
石
見
の
善
太
郎
(
四
)

1
妙
好
人
七
盲
葉
1

こ
の
善
太
郎
、
に
ん
げ
ん
な
ら
、
に
ん
げ
ん
ら
し
ゅ
う
、
し
て
く
ら
せ
、

山

お
や
な
ら
、
お
や
ら
し
ゅ
う
に
こ
の
善
太
郎

妙
好
人
の
言
葉
は
、
例
に
ょ
っ
て
「
こ
の
善
太
郎
」
で
始
ま
り
、
「
こ
の
善
太

郎
」
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。
「
こ
の
善
太
郎
」
と
「
こ
の
善
太
郎
」
の
間

に
、
彼
の
全
生
涯
が
摂
ま
り
、
そ
こ
か
ら
妙
好
人
の
全
存
在
を
挙
げ
て
の
叫
び

が
聞
こ
え
て
来
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
短
い
手
記
は
、
善
太
郎
へ
の
当
為
、
あ

る
い
は
む
し
ろ
命
令
を
表
わ
し
て
い
る
。
「
ら
し
ゅ
う
」
は
、
言
う
ま
で
も
な

、

。
ら
し
く
0
 
の
音
便
で
ふ
さ
わ
し
く
の
意
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
に
ん
げ

くん
ら
し
ゅ
う
、
し
て
く
ら
せ
」
と
は
、
人
間
を
し
て
人
間
た
ら
し
め
る
も
の
、

.

.

.

.

そ
れ
を
ふ
ま
え
て
人
間
が
真
に
人
間
と
し
て
成
立
す
る
そ
れ
の
現
前
を
要
求
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
た
ん
に
人
間
で
あ
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
[
に
ん
げ
ん
ら

し
ゅ
う
」
あ
る
こ
と
で
は
な
い
。
人
間
は
生
ま
れ
た
ま
ま
で
は
、
つ
ま
り
自
然

的
人
間
と
し
て
は
人
間
と
は
言
え
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
自
然
的
人
間
と
あ
る

べ
き
人
間
と
の
問
に
は
、
困
難
な
課
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
課
題
が
、

四
七

善
太
郎
に
当
為
と
し
て
迫
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
当
為
の
実
現
に
お
い
て
、

.

.

.

.

.

は
じ
め
て
人
間
は
人
間
に
な
る
と
一
言
わ
な
け
れ
ぱ
な
ら
ぬ
。
^
間
は
、
一
^
為
か

ら
と
ら
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

.

.

人
間
を
し
て
人
間
た
ら
し
め
る
も
の
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
人
間
が
真
に
人
間

.

.

と
し
て
成
立
す
る
そ
れ
は
、
人
間
の
本
質
金
器
乏
ゆ
m
曾
住
ゆ
m
 
冨
含
m
今
ゆ
巳

と
呼
ば
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
に
ん
げ
ん
ら
し
ゅ
う
」
と
は
、
本
質
の
現
前
に

ほ
か
な
ら
ぬ
。
つ
ま
り
「
に
ん
げ
ん
ら
し
ゅ
う
」
は
、
人
間
の
本
質
的
な
近
さ

(
9
ゆ
冬
§
ヨ
一
§
ゆ
 
Z
§
を
意
味
す
る
。
善
太
郎
は
、
そ
の
近
さ
に
く
ら
す

こ
と
を
命
令
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
質
的
な
近
さ
は
、
そ
の
近

さ
の
ゆ
え
に
最
も
遠
い
も
の
よ
り
も
更
に
遠
い
。
こ
の
遠
さ
の
ゆ
え
に
手
記
の

言
葉
は
、
巨
巌
の
ご
と
く
屹
立
し
て
私
た
ち
に
迫
っ
て
来
る
。
善
太
郎
の
言
葉

は
、
自
然
的
人
間
か
ら
無
限
の
深
淵
を
介
し
て
発
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
「
こ
の
善
太
郎
」
に
お
い
て
、
行
為
の
問
題
が
展
開
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
動
機
が
含
ま
れ
て
い
る
と
一
言
え
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
既
に
立
言
葉

と
行
為
」
の
問
題
と
し
て
拙
論
会
一
)
で
さ
さ
や
か
な
考
察
が
試
み
ら
れ
た
。

と
こ
ろ
で
人
間
の
本
質
と
は
、
個
々
の
人
間
か
ら
抽
象
さ
れ
た
普
遍
的
概
念
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1
妙
好
人
と
言
〒

で
は
な
い
。
た
と
え
ぱ
、
動
物
と
い
う
類
概
念
に
理
性
的
と
い
う
種
差
を
加
え

て
成
立
す
る
理
性
的
動
物
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
「
こ
の
善
太
郎
」
へ

の
命
令
と
し
て
迫
っ
て
い
る
か
ぎ
り
、
「
に
ん
げ
ん
ら
し
ゅ
う
」
と
い
う
人
間
の

本
質
は
、
概
念
的
普
遍
性
の
方
向
で
は
な
く
、
個
物
を
つ
き
つ
め
る
方
向
に
求

め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
質
の
現
前
は
、
「
こ
の
善
太
郎
」
の
成
立
と
別
で

は
な
い
。
そ
こ
に
概
念
的
並
旦
遍
性
の
場
は
破
ら
れ
て
来
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
「
人
間
と
は
何
で
あ
る
か
」
と
い
う
問
い
は
、
す
べ
て
の

問
題
が
そ
こ
に
集
中
し
、
そ
れ
を
ぬ
き
に
し
て
は
問
題
解
決
が
問
題
解
決
に
な

ら
な
い
よ
う
な
根
本
問
題
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
大
き
な
問
い
が
、
問
い
そ
の

も
の
の
な
か
か
ら
そ
の
底
を
割
っ
て
問
い
の
深
い
秘
密
を
現
わ
す
(
名
ゆ
m
曾
)
こ

と
が
、
人
間
の
本
質
の
開
示
で
あ
る
と
も
一
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
問
い
の
大

き
さ
に
つ
い
て
、
た
と
え
ぱ
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
存

在
へ
の
問
い
命
ゆ
冒
除
益
兇
)
、
お
よ
び
こ
の
問
い
の
展
開
も
、
現
存
在

)

)

し

し

(
辻
易
§
)
の
解
釈
、
つ
ま
り
人
間
の
本
質
の
規
定
(
ゆ
ヨ
ゆ
如
ゆ
豊
旦
言
⑩
ル
吊

②

ヨ
ゆ
m
ゆ
易
住
ゆ
m
冨
含
m
n
ず
曾
)
を
前
提
す
る
」
。

善
太
郎
は
、
も
ち
ろ
ん
哲
学
者
で
は
な
か
っ
た
。
哲
学
的
思
弁
谷
ゆ

で
豆
o
m
§
一
m
n
ず
ゆ
 
m
邑
三
曾
曾
)
は
、
彼
に
と
っ
て
お
よ
そ
無
縁
で
あ
っ
た
。

だ
か
ら
善
太
郎
に
変
に
学
的
解
釈
を
施
す
こ
と
は
、
源
左
の
場
合
と
同
様
に
、

ゆ
ぴ
つ

妙
好
人
を
捉
え
損
な
う
で
あ
ろ
う
。
哲
学
的
概
念
化
の
な
か
で
、
彼
ら
は
歪
な

像
を
示
す
に
相
違
あ
る
ま
い
。
「
こ
の
善
太
郎
に
ん
げ
ん
な
ら
、
に
ん
げ
ん
ら

し
ゅ
う
、
し
て
く
ら
せ
、
:
:
:
こ
の
善
太
郎
」
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
決
し
て
人
間

の
本
質
へ
の
抽
象
的
墨
汁
で
は
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
虚
飾
と
作
為
を
底
な
く
脱
け

出
た
最
も
単
純
な
も
の
金
N
m
崗
ヨ
{
習
語
甜
)
、
あ
る
い
は
単
純
そ
の
も
の
(
号

こ
と
あ

圃
ヨ
紗
n
ず
ゆ
器
子
m
一
)
が
、
こ
こ
に
一
言
挙
げ
さ
れ
て
い
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
彼

松
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は
全
生
涯
を
通
し
て
「
人
間
と
は
何
で
あ
る
か
」
と
い
う
問
い
に
答
え
た
の
で

あ
っ
た
。
そ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
親
鸞
の
問
い
か
け
へ
の
応
答
で
あ
っ
た
。

妙
好
人
の
日
々
の
く
ら
し
そ
の
も
の
が
、
そ
の
ま
ま
解
答
で
あ
っ
た
だ
け
に
、

彼
四
言
葉
は
や
や
も
す
れ
ば
抽
象
的
な
論
理
化
の
な
か
へ
問
題
を
す
り
か
え
る

私
た
ち
現
代
人
に
対
す
る
鋭
い
告
発
を
含
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
妙
好
人
た

ち
は
い
わ
ゆ
る
哲
学
か
ら
は
こ
の
よ
う
に
全
く
無
縁
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
そ
の

こ
と
に
ょ
っ
て
逆
に
彼
ら
は
思
考
を
よ
り
根
源
的
な
と
こ
ろ
に
還
そ
う
と
し
て

い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
彼
ら
の
哲
学
以
前
的
な
あ
り
方
が
、
ど
こ
か
哲
学

め
く
ば
せ

を
超
え
て
合
ず
舎
色
ゆ
「
豆
o
m
§
邑
同
時
に
哲
学
以
後
的
な
あ
り
方
へ
の
胸

を
含
ん
で
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

.

.

.

.

.

.

.

私
た
ち
に
と
っ
て
、
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
あ
る
と
い
う
こ
と
ほ
ど
の

不
思
議
は
な
い
。
人
間
存
在
の
も
と
は
、
掘
り
起
こ
せ
ば
掘
り
起
こ
す
ほ
ど
い

よ
い
よ
謎
め
い
て
来
る
。
謎
め
い
て
来
る
と
い
う
の
は
、
組
織
や
体
系
に
解
消

.

さ
れ
得
な
い
白
取
も
私
的
な
何
物
か
に
直
面
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
人
間

.

.

存
在
は
決
し
て
社
会
的
平
面
に
汲
み
尽
く
す
こ
と
が
で
き
ず
、
存
在
の
も
と
は

社
会
的
平
面
か
ら
は
迫
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
ど
こ
ま
で
も
個
物
と
し
て
の
人

間
存
在
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
い
わ
ゆ
る
実
存
の
立
場
で
あ
る
。
「
こ
の
善
太
郎
」

が
前
述
の
よ
う
に
個
物
を
つ
き
つ
め
る
方
向
を
ふ
ま
え
て
成
立
し
て
い
る
か
ぎ

り
、
妙
好
人
は
今
日
的
に
一
言
え
ば
実
存
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
問

題
は
、
そ
の
よ
う
な
個
物
と
し
て
の
存
在
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
相
互
存
在
が

発
現
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
「
こ
の
善
太
郎
」
の
な
か

か
ら
い
か
に
し
て
社
会
性
が
切
り
開
か
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
に
ん

.

.

.

.

.

げ
ん
な
ら
、
に
ん
げ
ん
ら
し
ゅ
う
、
し
て
く
ら
せ
」
と
い
う
そ
の
人
間
ら
し
さ

か
、
ど
の
よ
う
に
し
て
具
体
的
な
人
間
関
係
の
場
で
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

゛
)
、



な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
人
問
は
人
間
に
^
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
人
間
に
な
る
、
つ
ま
り
、
そ
う
い
う
関
係
こ
そ
人
間
の
本
質
の
現
成
す

る
場
所
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
宗
教
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
人

間
関
係
は
教
団
お
Φ
ヨ
ゆ
豆
ゆ
)
と
し
て
社
会
化
さ
れ
る
。

一
言
う
ま
で
も
な
く
、
教
団
は
「
和
合
の
衆
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
仏
祖
、

宗
祖
の
教
に
基
づ
く
集
団
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
最
も
理
想
的
な
人
間
関
係
が
実

現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
シ
ユ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
は
=
木

教
論
』
発
巴
含
号
典
丑
Φ
え
企
員
ぢ
巳
で
目
に
見
え
る
教
団
と
目
に
見
え
な

い
教
団
と
を
区
別
し
、
後
者
に
教
団
の
理
想
を
見
出
そ
う
と
し
た
。
彼
は
目
に

③

見
え
る
教
団
は
、
理
想
の
教
団
へ
の
手
引
き
と
し
て
存
立
す
る
と
一
言
う
。
シ
ユ

ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
の
言
う
よ
う
に
、
伽
藍
や
制
度
だ
け
が
教
団
で
は
な
い
で

あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
目
に
見
え
る
も
の
を
突
き
抜
け
て
目
に
見
え
な
い
も
の

を
見
る
目
を
開
く
こ
と
が
、
何
よ
り
も
肝
要
で
あ
ろ
う
。
も
し
「
こ
の
善
太
郎
」

が
そ
の
よ
う
な
視
点
を
含
ん
で
い
る
と
す
れ
ば
、
具
体
的
な
展
開
は
と
も
か
く

と
し
て
、
教
団
成
立
の
原
理
が
こ
こ
に
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
「
に
ん

げ
ん
ら
し
ゅ
う
し
て
、
く
ら
せ
」
を
一
父
遊
関
係
に
お
い
て
自
覚
す
る
こ
と
で
あ

ろ
う
。
こ
の
こ
と
が
ま
た
「
こ
の
善
太
郎
」
の
具
体
的
展
開
と
し
て
、
教
団
へ

の
原
初
的
な
視
野
を
開
く
こ
と
で
も
あ
る
。

二

善
太
郎
に
は
よ
き
信
仰
の
友
が
あ
っ
た
。
磯
七
と
い
う
。
磯
七
は
同
じ
く
石

見
の
邑
智
郡
出
羽
村
田
ノ
迫
(
瑞
穂
町
)
の
百
姓
で
あ
る
。
彼
は
嘉
永
三
年
(
一

八
五
0
)
に
八
十
余
才
で
な
く
な
っ
て
い
る
か
ら
、
善
太
郎
よ
り
十
才
ぱ
か
り

④

年
長
で
あ
る
。
筆
者
は
、
去
る
年
の
早
奏
松
江
の
法
友
と
と
も
に
磯
七
ゆ
か

り
の
瑞
穂
町
の
寺
院
(
真
清
寺
)
を
訪
れ
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
。
瑞
穂
町
は
、

中
国
山
地
の
ほ
ぽ
中
央
部
に
位
置
し
、
す
ぐ
南
方
に
広
島
県
に
接
し
て
い
る
。

今
で
こ
そ
自
動
車
道
も
整
備
さ
れ
て
訪
れ
る
に
は
何
の
苦
労
も
な
い
け
れ
ど
も
、

想
像
以
上
に
有
福
と
田
ノ
迫
の
間
は
、
山
も
深
く
道
も
遠
い
。
三
0
キ
ロ
余
も

⑤

あ
る
と
い
う
。
ま
し
て
善
太
郎
や
磯
七
の
生
き
て
い
た
江
戸
末
期
で
の
難
澁

は
、
推
察
す
る
に
難
く
な
い
。
そ
れ
で
も
、
善
太
郎
と
磯
七
は
お
互
い
に
行
き

来
し
合
っ
た
。
二
人
の
深
い
交
遊
穏
ぱ
れ
る
。

善
太
郎
は
、
あ
る
年
の
こ
と
山
道
を
越
え
て
磯
七
を
訪
れ
る
途
中
、
「
牧
沢
屋
」

(
{
佰
場
か
、
小
売
屋
で
あ
ろ
う
か
)
に
立
ち
寄
り
、
手
み
や
げ
に
米
と
酒
を
も
っ

ろ

り

、

て
行
っ
た
。
囲
炉
裏
を
か
こ
み
、
酒
を
く
み
か
わ
し
な
が
ら
、
法
友
た
ち
は
夜

の
更
け
る
の
も
忘
れ
て
語
り
合
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
囲
炉
裏
の
は
た
で
、
一

人
が

四
九

山
陰
地
域
研
究
(
伝
統
文
化
)
第
三
号

「
あ
り
が
た
い
よ
の
う
、
あ
り
が
た
い
よ
の
う
」
と
い
ぇ
ぱ
、
片
方
が

励

「
親
さ
ま
じ
ゃ
の
う
、
親
さ
ま
じ
ゃ
の
う
」
と
い
う
だ
け
だ
っ
た
。

ま
た
、
.
そ
の
晩
二
人
は
亙
い
に
立
っ
て
踊
っ
た
と
い
う
。

や
れ
や
れ
う
れ
し
や
、
あ
り
が
た
や

生
々
世
々
の
は
つ
ご
と
に

わ
た
し
は
全
体
悪
太
郎
な
れ
ど

お
か
げ
で
善
太
郎
(
四

一
九
八
七
年
三
月

こ
の
田
ノ
迫
の
磯
七
は

今
年
八
十
に
な
り
ま
す
る

ど
う
で
も
こ
う
で
も
近
々
に

命
は
終
る
が
磯
七
は
・
・
・
:
・
(
中
略
)



石
見
の
善
太
郎
(
四
)
 
1
妙
好
人
と
言
〒

鬼
の
責
苦
に
逢
ふ
身
を
ば

華
の
台
(
う
て
な
)
へ
ひ
き
と
り
て

弥
陀
に
か
は
ら
ぬ
さ
と
り
と
は

あ
ら
う
れ
し
や
、
う
れ
し
や
、
南
無
阿
弥
陀
仏
(
a
)

