
、
そ
し
て
宗
議
会
と
、
こ
う
い
う
名
称
に
な 

っ
て
い
き
ま
す
が
、
議

員

は

「賛
衆
」
と
い
い
ま
し
た
。
字
を
知
ら
な
い
我
々
は
、
「賛
衆
」
と
い
う
の
は
賛
成
す
る
人
か
と
理
解
し
て' 

な
か
な
か
意
を
得
た
、
妙
味
の
あ
る
言
葉
遣
い
で
は
な
い
か
と
、
笑
っ
て
お
り
ま
し
た
。

し
か
し
こ
れ
に
つ
い
て
、
清
沢
先
生
は
宗
門
改
革
運
動
を
行
っ
た
け
れ
ど
も
失
敗
し
た'

挫
折
し
た
。
こ
、つ
い
う
の
が
、
大
体
定
着
し 

て
い
る
理
解
で
す
。
し
か
し
私
は
そ
れ
は
少
し
一
面
的
に
過
ぎ
る
と
考
え
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
意
の
如
く
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
痛
み
は
あ
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り
ま
す
。
し
か
し
大
谷
派
が
と
も
か
く
議
会
と
い
う
形
を
と
っ
て
末
寺
住
職
の
参
加
に
よ
る
宗
門
の
運
営
に
着
手
し
た
わ
け
で
す
。
や
は 

り
歴
史
的
に
見
て
、
肯
定
さ
れ
る
べ
き
大
切
な
実
を
結
ん
だ
と
い
う
の
が
、
正
当
な
評
価
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
宗
門
に 

議
会
が
あ
る
の
が
本
当
に
適
切
な
の
か
、
も
っ
と
違
っ
た
制
度
が
適
切
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
議
論
は
あ
り
得
ま
す
。
し
か
し
当
時
の 

「有
司
専
行
」
、
当
事
者
の
独
断
専
行
、
こ
う
い
う
言
葉
に
凝
集
す
る
よ
う
な
宗
門
体
制
の
混
乱
の
中
か
ら
す
れ
ば
、
や
は
り
こ
う
い
う 

形
で
宗
門
運
営
は
図
ら
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
の
は
、
良
識
の
声
と
い
う
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
意
の
如
く
な
ら
な
い
の 

は
、
そ
れ
は
清
沢
先
生
の
責
任
で
は
な
く
て
、
宗
門
の
責
任
な
の
で
す
か
ら
、
あ
ん
ま
り
失
敗
し
た
と
か
挫
折
し
た
と
い
う
こ
と
を
言
い 

過
ぎ
る
の
は
、
歴
史
認
識
と
し
て
私
は
す
こ
し
主
観
的
に
過
ぎ
る
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
ご
ろ
は
感
じ
ま
す
。

四

そ
の
後
の
大
谷
派
の
宗
議
会
の
歴
史
は
、
必
ず
し
も
マ
イ
ナ
ス
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
句
仏
事
件
の
折
に
も
、
い
ろ
い
ろ
と
大
切 

な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
ま
す
。
た
だ
こ
う
い
う
形
に
凝
集
し
て
い
っ
た
改
革
運
動
を
通
し
て
、
先
生
は
い
ろ
い
ろ
な
問
題
を
、
こ
れ
が 

宗
門
か
と
い
う
痛
み
と
と
も
に
見
て
い
っ
た
の
で
す
。
そ
の
一
つ
が
、
法
主
制
の
問
題
で
あ
っ
た
の
で
す
。
『教
界
時
言
』
の
中
に
、
「師 

命
論
」
と
題
さ
れ
た
論
文
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
「宗
門
の
師
主
」
で
あ
る
法
主
の
命
令
と
は
何
か
、
こ
れ
を
テ
ー
マ
に
し
た
論
文
で
す
。
 

こ
れ
は
運
動
の
最
中
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
表
現
は
や
や
き
つ
く
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
の
論
文
で
何
を
言
っ
て
い
る
か
と 

