
こ
う
い
う
機
会
に
恵
ま
れ
た
こ
と
を
感
謝
申
し
あ
げ
る
と
共
に
、
こ
の
よ
う
な
会
を
開
く
に
あ
た
り
、
い
ろ
い
ろ
ご
尽
力
、
お
骨
折
を

下
さ
っ
た
ゼ
ミ
の
学
生
諸
君
に
お
礼
を
申
し
あ
げ
ま
す
。

何
か
最
後
の
講
義
を
せ
よ
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
限
ら
れ
た
時
間
に
何
か
纒
ま
っ
た
話
を
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、

結
局
は
講
義
と
い
う
よ
り
は
、
講
演
と
い
う
よ
う
な
形
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。

そ
こ
で
最
近
私
が
関
心
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
申
し
あ
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

親
脅
聖
人
が
『
教
行
信
証
』
の
後
序
の
文
の
中
で
、

「
主
上
臣
下
、
法
に
背
き
、
義
に
違
し
、
念
を
成
し
、
怨
を
結
ぶ
。
」

佛
教
の
慕
本
的
な
玄
場
に
つ
い
て

ｌ
親
鴬
の
「
主
上
臣
下
背
法
違
義
」
と
釈
尊
の

「
依
法
不
依
人
」
と
の
関
連
性
を
求
め
て
Ｉ

こ
れ
は
、
昭
和
五
十
年
二
月
六
日
の
京
都
堀
川
会
館
に
お
け
る
私
の
退
任
記
念
の
最
終
講
義
（
非
公
式
）
を
、
太
田
清
史
君
が
録

音
テ
ー
プ
か
ら
原
稿
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
私
が
通
読
し
て
加
筆
訂
正
し
た
箇
所
も
あ
り
、
副
題
も
後
か
ら
附
け
加
え
た
。

舟

橋
一
哉
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と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
お
い
で
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
非
常
に
有
名
な
言
葉
で
、
特
に
親
鶯
聖
人
の
思
想
に
つ
い
て
、
い
わ
ゆ
る
進
歩
派

に
属
す
る
文
化
人
と
い
う
よ
う
な
グ
ル
ー
プ
の
人
達
が
親
櫛
を
論
ず
る
場
合
、
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
こ
の
言
葉
を
引
い
て
、
そ
し
て

親
鴬
は
権
力
に
屈
伏
し
な
か
っ
た
人
で
あ
る
と
い
っ
て
、
親
鶯
を
讃
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
「
主
上
臣
下
背
法
違
義
成
葱
結
怨
」
と
い
う

言
葉
に
つ
い
て
、
私
が
最
近
気
の
つ
い
た
こ
と
が
一
つ
あ
り
ま
す
。
今
ま
で
そ
う
い
う
こ
と
に
あ
ま
り
気
づ
か
ず
に
お
っ
た
の
で
す
け
れ

ど
ｂ
こ
こ
で
「
主
上
」
と
い
う
の
は
誰
を
指
し
て
言
う
の
か
と
言
い
ま
す
と
、
そ
れ
は
天
皇
陛
下
の
こ
と
で
す
。
し
か
し
こ
こ
で
言
う

「
主
上
」
と
は
、
実
際
に
は
後
鳥
羽
上
皇
と
い
う
隠
居
な
さ
っ
た
天
皇
が
実
権
を
握
っ
て
お
い
で
に
な
る
の
で
、
具
体
的
に
は
後
鳥
羽
上

皇
を
指
し
て
言
う
の
だ
と
一
般
に
理
解
せ
ら
れ
て
お
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
に
関
連
し
て
言
わ
れ
た
の
か
と
言
い
ま
す
と
、

承
元
の
法
難
と
い
う
法
難
が
起
っ
て
、
親
篭
聖
人
は
越
後
に
流
さ
れ
、
法
然
上
人
は
土
佐
へ
流
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
歎
異
抄
の
あ
と

が
き
の
文
章
に
よ
る
と
、
死
罪
に
な
っ
た
者
が
四
人
、
流
罪
に
な
っ
た
も
の
が
八
人
と
い
う
ふ
う
に
記
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
事
件
に

つ
い
て
、
親
鴬
聖
人
が
『
教
行
信
証
』
の
中
で
、
御
自
分
の
意
見
を
述
、
へ
て
お
ら
れ
る
、
そ
の
中
に
こ
の
よ
う
な
言
葉
が
で
て
く
る
の
で

す
。
と
こ
ろ
が
こ
の
後
鳥
羽
上
皇
と
い
う
お
方
は
、
ご
承
知
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
こ
の
事
件
が
あ
っ
て
間
も
な
く
承
久
の
乱
と
い
う
の

が
起
っ
て
、
そ
れ
で
後
鳥
羽
上
皇
は
隠
岐
ノ
島
に
流
さ
れ
る
。
承
久
の
乱
と
い
う
の
は
ど
う
し
て
起
っ
た
か
と
い
う
と
、
後
鳥
羽
上
皇
が

王
政
の
復
古
を
願
っ
て
、
そ
の
当
時
の
鎌
倉
幕
府
の
執
権
北
条
義
時
を
討
と
う
と
し
た
。
鎌
倉
幕
府
で
は
将
軍
実
朝
が
暗
殺
さ
れ
て
、
そ

の
後
嗣
ぎ
が
な
い
。
そ
の
混
乱
に
よ
っ
て
鎌
倉
幕
府
の
実
際
上
の
実
権
が
執
権
の
北
条
義
時
に
移
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
そ
の
北
条
義
時

を
後
鳥
羽
上
皇
が
討
と
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
計
画
が
挫
折
し
て
返
り
討
ち
に
会
っ
て
、
義
時
の
た
め
に
後
鳥
羽
上
皇
は
隠
岐
ノ
島

に
流
さ
れ
、
天
皇
も
佐
渡
ヶ
島
に
流
さ
れ
る
。
院
の
計
画
に
参
加
し
た
者
が
皆
捕
え
ら
れ
て
、
そ
の
よ
う
な
憂
き
目
に
会
う
わ
け
で
す
。

こ
の
よ
う
に
承
久
の
乱
が
起
っ
て
後
鳥
羽
上
皇
が
隠
岐
ノ
島
に
流
さ
れ
た
の
が
、
親
鴬
聖
人
の
四
十
九
歳
の
時
な
ん
で
す
ね
。
親
鶯
聖

人
は
三
十
五
歳
で
越
後
に
流
さ
れ
、
三
十
九
歳
（
こ
れ
は
数
え
年
で
す
が
）
で
許
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
四
十
九
歳
と
い
う
と
、
ち

ょ
う
ど
親
蕊
聖
人
が
罪
を
許
さ
れ
て
十
年
で
す
け
れ
ど
、
そ
の
頃
親
憾
聖
人
は
関
東
に
お
い
で
に
な
っ
て
、
稲
田
を
中
心
に
布
教
ゞ
伝
道
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に
専
念
し
て
お
い
で
に
な
っ
た
と
き
に
相
当
す
る
わ
け
で
す
。

後
鳥
羽
上
皇
と
い
う
方
は
歌
道
に
造
詣
の
あ
る
人
で
、
非
常
に
文
学
に
長
け
た
お
方
な
ん
で
す
が
、
そ
う
い
う
こ
と
で
権
力
の
座
に
あ

る
時
に
は
周
囲
の
者
が
何
と
か
甘
い
汁
を
吸
お
う
と
思
っ
て
、
皆
お
だ
て
る
よ
う
に
し
て
自
分
の
と
こ
ろ
へ
集
ま
っ
て
来
る
の
に
、
一
度

