
日
蓮
聖
人
の
身
延
山
御
入
山
七
百
年
記
念
論
文
と
し
て
且
遁
説
批
判
を
す
る
つ
も
り
で
居
た
所
へ
、
突
然
学
校
か
ら
、
出
光
興
産
社
長

リ
ー
フ
レ
ッ
ト

の
論
叢
を
手
渡
さ
れ
、
批
判
せ
よ
と
の
事
で
あ
っ
た
の
で
、
一
読
し
て
事
の
重
大
性
を
感
じ
、
急
処
こ
の
論
文
を
提
出
す
る
。

出
光
社
長
の
「
道
徳
と
モ
ラ
ル
と
は
完
全
に
違
う
」
と
い
う
論
叢
は
、
道
義
地
に
堕
ち
た
今
日
の
世
相
を
憂
う
る
人
士
の
誰
も
が
首
肯

す
る
所
で
あ
ろ
う
。
そ
の
論
旨
の
概
要
を
摘
記
す
れ
ば
、
出
光
社
長
は
鈴
木
大
拙
老
師
に
よ
っ
て
、
「
西
洋
の
モ
ラ
ル
は
、
征
服
者
の
皇

帝
、
エ
ン
ペ
ラ
ー
、
国
王
が
作
っ
た
法
律
、
規
則
を
守
る
事
を
人
民
に
恋
通
し
、
大
衆
が
そ
れ
を
守
る
事
が
モ
ラ
ル
で
あ
る
が
、
道
徳
と

ま
ど
こ
ろ

は
お
互
い
平
和
に
仲
良
く
暮
ら
す
為
に
、
人
間
の
『
真
心
』
か
ら
自
然
に
涌
き
出
た
も
の
で
、
書
い
た
も
の
で
は
な
い
」
と
教
え
ら
れ
、

こ
の
道
徳
こ
そ
は
日
本
本
来
の
も
の
で
、
儒
教
や
仏
教
に
教
え
ら
れ
た
も
の
で
な
く
、
無
我
無
私
の
天
皇
が
愛
情
を
以
っ
て
国
民
に
臨
ま

れ
、
国
民
が
有
難
う
ご
ざ
い
ま
す
と
感
恩
報
謝
す
る
所
に
生
れ
、
こ
の
遊
徳
の
根
枠
と
な
る
も
の
と
し
て
、
艸
無
我
無
私
、
切
互
識
互
助

側
義
理
人
情
、
伽
犠
牲
心
、
の
四
つ
を
挙
げ
て
説
明
し
て
居
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
道
徳
こ
そ
は
世
界
の
行
き
詰
り
を
救
う
唯
一
の
道
で

出
光
社
長
の

「
道
徳
と
モ
ラ
ル
と
は
完
全
に
違
う
」

を
論
評
し
且
遁
説
批
判
に
至
る

疋
田
英
肇
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し
か
し
一
見
甚
だ
結
枇
な
事
と
思
わ
れ
る
こ
の
理
論
も
、
そ
の
中
に
多
く
の
破
端
を
蔵
し
て
い
て
、
や
が
て
は
、
ス
ト
ー
ク
氏
に
－
１
核

爆
発
は
神
で
あ
る
」
と
い
う
結
論
さ
え
与
え
て
い
る
。
「
核
燦
発
が
神
で
あ
る
。
」
と
の
思
想
に
案
外
賛
成
者
の
多
い
所
に
世
界
平
和
の

危
機
が
あ
る
。
何
故
な
ら
そ
の
立
論
に
は
死
刑
廃
止
論
と
同
じ
く
自
己
矛
盾
、
自
家
撞
着
を
蔵
し
て
い
る
か
ら
だ
。
死
刑
は
一
見
生
存
権

剥
奪
を
合
法
的
に
公
認
し
て
い
る
様
に
見
え
る
、
然
し
死
刑
は
殺
人
と
い
う
生
存
権
剥
奪
者
に
与
え
ら
れ
る
刑
で
あ
っ
て
、
人
の
生
存
権

を
剥
奪
す
る
者
は
、
当
然
そ
の
人
の
中
の
一
員
で
あ
る
自
己
の
生
存
権
剥
奪
を
も
認
容
し
て
い
る
事
な
の
だ
。
然
る
に
今
や
、
人
の
生
存

椎
は
剥
奪
し
て
も
自
己
の
生
存
権
は
主
張
し
て
よ
い
と
い
う
様
な
得
手
勝
手
な
暴
論
が
文
明
国
と
言
わ
れ
る
岡
々
か
ら
起
っ
て
い
る
。
世

界
的
行
詰
り
と
は
こ
の
様
に
人
間
が
智
的
自
己
矛
盾
に
迷
っ
た
所
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
「
絶
対
的
真
理
は
な
い
」
と
言
う
思
考
に
も
こ

の
矛
盾
が
内
蔵
さ
れ
て
い
る
。
何
故
な
ら
「
絶
対
的
真
理
は
な
い
と
い
う
そ
の
事
さ
え
絶
対
真
理
で
は
な
い
事
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
戸

田
城
聖
が
価
値
論
で
「
真
は
無
価
値
で
あ
る
」
と
立
論
し
て
い
る
事
に
も
こ
の
自
家
撞
蒋
が
あ
る
、
何
故
な
ら
戸
田
城
聖
の
こ
の
立
論
が

真
で
あ
る
な
ら
、
正
に
そ
の
言
菜
通
り
そ
の
立
論
は
無
価
値
で
あ
り
、
も
し
彼
の
立
論
が
真
で
な
い
な
ら
そ
れ
は
虚
偽
で
あ
る
。
で
あ
る

か
ら
彼
は
「
私
の
立
論
は
虚
偽
か
無
価
値
か
の
何
れ
か
で
あ
る
」
と
自
白
し
て
い
る
様
な
も
の
だ
。
こ
の
様
な
世
界
的
思
想
行
詰
り
を
打

開
す
る
為
か
、
昭
和
冊
九
年
当
時
の
内
閣
調
査
室
が
「
産
業
政
策
」
を
出
版
す
る
際
、
宗
教
問
題
特
に
当
時
隆
盛
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
創

あ
り
占
領
政
策
に
よ
っ
て
こ
わ
さ
れ
た
「
道
徳
」
を
復
活
普
及
す
る
事
が
日
本
青
年
の
将
来
に
期
待
さ
れ
る
所
で
あ
る
。
出
光
興
産
は
近

代
資
本
主
義
経
営
法
は
採
ら
ず
、
こ
の
道
徳
主
義
に
従
っ
て
、
出
勤
簿
も
な
く
、
停
年
制
も
敷
か
ず
、
労
働
組
合
も
な
く
、
大
家
族
主
義

に
よ
っ
て
経
営
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
社
員
の
生
活
は
安
定
し
、
出
光
の
七
不
思
議
と
し
て
、
世
界
中
冬
方
面
か
ら
の
注
目
を
浴
び
、
研
究

に
来
る
者
さ
え
あ
る
。
だ
か
ら
我
社
員
は
こ
の
遊
徳
主
義
を
世
界
に
弘
め
て
行
詰
り
打
開
に
貢
献
す
べ
き
で
あ
る
。
以
上
が
大
体
の
論
旨

で
あ
る
。
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価
学
会
批
判
に
つ
い
て
、
私
の
口
演
を
繁
録
出
版
し
た
い
と
い
う
の
で
、
郵
政
省
の
渡
辺
電
波
局
長
に
録
音
兼
記
し
て
貰
っ
た
。
後
に
、

「
産
業
政
策
」
が
出
版
さ
れ
た
時
、
私
の
口
演
の
字
句
に
誤
植
が
多
い
の
を
見
て
全
く
驚
い
た
。
特
に
戸
田
城
聖
の
「
真
は
無
価
値
で
あ

る
」
を
批
難
し
た
辺
り
は
「
真
は
む
か
し
で
あ
る
」
と
誤
植
さ
れ
て
い
て
、
私
が
殿
も
重
点
を
於
て
語
っ
た
所
が
骨
抜
き
に
さ
れ
た
事
は

今
猶
忘
れ
得
ぬ
痛
根
事
で
あ
る
。
私
の
発
音
に
「
ち
」
と
「
し
」
の
齪
飴
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
人
に
も
質
し
、
又
内
閣
調
査
室
の
中

に
創
価
学
会
員
が
あ
っ
て
故
意
に
誤
植
し
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
っ
た
が
、
そ
う
で
は
な
く
て
や
は
り
「
真
は
昔
だ
」
と
受
取
り
「
真
」

は
昔
の
事
で
今
の
時
代
は
真
で
は
な
い
と
受
取
っ
た
様
で
あ
る
。
そ
の
後
山
梨
県
の
家
庭
教
育
講
座
で
口
演
し
た
も
の
の
筆
記
を
見
せ
て

も
ら
っ
て
も
同
様
に
肝
心
な
所
で
誤
植
さ
れ
て
い
る
し
、
又
中
心
の
主
題
よ
り
も
例
話
や
比
警
と
し
て
述
べ
た
方
便
説
の
方
に
主
点
が
す

り
か
え
ら
れ
て
い
る
、
現
代
人
の
思
想
的
貧
弱
性
に
は
泣
か
さ
れ
て
来
た
け
れ
ど
も
、
ど
う
や
ら
日
本
人
は
真
理
よ
り
も
真
理
か
ら
派
生

ウ
ヅ
メ
ノ
８
も
。
卜

し
た
余
説
の
方
に
興
味
を
抱
く
ら
し
い
、
天
の
埼
戸
に
か
く
れ
ら
れ
た
天
照
大
神
が
、
天
の
錨
女
尊
の
ス
ト
リ
ッ
プ
舞
踊
で
真
理
の
扉
を

開
か
れ
た
神
話
時
代
か
ら
、
真
理
の
思
索
よ
り
も
、
観
光
見
物
と
い
う
現
家
の
饅
惑
に
惑
わ
さ
れ
易
い
人
極
で
あ
り
、
こ
れ
は
小
学
校
時

代
か
ら
修
学
旅
行
の
名
に
於
て
、
お
寺
参
り
な
ら
ぬ
お
寺
見
物
を
し
て
来
た
朕
か
ら
身
に
つ
け
て
来
た
も
の
で
あ
る
。

出
光
社
長
が
も
し
唯
一
絶
対
主
宰
者
を
信
ず
る
キ
リ
ス
ト
教
の
宣
布
を
な
さ
る
の
な
ら
「
核
爆
発
は
神
で
あ
る
」
と
い
う
言
辞
も
成
立

つ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
世
界
平
和
の
為
に
お
互
が
対
立
闘
争
を
や
め
て
互
譲
互
助
仲
良
く
や
っ
て
行
こ
う
と
い
う
道
徳
が
、
や
が
て
そ
の

結
論
に
於
て
「
核
爆
発
は
神
で
あ
る
」
「
地
に
平
和
を
出
さ
ん
が
為
に
我
来
れ
り
と
思
う
勿
れ
、
平
和
を
出
さ
ん
と
に
は
非
ず
、
刃
を
出

さ
ん
が
為
な
り
」
と
な
っ
て
来
る
事
は
、
立
論
の
根
本
に
ど
こ
か
誤
り
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
気
付
か
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
自
家
撞
着
の
無
反
省
に
重
大
な
問
題
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
単
に
出
光
社
長
の
み
が
犯
さ
れ
て
い
る
誤
り
で
は
な
く
、
明

治
指
導
者
胸
の
も
つ
共
通
な
鉄
点
で
あ
り
、
大
東
亜
戦
争
の
敗
戦
に
直
面
し
て
も
、
教
育
勅
語
復
活
運
動
が
失
敗
し
て
も
尚
且
つ
反
省
出
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来
な
い
。
既
に
病
膏
盲
に
入
っ
て
い
る
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
思
考
現
象
で
あ
っ
て
、
私
は
こ
れ
を
明
治
成
心
的
思
考
と
名
付
け
る
。

す
で
に
明
治
成
心
的
思
考
の
上
に
立
て
ら
れ
た
道
徳
論
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
遺
徳
の
自
画
自
讃
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
道
徳
の
成
り
立
つ