い
い
ま
す
と
、
「議
会
制
は
大
谷
派
の
固
有
の
宗
風
に
合
致
し
な
い
か
ら
、
永
世
こ
れ
を
認
め
て
は
な
ら
な
い
」(

『大
谷
派
本
山
近
年
事
情
」
 

取
意)

と
伝
え
ら
れ
る
厳
如
上
人
の
厳
命
が
あ
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
宗
門
当
局
が
言
を
左
右
に
し
て
、
改
革
派
の
議
会
開 

設
の
要
求
を
受
け
い
れ
な
い
。
何
と
し
て
も
拒
否
す
る
わ
け
で
す
。
宗
務
総
長
が
か
た
く
な
に
拒
否
す
る
背
後
に
は
、
御
法
主
の
意
向
が 

あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
ぐ
分
か
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
す
る
と
、
御
法
主
の
意
向
と
は
一
体
何
で
あ
る
か
、
こ
れ
を
問
題
に
し
た
わ
け
で 

す
。
法
主
に
は
私
的
な
言
行
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
法
主
は
公
人
で
あ
り
、
公
の
職
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
に
伴
う
責
任
が
あ
る
。
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公
人
と
し
て
の
法
主
の
命
示
は
、
全
宗
門
人
が
襟
を
正
し
て
聞
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
法
主
の
意
向
・
発

言

・
行
動
は
、
 

こ
れ
は
公
人
の
行
為
で
あ
る
か
ら
個
人
の
恣
意
に
発
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
個
人
的
な
言
行
は
、
た
と
え
法
主
で
あ
る
人
の 

言
行
で
あ
っ
て
も
、
師
命
と
し
て
の
権
威
は
も
た
な
い
。
こ
う
い
う
主
張
な
の
で
す
。
な
る
ほ
ど
法
主
制
に
対
す
る
歴
史
的
な
反
省
が
、
 

こ
う
い
う
形
で
始
ま
っ
て
き
た
の
か
と
い
う
事
を
知
り
ま
す
ね
。

そ
れ
か
ら
い
ま
一
つ
は
、
「宗
学
」
と
袂
を
別
っ
と
い
う
決
意
を
敢
え
て
表
明
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
で
す
。
そ
れ
を
論
じ
た
論 

文
が
、
「貫
練
会
を
論
ず
」
と
題
さ
れ
た
論
文
で
す
。
貫
練
会
と
い
う
の
は
、
い
ま
も
高
倉
会
館
の
講
堂
に
貫
練
堂
と
い
う
額
が
掲
げ
て 

あ
り
ま
す
が
、
あ
そ
こ
が
高
倉
学
寮
の
講
堂
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
因
ん
で
つ
け
ら
れ
た
会
名
で
す
が
、
当
時
の
宗
学
者
が
全
員
、
貫 

練
会
と
い
う
会
を
作
っ
て
、
清
沢
先
生
の
改
革
運
動
に
対
す
る
反
対
の
意
向
と
姿
勢
を
表
明
し
た
の
で
す
。
加
わ
ら
な
か
っ
た
の
は
南
条 

文
雄
先
生
、
村
上
専
精
先
生
と
い
う
、
特
定
の
方
だ
け
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
あ
と
の
い
わ
ゆ
る
宗
学
者
の
全
員
が
貫
練
会
に
参
加
し
て
、
 

清
沢
先
生
に
同
調
し
な
い
、
む
し
ろ
反
対
で
あ
る
と
い
う
姿
勢
を
表
明
し
、
清
沢
先
生
た
ち
の
立
場
を
「伝
統
の
宗
意
に
改
竄
を
加
え
る 

も
の
」
と
批
判
し
た
の
で
す
。
そ
れ
で
清
沢
先
生
は
、
大
切
な
使
命
を
も
つ
宗
門
が
、
本
願
他
力
の
教
え
を
最
も
責
任
を
も
っ
て
継
承
す 

