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倉

本

昭

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
じ
め
に

 
私
が
前
号
の
「
『
ぬ
ば
た
ま
の
巻
』
再
考
」
で
述
べ
た
こ
と
を
最
初
に
ま
と

め
て
お
く
。

 
『
ぬ
ば
た
ま
の
巻
』
（
以
下
『
ぬ
ば
た
ま
』
と
略
記
）
冒
頭
に
付
け
た
無
腸

隠
士
の
序
に
よ
る
と
、
本
書
は
堺
の
人
論
罪
の
著
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
本
文

の
内
容
は
、
柿
本
人
麻
呂
の
教
示
に
よ
っ
て
、
『
源
氏
物
語
』
（
以
下
『
論
語
』
）

と
和
歌
と
に
つ
い
て
の
認
識
を
宗
椿
が
改
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
こ
で
人
麻
呂
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
『
源
語
』
論
は
明
ら
か
に
契
沖
や
真
淵
と

い
っ
た
国
学
者
の
説
の
影
響
下
に
あ
る
。
よ
っ
て
『
源
語
』
に
一
定
以
上
の
素

養
の
あ
る
読
者
な
ら
、
本
書
が
中
世
の
人
で
あ
る
宗
椿
の
著
で
あ
り
え
な
い
こ

と
、
つ
ま
り
序
が
偽
り
で
あ
り
、
宗
椿
著
は
仮
託
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
見
抜
け

る
。
と
こ
ろ
が
本
書
は
偽
書
に
し
て
は
周
到
さ
を
欠
い
て
い
る
。
た
と
え
ば
契

沖
『
源
注
拾
遺
』
の
表
現
を
ふ
ま
え
た
言
辞
は
、
業
況
著
の
偽
り
で
あ
る
こ
と

を
解
く
き
っ
か
け
に
な
る
だ
ろ
う
。
何
よ
り
も
本
書
が
真
上
家
の
影
響
下
に
あ

る
こ
と
を
見
抜
き
、
そ
れ
を
ヒ
ン
ト
に
彼
の
「
物
語
一
1
そ
ら
ご
と
」
説
を
思
い

出
せ
ば
、
本
書
の
「
仕
掛
け
」
が
判
明
す
る
。
す
な
わ
ち
彼
の
『
伊
勢
物
語
古

意
』
に
見
え
る
説
に
よ
れ
ば
、
物
語
は
「
そ
ら
ご
と
」
で
あ
り
、
作
者
は
実
名

を
あ
ら
わ
さ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
と
す
る
と
作
者
を
仮
託
す
る
『
ぬ
ば
た
ま
』

も
「
そ
ら
ご
と
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
そ
ら
ご
と
を
そ
ら
ご
と
の
形

で
語
る
奇
妙
な
作
品
『
ぬ
ば
た
ま
』
の
姿
が
浮
か
び
上
が
る
。

 
『
ぬ
ば
た
ま
』
は
物
語
で
あ
る
と
同
時
に
評
論
書
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て

き
た
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
評
論
書
の
側
面
が
強
調
さ
れ
て
い
た
。
し
か

し
評
論
と
し
て
は
、
識
者
の
言
の
通
り
、
新
味
な
く
、
論
に
不
統
一
な
点
も
見

ら
れ
、
高
い
評
価
を
与
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
一
方
に
「
そ
ら
ご
と
」
と
し

て
の
読
み
も
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
ち
ら
を
看
過
し
て
は
な
る
ま
い
。
そ
こ
で
私

は
、
国
学
の
十
分
な
素
養
を
持
つ
読
者
が
、
本
書
の
『
源
語
』
論
に
契
沖
や
真

淵
の
影
を
見
い
だ
し
、
序
の
偽
り
を
見
抜
く
知
的
作
業
に
、
「
そ
ら
ご
と
」
と

し
て
の
『
ぬ
ば
た
ま
』
の
楽
し
み
方
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
し
た
。
さ

ら
に
『
主
語
』
論
に
つ
い
て
は
、
秋
成
が
意
図
的
に
諸
説
か
ら
再
構
成
し
た
趣

が
あ
る
と
い
う
説
を
提
示
し
た
。
か
と
い
っ
て
、
そ
こ
に
秋
成
の
『
源
語
』
観

が
反
映
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
し
な
い
。
た
だ
彼
は
自
分
の
見
解
を
ス
ト
レ
ー

ト
な
形
で
人
麻
呂
に
託
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
多
分
に
作
為
的
な
要

素
を
含
ま
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
注
意
し
た
の
で
あ
る
。

 
し
か
し
残
さ
れ
た
問
題
は
、
『
源
語
』
論
の
部
分
に
、
そ
の
よ
う
な
読
み
方
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が
あ
っ
て
も
、
本
書
の
後
半
に
語
ら
れ
る
和
歌
史
論
の
部
分
を
ど
う
考
え
る
か

で
あ
る
。
こ
こ
は
物
語
と
関
係
な
い
以
上
「
そ
ら
ご
と
」
の
仕
掛
け
と
は
直
接

関
わ
ら
な
い
。
よ
っ
て
評
論
書
的
捉
え
か
た
で
読
み
す
す
め
て
い
か
ざ
る
を
え

ま
い
。
そ
れ
を
根
拠
に
、
『
源
語
』
論
の
部
分
も
先
学
諸
説
の
踏
襲
と
は
い
え
、

秋
成
は
彼
な
り
に
自
分
の
考
え
を
述
べ
よ
う
と
し
て
い
た
の
だ
と
い
う
こ
と
も

で
き
る
。
こ
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
『
ぬ
ば
た
ま
』
で
人
麻
呂
が
説
く
『
源
語
』

論
に
秋
成
の
＝
疋
の
作
為
を
見
い
だ
す
私
の
考
え
は
認
め
が
た
い
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
私
は
、
人
麻
呂
に
語
ら
せ
た
『
春
前
』
論
が
秋
成
の
見
解
と
完
全
な
一

致
を
み
な
い
こ
と
を
、
別
な
角
度
か
ら
説
い
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

本
稿
で
は
ま
ず
『
ぬ
ば
た
ま
』
以
前
に
も
の
さ
れ
、
同
様
の
『
源
語
』
論
が
見

え
る
「
秋
山
記
」
に
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
作
品
の
『
源
語
』
論
を
検
討

す
る
こ
と
で
、
『
ぬ
ば
た
ま
』
の
性
格
は
一
層
は
っ
き
り
す
る
で
あ
ろ
う
。

 
次
に
、
秋
成
は
そ
ら
ご
と
を
そ
ら
ご
と
の
形
で
論
じ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
。

か
つ
て
森
山
重
雄
氏
は
「
寓
言
は
秋
成
の
『
ぬ
ば
た
ま
の
記
』
の
文
脈
の
な
か

で
は
、
や
は
り
物
語
的
な
虚
構
と
解
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
作
品
の
な
か
に
作
者

が
教
化
主
義
的
に
含
ま
し
た
寓
意
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る

（「

装
ｶ
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
」
第
四
巻
七
号
「
秋
成
研
究
の
現
段
階
と
問
題

点
」
昭
和
三
四
年
五
月
）
。
ま
た
高
田
衛
氏
は
「
こ
の
寓
言
（
そ
ら
ご
と
）
の

二
重
性
は
、
論
理
化
で
き
る
次
元
の
も
の
か
、
ど
う
か
」
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い

