
た
だ
今
ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
村
上
真
完
で
ご
ざ
い
ま
す
。
本
日
は
こ
の
伝
統
の
あ
る
大
谷
大
学
仏
教
学
会
に
お
き
ま
し
て
、
お

話
し
申
し
上
げ
る
機
会
を
与
え
て
頂
き
ま
し
て
、
誠
に
光
栄
に
存
じ
ま
し
て
喜
ん
で
参
っ
た
し
だ
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
大
谷
大
学
は
、

そ
の
前
身
か
ら
数
え
る
と
三
百
数
十
年
に
わ
た
っ
て
、
仏
教
の
学
問
を
守
り
育
て
て
き
た
大
学
と
承
知
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
私
共
の
知

っ
て
い
る
限
り
で
も
、
基
礎
研
究
を
特
に
重
ん
じ
て
倶
舎
学
、
中
観
、
唯
識
の
研
究
、
最
近
で
は
ま
た
ジ
ャ
ィ
ナ
の
認
識
論
の
研
究
と
い

う
よ
う
な
イ
ン
ド
思
想
研
究
を
含
め
て
、
そ
の
仏
教
研
究
の
業
績
を
世
の
中
に
間
う
て
き
て
い
る
伝
統
の
あ
る
大
学
と
承
知
い
た
し
て
お

さ
て
、
私
は
こ
こ
で
こ
れ
か
ら
十
分
に
有
益
な
お
話
が
出
来
る
か
ど
う
か
、
い
さ
さ
か
不
安
で
も
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
先
般
長
崎
先
生

か
ら
こ
の
講
演
の
ご
依
頼
を
受
け
ま
し
た
と
き
か
ら
ず
っ
と
考
え
ま
し
て
、
つ
い
さ
っ
き
新
幹
線
に
乗
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
そ
の
問

も
ず
っ
と
考
え
て
き
た
こ
と
を
申
し
上
げ
ま
し
て
、
皆
様
の
ご
批
判
を
頂
き
た
い
と
、
こ
う
存
じ
て
い
る
し
だ
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。

（
１
）
さ
て
「
真
実
と
は
何
か
」
と
い
う
題
目
を
掲
げ
ま
し
た
が
、
実
は
考
え
て
み
ま
す
と
、
こ
れ
は
あ
ま
り
大
き
な
問
題
で
ご
ざ
い

ま
し
て
、
ま
た
全
く
無
条
件
で
真
実
と
い
う
こ
と
を
主
題
と
し
て
語
る
と
い
う
の
が
、
非
常
に
困
難
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま

し
た
の
で
、
そ
こ
で
実
際
は
「
真
実
と
は
何
か
」
で
は
な
く
て
、
「
何
が
真
実
で
あ
る
の
か
」
と
い
う
よ
う
に
問
題
を
置
き
換
え
ま
し
て
、

り
ま
す
。

真
実
と
は
何

Ｉ
ウ
。
ハ
ニ
シ
ャ
ド
か
ら
仏
教
へ
Ｉ

か

村
上
真
完

、穴

do



い
ま
お
配
り
い
た
し
ま
し
た
よ
う
な
資
料
を
用
意
し
て
ま
い
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
資
料
と
い
う
の
は
私
の
メ
モ
で
ご
ざ
い
ま
し

て
、
こ
れ
全
般
に
つ
い
て
の
お
話
を
、
ど
れ
ほ
ど
で
き
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
お
そ
ら
く
最
初
の
ほ
う
を
少
し
詳
し
く
申
し
上

げ
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
第
一
に
は
、
「
真
実
」
と
い
う
言
葉
を
吟
味
し
た
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
私
共
が
学
ん
で
お
り
ま
す
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
言

葉
で
「
真
実
」
を
意
味
す
る
語
に
は
ど
う
い
う
も
の
が
あ
る
か
、
そ
う
い
う
点
か
ら
ま
ず
考
え
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
一
番
目
は

ｍ
四
ｑ
四
ｌ
パ
ー
リ
語
で
は
”
四
Ｃ
Ｏ
煙
と
申
し
ま
す
が
Ｉ
こ
れ
は
「
存
在
す
る
」
と
か
「
あ
る
」
と
い
う
動
詞
く
四
ｍ
の
現
在
分
詞
吻
昇
か

ら
由
来
し
た
語
で
ご
ざ
い
ま
す
。
で
す
か
ら
「
真
に
存
在
す
る
」
と
か
い
う
意
味
が
元
の
意
味
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
か
ら

「
嘘
偽
り
の
な
い
」
、
「
本
当
の
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
の
形
容
詞
、
更
に
は
ま
た
抽
象
名
詞
と
し
て
、
中
性
名
詞
と
し
て
、
真
実
、
真
理

を
意
味
し
ま
す
。
と
く
に
仏
教
で
は
「
諦
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
言
葉
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
回
は
こ
の
＄
ご
轡
と
い
う
こ
と
を
中
心
に
お

話
を
申
し
上
げ
る
こ
と
に
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
二
番
目
は
冨
詐
ぐ
塵
と
い
う
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
「
真
理
」
と
い
う
よ
う
に
訳
し
ま
す
。
あ
る
い
は
「
真
実
」
と
も

訳
し
ま
す
が
、
本
来
は
苗
寸
す
な
わ
ち
「
そ
れ
」
と
い
う
意
味
の
指
示
代
名
詞
か
ら
き
て
い
る
ん
で
す
。
「
そ
れ
で
あ
る
」
と
い
う
こ

①

と
が
元
の
意
味
で
あ
り
ま
す
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
は
菌
の
瀞
ｇ
習
農
（
そ
れ
で
あ
る
こ
と
）
と
い
う
よ
う
に
註
釈
さ
れ
る
言
葉
で
ご

ざ
い
ま
す
が
、
そ
れ
が
「
真
実
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
合
に
は
、
「
そ
れ
で
あ
る
こ
と
」
で
す
か
ら
、
そ
の
対
象
と
の
一

致
と
い
う
と
こ
ろ
に
真
実
性
が
求
め
ら
れ
る
と
、
そ
う
い
う
語
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
日
は
こ
の
菌
茸
ぐ
ゅ
に
つ
い
て
は
申
上
げ
る
余
裕
が

ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

し
か
も
ま
た
仏
教
以
前
に
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
古
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ド
か
ら
、
主
と
し
て
初
期
の
仏
教
に
か
け
て
の
基
本
的
な

思
想
Ｉ
思
惟
方
法
と
言
っ
て
も
よ
ろ
し
い
の
で
す
が
Ｉ
そ
う
い
う
基
本
的
な
思
考
法
を
尋
ね
て
み
た
い
と
き
」
う
思
う
わ
け
で
ご
ざ

い
ま
十
，
。

ワ
ｊ

ｎ
ｏ



三
番
目
は
、
さ
き
ほ
ど
も
ご
紹
介
の
鍵
主
先
生
の
言
葉
に
あ
り
ま
し
た
が
、
「
真
如
」
と
い
う
漢
訳
の
言
葉
の
原
語
に
あ
た
る
言
葉

冨
昏
、
一
国
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
「
そ
の
と
お
り
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
特
に
仏
教
で
使
う
用
語
で
ご
ざ
い
ま

四
番
目
は
も
国
日
目
圃
と
い
う
単
語
で
、
こ
れ
は
特
に
中
世
以
後
の
認
識
論
に
お
い
て
使
わ
れ
る
言
葉
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
こ
れ
は

「
正
し
い
認
識
の
手
段
で
あ
る
こ
と
」
、
あ
る
い
は
「
正
し
い
認
識
で
あ
る
こ
と
」
、
を
意
味
し
て
お
り
ま
し
て
、
こ
の
場
合
に
は
認
識
論

上
の
問
題
、
特
に
我
友
が
得
た
知
が
独
立
に
知
自
体
と
し
て
「
正
し
い
認
識
で
あ
る
」
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
知
は
他
の
知
に
よ
っ
て
始

め
て
「
正
し
い
真
な
る
知
で
あ
る
」
か
否
か
確
認
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
議
論
に
関
係
す
る
言
葉
で
ご
ざ
い
ま
す
。

（
Ⅱ
）
以
上
の
よ
う
な
語
が
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
中
で
私
は
め
煙
辱
四
と
い
う
言
葉
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。

こ
の
闇
ｑ
四
と
い
う
言
葉
は
『
リ
グ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
』
以
来
用
い
ら
れ
て
い
る
言
葉
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
私
は
初
期
の
古
ウ
・
〈
’
一
シ

ャ
ド
、
つ
ま
り
仏
教
以
前
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
古
ゥ
パ
ニ
シ
ャ
ド
の
用
例
か
ら
考
え
る
こ
と
に
い
た
し
た
い
と
思
い
ま

す
。
何
故
か
と
い
い
ま
す
と
、
哲
学
的
な
真
理
の
探
究
と
い
う
意
味
で
は
、
こ
の
初
期
の
古
ゥ
。
ハ
ニ
シ
ャ
ド
か
ら
考
え
る
の
が
適
切
で
あ

ろ
う
と
思
う
か
ら
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
こ
こ
に
お
渡
し
の
資
料
に
も
「
ウ
ッ
ダ
ー
ラ
カ
・
ア
ー
ル
ニ
（
ご
目
巴
幽
冨
宵
ロ
日
）

に
お
け
る
真
実
な
も
の
」
と
私
は
書
い
て
お
き
ま
し
た
が
、
初
期
の
古
ウ
パ
’
一
シ
ャ
ド
に
登
場
し
て
く
る
思
想
家
た
ち
の
中
で
、
こ
の
ウ

ッ
ダ
ー
ラ
カ
。
ア
ー
ル
’
一
と
い
う
人
は
、
本
当
の
意
味
で
哲
学
的
な
普
遍
的
な
原
理
の
探
究
を
、
自
分
の
哲
学
の
課
題
と
し
て
自
覚
し
て

い
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
イ
ン
ド
最
初
の
哲
学
者
と
考
え
て
よ
ろ
し
い
人
だ
ろ
う
、
と
い
う
よ
う
に
考
え
る
か
ら
で
ご
ざ
い
ま
す
。

さ
て
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ド
の
テ
キ
ス
ト
と
い
う
も
の
は
、
こ
れ
ま
で
研
究
が
進
ん
で
お
り
ま
す
の
で
、
大
抵
の
こ
と
は
わ
か
る
の
で
ご
ざ

い
ま
す
け
れ
ど
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
簡
単
だ
と
い
う
こ
と
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
実
際
に
テ
キ
ス
ト
を
見
た
場
合
に
は
、
ど
の
節
に
も

問
題
が
あ
る
。
解
釈
が
学
者
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
で
あ
る
、
と
い
う
箇
所
が
非
常
に
多
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
も
こ
の
た
び
の
こ
の
問

題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
も
う
一
度
ウ
パ
’
一
シ
ャ
ド
の
原
文
に
あ
た
っ
て
見
る
の
で
す
が
、
本
当
は
非
常
に
疑
問
が
多
い
と
こ
ろ
が
あ

一
０

斗
夕

38



り
ま
し
て
、
私
が
こ
の
度
よ
う
や
く
最
終
的
な
理
解
に
達
し
た
と
こ
ろ
を
申
し
上
げ
る
よ
う
に
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

さ
て
ウ
ッ
ダ
ー
ラ
ヵ
・
ア
ー
ル
ニ
に
は
、
シ
ュ
ヴ
ェ
ー
タ
ヶ
ー
ト
と
い
う
息
子
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
彼
の
息
子
が
ヴ
ェ
ー
ダ
を
学
習

し
て
家
に
帰
っ
て
来
て
得
意
に
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
彼
は
こ
う
い
う
よ
う
に
質
問
す
る
。
原
文
を
翻
訳
し
ま
す
と

「
そ
れ
に
よ
っ
て
い
ま
だ
聞
か
れ
ざ
る
こ
と
が
聞
い
た
こ
と
に
な
り
、
い
ま
だ
考
え
ざ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
り
、
い
ま

だ
認
識
せ
ざ
る
こ
と
が
認
識
し
た
こ
と
に
な
る
と
こ
ろ
の
定
理
（
目
の
芭
を
尋
ね
た
か
」
（
ｇ
＆
．
］
．
ｓ

と
、
こ
の
よ
う
に
息
子
に
問
う
わ
け
で
す
。
い
ま
だ
認
識
し
な
か
っ
た
こ
と
が
認
識
し
た
こ
と
に
な
る
と
こ
ろ
の
定
理
を
尋
ね
た
か
と
、

こ
う
い
う
の
で
す
が
、
息
子
は
そ
れ
に
つ
い
て
は
知
ら
な
い
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
ウ
ッ
ダ
ー
ラ
カ
・
ア
ー
ル
’
一
は
自
分

の
哲
学
を
息
子
に
懇
々
と
説
い
て
聞
か
せ
る
と
い
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
こ
で
私
は
お
手
元
の
資
料
に
、
「
根
本
原
理
」
と
書
い
た
後

に
「
（
定
理
目
の
段
、
公
式
）
」
と
記
し
て
お
き
ま
し
た
。
因
の
閨
と
い
う
言
葉
は
、
私
は
「
定
理
」
と
か
「
公
式
」
、
そ
し
て
結
局
は
根
本

原
理
と
い
う
よ
う
に
理
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
が
、
従
来
こ
の
言
葉
は
「
教
え
」
と
か
「
教
説
」
あ
る
い
は
「
教
義
」

と
い
う
よ
う
に
訳
さ
れ
て
い
る
言
葉
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
も
ま
た
決
し
て
間
違
い
で
は
な
く
て
、
そ
う
い
う
伝
統
が
ご
ざ
い
ま
す
け
れ

ど
も
、
そ
れ
は
私
な
り
に
理
解
し
て
み
ま
す
と
、
一
種
の
簡
潔
な
言
葉
で
示
さ
れ
る
定
理
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
「
定
理
」

②

と
い
た
し
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
で
彼
は
こ
う
言
う
の
で
す
。

「
例
え
ば
一
個
の
粘
土
の
塊
に
よ
っ
て
一
切
の
粘
土
製
の
も
の
が
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
」

