
清
沢
満
之
に
対
す
る
二
つ
の
疑
問

一
 

今
年
は
清
沢
満
之
の
生
誕
百
年
と
い
う
記
念
す
べ
き
年
を
迎
え 

た
の
で
あ
る
。
先
生
は
文
久
三
年(

一
八
六
三)

六
月
二
十
六
日
、名 

古
屋
市
東
区
黒
門
町
に
尾
張
藩
士
徳
永
永
則
氏
の
長
男
と
し
て
生 

れ
ら
れ
、
明
治
三
十
六
年(

一
九
〇
三)

六
月
六
日
、
愛
知
県
碧
南 

市
大
浜
町
西
方
寺
で
な
く
な
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
生
涯
は
僅 

か
に
四
十
一
年
の
短
生
涯
で
あ
り
、
か
の
三
十
七
・
ハ
年
の
日
露 

戦
争
も
経
る
こ
と
な
し
に
こ
の
世
を
去
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し 

て
そ
の
後
の
日
本
は
明
治
・
大

正

・
昭
和
と
驚
く
べ
き
時
代
の
大 

変
貌
を
遂
げ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
思
う
に
先
生
の
滅
後
三
十
年 

五
十
年
、
更
に
六
十
年
と
そ
の
年
月
の
距
て
が
大
き
く
な
れ
ば
ま 

た
そ
れ
だ
け
に
、

い
よ
い
よ
明
治
に
お
け
る
先
生
の
精
神
的
遺
業 

の
偉
大
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
、
日
本
に
お
け
る
近
代
仏
教

松 

原 

祐 

善 

の
形
成
史
上
に
革
新
的
な
教
学
を
掲
げ
て
、
仏
教
の
真
面
目
を
発 

揮
さ
れ
た
そ
の
独
自
の
事
業
が
、
社
会
環
境
の
大
い
な
る
転
変
に 

も
関
わ
ら
ず
、
年
月
の
距
て
に
伴
っ
て
そ
の
光
を
増
し
、
永
く
日 

本
仏
教
の
将
来
に
甚
大
な
る
影
響
と
指
導
を
与
え
る
も
の
で
あ
る 

こ
と
が
思
わ
れ
る
。

先
生
の
滅
後
六
十
年
を
経
た
今
日
、
先
生
の
縁
り
の
深
い
東
京 

や
京
都
・
名
古
屋
の
三
大
都
市
は
勿
論
の
こ
と
、
地
方
の
各
地
に 

も
さ
さ
や
か
で
は
あ
る
が
先
生
の
生
誕
百
年
を
記
念
す
る
種
々
の 

行
事
が
催
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
所
以
は
、
恐
ら
く
は
現 

代
に
お
け
る
人
間
喪
失
の
苦
悩
を
救
う
道
を
先
生
に
仰
が
ん
と
す 

る
も
の
の
如
く
で
あ
る
。
先
生
の
生
涯
は
四
十
一
年
の
短
生
涯
で 

あ
っ
た
が
、
そ
の
多
方
面
に
わ
た
る
活
動
を
通
し
て
人
生
に
お
け 

る
究
極
の
問
題
は
宗
教
的
信
念
の
確
立
で
あ
り
、
ま
ず
魂
の
革
命 

の
外
に
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
自
ら
の
生
涯
を
自
己
の
信
念
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の
確
立
と
い
う
事
業
、
人
間
の
生
存
に
と
っ
て
な
く
て
な
ら
な
い 

唯
一
の
こ
の
課
題
に
捧
げ
つ
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば 

先
生
の
四
十
一
年
の
生
涯
は
、
如
来
を
信
ず
る
宗
教
的
信
念
の
確 

立
、
現
在
安
住
の
一
念
の
信
心
を
獲
得
す
る
、
そ
の
た
め
の
悪
戦 

苦
闘
の
生
涯
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
そ
こ
に
こ
そ
先
生
の
短
生 

涯
が
あ
ら
ゆ
る
時
代
の
変
遷
を
超
え
て
永
遠
な
る
精
神
的
意
義
を 

荷
う
て
い
る
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
が
先
生
の
生
誕
百
年
を
記
念
す
る
今
日
的
意
義
は
、
 

明
治
の
近
代
精
神
の
形
成
史
上
に
仏
教
の
真
面
目
を
開
顕
し
て
絶 

対
他
力
の
信
念
を
確
立
さ
れ
て
ゆ
か
れ
た
先
生
の
指
導
に
よ
り
て 

七
百
年
以
前
の
親
鸞
聖
人
の
御
教
が
現
代
の
わ
れ
わ
れ
の
身
近
に 

仰
ぐ
こ
と
が
出
来
た
こ
と
に
あ
る
。
ま
こ
と
に
先
生
は
こ
の
宗
教 

的
信
念
の
獲
得
こ
そ
人
間
生
存
の
第
一
義
諦
で
あ
り
、
生
活
そ
の 

こ
と
の
目
的
意
義
で
あ
り
、
而
し
て
こ
の
信
念
の
よ
ろ
こ
び
に
ま 

さ
る
こ
の
世
の
慰
安
は
な
い
こ
と
を
告
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。 

今
日
先
生
の
遺
さ
れ
た
文
献
は
ハ
巻
の
全
集
と
し
て
わ
れ
わ
れ 

に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
や
や
と
も
す
れ
ば
そ
の
文
章 

は
現
代
の
青
年
に
は
古
典
的
で
遠
い
印
象
を
も
た
れ
る
か
も
し
れ 

な
い
が
、
そ
こ
は
信
仰
の
書
で
あ
っ
て
、
生
き
た
宗
教
的
信
念
は 

つ
ね
に
生
気
潑
刺
た
る
清
新
の
霊
気
が
横
溢
し
て
い
る
も
の
で
あ 

る
。
少
く
と
も
先
生
は
宗
教
は
理
論
に
あ
ら
ず
し
て
実
験
で
あ
る

と
、
生
命
の
実
験
で
あ
る
こ
と
を
終
始
強
調
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

