
皆
様
方
は
仏
教
学
專
攻
生
と
し
て
、
仏
教
を
大
谷
大
学
で
学
ぶ
と
い
う
こ
と
で
、
入
学
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
一
体
そ
の
仏
教
と
い

う
の
は
何
を
教
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
仏
教
に
我
々
は
ど
う
や
っ
た
ら
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
そ
う
い
う
仏

教
の
教
え
に
触
れ
る
た
め
に
は
、
あ
る
い
は
仏
教
学
と
い
う
も
の
を
勉
強
す
る
た
め
に
は
、
ど
ん
な
方
法
を
と
っ
た
ら
い
い
の
か
、
と
、

そ
ん
な
こ
と
を
お
話
し
さ
せ
て
頂
こ
う
と
思
い
ま
す
。
お
手
元
に
お
配
り
し
た
プ
リ
ン
ト
の
順
序
で
お
話
し
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

さ
て
、
仏
教
と
い
う
の
は
何
を
目
標
と
し
て
い
る
の
か
と
い
え
ば
、
浬
藥
と
い
う
こ
と
を
教
え
る
教
え
で
あ
る
と
、
浬
藥
に
行
く
こ
と
、

そ
れ
が
仏
教
の
目
標
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
浬
梁
と
い
う
の
は
仏
教
の
悟
り
の
世
界
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す

が
、
そ
の
悟
り
の
世
界
と
い
う
の
は
一
口
で
言
っ
た
ら
平
和
な
世
界
、
あ
る
い
は
静
け
さ
の
世
界
と
言
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い

う
仏
教
の
世
界
、
悟
り
の
世
界
に
私
た
ち
は
ど
う
し
た
ら
入
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
こ
の
浬
藥
と
い
う
も
の
が
悟
り
の
世
界
で

あ
り
、
平
和
で
静
け
さ
の
世
界
で
あ
る
と
致
し
ま
す
と
、
そ
の
反
対
の
こ
の
娑
婆
の
世
界
、
そ
れ
は
要
す
る
に
苦
し
み
に
満
ち
た
世
界
で

す
。
娑
婆
と
い
う
の
は
《
の
凹
冨
』
と
い
う
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
音
写
で
あ
り
ま
す
が
、
ゞ
趙
訂
ゞ
と
い
う
言
葉
は
、
元
来
、
耐
え
る
の
意

味
で
あ
り
、
苦
し
み
に
満
ち
た
械
土
の
こ
の
世
を
娑
婆
世
界
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
場
合
、
仏
教
で
は
こ
の
苦
し
み
と

は
一
体
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
伝
統
的
に
四
苦
八
苦
と
い
う
言
葉
で
教
え
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
生
、
老
、
病
、
死
、

ご
う
ん
じ
よ
う
く

愛
別
離
苦
、
怨
憎
会
苦
、
求
不
得
苦
、
そ
し
て
最
後
は
五
葱
盛
苦
と
読
む
の
で
す
が
、
そ
の
八
つ
を
も
っ
て
、
苦
し
み
だ
と
具
体
的
に
’

仏
教
に
触
れ
る
道

一

郷

正
道



示
す
わ
け
で
す
。
四
苦
八
苦
と
い
う
言
葉
は
普
段
我
々
が
、
「
最
近
は
も
う
四
苦
八
苦
だ
よ
」
と
言
っ
た
表
現
で
つ
か
っ
て
い
る
も
の
で
２

す
。
生
、
老
、
病
、
死
が
ま
ず
四
つ
の
苦
で
す
。
そ
の
場
合
の
生
苦
と
い
う
の
は
、
生
き
て
い
る
こ
と
自
体
が
苦
で
あ
る
と
理
解
す
る
考

え
方
と
、
お
母
さ
ん
の
産
道
を
出
て
く
る
時
の
苦
し
み
を
言
う
の
だ
と
理
解
す
る
見
解
も
あ
る
よ
う
で
す
。
老
、
病
、
死
は
わ
か
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
愛
別
離
苦
と
い
う
の
は
、
愛
す
る
人
で
あ
っ
て
も
別
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
苦
し
み
で
す
。
恋
人
と
の
別
れ
、
あ
る

い
は
身
近
な
人
と
の
若
く
し
て
の
別
れ
と
か
、
そ
れ
ら
は
皆
、
愛
別
離
苦
。
そ
れ
か
ら
、
怨
憎
会
苦
と
い
う
の
は
、
憎
し
み
怨
ん
で
い
る

人
と
も
会
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
苦
し
み
で
す
。
「
あ
の
人
と
だ
け
は
も
う
会
い
た
く
は
な
ど
と
思
っ
て
い
た
人
に
、
バ
ッ
タ

リ
電
車
の
中
で
会
っ
て
し
ま
っ
た
と
か
、
あ
る
い
は
家
の
中
で
お
母
さ
ん
と
お
祖
母
さ
ん
が
い
つ
も
嫌
な
顔
し
て
向
き
合
っ
て
い
る
と
か
、

そ
れ
ら
が
怨
憎
会
苦
と
い
う
こ
と
の
内
容
。
そ
れ
か
ら
、
求
不
得
苦
と
い
う
の
は
、
求
め
て
も
得
ら
れ
な
い
と
い
う
苦
し
み
で
す
。
こ
れ

は
皆
様
方
が
一
番
感
じ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
か
ら
、
最
後
に
五
薦
盛
苦
と
い
う
言
葉
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
五
悪
の
語

と
い
う
の
は
か
た
ま
り
、
束
と
い
う
意
味
で
す
。
色
（
物
質
的
存
在
）
、
受
（
感
受
作
用
）
、
想
（
想
念
）
、
行
（
形
成
意
欲
）
、
識
（
認

識
）
と
い
う
五
つ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
か
た
ま
り
が
集
積
し
て
、
つ
ま
り
物
質
的
な
も
の
と
精
神
的
な
も
の
が
寄
り
集
ま
っ
て
我
々
人
間
は
成

り
立
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
五
つ
の
か
た
ま
り
が
仮
り
に
和
合
し
て
人
間
が
構
成
さ
れ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
こ
に
、
自
我

と
い
っ
た
絶
対
的
な
実
在
が
考
え
ら
れ
て
は
い
な
い
わ
け
で
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
五
蘓
盛
苦
と
い
う
こ
と
は
人
間
存
在
そ
の
も
の
が
盛

ん
に
な
っ
て
く
る
苦
し
み
で
あ
る
。
つ
ま
り
人
間
存
在
そ
の
も
の
が
苦
で
あ
る
と
。
こ
の
「
盛
」
と
い
う
字
は
原
語
に
は
な
い
と
思
い
ま

す
け
れ
ど
も
、
中
国
人
が
盛
と
い
う
こ
と
を
補
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
だ
が
ら
、
と
り
わ
け
若
い
方
々
な
ら
ば
、
そ
れ
を
一
層
身
に
染

み
て
感
じ
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
四
苦
八
苦
と
い
う
場
合
、
八
番
目
に
こ
の
五
穂
盛
苦
と
い
う
こ
と
が
出
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す

が
、
そ
う
す
る
と
、
ど
う
も
こ
の
五
恵
盛
苦
と
い
う
も
の
を
、
内
容
的
に
具
体
的
に
示
し
た
も
の
が
前
の
七
つ
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ

れ
で
、
具
体
的
に
示
せ
ば
七
つ
の
苦
と
い
う
も
の
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
一
ま
と
め
で
言
う
な
ら
ば
、
人
間
存
在
そ
の
も
の
が
苦
な
ん
だ
と
、

そ
う
理
解
す
る
の
が
仏
教
の
立
場
で
す
。
だ
か
ら
、
仏
教
は
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
る
と
、
よ
く
西
洋
の
学
者
か
ら
批
判
さ
れ
た
の
で



あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
を
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
と
い
う
ふ
う
に
受
け
止
め
る
か
、
あ
る
い
は
逆
に
本
当
に
人
間
の
本
質
と
い
う
も
の
を
考
え

れ
ば
、
そ
う
見
な
さ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
受
け
止
め
る
か
、
と
い
う
違
い
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
と
も
あ
れ
、

仏
教
と
い
う
も
の
は
、
そ
う
い
う
私
た
ち
人
間
存
在
そ
の
も
の
が
苦
で
あ
る
と
分
析
し
た
わ
け
で
す
。
人
間
の
現
実
の
世
界
が
苦
し
み
の

世
界
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
原
始
経
典
に
た
ず
ね
て
み
ま
し
ょ
う
。

こ
の
世
の
人
々
の
生
涯
は
、
こ
れ
と
い
っ
て
一
定
の
様
が
あ
る
わ
け
で
な
く
、
人
知
で
は
測
り
が
た
い
の
で
あ
る
。
労
苦
に
満
ち
、

短
く
、
苦
し
み
と
と
も
に
あ
る
。
命
ｚ
、
息
榎
本
文
雄
訳
）

生
ま
れ
た
以
上
は
、
死
な
ず
に
済
む
手
だ
て
な
ど
あ
る
わ
け
が
な
く
、
老
い
に
い
た
れ
ば
死
が
せ
ま
る
。
こ
れ
生
き
と
し
生
け
る
も