と
。
そ
の
次
の
言
葉
は
原
語
と
と
も
に
お
手
元
の
資
料
に
示
し
て
お
き
ま
し
た
が
、

「
〔
粘
土
製
の
も
の
な
ど
〕
変
容
物
（
変
異
）
は
語
に
よ
る
把
握
で
あ
り
、
名
称
で
あ
る
（
ぐ
凶
８
３
日
目
胃
騨
目
ぐ
房
目
ｏ
目
白
沙
‐
号
の
冨
目
）
。

粘
土
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
が
真
実
（
＄
耳
騨
）
で
あ
る
」
（
ｇ
＆
息
．
ｅ

と
、
こ
う
い
う
よ
う
に
真
実
と
い
う
言
葉
が
で
て
き
て
い
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
一
句
の
解
釈
と
い
う
の
は
、
実
に
い
ろ
ん
な
ふ
う

③

に
学
者
が
訳
し
て
お
り
ま
し
て
、
最
近
で
は
後
藤
敏
文
教
授
も
論
じ
て
い
る
ん
で
す
が
、
非
常
に
多
く
の
解
釈
が
あ
り
ま
す
。
私
が
最
近

qq
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た
ど
り
つ
い
た
解
釈
が
こ
れ
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
八
世
紀
頃
の
有
名
な
註
釈
家
シ
ャ
ン
カ
ラ
は
こ
れ
に
つ
い
て
二
種
の
異
な
っ
た
説
明
を

し
て
お
り
ま
す
。
私
は
、
そ
の
中
で
シ
ャ
ン
カ
ラ
が
『
ブ
ラ
フ
マ
・
ス
ー
ト
ラ
』
の
註
釈
に
お
い
て
示
し
た
解
釈
が
、
一
番
ウ
。
〈
’
一
シ
ャ

ド
の
文
脈
に
沿
う
た
も
の
だ
ろ
う
、
と
い
う
よ
う
に
理
解
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

シ
ャ
ン
カ
ラ
は
こ
ん
な
ふ
う
に
『
ブ
ラ
フ
マ
・
ス
ー
ト
ラ
』
の
二
・
一
・
一
四
で
註
釈
し
て
い
る
ん
で
す
。
ち
ょ
っ
と
読
ん
で
み
ま
す
。

「
一
つ
の
粘
土
の
塊
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
第
一
義
と
し
て
認
識
さ
れ
た
粘
土
の
本
性
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
粘
土
か
ら
な
る
瓶
、
皿
、

釣
瓶
等
は
、
粘
土
を
本
性
と
す
る
こ
と
に
差
が
な
い
か
ら
認
識
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
変
容
物
は
語
に

よ
る
把
握
で
あ
り
名
称
で
あ
る
。
つ
ま
り
瓶
や
皿
や
釣
瓶
と
い
う
変
容
物
は
語
に
よ
っ
て
の
み
あ
る
と
、
存
在
す
る
と
、
把
握
さ
れ

る
か
ら
で
あ
る
と
。
し
か
し
事
実
の
あ
り
か
た
と
し
て
は
変
容
物
と
い
う
も
の
は
何
も
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
れ
は
単
な
る

④

名
称
だ
け
で
非
真
実
（
沙
貝
冨
）
で
あ
り
、
粘
土
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
が
真
実
で
あ
る
」

と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
シ
ャ
ン
カ
ラ
は
説
明
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
実
は
こ
の
『
ブ
ラ
フ
マ
・
ス
ー
ト
ラ
』
の
註
釈
の
筒
所
に
つ
い
て
も
、

多
く
の
議
論
が
あ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
以
上
の
よ
う
に
私
は
解
釈
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
。

同
じ
言
葉
に
つ
い
て
別
な
註
釈
家
で
あ
る
ラ
ー
マ
ー
ヌ
ジ
ャ
は
ど
う
註
釈
す
る
か
と
い
い
ま
す
と
、
こ
の
中
の
問
題
の
「
語
に
よ
る
把

握
」
と
い
う
言
葉
は
、
や
は
り
「
語
に
よ
る
把
握
」
の
よ
う
に
理
解
し
た
は
ず
で
ご
ざ
い
ま
す
。
「
把
握
」
に
相
当
す
る
言
葉
は
「
触
れ

ら
れ
る
」
（
⑫
冒
噂
鼻
の
）
と
い
う
よ
う
な
ふ
う
に
解
し
て
お
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
ラ
ー
マ
ー
ヌ
ジ
ャ
は
ど
う
解
釈
す
る
か
と
い
う

と
、

「
語
に
よ
っ
て
瓶
と
い
う
変
容
物
と
名
称
と
が
把
握
さ
れ
る
」

と
、
こ
う
い
う
よ
う
に
解
釈
し
て
お
り
ま
し
て
、
そ
の
意
味
は
ど
う
か
と
い
う
と

「
言
葉
を
先
と
す
る
言
語
活
動
が
成
立
す
る
た
め
に
、
同
じ
粘
土
と
い
う
実
体
が
瓶
等
と
い
う
形
を
も
っ
た
も
の
に
作
ら
れ
、
瓶
と

い
う
名
を
も
っ
て
呼
ば
れ
る
」

10



「
そ
の
定
理
（
目
の
皆
）
と
い
う
の
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
だ
」
（
ｇ
＆
息
＆
・
）

と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
考
え
て
み
ま
す
と
、
そ
の
名
称
が
示
す
種
々
雑
多
な
事
物
、
そ

れ
は
つ
ま
り
は
製
品
な
ん
で
す
。
そ
の
製
品
に
つ
い
て
は
、
名
前
だ
け
の
も
の
な
ん
だ
、
名
前
と
し
て
言
葉
に
よ
っ
て
把
握
し
た
も
の
に

す
ぎ
な
い
ん
だ
と
い
う
、
そ
の
原
料
つ
ま
り
は
質
料
因
だ
け
が
真
実
の
存
在
な
ん
だ
と
い
う
、
原
料
が
同
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ

て
同
じ
原
料
か
ら
出
来
た
も
の
は
全
て
理
解
さ
れ
る
と
、
こ
う
い
う
よ
う
な
考
え
方
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
原
料
こ
そ
が
真
実
に
存
在
す

そ
し
て

と
、
こ
う
い
う
よ
う
な
解
釈
を
す
る
の
で
す
。
こ
れ
も
一
つ
の
解
釈
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
う
い
た
し
ま
す
と
瓶
と
い
う
も
の
も
真
実
で
あ

り
粘
土
も
ま
た
真
実
で
あ
る
と
、
こ
う
い
う
解
釈
を
ラ
ー
マ
ー
ヌ
ジ
ャ
は
導
く
の
で
あ
り
ま
す
。
同
じ
そ
の
聖
典
の
言
葉
Ｉ
ウ
ッ
ダ
ー

ラ
ヵ
・
ア
ー
ル
’
一
の
言
葉
は
、
聖
典
と
し
て
伝
え
ら
れ
ま
す
の
で
！
そ
の
聖
典
の
言
葉
は
、
後
の
時
代
の
人
に
よ
っ
て
い
る
ん
な
ふ
う

に
解
釈
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
ラ
ー
マ
ー
ヌ
ジ
ャ
は
シ
ャ
ン
カ
ラ
と
は
異
な
っ
て
「
粘
土
も
真
実
、
粘
土
か
ら
作
ら
れ
た
そ
の
製
品

も
真
実
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
読
む
の
で
あ
り
ま
す
。
同
じ
人
が
若
い
と
き
も
歳
を
と
っ
た
と
き
も
同
じ
人
で
あ
り
、
両
方
真
実
で
あ

る
と
、
こ
う
い
う
見
方
を
も
っ
て
ラ
ー
マ
ー
ヌ
ジ
ャ
は
解
釈
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
原
文
に
則
し
た
な
ら
ど
っ
ち
が
正
し
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
と
、
私
は
む
し
ろ
先
の
シ
ャ
ン
カ
ラ
の
解
釈
の
ほ
う
が
文
脈
に
則
し

て
い
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
か
と
い
い
ま
す
と
、
ウ
・
〈
’
一
シ
ャ
ド
の
次
の
言
葉
を
ま
た
見
て
い
く
と
、
そ
れ
が
あ
と
づ
け
ら
れ
る

と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
ゥ
パ
ニ
シ
ャ
ド
の
次
の
文
を
も
う
少
し
み
ま
す
と
、
こ
う
い
う
粘
土
の
例
を
あ
げ
た
の
で
す
が
、
同
じ

よ
う
に
一
つ
の
銅
の
玉
と
一
切
の
銅
製
の
も
の
、
そ
れ
か
ら
一
つ
の
爪
切
鋏
と
一
切
の
鉄
製
の
も
の
を
例
と
し
て
、
同
じ
文
章
を
繰
り
返

し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
結
び
は

「
銅
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
が
真
実
で
あ
る
」
（
§
＆
虐
・
ｅ

「
鉄
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
が
真
実
で
あ
る
」
（
ｇ
＆
．
］
．
②
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成
る
。
こ
う
し
た
場

つ
き
と
同
じ
よ
う
に

る
も
の
と
考
え
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

し
か
し
さ
ら
に
彼
は
粘
土
や
鉄
の
例
を
挙
げ
た
後
に
、
世
界
創
造
説
に
つ
い
て
考
え
を
巡
ら
す
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
世
界
の
最
初

に
は
た
だ
一
つ
の
存
在
し
て
い
る
も
の
‐
こ
れ
は
原
語
で
は
唾
呉
、
の
鯉
ｑ
閏
の
苗
を
と
っ
た
形
の
、
鼻
（
存
在
し
て
い
る
も
の
）
、

そ
れ
を
通
常
は
「
有
」
と
一
宇
で
訳
し
た
り
す
る
の
で
す
が
そ
の
存
在
し
て
い
る
も
の
だ
け
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。
そ
の
「
存
在
し

て
い
る
も
の
」
と
い
う
の
が
世
界
の
根
本
原
因
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
根
本
原
因
と
い
う
の
は
物
質
的
な
原
因
の
よ
う
な
ん
で
す
が
、
同
時

に
ま
た
、
そ
れ
は
一
種
の
精
神
的
な
存
在
で
あ
り
、
ウ
ッ
ダ
ー
ラ
カ
・
ア
ー
ル
’
一
は
そ
の
存
在
し
て
い
る
も
の
を
号
ぐ
四
国
と
い
う
言
葉

で
呼
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
神
で
あ
り
ま
す
。
最
高
の
神
と
よ
ん
で
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
神
の
原
語
が
号
ぐ
ゅ
団
だ
か
ら
、
「
神
格
」

と
訳
し
た
り
す
る
の
で
す
が
、
最
高
の
神
格
と
考
え
る
の
で
す
。
そ
の
最
高
の
神
格
で
あ
る
の
胃
が
、
自
分
は
多
数
と
な
ろ
う
と
、
子
孫

を
作
ろ
う
と
お
も
っ
て
、
そ
う
し
て
第
一
に
は
熱
（
あ
る
い
は
火
）
を
創
造
す
る
。
そ
の
熱
は
ま
た
同
様
に
し
て
水
を
創
造
す
る
。
水
は
ま

た
同
様
に
し
て
食
物
を
創
造
す
る
。
そ
れ
か
ら
そ
の
最
高
の
神
格
で
あ
る
の
胃
！
「
有
」
と
い
っ
て
お
き
ま
す
か
ｌ
が
、
熱
、
水
、

食
物
の
中
に
生
命
と
し
て
の
弾
日
騨
口
に
よ
っ
て
入
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
物
を
展
開
す
る
と
。
そ
し
て
全
て
の
一
々
の
も
の
を
三
重
に

し
た
、
三
種
の
も
の
か
ら
成
る
も
の
と
し
た
と
い
う
。
そ
し
て
具
体
的
に
目
の
前
に
あ
る
も
の
を
全
て
、
こ
の
三
種
か
ら
成
る
と
考
え
る

わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
し
て
色
に
よ
っ
て
そ
れ
を
示
し
て
お
り
ま
す
。
赤
い
と
い
う
の
は
熱
の
色
で
あ
る
と
、
白
い
と
い
う
の
は
水
の

色
で
あ
る
と
、
黒
い
と
い
う
の
は
食
物
の
色
で
あ
る
と
。
つ
ま
り
現
実
の
燃
え
る
火
と
い
う
も
の
に
も
、
そ
の
三
種
の
色
が
あ
る
、
太
陽

も
月
も
稲
妻
も
こ
れ
ら
三
種
の
色
を
含
む
、
し
た
が
っ
て
三
要
素
、
つ
ま
り
そ
れ
は
三
つ
の
物
質
的
要
素
を
含
む
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど

も
、
同
時
に
精
神
的
な
存
在
で
あ
り
、
神
す
な
わ
ち
三
神
格
か
ら
成
る
の
で
あ
り
ま
す
。
全
て
の
も
の
は
三
要
素
、
つ
ま
り
三
神
格
か
ら

成
る
。
こ
う
し
た
場
合
に
現
実
の
火
と
い
う
も
の
は
三
つ
の
色
か
ら
成
る
か
ら
、
火
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
な
る
。
そ
し
て
ま
た
さ

「
〔
火
と
い
う
そ
の
〕
変
容
物
は
語
に
よ
る
把
握
で
あ
り
名
称
で
あ
る
。
三
種
の
色
と
い
う
こ
と
だ
け
が
真
実
で
あ
る
。
」
（
§
＆
．
吟
二
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さ
ら
に
太
陽
や
月
や
稲
妻
に
つ
い
て
も
同
様
に
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
今
度
は
人
間
の
体
の
機
能
や
生
命
に
つ
い
て
も
説
明
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
三
つ
の
要
素
Ⅱ
神
格
か
ら
我
々
の
人
体

も
出
来
て
い
る
。
そ
の
人
間
の
体
が
三
つ
の
要
素
か
ら
出
来
て
い
る
こ
と
を
、
息
子
に
納
得
さ
せ
る
に
は
、
ど
う
し
た
か
と
い
う
と
、
十
五

日
間
断
食
を
さ
せ
る
。
そ
し
て
断
食
を
し
て
か
ら
ヴ
ェ
ー
ダ
を
暗
唱
し
な
さ
い
、
と
言
う
け
れ
ど
も
、
そ
の
心
す
な
わ
ち
目
色
ロ
沙
の
（
意
）

