
私
、
今
年
実
は
数
え
齢
で
七
十
七
に
な
り
ま
し
た
。
七
十
七
と
い
う
と
、
喜
ぶ
べ
き
齢
な
の
か
喜
ば
ん
で
も
い
い
齢
な
の
か
分
り
ま
せ

ん
け
れ
ど
も
、
だ
ん
だ
ん
お
い
ぼ
れ
て
く
る
か
ら
、
な
る
べ
く
余
り
お
い
ぼ
れ
な
い
内
に
一
度
昔
の
話
を
さ
せ
て
お
こ
う
と
い
う
、
皆
さ

ん
の
御
親
切
な
お
誘
い
で
今
日
は
参
り
ま
し
た
。

私
の
生
ま
れ
た
の
は
愛
知
県
。
愛
知
県
の
中
に
は
尾
張
と
三
河
と
あ
り
ま
す
が
、
私
は
尾
張
の
方
な
ん
で
す
。
大
谷
大
学
で
は
、
こ
れ

ま
で
尾
張
出
身
の
人
と
三
河
出
身
の
人
と
の
中
か
ら
、
多
く
の
学
者
を
輩
出
し
ま
し
た
が
、
私
は
そ
の
中
の
尾
張
の
方
な
ん
で
す
。
木
曾

川
の
流
れ
て
お
る
方
で
す
ね
。
そ
の
尾
張
の
方
の
一
宮
市
の
願
行
寺
と
い
う
寺
の
次
男
坊
に
生
ま
れ
ま
し
た
。

余
り
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
こ
と
を
申
し
上
げ
て
大
変
恐
縮
で
す
け
れ
ど
も
、
私
は
願
行
寺
の
横
超
日
南
の
次
男
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
次
男

坊
で
す
か
ら
、
今
は
寺
を
持
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
大
学
へ
入
っ
て
以
来
全
然
寺
院
生
活
か
ら
離
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

ち
ょ
っ
と
余
計
な
こ
と
の
よ
う
で
す
け
れ
ど
も
親
父
の
自
慢
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
自
分
の
自
慢
は
で
き
な
い
か
ら
、
親
父
の
自

慢
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
私
の
父
、
横
超
日
南
は
嘉
永
三
年
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
南
条
文
雄
先
生
と
同
じ
嘉
永
三
年
の
生
ま
れ
で
し

た
。
そ
の
日
南
は
十
八
の
時
に
父
親
に
死
に
別
れ
ま
し
た
。
私
が
父
親
の
日
南
に
死
に
別
れ
た
の
は
十
一
歳
の
時
で
し
た
が
、
誰
で
も
貧

し
い
家
に
生
ま
れ
て
早
く
親
に
死
別
す
る
と
苦
労
す
る
も
の
で
す
ね
。
私
の
父
日
南
は
そ
れ
か
ら
京
都
へ
出
て
勉
強
ば
か
り
や
っ
て
お
り

研
究
生
活
の
歩
み

ｌ
学
生
時
代
を
し
の
び
て
Ｉ

横
超
慧
日
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ま
し
た
。
私
の
母
が
き
て
結
婚
し
た
時
に
は
、
年
は
も
う
四
十
六
七
だ
っ
た
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。

唯
識
を
お
や
り
の
方
は
御
存
知
で
し
ょ
う
が
、
今
は
『
成
唯
識
論
』
を
読
む
と
い
う
と
た
い
て
い
誰
で
も
新
導
本
を
用
い
ま
す
ね
。
あ

の
新
導
本
は
富
貴
原
さ
ん
な
ん
か
が
法
隆
寺
に
学
ん
で
お
ら
れ
た
時
、
佐
伯
定
胤
和
上
の
下
で
、
良
謙
和
上
を
初
め
と
す
る
門
下
の
学
者

た
ち
が
昭
和
十
四
年
に
編
纂
し
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
し
た
。
佐
伯
良
謙
和
上
の
先
生
が
佐
伯
定
胤
和
上
で
、
定
胤
和
上
の
先
生
が
佐
伯
旭

雅
和
上
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
の
こ
と
は
皆
さ
ん
す
で
に
御
承
知
の
こ
と
と
思
い
ま
す
。
新
導
本
が
出
る
ま
で
は
、
性
相
学
の
研
究
者
は
み

な
冠
導
本
の
『
成
唯
識
論
』
と
冠
導
本
の
『
倶
舎
論
』
に
よ
っ
て
勉
強
し
た
も
の
で
す
が
、
そ
の
冠
導
本
の
唯
識
論
や
倶
舎
論
を
編
纂
さ

れ
た
の
は
佐
伯
旭
雅
和
上
で
、
旭
雅
さ
ん
と
い
う
と
泉
涌
寺
に
お
ら
れ
た
の
で
泉
涌
寺
の
旭
雅
和
上
と
い
い
、
こ
の
方
を
別
に
し
て
唯
識

を
語
る
こ
と
は
で
き
ず
、
浄
土
教
や
禅
宗
な
ど
の
人
も
み
な
そ
こ
へ
学
び
に
行
っ
た
も
の
で
し
た
。

そ
の
旭
雅
さ
ん
に
私
の
父
は
つ
い
て
お
っ
た
ん
で
す
。
だ
か
ら
そ
の
当
時
『
成
唯
識
論
』
の
講
義
を
聞
い
た
ノ
ー
ト
が
残
っ
て
お
り
ま

す
。
ノ
ー
ト
と
い
っ
て
も
今
日
の
よ
う
な
ノ
ー
ト
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
十
行
か
十
二
行
の
け
い
紙
に
筆
で
書
い
た
筆
記
が
残
っ
て
お
り
ま

す
。
そ
れ
か
ら
慈
恩
大
師
の
『
義
林
章
』
を
旭
雅
和
上
が
明
治
十
年
九
十
四
回
で
講
義
を
せ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
時
は
道
空
と
基
弁
の
手

に
成
る
安
永
九
年
の
刊
本
を
用
い
て
講
義
を
せ
ら
れ
た
よ
う
で
、
私
の
父
が
入
門
し
て
講
義
を
聞
い
て
お
っ
た
の
は
明
治
十
八
年
で
す
け

れ
ど
も
、
そ
の
時
に
「
特
別
に
お
前
に
見
せ
て
や
る
か
ら
、
写
す
が
よ
い
」
と
の
お
許
し
を
得
て
、
佐
伯
和
上
か
ら
、
そ
の
刊
本
に
旭
雅

和
上
が
書
き
こ
ま
れ
た
傍
注
筆
記
本
を
拝
借
し
て
、
父
が
写
し
た
も
の
が
残
っ
て
い
ま
す
。

以
前
に
富
貴
原
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
時
に
、
私
、
富
貴
原
さ
ん
を
偲
ぶ
文
章
の
中
で
も
書
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
旭
雅
和
上
が
冠
導
本

の
『
成
唯
識
論
』
や
冠
導
本
の
『
倶
含
論
』
を
造
ら
れ
た
時
に
そ
れ
を
助
け
た
人
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
勘
文
者
と
言
い
ま
す
。
こ
こ
の

文
章
に
つ
い
て
は
『
琉
伽
論
』
何
巻
何
丁
を
見
よ
と
か
、
或
は
『
無
性
摂
論
」
の
何
巻
何
丁
の
文
を
参
照
せ
よ
と
か
い
う
よ
う
に
、
そ
う