の
た
ち
の
な
ら
い
で
あ
る
。
ａ
ｚ
弓
、
榎
本
文
雄
訳
）

そ
れ
で
は
そ
の
四
苦
八
苦
、
具
体
的
に
は
、
七
苦
で
す
が
、
こ
の
苦
の
中
で
皆
様
方
に
と
っ
て
、
ど
れ
が
一
番
の
、
最
大
の
苦
し
み
で

す
か
。
人
間
と
し
て
の
根
源
的
な
苦
し
み
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。
い
ろ
い
ろ
な
苦
し
み
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
私
に
と
っ

て
の
最
大
の
苦
し
み
は
、
や
は
り
死
苦
で
す
。
死
に
た
く
な
い
の
だ
け
れ
ど
必
ず
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
う
い
う
死
に
対
す
る
不

安
と
恐
怖
。
と
い
う
の
は
、
死
と
い
う
の
は
突
然
や
っ
て
来
ま
す
。
平
均
寿
命
ぐ
ら
い
生
き
れ
ば
よ
い
と
言
っ
て
も
、
平
均
寿
命
の
何
月

何
日
に
死
ぬ
か
な
ん
て
い
う
こ
と
は
、
誰
も
予
想
、
予
見
で
き
ま
せ
ん
。
死
は
突
如
や
っ
て
来
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
に
対
す
る
不
安
と
恐

怖
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
ど
ん
な
に
愛
す
る
人
の
死
で
あ
っ
て
も
、
代
わ
っ
て
あ
げ
ら
れ
な
い
し
、
代
わ
っ
て
も
ら
え
な
い
。
こ
の

私
が
ど
う
し
て
も
引
き
受
け
て
い
か
な
く
て
は
い
け
な
い
も
の
が
死
苦
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
そ
の
死
苦
と
い
も
の
は
誰
も
経
験
し
た
こ
と

の
な
い
世
界
で
す
。
だ
か
ら
、
そ
れ
に
対
す
る
不
安
と
恐
怖
が
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
一
番
身
近
な
人
の
死
に
出
会
う
こ
と
に
伴
っ
て
生
ず

る
、
悲
し
み
、
寂
し
さ
、
辛
さ
、
こ
う
し
た
感
情
は
、
い
か
な
る
も
の
を
も
っ
て
し
て
も
、
取
っ
て
代
わ
る
こ
と
の
で
き
な
い
深
刻
な
も

の
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
私
は
人
間
に
と
っ
て
の
最
大
の
、
根
源
的
な
苦
し
み
は
何
で
あ
る
か
と
言
え
ば
、
こ
の
死
苦
だ
ろ
う
と
思
い
ま

す
。
で
す
か
ら
実
は
、
仏
教
は
浬
梁
を
求
め
る
教
え
で
あ
る
と
言
い
ま
し
た
が
、
言
い
換
え
ま
す
な
ら
ば
、
そ
の
人
間
の
最
大
の
苦
し
み
３

、



で
あ
る
死
苦
か
ら
の
解
放
、
そ
れ
が
浬
梁
の
世
界
で
し
ょ
う
。
逆
に
言
う
と
、
人
間
に
と
っ
て
最
大
の
苦
し
み
が
死
苦
で
あ
る
な
ら
ば
、
４

そ
の
最
大
の
苦
し
み
か
ら
解
放
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
が
人
間
の
一
番
の
幸
せ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で
は
、
私
た
ち
が
本
当
の
人
間
の

幸
せ
を
求
め
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
死
苦
か
ら
の
解
放
を
教
え
る
仏
教
に
出
逢
う
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
実
は
我
々
が
手
っ
取
り
早

く
、
人
間
と
し
て
の
最
大
の
幸
せ
と
い
う
も
の
を
勝
ち
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
仏
教
と
い
う
と
、

す
ぐ
死
の
話
を
す
る
、
だ
か
ら
縁
起
が
悪
い
、
だ
か
ら
嫌
だ
と
い
う
ふ
う
に
思
わ
れ
る
方
が
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
れ
で

は
仏
教
は
ど
う
し
て
起
こ
っ
た
の
か
と
言
っ
た
ら
、
実
は
そ
の
死
苦
と
い
う
も
の
か
ら
解
放
す
る
こ
と
を
教
え
る
の
が
仏
教
だ
っ
た
の
で

す
。
だ
か
ら
、
死
と
い
う
も
の
を
抜
き
に
し
て
、
仏
教
と
い
う
も
の
は
成
り
立
た
な
い
。
だ
か
ら
、
死
を
語
ら
な
い
仏
教
と
い
う
も
の
は
、

こ
れ
は
似
非
仏
教
で
あ
る
と
言
っ
て
間
違
い
な
い
で
す
。
そ
の
辺
は
ひ
と
つ
、
皆
様
方
間
違
え
な
い
よ
う
に
し
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
死
苦
の
原
因
は
何
な
の
か
。
私
た
ち
が
死
と
い
う
も
の
の
苦
し
み
を
感
ず
る
、
そ
の
原
因
は
何
で
あ
る
か
。
そ
の
時
に
、
仏

教
は
、
そ
の
死
苦
の
原
因
と
い
う
も
の
を
無
明
に
あ
る
と
喝
破
し
た
。
こ
れ
が
仏
教
の
素
晴
ら
し
さ
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
無
明

と
い
う
の
は
一
体
、
何
に
対
し
て
無
知
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
物
事
の
道
理
に
対
し
て
で
し
ょ
う
。
物
事
の
道
理

に
無
知
で
あ
る
。
そ
の
無
知
が
我
々
に
と
っ
て
、
死
苦
と
い
う
こ
と
を
引
き
起
こ
す
と
、
仏
教
は
分
析
し
た
の
で
す
が
、
そ
れ
で
は
、
そ

の
物
事
の
道
理
と
い
う
も
の
は
仏
教
の
理
論
で
言
う
と
何
な
の
か
。
そ
れ
を
実
は
縁
起
の
道
理
と
言
う
。
縁
起
の
道
理
に
無
知
だ
か
ら
、

そ
れ
が
我
々
に
死
苦
と
い
う
も
の
を
引
き
起
こ
す
の
だ
と
、
仏
教
は
見
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
縁
起
の
道
理
と
い
う
の
は
、
何

な
の
か
。
縁
起
と
い
う
言
葉
は
、
｜
番
基
本
的
に
は
、
次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
も
の
で
す
。

こ
れ
あ
れ
ば
、
か
れ
あ
り
。
こ
れ
が
生
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
れ
が
生
ず
る
。

こ
れ
な
け
れ
ば
、
か
れ
な
し
。
こ
れ
が
減
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
れ
が
減
す
る
。
Ｉ

す
な
わ
ち
、
無
明
を
縁
と
し
て
行
あ
り
、
行
を
縁
と
し
て
識
あ
り
、
…
・
・
・
生
を
縁
と
し
て
老
・
死
が
あ
り
、
憂
愁
・
苦
悶
が
種
々
に

生
じ
る
、



こ
の
縁
起
の
理
論
を
理
解
す
れ
ば
、
死
苦
が
な
く
な
る
。
死
に
対
す
る
不
安
と
恐
怖
と
い
う
も
の
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
な
の

で
す
が
、
つ
ま
り
、
縁
起
的
存
在
で
す
か
ら
、
生
も
死
も
相
対
的
存
在
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
す
。
一
切
の
も
の
は
決
し
て
そ
れ
自
身
で
は

存
在
し
得
な
い
、
固
定
的
な
実
体
的
な
も
の
は
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
し
た
が
っ
て
、
変
化
し
、
移
ろ
う
も
の
に
な
る
。
だ
か
ら

無
常
で
あ
る
。
絶
対
性
が
な
い
か
ら
、
我
と
言
わ
れ
る
も
の
、
実
体
的
な
も
の
は
な
い
の
だ
、
と
い
う
ふ
う
に
説
明
し
て
い
く
わ
け
で
あ

こ
の
場
合
、
〃
こ
れ
〃
と
か
〃
か
れ
〃
と
い
う
こ
と
が
問
題
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
「
こ
れ
〃
あ
れ
ば
〃
、
か
れ
あ
り
」
、
「
こ
れ
が
生
ず

る
こ
と
に
〃
よ
っ
て
〃
、
か
れ
が
生
ず
る
」
と
い
う
、
そ
う
い
う
〃
よ
っ
て
〃
と
い
う
条
件
が
、
大
事
な
の
で
す
。
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ

て
も
、
例
え
ば
、
此
れ
と
彼
れ
と
い
う
も
の
は
、
あ
る
い
は
Ａ
と
Ｂ
と
い
う
こ
と
で
よ
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
Ａ
と
Ｂ
と
い
う
も
の
は
、

必
ず
Ａ
は
Ｂ
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
存
在
し
な
い
、
Ｂ
は
Ａ
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
存
在
し
な
い
、
Ａ
に
よ
っ
て
Ｂ
も
存
在
す
る
し
、
Ａ
も
ま

た
Ｂ
に
よ
っ
て
存
在
す
る
と
い
う
、
こ
れ
が
縁
起
の
基
本
的
な
理
論
な
の
で
す
。
例
え
ば
も
っ
と
分
か
り
や
す
い
例
と
し
て
、
い
つ
も
出

る
の
は
、
東
と
西
の
関
係
で
す
。
東
と
い
う
も
の
は
西
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
な
い
し
、
西
が
な
け
れ
ば
東
も
な
い
、
こ
の
関
係
が
、
今
紹

