
な
り
ま
し
た
。
阿
仏
尼
も
「
言
ず
く
な
な
る
や
う
に

御
も
て
な
し
候
へ
」
．
（
乳
母
の
ふ
み
）
と
言
い
、
1
め

の
と
さ
う
L
L
に
も
「
そ
う
じ
て
高
く
物
い
は
ぬ
こ

と
に
て
候
」
と
あ
り
ま
す
。
引
き
続
き
江
戸
時
代
で

も
同
じ
こ
と
で
、
貝
原
益
軒
の
例
の
「
女
大
学
」
で

は
「
心
騒
が
し
く
、
言
葉
荒
ら
か
に
、
物
言
ひ
さ
が

な
」
き
人
は
「
心
は
え
よ
か
ら
ぬ
女
」
で
あ
る
と
し
、

甚
だ
し
い
も
の
は
、
「
女
性
と
い
シ
も
の
は
、
物
を

言
う
時
は
静
か
に
言
っ
て
、
眉
を
あ
ま
り
開
い
て
は

い
け
な
い
。
う
れ
し
い
時
に
も
余
り
笑
っ
て
は
い
け

な
い
。
腹
が
立
っ
て
も
余
力
お
こ
っ
て
は
い
け
な

い
」
（
女
実
語
教
）
と
ま
で
言
っ
て
い
ま
す
。
七
去
の

中
に
「
多
言
な
れ
ば
去
る
」
と
あ
る
こ
と
は
、
先
に

挙
げ
て
お
き
ま
し
た
（
－
当
時
の
女
性
た
る
も
の
は
、

現
代
の
よ
う
に
、
独
断
安
心
し
て
、
呑
気
に
放
談
高
話

な
ど
し
て
い
ら
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う

に
多
言
高
声
を
成
し
軋
た
の
は
、
要
す
る
に
、
多
言
高

声
で
あ
れ
ば
、
言
わ
な
く
て
も
い
い
事
も
つ
い
言
っ

て
、
災
厄
を
招
き
や
す
い
こ
と
、
見
る
か
ら
に
心
の

供
し
み
が
な
く
、
女
性
の
本
分
を
逸
脱
し
て
見
ら
れ

l

や
す
い
こ
と
、
口
眉
を
動
か
し
過
ぎ
て
、
容
姿
を
損

じ
て
見
ら
れ
や
す
い
こ
と
な
ど
が
あ
る
の
で
、
そ
れ

か
ら
出
た
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
も
「
女
ら

し
さ
」
に
は
ず
れ
る
こ
と
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

さ
て
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
も
つ
と
細
か
い
点
に
言

い
及
ば
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
が
、
こ
こ
ら
で
結
論

を
つ
け
て
お
き
ま
す
と
、
江
戸
時
代
と
い
う
封
建
制

定
社
会
で
は
、
一
定
の
ワ
ク
の
中
で
、
し
か
も
分
際

相
応
ゐ
生
活
や
考
え
方
を
す
る
よ
う
に
仕
向
け
ら
れ

て
い
ま
し
た
。
女
性
と
い
っ
て
も
、
そ
の
ひ
そ
み
に

習
わ
な
い
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
こ
の
時
代
の
女

性
を
、
窮
屈
だ
、
男
性
横
暴
だ
と
い
う
の
は
、
む
し

ろ
、
自
個
に
し
．
や
べ
り
、
自
由
に
行
動
で
き
る
現
代

人
の
目
か
ら
見
た
事
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
肝
心
の
当
時

の
女
性
は
、
女
性
と
い
う
も
の
は
か
よ
う
駁
も
の
だ

受
そ
の
世
界
に
甘
ん
じ
て
、
結
構
、
生
活
を
楽
し

ん
で
い
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
女
性
の
こ
と
ば

も
、
す
べ
て
、
こ
う
い
う
生
活
態
度
か
ら
生
ま
れ
、

そ
の
在
り
方
を
反
映
し
て
い
る
と
．
見
ら
れ
る
の
で

す

。
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一
l

民
間
日
常
の
、
口
こ
と
ば
の
言
語
生
活
で
は
、
も

の
堂
亨
凡
は
対
人
表
現
に
な
る
。
八
と
人
と
は
、
な

ん
ら
か
の
社
会
的
な
関
係
を
た
も
っ
て
い
る
。
そ
こ

で
、
対
人
表
現
は
待
遇
表
現
に
な
る
。

民
間
の
言
語
生
活
を
観
察
す
る
時
、
こ
の
待
遇
意

識
は
、
わ
け
て
も
注
意
す
べ
き
、
言
語
意
識
の
主
流

と
見
ら
れ
る
。

人
を
待
遇
す
る
場
合
、
意
識
の
よ
り
つ
よ
く
は
た

ヽ
ヽ

ら
く
の
は
、
か
㍗
に
上
下
の
言
い
か
た
を
す
れ
ば
、

「
下
」
に
む
か
っ
て
よ
り
も
、
．
「
上
」
に
む
か
っ
て

で
あ
る
。
ぞ
ん
ざ
い
な
言
い
か
た
は
ほ
と
ん
ど
衝
動

的
に
や
っ
て
い
る
が
、
ぞ
ん
ざ
い
で
は
い
け
な
い
場

合
に
な
る
と
、
気
を
つ
か
う
。
そ
の
気
の
つ
か
い
か

た
は
、
「
て
い
ね
い
に
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

古
く
か
ら
の
民
間
の
し
つ
け
に
、
「
も
つ
と
お
行

儀
を
よ
く
し
な
さ
い
。
」
と
か
も
っ
と
て
い
ね
い
に
も

の
を
言
い
な
さ
い
。
」
．
と
か
い
う
の
が
あ
る
。
「
お
客

さ
ん
に
な
ん
と
い
う
こ
と
堂
亨
フ
ん
で
す
か
。
も
っ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