と
も
に
自
作
の
歌
で
あ
ろ
う
。
二
人
は
慶
び
を
口
ず
さ
み
な
が
ら
、
か
つ
歌

い
か
つ
踊
っ
た
。
夜
が
白
み
か
か
っ
た
頃
や
っ
と
二
人
の
踊
り
は
終
っ
た
。

善
太
郎
は
言
っ
た
。
「
わ
し
は
踊
り
は
せ
な
ん
だ
が
、
磯
七
ど
ん
が
踊
っ
て
ょ
ろ

こ
ぱ
れ
た
の
が
、
な
ん
と
あ
り
が
た
か
っ
た
よ
の
う
」
。
磯
七
も
一
言
っ
た
。
「
善

刀

太
ど
ん
の
踊
り
が
お
も
し
ろ
う
て
、
あ
り
が
た
か
っ
た
よ
」
。

あ
る
時
、
田
ノ
迫
の
百
姓
の
家
に
、
有
福
の
百
姓
か
ら
手
紙
が
届
い
た
。
四

枚
の
半
紙
に
始
め
か
ら
終
り
ま
で
書
か
れ
た
文
一
言
は
、

「
お
あ
り
が
た
や
お
あ
り
が
た
や
」
の
車
耗
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
最
後
に

磯
七
ど
の

善
太
郎
よ
り

し
ぱ
ら
く
し
て
、
有
福
に
返
事
が
き
た
。
こ
れ
ま
た
半
紙
に
四
枚
そ
れ
を

埋
め
つ
く
し
た
の
は

「
お
は
づ
か
し
や
お
は
づ
か
し
や
」
だ
け
で
あ
っ
た
。
お
わ
り
に

善
太
郎
ど
の

磯
七
よ
り
(
鉛
1
餌
)

善
太
郎
と
磯
七
は
、
ま
こ
と
に
美
し
い
交
遊
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
交
遊

を
見
る
と
、
現
代
人
は
何
か
大
事
な
も
の
を
忘
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
な

ら
な
い
。
昔
は
情
報
は
、
個
人
か
ら
個
人
へ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
今
日
で
は

家
に
い
な
が
ら
世
界
中
の
情
報
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
、
あ
る
識

者
は
、
情
報
化
社
会
と
い
う
も
の
が
人
問
を
ま
す
ま
す
孤
立
し
た
点
と
し
て
追

つ
め
る
だ
ろ
う
と
弊
星
口
し
て
い
る
。
と
も
か
く
、
人
間
関
係
に
つ
い
て
考
え

しる
場
貪
善
太
郎
と
磯
七
の
交
遊
は
ひ
と
つ
の
手
掛
り
を
与
え
て
い
る
よ
う
に

松
塚
豊
茂

思
わ
れ
る
。

現
代
人
は
、
あ
た
か
も
荒
野
の
砂
粒
の
よ
う
に
一
人
ひ
と
り
個
々
の
点
と
し

て
閉
じ
こ
め
ら
れ
、
点
と
し
て
の
個
我
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
の
思

想
的
背
景
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
個
人
主
義
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
か

ろ
う
。
現
代
社
会
の
構
造
は
、
個
我
を
原
点
と
し
個
我
か
ら
他
者
に
向
か
う
。

と
こ
ろ
で
そ
の
よ
う
な
他
者
へ
の
働
き
か
け
は
、
自
己
主
張
と
い
う
性
格
を
も

つ
。
そ
し
て
自
己
主
張
の
根
拠
に
抜
き
難
い
自
己
中
心
性
が
あ
る
。
現
代
人
は

徹
底
し
て
自
己
中
心
的
(
ゆ
憐
0
§
ミ
誓
ず
)
で
あ
る
。
自
己
中
心
性
か
ら
出
発
す

る
か
ぎ
り
、
そ
こ
で
の
人
間
関
係
は
ど
れ
ほ
ど
巧
妙
な
理
論
を
展
開
し
て
も
、

自
己
主
張
の
衝
突
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
ど
の
よ
う
な
集
団
の
な
か
で
も

け
っ
き
ょ
く
は
、
覇
権
を
め
ぐ
る
争
い
、
つ
ま
り
権
力
闘
争
と
な
る
。
シ
ユ
テ
ィ

ル
ナ
ー
が
『
唯
一
者
と
そ
の
所
有
』
金
円
則
ヨ
N
黄
ゆ
言
ル
器
ヨ
国
兇
昇
仁
ヨ
)

で
展
開
し
た
よ
う
に
、
覇
権
を
争
う
と
こ
ろ
で
は
個
人
と
個
人
が
、
相
互
に
他

を
自
己
実
現
の
素
材
と
し
て
利
用
し
合
う
と
い
う
関
係
に
な
る
。

法
的
に
整
備
さ
れ
た
社
会
関
係
は
、
各
個
人
の
直
接
的
な
衝
突
を
回
避
し
、

そ
れ
を
調
停
す
る
よ
う
に
働
く
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
社
会
関
係
は
、
個
人
の

自
己
主
張
を
完
全
に
止
揚
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
自
己
中
心

性
の
根
は
掘
り
上
げ
ら
れ
ず
に
残
さ
れ
て
い
る
。
自
己
中
心
性
は
社
会
関
係
へ

向
か
っ
て
開
き
き
れ
な
い
の
で
あ
り
、
社
会
関
係
は
閉
鎖
性
を
残
し
た
開
け
に

す
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
は
開
か
れ
た
ま
ま
が
閉
じ
ら
れ
て
い
る
と
一
吾
わ
ね
ぱ
な
ら

な
い
。
自
己
中
心
性
が
巖
め
ら
れ
た
枠
を
破
っ
て
吹
き
出
す
と
い
う
可
能
性
が
、

つ
ね
に
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
法
は
そ
も
そ
も
の
成
立
の
も
と
に
、
個
物

に
ょ
っ
て
破
ら
れ
る
と
い
う
必
然
性
を
蔵
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
個
物

は
法
を
破
る
ゆ
え
に
個
物
で
あ
り
、
法
に
は
罰
則
規
定
が
設
け
ら
れ
な
け
れ
ば

五
0



な
ら
な
い
ゆ
え
ん
で
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
た
ん
に
法
的
関
係
に
基
づ
く
平
和

は
、
見
せ
か
け
に
す
ぎ
な
い
。
一
朱
ノ
間
違
え
ぱ
自
己
主
張
の
衝
突
と
し
て
、
戦

端
が
開
か
れ
る
と
い
う
火
種
が
っ
ね
に
燃
え
続
け
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
自
己
主

張
の
衝
突
は
、
主
張
す
る
主
体
の
壊
滅
を
意
味
す
る
か
ぎ
り
、
そ
の
よ
う
な
人

闇
関
係
は
破
滅
の
道
を
辿
る
ほ
か
に
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
主
体
は
こ
の
道
か
ら

.

.

.

.

ど
の
よ
う
に
し
て
救
い
出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
要
す
る
に
あ
る
べ
き
人

間
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

既
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
善
太
郎
は
「
わ
た
し
は
全
体
悪
太
郎
な
れ
ど
」

と
歌
い
な
が
ら
踊
っ
た
。
同
じ
よ
う
に
磯
七
は
「
鬼
の
責
苦
に
逢
ふ
身
」
と
一
言
っ

て
舞
っ
た
。
し
か
も
お
互
い
に
相
手
が
踊
っ
た
と
の
み
信
じ
て
、
自
分
が
踊
っ

た
の
を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
で
私
た
ち
は
、
善
太
郎
と
磯
七
の
関
係

が
静
的
で
は
な
く
き
わ
め
て
動
的
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
そ
れ
ぞ
れ
が
自
己
自

身
に
な
り
き
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
悪
太

郎
」
、
「
鬼
の
責
苦
に
逢
ふ
身
」
と
は
、
既
倫
及
し
た
よ
う
に
名
号
に
直
参
す

る
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
名
号
に
ょ
る
切
断
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が

個
物
の
成
立
で
あ
っ
た
。
個
物
は
自
己
否
定
に
お
い
て
個
物
に
な
る
。
す
な
わ

ち
、
善
太
郎
と
磯
七
の
交
遊
は
、
個
物
を
ど
こ
ま
で
も
つ
き
つ
め
る
と
い
う
方

向
を
媒
介
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
交
遊
の
な
か
に
、
個
物
の
全
体
が
含

ま
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
社
会
的
平
面
を
突
き
抜
け
て
、
善
太
郎
は
あ
く
ま
で

.

.

.

.

.

も
善
太
郎
で
あ
り
、
磯
七
も
あ
く
ま
で
も
磯
七
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
が
最
も

.私
的
な
場
所
に
立
っ
て
い
る
。
私
的
な
場
所
と
は
、
善
太
郎
と
磯
七
、
私
と
汝

の
区
別
以
前
、
し
た
が
っ
て
あ
ら
ゆ
る
人
間
関
係
の
彼
岸
否
む
し
ろ
此
岸
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
は
い
わ
ゆ
る
善
太
郎
や
磯
七
よ
り
も
さ
ら
に
私
的
な

と
こ
ろ
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

善
太
郎
と
磯
七
の
交
遊
は
、
常
識
や
科
学
的
知
性
に
ょ
っ
て
は
理
解
さ
れ
な

)
0

先
に
言
っ
た
よ
う
に
、
人
と
人
と
は
無
限
の
深
淵
に
ょ
っ
て
隔
て
ら
れ
て

し

る
か
ぎ
り
、
両
者
を
結
び
つ
け
る
何
物
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
善
太
郎
と
磯

い七
は
、
い
わ
ぱ
絶
対
の
孤
独
を
ふ
ま
え
て
立
っ
て
い
る
。
さ
て
、
個
物
が
自
己

木
月
疋
に
お
い
て
真
の
個
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
同
時
に
自
己
中
心
性
の
脱

落
と
し
て
自
己
主
張
の
全
面
的
な
放
棄
を
意
味
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
自
己
主
張
と

は
他
者
を
占
有
す
る
こ
と
と
し
て
、
他
者
に
お
い
て
自
己
を
見
る
こ
と
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
自
己
主
張
の
放
棄
は
他
者
に
お
け
る
自
己
性
の
脱
落
で
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
ま
た
自
己
に
お
け
る
他
者
性
の
脱
落
で
も
あ
る
。
た
と
え
ぱ

(
お
)

「
万
法
に
証
せ
ら
る
ー
い
ふ
は
、
自
己
の
身
心
を
よ
び
他
己
の
身
心
を
し
て

別

脱
落
せ
し
む
る
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
自
他
の
区
別

が
撥
無
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
名
号
は
自
他
の
区
別
が
撥
無
さ
れ
る
場
、
自
他
の
身
心
脱
落
の

場
と
い
う
意
味
を
も
つ
。
「
こ
の
善
太
郎
」
は
そ
の
よ
う
な
場
に
お
い
て
成
立
し

て
い
る
。
自
他
の
区
別
の
立
場
(
寵
1
旦
哉
し
た
が
っ
て
表
象
の
立
場

も
普
通
そ
の
よ
う
な
区
別
を
ふ
ま
え
て
い
る
)
は
、
名
号
に
お
い
て
絶
対
否
定

に
直
面
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
か
ら
は
本
当
に
は
他
者
へ
の
通
路
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
な
い
。
超
越
者
に
対
向
す
る
と
は
、
個
物
を
個
物
と
し
て
の
個

物
に
突
き
戻
す
(
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
的
に
言
え
ば
、
単
独
者
と
し
て
神
の
前
に
立

つ
)
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
他
者
と
の
切
断
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
世
間
の

附
き
合
い
の
虚
し
い
ゆ
え
ん
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
善
太
郎
と
磯
七
は
、
世
間
的
な

.

交
遊
で
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
法
友
で
あ
っ
た
。
法
友
と
は
、
善
太
郎
も
磯
七

も
名
号
か
ら
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
名
号
に

お
い
て
出
会
っ
た
の
で
あ
る
。
名
号
は
最
も
根
源
的
な
言
葉
で
あ
る
。
根
源
的

五
一

山
陰
地
域
研
究
(
伝
統
文
化
)
第
三
号
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石
見
の
善
太
郎
(
四
)
 
1
妙
好
人
と
一
言
〒

な
と
は
、
名
号
が
善
太
郎
に
、
あ
る
い
は
磯
七
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
一
言
葉
の
背
後
に
人
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
真
実
で
あ
る
と
と
も
に
、

人
の
背
後
に
一
吾
葉
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
真
実
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
ぬ
。
あ
る
い

は
、
む
し
ろ
一
言
葉
と
人
に
つ
い
て
、
前
も
後
も
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
実
は

同
じ
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
 
0
言
う
0
 
こ
と
も
 
0
聞
く
0

こ
と
も
始
ま
る
。
そ
の
意
味
で
善
太
郎
も
磯
七
も
真
に
言
い
得
た
人
、
聞
き
得

た
人
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
。
言
う
0
 
も
。
聞
く
0
 
も
名
号
か
ら
名
号
へ
で
な
け

れ
ぱ
な
ら
ぬ
。
た
と
え
ば
、
源
左
は
。
は
い
0
 
の
返
事
一
つ
に
仕
上
げ
て
く
れ

の
返
事
と
は
呼
び
声
の
真
実
な
る
こ
と
の
証
明
で
あ
る
。

た
と
言
口
う
。

は
い

ノ

ノ

本
願
の
証
人
と
し
て
源
左
を
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
呼
び
声
は
如
来
の
声
で

あ
る
か
ら
、
そ
れ
の
証
明
も
如
来
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
。
言
う
0
 
と
。
聞
く
0

と
が
一
っ
に
纏
め
ら
れ
て
;
は
か
ら
ひ
0
 
の
入
る
余
地
が
な
い
。
そ
こ
に
自

力
が
す
た
る
の
で
あ
る
。

一
吾
葉
が
一
言
葉
自
身
を
語
る
と
い
う
こ
と
が
、
本
当
に
言
う
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
。
ま
た
本
当
に
聞
く
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
言
甲
っ
も
聞
く
も
徹
底
的
に

言
葉
に
ょ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
他
力
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
法
友

た
ち
の
関
係
交
渉
は
、
一
言
葉
に
お
い
て
成
立
す
る
。
善
太
郎
と
磯
七
は
酒
を
酌

み
か
わ
し
な
が
ら
夜
通
し
話
り
あ
か
し
た
と
い
う
が
、
実
は
二
人
を
通
し
て
同

じ
一
つ
の
も
の
1
如
来
の
言
下
が
、
語
り
出
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
じ

一
っ
の
も
の
が
両
者
を
産
ん
だ
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
そ
れ
は
他
の
何
も

の
よ
り
も
深
く
彼
ら
を
結
び
つ
け
る
。
「
相
互
存
在
ミ
器
室
岳
ヨ
倉
ル
Φ
誘
ゆ
冒
)

は
そ
の
場
合
、
も
は
ら
同
じ
も
の
(
ユ
器
器
一
ず
ゆ
)
を
追
求
す
る
こ
と
か
ら
規
定
さ

の

れ
る
」
。
同
じ
一
っ
の
も
の
が
語
り
出
て
い
る
か
ぎ
り
、
同
じ
一
っ
の
も
の
が

聞
い
て
い
る
。
「
言
う
1
聞
く
」
は
、
一
言
葉
か
ら
一
言
葉
へ
で
あ
っ
て
、
両
者
の

松
塚
豊
茂

対
話
は
言
葉
の
言
葉
自
身
と
の
遊
戯
三
昧
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
言
葉
そ

の
も
の
が
三
舌
う
1
聞
く
」
と
い
う
展
開
の
場
を
開
き
な
が
ら
、
一
言
葉
自
身

に
か
え
る
こ
と
に
ょ
っ
て
根
源
的
な
自
覚
の
場
を
保
持
し
て
い
る
。
す
べ

て
の
も
の
が
そ
の
場
に
纏
め
ら
れ
、
善
太
郎
も
磯
七
も
そ
の
よ
う
な
言
葉
に

使
わ
れ
る
こ
と
に
ょ
っ
て
無
く
て
は
な
ら
な
い
役
割
を
演
じ
て
い
る
。
『
大
無

量
寿
経
』
に
「
正
覚
大
音
交
流
十
方
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
如
来
の
言
葉
が
、

ひ
ろ

善
太
郎
と
磯
七
を
通
し
て
響
き
合
い
、
闊
さ
を
開
き
つ
っ
一
言
葉
に
か
え
る
こ
と
に

こ
と
ば

エ
ツ
セ

よ
っ
て
纏
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
存
在
は
第
一
人
称
で
あ
る
、
こ
れ
が
言
に

な
っ
て
第
二
人
称
が
出
来
る
。
光
だ
け
の
世
界
と
い
う
も
の
は
な
い
、
そ
れ
は

無
で
あ
る
。
光
が
あ
れ
ば
必
ず
影
が
あ
る
、
こ
の
影
で
光
が
見
え
る
の
で
あ
る
。

神
は
第
二
人
称
を
持
つ
こ
と
に
ょ
っ
て
、
第
一
人
称
に
帰
る
の
で
あ
る
。

ネ
は

こ
と
ぱ

言
に
な
っ
て
自
ら
出
る
、
そ
う
し
て
こ
の
出
る
こ
と
に
ょ
っ
て
始
め
て
自
ら
に

⑪

帰
入
す
る
、
即
ち
自
覚
の
世
界
が
あ
る
。
こ
れ
を
霊
性
的
自
覚
と
い
う
」
。
言
葉

か
ら
出
て
一
言
葉
に
か
え
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
「
自
覚
の
世
界
」
が
「
唯
仏

与
仏
」
と
し
て
の
法
の
讃
嘆
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
仏
法
は
讃
嘆
談
合
に
き

