
6
刊
本
に
つ
い
て
は
、
望
月
氏
の
大
仏
教
辞
輿
や
、
真
鍋
広
済
民
の
「
地
蔵

尊
の
研
究
」
に
ふ
れ
た
と
こ
ろ
が
も
る
。
以
下
註
㊥
は
、
真
鍋
氏
の
著
笛

に
よ
っ
た
こ
と
を
元
す
。

7
同
語
回
文
十
九
巻
一
・
号
、
安
砿
直
太
郎
「
今
昔
物
語
・
巻
十
七
・
田
典
考

・
－
契
暮
撰
・
地
蔵
菩
薩
霊
防
記
の
閉
下
巻
の
復
原
に
関
す
る
研
究
」
。

8
坂
井
衡
平
「
今
昔
物
語
の
新
研
究
」
、
黒
木
勘
蔵
「
近
世
月
末
芸
能
記
」

9
堀
一
郎
「
我
が
国
民
間
信
仰
史
の
研
究
」

1
0
「
開
城
寺
の
研
究
」
の
う
ち
、
中
村
直
肪
「
扇
城
寺
と
源
氏
」

1
1
永
井
葦
憲
【
日
本
仏
教
文
学
研
究
」
の
「
唱
董
文
学
史
稿
」
が
、
こ
れ
ま

で
．
の
研
究
を
索
成
し
て
く
わ
し
い
。

1
2
筑
土
鈴
買
「
復
古
と
叙
事
詩
」
『

1
3
改
遺
文
町
「
打
開
薬
」
解
説
。

1
4
国
語
と
国
文
学
六
巻
五
号
、
筑
土
「
唱
導
と
本
地
文
学
と
」
。

1
5
岩
波
文
膵
本
は
「
聖
遺
す
」
と
傍
註
し
て
い
る
が
、
唱
導
が
正
し
い
む

ね
、
能
勢
朝
次
「
世
阿
弥
十
六
部
璧
評
釈
」
に
あ
る
。

1
6
坂
井
・
前
掲
哲
に
、
謡
曲
「
伏
木
曾
我
」
に
似
て
い
る
と
指
摘
t
て
あ

る
。

1
7
「
吾
妻
鏡
」
恋
久
四
年
六
片
十
八
日
の
条
。
「
曾
我
物
語
」
。

1
8
睾
光
寺
に
つ
い
て
、
長
野
西
高
校
の
小
林
計
一
郎
氏
か
ら
い
ろ
い
ろ
御
教

元
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
、
賂
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

（
広
島
大
学
大
学
院
学
生
）

磯
　
一
貝

英
　
　
夫

自

我

意

識

の

展

開

－
　
私
小
説
の
．
変
貌
を
め
．
ぐ
・
つ
　
て
一
－
1
1
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「
自
我
」
の
推
立
と
い
う
こ
と
が
近
代
人
の
倉
こ
と
ば
に
な
っ
て
か
ら
す
で

に
久
し
い
。
し
か
し
、
そ
の
庶
史
の
わ
り
に
は
、
自
我
概
念
は
意
外
な
ほ
ど
あ

い
ま
い
で
あ
っ
て
、
分
析
的
に
は
、
ほ
と
ん
ど
何
ほ
ど
の
こ
と
も
訝
っ
て
い
な
・

い
と
言
っ
て
よ
い
。
土
の
あ
い
ま
い
さ
は
、
じ
つ
は
、
多
分
に
対
象
の
性
格
自

体
の
田
難
性
に
原
因
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
こ
そ
、
－
一
▼
の
こ
と
ば
は

雰
m
気
的
な
実
体
の
す
豆
に
、
長
く
、
生
き
て
き
た
の
だ
と
言
え
る
。
だ
が
、

現
代
に
お
い
て
な
お
こ
の
あ
い
ま
い
さ
に
よ
り
す
が
る
こ
と
は
、
も
は
や
、
一

種
の
惰
性
と
い
う
よ
り
は
か
な
か
ろ
う
。
現
代
の
諸
思
想
が
、
多
く
、
こ
の
古

tosho-seibi-repo
長方形



具
的
な
白
我
意
談
を
う
ち
く
ず
し
た
と
こ
ろ
に
立
っ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
周

知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
わ
が
国
で
は
、
こ
の
こ
と
ば
は
な
お
強
く
人
々
の
心
を
ひ
き
つ

け
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
志
賀
直
立
の
強
い
自
我
に
対
す
る
礼
誤
と
い
う
よ

う
な
一
般
的
傾
向
は
・
そ
の
一
例
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
ぅ
事
態

は
、
不
具
近
代
し
か
持
ち
合
わ
せ
な
か
っ
た
者
の
見
克
て
ぬ
ゆ
め
と
い
っ
た
、

心
理
的
必
然
性
の
上
に
説
明
で
き
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
は
く
ぜ
ん
た
る
尺
度
．

へ
の
信
仰
は
、
そ
の
予
1
の
形
で
は
、
す
で
に
今
日
の
文
学
に
と
っ
て
権
栂
に

な
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
自
我
の
内
郡
の
開
拓
は
、
そ
れ
が
閉
鎖

的
に
行
わ
れ
る
と
き
は
袋
小
路
に
お
ち
い
る
危
険
を
持
っ
て
い
る
に
し
て
も
、

現
代
の
文
学
の
最
も
大
き
な
課
顕
で
あ
る
L
L
文
学
に
お
け
る
自
己
告
白
と
い

わ
ゆ
る
典
型
諭
と
の
相
関
性
の
間
置
、
ま
た
、
自
我
の
内
部
に
ひ
ら
け
て
く
る

他
者
の
課
題
な
ど
、
す
べ
て
自
我
意
識
の
再
検
討
を
軍
求
し
て
い
る
。

わ
が
国
の
近
代
文
学
に
お
け
る
自
聖
忠
誠
の
未
成
熟
は
格
別
目
立
つ
現
象
で

あ
る
が
・
と
言
っ
て
も
す
べ
て
が
一
様
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
い
ま
必
軍

な
の
は
そ
の
歴
史
を
ま
ず
確
認
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
い
た
る
と
こ
ろ

に
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
・
い
わ
ゆ
る
変
形
私
小
説
を
中
心
に
、
私
小
説
を
そ
の

よ
う
に
内
部
か
ら
お
し
ま
け
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
自
我
意
識
の
変
質
の
あ
と
を

た
ど
一
っ
て
み
た
い
と
恩
㌢
私
と
し
て
は
、
そ
こ
に
一
つ
の
可
能
性
の
芽
を
考

え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。二

「
時
雄
は
机
の
抽
斗
を
明
け
て
見
た
。
古
い
泊
の
染
み
た
リ
ボ
ン
が
其
の
中

に
拾
で
て
あ
っ
た
。
時
雄
は
そ
れ
を
顕
っ
て
匂
ひ
を
嗅
い
だ
。
暫
く
し
て
立
上

っ
て
租
を
開
け
て
見
た
。
大
き
な
柳
行
李
が
三
田
細
引
終
送
る
は
か
り
に
絡
げ

て
あ
っ
て
、
其
向
う
に
、
芳
子
が
伴
に
用
ひ
て
居
た
開
聞
T
－
品
禦
墾
壇
草
の
故

箔
団
と
、
柏
の
厚
く
入
っ
た
同
じ
腔
様
の
投
信
と
が
重
ね
ら
れ
て
あ
っ
た
。
時

雄
は
そ
れ
を
引
田
し
た
。
女
の
な
つ
か
し
い
油
の
匂
ひ
と
汁
の
に
は
ひ
と
が
言

ひ
も
知
ら
ず
時
雄
の
胸
を
と
き
め
か
し
た
。
夜
前
の
襟
の
天
訳
紋
の
際
立
っ
て

汚
れ
て
屠
る
の
に
顔
を
押
附
け
て
、
心
の
ゆ
く
ば
か
り
な
つ
か
し
い
女
の
匂
ひ

を
嗅
い
だ
。

性
欲
と
悲
哀
と
絶
望
と
が
忽
ち
時
雄
の
的
を
班
っ
た
。
時
雄
は
其
の
苅
田
を

放
き
、
夜
前
を
か
け
、
冷
た
い
汚
れ
た
天
開
放
の
襟
に
折
を
坦
め
て
泣
い
た
。

ぶ
も
て

薄
暗
い
一
室
、
戸
外
に
は
凪
が
吹
き
鼻
れ
て
居
た
。
」

言
う
ま
で
も
な
く
・
こ
れ
は
、
私
小
説
の
祖
と
言
わ
れ
る
H
m
花
祭
の
コ
出

田
」
の
甜
後
の
一
節
で
あ
る
。
こ
の
裏
朴
で
、
一
途
な
文
誓
．
読
む
と
、
何
点

な
く
「
ほ
ほ
え
ま
し
い
」
と
で
も
形
容
す
る
よ
り
は
か
な
い
よ
う
な
感
情
に
さ

そ
わ
れ
る
。
時
雄
の
感
桁
を
何
と
か
し
て
納
得
さ
せ
よ
う
と
す
る
作
者
の
懸
命

さ
が
日
に
見
え
て
き
て
す
ぎ
さ
っ
た
酷
熱
に
接
し
た
時
の
よ
う
な
印
象
を
受

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

、

、

け
る
の
で
あ
る
。
「
言
ひ
も
知
ら
ず
」
　
「
胸
を
と
き
め
か
し
」
た
け
、
「
心
の

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ゆ
く
は
か
り
な
つ
か
し
い
女
の
匂
ひ
を
嗅
い
」
だ
り
、
「
性
欲
と
悲
哀
と
絶
望