い
う
参
考
の
場
所
が
ち
ゃ
ん
と
書
き
込
ん
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
冠
導
本
で
す
か
ら
上
に
注
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
旭
雅
和
上
が
ち
ょ
っ
と
お

っ
し
ゃ
っ
た
箇
所
で
も
実
際
に
原
本
に
当
っ
て
、
何
巻
の
何
丁
に
こ
う
あ
る
と
い
う
こ
と
を
調
べ
出
し
た
の
は
二
人
の
お
弟
子
な
ん
で
す
。
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藤
谷
さ
ん
は
一
宮
市
奥
町
の
出
身
で
も
と
は
瀬
辺
恵
燈
さ
ん
と
言
い
ま
し
た
。
滋
賀
県
の
木
之
本
へ
養
子
し
て
藤
谷
姓
と
な
り
、
明
治

二
十
九
年
に
若
く
て
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
。
豊
満
さ
ん
は
美
濃
の
出
身
で
も
と
は
杉
原
春
洞
さ
ん
と
言
い
ま
し
た
。
滋
賀
県
の
愛
知
川
へ

養
子
し
て
豊
満
姓
と
な
り
、
後
に
は
大
谷
派
の
講
師
と
な
っ
て
、
昭
和
六
年
に
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
。

こ
う
し
て
大
谷
派
の
人
々
が
旭
雅
和
上
の
門
に
学
び
大
い
に
勉
強
し
て
い
た
時
、
私
の
父
も
そ
の
仲
間
に
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
た
の
で

す
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
父
は
若
い
頃
唯
識
ば
っ
か
り
や
っ
て
お
っ
た
ん
で
す
。

旭
雅
和
上
は
晩
年
に
は
小
野
の
随
心
院
へ
移
ら
れ
ま
し
た
。
泉
涌
寺
も
随
心
院
も
、
と
も
に
真
言
宗
で
す
。
そ
の
旭
雅
和
上
の
弟
子
に

佐
伯
定
胤
さ
ん
が
あ
っ
て
定
胤
さ
ん
は
法
隆
寺
へ
入
り
、
法
隆
寺
を
性
相
学
の
本
山
と
し
て
基
礎
づ
け
て
し
ま
わ
れ
ま
し
た
。
だ
か
ら
、

法
隆
寺
は
今
は
聖
徳
宗
で
す
け
れ
ど
も
、
本
は
明
治
の
初
め
に
正
式
に
法
相
宗
に
な
っ
た
ん
で
す
。
法
相
宗
に
な
っ
て
か
ら
今
年
が
丁
度

百
年
目
に
当
る
そ
う
で
、
こ
の
六
月
法
隆
寺
で
復
興
百
年
の
お
祝
い
の
式
が
あ
っ
た
と
き
、
私
も
参
ら
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

そ
う
い
う
こ
と
で
旭
雅
和
上
の
弟
子
の
佐
伯
定
胤
さ
ん
が
法
隆
寺
の
管
長
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
法
隆
寺
の
佐
伯
定
胤
さ
ん
と
言
っ
た
ら

有
名
な
も
の
で
す
ね
。
和
上
さ
ん
は
大
学
も
ど
こ
も
出
て
お
ら
れ
な
い
が
、
漢
訳
唯
識
の
権
威
と
い
う
こ
と
で
早
く
か
ら
学
士
院
会
員
に

な
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
定
胤
和
上
の
お
弟
子
の
良
謙
和
上
は
興
福
寺
系
統
か
ら
入
っ
た
方
で
す
。
だ
か
ら
興
福
寺
系
統
と
泉
涌
寺

系
統
と
の
両
方
が
一
緒
に
な
っ
て
今
の
法
隆
寺
の
唯
識
に
な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

以
上
申
し
た
よ
う
な
次
第
で
私
の
父
は
若
い
頃
唯
識
を
専
ら
に
し
、
晩
年
に
は
大
谷
派
の
擬
講
に
な
っ
て
お
り
ま
し
て
、
本
山
の
安
居

に
も
明
治
三
十
七
年
頃
か
ら
二
度
程
都
講
を
勤
め
た
こ
と
は
あ
る
よ
う
で
す
が
、
著
書
は
何
も
残
し
て
お
り
ま
せ
ん
。

大
谷
派
か
ら
行
っ
た
人
で
、
一
人
は
豊
満
春
洞
さ
ん
、
一
人
は
藤
谷
恵
燈
さ
ん
で
し
た
。
豊
満
さ
ん
は
も
と
美
濃
の
人
で
、
藤
谷
さ
ん
は

初
め
は
尾
張
の
人
で
し
た
。
こ
の
二
人
が
お
ら
れ
な
か
っ
た
ら
あ
の
精
密
に
行
届
い
た
冠
導
本
の
『
成
唯
識
論
』
や
『
倶
舎
論
』
は
で
き

な
か
っ
た
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
旭
雅
和
上
が
偉
い
と
言
っ
て
も
、
偉
い
先
生
を
更
に
偉
く
す
る
の
は
弟
子
の
力
が
大
き
く
関
係
す
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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十
一
歳
の
時
に
父
親
が
死
に
ま
し
て
、
私
が
中
学
に
入
っ
た
の
が
大
正
七
年
で
し
た
。
中
学
へ
入
っ
て
初
め
て
洋
服
を
着
る
こ
と
が
で

き
、
靴
を
履
い
た
の
も
初
め
て
で
し
た
。
中
学
に
入
っ
た
頃
、
農
村
の
私
の
村
に
も
電
灯
が
や
っ
と
つ
き
ま
し
た
。
そ
れ
以
前
、
私
の
小

学
校
時
代
に
は
み
ん
な
ど
こ
の
家
も
ラ
ン
プ
か
行
燈
で
し
た
か
ら
、
毎
日
の
ラ
ン
プ
の
ホ
ヤ
掃
除
や
油
を
注
ぐ
こ
と
、
そ
れ
が
子
供
の
仕

事
だ
っ
た
ん
で
す
。
「
さ
－
て
電
灯
が
つ
い
た
。
で
も
煙
草
を
吸
う
の
に
、
ど
う
や
っ
て
煙
管
に
火
を
つ
け
る
の
だ
ろ
う
」
と
皆
で
不
思

議
に
思
っ
た
も
の
で
す
。
私
が
中
学
に
入
っ
た
大
正
七
年
は
そ
う
い
う
時
代
で
す
。

名
古
屋
の
東
別
院
の
中
に
あ
る
尾
張
中
学
に
入
り
ま
し
た
。
昔
は
大
谷
派
尾
張
普
通
学
校
と
い
う
名
前
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
公
立
の
学

校
を
立
て
る
の
に
大
谷
派
の
学
校
を
利
用
し
た
訳
で
す
。
そ
の
大
谷
派
普
通
学
校
の
初
代
校
長
に
な
っ
た
人
が
、
明
治
二
十
一
年
に
日
本

中
で
初
め
て
博
士
が
二
十
五
人
で
き
た
そ
の
二
十
五
人
の
中
の
一
人
だ
っ
た
と
こ
ろ
の
南
条
文
雄
と
い
う
方
で
す
。
そ
の
当
時
は
普
通
学

校
で
す
か
ら
宗
教
を
学
校
で
教
え
た
か
ど
う
か
知
り
ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
う
由
緒
の
あ
る
所
で
す
か
ら
、
私
の
中
学
時
代
の
先
生
は
大
谷