は
ま
る
・
:
・
:
一
人
居
て
さ
へ
た
う
と
き
に
、
ま
し
て
二
人
よ
り
あ
は
ば
、
い
か

"0

ほ
ど
あ
り
が
た
か
る
べ
き
」
は
、
深
い
意
味
が
あ
る
。
讃
嘆
は
法
の
自
然
な
発

露
で
あ
る
か
ら
、
二
人
は
夜
の
更
け
る
の
も
忘
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

善
太
郎
は
磯
七
に
出
会
っ
た
と
一
言
え
る
し
、
磯
七
は
善
太
郎
に
出
会
っ
た
と

も
一
言
え
る
。
し
か
し
、
言
う
ま
で
も
な
く
彼
ら
は
た
ん
に
出
会
っ
た
の
で
は
な

彼
ら
一
人
ひ
と
り
が
如
来
に
値
遇
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
相
互
を
知
っ
た

)
0

しの
で
あ
る
。
普
通
の
意
味
で
出
会
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
如
来
に
お
い
て
出

会
っ
て
い
る
と
一
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
出
会
い
の
場
が
名
号
に
ほ

か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
い
わ
ば
全
体
の
開
け
(
C
弐
曾
=
鼻
)

五
二



が
、
善
太
郎
の
も
と
に
も
磯
七
の
も
と
に
も
開
か
れ
、
そ
こ
に
両
者
は
お
互
い

を
深
く
識
り
△
口
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

三

報
恩
講
と
は
如
来
お
よ
び
祖
師
親
鸞
へ
の
感
謝
の
祝
祭
(
島
Φ
ご
曾
罫
含
円
)

と
し
て
、
一
言
う
ま
で
も
な
く
浄
土
真
{
示
で
最
も
大
事
な
法
要
で
あ
る
。
と
こ
ろ

で
祝
祭
は
区
切
ら
れ
た
特
定
の
日
時
と
し
て
、
た
ん
に
労
働
日
の
間
に
挿
入
さ

れ
た
休
日
で
は
な
い
。
報
恩
講
は
親
鸞
と
の
遭
遇
の
場
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

遭
遇
は
親
鸞
と
の
同
時
性
(
金
胃
幕
姦
寄
三
に
お
い
て
成
立
す
る
。
同
時
性

は
、
過
ぎ
去
り
ゆ
く
時
の
一
点
で
は
な
く
、
む
し
ろ
あ
ら
ゆ
る
時
の
発
現
す
る

根
源
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
つ
ね
に
親
鸞
と
と
も
に
い
る

の
で
あ
る
。
報
恩
講
は
祝
祭
と
し
て
そ
の
め
で
た
い
場
で
の
挨
拶
(
9
昂
ゆ
巳

で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
挨
拶
す
る
も
の
倉
円
 
0
昌
如
含
ル
ゆ
)
と
挨
拶
さ
れ
る
も

の
合
曾
n
ゆ
的
急
宮
巴
が
ど
こ
ま
で
も
一
つ
の
と
こ
ろ
か
ら
規
{
疋
さ
れ
て
い
な

.

.

.

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
て
、
挨
拶
、
つ
ま
り
出
会
い
の
力
動
性
は
、
妙
好
人
た

ち
に
お
い
て
踊
り
と
し
て
表
現
さ
れ
る
。

踊
り
は
、
身
心
に
ょ
る
歓
び
の
表
現
で
あ
ろ
う
。
盆
踊
り
、
念
仏
踊
り
、
そ

の
他
宗
教
に
踊
り
が
属
す
る
の
は
深
い
理
由
が
あ
る
。
名
号
が
身
心
を
全
領

す
る
と
、
躍
動
す
る
踊
り
に
現
わ
れ
る
。
「
踊
躍
歓
喜
」
、
あ
る
い
は
「
手
の
錘

足
の
踏
む
と
こ
ろ
を
知
ら
ず
」
と
も
言
わ
れ
、
ま
た
『
御
文
烹
に
は
「
お

)
、

し

Ⅱ

ど
り
あ
が
る
ほ
ど
に
お
も
ふ
ぁ
い
だ
」
と
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
踊
り
の
真
の

意
義
は
宗
教
的
に
の
み
解
明
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

有
福
か
ら
江
津
市
を
経
て
東
へ
四
十
キ
ロ
を
越
す
ほ
ど
の
地
に
、
西
田

の
端
泉
寺
が
あ
る
。
前
に
述
べ
た
が
、
昔
か
ら
す
ぐ
れ
た
師
が
生
ま
れ
、

同
^
に
は
^
^
の
あ
つ
い
^
が
多
か
っ
た
。
^
=
^
郎
さ
ん
は
と
き
ど
ミ

こ
の
地
に
同
信
の
人
を
た
ず
ね
た
ら
し
い
。
あ
る
年
、
一
^
泉
寺
の
報
恩
^

に
参
ち
た
も
の
で
あ
る
。
法
座
が
終
わ
っ
た
の
ち
、
本
堂
に
の
こ
っ
た
同

行
ら
は
、
善
太
郎
さ
ん
を
か
こ
ん
で
法
談
を
は
じ
め
た
。
そ
し
て
話
し
が

は
ず
み
、
そ
れ
が
白
亟
局
潮
に
達
し
た
と
き
善
太
郎
さ
ん
は
便
を
催
し
て
、

ふ
っ
と
座
を
立
っ
た
。
と
こ
ろ
が
待
て
ど
も
待
て
ど
も
座
に
帰
っ
て
こ
な

)
0

し

五
三

ち
ょ
う
ど
そ
の
と
き
そ
の
寺
の
坊
{
寸
さ
ん
が
庫
裡
の
戸
口
に
出
た
と
こ

ろ
、
便
所
の
前
で
踊
っ
て
い
る
男
が
い
た
。
そ
れ
は
な
ん
と
善
太
郎
さ
ん

で
あ
る
。

「
善
太
郎
さ
~
早
う
帰
ん
さ
い
。
本
堂
で
み
ん
な
が
待
っ
と
り
ま
す

よ
」
と
坊
守
さ
ん
が
呼
ん
だ
。
す
る
と
善
太
郎
さ
ん
は
わ
れ
に
か
え
っ
た
。

「
お
う
、
そ
が
あ
だ
っ
た
の
う
」
と
い
い
な
が
ら
、
し
ず
か
に
本
堂
の

法
談
の
座
に
帰
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
(
"
1
認
)

山
陰
地
域
研
究
(
伝
統
文
化
)
第
三
号

跡
市
の
浄
光
寺
に
あ
る
年
、
本
山
か
ら
ご
使
僧
が
お
見
え
に
な
っ
た
。

本
堂
で
ご
消
息
が
読
み
あ
げ
ら
れ
た
の
ち
、
そ
の
ご
趣
意
演
達
の
と
ミ

善
太
郎
さ
ん
は
高
座
の
す
ぐ
前
で
聴
聞
し
て
い
た
。
そ
の
一
節
ア
任
生
の

大
善
知
識
さ
ま
は
、
ご
無
事
ご
化
導
あ
そ
ば
し
て
い
ら
る
る
ぞ
」
と
、

使
僧
が
の
べ
ら
れ
た
謂
、
善
太
郎
さ
ん
は
立
ち
あ
が
っ
て
頓
狂
な
声
で

^
忍
仏
を
し
な
が
ら
、
踊
り
だ
し
た
。
堂
内
の
人
た
ち
は
び
っ
く
り
し
、
急

に
ざ
わ
づ
い
た
が
、
ま
わ
り
に
す
わ
っ
て
い
た
人
ら
が
、
す
ぐ
と
り
し
ず

め
て
、
演
達
は
そ
の
ま
ま
つ
づ
け
ら
れ
た
。
法
座
が
終
わ
っ
て
、
こ
ん
ど

は
善
太
郎
さ
ん
が
周
囲
の
さ
き
め
人
々
に
こ
う
た
の
ん
だ
。

一
九
八
七
年
三
月



石
見
の
善
太
郎
(
四
)
 
1
妙
好
人
と
一
言
平

「
ど
う
か
思
う
存
分
よ
ろ
こ
ば
せ
て
ご
さ
ん
か
い
の
う
」

善
太
郎
さ
ん
は
立
ち
あ
が
っ
て
ひ
と
り
踊
っ
た
。
な
に
を
口
ず
さ
ん
だ

こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
聴
衆
の
熱
気
の
な
お
の
こ
る
法
座
の
あ
と
に
、
年
と
っ

た
一
人
の
爺
は
、
踊
り
な
が
ら
口
を
動
か
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
よ
ろ

こ
び
の
あ
ま
り
の
即
興
詩
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
(
認
1
諦
)

[
今
よ
り
約
七
十
年
前
、
島
根
県
簸
川
郡
古
志
村
字
新
宮
に
勝
蔵
と
い
う

同
行
が
あ
っ
た
。
石
見
の
善
太
郎
同
行
と
懇
意
に
て
、
三
十
里
の
道
程
を

遠
し
と
せ
ず
し
て
例
年
の
報
恩
講
に
は
互
に
往
返
し
て
い
た
。
某
年
二
人

に
て
法
義
を
談
じ
な
が
ら
御
華
束
餅
(
お
け
そ
く
も
ち
)
を
つ
い
て
い
た

遂
に
餅
っ
き
を
忘
れ
て
し
ま
い
、
一
人
は
杵
を
持
っ
た
ま
ま
、
一
人

゛
>
、

力は
濡
手
の
ま
ま
踊
り
出
し
て
と
う
と
う
餅
に
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う

)し

⑬

(
略
)
」
。

の

さ
て
、
既
に
前
節
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
善
太
郎
も
磯
七
も
自
分
の
踊
っ
た

こ
と
は
忘
れ
、
互
い
に
相
手
が
踊
っ
た
と
の
み
思
い
こ
ん
で
ぃ
る
。
妙
好
人
た

ち
の
感
覚
か
ら
言
え
ば
、
磯
七
に
お
い
て
善
太
郎
が
踊
っ
て
ぃ
る
の
で
あ
り
、

逆
に
善
太
郎
に
お
い
て
磯
七
が
踊
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
踊
り
に
お
い
て
主

客
の
交
換
が
な
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
二
人
の
踊
り
を
通
し
て
絶
対

に
一
っ
の
も
の
が
現
わ
れ
、
そ
の
意
味
で
一
っ
の
も
の
が
踊
っ
て
い
る
。
踊
り

は
身
心
の
全
体
に
ょ
る
宗
教
的
慶
び
の
表
現
で
あ
る
が
、
絶
対
に
他
な
る
も
の

が
妙
好
人
に
お
い
て
語
り
出
て
い
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
妙
好
人
の
自
己
表
現
で

は
な
い
。
自
己
主
張
自
己
実
現
と
い
う
性
格
は
底
な
く
離
脱
さ
れ
て
、
善
太

郎
も
磯
七
も
絶
対
に
他
な
る
も
の
の
表
現
と
化
し
て
い
る
。
ま
た
た
と
え
ば
、

「
尊
者
阿
難
座
よ
り
た
ち
世
尊
の
威
光
を
膽
仰
し
生
希
有
心
と
お
ど
ろ
か

松
塚
豊
茂

9

五
四

し
未
曾
見
と
ぞ
あ
や
し
み
し
」
と
い
う
和
讃
に
お
い
て
、
阿
難
の
動
き
の
な

か
に
釈
尊
(
絶
対
他
者
)
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
阿
難
の
起
居
振
錘
は
そ
こ

か
ら
し
か
理
解
さ
れ
得
な
い
。
そ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
、
動
き
が
見
事
に
と
ら

え
ら
れ
て
い
る
。
「
表
現
と
云
ふ
こ
と
は
、
自
己
が
絶
対
の
他
に
於
て
自
己
を
有

つ
と
共
に
、
絶
対
の
他
が
自
己
に
於
て
彼
の
自
己
を
有
っ
と
云
ふ
こ
と
で
あ

励る
」
。
す
な
わ
ち
、
表
現
と
は
、
相
対
的
な
自
他
の
対
立
の
場
が
底
な
く
脱
け
落

ち
て
、
そ
こ
で
は
じ
め
て
自
己
も
自
己
で
あ
り
、
他
者
も
他
者
で
あ
る
と
と
も

に
、
他
者
が
自
己
で
あ
り
、
自
己
が
他
者
で
あ
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

絶
対
他
者
に
ょ
る
表
現
は
、
そ
の
超
越
性
と
脱
自
性
の
ゆ
え
に
象
徴

(
仂
言
ず
0
一
)
と
言
わ
れ
る
。
妙
好
人
の
踊
り
は
、
そ
の
よ
う
な
象
徴
で
あ
っ

た
。
象
徴
と
し
て
の
脱
自
性
が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
踊
り
の
忘
却
に
繋
が
っ

の0

た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
し
く
そ
こ
に
は
、
「
信
楽
忘
己
」
の
無
我
の
踊
り
が
繰
り

広
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
個
物
と
し
て
の
絶
対
の
独
自
性
と
絶
対

的
な
主
客
の
交
換
と
は
一
っ
に
成
立
す
る
。
先
の
『
和
讃
』
に
ょ
れ
ば
、
阿
難

は
釈
尊
に
使
わ
れ
る
こ
と
に
ょ
っ
て
真
に
阿
難
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
主
客
の

交
換
と
は
、
絶
対
の
他
者
に
お
い
て
絶
対
の
自
己
を
見
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
は
全
存
在
を
挙
げ
て
の
繋
が
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
考
え
ら
れ
る
か
ぎ
り

で
の
深
い
繋
が
り
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ど
こ
ま
で
も
一
っ
の
も
の
の
力
動
的

な
表
現
と
し
て
、
そ
こ
で
は
圖
定
さ
れ
た
二
っ
の
も
の
を
前
提
し
な
い
。
そ
う

い
う
意
味
で
は
、
繋
が
り
、
あ
る
い
は
結
び
つ
き
と
一
言
う
も
既
に
不
充
分
で
あ

る
。
善
太
郎
と
磯
七
が
ま
ず
あ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
第
三
者
が
彼
ら
を
結
び
つ
け

る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
自
我
中
心
的
な
個
の
自
立
性
が
抜
き
去

ら
れ
て
、
今
言
っ
た
動
的
な
一
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
善
太
郎
も
善
太
郎
で
あ

り
、
磯
七
も
磯
七
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
が
二
人
の
踊
り
で
あ
っ



た
。
そ
の
よ
う
な
関
係
に
お
い
て
、
善
太
郎
と
磯
七
の
絶
対
の
独
自
性
と
両
者

の
本
質
的
な
繋
が
り
が
一
挙
に
成
立
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
自
他
不
二
」

と
言
わ
れ
る
。
「
自
他
不
二
」
は
、
自
我
あ
る
い
は
理
性
的
自
己
の
絶
対
否
定

に
お
い
て
成
立
す
る
か
ぎ
り
、
科
学
的
知
性
の
及
び
得
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。

四

善
太
郎
と
磯
七
の
交
遊
に
お
い
て
真
実
の
人
間
関
係
が
見
事
に
具
現
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
、
疑
い
の
余
地
が
な
い
。
こ
の
よ
う
な
人
間
関
係
は
、
教
団

(
n
ゆ
ヨ
ゆ
ヨ
哥
)
 
1
教
団
と
は
人
間
関
係
に
ほ
か
な
ら
な
い
ー
へ
の
原
初
的
な

視
野
を
用
意
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
察
す
る
に
難
く
な
い
。
し
か
し
、
そ
の

前
に
感
性
、
あ
る
い
は
宗
教
的
感
情
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で

.

.

あ
ろ
う
。
た
ま
た
ま
善
太
郎
に
ま
つ
わ
る
逸
話
は
、
本
堂
の
落
慶
法
要
で
妙
好

人
の
感
動
の
高
ま
り
を
伝
え
て
い
る
か
ら
、
寺
院
建
造
物
が
教
団
に
属
す
る
か

ぎ
り
、
宗
教
的
感
情
に
つ
い
て
の
考
察
は
教
団
論
の
前
庭
と
な
る
か
も
し
れ
ぬ
。

東
西
の
両
本
願
寺
を
は
じ
め
と
し
て
、
真
宗
教
団
が
多
く
の
寺
院
建
造
物
を

擁
し
て
い
る
こ
と
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。
善
太
郎
に
と
っ
て
寺
院

と
は
何
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

現
在
の
九
間
四
面
の
浄
光
寺
の
大
き
な
本
堂
が
、
四
ケ
年
の
歳
月
を
費

し
て
、
新
築
再
建
さ
れ
、
そ
の
完
成
の
慶
讃
法
要
が
、
天
保
三
年
四
月
八

日
に
盛
大
に
勤
修
さ
れ
た
。
そ
の
お
り
善
太
郎
は
「
こ
の
善
太
郎
仏
と

も
、
法
と
も
し
ら
ず
し
て
逃
げ
て
逃
げ
て
、
逃
げ
ま
わ
っ
て
い
る
こ
の
善

太
郎
が
た
め
に
師
匠
寺
(
石
見
地
方
で
は
檀
那
寺
を
師
匠
寺
と
い
う
)
の

.

.

.

.

.

.

.

.