権
力
の
座
を
追
わ
れ
て
そ
し
て
隠
岐
ノ
島
に
流
さ
れ
る
と
い
う
と
誰
も
見
向
き
も
し
な
い
。
そ
う
い
う
人
の
世
界
と
い
う
も
の
が
誠
に
あ

て
に
な
ら
な
い
、
頼
り
に
な
ら
な
い
世
界
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
し
み
じ
み
痛
感
な
さ
っ
て
、
そ
し
て
隠
岐
ノ
島
で
『
無
常
講
式
」
と
い

う
も
の
を
お
書
き
に
な
る
。
そ
の
『
無
常
講
式
』
の
中
に
出
て
く
る
こ
と
ば
が
、
蓮
如
上
人
の
お
書
き
に
な
っ
た
「
白
骨
の
お
文
」
の
大

体
前
半
分
に
引
用
さ
れ
て
お
る
ん
で
す
ね
。
「
夫
、
人
間
の
浮
生
な
る
相
を
つ
ら
ノ
ー
観
ず
る
に
」
と
い
う
の
は
蓮
如
上
人
の
言
葉
で
す

け
れ
ど
、
そ
の
次
の
「
お
ほ
よ
そ
は
か
な
き
も
の
は
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
後
、
ず
っ
と
『
無
常
講
式
』
を
引
い
て
そ
し
て
「
我
や
さ
き
、

人
や
さ
き
、
け
ふ
と
も
し
ら
ず
、
あ
す
と
も
し
ら
ず
、
を
く
れ
さ
き
だ
つ
人
は
、
も
と
の
し
づ
く
、
す
ゑ
の
露
よ
り
も
し
げ
し
と
い
へ

り
」
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
『
無
常
講
式
』
を
引
か
れ
た
文
章
で
す
。
大
体
「
白
骨
の
お
文
」
と
い
う
も
の
は
非
常
に
名
文
だ
と
言
わ
れ

て
お
り
ま
す
け
れ
ど
、
こ
れ
は
蓮
如
上
人
が
直
接
『
無
常
講
式
』
か
ら
引
か
れ
た
ん
で
は
な
く
て
、
あ
る
い
は
『
存
覚
法
語
』
と
い
う
も

の
が
あ
っ
て
、
そ
の
中
に
も
そ
れ
が
引
か
れ
て
お
る
の
で
、
『
存
覚
法
語
』
か
ら
又
引
き
さ
れ
た
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
ま
す
け
れ

ど
、
も
と
へ
遡
れ
ば
そ
れ
は
『
無
常
講
式
』
か
ら
の
文
章
で
あ
っ
て
、
あ
の
「
白
骨
の
お
文
」
の
約
半
分
は
そ
の
『
無
常
講
式
』
の
こ
と

ば
が
そ
の
ま
ま
引
か
れ
て
お
る
わ
け
で
す
。

そ
う
い
う
わ
け
で
、
後
鳥
羽
上
皇
は
結
局
隠
岐
ノ
島
で
命
を
閉
じ
る
の
で
す
け
れ
ど
、
そ
の
後
鳥
羽
上
皇
が
隠
岐
ノ
島
に
流
さ
れ
た
の

が
親
鶯
聖
人
四
十
九
歳
の
時
な
ん
で
す
。
そ
れ
で
は
そ
の
『
教
行
信
証
』
の
後
序
の
文
を
親
鶯
聖
人
が
お
書
き
に
な
っ
た
の
は
、
そ
の
四

十
九
歳
よ
り
も
前
か
後
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
だ
と
思
う
ん
で
す
が
、
私
は
お
そ
ら
く
四
十
九
歳
よ
り
、
も
後
だ
と
思
う
ん
で
す
。
『
教
行

信
証
」
と
い
う
書
物
は
、
は
じ
め
か
ら
ず
う
っ
と
順
序
を
逐
う
て
書
い
て
い
か
れ
た
も
の
で
は
多
分
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
ふ
う
に
言
わ

れ
て
お
り
ま
す
。
だ
か
ら
ど
の
部
分
が
先
に
書
か
れ
た
と
い
う
こ
と
は
は
っ
き
り
し
な
い
け
れ
ど
、
後
序
の
文
は
と
に
か
く
『
教
行
信
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証
』
の
一
番
最
後
の
文
章
で
す
。
そ
れ
で
そ
の
後
序
の
文
よ
り
も
前
の
部
分
に
、
親
鶯
聖
人
が
五
十
二
歳
の
時
の
こ
と
が
出
て
く
る
ん
で

す
。
正
像
末
の
三
時
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
、
元
仁
元
年
は
釈
尊
が
お
な
く
な
り
に
な
っ
て
か
ら
二
千
百
七
十
三
年
に
当
た
る
と

い
う
こ
と
を
、
化
身
士
の
巻
の
中
ほ
ど
の
と
こ
ろ
で
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
。
こ
の
元
仁
元
年
は
親
購
聖
人
の
五
十
二
歳
の
時
に
当
る
の
で

す
。
そ
の
後
に
こ
の
後
序
の
文
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
。
『
教
行
信
証
』
が
そ
の
通
り
に
順
序
を
逐
う
て
書
い
た
も
の
じ
ゃ
な
い
か
も
し

ら
ん
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
『
教
行
信
証
』
が
出
来
上
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
親
鶯
聖
人
が
六
十
歳
を
越
さ
れ
て
、
京
都
へ
お
帰
り
に
な

ら
れ
て
か
ら
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

そ
う
す
る
と
で
す
ね
、
私
は
『
教
行
信
証
』
の
後
序
の
文
の
「
主
上
臣
下
背
法
違
義
」
と
い
う
こ
と
ば
を
親
鶯
聖
人
が
お
っ
し
ゃ
っ
た

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
背
景
に
そ
こ
で
「
主
上
」
と
い
う
て
お
る
後
鳥
羽
上
皇
は
、
も
う
そ
の
時
は
隠
岐
ノ
島
に
流
さ
れ
て
お
い

で
に
な
る
ん
だ
、
と
い
う
こ
と
を
並
べ
て
考
え
て
見
な
く
ち
ゃ
な
ら
ん
と
思
っ
た
わ
け
で
す
。
私
は
真
宗
学
の
専
門
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
が

（
こ
れ
は
特
に
真
宗
史
の
問
題
で
す
け
れ
ど
）
、
そ
う
い
う
真
宗
史
の
中
で
、
そ
う
い
う
こ
と
を
考
慮
し
て
こ
の
問
題
を
取
り
扱
っ
た
も
の

が
あ
る
か
な
い
か
と
い
う
こ
と
は
、
あ
ま
り
詳
し
く
調
令
へ
て
お
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
私
は
そ
う
い
う
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
、
こ
の
言
葉

を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
思
う
わ
け
で
す
。

そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
う
と
、
我
々
の
常
識
の
世
界
と
い
う
か
、
普
通
の
人
間
だ
っ
た
ら
、
「
後
鳥
羽
上
皇
も
権
力
の
座
に
あ

っ
て
羽
振
り
の
良
か
っ
た
時
に
は
、
や
り
た
い
放
題
の
こ
と
を
や
り
、
言
い
た
い
放
題
の
こ
と
を
言
っ
て
、
そ
し
て
自
分
を
越
後
に
も
流

し
、
法
然
上
人
を
も
土
佐
に
流
し
た
と
い
う
よ
う
な
憎
い
人
間
で
あ
っ
た
け
れ
ど
、
し
か
し
今
は
隠
岐
ノ
島
に
流
さ
れ
て
誠
に
不
遇
な
生

活
を
し
て
お
い
で
に
な
る
。
気
の
毒
な
、
可
愛
い
そ
う
な
人
間
だ
」
と
い
う
思
い
が
先
に
立
っ
て
、
憎
い
と
い
う
感
じ
が
薄
れ
る
の
じ
や