大
学
出
身
の
方
が
た
く
さ
ん
お
ら
れ
ま
し
た
。

中
学
に
入
っ
て
か
ら
五
年
間
、
卒
業
す
る
迄
の
間
、
先
ず
一
年
の
時
に
は
『
佛
教
読
本
』
、
二
年
で
は
『
高
僧
和
讃
』
の
講
義
、
三
年

四
年
で
は
『
八
宗
綱
要
』
で
唯
識
や
ら
天
台
や
ら
あ
あ
い
う
漢
文
の
も
の
を
や
り
、
五
年
の
時
に
は
『
浄
土
文
類
聚
抄
』
、
そ
れ
か
ら
四

年
の
時
に
は
も
う
一
つ
『
大
乗
起
信
論
』
の
講
義
を
聞
き
ま
し
た
。
『
大
乗
起
信
論
』
な
ど
は
今
読
ん
で
も
難
し
い
も
の
で
す
。
そ
れ
を

大
谷
大
学
を
卒
業
し
て
ホ
ャ
ホ
ャ
の
湯
気
の
出
そ
う
な
先
生
が
、
学
校
で
学
ん
で
き
た
ま
ま
の
難
し
い
術
語
で
講
義
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

全
然
分
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
ね
。
そ
の
ふ
ん
い
気
が
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。

中
学
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
い
つ
で
も
先
ず
頭
に
浮
ぶ
の
は
、
私
の
同
窓
生
の
龍
山
章
真
君
の
こ
と
で
す
。
先
年
桜
部
教
授
が
龍
山
君

の
遺
著
を
大
い
に
助
け
て
覆
刻
補
訂
版
を
出
し
て
下
さ
っ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
こ
の
龍
山
と
い
う
の
は
本
当
に
頭
の
い
い
男
で
し
た
。

中
学
に
入
っ
た
時
か
ら
卒
業
す
る
迄
首
席
で
ぶ
つ
通
し
、
一
度
も
下
っ
た
こ
と
が
な
い
。
一
番
で
す
か
ら
級
長
で
制
服
の
袖
口
に
金
筋
が

入
り
ま
す
。
私
は
入
っ
た
時
は
二
番
だ
っ
た
か
ら
副
級
長
で
銀
筋
だ
っ
た
ん
で
す
が
、
そ
れ
も
一
学
期
だ
け
で
二
学
期
に
な
っ
た
ら
銀
筋
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を
取
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
八
番
に
な
り
十
二
番
に
な
り
、
ど
ん
ど
ん
下
っ
て
行
っ
て
二
十
九
番
に
な
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。
私
は

だ
ん
だ
ん
下
っ
た
け
れ
ど
も
、
あ
の
龍
山
だ
け
は
ち
っ
と
も
下
ら
な
か
っ
た
で
す
ね
。

当
時
の
服
装
は
勿
論
制
服
の
学
生
服
で
金
ボ
タ
ン
黒
い
巻
き
ゲ
ー
ト
ル
を
巻
い
て
い
ま
し
た
。
一
年
で
も
上
級
生
に
道
で
会
っ
た
ら
必

ず
立
ち
止
ま
っ
て
挙
手
の
敬
礼
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ん
。
し
な
い
と
す
ぐ
ビ
ン
タ
を
食
い
ま
す
。
当
時
の
中
学
の
校
長
は
一
柳
知
成
先
生

で
し
た
。
私
が
学
校
へ
入
る
校
門
の
前
を
西
の
方
か
ら
や
っ
て
く
る
と
、
東
の
方
か
ら
上
級
生
が
来
る
。
向
う
が
ぱ
っ
と
こ
ち
ら
に
向
っ

て
敬
礼
し
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
は
う
っ
か
り
し
た
と
思
い
あ
わ
て
て
ぱ
っ
と
挙
手
の
敬
礼
を
し
た
ら
、
後
ろ
か
ら
ズ
ヵ
ャ
ロ
ー
、
お
前

に
敬
礼
し
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
よ
。
わ
た
し
に
敬
礼
し
て
い
る
ん
だ
ぞ
」
と
大
き
な
声
で
ど
な
ら
れ
た
。
何
と
そ
れ
が
校
長
の
一
柳
先
生

だ
っ
た
。
叱
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
思
い
出
、
今
も
忘
れ
ら
れ
な
い
。

こ
の
一
柳
さ
ん
と
い
う
先
生
は
偉
い
人
で
し
た
。
後
に
は
大
谷
派
の
宗
務
総
長
も
や
っ
た
こ
と
の
あ
る
人
で
、
非
常
に
学
問
の
深
い
方

で
し
た
。
明
治
三
十
一
年
に
大
谷
派
か
ら
留
学
を
命
ぜ
ら
れ
て
中
国
へ
行
っ
た
。
三
十
三
年
に
義
和
団
事
件
と
い
う
の
が
お
こ
っ
た
た
め

に
、
と
う
と
う
向
う
に
居
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
帰
っ
て
来
ら
れ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ま
で
南
京
に
行
っ
て
お
ら
れ
た
。
そ
こ
に
真

宗
大
谷
派
で
立
て
た
学
校
が
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
の
当
時
大
谷
派
は
中
国
へ
佛
教
を
弘
め
る
為
に
学
校
を
立
て
て
お
っ
た
ん
で
す
。

中
国
に
南
条
先
生
と
も
親
交
の
あ
っ
た
楊
仁
山
と
い
う
近
代
で
は
最
高
の
佛
教
学
者
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
人
が
一
柳
先
生
と
色
々
手

紙
の
や
り
と
り
し
て
い
て
そ
れ
が
残
っ
て
い
る
。
楊
仁
山
氏
は
ず
っ
と
南
条
先
生
と
も
親
し
く
交
り
、
文
通
も
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
楊

仁
山
氏
関
係
の
文
集
で
あ
る
『
等
不
等
観
雑
録
』
の
中
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
金
陵
刻
経
虚
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
中
の
「
日
本
僧
一
柳
の
純
他
力
論
を
評
す
」
と
い
う
文
を
見
る
と
こ
ん
な
こ
と
が
書
い
て
あ
る
。
「
純
他
力
論
な
ど
と
い
う
の
は

一
家
の
私
言
で
あ
っ
て
佛
教
の
公
言
で
は
な
い
。
大
経
に
三
輩
を
明
か
し
観
経
に
九
品
を
開
い
て
い
る
で
は
な
い
か
。
そ
れ
だ
の
に
貴
方

の
宗
で
は
三
輩
九
品
を
自
力
だ
と
言
っ
て
、
そ
れ
と
は
別
に
純
他
力
教
を
説
く
が
、
そ
れ
は
貴
宗
だ
け
の
独
自
の
説
で
あ
る
。
凡
夫
往
生

は
全
く
佛
力
に
よ
る
が
、
そ
れ
で
も
自
力
の
如
何
で
階
降
の
差
が
で
き
る
の
は
こ
れ
千
古
不
易
の
定
論
だ
」
と
言
っ
て
、
ど
う
し
て
も
浄
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土
真
宗
の
純
対
他
力
を
受
け
入
れ
よ
う
と
し
て
い
な
い
。
そ
の
他
、
南
条
先
生
ら
と
の
間
に
交
し
た
楊
仁
山
の
宗
教
論
も
見
え
て
、
同
じ