介
し
て
い
る
縁
起
の
理
論
に
そ
っ
た
考
え
方
の
応
用
で
す
。
だ
か
ら
、
こ
の
縁
起
の
理
論
と
い
う
の
は
、
一
体
何
を
教
え
る
の
か
と
い
え

ば
、
結
局
、
そ
れ
自
身
の
固
定
的
な
実
在
性
と
い
う
も
の
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
す
べ
て
は
相
対
的
な
存
在
で
し
か
な
い
。
絶
対
性
と
い

う
も
の
は
、
そ
こ
に
は
何
ら
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
教
え
る
の
が
、
仏
教
の
縁
起
の
理
論
の
内
容
で
し
ょ
う
。

ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
す
べ
て
縁
起
の
理
論
に
よ
っ
て
、
生
起
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
は
絶
対
性
と
言
え
る
も
の
は
一

つ
も
な
い
。
仏
教
の
専
門
用
語
で
は
、
そ
う
い
う
も
の
を
実
在
性
、
実
体
性
、
あ
る
い
は
自
性
と
い
う
言
葉
で
言
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
自

性
と
い
う
も
の
が
否
定
さ
れ
、
無
自
性
と
い
わ
れ
る
。

皆
様
方
は
、
「
仏
教
と
は
何
を
教
え
る
の
だ
」
と
問
わ
れ
た
な
ら
ば
、
「
仏
教
と
い
う
の
は
縁
起
と
い
う
こ
と
を
教
え
る
の
で
す
」
と
こ

た
え
て
く
だ
さ
る
と
い
い
。
と
こ
ろ
が
、
世
間
で
は
、
「
仏
教
は
無
常
を
教
え
て
い
る
、
無
我
と
い
う
こ
と
を
教
え
る
」
と
い
う
答
え
を

た
え
て
／
、
だ
さ
る
と
い
い
・

す
″
る
千
〃
病
か
曇
シ
い
よ
露
っ
／
で
‐
す
○
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り
ま
す
。
そ
の
無
常
と
か
無
我
と
い
う
相
（
す
が
た
）
、
実
は
そ
う
い
う
こ
と
に
我
々
が
気
づ
く
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
仏
教
に
触
れ
て
６

い
く
道
で
あ
り
、
浬
藥
と
い
う
も
の
を
獲
得
す
る
糸
口
に
な
っ
て
ゆ
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
お
も
う
の
で
す
。

そ
れ
で
は
、
無
常
と
い
う
こ
と
が
仏
教
で
は
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
仏
典
の
な
か
に
さ
が
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

見
よ
飾
り
立
て
ら
れ
し
形
体
を
そ
は
傷
だ
ら
け
の
身
に
て
合
成
さ
れ
し
も
の
病
め
る
も
の
思
い
多
き
も
の
に
し
て
そ

こ
に
は
堅
固
も
永
続
も
あ
る
こ
と
な
し
ｅ
ご
」
ら
藤
田
宏
達
訳
）

こ
の
い
る
か
た
ち
は
衰
え
は
て
病
の
巣
窟
に
し
て
壊
れ
や
す
し
腐
れ
る
身
は
滅
び
去
る
生
は
死
に
終
わ
れ
ば
な
り

「
す
べ
て
の
形
成
さ
れ
た
る
も
の
は
無
常
な
り
」
と
智
慧
に
よ
り
て
見
る
と
き
人
は
苦
し
み
を
厭
い
離
る
こ
れ
清
浄
に
至
る

道
な
り
ｅ
ご
画
司
藤
田
宏
達
訳
）

こ
の
よ
う
に
無
常
と
い
う
現
実
の
現
象
を
通
じ
て
、
少
し
で
も
我
々
が
仏
教
の
本
質
に
触
れ
さ
せ
て
頂
く
と
い
う
こ
と
が
可
能
に
な
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
思
い
ま
す
。

さ
ら
に
今
、
無
我
と
い
う
こ
と
を
出
し
ま
し
た
か
ら
、
無
我
を
仏
教
で
は
ど
ん
な
ふ
う
に
説
明
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
や
は
り

聖
典
を
紹
介
し
な
が
ら
見
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

「
わ
れ
に
子
ら
あ
り
わ
れ
に
財
あ
り
」
と
て
愚
か
者
は
悩
む

げ
に
自
己
は
自
己
の
も
の
に
あ
ら
ず
い
わ
ん
や
子
ら
を
や
い
わ
ん
や
財
を
ゃ
ｅ
ご
ｇ
藤
田
宏
達
訳
）

我
と
い
う
、
自
己
と
い
う
実
体
性
は
な
い
。
だ
か
ら
、
自
己
は
自
己
の
も
の
に
あ
ら
ず
。
い
わ
ん
や
私
の
子
と
い
う
よ
う
な
、
実
体
的
に

そ
れ
を
捉
え
る
こ
と
が
愚
か
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
子
供
も
私
の
も
の
と
は
言
え
な
い
、
い
わ
ん
や
私
の
財
と
い
う
こ
と
も
、

お
よ
そ
ど
の
よ
う
な
も
の
で
も
生
起
す
る
こ
と
を
本
質
と
す
る
も
の
は
、
す
べ
て
消
滅
す
る
性
質
を
も
っ
て
い
る

（
勺
く
目
腿
３
‐
ｏ
谷
貞
志
訳
）

（
同
匡
巽
滕
田
宏
達
訳
）



仏
教
の
論
理
か
ら
言
え
ば
、
お
か
し
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
を
、
そ
こ
で
教
え
る
わ
け
で
す
。

つ
ぎ
の
よ
う
に
さ
と
り
の
知
に
よ
っ
て
見
る
が
よ
い
。
わ
た
く
し
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
［
い
ま
こ
こ
の
身
体
存
在
と
主
体

存
在
の
個
体
存
在
を
］
所
有
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
あ
っ
ち
へ
は
ね
た
り
、
こ
っ
ち
へ
は
ね
た
り
の
た
う
ち
ま
わ
る
の
で
あ
る
。
あ
た

か
も
川
の
流
れ
が
枯
渇
し
て
し
ま
い
水
が
少
な
く
な
っ
て
き
た
と
き
に
、
魚
が
あ
っ
ち
へ
は
ね
た
り
、
こ
っ
ち
へ
は
ね
た
り
の
た
う

ち
ま
わ
る
よ
う
に
。
こ
の
よ
う
に
さ
と
り
の
知
に
よ
っ
て
見
て
わ
た
く
し
の
［
個
体
存
在
］
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
所
有
す
る
こ
と

の
な
い
よ
う
に
修
行
し
て
い
く
が
よ
い
。
こ
の
ま
ま
生
き
て
い
く
世
間
的
存
在
と
し
て
存
在
し
つ
づ
け
た
い
と
い
う
深
層
の
執
着
を

休
止
し
て
し
ま
う
よ
う
に
。
命
ご
司
司
荒
牧
典
俊
訳
）

こ
の
よ
う
に
し
て
、
私
の
も
の
と
い
う
こ
と
、
私
た
ち
が
自
分
の
も
の
を
所
有
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
仏
教
の
縁
起
の
理
論
か
ら
は
成
り

立
た
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
や
は
り
こ
こ
で
も
教
え
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、

「
す
べ
て
の
事
物
は
我
な
ら
ざ
る
も
の
な
り
」
と
智
慧
に
よ
り
て
見
る
と
き

人
は
苦
し
み
を
厭
い
離
る
こ
れ
清
浄
に
至
る
道
な
り
ｅ
ｇ
画
忍
藤
田
宏
達
訳
）

で
す
か
ら
、
我
々
が
物
事
は
永
久
不
変
の
も
の
で
あ
る
、
あ
る
い
は
自
分
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
、
何
で
も
か
ん
で
も
、
そ
こ

に
実
体
視
し
て
い
く
、
そ
う
い
う
も
の
の
考
え
方
が
仏
教
の
縁
起
の
理
論
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
い
く
わ
け
で
す
。

そ
の
場
合
に
、
今
も
う
少
し
別
の
話
で
言
い
ま
す
と
、
「
私
の
命
」
と
い
う
よ
う
に
、
私
た
ち
は
、
ど
う
も
命
を
私
物
化
し
て
い
る
、

私
有
化
し
て
い
る
。
こ
れ
が
実
は
現
代
人
で
あ
る
我
々
の
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
点
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
皆
様
方
は
「
私
の

命
」
と
言
っ
て
、
そ
れ
を
別
に
お
か
し
く
な
い
と
思
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
本
当
に
皆
様
方
の
命
は
、
「
私
の
命
」

と
言
え
る
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
を
お
考
え
頂
き
た
い
の
で
す
。
そ
れ
を
見
る
場
合
、
二
つ
の
視
点
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
縦
の
軸

と
横
の
軸
と
言
い
ま
す
か
、
あ
る
い
は
時
間
的
な
、
あ
る
い
は
空
間
的
な
立
場
か
ら
、
私
の
命
と
い
う
も
の
は
、
本
当
に
私
の
も
の
と
言

え
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
お
考
え
頂
き
た
い
。
一
つ
は
縦
の
軸
で
見
ま
す
と
、
よ
く
私
は
使
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
最
近
人
気
の

