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寛
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超
越
的
な
彼
岸
へ
の
人
聞
の
従
属
を
中
世
的
と
よ
び
う
る
な
ら
、
無
限
を
有
限
と
の
統
一
に
も
た
ら
し
た
へ

l
グ
ル
の
弁
証
法
は
彼
岸

の
破
壊
と
し
て
、
こ
れ
を
近
代
的
と
言
う
こ
と
も
出
来
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、

こ
の
中
世
的
な
も
の
は
、
も
と
も
と
宗
教
的
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
克
服
は
宗
教
諭
の
地
盤
で
な
さ
れ
た
。

し
か
し
へ

l
グ
ル
的
批
判
は
、
た
だ
神
の
か
彼
岸
性

h

刊
に
た
ち
む
か
い
、
そ
れ
を
神
か
ら
無
造
作
に
剥
取
っ
た
の
で
、
彼
岸
性
を
奪
わ

れ
た
神
は
此
岸
的
な
も
の
と
し
て
、
人
間
と
の
統
一
の

5
ち
に
、
再
び
そ
の
位
置
を
得
た
。

尤
も
、
人
聞
に
対
す
る
、

ζ

の
統
一
的
な
関
係
は
決
し
て
単
に
内
在
的
な
関
係
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
単
に
近
代
的

な
人
間
主
義
を
超
え
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
間
と
の
特
異
な
統
一
関
係
に
あ
っ
た
、
か
の
無
限
者
は
、
や
は
り
結
局

H
H

神
白
押
の
変
身
で
あ
っ

た
。
神
は
む
し
ろ
、
面
目
を
新
た
に
し
て
、
再
び
近
代
的
思
惟
の
な
か
に
立
ち
現
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
、

へ
l
グ
ル

的
批
判
の
、
或
る
特
色
を
み
る
こ
と
が
出
来
る
。
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運

命
」
・
「
和

解
L 

「
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
と
そ
の
運
命
」
に
お
い
て
、
そ
れ
は
ユ
ダ
ヤ
教
の
精
神
を
退
け
、

イ
エ
ス
の
精
神
を
支
持
す
る
と
い
う
か
た
ち

で
表
明
さ
れ
た
。

審
き
の
神
に
対
す
る
人
聞
の
隷
属
は
統
一
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
永
遠
化
さ
れ
た
敵
対
関
係
で
あ
り
、
救
い
の
な
い
分
裂

状
態
で
あ
っ
た
。

ユ
ダ
ヤ
教
の
、
こ
の
よ
う
な
主
・
奴
関
係
に
対
し
て
へ

l
グ
ル
は
、
イ
エ
ス
の
精
神
を
、
す
な
は
ち
、
神
に
対
す
る
自
ら
の
関
係
を
、

父
に
対
す
る
子
の
関
係
と
し
て
言
い
表
わ
し
た
イ
エ
ス
の
教
え
を
対
置
す
る
。
そ
し
て
こ
の
父
・
子
関
係
に
お
い
て
、

へ
l
グ
l
ル
は
、

神
と
人
と
の
極
め
て
ユ
ニ
ー
ク
な
統
一
を
み
よ
う
と
す
る
。

イ
エ
ス
の
教
え
は
、

つ
ま
る
と
こ
ろ
愛
〔
ピ
号
叩
〕

の
教
え
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
愛
は
、
へ

l
グ
ル
に
よ
れ
ば
、

〔
和
解
〕
に
も
た
ら
す
と
こ
ろ
の
、
そ
れ
自
身
神
的
な
働
ら
き
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
分
裂
を
統
一
に
も
た
ら
す
働

諸
々
の
敵
対
的

分
裂
〔
運
命
〕
を
統
一そ

れ
自
身
神
的
な
働
ら
き
で
あ
っ
た
。
す
な
は
ち
、
運
命
か
ら
和
解
へ
の
、

あ
る
特
異
な
が
か
か
わ
り
4

に
お
い
て
の
み
、
成
立
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ら
き
で
あ
っ
た
が
、

こ
の
過
程
は
、

そ
れ
自
身
、
神
と
の
、

こ
の
が
か
か
わ
り
。
は
、
運
命
を
和
解
に
導
く
必
然
性
で
あ
り
、
統
一
を
実
現
せ
し
め
る
積
極
的
な
基
盤
で
あ
る
が
、

し
か
し
こ
の
よ

う
な
も
の
と
し

τ、
そ
れ
は
、
和
解
と
い
う
‘
い
わ
ば
一
個
の
事
実
的
統
一
。
に
は
解
消
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
、
あ
る
根
源
的
な
か
か
か

わ
り
咋
で
あ
る
。
運
命
お
よ
び
和
解
が
、
分
裂
お
よ
び
統
一
と
し
て
、
互
に
全
く
逆
の
関
係
に
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
結
局
こ
の
か
か
か



わ
り
山
刊
の
相
〔
形
態
〕
と
し
て
、
共
に
そ
の
現
わ
れ
で
あ
る
ほ
か
な
い
よ
う
な
、
そ
う
い
う
が
か
か
わ
り
4

で
あ
る
c

a

し
か
し
こ
の
場
合
、
神
そ
れ
自
身
が
、
す
で
に
人
間
と
の
統
一
で
あ
る
の
で
、
・
こ
の
よ
う
な
’
神
の
二
重
性
に
対
応
し
て
、
こ
れ
と
の
統

↓
に
お
い
て
あ
る
人
聞
が
更
に
二
重
性
を
お
び
、

し
た
が
っ
て
ま
た
神
と
人
間
と
の
統
一
が
そ
れ
自
身
、
二
重
の
性
格
を
お
び
て
こ
一
さ
る

を
え
な
い
。
す
な
は
ち
、
人
間
と
の
統
一
に
お
い
て
あ
る
神
〔
父
な
る
神
〕
に
対
し
て
は
、

「
父
な
る
神
」
と
の
統
一
に
お
い
て
あ
る
ス

問
、
即
ち
人
聞
の
神
的
本
質
と
し
て
の
「
神
の
子
」
が
、
そ
し
て
ま
た
、
そ
れ
自
身
統
一
で
あ
る
神
に
対
し
て
は
、
人
聞
の
人
間
的
本
質

と
し
て
の
「
人
の
子
」
が
、
そ
れ
ぞ
れ
混
同
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
、

し
か
し
分
離
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
、
二
様
の
仕
方
で
統
一
を
な

し
て
い
る
。

神
と
人
間
と
の
統
一
の
、

こ
の
よ
う
な
二
重
の
様
相
を
、

へ
l
グ
ル
は
、

生
命
の
全
一
性
〔
何
時
間
四
mwo伊
丹
〕
に
お
い
て
把
握
す
る
。
す

な
は
ち
、
生
命
〔

Z
Zロ
〕
は
、
個
体
〔
子
〕
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
同
時
に
全
体
〔
父
〕
で
あ
る
よ
う
な
、
－
即
一
切
的
な
統
一
で
あ

〈

6
）

、

、

、

、

る
。
人
聞
は
、
一
個
の
個
体
と
し
て
「
人
の
子
」
で
あ
る
が
、
し
か
し
生
命
的
個
体
と
し
て
、
そ
れ
は
同
時
に
「
神
の
子
」
で
あ
る
o
v

こ

と
に
「
神
の
子
」
は
、
「
神
の
子
」
と
し
て
、
即
ち
神
に
お
け
る
人
間
的
本
質
と
し
て
、
「
父
な
る
神
」
と
の
統
一
を
な
し
て
い
る
が
、

、．、．、．、．、．、．

し
か
し
「
神
の
子
」
と
し
て
、
即
ち
人
聞
に
お
け
る
神
的
本
質
と
し
て
、
そ
れ
は
ま
た
「
人
の
子
」
と
の
統
一
を
な
し
て
い
る
。

「
神
の
子
」
が
、
そ
の
二
義
性
に
お
い
て
と
り
む
す
ぶ
、
こ
れ
ら
二
様
の
統
一
に
お
い
て
、

「
神
」
お
よ
び
「
人
間
」
の
、
そ
れ
ぞ
れ

具
体
的
〔
統
一
的
〕
な
二
重
構
造
が
成
立
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
神
の
二
契
機
を
な
す
「
父
な
る
神
」
と
「
神
の
子
」
と
の
統
一
が
生
命
の
全
一
性
と
し
て
純
粋
な
統
一

で
あ
る
が
故
に
、

人
聞
の
二
契
機
を
な
す
「
人
の
子
」
と
「
神
の
子
」
と
の
統
一
は
、
同
時
に
ま
た
「
人
の
子
」
ど
「
父
な
る
神
」
と
の
統
戸
で
も
あ
る
。
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言
い
か
え
れ
ば
、

「
人
の
子
」
と
「
神
の
子
」
と
の
統
一
は
、

「
神
の
子
」
と
「
父
な
る
神
」
と
の
統
一
そ
の
も
の
の
、

「
人
の
子
」
と

の
統
一
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
自
身
神
で
あ
る
純
粋
な
統
一
は
一
次
的
統
プ
と
し
て
、
人
聞
が
そ
れ
で
あ
る
と
と
ろ
の
、

い
わ
ば

二
次
的
と
も
い
う
べ
き
統
一
か
ら
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、

こ
の
純
粋
な
統
一
は
、
生
命
の
全
一
性
と
し
て
、
そ
れ
自
身
、
生
け
る
統
一
で
あ
り
、
生
命
の
あ
ら
ゆ
る
形
態
に
働
ら
き
か

け
る
、
能
動
的
な
、
意
志
的
統
一
で
あ
る
。

ζ

の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
そ
れ
に
と
っ
て
は
働
ら
き
が
本
質
的
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
は
同

時
に
、
事
実
的
形
態
へ
の
が
か
か
わ
り
4

た
ら
ざ
る
を
得
な
い
ov

こ
の
よ
う
な
が
か
か
わ
り
4

と
し
て
、
人
聞
が
そ
れ
で
あ
る
統
一
は
、

純
粋
な
神
的
統
－
そ
の
も
の
の
働
ら
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
純
粋
な
統
一
の
働
ら
き
と
し
て
は
二
次
的
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
純
粋
な
統