る
（
「
日
本
文
学
」
第
十
三
巻
二
号
中
村
博
保
氏
「
秋
成
の
物
語
論
」
の
討
論

要
旨
）
。
つ
ま
り
寓
言
1
1
そ
ら
ご
と
で
あ
り
、
そ
ら
ご
と
に
「
あ
だ
物
」
「
い
つ

わ
り
言
」
の
意
味
が
あ
る
と
さ
れ
る
か
ら
、
『
ぬ
ば
た
ま
』
と
い
う
「
そ
ら
ご
と
」

の
中
で
語
ら
れ
る
こ
と
も
「
あ
だ
物
」
「
い
つ
わ
り
言
」
に
な
り
え
る
の
で
は

な
い
か
。
さ
ら
に
言
う
な
れ
ば
、
寓
言
1
1
そ
ら
ご
と
目
あ
だ
物
・
い
つ
わ
り
言

と
い
う
図
式
自
体
も
真
剣
に
受
け
取
れ
る
も
の
か
ど
う
か
。
高
田
氏
の
言
は
、

そ
う
い
っ
た
疑
問
を
表
す
の
で
あ
る
。
か
か
る
懐
疑
的
な
見
方
を
徹
底
さ
せ
る

な
ら
『
ぬ
ば
た
ま
』
は
全
く
と
ら
え
ど
こ
ろ
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
し
、
秋
成

の
寓
意
も
結
局
読
解
不
能
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
し
か
し
『
ぬ
ば
た

ま
』
が
評
論
と
し
て
の
体
裁
を
も
備
え
て
い
る
以
上
、
そ
こ
に
秋
成
の
訴
え
ん

と
す
る
何
ら
か
の
趣
意
が
含
ま
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
し

た
上
で
、
な
ぜ
秋
成
が
「
そ
ら
ご
と
の
二
重
性
」
と
い
う
形
で
し
か
『
源
語
』

を
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
か
を
も
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
先
に
触

れ
た
こ
と
、
つ
ま
り
、
『
ぬ
ば
た
ま
』
の
『
源
語
』
論
が
秋
成
の
見
解
と
必
ず

し
も
イ
コ
ー
ル
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
と
も
関
わ
っ
て
く
る
は
ず
で
あ

る
。

1

 
『
藤
箕
冊
子
』
巻
三
に
載
る
「
秋
山
記
」
は
安
永
八
年
九
月
十
二
日
か
ら
十

月
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
秋
成
の
城
崎
へ
の
湯
治
旅
行
が
も
と
に
な
っ
た
紀
行

文
で
あ
る
。
一
方
『
ぬ
ば
た
ま
』
は
、
序
に
よ
れ
ば
、
同
旅
行
で
泊
ま
っ
た
宿

で
隣
客
か
ら
見
せ
ら
れ
た
本
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の

作
品
が
近
い
関
係
に
あ
る
の
は
、
同
じ
旅
が
き
っ
か
け
に
な
っ
た
こ
と
の
み
な

ら
ず
、
同
じ
趣
意
の
『
源
語
』
論
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
「
秋
山
記
」

に
は
、
秋
成
夫
婦
が
須
磨
の
浦
で
旅
の
法
師
に
『
源
語
』
論
を
聞
く
場
面
が
あ

る
。
今
さ
ら
の
感
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
一
応
法
師
の
趣
意
を
ま
と
め
て
み
る
。

1
、
 
「
言
の
あ
や
に
妙
な
る
、
心
ば
へ
の
巧
な
る
」
点
で
は
『
源
語
』
は
和
漢

 
 
無
双
の
傑
作
で
あ
る
。

2
、
し
か
し
真
剣
に
読
ん
で
も
「
何
の
や
く
な
き
い
た
づ
ら
文
」
で
あ
る
。
こ
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れ
を
読
む
効
用
を
強
い
て
言
え
ば
、
雨
夜
の
品
定
め
に
「
大
か
た
の
人
の

 
 
心
の
く
ま
、
名
残
な
く
あ
な
ぐ
り
出
」
す
の
で
、
反
面
教
師
的
な
意
味
で

 
 
読
者
の
戒
め
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。

3
、
光
源
氏
、
酒
壷
帝
、
夕
霧
な
ど
は
性
格
や
行
動
に
お
い
て
倫
理
に
も
と
る

 
 
点
が
あ
る
。
こ
れ
は
紫
式
部
が
「
め
・
し
き
ほ
ん
性
」
を
も
っ
て
書
い
た

 
 
ゆ
え
で
あ
る
。

4
、
藤
原
言
動
の
加
筆
を
想
定
し
た
り
、
儒
仏
の
教
え
に
附
会
し
て
説
く
の
は

 
 
「
も
と
つ
こ
・
う
に
も
あ
ら
ぬ
肇
国
」
で
あ
り
、
誤
り
で
あ
る
。

5
、
紫
式
部
は
「
あ
と
な
し
ご
と
ゆ
ゑ
く
し
く
作
り
出
た
る
む
く
ひ
に
」
堕

 
 
貸
し
た
。

 
こ
れ
ら
は
全
て
『
ぬ
ば
た
ま
』
で
人
麻
呂
が
説
く
論
に
も
見
え
る
こ
と
で
あ

り
、
両
者
の
表
現
の
類
似
は
一
々
細
か
く
挙
げ
て
い
く
と
き
り
が
な
い
の
で
省

略
し
た
い
。

 
こ
れ
に
対
し
紀
行
文
中
の
秋
成
は
『
源
語
』
教
戒
書
説
に
立
つ
。
以
下
を
見

て
い
た
だ
き
た
い
。

 
 
 
「
ロ
ハ
今
の
御
さ
と
し
こ
そ
、
世
に
珍
ら
し
く
も
承
り
侍
れ
。
さ
れ
ば
彼

 
 
 
物
か
た
り
は
、
仏
の
教
の
た
ふ
と
き
に
も
、
む
ね
お
の
つ
か
ら
か
よ
ひ
、

 
 
 
う
つ
・
の
世
に
も
、
か
し
こ
き
い
ま
し
め
と
成
ぬ
る
よ
し
、
昔
の
人
々

 
 
 
の
ろ
う
じ
お
き
て
つ
る
を
、
い
か
さ
ま
に
お
ぼ
し
わ
き
て
、
か
う
ま
で

 
 
 
く
だ
し
給
ふ
ら
む
」

 
こ
の
文
中
の
秋
成
の
姿
は
、
も
ち
ろ
ん
『
ぬ
ば
た
ま
』
の
宗
椿
に
重
な
る
こ

と
に
な
る
。
簡
単
に
図
式
化
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

ぬ
ば
た
ま
の
巻
』
再
考
（
補
説
）

『
ぬ
ば
た
ま
』

『
秋
山
紀
』

人
麻
呂

法
 
師

療
琶
批
判

宗
椿

秋
 
成

濠
琶
賞
賛

 
し
か
し
如
上
の
意
見
を
持
っ
て
い
た
作
中
の
秋
成
は
、
法
師
の
啓
蒙
の
結
果
、

「
畏
し
り
へ
に
立
て
ゆ
か
ま
ほ
し
く
、
こ
と
“
ひ
ま
な
ぶ
べ
き
法
師
な
り
け
り
」

と
、
考
え
を
あ
ら
た
め
よ
う
と
し
て
い
る
感
が
あ
る
。

 
「
秋
山
記
」
に
関
し
て
、
研
究
者
は
『
単
語
』
批
判
派
の
法
師
に
秋
成
の
自

己
投
影
を
見
て
き
た
。
こ
れ
は
同
時
に
、
須
磨
で
の
秋
成
と
法
師
と
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
自
体
が
虚
構
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
も
意
味
す
る
。
つ
ま
り
自
己
投
影
と
は
、

