
本
日
は
、
お
招
き
い
た
だ
き
、
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
そ
の
う
え
、
今
日
の
話
を
『
仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
」
に
も
載
せ
て
い
た
だ

け
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
は
大
変
、
光
栄
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
と
い
い
ま
す
の
は
、
私
は
変
な
趣
味
が
あ
り
ま
し
て
、
大
学
の
図
書

館
に
潜
り
込
ん
で
、
昔
の
学
術
誌
を
創
刊
号
か
ら
ゆ
っ
く
り
と
読
む
と
い
う
の
が
楽
し
み
な
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
中
で
ど
う
い

っ
た
雑
誌
が
一
番
、
私
に
と
っ
て
思
い
出
深
い
か
と
い
い
ま
す
と
、
や
は
り
、
大
谷
大
学
が
出
し
て
お
り
ま
す
例
え
ば
『
大
谷
学
報
』
と

か
「
仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
」
で
す
ね
。
こ
う
い
っ
た
雑
誌
を
ゆ
っ
く
り
と
読
ん
で
い
き
ま
す
と
、
こ
の
大
谷
大
学
の
過
去
に
蓄
積
さ
れ
た
膨

大
な
知
の
体
系
と
い
う
も
の
が
少
し
ず
つ
見
え
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
も
、
他
の
大
学
と
は
ケ
タ
違
い
に
こ
の
大
谷

大
学
の
仏
教
学
の
学
問
的
な
深
み
と
い
う
も
の
を
感
じ
て
い
ま
す
。
そ
の
大
谷
大
学
が
代
表
す
る
『
仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
」
に
載
せ
て
い
た

だ
け
る
と
い
う
話
で
し
た
が
、
聞
き
終
わ
っ
た
ら
「
や
っ
ぱ
り
載
せ
る
の
や
め
ま
す
」
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ま
ぁ
と
も
か

く
、
一
生
懸
命
、
そ
れ
に
合
わ
せ
た
レ
ベ
ル
に
達
す
る
よ
う
な
話
が
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
で
今
日
は
「
大
乗
仏
教
の
起
源
に
関
す
る
諸
問
題
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
お
話
す
る
の
で
す
が
、
私
の
本
来
の
専
門
は
仏
教
の
戒

律
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
大
乗
仏
教
と
は
直
接
関
係
し
な
い
分
野
か
ら
仏
教
の
学
問
を
始
め
ま
し
た
。
し
か
し
皆
さ
ん
御
存
知
の
通
り
、
戒

律
を
勉
強
し
て
、
そ
し
て
大
乗
仏
教
の
起
源
へ
と
進
ん
だ
大
先
達
が
お
ら
れ
る
わ
け
で
、
か
の
平
川
彰
先
生
で
す
ね
。
こ
の
平
川
先
生
の

公
開
講
演

大
乗
仏
教
の
起
源
に
関
す
る
諸
問
題

佐
々
木

閑

)則
JJ



そ
う
い
う
わ
け
で
、
平
川
先
生
の
お
仕
事
を
辿
ろ
う
と
思
っ
た
わ
け
で
も
な
い
の
で
す
が
、
い
つ
の
ま
に
か
そ
の
後
を
追
う
か
た
ち
で
、

ひ
と
り
で
に
興
味
の
対
象
が
大
乗
の
発
生
と
い
う
方
向
に
も
向
き
ま
し
て
、
戒
律
研
究
を
土
台
に
し
な
が
ら
大
乗
の
起
源
を
見
て
い
く
と

い
う
、
そ
う
い
う
方
向
性
が
で
き
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
私
も
、
平
川
先
生
の
本
を
手
本
に
し
て
書
い
た
「
イ
ン
ド
仏
教
変
移
論
』

と
い
う
研
究
害
の
中
で
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
自
説
を
提
示
し
た
わ
け
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
本
筋
は
、
ま
だ
ま
だ
私
な
ど
の
手
の
届
か

な
い
所
に
大
き
な
問
題
と
し
て
残
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
で
今
日
は
、
私
自
身
が
行
っ
て
い
る
研
究
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
岡
目
八
目

で
、
外
か
ら
見
て
い
る
私
が
、
大
乗
仏
教
の
起
源
に
関
す
る
研
究
の
問
題
点
を
ど
こ
に
見
て
い
る
か
と
い
う
よ
う
な
お
話
を
し
て
い
き
た

い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
も
し
時
間
が
あ
れ
ば
、
最
後
に
私
自
身
が
関
わ
っ
た
問
題
も
お
話
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
ま
あ
付
録
で
す
。

大
事
な
の
は
、
こ
の
学
問
領
域
が
今
ど
う
い
う
状
況
に
さ
し
か
か
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
た
だ
く
と
い
う
点
に
あ
り
ま
す
。

こ
こ
に
お
ら
れ
る
専
門
家
の
先
生
方
に
、
今
さ
ら
大
乗
仏
教
起
源
説
の
過
去
の
流
れ
を
ご
紹
介
す
る
必
要
も
な
い
と
思
う
の
で
す
が
、

こ
の
問
題
に
余
り
馴
染
み
の
な
い
方
も
聴
衆
の
中
に
お
ら
れ
る
か
と
も
思
い
ま
す
の
で
、
少
し
過
去
を
振
り
返
り
ま
し
て
、
こ
の
問
題
が

ど
う
進
展
し
て
、
ど
う
変
わ
っ
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
歴
史
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

足
跡
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
戒
律
を
ベ
ー
ス
に
し
て
イ
ン
ド
仏
教
を
調
べ
て
い
く
と
、
自
ず
か
ら
問
題
意
識
が
大
乗
仏
教
へ
行
く
ん
で

す
ね
。
そ
れ
は
何
故
か
と
い
い
ま
す
と
、
そ
れ
ま
で
の
、
い
わ
ゆ
る
原
始
仏
教
と
か
部
派
仏
教
な
ど
と
呼
ば
れ
る
古
い
時
代
の
仏
教
の
後

で
、
大
乗
仏
教
と
い
う
新
し
い
も
の
が
出
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
な
ん
ら
か
の
違
っ
た
形
の
、
違
っ
た
ス
タ
イ
ル
の
仏
教
が
出
て
き
た

わ
け
で
す
か
ら
、
そ
れ
は
ど
こ
が
違
う
ん
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
好
奇
心
が
湧
く
の
は
当
然
の
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
時
に
、
思
想
や
哲

学
の
違
い
は
お
経
を
読
め
ば
わ
か
り
ま
す
が
、
そ
れ
と
は
別
に
、
お
坊
さ
ん
は
ど
う
い
う
生
活
に
変
わ
っ
た
の
か
、
釈
迦
時
代
の
仏
教
と

大
乗
仏
教
で
は
、
お
坊
さ
ん
の
生
活
に
は
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
具
体
的
な
疑
問
が
必
ず
起
こ
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。

そ
し
て
そ
の
問
題
に
答
え
る
た
め
に
は
、
否
が
応
で
も
、
戒
律
、
特
に
律
蔵
と
い
う
も
の
を
研
究
の
土
俵
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ

て
く
る
わ
け
で
す
。
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こ
の
大
乗
仏
教
の
起
源
の
研
究
と
い
う
も
の
は
、
何
を
お
い
て
も
平
川
彰
先
生
が
発
表
な
さ
っ
た
平
川
説
と
い
う
学
説
が
要
に
来
ま
す

の
で
、
ま
ず
そ
れ
を
中
心
に
お
い
て
、
「
平
川
説
の
前
と
後
」
と
い
う
形
で
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、
平

川
説
の
前
の
話
を
し
ま
す
。
前
と
言
っ
て
も
ず
っ
と
前
で
し
て
、
千
年
以
上
前
、
た
と
え
ば
奈
良
時
代
と
か
平
安
時
代
と
い
っ
た
頃
に
ま

で
遡
っ
て
み
ま
す
。
大
乗
と
い
う
名
で
呼
ば
れ
る
特
定
の
種
類
の
仏
教
が
あ
る
こ
と
は
分
か
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
の
大
乗
の
起
源
を

探
求
し
よ
う
、
と
い
う
よ
う
な
流
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
は
何
故
か
と
い
い
ま
す
と
、
大
乗
仏
教
の
起
源
を
探
求
す
る
と
い
う

こ
と
に
意
味
が
無
い
か
ら
で
す
。
な
ぜ
意
味
が
無
い
か
と
い
う
と
、
そ
の
当
時
、
あ
ら
ゆ
る
お
経
は
皆
お
釈
迦
様
が
お
説
き
に
な
っ
た
も

の
だ
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
、
そ
の
起
源
を
探
る
と
い
う
問
題
そ
の
も
の
が
ナ
ン
セ
ン
ス
だ
っ
た
か
ら
で
す
。

「
大
乗
の
起
源
は
お
釈
迦
様
に
決
ま
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
大
乗
経
典
も
す
べ
て
釈
迦
の
直
説
で
あ

る
と
い
う
前
提
に
立
つ
以
上
は
、
「
大
乗
仏
教
は
一
体
ど
こ
か
ら
出
て
き
た
ん
だ
ろ
う
」
と
い
う
疑
問
そ
の
も
の
が
起
こ
り
よ
う
が
な
い

わ
け
で
す
。
で
は
そ
の
か
わ
り
に
ど
う
い
う
問
題
設
定
が
表
れ
る
の
か
と
い
う
と
、
い
ろ
ん
な
大
乗
経
典
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
お
釈
迦
様

と
い
う
一
人
の
人
物
が
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
豊
か
な
経
典
群
を
お
説
き
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
、
お
釈
迦
様
一
個

人
の
歴
史
の
中
で
の
経
典
の
位
置
付
け
で
す
ね
、
そ
う
い
う
こ
と
を
解
明
す
る
方
向
に
向
か
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
教

相
判
釈
の
よ
う
な
一
つ
の
学
問
体
系
を
作
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
ず
っ
と
続
き
ま
す
。
江
戸
時
代
の
後
期
ま
で
続
き
ま
す
。

そ
し
て
そ
こ
で
富
永
仲
基
が
現
れ
て
大
転
換
が
起
こ
る
ん
で
す
ね
。

富
永
の
生
没
年
を
見
ま
す
と
、
一
七
一
五
年
に
生
ま
れ
て
一
七
四
六
年
に
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。
引
き
算
し
ま
す
と
三
一
・
数
え
方
に

よ
っ
て
は
三
十
二
。
富
永
仲
基
は
三
一
、
二
歳
で
亡
く
な
っ
た
の
で
す
。
こ
の
人
、
江
戸
の
後
期
に
大
阪
の
醤
油
問
屋
の
息
子
さ
ん
と
し

て
生
ま
れ
ま
し
て
、
醤
油
問
屋
を
ど
う
切
り
盛
り
し
た
の
か
は
知
り
ま
せ
ん
が
、
学
問
一
筋
で
、
二
四
歳
の
時
に
最
初
の
本
を
お
書
き
に

な
る
。
そ
し
て
死
の
前
年
、
三
十
歳
の
時
に
『
出
定
後
語
」
と
い
う
空
前
の
大
研
究
を
完
成
さ
せ
ま
し
た
。
デ
ビ
ュ
ー
が
二
四
歳
の
時
で

す
か
ら
、
私
い
つ
も
、
自
分
の
学
生
に
「
二
四
歳
と
い
う
と
修
士
論
文
で
あ
る
。
だ
か
ら
君
ら
も
修
士
論
文
で
こ
れ
ぐ
ら
い
の
も
の
は
書

ワR
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そ
れ
で
は
、
そ
の
総
体
的
な
流
れ
の
中
で
一
番
初
め
の
土
台
に
く
る
の
は
何
だ
と
い
う
と
、
最
も
単
純
明
快
な
教
説
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
か
ら
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
阿
含
経
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
が
ま
た
す
ご
い
で
す
ね
。
だ
か
ら
富
永
が
こ
の
時
に
考
え

た
経
典
の
成
立
段
階
は
、
ほ
ぼ
、
今
現
在
の
仏
教
学
が
想
定
し
て
い
る
経
典
の
流
れ
に
合
う
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
。
素
晴
ら
し
い
で

す
ね
。
し
か
し
当
然
な
が
ら
、
時
代
は
江
戸
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
仏
教
界
か
ら
見
れ
ば
と
ん
で
も
な
い
邪
説
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

大
乗
経
典
が
お
釈
迦
様
の
言
葉
で
な
い
な
ど
と
は
と
ん
で
も
な
い
話
だ
、
と
い
う
こ
と
で
、
富
永
の
説
は
仏
教
界
か
ら
大
変
な
批
判
を
受

け
ま
す
。
そ
の
一
方
で
、
仏
教
を
好
か
な
い
、
仏
教
が
嫌
い
な
国
学
者
た
ち
か
ら
は
大
い
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
、
例
え
ば
平
田
篤
胤
な
ど

は
こ
の
富
永
を
大
い
に
賞
賛
す
る
わ
け
で
す
。
仏
教
界
で
は
全
く
無
視
さ
れ
、
あ
る
い
は
も
の
す
ご
い
非
難
轟
々
の
中
、
富
永
が
三
一
歳

で
死
ん
だ
時
も
「
業
病
で
死
ん
だ
」
つ
ま
り
「
自
業
自
得
だ
」
、
と
い
う
声
が
仏
教
界
の
中
か
ら
あ
が
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
素
晴
ら
し
い
学
説
も
や
が
て
霞
ん
で
い
く
の
で
す
が
、
そ
れ
が
明
治
に
な
り
ま
す
と
、
文
明
開
化
と
な
り
、
海
外

す
／

○

そ
の
富
永
仲
基
と
い
う
人
は
、
そ
の
本
の
中
で
「
加
上
説
」
と
い
う
も
の
を
主
張
し
ま
す
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
も
の
か
と
い
い
ま
す
と
、

数
多
く
あ
る
大
乗
仏
典
の
ほ
と
ん
ど
、
あ
る
い
は
全
て
と
言
っ
て
も
い
い
で
す
が
、
そ
れ
は
釈
迦
の
直
説
で
は
な
い
、
と
い
う
考
え
方
で

す
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
富
永
が
偉
か
っ
た
の
は
、
そ
の
根
拠
を
き
ち
ん
と
出
し
た
こ
と
で
す
。
全
て
の
そ
う
い
っ
た
経
典
を

読
ん
だ
上
で
、
Ａ
と
い
う
経
典
の
説
を
基
に
し
て
次
の
人
が
Ｂ
と
い
う
経
典
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
Ｂ
の
説
を
さ
ら
に
次
の
人
が
換

骨
奪
胎
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
付
加
増
広
し
て
Ｃ
と
い
う
経
典
を
作
っ
た
と
い
う
具
合
に
、
次
第
次
第
に
、
大
乗
経
典
全
体
が
付
加
改
編
の

歴
史
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
き
た
、
と
い
う
こ
れ
が
「
加
上
説
」
で
す
。
上
に
だ
ん
だ
ん
加
え
て
い
く
こ
と
で
出
来
て
き
た
と
い
う
意
味
で

き
な
さ
い
」
と
、
も
ち
ろ
ん
冗
談
で
言
う
ん
で
す
け
れ
ど
、
そ
れ
は
無
茶
な
話
で
、
二
十
代
で
こ
ん
な
恐
ろ
し
い
本
を
書
い
た
富
永
と
い

う
人
の
知
性
の
深
み
は
う
か
が
い
知
れ
ま
せ
ん
。
お
そ
ら
く
日
本
の
歴
史
の
中
で
も
特
筆
す
べ
き
、
特
別
に
勝
れ
た
合
理
精
神
の
持
ち
主

で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
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へ
行
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
仏
教
研
究
を
目
の
当
た
り
に
し
た
日
本
の
学
者
た
ち
は
、
大
乗
仏
教
経
典
の
存
在
し
な
い
仏
教
世
界
が
あ
る
と