先
生
の
文
章
は
美
文
で
は
な
い
が
、
ど
こ
ま
で
も
人
生
に
於
け 

る
実
験
の
表
明
で
あ
っ
て
、
装
飾
の
な
い
、
簡
潔
に
し
て
何
ら
の 

虚
構
の
な
い
と
こ
ろ
が
親
切
で
あ
る
。
た
だ
読
者
自
ら
が
、
人
生 

に
於
け
る
苦
難
に
衝
き
当
り
、
例
え
ば
貧
困
や
疾
病
、
事
業
の
失 

敗
や
別
離
、
誹
謗
や
攬
斥
、
さ
ら
に
死
生
の
巌
頭
に
立
た
し
め
ら 

れ
る
と
き
、
先
生
の
文
字
は
生
け
る
血
涙
の
実
験
の
文
字
で
あ
る 

こ
と
が
知
ら
れ
、
生
き
る
こ
と
の
大
い
な
る
自
信
力
を
与
え
て
く 

れ
る
。
か
つ
て
門
弟
の
曉
鳥
敏
氏
が
先
生
の
人
と
そ
の
文
を
語
っ 

て

「
先
生
の
最
も
好
ま
れ
し
文
字
を
求
む
れ
ば
、
そ
れ
誠
の
一
字 

か
、
而
し
て
先
生
の
歴
史
は
こ
の
誠
の
一
字
を
以
て
貫
か
れ
た
り 

と
い
う
も
愚
か
な
ら
ん
か
。
哲
学
者
然
た
る
東
京
大
学
時
代
の
先 

生
、
道
学
者
然
た
る
京
都
中
学
校
長
時
代
の
先
生
、
人
道
者
然
た 

る
須
磨
養
病
時
代
の
先
生
、
政
治
家
然
た
る
大
谷
派
改
革
運
動
時 

代
の
先
生
、
晚
年
東
京
に
お
け
る
宗
教
家
然
た
る
先
生
、
殆
ん
ど 

別
人
の
如
く
多
方
面
に
活
動
し
給
い
し
と
雖
も
、
終
始
，一
貫
名
の 

為
め
に
あ
ら
ず
、
利
の
為
に
あ
ら
ず
、
誠
を
以
て
道
の
為
に
尽
さ 

れ
し
は
先
生
を
知
る
者
の
誰
し
も
拒
む
能
わ
ざ
る
事
実
な
り
。
故 

に
先
生
の
語
巧
み
に
あ
ら
ざ
れ
ど
も
至
誠
こ
れ
に
こ
も
る
故
に
聴 

く
者
先
生
に
よ
り
て
安
慰
の
天
地
を
得
、
先
生
の
文
達
せ
り
と
い
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う
べ
か
ら
ざ
る
も
至
誠
こ
れ
に
満
つ
る
が
故
に
読
む
者
自
然
に
動 

か
さ
れ
て
如
来
の
大
道
に
帰
す
る
な
り
」

〔V
1
7

 5
8
9
)  

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
先
生
は
そ
の
生
涯
を
誠
の
一
字
を
以
て
貫 

か
れ
た
の
で
あ
り
、
ま
こ
と
が
先
生
の
生
命
で
あ
っ
た
の
で
あ 

る
。
そ
の
ま
こ
と
は
天
地
の
ま
こ
と
で
あ
り
、
真
理
で
あ
り
、
や 

が
て
死
と
生
を
一
貫
す
る
如
来
の
御
ま
こ
と
で
あ
り
、
真
実
そ
の 

も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
離
れ
て
は
先
生
の
宗
教
的
信
そ
の
も
の 

も
あ
り
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
ま
こ
と
を
離
れ
て
は
天
地 

も
崩
れ
、

こ
の
大
信
海
に
帰
入
し
て
は
じ
め
て
こ
の
現
実
に
生
き 

る
こ
と
も
、
死
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

二

東
京
帝
国
大
学
在
学
中
よ
り
先
生
と
最
も
深
い
親
交
の
あ
っ
た 

沢
柳
政
太
郎
氏
は
、
先
生
の
死
に
逢
う
て
先
生
の
短
生
涯
を
回
顧 

し
て
、
二
つ
の
疑
問
を
提
供
さ
れ
て
い
る
。

「
清
沢
君
と
私
と
は
明
治
十
八
年
か
ら
の
知
己
で
あ
る
。
清
沢 

氏
は
も
と
御
承
知
の
如
く
徳
永
と
申
し
て
大
学
予
備
門
へ
は
中
途 

か
ら
入
学
せ
ら
れ
た
人
で
あ
る
。
中
途
か
ら
入
学
す
る
こ
と
は
非 

常
に
六
ヶ
敷
き
こ
と
で
あ
る
が
、

い
ま
氏
が
中
途
で
入
学
し
た
と 

い
う
こ
と
だ
け
で
も
、
初
か
ら
非
凡
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

丁
度
そ
の
級
は
大
学
で
は
非
常
な
秀
才
ば
か
り
い
た
級
で
、
即

ち
文
部
省
総
務
長
官
の
岡
田
良
平
君
、
法
制
局
長
の
一
木
喜
徳
郎 

君
、
三
井
銀
行
総
理
事
の
早
川
千
吉
郎
君
、
衆
議
院
書
記
官
長
の 

林
田
亀
太
郎
君
、
朝
鮮
国
公
使
の
林
権
助
君
、
清
国
公
使
の
内
田 

康
哉
君
、
卒
業
ま
で
は
居
ら
れ
な
か
っ
た
が
暹
羅
国
公
使
の
稲
垣 

満
次
郎
君
等
の
級
で
あ
る
。
然
る
に
氏
が
常
に
そ
の
首
席
を
占
め 

て
い
た
の
は
如
何
に
そ
の
非
凡
の
才
を
有
し
て
い
た
か
が
察
せ
ら 

れ
る
。
若
し
学
者
と
し
て
進
ま
れ
た
ら
非
常
な
大
学
者
と
な
り
、
 

実
業
家
或
は
政
治
家
と
な
ら
れ
た
ら
、
氏
は
必
ず
天
下
に
知
ら
る 

る
の
人
に
な
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
う
し
て
清
沢
氏
は
学
問
ば
か
り
で
な
く
、
非
常
に
意
志
の
強 

固
な
人
で
あ
っ
て
、
議
論
に
は
若
い
時
か
ら
屈
せ
ぬ
所
の
人
で
あ 

っ
た
。
為
そ
う
と
思
う
こ
と
は
必
ず
な
す
人
で
あ
っ
た
。
殊
に
私 

欲
に
う
ち
勝
ち
、
修
養
に
は
早
く
よ
り
心
が
け
て
居
ら
れ
た
。
オ 

気
す
ぐ
れ
て
居
る
も
の
は
実
行
に
欠
く
も
の
で
あ
る
が
、
氏
は
オ 

気
す
ぐ
れ
て
し
か
も
実
行
家
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
学
業
に
す
ぐ 

れ
、
意
志
強
固
で
、
然
も
同
情
に
た
け
て
居
ら
れ
た
こ
と
は
誰
で 

も
清
沢
氏
と
交
っ
た
人
は
御
承
知
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
な
お
一
つ 

私
が
最
も
敬
服
し
て
い
た
の
は
、
か
く
の
如
き
性
質
の
人
に
し
て 

寛
容
の
美
徳
を
兼
ね
備
え
て
居
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
自
分
に
は 

非
常
に
鋭
利
で
あ
っ
て
、
然
も
他
人
の
欠
点
を
と
が
め
ぬ
人
で
あ 

っ
た
。
私
は
生
れ
つ
き
傲
慢
不
遜
で
多
く
の
人
を
あ
ま
り
感
服
せ
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ぬ
方
で
あ
る
が
、
独
り
清
沢
君
の
み
は
心
窃
か
に
服
し
て
居
た
。 

私
は
清
沢
君
の
死
に
よ
り
て
単
に
わ
が
感
服
し
て
い
た
と
こ
ろ
の 

友
を
失
う
た
こ
と
を
悼
む
ば
か
り
で
な
く
、
深
く
宗
教
界
の
た
め 

に
之
を
惜
し
む
も
の
で
あ
る
。

私
は
こ
こ
に
一
つ
の
疑
問
を
持
っ
て
い
る
。
清
沢
君
は
さ
き
に 

申
し
た
如
く
非
凡
の
人
で
あ
る
。

こ
の
故
に
若
し
物
質
的
成
功
や 

名
利
等
に
就
い
て
は
、
若
し
自
分
が
求
む
る
な
ら
ば
充
分
予
想
の 

出
来
た
人
で
あ
る
の
に
、
全
然
そ
れ
を
す
て
て
、
身
を
僧
界
に
投 

ぜ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
日
宗
教
家
の
家
に
生
れ
て
、
 

自
身
ま
た
宗
教
に
携
わ
る
べ
き
因
縁
関
係
あ
る
人
で
も
、
多
く
名 

利
の
為
に
俗
化
し
て
し
ま
う
世
の
中
に
、
身
俗
家
に
生
れ
な
が
ら 

奮
然
身
を
宗
教
界
に
投
じ
た
る
は
、
実
に
大
な
る
教
訓
で
あ
る
。 

も
う
一
つ
は
君
の
如
き
意
志
の
強
固
を
以
て
し
て
、
な
お
自
力 

に
よ
ら
ず
し
て
他
力
の
信
心
を
得
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
若
し
自 

