
は
じ
め
に
私
が
本
日
こ
ち
ら
に
出
て
お
話
い
た
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
経
緯
に
つ
い
て
一
言
申
上
げ
た
い
と
存
じ
ま
す
。
ご
承
知
の
通

り
も
う
十
年
あ
ま
り
も
前
の
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
京
都
大
学
の
人
文
科
学
研
究
所
か
ら
「
肇
論
研
究
」
と
い
う
書
物
が
出
版
さ
れ
ま

し
た
。
こ
れ
は
研
究
所
で
塚
本
善
隆
博
士
が
主
と
な
ら
れ
、
多
く
の
専
門
学
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
共
同
研
究
の
成
果
を
ま
と
め
ら
れ
た

も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
肇
論
と
い
う
書
物
が
世
に
現
わ
れ
ま
し
て
以
来
、
お
そ
ら
く
こ
れ
程
詳
細
な
研
究
が
試
み
ら
れ
た
こ
と
は
未
だ
か

っ
て
な
か
っ
た
か
と
存
じ
ま
す
の
で
あ
り
ま
す
。
私
も
お
蔭
で
大
変
に
恩
恵
を
蒙
り
ま
し
た
。
、
そ
の
点
は
い
く
ら
感
謝
し
て
も
感
謝
し
つ

く
せ
な
い
も
の
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
実
は
こ
の
書
物
が
出
来
ま
し
た
折
に
、
ま
ず
最
初
の
慧
達
の
序
の
訳
文
か
ら
拝
見
し
ま
す
と
、

ど
う
も
少
し
私
の
読
み
方
と
は
違
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
て
↑
そ
の
こ
と
を
一
二
の
方
に
う
っ
か
り
と
喋
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ

れ
が
ど
う
伝
わ
り
ま
し
た
か
、
そ
れ
な
ら
一
度
こ
ち
ら
へ
出
て
、
そ
の
読
み
方
の
違
う
と
こ
ろ
を
詳
し
く
話
し
て
み
よ
と
の
ご
命
令
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。
実
は
私
は
こ
の
十
年
来
↑
病
気
で
す
っ
か
り
隠
退
し
て
お
り
ま
し
て
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
へ
出
て
お
話
す
る
な
ど
と
い

う
こ
と
は
滅
多
に
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
前
に
詰
ら
ぬ
こ
と
を
申
し
ま
し
た
責
任
も
あ
り
ま
す
し
、
そ
れ
に
皆
様
方
か
ら
い
ろ
い
ろ
と

お
教
え
を
い
た
だ
く
こ
と
が
出
来
る
か
と
存
じ
ま
し
て
、
私
と
し
て
は
例
を
破
っ
て
出
て
参
っ
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。
余
計
な
こ
と
は
喋

「
肇
論
研
究
」
に
見
え
た
る

慧
達
序
の
読
み
方
に
対
す
る
私
見

神

▲

田
喜
一

郎
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ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
つ
く
づ
く
感
じ
ま
し
た
が
、
い
わ
ゆ
る
馳
も
舌
に
及
ば
ず
で
、
ま
こ
と
に
恐
縮
に
た
え
ま
せ
ぬ
。
そ
れ
に
佛

教
に
は
ま
っ
た
く
の
素
人
の
こ
と
で
、
お
間
苦
し
い
こ
と
も
多
か
ろ
う
と
存
じ
ま
す
が
、
お
容
し
の
ほ
ど
を
お
願
い
た
し
ま
す
。

で
は
早
速
に
本
論
に
移
り
た
い
と
存
じ
ま
す
が
、
お
手
許
に
プ
リ
ン
ト
に
し
て
差
上
げ
て
お
き
ま
し
た
慧
達
の
序
の
原
文
と
、
「
肇
諭

研
究
」
に
あ
り
ま
す
訳
文
と
を
ど
う
ぞ
ご
覧
下
さ
る
よ
う
お
願
申
し
ま
す
。

慧
達
率
愚
、
通
序
長
安
釈
僧
肇
法
師
所
作
宗
本
物
不
遷
等
四
論
。
但
末
代
弘
経
。
允
属
四
依
菩
薩
。
髪
伝
葱
土
。
抑
亦
其
例
。

こ
こ
ま
で
は
格
別
異
論
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。
私
の
読
み
方
と
大
変
に
違
う
の
は
、
そ
の
次
の

至
如
弥
天
大
徳
童
寿
桑
門
。
竝
創
始
命
宗
。
図
弁
格
致
。
播
揚
宣
述
。
所
事
玄
虚
。
唯
斯
擬
聖
黙
之
所
祖
。

と
い
う
一
段
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
一
節
を
「
肇
論
研
究
」
に
は

（
か
の
）
弥
天
大
徳
〔
道
安
〕
や
童
寿
桑
門
〔
鳩
摩
羅
什
〕
の
や
う
な
人
次
に
な
る
と
、
何
れ
も
一
家
の
宗
（
義
）
を
創
始
し
て
、

は
か
り
き
は
め
の
べ
ひ
ろ
め

（
佛
の
教
を
）
図
弁
格
致
し
、
播
揚
宣
述
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
（
そ
れ
ら
は
）
玄
虚
（
を
究
め
る
こ
と
）
に
従
事
し
て
、
も
つ

さ
と
り

ば
ら
聖
黙
の
根
本
に
な
ぞ
ら
へ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

と
訳
さ
れ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
訳
文
に
よ
っ
て
考
え
ま
す
と
、
慧
達
の
原
文
の
構
造
を

ｌ
弥
天
大
徳
ｌ

至
如
’
’
１
童
寿
桑
門
’
’
１
竝
創
始
命
宗
１
口
翔
峅
饒
塞
〕
ｌ
’

致
」
と
が
卦

が
承
け
て
、

と
い
う
ふ
う
に
解
釈
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
と
こ
ろ
が
私
は
そ
の
よ
う
に
は
読
ま
な
い
の
で
、
「
創
始
命
宗
」
と
「
図
弁
格

致
」
と
が
対
を
な
し
、
そ
し
て
ま
た
「
播
揚
宣
述
」
と
「
従
事
玄
虚
」
と
が
対
を
な
し
ま
し
て
、
そ
れ
を
「
唯
斯
擬
聖
黙
之
所
祖
」
の
句

｜
‐
従
事
老
礎
Ｉ
唯
胤
筆
勢
所
組

i
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’
’
１
創
始
命
宗
１

１
図
弁
格
致

至
如
ｌ
－
Ｈ
叫
与
》
賎
］
ｌ
竝
Ｉ
ｌ
唯
斯
擬
聖
黙
之
所
祖

１
－
１
播
揚
宣
述

↑
ｌ
従
事
玄
虚
ｌ

と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
読
む
の
で
あ
り
ま
す
。
六
朝
時
代
の
文
章
と
い
う
も
の
は
、
で
き
る
だ
け
文
句
を
対
句
で
シ
ン

メ
ト
リ
ッ
ク
に
作
っ
て
い
く
の
で
、
私
は
ど
う
し
て
も
こ
の
よ
う
に
読
ま
ざ
る
を
得
な
い
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
単
に

私
が
そ
う
読
む
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。
唐
の
元
康
な
ど
も
そ
の
よ
う
に
文
を
区
切
っ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
元
康
の
疏
を
見
ま
す
と
、

こ
の
一
段
を
註
釈
い
た
し
ま
す
の
に
、
「
至
如
弥
天
大
徳
童
寿
桑
門
者
」
「
竝
創
始
命
宗
図
弁
格
致
者
」
「
播
揚
宣
述
従
事
玄
虚
者
」
「
唯
斯

擬
聖
黙
之
所
祖
者
」
（
大
正
四
五
・
一
六
二
ｂ
）
と
い
う
よ
う
に
四
つ
の
段
落
に
区
切
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
「
・
…
・
者
」
と

い
っ
て
文
章
を
区
切
る
の
は
，
唐
の
は
じ
め
に
出
来
ま
し
た
五
経
正
義
な
ど
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
し
て
、
元
康
は
明
か

に
私
が
只
今
図
解
い
た
し
ま
し
た
よ
う
に
区
切
っ
て
読
ん
で
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
こ
の
一
段
の
文
章
と
し
て
の
構
造
を
、
こ
の
よ
う
に
解
釈
い
た
し
ま
す
と
、
ま
た
そ
れ
に
従
っ
て
文
章
の
意
味
も
変
っ
て
く

る
の
で
あ
り
ま
す
。
い
っ
た
い
対
句
と
い
う
も
の
は
、
二
句
が
お
互
に
向
い
あ
い
助
け
あ
っ
て
一
つ
の
意
味
を
完
成
す
る
の
で
あ
り
ま
す

が
、
私
の
申
し
ま
す
よ
う
に
「
創
始
命
宗
」
と
「
図
弁
格
致
」
↑
「
播
揚
宣
述
」
と
「
従
事
玄
虚
」
が
そ
れ
ぞ
れ
対
す
る
と
致
し
ま
す
と
、