と
て
い
ね
い
に
言
い
な
さ
い
。
」
と
、
よ
く
言
わ
れ
て

き
た
。
こ
れ
は
、
全
国
に
わ
た
る
、
伝
統
的
な
通
念

で
あ
る
と
思
う
。

さ
て
そ
由
実
際
の
場
合
を
反
省
し
て
み
る
の
に
、

ま
た
観
察
し
て
み
る
の
に
、
言
う
と
こ
ろ
の
「
て
い

ね
い
」
は
、
今
日
文
法
家
の
説
明
す
る
「
尊
敬
法
・

謙
譲
法
・
丁
寧
法
」
の
、
三
分
法
の
中
の
「
丁
寧
」

に
と
ど
ま
っ
て
は
い
な
い
。
「
て
い
ね
い
に
」
と
い

ぅ
こ
と
ば
の
つ
か
い
か
た
は
、
広
い
。
こ
れ
を
「
鄭

ヽ重
」
と
言
い
か
え
る
と
、
い
く
ら
か
実
際
に
近
く
な

る
の
を
感
じ
る
。
「
て
い
ね
い
」
意
識
に
は
、
尊
敬

ヽ

（
尊
重
）
意
識
も
謙
譲
意
識
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
民
間
の
敬
語
生
活
は
、
広
い
意
味
の
「
て
い

ね
い
」
意
識
を
軸
と
し
て
廻
転
し
て
い
る
と
も
言
う

こ
と
が
で
き
る
。
敬
語
の
世
界
は
「
て
い
ね
い
」
意

識
の
世
界
な
の
で
あ
る
。

ニ

い
わ
ゆ
る
丁
寧
法
の
、
「
ま
す
」
「
で
す
」
類
の
言

い
か
た
が
よ
く
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
は
、
右
の
事
情

か
ら
、
当
然
と
さ
れ
よ
う
。
こ
こ
で
特
に
問
題
と
し

て
よ
い
の
は
、
謙
譲
語
・
尊
敬
語
も
、
「
て
い
ね
い
」

に
」
と
の
意
識
の
も
と
に
使
用
さ
れ
て
い
る
事
態
で

あ
る
。

（
l
）

＊

電
軍
内
な
ど
の
掲
示
を
見
る
と
、
よ
く
、
「
御
用

の
方
は
車
掌
に
お
申
し
出
で
下
さ
い
。
」
　
と
あ
る
。
．

サ
ー
ビ
ス
を
む
ね
と
す
る
が
わ
が
、
乗
客
を
見
下
げ

ヽ
ヽ

て
、
「
申
し
出
ろ
」
と
言
う
は
ず
は
な
い
。
真
意
は

「
お
っ
し
ゃ
っ
て
下
さ
い
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
ヽ
　
「
お
申
し

出
で
」
の
文
句
を
つ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
1

理
を
か
ん
た
ん
に
通
し
て
言
え
ば
、
謙
譲
語
の
乱
用

で
あ
る
。
．
し
か
し
、
そ
の
表
現
意
図
に
即
応
し
て
考

え
る
か
ぎ
り
、
こ
れ
は
一
種
の
丁
寧
表
現
と
考
え
ら

れ
る
。
つ
ま
り
、
も
の
を
・
「
て
い
ね
い
に
」
と
考
え

た
の
が
、
こ
う
な
っ
た
の
で
あ
る
。

「
失
礼
申
し
上
げ
ま
し
た
。
」
と
い
う
あ
い
さ
つ
こ
と

ば
を
、
こ
の
ご
ろ
し
ば
し
ば
聞
く
。
「
い
た
し
ま
し

た
」
で
よ
い
よ
う
な
時
に
、
こ
う
言
う
。
こ
う
い
う

こ
と
が
お
こ
り
得
る
の
は
、
「
申
し
上
げ
」
を
、
も

っ
ぱ
ら
「
て
い
ね
い
な
」
言
い
か
た
と
し
て
と
り
あ

げ
る
か
告
あ
ろ
う
。
「
て
い
ね
い
」
意
識
の
蓬

に
、
－
　
「
て
い
ね
い
に
」
言
お
う
と
し
て
、
「
申

し
上
げ
」
は
え
ら
ば
れ
た
と
解
さ
れ
る
．
。
方
言
上
で

は
、
九
州
南
部
地
方
の
「
モ
ス
」
　
（
申
す
）
が
、

○
刈
ゲ
ン
ヂ
ャ
イ
モ
シ
列
カ
。
・

ヽ
ヽ

そ
ん
な
で
あ
り
ま
し
た
か
。

の
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
丁
寧
の
「
ま
す
」
に
等
し
い

「
モ
ス
」
に
な
っ
て
い
る
。

相
手
に
「
て
い
ね
い
に
」
も
の
を
言
お
う
と
す
れ

ば
、
よ
い
こ
と
ば
を
つ
か
お
う
と
す
る
。
謙
譲
の
こ

と
ば
は
た
し
か
に
よ
い
こ
と
ば
で
あ
る
。
（
謙
譲
の

気
も
ち
を
十
分
に
表
わ
す
の
に
、
有
数
な
こ
と
ば
で
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あ
る
。
）
こ
と
は
謙
譲
で
も
、
「
て
い
ね
い
さ
」
を
表

わ
す
の
に
有
効
と
思
わ
れ
れ
ば
、
こ
れ
は
、
け
っ
き

ょ
く
「
よ
い
こ
と
ば
」
と
さ
れ
て
、
を
の
「
よ
い
こ

と
ば
」
が
、
「
よ
い
」
と
い
う
こ
と
を
契
機
に
、
他

に
転
用
さ
れ
る
。
利
用
さ
れ
活
用
さ
れ
る
。
（
謹
）

－
一
方
か
ら
見
れ
ば
そ
れ
は
誤
用
で
あ
っ
て
も
、

当
の
言
主
と
し
て
は
、
ひ
と
え
に
「
て
い
ね
い
」
の

バ

ロ

ー

ル

意
識
の
も
と
に
、
そ
れ
を
丁
寧
表
現
と
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
個
人
の
こ
う
い
う
表
現
行
為
が
社
会
の
共