逆
理
に
つ
い
て
は
無
視
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
に
つ
い
て
は
さ
す
が
店
主
に
従
順
な
出
光
店
員
等
も
疑
問
を
抱
い
た
で
あ
ろ
う
、
質
問
第

七
と
し
て
「
道
徳
と
言
え
ば
日
本
で
は
必
ず
仏
教
遊
徳
、
柵
教
道
徳
が
思
い
浮
べ
ら
れ
る
」
と
い
う
尤
も
な
意
見
に
対
し
て
出
光
店
主
は

平
然
と
「
日
本
の
道
徳
が
仏
教
、
儒
教
に
よ
っ
て
育
っ
て
来
た
と
い
う
見
方
は
間
違
っ
て
い
る
。
皇
室
が
二
千
数
百
年
に
わ
た
っ
て
無
我

無
私
の
姿
を
と
ら
れ
て
、
国
民
に
愛
情
を
示
さ
れ
た
か
ら
国
民
が
有
難
う
ご
ざ
い
ま
す
と
恩
を
知
る
様
に
な
っ
た
、
そ
れ
が
道
徳
の
根
源

だ
」
と
排
他
的
偏
見
を
以
っ
て
答
え
ら
れ
て
い
る
。
従
順
な
る
店
員
は
御
無
理
御
尤
も
と
引
下
が
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
心
中
に
は
、

削
り
切
れ
な
い
面
従
腹
脊
の
疑
い
が
萠
し
て
来
る
筈
だ
。
遊
徳
と
い
う
文
字
が
示
す
様
に
そ
れ
は
確
か
に
支
那
か
ら
伝
来
し
た
言
葉
で
あ

り
、
儒
教
、
仏
教
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
筈
で
あ
る
。
し
か
る
に
憶
面
も
な
く
敢
え
て
日
本
の
道
徳
が
儒
教
、
仏
教
に
よ
っ
て
出
来
た
の
で

は
な
い
と
強
言
さ
れ
る
所
に
、
日
本
人
の
抜
け
切
れ
な
い
排
他
的
思
想
が
流
れ
て
い
る
。
然
ら
ば
な
ぜ
「
道
徳
」
を
看
板
に
せ
ず
し
て
、

「
ま
ご
こ
ろ
」
を
モ
ッ
ト
ー
と
し
て
掲
げ
ら
れ
な
い
か
と
言
え
ば
「
ま
ご
こ
ろ
」
は
日
本
人
だ
け
の
も
の
で
な
く
人
類
一
般
の
も
つ
人
間

性
で
あ
る
か
ら
日
本
的
特
性
を
表
わ
す
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
、
日
本
本
来
の
も
の
が
な
い
か
ら
支
那
の
「
適
徳
」
と
い
う
言
葉
を
借
り
ね

ば
な
ら
ぬ
の
が
本
音
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
皇
室
が
「
撫
我
無
私
」
の
姿
を
と
ら
れ
た
と
は
「
皇
位
継
承
闘
争
」
の
歴
史
上
の
事
実
は
且
く

措
く
と
し
て
も
「
無
我
無
私
」
の
思
想
は
明
ら
か
に
仏
教
思
想
で
あ
る
。
更
に
天
皇
が
剛
民
に
愛
情
を
示
さ
れ
た
と
動
物
本
能
的
現
代
語

で
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま
す
と
恩
を
知
っ
た
の
が
道
徳
の
根
源
と
い
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
有
難
う
の
感
謝
報
恩

の
念
は
仏
教
の
教
え
で
あ
る
。
即
ち
「
有
り
難
し
」
と
は
「
値
ひ
難
し
」
の
靴
っ
た
も
の
で
「
雌
値
」
の
思
想
を
表
わ
す
も
の
と
せ
ね
ば

葱
義
は
な
い
。

（85）



こ
の
様
に
仏
教
思
想
に
よ
っ
て
養
わ
れ
た
道
徳
で
あ
り
乍
ら
、
敢
え
て
仏
教
を
外
来
思
想
と
し
て
排
斥
し
た
の
が
明
治
指
導
者
等
の
成

心
思
考
で
あ
る
。
私
は
昭
和
十
九
年
戦
争
末
期
の
帝
国
議
会
を
思
い
出
す
の
だ
、
折
柄
挙
国
一
致
体
制
下
、
精
神
総
動
員
令
が
識
せ
ら
れ

カ
ン
ナ
ガ
ラ

た
時
、
貴
族
院
本
会
議
で
、
我
が
国
の
宗
教
は
我
が
国
本
来
の
惟
神
の
逆
で
統
一
さ
る
べ
き
だ
。
仏
教
は
元
来
印
度
の
宗
教
で
あ
る
。
聖

徳
太
子
の
昔
に
は
役
に
立
っ
た
が
、
今
で
は
も
う
老
朽
化
し
て
役
に
立
た
な
く
な
っ
た
か
ら
元
の
印
度
に
返
せ
」
と
言
っ
た
様
な
暴
論
が

堂
々
と
満
場
一
致
で
可
決
さ
れ
ん
と
し
た
時
、
唯
一
人
わ
が
長
井
真
琴
教
授
が
「
諸
君
の
主
張
は
丁
度
、
『
母
親
は
元
来
他
家
か
ら
来
た

人
間
だ
、
若
い
間
は
役
に
立
っ
た
が
も
う
老
竈
し
て
役
に
立
た
な
く
な
っ
た
か
ら
元
の
里
へ
帰
し
て
了
へ
、
家
の
方
は
父
親
一
本
で
統
一

す
れ
ば
充
分
だ
』
と
言
っ
て
い
る
様
な
も
の
で
は
な
い
か
」
と
反
論
さ
れ
た
事
は
未
だ
に
耳
に
新
し
い
。
ど
う
や
ら
「
家
つ
き
、
カ
ー
付

き
、
（
・
ハ
ー
抜
き
」
と
は
明
治
指
導
者
の
発
案
で
あ
る
。
戦
争
中
私
は
学
徒
動
員
で
名
古
屋
陸
軍
造
兵
轍
に
動
員
さ
れ
、
学
生
等
の
勉
強

の
為
、
日
蓮
上
人
御
遺
文
を
謄
写
し
て
拝
読
さ
せ
て
い
た
が
、
そ
の
中
の
一
‐
異
体
同
心
事
」
の
印
刷
を
持
っ
て
あ
る
将
校
が
私
の
所
へ
抗
議

し
て
来
た
、
「
ど
う
も
仏
教
家
の
や
る
事
は
納
得
が
出
来
ぬ
、
一
億
一
心
で
あ
る
べ
き
現
在
『
異
体
同
心
』
と
は
何
事
だ
。
須
ら
く
『
同

体
同
心
』
な
る
べ
し
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
日
蓮
聖
人
は
「
同
体
同
心
」
等
と
い
う
空
理
空
論
は
唱
え
ら
れ
な
い
。
現
実
に
こ
の
世
の
中
に

同
体
な
る
も
の
が
一
つ
で
も
あ
る
で
あ
ろ
う
か
、
皆
十
人
十
色
の
差
別
相
の
中
に
あ
る
。
軍
隊
の
階
級
制
度
も
こ
こ
か
ら
成
立
っ
て
居
る

の
で
は
な
い
か
、
階
級
は
違
っ
て
い
て
も
心
は
一
つ
に
出
来
る
、
こ
れ
が
異
体
同
心
な
の
だ
。
そ
れ
と
も
あ
な
た
は
階
級
の
金
筋
を
と
っ

て
一
兵
卒
と
同
じ
星
だ
け
に
な
ら
ね
ば
同
心
に
は
な
れ
ぬ
と
い
う
の
か
」
と
言
っ
て
追
い
返
し
た
が
、
こ
れ
が
ど
う
や
ら
反
体
制
思
想
と

受
取
ら
れ
た
ら
し
く
、
後
に
学
生
達
の
思
想
問
題
と
し
て
持
物
等
に
手
入
れ
を
さ
れ
た
の
に
は
驚
い
た
。
明
治
成
心
思
考
者
等
の
蒙
昧
振

り
は
こ
ん
な
も
の
で
は
な
い
。
弥
々
八
月
十
五
日
終
戦
の
詔
勅
が
降
る
や
、
工
場
指
導
者
等
の
狼
狽
振
り
は
甚
だ
し
く
、
今
ま
で
一
度
も

会
議
の
脂
に
招
か
れ
な
か
っ
た
私
ま
で
、
指
導
者
会
議
の
肘
に
群
か
さ
れ
た
。
工
場
長
は
開
口
一
番
「
終
戦
の
詔
勅
は
ラ
ヂ
オ
で
聞
い
た
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通
り
だ
け
れ
ど
も
、
我
々
は
天
皇
か
ら
兵
器
の
製
造
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
事
態
が
此
処
に
来
れ
ば
一
層
兵
器
は
必
要
で
あ
る
。
だ
か
ら

我
々
は
増
々
兵
器
の
増
産
に
努
め
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
て
私
の
意
見
を
求
め
ら
れ
た
。
私
は
「
終
戦
の
詔
勅
に
は
、
武
器
を
棄
て
て
万
世
の

太
平
の
為
に
努
力
せ
よ
、
と
宣
せ
ら
れ
て
い
る
以
上
我
々
は
学
校
に
帰
っ
て
学
徒
の
本
分
を
鍋
し
ま
す
」
と
答
え
た
所
、
工
場
長
は
大
い

に
激
昂
し
て
「
終
戦
の
詔
勅
は
君
側
の
好
の
謀
略
だ
、
工
場
長
よ
り
も
君
側
の
好
の
言
薬
を
傭
ず
る
の
か
」
と
叫
び
、
従
卒
は
抜
剣
し
て

「
我
工
場
の
方
針
は
決
定
し
て
い
る
の
だ
、
こ
れ
に
反
す
る
者
は
容
赦
し
な
い
ぞ
」
と
威
嚇
し
て
来
た
。
そ
こ
で
私
は
「
も
し
終
戦
の
詔

勅
が
君
側
の
好
の
謀
略
な
ら
、
宣
戦
の
布
告
も
君
側
の
好
の
謀
略
と
い
う
事
に
な
り
ま
す
か
ら
そ
ん
な
謀
略
に
こ
れ
以
上
乗
せ
ら
れ
る
気

持
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
席
を
立
っ
て
出
て
行
っ
た
。
そ
の
後
工
場
は
騒
擾
に
荒
れ
て
、
多
く
の
死
傷
を
出
し
た
と
聞
い
た
が
、
我
々
は
全

員
無
事
学
校
へ
引
上
げ
る
事
が
出
来
た
。
戦
争
は
一
将
功
な
ら
ず
し
て
、
万
卒
枯
れ
ず
に
、
民
主
主
義
に
衣
更
え
さ
れ
た
が
、
大
切
な
思

想
薄
弱
、
明
治
成
心
的
思
考
は
改
め
ら
れ
な
か
っ
た
ど
こ
ろ
か
、
益
々
そ
の
瑚
上
役
ぶ
り
は
、
拍
車
を
か
け
ら
れ
、
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
ア
ニ

マ
ル
、
エ
ロ
チ
ッ
ク
ア
ニ
マ
ル
と
動
物
界
帝
生
道
へ
と
後
退
し
て
行
っ
た
。
し
か
も
こ
の
頽
廃
後
退
ぶ
り
を
文
化
的
進
歩
と
錯
覚
す
る
所

に
、
・
明
治
成
心
的
思
考
の
亜
大
な
る
誤
り
が
あ
る
事
を
、
見
究
め
様
と
し
な
い
所
に
、
期
上
役
の
危
険
性
が
あ
る
。

終
戦
直
後
の
東
久
邇
宮
内
閣
で
一
臘
総
熾
悔
が
発
令
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
そ
も
そ
も
餓
悔
等
と
い
う
言
莱
さ
え
典
尖
に
は
理
解
さ
れ
な

い
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
、
ァ
’
一
マ
ル
等
は
、
直
ち
に
ソ
ッ
ポ
を
向
い
て
、
倣
悔
は
軍
部
指
導
者
等
が
す
れ
ば
よ
い
の
だ
、
我
々
に
は
戦
争
責
任