が
は
た
ら
か
な
い
と
、
ヴ
ェ
ー
ダ
を
暗
唱
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
Ｉ
「
意
」
と
い
う
原
語
は
目
四
目
の
で
す
が
ｌ
「
意
」

が
は
た
ら
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
と
い
う
も
の
が
食
寺
へ
物
か
ら
な
る
、
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
十
五
日
間
の
断
食
を
し
て

も
死
な
な
い
か
ら
、
呼
吸
が
止
ま
ら
な
い
か
ら
、
呼
吸
と
い
う
の
は
、
水
か
ら
出
来
て
い
る
と
、
そ
ん
な
ふ
う
に
し
て
人
体
の
構
造
を
も

説
明
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
説
明
に
は
、
帰
納
的
な
思
考
法
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
れ
か
ら
人
が
死
ぬ
と
き
は
ど
う
な
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
人
が
死
ぬ
と
き
に
は
最
後
に
は
言
葉
を
言
わ
な
く
な
り
、
意
識
が
な
く
な

り
息
が
絶
え
、
体
温
が
な
く
な
る
、
そ
う
し
た
場
合
に
、
体
温
と
い
う
の
は
熱
で
あ
り
ま
す
が
、
熱
が
最
高
の
神
格
に
帰
入
し
て
し
ま
う
、

最
高
の
神
格
の
な
か
に
合
一
し
て
し
ま
う
、
と
、
こ
う
い
う
よ
う
な
考
え
方
を
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
創
造
説
か
ら

始
め
て
、
諸
現
象
の
中
に
最
高
の
神
格
（
Ⅱ
⑩
鼻
）
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
、
い
ろ
い
ろ
説
明
し
て
最
後
は
、
お
手
元
の
資
料
に
あ
り
ま
す

「
お
よ
そ
こ
の
微
小
な
る
も
の
、
こ
の
一
切
万
物
が
こ
れ
を
本
性
と
し
て
い
る
も
の
、
そ
れ
は
真
実
（
”
“
ご
Ｐ
）
で
あ
り
、
そ
れ
は
我

（
騨
冒
目
）
で
あ
り
、
汝
は
そ
れ
で
あ
る
含
呉
耳
四
日
：
）
」
（
ｇ
ふ
ふ
．
ご

と
、
有
名
な
菌
計
茸
四
日
四
巴
（
汝
は
そ
れ
で
あ
る
）
と
い
う
言
葉
で
結
ば
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
ウ
ッ
ダ
ー
ラ
ヵ
・
ア
ー
ル
’
一
が
構
築
し
た
体
系
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
原
因
だ
け
が
真
実
で
あ
る
と
、
そ
う
い
う
考
え

方
を
貫
い
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
ウ
ッ
ダ
ー
ラ
カ
・
ア
ー
ル
ニ
の
言
葉
の
最
後
の
と
こ
ろ
、
『
チ
ャ
ー
ン
ド
ー
グ
ャ
・
ウ
・
〈
’
一
シ
ャ
ド
』

（
ｇ
冒
号
題
倉
‐
愚
§
鳥
員
ゞ
ｇ
・
）
の
第
六
章
な
ん
で
す
が
、
そ
こ
に
は
、
泥
棒
を
捕
ま
え
て
で
す
ね
、
本
当
の
犯
人
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と

よ
』
フ
に

句
『
ｕ

ｄ
ｎ
堂



を
、
真
っ
赤
に
焼
け
↑

と
を
述
べ
て
い
ま
す
《

「
も
し
そ
の
彼
が
盗
み
を
し
な
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
自
分
自
身
を
真
実
と
な
す
。
彼
は
真
実
を
語
り
、
真
実
に

よ
っ
て
自
分
自
身
を
つ
つ
ん
で
か
ら
、
灼
熱
の
斧
を
掴
む
、
が
、
彼
は
焼
か
れ
な
い
。
そ
し
て
解
放
さ
れ
る
。
彼
が
そ
こ
に
お
い
て

焼
か
れ
な
い
よ
う
に
、
こ
の
一
切
が
、
そ
れ
（
⑳
鼻
ゞ
有
）
を
本
性
と
し
て
い
る
も
の
、
そ
れ
は
真
実
で
あ
り
、
そ
れ
は
ア
ー
ト
マ
ン

で
あ
り
、
汝
は
そ
れ
で
あ
る
」
（
ｇ
＆
．
扇
．
や
ｅ

と
、
こ
う
い
う
よ
う
に
い
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
最
後
の
点
は
、
真
実
を
語
る
と
い
う
こ
と
は
自
分
の
身
を
守
る
と
、
こ
う
い
う
よ
う
な

考
え
方
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
真
実
に
よ
っ
て
身
を
守
る
と
い
う
よ
う
な
思
考
法
と
い
う
も
の
は
、
こ
れ
は
仏
教
で

も
そ
の
と
お
り
信
じ
ら
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
い
く
つ
か
そ
の
例
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
今
日
は
省
略
い
た
し
ま
す
。

（
Ⅲ
）
ウ
ッ
ダ
ー
ラ
カ
・
ア
ー
ル
’
一
に
つ
い
て
申
し
上
げ
た
の
で
、
次
は
第
三
に
「
古
ご
冨
国
搦
且
に
お
け
る
真
実
（
”
図
ご
色
）
」
に
つ

い
て
、
少
し
ば
か
り
ま
と
め
て
考
え
て
み
ま
す
。
そ
の
要
点
は
お
手
元
の
資
料
に
示
し
て
あ
る
の
で
す
が
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
世
界
の

原
因
で
あ
る
も
の
が
真
実
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
を
ウ
ッ
ダ
ー
ラ
カ
・
ア
ー
ル
ニ
で
認
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
世
界

の
原
因
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
、
ま
ず
一
つ
は
ア
ー
ト
マ
ン
（
弾
冒
員
我
）
で
あ
り
ま
す
。
も
う
一
つ
は
ブ
ラ
フ
マ
ン
（
ご
巴
目
騨
冒
．
梵
）
で

あ
り
ま
す
。
ブ
ラ
フ
マ
ン
は
真
実
で
あ
る
。
ま
た
ア
ー
ト
マ
ン
は
真
実
で
あ
る
。
と
、
こ
う
い
う
よ
う
な
言
葉
が
ゥ
。
〈
ニ
シ
ャ
ド
の
所
々

に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
で
す
が
、
そ
の
詳
し
い
検
討
は
煩
雑
に
な
り
ま
す
の
で
省
略
し
ま
す
。

次
に
「
閨
且
目
く
巴
辱
四
に
お
け
る
自
己
の
探
究
」
と
い
う
こ
と
を
申
し
あ
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
ヤ
ー
ジ
｜
ご
一
ヤ
ヴ
ァ
ル
ク
ャ
の
言
葉

の
中
に
も
、
真
実
と
い
う
も
の
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
も
ち
ろ
ん
数
カ
所
あ
る
の
で
す
。
一
つ
は
目

で
見
た
も
の
は
真
実
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
、
も
う
一
つ
は
本
当
に
心
で
考
え
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
が
真
実
だ
と
い
う
考
え
方
も

ご
ざ
い
ま
す
。
た
だ
私
は
こ
れ
か
ら
仏
教
を
考
え
て
い
こ
う
と
し
た
場
合
、
ヤ
ー
ジ
ュ
’
一
ヤ
ヴ
ァ
ル
ク
ャ
と
い
う
人
は
非
常
に
大
事
な
人

真
っ
赤
に
焼
け
た
鉄
の
斧
を
掴
ま
せ
て
裁
判
を
す
る
、
と
い
う
、
そ
う
い
う
話
に
ふ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
こ
ん
な
こ
“



で
あ
ろ
う
、
つ
ま
り
仏
教
的
な
思
考
法
を
先
取
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
よ
う
な
、
非
常
に
不
思
議
な
Ｉ
不
思
議
な
と
い
う

の
は
十
分
に
私
共
は
そ
の
真
意
を
理
解
し
に
く
い
と
い
う
意
味
で
ご
ざ
い
ま
す
が
Ｉ
非
常
に
私
共
の
注
意
を
引
く
よ
う
な
こ
と
を
、
ヤ

ー
ジ
『
一
一
一
ヤ
ヴ
ァ
ル
ク
ャ
が
述
尋
へ
た
と
い
う
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
お
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
は
何
か
と
い
う
と
、
一
つ
は
ブ
ラ
フ
マ

ン
と
ア
ー
ト
マ
ン
と
の
同
一
性
で
あ
り
、
こ
れ
は
後
代
の
言
葉
Ｉ
あ
る
い
は
日
本
の
学
会
で
は
梵
我
一
如
と
い
う
よ
う
な
言
葉
ｌ
で

よ
ば
れ
る
思
想
を
確
か
に
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
ブ
ラ
フ
マ
ン
と
い
う
鹸
高
の
原
理
を
、
彼
は
い
ろ
ん
な
ふ
う
に
よ
ん
で
い
る

と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
ア
ー
ト
マ
ン
と
も
よ
ん
で
お
り
ま
す
し
、
ま
た
万
物
を
内
部
に
あ
っ
て
制
御
し
て
い
る
．
支
配
し
て
い
る
も
の
と

い
う
よ
う
な
意
味
で
働
貝
胃
‐
薗
目
ロ
（
内
制
者
）
と
い
う
ん
で
す
。
あ
る
い
は
壊
れ
な
い
・
減
し
な
い
も
の
だ
と
い
う
四
房
胃
四
（
不
壊
者
）

と
い
う
言
葉
で
よ
ん
で
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

け
れ
ど
も
私
が
最
も
注
目
し
た
い
の
は
、
「
真
の
自
己
（
我
Ⅱ
万
物
の
最
高
原
理
）
は
認
識
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
、
知
る
こ
と
が
で
き

な
い
」
と
い
う
、
こ
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
何
度
も
繰
返
さ
れ
る

「
ロ
画
‐
旨
口
騨
‐
旨
目
日
山
口
（
さ
に
非
ず
、
さ
に
非
ず
〔
と
い
う
〕
我
）
」
宙
忌
＆
＆
．
農
産
画
．
岸
今
脂
陪
進
団
．
扇
）

と
い
う
言
葉
が
あ
る
ん
で
す
。
こ
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
の
口
四
と
い
う
の
は
「
な
い
」
で
す
。
旨
と
い
う
の
は
大
体
、
「
と
」
と
か

「
ｌ
と
い
う
」
と
か
い
う
意
味
で
す
。
そ
の
ま
ま
読
め
ば
「
な
い
と
、
な
い
と
い
う
ア
ー
ト
マ
ご
と
読
め
そ
う
な
ん
で
す
が
、
シ
ャ
ン

ヵ
ラ
の
註
釈
で
も
ラ
ー
マ
ー
ヌ
ジ
ャ
の
註
釈
で
も
、
こ
の
ロ
凹
昌
を
逆
に
し
て
、
旨
ロ
四
》
旨
口
四
と
読
み
た
が
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ

う
し
ま
す
と
「
そ
う
で
は
な
い
、
そ
う
で
は
な
い
〔
と
い
う
〕
ア
ー
ト
マ
と
、
あ
る
い
は
「
と
い
う
の
で
は
な
い
、
と
い
う
の
で
は
な
い

ア
ー
ト
マ
ご
と
、
こ
う
読
ま
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
れ
が
大
体
イ
ン
ド
の
註
釈
家
た
ち
の
理
解
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
こ
う
い
う

簡
単
な
言
葉
を
集
め
た
文
で
あ
り
ま
し
て
も
、
そ
の
意
味
は
非
常
に
と
り
に
く
い
。
こ
れ
が
こ
の
ウ
。
〈
ニ
シ
ャ
ド
研
究
の
難
し
さ
で
ご
ざ

い
ま
す
。
つ
ま
り
そ
の
ア
ー
ト
マ
ン
と
い
う
も
の
が
、
「
こ
れ
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
は
い
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
だ
け
な
ら
ば
、
こ
れ
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
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も
う
一
つ
さ
ら
に
私
が
ヤ
ー
ジ
ュ
ニ
ャ
ヴ
ァ
ル
ク
ャ
の
言
葉
の
中
で
、
驚
嘆
す
る
の
は
、
真
の
自
己
と
い
う
も
の
は
知
ら
れ
な
い
、
と

い
う
認
識
で
あ
り
ま
す
。
ま
ず
人
の
熟
睡
の
状
態
と
か
眠
っ
て
い
る
状
態
と
い
う
も
の
を
分
析
し
て
い
る
ん
で
す
が
、
そ
の
と
き
に
は
人

間
の
機
能
と
し
て
の
見
る
と
い
う
は
た
ら
き
は
な
く
な
っ
て
い
な
い
ん
だ
と
い
う
、
見
て
い
て
も
見
な
い
の
だ
と
、
こ
う
い
う
考
え
方
を

す
る
ん
で
す
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
な
る
ほ
ど
そ
う
い
う
考
え
方
も
あ
る
の
か
な
あ
、
と
は
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
眠
っ
て
い
る
と
き
と
い
う

の
は
、
自
己
の
機
能
が
ア
ー
ト
マ
ン
と
一
体
に
な
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
考
え
方
を
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
人
が
死
ぬ
と
き
も
、

自
分
の
見
る
機
能
と
い
う
の
は
、
み
ん
な
ア
ー
ト
マ
ン
（
我
、
自
己
）
と
一
体
に
な
っ
て
い
る
、
だ
か
ら
見
な
い
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
を

す
る
ん
で
す
。
し
か
し
こ
れ
は
一
つ
の
説
明
で
あ
る
と
私
共
は
理
解
で
き
る
ん
で
す
。
私
は
ヤ
ー
ジ
ュ
’
一
ヤ
ヴ
ァ
ル
ク
ャ
が
凄
い
と
思
う

の
は
、
現
実
に
我
左
が
生
き
て
い
る
と
き
の
こ
こ
ろ
の
分
析
で
あ
り
、
現
実
に
我
々
が
生
き
て
は
た
ら
い
て
い
る
と
き
に
つ
い
て
ど
う
考