一
次
的
統
一
に
帰
す
べ
を
も
の
で
あ
る
。

一
そ
の
も
の
の
働
ら
き
と
し
て
、
そ
れ
自
身
、

あ
た
か
も
神
が
、
生
命
の
全
一
性
と
し
て
、

「
父
な
る
神
」
に
と
ど
ま
り
え
ず
、
人
閉
そ
の
も
の
を
「
神
の
子
」
と
し
て
自
ら
の
う
ち

に
同
佑
せ
ぎ
る
を
得
な
か
っ
た
よ
う
に
、
統
一
と
し
て
の
神
は
、
そ
れ
自
身
ま
た
「
人
の
子
」
を
、
自
己
と
の
府
か
か
わ
り
4

の
う
ち
に

包
摂
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
府
か
か
わ
り
4

と
し
て
、

「
人
の
予
」
へ
の
神
の
臨
在
は
、

「
人
の
子
」
の
自
覚
に
依
存
す
る
も
の
で
は
な
い
。
彼
は
、

そ
れ
を
自
覚
す
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
神
の
手
中
に
在
る
。
人
聞
が
そ
れ
で
あ
る
と
ζ

ろ
の
統
一
は
、
こ
の
よ
う
な
庁
か
か
わ
り

d
E

し
て
根
源
的
な
も
の
で
あ
る
。
運
命
と
い
う
も
和
解
と
い
う
も
、
分
裂
お
よ
び
統
一
と
し
て
は
、

互
に
全
〈
逆
の
性
格
で
あ
る
が
、
し

か
し
共
に
人
聞
の
形
態
と
し
て
、
そ
れ
自
身
、
純
粋
な
統
一
へ
の
か
か
か
わ
り
市

の
相
に
ほ
か
な
ら
ず
、

こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、

そ
れ
は
同
時
に
神
の
現
わ
れ
で
あ
る
。



運
命
〔
ω
n
E
n
Z巴
〕
は
、
諸
個
人
の
区
別
に
執
し
同
一
を
無
視
し
た
行
い
と
し
て
、
生
命
を
引
裂
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
も
の

と
し
て
、
そ
れ
は
、
錯
覚
に
も
と
ず
く
全
一
性
の
否
定
〔
〈
R
E
n
v
Zロ
ぬ
〕
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
全
一
性
は
、
犯
す
こ
と
の
出
来
な

い
意
志
的
統
一
で
あ
る
が
故
に
、
そ
の
否
定
は
完
成
し
な
い
。
む
し
ろ
逆
に
運
命
は
、
否
定
の
否
定
と
し
て
逆
作
用
〔
何
回
存
者

wwgm〕

を
蒙
り
、
結
局
は
壊
滅
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
の
、
絶
望
的
な
一
時
の
あ
が
き
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

す
な
は
ち
、
運
命
は
分
裂
と
し
て
全
一
性
の
否
定
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
全
一
性
は
生
命
で
あ
る
が
故
に
、
否
定
さ
れ
た
全
一
性
は

全
一
性
の
非
存
在
で
は
な
い
で
分
裂
の
運
命
は
人
聞
の
負
目
〔

ω
n
z
－a〕
と
し
て
全
一
性
の
否
定
、
い
な
む
し
ろ
否
認
で
あ
る
が
、
し
か

し
否
認
さ
れ
た
全
一
性
は
、
逆
に
人
聞
に
対
し
て
、
増
々
強
く
自
ら
の
承
認
を
迫
る
。
こ
の
よ
う
な
生
命
自
身
の
逆
作
用
と
し
て
分
裂
の

運
命
は
、

か
え
っ
て
そ
れ
自
身
、
全
一
性
の
逆
説
的
表
現
で
あ
る
。

運
命
は
、
こ
の
よ
う
に
、
全
一
性
の
否
認
で
あ
り
な
が
ら
、

に
お
い
て
、
統
一
回
復
〔
和
解
〕
の
可
能
性
で
あ

bv

し
か
も
同
時
に
、
全
一
性
の
逆
作
用
で
あ
る
が
故
に
、
そ
れ
は
分
裂
自
体

し
か
し
こ
の
可
能
性
は
、
偶
然
性
と
は
何
の
関
係
も
な
い
。
そ
れ
は
、
全
一
性
の
逆
作
用
と
し
て
、
そ
れ
自
身
意
志
的
統
一
の
働
ら
き

で
あ
る
が
故
に
、
む
し
ろ
必
然
性
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
だ
、
未
だ
実
現
さ
れ
て
い
な
い
必
然
性
、
な
い
し
未
だ
完
成
さ
れ
て
い
な
い
働
ら

き
と
し
て
可
能
性
た
る
に
す
ぎ
な
い
。

し
か
し
こ
の
必
然
性
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
で
あ
っ
て
、
運
命
に
と
っ
て
で
は
な
い
。
運
命
に
と
っ
て
は
、
自
己
自
身
が
直
接
に
、

あ
る
い
は
単
に
内
在
的
に
、
和
解
の
必
然
性
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
運
命
は
、
全
一
性
の
否
認
、
し
か
も
結
局
は
一
個
の
根
源

的
な
錯
覚
で
あ
る
が
故
に
、
彼
に
と
っ
て
こ
の
必
然
性
は
、
正
し
く
匿
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
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運
命
は
、

一
方
と
の
よ
ラ
に
全
↓
性
の
否
認
と
し
て
、
’
そ
れ
に
と
っ
て
は
、

こ
の
よ
う
な
働
ら
－
き
を
そ
れ
と
し
て
把
握
し
な
い
こ
と
が

本
質
的
で
あ
る
。
し
た
が
っ
・
て
運
命
は
、
自
己
自
身
を
超
え
る
こ
と
な
し
に
は
、

こ
れ
を
把
握
し
な
い
。
し
か
し
ま
た
運
命
は
、
否
認
さ

れ
た
全
一
性
の
逆
作
用
と
し
て
、
そ
れ
自
身
こ
の
よ
う
な
働
ら
き
で
あ
る
が
故
に
、
運
命
は
、

こ
れ
を
把
握
す
る
こ
と
な
し
に
は
自
己
自

身
を
把
握
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
運
命
は
、
自
己
自
身
を
超
え
る
こ
と
な
し
に
は
自
己
を
把
握
し
な
い
。
す
な
は
ち
、
運
命
の
自
己
把
握

は
運
命
の
超
克
で
あ
る
。
超
克
で
あ
る
が
故
に
、
こ
の
自
己
把
握
は
自
己
否
定
で
あ
る
。
そ
れ
は
運
命
に
と
っ
て
、
単
に
内
部
か
ら
お
こ

る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
自
己
の
う
ち
か
ら
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
自
己
を
超
え
た
も
の
と
し
て
、
自
己
の
外
か
ら
自
己
否
定
的
に
お

と
る
ほ
か
な
い
。
言
い
か
え
れ
ば
、
運
命
と
し
て
、
自
己
そ
の
も
の
が
既
に
否
定
で
あ
る
が
故
に
、
そ
れ
は
否
定
の
否
定
と
し
て
、
全
一

性
の
側
か
ら
お
こ
る
ほ
か
な
い
。

し
か
し
、
全
一
性
の
側
か
ら
惹
き
起
さ
れ
た
、

ち
和
解
の
成
立
で
あ
る
。

こ
の
自
己
把
握
は
、
そ
れ
自
身
、
全
一
性
の
承
認
で
あ
る
が
故
に
、
運
命
の
超
克
は
即

和
解
〔
〈
O
円

movロロロ
m〕
は
、
全
一
性
の
承
認
と
し
て
、
も
は
や
そ
の
無
自
覚
的
・
否
定
的
な
現
わ
れ
で
は
な
い
、

自
覚
的
・
肯
定
的

な
現
わ
れ
で
為
る
。

し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、

も
は
や
期
説
的
勺
な
い
、

対
応
的
な
現
わ
れ
と
し
て
、

完
成
さ
れ
た
現
わ
れ
で
あ
る
。
運

命
は
、
全
一
性
の
否
認
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
は
個
体
聞
の
敵
対
と
し
て
現
わ
れ
た
が
、
和
解
は
い
ま
や
、
全
一
性
の
完
成
さ
れ
た
現
わ

れ
と
し
て
、
個
体
聞
の
和
解
で
あ
る
勺
そ
れ
は
も
は
や
、
私
悦
に
お
け
る
敵
対
で
は
な
い
、
愛
に
お
け
る
和
解
と
し
て
、
諸
個
人
の
共
同

〔
神
の
国
〕
で
あ
る
で
そ
れ
は
、
根
源
的
統
一
に
よ
っ
て
統
一
せ
し
め
ら
れ
た
、
事
実
的
統
一
で
あ
る
。

し
か
も
、
実
現
さ
る
べ
き
和
解
は
、
人
聞
に
と
っ
て
自
己
自
身
の
根
源
的
な
が
さ
だ
め
占
で
あ
る
が
故
に
和
解
は
人
聞
に
と
っ
て
、
自



己
自
身
に
な
る
こ
と
で
あ
り
、
自
己
自
身
へ
復
帰
す
る
こ
と
で
あ
る
。

人
聞
は
さ
し
あ
た
り
神
性
の
幼
児
と
し
て
、
彼
に
と
っ
て
、
そ
の
全
一
性
は
、
承
認
さ
れ
て
も
い
な
け
れ
ば
否
認
さ
れ
て
も
い
な
い
、

彼
の
単
な
る
自
体
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
全
一
性
は
、
自
己
意
識
に
達
し
た
人
聞
に
お
．
い
て
対
自
的
と
な
る
。
し
か
し
人
聞
は
、
こ

こ
の
全
一
性
が
自
ら
の
自
体
で
あ
る
こ
と
を
否
認
す
る
の
で
、
人
聞
は
逆
に
、
分
裂
の
運
命

に
転
落
せ
し
め
ら
れ
、
最
初
に
得
て
い
た
、
全
一
性
と
の
無
自
覚
的
な
未
分
の
調
和

r失
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
分
裂
は
、
否
認
さ
れ
た

の
段
階
に
お
い
て
も
、
初
め
は
か
え
っ
て
、

全
一
性
の
逆
否
認
で
あ
る
が
故
に
、
否
認
は
否
認
さ
れ
、
分
裂
は
揚
棄
さ
れ
る
Q

と
こ
ろ
で
、
運
命
に
お
い
て
否
認
さ
れ
た
全
一
性
は
人

問
自
身
の
自
体
で
あ
る
が
故
に
、
和
解
に
お
い
て
承
認
さ
れ
る
も
の
も
、
人
間
自
身
の
自
体
で
あ
る
ほ
か
な
い
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、

