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平
成
十
六
年
一
月
二
十
日

ど
う
も
寒
い
中
を
、
そ
れ
か
ら
ま
た
、
ご
遠
方
か
ら
、
私
の
最
終
講
義
と
い
う
こ
と
で
特
別
に
お
集
ま
り
し
て
い
た
だ
い
た
方
も
あ
る

か
と
思
い
ま
す
。
拙
い
最
終
講
義
を
、
こ
れ
か
ら
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
最
終
講
義
の
題
名
は
「
九
識
説
と
日
蓮

宗
」
と
い
う
題
名
を
掲
げ
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
ひ
と
つ
は
、
こ
う
い
う
題
名
を
付
け
る
と
、
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
け
る
人
が
い
る

の
で
は
な
い
か
な
あ
と
考
え
な
が
ら
付
け
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
と
同
時
に
、
私
の
研
究
生
活
の
殆
ど
が
九
識
説
の
研
究
で
も
あ

る
、
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
皆
さ
ん
の
お
手
元
に
あ
る
資
料
に
則
り
な
が
ら
、
緩
々
と
、
皆
さ
ん
の
関
心
の
あ
る
と

こ
ろ
へ
と
移
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
唯
識
と
は
一
体
全
体
、
ど
う
い
う
も
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
初
め
て
耳
に
す
る
人
も
い
る
か
と
思
い
ま
す
の
で
、
そ
ん
な

と
こ
ろ
か
ら
始
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

唯
識
説
と
い
い
ま
す
と
、
仏
様
が
亡
く
な
り
ま
し
た
の
が
、
現
在
、
学
説
と
し
ま
し
て
は
、
仏
滅
年
代
は
、
紀
元
前
三
八
三
年
頃
と
い

九
識
説
と
日
蓮
宗

一
、
唯
識
に
つ
い
て

最
終
講
義

岩
田
諦
靜

(〃）



わ
れ
て
お
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
に
則
り
ま
す
と
、
唯
識
説
の
系
譜
と
し
ま
し
て
は
、
弥
勒
（
三
五
○
’
四
三
○
）
、
無
著
（
三
九
五
’
四

七
○
〉
、
世
親
（
天
親
・
四
○
○
～
四
八
○
）
と
い
う
よ
う
な
流
れ
に
な
り
ま
す
。
そ
の
弥
勒
の
年
代
と
い
う
の
は
、
こ
こ
に
も
挙
げ
ま

し
た
よ
う
に
、
紀
元
三
五
○
年
か
ら
四
三
○
年
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
四
世
紀
頃
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
仏
様
が

亡
く
な
っ
て
か
ら
、
随
分
と
経
っ
て
か
ら
、
学
問
的
な
成
立
を
み
た
学
派
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
で
、
今
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
弥
勒
、
無
著
、
世
親
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
、
唯
識
説
の
流
れ
と
し
て
は
、
一
律
で
ご
ざ
い
ま
す

け
れ
ど
も
、
皆
さ
ん
ご
存
知
の
、
法
相
唯
識
に
お
い
て
は
、
そ
の
続
き
に
、
陳
那
（
四
八
○
～
五
四
○
）
、
護
法
（
五
三
○
～
五
六
二
、

戒
賢
（
五
二
九
～
六
四
五
）
、
そ
し
て
、
あ
の
玄
笑
（
六
○
二
’
六
二
九
出
国
’
六
四
五
帰
国
’
六
六
四
）
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
続
き

ま
す
。
そ
れ
で
、
護
法
は
三
十
歳
く
ら
い
で
亡
く
な
っ
て
い
る
ん
で
す
が
、
護
法
の
唯
識
説
が
、
法
相
唯
識
の
基
礎
で
す
。
そ
れ
を
学
び

ナ
ー
ラ
ン
ダ
学
問
寺
で
教
え
て
い
た
の
が
、
戒
賢
で
す
。
こ
の
も
と
に
、
玄
葵
が
留
学
し
、
そ
こ
で
五
年
間
の
学
業
を
し
た
後
、
イ
ン
ド

の
仏
跡
を
巡
拝
し
て
、
そ
の
後
帰
っ
て
行
っ
た
と
。
こ
う
い
う
様
な
こ
と
で
す
。

今
日
、
私
が
取
り
上
げ
る
、
真
諦
は
、
世
親
か
ら
真
諦
へ
と
い
う
流
れ
の
ひ
と
つ
で
、
護
法
唯
識
説
の
流
れ
と
は
ひ
と
つ
違
っ
て
お
り

ま
す
。
護
法
唯
識
と
い
う
の
は
、
場
所
と
し
て
は
中
イ
ン
ド
の
ナ
ー
ラ
ン
ダ
ー
学
問
寺
を
中
心
に
起
っ
た
学
問
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
対

し
て
、
こ
の
真
諦
、
そ
れ
か
ら
真
諦
と
同
時
代
の
安
慧
等
が
学
ん
だ
の
は
、
ど
う
も
そ
こ
で
は
な
く
て
、
現
在
で
言
い
ま
す
と
、
パ
キ
ス

タ
ン
と
イ
ン
ド
と
の
境
い
目
の
、
ち
ょ
っ
と
海
に
近
い
西
イ
ン
ド
の
ウ
ッ
ジ
ャ
イ
ニ
ー
と
い
う
所
と
い
う
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
そ
う
い
う
こ
と
を
頭
に
お
き
な
が
ら
、
次
に
移
り
ま
す
。

じ
ゃ
あ
唯
識
と
は
何
か
、
と
言
い
ま
す
と
、
万
有
唯
識
、
唯
識
は
不
離
識
と
言
い
ま
す
。
こ
れ
だ
け
知
っ
て
い
れ
ば
、
唯
識
は
も
う
解

か
つ
た
も
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
万
有
唯
識
と
は
、
一
切
諸
法
唯
識
と
い
う
よ
う
な
か
た
ち
で
ご
ざ
い
ま
す
。
唯
識
と
は
何
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そ
う
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
「
唯
識
は
識
を
離
れ
ず
」
、
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
ど
う
い
う
よ
う
に
理
解
す
れ

ば
い
い
か
と
言
い
ま
す
と
、
先
ほ
ど
の
続
き
で
あ
り
ま
し
て
、
「
す
べ
て
の
存
在
は
た
だ
認
識
対
象
と
し
て
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は

識
（
心
）
を
離
れ
て
存
在
し
て
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
す
べ
て
の
存
在
（
認
識
対
象
）
は
心
か
ら
現
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
真

実
の
法
（
存
在
）
で
あ
る
」
と
い
う
の
が
、
唯
識
の
基
本
で
す
。
こ
れ
を
間
違
え
ま
す
と
、
唯
識
の
理
解
は
、
ま
っ
た
く
最
初
か
ら
間
違
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

私
の
目
の
前
に
、
皆
さ
ん
が
お
い
で
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
唯
識
的
に
言
え
ば
、
皆
さ
ん
は
、
私
の
心
か
ら
現
れ
い
る
。
そ
う

い
う
よ
う
な
理
解
の
も
と
に
、
ど
う
現
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
言
い
だ
す
と
、
皆
さ
ん
の
納
得
が
い
く
ま
で
説
明
す
る
と
な
る
と
、

一
時
間
や
二
時
間
は
掛
か
り
ま
す
の
で
、
そ
の
辺
は
省
略
し
ま
す
。

そ
う
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
か
ら
、
そ
の
法
相
唯
識
説
と
い
う
の
は
、
今
こ
れ
か
ら
話
題
に
し
て
い
き
ま
す
ん
で
す
が
、
「
真
如
は
凝
然

と
し
て
諸
法
を
作
さ
ず
」
と
言
い
。
真
如
は
、
ま
っ
た
く
、
作
用
（
働
き
）
を
な
さ
な
い
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
を
し
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、

ね
。
↑

ど
も
。

か
、
万
有
と
は
何
か
。
万
有
と
い
う
の
は
、
す
べ
て
の
存
在
と
い
う
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
い
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
で
、
唯
識
と
は
唯
有
識
の
省
略
で
す
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
は
、
ぐ
言
呂
威
‐
日
習
圖
と
い
う
言
葉
で
表
わ
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

れ
は
、
「
す
べ
て
の
存
在
は
た
だ
認
識
対
象
と
し
て
あ
る
だ
け
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
、
「
唯
識
は
不

離
識
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
場
合
、
唯
識
の
識
は
、
急
菌
恩
威
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
不
離
識
の
識
は
、
皇
副
目
で
す
。
い
つ
も
学
生

に
言
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
無
い
時
代
、
ま
あ
よ
く
、
こ
れ
を
理
解
し
た
も
の
だ
と
思
う
ぐ
ら
い
に
違
う
ん
で
す

ね
。
こ
の
識
の
意
味
が
、
天
と
地
ほ
ど
も
違
う
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
や
チ
ベ
ッ
ト
語
が
あ
れ
ば
、
一
度
見
て
分
か
る
わ
け
な
ん
で
す
け
れ
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そ
れ
に
関
連
し
ま
し
て
、
種
子
の
六
義
と
い
う
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
唯
識
と
い
う
の
は
有
為
法
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
生
滅

変
化
し
な
い
も
の
を
対
象
に
は
い
た
し
ま
せ
ん
。
唯
識
の
な
か
で
の
対
象
は
、
す
べ
て
生
滅
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
「
真
如
は
凝
然
と
し
て
諸
法
を
作
さ
ず
」
と
言
い
、
真
理
と
し
て
の
真
如
は
触
れ
な
い
、
説
か
な
い
と
い
う

ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、

す
べ
て
の
衆
生
に
は
仏
性
は
認
め
な
い
と
言
う
五
姓
各
別
説
を
説
き
ま
す
。
こ
れ
は
日
蓮
聖
人
が
、
「
開
目
抄
」
で
散
々
に
非
難
す
る
と

そ
れ
に
対
し
て
、
一
般
に
大
乗
仏
教
で
は
、
仏
性
と
い
う
も
の
を
求
め
る
ん
で
す
が
、
仏
性
如
来
蔵
説
は
、
こ
れ
は
反
対
に
、
す
べ
て

の
人
間
（
衆
生
）
に
は
仏
性
が
あ
る
か
ら
仏
に
成
れ
る
成
仏
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
れ
で
、
法
相
唯
識
説
で
は
八
識
説
を
立
て
ま
す
。
眼
識
・
耳
識
・
鼻
識
・
舌
識
・
身
識
・
意
識
・
末
那
識
・
阿
頼
耶
識
と
い
う
八
識

を
立
て
ま
す
。
こ
れ
は
皆
さ
ん
も
、
よ
く
ご
存
知
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
真
諦
の
唯
識
説
は
、
摂
論
学
派
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
こ
こ
に
も

書
い
て
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
ち
ょ
っ
と
違
う
ん
で
す
。
眼
識
・
耳
識
・
鼻
識
・
舌
識
・
身
識
・
意
識
ま
で
は
同
じ
な
ん
で
す
が
、
第
七
識

の
と
こ
ろ
が
阿
陀
那
識
に
な
っ
て
お
り
ま
し
て
、
八
識
の
と
こ
ろ
が
同
じ
で
阿
黎
耶
識
な
ん
で
す
が
、
九
番
目
に
阿
摩
羅
識
を
立
て
る
と

よ
う
な
考
え
方
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
で
、
一
般
的
に
私
ど
も
が
唯
識
を
勉
強
す
る
、
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
法
相
唯
識
説
の
こ
と
、
護
法
唯
識
の
こ

と
を
い
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
護
法
唯
識
説
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
い
ま
す
と
、
先
ほ
ど
年
代
を
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
護
法
は
、

真
諦
よ
り
も
後
の
人
な
ん
で
す
。
護
法
は
五
三
○
年
か
ら
五
六
一
年
と
い
う
こ
と
で
、
イ
ン
ド
の
仏
教
史
の
中
で
も
、
こ
の
護
法
、
戒
賢

と
い
う
の
は
、
は
っ
き
り
年
代
が
決
ま
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
玄
英
が
戒
賢
に
師
事
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
か
ら
戒
賢
の
お
師

こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

最
終
講
義
（
岩
田
）

(13)



匠
様
が
、
護
法
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
で
す
。
そ
の
外
の
人
達
は
推
測
に
し
か
過
ぎ
ま
せ
ん
。

そ
れ
に
対
し
て
真
諦
の
方
は
、
こ
れ
も
イ
ン
ド
か
ら
中
国
へ
来
て
亡
く
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
年
代
が
は
っ
き
り
し
て
い
ま
す
。
五
六

九
年
に
七
○
歳
で
亡
く
な
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
ま
す
と
、
真
諦
の
方
が
先
輩
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
か
ら
更
に

言
い
ま
す
と
、
真
諦
の
唯
識
説
を
批
判
し
た
と
こ
ろ
の
玄
美
は
、
そ
れ
か
ら
百
年
後
の
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
し
て
、
次
に
続
い
て
い
き
ま
す
と
、
そ
れ
じ
ゃ
あ
九
識
、
阿
摩
羅
識
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
辞
書
を

引
き
ま
す
と
で
す
ね
、
阿
摩
羅
識
と
い
う
と
必
ず
陣
白
巴
”
‐
且
爵
目
と
い
う
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
を
付
け
て
あ
り
ま
す
。
で
も
イ
ン
ド

の
文
献
に
は
、
そ
う
い
う
言
葉
は
あ
り
ま
せ
ん
。
少
な
く
と
も
私
が
こ
れ
ま
で
三
十
年
以
上
研
究
し
て
き
た
結
果
、
「
画
昌
巴
画
‐
ぐ
言
習
画
」

と
い
う
言
葉
は
ど
こ
に
も
見
当
た
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
漢
訳
か
ら
は
可
能
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
文
献
学
的
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
で
、
文
献
的
に
は
、
ど
う
い
う
よ
う
に
あ
る
の
か
と
い
う
と
、
『
玲
伽
師
地
論
』
百
巻
の
中
の
三
巻
だ
け
を
訳
出
し
た
真
諦
の

「
決
定
蔵
論
」
の
中
に
阿
摩
羅
識
が
説
か
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
現
在
の
漢
訳
で
は
「
転
依
」
と
玄
笑
が
訳
し
て
お
る
し
、
そ

れ
か
ら
、
そ
れ
を
チ
ベ
ッ
ト
語
か
ら
還
梵
し
ま
す
と
、
恩
国
富
‐
冒
凰
葛
昌
と
い
う
言
葉
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
で
も
う
ひ
と
つ
、
そ
の

九
識
に
あ
た
る
浄
識
と
い
う
の
が
あ
る
ん
で
す
が
、
そ
れ
も
「
急
曾
邑
冨
‐
皇
園
目
」
と
い
い
、
こ
こ
に
「
皇
倒
息
」
と
い
う
の
が
あ

る
と
い
う
の
が
、
非
常
に
ユ
ニ
ー
ク
で
、
そ
れ
は
そ
れ
で
い
い
わ
け
な
ん
で
す
が
、
あ
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
も
う
ひ
と
つ
は
、
「
十
八
空
論
』
に
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
が
あ
る
ん
で
す
が
、
そ
れ
の
異
訳
な
ん
で

す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
か
ら
み
ま
す
と
、
阿
摩
羅
識
は
、
漢
訳
で
は
「
自
性
清
浄
心
」
で
、
「
胃
号
冨
、
自
国
‐
ｏ
冒
画
」
と
い
う
言
葉
に
あ
た

二
、
第
九
阿
摩
羅
識
に
つ
い
て
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り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
今
度
は
世
親
の
「
唯
識
三
十
頌
」
の
異
訳
と
さ
れ
る
、
真
諦
訳
の
「
転
識
論
」
と
『
三
無
性
論
」
と
を
見
ま
す
と
、

阿
摩
羅
識
と
い
う
の
は
、
「
境
識
倶
浪
ま
た
は
、
境
智
無
差
別
で
あ
る
真
実
性
」
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
表
現
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
こ
に
は
「
ｐ
ｇ
巴
画
‐
皇
副
ご
画
」
と
い
う
言
葉
は
、
ど
こ
か
ら
も
出
て
こ
な
い
の
で
す
。

そ
れ
か
ら
も
う
ひ
と
つ
、
こ
れ
は
す
ぐ
話
題
に
な
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
『
大
乗
荘
厳
経
論
」
と
い
う
の
が
あ
る
ん
で
す
が
、
そ

れ
の
漢
訳
、
こ
れ
は
真
諦
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
後
の
人
で
す
。
波
羅
頗
迦
羅
密
多
羅
と
い
う
人
が
訳
し
た
ん
で
す
が
、
そ
れ
の
付
加

部
分
。
本
人
が
付
け
た
の
か
、
そ
れ
と
も
後
の
人
が
付
け
た
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
付
加
部
分
の
と
こ
ろ
に
、
阿
摩
羅
識
が
あ

り
ま
し
て
、
そ
れ
は
自
性
清
浄
心
と
訳
さ
れ
て
い
ま
し
て
、
そ
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
を
探
し
ま
す
と
、
こ
れ
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
が
あ
る

本
で
す
か
ら
、
胃
鼻
曽
‐
胃
号
冨
の
ぐ
閏
画
‐
・
詳
冨
」
と
い
う
言
葉
を
さ
が
し
あ
て
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
「
、
ョ
巴
画
‐
且
愚
息
」
と
い
う
言
葉
は
、
本
来
イ
ン
ド
の
文
献
に
は
あ
り
ま
せ
ん
で
、
こ
れ
は
真
諦
が
創
造

し
た
造
語
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
に
つ
い
て
少
し
説
明
を
い
た
し
ま
す
。
こ
こ
に
例
を
出
し
ま
す
と
、
「
決
定
蔵
論
」
に
こ

う
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
例
の
㈲
と
し
て
、

例
Ｈ
阿
羅
耶
識
を
断
じ
、
即
ち
凡
夫
性
を
転
じ
、
凡
夫
法
を
捨
て
て
阿
羅
耶
識
は
滅
す
。
こ
の
識
が
滅
す
る
が
故
に
一
切
の
煩
悩
も
減
す
。

阿
羅
耶
識
が
対
治
せ
ら
る
る
が
故
に
阿
摩
羅
識
を
證
す
。

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
箇
所
を
チ
ベ
ッ
ト
語
か
ら
見
ま
す
と
、
『
瞼
伽
師
地
論
」
（
以
下
、
『
玲
伽
論
」
と
略
称
）
に
、

転
依
（
別
昌
冨
‐
冒
司
ざ
嘗
邑
は
た
だ
ち
に
ア
ー
ラ
ヤ
識
を
断
ず
る
と
説
か
れ
る
。
そ
れ
〔
転
依
が
ア
ー
ラ
ヤ
識
〕
を
断
ず
る
が
故
に
一

切
の
雑
染
の
す
べ
て
も
ま
た
断
ず
る
と
説
か
れ
る
。
〔
転
依
は
〕
か
の
ア
ー
ラ
ヤ
識
の
住
処
を
対
治
し
、
〔
ア
ー
ラ
ヤ
識
の
〕
反
対
の
も
の
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そ
れ
か
ら
、
こ
れ
は
七
箇
所
く
ら
い
そ
の
ほ
か
に
対
照
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
は
す
べ
て
転
依
（
鼠
局
冨
も
胃
ご
蔦
ご
）
に
あ

