
真

宗

大

学

の

特

質

——

清
沢
満
之
畢
生
の
願
い!

延 

塚 

知 

道

- 

浄
土
真
宗
の
学
場

㈠

真
宗
大
学
開
校
式

東
京
巣
鴨
の
地
に
移
転
開
校
し
た
真
宗
大
学
は
、

一
九
〇
ー(
明
治
三
十
四)

年
十
月
十
三
日
に
、
そ
の
開
校
の
式
を
挙
げ
る
の
で
あ
る
。
 

当
日
は
、
法
主
や
裏
方
を
は
じ
め
、
近
衛
篤
曆
ヽ
久
我
建
通
等
の
貴
族
や
、
文
部
大
臣
菊
地
大
麓
、
岡
田
総
務
長
官
等
の
明
治
国
家
の
高 

官
、
帝
国
大
学
総
長
山
川
博
士
、
文
科
大
学
長
井
上
哲
次
郎
、
そ
の
他
各
高
等
専
門
学
校
長
や
、
各
宗
派
の
高
僧
等
、
多
数
の
来
賓
が
招 

か
れ
、
そ
の
来
賓
諸
氏
の
馬
車
や
人
力
車
の
数
は
、
三
百
に
達
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
午
前
十
一
時
に
始
ま
っ
た
式
典
で
は
、
ま
ず 

正
面
の
仏
壇
が
開
か
れ
、

一
同
起
立
礼
拝
に
続
い
て
、
君
が
代
演
奏
、
さ
ら
に
南
条
文
雄
博
士
の
教
育
勅
語
の
捧
読
の
後
、
学
監
清
沢
満 

之
が
開
校
の
辞
を
述
べ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

後
に
改
め
て
尋
ね
る
が
、
当
時
の
日
本
の
教
育
の
全
体
は
、
明
治
国
家
の
政
策
で
あ
る
強
力
な
教
育
勅
語
体
制
の
中
に
あ
っ
た
。
そ
の 

統

制

・
規
制
は
想
像
以
上
に
厳
し
い
も
の
で
、
例
え
ば
こ
の
開
校
式
の
二
年
前
、

一
ハ
九
九(

明
治
三
十
二)

年
ハ
月
に
、
文
部
省
訓
令
第

23



十
二
号
が
公
示
さ
れ
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
こ
の
訓
令
に
は

一
般
ノ
教
育
ヲ
シ
テ
宗
教
外
二
特
立
セ
シ
ム
ル
ハ
学
制
上
最
モ
必
要
ト
ス
。
依
テ
官
立
公
立
学
校
及
学
科
課
程-
一
関
シ
法
令
ノ
規
定 

ア
ル
学
校
一
ー
於
テ
ハ' 

課
外
タ
リ
ト
モ
宗
教
上
ノ
教
育
ヲ
施
シ
又
八
宗
教
上
ノ
儀
式
ヲ
行
フ
事
ヲ
許
サ
サ
ル
ヘ
シ 

と
い
わ
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
官
公
立
学
校
、
お
よ
び
法
令
で
定
め
ら
れ
た
私
立
学
校
で
は' 

課
外
で
あ
っ
て
も
、
宗
教
上
の
教
育
や 

儀
式
を
禁
止
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
政
府
が' 

近
代
国
家
の
原
則
の
も
と
に' 

宗
教
と
教
育
と
の
分
離
を
意
図
し
た
も
の
で 

あ
る
。
当
時
は
ま
だ
、
専
門
学
校
令
が
制
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら' 

実
質
的
に
は
私
立
各
種
学
校
の
み
が
、
さ
い
わ
い
宗
教
教
育
を 

容
認
さ
れ
る
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し' 

こ
の
宗
教
教
育
禁
止
令
に
よ
っ
て
、
国
家
は
、
全
国
の
官
・
公

・
私
立
学
校
を
統
轄 

す
る
基
盤
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
。
当
時
こ
の
訓
令
は
、
直
接
的
に
は
キ
リ
ス
ト
教
主
義
学
校
の
活
動
を
抑
圧
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
し 

か
し
そ
の
趣
旨
は' 

そ
の
後
な
が
く
根
本
的
に
変
更
さ
れ
な
い
ま
ま
学
校
行
政
上
に
う
け
つ
が
れ
た
の
で
あ
る
か
ら' 

こ
の
訓
令
第
十
二 

号
は
、
わ
が
国
の
学
校
に
お
け
る
宗
教
教
育
の
あ
り
方
に
、
決
定
的
な
方
向
を
示
し
た
も
の
と
し
て
重
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

い
う
ま
で
も
な
く
明
治
国
家
の
こ
の
よ
う
な
規
制
は' 

教
育
か
ら
既
成
宗
教
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て' 

天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と 

い
う
擬
似
宗
教
を
教
育
の
中
に
浸
透
さ
せ
る
こ
と
が
ね
ら
い
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
政
府
は
色
々
な
施
策
を
行
じ
る
の
で
あ
る
が
、
こ 

の
訓
令
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
そ
の
厳
し
い
国
家
統
制
の
枠
の
中
で
、
当
時
の
宗
教
学
校
は
、
何
と
か
独
自
の
宗
教
教
育
の
理
念
を
貫
ぬ 

こ
う
と
し
て' 

必
死
の
努
力
を
強
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
特
に
内
村
鑑
三
の
教
育
勅
語
不
敬
事
件(

一
八
九
一
年)

は
、
明
治
国
家
と
し
て 

も
そ
の
威
信
に
賭
け
て
許
す
こ
と
の
で
き
な
い
事
件
で
あ
っ
た
た
め
、
キ
リ
ス
ト
教
学
校
へ
の
圧
力
は
す
さ
ま
じ
い
も
の
で
、
廃
校
に
ま 

で
追
い
込
ま
れ
る
学
校
も
少
な
く
な
い
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。

真
宗
大
学
の
開
校
式
は' 

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で' 

挙
行
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
文
部
大
臣
を
は
じ
め
と
す
る
政
府
高
官
等
の
来
賓
一 

同
と
共
に
、
本
尊
へ
の
起
立
総
礼
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
真
宗
大
学
の
開
校
に
当
っ
て
、
清
沢
満
之
が
生
涯
を
賭
け
て
勝
ち
取 

っ
た
わ
が
信
念
の
表
明
に
他
な
る
ま
い
。
し
か
し
こ
の
こ
と
一
つ
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
も
、
当
時
の
状
況
下
で
は
大
変
な
こ
と
で
あ
っ
た
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と
思
わ
れ
る
。
そ
の
背
後
に
、
ど
れ
ほ
ど
の
配
慮
が
あ
っ
た
か
を
思
う
。
満
之
は
、
単
に
観
念
的
・
独
善
的
な
仏
道
を
唱
え
た
の
で
は
な 

い
。
親
鸞
の
仏
道
の
大
切
さ
、
信
仰
の
超
越
性
を
語
る
責
任
を
自
ら
担
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
こ
の
世
で
具
体
的
に
表
明
し
て
い
く
時 

に
は' 

実
際
的
な
配
慮
を
要
す
る
。
信
仰
が
浄
土
を
開
く
と
い
う
こ
と
は' 

そ
の
ま
ま
で
こ
の
世
に
覚
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
覚
め 

た
眼
で
こ
の
世
を
透
明
に
見
な
が
ら' 

そ
こ
で
仏
道
を
顕
揚
し
て
い
く
。
そ
の
よ
う
な
実
際
家
と
し
て
の
満
之
に
、
生
き
た
仏
道
の
具
体 

性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
実
際
家
と
し
て
の
満
之
に
想
い
を
致
す
と
き
、
 

彼
は' 

教
育
勅
語
へ
の
不
敬
が
も
た
ら
す
様
々
な
状
況
を
、
 

よ
く
見
て
い
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
後
に
尋
ね
る
が
、
同
志
社
は
、
そ
の
た
め
に
瀕
死
の
状
態
に
ま
で
追
い
込
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
日 

本
の
一
学
校
を
そ
こ
ま
で
追
い
込
む
強
力
な
国
家
権
力
の
実
状
を
、
彼
は
、
透
明
に
見
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
「世
界
第
一
の
仏
教
大
学
」 

と
し
て
真
宗
大
学
を
、
何
と
し
て
も
開
校
せ
ん
と
す
る
配
慮
の
た
め
に
、
南
条
博
士
に
や
む
お
う
え
ず
教
育
勅
語
を
読
ま
せ
た
の
で
あ
ろ 

う
。
し
か
も
、
そ
れ
を
深
く
悲
歎
し
な
が
ら
、
教
育
勅
語
の
捧
読
を
逆
手
に
取
る
よ
う
に
、
僧
衣
を
着
し
た
清
沢
満
之
が' 

文
部
大
臣
を 

は
じ
め
帝
国
大
学
総
長
、
さ
ら
に
は
恐
ら
く
慶
応
，
早
稲
田
・
同
志
社
と
い
っ
た
当
時
の
専
門
学
校
長
を
前
に
し
て
、
当
時
の
国
体
に
ま 

で
な
っ
て
い
た
教
育
勅
語
の
精
神
と
は
ま
っ
た
く
質
の
違
う
、
宗
教
的
真
理
の
学
と
そ
れ
に
根
ざ
し
た
教
育
と
を
内
容
と
す
る
開
校
の
辞 

を
、
 

述
べ
る
の
で
あ
る
。

本
学
は
他
の
学
校
と
は
異
な
り
ま
し
て
宗
教
学
校
な
る
こ
と' 

殊
に
仏
教
の
中
に
於
い
て
浄
土
真
宗
の
学
場
で
あ
り
ま
す
。
即
ち
、
 

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
へ
る' 

即
ち
自
信
教
人
信
の
誠
を
尽
す
べ
き
人
物
を
養
成
す
る
の
が' 

本
学
の
特
質
で
あ
り
ま
す
。(
全
集
，
八
巻
，
頁
三 

五
四)

私
は' 

当
時
の
状
況
を
考
え
合
せ
な
が
ら
こ
の
開
校
の
辞
を
読
む
と
き' 

一
種
の
感
動
す
ら
覚
え
る
。
人
間
の
命
賭
け
の
真
理
に
根
ざ 

し
た
願
い
は
、
国
家
を
も
超
え
て
い
る
。
「生
死
厳
頭
に
立
在
」
す
る
者
で
な
け
れ
ば
、

こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、

こ
の
よ
う
な
願
い
は 

と
て
も
表
明
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
満
之
畢
生
の
願
い
を
、
こ
の
真
宗
大
学
に
托
し
た
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
帝
国
大
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学
総
長
や
私
学
の
学
長
を
前
に
し
て
、
「他
の
学
校
と
は
異
な
る
」
彼
の
、