７



あ
る
ス
ポ
ー
ツ
の
一
つ
に
駅
伝
競
走
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
あ
の
駅
伝
競
走
の
ラ
ン
ナ
ー
が
ち
ょ
う
ど
我
々
の
人
生
と
い
う
か
、
寿
命
８

を
象
徴
し
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。
と
い
う
の
は
、
駅
伝
競
走
の
ラ
ン
ナ
ー
が
走
る
距
離
と
い
う
の
は
区
間
に
よ
っ
て
違
う
で
し
ょ
う
。

あ
る
ラ
ン
ナ
ー
は
２
．
３
キ
ロ
と
い
う
短
距
離
し
か
走
ら
な
い
か
と
思
え
ば
、
あ
る
人
は
皿
キ
ロ
と
い
う
長
距
離
を
走
る
と
い
っ
た
具
合

に
、
走
る
距
離
が
区
間
に
よ
っ
て
違
い
ま
す
。
我
々
の
寿
命
も
人
に
よ
っ
て
千
差
万
別
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
間
違
い
な
い
こ
と
は
、
前

の
ラ
ン
ナ
ー
か
ら
檸
を
受
け
渡
さ
れ
て
、
そ
の
檸
を
次
の
ラ
ン
ナ
ー
に
渡
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
間
違
い
な
い
。
言
い
換
え
ま

す
な
ら
ば
、
私
に
は
父
が
お
っ
て
母
が
お
っ
た
、
そ
れ
で
更
に
そ
の
前
に
お
祖
父
さ
ん
お
祖
母
さ
ん
が
お
ら
れ
た
、
私
は
見
た
こ
と
も
口

を
利
い
た
こ
と
も
な
い
け
れ
ど
も
、
曾
お
祖
父
さ
ん
も
曾
お
祖
母
さ
ん
も
お
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
辿
っ
て
い
く
と
、
私
の

命
の
歴
史
と
い
う
も
の
は
無
限
の
過
去
に
遡
っ
て
い
く
で
し
ょ
う
。
皆
様
方
は
よ
く
私
の
御
先
祖
と
言
う
け
れ
ど
、
皆
様
方
の
御
先
祖
は

誰
か
分
か
り
ま
す
か
。
単
純
計
算
で
、
十
代
遡
っ
た
時
に
は
も
う
千
人
を
越
え
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
千
人
の
う
ち
誰
が
私
の
御
先
祖
か

な
ん
て
い
う
の
は
特
定
で
き
な
い
で
す
よ
ね
。
十
代
遡
っ
た
だ
け
で
千
人
を
越
え
て
し
ま
う
。
と
い
う
こ
と
は
、
私
の
命
の
歴
史
は
、
も

っ
と
も
っ
と
ず
っ
と
無
限
の
過
去
に
遡
っ
て
、
出
発
や
始
ま
り
が
分
か
ら
な
い
わ
け
で
す
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
私
の
御
先
祖
は
誰
で
あ
る

か
聞
か
れ
た
ら
、
分
か
り
ま
せ
ん
と
答
え
る
の
が
、
正
し
い
答
え
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
長
い
深
い
歴
史
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
た
ま

た
ま
今
こ
の
私
の
命
と
し
て
、
現
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
も
、
今
私
が
何
を
喋
り
、
ど
う
い
う
行
動
を
と
る
か
と

い
う
こ
と
は
、
子
供
に
伝
わ
り
、
ま
た
孫
に
伝
わ
っ
て
行
き
ま
す
。
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
過
去
・
現
在
・
未
来
と
い
う
時
間
の
流
れ

に
は
一
つ
の
断
絶
も
な
い
。
時
間
の
断
絶
の
な
い
と
こ
ろ
に
し
か
、
私
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
か
っ
た
し
、
生
ま
れ
て
来
な
か
っ
た
し
、

こ
れ
か
ら
も
存
在
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
を
我
々
は
何
か
、
私
の
命
と
い
う
と
、
私
の
命
は
六
十
年
で
あ

っ
た
、
八
十
年
で
あ
っ
た
、
三
十
年
で
あ
っ
た
と
、
非
常
に
短
い
ス
パ
ン
で
で
し
か
自
分
の
命
と
い
う
も
の
を
考
え
よ
う
と
し
な
い
。
こ

れ
が
い
け
な
い
の
で
あ
っ
て
、
実
は
と
う
と
う
と
過
去
・
現
在
・
未
来
脈
々
と
繋
が
っ
て
い
る
、
そ
の
中
の
ほ
ん
の
八
十
年
、
六
十
年
、

五
十
年
が
私
の
人
生
、
命
で
し
か
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
、
そ
う
い
う
受
け
止
め
方
。
あ
る
い
は
ま
た
横
の
軸
と
言
い
ま
す
か
、
空
間
的



そ
し
て
、
さ
ら
に
今
、
無
我
の
話
を
し
ま
し
た
が
、
無
我
が
私
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
こ
に
当
然
、
心
と
い
う
も
の
が
問

題
に
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
問
題
に
触
れ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
時
に
ど
う
し
て
も
、
倫
理
・
道
徳
の
世
界
の
限

界
と
い
う
も
の
を
我
々
は
見
出
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
実
は
、
そ
こ
に
も
宗
教
、
仏
教
へ
入
っ
て
い
く
入
り
口
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か

と
い
う
こ
と
を
思
う
の
で
す
。
仏
教
の
行
為
と
い
う
の
は
、
身
体
的
な
行
為
、
言
語
的
な
行
為
、
そ
れ
か
ら
精
神
的
な
行
為
と
い
う
三
つ

に
分
類
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
で
、
心
で
私
は
何
を
思
う
か
、
こ
れ
を
一
つ
の
行
為
と
し
て
、
業
と
し
て
見
な
す
の
で
す
。
身
体
的
な
行
為
、

言
語
的
な
行
為
と
、
心
の
行
為
と
い
う
も
の
に
は
、
は
っ
き
り
と
違
う
面
が
あ
り
ま
す
。
身
体
的
な
行
為
、
言
語
的
な
行
為
と
い
う
の
は

表
に
表
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
心
で
何
を
思
う
か
と
い
う
の
は
全
然
、
表
に
表
わ
れ
な
い
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
そ
れ
は
別
な
言

葉
で
言
う
と
、
身
体
的
な
行
為
と
言
語
的
な
行
為
は
顕
在
化
し
ま
す
し
、
し
か
も
、
そ
れ
が
法
律
に
触
れ
れ
ば
違
法
な
行
為
と
し
て
答
め

ら
れ
ま
す
。
心
の
中
で
何
を
思
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
表
に
見
え
な
い
し
、
全
然
そ
れ
は
法
律
に
触
れ
な
い
の
で
す
。
ま
さ
に
信
教
の
自

由
、
思
想
の
自
由
で
す
。
あ
の
人
は
殺
し
て
や
り
た
い
ぐ
ら
い
嫌
な
奴
だ
と
、
い
く
ら
心
で
思
っ
て
も
、
そ
れ
は
問
わ
れ
な
い
わ
け
で
す
。

仏
教
は
教
え
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

な
概
念
か
ら
も
言
え
ま
す
ね
。
私
に
は
兄
弟
、
親
類
の
方
々
が
い
て
、
そ
れ
か
ら
町
内
の
人
と
付
き
合
い
が
あ
る
。
あ
る
い
は
大
学
で
皆

様
方
と
の
出
逢
い
が
あ
る
。
と
い
う
具
合
に
、
私
と
他
者
、
そ
の
関
わ
り
合
い
と
い
う
の
は
無
限
の
輪
と
し
て
広
が
っ
て
い
き
ま
す
。
そ

う
い
う
他
者
と
の
関
わ
り
、
繋
が
り
と
い
う
も
の
を
断
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
こ
の
私
そ
の
も
の
が
成
り
立
た
な
い
の
だ
と
い
う
、
そ
う
い

う
自
分
に
つ
い
て
の
見
方
で
す
。
そ
の
場
合
、
他
者
と
い
う
の
は
何
も
人
間
関
係
だ
け
に
留
ま
る
の
で
は
な
く
て
、
私
と
自
然
環
境
と
の

関
わ
り
合
い
、
あ
る
い
は
私
と
家
で
飼
っ
て
い
る
ペ
ッ
ト
と
の
関
わ
り
合
い
、
皆
私
に
と
っ
て
は
他
な
る
の
も
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う

い
う
結
び
付
き
、
関
わ
り
合
い
が
あ
っ
て
初
め
て
、
今
の
私
が
こ
の
よ
う
に
あ
ら
し
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
は
否
定
で
き
な
い

で
す
。
こ
の
よ
う
に
我
々
は
、
そ
う
い
う
様
々
な
原
因
や
条
件
に
よ
っ
て
初
め
て
、
こ
う
し
た
私
と
い
う
も
の
が
成
り
立
っ
て
い
る
の
だ

と
い
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
を
、
私
の
も
の
と
い
う
よ
う
に
私
物
化
、
私
有
化
し
て
は
い
け
な
い
、
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
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だ
け
ど
、
手
を
使
う
、
言
語
で
も
っ
て
誹
諸
中
傷
す
れ
ば
、
当
然
そ
こ
で
法
律
に
触
れ
て
し
ま
う
。
そ
う
し
ま
す
と
、
実
は
心
に
お
い
て

ど
の
よ
う
に
我
々
が
思
っ
て
い
る
か
、
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
実
は
仏
教
の
対
象
に
な
る
世
界
、
宗
教
の
世
界
に
関
係
す
る
と