な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
後
鳥
羽
上
皇
に
対
し
て
、
「
主
上
臣
下
背
法
違
義
」
と
い
う
ふ
う
に
お
っ
し
ゃ
っ

て
お
い
で
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
。

そ
こ
で
そ
の
「
法
に
背
き
、
・
義
に
遠
し
」
と
い
う
こ
と
ば
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
は
真
宗
学
の
上
で
い
ろ
い
ろ
論
議
の
あ
る
こ
と
ば
の
よ
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う
で
す
が
、
今
こ
れ
は
素
人
考
え
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
「
法
」
と
い
う
の
は
佛
法
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
。
こ
の
法
と
い
う
の
を
佛

法
と
考
え
な
い
で
、
世
間
の
法
だ
と
い
う
ふ
う
に
理
解
す
る
人
も
あ
る
ら
し
い
ん
で
す
が
、
私
は
「
法
に
背
き
」
と
い
う
こ
と
は
佛
法
を

い
う
の
で
あ
っ
て
、
「
義
に
達
し
」
と
い
う
こ
と
の
「
義
」
と
い
う
の
が
世
間
の
法
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
世
間
の

道
理
と
い
う
こ
と
で
す
。
法
と
い
う
の
は
佛
法
、
つ
ま
り
世
間
に
対
し
て
言
え
ば
出
世
間
の
道
理
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
こ
の
「
法

に
背
き
」
と
い
う
こ
と
は
、
結
局
念
仏
停
止
と
い
う
承
元
の
法
難
に
よ
っ
て
、
吉
水
の
教
団
が
弾
圧
を
受
け
た
こ
と
に
対
し
て
、
「
そ
れ

は
佛
法
に
背
い
た
行
な
い
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
言
っ
た
わ
け
で
す
。

そ
の
次
に
「
義
に
違
し
」
と
言
う
。
「
世
間
の
道
理
を
踏
み
に
じ
っ
た
」
と
い
う
こ
と
は
何
を
指
し
て
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か

と
い
う
と
、
↑
そ
の
後
に
「
こ
れ
に
よ
っ
て
真
宗
興
隆
の
太
祖
源
空
法
師
、
な
ら
び
に
門
徒
数
輩
、
罪
科
を
考
へ
ず
、
み
だ
り
が
は
し
く
死

罪
に
つ
み
す
」
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
、
こ
れ
を
指
し
て
言
わ
れ
た
も
の
と
思
う
の
で
す
。
つ
ま
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
法
然
上
人
と
そ
の

お
弟
子
た
ち
が
、
「
罪
科
を
考
へ
ず
」
で
す
か
ら
、
罪
の
軽
重
を
正
当
に
判
断
も
し
な
い
で
、
す
な
わ
ち
、
親
鶯
聖
人
の
犯
し
た
罪
は
ど

れ
だ
け
の
罪
で
あ
る
か
、
法
然
上
人
の
犯
し
た
罪
は
ど
れ
だ
け
の
罪
で
あ
る
か
と
い
う
、
罪
の
重
い
か
軽
い
か
と
い
う
こ
と
を
正
当
に
審

議
も
し
な
い
で
、
「
み
だ
り
が
は
し
く
死
罪
に
つ
み
す
。
」
い
わ
ば
出
鱈
目
に
、
無
茶
苦
茶
に
あ
る
者
は
こ
れ
を
死
刑
に
い
た
し
ま
し
た
。

「
あ
る
い
は
僧
の
儀
を
改
め
て
、
姓
名
を
た
ま
は
っ
て
、
遠
流
に
処
す
。
予
は
そ
の
ひ
と
つ
な
り
」
と
あ
る
か
ら
、
「
私
は
僧
籍
を
剥
奪

さ
れ
て
流
罪
に
処
せ
ら
れ
た
者
の
中
の
一
人
で
あ
り
ま
す
」
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
い
で
に
な
る
の
で
す
。
だ
か
ら
「
罪
科
を

考
へ
ず
、
み
だ
り
が
は
し
く
死
罪
に
つ
み
す
云
云
」
と
い
う
こ
と
を
「
義
に
違
す
る
」
と
し
て
、
世
間
の
道
理
か
ら
言
う
て
も
、
こ
れ
は

間
違
っ
た
行
な
い
で
あ
っ
て
承
服
の
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
、
と
い
う
ふ
う
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
い
で
に
な
る
の
だ
と
思
う
の
で
す
。

私
は
こ
こ
に
「
世
間
の
法
」
と
「
佛
法
」
と
の
二
つ
を
並
べ
て
お
っ
し
ゃ
っ
た
も
の
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
が
、
ど
ち
ら
に
重
点
が
あ
る

か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
佛
法
に
背
い
た
と
い
う
こ
と
に
重
点
が
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
結
果
と
し
て
、
或
は
事
後
処
理
の
仕
方
の
上
に
お
い

て
「
義
に
達
す
る
」
・
と
い
う
こ
と
も
で
て
き
た
わ
け
で
す
。
‐
▲
＆
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だ
か
ら
も
と
も
と
は
「
法
」
が
も
と
に
な
っ
て
い
て
で
す
ね
、
ど
ち
ら
が
重
い
か
と
言
え
ば
「
法
に
背
く
」
と
い
う
方
が
重
い
の
だ
ろ

う
。
二
つ
並
べ
て
は
あ
る
け
れ
ど
、
そ
の
重
さ
は
二
つ
と
も
同
じ
重
さ
で
並
べ
た
ん
で
は
な
く
て
ハ
や
っ
ぱ
り
「
法
に
背
い
た
」
と
い
う

こ
と
が
も
と
な
ん
だ
か
ら
、
そ
こ
か
ら
後
の
「
義
に
違
す
」
と
い
う
、
事
後
処
理
の
仕
方
が
世
間
の
道
理
を
踏
み
に
じ
っ
た
や
り
方
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
も
出
て
く
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
そ
の
責
任
者
は
誰
か
と
言
う
と
、
後
鳥
羽
上
皇
で
あ
り
、
そ
れ
を
取
り
巻
く

臣
下
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
、
そ
の
時
後
鳥
羽
上
里
は
す
で
に
隠
岐
ノ
烏
に
流
さ
れ
て
お
い
で
に

な
る
ん
だ
と
い
う
こ
を
考
え
て
み
る
と
、
平
た
い
こ
と
ば
で
言
え
ば
随
分
、
「
執
念
深
い
」
と
い
う
か
、
，
あ
る
い
は
「
死
者
に
鞭
打
つ
」
と

い
う
か
、
と
に
か
く
冷
酷
無
情
で
思
い
や
り
の
心
が
な
い
、
そ
う
い
う
よ
う
な
感
じ
が
す
る
わ
け
で
す
。

、
、
、

；
そ
れ
で
、
「
主
上
臣
下
云
々
」
と
い
う
こ
の
こ
と
ば
の
も
っ
て
い
る
意
味
を
一
応
二
つ
に
分
け
て
、
①
「
時
の
権
力
者
に
対
す
る
」
と

、
、

こ
ろ
の
、
②
「
糾
弾
」
で
あ
る
、
と
し
て
理
解
す
る
と
き
、
そ
の
権
力
者
は
実
は
す
で
に
権
力
の
座
を
追
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る

な
ら
ば
、
「
権
力
者
に
対
す
る
」
と
い
う
意
味
は
薄
れ
て
く
る
が
、
逆
に
「
糾
弾
」
そ
の
も
の
は
更
に
一
層
激
し
い
も
の
に
な
っ
て
く
る

、
、
、
℃
、
、

と
思
わ
れ
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
権
力
者
だ
か
ら
糾
弾
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
す
で
に
権
力
者
で
は
な
い
上
皇
を
こ
の
よ
う
に

