
１．

発
端

明
応
九
年
（1500

）
五
月
、
摂
津
国
有
馬
温
泉
に
湯
治
に
行
っ
た
寿

春
妙
永
〔
生
没
年
不
詳
〕
と
景
徐
周
麟
〔1440
│1518

〕
の
間
で
千
句
の

聯
句
が
応
酬
製
作
さ
れ
た
。
そ
の
四
年
後
、
永
正
元
年
（1504

）
八
月
、

一
韓
智
1
〔
生
没
年
不
詳
〕
に
よ
っ
て
注
解
が
加
え
ら
れ
、『
湯
山
聯
句

鈔
』
と
名
づ
け
ら
れ
た
。
そ
の
「
序
」
に
与
え
ら
れ
た
注
解
の
中
に
次

の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

「
カ
マ
イ
テ
、
活
句
に
参
ゼ
ヨ
、
死
句
ニ
参
ズ
ル
ナ
」
ト
云
ゾ
。
第

一
句
、
向
上
ノ
掃
蕩
門
ヲ
活
句
ト
云
ゾ
。
第
〔
二
第
三
〕
句
、
向

下
放
行
門
ヲ
バ
死
句
ト
云
ゾ
。
参
レ

詩
猶
如
レ

参
レ

禅
ト
云
ホ
ド
ニ
、

詩
句
ニ
参
ズ
ル
ト
モ
、
単
伝
直
指
向
上
ノ
詩
ニ
参
ゼ
ヨ
、
カ
マ
イ

テ
詩
魔
ノ
向
下
ニ
参
ズ
ル
ナ
ト
云
タ
ゾ
。（
新
大
系
本
、
三
〇
五
頁
）

禅
僧
は
そ
の
詩
的
実
践
に
お
い
て
須
く
「
活
句
」
に
参
ず
べ
き
で
あ

り
、
決
し
て
「
死
句
」
に
参
ず
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
、「
活
句
」
／
「
死
句
」
と
い
う
対
概
念
を
用
い
て
言
語
実

践
を
統
制
し
よ
う
と
す
る
話
法
は
、「
須
参
活
句
、
莫
参
死
句
。
活
句
下

薦
得
、
永
劫
不
忘
。
死
句
下
薦
得
、
自
救
不
了
」（『
碧
巌
録
』〔
岩
波
文
庫

本
〕
二
十
則
、
他
）
等
を
は
じ
め
と
し
て
広
く
禅
籍
中
に
見
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
。
ま
た
、
前
記
の
文
章
が
こ
の
二
分
法
を
詩
と
い
う
実
践
を
理

念
化
す
る
手
続
き
へ
と
応
用
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
禅
林
に
お

い
て
は
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
た
話
法
の
一
つ
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ

の
記
述
が
、
五
山
禅
僧
に
よ
っ
てA

詩
禅
一
味B

言
説
の
理
念
的
原
拠

と
し
て
し
ば
し
ば
援
用
さ
れ
て
き
た
、
南
宋
・
厳
羽
『
滄
浪
詩
話
』
に

お
け
る
「
論
詩
如
論
禅
」（
詩
辨
）、「
須
参
活
句
、
勿
参
死
句
」（
詩
法
）

と
い
う
記
述
と
結
び
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る１

。

だ
が
、
こ
こ
で
少
し
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
て
み
た
い
。
は
た
し
て
わ

れ
わ
れ
は
上
記
の
文
章
の
中
で
訴
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
十
分
に

、
、
、

咀
嚼
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で
き
て
い
る
と
言
え
る
の
か
、
と
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
い
う
「
活
句
」

や
「
死
句
」
と
い
う
も
の
が
具
体
的
に
ど
う
い
う
言
語
実
践
と
し
て
考

え
ら
れ
て
い
た
の
か
、
そ
し
て
「
活
句
」
で
あ
る
こ
と
が
な
ぜ
こ
れ
ほ

ど
ま
で
に
強
く
要
求
さ
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
に
対
し
て
、
わ

れ
わ
れ
は
十
分
に
納
得
の
い
く
答
え
を
手
に
し
て
い
る
と
言
え
る
の
だ

ろ
う
か
。
勿
論
、「
活
句
」
と
い
う
辞
項
の
使
用
を
め
ぐ
っ
て
は
、
従

来
の
研
究
が
こ
れ
に
言
及
を
避
け
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が２

、
解

釈
を
め
ぐ
っ
て
討
議
が
生
ま
れ
る
ほ
ど
に
深
刻
に
問
わ
れ
て
き
た
と
も

言
い
難
く
、「
活
句
」
と
い
う
語
を
い
か
に
手
際
よ
く
「
言
語
内
翻
訳
」

（
言
い
換
え
）
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
禅
僧
が
「
活
句
」
と
い

う
語
の
使
用
を
通
し
て
何
を
為
そ
う
と
し
た
の
か
、
と
い
う
問
い
に
対

す
る
答
え
を
導
き
出
す
こ
と
は
難
し
い
。

鈴
木
大
拙
〔1870

―1966

〕
に
は
「
活
句
・
死
句
」
と
題
す
る
一
頁

ほ
ど
の
小
論
が
あ
る
が
、
そ
の
中
で
、「
禅
で
は
概
し
て
概
念
性
の
句

は
死
ん
で
ゐ
る
と
い
つ
て
も
よ
い
。
そ
れ
で
禅
者
は
い
つ
も
何
か
新
鮮

な
生
き
生
き
し
た
も
の
を
持
ち
出
さ
ん
と
す
る
。
こ
の
新
鮮
性
・
活
躍

性
は
、
併
し
、
偶
然
に
出
て
来
る
の
で
な
く
て
、
禅
経
験
の
上
に
お
い

て
深
い
反
省
を
繰
返
す
と
き
に
、
自
ら
獲
ら
れ
る
の
で
あ
る
」（『
続
鈴

木
大
拙
選
集
』
第
七
巻
、
春
秋
社
、
一
九
五
三
・
七
、
二
二
二
頁
）
と
あ
る
。
経

験
の
み
が
こ
れ
を
証
す
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、「
何
か
新
鮮
な
生
き
生

き
し
た
も
の
」
と
い
う
曖
昧
な
規
定
が
わ
れ
わ
れ
の
疑
問
を
十
分
に
解

き
ほ
ぐ
し
て
く
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
し
、「
概
念
性
」
の
句
が
死

句
で
あ
る
と
い
う
理
解
を
受
け
容
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
「
概
念
性
」

か
ら
離
れ
た
句
と
い
う
も
の
が
い
か
に
し
て
あ
り
う
る
の
か
と
い
う
問

い
に
対
す
る
答
え
は
こ
こ
で
は
決
し
て
自
明
で
は
な
い
。

本
稿
は
、
禅
僧
た
ち
が
「
活
句
」
／
「
死
句
」
と
い
う
二
分
法
の
な

か
に
何
を
訴
え
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
を
改
め
て
問
い
糺
す
こ
と
を
目

指
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
活
句
」
と
い
う
概
念
に
何
ら
か
の
決
定
的

な
定
義
を
与
え
る
こ
と
を
目
指
す
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
は
な
い
。

む
し
ろ
本
稿
で
は
そ
の
定
義
づ
け
が
い
か
に
困
難
で
あ
る
か
を
示
し
た

い
と
考
え
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
論
述
の
過
程
で
明
ら
か
と
な
る
よ

う
に
、「
活
句
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
類
型
の
句
こ
そ
が
「
活

句
」
で
あ
る
と
い
う
か
た
ち
で
は
決
し
て
明
示
で
き
な
い
も
の
だ
か
ら

で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
本
稿
が
究
明
の
対
象
と
す
る
の
は
「
活
句
」
と
い

う
辞
項
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
辞
項
を
様
々
な
主
体
を
し

て
語
ら
せ
て
し
ま
う
よ
う
な
禅
的
思
考
法
に
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
人

は
ど
の
よ
う
な
思
考
回
路
を
組
み
込
ま
れ
た
と
き
に
、「
カ
マ
イ
テ
、

活
句
に
参
ゼ
ヨ
、
死
句
ニ
参
ズ
ル
ナ
」
な
ど
と
口
に
し
て
し
ま
う
の
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

２．

な
ぜ
禅
僧
の
言
葉
は
奇
抜
な
の
か

さ
て
、
ま
ず
は
活
句
／
死
句
の
区
別
を
把
握
す
る
上
で
、
次
の
記
述

が
わ
れ
わ
れ
に
当
座
の
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
抜
隊
得
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勝
〔1327

―1387

〕『
塩
山
和
泥
合
水
集
』
の
記
述
で
あ
る
。
そ
の
中
で

抜
隊
は
「
死
句
活
句
ノ
差
別
ハ
、
初
心
ノ
人
ニ
対
シ
テ
ハ
、
総
説
示
シ

ガ
タ
シ
」
と
し
て
、
一
定
の
留
保
を
加
え
な
が
ら
も
、「
死
句
」
概
念

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
（
た
だ
し
、
こ
の
留
保
の
意
味
の
重

さ
に
は
く
れ
ぐ
れ
も
注
意
し
て
お
き
た
い
）。

ヲ
ホ
カ
タ
譬
喩
因
縁
ニ
ワ
タ
リ
、
理
性
玄
妙
仏
法
辺
ノ
義
味
ニ
ヲ

ツ
ル
語
ヲ
死
句
ト
ス
、
機
、
位
ヲ
ハ
ナ
レ
ザ
ル
ガ
ユ
ヘ
ニ
。
所
以

古
徳
ノ
云
、「
句
中
ニ
句
ア
ル
ヲ
死
句
ト
シ
、
句
中
ニ
句
ナ
キ
ヲ

活
句
ト
ス
」。
又
云
、「
機
、
位
ヲ
ハ
ナ
レ
ザ
レ
バ
毒
海
ニ
堕
在
ス
、

語
、
群
ヲ
ヲ
ド
ロ
カ
サ
ザ
レ
バ
、
流
俗
ニ
ヲ
チ
イ
ル
」
ト
云
云
。

ヲ
ヨ
ソ
活
句
ヲ
死
句
ト
ナ
ス
コ
ト
ハ
、
言
句
ノ
咎
ニ
ア
ラ
ズ
、
只

ソ
ノ
作
者
ノ
見
性
ノ
未
徹
ナ
ル
ニ
ヨ
ル
ベ
シ
。（
思
想
大
系
本
、
二

六
七
頁
）

こ
こ
で
は
先
行
す
る
種
々
の
テ
ク
ス
ト
を
引
用
・
参
照
し
な
が
ら

活
／
死
の
分
岐
点
の
縁
取
り
が
試
み
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
要
点

を
整
理
す
れ
ば
、
活
句
の
要
件
と
は
、（
¡
）
句
中
に
句
が
な
い
こ
と
、

（
™
）「
機
」
が
「
位
」
を
離
れ
て
い
る
こ
と
、（
£
）
語
が
群
を
驚
か
す
こ

と
、
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、（
¢
）
活
／
死
の
区
別
は
表
現
の
よ
し

あ
し
の
問
題
で
は
な
く
、
作
者
の
見
性
の
徹
／
未
徹
の
問
題
で
あ
る
こ

と
が
附
言
さ
れ
る
。

禅
の
言
語
観

さ
て
、
以
下
に
こ
れ
ら
の
言
表
を
手
が
か
り
と
し
て
分
析
を
進
め
て

い
こ
う
と
思
う
が
、
そ
の
前
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
引
用
元
を
簡
単
に
ま
と

め
て
お
く
と
、（
¡
）
は
、「
語
中
有
語
、
名
為
死
句
、
語
中
無
語
、
名

為
活
句
」（『
古
尊
宿
語
録
』〔『
卍
新
纂
続
蔵
経
』
六
八
〕
巻
三
十
八
・
洞
山
守

初
、
二
四
八
頁
上
、『
林
間
録
』〔『
景
印
文
淵
閣
四
庫
全
書
』
一
〇
五
二
〕
巻
上
、

八
〇
五
頁
下
、
他
）
に
拠
る
。
そ
し
て
（
™
）
と
（
£
）
は
、『
碧
巌
録
』
二

十
五
則
に
お
け
る
「
機
不
離
位
、
墮
在
毒
海
。
語
不
驚
群
、
陥
於
流
俗
。

忽
若
2
石
火
裏
別
緇
素
、
閃
電
光
中
辨
殺
活
、
可
以
坐
断
十
方
、
壁
立

千
仞
」
と
い
う
記
述
に
拠
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
上
記
の

文
章
は
、
広
く
禅
林
に
共
有
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
に
基
づ
い
て
ま
と
め
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
議
論
の
足
が
か
り
と
し
て
、
ま

ず
（
™
）
の
条
件
に
照
準
を
合
わ
せ
て
考
え
て
み
た
い
。

こ
こ
で
い
う
「
機
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
は
、『
説
文
解
字
』
巻
六

上
（『
景
印
文
淵
閣
四
庫
全
書
』
二
二
三
、
一
八
六
頁
上
）
に
「
主
発
謂
之
機
」

〔
発
を
主
ど
る
、
之
を
機
と
謂
う
〕
と
解
説
さ
れ
、『
説
文
繋
伝
』
巻
十
一

（
同
、
五
三
四
頁
上
）
に
「
尚
書
曰
若
虞
機
張
往
省
括
于
度
、
括
箭
受
弦

処
也
、
機
努
牙

　
　
（
マ
マ
）
　
　
戻
也
」
と
あ
る
。
こ
の
場
合
、「
機
」
と
は
、
大
矢
を

発
射
す
る
弩
弓
の
ば
ね
仕
掛
け
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、『
荘
子
』

至
楽
に
は
「
万
物
皆
出
於
機
、
皆
入
於
機
」
と
あ
り
、
万
物
を
生
み
出

す
造
化
と
同
義
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
「
機
」
を
、

（
能
産
的

、
、
、

な
）「
は
た
ら
き
」
な
い
し
は
「
仕
掛
け

シ
ス
テ
ム

」
と
い
っ
た
ほ
ど
の
意

－ 3－



味
と
し
て
理
解
で
き
る
と
す
れ
ば
、（
™
）
は
、
そ
の
「
は
た
ら
き
（
機
）

が
特
定
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
（
位
）
か
ら
離
れ
て
い
る
こ
と
」
な
ど
と
解
す

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
禅
僧
に
は
ど
う
や
ら
表
現
の
定
式
化
を
回
避
し
よ

う
と
い
う
基
本
的
態
度
が
あ
っ
た
ら
し
い
と
い
う
こ
と
が
窺
わ
れ
る
の
だ

が
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
既
に
別
の
機
会
に
詳
し
く
論
じ
て
い
る３

。

こ
こ
で
は
ご
く
簡
単
に
問
題
点
を
整
理
し
て
お
く
に
留
め
る
が
、
そ
こ

で
は
禅
僧
が
以
下
の
よ
う
な
言
語
観
に
基
づ
い
て
自
ら
の
言
語
実
践
を

行
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
す
な
わ
ち
、
人
は
、「
語
不
離

3
臼
、
焉
能
出
蓋
纏
」（『
碧
巌
録
』
七
十
二
則
、
他
。「
3
臼
」
は
、
紋
切
り

型
。「
蓋
纏
」
は
、
煩
悩
の
意
。
語
が
定
型
か
ら
離
れ
な
く
て
は
、
苦
し
み
か
ら

脱
け
出
る
こ
と
は
で
き
な
い
）
と
い
っ
た
言
表
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
既
存
の
コ
ー
ド
に
準
拠
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
惰
性

に
沈
み
込
ん
で
し
ま
う
こ
と
で
、
繰
り
返
し
上
書
き
さ
れ
た
現
実
―
―

客
観
的
現
実
で
は
な
く
主
観
的
現
実
、
す
な
わ
ち
自
己
の
意
識
内
に
お

い
て
構
成
さ
れ
た
世
界
―
―
を
、
一
定
の
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
実
体
的
構

