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鸞
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は 

じ 

め 

に

煩
悩
具
足
の
凡
夫
、
火
宅
無
常
の
世
界
は
、
よ
ろ
ず
の
こ
と
、
み
な
も
っ
て
、
そ
ら
ご
と
た
わ
ご
と
、
ま
こ
と
あ
る
こ
と
な
き
に
、

た
だ
念
仏
の
み
ぞ
ま
こ
と
に
て
お
わ
し
ま
す

 

（『
歎
異
抄
』「
後
序
」、『
真
宗
聖
典
』
六
四
〇
〜
六
四
一
頁
）

　
「
コ
ロ
ナ
禍
」
と
い
う
言
葉
が
マ
ス
コ
ミ
を
中
心
に
、
日
本
中
を
席
捲
し
て
久
し
い
。
二
〇
一
九
年
（
令
和
一
年
）
の
末
か
ら
始
ま
っ

た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
蔓
延
は
私
た
ち
の
生
活
を
一
変
さ
せ
た
。「
ク
ラ
ス
タ
ー
」、「
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
」、「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
デ
ィ

ス
タ
ン
ス
」、「
三
密
」、「
不
要
不
急
」
な
ど
、
こ
れ
ま
で
聞
い
た
記
憶
も
な
い
様
々
な
言
葉
が
踊
り
、
近
く
で
ク
シ
ャ
ミ
を
す
る
人
が

い
る
と
思
わ
ず
後
ず
さ
り
し
、
マ
ス
ク
を
し
て
い
な
い
人
を
見
か
け
る
と
人
格
を
疑
う
よ
う
な
視
線
が
注
が
れ
る
、
あ
る
意
味
で
異
常

な
光
景
が
広
が
っ
て
い
る
。
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そ
の
経
過
は
省
略
す
る
が
、
こ
の
一
年
の
動
き
を
一
言
で
言
え
ば
、
感
染
が
拡
大
す
る
と
「
緊
急
事
態
宣
言
」
が
出
さ
れ
て
、「
時

短
」
や
「
営
業
の
自
粛
」
が
求
め
ら
れ
、
感
染
の
状
況
が
少
し
落
ち
着
く
と
、「
経
済
を
回
す
」
た
め
に
宣
言
が
解
除
さ
れ
る
。
宣
言
が

解
除
さ
れ
て
「
自
粛
」
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
、
人
々
は
、
早
く
「
こ
れ
ま
で
の
日
常
」
を
取
り
戻
そ
う
と
し
て
活
動
す
る
。
と
こ
ろ
が
、

「
こ
れ
ま
で
の
日
常
」
に
戻
れ
ば
、
瞬
く
間
に
感
染
が
拡
大
し
て
、
再
び
「
緊
急
事
態
宣
言
」
を
出
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
こ
の
繰
り

返
し
で
あ
る
。
は
て
は
、
自
粛
し
て
も
自
粛
し
て
も
、
一
向
に
成
果
が
見
え
て
こ
な
い
、
い
わ
ゆ
る
「
コ
ロ
ナ
疲
れ
」
で
抑
え
る
べ
き

と
こ
ろ
を
抑
え
き
れ
ず
、
よ
り
事
態
を
悪
化
さ
せ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
ろ
う
。

　

少
し
冷
静
に
な
っ
て
こ
の
一
連
の
動
き
を
考
え
て
み
る
と
、
私
た
ち
が
恋
い
焦
が
れ
る
「
こ
れ
ま
で
の
日
常
」
に
何
ら
か
の
大
き
な

問
題
が
あ
る
こ
と
は
容
易
に
推
定
で
き
る
。
つ
ま
り
、「
緊
急
事
態
宣
言
」
が
出
さ
れ
て
「
こ
れ
ま
で
の
日
常
」
が
奪
わ
れ
る
と
、
感
染

状
況
が
目
に
見
え
て
縮
小
す
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ひ
た
す
ら
便
利
で
快
適
な
生
活
を
求
め
、
経
済
最
優
先
の
安
逸
を
貪

っ
て
い
た
の
が
「
こ
れ
ま
で
の
日
常
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、「
餓
鬼
道
」、「
畜
生
道
」
に
迷
惑
し
て
い
た
こ
と
に
他
な

ら
な
い
。
そ
れ
が
私
た
ち
の
「
こ
れ
ま
で
の
日
常
」
で
は
な
か
っ
た
か
。
お
そ
ら
く
、
多
く
の
人
々
は
そ
の
こ
と
に
薄
々
気
づ
い
て
は

い
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
「
こ
れ
ま
で
の
日
常
」
が
手
放
せ
な
い
こ
と
が
現
在
の
事
態
を
生
み
出
し
て
い
る
と
思
わ

ざ
る
を
得
な
い
。

　

冒
頭
の
引
用
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
『
歎
異
抄
』
に
記
さ
れ
た
親
鸞
の
言
葉
で
あ
る
。
筆
者
は
以
前
、『
法
華
経
』
に
有
名
な
「
火

宅
三
車
の
譬
」
が
あ
る
こ
と
か
ら
、「
火
宅
無
常
の
世
界
」
は
そ
の
こ
と
を
指
し
て
言
っ
て
お
ら
れ
る
の
だ
と
理
解
し
て
い
た
。
経
典
の

言
葉
、
釈
尊
の
教
説
で
あ
る
か
ら
真
実
で
は
あ
る
に
し
て
も
、
私
た
ち
の
現
実
の
生
活
と
は
直
接
か
か
わ
ら
な
い
、
自
分
自
身
の
問
題

で
は
な
く
、
い
わ
ば
「
他
人
ご
と
」
と
し
て
捉
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
今
述
べ
た
よ
う
な
昨
今
の
状
況
を
、
こ
の
親
鸞
の
言
葉
に
照
ら
し
て
み
る
と
、
私
た
ち
の
「
こ
れ
ま
で
の
日
常
」
は
、
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「
火
宅
無
常
」
そ
の
も
の
で
は
な
い
か
。「
よ
ろ
ず
の
こ
と
、
み
な
も
っ
て
、
そ
ら
ご
と
た
わ
ご
と
、
ま
こ
と
あ
る
こ
と
な
き
に
」
と
も

あ
る
。
私
た
ち
の
「
こ
れ
ま
で
の
日
常
」
は
、
そ
の
「
そ
ら
ご
と
た
わ
ご
と
」
に
終
始
し
て
い
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
ま
さ
に
こ
の
言

葉
通
り
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。『
歎
異
抄
』
の
著
者
と
さ
れ
る
唯
円
が
、
親
鸞
か
ら
こ
の
言
葉
を
聞
い
た
の
は
、
親
鸞
が
京
都
に
帰
ら
れ

て
か
ら
の
、
お
そ
ら
く
晩
年
の
こ
と
と
推
察
さ
れ
る
。
お
よ
そ
七
百
五
十
年
前
の
親
鸞
の
言
葉
は
、
現
在
の
私
た
ち
の
あ
り
よ
う
を
言

い
当
て
て
お
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

さ
ら
に
、
薄
々
問
題
に
は
気
づ
い
て
は
い
る
。
し
か
し
、
問
題
が
あ
る
こ
と
は
感
じ
つ
つ
も
、
そ
こ
か
ら
脱
却
す
る
一
歩
を
踏
み
出

せ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
も
、
同
じ
く
『
歎
異
抄
』
第
九
条
に
「
久
遠
劫
よ
り
い
ま
ま
で
流
転
せ
る
苦
悩
の
旧
里
は
す
て
が
た
く
」（『
真

宗
聖
典
』
六
三
〇
頁
）
と
言
い
当
て
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
蔓
延
が
も
た
ら
し
て
い
る
現
状
は
、
社
会
通
念
か
ら
す
れ
ば
、「
わ
ざ
わ
い
」
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
、
見
方
を
変
え
る
と
、「
当
た
り
前
の
こ
と
」
と
し
て
省
み
る
こ
と
の
な
か
っ
た
「
こ
れ
ま
で
の
日
常
」
の
問
題
に
気
づ
く
チ
ャ

ン
ス
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
筆
者
は
現
在
、
教
員
養
成
の
講
座
を
多
く
担
当
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
「
教
育
」
と
い
う
視
点

で
の
「
こ
れ
ま
で
の
日
常
」
に
潜
む
問
題
点
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

　

ち
な
み
に
、「
禍
」
の
意
味
は
「
わ
ざ
わ
い
」
で
あ
る
が
、「
偏
」
の
「
示
」
と
、「
旁
」
の
「
咼
」
か
ら
な
り
、「
咼
」
は
「
む
ご
い

死
」
の
意
味
と
音
を
示
す
と
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
多
く
の
方
々
が
こ
の
病
で
亡
く
な
り
、
大
切
な
肉
親
を
看
病
す
る
こ
と
も
、

そ
の
最
期
を
看
取
る
こ
と
も
、
ま
た
葬
儀
を
執
り
行
う
こ
と
さ
え
で
き
な
い
報
道
な
ど
を
目
に
す
る
と
、「
コ
ロ
ナ
禍
」
と
さ
れ
る
こ

と
も
あ
な
が
ち
的
外
れ
と
は
言
え
な
い
よ
う
に
も
思
え
る
。
し
か
し
、「
禍
」
の
字
義
は
「
神
の
下
す
と
が
め
の
意
を
表
す
」（『
新
字