ヽ

　

ヽ

と
が
忽
ち
」
「
胞
を
封
ご
た
り
、
「
掛
を
坦
め
て
泣
い
た
」
と
ご
ろ
で
、
「

戸
外
に
は
凪
が
吹
き
菰
れ
て
居
」
た
り
、
と
い
う
凪
の
衰
甥
が
、
私
た
ち
を
作

晶
の
内
部
へ
引
き
ず
り
こ
む
の
で
な
く
、
か
え
っ
て
外
部
に
と
ど
ま
ら
せ
て
⊥

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

ま
う
の
で
あ
る
。
な
ま
じ
っ
か
ひ
ね
り
を
き
か
せ
た
つ
も
り
の
悪
文
な
ど
と
の

相
対
的
な
比
較
の
上
で
言
え
ば
、
こ
の
初
心
さ
は
む
し
ろ
好
ま
し
く
も
あ
り
、

し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
私
の
場
合
「
ほ
ほ
え
ま
し
さ
」
の
橿
良
に
な
る
の
で
あ

る
が
、
一
般
的
に
言
え
は
、
こ
う
し
た
反
予
坤
の
隔
離
感
を
起
さ
せ
る
の
は
、

作
者
の
誤
算
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
累
積
を
持
た
ぬ
部
分
の
引
用
だ
か
ら
こ

20



ん
な
感
じ
が
起
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
全
体
の
中
に
置
い
て
読
ん
で
み
て
も

や
は
り
こ
の
隔
離
感
臨
動
か
ね
の
で
あ
る
。
こ
の
表
現
に
そ
の
ま
ま
つ
い
て
ゆ

こ
う
と
し
て
も
、
ど
う
し
て
も
琵
恥
成
篇
邪
掟
を
し
て
し
ま
う
。
琵
恥
感
と
い

っ
て
も
・
そ
れ
は
、
花
袋
弱
そ
れ
を
暫
く
の
に
勇
気
を
喫
し
た
醜
感
情
の
暴
露

が
あ
る
か
ら
で
は
決
し
て
な
い
。
ど
ん
な
醜
行
が
え
が
か
れ
て
い
て
も
、
そ

れ
が
つ
ね
に
琵
恥
感
を
あ
た
え
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
、
私
た
ち
は
多
く
の

作
品
に
よ
っ
て
経
験
し
て
い
る
。
芳
恥
感
の
原
因
は
、
索
材
に
あ
る
の
で
な

く
、
作
者
の
書
き
か
た
そ
の
も
の
の
な
か
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ

′
つ
。

そ
れ
な
ら
ば
、
そ
の
書
き
か
た
に
い
っ
た
い
ど
ん
な
欠
陥
が
あ
る
の
か
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
・
中
村
光
夫
氏
が
「
風
俗
小
説
諭
」
の
中
で
、
「
作
者
と
主
人
公

と
が
同
じ
平
面
に
ゐ
て
し
か
も
両
者
の
距
離
が
ほ
と
ん
ど
零
に
等
し
い
」
と
述

べ
、
そ
こ
に
「
滑
稽
感
の
欠
如
」
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
「
元
来
作
者
と
主

人
公
と
の
問
に
あ
る
哲
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
が
、
作
品
と
証
者
の
問
に
移
っ
二
て
東

て
記
者
は
こ
の
純
潔
な
観
念
家
の
狂
態
に
、
作
者
の
意
図
し
た
や
う
な
『
深

い
同
感
』
ま
た
は
『
無
限
の
群
議
感
』
を
与
へ
ら
れ
る
代
り
に
、
非
礼
な
徴
契

．
を
余
儀
な
く
窮
ひ
ら
れ
る
の
で
す
。
」
と
批
評
し
た
と
き
、
ほ
ゞ
正
確
に
言
い

あ
て
ら
れ
た
と
言
？
て
よ
い
だ
ろ
う
。

作
者
と
主
人
公
と
の
間
に
距
離
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
単
な
る
薮

法
上
の
阻
題
で
は
な
く
・
不
徹
底
な
日
本
的
自
我
意
識
の
自
然
の
帰
結
に
は
か

な
ら
ず
・
そ
う
考
え
れ
ば
問
題
は
無
限
に
ひ
ろ
が
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ

れ
は
と
も
あ
れ
、
こ
の
場
合
、
作
者
と
主
人
公
と
の
重
な
り
は
、
か
な
ら
ず
L

も
つ
ね
に
「
作
品
と
読
者
の
問
」
の
ア
イ
p
一
て
l
に
移
行
す
る
わ
け
で
調
な

い
・
「
蒲
団
」
に
お
い
て
は
、
私
た
ち
は
作
者
の
意
識
し
な
い
滑
稽
を
感
じ
て

し
ま
い
、
し
か
も
そ
れ
を
作
者
が
大
ま
じ
め
で
置
じ
て
い
る
た
め
に
、
何
と
も

面
は
ゆ
い
感
じ
を
い
だ
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
も
し
こ
こ
で
、
・
読
者
が

作
者
と
一
緒
に
時
雄
の
胸
の
鼓
動
に
自
分
の
そ
れ
を
合
わ
せ
て
し
貰
え
ば
、
そ

れ
は
そ
れ
で
文
句
は
な
い
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
作
品
の
滑
稽
感

は
、
作
者
と
主
人
公
と
の
竃
な
り
と
い
う
条
件
の
上
か
ら
だ
け
生
ま
れ
て
い
る

と
は
言
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
も
t
、
作
者
が
、
読
者
の
よ
そ
見
を
訂
さ
鉛
ま

で
に
き
び
し
く
主
人
l公
の
真
実
を
1
1
す
な
わ
ち
自
己
の
真
実
を
え
が
き
だ

し
て
い
れ
ば
、
作
者
と
主
人
公
と
の
一
致
の
上
に
お
い
て
も
、
そ
れ
な
り
の
感

動
的
な
作
品
が
生
ま
れ
る
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
い
う

き
び
し
さ
は
必
然
的
に
見
る
自
己
と
見
ら
れ
る
自
己
と
を
分
離
す
る
と
い
う
ー
叫

と
も
言
え
る
わ
け
で
あ
る
が
・
見
る
自
己
の
き
び
し
き
が
同
晩
に
見
ら
れ
る
自

己
の
生
の
き
び
し
さ
に
な
り
、
そ
れ
が
ま
た
見
る
自
己
に
反
映
す
る
と
い
っ
た

循
環
関
係
に
お
い
て
、
憲
詩
的
に
は
こ
の
両
者
が
区
別
さ
れ
ぬ
よ
う
な
形
で
告
l

白
が
行
わ
れ
て
、
す
ぐ
れ
た
作
品
が
作
ら
れ
る
せ
い
う
こ
と
も
あ
り
得
る
の
で
2

1

あ
る
。
つ
ま
り
、
自
己
と
主
人
公
と
の
間
に
意
識
的
な
距
離
を
お
く
と
い
う
方
一

法
に
よ
ら
ず
に
、
「
薄
田
」
的
滑
稽
感
を
ま
ぬ
が
れ
る
方
向
と
し
て
、
自
己
修

棟
的
な
道
が
ひ
と
つ
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
「
打
田
」
の
滑
稽
感
の
も
う
一
つ
の
原
田
は
、
作
者
の
自
己
把
捉

な
ら
び
に
生
意
識
の
安
易
さ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。
こ
こ
に
あ

る
よ
う
な
手
放
し
の
自
己
肯
定
が
（
も
ち
ろ
ん
、
作
者
は
そ
れ
を
意
識
的
に
主

張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
醜
悪
暴
露
の
決
意
と
い
う
出
発
に
は
逆
の
情
部

も
は
た
ら
．
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
作
品
と
し
て
は
自
己
存
在
の
正
当
化
に
全

力
を
尽
す
と
い
う
結
果
に
な
っ
て
い
る
。
）
そ
の
ま
ま
納
得
さ
れ
る
た
め
に

は
、
よ
ほ
ど
き
び
し
い
生
の
抵
抗
感
の
介
在
と
、
そ
れ
を
通
し
て
存
在
の
核
心

を
つ
か
む
カ
と
が
必
呼
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
ひ
と
り
よ
が
り
．
で
、

し
か
も
、
中
途
半
端
な
と
こ
ろ
で
詠
嘆
し
て
し
ま
う
時
雄
は
ま
っ
た
く
肯
定
的



ヒ
ー
ロ
ー
た
る
資
格
を
欠
い
て
い
る
。
時
代
通
念
は
別
と
し
て
、
決
し
て
醜
悪

と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
も
達
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
う
い
う
人