力
の
宗
旨
が
成
り
立
つ
も
の
と
す
れ
ば
、
即
ち
君
の
如
き
人
に
よ 

っ
て
初
め
て
成
立
つ
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
他
力
に
よ
っ
て
安
心
せ 

ら
れ
た
の
は
、

こ
れ
実
に
人
類
の
弱
き
こ
と
を
示
し
た
る
も
の
に 

あ
ら
ざ
る
か
。
先
日
葬
儀
の
節
、
同

氏

の

『
当
用
日
記
』
中
に
、
 

「
名
利
の
念
な
ほ
時
と
し
て
起
る
」
と
記
し
て
あ
る
の
を
見
た
。 

名
利
の
念
は
清
き
こ
と
清
沢
氏
の
如
き
人
に
し
て
な
お
か
く
の
如 

き
で
あ
る
。
実
に
名
利
の
絶
ち
難
く
、
人
類
の
弱
い
こ
と
が
知
ら

さ
れ
る
。
之
を
要
す
る
に
清
沢
氏
の
一
生
は
実
に
研
究
す
べ
き
ー 

生
で
あ
る
。
あ
あ
清
沢
氏
は
逝
い
た
。
然
し
清
沢
氏
は
永
久
の
説 

法
を
な
し
つ
つ
あ
る
」(

3
7
5
9
6
)

と
述
べ
て
い
る
。

い
ま
沢
柳
氏
の
第
一
の
疑
問
に
対
し
て
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る 

が
、
先
生
が
明
治
二
十
年(

一
八
ハ
七)

と
い
え
ば
二
十
五
才
の 

と
き
、
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
哲
学
科
を
卒
業
し
、
さ
ら
に
大
学 

院
に
入
学
し
、
か
た
わ
ら
第
一
高
等
学
校(

蠶

麴

畦
)

及
び
井 

上
円
了
氏
の
哲
学
館(

現
在
東
洋
大
学)

に
講
師
と
し
て
通
わ
れ
、
 

郷
里
名
古
屋
よ
り
両
親
を
迎
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ 

の
翌
年
、
二
十
一
年
七
月
、
東
本
願
寺
で
は
先
生
を
東
京
よ
り
召 

し
て
京
都
尋
常
中
学
校
長
に
任
ぜ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。
以
後
先 

生
の
生
涯
は
沢
柳
氏
の
言
う
如
く
、
身
を
僧
界
に
投
じ
、
宗
門
教 

育
に
専
念
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
決
意
と
い
う 

か
、

こ
の
決
断
は
当
時
の
先
生
に
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
と
想
像 

さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
近
親
の
人
見
忠
次
郎
氏
に
先
生
は 

こ
う
語
っ
て
い
る
。

「
人
は
恩
義
を
思
わ
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
所
謂
四
恩
を
説
く
人
は 

多
き
も
、
其
の
有
難
味
を
解
し
、

こ
れ
を
報
せ
ん
こ
と
を
思
う
も 

の
は
必
ず
し
も
多
か
ら
ず
、
人
に
し
て
他
よ
り
受
け
た
る
恩
を
解 

せ
ず
、
之
を
解
す
る
も
其
の
之
に
報
い
ん
こ
と
に
思
ひ
到
ら
ざ
る
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も
の
は
人
の
人
た
る
所
以
に
あ
ら
ず
、
予
は
国
家
の
恩
、
父
母
の 

恩
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
身
は
俗
家
に
生
れ
、
縁
あ
り
て
真
宗
の 

寺
門
に
入
り
、
本
山
の
教
育
を
受
け
て
今
日
に
至
れ
る
も
の
。

こ 

の
点
に
お
い
て
予
は
篤
く
本
山
の
恩
を
思
い
之
れ
が
報
恩
の
道
を 

尽
さ
ざ
る
べ
か
ら
ず
」(

I
し

シ6
0
9
)  

と
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
先
生
の
恩
義
を
憶
う
念
の
強
い
こ
と
で
あ
る
。
あ
ま
り 

に
も
義
理
が
た
い
と
い
う
か
、
義
を
重
ん
じ
て
全
く
打
算
の
な
い 

私
欲
を
離
れ
た
る
先
生
の
人
と
な
り
を
思
わ
し
め
ら
れ
る
。
恩
義 

を
お
も
う
こ
と
を
以
て
単
に
封
建
道
徳
と
評
価
し
去
る
こ
と
は
出 

来
な
い
。
そ
こ
に
明
治
の
若
い
、
健
康
な
精
神
が
あ
る
と
も
い
え 

る
。
朝
に
道
を
き
い
て
夕
べ
に
死
す
と
も
可
な
り
で
あ
る
。
ま
た 

そ
の
義
理
固
い
と
こ
ろ
に
貧
し
き
な
が
ら
も
武
士
道
の
家
に
生
れ 

た
と
い
う
こ
と
も
思
い
あ
わ
す
こ
と
も
出
来
よ
う
か
。
と
も
か
く 

も
春
秋
に
富
め
る
二
十
六
歳
の
先
生
を
、
勉
学
の
た
め
に
は
最
も 

愛
さ
れ
た
東
都
を
し
て
放
棄
せ
し
め
た
も
の
は
、
唯
だ
報
恩
の
ー 

念
で
あ
っ
た
こ
と
が
思
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
そ
の
後 

の
先
生
の
活
動
舞
台
は
生
涯
大
谷
派
本
願
寺
と
い
う
一
宗
門
の
中 

に
限
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
つ
い
て
友
人
の
稲
葉
昌
丸
氏
は

「
な
ぜ
先
生
が
大
谷
派
の
よ
う
な
小
さ
な
舞
台
に
心
を
か
け
ら

れ
た
の
か
。
之
は
問
題
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
先
生
が
終
始
一
派
の 

上
に
心
を
か
け
ら
れ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
私

は

思

っ

て

い 

る
。
先
生
の
な
さ
れ
た
舞
台
は
狭
い
と
い
う
か
も
知
れ
ぬ
が
、
先 

生
の
な
さ
れ
方
は
非
常
に
大
き
か
っ
た
。
自
分
は
こ
れ
は
吾
々
後 

輩
の
常
に
学
ぶ
べ
き
こ
と
だ
と
信
じ
て
居
る
。
先
生
の
な
さ
れ
方 

が
常
に
大
き
か
っ
た
。
云
い
か
え
れ
ば
先
生
は
終
始
至
誠
を
以
て 

事
を
な
さ
れ
た
。
精
神
主
義
か
ら
い
え
ば
常
に
如
来
を
後
に
ひ
か 

え
て
事
を
な
さ
れ
た
。
何
事
も
自
分
と
い
う
私
心
を
交
え
ら
れ
な 

か
っ
た
。
そ
れ
故
に
其
の
な
さ
れ
方
が
大
き
い
」(

昌
ら-5

6
3

) 

と
語
っ
て
い
る
。
ま
こ
と
に
先
生
に
は
こ
の
大
谷
派
と
い
う
一
宗 

門
の
歴
史
に
自
分
の
生
命
を
賭
し
て
悔
い
な
い
と
こ
ろ
の
深
重
な 

る
課
題
を
見
て
お
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

明
治
二
十
九
年(

一
八
九
六)