た
り
ま
す
。
特
徴
が
あ
る
の
が
、
例
の
口
で
す
け
れ
ど
も
、

例
口
阿
摩
羅
識
は
世
識
を
対
治
し
て
甚
深
清
浄
な
れ
ば
説
い
て
不
住
と
名
く
。

こ
れ
に
対
し
て
チ
ベ
ッ
ト
訳
を
見
ま
す
と
、

か
の
対
治
に
属
す
る
清
浄
な
る
識
（
浄
識
、
ぐ
豚
巨
富
‐
ぐ
苛
習
画
）
な
る
も
の
は
如
何
な
る
も
の
と
錐
も
、
そ
れ
は
不
住
と
言
わ
れ

と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
よ
う
に
対
照
で
き
ま
す
の
で
、
明
ら
か
に
阿
摩
羅
識
と
い
う
の
は
、
転
依
と
、
そ
れ
か
ら
浄
識
に
あ
た
る
と
い

う
こ
と
が
言
え
る
。
じ
ゃ
あ
、
そ
れ
で
は
阿
摩
羅
識
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
、
考
え
出
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
、
ど

ん
な
意
味
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
の
次
の
と
こ
ろ
を
見
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
お
解
か
り
い
た
だ
け
る
と
思
い

（
転
依
）
と
相
応
す
る
と
知
る
べ
生

こ
う
い
う
の
が
ひ
と
つ
あ
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
こ
れ
は
七
箇
所
く
姿

と
相
応
す
る
と
知
る
べ
き

ま
す
。こ

の
『
玲
伽
師
地
論
」
と
い
う
の
は
百
巻
あ
る
わ
け
な
ん
で
す
。
そ
れ
を
真
諦
は
三
巻
し
か
訳
さ
な
か
っ
た
ん
で
す
。
も
と
も
と
百
巻

あ
っ
た
。
ど
う
思
っ
た
の
か
知
ら
な
い
け
ど
、
真
諦
は
三
巻
し
か
訳
さ
な
か
っ
た
。
そ
の
三
巻
も
、
自
分
の
思
う
よ
う
に
、
自
由
に
訳
出

し
ま
し
た
。
そ
の
外
の
訳
出
も
そ
う
い
う
よ
う
に
訳
し
て
い
ま
す
。

真
諦
よ
り
、
後
に
生
ま
れ
た
玄
笑
は
で
す
ね
、
そ
の
間
に
も
う
一
人
、
達
磨
笈
多
と
い
う
の
が
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
達
磨
炉

笈
多
訳
と
、
真
諦
の
訳
と
を
比
較
す
る
と
、
ど
う
も
納
得
が
い
か
な
い
。
疑
問
だ
ら
け
に
な
っ
て
く
る
。
勉
強
す
る
と
す
る
ほ
ど
、
疑
問

ワ
ー
や
。

で
あ
る
。
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だ
ら
け
に
な
っ
て
く
る
。
疑
問
を
解
決
す
る
為
に
玄
美
は
、
し
ょ
う
が
な
い
か
ら
イ
ン
ド
ヘ
で
も
行
っ
て
み
よ
う
か
と
。
そ
う
思
っ
て
イ

ン
ド
へ
行
っ
た
ん
で
は
な
い
の
か
な
あ
樋
と
思
う
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
私
は
怒
ら
れ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
真
諦
は
、
よ
り
信
仰
的
な
人

で
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
う
よ
う
な
意
味
か
ら
言
う
と
、
玄
美
は
、
真
諦
に
比
較
し
て
、
よ
り
信
仰
的
な
人
で
は
な
く
て
、
よ
り
学
問

的
な
人
で
あ
っ
た
ん
で
は
な
い
の
か
と
、
そ
う
言
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。

そ
れ
で
次
に
、
こ
れ
は
己
。
ｇ
諄
詠
目
９
８
冨
目
」
に
明
記
す
る
と
こ
ろ
で
、
「
決
定
蔵
論
」
に
含
ま
れ
て
い
な
い
『
玲
伽
論
』
の
次

の
巻
な
ん
で
す
。
そ
の
と
こ
ろ
に
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
あ
る
宙
。
昌
曽
切
目
ざ
§
冨
昌
」
が
属
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
見
ま
す
と
、

そ
し
て
、
そ
れ
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
切
の
所
知
〔
の
境
界
〕
に
お
い
て
無
著
で
、
無
障
で
、
最
清
浄
（
の
冒
詠
匡
邑
宮
）
で

あ
る
無
垢
智
（
己
司
日
巴
Ｐ
‐
試
習
画
）
を
転
ず
る
。
そ
し
て
、
発
悟
の
み
と
結
合
し
て
円
満
な
る
思
惟
（
心
）
を
得
る
。
そ
の
よ
う
に

し
て
円
満
な
る
心
の
車
は
菩
薩
行
と
菩
薩
地
を
超
え
て
、
如
来
行
と
如
来
地
に
証
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
転
依
（
暗
国
冨
‐

冨
吋
茸
嘗
ｇ
が
生
ず
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
無
上
の
転
依
で
あ
る
。
そ
の
他
の
一
切
の
最
勝
住
に
安
住
し
て
い
る
菩
薩
の
転
依
は

そ
れ
は
実
に
有
上
の
転
依
と
理
解
さ
れ
る
。

と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
、
「
己
吋
日
巴
、
‐
試
習
画
」
、
無
垢
智
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
「
己
門
‐
昌
巴
画
」
と
い
う
の
は
「
画
‐
日
巴
巴

と
同
じ
こ
と
で
す
か
ら
、
無
垢
、
「
己
『
冒
巴
”
」
「
画
ョ
巴
画
」
と
い
う
こ
と
で
、
無
垢
智
と
い
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。
智
慧
菌
習
也
》
こ
の

智
慧
が
、
今
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
転
依
と
同
じ
意
味
で
す
。
転
依
に
は
無
上
転
依
と
有
上
転
依
が
説
か
れ
ま
す
。
そ
れ
で
、
菩
薩
行
か

ら
如
来
地
へ
と
移
っ
て
い
く
。
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
あ
り
ま
す
の
が
、
こ
れ
は
今
度
は
『
宝
性
論
』
で
す
。
「
聡
伽
論
」
に
は
五
姓
各
別
説
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。
で

す
か
ら
、
声
聞
・
縁
覚
の
二
乗
は
仏
に
成
れ
な
い
、
は
っ
き
り
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
『
宝
性
論
」
の
方
は
、
誰
彼
な
く
、
仏
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論
』
に
よ
り
ま
す
と
、

性
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
ま
す
。
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
を
説
く
『
浬
桑
経
』
等
々
の
大
乗
仏
教
の
流
れ
に
属
す
る
も
の
で
す
。
『
宝
性

こ
れ
〔
四
義
の
滅
〕
が
無
い
の
で
、
恒
常
、
寂
静
、
常
続
、
不
退
で
あ
る
と
知
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
処
が
無
垢
智
（
、
日
巴
画
‐
試
習
四
）

で
あ
り
、
清
浄
な
る
法
の
住
処
た
る
故
で
あ
る
。

と
い
う
偶
頌
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
結
論
だ
け
言
っ
て
、
先
に
急
ぎ
ま
す
と
、
四
日
巴
画
‐
ぐ
言
習
四
（
阿
摩
羅
識
）

と
い
う
の
は
、
こ
の
脚
日
巴
画
‐
言
習
画
（
無
垢
智
）
を
採
用
し
て
、
そ
れ
を
識
の
構
造
の
中
に
入
れ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
、
「
九
識
」

と
し
て
阿
摩
羅
識
（
四
日
巴
画
‐
ぐ
言
習
画
）
を
創
造
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
内
容
は
画
日
巴
仰
‐
冨
習
口
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
っ

た
く
、
天
と
地
ほ
ど
も
違
う
学
説
を
一
つ
に
す
る
。
そ
し
て
五
姓
各
別
説
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
、
そ
う
い
う
意
図
の
も
と
に
九
識
が
考

案
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
、
こ
の
九
識
を
、
百
年
程
後
の
玄
葵
は
否
定
し
ま
す
。
ど
う
い
う
ふ
う
に
否
定
し
て
い
る
か
と
言
い
ま
す
と
、
「
成
唯
識
論
』

そ
し
て
、
こ
の
九
識
坐

巻
三
に
契
経
偶
と
し
て
、

如
来
の
無
垢
識
は
、
是
れ
浄
〔
識
〕
な
り
。
無
漏
界
な
り
。
一
切
の
障
を
解
脱
せ
り
。
円
鏡
智
と
相
応
す
。

と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
無
垢
識
は
、
注
釈
に
よ
れ
ば
、
第
八
識
の
果
位
の
識
で
あ
る
と
説
い
て
い
ま
す
。
第
八
識
を
因
位
と
す
れ
ば
、

煩
悩
識
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
転
じ
て
、
悟
り
を
得
た
と
こ
ろ
の
果
位
を
現
わ
し
た
の
が
無
垢
識
で
あ
っ
て
、
九
識
を
立
て
る
と
言
う
こ
と

は
間
違
い
だ
と
い
う
、
厳
し
い
指
摘
な
ん
で
す
。
こ
れ
は
玄
笑
に
し
て
当
然
な
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
契
経
偶
は
窺
基
の
「
成