お
み
ど
う
を
、
こ
の
善
太
郎
が
た
め
に
お
み
の
り
を
聞
け
よ
と
建
て
て
下

さ
い
ま
し
た
。
や
れ
、
う
れ
し
や
、
な
む
あ
み
だ
ぶ
っ
、
こ
の
善
太
郎
1
」

と
嬉
し
さ
の
あ
ま
り
、
お
み
ど
う
の
大
き
な
柱
を
抱
い
て
、
泣
い
た
と
い

⑱

う
。
い
わ
ゆ
る
善
太
郎
同
行
の
泣
柱
で
あ
る
。

普
通
考
え
れ
ぱ
、
本
堂
の
建
造
物
は
木
で
あ
ろ
う
し
、
荘
厳
の
仏
具
は
金
属

で
あ
ろ
う
。
常
識
や
科
学
は
そ
れ
以
外
の
見
方
を
知
ら
な
い
。
し
か
し
、
善
太

郎
に
と
っ
て
「
お
み
ど
う
」
は
、
「
お
み
の
り
を
聞
け
よ
」
の
道
場
で
あ
っ
た
。

本
堂
は
「
こ
の
善
太
郎
が
た
め
に
:
・
・
:
建
て
」
ら
れ
た
。
だ
か
ら
、
彼
は
慶
び

の
あ
ま
り
柱
を
抱
い
て
泣
い
た
の
で
あ
る
。
「
善
太
郎
同
行
の
泣
柱
」
は
、
常
識

.

や
科
学
の
遠
近
法
で
は
決
し
て
接
近
で
き
な
い
。
「
泣
柱
」
は
た
ん
な
る
木
で
は

な
い
。
「
泣
柱
」
を
理
解
す
る
こ
と
が
、
本
堂
庫
裡
そ
の
他
寺
院
建
築
を
理
解

す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。.

.

.

妙
好
人
は
「
こ
の
善
太
郎
が
た
め
に
:
:
:
建
て
」
(
傍
点
引
用
者
)
と
言
う
。

こ
の
言
葉
は
、
柱
と
善
太
郎
と
の
関
与
(
則
ゆ
讐
映
)
を
表
わ
し
て
い
る
。
「
泣
柱
」

(
同
右
)
と
は
、
そ
の
関
与
の
深
さ
と
激
し
さ
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

大
の
男
が
、
柱
を
抱
い
て
泣
く
と
は
尋
常
一
様
で
は
な
い
。
そ
こ
に
全
存
在
を

挙
げ
て
の
関
与
が
あ
る
と
見
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
柱
は
関
与
の
な
か
に
、
文

字
通
り
関
与
に
抱
か
れ
て
現
わ
れ
、
善
太
郎
も
関
与
に
お
け
る
善
太
郎
で
あ
る
。

柱
も
善
太
郎
も
関
与
か
ら
考
え
ら
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
関
与
の
深
さ
と
激

し
さ
の
ゆ
え
に
、
こ
れ
を
本
質
的
な
関
与
金
円
乏
ゆ
m
Φ
ヨ
一
一
δ
ず
ゆ
則
Φ
讐
如
)
と

呼
ぶ
な
ら
ば
、
本
質
的
な
関
与
を
解
き
ほ
ぐ
す
こ
と
が
、
本
堂
1
聖
な
る
場
所

ー
を
究
明
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
0

一
般
的
に
関
与
と
は
、
存
在
す
る
も
の
と
の
か
か
わ
り
、
関
係
で
あ
る
。
と

こ
ろ
で
善
太
郎
と
磯
七
と
の
交
遊
関
係
で
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
今
の
場

合
も
、
先
ず
柱
と
善
太
郎
と
い
う
独
立
し
た
二
っ
の
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が

関
係
に
入
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
は
、
善
太
郎
も
な
く
柱
も
な
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石
見
の
善
太
郎
(
四
)
 
1
妙
好
人
と
言
〒

こ
の
こ
と
は
本
堂
の
本
堂
た
る
ゆ
え
ん
、
つ
ま
り
関
与
の
本
質
は
、
絶
対

)
0

しに
通
常
の
感
性
的
接
近
を
拒
否
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
を
「
無
相
」
と

⑲

言
う
。
「
実
相
は
無
相
で
あ
る
」
。
実
相
は
無
相
で
あ
る
か
ら
、
本
堂
の
実
相

(
本
質
)
は
、
普
通
の
意
味
で
見
た
り
聞
い
た
り
で
き
な
い
。
見
る
と
か
聞
く

と
か
い
う
こ
と
も
、
い
わ
ゆ
る
自
己
を
は
こ
ん
だ
主
体
の
作
用
と
考
え
ら
れ
る

か
ぎ
り
、
聖
な
る
場
所
で
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
。
実
相
の
露
堂
(
本
質
の
現
成
)

は
、
し
た
が
っ
て
「
向
う
か
ら
」
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
主
観
性
の
全
き

離
脱
と
し
て
の
方
向
転
換
を
要
求
す
る
。
見
る
、
あ
る
い
は
聞
く
が
如
実
に
現

成
す
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
転
換
に
お
い
て
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
「
聞
く
と
聞

く
は
、
し
た
が
っ
て
同
じ
で
は
な
い
」
。
本
堂
の
実
相
は
、
そ
の
如
実
の
聞
見
に

ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
見
る
、
あ
る
い
は
聞
く
が
、
そ
の
絶
対
否
定
に
お

い
て
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
を
本
堂
の
柱
に
お
い
て
言
え
ば
、
ま
さ

に
木
か
ら
出
て
木
へ
帰
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
「
泣
柱
」
の
成
立
で
あ
る
。

不
見
の
見
、
不
聞
の
聞
が
「
泣
柱
」
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。

本
堂
の
実
相
は
、
木
か
ら
出
て
木
へ
と
い
う
い
わ
ば
三
六
0
度
の
転
換
に
お

い
て
露
堂
す
る
。
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
建
造
物
を
超
感
性
的
方
向
と
感
性
的
方
向

に
同
時
に
突
破
し
て
、
し
か
も
そ
の
突
破
さ
れ
た
と
こ
ろ
が
絶
対
に
一
つ
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
柱
を
そ
の
手
前
と
背
後
に
(
も
し
一
言

え
る
な
ら
ば
、
柱
以
前
と
柱
以
後
に
)
同
時
に
超
え
る
こ
と
で
あ
る
と
一
言
っ
て

も
よ
い
。
背
後
(
柱
以
後
)
に
超
え
る
と
一
言
っ
て
も
、
た
と
え
ば
プ
ラ
ト
ン
的

な
イ
デ
ア
の
世
界
を
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
手
前
(
柱
以
前
)
と
言
っ

て
も
、
た
と
え
ぱ
物
理
・
化
学
的
な
実
証
的
分
析
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

「
泣
柱
」
は
、
た
ん
に
イ
デ
ア
的
で
も
、
た
ん
に
実
証
科
学
的
で
も
な
い
。
し

か
し
、
両
方
向
の
モ
チ
ー
フ
を
そ
れ
ら
以
上
に
根
本
的
に
生
か
し
な
が
ら
、
両

五
六

方
向
を
止
揚
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
泣
柱
」
は
、

た
ん
に
木
造
建
築
か
ら
も
た
ん
に
善
太
郎
か
ら
も
無
限
の
深
淵
に
ょ
っ
て
隔
て

ら
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
主
観
'
観
1
関
係
」
の
底
な

く
外
に
立
ち
、
そ
の
関
係
へ
は
決
し
て
入
っ
て
来
な
い
。

木
か
ら
出
て
と
は
、
絶
対
に
木
で
は
な
い
と
こ
ろ
を
開
く
こ
と
に
お
い
て
(
木

の
イ
デ
ア
、
あ
る
い
は
形
相
す
ら
も
否
定
的
に
突
破
し
て
)
無
相
で
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
他
面
木
に
か
え
る
と
は
、
ど
こ
ま
で
も
有
相
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

D0

「
実
相
は
無
相
な
る
が
ゆ
え
に
、
相
な
ら
ざ
る
な
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
無
相

と
有
相
(
超
感
性
的
と
感
性
的
)
と
が
絶
対
に
一
つ
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
つ
ま

り
実
相
に
お
い
て
「
泣
柱
」
が
立
っ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
ま

さ
に
、
声
な
き
も
の
の
声
を
聞
き
、
姿
な
き
も
の
の
姿
を
見
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

如

「
泣
柱
」
は
、
善
太
郎
に
お
け
る
「
不
鼓
自
鳴
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
あ
る

い
は
ま
た
「
・
・
・
・
:
井
の
井
を
み
る
な
り
。
鱸
の
鱸
を
み
る
な
り
、
人
の
人
を
み

⑳

る
な
り
、
山
の
山
を
み
る
な
り
」
が
本
堂
の
柱
に
つ
い
て
も
成
立
し
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。

仏
性
す
な
わ
ち
法
性
な
り
、
法
性
は
す
な
わ
ち
法
身
な
り
。
法
身
は
い

ろ
も
な
し
、
か
た
ち
も
ま
し
ま
さ
ず
、
し
か
れ
ば
、
こ
>
ろ
も
お
よ
ば
れ

ず
、
こ
と
ば
も
た
へ
た
り
。
こ
の
一
如
よ
り
か
た
ち
を
あ
ら
わ
し
て
、
方

⑳

便
法
身
と
も
う
す
。

と
あ
る
よ
う
に
、
絶
対
に
相
な
き
と
こ
ろ
、
つ
ま
り
無
相
は
法
性
法
身
の
立
場

で
あ
る
。
ま
た
、
有
相
は
方
便
法
身
の
立
場
で
あ
る
。
無
相
と
有
相
つ
ま
り

法
性
法
身
と
方
便
法
身
の
関
係
に
つ
い
て
、
『
浄
土
論
註
』
に
次
の
よ
う
な
明

快
な
記
述
が
あ
る
。
「
一
に
は
法
性
法
身
、
二
に
は
方
便
法
身
な
り
。
法
性
法
身

に
ょ
り
て
方
便
法
身
を
生
ず
。
方
便
法
身
に
ょ
り
て
法
性
法
身
を
い
だ
す
。
こ

松
塚
豊
茂



の
二
法
身
は
異
に
し
て
わ
か
つ
べ
か
ら
ず
。
一
に
し
て
同
ず
べ
か
ら
武
」
。
こ
こ

で
、
親
鸞
や
白
罵
の
言
葉
を
注
意
し
て
読
め
ば
、
方
便
法
身
は
浄
士
教
の
御
本

尊
で
あ
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
(
引
用
は
し
な
か
っ
た
が
『
唯
信
紗
文
意
』

の
後
続
の
文
章
は
、
そ
の
こ
と
を
一
層
は
っ
き
り
と
述
べ
て
い
る
)
。
さ
て
、

「
泣
柱
」
を
無
相
と
有
相
と
の
絶
対
の
自
己
同
一
と
し
て
と
ら
え
る
な
ら
ぱ
、

御
本
尊
と
同
じ
と
こ
ろ
か
ら
そ
れ
が
成
立
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ

う
。
「
阿
弥
陀
如
来
の
指
を
ま
る
に
し
て
お
い
で
な
さ
る
は
、
善
太
郎
が
願
も
行

も
、
ま
る
に
つ
と
め
て
お
い
た
と
、
仰
せ
ら
れ
る
の
だ
げ
に
候
う
」
(
船
)
に
お

い
て
、
妙
好
人
の
「
泣
柱
」
と
同
じ
本
質
的
な
関
与
奮
り
出
さ
れ
て
い
る
。

「
庄
松
、
夏
の
頃
田
の
草
を
取
り
、
昼
休
み
に
吾
が
内
え
戻
り
、
御
仏
前
の
御

障
子
を
ひ
ら
き
て
、
御
本
尊
様
を
は
づ
し
出
し
竹
の
先
え
結
い
つ
け
て
『
や
れ

狗

や
れ
親
様
も
御
涼
し
か
ろ
う
』
と
云
わ
れ
た
」
。
そ
れ
は
御
本
尊
へ
の
本
質
的
な

関
与
に
お
い
て
、
善
太
郎
の
「
泣
柱
」
と
何
の
か
わ
り
も
な
か
ろ
う
。
庄
松
に

せ
よ
、
善
太
郎
に
せ
よ
、
そ
こ
か
ら
語
り
出
さ
れ
る
も
の
は
、
稚
拙
な
幼
児
心

理
で
も
、
暑
吊
な
感
情
の
高
ぶ
り
で
も
な
く
、
ま
さ
に
醇
乎
と
し
た
宗
教
性
の

現
前
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
ぬ
。
要
す
る
に
、
御
本
尊
と
「
泣
柱
」
、
つ
ま
り
本
堂
と

の
根
源
的
な
同
一
性
は
、
本
尊
を
離
れ
て
本
堂
が
な
く
、
本
堂
を
離
れ
て
本
尊

^
な
い
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。

と
こ
ろ
で
、
最
も
根
源
的
な
意
味
に
お
け
る
一
言
葉
っ
ま
り
名
号
は
、
前
述

し
た
よ
う
に
無
相
と
有
相
の
絶
対
的
自
己
同
一
の
現
成
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
ぬ
。

勿

「
木
像
よ
り
は
絵
像
、
絵
像
よ
り
は
名
号
」
は
、
深
い
意
味
が
あ
る
。
ハ
イ
デ
ツ

ガ
ー
も
一
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
建
築
あ
る
い
は
彫
刻
も
一
言
葉
に
ょ
っ
て
導
か

れ
、
し
た
が
っ
て
根
源
的
に
は
言
語
芸
術
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
ぬ
。
仏
像
、
あ
る

い
は
本
堂
も
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
一
言
葉
っ
ま
り
名
号
か
ら
成
立
し
て

狗

い
る
か
ら
で
あ
る
。

仏
像
を
絶
対
の
無
の
相
に
お
い
て
見
る
な
ら
ぱ
、
「
仏
像
」
は
彼
岸
と
比
岸
の

両
方
向
に
同
時
に
超
え
ら
れ
て
、
し
か
も
そ
の
越
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
が
絶
対
に

一
っ
な
る
と
こ
ろ
で
成
立
し
な
け
ぱ
な
ら
ぬ
。
あ
る
い
仏
像
は
、
そ
の
よ
う
な

転
換
そ
の
も
の
の
象
徴
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
ぬ
。
本
尊
は
そ
の
よ
う
な
転
換
の
動

機
を
含
む
。
動
機
は
言
葉
と
し
て
発
せ
ら
れ
る
か
ら
、
本
尊
は
つ
ね
に
語
り
か

け
る
こ
と
に
お
い
て
本
尊
で
あ
る
。
如
来
が
語
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
「
泣
柱
」

が
聞
い
て
い
る
と
一
言
え
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
「
泣
柱
」
が
一
言
葉

を
領
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
本
堂
が
如
来
の
一
言
葉
の
躍
動
そ
の
象

徴
と
化
す
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
「
泣
柱
」
が
聞
い
て
い
る
と
い
う
こ
と

゛
)
、

か
、
善
太
郎
が
聞
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
善
太
郎
が
聞
い
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
、
「
泣
柱
」
が
聞
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
ぬ
。
「
泣

柱
」
は
両
者
の
。
聞
0
 
の
端
的
な
象
徴
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
本
質
的
な
関
与
で

あ
ろ
う
。
人
間
善
太
郎
が
関
与
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
お
い
て
主
観
性
の

全
き
離
脱
し
た
が
っ
て
脱
自
性
が
成
立
す
る
ゆ
え
に
、
関
与
は
本
質
的
な
の

で
あ
る
。
そ
の
脱
自
性
は
、
た
と
え
ば
才
市
の
「
念
仏
は
た
ん
ぽ
の
な
か
か
ら

湧
き
出
る
」
に
も
よ
く
表
わ
れ
て
い
る
0

善
太
郎
の
法
悦
は
文
字
通
り
本
堂
の
法
悦
で
あ
り
、
本
堂
の
慶
び
は
文
字
通

り
善
太
郎
の
慶
び
で
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
、
む
し
ろ
、
善
太
郎
も
な
け
れ
ば
本

堂
も
な
か
っ
た
。
念
仏
の
る
つ
ぽ
の
な
か
で
名
号
が
こ
だ
ま
し
、
「
お
み
ど
う
」

も
参
詣
者
も
一
っ
に
揺
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
こ
そ
ま
こ
と
の
慶
讃
法
要
で

あ
っ
た
。
「
泣
柱
」
は
、
端
的
に
そ
の
慶
讃
を
象
徴
し
て
い
る
。

山
陰
地
域
研
究
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伝
統
文
化
)
第
三
号

五
七

一
九
八
七
年
三
月



石
見
の
善
太
郎
(
四
)
 
1
妙
好
人
と
一
言
〒

「
泣
柱
」
は
、
宗
教
的
感
動
の
深
い
表
現
で
あ
り
、
惇
い
情
念
を
語
り
出
し

て
い
る
こ
と
は
疑
い
得
な
い
。
善
太
郎
は
気
性
の
激
し
い
人
で
あ
っ
た
か
ら
、

感
情
の
表
現
も
激
し
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
る
。
し
か
し
、
宗
教
的
感

情
は
た
ん
に
性
格
、
あ
る
い
は
気
性
と
い
う
よ
う
な
人
間
の
主
観
的
側
面
か
ら

だ
け
で
は
充
分
に
と
ら
え
ら
れ
な
い
。
宗
教
的
感
情
に
つ
い
て
改
め
て
考
察
さ

れ
る
必
要
が
あ
る
。

真
夏
の
暑
い
あ
る
日
、
善
太
郎
さ
ん
は
ニ
キ
ロ
も
あ
る
志
布
(
し
ぶ
)

山
へ
出
か
け
て
、
終
日
木
を
き
り
、
タ
方
重
い
タ
キ
ギ
を
背
負
っ
て
帰
っ

て
き
た
。
ど
う
し
た
こ
と
か
そ
の
日
に
か
ぎ
っ
て
、
女
房
の
ト
ヨ
の
姿
が

み
ぇ
な
い
。
ニ
ロ
三
口
よ
ん
で
み
た
が
返
事
が
な
い
。
行
水
の
湯
も
わ
い

て
お
ら
ず
、
タ
食
の
し
た
く
も
で
き
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
へ
ト
ヨ
が
ど