浄
土
三
部
経
を
読
ん
で
お
っ
て
も
、
日
本
と
中
国
と
で
こ
ん
な
に
も
違
う
か
と
驚
か
さ
れ
る
。
向
う
の
人
に
は
日
本
の
浄
土
教
が
非
常
に

理
解
し
難
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
判
り
ま
す
ね
。

尾
張
中
学
を
卒
業
し
た
時
に
、
龍
山
君
は
大
谷
大
学
へ
行
き
、
大
谷
大
学
を
卒
業
し
た
ら
す
ぐ
助
教
授
と
な
り
教
授
と
な
り
ま
し
た
。

赤
沼
智
善
先
生
の
お
弟
子
で
し
た
。
ド
イ
ツ
へ
留
学
し
、
体
の
弱
い
蒲
柳
の
質
だ
っ
た
の
に
勉
強
ば
か
り
一
生
懸
命
に
や
っ
て
、
『
梵
文

十
地
経
』
の
和
訳
を
出
し
た
り
、
『
イ
ン
ド
佛
教
史
』
だ
と
か
、
「
イ
ン
ド
の
佛
教
と
外
教
と
の
関
係
」
に
つ
い
て
本
を
出
し
た
り
、
非

常
な
成
績
を
挙
げ
て
お
っ
た
け
れ
ど
も
、
留
学
の
留
守
中
に
奥
さ
ん
が
死
ん
だ
り
、
お
寺
が
焼
け
た
り
し
て
、
晩
年
は
非
常
に
気
の
毒

で
、
早
く
死
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。
私
は
余
り
勉
強
し
な
か
っ
た
か
ら
長
生
き
で
き
ま
し
た
。

大
正
十
二
年
に
尾
張
中
学
を
卒
業
し
て
私
は
名
古
屋
の
八
高
、
ナ
ン
？
ハ
ー
ス
ク
ー
ル
の
最
後
の
八
高
へ
入
り
ま
し
た
。
私
は
ド
イ
ツ
語

を
第
一
外
国
語
、
英
語
を
第
二
に
す
る
文
科
乙
類
に
入
り
ま
し
た
。
全
部
で
三
十
五
’
四
十
人
く
ら
い
だ
っ
た
で
す
が
、
入
学
当
初
の
席

は
ア
イ
ゥ
ェ
オ
順
で
し
た
。
私
は
横
超
だ
か
ら
、
遠
藤
の
次
の
オ
の
所
に
来
て
加
藤
よ
り
前
に
来
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
だ
け
ど
私
は
一

番
終
だ
っ
た
ん
で
す
。
「
忌
を
し
い
な
ァ
。
補
欠
で
入
れ
て
く
れ
た
の
か
し
ら
。
誰
か
が
止
め
た
か
ら
一
つ
繰
り
上
げ
か
何
か
で
入
れ
て

く
れ
た
の
か
な
ァ
」
と
思
っ
て
、
ち
ょ
っ
と
劣
等
感
に
陥
っ
た
ん
で
す
。
後
で
考
え
て
み
た
ら
そ
う
で
は
な
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
余
計
な

劣
等
感
を
持
っ
て
た
こ
と
が
判
っ
た
。
入
学
の
時
学
校
へ
出
す
履
歴
書
に
は
自
分
の
名
前
に
仮
名
を
打
っ
て
出
す
の
で
す
が
、
私
の
家
で

は
横
超
と
い
う
字
に
仮
名
を
つ
け
る
の
に
正
し
い
方
法
で
「
ワ
ウ
テ
ウ
」
と
仮
名
を
打
つ
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
届
け
て
お

い
た
ん
だ
か
ら
一
番
仕
舞
に
な
っ
て
い
た
ん
で
す
。
あ
と
で
そ
れ
に
気
が
つ
い
て
劣
等
感
は
拭
い
去
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、
自
分
で

書
い
て
届
け
て
お
き
な
が
ら
、
自
分
で
気
が
つ
か
な
い
で
い
た
の
で
す
。

八
高
の
時
に
は
色
々
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
大
体
あ
の
頃
旧
制
高
等
学
校
の
先
生
に
は
寺
院
出
身
の
人
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
ね
。

漢
文
の
先
生
や
哲
学
や
日
本
史
・
東
洋
史
の
先
生
な
ど
、
そ
う
い
う
方
面
の
先
生
は
大
抵
皆
坊
さ
ん
だ
っ
た
。
当
時
の
校
長
は
芝
田
徹
心
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と
い
う
三
重
県
の
人
で
心
〃
後
に
は
学
習
院
の
院
長
に
な
っ
た
方
で
し
た
が
、
こ
の
方
は
た
し
か
真
宗
高
田
派
の
出
身
だ
っ
た
は
ず
で
す
。

数
学
の
先
生
に
椎
尾
ひ
と
し
と
い
う
人
が
あ
っ
た
。
有
名
な
佛
教
学
者
の
椎
尾
弁
匡
博
士
の
甥
に
当
ら
れ
る
方
で
、
ロ
ー
マ
字
論
者
と

し
て
大
い
に
活
躍
し
て
お
ら
れ
た
。
担
当
は
数
学
の
先
生
で
、
こ
の
先
生
の
数
学
で
五
十
点
取
っ
た
ら
最
高
と
い
う
む
つ
か
し
い
授
業
で

し
た
。
私
な
ん
か
二
十
点
か
三
十
点
だ
っ
た
と
思
う
。
だ
け
れ
ど
も
佛
教
青
年
会
な
ど
を
通
し
て
非
常
に
思
い
出
の
深
い
先
生
で
し
た
。

高
校
時
代
に
は
な
つ
か
し
い
先
生
が
ま
だ
そ
の
他
沢
山
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
く
ら
い
に
し
て
お
い
て
、
さ
て
次
に
八
高
を
卒
業
し
て
東

京
大
学
へ
入
っ
た
時
の
こ
と
を
聞
い
て
も
ら
い
ま
し
ょ
う
。
大
学
で
は
文
学
部
の
イ
ン
ド
哲
学
科
へ
入
り
ま
し
た
。
そ
の
当
時
は
高
校
さ

え
卒
業
し
て
い
た
ら
み
ん
な
文
学
部
へ
無
条
件
、
無
試
験
で
入
れ
ま
し
た
。
大
正
十
五
年
に
入
り
ま
し
た
か
ら
、
今
年
で
五
十
七
年
間
佛

教
の
勉
強
を
や
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
、

東
京
大
学
で
は
今
で
も
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
佛
教
学
科
と
言
わ
ず
に
イ
ン
ド
哲
学
科
と
言
っ
て
い
ま
す
。
何
故
イ
ン
ド
哲
学
科
と
言

う
か
と
い
う
と
、
後
に
大
谷
大
学
で
四
代
目
の
学
長
に
な
っ
た
村
上
專
精
先
生
が
、
昔
東
京
大
学
で
佛
教
学
を
講
じ
て
教
授
に
な
っ
て
お

ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
高
楠
順
次
郎
と
い
う
先
生
が
お
ら
れ
ま
し
た
。
村
上
先
生
が
東
京
大
学
で
教
授
で
あ
っ
た
時
に
、
安
田
銀
行
を

創
立
し
た
安
田
善
次
郎
翁
と
親
し
く
し
て
お
ら
れ
た
の
で
、
そ
の
人
の
所
へ
東
京
大
学
に
佛
教
を
研
究
す
る
為
の
佛
教
学
の
講
座
を
設
け

