
ツ
ォ
ン
カ
パ
（
弓
切
○
国
、
穴
彦
山
ｂ
ｍ
ｍ
］
○
ず
い
ｍ
ｐ
ｍ
四
口
ぬ
い
で
四
》

国
、
『
ｌ
Ｅ
５
姿
．
ロ
）
に
よ
る
『
中
論
（
ミ
ミ
ミ
ョ
ミ
ご
自
営
黒
ミ
‐
洋
習
Ⅱ

巨
巴
」
の
註
釈
『
正
理
大
海
』
は
、
帰
敬
偶
の
解
釈
に
お
い
て

①

そ
の
独
自
の
論
展
開
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
本
論
部
に
関
し
て
は

②

長
尾
雅
人
博
士
に
よ
っ
て
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
ナ
ー

ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
ヨ
倒
恩
号
口
印
．
８
届
？
尉
○
シ
ロ
）
の
諸
著

作
を
始
め
中
観
派
の
諸
論
師
の
著
作
を
依
用
し
な
が
ら
も
、
最
終

的
に
は
ツ
ォ
ン
カ
パ
が
私
淑
す
る
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ

各
自
島
四
罫
昌
》
８
＆
ｇ
＆
ｇ
シ
・
ロ
）
の
立
場
を
結
論
的
に
引

用
し
、
『
プ
ラ
サ
ン
ナ
パ
ダ
ー
（
、
愚
吻
§
言
§
負
号
Ⅱ
国
〕
）
」
の
意

図
す
る
所
を
ご
嗣
本
偶
の
語
を
折
り
込
ん
で
綴
り
合
わ
せ
て
い

〈
は
じ
め
に
〉

ツ
ォ
ン
カ
パ
の
縁
起
観

Ｉ
中
論
註
『
正
理
大
海
』
〕
只
弓
と
‐
さ
試
訳
Ｉ

っ
た
観
を
呈
す
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
こ
の
こ
と
は
先
行
す
る
著

作
、
す
な
わ
ち
自
身
の
中
観
思
想
の
根
本
的
立
場
を
確
立
し
た

『
菩
提
道
次
第
広
論
」
Ｐ
”
辰
Ｂ
）
や
イ
ン
ド
大
乗
仏
教
の
思

想
史
的
展
開
を
総
括
し
た
『
未
了
義
了
義
善
説
心
髄
」
（
Ｆ
冨

匡
Ｓ
）
の
も
つ
独
自
性
と
比
較
す
る
と
き
一
層
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
た
と
え
註
釈
書
と
い
う
限
定
の
中
で
『
正
理
大

海
」
が
も
屯
の
文
脈
を
な
ぞ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
と
し
て
も
、

既
述
の
よ
う
な
著
述
活
動
を
経
た
ツ
ォ
ン
カ
パ
に
よ
っ
て
中
観
派

の
根
本
諭
書
で
あ
る
巨
肉
の
注
釈
と
し
て
本
論
が
著
述
さ
れ
た

こ
と
は
、
そ
こ
に
独
自
の
課
題
が
存
在
し
た
と
考
え
る
の
が
妥
当

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

筆
者
は
こ
の
課
題
に
対
す
る
回
答
の
一
端
を
示
す
も
の
が
ツ
ォ

ン
ヵ
パ
の
縁
起
観
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
『
正
理
大
海
』
の
科

安
武
智

丸
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文
は
巨
〆
の
構
造
の
ツ
ォ
ン
ヵ
パ
に
よ
る
解
釈
で
あ
る
が
、
そ

の
中
で
ツ
ォ
ン
ヵ
パ
は
縁
起
（
胃
ロ
】
ご
巨
晶
）
を
軸
と
し
て

巨
歸
全
体
を
三
部
構
成
と
し
て
組
織
す
る
。

側
「
縁
起
（
月
己
〕
ご
ロ
侭
）
は
自
性
と
し
て
空
で
あ
る
と

い
う
説
示
」
（
第
一
’
二
十
五
章
）

②
「
そ
れ
（
縁
起
は
自
性
と
し
て
空
で
あ
る
と
い
う
説
示
）

を
了
解
す
る
か
し
な
い
か
に
よ
っ
て
輪
廻
を
流
転
還
滅
す

る
仕
方
」
（
第
二
十
六
章
）

③
「
縁
起
（
耳
の
ロ
ゞ
ご
自
侭
）
睦
了
解
す
る
と
き
悪
見
を
離

、

れ
る
在
り
方
」
（
第
二
十
七
章
）

こ
の
よ
う
な
縁
起
を
軸
と
し
た
中
観
思
想
の
捉
え
方
は
最
初
期

の
Ｆ
宛
以
来
繰
り
返
し
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
中
で
も
中
観

④

派
と
実
在
論
者
と
を
峻
別
す
る
「
中
観
不
共
の
勝
法
」
と
い
う
論

述
Ｐ
閥
甸
凹
函
畠
冨
‐
囲
歯
巴
の
結
論
部
に
お
い
て
、
中
観
思

想
の
大
前
提
と
な
る
縁
起
理
解
を
縁
起
と
空
の
同
義
性
を
論
じ
つ

つ
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
。

〔
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
が
〕
空
性
の
意
味
を
縁
起
（
Ｈ
の
目

〉
胃
の
こ
の
意
味
と
し
て
お
説
き
に
な
ら
れ
た
中
観
智
者
の

存
在
が
因
果
と
し
て
顕
わ
れ
る
在
り
方
と
を
、
他
に
よ
っ
て

自
性
に
決
定
を
与
え
る
道
理
と
、
自
性
と
し
て
空
で
あ
る
諸

》
ず
Ｈ
の
』
）
（

勝
法
・
…

す
な
わ
ち
、

縁
起
（
Ｈ
の
日
〉
耳
①
二
に
拠
っ
て
無

Ｇ

導
き
得
な
い
決
定
に
導
く
べ
き
で
あ
る
。

こ
こ
に
提
示
さ
れ
た
ツ
ォ
ン
カ
パ
の
縁
起
観
が
巨
尻

）
只
弓
‐
扇
を
そ
の
典
拠
と
し
て
い
る
こ
と
は
容
易
に
理
解
し
う

る
で
あ
ろ
う
。
ツ
ォ
ン
カ
パ
は
縁
起
と
空
の
同
義
性
を
軸
と
し
て
、

「
縁
起
に
拠
っ
て
無
自
性
に
決
定
を
与
え
る
道
理
」
と
「
自
性
と

し
て
空
で
あ
る
諸
存
在
が
因
果
と
し
て
顕
わ
れ
る
在
り
方
」
と
い

う
縁
起
の
二
つ
の
側
面
を
「
中
観
不
共
の
勝
法
」
と
し
て
提
示
し

て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
縁
起
の
二
側
面
を
構
成
す
る
も
の
が
二
種

の
「
縁
起
」
表
記
、
す
な
わ
ち
世
俗
を
指
示
す
る
ゞ
目
①
ロ
〕
宮
巴
ゞ

と
勝
義
を
指
示
す
る
［
号
邑
》
耳
匡
侭
ゞ
と
の
関
係
で
は
な
い
か
と

⑥

筆
者
は
考
え
る
。
そ
こ
で
縁
起
と
空
の
同
義
性
を
表
明
す
る

ご
【
〉
輿
弓
‐
届
の
解
読
の
為
に
、
〉
只
弓
と
以
降
の
展
開
の
和

訳
を
試
み
、
ゞ
耳
の
ロ
ゞ
耳
の
｝
薯
と
※
耳
の
ロ
）
ず
館
侭
》
）
と
が
如
何
な
る
文

脈
に
お
い
て
語
ら
れ
る
か
を
提
示
し
た
い
。

和
訳
に
際
し
て
用
い
た
テ
キ
ス
ト
及
び
本
文
中
に
用
い
た
略
号

は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

く
“
『
自
冒
冷
再
静
３
ｓ
清
和
緒
崎
、
負
哉
碕
望
ロ
ミ
冴
言
．
、
ミ
ー
琶
口
罫
〕
く
い
日
ロ
四
‐

の
』
》
痔
＠
劃
い
、

【
即
昌
誉
言
国
『
●
厨
＆
言
蔦
罫
蒟
奇
ミ
ご
畠
曾
暮
鴎
受
．
§
向
圏
ご
＆
言
叡

、
’
再
ロ
ミ
守
善
冨
亀
記
侭
“
、
国
越
侭
ど
画
ミ
冴
言
Ｎ
苛
め
ご
昌
言
勵
琴
壁
甥
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【
ｚ
昌
二
諦
を
知
ら
な
け
れ
ば
聖
言
の
真
実
を
知
ら
な
い
こ

と
お
〉

諸
仏
に
よ
る
法
の
説
示
の
在
り
方
が
二
諦
を
依
り
所
と
し
て
い

る
こ
と
と
、
世
俗
と
勝
義
の
（
【
．
隠
殴
）
諦
と
い
う
そ
れ
ら
両

者
の
区
別
と
を
既
に
述
べ
た
よ
う
に
遍
知
し
て
い
な
い
者
達
は
、

仏
説
と
は
甚
深
な
る
縁
起
言
の
．
・
９
厘
届
）
の
真
実
で
あ
る
こ

と
を
遍
知
し
て
い
な
い
。

そ
れ
故
、
勝
者
の
説
示
（
仏
説
）
の
真
実
を
知
ろ
う
と
望
む
な

ら
ば
、
「
依
拠
し
て
生
起
す
る
も
の
（
耳
詳
①
冒
口
閉
め
辱
の
ｇ
）
」
と

⑧

「
依
拠
し
て
仮
設
さ
れ
て
い
る
も
の
（
言
５
口
目
四
の
茸
侭
の
息
）
」

き
》
弓
言
①
。
呂
庁
ｇ
の
ｇ
ご
く
○
牙
め
（
の
切
巨
ヨ
ザ
ロ
日
）
且
”
希

弓
の
○
三
‐
患
国
崔
‐
甸
醒
国
旧
○
‐
、
Ｎ
シ
ｚ
‐
の
宛
シ
の
の
‐
勺
シ
》
ぐ
巳
＠
画
い

き
尉
国
切
言
、
崖
ロ
ロ
、
ロ
○
①
具
）
）
の
①
・
①
ロ
の
目
侭
田
ケ
三
目
］
四
日

の
尽
巨
口
も
彦
巴
の
①
Ｈ
５
ｍ
）
①
（
」
．
す
ぐ
三
，
四
ヌ
国
口
”
の
①
庁
崩
ロ
の
昌
○
）

ｚ
①
言
口
座
匡
〕
胃
＠
コ
千
胃
④
「
Ｐ

も
ゞ
儲
ご
ミ
負
爵
画
言
鳶
暮
狩
奇
置
、
ご
畠
冒
さ
閏
司
さ
。
鴎
ご
ロ
言
球

ミ
負
ミ
雰
言
包
記
曾
曾
ご
廻
国
量
§
。
§
鴎
雪
国
言
影
印
北

京
版
西
蔵
大
蔵
経
令
①
画
侭
固
ｇ
ｇ
ｐ
》
、
国
肝
冨
国
早
目
国
‐

戸
口
）
ｚ
ｏ
．
①
昌
印
い

〈
和
訳
〉

【
ｚ
邑
二
諦
を
説
示
す
る
目
的
〈
Ｓ
〉

「
も
し
も
、
勝
義
が
戯
論
を
離
れ
て
い
る
こ
と
を
本
質
と
す
る

な
ら
ば
、
仮
に
真
実
が
説
示
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
〔
五
〕
恵
、

〔
十
八
〕
界
、
〔
十
二
〕
処
、
〔
四
〕
諦
、
〔
十
二
〕
縁
起
含
ｇ

す
＄
｜
）
と
い
っ
た
世
俗
な
る
も
の
が
説
示
さ
れ
て
い
る
の
は
一

体
何
の
為
で
あ
ろ
う
か
。
真
実
で
な
い
も
の
は
断
た
れ
る
べ
き
で

あ
る
な
ら
ば
、
断
た
れ
る
べ
き
も
の
を
説
示
す
る
必
要
は
な
い
」

と
言
う
な
ら
ば
、
〔
答
え
る
。
〕
真
実
で
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
そ
れ

（
真
実
）
と
し
て
顕
現
し
て
い
る
世
俗
な
る
も
の
の
諸
々
の
迷
乱

（
堅
の
穴
面
○
口
四
国
く
」
ロ
ロ
〕
画
昌
員
ロ
ケ
い
ぼ
】
己
堅
巨
包
①
Ｈ
の
口
塑
ロ
”
ず
四
》
目
弄
匡
国

ａ
Ｎ
３
息
］
留
匡
同
巳
盲
目
四
日
の
）
が
断
た
れ
る
べ
き
も
の
〔
で
あ

り
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
〕
諦
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
表
現
と