源
』
角
川
書
店
、
七
二
五
頁
、
傍
線
筆
者
）
と
あ
る
。「
コ
ロ
ナ
下
」
で
は
な
く
「
コ
ロ
ナ
禍
」
と
表
現
す
る
以
上
は
、
漢
字
を
生
み
出
し

た
当
時
の
中
国
の
人
々
が
こ
の
文
字
に
込
め
た
「
と
が
め
」
の
意
味
を
問
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
ひ
た
す
ら
恐
れ
、
忌
み
嫌
う
こ
と
を
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煽
る
だ
け
の
、
無
責
任
な
、
慎
む
べ
き
表
現
に
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

一　

教
育
現
場
へ
の
影
響

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
蔓
延
は
教
育
現
場
に
も
、
周
知
の
通
り
き
わ
め
て
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
教
育
現
場
は
こ
れ
ま
で
考

え
た
こ
と
も
な
い
よ
う
な
、
ま
た
、
誰
も
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
よ
う
な
、
劇
的
な
変
化
を
強
い
ら
れ
た
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

　

少
し
振
り
返
る
と
、
二
〇
二
〇
年
（
令
和
二
年
）
一
月
下
旬
の
ク
ル
ー
ズ
船
「
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
・
プ
リ
ン
セ
ス
」
で
の
集
団
感
染
（
こ

の
頃
は
ま
だ
「
ク
ラ
ス
タ
ー
」
と
い
う
表
現
は
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
）
が
起
こ
り
、
国
内
で
も
感
染
者
が
報
告
さ
れ
始
め
て
増

加
傾
向
が
続
き
、
諸
外
国
で
も
感
染
の
拡
大
が
報
じ
ら
れ
る
中
、
三
月
初
め
に
は
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
に
全
国
一
斉
の
臨
時

休
業
が
内
閣
総
理
大
臣
名
で
要
請
（
事
実
上
の
指
示
・
命
令
）
さ
れ
た
。

　

三
月
は
、
本
学
を
始
め
多
く
の
大
学
で
は
、
す
で
に
後
期
試
験
も
終
わ
り
、
卒
業
・
進
級
に
つ
い
て
の
業
務
や
、
中
心
と
な
る
入
試

日
程
も
終
え
て
い
る
時
期
で
あ
る
。
後
は
卒
業
式
と
一
部
の
入
試
日
程
を
残
す
の
み
で
（
い
わ
ゆ
る
国
公
立
大
学
の
後
期
日
程
は
残
っ
て

い
る
が
）、
大
き
な
混
乱
を
も
た
ら
す
よ
う
な
影
響
を
受
け
る
時
期
で
は
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
の
三
月
は
き
わ
め
て
多
忙
な
時
期
で
あ
る
。
そ
の
一
例
を
あ
げ
る
と
、
高
校
三
年
生
は

大
半
の
生
徒
は
進
路
も
決
ま
り
、
卒
業
式
を
残
す
の
み
で
あ
る
が
、
中
学
三
年
生
は
三
月
に
行
わ
れ
る
公
立
高
校
の
入
試
が
大
半
の
生

徒
の
進
路
に
直
結
す
る
き
わ
め
て
重
要
な
時
期
で
あ
る
。
多
く
の
中
学
校
、
高
等
学
校
で
三
月
に
行
わ
れ
る
期
末
テ
ス
ト
、
い
わ
ゆ
る

学
年
末
考
査
の
成
績
は
そ
の
学
年
の
評
定
を
決
め
る
大
事
な
要
素
で
あ
る
。
そ
の
評
定
は
卒
業
後
の
進
路
を
大
き
く
左
右
し
、
高
等
学

校
で
は
進
級
判
定
に
直
結
す
る
。
卒
業
式
や
卒
業
生
を
送
る
会
な
ど
も
、
大
事
な
、
必
要
な
行
事
と
考
え
た
か
ら
こ
そ
行
わ
れ
て
き
た

は
ず
で
あ
る
。
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「
何
よ
り
も
子
供
た
ち
の
健
康
・
安
全
を
第
一
に
考
え
、
多
く
の
子
供
た
ち
や
教
職
員
が
、
日
常
的
に
長
時
間
集
ま
る
こ
と
に
よ
る

感
染
リ
ス
ク
に
予
め
備
え
る
」
と
い
う
大
義
名
分
の
前
に
は
、
反
論
す
る
こ
と
さ
え
難
し
い
よ
う
に
思
え
る
が
、
そ
の
時
期
に
休
業
を

余
儀
な
く
さ
れ
た
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
の
現
場
の
混
乱
と
、
教
職
員
の
苦
労
が
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
か
は
想
像
に
難

く
な
い
。

　

そ
の
後
、
二
〇
二
〇
年
四
月
七
日
、
最
初
の
緊
急
事
態
宣
言
が
東
京
、
大
阪
な
ど
七
都
府
県
に
発
令
さ
れ
、
四
月
一
六
日
に
は
全
国

に
拡
大
さ
れ
た
。
そ
の
一
ヶ
月
後
の
五
月
一
四
日
に
、
八
都
道
府
県
を
除
く
、
三
十
九
県
で
宣
言
が
解
除
さ
れ
、
五
月
二
五
日
に
よ
う

や
く
す
べ
て
の
都
府
県
の
緊
急
事
態
宣
言
が
解
除
さ
れ
る
と
い
う
経
過
を
辿
る
。
ち
な
み
に
、
最
初
の
緊
急
事
態
宣
言
が
出
さ
れ
た
、

四
月
七
日
の
東
京
の
新
規
感
染
者
数
が
八
十
七
人
だ
っ
た
と
い
う
の
は
、
今
と
な
っ
て
は
信
じ
が
た
い
事
実
で
あ
る
。

　

新
年
度
が
始
ま
る
こ
の
時
期
の
学
校
現
場
で
は
、
特
に
新
入
生
に
対
し
て
、
い
か
に
ス
ム
ー
ズ
に
学
校
生
活
に
導
く
か
腐
心
す
る
時

期
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
の
問
題
と
し
て
、
私
た
ち
に
突
き
付
け
ら
れ
た
の
は
、
大
学
と
し
て
の
最
も
基
本
的
な
機
能
、
高
度
な
知

識
や
教
養
・
技
能
を
学
生
た
ち
に
伝
え
る
責
務
を
ど
う
果
た
す
か
と
い
う
課
題
で
あ
っ
た
（
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
大
学
だ
け
に
限
ら
ず
、

小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
そ
れ
ぞ
れ
が
担
う
べ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
年
齢
層
に
応
じ
た
責
務
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
）。

　

移
動
が
制
限
さ
れ
、
人
が
集
ま
る
こ
と
も
接
触
す
る
こ
と
も
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
制
約
の
中
で
、
選
択
さ
れ
た
手
段
が

情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
用
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
は
必
然
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
れ
は
大
多
数
の
、
ほ
ぼ

全
員
と
言
っ
て
い
い
教
員
に
と
っ
て
は
全
く
初
め
て
の
経
験
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、「
不
慣
れ
だ
か
ら
」
と
い
う
理
由
を
は
る
か
に
越

え
て
、
筆
者
を
含
め
、
筆
者
の
知
る
教
員
の
多
く
が
、
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
用
し
た
「
リ
モ
ー
ト
」
あ
る
い
は
「W

eb

」
と
呼
ば

れ
る
授
業
に
大
き
な
違
和
感
を
覚
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

理
論
的
に
は
、
カ
メ
ラ
を
前
に
講
義
す
る
の
も
、
教
壇
で
講
義
す
る
の
も
変
わ
る
こ
と
は
何
も
な
い
。
む
し
ろ
、「
画
面
共
有
」
と
呼
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ば
れ
る
よ
う
な
機
能
を
使
え
ば
、
あ
ら
か
じ
め
用
意
し
て
い
た
「
資
料
」
や
「
板
書
内
容
」
を
直
接
表
示
で
き
る
の
で
、「
黒
板
の
字
が

見
え
な
い
」
と
い
う
こ
と
も
な
け
れ
ば
、「
先
生
の
声
が
聞
こ
え
づ
ら
い
」（
通
信
状
態
が
安
定
し
て
い
れ
ば
と
い
う
条
件
は
付
く
が
）
と
い

う
こ
と
も
な
い
。
む
し
ろ
、「
専
門
的
か
つ
高
度
な
知
識
を
教
授
」
す
る
、
大
学
の
「
講
義
」
の
手
段
と
し
て
は
優
れ
て
い
る
一
面
が
あ

る
か
も
知
れ
な
い
の
が
、
こ
の
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
用
し
た
授
業
形
態
で
あ
ろ
う
。

　

一
方
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
で
は
教
師
が
一
方
的
に
説
明
す
る
受
動
的
な
学
習
で
は
な
く
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
、

つ
ま
り
生
徒
た
ち
が
グ
ル
ー
プ
・
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
、
デ
ィ
ベ
ー
ト
、
グ
ル
ー
プ
・
ワ
ー
ク
な
ど
を
通
し
て
、
積
極
的
・
主
体
的
に

授
業
参
加
す
る
能
動
的
な
学
習
方
法
が
主
流
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
リ
モ
ー
ト
で
行
お
う
と
す
る
と
、
グ
ル
ー
プ
↓
全