こ
か
ら
か
帰
っ
て
き
た
。
終
日
の
暑
さ
と
重
労
働
の
疲
れ
が
、
こ
の
女
房

に
向
け
ら
れ
た
。

「
ど
こ
い
行
っ
と
っ
た
。
湯
は
わ
か
し
と
る
ん
か
」

「
い
ま
か
ら
わ
か
し
ま
す
よ
」

「
一
日
中
な
に
を
し
と
っ
た
0
 
ま
た
近
所
で
つ
ま
ら
ん
こ
と
を
し
ゃ

べ
っ
と
っ
た
ん
だ
ろ
う
」

「
わ
し
だ
っ
て
毎
日
あ
そ
ん
で
ば
か
り
お
り
ゃ
し
ま
せ
ん
よ
」

「
な
に
っ
」

善
太
郎
の
カ
ン
シ
ャ
ク
玉
は
破
裂
し
た
。

「
お
の
れ
ー
・
」
と
手
も
と
に
あ
っ
た
割
り
木
を
と
っ
て
振
り
あ
げ
た
。

ト
ヨ
は
逃
げ
ま
わ
っ
た
。
そ
の
あ
と
を
追
っ
か
け
る
。
つ
い
に
庭
の
隅
に

五

松
塚
豊
茂

お
い
や
ら
れ
て
ト
ヨ
は
逃
げ
場
を
失
い
、
小
さ
く
う
ず
く
ま
っ
た
。
割
り

木
が
女
房
の
頭
上
に
落
ち
か
か
る
。
そ
の
一
剰
那
善
太
は
如
来
の
呼
び

か
け
を
聞
い
た
。
鬼
の
善
太
の
姿
は
く
ず
れ
た
。

「
オ
ウ
ッ
!
」
鳴
咽
と
と
も
に
口
か
ら
ふ
き
だ
し
た
の
は
ほ
と
け
の
み

名
で
あ
っ
た
。

「
ト
ヨ
!
」
と
一
声
い
い
の
こ
し
、
泥
足
の
ま
ま
で
仏
壇
に
き
た
。
お

灯
明
は
点
じ
ら
れ
、
手
に
も
っ
た
割
り
木
は
如
来
の
前
に
そ
な
え
ら
れ
た
。

「
あ
あ
、
善
太
が
出
ま
し
た
。
善
太
の
地
性
が
出
ま
し
た
。
ナ
マ
ン
ダ

ブ
、
ナ
マ
ン
ダ
ブ
」
泣
き
な
が
ら
の
お
念
仏
で
あ
っ
た
。
(
託
1
釘
)

割
り
木
を
と
っ
て
振
り
あ
げ
、
女
房
を
追
っ
か
け
る
と
は
、
人
間
と
し
て
あ

る
ま
じ
き
暴
行
で
あ
る
。
「
鬼
の
善
太
の
姿
」
が
そ
こ
に
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ

だ
け
で
は
な
い
。
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
こ
の
逸
話
は
念
仏
で
終
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
は
「
鬼
の
善
太
の
姿
」
が
、
肯
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
否
定
さ

れ
て
現
わ
れ
て
い
る
。
「
如
来
の
呼
び
か
け
」
は
、
善
太
郎
に
そ
の
よ
う
に
響
い

た
。
そ
の
ゆ
え
に
こ
そ
「
鬼
の
善
太
の
姿
は
く
ず
れ
た
」
の
で
あ
る
。

凡
夫
な
れ
ば
と
て
、
な
に
ご
と
も
お
も
ふ
さ
ま
な
ら
ば
、
ぬ
す
み
を
も

し
人
を
こ
ろ
し
な
ん
と
す
べ
き
か
は
。
も
と
ぬ
す
み
こ
、
ろ
あ
ら
ん
人
も
、

極
楽
を
ね
が
ひ
念
仏
を
ま
ふ
す
ほ
ど
の
こ
と
に
な
り
な
ば
、
も
と
ひ
が
う

た
る
こ
>
ろ
を
も
お
も
ひ
な
を
し
て
こ
そ
あ
る
べ
き
に
、
そ
の
し
る
し
も

な
か
ら
ん
人
々
に
悪
く
る
し
か
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
、
ゆ
め
く
あ
る
べ
か

ら
ず
候
。
煩
悩
に
く
る
は
さ
れ
て
、
お
も
は
ざ
る
ほ
か
に
す
ま
じ
き
こ
と

を
も
ふ
る
ま
ひ
、
い
ふ
ま
じ
き
こ
と
を
も
い
ひ
、
お
も
ふ
ま
じ
き
こ
と
を

も
お
も
ふ
に
て
こ
そ
あ
れ
。
さ
は
ら
ぬ
こ
と
な
れ
ば
と
て
、
ひ
と
の
た
め

に
も
は
ら
わ
ろ
く
、
す
ま
じ
き
こ
と
を
も
し
、
い
ふ
ま
じ
き
こ
と
を
も
い

五
八



は
ば
、
煩
悩
に
く
る
は
さ
れ
た
る
儀
に
は
あ
ら
で
、
わ
ざ
と
す
ま
じ
き
こ

⑳

と
を
も
せ
ぱ
返
々
あ
る
ま
じ
き
こ
と
な
り
。

『
末
燈
紗
』
の
言
葉
は
、
い
か
な
る
悪
も
念
仏
の
な
か
に
あ
る
(
た
と
え
ぱ
愛

慾
生
活
も
如
来
の
家
で
営
ま
れ
る
。
そ
れ
が
浄
土
教
に
お
け
る
妻
帶
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
)
と
と
も
に
、
い
か
な
る
悪
も
A
忍
仏
の
な
か
に
は
な
い
こ
と
を

教
え
て
い
る
。
「
煩
悩
に
く
る
は
さ
れ
て
」
何
を
す
る
か
も
わ
か
ら
ぬ
。
そ
れ
は

念
仏
も
う
す
身
で
あ
っ
て
も
、
い
さ
さ
か
も
か
わ
り
は
な
い
。
割
り
木
を
と
っ

側

て
女
房
を
追
っ
か
け
る
善
太
郎
の
姿
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
「
転
悪
成
盖
巳
と
し

て
、
い
か
な
る
悪
も
^
忍
仏
の
な
か
に
は
な
い
。
「
悪
こ
と
た
に
思
ひ
捨
た
る
は
^

側

圃

恩
な
り
」
、
ま
た
「
ξ
ろ
に
ま
か
せ
ず
、
た
し
な
む
心
は
他
力
な
り
」
と
あ
る

よ
う
に
、
そ
こ
で
は
名
号
と
し
て
の
他
力
が
躍
動
し
て
い
る
と
一
言
わ
ね
ば
な
ら

ぬ
。
如
来
の
言
葉
は
、
端
的
な
「
諸
悪
莫
作
」
で
あ
り
、
善
太
郎
の
行
為
は
、

言
葉
へ
の
聴
従
と
し
て
「
諸
悪
莫
作
」
の
現
成
で
あ
ろ
う
。
「
こ
の
善
太
郎
」

そ
の
よ
う
な
意
^
に
お
け
る
^
力
の
躍
動
の
^
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の

、

はで
あ
る
。

「
善
太
の
地
性
が
出
ま
し
た
」
と
は
、
善
太
郎
が
善
太
郎
に
到
来
す
る
こ
と

と
し
て
、
有
限
性
の
析
出
で
あ
ろ
う
。
有
限
性
の
析
出
は
「
脚
下
照
顧
」
、
感
情

的
に
は
「
お
は
づ
か
し
や
」
(
融
)
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
照
顧
に
お
い
て
包
摂

さ
れ
る
余
旦
疋
即
肯
定
的
黒
仏
に
つ
つ
ま
れ
る
)
か
ぎ
り
、
「
お
は
づ
か
し
や
」

は
「
お
あ
り
が
た
や
」
(
悦
)
で
あ
っ
た
。
既
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
善
太
郎
が

「
お
あ
り
が
た
や
」
と
言
え
ば
、
磯
七
は
「
お
は
づ
か
し
や
」
と
答
え
た
。
も

し
逆
に
磯
七
が
「
お
あ
り
が
た
や
」
と
歓
喜
す
れ
ぱ
、
き
っ
と
善
太
郎
は
「
お

は
づ
か
し
や
」
と
纖
槐
し
た
で
あ
ろ
う
。
二
輪
の
葵
華
を
通
し
て
歓
喜
と
纖
惚

が
交
錯
し
て
い
る
。
歓
喜
を
離
れ
て
俄
惚
は
な
く
、
纖
槐
を
離
れ
て
歓
喜
は
な

一
九
八
七
年
三
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俄
槐
は
無
限
に
自
己
自
身
に
つ
れ
戻
さ
れ
た
感
情
と
す
れ
ぱ
、
歓
喜
は
無

)
0

し

卿

限
に
自
己
自
身
か
ら
解
放
さ
れ
た
感
情
で
あ
ろ
う
。

纖
槐
は
後
悔
と
は
違
う
。
後
悔
は
自
己
が
自
己
を
責
め
る
感
情
と
し
て
、
ど

こ
ま
で
も
閉
じ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
起
こ
る
。
そ
こ
に
い
わ
ゆ
る
自
力
執
心
と
し

て
の
隠
れ
た
自
己
の
高
ぶ
り
が
あ
る
。
後
悔
は
、
し
た
が
っ
て
道
徳
の
立
場
で

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
俄
槐
は
か
ぎ
り
な
く
闊
い
も
の
に
包
摂
さ
れ
る
感
情
と
し

て
、
ど
こ
ま
で
も
開
か
れ
た
と
こ
ろ
で
起
こ
る
。
後
悔
は
ど
こ
ま
で
も
{
谷
赦
し

な
い
と
い
う
鬼
に
責
め
ら
れ
る
苦
し
み
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
纖
槐
は
ど
こ
ま
で

も
赦
す
大
悲
に
感
泣
す
る
涙
で
あ
ろ
う
。
宗
教
的
感
情
は
、
有
限
性
の
徹
底
が

有
限
性
か
ら
の
解
放
で
あ
る
と
い
う
絶
対
矛
盾
の
透
徹
で
あ
る
。
そ
こ
に
徹
底

即
止
揚
と
も
一
言
う
べ
き
構
造
が
な
け
れ
ぱ
な
ら
ぬ
。
「
お
は
づ
か
し
や
」
は
「
お

あ
り
が
た
や
」
で
あ
り
、
「
お
あ
り
が
た
や
」
は
「
お
は
づ
か
し
や
」
で
あ
る
。

宗
教
的
感
情
は
、
ど
こ
ま
で
も
一
っ
な
る
も
の
の
自
然
な
力
動
的
展
開
と
言
え

る
。
そ
の
展
開
に
お
い
て
、
二
人
の
法
悦
が
深
い
詠
嘆
を
と
も
な
っ
て
、
無
限

の
法
界
に
循
す
る
よ
う
で
あ
る
。

先
に
妙
好
人
の
間
の
会
話
は
、
仏
と
話
を
す
る
こ
と
と
し
て
の
名
号
の
自
覚

で
あ
る
と
言
っ
た
。
会
話
は
か
な
ら
ず
し
も
二
人
で
あ
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

仏
と
話
を
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
独
白
の
場
合
も
法
悦
の
詠
嘆
で
あ
る
こ
と

に
か
わ
り
は
な
い
。

善
太
郎
さ
ん
、
あ
る
時
思
わ
ず
納
屋
の
梁
で
頭
を
打
っ
た
。
い
わ
く

「
善
太
や
、
わ
り
ゃ
頭
が
高
あ
ぞ
よ
」

善
太
郎
さ
~
と
き
ど
き
独
一
言
し
て
い
わ
く

「
善
太
や
、
わ
り
ゃ
地
獄
行
き
じ
ゃ
ぞ
」

「
や
れ
や
れ
ど
が
あ
し
ま
し
ょ
う
」

五
九
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石
見
の
善
太
郎
(
四
)
 
1
妙
好
人
と
言
〒

「
心
配
す
ん
な
、
せ
わ
あ
な
あ
、
あ
み
だ
如
来
が
き
っ
と
引
き
受
け
て
参

ら
せ
て
や
る
け
え
の
」

鋤

「
や
れ
や
れ
も
っ
た
い
の
う
ご
ざ
り
ま
力
」

徹
底
即
止
揚
と
し
て
の
宗
教
的
感
情
を
、
い
み
じ
く
も
彼
は
「
も
っ
た
い
の

う
ご
ざ
り
ま
す
」
と
表
現
し
た
。
「
も
っ
た
い
の
う
ご
ざ
り
ま
す
」
と
は
、
「
お

は
づ
か
し
や
」
と
「
お
あ
り
が
た
や
」
、
つ
ま
り
「
纖
槐
」
と
「
歓
喜
」
の
弁
証

法
的
統
一
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
有
限
な
る
も
の
が
無
限
な
る
も
の
に
ょ
っ
て
直
射
さ
れ
る
の
は

「
悲
し
み
」
で
あ
る
。
如
来
が
私
の
悪
業
煩
悩
を
悲
し
み
た
ま
う
と
一
言
っ
て
も

よ
い
。
ま
た
有
限
な
る
も
の
が
無
限
な
る
も
の
に
ょ
っ
て
包
摂
さ
れ
る
の
は
「
喜

び
」
で
あ
ろ
う
。

こ
の
機
を
み
て
は
悲
し
み
悲
し
み
、
こ
の
善
太
郎
は
す
る
こ
と

こ
の
う
え
で

こ
の
善
太
郎
は

喜
び
喜
び
、
こ
の
善
太
郎
は
す
る
こ
と
(
怖
)

「
悲
し
み
」
が
「
喜
び
」
に
深
さ
を
与
え
、
「
喜
び
」
は
「
悲
し
み
」
を
癒
や

す
。
本
当
の
「
悲
し
み
」
を
知
ら
な
い
人
は
、
本
当
の
宝
号
び
」
を
知
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。
「
悲
し
み
」
を
通
し
て
「
喜
び
」
に
至
る
。
妙
好
人
は
真
の
「
悲
し

み
」
と
と
も
に
真
の
「
喜
び
」
を
知
っ
た
人
、
「
こ
の
善
太
郎
」
は
、
手
記
の
よ

う
に
「
悲
し
み
悲
し
み
」
と
「
喜
び
喜
び
」
の
統
一
で
あ
っ
た
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー

ル
の
い
わ
ゆ
る
「
精
神
の
健
康
」
の
感
情
的
表
現
を
、
善
太
郎
の
法
語
に
見
る

こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
0

要
す
る
に
名
号
っ
ま
り
根
源
語
離
い
情
念
を
と
も
な
っ
て
感
性
に
お
い

て
流
出
し
た
の
が
、
宗
教
的
感
情
で
あ
ろ
う
。
知
性
も
感
性
も
貫
い
て
ど
こ
ま

松
塚
豊
茂

六

で
も
一
っ
の
も
の
1
如
来
の
言
予
が
、
語
り
出
て
い
る
の
で
あ
る
。
妙

好
人
の
感
情
と
一
言
行
、
「
こ
の
善
太
郎
は
す
る
こ
と
」
も
、
こ
の
一
言
葉
の
も
と
に

立
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
宗
教
的
感
情
は
決
し
て
主
観
的
情
念
で
も
な
け

れ
ば
、
ま
し
て
自
己
陶
酔
で
は
な
い
。
人
間
的
な
る
も
の
の
彼
岸
と
し
て
、
感

情
に
お
け
る
脱
自
構
造
、
あ
る
い
は
脱
人
間
化
(
急
ゆ
問
ヨ
ヨ
含
m
n
豆
n
ず
言
如
)

が
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
な
り
ゆ
き
が
地
獄
の
土
地
、
き
の
う
も
地
獄
の
士
地

き
ょ
う
も
地
獄
の
士
地
、
今
宵
も
地
獄
の
士
地
(
心
)

き
ょ
う
も
地
獄
の
士
地
、
今
宵
も
地
獄
の
士
地
(
U
)

「
士
地
」
と
は
、
そ
こ
で
種
子
が
播
か
れ
、
発
芽
生
育
し
、
花
を
咲
か
せ
再

び
実
を
結
ぶ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
土
地
」
は
豊
饒
な
生
産
力
を
象
徴
す
る
。
善
太

郎
は
、
苦
の
業
因
(
種
子
)
を
孕
ん
だ
豊
饒
を
「
地
獄
の
士
地
」
と
言
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
昭
和
五
八
年
の
増
補
四
版
で
は
、
「
士
地
」
が
「
道
中
」

と
な
っ
て
い
る
。
「
士
地
」
が
あ
り
場
所
を
表
わ
す
と
す
れ
ば
、
「
道
中
」
は
場

所
の
動
的
性
格
を
語
り
出
し
て
い
る
。
「
地
獄
の
道
中
」
と
は
、
つ
ね
に
生
死
に

往
来
し
、
決
し
て
浬
藥
に
は
至
ら
ぬ
凡
夫
道
の
こ
と
で
あ
る
。
[
地
獄
の
道
中
」

は
、
ま
た
瞬
間
く
が
死
に
ょ
っ
て
侵
透
さ
れ
た
虚
無
の
場
で
も
あ
る
。

あ
る
年
一
人
の
同
行
が
善
太
郎
さ
ん
の
家
を
た
ず
ね
て
き
た
と
こ
ろ
、

家
に
は
娘
が
一
人
い
た
。

「
善
太
さ
ん
は
ど
こ
へ
行
か
れ
た
か
」
と
聞
く
と
「
浜
田
ま
で
行
っ
た

゛
)
、

あ
し
た
の
晩
で
な
け
れ
ば
帰
り
ま
せ
ん
」

力

そ
こ
で
同
行
は
「
実
は
ご
縁
に
あ
い
に
き
た
ん
だ
が
、
そ
れ
じ
ゃ
あ
し

た
の
晩
に
ま
た
き
ま
し
ょ
う
」
と
帰
ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
娘
は
そ

