
能

動

的

自

己

安 

富 

信 

哉 

今
年
の
臘
扇
忌
法
要
に
清
沢
満
之
先
生
に
つ
い
て
お
話
し
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
ま
し
て
、
た
い
へ
ん
光
栄
に
存
じ
ま
す
。
ま
ず
臘
扇 

忌
実
行
委
員
会
の
代
表
神
戸
和
曆
先
生
そ
し
て
学
生
委
員
の
皆
様
の
こ
れ
ま
で
の
ご
尺
力
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

さ
て'

『能
動
的
自 

己
』
と
い
う
題
を
掲
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
け
ど
、
私
が
大
谷
大
学
で
清
沢
先
生
に
つ
い
て
最
初
に
憶
え
た
言
葉
が
、
た
だ
い
ま
の 

神
戸
先
生
の
ご
挨
拶
や
藤
永
君
の
感
話
に
あ
り
ま
し
た\

「自
己
と
は
な
ん
ぞ
や
」

と
い
う
こ
と
ば
で
ご
ざ
い
ま
す
。
「自
己
」
は
誰
で
も
持
っ
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も' 

し
か
し
考
え
て
み
る
と
、

そ
れ
が
何
か
よ
く 

わ
か
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
そ
の
自
己
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
、
日
本
の
近
代
の
初
め
に
深
く
問
う
た
方
が
清
沢
先
生
で
あ
っ
た
の
で
す
。
 

先
生
が
特
に
自
己
の
問
題
に
ぶ
つ
か
っ
た
の
は
病
に
か
か
ら
れ
た
と
き
で
す
。
先
生
は' 

肺
結
核
で
あ
り
ま
し
た
の
で
病
を
養
う
た
め
に 

三
河
の
大
浜
の
西
方
寺
に
帰
ら
れ
ま
し
た
。
お
手
許
に
年
表
が
あ
り
ま
す
の
で
、
見
て
い
た
だ
け
れ
ば
わ
か
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
明
治
三 

一
年
三
六
歳
の
頃
で
す
。
こ
こ
で
の
病
床
生
活
と
い
う
も
の
は
、
先
生
の
信
仰
の
形
成
に
と
っ
て
た
い
へ
ん
に
重
要
な
意
味
を
持
ち
ぎ
す
。
 

こ
の
時
の
心
の
内
景
を
伝
え
て
く
れ
る
の
が
、
当
時
の
先
生
の
日
記
で
す
。

そ
の
頃
先
生
は
、
『
徒
然
雑
誌
』
と
い
う
日
記
と
、
 

そ
の
あ 

と

『
臘
扇
記
』
と
い
う
日
記
を
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
特

に

『
臘
扇
記
』
は
、
自
己
を
問
い
、
自
己
を
見
出
し
、
そ
の
自
己
を
起
点
と
し
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て
苦
難
の
人
生
を
績
極
的
に
生
き
て
い
っ
た
心
の
軌
跡
を
生
き
生
き
と
伝
え
て
お
り
ま
す
。

「
自
己
と
は
な
ん
ぞ
や
」

と
い
う
有
名
な
こ 

と
ば
が
で
て
く
る
の
も
こ
の
日
記
の
な
か
で
す
。
あ
る
意
味
に
お
い
て
『
臘
扇
記
』
と
い
う
日
記
は
、
先
生
に
お
け
る
、
言
わ

ば

「
自
己 

探
求
の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
」
と
い
う
よ
う
な
性
格
を
持
っ
た
文
書
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

今
回
は
、
明
治
三
一
年
春
か
ら
翌
年
の
春
に
か
け
て
の
一
年
間
に
限
定
し
て' 

そ
の
時
の
貴
重
な
求
道
の
日
記
で
あ
る
『
臘
扇
記
』
を 

読
む
こ
と
を
手
が
か
り
と
し
て
、
清
沢
先
生
が
ど
の
よ
う
な
自
己
を
見
出
し
、
ど
の
よ
う
な
自
己
を
生
き
て
い
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
尋 

ね
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。I

黙

忍

堂

臘

扇

一

大

浜

帰

坊

明
治
三
一
年
と
い
う
年
は
、
清
沢
先
生
に
と
っ
て
一
つ
の
転
機
と
な
っ
た
年
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
ま
で
は
東
本
願
寺
の
教
団
改
革
運 

動
を
指
導
し
て
、
『
教
界
時
言
』
と
い
う
雑
誌
を
出
し
、

そ
の
雑
誌
を
舞
台
と
し
て
世
論
に
訴
え
て
い
っ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、

や
が 

て
改
革
運
動
に
破
れ
て
教
団
か
ら
除
名
さ
れ
ま
す
。
ま
た' 

教
団
改
革
運
動
の
さ
中
に
開
始
し
た
極
端
な
禁
欲
主
義
の
生
活
か
ら' 

栄
養 

失
調
に
か
か
り
ま
し
て' 

そ
れ
が
元
で
肺
結
核
に
な
る
。
そ
し
て
療
養
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

四
月
二〇

日

に

『
教
界
時
言
』
の
廃
刊
届
を
出
し
、
購
読
者
へ
も
廃
刊
を
通
知
し
て
、
さ
ら
に
五
月
亠
八
日
に
自
坊
へ
帰
ら
れ
ま
す
。
文 

字
ど
お
り
大
き
な
挫
折
の
中
で
、
身
も
心
も
疲
れ
果
て
て
帰
坊
し
た
わ
け
で
す
。

先
生
が
帰
ら
れ
た
寺
は
、
真
宗
大
谷
派
法
広
山
西
方
寺
と
い
う
三
河
で
も
随
一
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
大
坊
で
す
。
先
生
は
こ
の
寺
に
養 

子
と
し
て
入
寺
し
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
病
身
の
先
生
に
と
っ
て
こ
の
寺
は
決
し
て
住
み
ご
こ
ち
の
い
い
場
所
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
絶
え
ず
周
囲
の
状
況
と
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異
和
し
て
し
ま
う
。
異
和
す
る
と
い
う
原
因
を
、
先
生
の
性
格
に
由
来
す
る
と
い
う
方
も
お
ら
れ
ま
す
。
清
沢
先
生
の
性
格
に
つ
き
ま
し 

て' 

増
谷
文
雄
氏
は
「
信
仰
と
人
格
」
と
い
う
文
章
の
中
で
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

清
沢
満
之
の
も
と
も
と
の
人
柄
は' 

二
言
に
し
て
言
へ
ば
、
極
め
て
主
我
的
で
あ
っ
た
と
言
ふ
こ
と
が
出
来
る
。
稀
に
み
る
我
の
っ 

よ
い
人
、
手
も
つ
け
ら
れ
ぬ
我
の
要
塞
に
立
籠
っ
て
い
た
人
で
あ
っ
た
。(
『
信
仰
と
人
格
』) 

そ
う
い
う
こ
と
を
、
増
谷
先
生
は
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

清
沢
先
生
の
我
の
強
さ
に
つ
き
ま
し
て
は
、
様
々
な
愉
快
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
伝
え
ら
れ
て
お
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か 

し' 

同
時
に
先
生
が
周
り
と
異
和
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
の
理
由
の
一
つ
と
し
て' 

道
理
に
合
わ
な
い
こ
と
に
は
妥
協
で
き
な
い
と
い 

う
理
性
的
な
性
格
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
否
定
で
き
ま
せ
ん
。
即
ち
、
安
易
に
わ
か
っ
た
ふ
り
を
し
な
い
。
簡
単
に
物
事
と 

和
解
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
不
合
理
な
事
柄
に
対
す
る
異
和
が
、
先
生
の
哲
学
的
な
思
索
を
深
め
、
さ
ら
に
遡
れ
ば
、
先 

生
を
教
団
改
革
運
動
へ
と
駆
り
立
て
て
い
っ
た
源
泉
で
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。

そ
の
先
生
が' 

三
河
大
浜
の
西
方
寺
に
、
明
治
三
一
年
三
六
歳
の
時
に
お
帰
り
に
な
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
体
の
調
子
の
良
い
と
き
に
は
、
 

ご
門
徒
の
方
お
に
本
堂
で
説
教
も
な
さ
れ
る
。
し
か
し
、
門
徒
の
方
々
は
先
生
の
お
話
が
わ
か
ら
な
く
て
帰
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
い
う
こ 

と
が
あ
っ
た
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
先
生
は
、
当
時
の
宗
門
の
学
生
と
か
、
東
京
時
代
の
先
輩
あ
る
い
は
同
輩
の
方
々
か
ら
は
大
き
な
尊 

敬
を
受
け
て
い
た
方
で
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
先
生
の
偉
さ
と
い
う
も
の
は
門
徒
の
人
達
に
は
わ
か
り
ょ
う
が
な
か
っ
た
わ 

け
で
す
。

し
か
も' 

当
時
人
の
嫌
っ
た
肺
病
持
ち
で
あ
る
。
五
尺
に
足
ら
ず
、
十
貫
に
満
た
な
い
貧
弱
な
体
。
そ
う
い
う
人
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
 

周
囲
の
人
々
、
あ
る
い
は
檀
家
の
方
々
と
異
和
し
て
い
く
の
は
あ
る
面
で
は
必
然
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
明
治
三
一
年
の
七
月
の
日 

記
に
、
こ
れ
は
『
徒
然
雑
誌
』
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
漢
文
で
こ
ん
な
こ
と
を
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
ね
。

斯
名
。
斯
利
。
斯
我
。
畢
竟
什
麼
根
帯
。
彼
害
レ
我
。
彼
者
何
。
我
者
何
。
彼
辱
レ
我
。
彼
者
何
。
我
者
何
。
彼
誤
レ
我
.0
彼
是
法
界
。
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我
亦
法
界
。
彼
与
レ
我
。
平
等
也
。

一
如
也
…
…(
『清
沢
満
之
全
集
』
・
法
蔵
館
・
以
下
「全
集
」
と
表
記
皿
・
三
三
三) 

こ
う
い
う
こ
と
を
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
先
生
は
日
記
に
愚
痴
を
こ
ぼ
す
と
い
う
こ
と
は
な
さ
ら
ん
方
で
す
。
自
ら
の
修
養
を
怠
り
な
く 

勤
め
て
き
た
方
で
す
。
そ
し
て
こ
の
頃
、
自
ら
の
修
養
の
た
め
に
『
阿
含
経
』
を
連
日
の
よ
う
に
書
き
写
し
て
、
日
記
に
書
き
つ
け
て
お 

り
ま
す
。
し
か
し
今
私
が
『
徒
然
雑
誌
』
か
ら
引
い
た
日
記
の
一
節
は
、
先
生
の
当
時
お
か
れ
た
状
況
と
い
う
も
の
を
物
語
っ
て
い
る
よ 

う
に
思
い
ま
す
。
ま

ず

「名
利
」
で
す
ね
、
「名
利
」
に
つ
い
て
問
わ
れ
ま
す
。
「畢
竟
什
麼
根
帯
」
。
「什
麼
」
と
い
う
の
は
、
禅
の
言
葉 

で
す
け
れ
ど
も
、
「
な
ん
ぞ
や
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ

し
て

「根
帯
」
と
い
う
。

畢
竟
つ
ま
る
と
こ
ろ
は
、
名
利
と
は' 

い
っ
た
い
そ 

の
根
っ
こ
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
先
生
は
、
 

東
京
帝
国
大
学
を
首
席
で
卒
業
し
て' 

そ
し
て
京
都
に
帰
っ
て
教
団
の
ホ
ー
プ 

と
し
て
期
待
さ
れ
た
人
で
す
ね
。
そ
れ
だ
か
ら
時
と
し
て
名
利
の
念
が
あ
の
先
生
に
し
て
起
こ
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
ま
し
て 

入
っ
た
寺
で
不
遇
を
か
こ
つ
身
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
か
ら' 

か
え
っ
て
自
分
が
か
つ
て
居
っ
た
東
京
と
か
京
都
を
遙
か
に
思
っ
て
、
第
一 

線
に
復
帰
し
た
い
と
い
う
夢
想
の
翼
を
広
げ
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
充
分
に
考
え
ら
れ
ま
す
。