物
が
作
品
の
主
人
公
に
な
る
と
い
う
こ
と
自
体
に
つ
い
て
は
l
別
に
は
ば
か
ら

ね
ば
な
ら
ぬ
理
由
は
な
い
1
た
だ
そ
の
場
合
、
そ
れ
を
そ
う
い
う
も
の
と
し
て

作
者
が
は
っ
き
り
意
識
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
、
作
品
の
救
わ
れ
よ
う
は
な

い
の
で
あ
る
。
中
村
氏
の
非
難
が
こ
こ
へ
集
中
す
る
の
も
も
っ
と
も
な
わ
け
で

あ
る
。こ

こ
で
は
・
自
己
を
客
体
化
す
る
こ
と
が
い
か
に
困
難
な
課
題
で
あ
る
か
と

い
う
こ
．
と
は
ほ
と
ん
ど
意
識
さ
れ
て
い
な
い
。
時
代
的
な
、
同
時
に
ま
た
自
分

白
身
の
も
の
で
も
あ
っ
た
通
念
に
、
生
理
的
な
情
念
体
を
対
昔
す
る
の
が
こ
の

作
品
の
主
竃
で
あ
る
が
、
も
し
前
者
が
祇
抵
抗
体
と
し
て
強
力
な
性
路
の
も
の

L
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
後
者
も
さ
ら
に
ふ
か
い
と
ー
、
ち
か
ら
推
化
さ
れ
ざ
る
を
待

．
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
靡
棄
さ
れ
よ
う
と
し
た
通
念
は
、
ひ

と
つ
は
少
年
期
の
単
純
な
夢
想
で
あ
り
、
他
は
大
人
の
や
は
り
単
純
な
体
裁
意

識
で
あ
っ
た
に
す
ぎ
ず
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
も
、
そ
の
沌
念
の
社
会
的
な
根
ま
で

洗
い
だ
せ
ば
た
ち
ま
ち
粥
固
な
実
体
に
生
ま
れ
か
わ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
く
み

あ
げ
ら
れ
た
の
は
生
活
の
利
害
と
直
接
結
び
つ
か
な
い
観
念
の
部
分
に
す
ぎ
な

か
ゥ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
自
己
認
識
も
そ
う
い
う
弱
体
な
通
念
に
ち
ょ
う
ど
つ

り
合
う
程
度
の
も
の
で
音
に
合
．
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
対
置
概
念
の
軟
弱

さ
け
、
自
己
へ
の
懐
疑
と
否
定
に
お
も
む
く
べ
き
情
念
を
、
輿
に
簡
単
に
、
逆

．
の
自
己
主
張
に
倒
冠
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
作
品
が
セ
ン
セ
ー
シ

ョ
ナ
ル
で
あ
っ
た
あ
り
に
た
や
す
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
は
、
そ
う
い
う
自
己

主
張
の
甘
美
さ
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
日
本
の
自
然

主
鶉
は
浪
漫
畠
轟
の
一
態
に
す
ぎ
ぬ
と
す
る
定
式
は
こ
こ
に
生
ま
れ
る
。

も
っ
と
も
、
・
「
苅
田
」
に
お
け
る
自
己
把
握
の
安
易
さ
は
漸
次
き
び
し
い
凝

視
に
変
移
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
目
己
客
体
化
の
困
難
性
は
も
っ

ぱ
ら
輿
粒
諭
の
課
題
と
し
て
だ
け
習
加
識
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
つ
い
に
認
識
論
そ

の
も
の
の
裸
題
と
な
る
こ
と
は
な
か
っ
ナ
切
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
徳
田
秋
声

は
、
肯
定
、
否
定
の
判
断
を
一
切
向
う
に
あ
ず
け
て
、
作
者
は
純
粋
な
目
に
化

す
と
い
っ
た
修
練
を
己
れ
に
課
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
、
岩
野
泡
鴫
は
、
行

動
的
な
、
窮
烈
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
．
に
自
己
の
す
べ
て
を
あ
す
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ま
た
、
正
宗
白
鳥
は
、
独
自
の
範
田
内
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
既
成
通
念
の
徹

底
的
拒
否
の
上
に
自
己
を
載
せ
や
」
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
「
蒲
団
」
流

の
柑
棺
を
抜
け
出
し
て
い
る
が
、
何
れ
も
、
素
朴
な
、
感
覚
的
自
我
の
容
認
の

上
に
立
っ
て
い
て
、
認
識
論
的
な
懐
疑
の
か
け
は
見
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
そ
こ
に
は
当
然
ど
ん
な
方
法
意
識
も
な
い
。
泡
鴨
の
一
元
描
写
諭
は
や
や

そ
れ
に
似
て
い
る
が
、
そ
こ
に
按
楠
的
以
上
の
も
の
を
見
出
だ
す
こ
と
は
困
難

で
あ
る
。

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
作
家
に
あ
ら
わ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
1
二
ア

ン
ス
を
究
明
す
る
こ
と
は
興
味
の
あ
右
課
題
で
あ
る
が
、
い
ま
は
、
「
蒲
団
」

の
行
先
に
あ
ら
わ
れ
た
典
型
橡
に
一
挙
に
話
を
進
め
た
い
と
思
う
。

三

さ
せ
に
、
「
蒲
団
」
的
滑
稽
の
方
法
的
克
眼
の
道
と
し
て
、
二
つ
の
方
向
の

あ
り
う
ろ
こ
と
を
述
べ
た
。
一
つ
は
、
自
己
修
練
的
な
過
程
の
上
で
作
者
と
主

人
公
と
の
「
蒲
団
」
的
重
な
り
を
絶
対
化
す
る
道
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
え

が
く
自
己
と
え
が
か
れ
る
自
己
と
を
切
り
は
な
し
、
そ
の
間
に
意
識
的
な
距
離

を
設
定
す
る
道
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
苅
田
」
以
来
の
私
小
説
の
攫
史
を
大
枚
し
て
み
る
と
、
ま
ず
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前
者
の
道
を
歩
み
、
つ
め
ー
や
が
て
後
者
に
道
を
開
い
て
い
り
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
・
と
い
っ
て
も
、
．
そ
こ
に
釈
然
た
る
時
間
的
な
区
分
が
あ
る
わ
け
で
は
も
ち

ろ
ん
な
い
が
∵
し
の
基
本
路
組
は
ほ
ほ
動
か
．
ぬ
と
こ
ろ
だ
と
言
っ
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
・
私
小
説
の
根
本
的
裸
瓢
は
前
者
の
ゆ
き
つ
め
た
と
こ
ろ
に
お

い
て
最
も
鮮
明
に
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
自
己
修
株
的
な
方
向
の
完
成
者
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
志
賀
直
哉
で
あ

る
・
か
れ
の
自
己
肯
定
は
、
花
袋
の
、
い
か
に
も
受
身
的
で
、
言
わ
ば
万
空
目

定
的
な
自
己
主
張
に
く
ら
ペ
れ
ば
、
は
る
か
に
強
烈
で
あ
り
、
自
我
を
メ
ス
に
一

し
て
一
切
を
的
分
け
し
ょ
′
つ
と
す
る
に
い
た
る
が
、
そ
う
い
う
自
我
の
強
さ
が

文
学
的
定
置
を
求
め
て
」
　
「
蒲
団
」
の
あ
ま
さ
を
ふ
っ
き
っ
た
の
で
あ
る
。

「
計
分
は
偶
然
に
死
な
な
か
っ
た
。
嫉
蛸
は
偶
然
に
死
ん
だ
。
自
分
は
淋
し
い

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

気
拝
に
な
っ
て
、
漸
く
足
元
の
見
え
る
路
を
温
泉
宿
の
方
に
帰
っ
て
来
た
。
遠

く
町
琉
れ
の
灯
が
見
え
出
し
た
。
死
ん
だ
蜂
は
ど
う
な
っ
た
か
。
其
の
後
の
雨

で
も
う
土
の
下
に
入
っ
て
了
っ
た
ら
う
。
あ
の
且
は
ど
う
し
た
ら
う
。
海
へ
流

こ
み

さ
れ
て
、
今
頃
は
其
水
ぶ
く
れ
の
し
た
体
を
折
芥
と
一
緒
に
海
岸
へ
で
も
打
ち

あ
げ
ら
れ
て
ゐ
る
頬
だ
ら
う
。
そ
し
て
死
な
な
か
っ
た
自
分
は
今
か
う
し
て
歩

い
て
ゐ
る
。
さ
う
思
っ
た
。
自
分
は
そ
れ
に
対
し
、
感
謝
し
な
け
れ
ば
濱
ま
ね

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

や
う
な
気
も
し
た
。
然
し
異
際
宣
び
の
感
じ
は
頂
き
上
？
て
は
来
な
か
っ
た
。

生
き
て
居
る
諸
と
死
ん
で
了
っ
て
ゐ
る
印
と
、
そ
れ
は
両
極
で
は
な
か
っ
た
。

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

そ
れ
程
に
差
は
な
い
や
う
な
気
が
し
た
。
も
う
か
な
り
階
か
っ
た
。
甥
党
は
遠

い
灯
を
感
ず
る
だ
け
だ
っ
た
。
足
の
踏
む
戌
榔
党
も
視
覚
も
群
れ
て
、
如
何
に
も

ヽ

　