は
な
い
の
だ
と
、
思
想
薄
弱
性
増
上
慢
化
は
一
層
高
ま
り
、
軍
人
に
更
っ
て
文
化
人
と
名
乗
る
ア
ニ
マ
ル
等
が
マ
ス
コ
ミ
と
い
う
武
器
で

荒
し
廻
っ
て
い
る
の
が
戦
後
の
現
状
だ
。

出
光
社
長
は
、
道
徳
は
占
領
政
策
に
よ
っ
て
こ
わ
さ
れ
た
と
明
言
さ
れ
、
一
応
尤
も
ら
し
く
聞
え
る
こ
の
言
梁
に
は
賛
成
者
も
多
い
だ

ろ
う
。
だ
が
私
は
こ
こ
に
重
大
な
誤
り
を
見
る
の
で
あ
る
。
願
て
他
を
言
う
よ
り
も
、
明
治
成
心
的
思
考
が
如
何
に
遊
徳
を
乱
し
て
来
た
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か
、
す
で
に
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
更
に
私
の
体
験
か
ら
一
・
腐
明
瞭
に
し
た
い
。

先
年
私
は
ア
メ
リ
カ
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ヤ
大
学
で
東
洋
学
を
学
ん
で
い
る
シ
ャ
ー
リ
ー
、
ヤ
ン
グ
と
い
う
婦
人
が
遥
々
、
身
延
山
の
信

行
道
場
に
入
行
し
て
来
た
の
を
指
導
し
た
事
が
あ
る
。
英
語
か
ら
永
い
間
離
れ
て
居
た
私
に
果
し
て
こ
の
大
役
が
果
せ
る
か
ど
う
か
、
自

分
乍
ら
危
ぶ
ま
れ
た
け
れ
ど
も
、
他
に
人
が
な
い
と
す
れ
ば
止
む
事
を
得
ず
引
き
受
け
た
が
、
私
の
杷
憂
す
る
所
は
す
ぐ
に
購
れ
て
行
っ

た
。
そ
れ
は
彼
女
が
明
治
成
心
的
日
本
人
よ
り
も
、
余
程
仏
教
精
神
に
対
す
る
理
解
力
が
豊
富
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
先
第
一
に
何
故

信
行
道
場
に
入
る
気
に
な
っ
た
か
と
い
う
私
の
質
問
に
対
し
、
彼
女
は
「
私
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ヤ
大
学
の
大
学
院
で
東
洋
学
を
学
ん
で
い

る
者
で
あ
る
が
、
卒
業
し
た
ら
、
保
母
に
な
る
つ
も
り
だ
、
西
洋
の
子
供
達
は
可
哀
想
で
す
。
こ
れ
は
貴
男
達
に
は
判
ら
な
い
か
も
知
れ

な
い
、
ほ
ん
と
う
に
子
供
達
を
立
派
に
人
間
に
育
て
て
や
る
に
は
、
日
本
仏
教
精
神
を
学
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
と
信
じ
た
が
、
日
本
仏
教
は
唯

学
ぶ
だ
け
で
は
体
得
出
来
ぬ
の
で
、
信
行
道
場
で
修
行
し
て
体
得
す
る
つ
も
り
で
来
た
の
だ
」
と
答
え
た
、
西
洋
の
子
供
達
が
可
哀
想
と

い
う
の
は
、
私
の
小
さ
な
学
識
で
は
キ
リ
ス
ト
教
の
反
科
学
的
教
育
の
事
を
言
う
の
か
と
思
い
又
ア
ダ
ム
と
イ
ヴ
の
原
罪
の
事
か
と
も
考

え
て
い
た
が
そ
う
で
は
な
く
て
、
西
洋
の
動
物
的
愛
情
の
事
で
あ
り
、
愛
に
よ
っ
て
愛
を
生
じ
、
愛
に
よ
っ
て
苦
し
み
を
生
じ
、
愛
に
よ

っ
て
憎
し
み
を
生
ず
と
説
く
、
仏
教
の
「
愛
は
煩
悩
な
り
」
と
い
う
事
で
あ
っ
た
、
出
光
社
長
が
「
天
皇
が
国
民
に
対
し
て
愛
情
を
示
さ

れ
た
か
ら
、
国
民
が
有
難
う
ご
ざ
い
ま
す
と
恩
を
知
る
様
に
な
っ
た
」
等
と
い
う
言
葉
が
如
何
に
仏
教
に
対
し
て
無
智
で
あ
り
、
そ
れ
が

や
が
て
今
日
の
親
子
断
絶
の
業
報
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
い
る
事
等
に
は
無
干
心
で
あ
る
様
だ
。
キ
ッ
ス
や
抱
擁
に
愛
情
を
托
す
る
犬
や
猫

は
や
が
て
奪
い
合
い
、
殺
し
合
う
の
で
あ
る
。
そ
の
事
実
は
も
う
日
本
に
現
わ
れ
て
居
る
、
・
ハ
・
ハ
、
マ
マ
、
チ
ー
チ
ー
・
ハ
ツ
。
ハ
の
愛
の
巣

に
も
だ
え
て
い
る
明
治
成
心
思
考
者
の
子
孫
は
、
こ
の
断
絶
を
心
理
学
的
研
究
や
教
育
学
的
政
策
に
よ
っ
て
救
わ
ん
と
、
マ
ス
コ
ミ
、
文

化
人
を
総
動
員
し
て
足
掻
い
て
い
る
け
れ
ど
も
、
あ
が
け
ば
あ
が
：
程
こ
の
憂
い
が
増
す
の
は
何
故
か
、
出
発
点
に
お
い
て
既
に
仏
性
を
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否
定
し
、
慈
悲
心
を
忘
れ
、
親
心
を
喪
失
し
て
い
る
者
等
に
解
決
の
あ
ろ
う
筈
は
な
い
。
出
光
社
長
が
こ
こ
に
瓢
付
い
て
居
れ
ば
「
道
徳

と
モ
ラ
ル
と
は
違
う
」
と
い
う
阻
居
仕
事
よ
り
も
「
慈
悲
と
ラ
ヴ
と
は
述
う
」
と
い
う
現
代
的
問
題
に
取
っ
組
ま
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。

さ
す
が
先
進
国
の
家
庭
に
悩
み
を
発
見
し
て
い
る
シ
ャ
ー
リ
ー
ヤ
ン
グ
さ
ん
に
は
先
を
超
さ
れ
た
感
が
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
、
日
本
の

家
庭
が
仏
教
道
徳
に
よ
っ
て
養
わ
れ
て
来
た
事
に
つ
い
て
は
さ
し
た
る
説
明
は
要
ら
な
か
っ
た
。
食
事
に
つ
い
て
実
際
上
色
々
の
不
満
は

あ
る
だ
ろ
う
と
考
え
た
が
こ
れ
又
杷
憂
で
あ
っ
た
。
西
洋
の
．
ハ
ン
は
神
様
か
ら
頂
く
物
と
し
て
感
謝
さ
れ
る
が
、
日
本
仏
教
の
「
頂
き
ま

す
」
は
先
祖
の
菩
根
の
果
報
で
あ
る
料
理
を
頂
く
、
感
恩
報
謝
の
言
葉
で
あ
る
。
だ
か
ら
彼
女
は
「
西
洋
の
食
事
は
ナ
イ
フ
と
フ
ォ
ー
ク

の
動
物
的
食
事
で
あ
り
ま
す
。
私
は
日
本
料
理
、
特
に
味
噌
汁
、
豆
腐
、
油
揚
が
大
好
き
で
す
か
ら
、
こ
ん
な
美
味
し
い
料
理
が
毎
日
食

べ
ら
れ
る
と
は
す
ば
ら
し
い
で
す
。
」
私
は
失
礼
と
は
思
っ
た
が
便
所
に
つ
い
て
不
満
は
な
い
か
と
聞
い
た
。
「
オ
ー
、
ノ
ー
、
日
本
の

便
所
は
消
潔
で
す
、
西
洋
の
腰
掛
便
所
は
不
潔
で
す
。
唯
不
満
と
い
う
な
ら
、
坐
る
事
を
強
要
さ
れ
る
鯛
で
す
。
ア
メ
リ
カ
人
で
も
、
お

茶
や
お
花
を
や
っ
て
い
る
人
は
正
座
出
来
ま
す
。
本
来
西
洋
で
も
神
様
に
祈
る
時
は
ニ
ー
ル
ダ
ウ
ン
す
る
の
で
す
か
ら
、
礼
拝
す
る
に
は

ニ
ー
ル
ダ
ウ
ン
す
る
の
が
ほ
ん
と
で
し
ょ
う
。
だ
が
世
界
中
の
あ
ら
ゆ
る
人
極
で
ニ
ー
ル
ダ
ウ
ン
出
来
る
の
は
日
本
人
だ
け
で
す
。
日
本

人
は
祈
る
時
だ
け
で
な
く
、
食
戦
す
る
に
も
挨
拶
す
る
に
も
皆
正
座
し
ま
す
か
ら
西
洋
人
の
様
に
土
足
生
活
を
し
ま
せ
ん
。
日
本
人
が
家

庭
を
清
潔
に
し
て
畳
生
活
を
し
て
い
る
の
は
す
ば
ら
し
い
事
だ
と
思
い
ま
す
。
家
庭
も
道
路
も
同
じ
土
足
生
活
の
西
洋
人
に
は
家
庭
生
活

が
あ
り
ま
せ
ん
。
仏
教
精
神
は
こ
こ
に
表
わ
れ
て
居
る
と
思
い
ま
す
。
唯
信
行
道
場
で
私
室
に
御
経
本
を
世
く
机
が
な
い
の
は
残
念
で
す

皆
さ
ん
は
御
経
を
平
気
で
フ
ロ
ア
ー
に
雌
き
ま
す
が
あ
れ
で
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
」
と
不
満
を
湖
ら
し
た
。
早
速
道
場
に
申
し
込
ん
で
お

い
た
が
仲
々
実
現
せ
ず
、
つ
い
に
出
行
の
際
憤
憩
を
堀
ら
し
て
行
っ
た
。
善
に
つ
け
悪
に
つ
け
彼
等
の
信
仰
は
真
面
目
で
あ
る
。
従
軍
軍

人
で
あ
っ
た
プ
ラ
ボ
ー
も
又
信
行
道
場
に
入
っ
た
が
、
信
行
道
場
で
牛
乳
を
飲
ま
さ
な
い
の
は
小
乗
的
で
、
釈
尊
の
大
乗
戒
に
悴
る
も
の
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明
治
大
帝
も
歴
代
天
皇
の
慣
習
に
従
っ
て
出
家
を
な
さ
っ
て
い
た
の
に
、
当
時
の
明
治
政
権
は
、
王
権
神
授
説
の
信
奉
者
で
あ
る
西
欧

諸
国
の
皇
帝
に
真
似
さ
せ
て
還
俗
せ
し
め
、
法
衣
を
剥
い
で
軍
服
を
着
せ
、
数
珠
を
す
て
さ
せ
て
劒
を
握
ら
せ
、
大
元
帥
陛
下
と
祭
り
立

て
、
日
本
軍
国
主
義
は
こ
こ
か
ら
始
り
、
大
東
亜
戦
争
に
終
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
排
仏
穀
釈
の
悪
業
の
報
い
は
終
る
事
な
く
、
今
や
家

庭
の
崩
壊
に
ま
で
辿
り
つ
つ
あ
る
、
し
か
し
永
年
培
わ
れ
た
、
人
情
の
美
し
さ
、
浄
ら
か
さ
は
仏
教
信
仰
と
共
に
残
っ
て
い
る
の
で
、
ス

ト
ー
ク
氏
が
「
美
学
は
日
本
に
あ
る
す
べ
て
の
も
の
と
考
え
て
よ
い
か
」
と
い
う
第
一
質
問
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
読
ん
だ
時
、
私

は
さ
す
が
わ
ざ
わ
ざ
日
本
ま
で
研
究
に
来
る
人
だ
と
感
心
し
、
こ
の
答
え
に
は
少
し
で
も
仏
教
文
化
の
美
が
交
わ
る
で
あ
ろ
う
と
期
待
し