生
涯
を
貫
ぬ
い
た
学
仏
道
の
精
神
が
、

こ
こ
に
美
事
に
表
明 

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
思
う
の
で
あ
る
。

さ
て
、

こ
の
開
校
の
辞
に
「浄
土
真
宗
の
学
場
」
と
い
わ
れ
る
真
宗
大
学
は
、

「自
信
教
人
信
の
誠
を
尽
す
べ
き
人
物
を
養
成
」
す
る 

こ
と
を
、
そ
の
課
題
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
狭
い
意
味
で
い
え
ば
、
真
宗
仏
教
を
担
う
宗
派
的
人
材
の
養
成
、
と
見
れ
な
い
わ
け 

で
は
な
い
。
し
か
し
後
に
、
こ
の
満
之
の
開
校
の
辞
を
「大
谷
大
学
樹
立
の
精
神
」
と
し
て
展
開
し
た
、
 

第
三
代
学
長
，
佐
々
木
月
無
に 

よ
れ
ば'

「真
宗
は
真
を
こ
れ
主
義
と
す
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
真
宗
仏
教
を
担
う
人
材
と
は
、

宗
教
的
真
理
の
探
究
と
そ
れ 

に
よ
る
教
育
と
を
、
自
ら
の
責
任
と
す
る
人
物
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
と
真
理
の
探
究
と
そ
れ
に
基
づ
く
教
育
と
を
課
題
と
す
る
の
で
あ
れ 

ば
、
真
宗
大
学
は
、
当
然
、
国
家
的
規
模
で
、
文
科
の
大
学
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
仏
教
の
学
を
、
目
指
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

ま
た
、
教
育
の
面
か
ら
い
え
ば
、
日
本
人
の
精
神
生
活
に
、
真
宗
と
い
う
宗
教
の
立
場
か
ら
責
任
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
だ 

か
ら
宗
派
的
人
材
の
養
成
と
い
う
よ
り
も
、
真
理
に
基
づ
く
宗
教
的
人
間
と
し
て' 

世
界
人
類
の
課
題
を
担
う
べ
き
人
材
の
養
成
を
、
国 

家
的
な
規
模
の
大
学
と
し
て
果
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
学
科
に
つ
い
て
も
、
宗

乗

・
華

厳

・
天
台

・
性
相
の
四
科
、
即
ち
、
 

真
宗
学
と
仏
教
学
を
設
置
し
た
の
で
あ
る
が
、
ど
の
学
科
に
お
い
て
も
祖
釈(
親
鸞
教
学)

を
中
心
に
し
て
、
外
国
語
と
哲
学
と
を
課
し
て 

い
る
の
で
あ
る
。
「我
々
が
信
奉
す
る
本
願
他
力
の
宗
義
に
基
づ
く
」
と
い
う
独
自
の
主
張
を
持
つ
か
ぎ
り
、

各
学
科
共
、

親
鸞
の
学
を 

中
心
と
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
そ
れ
が
、
満
之
の
真
理
へ
の
絶
対
の
信
頼
と
、
彼
の
信
念
の
表
明
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
 

そ
の
親
鸞
の
学
を
中
心
と
す
る
各
学
科
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
の
真
宗
・
仏
教
の
学
に
加
え
て
、
西
洋
の
哲
学
と
外
国
語
を
必
須
と
し
て 

い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
当
時
の
日
本
の
大
学
の
現
状
か
ら
す
れ
ば
、
当
然
、
帝
国
大
学
の
学
問
に
伍
し
て
い
く
水
準
の
文
科
の
大
学 

を
目
指
し
た
、
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
満
之
の
志
願
は
、
そ
ん
な
小
さ
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
東
洋
の
仏
教
と 

外
国
語
を
基
に
し
た
西
洋
の
哲
学
と
の
学
び
は
、
世
界
の
思
想
研
究
と
い
う
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

こ
の
大
学
は' 

世
界
第
一
の
仏
教
大
学
た
ら
し
め
ざ
る
可
か
ら
ず
。
他
日
欧
米
よ
り
仏
教
を
学
ば
ん
が
た
め
に
日
本
に
留
学
す
る
も
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の
あ
ら
ば
、
必
ず
先
ず
真
宗
大
学
に
来
る
べ
し
。(
全
集
・
ハ
巻
・
頁
四
九
〇)

と
、
彼
の
言
葉
を
安
藤
州
一
が
述
懐
し
て
い
る
よ
う
に
、
満
之
の
志
願
は
、
世
界
に
開
か
れ
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
真
宗
大
学
は
、
 

十
方
衆
生
を
視
野
に
入
れ
た
、
そ
の
よ
う
な
広
大
な
志
願
に
貫
ぬ
か
れ
、
宗
教
的
真
理
の
探
究
と
い
う
強
烈
な
個
性
を
持
つ
仏
教
大
学
と 

し
て' 

世
界
に
向
か
っ
て
開
校
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
に
お
い
て
、
「本
学
は
他
の
学
校
と
は
異
な
り
ま
し
て
宗
教
学
校
な
る
こ 

と
、
殊
に
仏
教
の
中
に
於
い
て
浄
土
真
宗
の
学
場
で
あ
り
ま
す
。
」
と
い
う
、
宣
言
に
も
似
た
響
き
を
持
っ
て
語
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

㈡

学

の

特

質

清
沢
満
之
の
真
宗
大
学
に
托
し
た
志
願
は
、
世
界
に
開
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
は' 

東
京
巣
鴨
の
地
に
開
校
さ
れ
た
の
で
あ
る
か 

ら
、
当
面
は
日
本
の
帝
国
大
学
等
の
学
問
を
視
野
に
見
据
え
な
が
ら
、
「他
の
学
校
と
は
異
な
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
大
学 

に
お
け
る
学
問
の
水
準
を
維
持
し
な
が
ら
、
そ
の
学
問
の
精
神
に
お
い
て
、
世
間
の
学
と
は
、
決
定
的
に
質
を
異
に
す
る
と
い
う
の
で
あ 

ろ
う
。
世
間
の
学
と
異
な
る
仏
教
の
学
と
は
、
も
ち
ろ
ん
伝
統
さ
れ
た
言
葉
で
い
え
ば
、
内
観
道
と
い
う
古
く
て
長
い
歴
史
を
持
つ
学
の 

方
法
で
あ
る
。
特
に
、
「本
願
他
力
の
宗
義
に
基
づ
く
」
「浄
土
真
宗
の
学
場
」
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
伝
統
的
な
内
観
道 

を' 

親
鸞
の
学
の
方
法
で
あ
る
聞
思
と
し
て
具
体
化
し
、
そ
れ
を
文
科
の
大
学
の
学
問
の
レ
ベ
ル
で
、
世
に
公
に
し
て
い
き
た
い
と
い
う 

の
で
あ
る
。

こ
の
世
間
の
学
と' 

仏
教
の
学
即
ち
出
世
間
の
学
に
つ
い
て' 

満
之
は' 

次
の
よ
う
に
言
う
の
で
あ
る
。

余
が
真
宗
大
学
の
前
途
に
就
い
て
憂
ふ
る
一
事
は
、
学
生
に
遠
大
の
志
望
乏
し
き
こ
と
是
な
り
。
徒
に
成
功
を
急
ぎ
、
漸
く
卒
業
の 

期
に
達
せ
ん
と
す
れ
ば
、
早
く
も
パ
ン
問
題
に
奔
馳
す
。
是
れ
修
養
の
足
ら
ざ
る
に
依
る
と
雖
も
、

一
は
亦
た
遠
大
の
志
な
き
が
故 

な
り
と
。(
中
略)

世
間
の
学
校
は
、
固
よ
り
パ
ン
と
名
誉
と
を
求
む
る
者
の
た
め
に
設
く
。
独
り
宗
教
の
学
校
は' 

パ
ン
の
た
め
に 

悩
ま
さ
れ
ざ
る
底
の
修
養
を
得
せ
し
め
ん
た
め
に
建
設
す
。

一
は
世
間
的
に
し
て
、

一
は
出
世
間
的
な
り
。
(
全
集
，
入
巻
・
頁
四
九
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一)

こ
の
短
か
い
言
葉
の
中
に
、
満
之
が
真
宗
大
学
に
期
待
し
た
聞
思
の
学
の
独
自
性
が' 

美
事
に
語
ら
れ
て
い
る
。
も
と
よ
り
彼
は' 

草
創 

期
の
東
京
帝
国
大
学
で
学
ん
だ
優
秀
な
学
徒
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
学
問
も
、
真
理
の
探
究
を
そ
の
目
的
と
す
る
の
で
あ
り
、
 

そ
れ
に
真
摯
で
あ
る
べ
き
こ
と
は' 

誰
よ
り
も
よ
く
知
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
 

世
間
の
学
と
出
世
間
の
学
と 

を

「
パ
ン
と
名
誉
」
と
い
う
象
徴
的
な
一
点
で
峻
別
す
る
所
に
、
彼
の
生
涯
賭
け
て
勝
ち
取
っ
た
明
確
な
知
見
が
輝
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

私
が
如
来
を
信
ず
る
の
は
、
 

私
の
智
慧
の
窮
極
で
あ
る
の
で
あ
る
。
人
生
の
事
に
真
面
目
で
な
か
り
し
間
は
措
い
て
云
は
ず
、
少
し 

く
真
面
目
に
な
り
来
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
、
茲
に
如
来
を
信
ず
る
と
云
ふ
こ
と
を
惹
起
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
(
中
略) 

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
点
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
尺
し
て
、
其
の
頭
の
挙
げ
よ
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
。(
全
集1

ハ
巻
・
頁
ニ
ニ
九)

こ
れ
は
一
九
〇
三(
明
治
三
十
六)

年
六
月
六
日
、
四
十
一
歳
で
そ
の
生
涯
を
閉
じ
る
一
週
間
前
に
、
満
之
が
書
き
残
し
た
「わ
が
信
念
」
 

の
一
節
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
世
間
の
学
と
出
世
間
の
学
と
の
決
定
的
な
選
び
が
あ
る
。

世
間
の
学
と
は
、
「私
の
智
慧
や
思
案
の
有
り
丈 

を
尺
し
て
」
そ
の
真
理
を
探
究
し
よ
う
と
す
る
学
問
で
あ
る
。
出
世
間
の
学
と
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
い
う
、
 

自
覚
自
証
の
学
道
で
あ
る
。

人
間
は
意
識
的
に
な
っ
た
時
、
す
で
に
自
我
的
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
自
我
の
肯
定
の
上
に
成
り
立
つ
学
問
は
、
い
か
に
学
問
的
な 