和
解
は
人
聞
に
と
っ
て
自
己
実
現
で
あ
り
、
自
己
内
還
帰
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
人
聞
の
発
展
の
円
環
を
閉
じ
る
も
の
」
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
和
解
は
、
人
聞
の
と
り
う
る
、
そ
し
て
ま
た
、
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
最
後
の
形
態
で
あ
る
。
他
の
如
何

な
る
形
態
も
、
結
局
は
神
に
そ
む
く
人
聞
の
負
目
〔
罪
〕
ど
し
て
、
安
定
を
得
る
こ
と
が
な
い
の
で
、
不
安
と
苦
悩
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
。

し
た
が
っ
て
和
解
は
、
人
聞
に
と
っ
て
、
究
極
の
「
救
済
守
で
あ
る
。

〔註〕
（

1
〉
国
－

Z
O
H
M－
H
出
品
問
冊
目
帥
昨
－
H
E
M－
o岡
山
田

nvaw
同
出
向
帽
ロ
品
目
刷

n
v岡
山

2
2
r
U
叩
同
の
冊
目
師
陣
品
叩
帥

。V
ユ
丘
四
国
宮
自
国
百
白
色
刷
局
叩
同
国

ω口
開
岡
山

nw明
白
戸

言
う
ま
で
も
な
く
、
乙
の
論
文
だ
け
で
へ

l
ゲ
ル
宗
教
諭
の
す
べ
て
を
云
々
す
る
乙
と
は
許
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
後
の
諸
論
文
に
お
い
て
も
、

神
を
人
間
と
の
統
一
に
お
い
て
把
握
す
る
と
い
う
基
本
線
は
貫
か
れ
て
い
る
。
の
み
な
ら
ず
、

ζ

の
統
一
の
生
け
る
核
心
は
過
度
の
体
系
化
を
経

て
い
な
い
右
の
論
文
に
お
い
て
、
か
え
っ
て
鮮
明
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
さ
え
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
本
稿
に
お
い
て
私
が
特
に
ζ

の
論
文
に
却
し

（
以
下

g
E・
と
記
す
場
合
は
、
乙
の
論
文
の
み
を
示
す
。
）

て
考
え
を
進
め
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

へ
l
ゲ
ル
の
宗
教
諭
と
彼
岸
の
問
題

四
一
七



へ
1
ゲ
ル
の
宗
教
諭
と
彼
岸
の
問
題

〈

2
）
吉
晶
・

ω・
ω
O
M
－－－

E
l届・

〈

8
）
山
広
島
・

ω・
抽
∞
タ
同
一
世
｝
酔
・

（4
）山広島・

ω－
N
8・
F
H
M
l
E－

四
一
八

， 

（5
）
関
係
〔

4
2
E－Z
U〕
と
い
っ
て
も
よ
け
れ
ば
統
一
〔
何
回
ロ

zt〕
と
言
っ
て
も
よ
い
。
し
か
し
、
後
に
説
明
す
る
よ
う
に
、
生
命
的
統
一
の
特

異
性
を
強
調
す
る
場
合
、
へ

1
ゲ
ル
は
全
一
性
〔
盟
国
山
岡
田
円
。

5
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
．
6
－
乙
乙
に
言
う
H

か
か
わ
り
u
は
、
後
述
の
よ
う
に
、

金
一
性
そ
の
も
の
の
働
ら
き
と
し
て
全
一
性
に
属
し
て
い
る
が
、
し
か
し
逆
に
、
会
一
性
を
乙
の
M

か
か
わ
り
H

に
解
消
す
る
ζ

と
は
許
さ
れ

な
い
唱
へ

1
ゲ
ル
は
、
乙
の
H

か
か
わ
り
H

を
一
示
す
場
合
に
も
全
一
性
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
の
で
（
山
広
島
・

ω・
包

P
F
H
M
l
H
a・
）
両
者
の
区

別
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、
し
か
し
後
に
説
明
す
る
よ
う
に
、
乙
の
区
別
を
無
視
す
る
こ
と
は
不
当
で
あ
る
。

（6
〉
芯
広
・

ω・
曲
。
∞
切
戸
也
｜
師
・
曲
。
由
”
－
－
∞
・

ハ
q
）山
V
E・
ω・曲
o
p
－－
M

也
↓
－
帥
H
O
－－・閉・

（8
）
『
精
神
現
象
学
』
に
お
い
て
「
意
識
」
は
、
い
ま
だ
「
絶
対
者
」
を
絶
対
性
に
お
い
て
把
握
し
て
い
な
い
か
ぎ
り
「
学
」
か
ら
区
別
さ
れ
た
が
、

し
か
し
「
学
」
へ
の
「
意
識
」
の
発
展
は
、
そ
の
第
一
歩
か
ら
「
絶
対
者
」
へ
の
H

か
か
わ
り
u
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ζ

の
根
源
的
な
M

か
か
わ

り
u
は
、
「
意
識
」
に
対
し
「
絶
対
者
」
が
、
た
だ
た
に
ん
H

現
在
し
て
い
る

a
と
か
。
臨
在
し
て
い
る

a
と
か
い
う
よ
う
な
無
関
心
な
関
係
で

は
な
く
て
、
不
断
に
自
ら
の
承
認
を
迫
っ
て
い
る
と
い
う
能
動
的
な
関
係
で
あ
る
。
「
意
識
」
に
対
す
る
「
絶
対
者
」
の
乙
の
よ
う
な
F
か
か
わ

り
a
を
「
意
志
」
〔
4
2ロ
O
〕
と
い
う
言
葉
で
示
し
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
1
は
、
へ

1
ゲ
ル
に
お
い
て
見
る
べ
き
も
の
を
見
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

（
玄
・
凶
冊
目
安
w
岡
崎
由
同
”
出
色
N
喝
m岡崎
r
図
。
岡
冊
目
師
因
。
同
同
氏
同
岳
山
同
開
門
片
岡
回
目
回
国
間
・
）

〈

9
〉
乙
の
事
を
彼
は
不
手
際
に
乙
う
表
現
す
る
。

宮
申
告
同
曲
師
の
市
町
冊
目
自
民
帥
＼
唱
。
ロ

e
g
R
N
E曲
目
自
冊
目
『
曲
目
向
島
同
国

Foeon
〔円四曲師

5
2
2
n
Z〕回申－
F
E
E－（四
MME・嗣・
8
申！？・

曲目
0
・）

U
叩
円

N
E曲目
g
S
F曲
ロ
向
島
申
帥
ロ
ロ
冊
目
丘
四

n
Zロ
ロ
ロ
品
品

g
阿
ロ
色
山
口
町
四
国
時
国
骨
片
岡
申
告

n
F
aロ



（却）

4
2ロ曲目宮ロロ同一島
g
F
m
v
oロ
田
山
田
仲
包
n
E
冊目ロ

Z
n
v昨日
ω冊目白血四
m
g－v
o
p
（志向島・明・

M
g・）

〈U
）白崎・

5
戸
田
－

N
p
r
M
l
i
a
・

（
盟
）
芯
広
・
回
－

M∞H
！回－

M
S・

（
四
）
和
解
へ
の
運
動
が
、
金
一
性
そ
の
も
の
の
働
ら
き
に
よ
る
か
ぎ
り
、
和
解
の
成
立
は
働
ら
き
の
「
完
成
」
と
い
う
ほ
か
な
い
が
、
し
か
し
、
落
下

す
る
物
体
の
加
速
度
が
重
力
の
増
加
を
意
味
し
な
い
よ
う
に
、
乙
の
「
完
成
」
は
必
ず
し
私
働
ら
き
そ
の
も
の
の
増
加
奈
意
味
し
な
い
。

〈

M
）

E
P
個・N
a
p
－－
a
i
ロ・

〈
首
）
抽
仰
の
国
〔
何
冊
目
n
F
の
0
2骨
帥
〕
に
つ
い
て
は
後
述
の
よ
う
に
、
イ
エ
ス
に
対
す
る
弟
子
た
ち
の
関
係
に
お
い
て
説
明
さ
れ
る
。
な
お
、
乙
の
共
同

体
〔
冊
目
白
帽
の
帽
包
冊
目
白
骨
〕
が
、
諸
個
人
の
単
な
る
集
合
〔
冊
目
ロ
m
〈
2
Z
B自
由
民
ロ
岡
〕
か
ら
区
別
さ
れ
る
と
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

（え－

E
P
ω
・個
M
Y
－－
H
帥
｜
申
・
担
NNW
－－∞・）

〈
鴻
）
長
富
山
口
町
と
い
う
言
葉
は
未
だ
形
成
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
人
聞
が
「
神
の
子
」
で
あ
る
以
上
、
全
一
性
は
人
聞
に
と
っ
て
自
己
で
あ

る
。
と
は
い
え
、
逆
に
金
一
性
を
人
聞
に
解
消
す
る
乙
と
は
で
き
な
い
。
マ
タ
ベ
ス
は
パ
ン
ク
ォ
ー
を
殺
し
得
た
が
、
し
か
し
、
乙
の
殺
害
に
お

い
て
も
な
お
、
滅
ぼ
し
得
な
か
っ
た
も
の
、
乙
の
不
死
な
る
も
の
は
、
様
々
な
形
で
そ
の
働
ら
き
を
示
す
が
、
す
な
は
ち
、
或
は
パ
ン
ク
ォ
l

〔一

人
の
人
間
〕
と
し
て
公
広
島
・
帥
－

g
p
F
白

4
）
、
或
は
パ
ン
ク
ォ
！
の
幽
霊
と
し
て
公
広
島
・
帥
・

M
g
L－
M也
）
現
わ
れ
る
が
、
し
か
し
乙
の
不

死
な
る
も
の
を
、
乙
れ
ら
諸
々
の
現
わ
れ
に
解
消
す
る
乙
と
は
で
き
な
い
。
何
故
な
ら
、
あ
る
意
味
で
、
そ
れ
は
世
界
を
超
え
て
お
り
、
そ
れ
を