、
、

糾
弾
さ
れ
る
は
ず
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
す
。
し
か
し
そ
の
反
面
に
お
い
て
、
糾
弾
そ
の
も
の
は
上
皇
の
失
脚
に
よ
っ
て
も
毫
も

緩
和
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
点
で
は
、
ま
こ
と
に
激
烈
そ
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
少
し
も
容
赦
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
｜
だ
か
ら

、
、
、
、
、
、

親
鴬
聖
人
は
、
権
力
者
だ
か
ら
上
皇
を
糾
弾
し
た
の
で
は
な
く
て
、
上
皇
が
法
に
背
い
た
か
ら
飽
く
ま
で
も
こ
れ
を
糾
弾
し
た
の
で
あ
り

ま
す
。
従
っ
て
こ
の
言
葉
を
も
っ
て
、
直
ち
に
「
親
蝿
は
反
権
力
者
の
側
に
あ
っ
た
」
こ
と
の
証
拠
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
い
ま

す
。
親
繍
聖
人
に
と
っ
て
は
、
権
力
者
の
側
に
あ
る
と
か
、
反
権
力
者
の
側
に
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
問
題
で
は
な
か
っ
た
の
で

し
ょ
う
。
そ
れ
ら
は
何
れ
も
世
間
の
立
場
に
立
つ
こ
と
に
な
る
か
ら
で
す
。
聖
人
は
つ
ね
に
出
世
間
の
立
場
に
立
っ
て
お
い
で
に
な
る
の

で
す
。
「
出
世
間
の
立
場
に
立
つ
」
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
「
法
の
立
場
に
立
つ
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
一
つ
思
い
出
す
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
私
の
郷
里
に
近
い
と
こ
ろ
に
、
〃
曽
っ
て
清
沢
満
之
門
下
の
三
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羽
烏
の
一
人
と
い
わ
れ
た
、
多
田
鼎
と
い
う
先
生
が
お
い
で
に
な
り
ま
し
た
。
蒲
郡
市
の
常
円
寺
と
い
う
お
寺
の
住
職
を
し
て
お
い
で
に

な
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
多
田
鼎
先
生
の
お
母
さ
ん
に
つ
い
て
の
話
で
す
。
実
は
そ
れ
が
お
母
さ
ん
だ
つ
た
か
、
お
祖

母
さ
ん
だ
っ
た
か
、
私
は
直
接
は
っ
き
り
し
た
資
料
を
持
っ
て
申
し
あ
げ
る
の
で
は
な
く
て
、
実
際
は
村
上
專
龍
氏
か
ら
聞
い
た
ん
で
す
。

村
上
專
龍
氏
と
い
う
の
は
多
田
鼎
先
生
か
ら
直
接
教
え
を
受
け
た
お
方
で
あ
っ
て
、
「
自
分
は
多
田
先
生
の
弟
子
で
あ
る
」
と
自
他
共
に

許
し
て
お
い
で
に
な
る
人
で
す
。
そ
し
て
村
上
専
精
博
士
の
弟
さ
ん
の
孫
に
あ
た
る
人
で
す
。

‐
識
そ
れ
で
ど
う
い
う
話
か
と
い
う
と
、
多
田
先
生
が
ま
だ
お
若
い
頃
の
こ
と
で
す
。
そ
の
頃
先
生
は
お
体
が
弱
く
て
、
大
谷
大
学
（
そ
の

く
に

頃
は
真
宗
大
学
で
す
が
）
に
お
入
り
に
な
っ
て
、
病
気
に
な
っ
て
し
ば
ら
く
郷
里
の
寺
に
帰
っ
て
お
い
で
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
Ｐ
先
生

あ
さ
じ

が
一
一
十
歳
前
後
の
時
で
す
。
そ
の
頃
だ
と
思
い
ま
す
が
、
‐
先
生
の
お
寺
で
は
毎
朝
必
ず
時
間
を
決
め
て
、
時
間
通
り
に
い
わ
ゆ
る
お
朝
事
、

じ
ん
じ
よ
う

晨
朝
の
勤
行
が
っ
と
ま
る
。
そ
の
晨
朝
の
お
つ
と
め
の
後
に
は
こ
れ
も
必
ず
、
参
詣
が
あ
っ
て
も
な
く
て
も
一
席
の
法
話
を
す
る
と
い
う

こ
と
に
な
っ
て
お
る
。
そ
し
て
そ
の
法
話
を
一
番
よ
ろ
こ
ん
で
お
聴
き
に
な
っ
た
の
が
多
田
先
生
の
お
母
さ
ん
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
あ
る

朝
も
で
す
ね
。
朝
の
お
つ
と
め
が
つ
と
ま
っ
て
、
そ
の
お
つ
と
め
の
後
に
多
田
先
生
が
短
い
法
話
を
な
さ
っ
た
。
い
つ
も
の
よ
う
に
お
母

さ
ん
も
そ
の
法
話
を
聴
い
て
お
い
で
に
な
っ
た
。
あ
ま
り
大
勢
参
詣
が
あ
っ
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
ら
し
い
で
す
が
、
そ
の
法
話
が
終
っ
て
先

生
も
寺
族
の
者
も
、
み
ん
な
お
庫
裡
の
方
へ
引
き
あ
げ
て
行
か
れ
た
。
そ
う
す
る
と
お
母
さ
ん
が
多
田
先
生
の
と
こ
ろ
へ
お
い
で
に
な
っ

て
、
そ
し
て
多
田
先
生
の
前
に
き
ち
っ
と
坐
っ
て
、
畳
の
上
に
両
手
を
つ
い
て
自
分
の
子
供
で
あ
る
多
田
先
生
に
向
っ
て
「
今
朝
ほ
ど
の

御
化
導
は
こ
と
の
ほ
か
有
難
く
聴
聞
い
た
し
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
と
言
う
て
頭
を
深
く
下
げ
て
お
礼
を
申
さ
れ
た
。

そ
の
こ
と
が
多
田
先
生
の
脳
裡
に
非
常
に
深
く
刻
み
つ
け
ら
れ
て
お
っ
て
、
「
自
分
が
今
日
あ
る
の
は
こ
の
お
母
さ
ん
の
お
か
げ
で
あ
る
」

と
い
う
こ
と
を
、
先
生
の
個
人
雑
誌
『
み
ど
り
ご
』
か
何
か
に
書
い
て
お
い
で
に
な
る
ん
だ
そ
う
で
す
。
私
は
そ
れ
を
聞
い
て
、
非
常
に

い
い
話
を
聴
か
せ
て
頂
い
た
と
い
う
よ
う
に
思
っ
た
わ
け
で
す
。
多
田
先
生
に
関
す
る
話
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
こ
と
で
す
。

そ
こ
で
親
鶯
聖
人
が
、
も
う
す
で
に
隠
岐
ノ
島
に
流
さ
れ
て
不
遇
の
身
を
歎
い
て
お
い
で
に
な
る
後
鳥
羽
上
皇
に
向
っ
て
、
「
主
上
臣
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下
背
法
違
義
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
と
、
い
ま
多
田
先
生
の
お
母
さ
ん
が
、
我
が
子
の
前
に
両
手
を
つ
い
て
お
礼
を
申
さ
れ
た
こ
と
と
、

こ
の
二
つ
の
話
は
ち
ょ
っ
と
考
え
る
と
全
く
無
関
係
な
話
で
あ
る
、
或
は
全
く
反
対
の
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
る
、
と
思
わ
れ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
私
は
そ
う
じ
ゃ
な
く
て
二
つ
は
同
じ
立
場
に
立
つ
も
の
だ
と
思
う
わ
け
で
す
。
そ
の
同
じ
立
場
と
い
う
の
は
ど
う
い