精
緻
さ
を
誇
ろ
う
と
も
、
自
我
的
な
人
間
の
全
体
を
究
め
尺
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
れ
は
究
極
的
に
は
、
自
我
肯
定
の
具 

体
相
で
あ
る
「
パ
ン
と
名
誉
」
の
た
め
に' 

い
つ
で
も
退
落
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
 

宗
教
は
人
間
た
る
の
道
に
あ
ら
ず
し
て
、
人
間
以
上
の
或
る
者
に
な
ら
う
と
云
ふ
道
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
道
に
進
ま
う
と
思
う
た
な
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ら
ば
、
是
非
共
、
人
間
世
界
の
事
物
を
頼
み
に
す
る
や
う
な
心
を
離
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。(
全
集'

ハ
巻
・
頁
一
四
ニ) 

と
満
之
は
言
う
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
ど
の
分
野
の
学
問
に
お
い
て
も
、
真
理
の
探
究
を
そ
の
目
的
と
す
る
か
ぎ
り
、
目
的
に
お
い
て
、
 

当
然
自
我
を
越
え
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
対
象
と
し
て
分
析
し
理
論
的
に
ど
れ
ほ
ど
美
事
な
説
明
を
な
し
得
た
と
し
て
も
、
そ
の
全 

体
は
、
す
で
に
人
間
の
自
我
の
範
囲
を
越
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
す
れ
ば
そ
こ
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
真
理
は
、
人
間
を
充
分
に
生
か 

し
尽
す
真
理
と
は
な
り
え
な
い
。
と
同
時
に
、
そ
の
真
理
は
ま
た
自
我
を
も
超
え
た
人
間
の
全
体
を
ト
ー
タ
ル
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
 

不
可
能
で
あ
る
。

す
で
に
古
典
的
と
な
っ
た
観
は
あ
る
が
、
『
社
会
科
学
に
お
け
る
人
間
』

の
中
で'

大
塚
久
雄
は
、

社
会
科
学
が' 

人
間
を
ト
ー
タ
ル 

に
把
握
し
得
て
い
な
い
、
と
い
う
反
省
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
中
で
彼
は
、
第
二
次
大
戦
後
、
そ
れ
ま
で
の
植
民
地
が
、
次
々
と
独
立
し 

た
。
政
治
的
独
立
と
共
に
経
済
的
に
も
独
立
す
る
よ
う
に
、
先
進
諸
国
は
様
々
な
経
済
的
援
助
を
続
け
た
が' 

充
分
な
成
果
が
得
ら
れ
な 

い
の
が
、
 

今
日
の
世
界
の
現
状
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
経
済
理
論
そ
の
も
の
が
、
先
進
諸
国
を
モ
デ
ル
に
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
点 

に
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
反
省
に
基
づ
い
て
、
彼
は
、
 

従
来
の
理
論
で
は
、
途
上
国
の
問
題
は
割
り
切
れ
な
い
。(
中
略)

お
よ
そ
社
会
科
学
の
理
論
が
成
立
す
る
た
め
の
前
提
条
件
と
い
う 

か
、
そ
う
し
た
根
本
的
な
人
間
の
行
動
様
式
が
違
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
問
題
が
あ
る
ん
で
は
な
い
か
。(
中
略)

西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や 

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
は
違
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
文
化
圏
に
お
け
る
国
々
の
人
間
、
そ
の
行
動
様
式
、
の
問
題
を
入
れ 

て
こ
な
け
れ
ば
、
社
会
科
学
の
理
論
は
十
分
に
役
に
立
つ
も
の
に
は
な
ら
な
い(
社
会
科
学
に
お
け
る
人
間
・
岩
波
新
書
・
頁
七) 

と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に' 

こ
れ
に
重
ね
て

経
済
的
貧
困
を
な
く
す
る
こ
と
、
そ
れ
は
社
会
科
学
、
と
く
に
経
済
学
に
と
っ
て
長
い
長
い
悲
願
で
あ
っ
た(
中
略)

と
こ
ろ
が
、
そ 

の
経
済
的
貧
困
の
問
題
が
、(
中
略)

か
な
り
の
程
度
ま
で
現
実
に
解
決
さ
れ
て
き
た
か
に
見
え
た
と
き
、
ま
さ
に
そ
の
と
き
に
人
間 

疎
外
の
雰
囲
気
が
人
々
の
あ
い
だ
に
広
が
っ
て
き
た(

同
上
・
頁
ハ)
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と
い
う
点
を
挙
げ
て
、
彼
は
、

人
間
疎
外
の
現
象
が
社
会
的
規
模
に
お
い
て
広
が
り
は
じ
め
る
に
つ
れ
て
、
そ
れ
は
人
々
の
心
に
社
会
科
学
に
は
な
に
か
が
欠
け
て 

い
る
と
い
う
気
持
を
生
み
、
し
だ
い
に
は
っ
き
り
し
た
形
を
と
る
よ
う
に
な
っ
て
来
ま
し
た
。
で
は
、
人
々
は
社
会
科
学
に
な
に
が 

欠
け
て
い
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
か
。(
中
略)

人
間
の
問
題
で
す
ね
。
人
間
へ
の
関
係
づ
け
の
欠
如
で
す
。
こ
う
し
て
社
会
科 

学
も
な
ん
ら
か
の
形
で
人
間
を
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
雰
囲
気
が
し
だ
い
に
で
き
あ
が
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。
(

同 

上
・
頁
ー
〇)

と
い
っ
て
、
彼
は
、
社
会
科
学
が
充
分
な
意
味
で
、
人
間
の
全
体
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
ず
る
の
で
あ
る
。
こ
れ 

は
、
社
会
科
学
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
最
近
で
は
、
自
然
科
学
に
お
い
て
さ
え
、
そ
の
真
理
と
人
間
と
の
関
係
が
、
問
わ
れ
て
い
る 

の
で
あ
る
。

満
之
は
こ
の
時
す
で
に
、
学
の
方
法
と
い
う
点
か
ら
、
人
間
肯
定
の
上
に
成
り
立
つ
現
代
の
諸
学
の
こ
の
よ
う
な
問
題
点
を
、
見
抜
い 

て
い
た
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く'

世
間
の
諸
学
問
が
不
真
面
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
、
毛
頭
な
い
。
私
自
身
が
、
こ
の
世
で
、
充 

分
に
生
き
尽
し' 

死
に
切
れ
る
真
理
と
は
何
か
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
世
間
の
諸
学
は
不
充
分
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
確
か
に 

人
間
は
自
我
的
で
あ
り
理
性
的
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
理
性
は
、
現
実
の
中
で
い
つ
で
も
破
綻
す
る
。
そ
の
理
性
と
自
我
の
底
か
ら
真
実 

を
求
め
て
や
ま
な
い
も
の
。
そ
れ
が' 

仏
教
が
見
た
人
間
観
で
あ
り
、
仏
教
が
人
間
を
信
頼
す
る
一
点
で
は
な
い
か
。
満
之
は
そ
れ
を
、
 

「人
心
の
至
奥
よ
り
出
づ
る
至
盛
の
要
求
」
と
語
っ
て
い
る
。
そ
の
宗
教
心
は
、
だ
か
ら
、
人
間
を
肯
定
す
る
上
に
成
り
立
つ
ど
の
よ
う 

な
理
論
に
も
、
満
足
し
な
い
心
で
あ
る
。

其
の
窮
極
の
達
せ
ら
る
ゝ
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
来
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
免
れ
ま
せ
ぬ(
全
集
・
六
巻
・
頁
二
三
〇)
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と
、
彼
は
正
直
に
白
状
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
宗
教
心
は
、
や
が
て
、

何
が
善
だ
や
ら
悪
だ
や
ら
、
何
が
真
理
だ
や
ら
、
非
真
理
だ
や
ら
、
何
が
幸
福
だ
や
ら
不
幸
だ
や
ら
、

一
つ
も
分
る
も
の
で
は
な
い
。
 

我
に
は
何
に
も
分
ら
な
い
と
な
っ
た
処
で
、

一
切
の
事
を
挙
げ
て
、
悉
く
之
を
如
来
に
信
頼
す
る
と
云
ふ
こ
と
に
な
っ
た
の
が
、
私 

の
信
念
の
大
要
点
で
あ
り
ま
す
。(
全
集
・
六
巻
・
頁
ニ
三
〇)

と
、
自
我
の
底
の
底
ま
で
照
ら
さ
れ
た
、
自
力
無
功
の
明
確
な
覚
知
へ
と
、
導
び
か
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
彼
が
、
余
が
三
部 

経
と
語
っ
た
、
『
阿
含
経
』
，
『
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
語
録
』
・
『
歎
異
抄
』
と
い
う
教
え
に
導
び
か
れ
て
の
こ
と
で
あ
る
。

だ
か
ら
満
之
の
生
涯 

を
貫
ぬ
い
た
求
道
・
聞
思
の
学
は
、
そ
の
宗
教
心
と
自
我
と
の
大
い
な
る
戦
い
で
あ
っ
た
、
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
の
意 

味
で
彼
の
生
涯
は
、
全
体
が
戦
場
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
こ
で
戦
い
取
ら
れ
た
信
念
は
、
決
し
て
理
性
的
で
な
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
 

自
力
無
功
の
明
々
白
々
と
し
た
自
覚
自
証
の
学
道
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は

善
だ
の
悪
だ
の
、
真
理
だ
の
非
真
理
だ
の
、
幸
福
だ
の
不
幸
だ
の
と
云
ふ
こ
と
の
あ
る
世
界
に
は
、
左
へ
も
右
へ
も
、
前
へ
も
後
へ 

も
、
 

ど
ち
ら
へ
も
身
動
き
一
寸
す
る
こ
と
を
得
ぬ
私
、
此
の
私
を
し
て
虚
心
平
気
に
、
此
の
世
界
に
生
死
す
る
こ
と
を
得
し
む
る
能 

力
の
根
本
本
体(
全
集:

ハ
巻
，
頁
二
三
〇)

に
、
自
我
的
な
在
り
方
の
全
体
が
照
ら
さ
れ
た
深
い
懺
悔
で
あ
る
。
こ
こ
に
「本
学
は
他
の
学
校
と
は
異
な
り
ま
し
て
宗
教
学
校
な
る
こ 

と
、
 

殊
に
仏
教
の
中
に
於
い
て
浄
土
真
宗
の
学
場
で
あ
り
ま
す
」
と
い
っ
て
真
宗
大
学
に
期
待
し
た
、
 

満
之
の
学
の
特
質
を' 