十
一
月
、
か
の
病
身
を
挺
し
て
大 

谷
派
の
宗
門
革
新
運
動
に
奮
い
起
た
れ
、
京
都
白
河
の
地
に
籠
り 

『
教
界
時
言
』
を
刊
行
し
て
ニ
ケ
年
に
わ
た
り
宗
門
の
当
局
者
と 

戦
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
ま
ず
そ
の
創
刊
号
の
巻
頭
言
の
な
か
に 

「
蓋
し
我
が
大
谷
派
は
我
が
邦
現
代
に
於
け
る
主
要
な
る
一
勢 

力
に
し
て
、
其
の
興
廃
消
長
は
之
を
国
家
社
会
の
利
害
よ
り
す
る 

も
、
之
を
派
内
本
末
の
得
喪
よ
り
す
る
も
、
余
輩
の
雲
煙
過
眼
視 

す
る
能
わ
ざ
る
所
な
り
。
況
ん
や
大
谷
派
本
願
寺
は
余
輩
の
拠
っ 

て
以
て
自
己
の
安
心
を
求
め
、
拠
っ
て
以
て
同
胞
の
安
心
を
求
め
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拠
っ
て
以
て
世
界
人
類
の
安
心
を
求
め
ん
と
期
す
る
所
の
源
泉
な 

る
に
於
い
て
を
や
云
・
」(

ヨ1
，178) 

と
い
う
言
葉
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
先
生
の
大
谷
派
宗
門
に 

対
す
る
期
待
は
一
に
自
己
の
安
心
を
求
め
、
併
せ
て
日
本
の
同
胞 

の
安
心
を
求
め
、
さ
ら
に
世
界
人
類
の
安
心
を
求
め
ん
と
す
る
所 

の
源
泉
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
言
葉
の
一
端
に
、
先
生 

は
こ
の
一
宗
門
の
た
め
に
そ
の
生
涯
を
燃
焼
し
尽
さ
れ
て
ゆ
か
れ 

た 
そ
の 
所
以
の
も
の
を
よ
く
う
か
が
う
こ
と
が
出
来
る
と
思
う
。

三

次
に
沢
柳
氏
の
提
出
さ
れ
た
第
二
の
疑
問
の
こ
と
で
あ
る
が
、
 

清
沢
先
生
は
明
治
二
十
三
年(

一
八
九
〇)

七
月
、
京
都
尋
常
中
学 

の
校
長
職
を
稲
葉
昌
丸
氏
に
譲
り
、
そ
の
前
後
か
ら
頭
を
円
め
、
 

鬚
を
除
き
、
洋
服
を
綿
服
に
あ
ら
た
め
、
麻
衣
を
着
け
て
学
校
へ 

通
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
明
治
二
十
三
年
と
い
え
ば 

先
生
二
十
八
歳
の
と
き
で
あ
る
が
、

こ
れ
よ
り
年
々
に
き
び
し
い 

禁
慾
生
活
を
徹
底
し
て
ゆ
か
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
の
決
意 

に
つ
い
て
、
同
郷
の
小
川
空
恵
氏
に
対
し
て
語
ら
れ
た
言
葉
が
小 

川
氏
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

「
氏
(

清
沢
先
生)

余
に
謂
う
て
日
く
、
真
宗
の
僧
風
は
次
第
に 

衰
頹
せ
り
。
さ
れ
ば
早
晩
中
学
校
長
を
辞
し
、
自
ら
墨
の
衣
、
墨

の
袈
裟
、
綿
服
を
着
、
木
履
を
穿
ち
、
各
地
を
行
脚
し
、
宗
門
の 

真
義
を
発
揮
し
て
宗
風
の
拡
張
を
謀
ら
ん
と
欲
す
と
。
余
日
く
、
 

両
親
日
々
老
境
に
迫
れ
り
、
之
を
養
む
が
た
め
猶
三
四
年
、
其
の 

儘
職
に
在
り
て
は
如
何
と
。
氏
日
く
、
人
生
朝
露
の
如
し
、
今
日 

あ
る
を
知
り
て
明
日
あ
る
を
知
ら
ず
、
何
ぞ
三
四
年
を
待
た
ん
。 

不
日
余
は
実
行
す
べ
し
と
。
而
し
て
此
言
つ
い
に
空
し
か
ら
ず
し 

て
幾
ば
く
も
な
く
実
行
せ
ら
れ
ぬ
」(

貝1
#
6
8
7
)

 

と
記
さ
れ
て
い
る
。
翌
二
十
四
年
十
月
三
日
に
先
生
の
母
上
が
死 

去
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
後
は
一
段
と
節
制
禁
慾
の
生
活 

が
き
び
し
さ
を
増
し
、
自

ら

111

5-1111111111305

2.131・  

の
標
語
を 

造
語
し
て
、
人
間
に
お
け
る
衣
食
の
限
界
を
身
を
以
て
究
め
ん
と 

さ
え
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

人
見
忠
次
郎
氏
の
言
葉
に
よ
る
と

「
師
(

淸
沢
先
生)

は
毎
度
実
験
は
面
白
き
事
で
あ
る
。
実
験
に 

よ
り
て
証
明
せ
ら
る
る
事
ほ
ど
確
実
で
、
且
つ
人
に
納
得
さ
せ
易 

き
も
の
は
な
い
と
い
わ
れ
た
。
種
々
の
事
を
実
験
さ
れ
た
ら
し 

い
。
自
分
に
寄
せ
ら
れ
た
る
書
簡
の
中
に
此
頃
は
某
事
に
つ
き
て 

実
験
中
な
り
云
々
と
い
う
事
が
時
々
あ
り
た
り
。
師
が
曾
て
一
枚 

歯
の
木
履
を
穿
ち
、
墨
染
の
衣
を
着
し
て
、
暁
夙
く
本
山
に
参
詣 

せ
ら
れ
た
る
も
、
肉
食
を
廃
し
て
日
を
送
ら
れ
た
る
も
、
み
な
実 

験
上
聖
道
諸
宗
の
高
僧
の
行
状
を
研
究
せ
ら
れ
た
る
も
の
な
る
事
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は
い
う
ま
で
も
な
し
」(

1し
!
\
7

〇5)

と
語
ら
れ
て
、
先
生
の
禁
慾
生
活
の
発
願
が
ど
こ
に
あ
っ
た
か
を 

物
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
三
者
よ
り
す
れ
ば
先
生
の
行
動 

は
と
き
に
あ
ま
り
に
も
極
端
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が' 

そ
こ
に 

は
そ
れ
ま
で
に
深
い
熟
慮
が
あ
り
、
や
む
に
や
ま
れ
ざ
る
も
の
が 

あ
る
の
で
あ
っ
て
、
し
か
も
一
度
思
い
起
て
ば
そ
の
道
に
徹
底
せ 

ず
ば
や
ま
ぬ
と
い
う
の
が
先
生
の
気
性
な
の
で
あ
る
。
後
の
日
に 

当
時
を
反
省
し
て
自
力
傲
慢
の
頂
上
に
あ
っ
た
と
告
白
さ
れ
懺
悔 

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
修
道
は
明
治
二
十
七
年
一
月
、
 

結
核
と
い
う
不
治
の
病
魔
に
襲
わ
れ
、
遂
に
挫
折
せ
ざ
る
を
得
な 

か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
苦
行
時
代
の
先
生
は
自
ら
骸
骨
と
号
せ 