感
を
よ
ぷ
時
、
あ
る
い
は
．
ま
た
、
、
社
会
の
「
て
い
ね

い
」
意
識
が
自
然
に
こ
う
小
う
丁
寧
表
現
化
の
傾
向

を
馴
致
す
る
時
、
丁
寧
表
現
化
の
傾
向
は
、
丁
寧
の

表
現
法
と
な
り
、
謙
譲
法
の
「
丁
寧
表
現
法
」
化
が

見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

註
　
近
ご
ろ
、
金
田
一
春
彦
氏
の
「
敬
語
の
正
し

い
使
い
方
」
　
（
こ
と
ば
の
研
究
室
Ⅳ
）
を
拝
見

す
る
こ
と
が
で
き
た
。
看
書
八
〇
鼠
に
「
そ
の

．
改
ま
っ
た
言
い
方
だ
と
い
う
感
じ
が
、
尊
敬
し

た
言
い
方
と
い
う
感
じ
に
す
り
代
え
ら
れ
る
ん

で
し
ょ
う
ね
え
。
」
と
あ
る
。

＊

先
人
の
功
績
を
た
た
え
る
あ
い
さ
つ
で
、

ヽ

ヽ

ヽ

○
何
々
賞
を
受
領
い
た
さ
れ
ま
し
て

な
ど
と
言
う
こ
と
が
あ
る
。
先
人
が
、
そ
の
席
一
同

の
等
し
く
尊
敬
す
る
人
で
あ
る
場
合
、
「
い
た
す
し

は
使
い
す
ぎ
で
あ
る
。
言
．
主
、
自
分
が
、
平
素
「
て

い
ね
い
に
」
言
う
場
合
は
、
充
実
し
た
気
も
ち
で
、

「
い
た
す
」
な
ど
を
よ
く
つ
か
う
の
で
、
こ
こ
の
は

り
き
っ
た
気
も
ち
の
場
合
も
、
そ
の
「
よ
い
こ
と
ば
」

が
、
お
の
ず
と
口
を
つ
い
て
出
て
き
た
の
で
あ
ろ

う
。
よ
く
言
え
ば
、
自
己
を
投
入
し
た
表
現
で
あ
る
心

が
、
投
入
も
場
ち
が
い
と
言
う
ほ
か
は
な
い
。

似
た
よ
う
な
例
に
、

ヽ

ヽ

ヽ

○
あ
な
た
の
お
は
が
き
は
、
せ
の
う
ま
い
り
ま
し

た
0

な
ど
が
あ
る
。
「
あ
な
た
」
の
こ
と
な
ら
、
「
ま
い

る
」
と
言
わ
な
い
方
が
よ
い
。
し
か
し
、
そ
れ
を
あ

え
て
言
う
の
は
、
「
ま
い
る
」
と
い
う
謙
譲
語
を
、

そ
の
時
の
「
て
い
ね
い
な
し
表
現
の
料
に
つ
か
？
た

ヽ
ヽ

わ
け
で
あ
ろ
・
㌣
方
言
に
よ
れ
ば
、
1
御
念
が
い
り

ま
し
て
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
」
と
い

ヽ

ヽ

ヽ

う
時
に
、
「
ゴ
ネ
ン
ノ
マ
イ
リ
マ
シ
テ
、
…
…
。
」
な
ど

と
言
う
の
が
あ
る
。
「
ま
い
る
」
を
単
純
に
丁
寧
表

現
に
つ
か
う
こ
と
が
習
慣
化
し
て
い
る
。

「
御
了
放
下
さ
い
。
」
と
柏
手
に
言
う
伊
も
、
「
乗
れ
」

と
は
変
で
あ
る
が
、
じ
つ
は
こ
れ
も
、
・
「
て
い
ね

い
な
し
も
の
言
い
と
し
て
、
つ
よ
い
習
慣
に
な
っ
て

い
る
と
見
ら
れ
よ
ゝ
㌢
こ
の
よ
デ
な
類
例
か
ら
す
る

と
、
さ
き
の
「
い
た
さ
れ
ま
し
て
」
．
も
、
そ
の
丁
寧

表
現
の
意
図
は
よ
く
わ
か
る
。

J
r

＊か
つ
て
ラ
ジ
オ
の
放
送
討
論
会
で
、
司
会
者
の
こ

と
ば
に
、

○
み
な
で
ん
。
よ
く
お
い
で
イ
タ
ダ
キ
ま
し
た
。

と
い
う
の
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
聞
い
て
い
た
私
は
、

聞
き
つ
つ
、
「
よ
く
お
い
で
」
の
つ
ぎ
に
は
、
「
タ

ダ
サ
イ
ま
し
た
。
」
が
く
る
の
か
と
思
っ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
「
イ
タ
ダ
キ
ま
し
た
」
に
お
ち
た
の
で