純
粋
に
把
え
る
乙
と
は
「
世
界
の
忘
却
」

〔〈

oa一冊帥帥冊目『幅広島叩同
4
『
巴
件
〕
で
あ
る
（
由
豆
島
－

m
－
g
p
－
・
曲
串
）
と
さ
え
彼
は
言
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。

〈
百
）
分
裂
以
前
の
状
態
は
、
調
和
と
で
も
4

一
一
う
ほ
か
な
い
が
、
し
か
し
全
一
性
と
混
同
す
べ
き
で
は
な
い
。
金
一
性
を
一
個
の
状
態
に
解
消
し
、
運
命

や
和
解
と
同
列
に
置
き
、
生
命
l
運
命
l
和
解
と
い
う
よ
う
な
図
式
を
構
成
す
べ
き
で
は
な
い
。
全
一
性
は
統
一
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
状
態
と

し
て
の
運
命
に
対
し
て
は
、
そ
の
前
で
も
な
け
れ
ば
後
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
な
事
情
は
『
宗
教
哲
学
講
義
』
に
お
い
て
明
快
に
銭
述
さ
れ
る
。

「
楽
園
」
を
一
つ
の
状
態
と
考
え
、
堕
罪
を
そ
の
喪
失
と
し
て
歎
く
俗
見
を
、
彼
は
切
品
江
戸
〉
白
色
各
と
開

u
a
a
g
p
N
E
Z国
晶
と
の
混

へ
1
ゲ
ル
の
宗
教
諭
と
彼
岸
の
問
題

四
一
九



へ
1
ゲ
ル
の
宗
教
諭
と
彼
岸
の
問
題

四
二
。

同
と
し
て
批
判
す
る
o

（4
0
ユ2
5岡市ロ

5
2
品
目
。
宮
正

o
g司
主
叩
品
2
河町ロ岡山
O

ロ祖国島・
H
U

明・自由
1
1
凹－
N
g
w

町田町・
4
・
色
o
n
W
5
4

〈
四
）
え
－

E
品・師－

ω同∞－－－
N
D
I
m
－帥
N
O
w

－－
P

（町四）芯山一・師－

Mgu
－－∞｜由・

（
州
出
）
救
済
〔
同
四
件
宮
口
問
〕
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
へ
l
ゲ
ル
は
批
判
的
で
あ
る
。

（

S
E－∞－白
H
O）

弟

子
」
・
「
友
」

と
こ
ろ
で
、
罪
の
放
し
で
あ
り
、
救
済
の
成
就
で
あ
る
、
こ
の
「
和
解
」
を
、

へ
l
グ
ル
は
更
に
「
信
仰
の
完
成
」
と
よ
ぶ
。

「
和
解
」
は
、
イ
エ
ス
に
と
っ
て
は
、
す
で
に
自
己
の
現
実
で
あ
る
が
、

し
か
し
他
の
人
々
〔
イ
玄
ス
の
弟
子
た
ち
〕
に
と
っ
て
は
、

必
ず
し
も
直
ち
に
、
彼
ら
自
身
の
現
実
で
は
な
い
。
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
そ
れ
は
単
に
イ
エ
ス
の
教
説
で
あ
る
に
す
ぎ
な

い

、

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
イ
エ
ス
の
教
説
は
神
の
教
説
と
し
て
、
そ
れ
自
身
、
全
一
性
の
現
わ
れ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て

教
説
は
そ
れ
自
身
、
現
成
し
た
神
性
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
神
性
は
、
全
一
性
と
し
て
、
単
に
イ
エ
ス
の
自
体
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら

ず
、
弟
子
た
ち
自
身
の
自
体
で
も
あ
る
が
故
に
、

イ
エ
ス
の
教
説
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
も
自
ら
の
現
実
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
は

ち
彼
ら
に
と
っ
て
も
、

イ
エ
ス
の
教
説
は
、
す
で
に
現
成
し
た
、
自
己
自
身
の
自
体
で
も
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
弟
子
た
ち
の
意
識
は
、
自
ら
を
師
〔
イ
エ
ス
〕
よ
り
も
低
い
も
の
と
し
た
の
で
、

イ
エ
ス
の
現
実
は
、
同
時
に
彼
ら
自
身
の

現
実
で
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
「
弟
子
の
意
識
」
に
よ
っ
て
、
自
ら
を
弟
子
に
転
落
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。



イ
エ
ス
を
高
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
を
転
落
せ
し
め
た
弟
子
の
意
識
は
、
謙
虚
と
は
正
反
対
の
も
の
で
あ
っ
た
。
何
故
な
ら
、

イ
エ

ス
を
高
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
は
神
を
イ
エ
ス
の
個
体
に
閉
じ
込
め
た
の
で
あ
り
、

ま
た
そ
の
か
ぎ
り
、
自
己
の
存
立
を
、
神
か
ら

独
立
の
も
の
と
妄
想
し
た
か
ら
で
あ
る
。
ザ
エ
ス
に
対
す
る
弟
子
た
ち
の
、
こ
の
よ
う
な
関
係
を
、

と
よ
ぶ
。
イ
エ
ス
の
死
が
、
弟
子
た
ち
に
と
っ
て
願
き
で
あ
っ
た
の
は
、
イ
エ
ス
に
対
す
る
彼
ら
の
信
仰
が
、
未
だ
こ
の
よ
う
に
、
弟
子

の
意
識
と
し
て
、
イ
エ
ス
の
個
体
性
〔
同
ロ
庄
司
広
口
白
ロ
芯
仲
〕
に
依
存
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

へ
l
グ
ル
は
「
信
仰
」
〔
色
白
ロ
宮
ロ
〕

し
か
し
、

イ
エ
ス
に
お
い
て
現
成
し
た
神
は
、
同
時
に
弟
子
た
ち
自
身
の
自
体
で
あ
る
が
故
に
、

イ
エ
ス
に
お
け
る
神
の
現
成
は
、
自

体
的
に
は
ま
た
そ
れ
自
身
、
弟
子
た
ち
に
お
け
る
神
の
現
成
で
あ
る
。
弟
子
の
意
識
は
、
未
だ
そ
れ
を
自
己
の
自
体
と
し
な
い
が
、

し
カミ

し
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、

そ
れ
は
、
彼
ら
に
向
っ
て
対
由
化
さ
れ
た
、
彼
ら
自
身
の
神
の
現
成
で
あ
る
が
故
に
、
彼
ら
は
そ
の
信
仰
に

お
い
て
、
イ
エ
ス
の
現
成
を
内
化
し
、
自
ら
に
お
い
て
そ
れ
を
再
現
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

イ
エ
ス
が
現
存
し
て
い
た
か
ぎ
り
、
信
仰
は
弟
子
の
意
識
に
と
ど
ま
っ
た
の
で
、
未
だ
自
己
自
身
に
お
け
る
神

ρ現
成
と
は
な
ら
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
彼
ら
の
信
仰
を
弟
子
の
意
識
に
と
ど
め
た
も
の
は
、
依
存
す
べ
き
個
体
の
消
失
に
お
い
て
顕
わ
に
さ
れ
た
、
個
体
へ
の

依
存
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
、
彼
ら
に
と
っ
て
為
す
べ
き
こ
と
は
、

た
だ
個
体
性
の
脱
却
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
、
個
体
性
へ
の
依

存
を
脱
却
し
、
現
成
し
た
神
そ
の
も
の
へ
向
う
べ
き
で
あ
っ
た
。
何
故
な
ら
、
イ
エ
ス
に
お
い
て
現
成
し
た
神
は
全
一
性
と
し
て
、
単
に

イ
エ
ス
の
自
体
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
な
い
が
放
に
、
個
体
性
の
脱
却
は
同
時
に
外
面
性
の
脱
却
と
し
て
、
直
ち
に
自
己
自
身
に
お
け
る
神

の
現
成
で
あ
る
ほ
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。

神
は
全
一
性
と
し
て
、
区
別
に
お
い
て
同
一
を
保
つ
が
故
に
、
イ
エ
ス
に
お
い
て
神
を
顕
わ
に
す
る
こ
之
は
、
同
時
に
自
己
自
身
の
自
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体
を
顕
わ
に
す
る
こ
と
と
し
て
、
直
ち
に
自
己
自
身
に
お
け
る
、
神
の
現
成
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
神
が
、
イ
エ
ス
に
お
い
て
、

そ
の
個

体
性
か
ら
純
化
さ
れ
て
現
わ
れ
る
過
程
は
、
同
時
に
自
己
自
身
に
お
い
て
神
が
現
成
す
る
過
程
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
二
重
過
程
と
し
て
、
信
仰
は
、

い
わ
ば
他
在
に
お
け
る
自
己
認
識
の
過
程
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
イ
エ
ス
に
お
け
る
神
の
現

成
を
、
自
ら
の
う
ち
に
内
化
・
再
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
を
イ
エ
ス
に
同
化
せ
し
め
る
。
し
か
し
、
自
ら
を
イ
エ
ス
に
同
化
せ
し

め
る
こ
と
は
即
ち
、
自
ら
を
イ
エ
ス
へ
の
依
存
か
ら
解
放
す
る
こ
と
で
あ
る
が
故
に
、
そ
れ
は
、
イ
エ
ス
に
対
す
る
自
ら
を
、
弟
子
の
位

置
か
ら
友
の
位
置
に
高
め
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
も
は
や
、
イ
エ
ス
へ
の
信
仰
で
は
な
い
。
信
仰
は
、
そ
り
過
程
に
お

い
て
自
ら
を
揚
棄
す
る
。
光
へ
の
信
伸
は
、
自
ら
光
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
の
国
〔
諸
個
人
の
共
同
〕
を
形
成
す
る
。