や
は
り
そ
の
意
味
の
解
釈
に
も
響
い
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
ま
ず
「
創
始
命
宗
」
の
句
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
は
じ
め
て
宗

を
命
ず
る
と
い
う
こ
と
で
、
宗
を
命
ず
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
の
意
見
に
よ
っ
て
一
つ
の
主
張
を
立
て
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
と
存
じ

ま
す
。
元
康
の
疏
に
よ
り
ま
す
と
、
羅
什
は
実
相
論
を
著
し
、
道
安
は
性
空
論
を
書
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
説
を
主
張
し
た
が
、
そ
れ
を

指
し
た
の
だ
と
申
し
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
た
し
ま
す
と
こ
れ
に
対
す
る
「
図
弁
格
致
」
の
句
も
な
る
罰
へ
く
そ
れ
に
合
わ
せ
て
解
釈
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ぬ
。
「
肇
論
研
究
」
で
は
、
こ
の
四
字
に
「
は
か
り
き
は
め
」
と
ル
ビ
を
つ
け
て
、
ま
っ
た
く
動
詞
と
し
て
読
ん
で
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方
向
で
読
み
た
い
と
思
、

い
た
い
と
思
う
の
で
す
。

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
申
し
た
い
の
は
、
只
今
の
「
図
弁
」
の
「
弁
」
の
字
で
あ
り
ま
す
。
元
康
は
い
ま
申
し
ま
し
た
よ
う
に
弁
才
と
解

釈
し
て
お
り
ま
す
が
、
私
は
そ
れ
と
は
別
な
意
味
に
解
釈
し
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
肇
諭
の
一
つ
で
あ
り
ま
す
源
渠
無
名
論
を
見
ま
す
と
、

そ
の
中
に
「
殊
文
同
弁
」
（
「
肇
諭
研
究
」
蹄
頁
）
、
「
豈
日
無
弁
」
（
同
㈹
頁
）
と
い
う
よ
う
な
弁
の
字
の
用
例
が
あ
り
ま
す
。
「
殊
文
同
弁
」

と
い
う
の
は
、
文
句
は
違
っ
て
い
て
も
意
味
は
同
じ
こ
と
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
「
豈
日
無
弁
」
と
い
う
の
は
、
維
摩
経

の
入
不
二
法
門
品
に
あ
り
ま
す
名
高
い
維
摩
の
一
黙
の
故
事
を
い
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
維
摩
が
黙
っ
た
の
は
た
だ
何
も
理
由
が
な

く
て
黙
っ
た
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
ど
う
し
て
も
口
に
は
言
い
現
わ
せ
な
い
深
い
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
と
存

じ
ま
す
。
そ
う
す
る
と
こ
の
「
弁
」
の
字
は
、
つ
ま
り
意
味
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
慧
達
の
序
の
「
弁
」
の
字
も

お
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
何
を
は
か
り
き
わ
め
る
の
か
、
そ
の
目
的
語
が
あ
り
ま
せ
ぬ
た
め
に
、
慧
達
の
原
文
に
は
見
え
ま
せ

ぬ
「
佛
の
教
を
」
と
い
う
言
葉
を
補
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
元
康
の
疏
で
は
、
「
弁
」
を
弁
才
、
「
致
」
を
理
致
と
解
釈
し
て
、
こ

の
二
字
を
名
詞
と
し
て
読
ん
で
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
「
図
弁
」
の
「
図
」
の
字
に
は
「
図
度
」
～
「
格
致
」
の
「
格
」
の
字
に

は
「
格
量
」
と
い
う
訓
話
を
あ
た
え
て
お
り
ま
し
て
、
つ
ま
り
元
康
は
、
「
図
弁
格
致
」
の
四
字
を
、
「
弁
才
を
図
度
し
、
理
致
を
格
量

す
」
と
、
こ
う
読
ん
で
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
図
度
の
「
度
」
の
字
は
タ
ク
と
い
う
音
に
読
み
、
「
は
か
る
」
と
解
す
尋
へ
き
で
あ
り
ま
し

は
か

よ
う
。
格
量
の
「
格
」
が
量
る
で
あ
る
こ
と
は
申
す
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ぬ
。
そ
こ
で
「
図
弁
格
致
」
の
句
を
「
創
始
命
宗
」
の
句
に
対
す

る
も
の
と
し
て
考
え
ま
す
と
、
最
初
の
「
創
始
」
と
「
図
弁
」
と
が
ち
ょ
っ
と
対
せ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
知
り
ま
せ
ぬ
が
、
そ
れ

は
こ
の
慧
達
の
序
が
純
粋
な
駁
文
で
は
な
い
か
ら
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
位
の
こ
と
は
常
に
あ
り
が
ち
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
え

ば
こ
の
あ
と
に
出
ま
す
「
播
揚
宣
述
」
と
「
所
事
玄
虚
」
の
句
な
ど
は
、
あ
い
対
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
対
句
と
は
申
せ
ま
せ
ぬ
。
し

か
し
そ
れ
に
し
ま
し
て
も
、
文
章
の
構
造
の
上
か
ら
申
し
ま
す
と
、
や
は
り
対
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
な
る
べ
く
そ
う
い
う

方
向
で
読
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
た
し
ま
す
と
、
私
は
ど
う
も
「
肇
諭
研
究
」
の
読
み
方
よ
り
も
元
康
の
読
み
方
に
従

0，ノ
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そ
れ
と
同
じ
用
法
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
今
少
し
弁
と
い
う
字
の
当
時
の
用
例
を
調
令
へ
て
そ
れ
か
ら
帰
納
し
て
考
え

る
必
要
が
あ
る
と
存
じ
ま
す
が
、
私
と
し
て
は
目
下
の
と
こ
ろ
只
今
の
よ
う
に
解
釈
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
た
し
ま
す
と
、
要
す

る
に
「
図
弁
」
と
い
う
の
は
「
格
致
」
と
い
う
の
と
同
じ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
「
致
」
の
字
は
元
康
が
「
理
致
」
で
あ
る
と
申
し
て
お
り

ま
す
が
、
「
致
」
も
「
理
」
も
同
じ
く
そ
の
音
が
ｉ
で
終
っ
て
お
り
ま
し
て
＄
音
韻
学
で
い
う
畳
韻
の
文
字
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て

こ
の
二
字
は
同
じ
意
味
を
も
っ
て
お
り
ま
し
て
、
「
致
」
は
理
と
解
釈
し
て
よ
い
と
存
じ
ま
す
。
元
康
に
よ
り
ま
す
と
、
「
格
致
」
、
す
な

わ
ち
「
理
を
量
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
私
は
「
図
弁
」
も
「
弁
を
図
る
」
と
読
ん
で
、
そ
れ
と
同
じ
意
味
に
解
釈
す
る
の
で

あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
結
局
‐
慧
達
の
序
は
弥
天
大
徳
も
童
寿
桑
門
も
、
と
も
に
は
じ
め
て
一
宗
を
立
て
て
、
そ
れ
ぞ
れ
佛
教
の
道
理
を
自

分
の
考
え
で
も
っ
て
解
釈
し
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
と
存
じ
ま
す
。

こ
こ
で
私
の
ち
ょ
っ
と
不
審
に
思
い
ま
す
こ
と
は
「
肇
諭
研
究
」
の
こ
こ
の
訳
註
七
（
蛇
頁
）
に
、
大
学
の
「
致
知
在
格
物
」
の
句
を

引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
申
す
ま
で
も
な
く
大
学
に
あ
る
大
変
に
有
名
な
文
句
で
あ
り
ま
す
が
＄
こ
の
句
が
特
に
重

ん
ぜ
ら
れ
て
、
そ
れ
か
ら
「
格
致
」
と
い
う
よ
う
な
熟
語
が
つ
く
ら
れ
た
の
は
、
宋
の
時
代
に
な
り
ま
し
て
程
子
や
朱
子
が
出
て
か
ら
の

こ
と
と
存
じ
ま
す
。
慧
達
の
出
た
時
代
に
は
ま
だ
格
致
と
い
う
よ
う
な
熟
語
は
な
か
っ
た
筈
で
す
。
慧
達
の
当
時
、
大
学
は
礼
記
の
中
の

一
篇
と
し
て
読
ま
れ
て
い
た
だ
け
で
、
礼
記
の
解
釈
と
し
て
は
専
ら
鄭
玄
の
註
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
鄭
玄
は
「
格
」
の
字
を
朱

子
の
よ
う
に
は
解
釈
し
て
お
り
ま
せ
ぬ
。
元
康
の
疏
は
外
典
を
ず
い
ぶ
ん
沢
山
に
引
用
し
て
お
り
ま
す
が
↑
こ
の
と
こ
ろ
の
疏
に
大
学
を

引
用
し
て
お
り
ま
せ
ぬ
の
を
見
て
も
、
元
康
も
こ
の
句
が
大
学
か
ら
出
て
い
る
と
は
考
え
な
か
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
こ
こ
の
註
に
大
学