あ
る
。
「
イ
タ
ダ
キ
」
の
こ
の
よ
う
な
登
場
に
は
、

こ
の
際
、
「
て
い
ね
い
に
」
言
お
う
宣
す
る
意
識
が

支
配
的
で
あ
り
七
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
「
イ
タ

ダ
キ
」
を
こ
こ
で
取
り
出
し
た
心
理
は
、
憩
寮
に
か

た
く
な
い
。

（
2
）

尊
敬
法
の
言
い
か
た
を
丁
寧
表
現
法
に
し
て
い
る

事
実
が
指
摘
さ
れ
る
。
尊
敬
語
を
」
「
て
い
ね
・
い
に
」

と
の
つ
も
り
で
、
自
由
に
つ
か
い
ひ
ろ
げ
て
い
る
。

＊広
島
地
方
で
よ
く
聞
か
れ
る
例
で
あ
る
が
、
「
居
．

ヽ
ヽ
っ
て
ヂ
ヤ
。
」
（
居
ら
れ
る
。
）
式
の
尊
敬
法
を
＼
し

ば
し
ば
つ
ぎ
の
よ
う
に
も
つ
か
う
。

○
ま
あ
、
．
す
み
ま
せ
ん
。
こ
の
子
は
す
ぐ
に
泣
い

l
l
ヽ

テ
ン
で
す
よ
。

〔
遊
ん
で
．
い
美
子
ぜ
J
ろ
ん
で
泣
く
。
隣
㍉

象
の
主
婦
が
助
け
お
こ
す
・

。
予
の
母
、
．
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（

▲

己

雷
よ
う
に
貫
フ
忠ヽ

ヽ

「
泣
い
テ
ン
で
す
」
は
「
泣
い
て
の
で
す
」
で
、
「
泣

い
て
の
」
の
「
泣
い
て
」
は
、
「
泣
い
テ
ヂ
ャ
」
の

テ

「
泣
い
テ
」
と
同
じ
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
…
…
て
の

…
…
」
も
尊
敬
表
現
法
な
の
で
あ
る
。
で
は
、
右
の

例
は
、
隣
家
の
主
婦
の
前
で
、
わ
が
子
を
尊
敬
し
て

い
よ
う
か
。
そ
う
で
は
な
く
し
て
、
こ
れ
は
、
そ
の

場
を
「
て
い
ね
い
に
」
言
・
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

こ
に
、
尊
敬
法
は
、
丁
寧
表
現
法
化
し
て
い
る
。

山
陽
地
方
な
ど
に
か
な
り
い
ち
じ
る
し
い
、

○
う
ち
の
お
父
さ
ん
が
言
う
チ
ャ
ッ
ク
よ
。

＝
言
う
て
ヂ
ャ
ッ
タ
1
－

な
ど
の
言
い
か
た
も
、
「
チ
ャ
ッ
ク
」
で
尊
敬
を
表

わ
し
た
と
い
う
よ
り
は
、
「
て
い
ね
い
な
」
も
の
言

い
を
し
た
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

○
う
ち
の
お
父
さ
ん
が
言
よ
う
ラ
レ
ま
し
た
。

の
よ
う
に
、
「
レ
ル
・
ラ
レ
ル
」
敬
語
も
、
同
地
方

で
は
、
よ
く
身
う
ち
に
つ
か
わ
れ
る
。
こ
れ
も
、
同

地
方
内
の
こ
と
と
し
て
は
、
「
人
ま
え
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
身
う
ち
の
者
を
尊
敬
し
た
。
」
な
ど
と
批
評
さ