見
る
こ
と 

が
で
き
る
の
で
あ
る
。

㈢

浄
土
真
宗
の
学
場

「本
学
は
他
の
学
校
と
は
異
な
り
ま
し
て
」
と
い
う
言
葉
は
、
 

そ
れ
が
大
学
と
し
て
建
つ
限
り' 

そ
の
異
な
り
の
原
点
は
、
す
で
に
尋 

ね
た
学
の
特
質
に
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
学
の
異
な
り
は
、
わ
れ
わ
れ
に
二
つ
の
こ
と
を
教
え
て
い
る
。

一
つ
は
、
従
来
の
宗
門
大
学
に
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対
す
る
批
判
で
あ
る
。
い
ま
一
つ
は
、
当
時
の
帝
国
大
学
を
は
じ
め
と
す
る
、
諸
学
校
と
の
違
い
を
い
う
の
で
あ
る
。
前
者
は
、
貫
練
会 

に
対
す
る
満
之
の
批
判
に
、
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
「註
疏
の
上
に
註
疏
を
重
ね
、
解
釈
の
上
に
解
釈
を
加
へ
、
本
を
捨
て
て
末
に
趨
り
、
 

源
を
忘
れ
て
流
を
趁
ひ
、
反
り
て
益
々
聖
教
の
正
意
に
遠
ざ
か
る
」(
全
集
・
四
巻
・
頁
三
〇
九)

煩
瑣
な
会
通
の
学
を
事
と
す
る
当
時
の
宗 

学
と
袂
を
分
ち
、
そ
れ
に
対
す
る
真
宗
大
学
の
教
育
は
、
「所
謂
精
神
的
教
育
に
し
て
、

か
の
記
誦
詞
章
の
学
に
は
非
ざ
る
な
り
。

記
誦 

詞
章
の
学
は
死
学
の
み
。

死
学
は
活
け
る
知
識
を
産
し
、
活
け
る
道
徳
を
生
ず
る
こ
と
能
は
ざ
る
な
り
。
」(

全
集
・
四
巻
・
頁
ニ
七
ー)

と
、
 

痛
烈
な
批
判
を
し
な
が
ら
、
独
自
の
主
張
を
持
っ
て
真
宗
大
学
は
建
と
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
宗
学
と
の
訣
別
と
い
う
意
味
を
持
つ 

真
宗
大
学
に
つ
い
て
は
、
先
学
に
よ
っ
て
す
で
に
尋
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
学
び
た
い
。

こ
こ
で
は
二
つ
の
違
い
の
う
ち
、
特
に
後
者
に
つ
い
て
尋
ね
て
み
た
い
。
真
宗
大
学
が
国
家
的
規
模
の
大
学
で
あ
り
、
そ
れ
は
宗
派
内 

の
問
題
だ
け
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
当
時
の
国
体
と
の
関
係
や
、
他
の
学
校
と
の
具
体
的
な
違
い
の
中
に
、
満
之
の
精
神
の
具
体 

性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
だ

か

ら

「本
学
は
他
の
学
校
と
は
異
な
り
ま
し
て(
中
略)

浄
土
真
宗
の
学
場
で
あ
り
ま
す
」
と
、
他
の
学
校
の
学 

長
を
前
に
し
て
彼
が
い
う
と
き
、
そ
れ
は
単
な
る
理
念
的
な
違
い
の
み
を
い
お
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
理
念
が
社
会
的
に
具
体
的 

な
違
い
を
持
つ
の
で
あ
る
。
そ
の
違
い
を
い
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

例
え

ば

「
パ
ン
の
為' 

職
責
の
為
、
人
道
の
為
、
国
家
の
為
、
富
国
強
兵
の
為
に' 

功
名
栄
華
の
為
に
宗
教
あ
る
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
。
 

人
心
の
至
奥
よ
り
出
づ
る
至
盛
の
要
求
の
為
に
宗
教
あ
る
な
り
。
宗
教
を
求
む
べ
し
。
宗
教
は
求
む
る
所
な
し
。
」(
全
集
・
七
巻
・
頁
ー
ー 

〇)

と
い
う
、
宗
教
心
の
具
体
化
と
し
て
建
と
う
と
す
る
真
宗
大
学
は
、
そ
の
精
神
を
世
に
表
現
し
て
、
次
の
よ
う
な
一
つ
の
形
を
取
ろ 

う
と
す
る
の
で
あ
る
。

曾
て
、
真
宗
大
学
卒
業
者
の
進
路
を
、
社
会
的
方
面
に
開
く
が
宜
し
か
ら
う
と
い
ふ
事
を
、
先
生
に
話
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
其
の 

折
、
先
生
の
語
気
頗
る
励
し
く
、
「
そ
れ
は
以
て
の
外
の
こ
と
で
あ
る
。

真
宗
大
学
の
学
生
は' 

其
の
学
校
の
性
質
上
、
純
粋
の
宗 

教
的
方
面
に
の
み
向
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
又
、
是
非
と
も
さ
う
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
強
ひ
て
純
粋
の
宗
教
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的
方
面
以
外
に
進
路
を
開
く
な
ど
は
、
誤
れ
る
の
甚
だ
し
き
も
の
、
た
と
へ
左
様
の
道
路
あ
り
と
も
、
之
は
是
非
閉
じ
て
し
ま
は
ね 

ば
な
ら
ぬ
。
」
と
申
さ
れ
た
。(
全
集
，
八
巻
，
頁
四
九
三)

こ
れ
は
、
学
生
の
教
員
免
許
取
得
の
道
を
開
こ
う
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
満
之
の
言
葉
を
、
虎
石
恵
実
が
述
懐
し
た
も
の
で
あ
る
。
教 

員
免
許
一
つ
に
つ
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
態
度
を
取
る
真
宗
大
学
は
、
必
然
的
に
他
の
学
校
と
は
異
な
る
。

福
沢
諭
吉
は
、
『
学
問
の
す
す
め
』
で

「実
な
き
学
問
は
先
ず
次
に
し'

専
ら
勤
む
べ
き
は
人
間
普
通
日
用
に
近
き
実
学
な
り
。
」(
学
問 

の
す
ゝ
め,

岩
波
文
庫
・
頁
ー
ニ)

と
主
張
し
、
富
国
強
兵
・
殖
産
興
業
と
い
う
国
策
に
乗
じ
て
、
そ
れ
に
役
に
立
つ
人
材
を
育
て
よ
う
と
す 

る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
慶
応
義
塾
大
学
に
代
表
さ
れ
る
世
間
の
学
問
は
、
あ
た
か
も
「
パ
ン
の
為
、
職
責
の
為
、
人
道
の
為' 

国
家 

の
為
、
富
国
強
兵
の
為
に
、
功
名
栄
華
の
為
」
の
学
問
と
、
満
之
の
眼
に
は
映
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
慶
応
や
早
稲
田
等
の 

問
題
に
つ
い
て
は
、
紙
面
の
都
合
上
、
次
の
機
会
に
譲
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
同
じ
宗
教
学
校
と
し
て
の
建
学
の
精
神
を
持
つ
同
志
社 

大
学
の
、
当
時
の
苦
闘
を
尋
ね
て
、
真
宗
大
学
を
浮
彫
り
に
し
て
み
た
い
と
思
う
。

二

同
 

士
心 

社-

キ
リ
ス
ト
教
主
義
学
校
の
苦
闘-
-

㈠

新
島
襄
の
建
学
の
精
神

同
志
社
は
、
新
島
襄
の
キ
リ
ス
ト
教
主
義
に
よ
っ
て
建
と
う
と
す
る
大
学
で
あ
る
。
彼
は
、

一
八
七
五(

明
治
ハ)

年
、
同
志
社
大
学
の 

前
身
で
あ
る
同
志
社
英
学
校
を
開
校
し
そ
こ
を
場
と
し
て
、
神
学
を
中
心
と
す
る
総
合
大
学
と
し
て
構
想
し
た
同
志
社
大
学
設
立
に
、
そ 

の
生
命
を
燃
焼
し
尽
す
の
で
あ
る
。

一
八
ハ
ハ(
明
治
二
十
一)

年
に
、
彼
が
全
国
に
発
表
し
た
「
同
志
社
大
学
設
立
の
旨
意
」
に
は
、
そ 

の
設
立
の
目
的
が
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

其
目
的
と
す
る
所
ハ
、
独
り
普
通
の
英
学
を
教
授
す
る
の
み
な
ら
ず
、
其
徳
性
を
涵
養
し
、
其
品
行
を
高
尚
な
ら
し
め
、
其
精
神
を
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正
大
な
ら
し
め
ん
こ
と
を
勉
め
、
独
り
技
芸
才
能
あ
る
人
物
を
教
育
す
る
に
止
ま
ら
ず
、
所
謂
る
良
心
を
手
腕
に
運
用
す
る
人
物
を 

出
さ
ん
こ
と
を
勉
め
た
り
き(
中
略)

吾
人
は
敢
て
科
学
文
学
の
知
識
を
学
習
せ
し
む
る
に
止
ま
ら
ず' 

之
れ
を
学
習
せ
し
む
る
に
加 

へ
て
、
更
に
是
等
の
知
識
を
運
用
す
る
品
行
と
精
神
と
を
養
成
せ
ん
こ
と
を
希
望
す
る
な
り
、
而
し
て
斯
く
の
如
き
品
行
と
精
神
と 

を
養
成
す
る
ハ
決
し
て
区
々
た
る
理
論
、
区
々
た
る
検
束
法
の
能
く
為
す
所
に
非
す
、
実
に
活
け
る
力
あ
る
基
督
教
主
義
に
非
ざ
れ 

ば
、
能
は
ざ
る
を
信
す
、
是
れ
基
督
教
主
義
を
以
て
、
我
が
同
志
社
大
学
徳
育
の
基
本
と
為
す
所
以
ん
、
而
し
て
此
の
教
育
を
施
さ 

ん
が
為
め
に' 

同
志
社
大
学
を
設
立
せ
ん
と
欲
す
る
所
以
な
り(

同
志
社
百
年
史
・
資
料
編
一
・
頁
一
八
〇
〜
一
八
六) 

こ
こ
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
新
島
は
、
知
育
を
重
視
し
な
が
ら
も
、
そ
の
知
識
を
正
し
く
運
用
し
う
る
品
性
の
陶
冶
を
重
ん
じ' 

そ
れ
を 

キ
リ
ス
ト
教
主
義
に
求
め
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
教
育
に
期
待
し
た
人
間
像
を'

「
一
国
の
精
神
と
な
り
、

元
気
と
な
り' 

柱
石
と 

な
る
所
の
人
々
」
あ
る
い
は
「知
識
あ
り
品
行
あ
り' 