え
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
彼
は
こ
う
い
う
の
で
す
。

「
見
る
こ
と
の
見
る
主
体
を
汝
は
見
な
い
で
あ
ろ
う
」
（
鞄
菩
出
産
．
巴

つ
ま
り
見
て
い
る
と
き
は
見
て
い
る
主
体
を
見
な
い
ん
だ
、
考
え
て
い
る
と
き
は
考
え
て
い
る
主
体
を
考
え
な
い
ん
だ
、
認
識
し
て
い
る

と
き
に
は
認
識
し
て
い
る
主
体
を
認
識
し
な
い
ん
だ
と
い
う
、
そ
れ
が
ア
ー
ト
マ
ン
（
自
己
、
自
分
）
な
ん
だ
、
と
こ
う
い
う
発
想
を
す

る
ん
で
す
。
そ
れ
が
単
な
る
自
己
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
は
世
界
原
因
、
な
い
し
は
世
界
を
根
源
的
に
支
え
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
と
、

こ
う
い
う
よ
う
に
考
え
る
。
で
す
か
ら
そ
の
世
界
を
根
源
的
に
支
え
て
い
る
も
の
（
自
国
Ｈ
‐
乱
自
国
ゞ
内
制
者
）
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
は
見
ら

れ
な
い
見
る
主
体
で
あ
る
、
聞
か
れ
な
い
聞
く
主
体
で
あ
る
と
、
こ
う
い
う
よ
う
に
言
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
旬
菩
恥
当
、
閉
）
。
真
の
自
己

は
認
識
さ
れ
な
い
ん
だ
と
、
認
識
さ
れ
る
の
は
で
す
ね
、
自
己
分
裂
に
お
ち
い
っ
て
、
自
己
と
い
う
の
が
二
元
に
分
か
れ
た
と
き
に
は

「
一
方
は
他
方
を
見
、
一
方
が
他
方
を
嗅
ぎ
、
一
方
が
他
方
を
味
わ
い
、
一
方
が
他
方
に
語
り
、
一
方
が
他
方
を
聞
き
、
一
方
が
他

方
を
思
い
、
一
方
が
他
方
に
触
れ
、
一
方
が
他
方
を
認
識
す
る
」

と
、
こ
う
い
』
フ
の
で
す
／
・
そ
し
て
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以
上
で
、
古
ゥ
。
〈
ニ
シ
ャ
ド
に
お
け
る
主
な
思
想
家
と
そ
の
考
え
方
の
特
徴
的
な
こ
と
を
申
し
上
げ
た
つ
も
り
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い

う
よ
う
な
思
想
家
が
、
は
た
し
て
仏
教
以
前
に
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
。
こ
れ
は
本
当
に
難
し
い
問
題
で
あ
り
ま
す
。
漠
然
と
ウ
。
ハ
ニ
シ
ャ

ド
の
思
想
と
い
う
の
は
Ｉ
少
な
く
と
も
ゥ
ツ
ダ
ー
ラ
ヵ
。
ア
ー
ル
ニ
や
ヤ
ー
ジ
ュ
’
一
ヤ
ヴ
ァ
ル
ク
ャ
の
思
想
と
い
う
の
は
Ｉ
仏
教
に

先
行
す
る
と
一
般
に
は
考
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
を
証
明
す
る
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
の
で
す
。
何
故
、
難
し
い
か
と
い
う

と
、
古
ゥ
・
〈
’
一
シ
ャ
ド
に
お
い
て
考
え
ら
れ
た
一
元
論
的
に
世
界
を
解
釈
す
る
こ
う
い
う
よ
う
な
思
考
法
と
い
う
の
は
、
仏
教
に
は
な
い

か
ら
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
私
は
最
近
ま
た
、
よ
く
考
え
て
み
ま
す
と
、
ウ
ッ
ダ
ー
ラ
カ
・
ア
ー
ル
’
一
や
ヤ
ー
ジ
ュ
’
一
ヤ
ヴ
ァ
ル
ク
ャ
と
、

こ
う
い
う
人
達
の
思
想
が
、
仏
教
以
前
‐
原
始
仏
教
以
前
‐
に
あ
っ
た
と
想
定
し
て
み
た
ほ
う
が
、
イ
ン
ド
思
想
史
を
考
え
る
場
合

に
理
解
し
や
す
い
し
、
お
そ
ら
く
そ
う
考
え
る
の
が
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
、
間
違
っ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

以
上
に
よ
っ
て
「
ウ
パ
’
一
シ
ャ
ド
か
ら
仏
教
へ
」
と
い
う
副
題
の
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ド
の
と
こ
ろ
を
申
し
上
げ
た
の
で
、
残
り
の
時
間
に
よ
っ

て
仏
教
に
つ
い
て
少
し
ば
か
り
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
Ⅳ
）
お
手
元
の
資
料
に
は
、
「
原
始
仏
教
に
お
け
る
真
実
（
の
四
○
８
）
」
と
い
う
見
出
し
の
と
こ
ろ
の
下
に
「
視
座
の
転
換
」
と
い
う
こ

と
を
書
い
て
お
き
ま
し
た
。
ま
た
次
に
「
現
実
の
自
己
探
究
」
、
「
自
我
の
解
消
」
と
も
書
い
て
お
き
ま
し
た
の
で
す
が
、
こ
こ
で
は
ま
ず

視
座
の
転
換
と
い
う
こ
と
か
ら
申
し
上
げ
ま
す
な
ら
ば
、
古
ウ
パ
’
一
シ
ャ
ド
に
お
い
て
み
ま
し
た
よ
う
な
世
界
、
宇
宙
と
い
う
も
の
の
根

源
を
極
め
よ
う
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
、
そ
し
て
世
界
を
一
元
的
に
把
握
し
よ
う
と
、
究
極
的
な
原
理
を
求
め
て
で
す
ね
、
一
元
的
に
把

握
し
よ
う
と
い
う
よ
う
な
思
弁
ｌ
」
れ
が
古
ゥ
・
ハ
ニ
シ
ャ
ド
の
思
弁
の
一
つ
の
特
徴
な
ん
で
す
が
Ｉ
そ
う
い
う
考
え
方
は
、
仏
教
に

すと
○、

「
し
か
し
一
切
が
彼
の
ア
ー
ト
マ
ン
（
我
）
の
み
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
は
何
に
よ
っ
て
何
を
見
、
何
に
よ
っ
て
何
を
嗅
ぎ
、
何
に

よ
っ
て
何
を
味
わ
い
、
。
…
・
・
（
同
じ
よ
う
に
し
て
）
…
…
何
に
よ
っ
て
何
を
認
識
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
」
匂
暮
娼
助
．
局
息
崔
．
匡
）

こ
う
い
う
よ
う
に
彼
は
真
の
自
己
と
い
う
も
の
が
認
識
さ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
何
遍
も
繰
り
返
し
て
述
べ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
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何
が
問
題
か
と
い
う
と
、
現
実
に
生
き
る
個
々
人
の
生
き
方
、
そ
し
て
自
分
の
生
き
方
で
あ
り
ま
す
。
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
仏
教
で
は

３
ｑ
ｐ
》
パ
ー
リ
語
で
は
の
四
○
○
Ｐ
と
い
う
語
を
も
っ
て
真
実
、
真
理
を
示
す
の
で
す
が
、
そ
れ
は
四
聖
諦
（
８
詐
目
胃
々
。
‐
、
脚
。
＆
日
）
と
い

う
よ
う
な
四
つ
の
真
理
（
苦
・
集
・
減
・
道
）
を
真
実
、
真
理
と
把
握
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
が
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
四

諦
が
何
故
真
理
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
は
そ
れ
だ
け
か
ら
で
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
の
で
、
も
う
少
し
考
え
て
み
な
く
て
は
い
け
な
い
と
思

い
ま
す
。
真
実
と
か
真
理
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
、
私
が
最
近
読
み
直
し
ま
し
た
『
ス
ッ
タ
・
ニ
・
ハ
ー
タ
』
（
曽
辻
雪
‐
昌
菖
昔
》

曽
．
経
集
）
の
古
層
と
い
わ
れ
る
第
四
編
の
中
に
い
く
つ
か
の
経
典
が
、
真
実
と
は
何
か
、
と
い
う
問
題
を
掲
げ
て
述
令
へ
て
い
る
と
こ
ろ
が

⑤

あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
当
時
の
宗
教
家
で
あ
る
沙
門
た
ち
（
サ
マ
ナ
切
騨
目
目
た
ち
）
が
そ
れ
ぞ
れ
自
説
を
、
自
分
の
意
見
を
真
理
（
の
四
・
８
）

で
あ
る
と
主
張
し
て
言
い
争
う
と
い
う
こ
と
に
触
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
う
い
う
論
争
に
加
わ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
よ
う
な

考
え
が
見
え
て
お
り
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
引
用
し
て
み
ま
す
。

「
あ
る
人
た
ち
は
真
理
（
＄
。
８
）
だ
、
そ
の
と
お
り
真
実
だ
、
と
い
う
こ
と
を
、
他
の
人
達
は
虚
偽
だ
、
嘘
だ
と
こ
う
い
う
、
こ
の

よ
う
に
も
彼
等
は
確
執
し
て
言
い
争
う
。
何
故
、
沙
門
達
は
一
つ
の
こ
と
を
説
か
な
い
の
で
す
か
。
な
ぜ
な
ら
真
理
は
一
つ
で
あ
り

第
二
は
な
い
。
そ
れ
を
悟
る
も
の
が
悟
り
つ
つ
言
い
争
う
だ
ろ
う
か
。
」
（
智
．
認
甲
認
と

以
下
は
省
略
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
う
よ
う
に
、
真
実
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
い
ろ
ん
な
意
見
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い

て
『
ス
ッ
タ
・
ニ
・
ハ
ー
タ
』
で
も
触
れ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
『
ス
ッ
タ
・
ニ
・
ハ
ー
タ
』
が
そ
こ
か
ら
何
を
導
い
た
か
と
い
う
と
、
こ
こ

で
は
真
理
は
一
つ
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
っ
て
は
お
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
、
き
ち
ん
と
述
べ
て
る
わ
け
で

↑
め
ｈ
／
牢
一
寸
ノ
。

は
ま
ず
認
め
難
い
。
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ド
に
お
い
て
は
真
実
な
も
の
と
は
何
か
、
何
が
真
実
な
も
の
か
と
い
う
と
、
世
界
の
根
源
た
る
原
理
ブ

ラ
フ
マ
ン
（
梵
）
、
ま
た
は
ア
ー
ト
マ
ン
（
我
）
が
そ
れ
で
あ
っ
た
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
仏
教
は
そ
う
い
う
よ
う
な
宇
宙
の
究
極
的
原
理
に
つ

い
て
は
関
心
を
払
わ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
世
界
を
一
つ
の
原
理
に
よ
っ
て
把
握
し
よ
う
と
い
う
姿
勢
も
な
い
よ
う
で
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は
な
い
ん
で
す
。
そ
し
て
こ
の
最
後
に
は
ど
う
結
ん
で
い
る
か
と
い
う
と

は
し

「
断
定
に
立
っ
て
自
分
で
計
算
し
て
、
さ
ら
に
彼
は
世
間
に
お
い
て
争
い
に
趨
る
・
す
兼
へ
て
断
定
を
捨
て
れ
ば
、
人
は
世
間
に
お
い

て
争
論
を
お
こ
な
わ
な
い
と
。
」
（
曽
．
篭
ら

こ
う
い
う
よ
う
に
結
ん
で
、
論
争
あ
る
い
は
争
論
に
加
わ
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
、
真
理
を
め
ぐ
っ
て
論
争
を
戒
め
る
と
い
う
意
味
で

こ
の
経
典
が
結
ば
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
多
い
の
で
あ
り
ま
す
。
聖
者
と
い
う
も
の
は
自
分
の
経
験
と
か
あ
る
い
は
自
分
の
主

義
主
張
Ｉ
こ
れ
は
目
圏
日
日
煙
（
法
）
と
い
う
言
葉
で
示
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
の
法
（
号
騨
目
目
）
と
い
う
も
の
は
、
こ
の
文
脈
で

は
主
義
主
張
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
私
は
註
釈
を
読
み
な
が
ら
い
ろ
い
ろ
考
え
て
結
論
し
た
ん
で
す
が
Ｉ
そ
の
聖
者
達
は
自
分
の
経

験
や
主
義
主
張
に
と
ら
わ
れ
な
い
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
よ
う
な
姿
勢
と
い
う
も
の
は
、
散
文
の
経
典
の
中
に
も
伝

え
ら
れ
て
お
り
ま
し
て
、
有
名
な
無
記
、
回
答
さ
れ
な
い
と
い
う
命
題
が
列
挙
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
世
界
が
永
遠
で
あ
る
か
否
か
と

か
、
有
限
で
あ
る
か
否
か
と
、
霊
魂
と
身
体
と
は
同
じ
か
否
か
と
、
そ
の
修
行
の
完
成
者
で
あ
る
如
来
は
死
後
に
存
在
す
る
か
否
か
と
、

こ
う
い
う
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
は
、
仏
陀
は
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
、
こ
う
い
う
よ
う
な
主
張
で
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
ア
ー
ト
マ
ン

の
有
無
に
つ
い
て
も
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。

さ
て
、
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
を
頭
に
お
き
ま
し
て
、
原
始
仏
教
の
基
本
的
な
思
考
法
と
い
う
も
の
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
、

四
諦
と
い
う
苦
・
集
・
減
・
道
の
四
つ
が
真
理
と
し
て
考
え
ら
れ
た
の
は
ど
う
し
て
か
。
何
故
、
四
諦
が
真
理
と
し
て
考
え
ら
れ
た
か
、

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
特
段
に
説
明
が
あ
る
よ
う
で
は
な
い
ん
で
す
。
た
だ
こ
こ
に
は
、
苦
の
原
因
は
渇
愛
で
あ
る
、
欲
望
で
あ
る
、

と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
苦
に
は
そ
の
原
因
が
あ
る
、
縁
っ
て
き
た
る
も
の
が
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
が

示
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
つ
ま
り
は
縁
起
の
考
え
方
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
次
は
縁
起
と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
よ
ろ
し
い
の
だ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
そ
の
縁
起
を
考
え
る
前
提
と
し
て
、
原
始
仏
教
経
典