れ
る
べ
き
す
じ
あ
い
の
も
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ

る
。
こ
く
か
る
い
気
も
ち
で
、
こ
の
言
い
か
た
は
な

さ
れ
て
い
る
。
あ
る
一
人
は
、

あ
ん
ま
り
尊
敬
で
は
な
く
て
も
、
「
行
キ
ー
ヨ
ー
フ

レ
ル
L
な
ど
、
「
レ
ル
L
を
つ
か
う
。

と
反
省
し
て
述
べ
た
ひ
静
に
合
わ
せ
て
、
表
現
を
す

こ
し
「
て
い
ね
い
に
L
 
L
ょ
う
と
す
る
時
に
、
「
レ

ル
・
ラ
レ
ル
」
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま

り
こ
れ
も
丁
寧
表
現
法
な
の
で
あ
告
そ
れ
が
か
な

り
強
い
習
慣
に
な
っ
て
い
る
。
北
陸
能
登
出
身
の
斯

汲
六
郎
博
士
か
ら
も
、

富
山
の
く
す
り
う
り
が
、
「
来
ラ
レ
t
L
な
ど

と
言
う
の
で
、
こ
′
つ
け
い
に
恩
り
た
。
あ
れ
は
、

尊
敬
と
い
う
よ
り
も
、
「
て
い
ね
い
な
十
気
も

ち
だ
な
。

と
の
お
こ
と
ば
を
得
た
。

＊

低
い
敬
意
の
表
現
法
は
、
丁
寧
表
現
法
に
移
行
し

や
す
く
は
な
い
か
。
「
レ
ル
・
－
フ
レ
ル
」
の
言
い
か

た
は
ヽ
そ
う
い
う
病
の
も
の
か
と
思
う
。

「
お
行
き
な
さ
い
。
L
　
「
お
行
き
。
」
に
つ
ら
な
る
表

現
法
「
行
き
t
。
」
も
、
元
来
は
尊
敬
の
表
現
法
と

す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
が
、
近
畿
四
国
地
方
の
こ

の
用
語
法
の
実
際
に
は
、
一
種
の
丁
寧
表
現
法
と
も

言
え
る
も
の
が
あ
り
は
し
な
い
か
。

＊

近
来
、
「
失
礼
申
し
上
げ
ま
し
た
。
」
と
と
も
に
よ

く
開
か
れ
る
、

○
お
か
わ
り
イ
ラ
ッ
シ
ャ
イ
ま
せ
ん
か
8

－
－
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
＝

で
は
ヽ
わ
ざ
わ
ざ
「
イ
ラ
ヅ
シ
ャ
ル
」
と
い
う
尊
敬

語
が
つ
か
わ
れ
で
い
る
。
こ
れ
は
、
で
き
る
だ
け
「
て

い
ね
い
に
」
言
お
う
と
思
い
、
相
手
の
、
「
あ
な
た
」

を
意
識
し
て
ヽ
　
「
イ
ラ
ッ
シ
ャ
ル
」
と
、
薗
敬
の
言

い
か
た
を
し
た
も
の
か
。
そ
う
だ
．
と
し
て
も
、
こ
れ

の
桜
械
化
し
た
表
現
　
－
　
顧
械
的
な
あ
い
さ
つ
　
ー

に
は
、
「
イ
ラ
ッ
シ
ャ
ル
」
を
た
だ
「
ご
ざ
る
」
の

代
用
に
つ
か
っ
て
い
る
だ
け
か
の
よ
う
な
気
味
が
感

じ
ら
れ
る
。
い
わ
ば
、
「
イ
ラ
ッ
シ
ャ
ル
」
を
も
っ

て
、
丁
寧
表
現
法
を
新
鮮
に
し
た
か
の
よ
う
に
う
け

と
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
こ
に

「
て
い
ね
い
」
意
識
が
顧
著
で
あ
る
こ
と
は
、
み
と

め
る
こ
と
が
で
き
ま
ぅ
。

廿
な
り
高
い
敬
意
を
表
わ
す
こ
と
ば
も
、
丁
寧
表

現
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

「
ヤ
ル
」
尊
敬
語
に
「
ま
す
」
の
つ
い
た
「
ヤ
ン
ス
」

は
、
「
ヤ
ス
」
と
と
も
に
、
よ
く
丁
寧
語
に
も
な
っ

て
い
る
。
∧
つ
い
で
な
が
ら
、
「
ヤ
ン
ス
」
同
様
、

「
ま
す
」
の
熟
合
の
す
ぐ
に
推
測
さ
れ
る
・
「
ン
ス
・

サ
ン
ス
」
は
、
尊
敬
表
現
法
ひ
と
つ
に
つ
か
わ
れ
で

い
る
。
V

親
は
子
に
、
人
は
ま
た
い
わ
ゆ
る
目
下
の
者
に
、

「
ど
う
ど
う
オ
し
ナ
サ
イ
ご
な
ど
と
言
う
。
「
て
い

ね
い
に
」
と
の
気
も
ち
か
ら
、
高
い
敬
意
を
表
わ
す

は
ず
の
尊
敬
表
現
法
を
、
と
り
用
い
て
い
る
の
で
あ
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る
〇

三

「
て
い
ね
い
」
の
表
現
は
、
個
々
の
現
場
で
、
随
時

に
よ
く
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
よ
く
お
こ
な
わ
れ
る

も
の
が
、
や
が
て
社
会
の
言
語
習
慣
と
な
り
得
る
。

は
じ
め
は
、
よ
し
悪
用
と
見
ら
れ
誤
用
と
見
ら
れ
る

も
の
で
も
、
い
つ
し
か
そ
れ
が
世
上
の
習
慣
と
な
っ

て
、
自
然
に
固
定
す
る
こ
と
が
あ
り
得
る
。
「
関
係

載
語
」
．
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
も
の
、
た
と
え
ば
こ
ち

ヽ

ら
が
先
方
に
す
る
返
事
に
「
お
」
を
つ
け
て
「
お
返

事
」
と
言
う
の
な
ど
も
、
「
お
」
が
丁
寧
表
現
法
と
し

て
固
定
し
七
も
の
と
見
れ
ば
よ
か
ろ
う
。

丁
寧
表
現
法
化
は
、
国
語
の
、
一
つ
の
歴
史
的
方

向
と
解
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
今
の
「
ま
す
」
も
、

「
ま
っ
す
る
」
　
「
ま
ら
す
る
」
な
ど
と
さ
か
の
ぼ
れ

ば
、
謙
譲
の
「
参
ら
す
る
」
に
到
達
す
る
。
「
ご
ざ

い
ま
す
」
の
「
ご
ざ
る
」
も
、
も
と
も
と
「
御
庄
あ

る
」
と
い
う
尊
敬
語
法
で
あ
る
。
玉
上
琢
弥
氏
の
「
敬

語
の
文
学
的
考
察
」
　
（
国
語
国
文
二
七
年
三
月
）
に

ま
ヽ

「
尼
君
」
と
い
う
言
葉
に
は
敬
意
が
感
ぜ
ら
れ

る
が
、
こ
の
人
に
つ
い
て
は
「
御
」
も
「
給
ふ
」

も
見
ら
れ
な
い
か
ら
、
所
謂
敬
語
と
い
う
よ
り

は
む
し
ろ
所
謂
丁
寧
層
の
方
向
と
見
る
べ
き
で

あ
る
Q

と
あ
る
。

四

「
て
い
ね
い
」
の
意
識
は
歴
史
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、

撮
づ
よ
い
も
の
か
つ
、
広
く
し
み
と
お
っ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
し
、
今
日
′
の
国
語
生
活
上
の
新
し
い
要
求
、