自
か
ら
立
ち
、

自
か
ら
治
む
る
人
民
」
「
一
国
の
良
心
と
も
謂
ふ
可
き
人
々
」
と 

具
体
的
に
述
べ
て
、
そ
の
育
成
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
彼
は
、
そ
の
志
半
ば
に
し
て
一
八
九
〇(
明
治
二
十
三)

年
一
月
、
 

こ
の
世
の
業
を
尽
し
終
る
の
で
あ
る
が' 

こ
の
年
は
、
日
本
が
議
会
制
を
敷
き
名
実
共
に
近
代
国
家
と
し
て
出
発
し
た
年
で
あ
っ
た
。
新 

島
は
、
そ
の
記
念
す
べ
き
年
を
選
ん
で
、
近
代
国
家
の
良
心
た
る
人
材
を
養
成
す
べ
く
、
同
志
社
大
学
を
開
校
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
。
 

ま
さ
に
そ
の
年
に
、
彼
の
生
命
は
燃
え
尽
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
新
島
が
大
学
に
托
し
た
願
い
は
、
同
志
社
の
建
学
の
精
神
と
し
て
、
 

後
進
に
引
き
継
が
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
彼
が
、
自
ら
臨
終
の
ニ
ケ
月
前
に
、
同
志
社
の
一
学
生
で
あ
っ
た
横
田
安
止
に
宛
て
た
長
文 

の
手
紙
の
中
の
一
節
で
あ
る
「良
心
之
全
身
ニ
充
満
シ
タ
ル
丈
夫
ノ
起
り
来
ラ
ン
事
ヲ
望
テ
止
マ
サ
ル
ナ
リ
」
は
、
新
島
の
燃
え
る
よ
う 

な
情
熱
を
表
わ
す
象
徴
的
な
言
葉
と
し
て
刻
ま
れ
、
「良
心
の
碑
」
と
し
て
今
に
ひ
き
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

新
島
が
、
同
志
社
英
学
校
に
お
い
て
、
ま
た
国
会
開
設
を
期
し
て
開
校
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
同
志
社
大
学
に
お
い
て
、
そ
の
養
成
を 

期
待
し
た
人
間
像
は
以
上
で
あ
っ
た
が
、
当
時
の
明
治
国
家
が
目
指
し
た
人
間
像
は
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
富
国
強
兵
・
 

殖
産
興
業
に
役
立
つ
人
間' 

天
皇
に
従
順
な
臣
民
の
育
成
で
あ
っ
た
。

一
八
ハ
六(
明
治
十
九)

年

の

「帝
国
大
学
令
」
第
一
条
で
は
、
そ
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の
第
一
条
で
「
帝
国
大
学
ハ
国
家
ノ
須
要
一
一
応
ス
ル
学
術
技
芸
ヲ
教
授
シ
及
其
蘊
奥
ヲ
攻
究
ス
ル
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス
」
と
規
定
さ
れ
て
、
 

学
問
研
究
の
府
で
あ
る
べ
き
大
学
が
、
学
問
の
真
理
性
よ
り
も
、
国
家
に
役
に
立
つ
研
究
、
国
家
に
役
に
立
つ
専
門
家
、
高
級
官
僚
の
育 

成
を
目
指
し
、
国
家
主
義
教
育
に
貫
ぬ
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
当
時
は
大
学
ま
で
国
体
に
か
ら
め
取
ら
れ
て
い
く
状
況 

で
あ
っ
た
が
、
そ
も
そ
も
教
育
制
度
と
し
て
、
わ
が
国
で
初
め
て
学
制
が
公
布
さ
れ
た
の
は
、

一
八
七
二(

阴
治
五)

年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
 

欧
米
の
烈
国
に
伍
し
て
独
立
す
る
日
本
国
で
あ
ろ
う
と
す
る
維
新
政
府
は
、
富
国
強
兵
・
文
明
開
化
を
政
策
の
中
心
と
す
る
が
、
 

こ
の
学 

制
も
、
教
育
の
面
か
ら
そ
の
一
翼
を
担
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
学
制
で
は
、
科
学
を
中
心
と
す
る
よ
う
な
実
際
に
役 

立
つ
実
学
を
、
積
極
的
に
欧
米
の
学
問
か
ら
取
り
入
れ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
殖
産
興
業(
文
明
開
化)

を
計
り
、
富
国 

強
兵
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
欧
米
の
思
想
の
急
速
な
流
入
と
学
び
は
、
政
府
の
意
に
反
し
て
、
計
ら
ず
も
自
由
民
権 

運
動
を
引
き
起
こ
す
結
果
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
通
り
、
運
動
は
、
天
賦
人
権
論
を
主
張
し
て
、
三
千
余 

万
の
人
民
は
同
等
で
一
定
の
権
利
を
持
つ' 

と
い
う
宣
言
を
出
す
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
し
か
し
こ
れ
は
政
府
に
と
っ
て
は
、
教
育
に
期
待 

し
た
範
囲
を
越
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
西
洋
の
学
問
が
科
学
的
認
識
能
力
を
育
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
民
衆
の
自
主
性
が
、
学
問
・
教
育
の 

自
由
の
思
想
と
結
び
つ
き
一
つ
の
力
と
な
ろ
う
と
す
る
と
き
、
政
府
は
こ
れ
を
脅
れ
て' 

教
育
政
策
の
転
換
を
始
め
る
の
で
あ
る
。
そ
れ 

が
、

一
八
七
九(
明
治
十
二)

年
の
教
学
聖
旨
で
あ
る
。
こ
の
聖
旨
で
は
、
維
新
当
初
、
知
識
を
世
界
に
求
め
よ
う
と
し
た
こ
と
を
一
応
卓 

見
で
あ
る
と
認
め
て
は
い
る
が
、
日
本
の
教
育
の
中
核
で
あ
る
仁
義
忠
孝
の
観
念
を
後
に
し
た
こ
と
よ
に
っ
て
、
風
俗
や
道
徳
に
重
大
な 

弊
害
が
起
こ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
こ
の
聖
旨
に
よ
っ
て
改
め
て
儒
教
主
義
を
復
活
さ
せ' 

自
由
民
権
運
動
の
全 

体
を
押
え
込
ん
で
、
政
府
主
導
の
下
に
日
本
の
教
育
の
全
体
の
方
向
を
定
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
さ
ら
に
、

一
八
九
〇(
明 

治
二
十
三)

年
の
教
育
勅
語
の
発
布
に
よ
っ
て
、

こ
れ
ま
で
の
明
治
政
府
の
教
育
政
策
が
、

そ
の
方
向
を
確
定
し
一
応
完
成
さ
れ
る
の
で 

あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
宗
教
は
完
全
に
排
除
さ
れ' 

そ
の
全
体
は
天
皇
の
権
威
と
深
く
結
び
つ
き
、
そ
の
後
の
日
本
の
不
幸
な
歴
史
を 

担
っ
て
、
教
育
の
面
か
ら
大
き
な
機
能
を
果
す
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
日
本
の
国
体
の
な
か
に
あ
っ
て' 

新
島
の
胸
に
燃
え
て
い
た
も
の
は
、

「良
心
之
全
身
ニ
充
満
シ
タ
ル
丈
夫
ノ
起
り
来
ラ 

ン
事
ヲ
」
と
い
う
志
願
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
文
明
開
化
の
脚
光
を
浴
び
て' 

時
代
の
寵
児
の
よ
う
に
躍
り
出
て
、
政
府
の
施
策
の
一
翼 

を
担
う
人
材
を
養
成
し
よ
う
と
し
た
他
の
学
校
と
は
違
っ
て
、
人
間
そ
の
も
の
の
宗
教
教
育
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は' 

当 

時
の
日
本
人
の
精
神
に
、
キ
リ
ス
ト
教
主
義
教
育
に
よ
っ
て
、
ま
さ
し
く
文
明
開
化
と
い
う
精
神
革
命
と
も
い
う
べ
き
成
果
を
期
待
し' 

「
一
国
の
良
心
と
も
謂
ふ
可
き
人
々
」
を
育
て
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
か
ら
い
え
ば
、

「自
信
教
人
信
の
誠
を
尽
す
べ
き
人 

物
」
の
養
成
を
真
宗
大
学
に
托
し
た
満
之
の
建
学
の
精
神
に
匹
敵
し
て
、
新
島
の
同
志
社
大
学
に
托
し
た
志
願
も
ま
た
、
人
間
教
育
を
主 

眼
と
す
る
宗
教
学
校
と
し
て
の
面
目
躍
如
た
る
精
神
で
あ
り' 

尊
敬
に
価
す
る
も
の
で
あ
る
。

㈡

綱
領
削
除
問
題

こ
の
よ
う
な
精
神
に
よ
っ
て
建
と
う
と
す
る
同
志
社
に
対
し
て
、
清
沢
満
之
は
、

一
八
九
八(
明
治
三
十
こ 

年
三
月
の
『
教
界
時
言
』 

に
、
「吾
が
教
界
の
教
育
家
に
警
告
す
」
と
い
う
題
で
、

全
体
に
深
い
悲
歎
を
湛
え
な
が
ら
、
当
時
の
同
志
社
校
長
と
文
部
大
臣
と
に
痛 

烈
な
批
判
を
し
て
、
満
之
自
信
の
立
つ
べ
き
信
念
と
、
仏
教
界
の
と
る
べ
き
方
向
と
を
示
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
冒
頭
で
彼
は
次 

の
よ
う
に
い
う
。

基
督
教
徒
の
私
立
学
校
、
京
都
同
志
社
の
尋
常
中
学
及
び
高
等
学
部
は
、
過
日
を
以
て
文
部
大
臣
の
認
可
を
得
た
り
。
聞
く'

是
よ 

り
先
、
同
志
社
の
校
長
は
文
部
大
臣
に
請
ふ
に
、
徴
兵
令
第
十
三
条
に
於
け
る
資
格
認
定
の
事
を
以
て
せ
し
も
、
容
易
に
許
さ
れ
ず
、
 

終
に
同
大
臣
の
内
訓
に
由
り
、
其
の
社
通
則
の
綱
領
を
删
り
、
更
に
ー
篇
の
覚
書
な
る
も
の
を
呈
し
て
、
 

然
る
後
辛
う
じ
て
認
可
せ 

ら
る
ゝ
に
至
れ
り
と
。

若
し
此
の
説
を
し
て
真
な
ら
し
め
ば
、
余
輩
は
之
を
近
来
の
一
大
奇
事
と
い
は
む
と
す
。(
全
集
・
四
巻
・
三 