い
う
こ
と
に
気
が
つ
く
わ
け
で
す
ね
。
い
わ
ゆ
る
ス
リ
ラ
ン
カ
、
タ
イ
な
ど
の
上
座
部
仏
教
国
の
こ
と
で
す
。
こ
う
い
っ
た
国
に
行
き
ま

す
と
、
パ
ー
リ
語
で
書
か
れ
た
阿
含
経
し
か
使
っ
て
い
な
い
。
し
か
も
言
語
的
研
究
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
阿
含
経
典
は
大
乗
経
典
よ
り

古
い
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
そ
う
す
る
と
途
端
に
、
こ
の
富
永
仲
基
説
が
息
を
吹
き
返
し
て
き
ま
す
。

こ
の
時
期
、
大
い
に
富
永
の
再
評
価
に
力
を
尽
く
し
た
の
が
内
藤
湖
南
で
す
。
内
藤
湖
南
は
、
こ
の
富
永
の
説
は
素
晴
ら
し
い
ん
だ
、

と
言
っ
て
広
く
世
に
広
め
、
そ
の
お
か
げ
で
富
永
の
説
は
息
を
吹
き
返
す
わ
け
で
す
。
こ
う
し
て
、
こ
の
段
階
で
は
じ
め
て
、
「
大
乗
経

典
が
釈
迦
の
直
説
で
な
い
な
ら
ば
」
と
い
う
前
提
が
登
場
す
る
わ
け
で
、
釈
迦
の
直
説
で
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
な
ら
誰
が
作
っ
た
の
か
、

と
い
う
こ
と
で
、
大
乗
仏
教
の
起
源
と
い
う
問
題
が
こ
の
時
点
で
初
め
て
、
仏
教
界
で
真
剣
に
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。

一
番
最
初
は
、
実
証
的
、
分
析
的
に
や
る
と
い
う
段
階
で
は
な
く
て
、
ま
ず
は
な
に
か
関
係
の
あ
る
情
報
を
探
し
て
み
よ
う
と
い
う
こ

と
で
、
日
本
の
学
者
が
探
し
た
と
こ
ろ
、
一
種
の
言
い
伝
え
で
す
け
れ
ど
も
、
「
大
乗
仏
教
は
、
た
く
さ
ん
に
枝
分
か
れ
し
た
部
派
仏
教

の
中
の
、
大
衆
部
と
い
わ
れ
る
部
派
か
ら
出
た
」
と
い
う
説
に
注
目
が
集
ま
り
ま
す
。
伝
説
に
よ
り
ま
す
と
、
仏
教
は
最
初
一
つ
に
ま
と

ま
っ
て
い
た
ん
で
す
が
、
そ
れ
が
後
に
、
根
本
分
裂
と
い
う
分
裂
に
よ
り
、
大
衆
部
と
上
座
部
に
分
か
れ
、
そ
し
て
さ
ら
に
そ
れ
が
枝
分

か
れ
し
て
、
お
よ
そ
卯
の
小
さ
な
部
派
へ
と
分
か
れ
て
い
っ
た
ん
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
よ
く
仏
教
史
の
本
な
ん
か
に
書
い
て
あ
る
も

の
で
す
が
、
そ
の
一
番
最
初
の
根
本
分
裂
で
分
か
れ
た
大
衆
部
で
す
ね
、
そ
こ
か
ら
大
乗
仏
教
が
出
た
と
い
う
説
が
諭
書
の
中
に
あ
り
ま

し
て
、
本
に
書
い
て
あ
る
ん
だ
か
ら
そ
う
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
大
衆
部
か
ら
大
乗
仏
教
が
で
き
た
と
い
う
説
が
脚
光
を
浴
び
る
わ
け

で
す
。
こ
れ
は
海
外
に
も
そ
の
ま
ま
伝
わ
り
ま
し
て
、
海
外
の
学
者
た
ち
も
、
な
る
ほ
ど
、
そ
れ
な
ら
ば
そ
う
な
ん
だ
ろ
う
、
と
い
う
風

と
こ
ろ
が
そ
の
後
、
そ
こ
に
平
川
説
が
登
場
す
る
わ
け
で
す
。
一
九
六
八
年
の
『
初
期
大
乗
仏
教
の
研
究
」
と
い
う
立
派
な
本
の
中
で
、

そ
れ
ま
で
の
通
説
を
覆
す
新
説
が
登
場
す
る
の
で
す
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
も
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
釈
迦
と
大
乗
仏
教
は
直
接
に
は
鑿
が

で
す
。
こ
れ
は
海
外
に
も
そ
の
』

に
あ
る
程
度
納
得
し
て
い
ま
す
《

ワワ
々 』



こ
の
「
初
期
大
乗
仏
教
の
研
究
』
は
八
百
ペ
ー
ジ
を
越
え
る
大
著
で
、
非
常
に
級
密
な
論
証
に
な
っ
て
い
て
、
絶
大
な
説
得
力
で
も
っ

て
当
時
の
日
本
の
仏
教
界
に
強
い
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
ま
し
た
。
時
を
同
じ
く
し
て
ョ
－
ロ
ッ
パ
で
は
、
エ
テ
イ
エ
ン
ヌ
・
ラ
モ
ッ
ト
と

い
う
、
こ
れ
ま
た
高
名
な
学
者
さ
ん
が
、
平
川
説
と
は
別
個
に
、
大
乗
仏
教
は
在
家
が
つ
く
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
か
と
主
張
し
た
も

の
で
す
か
ら
、
洋
の
東
西
で
ほ
ぼ
同
時
に
、
大
乗
仏
教
は
在
家
か
ら
出
て
き
た
と
い
う
説
が
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
わ
け
で
す
。

こ
の
平
川
説
は
日
本
の
学
界
で
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
ま
し
た
。
私
も
大
学
院
生
の
頃
は
、
大
乗
仏
教
の
起
源
と
い
え
ば
平
川
説
だ
と
習
い

ま
し
た
し
、
ま
ず
そ
れ
を
や
ら
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
と
い
う
よ
う
な
感
じ
で
し
た
ね
。

し
か
し
な
が
ら
、
今
の
状
況
を
先
取
り
し
て
言
い
ま
す
と
、
も
う
こ
の
平
川
説
と
い
う
の
は
現
在
に
お
い
て
は
崩
れ
て
お
り
ま
す
。
お

よ
そ
二
十
年
ほ
ど
前
か
ら
崩
れ
始
め
ま
し
て
、
今
で
は
平
川
説
を
学
界
の
中
で
そ
の
ま
ま
信
奉
し
て
い
る
人
は
ま
ず
お
ら
れ
な
い
と
思
う

ん
で
す
が
、
た
だ
一
つ
間
題
な
の
は
、
不
勉
強
な
研
究
者
の
間
で
は
、
こ
の
段
階
の
情
報
、
つ
ま
り
平
川
説
こ
そ
が
大
乗
仏
教
の
起
源
説

と
し
て
の
正
当
説
で
あ
る
、
定
説
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
ま
だ
流
布
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。
そ
の
代
表
が
、
今
、
随
分
と
売
れ
て
い
る

よ
う
で
す
が
『
ゅ
か
い
な
仏
教
」
と
い
う
、
本
屋
さ
ん
に
並
ん
で
い
ま
す
が
、
仏
教
の
解
説
書
で
す
。
橋
爪
大
三
郎
と
い
う
人
と
大
澤
真

幸
と
い
う
人
が
共
同
で
書
い
た
仏
教
耆
で
す
。
こ
れ
を
見
ま
す
と
、
橋
爪
大
三
郎
と
い
う
人
は
宗
教
社
会
学
者
と
い
う
肩
書
き
な
の
で
す

学
説
を
提
示
し
た
の
で
す
。

っ
て
い
な
い
と
い
う
考
え
方
で
す
。
お
釈
迦
様
か
ら
繋
が
っ
て
い
る
仏
教
と
い
う
の
は
、
い
わ
ゆ
る
出
家
者
の
仏
教
で
す
か
ら
、
サ
ン
ガ

の
中
で
暮
ら
す
部
派
の
人
達
の
仏
教
で
す
。
そ
し
て
そ
の
教
え
は
、
大
乗
的
な
も
の
で
は
な
く
て
、
い
わ
ゆ
る
仏
道
修
行
に
よ
っ
て
阿
羅

漢
を
目
指
す
と
い
う
本
来
の
声
聞
乗
の
仏
教
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
紀
元
前
後
の
頃
で
し
ょ
う
ね
、
新
し
い
動
き
が
起
こ
り
、
お
坊
さ

ん
と
は
関
係
の
な
い
一
般
の
信
者
さ
ん
、
つ
ま
り
在
家
の
人
た
ち
が
、
お
寺
に
集
ま
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
か
ら
、
仏
教
に
関
係
は
あ

る
け
れ
ど
も
お
寺
で
は
な
い
場
所
、
つ
ま
り
ブ
ッ
ダ
の
遺
骨
を
祀
っ
た
仏
塔
、
イ
ン
ド
語
で
言
え
ば
ス
ト
ウ
ー
パ
の
周
り
に
集
ま
り
、
そ

こ
で
独
自
の
仏
教
運
動
を
起
こ
し
て
い
っ
て
、
そ
し
て
そ
の
中
で
生
ま
れ
て
き
た
の
が
様
々
な
大
乗
経
典
な
の
で
あ
る
、
と
い
う
新
し
い
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が
、
全
く
無
条
件
に
平
川
説
を
そ
の
ま
ま
主
張
し
て
い
る
。
大
乗
仏
教
は
、
仏
塔
を
中
心
に
集
ま
っ
て
い
た
在
家
信
者
が
つ
く
っ
た
も
の

だ
、
と
解
説
し
て
い
る
の
で
す
。
全
く
仏
教
学
の
勉
強
を
し
て
い
な
い
。
こ
こ
三
十
年
近
く
の
仏
教
学
が
大
き
く
変
わ
っ
た
と
い
う
こ
と

を
全
く
知
ら
ず
に
、
た
ぶ
ん
、
三
十
年
前
に
ど
こ
か
の
概
説
書
を
読
ん
だ
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
頭
に
刷
り
込
ま
れ
て
い
て
、

呑
気
に
発
言
し
て
い
る
わ
け
で
、
私
か
ら
見
る
と
、
お
粗
末
な
学
問
だ
な
ぁ
と
い
う
気
が
い
た
し
ま
す
。
こ
う
い
う
人
が
、
学
者
と
し
て

発
言
し
て
い
る
こ
と
が
問
題
な
の
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
大
澤
さ
ん
は
そ
う
い
っ
た
情
報
も
き
ち
ん
と
押
さ
え
て
お
ら
れ
て
、
し
っ
か
り

ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
皆
さ
ん
の
中
に
も
、
仏
教
学
な
ん
て
も
の
は
進
歩
し
な
い
学
問
だ
と
思
っ
て
い
る
方
が
お
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
三
十
年
前
に
定
説
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
三
十
年
た
っ
た
ら
ぜ
ん
ぜ
ん
別
の
説
に
な
っ
て
い
る
な
ん
て
い
う
こ
と
は
、
そ
れ

は
物
理
学
や
生
物
学
に
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
仏
教
み
た
い
に
何
千
年
も
前
の
こ
と
を
コ
ッ
コ
ッ
や
っ
て
い
る
歴
史
学
で
、

学
説
が
コ
ロ
ッ
と
変
わ
る
な
ん
て
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
思
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
大
き
な
間

違
い
で
あ
り
、
仏
教
学
と
い
う
の
は
非
常
に
ま
つ
と
う
な
学
問
で
あ
り
ま
し
て
、
資
料
を
ど
の
よ
う
な
視
点
で
解
読
す
る
か
と
い
う
こ
と

が
、
常
に
新
し
い
情
報
を
生
み
出
し
て
い
る
学
問
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
三
十
年
も
経
て
ば
大
き
く
変
わ
る
ん
で
す
。
橋
爪
さ
ん
と
い
う
人

は
、
そ
う
い
う
学
問
の
本
質
を
認
識
し
て
お
ら
れ
な
い
ん
だ
ろ
う
な
ぁ
と
思
い
ま
す
。

で
、
話
を
平
川
説
に
絞
っ
て
い
き
ま
す
が
、
こ
の
説
の
成
り
立
ち
を
順
を
追
っ
て
見
て
い
き
ま
す
と
、
実
は
平
川
先
生
は
若
い
頃
は
違

う
こ
と
を
考
え
て
い
た
ん
で
す
ね
。
大
乗
仏
教
は
出
家
者
、
つ
ま
り
お
坊
さ
ん
の
世
界
か
ら
出
て
き
た
と
考
え
て
お
ら
れ
た
ん
で
す
。
そ

れ
が
あ
る
時
期
か
ら
、
何
か
急
に
タ
ー
ン
し
て
、
ヘ
ア
ピ
ン
タ
ー
ン
で
回
っ
ち
ゃ
っ
て
、
急
に
在
家
起
源
説
へ
シ
フ
ト
し
て
い
く
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。
な
ぜ
か
は
知
り
ま
せ
ん
。
お
そ
ら
く
個
人
的
な
何
か
想
い
と
か
閃
き
が
あ
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
こ
う
し
て
大

乗
の
起
源
を
在
家
信
者
の
集
団
と
見
る
平
川
説
は
、
当
時
の
仏
教
学
の
定
説
と
な
っ
て
い
ま
す
。

次
は
「
平
川
説
以
後
」
の
話
で
す
。
二
十
五
年
位
前
だ
と
思
い
ま
す
が
、
平
川
説
に
対
す
る
批
判
が
同
時
並
行
的
に
起
こ
っ
て
く
る
わ

し
た
感
じ
で
す
。
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け
で
す
。
私
が
知
っ
て
い
る
そ
の
当
時
、
あ
あ
こ
の
人
、
平
川
説
に
反
対
す
る
立
場
に
い
る
な
あ
思
っ
た
人
を
言
い
ま
す
と
、
グ
レ
ゴ

リ
ー
・
シ
ョ
ペ
ン
、
ポ
ー
ル
・
ハ
リ
ソ
ン
、
ジ
ャ
ン
・
ナ
テ
ィ
エ
、
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
シ
ル
ク
、
下
田
正
弘
。
そ
し
て
私
も
そ
の
一
人
で
し

た
。
そ
う
い
う
人
た
ち
が
平
川
説
は
ど
う
も
怪
し
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
、
一
緒
に
な
っ
て
言
う
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
違
っ

た
領
域
か
ら
見
て
「
違
う
」
と
言
っ
て
、
後
で
顔
を
合
わ
せ
て
話
し
て
み
た
ら
「
そ
う
そ
う
、
間
違
っ
て
る
よ
ね
」
と
い
う
よ
う
に
、
意

見
が
一
致
す
る
、
そ
ん
な
感
じ
で
同
時
並
行
的
に
反
平
川
説
が
出
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
領
域
は
み
ん
な
違
う
ん
で
す
が
、
平
川
説

に
反
対
す
る
と
い
う
点
で
は
方
向
性
が
一
致
す
る
ん
で
す
。

「
平
川
説
へ
の
反
対
」
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
意
味
か
と
い
い
ま
す
と
、
大
乗
仏
教
の
成
立
に
は
サ
ン
ガ
の
中
で
暮
ら
す
比
丘
た
ち
が

大
い
に
関
わ
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
す
。
平
川
説
が
言
っ
て
い
る
の
は
、
大
乗
仏
教
に
は
本
来
は
出
家
は
関
わ
っ
て
い

な
か
っ
た
、
在
家
だ
け
で
成
立
し
た
も
の
だ
、
と
い
う
主
張
で
す
。
も
ち
ろ
ん
後
に
な
っ
て
運
動
が
大
き
く
な
っ
て
く
る
と
、
周
り
の
お