体
↓
グ
ル
ー
プ
の
転
換
を
教
室
の
中
で
行
う
よ
う
な
ス
ピ
ー
ド
で
行
う
の
は
困
難
だ
し
、
机
間
巡
視
し
な
が
ら
面
白
い
発
想
を
し
て
い

る
グ
ル
ー
プ
を
見
つ
け
て
取
り
上
げ
、
す
ぐ
に
ク
ラ
ス
全
体
で
共
有
す
る
と
い
う
の
も
難
し
く
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
卓
越
し
た
機
器
操

作
技
術
が
あ
れ
ば
可
能
か
も
し
れ
な
い
が
。

　

ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
に
関
し
て
言
え
ば
、
も
ち
ろ
ん
、
本
学
で
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
が
行
わ
れ
て
い
な
い
訳
で
は
な
く
、

形
態
は
様
々
で
あ
っ
て
も
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
趣
旨
を
生
か
し
た
授
業
展
開
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
本
学
が
幸
い
な
こ
と

に
、
マ
ン
モ
ス
校
で
な
い
こ
と
も
大
き
な
要
因
の
一
つ
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
学
生
と
教
員
、
学
生
と
学
生
、
さ
ら
に
は
学
生
と
職

員
の
距
離
が
「
近
い
」
の
は
比
較
的
コ
ン
パ
ク
ト
な
大
学
で
あ
る
が
ゆ
え
で
あ
る
。
た
だ
し
、
コ
ン
パ
ク
ト
だ
か
ら
と
い
う
だ
け
で
は

成
り
立
た
な
い
の
が
距
離
の
「
近
さ
」
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
に
触
れ
る
予
定
で
あ
る
。

　

前
述
の
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
用
し
た
授
業
形
態
に
対
す
る
違
和
感
は
、
こ
の
距
離
感
と
大
き
な
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
要

す
る
に
「
学
生
の
顔
が
見
え
な
い
」
こ
と
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
型
の
「
録
画
」
を
配
信
し
て
視
聴
す
る
形
式
の
場
合
は
、

当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
教
員
は
全
く
学
生
の
顔
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
身
の
講
義
に
ど
の
よ
う
な
反
応
を
示
し
た
の
か
、
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「
な
る
ほ
ど
」
と
頷
い
た
の
か
、「
意
味
が
分
か
ら
な
い
」
と
困
惑
し
て
い
る
の
か
、
確
認
す
る
こ
と
は
そ
も
そ
も
不
可
能
で
あ
る
。

　

一
方
で
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
・
双
方
向
型
の
ソ
フ
ト
を
使
用
し
て
い
る
場
合
は
、
確
か
に
学
生
の
「
顔
」
は
画
面
に
表
示
さ
れ
て
い
る

の
で
「
見
る
」
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
人
数
が
増
え
れ
ば
増
え
る
ほ
ど
細
分
化
さ
れ
る
画
面
を
注
視
す
れ
ば
、
講
義
が
疎
か
に
な

り
、
講
義
に
集
中
す
れ
ば
、
学
生
の
反
応
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
ま
し
て
や
、
受
講
者
全
体
の
雰
囲
気
と
し
て
の
反
応
、

つ
ま
り
対
面
式
の
授
業
で
あ
れ
ば
当
然
可
能
な
、
教
室
全
体
の
雰
囲
気
と
し
て
の
反
応
は
つ
か
み
よ
う
が
な
い
。

　

私
た
ち
は
シ
ラ
バ
ス
に
記
載
し
て
い
る
、
あ
ら
か
じ
め
準
備
し
た
内
容
を
、
予
定
し
て
い
た
時
間
に
「
講
義
」
し
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
準
備
し
て
い
た
原
稿
を
ひ
た
す
ら
「
棒
読
み
」
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
学
生
た
ち
の
反
応
を
見
な
が
ら
修
正
、
た
と
え
ば

「
意
味
が
分
か
ら
な
い
」
と
困
惑
し
て
い
る
学
生
が
多
い
と
い
う
雰
囲
気
を
察
知
す
る
と
、
再
度
、
今
度
は
表
現
を
変
え
て
説
明
し
直

す
な
ど
、
無
意
識
の
う
ち
に
修
正
し
な
が
ら
授
業
を
行
っ
て
き
て
い
た
の
だ
。

　

つ
ま
り
、「
伝
え
る
べ
き
専
門
的
知
識
」
は
厳
然
と
し
て
あ
る
が
、「
伝
え
方
」
は
学
生
の
、
そ
の
時
そ
の
時
の
状
況
に
よ
っ
て
変
え

な
け
れ
ば
、「
伝
え
る
べ
き
専
門
的
知
識
」
が
「
伝
わ
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
今
述
べ
た
よ
う
に
「
リ
モ
ー
ト
」

で
、
学
生
の
顔
が
見
え
な
け
れ
ば
、
ひ
た
す
ら
準
備
し
て
い
た
原
稿
を
読
ん
で
い
る
だ
け
で
、「
こ
れ
は
果
た
し
て
授
業
を
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
疑
問
に
な
る
。
そ
れ
が
前
述
の
、「
リ
モ
ー
ト
」
あ
る
い
は
「W

eb

」
と
呼
ば
れ
る
授
業
に
大
き
な

違
和
感
を
覚
え
た
理
由
だ
と
思
わ
れ
た
。

二　

教
育
の
場
で
の
「
こ
れ
ま
で
の
日
常
」
に
つ
い
て
考
え
る

　

こ
こ
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
の
が
、
教
育
の
場
で
の
「
こ
れ
ま
で
の
日
常
」
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
日
常
的
に
行
わ
れ
て
き

た
対
面
型
の
授
業
形
態
に
つ
い
て
、
あ
ま
り
に
も
当
た
り
前
の
こ
と
と
し
て
考
え
て
み
る
こ
と
さ
え
な
か
っ
た
が
、
是
非
な
く
迫
ら
れ
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た
今
回
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
へ
の
対
応
の
中
で
、
そ
の
メ
リ
ッ
ト
に
気
づ
か
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
私
た
ち
の
社
会
生
活
に
お
け
る
「
こ
れ
ま
で
の
日
常
」
に
は
き
わ
め
て
大
き
な
問
題
が
潜
ん
で
い
た
こ
と
は
、
前
に
述
べ

た
通
り
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
、
教
育
の
場
で
の
「
こ
れ
ま
で
の
日
常
」
に
も
私
た
ち
が
見
逃
し
て
い
る
大
き
な
問
題
が
潜
ん
で
い

る
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
強
く
示
唆
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

教
育
に
関
連
し
て
、
冒
頭
で
引
用
し
た
親
鸞
の
言
葉
の
中
で
、
最
も
大
切
な
「
た
だ
念
仏
の
み
ぞ
ま
こ
と
に
て
お
わ
し
ま
す
」
に
つ

い
て
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
次
の
言
葉
で
あ
る
。

現
代
の
教
師
の
な
か
で
、
こ
れ
ほ
ど
人
間
へ
の
関
心
が
強
烈
で
、
し
か
も
、
人
間
愛
な
ど
と
い
う
な
ま
や
さ
し
い
言
葉
で
あ
ら
わ

し
き
れ
な
い
ほ
ど
に
人
間
へ
の
か
な
し
み
を
持
ち
、
す
こ
し
の
喜
び
を
大
き
く
感
じ
、
そ
れ
を
感
じ
ら
れ
な
い
と
き
の
自
分
を
嫌

悪
し
、
そ
う
し
た
涙
を
ひ
き
ず
り
な
が
ら
、
人
間
の
林
を
縫
い
歩
い
て
い
る
教
師
も
ま
れ
で
あ
ろ
う
。

人
間
が
い
る
。

廣
小
路
氏
は
、
そ
れ
を
撫
で
て
い
る
。

い
つ
の
ま
に
か
、
廣
小
路
氏
の
手
は
、
仏
陀
を
撫
で
て
い
る
。

い
や
撫
で
よ
う
と
し
て
い
る
。

こ
の
本
を
読
み
な
が
ら
、
こ
う
い
う
先
生
に
め
ぐ
ま
れ
な
か
っ
た
過
去
に
、

ふ
と
む
な
し
さ
を
持
っ
た
。 

（『
学
窓
余
言
』
推
薦
の
こ
と
ば
）

　

こ
れ
は
一
九
六
三
年
（
昭
和
三
八
年
）
に
、
当
時
、
大
谷
中
学
・
高
等
学
校
長
（
京
都
）
で
あ
っ
た
廣
小
路
亨
（
ひ
ろ
こ
う
じ　

と
お

る
）
先
生
が
上
梓
さ
れ
た
、
最
初
の
随
想
集
『
学
窓
余
言
』
に
作
家
、
司
馬
遼
太
郎
氏
が
寄
せ
た
「
推
薦
の
言
葉
」
で
あ
る
。
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こ
の
司
馬
氏
の
言
葉
の
中
に
は
、
こ
れ
か
ら
私
た
ち
が
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。
司
馬
氏
に
こ
の
よ
う

に
言
わ
し
め
た
廣
小
路
亨
先
生
の
言
葉
を
手
が
か
り
に
考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

三　

廣
小
路
亨
と
い
う
人

　