秋
成
が
自
己
の
抱
く
『
源
語
』
論
を
法
師
に
託
し
て
述
べ
た
と
い
う
意
味
に
お

い
て
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
虚
構
で
あ
る
と
の
意
見
に
は

私
も
全
面
的
に
従
う
こ
と
に
す
る
。
と
こ
ろ
で
法
師
に
作
者
の
自
己
を
投
影
し

た
こ
と
が
、
い
か
な
る
意
味
を
有
す
る
か
。
古
く
島
津
久
基
氏
は
『
紫
式
部
の

芸
術
を
憶
ふ
』
の
「
宣
長
と
秋
成
」
（
要
書
房
、
昭
和
二
四
）
に
お
い
て
「
秋
．

成
の
心
内
に
あ
る
旧
き
心
と
新
し
き
心
と
の
闘
争
で
あ
り
、
源
語
へ
の
感
賞
礼

讃
と
不
満
反
感
と
の
撞
着
の
表
白
で
あ
る
」
と
す
る
。
こ
れ
を
受
け
た
森
山
重

雄
氏
は
『
秋
成
 
言
葉
の
辺
境
と
異
界
』
の
「
『
秋
山
記
』
を
読
む
」
（
ご
二
書

房
、
平
成
一
）
で
「
自
己
を
他
者
に
投
影
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
う
一
人
の

自
己
、
他
者
化
し
た
自
己
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
だ
。
こ
の
自
己
を
他
者
に
投

影
さ
せ
た
も
の
が
、
こ
の
法
師
で
あ
る
。
」
と
す
る
。
ま
た
「
秋
成
が
法
師
に

託
し
た
言
葉
の
中
に
は
、
世
を
挙
げ
て
源
語
を
賞
讃
す
る
こ
と
へ
の
反
擾
と
、

か
つ
て
源
語
を
耽
読
し
夢
中
に
な
っ
た
自
己
へ
の
嫌
悪
を
み
て
と
る
べ
き
か
も
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し
れ
な
い
」
ど
述
べ
、
先
に
引
い
た
「
蒸
し
り
へ
に
立
て
」
云
々
の
言
葉
の
中

に
、
島
津
氏
云
う
と
こ
ろ
の
「
自
己
闘
争
」
の
面
影
を
か
い
ま
み
て
い
る
。
次

に
美
山
靖
氏
の
考
え
は
前
の
図
式
と
異
な
っ
て
、
法
師
を
「
秋
成
の
分
身
と
「
宗

椿
」
の
合
体
し
と
見
る
（
『
秋
成
の
歴
史
小
説
と
そ
の
周
辺
』
第
三
章
「
歴
史

と
物
語
と
人
間
と
」
中
の
「
『
ぬ
ば
た
ま
の
巻
』
に
つ
い
て
」
 
漬
文
堂
、
平

成
五
）
。
そ
れ
で
も
法
師
の
中
に
秋
成
の
影
を
見
て
い
る
点
で
は
前
二
者
と
共

通
し
て
い
る
。

 
こ
の
よ
う
な
考
え
を
認
め
る
前
に
、
「
秋
山
記
」
の
須
磨
で
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

で
相
手
を
僧
形
に
し
た
わ
け
は
、
そ
も
そ
も
何
な
の
か
を
検
討
し
た
い
。

 
秋
成
が
旅
行
中
実
際
に
モ
デ
ル
と
な
る
僧
に
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら

な
い
。
そ
れ
よ
り
も
謡
曲
の
ワ
キ
僧
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
可
能
性
が
あ
る
。
た
だ

『
蕃
語
』
論
の
部
分
に
お
い
て
、
語
り
は
法
師
の
独
壇
場
で
あ
る
ゆ
え
、
む
し

ろ
法
師
が
シ
テ
、
秋
成
が
ワ
キ
と
い
う
方
が
よ
い
。
謡
曲
で
は
精
霊
で
あ
る
シ

テ
か
ら
ワ
キ
が
知
識
を
授
か
る
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
が
、
「
秋
山
記
」
の
法
師
は

ワ
キ
ら
し
く
な
い
の
み
な
ら
ず
、
霊
妙
な
存
在
で
も
な
い
。
こ
れ
が
『
ぬ
ば
た

ま
』
に
な
る
と
、
ワ
キ
の
宗
椿
（
僧
形
）
、
シ
テ
の
人
麻
呂
（
和
歌
の
神
）
と

い
う
よ
う
に
能
の
パ
タ
ー
ン
に
き
れ
い
に
当
て
は
ま
る
。
秋
成
は
「
秋
山
記
」

執
筆
の
際
、
『
ぬ
ば
た
ま
』
の
時
ほ
ど
謡
曲
の
形
式
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
わ
け

で
も
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

 
私
は
し
ば
ら
く
謡
曲
を
離
れ
て
法
師
の
別
の
モ
デ
ル
を
詮
索
し
て
み
た
い
。

冒
頭
に
ま
と
め
た
法
師
の
『
翼
廊
』
論
の
3
は
、
前
号
で
触
れ
た
よ
う
に
契
沖

『
源
注
拾
遺
』
、
の
踏
襲
で
あ
る
。
人
物
一
人
一
人
を
挙
げ
て
、
そ
の
欠
点
を
あ

げ
つ
ら
う
筆
法
は
『
源
注
拾
遺
』
独
特
の
も
の
で
あ
り
、
秋
成
は
意
識
的
に
こ

の
筆
法
を
ま
ね
て
い
る
。
こ
れ
は
法
師
が
契
沖
阿
閣
梨
を
彷
彿
と
さ
せ
る
よ
う

に
と
の
配
慮
で
は
な
い
か
。
秋
成
が
魚
町
の
著
で
独
学
に
励
ん
だ
こ
と
は
『
胆

大
小
心
急
』
（
中
公
版
全
集
で
は
5
番
）
の
記
述
か
ら
周
知
の
事
実
で
あ
る
。

契
沖
は
彼
の
『
源
語
』
研
究
に
と
っ
て
も
大
き
な
存
在
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
法
師
の
論
に
は
契
言
説
の
影
響
の
み
が
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。

中
世
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
教
戒
書
説
を
否
定
す
る
説
と
し
て
、
契
沖
や
熊
沢
碧

山
、
安
藤
為
章
の
説
を
適
宜
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
中
で
も
契
沖
は