造
体
で
あ
る
と
信
じ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
言
語
の
檻
に

抑
留
さ
れ
る
こ
と
で
、
固
定
化
さ
れ
た
苦
し
み
の
再
生
産
回
路
に
自
ら

服
従
し
て
し
ま
う
よ
う
な
受
苦
的
存
在
と
な
る
。
そ
こ
で
、
禅
僧
は
、

自
ら
の
言
語
実
践
を
、
例
え
ば
「
做
頌
之
法
亦
無
定
式
、
、

」（
無
学
祖
元

〔1226

―1286

〕４

）、
或
い
は
「
説
法
豈
有
定
式
、
、

、
只
随
時
機
也
耳
矣
」（
虎

関
師
錬
〔1278

―1346

〕５

）
と
い
っ
た
言
表
に
典
型
的
に
現
れ
る
よ
う
な

「
定
式
＝
静
的

ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
構
造
」
に
対
す
る
批
判
の
上
に
行
お
う
と
し
た
。
そ

し
て
、
言
語
の
世
界
に
は
脱
出
口
が
な
い
と
い
う
認
識
に
基
づ
き
、
言

語
の
内
部
（
此
岸
）
に
居
な
が
ら
言
語
を
徹
底
し
て
利
用
し
尽
く
す
こ

と
で
、
言
語
の
〈
外
部
〉（
彼
岸
）
へ
の
（
不
可
能
な
）
越
境
を
試
み
、
自

己
解
放
・
自
己
変
革
の
可
能
性
を
開
こ
う
と
し
た
。
そ
こ
で
求
め
ら
れ

た
の
は
、
慣
性
の
圏
域
に
お
い
て
「
公
共
性
」（
＝
わ
か
り
や
す
く
言
う
こ

と
）
に
担
保
さ
れ
た
専
一
的
意
味
の
体
制
に
順
応
す
る
こ
と
な
く
、
そ

の
圧
政
に
抵
抗
し
続
け
る
こ
と
。
そ
し
て
、
二
項
対
立
的
意
味
秩
序
が

同
位
的
に
繰
り
返
さ
れ
る
よ
う
な
惰
性
的
・
予
定
調
和
的
な
自
動
機
制

に
抵
抗
し
な
が
ら
、
凝
固
し
た
意
味
を
攪
拌
・
遠
心
化
さ
せ
、
現
実
世

界
を
存
在
の
未
決
状
態
、
混
淆
的
な
生
成
の
途
上
へ
と
押
し
と
ど
め
る

よ
う
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

、
、
、
、
、
、
、

を
実
践
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

驚
き以

上
を
念
頭
に
置
い
た
上
で
、
再
び
抜
隊
の
テ
ク
ス
ト
に
戻
る
な
ら

ば
、
そ
こ
に
（
£
）「
語
、
群
ヲ
ヲ
ド
ロ
カ
サ
ザ
レ
バ
、
流
俗
ニ
ヲ
チ

イ
ル
」
と
し
て
、A

驚
きB

の
有
／
無
が
活
／
死
を
腑
分
け
す
る
基
準

に
据
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
群
（
人
々
）
を
驚

か
す
と
は
、
視
点
を
変
え
て
言
え
ば
、
言
語
構
造
の
変
換
（
配
置
転
換
）

と
い
う
出
来
事
、（
そ
し
て
そ
の
言
語
構
造
に
群
れ
を
な
し
て
接
続
し
て
い
る

無
数
の
）
自
己
意
識
の
更
新
と
い
う
出
来
事
に
他
な
ら
な
い
。
先
に
述

べ
た
よ
う
に
、
禅
の
視
界
が
惰
性
か
ら
の
離
脱
に
照
準
を
合
わ
せ
て
い
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る
の
だ
と
す
れ
ば
、
構
造
の
配
置
転
換
、
意
味
の
束
縛
の
ゆ
る
み
、
新

し
い
世
界
像
の
開
示
は
、
喜
び
を
と
も
な
っ
た
新
鮮
なA

驚
きB

を

誘
う
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
一
方
で
、
日
常
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

に
お
い
て
は
、
諸
概
念
は
反
復
的
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら

れ
て
い
る
た
め
に
、
不
可
避
的
に
儀
礼
化
・
惰
性
化
・
凡
庸
化
・
透
明

化
・
自
然
化
さ
れ
、
意
味
と
し
て
流
れ
作
業
的
に
所
定
の
位
置
へ
と
運

搬
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
「
流
俗
」
に
陥
っ

た
発
話
に
は
何
のA

驚
きB
も
な
い
。
つ
ま
り
、
人
を
歓
喜
さ
せ
る

よ
う
な
驚
き
、
或
い
は
戦
慄
・
震
撼
さ
せ
る
よ
う
な
驚
き
が
発
生
し
な

い
よ
う
な
惰
性
の
中
に
、
死
句
へ
の
転
落
が
兆
し
て
い
る
、
と
い
う
事

態
が
警
告
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
禅
僧
は
、
汚
染
さ
れ
た

諸
概
念
、
平
板
化
し
た
表
現
、
単
調
化
し
た
韻
律
を
刷
新
し
、
既
成
の

生
産
関
係
を
解
体
＝
再
生
す
る
よ
う
な
発
話
が
な
さ
れ
て
い
る
か
、
絶

え
ず
審
問
・
検
閲
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
の
だ
が
、
そ
の
意

味
で
、
単
純
な
る
知
的
労
働
は
退
け
ら
れ
、
斬
新
性
や
意
外
性
を
注
入

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
端
的
に
言
え

ば
、
禅
僧
の
言
語
実
践
に
は
あ
る
種
の

、
、
、
、

A

奇
抜
化B

が
要
請
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

奇
そ
れ
は
詩
学
の
伝
統
の
中
で
は
、「
奇
」
の
一
字
に
よ
っ
て
要
約
さ

れ
る
方
法
の
こ
と
で
あ
る
だ
ろ
う
。
月
舟
寿
桂
〔1470

―1533

〕
は
「
論

詩
者
云
、
宋
有
三
法
、
新
奇
巧
是
也
、
奇
者
誰
歟
、
不
向
如
来
行
処
行

底
江
西
詩
祖
也
」（『
幻
雲
文
集
』〔
続
群
書
類
従
本
〕「
奇
才
字
説
」）
と
述
べ

て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
、「
奇
」
と
は
す
な
わ
ち
、「
不
向
如
来
行
処
行

底
」〔
如
来
の
行
く
処
に
向
か
っ
て
行
か
ざ
る
底も
の

〕
と
し
て
の
「
江
西
詩
祖
」

（
す
な
わ
ち
、
黄
庭
堅
、
号
山
谷
〔1045

―1105

〕）
の
こ
と
だ
と
さ
れ
て
い

る
。
こ
こ
に
い
う
、「
不
向
如
来
行
処
行
底
」
と
は
、『
景
徳
伝
灯
録
』

巻
二
十
九
（『
大
正
蔵
』
五
一
、
四
五
五
頁
中
）、
同
安
常
察
「
十
玄
談
」（
塵

異
）
に
お
け
る
「
丈
夫
皆
有
衝
天
志
／
莫
向
如
来
行
処
行
」
の
句
を
典

拠
と
し
て
い
る
。「
如
来
」
と
は
一
般
に
「
如
実
に
来
至
し
た
者
、
如

実
か
ら
到
来
し
た
者
」（『
禅
学
大
辞
典
』。
ま
た
同
書
「
如
実
」
項
に
よ
る
と
、

「
思
慮
分
別
を
加
え
ぬ
あ
り
の
ま
ま
の
す
が
た
。
真
実
そ
の
ま
ま
に
。
真
如
。
法

界
。
如
如
」）
と
い
っ
た
解
説
を
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
同
時
に
、
そ
れ

は
い
か
な
る
概
念
化
か
ら
も
は
み
出
て
し
ま
う
よ
う
な
前
概
念
的
な
存

在
だ
と
も
考
え
ら
れ
て
い
た
。『
金
剛
経
』（『
大
正
蔵
』
八
〔
羅
什
本
〕）

に
「
如
来
所
説
法
、
皆
不
可
取
不
可
説
、
非
法
非
非
法６

」
と
あ
る
よ
う

に
、「
如
来
」（
あ
り
の
ま
ま
）
と
は
、〈
言
表
不
可
能
な
も
の
〉、〈
語
り

え
ぬ
も
の
〉
と
見
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
同
経
で
は
「
如
来
是
真
語
者
、

実
語
者
、
如
語
者
、
不
誑
語
者
、
不
異
語
者７

」
と
し
て
、「
如
来
」
が

A
真
実
の
言
葉B

（
或
い
は
そ
の
話
者
）
で
あ
る
こ
と
も
示
さ
れ
て
い
る

が
、
虎
関
師
錬
が
『
楞
伽
経
』（
四
巻
本
）
の
「
若
説
真
実
者
／
彼
心
無

真
実８

」
と
い
う
句
に
注
解
を
加
え
て
「
言
語
に
真
実
は
な
い
。
真
実
が

な
い
こ
と
が
真
の
真
実
で
あ
る
」〔『
仏
語
心
論
』「
言
無
真
実
、
蓋
無
真
実
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即
真
真
実９

」〕
と
述
べ
て
い
た
こ
と
を
承
け
て
言
う
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ

の
経
験
し
う
る
言
語
的
地
平
に
は
、〈
如
来
〉（
あ
り
の
ま
ま
）
＝
〈
真
実
〉

は
存
在
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、〈
如
来
＝
真
実
〉

と
は
、
現
実
か
ら
は
到
達
不
可
能
・
言
表
不
可
能
な
、
非
現
前
と
し
て

の
〈
語
り
え
ぬ
も
の
〉、
言
語
の
〈
外
部
〉（
彼
岸
）
の
（
暫
定
的
）
代
理

記
号
に
他
な
ら
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

既
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
禅
僧
か
ら
見
れ
ば
、
現
実
の
構
成
は
不
当

に
自
然
化
・
透
明
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
自
然
だ
と
信

じ
て
い
る
も
の
は
既
に
し
て
自
然
で
は
な
く
、
自
己
意
識
の
中
に
不
当

に
内
化
さ
れ
た
自
然
で
あ
る
。〈
語
り
え
ぬ
も
の
〉
の
自
己
意
識
へ
の
到

来
は
、
意
識
化
（
自
己
意
識
へ
と
内
化
）
さ
れ
る
や
い
な
や
、
語
り
う
る

も
の
へ
と
転
化
す
る
が
、
こ
の
と
き
、〈
語
り
え
ぬ
も
の
〉
は
、A

語

り
え
ぬ
も
のB

と
し
て
既
に
し
て
語
ら
れ
、
分
節
化
さ
れ
て
し
ま
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、〈
語
り
え
ぬ
も
の
〉
は
自
ら
を
切
除
し
、

自
ら
を
何
ら
か
の
か
た
ち
へ
と
変
身
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
到
来

を
可
能
に
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、「
如
来
」「
真

実
」「
語
り
え
ぬ
も
の
」
な
ど
と
い
う
も
の
は
―
―
他
に
ど
の
よ
う
に

言
い
換
え
て
も
よ
い
が
―
―
既
に
そ
の
概
念
自
体
が
自
ら
を
切
除
し
て

し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
禅
僧
は
種
々
の
方
法
を
用

い
て
不
当
に
透
明
化
さ
れ
た
（
理
解
さ
れ
た
）〈
如
来
＝
あ
り
の
ま
ま
＝

真
実
〉
に
不
透
明
性
（
可
動
的
未
決
状
態
）
を
注
入
し
、
現
実
の
構
成
を

脱
自
然
化
し
て
い
こ
う
と
試
み
て
い
た
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

〈
語
り
え
ぬ
も
の
〉
をA

語
り
え
ぬ
も
のB

と
し
て
語
ろ
う
と
す
る
の

で
は
な
く
、
い
か
な
る
惰
性
的
意
味
に
も
占
拠
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
ま

ま
に
言
語
を
使
用
す
る
こ
と
。
そ
の
よ
う
な
実
践
方
法
こ
そ
が
、
禅

僧
／
詩
人
の
間
で
、「
奇
」
す
な
わ
ち
「
不
向
如
来
行
処
行
底
」
と
呼

ば
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
て
月
舟
が
「
奇
」
の
一
字
を
「
江
西
詩
祖
」、
す
な
わ
ち
黄

庭
堅
（
号
山
谷
）
と
言
い
換
え
て
い
た
こ
と
も
ま
た
十
分
に
注
意
し
て
お

く
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
羅
大
経
『
鶴
林
玉
露
』
人
集
巻
三
に
お
け
る

「
楊
東
山
嘗
謂
余
云
、
丈
夫
自
有
衝
天
志
、
莫
向
如
来
行
処
行
、
豈
惟

制
行
、
作
文
亦
然
、
如
歐
公
之
文
、
山
谷
之
詩
、
皆
所
謂
不
向
如
来
行

処
行
者
也10

」
と
い
う
記
述
と
共
鳴
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
同

書
は
そ
の
前
段
に
陸
象
山
〔1139

―1192

〕
の
言
葉
を
引
用
し
て
こ
う

も
述
べ
て
い
る
。

豫
章
之
詩
、
包
含
欲
無
外
、
搜
抉
欲
無
秘
、
體
製
通
古
今
、
思
致

極
幽
眇
、
貫
穿
馳
騁
、
工
夫
精
到
、
雖
未
極
古
之
源
委
、
而
其
植

立
不
凡
、
斯
亦
宇
宙
之
奇
詭
也
、

豫
章
（
黄
山
谷
）
の
詩
は
、
全
て
を
包
み
込
ん
で
外
部
を
無
き
も

の
に
し
よ
う
と
し
、
全
て
を
暴
き
出
し
て
秘
密
を
無
き
も
の
に

し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
ス
タ
イ
ル
は
古
今
に
通
じ
、
思
い

な
し
は
幽
眇
を
極
め
て
い
る
。
諸
書
を
渉
猟
し
て
博
く
学
問
に

通
じ
、
そ
の
工
夫
は
ま
こ
と
に
精
緻
周
到
で
あ
る
。
未
だ
古
え
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の
源
委
（
本
末
）
を
極
め
尽
く
し
た
と
は
言
え
な
い
が
、
う
ち

立
て
た
も
の
は
非
凡
で
あ
る
。
こ
れ
ぞ
宇
宙
の
奇
詭
で
あ
る
。

こ
こ
で
黄
山
谷
は
「
宇
宙
之
奇
詭
」（
古
今
東
西
随
一
の
奇
抜
さ
）
と
評

さ
れ
て
い
る
が11

、
そ
の
山
谷
の
詩
風
を
高
く
宣
揚
し
た
呂
本
中
〔1084

―1145

〕
が
、
詩
の
「
活
法
、
、

」
を
主
張
し
て
い
た
と
い
う
事
実
も
ま
た

併
せ
て
想
起
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
（「
詩
を
学
ぶ
も
の
は
活
法
、
、

を
知
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
所
謂
活
法
と
い
う
の
は
、
規
矩
が
備
わ
っ
て
い
な
が
ら
も
規

矩
の
外
に
出
る
こ
と
が
で
き
、
千
変
万
化
し
て
測
り
よ
う
が
な
く
、
し
か
も
規
矩

に
背
か
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る12

」）。
中
世
禅
林
詩
学
の
枠
組
で
は
、
黄
山

谷
は
、
杜
甫
〔712

―770

〕
や
蘇
軾
（
号
東
坡
）〔1036

―1101

〕
と
並
ん

で
参
照
す
べ
き
詩
人
の
上
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
が
、
こ
の
事
実

は
禅
僧
に
お
い
てA

奇
抜
化B

の
手
法
が
要
請
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
決

し
て
別
の
問
題
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
禅
僧
の
表
現
は
、
定
型
か
ら
の
逸
脱
を
求
め
る
と
い
う

か
た
ち
で
畸
形
性
を
も
そ
の
内
に
取
り
こ
ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
の
だ