六
0



の
人
の
顔
を
じ
っ
と
見
つ
め
て
、
こ
う
い
っ
た
。

「
あ
ん
た
の
後
生
は
、
あ
し
た
の
晩
ま
で
待
た
れ
る
ん
で
す
か
」

そ
の
同
行
は
こ
の
痛
烈
な
一
矢
に
驚
い
た
。
こ
の
娘
す
ら
こ
の
と
お
り
、

善
太
郎
さ
ん
な
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
と
思
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
の
ま
ま

そ
こ
へ
腰
を
お
ろ
し
て
娘
と
語
り
あ
っ
て
帰
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

孫
娘
の
キ
ミ
が
、
光
現
寺
の
前
を
通
る
時
お
礼
を
し
て
す
ぎ
た
。
そ

れ
を
見
た
近
所
の
も
の
が

「
お
ま
え
は
感
心
な
子
だ
。
子
ど
も
で
も
い
つ
死
ぬ
る
か
わ
か
ら
ん
け

え
^
う
^
と
い
う
と
、
そ
^
^
は
^
ぐ
に
こ
た
え
た
。

「
家
の
じ
い
さ
ん
は
、
い
ま
死
ぬ
る
か
も
し
れ
ん
と
い
う
た
よ
」
(
弱

こ
の
善
太
郎
は

過
去
も
知
ら
ず

ま
た
今
日
の
日
の
こ
と
も
知
ら
ず

ま
た
未
来
の
行
く
末
の
こ
と
は
、
夢
に
も
知
ら
ず

食
い
た
い
、
飲
み
た
い
、
着
た
い
で

昨
日
も
月
日
を
送
ら
れ

今
宵
も
送
ら
れ
て

未
来
の
近
寄
る
を
何
と
も
思
わ
ず
暮
ら
す
と
こ
ろ
に
(
N
1
器
)

和
(
、
 
1
 
(
π
1
松
)

今
紹
介
し
た
孫
娘
の
言
動
や
、
善
太
郎
の
手
記
は
、
「
道
中
」
が
「
迷
い
で
た

そ
の
日
か
ら
、
死
に
ゆ
く
臨
終
ま
で
、
悪
を
か
さ
ね
て
」
(
器
)
、
つ
ね
に
死
に

よ
っ
て
侵
蝕
さ
れ
た
虚
無
の
場
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
、
し
か
も
そ
れ
を
無
知

が
覆
っ
て
い
る
こ
と
を
教
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
「
罪
は
い
は
ば
自
覚
存
在
の
う

ち
へ
、
高
め
ら
れ
た
相
で
現
れ
て
来
た
虚
無
で
あ
り
死
で
あ
る
」
と
す
れ
ば
、

「
地
獄
の
土
地
(
道
中
)
」
は
宗
教
的
側
面
へ
シ
フ
ト
し
た
宗
(
無
常
)
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
地
獄
の
士
地
(
道
中
)
」
は
、
こ
の
よ
う
に
自
覚
的
に

な
っ
た
虚
無
と
し
て
、
無
限
の
散
乱
を
意
味
す
る
。
そ
の
「
道
中
」
で
の
出
会

い
は
、
い
わ
ば
別
れ
の
上
で
の
出
会
い
で
あ
り
、
同
時
に
出
会
い
の
虚
し
さ
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
「
会
者
定
離
」
と
い
、
2
言
葉
の
よ
う
に
、
私
た
ち
の
出
会
い

.

.

.

は
、
い
つ
か
は
限
り
な
く
別
れ
去
っ
て
ゅ
く
と
い
う
さ
だ
め
を
負
っ
て
い
る
。

)し

し
か
し
、
翻
っ
て
考
え
る
と
死
を
背
景
に
し
て
は
じ
め
て
生
の
意
味
が
問

わ
れ
る
よ
う
に
、
別
れ
が
出
会
い
を
本
当
に
問
題
と
す
る
。
虚
無
が
、
そ
の
都

度
の
出
会
い
の
一
回
性
谷
Φ
国
ヨ
ヨ
巴
這
帋
一
一
)
を
浮
き
上
が
ら
せ
る
と
一
言
っ
て

も
よ
い
。
も
し
も
出
会
い
の
レ
ア
リ
テ
ィ
が
、
い
わ
ば
絶
対
的
な
事
実
と
し
て

の
一
回
性
の
中
に
こ
そ
現
わ
れ
る
べ
き
な
ら
ば
、
「
あ
し
た
の
晩
ま
で
待
た
れ
る

ん
で
す
か
」
と
か
、
「
い
ま
死
ぬ
る
」
と
か
い
う
よ
う
な
肺
胴
を
扶
る
一
言
葉
は
、

人
に
つ
い
て
ど
こ
ま
で
も
出
会
い
の
レ
ア
リ
テ
ィ
を
求
め
て
い
る
も
の
と
言
わ

ね
ば
な
ら
ぬ
。
要
す
る
に
、
会
う
と
い
う
こ
と
が
本
当
に
成
立
す
る
た
め
に
は

虚
無
が
媒
介
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
私
た
ち
が
、
事
実
そ
の
よ

う
な
出
会
い
の
虚
し
さ
の
な
か
に
あ
り
な
が
ら
、
善
太
郎
の
手
記
の
よ
う
に
「
何

と
も
思
わ
ず
暮
ら
す
」
の
は
、
い
わ
ば
暗
い
「
知
ら
ず
」
が
煙
幕
を
張
っ
て
い

る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

善
太
郎
と
磯
七
の
出
会
い
は
、
世
に
も
美
し
い
出
会
い
で
あ
っ
た
。
「
一
期
一

会
」
と
は
、
彼
ら
の
た
め
の
言
葉
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
同
時
に
こ
の
世
の
停
さ
を
超
え
て
浄
士
に
ま
で
つ
ら
な
る
出
会
い
で

も
あ
っ
た
。
彼
ら
の
出
会
い
に
お
い
て
、
限
り
な
く
散
乱
さ
せ
る
も
の
と
限
り

な
く
集
め
る
も
の
と
が
、
同
時
に
現
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
「
一
期
一
会
」
で
あ

山
陰
地
域
研
究
(
伝
統
文
化
)
第
三
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石
見
の
善
太
郎
(
四
)
 
1
妙
好
人
と
言
〒

ろ
う
。
別
れ
が
な
け
れ
ば
出
会
い
も
な
い
し
、
出
会
い
が
な
け
れ
ぱ
別
れ
も
な

い
の
で
あ
る
。
「
一
期
一
△
巴
に
お
い
て
「
浄
土
の
道
中
」
と
「
地
獄
の
道
中
」

が
交
叉
す
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
一
言
い
換
え
る
と
、
「
浄
士
」
は
ど
こ
ま
で
も
「
地

.

.

獄
の
土
地
」
に
か
か
わ
っ
て
来
る
。
衆
生
の
苦
悩
が
な
け
れ
ば
仏
の
本
願
は
な

い
の
で
あ
っ
て
、
業
苦
の
世
界
が
本
願
の
働
き
場
所
で
あ
る
と
も
言
え
る
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
苦
の
業
因
を
孕
ん
だ
士
地
「
地
獄
の
土
地
」
が
な
け
れ
ば
「
浄

士
」
も
な
い
。

「
浄
士
の
道
中
」
と
「
地
獄
の
道
中
」
の
交
叉
に
お
い
て
、
「
地
獄
の
道
中
」

.

.

.

.

は
切
ら
れ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
地
獄
の
道
中
」
が
無
限
の
散
乱
を
意
味

す
る
と
す
れ
ぱ
、
浄
士
は
「
ま
た
会
う
国
」
で
あ
る
。
「
別
れ
路
を
さ
の
み
な
げ

罰

く
な
法
の
友
、
ま
た
会
う
国
の
あ
り
と
思
え
ば
」
。
「
ま
た
会
う
国
」
に
ょ
っ
て
、

別
れ
の
嘆
き
も
人
恋
し
さ
も
癒
さ
れ
る
。
「
地
獄
の
道
中
」
と
し
て
の
虚
無
を

破
っ
て
す
べ
て
の
も
の
を
集
め
る
光
が
さ
し
て
来
て
い
る
。
「
十
方
衆
生
の
た
め

罰

に
と
て
如
来
の
法
蔵
あ
つ
め
て
ぞ
:
:
:
」
と
あ
る
よ
う
に
、
無
限
の
散
乱
が

再
び
如
来
の
言
葉
に
集
め
ら
れ
る
。
前
述
の
和
歌
は
、
交
叉
点
に
立
っ
て
し
か

も
根
源
的
な
集
中
を
望
見
し
た
と
こ
ろ
で
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

「
ま
た
会
う
国
」
は
将
来
に
望
見
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
見
方

に
ょ
れ
ば
、
そ
れ
は
既
に
現
在
に
到
来
し
て
い
る
と
も
一
言
え
る
。
「
ま
だ
来
て
い

な
い
」
(
ミ
ず
ヨ
n
三
)
と
「
も
う
来
て
い
る
」
(
火
=
0
三
ゆ
§
)
の
動
的
統
一

一
父
叉
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
根
本
的
に
は
「
別

゛
)
、

力れ
路
」
が
「
ま
た
会
う
国
」
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
法
の
友
」

は
再
会
の
確
詔
纏
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
「
法
の
友
」
な

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
交
叉
に
お
い
て
「
地
獄
の
道
中
」
が
切
断
さ
れ
、
虚
無
も

ま
た
虚
無
と
し
て
根
源
的
に
無
化
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
次
の
話
な
ど
は
、

「
ま
た
会
う
国
」
の
善
太
郎
に
お
け
る
現
在
、
「
ま
た
会
う
国
」
の
善
太
郎
的
領

解
を
示
し
て
い
る
。
期
せ
ず
し
て
善
太
郎
は
、
「
恋
し
く
ば
な
む
あ
み
だ
ぶ
と
と

肋

の
う
べ
し
、
わ
れ
も
六
字
の
う
ち
に
こ
そ
住
め
」
を
「
如
来
さ
ん
の
家
」
と
受

け
た
の
で
あ
っ
た
。

同
じ
安
芸
の
山
県
(
広
島
県
の
郡
名
)
は
可
部
か
ら
山
奥
へ
は
い
っ
た

と
こ
ろ
に
あ
る
が
、
そ
こ
ら
あ
た
り
は
石
見
と
国
境
を
接
し
て
い
る
の
で
、

有
福
温
泉
に
入
湯
に
く
る
人
が
多
か
っ
た
。

そ
の
人
た
ち
二
、
三
人
が
下
有
福
に
き
て
、
道
ぱ
た
の
一
人
の
百
姓
に

「
善
太
郎
同
行
ど
の
の
家
は
ど
こ
で
す
か
」
と
た
ず
ね
た
。
す
る
と
そ

の
^
^
は
こ
う
こ
た
え
た
。

「
善
太
郎
と
は
こ
の
わ
た
し
で
ご
ざ
ん
す
が
、
わ
た
し
は
家
を
も
っ
て

お
り
ま
せ
ん
」

そ
の
人
ら
は
合
点
が
ゆ
か
な
い
よ
う
で
「
そ
れ
で
は
、
借
家
ず
ま
い
で
も

し
て
お
ら
れ
る
の
で
す
か
」
と
聞
く
と
、
善
太
郎
さ
ん
は
、

「
い
ん
や
い
ん
や
、
如
来
さ
ん
の
家
に
お
い
て
も
ろ
う
て
お
り
ま
す
け

え
な
」同

行
ら
は
す
っ
か
り
感
心
さ
せ
ら
れ
て
、
ゆ
っ
く
り
法
縁
に
あ
っ
て
か

え
っ
た
と
い
う
。
(
Ⅱ
1
娼
)

六
二

松
塚
豊
茂

そ
れ
に
似
た
話
と
し
て
、
あ
る
年
、
浜
田
の
真
光
寺
の
坊
守
ヤ
ノ
さ
ん

が
上
洛
し
た
と
ミ
本
山
の
縁
側
で
偶
然
に
も
実
弟
の
君
谷
合
巴
智
郡
邑

智
町
)
香
善
寺
の
真
徹
師
に
あ
っ
た
。
そ
の
真
徹
師
が
「
姉
さ
ん
、
珍
し

い
人
を
お
目
に
か
け
ま
し
ょ
う
」
と
、
引
き
あ
わ
し
た
の
が
、
同
伴
し
て

い
た
善
太
郎
さ
ん
で
あ
っ
た
。
ヤ
ノ
さ
ん
と
善
太
郎
さ
ん
の
間
に
、
そ
の



時
こ
ん
な
言
葉
が
か
わ
さ
れ
て
い
る
。

「
ま
あ
、
ひ
ょ
ん
な
所
で
お
目
に
か
か
り
ま
す
の
う
。
善
太
さ
ん
ひ
と

り
で
お
^
ノ
ノ
リ
に
こ
ら
^
ま
し
た
か
^

「
い
ん
や
、
つ
れ
が
あ
り
ま
し
た
」

「
お
つ
れ
と
は
、
ど
な
た
で
ご
ざ
ん
す
か
な
」

「
は
い
、
如
来
さ
~
如
来
さ
ん
」
(
娼
1
四
)

舟

「
如
来
さ
ん
の
家
」
と
は
、
文
字
通
り
「
諸
仏
の
家
」
で
あ
る
。
「
如
来
さ
ん

.

.

の
家
に
お
い
て
も
ら
う
」
と
は
、
善
太
郎
に
お
い
て
存
在
の
も
と
が
如
来
で
あ

る
こ
と
、
彼
の
居
場
所
を
語
っ
て
い
る
。
「
つ
れ
は
如
来
さ
ん
」
と
は
、
如
来
と

の
生
の
共
同
、
善
太
郎
に
お
い
て
現
成
し
た
無
量
寿
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。

才
市
の
い
わ
ゆ
る
「
な
む
あ
み
だ
ぶ
は
、
み
だ
の
い
き
」
は
、
「
自
分
の
呼
吸

卿

が
、
そ
の
ま
ま
弥
陀
の
呼
吸
だ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
「
つ
れ
は
如
来
さ
ん
」

の
端
的
な
把
握
と
言
え
よ
う
。
要
す
る
に
「
如
来
さ
ん
の
家
」
と
は
、
宗
教
的

生
の
営
れ
る
場
所
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
は
ま
た
到
来
し
た
「
ま
た
会
う
国
」

で
あ
っ
た
。

「
ま
た
会
う
国
」
は
、
無
限
の
散
乱
を
再
び
集
め
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
ー

そ
れ
が
時
の
停
さ
を
超
え
る
こ
と
、
死
の
克
服
に
ほ
か
な
ら
ぬ
ー
、
そ
こ
に

住
む
こ
と
に
ょ
っ
て
す
べ
て
の
も
の
は
、
他
の
何
物
よ
り
も
強
く
結
び
つ
け
ら

れ
る
。
た
と
え
ぱ
、
親
子
兄
弟
の
き
ず
な
よ
り
も
も
っ
と
深
く
て
広
い
も
の
が

そ
こ
に
現
れ
て
い
る
と
言
わ
ね
ぱ
な
ら
ぬ
。
「
法
の
友
」
は
、
親
子
兄
弟
以
上
で

あ
る
。
一
言
で
一
言
え
ば
、
す
べ
て
の
も
の
が
「
ま
た
会
う
国
」
に
住
む
と
い
う

こ
と
が
、
真
の
意
味
に
お
け
る
出
会
い
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
ぬ
。
「
ま
た
会
う
国
」

川

は
、
『
浄
土
論
』
に
ょ
れ
ば
「
広
大
無
辺
際
」
で
あ
る
か
ら
、
出
会
い
に
お
い

て
す
べ
て
の
存
在
す
る
も
の
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
無
限
の
背
景
を
も
っ
て
互
い
に

弌
三

映
し
合
う
と
言
え
る
。
も
ち
ろ
ん
「
広
大
無
辺
際
」
と
は
、
す
べ
て
の
存
在
す

る
も
の
を
空
一
俣
と
し
た
と
こ
ろ
へ
拡
散
さ
せ
る
こ
と
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
存

在
す
る
も
の
が
そ
の
本
質
的
な
偶
然
性
の
ま
ま
、
い
わ
ば
は
っ
き
り
し
た
輪
郭

に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
な
有
限
性
に
到
来
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
で
な
け
れ

ぱ
な
ら
ぬ
。
有
限
性
は
、
た
ん
に
有
限
性
の
な
か
か
ら
有
限
性
の
力
に
ょ
っ
て

有
限
性
に
徹
底
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
「
広
大
無
辺
際
」
は
有
限

性
の
刻
印
と
別
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
「
ま
た
会
う
国
」
で
再
会
を
約
束
さ
せ
ら

れ
る
こ
と
に
ょ
っ
て
の
み
、
「
別
れ
路
」
を
「
別
れ
路
」
と
知
る
こ
と
が
で
き

る
0

し
た
が
っ
て
「
広
大
無
辺
際
」
と
し
て
の
浄
士
の
到
来
は
、
す
べ
て
の
存
在

す
る
も
の
の
も
と
に
無
限
の
開
け
が
開
か
れ
る
こ
と
と
し
て
世
界
の
成
立
で
あ

.

.

.

.

.

.

.