定
家
の
「
詞
歌
言
葉
を
翫
ぶ
べ
し
」
と
い
う
言
を
引
き
、
反
教
戒
書
説
派
と
し

て
は
急
先
鋒
に
立
つ
。
別
の
形
で
教
戒
に
な
り
え
る
寓
意
を
読
む
玉
章
や
真
淵

と
違
い
、
契
各
説
は
『
活
語
』
を
皮
相
的
な
価
値
し
か
も
た
ぬ
文
学
に
お
と
し

め
る
危
険
さ
え
あ
る
か
ら
だ
。
そ
れ
だ
け
に
儒
仏
の
価
値
観
に
附
会
し
て
読
む

説
を
反
駁
す
る
役
に
は
最
も
ふ
さ
わ
し
い
人
で
も
あ
っ
た
。

 
以
上
か
ら
、
私
は
次
の
よ
う
に
考
え
た
い
。
契
沖
を
初
め
と
す
る
学
者
の
新

し
い
源
氏
学
、
そ
れ
と
の
出
会
い
を
謡
曲
風
に
虚
構
化
し
た
の
が
、
「
秋
山
記
」

の
法
師
と
の
出
会
い
の
場
面
で
あ
る
と
。
よ
っ
て
法
師
の
説
は
秋
成
の
『
源
語
』

観
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
生
の
形
で
伝
え
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
こ
こ
に
秋
成
の

考
え
が
反
映
し
て
い
て
も
、
そ
れ
が
ど
こ
ま
で
で
あ
っ
た
か
正
確
に
は
わ
か
ら

な
い
。
た
と
え
ば
「
式
部
は
石
山
の
仏
の
へ
ん
化
也
と
、
い
と
く
る
は
し
き
ま

で
ほ
め
な
せ
る
を
聞
け
ば
、
お
の
が
か
し
こ
む
み
ち
の
あ
な
ひ
に
も
や
と
、
あ

た
ら
眼
を
つ
い
え
た
る
が
、
今
は
と
り
か
へ
さ
ま
ほ
し
き
年
月
な
り
け
り
」

「
さ
ば
か
り
心
い
り
て
よ
む
と
も
、
何
の
や
く
な
き
い
た
づ
ら
文
な
り
」
ど
い

う
言
は
秋
成
の
真
意
か
ら
書
か
れ
た
と
は
思
え
な
い
の
で
あ
る
。
『
雨
月
物
語
』

に
見
ら
れ
る
『
畳
語
』
の
影
響
は
常
識
で
あ
り
、
晩
年
に
は
『
源
語
』
洋
語
の

題
詠
五
十
四
首
和
歌
が
あ
る
。
そ
の
ほ
か
美
山
靖
氏
の
「
『
源
氏
物
語
』
と
上

田
秋
成
」
（
前
記
書
所
収
）
に
秋
成
と
『
源
語
』
と
の
関
係
が
ま
と
め
ら
れ
て

（44）



い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
も
、
秋
成
は
生
涯
を
通
じ
て
『
源
語
』
を
愛
好
し
つ
づ

け
た
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
る
。
だ
か
ら
『
虚
語
』
を
一
蹴
し
て
し
ま
う
法

師
の
如
き
意
識
は
秋
成
に
な
か
っ
た
と
思
え
る
。

 
ま
た
秋
成
が
本
当
に
『
前
論
』
の
価
値
を
お
と
し
め
た
か
っ
た
の
な
ら
、
素

直
に
作
中
の
自
己
に
語
ら
せ
れ
ば
よ
か
っ
た
で
は
な
い
か
。
謡
曲
的
な
形
に
こ

だ
わ
る
な
ら
、
『
単
語
』
賞
賛
者
で
あ
る
ワ
キ
僧
を
自
分
が
啓
蒙
す
る
形
で
も

よ
か
っ
た
。
自
分
は
批
判
的
見
解
を
も
ち
な
が
ら
、
作
中
の
自
己
を
『
源
語
』

賞
賛
者
に
仕
立
て
る
と
い
う
の
は
不
自
然
で
あ
り
、
倒
錯
的
で
あ
る
。

 
法
師
に
秋
成
の
自
己
投
影
を
見
る
説
は
多
い
が
、
作
中
の
秋
成
に
も
勿
論
自

己
投
影
が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。
作
中
で
は
更
に
詳
し
い
こ
と
を

問
い
学
び
た
い
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
幾
分
不
審
を
残
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、

法
師
の
説
に
完
全
に
従
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
と
れ
る
。
し
か
し
「
秋
山
記
」

執
筆
当
時
、
『
耳
語
』
が
儒
仏
の
教
戒
の
書
で
あ
り
、
あ
り
が
た
い
も
の
で
あ

る
と
い
う
風
に
、
作
者
秋
成
が
実
際
に
考
え
て
い
た
と
は
思
え
な
い
。
秋
成
が

『
源
語
』
教
戒
書
説
派
で
あ
っ
た
な
ら
、
旅
の
僧
に
啓
蒙
さ
れ
る
と
い
う
よ
う

な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
書
か
ず
、
む
し
ろ
批
判
論
を
駁
す
る
と
い
う
虚
構
を
考
え
る

の
が
当
然
で
あ
る
。
い
か
に
駁
す
る
か
。
た
と
え
ば
安
藤
為
章
流
に
「
み
な
其

世
に
あ
り
し
人
の
う
へ
を
述
て
、
勧
善
懲
悪
を
ふ
く
み
た
り
。
此
本
意
を
知
ら

ず
し
て
、
謳
淫
の
書
と
み
る
と
も
が
ら
は
、
無
下
の
事
な
り
。
又
詞
謎
言
葉
を

の
み
も
て
あ
そ
ぶ
人
は
、
剣
の
利
鈍
を
い
は
ず
し
て
、
た
ぐ
生
心
の
錺
り
を
論

ず
る
ご
と
し
」
（
『
紫
家
七
戸
』
よ
り
。
岩
波
日
本
思
想
体
系
『
近
世
神
道
論

前
期
国
学
』
を
使
用
）
な
ど
と
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

 
結
局
「
秋
山
記
」
の
秋
成
は
教
戒
書
翰
を
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

実
際
の
彼
が
そ
う
い
っ
た
考
え
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
、
と

ぬ
ば
た
ま
の
巻
』
再
考
（
補
説
）

に
か
く
自
分
を
賞
賛
者
と
し
て
描
い
た
の
は
、
『
源
語
』
愛
好
の
心
が
あ
っ
た

か
ら
こ
そ
で
あ
る
。
よ
っ
て
彼
は
自
己
の
『
源
語
』
に
対
す
る
ア
ン
ヴ
ィ
バ
レ

ン
ト
な
意
識
i
賞
賛
の
心
と
嫌
悪
感
の
対
立
1
か
ら
須
磨
で
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を

仕
立
て
た
の
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
れ
は
面
詰
ら
の
説
が
中
世
の
『
論
語
』
教
戒

書
説
を
改
め
て
ゆ
く
こ
と
の
寓
話
で
あ
り
、
契
沖
以
降
の
学
者
の
『
源
語
』
研

究
と
秋
成
と
の
出
会
い
を
象
徴
的
に
表
す
も
の
と
考
え
る
の
が
よ
い
と
思
う
。

法
師
と
作
中
の
秋
成
は
、
仕
立
て
ら
れ
た
演
劇
的
筋
立
て
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ

の
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
作
者
の
見
解
を
直
接
引
き
出
そ

う
と
し
て
も
限
界
が
あ
る
。
よ
っ
て
私
は
「
秋
山
記
」
の
須
磨
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