つ
ぎ
に
「彼
害
レ
我
」
と
あ
り
ま
す
。
「彼
れ
我
を
害
す
」
。

こ
の
彼
が
誰
か
は
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
け
れ
ど
も' 

当
時
の
先
生
が
周
囲 

の
人
々
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。
そ
の
彼
と
我
と
の
関
係
を
平
等
と
と
ら
え
て
自
ら
を
納
得
さ
せ
よ
う
と
し
て 

い
る
わ
け
で
す
。

「彼
は
是
れ
法
界
。
我
も
亦
法
界
。
彼
と
我
と
平
等
な
り
。

一
如
な
り
」
と
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
そ
の
一
節
の
後
に
さ 

ら
に
言
葉
を
先
生
は
書
き
つ
け
て
お
ら
れ
ま
す
。

宗
祖
日
。
念
ー
ー
持
仏
恩
深
遠
『
不
レ
耻
一
一
人
倫
弄
言~

信
心
清
浄
則
見
レ
仏
。
遇
獲
ー
ー
信
心
一
遠
慶
一
ー
宿
縁-
(

全
集
VI
，
同) 

こ
う
い
う
ふ
う
に
記
し
て
お
り
ま
す
。

こ
こ
に
「
人
倫
の
弄
言
を
耻
じ
ず
。
」

と
あ
り
ま
す
の
は
い
か
に
も
当
時
の
先
生
の
お
か
れ
た
状 

況
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

53



二

腫

扇

の

自

覚

西
方
寺
に
は
帰
っ
て
来
た
も
の
の' 

さ
し
あ
た
り
寺
の
役
に
立
つ
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
ず
第
一
に
、
西
方
寺
の
ご
住
職
の 

厳
照
氏
が
ご
健
在
で
あ
っ
た
。
こ
の
方
は
、
六
尺
豊
か
な
、
威
風
堂,
べ
と
し
た
タ
イ
プ
の
人
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
れ
か
ら
第
二
に
は
、
 

清
沢
先
生
が
改
革
運
動
中
に
、
自
分
の
代
り
に
法
務
を
助
け
て
も
ら
う
た
め
に
、
今
川
覚
神
氏
の
紹
介
で
、
藤
分
法
賢
と
い
う
方
が
寺
に 

入
ら
れ
て
、
法
務
の
手
伝
い
を
し
て
お
ら
れ
た
。
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
だ
か
ら
は
っ
き
り
言
っ
て
、
先
生
の
居
場
所
が 

な
い
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
中
で
先
生
も
機
会
を
見
つ
け
て
は
法
事
に
出
掛
け
て
行
か
れ
た
。
そ
の
こ
と
は
『
徒
然
雑
誌
』
を
う
か
が
う 

と
わ
か
り
ま
す
。

ま
た
先
生
に
と
っ
て
、

も
う
一
つ
肩
身
の
狭
い
思
い
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は' 

実
父
の
永
則
氏
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
れ 

ま
で
居
場
所
が
な
く
て
京
都
の
白
川
村-
-

ご
承
知
の
よ
う
に
こ
こ
に
教
界
時
言
社
が
あ
っ
て
先
生
は
改
革
運
動
を
や
ら
れ
た
の
で
す 

が!
!

そ
こ
に
一
人
残
し
て
来
た
わ
け
で
す
。
そ
の
永
則
氏
を' 

五
月
二
七
日
に
西
方
寺
に
迎
え
入
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
永
則
氏
と
い 

う
方
は
、
頑
固
一
徹
と
い
う
方
で
、
周
囲
と
は
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
の
お
父
さ
ん
に
先
生
は
随
分
お
困
り
に
な
っ
た
。
 

あ
れ
や
こ
れ
や
で' 

心
配
事
ば
か
り
が
身
を
取
り
巻
い
て
い
る
状
況
の
中
で' 

寺
に
帰
っ
て
三
ヶ
月
後
、
日
々
の
事
柄
、
そ
し
て
自
ら
の 

思
索
の
跡
を
記
す
。
そ
れ
が
日
記
『
臘
扇
記
』
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
の
日
記
『
臘
扇
記
』
の
表
紙
に
は
、

明
治
卅
一
年
ハ
月
十
五
日
起 

黙
忍
堂
腫
扇
記 

第
一
号 

『
徒
然
雑
誌
』
続

と
題
さ
れ
て
あ
り
ま
す
。

「黙
忍
堂
臘
扇
」
。

こ
れ
は
当
時
の
先
生
の
心
境
を
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
伝
え
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

こ
の
黙
忍
と
い
う
号
は
、
黙
っ 

て
忍
ぶ
と
い
う
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、

こ
の
日
記
の
裏
表
紙
の
と
こ
ろ
に
、

『
続
和
漢
名
数
大
全
』
と
い
う
書
物
の
一
節
が
引
用
さ
れ
て
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お
り
ま
す
。
そ
こ
に
「
百
戦
百
勝
不
如
一
忍
」
「
万
言
万
当
不
如
一
黙
」
と
い
う
言
葉
が
載
っ
て
お
り
ま
す
。
「黙
忍
」
と
い
う
言
葉
は
、
 

そ

の

『
続
和
漢
名
数
大
全
』
か
ら
引
用
さ
れ
た
言
葉
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
ま

た

「
臘
扇
」
と
い
う
言
葉
は
、
申
す
ま
で
も
ご
ざ
い 

ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
臘
と
は
ニ
ー
月
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
、
扇
と
い
う
の
は
扇
子
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
あ
、
冬
の
覇 

子
、

つ
ま
り
冬
に
は
私
た
ち
は
扇
子
を
使
い
ま
せ
ん
か
ら
、
「役
立
た
ず
」
「
無
用
者
」
と
い
う
意
味
で
す
ね
。
し
か
も
黙
っ
て
忍
ぶ
わ
け 

で
す
。
「
黙
忍
」
と
言
う
。

つ
ま
り
黙
っ
て
忍
ぶ
無
用
者
と
い
う
。

こ
れ
が
先
生
の
正
直
な
実
感
で
あ
っ
た
。

そ
う
い
う
実
感
の
中
で
、
 

新
し
い
日
記
を
書
き
出
さ
れ
た
わ
け
で
す
。

!
 

エ
ピ
ク
テ
タ
ス
と
の
出
会
い

一
 

回 

想

そ
の
よ
う
な
毎
日
を
送
っ
て
い
る
先
生
に
と
っ
て
、
 

そ
の
心
に
大
き
な
光
を
灯
し
て
く
れ
た
の
が
古
代
ロ
ー
マ
の
哲
人
エ
ピ
ク
テ
タ
ス 

の
こ
と
ば
で
し
た
。
こ
れ
に
つ
き
ま
し
て
は
、
先

生
が

『
臆
扇
記
』
に
つ
づ
い
て
、
お
亡
く
な
り
に
な
る
直
前
ま
で
断
続
し
て
書
か
れ
た 

『
当
用
日
記
』
と
い
う
日
記
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
中
に
回
想
の
文
が
あ
り' 

そ
こ
に
こ
う
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
 

三
十
一
年
秋
冬
の
交
、
 

エ
ピ
ク
テ
タ
ス
氏
教
訓
書
を
披
展
す
る
に
及
び
て' 

頗
る
得
る
所
あ
る
を
覚
え
、
三
十
二
年
、
東
上
の
勧
誘 

に
応
じ
て
已
来
は
、
更
に
断
え
ざ
る
機
会
に
接
し
て
、
修
養
の
道
途
に
進
就
す
る
を
得
た
る
を
感
ず
。
(
『当
用
日
記
』
全
集⑷

・
四
七

五)

そ
し
て
そ
の
下
の
段
に
、

三
十
一
年
九
月
東
上
、
沢
柳
氏
に
寄
宿
し
、
同
氏
蔵
書
中
よ
り
、

エ
ピ
ク
テ
タ
ス
氏
教
訓
書
を
借
来
す
。
 

と
い
う
ふ
う
に
註
記
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
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偶
然
と
は
い
っ
て
も
、
ま
る
で
稲
妻
が
地
上
に
落
ち
る
よ
う
に
、

エ
ピ
ク
テ
タ
ス
が
清
沢
先
生
の
胸
を
打
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
先 

生
は
自
ら
所
持
し
た
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
『
語
録
』
に
、
「
西
洋
第
一
の
書
」
と
題
し
て
、
「
日
常
煩
悩
の
騒
ぐ
時
、
之
を
繙
け
ば' 

直
ち
に 

心
が
開
け
る
」(
多
田
鼎
『
清
沢
先
生
小
伝
』)

と' 

自
ら
語
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

先
生
が
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
教
訓
、
語
録
に
魅
か
れ
た
理
由
の
ひ
と
つ
は
、
先
生
の
置
か
れ
た
境
遇
が
あ
ま
り
に
も
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
に
近 

い
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
た
だ
先
生
が
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
に
つ
い
て
知
っ
た
の
は
こ
の
時
が
始
め
て
と
い
う
わ
け
で
は
ご
ざ
い 

ま
せ
ん
。
先
生
が
明
治
ニ
ニ
年
、
ち
ょ
う
ど
沢
柳
政
太
郎
氏
か
ら
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
を
借
り
た
十
年
前
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
高
倉
の 

大
学
寮
で
、
講
義
ノ
ー
ト
で
あ
る
『
西
洋
哲
学
史
試
稿
』
あ
る
い
は
『
西
洋
哲
学
史
講
義
』
の
中
で
、

エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
ス
ト
ア
主
義
の 

思
想
に
つ
い
て
強
い
共
感
を
持
っ
て
概
説
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
そ
の
三
年
後
の
明
治
二
五
年
の
ー
ー
月
二
六
日
付
け
の
手
紙
で
、
東
京 

の
人
見
忠
次
郎
氏
に
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
に
関
す
る
本
の
購
入
を
依
頼
し
ま
し
た
。
人
見
氏
は
丸
善
で
こ
れ
を
買
い
求
め
て
、
清
沢
先
生
に
送 

付
し
た
と
言
っ
て
お
り
ま
す(
全
集
皿
・
五
六
五
〇
し
た
が
っ
て
、
先
生
は
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
に
つ
い
て
は
充
分
に
知
っ
て
お
ら
れ
た
。

と 

こ
ろ
が
先
生
は
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
英
訳
本
を
手
に
し
て
、
改
め
て
瞠
目
し
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

ご
承
知
の
よ
う
に
、

エ
ピ
ク
テ
タ
ス
は
ロ
ー
マ
の
奴
隸
で
ご
ざ
い
ま
す
。
お
母
さ
ん
が
奴
隸
で
あ
っ
た
た
め
に
幼
く
し
て
奴
隸
に
売
ら 

れ
て
ロ
ー
マ
に
行
き
ま
し
た
。
奴
隸
は
一
般
に
物
品
扱
い
で
売
買
さ
れ
、
人
格
も
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
主
人
は
足
に
鎖
を
つ
け
る
こ
と
も 

出
来
ま
す
し
、
首
を
は
ね
る
こ
と
も
出
来
る
。
し
か
も
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
は
体
が
弱
く
て
、
脚
が
不
自
由
で
し
た
。

一
説
で
は
そ
の
原
因
は
、
 

主
人
の
パ
ブ
ロ
デ
ィ
ー
ト
ス
と
い
う
人
が 

エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
脚
を
ね
じ
り
曲
げ
る
と
い
う
よ
う
な
無
理
を
し
た
か
ら
だ
と
言
わ
れ
ま
す
。
 

し
か
し
、

エ
ピ
ク
テ
タ
ス
は
奴
隸
時
代
か
ら
哲
学
を
ま
な
び
、
身
分
は
低
く
て
も
常
に
王
者
の
よ
う
な
心
の
ゆ
と
り
を
持
っ
て
お
り
ま
し 

た
。
や
が
て
解
放
さ
れ
て
自
由
民
と
な
り' 

ス
ト
ア
主
義
の
哲
学
を
ム
ソ
ニ
ウ
ス
・
ル
ー
フ
ス
に
つ
い
て
学
ん
だ
と
い
い
ま
す
。
 

と
こ
ろ
で
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
弟
子
に
ア
リ
ア
ー
ノ
ス
と
い
う
人
物
が
お
り
ま
し
た
。
ア
リ
ア
ー
ノ
ス
は
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
が
生
前
に
話
し 