、

－
　
明
日
を
目
ざ
し
て
の
日
本
語
生
活
の
合
理
化
と

い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
「
て
い
ね
い
」
意
識

の
活
動
も
、
た
だ
に
こ
の
う
こ
き
の
ま
ま
に
放
置
し

て
お
け
ば
よ
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。

「
て
い
ね
い
」
の
意
識
そ
の
も
の
は
と
う
と
い
と
し

て
も
、
そ
の
発
動
は
、
時
代
の
要
求
に
応
じ
て
ヽ
適

当
に
吟
味
し
て
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。

敬
語
は
国
語
生
活
の
中
の
も
の
で
あ
る
。
将
来
の

国
語
生
活
、
こ
と
に
日
常
対
話
の
生
活
が
、
今
後
は

ま
す
ま
す
、
た
が
い
の
人
間
の
実
質
を
み
が
き
あ
う

も
の
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
と
、
敬
語

の
生
活
も
、
よ
く
笑
質
を
重
ん
ず
る
も
の
に
な
ら
な

く
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
人
を
尊
敬
す
る
と
す
れ

ば
、
そ
の
人
の
実
質
を
見
て
尊
敬
す
る
の
で
あ
る
。

や
さ
し
い
も
の
言
い
を
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
人
の

実
質
を
高
め
る
心
で
、
や
さ
し
く
言
う
の
で
あ
る
。
′

こ
の
ヰ
フ
に
、
「
笑
質
の
敬
語
生
活
」
を
思
え
ば
、

第
一
に
、
習
慣
的
な
「
て
い
ね
い
」
過
剰
は
、
自
戒

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
豆
に
な
る
。
－
目
前
の

相
手
に
、
第
三
者
を
か
た
る
の
に
、
・
第
三
者
へ
の
筍

語
を
つ
か
い
わ
ず
ら
い
、
．
あ
や
ま
っ
で
自
己
へ
敬
語

を
つ
か
う
な
ど
の
時
は
、
「
て
い
ね
い
」
意
識
過
剰

の
行
き
な
や
み
が
見
ら
れ
る
。

「
て
い
ね
い
」
の
意
識
は
ま
こ
と
に
す
べ
て
の
敬
語

法
に
し
み
と
お
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

ひ
た
す
ら
て
い
ね
い
に
と
い
う
の
は
、
み
ず
か
ら
、

「
て
い
ね
い
」
意
識
の
と
り
こ
に
な
っ
た
も
の
で
あ

る
。
何
の
た
め
の
て
い
ね
い
か
、
こ
れ
を
つ
ね
に
考

え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

＊

実
際
に
は
、
「
尊
敬
語
」
．
「
謙
譲
語
」
を
、
「
丁
寧

語
」
に
つ
か
う
こ
と
を
、
な
l
る
ぺ
く
節
制
す
れ
ば
よ

ヽ

ヽ

ヽ

い
の
だ
と
思
う
。
「
み
ん
な
で
い
た
し
ま
し
ょ
う
。
」

と
言
っ
た
時
の
「
い
た
す
」
が
、
′
も
し
単
純
に
「
丁ヽ

寧
語
」
と
し
て
つ
か
わ
れ
た
の
な
ら
、
こ
れ
は
、
「
し

ま
し
ょ
う
」
で
よ
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
で

ヽ

ヽ

ヽ

あ
る
。
「
い
っ
し
ょ
に
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。
」
　
も
、

ヽ
ヽ

「
行
き
ま
し
ょ
う
」
で
よ
い
こ
と
が
多
い
と
思
う
。

「
み
ん
な
で
」
と
か
「
い
っ
し
ょ
に
」
と
か
、
他
と

自
と
が
と
も
に
ふ
く
ま
れ
る
場
合
は
、
な
お
の
こ

と
、
「
す
る
」
「
行
く
」
の
言
い
か
た
で
よ
か
ろ
う
。

「
謙
遜
語
」
を
「
丁
誉
凄
現
に
用
い
る
場
合
が
こ
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と
に
多
い
。
こ
の
点
で
、
「
謙
譲
語
」
は
純
粋
の
「
謙

譲
表
現
法
」
に
用
い
る
こ
と
に
つ
と
め
、
「
丁
寧
」

表
現
に
は
こ
れ
を
流
田
し
な
い
と
い
う
考
え
か
た

が
、
原
則
と
し
て
た
い
せ
つ
で
あ
る
と
思
う
。

「
尊
敬
語
」
を
「
丁
寧
」
表
現
に
用
い
る
習
慣
は
、

共
通
語
に
お
い
て
よ
り
も
方
言
に
お
い
て
、
比
較
的

よ
く
見
ら
れ
よ
う
か
。
と
．
こ
ろ
で
、
先
日
は
ー
フ
ジ
オ

、

で
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
例
が
聞
か
れ
た
。

○
コ
カ

タ
テ
モ
ノ
ワ
、
セ
ン
サ
イ
オ
　
ウ
ケ
ー
フ

レ
々
／
ン
デ
ス
　
カ
。

〔
こ
れ
に
対
す
る
答
に
は
、
「
ゼ
可
シ
H
」
当

日
イ
引
」
可
シ
l
r
が
あ
っ
た
。
〕

ヽ
ヽ

「
建
物
は
」
と
言
ヱ
し
い
る
が
、
「
受
け
ら
れ
た
ん

で
す
か
」
と
、
尊
敬
の
言
い
か
た
を
し
て
い
る
。
柏

手
に
対
す
る
敬
意
が
、
こ
の
よ
う
に
、
「
建
物
」
を

主
部
と
し
た
叙
述
に
お
い
て
も
、
尊
敬
法
を
よ
ぴ
あ

こ
し
て
い
る
。
隠
在
の
「
あ
な
た
L
l
が
、
敬
意
を
受

け
る
べ
き
当
体
だ
と
言
え
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
、

す
っ
き
り
し
な
い
こ
と
ば
づ
か
い
だ
と
言
え
よ
有
も

こ
と
が
ら
堂
言
っ
て
も
、
人
に
関
係
づ
け
て
表
現
す

る
と
こ
ろ
に
＼
日
本
語
の
特
色
が
あ
る
。
人
に
関
係

づ
け
れ
ば
、
「
て
い
ね
い
」
の
意
識
が
は
た
ら
く
。

ヽ
ヽ

こ
の
点
で
は
、
「
受
け
ら
れ
た
ん
で
す
か
」
．
の
「
ら

れ
」
も
、
も
は
や
、
し
い
て
尊
敬
表
現
沃
土
し
て
追

求
す
る
ま
で
も
な
い
程
匿
の
も
の
、
丁
寧
の
表
現
と

も
解
し
得
よ
う
か
0

い
ず
れ
に
し
て
も
、
い
わ
ゆ
る
尊
敬
語
・
謙
譲
語

を
、
丁
寧
の
表
現
に
転
用
す
れ
ば
、
こ
と
は
わ
ず
ら

わ
し
く
な
る
。
い
わ
ゆ
・
肯
目
下
へ
の
丁
寧
表
現
な

ど
、
善
意
の
生
き
生
き
と
し
た
も
の
は
何
よ
り
と
う

と
い
と
し
て
も
、
形
式
化
し
た
慣
用
の
も
の
は
、
今

日
、
そ
の
実
質
を
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
習

慣
の
句
法
は
、
一
方
、
そ
れ
と
し
て
み
と
め
る
べ
き

で
も
あ
る
が
、
他
方
、
こ
れ
を
た
た
い
て
も
み
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