ま
ず
、
廣
小
路
亨
先
生
の
こ
と
を
ご
存
知
な
い
方
も
お
ら
れ
る
と
思
う
の
で
、
先
生
の
略
歴
を
紹
介
し
て
お
く
。
先
生
は
一
九
〇
八

年
（
明
治
四
一
年
）
に
愛
知
県
で
生
ま
れ
た
。
寺
院
の
出
身
で
は
な
か
っ
た
が
得
度
し
て
僧
侶
と
な
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ

う
に
述
懐
し
て
い
る
。

実
は
、
私
の
母
は
私
の
小
さ
い
と
き
に
亡
く
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
小
学
校
四
年
生
の
と
き
に
、
父
親
か
ら
、「
お
ま
え
は
坊
さ
ん
に

な
れ
」
と
言
わ
れ
た
の
で
す
。
在
家
の
者
が
坊
さ
ん
に
な
れ
と
言
わ
れ
て
、
そ
れ
ほ
ど
い
い
気
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
い
や
だ
な
あ

と
思
い
ま
し
た
。
し
か
し
そ
の
と
き
、
父
親
の
言
っ
た
言
葉
は
今
で
も
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。「
お
ま
え
の
お
母
さ
ん
は
五

人
の
子
ど
も
を
生
ん
で
苦
労
し
た
ん
だ
。
そ
れ
で
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
か
わ
い
そ
う
だ
。
だ
か
ら
五
人
の
子
ど
も
の
な
か
で
せ
め
て

一
人
だ
け
で
も
、
お
母
さ
ん
の
こ
と
を
生
涯
忘
れ
ず
に
生
き
て
い
っ
て
く
れ
る
者
が
欲
し
い
ん
だ
。
お
ま
え
は
次
男
だ
か
ら
坊
さ
ん

に
な
っ
て
く
れ
ん
か
。
父
親
で
あ
る
私
の
こ
と
は
忘
れ
て
く
れ
て
い
い
」
と
い
う
の
で
す
。
小
学
校
四
年
の
子
ど
も
を
つ
か
ま
え
て
、

そ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
た
の
は
、
や
は
り
そ
れ
だ
け
若
く
し
て
死
ん
だ
妻
の
こ
と
を
不
憫
に
思
っ
て
の
こ
と
で
し
ょ
う
。

そ
う
い
う
形
で
私
は
坊
さ
ん
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
す
。
自
分
が
選
ん
だ
わ
け
で
な
く
、
一
方
的
に
親
か
ら
押
し
つ
け
ら

れ
た
道
で
す
。
そ
れ
へ
の
反
発
が
、
や
が
て
中
学
へ
入
っ
て
出
て
き
ま
す
。
同
級
生
が
自
分
で
決
め
た
学
校
へ
行
こ
う
と
す
る
と
き

に
、
な
ぜ
私
だ
け
が
行
け
な
い
の
か
と
い
う
不
満
で
す
。
逃
げ
出
し
て
や
ろ
う
と
な
ん
べ
ん
も
思
い
ま
し
た
。
し
か
し
そ
の
つ
ど
、
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心
に
襲
い
か
か
っ
て
く
る
も
の
は
、
母
親
が
み
じ
め
な
死
に
方
を
し
た
と
い
う
こ
と
と
、
父
親
が
「
母
親
の
こ
と
を
忘
れ
ず
に
生
き

て
く
れ
」
と
い
っ
た
そ
の
言
葉
で
す
。
そ
れ
が
ひ
っ
か
か
っ
て
く
る
と
、
自
分
が
坊
さ
ん
の
世
界
か
ら
逃
げ
出
す
こ
と
は
母
親
を
捨

て
る
こ
と
だ
と
思
え
て
、
逃
げ
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
ど
う
し
て
も
逃
げ
ら
れ
な
い
と
わ
か
っ
た
と
き
に
行
き
つ
い

た
の
は
開
き
直
り
で
し
た
。

「
坊
さ
ん
と
は
な
ん
だ
」、「
坊
さ
ん
に
な
っ
た
以
上
は
坊
さ
ん
ら
し
い
坊
さ
ん
に
な
る
し
か
な
い
。
生
涯
か
け
て
仏
法
を
聞
い
て
い

く
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
私
の
大
学
を
終
わ
る
と
き
の
気
持
ち
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
今
、
振
り
返
っ
て
み
ま

す
と
、
自
分
が
こ
う
い
う
機
縁
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
仏
法
に
遇
い
え
た
と
い
う
よ
ろ
こ
び
は
深
い
の
で
す
。
こ
の
こ
と
が

な
け
れ
ば
、
お
そ
ら
く
私
は
仏
法
に
は
遇
い
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

 

（『
加
齢
の
こ
み
ち
で
』
一
〇
二
〜
一
二
三
頁
）

　

十
歳
で
母
親
と
死
別
し
、
父
親
の
願
い
を
受
け
て
僧
侶
の
道
を
歩
む
べ
く
、
大
谷
大
学
文
学
部
、
同
文
学
研
究
科
で
学
ん
だ
後
、
一

九
三
四
年
（
昭
和
九
年
）
に
大
谷
専
修
学
院
教
授
・
大
谷
中
学
校
教
諭
に
就
任
。
大
谷
専
修
学
院
主
事
を
経
て
、
一
九
四
六
年
（
昭
和
二

一
年
）
に
大
谷
専
修
学
院
院
長
。
一
九
四
七
年
（
昭
和
二
二
年
）
に
旧
制
大
谷
中
学
校
長
。
翌
、
一
九
四
八
年
（
昭
和
二
三
年
）
に
大
谷

中
学
校
兼
大
谷
高
等
学
校
長
。
一
九
七
七
年
（
昭
和
五
二
年
）
に
光
華
女
子
学
園
学
園
長
、
一
九
七
九
年
（
昭
和
五
四
年
）
に
は
光
華
女

子
大
学
学
長
に
就
任
。
一
九
八
八
年
（
昭
和
六
三
年
）
示
寂
。（
こ
の
他
多
く
の
要
職
を
歴
任
し
て
い
る
が
、
紙
面
の
関
係
で
省
略
）

　

周
知
の
ご
と
く
、
大
谷
専
修
学
院
は
真
宗
大
谷
派
の
全
寮
制
の
僧
侶
養
成
機
関
で
あ
る
。
そ
の
責
任
者
で
あ
る
院
長
に
就
任
し
た
の

は
三
十
八
歳
。
自
ら
が
「
坊
さ
ん
ら
し
い
坊
さ
ん
に
な
る
」
だ
け
で
な
く
、
そ
の
僧
侶
を
養
成
す
る
責
任
者
と
な
っ
た
。
翌
年
の
旧
制

大
谷
中
学
校
長
就
任
以
来
、
大
谷
中
学
・
高
等
学
校
の
校
長
在
任
は
二
十
九
年
間
に
お
よ
ぶ
。
筆
者
が
在
籍
し
て
い
た
の
は
、
そ
の
最
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後
の
頃
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
校
長
在
任
中
に
大
谷
幼
稚
園
の
園
長
も
兼
任
し
て
い
る
。
そ
の
一
生
は
ま
さ
に
「
宗
門
の
学
校
教
育
に
生

涯
を
尽
く
し
た
」
と
表
現
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
。

　

さ
ら
に
、
校
長
と
し
て
の
多
忙
な
業
務
の
中
で
も
僧
侶
と
し
て
の
研
鑚
は
続
け
ら
れ
、
真
宗
大
谷
派
の
学
階
で
あ
る
「
嗣
講
」
も
得

て
い
る
。

四　

廣
小
路
先
生
の
言
葉
に
学
ぶ

　

廣
小
路
先
生
の
著
述
は
多
数
あ
る
が
、
今
回
は
紙
面
の
都
合
上
、
新
任
の
教
職
員
対
象
の
講
義
を
中
心
に
確
か
め
て
い
き
た
い
。

　
「
真
宗
大
谷
派
学
校
連
合
会
」
と
い
う
五
十
年
以
上
も
前
に
結
成
さ
れ
た
組
織
が
あ
る
。
全
国
に
あ
る
、
親
鸞
の
教
え
を
建
学
の
精

神
と
す
る
学
校
の
集
ま
り
で
、
現
在
、
小
学
校
一
校
、
中
学
校
五
校
、
高
等
学
校
十
八
校
、
大
学
七
校
、
短
期
大
学
六
校
が
加
盟
し
て

い
る
。
真
宗
大
谷
派
学
校
連
合
会
で
は
各
種
の
研
修
会
を
毎
年
開
催
し
て
い
る
が
、
そ
の
一
つ
で
あ
る
「
新
任
教
職
員
研
修
会
」
で
の

講
義
の
記
録
で
あ
る
。

新
し
く
真
宗
大
谷
派
の
関
係
学
校
に
御
就
任
い
た
だ
い
た
先
生
方
へ
の
お
話
で
あ
る
か
ら
、
私
の
尊
敬
し
て
い
る
三
人
の
先
生
方

の
お
言
葉
を
い
た
だ
き
な
が
ら
思
う
て
い
る
こ
と
を
少
し
の
時
間
の
べ
て
み
ま
す
。

そ
の
一
人
は
、
澤
柳
政
太
郎
先
生
で
す
。
先
生
の
業
績
に
つ
い
て
御
存
知
の
方
が
多
い
と
思
い
ま
す
の
で
ふ
れ
ま
せ
ん
が
、
私
ど