べ
き
宗
門
が
、
本
当
に
宗
祖
の
御
心
に
適
う
よ
う
な
宗
門
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
願
っ
て
、
若
干
の
見
解
を
提
示
し
た
。
そ
れ
を
理
解 

せ
ず
に
、
反
対
し
拒
否
す
る
、
こ
れ
は
何
事
で
あ
る
か
。
そ
の
事
が
も
し
宗
学
に
由
来
す
る
と
す
れ
ば
、
宗
学
に
自
分
は
別
れ
を
告
げ
る 

ほ
か
は
な
い
。
ほ
ぼ
こ
う
い
う
よ
う
な
趣
旨
で
す
。
我
々
が
依
る
べ
き
は
、
『教
行
信
証
』
に
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
た
宗
祖
聖
人
の
仏
法 

の
御
了
解
で
あ
る
。
こ
れ
を
宗
義
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
末
学
の
研
究
は
、
こ
れ
は
宗
学
で
あ
っ
て
宗
義
で
は
な
い
。
 

こ
れ
は
参
考
に
す
べ
き
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
拠
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
拠
る
べ
き
は
宗
義
、
学
ぶ
べ
き
は
宗
学
と 

い
う
か
、
宗
学
は
や
は
り
学
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
拠
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
宗
学
を
学
ぶ
人
達
が
、
伝
統
の 

宗
学
を
権
威
と
し
正
意
と
し
て
、
自
分
達
が
訴
え
て
い
る
、
襟
を
正
し
て
宗
祖
聖
人
の
御
心
に
適
う
よ
う
な
宗
門
で
あ
り
た
い
と
願
う
、
 

こ
の
願
い
を
ど
う
し
て
理
解
し
な
い
で
拒
否
な
さ
る
の
か
。
こ
れ
は
む
し
ろ
痛
ま
し
い
で
は
な
い
か
。
こ
う
い
う
よ
う
な
感
じ
が
溢
れ
た
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文
章
が
書
か
れ
ま
し
た
の
で
す
。
こ
れ
が
や
は
り
大
谷
派
の
親
鸞
理
解
を
、
新
し
い
場
面
で
開
拓
し
て
い
く
突
破
口
或
い
は
第
一
歩
と
な 

っ
た
、
先
生
の
見
解
の
披
瀝
と
い
う
感
銘
が
強
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
こ
の
二
つ
の
問
題
提
起
は
と
も
に
現
在
の
宗
門
に
と
っ
て
、
な
お
生
き
た
課
題
と
理
解
す
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
す
。
も
う
時
間 

が
来
ま
し
た
の
で
残
念
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
う
苦
労
を
重
ね
な
が
ら
先
生
は
あ
ら
た
め
て
で
す
ね
、
大
谷
派
の
宗
門
の
天
職 

と
し
て
、
人
間
の
求
道
の
場
と
な
る
こ
と
を
、
力
を
こ
め
て
訴
え
た
の
で
す
。
そ
し
て
痛
む
べ
き
宗
門
の
現
状
を
反
省
し
な
が
ら
、
宗
門 

が
こ
う
あ
っ
て
欲
し
い
と
い
う
形
と
方
向
を
、
自
分
は
い
さ
さ
か
申
し
上
げ
た
。
そ
こ
に
残
念
な
が
ら
混
乱
も
引
き
起
こ
し
た
け
れ
ど
も
、
 

こ
う
い
う
苦
労
を
経
て
あ
ら
た
め
て
考
え
て
い
こ
う
と
提
起
し
た
の
が
、
こ
の
歴
史
的
な
問
い
で
あ
り
ま
し
た
。