唯
識
論
述
記
」
に
よ
れ
ば
、
「
如
来
功
徳
荘
厳
経
』
と
い
う
も
の
だ
と
解
説
す
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
真
っ
赤
な
と
い
う
か
、
こ
う
い
う

お
経
は
、
ど
こ
に
も
探
し
得
ま
せ
ん
。
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そ
れ
か
ら
こ
の
偶
頌
と
い
う
の
も
、
こ
れ
も
有
り
得
な
い
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
こ
の
偶
頌
の
用
語
は
み
ん
な
真
諦
が
九
識
の
内
容

だ
と
し
て
、
採
用
し
、
解
説
さ
れ
た
用
語
を
た
だ
た
だ
並
べ
た
だ
け
で
す
。
並
べ
て
、
偶
頌
の
よ
う
に
作
っ
た
だ
け
の
こ
と
な
ん
で
す
。

だ
と
私
は
思
う
ん
で
す
が
、
こ
ん
な
こ
と
を
印
度
学
仏
教
学
会
で
言
い
ま
す
と
、
そ
う
か
い
な
と
手
を
挙
げ
て
質
問
す
る
人
も
い
ま
す
。

ま
、
そ
う
い
う
具
合
で
、
法
相
唯
識
説
で
は
九
識
と
い
う
の
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
認
め
よ
う
と
し
な
い
と
い
う
か
、
認
め
て
は
い
け
な

い
と
い
う
か
、
学
説
が
ま
っ
た
く
違
う
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
が
、
九
識
の
入
門
と
い
う
よ
う
な
か
た
ち
で
す
。
少
し
詳
し
く
な
り
難
し
い
話
に
な
り
ま
し
て
、
ち
ょ
っ
と
時
間
を
取
り

過
ぎ
た
感
が
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
か
ら
は
、
皆
さ
ん
よ
く
ご
存
知
の
こ
と
に
移
ら
せ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

と
い
う
『
開
目
抄
』
の
一
一
一

う
ふ
う
に
説
い
て
い
る
。

に
非
難
を
い
た
し
ま
す
。

そ
れ
じ
ゃ
あ
、
そ
の
一

そ
の
五

次
に
、
「
開
目
抄
」
で
ご
ざ
い
ま
す
。
言
う
と
こ
ろ
の
、
五
姓
各
別
説
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

〔
法
相
宗
は
〕
三
国
第
一
の
宗
な
る
べ
し
。
法
華
・
浬
藥
経
に
い
た
る
ま
で
、
無
性
有
情
と
決
定
姓
の
二
乗
は
永
く
仏
に
な
る
べ
か

ら
ず
。
仏
語
に
二
言
な
し
。
一
度
、
永
不
成
仏
（
永
く
成
仏
せ
ず
）
と
定
め
給
ぬ
る
上
は
日
月
は
地
に
落
ち
給
と
も
、
大
地
は
反
復

す
と
も
、
永
く
変
改
有
る
べ
か
ら
ず
。

い
う
『
開
目
抄
』
の
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
、
五
姓
各
別
説
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
そ
こ
で
二
乗
が
仏
に
成
れ
な
い
と
い

ふ
う
に
説
い
て
い
る
。
そ
れ
は
い
か
が
な
も
の
か
と
。
こ
れ
に
関
し
て
日
蓮
聖
人
は
、
た
く
さ
ん
の
頁
を
割
い
て
、
「
開
目
抄
」
で
散
々

三
、
『
開
目
抄
』
に
お
け
る
五
姓
各
別
説

最
終
講
義
（
岩
田
） 姓

各
別
説
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
大
き
く
図
解
し
て
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
五
姓
各
別
は
、
菩
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薩
種
姓
、
そ
れ
か
ら
、
独
覚
種
姓
、
声
聞
種
姓
、
不
定
種
姓
、
無
性
有
情
、
こ
う
い
う
よ
う
な
五
つ
に
分
か
れ
ま
し
て
、
菩
薩
は
、
仏
・

菩
薩
と
い
い
ま
す
か
ら
、
同
体
で
、
こ
れ
は
成
仏
で
き
る
。
独
覚
と
か
、
縁
覚
と
い
う
も
の
は
、
独
覚
・
縁
覚
に
な
れ
る
性
質
を
生
ま
れ

菩
薩
種
姓
ｌ
成
仏

雛
ｈ
峠
蛙
‐
不
威
’

五
姓
各
別

無
性
有
情
ｌ
不
成
仏

な
が
ら
に
持
っ
て
い
る
こ
と
が
決
定
し
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
声
聞
は
阿
羅
漢
に
は
な
れ
ま
す
。
声
聞
の
悟
り
と
い
う
の
は
、
声
聞
に
な
る

こ
と
の
で
き
る
性
質
・
種
子
は
持
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
菩
薩
に
な
る
種
子
は
持
っ
て
い
な
い
・
仏
に
な
る
種
子
も
持
っ
て
い
な
い
。
持
っ

て
い
る
の
は
声
聞
に
な
る
だ
け
の
種
子
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
も
決
定
姓
で
す
か
ら
そ
れ
以
上
に
は
な
れ
な
い
ん
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
不

成
仏
と
い
う
よ
う
に
考
え
る
。
不
定
種
姓
と
い
う
の
は
、
種
姓
が
定
ま
ら
ず
。
そ
の
人
の
持
っ
て
い
る
性
格
（
本
性
・
種
子
）
が
一
定
し

て
い
な
い
。
あ
る
時
、
縁
に
よ
っ
て
は
声
聞
に
も
な
れ
る
し
、
縁
に
よ
っ
て
は
独
覚
に
も
な
れ
る
し
、
縁
に
よ
っ
て
は
菩
薩
に
も
な
れ
る
。

そ
う
い
う
も
の
で
、
種
姓
（
本
性
）
が
定
ま
っ
て
い
な
い
と
い
う
わ
け
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
成
仏
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
よ
う
に
考

え
る
。
そ
れ
か
ら
、
無
性
有
情
と
い
う
の
は
、
有
情
と
い
う
の
は
、
情
（
心
）
が
有
る
も
の
を
い
う
こ
と
で
人
間
の
こ
と
で
す
。
そ
れ
に

は
「
性
が
無
い
」
と
は
悟
り
を
得
る
性
（
素
質
）
が
無
い
。
声
聞
に
も
縁
覚
に
も
菩
薩
に
も
な
る
た
め
の
性
が
無
い
。
信
仰
が
ま
っ
た
く

無
い
。
も
う
、
未
来
永
劫
と
い
う
か
、
今
ま
で
の
過
去
の
世
か
ら
、
そ
う
い
う
も
の
を
持
っ
て
な
い
。
と
い
う
こ
と
で
、
こ
う
い
う
人
は

も
う
不
成
仏
と
い
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
も
の
で
す
。
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ま
あ
こ
う
い
う
ふ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
の
が
五
姓
各
別
説
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
思
想
か
ら
出
て
く
る
か
と
言
い
ま
す

と
、
種
子
の
六
義
と
い
う
考
え
か
ら
出
て
く
る
ん
で
は
な
い
か
な
あ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
種
子
の
六
義
と
は
仙
刹
那
滅
、
②
果
倶
有
、
③

恒
随
転
、
側
性
決
定
、
⑤
待
衆
縁
、
⑥
引
自
果
で
す
。
種
子
と
い
う
の
は
心
、
ま
た
は
経
験
、
心
に
あ
る
も
の
、
そ
う
い
う
も
の
を
言
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、
恒
随
転
と
は
、
決
め
ら
れ
た
種
子
が
常
恒
に
、
ず
っ
と
未
来
永
劫
続
い
て
行
く
。
途
中
で
種
子
の
性
質
が
変
っ

た
り
は
し
な
い
。
善
が
悪
に
バ
ツ
と
勝
手
に
変
っ
た
り
は
し
な
い
。
そ
う
い
う
ず
っ
と
続
い
て
い
く
種
子
を
恒
随
転
と
言
い
ま
す
。
そ
れ

か
ら
性
決
定
と
は
、
性
格
が
決
ま
っ
て
い
て
、
そ
れ
は
そ
れ
で
ず
っ
と
続
く
。
途
中
で
種
子
の
性
格
が
変
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
だ
か

ら
独
覚
種
姓
で
あ
り
、
声
聞
種
姓
で
あ
る
と
い
う
人
は
、
途
中
で
菩
薩
の
種
姓
に
変
わ
っ
て
み
た
り
、
そ
う
い
う
こ
と
は
有
り
得
な
い
、

か
ら
性
決
定
と
は
、
性
格
が
決
士

ら
独
覚
種
姓
で
あ
り
、
声
聞
種
糾

ま
あ
、
そ
う
い
う
こ
と
で
、
日
蓮
聖
人
は
非
常
に
、
こ
れ
を
大
乗
仏
教
の
立
場
で
非
難
を
し
て
い
ま
す
。
ど
の
ぐ
ら
い
非
難
を
し
て
い

る
か
と
い
う
と
、
そ
こ
に
書
い
て
あ
る
よ
う
に
、
玄
葵
の
法
相
唯
識
説
を
三
国
に
伝
来
し
た
人
た
ち
の
名
前
を
ず
っ
と
、
十
五
人
も
上
げ

て
非
難
を
し
て
い
ま
す
。
そ
の
十
五
人
と
は
、
弥
勒
、
無
著
、
世
親
、
護
法
、
戒
賢
（
以
上
イ
ン
ド
人
）
、
玄
笑
、
窺
基
、
神
肪
、
嘉
尚
、