寺
と
の
繋
が
り
も
出
て
き
て
、
次
第
に
部
派
仏
教
の
サ
ン
ガ
と
繋
が
り
も
出
て
く
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
繋
が
り
が
出
て
く
る
と
い
う

状
態
は
あ
く
ま
で
後
に
な
っ
て
現
れ
た
現
象
で
あ
っ
て
、
一
番
最
初
は
在
家
だ
け
で
ス
タ
ー
ト
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
に
対
し
て
、
反
対
を
す
る
我
々
の
共
通
の
主
張
は
、
一
番
最
初
の
段
階
か
ら
お
坊
さ
ん
は
関
わ
っ
て
い
た
、
と
い
う
も
の
で
す
。

在
家
が
関
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
と
は
い
い
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
お
坊
さ
ん
が
関
わ
っ
て
い
る
以
上
は
、
そ
れ
を
サ

ポ
ー
ト
す
る
在
家
も
い
た
わ
け
で
す
か
ら
、
結
局
は
、
在
家
と
出
家
の
混
合
体
、
お
寺
と
そ
れ
を
支
え
る
人
々
の
そ
の
中
か
ら
大
乗
仏
教

の
お
経
が
作
ら
れ
て
い
っ
た
ん
だ
と
い
う
考
え
方
で
す
ね
。
こ
れ
が
こ
の
当
時
の
反
平
川
説
に
共
通
す
る
考
え
方
で
す
。
た
だ
し
、
そ
れ

を
ど
ん
な
資
料
に
基
づ
い
て
ど
う
や
っ
て
論
証
し
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
今
、
名
前
を
挙
げ
た
人
た
ち
は
み
ん
な
違

う
領
域
、
自
分
の
領
域
の
中
か
ら
そ
れ
を
見
出
し
て
い
く
わ
け
で
す
ね
。

そ
う
い
う
わ
け
で
、
私
自
身
は
「
イ
ン
ド
仏
教
変
移
論
」
と
い
う
本
の
中
で
自
説
を
ま
と
め
て
出
し
ま
し
た
。
そ
の
あ
と
さ
ら
に
、
こ

こ
の
大
谷
大
学
の
櫻
部
建
先
生
の
記
念
論
集
に
も
続
編
を
出
し
ま
し
た
（
「
部
派
仏
教
の
概
念
に
関
す
る
い
さ
さ
か
奇
妙
な
提
言
」
霞
部
建
博
士
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喜
寿
記
念
論
集
初
期
仏
教
か
ら
ア
ビ
ダ
ル
マ
ヘ
』
、
ｇ
Ｂ
．
ｇ
田
‐
己
）
。
し
か
し
な
が
ら
問
題
は
、
こ
う
や
っ
て
反
平
川
説
の
狼
煙
は
い
ろ
い
ろ

な
と
こ
ろ
か
ら
上
が
っ
て
き
て
、
私
は
そ
れ
で
い
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
し
か
し
な
が
ら
そ
の
動
き
が
一
本
化
し
な
い
と
い
う
こ

と
。
こ
れ
は
い
ま
だ
に
そ
う
な
ん
で
す
。
こ
う
や
っ
て
研
究
し
て
き
た
人
た
ち
の
話
が
ひ
と
つ
に
ま
と
ま
っ
て
、
「
大
乗
仏
教
は
平
川
説

で
は
な
く
て
、
こ
う
い
う
形
で
起
こ
っ
て
き
た
ん
で
す
」
と
い
う
、
平
川
説
に
替
わ
る
新
し
い
説
が
共
通
の
認
識
と
し
て
出
て
き
て
い
な

い
。
今
あ
る
共
通
認
識
は
一
つ
だ
け
で
す
。
そ
れ
は
、
「
大
乗
の
発
生
に
は
、
お
坊
さ
ん
も
関
わ
っ
て
い
た
」
。
そ
れ
だ
け
で
す
。
だ
か
ら
、

ど
こ
の
ど
ん
な
お
坊
さ
ん
が
、
ど
う
い
う
理
由
で
、
ど
ん
な
ふ
う
に
関
わ
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
よ
う
な
具
体
的
な
問
題
に
関
し
て
は
、

今
も
ま
だ
こ
れ
は
暗
中
模
索
と
い
う
状
態
で
す
。

今
ま
で
に
も
、
こ
れ
を
一
本
化
し
よ
う
と
い
う
動
き
は
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
ま
あ
、
学
会
と
か
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
形
態
を
取
る
わ
け

で
す
か
ら
、
何
人
か
の
、
そ
う
い
っ
た
、
こ
こ
に
名
前
を
挙
げ
た
よ
う
な
人
達
が
集
ま
っ
て
、
一
緒
に
な
っ
て
話
し
あ
え
ば
、
共
通
の
話

題
の
中
か
ら
「
あ
あ
そ
う
だ
ね
」
と
言
っ
て
学
説
が
で
て
く
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
期
待
な
ん
で
す
が
、
残
念
な
が
ら
こ
れ
は
上
手
く

い
か
な
い
。
理
由
は
ね
、
や
っ
ぱ
り
お
そ
ら
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
の
研
究
が
ま
だ
深
ま
っ
て
い
な
い
ん
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ

の
領
域
の
学
者
が
ど
う
い
う
視
点
で
研
究
を
す
れ
ば
、
お
互
い
が
繋
が
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
そ
の
共
通
の
視
点
が
見
つ
か
ら
な
い
ん
で

す
。
こ
れ
は
、
そ
う
い
う
視
点
が
存
在
し
な
い
と
い
う
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
の
感
覚
で
言
う
と
、
あ
る
は
ず
な
ん
で
す
。
共
通
の

視
点
は
必
ず
あ
る
は
ず
な
ん
で
す
が
、
そ
の
視
点
の
ベ
ク
ト
ル
が
揃
わ
な
い
ん
で
す
ね
。
ま
ぁ
言
っ
て
み
れ
ば
、
も
っ
と
そ
れ
ぞ
れ
の
人

が
研
究
を
深
め
て
、
そ
の
成
果
を
互
い
に
共
有
し
な
が
ら
何
十
年
も
思
考
を
続
け
る
中
で
方
向
性
が
出
て
く
る
ん
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す

が
、
今
は
誰
一
人
、
そ
の
方
向
性
を
明
示
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
、
多
少
残
念
な
状
況
に
あ
り
ま
す
。

今
ま
で
に
、
そ
う
い
う
意
味
で
大
乗
仏
教
の
起
源
を
一
つ
に
ま
と
め
よ
う
と
い
う
動
き
は
い
く
つ
か
あ
り
ま
し
た
の
で
ご
紹
介
し
ま
す

と
、
二
○
○
一
年
、
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
で
小
さ
な
討
論
形
式
の
会
議
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
「
大
乗
仏
教
の
起
源
」
に
関
す
る
学
会
＆

グ
レ
ゴ
リ
ー
・
シ
ョ
ペ
ン
や
ポ
ー
ル
・
ハ
リ
ソ
ン
、
ジ
ャ
ン
・
ナ
テ
ィ
エ
、
み
ん
な
集
ま
っ
て
、
日
本
か
ら
は
私
と
本
庄
さ
ん
（
本
庄
良
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文
氏
）
と
下
田
さ
ん
が
参
加
し
ま
し
て
、
そ
う
い
う
も
の
を
や
り
ま
し
た
。
司
会
は
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
ハ
ル
ト
マ
ン
さ
ん
が
や
り
ま
し
た
が
、

最
後
の
総
括
で
「
全
然
ま
と
ま
ら
な
か
っ
た
じ
ゃ
な
い
か
」
と
す
ご
く
怒
っ
て
ま
し
た
。
総
括
な
ん
だ
か
ら
も
う
ち
ょ
っ
と
い
い
こ
と
言

っ
て
く
れ
て
も
い
い
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
が
、
「
三
日
間
や
っ
た
け
れ
ど
も
全
然
ま
と
ま
ら
な
か
っ
た
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う
の

が
最
後
の
結
論
で
し
た
。
結
局
、
み
ん
な
が
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
領
域
の
話
を
し
て
そ
れ
で
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。

次
に
二
○
○
三
年
に
は
東
京
の
東
方
学
会
で
同
じ
よ
う
な
会
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
そ
の
後
、
雑
誌
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
も
い
ろ

ん
な
人
が
来
て
や
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
に
つ
い
て
話
し
て
、
そ
れ
だ
け
で
す
。

そ
し
て
三
番
目
は
去
年
で
す
。
英
国
の
９
己
氏
大
学
と
い
う
と
こ
ろ
で
行
わ
れ
た
学
会
で
、
そ
こ
に
行
っ
て
気
が
つ
い
た
の
は
、
今

言
っ
た
二
回
の
学
会
と
は
顔
ぶ
れ
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
変
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
非
常
に

強
く
感
じ
ま
し
た
。
も
う
最
近
に
な
る
と
私
は
爺
さ
ん
格
で
し
て
、
私
よ
り
二
十
歳
以
上
若
い
人
た
ち
が
代
表
と
し
て
来
て
お
り
ま
し
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
後
で
ち
ょ
っ
と
お
話
を
し
ま
す
。
こ
の
学
会
は
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
お
り
ま
す
の
で
。

私
自
身
は
大
乗
仏
教
の
起
源
そ
の
も
の
を
本
領
と
し
て
い
る
研
究
者
で
は
な
く
て
、
私
が
今
や
っ
て
い
る
の
は
、
大
乗
と
は
関
係
の
な

い
、
も
っ
と
古
い
阿
含
時
代
の
律
や
阿
含
経
を
バ
ラ
バ
ラ
に
分
解
し
て
い
く
と
い
う
解
体
作
業
を
ず
っ
と
や
っ
て
お
り
ま
し
て
、
玉
ね
ぎ

の
皮
を
む
く
様
に
し
て
、
古
い
層
と
新
し
い
層
を
分
け
て
い
く
と
い
う
、
そ
れ
に
一
番
興
味
を
持
っ
て
い
る
ん
で
す
が
、
そ
れ
を
や
り
な

が
ら
も
、
や
は
り
大
乗
仏
教
の
起
源
に
は
興
味
が
あ
り
ま
す
の
で
、
い
ろ
ん
な
所
で
考
え
た
り
、
書
い
た
り
は
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
で
、
こ
の
大
乗
仏
教
起
源
説
の
進
む
べ
き
方
向
性
を
幾
つ
か
レ
ジ
ュ
メ
に
書
い
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
以
前
、
学
会
誌
で
も
害
い

た
も
の
な
の
で
す
が
、
一
応
、
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
か
。

（
１
）
「
大
乗
仏
教
は
シ
ャ
カ
ム
ニ
以
来
の
仏
教
僧
団
の
内
部
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
平
川
説
が
言
う
よ
う
な
、
在
家
集
団
を
起

源
と
す
る
も
の
で
は
な
い
」
。
こ
れ
は
ま
ず
共
通
認
識
と
し
て
持
ち
ま
し
ょ
う
。
た
だ
し
、
そ
の
大
乗
の
出
家
者
を
支
援
す
る
在
家
者
が

存
在
し
た
こ
と
は
当
然
予
想
さ
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
厳
密
に
言
う
な
ら
、
シ
ャ
カ
ム
ニ
以
来
の
僧
団
の
内
部
に
い
た
出
家
者
と
、
そ
れ
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を
支
援
す
る
在
家
者
が
一
体
と
な
っ
て
大
乗
仏
教
を
起
こ
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
も
う
申
し
上
げ
ま
し
た
。
ま
ず
こ
れ
は
、

基
本
的
な
土
台
と
し
て
我
々
は
認
識
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
考
え
ま
す
。
ま
ぁ
も
ち
ろ
ん
ね
、
「
そ
れ
は
信
じ
ま
せ
ん
。
私
は
平
川
説
が
い

い
で
す
」
っ
て
い
う
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
大
枠
、
こ
の
前
提
に
基
づ
か
な
い
と
研
究
は
進
ま
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
（
２
）
「
大
乗
仏
教
と
部
派
仏
教
を
対
立
概
念
と
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
部
派
仏
教
と
大
乗
仏
教
は
、
実
は
同

一
の
原
因
か
ら
生
じ
た
二
方
向
の
現
象
で
あ
っ
た
と
い
う
可
能
性
が
高
い
」
。
こ
れ
は
私
の
説
で
す
か
ら
反
論
さ
れ
て
も
構
い
ま
せ
ん
が
、

私
は
大
乗
仏
教
の
成
立
と
部
派
仏
教
の
成
立
と
い
う
の
は
実
は
同
じ
現
象
だ
と
い
う
、
ち
ょ
っ
と
過
激
な
説
を
持
っ
て
い
る
ん
で
す
。
平

川
説
が
成
り
立
た
な
い
以
上
は
、
サ
ン
ガ
の
中
で
大
乗
は
で
き
た
わ
け
で
す
か
ら
、
部
派
仏
教
と
大
乗
仏
教
が
お
互
い
に
相
容
れ
な
い
、

対
立
す
る
現
象
で
あ
る
と
は
言
え
な
く
な
る
わ
け
で
す
。
同
じ
場
所
か
ら
出
て
き
た
二
つ
の
現
象
と
い
う
ふ
う
に
捉
え
ざ
る
を
え
な
い
。

し
た
が
っ
て
両
者
は
対
立
す
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
同
一
現
象
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
我
々
は
部
派
仏
教
と
い
う
も
の
は
仏
教
独
自

の
き
わ
め
て
特
異
な
現
象
で
あ
る
と
い
う
点
に
も
っ
と
注
目
す
べ
き
で
あ
る
、
と
こ
れ
も
私
の
持
論
で
す
。

部
派
仏
教
、
部
派
仏
教
と
私
達
は
簡
単
に
言
い
ま
す
。
し
か
し
「
仏
教
は
二
十
の
部
派
に
分
か
れ
た
ん
で
す
」
「
あ
あ
そ
う
で
す
か
」

と
簡
単
に
納
得
し
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
っ
て
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
な
ど
は
全
然
分
れ
て
い
な
い
。
白
衣
派
と
空
衣
派
く
ら
い
に
し
か
分
か
れ

て
い
な
い
。
し
か
も
大
事
な
こ
と
は
、
二
十
い
く
つ
に
分
か
れ
た
仏
教
の
部
派
が
、
お
互
い
の
名
前
を
認
め
合
っ
て
、
あ
な
た
は
法
蔵
部

さ
ん
で
す
ね
、
私
は
説
一
切
有
部
で
す
、
と
い
う
風
に
そ
れ
ぞ
れ
を
個
別
名
称
で
呼
び
合
う
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
非
常
に
異
様
な
状
態

な
わ
け
で
す
。
同
じ
仏
教
の
中
の
、
自
分
と
違
う
異
質
な
も
の
を
、
正
式
な
構
成
員
と
し
て
認
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
こ
の
点

が
と
て
も
大
切
で
す
。
仏
教
世
界
の
中
で
、
異
質
な
も
の
と
の
共
存
を
当
た
り
前
の
も
の
と
し
て
認
め
る
か
ら
こ
そ
、
部
派
仏
教
と
い
う

現
象
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
り
、
そ
の
延
長
と
し
て
大
乗
仏
教
に
そ
の
ま
ま
適
用
で
き
る
見
方
で
も
あ
り
ま
す
。
同
じ
仏
教
の
中
か
ら
、

阿
含
経
の
教
え
と
は
全
く
違
う
考
え
を
持
つ
も
の
が
出
て
き
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
仏
教
の
教
え
の
一
形
態
と
し
て
認
め
る
と
い
う
の
は
、

こ
れ
は
部
派
仏
教
の
も
の
の
見
方
と
非
常
に
似
て
い
る
ん
で
す
ね
。

つへ
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私
が
こ
の
二
つ
を
、
ひ
と
つ
の
現
象
の
裏
表
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
こ
と
で
す
。
た
だ
、
部
派
仏
教
か
ら
大
乗
が
出
て
き