た
こ
と
を
、
出
来
る
だ
け
そ
の
ま
ま
の
言
葉
で
、

自
分
の
思
い
出
の
た
め
に
語
録
を
作
り
ま
し
た
。

そ
れ
が
『
デ
ィ
ア
ト
リ
バ
イ
』(

語
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録)

で
ご
ざ
い
ま
す
。
岩
波
文
庫
に
鹿
野
治
助
氏
の
訳
で
『
人
生
談
義
』
と
い
う
の
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
れ
が
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
語
録 

で
ご
ざ
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
ア
リ
ア
ー
ノ
ス
は
、
そ
の
語
録
が
世
間
に
で
て
い
き
人
々
に
回
し
読
み
さ
れ
て
い
く
う
ち
に' 

人
々
の
あ
い 

だ
に
誤
解
も
生
じ
た
の
で
、

エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
思
想
を
ま
と
め
て
発
表
す
る
必
要
を
感
じ
ま
し
た
。
そ
し
て
で
き
た
の
が
『
エ
ン
ケ
イ
リ 

デ
ィ
オ
ン
』(

要
録)

で
ご
ざ
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
私
た
ち
は
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
思
想
に
触
れ
よ
う
と
す
る
場
合
に
、
『
語
録
』
と

『
要 

録
』
と
い
う
二
つ
の
記
録
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
れ
で
は
清
沢
先
生
が
触
れ
た
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
書(
『語
録
』
と

『
要
録
』)

が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、

残 

念
な
が
ら
私
は
先
生
の
所
蔵
本
を
拝
見
し
た
こ
と
が
な
い
の
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
暁
烏
敏
先
生
は
、
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
お
ら
れ
ま 

す
。

三
十
一
年
の
頃
は
、

先
生
大
浜
西
方
寺
に
居
ら
れ
た
。

其
の
頃
の
愛
読
書
は
『
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
語
録
』(
〇
ま
。
一ー
§

&,
吕

〇'
年 

き
巴
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
語
録
を
抜
粋
し
て
、
英
人
ロ 

ー
レ
ス
ト
ン
が
『
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
教
訓
』(

1
8
0
1
1
^

8，5:
住2

%

岳) 

と
云
う
書
を
こ
し
ら
へ
た
。
こ
の
書
を
も
併
せ
味
は
れ
た
。(
全
集
顾
・
一
八
三) 

こ
う
い
う
ふ
う
に
述.
へ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
先
生
は
、
英
訳
本
の
『
語
録
』
と
ロ
ー
レ
ス
ト
ン
が
作
っ
た
『
教
訓
』
を
読
ん
で
お 

ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
私
は
、
先
生
の
英
訳
本
と
は
違
い
ま
す
が
、
や
は
り
英
訳
本
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
『
語 

録
』
と

『
要
録
』
の
二
つ
が
一
緒
に
入
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
こ
に
も
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
 

こ
れ
は:

厂06
1
!
一

〇̂

お
〇-
巴

マ

： 

の
ひ
と
つ
でX

V
，

严
0

5：
时〇

！咅

と
い
う
人
の
対
訳
本
で
ー
・
ロ
の
一 

ー
冊
か
ら
な
り
ま
す
。
本
書
に
は
『
語
録
』
と

『
要
録
』
が
入
っ 

て
お
り
ま
し
て
、
先
生
が
『
臘
扇
記
』
の
中
で
引
用
し
て
い
る
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
文
を
、
こ
の
手
持
ち
の
も
の
と
照
合
い
た
し
ま
す
と' 

先

生

が

『
語
録
』

と

『
要
録
』

か
ら
忠
実
に
引
用
し
て
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

ま
た
ロ
ー
レ
ス
ト
ン
の
製
作
に
な
る 

『
教
訓
』
と
い
う
の
は
、

わ.

艺.
^
0
=
3
8
1
1

が
、

『
語
録
』
と

『
要
録
』
か
ら
抜
粋
し
て
、
手
頃
に
ま
と
め
た
も
の
で
、

本
学
の
図
書 

館

に

「清
沢
満
之
所
蔵
」
と
先
生
自
筆
の
署
名
の
入
っ
た
一
書
が
あ
り
ま
す
。
私
は
、
あ
あ
こ
れ
を
読
ま
れ
た
の
か
と
感
慨
ぶ
か
く
拝
見
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し
ま
し
た
。

二

自

由

の

書

清
沢
先
生
が
な
ぜ
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
に
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
傾
倒
し
た
か
と
い
う
問
題
で
す
け
れ
ど
も
、

い
く
つ
か
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る 

わ
け
で
す
。
そ
の
一
つ
に
や
は
り
エ
ビ
ク
テ
タ
ス
の
自
由
を
求
め
る
心
が
、
清
沢
先
生
の
心
に
響
く
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と 

思
い
ま
す
。
西
方
寺
に
置
か
れ
た
自
ら
の
境
遇
、
そ
し
て
肺
病
の
身
体
、
い
ず
れ
も
不
如
意
の
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
す
で
に 

エ
ピ
ク
テ
タ
ス
は
、
自
ら
の
不
如
意
の
境
遇
の
中
に
自
由
に
生
き
る
べ
き
道
を
説
い
て
お
り
ま
す
。
そ
の
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
生
き
方
が
、
 

先
生
の
心
を
打
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

私
の
手
持
ち
の
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
『
語
録
』
の
、
そ
の
イ
ン
ト
13
ダ
ク
シ
ミ
ン
の
パ
ー
ト
を
見
て
お
り
ま
し
た
ら
、

エ
ピ
ク
テ
タ
ス
に 

は

「
自
由
」
と
い
う
言
葉
が
一
三
〇
回
出
て
く
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
頻
度
は
、

『
新
約
聖
書
』
の
六
倍
、

マ
ル
ク
ス
・
ア 

ゥ
レ
リ
ウ
ス
の
二
倍
に
相
当
す
る
と
言
い
ま
す
。
そ
の
意
味
に
お
き
ま
し
て
も
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
と
い
う
人
は
、
自
由
へ
の
道
を
求
め
た
人 

と
い
え
る
。
『
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
語
録
』
は
自
由
へ
の
道
を
説
い
た
書
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

清
沢
先
生
が
自
覚
し
た
臘
扇
と
し
て
の
自
己
は
、
不
如
意
の
身
を
生
き
る
も
の
で
す
。
そ
れ
は
境
遇
の
鉄
鎖
に
繫
が
れ
た
奴
隸
と
言
い 

得
る
存
在
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
清
沢
先
生
に
と
っ
て
、
奴
隸
と
し
て
の
身
分
で
あ
り
な
が
ら' 

仏
教
の
所
謂
無
碍
人
の
よ
う
に
、
自
由 

に
生
き
た
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
は
大
き
な
師
表
と
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
と
い
う
人
物
の
境
遇
を
自
分
の
境
遇
と
い
う
文
脈
の 

中
に
置
き
換
え
て
、
そ
の
境
遇
に
聞
い
て
い
き
ま
し
た
。
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丑

分

限

の

自

覚

ー
 

如
意
な
る
も
の
と
不
如
意
な
る
も
の

こ

の

『
臘
扇
記
』
と
い
う
日
記
は
、
第
一
分
冊
と
第
二
分
冊
か
ら
成
り
ま
す
。
そ
の
第
一
分
冊
で
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
『
語
録
』
か
ら
二 

回
に
わ
た
っ
て
書
き
抜
い
て
い
る
の
が
わ
か
り
ま
す
。
第
一
回
目
は
明
治
三
一
年
九
月
か
ら
で
、
九
月
二
七
日
そ
れ
か
ら
十
月
二
日
、
六 

日
、
ニ
ニ
日
、
二
三
日
。
そ
の
日
々
に
自
ら
示
唆
を
受
け
た
パ
ー
ト
を
英
語
の
原
文
か
ら
直
接
引
用
し
て
お
り
ま
す
。
東
京
に
上
っ
て
、
 

沢
柳
政
太
郎
氏
の
家
に
投
宿
し
た
の
が
九
月
一
九
日
で
、

大
浜
に
帰
坊
し
た
の
が
九
月
ニ
九
日
で
す
か
ら
、

『
語
録
』
か
ら
の
書
き
抜
き 

は
沢
柳
宅
に
滞
在
中
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
次
に
第
二
回
目
の
書
き
抜
き
で
す
が
、
同
じ
年
の
ー
ー
月
で
、
再

び

『
語
録
』 

の
始
め
に
帰
っ
て
、

ー
ー
月
一
〇
日
、

一
ー
日
、

ニ
ー
日
、

一
三
日
、

一
四
日
、

一
五
日
、

一
六
日
と'

連
日
に
わ
た
っ
て
原
文
か
ら
引 

用
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
二
度
に
わ
た
る
原
文
か
ら
の
引
用
の
合
間
合
間
に
自
分
の
所
感
と
い
い
ま
す
か
、
自
ら
の
考
え
ら
れ 

た
と
こ
ろ
を
書
い
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

先
程
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
思
想
は
、
不
遇
の
中
に
あ
る
人
間
が
自
由
を
獲
得
す
る
こ
と
を
主
題
に
し
て
い
る
と
申
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
 

で
は
い
か
に
し
て
こ
れ
を
獲
得
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
わ
け
で
す
。
た
と
え
ば
こ
れ
に
つ
い
て
草
間
仁
応
と
い
う
方
に
宛 

て
た
手
紙
が
ご
ざ
い
ま
す
。
草
間
仁
応
さ
ん
と
い
う
方
は
、
や
が
て
新
潟
県
の
新
発
田
に
あ
る
長
徳
寺
と
い
う
寺
に
入
っ
て
、
関
根
仁
応 

と
改
姓
し
ま
す
。
こ
の
関
根
仁
応
さ
ん
は
、
の
ち
に
清
沢
先
生
が
真
宗
大
学
の
学
監
に
な
ら
れ
た
時
に
、
懐
刀
と
い
わ
れ
た
方
で
あ
り
ま 

す
。
そ
の
草
間
仁
応
氏
に
宛
て
て
先
生
が
手
紙
を
書
い
て
お
ら
れ
、
そ
の
中
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
少
し
長 

い
で
す
け
れ
ど
も
一
節
を
引
用
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

昨
今
は
、
(
今
回
沢
氏
方
に
て
借
り
来
り
候)

羅
馬
第
一
、

唯
一
の
聖
哲
エ
ピ
ク
テ
ト(

或
い
は
エ
ピ
ク
テ
ー
タ
ス
自
ヨ
ミ"

呂)

氏
の

59



遺
書
を
繙
読
、
頗
る
興
味
を
覚
え
居
候
。
蓋
し
、
氏
は
身
奴
隸
の
苦
境
に
あ
り
て
、
能
く
ス
ト
ア
哲
学
を
実
践
、
躬
行
致
居
候
事
に 

有
之
。
其
の
文
言
の
大
旨
、
能
く
逆
境
の
人
士
を
慰
解
す
る
に
足
る
と
こ
ろ
あ
る
も
の
と
存
候
。
左
の
一
節
は
、
頃
(

け
い)

日
来
、
 

清
川
・
月
見
両
氏
杯
に
書
き
送
り
て
共
に
楽
し
み
居
候
事
に
候
。
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此
の
如
く
、
万
事
を
如
意
と
不
如
意
の
二
者
に
区
分
し
、
己
自
ら
為
し
得
る
善
悪
是
非
に
対
す
る
判
定
や
、
願
望
や
厭
棄
や
の
外
は
、
 

一
切
不
如
意
の
も
の(

仮
令
自
己
が
幾
分
の
力
を
之
に
加
へ
与
ふ
と
も
、
他
人
他
物
等
の
之
を
妨
害
左
右
し
得
る
も
の
は
尽
く
不
如 

意
の
も
の)

と
観
念
し' 

官
爵
名
誉
財
産
は
勿
論' 

身
体
す
ら
も(

故
に
生
死
も
亦)