試
み
に
問
ふ
、
大
谷
派
な
る
宗
門
は
何
の
処
に
存
す
る
か
。

京
都
六
条
の
天
に
聳
ゆ
る
あ
の
本
願
寺
が
あ
る
処
、
そ
こ
が
大
谷
派
と
い
う
宗
門
の
あ
る
処
で
あ
ろ
う
か
。
全
国
に
七
千
ヶ
寺
の
末
寺 

が
展
開
し
て
い
る
そ
こ
が
、
大
谷
派
と
い
う
宗
門
の
存
す
る
処
で
あ
ろ
う
か
。
大
谷
派
に
僧
侶
の
資
格
を
も
っ
て
い
る
も
の
が
三
万
人
い 

る
。
そ
の
三
万
人
の
僧
侶
の
い
る
処
に
、
大
谷
派
と
い
う
宗
門
が
あ
る
と
心
得
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
全
国
に
百
万
戸
の
門
徒 

が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
百
万
の
門
徒
の
い
る
処
、
そ
こ
に
大
谷
派
な
る
宗
門
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
一
 々

挙
げ
て
、
「
日
く
否
」
。
そ
う
で
は
な
い
。
建
物
は
火
に
焼
け
、
水
に
流
さ
れ
る
。
人
は
名
前
を
懸
け
て
い
る
だ
け
の
、
つ
ま
り
有
名
無
実 

の
僧
侶
と
門
徒
は
残
念
な
が
ら
た
く
さ
ん
い
る
。
そ
ん
な
も
の
は
当
て
に
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
間
違
い
な
く
こ
こ
に
大
谷
派
と
呼 

ば
れ
る
宗
門
が
あ
る
、
こ
う
言
え
る
大
切
な
自
覚
的
な
場
は
何
で
あ
る
か
。
こ
れ
を
問
う
て
、
自
分
は
、
 

大
谷
派
な
る
宗
門
は
、
大
谷
派
な
る
宗
教
的
精
神
の
存
す
る
所
に
在
り
。
豈
に
人
員
の
多
寡
を
問
は
ん
や
。
豈
に
堂
宇
の
有
無
を
問 

は
ん
や
。
将
た
豈
に
そ
の
顱
を
円
に
し
、
そ
の
袍
を
方
に
す
る
と
否
と
を
問
は
ん
や
。
苟
く
も
こ
の
精
神
の
存
す
る
所
は
、
即
ち
大 

谷
派
な
る
宗
門
の
存
す
る
所
な
り
。
而
し
て
、
大
谷
派
な
る
宗
門
の
盛
衰
は
、
実
に
こ
の
精
神
の
消
長
に
外
な
ら
ず
。

(

『全
集
』

四

，
二
九
二
頁)
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こ
う
確
信
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
先
生
は
尋
ね
当
て
た
の
で
す
。

大
谷
派
な
る
宗
教
的
精
神
と
、
こ
こ
で
独
特
の
言
い
方
を
し
て
お
り
ま
す
。
宗
教
的
精
神
と
い
う
の
は
普
遍
的
な
信
心
の
こ
と
で
あ
り 

ま
す
が
、
そ
れ
に
大
谷
派
と
い
う
限
定
を
つ
け
た
の
は
、
大
谷
派
と
呼
ば
れ
る
宗
門
が
、
あ
る
意
味
で
い
の
ち
と
し
て
伝
え
て
き
た
、
親 

鸞
聖
人
の
本
願
他
力
の
教
え
に
よ
っ
て
獲
ら
れ
た
信
心
、
こ
れ
を
大
切
に
思
う
か
ら
で
す
。
宗
門
が
よ
く
聖
人
の
教
法
を
相
続
し
て
き
た 

恩
恵
を
思
う
か
ら
こ
そ
で
す
。
だ
か
ら
宗
教
的
精
神
に
、
「大
谷
派
な
る
」
と
い
う
限
定
の
言
葉
を
敢
え
て
つ
け
る
の
は
、
こ
う
い
う
見 