意
味
内
容
、
知
と
所
知
（
勺
困
苦
）
な
ど
の
世
間
者
に
と
っ
て

の
勝
義
、
す
な
わ
ち
聖
者
に
依
存
し
た
言
語
慣
習
（
昏
四
の
弓
且
）

と
い
う
水
〔
面
に
映
る
〕
月
の
よ
う
な
顕
現
（
目
印
侭
冨
）
で
あ

る
世
俗
な
る
も
の
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
作
用
（
耳
、
ｇ
①
ｅ

が
合
理
的
で
あ
る
こ
と
と
、
ま
さ
に
そ
れ
を
根
拠
（
品
冒

目
の
冨
旨
）
と
し
て
自
体
と
し
て
存
在
す
る
（
実
有
の
）
辺
と
虚

無
の
辺
と
の
両
者
が
既
に
断
た
れ
て
い
る
勝
義
の
在
り
方
と
を
知

る
べ
き
で
あ
る
。

ツ則
巳 ツ



で
あ
る
世
俗
諦
を
承
認
す
る
こ
と
に
拠
る
こ
と
な
し
に
は
勝
義
は

説
示
さ
れ
得
な
い
。
ま
た
そ
れ
（
勝
義
）
が
説
示
さ
れ
る
こ
と
な

し
に
は
〔
勝
義
を
〕
了
解
す
る
こ
と
は
出
来
ず
、
勝
義
を
了
解
す

る
こ
と
な
し
に
は
浬
藥
を
得
る
こ
と
は
な
い
。

そ
れ
故
、
解
脱
を
得
る
為
の
方
便
で
あ
る
か
ら
、
何
よ
り
も
先

ず
最
初
に
必
ず
（
く
．
侭
ら
在
る
が
ま
ま
の
世
俗
（
百
国
ａ
い
：

］
連
自
習
開
冒
）
を
承
認
す
べ
き
で
あ
る
。

【
雪
自
負
隠
學
）
二
諦
を
誤
っ
て
捉
え
た
場
合
の
弊
害

〈
胃
』
〉

世
俗
諦
は
単
な
る
無
知
に
過
ぎ
な
い
も
の
に
よ
っ
て
生
み
出
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
、
〔
そ
こ
に
は
〕
自
性
は
存
在
し
な
い
と
了
解

し
た
後
に
、
そ
れ
（
世
俗
諦
）
に
つ
い
て
の
勝
義
を
特
質

（
目
、
宮
口
昌
己
）
と
す
る
空
性
を
了
解
し
て
い
る
ョ
－
ガ
行
者
は

二
辺
に
陥
る
こ
と
が
な
い
。
何
故
な
ら
、
特
質
と
し
て
成
立
し
て

い
る
も
の
に
つ
い
て
以
前
に
存
在
し
後
に
は
存
在
し
な
い
自
性
を

捉
え
る
根
拠
は
以
前
に
〔
存
在
し
た
自
性
に
つ
い
て
〕
も
認
識
さ

れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
影
像
と
等
し
い
世
間
の
世
俗
を
侵
害

し
な
い
か
ら
、
業
と
業
の
果
報
を
も
侵
害
し
な
い
の
で
あ
る
。
彼

の
ヨ
ー
ガ
行
者
は
ま
た
事
物
が
勝
義
な
る
も
の
と
し
て
存
在
す
る

と
増
益
す
る
こ
と
も
な
い
。
何
故
な
ら
、
自
性
が
存
在
し
な
い
事

物
に
の
み
業
と
業
の
果
報
な
ど
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
自
性

と
し
て
成
立
し
て
い
る
事
物
は
存
在
し
な
い
と
知
る
か
ら
で
あ
り
、

ま
た
事
物
が
自
性
と
し
て
成
立
し
て
い
る
と
語
る
者
（
有
自
性
論

者
）
の
〔
論
ず
る
〕
通
り
で
あ
れ
ば
、
業
と
業
の
果
報
な
ど
の
全

て
が
妥
当
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

〔
一
方
〕
二
諦
と
し
て
の
区
別
を
以
上
の
よ
う
に
見
る
こ
と
な

く
〔
諸
〕
行
を
自
性
が
存
在
し
な
い
空
で
あ
る
と
見
る
者
は
、
自

性
が
存
在
し
な
い
空
を
見
る
こ
と
を
諸
行
が
〔
如
何
な
る
場
合

も
〕
存
在
し
な
い
こ
と
で
あ
る
（
虚
無
）
と
分
別
し
、
或
い
は
ま

た
何
ら
か
の
空
性
な
る
も
の
を
諦
で
あ
る
（
諦
成
）
と
分
別
し
て
、

そ
れ
（
空
性
）
の
依
り
所
と
し
て
自
性
と
し
て
成
立
し
て
い
る
事

物
を
分
別
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
両
者
は
い
ず
れ
も
空

性
に
対
す
る
誤
っ
た
見
解
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う

な
見
解
を
も
つ
智
慧
の
劣
っ
た
者
達
は
破
滅
す
る
で
あ
ろ
う
。
破

滅
の
仕
方
は
（
勺
患
浮
）
、
す
な
わ
ち
「
も
し
も
自
性
と
し
て

存
在
し
な
い
と
見
る
な
ら
ば
、
作
用
を
措
定
す
る
余
地
は
存
在
し

な
い
か
ら
、
全
て
は
存
在
し
な
い
」
と
分
別
す
る
（
【
隠
留
）

時
、
損
減
の
邪
見
と
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
宝
行
王
正

論
」
（
記
ミ
ミ
ご
口
貴
ロ
ー
届
）
の
中
で
、

こ
の
法
が
誤
っ
て
捉
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
愚
者
達
を
破
滅
さ

せ
る
。
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何
故
な
ら
無
の
見
解
の
糞
の
中
に
（
く
．
怠
巴
沈
ん
で
い

⑨

る
か
ら
で
あ
る
。

と
お
説
き
に
な
ら
れ
て
い
る
。

或
い
は
も
し
全
て
を
損
減
し
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
時
「
認
識

さ
れ
て
い
る
通
り
の
こ
れ
ら
の
事
物
が
、
ど
う
し
て
自
性
と
し
て

存
在
す
る
も
の
と
し
て
空
と
な
ろ
う
か
。
そ
れ
故
、
自
性
と
し
て

存
在
し
な
い
こ
と
の
意
味
は
空
性
の
意
味
で
は
な
い
」
と
必
ず
空

性
を
誹
誇
す
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
（
空
性
）
が
誹
誇
さ
れ
る
な
ら
ば
、
法
を
破
壊
に
導
く
業

に
よ
っ
て
悪
趣
に
赴
く
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
『
宝
行
王
正
論
」

（
記
ミ
旨
３
角
胃
目
‐
ｇ
）
の
中
で
、

更
に
こ
れ
（
法
）
が
誤
っ
て
捉
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
自
ら
を

賢
者
と
考
え
る
愚
者
は
、

誹
誇
に
よ
っ
て
〔
自
ら
〕
破
滅
し
、
真
っ
逆
様
に
無
間
地
獄

⑩

に
赴
く
。

と
お
説
き
に
な
ら
れ
て
い
る
。

〔
或
い
は
〕
「
も
し
も
利
益
を
為
す
も
の
が
別
様
に
捉
え
ら
れ

る
と
き
〔
そ
れ
が
〕
利
益
を
為
さ
な
い
と
し
て
も
、
ど
う
し
て
害

を
為
す
も
の
と
な
ろ
う
か
。
諸
々
の
穀
種
は
方
法
を
逸
脱
し
て
蒔

か
れ
た
と
し
て
も
、
蒔
く
者
を
破
滅
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
」
と

言
う
と
し
て
も
、
そ
う
で
は
な
い
他
の
実
例
と
し
て
〔
次
の
こ
と

【
ｚ
邑
二
諦
は
了
解
し
難
い
為
に
説
者
が
説
法
跨
躍
さ
れ
た

こ
と
に
つ
い
て
〈
届
〉

以
上
の
よ
う
に
空
性
に
対
す
る
誤
っ
た
見
解
を
抱
く
な
ら
ば

〔
空
性
は
〕
捉
え
る
者
を
破
滅
さ
せ
、
ま
た
智
慧
の
劣
っ
た
者
達

は
真
実
の
意
味
を
正
し
く
捉
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
れ
故
説

者
（
釈
尊
）
は
正
覚
し
て
後
、
有
情
界
と
法
と
が
極
め
て
深
遠
で

あ
る
こ
と
を
御
覧
に
な
ら
れ
て
、
（
も
尉
嚴
）
智
慧
の
劣
っ
た

者
達
に
は
こ
の
甚
深
な
る
縁
起
言
２
．
９
匡
呂
）
の
法
を
体
得

し
難
い
こ
と
を
知
ら
れ
て
、
牟
尼
世
尊
の
法
を
説
示
し
よ
う
と
い

う
御
心
は
翻
っ
た
の
で
あ
る
。
同
様
に
経
（
く
怠
巴
の
中
で

、
刃
噺
〕
、

現
等
覚
さ
れ
て
間
も
な
い
世
尊
は
次
の
よ
う
に
お
考
え
に
な

が
示
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
〕
、
例
え
ば
蛇
が
呪
術
や
薬
の
力
に
よ

っ
て
教
授
さ
れ
た
通
り
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
時
、
〔
捉
え
る
者
に
〕

大
変
な
財
宝
の
塊
ま
り
を
も
た
ら
す
が
、
教
示
さ
れ
た
通
り
の
こ

と
を
等
閑
に
し
て
〔
蛇
が
〕
誤
っ
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
時
、
捉
え

る
者
を
破
滅
さ
せ
る
よ
う
に
。
或
い
は
、
例
え
ば
教
授
さ
れ
た
通

り
に
施
さ
れ
た
明
呪
は
施
術
者
を
利
益
す
る
が
、
教
授
さ
れ
た
こ

と
を
逸
脱
し
て
誤
っ
て
〔
明
呪
が
〕
施
さ
れ
る
な
ら
ば
（
【

隠
浮
）
、
施
術
者
は
〔
自
ら
〕
破
滅
す
る
よ
う
に
。

ワ貝
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【
伊
邑
述
べ
ら
れ
て
い
る
過
失
が
充
た
ら
な
い
こ
と
の
説
示

そ
の
も
の
〈
畠
〉

以
上
の
よ
う
に
二
諦
に
顛
倒
無
く
住
す
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
、

も
し
も
、
こ
れ
ら
全
て
が
空
で
あ
る
な
ら
ば
、
生
ず
る
こ
と

な
く
、
減
す
る
こ
と
も
な
い
。
（
巨
嵐
〆
〆
弓
‐
旨
巴

云
々
と
い
っ
た
過
失
が
帰
結
す
る
こ
と
に
な
る
多
く
を
論
詰
す
る

者
は
、
二
諦
の
措
定
（
自
国
日
鴨
冨
巴
を
知
ら
ず
、
負
蹟
冒
）

空
性
と
空
性
の
意
味
と
空
性
の
目
的
と
を
理
解
せ
ず
に
論
詰
し
て

い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
我
々
が
空
性
と
し
て
論
じ
て
い
る
こ
と
に

〔
対
論
者
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
過
失
が
〕
充
た
る
こ
と
は

ら
れ
た
。
「
私
が
〔
現
等
覚
し
た
〕
法
は
甚
深
で
あ
り
、
深

遠
な
る
顕
現
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
分
別
さ
れ
る
べ
き
も
の

で
は
な
く
、
思
考
の
範
晴
で
は
な
く
、
微
細
な
も
の
で
あ
り
、

知
者
や
賢
者
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
私

が
も
し
他
の
者
達
に
説
示
し
た
と
し
て
も
、
他
の
者
達
は
私

の
そ
れ
（
説
法
）
を
了
解
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
私
に

は
破
滅
が
あ
ろ
う
。
疲
弊
が
あ
ろ
う
。
心
の
消
沈
が
あ
ろ
う
。

そ
れ
故
私
は
静
閑
所
で
独
り
現
法
楽
住
を
既
に
得
た
者
と
し

⑪

て
と
ど
ま
ろ
う
。
」

と
詳
細
に
お
説
き
に
な
ら
れ
て
い
る
。

認
め
ら
れ
な
い
。
そ
れ
故
、
汝
が
、
空
性
に
対
す
る
多
く
の
過
失

を
述
べ
て
、
何
で
あ
れ
空
性
を
排
斥
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
そ
れ
（
過