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

こ
の
骸
骨
と
い
う
に
二
つ
の
意
味
が 

あ
る
よ
う
で
あ
る
〇

先
生
の
最
初
の
著
述
が
こ
の
時
代
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
「
宗 

教
哲
学
骸
骨
」
と
題
せ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
書
は
当
時
英
訳
さ
れ 

て
シ
カ
ゴ
の
万
国
宗
教
博
覧
会
に
展
示
さ
れ
て
好
評
を
博
し
た
と 

伝
え
ら
れ
る
が
、
し
か
し
先
生
は
後
の
日
に
宗
教
に
対
し
知
識
的 

に
一
応
の
理
論
体
系
を
要
求
す
る
こ
と
は
、
若
き
日
に
は
や
む
を 

得
な
い
と
し
て
も
甚
だ
危
険
で
あ
る
と
語
り
、

こ
の
著
述
に
対
し 

て
も
決
し
て
重
き
を
お
か
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、

一
面
先 

生
の
宗
教
的
廻
心
の
前
提
と
も
な
り
、
生
涯
の
思
想
信
仰
の
根
底

と
も
な
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
骸
骨 

の
題
号
は
恐
ら
く
は
皮
を
は
ぎ
肉
を
去
り
、
も
の
が
ら
の
骨
格
を 

つ
か
み
と
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
 

も
の
の
骨
髄
を
し
っ
か
と
把
む
と
い
う
そ
の
直
覚
的
な
先
生
の
学 

問
方
法
が
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
皮
や
肉
の
こ
と
は
他
者
に
ま
か 

せ
て
ま
ず
自
分
は
、
そ
の
骨
を
握
る
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
に
相 

違
な
い
。
次
に
骸
骨
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
肉
も
落
ち
た
骨
ば
か 

り
に
な
っ
た
死
骸
を
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
骸
骨
に
な
る 

と
い
う
こ
と
は
、
死
者
と
な
っ
て
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

か
く
し
て
当
時
の
禁
慾
の
修
道
は
自
ら
骸
骨
と
な
っ
て
、
死
人 

と
な
っ
て
、
ま
さ
に
死
を
賭
し
て
の
霊
的
奮
闘
で
あ
っ
た
と
い
え 

る
。
骸
骨
の
号
に
、
そ
の
こ
と
の
覚
悟
の
ほ
ど
が
知
れ
る
の
で
あ 

る
。
先
生
の
書
簡
に
は
、
と
き
に
白
骨
迷
人
と
署
名
さ
れ
て
も
あ 

る
。
無
論
、
面
白
き
実
験
と
い
わ
れ
て
も
単
な
る
中
途
半
端
な
試 

験
的
な
も
の
で
は
な
い
の
で
、
最
も
思
い
つ
く
さ
れ
た
死
人
と
な 

っ
て
の
実
験
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
が
面
白
き
と
い
わ
れ
る
の
で
あ 

る
。
不
治
の
結
核
で
あ
る
と
の
医
師
の
診
断
を
き
か
さ
れ
た
と
き 

も
先
生
は
左
程
驚
く
色
も
な
か
っ
た
し
、
特
別
に
転
地
療
養
を
す 

る
と
い
う
こ
と
も
欲
せ
ら
れ
な
か
っ
た
。
実
は
友
人
達
が
須
磨
の 

海
岸
に
む
り
に
お
く
っ
た
の
で
あ
る
が
、
無
論
そ
の
こ
と
を
友
人 

に
は
此
上
な
く
感
謝
を
さ
れ
て
は
い
る
が
、
先
生
の
本
心
は
固
く
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そ
れ
を
拒
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
上
は
死
骸
に
言
葉
は
な
い
と 

い
う
て
、
遂
に
友
人
の
す
す
め
に
ま
か
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ 

る
。か

く
し
て
こ
の
結
核
の
療
養
を
事
縁
と
し
て
、
先
生
の
生
涯
は 

前
半
生
と
後
半
生
と
が
大
き
く
劃
せ
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
し 

て
そ
の
心
境
の
上
に
飛
躍
的
な
大
回
転
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ 

る
。

四

明
治
三
十
五
年(

一
九
〇
二)

の

『
当
用
日
記
』

の
巻
末
に
先
生 

は
自
分
の
後
半
生
を
回
顧
し
、
併
せ
て
自
己
の
信
念
の
確
立
の
過 

程
を
表
明
さ
れ
て
い
る
短
文
が
お
か
れ
て
い
る
。
そ
の
は
じ
め
に 

「
回
想
す
、
明
治
二
十
七
・
ハ
年
の
養
病
に
人
生
に
関
す
る
思 

想
を
一
変
し
、
略
ぼ
自
力
の
迷
情
を
飜
転
し
得
た
り
と
雖
も
、
人 

事
の
興
廃
は
尚
ほ
、
心
頭
を
動
し
て
止
ま
ず
、
乃
ち
二
十
ハ
・
九 

年
に
於
け
る
我
宗
門
時
事
は
終
に
二
十
九
・
三
十
年
に
及
べ
る
教 

界
運
動
を
惹
起
せ
し
め
た
り
云
々
」(71し

!
\  4

7
5
)  

と
述
べ
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
更
に
註
記
を
加
え
て 

「
二
十
七
年
四
月
、
結
核
診
断
。
養
痫
、
法
を
得
た
る
は
沢
柳 

-

稲

葉

・
今

川

・
井
上
の
諸
氏
の
恩
賜
な
り
。
在
播
州
舞
子
療
養 

二
十
七
年
六
月
よ
り
二
十
ハ
年
七
月
に
至
る
。
二
十
ハ
年
一
月
、

沢
柳
氏
辞
職
。
同
夏
有
志
建
議
。
二
十
九
年
十
一
月
教
界
時
言
発 

刊
云
々
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。

明
治
二
十
七
年(

一
八
九
四)

と
い
え
ば
先
生
は
三
十
二
歳
の
と 

き
で
あ
る
。

こ
の
結
核
の
療
養
に
「
人
生
に
関
す
る
思
想
を
一
変 

し
略
ぼ
自
力
の
迷
情
を
飜
転
し
得
た
り
」
と
い
わ
れ
て
、
明
か
に 

自
力
の
迷
情
を
ひ
る
が
え
し
て
絶
対
他
力
の
信
海
に
帰
入
せ
ら
れ 

た
自
己
の
宗
教
的
回
心
を
表
白
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

人
生
三
十
と
い
え
ば
煩
悩
の
最
も
興
盛
す
る
時
で
あ
る
。
孔
子 

は
三
十
而
立
と
い
い
、
釈
迦
は
二
十
九
歳
で
出
家
修
道
し
て
三
十 

五
歳
で
成
道
と
い
わ
れ
、
親
鸞
聖
人
は
二
十
九
歳
の
と
き
比
叡
の 

山
を
捨
て
て
吉
水
の
法
然
上
人
の
門
を
叩
か
れ
「
雑
行
を
す
て
て 

本
願
に
帰
す
」
と
告
白
さ
れ
て
い
る
。
先
生
が
突
如
禁
慾
の
道
に 

は
入
っ
て
ゆ
か
れ
た
の
は
二
十
八
歳
の
頃
で
あ
る
が
、
そ
の
修
道 

に
挫
折
し
た
の
は
三
十
二
歳
で
、
自
力
の
迷
情
を
飜
転
し
て
絶
対 

他
力
の
大
道
に
帰
せ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
親
鸞
聖
人
の
雑
行
す 