ｌ
特
に
散
文
経
典
で
は
顕
著
な
ん
で
す
が
Ｉ
人
間
存
在
を
徹
底
的
に
分
析
的
に
把
握
す
る
と
い
う
考
え
方
で
ご
ざ
い
ま
す
。
お
手
元

49



の
資
料
に
は
「
分
析
的
思
考
法
と
主
体
（
自
我
）
の
解
消
」
と
し
て
お
い
た
ん
で
す
。
そ
し
て
五
認
、
十
二
処
、
十
八
界
と
書
い
て
お
き
ま

し
た
。
皆
さ
ん
ご
存
じ
の
と
お
り
、
色
・
受
・
想
・
行
・
識
と
い
う
五
謡
と
い
う
五
つ
を
も
っ
て
人
間
存
在
を
見
よ
う
と
す
る
。
ま
た
十

二
処
は
認
識
の
領
域
で
あ
り
ま
す
が
、
眼
・
耳
・
鼻
・
舌
・
身
・
意
と
、
そ
の
対
象
で
あ
る
色
・
声
・
香
・
味
・
触
・
法
で
あ
り
ま
す
。

こ
う
い
う
五
穂
や
十
二
処
等
に
よ
っ
て
人
間
を
把
握
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
人
間
存
在
を

諸
々
の
存
在
に
分
解
し
て
し
ま
っ
て
、
、
そ
の
全
体
で
あ
る
人
間
と
い
う
も
の
は
、
何
処
に
も
見
あ
た
ら
な
く
な
る
と
い
う
思
考
法
で
あ
り

ま
す
。
そ
う
だ
と
私
は
理
解
す
る
ん
で
す
。
人
間
存
在
を
分
析
し
て
、
こ
れ
こ
そ
が
人
間
存
在
の
中
核
ｌ
人
間
に
お
け
る
最
も
核
心
的

な
も
の
だ
（
た
と
え
ば
、
自
我
、
霊
魂
、
魂
）
と
、
そ
う
い
う
も
の
を
な
る
べ
く
見
な
い
、
そ
う
い
う
も
の
が
な
い
よ
う
に
見
て
い
く
ん

で
す
。
確
か
に
人
間
の
中
で
も
大
事
な
の
は
心
（
。
岸
苗
、
日
§
儲
）
だ
と
い
い
ま
す
。
仏
教
は
心
が
大
事
だ
と
い
う
ん
で
す
。
だ
か
ら
と
い

つ
一
て
、
そ
れ
で
は
心
が
人
間
の
中
心
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
全
て
を
説
明
し
て
い
る
か
、
と
い
う
と
そ
う
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
心
も
ま

た
瞬
時
に
生
滅
す
る
も
の
で
、
永
遠
な
自
我
で
も
な
く
霊
魂
で
も
な
い
と
い
う
の
で
す
。
こ
こ
で
は
も
っ
ぱ
ら
五
穂
や
十
二
処
あ
る
い
は

十
八
界
と
い
う
よ
う
な
分
析
的
な
思
考
法
を
も
っ
て
人
間
存
在
を
見
る
見
方
を
貫
い
て
い
る
。
こ
れ
は
第
一
に
仏
教
的
な
思
考
法
と
し
て

注
意
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
ゥ
パ
ニ
シ
ャ
ド
の
思
考
法
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、

実
に
際
立
っ
た
対
照
を
示
し
て
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
五
穂
、
十
二
処
と
い
う
こ
う
い
う
分

類
と
い
う
の
は
、
何
を
説
く
た
め
に
示
さ
れ
る
か
と
い
う
と
、
そ
の
中
の
ど
れ
も
が
無
常
で
あ
り
苦
で
あ
り
、
そ
れ
か
ら
ア
ー
ト
マ
ン
（
我
）

で
は
な
い
（
自
製
目
目
・
非
我
、
無
我
）
、
と
い
う
観
察
を
す
る
た
め
に
、
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
の
で
簡
単
に
し
て
省
略
い
た
し
ま
す
。

次
に
縁
起
説
に
つ
い
て
み
る
と
「
縁
起
説
と
主
体
の
回
避
」
と
私
は
書
い
て
お
い
た
の
で
す
が
、
縁
起
を
ど
う
考
え
る
の
か
、
十
二
縁

起
を
ど
う
解
釈
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
は
、
原
始
仏
教
研
究
が
始
ま
っ
て
以
来
、
大
正
か
ら
昭
和
の
初
め
に
か
け
て
大
論
争
が
あ
っ
て
、

今
日
に
い
た
っ
て
い
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
縁
起
の
解
釈
は
こ
れ
か
ら
も
う
一
度
考
え
直
し
て
新
し
く
解
釈
し
な
お
さ
な
け
れ
ば
い
け
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『
サ
ン
ュ
ッ
タ
・
ニ
ヵ
ー
ャ
』
の
中
の
一
経
典
（
曽
言
ミ
ミ
旨
‐
畠
訂
冒
】
ｍ
，
届
．
届
）
に
よ
り
ま
す
と
、
生
類
つ
ま
り
人
間
の
生
存
を
可
能

に
す
る
も
の
と
し
て
四
食
（
§
目
。
目
３
）
Ｉ
四
つ
の
食
料
と
い
っ
た
ら
い
い
ん
で
す
か
、
習
曾
Ｐ
（
栄
養
、
食
）
ｌ
を
挙
げ
て
い
ま

す
。
先
に
見
た
ゥ
ツ
ダ
ー
ラ
ヵ
・
ア
ー
ル
ニ
も
万
物
の
構
成
要
素
の
一
つ
の
中
に
食
物
（
食
べ
物
）
を
掲
げ
て
い
た
ん
で
す
が
、
仏
教
で

も
食
べ
物
と
い
う
も
の
に
、
や
は
り
注
目
し
て
る
。
こ
の
倒
目
目
に
注
目
し
た
の
は
私
が
最
初
じ
ゃ
な
い
の
で
あ
り
ま
し
て
、
宮
坂
宥

⑥

勝
さ
ん
も
仏
教
の
食
物
哲
学
と
か
い
う
よ
う
な
把
握
を
し
て
お
り
ま
す
。
生
き
て
い
く
た
め
に
は
四
つ
の
食
べ
物
が
必
要
だ
と
い
う
の
で

だ
ん
じ
き

あ
り
ま
す
。
第
一
は
「
段
食
」
と
い
う
の
で
す
が
、
通
常
の
食
べ
物
、
第
二
は
対
象
と
感
官
と
識
と
の
接
触
で
「
触
」
で
あ
り
、
触
れ
る

と
い
う
こ
と
、
第
三
が
「
意
思
」
（
思
）
で
あ
り
ま
す
。
心
の
意
思
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
第
四
は
「
認
識
」
（
識
）
で
あ
り
ま
す
。
触

と
い
う
の
は
結
局
は
経
験
で
あ
り
ま
す
。
な
ん
ら
か
の
対
象
と
の
接
触
で
す
が
、
な
ん
ら
か
の
経
験
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
意
思
と
い
う
も
の
が
な
い
と
人
間
は
生
き
て
い
け
な
い
、
生
き
る
意
思
Ｉ
生
き
る
意
思
と
い
え
ば
い
い
す
ぎ
な
ん
で
し
ょ
う

が
Ｉ
意
思
と
い
う
の
は
大
事
だ
と
い
う
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
認
識
と
か
知
覚
と
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
だ
め
だ
と
。
こ
う
い
う
考
え
方

な
い
、
新
し
く
体
系
化
し
て
理
解
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
私
も
思
っ
て
お
り
ま
す
。
縁
起
説
に
つ
い
て
の
私
の
基
本

的
な
考
え
方
と
い
う
も
の
は
私
の
『
イ
ン
ド
哲
学
概
論
』
の
中
に
少
し
示
し
て
お
き
ま
し
た
が
、
要
す
る
に
そ
こ
で
は
輪
廻
の
よ
う
な
考

え
方
を
前
提
と
し
な
い
と
、
十
二
縁
起
は
説
明
し
に
く
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
触
れ
て
お
い
た
ん
で
す
。
け
れ
ど
も
、
縁
起
説
に
は

も
う
一
一
つ
の
面
が
あ
り
ま
す
。
原
因
と
結
果
の
関
係
と
い
う
見
方
の
他
に
、
相
互
依
存
関
係
を
み
る
と
い
う
見
方
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
こ
れ
は
特
に
識
と
名
色
と
の
関
係
等
で
顕
著
な
ん
で
す
が
、
全
て
の
も
の
を
依
存
関
係
に
お
い
て
関
係
性
に
お
い
て
と
ら
え

る
と
い
う
見
方
、
こ
れ
が
縁
起
説
で
非
常
に
強
調
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
縁
起
説
は
相
互
依
存
関
係
を
説
い
て
い
る
と
い
う
理
解
と
い

う
も
の
は
、
こ
れ
ま
で
学
界
で
も
主
流
を
な
す
考
え
方
で
あ
っ
て
、
私
が
特
に
何
も
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ

う
い
う
相
互
依
存
関
係
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
う
い
う
結
果
に
な
る
か
と
い
う
と
、
要
す
る
に
主
体
の
解
消
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う

Ｌ
」
田
噌
フ
ノ
ん
子
エ
リ
○
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を
仏
陀
世
尊
が
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
ん
で
す
が
、
そ
れ
に
対
し
て
一
比
丘
が
、
こ
う
尋
ね
ま
す
ｌ
こ
れ
は
モ
ー
リ
ャ
。
。
〈
ツ
グ

ナ
と
い
う
あ
ま
り
で
き
の
い
い
比
丘
で
は
な
い
ん
で
す
が
ｌ

「
い
っ
た
い
誰
が
識
と
い
う
食
料
（
識
食
）
を
食
す
る
の
か
」
（
ぃ
目
．
や
屋
鍾
）

と
、
こ
う
問
う
ん
で
す
。
世
尊
は
言
う
。

「
〔
汝
の
〕
問
い
は
適
切
で
は
な
い
。
〔
人
が
〕
食
す
（
豊
野
３
）
と
私
は
い
わ
な
い
ん
だ
。
」

つ
ま
り
豐
胃
の
は
（
食
す
、
食
寺
へ
る
）
と
い
う
動
詞
を
使
わ
な
い
ん
だ
と
い
う
の
で
す
。
で
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
と
い
え
ば
、

「
一
体
誰
に
識
と
い
う
食
料
（
識
食
）
が
あ
る
の
か
と
問
う
な
ら
ば
、
こ
の
問
い
は
適
切
だ
」

と
い
う
の
で
す
。
こ
の
識
と
い
う
食
料
と
い
う
の
は
く
目
鼠
口
四
‐
豐
習
四
と
い
う
ん
で
す
が
ね
、
こ
れ
を
識
食
と
で
も
い
う
ん
で
し
ょ
う

が
、
識
と
い
う
食
料
が
誰
に
あ
る
の
か
と
Ｉ
食
料
と
い
っ
た
ら
お
か
し
い
か
ら
、
栄
養
と
い
っ
た
ら
よ
り
い
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

心
の
栄
養
と
い
う
よ
う
な
言
葉
も
我
々
が
使
わ
な
い
わ
け
じ
ゃ
な
い
か
ら
、
認
識
と
い
う
栄
養
、
知
識
と
い
う
栄
養
な
ん
で
す
ｌ
誰
に

そ
の
知
識
と
い
う
栄
養
が
あ
る
の
か
と
問
え
ば
い
い
ん
だ
と
い
う
の
で
す
。
そ
し
て
そ
の

「
識
（
認
識
）
と
い
う
食
料
は
未
来
の
再
生
の
縁
で
あ
る
」
（
ぃ
ロ
も
．
扇
薩
）

と
、
云
々
と
い
っ
て
、
そ
の
識
と
い
う
食
料
あ
る
い
は
識
と
い
う
栄
養
が
あ
る
と
、
六
処
が
あ
り
、
六
処
に
縁
っ
て
触
が
あ
り
、
触
に
縁

っ
て
受
が
あ
り
、
受
に
縁
っ
て
愛
が
あ
り
、
云
々
と
い
っ
て
、
通
常
の
縁
起
の
因
果
関
係
を
次
に
説
く
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
は
、
主

語
を
用
い
た
発
言
を
禁
止
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
も
っ
と
も
こ
の
箇
所
に
注
目
し
た
の
は
、
私
だ
け
な
の
で
は
な
く
、
古
く
は
和
辻

哲
郎
博
士
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
は
確
か
に
主
語
つ
ま
り
主
体
を
否
定
す
る
趣
旨
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

次
に
は
「
真
実
語
」
と
書
い
て
お
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
仏
教
に
お
い
て
も
、
真
実
を
語
る
こ
と
（
真
実
の
誓
言
）
は
、
不
思
議
な
効

果
（
奇
蹟
）
を
生
む
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
今
は
省
略
い
た
し
ま
す
。

（
Ｖ
）
次
に
五
番
目
は
「
部
派
仏
教
に
お
け
る
真
理
（
切
幽
耳
騨
）
」
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
内
容
は
世
俗
諦
（
の
曾
日
ぐ
昔
‐
閏
ご
秒
）
と
勝
義
諦
あ
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る
い
は
第
一
義
諦
（
冨
国
日
胃
昏
色
‐
の
鼻
蚕
）
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
『
増
一
阿
含
』
の
中
に
は
こ
の
二
諦
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る

ん
で
す
。
け
れ
ど
も
他
の
と
こ
ろ
に
は
こ
の
二
諦
を
説
い
て
い
る
も
の
は
知
ら
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
ギ
ル
ギ
ッ
ト
写
本
の
中
か
ら

⑦

こ
の
二
謡
を
説
い
て
い
る
経
典
が
見
つ
か
っ
た
と
い
い
ま
し
て
、
大
窪
祐
宣
氏
が
解
読
し
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
に
は

「
二
つ
の
真
理
（
二
謡
）
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
世
俗
諦
と
勝
義
諦
で
あ
る
」

と
い
う
の
で
す
が
、
世
俗
諦
と
い
う
の
は
、
つ
ま
り
は
仮
の
真
実
で
あ
り
、
仮
の
存
在
で
あ
り
ま
す
。
勝
義
諦
と
い
う
の
は
本
当
に
存
在