失
）
が
我
が
（
中
観
派
の
）
学
説
に
充
た
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な

い
Ｏ

す
な
わ
ち
、
汝
が
も
し
効
果
的
作
用
能
力
を
も
つ
事
物
（
ご
“

ｇ
ご
＆
国
巨
の
穴
首
目
唱
“
官
）
が
存
在
し
な
い
と
い
う
意
味
を

〔
我
々
が
主
張
す
る
〕
空
性
の
意
味
で
あ
る
と
増
益
し
て
過
失
を

述
べ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
我
々
は
そ
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る

の
で
は
な
く
、
縁
起
（
【
扇
ロ
ｇ
侭
』
耳
①
ほ
日
》
ご
自
侭
富
）
の
意

味
を
自
性
と
し
て
空
の
意
味
で
あ
る
と
解
説
し
て
い
る
の
で
あ
る

か
ら
、
こ
れ
ら
の
論
駁
は
不
合
理
で
あ
る
。

中
観
派
の
学
説
に
お
い
て
は
あ
ら
ゆ
る
作
用
が
認
め
ら
れ
な
い

と
い
う
論
難
（
詞
尉
舎
）
は
、
空
を
縁
起
言
①
．
。
ｇ
亡
呂
）
の

意
味
と
了
解
し
て
い
な
い
か
ら
〔
為
さ
れ
る
の
〕
で
あ
る
と
お
説

き
に
な
ら
れ
て
い
る
、
こ
の
こ
と
を
了
解
す
る
為
に
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

【
Ｆ
邑
過
失
が
存
在
し
な
い
だ
け
で
な
く
功
徳
が
存
在
す
る

こ
と
に
つ
い
て
〈
盾
〉

我
々
の
立
場
に
は
、
既
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
（
く

馬
ご
過
失
が
充
た
ら
な
い
だ
け
で
な
く
、
諦
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る

の戸
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措
定
が
極
め
て
合
理
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
何
で
あ
れ
自
相
を

も
っ
て
成
立
し
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
事
物
は
自
性
と
し
て
空
性
で
あ

る
こ
と
が
妥
当
す
る
そ
の
（
中
観
派
の
）
学
説
に
は
、
既
に
論
じ

ら
れ
て
い
る
よ
う
な
そ
れ
ら
全
て
が
妥
当
す
る
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。〔

あ
ら
ゆ
る
措
定
が
〕
妥
当
す
る
学
説
（
昌
吊
旨
鴨
）
こ
そ

を
、
我
々
は
、
縁
起
（
号
ロ
日
侭
〕
耳
の
ｇ
胃
）
ご
匡
侭
言
）
は
自

性
と
し
て
存
在
す
る
も
の
と
し
て
空
で
あ
る
空
性
と
論
ず
る
。
そ

れ
故
、
何
で
あ
れ
空
性
が
妥
当
す
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
は
縁
起

（
１
２
ず
耐
一
）
が
妥
当
す
る
。
一
方
、
縁
起
な
る
も
の
（
鼻
の
ロ

日
侭
〕
耳
の
ｇ
閏
）
耳
巨
侭
冨
）
こ
そ
は
苦
と
な
り
、
縁
起
で
な
い

も
の
（
爵
目
ｇ
侭
〕
耳
巴
冨
【
目
ゞ
ご
匡
侭
盲
）
は
苦
（
【
、

囲
呂
）
と
し
て
妥
当
し
な
い
。

苦
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
苦
の
集
と
、
苦
の
減
と
、
苦
の
減
に

赴
く
道
と
が
妥
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ら
が
存
在
す
る
な
ら

ば
、
そ
れ
ら
を
〔
遍
〕
知
す
る
こ
と
等
の
四
〔
種
の
実
践
〕
が
妥

当
す
る
。
そ
の
四
〔
種
の
実
践
〕
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
〔
四
〕

果
〔
が
妥
当
す
る
。
四
果
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
〕
そ
こ
に
住
す

る
（
四
果
位
）
者
が
妥
当
す
る
。
〔
四
果
位
者
が
存
在
す
る
な
ら

ば
、
四
向
位
者
が
妥
当
す
る
。
〕
〔
四
〕
果
位
者
と
〔
四
〕
向
位
者

と
〔
の
八
輩
〕
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
僧
伽
が
〔
妥
当
す
る
。
僧

伽
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
諦
が
妥
当
す
る
。
〕
諦
が
存
在
す
る
な

ら
ば
、
正
法
が
〔
妥
当
す
る
。
僧
伽
と
正
法
と
の
〕
両
者
が
存
在

す
る
な
ら
ば
、
仏
陀
が
妥
当
す
る
。
そ
れ
故
、
三
宝
も
ま
た
妥
当

す
る
。
ま
た
、
世
間
と
出
世
間
と
の
あ
ら
ゆ
る
事
物
と
、
法
と
非

法
と
、
そ
の
〔
善
趣
と
悪
趣
と
の
〕
果
と
、
世
間
の
諸
々
の
言
語

慣
習
が
妥
当
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

〔
あ
ら
ゆ
る
措
定
が
〕
妥
当
す
る
全
て
の
学
説
は
、
あ
ら
ゆ
る

〔
措
定
〕
が
「
存
在
す
る
こ
と
」
が
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

説
明
さ
れ
、
か
つ
そ
れ
は
ま
た
中
観
派
の
学
説
〔
こ
そ
〕
に
お
い

て
〔
説
明
さ
れ
て
い
る
の
〕
で
あ
る
と
お
説
き
に
な
ら
れ
て
い
る

か
ら
、
「
存
在
す
る
」
と
主
張
す
る
場
合
、
有
辺
に
堕
す
こ
と
や

あ
ら
ゆ
る
措
定
を
対
論
者
の
側
の
み
に
転
嫁
す
る
こ
と
が
〔
「
存

在
す
る
」
と
主
張
す
る
〕
意
味
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

【
尻
邑
過
失
を
立
て
る
者
に
ま
さ
に
そ
の
同
じ
過
失
が
充
た

る
こ
と
に
つ
い
て
、
に
〔
次
の
〕
三
〔
項
目
〕
が
あ
る
。
【
ロ
】

過
失
を
立
て
る
者
に
ま
さ
に
そ
の
同
じ
過
失
が
充
た
る
理
由
、

【
Ｆ
邑
そ
れ
に
よ
っ
て
自
己
の
過
失
を
他
者
の
過
失
と
し
て
捉

え
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
【
旧
邑
そ
の
諸
々
の
過
失
で
あ
る
も

の
の
明
示
、
で
あ
る
。

ワウ
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【
旧
邑
そ
れ
よ
っ
て
自
己
の
過
失
を
他
者
の
過
失
と
し
て
捉

え
て
い
る
こ
と
〈
５
〉

以
上
の
よ
う
に
、
我
々
の
立
場
は
極
め
て
清
浄
で
あ
っ
て
輪
廻

〔
か
ら
〕
浬
藥
〔
に
至
る
ま
で
〕
の
あ
ら
ゆ
る
措
定
と
矛
盾
す
る

こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。
一
方
、
自
ら
の
立
場
が
粗
大
に
極
め
て

近
い
過
失
を
Ｒ
・
誤
旨
）
有
す
る
者
達
と
〔
我
々
の
立
場
は
〕

矛
盾
す
る
の
で
あ
り
、
全
く
愚
昧
で
あ
る
た
め
に
功
徳
と
過
失
と

の
在
り
方
を
見
る
こ
と
の
な
い
汝
は
、
自
己
の
諸
過
失
を
私
の
過

失
と
し
て
転
嫁
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
恰
も
或

る
者
が
馬
に
騎
乗
し
て
い
な
が
ら
そ
の
馬
を
忘
れ
て
い
る
時
、
そ

の
馬
が
他
者
に
よ
っ
て
強
奪
さ
れ
た
と
い
う
罪
過
に
よ
っ
て
他
者

に
答
を
求
め
る
こ
と
と
同
様
に
、
〔
汝
は
〕
自
性
と
し
て
存
在
す

る
も
の
と
し
て
縁
起
（
『
５
コ
ざ
舌
呂
）
を
特
質
と
す
る
空
で
あ

【
眉
】
（
℃
思
留
）
過
失
を
立
て
る
者
に
ま
さ
に
そ
の
同
じ

過
失
が
充
た
る
理
由

何
で
あ
れ
自
性
と
し
て
存
在
す
る
も
の
と
し
て
空
性
で
あ
る
こ

と
が
妥
当
し
な
い
学
説
、
そ
こ
に
は
（
く
怠
巴
縁
起
（
弓
コ

す
『
の
｜
）
が
妥
当
し
な
い
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
措
定
が
妥
当
し
な
い

こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
何
故
妥
当
し
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
詳
細
に
解
説
す
る
。

【
Ｆ
畠
そ
の
諸
々
の
過
失
で
あ
る
も
の
の
明
示
〈
息
‐
弓
〉

何
で
あ
れ
〔
自
性
と
し
て
存
在
す
る
も
の
と
し
て
縁
起
（
鼻
の
ロ

ゞ
耳
ロ
侭
）
を
特
質
と
す
る
空
で
あ
る
こ
と
を
〕
認
識
し
て
い
な

い
た
め
に
、
ま
さ
に
〔
そ
の
〕
空
性
を
論
ず
る
者
〔
で
あ
る

我
々
〕
に
対
し
て
答
を
求
め
る
対
論
者
の
諸
過
失
、
そ
れ
は
ま
た

一
体
何
で
あ
る
か
と
言
う
な
ら
ば
、
そ
れ
を
示
す
な
ら
ば
〔
次
の

如
く
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
〕
も
し
も
、
汝
が
諸
々
の
事
物
は
自

性
か
ら
、
或
い
は
自
性
と
し
て
存
在
す
る
と
見
な
す
な
ら
ば
、
そ

う
で
あ
る
時
、
自
性
は
因
や
縁
に
よ
っ
て
生
起
し
て
い
る
も
の
で

は
な
い
か
ら
、
諸
々
の
事
物
は
因
や
縁
に
依
存
す
る
こ
と
が
な
い

と
汝
は
見
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
し
も
、
瓶
が
自
性
と
し
て
存
在
す
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ

れ
（
自
性
と
し
て
存
在
す
る
瓶
）
に
は
粘
土
な
ど
の
諸
々
の
因
や

縁
な
ど
は
必
要
が
な
く
、
ま
た
瓶
と
い
う
果
は
原
因
が
な
い
〔
も

の
と
な
る
が
、
そ
の
〕
こ
と
も
認
め
ら
れ
な
い
。
瓶
が
存
在
し
な

い
な
ら
ば
、
瓶
の
作
者
で
あ
る
陶
工
も
、
作
具
で
あ
る
轆
轤
な
ど

も
、
瓶
を
造
作
す
る
と
い
う
行
為
（
作
用
）
も
存
在
し
な
い
。
そ

る
馬
に
騎
乗
し
て
い
な
が
ら
、
心
が
散
逸
し
て
い
る
た
め
に
そ
の

こ
と
を
認
識
し
て
い
な
い
時
、
我
々
に
対
し
て
論
駁
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
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【
百
】
自
部
の
御
主
張
が
空
の
意
味
は
縁
起
（
『
扇
．
。
ｇ
匡
呂
）

⑫

の
意
味
で
あ
る
こ
と
の
説
示
〈
扇
‐
ら
〉

我
々
（
【
鵠
号
）
の
立
場
に
お
い
て
は
あ
ら
ゆ
る
措
定
が
合

理
的
で
あ
る
理
由
と
は
、
我
々
は
何
で
あ
れ
因
や
縁
に
縁
っ
て
起

こ
る
も
の
（
耳
①
ロ
日
侭
〕
耳
①
言
閏
ゞ
ご
匡
侭
ｇ
）
、
そ
れ
は
自
性

と
し
て
生
じ
て
い
る
も
の
と
し
て
空
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
他
な

ら
な
い
と
解
説
さ
れ
て
い
る
通
り
に
主
張
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