と
こ
ろ
で
へ

l
グ
ル
は
、
光
へ
の
信
仰
が
自
ら
光
と
な
る
、

こ
の
過
程
を
、

信
仰
の
「
完
成
」

〔〈
o
z
mロ
円
四
回
ロ
阻
む
と
も
よ
ん
だ
。

ラ”
」

の
よ
う
に
、
克
服
を
同
時
に
完
成
と
呼
び
え
た
の
は
、
信
仰
が

か
ら
で
あ
る
。

「
中
問
状
態
」

〔冨

xz
－Ng
gロ
円
四
〕
と
し
て
、

二
面
性
を
も
っ
て
い
た

信
仰
は
、

イ
エ
ス
へ
の
信
仰
と
し
て
、

イ
エ
ス
に
対
す
る
弟
子
の
意
識
か
ら
友
の
意
識
に
高
ま
る
過
程
で
あ
っ
た
が
、
イ
エ
ス
に
お
い

て
和
解
は
す
で
に
成
就
し
て
い
た
の
で
、

そ
れ
は
最
初
か
ら
、
す
で
に
成
就
し
た
和
解
に
立
ち
向
っ
て
い
た
。
弟
子
の
意
識
は
神
性
を
イ

エ
ス
の
個
体
性
に
依
存
せ
し
め
た
が
、
し
か
し
、
個
体
性
に
依
存
せ
し
め
る
こ
と
は
、
全
く
個
体
化
し
て
し
ま
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
、

弟
子
の
意
識
は
単
に
イ
エ
ス
の
個
体
性
に
向
け
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
。
そ
の
限
り
彼
ら
は
、

可
エ
ス
ー
に
お
い
て
か
す
か
に
自
ら
を
感

じ
て
い
た
筈
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
イ
エ
ス
に
お
い
て
、
そ
の
個
体
性
か
ら
純
化
さ
れ
て
現
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
神
性
は
、
最

初
か
ら
イ
エ
ス
の
個
体
性
に
附
着
し
て
い
た
の
で
あ
り
、

ま
た
そ
れ
に
対
応
し
て
、
自
ら
の
う
ち
に
再
現
す
べ
き
和
解
は
、
す
で
に
蘭
芽



と
し
て
、
最
初
か
ら
自
己
の
う
ち
に
内
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

個
体
性
へ
の
方
向
は
、
神
が
自
己
の
自
体
で
あ
る
こ
と
を
否
認
す
る
も
の
と
し
て
、

正
し
く
「
運
命
」
の
再
現
で
あ
る
が
、

し
か
し
、

そ
れ
が
同
時
に
、
神
性
へ
の
方
向
に
お
い
て
自
ら
の
う
ち
に
神
を
感
じ
て
い
た
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
す
で
に
「
和
解
」
の
蘭
芽
で
も
あ
っ
た
。

信
仰
が
こ
の
よ
う
に
ニ
面
性
を
お
び
て
い
た
の
で
、
そ
の
過
程
は
、
個
体
性
に
と
っ
て
は
克
服
の
過
程
で
あ
る
が
、
神
性
に
と
っ
て
は
完

成
の
過
程
で
あ
る
。

． 

信
仰
が
自
ら
を
克
服
し
全
一
性
の
承
認
〔
和
解
〕
に
転
化
す
る
こ
の
過
程
は
、
す
で
に
内
在
し
て
い
た
神
性
へ
の
方
向
〔
和
解
の
蘭

芽
〕
が
、
要
す
る
に
個
体
性
へ
の
依
存
〔
運
命
的
側
面
〕

か
ら
純
化
さ
れ
る
過
程
に
す
ぎ
な
い
。

そ
し
て
こ
の
内
在
的
な
性
格
に
お
い

て
、
そ
れ
は
運
命
｜
和
解
の
過
程
か
ら
明
確
に
区
別
さ
れ
る
。
運
命
｜
和
解
の
過
程
は
、

全
一
性
の
否
認
か
ら
承
認
へ
の
過
程
で
あ
る

が
、
し
か
し
信
仰
の
過
程
は
、
強
い
て
言
え
ば
、
す
で
に
内
在
し
て
い
た
承
認
が
、

た
だ
否
認
と
の
混
合
か
ら
純
化
さ
れ
る
過
程
に
す
ぎ

な
い
。信

仰
の
過
程
は
‘
イ
エ
ス
に
対
す
る
弟
子
の
意
識
か
ら
友
の
煮
識
へ
の
過
程
と
し
て
、
イ
エ
ス
に
お
い
て
、
す
で
に
成
就
し
た
和
解
を
前

提
し
、
そ
れ
に
立
ち
向
っ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
は
最
初
か
ら
他
在
に
お
け
る
自
己
認
識
と
し
て
、
対
象
〔
和
解
〕
の
内
佑
・
再
現
の
過
程

で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
一
面
、
和
解
の
再
現
過
程
と
し
て
は
、
運
命
1

和
解
の
過
程
か
ら
区
別
さ
れ
る
が
、
し
か
し
和
解
の

再
現
過
程
で
あ
っ
た
以
よ
、
そ
の
性
格
は
、
ど
こ
ま
で
も
和
解
を
基
調
と
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
結
局
は
一
種
の
認
識
過
程
で
あ
る
ほ
か

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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彼

岸

の

問

題

へ
l
グ
ル
に
お
い
て
は
、

人
聞
に
と
っ
て
究
極
の
在
り
方
は

「
和
解
」

と
し
て
、
自
己
自
身
の
根
源
的
規
定
を
承
認
〔
覚
証
〕
す
る

ζ

と
で
あ
っ
た
り
で
、
彼
岸
的
な
も
の
へ
の
依
存
は
許
き
れ
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
彼
は
た
だ
、
こ
れ
だ
け
の
理
由
で
、
神
の
彼
岸
性
を
否
定
し
、
信
仰
か
ら
彼
岸
性
へ
の
方
向
を
奪
っ
て
し
ま
っ
た
。
す
な
は

ち
彼
は
、
彼
岸
性
へ
の
方
向
に
お
い
て
、
た
だ
克
服
さ
る
べ
き
依
存
性
の
み
を
み
て
、
そ
の
自
己
克
服
を
み
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
克
服
・



は
、
彼
岸
性
そ
の
も
の
を
見
捨
て
る
こ
と
で
し
か
な
か
っ
た
。

ユ
ダ
ヤ
教
の
精
神
か
ら
イ
エ
ス
の
精
神
へ
の
移
行
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
す
で
に

m
信
仰
4

の
放
棄
で
あ
っ
た
。
す
な
は
も

神
は
、
す
で
に
彼
岸
性
を
奪
わ
れ
、
全
一
性
と
し
て
、
人
間
と
の
統
一
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
に
対
す
る
彼
の
か
か
わ
り
は

「
和
解
」
と
し
て
、
も
は
や
が
信
仰
4

で
は
な
か
っ
た
。
弟
子
た
ち
に
対
す
る
、
イ
エ
ス
の
外
面
性
は
、
再
び
信
仰
の
如
き
形
式
を
再
現

し
た
が
、

し
か
し
こ
の
外
面
性
は
、
も
は
や
彼
岸
性
で
は
な
か
っ
た
。
イ
エ
ス
の
和
解
は
、
弟
子
た
ち
に
と
っ
て
は
外
な
る
も
の
でi
は
あ

っ
た
が
、

し
か
し
既
に
彼
ら
自
身
の
自
体
と
し
て
、
彼
ら
と
同
一
の
地
盤
に
立
っ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
に
立
ち
向
か
う
彼
ら
の
信
仰
は
、

直
接
に
対
象
〔
和
解
〕
の
内
化
〔
再
現
〕

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
さ
し
あ
た
り
、

弟
子
の
意
識
と
し
て
、

対
象
へ
の
依
存
で
あ
っ
た
が
、

し
か
し
、
そ
の
克
服
は
、
た
だ
対
象
を
自
ら
に
引
き
寄
せ
、
自
ら
を
対
象
に
接
近
・
同
化
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
果
さ
れ
た
。

し
か
し
、
彼
岸
性
へ
の
信
何
は
、
イ
エ
ス
へ
の
信
仰
に
お
い
て
の
よ
う
に
、
対
象
を
自
己
に
引
き
寄
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
依
存

性
を
克
服
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
の
立
ち
向
か
う
と
こ
ろ
は
、
和
解
で
も
な
け
れ
は
、
自
己
の
自
体
で
も
な
い
の
で
、
そ
れ
は
和

解
に
解
消
さ
れ
る
こ
と
も
、
対
象
に
お
い
て
自
己
を
み
る
と
と
も
出
来
な
い
。
そ
こ
で
は
、
対
象
の
内
化
も
、
対
象
へ
の
同
化
も
許
さ
れ

』ー、、。

品
向
、
bv彼

岸
性
へ
の
信
仰
、
例
え
ば
親
鷲
的
信
仰
に
お
い
て
は
、
対
象
は
た
だ
自
己
と
の
区
別
に
お
い
て
の
み
把
え
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
区
別

は

「
神
の
子
」
と
「
人
の
子
」
と
の
区
別
の
よ
う
に
、
統
一
を
前
提
し
て
は
い
な
い
。
自
己
及
び
自
己
存
立
の
場
は
、
凡
夫
l
積
土
と

そ
れ
は
「
規
定
さ
れ
た
否
定
」
に
お
い
て
の
よ
う
に
、
自
己
自
身
の
成
果
を
も
つ
の
で
は
な
い
。
仏

し
て
全
・
体
的
に
否
定
さ
れ
る
の
で
、

ー
浄
土
は
、
人
間

l
世
界
の
自
己
否
定
に
よ
っ
て
生
じ
た
自
己
自
身
の
肯
定
的
な
成
果
で
は
な
く
て
、
全
く
別
の
対
象
で
あ
る
。
し
た
が

へ
1
ゲ
ル
の
宗
教
諭
と
彼
岸
の
問
題

四
二
五



へ
l
ゲ
ル
の
宗
教
諭
と
彼
岸
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問
題

四
二
六

っ
て
仏
｜
浄
土
は
、
凡
夫

l
稀
土
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
人
間
｜
世
界
に
対
し
、
成
立
の
基
盤
を
成
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
超
越
的

な
彼
岸
で
あ
る
。

親
鷲
的
信
仰
の
自
己
把
握
は
凡
夫
と
し
て
、
そ
れ
は
端
的
に
、
仏
へ
の
断
絶
の
意
識
で
あ
り
二
」
の
断
絶
に
お
い
て
］
彼
岸
性
へ
の
信