う
立
場
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
法
の
立
場
に
立
つ
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。
法
の
立
場
に
立
つ
と
い
う
こ
と
は
き
わ
め
て
公

の
立
場
に
立
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
公
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
人
間
で
あ
る
限
り
す
べ
て
の
人
間
が
同

じ
資
格
を
も
っ
て
そ
の
こ
と
に
関
わ
り
を
持
つ
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。
公
と
い
う
こ
と
は
人
間
と
人
間
と
の
間
に
区
別
が
な

い
、
す
べ
て
人
間
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
同
じ
平
等
の
資
格
で
関
わ
り
を
持
つ
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る

と
佛
法
ｌ
と
く
に
親
鴬
聖
人
の
奉
ず
る
と
こ
ろ
の
念
佛
の
法
ほ
ど
に
公
の
も
の
は
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
佛
法
と
い
う
も
の
は
最
も

公
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
最
も
公
の
立
場
に
立
っ
た
時
に
、
「
私
の
情
」
と
い
う
そ
う
い
う
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
感
情
と
い
う
も
の

に
よ
っ
て
、
そ
の
公
の
立
場
が
乱
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
思
う
ん
で
す
。

そ
う
す
る
と
、
後
鳥
羽
上
皇
は
隠
岐
ノ
島
に
流
さ
れ
て
お
可
愛
そ
う
だ
、
お
気
の
毒
だ
と
い
う
の
は
、
私
は
こ
れ
は
や
っ
ぱ
り
公
の
立

場
じ
ゃ
な
い
と
思
う
ん
で
す
ね
。
そ
れ
は
義
理
と
か
人
情
と
か
い
う
感
情
、
つ
ま
り
私
情
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。
そ
う
い
う
私
情
と
い
う

よ
う
な
も
の
で
佛
法
と
い
う
公
の
立
場
が
崩
れ
る
と
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
乱
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
後
鳥
羽
上
皇
の
犯
し
た
罪
と
い
う
も
の
が
こ
れ
に
よ
っ
て
毫
も
減
ず
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
す
こ
し
も
そ

れ
に
よ
っ
て
後
鳥
羽
上
皇
の
罪
が
軽
く
な
る
と
い
う
も
の
じ
ゃ
な
く
て
、
罪
は
罪
で
あ
っ
て
、
後
鳥
羽
上
皇
が
ど
れ
ほ
ど
悲
惨
な
境
遇
に

あ
ろ
う
と
も
、
犯
し
た
罪
が
そ
れ
に
よ
っ
て
償
わ
れ
る
と
い
う
も
の
じ
ゃ
な
い
。
だ
か
ら
罪
は
罪
と
し
て
ど
こ
ま
で
も
糾
弾
す
る
と
い
う

の
が
、
私
は
聖
人
の
立
場
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
多
田
先
生
の
お
母
さ
ん
の
場
合
も
や
っ
ぱ
り
そ
う
い
う
こ
と
で
、
親
子
の
情

と
い
う
も
の
は
そ
れ
は
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
感
情
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
私
情
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
多
田
先
生
の
お
母
さ
ん
の
気
持

ち
か
ら
言
え
ば
、
そ
こ
に
は
我
が
子
が
お
る
ん
で
は
な
く
し
て
、
そ
こ
に
は
私
に
と
っ
て
の
善
知
識
さ
ま
が
お
い
で
に
な
る
の
で
あ
る
、
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「
我
が
子
で
あ
る
」
と
い
う
そ
う
い
う
思
い
は
全
く
吹
き
飛
ん
で
し
ま
っ
て
、
目
の
前
に
お
い
で
に
な
る
の
は
私
に
佛
法
を
授
け
て
下
さ

っ
た
善
知
識
な
の
で
あ
る
、
そ
う
い
う
思
い
か
ら
我
が
子
の
前
に
両
手
を
つ
い
て
お
礼
を
申
さ
れ
た
ん
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
。

だ
か
ら
ち
ょ
っ
と
見
る
と
多
田
先
生
の
お
母
さ
ん
の
話
と
、
親
鶯
聖
人
が
「
主
上
臣
下
背
法
違
義
」
と
い
っ
て
、
す
で
に
隠
岐
ノ
島
に

流
さ
れ
て
お
い
で
に
な
る
後
鳥
羽
上
皇
に
向
っ
て
、
そ
う
い
う
こ
と
ば
を
述
べ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
と
の
間
に
は
、
全
く
関
係
が
な
く
、

全
然
別
の
こ
と
で
あ
る
、
或
は
全
く
反
対
の
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
け
れ
ど
も
、
私
は
そ
れ
は
そ
う
じ
ゃ
な
い
、
や
っ

ぱ
り
そ
こ
に
同
じ
精
神
が
流
れ
て
お
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。
も
し
親
鶯
聖
人
が
多
田
先
生
の
お
母
さ
ん
の
よ
う
な
立
場
に
あ
れ

ば
や
は
り
同
じ
よ
う
に
我
が
子
の
前
に
両
手
を
つ
い
て
お
礼
を
申
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
し
て
多
田
先
生
の
お
母
さ
ん
も
も
し
親
鴬
聖

人
と
同
じ
立
場
に
立
っ
た
時
に
は
、
敢
然
と
し
て
「
主
上
臣
下
法
に
背
き
」
と
い
う
ふ
う
に
お
っ
し
ゃ
っ
た
に
ち
が
い
な
か
ろ
う
と
思
い

ま
す
。
」
そ
う
い
う
こ
と
に
対
し
て
我
々
は
ど
う
も
物
事
を
ご
ま
か
し
て
し
ま
う
ん
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
か
。
大
体
義
理
と
か
人
情
を
重
ん
ず

る
の
は
日
本
人
の
美
徳
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
一
つ
の
ム
ー
ド
主
義
で
あ
っ
て
、
情
緒
を
重
ん
じ
て
是
非
善
悪
の
筋

道
を
ご
ま
か
す
と
い
う
面
が
多
分
に
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
よ
う
に
思
う
わ
け
で
す
。

い
わ
ゆ
る
「
判
官
び
い
き
」
で
、
弱
者
に
味
方
す
る
と
い
う
心
情
、
そ
れ
は
人
間
と
し
て
共
通
の
も
の
で
し
ょ
う
が
、
日
本
人
に
お
い

、
、
、

て
と
く
に
顕
著
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
を
弱
者
の
方
か
ら
い
う
と
「
あ
ま
え
の
心
情
」
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。
何
れ

も
情
緒
を
重
ん
ず
る
ム
ー
ド
主
義
で
す
。
「
死
者
に
鞭
打
つ
」
の
は
、
血
も
涙
も
な
い
冷
酷
な
仕
打
ち
で
あ
る
と
せ
ら
れ
、
そ
う
い
う
態

度
は
佛
教
的
で
は
な
い
、
と
一
般
的
に
は
考
え
ら
れ
て
き
た
よ
う
で
す
。
死
ん
だ
者
に
対
し
て
は
そ
の
罪
を
追
求
し
な
い
の
が
礼
儀
と
せ

ら
れ
、
そ
こ
か
ら
「
死
ん
で
お
詑
び
を
す
る
」
と
い
う
～
日
本
人
ら
し
い
考
え
方
も
生
ま
れ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
。
論
理
的
に
言
え
ば
、

死
ん
で
し
ま
っ
た
ら
お
詑
び
に
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
生
き
て
働
い
て
こ
そ
お
詑
び
も
で
き
る
の
で
し
ょ
う
が
、
こ
れ
も
日
本
人
の
情

緒
主
義
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
立
っ
た
の
で
は
、
親
驚
聖
人
の
さ
き
の
こ
と
ば
は
理
解
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。
も