た
に
も
拘
ら
ず
、
出
光
社
長
の
答
え
は
、
ス
ト
ー
ク
氏
の
言
葉
の
様
に
、
モ
ラ
ル
と
遊
徳
は
違
う
事
、
国
際
述
合
の
行
詰
り
は
、
モ
ラ
ル

の
行
詰
り
で
あ
る
事
、
核
爆
発
は
神
様
で
あ
る
と
い
う
見
方
、
の
三
つ
で
あ
っ
て
、
つ
い
に
仏
教
の
美
に
つ
い
て
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。

以
上
縄
り
の
な
い
論
述
を
し
て
来
た
の
で
、
こ
こ
で
一
応
出
光
社
長
の
所
論
を
纏
め
て
批
判
す
る
と
、
出
光
社
長
は
モ
ラ
ル
と
道
徳
と

は
そ
の
成
立
ち
に
於
て
全
々
違
っ
て
い
る
、
モ
ラ
ル
は
征
服
者
の
統
治
法
と
し
て
出
た
も
の
で
あ
る
か
ら
今
や
行
詰
り
を
生
じ
て
い
る
。

こ
の
行
詰
り
を
打
開
す
る
に
は
日
本
の
道
徳
を
世
界
に
弘
め
る
事
だ
、
と
こ
こ
ま
で
は
投
成
で
あ
る
が
、
そ
の
遊
偲
は
日
本
本
来
の
者
で

だ
と
一
歩
も
護
ら
な
か
っ
た
。

母
さ
ん
」
と
人
権
の
尊
亜
《

明
治
成
心
的
思
考
で
あ
る
。

こ
の
様
に
西
洋
人
に
注
目
さ
れ
て
い
る
日
本
の
よ
い
所
は
、
皆
仏
教
精
神
に
養
わ
れ
て
来
た
も
の
だ
、
華
遊
、
茶
道
、
柔
道
、
相
撲
等

日
本
の
よ
い
所
は
皆
外
国
に
と
ら
れ
、
明
治
人
は
シ
ヤ
ー
リ
ー
ャ
ン
グ
さ
ん
が
不
潔
だ
と
き
め
つ
け
て
い
る
、
西
洋
住
宅
を
あ
た
か
も
文

化
住
宅
の
如
く
取
り
入
れ
、
動
物
生
活
だ
と
非
難
す
る
土
足
生
活
を
、
さ
も
や
文
化
生
活
で
あ
る
か
の
如
く
錯
覚
し
、
「
お
父
さ
ん
、
お

母
さ
ん
」
と
人
権
の
尊
亜
を
親
か
ら
修
得
し
て
来
た
尊
い
家
庭
生
活
を
、
上
一
人
よ
り
下
刀
民
に
至
る
ま
で
旧
弊
と
し
て
捨
て
た
の
が
、
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ほ
と
け
ど
こ
ろ
お
や
ご
こ
る

こ
の
様
な
言
葉
は
明
治
人
の
「
排
仏
設
釈
」
以
後
、
仏
教
を
乗
て
、
「
仏
心
」
「
親
心
」
を
棄
て
、
「
義
理
、
人
情
」
を
棄
て
、
人
間

の
心
を
物
に
換
算
し
て
し
か
考
え
な
い
様
に
な
っ
た
ド
ラ
イ
な
心
の
持
主
に
し
か
発
せ
ら
れ
な
い
言
辞
で
あ
る
。
鈴
木
大
拙
老
師
が
、
道

徳
と
は
「
書
い
た
も
の
で
は
な
い
」
と
言
わ
れ
た
含
蓄
あ
る
言
葉
さ
え
も
理
解
出
来
な
い
の
か
。
「
義
理
、
人
情
」
等
と
い
う
人
間
性
が

わ
れ
る
以
上
、
道
徳
も
又
加

う
威
嚇
ま
で
つ
い
て
い
る
。

締
教
や
仏
教
の
育
て
た
者
で
は
な
い
と
言
わ
れ
る
点
に
到
っ
て
は
、
全
く
賛
成
出
来
ず
、
そ
の
様
な
無
反
省
な
潮
上
慢
な
考
え
方
を
明
治

成
心
的
思
考
と
し
て
攻
撃
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
特
に
明
治
と
強
調
し
た
の
は
、
出
光
社
長
が
明
治
人
で
あ
る
か
ら
で
は
な
い
。

私
も
又
明
治
人
で
あ
る
か
ら
明
治
人
と
し
て
の
長
所
短
所
は
自
ら
体
験
す
る
所
で
あ
る
が
、
明
治
人
程
身
鹸
風
な
考
え
方
を
す
る
者
は
他

の
時
代
に
は
な
い
、
と
思
う
。
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の
ド
イ
ツ
至
上
主
義
と
同
じ
く
、
日
本
至
上
主
義
に
走
り
、
終
に
第
二
次
世
界
大
戦
に
破
れ

た
。
天
皇
制
の
な
い
ド
イ
ツ
に
は
再
び
至
上
主
義
は
出
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
天
皇
制
を
温
存
す
る
日
本
で
は
又
天
皇
を
祭
り
上
げ
て
至
上

主
義
的
動
乱
を
起
す
可
能
性
は
強
い
、
だ
か
ら
一
教
育
勅
語
」
の
復
活
に
よ
っ
て
道
義
の
再
建
を
謀
っ
て
も
、
す
ぐ
軍
国
主
義
再
建
に
繋

っ
て
行
く
の
だ
、
「
教
育
勅
語
」
に
説
か
れ
る
道
義
の
問
題
よ
り
も
、
そ
れ
が
成
立
し
た
時
代
の
、
軍
国
主
義
、
帝
国
主
義
が
問
題
で
あ

り
、
し
か
も
明
治
人
が
今
尚
、
軍
国
主
義
、
帝
国
主
義
の
犯
し
た
罪
を
反
省
し
熾
悔
し
て
い
な
い
事
に
な
る
。
帝
国
主
義
戦
争
の
敗
戦
は

天
皇
の
人
間
宣
言
で
ど
う
や
ら
沿
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
次
の
日
本
至
上
主
義
が
敗
戦
に
終
っ
た
ら
、
天
皇
に
動
物
宣
言
を
さ
せ
れ
ば
よ

い
の
か
、
出
光
社
長
の
道
徳
に
、
Ⅱ
本
至
上
主
義
の
典
気
紛
々
た
る
が
故
に
、
明
治
人
に
鉄
け
て
い
る
大
い
な
る
反
省
を
促
す
次
第
で
あ

る
。
も
し
こ
の
反
省
な
く
し
て
依
然
日
本
至
上
主
義
的
な
遊
徳
宣
布
を
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
も
う
遊
徳
で
は
な
く
て
、
出
光
社
長
が
行
詰

り
を
宜
し
て
い
る
モ
ラ
ル
と
何
等
変
る
所
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
モ
ラ
ル
は
征
服
者
帝
王
が
被
征
服
者
に
守
ら
し
め
た
も
の
と
言

わ
れ
る
以
上
、
道
徳
も
又
Ｈ
本
至
上
主
我
者
が
被
紙
服
者
に
守
ら
し
め
た
も
の
と
な
る
か
ら
で
あ
り
、
特
に
核
爆
発
は
神
様
で
あ
る
と
い

●
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「
権
利
、
義
務
一
と
い
う
法
制
に
書
き
換
え
ら
れ
た
モ
ラ
ル
の
畝
点
を
明
示
し
て
居
ら
れ
る
の
だ
。
出
光
社
長
も
道
徳
の
根
韓
と
な
る
も

の
と
し
て
、
「
義
理
、
人
情
」
を
挙
げ
て
お
い
で
に
な
り
、
た
し
か
に
日
本
人
は
、
こ
の
「
義
理
、
人
情
」
に
よ
っ
て
、
近
世
の
大
家
族

主
義
を
形
成
し
て
来
た
。
「
廃
仏
穀
釈
」
後
、
人
間
の
心
と
心
と
の
繋
り
が
、
西
洋
の
思
想
の
「
権
利
・
義
務
」
の
関
係
に
お
き
か
え
ら

こ
こ
ろ

れ
て
か
ら
「
人
情
の
美
し
さ
」
は
次
第
に
薄
れ
、
や
が
て
ド
ラ
イ
な
「
情
な
き
」
も
の
に
な
っ
て
行
く
、
そ
し
て
そ
の
移
り
行
き
は
非
常

に
早
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
「
淀
号
」
ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
事
件
の
時
は
、
人
質
の
中
か
ら
女
、
子
供
や
病
人
等
は
除
外
さ
れ
て
、
「
鬼
の
目

に
も
涙
」
で
、
ま
だ
日
本
人
ら
し
い
人
情
が
彼
等
に
も
あ
る
か
と
、
多
少
の
慰
め
を
得
ら
れ
た
け
れ
ど
も
、
テ
レ
ァ
ビ
ブ
空
港
事
件
で
は

も
早
「
人
情
」
の
片
鱗
だ
に
も
う
か
が
え
な
く
な
っ
て
了
っ
た
。
彼
等
に
は
人
間
粘
神
と
い
う
も
の
は
な
い
、
人
間
と
は
細
胞
組
織
の
物

体
で
、
機
関
銃
の
標
的
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
様
な
学
生
を
作
り
上
げ
た
の
は
現
代
教
育
の
鉄
陥
で
あ
る
と
識
者
は
言
う
で
あ
ろ

う
が
、
こ
の
精
神
教
育
無
視
は
明
治
成
心
思
考
に
飴
ま
り
戦
時
教
育
に
於
て
益
々
強
め
ら
れ
た
。
一
般
人
は
戦
争
中
こ
そ
精
神
教
育
が
強

調
さ
れ
た
と
考
え
る
だ
ろ
う
、
す
で
に
そ
の
考
え
の
中
に
糒
神
に
対
す
る
無
智
が
あ
る
。
戦
争
中
耕
神
教
育
が
無
視
さ
れ
た
事
は
、
小
学

校
岡
定
硫
本
の
中
か
ら
お
伽
蒲
に
麺
す
る
物
語
り
が
取
除
か
れ
た
堺
、
就
中
「
花
咲
爺
さ
ん
」
の
抹
消
さ
れ
た
事
は
如
実
に
粘
神
教
育
無

視
の
証
在
で
あ
る
。
枯
木
に
灰
を
描
い
て
花
を
咲
か
せ
る
等
と
い
う
事
は
非
科
学
的
だ
と
い
う
猪
口
才
な
成
心
思
考
で
あ
る
。
私
に
言
わ

し
め
れ
ば
、
枯
木
に
灰
を
柵
い
て
花
を
咲
か
せ
る
意
欲
こ
そ
が
科
学
糀
神
で
あ
る
。
こ
の
糒
神
懸
視
の
教
育
が
戦
後
一
屑
顕
著
と
な
り
、

学
校
の
教
科
書
も
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
唯
物
的
進
化
論
一
色
に
彩
ら
れ
、
人
間
は
生
存
競
争
の
鮫
優
勝
者
で
あ
り
、
類
人
猿
か
ら
派
生
し
た
敢

高
動
物
で
あ
る
と
子
供
の
時
か
ら
教
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
今
の
日
本
人
は
皆
人
面
獣
身
で
あ
る
。

こ
の
様
に
人
間
を
動
物
の
一
種
と
教
え
込
ん
だ
学
者
に
「
成
程
そ
の
通
り
だ
、
君
も
動
物
の
一
種
だ
か
ら
、
ホ
モ
、
サ
ピ
ェ
ン
ス
の
標

本
と
し
て
動
物
園
に
入
っ
て
貰
お
う
」
と
要
求
す
れ
ば
、
必
ず
や
「
僕
は
動
物
で
は
な
い
、
人
権
を
鰊
蝿
す
る
な
」
と
怒
る
に
違
い
な

●
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い
。
今
日
の
学
者
は
自
ら
は
動
物
で
な
い
と
主
張
し
乍
ら
、
口
と
瓠
で
は
人
間
を
動
物
だ
と
、
心
に
も
な
い
嘘
を
つ
い
て
世
を
惑
わ
す
嘘