ご
く
一
般
的
な
こ
と
と
し
て
、
も
っ
と
も
か
ん
た

ん
な
こ
と
を
言
え
ば
、
「
丁
寧
」
の
表
現
に
は
、
か

ぎ
ら
れ
た
丁
寧
語
を
つ
か
う
の
に
と
ど
め
る
よ
う
に

す
る
の
が
よ
い
と
思
う
。

来

丁
寧
語
「
ま
す
」
「
で
す
」
を
つ
か
う
と
し
て
鳥
、

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

考
の
過
剰
に
は
用
心
も
た
い
。
「
あ
り
ま
す
で
す
。
」

の
横
は
、
論
じ
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
日
本

語
の
つ
ね
と
し
て
1
日
本
語
の
構
造
・
表
現
法
の

特
質
か
ら
し
て
、
こ
ん
な
に
累
加
の
お
こ
る
の
は
む

り
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
で
は
あ
ま
り
に
く

ど
く
ど
し
い
。
や
は
り
「
て
い
ね
い
」
意
識
の
過
剰

と
言
え
よ
う
。

ヽ
ヽ

「
こ
の
あ
い
だ
お
借
り
し
ま
し
た
あ
の
本
は
、
ず
い

ぶ
ん
お
も
し
ろ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
」
な
ど
の
、
文
の
中

途
の
「
ま
す
」
は
、
は
ぷ
い
で
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

「
ま
す
」
の
心
意
は
、
ひ
と
え
に
文
末
の
「
ま
す
」

ヽ
ヽ

に
託
す
こ
と
に
し
て
で
あ
る
。
「
あ
り
ま
し
た
そ
う

で
す
。
」
も
、
「
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
」
に
し
た
ら
と

ヽ

ヽ

．

思
う
。
「
店
の
者
が
お
う
か
が
い
し
ま
す
は
ず
で
す

ヽ
ヽ

が
。
」
は
「
…
…
お
う
か
が
い
す
る
は
ず
で
す
が
。
」
で

よ
い
宅
思
う
。

ヽ
　
ヽ

も
っ
と
も
「
え
え
。
私
も
き
の
う
出
あ
い
ま
し
た

ヽ
ヽ

が
、
ず
い
ぶ
ん
し
ょ
げ
て
い
ま
し
た
。
」
　
な
ど
の
時

は
、
文
が
前
後
の
二
部
分
に
割
れ
て
い
る
の
で
、
前

半
に
も
、
T
ま
す
」
が
あ
っ
た
の
が
よ
か
ろ
う
。
前

半
の
「
ま
す
」
を
は
ぶ
い
た
の
で
は
、
こ
こ
の
文
表

現
全
体
の
調
子
は
、
ち
ぐ
は
ぐ
な
も
の
に
な
る
。
こ

の
こ
と
は
「
で
す
」
の
場
も
同
様
で
、
一
段
に
は
、

「
・
…
‥
だ
が
、
…
…
で
す
。
」
と
は
な
ら
な
い
方
が
よ

ヽ
ヽ

い
と
思
う
。
さ
て
、
「
ず
い
ぶ
ん
待
っ
た
ん
だ
が
、

ヽ
ヽ

い
ヲ
し
う
に
来
な
い
ん
で
す
よ
。
」
な
ど
は
、
ど
う
で

あ
ろ
う
。

「
ま
す
」
　
「
で
す
」
は
、
今
日
通
用
の
だ
い
じ
な
敬

語
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
役
わ
り
は
、
き
わ
め
て
大
き

い
。
そ
れ
だ
け
に
、
上
述
の
趣
旨
か
ら
、
「
ま
す
」

「
で
す
」
の
用
法
を
明
確
に
規
定
す
る
こ
と
が
で

き
た
ら
よ
い
と
思
う
。
「
ま
す
」
　
「
．
で
す
」
の
乱
用

が
、
「
オ
」
の
乱
用
と
同
じ
よ
う
に
な
っ
て
は
い
け

な
い
。



＊

さ
き
に
は
、
「
建
物
」
に
つ
い
て
「
ラ
レ
」
敬
語

を
つ
か
っ
た
場
合
を
あ
げ
た
が
、
事
物
な
り
状
態
な

り
を
、
人
か
ら
切
り
は
な
し
て
考
え
得
る
場
合
に

は
、
、
つ
と
め
て
、
敬
語
を
節
制
し
た
の
が
よ
い
と
思

う
。
つ
ま
り
、
事
物
・
状
態
に
関
し
て
は
、
「
人
」

の
方
へ
引
き
つ
け
な
い
で
、
そ
の
も
の
を
そ
の
も
の

と
し
て
、
そ
の
こ
と
を
そ
の
こ
と
と
し
て
表
現
す
る

の
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
非
実
質
的
な
敬
語
法
は

お
こ
ら
な
い
で
す
む
で
あ
ろ
う
。
例
の
、
「
だ
れ
だ

れ
さ
ん
は
何
々
で
あ
ら
し
て
」
と
い
う
尊
敬
の
言
い

か
た
は
、
「
あ
る
L
と
い
う
、
存
在
を
示
す
こ
と
ば
に
、

「
レ
」
敬
語
を
つ
け
た
と
こ
ろ
に
、
問
題
が
あ
る
。

五

現
代
の
敬
語
生
活
の
改
善
の
一
方
途
と
し
て
は
、

「
て
い
ね
い
」
意
識
の
生
態
を
見
き
わ
め
る
こ
と
が

肝
要