言
っ
て
よ
い
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
実
は
そ
う
い
う
心
の
世
界
、
心
の
動
き
と
い
う
も
の
は
表
に
出
な
い
か
ら
、
知
ら
な
い

ま
ま
終
わ
っ
て
し
ま
お
う
と
思
え
ば
、
終
わ
っ
て
し
ま
え
る
。
「
そ
ん
な
こ
と
は
ど
う
で
も
よ
い
、
そ
ん
な
こ
と
を
追
求
し
て
い
く
と
、

自
分
の
醜
さ
、
い
や
ら
し
さ
と
い
う
も
の
に
ぶ
つ
か
ら
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
、
そ
ん
な
こ
と
は
伏
せ
て
お
い
て
し
ま
お
う
。
も
っ
と
人
生

を
楽
し
く
送
っ
た
方
が
よ
い
」
と
い
う
気
持
ち
に
な
る
の
が
、
大
体
の
人
な
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
う
や
っ
て
今
、
世
の
中
は
展
開
し
て

お
り
ま
す
が
、
し
か
し
、
私
は
同
じ
人
間
と
し
て
生
ま
れ
た
な
ら
ば
、
や
は
り
そ
う
い
う
人
間
の
、
私
の
心
の
奥
底
に
あ
る
醜
さ
、
恥
ず

か
し
さ
、
い
や
ら
し
さ
と
い
う
も
の
に
目
を
向
け
た
ほ
う
が
、
実
は
内
容
の
濃
い
、
豊
か
な
人
生
を
送
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
と
い
う
こ
と
を
思
う
の
で
す
。
そ
れ
で
、
実
は
仏
教
と
い
う
も
の
は
、
そ
う
い
う
心
の
動
き
と
い
う
も
の
を
非
常
に
追
求
し
て
い
っ
た

宗
教
で
あ
る
と
言
っ
て
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。

そ
ん
な
こ
と
を
一
つ
二
つ
例
を
も
っ
て
、
時
間
の
許
す
限
り
お
話
し
て
み
よ
う
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
こ
に
一
つ
歌
を
出
し
て
お
き
ま

し
た
。
作
者
を
存
じ
あ
げ
ず
、
申
し
訳
け
な
い
の
で
す
が
、

寝
た
き
り
の
老
い
を
見
舞
い
て
握
手
せ
り
そ
の
手
を
洗
う
我
に
目
覚
め
ぬ

分
か
り
や
す
い
歌
で
す
ね
。
多
分
、
身
近
に
寝
た
き
り
老
人
が
出
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
老
人
が
入
院
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
も
の
で
す
か

ら
、
こ
の
作
者
は
お
見
舞
い
に
行
っ
た
。
「
あ
あ
、
こ
ん
な
ふ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
お
気
の
毒
で
す
ね
。
そ
れ
で
も
、
あ
な
た
は
こ

ん
な
立
派
な
病
院
に
入
院
し
て
お
ら
れ
て
、
そ
れ
で
一
所
懸
命
先
生
が
治
療
し
て
下
さ
れ
ば
、
本
当
に
幸
せ
じ
ゃ
な
い
の
。
恵
ま
れ
て
い

る
ほ
う
で
す
よ
。
」
な
ん
て
言
っ
て
、
温
か
い
言
葉
を
か
け
て
お
見
舞
い
し
て
、
し
か
も
、
握
手
ま
で
し
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
で
、
そ

の
言
葉
を
吐
い
て
、
握
手
ま
で
し
て
、
そ
の
病
室
を
出
た
途
端
に
、
こ
の
人
は
ど
う
し
た
か
と
い
う
と
、
洗
面
所
へ
走
っ
て
行
っ
て
、
そ

の
手
を
洗
っ
て
し
ま
っ
た
。
誰
で
も
や
り
そ
う
な
こ
と
で
す
。
こ
の
作
者
は
そ
こ
で
、
手
を
洗
っ
て
し
ま
っ
た
自
分
に
ハ
ツ
と
気
付
く
の

10



で
す
。
そ
れ
が
こ
の
歌
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
微
妙
な
点
だ
け
れ
ど
も
、
大
事
な
点
だ
と
思
い
ま
す
。
手
を
洗
っ
て
、
そ
れ

で
外
へ
出
て
行
っ
て
、
た
ま
た
ま
病
院
の
外
で
友
達
に
出
逢
い
、
そ
こ
で
友
達
に
、
「
今
日
、
実
は
身
近
な
と
こ
ろ
に
寝
た
き
り
老
人
が

い
た
も
の
で
、
お
見
舞
い
し
て
き
た
ん
だ
よ
。
そ
し
た
ら
こ
ん
な
状
況
で
寝
て
お
ら
れ
て
本
当
に
た
い
へ
ん
だ
。
お
互
い
あ
ん
な
ふ
う
に

は
な
り
た
く
な
い
ね
。
」
な
ん
て
言
っ
て
、
家
へ
帰
っ
て
、
「
あ
あ
今
日
は
善
い
こ
と
を
し
た
。
忙
し
か
っ
た
け
れ
ど
、
お
見
舞
い
し
て
よ

か
っ
た
。
本
当
に
今
日
は
善
い
こ
と
を
し
た
な
あ
。
」
と
思
っ
て
そ
の
日
を
終
わ
っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
が
、
普
通
の
人
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
忙
し
い
中
を
病
院
に
見
舞
い
に
行
く
、
こ
れ
は
、
ま
さ
に
善
人
で
す
、
善
行
で
す
。
だ
け
ど
、
こ
の
作
者
は
そ
れ

だ
け
で
終
わ
っ
て
い
な
い
。
つ
い
つ
い
手
を
洗
っ
て
し
ま
っ
た
自
分
に
ハ
ツ
と
気
付
く
。
そ
れ
は
、
む
し
ろ
反
省
の
気
持
ち
、
「
し
ま
っ

た
、
申
し
訳
な
い
。
」
と
い
う
、
そ
ん
な
熾
悔
の
気
持
ち
で
し
ょ
う
。
な
ぜ
、
手
を
洗
っ
て
し
ま
う
の
で
し
ょ
う
。
皆
様
方
、
若
い
方
が
、

そ
れ
こ
そ
ス
タ
ー
な
ん
か
と
握
手
で
も
し
よ
う
も
の
な
ら
、
握
手
し
た
余
韻
が
消
え
な
い
よ
う
に
、
何
日
も
手
を
洗
う
な
ん
て
こ
と
は
し

な
い
で
し
ょ
う
。
こ
の
人
は
老
人
の
方
と
握
手
し
て
、
そ
の
手
を
す
ぐ
洗
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
、
老
人
と
い
う
も
の
は
汚
い
も
の
だ

と
、
特
に
痴
呆
症
で
悩
ん
で
寝
て
い
る
人
は
不
潔
な
も
の
だ
と
い
う
、
そ
う
い
う
先
入
観
が
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
の
先
入
観
が
自
ず
か
ら

手
洗
い
場
へ
走
ら
せ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
も
、
自
分
が
前
に
や
っ
た
行
為
と
い
う
の
は
、
美
し
い
言
葉
で
も
っ
て
、
優
し
い

言
葉
を
か
け
て
お
見
舞
い
し
た
。
握
手
ま
で
し
た
。
そ
ん
な
私
が
、
ど
う
し
て
そ
う
い
う
こ
と
を
し
て
し
ま
っ
た
の
か
と
い
う
、
そ
こ
に

ド
キ
ッ
と
し
た
も
の
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
デ
リ
ケ
ー
ト
な
話
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
に
仏
教
の
世
界
に
入
る
人
と
入
ら
な
い
人
の
違

い
が
出
て
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

あ
る
い
は
ま
た
、
ち
ょ
っ
と
長
い
で
す
け
れ
ど
、
プ
リ
ン
ト
に
紹
介
し
て
お
き
ま
し
た
、
遠
藤
周
作
さ
ん
の
エ
ッ
セ
イ
を
ご
覧
下
さ
い
。

取
材
が
終
わ
り
か
け
て
夕
暮
れ
の
誰
も
い
な
い
廊
下
を
歩
い
て
い
た
時
、
向
こ
う
か
ら
一
人
の
老
人
が
や
っ
て
き
た
。
老
人
が
患

者
で
あ
る
こ
と
は
一
眼
で
わ
か
っ
た
が
、
彼
も
ま
た
私
を
見
る
と
急
に
足
を
と
め
、
別
の
方
向
に
か
く
れ
よ
う
と
し
た
。
そ
の
時
、

私
を
伴
っ
て
い
た
修
道
女
が
彼
を
よ
び
と
め
、
手
招
き
を
し
た
。
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す
る
権
利
は
な
い
。

と
お
ず
お
ず
と
近
よ
っ
て
き
た
老
人
の
手
を
と
っ
て
彼
女
は
私
に
説
明
を
し
た
。

「
ご
ら
ん
な
さ
い
。
病
気
で
指
が
こ
ん
な
に
曲
が
っ
て
い
る
の
に
、
包
帯
巻
き
の
作
業
な
ん
か
手
伝
っ
て
く
れ
る
の
で
す
よ
」

そ
う
言
っ
て
修
道
女
は
私
の
眼
の
前
で
、
釘
の
よ
う
に
折
れ
曲
が
っ
た
患
者
の
五
本
の
指
を
や
さ
し
く
さ
す
り
は
じ
め
た
。