た
よ
う
に
思
え
る
の
は
、
そ
れ
は
時
間
差
で
あ
る
、
つ
ま
り
、
部
派
仏
教
と
い
う
の
は
す
で
に
幾
つ
か
に
違
っ
て
い
た
も
の
同
士
、
言
っ

て
み
れ
ば
対
立
し
て
い
た
も
の
同
士
が
、
あ
る
時
に
お
互
い
に
認
め
合
い
ま
し
ょ
う
ね
、
お
ん
な
じ
仏
教
な
ん
で
す
か
ら
ね
、
と
言
っ
た

そ
の
瞬
間
に
部
派
仏
教
は
成
立
し
ま
す
。
別
に
何
が
変
化
し
な
く
て
も
、
も
の
の
見
方
を
変
え
た
瞬
間
に
部
派
仏
教
は
成
立
し
ま
す
。
そ

れ
に
対
し
て
大
乗
仏
教
と
い
う
の
は
、
今
ま
で
な
か
っ
た
新
し
い
も
の
の
考
え
方
、
例
え
ば
般
若
経
だ
と
か
法
華
経
な
ど
の
新
た
な
思
想

が
少
し
ず
つ
出
て
き
て
、
そ
れ
が
力
を
持
っ
て
い
く
と
い
う
現
象
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
瞬
間
的
に
成
立
す
る
の
で
は
な
く
て
、
長
い
時
間

を
か
け
て
次
第
に
発
展
し
て
い
く
と
い
う
性
格
の
現
象
で
す
。
だ
か
ら
現
象
の
本
質
は
同
じ
な
の
で
す
が
、
起
こ
っ
て
く
る
進
行
速
度
が

ぜ
ん
ぜ
ん
違
う
。
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
後
か
ら
振
り
返
っ
て
み
ま
す
と
、
あ
た
か
も
部
派
仏
教
が
最
初
に
成
立
し
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
大

乗
仏
教
が
次
第
に
現
れ
て
き
た
よ
う
に
み
え
る
、
と
い
う
ふ
う
に
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
ま
あ
こ
れ
は
ま
だ
ま
だ
、
そ
ん
な
に
実
証
的
な

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
仮
説
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
、
櫻
部
先
生
の
記
念
論
集
に
書
い
た
論
文
を

次
に
（
３
）
「
仏
教
思
想
を
、
大
乗
、
非
大
乗
と
い
う
区
分
で
厳
密
に
分
類
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
仏
教
僧
団
の
内
部
か
ら
次
第
に

大
乗
が
現
れ
た
の
な
ら
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
は
必
ず
一
種
の
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
が
存
在
し
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
」
。
つ
ま
り
部
派

か
ら
大
乗
へ
、
あ
る
い
は
、
釈
迦
本
来
の
仏
教
か
ら
大
乗
へ
と
移
り
変
わ
っ
て
い
く
時
の
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
は
ど
こ
だ
、
と
探
索
す
る
意
識

そ
れ
か
ら
次
は
、
（
４
）
「
思
想
の
多
様
化
が
容
認
さ
れ
た
こ
と
が
原
因
と
な
っ
て
大
乗
が
発
生
し
た
と
す
る
な
ら
、
大
乗
は
多
元
的
に

発
生
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
大
乗
の
起
源
を
単
一
の
グ
ル
ー
プ
や
単
一
の
部
派
に
求
め
る
こ
と
は
不
合
理
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
可
能
性
も
考
慮
し
つ
つ
研
究
を
進
め
る
こ
と
は
必
要
だ
が
、
決
し
て
最
初
か
ら
単
一
起
源
を
想
定
し
て
研
究
に

着
手
し
て
は
な
ら
な
い
」
。
こ
れ
は
絶
対
に
し
て
は
な
ら
な
い
研
究
方
法
で
す
。
一
旦
、
そ
う
い
っ
た
単
一
起
源
説
に
引
き
込
ま
れ
る
と
、

か
ら
大
乗
へ
、
あ
る
い
は
、
和

も
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

見
て
く
だ
さ
い
。
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元
の
状
態
に
は
引
き
返
せ
な
く
な
る
。
大
変
危
険
な
研
究
方
法
で
す
。
そ
れ
は
こ
う
い
う
こ
と
で
す
。
反
平
川
説
の
立
場
に
立
つ
研
究
者

が
大
乗
の
起
源
を
探
索
す
る
際
に
、
ど
う
い
っ
た
前
提
で
進
め
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
二
つ
の
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
、

一
番
最
初
に
表
れ
た
大
衆
部
起
源
説
の
よ
う
に
、
大
衆
部
な
ど
の
、
ど
れ
か
一
つ
の
部
派
か
ら
出
て
き
た
ん
だ
と
い
う
前
提
。
そ
し
て
も

う
一
つ
は
、
今
我
々
が
考
え
て
い
る
よ
う
に
、
汎
部
派
的
と
い
う
感
じ
で
、
い
ろ
い
ろ
な
セ
ク
ト
を
超
え
た
と
こ
ろ
か
ら
、
共
通
し
て
同

時
多
発
的
に
大
乗
が
出
て
き
た
と
い
う
前
提
で
す
。

も
し
も
前
者
の
説
に
凝
り
固
ま
っ
て
、
「
絶
対
に
大
衆
部
か
ら
出
て
き
た
ん
だ
」
と
い
う
ふ
う
に
決
め
つ
け
て
研
究
を
す
る
と
ど
う
な

る
か
と
い
う
と
、
こ
の
研
究
は
う
ま
く
い
く
ん
で
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ど
ち
ら
の
説
に
し
た
っ
て
大
乗
仏
教
の
中
に
大
衆
部
の
要
素
は
あ

る
か
ら
で
す
。
本
当
は
、
部
派
を
ま
た
い
で
仏
教
界
全
体
か
ら
大
乗
が
出
て
き
た
と
し
て
も
、
そ
の
中
に
は
大
衆
部
の
要
素
も
入
っ
て
い

る
わ
け
で
す
か
ら
、
探
そ
う
と
思
え
ば
見
つ
か
る
わ
け
で
す
。
で
、
見
つ
け
た
人
は
ど
う
思
語
う
か
と
い
う
と
、
「
見
つ
け
た
」
と
思
う
ん

で
す
。
そ
れ
で
自
分
の
説
は
論
証
さ
れ
た
と
思
う
ん
で
す
。
つ
ま
り
、
大
乗
仏
教
は
大
衆
部
と
い
う
一
つ
の
部
派
か
ら
出
た
と
い
蚤
っ
説
に

確
信
が
持
て
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
一
旦
そ
の
説
に
固
執
し
た
ら
、
他
の
部
派
の
要
素
が
目
に
入
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
結

果
と
し
て
、
そ
の
説
一
本
で
押
し
通
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
先
入
観
に
囚
わ
れ
や
す
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

一
方
そ
れ
と
は
逆
に
、
い
ろ
い
ろ
な
部
派
の
中
か
ら
大
乗
が
出
て
き
た
、
と
い
う
前
提
で
見
て
い
れ
ば
、
大
乗
と
特
定
の
部
派
を
繋
ぐ

要
素
が
見
つ
か
っ
た
と
し
て
も
、
「
じ
ゃ
あ
、
他
の
部
派
の
要
素
は
な
い
の
か
。
他
の
部
派
か
ら
出
た
可
能
性
は
な
い
の
か
」
と
い
う
ふ

う
に
、
さ
ら
に
別
の
ポ
イ
ン
ト
へ
と
視
点
を
移
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
だ
か
ら
、
そ
ち
ら
の
前
提
を
残
し
て
お
か
な
い
と
、
例
え

ば
、
「
大
衆
部
起
源
説
一
本
な
ん
だ
」
な
ど
と
言
っ
て
る
と
、
そ
の
自
分
の
思
い
込
み
に
引
き
込
ま
れ
て
、
自
分
の
研
究
が
袋
小
路
に
入

る
と
い
う
危
険
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
で
、
具
体
的
な
今
後
の
方
針
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
お
配
り
し
た
資
料
に
は
私
の
見
解
も
書
き
ま
し
た
が
、
そ
の
下
に
、

ハ
リ
ソ
ン
の
見
解
と
い
う
の
も
書
い
て
あ
り
ま
す
ね
。
こ
れ
は
何
が
言
い
た
い
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
私
の
見
解
も
あ
り
ま
す
し
、
ハ
リ
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ソ
ン
の
見
解
も
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
共
通
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
し
、
私
に
は
思
い
も
つ
か
な
か
っ
た
よ
う
な
新
し
い
ア
イ
デ
ア
も
あ
る

と
い
う
こ
と
で
、
両
者
を
比
較
し
な
が
ら
見
て
い
こ
う
と
思
っ
て
、
そ
れ
で
二
つ
並
べ
て
み
ま
し
た
。
こ
の
ハ
リ
ソ
ン
の
見
解
と
い
う
の

は
、
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
、
二
○
一
二
年
に
９
己
氏
大
学
で
開
か
れ
た
学
会
で
、
主
催
者
の
ポ
ー
ル
・
ハ
リ
ソ
ン
が
発
表
し
た
も
の
で

一
○
す

ま
ず
私
の
方
の
見
解
を
順
に
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
最
初
に
仏
塔
の
問
題
。
平
川
説
再
考
で
す
。
先
程
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
平
川
説

は
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
こ
の
否
定
の
思
い
が
極
端
に
進
み
ま
す
と
、
平
川
説
は
一
か
ら
十
ま
で
全
部
間
違

い
で
あ
る
、
平
川
説
は
も
う
考
慮
す
る
必
要
が
な
い
と
い
う
よ
う
な
と
ん
で
も
な
い
考
え
に
行
き
着
く
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
実

際
の
と
こ
ろ
、
平
川
説
は
妬
％
、
そ
の
価
値
を
残
し
て
お
り
ま
す
。
平
川
説
で
否
定
さ
れ
る
べ
き
部
分
は
一
箇
所
し
か
な
い
。
そ
れ
は
何

か
と
い
う
と
、
仏
塔
を
中
心
に
集
ま
っ
て
い
た
人
た
ち
は
、
全
部
、
在
家
者
で
あ
っ
た
と
い
う
そ
の
一
点
だ
け
で
す
。
仏
塔
を
中
心
に
集

ま
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
全
然
否
定
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
仏
塔
を
中
心
に
し
て
い
た
大
乗
グ
ル
ー
プ
と
い
う
も
の
も
必
ず
あ
り
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
そ
う
で
な
い
グ
ル
ー
プ
も
あ
り
ま
す
が
。
そ
う
い
う
仏
塔
に
集
う
人
た
ち
が
大
乗
経
典
を
作
っ
た
の
で
あ
る
と
い
う
ん
で
す
か

ら
、
そ
の
ア
イ
デ
ア
は
今
も
そ
の
ま
ま
活
き
て
い
ま
す
。

さ
っ
き
言
い
ま
し
た
で
し
よ
。
平
川
先
生
は
、
最
初
は
平
川
説
と
反
対
の
こ
と
を
考
え
て
い
た
ん
で
す
。
反
対
の
こ
と
を
言
お
う
と
思

っ
て
ど
ん
ど
ん
分
析
を
し
て
、
研
究
を
進
め
て
い
っ
て
、
最
後
に
そ
れ
を
自
分
で
ひ
っ
く
り
返
し
て
在
家
起
源
説
に
な
っ
た
の
で
す
か
ら
、

実
は
、
そ
の
ひ
っ
く
り
返
す
ま
で
に
積
み
上
げ
て
き
た
学
問
の
方
向
性
と
い
う
の
は
、
我
々
と
同
じ
方
向
を
向
い
て
い
た
わ
け
で
す
。
そ

の
時
に
積
み
上
げ
て
き
た
情
報
と
い
う
の
は
、
我
々
に
と
っ
て
は
無
く
て
は
な
ら
な
い
貴
重
な
情
報
で
す
。
で
す
か
ら
、
平
川
先
生
の

『
初
期
大
乗
仏
教
の
研
究
』
を
ま
ず
読
む
こ
と
、
こ
れ
は
絶
対
に
必
要
な
作
業
だ
、
と
い
う
の
が
私
の
考
え
方
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
２
番
目
に
「
菩
薩
の
住
処
」
の
問
題
。
こ
れ
は
た
ま
た
ま
で
す
け
れ
ど
も
ハ
リ
ソ
ン
の
意
見
と
重
な
り
ま
し
た
。
菩
薩
は

ど
こ
に
住
ん
で
い
た
の
か
と
い
う
話
で
す
。
つ
ま
り
大
乗
仏
教
を
作
っ
た
人
は
ど
こ
に
居
た
の
か
。
こ
れ
は
と
て
も
大
事
な
問
題
で
す
ね
、
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大
乗
仏
教
の
本
質
に
関
わ
っ
て
き
ま
す
。
今
、
多
く
の
研
究
者
が
考
え
て
い
る
の
は
「
ア
ラ
ン
ャ
説
」
で
す
。
お
寺
の
中
に
い
て
、
在
家

の
人
か
ら
お
布
施
を
も
ら
っ
て
の
ほ
ほ
ん
と
暮
ら
し
て
い
た
そ
れ
ま
で
の
旧
態
然
と
し
た
伝
統
的
教
団
に
対
立
す
る
形
で
、
新
た
な
革
新

的
運
動
と
し
て
大
乗
が
出
て
き
た
の
で
あ
る
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
の
人
達
は
、
従
来
の
お
寺
の
中
で
の
ほ
ほ
ん
と
し
て
い
た
人
た
ち
で
は

な
か
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
お
寺
の
中
に
住
ん
で
い
な
い
お
坊
さ
ん
と
は
一
体
何
者
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
じ
ま
す
ね

そ
の
答
が
ア
ラ
ン
ャ
、
と
い
う
わ
け
で
す
。
ア
ラ
ン
ヤ
と
い
う
の
は
、
も
と
も
と
イ
ン
ド
語
で
は
森
と
い
う
意
味
で
す
が
、
実
際
に
イ
ン

ド
仏
教
の
定
義
で
見
ま
す
と
森
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
郊
外
で
す
。
村
と
か
街
な
ど
の
大
勢
の
人
が
住
ん
で
い
る
場
所
よ
り
も
、
お

そ
ら
く
数
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
４
キ
ロ
と
か
５
キ
ロ
と
か
、
そ
れ
く
ら
い
離
れ
た
人
け
の
な
い
場
所
に
暮
ら
す
、
そ
う
い
う
お
坊
さ
ん
た
ち

が
い
た
わ
け
で
す
ね
。
で
、
そ
う
い
う
人
が
大
乗
経
典
の
担
い
手
で
は
な
い
か
、
と
い
う
説
が
非
常
に
強
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

去
年
の
９
己
氏
大
学
の
学
会
に
行
き
ま
し
た
ら
、
多
く
の
若
手
の
学
者
た
ち
が
こ
の
説
を
盛
ん
に
議
論
し
て
い
ま
し
た
。
ハ
リ
ソ
ン

の
意
見
を
簡
単
に
言
い
ま
し
ょ
う
。
い
ろ
い
ろ
な
学
者
の
研
究
に
よ
る
と
、
ど
う
も
大
乗
経
典
を
作
っ
た
人
た
ち
の
住
処
は
、
町
な
か
で

は
な
く
て
ア
ラ
ン
ャ
な
の
で
は
な
い
か
と
思
え
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
大
乗
の
発
生
状
況
を
研
究
す
る
た
め
に
は
、
ア
ラ
ン
ャ
に
お
け
る

サ
ン
ガ
の
活
動
を
一
層
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
面
白
い
こ
と
に
ハ
リ
ソ
ン
は
、
私
が
こ
れ
に
つ
い
て
研