ヽ

ヽ

ヽ

　

ヽ

ヽ

ヽ

不
確
だ
っ
た
。
只
頭
だ
け
が
勝
手
に
働
く
。
そ
れ
が
一
層
さ
う
い
ふ
気
分
に
自

分
を
誘
っ
て
行
っ
た
。

二
一
詞
問
ゐ
て
、
自
分
は
脊
椎
カ
リ
エ
ス
に
な
る
だ
け
は
助
か
っ
た
。
」
　
（
傍

点
節
者
）

こ
れ
は
名
作
「
城
の
崎
に
て
」
の
末
尾
の
部
分
で
あ
る
。
こ
の
文
章
に
は
、

も
ち
ろ
ん
「
苫
田
」
の
と
き
の
よ
う
な
託
み
づ
ら
さ
け
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の

理
由
は
も
ち
ろ
ん
内
容
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
傍
点
を
ほ
ど
こ
し
て
お
い
た

部
分
に
注
意
し
て
も
ら
お
う
。
「
気
持
」
と
か
「
気
分
」
と
か
「
気
が
し
た
。
」

な
ど
と
い
う
用
語
は
．
志
賀
文
学
全
体
を
通
じ
て
、
特
徴
的
な
用
語
で
あ
る
。

「
自
分
は
そ
れ
に
対
し
、
癌
謝
し
な
け
れ
ば
濱
ま
ぬ
や
う
な
気
も
し
た
。
」
と

い
っ
た
表
現
は
、
一
見
、
あ
い
ま
い
で
、
粗
雑
な
事
項
の
よ
う
に
見
え
る
が
、

し
か
し
、
実
は
、
そ
こ
に
こ
そ
、
す
こ
し
で
重
浮
き
あ
が
っ
た
哀
調
は
徹
庄
的
に

排
除
す
る
作
者
の
潔
癖
な
神
経
が
は
た
ら
い
．
て
い
る
の
で
あ
る
。
感
情
と
い

う
、
元
来
不
定
で
、
あ
い
ま
い
な
存
在
を
正
確
に
写
そ
う
と
す
れ
ば
、
こ
う
い

う
あ
い
ま
い
な
表
現
法
を
と
ら
ざ
る
を
．
得
な
．
い
の
で
あ
る
。
も
っ
と
わ
り
切
っ

た
形
で
断
定
す
れ
ば
、
文
意
は
明
瞭
に
な
る
が
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は
横
妙
な
感

情
の
ゆ
ら
ぎ
を
う
ら
ざ
る
こ
と
に
な
る
。

「
性
欲
と
悲
哀
と
絶
望
と
が
忽
ち
時
雄
の
胞
を
襲
っ
た
。
L
と
い
う
　
「
蒲

団
」
の
中
の
表
現
と
比
較
し
て
み
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
さ
ら
に
明
際
で
あ
ろ

う
。
花
袋
の
こ
の
文
に
は
、
感
情
の
デ
リ
カ
シ
ー
に
対
す
る
拘
泥
は
な
い
。
き

わ
め
て
抽
象
的
な
叙
込
で
、
ぞ
れ
だ
け
明
晰
で
は
あ
る
が
、
反
輿
徴
妙
な
苦

悩
の
異
態
は
こ
の
表
現
か
ら
こ
ぼ
れ
お
ち
て
い
る
。
だ
か
ら
、
記
者
も
こ
こ
で

つ
い
、
時
雄
を
向
う
が
わ
へ
置
い
て
．
な
が
め
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
あ

る
。
だ
が
、
志
賀
直
裁
の
文
章
に
は
、
そ
う
い
う
欠
陥
は
な
い
。
作
者
の
心
理

状
態
が
、
状
黄
の
な
か
に
過
不
足
な
く
琵
訂
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
た
め
、
読
者

を
最
後
ま
で
ひ
っ
ば
て
て
ゆ
く
l
　
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
、
作
者
の
、
自
己
の
感

情
に
対
す
る
き
び
し
い
息
災
さ
が
、
生
の
責
具
を
み
ご
と
に
掘
り
あ
て
て
い
る

か
ら
、
こ
の
作
品
は
、
傑
作
と
し
て
長
く
振
豊
の
ま
と
に
な
っ
て
き
た
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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志
賀
文
学
は
、
こ
の
票
味
で
「
薄
田
」
的
手
法
の
極
限
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
lで
あ
ろ
う
。
作
者
が
主
人
公
に
ぴ
た
り
と
重
な
っ
て
い
て
、
そ
の
ま
ま
で
作

品
が
一
筋
の
自
然
と
化
し
て
い
る
よ
う
な
文
学
が
こ
う
し
て
生
ま
れ
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
言
わ
ば
私
小
説
の
理
想
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
・
そ
れ
が

同
時
に
限
界
線
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
も
私
た
ち
は
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

そ
れ
は
、
さ
き
ほ
ど
の
「
…
：
・
や
う
な
気
も
し
た
。
」
と
い
う
表
現
の
限
界
．

性
に
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
志
賀
の
自
己
描
写
は
、
あ
く
ま
で
、
表
面
に

あ
ら
わ
れ
、
意
識
さ
れ
た
感
情
の
線
に
き
び
し
く
限
定
せ
ら
れ
て
い
る
。
「
生

き
て
居
る
事
と
死
ん
で
了
っ
て
計
る
事
と
、
そ
れ
は
両
極
で
は
な
か
っ
た
。
」

と
い
う
お
も
し
ろ
い
自
覚
も
、
そ
れ
は
・
「
そ
れ
程
に
差
は
な
い
や
う
な
気
が

し
た
。
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
抑
え
ら
れ
て
し
ま
っ
て
、
そ
こ
か
ら
奥
へ
は
思
考

が
進
ん
で
ゆ
か
な
い
。
感
情
の
描
写
と
し
て
ほ
、
そ
れ
は
そ
れ
で
よ
く
、
そ
の

正
確
な
罠
章
は
み
ご
と
で
あ
る
と
も
一
宇
見
ろ
。
し
か
し
、
そ
の
成
ハ
情
を
さ
ら
に

論
理
的
に
分
癖
し
、
そ
の
奥
へ
進
ん
で
ゆ
く
と
い
う
こ
と
は
し
な
い
の
で
あ

る
。つ

ま
り
、
自
我
意
識
の
表
層
を
正
確
に
紙
に
ひ
き
写
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
そ

の
奥
に
あ
る
生
の
真
実
を
暗
示
さ
せ
る
こ
と
は
す
る
が
、
そ
の
霹
層
の
奥
へ
入

り
こ
ん
で
、
直
接
生
の
契
質
を
さ
ぐ
る
と
い
う
こ
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
と

同
時
に
、
ま
た
、
薪
能
描
写
に
す
べ
て
を
限
定
す
る
結
果
、
そ
の
直
接
感
覚
を

さ
ら
に
ひ
ろ
げ
て
1
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
、
知
性
に
よ
る
抽
象
作
業
を

媒
介
に
し
て
1
1
そ
れ
を
解
党
よ
り
も
さ
ら
に
広
い
世
界
に
結
び
つ
け
る
、
と

い
う
仕
事
も
全
然
か
れ
の
関
知
し
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
か
れ
の
方

法
の
必
然
に
よ
っ
て
、
抽
象
と
い
う
非
実
体
的
な
も
の
を
潔
癖
に
拒
否
す
る
結

果
に
は
か
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
、
そ
れ
が
た
め
に
、
象
徴
的
な
高
み
に
は
達

し
唱
て
も
、
そ
の
基
底
が
異
常
に
せ
ま
い
と
い
う
文
学
的
欠
陥
が
あ
ら
わ
れ
ぎ

る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

結
局
、
表
層
的
な
自
我
意
識
が
は
じ
め
で
あ
る
と
同
時
に
お
わ
り
で
あ
っ

て
、
そ
の
奥
へ
も
、
ま
た
外
へ
も
向
か
わ
な
い
と
い
う
の
が
、
志
賀
的
私
小
説

の
限
界
で
あ
る
と
言
え
る
わ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
作
品
の
沃
化
と
か
莱
良
と

か
い
う
こ
と
は
、
結
局
、
そ
の
感
受
さ
れ
、
意
識
さ
れ
た
「
心
境
」
自
体
の
深

化
、
発
展
と
運
命
を
と
も
に
す
る
．
の
で
あ
る
。
心
境
が
梗
化
す
れ
ば
、
た
ち
ま

ち
何
も
暫
く
こ
と
が
な
く
な
っ
て
し
ず
う
。
欝
け
ぱ
く
り
か
え
し
に
な
る
だ
け

で
あ
る
。
し
か
も
、
日
本
の
文
学
者
の
常
で
、
そ
の
生
清
は
宍
社
会
と
離
れ
て

固
定
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
心
境
が
動
く
こ
と
も
は
な
は
だ
す
く
な
い
。
旅