を
引
用
す
る
の
は
ど
う
も
私
に
は
不
審
に
思
わ
れ
る
の
で
す
。

一
つ
の
個
所
で
話
が
長
く
な
り
ま
し
た
が
、
も
う
少
し
言
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
只
今
の
と
こ
ろ
を
「
肇
論
研
究
」
の
訳
文
で
は
、

は
か
り
き
は
め
の
べ
ひ
ろ
め

「
図
弁
格
致
し
↑
播
揚
宣
述
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
」
と
し
、
こ
こ
で
文
章
を
屈
折
さ
せ
て
、
そ
の
あ
と
「
（
そ
れ
ら
は
）
玄
虚
（
を
究

め
る
こ
と
）
に
従
事
し
て
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
私
は
そ
う
い
う
屈
折
を
お
か
な
い
で
、
ま
つ
直
ぐ
に
読
み
た
い
の
で
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す
。
「
弥
天
大
徳
と
童
寿
桑
門
の
お
二
人
が
播
揚
宣
述
さ
れ
た
の
は
、
そ
れ
は
た
だ
玄
虚
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
」
。
私
は
こ
ん
な
ふ

う
に
読
み
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
前
に
申
し
ま
し
た
文
章
の
構
造
に
対
す
る
理
解
が
「
肇
諭
研
究
」
と
私
と
で
は
違
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
一
半
は
来
て
い
る
も
の
と
存
じ
ま
す
。
な
お
玄
虚
と
い
う
言
葉
で
あ
り
ま
す
が
‘
こ
れ
は
実
は
佛
教
の
言
葉
で
は
な
く
て
、
本
来
は

老
子
の
学
問
か
ら
来
て
い
る
言
葉
で
す
。
韓
非
子
の
解
老
篇
の
中
に
、
老
子
の
最
初
に
あ
り
ま
す
「
道
可
道
非
常
迫
。
名
可
名
非
常
名
。
云

云
」
と
い
う
一
節
を
解
釈
し
て
、
「
聖
人
観
其
玄
虚
・
用
其
周
行
。
云
女
」
と
申
し
て
居
り
ま
す
。
そ
の
玄
虚
で
す
。
「
肇
諭
研
究
」
に
は

「
玄
虚
」
と
い
う
言
葉
に
対
し
て
全
然
註
が
あ
り
ま
せ
ぬ
が
、
こ
れ
は
前
の
「
格
致
」
と
は
違
っ
て
註
し
て
い
た
だ
き
た
か
っ
た
と
思
い

ま
す
。
そ
れ
か
ら
ま
た
こ
れ
に
続
く
「
も
っ
ぱ
ら
聖
黙
の
根
本
に
な
ぞ
ら
え
た
も
の
で
あ
っ
た
」
と
い
う
訳
文
も
、
私
に
は
ど
う
も
も
う

ひ
と
つ
ぴ
っ
た
り
と
そ
の
意
味
を
理
解
し
か
ね
ま
す
が
、
こ
れ
は
後
廻
し
に
し
て
次
に
移
り
ま
す
。

円
降
乎
已
還
。
歴
代
古
今
。
凡
著
名
僧
伝
。
及
伝
所
不
載
者
。
釈
僧
叡
等
三
千
余
僧
。
清
信
檀
越
謝
霊
運
等
八
百
許
人
。
至
能
弁
正
方

言
。
節
文
階
級
。
善
斑
名
教
。
精
捜
義
理
。
揖
此
群
賢
語
之
所
統
。
有
美
若
人
。
超
語
兼
黙
。
標
本
則
句
句
深
達
佛
心
。
明
末
則
言

言
備
通
衆
教
。
諒
是
大
乗
誌
典
。
方
等
博
書
。

こ
れ
が
原
文
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
句
読
は
「
肇
諭
研
究
」
の
通
り
に
つ
け
て
お
い
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
私
は
「
揖
此
群
賢
語
之
所
統
」

と
い
う
句
は
、
こ
れ
を
二
句
に
分
ち
ま
し
て
、
「
揖
此
群
賢
。
語
之
所
統
・
」
と
読
ま
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
そ

れ
は
あ
と
で
申
述
、
へ
る
こ
と
と
し
ま
し
て
、
こ
の
訳
文
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

そ
れ
よ
り
以
後
、
歴
代
古
今
の
、
凡
そ
名
を
僧
伝
に
と
旦
め
て
ゐ
る
者
、
及
び
伝
が
載
せ
て
ゐ
な
い
者
（
の
中
）
に
は
、
釈
僧
叡
等

さ
ま
ざ
ま
な
】
」
と
ぱ

三
千
余
僧
や
、
信
仰
清
純
な
槽
越
含
。
§
島
〔
施
主
〕
で
あ
る
謝
霊
運
等
八
百
人
ば
か
り
が
あ
る
が
、
（
特
に
）
能
く
方
言
〔
方

俗
の
言
、
西
域
の
胡
語
を
指
す
〕
（
で
伝
へ
ら
れ
て
ゐ
る
教
）
を
正
し
く
理
解
し
、
（
そ
れ
人
、
の
教
の
）
階
級
次
第
を
妥
当
に
定

つ
ま
ぴ
ら
た
づ

め
、
善
く
名
教
を
藪
か
に
し
、
精
し
く
義
理
を
捜
ね
、
こ
れ
ら
群
賢
の
言
葉
の
帰
着
す
る
と
こ
ろ
を
折
衷
す
る
と
い
う
点
で
は

す
ぐ

（
こ
こ
に
僧
肇
と
い
ふ
）
｝
」
の
や
う
な
立
派
な
お
方
が
あ
る
。
（
こ
の
方
は
）
語
に
も
黙
に
も
超
れ
（
た
方
で
あ
っ
て
）
、
（
其
の
論
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I

る
の
で
あ
り
ま
す
ｃ

申
述
、
へ
る
こ
と
に
い

こ
れ
が
「
肇
諭
研
究
」
の
訳
文
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
訳
文
に
つ
い
て
は
私
は
実
は
非
常
に
違
っ
た
考
え
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

ど
う
ぞ
原
文
と
ご
対
照
願
っ
て
、
よ
く
訳
文
を
お
読
み
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

ま
ず
こ
の
訳
文
を
見
ま
す
と
、
「
…
…
謝
霊
運
等
八
百
人
ば
か
り
が
あ
る
が
、
（
特
に
）
能
く
方
言
を
正
し
く
理
解
し
、
階
級
次
第
を

つ
ま
び
ら

妥
当
に
定
め
、
善
く
名
教
を
譲
か
に
し
、
精
し
く
義
理
を
捜
ね
こ
れ
ら
群
賢
の
言
葉
の
帰
着
す
る
と
こ
ろ
を
折
衷
す
る
と
い
う
点
で

は
、
（
こ
こ
に
僧
肇
と
い
ふ
）
こ
の
よ
う
な
立
派
な
お
方
が
あ
る
。
」
と
あ
り
ま
し
て
、
原
文
の
「
弁
正
方
言
。
節
文
階
級
。
」
か
ら
「
批

此
群
賢
語
之
所
統
」
に
至
る
一
段
を
、
み
な
僧
肇
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
存
じ
ま
す
。
し
か
し
私
の
読

み
方
は
全
く
違
い
ま
す
。
こ
の
一
段
は
上
の
「
謝
霊
運
ら
八
百
人
」
を
承
け
て
、
そ
れ
ら
の
人
び
と
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
も
の
と
考
え

る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
い
ず
れ
後
程
詳
し
く
申
述
兼
へ
た
い
と
存
じ
ま
す
が
、
そ
れ
よ
り
も
ま
ず
こ
の
一
段
の
字
句
の
意
味
か
ら

と
い
う
構
造
に
な
る
か
と
存
じ
ま
す
が
、
最
初
に
問
題
と
な
る
の
は
「
弁
正
方
言
」
と
「
節
文
階
級
」
と
い
う
対
句
で
あ
り
ま
す
。
訳
文

で
は
「
方
言
」
の
二
字
に
「
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
ば
」
と
ル
ビ
を
つ
け
、
そ
の
下
に
「
西
域
の
胡
語
」
と
い
う
註
を
つ
け
て
お
ら
れ
ま
す
。

只
今
私
の
問
題
と
い
た
し
ま
し
た
一
段
を
文
法
的
に
解
剖
い
た
し
ま
す
と

討
一
ｌ
－
訓
》
誹
岬
繩

至
Ｉ
能
Ｉ

し
め

は
）
本
を
標
せ
ば
一
句
一
句
が
（
み
な
）
佛
の
み
心
に
深
く
達
し
て
を
り
、
末
を
明
か
に
す
れ
ば
一
言
一
言
が
（
み
な
）
多
く
の
教

つ
ぶ

ま
こ
と

に
怖
さ
に
通
じ
て
ゐ
て
、
諒
に
立
派
な
大
乗
日
目
ご
冒
沙
の
典
籍
で
あ
り
、
該
博
な
方
等
ぐ
菖
官
与
四
〔
諸
方
を
広
説
す
る
教
〕