究
し
て
い
た
こ
と
を
全
然
知
ら
な
く
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
ん
で
す
ね
。
「
確
か
に
ア
ラ
ン
ャ
に
住
む
僧
侶
が
大
乗
の
成
立
に
関
わ
っ
て

い
た
可
能
性
は
あ
る
。
し
か
し
、
ア
ラ
ン
ャ
、
ア
ラ
ン
ヤ
と
言
っ
た
っ
て
、
ア
ラ
ン
ャ
の
中
で
お
坊
さ
ん
が
た
っ
た
一
人
で
戒
律
も
守
ら

ず
に
暮
ら
し
て
い
る
、
そ
ん
な
人
が
お
坊
さ
ん
と
し
て
認
め
ら
れ
る
は
ず
が
な
い
じ
ゃ
な
い
か
、
お
坊
さ
ん
で
あ
る
以
上
は
サ
ン
ガ
の
メ

ン
バ
ー
で
あ
る
は
ず
だ
し
、
し
た
が
っ
て
ア
ラ
ン
ャ
で
暮
ら
し
て
い
る
お
坊
さ
ん
も
や
は
り
サ
ン
ガ
の
戒
律
を
守
っ
て
暮
ら
し
て
い
る
は

ず
じ
ゃ
な
い
か
、
そ
の
こ
と
を
も
う
一
度
、
詳
し
く
考
え
て
見
る
必
要
が
あ
る
」
と
言
う
の
で
す
。

私
は
す
で
に
そ
の
こ
と
は
考
え
て
い
て
、
何
年
か
前
に
す
で
に
そ
の
論
文
を
書
い
て
ま
す
。
論
文
の
内
容
は
、
ア
ラ
ン
ヤ
の
お
坊
さ
ん

も
ち
ゃ
ん
と
サ
ン
ガ
を
作
っ
て
、
ア
ラ
ン
ヤ
の
サ
ン
ガ
と
い
う
も
の
の
中
で
、
他
の
一
般
の
僧
侶
と
全
く
同
じ
律
を
守
っ
て
暮
ら
し
て
い
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そ
れ
か
ら
４
番
。
「
仏
説
・
非
仏
説
論
の
研
究
」
で
す
ね
。
こ
れ
は
本
庄
さ
ん
と
か
藤
田
さ
ん
（
藤
田
祥
道
氏
）
と
か
堀
内
さ
ん
（
堀

内
俊
郎
氏
）
な
ど
が
進
め
て
い
る
、
論
耆
や
お
経
の
中
に
表
れ
る
「
本
当
の
仏
の
言
葉
と
は
何
だ
」
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
る
議
論
の
研
究

で
す
。
仏
の
言
葉
と
仏
の
言
葉
で
な
い
も
の
を
区
別
す
る
基
準
は
な
ん
だ
ろ
う
？
と
い
う
議
論
が
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
に
出
て
く
る
。
こ

れ
が
大
乗
の
発
生
に
深
く
関
わ
っ
て
く
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
す
。
そ
れ
ま
で
存
在
し
な
か
っ
た
大
乗
仏
教
の
お
経
を
、
「
こ
れ
は
仏
の

た
。
町
な
か
で
あ
ろ
う
が
ア
ラ
ン
ヤ
で
あ
ろ
う
が
、
仏
教
の
僧
侶
と
い
う
も
の
は
全
く
同
じ
状
況
で
暮
ら
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
が
律
蔵

そ
の
も
の
の
中
に
詳
し
く
出
て
い
る
、
と
い
う
の
が
結
論
で
す
。
そ
う
い
う
情
報
を
私
は
網
羅
的
に
探
し
て
き
て
論
文
の
中
で
提
示
し
ま

し
た
。
で
す
か
ら
そ
れ
を
も
と
に
し
て
考
え
れ
ば
、
ア
ラ
ン
ヤ
の
中
で
暮
ら
し
て
い
る
お
坊
さ
ん
は
、
従
来
の
部
派
の
お
坊
さ
ん
と
は
全

く
異
質
の
グ
ル
ー
プ
だ
と
想
定
す
る
必
要
は
全
然
無
い
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
仮
に
大
乗
を
作
っ
た
の
が
ア
ラ
ン
ヤ
に
住
む
お
坊
さ
ん
だ

と
し
て
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
「
大
乗
は
従
来
の
部
派
仏
教
と
は
別
の
と
こ
ろ
で
成
立
し
た
」
と
い
う
、
平
川
説
風
の
状
況
を
考
え
る
こ

と
に
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
大
乗
は
伝
統
的
部
派
教
団
の
内
部
か
ら
発
生
し
た
、
と
い
う
現
在
の
枠
組
み
は
そ
の
ま
ま
保
持

さ
れ
る
の
で
す
。
こ
の
論
文
を
学
会
で
ハ
リ
ソ
ン
に
渡
し
た
ら
、
と
て
も
喜
ん
で
い
ま
し
た
。

次
い
で
３
番
の
見
解
。
「
大
乗
経
典
の
精
密
な
分
析
」
で
す
ね
。
こ
れ
は
後
で
取
り
上
げ
ま
す
け
れ
ど
も
、
特
定
の
大
乗
経
典
、
例
え

ば
「
大
乗
浬
梁
経
」
だ
と
か
「
法
華
経
」
な
ど
を
取
り
上
げ
て
、
そ
れ
を
と
に
か
く
綴
密
に
分
析
し
て
い
く
。
従
来
の
も
っ
と
も
オ
ー
ソ

ド
ッ
ク
ス
な
大
乗
仏
教
研
究
で
す
が
、
こ
の
方
法
は
ま
だ
ま
だ
研
究
の
余
地
が
あ
り
ま
す
。
最
近
も
そ
う
い
う
研
究
が
相
次
い
で
い
ま
す

か
ら
、
も
う
や
り
尽
く
さ
れ
た
な
ん
て
い
う
こ
と
は
全
く
な
い
の
で
、
我
々
が
だ
れ
で
も
知
っ
て
い
る
大
乗
経
典
で
も
、
も
う
一
度
研
究

す
れ
ば
、
ま
だ
い
く
ら
で
も
そ
こ
か
ら
大
乗
の
起
源
説
に
関
す
る
新
し
い
知
見
が
出
て
き
ま
す
。
特
に
、
平
川
説
が
崩
れ
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
平
川
説
で
は
な
い
別
の
視
点
に
も
と
づ
い
て
経
典
を
も
う
一
度
読
み
直
す
と
い
う
作
業
が
必
要
で
す
が
、
こ
れ
が
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
本

格
的
に
行
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
実
は
、
古
い
け
れ
ど
も
非
常
に
新
し
い
研
究
方
法
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て

お
、
り
ま
す
。
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そ
れ
か
ら
５
番
目
が
、
「
大
乗
の
発
生
と
同
時
期
に
制
作
さ
れ
た
資
料
の
調
査
」
。
こ
れ
は
と
て
も
重
要
な
ん
で
す
。
例
え
ば
、
今
日
は

宮
下
さ
ん
（
宮
下
晴
輝
氏
）
が
来
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
宮
下
さ
ん
な
ん
か
も
そ
う
い
う
研
究
を
な
さ
っ
て
い
る
貴
重
な
学
者
さ
ん
で
す
。

大
乗
仏
教
の
成
立
を
研
究
す
る
た
め
に
は
、
大
乗
経
典
だ
け
読
ん
で
い
て
も
だ
め
な
ん
で
す
。
大
乗
経
典
が
な
ぜ
作
ら
れ
た
の
か
を
知
る

た
め
に
は
、
大
乗
経
典
が
作
ら
れ
る
前
の
情
報
を
知
ら
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
大
乗
仏
教
と
は
直
接
関
係
の
な
い
、
同
じ
時

期
に
つ
く
ら
れ
た
別
の
領
域
の
資
料
の
中
に
見
つ
か
る
は
ず
で
す
。
大
乗
経
典
自
身
は
、
自
分
た
ち
を
正
当
化
す
る
た
め
に
自
分
た
ち
の

立
場
を
良
く
言
い
ま
す
か
ら
、
そ
の
情
報
は
必
ず
バ
イ
ア
ス
が
か
か
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
大
乗
仏
教
と
は
関
係
の
な
い
人
た

ち
が
書
い
た
資
料
の
な
か
に
、
も
し
大
乗
の
情
報
が
入
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
形
で
入
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ

る
。
つ
ま
り
、
歴
史
的
信
遍
性
の
高
い
情
報
が
見
つ
か
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
有
部
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
と

か
、
あ
る
い
は
パ
ー
リ
語
の
注
釈
文
献
で
す
ね
。
そ
れ
ら
は
時
代
的
に
大
乗
の
発
生
期
と
合
い
ま
す
か
ら
。
こ
の
辺
り
の
資
料
か
ら
大
乗

の
要
素
を
抜
き
出
し
て
く
る
と
い
う
作
業
が
必
要
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
な
か
な
か
難
し
い
こ
と
で
、
深
い
洞
察
力
を
必
要
と
す

る
作
業
で
す
が
、
も
し
う
ま
く
い
け
ば
非
常
に
価
値
の
高
い
成
果
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

そ
れ
か
ら
、
６
番
目
は
、
「
パ
ー
リ
上
座
部
、
お
よ
び
『
婆
沙
論
」
以
前
の
有
部
の
正
体
解
明
」
で
す
。
今
の
ス
リ
ラ
ン
カ
や
東
南
ア

ジ
ア
に
伝
わ
る
、
い
わ
ゆ
る
パ
ー
リ
上
座
部
と
、
そ
れ
か
ら
「
婆
沙
論
」
を
生
み
出
す
以
前
の
説
一
切
有
部
、
こ
の
二
つ
の
集
団
の
正
体

解
明
が
重
要
だ
、
と
い
う
意
味
で
す
。
正
体
解
明
と
い
う
と
、
な
ん
だ
か
恐
ろ
し
げ
な
言
い
方
で
す
が
、
私
は
こ
の
二
つ
の
集
団
は
、
部

派
で
は
な
い
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。
つ
ま
り
、
お
互
い
に
お
互
い
を
仏
教
の
一
員
と
し
て
認
め
合
う
と
い
う
視
点
が
生
ま
れ
る
前
の
段

重
要
で
す
。

教
え
で
す
」
と
い
っ
て
主
張
す
る
人
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
か
ら
、
当
然
そ
の
時
に
は
、
今
ま
で
な
か
っ
た
も
の
を
受
け
入
れ
て
も
ら
う

た
め
の
何
ら
か
の
理
屈
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
そ
の
理
屈
が
、
ど
こ
で
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
か
を
見
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
大

乗
の
発
生
状
況
に
関
わ
る
情
報
を
入
手
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
。
で
す
か
ら
こ
の
方
面
の
研
究
の
進
展
に
注
目
し
て
お
く
こ
と
も
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階
の
状
態
を
残
し
て
い
る
グ
ル
ー
プ
で
は
な
い
か
と
疑
っ
て
お
り
ま
す
。
例
え
ば
、
今
の
パ
ー
リ
上
座
部
に
は
「
テ
ー
ラ
ヴ
ァ
ー
ダ
（
上

座
部
）
」
と
か
「
ヴ
ィ
バ
ッ
ジ
ャ
ヴ
ァ
ー
デ
ィ
ン
（
分
別
説
部
）
」
と
か
、
複
数
の
呼
び
名
が
あ
り
ま
す
が
、
あ
の
南
方
の
グ
ル
ー
プ
だ
け

を
指
す
特
定
の
名
前
は
な
い
ん
で
す
。
テ
ー
ラ
ヴ
ァ
ー
ダ
と
言
っ
た
ら
あ
の
グ
ル
ー
プ
だ
け
じ
ゃ
な
い
。
他
に
も
一
杯
あ
っ
た
ん
で
す
。

そ
も
そ
も
、
根
本
分
裂
の
伝
説
で
二
つ
に
分
か
れ
た
と
言
わ
れ
る
、
そ
の
一
方
に
属
す
る
部
派
は
す
べ
て
テ
ー
ラ
ヴ
ァ
ー
ダ
で
す
。
そ
れ

か
ら
ヴ
ィ
バ
ッ
ジ
ャ
ヴ
ァ
ー
デ
ィ
ン
に
し
て
も
、
そ
の
名
前
は
「
婆
沙
論
」
の
中
に
も
沢
山
あ
ら
わ
れ
て
き
ま
す
が
、
そ
れ
は
決
し
て
南

方
の
あ
の
グ
ル
ー
プ
を
指
し
て
い
る
名
前
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
す
る
と
、
あ
の
南
方
の
、
ス
リ
ラ
ン
カ
や
東
南
ア
ジ
ア
の
仏
教
グ

ル
ー
プ
の
、
固
有
名
称
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
。
便
宜
上
、
今
は
テ
ー
ラ
ヴ
ァ
ー
ダ
と
呼
ん
で
い
ま
す
が
、
そ
の
本
名
は

伝
わ
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
「
本
名
は
な
い
」
、
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
名
前
を
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
特

定
の
名
前
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
時
代
の
集
団
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
仏
教
が
多
様
化
し
枝
分
か
れ
し
て
、
お
互

い
を
認
め
合
う
た
め
に
呼
び
名
が
必
要
と
な
る
、
そ
う
い
う
状
況
が
表
れ
る
前
の
、
原
初
の
姿
を
残
し
て
い
る
の
が
今
の
南
方
諸
国
の
仏

教
な
の
で
は
な
い
か
、
そ
う
い
語
っ
予
想
で
す
。

そ
れ
か
ら
説
一
切
有
部
も
、
「
婆
沙
論
」
に
な
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
学
説
が
検
討
さ
れ
、
「
あ
の
説
は
違
う
」
「
こ
の
説
は
正
し
い
」
と
い

う
ふ
う
な
取
捨
選
択
が
行
わ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
以
前
の
有
部
と
い
う
の
は
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
南
方
諸
国
の
グ
ル
ー
プ
と
同
じ
よ
う
に
、

自
分
た
ち
を
唯
一
の
仏
教
集
団
だ
と
考
え
て
い
て
、
仏
教
の
多
様
性
を
認
め
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
ま
だ

推
測
の
段
階
で
、
確
実
な
こ
と
は
な
に
も
分
か
り
ま
せ
ん
が
。
こ
の
辺
り
も
大
乗
仏
教
の
起
源
を
解
明
す
る
切
り
口
に
な
る
可
能
性
が
あ

る
と
思
い
ま
す
。
特
に
有
部
の
方
は
、
私
の
専
門
で
あ
り
ま
す
律
研
究
の
方
面
か
ら
見
て
も
、
「
十
調
律
」
と
「
根
本
有
部
律
」
の
関
係

が
非
常
に
重
大
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
最
近
、
『
十
調
律
」
と
「
根
本
有
部
律
」
は
ど
ち
ら
も
有
部
と
い

う
同
じ
一
つ
の
部
派
の
律
で
あ
っ
て
、
「
根
本
有
部
」
と
い
う
別
個
の
部
派
は
存
在
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
説
が
広
ま
っ
て
い
ま
す
。
い

ろ
い
ろ
な
人
が
言
っ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
こ
の
説
の
最
初
の
提
唱
者
が
大
谷
大
学
の
先
生
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
大
谷
大
学
の

40



人
で
も
あ
ま
り
ご
存
じ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
論
文
は
、
私
の
大
好
き
な
『
大
谷
学
報
』
に
載
っ
て
い
ま
す
。
徳
岡
亮

英
氏
の
「
印
度
仏
教
に
お
け
る
部
派
に
つ
い
て
－
フ
ラ
ウ
ワ
ル
ナ
ー
の
近
著
を
読
ん
で
－
」
と
い
う
論
文
で
す
。
是
非
読
ん
で
み
て
く