何
で
あ
れ
そ
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
は
、
す
な
わ

ち
「
無
熱
〔
龍
王
〕
所
問
〔
経
〕
」
（
』
葛
負
ご
昌
息
冒
琶
侭
ミ
ミ
畠
‐

曾
電
尋
胃
。
言
）
の
中
で
、

何
で
あ
れ
縁
よ
り
生
じ
て
い
る
も
の
、
そ
れ
は
生
じ
た
も
の

⑬

で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
生
起
の
自
性
は
存
在
し
な
い
。

と
〔
お
説
き
に
な
ら
れ
、
〕
ま
た
「
入
拐
伽
〔
経
〕
」

れ
ら
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
生
起
も
消
滅
も
存
在
し
な
い

か
ら
、
〔
汝
は
〕
果
ま
で
も
侵
害
す
る
の
で
あ
る
。

要
約
す
れ
ば
、
因
果
や
生
滅
な
ど
の
〔
あ
ら
ゆ
る
〕
措
定
が
妥

当
し
な
い
（
勺
・
器
學
）
こ
と
と
い
う
の
は
、
事
物
が
自
性
と
し

て
存
在
す
る
と
語
る
者
に
と
っ
て
こ
そ
過
失
と
な
る
の
で
あ
る
か

ら
、
（
く
．
慮
巴
〔
そ
れ
は
〕
汝
自
身
の
過
失
を
我
々
の
過
失
と

し
て
転
嫁
す
る
こ
と
で
あ
る
。

（
旧
き
き
ご
ミ
ミ
虜
曽
量
）
の
中
で
、

マ
ハ
ー
マ
テ
ィ
よ
、
自
性
と
し
て
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
こ

と
を
密
意
し
て
、
私
は
あ
ら
ゆ
る
法
は
生
ず
る
こ
と
が
な
い

⑭

と
説
い
た
の
で
あ
る
。

と
〔
お
説
き
に
な
ら
れ
、
〕
ま
た
『
聖
〔
般
若
波
羅
蜜
多
理
趣
経
〕

百
五
十
頌
』
（
ど
旨
も
量
冨
§
ミ
ミ
ミ
ｓ
旨
い
旨
‐
§
§
§
向
風
§
ざ
）

の
中
で
も
、

あ
ら
ゆ
る
法
は
空
で
あ
る
。
何
故
な
ら
〔
あ
ら
ゆ
る
法
に

は
〕
自
性
が
存
在
し
な
い
と
い
う
在
り
方
に
よ
っ
て
〔
存
在

⑮

す
る
か
ら
〕
で
あ
る
。

と
解
説
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
諸
々
〔
の
教
証
〕
で
あ
る
。

そ
〔
の
三
つ
の
教
証
〕
の
中
で
第
一
の
教
証
（
冒
侭
）
（
羅
熱

龍
王
所
間
経
』
）
は
、
「
縁
よ
り
生
じ
て
い
る
も
の
」
の
縁
起

（
『
５
コ
》
ｇ
仁
呂
）
の
論
拠
（
四
四
国
厨
宮
鴨
）
に
よ
っ
て
自
性
と

し
て
の
生
起
を
否
定
し
、
「
縁
に
依
拠
す
る
こ
と
」
と
い
う
意
味

こ
そ
を
、
「
自
性
と
し
て
存
在
す
る
も
の
と
し
て
空
で
あ
る
」
と

い
う
意
味
と
し
て
お
説
き
に
な
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故

因
や
縁
に
依
拠
し
て
生
滅
す
る
縁
起
言
ｇ
》
耳
①
｜
）
を
、
自
性

と
し
て
存
在
す
る
も
の
に
よ
っ
て
遍
充
さ
れ
る
と
論
ず
る
〔
主

張
〕
や
、
自
性
〔
と
し
て
〕
存
在
し
な
い
も
の
に
は
作
用
を
措
定

す
る
余
地
が
な
い
と
〔
論
ず
る
〕
主
張
の
全
て
が
否
定
さ
れ
て
い

？ q
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る
。
な
ぜ
な
ら
、
〔
単
に
〕
生
じ
て
い
な
い
も
の
と
自
性
と
し
て

生
じ
て
い
な
い
も
の
と
の
峻
別
が
明
確
に
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。第

二
の
教
証
言
入
拐
伽
経
」
）
は
、
説
者
（
釈
尊
）
御
自
身
が

「
〔
あ
ら
ゆ
る
法
は
〕
生
ず
る
こ
と
が
な
い
」
と
お
説
き
に
な
ら

れ
て
い
る
諸
々
〔
の
聖
言
〕
は
、
「
自
性
と
し
て
生
じ
た
も
の
で

は
な
い
こ
と
を
密
意
し
」
て
い
る
の
で
あ
る
と
、
御
自
身
の
密
意

を
自
ら
汲
ん
で
解
説
な
さ
っ
て
い
る
か
ら
、
事
物
に
お
け
る
生
起

を
否
定
し
て
い
る
諸
経
典
の
意
味
は
、
〔
否
定
さ
れ
た
〕
生
起
を

虚
無
と
理
解
す
る
こ
と
な
く
、
自
性
と
し
て
生
じ
て
い
な
い
と
い

う
意
味
と
し
て
（
【
闇
腺
）
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
意
味
で
あ
る
。

第
三
の
教
証
含
聖
般
若
波
羅
蜜
多
経
理
趣
百
五
十
頌
」
）
は
、

空
の
意
味
を
、
自
性
と
し
て
存
在
す
る
も
の
と
し
て
（
勺

尉
爵
）
空
で
あ
る
と
い
う
「
自
性
が
存
在
し
な
い
」
こ
と
と
し

て
お
説
き
に
な
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
自
性
と
し
て
存
在
し
な
い
こ

と
と
、
〔
如
何
な
る
場
合
も
〕
存
在
し
な
い
こ
と
と
の
（
ぐ

鹿
ｅ
両
者
の
区
別
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
も
し
も
、
『
自
性
と
し
て
成
立
し
て
い
る
も
の
と
し
て
空
で

あ
る
と
い
う
意
味
は
縁
起
（
『
５
コ
ゞ
ご
巨
呂
）
の
意
味
で
あ
る
」

と
繰
り
返
し
お
説
き
に
な
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
〔
説

示
の
〕
意
味
は
何
か
」
〔
と
言
う
な
ら
ば
〕
、
例
え
ば
、
「
腹
部
が

膨
れ
て
い
る
こ
と
を
瓶
の
意
味
と
し
て
措
定
す
る
こ
と
と
同
様
の

意
味
で
あ
る
」
と
〔
主
張
〕
す
る
な
ら
ば
、
諸
々
の
果
は
因
や
縁

に
依
拠
し
て
生
ず
る
と
確
定
す
る
ま
さ
に
そ
の
同
じ
意
識
（
匡
○
）

が
、
空
の
意
味
を
も
確
定
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
不
合
理
で
あ
る
。

或
い
は
「
縁
起
言
２
》
耳
の
｜
）
と
い
う
語
の
意
味
こ
そ
が
空

の
意
味
で
あ
る
」
と
主
張
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
（
同
じ
）
不
都

合
が
存
在
す
る
。

或
い
は
ま
た
「
縁
起
言
曾
ず
『
の
｜
）
を
直
接
〔
的
な
対
象
と

し
て
〕
確
定
す
る
〔
意
識
に
よ
っ
て
、
空
性
が
〕
間
接
〔
的
に
確

定
さ
れ
る
〕
と
い
う
意
味
で
あ
る
」
と
主
張
し
た
と
し
て
も
、
先

と
同
様
に
不
合
理
で
あ
る
。
そ
れ
故
こ
の
〔
説
示
の
〕
意
味
は
何

か
と
言
う
と
き
、
〔
我
々
は
〕
既
述
の
よ
う
に
は
、
王
張
し
て
い
な

い
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
如
何
に
し
て
〔
こ
の
説
示
を
〕
措
定
す
る
の
か
と

言
う
な
ら
ば
、
「
空
の
意
味
が
縁
起
（
『
５
コ
』
ｇ
匡
呂
）
の
意
味
と

な
る
」
と
い
う
の
は
、
自
性
と
し
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
正
し

い
認
識
根
拠
今
吾
凰
日
四
）
に
よ
っ
て
根
絶
す
る
中
観
者
達
に

〔
は
措
定
し
得
る
こ
と
〕
で
あ
る
が
、
対
論
者
に
〔
は
措
定
し
得

る
こ
と
〕
で
は
な
い
。

そ
の
よ
う
な
中
観
者
に
と
っ
て
、
内
外
の
諸
事
物
は
因
に
依
拠
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す
る
縁
起
言
の
．
】
ｇ
匡
呂
）
で
あ
る
と
直
接
に
確
定
さ
れ
る
時
、

〔
同
時
に
〕
そ
の
同
じ
意
識
の
能
力
に
拠
っ
て
、
自
性
と
し
て
存

在
す
る
も
の
と
し
て
空
で
あ
る
と
い
う
意
味
と
し
て
確
定
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
自
性
と
し
て
成
立
し
て
い

る
も
の
は
他
の
も
の
に
依
拠
す
る
こ
と
が
な
い
と
了
解
し
、
同
時

に
そ
れ
（
自
性
と
し
て
成
立
し
て
い
る
も
の
）
と
縁
起
（
１
２

雪
ｇ
匡
呂
）
と
の
両
者
が
矛
盾
す
る
こ
と
を
正
し
い
認
識
根
拠
に

基
づ
い
て
了
解
す
る
か
ら
で
あ
る
。

従
っ
て
、
ま
さ
に
縁
起
（
『
５
コ
ゞ
ｇ
匡
呂
）
〔
と
い
う
論
拠
〕
に

よ
っ
て
、
自
性
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
を
根
絶
す
る
空
性
に
対
す

る
確
定
を
得
る
の
で
あ
る
か
ら
、
穀
物
や
芽
な
ど
（
展
．
韻
浮
）

は
因
や
縁
に
依
拠
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
見
、
聞
、
記
憶
す
る

だ
け
で
な
く
、
ま
さ
に
そ
の
〔
縁
起
（
周
扇
ロ
）
ご
ロ
侭
）
と
い
う
〕

論
拠
に
よ
っ
て
〔
穀
物
や
芽
な
ど
は
〕
無
自
性
で
あ
る
と
い
う
在

り
方
を
思
念
し
、
修
習
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
〔
確
定
〕
し
て
い
る
時
、
〔
本
論
の
〕
他
の
章

に
無
自
性
空
と
い
う
こ
と
が
直
接
解
説
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
縁

起
（
弓
．
ゞ
ご
匡
呂
）
の
法
が
解
説
さ
れ
て
い
る
こ
と
こ
そ
に
よ

っ
て
、
空
性
を
見
解
と
す
る
習
気
の
睡
魔
か
ら
目
覚
め
る
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ア
ッ
サ
ジ
（
シ
の
“
豊
）
が
遊
行
者
ウ

パ
テ
ィ
ッ
サ
（
口
冨
爵
困
》
後
の
シ
ャ
ー
リ
プ
ト
ラ
）
に
対
し
て

（
個
尉
ｇ
）
四
諦
は
唯
縁
起
（
『
５
コ
す
『
①
｜
厨
四
ョ
Ｎ
三
ｅ
で
あ

る
と
解
説
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
〔
遊
行
者
ウ
パ
テ
ィ
ッ
サ
が
〕
真

⑯

実
を
理
解
し
た
よ
う
に
。

〔
更
に
〕
無
自
性
空
（
く
ゞ
念
こ
と
い
う
そ
の
こ
と
が
因
仮

設
（
宮
蔚
ロ
ロ
勝
魁
侭
の
冒
）
と
し
て
措
定
さ
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
車
輪
な
ど
車
の
部
分
に
依
拠
し
て
車
と
し
て
設
定
す
る
の

で
あ
る
が
、
自
ら
の
部
分
に
依
拠
し
て
仮
設
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、

自
性
と
し
て
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
空
で
あ
る
。
自
性
と
し
て
生

じ
た
も
の
で
な
い
空
性
そ
れ
が
、
有
と
無
の
二
辺
を
断
じ
て
い
る

か
ら
中
で
あ
り
、
そ
の
道
が
す
な
わ
ち
中
観
派
が
歩
む
べ
き
道

ａ
冒
日
口
周
切
荷
Ｒ
ａ
意
〕
房
冒
皀
）
で
あ
る
。

同
様
に
、
「
廻
靜
論
」
ｓ
耐
昌
言
ミ
ミ
ミ
冒
包
の
中
で
も
、

何
で
あ
れ
、
空
と
縁
起
言
①
．
・
ｇ
巨
呂
）
と

中
道
と
を
同
一
の
意
味
と
し
て

お
説
き
に
な
ら
れ
て
い
る
最
勝
に
し
て
無
比
な
る

⑰

彼
の
仏
陀
に
敬
礼
い
た
し
ま
す
。

と
、
そ
の
（
空
と
縁
起
言
の
ロ
・
耳
匡
品
）
と
中
道
と
の
）
三
つ

が
同
義
で
あ
る
こ
と
を
お
説
き
に
な
ら
れ
て
い
る
。

縁
起
（
月
邑
日
侭
↓
胃
①
ｇ
冑
。
ご
匡
晶
盲
）
で
な
い
如
何
な
る

法
も
存
在
し
な
い
か
ら
、
ま
た
縁
起
言
①
．
】
ｇ
匡
呂
）
は
自
性

と
し
て
成
立
し
て
い
る
も
の
と
し
て
空
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
故
自
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【
固
】
所
知
で
あ
る
四
諦
が
妥
当
し
な
い
こ
と
〈
ｇ
‐
誤
〉