不
如
意
の
も
の
と
観
却
し
去
る
を
以
て
安
心 

場
裏
に
逍
遙
せ
ん
と
す
る
が
、

右
工
氏
の
哲
学
の
大
要
に
有
之
候
。

御
繁
務
中
、

吹
煙
ー
服
間
の
御
玩
想
に
も
と
書
き
付
け
候
。
 

(
全̂

・
ー
ニ
〜)

こ
れ
は
一
〇
月
一
〇
日
に
草
間
仁
応
氏
に
宛
て
た
手
紙
の
一
部
で
す
。
こ
こ
で
英
文
を
二
カ
所
か
ら
引
い
て
お
り
ま
す
。
そ
の
最
初
に
読 

ん
だ
の
は
、
『
語
録
』
第
二
巻
の
第
十
八
章
か
ら
の
引
用
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
後
に
読
ん
だ
も
の
は
、
『
語
録
』
で
は
な
く
て
先
程 

言
い
ま
し
た
『
要
録
』
で
す
。

つ
ま
り
『
エ
ン
ケ
イ
リ
デ
ィ
オ
ン
』
の
冒
頭
に
載
っ
て
お
る
言
葉
で
す
。
前
半
の
一
節
で
は
、
人
生
を
静
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観
す
べ
き
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
後
半
の
一
節
で
は 

万
事
を
如
意
と
不
如
意
の
二
者
に
判
別
し
、
如
意
な
る
も
の 

に
お
い
て
自
由
で
あ
り
、
不
如
意
な
る
も
の
に
お
い
て
は
不
自
由
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
見
定
め
て
、
如
意
な
る
も
の
に
自
ら
依
っ
て
い 

く
と
こ
ろ
に
真
の
平
安
が
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
ま
す
。

こ
こ
で
清
沢
先
生
が
前
半
の
英
文
の
一
節
を
、
「
死
生
命
あ
り
富
貴
天
に
あ
り
」
と
言
う
。

こ
れ
は
『
論
語
』
の
一
節
で
す
。

こ
れ
に 

引
き
続
い
て
『
論
語
』
で
は
、
例

の

「
四
海
の
内
み
な
兄
弟
な
り
」
と
い
う
言
葉
が
で
て
き
ま
す
。
と
に
か
く
そ
の
『
論
語
』
の

「
死
生 

命
あ
り
富
貴
天
に
あ
り
」
と
い
う
箴
言
を
通
し
て
、
 

エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
こ
の
一
節
の
真
意
を
了
解
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
後
の
一
節 

に
お
い
て
は
「如
意
な
る
も
の
と
不
如
意
な
る
も
の
」
と
言
わ
れ
ま
す
。

つ
ま
り
・
5-?

〇 9
0

ミ

ニ
と

い

う

語

を

「如
意
な
る
も
の
」 

と
言
い
ま
す
。
「
不
如
意
な
る
も
の
」
と

は

・
ロ
〇二

!
!

昏
の9

0

盘

ご

で

す

。
こ
れ
を
「
不
如
意
な
る
も
の
」
と
訳
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
 

-
5-?

〇 9
0

盘

ご

と

い

う

と

「
権
内
」
と
訳
す
の
が
普
通
か
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
清
沢
先
生
は匚

!
！  

?

〇 9
0
№

2

と
い 

う

語

を

「如
意
」
と
、
そ
し
て4

0

ナ
5-5
0
 
9
0

ミ1

と
い
う
語
を
「
不
如
意
」
と
訳
す
る
の
で
す
。
非
常
に
す
ぐ
れ
た
訳
で
す
ね
。
 

英
文
の
心
を
摑
ん
で
、
ぱ
っ
と
こ
の
よ
う
な
訳
を
当
て
て
し
ま
う
。
こ
の
訳
語
は
、
並
々
な
ら
ぬ
先
生
の
慧
眼
を
思
わ
せ
ま
す
。
そ
う
い 

う
訳
解
に
よ
っ
て
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
真
意
が
は
っ
き
り
し
て
き
ま
す
。
だ
か
ら
清
沢
先
生
が
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
を
読
ん
だ
の
は
決
し
て
頭
で 

読
ん
だ
の
で
は
な
く
し
て
、
身
体
で
読
ん
だ
。

つ
ま
り
身
読
し
た
の
だ
。
そ
こ
に
こ
う
い
う
訳
語
が
で
て
く
る
わ
け
で
す
。

二

分

限

の

自

覚

草
間
仁
応
氏
に
手
紙
を
出
し
た
二
日
後
の
『
臆
扇
記
』
に
先
生
は
、

エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
『
要
録
』
か
ら
数
節
を
訳
し
て
お
り
ま
す
。
そ 

の
冒
頭
に
あ
る
の
が
、
こ
う
い
う
言
葉
で
す
。

如
意
な
る
も
の
と
不
如
意
な
る
も
の
あ
り
。
如
意
な
る
も
の
は
、
意
見
、
動
作
、
及
び
欣
厭
な
り
。
不
如
意
な
る
も
の
は
、
 

身
体
、
 

財
産' 

名
誉
、
及
び
官
爵
な
り
。
己
の
所
作
に
属
す
る
も
の
と
、
否
ら
ざ
る
も
の
と
な
り
。
如
意
な
る
も
の
に
対
し
て
は
吾
人
は
自
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由
な
り
、
制
限
及
び
妨
害
を
受
く
る
こ
と
な
き
な
り
。
不
如
意
な
る
も
の
に
対
し
て
は
、
吾
人
は
微
弱
な
り
、
奴
隸
な
り
、
他
の
掌 

中
に
あ
る
な
り
。
此
の
区
分
を
誤
想
す
る
と
き
は
、
吾
人
は
妨
害
に
遭
ひ
、
悲
歎
号
泣
に
陥
り
、
神
人
を
怨
謗
す
る
に
至
る
な
り
。
 

如
意
の
区
分
を
守
る
も
の
は
、
抑
圧
せ
ら
る
る
こ
と
な
く
、
妨
害
を
受
く
る
こ
と
な
く
、
人
を
謗
ら
ず
、
天
を
怨
み
ず
、
人
に
傷
っ 

け
ら
れ
ず
、
人
を
傷
つ
け
ず
、
天
下
に
怨
敵
な
き
な
り
。(

全
集
VIII
，
三
七
こ 

こ
れ
は
一
〇
月
一
二
日
の
『
臘
扇
記
』
の
一
部
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
『
要
録
』
の
一
番
最
初
に
あ
る
一
節
を
先
生
が
訳
さ
れ
た
も
の 

で
す
。
物
事
に
つ
い
て
「如
意
な
る
も
の
」
と

「
不
如
意
な
る
も
の
」
と
に
分
け
て
、
そ
の
中
で
如
意
な
る
も
の
に
対
し
て
は
私
た
ち
は 

自
由
で
あ
り
、
不
如
意
な
る
も
の
に
対
し
て
は
私
た
ち
は
不
自
由
で
あ
る
。
だ
か
ら
自
由
を
得
た
い
と
思
っ
た
ら
如
意
と
不
如
意
の
区
分 

を
守
れ
と
。
不
如
意
な
る
も
の
を
如
意
な
る
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
か
ら
苦
し
む
の
だ
。
そ
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
 

そ
れ
は
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
教
え
で
あ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
私
た
ち
が
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
と
い
う
と
ま
ず
ス
ト
ア
学
者
と
い
う
こ
と
を 

思
い
ま
す
。

ス
ト
ア
主
義
と
い
う
の
は
、
「
辛
抱
せ
よ
、
断
念
せ
よ
」
と
い
う
こ
と
で
、

極
端
な
禁
欲
主
義
の
哲
学
だ
と
い
う
ふ
う
に
把 

え
ら
れ
ま
す
。

確
か
に
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
も
ス
ト
ア
主
義
の
人
で
す
か
ら
、

や
は
り
禁
欲
哲
学
の
系
譜
を
ひ
い
て
お
り
ま
す
。

し
か
し
、
 

「如
意
な
る
も
の
」
と

「
不
如
意
な
る
も
の
」
と
を
分
け
て
、
そ
し
て
如
意
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
自
由
で
あ
り
、
不
如
意
な
る
も
の
に 

つ
い
て
は
不
自
由
だ
か
ら
、
不
如
意
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
そ
れ
を
諦
め
な
さ
い
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

つ
ま
り
単
に 

「辛
抱
せ
よ
、
断
念
せ
よ
」
と
い
う
の
で
は
な
く
し
て
、
不
如
意
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
か
ら
断
念
せ
よ
と
諄
々
に 

説
い
て
い
く
。
そ
こ
に
物
事
を
明
ら
か
に
見
る
醒
め
た
目
が
あ
り
ま
す
。
ど
こ
ま
で
も
理
路
を
尺
く
し
て
い
く
。
理
路
を
尺
く
し
た
と
こ 

ろ
で
始
め
て
納
得
し
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
い
く
。
そ
う
い
う
哲
学
者
と
し
て
の
態
度
が
今
の
一
節
か
ら
う
か
が
わ
れ
ま
す
。
 

清
沢
先
生
は
こ
の
よ
う
な
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
態
度
に
多
く
共
感
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
先
生
は
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
不 

遇
な
身
に
自
分
を
重
ね
合
わ
せ
て
み
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
し
て
、
ど
こ
ま
で
も
道
理
を
尽
く
し
て
納
得
し
た
と
こ
ろ
に
順
じ
て
い
く 

と
い
う
態
度
に
、
同
じ
哲
学
を
学
ぶ
者
と
し
て
の
規
矩
を
み
た
の
で
す
。
そ
の
一
つ
が
「如
意
な
る
も
の
」
と

「
不
如
意
な
る
も
の
」
を
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明
瞭
に
判
別
せ
よ
と
い
う
教
訓
で
す
。
先
生
は
こ
の
教
訓
を
通
し
て
改
め
て
人
間
の
分
限
と
い
う
も
の
に
眼
を
み
開
い
て
い
く
こ
と
に
な 

り
ま
す
。

“

能
動
的
自
己
の
誕
生

一
 

我

に

あ

る

も

の

エ
ピ
ク
テ
タ
ス
が
見
出
し
た
自
由
の
場
所
。

そ
れ
は
意
志
で
す
ね
。

・
ミ11

.

と
い
う
こ
と
。

そ
れ
が
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
見
出
し
た
自 

由
の
場
所
で
す
。

エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
『
語
録
』
第
一
巻
第
十
九
章
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
自
問
が
載
っ
て
お
り
ま
す
。
暴
君
は' 

奴
隸
の 

足
に
鎖
を
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
暴
君
は
首
を
刎
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
で
は
、
暴
君
が
鎖
を
か
け
る
こ
と
も' 

危
害
を
加
え
る 

こ
と
も
で
き
な
い
も
の
は
何
か
。
そ
れ
は
「意
志
」
で
あ
る
。
い
か
に
暴
君
と
い
え
ど
も
、
私
の
意
志
だ
け
は
指
一
本
ふ
れ
る
こ
と
は
で 

き
な
い
。
暴
君
は
、
私
の
身
体
を
拘
束
し
、
縛
り
、
支
配
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
私
の
意
志
に
対
し
て
拘
束
し
、
縛
り
、
支
配
す 

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
私
の
身
体
は
不
自
由
で
あ
っ
て
も
、
私
の
意
志
は
自
由
で
あ
る
——

。
そ
う
い
う
の
で
す
。

ロ
ー
マ
時
代
の
暴
君 

と
い
え
ば
、
ネ
ロ
皇
帝
が
有
名
で
す
。

エ
ピ
ク
テ
タ
ス
が
生
き
た
の
は
暴
君
ネ
ロ
の
時
で
し
た
。
ネ
ロ
と
い
え
ば
一
般
の
市
民
は
も
ち
ろ 

ん' 

キ
リ
ス
ト
教
徒
に
対
す
る
迫
害
に
す
さ
ま
じ
い
も
の
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
奴
隸
も
、
 