た
い
、
と
頼
み
に
行
か
れ
た
。
安
田
さ
ん
は
村
上
先
生
の
人
柄
を
大
変
尊
敬
し
て
い
た
の
で
、
「
そ
れ
で
は
及
ば
ず
な
が
ら
援
助
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
」
と
約
束
さ
れ
た
ん
だ
そ
う
で
す
。
と
こ
ろ
が
村
上
先
生
が
戻
っ
て
来
て
そ
の
こ
と
を
高
楠
先
生
に
話
し
た
と
こ
ろ
、
高

楠
先
生
曰
く
、
「
駄
目
で
す
。
佛
教
学
の
講
座
を
国
立
大
学
に
置
く
な
ど
と
い
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
佛
教
学
講
座
を
置
く
こ
と
に
し

た
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
講
座
だ
と
か
天
理
教
講
座
だ
と
か
大
本
教
講
座
だ
と
か
、
そ
う
い
う
い
ろ
い
ろ
の
宗
教
が
み
な
講
座
を
設
け
る
と
願

出
て
き
た
と
き
断
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
大
体
佛
教
と
い
う
も
の
は
、
イ
ン
ド
の
哲
学
宗
教
の
中
に
起
っ
た
も
の
で
す
。
だ
か

ら
そ
う
い
う
も
の
を
知
ら
ず
に
佛
教
が
わ
か
る
筈
が
な
い
。
イ
ン
ド
哲
学
講
座
で
結
構
で
す
。
佛
教
学
は
い
け
ま
せ
ん
」
と
、
ど
う
し
て

も
き
い
て
く
れ
な
い
。
村
上
先
生
プ
ン
プ
ン
に
怒
っ
ち
ゃ
っ
た
け
れ
ど
も
、
高
楠
先
生
の
勢
力
に
は
ど
う
も
か
な
わ
な
い
で
、
と
う
と
う
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憤
ま
ん
遣
る
方
な
く
諦
め
て
し
ま
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
こ
と
を
私
は
常
盤
先
生
か
ら
聞
き
ま
し
た
。
常
盤
先
生
が
確
か
随
筆
集
『
超
と
脱
』
だ
っ
た
か
の
中
に
そ
う
い
う
経
緯
を
書
い
て

お
ら
れ
ま
す
か
ら
、
も
う
少
し
詳
し
く
事
情
を
知
ろ
う
と
思
わ
れ
る
方
は
そ
の
随
筆
集
を
御
覧
い
た
だ
く
と
い
い
と
思
い
ま
す
。

私
が
入
っ
た
大
正
十
五
年
に
は
イ
ン
ド
哲
学
科
に
第
一
講
座
、
第
二
講
座
、
第
三
講
座
と
あ
り
ま
し
て
、
第
一
講
座
は
イ
ン
ド
哲
学
及

び
イ
ン
ド
佛
教
、
そ
れ
が
木
村
泰
賢
先
生
の
担
任
。
そ
し
て
木
村
泰
賢
先
生
が
イ
ン
ド
哲
学
科
の
主
任
教
授
で
し
た
。
常
盤
先
生
は
明
治

三
年
生
ま
れ
で
木
村
泰
賢
先
生
は
十
四
年
に
生
ま
れ
て
お
ら
れ
る
か
ら
、
十
一
年
程
木
村
先
生
の
方
が
後
だ
け
れ
ど
も
、
木
村
先
生
が
主

任
教
授
で
し
た
。
常
膿
先
生
は
第
二
講
座
で
支
那
佛
教
。
第
三
講
座
の
島
地
先
生
は
専
任
講
師
で
日
本
佛
教
で
し
た
。
し
か
し
あ
の
当
時

は
良
か
っ
た
で
す
ね
。
今
の
私
に
思
わ
れ
る
所
で
は
最
高
の
先
生
方
で
し
た
。

木
村
泰
賢
先
生
は
曹
洞
宗
の
人
で
出
身
は
岩
手
県
で
す
。
木
村
先
生
が
亡
く
な
っ
て
大
分
後
で
す
が
、
多
分
、
昭
和
三
十
七
年
頃
だ
っ

た
と
思
い
ま
す
、
私
、
岩
手
県
の
方
へ
行
く
用
事
が
あ
っ
て
、
木
村
先
生
の
故
郷
を
尋
ね
て
岩
手
山
の
麓
迄
行
き
ま
し
た
。
そ
こ
は
山
の

中
の
過
疎
地
帯
で
、
人
情
の
如
何
に
も
純
朴
さ
が
う
か
が
わ
れ
る
淋
し
い
所
で
し
た
。
こ
う
い
う
所
だ
か
ら
こ
そ
木
村
先
生
の
よ
う
な
あ

あ
し
た
お
お
ら
か
な
人
柄
が
で
き
る
の
だ
な
ァ
と
思
い
、
し
み
じ
み
感
激
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

木
村
先
生
の
授
業
は
い
つ
も
始
ま
る
前
に
教
室
で
席
の
取
り
合
い
が
あ
り
ま
し
た
。
あ
の
当
時
文
学
部
は
学
科
が
二
十
ほ
ど
に
分
れ
て

お
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
全
然
佛
教
に
関
係
の
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
学
科
の
学
生
ま
で
皆
来
る
の
で
、
早
く
席
を
取
ら
な
い
と
講
義
が
聞

け
な
い
ん
で
す
。
ギ
ッ
シ
リ
詰
ま
る
。
先
生
の
講
義
が
非
常
に
分
り
良
い
。
現
代
的
感
覚
の
表
現
で
話
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
誰
も
か
も

み
な
聴
講
に
来
た
の
で
す
。
皆
さ
ん
も
『
原
始
佛
教
思
想
論
』
な
ど
の
著
書
を
お
読
み
に
な
っ
て
、
宇
井
先
生
な
ど
の
文
章
と
ふ
ん
い
気

が
全
然
違
う
こ
と
に
お
気
付
き
だ
と
思
い
ま
す
が
ね
。

木
村
先
生
は
大
学
で
宇
井
先
生
と
同
期
生
で
し
た
。
宇
井
先
生
は
高
等
学
校
を
経
て
入
っ
て
こ
ら
れ
た
。
し
か
し
木
村
先
生
は
そ
う
で

は
な
か
っ
た
。
た
し
か
検
定
試
験
な
ん
か
に
通
っ
て
、
そ
れ
で
入
っ
た
人
で
す
。
そ
れ
が
大
学
を
卒
業
す
る
時
に
一
番
に
な
っ
ち
ゃ
っ
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た
。
一
番
で
卒
業
し
て
恩
賜
の
銀
時
計
を
貰
っ
た
。
同
じ
曹
洞
宗
出
身
で
あ
る
二
人
が
首
席
の
競
争
で
勝
負
が
あ
っ
た
こ
と
、
こ
の
こ
と

は
、
こ
の
後
の
両
先
生
の
地
位
だ
け
で
な
く
、
学
問
の
進
展
に
も
大
き
な
影
響
が
あ
る
こ
と
と
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

木
村
先
生
は
卒
業
後
東
大
に
残
る
こ
と
に
な
っ
て
、
恩
師
高
楠
先
生
と
の
共
著
を
は
じ
め
、
ど
し
ど
し
研
究
成
績
を
発
表
し
て
ゆ
か
れ

ま
し
た
。
宇
井
先
生
の
方
は
残
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
ん
だ
か
ら
東
北
へ
行
っ
て
し
ま
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
静
か
な
仙
台
へ
行
っ
て