「
も
し
も
、
内
外
の
こ
の
全
て
の
事
物
が
自
性
と
し
て
成
立
し

て
い
る
も
の
と
し
て
空
で
な
い
よ
う
で
あ
れ
ば
、
起
こ
る
こ
と
な

く
生
ず
る
こ
と
な
く
、
減
す
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
、

【
菌
】
そ
の
よ
う
に
主
張
し
な
い
為
に
あ
ら
ゆ
る
措
定
が
不

合
理
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
に
〔
次
の
〕
六
〔
項
目
〕
が
あ
る
。

【
曰
】
所
知
で
あ
る
四
諦
が
妥
当
し
な
い
こ
と
、
【
【
邑
四
諦

を
〔
遍
〕
知
す
る
こ
と
な
ど
と
四
果
が
妥
当
し
な
い
こ
と
、

【
〆
邑
三
宝
が
妥
当
し
な
い
こ
と
、
【
【
色
作
者
と
業
果
が
妥

当
し
な
い
こ
と
、
【
〆
邑
世
間
の
言
語
慣
習
が
妥
当
し
な
い
こ
と
、

【
嗣
呂
出
世
間
の
言
語
慣
習
が
妥
当
し
な
い
こ
と
、
で
あ
る
。

性
と
し
て
存
在
し
て
い
る
も
の
と
し
て
空
で
な
い
如
何
な
る
法
も

存
在
し
な
い
。

「
無
熱
龍
王
所
問
経
」
の
中
で
も
、

学
者
は
縁
起
（
『
５
コ
》
ｇ
匡
呂
）
な
る
諸
法
を
了
解
し
、

ま
た
辺
見
に
依
拠
す
る
こ
と
負
．
圏
留
）
が
な
い

因
を
と
も
な
い
縁
を
と
も
な
う
法
を
知
る

⑱

し
か
し
、
因
無
く
縁
無
き
も
の
に
法
性
は
な
い
。

と
お
説
き
に
な
ら
れ
て
い
る
。

聖
な
る
四
つ
の
諦
は
（
勺
思
討
）
汝
に
は
存
在
し
な
い
と
い
う

こ
と
が
帰
結
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
ど
う
し
て
か
」
と
言
う

な
ら
ば
、
〔
答
え
る
。
〕
何
で
あ
れ
（
く
鹿
巴
自
性
と
し
て
成

立
し
て
い
る
も
の
、
そ
れ
は
縁
起
言
①
．
〕
ｇ
匡
呂
）
で
は
な
い
。

縁
起
（
『
扇
ロ
日
侭
ゞ
百
匹
目
員
》
ご
ロ
侭
冨
）
で
な
い
な
ら
ば
、

〔
そ
れ
は
〕
無
常
で
は
な
い
、
〔
そ
れ
は
〕
恰
も
空
華
の
よ
う
に

〔
常
住
で
あ
る
〕
。

そ
れ
故
、
苦
と
い
う
諦
が
一
体
ど
う
し
て
存
在
し
よ
う
か
。
す

な
わ
ち
、
「
何
で
あ
れ
無
常
な
る
も
の
そ
れ
は
苦
で
あ
る
」
と
世

尊
は
お
説
き
に
な
ら
れ
て
い
る
。
有
漏
に
し
て
無
常
な
る
諸
々
の

も
の
は
苦
で
あ
る
と
お
説
き
に
な
ら
れ
て
い
る
そ
れ
が
、
他
な
ら

ぬ
自
性
こ
そ
に
お
い
て
、
つ
ま
り
自
性
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
を

承
認
す
る
な
ら
ば
、
〔
そ
の
よ
う
な
も
の
は
〕
諸
事
物
に
は
存
在

し
な
い
か
ら
、
苦
は
妥
当
し
な
い
。

苦
が
ま
さ
に
自
性
よ
り
存
在
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
（
そ
の
苦
）
は
生
ず
る
こ
と
が
な
い
か
ら
、
集
か
ら
一
体
何

が
集
起
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
、
〔
何
も
集
起
す
る
こ
と

に
〕
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
苦
が
自
性
と
し
て
成
立
し
て
い
る
も

の
と
し
て
空
で
あ
る
こ
と
を
侵
害
す
る
者
に
は
、
集
は
存
在
し
な

い
。
何
故
な
ら
、
こ
れ
か
ら
苦
が
集
起
す
る
こ
と
よ
り
〔
そ
れ

を
〕
集
と
し
て
措
定
す
る
負
、
囲
馨
）
か
ら
で
あ
る
。
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苦
が
自
性
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
つ
ま
り
存
在
す

る
時
、
苦
を
減
す
る
諦
は
存
在
し
な
い
。
何
故
な
ら
、
〔
苦
が
〕

そ
の
自
性
と
等
し
い
も
の
に
お
い
て
、
つ
ま
り
〔
等
し
い
〕
時
、

〔
そ
の
苦
は
〕
決
し
て
変
壊
す
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ

う
で
あ
れ
ば
、
〔
苦
が
〕
自
性
と
し
て
存
在
す
る
時
、
あ
ら
ゆ
る

場
合
に
〔
苦
が
〕
存
続
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
自
性
と
し

て
存
在
す
る
と
い
う
立
場
に
捉
え
ら
れ
て
、
空
を
論
ず
る
こ
と
を

逆
に
止
滅
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
苦
を
減
す
る
諦
を
侵
害
し
よ
う

と
す
る
者
で
あ
る
。

道
の
諦
に
お
い
て
自
性
と
し
て
成
立
し
て
い
る
も
の
が
存
在
す

る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
修
習
さ
れ
な
く
て
も
存
在
す
る
か
ら
、
修
習

す
る
こ
と
は
不
合
理
と
な
る
。
し
か
も
、
そ
れ
を
修
習
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
一
体
何
が
為
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
或
い
は
も
し
、

そ
の
道
の
諦
を
修
習
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
承
認
す
る
と
し
て

も
、
汝
に
と
っ
て
の
聖
者
の
道
は
自
性
と
し
て
存
在
し
な
い
こ
と

に
な
る
。
何
故
な
ら
、
〔
道
は
修
習
〕
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
か
ら

で
あ
る
。
苦
の
減
は
〔
証
〕
得
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
〔
苦
の
〕

集
は
断
捨
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
道
を
修
習
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
事
物
が
自
性
（
祠
患
夢
）
と
し
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
を

論
ず
る
よ
う
な
場
合
、
お
よ
そ
苦
の
（
ぐ
鹿
巴
聚
ま
り
と

〔
苦
の
〕
集
起
と
苦
を
減
す
る
諦
と
が
存
在
し
て
い
な
い
時
、
道

【
患
昌
四
諦
の
〔
遍
〕
知
な
ど
と
四
果
が
妥
当
し
な
い
こ
と

く
い
①
１
画
、
〉

も
し
も
、
先
に
、
未
だ
遍
知
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
他
な
ら
ぬ

自
性
と
し
て
苦
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
（
そ
の
苦
）
は
後
に

如
何
に
し
て
遍
知
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
、
〔
遍
知
さ
れ
〕
な

い
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、
そ
の
自
性
と
し
て
成
立
し
て
い
る
も

の
と
は
、
恰
も
火
に
お
け
る
熱
（
媛
性
）
の
よ
う
に
堅
固
で
あ
り

不
動
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
自
性
と
し
て
既
に
成
立
し
て
い
る
も

の
と
変
異
す
る
も
の
と
の
両
者
は
矛
盾
す
る
か
ら
（
【
蹟
歯
）

で
あ
る
。
〔
苦
を
〕
遍
知
す
る
こ
と
が
有
り
得
な
い
こ
と
と
同
様

に
、
汝
が
〔
論
ず
る
〕
通
り
で
あ
れ
ば
、
集
を
断
捨
す
る
こ
と
も
、

減
を
現
証
す
る
こ
と
も
、
道
を
修
習
す
る
こ
と
も
妥
当
し
な
い
。

何
故
な
ら
、
先
に
未
だ
断
捨
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
自
性
と
し
て

い
る
集
が
、
ま
た
後
に
断
捨
さ
れ
る
も
の
に
変
異
し
な
い
か
ら
で

あ
り
、
自
性
に
は
変
壊
す
る
こ
と
が
な
い
か
ら
、
既
に
〔
苦
を
〕

遍
知
す
る
こ
と
に
お
い
て
解
説
し
た
よ
う
に
否
定
さ
れ
る
の
で
あ

諦
に
よ
っ
て
集
を
断
捨
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
苦
を
減

す
る
諦
に
は
何
で
あ
れ
〔
証
〕
得
が
望
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
減

が
存
在
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
道
を
修
習
す
る
こ
と
は
不

合
理
で
あ
る
。
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る
。
他
の
二
つ
（
減
の
現
証
、
道
の
修
習
）
に
関
し
て
も
同
様
に

適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

〔
苦
を
〕
遍
知
す
る
こ
と
と
同
様
に
、
預
流
果
な
ど
の
四
果
も

先
に
存
在
し
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
後
に
も
ま
た
存
在
し
得
な

い
で
あ
ろ
う
。
先
に
未
だ
得
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
自
性
と
し
て

い
る
四
果
が
、
ど
う
し
て
後
に
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
、

〔
得
ら
れ
る
こ
と
に
〕
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
、
自
性
に
固
執
す

る
か
ら
で
あ
り
、
自
性
に
は
変
壊
す
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

【
【
畠
三
宝
が
妥
当
し
な
い
こ
と
〈
暗
‐
闇
〉

四
果
と
そ
れ
ら
を
得
る
こ
と
が
な
い
な
ら
ば
、
果
に
住
す
る

（
四
果
位
）
者
は
〔
存
在
せ
ず
〕
、
そ
れ
（
果
）
を
目
的
と
し
て

〔
四
果
に
〕
進
み
入
る
（
四
向
位
）
者
も
存
在
し
な
い
。
も
し
も
、

四
種
一
対
の
人
、
彼
ら
八
輩
が
存
在
し
な
い
な
ら
ば
、
僧
宝
が
存

在
し
な
い
こ
と
に
な
り
、
ま
た
四
聖
諦
が
存
在
し
な
い
か
ら
法
宝

（
勺
‘
器
留
）
も
存
在
し
な
い
。

（
く
．
念
と
法
宝
と
僧
宝
と
が
存
在
し
な
い
な
ら
ば
、
ど
う

し
て
仏
陀
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
、
〔
存
在
し
〕
な
い
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
既
に
解
説
し
た
通
り
に
知
る
べ
き
で
あ
る
。

も
し
も
、
汝
が
〔
論
ず
る
〕
通
り
に
、
何
ら
か
の
仏
陀
と
言
わ

れ
る
者
が
自
性
と
し
て
存
在
す
る
な
ら
ば
、
〔
そ
の
仏
陀
は
〕
菩

提
、
す
な
わ
ち
一
切
智
に
依
拠
す
る
こ
と
な
く
、
依
存
す
る
こ
と

の
な
い
者
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、

（
【
囲
与
）
諸
々
の
自
性
は
作
ら
れ
た
も
の
で
な
く
、
他

に
依
存
し
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
（
巨
屏
函
ご
‐
浮
巳

と
〔
尊
師
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
が
〕
お
説
き
に
な
ら
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。

同
様
に
汝
が
〔
論
ず
る
〕
菩
提
、
一
切
智
も
仏
陀
に
依
拠
す
る

こ
と
な
く
、
依
存
す
る
こ
と
な
く
、
依
り
所
を
欠
い
た
も
の
と
な

っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、
〔
汝
が
論
ず
る
菩
提
、
一

切
智
は
〕
自
性
と
し
て
既
に
成
立
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
更
に