「
無
意
識
の
虚
栄
心
」
が
働
い
て

私
は
思
わ
ず
視
線
を
そ
ら
せ
た
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
時
、
老
人
が
健
康
者
の
私
に
自
分
の
歪
ん
だ
指
を
見
ら
れ
て
い
る
屈
辱
で
、
苦
し

い
表
情
を
し
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
修
道
女
の
ほ
う
は
そ
ん
な
老
患
者
の
心
理
に
ま
っ
た
く
無
神
経
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
彼
女
は
折
れ
曲
が
っ
た
指
を
さ
す
っ
て
や
り
な
が
ら
「
わ
た
く
し
た
ち
こ
こ
で
働
く
修
道
女
に
は
、
こ
ん
な
病
気
な
ど

何
で
も
あ
り
ま
せ
ん
の
よ
」
と
私
に
示
し
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
意
識
的
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
が
無
意
識
の
虚
栄
心
が
そ
こ
で
働

い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
感
じ
た
だ
け
に
私
は
思
わ
ず
眼
を
そ
ら
せ
た
の
だ
。

断
っ
て
お
く
が
、
私
は
彼
女
の
行
為
を
裁
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。
生
涯
を
あ
の
病
人
た
ち
に
捧
げ
た
こ
の
修
道
女
の
心
に
多
少

の
自
己
満
足
や
虚
栄
心
が
働
く
瞬
間
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
彼
女
た
ち
の
よ
う
な
立
派
な
生
き
か
た
の
で
き
ぬ
我
々
に
そ
れ
を
批
判

「
こ
の
お
爺
さ
ん
は
ね
」

と
お
ず
お
ず
と
近
よ
（
二

し
か
し
こ
の
時
の
思
い
出
は
い
つ
ま
で
も
私
の
心
に
残
っ
た
。
世
の
す
べ
て
を
捨
て
て
善
き
こ
と
を
行
な
っ
て
い
る
修
道
女
の
内

面
に
さ
え
無
意
識
の
虚
栄
心
が
働
く
こ
と
を
ま
ざ
ま
ざ
と
見
た
か
ら
で
あ
る
。
後
に
な
っ
て
グ
レ
ア
ム
・
グ
リ
ー
ン
の
「
燃
え
つ
き

た
人
間
」
と
い
う
ア
フ
リ
カ
の
救
癩
事
業
に
働
く
医
師
を
描
い
た
小
説
を
読
み
、
そ
の
な
か
に
特
効
薬
が
発
見
さ
れ
た
時
に
修
道
女

た
ち
が
彼
女
た
ち
の
愛
を
行
な
う
場
所
が
な
く
な
る
と
悲
嘆
に
く
れ
た
挿
話
を
知
っ
て
、
な
る
ほ
ど
と
思
っ
た
。
な
る
ほ
ど
と
思
っ

た
の
は
人
間
に
は
完
全
な
る
善
意
を
持
つ
こ
と
や
愛
だ
け
で
生
き
る
こ
と
は
ど
ん
な
に
至
難
か
が
改
め
て
わ
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

老
患
者
の
指
を
さ
す
っ
た
修
道
女
さ
ん
。
私
が
あ
の
時
の
光
景
を
こ
こ
に
書
い
た
の
を
許
し
て
ほ
し
い
。
（
あ
な
た
が
そ
の
思
い
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出
を
す
っ
か
り
忘
れ
て
お
ら
れ
る
こ
と
を
私
は
願
う
）
し
か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
私
は
我
々
の
心
の
奥
底
に
あ
る
無
意
識
が
ど
ん
な
遠

隔
操
作
を
意
識
に
す
る
か
が
よ
く
わ
か
っ
た
の
だ
。
私
流
の
言
葉
を
使
わ
せ
て
も
ら
う
な
ら
ば
、
我
々
が
自
分
の
外
づ
ら
を
ど
ん
な

あ
ざ
け

や
ゆ

に
装
お
う
と
、
そ
れ
を
噺
る
よ
う
に
椰
楡
す
る
よ
う
に
内
づ
ら
が
ひ
ょ
い
と
顔
を
出
す
こ
と
を
。
し
か
も
我
々
は
そ
の
内
づ
ら
の

出
現
に
一
向
に
気
づ
い
て
も
い
な
い
の
だ
。
そ
し
て
自
分
は
正
し
い
こ
と
を
し
て
い
る
、
善
い
こ
と
を
し
て
い
る
、
愛
し
て
い
る
、

と
い
つ
も
思
い
こ
ん
で
い
る
の
だ
。
そ
の
正
し
い
こ
と
の
た
め
に
他
人
が
傷
つ
き
、
そ
の
愛
の
た
め
に
相
手
が
息
苦
し
く
思
っ
て
い

ノ
ク
タ
ー
ン

る
こ
と
が
わ
か
ら
ず
に
。
…
…
（
遠
藤
周
作
「
心
の
夜
想
曲
』
）

と
い
う
文
章
が
あ
る
の
で
す
が
、
こ
こ
に
非
常
に
デ
リ
ケ
ー
ト
な
問
題
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
修
道
女
の
や
る
こ
と
は
ま
さ
に
善
で
す
。
私

に
は
と
て
も
真
似
の
で
き
な
い
、
素
晴
ら
し
い
善
行
を
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
に
ふ
い
っ
と
遠
藤
周
作
に
は
虚
栄

心
と
い
う
も
の
を
見
て
し
ま
わ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
倫
理
・
道
徳
の
世
界
で
は
「
善
を
し
な
さ
い
、

悪
い
こ
と
を
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
」
と
い
う
こ
と
を
言
い
ま
す
。
し
か
し
、
仏
教
で
は
そ
れ
で
終
わ
っ
た
ら
駄
目
な
の
で
す
。
善
を
行
な

う
、
そ
の
善
に
つ
い
て
、
も
う
一
度
心
を
向
け
な
さ
い
、
と
い
う
の
が
仏
教
の
立
場
な
の
で
す
。

私
た
ち
の
先
生
の
山
口
益
先
生
と
い
う
方
は
、
そ
こ
に
書
い
て
お
き
ま
し
た
が
、
「
善
を
徴
悔
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
、
い
つ
も
お
っ、

、
列

し
ゃ
い
ま
し
た
。
善
を
熾
悔
す
る
。
な
ぜ
、
善
を
徴
悔
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
善
は
誰
も
が
や
る
べ
き
こ
と
で
す
。
と
こ
ろ
力

先
生
は
、
「
仏
教
の
立
場
か
ら
言
う
と
、
そ
の
善
を
こ
そ
幟
悔
し
な
さ
い
」
、
と
い
う
こ
と
を
非
常
に
よ
く
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

そ
ん
な
こ
と
が
実
は
、
「
七
佛
通
誠
偶
」
と
い
う
伝
統
的
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
仏
教
の
言
葉
の
中
に
表
わ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
実

に
倫
理
・
道
徳
の
世
界
と
仏
教
の
違
い
と
い
う
も
の
が
、
こ
の
「
七
佛
通
誠
偶
」
と
い
う
も
の
に
表
わ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
七
佛
と

い
う
の
は
、
お
釈
迦
様
を
は
じ
め
と
す
る
、
過
去
に
七
佛
が
お
ら
れ
て
、
お
釈
迦
様
が
誕
生
な
さ
る
前
か
ら
ず
っ
と
仏
教
に
通
じ
た
、
仏

教
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
一
般
的
な
誠
め
の
偶
と
言
い
ま
す
か
、
教
訓
に
な
る
詩
偶
と
言
い
ま
す
の
が
、
「
七
佛
通
誠
偶
」
と
い
う
意
味
で

し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
四
句
で
す
。
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諸
悪
莫
作
衆
善
奉
行
自
浄
其
意
是
諸
仏
教

「
諸
悪
莫
作
」
と
い
う
の
は
、
「
諸
々
の
悪
を
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
」
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
「
衆
善
奉
行
」
の
「
衆
」
は
多
く
と
い
う

意
味
で
す
。
「
多
く
の
善
を
勤
め
励
み
な
さ
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、
「
悪
い
こ
と
を
し
な
い
で
善
い
こ
と
を
し
な
さ
い
」
と
い

う
こ
と
で
す
。
そ
の
次
に
、
「
自
浄
其
意
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
諸
仏
の
教
え
で
あ
る
と
い
う
。
「
自
浄
其
意
」
と
い
う
言

葉
は
原
語
的
に
は
、
《
“
ぐ
ぃ
ｇ
§
も
目
烏
白
目
四
）
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
を
自
浄
其
意
と
訳
し
ま
し
た
が
、
玄
美
と
い
う
人
は
そ
れ
を
「
自
調

伏
其
心
」
と
い
う
言
葉
で
訳
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
「
其
の
意
」
と
い
う
の
は
心
で
す
ね
。
そ
の
心
を
自
ら
浄
化
し
な
さ
い
、
と
い
う
こ

と
で
す
。
あ
る
い
は
玄
葵
の
訳
に
従
え
ば
、
其
の
心
を
自
ら
調
伏
し
な
さ
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
ご
目
骨
日
目
画
》
と
い
う
原
語
は