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
、
さ
か
ん
な
「
丁
寧
」

表
現
法
の
実
情
を
見
定
め
て
、
こ
こ
に
、
「
て
い
ね

い
L
心
意
の
活
動
を
穏
当
に
規
整
す
る
方
策
を
立
て

る
こ
と
が
有
意
義
で
あ
る
と
思
う
。

（
広
島
大
学
助
教
授
）

漢
字
講
座
（
l
）

清
水
堆
二
郎

T
 
H
テ
ィ
・
チ
ョ
ウ
（
チ
ャ
ウ
）

⇔
ト
ウ
（
タ
ウ
）

せ
つ
も
ん
つ
う
く
ん
て
い
せ
い

説
文
通
訓
定
芦
に
よ
る
と
、
そ
の
原
義
は
　
「
く
ぎ

（
釘
）
」
で
象
形
文
字
だ
と
い
う
。

じ
っ
か
ん

H
の
十
干
（
甲
乙
丙
丁
戊
己
庚
辛
壬
契
）
の
第
四
位
。

せ

つ

も

ん

か

い

じ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

か

た

、
佃
さ
か
ん
。
説
文
解
字
の
説
で
は
「
人
の
心
を
象

て
い
そ
う
　
て
い
ね
ん

ど
る
」
と
あ
る
。
「
丁
壮
」
「
丁
年
」
は
血
気
さ

か
ん
な
年
ご
ろ
。

そ

う

て

い

　

　

　

　

　

き

か

㈱
成
年
の
男
子
を
い
う
。
「
壮
丁
」
と
は
意
気
壮
ん

わ
か
も
の
　
　
い
っ
て
い
　
に
て
い

な
丁
の
意
。
一
丁
・
二
丁
と
数
え
る
。
転
じ
て
、

労
力
を
提
供
す
る
人
、
め
し
つ
か
い
の
意
と
な

え
ん
て
い
　
も
ん
て
い
　
は
う
ち
よ
う

る
。
園
丁
・
門
丁
。
庖
丁
（
料
理
人
）
も
こ
れ

げ

て

い

し

て

い

で
あ
る
。
日
本
で
も
馬
丁
・
使
丁
と
か
用
い
る
。

ん
　
－
【

㈲
あ
た
る
。
で
く
わ
す
。
め
ぐ
り
あ
う
。
「
丁
レ
憂
」

ル

「
丁
レ
難
」
は
共
に
父
母
の
喪
に
あ
う
こ
と
。
特

に
母
の
喪
を
「
丁
内
難
」
、
父
の
喪
を
「
丁
外

ん

一

一

報
」
と
表
現
す
る
こ
と
も
あ
る
。
↓
丁
レ
歳
」
は

秋
の
と
り
い
れ
ど
き
と
い
う
こ
と
。

て

い

と

う

　

て

い

と

う

㈲
「
丁
冬
」
「
丁
東
（
t
i
ロ
g
・
t
u
n
g
）
」
「
丁
当
（
t
i
n
g
・

t
a
n
g
）
な
ど
は
純
粋
の
擬
音
語
。
こ
れ
ら
に
は

た
ま

口
へ
ん
や
王
へ
ん
が
付
く
こ
と
が
多
い
。
「
打

て
い
む
い

瑠
」
町
噌
」
な
ど
。
「
丁
寧
」
む
し
く
は
「
町

嘩
」
は
軍
隊
で
使
う
鎧
に
似
た
楽
器
の
名
（
お

そ
ら
く
は
そ
の
音
色
の
t
i
n
g
・
n
i
ロ
g
か
ら
名
づ

け
ら
れ
た
も
の
）
か
ら
再
三
告
げ
知
ら
せ
る
と

い
う
意
味
に
変
り
、
さ
ら
に
転
じ
、
ね
ん
ご
ろ
、

念
を
入
れ
て
、
の
意
韓
に
な
っ
た
も
の
と
い
う
。

㈲
姓
。

聞
和
訓
ち
ょ
う
（
ち
ゃ
う
）
。

a
．
「
町
L
の
字
を
略
し
た
も
の
。
一
丁
目
。

b
．
紙
数
を
数
え
て
一
丁
、
二
一
丁
と
い
う
。

C
．
豆
腐
な
ど
を
数
え
る
こ
と
ば
。

d
．
は
ん
（
半
）
に
対
し
て
偶
数
を
丁
と
い
う
。

ち
よ
う
は
ん

賭
博
を
丁
半
と
い
う
の
は
そ
の
た
め
。

と
ふ
ノ
と
え
ノ

⇔
T
T
と
木
を
伐
る
音
。
村
と
も
書
く
。
後
世
転
じ

き

ん

　

　

　

き

て
琴
の
音
、
碁
を
う
つ
昔
な
ど
に
も
あ
て
る
。

い
つ
て
い
じ

な
お
、
文
字
を
知
ら
な
い
こ
と
を
、
「
目
に
一
丁
字
無

ラ

　

　

　

　

ヲ

．

し
」
と
か
　
「
不
レ
識
二
一
丁
字
こ
　
と
か
い
う
の
は
、

一
と
か
丁
と
か
い
う
字
画
の
む
つ
と
も
簡
単
な
文
学

を
代
表
と
し
て
挙
げ
て
、
そ
れ
さ
え
見
分
け
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
い
う
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
こ
の
表

ち
よ
う
こ
う
せ
い
．
て
ん

現
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
唐
書
張
弘
靖
伝
の
「
不
レ

．

カ

　

ル

ニ

ハ

　

　

ヲ

如
レ
識
三
丁
字
こ
の
丁
の
字
は
へ
今
（
個
）
の
写
し

誤
り
で
一
丁
字
は
一
個
字
の
意
だ
と
小
う
。

（
京
都
大
学
申
国
文
学
研
究
室
勤
拓
）
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