す
る
真
理
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
経
典
は
『
大
毘
婆
沙
論
』
や
『
倶
舎
論
』
に
引
か
れ
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
や

は
り
伝
統
的
に
知
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
『
大
毘
婆
沙
論
』
の
第
九
十
巻
に
は
こ
の
二
諦
に
つ
い
て
、
か
な
り
議
論
し
て
い
る

と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
基
本
的
な
考
え
方
は
ど
う
い
う
も
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
現
実
の
具
体
的
な
人
間
と
か
事
物
、
こ

う
い
う
も
の
を
で
す
ね
、
仮
の
存
在
と
考
え
る
。
仮
象
の
存
在
、
仮
の
姿
の
存
在
と
考
え
る
、
つ
ま
り
世
俗
有
と
考
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
そ
れ
を
分
析
し
て
本
質
的
な
構
成
要
素
に
還
元
し
た
も
の
、
五
認
と
か
、
あ
る
い
は
感
官
の
対
象
で
あ
る
色
・
声
・
香
・
味
・
触

．
法
と
い
う
も
の
を
、
勝
義
の
存
在
、
本
当
の
存
在
、
真
実
の
存
在
と
考
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。

同
様
の
考
え
方
は
パ
ー
リ
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
『
ミ
リ
ン
ダ
王
の
問
い
』
（
旨
き
鼠
ｓ
‐
曾
蟄
急
）
に
も
見
ら
れ
る
ん
で
す
が
、
そ
こ
で
は
ど

う
い
う
考
え
方
が
み
ら
れ
る
か
と
い
う
と
、
や
は
り
現
実
の
一
個
の
人
間
と
い
う
も
の
は
、
第
一
義
の
本
当
の
存
在
で
は
な
く
て
、
単
な

る
世
俗
、
俗
称
（
閏
目
白
ロ
巳
で
あ
る
と
い
う
の
で
す
。
俗
称
と
い
っ
た
ん
で
す
が
、
こ
れ
は
世
俗
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

何
が
真
実
か
と
い
う
と
、
人
間
の
構
成
要
素
で
あ
る
髪
の
毛
か
ら
は
じ
ま
っ
て
爪
、
歯
と
か
最
後
に
は
脳
髄
ま
で
考
え
る
ん
で
す
が
、
そ

う
い
う
ふ
う
に
分
析
的
に
考
え
る
、
し
た
が
っ
て
人
格
の
主
体
が
何
処
に
も
存
在
し
な
い
と
、
こ
う
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
よ

う
に
、
真
実
に
存
在
す
る
も
の
は
何
か
、
と
い
う
考
え
方
を
部
派
仏
教
の
問
で
は
追
究
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

（
Ⅵ
）
六
番
目
に
「
倶
舎
論
に
お
け
る
真
実
に
存
在
す
る
も
の
」
と
掲
げ
ま
し
た
。
「
真
実
に
存
在
す
る
も
の
（
君
昌
冒
胃
昏
甲
の
漢
ご
Ｐ
』
勝

義
諦
」
と
は
、
大
体
は
冒
国
日
胃
昏
四
‐
の
鼻
（
勝
義
有
）
と
同
じ
よ
う
で
す
。
勝
義
諦
、
そ
れ
は
勝
義
有
で
あ
る
、
と
こ
う
い
う
ふ
う
に
、

Ｏ
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理
解
し
て
よ
ろ
し
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
『
倶
舎
論
』
（
忠
言
§
ミ
ミ
皇
。
旨
‐
望
画
道
亀
§
募
望
・
）
に
お
け
る
真
実
に
存
在
す
る
も
の
は
何
か
。

こ
れ
を
す
こ
し
簡
単
に
お
話
し
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
真
実
に
存
在
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
『
倶
舎
論
』
の
作
者
ヴ
ァ
ス

零
ハ
ン
ド
ゥ
ミ
四
い
屋
冒
口
目
こ
ゞ
世
親
）
は
ど
う
い
っ
て
い
る
か
。
ま
ず
仮
の
存
在
と
は
、
ど
う
い
う
も
の
か
と
い
い
ま
す
と
、

「
お
よ
そ
あ
る
も
の
が
部
分
ご
と
に
分
割
さ
れ
る
と
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
観
念
（
智
）
が
な
く
な
る
も
の
が
、
仮
の
存
在
（
⑳
色
目
ぐ
旨
‐
ぃ
鼻
ゞ

仮
象
、
仮
の
姿
と
し
て
の
存
在
、
つ
ま
り
世
俗
有
）
で
あ
る
」
（
藍
望
．
や
弱
ら

と
。
そ
し
て
例
え
ば
そ
れ
は
瓶
で
あ
る
と
い
う
。
ま
ず
瓶
を
割
っ
て
で
す
ね
、
半
球
ず
つ
分
割
す
る
と
、
瓶
の
観
念
が
な
く
な
る
。

「
ま
た
そ
こ
に
お
い
て
も
諸
々
の
要
素
（
号
胃
冒
騨
）
を
〔
頭
の
中
で
〕
観
念
（
官
＆
言
）
に
よ
っ
て
排
除
す
る
と
、
そ
の
観
念
が
な
く

な
る
も
の
も
、
仮
の
存
在
だ
と
知
る
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
水
だ
」

と
い
う
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
そ
の
水
に
つ
い
て
色
等
の
属
性
Ｉ
こ
れ
は
結
局
は
号
胃
日
四
と
い
う
言
葉
の
訳
な
ん
で
す
が
Ｉ
色

等
の
属
性
を
観
念
に
よ
っ
て
排
除
す
る
と
、
水
の
観
念
が
な
く
な
る
、
だ
か
ら
こ
れ
も
仮
象
の
存
在
、
仮
の
名
称
に
す
ぎ
な
い
ん
だ
と
い

う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
と
反
対
な
の
が
、
第
一
義
の
真
実
、
つ
ま
り
勝
義
諦
で
あ
り
、
真
実
に
存
在
す
る
も
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
り

ま
す
。
こ
こ
に
ヴ
ァ
ス
ヴ
ァ
ン
ド
ゥ
が
真
実
に
存
在
す
る
も
の
を
、
ど
ん
な
ふ
う
に
考
え
た
の
か
と
い
う
鮫
も
基
本
的
な
考
え
方
が
示
さ

れ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
集
合
体
は
真
実
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
考
え
方
で
あ
り
ま
す
。
猫
成
要
素
し
か
も
基
本
的
な
描
成

要
素
が
真
実
だ
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
基
本
的
な
構
成
要
素
と
い
う
の
は
、
私
は
号
２
‐
目
Ｐ
（
法
）
の
訳
語

と
し
て
考
え
て
い
る
ん
で
す
。
ま
た
号
胃
日
秒
は
広
義
の
属
性
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
烏
胃
目
凹
が
真
実
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

（
Ⅶ
）
そ
れ
に
関
し
ま
し
て
七
番
目
に
「
極
微
（
原
子
）
と
真
実
に
存
在
す
る
も
の
」
と
い
う
項
目
を
た
て
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
だ
い

ぶ
時
間
も
経
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
の
で
、
な
る
べ
く
簡
潔
に
申
し
上
げ
た
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
説
一
切
有
部
も
極
微
（
冒
目
冒
習
〕
こ
】

原
子
）
に
論
及
し
、
原
子
論
を
唱
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
れ
に
関
し
て
『
倶
舎
論
』
で
は
「
八
事
倶
生
」
と
い
う
こ
と
を
い
う

ん
で
す
。
原
文
に
よ
り
ま
す
と
搦
冨
‐
島
ゆ
く
冨
冒
冒
国
白
目
屋
（
八
つ
の
実
体
か
ら
成
る
極
微
、
篤
恩
も
‘
圏
）
と
い
う
ん
で
す
。
こ
こ

54



に
号
い
く
富
と
い
う
の
は
、
通
常
ヴ
ァ
ィ
シ
ェ
ー
シ
カ
派
の
体
系
で
は
「
実
体
」
、
「
実
」
、
『
倶
舎
論
』
で
も
「
実
」
と
訳
す
ん
で
す
ね
。

玄
英
訳
で
は
「
実
」
と
、
あ
る
い
は
と
き
に
は
「
実
体
」
と
も
訳
す
の
で
す
が
、
こ
の
場
合
は
「
事
」
と
い
う
字
を
も
っ
て
、
玄
美
は

日
曾
く
意
と
い
う
の
を
訳
し
て
る
ん
で
す
。
八
事
倶
生
と
い
う
の
は
八
つ
の
も
の
が
’
八
つ
の
実
体
が
一
緒
に
な
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
八
つ
と
は
、
ま
ず
地
、
水
、
火
、
風
と
い
う
四
つ
の
元
素
の
性
質
で
あ
る
地
の
固
さ
、
水
の
湿
り
け
、
火
の
熱
さ
、

風
の
動
き
で
あ
り
、
そ
れ
か
ら
も
う
一
方
は
色
、
味
、
香
、
触
ｌ
ｌ
い
ろ
、
あ
じ
、
に
お
い
、
接
触
さ
れ
る
性
質
（
接
触
し
て
知
ら
れ
る

感
触
）
Ｉ
で
あ
り
、
都
合
八
つ
で
あ
り
ま
す
．
こ
の
八
つ
の
も
の
が
一
緒
に
な
っ
て
い
る
も
の
、
そ
れ
が
八
事
倶
生
と
い
う
意
味
で
、

⑧

八
つ
の
実
体
が
一
緒
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
は
何
か
と
い
う
と
、
團
国
目
営
巨
（
極
微
）
だ
と
い

う
ん
で
す
。
だ
か
ら
「
八
事
倶
生
の
極
微
」
と
私
は
解
釈
し
た
ん
で
す
が
、
玄
藥
は
こ
こ
の
恩
３
日
目
ロ
に
つ
い
て
だ
け
は
、
極
微
と
は

訳
さ
ず
「
微
聚
」
と
訳
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
何
と
読
む
の
で
し
ょ
う
か
。
私
は
倶
舎
の
伝
統
が
わ
か
り
ま
せ
ん
か
ら
、
私
な
り
に
「
み

し
ゅ
う
」
と
読
め
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
で
も
「
聚
」
と
い
う
の
は
濁
る
こ
と
が
多
い
か
ら
「
み
じ
ゅ
」
と
読
む
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん

⑨

け
れ
ど
も
ｌ
わ
か
り
ま
せ
ん
の
で
、
後
で
ま
た
ど
な
た
か
に
教
え
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
が
ｌ
玄
葵
は
「
微
聚
」
と
い
う
よ
う
に

集
合
体
の
よ
う
に
理
解
す
る
ん
で
す
。
そ
し
て
日
本
の
こ
れ
ま
で
の
学
者
も
、
大
体
に
お
い
て
八
事
倶
生
の
微
聚
と
い
う
も
の
は
、
極
微

が
八
つ
集
ま
つ
た
も
の
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
ん
で
す
が
、
果
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
の
が
私
の
疑
問
で
あ
り
ま
す
。
そ
う

い
う
伝
統
は
、
も
ち
ろ
ん
玄
奨
も
そ
う
で
あ
り
ま
す
し
、
お
そ
ら
く
は
ヤ
シ
ョ
ー
ミ
ト
ラ
も
そ
う
い
う
考
え
方
を
し
て
い
る
ふ
し
も
あ
る

と
私
は
思
う
の
で
す
。
け
れ
ど
も
、
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
（
世
親
）
が
ま
と
め
よ
う
と
し
た
考
え
方
を
た
ど
っ
て
い
く
と
、
八
事
倶
生
の
極

微
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
。
最
近
私
は
平
川
彰
先
生
の
書
い
た
『
法
と
縁
起
』
等
を
読
ま
せ
て
頂
い
て
み
ま
し
た
ら
、
赤

の
極
微
と
か
い
う
こ
と
を
い
う
ん
で
す
が
、
し
か
し
そ
う
い
っ
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
よ
う
な
疑
問
が
ご
ざ
い
ま
す
。
私
の
理
解

の
根
拠
と
い
う
も
の
は
、
「
倶
舎
論
』
の
原
文
の
中
か
ら
導
き
だ
し
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
結
論
的
に
申
し
上
げ
ま
す
と
、

極
微
と
い
う
も
の
は
本
来
八
つ
か
ら
で
き
あ
が
っ
て
い
る
の
だ
と
、
こ
れ
が
説
一
切
有
部
の
伝
統
を
ヴ
ァ
ス
寺
ハ
ン
ド
ゥ
が
ま
と
め
た
際
に
、
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ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
頭
の
隅
に
お
い
て
構
築
さ
れ
た
考
え
方
で
あ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
。
つ
ま
り
は
極
微
と
い
う
も
の
は
も
と
も
と
八
つ

の
性
質
を
も
っ
て
い
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
。
だ
か
ら
赤
の
極
微
と
い
っ
た
っ
て
そ
の
な
か
に
は
味
も
含
ん
で
お
れ
ば
、
匂
い
も
感
触
も
含

ん
で
い
る
。
さ
っ
き
の
真
実
に
存
在
す
る
も
の
、
仮
に
存
在
す
る
も
の
と
い
う
考
え
方
で
い
け
ば
、
極
微
は
仮
象
の
存
在
、
仮
の
存
在
で

あ
っ
て
、
真
実
に
存
在
す
る
も
の
で
な
い
、
た
だ
極
微
の
色
は
真
実
に
存
在
す
る
も
の
、
と
な
る
は
ず
で
あ
り
ま
す
。

（
Ⅷ
）
そ
れ
か
ら
最
後
八
番
目
の
「
真
実
に
存
在
す
る
も
の
固
有
の
特
相
（
い
く
巴
農
協
ｇ
、
）
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
固
有
の

独
自
の
特
相
と
は
、
つ
ま
り
は
ゆ
く
巴
鳥
組
息
す
な
わ
ち
「
自
相
」
と
訳
す
語
で
す
が
、
自
相
を
も
っ
て
い
る
も
の
が
実
体
だ
と
い
う
ん

で
す
。
そ
れ
か
ら
自
相
を
も
っ
て
い
る
も
の
こ
そ
が
、
ま
た
号
胃
目
四
（
法
）
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
目
間
目
四
と
い