付
き
だ
と
言
え
る
、
そ
の
様
な
動
物
教
育
を
受
け
た
若
者
等
が
革
命
を
口
実
に
闘
争
殺
識
を
平
然
と
行
う
様
に
な
っ
て
行
く
の
も
当
然

だ
。
若
者
ば
か
り
で
は
な
い
、
学
者
等
自
身
も
そ
の
唯
物
的
進
化
論
の
結
論
と
し
て
原
子
爆
弾
製
造
の
肯
定
論
者
で
あ
り
、
し
か
も
彼
等

は
他
人
を
殺
識
す
る
核
爆
発
は
肯
定
し
て
も
、
自
ら
が
殺
識
さ
れ
る
事
は
人
権
躁
蝿
で
あ
る
か
ら
、
事
原
爆
に
関
す
る
と
途
端
に
人
間
精

神
を
強
調
し
、
今
更
人
間
精
神
の
等
閑
視
を
嘆
か
ざ
る
を
得
な
い
因
果
応
報
を
身
に
受
け
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
因
果
応
報
の
道
理

を
教
示
す
る
仏
教
の
深
理
に
耳
を
傾
け
る
者
は
な
く
、
デ
モ
に
よ
っ
て
原
爆
を
禁
止
し
よ
う
と
し
て
い
る
、
宛
も
竹
杭
で
空
襲
を
撃
退
し

よ
う
と
し
た
大
東
亜
戦
争
末
期
と
同
じ
感
を
繰
返
し
て
い
る
。

残
念
な
事
に
は
無
反
省
な
人
間
は
、
竹
械
が
空
襲
に
か
な
わ
な
い
事
を
以
て
、
粘
神
力
が
物
質
力
に
か
な
わ
な
い
証
拠
の
様
に
錯
覚
す

る
の
だ
。
そ
の
核
爆
発
も
空
襲
も
人
間
の
粘
神
か
高
度
に
発
達
し
て
産
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
防
ぐ
竹
槍
や
デ
モ
は
動
物
界
ま
で
退

化
し
た
人
間
の
幼
稚
な
所
作
で
あ
る
、
月
世
界
ま
で
探
検
出
来
る
宇
宙
船
を
持
つ
人
間
に
、
原
爆
撃
滅
の
智
慧
が
出
な
い
筈
は
な
い
。
唯

人
間
が
目
に
は
目
を
歯
に
は
術
を
と
言
っ
た
対
立
抗
争
し
か
、
考
え
つ
か
な
い
動
物
的
愚
痴
し
か
持
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
仏
教
の
因
果

応
報
の
教
理
か
ら
言
う
な
ら
ば
殺
人
器
と
し
て
作
ら
れ
た
脈
燃
は
同
時
に
自
ら
を
も
殺
害
す
る
兇
器
で
あ
る
。
だ
か
ら
立
派
な
人
間
枯
神

を
持
つ
科
学
者
は
、
竹
槍
デ
モ
を
す
る
閑
に
脱
爆
製
造
者
を
自
滅
に
導
く
方
法
を
研
究
す
る
で
あ
ろ
う
、
原
爆
を
神
様
と
す
る
迷
僧
は
、

唯
一
絶
対
主
宰
者
を
妄
信
す
る
迷
信
に
通
ず
る
の
で
あ
り
、
仏
教
の
仏
が
無
作
無
為
の
境
界
で
信
じ
ら
れ
る
所
以
は
此
処
に
あ
る
。

真
の
知
は
己
れ
の
無
智
を
反
省
す
る
所
に
発
し
、
真
の
善
は
己
れ
の
悪
を
反
省
す
る
所
か
ら
生
れ
る
、
法
華
憐
法
会
が
年
の
元
旦
、
月

の
朔
日
、
日
の
朝
に
行
わ
れ
る
の
は
こ
こ
に
そ
の
意
義
が
あ
り
、
明
治
成
心
者
等
に
は
、
儒
教
の
教
に
よ
っ
て
、
三
度
反
省
す
る
事
は
出

来
て
も
、
仏
道
に
よ
っ
て
倣
悔
発
願
す
る
事
は
出
来
な
く
な
っ
て
い
る
。
法
華
経
の
行
者
、
日
蓮
上
人
に
対
す
る
明
治
の
誤
解
も
こ
こ
か
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ら
出
発
し
て
い
る
。
法
華
経
の
行
者
日
蓮
聖
人
程
反
省
熾
悔
を
な
さ
っ
た
方
は
あ
ま
り
な
い
の
に
、
明
治
人
等
は
鎌
倉
期
の
折
伏
一
点
張

ら
采
ど
ろ

り
の
日
蓮
聖
人
し
か
知
ら
ず
し
て
、
日
蓮
聖
人
の
血
身
泥
な
俄
悔
を
知
ら
な
い
、
日
蓮
聖
人
が
自
ら
「
日
蓮
は
膳
陀
羅
が
子
な
り
」
と
言

わ
れ
た
言
葉
を
文
字
通
り
に
受
取
っ
て
、
日
蓮
聖
人
に
対
し
て
悪
口
雑
言
を
つ
い
た
の
も
明
治
人
で
あ
る
。
勿
論
悪
口
の
つ
き
始
め
は
、

平
田
篤
胤
の
「
出
定
笑
話
」
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
そ
の
悪
口
を
材
料
と
し
て
騒
ぎ
立
て
た
の
は
明
治
成
心
者
で
あ
る
、
腕
陀
羅
と
は
勿
論

屑
殺
者
で
あ
る
、
漁
師
の
子
で
あ
っ
た
日
蓮
上
人
は
絶
え
ず
我
が
身
を
反
省
し
て
「
魚
烏
を
混
丸
し
て
亦
白
の
二
締
と
な
せ
る
身
は
畜
身

な
り
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
に
於
て
は
、
上
一
人
よ
り
下
万
民
に
到
る
ま
で
一
人
と
し
て
畜
身
で
な
い
も
の
は
な
く
皆
腕
陀
羅

が
子
で
あ
る
筈
で
あ
る
。
し
か
し
前
述
せ
る
通
り
誰
一
人
と
し
て
自
ら
が
動
物
で
あ
る
事
を
肯
ん
じ
な
い
の
は
、
肉
体
は
確
か
に
動
物
で

あ
っ
て
も
心
は
尊
い
仏
性
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
そ
の
中
に
一
つ
の
識
神
を
宿
す
」
か
ら
梵
天
帝
釈
な
お
恐
ろ
し
と
せ
ざ
る
信
念
が
生

れ
る
の
で
あ
り
、
人
権
尊
重
は
こ
の
反
省
な
し
に
は
そ
の
根
拠
を
失
う
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
仏
教
信
仰
の
な
い
明
治
人
の
人
権
尊
重
は
空

理
空
論
で
、
実
は
動
物
権
尊
重
な
の
で
あ
る
。
こ
の
識
神
こ
そ
「
本
有
の
仏
性
」
で
あ
り
、
出
光
社
長
の
言
わ
ん
と
す
る
「
真
心
」
で
な

く
て
は
な
ら
ぬ
。
幸
に
も
、
出
光
社
促
は
「
真
心
」
に
お
凱
付
さ
で
は
あ
っ
た
が
、
残
念
乍
ら
単
に
道
徳
の
根
源
と
し
て
し
か
考
え
て
居

ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
到
底
明
沿
成
心
思
考
で
は
計
り
知
れ
な
い
本
来
尊
重
な
る
も
の
で
あ
る
。
人
間
も
動
物
の
一
穂
と
考
え
る
彼
等
は
、

現
代
心
理
学
を
以
て
「
心
」
の
研
究
だ
と
し
て
い
る
。
然
し
現
代
心
理
学
は
、
言
わ
ば
心
理
現
象
学
で
あ
っ
て
、
人
間
の
心
理
現
象
も
、

動
物
の
心
理
現
象
も
同
じ
心
理
現
象
だ
と
考
え
、
人
間
の
心
理
で
動
物
の
心
理
を
推
察
し
、
動
物
の
心
理
で
人
間
の
心
理
を
憶
測
す
る
実

験
観
察
の
科
学
で
あ
る
。
コ
ン
ト
以
後
実
証
主
義
に
重
き
が
お
か
れ
た
自
然
科
学
万
能
の
時
代
に
、
実
験
観
察
出
来
な
い
「
心
」
等
実
証

出
来
る
筈
は
な
い
の
で
「
心
」
の
問
題
は
依
然
形
而
上
学
的
の
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
て
来
た
。
あ
え
て
「
心
の
本
質
」
を
把
え
様
と
す

れ
ば
、
深
層
心
理
学
と
か
超
心
理
学
或
は
神
職
学
と
な
り
神
秘
的
な
も
の
と
な
っ
て
行
く
。
「
心
の
神
秘
の
扉
」
は
外
か
ら
は
開
か
れ
な
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い
。
閉
さ
れ
た
「
神
秘
の
扉
」
は
内
か
ら
開
か
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
即
ち
内
開
け
ら
れ
て
始
め
て
「
心
の
真
杣
」
は
明
ら
か
に
な
る
。
仏
教

を
棄
て
た
明
治
人
に
は
客
観
的
に
観
察
す
る
事
だ
け
考
え
て
、
反
省
と
か
自
覚
と
か
い
う
心
の
内
側
の
内
観
は
出
来
な
く
な
っ
て
い
る
。

内
開
け
ら
れ
た
心
は
閉
ぢ
た
心
に
は
把
握
出
来
な
い
。
内
開
け
ら
れ
た
心
は
、
内
開
け
ら
れ
た
心
に
し
か
受
入
れ
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ

る
。
反
省
自
覚
さ
れ
た
「
真
心
」
は
、
反
省
自
覚
さ
れ
た
「
真
心
」
に
し
か
共
鳴
し
な
い
の
で
あ
る
。
唯
仏
与
仏
乃
能
究
尽
諸
法
実
相
と

は
、
こ
の
様
に
内
観
修
行
し
自
覚
さ
れ
た
仏
性
が
同
じ
く
内
観
修
行
を
し
た
仏
性
に
し
か
通
じ
な
い
事
で
あ
る
。
し
か
る
に
一
切
衆
生
悉

有
仏
性
の
教
理
か
ら
言
え
ば
、
凡
そ
生
き
と
し
生
け
る
者
は
仏
性
を
有
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
言
わ
ば
仏
性
を
有
す
る
者
が
生
き

る
者
な
の
だ
、
即
ち
生
き
る
と
は
仏
性
を
も
つ
事
で
あ
る
。
極
悪
非
道
の
悪
人
に
も
仏
性
あ
り
や
と
間
わ
る
る
な
ら
、
そ
れ
は
仏
性
が
な

い
の
で
は
な
く
、
仏
性
の
自
覚
が
な
い
か
ら
仏
性
を
亡
失
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
序
品
に
は
「
多
遊
族
姓
家
廃
忘
不
通
利
」
と
こ
の
事
を

説
か
れ
て
い
る
。
多
遊
族
姓
家
と
は
、
右
や
左
に
さ
迷
っ
て
煩
悩
無
明
に
と
り
つ
か
れ
「
心
」
の
真
の
姿
が
表
わ
れ
な
い
。
反
省
熾
悔
と

は
こ
の
煩
悩
の
雲
を
払
っ
て
「
心
」
の
真
実
の
仏
性
を
証
す
事
で
あ
る
。
仏
性
は
人
間
に
於
て
は
「
親
心
」
に
於
て
肢
も
よ
く
表
わ
れ

る
。
日
蓮
上
人
も
「
親
の
子
を
愛
す
る
は
菩
薩
行
の
一
分
な
り
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
親
が
子
を
愛
す
る
の
は
人
間
だ
け
で
は
な
い
。
犬

も
猫
も
鳥
も
す
べ
て
親
が
子
を
愛
す
る
は
生
命
保
存
の
動
物
的
本
能
で
あ
る
。
だ
か
ら
日
蓮
上
人
も
「
空
飛
ぶ
烏
、
地
を
走
る
獣
の
子
を

愛
す
る
事
涙
せ
き
あ
え
ず
候
」
と
仰
言
り
、
今
日
の
様
に
子
を
棄
て
る
親
は
畜
生
に
も
劣
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
日
蓮
上
人
は
更
に