だ
さ
い
言
大
谷
学
報
』
第
四
十
巻
第
三
号
、
昭
和
三
十
五
年
）
・

こ
の
領
域
で
の
私
の
仕
事
の
一
つ
と
し
て
、
「
婆
沙
論
」
に
出
て
く
る
律
の
引
用
箇
所
を
全
部
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
、
そ
れ
が
『
十
調

律
』
な
の
か
「
根
本
有
部
律
」
な
の
か
を
調
査
し
て
み
ま
し
た
。
し
か
し
結
果
は
奇
妙
な
も
の
に
な
り
ま
し
た
。
『
十
調
律
」
に
ぴ
た
り

と
合
う
の
も
あ
る
。
「
根
本
有
部
律
」
と
合
う
の
も
あ
る
。
両
方
と
一
致
す
る
も
の
も
あ
る
。
そ
し
て
お
か
し
な
こ
と
に
、
ど
ち
ら
に
も

合
わ
な
い
の
も
あ
る
。
そ
う
す
る
と
素
直
に
考
え
れ
ば
、
『
婆
沙
論
』
時
代
の
有
部
は
、
今
あ
る
二
系
統
の
有
部
の
律
と
は
違
う
、
別
の

律
を
使
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
こ
の
研
究
は
ま
だ
途
中
で
、
も
っ
と
精
密
に
調
査
す
れ
ば
面
白
い
こ
と
が
見
つ
か
り
そ
う

で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
律
の
系
統
を
調
べ
る
こ
と
で
、
有
部
の
変
遷
が
分
か
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
ひ
い

て
は
大
乗
研
究
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
れ
か
ら
７
番
目
の
「
「
大
乗
」
と
い
う
名
称
の
研
究
」
。
こ
れ
は
辛
嶋
さ
ん
（
辛
嶋
静
志
氏
）
が
や
っ
て
い
て
、
巨
昌
ご
自
画
と
い
う

の
は
も
と
も
と
三
農
竺
目
目
じ
ゃ
な
か
っ
た
か
と
い
う
説
で
す
。
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、
大
乗
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
の
歴
史
的
変

遷
が
解
明
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
要
注
目
で
す
ね
。

こ
れ
で
私
の
方
の
見
解
を
終
え
て
、
次
に
ハ
リ
ソ
ン
の
方
に
移
り
ま
し
ょ
う
。
一
番
目
は
も
う
言
い
ま
し
た
。
例
の
ア
ラ
ン
ヤ
に
住
む

僧
侶
の
話
で
す
ね
。
こ
れ
は
私
の
考
え
と
同
一
線
上
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
２
番
目
に
彼
は
、
「
大
乗
経
典
に
お
け
る
在
家
の
役
割
を

も
っ
と
詳
し
く
調
べ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
三
日
四
臣
寓
目
（
維
摩
）
と
か
口
四
四
（
郁
伽
長
者
）
と
か
そ
う
い
う
人
を
も

う
ち
ょ
っ
と
研
究
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
の
で
す
。
そ
こ
か
ら
、
大
乗
成
立
時
の
出
家
と
在
家
の
関
係
が
明
ら
か
に
な
る
、
と
い
う
そ

う
ち
ょ
っ
と
研
究
す
ブ

う
い
う
考
え
で
す
ね
。

そ
れ
か
ら
３
番
目
で
す
が
、
こ
れ
は
面
白
い
で
す
ね
。
「
経
典
間
の
時
代
的
相
関
関
係
を
マ
ッ
ピ
ン
グ
せ
よ
」
、
と
い
う
ん
で
す
ね
。
一
刎



そ
れ
か
ら
４
番
目
が
「
大
乗
と
、
部
派
仏
教
お
よ
び
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
と
の
同
時
並
行
的
な
成
立
過
程
の
研
究
」
。
こ
れ
は
私
の
見
解

の
四
番
で
も
言
っ
た
こ
と
で
す
。
同
じ
こ
と
を
考
え
て
い
る
ん
で
す
ね
。

次
に
５
番
目
が
「
考
古
学
お
よ
び
美
術
史
か
ら
の
証
拠
」
で
す
ね
。
ハ
リ
ソ
ン
自
身
は
特
に
こ
の
方
面
に
力
を
入
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
去
年
の
学
会
で
大
き
な
流
れ
の
変
化
を
感
じ
ま
し
た
。
一
言
で
い
え
ば
、
グ
レ
ゴ
リ
ー
・
シ
ョ
ペ
ン
の
説
が
崩
れ
か

け
て
い
る
、
あ
る
い
は
否
定
さ
れ
か
け
て
い
る
と
い
う
流
れ
を
非
常
に
強
く
感
じ
ま
し
た
。
ハ
リ
ソ
ン
を
旗
頭
と
し
て
、
そ
れ
に
続
く
若

手
の
人
た
ち
が
一
様
に
言
う
の
が
、
シ
ョ
ペ
ン
説
は
行
き
過
ぎ
だ
、
と
い
う
主
張
で
す
。
こ
と
さ
ら
に
物
事
を
大
げ
さ
に
言
い
過
ぎ
て
い

る
。
だ
か
ら
シ
ョ
ペ
ン
説
は
も
う
一
度
洗
い
な
お
す
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
多
く
の
人
が
言
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
十
年
前
だ
っ
た
ら

信
じ
ら
れ
な
い
こ
と
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
メ
リ
カ
は
シ
ョ
ペ
ン
説
一
色
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
シ
ョ
ペ
ン
の
主
張
は
多
岐
に
渡
っ
て
い
ま

す
か
ら
、
こ
れ
か
ら
そ
の
ど
こ
が
ど
う
批
判
さ
れ
て
い
く
の
か
、
と
い
う
個
別
の
箇
所
を
示
す
の
は
面
倒
で
す
が
、
大
枠
で
言
う
な
ら
、

も
面
向
〕
そ
》
う
で
す
。

人
の
研
究
者
が
、
あ
る
お
経
に
つ
い
て
、
「
こ
れ
は
こ
こ
の
部
分
が
新
し
く
て
、
こ
こ
が
増
広
さ
れ
た
に
違
い
な
い
」
な
ど
と
い
ろ
ん
な

こ
と
を
見
つ
け
て
発
表
し
ま
す
。
で
も
、
他
の
人
が
や
っ
て
い
る
研
究
と
の
結
び
つ
き
が
見
え
な
い
の
で
、
大
乗
経
典
全
体
の
中
で
の
相

互
関
係
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
そ
れ
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
こ
れ
を
、
全
体
図
の
中
に
マ
ッ
ピ
ン
グ
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
関

連
す
る
所
を
全
部
洗
い
出
し
て
い
く
、
と
い
う
考
え
。
こ
れ
は
大
勢
が
協
力
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
か
た
ち
じ
ゃ
な
い
と
出
来
ま
せ
ん
よ

ね
。
一
人
の
学
者
に
は
出
来
ま
せ
ん
。
お
そ
ら
く
今
な
ら
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
使
う
大
き
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
な
る
で
し
ょ
う
。
例
え
ば
脳

科
学
の
分
野
で
し
た
ら
、
脳
細
胞
の
一
個
ご
と
の
働
き
を
マ
ッ
ピ
ン
グ
し
て
い
ま
す
よ
ね
。
こ
の
作
業
を
積
み
上
げ
て
い
く
と
、
も
う
と

て
も
人
間
業
で
は
出
来
な
い
よ
う
な
細
か
い
相
関
関
係
の
図
が
で
き
ま
す
ね
。
そ
れ
を
使
っ
て
、
脳
全
体
の
働
き
を
有
機
的
、
総
括
的
に

理
解
し
て
い
こ
う
と
い
う
方
向
で
す
。
今
、
脳
科
学
者
は
そ
う
い
う
こ
と
を
や
っ
て
い
ま
す
が
、
多
分
ハ
リ
ソ
ン
は
同
じ
よ
う
な
こ
と
を

大
乗
経
典
全
体
に
応
用
し
て
、
大
乗
経
典
の
詳
細
な
相
関
マ
ッ
プ
を
作
ろ
う
と
考
え
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
す
ご
く
斬
新
で
す
ね
。
と
て
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こ
と
さ
ら
に
「
大
乗
仏
教
を
過
小
評
価
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
」
、
こ
と
さ
ら
に
「
根
本
有
部
律
の
記
述
を
重
視
し
て
、
そ
れ
以
外
の
律
に

載
っ
て
い
る
情
報
を
無
視
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
」
、
こ
と
さ
ら
に
「
考
古
学
的
情
報
と
し
て
存
在
し
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
そ
れ
が
歴
史

上
全
く
存
在
し
な
か
っ
た
と
主
張
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
」
な
ど
が
今
後
、
批
判
さ
れ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。

今
日
、
こ
こ
に
は
持
っ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
昨
日
、
面
白
い
情
報
を
も
ら
い
ま
し
た
。
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ジ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
」

に
載
っ
た
の
で
す
が
、
ル
ン
ビ
ニ
に
あ
る
石
造
り
の
マ
ー
ャ
ー
デ
ー
ヴ
ィ
ー
寺
院
の
下
を
掘
っ
た
ら
、
そ
の
下
か
ら
木
造
寺
院
の
跡
が
出

ま
し
た
。
木
造
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
炭
素
分
析
が
可
能
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
こ
で
炭
素
分
析
し
た
ら
紀
元
前
六
世
紀
、
つ
ま
り
紀

元
前
五
○
○
年
代
の
も
の
だ
と
い
う
結
果
が
出
た
。
そ
れ
が
仏
教
寺
院
だ
と
す
る
と
、
仏
教
は
紀
元
前
五
○
○
年
代
に
は
す
で
に
ル
ン
ビ

ニ
に
お
寺
を
建
て
る
ほ
ど
の
宗
教
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
仏
滅
年
代
が
北
伝
説
で
は
な
く
て
南
伝

説
、
つ
ま
り
お
釈
迦
様
は
紀
元
前
五
○
○
年
代
に
お
生
ま
れ
に
な
っ
て
、
四
○
○
年
代
に
亡
く
な
っ
た
と
い
う
説
し
か
残
ら
な
く
な
る
。

北
伝
説
は
も
っ
と
時
代
が
新
し
く
な
る
の
で
、
こ
の
情
報
と
全
く
合
わ
な
い
ん
で
す
ね
。
し
か
も
そ
の
南
伝
説
だ
っ
て
怪
し
く
な
っ
て
く

る
。
今
回
の
炭
素
分
析
の
結
果
と
南
伝
説
は
、
時
間
的
に
ぎ
り
ぎ
り
な
ん
と
か
す
り
合
わ
せ
可
能
な
と
こ
ろ
で
す
。
北
伝
説
は
否
定
さ
れ
、

南
伝
説
で
も
ぎ
り
ぎ
り
セ
ー
フ
。
ど
っ
ち
も
間
違
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
な
る
と
、
仏
滅
年
代
は
全
く
の
白
紙
に
戻
り
ま
す
。
だ
か
ら
、

こ
れ
は
た
い
へ
ん
大
き
な
問
題
な
ん
で
す
。
も
ち
ろ
ん
反
論
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
寺
院
は
仏
教
寺
院
じ
ゃ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
な

ら
い
く
ら
古
く
て
も
、
仏
滅
年
代
に
は
影
響
し
ま
せ
ん
。
こ
の
ル
ン
ビ
ニ
発
掘
の
結
果
は
、
こ
れ
か
ら
の
仏
教
学
で
様
々
に
議
論
さ
れ
て

ら
い
く
ら
古
く
て
も
、
仏
滅
年
心

い
く
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
こ
の
発
見
は
、
グ
レ
ゴ
リ
ー
・
シ
ョ
ペ
ン
の
説
と
も
関
係
し
ま
す
。
グ
レ
ゴ
リ
ー
・
シ
ョ
ベ
ン
は
こ
う
言
語
つ
ん
で
す
。
律
蔵

の
情
報
と
い
う
も
の
は
全
部
新
し
い
ん
だ
と
。
仏
教
が
で
き
て
か
ら
ず
っ
と
後
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
釈
迦
の
時
代
の
様
子
を

反
映
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
お
釈
迦
様
よ
り
も
四
○
○
年
も
五
○
○
年
も
経
っ
た
後
の
、
紀
元
前
後
か
ら
後
の
お
寺
の
様
子
し
か
律

の
中
に
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
律
蔵
の
情
報
を
も
っ
て
古
代
の
釈
迦
の
こ
と
を
語
る
こ
と
は
出
来
な
い
、
と
い
う
の
が
シ
ョ
ペ
ン
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で
、
そ
の
理
由
は
何
か
と
い
い
ま
す
と
、
律
の
中
に
出
て
く
る
お
寺
の
様
子
は
、
体
系
的
に
運
営
さ
れ
て
い
る
大
変
立
派
な
組
織
の
存

在
を
前
提
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
考
古
学
的
に
確
認
で
き
る
古
い
時
代
の
寺
院
跡
は
、
そ
う
い
っ
た
組
織
的
統
一
性
を
示
し
て

お
ら
ず
、
貧
相
で
皆
が
個
々
バ
ラ
バ
ラ
に
暮
ら
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
サ
ン
ガ
を
立
派
な
組
織
と
し
て
描
く
律
の
記
述

は
、
ず
っ
と
後
の
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

こ
の
シ
ョ
ペ
ン
に
対
し
て
は
、
当
然
な
が
ら
、
「
ご
く
一
部
の
、
し
か
も
仏
教
の
中
心
地
か
ら
離
れ
た
辺
境
の
遺
跡
の
考
古
学
的
調
査

に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
初
期
仏
教
サ
ン
ガ
を
貧
相
で
非
組
織
的
で
あ
っ
た
と
断
定
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
。
考
古
学
的
情
報
は
、
そ
れ

が
現
段
階
で
出
土
し
て
い
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
歴
史
的
に
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
と
断
定
す
る
こ
と
は
絶
対
に
で
き
な
い
」
と

い
う
反
論
が
可
能
で
す
。
私
も
そ
う
い
う
反
論
の
主
張
者
の
一
人
で
す
。
し
か
し
今
ま
で
は
シ
ョ
ペ
ン
の
影
響
力
が
強
く
て
、
シ
ョ
ペ
ン

説
の
面
白
さ
に
惹
か
れ
る
人
が
多
か
っ
た
ん
で
す
。
し
か
し
今
回
の
よ
う
に
、
さ
ん
ざ
ん
議
論
さ
れ
て
き
た
仏
滅
年
代
論
が
、
た
っ
た
一

個
の
考
古
学
的
情
報
に
よ
っ
て
振
り
出
し
に
戻
る
状
況
を
目
の
当
た
り
に
す
れ
ば
、
シ
ョ
ペ
ン
の
よ
う
な
論
理
を
研
究
の
土
台
と
す
る
こ

と
の
危
険
性
に
、
あ
ら
た
め
て
気
づ
か
さ
れ
ま
す
。

次
に
、
大
乗
仏
教
の
起
源
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
す
ぐ
れ
た
研
究
の
具
体
例
を
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
先
ほ
ど
も
言
い
ま
し
た
が
、

大
乗
経
典
そ
の
も
の
を
厳
密
に
分
析
し
て
い
っ
て
、
そ
こ
か
ら
大
乗
の
起
源
を
探
ろ
う
と
い
う
も
っ
と
も
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
研
究
か
ら

い
く
つ
か
取
り
上
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。
平
川
説
が
崩
れ
た
後
の
こ
の
こ
十
数
年
間
、
そ
う
い
う
す
ぐ
れ
た
研
究
の
例
は
そ
ん
な
に
た
く
さ

ん
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
も
の
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
特
性
を
ご
紹
介
す
る
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
ナ
テ

ィ
エ
や
シ
ル
ク
の
研
究
も
あ
り
ま
す
が
、
今
日
は
日
本
人
の
研
究
を
三
つ
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