っ
と
冷
徹
な
合
理
主
義
、
法
の
立
場
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
始
め
て
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
親
鴬
聖
人
は
そ
う
い
う
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‐
ザ
／
」
ｒ
レ
ト
ノ
例
修
Ｉ
／
も
グ
と
左
〆
｜
、
Ｊ
Ｕ
１
，
仏
Ｕ
１

に
ん

「
法
に
依
っ
て
、
人
に
依
ら
ざ
れ
」
（
依
法
不
依
人
）

と
い
う
よ
う
に
述
書
へ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
「
依
法
不
依
人
」
と
い
う
こ
と
が
、
浬
藥
経
で
四
依
の
一
番
最
初
に
で
て
く
る
の

は
ど
う
い
う
意
味
で
あ
る
か
と
言
う
と
、
お
そ
ら
く
釈
尊
が
い
ま
お
な
く
な
り
に
な
ろ
う
と
し
て
お
い
で
に
な
る
と
き
に
当
っ
て
、
佛
弟

子
達
は
皆
「
釈
尊
が
お
な
く
な
り
に
な
っ
た
ら
、
我
々
は
一
体
何
を
頼
り
に
し
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
、
も
う
頼
り
に
な
る
も
の
が
な
い
」

と
い
う
よ
う
に
考
え
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
釈
尊
は
、
「
私
と
い
う
人
間
は
な
く
な
っ
て
も
、
私
が
説
き
残
し
た
法
が
あ
る
。
だ

か
ら
法
を
頼
り
に
し
な
く
て
は
い
け
な
い
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
こ
の
場
合
で
言
え
ば
、
こ
の
「
人
」
と
い
う
の
は
釈

尊
そ
の
人
を
指
し
て
言
う
た
も
の
で
、
釈
尊
そ
の
人
と
い
う
の
は
つ
ま
り
法
を
説
く
人
間
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
人
間
に
頼
っ

て
は
い
け
な
い
と
言
う
の
で
す
。
人
間
の
世
界
と
い
う
も
の
は
無
常
な
ん
だ
か
ら
、
い
ず
れ
は
死
ぬ
も
の
で
あ
る
。
人
間
は
消
滅
し
て
も

法
は
残
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
（
後
世
に
な
る
と
人
法
不
二
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
別
に
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
）
こ
れ
は
お
そ
ら
く
小
乗
の
浬
藥
経
で
、

、
「
自
灯
明
自
帰
依
、
法
灯
明
法
帰
依
」

と
い
う
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
も
の
か
ら
の
発
展
で
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。
つ
ま
り
小
乗
の
混
藥
経
か
ら
大
乗
の
浬
盤
経
へ
の
思
想
的
発

展
の
一
節
を
こ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。
こ
こ
で
は
「
灯
明
」
と
訳
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
理
解
す
る
の
は

好
ま
し
く
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
「
島
」
「
洲
」
と
い
う
ふ
う
に
理
解
す
る
の
が
正
し
い
ん
だ
と
言
わ
れ
て
お
る
ん
で
す
が
、
そ
れ

は
ま
あ
、
も
と
は
多
分
そ
う
い
う
意
味
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
島
と
い
う
の
は
、
「
帰
依
」
「
頼
り
」
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
「
灯

お
方
で
あ
っ
た
と
思
う
の
で
す
が
、
実
は
そ
れ
こ
そ
が
真
に
佛
教
的
な
立
場
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
で
す
。
世
間
で
は
「
そ
れ
は
佛
教

的
で
は
な
い
」
と
い
う
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
本
当
は
そ
れ
こ
そ
が
真
に
佛
教
的
で
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
の
こ
と
に
つ

い
て
は
大
乗
の
浬
藥
経
に
説
か
れ
て
い
る
「
四
依
」
の
説
を
眺
め
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

そ
の
四
依
の
第
一
に
はに

ん

「
法
に
依
っ
て
、
人

90



明
」
と
い
う
と
、
道
案
内
と
い
う
よ
う
な
意
味
が
主
で
あ
っ
て
、
少
し
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
違
う
よ
う
で
す
。
「
島
」
と
い
う
よ
う
に
解
釈
す

る
と
、
こ
れ
は
全
く
「
帰
依
」
と
同
じ
で
す
。
難
破
し
た
船
、
難
船
し
た
船
人
に
と
っ
て
‐
命
の
助
か
る
最
後
の
拠
り
所
と
な
る
の
は

「
洲
」
「
島
」
だ
か
ら
で
す
。
だ
か
ら
一
‐
帰
依
」
と
い
う
言
葉
も
、
そ
う
い
う
意
味
で
依
り
所
と
い
う
て
も
よ
い
わ
け
で
す
。

そ
れ
で
「
自
ら
を
洲
と
し
、
自
ら
を
帰
依
と
し
て
他
を
帰
依
と
す
る
こ
と
勿
れ
・
」
（
こ
の
文
章
は
二
通
り
あ
る
よ
う
で
す
ね
。
す
な
わ

ち
「
自
ら
を
洲
と
し
、
自
ら
を
帰
依
と
し
て
他
を
帰
依
と
す
る
こ
と
勿
れ
」
と
い
っ
て
、
次
に
「
法
」
↑
に
つ
い
て
説
く
の
と
、
「
自
ら
を

洲
と
し
、
法
を
洲
と
し
て
他
を
洲
と
す
る
こ
と
勿
れ
」
と
い
う
ふ
う
に
言
う
て
、
次
に
帰
依
に
つ
い
て
も
同
様
に
説
く
説
き
方
の
二
通
り
で

す
。
大
体
は
じ
め
に
「
自
」
の
方
を
言
う
て
、
次
に
「
法
」
の
方
を
言
う
て
お
る
の
が
も
と
の
形
の
よ
う
で
す
）
と
言
っ
て
、
「
自
」
と

い
う
ふ
う
に
訳
さ
れ
て
お
る
の
が
実
は
ア
ー
ト
マ
ン
（
脚
目
四
国
）
と
い
う
語
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
‐
「
我
」
と
訳
し
て
も
い
い
わ
け
だ
け
れ

ど
、
佛
教
は
無
我
を
説
く
教
え
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
、
「
我
を
た
よ
り
と
せ
よ
」
と
い
う
よ
う
に
説
く
と
い
う
こ
と
は
お
か
し
い
じ
ゃ

な
い
か
、
と
・
い
う
よ
う
な
考
え
方
が
先
に
た
っ
て
、
お
そ
ら
く
こ
れ
を
「
自
」
と
訳
し
た
ん
だ
ろ
う
と
思
う
わ
け
で
す
。
し
か
し
も
と
は

ア
ー
ト
マ
ン
と
い
う
語
な
ん
だ
か
ら
、
こ
れ
は
「
我
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
佛
教
は
無
我
を
説
く
教
え
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

無
我
と
い
う
て
も
、
ア
ー
ト
マ
ン
と
い
う
も
の
を
全
面
的
に
否
定
し
た
わ
け
で
は
な
い
筈
だ
。
｜
ア
ー
ト
マ
ン
と
い
う
も
の
に
否
定
さ
れ
る

面
と
肯
定
さ
れ
る
面
が
あ
る
ん
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
肯
定
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
ア
ー
ト
マ
ン
と
は
ど
ん
な
も
の
だ
ろ
う
か
と
言
う
と

通
俗
的
な
こ
と
ば
で
言
う
な
ら
ば
、
「
真
の
自
己
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
「
真
の
自
己
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
を

指
し
て
、
こ
こ
に
「
自
」
と
言
う
た
ん
だ
ろ
う
。
「
法
」
と
い
う
よ
う
に
言
う
て
い
る
の
は
、
こ
れ
は
遡
っ
て
言
え
ば
↑
「
真
理
」
と
い