「
三
皇
以
前
は
父
を
知
ら
ず
、
人
禽
獣
に
同
ず
」
と
説
か
れ
、
父
を
知
る
様
に
な
っ
て
か
ら
か
人
間
だ
と
判
然
精
神
的
解
釈
を
し
て
お
い

て
に
な
る
。
唯
物
思
想
者
等
は
「
火
を
用
い
出
し
て
か
ら
が
人
間
」
「
道
具
を
使
い
出
し
て
か
ら
が
人
間
」
と
唯
物
的
解
釈
し
か
し
て
い

な
い
が
、
父
を
知
ら
な
い
中
は
ま
だ
類
人
猿
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
未
婚
の
母
が
あ
る
今
日
の
雌
達
は
人
間
で
な
く
猿
で
あ
る
。
父
を
知
る

様
に
な
っ
て
か
ら
、
即
ち
家
庭
を
形
成
す
る
様
に
な
っ
て
か
ら
が
人
間
だ
。
だ
か
ら
今
日
の
様
に
愛
の
巣
を
営
ん
で
核
家
族
を
作
っ
て
い
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る
の
は
、
雄
雌
同
棲
の
動
物
生
活
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
文
化
生
活
の
様
に
錯
覚
す
る
の
が
明
治
成
心
的
思
考
で
あ
っ
て
、
真
相
は
動
物
へ

の
退
化
で
あ
る
。
こ
の
様
な
後
向
き
の
生
活
に
は
「
孝
」
の
糒
神
は
理
解
出
来
な
い
か
ら
「
親
孝
行
は
封
建
時
代
の
思
想
」
と
平
気
で
放

言
す
る
の
で
あ
る
。
日
遮
上
人
は
「
孝
は
万
徳
の
始
源
」
と
仰
言
り
、
い
か
な
る
遊
偲
も
親
孝
行
を
源
と
し
て
始
る
の
だ
「
孝
は
百
行
の

基
」
と
は
こ
の
事
を
い
う
の
で
あ
る
。
出
光
社
長
が
道
徳
を
強
調
す
る
に
当
っ
て
も
、
先
づ
孝
か
ら
説
か
ね
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
然

る
に
敢
え
て
「
孝
」
を
説
か
れ
な
い
の
は
「
孝
は
封
建
時
代
の
思
想
」
と
い
う
先
入
観
が
あ
り
、
自
分
の
思
想
が
古
思
い
と
批
難
さ
れ
る

と
考
え
る
明
治
成
心
思
考
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
孝
と
は
本
来
親
子
の
間
の
道
で
あ
っ
て
、
親
子
の
存
す
る
限
り
行
わ
れ
る

べ
き
道
で
あ
る
。
古
文
に
よ
れ
ば
孝
の
字
は
古
老
が
子
に
両
手
を
さ
し
の
べ
て
い
る
姿
で
、
親
が
子
に
対
す
る
愛
育
補
導
の
教
え
を
示
し

子
が
こ
の
教
え
に
従
う
姿
で
あ
る
。
随
っ
て
孝
と
は
父
母
に
事
う
る
者
、
老
省
に
従
う
。
子
に
従
う
、
子
老
に
承
く
る
也
」
と
説
文
に
あ

り
、
人
間
の
生
き
る
道
を
子
に
教
え
る
親
心
に
対
し
て
子
が
従
順
し
て
行
く
事
だ
と
説
い
て
あ
る
、
だ
か
ら
孝
と
は
親
子
の
人
間
的
道
徳

で
あ
っ
て
単
に
「
子
の
親
に
対
す
る
道
」
で
は
な
い
「
負
う
た
子
に
教
え
ら
れ
る
」
の
も
孝
で
あ
る
。
そ
れ
が
専
ら
「
子
の
親
に
対
す
る

道
」
と
考
え
ら
れ
る
様
に
な
っ
た
の
は
、
封
建
時
代
の
垂
直
思
考
に
よ
る
の
で
、
下
な
る
子
が
上
な
る
親
に
絶
対
服
従
す
る
事
だ
と
考
え

日
蓮
上
人
が
肢
も
攻
撃
さ
れ
る
所
で
、
日
蓮
聖
人
は
「
乱
臣
あ
っ
て
国
栄
え
、
賊
子
あ
っ
て
家
興
る
」
と
言
わ
れ
、
又
「
慈
父
王
敵
と
な

れ
ば
王
へ
参
る
が
至
孝
な
り
」
と
、
妄
従
的
孝
や
情
愛
的
孝
を
誠
め
て
居
ら
れ
る
、
も
し
親
が
真
理
に
倖
る
行
動
を
と
る
な
ら
、
真
理
の

味
方
に
な
っ
て
親
を
責
め
る
の
が
孝
で
あ
る
と
さ
え
言
っ
て
居
ら
れ
る
。
だ
か
ら
明
治
人
は
孝
の
「
真
心
」
を
知
ら
ず
し
て
「
孝
経
」
の

「
身
体
髪
膚
こ
れ
を
父
母
に
受
く
・
…
・
・
身
を
立
て
道
を
行
い
名
を
後
世
に
挙
げ
、
以
て
父
母
を
顕
わ
す
は
孝
の
終
り
」
と
い
う
最
も
明
治

人
向
な
立
身
出
世
主
義
を
孝
だ
と
考
え
、
明
治
時
代
に
浸
入
し
た
権
利
義
務
の
観
念
に
執
わ
れ
て
、
親
の
権
利
で
子
を
芸
者
に
売
り
、
子

の
義
務
で
売
春
さ
せ
た
。
子
を
育
て
る
の
も
資
本
主
義
的
で
、
投
資
の
つ
も
り
で
あ
り
、
や
が
て
元
利
合
計
子
供
の
世
話
に
な
る
つ
も
り
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で
あ
っ
た
。
教
育
マ
マ
の
心
理
も
こ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
や
が
て
こ
の
投
盗
観
念
が
見
破
ら
れ
る
や
、
彼
等
は
偽
諜
的
に
も
「
私
は
子
供

の
厄
介
に
な
る
為
に
子
供
を
育
て
た
の
で
は
な
い
」
と
心
に
も
な
い
放
言
を
し
、
「
親
孝
行
な
ん
て
の
は
封
建
時
代
の
思
想
」
と
批
難
し

て
、
現
代
の
断
絶
を
起
し
、
家
庭
を
破
壊
し
、
畜
生
道
に
陥
っ
て
い
る
。
元
来
明
治
人
に
は
仏
教
の
「
宿
業
を
因
と
し
、
父
母
を
縁
と
し

て
人
間
が
生
れ
た
」
と
い
う
様
な
高
逼
な
思
想
は
理
解
さ
れ
ず
、
ア
ダ
ム
と
イ
ヴ
の
子
孫
で
あ
る
原
罪
観
や
卵
子
と
精
子
の
化
合
物
と
い

う
様
な
単
純
低
劣
な
思
想
し
か
受
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
「
頼
み
も
し
な
い
の
に
勝
手
に
生
ん
だ
」
と
い
う
子
供
等
の
反
駁
に
、

も
ろ
く
も
腰
く
だ
け
に
な
っ
た
の
が
現
状
で
あ
る
。
孝
が
三
世
に
亘
る
真
理
で
あ
る
な
ら
、
封
建
時
代
に
封
建
時
代
の
孝
が
あ
っ
た
様
に

民
主
主
義
時
代
に
は
民
主
主
義
時
代
の
孝
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
、
そ
れ
は
、
「
親
の
人
権
を
尊
重
す
る
」
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
即
ち

仏
教
の
説
く
因
縁
所
生
に
よ
る
人
間
の
親
心
、
仏
性
を
永
遠
に
存
続
さ
せ
る
事
だ
、
日
蓮
聖
人
は
、
「
鮒
家
の
孝
養
は
今
生
に
限
る
、
未

来
の
父
母
を
扶
け
ざ
れ
ば
外
家
の
聖
賢
は
有
名
無
実
な
り
」
と
教
え
ら
れ
て
い
る
が
、
未
来
の
父
母
を
扶
け
る
と
は
、
父
母
の
未
来
を
扶

け
る
と
い
う
極
楽
往
生
論
で
は
な
く
、
明
ら
か
に
未
来
の
父
母
と
は
子
孫
で
あ
る
。
未
来
の
父
母
に
孝
養
の
道
を
教
え
る
の
が
、
真
の
孝

道
な
の
だ
、
こ
の
事
は
又
、
孝
を
三
の
位
に
わ
け
、
一
、
衣
食
を
供
す
る
を
下
品
と
す
、
唯
物
的
孝
行
が
蚊
も
低
級
な
親
孝
行
で
あ
り
、

二
、
親
の
心
に
背
か
ざ
る
を
中
品
と
す
、
精
神
的
親
孝
行
は
も
少
し
高
い
中
程
度
の
位
の
親
孝
行
で
あ
り
、
三
、
功
触
を
回
向
す
る
を
上

品
と
な
す
、
最
高
の
親
孝
行
と
は
、
己
れ
の
な
し
た
親
孝
行
の
功
徳
を
も
っ
て
、
親
孝
行
の
道
を
永
続
せ
し
め
る
事
な
の
で
あ
る
。

明
治
の
排
仏
穀
釈
の
悪
業
が
、
今
や
回
り
回
っ
て
日
本
に
断
絶
、
親
子
夫
婦
相
剋
、
家
庭
破
壊
、
畜
生
逆
娠
落
の
業
報
を
齋
ら
し
て
居

る
に
も
抱
ら
ず
、
世
界
一
の
隆
盛
国
と
錯
覚
し
て
い
る
。
こ
の
迷
い
を
党
さ
す
事
が
、
道
徳
復
活
の
上
の
岐
大
急
務
で
あ
る
。

か
く
言
え
ば
果
し
て
仏
教
家
が
、
道
徳
復
活
の
為
に
努
力
し
て
い
る
か
と
反
問
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
残
念
乍
ら
、
仏
教
に
そ
の
様
に
顕

著
な
連
動
は
な
い
、
去
る
世
界
迎
邦
、
宗
教
者
会
議
が
身
延
山
で
開
会
さ
れ
た
の
も
、
藤
井
前
学
便
の
「
凶
際
正
我
確
立
」
の
悲
願
で
あ
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っ
た
、
が
然
し
、
日
本
の
み
な
ら
ず
、
世
界
が
唯
物
的
転
倒
を
し
て
い
る
今
日
、
中
々
こ
の
主
旨
は
理
解
さ
れ
ず
、
ロ
ー
マ
法
王
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
は
、
「
堕
胎
が
如
何
に
重
大
な
罪
で
あ
る
か
を
日
本
人
に
知
ら
し
め
よ
」
と
杣
変
ら
ず
の
性
道
徳
論
で
「
剛
際
正
義
」
の
確
立
ど

こ
ろ
か
、
人
間
性
の
定
義
さ
え
出
来
な
か
っ
た
の
は
残
念
で
あ
る
。
否
「
正
我
」
の
何
者
か
「
正
義
」
が
ど
う
し
て
出
来
上
る
か
さ
え
現

代
人
は
唯
物
的
思
索
し
か
出
来
な
い
が
為
に
理
解
出
来
な
く
な
っ
て
い
る
。
世
界
的
皮
肉
屋
の
・
ハ
ー
ナ
ー
ド
、
シ
ョ
ウ
翁
が
「
正
義
が
二

つ
あ
る
か
ら
世
界
に
戦
争
が
絶
え
ぬ
」
と
嘆
い
た
事
は
有
名
で
あ
る
が
、
例
え
ば
民
主
主
義
は
一
つ
で
あ
る
様
で
も
、
そ
こ
に
社
会
共
産

主
義
の
民
主
主
義
と
自
由
資
本
主
義
の
民
主
主
義
の
二
つ
が
対
立
抗
争
を
繰
返
し
て
い
る
。
各
々
互
に
我
こ
そ
は
正
し
い
民
主
主
義
で
あ

る
と
確
信
を
も
っ
た
対
立
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
正
義
が
二
つ
あ
る
様
に
見
え
る
。
し
か
し
民
主
主
義
の
本
質
が
一
つ
に
統
一
さ
れ
た
り