て
て
選
択
の
願
海
に
帰
せ
ら
れ
た
回
心
の
体
験
と
一
つ
に
通
う
も 

の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

し
ば
ら
く
こ
の
回
想
の
文
に
導
か
れ
て
、
明
治
二
十
七
年
の
先 

生
の
療
養
日
記
で
あ
る
『
保
養
雑
記
』
を
繙
く
と
、
同
年
九
月
六 

日
の
記
に
喀
血
の
上
に
死
生
相
代
の
理
を
観
ぜ
ら
れ
、
生
死
一
如
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の
境
に
安
住
せ
ん
と
工
夫
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
あ
ら
た
め
て
宗 

教
を
定
義
し
て
「
宗
教
は
死
生
の
問
題
に
て
安
心
立
命
せ
し
む
る 

な
り
」(

ア!<
4
4
)

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
九
月
七
日
の 

記
に
沢
柳
氏
よ
り
「
和
漢
高
僧
伝
」

の
寄
贈
を
う
け
て
い
る
。
九 

月
二
十
四
日
に
は
南
岳
の
慧
思
禅
師
、
二
十
五
日
は
浄
影
寺
の
慧 

遠
大
師
、
二
十
六
日
に
は
天
台
大
師
智
顋
、
二
十
七
日
は
南
山
の 

道
宜
律
師
、
二
十
八
日
は
光
明
寺
の
善
導
大
師
と
い
う
順
序
で
、
 

こ
の
五
師
の
高
風
を
慕
い
そ
の
徳
行
を
掲
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

更
に
九
月
三
十
日
の
記
に
は

(

諸
行
随
一
ー
統
経1

閃
—
十
九' 

当
今
此
機
尚
稀 

念 

仏
一
万
善
不
共I

小
経
—
堂I

二
十
、
 

況

一
唯
信
後
行
—
大
経
—
室
—
十
八
、
更

況(

ア1

.60) 

と
表
記
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
表
に
十
九
願
の
念
仏
に
つ
き
当
今 

此
機
尚
稀
と
い
い
、
二
十
願
の
念
仏
は
況
ん
や
稀
で
あ
る
と
い
い 

十
八
願
の
念
仏
は
更
に
況
ん
や
と
記
し
て
、
如
実
修
行
の
念
仏
が 

如
何
に
至
難
で
あ
る
か
が
内
省
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く 

表
記
し
て
さ
ら
に
先
生
は
真
宗
の
宗
意
安
心
の
核
心
へ
と
迫
ら
れ 

て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

「
断
肉
、
清
独
そ
れ
宗
旨
の
要
素
な
り
や
否
や
、
祖
意
を
愚
按 

す
る
に
此
等
は
決
し
て
宗
旨
そ
の
も
の
の
要
素
に
あ
ら
ず
と
の
卓 

見
な
る
が
如
し
」
と
い
い
、
更
に
円
顱
方
袍
、
懸
繪
燃
灯
、
散
華

焼
香
、
六
時
礼
讃(

善
導
大
師)

称
名
遍
数(

法
然
上
人)

す
べ
て
宗 

旨
の
要
素
に
あ
ら
ず
と
断
定
し
、

「
円
頓
極
乗
の
宗
旨
は
唯
信
の 

ー
要
の
み
。
此
信
発
し
て
念
仏
と
な
り
、
自
然
と
多
念
に
及
ぶ
も 

の
」(

ア1
.
6
7
)

と
表
明
し
、
や

が

て

「
極
悪
最
下
の
機
も
前
念 

命
終
後
念
即
生
の
深
意
、
夫
れ
此
に
至
り
て
首
肯
し
得
べ
き
に
あ 

ら
ず
や
」(

ア

フ6
8

)

と
述
べ
て
、

い
ず
れ
の
行
も
及
び
難
き
、
 

極
悪
最
下
の
地
獄
一
定
の
機
の
自
督
に
、
自
力
は
捨
て
し
め
ら
れ 

仏
智
廻
向
の
他
力
信
心
に
帰
し
、

こ
の
信
の
現
在
す
る
一
念
に
、
 

前
念
命
終
と
自
力
に
死
し
て
新
し
く
後
念
即
生
と
如
来
の
本
願
力 

に
蘇
み
が
え
る
絶
対
他
力
の
大
道
が
開
け
て
来
た
の
で
あ
る
。
ま 

こ
と
に
大
い
な
る
魂
の
革
命
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。 

か

く

て

「
愚
蒙
の
改
悔
、
此
の
如
し
穴
賢
云
々
」

と
懺
悔
し
愚 

に
徹
し
て
他
力
信
心
の
道
へ
と
出
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ 

の
改
悔
領
解
に
引
き
続
い
て
先
生
は
次
の
問
答
を
掲
げ
ら
れ
て
い 

る
。

「
或
問
。
衣
儀
服
装
、
真
に
関
心
す
る
に
足
ら
ざ
る
歟
、
子
の 

麻
衣
、
鼠
(

或
は
白)

服
、
是
れ
何
の
意
ぞ
や
。
答
日
。
外
俗
内
僧 

(

非
僧
非
俗)

の
身
、
ま
た
俗
諦
勤
険(

素
朴)

の
旨
儀
を
留
心
せ
ざ
る 

可
か
ら
ず
。
而
し
て
麻
白
の
如
き
は
蓋
し
以
て
険
素
の
意
を
達
せ 

ん
と
す
る
一
端
な
り
。
飲
食
に
於
て
も
、
ま
た
去
奢
削
侈
の
法
を 

求
め
て
止
ま
ず
。
断
食
を
試
み
た
る
如
き
、
ま
た
以
て
研
究
に
益
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せ
ん
と
し
た
る
の
み
。
住
家
装
飾
等
ま
た
漸
く
稽
考
す
る
所
あ
ら 

ん
と
す
。
問
。
外
俗
の
者
何
ぞ
僧
装
を
為
す
や
。
答
。
俗
形
ま
た
咎
む 

る
所
に
あ
ら
ず
、
只
だ
従
来
の
慣
習
に
順
ず
る
の
み
」(

ア1
，68) 

と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
先
生
は
出
家
主
義
の
生
活
を
選
ば
れ 

な
い
で
、
外
俗
内
僧
の
身
と
表
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ 

れ
は
括
弧
の
中
に
非
僧
非
俗
と
あ
る
如
く
、
親
鸞
聖
人
の
非
僧
非 

俗
の
精
神
を
う
け
ら
れ
た
も
の
で
、
聖
人
は
越
後
流
罪
の
と
き
還 

俗
せ
し
め
ら
れ
て
俗
名
を
賜
う
た
の
で
非
僧
と
称
せ
ら
れ
た
が
、
 

あ
く
ま
で
も
釈
迦
仏
の
弟
子
の
自
覚
に
た
た
れ
て
あ
っ
た
の
で
非 

僧
な
れ
ど
も
非
俗
で
あ
る
。
非
僧
非
俗
と
い
う
こ
と
で
生
涯
、
在 

家
本
位
の
沙
弥
宗
を
標
榜
し
て
た
た
れ
、
仏
者
と
し
て
公
に
結
婚 

生
活
を
踏
み
切
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

い
ま
先
生
の
外
俗
内
僧
と
は
非
僧
非
俗
を
う
け
て
こ
れ
を
自
覚 

的
に
言
い
換
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
自
覚
的
に
と
は
、
外
俗
内
僧 

は
半
僧
半
俗
で
も
な
く
、
況
ん
や
外
僧
内
俗
で
は
な
い
と
い
う
こ 

と
で
あ
る
。
外
僧
内
俗
と
な
れ
ば
ま
さ
に
俗
以
下
で
あ
る
。
外
俗 

内
僧
に
し
て
真
の
仏
子
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
親
鸞
聖
人
は
真
の 