ま
た
、
汝
が
〔
論
ず
る
〕
通
り
で
あ
れ
ば
、
仏
陀
〔
と
成
る
〕
以

前
に
未
だ
仏
陀
で
は
な
い
と
い
う
自
体
を
他
な
ら
ぬ
自
性
と
し
て

存
在
し
て
い
る
彼
の
人
は
、
既
に
無
上
な
る
菩
提
を
得
て
い
る
の

で
、
菩
薩
行
に
努
め
る
こ
と
も
、
菩
提
を
得
る
こ
と
も
な
い
で
あ

ろ
う
。
何
故
な
ら
、
そ
の
自
性
と
等
し
い
者
は
決
し
て
変
壊
す
る

こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

【
悶
邑
作
者
と
業
果
が
妥
当
し
な
い
こ
と
〈
閉
‐
韻
〉

更
に
ま
た
、
自
性
と
し
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
承
認
す
る
な

ら
ば
、
如
何
な
る
人
も
、
善
な
る
法
と
不
善
な
る
非
法
と
を
造
作

す
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、
〔
法
と
非
法
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と
は
〕
自
性
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
空
で
な
い
も
の

に
一
体
如
何
な
る
作
用
が
存
在
し
よ
う
か
。
自
性
と
し
て
存
在
す

る
も
の
に
は
作
用
が
不
合
理
だ
か
ら
で
あ
る
。
更
に
ま
た
、
果
は

自
性
と
し
て
存
在
す
る
と
論
ず
る
な
ら
ば
、
法
と
非
法
は
造
作
さ

れ
ず
に
〔
存
在
し
〕
、
ま
た
そ
の
両
者
を
因
と
す
る
望
ま
し
い
果

や
望
ま
し
く
な
い
果
が
〔
造
作
さ
れ
ず
に
〕
存
在
す
る
こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
果
を
目
的
と
し
て
〔
善
、
不
善

の
〕
二
〔
種
〕
の
業
を
造
作
す
る
こ
と
は
無
意
味
と
な
る
か
ら
、

法
と
非
法
と
を
因
と
し
て
生
ず
る
二
〔
種
〕
の
果
を
二
〔
種
〕
の

業
が
造
作
す
る
こ
と
は
な
く
、
汝
に
〔
二
種
の
果
が
〕
存
在
す
る

こ
と
は
な
い
。
も
し
も
、
法
と
非
法
と
を
因
と
し
て
生
ず
る
二

〔
種
〕
の
果
が
（
祠
患
ｇ
）
汝
に
存
在
す
る
な
ら
ば
、
（
く
．

虜
望
そ
の
二
〔
種
〕
の
果
は
何
故
自
性
と
し
て
成
立
し
て
い
る

も
の
と
し
て
空
で
は
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

何
故
な
ら
、
法
（
【
閉
園
）
と
非
法
よ
り
生
ず
る
も
の
は
縁
起

含
ｇ
す
「
①
｜
）
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
〔
そ
れ
は
〕
恰
も
影
像
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

【
玩
邑
世
間
の
言
語
慣
習
が
妥
当
し
な
い
こ
と
〈
閾
Ｉ
別
〉

事
物
が
自
性
と
し
て
成
立
し
て
い
る
と
論
ず
る
者
（
有
自
性
論

者
）
は
縁
起
（
胃
ロ
ロ
侭
〕
言
の
ｇ
冑
】
ご
匡
侭
菌
）
の
空
性
を
侵

害
す
る
者
で
あ
り
、
誰
で
あ
れ
そ
の
よ
う
に
〔
侵
害
〕
す
る
者
は
、

「
去
れ
」
「
為
せ
」
「
読
め
」
「
座
れ
」
云
々
と
い
っ
た
世
間
の
言

語
慣
習
す
べ
て
を
侵
害
す
る
者
で
あ
る
。
更
に
ま
た
、
諸
事
物
が

自
性
と
し
て
成
立
し
て
い
る
も
の
と
し
て
空
で
あ
る
こ
と
を
侵
害

す
る
な
ら
ば
、
そ
の
時
、
自
性
と
し
て
成
立
し
て
い
る
も
の
は
未

だ
為
さ
れ
て
い
な
く
て
も
存
在
す
る
か
ら
、
何
か
に
よ
っ
て
為
さ

れ
る
こ
と
も
、
何
か
を
為
す
こ
と
も
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

〔
何
か
を
〕
始
め
る
こ
と
が
な
く
、
現
に
為
し
つ
つ
あ
る
の
で
な

い
者
ま
で
も
為
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
作
用
を
何
も
為

さ
な
く
て
も
作
者
と
な
る
な
ら
ば
、
そ
れ
も
不
合
理
で
あ
る
か
ら
、

自
性
と
し
て
成
立
し
て
い
る
諸
事
物
は
空
で
な
い
も
の
で
は
な
い
。

更
に
ま
た
、
諸
法
が
自
性
と
し
て
存
在
す
る
な
ら
ば
、
諸
々
の
趣

（
世
間
）
は
未
だ
生
じ
て
お
ら
ず
、
未
だ
減
し
て
い
な
い
も
の
と

な
る
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、
自
性
は
作
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

決
し
て
変
壊
し
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
未
だ
生
じ
て
お
ら
ず

未
だ
減
し
て
い
な
い
時
、
諸
々
の
趣
は
ま
さ
に
常
住
不
変
な
も
の

と
し
て
存
続
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
、
因
や
縁
に
依
存
す
る

こ
と
が
な
い
か
ら
、
諸
々
の
趣
は
種
々
な
る
様
態
を
欠
い
た
も
の

と
な
る
だ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
世
尊
は
弓
父
子
相
見
経
」
（
国
辱
§
ミ
ミ
旨
ミ
侭
軍
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ミ
農
ミ
ミ
）
の
中
で
、
〕

空
で
な
い
何
ら
か
の
も
の
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、

勝
者
は
何
ら
の
授
記
を
も
お
説
き
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

何
故
な
ら
、
〔
空
で
な
い
も
の
は
〕
各
々
の
事
物
に
お
い
て

常
住
不
変
な
も
の
と
し
て
存
続
し
、
そ
こ
で
は
増
大
す
る
こ

⑲

と
も
減
少
す
る
こ
と
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。

と
〔
お
説
き
に
な
ら
れ
て
お
り
、
〕
ま
た
、
［
聖
〕
象
腋
経
』

医
ご
画
言
畠
曾
雰
昌
畠
曽
昌
）
の
（
【
圏
患
）
中
で
も
、

も
し
も
、
諸
法
が
何
ら
か
の
自
性
と
し
て
存
在
す
る
な
ら
ば
、

声
聞
と
倶
な
る
彼
の
勝
者
は
次
の
こ
と
を
お
知
り
に
な
る
こ

と
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
「
常
住
不
変
な
る
諸
法
は
浬
梁
し
な
い
で
あ
ろ

う
。
ま
た
、
諸
賢
者
は
決
し
て
戯
論
を
欠
い
た
者
と
は
な
ら

⑳

な
い
（
く
．
怠
巴
で
あ
ろ
う
」
と
。

と
お
説
き
に
な
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
（
祠
思
留
）
こ
の
経

典
が
空
を
縁
起
言
①
．
“
ｇ
亡
呂
）
の
意
味
と
し
て
説
示
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
は
、
極
め
て
明
白
で
あ
る
。

【
〆
＆
出
世
間
の
言
語
慣
習
が
妥
当
し
な
い
こ
と
〈
＄
〉

も
し
も
、
自
性
と
し
て
成
立
し
て
い
る
も
の
と
し
て
空
な
る
も

の
が
存
在
し
な
い
な
ら
ば
、
先
に
未
だ
得
ら
れ
て
い
な
い
〔
仏
〕

果
を
後
に
得
る
こ
と
も
、
先
に
未
だ
苦
が
滅
尽
さ
れ
て
お
ら
ず
後

に
〔
そ
の
〕
苦
を
滅
尽
す
る
こ
と
も
、
先
に
未
だ
断
た
れ
て
い
な

い
あ
ら
ゆ
る
業
と
煩
悩
を
後
に
断
つ
こ
と
も
な
い
こ
と
に
な
る
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
出
世
間
の
あ
ら
ゆ
る
言
語
慣
習
（
仏
教
）
も

不
合
理
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

【
禧
】
縁
起
言
の
．
．
ｇ
亡
呂
）
の
真
実
を
見
る
こ
と
が
四
諦

の
真
実
を
見
る
こ
と
に
な
る
く
ち
〉

事
物
が
自
性
と
し
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
て
い
る

時
、
あ
ら
ゆ
る
措
定
が
不
合
理
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
故
、
何
で
あ

れ
縁
起
（
風
①
口
日
侭
〕
宮
の
ｇ
閏
》
耳
ロ
侭
ｇ
）
を
特
質
と
す
る
空

性
を
見
る
彼
の
ョ
－
ガ
行
者
は
、
苦
と
集
と
減
と
道
と
を
、
す
な

わ
ち
四
諦
の
真
実
を
見
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
重
静
盧
一
樫
経
」
匡
曇
愚
忌
堂
魯
ミ
ミ
愚
冨
曽
量
）

の
中
で
、〔

マ
ン
ジ
ュ
シ
ュ
リ
ー
は
申
し
上
げ
た
。
〕
「
世
尊
よ
、
聖
な

る
四
つ
の
諦
は
如
何
に
し
て
見
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
ま
し
ょ

う
か
』
世
尊
は
仰
せ
ら
れ
た
。
『
マ
ン
ジ
ュ
シ
ュ
リ
ー
ょ
、

誰
で
あ
れ
諸
行
は
生
起
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
と
見
て
い

る
者
、
彼
は
既
に
苦
を
遍
知
し
て
い
る
。
誰
で
あ
れ
あ
ら
ゆ

る
法
は
生
じ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
と
見
て
い
る
者
、
彼
は

3（



既
に
集
を
断
捨
し
て
（
厨
圏
留
）
い
る
。
誰
で
あ
れ
あ
ら

ゆ
る
法
は
必
ず
浬
藥
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
見
て
い
る
者
、

彼
は
既
に
減
を
現
証
し
て
い
る
。
誰
で
あ
れ
あ
ら
ゆ
る
法
は

決
し
て
生
起
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
と
見
て
い
る
者
、
彼

は
既
に
道
を
修
習
し
て
い
る
。
マ
ン
ジ
ュ
シ
ュ
リ
－
よ
、
誰

で
あ
れ
そ
の
よ
う
に
聖
な
る
四
つ
の
諦
を
見
て
い
る
者
、
彼

は
「
こ
れ
ら
の
法
は
善
で
あ
る
」
『
こ
れ
ら
の
法
は
不
善
で

あ
る
」
『
こ
れ
ら
の
法
は
断
捨
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
「
こ
れ

ら
の
法
は
現
証
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
（
ぐ
鹿
ご
『
苦
は

遍
知
弓
患
浮
）
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
集
は
断
捨
さ
れ

る
べ
き
で
あ
り
、
減
は
現
証
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
道
は
修

習
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
考
え
る
こ
と
な
く
、
分
別
す
る

こ
と
が
な
い
。
何
故
な
ら
、
何
で
あ
れ
こ
の
よ
う
に
分
別
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
法
、
そ
れ
を
彼
は
見
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で

あ
る
。
〔
一
方
〕
諸
々
の
愚
者
異
生
達
が
そ
れ
ら
の
法
を
分

別
す
る
な
ら
ば
、
〔
彼
等
は
そ
の
法
に
よ
っ
て
〕
貧
る
で
あ

ろ
う
。
〔
彼
等
は
そ
の
法
に
よ
っ
て
〕
怒
り
を
抱
く
で
あ
ろ

う
。
〔
彼
等
は
そ
の
法
に
よ
っ
て
〕
迷
う
で
あ
ろ
う
。
〔
し
か

し
〕
彼
は
如
何
な
る
法
を
も
取
す
る
こ
と
な
く
、
棄
て
る
こ

と
が
な
い
。
そ
の
よ
う
に
取
す
る
こ
と
な
く
棄
て
る
こ
と
の

な
い
者
の
三
界
に
お
け
る
心
は
著
す
る
こ
と
が
な
い
で
あ
る

【
国
昌
本
章
の
概
要
お
よ
び
特
質
の
解
説

中
観
派
が
輪
廻
〔
よ
り
〕
浬
藥
〔
に
至
る
ま
で
〕
の
諸
法
に
は

自
性
と
し
て
成
立
し
て
い
る
も
の
は
全
く
存
在
し
て
い
な
い
と
説

示
し
て
い
る
時
、
対
論
者
は
そ
の
（
中
観
派
の
）
学
説
に
対
し
て

う
。
〔
彼
は
〕
三
界
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
、
生
じ
て
い
る
も