が
、
こ
の
よ
う
な
姿
勢
は
彼
ら
の
詩
の
解
釈
行
為
に
お
い
て
は
ど
の
よ

う
な
か
た
ち
で
具
体
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
禅
僧
の
詩

の
解
釈
の
実
態
を
示
す
の
が
、
抄
物
資
料
群
で
あ
る
が
、
そ
の
具
体
的

内
容
に
つ
い
て
は
、
朝
倉
尚
『
抄
物
の
世
界
と
禅
林
の
文
学
―
―
中
華

若
木
詩
抄
・
湯
山
聯
句
鈔
の
基
礎
的
研
究
―
―
』（
清
文
堂
出
版
、
一
九
九

六
・
十
二
）、
堀
川
貴
司
「『
三
体
詩
』
注
釈
の
世
界
」（『
詩
の
か
た
ち
・

詩
の
こ
こ
ろ
―
―
中
世
日
本
漢
文
学
研
究
―
―
』
若
草
書
房
、
二
〇
〇
六
・
十
一
、

収
録
）
な
ど
の
諸
論
考
に
詳
し
い
。

そ
の
中
で
と
り
わ
け
注
意
を
引
く
の
は
、
前
掲
堀
川
書
に
よ
っ
て

『
聴
松
和
尚
三
体
詩
之
抄
』
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ

て
い
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
詩
人
ト
云
フ
者
ハ
、
ナ
キ
事
ヲ
云

イ
出
シ
テ
作
ガ
興
也
。
ア
ル
マ
ジ
キ
理
ヲ
云
ガ
、
詩
人
ノ
発
興
言
也
。

…
…
ア
ル
マ
ジ
キ
理
ヲ
興
ジ
テ
言
之
、
詩
人
常
也
」（
二
七
九
頁
）。
こ

こ
で
は
「
ア
ル
マ
ジ
キ
理
」
と
い
う
半
ば
自
家
撞
着
的
な
手
法
に
よ
っ

て
論
理
性
を
挫
き
、「
興
」（
お
も
し
ろ
み
）
を
起
こ
す
の
が
詩
人
の
常
態

で
あ
る
と
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
立
場
が
明
確
に
示
さ
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
禅
僧
のA

奇
抜
化B

へ
の
志
向
性
か
ら
す
れ
ば
十
分
に
了
解
さ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

そ
し
て
虎
関
師
錬
は
「
詩
話
」（『
済
北
集
』
巻
十
一
）
の
中
で
、「
理
」

に
適
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
、
詩
の
評
価
の
根
本
基
準
に
置
く
が13

、
彼

に
お
い
て
も
そ
の
「
理
」
と
は
意
味
論
的
水
準
で
の
論
理
性
と
は
異
な

っ
て
い
た
。
例
え
ば
虎
関
は
、『
詩
人
玉
屑
』（
巻
三
）
が
石
敏
若
の
「
氷

柱
懸
簷
一
千
丈
」（
詠
雪
）
の
句
と
併
せ
て
、
李
白
の
「
白
髪
三
千
丈
」

（
秋
浦
歌
）
の
句
を
「
句
豪
畔
理
」（
表
現
は
豪
快
だ
が
理
に
背
く
）
と
評
し

て
い
る14

こ
と
に
触
れ
、
こ
れ
に
異
を
唱
え
て
い
る
。
虎
関
の
主
張
を
約

し
て
言
え
ば
、
李
白
が
歌
っ
て
い
る
の
は
白
髪
が
三
千
丈
に
な
る
ほ
ど

の
「
愁
い
」
の
深
さ
に
つ
い
て
で
あ
っ
て
毛
髪
の
長
さ
の
こ
と
で
は
な

い
。
し
た
が
っ
て
、「
三
千
」
で
さ
え
な
お
短
く
、
李
白
は
そ
の
「
意
」

－ 7－



を
措
く
、
、

こ
と
で
確
か
に
「
妙
」
を
極
め
た
。
し
か
し
石
敏
若
の
句
は
、

「
無
当
玉
巵
」〔『
韓
非
子
』
外
儲
説
右
上
。
底
が
な
い
玉
杯
の
意
。
す
べ
て
が
漏

れ
出
て
し
ま
う
無
用
の
宝
〕
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
李
白
の
句
と
は
も

は
や
比
ぶ
べ
く
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
虎
関
は
同
じ
く
「
詩
話
」
の
中
で
、
杜
甫
の
「
呉
楚
東
南

4
／
乾
坤
日
夜
浮
」（「
登
岳
陽
樓
」
頷
聯
。
な
お
、
首
聯
は
「
昔
聞
洞
庭
水
／

今
上
岳
陽
樓
」）
の
句
に
言
及
し
、
こ
れ
を
註
者
が
「
洞
庭
在
乾
坤
之
内
、

其
水
日
夜
浮
也
」
と
解
し
て
い
る
こ
と
を
非
と
し
な
が
ら
、
も
し
註
の

意
の
よ
う
な
ら
、
こ
の
句
は
「
不
活
」
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
、

世
界
の
内
に
洞
庭
湖
の
水
が
浮
か
ん
で
い
る
の
で
は
な
く
、
洞
庭
湖
が

世
界
を
浮
か
べ
て
い
る
、
と
い
う
解
釈
に
よ
っ
て
こ
そ
活
句
が
可
能
に

な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

勿
論
、
意
味
論
的
な
水
準
（
事
実
確
認
的
読
解
）
に
お
い
て
は
、
い
か

な
る
表
現
も
ま
た
意
味
づ
け
ら
れ
て
合
理
性
へ
と
回
収
さ
れ
ざ
る
を
え

な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
禅
僧
が
敢
え
て
口
に
す
る
の
は
、
矛
盾
や
不

条
理
で
あ
る
。「
ア
ル
マ
ジ
キ
理
」
と
い
う
手
法
へ
と
訴
求
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
理
の
名
の
も
と
に
合
理
化
・
正
当
化
さ
れ
た
惰
性
態
と
し

て
の
現
実
世
界
を
新
た
に
造
り
換
え
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
見
せ
て
い
る

の
で
あ
る
。
勿
論
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
読
み
の
当

否
で
は
な
い
。
先
行
す
る
読
み
か
ら
絶
え
ず
ズ
レ
を
作
り
出
し
、
読
み

の
パ
タ
ー
ン
が
固
ま
ら
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
そ
の
手
法
で
あ
る
。

禅
学
的
地
平
に
お
い
て
無
限
個
の
解
釈
が
湧
出
し
て
く
る
可
能
性
が
担

保
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
重
要
性
は
、
意
味
論
的
な
地
平
に
お
け
る
解
釈

の
豊
饒
さ
、
つ
ま
り
多
義
性
を
価
値
化
す
る
こ
と
に
訴
求
さ
れ
て
い
た

わ
け
で
は
な
い
。
文
学
と
い
う
制
度
の
中
で
（
ブ
ル
デ
ュ
ー
的
に
言
え
ば15

、

文
学
場
と
い
う
象
徴
闘
争
の
空
間
の
中
で
）、
多
数
の
読
み
が
調
和
を
も
っ
て

水
平
的
に
展
開
し
て
い
く
こ
と
は
あ
り
え
な
い
し
、
ま
た
標
準
化
を
め

ぐ
る
抗
争
の
場
か
ら
隔
離
さ
れ
た
不
可
触
の
文
学
と
い
う
べ
き
も
の
が

存
在
す
る
こ
と
な
ど
も
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。
あ
る
読
み
は
、
他
の
読

み
を
抑
圧
す
る
こ
と
で
自
ら
を
特
権
化
す
る
が
、
い
か
な
る
読
み
も
歴

史
的
局
在
性
に
呼
応
し
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
拘
束
を
被
ら
ざ
る
を
え
な

い
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
い
か
な
る
読
み
も
正
当
な
読
み
の
提
示
と
し

て
読
ま
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
既
に
見
た
よ
う
に
、
固
定
し
た
視
点
な

い
し
思
考
法
は
、
も
の
の
価
値
を
自
然
化
し
て
し
ま
う
、
と
禅
僧
は
考

え
て
い
た
。
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
絶
え
ざ
る
遊
働
或
い
は
分
裂
に
よ

っ
て
、
常
識
と
非
常
識
の
間
の
緊
張
関
係
を
動
揺
さ
せ
、
新
し
い
視
点

を
注
入
し
て
い
く
こ
と
を
試
み
て
い
た
の
で
あ
る
。
勿
論
、
固
定
化
し

た
意
味
の
防
壁
を
叩
き
壊
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
状
況

に
依
存
す
る
が
、
重
要
な
の
は
、
禅
僧
の
言
語
実
践
が
、
自
然
化
さ
れ

た
、
沈
殿
し
た
固
形
を
攪
拌
す
る
「
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
」
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
、
現
実
の
構
成
を
組
み
換
え
る
「
は
た
ら
き
」
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
（
勿
論
、
そ
れ
も
ま
た
標
準
化
と
い
う
抗
争
に
巻
き
込
ま
れ

る
こ
と
な
く
し
て
は
あ
り
え
な
い
の
だ
が
）。

以
上
の
よ
う
に
、
禅
僧
は
、
解
読
行
為
に
お
い
て
も
な
お
、
共
有
さ
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れ
た
暗
号
表
に
照
会
し
つ
つ
意
味
を
現
前
さ
せ
る
と
い
う
類
の
手
続
き
を

取
ら
な
い
。
禅
僧
に
お
い
て
は
、
読
解
は
既
成
の
意
味
の
受
け
取
り
作

業
で
は
な
い
し
、
隠
さ
れ
た
正
し
い
意
味
／
意
図
を
発
掘
し
て
く
る
作

業
で
も
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
禅
僧
の
解
釈
は
既
存
の
解
釈
コ
ー
ド
の

批
判
の
上
に
立
ち
、
む
し
ろ
意
味
生
成
の
前
衛
に
お
い
て
、
前
人
未
踏

の
未
開
の
土
地
に
足
を
踏
み
入
れ
る
か
の
よ
う
に
、
新
た
に
意
味
体
系

を
創
り
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
禅
僧
に
お
い
て
は
、
解
読

も
ま
た
能
産
的

、
、
、

で
あ
り
、
ま
た
能
産
的
で
し
か
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

３．

な
ぜ
禅
僧
の
言
葉
は
難
解
な
の
か

過
剰
な
変
化
（
奇
抜
化
）
に
対
す
る
排
除
機
制

以
上
の
よ
う
な
手
法
に
よ
っ
て
不
当
に
自
然
化
さ
れ
た
現
実
世
界
に

不
透
明
性
（
二
分
法
の
未
決
状
態
）
を
注
入
し
て
い
く
試
み
が
一
定
の
成

果
を
あ
げ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
過
剰
で
あ
る
場
合
、（
有
限
化
さ

れ
た
文
脈
の
中
で
は
）
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
効
果
を
引
き
起
こ
す
こ
と
も
あ
る
。

つ
ま
り
、
奇
抜
化
を
徹
底
し
て
い
く
こ
と
は
、
公
共
性
の
高
い
意
味
的

配
列
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
通
約
さ
れ
る
よ
う
な
、
標
準
化
・
規
範
化

さ
れ
た
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
か
ら
逸
脱
し
続
け
る
こ
と
に
な
る
た
め
、

解
読
可
能
性
は
不
定
化
＝
自
由
化
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
表
現
の
公
共
性
は
縮
減
さ
れ
、
結
果
、
わ
か
り
に
く
く

、
、
、
、
、
、

、
難
し
く

、
、
、

な
っ
て
し
ま
う

、
、
、
、
、
、

の
で
あ
る
（
勿
論
、A

難
し
いB

と
い
う
現
象
が
客
観
的
に

立
ち
現
れ
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
認
識
の
パ
タ
ー
ン
が
自
己
意

識
に
構
築
さ
れ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
）。
例
え
ば
、「
自
風
雅
之
道
廃
、

世
之
善
詩
者
、
不
以
性
情
而
以
意
気
、
不
以
学
問
而
才
力
、
甚
者
、
務

為
艱
深
晦
渋
、
謂
之
託
興
幽
遠
、
斯
道
日
以
不
競
」（
南
宋
・
無
文
道
5

〔1214

―1271

〕『
無
文
印
』〔
国
立
国
会
図
書
館
蔵
刊
本
〕
巻
八
「
潜
仲
剛
詩
集

序
」）
と
い
う
発
言
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
託
興
幽
遠
」
と
「
艱
深

晦
渋
」
と
は
、
見
る
目
に
応
じ
て
分
岐
さ
れ
る
ほ
ど
の
近
似
性
を
持
っ

て
い
る
と
思
わ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
瑞
渓
周
鳳
〔1392

―1473

〕
が

横
川
景
三
〔1429

―1493

〕
の
『
小
補
集
』
に
寄
せ
た
序
の
中
に
、「
就

而
視
之
、
有
俊
逸
奔
放
之
美
、
而
無
奇
渋
拗
峭
之
弊
、
古
所
謂
如
翻
雲

之
鶻
、
走
堤
之
馬
者
也
」（『
五
山
文
学
新
集
』
第
一
巻
、
三
頁
）
と
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
、「
俊
逸
奔
放
」
と
い
う
既
成
の
枠
に
と
ら
わ
れ
な
い
よ
う

な
表
現
が
、
一
方
で
「
奇
渋
拗
峭
」
へ
と
転
化
す
る
可
能
性
を
有
す
る

も
の
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
仄
め
か
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
艱
渋
用

奇
字
、
往
々
不
可
読
也
」（『
空
華
日
用
工
夫
略
集
』〔
史
籍
集
覧
本
〕
応
安
三

年
八
月
十
三
日
条
）
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、「
奇
字
」
を
用
い
る
こ
と
は

し
ば
し
ば
読
解
不
可
能
と
い
う
状
況
へ
と
直
結
し
て
い
た
。

虎
関
は
「
諸
宗
百
家
の
内
禅
門
の
語
句
ほ
ど
難
レ

会
難
レ

見
無
レ

之
」

（『
紙
衣
謄
』〔『
国
文
東
方
仏
教
叢
書
』
第
二
輯
・
法
語
部
上
〕）
と
述
べ
た
が
、

こ
の
よ
う
なA

難
し
いB

と
い
う
現
象
は
、
上
記
の
よ
う
なA

奇
抜

化B
と
い
う
手
続
き
の
随
伴
現
象
・
副
作
用
に
他
な
ら
ず
、
言
語
構
造

の
固
定
化
＝
パ
タ
ー
ン
化
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
と
、
公
共
性
が
低
下
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し
て
い
く
こ
と
（
わ
か
り
に
く
く
な
る
こ
と
）
と
は
、
同
一
過
程
の
二
側

面
だ
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
こ
と
は
逆
に
、
過
度
の
不
透
明
性
（
わ
か
り
に
く
さ
）
は
、

反
転
し
て
過
度
の
透
明
性
（
わ
か
り
や
す
さ
）
に
な
り
や
す
い
と
い
う
こ

と
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、A

わ
か
り
に
く
いB

と
い
うA

わ
か
り
や

す
さB

に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
理
解
不
能
な
不
必
要
な
も
の
、
排
除
す
べ

き
も
の
と
い
う
一
意
性

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
与
え
ら
れ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。

内
部
構
造
に
対
す
る
異
物
性
・
異
質
性
（
例
え
ば
、
規
範
か
ら
ズ
レ
た
言
語

使
用
）
は
、
文
字
通
り
法
規
の
外
に
あ
る
た
め
、
そ
の
法
外
性
は
、
効

果
と
し
て
両
義
的
方
向
へ
向
か
う
。
一
方
で
は
、
何
が
出
て
く
る
の
か

わ
か
ら
な
い
よ
う
な
期
待
感
、
感
動
を
と
も
な
っ
た
驚
き
、
群
を
抜
い

た
斬
新
さ
と
し
て
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
意
味
が
あ
て
が
わ
れ
る
が
、
一
方
で