随
分
手
ひ
ど
い
仕
打
ち
を
受
け
る
こ 

と
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
奴
隸
の
中
に
、

エ
ビ
ク
テ
タ
ス
と
い
う
男
が
い
た
わ
け
で
す
。

エ
ピ
ク
テ
タ
ス
は
、
こ
の
自
由
意
志
と
い
う
と
こ
ろ
に
自
己
を
見
出
し
ま
す
。
足
が
自
己
で
は
な
い
、
 

頭
が
自
己
で
は
な
い
。
私
の
意 

志
こ
そ
、
私
の
自
己
だ
。
そ
れ
こ
そ
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
「
汝
、
自
身
を
知
れ
」
と
い
う
教
え
で
あ
る
と
言
い
ま
す
。
こ
の
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の 

自
問
は
、
先
生
の
注
目
し
た
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
『
臘
扇
記
』
で
最
初
に
先
生
が
書
き
抜
い
た
の
も
こ
の
パ
ー
ト
で
ご
ざ
い
ま
す
。
 

そ
し
て
先
生
は
今
、
「如
意
な
る
も
の
」
と

「
不
如
意
な
る
も
の
」
と
を
明
瞭
に
区
分
し
て
い
く
と
き
に
、
「意
志
」
こ
そ
我
に
あ
る
も
の
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と
し
て
改
め
て
見
出
す
の
で
す
。

一
〇
月
一
九
日
の
『
臘
扇
記
』
に
は
、
 

我
に
あ
る
も
の
は' 

我
れ
得
て
之
を
左
右
す
る
を
得
。
是
れ
意
念
を
云
ふ
な
り
。
彼
に
在
る
も
の
は
、
我
れ
得
て
之
を
左
右
す
る
能 

は
ず
。
是
れ
、
身
、
財
、
名
、
爵
(

名
利
、
爵
禄
、
死
生
、
疫
病)

を
云
ふ
な
り
。(
全
集
ッ'

ー
ー
七
六) 

そ
う
い
う
ふ
う
に
記
し
て
お
り
ま
す
。
こ
こ
で
い
う
「意
念
」
と
は
、
 

意
志
を
意
味
し
ま
す
。
意
志
こ
そ
私
の
も
の
、
「我
に
在
る
も
の
」
、
 

す
な
わ
ち
自
己
で
あ
る
と
言
い
ま
す
。.
清
沢
先
生
に
と
っ
て
、
奴
隸
状
態
の
な
か
か
ら
自
由
を
見
出
し
た
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
は
象
徴
的
な
存 

在
で
あ
り
、
大
き
な
師
表
で
し
た
。
こ
こ
で
先
生
が
掲
げ
た
「
名
利
、
爵
禄
、
死
生
、
疫
病
」
と
は
、
自
ら
を
奴
隸
状
態
に
縛
り
つ
け
る 

鎖
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
奴
隸
状
態
か
ら
、
い
か
に
し
て
脱
却
す
る
か
。
こ
の
こ
と
に
先
生
は
迷
悶
し
た
の
で
す
。

申
す
ま
で
も
な
く
、
先
生
が
自
ら
の
安
心
の
立
脚
地
と
し
た
の
は
他
力
の
信
心
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
し
か
し
こ
の
他
力
の
信
心
を
獲
得 

す
る
た
め
に
大
変
な
苦
労
を
さ
れ
た
。
そ
れ
は
先
生
自
身
「
人
生
に
関
す
る
思
想
を
一
変
し
、
略
ぼ
自
力
の
迷
情
を
翻
転
し
得
た
り
と
雖 

も
、
人
事
の
興
廃
は
、
 

尚
ほ
心
頭
を
動
か
し
て
止
ま
ず
」
と

『
当
用
日
記
』
に
回
想
し
た
と
こ
ろ
で
知
ら
れ
ま
す
。
そ
の
自
力
の
迷
情
と 

格
闘
す
る
中
で
、
『
阿
含
経
』
を
読
み
、

エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
『
語
録
』
を
読
ん
だ
の
で
す
。

エ
ピ
ク
テ
タ
ス
は
先
生
に
分
限
を
知
れ
と
教
え
、
意
志
こ
そ
我
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
自
由
が
あ
る
と
教
え
ま
し
た
。
先
生
は 

エ
ピ
ク
テ
タ
ス
を
、
私
と
い
う
文
脈
に
引
き
入
れ
て
、
そ
れ
を
読
み
ま
す
。
先
生
の
日
記
の
『
臘
扇
記
』
に
は
、

エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
言
葉 

が
我
が
身
に
引
き
当
て
ら
れ
て
、
あ
た
か
も
自
分
に
納
得
さ
せ
る
よ
う
に
記
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
た
だ
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
は
ど
こ
ま
で
も
自 

力
の
人
で
し
た
。
そ
の
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
立
場
を
十
分
に
理
解
し
つ
つ
、
し
か
も
臘
扇
の
号
の
示
す
通
り
、
痛
切
な
自
力
無
効
と
い
う
自 

覚
を
も
っ
て
自
ら
帰
し
た
他
力
の
立
場
に
立
っ
て
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
教
え
を
受
け
止
め
て
い
き
ま
す
。

一
〇
月
一
九
日
の
日
記
で
、
如
意 

な
る
も
の
を
「
我
に
あ
る
も
の
」
、

ま
た
不
如
意
な
る
も
の
を
「彼
に
あ
る
も
の
」
と
捉
え
た
先
生
は
、

一
〇
月
ニ
ー
日
の
日
記
で
、
こ 

れ
を
他
力
の
立
場
か
ら
次
の
よ
う
に
捉
え
ま
す
。

彼
に
在
る
も
の
に
対
し
て
は
、
唯
他
力
を
信
ず
べ
き
の
み
。
我
に
在
る
も
の
に
対
し
て
は
、
専
ら
自
力
を
用
う
べ
き
な
り
。
而
も
此
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の
自
力
も
亦
た
他
力
の
賦
与
に
出
づ
る
も
の
な
り
。(
全
集
讽
・
三
七
七)

こ
こ
に
言
わ
ば
人
間
の
本
位
本
分
と
い
う
も
の
が
明
ら
か
に
さ
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
先
生
は
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
に
傾
倒
し
た
わ
け
で
す
け 

れ
ど
も
、
そ
れ
は
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
わ
け
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
先
生
に
と
っ
て
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
は
、
他
力
へ
と
導 

く
ひ
と
り
の
大
先
達
で
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。

二
自
己
と
は
何
ぞ
や

こ
の
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
に
触
れ
て
迷
悶
の
苦
し
み
の
中
に
、
清
沢
先
生
は
そ
れ
か
ら
脱
却
す
る
大
き
な
道
筋
を
得
ま
す
。
そ
の
道
筋
の
中 

か
ら
、
 

先
生
は
新
し
い
精
神
の
地
平
に
到
達
し
て
い
き
ま
す
。

一
〇
月
二
四
日
に
書
込
ま
れ
た
あ
の
有
名
な
「
自
己
と
は
何
ぞ
や
」
と
い 

う
問
い
は
、
こ
の
道
筋
の
中
か
ら
必
然
的
に
沸
上
が
っ
て
き
た
問
い
で
す
。
そ
の
日
記
の
一
節
を
引
用
し
て
み
ま
す
と
、
次
の
よ
う
で
す
。
 

此
の
如
く
四
顧
茫
々
の
中
間
に
於
い
て
、

吾
人
に
亦
た
一
団
の
自
由
境
あ
り
。

自
己
意
念
の
範
囲
す
な
わ
ち
こ
れ
な
り
。
 

070
？
に
：̂

コ 〇

ミ

1
%

2-(

亦

1:ー
ー
の
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ミ!!
。
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自
己
と
は
何
ぞ
や
。
こ
れ
人
生
の
根
本
的
問
題
な
り
。
 

自
己
と
は
他
な
し
。
絶
対
無
限
の
妙
用
に
乗
托
し
て
、
任
運
に
法
爾
に
此
の
境
遇
に
落
在
せ
る
も
の
、
即
ち
是
な
り
。(
全
集⑷

・
三 

ハ
〇)

こ
こ
で
先
生
は
、

自
ら
置
か
れ
た
境
遇
を
「
四
顧
茫
々
」
と
言
わ
れ
ま
す
。

「
四
顧
茫
々
」
と
い
う
の
は
、
あ
た
り
近
所
が
広
く
て
遙
か 

で
あ
る
こ
と
を
言
い
ま
す
。
広
大
無
辺
際
の
宇
宙
の
中
に
あ
っ
て
、
ご
ま
粒
に
も
な
ら
な
い
よ
う
な
自
分
が
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ 

が
区
々
片
々
た
る
そ
の
自
分
に
「
一
団
の
自
由
境
」
が
あ
る
と
言
い
ま
す
。

そ
れ
は
「
自
己
意
念
の
範
囲
」
で
あ
る
と
言
い
ま
す
。

「自 

己
意
念
」
と
は
意
志
と
い
う
意
味
で
す
。
そ
の
意
志
こ
そ
我
に
あ
る
。
そ
の
我
に
あ
る
も
の
に
お
い
て
私
は
自
由
で
あ
る
。
 

そ
し
て
そ
こ
か
ら
次
の
問
い
が
で
て
ま
い
り
ま
す
。
で
は
、
そ
の
よ
う
に
自
由
に
生
き
て
い
く
こ
と
の
で
き
る
主
体
は
何
か
と
い
う
こ 

で
す
。

清
沢
先
生
は
、

「
グ
ノ
ー
シ
ス
・
サ
ウ
ト
ン
」
と
い
う
ギ
リ
シ
ャ
文
字
を
始
め
に
掲
げ
て
呼
び
か
け
、

そ
れ
を
・
・̂

ロ
。
ミ

！
一

一
丫
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も

こ

と

訳

し'

「
汝
自
身
を
知
れ
と
は
、
人
間
実
存
の
モ
ッ
ト
ー
で
あ
る
」
:ヽ
^
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ミ
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と
記
し
て
お
り
ま
す
。
申
す
ま
で
も
な
く
、
「
汝
自
身
を
知
れ
」
と
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
聖
言
で
す
。

エ
ピ
ク
テ
タ
ス
は
こ
の
ソ 

ク
ラ
テ
ス
の
哲
学
を
学
び
、
同
時
に
そ
れ
を
実
践
し
た
人
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

エ
ピ
ク
テ
タ
ス
に
と
っ
て
「
汝
自
身
を
知
れ
」
と
い
う 

言
葉
は
、
生
き
て
い
く
指
針
で
あ
り
ま
し
た
。

清
沢
先
生
は
こ
の
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
を
通
し
て' 

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
「
汝
自
身
を
知
れ
」
と
い
う
聖
言
を
受
け
止
め
「
自
己
と
は
何
ぞ
や
」 

と
い
う
問
い
を
発
し
た
の
で
す
。
「
自
己
と
は
何
ぞ
や
」
と
は
、
「
わ
た
し
っ
て
何
」
と
対
象
的
に
概
念
的
に
自
分
を
知
り
た
い
と
い
う
問 

い
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
呑
気
な
問
い
で
は
な
い
。
肺
結
核
に
よ
る
度
重
な
る
喀
血' 

周
囲
の
白
眼
視
に
よ
る
人
情
の
煩
累
な 

ど
、
そ
う
い
う
不
如
意
を
見
出
し
た
清
沢
先
生
の
、
文
字
通
り
命
を
か
け
た
切
実
な
問
い
で
し
た
。
先
生
は
す
で
に
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
に
よ 

っ
て
、
「
自
己
意
念
の
中
に
自
由
を
見
出
せ
」
と
い
う
導
き
を
受
け
て
、

大
い
な
る
心
の
開
け
を
も
ち
ま
し
た
。

そ
し
て
改
め
て
問
い
ま 

す
。
そ
れ
で
は
そ
の
自
由
の
主
体
と
な
る
自
己
と
は
何
か
と
。
そ
れ
は
深
い
心
の
底
か
ら
突
き
上
げ
て
き
た
問
い
で
し
た
。

三
能
動
的
自
己
の
発
見

そ
の
問
い
が
出
て
き
た
と
こ
ろ
に
自
ず
か
ら
答
え
も
出
て
ま
い
り
ま
す
。

「
自
己
と
は
何
ぞ
や
」
と
問
う
た
先
生
は
、

間
髪
を
入
れ
ず 

次
の
よ
う
に
答
え
ま
す
。

自
己
と
は
他
な
し
。
絶
対
無
限
の
妙
用
に
乗
托
し
て
、
任
運
に
法
爾
に
、
こ
の
境
遇
に
落
在
せ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
こ
れ
な
り
。
 