仏
弟
子
は
金
剛
心
の
行
人
で
あ
る
こ
と
を
い
わ
れ
、
そ
の
御
消
息 

に

も

「
こ
の
信
心
の
人
を
釈
迦
如
来
は
、
し
た
し
き
と
も
な
り
と 

よ
ろ
こ
び
ま
し
ま
す
。

こ
の
信
心
の
人
を
真
の
仏
弟
子
と
い
へ 

り
。

こ
の
人
を
正
念
に
住
す
る
人
と
す
。

こ
の
人
は
摂
取
し
て
す

て
た
ま
は
ざ
れ
ば
金
剛
心
を
え
た
る
人
と
申
す
な
り
云
々
」 

(

親
砂
聖
人
全
集
書
簡6

)
と
い
わ
れ
て
い
る
。

今
や
他
力
信
心
の
行
人
は
内
は
真
の
仏
弟
子
の
自
覚
に
覚
め
、
 

外
は
沙
弥
の
慣
習
に
順
じ
て
麻
衣
、
鼠
色
の
綿
服
を
着
し
て
い
る 

が
、
俗
形
も
と
よ
り
咎
む
べ
き
で
は
な
い
が
、
願
く
ば
仏
子
と
し 

て
は
清
貧
は
尊
ば
る
べ
き
こ
と
で
、
麻
衣
の
着
用
も
俗
諦
勤
険 

(

素
朴)

の
旨
を
留
意
せ
る
と
弁
明
し
て
い
る
。
敢
て
現
代
人
に
清 

貧
主
義
を
以
て
の
ぞ
む
わ
け
で
も
あ
る
ま
い
が
、
奢
侈
を
捨
て
て 

貧
を
学
ぶ
こ
と
は
真
の
自
由
を
冀
う
仏
者
の
道
で
も
あ
り
、
ま
た 

仏
道
を
忘
れ
し
め
ざ
ら
し
め
ん
が
た
め
で
も
あ
る
。
単
に
物
質
的 

に
険
約
を
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
深
く
道
心
が
動
い 

て
い
る
の
で
あ
る
。
外
俗
内
僧
の
自
覚
の
と
こ
ろ
に
、
内
外
相
応 

の
生
活
が
あ
り
、
内
外
の
矛
盾
に
悩
む
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。 

か
く
て
先
生
は
こ
の
獲
信
の
喜
び
を
初
め
と
し
て
、
や
が
て
は 

再
び
不
治
の
病
身
を
提
げ
て
些
か
も
健
康
者
に
劣
る
こ
と
な
く
、
 

生
涯
に
於
け
る
活
動
の
本
舞
台
に
起
た
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
こ
と 

に
死
し
て
後
已
む
の
慨
で
あ
り
、
死
す
る
も
な
ほ
永
遠
の
活
動
に 

倦
む
こ
と
を
知
ら
れ
な
い
と
い
え
る
。
而
し
て
先
生
は
こ
の
奮
闘 

の
す
べ
て
が
絶
対
無
限
の
如
来
の
賦
与
し
た
ま
う
と
こ
ろ
と
感
謝 

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

35



五 

さ
て
、
先
に
引
用
し
た
『
当
用
日
記
』

の

「
回
想
」

の
前
文
に 

続
い
て
、
先
生
は

「
人
事
の
興
廃
尚
ほ
心
頭
を
動
か
し
て
止
ま
ず
、
乃
ち
二
十
ハ 

-

九
年
に
於
け
る
我
宗
門
時
事
は
終
に
二
十
九
・
三
十
に
及
べ
る 

教
界
運
動
を
惹
起
せ
し
め
た
り
」

と
あ
り
、
さ
ら
に

「
三
十
年
末
よ
り
三
十
一
年
始
に
亘
り
て
四
阿
含
を
読
誦
し
、
 

三
十
一
年
四
月
、
教
界
時
言
の
発
刊
と
共
に
此
運
動
を
一
結
し
、
 

自
坊
に
投
じ
て
休
養
の
機
会
を
得
た
る
に
至
り
て
は
大
い
に
反
観 

自
省
の
幸
を
得
た
り
云
・
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
而
し
て
こ
の
文
章
に
註
記
し
て 

「
二
十
ハ
年
一
月
、
沢
柳
氏
辞
職
。
同
夏
有
志
建
議
。
二
十
九 

年
十
一
月
、
教
界
時
言
発
刊
。
阿
含
読
誦
は
教
界
時
言
を
廃
刊
す 

る
前
に
あ
り
。
三
十
一
年
四
月
、
教
界
時
言
廃
刊
。
三
十
一
年
五 

月
已
降
、
断
然
家
族
を
挙
げ
て
大
浜
町
西
方
寺
に
投
ず
云
々
」 

と
加
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
明
治
三
十
一
年2

八
九
八)

四 

月

『
教
界
時
言
』
の
廃
刊
と
共
に
宗
門
革
新
運
動
を
終
結
さ
れ
た 

先
生
は
、
以
後
病
身
を
三
河
大
浜
の
西
方
寺
に
休
養
の
機
会
を
得 

ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ

の

『
教
界
時
言
』
廃
刊
の
少
し
く
前
か
ら

先

生

は

『
四
阿
含
』

の
読
誦
を
は
じ
め
て
い
る
。
後

の

日

に

「
阿 

含
感
」
と

題

し
て

『
転
迷
開
悟
録
』
に
記
し
て
い
る
が 

「
余
が
阿
含
を
読
誦
し
て
特
に
感
の
深
か
り
し
は
、
喀
血
襲
来 

の
病
床
に
あ
り
し
為
か
。
然
ら
ば
教
法
の
妙
味
を
達
せ
ん
と
は
生 

死
巌
頭
の
観
に
住
す
る
こ
と
尤
も
必
要
た
る
を
知
る
べ
し
」 

(

目

卩

8
3
)

と
述
べ
て
い
る
。
先
生
の
当
時
の
日
記
で
あ
る
『
病
床
雑
記
』
に 

明
治
三
十
一
年
陰
暦
元
旦
か
ら
阿
含
読
誦
が
は
じ
め
ら
れ
『
増
一 

阿
含
』
よ
り
は
じ
め
て
三
十
一
日
に
終
り
、
二
月
一
日
よ
り
『
中 

阿
含
』
が
は
じ
ま
り
、
十

七

日

に

『
長
阿
含
』
に
移
り
、
十
九
日 

よ

り

『
雑
阿
含
』
に
入
り
、
二
月
二
十
五
日
に
終
っ
て
い
る
。
こ 

こ

に

「
四
阿
含
」
を
読
了
し
て
引
続
き
仏
伝
の
『
本
行
集
経
』
を 

読
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
た
ま
た
ま
当
時
山
形
県
の
長
井
市
小
出
の 

自
坊
に
帰
省
中
で
あ
っ
た
井
上
豊
忠
氏
に
宛
て
て
そ
の
深
い
感
動 

を
訴
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
書
簡
の
日
附
は
明
治
三
十
一
年
三
月 

五
日
認
む
と
あ
る
。

「:

：
：(

前
文
略)

何
分
に
も
宗
門
の
前
途
は
頗
る
多
事
多
端
可 

有
之
、
況
ん
や
我
一
派
の
事
の
み
な
ら
ず
、
仏
教
の
全
体
に
一
変 

動
を
要
す
る
時
機
転
た
切
迫
致
来
居
候
へ
ば
、
大
兄
の
如
き
健
強 

に
し
て
厳
誠
な
る
身
心
は
実
に
教
門
の
宝
器
、
遠
か
ら
ず
し
て
震 

天
の
手
腕
を
御
振
ひ
可
御
下
時
節
と
存
候
へ
ば
、
切
に
御
身
心
御
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精
練
に
御
注
意
被
下
度
、
小
生
如
き
は
病
患
を
抱
へ
た
る
身
体
、
 