の
著
書
で
あ
る

券
ト
ー
）
十
謀
手
９
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こ
れ
は
そ
れ
で
よ
ろ
し
い
と
存
じ
ま
す
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
経
典
が
イ
ン
ド
か
ら
中
央
ア
ジ
ア
を
経
て
シ
ナ
に
伝
わ
る
ま
で
に
、
西
域

各
地
の
方
言
に
よ
っ
て
ず
い
ぶ
ん
乱
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
テ
キ
ス
ト
の
乱
れ
た
「
方
言
を
弁
正
す
る
」
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ

が
訳
文
で
は
、
そ
の
下
に
原
文
に
は
あ
り
ま
せ
ぬ
「
…
…
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
教
」
と
い
う
言
葉
を
補
足
せ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
何
故
そ

ん
な
必
要
が
あ
っ
た
の
か
と
申
し
ま
す
と
、
そ
の
次
の
「
節
文
階
級
」
と
い
う
句
を
「
教
の
階
級
次
第
を
妥
当
に
定
め
」
と
解
釈
さ
れ
た

か
ら
で
あ
る
と
存
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
。
「
教
の
階
級
次
第
を
妥
当
に
定
め
」
と
申
し
ま
す
と
、
何
だ
か
天
台
大
師
が
五
時
八
教
と
い
う

教
相
判
釈
を
試
み
ら
れ
た
、
そ
れ
と
お
な
じ
よ
う
な
意
味
に
と
れ
ま
す
が
、
そ
れ
で
は
「
弁
正
方
言
」
の
対
に
は
な
ら
な
い
と
存
じ
ま
す
。

「
弁
正
方
言
」
が
純
粋
な
経
典
の
テ
キ
ス
ト
の
問
題
で
あ
り
ま
す
以
上
、
こ
れ
に
対
す
る
「
節
文
階
級
」
も
そ
の
方
向
で
解
釈
す
、
へ
き
で

あ
り
ま
す
。
も
っ
と
も
「
階
級
」
と
い
う
言
葉
は
三
論
玄
義
に
「
浅
き
よ
り
深
き
に
到
る
、
四
宗
の
階
級
」
（
大
正
蔵
蛎
・
１
ａ
）
な
ど
と

い
う
ふ
う
に
、
教
の
階
級
を
い
う
こ
と
に
も
用
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
お
経
の
文
句
の
段
落
と
か
区
切
と
か
い
う
こ
と
で
あ
る
と
思
い
ま

す
。
そ
れ
か
ら
「
節
文
」
と
い
う
の
は
、
孟
子
の
離
婁
篇
な
ど
に
も
見
え
る
言
葉
で
あ
り
ま
す
が
、
つ
ま
り
お
経
の
文
句
に
つ
い
て
、
そ

の
段
落
を
具
合
よ
く
調
節
し
て
体
裁
よ
く
直
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
な
ら
全
く
経
典
の
テ
キ
ス
ト
の
上
の
こ
と
で
、
前
の

「
弁
正
方
言
」
と
よ
く
対
す
る
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
か
。
そ
う
し
て
「
肇
諭
研
究
」
の
訳
文
の
よ
う
に
原
文
に
は
な
い
「
。
：
…
で
伝
へ
ら
れ

て
い
る
教
」
と
い
う
補
足
を
す
る
必
要
も
な
く
な
る
と
存
じ
ま
す
。
こ
れ
は
具
体
的
な
事
実
に
あ
て
は
め
て
考
え
て
み
ま
し
て
も
、
謝
霊

運
等
が
北
本
浬
藥
経
の
蕪
雑
な
と
こ
ろ
を
修
正
し
て
南
本
浬
梁
経
を
つ
く
っ
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
元
康
も
特

に
そ
の
一
例
と
し
て
、
浬
藥
経
に
も
と
「
手
把
脚
踏
。
得
到
彼
岸
・
」
と
あ
っ
た
の
を
謝
霊
運
が
「
運
手
動
足
。
減
流
而
度
・
」
と
改
め
た

と
申
し
て
お
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
の
慧
達
の
文
章
は
、
つ
ま
り
経
典
に
つ
い
て
、
能
く
方

言
の
乱
れ
た
の
を
正
し
、
段
落
を
適
当
に
定
め
、
善
く
名
教
を
票
ら
か
に
し
、
精
し
く
義
理
を
捜
ね
ら
れ
た
、
そ
の
よ
う
な
人
が
す
な
わ

ち
僧
叡
や
謝
霊
運
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
も
の
と
私
は
考
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
ま
た
問
題
に
な
る
の
が
只
今
の
句
を
承
け
て
い
る
「
揖
此
群
畳
語
之
所
統
」
と
い
う
句
で
あ
り
ま
す
。
私
は
前
に
も
ち
ょ
っ
と
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申
し
ま
し
た
通
り
、
こ
れ
は
「
揖
此
群
賢
。
語
之
所
統
・
」
と
二
句
に
分
け
て
読
む
の
で
あ
り
ま
す
。
大
体
六
朝
時
代
の
文
章
は
、
な
る

い
ふ

寺
へ
く
四
字
四
字
と
切
っ
て
読
む
の
が
原
則
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
私
は
「
こ
の
群
賢
に
揖
す
、
語
の
統
ぶ
る
と
こ
ろ
な
り
。
」
と
読
み
ま

す
。
「
揖
」
と
い
う
の
は
～
中
国
の
人
の
す
る
お
辞
儀
で
あ
り
ま
す
。
両
手
を
胸
の
前
で
組
合
せ
て
静
か
に
上
下
に
動
か
し
ま
す
。
そ
れ

が
揖
で
あ
り
ま
す
。
誰
に
揖
す
る
の
か
と
申
し
ま
す
と
、
「
群
賢
」
に
対
し
て
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
群
賢
」
と
い
う
の
は
、
前
に
あ
り

ま
す
僧
伝
に
名
の
見
え
て
い
る
者
、
見
え
て
い
な
い
者
㈲
そ
れ
ら
を
併
せ
て
州
叡
等
三
千
余
人
、
そ
れ
か
ら
清
信
の
檀
越
謝
霊
運
等
八
百

人
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
只
今
の
二
句
は
、
慧
達
自
ら
そ
れ
ら
の
群
賢
に
向
っ
て
お
辞
儀
を
す
る
と
い
う
の
で
あ
り
ま
し

て
、
佛
教
の
言
葉
で
い
え
ば
帰
敬
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
よ
う
。
そ
う
し
て
こ
れ
ら
の
群
賢
は
、
み
な
語
と
い
う
も
の
に
統
ぺ
ら

れ
て
い
る
、
つ
ま
り
語
と
い
う
も
の
を
中
心
と
な
さ
れ
た
方
が
た
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
こ
の
言
葉
は
、
ず
っ
と
前

に
あ
り
ま
し
た
「
擬
聖
黙
之
所
祖
」
の
句
に
遙
か
に
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
慧
達
は
佛
教
家
に
は
、
聖
黙
を
主
と
す
る
学
派
と
、

語
を
主
と
す
る
学
派
と
、
二
つ
の
学
派
が
あ
っ
た
と
考
え
、
聖
黙
を
主
と
す
る
の
が
弥
天
大
徳
と
童
寿
桑
門
、
語
を
主
と
す
る
の
が
僧
叡

や
謝
霊
連
等
の
群
賢
で
あ
る
と
；
こ
う
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
．
私
は
元
康
の
琉
に
よ
っ
て
知
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
思
益
梵

天
所
間
経
の
如
来
二
事
品
の
中
に
、
「
汝
等
此
丘
。
集
会
当
行
二
事
。
若
説
法
、
若
聖
黙
然
。
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
説
法
と
聖
黙
と
い
う

二
つ
に
分
け
る
の
と
同
じ
考
え
方
で
あ
ろ
う
か
と
存
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
前
に
後
廻
し
に
す
る
と
い
っ
て
保
留
し
て
お
き
ま
し

た
「
擬
聖
黙
之
所
祖
」
の
句
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
難
し
い
文
句
で
あ
り
ま
す
が
、
「
擬
」
と
い
う
字
は
、
「
な
ぞ
ら
え
る
」

「
擬
定
す
る
」
、
「
仮
に
き
め
る
」
、
と
い
う
よ
う
な
意
味
の
字
で
あ
り
ま
し
て
、
「
聖
黙
之
所
祖
」
、
す
な
わ
ち
聖
黙
と
い
う
こ
と
を
本
と
し

た
人
、
そ
う
い
う
人
と
仮
に
き
め
る
、
と
い
う
ふ
う
な
意
味
に
私
は
解
釈
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
一
句
で
も
っ
て
慧
達
は
、
弥
天
大

徳
と
童
寿
桑
門
の
こ
と
を
述
べ
た
一
段
を
結
び
、
そ
れ
が
聖
黙
派
で
あ
る
こ
と
を
明
か
に
し
、
そ
れ
に
対
し
て
今
度
は
「
語
之
所
統
」
の