に
「
自
己
闘
争
」
と
い
っ
た
強
い
緊
張
感
を
は
ら
む
要
素
を
読
み
と
ら
な
い
。

ま
た
法
師
に
秋
成
の
自
己
投
影
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
意
見
に
対
し
て
は
、
法

師
の
見
解
に
秋
成
の
『
専
心
』
観
が
幾
分
反
映
し
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い

て
、
そ
う
い
う
考
え
方
も
正
し
い
と
思
う
。
し
か
し
私
は
法
師
に
秋
成
が
私
淑

し
た
契
沖
の
影
を
こ
そ
見
た
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2

 
「
秋
山
記
」
の
須
磨
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
『
ぬ
ば
た
ま
の
巻
』
へ
と
発
展
す
る
。

そ
の
際
、
秋
成
と
法
師
は
、
宗
椿
法
師
と
人
麻
呂
の
組
み
合
わ
せ
に
変
え
ら
れ

た
。
秋
成
と
法
師
が
担
っ
て
い
た
役
割
、
教
戒
書
面
と
反
教
戒
愚
説
の
対
立
の

構
図
は
、
そ
の
ま
ま
宗
椿
と
人
麻
呂
に
受
け
つ
が
れ
る
。
反
教
戒
書
説
に
立
つ

人
麻
呂
の
論
は
法
師
よ
り
詳
し
く
緻
密
に
な
っ
て
い
る
が
、
趣
旨
は
そ
の
ま
ま

で
あ
る
。
よ
っ
て
法
師
の
意
見
が
作
者
秋
成
の
そ
れ
と
全
く
の
イ
コ
ー
ル
で
な

い
よ
う
に
、
人
麻
呂
の
意
見
に
も
秋
成
の
実
際
抱
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
『
源
語
』

観
と
微
妙
に
ず
れ
る
点
が
あ
ろ
う
。
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そ
れ
に
し
て
も
な
ぜ
宗
椿
と
人
麻
呂
な
の
か
。
『
源
語
』
を
教
戒
の
書
と
見
、

礼
讃
す
る
役
割
と
し
て
、
こ
の
物
語
を
多
く
筆
写
し
た
逸
話
を
伝
え
る
人
物
宗

椿
は
う
っ
て
つ
け
で
あ
っ
た
。
し
か
し
反
教
戒
書
説
の
持
ち
主
と
し
て
人
麻
呂

が
選
ば
れ
る
必
然
性
は
少
な
い
。
た
だ
城
崎
旅
行
が
行
わ
れ
る
年
の
前
後
に
秋

成
は
人
麻
呂
に
関
す
る
考
証
を
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
と
人
麻
呂

の
人
選
と
は
当
然
密
接
な
関
係
が
あ
る
。
ま
た
舞
台
が
須
磨
か
ら
明
石
に
変

わ
っ
て
い
る
が
、
明
石
は
光
源
氏
と
の
つ
な
が
り
と
同
時
に
「
ほ
の
ぼ
の
と
明

石
の
浦
」
の
歌
で
人
麻
呂
と
も
縁
の
深
い
土
地
で
あ
る
。
秋
成
も
城
崎
湯
治
の

折
、
お
と
ず
れ
た
場
所
で
あ
っ
た
。
ワ
キ
僧
の
宗
椿
が
出
会
う
土
地
の
神
霊
（
シ

テ
）
と
し
て
も
、
明
石
の
柿
本
社
に
祀
ら
れ
る
人
麻
呂
は
格
好
の
存
在
で
あ
る
。

結
果
、
謡
曲
を
彷
彿
と
さ
せ
る
人
物
構
成
は
「
秋
山
記
」
よ
り
明
確
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
法
師
に
代
わ
る
人
物
と
し
て
人
麻
呂
が
あ
が
っ
た
か
ら
、
古
代
史

論
や
和
歌
論
ま
で
が
狙
上
に
の
ぼ
っ
た
か
、
逆
に
、
そ
れ
ら
を
論
じ
た
い
が
た

め
に
も
人
麻
呂
を
選
ん
だ
か
は
わ
か
ら
な
い
。
と
に
か
く
人
麻
呂
を
持
ち
出
し

て
好
都
合
に
な
る
理
由
は
い
く
つ
か
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

 
と
こ
ろ
が
『
ぬ
ば
た
ま
』
は
『
源
語
』
論
を
そ
の
ま
ま
物
語
一
般
論
に
す
り

か
え
て
い
る
し
、
今
言
っ
た
よ
う
に
、
筆
の
勢
い
に
ま
か
せ
て
「
お
の
つ
か
ら

な
る
や
ま
と
魂
」
を
失
う
歴
史
的
過
程
、
記
紀
歌
謡
以
来
の
和
歌
の
意
義
と
歴

史
を
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
純
粋
に
『
面
々
』
論
を
求
め
る
眼
か
ら
は
一
見
あ

ら
ず
も
が
な
の
部
分
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
が
作
品
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
か
ら

考
え
て
も
少
な
か
ら
ぬ
分
量
を
示
す
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
作
者
は
序
文
で
『
ぬ

ば
た
ま
』
の
著
者
を
『
源
語
』
マ
ニ
ア
起
草
と
し
て
い
る
し
、
舞
台
は
明
石
浦
、

話
題
が
『
雲
霧
』
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
か
ら
、
『
法
語
』
論
を
中
心
に
考
え
て

い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
我
々
は
、
そ
こ
か
ら
話
題
が
逸
脱
し
て
い
っ
た
と

考
え
る
か
、
物
語
論
を
補
強
す
る
も
の
と
し
て
史
論
や
歌
論
を
説
く
に
及
ん
だ

と
考
え
る
か
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
後
者
の
可
能
性
を
ま
ず
は
探
る
の
が
建
設
的

で
あ
ろ
う
。

 
人
麻
呂
に
よ
れ
ば
、
物
語
を
含
む
「
書
（
ふ
み
）
」
は
中
国
の
聖
人
の
教
え

を
濫
膓
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
「
国
栄
え
、
人
の
心
花
に
の
み
う
つ
り
ゆ
き
て
は
、

事
は
た
く
み
に
、
詞
は
あ
や
に
、
か
れ
に
ま
っ
は
さ
れ
、
是
に
ね
ぢ
け
つ
・
、

あ
ふ
さ
き
る
さ
に
事
立
て
、
書
は
憤
り
よ
り
書
も
す
る
も
の
に
い
ふ
よ
」
と
あ

る
。
日
本
人
は
華
美
を
好
む
心
と
さ
か
し
さ
を
募
ら
せ
、
そ
の
副
産
物
と
し
て

物
語
を
創
り
だ
し
た
。
よ
っ
て
物
語
自
体
が
「
世
の
人
の
目
を
よ
ろ
こ
ば
し
む

る
さ
か
し
わ
ざ
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
作
者
個
人
の
憤
り
に
基
づ
く
以
上
、
万
人

を
等
し
く
導
く
モ
ラ
ル
の
発
揚
を
作
り
手
は
意
図
し
て
い
な
い
。
よ
っ
て
「
し

ひ
て
は
何
ば
か
り
の
益
な
き
い
た
づ
ら
言
」
な
の
で
あ
る
。
ま
た
儒
仏
二
言
か

ら
く
る
モ
ラ
ル
そ
の
も
の
が
、
自
然
的
存
在
と
し
て
の
人
間
を
人
為
的
に
ゆ
が

め
、
古
代
人
の
「
お
の
つ
か
ら
な
る
や
ま
と
魂
」
を
疲
弊
さ
せ
た
元
凶
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
歴
史
の
流
れ
を
眺
め
る
中
で
、
物
語
教
戒
書
肺
を
支