う
の
は
何
か
と
い
い
ま
す
と
、
こ
れ
も
結
論
的
に
申
し
上
げ
ま
す
と
、
基
本
的
に
は
、
そ
れ
は
広
い
意
味
の
「
属
性
」
で
あ
ろ
う
と
い
う

こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
固
有
の
特
相
と
い
う
の
は
自
分
の
特
徴
と
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
医
原
眉
騨
と
い
う
の
は
「
相
」
と
訳
す

言
葉
で
「
定
義
」
で
も
あ
る
ん
で
す
。
独
自
の
定
義
を
も
っ
て
数
え
ら
れ
る
も
の
が
、
実
体
で
あ
り
、
そ
れ
が
目
間
自
画
（
法
）
で
あ
り

ま
す
。
そ
の
号
肖
日
蝕
は
同
時
に
存
在
の
基
本
的
な
要
素
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
よ
う
な
考
え
方
を
『
倶
舎
論
』
は
し

て
い
る
と
、
私
は
見
る
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
最
後
に
結
び
と
い
た
し
た
い
の
で
す
が
、
『
倶
舎
論
」
に
つ
き
ま
し
て
は
非
常
に
簡
単
に
、
し
か
も
結
論
だ
け
申
し
上
げ
ま
し

た
の
で
、
十
分
に
お
わ
か
り
頂
き
に
く
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
私
は
「
倶
舎
論
』
の
解
説
を
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
そ

こ
に
貫
ぬ
か
れ
て
い
る
基
本
的
な
考
え
方
は
ど
う
い
う
も
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
た
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
五
位
七
十
五

法
と
ま
と
め
ら
れ
ま
す
体
系
の
一
々
に
つ
い
て
の
解
釈
は
申
し
上
げ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
こ
の
「
倶
舎
論
』
に
ま
と
め
ら
れ
る
よ
う
な
説
一

切
有
部
と
い
う
も
の
は
ど
ん
な
も
の
か
。
あ
る
い
は
『
倶
舎
論
』
が
ま
と
め
た
体
系
と
い
う
も
の
は
ど
ん
な
も
の
か
。
『
倶
舎
論
』
自
体

は
い
ろ
ん
な
問
題
を
含
ん
で
お
り
ま
し
て
、
世
親
（
ぐ
色
の
言
冨
且
冒
）
自
身
は
、
こ
う
い
う
考
え
方
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
疑
わ
し
い

と
か
、
と
い
ろ
ん
な
理
論
を
展
開
す
る
ん
で
す
。
そ
し
て
最
後
に
ま
た
し
か
し
、
毘
婆
沙
師
つ
ま
り
は
説
一
切
有
部
の
伝
統
説
は
こ
う
で
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あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
結
ん
だ
り
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
果
た
し
て
何
処
に
世
親
自
身
の
真
意
が
あ
る
の
か
、
ど
う
い
う
体
系
を
構
築
し

た
の
か
。
考
え
て
み
る
と
な
か
な
か
分
か
り
に
く
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
私
の
理
解
に
よ
り
ま
す
と
こ
う
ま
と
め
ら
れ
る

の
で
は
な
い
の
か
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
真
実
に
存
在
す
る
も
の
、
つ
ま
り
第
一
義
（
勝
義
）
と
し
て
の
真
実
で
あ
る
も
の
は
何
か
と
い
う
と
、

人
間
存
在
を
分
析
し
て
見
い
出
さ
れ
た
諸
々
の
目
肖
目
Ｐ
（
法
）
つ
ま
り
は
諸
々
の
属
性
で
あ
り
ま
す
。
五
位
の
諸
法
で
あ
り
ま
す
。
そ

れ
は
ヴ
ァ
ィ
シ
ェ
ー
シ
カ
派
の
よ
う
な
体
系
を
予
想
し
ま
す
と
、
そ
の
内
容
と
い
う
の
は
殆
ど
大
部
分
が
属
性
つ
ま
り
は
唱
圖
（
徳
）

で
あ
り
ま
す
。
唱
信
で
は
な
い
衆
同
分
の
よ
う
な
出
目
目
冒
（
普
遍
）
と
い
う
も
の
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
諸
の

目
肖
日
騨
（
法
）
の
大
部
分
が
広
い
意
味
の
属
性
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
が
真
実
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
そ
う
い
う

も
の
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
人
間
は
ど
う
か
と
い
う
と
Ｉ
人
間
は
も
ち
ろ
ん
真
実
に
存
在
す
る
ん
だ
、
と
私
ど
も
の
常
識
で
は
考
え
る

ん
だ
け
れ
ど
も
Ｉ
『
倶
舎
論
』
の
考
え
方
に
よ
る
と
、
そ
う
い
う
も
の
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
人
間
と
い
う
の
は
集
合
体
で
あ
り
、
真

実
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
と
、
そ
れ
か
ら
人
間
の
主
体
た
る
今
へ
き
自
我
と
か
自
己
と
い
う
か
、
霊
魂
と
い
う
も
の
も
ま
た
、
真
実
に

存
在
す
る
も
の
じ
ゃ
な
い
と
。
そ
れ
で
は
物
質
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
物
質
も
物
質
そ
の
も
の
と
し
て
は
結
局
は
真
実
に
存
在
す
る
も
の

で
は
な
い
と
、
具
体
的
な
物
質
、
物
体
は
、
こ
れ
を
分
析
し
て
し
ま
う
か
ら
？
そ
れ
自
体
と
し
て
存
在
す
る
余
地
が
な
く
な
る
と
い
う
よ

（
Ⅸ
）
そ
れ
で
こ
の
お
渡
し
し
ま
し
た
資
料
の
最
後
の
「
結
び
に
か
え
て
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
移
り
ま
す
。
こ
こ
で
、
「
一
元
論
的
思

考
法
」
と
い
う
の
は
ウ
・
ハ
ニ
シ
ャ
ド
か
ら
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
諸
派
に
つ
な
が
る
思
考
法
で
す
が
、
そ
れ
と
対
照
的
な
の
が
多
元
論
的
思
考

法
で
あ
り
、
原
始
仏
教
か
ら
部
派
仏
教
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
私
は
考
え
ま
す
。
も
っ
と
も
部
派
仏
教
の
中
に
も
唯
識
の
先
駆
的

な
考
え
方
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
必
ず
し
も
い
っ
し
ょ
に
で
き
な
い
点
が
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
い
ま
ま
で
見
た
『
倶
舎
論
』
に
ま
と
め

ら
れ
る
よ
う
な
部
派
仏
教
の
教
義
と
い
う
も
の
は
、
多
元
論
的
な
分
析
的
思
考
法
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
に
お
い
て
は
主
体
と

い
う
も
の
が
、
物
質
で
あ
れ
人
間
で
あ
れ
、
と
も
か
く
主
体
と
か
い
う
も
の
ｌ
こ
れ
は
つ
ま
り
は
ヴ
ァ
ィ
シ
ェ
ー
シ
ヵ
派
の
考
え
方
に

で
は
な
い
と
、
具
体
的
な
物
幸

う
に
考
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
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と
、
こ
れ
が
私
の
原
始
仏
教
か
ら
部
派
仏
教
に
か
け
て
一
貫
し
た
思
考
法
で
あ
ろ
う
と
、
こ
う
い
う
よ
う
に
私
は
把
握
し
て
み
た
の
で
ご

ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
当
然
と
し
て
古
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ド
に
み
た
一
元
論
的
思
考
法
と
も
違
う
し
、
ヴ
ァ
ィ
シ
ェ
ー
シ
カ
派
の
多
元
論
的
実
在

論
と
も
異
な
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ヴ
ァ
ィ
シ
ェ
ー
シ
カ
派
で
は
ア
ー
ト
マ
ン
（
我
）
と
、
目
色
ご
閉
（
意
）
と
い
う
も
の
を
も
含
め
て
九

つ
の
実
体
を
考
え
て
、
そ
れ
に
属
性
や
運
動
な
ど
が
付
属
し
て
る
と
い
う
よ
う
に
考
え
ま
し
て
、
人
間
も
そ
れ
か
ら
自
然
界
に
あ
る
も
の

を
も
統
一
的
に
説
明
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
主
体
が
厳
然
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
説
一
切

有
部
の
体
系
Ｉ
ま
た
は
『
倶
舎
論
』
が
ま
と
め
た
体
系
ｌ
と
い
う
の
は
、
主
体
を
全
く
問
題
に
し
な
い
、
と
こ
う
い
う
よ
う
な
特
徴

が
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
な
お
説
一
切
有
部
の
教
学
が
盛
ん
に
な
っ
た
頃
、
『
倶
舎
論
』
が
ま
と
め
ら
れ
た
頃
に
は

既
に
大
乗
仏
教
が
起
こ
っ
て
お
り
ま
す
。
中
観
や
唯
識
の
教
学
も
盛
ん
に
な
っ
て
く
る
時
期
で
あ
り
ま
す
。
中
観
や
唯
識
の
思
想
と
い
う

も
の
は
、
そ
れ
で
は
多
元
論
的
な
思
考
法
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
は
い
え
な
い
。
む
し
ろ
逆
に
一
元
論
に
近
い
も
の
で
あ

り
ま
し
ょ
う
。
つ
ま
り
般
若
経
や
そ
れ
を
継
承
す
る
中
観
派
の
思
想
と
い
う
も
の
は
、
部
派
仏
教
が
構
築
し
た
体
系
を
破
壊
し
て
、
全
て

の
諸
法
が
空
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
か
ら
自
性
を
有
し
な
い
と
い
い
ま
す
．
Ｉ
こ
の
自
性
と
い
う
意
味
は
難
し
い
ん
で
す
が
、
先

に
い
い
ま
し
た
自
相
も
含
む
も
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
‐
『
倶
舎
論
』
（
説
一
切
有
部
）
で
は
固
有
の
定
義
を
も
つ
も
の
が
真
実
に
存
在

す
る
、
と
い
う
の
で
す
が
、
中
観
派
で
は
そ
う
い
わ
な
い
で
、
全
て
の
も
の
が
空
で
あ
っ
て
自
性
を
有
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
論
じ
て

お
り
ま
す
。
あ
る
い
は
唯
識
派
（
験
伽
行
派
）
の
思
想
と
い
う
の
は
、
外
界
の
存
在
を
否
定
し
ま
し
て
極
微
も
な
い
と
い
う
よ
う
に
論
じ

て
き
ま
し
て
、
心
つ
ま
り
は
識
だ
け
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
、
い
わ
ば
一
元
論
の
よ
う
な
思
想
を
構
築
し
て
い
く
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
け

よ
る
実
体
と
い
う
も
の
ｌ
を
解
消
し
て
し
ま
う
考
え
方
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
考
え
方
は
原
始
仏
教
か
ら
の
延
長
線
上
に
お
い
て
認
め
ら

れ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
私
は
こ
こ
に
書
い
た
ん
で
す
け
ど

「
広
義
の
属
性
（
法
）
が
真
実
に
存
在
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
属
性
の
主
体
（
基
体
）
は
真
実
に
は
存
在
し
な
い
、
つ
ま
り
主
体
を
解
消

し
て
無
化
す
る
思
考
法
」
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れ
ど
も
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
に
見
て
き
ま
し
た
『
倶
舎
論
』
の
よ
う
な
多
元
論
的
な
分
析
的
思
考
法
は
、
仏
教
の
基
礎

的
な
思
考
法
と
し
て
大
乗
仏
教
に
も
大
き
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
、
そ
う
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
倶
舎
の
学
問
と
い
う
の

は
、
仏
教
の
基
礎
学
と
し
て
大
谷
大
学
で
も
長
い
伝
統
を
有
し
て
お
り
ま
す
が
、
そ
し
て
倶
舎
を
学
ば
な
け
れ
ば
仏
教
の
専
門
家
に
は
な

れ
な
い
と
、
こ
ん
な
ふ
う
に
い
わ
れ
て
お
る
の
で
す
が
、
な
る
ほ
ど
そ
う
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
私
も
ま
た
皆
様
に
教
え
て
も
ら
っ
て
、
ま

た
『
倶
舎
論
』
を
も
つ
と
本
格
的
に
勉
強
し
た
い
な
、
と
考
え
て
お
り
ま
す
が
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

以
上
最
近
ず
っ
と
考
え
て
お
り
ま
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
要
点
を
申
し
上
げ
ま
し
た
。
ど
う
も
御
清
聴
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

註①
曾
遇
四
国
固
く
儲
菌
倖
ぐ
四
日
（
炉
．
目
冒
、
百
Ｈ
ｇ
・
》
冒
蹴
閨
曹
号
鼠
ミ
ミ
ミ
熨
昌
昌
号
・
ロ
ｇ
ｇ
ｇ
口
悪
ご
弓
］
や
鴎
岸
追
ご
ミ
ミ
ミ
ミ
曹
〕
９
〒

、

。
蚤
曽
吻
§
罵
電
黛
恕
皇
鴎
ゞ
や
囲
い
）
・
ま
た
、
風
‐
国
胃
秘
の
丙
言
ベ
ミ
ミ
ミ
ざ
ミ
ミ
邑
寒
画
興
篁
圏
（
○
ふ
い
の
．
や
毘
誓
。
）
に
も
冨
喝
色
亘
固
く
○
宮
苗
、
茸
ご
四
目

巨
旦
鼻
①
（
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
で
あ
る
こ
と
が
真
実
と
い
わ
れ
る
）
と
あ
る
。

②
付
記
で
ふ
れ
た
拙
稿
で
は
定
理
と
い
わ
ず
公
式
と
い
っ
た
。
シ
ャ
ン
カ
ラ
は
目
①
笛
を
昌
昌
①
笛
（
指
示
）
と
解
し
て
い
る
Ｅ
惠
路
．
扇
、
や

〔
付
記
〕
本
稿
は
、
平
成
五
（
一
九
九
三
）
年
一
二
月
一
日
に
、
大
谷
大
学
仏
教
学
会
の
公
開
講
演
会
に
お
い
て
話
し
た
際
の
録
音
テ
ー
プ
か
ら
、
同

学
会
の
担
当
者
が
原
稿
化
し
た
草
稿
に
、
推
敲
を
加
え
、
さ
ら
に
稿
末
に
「
付
記
」
と
「
註
記
」
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
草
稿
作
製
担
当
者
の