普
光
（
以
上
中
国
人
）
、
道
昭
、
道
慈
、
護
命
、
修
円
、
得
一
（
以
上
日
本
人
）
で
す
。

と
い
う
よ
う
に
考
え
る
ん
で
す
。

先
ほ
ど
九
識
の
文
献
的
な
話
を
し
た
ん
で
す
が
、
九
識
説
を
探
究
し
て
き
て
、
私
の
研
究
が
一
時
期
に
中
断
し
ま
し
た
。
な
ぜ
か
と
言

い
ま
す
と
、
真
諦
の
伝
え
た
唯
識
説
と
い
う
の
は
、
摂
論
学
派
、
摂
論
宗
と
い
わ
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
ま
た
、
「
摂
大
乗
論
」
三

巻
と
い
う
の
は
無
著
が
作
っ
た
ん
で
す
。
「
玲
伽
論
』
百
巻
を
三
巻
に
縮
め
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
今
度
は
世
親
が
注
釈
し
た
も
の

四
、
九
識
と
し
て
の
道
後
の
真
如
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が
「
摂
大
乗
論
世
親
釈
』
十
巻
で
す
。
そ
れ
を
翻
訳
す
る
に
あ
た
っ
て
、
一
番
最
初
に
訳
し
た
の
が
真
諦
の
訳
。
二
番
目
が
達
磨
笈
多
の

訳
、
。
三
番
目
が
玄
葵
の
訳
で
す
。
そ
の
ほ
か
に
チ
ベ
ッ
ト
訳
が
あ
り
ま
す
。
達
磨
笈
多
訳
と
玄
笑
訳
と
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
の
分
量
は
大
体

同
じ
な
ん
で
す
が
、
最
初
に
訳
し
た
真
諦
訳
は
、
そ
の
二
倍
ぐ
ら
い
の
分
量
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
。
そ
の
理
由
は
翻
訳
の
時
に
真
諦
自

身
の
学
説
を
、
自
分
の
言
い
た
い
こ
と
を
随
分
と
入
れ
込
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
事
実
そ
う
な
っ
て
お
り
ま
し
て
、
学
問
的
に
も
そ

う
い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
で
す
が
、
「
決
定
蔵
論
』
と
い
う
名
前
を
真
諦
訳
の
「
世
親
釈
」
に
引
用
す
る
に
も
関
わ
ら
ず
、

阿
摩
羅
識
と
か
九
識
と
か
、
そ
う
い
う
言
葉
は
出
て
こ
な
い
ん
で
す
。
そ
の
た
め
に
、
私
は
そ
こ
で
九
識
に
関
す
る
研
究
を
中
断
し
て
し

ま
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
間
、
何
を
勉
強
し
た
の
か
と
い
う
と
、
三
性
説
の
研
究
を
や
り
始
め
た
ん
で
す
。
し
ば
ら
く
三
性
説
を
勉
強
し

ま
し
た
。
学
位
論
文
の
半
分
ぐ
ら
い
は
、
三
性
説
で
す
。

で
す
が
、
あ
る
時
に
、
天
台
学
の
先
生
の
論
文
を
読
ん
で
い
た
時
に
、
「
九
識
は
道
後
の
真
如
な
り
」
と
い
う
文
章
が
、
智
頭
の
『
法

華
玄
義
』
の
中
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
書
い
て
あ
り
ま
し
て
、
エ
ッ
と
い
う
こ
と
で
調
べ
て
み
ま
し
た
ら
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
ま

し
た
。
そ
れ
は
も
う
既
に
論
文
に
発
表
し
て
あ
り
ま
す
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
智
頭
の
「
法
華
玄
義
』
第
五
巻
に
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
説

し
た
。
そ
れ
は
も
霊
《

例
Ｈ
然
る
に
摂
大
乗
〔
論
世
親
釈
〕
に
三
種
の
乗
を
明
す
。
理
乗
と
随
乗
と
得
乗
と
な
り
。
理
〔
乗
〕
と
は
即
ち
是
れ
真
如
を
観
ず
る
慧

に
し
て
境
に
随
順
す
。
得
〔
乗
〕
と
は
一
切
の
行
願
の
黛
習
し
て
無
分
別
の
智
に
魚
じ
、
無
分
別
の
境
に
契
ひ
て
真
如
と
相
応
す
。

こ
の
三
意
は
一
往
は
三
軌
に
同
じ
く
、
而
し
て
〔
道
〕
前
と
道
〔
後
〕
と
は
い
ま
だ
融
せ
ず
。
何
と
な
れ
ば
、
九
識
は
是
れ
道
後
の

明
さ
れ
て
い
ま
す
。

と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
も
う
一
つ
は
、

真
如
な
り
。
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例
口
若
し
阿
黎
耶
〔
識
〕
の
中
に
、
生
死
の
種
子
有
り
て
、
黛
習
が
増
長
し
て
即
ち
分
別
識
を
成
ず
。
若
し
阿
黎
耶
〔
識
〕
の
中
に
、
智

慧
の
種
子
有
り
て
、
聞
黛
習
が
増
長
し
て
即
ち
転
依
し
て
道
後
の
真
如
を
成
ず
る
を
名
づ
け
て
浄
識
と
な
す
。

と
い
う
よ
う
な
文
章
が
あ
り
ま
し
て
、
明
確
に
智
頗
な
い
し
、
章
安
大
師
潅
頂
は
、
「
世
親
釈
」
の
中
に
説
か
れ
る
「
道
後
の
真
如
」

と
い
う
表
現
が
、
真
諦
が
称
え
た
九
識
説
で
あ
る
と
解
説
し
て
あ
り
ま
す
。
非
常
に
明
白
に
書
か
れ
て
い
ま
し
て
、
そ
れ
で
、
こ
れ
ま
で
、

先
ほ
ど
紹
介
し
ま
し
た
転
依
も
浄
識
も
、
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
と
い
う
こ
と
で
、
道
後
の
真
如
と
い
う
の
が
出
て
く
る
わ
け
で

そ
れ
か
ら
ま
た
、
智
頭
は
、
「
金
光
明
経
玄
義
」
、
こ
れ
は
智
頭
直
筆
の
も
の
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
「
金
光
明
経
玄
義
」
と
い
う
の

に
は
、
九
識
は
不
動
識
、
ま
た
は
仏
識
と
い
う
よ
う
に
も
説
か
れ
て
い
ま
す
。
ま
あ
、
こ
の
こ
と
か
ら
智
頗
が
よ
く
真
諦
の
唯
識
説
を
注

意
し
て
い
た
ん
だ
な
あ
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
余
談
と
い
う
か
、
こ
れ
は
三
大
部
の
「
法
華
文
句
』
に
は
出
て
こ
な
い
ん
で
す
。
な

ぜ
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
早
い
時
期
の
も
の
で
す
か
ら
、
真
諦
晩
年
の
も
の
、
真
諦
が
亡
く
な
っ
た
後
に
書
か
れ
た
も
の
、
そ
れ
が
「
法

華
玄
義
』
で
あ
り
、
『
摩
訶
止
観
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
真
諦
が
亡
く
な
っ
た
後
に
、
南
の
方
で
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、

そ
の
学
説
が
、
智
頭
の
と
こ
ろ
ま
で
届
い
て
、
そ
れ
を
勉
強
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
採
用
し
た
の
で
は
な
い
か
な
あ
と
、
勝
手
に

す
。

で
は
、
そ
の
道
後
の
真
如
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
内
容
を
「
世
親
釈
」
に
も
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
の
を
見
ま
す
と
、
「
世
親
釈
」

の
文
章
を
ひ
と
つ
ふ
た
つ
あ
げ
ま
す
と
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。

例
㈲
道
後
の
真
如
は
一
切
の
障
を
断
じ
尽
す
。
是
れ
無
垢
清
浄
な
る
が
故
に
、
成
就
と
名
づ
く
。
一
切
の
障
の
染
す
る
こ
と
あ
た
は
ざ
る

所
な
り
。
一
切
の
仏
法
は
此
の
真
如
を
以
っ
て
体
性
と
為
す
が
故
に
。
前
に
は
真
如
の
境
を
明
し
。
此
に
は
真
如
の
智
を
明
か
す
。

思
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。

最
終
講
義
（
岩
田
）

(23）



と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
、

例
口
真
如
と
は
道
後
の
真
如
を
謂
う
。
無
間
位
と
は
仏
の
金
剛
心
な
り
。
能
く
最
後
の
微
細
の
無
明
を
減
し
、
及
び
生
死
の
苦
集
の
二
諦

有
る
こ
と
無
き
が
故
に
、
一
切
の
苦
を
解
脱
す
と
言
う
。
此
の
無
垢
清
浄
の
真
如
は
是
れ
常
住
の
法
な
り
。
諸
仏
は
此
れ
を
以
っ
て

身
と
為
す
が
故
に
、
諸
仏
の
法
身
は
常
住
な
り
。
此
の
身
は
常
住
に
し
て
、
此
の
身
に
依
り
て
衆
徳
有
る
に
由
る
が
故
に
、
聴
衆
も

亦
常
住
な
り
。
此
の
常
住
は
真
実
性
を
以
っ
て
相
と
為
す
。

こ
の
真
実
性
も
、
「
転
識
論
』
に
阿
摩
羅
識
と
い
わ
れ
る
も
の
と
一
致
い
た
し
ま
す
。
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
、
道
後

の
真
如
と
い
う
の
が
説
か
れ
ま
す
。

こ
れ
は
、
真
諦
訳
の
『
世
親
釈
』
に
し
か
無
い
内
容
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
じ
ゃ
あ
そ
の
道
後
の
真
如
と
い
う
よ
う
な
、
そ