ま
ず
第
１
番
は
下
田
正
弘
さ
ん
の
「
浬
藥
経
の
研
究
」
で
す
ね
。
こ
れ
は
も
う
革
命
的
な
研
究
だ
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
浬

藥
経
」
と
い
う
の
は
、
も
ち
ろ
ん
「
大
乗
浬
藥
経
」
で
す
。
そ
の
「
大
乗
浬
藥
経
」
を
ど
う
分
析
し
た
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
結
論
だ
け

の
持
論
な
ん
で
す
ね
。
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言
い
ま
す
と
、
こ
の
お
経
は
前
半
と
後
半
に
分
か
れ
て
い
て
、
前
半
部
分
は
号
胃
日
四
ｇ
目
四
百
つ
ま
り
「
法
師
」
と
い
う
、
独
自
の
大

乗
経
典
の
担
い
手
、
大
乗
経
典
の
作
り
手
た
ち
が
作
っ
た
。
こ
れ
が
「
浬
藥
経
」
と
い
う
も
の
の
コ
ア
だ
、
と
い
う
ん
で
す
ね
。
浬
藥
経

は
前
半
と
後
半
に
分
か
れ
て
い
て
、
そ
の
前
半
が
本
来
の
「
浬
藥
経
」
な
ん
だ
と
言
う
わ
け
で
す
。
じ
ゃ
あ
後
半
は
何
な
ん
だ
、
と
い
う

と
、
後
半
は
、
そ
の
号
閂
日
四
耳
目
畏
四
か
ら
「
浬
梁
経
」
の
本
体
を
受
け
継
い
だ
後
の
人
た
ち
が
、
そ
の
「
浬
梁
経
」
を
さ
ら
に
人
々

に
広
め
る
た
め
に
作
り
出
し
た
註
釈
だ
と
言
う
ん
で
す
ね
。
「
浬
梁
経
」
の
註
釈
な
ん
で
す
。
そ
の
註
釈
部
分
が
前
半
の
本
体
と
合
体
し

て
、
一
体
と
な
っ
て
そ
の
後
の
「
浬
藥
経
」
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
考
え
な
ん
で
す
。
こ
れ
を
非
常
に
実
証
的
に
、
誰
が
見
て
も
納
得

で
き
る
非
常
に
明
快
な
論
理
で
論
証
し
た
の
が
、
こ
の
「
浬
藥
経
の
研
究
」
。
こ
れ
は
大
乗
経
典
が
作
ら
れ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
の
一
つ
の

典
型
的
な
形
を
示
し
た
と
い
う
点
で
意
味
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

そ
う
思
う
と
、
例
え
ば
南
方
の
パ
ー
リ
仏
教
を
見
ま
す
と
、
本
体
が
あ
り
ま
す
と
、
本
体
と
は
別
に
註
釈
を
作
る
と
い
う
流
れ
が
あ
り

ま
す
。
註
釈
は
い
つ
で
も
本
体
と
は
別
物
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
あ
る
。
そ
れ
対
し
て
北
方
の
仏
教
を
考
え
ま
す
と
、
註
釈
文
献
が
異
様

に
少
な
い
。
ほ
と
ん
ど
無
い
ん
で
す
。
例
え
ば
私
の
専
門
の
律
を
見
ま
し
て
も
、
パ
ー
リ
語
の
律
に
は
ち
ゃ
ん
と
サ
マ
ン
タ
パ
ー
サ
ー
デ

ィ
カ
ー
と
い
う
も
の
す
ご
く
大
き
な
註
釈
文
献
が
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
北
の
方
の
『
四
分
律
』
や
「
五
分
律
』
な
ど
を
み
て
も
、
そ
の

律
を
き
ち
ん
と
註
釈
し
て
い
る
註
釈
書
な
ん
て
無
い
ん
で
す
。
付
録
文
献
は
あ
り
ま
す
が
、
註
釈
書
は
な
い
。
じ
ゃ
あ
北
方
で
は
ど
う
す

る
の
か
と
い
う
と
、
註
釈
文
を
そ
の
ま
ま
律
の
中
へ
入
れ
込
ん
で
い
き
ま
す
。
サ
マ
ン
タ
パ
ー
サ
ー
デ
ィ
カ
ー
と
い
う
パ
ー
リ
語
の
註
釈

書
の
中
に
入
っ
て
い
る
同
じ
情
報
が
、
他
の
律
で
は
律
の
本
文
の
中
に
入
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
律
そ
の
も
の
が
膨
れ
上

こ
れ
と
同
じ
傾
向
に
沿
っ
て
、
北
方
イ
ン
ド
で
大
乗
経
典
が
作
ら
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
本
来
コ
ア
と
し
て
作
ら
れ
て
い
た
大
乗
経
典

に
註
釈
が
つ
き
、
そ
の
註
釈
が
そ
の
大
乗
経
典
の
一
部
と
し
て
経
典
自
身
に
含
ま
れ
て
い
く
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
、
私
と
し
て
は
ご
く
自

然
な
よ
う
に
思
え
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
一
つ
の
大
乗
経
典
が
作
ら
れ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を
、
そ
の
経
典
自
身
に
そ
っ
て
実

が
っ
て
い
ノ
、

○
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証
し
た
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
「
浬
藥
経
の
研
究
」
は
革
命
的
な
重
要
性
を
持
っ
て
い
る
と
私
は
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
二
人
目
が
渡
辺
章
悟
さ
ん
で
す
ね
。
こ
の
人
は
、
東
洋
大
学
で
「
般
若
経
」
を
長
年
研
究
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
渡
辺
さ
ん
が

発
表
し
て
い
る
、
般
若
経
成
立
史
に
関
す
る
論
文
を
見
ま
す
と
、
非
常
に
明
快
に
、
「
般
若
経
」
と
い
う
経
典
が
ど
の
よ
う
な
理
念
で
作

ら
れ
て
い
っ
た
か
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
発
展
し
て
い
く
駆
動
力
は
ど
う
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
説
明
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

こ
の
一
連
の
渡
辺
さ
ん
の
般
若
経
研
究
も
、
私
は
素
晴
ら
し
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
な
ん
と
い
っ
て
も
、
渡
辺
さ
ん
の
研
究
の
眼
目
は
、

「
般
若
経
」
を
作
っ
た
人
た
ち
が
何
を
求
め
て
い
て
、
そ
し
て
そ
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
、
そ
れ
ま
で
の
教
義
を
ど
う
変
更
し
、
ど

う
い
っ
た
新
機
軸
を
導
入
し
た
の
か
、
と
い
う
点
を
文
献
に
即
し
て
実
証
的
に
示
し
た
点
に
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
説
明
の
中
で
、

「
般
若
経
」
の
特
性
で
あ
る
「
空
」
と
か
「
般
若
波
羅
蜜
」
と
い
っ
た
重
要
概
念
の
意
味
が
自
ず
か
ら
見
え
て
く
る
の
で
す
。
空
の
思
想

に
関
し
て
は
、
私
は
自
分
の
指
導
教
官
だ
っ
た
梶
山
雄
一
先
生
の
説
に
納
得
し
て
い
る
の
で
す
が
、
渡
辺
さ
ん
の
研
究
は
、
そ
れ
を
一
層

深
く
、
文
献
に
即
し
て
掘
り
下
げ
て
い
っ
た
も
の
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
３
番
目
が
、
私
の
親
友
の
平
岡
さ
ん
（
平
岡
聡
氏
）
の
こ
の
間
出
た
、
『
法
華
経
成
立
の
新
解
釈
』
と
い
う
本
で
す
。
こ
れ

は
と
て
も
切
れ
の
良
い
本
で
す
。
「
法
華
経
」
の
ベ
ー
ス
は
仏
伝
で
あ
る
。
「
法
華
経
」
は
仏
伝
を
ベ
ー
ス
に
し
て
、
そ
の
上
に
新
し
い
思

想
を
展
開
す
る
と
い
う
方
法
で
出
来
上
が
っ
て
い
っ
た
と
い
う
説
で
、
こ
れ
は
非
常
に
革
新
的
で
面
白
い
ん
で
す
ね
。
私
は
、
こ
の
平
岡

さ
ん
の
説
を
応
援
し
よ
う
、
そ
れ
が
正
し
い
こ
と
を
再
検
証
し
よ
う
と
思
い
、
そ
れ
で
「
法
華
経
」
を
読
み
な
が
ら
、
平
岡
さ
ん
の
論
証

を
跡
付
け
し
て
い
っ
た
ん
で
す
。
し
か
し
残
念
な
こ
と
に
、
や
は
り
「
法
華
経
」
は
仏
伝
を
ベ
ー
ス
に
し
て
作
ら
れ
た
の
で
は
な
い
、
と

い
う
結
論
に
な
り
ま
し
た
。
「
法
華
経
」
の
ベ
ー
ス
は
仏
伝
で
は
な
い
。
平
岡
さ
ん
が
な
ぜ
そ
れ
を
仏
伝
だ
と
思
っ
た
か
と
い
う
こ
と
も

よ
く
理
解
で
き
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
法
華
経
」
の
土
台
は
仏
伝
で
は
な
い
ん
で
す
。
な
ぜ
そ
れ
が
仏
伝
に
似
た
形
に
な
っ
た
か
と

い
い
ま
す
と
、
も
と
も
と
仏
伝
の
中
に
は
初
転
法
輪
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
っ
て
、
法
華
経
を
作
っ
た
人
は
、
「
初
転
法
輪
で
説
か
れ

た
お
経
は
阿
含
経
だ
が
、
本
当
に
大
切
な
お
経
は
法
華
経
で
あ
る
。
じ
ゃ
あ
法
華
経
は
い
つ
説
か
れ
た
ん
だ
？
そ
れ
は
、
第
二
の
初
転
法
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輪
で
説
か
れ
た
。
仏
伝
の
中
の
、
阿
含
の
教
え
が
説
か
れ
た
と
さ
れ
る
初
転
法
輪
と
は
違
う
、
真
の
初
転
法
輪
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
そ

れ
こ
そ
が
法
華
経
が
こ
の
世
に
現
れ
た
そ
の
瞬
間
な
ん
だ
」
と
そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
る
。
こ
れ
が
「
法
華
経
」
の
コ
ア
と
な
る
部
分
で

す
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
真
の
初
転
法
輪
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
仏
伝
の
一
シ
ー
ン
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
、
当
然
、
お
経
が
発

展
す
れ
ば
初
転
法
輪
に
続
い
て
、
次
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
こ
れ
、
次
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
こ
れ
、
と
い
う
風
に
連
想
で
仏
伝
の
シ
ー
ン
が
そ
こ

に
組
み
合
わ
さ
っ
て
作
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
あ
く
ま
で
テ
ー
マ
は
「
真
の
初
転
法
輪
」
で
あ
り
、
そ
し
て
、

本
来
は
阿
含
の
教
え
で
救
わ
れ
る
と
思
っ
て
い
た
は
ず
の
阿
羅
漢
た
ち
が
、
実
は
全
員
が
法
華
経
に
よ
っ
て
救
わ
れ
て
仏
に
な
る
ん
で
す

よ
、
と
い
う
主
張
で
す
か
ら
、
そ
こ
へ
い
ろ
ん
な
仏
弟
子
が
現
れ
て
く
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
一
見
す
る
と
仏
伝
の
中
の
、
次
々
に
仏
弟

子
が
出
家
し
て
い
く
様
子
に
見
え
る
の
で
す
が
、
実
際
は
お
経
は
そ
れ
を
主
題
と
し
て
書
か
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、

当
然
な
が
ら
仏
伝
と
は
違
う
流
れ
も
表
れ
て
き
ま
す
。

そ
う
い
う
わ
け
で
、
残
念
な
が
ら
「
法
華
経
」
仏
伝
説
は
認
め
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
す
が
、
し
か
し
大
事
な
こ
と
は
で
す
ね
、

「
法
華
経
」
の
学
者
が
山
ほ
ど
い
る
、
そ
の
中
で
、
「
法
華
経
」
に
そ
れ
ま
で
縁
の
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
専
門
で
な
か
っ
た
平
岡
さ
ん

が
果
敢
に
そ
の
「
法
華
経
」
に
挑
戦
し
、
そ
れ
は
こ
う
し
て
生
ま
れ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
う
学
説
を
、
文
献
的
証
拠
を
示
し
な
が
ら

提
示
す
る
と
い
う
、
そ
こ
に
あ
る
ん
で
す
。
そ
れ
が
大
事
な
ん
で
す
。
つ
ま
り
何
が
言
い
た
い
か
と
い
う
と
、
専
門
家
だ
け
が
専
門
の
こ

と
を
わ
か
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
専
門
家
は
自
分
の
先
入
観
に
が
ん
じ
が
ら
め
に
な
っ
て
一
歩
も
出
ら
れ
な
い
場
合
だ
っ
て
あ
る
ん

だ
か
ら
、
そ
れ
を
外
側
の
人
た
ち
が
「
私
も
や
っ
て
み
よ
う
」
と
い
っ
て
、
み
ん
な
が
や
り
尽
く
し
た
と
思
わ
れ
て
い
る
経
典
を
も
う
一

度
や
り
な
お
す
と
い
う
作
業
は
、
絶
対
に
必
要
だ
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
。
そ
れ
が
こ
れ
か
ら
の
大
乗
経
典
の
起
源
を
探
る
若
い
人
た

ち
の
一
つ
の
あ
る
べ
き
姿
勢
で
す
。
そ
の
手
本
と
し
て
、
私
は
こ
の
平
岡
さ
ん
の
研
究
を
非
常
に
高
く
評
価
す
べ
き
だ
と
思
っ
て
お
り
ま

。

そ
れ
で
次
は
、
「
従
来
の
研
究
に
見
ら
れ
る
問
題
点
」
で
す
ね
。
第
一
番
は
や
は
り
、
シ
ョ
ペ
ン
説
で
し
ょ
う
。
シ
ョ
ペ
ン
の
主
張
に
灯



対
し
て
疑
義
が
生
じ
始
め
て
い
る
と
い
う
点
は
、
強
く
認
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
一
時
、
西
洋
で
は
シ
ョ
ペ
ン
説
は
定
説
の
よ

う
に
扱
わ
れ
、
猫
も
杓
子
も
シ
ョ
ペ
ン
、
シ
ョ
ペ
ン
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
西
欧
の
研
究
者
は
、
日
本
仏
教
や
禅
宗
を
や
る
人
で
も
「
シ

ョ
ペ
ン
説
に
よ
れ
ば
」
な
ん
て
盛
ん
に
言
っ
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
が
今
揺
ら
ぎ
始
め
て
い
る
と
い
う
点
は
非
常
に
重
要
で
す
。
シ

ョ
ペ
ン
さ
ん
は
決
し
て
い
い
加
減
な
こ
と
は
言
い
ま
せ
ん
。
非
常
に
正
し
い
こ
と
を
言
い
ま
す
。
た
だ
し
、
一
つ
の
正
し
い
情
報
に
基
づ

い
て
言
え
る
こ
と
が
一
だ
と
す
る
と
、
そ
れ
に
対
し
て
、
シ
ョ
ペ
ン
さ
ん
は
一
つ
の
正
し
い
情
報
を
基
に
三
つ
も
四
つ
も
言
う
ん
で
す
。

だ
か
ら
、
そ
の
三
の
中
に
は
正
し
い
こ
と
も
一
つ
入
っ
て
い
る
ん
で
す
が
、
残
り
二
つ
は
根
拠
が
無
い
。
「
根
拠
が
無
い
じ
ゃ
な
い
か
。

三
は
言
い
す
ぎ
じ
ゃ
な
い
の
」
っ
て
言
う
と
、
「
言
い
過
ぎ
だ
と
い
う
証
拠
を
出
せ
」
と
な
る
。
そ
れ
で
は
困
っ
て
し
ま
い
ま
す
ね
。
シ