解
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

そ

の

「大
谷
派
な
る
宗
教
的
精
神
」
の
具
体
相
が
、
先
生
の
そ
の
後
の
さ
ま
ざ
ま
な
言
葉
で
表
明
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

一
番
典
型
的
に 

示
さ
れ
て
い
る
の
が
、
「真
宗
大
学
開
校
の
辞
」
に
語
ら
れ
た
、
「我
々
が
信
奉
す
る
本
願
他
力
の
宗
義
に
基
づ
き
ま
し
て
、
我
々
に
於
い 

て
最
大
事
件
な
る
自
己
の
信
念
の
確
立
の
上
に
、
其
の
信
仰
を
他
に
伝
え
る
、
即
ち
自
信
教
人
信
の
誠
を
尽
す
べ
き
」
精
神
で
す
ね
。
こ 

れ
を
こ
そ
「大
谷
派
な
る
宗
教
的
精
神
」
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
る
と
、
こ
れ
に
凝
集
し
て
理
解
し
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
も
う
時
間
が
来
て 

お
り
ま
す
か
ら
、
も
う
一
言
で
終
え
ま
す
け
れ
ど
も
、
清
沢
先
生
が
そ
の
膨
大
な
著
作
、
あ
る
い
は
講
話
の
記
録
の
中
で
、
親
鸞
聖
人
の 

恩
徳
を
最
も
強
く
憶
い
な
が
ら
書
か
れ
た
も
の
、
そ
れ
が
絶
唱
と
い
う
べ
き
「他
力
の
救
済
」
で
す
。

若
し
世
に
他
力
救
済
の
教
な
か
り
せ
ば
、
我
は
終
に
迷
乱
と
悶
絶
と
を
免
れ
ざ
り
し
な
る
べ
し
。 

(

『全
集
』
六
・
五
ハ
頁) 

こ
う
表
白
さ
れ
て
い
る
通
り
で
す
ね
。
そ

の

「他
力
の
救
済
」
を
読
み
ま
し
て
、
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
が
、
大
谷
派
な
る
宗
教 

的
精
神
の
一
つ
の
具
体
相
で
あ
る
と
了
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
、
こ
う
い
う
感
を
深
く
す
る
の
で
す
。
そ

こ

に

「他
力
の
救
済
を
念
ず 

る
」
、
本
願
の
救
い
を
憶
念
す
る
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
本
願
の
救
済
を
憶
念
す
る
道
は
、
も
ち
ろ
ん
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
名 

念
仏
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
は
真
宗
の
伝
統
で
あ
り
ま
す
。
だ

か

ら

「我
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
他
力
の
救
済
を
念
ず
る
と
き 

は
、
我
が
処
す
る
と
こ
ろ
に
光
明
照
ら
し
」
、
こ
う
い
う
述
懐
な
の
で
す
。

つ
ま
り
念
仏
の
信
心
の
吐
露
と
聞
く
べ
き
、
先
生
の
信
心
の 

表
白
で
す
。
そ
の
中
に
先
生
は
、
自
分
は
こ
の
他
力
の
救
済
を
念
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
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迷
倒
苦
悶
の
娑
婆
を
脱
し
て
、
悟
達
安
楽
の
浄
土
に
入
ら
し
む
る
が
如
し
。 

(

『全
集
」
六
・
五
ハ
頁) 

と
述
懐
さ
れ
ま
す
。
あ
れ
を
私
は
清
沢
先
生
の
念
仏
往
生
と
い
う
か
、
往
生
の
信
の
表
白
と
聞
く
べ
き
だ
と
理
解
す
る
の
で
す
。
身
は
迷 

倒
苦
悶
の
娑
婆
に
生
き
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
超
え
て
、
他
力
救
済
の
念
は
「悟
達
安
楽
の
浄
土
に
入
ら
し
む
る
が
如
し
」
。
 