れ
か
ら
さ
っ
き
の
「
法
華
玄
義
」
㈲
の
と
こ
ろ
で
説
明
が
出
て
い
る
よ
う
な
、
道
前
の
真
如
、
道
中
の
真
如
、
道
後
の
真
如
と
い
う
の
は
、

ど
こ
か
ら
真
諦
が
持
っ
て
き
た
学
説
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
で
す
ね
、
皮
の
煩
悩
、
肉
の
煩
悩
、
心
の
煩
悩
を
転

じ
て
、
三
種
の
真
如
を
得
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
で
こ
の
説
は
、
ど
こ
か
ら
出
て
く
る
か
と
い
う
と
、
ひ
と
つ
は
、
「
璋
伽

論
』
か
ら
出
て
き
ま
す
。
ひ
と
つ
は
「
宝
性
論
」
の
異
訳
と
い
わ
れ
る
『
仏
性
論
」
の
中
に
出
て
き
ま
す
。
や
は
り
こ
れ
も
、
九
識
を
編

み
出
し
た
時
と
同
じ
よ
う
に
、
「
仏
性
論
」
「
宝
性
論
」
と
い
う
、
仏
性
如
来
蔵
を
説
く
と
こ
ろ
の
思
想
を
、
唯
識
説
の
中
に
採
用
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
唯
識
説
の
欠
点
を
補
っ
て
、
準
大
乗
教
と
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
唯
識
説
を
、
純
粋
な
大
乗
の
教
え
へ
と
導
こ
う
と
し
た
。

そ
う
い
う
意
図
が
真
諦
に
あ
っ
た
の
か
な
あ
と
思
っ
た
り
し
ま
す
。

諸
仏
菩
薩
は
真
如
の
智
を
以
っ
て
体
と
為
す
、
即
ち
是
れ
応
身
な
り
。
此
の
体
は
是
れ
唯
識
の
真
如
所
顕
に
し
て
、
根
塵
分
別
の
起

る
所
に
非
ず
。

最
終
講
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そ
れ
で
は
、
次
の
方
へ
入
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
引
用
し
ま
し
た
「
上
野
殿
後
家
尼
御
返
事
』
に
こ
う
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
は
朝
師
本
と
定
本
遺
文
に
は
注
が
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
朝
師
本
と
い
う
の
は
、
信
用
し
て
い
い
の
か
、
信
用
し
て
悪
い
の
か
、
私

は
部
外
者
な
も
の
で
、
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
が
、
ま
ず
真
跡
が
あ
る
と
い
う
わ
け
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
が
、
朝
師
本
と
い
う
の
は
、

真
蹟
同
等
の
よ
う
な
も
の
だ
そ
う
な
ん
で
す
。
そ
れ
に
、

思
う
に
、
こ
の
「
法
華
経
』
の
五
百
弟
子
授
記
品
の
方
の
説
が
、
天
台
宗
に
受
け
継
が
れ
る
か
と
思
い
ま
し
た
が
、
意
に
反
し
ま
し
て
、

天
台
で
長
く
受
け
継
が
れ
た
考
え
方
は
、
三
性
説
の
二
分
依
他
性
に
お
け
る
金
相
の
無
分
別
智
の
浄
識
を
巷
摩
羅
識
と
す
る
説
の
方
の
よ

う
で
す
。

そ
れ
か
ら
も
う
ひ
と
つ
余
談
で
す
が
、
こ
の
『
法
華
玄
義
』
の
中
に
、
九
識
に
関
す
る
二
つ
の
醤
嶮
を
説
い
て
お
り
ま
し
て
、
ひ
と
つ

は
、
三
性
説
に
お
け
る
二
分
依
他
性
と
い
う
も
の
が
説
か
れ
る
。
本
来
な
ら
、
無
分
別
智
を
説
い
て
い
る
ん
で
す
が
、
そ
れ
の
無
分
別
智

を
九
識
と
捉
え
て
紹
介
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
い
ま
す
と
、
土
の
中
に
金
が
あ
る
と
し
て
も
、
金
の
含
ま
れ
て
い

る
土
を
外
か
ら
見
た
ら
、
そ
れ
は
単
な
る
土
の
塊
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
無
分
別
智
の
火
で
焼
き
尽
く
せ
ば
、
金
だ
け
が
残
っ
て
、

出
て
く
る
。
そ
れ
は
、
唯
識
的
に
は
、
三
性
説
の
替
嚥
で
す
の
で
、
無
分
別
智
と
い
う
よ
う
に
理
解
す
る
。
そ
れ
を
、
九
識
と
し
て
扱
っ

も
う
ひ
と
つ
は
、
「
法
華

る
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。

「
法
華

て
紹
介
を
し
て
い
ま
す
。

五
、
遺
文
に
お
け
る
九
識

最
終
講
義
（
岩
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経
」
の
五
百
弟
子
授
記
品
の
中
の
、
衣
裏
宝
珠
の
醤
嶮
を
出
し
て
、
そ
の
宝
珠
を
九
識
と
し
て
紹
介
し
て
い
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古
徳
の
こ
と
ば
に
も
心
地
を
九
識
に
も
ち
、
修
行
を
は
六
識
に
せ
よ
と
を
し
（
教
）
へ
給
へ
（
り
）
。

と
い
う
文
章
が
あ
り
ま
す
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
「
大
学
三
郎
殿
御
書
』
、
こ
れ
は
真
蹟
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
に
「
天
台
は
九
識
十
識
、
真
言
は
十
識
、
十
一
識
」
と
い
う
表
現
が
あ
り
ま
す
。
今
こ
こ
で
「
大
学
三
郎
殿
御
書
』
に
お
け
る

「
天
台
は
九
識
十
識
、
真
言
は
十
識
、
十
一
識
」
と
い
う
の
に
関
し
ま
し
て
、
先
に
申
し
ま
す
と
、
最
近
発
行
さ
れ
た
ば
か
り
の
「
日
蓮

聖
人
遺
文
辞
典
」
の
教
学
編
等
を
読
み
ま
す
と
、
こ
れ
は
ま
っ
た
く
唯
識
説
と
は
関
係
が
無
い
よ
う
で
す
。
今
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る

九
識
の
阿
摩
羅
識
と
は
ど
う
も
関
係
が
無
さ
そ
う
で
す
。
ま
た
「
上
野
殿
後
家
尼
御
返
事
』
に
戻
り
ま
す
と
、
こ
れ
は
、
こ
の
九
識
は
完

全
に
、
天
台
の
い
う
荒
摩
羅
識
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
日
蓮
聖
人
が
『
法
華
玄
義
』
を
読
ま
な
か
っ
た
と
か
、
勉
強
し
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
誰
も
考
え
な
い
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
日
蓮
聖
人
も
、
九
識
の
思
想
が
天
台
宗
に
あ
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
、

も
う
十
分
な
ほ
ど
知
っ
て
い
た
と
い
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
六
識
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
「
修
行
を
は
六
識
に
せ
よ
」
と
い
う
。
こ
の
六
識
は
、
第
六
意
識
と
い
う
よ
う
に

も
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
し
、
こ
の
六
識
は
、
眼
・
耳
・
鼻
・
舌
・
身
・
意
の
六
識
と
も
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
修
行

を
六
識
に
せ
よ
と
い
う
ん
で
す
。
修
行
は
第
六
識
、
私
た
ち
の
意
識
で
す
ね
。
そ
の
意
識
で
や
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
、
眼
・
耳
・

鼻
・
舌
・
身
・
意
の
六
つ
の
識
が
揃
っ
て
、
六
根
が
清
浄
に
な
っ
て
初
め
て
、
仏
の
悟
り
を
得
る
。
六
根
清
浄
に
な
っ
て
初
め
て
転
識
得

智
し
て
、
そ
し
て
仏
に
成
れ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
こ
の
九
識
は
完
全
に
第
九
養
摩
羅
識
を
意
味
し
て
い
る
と
理
解
し
て
か
ま
わ
な
い
。
そ

れ
で
ま
た
、
今
申
し
ま
し
た
理
由
で
、
日
蓮
聖
人
は
ご
存
知
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
重
々
わ
か
り
ま
す
。

そ
れ
で
、
そ
の
次
の
問
題
で
す
。
常
に
話
題
に
な
り
ま
す
。
「
日
女
御
前
御
返
事
」
に
次
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。

此
の
御
本
尊
は
全
く
余
所
に
求
む
る
こ
と
な
か
れ
。
た
だ
我
等
衆
生
の
法
華
経
を
持
ち
て
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
え
る
胸
中
の
肉

最
終
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そ
う
す
る
と
、
こ
れ
は
非
常
に
面
白
い
訳
で
す
ね
。
ど
う
い
う
ふ
う
に
理
解
す
れ
ば
い
い
ん
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
「
九
識
心
王
真
如
の

都
」
と
い
う
も
の
で
す
ね
。
ひ
と
つ
は
法
相
唯
識
か
ら
い
う
と
、
九
識
を
心
王
と
は
認
め
て
い
な
い
。
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
契

経
偶
ま
で
作
っ
て
、
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
認
め
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
け
ど
心
王
と
い
う
言
葉
の
使
い
方
は
、
心
の
中

心
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
八
識
の
次
に
あ
る
九
識
を
心
王
と
い
っ
て
も
間
違
い
と
い
う
わ
け
に
も
い
か
な
い
。

心
王
は
法
相
唯
識
の
表
現
で
す
。
だ
け
ど
、
九
識
を
心
王
と
し
て
認
め
て
し
ま
う
と
、
五
位
百
法
が
崩
れ
て
、
五
位
百
一
法
に
な
っ
て