る
と
と
も
に
、
す
べ
て
の
存
在
す
る
も
の
が
そ
の
本
質
的
な
固
有
性
に
到
来
す

る
こ
と
と
し
て
個
物
の
成
立
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
個
物
の
成
立
と
世
界
の

成
立
は
一
つ
で
あ
る
。
つ
ま
り
個
物
の
成
立
は
世
界
の
成
立
で
あ
り
、
世
界
の

成
立
は
個
物
の
成
立
で
あ
る
。
個
物
と
世
界
は
同
じ
と
こ
ろ
か
ら
成
り
立
ち
、

個
物
と
世
界
が
等
根
源
的
(
⑩
再
ず
巨
超
ヨ
邑
豆
・
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
等

根
源
性
は
、
個
物
と
世
界
の
絶
対
の
独
自
性
(
島
ゆ
崗
員
曾
言
ヨ
一
§
冨
一
一
)
に
ほ

か
な
ら
ぬ
。
そ
の
意
味
で
個
物
は
世
界
の
中
に
あ
る
(
ヨ
ー
ル
円
乏
ゆ
=
1
m
巴
巳

と
一
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
「
諸
仏
の
家
」
に
お
い
て
は
、
し
た
が
っ
て
す
べ
て
の

存
在
す
る
も
の
の
独
自
性
と
そ
れ
の
繋
が
り
が
、
と
も
に
徹
底
さ
れ
て
ど
こ
ま

で
も
一
つ
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
ぬ
。
こ
こ
か
ら
翻
っ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
私
た
ち

の
通
常
の
あ
り
方
、
つ
ま
り
世
間
は
出
会
い
、
あ
る
い
は
繋
が
り
と
い
う
と
こ

ろ
か
ら
見
て
も
、
ま
た
個
物
の
成
立
・
個
物
の
独
自
性
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
見

て
も
、
不
徹
底
を
残
し
て
い
る
。
一
言
で
言
え
ば
、
世
間
と
は
中
途
半
端
な
の
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石
見
の
善
太
郎
(
四
)
 
1
妙
好
人
と
言
〒

で
あ
る
。

「
如
来
さ
ん
の
家
」
に
は
、
そ
の
「
広
大
無
辺
墜
に
お
い
て
、
善
太
郎
と
磯

七
だ
け
で
は
な
く
、
あ
り
と
し
あ
る
も
の
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
が
住
ん
で

い
る
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
「
広
大
無
辺
際
」
な
の
で
あ
る
。
人
と

人
だ
け
で
は
な
く
、
人
と
物
、
物
と
物
と
の
間
も
、
そ
の
開
け
に
摂
ま
る
と
一
言

わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
す
べ
て
の
存
在
す
る
も
の
は
、
そ
の
よ
う
な
開
け
に
お
い
て

も
と
も
と
既
に
外
に
出
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
言
葉
の
真
の
意
味
に
お
け

る
挨
拶
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
如
来
さ
ん
の
家
」
に
お
い
て
、
善
太
郎
も
磯

)し

七
も
、
牛
や
魚
も
、
さ
ら
に
は
梅
や
桃
も
互
い
に
挨
拶
し
合
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
暖
い
交
流
は
な
い
。
し
か
も
い
み
じ
く
も
「
つ
れ
は
如
来
さ
ん
」

七
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
如
来
の
御
名
に
お
い
て
、
つ
ま
り
名
号
に
お
い
て

挨
拶
し
合
っ
た
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
も
の
は
、
お
互
い
に
名
号
を
讃
嘆
し
合

う
こ
と
に
ょ
っ
て
本
当
に
一
っ
に
な
る
と
一
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
世
界
は

名
号
を
讃
嘆
し
合
う
一
大
コ
ー
ラ
ス
の
場
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
善
太
郎
も

磯
七
も
一
木
一
草
と
と
も
に
そ
の
壮
大
な
コ
ー
ラ
ス
に
招
待
さ
れ
、
コ
ー
ラ
ス

に
参
加
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
善
太
郎
に
お
い
て
す
べ
て
を
集
め
る

「
悲
心
」
が
働
い
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。

善
太
郎
さ
ん
は
牛
を
飼
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
が
病
気
に
か
か
っ

た
。
わ
が
子
を
介
抱
す
る
よ
う
に
、
昼
夜
か
け
て
看
病
し
た
が
、
つ
い
に

臨
終
が
き
た
。
す
る
と
、
善
太
郎
さ
ん
は
仏
壇
か
ら
牛
小
屋
に
「
御
文
章
」

を
さ
さ
げ
て
き
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
牛
に
読
み
き
か
せ
、
ご
法
話
を
し
て

や
っ
た
と
い
う
。

村
の
庄
屋
に
魚
を
と
る
こ
と
の
好
き
な
主
人
が
い
て
、
い
つ
も
善
太
郎

)し

を
つ
れ
て
有
福
川
へ
行
っ
て
い
た
。
庄
屋
さ
ん
の
こ
と
で
あ
り
、
断
る
わ

松
塚
豊
茂

け
に
い
か
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
川
下
に
網
を
か
け
て
お
い
て
、
川
上

か
ら
善
太
郎
さ
ん
に
魚
を
追
い
下
ら
せ
た
の
で
あ
る
。

「
善
太
、
早
よ
う
追
え
」

と
こ
ろ
が
、
盖
=
太
郎
さ
ん
は
こ
の
時
ぱ
か
り
は
主
人
の
い
う
こ
と
を
聞

か
な
か
っ
た
。
な
る
べ
く
魚
が
川
上
に
^
げ
る
よ
う
に
^
う
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
、
網
の
な
か
に
は
い
く
ら
か
の
魚
が
と
ら
え
ら
れ
る
。
ビ
ク
に

入
れ
ら
れ
た
断
末
魔
の
魚
を
み
て
、
善
太
郎
さ
ん
は
口
を
あ
て
な
が
ら

「
水
を
や
る
ぞ
、
水
を
や
る
ぞ
、
お
念
仏
の
水
じ
ゃ
、
ナ
マ
ン
ダ
ブ
、

ナ
マ
ン
ダ
ブ
」
と
念
仏
を
と
な
え
こ
ん
で
や
っ
た
と
い
う
。

善
太
郎
さ
ん
は
近
所
に
不
幸
な
人
や
病
人
が
あ
れ
ば
親
切
に
見
舞
っ
て

や
り
、
法
話
を
し
た
と
い
う
。
し
か
も
動
物
に
ま
で
法
を
触
れ
さ
せ
よ
う

と
し
た
の
で
あ
る
。
(
釣
1
和
)

あ
る
日
、
近
所
の
人
と
伺
道
し
た
時
善
太
郎
さ
ん
は
旅
行
仏
さ
ま
を

首
に
か
け
、
片
脇
に
花
立
て
を
そ
え
て
花
を
あ
げ
て
い
た
。
た
ま
た
ま
そ

の
人
が
も
っ
て
い
た
花
二
、
三
輪
ほ
こ
ろ
ん
だ
梅
の
小
枝
を
花
立
て
に
さ

し
た
と
こ
ろ
、
善
太
郎
さ
ん
は
礼
を
の
べ
な
が
ら

「
こ
の
花
は
ど
こ
で
も
ろ
う
て
き
ん
さ
っ
た
か
な
」
と
た
ず
ね
た
。
そ

の
人
が
人
の
屋
敷
に
あ
っ
た
の
を
折
っ
て
き
た
と
こ
た
え
る
と
、
善
太
郎

さ
ん
は「

な
あ
、
梅
や
桃
は
実
が
で
き
ま
す
ん
で
、
み
ん
な
楽
し
ん
で
ま
っ
と

り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
あ
、
断
り
な
し
に
折
ら
ん
よ
う
に
し
ち
ゃ
ん
さ
い
」

と
、
ね
ん
ご
ろ
に
さ
と
す
の
で
あ
っ
た
。
(
n
)

こ
こ
で
拙
論
の
志
向
し
て
い
た
教
団
の
問
題
に
つ
い
て
、
原
理
的
に
は
解
答

弌
四



が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
「
如
来
さ
ん
の
家
」
の
地
上

的
な
姿
が
教
団
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
教
団
は
名
号
に
そ
の
存
立
の
も
と
を

も
つ
の
で
あ
る
。
「
如
来
さ
ん
の
家
」
が
「
ま
た
会
う
国
」
で
あ
り
か
ぎ
り
、
善

太
郎
と
磯
七
に
そ
の
理
想
的
な
例
証
を
見
出
し
た
よ
う
に
、
教
団
の
成
員
の
つ

な
が
り
は
う
つ
せ
み
を
超
え
て
浄
土
へ
通
じ
る
も
の
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。
御
同
行
、
御
同
朋
と
は
、
そ
の
よ
う
な
徹
底
し
た
意
味
で
言
わ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

妙
好
人
に
つ
い
て
「
こ
の
よ
う
な
態
度
は
、
個
人
的
に
は
頗
る
妙
を
乍
侍
て
い

る
と
も
い
わ
れ
る
が
、
集
団
生
活
の
全
体
か
ら
見
て
、
ど
れ
ほ
ど
に
歓
迎
す
べ

W

き
で
あ
ろ
う
か
、
な
お
思
考
の
余
地
が
あ
ろ
う
」
と
い
う
よ
う
な
批
判
が
あ

る
。
し
か
し
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
個
物
に
お
け
る
世
界
性
が
考
え
ら
れ
る

か
ぎ
り
、
「
こ
の
善
太
郎
」
は
本
質
的
に
社
会
性
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
拙

論
冒
頭
の
問
題
設
定
に
も
ど
せ
ば
、
「
に
ん
げ
ん
な
ら
、
に
ん
げ
ん
ら
し
ゅ
う
、

し
て
く
ら
せ
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
相
互
存
在
っ
ま
り
教
団
が
発
現
し
て

来
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
一
言
う
ま
で
も
な
く
、
現
実
の
教
団
は
そ
れ
ぞ
れ
に
制
度
と
組
織
を

も
っ
て
歴
史
的
に
成
立
し
て
来
て
い
る
。
外
見
的
に
は
傘
下
に
多
数
の
寺
院
を

擁
し
た
壮
大
な
寺
院
建
築
で
も
あ
る
。
寺
院
に
つ
い
て
は
「
泣
柱
」
と
関
連
し

て
本
堂
を
問
題
と
し
な
が
ら
、
既
に
考
察
が
試
み
ら
れ
た
。
さ
て
歴
史
的
に
成

立
し
て
来
た
と
い
う
こ
と
は
、
ど
こ
ま
で
も
時
の
な
か
で
成
立
し
た
と
い
う
こ

と
、
そ
し
て
時
の
な
か
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ね
に
類
落
の
危
機
に
臨
ん

で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
真
宗
教
団
も
、
決
し
て
例
外
で
は
な
い
。
た
ん

さ
力

に
人
間
の
集
ま
る
と
こ
ろ
か
ら
は
、
人
間
の
性
に
由
来
す
る
あ
ら
ゆ
る
悪
が
発

生
し
て
来
る
。
そ
こ
は
争
い
の
温
床
と
も
化
す
る
の
で
あ
る
。
組
織
や
制
度
が

固
定
化
、
形
式
化
さ
れ
て
く
る
と
、
そ
れ
ら
は
象
徴
と
し
て
の
性
格
を
失
っ
て
、

そ
れ
自
身
の
権
威
を
主
張
す
る
よ
う
に
な
る
。
華
麗
な
建
築
が
勢
力
の
誇
示
と

な
り
、
教
義
は
教
条
主
義
に
陥
る
。
一
言
で
言
え
ぱ
、
あ
ら
ゆ
る
異
端
や
異
安

心
は
、
教
団
が
そ
の
成
立
の
も
と
と
の
生
き
た
繋
が
り
を
忘
れ
る
と
こ
ろ
か
ら

来
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
教
団
改
革
と
は
、
こ
の
よ
う
な
危
機
の
自
覚
に
お
い
て
、
教
団

成
立
の
根
源
と
の
生
き
た
繋
が
り
を
回
復
す
る
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
。
そ
れ

.

.

.

.

は
名
号
へ
の
聴
従
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
聴
従
に
お
い
て
真
に
開
か
れ
た
教
団
と

な
る
こ
と
が
で
き
る
。
開
か
れ
た
と
い
う
の
は
、
た
ん
に
他
宗
教
他
宗
派

あ
る
い
は
世
間
に
向
っ
て
言
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
教
団
そ
の
も
の
が
、

「
広
大
無
辺
際
」
あ
る
い
は
「
諸
仏
の
家
」
へ
向
っ
て
打
ち
開
か
れ
る
こ
と
を

意
味
す
る
。
そ
れ
は
文
字
通
り
、
教
団
が
「
如
来
さ
ん
の
家
」
と
化
す
る
こ
と
で
あ

ろ
う
。
「
如
来
さ
ん
の
家
」
は
す
べ
て
の
も
の
が
住
む
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ぎ
り
、

妙
好
人
に
お
い
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
名
も
な
い
草
花
や
路
傍
の
石
こ
ろ

に
い
た
る
ま
で
も
挨
拶
し
合
っ
よ
う
な
視
点
が
、
そ
こ
に
開
か
れ
て
い
な
け
れ

ぱ
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
路
傍
の
石
こ
ろ
さ
え
も
象
徴
と
化
す
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
視
点
を
含
ん
で
は
じ
め
て
開
か
れ
た
教
団
と
言
え
る
。

そ
し
て
一
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は
名
号
の
開
く
視
点
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

七

私
た
ち
は
名
も
な
い
田
舎
の
百
姓
が
今
も
な
お
心
あ
る
人
を
引
き
つ
け
て
離

さ
な
い
と
い
う
不
思
議
に
打
た
れ
、
善
太
郎
を
尋
ね
る
旅
路
に
駆
り
立
て
ら
れ

た
。
圭
安
っ
ま
で
も
な
く
、
^
園
太
郎
は
既
に
こ
の
^
に
は
い
な
い
。
し
か
し
、
「
如

来
さ
ん
の
家
」
に
住
ん
で
い
た
か
ぎ
り
、
彼
は
「
如
来
さ
ん
の
家
」
で
死
ん
だ

六
五
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石
見
の
善
太
郎
(
四
)
 
1
妙
好
人
と
言
〒

は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
の
生
死
す
る
場
所
が
「
諸
仏
の
家
」
に
ほ
か
な
ら

な
か
っ
た
。
さ
て
「
如
来
さ
ん
の
家
」
、
名
号
に
お
い
て
生
死
す
る
と
は
、
生
も

死
も
如
来
に
ま
か
す
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
7
任
生
ほ
ど
の
一
大
事
凡
夫
の

は
か
ら
う
べ
き
に
あ
ら
ず
」
で
あ
る
。
そ
こ
に
生
死
を
超
え
る
道
が
あ
る
。
生

死
を
超
え
る
と
は
、
生
即
不
生
死
即
不
死
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
如
来
さ

ん
の
家
」
で
生
死
す
る
か
ぎ
り
、
生
死
は
、
依
然
と
し
て
生
死
で
あ
り
な
が
ら

生
死
の
意
味
が
根
本
的
に
転
換
せ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
見
る
と
、

死
即
不
死
と
し
て
彼
は
決
し
て
死
ん
で
い
な
い
と
一
言
わ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

善
太
郎
は
、
曽
っ
て
住
ん
で
い
た
と
こ
ろ
に
今
も
住
み
、
ま
た
将
来
も
住
む
で

あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
生
死
す
る
場
所
を
見
出
し
た
ゆ
え
に
こ
そ
「
こ
の
善
太

郎
」
で
あ
っ
た
。
善
太
郎
の
詩
文
が
如
来
へ
の
受
け
答
え
と
し
て
、
名
号
の
展

⑫

開
で
あ
る
か
ぎ
り
、
「
彼
の
詩
文
を
善
太
郎
の
居
場
所
と
見
る
」
私
た
ち
の
意
図

は
裏
切
ら
れ
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
詩
文
は
、
最
も
深
い
意
味
に
お
い
て
、
正

真
正
銘
、
善
太
郎
の
形
見
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
す
な
わ
ち
、
善
太
郎
を
求
め

て
の
私
た
ち
の
朱
ノ
み
は
、
名
号
か
ら
出
て
名
号
に
到
来
し
た
の
で
あ
る
。
妙
好

人
た
ち
に
お
け
る
「
民
衆
の
生
活
史
の
回
帰
不
能
な
一
過
性
の
文
字
抜
き
の
性

岡格
」
は
、
名
号
か
ら
名
号
へ
と
日
々
に
新
た
に
繰
り
返
さ
れ
る
「
反
復
」

(
三
巴
円
ず
0
=
姦
)
と
別
で
は
な
か
ろ
う
。
「
ま
た
会
う
国
」
に
お
け
る
「
別

れ
路
」
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
一
回
性
の
ゆ
え
に
こ
そ
限
り
な
く
繰
り
返
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
が
同
時
性
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
な
け
れ
ぱ
ど
う

し
て
妙
好
人
を
本
当
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
「
民
衆
の
生
活

史
」
を
そ
の
根
源
か
ら
士
着
性
に
お
い
て
汲
み
上
げ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ま
さ

に
小
林
俊
二
の
言
う
よ
う
に
「
士
と
石
の
愚
」
で
あ
ろ
う
。
彼
は
善
太
郎
や

磯
七
の
「
く
ち
あ
い
」
詩
を
そ
の
よ
う
に
性
格
づ
け
る
の
で
あ
る
。
「
く
ち
あ

松
塚
豊
茂

弌
弌

い
」
、
「
土
と
石
の
田
葱
と
は
、
名
号
の
な
か
で
営
ま
れ
た
「
民
衆
の
生
活
史
」

で
あ
ろ
う
。

妙
好
人
は
、
学
者
で
も
な
け
れ
ば
僧
侶
で
も
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
、
田
舎
の

無
学
な
信
者
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
法
然
や
親
鸞
の
説
い
た
浄
土
の
教
法
は
、

在
俗
の
彼
ら
に
お
い
て
見
事
な
華
を
開
い
た
。
彼
ら
こ
そ
信
心
と
し
て
の
仏
種

が
播
か
れ
、
芽
を
出
し
、
や
が
て
仏
果
と
し
て
の
実
を
約
束
さ
れ
た
芬
陀
利
華

で
あ
っ
た
。
本
願
力
こ
そ
芬
陀
利
華
を
し
て
芬
陀
利
華
た
ら
し
め
る
豊
饒
な
生

産
力
に
ほ
か
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
人
に
お
け
る
教
法
の
理
解
が
あ
る
。

妙
好
人
は
、
生
涯
を
か
け
て
教
法
の
真
理
を
問
い
続
け
、
そ
れ
を
証
明
し
た
の

で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
彼
ら
の
生
涯
そ
の
も
の
が
教
法
へ
の
解
答
で
あ
っ
た
と

一
言
っ
て
も
よ
い
。
妙
好
人
た
ち
は
、
い
ず
れ
も
こ
の
世
か
ら
一
言
え
ぱ
、
決
し
て

恵
ま
れ
た
一
生
を
送
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
彼
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

誰
に
も
代
っ
て
貰
え
な
い
荷
物
を
背
色
今
て
人
生
の
山
坂
を
歩
ん
だ
。
才
市
に

は
才
市
の
苦
し
み
が
、
源
左
に
は
源
左
の
苦
し
み
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
善
太
郎

⑪

に
は
善
太
郎
の
苦
し
み
が
あ
っ
た
。
彼
ら
は
ま
さ
し
く
「
苦
悩
の
群
萠
」
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
妙
好
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
業
報
を
通
し
て
浄
士
の
教
に
ぎ
り
ぎ
り

の
解
答
を
寄
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
捺
乱
と
し
た
芬
陀
利
華
の
開
花
に
ほ
か

な
ら
な
か
っ
た
。

善
太
郎
に
も
、
源
左
に
も
、
才
市
の
よ
う
な
洗
練
さ
れ
た
詩
人
的
稟
質
は
な

か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
源
左
に
は
荘
洋
と
し
た
寛
さ
が
、
善
太
郎

.