《
。
○
日
目
〕
と
い
う
英
語
に
な
り
ま
す
か
ら
、
従
っ
て
そ
こ
に
〃
調
伏
″
と
い
う
訳
語
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
。
そ
の
「
悪
を
し
な
い
で
善

を
す
る
と
い
う
、
そ
の
私
の
心
を
も
う
一
度
チ
ェ
ッ
ク
し
な
さ
い
、
そ
う
い
う
心
を
こ
そ
浄
化
し
な
さ
い
よ
」
と
い
う
わ
け
で
す
。
「
善

を
行
な
っ
て
好
い
気
に
な
っ
て
し
ま
う
、
そ
の
心
を
こ
そ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
な
さ
い
」
と
、
そ
う
し
て
初
め
て
仏
教
の
教
え
に
な
る
の
で

す
。
こ
う
い
う
こ
と
を
、
こ
の
「
七
佛
通
誠
偶
」
と
い
う
の
は
教
え
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
が
や
は
り
、
仏
教
が
教
え
る
大
事

な
点
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
思
う
の
で
す
。

そ
れ
で
は
、
も
う
一
つ
原
始
経
典
に
よ
っ
て
人
間
性
を
示
す
言
葉
を
探
し
ま
す
と
、

愚
か
者
と
て
も
愚
か
な
り
と
思
う
者
は
そ
れ
に
よ
り
て
す
で
に
賢
き
者
な
り

さ
れ
ど
賢
し
と
思
う
愚
か
者
か
れ
こ
そ
愚
か
者
と
い
わ
る
ｅ
ｇ
ｇ
藤
田
宏
達
訳
）

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
な
か
な
か
味
わ
い
の
深
い
言
葉
で
し
ょ
う
。

自
分
の
心
と
い
う
も
の
を
内
へ
内
へ
と
追
求
し
て
い
く
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
親
鶯
聖
人
の
有
名
な
お
言
葉
を
見
れ
ば
、
は
っ
き
り
し
ま

す
ね
。

「
誠
に
知
り
ぬ
。
悲
し
き
か
な
、
愚
禿
鴬
、
愛
欲
の
広
海
に
沈
没
し
、
名
利
の
太
山
に
迷
惑
し
て
、
…
…
」
（
覇
行
信
証
』
信
巻
）
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こ
れ
は
、
八
十
歳
を
越
え
た
親
鶯
聖
人
の
自
白
の
言
葉
で
す
。
自
分
と
い
う
も
の
を
追
求
し
て
い
け
ば
、
そ
う
い
う
自
分
を
認
め
ざ
る
を

得
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
、
な
か
な
か
言
え
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
う
こ
と
を
親
鴬
聖
人
は
お
っ
し
ゃ
っ
て

い
ま
す
。
「
愛
欲
の
広
海
に
沈
没
し
、
名
利
の
太
山
に
迷
惑
す
、
そ
れ
が
、
八
十
を
越
え
た
自
分
の
実
情
な
の
だ
」
と
い
う
の
で
す
。
で

す
か
ら
、
結
局
人
間
の
心
と
い
う
も
の
は
、
「
歎
異
抄
」
に
出
て
い
る
よ
う
に
、

「
さ
る
べ
き
業
縁
の
も
よ
お
せ
ば
、
い
か
な
る
ふ
る
ま
い
も
す
べ
し
」
（
藪
異
抄
』
）

と
い
う
と
こ
ろ
に
、
人
間
の
姿
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
、
そ
こ
か
ら
分
か
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。

今
、
無
常
と
無
我
と
い
う
こ
と
を
手
掛
か
り
に
い
た
し
ま
し
て
、
特
に
心
の
問
題
、
仏
教
と
倫
理
・
道
徳
の
世
界
と
の
違
い
と
い
う
よ

う
な
こ
と
を
お
話
し
て
き
た
の
で
す
が
、
そ
ん
な
こ
と
を
手
掛
か
り
に
し
て
、
仏
教
の
真
髄
、
エ
ッ
セ
ン
ス
に
我
々
は
触
れ
る
こ
と
が
で

き
た
ら
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
最
初
に
提
起
し
た
死
苦
か
ら
の
解
放
と
い
う
こ
と
が
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
く
る
の
か
と
い
う

こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
無
常
な
ら
無
常
、
あ
る
い
は
無
我
な
ら
無
我
と
い
う
こ
と
を
手
掛
か
り
に
し
て
、
仏
教
の
教
え
を
学
ん

で
い
く
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
や
死
に
対
す
る
執
着
が
う
す
れ
て
い
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
実
は
死
苦
か
ら
の
解
放
が
可
能
に
な

る
の
で
す
が
、
そ
れ
で
は
、
そ
の
死
苦
か
ら
解
放
さ
れ
た
世
界
と
い
う
の
は
ど
ん
な
世
界
な
の
か
、
先
に
は
平
和
な
世
界
、
あ
る
い
は
静

け
さ
の
世
界
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
ま
し
た
が
、
も
っ
と
別
に
こ
の
現
実
の
世
界
に
お
い
て
、
そ
れ
は
ど
ん
な
形
で
も
っ
て
出
て
く
る
世

界
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
次
に
紹
介
し
て
お
き
ま
す
。

東
井
義
雄
と
い
う
先
生
は
次
の
よ
う
な
言
葉
で
表
現
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

「
苦
に
な
る
べ
き
事
柄
が
、
苦
の
は
た
ら
き
を
し
な
く
な
る
世
界
」

こ
れ
が
や
は
り
、
仏
教
で
い
う
救
い
の
世
界
で
し
ょ
う
。
本
来
な
ら
ば
、
苦
に
な
る
べ
き
事
柄
が
、
苦
の
は
た
ら
き
を
し
な
く
な
る
世
界
、

な
の
で
す
。
他
の
人
な
ら
苦
し
い
と
思
う
こ
と
、
そ
れ
が
仏
教
者
に
は
、
苦
に
感
じ
な
い
で
済
ん
で
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

そ
れ
を
次
の
文
章
で
ご
理
解
下
さ
い
。
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好
き
勝
手
に
生
き
て
き
て
申
し
訳
な
い
私
な
の
に
、
突
然
の
死
を
賜
る
こ
と
な
く
、
自
分
の
生
き
方
や
死
を
問
わ
ず
に
い
ら
れ
な
い

ガ
ン
と
い
う
病
気
を
賜
っ
た
こ
と
を
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。
む
し
ろ
死
を
見
つ
め
続
け
た
お
か
げ
で
病
い
に
導
か
れ
、
身
の
ま
わ
り

か
ら
説
き
示
し
て
下
さ
る
「
今
現
在
説
法
」
（
今
現
に
ま
し
ま
し
て
法
を
説
き
た
も
う
『
仏
説
阿
弥
陀
経
」
）
の
法
座
に
す
わ
ら
せ
て

下
さ
っ
た
こ
の
幸
せ
、
ま
こ
と
に
如
来
の
摂
取
不
捨
の
不
思
議
さ
を
身
を
も
っ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

（
鈴
木
章
子
『
癌
告
知
の
あ
と
で
』
）

「
ガ
ン
と
い
う
病
気
を
賜
っ
た
こ
と
を
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
な
か
な
か
出
な
い
言
葉
で

す
。
ガ
ン
だ
と
宣
告
さ
れ
た
ら
、
そ
の
瞬
間
に
絶
望
し
て
、
の
た
う
ち
ま
わ
っ
て
し
ま
う
の
が
普
通
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
こ
の
鈴
木
章

子
さ
ん
に
は
、
「
ガ
ン
と
い
う
病
気
を
賜
っ
た
こ
と
を
感
謝
し
て
お
り
ま
す
」
と
い
う
言
葉
が
出
る
。
な
ぜ
、
こ
ん
な
言
葉
が
出
る
か
。

こ
れ
が
実
は
、
仏
教
の
教
え
を
聴
い
て
き
た
人
の
証
で
し
ょ
う
。
こ
の
方
は
ガ
ン
で
あ
と
二
年
で
亡
く
な
る
の
で
す
が
、
そ
の
時
に
死
と

い
う
も
の
の
苦
し
み
を
感
じ
な
い
で
済
ん
で
い
る
の
で
し
ょ
う
。
ま
さ
に
死
苦
か
ら
解
放
さ
れ
た
状
態
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
、
こ
う
い
う

台
詞
と
な
っ
て
出
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
仏
教
を
学
べ
ば
、
こ
う
い
う
世
界
に
我
々
は
入
る
こ
と
が
で
き
る
、
導
い
て
も
ら
え
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
そ
れ
は
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。

で
す
か
ら
、
皆
様
方
は
本
当
に
貴
重
に
も
仏
教
学
を
学
ぶ
た
め
に
、
こ
の
大
谷
大
学
に
入
っ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
ぜ
ひ
と
も
仏
教
を
学

ん
で
下
さ
っ
て
、
今
ご
紹
介
し
た
よ
う
な
、
そ
ん
な
世
界
に
入
っ
て
い
く
こ
と
、
そ
う
い
う
こ
と
が
身
に
つ
い
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
、

実
は
仏
教
と
い
う
も
の
を
学
ぶ
姿
勢
、
態
度
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

仏
教
を
学
ぶ
方
法
に
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
ま
ず
仏
教
を
学
ぶ
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
と
い
う
と
、
ま
ず
何
と
い
っ