一
句
で
も
っ
て
僧
叡
や
謝
霊
運
の
こ
と
を
述
べ
た
一
段
を
結
び
、
そ
れ
が
説
法
派
で
あ
る
こ
と
を
明
か
に
し
た
の
で
あ
り
ま
し
て
、
前
後

呼
応
、
実
に
整
然
と
し
た
文
章
で
あ
る
と
私
は
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
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自
古
自
今
。
著
文
著
筆
。
詳
汰
名
賢
所
作
諸
諭
。
或
六
七
宗
。
髪
延
十
二
。
竝
判
其
賊
否
。
弁
其
差
当
。
唯
此
憲
章
。
無
弊
斯
答
。

良
由
襟
情
淀
若
。
不
知
何
係
。
譽
彼
淵
海
。
数
越
九
流
。
挺
抜
清
虚
。
粛
然
物
外
。

の
一
段
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
も
問
題
は
な
い
の
で
特
に
訳
文
を
挙
げ
る
こ
と
は
い
た
し
ま
せ
ぬ
が
、
た
だ
一
つ
最
後
の
と
こ
ろ
の
「
轡
彼

淵
海
。
数
越
九
流
・
」
を
「
当
然
九
流
を
越
え
」
と
訳
し
、
ま
た
「
九
流
」
と
い
う
言
葉
の
出
典
と
し
て
註
弼
頁
）
に
漢
書
芸
文
志
を
引

き
、
「
こ
こ
で
は
佛
教
の
淵
海
に
対
し
て
世
俗
の
学
、
即
ち
儒
家
者
流
：
…
・
」
と
い
わ
れ
て
い
る
の
が
私
に
は
不
審
で
な
り
ま
せ
ぬ
。
こ

こ
の
慧
達
の
原
文
で
は
佛
教
と
儒
教
の
対
立
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
少
し
も
間
迦
に
な
っ
て
い
な
い
か
ら
で
す
。
こ
こ
は
肇
諭
が
支
法
詳

や
竺
法
汰
な
ど
の
論
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
非
常
に
優
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
、
そ
れ
は
僧
肇
の
心
が
海
の
よ
う
に
ひ
ろ

び
ろ
し
て
い
た
か
ら
だ
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
「
数
越
九
流
」
の
句
は
、
そ
の
海
の
ひ
ろ
び
ろ
し
て
い
る
こ
と
を
敷
術
し
た
だ

け
の
こ
と
で
、
「
数
」
と
い
う
の
は
元
康
の
疏
に
も
「
淵
海
広
博
。
越
九
流
之
数
．
」
と
申
し
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
名
詞
で
、
や
は
り

「
か
ず
」
の
意
味
か
と
存
じ
ま
す
。
「
九
流
」
の
「
九
」
は
数
の
極
限
を
表
わ
し
ま
す
が
、
海
は
更
に
そ
れ
以
上
だ
と
い
う
の
で
あ
り
ま

し
て
、
九
流
ど
こ
ろ
で
は
な
く
、
全
く
一
つ
の
無
限
大
の
拡
が
り
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
り
ま
し
よ
う
。
訳
文
で
は
「
数
」

さ
て
そ
こ
で
慧
達
は
は
じ
め
て
僧
肇
を
登
場
さ
せ
ま
す
。
「
有
美
若
人
。
超
語
兼
黙
」
の
二
句
が
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
「
有
美
若
人
」

は
、
「
美
な
る
か
く
の
ご
と
き
人
あ
り
」
と
読
み
ま
す
。
論
語
の
憲
問
篇
に
、
「
君
子
哉
若
人
。
尚
徳
哀
若
人
。
」
と
あ
り
ま
す
が
、
あ
の

「
若
人
」
と
心
得
て
よ
ろ
し
い
と
存
じ
ま
す
。
そ
れ
は
そ
れ
で
よ
ろ
し
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
下
の
「
超
語
兼
黙
」
の
句
を
、
「
肇

諭
研
究
」
で
は
「
語
と
黙
と
に
す
ぐ
れ
」
と
読
ま
れ
て
い
る
よ
う
で
、
「
超
」
の
字
に
「
す
ぐ
れ
」
と
ル
ビ
が
つ
い
て
お
り
ま
す
。
し
か

し
私
は
こ
の
字
を
「
こ
え
る
」
と
読
み
ま
し
て
、
つ
ま
り
語
の
派
と
黙
の
派
と
を
超
え
、
も
う
一
つ
高
次
の
立
場
に
立
つ
と
い
う
意
味
に

と
る
の
で
す
。
ア
ウ
フ
ヘ
ー
ゞ
ヘ
ン
の
意
味
で
あ
り
ま
す
。
慧
達
が
肇
法
師
を
そ
こ
ま
で
賛
め
た
の
は
、
こ
れ
が
肇
諭
の
序
で
あ
る
か
ら
で

あ
ろ
う
と
存
じ
ま
す
。
こ
の
あ
と
の
と
こ
ろ
は
、
「
肇
諭
研
究
」
の
訳
文
と
違
っ
た
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。

そ
の
次
は
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の
字
を
「
当
然
」
と
副
詞
に
読
ま
れ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
「
数
」
の
字
の
用
法
を
私
は
存
じ
ま
せ
ぬ
。

こ
の
あ
と
「
知
公
者
希
。
帰
公
採
什
・
」
の
「
什
」
の
字
を
羅
什
の
こ
と
に
読
ん
で
お
ら
れ
る
の
も
私
に
は
も
う
一
つ
納
得
で
き
ま
せ

ぬ
が
、
「
世
諺
成
云
。
肇
之
所
作
。
故
是
誠
実
真
諦
。
地
諭
通
宗
。
荘
老
所
資
猛
浪
之
説
・
」
と
い
う
と
こ
ろ
も
、
最
後
の
一
句
は
「
荘
老

所
資
。
猛
浪
之
説
・
」
と
二
句
に
切
っ
て
読
む
。
へ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
の
訳
文
を
見
ま
す
と
、
「
荘
子
・
老
子
が
用
ひ
た
所

と
り
と
め
の
な
い

（
と
同
一
）
の
猛
浪
の
説
で
あ
る
。
」
と
あ
り
ま
す
が
、
私
は
「
荘
老
所
資
」
と
切
り
ま
し
て
、
僧
肇
の
説
は
荘
老
か
ら
取
っ
て
き
た
も

の
で
、
猛
浪
の
説
で
あ
る
、
と
世
の
中
で
は
悪
口
を
い
っ
て
い
る
、
と
い
う
意
味
に
解
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
「
資
」
の
字
の
主
絡
を
訳

文
で
は
荘
老
と
せ
ら
れ
て
お
り
ま
す
の
に
対
し
て
、
私
は
僧
肇
と
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
「
資
」
の
字
を
「
取
っ
て
き
た
」
と

い
う
意
味
に
解
釈
い
た
し
ま
す
。
そ
の
結
果
と
し
て
僧
肇
の
説
は
↑
つ
ま
り
猛
浪
の
説
に
過
ぎ
な
い
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
と

存
じ
ま
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
こ
う
解
釈
い
た
し
ま
す
と
、
前
の
「
帰
公
採
什
」
の
四
字
を
、
訳
文
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
「
（
肇

諭
は
）
公
が
羅
什
か
ら
採
っ
た
の
だ
。
」
と
は
ど
う
も
読
め
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
肇
論
の
悪
口
を
い
う
人
は
＄
一
方
で
は
羅
什
か
ら
採

っ
た
と
い
い
、
一
方
で
は
荘
老
か
ら
採
っ
た
と
い
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
、
私
に
は
何
や
ら
少
し
筋
道
が
通
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
て

そ
れ
か
ら
そ
の
次
に
参
り
ま
し
て

夫
神
道
不
形
。
心
敏
難
絵
。
既
文
拘
而
義
遠
。
故
衆
端
之
所
論
。
肇
之
ト
意
。
豈
徒
然
哉
。

と
い
う
原
文
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
訳
文
を
見
ま
す
と

い
っ
た
い
霊
妙
な
佛
道
は
形
象
を
超
越
し
て
を
り
、
（
僧
肇
の
や
う
な
）
聡
明
な
人
で
も
描
き
が
た
い
（
も
の
で
あ
る
）
。
（
そ
の
上
）

文
字
は
（
元
来
）
制
約
の
あ
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
而
も
表
現
し
よ
う
と
し
た
意
味
は
深
遠
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
（
と
う
て
い

充
分
に
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
は
な
く
）
＄
世
人
か
ら
い
る
ノ
ー
と
識
り
を
招
い
た
と
こ
ろ
の
、
僧
肇
の
は
か
ら
ひ
も
、

ど
う
し
て
理
由
の
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

っ
た
と
い
い
、

な
、
／
ま
せ
ぬ
。
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故
衆
端
之
所
論

の
二
句
は
、
厳
密
な
意
味
の
対
句
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
が
、
六
朝
時
代
の
文
章
の
構
成
法
か
ら
申
し
ま
す
と
、
こ
の
二
句
で
も
っ
て
一
つ
の