度
が
過
ぎ
れ
ば
、
難
渋
の
極
み
、
な
い
し
は
規
律

デ
ィ
シ
プ
リ
ン
を
欠
い
た
、
あ
る
種

の
だ
ら
し
な
さ
と
し
て
負
の
価
値
が
与
え
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
た

だ
意
味
論
的
に
わ
か
り
に
く
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
感
動
も
呼
び
起

こ
さ
な
い
の
で
あ
る
。

古
典
の
賦
活

そ
し
て
さ
ら
に
一
点
、
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
は
、
奇
抜

さ
・
斬
新
さ
と
は
時
間
の
経
過
と
と
も
に
失
わ
れ
、
必
然
的
に
古
く
、

陳
腐
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
斬
新
な
方
法
は
一
般
に
規
範
化
さ

れ
や
す
い
。
そ
し
て
、
規
範
化
さ
れ
れ
ば
多
く
の
亜
流

エ
ピ
ゴ
ー
ネ
ン
が
生
ま
れ
、
結

果
的
に
陳
腐
化
し
て
い
く
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
例
え
ば
、「
最
近

の
詩
家
は
、
艶
麗
新
美
で
、
ま
る
で
花
を
挿
ん
だ
舞
女
お
ど
り
こ

の
よ
う
で
あ
る
。

一
見
す
る
と
、
人
の
心
を
酔
わ
せ
な
い
こ
と
も
な
い
の
だ
が
、
時
が
経

つ
と
そ
の
意
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
」〔
近
時
詩
家
、
艶
麗
新
美
、
如
挿
花
舞

女
、
一
見
非
不
使
人
心
酔
、
移
頃
輙
意
敗
〕（『
無
文
印
』
巻
八
「
潜
仲
剛
詩
集

序
」）
と
い
う
記
述
は
、
斬
新
さ
の
一
過
性
を
的
確
に
捉
え
た
も
の
で
あ

る
。
い
か
な
る
斬
新
さ
も
ま
た
そ
の
生
起
の
瞬
間
か
ら
陳
腐
化
へ
向
け

た
助
走
を
開
始
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
異
質
性
は
同
質
性
へ
と
埋
没

し
、
外
部
性
は
内
部
性
へ
と
編
入
さ
れ
、
他
者
性
は
自
己
性
へ
と
書
き

換
え
ら
れ
て
い
く
。
と
な
れ
ば
、
そ
こ
に
は
も
は
や
驚
き
は
な
く
、
た

だ
の
惰
性
態
と
化
す
だ
け
で
あ
る
。
あ
る
詩
人
な
い
し
は
詩
が
模
範
の

一
つ
と
な
っ
た
と
き
、
称
賛
の
言
葉
と
と
も
に
そ
の
異
端
性
は
剥
奪
さ

れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
詩
人
な
い
し
詩
は
、
抑
圧
的
な
中
心
化
を

攪
乱
す
る
ど
こ
ろ
か
、
中
心
化
の
論
理
の
中
で
抑
圧
的
な
働
き
を
率
先

し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。「
昔
日
拈
花
旨
／
今
日
為
荊
榛
」

（
竺
僊
梵
僊
『
天
柱
集
』「
雅
侍
者
」、『
五
山
文
学
全
集
』
第
一
巻
、
三
十
三
頁
）

の
詩
句
に
凝
縮
さ
れ
て
表
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
禅
の
宗
旨
さ
え
も
が

桎
梏
に
陥
る
可
能
性
か
ら
免
れ
て
は
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
い
か
な

る
表
現
も
ま
た
そ
の
相
貌
を
常
態
的
に
変
化
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く

な
る
の
で
あ
る
。

と
な
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
持
続
的
変
化
と
は
い
か
に
し
て
可
能
に
な

る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
古
典
の
取
り
扱
い
と
い
う
問
題
と
し
て
以
下
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に
考
え
て
み
た
い
。

詩
と
い
う
伝
統
的
制
度
は
、
古
典
と
い
う
公
共
化
さ
れ
た
参
照
枠
に

人
々
が
群
れ
を
な
し
て
接
続
し
、
そ
れ
を
身
体
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

可
能
に
な
っ
て
い
た
。
参
照
枠
に
集
蔵
さ
れ
た
ア
ー
カ
イ
ヴ
（
断
片
化

さ
れ
た
素
材
群
）
を
暗
記
し
、
そ
こ
か
ら
字
句
を
引
照
し
つ
つ
、
場
（
題
）

に
即
応
す
る
か
た
ち
で
そ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
る
と
い
う
編
集
作
業
と

し
て
、
詩
は
再
生
産
さ
れ
て
い
た
（
勿
論
、
こ
れ
は
何
も
詩
に
限
定
さ
れ
る

性
質
で
は
な
い
が
）。
原
理
的
に
は
、
一
篇
の
詩
、
詩
の
一
字
一
句
は
潜

在
的
に
あ
ら
ゆ
る
字
句
、
あ
ら
ゆ
る
詩
篇
、
あ
ら
ゆ
る
物
語
と
共
鳴
し

合
う
と
い
う
無
限
定
性
を
有
し
て
い
る
も
の
の
、
い
か
な
る
主
体
も
存

在
論
的
に
中
心
点
を
与
え
ら
れ
て
い
る
以
上
、
そ
の
視
界
は
有
限
で
あ

る
し
、
学
の
範
疇
も
ま
た
有
限
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
禅
僧
の
詩
的
実

践
の
共
同
体
は
学
の
範
疇
を
共
有
す
る
か
た
ち
で
参
照
枠
を
共
有
し
て

い
た
が
、
参
照
枠
に
対
す
る
学
の
質
と
量
、
準
拠
す
べ
き
規
範
の
質
に

は
自
ず
か
ら
個
体
差

ば
ら
つ
き

が
生
じ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
参
照
枠
が
通

時
的
に
変
化
し
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
規
準

を
ど
こ
に
定
め
る
か
と
い
う
公
共
性
の
問
題
も
定
期
的
に
浮
上
し
て
く

る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
中
で
参
照
枠
の
ブ
レ
を
な
く
し
、
詩
の
公
共
性

を
維
持
し
え
て
い
た
要
因
の
一
つ
に
、
批
評
と
い
う
行
為
が
あ
る
。
詩

人
群
（
或
い
は
そ
の
他
）
は
、
批
評
と
い
う
行
為
を
断
続
的
に
行
う
こ
と

で
、
参
照
す
べ
き
詩
人
と
そ
う
で
な
い
詩
人
と
の
差
別
化
を
は
か
り
、

ま
た
規
範
か
ら
過
剰
に
逸
脱
し
た
も
の
を
排
除
し
た
り
、
規
範
自
体
の

方
向
性
を
議
論
し
た
り
す
る
こ
と
で
、
準
拠
す
べ
き
参
照
枠
を
抗
争
的

に
（
と
い
う
よ
り
も
抗
争
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
た
協
働
の
中
で
）、
書
き
換
え

な
が
ら
定
位
し
て
き
た
。

も
し
、
禅
僧
の
詩
的
実
践
が
、
公
共
性
＝
わ
か
り
や
す
さ
と
い
う
中

心
か
ら
周
辺
へ
と
離
散
し
て
い
く
運
動
で
し
か
な
い
の
だ
と
す
れ
ば
、

た
だ
あ
ら
ゆ
る
秩
序
を
攪
拌
し
て
混
沌
性
を
迎
え
入
れ
る
こ
と
の
み
を

至
上
の
法
則
に
仕
立
て
上
げ
て
し
ま
う
懸
念
も
あ
る
。
も
と
よ
り
、
禅

僧
の
語
は
、
不
特
定
多
数
の
読
者
に
向
か
っ
て
開
か
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
の
だ
が
、
そ
の
難
渋
さ
を
と
も
な
っ
た
手
法
が
教
条
化
さ
れ
て

し
ま
え
ば
、
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
（
専
門
領
域
）
の
内
部
へ
と
自
閉
し
て
い

く
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
新
し
さ
と
は
異
質
さ
で
あ
り
、
あ
る
種

の
共
同
性
の
攪
拌
で
あ
る
か
ら
、
共
同
体
の
保
守
シ
ス
テ
ム
は
、
そ
れ

ら
を
、
独
善
的
・
放
恣
な
ど
と
い
っ
た
ラ
ベ
ル
を
貼
り
つ
け
て
排
除
し

よ
う
と
試
み
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
世
界
を
認
識
す
る
網
の
目
＝
文

法
が
次
第
に
精
緻
に
な
っ
て
い
け
ば
、
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
外
部
か
ら

は
そ
れ
が
見
え
に
く
く
、
わ
か
り
に
く
く
な
る
。
外
部
か
ら
見
れ
ば
、

語
彙
と
統
辞
の
不
必
要
な
操
作
と
し
て
し
か
見
え
て
こ
な
く
な
る
の
で

あ
る
。
こ
う
し
て
過
剰
な
変
化
、
過
剰
な
不
透
明
性
は
、
実
践
共
同
体

の
分
裂
な
い
し
解
体
を
惹
起
し
、
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
間
の
相
互
無
視
・

相
互
隔
離
・
相
互
排
除
を
引
き
起
こ
す
。
こ
の
よ
う
な
参
照
枠
の
公
共

性
の
著
し
い
低
下
は
、
認
識
の
枠
組
み
を
変
更
す
る
こ
と
に
寄
与
し
な

い
ば
か
り
か
、
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
な
水
準
に
お
け
る
効
果
の
低
減
を
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意
味
し
、
詩
そ
の
も
の
の
実
質
的
解
体
を
も
た
ら
す
こ
と
に
も
な
り
か

ね
な
い
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
参
照
枠
の
極
端

ラ
デ
ィ
カ
ル
な
変
化
を
回
避
し
、
言
語
交
換
に
お

け
る
予
測
可
能
性

プ
レ
デ
ィ
ク
タ
ビ
リ
テ
ィ

を
高
次
の
水
準
で
維
持
し
て
お
く
必
要
性
が
生
じ
る
。

だ
が
、
参
照
枠
と
し
て
の
古
典
は
、
時
間
の
経
過
に
と
も
な
っ
た
老
朽

化
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
必
然
的
困
難
を
抱
え
て
い
る
。

古
典
は
や
が
て
読
ま
れ
な
く
な
り
、
わ
か
り
に
く
く
な
る
。
そ
し
て
公

共
性
は
縮
減
さ
れ
、
参
照
枠
と
し
て
の
効
果
を
失
う
。
こ
の
必
然
に
対

処
し
、
古
典
を
賦
活
す
る
手
法
と
し
て
詩
学
が
規
範
化
し
て
き
た
の

が
、A

換
骨
奪
胎B

と
い
う
（
黄
山
谷

、
、
、

の
）
手
法
で
あ
っ
た
。

清
拙
正
澄
〔1274

―1339

〕
は
、
別
源
円
旨
〔1294

―1364

〕
の
著
作

に
つ
い
て
、
あ
た
か
も
珠
が
盤
を
走
る
よ
う
に
「
語
意
」
が
「
活
脱
」

で
あ
る
と
評
し
、「
能
く
我
が
大
唐
の
胎
骨
を
奪
換
す
る
者
」
と
称
揚

す
る
。
詩
に
も
人
に
も
「
奪
胎
換
骨
法
」
が
あ
る
と
い
う
が
、
そ
れ
は

す
な
わ
ち
、
古
人
の
意
を
用
い
な
が
ら
も
其
の
句
を
用
い
ず
、
古
人
の

句
を
用
い
な
が
ら
も
そ
の
意
を
用
い
な
い
、
そ
の
よ
う
な
手
法
と
し
て

解
説
さ
れ
る
（
清
拙
正
澄
『
禅
居
集
』「
跋
旨
蔵
主
行
巻
後
　
別
源
」、『
五
山
文

学
全
集
』
第
一
巻
、
五
〇
六
頁
）。

ま
た
『
中
華
若
木
詩
抄
』
の
抄
者
な
ど
は
、「
新
意
也
。
作
意
不
言

而
可
知
焉
耳
」（『
中
華
若
木
詩
抄
』〔
新
大
系
本
〕
31
）、「
新
意
也
。
名
誉

ノ
詩
也
」（
同
32
）
な
ど
と
、「
新
意
」
を
評
価
基
準
の
一
つ
に
置
き
、

こ
れ
を
肯
定
的
に
捉
え
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
「
詩
ハ
、
意
ヲ
新
シ
ク

語
ヲ
古
シ
ク
云
コ
ト
ガ
ヨ
キ
也
」（
同
25
）
や
、「
総
ジ
テ
、
古
人
ノ
心

ヲ
取
ラ
バ
、
語
ヲ
換
ヘ
テ
作
ル
ベ
シ
。
語
ヲ
取
ラ
バ
、
一
向
ニ
意
ヲ
換

フ
ベ
シ
」（
同
197
）
な
ど
と
、
端
的
に
換
骨
奪
胎
の
手
法
―
―
或
い
は
和

歌
の
本
歌
取
り
を
思
わ
せ
る
手
法
―
―
を
述
べ
た
個
所
も
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
語
彙
を
使
用
す
る
の
で
は
な
く
、
素
材
と

し
て
の
コ
ー
パ
ス
を
制
限
し
な
が
ら
、
そ
の
組
み
合
わ
せ
に
お
い
て

「
新
意
」
を
出
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
そ
の
新

し
さ
と
い
う
の
が
、
新
語
で
は
な
く
、「
新
意
」
を
出
す
こ
と
に
訴
求

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
大
き
な
意
味
を
持
つ
。
そ
れ
は
こ
れ
が
新
た
な
詩

語
（
ポ
エ
テ
ィ
ッ
ク
・
デ
ィ
ク
シ
ョ
ン
）
の
創
出
、
古
い
詩
語
の
解
体
を
抑

止
す
る
作
用
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
新
し
さ
を
常
に
新
語

の
創
造
と
い
う
次
元
で
実
現
さ
せ
て
い
く
と
し
た
ら
、
参
照
枠
は
無
制

限
に
拡
大
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
と
な
れ
ば
、
参
照
枠
の
公

共
性
を
維
持
し
て
い
く
の
も
困
難
に
な
る
。
ま
た
、
新
し
さ
の
要
請
が
、

言
語
の
身
体
性
（
物
質
性
）
を
無
視
し
た
恣
意
的
な
歪
曲
で
あ
っ
た
と
す

れ
ば
、
そ
れ
は
む
し
ろ
不
快
感
を
も
よ
お
す
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
さ

ら
に
、
そ
れ
ら
が
差
異
を
抹
消
し
た
、
古
さ
を
完
全
に
清
算
し
て
し
ま

っ
た
新
し
さ
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
単
に
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
を
無
視

し
た
放
縦
な
語
の
羅
列
と
な
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
共
有
さ
れ

た
素
材
の
用
法
に
お
い
て
新
し
さ
が
要
請
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
共
有
さ

れ
た
参
照
枠
の
中
に
登
記
さ
れ
て
い
る
語
群
を
適
度
な
安
定
性
の
中
で

連
結
さ
せ
て
い
く
こ
と
。
ジ
ャ
ル
ゴ
ン
化
を
回
避
し
、
で
き
る
だ
け
共
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通
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
を
使
用
す
る
こ
と
。
シ
ン
プ
ル
な
語
を
整
然
と
並

べ
る
こ
と
。
こ
こ
で
い
う
新
し
さ
と
は
、
古
さ
を
完
全
に
清
算
し
た
新

し
さ
で
は
な
く
（
仮
に
そ
う
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
そ
れ
は
も
は
やA

新
し
さB

と
は
呼
ば
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
）、
古
さ
を
そ
の
内
に
織
り
込
ん
だA

新
し

さB

―
―
新
し
く
も
あ
り
古
く
も
あ
る
と
い
う
両
義
的
・
混
淆
的
な
新

し
さ
―
―
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
参
照
枠
の
公
共
性

が
維
持
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
古
典
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的