ョ
ペ
ン
さ
ん
は
本
当
に
面
白
く
て
良
い
人
で
昔
か
ら
大
好
き
な
友
人
で
す
が
、
論
理
の
過
剰
拡
大
が
問
題
だ
と
ず
っ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

や
っ
ぱ
り
最
近
、
西
洋
で
も
そ
う
な
っ
て
き
た
な
ぁ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
シ
ョ
ペ
ン
の
言
う
こ
と
は
間
違
い
で
は
な
い
の
だ
け

れ
ど
、
ど
こ
ま
で
が
そ
の
情
報
に
よ
っ
て
確
実
に
言
え
る
こ
と
な
の
か
、
そ
し
て
、
そ
の
情
報
に
よ
っ
て
言
え
な
い
こ
と
ま
で
飛
躍
し
て

い
な
い
か
？
と
い
う
こ
と
を
常
に
頭
の
な
か
で
検
討
し
な
が
ら
、
も
う
一
度
読
み
直
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
２
番
目
の
問
題
が
、
こ
れ
が
下
田
さ
ん
の
こ
と
な
ん
で
す
ね
。
こ
の
間
の
「
印
仏
研
」
で
も
発
表
い
た
し
ま
し
た
が
、
下
田

さ
ん
が
天
才
的
な
能
力
に
よ
っ
て
「
浬
梁
経
」
の
研
究
を
な
さ
っ
た
後
に
、
下
田
さ
ん
自
身
が
今
、
変
わ
っ
て
き
て
る
ん
で
す
ね
（
「
下

田
正
弘
と
グ
レ
ゴ
リ
ー
・
シ
ョ
ペ
ン
、
大
乗
仏
教
の
起
源
を
め
ぐ
っ
て
」
『
印
度
学
仏
教
学
研
究
」
第
六
一
巻
第
一
号
、
呂
届
ｇ
Ｌ
弓
１
房
巴
。
例
え
ば
、

『
浬
藥
経
の
研
究
」
の
結
論
を
見
直
す
っ
て
言
っ
て
い
る
ん
で
す
。
見
直
す
っ
て
い
う
こ
と
は
、
そ
の
結
論
は
や
め
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

私
が
、
こ
れ
は
最
高
だ
っ
て
言
っ
て
い
る
の
に
、
や
っ
ぱ
り
そ
れ
は
や
め
ま
す
と
言
わ
れ
る
と
、
な
ん
か
二
階
に
登
っ
て
梯
子
を
外
さ
れ

た
み
た
い
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
下
田
さ
ん
の
い
ろ
ん
な
考
え
方
を
ま
と
め
て
理
解
す
る
と
、
結
局
は
「
大
乗
仏
教
は
ど
こ
か
ら
生
ま

れ
て
き
た
か
を
考
え
る
必
要
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
「
大
乗
仏
教
の
起
源
を
探
る
必
要
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
何

故
か
と
言
う
と
、
釈
迦
の
本
来
の
阿
含
経
の
中
に
、
大
乗
仏
教
が
生
み
出
さ
れ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
も
う
組
ま
れ
て
い
た
ん
だ
、
も
っ
と
言
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う
と
、
大
乗
仏
教
は
釈
迦
の
教
え
の
自
然
な
延
長
で
あ
っ
て
、
ど
う
あ
っ
た
っ
て
自
然
に
大
乗
仏
教
に
な
る
は
ず
だ
っ
た
ん
だ
、
と
い
う

考
え
方
で
す
ね
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
を
、
最
近
出
版
さ
れ
た
、
春
秋
社
の
「
シ
リ
ー
ズ
大
乗
仏
教
」
の
一
巻
、
二
巻
で
表
明
し
て
い
ま
す
㈲

こ
れ
は
ど
う
し
て
そ
う
な
る
の
か
と
い
う
と
、
私
の
勝
手
な
憶
測
で
す
け
れ
ど
も
、
下
田
さ
ん
自
身
は
熱
烈
な
る
真
宗
信
者
で
す
か
ら
、

そ
う
い
う
意
味
で
は
自
分
の
信
仰
、
つ
ま
り
浄
土
信
仰
と
い
う
も
の
が
釈
迦
の
教
え
の
自
然
な
流
れ
で
あ
る
、
と
い
う
そ
う
い
う
こ
と
を

言
い
た
い
の
で
は
な
い
か
と
言
う
気
は
し
ま
す
。
し
か
し
、
信
仰
の
表
出
と
学
問
と
は
全
く
別
の
話
で
す
か
ら
、
せ
っ
か
く
の
『
浬
梁
経

の
研
究
』
を
置
い
て
き
ぽ
り
に
し
て
、
「
大
乗
仏
教
は
釈
迦
の
教
え
か
ら
ひ
と
り
で
に
生
ま
れ
た
の
だ
」
、
な
ん
て
お
か
し
な
こ
と
を
言
っ

て
も
ら
っ
て
は
困
り
ま
す
。
大
乗
仏
教
は
間
違
い
な
く
、
そ
れ
ま
で
の
阿
含
経
と
は
違
う
教
え
を
い
ろ
ん
な
人
が
考
え
て
作
っ
た
、
新
た

な
仏
教
運
動
で
す
。
阿
含
の
中
で
「
阿
羅
漢
に
な
り
ま
し
ょ
う
」
っ
て
言
っ
て
い
た
仏
教
が
、
「
阿
羅
漢
で
は
な
く
て
仏
陀
に
な
り
ま
し

ょ
う
」
と
、
全
く
違
う
こ
と
を
言
い
出
し
て
、
し
か
も
そ
の
た
め
の
具
体
的
方
策
を
説
き
始
め
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
こ
に
は
新
た
な
運

動
の
起
点
と
い
う
も
の
が
必
ず
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
我
々
は
探
っ
て
い
か
な
く
て
は
い
け
な
い
・

下
田
さ
ん
の
説
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
し
ま
う
と
、
も
う
こ
の
分
野
に
関
し
て
は
勉
強
し
な
く
て
も
い
い
よ
っ
て
い
う
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
う
ん
で
す
ね
。
こ
れ
が
私
は
一
番
怖
い
ん
で
す
。
学
者
本
人
が
何
を
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
単
に
正
し
い
か
間
違
っ
て
い
る
か
だ
け

の
問
題
で
す
か
ら
構
わ
な
い
の
で
す
が
、
や
は
り
下
に
は
学
生
さ
ん
も
い
ま
す
し
、
そ
の
薫
陶
を
受
け
る
人
も
い
ま
す
か
ら
、
そ
う
い
う

人
た
ち
が
、
も
う
大
乗
の
起
源
な
ん
て
い
う
の
は
探
る
必
要
は
な
い
ん
だ
、
先
生
が
し
な
く
て
も
い
い
っ
て
言
っ
て
い
る
ん
だ
、
と
い
う

よ
う
な
こ
と
に
な
る
と
、
こ
れ
は
日
本
の
仏
教
学
界
の
大
変
な
損
失
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
で
敢
え
て
、
下
田
さ
ん
も
私
の
大
親
友
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
や
は
り
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
先
だ
っ
て
「
印
仏

研
」
で
言
い
ま
し
た
し
、
雑
誌
に
は
原
稿
用
紙
二
○
枚
く
ら
い
し
か
書
け
な
い
の
で
、
添
付
資
料
と
し
て
、
そ
の
時
、
原
稿
用
紙
で
九
○

枚
分
の
批
判
論
文
を
付
け
ま
し
た
。
お
持
ち
の
方
も
お
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
お
ら
れ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
お
持
ち
で
な
い
方

は
ど
う
ぞ
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。
無
料
で
差
し
上
げ
ま
す
か
ら
。
下
田
さ
ん
に
関
し
て
は
こ
れ
で
終
わ
り
ま
す
。
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も
う
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
研
究
を
志
す
人
達
へ
、
最
後
に
一
つ
だ
け
ア
ド
バ
イ
ス
し
ま
し
ょ
う
。
「
真
理
へ
の
道
は
細
部
に
宿

る
」
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
大
き
な
成
果
は
大
ま
か
な
研
究
か
ら
は
生
ま
れ
な
い
。
大
き
な
体
系
を
作
り
出
す
第
一
歩
は
ミ
ク
ロ
な
し
ベ

ル
で
の
資
料
の
解
読
、
あ
る
い
は
非
常
に
小
さ
な
矛
盾
点
へ
の
気
付
き
か
ら
し
か
絶
対
に
生
ま
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
て
お

き
ま
す
。
こ
れ
は
、
私
の
仏
教
学
者
と
し
て
の
体
験
で
は
な
く
て
、
も
う
や
め
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
昔
や
っ
た
科
学
研
究
か
ら
得
た
私

の
実
感
で
あ
り
ま
し
て
、
世
の
中
の
様
々
な
物
理
、
数
学
、
化
学
、
い
ろ
ん
な
学
問
体
系
の
展
開
、
歴
史
を
見
て
い
き
ま
す
と
、
ど
ん
な

場
合
で
も
、
大
き
な
問
題
の
最
初
の
一
歩
は
、
誰
も
が
無
視
し
て
し
ま
う
よ
う
な
小
さ
な
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
ん
で
す
ね
。

例
え
ば
、
ご
存
知
の
相
対
性
理
論
が
な
ぜ
生
ま
れ
た
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
相
対
性
理
論
が
生
ま
れ
た
一
番
最
初
の
き
っ
か
け
は
、

光
の
速
さ
を
測
る
と
い
う
実
験
で
す
ね
。
マ
イ
ケ
ル
ソ
ン
、
モ
ー
レ
ー
と
い
う
二
人
の
技
術
者
が
実
験
を
し
た
の
で
す
が
、
縦
方
向
に
光

を
測
っ
た
場
合
と
横
方
向
に
光
を
測
っ
た
場
合
と
で
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
考
え
方
に
よ
る
な
ら
ば
、
間
違
い
な
く
ス
ピ
ー
ド
が
違
っ
て
く
る

は
ず
だ
と
い
う
こ
と
で
、
マ
イ
ケ
ル
ソ
ン
と
モ
ー
レ
ー
は
、
も
の
す
ご
く
綴
密
な
鏡
を
使
っ
た
、
こ
れ
以
上
な
い
く
ら
い
精
密
な
機
械
を

作
っ
て
、
そ
れ
で
光
の
ス
ピ
ー
ド
を
測
る
ん
で
す
が
、
何
度
測
っ
て
も
縦
方
向
と
横
方
向
の
光
の
速
さ
が
ま
っ
た
く
同
じ
に
な
っ
て
し
ま

そ
れ
か
ら
３
番
目
と
し
て
、
自
己
の
信
仰
や
宗
門
護
持
の
た
め
の
宗
学
的
な
仏
教
学
が
勢
い
を
増
し
て
い
る
所
に
大
き
な
問
題
が
あ
る

と
感
じ
て
い
ま
す
。
綿
密
な
調
査
を
し
た
う
え
で
の
発
言
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
私
の
感
想
で
す
が
、
非
常
に
厳
密
な
仏
教
学
者
で
あ
り
、

学
問
的
に
は
言
う
こ
と
な
し
と
い
う
方
が
、
最
後
の
最
後
に
は
、
そ
の
研
究
の
結
論
を
無
条
件
な
自
己
の
信
仰
の
根
拠
に
し
て
し
ま
う
と

い
う
状
況
が
増
え
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
客
観
的
学
問
と
、
情
緒
的
信
仰
の
無
批
判
な
結
合
で
す
。
非
常
に
綿
密
な
学
問
研
究

と
、
そ
の
中
に
僅
か
一
要
素
だ
け
入
っ
て
い
る
自
己
の
信
仰
に
よ
る
無
条
件
の
承
認
事
項
が
組
み
合
わ
さ
る
と
、
深
刻
な
問
題
が
起
き
る

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
読
者
が
、
そ
の
学
者
の
す
ぐ
れ
た
学
問
体
系
の
魅
力
に
惑
わ
さ
れ
て
、
そ
の
わ
ず
か
一
点
の
不
合
理
に
気
が
付
か

ず
に
、
そ
れ
を
無
批
判
に
受
け
入
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、
日
本
の
仏
教
学
に
深
い
傷
を
残
す
の
で
は
な
い
か
と
心
配

ず
に
、
そ
れ
尖

し
て
い
ま
す
。
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私
は
同
じ
こ
と
が
仏
教
学
に
も
当
て
は
ま
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
で
す
か
ら
こ
こ
に
若
い
方
も
お
ら
れ
ま
す
が
、
今
み
な
さ
ん
が
目
の

前
で
毎
日
読
ん
で
い
る
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
の
わ
ず
か
一
つ
の
言
葉
の
違
い
、
８
で
も
四
目
で
も
な
ん
で
も
い
い
で
す
。
そ
う
い
う
単
語

の
一
つ
の
違
い
が
、
実
は
こ
れ
か
ら
の
大
き
な
仏
教
学
の
展
開
の
第
一
歩
に
な
る
、
そ
れ
か
ら
し
か
展
開
は
し
な
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
を

承
知
し
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
大
雑
把
に
考
え
る
思
考
か
ら
は
大
雑
把
な
体
系
し
か
出
て
来
ま
せ
ん
。
大
雑
把
に
考
え

て
、
そ
れ
が
綴
密
な
体
系
に
つ
な
が
る
こ
と
は
絶
対
に
な
い
の
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
意
味
で
真
理
へ
の
道
は
細
部
に
宿
る
、
と
か
っ
こ

い
い
こ
と
を
い
い
ま
し
た
が
、
そ
ん
な
ふ
う
に
や
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
時
間
が
き
ま
し
た
。
こ
れ
で
終
わ
り
ま
す
。
あ
り

う
。
他
の
学
者
は
、
そ
れ
は
誤
差
だ
ろ
う
、
つ
ま
り
機
械
が
ま
だ
不
十
分
だ
か
ら
な
ん
だ
、
そ
ん
な
小
さ
な
こ
と
ぐ
ら
い
い
い
じ
ゃ
な
い

か
、
そ
ん
な
こ
と
ゴ
チ
ャ
ゴ
チ
ャ
や
っ
て
い
る
よ
り
も
先
に
進
み
ま
し
ょ
う
と
言
っ
て
い
た
中
で
、
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
そ
の
機
械

は
絶
対
に
誤
差
が
で
な
い
と
い
う
こ
と
が
大
事
な
ん
だ
、
そ
の
一
点
が
大
事
だ
か
ら
そ
こ
か
ら
全
部
や
り
直
し
て
み
よ
う
、
と
考
え
ま
し

た
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
に
よ
れ
ば
違
っ
て
く
る
は
ず
の
光
の
ス
ピ
ー
ド
が
違
わ
な
い
の
だ
か
ら
、
お
お
も
と
に
戻
っ
て
、
光
の
ス
ピ
ー
ド
は
ど

ん
な
場
合
も
同
じ
だ
、
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
み
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
体
系
を
作
り
な
お
し
て
み
た
ら
自
然
に
相
対
性
理

論
が
出
来
て
き
た
わ
け
で
す
。
他
の
人
は
み
ん
な
無
視
し
て
い
た
実
験
の
数
値
を
真
剣
に
と
ら
え
て
考
え
た
か
ら
こ
そ
、
大
法
則
へ
と
道

が
開
け
た
の
で
す
。
だ
か
ら
、
ほ
ん
の
僅
か
な
、
数
字
一
個
の
違
い
で
そ
れ
が
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
変
え
て
い
く
と
い
う
の
は
、
実
際
に
あ
る

Ｖ
Ｖ
こ
ル
豈
匙
Ｖ
Ｖ
１
ま
、
Ｌ
Ｊ

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

こ
と
な
ん
で
す
ね
。

（
三
○
一
三
年
一
二
月
六
日
仏
教
学
会
公
開
講
演
）

う1