意
味
を
完
成
し
て
い
る
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ぬ
。
と
こ
ろ
が
訳
文
で
は
ど
う
も
「
故
衆
端
之
所
論
」
の
句
を
あ
と
の
「
肇
之
卜

意
」
に
ひ
っ
か
け
て
読
ん
で
お
ら
れ
る
よ
う
に
存
じ
ま
す
。
そ
こ
が
私
と
違
う
の
で
あ
り
ま
す
。
い
っ
た
い
こ
の
「
衆
端
」
と
い
う
言
葉

で
あ
り
ま
す
が
、
元
康
の
疏
で
は
「
荘
老
衆
端
之
言
」
と
解
釈
し
て
お
り
ま
す
。
そ
う
し
て
元
康
は
こ
こ
の
意
味
を
、
「
文
一
天
限
局
ア

リ
、
理
致
〈
弘
遠
ナ
リ
。
荘
老
衆
端
ノ
言
ヲ
仮
ラ
ザ
レ
ゞ
〈
、
玄
理
ヲ
宣
暢
ス
ル
｝
一
由
ナ
キ
ナ
リ
・
」
と
申
し
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
文

字
に
は
そ
の
表
現
し
得
る
意
味
に
制
約
が
あ
り
、
し
か
も
こ
こ
に
表
現
し
よ
う
と
す
る
意
味
は
極
め
て
深
遠
で
あ
る
。
老
荘
な
ど
の
い
ろ

ん
な
言
葉
を
か
り
て
き
て
説
明
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
佛
教
思
想
の
奥
深
い
と
こ
ろ
な
ど
と
て
も
文
字
で
は
表
わ
せ
な
い
。
そ
こ
で
已
む

な
く
壁
法
師
は
人
に
わ
か
ら
せ
る
た
め
に
、
老
荘
の
言
葉
な
ど
を
方
便
と
し
て
借
り
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
す
。
こ
の
方

便
と
し
て
借
り
用
い
る
こ
と
が
、
．
す
な
わ
ち
「
説
」
の
字
の
意
味
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
句
が
は
っ
き
り
と
切
れ
ま
す
。
こ
れ
は
前
段

に
あ
り
ま
し
た
「
荘
老
所
資
。
猛
浪
之
説
・
」
と
い
う
批
評
に
対
す
る
弁
護
で
あ
り
ま
す
。
じ
っ
さ
い
肇
諭
の
中
に
は
老
荘
の
言
葉
が
沢

山
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
肇
論
の
説
な
ん
か
猛
浪
の
説
で
あ
る
と
の
批
評
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
慧
達
は
そ
れ
に
対

し
て
、
そ
れ
は
菫
法
師
の
深
い
思
慮
あ
っ
て
の
こ
と
で
、
わ
ざ
わ
ざ
そ
う
さ
れ
た
の
だ
と
い
っ
て
い
る
の
で
す
。
つ
ま
り
肇
法
師
が
格
義

で
あ
る
と
い
わ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
弁
護
弁
解
で
あ
る
と
存
じ
ま
す
。
訳
文
で
は
「
世
人
か
ら
い
ろ
い
ろ
と
誰
り
を
招
い
た
と
こ
ろ
の
、

僧
肇
の
は
か
ら
ひ
も
」
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
「
誰
」
の
字
を
誰
り
の
意
味
に
と
ら
れ
て
い
る
の
も
、
私
の
解
し
か
ね
る
と
こ
ろ
で
ぁ

と
あ
り
ま
す
。
こ
の
訳
文
で
、
「
夫
神
道
不
形
。
心
敏
難
絵
・
」
ま
で
は
、
こ
れ
で
結
構
に
存
じ
ま
す
が
、
私
は
そ
の
あ
と
少
し
異
っ
た
読

み
方
を
す
る
の
で
す
。
こ
の
原
文
を
よ
く
ご
覧
下
さ
い
・

既
文
拘
而
義
遠

刑
ソ
志
生
寺
り
Ｃ
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達
留
迎
講
津
二
十
余
年
。
頗
逢
重
席
。
末
胡
斯
諭
。
珊
寄
一
序
。
託
幣
在
中
。
同
我
賢
余
。
諸
侯
来
哲
。

の
一
段
で
あ
り
ま
す
。
例
に
よ
っ
て
「
肇
諭
研
究
」
の
訳
文
を
見
て
み
ま
す
と

い
つ
づ
け

私
は
講
席
に
留
連
す
る
こ
と
二
十
余
年
、
ず
い
ぶ
ん
権
威
あ
る
人
の
講
義
も
聞
い
た
の
で
あ
る
が
、
近
頃
に
な
っ
て
斯
の
す
ぐ
れ
た

論
〔
肇
諭
〕
を
観
る
こ
と
が
で
き
た
。
（
そ
こ
で
）
い
さ
さ
か
一
序
を
寄
せ
て
～
（
私
の
）
悟
り
得
た
と
こ
ろ
を
托
す
る
次
第
で
あ

る
。
私
の
同
輩
達
や
（
ま
た
）
私
よ
り
す
ぐ
れ
た
方
女
よ
、
（
私
）
は
将
来
の
明
哲
（
の
御
批
判
）
を
待
ち
た
い
と
思
ふ
。

と
あ
り
ま
す
。
最
初
の
「
達
留
連
講
席
二
十
余
年
」
か
ら
「
託
悟
其
中
」
ま
で
は
、
こ
れ
で
一
応
通
ず
る
よ
う
で
、
元
康
も
こ
の
訳
文
の

通
り
に
解
釈
し
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
↑
私
は
こ
れ
と
は
違
っ
た
読
み
方
を
し
ま
す
。
つ
ま
り
文
中
の
「
末
」
と
い
う
字
が
問
迦
で
あ
り

ま
し
て
、
元
康
が
「
末
〈
末
後
ナ
リ
」
と
い
う
意
味
に
解
釈
し
て
い
る
た
め
に
、
右
の
訳
文
に
「
近
頃
に
な
っ
て
」
と
い
う
訳
が
出
て
来

た
の
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
い
ず
れ
も
「
末
」
を
「
す
え
」
と
読
ん
で
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
「
末
後
」
と
い
う
言
葉
は
確
か
に
当
時
の

俗
語
で
あ
り
ま
し
て
、
朏
摩
羅
什
が
慧
遠
に
当
て
て
書
い
た
手
紙
に
「
末
後
東
方
当
有
護
法
菩
薩
」
（
慧
遠
研
究
辿
文
備
兜
頁
）
な
ど
と
あ

は
じ
め
て

り
ま
す
よ
う
に
よ
く
使
わ
れ
る
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
元
康
も
そ
の
よ
う
に
解
し
て
「
末
後
方
見
此
論
耳
」
と
註
釈
し
て
い
る
の
で
す
。
し

か
し
「
末
」
と
い
う
字
を
一
宇
で
す
ぐ
に
「
末
後
」
の
意
味
に
用
い
る
例
は
漢
書
の
后
妃
伝
に
見
え
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ぬ
が
（
詞
詮

巻
一
）
、
し
か
し
、
こ
こ
の
文
章
を
素
直
に
読
ん
で
み
ま
し
て
、
「
二
十
余
年
、
ず
い
ぶ
ん
権
威
の
あ
る
人
の
講
義
も
聞
い
た
の
で
あ
る

が
、
近
頃
に
な
っ
て
斯
の
す
ぐ
れ
た
論
を
観
る
こ
と
が
で
き
た
。
」
と
い
う
の
で
は
、
文
章
と
し
て
何
だ
が
迫
力
が
あ
り
ま
せ
ぬ
。
そ
れ

に
ま
た
理
屈
に
合
わ
な
い
点
も
出
て
来
る
の
で
す
。
慧
達
は
先
程
の
と
こ
ろ
に
「
達
狼
生
天
幸
。
逢
此
正
音
。
折
躍
弗
已
。
饗
謙
無
疲
。

毎
至
披
尋
。
不
勝
手
舞
・
」
と
ま
で
い
っ
て
、
肇
論
に
対
す
る
讃
仰
の
意
を
強
く
述
べ
て
お
る
の
で
す
か
ら
㈲
こ
の
論
を
ず
っ
と
以
前
か

ら
読
ん
で
い
た
も
の
と
存
じ
ま
す
。
ま
た
世
間
で
も
こ
の
論
の
こ
と
を
「
成
実
の
真
諦
」
だ
と
か
「
地
諭
の
通
宗
」
だ
と
か
、
或
い
は

「
荘
老
に
資
す
る
所
」
な
ど
と
い
っ
て
い
て
既
に
問
題
に
な
っ
て
い
た
の
で
す
か
ら
、
「
近
頃
に
な
っ
て
観
る
こ
と
が
で
き
た
」
と
い
う