一
生
懸
命
研
究
に
打
ち
こ
ま
れ
た
が
、
そ
の
胸
中
に
は
陰
に
木
村
先
生
と
の
対
抗
意
識
が
潜
ん
で
い
た
こ
と
は
争
わ
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。

『
イ
ン
ド
哲
学
研
究
』
を
読
ん
で
み
ま
す
と
、
事
々
に
木
村
先
生
に
当
っ
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
見
当
り
ま
す
。
木
村
先
生
は
ド
イ
セ
ン

を
評
価
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
を
「
今
頃
ド
イ
セ
ン
、
ド
イ
セ
ン
と
い
つ
ま
で
も
一
生
懸
命
か
つ
い
で
い
る
者
が
い
る
」
と
言
っ
た
り
、

名
前
は
出
し
て
は
お
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は
も
う
事
々
に
自
説
の
対
象
と
し
て
木
村
先
生
を
意
識
し
て
お
ら
れ
る
。
私
は
宇
井
先
生
が

あ
れ
だ
け
の
世
界
的
に
偉
大
な
学
者
と
な
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
矢
張
り
そ
う
し
た
事
情
も
一
つ
の
大
き
な
原
因
に
な
っ
て
い
る
と
思

わ
れ
て
な
り
ま
せ
ん
。
学
問
に
は
競
争
相
手
を
持
つ
と
い
う
こ
と
が
大
き
い
効
果
と
な
る
こ
と
を
感
じ
て
い
る
次
第
で
す
。

木
村
先
生
は
早
く
死
ん
で
し
ま
わ
れ
ま
し
た
。
私
が
大
学
院
の
一
年
生
の
時
、
昭
和
五
年
に
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
も
突
然
。
狭

心
症
と
言
う
ん
で
す
か
、
何
か
そ
う
い
う
病
気
だ
っ
た
と
覚
え
て
お
り
ま
す
。
木
村
先
生
は
京
都
の
羽
渓
了
諦
先
生
と
大
変
親
し
く
し
て

お
ら
れ
ま
し
た
。
羽
渓
先
生
が
京
都
へ
帰
ら
れ
る
の
を
東
京
駅
ま
で
見
送
っ
て
行
か
れ
た
の
に
、
羽
渓
先
生
が
京
都
へ
帰
ら
れ
た
ら
「
キ

ム
ラ
シ
ス
」
と
い
う
電
報
が
来
た
と
い
う
の
で
羽
渓
先
生
が
夢
の
よ
う
だ
と
驚
か
れ
た
と
い
う
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
本
当
に

突
然
で
し
た
。
惜
し
い
方
だ
っ
た
で
す
ね
。

私
は
木
村
先
生
に
非
常
に
影
響
を
受
け
て
い
ま
す
。
宇
井
先
生
は
木
村
先
生
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
来
ら
れ
た
か
ら
大
学
院
時
代
の
後
の

半
分
は
宇
井
先
生
の
講
義
を
聞
き
ま
し
た
。
宇
井
先
生
に
な
る
と
、
学
生
が
全
然
来
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
専
攻
の
学
生
五
、
六

人
だ
っ
た
で
す
ね
。
席
の
取
り
合
い
な
ん
て
全
然
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

木
村
先
生
の
講
義
は
ず
っ
と
見
通
し
を
立
て
た
非
常
に
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
い
も
の
で
し
た
け
れ
ど
も
、
宇
井
先
生
は
「
一
ン
ク
リ
ー
ト
で
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固
め
た
よ
う
な
非
常
に
、
ガ
ッ
チ
リ
積
み
立
て
た
揺
ぎ
の
な
い
研
究
で
す
。
私
は
細
か
い
こ
と
は
面
倒
で
と
て
も
や
れ
な
い
の
で
す
け
れ

ど
も
、
私
の
学
風
は
木
村
先
生
に
影
響
せ
ら
れ
て
い
る
所
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
学
問
は
細
か
く
ガ
ッ
チ
リ
や
る
と
同
時
に
大
ま
か

な
見
通
し
を
つ
け
て
や
る
こ
と
も
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
小
さ
く
細
か
く
ば
か
り
や
っ
て
全
体
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
動
い
て
行
く
か
と
い

う
こ
と
が
分
ら
ん
で
は
い
か
ん
と
思
い
ま
す
。

第
二
講
座
の
常
盤
先
生
は
真
宗
大
谷
派
の
人
で
仙
台
の
出
身
の
方
で
す
。
木
村
先
生
よ
り
も
十
一
ば
か
り
齢
は
上
だ
け
れ
ど
も
、
長
い

間
講
師
で
し
た
。
私
が
学
生
に
な
っ
た
頃
に
や
っ
と
教
授
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
常
無
先
生
の
こ
と
は
前
に
大
谷
大
学
の
『
佛
教
学
セ
、
、
、
ナ

ー
』
に
私
の
見
た
な
り
の
伝
記
を
書
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
或
は
読
ん
で
い
た
だ
い
た
か
と
思
い
ま
す
が
、
常
雅
先
生
は
村
上
専

精
先
生
か
ら
大
い
に
そ
の
影
響
を
受
け
ら
れ
た
方
で
す
。

私
共
の
学
生
時
代
に
は
中
国
佛
教
の
研
究
書
と
い
う
と
境
野
黄
洋
先
生
の
「
支
那
佛
教
史
綱
』
し
か
な
か
っ
た
。
境
野
黄
洋
さ
ん
は
本

当
に
偉
い
学
者
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
『
高
僧
伝
』
に
こ
う
あ
る
、
ど
う
い
う
本
に
こ
う
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
色
々
の
本
を
調
べ
そ
れ

を
寄
せ
集
め
て
で
き
た
の
が
『
支
那
佛
教
史
綱
』
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
常
盤
先
生
は
そ
う
じ
ゃ
な
い
。
現
地
へ
行
っ
て
見
な
け
れ
ば
駄
目

だ
。
土
地
を
離
れ
て
思
想
と
い
う
も
の
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
、
例
え
ば
道
安
と
い
う
人
が
長
安
に
い
た
、
道
安

の
弟
子
の
慧
遠
は
臓
山
に
お
っ
た
。
そ
の
頃
竺
道
生
は
南
京
に
お
っ
た
。
す
る
と
南
京
へ
行
き
臆
山
へ
行
き
長
安
へ
行
く
。
そ
し
て
そ
の

当
時
こ
れ
ら
の
地
は
文
化
史
的
に
ど
ん
な
地
位
に
あ
っ
た
の
か
、
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
る
。
或
は
曇
鶯
大
師
と
い
う
人
は
山
西
省

石
壁
山
玄
中
寺
に
お
っ
た
。
そ
こ
へ
も
行
っ
て
見
た
け
れ
ど
も
仲
々
見
当
ら
な
い
。
そ
こ
で
自
分
で
ず
っ
と
捜
し
て
歩
い
た
。
そ
の
為
に

は
歴
史
の
本
を
見
る
の
は
当
然
で
す
。
佛
教
の
歴
史
ば
か
り
じ
ゃ
な
く
て
、
昔
か
ら
沢
山
あ
る
中
国
の
地
誌
を
見
た
り
、
金
石
文
を
集
め