仰
は
本
質
的
に
依
存
で
あ
り
、
こ
の
依
存
に
対
し
、
仏
は
ま
た
本
質
的
に
救
済
者
〔
阿
弥
陀
仏
〕
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
勺

救
済
者
は
、
凡
夫
を
積
土
か
ら
浄
土
へ
往
生
せ
し
め
る
。

し
か
し
往
生
と
は
、

往
き
て
生
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
、

浄
土
へ
往

品
円
、
、
仏
と
し
て
生
れ
る
こ
と
で
あ
る
の
で
、
凡
夫
の
死
な
し
に
は
お
こ
り
え
な
い
。
し
か
も
人
聞
は
凡
夫
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
自

己
の
う
ち
に
仏
性
を
み
る
こ
と
も
、
仏
に
お
い
て
自
己
を
み
る
こ
と
も
出
来
な
い
の
で
、
往
生
は
人
聞
に
と
っ
て
超
越
で
あ
り
、
凡
夫
の

死
は
文
字
通
り
人
聞
の
死
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
救
済
〔
往
生
〕
は
、
ど
こ
ま
で
も
来
世
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
信
仰
に
と
っ
て
、
す
で
に

内

8
）

約
束
さ
れ
て
は
い
る
が
、
し
か
し
、
か
未
だ
な
い
も
の
4

で
あ
る
。

彼
岸
性
へ
の
信
仰
は
こ
の
よ
う
に
、
自
己
の
成
仏
を
来
世
的
救
済
に
委
ね
る
。
そ
れ
は
自
己
の
実
相
を
、
い
ま
、
こ
こ
で
、
自
ら
覚
証

す
る
こ
と
を
断
念
す
る
も
の
と
し
て
、
明
ら
か
に
「
和
解
」
の
放
棄
で
あ
る
。

「
運
命
」
は
、
自
己
の
根
源
的
規
定
を
否
認
し
、
自
ら
を
単
に
庁
私
d

と
し
て
、

い

の

ち

さ

だ

め

生
命
の
規
定
に
抵
抗
す
る
私
的
な
執
心
と
し
て
、
端
的
に
我
執
で
あ
っ
た
。

に
捉
え
た
。

「
和
解
」
は
し
た
が
っ
て
、
根
源
的
規
定
の
承
認
と
し
て
、

「
運
命
」
に
と
っ
て
は
絶
望
で
あ
っ
た
。
し
か
し
彼
岸
性
へ
の
信
仰
は
、
来
世
的
救
済
へ
の
依
存
で
あ
る
。
そ
れ
は

孤
立
的
（
抽
象
的
〕

そ
れ
は
自
己
の

我
の
宥
定
で
あ
り
、

「
和
解
」
の
放
棄
と
し
て
、
我
執
の
肯
定
で
あ
り
、
罪
の
赦
し
で
あ
る
。

－へ
l
グ
ル
に
と
っ
て
は
、
罪
の
赦
し
は
和
解
と
し
て
、
た
だ
ち
に
罪
の
事
実
的
消
滅
を
意
味
し
た
が
、
し
か
し
、
彼
岸
性
へ
の
信
仰
に



と
っ
て
は
、
事
実
的
消
滅
は
未
だ
な
い
。
罪
の
放
し
は
、
た
だ
そ
の
消
滅
が
救
済
と
し
て
、
す
で
に
約
束
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
言
い
か
え

れ
ば
、
そ
の
消
滅
が
、
救
済
者
に
よ
っ
て
す
で
に
ひ
き
う
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
信
仰
は
運
命
で
は
な
い
。
罪
の
赦
し
が
そ
の
消
滅
で
な
い
以
上
、
そ
れ
は
運
命
で
あ
る
ほ
か
な
い

が
、
し
か
し
、
赦
し
が
未
だ
消
滅
で
な
い
の
は
、
信
仰
に
と
っ
て
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
で
は
な
い
。

信
仰
者
は
自
ら
を
凡
夫
と
し
て
把
握
す
る
の
で
、
彼
は
そ
の
解
脱
を
、
未
だ
な
い
、
来
世
の
救
済
に
委
ね
る
ほ
か
な
い
。
そ
れ
は
明
ら

か
に
他
者
ヘ
の
依
存
で
あ
り
、

し
か
も
、
未
だ
な
い
救
済
へ
の
依
存
で
あ
る
。

し
か
し
、

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
こ
の
依
存
は
・
無
意
味
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
、
こ
の
依
存
は
彼
岸
性
へ
向
け
ら
れ
て
は
い
る
が
、

し
か
し
自
己
自
身
の
う
ち
に
、
あ
る
根
源
的
な
覚
悟
を
要
求
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

依
存
は
し
た
が
っ
て
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
さ
し
あ
た
り
、
放
さ
れ
た
我
執
と
し
て
、
た
だ
救
済
の
方
向
へ
向
き
な
お

っ
た
だ
け
の
運
命
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
、
救
済
へ
向
け
ら
れ
た
我
執
と
し
て
、
私
性
へ
の
執
心
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
言
い
か

単
に
個
体
性
〔
我
〕
の
保
持
で
し
か
な
い
。
し
か
も
私
性
へ
の
執
心
と
し

え
れ
ば
、
そ
れ
が
救
済
に
お
い
て
期
待
し
て
い
る
も
の
は
、

て
、
そ
れ
は
救
済
へ
の
疑
惑
で
あ
る
。

依
存
が
こ
の
よ
う
に
我
執
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
自
ら
を
克
服
し
な
い
。

し
か
し
救
済
は
、
依
存
に
対
し
我
執
に
と
ど
ま
る
こ
と
を

許
さ
な
い
。
何
故
な
ら
、
救
済
は
依
存
に
対
し
、
す
で
に
約
束
さ
れ
た
も
の
と
し
て
無
条
件
で
は
あ
る
が
、

し
か
し
庁
未
だ
な
い
も
の
咋

と
し
て
、
そ
れ
は
無
償
性
を
要
求
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

救
済
は
、

そ
の
来
世
的
性
格
に
お
い
て
、
思
議
を
許
さ
な
い
ゼ
依
存
は
、
さ
し
あ
た
り
我
執
と
し
て
、
救
済
へ
の
疑
惑
で
あ
る
が
、

し

へ
l
ゲ
ル
の
宗
教
諭
と
彼
岸
の
問
題

四
二
七



へ
1
ゲ
ル
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教
諭
と
彼
岸
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題

四

人

か
し
、
疑
惑
は
そ
こ
に
何
ら
確
実
性
の
根
拠
左
見
出
し
え
な
い
。

し
た
が
・
っ
て
、

そ
れ
に
と
っ
て
は
、

た
だ
絶
望
だ
け
が
残
さ
れ
て
い

る。
依
存
が
未
だ
我
執
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
無
償
で
は
あ
り
え
な
い
。
し
か
し
、
無
償
性
は
我
執
に
と
っ
て
絶
望
を
意
味

す
る
の
で
、
依
存
は
無
償
性
に
お
い
て
我
執
を
超
え
る
。
だ
が
こ
の
事
は
、
依
存
に
と
っ
て
、
自
己
自
身
を
超
え
る
こ
と
で
も
あ
る
。
何

故
な
ら
、
こ
の
場
合
、
無
償
の
依
存
は
依
存
の
廃
棄
で
あ
る
ほ
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
依
存
に
と
っ
て
無
償
性
の
獲
得
は
自
己
自
身
へ
の
沈
潜
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
克
服
は
、
た
だ
自
己
自
身
に
徹
す
る
こ

と
に
お
い
て
果
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
対
象
を
自
ら
に
引
き
寄
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
も
な
け
れ
ば
、
自
ら
を
対
象
に
同
化
せ
し
め
る
こ

と
に
よ
っ
て
で
も
な
い
。
対
象
は
む
し
ろ
、
依
存
の
深
ま
り
に
お
い
て
、
他
者
か
ら
絶
対
他
者
へ
転
じ
、
自
ら
に
と
っ
て
、
無
限
の
隔
り

を
得
て
く
る
の
で
あ
る
。
他
力
か
ら
絶
対
他
力
へ
の
依
存
の
深
ま
り
は
、

こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
反
面
、
対
象
へ
の
絶
望
の
過
程
で

あ
る
。し

か
し
、
絶
望
は
も
は
や
疑
惑
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
す
で
に
決
定
し
た
、
自
己
自
身
の
態
度
と
し
て
、
決
断
で
あ
る
。
決
断
で
あ
る

が
故
に
、
絶
望
は
依
存
の
克
服
で
あ
る
。

し
か
し
依
存
の
克
服
は
、
こ
の
場
合
、
た
ん
に
人
間
中
心
的
に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
、
克
服
さ
れ
る
依
存

、．、．、．、．、．

性
は
我
執
べ
と
し
て
、
そ
の
克
服
は
我
執
の
絶
望
で
あ
る
が
故
に
、
私
性
へ
の
執
心
は
、
そ
の
絶
望
に
お
い
て
、
私
に
お
け
る
私
な
ら
ぬ
も

の
を
覚
悟
す
る
ほ
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。

以
上
要
す
る
に
、
依
存
に
お
い
て
依
存
を
超
え
る
信
仰
の
逆
理
を
把
握
し
な
い
か
ぎ
り
］
彼
岸
性
へ
の
信
仰
は
正
当
な
評
価
を
許
さ
な



ぃ
。
ま
し
て
そ
の
場
合
、
信
仰
の
対
象
を
、
信
仰
の
座
か
ら
切
り
離
し
て
、
た
だ
存
在
論
的
に
論
じ
た
の
で
は
、
そ
の
抽
象
性
は
覆
う
べ

き
も
な
い
。

し
か
し
、
依
存
に
お
け
る
依
存
の
克
服
が
事
実
よ
可
能
で
あ
っ
た
の
は
、

、
、
、
、
、
、
、
、
（
同
〉

ぃ
。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
信
仰
は
一
つ
の
幻
想
で
あ
る
。
そ
れ
は
依
存
を
克
服
す
る
が
、