も
の
学
校
の
三
代
目
の
校
長
も
つ
と
め
ら
れ
た
人
で
す
。

先
生
が
私
立
の
成
城
小
学
校
を
創
立
な
さ
る
と
き
、「
教
育
は
教
師
な
り
」
と
い
う
持
論
か
ら
、
全
国
に
呼
び
か
け
て
優
秀
な
先

生
方
を
求
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
に
応
じ
て
京
城
か
ら
、
は
る
ば
る
上
京
し
先
生
の
宅
を
訪
れ
た
若
い
教
師
が
い
ま
し
た
。
現
在
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の
玉
川
学
園
の
小
原
國
芳
先
生
も
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
こ
の
若
い
教
師
を
先
生
は
応
接
室
に
通
し
て
、「
今
か
ら
十

分
間
で
、〝
教
育
と
は
何
か
〞
に
つ
い
て
書
い
て
く
れ
」
と
い
わ
れ
た
。
こ
の
人
は
大
変
勉
強
家
で
、
学
生
時
代
に
学
ん
だ
も
の
を

よ
く
覚
え
て
い
た
の
で
、
す
ぐ
答
案
を
書
き
、
ま
ず
満
点
で
あ
ろ
う
、
と
自
信
を
も
っ
て
提
出
し
た
。
と
こ
ろ
が
先
生
は
一
目
見

る
な
り
、「
こ
ん
な
こ
と
は
忘
れ
た
ま
え
、
学
校
で
習
っ
た
こ
と
な
ど
は
忘
れ
て
い
い
、
教
育
と
は
誠
を
行
う
こ
と
だ
」
と
言
わ
れ

た
そ
う
で
す
。
若
い
教
師
に
は
、
そ
れ
が
よ
く
解
ら
な
い
、
そ
れ
で
「
誠
を
行
う
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
」
と
た
ず
ね
た
。

す
る
と
、
先
生
は
「
誠
を
行
う
と
い
う
の
は
、
誰
と
で
も
、
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
駈
け
引
き
を
し
な
い
こ
と
だ
」
と
答
え
ら
れ

た
と
い
う
。
こ
れ
は
素
晴
ら
し
い
言
葉
で
す
。
私
は
、
こ
の
問
答
を
御
本
人
で
あ
る
当
時
の
若
い
教
師
の
回
想
講
話
で
読
ん
で
、

長
い
間
の
教
師
生
活
で
、
何
ん
と
な
く
す
っ
き
り
し
な
か
っ
た
も
の
が
拭
い
去
ら
れ
た
よ
う
な
感
動
を
持
っ
た
こ
と
で
し
た
。

（
中
略
）

私
た
ち
は
、
教
育
の
現
場
で
生
徒
た
ち
と
接
す
る
の
で
す
が
、
つ
い
自
分
は
教
師
、
相
手
は
生
徒
と
み
て
、
力
を
抜
い
た
り
、
甚

だ
し
い
と
き
に
は
、
ご
ま
か
す
こ
と
も
し
ま
す
。
特
に
小
さ
い
子
供
の
場
合
な
ど
、
真
剣
に
な
っ
て
応
待
し
な
い
。
時
に
は
頭
の

悪
い
連
中
だ
か
ら
こ
の
程
度
の
授
業
で
よ
か
ろ
う
、
な
ど
と
い
い
加
減
な
授
業
を
や
り
勝
ち
で
あ
る
。
自
分
の
全
分
を
ぶ
っ
つ
け

て
の
対
応
は
仲
々
や
ら
な
い
も
の
で
す
。
か
け
ひ
き
が
出
て
く
る
。
と
こ
ろ
が
、
先
生
と
生
徒
が
真
剣
に
ぶ
つ
か
ら
な
く
て
は
、

教
育
と
い
う
も
の
は
成
立
し
な
い
の
で
す
。
私
た
ち
の
学
校
の
宗
教
教
育
と
い
う
も
の
も
、
根
本
で
こ
の
誰
と
で
も
、
い
つ
で
も
、

ど
こ
で
も
駈
け
引
き
を
し
な
い
と
い
う
誠
実
さ
を
欠
い
た
ら
全
く
成
立
し
な
い
の
で
す
。

 

（『
燈
花
集
』
一
八
五
〜
一
八
七
頁
、
傍
線
筆
者
）

　

学
生
・
生
徒
に
対
す
る
姿
勢
を
、
澤
柳
先
生
の
言
葉
を
ひ
き
な
が
ら
「
教
育
と
は
誠
を
行
う
こ
と
」、「
誰
と
で
も
、
い
つ
で
も
、
ど
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こ
で
も
駈
け
引
き
を
し
な
い
こ
と
」
と
押
さ
え
て
い
る
。「
長
い
間
の
教
師
生
活
で
、
何
ん
と
な
く
す
っ
き
り
し
な
か
っ
た
も
の
が
拭

い
去
ら
れ
た
よ
う
な
感
動
」
と
い
う
の
は
、
廣
小
路
先
生
が
実
践
し
て
い
た
教
育
が
、
澤
柳
先
生
に
よ
っ
て
す
で
に
言
い
当
て
ら
れ
て

い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
先
生
と
生
徒
が
真
剣
に
ぶ
つ
か
ら
な
く
て
は
、
教
育
と
い
う
も
の
は
成
立
し
な
い
」
と
言
い
切

っ
て
い
る
。

も
う
一
人
、
本
校
九
代
目
の
校
長
を
勤
め
ら
れ
ま
し
た
谷
内
正
順
先
生
の
お
言
葉
を
い
た
だ
い
て
み
ま
す
。（
中
略
）
先
生
の
お
言

葉
に
、

「
道
徳
と
宗
教
の
問
題
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
現
れ
た
現
象
面
か
ら
み
る
と
極
め
て
複
雑
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
本
質
を
と

ら
え
て
み
る
と
、
結
局
一
つ
の
問
題
に
か
え
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
結
局
自
分
自
身
の
問
題
で
あ
る
。」

「
こ
の
自
分
自
身
の
問
題
と
い
う
こ
と
を
も
う
少
し
展
く
と
、
三
つ
の
問
題
に
な
る
。

一
、
こ
の
自
分
は
今
何
も
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
い
を
自
ら
に
か
け
る
こ
と
。

二
、
こ
の
自
分
は
ま
さ
に
何
も
の
で
あ
る
べ
き
か
、
ど
う
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
か
、
と
い
う
問
い
を
か
け
る
こ
と
。

三
、
こ
の
自
分
は
今
何
を
行
う
べ
き
か
、
と
い
う
問
い
を
か
け
る
こ
と
。

こ
の
三
つ
の
問
い
を
自
分
に
課
し
て
ゆ
く
人
間
、
こ
れ
が
道
徳
的
人
間
で
あ
り
、
宗
教
的
人
間
で
あ
る
。」

こ
ん
な
に
明
快
に
教
え
て
い
た
だ
く
と
、
も
う
つ
け
加
え
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
教
育
と
は
人
間
を
人
間
た
ら
し
め
る
も
の
で

す
が
、
谷
内
先
生
の
お
言
葉
を
い
た
だ
く
と
、
自
分
自
身
の
問
題
に
か
え
し
、
こ
の
三
つ
の
問
い
を
自
分
に
問
う
て
い
く
と
こ
ろ

に
人
間
教
育
は
成
り
立
つ
わ
け
で
す
。 

（
同
前
一
八
八
〜
一
八
九
頁
、
傍
線
筆
者
）
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「
も
う
つ
け
加
え
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
」
と
し
て
、「
教
育
と
は
人
間
を
人
間
た
ら
し
め
る
も
の
」
と
定
義
し
、
谷
内
先
生
の
言
葉

か
ら
「
結
局
自
分
自
身
の
問
題
」、「
こ
の
三
つ
の
問
い
を
自
分
に
問
う
て
い
く
と
こ
ろ
に
人
間
教
育
は
成
り
立
つ
」
と
言
い
切
る
。

　

そ
し
て
、
デ
ュ
ボ
ン
の
「
教
育
に
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
他
か
ら
与
え
ら
れ
る
教
育
、
い
ま
一
つ
は
自
ら
が
与
え
て
い
く
教
育
で
あ
る
」

と
い
う
言
葉
を
引
い
て
、

自
分
が
本
当
に
な
り
た
い
、
そ
う
あ
り
た
い
と
い
う
も
の
が
、
あ
る
か
、
ど
う
か
が
大
事
な
こ
と
で
す
。
い
い
加
減
な
借
り
物
の

道
徳
や
宗
教
、
思
想
で
、
つ
ま
り
身
に
つ
い
て
い
な
い
も
の
を
、
生
徒
に
見
せ
か
け
て
い
い
恰
好
す
る
の
が
一
番
い
け
な
い
の
で

す
。
自
分
が
そ
の
中
に
生
き
て
お
り
、
生
き
抜
け
る
自
信
が
あ
り
、
そ
れ
が
最
高
の
生
き
方
で
あ
る
と
い
う
確
信
が
あ
っ
た
ら
、

そ
れ
で
生
徒
と
ぶ
つ
か
り
合
う
の
が
一
番
よ
い
の
で
す
。
そ
れ
が
無
け
れ
ば
、
謙
虚
に
生
徒
と
一
緒
に
、
自
分
に
問
い
か
け
る
こ