て
も
文
献
研
究
で
す
。
文
献
を
し
っ
か
り
正
確
に
読
ん
で
、
仏
典
が
何
を
我
々
に
教
え
て
く
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
し
っ
か
り

テ
キ
ス
ト
に
沿
っ
て
理
解
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
が
ま
ず
第
一
で
す
。
だ
か
ら
、
こ
の
た
め
に
は
ど
う
し
て
も
言
語
と
い
う
も
の

の
勉
強
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
勉
強
、
あ
る
い
は
パ
ー
リ
語
、
あ
る
い
は
チ
ベ
ッ
ト
語
、
あ
る
い
は
漢
文
で
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す
。
そ
う
い
う
言
語
を
し
っ
か
り
駆
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
典
を
原
典
に
当
た
っ
て
自
分
な
り
に
納
得
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
、
そ

れ
が
や
は
り
大
事
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
仏
教
を
学
ぶ
方
法
論
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
文
献
学
的
研
究
と
、
も
う
一
つ
は

思
想
的
、
哲
学
的
な
関
心
を
持
っ
た
研
究
と
い
う
、
そ
う
い
う
二
つ
の
流
れ
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
注
意
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い

の
は
、
文
献
に
基
づ
い
た
研
究
を
や
ら
な
い
と
思
想
的
研
究
と
い
う
も
の
が
不
確
か
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
逆
に
ま
た
、
思
想

と
い
う
も
の
を
追
求
し
な
い
仏
教
学
研
究
、
こ
れ
は
や
は
り
虚
し
い
も
の
に
な
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
「
文
献
研
究
に
基
づ
い
た
思
想
的
探

求
」
と
い
う
こ
と
を
、
我
々
は
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
二
つ
の
方
向
が
相
俟
っ
た
方
法

で
な
い
と
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
文
献
に
基
づ
い
て
正
確
に
仏
典
を
読
む
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
教
の
哲
学
的
、
思
想
的
な

内
容
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
と
い
う
、
そ
う
い
う
こ
と
が
二
つ
相
俟
っ
て
初
め
て
、
本
当
の
仏
教
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
が
出
て
く
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
そ
こ
に
僧
学
と
い
う
言
葉
を
出
し
て
お
き
ま
し
た
。

実
は
私
た
ち
の
恩
師
で
あ
る
山
口
益
と
い
う
先
生
が
僧
学
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
。
な
ぜ
、
こ
う
い
う
言
葉
が
山
口
先

生
か
ら
語
ら
れ
た
か
と
言
い
ま
す
と
、
川
口
先
生
は
真
宗
大
谷
派
の
僧
侶
と
し
て
生
ま
れ
て
、
や
は
り
先
生
に
と
っ
て
の
一
番
の
関
心
は
、

お
釈
迦
様
の
教
え
と
親
鴬
聖
人
の
教
え
と
い
う
も
の
が
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
思
想
的
に
繋
が
る
か
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
で

す
か
ら
、
晩
年
は
そ
の
こ
と
を
一
所
懸
命
、
文
献
学
的
に
明
ら
か
に
な
さ
ろ
う
と
な
さ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
う
し
ま
し
た
ら
、
そ
の
時
に
、

今
は
も
う
お
亡
く
な
り
に
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
い
わ
ゆ
る
文
献
学
の
分
野
で
非
常
に
優
れ
た
仏
教
学
者
だ
っ
た
某
先
生
が
、
「
山
口
先

生
が
や
っ
て
い
る
学
問
は
僧
学
で
し
か
な
い
」
、
つ
ま
り
護
教
的
な
仏
教
学
で
あ
る
と
い
う
批
判
を
な
さ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、

山
口
先
生
は
、
「
い
や
僧
学
で
結
構
」
、
と
い
う
ふ
う
に
堂
々
と
お
答
え
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
場
合
、
僧
学
と
い
う
の
は
、
坊

さ
ん
に
な
る
、
あ
る
い
は
坊
さ
ん
の
た
め
の
学
問
と
い
う
の
で
は
な
い
。
仏
教
を
学
ぶ
こ
と
は
、
実
は
そ
れ
に
よ
っ
て
仏
教
の
教
え
を
自

分
が
身
に
つ
け
て
い
く
と
い
う
、
そ
う
い
う
学
び
方
で
あ
っ
て
欲
し
い
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
仏

教
を
学
ぶ
こ
と
が
坊
さ
ん
に
な
る
た
め
の
手
段
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
仏
教
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
が
実
は
私
自
身
が
仏
教
徒
に
さ
せ
て

1 房
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も
ら
う
の
だ
と
、
仏
教
の
教
え
に
納
得
し
て
い
け
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
自
分
に
な
れ
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
仏
教
の
学
び
方
を
す
る
べ

き
だ
と
い
う
こ
と
を
、
山
口
先
生
は
我
々
に
残
し
て
い
っ
て
下
さ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
仏
教
の
勉
強
の
仕
方
は
い

ろ
い
ろ
と
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
大
谷
大
学
で
学
ぶ
皆
様
方
の
仏
教
は
、
や
は
り
僧
学
で
あ
っ
て
何
ら
お
か
し
く
な
い

と
思
い
ま
す
。
そ
う
で
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
仏
教
を
や
っ
て
い
て
も
、
本
当
に
充
実
し
た
も
の
に
な
ら
な
い
と
言
い
ま
す
か
、
虚
し
い
仏

教
学
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
皆
様
方
は
せ
っ
か
く
仏
教
学
を
専
攻
し
て
下
さ
い
ま
し
た
の
で
、

学
び
の
あ
り
方
と
い
う
も
の
、
そ
う
い
う
仏
教
の
研
究
方
法
と
い
う
も
の
を
ひ
と
つ
身
に
つ
け
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
も
う
一
つ
だ
け
お
話
し
て
お
き
ま
す
な
ら
ば
、
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
ラ
モ
ー
ト
（
囚
冒
邑
の
屈
日
○
言
の
）
と
い
う
、
非
常
に
素
晴
ら

し
い
仏
教
学
者
が
お
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
方
は
ベ
ル
ギ
ー
の
ル
ー
ヴ
ァ
ー
ン
Ｐ
Ｃ
屋
く
昌
）
大
学
の
教
授
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
高
徳
な
司

祭
で
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
方
が
仏
教
の
研
究
者
で
あ
っ
て
、
そ
れ
こ
そ
世
界
的
な
業
績
を
残
し
て
い
か
れ
た
の
で
す
が
、
こ
の
ラ
モ
ー

ト
先
生
が
山
口
先
生
に
対
し
て
手
紙
を
出
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
そ
の
手
紙
が
、
皆
様
方
も
お
持
ち
か
と
思
い
ま
す
「
仏
教
学
序
説
」
と

い
う
書
物
の
最
初
に
写
真
で
撮
ら
れ
て
出
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
ラ
モ
ー
ト
先
生
が
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
「
学
問
的
成

果
と
そ
れ
を
や
っ
て
い
る
人
と
ど
う
い
う
関
わ
り
が
あ
る
の
か
。
そ
の
人
の
学
問
が
そ
の
人
に
と
っ
て
、
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
の
か
。

そ
う
い
う
こ
と
を
問
わ
く
て
は
な
ら
な
い
。
」
と
い
う
質
問
を
ラ
モ
ー
ト
先
生
が
山
口
先
生
に
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
山
口

先
生
が
お
答
え
に
な
っ
た
の
が
、
実
は
僧
学
と
い
う
言
葉
の
内
容
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
仏
教
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
単

に
言
語
学
的
に
、
あ
る
い
は
考
古
学
的
に
、
あ
る
い
は
歴
史
学
的
に
仏
教
の
知
識
を
吸
収
し
、
そ
れ
で
良
し
と
す
る
、
そ
う
い
う
勉
強
方

法
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
せ
っ
か
く
皆
様
方
が
こ
の
大
谷
大
学
へ
来
ら
れ
て
、
大
谷
大
学
を
選
ん
で
、
仏
教
を
学
ん
で
下
さ
る
と

い
う
の
は
、
実
は
そ
う
い
う
勉
強
で
終
わ
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
僧
学
、
す
な
わ
ち
仏
教
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
自
身
が
そ
の
教
え

を
身
に
つ
け
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
仏
教
学
と
い
う
も
の
を
ぜ
ひ
学
ん
で
頂
き
た
い
、
と
い
う
こ
と
を
願
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
時
間
が
限

ら
れ
て
お
り
ま
す
も
の
で
す
か
ら
、
随
分
端
折
っ
た
話
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
お
り
ま
す
が
、
新
入
生
の
皆
様
方
の
ご
入
会
に
当
た
っ
て
、
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あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

仏
教
と
い
う
も
の
は
こ
う
い
う
世
界
、
こ
う
い
う
も
の
を
目
的
と
し
て
い
る
の
だ
と
、
そ
れ
で
は
そ
の
た
め
に
は
、
ど
う
い
う
こ
と
を
、

ど
ん
な
勉
強
の
仕
方
を
し
た
ら
い
い
の
か
と
、
い
っ
た
こ
と
を
一
言
お
話
し
て
、
こ
れ
で
終
わ
ら
せ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
も

（
本
稿
は
平
成
十
三
年
四
月
二
十
五
日
の
仏
教
学
会
新
会
員
歓
迎
会
に
お
い
て
行
わ
れ
た
講
演
記
録
を
加
筆
訂
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
）
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