た
書
物
を
徹
底
的
に
調
べ
た
上
で
方
々
を
歩
く
ん
で
す
。
長
安
や
洛
陽
へ
行
く
ん
だ
っ
た
ら
い
い
け
れ
ど
も
、
曇
鴬
大
師
の
玄
中
寺
へ
行

く
と
な
る
と
、
石
壁
山
玄
中
寺
と
言
っ
た
っ
て
誰
に
も
判
り
は
し
ま
せ
ん
。
お
寺
の
名
前
は
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
変
り
ま
す
。
浄
土
教
の
曇
露

さ
ん
が
か
っ
て
こ
こ
に
居
ら
れ
た
と
言
っ
た
と
こ
ろ
で
、
曇
瀞
さ
ん
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
そ
の
後
何
年
か
経
っ
て
次
に
入
っ
た
人
が
禅
や
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律
を
主
と
し
て
学
ん
だ
り
す
る
と
、
玄
中
寺
と
い
う
名
前
だ
け
で
な
く
宗
派
も
変
っ
て
し
ま
う
。
時
に
つ
れ
て
地
名
も
宗
の
名
も
か
わ
る
。

だ
か
ら
常
盤
先
生
も
色
々
調
べ
て
行
っ
て
、
確
か
大
原
か
ら
南
西
何
里
く
ら
い
の
所
に
あ
っ
た
と
言
う
ん
だ
か
ら
こ
の
辺
り
の
筈
だ
が
、

と
言
っ
て
も
、
誰
も
教
え
て
く
れ
な
い
。
だ
け
れ
ど
も
色
ん
な
石
碑
を
調
べ
て
と
う
と
う
見
つ
け
て
し
ま
い
ま
し
た
。
今
日
日
中
佛
教
交

流
の
拠
点
と
し
て
日
本
の
佛
教
徒
が
必
ず
行
く
所
に
な
っ
て
い
る
玄
中
寺
、
そ
れ
を
常
盤
先
生
が
見
つ
け
た
ん
で
す
。

玄
中
寺
に
常
盤
先
生
が
行
っ
た
時
、
丁
度
そ
の
晩
は
月
蝕
だ
っ
た
。
だ
か
ら
真
暗
に
な
っ
た
。
そ
れ
か
ら
ま
た
月
が
出
て
明
る
く
な
っ

た
。
そ
の
様
に
探
し
て
見
当
ら
ず
途
方
に
暮
れ
て
い
た
時
、
た
ま
た
ま
一
つ
の
碑
を
見
つ
け
て
玄
中
寺
を
た
し
か
め
る
こ
と
が
出
来
、
心

の
中
が
と
た
ん
に
明
る
く
な
っ
た
。
そ
の
時
の
感
激
を
先
生
は
漢
詩
に
し
て
残
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
碑
が
あ
り
ま
す
。
五
十
三
年
に
私

が
中
国
へ
行
っ
た
時
に
は
道
路
も
整
仙
さ
れ
復
興
さ
れ
た
玄
中
寺
を
自
動
車
で
訪
ね
ま
し
た
が
、
常
盤
先
生
は
自
動
車
も
自
転
車
も
な
い
。

自
分
の
足
で
歩
き
廻
っ
て
見
つ
け
て
お
ら
れ
る
。
そ
こ
を
見
た
時
私
は
も
う
泣
け
て
泣
け
て
し
か
た
が
な
か
っ
た
．
…
・
。

そ
れ
か
ら
又
、
中
国
の
佛
教
を
学
ぶ
の
に
は
、
佛
教
の
こ
と
だ
け
を
調
べ
て
い
て
も
駄
目
で
す
よ
。
中
国
で
は
お
釈
迦
さ
ん
と
同
じ
頃

に
孔
子
が
出
て
、
そ
の
後
孟
子
が
出
た
り
老
子
が
出
た
り
荘
子
が
出
た
り
、
中
国
思
想
が
非
常
に
大
き
く
発
展
し
て
お
る
。
そ
こ
へ
西
方

か
ら
佛
教
が
入
っ
て
来
て
、
そ
れ
と
摩
擦
し
な
が
ら
終
に
融
合
す
る
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
中
国
思
想
と
の
関
係
を
蔑
ろ
に
し
て
中
国
佛

教
の
特
色
が
わ
か
る
筈
が
な
い
。
そ
こ
に
目
を
つ
け
て
常
鵬
先
生
は
「
中
国
に
於
け
る
佛
教
と
儒
教
道
教
』
と
い
う
大
き
な
本
を
出
し
て

お
ら
れ
ま
す
。
あ
の
当
時
そ
ん
な
本
を
出
し
た
人
は
他
に
誰
も
い
な
い
。
そ
う
い
う
所
へ
目
を
つ
け
ら
れ
た
訳
で
す
。

そ
れ
か
ら
佛
教
を
研
究
す
る
の
に
私
は
何
宗
を
学
ぶ
か
ら
と
言
っ
て
そ
れ
一
つ
だ
け
を
や
っ
て
お
っ
て
は
駄
目
な
ん
で
す
。
天
台
宗
を

や
る
ん
だ
か
ら
お
経
は
法
華
経
さ
え
読
ん
だ
ら
い
い
と
、
そ
ん
な
訳
に
は
い
か
な
い
。
法
華
経
も
維
摩
経
も
勝
鬘
経
も
般
若
経
も
阿
含
経

も
方
等
部
の
大
集
経
だ
と
か
そ
う
い
う
も
の
も
皆
知
っ
て
お
い
て
で
な
け
れ
ば
天
台
宗
の
こ
と
は
判
ら
な
い
。
だ
か
ら
常
盤
先
生
は
『
佛

教
経
典
の
研
究
』
と
い
う
本
も
出
さ
れ
た
。
常
盤
先
生
の
学
位
論
文
だ
っ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
が
、
と
に
か
く
主
な
大
乗
経
典
を
全
部
調

べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
点
も
大
事
な
目
の
っ
け
ど
こ
ろ
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
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常
盤
先
生
は
佛
性
の
研
究
を
志
し
て
浬
藥
経
の
考
察
に
全
力
を
傾
け
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
『
弘
明
集
』
と
い
う
余
り
人
が
注
意
せ
画
文

献
に
対
し
て
も
、
そ
の
重
要
性
に
着
眼
し
て
大
学
で
講
義
を
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
前
に
私
も
大
谷
大
学
で
『
弘
明
集
』
の
講
義
を
や
り

か
け
て
、
と
う
と
う
後
が
つ
づ
か
な
い
で
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
『
弘
明
集
』
と
い
う
の
は
と
て
も
む
つ
か
し
い
本
で
す
よ
。
あ
れ

は
佛
教
の
知
識
だ
け
で
は
全
然
読
め
な
い
。
『
論
語
』
や
「
孟
子
』
の
儒
教
だ
け
で
も
駄
目
。
『
老
子
』
も
「
荘
子
』
も
知
っ
て
お
っ
て
も
、

そ
れ
だ
け
で
は
ま
だ
駄
目
。
中
国
の
文
学
や
文
体
の
こ
と
な
ど
そ
う
し
た
方
面
の
知
識
も
必
須
の
要
件
と
な
る
。
そ
れ
故
『
弘
明
集
』
を

本
当
に
一
人
で
こ
な
せ
る
人
は
今
で
も
ち
ょ
っ
と
い
な
い
の
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
常
盤
先
生
の
講
義
を
聞
い
て
い
る