あ
れ
が
往
生
道
を
語
っ
た
、
非
常
に
意
味
深
い
言
葉
で
し
ょ
う
。
さ
ら
に
そ
れ
を
受
け
て
、
 

今
や
濁
浪
滔
々
の
闇
黒
世
裡
に
在
り
て
、
夙
に
清
風
掃
々
の
光
明
界
中
に
遊
ぶ
を
得
る 

(

『全
集
』
六

・
五
ハ
頁) 

と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。
「清
風
」
、
す
が
す
が
し
い
風
。
こ
れ
は
涅
槃
の
香
り
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
涅
槃
の
風
が
吹
き
、
涅
槃
の
香 

り
が
薫
る
。
そ
の
涅
槃
の
風
が
さ
わ
や
か
に
吹
い
て
い
る
広
や
か
な
光
の
世
界
に
、
遊
ぶ
が
如
く
悠
々
と
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ 

は
、
完

全

に

「悟
達
安
楽
の
浄
土
に
入
ら
し
む
る
が
如
し
」
と
い
う
そ
の
感
慨
の
、
重
ね
て
の
表
明
で
あ
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う 

す
る
と
、
涅
槃
の
風
が
さ
わ
や
か
に
吹
く
光
の
世
界
に
、
遊
ぶ
が
如
く
悠
々
と
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
は
、
『歎
異
抄
』
の 

「念
仏
者
は
無
碍
の
一
道
な
り
」(

『真
宗
聖
典
』:

ハ
ニ
九
頁)

と
い
う
あ
の
風
光
を
、
先
生
は
語
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
こ 

れ
が' 

浄
土
あ
る
い
は
往
生
浄
土
の
自
覚
道
の
、
非
常
に
体
験
的
で
率
直
な
表
白
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
そ
の
如
来
光
明
中
に 

生
き
る
、
あ
る
い
は
広
や
か
な
如
来
の
光
の
照
ら
す
世
界
に
生
き
る
、
こ
の
目
覚
め
を
獲
た
人
は
、
自
分
だ
け
で
は
な
く
て
、

一
切
衆
生 

が
如
来
光
明
中
の
同
朋
で
あ
る
こ
と
を
信
ず
る
、
こ
う
い
う
自
覚
を
展
開
し
て
い
く
の
だ
。
念
仏
の
信
を
獲
た
人
は
、
自
分
自
身
が
光
明 

内
存
在
に
目
覚
め
た
と
い
う
深
い
感
謝
を
い
た
だ
く
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
な
い
。

一
切
の
衆
生
が
自
分
と
同
じ
よ 

う
に
、
如
来
の
光
明
の
中
に
照
ら
さ
れ
生
か
さ
れ
て
い
る
と
信
ず
る
の
で
あ
る
。
自
分
は
一
切
の
衆
生
が
、
如
来
光
明
界
中
の
同
朋
た
る 

こ
と
を
信
ず
る
。
こ
う
い
う
こ
と
を
『
他
力
信
仰
の
発
得
」
と
い
う
、
明
治
三
十
二
年
に
書
か
れ
た
文
章
の
中
で
、
先
生
は
記
し
て
い
き 

ま
す
。
こ

の

「同
朋
」
と
い
う
言
葉
が
大
切
に
語
ら
れ
る
の
は
、
真
宗
の
歴
史
の
上
で
久
し
ぶ
り
だ
と
い
う
感
銘
で
あ
り
ま
す
。
 

こ
れ
を
さ
ら
に
最
晩
年
の
『当
用
日
記
』
の
中
で
は
、
「
同
朋
」
と
い
う
言
葉
に
換
え
て
、
「兄
弟
姉
妹
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
ま
す
。
 

こ
う
い
う
、
如
来
光
明
中
の
同
朋
で
あ
る
と
い
う
一
つ
の
感
銘
深
い
覚
知
を
獲
た
も
の
は
、
同
朋
で
あ
る
も
の
が
互
い
に
「相
愛
相
扶
の
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親
情
」
を
持
ち
合
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
『臘
扇
記
』
で
は
、
「同
朋
間
の
同
情
」
が