信
仰
に
と
っ
て
で
あ
っ
て
、

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
で
は
な

し
か
し
、
そ
の
克
服
は
、
無
償
性
へ
の
、

依
存
の
深
ま
り
で
あ
る
の
で
、
信
仰
に
と
っ
て
、
そ
の
対
象
は
、
ど
こ
ま
で
も
真
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
証
拠
を
求
め
な
い
以
よ
、
信
仰

は
知
識
で
は
な
く
、
証
拠
を
示
さ
な
い
以
上
、
教
義
は
真
理
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

わ
れ
わ
れ
が
知
識
の
立
場
に
立
っ
か
ぎ
り
、
信

仰
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
最
初
か
ら
廃
棄
さ
る
べ
き
幻
想
で
あ
る
。

信
仰
に
と
っ
て
は
、
対
象
へ
の
依
存
の
深
化
は
、
真
実
へ
の
深
ま
り
で
あ
る
が
、

し
か
し
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
幻
想
の
深
化
と
し

て
、
そ
の
道
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
。

の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
奇
妙
な
循
環
を
成
し
て
い
る
。

「
弥
陀
の
誓
願
不
思
議
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
せ
て
、
往
生
を
ば
と
ぐ
る
な
り
と
信
じ
て
、
念
仏
ま
う
さ
ん
と
お
も
ひ
た
っ
こ
こ
ろ
の

お
こ
る
時
、
す
な
は
ち
摂
取
不
捨
の
利
益
に
あ
づ
け
し
め
た
ま
ふ
な
り
。
」

－
歎
異
紗
｜

信
仰
は
救
済
を
前
提
し
、
救
済
は
信
仰
を
前
提
し
て
い
る
。
す
な
は
ち
、
依
存
は
救
済
に
依
存
し
、
救
済
は
依
存
に
依
存
し
て
い
ヲ
匂

〔註〕
（

1
）
乙
乙
で
敢
え
て
親
驚
を
ひ
き
あ
い
に
出
す
理
由
は
、
第
一
に
問
題
の
焦
点
が
、
へ

l
ゲ
ル
の
ユ
ダ
ヤ
教
論
で
も
な
け
れ
ば
キ
リ
ス
ト
教
諭
で
も
な

く
、
む
し
ろ
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
精
神
を
退
け
イ
エ
ス
の
精
神
を
支
持
し
た
へ

l
ゲ
ル
自
身
の
精
神
に
、
す
な
は
ち
彼
の
宗
教
諭
に
在
る
か
ら
で
あ
り
、

第
二
に
親
線
局
的
信
仰
が
、
信
仰
の
最
も
純
粋
な
形
態
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
親
務
的
信
仰
の
絞
述
は
、
へ

l
ゲ
ル
の

へ
1
ゲ
ル
の
宗
教
諭
と
彼
岸
の
問
題

四
二
九



へ
l
ゲ
ル
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諭
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岸
の
問
題

四
三
O

宗
教
論
に
対
す
る
批
判
の
み
な
ら
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
諭
に
対
す
る
批
判
の
い
と
ぐ
ち
を
も
提
出
す
る
乙
と
と
な
る
で
あ
ろ
’

Z

〈

2
）

6
2
Z
B
B
Z
Z忠
明
白
仲
間

O
R
（
出
叩
向
。
7
M
V
F
出ロ
O
E
g
g－
。
岡
山
叩
品
。
帥
の
冊
目

m
Z明－
wω
・
由
∞
同
－

w
v
g問・
4
・
」
『
・
図
。
片
岡
田
叩

U
Z円
）

〈

8
〉
親
鷲
的
信
仰
に
お
い
て
は
、
浄
土
は
諸
方
実
相
観
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
。

「
裟
婆
即
寂
光
土
」
的
な
浄
土
観
が
、
か
え
っ
て
法
然
・
親
鱒
以
前

の
、
未
だ
自
力
的
な
浄
土
教
に
属
し
て
い
た
こ
と
は
注
目
に
価
す
る
。
平
安
朝
の
自
力
的
な

l
実
は
無
力
な
｜
浄
土
教
が
「
厭
離
職
土
」
を
軸
と

し
て
展
開
さ
れ
た
法
然
・
親
驚
の
鎌
倉
新
仏
教
に
お
い
て
、
根
本
的
に
変
革
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
歴
史
的
状
況
に
つ
い
て
は
、
田
村
教
授

「
法
然
教
の
改
革
性
」

（
「
日
本
宗
教
史
講
座
」
第
二
巻
）
参
照
。

〈

4
）
正
像
末
の
史
観
に
基
づ
く
親
鱒
の
時
代
批
判
は
即
身
成
仏
の
不
可
能
を
断
定
す
る
。

「
信
知
聖
道
諸
教
為
在
世
正
法
而
金
非
像
末
法
誠
之
時
機
」

〈

5
）
像
末
法
滅
の
時
機
に
対
応
し
て
、
阿
弥
陀
仏
の
救
済
は
悪
人
〔
凡
夫
〕
を
正
機
と
す
る
。

（
「
教
行
信
託
」
化
身
土
巻
）

「
五
劫
思
惟
の
制
労
、
六
度
万
行
の
堪
忍
、
し
か
し
な

（

6
）
 

が
ら
凡
夫
出
要
の
た
め
な
り
、
ま
た
く
聖
人
の
た
め
に
あ
ら
ず
」
（
「
口
伝
紗
」
下
）

「
生
死
即
浬
梁
」
と
い
う
見
方
は
自
力
の
法
門
に
属
し
て
い
る
。
「
わ
が
身
す
な
は
ち
弥
陀
、
弥
陀
す
な
は
ち
わ
が
身
」
と
い
う
見
方
は
自
力
化

さ
れ
た
浄
土
教
に
属
し
て
い
る
（
前
述
「
法
然
教
の
改
革
性
」
）
。
親
務
自
身
は
こ
れ
ら
の
見
方
を
退
け
て
、
乙
う
言
っ
て
い
る
。
「
然
末
代

（
「
教
行
信
証
」
信
巻
序
〉
。
な
お
、
仏
性
に
関
し
て
は
、
凡
夫
K
も
仏
性
を
認
め
、
た
だ
そ

道
俗
近
世
宗
飾
品
一
自
性
唯
必
庇
一
浄
土
真
証
」

の
開
発
が
出
来
な
い
だ
け
だ
と
す
る
見
方
も
あ
る
が
（
釈
存
覚
「
顕
名
紗
」
）
、
し
か
し
親
務
自
身
の
著
書
で
は
、
仏
性
は
む
し
ろ
阿
弥
陀
仏
に

よ
っ
て
廻
向
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
凡
夫
に
は
属
し
て
い
な
い
。

「
仏
性
者
即
是
如
来
」

（
「
教
行
信
託
」
信
巻
）
。
な
お
、
外
に
「
和
讃
」
を

参
照
。

じ
ゅ

〈

T
）
親
燃
が
「
検
超
」
と
い
う
場
合
、
そ
れ
は
他
力
の
超
証
と
し
て
、
自
力
の
超
証
〔
竪
超
〕
等
か
ら
の
区
別
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

（
「
教
行
信

証
」
化
身
土
巻
）

〈

8
）
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
、
と
く
に
十
八
願
の
成
就
を
指
す
。

「
仏
は
衆
生
一
K
か
は
り
て
、
願
と
行
と
を
円
満
し
て
、
わ
れ
ら
が
往
生
を
、
す
で
に
し
た



た
め
た
ま
ふ
な
り
。
：
：
：
弥
陀
の
か
は
り
て
成
就
せ
し
疋
覚
の
一
念
の
ほ
か
は
、
さ
ら
に
機
〔
凡
夫
〕
よ
り
、
い
さ
さ
か
も
、
そ
ふ
る
乙
と
は
な

（
「
安
心
決
定
妙
」
本
）
。
外
に
「
持
名
紗
」
を
参
照
。

け
つ
じ
よ
う

（
9
）
す
で
に
成
就
し
た
往
生
は
、
信
仰
に
お
い
て
決
定
す
る
。
乙
の
決
定
は
現
益
と
し
て
。
い
ま
8
成
立
す
る
。
し
か
し
往
生
は
、
当
益
と
し
て
、

ど
こ
ま
で
も
現
益
〔
往
生
の
決
定
〕
か
ら
は
区
別
さ
れ
る
（
「
御
文
章
」
一
の
五
）
。
な
お
決
定
に
つ
い
て
は
註
（
立
）
に
説
明
す
る
。

き
な
り
。
」

（

m）
手
広
・
明
－

N
∞
タ
？
∞
｜
∞

〈

日

）

「
十
悪
検
身
の
あ
ら
ん
ほ
ど
は
、
た
ち
が
た
く
伏
し
が
た
き
に
よ
り
て
、
乙
れ
を
は
な
る
る
乙
と
あ
る
べ
か
ら
ざ
れ
ば
、
な
か
な
か
お
ろ
か
に
つ

た
な
げ
な
る
煩
悩
成
就
の
凡
夫
に
て
、
た
だ
あ
り
に
か
ざ
る
と
こ
ろ
な
き
す
が
た
に
て
、
は
ん
べ
ら
ん
ζ

そ
、
浄
土
真
宗
の
本
願
の
正
機
た
る
べ

け
れ
」

（
「
ロ
伝
紗
」
下
）

（

U
）
 

「
大
信
心
者
則
是
・
・
・
易
往
無
人
之
浄
信
・
・
・
世
間
難
信
之
捷
径
」

（
「
教
行
信
証
」
信
巻
）

（臼）

「
念
仏
は
ま
と
と
に
浄
土
に
生
ま
る
る
た
ね
に
て
や
は
ん
ベ
る
ら
ん
、
ま
た
地
獄
に
お
つ
べ
き
業
に
て
や
は
ん
ベ
る
ら
ん
、
総
じ
て
も
て
存
知
せ