そ
れ
か
ら
更
に
進
み
ま
し
て
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の
で
は
ど
う
も
理
屈
に
合
わ
な
い
こ
と
に
な
る
と
思
う
の
で
す
。
そ
し
て
こ
の
不
合
理
は
「
末
」
の
字
を
「
末
後
」
の
意
味
に
解
釈
し
、

「
近
頃
に
」
と
い
う
よ
う
に
理
解
し
た
た
め
に
起
っ
た
も
の
と
存
じ
ま
す
。
い
っ
た
い
「
末
」
の
字
は
論
語
の
子
牢
篇
に
、
「
雌
欲
従
之

末
由
也
已
」
（
こ
れ
に
従
わ
ん
と
欲
す
る
と
雌
も
由
る
末
き
の
み
）
。
と
か
、
「
吾
末
如
之
何
也
已
突
」
（
吾
れ
之
を
如
何
と
も
す
る
末
き

の
み
）
。
と
あ
り
ま
し
て
、
注
に
「
末
〈
無
ナ
リ
」
と
い
っ
て
お
り
ま
す
よ
う
に
「
無
」
と
か
「
蔑
」
と
同
義
で
あ
り
ま
す
。
清
朝
の
訓

話
学
者
の
王
引
之
な
ど
は
、
「
未
」
の
字
と
同
義
だ
と
も
申
し
て
お
り
ま
す
（
経
伝
釈
詞
巻
十
）
。
今
の
場
合
も
そ
の
よ
う
に
読
み
ま
す
と

何
も
問
題
は
な
い
筈
で
あ
り
ま
す
。
「
私
は
二
十
年
来
、
講
席
に
列
な
っ
て
い
て
、
権
威
の
あ
る
方
友
の
講
義
を
色
女
と
恥
い
て
き
た
け

れ
ど
も
、
ど
な
た
も
こ
の
論
を
お
取
上
げ
に
な
っ
た
方
と
て
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
私
は
こ
こ
に
一
序
を
書
い
て
、
自
分
の
意
見
を
述
、
へ

よ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
意
味
に
な
り
ま
し
よ
う
。
更
に
申
し
ま
す
と
、
「
こ
の
論
は
今
ま
で
に
当
然
講
義
さ
れ
て
然
る
、
へ
き
で

あ
っ
た
。
に
も
拘
ら
ず
偉
い
先
生
方
で
こ
の
書
の
優
れ
た
価
値
を
認
め
て
講
義
さ
れ
よ
う
と
し
た
方
は
一
人
も
な
か
っ
た
。
私
は
そ
れ
を

慨
い
て
今
こ
の
一
序
を
敢
え
て
起
草
し
、
私
見
を
申
し
述
べ
る
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
程
の
意
味
に
な
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
の
こ
と

は
、
先
程
の
と
こ
ろ
で
、
「
知
公
者
希
」
と
云
っ
て
い
る
慧
達
自
身
の
言
葉
と
照
応
す
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
慧
達
と
し
て
は
乃
公
こ
そ

は
こ
れ
を
知
っ
て
い
る
者
な
の
だ
と
大
見
得
を
切
っ
て
い
る
も
の
と
存
じ
ま
す
。
‐

続
い
て
「
同
我
賢
余
、
諸
侯
来
哲
」
と
い
う
一
節
で
す
が
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
の
訳
文
は
「
私
の
同
輩
や
（
ま
た
）
私
よ
り
す
ぐ
れ
た
方

次
よ
、
（
私
は
）
将
来
の
明
哲
（
の
御
批
判
）
を
待
ち
た
い
と
思
ふ
・
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
読
み
方
に
は
私
は
賛
成
い
た
し
兼
ね
ま

す
。
こ
の
訳
に
は
御
苦
心
の
跡
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
結
果
と
し
て
は
ど
う
も
当
を
得
て
い
な
い
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ

る
の
で
す
。
右
の
訳
文
か
ら
い
た
し
ま
す
と
、
慧
達
は
彼
の
同
輩
や
彼
よ
り
す
ぐ
れ
た
人
次
を
前
に
し
て
呼
び
か
け
て
い
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
が
、
そ
の
呼
び
か
け
て
言
い
出
す
言
葉
が
「
私
は
将
来
の
明
哲
の
御
批
判
を
待
ち
た
い
」
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
温
で
は

前
に
居
る
同
輩
や
す
ぐ
れ
た
人
女
に
対
し
て
、
結
局
、
「
あ
な
た
方
は
ど
う
せ
わ
か
り
っ
こ
な
い
の
だ
か
ら
」
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し

て
言
っ
て
い
る
も
の
と
解
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ぬ
。
こ
の
よ
う
な
失
礼
な
言
い
方
が
あ
る
も
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
ん
な
筈
は
な
い
と
思
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う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
も
元
康
の
疏
を
よ
く
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
の
で
す
。
「
同
我
賢
余
」
と
い
う
の
は
、
「
同
於
我
者
。
賢

於
余
者
。
」
と
、
元
康
は
解
釈
し
て
お
り
ま
す
。
「
同
於
我
者
」
と
は
、
自
分
の
意
見
に
同
調
、
つ
ま
り
賛
成
し
て
く
れ
る
者
と
い
う
意

味
で
す
。
ま
た
「
賢
於
我
者
」
と
は
、
自
分
よ
り
賢
い
人
と
い
う
意
味
で
、
つ
ま
り
自
分
の
意
見
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
る
者
の
こ
と
を

腕
曲
に
い
っ
た
も
の
と
思
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
の
文
意
は
、
「
私
は
こ
こ
に
一
序
を
寄
せ
て
私
な
り
の
意
見
を
申
し
述
等
へ
る
の
で

あ
る
が
、
私
の
意
見
に
賛
成
し
て
下
さ
る
方
も
反
対
さ
れ
る
方
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
私
は
い
ず
れ
と
も
、
そ
う
い
う
明
哲
の
士
の
出
る

の
を
将
来
に
待
ち
た
い
と
思
う
。
」
と
い
う
こ
と
と
存
じ
ま
す
。
決
し
て
呼
び
か
け
て
言
っ
て
い
る
言
葉
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

次
に
、
こ
れ
は
私
な
ど
佛
教
の
専
門
家
で
な
い
者
が
言
う
叢
へ
き
筋
合
の
も
の
で
は
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
「
夫
大
分
深
義
。
恢
号

本
無
・
」
と
い
う
文
で
す
。
そ
の
「
大
分
深
義
」
を
訳
文
に
は
「
根
本
の
深
義
」
と
し
て
あ
る
だ
け
で
何
も
説
明
が
加
え
あ
れ
て
お
り
ま

せ
ぬ
。
し
か
し
こ
れ
は
十
二
門
諭
に
あ
る
言
葉
で
、
三
諭
玄
義
（
大
正
蔵
妬
・
哩
乱
）
な
ど
に
も
こ
の
言
葉
を
引
い
て
色
女
論
じ
て
お
り
ま

す
し
、
元
康
の
疏
に
も
そ
の
こ
と
を
特
に
指
摘
し
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
な
ら
ば
、
「
大
分
」
を
単
に
「
根
本
」
と
い
う
言
葉
に
置
き
換

え
る
だ
け
で
は
な
し
に
、
も
う
少
し
親
切
に
十
二
門
論
の
原
文
の
意
味
を
註
に
掲
げ
て
説
明
し
て
い
た
だ
く
寺
へ
き
で
は
な
か
っ
た
か
と
素

人
の
私
な
ど
に
は
残
念
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
で
い
よ
い
よ
序
文
の
最
後
の
と
こ
ろ
に
参
り
ま
す
が
、
次
の
一
段
に
ま
た
少
し
く
問
題
が
あ
る
よ
う
に
存
じ
ま
す
。

余
謂
、
此
説
周
円
。
零
佛
淵
海
。
浩
博
無
涯
。
窮
法
体
相
。
雅
復
言
約
而
義
豊
。
文
華
而
理
詣
。
語
勢
連
環
。
意
実
孤
誕
。
敢
是
絶

妙
好
辞
。
莫
不
娼
蕊
洪
諭
。
所
以
童
寿
歎
言
。
解
空
第
一
・
肇
公
其
人
。
斯
言
有
由
突
。
彰
在
翰
賊
。

余
謂
、
此
説
周
円

妙
好
辞
。
莫
不
蝿

こ
の
訳
文
を
見
ま
す
と

私
が
思
ふ
の
に
、
こ
の
説
は
周
到
無
欠
で
、
佛
の
広
く
深
い
教
を
説
き
尽
し
、
無
限
に
ひ
ろ
く
て
、
諸
法
の
実
相
を
見
窮
め
て
い
る

（
そ
の
）
表
現
は
簡
約
で
あ
り
な
が
ら
内
容
は
豊
富
で
あ
り
、
文
章
は
美
し
く
あ
り
な
が
ら
論
理
は
透
徹
し
、
語
勢
は
つ
ら
な
り
あ