が
、
し
ば
し
ば
私
小
説
作
家
の
救
い
に
な
る
の
は
そ
の
せ
い
だ
が
、
し
か
し
そ

れ
に
も
限
界
が
あ
る
。
志
賀
ぼ
哉
が
い
つ
か
沈
黙
が
ち
に
な
り
、
ま
た
、
か
れ

の
心
境
小
説
が
一
応
頂
点
を
つ
く
る
と
、
そ
の
あ
と
の
心
境
小
説
作
家
が
そ
れ

を
抜
く
こ
と
が
む
ず
か
し
い
の
も
、
こ
の
理
由
に
よ
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
説
明
は
、
田
山
花
袋
に
も
同
じ
く
あ
て
は
ま
る
の
で
あ
る
が
、
こ
う

い
う
、
花
袋
か
ら
志
賀
に
い
た
る
根
は
、
一
応
ゆ
き
つ
く
と
こ
ろ
ま
で
ゆ
き
つ

い
て
、
そ
の
先
に
多
く
の
可
能
性
は
の
こ
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
う
川
私
小

説
否
定
論
も
多
く
こ
の
実
感
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
の
に
ち
が
い
な
い
。
そ
し

て
、
そ
の
原
因
と
言
え
ば
、
感
覚
さ
れ
る
自
我
を
絶
対
的
な
も
の
と
信
じ
、
そ

れ
を
受
身
に
う
つ
す
と
い
う
文
学
方
法
自
体
に
あ
る
わ
け
だ
か
ら
、
こ
の
一
．
達

の
信
条
を
ゆ
る
が
す
の
で
な
け
れ
ば
、
あ
た
ら
し
い
展
開
は
望
め
な
い
わ
け
で

あ
る
。
と
す
れ
ば
、
志
賀
直
哉
の
、
あ
の
分
裂
を
知
ら
ぬ
絶
対
的
な
自
我
信
頼

に
た
だ
巧
を
下
げ
る
と
い
う
姿
勢
に
可
能
性
を
兄
い
だ
す
こ
と
は
む
ず
か
し
い

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
統
一
像
が
ど
ん
な
に
う
ら
や
む
べ
き
も
の
で
あ
る

に
し
て
も
、
私
た
ち
は
こ
こ
か
ら
踏
み
で
る
よ
り
は
か
な
い
。
現
代
文
学
は
お

そ
ら
く
そ
こ
か
ら
は
じ
ま
る
の
だ
。
そ
の
道
は
今
の
と
こ
ろ
失
敗
作
に
良
め
ら
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れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
舶
用
な
卑
下
感
に
お
ち
い

ら
聖
品
の
確
立
の
必
顎
を
私
は
恩
う
の
で
あ
る
。

四

以
上
に
述
べ
た
4
㌢
な
私
小
説
の
停
棒
性
を
う
ち
放
る
た
め
に
、
自
己
を
絶

え
ず
色
柄
的
な
危
鞍
に
さ
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
心
境
の
弛
緩
を
防
ご
う
と
す

る
方
法
が
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
敵
城
的
私
小
説
と
か
、

下
降
的
私
小
説
と
か
呼
ば
れ
る
も
の
が
こ
れ
で
あ
る
。
（
と
い
っ
て
も
、
も
ち

ろ
ん
両
者
が
継
起
的
に
あ
ら
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
．
志
賀
以
後
の
私

小
説
の
注
目
す
べ
き
も
の
が
多
く
こ
の
型
の
滝
の
で
あ
る
こ
と
を
最
慧
す
べ
き

で
あ
る
。
）
そ
し
て
、
そ
れ
ら
が
ほ
と
ん
ど
自
己
般
減
に
終
っ
て
い
る
こ
と

も
、
文
学
史
の
元
す
通
り
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
結
局
私
小
説
の
ゆ
き

づ
ま
わ
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
私
が
注
目
し
た
い
の

は
、
そ
う
い
う
岩
城
な
自
己
侶
便
の
う
ち
に
、
さ
し
も
租
強
か
っ
た
自
我
の
一

元
性
に
ゆ
る
ぎ
が
あ
ら
わ
れ
は
じ
め
た
点
で
あ
る
。
「
新
団
」
流
の
作
者
上
主

人
公
と
の
招
な
り
が
ず
れ
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
や
が
て
慧
詩
的
に
方

法
化
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
、
「
開
田
．
一
の
滑
稽
は
あ
た
ら
し
い
形
で
冤
服
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
前
に
述
べ
た
、
私
小
説
の
第
二
の
方
向
が
す
な

わ
ち
こ
れ
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
が
た
だ
単
に
技
法
的
な
問
題
に
す
ぎ
和
の
で

あ
れ
ば
、
特
別
の
こ
と
も
な
い
。
重
啓
な
の
は
、
そ
こ
に
自
我
の
内
部
分
裂
が

あ
ら
わ
れ
は
じ
め
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
否
定
を
媒
介
に
す
る
あ
た
ら
し
い

視
点
が
あ
ら
わ
れ
は
じ
め
た
こ
と
で
あ
る
。
と
だ
け
言
っ
て
も
、
私
た
ち
に

は
、
昭
和
期
の
不
幸
な
人
間
像
し
か
浮
か
ん
で
こ
な
い
が
、
ま
た
、
だ
か
ら
こ

そ
、
す
べ
て
を
寄
窟
的
に
評
価
す
る
通
念
に
も
坪
田
は
あ
る
が
、
そ
の
た
め

に
、
そ
こ
に
個
在
す
る
甥
代
的
設
題
を
見
詣
し
て
ほ
な
ら
ぬ
と
私
は
思
う
の
で

あ
る
。

裏
が
、
そ
れ
は
ま
た
先
の
話
と
し
て
、
「
溝
田
」
的
一
元
性
の
ず
れ
が
ま
ず

あ
ら
わ
れ
る
の
は
葛
西
睾
蔵
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。

「
そ
れ
か
ら
二
人
は
飲
ん
で
、
感
出
し
合
っ
て
、
ま
た
飲
ん
で
、
ま
た
感
激

し
合
っ
て
、
さ
う
し
て
さ
う
し
て
続
け
て
行
っ
た
。
．
無
論
二
人
は
酔
っ
　
て
来

た
。
そ
こ
に
は
K
l
の
牡
医
の
や
う
に
ゼ
ン
ト
ル
な
、
そ
し
て
あ
ら
い
隠
宅

の
眼
、
受
フ
シ
カ
れ
な
、
し
か
し
男
ら
し
い
薮
の
輸
廓
、
彫
刻
品
の
や
う
に
整

っ
た
鼻
、
短
か
く
刈
込
ん
だ
鼻
下
の
薄
絹
、
そ
れ
ら
と
は
不
似
合
に
因
循
気

に
、
ル
ー
ズ
に
、
多
情
的
に
締
り
な
げ
の
厨
、
す
べ
て
が
酒
と
感
勘
と
に
燃
え

て
、
美
し
く
輝
い
て
居
る
。
が
良
書
の
顔
色
は
反
対
に
、
だ
ん
だ
ん
と
蒼
醒
め

て
、
沈
欝
に
な
っ
て
、
眼
ば
か
り
が
異
様
な
、
殺
気
立
っ
た
気
味
悪
い
光
り

に
、
赤
く
燃
え
て
ゐ
た
。
彼
は
吾
く
染
っ
た
牙
の
や
う
な
齢
を
む
き
出
し
て
、

あ
ほ

・
唾
を
飛
ば
し
て
、
む
ち
ゃ
く
ち
ゃ
に
喋
舌
り
立
て
、
む
ち
ゃ
．
く
ち
ゃ
に
仰
飲
っ

て
ゐ
る
。
・
…
‥
レ

こ
れ
は
、
洛
西
の
第
二
作
「
票
魔
」
の
一
節
で
あ
る
が
、
文
中
、
良
宕
と
あ

る
の
は
作
栗
自
身
で
あ
る
。
ず
い
ぶ
ん
形
容
の
多
い
文
欝
で
あ
る
が
、
－
」
の
形

容
に
慧
訊
的
な
誇
奴
の
あ
る
こ
と
は
錐
の
日
に
も
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
も
し
実
際

の
K
l
l
が
こ
の
文
を
読
ん
だ
な
ら
ば
、
最
初
瞳
を
立
て
、
そ
れ
か
ら
笑
い
田

1
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
性
質
の
誇
張
が

こ
こ
に
あ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
の
表
現
は
作
者
に
よ
っ
て
意
識
さ
れ
て
い
る
も
の

で
、
花
袋
の
、
担
意
識
に
気
張
っ
た
表
現
と
は
ち
が
う
の
で
あ
る
。
は
じ
め

の
∵
「
賠
微
し
合
っ
て
」
と
い
う
こ
と
ば
に
し
て
も
、
そ
れ
を
ま
と
も
に
受
け

と
っ
て
は
、
こ
の
文
責
は
鑑
賞
し
き
れ
な
い
。
こ
れ
に
、
皮
肉
な
戯
画
衰
甥
で

あ
る
。
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そ
う
い
う
意
地
の
あ
る
い
、
あ
る
い
は
い
た
ず
ら
な
眼
が
ほ
か
な
ら
埠
自
分