特
に
此
五
十
日
の
縮
臥
に
は
兼
ね
て
瘦
居
た
る
体
軀
、
更
に
一
層 

の
瘦
を
来
し
真
に
骨
骸
に
皮
を
被
せ
た
る
の
実
相
に
相
成
居
候
へ 

ば
、
と
て
も
余
分
の
勤
労
に
は
堪
へ
ざ
る
も
の
と
近
来
愈
々
観
念 

致
居
候
。

頃
日
本
行
集
経
を
繙
き
悉
達
太
子
の
出
家
修
道
の
事
歴
を
玩
誦 

致
候
に
、
恩
愛
の
纏
縛
は
何
処
に
て
も
変
る
こ
と
な
く
情
義
の
難 

断
は
高
貴
の
人
に
あ
り
て
は
却
て
重
甚
な
る
を
認
め
候
。
而
し
て 

彼
王
使
の
諫
争
を
呈
す
る
に
当
り
て
は
、
切
々
皮
肉
に
入
り
層

 々

悲
哀
を
加
へ
、
人
を
し
て
感
極
り
て
悶
絶
せ
し
め
ん
と
す
る
に
至 

る
。
そ
の
間
に
あ
り
て
太
子
の
容
貌
如
何
。
所
謂
泰
然
如
山
、威
風 

凛
々
、
設
ひ
山
岳
は
動
転
し
得
べ
き
も
、
設
ひ
海
洋
は
乾
燥
し
得
べ 

き
も
我
決
心
は
移
す
可
か
ら
ず
と
宣
言
し
た
ま
ふ
の
一
段
に
至
り 

て
は
、
在
病
の
寒
生
も
覚
へ
ず
涙
痕
の
衣
襟
を
潤
す
を
認
め
候
。 

嗚
呼
末
世
大
法
の
振
興
せ
ざ
る
、
果
し
て
誰
人
の
過
ぞ
や
。
御
多 

忙
の
中
へ
釈
迦
に
説
法
め
き
た
る
事
を
書
き
連
ね
失
敬
々
々
。
只 

小
生
近
日
の
幸
楽
は
病
隙
に
聖
経
を
拝
見
し
て
大
聖
の
叱
陀
を
感 

ず
る
事
に
有
之
、
聊
其
恵
慶
を
分
呈
の
積
り
に
有
之
候
」(71

1

-

.6)  

と
い
う
の
で
あ
る
。

思
う
に
先
生
が
二
十
八
歳
の
と
き
、
思
い
切
っ
て
禁
慾
節
制
の 

生
活
へ
と
決
断
せ
し
め
た
動
機
は
、
当
時
宗
門
内
の
僧
風
の
刷
新

を
願
っ
て
の
も
の
で
あ
り
、
仏
教
の
出
家
修
道
の
精
神
を
身
に
体 

せ
ん
と
し
て
、
ま
ず
そ
の
こ
と
を
他
に
求
め
ず
、
己
自
身
に
課
し 

た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
先
生
の
回
心
の
根
柢
に
は
、
釈
尊
の
出
家 

の
精
神
へ
の
限
り
な
き
思
慕
が
は
た
ら
い
て
い
る
の
で
あ
る
。 

今

や

『
四
阿
含
』
を

読
誦

し

『
本
行
集
経
』
を
繙
き
て
、
仏
陀 

世
尊
の
出
家
の
事
歴
に
触
れ
て
先
生
は
落
涙
千
行
、
衣
襟
を
潤
す 

に
至
っ
た
と
同
志
井
上
氏
に
訴
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
当
時
再
び 

喀
血
の
襲
来
す
る
病
床
に
あ
り
て
、
先
生
は
妻
子
を
抱
え
実
父
を 

負
う
て
倒
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
恩
愛
の
纏
縛
と
情
義
の 

難
断
を
身
を
以
て
深
刻
に
味
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

こ
こ
に
沢
柳
政
太
郎
氏
の
第
二
の
疑
問
と
す
る
人
間
の
弱
さ
と 

い
う
も
の
が
あ
る
。
先
生
は
後
年
、
明
治
三
十
四
年
十
一
月
号
の 

『
精
神
界
』
に

「
宗
教
的
信
念
の
必
須
条
件
」
と
題
す
る
論
稿
を 

載
せ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
に

「
真
面
目
に
宗
教
的
天
地
に
入
ろ
う
と
思
う
人
な
ら
ば
、
釈
尊 

が
そ
の
伝
記
を
も
て
教
へ
給
い
し
如
く
親
も
捨
て
ね
ば
な
り
ま
せ 

ぬ
。
妻
子
も
捨
て
ね
ば
な
り
ま
せ
ぬ
。
財
産
も
捨
て
ね
ば
な
り
ま 

せ
ぬ
。
国
家
も
捨
て
ね
ば
な
り
ま
せ
ぬ
。
進
ん
で
は
自
分
そ
の
も 

の
も
捨
て
ね
ば
な
り
ま
せ
ぬ
。
語
を
換
え
て
云
え
ば
宗
教
的
天
地 

に
入
ろ
う
と
思
う
人
は
、
形
而
下
の
孝
行
心
も
、
愛
国
心
も
捨
て 

ね
ば
な
り
ま
せ
ぬ
。
其
の
他
仁
義
も
道
徳
も
、
科
学
も
哲
学
も
ー
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切
眼
に
か
け
ぬ
よ
う
に
な
り
、
茲
に
始
め
て
宗
教
的
信
念
の
広
大 

な
天
地
が
開
け
る
の
で
あ
る
云
々
」(

日し
,
1
4
1

) 

と
述
べ
、
さ
ら
に
他
力
信
仰
の
面
目
に
つ
き
説
き
及
ん
で
い
る
。 

沢
柳
政
太
郎
氏
の
書
斎
に
て
か
の
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
教
訓
書
に
触
れ 

ら
れ
る
の
は
、
そ
の
後
明
治
三
十
一
年
九
月
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
 

『
本
行
集
経
』

の
釈
迦
伝
を
誦
し
、
そ
の
出
家
の
事
歴
に
落
涙
し 

て
衣
襟
を
う
る
ほ
し
、
恩
愛
の
断
ち
が
た
き
を
懺
悔
し
て
他
力
信 

心
に
徹
せ
ら
れ
、
う
つ
く
し
く
自
力
の
執
心
を
ぬ
ぐ
う
て
こ
の
時

真
に
自
由
と
平
安
の
境
が
開
け
て
来
た
も
の
で
あ
る
と
察
せ
ら
れ 

る
の
で
あ
る
。

恩
愛
と
名
利
と
は
自
力
の
修
善
を
以
て
如
何
と
も
す
る
こ
と
は 

で
き
な
い
。
た
だ
願
力
仏
力
を
仰
ぐ
こ
と
の
外
に
は
な
い
。
仏
の 

本
願
力
を
仰
い
で
は
じ
め
て
か
か
る
死
の
奴
隸
か
ら
の
解
放
も
う 

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

(

引
文
に
附
し
た
数
字
は
法
蔵
館
刊
行
の
「
清
沢
満
之
全
集
」
の
巻
数 

頁
数
を
示
し
た
も
の)
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