又
二
つ
分
れ
て
抗
争
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
否
、
真
実
の
民
主
主
義
は
無
数
に
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
世
界
各
国
民
の
抱
く
民
主
主
義

的
観
念
が
一
つ
の
統
一
さ
れ
た
民
主
主
義
の
観
念
に
ま
と
め
上
げ
ら
れ
た
観
念
で
あ
る
。
観
念
論
を
棄
て
去
っ
て
唯
物
論
の
奴
隷
と
な
っ

た
現
代
人
に
は
こ
の
間
の
消
息
が
飲
み
込
め
な
く
な
っ
て
了
っ
た
の
だ
。
例
え
ば
こ
こ
に
「
正
し
い
一
米
」
と
い
う
物
を
考
え
て
見
る
。

唯
物
主
義
者
の
現
代
人
は
実
際
の
一
米
、
一
米
の
物
差
し
を
し
か
考
え
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
実
際
に
正
し
い
一
米
は
な
く
て
多
少
極
微
量

の
長
短
が
あ
る
筈
だ
、
だ
か
ら
各
国
に
度
量
衡
検
定
所
が
あ
り
、
米
原
器
を
そ
な
え
て
物
差
し
の
検
査
を
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
米
原

器
が
真
実
に
正
し
い
一
米
で
あ
ろ
う
か
、
元
来
一
米
と
は
地
球
の
赤
道
を
四
千
万
分
の
一
等
分
し
た
長
さ
で
あ
る
。
若
し
唯
物
主
義
者
が

徹
底
的
主
張
を
す
る
な
ら
真
実
の
一
米
は
な
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
何
故
な
ら
、
実
際
に
赤
道
に
鉢
巻
き
を
し
て
四
千
万
の
一
に
等
分

し
た
の
で
も
な
け
れ
ば
、
又
実
際
に
山
あ
り
海
あ
る
赤
道
で
正
し
い
一
米
を
計
り
出
す
事
は
不
可
能
で
あ
る
、
だ
か
ら
明
ら
か
に
一
米
と

は
観
念
の
所
産
で
あ
る
。
こ
の
観
念
所
産
の
一
米
の
理
想
こ
そ
「
正
し
い
一
米
」
で
あ
り
、
観
念
を
否
定
す
る
な
ら
、
正
し
い
一
米
は
な

い
。
私
の
言
う
唯
物
主
義
と
は
、
こ
の
観
念
論
を
否
定
す
る
唯
物
主
義
で
、
明
治
排
仏
穀
釈
以
後
の
土
壌
に
処
女
地
を
得
て
雑
草
の
如
く
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繁
り
栄
え
て
来
た
。
現
代
人
も
残
念
乍
ら
こ
の
唯
物
思
想
の
土
壌
で
育
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
正
し
い
理
論
が
な
さ
れ
る
孝
に
は
、

唯
物
的
先
入
観
を
ま
づ
岐
初
に
打
破
し
て
か
ら
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
ロ
ー
マ
法
王
の
所
謂
「
性
道
徳
」
も
本
来
が
唯
物
的
土
壌
に
栄
え

た
キ
リ
ス
ト
教
の
所
論
で
あ
り
、
性
教
育
も
、
性
革
命
も
そ
れ
が
人
間
性
の
「
性
」
で
は
な
く
て
「
セ
ッ
ク
ス
」
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い

雄
雌
議
論
で
あ
る
所
に
、
慨
嘆
措
く
与
は
ざ
る
も
の
が
あ
る
。
「
セ
ッ
ク
ス
」
と
は
元
来
性
別
の
意
味
で
あ
る
。
精
神
主
義
的
に
見
た
人

間
に
は
男
女
の
性
別
は
な
く
同
権
の
人
間
で
あ
る
。
し
か
る
に
唯
物
的
肉
体
的
に
見
る
人
間
に
は
男
女
の
性
別
が
あ
る
。
「
セ
ッ
ク
ス
」

の
迷
い
は
こ
こ
か
ら
生
じ
、
現
代
の
文
明
文
化
は
皆
こ
の
唯
物
的
迷
い
に
落
込
ん
で
い
る
。

残
念
乍
ら
仏
教
も
こ
の
唯
物
的
思
考
に
明
治
以
後
誤
ら
れ
て
来
た
。
仏
教
の
研
究
も
、
桔
神
の
問
題
は
等
閑
視
さ
れ
、
文
献
史
実
に
よ

っ
て
実
証
を
得
る
事
に
主
力
を
撒
く
科
学
的
研
究
に
重
き
が
お
か
れ
た
。
た
し
か
に
科
学
的
に
は
正
確
な
研
究
方
法
で
あ
る
が
、
そ
の
精

神
的
妄
点
に
乗
じ
た
の
が
新
興
示
教
で
あ
る
。
例
え
ば
文
献
史
実
に
よ
る
な
ら
ば
法
華
経
の
成
立
は
西
紀
後
ご
一
世
紀
と
な
る
で
あ
ろ
う

随
っ
て
紀
元
前
数
世
紀
に
在
世
さ
れ
た
釈
尊
の
仏
説
で
は
な
い
と
す
る
大
乗
非
仏
説
法
華
経
非
仏
説
の
主
張
も
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
だ

が
法
華
経
の
伝
承
が
こ
の
様
に
単
な
る
文
献
の
上
に
の
み
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
、
法
華
経
の
伝
承
が
、
単
に
文
字
に
よ
っ
て
伝
承
さ
れ

る
も
の
で
な
い
塀
は
法
華
経
が
序
品
第
一
の
孵
頭
か
ら
説
い
て
い
る
所
で
あ
る
。
即
ち
枯
神
の
伝
逮
は
時
間
や
空
間
の
隔
離
に
さ
ま
た
げ

ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
然
る
が
故
に
天
台
大
師
が
姑
め
て
恵
思
禅
師
に
法
華
経
を
問
わ
れ
た
時
、
「
昔
、
謹
山
に
於
て
倶
に
仏
法
を
聴

く
、
宿
縁
の
蒸
発
す
る
所
、
今
又
来
る
か
」
と
器
許
さ
れ
て
、
百
千
万
億
膳
陀
羅
尼
を
覚
ら
れ
た
。
と
い
う
事
は
有
名
で
あ
る
が
、
こ
れ

を
精
神
的
伝
達
と
名
付
け
様
、
文
字
や
文
献
に
し
か
伝
達
を
認
め
な
い
唯
物
思
考
で
は
理
解
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
、
で
あ
る
か
ら
、
こ
の

桁
神
的
伝
達
を
今
日
に
唯
物
時
代
に
理
解
せ
し
め
る
に
は
イ
ロ
ハ
か
ら
始
め
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

「
イ
ロ
ハ
」
に
は
精
神
的
な
深
い
意
味
が
蔵
さ
れ
て
い
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
我
々
は
単
な
る
符
号
文
字
と
し
か
考
え
て
居
ら
ず
、
精
神
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内
容
を
抜
き
に
し
て
伝
達
さ
れ
て
増
々
符
号
化
さ
れ
て
行
く
。
我
々
が
朝
起
き
る
と
先
第
一
に
発
す
る
「
お
早
う
」
の
挨
拶
は
、
「
お
互

に
朝
早
く
か
ら
御
苦
労
で
す
ね
」
の
慰
撫
の
心
情
の
発
露
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
機
械
化
さ
れ
て
一
つ
の
音
波
と
し
て
録
音
機
に
吹
込
ま

れ
、
鶏
鵡
や
九
官
鳥
に
記
憶
さ
れ
て
、
再
放
送
さ
れ
た
場
合
、
も
し
そ
れ
が
九
官
鳥
の
声
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
の
音
波
に
単
な
る
動

物
の
声
と
し
て
人
間
性
は
感
じ
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
機
械
化
さ
れ
て
拡
声
樅
や
ラ
ヂ
オ
、
テ
レ
ビ
で
放
送
さ
れ
れ
ば
そ
の
音
波
に
人
間
性

が
あ
る
如
く
錯
覚
す
る
。
こ
の
錯
覚
に
乗
じ
て
辨
力
を
恋
に
し
て
い
る
の
が
マ
ス
コ
ミ
で
あ
る
。
即
ち
人
間
精
神
は
音
波
や
文
字
に
よ
っ

て
伝
達
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
逆
に
音
波
や
文
字
が
人
間
精
神
を
伝
え
る
の
で
は
な
い
事
を
我
々
は
忘
れ
易
い
。
日
蓮
聖
人
が
重
大
教
義

を
「
文
底
秘
沈
」
と
舵
か
れ
、
「
二
人
三
人
、
座
を
交
え
て
読
む
事
勿
れ
」
と
誠
め
ら
れ
た
の
は
、
人
間
精
神
を
抜
き
に
し
た
符
号
文
字

に
よ
っ
て
、
錯
覚
す
る
事
を
憂
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

然
る
に
物
質
文
明
は
墹
々
人
間
精
神
の
機
械
化
を
目
論
み
、
人
間
の
音
声
、
運
動
の
機
械
化
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
思
考
ま
で
も
符
号

化
し
機
械
化
し
つ
つ
あ
り
、
人
間
は
や
が
て
ロ
ボ
ッ
ト
化
す
る
で
あ
ろ
う
、
然
ら
ば
ロ
ボ
ッ
ト
と
人
間
と
は
ど
の
点
で
異
る
か
と
言
え
ば

人
間
的
擬
能
を
悉
く
具
備
す
る
ロ
ボ
ッ
ト
は
試
行
錨
誤
の
行
動
は
出
来
て
も
、
反
省
自
覚
す
る
事
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
倣
悔
発
願

し
、
創
作
し
、
理
想
を
持
ち
、
批
判
し
発
心
す
る
事
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
い
か
に
級
密
に
自
然
科
学
が
発
達
し
て
、
い
か
に
精
密
な

頭
脳
が
製
作
さ
れ
て
も
持
ち
得
な
い
の
が
人
間
精
神
で
あ
り
、
言
わ
ば
前
世
以
来
の
体
験
の
す
べ
て
を
具
有
す
る
の
が
人
間
精
神
で
あ
っ

て
、
こ
の
事
を
「
宿
業
を
因
」
と
す
と
説
き
、
又
一
念
三
千
と
も
説
く
の
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
人
間
精
神
は
「
内
附
け
ら
れ
た
心
」
か
ら
「
内
聞
け
ら
れ
た
心
」
に
伝
達
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
言
わ
ば
主
観
の
客
観
化

の
中
に
行
わ
れ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
「
我
と
汝
」
と
の
中
に
伝
達
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
実
際
的
に
は
人
間
の
家
庭
生
活
の
殆
ど
が
精
神

伝
達
の
修
得
で
あ
る
。
ラ
フ
カ
デ
イ
オ
、
ハ
ー
ン
が
日
本
の
家
庭
生
活
の
中
に
こ
れ
を
見
出
し
て
遂
に
日
本
帰
化
を
決
意
し
た
の
は
有
名
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で
あ
る
。
我
々
が
食
事
を
す
る
時
「
頂
き
ま
す
」
「
頂
戴
し
ま
す
」
と
唱
え
る
の
は
仏
教
の
「
帰
命
頂
戴
」
か
ら
教
え
ら
れ
た
言
葉
で
あ

っ
た
。
そ
れ
が
符
号
文
字
化
し
、
マ
ス
コ
ミ
化
さ
れ
て
、
既
に
そ
の
精
神
が
忘
れ
ら
れ
て
い
る
。
我
々
は
先
祖
伝
来
、
人
間
の
食
物
は
人

間
が
作
り
料
理
し
て
来
た
。
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
の
様
に
神
様
か
ら
の
賦
与
物
を
拾
い
食
い
す
る
動
物
で
も
な
く
、
天
然
自
然
の
食
餌
を

盗
み
食
い
す
る
餓
鬼
で
は
な
い
の
だ
、
だ
か
ら
食
事
が
終
る
と
「
御
馳
走
で
し
た
」
と
言
う
の
は
、
何
も
腹
一
杯
に
な
っ
た
か
ら
こ
れ
か