労
に
深
謝
す
る
次
第
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
私
は
、
文
章
に
は
な
っ
て
い
な
い
支
離
滅
裂
な
私
の
話
に
直
面
し
て
恥
入
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
当
日

の
私
な
り
の
話
し
ぶ
り
の
雰
囲
気
を
残
す
た
め
に
、
で
き
る
だ
け
録
音
原
稿
の
文
章
を
残
す
よ
う
に
心
懸
け
た
。

本
稿
の
内
容
は
、
す
で
に
出
来
て
い
た
「
何
が
真
実
で
あ
る
か
ｌ
ウ
・
〈
｜
ラ
ャ
ド
か
ら
仏
教
へ
ｌ
」
（
『
東
北
大
学
文
学
部
研
究
年
報
』
“
号
、

一
九
九
三
年
度
、
平
成
六
年
三
月
発
行
、
一
’
五
三
頁
）
に
多
く
も
と
づ
い
て
い
る
。
詳
し
い
こ
と
は
そ
れ
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。
し
か
し
本
稿
は

勿
論
、
文
体
と
表
現
を
異
に
し
、
ま
た
処
灸
に
お
い
て
、
前
稿
に
な
い
こ
と
を
も
語
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
本
稿
の
註
記
は
、
前
稿
で
ふ
れ
な

か
っ
た
こ
と
を
補
う
意
味
を
も
持
つ
が
、
最
小
限
に
と
ど
め
て
お
く
こ
と
に
し
た
。
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困
謁
）
。
そ
の
他
は
前
稿
及
び
拙
著
『
サ
ー
ン
ク
ャ
哲
学
研
究
』
（
一
九
七
八
年
、
春
秋
社
）
一
○
七
’
一
○
八
頁
参
照
。
な
お
弓
目
目
の
文
法

で
は
且
の
笛
は
代
用
を
意
味
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
文
法
的
事
象
を
説
明
す
る
。
た
と
え
ば
ａ
＋
ｉ
に
ｅ
が
代
用
さ
れ
る
、
と
説
明
す
る
（
辻
直
四

郎
「
イ
ン
ド
文
法
学
概
論
」
（
『
鈴
木
学
術
財
団
研
究
年
報
』
ｎ
号
、
一
九
七
四
年
、
五
頁
、
属
・
ぐ
．
鈩
冒
冨
烏
間
．
淫
ロ
ミ
ミ
鼠
ご
呉
曽
葛
思
ミ

９
§
薑
ミ
ミ
．
の
○
ぃ
匡
興
や
思
い
参
照
）
・
雑
多
な
現
象
（
事
象
）
が
、
短
い
公
式
（
ま
た
は
定
理
）
に
代
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
説
明
さ
れ
る
、
と

考
え
る
と
よ
い
の
か
も
知
れ
な
い
。

こ
の
目
①
囲
に
つ
い
て
の
諸
解
釈
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
著
に
ふ
れ
た
が
、
そ
こ
で
ふ
れ
な
か
っ
た
も
の
に
、
佐
保
田
鶴
治
「
古
代
印
度
の
研

究
」
（
昭
和
二
三
年
、
京
都
印
書
館
）
二
六
’
二
八
頁
の
解
釈
が
あ
る
。
こ
こ
に
は
目
の
曾
冒
①
武
昌
の
蔵
Ｓ
蟇
も
恥
．
ｅ
を
「
《
《
ロ
３
口
島
：

と
い
ふ
公
案
が
あ
る
」
（
二
七
頁
）
と
訳
し
、
目
の
苗
を
「
公
案
又
は
標
語
」
（
二
八
頁
）
と
解
し
て
い
る
。
こ
の
文
句
が
禅
家
の
公
案
の
よ
う

に
用
い
ら
れ
た
か
ど
う
か
、
明
ら
か
で
な
い
が
、
あ
り
そ
う
に
も
思
え
る
。
標
語
と
い
う
の
は
こ
の
語
の
原
意
を
よ
く
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

③
後
藤
敏
文
「
乱
。
胃
騨
冒
冒
騨
日
四
日
ご
時
日
。
目
日
四
目
の
冒
日
」
（
『
イ
ン
ド
思
想
史
研
究
』
６
、
一
九
八
九
年
、
一
四
一
’
一
五
四
頁
）
。

④
こ
の
解
釈
は
服
部
正
明
訳
（
中
央
公
論
社
「
世
界
の
名
著
』
１
、
二
四
八
’
九
頁
）
に
ほ
ぼ
従
っ
て
い
る
が
、
金
倉
圓
照
訳
（
『
シ
ャ
ン
カ
ラ
の
哲

学
』
上
、
昭
和
五
五
年
、
春
秋
社
、
三
九
九
、
四
○
九
頁
）
と
は
一
致
し
な
い
。

⑤
村
上
真
完
・
及
川
真
介
『
仏
の
こ
と
ば
註
Ｉ
。
〈
ラ
マ
ッ
タ
・
ジ
ョ
ー
テ
ィ
ヵ
ー
ｌ
』
。
（
一
九
八
八
年
、
春
秋
社
）
の
中
に
、
き
、
お
よ
び

そ
の
註
釈
の
和
訳
と
註
記
を
出
し
て
お
い
た
。

⑥
宮
坂
宥
勝
『
仏
教
の
起
原
』
（
一
九
七
一
年
、
山
喜
房
仏
書
林
）
一
二
四
’
一
八
四
頁
。

⑦
○
冒
冒
閨
房
の
ロ
〉
己
５
国
冒
洋
閏
四
‐
凋
幽
目
ぃ
固
侭
日
の
昇
旦
昏
②
。
岳
岸
冨
豐
昌
ぃ
目
目
（
「
仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
』
第
記
号
、
昭
和
五
七
年
、
一

③
極
微
（
原
子
、
極
限
微
粒
子
）
が
「
八
つ
の
実
体
か
ら
成
る
」
と
い
う
の
は
、
欲
界
に
お
い
て
、
最
低
で
も
「
八
つ
の
実
体
を
含
む
」
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、
九
、
十
、
十
一
の
実
体
を
含
む
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
色
界
に
お
い
て
は
、
香
と
味
と
が
な
い
か
ら
、
色
界
の
極
微
は
六
、
七
、
ま
た
は

八
つ
の
実
体
を
含
む
と
い
う
の
で
あ
る
（
』
鬮
浸
弓
．
認
ｌ
路
）
。
後
日
の
吉
元
信
行
教
授
の
教
示
に
よ
る
と
患
置
き
ミ
ミ
員
ｇ
ａ
己
覇
は
七
事
（
七

実
体
）
と
一
極
微
と
の
相
関
関
係
に
お
い
て
八
事
倶
生
を
証
明
し
て
い
る
と
い
う
（
「
ア
ビ
ダ
ル
マ
思
想
』
昭
和
五
七
年
、
法
蔵
館
、
一
六
九
’
一
八

○
頁
）
。
こ
れ
は
私
見
を
支
持
す
る
で
あ
ろ
う
。

⑨
織
田
得
能
『
佛
教
大
群
典
』
で
も
、
中
村
元
「
佛
教
語
大
辞
典
』
で
も
、
「
み
じ
ゅ
」
と
訓
ん
で
い
る
。
後
者
に
は
「
極
微
に
同
じ
。
あ
る
い
は

○
詩
届
ず
○
国
口
い
の
貝
」

’
三
○
頁
）
二
二
貝
。

極
微
（
原
子
、
極
”

と
で
あ
り
、
九
、
十
、
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真
実
を
意
味
す
る
語
①
＄
ご
Ｐ
②
菌
詐
ぐ
四
）
③
菌
夢
騨
薗
》
⑳
胃
自
国
昌
騨

Ⅱ
ご
目
巴
鯉
冨
胃
巨
邑
に
お
け
る
真
実
な
も
の
（
ｍ
鼻
冨
）

普
遍
的
な
原
理
ｌ
根
本
原
理
（
定
理
目
の
宙
ゞ
公
式
）
の
探
究
（
発
見
）

「
〔
粘
土
製
の
も
の
な
ど
〕
変
容
物
（
変
異
）
は
語
に
よ
る
把
握
で
あ
り
、
名
称
で
あ
る
（
鼠
。
胃
胃
号
富
国
色
目
ご
房
胃
。
昌
冒
沙
‐
号
①
冨
日
）
。
粘
土

で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
が
真
実
（
切
目
制
）
で
あ
る
」
（
§
＆
唱
・
ら

万
物
の
根
元
と
な
る
質
料
因
（
切
鼻
〉
有
）
Ⅱ
動
力
因

「
お
よ
そ
こ
の
微
小
な
も
の
、
こ
の
一
切
万
物
が
こ
れ
を
本
性
と
し
て
い
る
も
の
、
そ
れ
は
真
実
（
、
鼻
息
）
で
あ
り
、
そ
れ
は
我
（
弾
目
四
国
）
で
あ
り
、

汝
は
そ
れ
で
あ
る
奪
旦
可
四
日
Ｐ
望
）
」
（
９
．
つ
．
、
．
ご

真
実
を
語
る
と
真
実
は
火
傷
か
ら
身
を
護
る
（
ｇ
＆
．
畠
）

Ⅲ
古
ロ
肩
口
耐
且
に
お
け
る
真
実
（
３
ｑ
脾
）

梵
（
胃
呂
日
煙
ロ
）
は
真
実

Ｉ
は
じ
め
に

そ
の
集
ま
り
」
と
あ
る
。
「
極
微
に
同
じ
」
と
い
う
解
釈
は
私
の
解
釈
に
先
行
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
講
演
の
当
日
ま
で
私
は
上
記
の
辞
典
を
見
な

か
っ
た
た
め
に
、
余
計
な
こ
と
を
述
ぺ
た
。

⑲
こ
の
よ
う
な
私
の
解
釈
は
、
梶
山
雄
一
『
仏
教
に
お
け
る
存
在
と
知
識
』
（
一
九
八
三
年
、
紀
伊
国
屋
書
店
）
四
頁
の
「
仏
教
の
無
我
論
の
上
に

立
つ
有
部
は
実
体
に
相
当
す
る
範
嶬
を
持
っ
て
い
な
い
」
と
い
う
趣
旨
の
吟
味
か
ら
出
発
し
、
ま
た
山
田
恭
道
（
金
倉
圓
照
校
閲
）
「
勝
論
学
派
の
真

理
概
念
と
説
一
切
有
部
」
（
宮
本
正
尊
編
「
仏
教
の
根
本
真
理
』
昭
和
三
一
年
、
三
九
○
’
三
九
九
）
の
骨
ゆ
く
恩
概
念
の
研
究
に
も
教
え
ら
れ
た
。

真梵厨我梵

：農冒{曾冒
己と§目呂
への戸口日

我同冒屈g
l l－

葱件墜臺豊

要
旨
と
資
料
（
講
演
に
お
い
て
配
付
し
た
資
料
）

（
我
Ｉ
万
物
の
最
高
原
理
）

に
お
け
る
自
己
の
探
究

は
認
識
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
、
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
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勝
義
諦
憩
３
日
目
昏
四
‐
＄
ｑ
伽

Ⅵ
倶
舎
論
に
お
け
る
真
実
に
存
在
す
る
も
の
（
忌
国
日
曾
昏
画
‐
の
画
ｑ
四
》
勝
義
諦
、
君
国
目
胃
昏
“
‐
叩
鼻
、
勝
義
有
）

Ⅶ
極
微
（
原
子
）
と
真
実
に
存
在
す
る
も
の

八
事
倶
生
（
搦
首
‐
骨
四
ご
冨
冨
）
の
極
微
ｅ
胃
貨
愚
冒
ゞ
玄
英
訳
は
微
聚
）

Ⅷ
真
実
に
存
在
す
る
も
の
固
有
の
独
自
の
特
相
（
ぬ
ぐ
巳
沙
厩
ｇ
煙
．
自
相
）

Ⅸ
結
び
に
か
え
て

己
ｐ
‐
旨
目
①
‐
昼
騨
日
脚
（
さ
に
非
ず
、
さ
に
非
ず
〔
と
い
う
〕
我
）
（
酎
暮
．
騨
少
思
藍
．
騨
吟
腸
吟
隠
蔭
．
画
尉
）

「
〔
そ
れ
は
〕
見
ら
れ
な
い
見
る
主
体
、
。
…
：
認
識
さ
れ
な
い
認
識
す
る
主
体
で
あ
り
、
…
…
こ
れ
が
汝
の
我
で
あ
り
…
…
」
（
町
菩
函
．
刃
鬮
）

「
一
切
が
彼
の
我
の
み
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
は
何
に
よ
っ
て
何
を
見
る
で
あ
ろ
う
か
」
（
国
忌
．
吟
卸
勗
）

Ⅳ
原
始
仏
教
に
お
け
る
真
実
（
ぬ
④
。
８
）

視
座
の
転
換
現
実
の
自
己
の
探
究
自
我
の
解
消

四
聖
諦
（
ｏ
鼻
国
風
自
営
四
‐
の
四
○
８
且
．
四
づ
の
聖
な
る
真
理
Ｉ
苦
・
集
・
減
・
道
）

分
析
的
思
考
法
と
主
体
（
自
我
）
の
解
消

五
湖
、
十
二
処
、
十
八
界

Ｖ
部
派
仏
教
に
お
け
る
二
つ
の
真
理
（
＄
ご
ｐ
）

一
元
論
的
思
考
法
（
ご
冒
国
儲
且
か
ら
く
呂
習
冨
派
へ
）

多
元
論
的
思
考
法
（
原
始
仏
教
か
ら
部
派
仏
教
へ
）

ｌ
広
義
の
属
性
（
法
）
が
真
実
に
存
在
す
る
が
、
そ
の
属
性
の
主
体
（
基
体
）
は
真
実
に
は
存
在
し
な
い
、
主
体
を
解
消
し
て
無
化
す
る
思
考
法
ｌ

（
平
成
六
年
三
月
二
八
日
推
敲
お
わ
る
）

真
実
語

無
常
・
苦
・
非
我
の
観
察

縁
起
説
と
主
体
（
自
我
）
の
回
避

世
俗
諦
切
目
冒
嘗
ｉ
３
ｑ
Ｐ

結
び
に
か
え
て
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