と
「
弱
り
ま
し
た
ね
ェ
」
と
先
生
が
時
々
学
生
の
前
で
正
直
に
そ
の
難
解
を
訴
え
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
何
で
も
判
っ
た
つ
も
り
で
偉
そ
う

に
講
義
を
す
る
先
生
よ
り
も
、
正
直
に
「
弱
っ
た
ね
ェ
」
と
言
わ
れ
た
先
生
の
姿
が
今
以
て
私
に
は
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。

第
三
講
座
は
島
地
大
等
先
生
。
こ
の
先
生
も
偉
い
方
で
し
た
。
学
位
は
持
っ
て
お
ら
れ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
ま
ず
日
本
佛
教
で
は
あ

の
当
時
右
に
出
る
人
は
い
な
か
っ
た
で
す
ね
。
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
学
問
研
究
を
積
ん
で
お
ら
れ
る
。
漢
文
な
ら
佛
教
漢
文
の
正
統
の
読

み
方
で
読
む
。
私
共
は
い
い
か
げ
ん
に
自
分
の
勝
手
に
読
ん
で
し
ま
う
。
そ
れ
で
は
駄
目
で
す
ね
。
漢
文
の
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
読
み
方

で
今
日
は
っ
き
り
残
っ
て
い
る
の
は
唯
識
の
方
で
す
。
『
成
唯
識
論
』
が
一
番
は
っ
き
り
残
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
他
の
も
の
で
は

読
み
方
も
色
々
時
代
に
よ
っ
て
変
遷
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
最
も
信
頼
の
置
け
る
伝
統
的
訓
読
の
仕
方
を
残
し
伝
え
ら
れ
た
方
と
し
て
、
最

も
印
象
に
残
っ
た
権
威
あ
る
お
方
は
、
こ
の
島
地
大
等
先
生
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

私
が
入
っ
た
一
年
目
の
時
に
は
日
本
佛
教
の
概
説
の
授
業
を
受
け
ま
し
た
。
学
派
宗
派
の
分
派
系
統
を
図
示
す
る
こ
と
が
中
心
の
よ
う

で
し
た
。
例
え
ば
真
言
宗
は
弘
法
大
師
の
後
で
古
義
真
言
と
新
義
真
言
と
に
分
れ
た
。
ど
う
し
て
そ
れ
が
分
れ
た
か
・
古
義
、
新
義
と
は
ど

う
い
う
こ
と
か
。
新
義
真
言
が
豊
山
派
と
智
山
派
と
に
分
れ
た
。
豊
山
派
と
い
う
の
は
長
谷
寺
の
方
で
、
智
山
派
と
い
う
の
は
智
積
院
の

方
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
ど
ん
な
学
者
が
出
て
、
ど
ん
な
点
に
特
色
が
あ
っ
た
と
か
い
う
よ
う
な
こ
と
を
簡
潔
に
図
示
し
て
説
明
し
て
下
さ

い
ま
し
た
。
本
当
に
分
り
易
く
、
要
点
を
表
に
し
て
講
義
さ
れ
た
。
あ
れ
だ
け
学
問
の
巾
の
広
い
先
生
は
ち
ょ
っ
と
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
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当
時
国
訳
大
蔵
経
と
い
う
の
に
二
つ
あ
り
ま
し
て
、
一
つ
は
国
民
文
庫
刊
行
会
か
ら
出
て
い
る
国
訳
大
蔵
経
で
、
こ
れ
は
私
共
学
生
時

代
に
一
冊
五
円
で
売
り
出
さ
れ
ま
し
た
。
も
う
一
つ
は
昭
和
新
纂
国
訳
大
蔵
経
と
言
っ
て
、
こ
れ
は
一
冊
一
円
で
し
た
。
一
円
と
言
う
と

、
、
、

東
京
中
タ
ク
シ
ー
に
乗
る
の
に
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
乗
っ
て
も
一
円
均
一
と
い
う
円
タ
ク
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
私
は
浅
草
の
裏
の
方

に
住
ん
で
お
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
こ
か
ら
品
川
へ
行
く
ん
で
も
新
宿
へ
行
く
ん
で
も
一
円
出
し
た
ら
行
け
ま
し
た
。
そ
う
い
う
時
代
に
、

昭
和
新
纂
の
方
は
一
円
だ
っ
た
の
で
す
。
但
し
こ
の
方
は
誰
が
こ
れ
を
国
訳
し
て
誰
が
注
を
つ
け
た
と
い
う
こ
と
な
ど
、
そ
う
し
た
事
が

明
示
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
国
民
文
庫
刊
行
会
の
方
の
国
訳
大
蔵
経
は
装
丁
も
立
派
だ
し
何
よ
り
も
そ
の
責
任
者
名

が
は
っ
き
り
明
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
が
大
事
で
す
ね
。
国
民
文
庫
刊
行
会
の
法
華
経
の
国
訳
と
注
と
解
説
を
書
き
、
浬
梁
経
の
注

と
解
説
を
書
い
た
の
は
島
地
大
等
先
生
。
特
に
浬
藥
経
の
解
題
は
科
段
が
非
常
に
懇
切
に
図
示
さ
れ
て
い
る
。
あ
ん
な
に
骨
お
っ
て
研
究

の
便
を
図
ら
れ
た
本
は
、
他
に
は
ち
ょ
っ
と
な
い
と
思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
島
地
先
生
は
教
室
へ
入
っ
て
来
て
腰
か
け
る
と
す
ぐ
、
ゴ
ホ
ン
籍
コ
ホ
ン
・
ゴ
ホ
ン
、
コ
ホ
ン
と
た
て
つ
づ
け
に
せ
き
込
ま
れ
る
。

危
な
く
て
前
列
の
方
は
誰
も
よ
り
つ
け
ず
、
皆
隔
っ
た
所
に
坐
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
う
し
て
胸
を
悪
く
せ
ら
れ
た
先
生
は
と
う
と
う
翌
年
、

私
が
二
年
の
時
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
わ
れ
た
。
そ
の
二
年
の
時
に
は
『
法
華
玄
義
』
の
講
義
を
聞
き
ま
し
た
。
初
め
の
所
を
色
々
詳
し
く

講
義
を
さ
れ
ま
し
た
。
「
妙
法
蓮
華
経
玄
義
」
と
題
名
を
読
ん
だ
後
そ
の
次
に
「
天
台
智
者
大
師
説
」
と
書
い
て
あ
る
で
し
ょ
う
。
「
こ

こ
は
声
を
出
し
て
読
ん
で
は
い
け
な
い
よ
、
目
読
し
て
声
を
出
さ
ぬ
の
が
敬
意
を
表
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
昔
か
ら
の
し
き
た
り
だ
」
と
、

そ
う
い
う
こ
と
も
教
え
て
下
さ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
天
台
の
も
の
だ
っ
た
ら
発
音
に
色
を
伝
統
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
蔵
通
別
円
の
中
の
下
二

字
を
「
ベ
ッ
テ
ン
」
と
言
う
人
も
あ
る
し
「
ベ
チ
エ
ン
」
と
言
う
人
も
あ
る
。
三
井
寺
系
統
と
比
叡
山
系
統
と
で
こ
う
も
違
う
ん
で
す
ね
。

そ
う
い
う
こ
と
も
詳
し
く
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。
だ
け
れ
ど
も
途
中
で
早
く
死
ん
で
し
ま
わ
れ
、
ま
こ
と
に
惜
し
い
こ
と
で
し
た
。

（
以
下
次
号
）
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