し
ま
う
。
こ
れ
ま
た
、
納
得
が
い
か
な
い
。
護
法
唯
識
、
唯
識
法
相
宗
、
京
都
の
清
水
寺
、
奈
良
の
薬
師
寺
、
元
興
寺
、
興
福
寺
等
々
の

南
都
六
宗
で
は
、
絶
対
に
認
め
ら
れ
な
い
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
「
真
如
の
都
」
の
真
如
は
ど
う
い
う
真
如
な
の
か
。
唯
識

説
で
言
え
ば
「
真
如
は
凝
然
と
し
て
諸
法
を
作
さ
ず
」
と
い
う
ん
で
す
か
ら
、
真
如
は
ま
っ
た
く
何
も
作
用
を
し
な
い
。
人
を
助
け
た
り
、

何
か
働
き
を
し
な
い
。
だ
け
ど
、
摂
論
宗
で
説
く
『
宝
性
論
」
や
『
仏
性
論
」
の
真
如
は
、
特
に
『
大
乗
起
信
論
」
の
真
如
は
随
縁
す
る

な
ぜ
か
と
い
う
と
、
わ
れ
わ
れ
（

だ
か
ら
心
の
働
く
、
王
様
な
ん
鐸

れ
る
ん
で
す
が
、
こ
れ
は
心
王
Ｆ

不
定
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
之

あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

団
に
お
わ
し
ま
す
な
り
。
是
を
九
識
心
王
真
如
の
都
と
は
申
す
也
。

こ
の
「
九
識
心
王
真
如
の
都
」
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
心
王
と
い
う
表
現
は
、
護
法
唯
識
説
に
お
け
る
五
位
百
法
の

説
の
中
の
八
識
の
こ
と
で
す
。
眼
識
・
耳
識
・
鼻
識
・
舌
識
・
身
識
・
意
識
・
末
那
識
・
阿
頼
耶
識
と
い
う
八
識
を
心
王
と
称
し
ま
す
。

な
ぜ
か
と
い
う
と
、
わ
れ
わ
れ
の
心
が
働
く
時
に
は
、
こ
の
八
つ
の
「
こ
こ
ろ
」
（
心
意
識
）
が
働
い
た
時
に
初
め
て
心
が
働
く
ん
だ
と
。

だ
か
ら
心
の
働
く
、
王
様
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
か
ら
心
所
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
が
、
心
所
は
、
今
度
は
五
十
一
に
分
け
ら

れ
る
ん
で
す
が
、
こ
れ
は
心
王
に
属
す
る
、
心
王
の
働
き
を
助
け
る
た
め
の
五
十
一
法
が
あ
る
。
遍
行
、
別
行
、
善
、
煩
悩
、
随
煩
悩
、

不
定
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
ほ
か
に
、
色
法
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
ほ
か
に
不
相
応
行
法
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
次
に
無
為
法
が

最
終
講
義
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き
ま
す
。日

我
観
一
切
普
皆
平
等
と
は
九
識
な
り
。
無
有
彼
此
と
は
八
識
な
り
。

「
我
、
一
切
普
く
、
皆
平
等
と
観
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
仏
性
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
仏
性
は
九
識
だ
と
い
う
よ

う
に
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
れ
か
ら
も
う
ひ
と
つ
は
、
「
御
講
聞
書
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
明
応
九
年
（
一

五
○
○
）
の
板
本
が
あ
る
と
さ
れ
ま
す
の
で
、
十
六
世
紀
頃
の
も
の
ら
し
い
ん
で
す
。

Ｈ
究
寛
即
と
は
九
識
本
覚
の
異
名
な
り
。
九
識
本
法
の
都
と
は
法
華
の
行
者
の
住
処
な
り
。

。
こ
の
一
切
智
地
を
は
九
識
法
性
と
心
得
べ
き
な
り
。
九
識
法
性
に
は
迷
悟
不
二
凡
聖
一
切
な
れ
ば
空
と
云
う
な
り
。
…
…
迷
う
衆

生
の
為
に
一
仏
現
じ
て
分
別
説
三
す
る
は
九
識
本
法
の
都
を
立
出
る
な
り
。

わ
け
で
す
か
ら
、
化
法
を
な
す
。
化
他
の
働
き
を
す
る
と
い
う
真
如
な
ん
で
す
。
「
都
」
と
は
中
心
と
い
う
意
味
な
ん
で
し
ょ
う
か
ら
、

心
の
中
心
と
い
う
こ
と
な
ん
で
し
ょ
う
。

そ
れ
で
こ
の
真
如
は
何
の
真
如
か
。
す
る
と
こ
れ
は
、
「
起
信
論
』
等
の
真
如
と
み
な
せ
ば
、
解
釈
が
で
き
る
の
か
な
あ
と
言
う
よ
う

な
こ
と
に
な
っ
て
き
ま
す
。
ま
、
こ
れ
は
そ
の
辺
で
終
わ
り
ま
し
て
、
そ
れ
以
上
は
私
も
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
そ
れ
の
類
似
し

た
も
の
が
ど
こ
に
あ
る
か
と
言
い
ま
す
と
、
「
御
義
口
伝
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
元
亀
二
年
（
一
五
七
二
の
古
写
本
が
あ
る
と
さ

れ
ま
す
の
で
、
一
六
世
紀
の
も
の
だ
そ
う
で
す
。
ま
た
、
本
覚
思
想
の
も
の
だ
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
九
識
と
い
う
言
葉
が
出
て

そ
れ
か
ら
も
う
ひ
と
つ
は
、

Ｈ
妙
法
の
五
字
は
九
識
、
方
便
は
八
識
な
り
。
九
識
は
悟
な
り
。
八
識
は
迷
な
り
。

口
南
無
妙
法
蓮
華
経
は
一
心
の
方
便
な
り
。
南
無
妙
法
蓮
華
経
は
九
識
な
り
。
方
便
は
八
識
已
下
な
り
。

般
終
識
義
（
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こ
う
い
う
表
現
が
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
表
現
と
、
先
ほ
ど
の
「
九
識
心
王
真
如
の
都
」
と
比
較
し
て
み
ま
す
と
、
ど
う
な
ん

で
し
ょ
う
か
。
「
九
識
本
法
の
都
」
と
い
う
表
現
は
、
言
葉
の
表
現
と
し
て
批
判
す
る
に
は
ち
ょ
っ
と
難
し
い
。
批
判
す
る
べ
き
と
こ
ろ

が
無
い
ん
で
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
心
王
と
い
う
表
現
も
使
っ
て
い
ま
せ
ん
し
、
真
如
と
い
う
表
現
も
使
っ
て
い
な
い
ん
で
す
。
本
法

と
使
っ
て
い
る
ん
で
す
。
本
法
と
は
、
法
性
と
い
う
こ
と
で
す
。
意
味
は
、
真
如
も
本
法
も
法
性
も
同
じ
だ
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、

そ
の
表
現
が
、
や
は
り
真
如
と
い
わ
れ
る
と
、
ち
ょ
っ
と
困
る
ん
で
す
。
先
ほ
ど
か
ら
い
う
よ
う
に
、
全
然
違
っ
た
二
つ
の
真
如
を
理
解

す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
本
法
と
あ
れ
ば
、
お
だ
や
か
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
真
如
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
れ
ば
い
い
の
か
。
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。

最
後
で
す
が
、
妙
覚
位
と
し
て
の
「
道
後
の
真
如
」
（
九
識
）
と
い
う
の
を
提
示
し
て
み
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
た
ま
た
ま
見
つ
け
て
、

非
常
に
嬉
し
く
思
い
ま
し
て
、
渡
辺
宝
陽
先
生
の
記
念
論
文
集
に
、
「
九
識
説
と
天
台
日
蓮
宗
」
と
い
う
論
文
を
出
さ
せ
て
も
ら
っ
た
も

う
い
う
文
章
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
日
乗
と
い
う
人
が
お
り
ま
し
て
、
一
五
八
九
年
か
ら
一
六
四
五
年
の
人
で
す
。
字
乾
龍
、
養
徳
院
。
顕
本
法
華
宗
・
京
都
妙

満
寺
三
十
二
世
、
宮
谷
檀
林
第
二
世
と
い
う
人
で
す
。
こ
の
人
は
沢
山
の
著
書
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
中
に
、
た
っ
た
、
和
綴
じ
本
十

紙
に
し
か
な
ら
な
い
小
さ
な
日
蓮
宗
の
信
仰
を
説
く
著
書
が
あ
り
ま
す
。
「
信
行
要
道
義
」
と
い
う
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
た
ま
た
ま
日

乗
さ
ん
に
つ
い
て
紹
介
的
な
も
の
を
書
け
と
言
わ
れ
て
、
何
が
あ
る
ん
だ
ろ
う
と
思
っ
て
「
信
行
要
道
義
」
を
読
み
ま
し
た
。
そ
こ
に
こ

の
で
す
。

六
、
妙
覚
位
と
し
て
の
道
後
の
真
如
（
九
識
）

最
終
講
義
（
岩
田
）
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總
々
申
し
上
げ
て
き
ま
し
た
よ
う
に
、
第
九
巷
摩
羅
識
と
い
う
。
し
か
も
は
っ
き
り
と
道
後
の
真
如
が
九
識
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
を

さ
か
の
ぼ
っ
て
考
え
て
み
ま
す
と
、
こ
こ
に
〈
記
の
九
に
「
本
地
難
思
の
境
智
を
信
解
す
」
〉
と
い
う
文
章
が
引
用
さ
れ
て
い
る
ん
で
す

が
、
こ
の
「
記
の
九
」
と
い
う
の
を
、
今
さ
が
し
て
み
ま
す
と
、
こ
れ
は
、
天
台
宗
第
六
祖
妙
楽
大
師
湛
然
の
著
書
『
法
華
文
句
記
』
の