の
で
は
な
く
、
幻
や
夢
や
こ
だ
ま
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と

見
る
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
法
を
そ
の
よ
う
な
自
性
と
し
て

見
る
者
は
、
あ
ら
ゆ
る
有
情
に
お
け
る
負
愛
や
愼
志
を
既
に

離
れ
た
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ど
う
し
て
か
と
言

う
な
ら
ば
、
す
な
わ
ち
何
で
あ
れ
彼
（
愚
者
異
生
）
が
負
愛

し
愼
志
す
る
で
あ
ろ
う
法
を
、
彼
は
認
識
し
な
い
か
ら
で
あ

る
。
彼
は
虚
空
に
等
し
い
心
に
よ
っ
て
仏
陀
さ
え
も
随
見
す

る
こ
と
が
な
い
。
法
さ
え
も
随
見
す
る
こ
と
な
く
、
僧
伽
さ

え
も
随
見
す
る
こ
と
な
く
、
負
、
闇
ｇ
）
同
時
に
あ
ら
ゆ

る
法
は
空
で
あ
る
と
見
る
者
、
〔
彼
は
〕
如
何
な
る
法
に
も

疑
い
を
生
ず
る
こ
と
が
な
い
。
疑
い
〔
を
生
ず
る
こ
と
の
〕

な
い
者
、
〔
彼
は
〕
取
す
る
こ
と
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
取
す

る
こ
と
が
な
い
者
、
〔
彼
は
〕
取
す
る
こ
と
な
く
完
全
に
浬

⑳

梁
す
る
の
で
あ
る
。
」

と
お
説
き
に
な
ら
れ
て
い
る
。
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「
世
間
と
出
世
間
と
に
つ
い
て
措
定
さ
れ
る
べ
き
何
も
の
も
存
在

し
な
い
こ
と
に
な
る
」
と
論
難
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
〔
我
々
は
〕

そ
れ
に
対
す
る
回
答
と
し
て
、
よ
く
考
察
す
る
な
ら
ば
、
既
述
の

よ
う
に
〔
自
性
と
し
て
成
立
し
て
い
る
も
の
を
〕
否
定
す
る
正
理

に
よ
る
考
察
に
耐
え
得
る
も
の
（
侭
の
息
の
回
国
匙
冒
＆
息
）

は
微
塵
も
存
在
し
な
い
か
ら
、
対
論
者
の
学
説
に
は
「
こ
れ
で
あ

る
」
「
こ
れ
（
く
怠
巴
で
な
い
」
と
い
っ
た
措
定
さ
れ
る
べ
き

何
も
の
も
存
在
し
な
い
と
い
う
過
失
が
存
在
す
る
が
、
〔
一
方
〕

我
が
（
中
観
派
）
の
学
説
に
は
そ
れ
ら
の
過
失
が
存
在
し
な
い

（
詞
曽
冒
）
だ
け
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
措
定
が
極
め
て
合
理
的

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
〔
第
二
十
四
〕
章
は
〔
そ
の
〕
主

要
な
も
の
と
し
て
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
そ
の
こ
と
は
、
空
性
の
意
味
は
縁
起
（
『
５
コ
↓
ｇ
匡
呂
）

の
意
味
で
あ
っ
て
、
〔
効
果
的
〕
作
用
〔
能
力
〕
を
も
つ
事
物
を

否
定
す
る
こ
と
が
空
性
の
意
味
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
至
る
か

ら
、
中
の
道
理
ａ
盲
目
昌
扇
冒
己
を
信
解
す
る
考
察
を
も
つ

者
で
あ
れ
ば
、
そ
の
〔
中
の
〕
道
理
の
通
り
に
論
ず
る
べ
き
で
あ

る
。
し
か
し
、
実
在
論
者
達
に
よ
っ
て
「
世
間
と
出
世
間
と
の
如

何
な
る
措
定
も
、
汝
（
中
観
派
）
の
こ
の
学
説
に
お
い
て
〔
措

定
〕
さ
れ
る
こ
と
は
妥
当
し
な
い
」
と
い
う
重
圧
を
か
け
ら
れ
て

我
々
（
中
観
派
）
が
〔
論
ず
る
〕
通
り
で
あ
れ
ば
、
ど
こ
に
も

「
こ
れ
で
あ
る
」
「
こ
れ
で
な
い
」
と
い
う
識
別
が
措
定
さ
れ
る

こ
と
は
妥
当
し
な
い
と
、
対
論
者
の
非
難
を
必
要
と
す
る
こ
と
な

く
、
最
初
か
ら
自
身
を
そ
の
〔
中
観
派
と
実
在
論
者
の
〕
中
間

〔
の
立
場
〕
に
位
置
付
け
て
は
な
ら
な
い
。

【
テ
キ
ス
ト
お
よ
び
略
号
一

○
言
弓
、
恩
、
Ｃ
Ｏ
痔
。
ミ
ミ
ミ
群
司
吻
冒
冒
ミ
ミ
記
、
凰
○
富
国
崖
‐

飼
吟
、
伊
○
駒
圃
崔
君
‐
（
閉
』
の
、
‐
、
』
〕
弓
‐
く
○
房
．
今
丙
ミ
暮
冴
琴
冒
晦

営
鼠
辛
碍
器
斡
吻
冒
噌
‘
§
冒
冒
旨
曽
（
智
壁
息
詩
｛
函
§
圏
》
ぐ
○
一

司
の
ｌ
］
○
回
①
臼
ず
冠
ｚ
ｍ
ｍ
言
ｍ
ｐ
ｍ
の
①
］
の
、
ロ
の
日
○
》
ｚ
の
言
月
）
里
巨
．

］
①
司
司
ｌ
』
①
司
④
．

Ｆ
宛
》
旧
ロ
ミ
蔑
ミ
３
§
量
ｏ
〕
○
乏
弓
》
く
○
房
岸
中
画
ｃ

Ｆ
ｚ
“
侶
侭
吻
雰
琴
昌
亀
胃
這
弓
函
、
。
》
。
ご
く
目
）
く
２
，
画
岸
三
○
・
鰐

罰
○
晦
詞
侭
喧
、
口
叡
侭
ビ
ロ
ミ
冴
言
↑
○
ご
く
弓
》
く
○
］
．
い
い

Ｆ
詞
○
豈
匡
目
四
Ｆ
Ｓ
謁
慰
量
＆
睡
菖
輌
冨
、
蛍
》
○
ご
く
弓
》
く
２
．
画
胃
》
三
○
』

の
罰
亜
包
Ｑ
ｏ
謹
晦
“
、
Ｑ
》
’
画
守
頚
ミ
》
○
ご
く
弓
）
く
巳
・
画
全
ｚ
ｏ
・
」

巨
添
《
ミ
ミ
ｓ
ご
冒
号
旨
ミ
昌
曾
言
幕
員
令
勺
所
収
テ
キ
ス
ト
）

勺
勺
恥
Ｆ
・
」
の
置
く
巴
示
①
勺
○
巨
朋
目
①
Ｑ
〕
』
鳧
ミ
ロ
ミ
ミ
旦
琴
セ
ミ
ご
口
諦
口
毒
、
、
罫
、
吻

色
爵
旦
ご
ミ
ミ
雷
吻
曽
昌
毎
号
ｚ
侭
勵
ご
屋
冨
ロ
自
己
Ｒ
奇
、
昌
旨
旨
琶
息
口
島

○
ミ
ミ
ミ
ミ
昌
爵
器
ｐ
ミ
ミ
ロ
奇
鼠
）
囚
匡
５
９
の
８
，
厘
監
巨
ｇ
旨
く
）

の
庁
．
而
酔
①
扇
す
○
匡
掲
》
骨
④
○
四
ｌ
］
④
』
印

聖
諦
の
考
察
と
い
う
（
【
闇
討
）
四
十
偶
か
ら
な
る
第
一

十
四
章
の
註
釈
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所
紀
要
」
）
弓
〉

悪
心
韻
出
置
（
東
京
、
成
田
山
仏
教
研
究
所
）

q q
レ ヅ



①
ａ
小
川
［
５
＄
］

②
且
長
尾
〔
ご
認
〕

③
幻
ｏ
国
四
隠
跣

④
ａ
福
田
ロ
ｇ
巴
〔
９
８
〕

⑤
Ｆ
宛
も
農
鯉
＆
占
同
内
容
の
論
述
が
『
ラ
ム
ツ
ォ
ナ
ム
ス
ン
』

の
主
旨
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ｇ
小
谷
／
ツ
ル
テ
ィ
ム

ロ
ｇ
己
宅
腿
な
お
Ｆ
幻
で
は
「
縁
起
」
は
ほ
ぼ
耳
の
ロ
）
百
匹
と

表
記
さ
れ
る
。
こ
の
「
縁
起
」
表
記
の
胃
①
ロ
ヴ
邑
か
ら
鼻
の
ロ

）
ご
匡
品
へ
の
移
行
に
関
し
て
は
、
拙
論
「
ツ
ォ
ン
ヵ
パ
に
お
け
る

縁
起
観
の
展
開
１
月
の
ロ
】
言
但
か
ら
尉
画
〉
ご
匡
侭
へ
ｌ
」
（
「
印
度
学

仏
教
学
研
究
」
第
四
十
九
号
、
ｇ
ｇ
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑥
筆
者
は
既
に
詞
の
第
一
章
を
中
心
と
し
て
こ
の
問
題
を
論
じ
た
。

拙
論
「
月
邑
ご
巨
品
と
尉
屋
↓
耳
①
］
ｌ
ツ
ォ
ン
ヵ
パ
に
よ
る
「
縁

起
」
解
釈
」
二
大
谷
大
学
大
学
院
研
究
紀
要
」
第
皿
号
、
一
九
九
七

弓
宇
隠
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑦
「
正
理
大
海
』
第
二
十
四
章
の
科
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
太

字
で
記
さ
れ
た
部
分
が
本
和
訳
に
相
当
す
る
。
ま
た
タ
シ
ル
ン
ポ
版

の
該
当
箇
所
を
括
弧
で
記
し
た
。
な
お
、
科
文
の
番
号
は
、
「
東
洋

文
庫
多
言
語
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
。
ｐ
詞
○
巨
」
（
東
洋
文
庫
、
一
九
九

七
）
所
収
、
殴
胃
且
○
陣
方
〕
侭
の
属
晶
・
言
日
の
番
号
を
使
用
さ
せ

て
頂
い
た
。

今
中
論
註
正
理
大
海
』
第
二
十
四
章
科
文
〉

【
司
邑
縁
起
（
§
国
ざ
冒
侭
）
は
自
性
と
し
て
空
で
あ
る
と
い
う

説
示
に
対
す
る
論
難
の
排
斥
［
界
〕
冨
困
首
巴

【
臼
】
聖
諦
の
考
察
［
鵲
旨
巴

【
国
且
本
章
の
解
説
官
曽
島
］

【
悶
邑
〔
四
〕
向
〔
四
〕
果
が
不
合
理
で
あ
る
と
い

う
論
難
［
麗
淫
こ

【
観
邑
三
宝
が
不
合
理
で
あ
る
と
い
う
論
難

「
．
３
Ｊ
１
ヨ

戸
心
。
。
四
○
」

【
両
】
業
と
果
報
な
ど
が
不
合
理
で
あ
る
と
い
う
論
難

［
い
い
吟
印
画
］【

固
】
論
難
に
対
す
る
回
答
［
阻
宙
巴

ご
巳
対
論
者
の
論
述
は
縁
起
（
『
房
ロ
、
ご
匡
侭
）
の
真

実
を
了
解
し
て
い
な
い
論
難
で
あ
る
こ
と
の
説
示
［
閉
与
邑

【
〆
邑
対
論
者
の
述
べ
た
過
失
が
自
部
（
中
観
派
）

に
は
充
た
ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て
厨
匿
冨
］

【
ロ
】
指
摘
さ
れ
た
過
失
が
充
た
ら
な
い
理
由

［
い
い
吟
ず
い
］

【
冨
昌
〔
空
の
〕
三
義
を
了
解
し
て
い
な
い
論

難
で
あ
る
こ
と
の
説
示
［
鵠
浄
巴

【
巨
邑
そ
の
よ
う
な
論
難
は
二
諦
の
誤
解
で
あ

る
こ
と
の
説
示
官
閉
匡
］

【
ｚ
呈
誤
解
さ
れ
て
い
る
二
諦
の
本
質

［
い
い
、
ず
い
］

【
ｇ
】
『
根
本
般
若
』
の
中
で
説
示
さ
れ

る
語
義
の
解
説
両
断
園
］

［
い
い
」
ず
画 【

巨
】
論
難
［
麗
旨
巴

【
官
】
生
滅
な
ど
が
不
合
理
で
あ
る
と
い
う
論
難

［
画
⑲
侵
す
』
］

【
肉
邑
四
諦
の
作
用
が
不
合
理
で
あ
る
と
い
う
論
難
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【
○
邑
註
釈
の
中
で
指
示
さ
れ
る
決
定
さ