に
絶
対
化
し
つ
つ
墨
守
・
窒
息
さ
せ
る
の
で
も
な
く
、
ま
た
排
除
・
隠

蔽
す
る
の
で
も
な
く
、
古
典
を
賦
活
す
る
こ
と
。
そ
れ
こ
そ
が
実
践
共

同
体
に
お
け
る
参
照
枠
の
公
共
性
を
維
持
し
て
い
く
た
め
の
有
効
な
シ

ス
テ
ム
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
措
置
が
惰
性
化
へ
の
回
帰
へ
と
つ
な
が
る
危

う
さ
を
持
っ
て
い
た
こ
と
も
ま
た
決
し
て
否
定
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

公
共
性
を
維
持
す
る
こ
と
は
、
視
点
を
変
え
れ
ば
、
表
現
の
パ
タ
ー
ン

化
、
予
測
可
能
性
の
増
大
、
陳
腐
化
、
驚
き
の
欠
如
、
形
式
の
惰
性
的

継
承
、
と
い
っ
た
方
向
を
促
進
す
る
こ
と
に
も
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
詩
人
の
重
要
な
責
務
の
一
つ
は
、
こ
の
わ
か
り
や
す
さ
と
わ
か

り
に
く
さ
の
流
動
的
な
分
岐
点
が
、
今
ま
さ
に
こ
の
場
で
ど
の
よ
う
に

生
起
し
て
い
る
か
を
見
極
め
、
そ
の
均
衡
を
図
る
こ
と
に
訴
求
さ
れ
て

い
く
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
が
過
剰
な
変
化
に

な
る
の
か
と
い
う
問
い
は
、
参
照
枠
の
外
延
が
流
動
的
な
も
の
で
あ
る

限
り
に
お
い
て
、
終
局
を
み
な
い
ま
ま
不
断
的
に
継
起
さ
れ
て
い
く
こ

と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
こ
の
よ
う
な
賦
活
の
シ
ス
テ
ム

を
自
ら
の
内
に
作
り
得
な
か
っ
た
と
き
、
古
典
は
も
は
や
死
を
待
つ
の

み
と
な
る
の
で
あ
る
。

４．

変
化
の
詩
学

〈
意
〉
の
外
部
性

次
い
で
、
抜
隊
が
古
徳
の
言
を
引
用
し
て
（
¡
）「
句
中
ニ
句
ア
ル

ヲ
死
句
ト
シ
、
句
中
ニ
句
ナ
キ
ヲ
活
句
ト
ス
」
と
述
べ
て
い
た
こ
と
に

つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

こ
こ
で
い
う
、
句
中
に
句
が
あ
る
と
は
、
そ
し
て
句
が
な
い
と
は
い

っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
禅
僧
の
教
育
的
方
法
論
の

一
つ
に
数
え
ら
れ
る
句
意
論
に
言
及
し
つ
つ
考
え
て
み
た
い
。
句
意
論

と
は
、
句
と
意
を
弁
別
し
、
句
の
到
／
不
到
、
意
の
到
／
不
到
と
い
う

組
み
合
わ
せ
に
お
け
る
四
分
法
に
よ
っ
て
、
修
行
者
を
教
導
す
る
教
育

方
法
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
夢
窓
疎
石
〔1275

―1351

〕
は
次
の
よ
う
に
解
説
を

加
え
て
い
る
。

意
と
は
、
祖
意
な
り
。
祖
意
と
は
、
人
々
具
足
の
本
分
底
な
り
。

句
は
五
家
の
宗
風
手
段
な
り
。
意
は
こ
れ
根
本
な
り
。
句
は
こ
れ

枝
葉
な
り
。
然
ら
ば
則
ち
、
初
心
の
学
者
は
、
先
づ
祖
意
を
参
得
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す
べ
し
。
│句
│下
│に
│死
│在
│す
│べ
│か
│ら
│ず
。
古
人
意
を
得
て
後
、
三
十

年
、
五
十
年
、
綿
密
に
錬
磨
し
て
、
旧
業
宿
障
を
つ
く
す
を
、
長

養
の
工
夫
と
名
づ
け
た
り
。
長
養
純
熟
し
ぬ
れ
ば
、
こ
れ
を
打
成

一
片
と
名
づ
く
。
こ
の
時
自
然
に
機
弁
妙
用
も
現
は
る
る
故
に
、

人
の
た
め
に
す
る
手
段
も
亦
│活
│脱
│自
│在
な
り
。
こ
れ
を
意
句
倶
到

の
人
と
名
づ
く
。（『
夢
中
問
答
集
』〔
講
談
社
学
術
文
庫
本
〕
中
、
一
一

三
頁
）

ま
ず
注
意
を
喚
起
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
こ
で
「
意
」

と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
が
、
現
前
可
能
な
「
意
味
」
や
「
概
念
」

の
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
、
句
／
意
と
い
う
図
式
は

決
し
て
表
現
／
内
容
の
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
禅
の
言

語
観
に
従
え
ば
、
言
語
と
い
う
の
は
、
言
語
以
前
に
実
在
す
る
事
物
を

指
示
す
る
代
理
・
再
現
的
記
号
で
は
な
い
、
、

。
既
に
拙
稿
で
確
認
し
た
よ

う
に17

、『
楞
伽
経
』
は
「
語
」
と
「
義
」
の
関
係
性
を
「
非
異
非
不
異
」

（『
楞
伽
経
』〔
四
巻
本
〕
巻
三
）
と
し
て
捉
え
て
い
た
が
、
こ
こ
で
い
う

「
義
」
も
ま
た
わ
れ
わ
れ
が
通
念
的
に
理
解
し
て
い
る
よ
う
な
意
味
で

の
「
意
味
」
や
「
概
念
」
の
こ
と
で
は
な
い
。『
楞
伽
経
』
巻
三
は
、

「
云
何
為
義
、
謂
離
一
切
妄
想
相
言
説
相
、
是
名
為
義18

」
と
述
べ
、『
涅

槃
経
』
巻
六
は
「
義
者
即
是
如
来
常
住
不
変19

」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し

て
、『
頓
悟
要
門
』
に
「
言
説
生
滅
、
義
不
生
滅
、
義
無
形
相
、
在
言

説
之
外20

」
と
示
さ
れ
る
よ
う
に
、「
義
」
と
は
言
語
の
〈
外
部
〉
に
他

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
あ
る
語
の
「
義
」
な
る
も
の
が
常
に
別
の
語
へ

と
言
い
換
え
ら
れ
る
蓋
然
性
か
ら
逃
れ
ら
れ
ず
、
意
味
構
造
内
の
反
響

を
通
し
て
送
り
返
さ
れ
る
も
の
で
し
か
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
語
の
中
に

現
前
し
う
る
の
は
も
は
や
〈
義
〉
で
は
な
い
。
そ
れ
は
単
に
別
の
「
語
」

で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
「
語
」
の
中
に
も
別
の

「
語
」
が
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
語
は
、
決
し
て
〈
義
〉
に
到
達
す
る

こ
と
の
な
い
無
限
連
鎖
―
―
語
の
中
の
語
の
中
の
語
の
中
の
…
と
い
う

堂
々
巡
り
―
―
を
構
成
し
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
夢
窓

が
適
切
に
も
「
つ
ね
ざ
ま
の
人
の
義
理
と
思
へ
る
こ
と
は
、
亦
こ
れ
言

句
な
り
」（『
夢
中
問
答
集
』
中
、
九
八
頁
）
と
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
よ
う

に
、
わ
れ
わ
れ
が
素
朴
に
句
意
論
（
語
義
論
）
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
構

図
は
、
実
は
、
句
句
論
（
語
語
論
）
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ

が
も
し
そ
の
誤
認
に
気
づ
か
な
い
ま
ま
「
義
」
や
「
意
」
を
自
明
の
所

与
と
し
て
論
じ
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
逆
説
的
に

〈
義
〉
や
〈
意
〉
を
抑
圧
・
隠
蔽
・
排
除
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
禅
僧
の
目
か
ら
見
れ
ば
、
常
識
的
な
言
語
観
は
、
句
と
〈
意
〉
の

非
対
称
的
な
関
係
性
を
き
れ
い
さ
っ
ぱ
り
と
清
算
し
て
し
ま
っ
て
お
り
、

〈
意
〉
の
外
部
性
（
彼
岸
性
）
を
見
失
っ
て
い
る
の
で
あ
る21

。
ま
た
そ
れ

は
、「
言
在
於
此
、
而
意
寄
於
彼
」（
羅
大
経
『
鶴
林
玉
露
』
地
集
巻
四
）
と

あ
る
よ
う
に
、
当
時
の
言
語
理
論
と
し
て
ご
く
一
般
的
な
も
の
で
も
あ

っ
た22

。〈
意
〉
と
（
現
代
言
語
学
的
な
）「
意
味
」
と
を
同
一
視
す
る
こ
と

を
拒
む
よ
う
な
こ
の
視
線
を
、
古
典
詩
学
の
言
語
理
論
に
お
け
る
標
準
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的
な
思
考
範
型
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
す
れ
ば
、〈
意
〉

（
意
味
）
の
現
前
性
を
盲
信
し
て
い
る
よ
う
な
わ
れ
わ
れ
の
視
線
を
歴
史

化
＝
脱
自
然
化
す
る
こ
と
か
ら
議
論
を
始
め
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
（
ど

の
よ
う
な
言
説
の
配
置
の
中
で
、〈
意
〉（
意
味
）
が
論
じ
う
る
も
の
で
あ
る
と
信

じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
）。
こ
の
点
は
歌
論
・
俳
論
な
ど
を
含
め
た

古
典
詩
学
一
般
を
論
ず
る
上
で
も
ま
ず
も
っ
て
注
意
さ
れ
る
べ
き
点
で

あ
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
点
か
ら
言
え
ば
、
夢
窓
が
上
述
、「
初
心
の
学
者
は
、
先
づ

祖
意
を
参
得
す
べ
し
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
祖
師
の
言
わ
ん
と
す

、
、
、
、
、

る
こ
と

、
、
、

を
恣
意
的
に
現
前
さ
せ
よ
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
、
、

と
い
う
こ

と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
日
頃
か
ら
他
者
の
言
わ
ん
と
す

る
こ
と
を
読
み
と
る
こ
と
を
全
く
自
然
な
こ
と
で
あ
る
と
見
な
し
、
夾

雑
物
の
な
い
透
明
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
可
能
な
空
間
を
妄
想
す

る
こ
と
に
慣
れ
き
っ
て
い
る
が
、〈
意
〉
は
決
し
て
わ
れ
わ
れ
の
耳
に

届
く
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る23

。
こ
こ
で
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
言
語

（
意
味
）
の
限
界
―
―
〈
意
〉
―
―
と
衝
突
す
る
と
い
う
経
験
、
そ
の
よ

う
な
ご
く
ご
く
あ
り
ふ
れ
た

、
、
、
、
、
、
、
、
、

経
験
な
の
で
あ
る
。
夢
窓
は
別
の
個
所

で
、「
義
路
・
理
路
の
上
に
│解
│会
を
生
ず
る
こ
と
な
く
」、「
一
切
の
│知

│解
│情
│量
を
放
下
」
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
（『
夢
中
問
答
集
』
中
、
一
一

七
頁
）。
抜
隊
も
ま
た
「
イ
ニ
シ
ヘ
モ
今
モ
イ
マ
ダ
大
法
ヲ
ア
キ
ラ
メ
ザ

ル
人
ハ
、
皆
カ
ク
ノ
如
ク
ノ
│情
│解
ヲ
ナ
シ
テ
、
活
祖
ノ
語
ヲ
汚
却
ス
ル

コ
ト
、
是
ヲ
以
知
ベ
シ
、
縦
死
句
ナ
リ
ト
イ
フ
ト
モ
、
活
人
是
ヲ
拈
弄

セ
バ
、
直
ニ
活
句
ト
ナ
ル
ベ
シ
」（『
塩
山
和
泥
合
水
集
』〔
思
想
大
系
本
〕、

二
六
六
頁
）、「
本
是
活
句
ナ
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
カ
ク
ノ
ゴ
ト
ク
ニ
│情
│解

ヲ
ナ
ス
ト
キ
ン
バ
死
句
ト
ナ
ル
」（
同
、
二
六
四
頁
）
な
ど
と
繰
り
返
し

述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
「
知
解
情
量
」「
情
解
」
な
ど
と
否
定
さ
れ
て

い
る
の
は
、
概
念
的
思
考
に
基
づ
く
意
味
論
的
解
釈
で
あ
る
。
夢
窓
は
、

上
述
の
よ
う
に
「
意
と
は
、
祖
意
な
り
。
祖
意
と
は
、
人
々
具
足
の
本

分
底
な
り
」
と
述
べ
、
そ
れ
を
「
根
本
」
と
捉
え
て
い
る
。
ま
た
別
の

箇
所
で
は
、
句
到
を
「
後
得
智
」「
化
他
の
方
便
」
と
し
、
意
到
を
「
根

本
智
」「
仏
の
内
証
」
と
見
て
い
る
。
再
説
す
る
が
、〈
意
〉
と
は
、
存

在
論
的
地
平
に
お
い
て
は
決
し
て
現
前
し
な
い
も
の
、
絶
対
的
に
到
達

不
可
能
・
言
表
不
可
能
な
、
言
語
の
〈
外
部
＝
語
り
え
ぬ
も
の
〉、
句

に
対
す
る
〈
彼
岸
〉
な
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
本
来
的
に
は
そ
れ
を

「
意
」
と
呼
ぶ
こ
と
さ
え
適
当
で
は
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
を
言
語
の
〈
外

部
＝
語
り
え
ぬ
も
の
〉
と
呼
ん
だ
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
名
指
し
自

体
が
、
絶
対
的
に
匿
名
の
は
ず
の
〈

〉
を
概
念
で
埋
め
立
て
、
窒
息

死
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
、〈

〉
は
、
ど
の
よ

う
な
か
た
ち
で
あ
れ
意
識
さ
れ
る
や
い
な
や
、
す
ぐ
さ
ま
「
句
中
に
句

が
あ
る
」
状
態
へ
と
転
化
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

〈
意
〉
は
決
し
て
語
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、（
言
語
の
臨
界
と
し
て
）

幽
か
に
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
し
か
な
い
。
と
は
い
え
、
言
語
な
き
〈
意
〉

な
ど
と
い
う
も
の
が
あ
り
え
よ
う
は
ず
も
な
く
、
人
は
言
語
を
通
し
て

し
か
〈
意
〉
を
あ
ぶ
り
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
世
界
と
い
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う
自
己
意
識
、
及
び
自
己
意
識
と
い
う
世
界
が
言
語
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
起
こ
す
な
ら
ば
、
世
界
／
自
己
意
識

の
内
部
に
〈
意
〉
が
秘
匿
的
に
遍
在
し
て
い
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

と
い
う
こ
と
に
も
気
づ

か
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
（
行
住
坐
臥
の
す
べ
て
の
瞬
間
に
お
い
て
）

〈
意
〉
と
と
も
に
生
き
て
い
る
が
、〈
意
〉
は
わ
れ
わ
れ
の
〈
彼
岸
〉
に

あ
っ
て
決
し
て
触
知
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
ア
ポ
リ
ア
を
い
か
に
し
て
乗
り
越
え
る
か
。

無
学
祖
元
は
、「
活
法
変
成
死
法
、
活
語
変
成
死
語
、
山
僧
与
6
奪

了
、
吾
之
所
奪
、
依
義
不
依
語
、
諸
人
所
執
、
依
語
而
不
依
義
也
」（『
仏

光
国
師
語
録
』〔
大
日
本
仏
教
全
書
本
〕
巻
五
、
一
〇
九
頁
中
）
と
述
べ
た
。
求

め
ら
れ
て
い
る
の
は
、〈
義
〉
に
依
る
、
、

こ
と
。
端
的
に
言
う
な
ら
ば
、

そ
の
よ
う
な
ア
ポ
リ
ア
を
（
恣
意
的
に
埋
め
立
て
る
こ
と
な
く
）
ア
ポ
リ
ア

と
し
て
絶
え
ず
召
喚
し
続
け
る
こ
と
、
忘
却
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
勿