と
で
す
。
借
り
物
や
、
見
せ
か
け
は
教
育
に
な
ら
な
い
の
で
す
。
こ
の
こ
と
は
忘
れ
な
い
で
ほ
し
い
。

 

（
同
前
一
八
九
〜
一
九
〇
頁
、
傍
線
筆
者
）

と
、「
自
分
が
本
当
に
な
り
た
い
、
そ
う
あ
り
た
い
と
い
う
も
の
が
、
あ
る
か
、
ど
う
か
が
大
事
」
で
あ
っ
て
、「
確
信
が
あ
っ
た
ら
、

そ
れ
で
生
徒
と
ぶ
つ
か
り
合
う
の
が
一
番
よ
い
」「
身
に
つ
い
て
い
な
い
も
の
を
、
生
徒
に
見
せ
か
け
て
い
い
恰
好
す
る
の
が
一
番
い

け
な
い
」、「
借
り
物
や
、
見
せ
か
け
は
教
育
に
な
ら
な
い
」
と
断
定
す
る
。

　

そ
し
て
、
自
分
の
生
き
方
に
確
信
が
な
け
れ
ば
「
謙
虚
に
生
徒
と
一
緒
に
、
自
分
に
問
い
か
け
る
」
べ
き
で
、「
こ
の
こ
と
は
忘
れ
な

い
で
ほ
し
い
」、
と
語
り
か
け
て
い
る
。

　

こ
れ
に
続
く
一
節
に
は
「
教
師
道
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
、
大
変
厳
し
い
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
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そ
れ
か
ら
、
教
師
に
な
る
と
い
ろ
い
ろ
教
師
と
し
て
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
規
定
も
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
大
体
は
、
教
育
そ
の
も

の
の
本
質
か
ら
出
て
き
た
枠
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
窮
屈
と
思
わ
ず
に
、
こ
な
し
て
み
て
下
さ
い
。
本
当
は
、
各
自
が
、
谷
内
先

生
の
い
わ
れ
る
問
い
を
自
分
に
か
け
う
る
な
ら
ば
、
お
の
ず
か
ら
、
自
分
の
枠
つ
ま
り
自
己
規
制
や
自
己
研
修
が
で
き
る
の
で
す

か
ら
、
私
た
ち
の
学
校
の
先
生
方
に
は
、
私
は
自
分
で
規
制
で
き
な
い
よ
う
な
ら
ば
、
他
か
ら
規
制
し
て
も
、
教
育
と
い
う
仕
事

は
出
来
な
い
の
だ
か
ら
、
と
申
し
て
い
ま
す
。
他
か
ら
動
か
さ
れ
な
く
て
は
仕
事
の
出
来
な
い
人
は
、
教
師
だ
け
は
や
っ
て
は
い

け
な
い
の
で
す
。
教
え
る
こ
と
の
大
き
な
面
は
、
相
手
の
自
発
性
、
自
主
性
を
育
て
る
こ
と
で
す
。
み
ず
か
ら
に
自
発
的
な
も
の

も
な
く
、
自
律
的
な
も
の
も
な
く
て
、
ど
う
し
て
教
育
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
限
り
な
く
、
自
分
に
問
い
つ
づ
け
る
こ
と
の
出

来
る
人
間
に
な
る
こ
と
、
教
師
道
と
は
、
そ
う
い
う
も
の
だ
と
、
私
は
思
う
て
い
ま
す
。 

（
同
前
一
九
〇
頁
、
傍
線
筆
者
）

　
「
私
た
ち
の
学
校
の
先
生
方
に
は
、
私
は
自
分
で
規
制
で
き
な
い
よ
う
な
ら
ば
、
他
か
ら
規
制
し
て
も
、
教
育
と
い
う
仕
事
は
出
来

な
い
の
だ
か
ら
、
と
申
し
て
い
ま
す
」
と
あ
る
。
言
葉
を
選
ん
で
い
る
の
で
柔
ら
か
い
表
現
に
な
っ
て
い
る
が
、
要
は
、「
自
己
規
制
で

き
な
い
人
は
教
育
の
仕
事
は
出
来
な
い
」、
つ
ま
り
「
教
員
を
辞
め
て
い
た
だ
く
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
教
育
に
対
す
る
姿
勢
を
自
ら
貫
い
た
廣
小
路
先
生
に
は
、
学
年
末
に
な
っ
て
、
進
級
が
で
き
な
く
な
っ
た
生
徒
た
ち

の
家
庭
を
訪
問
し
た
時
の
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
述
懐
が
あ
る
。

理
由
は
ど
う
あ
れ
、
本
人
が
学
習
不
足
の
た
め
に
原
級
に
と
ど
め
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
教
師
の
立
場
か
ら
は
き
わ
め
て
簡

単
に
割
り
切
れ
る
こ
と
で
、
別
に
深
刻
な
問
題
で
は
な
い
。
と
私
た
ち
教
師
は
考
え
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、（
中
略
）
こ
う
し
た
子
供
た
ち
の
立
場
に
な
っ
て
、
さ
て
私
な
ら
ど
こ
ま
で
や
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
私
が
そ
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の
親
で
あ
っ
た
と
し
て
、
い
っ
た
い
何
が
し
て
や
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

学
校
と
い
う
教
育
の
場
で
、
教
育
の
プ
ロ
で
あ
る
教
師
に
、
す
が
る
思
い
で
た
よ
っ
て
い
た
親
た
ち
の
心
情
に
、
私
は
何
一
つ
こ

た
え
な
か
っ
た
。
私
た
ち
教
師
が
そ
の
名
に
か
け
て
、
生
徒
ひ
と
り
ひ
と
り
の
身
に
な
っ
て
、
う
け
と
め
て
や
る
と
い
う
基
本
の

姿
勢
を
欠
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

原
級
と
い
う
結
果
で
は
な
く
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
教
育
者
と
し
て
の
無
責
任
さ
へ
の
、
や
り
き
れ
ぬ
絶
望
で
あ
っ
た
。
た
だ
お

わ
び
す
る
こ
と
だ
け
で
済
む
こ
と
で
は
な
い
。（
中
略
）

教
師
と
し
て
の
無
力
感
に
お
そ
わ
れ
る
と
と
も
に
、
反
面
、「
教
育
と
は
何
か
」
を
明
ら
か
に
し
、「
我
行
精
進
、
忍
終
不
悔
」
の

ゆ
る
ぎ
な
き
精
神
が
、
こ
ん
な
時
こ
そ
打
ち
樹
て
ら
れ
な
い
な
ら
ば
、
一
刻
も
こ
の
職
に
と
ど
ま
る
べ
き
で
な
い
、
と
い
う
緊
迫

感
が
心
を
ゆ
さ
ぶ
る
。（
中
略
）

教
師
の
在
り
方
と
い
う
も
の
は
、
外
的
な
条
件
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
教
育
そ
の
も
の
の
本
質
か
ら
規
定
さ
れ

て
く
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
で
あ
る
の
に
、
み
ず
か
ら
の
日
々
の
実
践
に
、
そ
の
教
育
を
問
う
こ
と
を
忘
れ
て
い

る
の
で
は
、
ま
さ
に
自
己
放
棄
と
い
う
よ
り
ほ
か
な
い
。（
中
略
）

鞭
も
て
打
た
れ
る
教
師
た
ち
は
、
鞭
う
つ
彼
等
生
徒
の
形
相
に
何
を
感
ず
る
か
。

彼
ら
を
三
悪
道
に
追
い
や
っ
た
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
自
分
で
あ
る
と
、
わ
が
身
に
引
き
う
け
て
、
更
め
て
教
師
の
あ
り
方
を

問
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。 

（
同
前
一
〇
八
〜
一
一
四
頁
）

　

そ
し
て
、
別
の
著
作
の
中
に
は
次
の
よ
う
な
言
葉
が
あ
る
。
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教
師
と
い
う
も
の
は
、
自
分
が
子
ど
も
を
育
て
て
き
た
よ
う
な
錯
覚
を
持
つ
と
い
う
、
お
ろ
か
な
も
の
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。
と

い
う
こ
と
は
、
自
分
が
子
ど
も
を
育
て
て
き
た
こ
と
よ
り
も
、
な
に
げ
な
く
言
っ
た
言
葉
に
よ
っ
て
生
徒
を
傷
つ
け
て
き
た
ほ
う

が
多
い
と
思
う
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
生
徒
は
な
か
な
か
言
っ
て
く
れ
な
い
の
で
す
。

こ
う
い
う
例
が
あ
り
ま
す
。
あ
る
卒
業
生
の
ク
ラ
ス
会
で
、
い
つ
も
顔
を
出
さ
な
い
生
徒
が
い
ま
し
た
。
そ
の
生
徒
の
こ
と
が
気

に
な
り
ま
し
て
、
な
に
げ
な
く
「
あ
の
生
徒
は
ど
う
し
て
い
る
か
な
」
と
聞
き
ま
す
と
、
居
合
わ
せ
た
友
人
た
ち
が
顔
を
見
合
わ

せ
る
の
で
す
。「
ど
う
し
た
」
と
聞
き
ま
す
と
、
や
っ
と
、「
先
生
、
中
学
二
年
の
と
き
に
、
物
を
盗
ん
だ
と
い
う
疑
い
の
目
で
彼