れ
る
べ
き
意
味
［
隠
穿
巴

【
国
】
世
俗
諦
の
解
説
［
麗
号
と

【
恒
】
「
世
俗
」
と
「
諦
」
と
の
語

義
解
釈
官
患
哀
］

【
喝
】
世
俗
諦
の
特
質
宮
弓
冨
］

【
ぬ
邑
壯
俗
の
分
類
宙
＄
＆
］

【
も
邑
勝
義
諦
の
解
説
官
と
烏
］

【
白
】
「
勝
義
」
と
「
諦
」
と
の
意

味
の
解
説
官
と
＆
］

【
旧
】
勝
義
諦
の
特
質
［
隠
母
巴

【
罰
邑
意
味
そ
の
も
の
［
膿
母
巴

【
詞
邑
論
難
の
排
斥
宙
怠
冨
］

【
曾
】
如
実
を
御
覧
に
な
る
こ

と
は
不
合
理
で
あ
る
と
い
う
論
難
の
排
斥
［
艦
留
旦

【
圏
】
如
量
を
御
覧
に
な
る
こ

と
は
不
合
理
で
あ
る
と
い
う
論
難
の
排
斥
宙
患
巴
］

【
ｇ
】
勝
義
諦
の
分
類
の
解
説

［
画
心
①
画
①
］

【
勺
邑
諦
は
二
つ
で
あ
る
と
確
定
し
て

い
る
こ
と
の
説
示
官
自
農
］

【
ｚ
邑
二
諦
を
知
ら
な
け
れ
ば
聖
言
の
真
実

を
知
ら
な
い
こ
と
面
ｓ
農
］

【
ｚ
邑
二
諦
を
説
示
す
る
目
的
［
隠
殴
巴

【
ｚ
皇
二
諦
を
誤
っ
て
捉
え
た
場
合
の
弊
害

［
四
一
ｍ
す
』
］

【
ｚ
邑
二
諦
は
了
解
し
難
い
た
め
説
者
釈
尊

が
説
法
跨
踏
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
［
隠
學
二

【
Ｆ
邑
述
べ
ら
れ
て
い
る
過
失
が
充
た
ら
な
い
こ

と
の
説
示
そ
の
も
の
宮
ら
爵
］

【
伊
邑
過
失
が
存
在
し
な
い
だ
け
で
な
く
功
徳
が

存
在
す
る
こ
と
に
つ
い
て
官
呂
鼠
］

【
尉
邑
過
失
を
立
て
る
者
に
ま
さ
に
そ
の
同
じ
過
失

が
充
た
る
こ
と
に
つ
い
て
宙
呂
匿
］

【
ロ
】
過
失
を
立
て
る
者
に
ま
さ
に
そ
の
同
じ
過

失
が
充
た
る
理
由
両
ｇ
闇
］

【
Ｆ
邑
そ
れ
に
よ
っ
て
自
己
の
過
失
を
他
者
の
過

失
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
つ
い
て
宮
ｇ
患
］

【
旧
邑
そ
の
諸
々
の
過
失
で
あ
る
も
の
の
明
示

［
い
、
］
四
四
］

【
両
】
自
部
の
御
主
張
が
空
の
意
味
は
縁
起
言
ｇ

ざ
旨
眉
）
の
意
味
で
あ
る
こ
と
の
説
示
雨
臼
呂
］

日
邑
そ
の
よ
う
に
主
張
し
な
い
為
に
あ
ら
ゆ
る
措
定

が
不
合
理
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
［
誤
留
邑

【
嗣
邑
所
知
で
あ
る
四
諦
が
妥
当
し
な
い
こ
と

［
い
、
四
四
画
］

【
〆
邑
四
諦
を
〔
遍
〕
知
す
る
こ
と
等
と
凹
果
が
妥

虫
コ
ー
レ
先
任
い
こ
し
」
官
、
い
す
里

【
屍
邑
三
宝
が
妥
当
し
な
い
こ
と
［
韻
宙
と

【
〆
邑
作
者
と
業
果
が
妥
当
し
な
い
こ
と
［
誤
夢
巴

【
〆
邑
世
間
の
言
語
慣
習
が
妥
当
し
な
い
こ
と

［
画
印
四
四
胃
］
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【
【
＆
出
世
間
の
言
語
慣
習
が
妥
当
し
な
い
こ
と

「
う
１
１
ニ
フ
ユ

行
い
○
○
口
い
」

【
志
】
縁
起
（
風
ｇ
ゞ
ご
巨
眉
）
の
真
実
を
見
る
こ
と
が

四
諦
の
真
実
を
見
る
こ
と
に
な
る
こ
と
［
思
留
と

【
函
邑
本
章
の
概
要
お
よ
び
特
質
の
解
説
［
囲
号
里

⑧
母
。
切
言
目
画
ロ
［
＄
程
］
甚
胃
〃
吉
水
官
瑁
己
や
弓
に
お
い
て
ツ

ォ
ン
カ
パ
に
よ
る
号
口
々
ご
匡
侭
の
定
義
と
し
て
示
さ
れ
た
こ

の
二
つ
の
縁
起
の
意
味
は
、
し
か
し
顕
現
で
あ
り
世
俗
な
る
も

の
と
し
て
の
縁
起
を
指
示
す
る
目
の
目
ず
且
の
定
義
で
あ
り
、
勝

義
を
指
示
す
る
箭
邑
》
ご
巨
侭
の
定
義
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

⑨
冨
国
四
旨
》
冒
恩
骨
冨
具
尽
冒
冒
鳥
ぐ
。
｝
」
）
弓
冨
盟
骨

弓
の
×
厨
（
⑳
四
国
め
弄
吋
群
．
目
号
①
日
ロ
．
○
巨
国
の
ｍ
の
）
〕
門
口
ｓ
ｏ
山
里
目
号
旦
旨
四

』
）
国
ｏ
ロ
ロ
〕
ご
忠
弓
患
‐
亀
梶
山
／
瓜
生
津
ロ
場
ユ
ロ

四
ｍ
四
．

⑩
昔
匡

⑪
勺
祠
弓
患
い
？
＄
ｐ
』

⑫
Ｆ
屈
○
冒
品
）
屯
冨
」
誤
冨
‐
尻
艀
蝕
ツ
ル
テ
ィ
ム
／
高
田

［
５
９
］
弓
３
‐
計
．
で
は
「
縁
起
の
論
拠
の
解
説
」
と
い
う
項

目
の
も
と
、
ほ
ぼ
同
論
旨
の
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

⑬
弔
弔
も
血
Ｅ
』
由
も
の
置
侭
．
号
画
囹
も
ロ
〕
陪
蟹
。

⑭
而
詞
ｐ
ｇ
Ｐ
印
③
Ｆ
医
長
号
．
ご
回
掃
匡
】
麗
匡
‐
い

⑮
弔
詞
ロ
ｍ
Ｅ
ひ
も
の
置
侭
．
号
』
閏
目
四
面
曽
尉

⑯
こ
の
職
え
は
、
五
比
丘
の
一
人
威
儀
第
一
の
ア
ッ
サ
ジ
の
教

化
に
よ
っ
て
、
ウ
パ
テ
ィ
ッ
サ
（
シ
ャ
ー
リ
フ
ト
ラ
）
が
仏
教

に
帰
依
し
て
い
く
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の

時
ア
ッ
サ
ジ
が
ウ
パ
テ
ィ
ッ
サ
に
伝
え
た
教
え
が
『
縁
起
法
頌
』

と
し
て
伝
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
諸
々
の
法
は
因
よ
り
生
ず

る
、
如
来
は
そ
れ
ら
の
因
を
説
く
、
諸
々
の
減
を
〔
も
説
く
〕
、

偉
大
な
沙
門
は
こ
の
よ
う
に
説
く
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
且

山
辺
［
ら
霞
］
弓
器
‐
認
三
枝
［
ｇ
ｇ
ご
西
国

⑰
崩
置
眉
〃
三
○
紹
尉
目
、
四
〉
困
冨

⑱
勺
祠
や
ｇ
回
ら
‐
国
Ｆ
匡
侭
ヨ
○
馬
い
国
）
困
昏
印
。

な
お
本
文
で
は
経
名
が
『
の
菌
目
呂
○
“
国
言
い
『
海
所
問
』
と
さ

れ
る
が
、
こ
れ
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
「
海
意
所
間
経
』

（
三
○
曽
巴
『
海
龍
王
所
問
経
』
（
ｚ
ｏ
忠
ｅ
で
は
な
く
、

『
無
熱
龍
王
所
問
経
』
の
中
に
こ
の
偶
頌
が
見
出
さ
れ
る
。
ま

た
、
ツ
ォ
ン
カ
パ
が
［
５
口
“
ご
ロ
侭
と
記
し
た
語
は
経
の
中
で

は
鳥
目
園
と
な
っ
て
い
る
。
引
用
と
は
若
干
異
な
る
本
経
の

偶
頌
を
以
下
に
示
す
。
日
与
四
ｍ
ｇ
§
ロ
ロ
昌
呂
Ｏ
巳
四
日
ｏ
の
息

旦
い
い
『
、
Ｈ
ロ
（
ぽ
い
同
岸
四
ヶ
血
目
四
ｍ
口
回
切
も
い
『
員
戸
〕
ず
】
①
匡
旦
①
、
、
『
ぬ
国
匡

目
己
の
」
門
戸
国
①
邑
員
』
①
Ｑ
○
ず
○
ｍ
ロ
］
冠
○
二
門
口
凹
望
】
巳
、
と
０
面
○
ｍ
目
』
【
ぬ
く
ロ
【

吋
丙
ぐ
の
ロ
ロ
○
四
の
ロ
四
吋
回
す
庁
巨
め
ず
①
の
、
、

⑲
も
祠
固
臼
据
甲
回
顧
置
侭
三
○
討
早
扇
国
言
〕
認
Ｅ
‐
。

以
下
の
部
分
が
該
当
箇
所
と
考
え
ら
れ
る
。
隠
焉
の
・
鴨
）
昌
侭

門
口
鐸
印
庁
○
口
、
ロ
山
、
、
【
ぬ
冒
四
｝
す
い
い
巳
の
」
匡
冒
ぬ
す
め
〈
四
口
Ｈ
己
目
ぬ
い
巨
口
ｍ
『
ヘ

○
一
）
』
℃
ロ
く
胃
い
す
の
ロ
四
）
」
』
言
四
ヶ
匡
門
『
、
Ｈ
ｍ
ｐ
ｍ
ｍ
］
Ｈ
四
口
い
ず
箇
固
一
口
ぬ

い
口
凹
め
ぬ
望
ｐ
Ｈ
ロ
皿
、
、
両
国
屋
『
ず
、
Ｈ
国
の
ｇ
ｏ
』
邑
胆
弄
冒
の
門
園
巨
胴
切
庁
①
、
、
。
①

旨
い
》
ロ
ゴ
の
胃
Ｈ
胃
の
Ｑ
〕
ぬ
Ｈ
］
ず
壱
四
国
声
①
匡
、
、

⑳
勺
詞
亨
臼
Ｐ
制
９
．
刃
冨
侭
ｚ
ｏ
函
厨
房
匡
虐
８
馬
‐
今

全
同
で
は
な
い
が
次
の
箇
所
が
部
分
的
に
一
致
す
る
。

め
ぽ
凶
引
』
》
』
豆
匡
《
」
』
二
四
○
冨
○
の
両
釦
》
い
ぽ
一
ｍ
Ｈ
ｇ
国
ｍ
ｍ
ｍ
四
日
、
胃
、
畠
、
旦
釦
、
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一
、

己
四
罠
冒
○
口
も
四
門
ぬ
く
［
貝
戸
画
一
の
①
ロ
扇
○
四
口
〕
目
四
門
目
、
で
写
旦
】
の
丙
く
ｍ
ｐ
ｍ

二

〕
【
坐
。
》

目
』
く
ゆ
ロ
、
四
目
』
ゆ
め
ロ
四
口
ｍ
Ｈ
ｐ
巨
覗
胃
戸
員
Ｈ
○
、
、

⑳
勺
両
君
印
員
届
‐
日
興
。
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