こ
こ
で
、
自
己
に
つ
い
て
清
沢
先
生
は
、
詩
の
よ
う
な
格
調
の
高
い
言
葉
で
表
現
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
現
代
の
私
た
ち
の
漢
語
の 

教
養
で
は
、
な
か
な
か
了
解
し
に
く
い
も
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。

「
絶
対
無
限
の
妙
用
」
と
は' 

如
来
の
不
可
思
議
な
働
き
を
言
う
も
の
と 

思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
「任
運
に
法
爾
に
」
と
い
う
の
は
、

「任
運
蕩
蕩
」
と

か

「任
運
無
功
用
」
と
い
う
こ
と
を
禅
で
申
し
ま
す
け
れ 

ど
も
、
「
こ
と
さ
ら
計
ら
わ
ず
に
」
と
い
う
こ
と
で
し
よ
う
。
そ
し
て

「落
在
」
と
は
、
安
心
立
命
す
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
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し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
見
出
さ
れ
た
「
自
己
」
と
い
う
も
の
は
、
如
来
の
不
可
思
議
な
働
き
に
身
を
托
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
与 

え
ら
れ
た
境
遇
に
軽
や
か
に
落
ち
着
く
こ
と
の
で
き
た
「自
己
」
で
す
。
そ
の
よ
う
な
乗
托
妙
用
の
自
己
、
そ
れ
が
今
見
出
さ
れ
た
「自 

己
」
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

自
分
は
、
相
対
有
限
の
小
世
界
の
中
に
苦
し
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
自
分
は
実
は
大
い
な
る
絶
対
無
限
の
世
界
の
中
に
摂
め
ら
れ 

て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
絶
対
無
限
界
の
中
に
あ
る
自
分
を
見
出
す
時' 

自
分
は
相
対
有
限
の
中
に
安
ん
じ
て
生
き
て
い
く
こ
と
が
で 

き
る
。

こ
の
よ
う
な
「自
己
」
は
、
絶
対
無
限
の
妙
用
に
乗
托
し
て
い
る
と
い
う
自
覚
な
し
に
は
現
わ
れ
ま
せ
ん
。
乗
托
し
な
け
れ
ば
、
立
ち 

現
わ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
絶
対
無
限
の
妙
用
に
乗
托
す
る
と
は' 

絶
対
無
限
の
妙
用
に
信
順
す
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
へ
の
信
順
を 

失
っ
た
時
、
自
己
は
見
え
な
く
な
る
の
で
す
。
自
己
は' 

絶
対
無
限
と
の
関
係
性
の
中
に
立
ち
現
わ
れ
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
の
関
係
性
の 

あ
る
と
こ
ろ
に' 

相
対
有
限
の
世
界
を
積
極
的
に
生
き
る
道
が
与
え
ら
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
能
動
性
を
得
ま
す
。
し
た
が
っ
て
こ
の
文 

章
に
引
き
続
い
て
次
に
、
そ
の
乗
托
妙
用
の
自
己
に
よ
る
積
極
的
な
生
き
方
が
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
 

只
だ
夫
れ
絶
対
無
限
に
乗
托
す
。
故
に
死
生
の
事
、
亦
憂
ふ
る
に
足
ら
ず
。
死
生
尚
ほ
且
つ
憂
ふ
る
に
足
ら
ず
。
如
何
に
況
は
ん
や
・ 

此
よ
り
而
下
な
る
事
件
に
於
い
て
を
や
。
追
放
可
な
り
。
獄
牢
甘
ん
ず
べ
し
。
誹
謗
嬪
斥
、
許
多
の
凌
辱' 

豈
に
意
に
介
す
べ
き
も 

の
あ
ら
ん
や
。
否
な
之
を
憂
ふ
る
と
雖
も
、
之
を
意
に
介
す
と
雖
も
吾
人
は
之
を
如
何
と
も
す
る
能
は
ざ
る
な
り
。
我
人
は
寧
ろ
只 

管
絶
対
無
限
の
吾
人
に
賦
与
せ
る
も
の
を
楽
し
ま
ん
か
な
。

清
沢
先
生
が
直
面
し
て
い
る
最
大
の
問
題
は
死
生
の
問
題
で
す
。
肺
病
で
喀
血
し
て
い
る
自
分
に
と
っ
て
、
死
は
ま
さ
に
現
前
の
問
題
と 

な
っ
て
、
 

自
ら
の
生
を
脅
か
し
て
ま
い
り
ま
す
。
こ
の
死
の
脅
威
に
対
し
て
、

エ
ピ
ク
テ
タ
ス
は'
:
000
「/

0
1
3
6
1
1 :

と
し
ば
し
ば
語 

っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
い
つ
で
も
死
は
受
入
れ
る
と
い
う
ス
ト
ア
的
態
度
を
表
わ
す
も
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
絶
対
無
限
の
妙
用
を
自
覚 

し
た
今
、
た
だ
人
生
を
消
極
的
に
受
入
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
死
生
を
乗
り
越
え
て
い
く
勇
気
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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乗
托
妙
用
の
自
己
と
は
、
受
身
の
自
己
で
は
な
く
て
能
動
的
な
自
己
で
す
。

エ
ピ
ク
テ
タ
ス
は
「意
志
」
を
も
っ
て
自
己
と
い
た
し
ま 

し
た
。
そ
の
よ
う
な
ス
ト
ア
的
自
己
に
大
き
な
示
唆
を
受
け
な
が
ら' 

先
生
は
そ
の
意
志
の
根
拠
を
問
い
ま
し
た
。
そ
の
意
志
の
根
拠
に
、
 

大
い
な
る
絶
対
無
限
の
妙
用
を
見
出
し
た
の
で
す
。
そ
れ
は
も
は
や
人
間
の
意
志
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
絶
対
無
限
に
賦
与
さ
れ
た
意
志
で 

す
。
そ
の
宗
教
的
意
志
の
中
に' 

清
沢
先
生
は
自
ら
の
煩
悶
憂
苦
を
乗
り
越
え
る
能
動
性
を
得
ま
す
。

能
動
的
と
か
受
動
的
と
い
う
言
葉
は' 

文
法
上
の
問
題
で
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
こ
こ
で
言
う
能
動
あ
る
い
は
受
動
と
い
う
こ
と
は' 

相
対
的
一
般
的
な
こ
と
で
は
な
く'

生
き
方
に
か
か
わ
る
事
柄
で
す
。
能
動
と
い
う
の
は
ぶ
社V：

と
い
う
こ
と
で
す
。
積
極
的
と
い 

う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
決
し
て
空(

か
ら)

元
気
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
絶
対
無
限
の
妙
用
に
乗
托
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
与
え 

ら
れ
た
絶
対
的
績
極
性
で
す
。

一
方' 

そ
れ
に
対
し
て
受
動
と
は

に
珞5
ミ
巴
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
場
合
の・

9

餾
化V

こ

と

は

、
 

運
命
に
屈
伏
し
た
と
い
う
こ
と
、
 

つ
ま
り"

呂!3
1
1
1

一
協
ミ
巴
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
た
ち
は
、
不
如
意
な
る
外
的
環
境
と
か
内
な
る
煩
悩 

に
屈
伏
し
な
が
ら
生
き
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
が
現
実
で
す
。
先
生
は
そ
の
よ
う
な
受
動
的
自
己
を
「81
扇
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
ま
し 

た
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
受
動
性
の
中
に
あ
る
自
己
が
、
絶
対
無
限
の
妙
用
に
乗
托
す
る
こ
と
に
お
い
て
本
来
の
自
己
、
最
も
自
己
的
な 

自
己
へ
帰
っ
て
い
き
ま
す
。
清
沢
先
生
は
そ
の
自
己
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
煩
悶
憂
苦
を
超
え
る
こ
と
の
で
き
る
一
つ
の
能
動
性
を
得 

た
わ
け
で
す
。

V 

人
界
の
独
立
者

一

死

の

思

索

明
治
三
一
年
の
ー
ー
月
一
九
日
、

『
臘
扇
記
』
は
第
二
号
に
入
り
ま
す
。

こ
の
第
二
号
の
日
記
で
大
き
く
注
意
さ
れ
る
こ
と
は
、
そ
の 

冒

頭
に
「
死
」
と
い
う
字
が
掲
げ
ら
れ
て
お
る
こ
と
で
す
。

当
日
の
日
記
に
は
、

「暁
、
鈍
桃
班
二
次
」
と
喀
血
の
様
子
を
記
し
た
あ
と
、
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と
あ
り
ま
す
。
重
い
病
の
身
で
あ
る
清
沢
先
生
に
と
っ
て
は' 

死
は
観
念
と
し
て
で
は
な
く
現
実
の
事
と
し
て
迫
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
そ 

の
死
が
最
大
の
謎
で
し
た
。
日
記
の
扉
に
「
死
」
の
一
文
字
を
掲
げ
ら
れ
た
の
は
、
如
何
に
死
が
先
生
に
と
っ
て
重
大
な
問
題
で
あ
っ
た 

か
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
に' 

死
へ
の
思
索
が
行
わ
れ
ま
す
。
死
か
ら
逃
避
す
る
の
で
は
な
く
、
死
を
見
つ
め
る
。
 

死
を
如
何
に
捉
え
、
如
何
に
超
え
る
か
と
い
う
こ
と
を
見
つ
め
る
の
で
す
。
近
代
の
日
本
人
で' 

こ
れ
ほ
ど
死
に
つ
い
て
の
緊
張
し
た
思 

索
を
展
開
し
た
人
は
稀
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

仏
教
は
一
貫
し
て
出
離
生
死
と
い
う
こ
と
を
教
え
ま
す
。
先
生
は
、
仏
教
の
中
で
も
特
に
他
力
の
教
え
に
帰
し
て
、
絶
対
無
限
の
妙
用 

に
乗
托
す
る
こ
と
に
お
い
て
死
生
を
超
え
る
と
い
う
道
を
歩
ん
で
お
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
毎
日
が
死
と
向
き
合
う
と
い
う
生
活
の
中
で
、
 

先
生
は
自
ら
歩
む
道
を
常
に
確
か
め
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
に
先
生
の
修
養
の
内
実
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
『
臘
扇 

記
』
に
は
死
生
の
問
題
に
関
す
る
記
述
が
底
流
し
て
お
り
ま
す
。
い
ま
挙
げ
た
ー
ー
月
一
九
日
の
日
記
の
一
節
に' 

死
に
た
い
し
て
吾
人
は
無
能
な
り
。
吾
人
は
之
を
防
止
す
る
能
は
ず
。
吾
人
は
死
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
吾
人
は
死
す
る
も
尚
ほ
吾
人 

は
滅
せ
ず
。

生
の
み
が
吾
人
に
あ
ら
ず
、
死
も
亦
た
吾
人
な
り
。

吾
人
は
生
死
を
並
有
す
る
も
の
な
り
。(

正
反
対
の
も
の
を
並
有 

す
る
は
大
矛
盾
な
り
。)

吾
人
は
生
死
に
左
右
せ
ら
る
べ
き
も
の
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。

吾
人
は
生
死
以
外
に
霊
存
す
る
も
の
な
り
。
 

(

全
集
71
・
四
一
八)

と
述
べ
て
お
り
ま
す
。
こ
こ
に
は
ま
ず
何
ぴ
と
も
、
死
に
対
し
て
は
何
の
防
ぎ
よ
う
も
な
い
と
言
う
。
私
た
ち
は
死
を
忘
れ
、
 

生
の
み
を 

愛
し
死
を
厭
う
が
、
死
も
ま
た
私
の
一
部
で
あ
る
と
言
い
ま
す
。

「
吾
人
は
生
死
を
並
有
す
る
も
の
な
り
」
と
言
わ
れ
ま
す
。

仏
教
で
生 

死
と
い
え
ば
迷
い
を
意
味
し
ま
す
が' 

清
沢
先
生
の
こ
の
場
合
に
は
文
字
通
り
生
死
の
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
そ
の
よ
う
に
訓
ん
だ
方
が
よ 