五
こ

こ
こ
に
彼
が
い
う
、
徴
兵
令
第
十
三
条
に
お
け
る
資
格
認
定
と
は
、

一
八
七
三(
明
治
六)

年
以
来
、
国
民
皆
兵
の
名
の
も
と
に
、
全
て
の
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男
子
は
一
定
期
間
兵
役
に
服
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
が
、

一
八
ハ
九(
明
治
二
十
二)

年
の
改
正
徴
兵
令
に
よ
れ
ば
、
満
十
七 

歳
よ
り
二
十
六
歳
の
男
子
で' 

官
立
学
校
、
公
立
の
師
範
学
校
や
中
学
校
、
お
よ
び
文
部
大
臣
が
中
学
校
の
学
科
程
度
と
同
等
以
上
と
認 

め
た
学
校
の
在
校
生
は
、
二
十
六
歳
ま
で
徴
集
が
猶
予
さ
れ
た
。
そ
れ
を
指
す
の
で
あ
る
。
私
立
学
校
の
場
合
は
、
文
部
大
臣
が
、
中
学 

校
の
学
科
程
度
と
同
等
以
上
と
認
め
た
学
校
と
い
う
項
目
が
適
用
さ
れ' 

そ
の
他
文
部
省
が
決
め
た
様
々
な
規
準
に
適
合
し
な
け
れ
ば
、
 

認
可
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
特
典
を
得
れ
ば
、
当
然
在
校
生
は
そ
の
就
学
上
有
利
で
あ
り
、
学
生
確
保
と
い
う
点
か
ら
も
私
立
学
校
は
、
 

こ
れ
を
得
る
た
め
の
様
々
な
努
力
を
強
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

同
志
社
も
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
時
の
横
井
時
雄
校
長
は
、
こ
の
特
典
の
得
ら
れ
な
い
理
由
は' 

同
志
社
が
宗
教
学
校
で
あ
る
の 

か
、
単
な
る
教
育
機
関
で
あ
る
の
か
を
、
文
部
省
が
判
断
し
か
ね
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
見
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
一
八
九
七(
阴
治 

三
十)

年
の
認
可
願
に
は' 

神
学
校
の
み
を
宗
教
学
校
と
規
定
し
て
特
典
の
請
求
か
ら
は
ず
し
、
そ
れ
以
外
の
理
科
学
校
や
政
法
学
校
の 

男
子
諸
学
校
を
教
育
機
関
と
し
て
申
請
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
文
部
省
は
、
同
志
社
通
則
の
綱
領
に
よ
れ
ば
、
同
志
社
の
全
て
の
学 

校
が
キ
リ
ス
ト
教
を
伝
え
教
え
る
宗
教
学
校
と
判
断
せ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
一
八
九
八(
明
治
三
十
こ
年
二
月 

の
社
員
会
で
は
、
文
部
大
臣
の
認
可
を
得
る
た
め
に
、
同
志
社
通
則
の
綱
領 

第
二
条
本
社
ヲ
同
志
社
ト
称
ス
本
社
ノ
設
立
シ
タ
ル
学
校
ハ
総
テ
同
志
社
某
校
卜
称
シ
悉
ク
本
社
ノ
通
則
ヲ
適
用
ス 

の

「悉
ク
本
社
ノ
通
則
ヲ
適
用
ス
」
と
い
う
部
分
と 

ヽ
 

第
六
条 

本
社
ノ
綱
領
ハ
不
易
ノ
原
則
ニ
シ
テ
決
シ
テ
動
カ
ス
可
ラ
ス(

同
志
社
百
年
史
，
資
料
編
一'

貝
ニ
ニ) 

と
を' 

同
時
に
綱
領
か
ら
削
除
し
て
、
徴
兵
猶
予
の
特
典
を
こ
の
年
の
三
月
に
得
る
の
で
あ
る
。
し
か
し' 

こ
の
処
置
は
、
全
学
に
キ
リ 

ス
ト
教
主
義
を
徹
底
さ
せ
よ
う
と
す
る
建
学
の
精
神
か
ら
い
え
ば
、
 

そ
の
後
退
と
了
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
同
志
社
社
員
会 

の
決
定
に
対
し
て
、
当
然
厳
し
い
批
判
が
起
こ
り
、
同
志
社
の
内
外
に
波
紋
を
広
げ
な
が
ら' 

こ
の
問
題
は
紛
糾
し
て
い
く
こ
と
と
な
る 

の
で
あ
る
。
綱
領
削
除
反
対
の
意
見
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
が' 

簡
単
に
い
え
ば
次
の
四
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
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ー
、
社
員
会
が
こ
の
よ
う
な
重
大
な
決
定
を
す
る
前
に
、
校
友
会
と
相
談
し
な
か
っ
た
。

二
、 
社
員
会
は
不
易
の
綱
領
を
削
除
す
る
権
限
を
持
た
な
い
。

三
、 
こ
の
削
除
で
同
志
社
の
キ
リ
ス
ト
教
主
義
は
消
滅
す
る
。

四
、 
同
志
社
の
設
立
母
体
で
あ
っ
た
ア
メ
リ
カ
ン
・
ボ
ー
ド
や
国
内
の
寄
附
は
、
こ
の
綱
領
に
立
つ
同
志
社
に
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
り' 

そ
の
削
除
は
寄
附
を
し
た
人
々
の
信
頼
を
裏
切
る
。

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
横
井
校
長
を
は
じ
め
と
す
る
社
員
会
は
、

ー
、
社
員
会
が
綱
領
を
決
定
し
た
以
上
、
削
除
の
権
限
を
持
つ
。

二' 

こ
の
削
除
で
キ
リ
ス
ト
教
主
義
教
育
は
消
滅
し
た
の
で
は
な
い
。
要
は
文
字
で
は
な
く
精
神
で
あ
る
。
 

三
、
経
営
母
体
で
あ
っ
た
ア
メ
リ
カ
ン
・
ボ
ー
ド
と
は
、
す
で
に
そ
の
関
係
を
断
っ
て
い
る
。

と
い
う
弁
明
に
よ
っ
て
、
そ
の
批
判
を
か
わ
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
各
地
の
校
友
会
や
、
宣
教
師
達
の
反
対
運
動
は
厳
し
く' 

宣
教
師
会
は
、
同
志
社
が
綱
領
を
復
元
し
な
け
れ
ば
、
創
立
以
来
ボ
ー
ド
の
寄
附
金
全
額
を
返
還
す
る
よ
う
に
、
ボ
ー
ド
と
共
に
努
力
す 

る
こ
と
を
決
議
す
る
の
で
あ
る
。
ボ
ー
ド
側
は
、
綱
領
を
復
元
し
な
い
な
ら
ば
、
訴
訟
に
持
ち
込
む
と
い
い
そ
の
準
備
を
進
め
る
の
で
あ 

る
。
も
と
も
と
こ
の
ア
メ
リ
カ
ン
・
ボ
ー
ド
が
同
志
社
の
設
立
母
体
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
当
時
の
同
志
社
は
、
様
々
な
事
情 

か
ら
、
ボ
ー
ド
と
の
関
係
を
事
実
上
断
ち
、
微
妙
な
関
係
に
あ
っ
た
。
少
し
そ
れ
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

新
島
は
、
開
国
と
倒
幕
に
向
か
お
う
と
す
る
時
代
の
中
で
、
わ
が
国
の
植
民
地
化
を
防
ぎ
、
近
代
化
を
進
め
る
た
め
に
は
、
ま
ず
自
ら 

が
先
進
国
へ
行
き
実
際
に
そ
の
国
の
文
化
の
基
と
な
っ
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
を
学
ぶ
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
。

一
八
六
四
年
七
月
十
七
日 

(

元
治
元
年
六
月
十
四
日)

、
ア
メ
リ
カ
商
船
ベ
ル
リ
ン
号
に
乗
り
込
ん
で
密
航
し
、
ボ
ス
ト
ン
に
着
い
た
彼
は
、
さ
い
わ
い
に
も
密
航
の
趣 

意
に
参
同
す
る
多
数
の
援
助
者
を
得
て
、
ア
ー
モ
ス
ト
大
学
や
ア
ン
ド
ー
ヴ
ァ
ー
神
学
校
等
を
卒
業
す
る
の
で
あ
る
。
密
航
か
ら
す
で
に 

十
年
が
経
過
し
、
三
十
一
歳
に
な
っ
て
い
た
彼
は
、
日
本
へ
帰
国
す
る
前
に
、
ヴ
ァ
ー
モ
ン
ト
州
ラ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
行
な
わ
れ
た
ア
メ
リ
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カ
ン
・
ボ
ー
ド
の
第
六
十
五
回
年
次
大
会
で
、
十
数
年
間
胸
に
秘
め
育
ん
で
き
た
畢
生
の
事
業
を
、
涙
な
が
ら
に
聴
衆
に
訴
え
た
の
で
あ 

る
。
こ
れ
は
す
で
に
伝
説
的
な
出
来
事
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
彼
は
、
日
本
に
是
非
キ
リ
ス
ト
教
主
義
の
大
学
を
設
立 

し
た
い
。
そ
の
た
め
に
、
お
願
い
し
た
寄
附
金
を
得
る
ま
で
、
演
壇
に
立
ち
続
け
る
こ
と
を
宣
言
し
た
の
で
あ
る
。
聴
衆
は
、
こ
の
若
い 

日
本
人
の
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
純
粋
な
帰
依
に
感
銘
し
、
数
名
が
名
の
り
を
あ
げ
て
、
そ
の
場
で
五
〇
〇
〇
ド
ル
も
の
寄
附
金
を
得
る
の
で 

あ
る
。
同
志
社
の
源
は
、
す
で
に
こ
の
時
に
あ
る
。
だ
か
ら
、
同
志
社
英
学
校
も
、
当
然
、
ア
メ
リ
カ
ン
・
ボ
ー
ド
か
ら
派
遣
さ
れ
て
い 

る
多
く
の
宣
教
師
団
と
相
談
の
う
え
、
開
校
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
新
島
の
死
後
、
ボ
ー
ド
と
の
関
係
が
徐
々
に
険
悪
な
も
の
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
大
き
な
理
由
は
、
資
産
の
問
題
で 

あ
る
。
当
時
、
日
本
の
法
律
で
は
、
外
国
人
が
国
内
の
土
地
や
建
物
を
所
有
す
る
こ
と
が
、
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
多
額
の 

寄
附
を
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ボ
ー
ド
と
そ
の
宣
教
師
達
は
、
同
志
社
の
運
営
を
、
社
員
会
に
全
面
的
に
ま
か
せ
ざ
る
を
得
な
か 

っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
 

神
学
の
教
義
上
の
問
題
で
ヽ
同
志
社
と
ボ
ー
ド
と
の
間
に' 

齟
齬
が
起
こ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
ボ
ー
ド 

は' 

同
志
社
に
対
し
て
、
ボ
ー
ド
が
主
張
す
る
教
義
に
則
っ
た
信
仰
告
白
を
求
め
て
く
る
が
、
こ
れ
を
拒
絶
し
た
同
志
社
は
、
日
本
の
実 

情
に
合
っ
た
研
究
と
教
育
の
自
由
を
唱
え
る
の
で
あ
る
。
ボ
ー
ド
と
そ
の
宣
教
師
達
に
し
て
み
れ
ば
、
多
額
の
金
を
出
し
て
い
る
に
も
か 

か
わ
ら
ず' 

こ
の
よ
う
な
同
志
社
の
勝
手
な
行
動
を
、
自
主
的
と
受
と
め
る
よ
り
、
む
し
ろ
苦
々
し
く
思
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に 

は
、
内
村
鑑
三
の
不
敬
事
件
等
の
影
響
も
あ
っ
て
、
国
民
の
排
外
感
情
に
拍
車
が
か
か
り
学
生
数
の
激
減
が
起
こ
る
。
ボ
ー
ド
は
こ
れ
を
、
 

同
志
社
の
教
育
上
の
責
任
と
し
て
追
求
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
ボ
ー
ド
と
同
志
社
と
の
様
々
な
齟
齬
の
中
で' 

一
八
九
六(
明
治 

二
十
九)

年
七
月
、
ボ
ー
ド
の
宣
教
師
達
は
全
員
同
志
社
を
辞
任
し
、
次
の
年
の
明
治
三
十
年
か
ら
ボ
ー
ド
の
寄
附
金
も
途
絶
え
て
、

同 

志
社
は
、
完
全
に
経
営
に
お
い
て
も
教
育
に
お
い
て
も
自
分
の
足
で
立
つ
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
が
、
同
志
社
と
ボ
ー
ド
と
の
関
係
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
ボ
ー
ド
は
、
教
育
上
の
問
題
の
み
な
ら
ず 

経
済
上
の
不
信
感
か
ら
、
こ
の
綱
領
削
除
に
際
し
て
、
寄
附
金
の
全
額
返
還
を
求
め
、
訴
訟
に
持
ち
込
も
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
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資
産
の
所
有
者
は
、
名
義
上
社
員
会
で
あ
り
、
当
時
の
日
本
の
法
律
で
は
、
ボ
ー
ド
に
勝
訴
の
見
込
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら 

ず
訴
訟
を
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
外
国
人
の
資
産
の
所
有
問
題
を
中
心
と
し
て
近
代
国
家
と
し
て
の
日
本
の
法
律
に
欠
陥
が
あ
る
こ
と
を
、
 

世
界
に
知
ら
せ
ん
が
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
う
な
る
と
同
志
社
の
問
題
は
、
国
内
問
題
に
止
ま
ら
な
い
。
大
隈
前
首
相
も
、
同
志
社
に
対
し 

て' 

寄
附
金
を
返
還
す
る
か
、
綱
領
を
復
元
し
て
徴
兵
猶
予
の
特
典
を
あ
き
ら
め
る
か' 

ど
ち
ら
か
に
す
る
よ
う
に
勧
告
を
し
た
よ
う
で 

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
勝
訴
し
て
も' 

同
志
社
へ
の
風
当
り
を
強
く
す
る
ば
か
り
で
あ
る
と
判
断
し
た
社
員
会
は
、
ボ
ー
ド
が 

提
訴
す
る
前
の
十
二
月
、
即
ち
綱
領
削
除
か
ら
十
ヶ
月
に
し
て
、
つ
い
に
総
辞
職
に
追
い
込
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

一
八
九
九(

明
治
三
十
二) 

年
、
新
社
員
会
は
、
た
だ
ち
に
綱
領
の
復
元
を
決
め
る
が
、
条
約
改
正
を
間
近
に
ひ
か
え
た
政
府
は
、
外
交
上
の
問
題
を
恐
れ
た
の
か
、
 

同
志
社
の
徴
兵
猶
予
の
特
典
を
取
消
す
こ
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
実
は
、
こ
の
年
の
条
約
改
正
に
よ
っ
て
、
外
国
人
居
留
地
が
廃 

止
さ
れ
、
内
地
雑
居
が
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
慶
応
の
福
沢
諭
吉
が' 

こ
の
世
の
最
後
の
仕
事
と
し
て
「修
身
要
領
」
の
編 

纂
を
す
る
が
、
そ
れ
は
次
回
に
譲
り
た
い
。
と
も
か
く
、
以
上
が
、
満
之
が
悲
歎
し
た
、
同
志
社
の
綱
領
削
除
事
件
の
概
要
で
あ
る
。

㈢

満

之

の

悲

歎

建
学
の
精
神
に
か
か
わ
る
綱
領
削
除
を
あ
え
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
同
志
社
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
主
義
学
校
と
し
て
の
苦
闘
が 

あ
っ
た
。
そ
の
一
つ
は
す
で
に
言
及
し
た
ボ
ー
ド
と
の
決
裂
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
経
営
上
の
決
定
的
な
打
撃
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
 

さ
ら
に
は
、

一
八
九
〇 
(
明
治
二
十
三)

年
、
教
育
勅
語
の
発
布
に
よ
っ
て
、
天
皇
制
国
家
の
教
育
制
度
の
整
備
と
統
制
は
急
速
に
進
む
。
 

一
ハ
ハ
六(
明
治
十
九)

年
の
小
学
校
令
、
中
学
校
令
、
帝
国
大
学
令
、
師
範
学
校
令' 

一
ハ
九
九(
明
治
三
十
二)

年
の
中
学
校
令
改
正
等 

に
よ
っ
て
、
大
学
を
頂
点
と
す
る
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
の
教
育
体
制
が
確
立
し
て
い
く
。
し
か
も
そ
れ
は
、
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
浸
透
さ 

せ
よ
う
と
す
る
国
家
の
強
力
な
意
図
に
貫
ぬ
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
国
家
の
定
め
た
基
準
に
合
致
し
た
学
校
で
な
け
れ
ば
、
 

学
校
と
し
て
の
経
営
存
続
が
難
か
し
い
状
態
と
な
る
の
で
あ
る
。
官
公
立
の
諸
学
校
は
、
政
府
の
統
制
を
受
け
る
代
わ
り
に
経
済
的
な
保
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護
も
受
け
、
研
究
教
育
の
諸
条
件
は
充
実
し
て
い
く
。
し
か
し
私
立
学
校
は' 

政
府
の
援
助
も
な
く
自
力
で
そ
れ
を
行
う
と
同
時
に
、
官 

公
立
並
の
様
々
な
特
典
を
得
よ
う
と
す
る
と' 

政
府
の
干
渉
と
統
制
を
受
け
、
私
学
独
自
の
教
育
理
念
は
、
後
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の 

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
学
校
体
制
の
中
で
、
教
育
勅
語
に
よ
る
臣
民
道
徳
が
強
調
さ
れ
て
、
天
皇
制
国
家
主
義
が
押
し
進
め
ら
れ
た
た
め
、
国
民 

感
情
は
、
そ
れ
に
反
す
る
も
の
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
を
非
難
攻
撃
す
る
の
で
あ
る
。
内
村
鑑
三
の
教
育
勅
語
不
敬
事
件
は
、
そ
の
よ
う
な 

社
会
的
風
潮
に
拍
車
を
か
け
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
や
学
校
へ
の
風
当
り
を
強
く
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
教
界
は
、
キ 

リ
ス
ト
教
も
ま
た
忠
君
愛
国
を
教
え
る
の
で
あ
る
と
弁
明
し
て
い
く
う
ち
に
、
次
第
に
時
勢
に
迎
合
し
、
そ
の
独
自
性
を
失
な
っ
て
い
く 

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
キ
リ
ス
ト
教
主
義
学
校
に
は
、
学
生
が
あ
ま
り
集
ま
ら
ず
、
 

退
学
者
も
増
え
て
い
っ
た
。
も
っ 

と
も
宗
教
学
狡
は
、
人
間
教
育
を
重
視
し
た
た
め
、
官
庁
や
実
業
界
に
卒
業
生
を
多
く
送
り
出
そ
う
と
し
な
か
っ
た
こ
と
も
、
慶
応
や
早 

稲
田
等
と
は
違
っ
て
学
校
不
振
の
も
う
一
つ
の
要
因
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
理
由
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
主
義
学
校
の
中
に
は
、
廃
校
に
な 

る
学
校
さ
え
出
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
同
志
社
も
例
外
で
は
な
く
、
五
〇
〇
名
程
い
た
学
生
が
、
三
十
名
程
度
に
ま
で
激
減
し
、
瀕
死
の
状 

態
に
ま
で
追
い
込
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
学
生
数
の
激
減
と
ボ
ー
ド
と
の
決
裂
に
よ
っ
て
苦
境
に
立
た
さ
れ
た
同
志
社
が
、
窮
余
の
策
と
し 

て
実
施
し
た
の
が
、
尋
常
中
学
校
の
設
置
で
あ
っ
た
。
先
述
し
た
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
の
国
家
の
教
育
制
度
の
整
備
が
次
第
に
成
果
を
お
さ
め 

こ
の
枠
内
に
入
ら
な
け
れ
ば
、
教
育
機
関
と
し
て
の
存
続
も
危
ぶ
ま
れ
、
大
学
の
学
生
さ
え
確
保
で
き
な
く
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

ー
 

ハ
九
〇
年
代
に
な
っ
て
、
尋
常
中
学
校
の
入
学
希
望
者
が
増
え
、
立
教
、
明
治
学
院
、
青
山
学
院
等
の
キ
リ
ス
ト
教
主
義
学
校
も
、
こ
れ 

を
設
置
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
は
入
学
資
格
、
学
科
、
設
備
等
に
基
準
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
天
皇
制
教
育
の
確
立
の
た
め 

に
教
育
勅
語
に
よ
る
道
徳
教
育
を
義
務
づ
け
た
倫
理
科
目
が
あ
っ
た
。
同
志
社
は
、
当
初
の
尋
常
中
学
校
設
立
認
可
申
請
書
に
は
、
倫
理 

科
目
に
聖
書
を
教
え
る
と
し
て
申
請
し
た
。
京
都
府
庁
は
こ
れ
を
認
め
ず' 