え
る
モ
ラ
ル
の
価
値
そ
の
も
の
を
相
対
化
し
、
論
に
説
得
力
を
も
た
せ
て
い
る
。
．

歌
論
は
、
上
代
の
歌
が
人
為
的
モ
ラ
ル
と
は
無
縁
の
所
か
ら
生
ま
れ
た
こ
と
を

説
く
も
の
で
、
上
代
の
歌
を
物
語
よ
り
上
位
に
置
く
こ
と
で
、
相
対
的
に
物
語

の
価
値
を
低
か
ら
し
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
史
論
、
歌
論
も
物
語
論
に
寄
与

し
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
し
か
し
物
語
論
を
超
え
て
全
体
か
ら
浮
か
び
上

が
る
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
を
以
下
に
見
て
い
き
た
い
。

 
書
を
書
く
の
は
具
体
的
に
は
博
士
な
り
法
師
な
の
だ
が
、
彼
ら
は
「
異
の
国

に
立
た
る
法
ど
も
を
う
ら
や
み
て
、
と
り
も
ち
ひ
さ
せ
」
た
者
た
ち
で
も
あ
る
。

だ
か
ら
「
や
ま
と
魂
」
は
見
失
っ
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
人
々
が
「
蛍
の
巻
に

（46）



い
へ
る
、
日
本
紀
な
ど
は
た
“
片
そ
ば
ぞ
か
し
と
書
た
る
を
見
て
、
彼
紀
は
、

を
し
へ
の
為
に
撰
ば
れ
し
物
と
す
る
よ
り
、
さ
ま
く
な
る
こ
と
わ
り
ど
も
を

附
会
せ
つ
・
い
ふ
L
。
つ
ま
り
物
語
を
読
ん
で
は
曲
解
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
「
附
会
せ
」
と
あ
る
の
は
、
具
体
的
に
は
『
源
語
』
を
教
戒
書
と
み
な

す
こ
と
を
い
う
。
人
麻
呂
は
附
会
に
つ
い
て
「
ふ
か
き
に
過
ぎ
、
さ
か
し
ら
に

ふ
け
り
て
、
と
ざ
ま
か
う
ざ
ま
に
も
て
つ
け
て
い
ふ
」
と
も
云
う
か
ら
、
こ
れ

は
「
さ
か
し
ら
」
で
あ
る
と
い
え
る
。

 
ま
た
人
麻
呂
は
神
代
の
事
蹟
を
自
分
た
ち
に
都
合
よ
く
解
釈
す
る
神
道
家
を

も
同
様
に
非
難
す
る
。

 
 
「
巫
祝
の
徒
は
、
神
代
の
ふ
る
こ
と
ゾ
も
に
、
し
ひ
た
る
こ
と
わ
り
を
そ
へ
、

 
 
其
旨
を
秘
め
つ
・
お
し
い
た
“
け
ど
、
言
い
ふ
は
、
皆
か
ん
さ
び
た
る
世

 
 
の
古
言
に
く
ら
く
、
儒
仏
陰
陽
わ
き
な
く
取
い
れ
て
、
浅
は
か
な
る
事
ど

 
 
も
の
み
ぞ
か
し
」

 
歌
論
の
部
分
で
も

 
 
「
花
に
の
み
う
つ
り
ゆ
く
心
よ
り
、
い
に
し
へ
の
歌
の
こ
と
葉
を
、
お
の

 
 
が
好
む
か
た
に
引
な
ほ
し
つ
・
、
か
く
そ
あ
り
た
き
な
ど
さ
か
し
ら
す
る

 
 
ほ
ど
に
、
歌
の
し
ら
べ
の
よ
し
あ
し
は
と
ま
れ
か
く
ま
れ
、
よ
め
る
人
の

 
 
こ
・
う
な
ら
ぬ
も
の
に
さ
へ
あ
ら
た
む
る
は
、
い
か
に
む
く
つ
け
き
し
わ

 
 
ざ
そ
や
。
又
こ
の
こ
と
わ
り
歌
の
み
に
あ
ら
ず
。
や
ま
と
も
ろ
こ
し
の
ふ

 
 
み
と
く
人
の
、
常
に
ご
・
う
と
す
べ
き
事
裁
け
り
」

 
と
あ
る
。
よ
っ
て
物
語
と
史
論
、
歌
論
の
三
者
に
一
貫
す
る
問
題
と
し
て
「
知

識
人
の
さ
か
し
ら
」
が
指
摘
で
き
そ
う
で
あ
る
。

 
「
さ
か
し
ら
」
の
語
こ
そ
見
え
な
い
が
、
「
秋
山
記
」
の
法
師
の
論
に
も
『
ぬ

ば
た
ま
』
と
同
様
の
見
解
が
述
べ
ら
れ
る
。

ぬ
ば
た
ま
の
巻
』
再
考
（
補
説
）

 
 
「
道
々
の
文
の
こ
と
わ
り
と
く
人
は
、
あ
な
が
ち
に
も
聖
旨
深
か
ら
ん
と

 
 
て
は
、
と
ざ
ま
か
う
ざ
ま
に
も
て
つ
け
て
い
ひ
し
ら
ふ
ほ
ど
に
、
は
て
く

 
 
は
、
も
と
つ
こ
・
う
に
も
あ
ら
ぬ
私
言
を
さ
へ
と
り
は
や
す
也
」

 
 
「
お
ほ
よ
そ
よ
う
つ
の
こ
と
も
、
私
ご
と
も
て
こ
と
わ
り
な
さ
む
に
は
、

 
 
あ
や
し
う
ひ
が
め
る
心
も
、
直
く
ま
め
く
し
く
取
な
す
べ
か
め
り
」

 
引
用
部
の
趣
旨
は
、
知
識
人
の
悪
し
き
弊
と
し
て
附
会
・
曲
解
を
指
摘
す
る

『
ぬ
ば
た
ま
』
の
説
と
同
じ
で
あ
る
。
よ
っ
て
『
秋
山
記
』
に
い
う
「
私
ご
と

も
て
こ
と
わ
り
な
さ
む
」
と
は
「
さ
か
し
ら
す
る
」
こ
と
と
明
ら
か
に
同
意
で

あ
る
。
と
な
る
と
『
ぬ
ば
た
ま
』
全
体
に
一
貫
す
る
と
み
た
テ
ー
マ
は
既
に
「
秋

山
記
」
の
中
に
兆
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
「
慢
言
」
は
後
に
宣
長
と
の

日
の
神
論
争
で
よ
く
問
題
に
さ
れ
る
「
私
」
と
一
脈
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
だ

か
ら
「
さ
か
し
ら
」
「
私
言
」
が
、
「
秋
山
記
」
『
ぬ
ば
た
ま
』
を
通
じ
て
作
者
 
 
勾

の
問
題
意
識
に
上
っ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
は
決
し
て
見
当
違
い
で
は
な
か
ろ
 