う
意
味
で
し
ょ
う
。
佛
教
の
真
理
を
指
し
て
「
法
」
と
い
う
が
、
そ
の
よ
う
な
真
理
を
こ
と
ば
で
表
わ
し
た
も
の
が
「
教
え
」
だ
か
ら
、

法
と
は
「
教
法
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。

そ
れ
で
真
の
自
己
と
い
う
も
の
が
依
り
所
で
あ
る
～
又
「
法
」
と
い
う
佛
教
の
真
理
と
い
う
も
の
が
依
り
所
で
あ
る
、
こ
う
い
う
ん
だ

け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
依
り
所
に
な
る
も
の
が
二
つ
あ
る
と
い
う
よ
う
に
考
え
る
の
は
ど
う
も
ぴ
っ
た
り
し
な
い
。
だ
か
ら
私
は
依
り
所
、
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で
は
そ
こ
で
「
他
を
帰
依
と
す
る
こ
と
勿
れ
」
↑
と
い
う
「
他
」
凸
い
う
の
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
小
乗
の
混
梁
経
で
は
中

ほ
ど
の
所
に
出
て
く
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
釈
尊
が
お
な
く
な
り
に
な
っ
た
ら
、
一
体
我
々
佛
弟
子
た
ち
は
何
を
頼
り
に
し
た
ら
い
い
だ

ろ
う
と
い
う
危
愼
、
心
配
に
対
し
て
、
釈
尊
が
こ
う
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
い
で
に
な
る
ん
だ
か
ら
、
こ
こ
で
「
他
」
と
い
う
の

は
「
釈
尊
と
い
う
人
間
そ
の
も
の
」
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
無
常
な
る
も
の
を
頼
り
に
し
ち
ゃ
あ
い
け
な
い
と
い
う
こ

に
ん

と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
い
で
に
な
る
の
で
す
。
「
他
」
と
い
う
て
い
る
け
れ
ど
も
そ
の
内
容
は
「
人
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
理
解
さ
れ

に
ん

る
ょ
う
で
す
。
大
乗
の
混
藥
経
で
は
そ
れ
を
は
っ
き
圦
と
、
「
法
に
依
る
ゞ
へ
き
で
あ
っ
て
人
に
依
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
い
う
よ
う
に
、

こ
こ
に
「
人
」
と
い
う
も
の
を
は
っ
き
り
う
ち
だ
し
て
き
た
の
で
す
。

こ
こ
で
「
帰
依
」
と
い
う
て
い
る
の
は
３
国
目
と
い
う
字
で
す
け
れ
ど
も
、
四
依
の
「
依
」
と
い
う
の
は
冒
鼻
時
と
い
う
字
が
つ
い

て
冒
四
亭
の
胃
四
目
と
い
う
字
な
ん
で
す
ね
。
こ
の
場
合
蟹
昌
口
四
と
＄
昌
箇
は
混
同
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
で
す
か
ら
、
こ
こ
で
「
依
」

と
言
う
て
い
る
の
も
↑
「
帰
依
」
と
言
う
て
い
る
の
も
、
「
頼
り
に
な
る
も
の
」
と
い
う
意
味
で
、
字
は
違
う
け
れ
ど
も
意
味
の
上
で
は

大
し
て
変
ら
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
頼
り
に
な
る
も
の
と
し
て
、
小
乗
の
浬
藥
経
で
は
真
の
自
己
（
我
）
と
法
と
を
挙

げ
、
そ
れ
以
外
の
も
の
（
他
）
に
依
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
よ
う
に
言
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
前
後
の
関
係
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
こ

帰
依
と
い
う
も
の
は
一
つ
し
か
な
い
ん
だ
と
、
一
つ
し
か
な
い
ん
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
一
つ
し
か
な
い
も
の
を
、
極
め
て
大
ざ
っ
ぱ
な
言

い
方
を
す
る
と
、
そ
れ
を
私
自
ら
の
内
に
求
め
て
ゆ
け
ば
、
「
真
の
自
己
」
と
い
う
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を

「
私
を
越
し
た
も
２
（
真
理
と
い
う
の
は
私
を
越
え
た
も
の
で
す
か
ら
）
と
し
て
理
解
す
れ
ば
、
「
真
理
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ

ろ
う
。
だ
か
ら
超
越
と
内
在
と
い
う
よ
う
に
理
解
し
て
、
そ
の
頼
り
に
な
る
も
の
を
、
内
在
的
に
求
め
れ
ば
そ
れ
は
ア
ー
ト
マ
ン
で
あ
る

が
、
超
越
的
に
私
を
越
え
た
と
こ
ろ
に
求
め
れ
ば
、
そ
れ
は
「
法
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
頼
り
に
な
る
も
の
は
一
つ
な
ん
だ
け
れ
ど
も
、
そ

の
一
つ
に
内
在
の
面
と
超
越
の
面
と
、
両
方
の
面
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
結
局
こ
れ
は
一
つ
と
い
う
こ
と
だ
と
考
え
な
く
ち
ゃ
な
ら
な

い
ん
だ
と
思
う
ん
で
す
。
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こ
で
「
他
」
と
言
う
て
い
る
の
は
主
と
し
て
法
を
説
く
人
、
す
な
わ
ち
釈
尊
そ
の
人
を
指
し
て
言
う
て
い
る
も
の
と
理
解
さ
れ
ま
す
。
大

に
ん

乗
の
混
藥
経
で
そ
れ
を
は
っ
き
り
出
し
て
き
て
「
人
に
依
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
言
わ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か

ら
小
乗
の
浬
藥
経
と
大
乗
の
混
藥
経
と
の
間
に
、
そ
う
い
う
発
展
の
関
係
が
考
え
ら
れ
る
と
い
う
ふ
う
に
思
う
の
で
す
。

に
ん

そ
れ
で
「
法
に
依
る
今
へ
き
で
あ
っ
て
人
に
依
る
ゞ
へ
き
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
の
考
え
方
が
、
私
は
佛
教
と
い
う
も
の
の
非
常
に
基
本
的

な
考
え
方
、
立
場
と
い
う
も
の
に
つ
な
が
る
も
の
だ
ろ
う
と
い
う
よ
う
に
こ
の
頃
、
特
に
思
う
ん
で
す
。
そ
れ
で
親
鴬
聖
人
が
後
序
の
文

の
中
で
「
主
上
臣
下
背
法
違
義
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
い
で
に
な
り
、
ま
た
多
田
先
生
の
お
母
さ
ん
が
我
が
子
の
前
に
両
手
を
つ
い
て
お

礼
を
申
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
私
は
や
っ
ぱ
り
「
法
」
の
立
場
に
立
っ
て
お
い
で
に
な
る
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
時
に
こ

の
「
法
」
と
い
う
立
場
は
、
先
程
申
し
ま
し
た
よ
う
に
非
常
に
公
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
「
人
」
の
立
場
と
い
う
の
は
非
常
に
私

的
な
も
の
で
あ
る
。
親
子
と
か
兄
弟
と
か
、
あ
る
い
は
対
人
関
係
と
か
い
う
、
人
間
と
人
間
の
関
係
と
い
う
の
は
非
常
に
私
的
な
も
の
で

あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
に
お
い
て
関
係
が
違
う
わ
け
で
す
か
ら
、
だ
か
ら
全
人
類
が
同
じ
資
格
を
も
っ
て
関
わ
り
を
持
つ
と
い
う
よ
う

な
わ
け
に
は
い
か
な
い
ん
で
す
ね
。
人
間
と
人
間
と
の
関
係
と
い
う
の
は
非
常
に
難
し
い
。
な
ぜ
難
し
い
か
と
い
う
と
公
で
な
い
か
ら
で