十
巻
の
と
こ
ろ
に
あ
る
文
章
で
、
こ
こ
に
あ
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
そ
の
十
巻
上
に
は
「
故
信
解
本
地
難
思
境
智
」
と
い
う
文
章
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
は
和
綴
じ
本
で
す
か
ら
、
・
今
、
大
正
大
蔵
経
に
な
っ
て
十
巻
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
九
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
九
と
十

を
間
違
っ
た
の
か
、
そ
の
辺
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
も
う
ち
ょ
っ
と
眺
め
て
み
ま
す
と
で
す
ね
、
こ
の
日
乗
さ
ん
と
い
う
人
は
、

こ
の
た
っ
た
十
紙
く
ら
い
、
短
い
論
文
の
な
か
で
、
宝
地
房
證
真
（
’
二
八
九
’
一
二
○
四
ｌ
）
を
非
難
し
て
い
る
ん
で
す
。
天
台
宗

の
宝
地
房
證
真
は
源
平
の
戦
い
を
、
勉
強
に
夢
中
に
な
っ
て
い
て
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
ほ
ど
の
大
学
者
で
す
。
こ
の
人
が
「
法
華
玄
義

私
記
」
を
現
わ
し
て
お
り
ま
し
て
、
道
前
・
道
中
の
真
如
は
、
唯
識
の
真
如
の
こ
と
で
化
他
を
な
さ
な
い
。
人
を
救
っ
た
り
、
そ
う
い
う

働
き
を
し
な
い
。
道
後
の
真
如
は
、
化
他
の
作
用
を
な
す
。
こ
れ
は
真
如
の
随
縁
を
説
く
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
今
度
は
、

く
り
し
た
箇
所
で
す
。

乃
ち
是
れ
極
果
の
智
な
り
、
こ
の
識
と
智
と
た
だ
是
れ
異
名
な
ら
く
の
み
。

と
い
う
解
釈
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
見
た
時
に
、
私
は
び
っ
く
り
い
た
し
ま
し
た
。
ま
さ
か
、
真
諦
が
説
い
た
阿
摩
羅
識
が
、
日
蓮
宗

の
信
仰
の
中
心
に
置
か
れ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
、
ま
っ
た
く
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
を
読
ん
だ
時
に
、
び
っ

記
の
九
に
「
本
地
難
思
の
境
智
を
信
解
す
」
と
云
う
と
錐
も
久
遠
所
成
の
妙
境
は
已
に
智
と
冥
合
し
て
更
に
分
離
す
る
に
非
ず
。

故
に
此
の
境
智
は
倶
に
是
れ
智
な
り
。
所
以
に
道
後
の
真
如
を
以
っ
て
而
し
て
智
地
と
為
す
。
論
（
「
法
華
玄
義
』
）
に
第
九
巷
摩

〔
羅
〕
識
を
立
て
り
。

最
終
識
義
（
岩
田
）
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と
い
う
表
現
が
あ
る
ん
で
す
。
こ
の
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
日
乗
が
ま
ず
目
に
し
た
も
の
は
、
こ
の
派
祖
で
あ
る
、
日
什
上
人
の
調
謂

文
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
理
解
す
る
解
釈
の
中
で
、
九
識
を
使
っ
た
と
言
う
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
い
の
か

な
あ
と
、
思
い
ま
す
。

日
蓮
聖
人
が
時
代
的
に
は
き
ま
す
。
證
真
の
生
涯
の
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
二
八
九
年
か
ら
一
二
○
四
年
ま
で
す
。
文
献
的
に
は
い

つ
死
ん
だ
か
、
い
つ
生
ま
れ
た
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
で
す
け
れ
ど
も
、
明
ら
か
に
日
蓮
聖
人
よ
り
も
先
の
人
で
す
。
そ
れ
か
ら
日
蓮
聖

人
（
一
二
二
二
’
一
二
八
二
）
が
き
ま
す
。

そ
れ
か
ら
今
度
は
、
こ
こ
に
あ
げ
ま
し
た
顕
本
法
華
宗
派
祖
、
日
什
と
い
う
人
が
お
り
ま
す
。
日
什
上
人
本
人
が
書
い
た
も
の
は
調
調

文
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
弟
子
の
日
妙
の
一
回
忌
の
お
り
に
書
か
れ
た
も
の
で
す
。
そ
の
調
調
文
の
中
に
、

本
地
難
思
の
境
智
用
、
無
作
三
身
の
色
身
業
な
り
。
虚
空
に
所
す
る
は
此
土
体
一
の
常
寂
光
を
示
し
、
遠
本
を
開
く
は
三
身
一
身
の

こ
れ
で
私
の
提
出
し
た
資
料
は
終
わ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
以
上
の
よ
う
に
し
て
考
え
て
み
ま
す
と
、
遠
く
六
世
紀
に
、
一
人
の
イ

ン
ド
か
ら
き
た
唯
識
専
攻
の
学
僧
が
、
そ
れ
ま
で
学
ん
で
き
た
唯
識
説
の
『
玲
伽
論
』
、
『
摂
大
乗
論
』
、
『
摂
大
乗
論
世
親
釈
」
等
に
、
仏

性
如
来
蔵
説
の
『
宝
性
論
」
「
仏
性
論
』
等
の
思
想
を
、
新
天
地
に
来
て
融
合
さ
せ
る
。
文
献
学
的
に
は
イ
ン
ド
で
も
そ
う
い
う
試
み
が

な
さ
れ
て
い
ま
す
。
『
拐
伽
経
』
等
々
と
、
な
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
明
確
に
一
つ
の
識
と
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
新
し
い
識

と
し
て
の
九
識
を
創
造
す
る
に
は
、
真
諦
を
待
た
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
で
し
た
。

自本
受地
用難
を思
顕の
わ境
す智
な用
り 、
。“

七
、
ま
と
め
と
し
て

最
終
講
義
（
岩
田
）
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わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

真
諦
（
四
九
九
’
五
六
九
）
が
考
案
し
創
造
し
た
新
し
い
識
の
概
念
を
い
ち
早
く
、
自
分
の
学
問
形
成
の
中
に
取
り
入
れ
紹
介
し
た
の

は
、
天
台
大
師
智
頭
（
五
三
八
’
五
九
七
）
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

智
頭
は
新
し
い
学
問
と
し
て
の
、
イ
ン
ド
か
ら
渡
っ
て
き
た
真
諦
の
唯
識
説
を
、
い
ち
早
く
採
用
し
て
、
自
分
の
学
説
に
用
い
た
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
『
摂
大
乗
論
」
な
ど
は
時
々
名
前
し
か
出
て
き
ま
せ
ん
し
、
ち
ょ
っ
と
し
か
出
て
き
ま
せ
ん
し
、
今
回
の

九
識
説
に
し
て
も
ち
ょ
っ
と
し
か
出
て
き
ま
せ
ん
。
で
も
、
そ
こ
が
ひ
と
つ
の
中
心
点
に
な
っ
て
、
ず
っ
と
先
ほ
ど
か
ら
述
べ
て
き
ま
し

た
よ
う
に
、
ず
っ
と
ず
っ
と
流
れ
て
き
て
い
る
。
そ
の
間
に
は
、
玄
美
が
出
て
き
て
、
法
相
唯
識
の
教
学
に
よ
っ
て
真
諦
の
説
を
徹
底
的

に
非
難
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
摂
論
宗
（
学
派
）
と
い
う
の
は
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
ず
っ
と
忘
れ
ら
れ
る
。
そ
れ
で
も
、
天
台
の

教
え
の
中
で
生
き
続
け
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
天
台
教
学
の
中
に
生
き
続
け
て
き
た
も
の
が
、
十
七
世
紀
に
な
っ
て
、
日

蓮
宗
の
信
仰
の
中
心
に
置
く
学
僧
が
出
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

『
信
行
要
道
義
』
の
割
注
で
は
道
後
の
真
如
に
つ
い
て
妙
覚
位
の
も
の
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
妙
覚
位
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
な

の
か
と
い
う
と
、
天
台
の
円
教
の
行
位
と
し
て
は
、
八
科
五
十
七
位
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
中
の
一
番
最
高
が
妙
覚
位

と
な
り
ま
す
。
天
台
教
学
で
は
妙
覚
位
に
き
て
初
め
て
、
常
寂
光
土
に
生
ま
れ
る
と
い
う
よ
う
に
い
え
る
わ
け
で
す
。

と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
っ
た
く
こ
の
間
ま
で
は
、
日
蓮
宗
の
信
仰
と
の
関
係
は
無
い
も
の
と
、
純
粋
な
唯
識
の
中
で
の
九
識
説
と

い
う
も
の
を
勉
強
し
て
き
て
い
ま
し
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
た
ま
た
ま
の
縁
で
、
こ
う
い
っ
た
流
れ
を
見
詰
め
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う

何
か
を
最
後
の
講
義
に
と
言
わ
れ
た
時
に
、
純
粋
な
唯
識
の
こ
と
を
述
べ
る
よ
り
も
、
ち
ょ
っ
と
脱
線
気
味
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ

の
よ
う
な
題
名
で
行
え
ば
、
少
し
は
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
け
る
か
な
あ
と
い
う
よ
う
な
思
い
で
出
し
ま
し
た
題
名
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ご

最
終
講
義
（
岩
田
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納
得
い
き
ま
し
た
か
ど
う
か
、
わ
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
私
に
与
え
ら
れ
た
時
間
が
大
体
き
た
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ど
う
も
長
時
間
、

拙
い
も
の
を
聞
い
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
大
変
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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