自
身
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
花
袋
や
志
賀
の
自
我
意
識
と
は
か

な
り
ち
が
っ
た
自
我
意
識
が
こ
こ
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
私
た
ち
は
見
出

だ
す
。し

か
し
、
こ
の
点
を
あ
ま
り
強
調
す
る
こ
と
は
葛
西
の
場
合
ゆ
る
さ
れ
な

い
。
他
面
、
か
れ
は
自
己
の
心
情
に
は
漕
わ
め
く
忠
実
で
あ
っ
て
、
浮
き
上
っ

た
表
現
は
い
っ
さ
い
し
な
い
の
で
あ
る
。
．
私
小
説
の
神
様
あ
つ
か
い
に
さ
れ
た

り
、
詩
人
だ
と
言
わ
れ
た
り
す
る
の
は
そ
の
ゆ
え
で
あ
る
。
た
だ
、
か
れ
の
場

合
、
花
袋
的
な
現
実
至
上
主
義
は
す
で
に
一
章
的
な
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い

る
よ
う
に
見
え
る
。
か
れ
の
友
人
関
係
の
え
が
き
か
た
に
か
な
り
歪
曲
の
あ
る

こ
と
は
、
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
か
れ
は
、
自
己

の
心
情
の
う
た
の
た
め
に
は
、
甥
契
を
意
識
的
に
改
変
す
る
こ
と
を
も
あ
え
て

い
と
わ
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
言
え
ば
、
ま
た
奔
放
な
主
情
性
が
想

像
さ
れ
て
く
る
が
、
そ
の
一
方
、
そ
う
い
う
自
己
を
意
地
悪
く
監
視
す
る
眼
も

同
時
に
そ
こ
に
は
た
ら
い
て
い
た
の
で
あ
を
言
わ
ば
、
強
烈
な
主
情
性
と
同

時
に
、
自
分
を
徹
底
的
に
洗
い
上
げ
る
帯
娩
な
現
曇
思
誠
を
併
存
さ
せ
て
い
た
．

の
で
あ
っ
て
、
か
れ
の
作
品
か
ら
に
じ
み
出
る
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
味
わ
い
は
、
こ

の
両
者
の
破
れ
め
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

実
際
、
か
れ
の
作
品
で
は
、
自
己
に
専
攻
な
目
が
向
け
ら
れ
て
い
る
か
と
思

う
と
、
た
ち
ま
ち
そ
れ
が
独
断
的
な
歌
に
転
化
し
た
り
す
る
。
「
悪
臨
」
に
お

い
て
も
、
こ
の
戯
画
的
な
主
人
公
が
酔
っ
ぱ
ら
っ
て
し
ゃ
べ
り
だ
す
と
、
そ

の
」
強
烈
で
、
哀
切
な
ひ
び
き
か
た
ち
ま
ち
人
の
心
を
打
つ
の
で
あ
る
。
結

局
、
か
れ
に
あ
っ
て
は
、
強
い
自
己
執
着
と
自
己
蛙
意
と
が
た
た
か
い
合
っ
て

い
て
、
そ
れ
が
、
あ
の
、
悲
哀
と
滑
稽
の
な
い
ま
ぜ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
、
也
．

妙
に
コ
▼
ク
の
あ
る
独
白
体
小
説
を
生
ん
だ
と
考
え
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
ま

た
、
か
れ
が
異
常
に
鉱
作
な
作
家
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
も
、
こ
の
両
者
の

相
殺
的
な
は
た
ら
き
か
け
を
そ
の
大
き
な
整
由
と
し
て
数
l
ぇ
る
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
。

こ
う
い
う
わ
け
で
、
自
他
の
戯
画
的
な
諺
緑
化
や
歪
曲
と
い
う
興
味
あ
る
方

法
も
、
葛
西
に
お
い
て
は
当
然
小
さ
い
限
界
の
中
に
止
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
と
も
あ
れ
、
私
小
説
の
粍
化
と
日
さ
れ
て
い
る
葛
西
の
中

に
、
す
で
に
一
元
的
現
輿
信
仰
（
自
他
両
面
に
わ
た
る
）
の
く
ず
れ
が
見
え
は

じ
め
て
い
る
こ
と
は
面
白
い
甥
奴
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
延
長
線
上
に
、
い

わ
ゆ
る
変
形
私
小
説
群
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
バ

五

葛
西
の
直
接
の
継
承
者
は
言
う
ま
で
も
な
く
嘉
相
磯
多
で
あ
る
が
、
こ
れ
に

つ
い
て
は
特
に
ふ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
」
か
れ
の
意
識
、
方
法
は
葛
西
の
そ
れ

を
そ
の
ま
ま
踏
撰
し
て
お
り
、
描
く
自
己
ま
で
調
く
と
い
う
有
名
な
徹
底
性

も
、
葛
西
的
方
法
の
自
然
の
妊
長
だ
．
と
思
う
か
ら
。
ま
た
佐
藤
春
夫
に
つ
い
て

も
、
別
の
理
由
で
今
は
ふ
れ
な
い
。

・
葛
西
に
お
い
て
訴
芽
的
に
あ
ら
わ
れ
た
、
私
小
説
に
お
け
る
言
わ
ば
「
自
我

は
な
れ
」
を
最
初
に
方
法
化
し
た
の
は
宇
野
浩
二
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
く
る

と
ー
い
ま
ま
で
多
少
と
も
息
苦
し
か
っ
た
私
小
説
的
世
界
が
、
に
わ
か
に
と
ぼ

け
た
よ
う
な
お
か
し
さ
を
た
た
え
て
く
る
。
そ
し
て
、
何
と
な
く
肩
の
こ
り
の

と
れ
る
よ
ヶ
な
く
つ
ろ
ぎ
を
そ
こ
に
感
じ
る
の
で
あ
る
。
実
体
的
に
は
、
葛
西

と
ほ
と
ん
ど
梵
ら
ぬ
く
ら
さ
で
あ
り
な
が
ら
。

「
さ
て
、
私
は
倉
（
誼
、
質
屋
の
）
の
二
帽
の
箪
笥
の
前
か
ら
紐
れ
て
、
先

に
下
宿
を
出
る
時
に
羽
抱
の
腰
の
蔭
に
下
げ
て
来
た
麻
組
を
取
出
し
て
、
そ
れ
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を
題
の
虫
干
の
時
の
や
う
に
、
窓
椅
子
か
ら
支
柱
や
掛
釘
に
縦
横
に
漬
し
て
、

第
一
の
引
出
し
の
分
の
帯
物
を
干
し
ま
し
た
。
第
一
の
引
出
し
の
分
だ
け
で
、

殆
ど
麻
随
の
全
部
を
占
め
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
（
中
略
）
そ
れ
か
ら
私
は
小
僧

を
呼
ん
で
、
例
の
苅
田
を
出
さ
せ
せ
し
た
。
久
し
振
り
で
故
事
て
見
る
と
、
何

と
な
く
こ
の
身
体
を
そ
の
中
に
入
れ
る
の
が
、
蒲
団
の
た
め
に
惜
し
い
や
ぅ
な

気
が
し
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
語
物
の
干
し
上
る
の
を
待
つ
問
、
安
閑
と
坐
っ
て

も
ゐ
ら
れ
ま
せ
ん
し
、
そ
れ
に
、
こ
れ
こ
そ
彼
女
（
註
、
質
臣
の
娘
）
に
見
ら

れ
て
も
決
し
て
恥
づ
べ
き
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
．
寧
ろ
今
の
着
物
を
帯
て
坐

っ
て
ゐ
る
よ
り
も
、
こ
の
箔
団
の
中
に
入
っ
て
軽
く
ゐ
る
方
が
、
遠
に
見
ら
れ

て
ほ
し
い
光
景
だ
と
私
は
考
へ
ま
し
た
。
私
は
こ
の
日
夜
貸
苅
田
に
入
っ
て
ゐ

ヽ

　