を
見
た
こ
と
は
な
い
か
」
と
言
う
の
で
す
。
よ
く
考
え
て
み
ま
す
と
、
そ
の
ク
ラ
ス
で
物
が
な
く
な
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
、

そ
の
生
徒
が
た
ま
た
ま
教
室
に
残
っ
て
お
っ
た
の
で
、「
誰
か
入
っ
て
こ
な
か
っ
た
か
」
と
問
い
つ
め
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
し
た
。

今
、
振
り
返
っ
て
考
え
て
み
ま
す
と
、「
こ
の
子
が
や
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
気
持
ち
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
れ
が
中
学

二
年
の
生
徒
に
敏
感
に
ひ
び
い
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。「
人
を
ど
ろ
ぼ
う
だ
と
疑
う
よ
う
な
教
師
の
と
こ
ろ
へ
な
ど
行
く
も
の
か
」

と
言
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。

も
う
三
十
年
も
前
の
こ
と
で
す
が
、
正
直
い
っ
て
こ
た
え
ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
、
教
師
と
い
う
も
の
は
生
徒
の
一
生
に
深
い
傷

を
負
わ
せ
る
も
の
だ
と
思
い
知
ら
さ
れ
た
の
で
す
。
自
分
に
よ
っ
て
プ
ラ
ス
さ
れ
た
生
徒
は
、
み
ん
な
そ
の
こ
と
を
言
う
て
く
れ

ま
す
。
し
か
し
、
自
分
に
よ
っ
て
マ
イ
ナ
ス
に
な
っ
た
生
徒
は
、
一
人
も
そ
の
こ
と
を
言
わ
な
い
の
で
す
。
そ
れ
だ
け
に
、
私
た

ち
が
な
に
げ
な
く
言
っ
た
言
葉
が
、
い
か
に
生
徒
を
傷
つ
け
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
な
い
の
で
す
。
教
師
と
い
う
の
は

恐
ろ
し
い
仕
事
だ
と
い
う
こ
と
を
、
そ
の
と
き
に
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
、
別
の
例
を
挙
げ
ま
す
と
、
私
は
い
つ
も
京
都
駅
か
ら
学
校
ま
で
歩
い
て
い
る
の
で
す
が
、
あ
る
日
、
京
都
駅
に
下
り

ま
す
と
雨
が
降
っ
て
い
ま
し
た
。
傘
を
さ
し
て
歩
き
は
じ
め
た
の
で
す
が
、
私
の
横
を
傘
を
持
た
な
い
で
走
っ
て
い
こ
う
と
す
る
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生
徒
が
い
た
の
で
す
。
思
わ
ず
大
き
な
声
で
、「
こ
ら
、
待
て
」
と
や
り
ま
し
た
。
そ
の
生
徒
は
ど
き
っ
と
し
た
よ
う
に
立
ち
止
ま

り
ま
し
た
。
私
が
よ
く
𠮟
っ
て
い
た
生
徒
で
し
た
の
で
、
ま
た
𠮟
ら
れ
る
と
思
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
私
が
、「
雨
に
ぬ
れ
る
じ
ゃ
な

い
か
。
傘
に
入
り
な
さ
い
」
と
言
い
ま
す
と
、
び
っ
く
り
し
た
よ
う
に
私
の
顔
を
見
な
が
ら
、
も
じ
も
じ
と
傘
の
な
か
へ
入
っ
て

き
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
二
、
三
日
し
て
、
そ
の
生
徒
の
お
母
さ
ん
が
来
ら
れ
て
、
お
礼
を
い
い
た
い
と
言
わ
れ
る
の
で
す
。
私
は
そ
の
こ
と

を
忘
れ
て
い
ま
し
た
の
で
、「
な
ん
で
す
か
」
と
聞
き
ま
す
と
、「
う
ち
の
子
が
非
常
に
よ
ろ
こ
ん
で
─
」
と
言
わ
れ
る
の
で
す
。

私
は
な
ん
の
こ
と
か
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
よ
く
聞
き
ま
す
と
、
二
、
三
日
前
に
、
子
ど
も
が
学
校
か
ら
帰
っ
て
く
る
と
、
何

か
じ
っ
と
考
え
て
い
た
の
だ
そ
う
で
す
。
そ
し
て
、「
ぼ
く
は
廣
小
路
先
生
に
い
つ
も
お
こ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
先
生
は
ぼ
く
の

こ
と
を
憎
ん
で
い
る
と
思
っ
て
い
た
。
で
も
今
日
、
傘
に
入
れ
て
く
れ
た
の
で
、
先
生
が
憎
ん
で
い
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ぼ

く
は
や
っ
ぱ
り
迷
惑
を
か
け
て
い
た
。
す
ま
な
か
っ
た
」
と
言
っ
た
の
だ
そ
う
で
す
。「
そ
れ
か
ら
心
が
変
わ
っ
た
よ
う
に
勉
強

し
て
い
ま
す
。
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
と
、
母
親
が
礼
を
言
う
の
で
す
。

私
が
そ
の
と
き
、
ふ
と
思
っ
た
の
は
、
こ
ち
ら
と
し
て
は
な
に
げ
な
く
発
言
し
た
り
、
行
動
し
た
り
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
あ
る

意
味
で
、
生
徒
の
一
生
を
動
か
す
よ
う
な
力
を
持
つ
こ
と
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

二
つ
の
例
は
、
ま
っ
た
く
反
対
の
こ
と
で
す
が
、
私
の
教
師
生
活
を
反
省
し
て
み
ま
す
と
、
残
念
な
が
ら
、
生
徒
の
一
生
に
深
い

傷
を
負
わ
せ
た
こ
と
の
ほ
う
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
そ
う
思
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
す
。
本
当
に
心
す
べ
き
こ
と
だ
と
思

っ
て
い
ま
す
。 

（『
加
齢
の
こ
み
ち
で
』
七
〇
〜
七
三
頁
）

　

大
変
長
い
引
用
が
続
い
た
が
、
こ
こ
ま
で
見
て
く
る
と
、
司
馬
遼
太
郎
氏
が
廣
小
路
先
生
の
随
想
集
に
寄
せ
た
「
推
薦
の
言
葉
」
が
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い
か
に
正
鵠
を
得
た
も
の
で
あ
る
か
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
廣
小
路
先
生
の
言
葉
に
照
ら
せ
ば
、
私
た
ち
の
教
育
現
場
で
の
「
こ
れ
ま
で
の
日
常
」
が
、
い
か
な
る

も
の
で
あ
っ
た
か
が
厳
し
く
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
社
会
生
活
に
お
け
る
「
こ
れ
ま
で
の
日
常
」
に
潜
ん
で
い
た
き
わ
め
て
大
き
な

問
題
と
同
等
、
否
、
教
師
は
「
生
徒
の
一
生
を
動
か
す
よ
う
な
力
を
持
つ
」
と
す
れ
ば
、
そ
れ
以
上
と
言
う
べ
き
大
き
な
課
題
と
責
任

が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。

五　

親
鸞
に
教
育
を
学
ぶ

　

こ
こ
で
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
が
、『
歎
異
抄
』「
前
序
」
に
あ
る
「
耳
の
底
に
留
ま
る
と
こ
ろ
」（『
真
宗
聖
典
』
六
二
六
頁
）
で
あ
る
。

「
耳
の
底
に
留
ま
る
」
と
い
う
の
は
、
当
然
、
昨
日
今
日
聞
い
た
こ
と
で
は
な
い
。
五
年
、
十
年
、
い
や
何
十
年
経
過
し
て
も
、
決
し
て

忘
れ
得
な
い
「
心
に
深
く
刻
み
つ
け
ら
れ
た
言
葉
」
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
廣
小
路
先
生
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
一
生
を
動
か
す
よ

う
な
力
を
持
つ
言
葉
」
に
な
る
。

　

そ
の
視
点
か
ら
『
歎
異
抄
』
を
読
み
直
す
と
、『
歎
異
抄
』
は
親
鸞
に
よ
る
「
教
育
の
書
」、
つ
ま
り
、
教
育
の
あ
る
べ
き
姿
を
如
実

に
物
語
る
書
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　

そ
の
最
も
特
徴
的
な
の
が
、『
歎
異
抄
』
の
著
者
が
唯
円
と
考
え
ら
れ
る
根
拠
と
も
な
っ
て
い
る
第
九
条
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

念
仏
も
う
し
そ
う
ら
え
ど
も
、
踊
躍
歓
喜
の
こ
こ
ろ
お
ろ
そ
か
に
そ
う
ろ
う
こ
と
、
ま
た
い
そ
ぎ
浄
土
へ
ま
い
り
た
き
こ
こ
ろ
の

そ
う
ら
わ
ぬ
は
、
い
か
に
と
そ
う
ろ
う
べ
き
こ
と
に
て
そ
う
ろ
う
や
ら
ん 

（
同
前
六
二
九
頁
）
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と
い
う
唯
円
の
問
い
と
、
そ
れ
に
対
す
る
、