論
、〈

〉
は
現
前
不
可
能
で
あ
る
た
め
、
人
の
意
識
下
に
現
前
し
た

当
の
も
の
は
も
は
や
〈

〉
で
は
な
く
、
決
定
的
に
誤
認
さ
れ
た
も
の

で
し
か
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
逆
に
言
え
ば
、
現
前
不
可
能
で
あ
る
が

ゆ
え
に
、
人
は
〈

〉
を
ア
ポ
リ
ア
と
し
て

、
、
、
、
、
、
、

確
か
に
経
験
（
内
証
）
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
決

し
て
名
指
す
こ
と
が
で
き
な
い
〈

〉
の
名
を
呼
び
続
け
る
こ
と
は
、

ま
ず
何
よ
り
も
そ
れ
を
隠
蔽
、
、

・
忘
却
し
な
い

、
、
、
、
、

／
さ
せ
な
い

、
、
、
、

と
い
う
効
果
、
、

と
し
て
肯
定
さ
れ
う
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
の
呼
び
間
違
え
の
徹
底

こ
そ
が
、
逆
説
的
に
〈

〉
の
非
現
前
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
た
現
前

を
可
能
に
し
、
名
指
し
の
暫
定
的
な
適
切
性
を
保
証
す
る
の
で
あ
る
。

ゆ
え
に
、〈

〉
の
喪
失
は
回
避
不
可
能
だ
が
、
忘
却
は
疑
い
な
く
回

避
可
能
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
れ
こ
そ
が
禅
僧
に
と
っ
て

の
、〈

〉
に
対
す
る
真
摯
な
応
答
、
崇
拝
・
帰
依
、
、

の
構
図
に
他
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。

方
法
論
の
不
断
的
変
化

た
だ
し
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
上
記

の
考
え
方
が
必
ず
し
も
意
味
の
剥
奪
、
無
意
味
な
語
の
使
用
と
い
う
方

法
論
へ
と
は
結
果
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

明
・
雲
棲
7
宏
『
竹
窗
随
筆
』
二
筆
「
宗
門
語
不
可
乱
擬
」（
和
刻
影

印
近
世
漢
籍
叢
刊
・
思
想
四
編
７
、
五
四
三
〇
頁
）
は
、
禅
の
手
法
と
は
無
意

味
な
語
の
使
用
で
あ
る
、
と
い
う
誤
読
の
一
般
性
を
次
の
よ
う
に
難
じ

て
い
る
。

古
人
大
悟
之
後
、
8
説
9
説
、
正
説
反
説
、
顕
説
密
説
、
一
一
契

佛
心
印
、
皆
真
語
実
語
、
非
荘
生
寓
言
比
也
、
今
人
心
未
妙
悟
、
而

資
性
聡
利
、
辭
辯
捷
給
者
、
窺
看
諸
語
録
中
問
答
機
縁
、
便
能
模

彷
、
只
貴
顛
倒
異
常
、
可
喜
可
愕
、
以
眩
俗
目
、
如
当
午
三
更
、
夜

半
日
出
、
山
頭
起
浪
、
海
底
生
塵
、
種
種
無
義
味
語
、
信
口
乱
発
、

た
だ
「
顛
倒
」（
ひ
っ
く
り
返
し
）、「
異
常
」（
非
常
識
）
で
、
人
々
が
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驚
喜
す
る
よ
う
な
表
現
を
好
み
、
そ
の
目
を
惑
わ
す
こ
と
に
つ
と
め
、

「
当
午
三
更
」（
真
昼
の
夜
中
）、「
夜
半
日
出
」（
夜
中
の
日
の
出
）
な
ど
の

無
意
味
な
語
を
乱
発
す
る
、
そ
の
よ
う
な
態
度
が
こ
こ
で
は
厳
し
く
批

判
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
道
元
〔1200

―1253

〕
は
、
在
宋
中
に
、
祖

師
の
語
が
「
無
理
会
話
」（
理
解
不
可
能
な
言
葉
）
だ
と
吹
聴
す
る
杜
撰
の

輩
が
多
か
っ
た
こ
と
を
批
判
的
に
回
顧
し
て
い
る24

。

つ
ま
り
、
言
表
不
可
能
性
を
象
徴
す
る
こ
と
、
何
も
意
味
し
て
い
な

い
と
い
う
境
界
に
滞
る
こ
と
も
ま
た
も
う
一
つ
の
意
味
の
現
前
な
の
で

あ
る25

。
で
は
、
い
か
に
し
て
終
局
的
な
意
味
を
与
え
る
こ
と
な
く
、
不

在
の
〈
意
〉
―
―
す
な
わ
ち
〈

〉
―
―
を
召
喚
し
う
る
の
か
。

〈

〉
の
到
来
と
い
う
出
来
事
を
考
え
る
上
で
重
要
な
こ
と
は
、
お

よ
そ
次
の
二
点
に
約
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
一
つ
は
、〈

〉
は

〈

〉
と
し
て
到
来
す
る
こ
と
は
な
く
、
何
ら
か
の
形
式
化
を
通
し
て

し
か
到
来
を
可
能
に
し
な
い
と
い
う
こ
と
。
或
い
は
既
に
述
べ
た
よ
う

に
、〈

〉
は
自
ら
を
切
除
し
、
自
ら
が
何
ら
か
の
か
た
ち
へ
と
変
身

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
到
来
を
可
能
に
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
も
う
一
つ
は
、〈

〉
は
、
自
ら
を
秘
匿
化
す
る
こ
と
を
代
償

と
し
て
全
て
を
生
み
出
し
続
け
る

、
、
、

と
い
う
こ
と
、
無
限
の
自
己
産
出
と

い
う
は
た
ら
き
を
決
し
て
や
め
る
こ
と
が
な
い

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

言
語
の
使
用
に
お
い
て
〈

〉
を
召
喚
す
る
こ
と
と
は
、
言
語
実
践
に

お
い
て
〈

〉
を
全
く
新
し
い
か
た
ち
へ
と
変
身
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
そ
の
と
き
言
語
は
全
的
に
〈

〉
と
い
う
空
虚
な
場
所
と
な
る

が
、
空
虚
と
言
っ
て
も
そ
こ
に
は
何
も
な
い
の
で
は
な
く
、
逆
に
そ
れ

は
全
て
を
生
み
出
す
場
所
と
な
る
の
で
あ
る
。
井
筒
俊
彦
〔1

9
1

4

―

1993

〕
が
華
厳
の
哲
理
を
分
析
す
る
中
で
引
用
し
た
、『
老
子
』（
第
五

章
）
の
一
節
は
、
的
確
に
そ
れ
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。「
天
地
の
間

は
、
其
れ
な
お
Aた
く

籥や
く

の
ご
と
き
か
。
虚
に
し
て
屈つ

き
ず
、
動
い
て
愈
い
よ
い
よ出

づ
」〔
天
と
地
の
間
（
全
宇
宙
）
に
ひ
ろ
が
る
無
辺
の
空
間
は
、
ち
ょ
う
ど
（
無

限
大
の
）
鞴ふ
い
ご
の
よ
う
な
も
の
で
、
中
は
空
っ
ぽ
だ
が
、
動
け
ば
動
く
ほ
ど
（
風
が
）

出
て
く
る
〕（『
コ
ス
モ
ス
と
ア
ン
チ
コ
ス
モ
ス
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
・
七
、
三

五
頁
、
訳
文
井
筒
）。
し
た
が
っ
て
、
句
中
の
〈
意
〉、
す
な
わ
ち
〈
意
〉
を

幽
在
さ
せ
た
句
は
、
空
虚
で
あ
る
瞬
間
に
お
い
て
、
あ
た
か
もA

解
の

な
い
暗
号B

（
或
い
はA

解
が
あ
る
の
か
ど
う
か
さ
え
わ
か
ら
な
い
暗
号B

）

の
如
く26

人
を
絶
え
ざ
る
解
読
行
為
へ
と
導
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
意

味
」
を
無
限
に
再
配
分
し
て
い
く
「
機
」

　
　
は
た
ら
き
　
　と
な
る
の
で
あ
る
。
換
言
す

れ
ば
、〈
意
〉
は
、
わ
れ
わ
れ
の
世
界
に
は
決
し
て
現
前
し
な
い
が
、

現
前
不
可
能
で
あ
る
が
ゆ
え
に
句
を
活
性
化
さ
せ
る
は
た
ら
き

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

と
し
て

経
験
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、〈
意
〉
と
は
言
語
構
造
を
、
自
己

意
識
を
更
新
し
続
け
る
不
可
知
の
シ
ス
テ
ム
な
の
で
あ
る
。
自
己
意
識

と
し
て
構
築
さ
れ
た
世
界
像
に
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

句
に
幽
在
す
る
〈
意
〉
が
持
続
的
に
活
動
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
そ

れ
に
よ
っ
て
視
点
が
不
断
的
に
更
新
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
と
き
改
め
て
強
調
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、

A

意
は
言
外
に
あ
りB

と
い
う
伝
統
的
言
表
一
般
が
示
し
て
い
る
の
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が
、
決
し
て
表
現
の
外
に
字
義
的
な
意
味
と
は
別
の
何
ら
か
の
意
味
が

隠
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
か

に
、
一
面
的
に
は
、
禅
の
方
法
論
と
は
、
語
句
を
字
義
的
な
水
準
で
用

い
る
こ
と
な
く
、
そ
こ
に
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
を
含
ま
せ
迂
遠
的
に
パ
フ

ォ
ー
マ
ン
ス
さ
せ
る
も
の
と
し
て
見
え
て
く
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
必
ず

し
も
字
義
／
隠
喩
の
二
分
法
の
管
轄
下
に
お
い
て
、
後
者
を
優
位
化
す

る
よ
う
な
意
志
や
規
律
と
し
て
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
表

の
意
味
で
あ
れ
裏
の
意
味
で
あ
れ
、
或
い
は
、
第
一
の
意
味
で
あ
れ
第

二
の
意
味
で
あ
れ
、
意
味
の
現
前
性
が
信
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
変

わ
り
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
わ
れ
わ
れ
の
経
験
が
示
し
て

い
る
よ
う
に
、
隠
喩
と
い
う
も
の
が
往
々
に
し
て
常
套
句
で
あ
る
こ
と

が
多
い
と
い
う
事
実
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
（
古
典
詩
学
の
制
度
下
に
お
い
て

も
、『
詩
人
玉
屑
』
巻
九
「
托
物
」
に
お
い
て
「
日
月
」
が
「
君
后
」
の
、「
龍
」

が
「
君
位
」
の
隠
喩
で
あ
る
な
ど
と
そ
の
類
型
が
示
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
『
二
南

密
旨
』（
賈
島
〔779

―843

〕）
な
ど
に
も
事
細
か
く
比
喩
の
事
例
が
掲
げ
ら
れ
て

い
る
）、
む
し
ろ
隠
喩
こ
そ
が
定
型
化
へ
の
危
う
さ
を
免
れ
な
い
の
だ
と

も
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
か
ら
、
禅
林
詩
学
に
お
い
て
は
、
詩
の

常
套
手
段
と
し
て
の
直
喩
・
隠
喩
（
六
義
に
お
け
る
比
興
）
が
必
ず
し
も

至
上
の
方
法
と
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
竺
僊

梵
僊
の
偈
頌
論
の
中
に
「
詩
と
い
う
も
の
は
、
た
だ
六
義
に
帰
す
る
も

の
で
あ
る
。
し
か
る
に
宗
門
の
玄
唱
は
、
厳
か
に
六
義
を
含
む
も
の
も

あ
る
が
、
六
義
の
外
に
超
然
と
し
て
全
く
世
間
の
翰
墨
の
常
規
の
外
に

出
て
い
る
よ
う
な
も
の
も
あ
る
。（
そ
れ
ゆ
え
）
来
る
も
蹤
を
残
さ
ず
、

去
く
も
迹
を
残
さ
ず
、
意
は
求
め
よ
う
も
な
く
、
情
は
測
り
よ
う
も
な

い
」〔
且
詩
者
、
止
乎
六
義
而
已
、
宗
門
玄
唱
、
則
有
儼
若
、
含
於
六
義
者
、
有

超
然
於
六
義
之
表
、
而
絶
去
世
間
翰
墨
畦
逕
之
外
、
来
不
知
蹤
、
去
不
知
迹
、
非

意
可
求
、
非
情
能
測
〕
と
示
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る27

。
禅
の
方
法
論
が

絶
え
ざ
る
変
化
を
求
め
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
六
義
」
と
い
う

制
度
化
さ
れ
た
方
法
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
修
辞
技
法
を
包
含
し
た

無
定
型
性
の
中
で
、
予
測
可
能
性
を
で
き
る
だ
け
圧
縮
し
た
水
準
に
お

い
て
語
を
連
鎖
さ
せ
、
意
味
の
固
有
の
再
帰
点
を
抹
消
し
て
い
く
こ
と

が
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る28

。

た
だ
し
、
以
上
の
よ
う
に
、
禅
の
方
法
論
が
い
か
な
る
修
辞
技
法
に

よ
っ
て
も
定
式
化
さ
れ
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
こ
と

が
修
辞
技
法
一
般
を
予
断
的
に
排
除
し
よ
う
と
す
る
意
志
或
い
は
規
律

と
し
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
な

ぜ
な
ら
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
禅
僧
に
お
い
て
最
大
の
眼
目
と
さ
れ

て
い
た
の
は
、〈

〉
の
到
来
と
い
う
出
来
事
だ
が
、
そ
れ
は
あ
ら
ゆ

る
言
語
的
地
平
に
お
い
て
起
こ
り
う
る
経
験
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
テ
ク

ス
ト
に
つ
ね
に
す
で
に
幽
在
す
る
契
機
だ
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
禅
僧

に
お
い
て
表
現
様
式
如
何
が
第
一
に
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
だ
が
、

そ
れ
は
技
巧
的
な
詩
で
あ
る
可
能
性
を
排
除
し
な
い
と
い
う
意
味
で
も

あ
る
の
で
あ
る
。
心
敬
〔1406

―1475

〕
は
、「
ま
こ
と
の
仏
ま
こ
と
の

歌
と
て
、
定
ま
れ
る
姿
あ
る
べ
か
ら
ず
。
…
た
ゞ
一
つ
所
に
と
ど
こ
ほ
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ら
ぬ
作
者
の
み
正
見
な
る
べ
し
と
な
り
」（『
さ
ゝ
め
ご
と
』〔
大
系
本
〕、
二

〇
二
頁
）
と
述
べ
た
が
、「
ま
こ
と
の
仏
ま
こ
と
の
歌
」
す
な
わ
ち
〈

〉

は
、「
定
ま
れ
る
姿
」
が
な
い
と
い
う
持
続
的
変
化
に
よ
っ
て
初
め
て

可
能
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
（
な
お
こ
れ
は
、
禅
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
集

約
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
『
金
剛
経
』
の
「
応
無
所
住
、
而
生
其
心
」
の
一
句
と

反
響
し
た
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
）。

た
だ
し
、
こ
こ
で
い
う
変
化
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
経
験
す
る
世
界

（
自
己
意
識
）
が
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
変
わ
っ
た
と
印
象
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な

経
験
、
か
た
ち
あ
る
も
の
が
滅
び
て
い
く
経
験
、
現
前
す
る
変
化
の
経

験
の
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
毎
日
見
る
花
が
い
つ
も
と
変
わ
ら
ず

そ
こ
に
あ
る
、
と
い
う
経
験
を
こ
そ
、
そ
の
よ
う
な
変
化
の
経
験
と
見

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
道
元
は
『
正
法
眼
蔵
』
第
五
十
三
「
梅
華
」
に