ヽ

ま
し
た
の
で
、
長
揺
絆
一
枚
で
そ
の
中
に
す
っ
ぽ
り
と
入
る
と
、
身
体
が
ば
か

に
小
さ
く
な
っ
た
や
う
な
気
が
し
ま
し
た
。
ふ
く
ふ
く
し
た
そ
の
靖
国
の
中
か

ら
出
し
て
ゐ
る
自
分
の
首
が
妙
に
小
さ
ぺ
恩
ほ
れ
る
の
で
す
。
私
は
そ
の
中
か

ら
、
読
む
つ
も
り
で
家
か
ら
持
っ
て
来
た
雑
誌
な
ぞ
は
そ
っ
ち
の
け
に
し
て
、

頭
の
上
に
ぶ
ら
下
っ
て
ゐ
る
指
物
ど
も
を
眺
め
ま
し
た
。
」

こ
れ
は
宇
野
浩
二
の
出
世
作
「
蔵
の
中
」
の
一
節
で
あ
る
。
こ
の
文
章
と
、

最
初
に
あ
げ
た
「
開
田
」
の
文
責
と
を
試
み
く
ち
べ
て
み
る
と
、
一
位
の
感
慨

に
さ
え
さ
そ
わ
れ
る
。
こ
の
「
私
」
は
い
か
に
も
押
糟
で
あ
る
が
、
こ
の
潤
滑

は
、
時
雄
が
滑
稽
で
あ
る
の
と
は
ま
っ
た
く
性
質
が
ち
が
う
。
「
郡
団
」
で

は
、
作
者
は
全
く
ま
じ
め
な
の
で
あ
る
。
．
「
郡
団
」
で
笑
う
の
は
つ
ら
い
が
、

こ
こ
で
は
、
作
者
が
契
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
安
心
し
て
笑
え
る
。
肩
の
こ
り

が
と
れ
る
の
は
そ
の
せ
い
で
あ
る
㌻

も
は
や
こ
こ
で
は
、
作
者
は
ま
っ
た
く
「
私
」
で
は
な
い
。
宇
野
浩
二
に
よ

れ
ば
、
こ
の
作
品
は
、
「
近
桧
秋
江
先
生
の
或
る
時
代
の
生
活
と
、
そ
の
愛
読

し
て
ゐ
る
彼
の
小
説
の
材
料
と
（
こ
の
と
こ
ろ
芸
思
あ
い
ま
い
、
難
事
）
、
彼

に
就
い
て
の
ゴ
千
ッ
ブ
と
、
自
分
自
身
の
経
験
と
で
作
り
上
げ
た
も
の
」
　
（
明

治
大
正
文
学
全
集
自
作
解
説
）
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
う
い
う
こ
と
を
知
ら
な
く

て
も
、
．
こ
の
作
品
に
お
け
る
、
作
者
と
「
私
」
と
め
距
離
は
、
誰
の
日
に
も
明

瞭
で
あ
ろ
」
。
当
時
の
文
壇
通
念
と
し
て
ほ
、
作
中
の
「
私
」
は
す
な
わ
ち
作

者
と
解
さ
れ
み
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
か
れ
は
、
あ
る
意
味
で
そ
の
通
念
を
利

用
し
な
が
ら
、
思
い
切
っ
て
自
己
を
変
形
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
フ
て
、
l

つ
の
障
異
な
文
学
的
世
界
を
築
き
あ
げ
た
の
で
あ
る
。
・
あ
る
程
度
、
本
当
の
自

・
己
に
材
料
を
と
っ
た
「
苦
の
世
界
」
や
「
軍
糧
行
進
曲
」
な
ど
で
も
、
同
じ
手

法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
戦
後
、
「
友
垣
」
で
、
久
米
正
雄
の
晩
年
を
え
が
い

て
、
そ
の
根
本
的
事
実
の
相
違
を
指
摘
さ
れ
た
と
き
、
か
れ
は
、
事
契
そ
の
ま

ま
は
小
説
に
な
ら
ぬ
か
ら
困
る
と
言
い
、
・
「
こ
れ
か
ら
先
は
、
小
説
ら
し
く
す

る
た
め
に
は
、
は
っ
き
り
買
え
て
ゐ
る
事
で
も
、
あ
ざ
と
事
実
を
ま
ち
が
へ
て

書
く
こ
と
が
多
分
に
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
い
や
大
い
に
あ
る
に
ち
が
ひ
な

い
。
」
と
後
篇
に
書
き
こ
ん
で
問
題
に
な
っ
た
が
、
お
よ
そ
こ
う
い
っ
た
、
自

在
な
、
虚
契
と
り
ま
ぜ
た
空
想
性
に
よ
っ
で
、
私
小
説
は
大
き
く
変
貌
す
る
兆

候
を
見
せ
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。

こ
の
変
化
は
、
決
し
て
単
な
る
前
流
の
登
場
と
い
っ
た
も
の
で
は
あ
る
ま

い
。
私
小
説
的
自
我
摘
念
の
故
夢
の
必
要
に
つ
い
て
は
さ
き
に
述
べ
た
が
、
そ

の
方
向
を
分
析
的
に
考
え
る
と
、
二
つ
の
道
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
つ

は
、
私
小
説
的
日
数
を
上
位
に
、
ま
た
外
部
に
、
引
上
げ
、
拡
充
し
て
ゆ
く
方

向
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
そ
れ
を
下
位
に
、
内
部
に
、
く
ず
し
て
ゆ
く
方
向

で
あ
る
。

前
者
は
、
′
あ
り
の
ま
ま
の
自
己
存
在
に
揃
足
で
き
な
い
着
が
、
さ
ら
に
高

く
、
さ
ら
に
充
災
し
た
自
己
を
求
め
て
、
そ
の
生
を
作
品
の
上
に
創
造
し
ょ
う

と
す
る
や
り
か
た
で
あ
る
。
小
説
は
可
能
性
の
探
求
で
あ
る
と
す
る
理
論
は
当
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燃
こ
の
立
場
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
外
的
話
徴
象
と
結
び
つ
い
て
、

い
わ
ゆ
る
典
型
論
に
な
る
。
現
実
の
自
己
は
一
度
死
ん
で
、
純
粋
な
虚
構
の
な

か
に
、
典
型
的
な
形
を
と
っ
て
よ
み
が
え
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
方
向
の
主

張
は
当
然
私
小
説
の
全
否
定
に
ゆ
き
つ
く
。
現
在
の
私
小
潮
攻
整
諭
が
多
く
こ

の
立
場
を
と
っ
て
い
る
こ
と
望
百
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
、
後
者
は
、
自
我
を
下
に
つ
き
く
ず
す
こ
と
に
よ
り
二
一
百
わ
は

か
く
れ
た
真
実
を
甥
出
さ
せ
る
方
法
で
あ
る
。
宇
野
浩
二
の
コ
ミ
ー
ク
は
あ
き

ら
か
に
こ
ち
ら
に
属
す
る
が
、
た
と
え
ば
、
「
蔵
の
中
」
の
笑
い
は
、
あ
る
高

さ
か
ら
す
る
現
宍
へ
の
刺
賀
で
は
な
く
、
現
矢
の
自
己
を
一
段
低
め
る
と
こ
ろ

に
か
も
し
だ
さ
れ
る
笑
い
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
・
は
、
低
め
ら
れ
た
と
こ

ろ
に
あ
ら
わ
れ
る
真
実
感
に
共
鳴
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
間
接
に
、
つ
く
ろ
あ

れ
た
現
実
の
自
己
の
非
真
実
性
を
批
評
し
、
融
解
す
る
作
用
が
あ
る
。
こ
の
作

品
の
中
の
「
私
」
の
滑
稽
な
す
が
た
に
、
私
た
ち
は
、
揮
意
識
の
、
自
分
の
内

部
の
欲
求
表
現
を
発
見
し
て
、
お
と
が
い
を
解
く
の
で
あ
る
。
普
通
、
封
社
会

的
な
顧
慮
に
よ
っ
て
秘
め
ら
れ
て
い
る
、
帯
物
や
折
田
へ
の
蹄
望
が
、
襲
い
に

よ
っ
て
刑
圧
を
と
か
れ
て
す
な
お
に
心
に
お
ち
る
。
く
つ
ろ
ぎ
の
感
じ
は
そ
こ

に
起
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
笑
い
は
‥
大
き
な
抵
抗
感
な
く
、
自
我
の

も
う
l
つ
内
部
へ
入
る
一
方
法
だ
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
言
え
ば
、
も
う
か
な
ら
ず
L
も
々
れ
を
「
下
し
元
と
規
定
す
る
必

要
は
な
く
・
そ
れ
は
そ
の
ま
ゝ
本
質
的
な
詰
さ
に
転
位
し
て
、
さ
き
の
上
向
的

指
向
と
も
結
び
つ
き
う
る
の
で
あ
る
が
．
私
と
し
て
は
、
一
般
的
に
閑
却
さ
れ

て
い
る
こ
の
方
向
の
可
能
性
を
今
は
強
調
し
た
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え

ば
二
郎
者
の
上
向
的
欲
求
も
、
こ
う
い
う
否
定
的
な
沈
潜
を
媒
介
に
す
る
こ
と

な
し
に
は
決
し
て
成
就
し
な
い
だ
ろ
う
と
苧
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う

と
こ
ろ
で
に
、
私
小
説
の
形
態
批
判
な
ど
は
、
も
は
や
無
意
味
に
な
っ
て
く

、
る
・
夢
は
、
自
己
を
描
い
て
い
る
か
ど
う
か
に
あ
る
の
で
な
く
、
ど
う
自
己
を

措
い
て
い
る
か
に
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
見
て
く
れ
は
、
こ
の
刑
の
変
形
私
小
説
を
私
小
説
の
衰
弱
過
程
と
だ
け