す
。
こ
の
人
と
人
と
の
関
係
と
い
う
も
の
に
は
、
非
常
に
非
合
理
的
な
面
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。
甲
と
い
う
人
と
乙
と
い
う
人
と
は
ど

う
も
仲
が
わ
る
い
。
ど
う
い
う
わ
け
が
あ
る
か
と
い
っ
て
も
、
別
に
理
由
は
な
い
。
理
由
は
な
い
が
、
ど
う
も
し
っ
く
り
い
か
な
い
、
な

し
よ
う

ん
て
い
う
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
「
相
い
性
が
わ
る
い
」
な
ど
と
い
う
こ
と
も
、
こ
う
い
う
所
か
ら
出
て
き
た
こ
と
ば
で
す
。
こ
れ
に

反
し
て
法
の
立
場
と
い
う
の
は
こ
れ
は
極
め
て
合
理
的
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
一
点
も
や
ま
し
い
も
の
が
な
い
。
公
明
正
大
で
後
ろ
め
た
さ

が
な
い
。
親
鶯
聖
人
は
つ
ね
に
こ
の
よ
う
な
極
め
て
合
理
的
な
法
の
立
場
に
立
っ
て
、
つ
ま
り
ど
こ
ま
で
も
筋
道
を
通
す
と
い
う
こ
と
を

為
さ
れ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
反
し
て
「
人
」
の
立
場
と
い
う
も
の
に
は
、
筋
道
が
通
ら
な
い
面
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
こ
う
い
う

の
は
一
種
の
情
緒
主
義
で
す
。
そ
う
い
う
情
緒
で
も
っ
て
理
性
を
眩
ま
す
と
い
う
か
、
「
ま
あ
、
ま
あ
」
と
い
う
よ
う
な
一
種
不
可
解
な
雰

囲
気
、
ム
ー
ド
で
事
を
処
理
す
る
と
い
う
面
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。
私
は
親
蝿
聖
人
と
い
う
お
方
は
、
そ
う
い
う
考
え
を
極
度
に
嫌
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わ
れ
た
お
方
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。
多
田
先
生
の
お
母
さ
ん
に
し
て
も
、
我
が
子
の
前
に
両
手
を
つ
い
て
お
礼
を
申
さ
れ
た
と
い

う
こ
と
は
、
親
で
あ
り
子
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
は
で
き
な
い
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
私
情
と
い
う
も
の
を
投
げ
捨
て
た
極
め
て
合
理
的

な
公
の
立
場
で
あ
っ
て
、
ど
こ
ま
で
も
筋
道
を
通
す
と
い
う
、
は
っ
き
り
し
た
立
場
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
、
私
は
「
法
」
に
依
る
尋
へ
き
で
あ
っ
て
「
人
」
に
依
る
筆
へ
き
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
釈
尊
が
四
依
の
初
め
に
お

説
き
に
な
っ
た
と
思
う
わ
け
で
す
。
私
は
こ
の
こ
と
か
ら
法
中
心
主
義
と
い
う
も
の
が
佛
教
の
基
本
的
立
場
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
必
然
的

に
同
朋
主
義
が
生
ま
れ
て
く
る
（
こ
の
こ
と
は
『
佛
教
学
序
説
』
の
中
に
も
書
い
て
あ
る
の
で
す
が
）
と
思
う
ん
で
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
同

朋
主
義
と
い
う
こ
と
は
、
「
法
の
前
に
あ
っ
て
は
万
人
は
平
等
で
あ
り
、
教
え
る
者
と
教
え
ら
れ
・
る
者
と
の
間
に
本
質
的
な
差
別
は
な
い
、

相
い
と
も
に
法
を
仰
い
で
い
く
の
み
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
す
。
こ
こ
で
大
切
な
こ
と
は
、
「
法
の
前
に
あ
っ
て
は
」
と
い
う

前
提
条
件
で
す
。
そ
れ
を
無
視
す
る
と
同
朋
主
義
は
悪
平
等
主
義
に
陥
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
ど
こ
ま
で
も
「
法
」
を
中
心
に
し
て
い
か
ね

ば
な
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
法
中
心
主
義
か
ら
は
必
然
的
に
同
朋
主
義
が
生
ま
れ
て
く
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
「
法
」
に
依
る
と
い
う
法

中
心
主
義
か
ら
同
朋
主
義
が
生
ま
れ
て
く
る
の
に
対
し
て
、
「
人
」
に
依
る
と
い
う
人
中
心
主
義
か
ら
は
教
権
主
義
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で

あ
り
ま
す
。
政
治
形
態
と
し
て
み
る
と
、
同
朋
主
義
と
い
う
も
の
は
宗
教
的
民
主
主
義
と
い
う
こ
と
で
す
。
佛
法
の
上
で
の
民
主
主
義
は
、

す
な
わ
ち
同
朋
主
義
だ
と
言
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
教
権
主
義
と
い
う
の
は
、
一
人
の
生
き
た
人
間
を
中
心
に
し
て
、
そ
の
人
の

上
に
教
え
の
権
限
を
す
べ
て
委
ね
る
と
い
う
も
の
で
す
か
ら
、
こ
れ
と
同
じ
政
治
形
態
は
全
体
主
義
で
す
。
例
え
ば
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
だ
と
か

ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
だ
と
か
言
う
人
間
を
中
心
に
し
て
そ
の
一
人
の
人
間
の
意
志
に
沿
っ
て
国
家
の
運
営
が
な
さ
れ
て
い
く
、
こ
れ
は
フ
ァ
ッ

可
ザ
ロ

シ
ョ
稲
つ
ま
り
全
体
主
義
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
フ
ァ
ッ
シ
ョ
が
宗
教
の
世
界
に
持
ち
込
ま
れ
る
と
、
そ
れ
は
教
権
主
義
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。
こ
う
い
う
考
え
方
は
非
合
理
的
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。
ム
ー
ド
で
も
っ
て
一
般
大
衆
の
理
性
を
麻
痒
さ
せ
る
と
い
う
一

面
を
共
通
し
て
も
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

ど
う
も
、
我
灸
、
特
に
諸
君
の
よ
う
な
昭
和
生
れ
で
な
い
、
明
治
生
れ
（
こ
の
中
で
明
治
生
れ
は
私
一
人
な
ん
だ
け
れ
ど
も
）
の
人
間
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に
共
通
の
欠
点
は
、
そ
の
非
合
理
的
な
情
緒
主
義
に
あ
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。
私
は
自
分
で
自
分
自
身
を
考
え
て
み
て
、
よ
く
わ
か
る
の

で
す
。
そ
れ
は
確
か
に
よ
く
な
い
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
点
で
諸
君
の
よ
う
な
若
い
世
代
の
人
々
が
、
物
事
を
合
理
的
に

割
り
切
っ
て
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
人
に
依
ら
な
い
で
法
に
依
る
」
と
い
う
、
佛
教
の
基
本
的
な
立
場
に
も
通
ず
る
も
の
が
あ
る
ん

じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
で
す
。
と
こ
ろ
が
明
治
生
れ
の
老
人
に
共
通
し
た
考
え
方
で
は
、
「
そ
の
よ
う
な
合
理
主
義
は
佛
教
の
考
え
方
と
相

‘
ま

い
反
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
微
温
的
な
ム
ー
ド
主
義
こ
そ
佛
教
の
も
の
で
あ
る
」
と
考
え
勝
ち
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
う
い
う
こ
と
で
Ｉ

な
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
、
「
法
に
依
る
筆
へ
き
で
あ
っ
て
人
に
依
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
か
ら
言
え
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い

う
こ
と
を
申
し
あ
げ
た
か
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
の
話
は
一
応
こ
れ
で
き
り
を
つ
け
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
（
完
）
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