ら
馳
せ
走
り
ま
し
ょ
う
と
い
う
の
で
な
い
。
「
こ
の
料
理
の
為
に
ど
れ
程
皆
様
の
御
奔
走
を
煩
は
し
た
事
で
し
ょ
う
。
私
も
こ
の
御
恩
報

じ
の
為
に
、
馳
せ
走
り
ま
す
」
と
の
発
願
弘
響
の
言
葉
で
あ
り
、
こ
の
言
葉
の
中
に
仏
教
の
要
旨
が
充
分
に
も
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
凡

ゆ
る
宗
教
が
神
に
犠
牲
物
を
供
え
る
け
れ
ど
も
仏
教
の
み
が
先
祖
に
御
霊
供
を
供
え
る
の
だ
。
こ
こ
に
遠
い
祖
先
と
我
々
と
の
間
に
人
間

敗
戦
後
「
天
皇
制
」
の
問
題
が
論
議
さ
れ
た
時
、
我
々
は
政
治
機
関
と
し
て
の
天
皇
で
な
く
、
国
体
と
し
て
の
天
皇
を
考
え
る
の
だ
と

主
張
し
た
け
れ
ど
も
、
国
体
と
い
う
精
神
的
な
御
国
柄
を
表
わ
す
言
葉
は
通
用
せ
ず
、
国
民
体
育
大
会
の
略
語
と
し
て
し
か
受
取
れ
な
い

状
態
に
な
っ
て
了
っ
た
。
全
く
ナ
ン
セ
ン
ス
な
話
で
あ
る
。
我
々
日
本
人
は
明
治
以
前
に
は
仏
教
的
に
天
子
様
、
十
善
の
君
と
考
え
て
来、

た
。
こ
の
十
善
の
君
こ
そ
仏
教
思
想
の
重
大
な
意
味
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
即
ち
「
十
善
の
君
」
と
は
十
菩
根
の
果
報
を
受
け
ら
れ
た
あ

、
、

な
た
で
あ
っ
て
、
二
人
称
と
し
て
の
「
我
と
汝
」
と
の
間
柄
を
示
す
者
で
、
決
し
て
ヒ
ズ
マ
ジ
ェ
ス
テ
ィ
と
い
う
第
三
者
的
呼
称
で
は
な

か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
排
仏
穀
釈
と
共
に
ヒ
ズ
マ
ジ
ェ
ス
テ
イ
天
皇
陛
下
と
な
ら
れ
、
王
権
神
授
の
神
様
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

同
じ
様
な
誤
謬
が
身
延
山
に
も
向
け
ら
れ
た
。
終
戦
後
、
私
は
日
蓮
宗
教
師
試
験
委
員
に
任
じ
ら
れ
、
「
祖
伝
」
の
講
義
を
す
る
事
に

精
神
の
伝
達
が
行
わ
れ
て
来
た
。

じ
た
の
で
あ
る
。

然
る
に
排
仏
穀
釈
以
後
こ
の
尊
い
精
神
は
忘
れ
ら
れ
、
専
ら
訓
詰
、
史
実
の
研
究
に
の
み
専
念
し
た
所
に
新
興
教
団
興
隆
の
余
地
が
生
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な
っ
て
、
そ
の
綱
要
を
印
刷
し
た
が
、
そ
の
第
一
章
に
「
日
蓮
聖
人
御
出
世
の
意
義
」
と
標
題
を
つ
け
た
。
日
蓮
聖
人
の
伝
記
で
一
番
大

切
な
点
は
、
何
と
言
っ
て
も
末
法
濁
悪
の
世
に
東
北
有
縁
の
地
日
本
に
生
を
享
け
ら
れ
た
と
い
う
重
大
な
意
義
こ
そ
日
蓮
大
聖
人
の
御
生

涯
に
と
っ
て
岐
も
大
切
な
事
で
あ
る
の
で
こ
の
標
題
を
も
う
け
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
こ
れ
を
見
た
若
い
戦
中
育
ち
の
教
授
が
、
「
人
間

の
生
れ
る
事
に
意
義
が
あ
る
」
な
ん
て
古
い
非
科
学
的
な
考
え
方
が
学
問
の
進
歩
を
さ
ま
た
げ
て
い
る
の
だ
と
憶
面
も
な
く
言
う
の
で
あ

、
、

る
。
特
に
「
日
蓮
聖
人
身
延
御
入
山
の
聖
意
」
に
つ
い
て
は
、
現
在
面
と
向
っ
た
人
の
心
さ
え
判
ら
な
い
の
に
、
七
百
年
昔
の
日
蓮
聖
人

の
御
気
持
等
判
ろ
う
筈
は
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
前
述
せ
る
如
く
、
内
開
け
ら
れ
た
心
に
接
す
る
内
開
け
ら
れ
た
心
に
は
通
ず
る
も
の

が
あ
り
、
こ
の
感
応
道
交
を
否
定
す
れ
ば
、
遂
に
断
絶
に
陥
っ
て
了
う
で
あ
ろ
う
。

幸
に
も
法
華
経
は
開
顕
の
教
え
、
内
開
け
ら
れ
た
仏
の
教
え
で
あ
る
が
故
に
、
対
す
る
衆
生
の
心
が
信
心
に
よ
っ
て
内
開
け
ら
れ
れ
ば

時
代
と
場
所
の
隔
り
に
か
か
わ
ら
ず
感
応
道
交
す
る
事
が
出
来
る
。
日
蓮
聖
人
が
内
相
承
を
強
調
さ
れ
る
所
以
は
こ
こ
に
あ
る
。
思
想
が

唯
物
的
に
な
り
、
理
論
が
ソ
フ
ィ
ス
テ
ィ
ケ
ー
ト
さ
れ
て
、
人
々
の
心
が
断
絶
化
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
程
、
精
神
的
解
釈
は
一
層
重
ん
じ
ら

れ
る
だ
ろ
う
。
日
蓮
大
聖
人
御
出
世
の
意
義
も
、
こ
の
精
神
的
解
釈
を
怠
り
、
「
人
間
の
生
れ
る
事
に
何
の
意
味
が
あ
ろ
う
」
と
唯
物
的

解
釈
だ
け
し
て
い
て
は
そ
れ
こ
そ
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
。

花
が
開
い
て
蜜
を
出
す
現
象
を
、
単
に
温
度
が
適
当
に
昇
り
栄
養
が
充
分
で
あ
る
な
ら
花
は
自
ら
開
い
て
あ
り
余
っ
た
糖
分
を
放
出
す

る
と
い
う
自
然
的
唯
物
的
見
方
だ
け
で
は
自
然
界
の
目
的
論
的
解
釈
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
太
陽
を
単
な
る
熱
塊
と
解
し
て
満
足
す
る

な
ら
そ
れ
で
足
り
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
太
陽
が
な
ぜ
あ
の
様
に
大
な
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
な
っ
た
か
、
を
研
究
す
る
に
は
心
ず
目
的
論

的
解
釈
が
必
要
で
あ
り
、
な
ぜ
花
が
蜜
を
出
す
か
の
研
究
に
は
目
的
論
的
解
釈
は
無
視
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
精
神
的
解
釈
の
必
要
性
は

こ
こ
に
あ
る
。
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ま
づ
端
諜
に
「
飢
渇
申
す
ば
か
り
な
し
、
米
一
合
を
も
光
ら
ず
餓
死
し
ぬ
べ
し
、
こ
の
御
坊
た
ち
も
皆
州
し
て
唯
一
人
候
う
べ
し
」
と

言
譜
に
絶
し
た
織
繊
の
状
態
が
報
ぜ
ら
れ
、
い
か
に
山
中
生
活
が
困
雌
で
あ
っ
た
か
想
像
さ
れ
る
。
し
か
も
本
文
に
は
「
未
だ
定
ま
ら
ず

●
●

、
、
、
、

と
は
雌
も
こ
の
山
中
心
中
に
か
な
え
て
候
へ
ば
、
し
ば
ら
く
は
候
は
ん
ず
ら
ん
、
結
句
は
一
人
に
な
っ
て
日
本
剛
を
流
浪
す
べ
き
身
に
て

候
。
又
立
ち
止
ま
る
身
な
ら
ば
見
参
に
入
り
候
く
し
。
」

●
●

と
御
心
境
が
述
懐
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
山
中
心
中
に
か
な
え
て
候
え
ば
と
は
、
日
蓮
聖
人
が
内
附
け
た
心
の
中
を
示
さ
れ
て
、
気
に
入

、
、
、
、

っ
た
と
述
懐
さ
れ
た
の
だ
か
ら
「
し
ば
ら
く
は
候
は
ん
ず
ら
ん
」
は
精
神
的
に
解
釈
し
て
、
「
出
来
れ
ば
長
く
居
た
い
と
思
う
」
と
理
解

さ
る
べ
き
で
あ
る
。
従
来
、
衣
食
住
の
不
自
由
な
身
延
山
だ
か
ら
、
し
ば
ら
く
の
間
は
居
て
も
、
永
い
間
の
安
住
所
と
定
め
ら
れ
た
の
で

、
、
、
、

は
な
随
と
し
ば
ら
く
を
唯
物
的
に
解
釈
し
た
の
が
且
遁
説
で
あ
り
、
そ
れ
が
や
が
て
、
身
延
山
は
日
蓮
聖
人
を
苦
し
め
た
無
間
地
獄
の

、
、
、
、

「
し
ば
ら
く
」
と
は
果
し
て
短
時
間
で
あ
ろ
う
か
、
「
し
ば
ら
く
」
と
は
唯
物
的
に
即
事
的
に
時
計
や
勝
の
上
で
の
み
考
え
る
な
ら
短

時
間
で
あ
る
が
、
精
神
的
に
は
長
時
間
を
意
味
す
る
。
「
し
ば
ら
く
で
し
た
」
と
い
う
信
沓
の
言
染
は
明
ら
か
に
「
長
ら
く
」
の
長
時
間

で
あ
る
。
恋
人
同
志
に
「
し
ば
ら
く
」
が
川
い
ら
れ
る
な
ら
、
ほ
ん
の
二
三
日
で
も
「
し
ば
ら
く
」
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
一
日
千
秋
の
思

い
と
い
う
言
葉
で
明
ら
か
な
様
に
精
神
的
に
は
長
く
感
ず
る
時
間
で
あ
る
。

幸
に
昭
和
定
本
に
新
た
に
、
文
永
十
一
年
五
月
十
七
日
付
の
寓
木
殿
御
譜
が
加
入
さ
れ
た
。
こ
の
生
々
し
い
御
僧
岱
に
よ
っ
て
、
御
入

山
の
聖
意
は
明
ら
か
に
な
っ
た
。
御
信
諜
で
あ
る
事
は
、
こ
の
御
併
に
、
「
こ
の
由
を
御
．
腸
呼
に
も
緋
り
さ
せ
玉
え
」
と
あ
る
に
よ
っ
て

充
分
明
ら
か
で
あ
る
。

て
受
取
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

日
蓮
大
聖
人
の
御
入
山
の
聖
意
に
つ
い
て
、
従
来
且
遁
説
が
行
わ
れ
て
来
た
の
も
、
文
字
通
り
「
し
ば
ら
く
」
を
蝿
時
間
の
言
葉
と
し
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山
だ
と
俗
信
の
主
張
と
な
り
、
反
身
延
の
思
想
と
な
り
、
妓
勝
の
地
を
富
士
山
に
設
定
し
て
行
く
富
士
戒
埴
論
と
も
な
っ
て
来
た
。
股
も

精
神
的
で
あ
る
べ
き
宗
教
家
が
唯
物
主
義
に
走
っ
て
祖
意
を
誤
っ
て
来
た
事
が
、
い
か
に
亜
大
な
結
果
を
齋
ら
し
た
か
を
反
省
す
べ
く
、

幸
、
明
治
成
心
思
想
が
如
何
に
仏
教
を
誤
っ
て
来
た
か
を
、
出
光
社
長
の
道
徳
論
に
実
例
を
と
っ
て
杜
撰
で
は
あ
る
が
批
判
し
て
見
た
の

で
あ
る
。

(〃4）