親
鸞
も
こ
の
不
審
あ
り
つ
る
に
、
唯
円
房
お
な
じ
こ
こ
ろ
に
て
あ
り
け
り
。 

（
同
前
）

と
い
う
親
鸞
の
言
葉
、
そ
し
て
こ
れ
に
続
い
て
順
々
に
語
ら
れ
て
い
く
親
鸞
の
了
解
（
確
信
）
が
そ
れ
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
唯
円
が
「
師
の
教
え
に
従
っ
て
念
仏
申
し
て
も
、
喜
び
の
心
も
、
浄
土
に
生
れ
た
い
と
い
う
心
も
お
こ
り
ま
せ
ん
」
と
、
あ

り
の
ま
ま
に
自
身
の
現
状
を
吐
露
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
親
鸞
に
対
す
る
全
幅
の
信
頼
が
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
親
鸞
も
、
あ
り
の
ま
ま
で
応
え
た
。「
親
鸞
も
こ
の
不
審
あ
り
つ
る
に
、
唯
円
房
お
な
じ
こ
こ
ろ
に
て
あ
り
け
り
」
と

い
う
言
葉
を
耳
に
し
た
唯
円
の
驚
愕
ぶ
り
は
想
像
に
難
く
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
言
葉
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
続
く
親
鸞
自

身
の
了
解
（
確
信
）
が
唯
円
に
と
っ
て
、
何
十
年
経
過
し
て
も
決
し
て
忘
れ
得
な
い
「
心
に
深
く
刻
み
つ
け
ら
れ
た
言
葉
」
と
な
っ
た
。

「
響
い
た
」
の
で
あ
る
。

　

も
し
、「
親
鸞
も
こ
の
不
審
あ
り
つ
る
に
」
と
い
う
こ
と
が
な
か
っ
た
と
し
た
ら
。
こ
の
一
言
を
抜
い
て
第
九
条
を
読
め
ば
す
ぐ
わ

か
る
。「
わ
か
っ
て
い
な
い
よ
う
だ
か
ら
、
も
う
一
回
説
明
す
る
」
意
味
に
な
っ
て
、
唯
円
の
「
耳
の
底
に
留
ま
る
」
こ
と
は
な
か
っ
た

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

こ
の
親
鸞
の
姿
勢
の
こ
と
を
、
廣
小
路
先
生
が
紹
介
し
た
澤
柳
先
生
は
「
教
育
と
は
誠
を
行
う
こ
と
」、「
誰
と
で
も
、
い
つ
で
も
、

ど
こ
で
も
駈
け
引
き
を
し
な
い
こ
と
」
と
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
唯
円
房
が
あ
り
の
ま
ま
に
自
身
の
現
状
を
吐
露
し
得
た
全
幅
の
信
頼
に
つ
い
て
、
廣
小
路
先
生
の
言
葉
を
訪
ね
る
と
、
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「
教
師
は
授
業
で
勝
負
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
い
ま
す
が
、
教
師
は
ま
た
、「
後
姿
で
教
育
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」

の
で
す
。
そ
れ
が
で
き
な
く
て
は
教
師
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
う
し
ろ
指
を
さ
さ
れ
る
よ
う
な
教
師
が
、
実
際
に
ど
う
し
て
人
間
教

育
が
で
き
る
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
教
師
と
し
て
み
ず
か
ら
の
生
き
ざ
ま
が
問
わ
れ
な
い
よ
う
な
教
師
で
あ
っ
て
は

い
け
な
い
し
、
い
つ
で
も
自
分
に
対
し
て
そ
れ
を
問
う
て
い
け
る
教
師
に
な
る
こ
と
が
大
事
だ
と
思
う
の
で
す
。

 

（『
加
齢
の
こ
み
ち
で
』
五
三
頁
）

と
あ
る
。「
後
姿
」
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、「
生
き
ざ
ま
」、「
生
き
る
姿
勢
」
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
か
な
り
の
期
間
、
親
鸞
と
生
活
を

共
に
し
た
唯
円
房
は
、
日
々
の
親
鸞
の
「
後
姿
」
を
見
て
そ
の
感
を
受
け
、
あ
り
の
ま
ま
に
自
身
の
問
い
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
た
の

で
あ
る
。

　

こ
こ
に
は
、「
人
間
関
係
」、
特
に
「
信
頼
関
係
」
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
の
重
要
な
視
点
が
あ
る
。
前
に
少
し
く
話
題
に
し
た
、
学

生
と
教
員
、
学
生
と
学
生
、
学
生
と
職
員
の
距
離
感
と
い
う
の
は
、
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
見
ず
知
ら
ず
の
人
と
信
頼
関
係
を
結
ぶ
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
知
っ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
信
頼
関
係
を
結
べ
る
わ
け
で
は
な
い
。
コ
ン
パ
ク
ト
だ
か
ら
と
い
う
だ
け
で
は
成
り
立

た
な
い
の
が
距
離
の
「
近
さ
」
で
あ
る
と
い
う
の
は
そ
の
意
味
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
後
姿
」
に
か
か
わ
る
こ
と
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
れ
が
伝
わ
る
に
は
時
間
と
空
間
を
共
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

「
リ
モ
ー
ト
」
あ
る
い
は
「W

eb

」
と
呼
ば
れ
る
授
業
の
限
界
と
、
違
和
感
を
覚
え
る
理
由
は
こ
こ
に
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

お 

わ 

り 

に

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
蔓
延
で
、
社
会
の
様
子
は
一
変
し
た
。
様
々
な
制
約
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
の
社
会
生
活
の
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「
こ
れ
ま
で
の
日
常
」
は
昔
日
の
も
の
と
な
り
、
結
果
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
い
わ
ば
当
た
り
前
の
こ
と
と
し
て
省
み
ら
れ
る
こ
と
の
な

か
っ
た
、「
こ
れ
ま
で
の
日
常
」
の
中
に
あ
っ
た
問
題
点
、
冒
頭
で
触
れ
た
よ
う
に
、
ひ
た
す
ら
「
餓
鬼
道
」、「
畜
生
道
」
に
迷
惑
し
て

い
た
実
態
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

私
た
ち
の
教
育
現
場
が
受
け
た
影
響
も
き
わ
め
て
大
き
く
、
い
わ
ば
翻
弄
さ
れ
る
日
々
が
続
い
た
。
学
校
生
活
や
対
面
型
の
授
業
な

ど
、
こ
れ
ま
で
当
た
り
前
の
こ
と
と
し
て
あ
っ
た
、
教
育
の
場
で
の
「
こ
れ
ま
で
の
日
常
」
が
困
難
と
な
っ
た
こ
と
を
受
け
、
筆
者
自

身
が
教
育
の
現
場
に
身
を
お
き
、
ま
た
教
員
養
成
の
課
程
に
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
契
機
と
し
て
そ
の
確
認
を
お
こ
な

っ
た
の
が
本
論
で
あ
る
。

　

そ
の
手
が
か
り
に
し
た
の
が
、
教
育
者
で
あ
り
念
仏
者
で
あ
っ
た
廣
小
路
亨
先
生
の
著
述
で
あ
る
。
廣
小
路
先
生
は
筆
者
が
大
谷
中

学
・
高
等
学
校
（
京
都
）
に
在
籍
し
て
い
た
当
時
の
学
校
長
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
著
述
は
、
こ
れ
ま
で
も
折
に
触
れ
て
手
に
し
て
き

た
。
し
か
し
、
今
回
改
め
て
確
か
め
て
み
る
と
、
貫
か
れ
た
教
育
に
対
す
る
姿
勢
と
実
践
が
、
い
か
に
厳
し
く
確
か
な
も
の
で
あ
っ
た

か
を
痛
感
し
た
。
同
時
に
、
私
た
ち
の
教
育
現
場
の
日
頃
の
あ
り
よ
う
が
、
そ
の
言
葉
に
照
ら
し
て
、
厳
し
く
問
わ
れ
て
い
る
と
の
感

を
強
く
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
た
、
本
論
で
は
『
歎
異
抄
』
第
九
条
を
手
が
か
り
に
、
親
鸞
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
教
育
の
あ
る
べ
き
姿
、
特
に
教
育
を
成
り

立
た
せ
る
根
幹
と
な
る
「
信
頼
関
係
」
が
い
か
に
し
て
醸
成
さ
れ
る
か
を
確
か
め
た
。
そ
の
中
で
気
づ
か
さ
れ
た
の
は
、
廣
小
路
先
生

の
著
述
は
「
教
育
」
に
焦
点
を
当
て
て
語
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、「
教
育
と
は
人
間
を
人
間
た
ら
し
め
る
も
の
」
と
あ
る
よ
う
に
、

語
ら
れ
て
い
る
内
容
は
、
人
間
と
し
て
の
「
生
き
方
」、「
生
き
る
姿
勢
」
の
あ
り
方
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、「
坊
さ
ん
に
な
っ

た
以
上
は
坊
さ
ん
ら
し
い
坊
さ
ん
に
な
る
し
か
な
い
。
生
涯
か
け
て
仏
法
を
聞
い
て
い
く
ん
だ
」
と
、
ひ
た
す
ら
親
鸞
の
教
え
を
聞
思

し
続
け
た
廣
小
路
先
生
の
「
後
姿
」
で
あ
り
、
後
に
生
ま
れ
た
者
と
し
て
訪
う
べ
き
、
人
間
と
し
て
、
ま
た
教
員
と
し
て
の
生
き
方
で
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あ
っ
た
。
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