.

.

.

に
は
鋭
鋒
の
す
る
ど
さ
が
あ
る
。
源
左
は
鋭
さ
を
寛
さ
の
な
か
に
包
ん
で
い
る

と
す
れ
ぱ
、
善
太
郎
は
鋭
さ
の
な
か
に
寛
さ
を
秘
め
て
い
る
と
一
言
っ
て
も
よ
い

で
あ
ろ
う
。
源
左
の
表
が
善
太
郎
の
裏
を
な
し
、
善
太
郎
の
表
が
源
左
の
裏
を

な
し
て
い
る
七
言
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
両
者
は
表
裏



す
る
。
あ
る
い
は
、
む
し
ろ
、
表
も
裏
も
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
一
つ
な
る
も

の
、
如
来
の
言
葉
に
ょ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
私
た
ち

は
妙
好
人
の
生
き
方
の
な
か
に
、
人
間
と
し
て
一
つ
の
究
極
的
な
あ
り
方
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
ま
た
「
人
間
と
は
何
で
あ
る
か
」
と
い
う
根
本
問

題
へ
の
決
定
的
な
解
答
で
も
あ
っ
た
。
し
か
も
彼
ら
は
田
会
汁
と
し
て
で
は
な
く
、

生
き
方
そ
の
も
の
を
も
っ
て
答
え
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
生
き
方
は
、
ま
ず
理

性
的
動
物
、
理
性
的
存
在
者
と
し
て
の
人
間
把
握
は
、
人
間
の
本
質
に
は
当
っ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

て
い
な
い
こ
と
を
^
え
て
い
る
。
人
間
は
た
ん
に
^
問
自
身
の
な
か
か
ら
人
間

を
制
禦
で
き
る
よ
う
な
存
在
者
で
は
な
い
。
理
性
的
(
自
立
的
)
存
在
者
と
し

て
の
内
在
的
な
自
己
内
把
握
を
ど
こ
ま
で
も
破
っ
て
ゅ
く
よ
う
な
必
然
性
が
、

自
覚
さ
れ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
代
の
根
本
問
題
が
、
人
間
が
理
性
的
存

在
者
と
し
て
は
今
日
の
危
機
を
支
え
き
れ
な
い
と
こ
ろ
に
脛
胎
し
て
い
る
と
す

る
な
ら
ば
、
妙
好
人
は
そ
の
古
い
外
貌
の
な
か
か
ら
変
ら
ぬ
新
し
さ
を
も
っ
て

.

.

.

一
鮴
っ
て
来
る
。
親
鸞
の
教
は
、
人
間
を
理
性
的
存
在
者
と
い
う
と
こ
ろ
を
超
え
て

問
う
か
ら
で
あ
る
。

人
間
の
本
質
は
、
し
た
が
っ
て
ど
こ
ま
で
も
人
間
で
は
な
い
と
い
う
と
こ
ろ

を
ふ
ま
え
て
成
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
は
、
そ
の
真
の
あ
り
方
に
お

い
て
脱
自
存
在
で
あ
る
。
妙
好
人
の
場
貪
そ
れ
は
如
来
四
言
葉
す
な
わ
ち

名
号
に
ょ
っ
て
全
身
心
が
規
定
さ
れ
る
(
言
葉
が
人
に
な
る
)
こ
と
で
あ
っ
た
。

(
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
的
に
言
え
ば
、
人
間
の
な
か
に
は
、
つ
ま
り
自
己
自
身
に
関

係
す
る
関
係
の
な
か
に
は
神
関
係
が
隠
さ
れ
て
お
り
、
人
間
は
神
に
ょ
っ
て
措

か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
)
。
人
間
の
本
質
は
言
葉
に
基
づ
く
。
こ
れ

は
人
間
理
解
に
か
か
わ
る
全
く
新
し
い
視
野
を
開
く
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

同
時
に
一
言
葉
へ
の
新
し
い
見
方
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
に
は
、
人
間
か

ら
一
言
葉
を
考
え
る
の
で
は
な
く
、
言
葉
か
ら
人
間
を
考
え
る
と
い
う
よ
う
な
人

間
及
び
言
葉
に
対
す
る
見
方
の
逆
転
を
含
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
ご
言
葉
は
人
間

の
所
有
物
次
宴
息
的
な
操
り
も
の
で
は
な
い
。
脱
人
間
化
と
は
ご
言
葉
へ
の
あ

ら
ゆ
る
人
間
的
な
見
方
(
曾
旨
§
一
邑
m
今
ゆ
ン
誘
一
n
嵩
)
を
抜
き
去
る
こ
と
で

も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
脱
自
存
在
と
は
一
言
葉
の
非
人
間
化
(
則
ヨ
ヨ
含
火
三
一
・

今
言
映
)
の
徹
底
に
ょ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
で
あ
る
と
一
言
わ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な

六
七

)
0

し

^
間
は
絶
対
に
人
間
で
は
な
い
と
こ
ろ
に
そ
の
も
と
を
も
つ
の
で
あ
る
か
ら
、

「
に
ん
げ
ん
な
ら
、
に
ん
げ
ん
ら
し
ゅ
う
、
し
て
く
ら
せ
」
と
は
、
根
源
的
な

言
葉
に
接
す
る
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
ぬ
。
人
間
形
相
の
底
な
き
彼
岸

つ
ま
り
絶
対
に
人
間
で
は
な
い
と
こ
ろ
か
ら
一
言
挙
げ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

如
来
の
言
葉
名
号
は
絶
対
會
下
と
し
て
人
間
の
本
質
を
要
求
す
る
。
逆
に
言

え
ば
、
真
に
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
絶
対
金
ア
に
対
す
る
と
い
う
こ
と
に
ほ

.

.

.

.

か
な
ら
ぬ
。
人
間
の
本
質
は
名
号
に
要
求
さ
れ
、
名
号
に
相
応
す
る
と
こ
ろ
に

成
ず
る
。
成
ず
る
は
、
人
間
本
質
の
開
示
で
あ
る
が
、
本
質
(
乏
§
巳
は
、

名
詞
態
で
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
動
露
恵
で
あ
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば

鬮

な
ら
ぬ
。
名
号
に
相
応
す
る
こ
と
は
、
「
大
行
」
と
一
言
わ
れ
る
。
「
大
行
、
つ
ま

り
宗
教
的
行
為
が
本
質
を
開
示
す
る
か
ぎ
り
、
人
間
か
ら
行
為
を
考
え
る
の
で

は
な
く
、
行
為
か
ら
人
問
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

人
間
の
本
質
は
、
「
大
行
」
と
し
て
の
宗
教
的
行
為
に
ょ
っ
て
言
葉
か
ら
施
与

さ
れ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
理
論
と
実
践
の
分
れ
る
以
前
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

「
に
ん
げ
ん
ら
し
ゅ
う
」
は
、
し
た
が
っ
て
た
ん
に
理
論
か
ら
も
た
ん
に
実
践

か
ら
も
迫
れ
な
い
。
「
に
ん
げ
ん
ら
し
ゅ
う
」
は
、
ど
の
よ
う
な
理
論
も
実
践
も

.

.

及
ば
な
い
深
淵
を
介
し
て
人
間
存
在
の
も
と
へ
と
呼
び
戻
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
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伝
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三
月



石
見
の
善
太
郎
(
四
)
 
1
妙
好
人
と
言
〒

ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
「
大
行
」
と
し
て
の
名
号
へ
の
聴
従
に
ほ
か
な
ら
な
い

か
ぎ
り
、
「
に
ん
げ
ん
ら
し
ゅ
う
」
と
は
、
作
為
で
も
ま
し
て
虚
飾
で
も
な
く
、

ま
さ
に
「
こ
の
善
太
郎
」
の
露
堂
々
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
理
念
的
、
普
遍
的
方

向
か
ら
の
規
定
で
は
な
く
、
む
し
ろ
理
を
突
破
す
る
事
の
徹
底
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
す
な
わ
ち
、
行
為
の
も
と
に
基
盤
的
な
も
の
が
考
え
ら
れ
て
は
な
ら
ぬ
。

如
来
の
一
言
葉
は
、
当
為
と
存
在
の
対
立
緊
張
を
は
ら
ん
だ
公
汁
証
法
的
な
)
統

一
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
当
為
と
存
在
の
絶
対
矛
盾
に
死
に
切

る
こ
と
に
ょ
っ
て
生
か
さ
れ
る
場
所
で
も
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
絶
対
の
断
絶

と
連
続
が
名
号
に
お
い
て
一
挙
に
成
立
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
に
ん
げ
ん
な

ら
、
に
ん
げ
ん
ら
し
ゅ
う
し
て
く
ら
せ
」
と
は
、
歩
々
死
に
足
を
つ
け
る
こ
と

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
死
に
切
る
こ
と
に
ょ
っ
て
成
る
の
で
あ
り
、
成
る
こ
と

に
ょ
っ
て
有
る
の
で
あ
る
。
当
為
か
ら
無
限
の
精
進
が
、
存
在
か
ら
無
限
の
安

心
が
由
来
す
る
。
し
か
も
そ
れ
が
、
如
来
の
一
言
葉
に
お
い
て
一
つ
で
あ
る
。
そ

の
生
け
る
同
一
性
は
、
「
御
恩
報
謝
の
念
仏
」
と
言
わ
れ
る
。
「
こ
の
念
仏
は
、

こ
の
善
太
郎
の
い
の
ち
あ
ら
ん
か
ぎ
り
ご
恩
報
尽
と
こ
こ
ろ
う
べ
き
も
の
な

り
」
(
Ⅱ
)
。
(
「
御
恩
報
謝
の
念
仏
」
と
は
、
道
元
の
い
わ
ゆ
る
「
修
証
一
等
」
、

あ
る
い
は
「
証
上
の
修
」
の
浄
土
教
的
表
現
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
)
。
す
な
わ

ち
、
妙
好
人
に
と
っ
て
「
ご
恩
報
尽
の
念
仏
」
と
は
、
一
言
葉
と
の
本
質
的
な
近

さ
に
住
む
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
。
住
夕
が
、
人
間
の
本
質
と
一
言
葉
の
本
質

あ
ら

を
絶
対
に
一
っ
な
る
も
の
と
し
て
露
わ
に
し
つ
、
保
っ
と
言
っ
て
も
よ
い
。
私

た
ち
は
、
そ
の
葆
つ
へ
つ
ま
り
。
住
む
0
 
を
名
号
と
「
こ
の
善
太
郎
」
の
絶

対
の
自
己
同
一
と
し
て
考
察
し
て
来
た
の
で
あ
る
。

繰
り
返
し
語
っ
た
よ
う
に
、
妙
好
人
と
は
言
葉
(
名
号
)
と
人
と
の
自
己
同

一
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
多
彩
な
言
行
は
、
こ
こ
か
ら
発
現
す
る
。
そ
れ
は
人
に

松
塚
豊
茂

お
け
る
教
の
理
解
と
し
て
「
大
信
」
 
1
 
「
仏
弟
乳
」
、
「
正
定
聚
の
棚
」
 
1
で
あ

る
。
妙
好
人
こ
そ
、
真
の
仏
弟
子
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
「
信
心
の
喜
び
は
、

判

口
に
筆
に
出
な
け
れ
ぱ
承
知
が
で
き
ぬ
」
。
妙
好
人
の
詩
文
は
そ
の
よ
う
な
必

然
性
か
ら
成
立
し
、
一
言
語
感
覚
の
鋭
さ
は
名
号
と
し
て
の
根
源
語
か
ら
直
来
す

る
。
一
言
葉
の
そ
の
よ
う
な
理
解
か
ら
、
文
学
と
宗
教
と
の
根
源
的
な
統
一
を
認

め
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
0

自
然
も
歴
史
も
「
行
信
」
と
し
て
の
名
号
に
お
い
て
成
立
す
る
か
ぎ
り
、
自

然
も
歴
史
も
た
ん
な
る
観
想
の
対
象
で
は
な
い
。
自
然
と
歴
史
は
「
こ
の
善
太

郎
」
に
お
い
て
、
つ
ま
り
個
別
化
の
極
点
に
お
い
て
遭
遇
さ
れ
、
成
立
す
る
。

)し

そ
れ
は
最
も
具
体
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
っ
く
の
出
来
事

一
木
一
草
が
妙
好
人
を
育
て
た
の
で
あ
る
。
妙
好
人
は
、
抽
象
的
な
一
般
者
で

は
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
具
体
的
な
個
物
に
対
し
て
成
立
す
る
。
こ
の
よ
う
な
意

味
で
、
一
言
葉
は
自
然
と
歴
史
を
一
っ
に
集
め
る
と
一
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
「
我
々
人

間
の
歴
史
は
、
宗
教
的
な
語
を
以
て
云
え
ば
、
神
の
言
葉
と
も
云
ふ
べ
き
も
の

鋤

に
ょ
っ
て
、
建
設
さ
れ
て
来
た
」
。
如
来
の
言
葉
が
言
葉
そ
の
も
の
を
贈
与
す
る

か
ぎ
り
、
妙
好
人
と
は
人
と
自
然
と
歴
史
と
の
統
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
自

然
と
歴
史
は
、
存
在
す
る
も
の
の
全
体
を
包
摂
す
る
。
名
も
な
い
田
舎
の
信
者

が
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
広
い
と
こ
ろ
か
ら
立
ち
現
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は

゛
)
、

驚
異
で
あ
る
。
拙
論
は
そ
の
広
さ
を
ど
こ
ま
で
具
体
的
に
展
開
で
き
た
か
は
疑

問
で
あ
る
が
、
彼
ら
の
瑜
ら
ぬ
新
し
さ
が
こ
こ
に
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

「
広
大
無
辺
際
」
か
ら
咲
き
出
る
ゆ
え
に
こ
そ
、
芬
陀
利
華
で
あ
る
。
し
か
も
、

芬
陀
利
華
と
し
て
人
間
存
在
の
最
も
優
れ
た
解
答
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
0

励

如
来
浄
華
の
聖
衆
は

田

の

』.」ー

ノ＼

八
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⑫
拙
論
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「
石
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善
太
郎
」
(
一
)
、
山
陰
文
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研
究
紀
要
第
二
十
四
号
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小
林
俊
二
、
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土
と
石
の
田
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、
石
見
詩
人
社
、
一
九
八
0
年

著
者
は
こ
の
書
物
で
、
才
市
、
善
太
郎
等
の
詩
文
の
文
芸
性
を
庶
民
、
特
に

農
民
の
生
活
史
と
の
つ
な
が
り
に
お
い
て
見
よ
う
と
し
て
い
る
。
「
士
と
石
」

は
、
農
民
の
土
着
性
を
表
わ
す
。
「
土
と
石
」
か
ら
詩
文
を
理
解
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
と
い
う
こ
と
は
わ
か
る
。
と
こ
ろ
で
、
著
者
は
歴
史
学
徒
で
あ
る
か
ら
妙

好
人
の
理
解
に
史
学
的
視
野
つ
ま
り
相
対
的
な
視
野
を
も
っ
て
い
る
。
大

事
な
考
え
方
で
は
あ
る
と
思
う
が
、
そ
の
よ
う
な
視
野
の
み
で
妙
好
人
の
全

体
を
お
お
う
こ
と
が
で
き
る
か
疑
問
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
文
芸
と
か
歴
史

と
か
を
考
え
る
に
つ
い
て
、
同
書
か
ら
示
唆
を
受
け
た
。
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