っ
て
（
間
隙
が
な
く
）
＄
意
味
は
ま
こ
と
に
た
ぐ
ひ
な
く
大
き
い
。
敢
て
絶
妙
の
好
文
辞
と
い
ふ
、
へ
く
、
こ
の
大
文
章
〔
肇
論
〕
に
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尽
く
さ
れ
て
ゐ
な
い
も
の
は
な
い
。
（
以
下
省
略
）

と
あ
り
ま
す
。
大
体
は
こ
れ
で
結
構
な
の
で
あ
り
ま
す
が
、
私
が
問
題
が
あ
る
と
申
し
ま
す
の
は
、
「
敢
て
絶
妙
の
好
文
辞
と
い
ふ
、
へ
く

こ
の
大
文
章
〔
肇
諭
〕
に
尽
く
さ
れ
て
ゐ
な
い
も
の
は
な
い
。
」
と
い
う
個
所
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
訳
文
に
よ
り
ま
す
と
、
こ
れ
は
絶
妙

の
、
大
変
す
ぐ
れ
た
文
章
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
に
は
至
れ
り
尽
く
せ
り
何
で
も
書
い
て
あ
る
、
と
い
う
意
味
に
原
文
が
解
釈
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
文
章
が
立
派
だ
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
そ
の
直
ぐ
前
の
と
こ
ろ
に
充
分
す
ぎ
る
ほ
ど
繰
返
し
て
述
識
へ
て

い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
「
碓
復
言
約
而
義
豊
、
文
華
而
班
詣
」
と
い
う
ば
か
り
か
、
更
に
「
語
勢
連
環
、
意
実
孤
誕
」
と
も
い
っ
て
い

る
の
で
す
か
ら
、
そ
の
上
に
ま
た
こ
こ
で
「
絶
妙
好
辞
」
と
い
っ
て
文
章
を
賞
め
た
た
え
る
の
で
は
少
し
芸
が
な
さ
す
ぎ
る
よ
う
に
思
い

ま
す
。
実
は
こ
の
「
絶
妙
好
辞
」
と
い
う
句
に
つ
い
て
は
世
説
新
語
の
捷
悟
篇
に
有
名
な
故
事
が
載
っ
て
お
り
ま
す
。

魏
武
嘗
過
曹
峨
碑
下
。
楊
修
従
。
碑
背
上
腿
作
黄
絹
幼
婦
外
孫
鑿
臼
八
字
。
魏
武
間
修
解
否
。
答
日
解
。
魏
武
日
。
卿
未
可
言
。
待

我
思
之
。
行
三
十
里
。
魏
武
日
。
吾
己
得
。
令
修
別
記
所
知
。
修
日
。
黄
絹
色
絲
也
。
干
字
絶
。
幼
婦
少
女
也
。
干
字
妙
。
外
孫
女

子
也
。
干
字
為
好
。
華
日
受
辛
也
。
干
字
為
辞
。
所
謂
絶
妙
好
辞
也
。
魏
武
之
記
与
修
同
。
歎
日
。
我
才
不
及
卿
。
乃
覚
三
十
里
。

と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
り
ま
す
。
魏
の
武
帝
が
楊
修
と
い
う
人
を
従
え
て
曹
峨
の
脾
の
下
を
通
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
碑
の
裏
側
に
「
黄
絹

幼
婦
外
孫
鑿
臼
」
と
い
う
八
字
が
書
い
て
あ
っ
た
。
は
じ
め
武
帝
に
は
何
の
こ
と
が
書
い
て
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
楊
修
に
は

意
味
が
わ
か
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
楊
修
に
答
を
い
う
の
を
待
っ
て
も
ら
い
、
そ
の
ま
ま
三
十
里
ば
か
り
行
っ
た
と
こ
ろ
で
や
っ
と
武
帝
に

も
わ
か
っ
た
。
二
人
の
理
解
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
紙
に
書
い
て
見
せ
合
っ
た
と
こ
ろ
両
者
は
一
致
し
た
の
で
、
武
帝
は
自
分
の
才
能
が
楊

修
に
及
ば
ざ
る
こ
と
三
十
里
で
あ
る
と
い
っ
て
楊
修
を
称
賛
し
た
。
以
上
が
そ
の
話
の
概
要
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
そ
の
「
黄
絹
幼
婦

．
い
る
い
と

外
孫
菫
臼
」
の
八
字
で
す
が
、
黄
絹
と
は
色
絲
の
こ
と
で
、
こ
れ
を
字
に
す
る
と
「
糸
」
と
「
色
」
で
「
絶
」
に
な
り
ま
す
。
同
様
に
幼

む
す
め

婦
は
少
女
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
字
に
す
る
と
「
妙
」
、
外
孫
は
女
の
子
で
す
か
ら
「
好
」
、
鑿
臼
の
鑿
は
辛
い
調
味
料
の
よ
う
な
も

の
、
臼
は
そ
れ
を
摺
り
潰
す
橘
鉢
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
臼
は
い
つ
も
「
辛
い
も
の
」
ば
か
り
を
「
受
け
る
」
わ
け
で
す
か
ら
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「
辞
」
と
い
う
字
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
は
「
辞
」
に
通
ず
る
字
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
「
黄
絹
幼
婦
云
友
」
と
い
う
八
字
は
「
絶
妙
好

辞
」
と
い
う
言
葉
の
謎
で
あ
り
ま
す
。
元
康
の
疏
に
は
世
説
新
語
よ
り
も
も
う
少
し
詳
し
い
話
が
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
要
す
る
に
趣
旨

は
同
じ
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
こ
こ
に
慧
達
が
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
「
絶
妙
好
辞
」
と
い
う
特
に
来
歴
の
あ
る
宇
川
を
用
い
ま
し
た
の
は
、

ど
う
い
う
こ
と
か
と
申
し
ま
す
と
、
「
む
か
し
黄
絹
幼
婦
外
孫
鑿
臼
の
八
字
を
絶
妙
好
辞
と
巧
く
解
読
し
た
と
い
う
話
が
あ
る
が
、
こ
の

洪
論
、
す
な
わ
ち
肇
論
も
、
そ
の
よ
う
に
意
味
深
長
な
こ
と
を
、
明
快
に
説
き
尽
く
し
て
い
る
。
」
と
い
う
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
の

意
味
深
長
な
こ
と
と
は
、
前
に
あ
り
ま
し
た
「
玄
虚
」
と
か
「
黙
」
と
か
も
そ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
よ
り
も
次
に
出
て
く
る
「
空
」

と
い
う
こ
と
を
指
し
て
い
る
も
の
と
存
じ
ま
す
。
元
康
の
疏
に
も
「
今
謂
絶
妙
好
辞
鳩
尽
此
諭
之
中
也
・
」
と
あ
り
ま
す
。
即
ち
「
絶
妙

好
辞
」
が
こ
の
肇
論
の
中
に
す
つ
く
り
つ
く
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
こ
の
場
合
「
絶
妙
好
辞
」
と
い
う
の
は
、

そ
の
文
字
通
り
の
意
味
に
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
平
た
く
い
え
ば
む
つ
か
し
い
謎
と
い
う
意
味
に
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

そ
れ
で
こ
そ
羅
什
が
僧
肇
を
解
空
の
第
一
と
ほ
め
た
と
い
う
の
に
よ
く
続
く
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
か
。
お
分
り
い
た
だ
け
ま
し
た
で
し
ょ
う

か
。
こ
こ
ら
が
漢
文
を
解
釈
す
る
大
変
に
雌
か
し
い
所
か
と
存
じ
ま
す
。
そ
れ
か
ら
「
敢
是
」
と
い
う
言
葉
で
す
が
、
こ
れ
は
日
本
語
の

「
あ
え
て
」
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
「
も
ち
ろ
ん
」
と
か
「
当
然
」
と
か
の
意
味
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
後
世
の
俗
語
に

も
「
敢
是
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
「
准
是
」
と
か
「
定
是
」
と
か
の
意
味
に
解
釈
さ
れ
て
い
ま
す
（
詩
詞
曲
睡
釈
卵
頁
）
が
、

そ
の
ほ
う
に
近
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
た
だ
後
世
の
俗
語
で
は
、
「
き
っ
と
」
と
か
「
必
ず
」
と
い
う
意
味
で
＄
推
量
の
言
葉
と

し
て
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
は
断
定
の
言
葉
と
存
じ
ま
す
。
六
朝
時
代
の
語
法
を
知
る
上
に
お
も
し
ろ
い
資
料
で
す
。
と
も
か
く

私
は
こ
こ
の
文
章
を
そ
ん
な
ふ
う
に
読
み
ま
す
。
「
肇
諭
研
究
」
の
読
み
方
と
は
ま
っ
た
く
違
っ
て
お
り
ま
す
。

以
上
、
長
女
と
お
話
い
た
し
ま
し
て
ま
こ
と
に
恐
縮
に
存
じ
ま
す
が
、
こ
れ
で
終
る
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。

（
本
稿
は
昭
和
四
十
三
年
十
月
、
大
谷
大
学
に
お
け
る
研
究
会
で
発
表
さ
れ
た
も
の
の
筆
録
で
あ
る
）

)2