さ
ら
に
国
民
教
育
に
宗
教
儀
式
は
認
め
な
い
、
と
い
う
の
で 

あ
る
。
結
局
、
同
志
社
当
局
は
こ
の
よ
う
な
教
育
統
制
を
や
む
な
く
甘
受
し
て
、
尋
常
中
学
校
設
置
の
認
可
を
得
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
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っ
て
こ
の
尋
常
中
学
校
の
設
置
時
点
で
、
す
で
に
キ
リ
ス
ト
教
主
義
に
よ
る
建
学
の
精
神
の
後
退
が
始
ま
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
先
の
綱
領 

削
除
事
件
へ
と
発
展
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
う
見
て
く
る
と' 

同
志
社
に
も
綱
領
を
削
除
し
て
ま
で
徴
兵
猶
予
の
特
典
を
得' 

学
生
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た 

苦
闘
が
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
主
義
の
私
学
と
し
て
、
そ
の
存
続
さ
え
危
ぶ
ま
れ
る
事
情
が
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
事
情
は
、
満
之
も
、
 

文
部
大
臣
に
し
て
、
他
の
宗
教
は
敢
え
て
教
育
に
害
あ
る
に
非
ざ
る
も
、
唯
だ
基
督
教
は
則
ち
害
あ
り
、
故
に
認
可
す
べ
か
ら
ず
と 

の
意
見
を
有
す
る
も
の
な
ら
ん
か
。
こ
れ
同
志
社
校
長
た
る
も
の
ゝ
最
も
大
い
に
争
は
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
所
の
も
の
に
非
ず
や
。(
全 

集

，
四
巻
ニ
ー
一
五
四)

と
い
う
以
上' 

キ
リ
ス
ト
教
主
義
学
校
に
対
し
て
の
圧
力
が
特
に
強
い
こ
と
も
、
当
然
知
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
満 

之
は' 

先
の
文
章
と
共
に
、

何
故
に
宗
教
学
校
に
は
認
可
を
与
ふ
べ
か
ら
ざ
る
乎
。
こ
れ
同
志
社
校
長
の
須
ら
く
先
ず
究
問
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
所
に
非
ず
や
。

(

同
上
・
頁
三
五
二)

と
い
い然

る
に
今
や
則
ち
日
く
、
宗
教
学
校
な
る
が
故
に
認
可
す
べ
か
ら
ず
と
。
抑
々
知
ら
ず' 

其
の
認
可
す
べ
か
ら
ざ
る
の
理
由
、
果
し 

て
安
く
に
か
あ
る
。
而
し
て
同
志
社
校
長
は
何
故
に
先
づ
之
を
争
は
ざ
り
し
ぞ
。(
同
上
・
頁
三
五
三) 

と' 

自
己
の
信
念
を
譲
っ
て
ま
で
認
可
を
得
よ
う
と
し
た
同
志
社
校
長
に
対
し
て
、
何
故
そ
の
宗
教
的
信
念
に
お
い
て
、
文
部
大
臣
と
争 

は
な
い
の
か
、
と
批
判
を
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
文
部
大
臣
に
対
し
て
も
、

文
部
大
臣
は
亦
た
明
ら
か
に
宗
教
を
以
て
国
民
教
育
に
害
あ
り
と
為
す
者
、
果
し
て
然
ら
ば
国
家
教
育
の
枢
機
を
握
れ
る
同
大
臣
は
、
 

其
の
学
校
の
官
立
た
り
、
公
立
た
る
に
論
な
く
、
断
然
総
て
の
学
校
を
し
て
宗
教
的
性
質
あ
る
も
の
を
排
斥
せ
し
む
る
の
処
置
に
出 

で
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
豈
に
唯
だ
認
可
を
与
へ
ざ
る
の
み
を
以
て
足
れ
り
と
為
す
べ
け
ん
や
。(

同
上
・
頁
三
五
三)
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と
、
痛
烈
に
批
判
を
す
る
。

し
か
し
私
は
、
何
度
も
こ
の
文
章
を
読
む
時
、
そ
の
底
に
、
満
之
の
深
い
悲
歎
を
想
わ
ず
に
は
お
れ
な
い
。
満
之
は
、
同
志
社
の
建
学 

の
精
神
に
対
し
て
は
、
深
い
敬
意
を
払
っ
て
い
た
と
思
う
。
依
っ
て
立
つ
宗
教
こ
そ
違
え
、
当
時
の
国
勢
の
中
に
あ
っ
て
、
人
間
教
育
を 

主
眼
と
す
る
宗
教
教
育
に
命
を
捧
げ
た
新
島
に
対
し
て
は
、
慶
応
の
福
沢
や
早
稲
田
の
大
隈
と
は
違
っ
て
、
そ
の
教
育
観
に
お
い
て
は' 

共
感
を
持
っ
て
い
た
と
思
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
深
い
悲
歎
と
共
に
、
同
志
社
校
長
に
対
し
て
こ
の
よ
う
な
文
章
を
、
書
か
ず
に
は
お
れ
な 

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

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
点
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
尺
し
て' 

其
の
頭
の
挙
げ
よ
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
。(
全
集'

ハ
巻
，
頁
ニ
ニ
九) 

と
撤
底
し
て
自
力
無
功
の
懺
悔
に
立
つ
満
之
に
は
、
そ
の
自
力
が
究
極
的
に
は
「
パ
ン
と
名
誉
」
の
た
め
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
、
 

深
い
悲
歎
が
あ
る
。
こ
の
事
件
に
よ
っ
て
露
わ
に
な
っ
た
こ
と
は
、
同
志
社
校
長
に
し
て
も
文
部
大
臣
に
し
て
も
、
自
己
の
命
を
賭
け
た 

信
念
が
問
わ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
者
と
も' 

そ
の
処
置
に
お
い
て' 

結
果
的
に
は
、
目
先
の
利
害
と
自
己
保
身
に
し
か
な
ら 

な
か
っ
た
こ
と
へ
の
、
深
い
悲
歎
で
あ
る
。
命
を
捧
げ
る
べ
き
真
理
に
立
っ
て' 

世
間
の
事
柄
に
処
し
て
い
く
の
な
ら
、
満
之
は
こ
の
よ 

う
な
批
判
は
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
世
で
真
理
を
顕
揚
す
る
為
に
は
、
譲
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
ば
か
り
で
あ
る
。
実
際
家 

で
あ
っ
た
満
之
は
、
そ
の
事
も
よ
く
承
知
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
事
は
そ
う
で
は
な
く
、
両
者
共
自
己
保
身
と
な
り
、
そ
れ
に 

よ
っ
て
宗
教
的
真
理
ま
で
も
が
不
明
確
に
な
っ
て
い
く
、
そ
の
こ
と
へ
の
満
之
の
深
い
悲
歎
で
あ
る
。

人
間
の
正
義
感
や
良
心
に
立
つ
批
判
が
、
い
か
に
立
派
で
正
当
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
批
判
と
悲
歎
と
は
、
決
定
的
に
質 

が
違
う
。
満
之
の
批
判
は
悲
歎
で
あ
る
以
上
、
自
己
の
宗
教
的
信
念
の
問
題
、
殊
に
自
力
の
深
い
懺
悔
と
し
て
、
そ
の
批
判
は
あ
る
の
で 

あ
る
。
そ
れ
は
自
己
保
身
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
自
力
に
対
す
る
同
悲
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
問
題
を
他
人
事
と
し
て
批
判
し
、
切
り
捨
て
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て
い
る
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
結
局
満
之
の
批
判
は

同
校
長
は
唯
だ
ー
認
可
な
る
者
を
得
る
を
以
て
、
此
の
如
く
貴
し
と
為
す
乎
。
抑
々
将
に
基
督
教
を
以
て
国
家
の
教
育
に
害
あ
り
と 

自
覚
せ
し
か
。
然
り
と
雖
も
、
余
輩
の
此
の
言
を
為
す
、
敢
て
同
志
社
校
長
の
云
為
を
非
難
せ
む
が
為
に
は
あ
ら
ず
。
吾
が
佛
教
界 

の
教
育
家
諸
氏
に
向
っ
て
、
深
く
自
ら
警
戒
す
る
所
あ
ら
ん
こ
と
を
望
ま
ん
と
欲
し
て
な
り
。(
全
集
・
四
巻
・
三
五
五) 

と
、
仏
教
界
と
そ
こ
に
身
を
置
く
自
ら
の
課
題
と
し
て
こ
の
問
題
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
見
た
と
き
、
満
之
に
と
っ
て
は' 

ど
の 

よ
う
な
処
置
を
す
る
か
と
い
う
以
前
に
、
ど
こ
で
命
を
捧
げ
る
か
と
い
う
信
念
の
問
題
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
信
念
に
立
っ
て
、
 

文
部
大
臣
で
あ
ろ
う
と
も
議
論
を
戦
わ
せ' 

宗
教
的
真
理
と
い
う
一
点
に
お
い
て
は
譲
る
べ
き
で
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
す 

で
に
尋
ね
た
教
育
勅
語
体
制
と
そ
れ
を
支
え
る
強
力
な
国
家
権
力
の
中
で
あ
る
か
ら' 

そ
れ
に
対
す
る
充
分
な
配
慮
は
必
要
で
あ
る
。
し 

か
し
そ
の
中
で' 

皮
は
切
ら
れ
て
も
骨
を
切
ら
せ
て
は
い
け
な
い
。
真
理
に
対
す
る
信
念
ま
で
譲
っ
た
な
ら
、
宗
教
学
校
と
し
て
の
命
を 

失
な
う
こ
と
に
な
る
。
不
治
の
肺
患
に
犯
さ
れ
て
い
た
満
之
が
、
本
当
に
こ
の
世
の
命
を
ま
っ
と
う
し
死
に
切
れ
る
も
の
こ
そ
「本
願
他 

力
の
宗
義
に
基
づ
く
」
自
己
の
信
念
の
確
立
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
そ
の
よ
う
な
信
念
の
人
を
養
成
す
る
浄
土
真
宗
の
学
場
が
、
真
宗
大
学 

で
あ
る
。
こ
の
三
年
後
に
、
開
校
さ
れ
た
真
宗
大
学
の
開
校
の
辞
で' 

満
之
が
、

本
学
は
他
の
学
校
と
は
異
な
り
ま
し
て
宗
教
学
校
な
る
こ
と
、
殊
に
仏
教
の
中
に
於
い
て
浄
土
真
宗
の
学
場
で
あ
り
ま
す 

と
い
う
、
他
の
学
校
と
の
違
い
の
具
体
相
と
し
て
、
当
時
の
国
体
の
中
で
苦
闘
し
た
同
志
社
の
有
り
様
が
、
満
之
の
視
野
に
は
、
し
っ
か 

り
と
見
据
え
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
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