お
い
て
「
無
量
無
尽
の
過
現
来
、
こ
と
D
C
く
新
な
り
と
い
ふ
が
ゆ
へ

に
、
こ
の
新
は
新
を
脱
落
せ
り
」（
思
想
大
系
本
・
下
、
一
二
七
頁
）
と
述

べ
た
。
い
か
な
る
も
の
も
、
瞬
間
瞬
間
に
新
し
く

、
、
、

生
起
し
て
く
る
も
の

で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
世
界
は
常
に
既
に
「
換
骨
奪
胎
」
さ
れ
て
お
り
、

絶
え
ず
変
化
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
変
化
と
い
う
の
は
、
ど

の
よ
う
な
か
た
ち
で
あ
れ
、「
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。「
仏
法
に
も
敗
壊
の
無
常
と
て
、
此
の
身
の
破
れ
失
せ
ん
こ

と
を
二
乗
も
悟
り
知
れ
ど
も
、
念
々
の
無
常
と
て
、
物
ご
と
に
ふ
れ
て

忘
れ
ざ
る
は
、
菩
薩
大
悟
の
位
な
り
。
念
々
の
修
行
の
歌
人
、
お
ぼ
ろ

げ
に
も
あ
る
べ
か
ら
ず
」（
心
敬
『
さ
ゝ
め
ご
と
』、
一
九
八
頁
）。
変
化
そ

の
も
の
が
変
化
す
る
こ
と
な
く
（
常
住
）、
わ
れ
わ
れ
の
経
験
す
る
世
界
を

創
り
出
し
て
く
れ
て
い
る
こ
と
（
無
常
）、
そ
れ
を
「
物
ご
と
に
ふ
れ
て
忘

れ
」
な
い
こ
と
。
こ
こ
に
詩
の
成
就
が
あ
る
の
だ
、
と
詩
人
は
い
う
。

詩
は
意
味
を
陳
述
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
陳
述
し
て
い
な

い
わ
け
で
も
な
い
。
一
義
的
で
あ
る
こ
と
が
悪
く
、
多
義
的
で
あ
る
こ

と
が
よ
い
わ
け
で
も
な
い
。
無
意
味
な
言
葉
を
連
ね
る
こ
と
が
活
句
な

の
で
は
な
い
し
、
奇
を
衒
っ
た
表
現
や
多
義
的
な
表
現
そ
の
も
の
が
活

句
な
わ
け
で
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
技
巧
的
な
句
も
ま
た
活

句
で
あ
る
可
能
性
を
排
除
し
て
は
い
な
い
。〈
活
性
〉（
変
化
）
と
は
、

つ
ね
に
す
で
に
句
の
内
部
に
あ
る
の
で
あ
る
。

句
に
幽
在
す
る
〈
活
性
〉

そ
れ
で
は
最
後
に
、
前
掲
（
¢
）「
ヲ
ヨ
ソ
活
句
ヲ
死
句
ト
ナ
ス
コ
ト

ハ
、
言
句
ノ
咎
ニ
ア
ラ
ズ
、
只
ソ
ノ
作
者
ノ
見
性
ノ
未
徹
ナ
ル
ニ
ヨ
ル

ベ
シ
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
こ

こ
で
は
、
活
／
死
の
別
が
、
畢
竟
、
見
性
の
未
徹
／
徹
の
問
題
で
あ
る

と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
活
／
死
の
分
岐
点
と
見
な
さ
れ
た
基

準
は
語
句
の
形
態
的
特
徴
か
ら
導
出
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、「
情
解
」

（
意
味
論
的
解
釈
）
か
ら
離
れ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
主
体
（
自
己
意
識
）

の
あ
り
方
の
問
題
だ
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
稿
の
文
脈
に
沿
っ

て
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
は
言
語
と
そ
の
〈
外
部
〉
―
―
句
と
〈
意
〉

―
―
に
対
す
る
視
座
を
持
ち
え
て
い
る
か
否
か
の
問
題
だ
と
い
う
こ
と
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で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、〈
意
〉
は
い
か
な
る
テ
ク
ス
ト
の
内
に
も

胚
胎
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
視
座
を
忘
却
し
、〈
意
〉
を

「
意
味
」
＝
句
へ
と
恣
意
的
に
還
元
し
つ
つ
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
惰
性
に
服
従
し
て
し
ま
っ
た
と
き
、
言
葉
（
句
）
は
死
ぬ
。
そ
れ
に

と
も
な
い
、
自
己
意
識
と
し
て
の
世
界
、
世
界
と
し
て
の
自
己
意
識
は

凝
固
し
、
苦
し
み
を
再
生
産
し
続
け
る
自
動
機
械
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

禅
僧
は
〈
意
〉
を
不
在
の
ま
ま
に
召
喚
し
う
る
言
語
実
践
と
し
て
、
或

い
は
言
語
構
造
（
自
己
意
識
）
を
不
断
的
に
脱
臼
し
続
け
て
い
く
言
語
実

践
と
し
て
、
詩
を
求
め
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（
た
だ
し
、
そ

れ
は
詩
は
意
味
が
不
在
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
日
常
言
語
は
意
味
が
存
在
し
て
い

る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
禅
僧
の
考
え
に
従
え
ば
、
詩
は
む
し
ろ
言
語
の
原

態
を
示
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
禅
僧
の
言
語
実
践
は
必
ず
し
も
詩
の
様
式
を
踏

襲
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
）。

と
こ
ろ
で
、
無
学
は
詩
作
の
定
理
を
説
く
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。「
偈
頌
を
作
る
方
法
に
定
式
と
い
う
も
の
は
な
い
。
…
…
必
ず

自
己
の
胸
襟
の
中
に
向
か
っ
て
模
索
せ
よ
。
模
索
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
こ
ろ
を
模
索
せ
よ
。
罅
縫
す
き
ま

の
な
い
と
こ
ろ
に
門
戸
を
求
め
よ
、
路

の
な
い
と
こ
ろ
に
路
を
求
め
よ
、
言
語
の
な
い
と
こ
ろ
に
言
語
を
求
め

よ
」〔
做
頌
之
法
亦
無
定
式
、
…
…
須
是
向
自
己
胸
襟
中
模
索
、
模
索
不
得
処
模

索
、
無
罅
縫
中
討
門
戸
、
無
路
中
討
路
、
無
言
語
中
討
言
語
〕（『
仏
光
国
師
語
録
』

巻
五
、『
大
日
本
仏
教
全
書
』
四
八
、
一
〇
七
頁
）。
無
学
が
教
え
て
い
る
の

は
、
連
続
的
で
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
、
切
れ
込
み
を
入
れ
、

不
連
続
化
す
る
こ
と
。
の
っ
ぺ
り
と
し
た
平
面
に
新
た
な
罅
を
穿
ち
、

新
た
な
概
念
を
、
新
た
な
思
考
法
を
創
り
出
す
こ
と
。
そ
し
て
、
そ
れ

ら
を
自
己
の
胸
襟
中
に
起
こ
す
こ
と
で
あ
る
（
ま
た
そ
れ
は
自
己
の
胸
襟

中
で
し
か
起
こ
り
え
な
い
も
の
で
あ
る
）。
か
く
し
て
禅
僧
た
ち
は
、
各
々

の
自
己
意
識
に
〈

〉
を
迎
え
入
れ
つ
つ
、
新
た
な
主
体
（
自
己
意
識
）

へ
と
脱
皮
し
続
け
、〈

〉
を
言
語
に
お
い
て
流
出
さ
せ
て
い
く
こ
と

を
自
ら
に
課
し
た
。
そ
れ
が
可
能
で
あ
っ
た
と
き
、
語
（
自
己
意
識
）
の

連
鎖
関
係
＝
相
続
関
係
＝
嗣
法
関
係
が
無
窮
不
尽
に
連
綿
と
続
く
も
の

で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
語
（
自
己
意
識
）
は
語
（
自
己
意
識
）
で
あ
る

こ
と
を
忘
れ
る
（
無
意
味
で
は
な
い
次
元
で
何
事
か
を
意
味
し
な
が
ら
も
、
何

事
も
意
味
し
な
く
な
る
）。
そ
の
と
き
初
め
て
〈
意
〉
が
不
在
と
し
て

、
、
、
、
、

現
前

す
る
、
と
禅
僧
は
考
え
て
い
た
。
言
語
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
世
界
、

す
な
わ
ち
自
己
意
識
は
こ
こ
に
お
い
て
全
き
真
空
状
態
と
化
す
。
と
同

時
に
、「
Aた
く

籥や
く

」
の
よ
う
に
、
次
か
ら
次
へ
と
（
既
成
の
枠
に
捕
ら
わ
れ
な

い
自
由
無
定
型
な
）
言
葉
を
生
み
出
し
て
い
く
。
そ
こ
に
「
定
ま
れ
る
姿
」

は
な
く
、
自
己
意
識
と
し
て
の
世
界
（
世
界
と
し
て
の
自
己
意
識
）
は
、
時

に
は
壊
乱
・
狂
乱
の
様
相
を
帯
び
つ
つ
も
、
現
前
不
可
能
な
〈
自
己
存

在
そ
の
も
の
＝
他
者
存
在
そ
の
も
の
〉
に
触
れ
得
た
と
い
う
感
覚
を
言

語
に
お
い
て
剥
き
出
し
と
す
る
。
そ
の
と
き
人
は
発
す
べ
き
言
葉
を
奪

わ
れ
る
が
、
そ
れ
ゆ
え

、
、
、
、

全
く
饒
舌
に
「
カ
マ
イ
テ
、
活
句
に
参
ゼ
ヨ
、

死
句
ニ
参
ズ
ル
ナ
」
な
ど
と
語
り
出
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

で
は
、
は
た
し
て
「
活
句
」
と
は
何
か
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
問
い
に
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対
し
て
、
も
は
や
適
正
な
解
は
な
い
と
し
か
答
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。

「
活
句
」
と
は
何
で
あ
る
、
と
い
う
か
た
ち
で
具
体
的
に
例
示
し
得

な
い
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
句
が
、「
活
句
」
で
あ
り
え
な
が
ら
も
「
死
句
」

で
あ
る
こ
と
か
ら
逃
れ
て
い
な
い
と
い
う
根
源
的
二
重
性
を
帯
び
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
条
件
（
自
己
意
識
の
構
成
）
の
中
で
言
語
の
運
動

（
構
造
変
換
）
が
生
起
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
別
の
条
件
下
で
も
同
様

に
生
起
す
る
保
証
は
な
い
。
ゆ
え
に
〈
活
性
〉
は
言
語
に
属
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
言
語
な
く
し
て
〈
活
性
〉
の
み
が
存
す
る

こ
と
も
ま
た
あ
り
え
な
い
か
ら
、〈
活
性
〉
は
言
語
に
属
し
て
い
な
い

わ
け
で
も
な
い
。
驚
き
（
構
造
変
換
）
を
一
つ
の
指
標
と
し
て
そ
れ
を

「
活
句
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
許
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
そ

れ
は
ま
ず
そ
れ
が
「
死
句
」
で
あ
る
か
ら
こ
そ
可
能
に
な
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。
あ
る
句
が
「
活
句
」
で
あ
る
た
め
に
は
、
ま
ず
そ
れ
が
「
死

句
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
語
と
〈
変
化
〉、

死
句
と
〈
活
句
〉
と
は
相
互
に
そ
の
ア
プ
リ
オ
リ
性
を
譲
り
合
っ
て
い

る
。〈
活
性
〉
な
き
死
句
も
な
け
れ
ば
、
死
句
な
き
〈
活
性
〉
も
な

い
。〈

〉
は
一
瞬
の
猶
予
も
な
く
言
語
に
到
来
し
続
け
て
お
り
、
言

語
は
〈

〉
の
呼
び
か
け
に
応
え
続
け
て
い
る
。
禅
僧
が
死
句
の
体
制

を
動
か
そ
う
と
為
し
て
い
た
こ
と
自
体
も
ま
た
死
句
の
産
出
で
あ
る
こ

と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
道
元
が
「
活
は
た
と
ひ
全
活
な
り
と
も
、

死
の
変
じ
て
活
と
現
ず
る
に
あ
ら
ず
。
得
活
の
頭
正
尾
正
に
脱
落
な
る

の
み
な
り
」（『
正
法
眼
蔵
』〔
思
想
大
系
本
〕
第
四
十
二
「
説
心
説
性
」、
下
、

二
三
頁
）
と
い
う
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
は
死
句
の
体
制
か
ら
〈
活
句
〉
の

中
へ
と
移
動
、
、

す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
重
要
な
こ
と
は
、

人
は
死
句
の
体
制
に
留
ま
り
つ
づ
け
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ

れ
ゆ
え
に
、
句
の
〈
向
こ
う
側
＝
彼
岸
＝
外
部
〉
に
ど
の
よ
う
な
〈
真

意
〉
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
誰
も
―
―
そ
の
発
話
主
体
／
作
者
で

さ
え
も
―
―
知
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
虎
関
は
「
言
語
に
真

実
は
な
い
。
真
実
が
な
い
こ
と
が
真
の
真
実
で
あ
る
」
と
述
べ
た
（
前

述
）。
こ
の
ど
う
し
よ
う
も
な
く
〈
真
実
〉
か
ら
隔
て
ら
れ
て
い
る
と
い

う
経
験
、
視
点
を
変
え
て
言
え
ば
、〈
真
実
〉
と
切
断
と
い
う
か
た
ち

を
と
っ
て
結
合
し
て
い
る
と
い
う
経
験
こ
そ
が
、
現
実
の
構
造
を
固
定

化
し
て
い
る
箍
を
外
す
契
機
と
な
り
、〈
活
句
〉
を
嚮
導
し
続
け
て
い

た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
の
読
み
取
り
う
る
言
語
は

ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
不
完
全
な
対
象
で
あ
り
続
け
る
。
ゆ
え
に
い
か
な

る
詩
も
ま
た
完
成
さ
れ
た
作
品
と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
を
拒
否
し
、
い

か
な
る
教
条
化
も
ま
た
棄
却
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
方
法
は
、
反
復
さ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
、
規
範
化
さ
れ
う
る
が
、
禅
林
詩
学
に

方
法
論
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
方
法
論
を
内
部
か
ら
浸
食
し

て
し
ま
う
よ
う
な
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
虎
関
は
「
凡

禅
門
の
言
句
を
仕
様
不
レ

滞
二

一
途
一

」（『
紙
衣
謄
』）
と
述
べ
た
。
し
か

し
一
方
で
方
法
論
を
公
準
化
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
固
有
の
方
法
と
な

っ
て
し
ま
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
把
握
さ
え
も
は
ぐ
ら
か
さ
れ
て
い
く
こ
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と
に
な
る
だ
ろ
う
。
意
味
に
よ
っ
て
隅
か
ら
隅
ま
で
充
溢
さ
せ
ら
れ
た

世
界
の
擬
制
を
、
決
定
的
に
受
動
的
に
、
惰
性
的
に
読
ま
さ
れ
る

、
、
、
、
、

こ
と

の
な
い
よ
う
に
す
る
に
は
い
か
に
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
あ
ら
ゆ
る
状
況

に
即
応
し
う
る
よ
う
な
最
終
審
級
の
方
法
は
な
い
、
、

。

註
１
　
引
用
は
、
市
野
沢
寅
雄
『
滄
浪
詩
話
』（
明
徳
出
版
社
、
一
九
七
六
・
七
）。

２
　
一
例
を
も
っ
て
示
せ
ば
、
孫
昌
武
／
梅
田
雅
子
訳
「
中
国
詩
歌
の
発
展
に
お
け
る

禅
宗
の
影
響
　
略
論
」（『
東
洋
文
化
』
八
三
、
二
〇
〇
三
・
三
）
は
、
次
の
よ
う
に

解
説
し
て
い
る
。「「
活
句
」
と
は
、
一
面
で
は
思
考
が
活
き
て
い
て
、
と
ら
わ
れ
も

滞
り
も
な
く
、
不
即
不
離
で
あ
る
も
の
で
あ
り
、
も
う
一
面
で
は
表
現
上
、
聯
想
・

比
喩
・
象
徴
・
雙
關

か
け
こ
と
ば
・
答
非
所
問

は
ぐ
ら
か
し

な
ど
の
手
法
を
多
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
こ

そ
、
後
生
の
「
繞
路

ま
わ
り
み
ち
し
て
禅
を
説
く
」
と
い
う
手
法
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
詩
歌
の
創