 
巨

う
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3

 
人
麻
呂
は
物
語
に
作
者
の
寓
意
を
認
め
て
い
る
。
そ
れ
に
は
時
に
「
世
の
さ

ま
の
あ
だ
め
く
を
悲
し
び
、
或
は
国
の
つ
い
え
を
な
げ
く
」
意
も
あ
る
。
そ
う

い
っ
た
も
の
な
ら
社
会
批
判
と
い
う
意
味
で
何
ら
か
の
教
戒
と
な
り
え
る
は
ず

で
あ
る
が
、
時
勢
の
い
か
ん
と
も
す
べ
か
ら
ざ
る
を
思
い
、
為
政
者
の
目
を
潭
っ

て
、
「
い
に
し
へ
の
事
に
と
り
な
し
、
今
の
う
つ
・
を
打
か
す
め
つ
・
、
お
ぼ

ろ
げ
に
書
出
た
る
物
」
で
あ
る
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
朧
化
の
手
法
は
「
ざ
え

あ
る
人
の
し
わ
ざ
」
で
、
「
ふ
か
く
は
か
り
、
遠
く
お
も
ひ
や
り
て
、
つ
く
り
出
」

る
も
の
だ
か
ら
、
読
者
は
作
者
の
寓
意
を
簡
単
に
は
読
み
取
れ
な
い
。
容
易
に



読
め
て
は
朧
雲
の
意
味
が
な
い
の
で
あ
る
。
作
者
が
こ
の
よ
う
に
意
を
用
い
る

点
を
指
し
て
人
麻
呂
は
「
さ
か
し
わ
ざ
」
と
呼
ぶ
。
物
語
は
こ
の
位
付
の
作
業

に
よ
っ
て
内
容
的
に
「
あ
だ
言
（
あ
だ
物
）
」
「
い
た
、
つ
ら
言
」
と
な
る
の
で
あ

り
、
そ
の
奥
に
読
み
得
た
寓
意
は
読
者
の
「
さ
か
し
ら
」
な
り
「
附
会
」
に
す

ぎ
な
い
。
な
ら
ば
作
者
の
寓
意
は
ま
さ
に
作
者
自
身
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ

る
し
か
正
確
に
知
る
方
法
が
な
か
ろ
う
。
そ
れ
は
不
可
能
だ
か
ら
、
物
語
の
読

者
は
永
遠
に
正
し
い
寓
意
を
読
め
な
い
こ
と
に
な
る
。
残
さ
れ
た
道
の
一
つ
は
、

美
詞
や
趣
向
の
面
白
さ
を
堪
能
し
、
皮
相
な
鑑
賞
に
甘
ん
じ
る
こ
と
。
も
う
一
つ

は
あ
く
ま
で
読
者
個
人
が
読
み
得
た
も
の
と
し
て
教
戒
性
を
認
め
る
こ
と
で
あ

る
。
後
者
に
つ
い
て
『
源
語
』
の
場
合
を
見
て
み
る
。

 
 
「
し
ひ
て
是
よ
ま
ん
心
し
ら
び
を
も
と
め
ば
、
男
も
女
も
、
世
に
あ
る
人
の

 
 
う
へ
を
か
た
り
出
た
る
が
、
お
ほ
よ
そ
隠
る
・
く
ま
な
く
あ
な
ぐ
り
出
し

 
 
か
ば
、
よ
む
人
お
の
れ
く
が
き
た
な
き
心
ね
を
書
あ
ら
は
さ
れ
て
、
今

 
 
よ
り
を
つ
・
し
む
べ
き
い
ま
し
め
と
も
な
り
な
ま
し
」

 
こ
の
作
品
を
読
ん
だ
読
者
は
登
場
人
物
と
重
ね
合
わ
せ
て
自
照
し
、
欠
点
を

改
め
る
。
こ
れ
は
読
者
そ
れ
ぞ
れ
の
読
み
と
反
省
に
か
か
っ
て
く
る
か
ら
、
そ

の
人
ご
と
に
と
っ
て
の
教
戒
に
す
ぎ
な
い
。
決
し
て
普
遍
性
を
も
っ
た
万
人
へ

の
教
戒
で
は
な
い
。
よ
っ
て
『
平
語
』
を
儒
仏
二
丁
と
か
ら
め
て
解
く
の
は
学

者
の
さ
か
し
ら
に
過
ぎ
ず
、
誤
っ
て
い
る
。

 
い
ま
一
応
の
筋
が
通
る
よ
う
適
宜
説
明
を
補
い
な
が
ら
、
人
麻
呂
の
物
語
論

を
筆
者
な
り
に
整
理
し
て
み
た
。
秋
成
の
考
え
が
、
こ
れ
と
ど
の
程
度
の
レ
ベ

ル
で
一
致
す
る
か
、
正
確
な
と
こ
ろ
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
「
さ
か
し
ら
」
が

問
題
意
識
に
あ
る
こ
と
は
確
か
ら
し
い
か
ら
、
学
者
が
『
源
語
』
に
「
さ
か
し

ら
」
を
加
え
、
曲
解
し
て
き
た
と
い
う
考
え
は
、
彼
が
実
際
も
っ
て
い
た
も
の

で
あ
ろ
う
と
推
測
で
き
る
。
し
か
し
学
者
の
附
会
を
弾
劾
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
、

そ
の
先
に
は
、
紫
式
部
の
こ
め
た
正
し
い
寓
意
が
後
代
か
ら
読
め
る
の
か
と
い

う
究
極
の
問
題
が
横
た
わ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
「
さ
か
し
ら
」
に
陥
ら
な
い
よ

う
に
す
る
な
ら
、
『
源
語
』
は
ま
さ
に
「
詞
誉
言
葉
を
翫
ぶ
」
よ
り
ほ
か
な
い
。

彼
は
そ
う
い
う
意
味
で
、
為
章
や
真
淵
に
批
判
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
血
気
説
に
理

解
を
示
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
は
何
の
発
展
性
も
な
く
、

清
新
な
『
源
語
』
論
を
生
み
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

 
申
立
か
ら
連
綿
と
続
い
た
源
氏
学
は
さ
か
し
ら
に
さ
か
し
ら
を
重
ね
て
き

た
。
し
か
し
作
者
の
こ
め
た
寓
意
が
朧
化
の
業
に
妨
げ
ら
れ
て
見
え
な
い
以
上
、

秋
成
と
て
『
源
語
』
の
大
意
に
関
し
て
は
「
さ
か
し
ら
」
し
か
語
れ
な
い
の
で

あ
る
。
儒
仏
二
教
の
モ
ラ
ル
に
附
会
す
る
こ
と
に
否
を
唱
え
る
だ
け
で
、
そ
れ

に
代
わ
る
大
意
は
語
れ
な
い
一
そ
ん
な
評
論
は
『
源
注
拾
遺
』
に
対
し
屋
上

屋
を
重
ね
る
だ
け
で
意
味
を
な
さ
な
い
。
こ
う
し
て
壁
に
突
き
当
た
っ
た
末
に
、

彼
は
自
己
の
問
題
意
識
を
虚
構
の
中
で
語
る
手
法
に
思
い
至
っ
た
の
で
は
な
い

か
。
秋
成
は
『
目
語
』
に
ま
つ
わ
る
対
話
を
仮
構
し
、
そ
の
中
で
中
世
の
学
者

の
「
さ
か
し
ら
」
を
弾
劾
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
し
て
光
源
氏
に
ゆ
か
り
の
あ