見
る
文
学
史
の
愕
誅
は
、
央
は
、
正
統
私
小
説
的
自
我
慧
織
を
絶
対
と
す
る
、

古
い
文
学
観
の
残
像
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
多
く
の
私
小
説
否
定

論
も
、
同
じ
く
私
小
説
的
自
我
観
を
多
く
抜
け
出
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
う
。

・
し
か
し
、
こ
う
言
っ
て
も
、
多
く
の
人
は
、
た
と
え
は
宇
野
打
二
の
失
際
の

作
品
を
思
い
浮
か
べ
て
首
を
か
し
げ
る
で
あ
ろ
う
。
か
し
げ
る
の
を
正
当
だ
と

私
も
思
う
。
た
と
え
ば
、
「
畝
の
中
」
に
お
い
て
、
そ
こ
に
ど
ん
な
現
異
が

否
定
さ
れ
、
ど
ん
な
あ
た
ら
し
い
像
が
生
ま
れ
出
て
い
る
か
と
問
え
ば
、
か
な

り
と
り
と
め
な
く
な
る
し
、
そ
れ
が
作
者
の
ど
ん
な
欲
求
に
追
か
れ
て
い
る
か

と
亭
え
ば
、
さ
ら
に
あ
い
ま
い
で
、
た
だ
作
者
の
嗜
好
の
よ
う
な
も
の
だ
け
大

き
く
浮
か
び
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
あ
た
ら
し
い
城
法
の
可
能
的
な

音
為
は
作
者
「
よ
っ
三
井
分
埠
識
さ
れ
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
何
ら
か
の

内
的
必
然
性
の
上
む
こ
こ
の
技
法
が
た
し
か
に
根
を
下
ろ
し
て
い
る
と
は
言
い
類

い
の
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
こ
の
新
出
法
は
、
か
れ
に
と
っ
て
、
単
な
る

文
学
投
法
の
革
新
で
あ
っ
て
、
人
間
意
訊
そ
の
も
の
の
革
新
で
は
か
な
ら
ず
し

鴇
な
か
っ
た
と
葛
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
れ
が
文
学
に
異
常
な
ほ
ど
の
愛
話

を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る
が
、
か
れ
の
思
考
は
異
際
あ

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

ま
り
に
も
文
学
的
に
形
成
さ
れ
す
ぎ
て
い
た
。
か
れ
の
初
期
戯
作
を
違
い
た
手

本
は
明
ら
か
に
、
か
れ
の
梁
試
し
た
ゴ
ー
ゴ
リ
で
あ
り
、
か
れ
の
戯
画
手
法
の

目
的
は
ゴ
ー
ゴ
リ
的
な
面
白
さ
を
創
造
す
る
こ
と
に
あ
っ
て
、
か
な
ら
ず
L
も

現
実
の
中
か
ら
ゴ
ー
ゴ
リ
的
な
眼
を
整
待
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
こ
に
は
、
あ
の
ゴ
ー
ゴ
リ
の
き
び
し
い
現
実
拒
否
の
視
点

は
す
っ
か
り
脱
落
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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こ
う
い
う
わ
け
で
、
宇
野
浩
二
に
姦
い
．
て
は
、
こ
の
お
も
し
ろ
い
新
技
法

も
、
一
度
成
立
す
る
と
、
た
ち
ま
ち
粕
刊
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
「
苦
の

世
界
」
の
あ
と
の
「
箪
捗
行
進
曲
」
で
は
す
で
に
そ
の
惰
性
化
に
な
や
ん
で
、

古
い
リ
ア
リ
ズ
ム
に
す
が
ろ
う
と
す
る
か
た
む
き
が
か
い
ま
見
ら
れ
る
．
ま
た
、

例
の
、
長
い
大
患
か
ら
再
起
し
た
の
ち
ほ
－
こ
う
い
う
戯
画
手
法
は
ほ
と
ん
ど

か
け
を
ひ
そ
め
、
古
い
正
統
的
私
小
説
に
も
ど
る
が
（
他
者
を
え
が
く
と
き
は

風
俗
小
説
に
な
っ
た
。
）
、
こ
れ
は
、
内
質
を
と
も
な
わ
ず
、
装
飢
化
し
た
投

法
の
危
険
が
意
訊
さ
れ
た
上
の
こ
と
に
ち
が
い
な
い
。
こ
う
し
て
、
切
角
の
新

技
法
も
・
か
れ
に
お
い
て
は
そ
の
貧
の
意
味
を
開
顕
せ
ず
に
終
っ
て
し
ま
っ
た

の
で
あ
る
。
か
れ
の
文
学
に
と
っ
て
は
、
結
局
、
そ
の
文
学
至
上
主
糞
が
限
界

で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
に
注
目
す
べ
き
現
象
が
ひ
と
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
か
れ
が
気

張
っ
た
一
元
的
自
我
観
を
く
ず
し
た
と
こ
ろ
に
お
の
ず
か
ら
あ
ら
わ
れ
た
都
会

的
庶
民
性
で
あ
る
。
（
か
れ
は
大
阪
の
商
家
荷
に
苛
こ
い
る
。
）
さ
き
．
に
ゴ

ー
ゴ
リ
の
形
相
を
言
っ
た
が
、
か
れ
に
、
ほ
か
な
ら
ぬ
ゴ
ー
ゴ
リ
を
え
ら
は
せ

た
も
の
は
・
う
す
暗
い
現
異
の
中
で
く
ら
し
な
が
ら
搭
譜
的
な
講
説
性
を
失
わ

ね
こ
の
庶
民
性
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
し
、
そ
れ
が
瓜
弁
に
つ
な
が
ら
な
か

っ
た
の
も
、
こ
の
層
の
特
質
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
文
学
の

蒐
」
の
皮
の
中
味
は
「
中
戸
吏
助
」
に
は
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
．
も
は

古
事
記
の
語
接
続
に
つ
い
て

l
、
古
事
記
の
文
章
の
詔
接
続
の
形
式
は
、
日
記
と
語
と
の
問
に
つ
な
ぎ
の
語

や
詳
説
す
る
余
裕
を
失
っ
た
が
、
や
は
り
一
極
の
観
念
形
態
だ
と
考
桑
ら
れ
る

私
小
説
精
神
の
ゆ
る
い
だ
と
こ
ろ
に
、
こ
う
い
う
、
か
な
り
自
由
な
、
と
ら
わ
れ

ぬ
庶
民
の
孤
が
出
て
き
た
と
い
う
こ
と
を
私
は
薫
祝
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
れ
は
、
か
な
り
ゆ
た
か
な
バ
イ
ー
ク
リ
テ
ィ
を
持
ち
な
が
ら
、
言
わ
ば
一
種
の

混
沌
で
あ
り
、
前
近
代
的
、
非
合
理
的
色
彩
を
特
徴
と
し
て
い
る
。
だ
か
ら
人

間
の
合
理
的
救
楷
を
を
わ
が
う
文
学
論
が
こ
の
種
の
文
学
を
認
め
た
が
ら
ぬ
の

に
は
癖
由
が
あ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
と
に
か
く
こ
れ
が
、
宇
野
浩
二
の
み
な
ら
．
ず
、
近
代
人
の
観
念
的

自
己
統
一
の
、
あ
る
い
は
自
己
株
恒
の
一
つ
の
基
底
の
孜
で
あ
る
こ
と
は
た
し

か
で
あ
ろ
う
。
私
た
ち
に
と
っ
て
い
食
重
即
へ
な
の
は
、
上
す
べ
り
す
る
論
理
で

は
な
く
、
こ
の
基
底
の
関
で
あ
る
。
私
が
、
．
一
般
に
見
捨
て
ら
れ
が
ち
な
俗
文

′学
の
弄
舘
に
関
心
を
持
つ
の
は
そ
の
意
味
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
、
や
む
を
得
ざ

る
碧
説
と
い
う
以
上
の
、
見
す
て
ら
れ
た
可
能
性
が
ひ
そ
ん
で
い
る
よ
j
K

こ
感

じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
い
っ
て
も
、
こ
れ
は
無
条
件
に
言
い
う
ろ
こ
と
で
は
も
ち
ろ
ん
な
く
、
こ

れ
だ
け
で
は
話
は
結
ら
ぬ
の
で
あ
る
が
、
宇
野
控
二
．
に
つ
い
で
出
た
、
さ
ら
に

木
精
的
な
変
形
私
小
説
作
家
群
に
よ
っ
て
、
問
題
の
長
短
は
さ
ら
に
明
晰
に
あ

ら
わ
れ
て
く
る
よ
う
に
思
う
。
（
広
島
女
子
短
期
大
学
講
師
）

＜
後
説
、
拙
稿
「
変
形
私
小
説
諭
」
（
文
学
、
本
年
八
月
号
）
は
本
稿
に
紅

く
性
拓
を
持
っ
て
い
る
。
併
飛
ね
が
え
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
V
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藤
　
　
原
　
　
　
照
　
　
等

が
な
い
均
合
、
即
ち
等
記
号
の
場
合
と
、
拗
興
、
及
、
亦
、
又
な
ど
が
あ
る

tosho-seibi-repo
長方形