作
に
お
い
て
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
方
法
が
大
い
に
手
本
に
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
」。

３
　
拙
稿
「
禅
に
お
い
て
〈
コ
ト
バ
〉
と
は
何
か
―
―
〈
詩
禅
一
味
〉
言
説
を
可
能
に

す
る
地
平
―
―
」（『
日
本
研
究
』〈
広
島
大
学
〉
二
一
、
二
〇
〇
八
・
三
）。

４
『
仏
光
国
師
語
録
』
巻
五
・
建
長
寺
普
説
、『
大
日
本
仏
教
全
書
』
四
十
八
、
一
〇

七
頁
下
。

５
『
済
北
集
』、『
五
山
文
学
全
集
』
第
一
巻
、
一
九
四
頁
。

６
『
金
剛
般
若
波
羅
蜜
経
』、『
大
正
蔵
』
八
、
七
四
九
頁
中
。

７
『
金
剛
般
若
波
羅
蜜
経
』、『
大
正
蔵
』
八
、
七
五
〇
頁
中
。

８
『
楞
伽
経
』
巻
一
、『
大
正
蔵
』
十
六
、
四
八
四
頁
下
。

９
『
仏
語
心
論
』
巻
五
・
別
説
識
真
分
第
五
、『
日
本
大
蔵
経
』
十
、
一
〇
〇
／
二
七

四
頁
上
。

10

引
用
は
、『
宋
元
人
説
部
叢
書
』
上
冊
（
中
文
出
版
社
）
所
収
本
。

11

た
だ
、
諸
評
の
中
に
は
、
山
谷
の
「
奇
」
に
つ
い
て
、「
句
雖
新
奇
、
而
気
乏
渾
厚
」

（『
隠
居
詩
話
』、『
詩
人
玉
屑
』
巻
十
八
引
）、「
後
山
謂
魯
直
作
詩
、
過
於
出
奇
、
誠

哉
、
是
言
也
」（『
漁
隠
叢
話
』、
同
上
）
な
ど
と
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
に
評
価
す
る
声
も
あ
っ

た
。
な
お
、
山
谷
自
身
の
言
に
は
「
好
作
奇
語
、
自
是
文
章
一
病
、
但
当
以
理
為
主
、

理
得
而
辞
順
、
文
章
自
然
出
群
抜
萃
」（『
豫
章
黄
先
生
文
集
』
巻
十
九
「
与
王
観
復

書
三
首
」、『
四
部
叢
刊
正
編
』
四
九
、
二
〇
一
頁
下
）
と
い
う
も
の
も
あ
る
。

12

呂
本
中
は
『
夏
均
父
集
』
の
序
を
製
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
と
言
わ
れ
る
（
劉

克
荘
『
後
村
先
生
大
全
集
』
巻
九
十
五
「
江
西
詩
派
・
呂
紫
微
」
引
、『
四
部
叢
刊

正
編
』
六
二
、
八
二
四
頁
上
）。「
学
詩
当
識
活
法
、
所
謂
活
法
者
、
規
矩
備
具
、
而

能
出
于
規
矩
之
外
、
変
化
不
測
、
而
亦
不
背
於
規
矩
也
、
是
道
也
、
蓋
有
定
法
、
而

無
定
法
、
無
定
法
、
而
有
定
法
、
知
是
者
、
則
可
以
与
語
活
法
矣
、
謝
元
暉
有
言

「
好
詩
転
円
美
如
弾
丸
」、
此
真
活
法
也
」。
ち
な
み
に
、
呂
本
中
は
大
慧
宗
杲
へ
の

参
禅
で
も
知
ら
れ
る
（『
大
慧
書
』）。

13
『
済
北
集
』、『
五
山
文
学
全
集
』
第
一
巻
、
一
六
八
頁
。

14

た
だ
し
、『
詩
人
玉
屑
』
の
こ
の
記
事
は
厳
有
翼
『
藝
苑
雌
黄
』
か
ら
の
引
用
で

あ
る
。

15

B
ou

rd
ieu

,
P

ierre,
L

es
règ

les
d

e
l,

art
:

G
en

èse
et

stru
ctu

re
d

u

ch
am

p
littéraire,

É
dition

s
du

S
eu

il,
1992

ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
／
石
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井
洋
二
郎
訳
『
芸
術
の
規
則
Ⅰ
』（
藤
原
書
店
、
一
九
九
五
・
二
）、『
芸
術
の
規
則

Ⅱ
』（
藤
原
書
店
、
一
九
九
六
・
一
）。

16

覚
範
慧
洪
『
冷
斎
夜
話
』
巻
一
。

17

註
３
。

18
『
楞
伽
経
』
巻
三
、『
大
正
蔵
』
十
六
、
五
〇
〇
頁
中
﹇『
仏
語
心
論
』
巻
十
二
・
善

語
義
相
分
第
五
十
九
、『
日
本
蔵
』
十
、
二
四
三
／
四
一
七
頁
上
﹈。

19
『
大
般
涅
槃
経
』、『
大
正
蔵
』
十
二
、
四
〇
二
頁
下
。

20

平
野
宗
浄
『
禅
の
語
録
６
　
頓
悟
要
門
』
筑
摩
書
房
、
一
九
七
〇
・
三
、
二
〇
一

頁
。

21

こ
の
問
題
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
根
本
的
に
わ
れ
わ
れ
の
知
の
枠
組
み
が
〈
外
部
＝

語
り
え
ぬ
も
の
〉
に
対
す
る
視
座
を
ほ
と
ん
ど
忘
却
な
い
し
無
視
し
て
し
ま
っ
て
い

る
と
い
う
点
に
お
い
て
確
か
な
難
し
さ
を
抱
え
て
い
る
。
記
号
分
析
学
の
Ｊ
・
ク
リ

ス
テ
ヴ
ァ
は
、
主
著
『
詩
的
言
語
の
革
命
』（
第
一
部
、
原
田
邦
夫
訳
、
勁
草
書
房
、

一
九
九
一
・
十
）
の
劈
頭
、
近
代
言
語
学
が
―
―
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
有
縁
性
と
フ
ッ
サ

ー
ル
及
び
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
の
超
越
論
的
階
層
性
と
い
う
二
つ
の
潮
流
を
除
い
て

―
―
言
語
の
「
外
な
る
も
の
」
を
「
な
か
な
か
問
い
糺
そ
う
と
は
し
な
い
」
こ
と
を

批
判
し
、
こ
の
「「
外
な
る
も
の
」
の
解
明
を
な
お
ざ
り
に
す
れ
ば
、
言
語
理
論
の

発
展
そ
れ
自
体
が
阻
害
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
十
頁
―
）。
要
素
還
元
主
義
や

実
証
主
義
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
現
代
言
語
学
の
中
心
領
域
は
、
学
問
と
し
て
の
科
学

性
を
維
持
す
る
た
め
に
、
言
語
の
〈
外
部
〉（〈
語
り
え
ぬ
も
の
〉）
を
放
擲
す
る
こ

と
で
対
象
と
し
て
の
言
語
を
予
め
理
解
可
能
な
も
の
へ
と
手
な
ず
け
て
お
く
と
い
う

操
作
を
自
明
の
始
発
点
に
置
い
て
き
た
が
、
文
学
研
究
と
い
う
制
度
的
枠
組
み
も
ま

た
（
そ
の
決
し
て
小
さ
い
と
は
言
え
な
い
領
域
に
お
い
て
）
そ
の
よ
う
な
操
作
を
自

然
な
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
、
そ
の
よ
う
に
し
て
手
な
ず
け
ら
れ
て
小
さ
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
言
語
―
―
と
い
う
よ
り
も
言
語
の
模
型
―
―
に
よ
っ
て
文
学
と
い
う
現
象

が
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
視
座
及
び
規
律
を
内
面
化
さ
せ
て
き
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
（
は
た
し
て
言
語
と
は
言
語
学
が
対
象
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
あ
の
、
、

言

語
の
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
）。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
喫
緊
の
課
題
と
な
る
の
は
、
こ

の
言
語
の
〈
外
部
〉
と
い
う
忘
却
さ
れ
た
問
題
系
を
わ
れ
わ
れ
自
身
の
思
考
の
地
平

に
導
き
入
れ
（
恢
復
し
）、
わ
れ
わ
れ
の
視
線
を
遮
蔽
し
て
い
る
も
の
を
凝
視
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
視
座
を
根
底
か
ら
転
換
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
な
く
し
て
禅
僧

と
眼
差
し
を
共
有
す
る
可
能
性
が
開
か
れ
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
だ
ろ
う
。

22

中
国
の
伝
統
的
文
学
理
論
に
お
け
る
「
意
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
近
く
、
浅
見

洋
二
『
中
国
の
詩
学
認
識
―
―
中
世
か
ら
近
世
へ
の
転
換
―
―
』「
結
語
―
詩
的
言

語
を
め
ぐ
っ
て
」（
創
文
社
、
二
〇
〇
八
・
二
）
に
ま
と
ま
っ
た
言
及
が
あ
る
。

23
「
真
仏
無
口
、
不
解
説
法
、
真
聴
無
耳
、
其
誰
聞
乎
」（『
宛
陵
録
』〔
入
矢
義
高

『
禅
の
語
録
８
　
伝
心
法
要
・
宛
陵
録
』
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
・
十
二
、
一
三
六

頁
〕）。「
か
た
る
人
あ
ら
ば
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
会
取
す
べ
し
と
お
も
ふ
べ
か
ら
ず
」

（『
正
法
眼
蔵
』〔
思
想
大
系
本
〕
第
四
十
五
「
密
語
」、
下
、
五
六
頁
）。

24
『
正
法
眼
蔵
』〔
思
想
大
系
本
〕
第
二
十
九
「
山
水
経
」、
上
、
三
三
三
―
四
頁
。

25

加
え
て
言
え
ば
、〈

〉
の
召
喚
は
、
仏
教
語
の
よ
う
な
抽
象
的
な
概
念
を
使
用

す
る
こ
と
に
も
繋
が
ら
な
い
。
徳
山
縁
密
は
、「
但
参
活
句
、
莫
参
死
句
、
活
句
下

薦
得
、
永
劫
無
滞
」
と
し
て
子
弟
を
領
導
す
る
中
で
、
死
句
の
例
句
と
し
て
「
一
塵

一
仏
国
、
一
葉
一
釈
迦
」、「
揚
眉
瞬
目
、
挙
指
竪
払
」、「
山
河
大
地
、
更
無
淆
訛
」
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な
ど
の
語
を
挙
出
し
て
い
る
（『
五
灯
会
元
』
巻
十
五
）。
こ
こ
に
死
句
の
例
句
と
し

て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
経
典
・
語
録
中
の
仏
教
語
／
禅
語
で
あ
る
こ
と
の
意
味

は
重
い
。
そ
れ
は
す
で
に
抜
隊
が
「
譬
喩
因
縁
ニ
ワ
タ
リ
、
理
性
玄
妙
仏
法
辺
ノ
義

味
ニ
ヲ
ツ
ル
語
」
と
述
べ
、
仏
教
用
語
が
死
句
の
代
表
格
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ

と
と
も
符
合
し
て
い
る
。
道
元
『
正
法
眼
蔵
』〔
思
想
大
系
本
〕
第
六
「
行
仏
威
儀
」

に
も
「「
仏
縛
」
と
い
ふ
は
、
菩
提
を
菩
提
と
知
見
解
会
す
る
、
即
知
見
、
即
解
会

に
即
縛
せ
ら
れ
ぬ
る
な
り
。
…
菩
提
を
す
な
は
ち
菩
提
な
り
と
見
解
せ
ん
、
こ
れ
菩

提
相
応
の
知
見
な
る
べ
し
、
た
れ
か
こ
れ
を
邪
見
と
い
は
ん
と
想
憶
す
、
こ
れ
す
な

は
ち
無
縄
自
縛
な
り
。
…
い
た
づ
ら
に
仏
辺
の
B
窟
に
活
計
せ
る
の
み
な
り
」（
上
、

八
七
頁
）
と
あ
る
。

26

本
朝
で
も
広
く
読
ま
れ
た
『
虚
堂
和
尚
語
録
』
巻
一
（『
大
正
蔵
』
四
七
、
九
八

八
頁
上
）
に
は
、「
五
祖
凡
示
衆
、
東
辺
掉
一
句
、
西
辺
掉
一
句
、
大
似
C
雪
喫
瓜

冬
、
喚
作
楊
岐
正
伝
東
山
暗
号
」
と
あ
り
、
五
祖
法
演
の
語
が
「
東
山
の
暗
号
、
、

」
と

呼
ば
れ
、
難
解
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

27
『
竺
僊
疑
問
』（『
禅
林
象
器
箋
』
二
十
一
・
偈
頌
）。

28

禅
僧
の
こ
の
よ
う
な
手
法
を
「
象
徴
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
れ

は
Ｍ
・
ブ
ラ
ン
シ
ョ
〔1907

―2003

〕
が
言
う
意
味
で
の
「
象
徴
」
で
あ
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。「
象
徴
は
そ
れ
自
身
が
空
虚
で
あ
り
、
自
分
で
は
解
釈
す
る
こ
と
も
触

れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
無
限
の
距
離
で
あ
り
、
限
界
を
排
除
す
る
空
隙
だ
ら
け
の
無

限
の
広
が
り
で
あ
っ
て
、
そ
の
限
界
の
彼
方
に
無
限
を
示
そ
う
と
努
力
す
る
。
し
か

し
象
徴
は
ま
た
様
式
化
さ
れ
な
い
も
の
で
も
な
い
」（
重
信
常
喜
・
橋
口
守
人
訳

『
虚
構
の
言
語
』
紀
伊
國
屋
書
店
、
一
九
六
九
・
十
、
九
―
十
頁
）、「
象
徴
は
、
わ

れ
わ
れ
を
し
て
普
遍
的
な
欠
如
、
全
体
と
し
て
の
空
虚
を
体
験
さ
せ
よ
う
と
す
る
方

法
の
一
つ
で
あ
る
欠
如
に
、
絶
え
ず
わ
れ
わ
れ
を
送
り
か
え
す
役
割
を
持
っ
て
い
る
」

（
同
、
十
頁
）、「
も
し
象
徴
が
壁
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
穴
が
あ
く
ど
こ
ろ
か
、

逆
に
、
よ
り
い
っ
そ
う
不
透
明
に
な
っ
て
ゆ
く
よ
う
な
壁
と
も
言
う
べ
き
も
の
だ
。

単
に
不
透
明
に
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
は
、
お
そ
ろ
し
く
強
力
な
途
方
も
な
い

密
度
と
厚
み
と
現
実
性
を
そ
な
え
た
も
の
と
化
す
る
の
で
あ
っ
て
、
か
く
て
そ
れ
は
、

わ
れ
わ
れ
自
身
を
変
形
し
、
わ
れ
わ
れ
の
手
段
や
慣
習
の
作
る
球
体
を
束
の
間
変
形

し
、
わ
れ
わ
れ
を
い
っ
さ
い
の
現
実
的
知
識
や
可
能
的
知
識
か
ら
引
き
離
し
、
わ
れ

わ
れ
を
も
っ
と
可
鍛
性
に
富
む
も
の
と
化
し
、
わ
れ
わ
れ
を
動
か
し
、
別
の
方
向
に

向
け
、
こ
の
新
し
い
自
由
を
通
し
て
、
わ
れ
わ
れ
を
或
る
新
し
い
空
間
の
接
近
に
直

面
さ
せ
る
の
で
あ
る
」（
粟
津
則
雄
訳
『
来
る
べ
き
書
物
』
現
代
思
潮
社
、
一
九
六

八
・
九
、
一
三
五
頁
）。
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