「大
要
義
」
で
あ
る
と
語
ら
れ
ま
す
。
 

そ
れ
が
同
朋
の
覚
悟
に
目
覚
め
た
人
の
、
最
も
大
切
な
生
き
方
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
す
。
の
み
な
ら
ず
、
自
分
の
言
う
こ
の
「
同
情
」 

と

か

「親
情
」
は
、
大
悲
心
に
源
泉
を
持
つ
心
で
あ
る
。
だ

か

ら

「常
行
大
悲
」
と
い
う
伝
統
的
な
言
葉
で
言
い
直
し
て
も
い
い
か
と
、
 

了
解
さ
れ
て
く
る
の
で
す
。
こ
の
大
悲
心
に
源
泉
を
持
つ
「親
情
」
あ
る
い
は
「同
情
」
を
持
ち
合
う
こ
と
、
こ
れ
が
如
来
光
明
中
の
兄 

弟
姉
妹
で
あ
る
と
い
う
、
感
謝
す
る
ほ
か
は
な
い
目
覚
め
を
獲
た
者
に
期
待
さ
れ
る
生
き
方
で
あ
る
。
こ
れ
を
「仏
の
命
示
」
と
、
自
分 

は
い
た
だ
く
。
こ
こ
に
、
覚
悟
し
て
自
分
の
人
生
を
捧
げ
て
い
き
た
い
の
で
あ
る
と
、
こ
、つ
い
う
よ
う
な
覚
悟
を
展
開
し
て
い
か
れ
た
の 

で
す
。
そ
の
全
体
が
、
大
谷
派
と
い
う
宗
門
を
実
現
し
て
い
く
宗
教
的
精
神
で
あ
る
と
、
こ
の
よ
う
に
先
生
は
最
晩
年
に
至
っ
て
は
っ
き 

り
と
尋
ね
当
て
て
下
さ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
信
心
が
そ
の
よ
う
に
、
大
谷
派
と
呼
ば
れ
る
宗
門
つ
ま
り
信
心
の
共
同
体
を
求
め
、
そ
の 

現
前
を
願
う
。
そ
れ
が
念
仏
の
信
心
の
大
切
な
意
味
で
あ
る
の
か
。
こ
、つ
い
う
こ
と
を
、
先
生
の
断
片
的
に
記
さ
れ
た
言
葉
で
あ
り
ま
す 

け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
あ
ら
た
め
て
大
切
に
教
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
百
年
前
の
清
沢
先
生
に
よ
っ
て
、
 

尋
ね
当
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

私
達
は
清
沢
先
生
を
大
切
な
先
輩
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
先
生
が
開
拓
さ
れ
た
こ
う
い
う
非
常
に
創
造
的
な
宗
教 

的
精
神
、
本
願
の
信
の
積
極
性
を
、
私
た
ち
は
よ
く
学
ん
で
き
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
、つ
い
う
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
自
分
に
問
い
か
け
直
す 

こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
う
い
う
大
き
な
教
示
を
い
た
だ
い
て
、
百
年
前
の
清
沢
満
之
先
生
の
、
本
当
に
開
拓
的
な
親
鸞
聖
人
の
精 

神
へ
の
回
帰
で
す
ね
、
そ
の
恩
恵
を
あ
ら
た
め
て
憶
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

不
適
切
な
言
葉
や
ら
、
雑
談
め
い
た
こ
と
を
数
多
く
申
し
ま
し
て
失
礼
致
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
先
生
の
百
回
忌
を
お
迎
え
し
て
、
あ 

ら
た
め
て
先
生
か
ら
我
々
に
期
待
さ
れ
て
い
る
と
了
解
す
る
こ
と
の
一
端
を
、
思
う
ま
ま
に
率
直
に
申
し
上
げ
た
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
 

有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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