い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

し
か
し
単
に
「
死
を
忘
れ
る
な
」

つ
ま
り:

6111611 8
 

1
X
1
0
1
:

二
一
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
終
る
の
で 

は
な
い
の
で
す
。
私
は
生
と
死
の
奴
隸
で
は
な
い
。
生
と
死
を
超
え
て
あ
る
も
の
で
あ
り' 

生
か
ら
も
死
か
ら
も
自
由
に
な
っ
て
霊
存
す
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る
と
言
い
ま
す
。
霊
存
と
い
う
こ
と
を
言
い
ま
す
。
霊
存
と
い
う
言
葉
は
、
私
た
ち
に
は
馴
染
み
が
な
い
わ
け
で
す
け
れ
ど
も' 

超
越
し 

て
あ
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
し
ょ
う
か
。

そ
う
い
う
宗
教
的
心
地
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
清
沢
先
生
は
魂
の
安
慰
を
得
ま
す
。
こ
の
こ
ろ
の
日
記
、

つ
ま
り
ー
ー
月
一
九
日
以 

降
の
日
記
は
、
少
し
先
生
も
余
裕
が
で
て
き
た
の
か
、
学
校
教
育
の
指
針
と
か
、
あ
る
い
は
江
戸
時
代
の
戯
作
者
で
あ
る
蜀
山
人
の
狂
歌
、
 

さ
ら
に
は
自
分
で
こ
し
ら
え
た
川
柳
の
ご
と
き
も
の
が
登
場
い
た
し
ま
す
。
そ
れ
は
日
記
を
読
む
私
た
ち
に
幾
分
ほ
っ
と
す
る
も
の
を
与 

え
ま
す
。
私
た
ち
は
、
先
生
の
文
章
を
抜
粋
し
た
語
録
や
『
文
集
』
だ
け
を
呼
ん
で
お
り
ま
す
と
、
何
か
先
生
に
は
ユ
ー
モ
ア
が
な
く
て 

い
つ
も
緊
張
ば
か
り
し
て
い
る
と
い
う
印
象
を
受
け
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
先
生
は
決
し
て
そ
う
い
う
味
も
そ
つ
け
も
な
い
朴
念 

仁
で
は
茴
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
日
記
や
友
人
に
宛
て
た
書
簡
を
読
め
ば
、
先
生
の
暖
か
い
人
間
性
に
触
れ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、

ユ
ー
モ 

ア
も
少
な
く
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

二

独
 

尊 

子

さ
て
、
生
死
の
世
界
か
ら
独
立
し
て
霊
存
す
る
自
己
、
こ
れ
を
私
は
能
動
的
自
己
と
表
現
い
た
し
ま
し
た
け
れ
ど
も' 

そ
の
よ
う
な
自 

己

は

『
臘
扇
記
』
第
二
号
に
も
一
貫
し
て
追
求
さ
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
一
ー
月
の
二
八
日
、
ち
ょ
う
ど
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
御
祥
忌
に
あ
た 

る
日
の
日
記
の
一
節
に

仏
を
耻
づ
か
し
め
ず
、
不
レ
忘
一
ー
真
人

者
は
独
尊
子
也
。
独
尊
子
者
、
住
一
ー
無
畏
へ
安
一
ー
不
動-

者
也
。(
全
集
VI
・
四
三
〇) 

と
言
い
ま
す
。
「真
人
」
と
い
う
の
は
、
仏
の
異
名
で
す
。

先
生
の
概
念
で
言
え
ば
、
絶
対
無
限
者
で
す
。

こ
の
真
人
を
忘
れ
ざ
る
者
を 

先
生
は

「
独
尊
子
」
と
言
わ
れ
ま
す
。
申
す
ま
で
も
な
く'

こ
の
独
尊
子
の
語
は
、
釈
尊
の
誕
生
偈
に
由
来
し
ま
す
。
伝
説
に
よ
れ
ば
、
 

釈
尊
は
摩
耶
夫
人
か
ら
生
ま
れ
ら
れ
る
と
す
ぐ
七
歩
あ
ゆ
み
、
天
と
地
を
指
差
し
て
、
天
の
上
天
の
下
に
た
だ
わ
れ
一
人
に
し
て
尊
し
、
 

「
天
上
天
下
唯
我
独
尊
」
と
叫
ん
だ
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

一
人
一
人
の
人
間
の
独
立
と
尊
貴
さ
を
尊
ぶ
こ
の
釈
尊
の
誕
生
の
言
葉

70



は
、
ま
さ
に
仏
教
の
出
発
点
を
示
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
釈
迦
仏
の
精
神
に
生
き
る
者
を
先
生
は
独
尊
子
と
言
わ
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
 

こ
こ
で
先
生
は' 

絶
対
無
限
者
た
る
仏
陀
真
人
を
憶
念
す
る
と
き
、
私
は
自
ら
独
尊
子
た
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
い
ま
す
。
こ
の
仏
陀 

真
人
は'

『
転
迷
開
悟
録
』
に

「
胸
中
の
主
公
」
と
説
か
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

仏
陀
真
人
を
憶
念
す
る
時
に
、

私
は
さ
ま
ざ
ま
な 

畏
怖
感
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
不
退
の
心
、
不
動
の
心
に
住
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
一
方
、
仏
陀
真
人
を
忘
れ
る
と
私
は
衆
を
畏 

れ
、
外
物
に
惑
わ
さ
れ
る
と
記
さ
れ
ま
す
。
日
々
煩
悩
の
波
浪
に
苦
し
め
ら
れ
る
清
沢
先
生
に
と
っ
て
独
尊
子
た
る
こ
と
は
、
切
実
な
願 

い
で
あ
り
ま
し
た
。

三
真
に
自
己
な
る
も
の

こ
の
よ
う
な
人
界
の
独
立
者
た
る
自
己
に
つ
い
て
の
思
索
は
、

年
が
開
け
て
明
治
三
二
年
二
月
二
五
日
、

『
臘
扇
記
』
第
二
号
の
末
尾 

に
近
い
「偶
坐
案
定
」
と
題
し
た
一
節
の
中
に
ま
た
展
開
さ
れ
ま
す
。
「
偶
坐
」
と
い
う
の
は
向
い
合
っ
て
座
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
「案 

定
」
は
考
え
定
め
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
随
想
は
実
に
透
徹
し
た
も
の
で
し
て
、
そ
の
内
容
の
一
部
は
整
文
し
て
「
絶
対
他
力
の
大 

道
」
と
題
し
て
『
精
神
界
』
明
治
三
五
年
六
月
に
掲
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
一
連
の
随
想
で
特
に
注
意
さ
れ
る
の
は
、
外
物
他
人
と
自
己
を
対
峙
さ
せ
て
、
そ
の
分
際
を
見
極
め
て
「真
に
自
己
な
る
も
の
」 

を
露
わ
に
し
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
で
す
。
ま
あ
、
自
己
と
外
物
他
人
の
分
際
の
明
確
化
と
い
う
も
の
は
、

エ
ピ
ク
テ
タ
ス
に
倣
っ
て
、
 

す
で

に

「如
意
な
る
も
の
」
と

「
不
如
意
な
る
も
の
」
、

あ
る
い
は
「
我
に
あ
る
も
の
」
と

「彼
に
あ
る
も
の
」
と
い
う
ふ
う
に
、

先
生 

は
や
ら
れ
て
き
た
わ
け
で
す
。
だ

か
ら

「自
己
」
と

「外
物
」
と
い
う
ふ
う
に
分
際
を
明
確
化
す
る
と
い
う
の
は
、
先
生
の
思
索
の
延
長 

線
上
に
あ
る
方
法
で
す
ね
。

内
と
外
の
分
限
分
際
の
明
確
化
と
い
う
の
は
、

先
生
の
思
索
の
ベ
ー
ス
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

そ
れ
で
は 

「偶
坐
案
定
」
の
中
で
、
「真
に
自
己
な
る
も
の
」
と
は
ど
の
よ
う
に
追
求
さ
れ
て
い
く
か
。
そ
の
一
部
を
引
い
て
み
ま
す
。
 

自
と
云
ひ
、
己
と
云
ひ
、
外
物
と
云
ひ' 

他
人
と
云
ふ
。

其
の
何
た
る
を
精
究
す
べ
し
。(

外
物
他
人
、

ス
ト
ア
学
者
は
之
を
称
し
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て
、
「
エ
ク
ス
テ
ル
ナ
ス
」
と
云
ふ
。)

他
人
は
知
り
易
し
。
外
物
は
雑
多
な
り
。
禽
獣
虫
魚
草
木
瓦
礫
の
み
を
云
ふ
に
あ
ら
ざ
る
な 

り
。
居
家
も
外
物
な
り
。
衣
食
も
外
物
な
り
。
乃
至
身
体
髪
膚
も
亦
外
物
な
り
。
妄
念
妄
想
も
外
物
な
り
。
然
ら
ば
何
物
か
是
れ
自 

己
な
る
や
。
嗚
呼
何
物
か
是
れ
自
己
な
る
や
。
日
く
天
道
を
知
る
の
心' 

是
れ
自
己
な
り
。
天
道
を
知
る
の
心
を
知
る
の
心' 

是
れ 

自
己
な
り
。
天
道
と
自
己
の
関
係
を
知
見
し
て
、
自
家
充
足
を
知
る
の
心
、
是
れ
自
己
な
り
。
自
家
充
足
を
知
り
て
、
天
命
に
順
じ
、
 

天
恩
を
報
ず
る
の
心
、
 

是
れ
自
己
な
り
。(
全
集
VI
・
四
六
〇)

こ
の
よ
う
に
言
わ
れ
ま
す
。

先
生
は
こ
こ
で
、
自
己
と
外
物
他
人
を
精
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
い
ま
す
。
ま
ず
外
物
他
人
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。
外
物
他
人 

と
い
う
の
は
、

一
般
的
な
外
物
他
人
は
も
ち
ろ
ん
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
先
生
が
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
の
は
「居
家
」
そ
れ
か 

ら

「
衣
食
」
そ
し
て

「身
体
髪
膚
」
で
す
。
そ
れ
ら
は
病
気
で
苦
し
ん
で
い
る
先
生
に
と
っ
て
は
非
常
に
切
実
な
問
題
で
あ
っ
た
わ
け
で 

す
。

「居
家
」
と
は
、

具
体
的
に
は
西
方
寺
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
「衣
食
」
と
は' 

自
分
の' 

あ
る
い
は
自
分
が
死
ん 

だ
後
の
妻
子
の
衣
食
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
「
身
体
髪
膚
」
と
い
う
の
は
自
分
の
身
体
で
す
ね
。
清
沢
先
生
は
こ
れ
ら
に
対
す
る
深
い
責
任 

を
感
じ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
苦
悩
は
深
ま
り
ま
し
た
。
西
方
寺
に
養
子
に
入
っ
て
責
任
を
果
た
せ
な
い
。
衣
食
に
関
し
て
は
、
 

家
族
を
養
う
だ
け
の
生
活
力
も
な
い
。

い
わ
ば
生
活
無
能
者
で
あ
る
。

身
体
は
、
「
こ
れ
を
父
母
に
受
け
毀
損
せ
ざ
る
は
孝
の
は
じ
め
な 

り
」
と
小
供
の
頃
か
ら
教
え
ら
れ
て
き
た
の
に' 

し
か
し
自
分
は
病
で
こ
れ
を
損
傷
し
て
し
ま
っ
た
。
ど
こ
に
向
っ
て
も
頭
の
上
げ
よ
う 

も
な
い
。
そ
の
気
持
ち
が
妄
念
妄
想
と
な
っ
て
、
日
夜
に
先
生
の
蝕
ま
れ
た
病
ん
だ
心
を
襲
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
身
が
引
き
裂
か
れ
る
よ 

う
な
苦
し
み
で
す
。
い
わ
ゆ
る
「責
任
地
獄
」
で
す
ね
。

そ
う
い
う
苦
し
み
の
中
で
先
生
は
居
家
も
衣
食
も
身
体
髪
膚
も
妄
念
妄
想
も
す
べ
て
外
物
と
見
定
め
ま
す
。
こ
こ
に
は
先
生
の
ア
イ
デ 

ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
認
が
ご
ざ
い
ま
す
。
自
分
が
真
に
随
順
す
べ
き
も
の
は
何
か
。
そ
れ
は
外
物
に
で
は
な
い
。
も
し
外
物
に
随
順
す
る
な
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ら
ば
、

一
瞬
た
り
と
も
生
き
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
自
分
の
能
力
を
超
え
た
問
題
に
対
し
て
責
任
を
感
じ
て
煩
悶
す
る
。
す 

な
わ
ち
責
任
煩
悩
に
苦
し
め
ら
れ
る
。
だ
か
ら
私
は
何
よ
り
も
自
己
の
な
ん
た
る
か
を
見
出
し
て
、
こ
れ
に
随
順
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

こ
の
よ
う
に
先
生
は
決
着
さ
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

こ
こ
に
お
い
て
「自
己
と
は
何
か
」
が
改
め
て
省
察
さ
れ
ま
す
。

「
然
ら
ば
何
物
か
是
れ
自
己
な
る
や
。

嗚
呼
何
物
か
是
れ
自
己
な
る 

や
」
。

こ
れ
は
、
存
在
の
至
奥
か
ら
突
き
上
げ
て
き
た
問
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。

先
生
は
そ
の
自
己
省
察
に
お
い
て
ま
ず
「
天
道
を
知
る
の 

心
、
是
れ
自
己
な
り
」
と
言
い
ま
す
。
天
道
と
い
う
の
は
、
仏
教
の
世
界
で
は
迷
い
の
世
界
の
一
つ
で
あ
る
と
さ
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
清 

沢
先
生
の
語
法
で
は
「
他
力
」(
「偶
坐
案
定
」
全
集
ッ
・
四
五
六)

を
意
味
し
ま
す
。

先
生
は
、
こ
の
天
道
を
知
る
心
を
自
己
と
す
る
。

こ 

れ
が
基
本
的
な
自
己
了
解
で
す
。
す
な
わ
ち
先
に
も
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
こ
の
自
己
は
一
般
的
な
意
味
で
言
う
「
わ
た
し
」
で
は
あ
り 

ま
せ
ん
。
絶
対
無
限
者
と
の
関
係
性
を
持
つ
者
を
指
し
ま
す
。
そ
の
関
係
性
の
中
に
な
い
自
己
は
、
真
の
自
己
で
は
な
い
。
空
虚
な
、
流 

転
の
中
に
あ
る
自
己
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

し
か
し
こ
こ
で
問
題
が
生
じ
ま
す
。
「
天
道
を
知
る
」
と
言
え
ば' 

ま

ず

「
知
る
」
主
体
が
あ
っ
て
「
天
道
」
と
い
う
対
象(

客
体)

を 

「
知
る
」
と
い
う
枠
組
み
の
中
に
入
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
こ
に
ど
う
し
て
も
人
間
的
な
主
——
客
の
立
場
が
残
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
ゆ
え 

に
先
生
は
、
 

そ
の
自
己
規
定
を
も
う
一
歩
深
め
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ

が

「
天
道
を
知
る
の
心
を
知
る
の
心
、
是
れ
自
己
な
り
」
と 

い
う
言
葉
で
す
。

こ
の
自
己
は' 

更
に
高
次
な
自
己
で
す
。

そ
の
自
己
は'

「自
家
充
足
を
知
り
て
、
 

天
命
に
順
じ' 

天
恩
を
報
ず
る
」
 

自
己
で
ご
ざ
い
ま
す
。
も
は
や
そ
の
自
己
は
、
煩
悩
を
主
体
と
す
る
人
間
の
側
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
絶
対
無
限
者
の
側
に
あ
り
ま
す
。
先 

生
は
そ
の
よ
う
な
自
己
を,
も
っ
て
「真
の
自
己
」
と
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
自
己
と
い
う
の
は
、
そ
こ
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
て
、
 

出
会
う
も
の
で
す
。
自
覚
的
に
探
さ
な
け
れ
ば
獲
得
さ
れ
な
い
も
の
で
す
。
そ
の
自
己
を
信
知
し
、
こ
れ
に
立
脚
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
 

私
は
真
実
の
意
味
で
こ
の
人
間
界
に
独
立
し' 

能
動
的
に
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
先
生
は
次
の
一
節
に
お
い
て 

自
家
充
足
を
知
り
て
、(

物
を
求
め
ず
、
人
と
争
は
ず)

天
命
に
順
じ
、

天
恩
を
報
ず
る(

故
に
身
労
を
厭
は
ず)

の
心
、

是
れ
自
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己
な
り
。
自
己
豈
に
外
物
他
人
に
追
従
す
べ
き
も
の
な
ら
ん
や
。
自
己
を
知
る
も
の
は
、
勇
猛
精
進
、
独
立
自
由
の
大
義
を
発
揚
す 

べ
き
な
り
。(
全
集⑷

・
四
六
一)

と
述
べ
ま
す
。
こ
の
先
生
の
言
葉
は' 

大
い
な
る
心
の
開
け
を
示
す
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
先
生
は' 

西
方
寺
の
一
室
に
あ
り
な
が
ら
、
 

悶
々
と
し
て
毎
日
を
過
ご
し
て
い
る
。
自
分
の
死
、
そ
し
て
そ
の
後
の
家
族
の
生
活
問
題' 

あ
る
い
は
様
々
な
人
間
関
係
か
ら
く
る
煩
わ 

し
い
事
ど
も
。
そ
れ
ら
に
対
す
る
不
安
な
想
い
が
ま
る
で
群
賊
悪
獣
の
よ
う
に
日
夜
に
襲
来
し' 

先
生
を
苛
み
ま
す
。
そ
ん
な
中
で
先
生 

は
消
え
入
り
そ
う
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
自
己
喪
失
の
危
機
を
、
自
己
省
察
を
徹
底
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
悠
然
と
突
破
し
て
い
く 

わ
け
で
あ
り
ま
す
。

真
に
自
己
な
る
も
の
へ
の
目
覚
め
は' 

迷
悶
す
る
先
生
の
心
に
安
慰
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
し
か
し
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
心
の
平
安 

を
得
て
、
そ
れ
に
安
ら
ぐ
と
い
う
だ
け
に
留
ま
り
ま
せ
ん
。
そ
の
目
覚
め
が
先
生
に
あ
ら
た
に
立
ち
上
が
る
勇
気
を
も
た
ら
す
の
で
す
。
 

そ
れ
は
「身
労
心
労
を
厭
わ
ず
」
「
天
命
に
順
じ
、
天
恩
を
報
ず
る
」
勇
猛
心
で
あ
り
ま
す
。
『
臘
扇
記
』
は
明
治
三
二
年
の
四
月
五
日
に 

閉
じ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
ニ
ケ
月
後
、
 

先
生
は
最
後
の
力
を
振
り
し
ぼ
っ
て
再
び
東
京
に
出
て
行
き
ま
す
。
そ
の
無 

茶
と
も
思
え
る
行
動
は
そ
の
心
の
開
け
に
賜
わ
っ
た
勇
猛
精
進
の
心
と
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
 

本
日
は
清
沢
先
生
の
追
弔
会
で
あ
る
臘
扇
忌
法
要
に
あ
た
り
ま
し
て
、
そ

の

「
臘
扇
」
と
い
う
語
の
由
来
す
る
先
生
の
日
記
の
『
腫
扇 

記
』
を
、
ご
く
大
雑
把
に
振
り
返
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

『
臘
扇
記
』
と
い
う
日
記
は
、

様
々
な
視
点
か
ら
読
む
こ
と
の
で
き
る
日 

記
で
す
け
れ
ど
も
、
私
が
と
く
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
た
の
は
、
日
記
の
中
で
一
貫
し
て
追
求
さ
れ
て
い
る
「
自
己
」
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ 

い
ま
す
。
な
ぜ
先
生
は
「自
己
」
と
い
う
も
の
を
探
求
し
た
の
か
。
そ
れ
は
先
生
に
襲
っ
て
く
る
様
々
な
苦
境
を
乗
り
越
え
る
こ
と
の
で 

き
る
言
わ
ば
命
の
中
心
、
こ
れ
を
必
要
と
し
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

苦
境
。
こ
れ
を
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
い
う
神
学
者
が:

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
9

ネ&
3

总6
1
1

二
・
と
表
現
し
た
の
が
想
い
出
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
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は
誰
で
も
樣
な
形
で
直
面
い
た
し
ま
す
。
し
か
し
清
沢
先
生
の
場
合
は
、
そ
れ
が
ま
こ
と
に
深
刻
な
形
で
迫
っ
て
き
た
わ
け
で
ご
ざ
い 

ま
す
。
こ
れ
ほ
ど
深
刻
な
形
で
迫
っ
て
き
た
例
は
少
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
苦
境
の
中
で
最
も
深
刻
な
問
題
と 

し
て
先
生
が
直
面
し
た
の
が
「
死
」
と
い
う
問
題
で
ご
ざ
い
ま
す
。

「
死
」
が
一
切
の
苦
境
の
源
で
し
た
。

肺
結
核
の
清
沢
先
生
の
前
に 

は
、
「
死
」
は
解
決
で
き
な
い
も
の
、
不
如
意
の
も
の
と
し
て' 

絶
対
の
壁
の
よ
う
に
立
ち
は
だ
か
り
ま
し
た
。
『
臘
扇
記
』
は
、
死
の
虚 

無
に
呑
み
込
ま
れ
よ
う
と
す
る
先
生
が
必
死
に
戦
う
姿
を
リ
ア
ル
に
伝
え
て
お
り
ま
す
。
そ
の
死
か
ら
先
生
は
逃
避
す
る
こ
と
な
く
、
ま 

た
そ
れ
に
眼
を
背
け
る
こ
と
な
く
、
そ
の
死
を
乗
り
越
え
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
自
己
を
求
め
た
の
で
す
。
 

し
か
し
そ
の
自
己
に
出
会
う
こ
と
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
『
臘
扇
記
』
は
そ
の
苦
闘
の
跡
を
私
た
ち
に
伝
え
て
お
り
ま
す
。
 

そ
の
苦
闘
の
跡
を
う
か
が
い
ま
す
と' 

先
生
が
近
代
日
本
の
は
じ
め
に
い
か
に
香
り
高
い
精
神
の
営
み
を
展
開
し
た
か
、
そ
し
て
い
か
に 

よ
く
人
生
と
戦
っ
た
か
が
わ
か
り
ま
す
。

清
沢
先
生
亡
き
後
一
世
紀
に
な
ん
な
ん
と
し
て
お
り
ま
す
。

そ
の
後
の
様
々
な
科
学
の
進
歩
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
死
」
に
象
徴
さ
れ 

る
よ
う
な
深
い
虚
無
が
現
代
人
の
生
の
彼
方
に
穴
を
あ
け
て
お
り
ま
す
。
現
代
の
文
化
は
虚
無
に
眼
を
背
け
な
が
ら
、
現
世
の
快
楽
を
追 

い
求
め
ま
す
。
し
か
し
、
 

そ
の
全
体
が
虚
無
に
取
り
巻
か
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
な
い
と
思
い
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
虚
無
を
乗
り
越
え
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
「自
己
」
を
私
た
ち
は
必
要
と
し
て
お
り
ま
す
。
い
っ
た
い
私
た
ち
は
何
を 

自
己
と
し
て
生
き
て
い
く
の
か
。
そ
ん
な
こ
と
を
思
う
時
に' 

虚
無
を
ま
じ
ろ
ぐ
こ
と
な
く
見
据
え
、
虚
無
を
乗
り
越
え
た
清
沢
先
生
の 

名
が
改
め
て
呼
び
起
こ
さ
れ
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
ん
な
こ
と
を
実
感
す
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

不
十
分
で
あ
り
ま
す
が
、
 

私
の
話
を
こ
れ
で
終
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

(

本
稿
は
、

一
九
九
四
年
十
月
十
二
日
、
大
谷
大
学
で
行
わ
れ
た
臘
扇
忌
法
要
で
の
講
演
を
筆
録-

整
文
し
た
も
の
で
す)
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