ざ
る
な
り
。
」

（
「
歎
異
紗
」
）

〈日比）

「
た
と
ひ
法
然
上
人
に
す
か
さ
れ
ま
い
ら
せ
て
、
念
仏
し
て
地
獄
に
お
ち
た
り
と
も
、

さ
ら
に
後
悔
す
べ
か
ら
ず
さ
ふ
ら
ふ
o
」

（
「
歎
異
妙
」
）

（四）

「
大
信
心
者
則
是
金
剛
不
壊
之
真
心
」

（
「
教
行
信
証
」
信
巻
）

（日目）へ

l
ゲ
ル
が
『
精
神
現
象
学
』
で
用
い
た

a

宗
門
ロ
ロ
叱
と
同
様
の
用
法
で
あ
り
、
こ
こ
に
言
う
「
我
々
」
の
立
場
は
、
信
仰
に
優
越
す
る
知
識
の

立
場
を
意
味
す
る
か
ぎ
り
で
、
へ

l
ゲ
ル
的
自
覚
の
立
場
に
も
通
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
へ

l
ゲ
ル
は
巧
印
刷
窓
口
を

2
2
Zロ
の
真
理
と
み

な
し
た
が
、
我
々
は
信
仰
を
知
識
に
解
消
で
き
な
い
も
の
と
み
な
す
。
式
同
町
民
ロ
目
・
に
つ
い
て
は
、

EH叫ロ
O

B
叩ロ
O
問
。
岡
山
由
品
。
凹

。
包
帥

Z
P

ω・
4
串

u
r
g
u
日目師向・
4
・
同
・
問
。
氏
自
冊
目
己
申
『
・

ら
は
る
る
と
き
、

「
念
仏
申
す
」
と
は
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
を
自
称
す
る
乙
と
で
あ
る
が
「
身
も
心
も
南
無
阿
弥
陀
仏
に
な
り
か
へ
り
て
、
そ
の
領
解
乙
と
ば
に
あ

南
無
阿
弥
陀
仏
と
申
す
が
、
う
る
は
し
き
弘
願
の
念
仏
に
で
あ
る
な
り
。
」
「
念
仏
申
さ
ん
と
恩
ふ

（
「
安
心
決
定
紗
」
）
。

（汀）

へ
l
ゲ
ル
の
宗
教
諭
と
彼
岸
の
問
題

四
三
一



へ
I
ゲ
ル
の
宗
教
諭
と
彼
岸
の
問
題

四

心
」
は
即
ち
南
無
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
「
言
甫
無
者
即
是
帰
命
」

仏
へ
の
依
存
〔
帰
命
〕
で
あ
り
、
信
仰
で
あ
る
。
乙
の
信
仰
に
お
い
て
の
み
「
摂
取
不
捨
」
は
成
立
す
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
に
お
い
て
の
み
往
生

は
決
定
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
阿
弥
陀
仏
と
は
、
法
蔵
盆
口
薩
の
正
覚
と
し
て
、
誓
願
の
事
就
で
あ
る
。
そ
れ
は
十
八
願
〔
設
我
得
仏
十
方
衆
生
至

レ

レ

心
信
楽
欲
生
我
国
乃
至
十
念
若
不
生
者
不
取
正
覚
V

の
成
就
と
し
て
、
既
に
成
就
さ
れ
た
「
念
仏
往
生
の
願
」
（
「
教
行
信
証
」
信
巻
）
で
あ

レ

二

一

レ

レ

ニ

一

る
。
即
ち
阿
弥
陀
仏
に
お
い
て
、
機
法
一
体
の
南
無
阿
弥
陀
仏
〔
往
生
の
真
因
）
は
既
に
啓
枕
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
「
安
心
決
定
紗
」
本
）
。

従
っ
て
阿
弥
陀
仏
へ
の
帰
命
は
、
既
に
成
就
さ
れ
た
念
仏
往
生
〔
南
無
阿
弥
陀
仏
↓
往
生
〕
へ
の
依
存
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
こ
の
依

存
に
お
い
て
の
み
、
往
生
は
は
じ
め
て
決
定
す
る
の
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
‘
既
に
手
枕
さ
れ
た
こ
の
南
無
阿
弥
陀
仏
が
、
も
う
一
度
衆
生
に

お
い
て
繰
り
返
さ
れ
る
（
信
仰
に
と
っ
て
は
、
廻
向
さ
れ
る
）
こ
と
に
お
い
て
、
既
に
防
TJ
仇
さ
れ
た
念
仏
往
生
は
、
も
う
一
度
成
就
（
信
仰
に
と

（
「
教
行
信
証
」
行
巻
）
。
従
っ
て
南
無
阿
弥
陀
仏
と
は
、
阿
弥
陀

つ
て
は
、
は
じ
め
て
決
定
）
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

五

結

び

仏
教
に
お
け
る
信
仰
の
宗
教
、
少
く
と
も
そ
の
典
型
と
み
な
し
う
る
親
鷲
の
宗
教
に
お
い
て
は
、
信
仰
の
対
象
は
文
字
ど
お
り
信
仰
の

対
象
と
し
て
、
知
識
の
対
象
か
ら
は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
、
事
情
は
幾
分
こ
と
な
っ
て
い
る
か
に
み

L

え
る
。

し
か
し
、
も
と
も
と
福
音
書
の
神
が
信
仰
の
対
象
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
が
信
仰
の
宗
教
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
神
に
対
す
る
形
而

上
学
的
な
構
え
を
固
執
し
た
や
世
神
学
が
、
ど
れ
ほ
ど
頑
固
に
正
統
派
と
し
て
君
臨
し
続
け
た
に
し
て
も
、
そ
の
企
て
は
へ

l
グ
ル
の
企

て
と
と
も
に
、
結
局
は
じ
め
か
ら
余
計
な
野
心
で
あ
っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
元

v
カ
ム
に
お
け
る
ス
コ
ラ
哲
学

の
終
一
鴬
は
、
形
而
上
学
的
な
神
に
対
す
る
ル
ソ

l
の
不
満
と
と
も
に
、
極
め
て
当
然
な
帰
結
で
あ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。



事
実
、
そ
れ
は
余
り
に
も
当
然
な
帰
結
で
あ
り
、
少
し
も
積
極
的
な
意
義
を
も
ち
え
な
い
ほ
ど
に
当
然
な
帰
結
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

何
故
な
ら
、
そ
れ
は
信
仰
を
信
仰
と
し
て
、
た
だ
知
識
か
ら
区
別
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
信
仰
そ
の
も
の
の
本
質
は
少
し
も
解

明
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
真
理
性
の
証
拠
を
保
持
し
な
い
と
い
う
意
味
で
、
ド
グ
マ

l
が
ド
グ
マ

l
テ
ィ

νユ
で
あ

る
か
ぎ
り
、
そ
れ
へ
の
信
仰
を
幻
想
と
よ
ぶ
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
し
て
ま
た
わ
れ
わ
れ
が
証
拠
に
保
証
さ
れ
る
以
上
の
確
信
を
許
さ
な

い
知
識
の
立
場
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
信
仰
は
も
は
や
わ
れ
わ
れ
の
も
の
で
は
な
い
と
も
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
知
識
の
立
場
か
ら
信
仰
を

幻
想
と
し
て
退
け
る
こ
と
が
結
果
と
し
て
は
ど
れ
ほ
ど
正
当
で
あ
っ
て
も
、
か
つ
て
信
仰
が
保
持
し
た
生
け
る
働
ら
き
と
そ
の
意
義
は
、

必
ず
し
も
正
当
に
把
握
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
本
質
的
に
い
っ
て
、
問
題
は
む
し
ろ
こ
こ
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
る
。

註（1
）
へ

1
ゲ
ル
の
哲
学
が
同
時
に
神
学
で
あ
っ
た
か
ぎ
り
、

乙
の
非
難
は
ま
ぬ
が
れ
な
い
。
し
か
し
、
人
聞
の
基
本
的
構
造
を
「
運
命
」
か
ら
「
和

解
」
へ
の
展
開
に
お
い
て
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
と
ら
え
、
し
か
も
信
仰
の
も
ち
う
る
有
効
性
の
す
べ
て
を
そ
乙
に
見
出
そ
う
と
し
た
彼
の
着
服
は
恐

ら
く
い
ま
だ
そ
の
意
義
を
失
つ
て
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
彼
は
、
信
仰
が
こ
う
い
う
有
効
性
を
も
ち
う
る
た
め
に
は
、
信
仰
が
そ
の
彼
岸
性

へ
の
方
向
を
、
し
た
が
っ
て
実
は
信
仰
が
信
仰
で
あ
る
こ
と
を
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
。
こ
う
し
て
彼
は
、
も
は
や
信
仰
で
な
い

も
の
を
信
仰
と
し
て
、
信
仰
の
対
象
を
実
際
は
知
識
の
対
象
と
し
て
絞
述
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

（2
）
こ
の
種
の
浅
薄
さ
は
、
本
格
的
に
は
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
始
ま
り
、
マ
ル
ク
ス
お
よ
び
そ
の
後
継
者
た
ち
に
受
け
つ
が
れ
て
い
る
。
し
か
し
最

も
明
確
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
恐
ら
く
ラ
ッ
セ
ル
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。

H
f
司
四
回
叩
円

V
R
F
n
巴
印
刷
巧

2
2
品

2
の耳目
2
0
E
E
B師・

回
－
河

E
g
o

－74
2
u『
同
曲
目
ロ
O
仲
曲
。
宮
山
明
氏
自
・

（S
）
乙
の
点
シ
ュ
ヴ
ア
イ
ツ
ア
ー
は
、
宗
教
諭
の
近
代
化
（
彼
に
よ
れ
ば
無
力
化
に
す
ぎ
な
い
）
に
反
対
し
、
終
末
論
の
復
活
を
と
お
し
て
、
か
え
っ

へ
l
ゲ
ル
の
宗
教
諭
と
彼
岸
の
問
題

四
三
三



へ
l
ゲ
ル
の
宗
教
諭
と
彼
岸
の
問
題

四

四

て
そ
乙
に
近
代
的
な
意
義
を
見
出
そ
う
と
す
る
意
図
に
お
い
て
、
あ
る
ユ
ニ

l
タ
な
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
。
し
か
し
、
イ
エ
ス
に
お
い
て
す
で
に

破
れ
た
終
末
論
的
期
待
が
如
何
に
し
て
近
代
的
た
り
う
る
か
、
疑
問
な
き
を
え
な
い
。

（
シ
ュ
ヴ
ア
イ
ツ
ア
l
『
イ
エ
ス
小
伝
』
）