る
須
磨
明
石
に
立
ち
寄
っ
た
旅
の
記
を
つ
づ
る
に
際
し
、
秋
成
は
仮
構
さ
れ
た

対
話
を
須
磨
で
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
配
し
た
。
こ
う
し
て
で
き
た
「
秋
山
記
」

の
須
磨
で
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
先
に
書
い
た
通
り
、
契
沖
ら
、
い
わ
ゆ
る
国
学

者
の
源
氏
学
と
の
出
会
い
の
虚
構
化
、
ま
た
は
中
世
の
『
源
語
』
観
が
契
沖
以

降
の
学
者
に
よ
っ
て
改
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
の
寓
話
と
い
う
風
に
と
れ
る
。
だ

か
ら
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
そ
の
も
の
が
十
分
作
為
的
な
「
さ
か
し
わ
ざ
」
な
の

で
あ
る
。
ま
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
形
は
夢
幻
能
の
形
式
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
れ
は
『
雨
月
物
語
』
「
白
峰
」
「
貧
福
論
」
で
既
に
試
み
て
い
た
形
で
あ
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る
。
そ
し
て
対
話
形
式
の
『
源
語
』
論
は
熊
沢
蕃
山
が
『
三
輪
物
語
』
巻
五
で

試
み
て
い
た
。

 
し
か
し
「
秋
山
記
」
を
読
ん
だ
読
者
は
、
普
通
こ
れ
を
紀
行
文
と
し
て
読
む

で
あ
ろ
う
。
『
ぬ
ば
た
ま
』
を
読
ん
だ
者
で
な
い
と
法
師
と
の
出
会
い
が
虚
構

で
あ
る
こ
と
に
は
中
々
気
づ
か
な
い
。
だ
か
ら
法
師
の
論
は
法
師
の
論
と
し
て

捉
え
ら
れ
る
。
も
し
読
者
が
こ
の
論
に
異
を
唱
え
よ
う
と
し
て
も
、
答
は
法
師

に
負
わ
せ
ら
れ
る
。
一
方
、
作
中
の
秋
成
は
、
中
世
の
学
者
の
権
威
に
か
こ
つ

け
る
か
の
よ
う
な
言
い
ぶ
り
で
教
戒
書
説
に
触
れ
る
も
の
の
、
聞
き
役
だ
か
ら
、

読
者
に
指
弾
さ
れ
る
危
険
性
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
読
者
の
褒
既
を
免
れ
よ
う

と
工
夫
す
る
姿
勢
は
物
語
に
通
ず
る
。

 
た
だ
、
あ
く
ま
で
物
語
論
は
紀
行
中
の
一
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
紛
ら
せ
て
あ
る
。

だ
か
ら
「
秋
山
記
」
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
か
ら
考
え
て
も
あ
ま
り
長
大
な
論
議
は

で
き
な
い
。
秋
成
は
「
秋
山
記
」
須
磨
の
段
の
形
式
を
発
展
さ
せ
て
、
さ
ら
に

詳
し
く
多
岐
に
わ
た
る
論
議
を
展
開
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
と
き
彼
は
物

語
一
そ
ら
ご
と
”
寓
言
と
い
う
図
式
に
対
し
、
か
な
り
意
識
的
で
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
。
法
師
と
秋
成
と
の
対
話
を
紀
行
文
で
な
く
「
物
語
」
の
形
式
に
収

め
れ
ば
、
も
っ
と
自
由
な
展
開
が
可
能
だ
し
、
物
語
の
内
容
は
「
そ
ら
ご
と
」

「
あ
だ
言
」
「
い
た
づ
ら
言
」
と
定
義
付
け
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
何
を
言
っ
て

も
答
を
被
る
に
は
及
ば
な
い
。
し
か
し
対
話
編
を
い
か
に
物
語
と
す
る
か
。
真

淵
に
よ
れ
ば
、
物
語
は
他
人
に
仮
託
す
る
も
の
で
あ
り
、
実
作
者
を
明
ら
か
に

し
な
い
も
の
と
い
う
。
秋
成
は
そ
れ
に
の
っ
と
っ
て
、
新
し
い
作
品
を
中
世
の

『
源
語
』
マ
ニ
ア
宗
椿
の
著
作
と
い
う
こ
と
に
し
た
。
さ
ら
に
、
宗
椿
作
が
仮

託
に
す
ぎ
な
い
と
わ
か
る
よ
う
な
ヒ
ン
ト
を
設
け
る
た
め
、
人
麻
呂
の
セ
リ
フ

に
契
沖
は
お
ろ
か
真
淵
の
説
ま
で
、
そ
れ
と
わ
か
る
よ
う
に
用
い
た
の
で
あ
る
。

ぬ
ば
た
ま
の
巻
』
再
考
（
補
説
）

こ
の
こ
と
を
見
抜
く
過
程
で
読
者
は
知
的
興
趣
を
得
ら
れ
る
こ
と
、
前
号
で
述

べ
た
通
り
で
あ
る
。
ま
た
、
人
麻
呂
の
説
は
「
秋
山
記
」
の
法
師
の
説
の
発
展

し
た
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
や
は
り
国
学
者
の
『
源
語
』
論
の
一
典
型
と
し

て
の
意
味
を
も
ち
、
醜
態
の
『
源
語
』
教
戒
書
案
に
対
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

人
麻
呂
の
『
源
語
』
論
は
多
く
の
部
分
で
秋
成
の
持
論
と
一
致
す
る
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
、
そ
の
論
は
秋
成
の
一
定
の
作
為
の
も
と
に
構
成
さ
れ
た
「
さ
か

し
わ
ざ
」
で
も
あ
る
。
そ
う
い
う
も
の
に
対
し
て
、
作
者
自
身
、
絶
対
的
な
価

値
を
お
い
て
い
た
と
は
思
え
な
い
。
秋
成
が
『
ぬ
ば
た
ま
』
の
内
容
を
「
そ
ら

ご
と
」
と
し
て
無
価
値
化
で
き
る
よ
う
に
し
た
理
由
は
、
こ
こ
に
も
あ
る
。

秋
成
の
著
作
は
中
央
公
論
瓦
版
全
集
を
使
用
し
た
。
な
お
『
秋
山
記
』
の
虚

構
性
に
関
し
て
、
正
本
丸
子
氏
に
よ
る
「
 
「
秋
山
記
」
冒
頭
に
お
け
る
『
伊

勢
物
語
』
第
一
六
段
踏
襲
の
意
図
」
（
「
国
文
学
孜
」
第
一
五
七
号
 
平
成
十

年
三
月
）
が
発
表
さ
れ
た
。
ま
た
飯
倉
洋
一
氏
は
「
人
立
・
宗
椿
・
無
腸
1

『
ぬ
ば
た
ま
の
巻
』
の
言
説
構
造
I
」
（
「
富
士
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
論
叢
 
中
村

博
保
教
授
追
悼
特
別
号
 
平
成
十
年
十
一
月
」
）
で
、
特
に
『
ぬ
ば
た
ま
の
巻
』

傍
注
の
問
題
に
注
目
し
、
傍
注
が
新
し
い
テ
ク
ス
ト
を
生
成
す
る
と
い
う
複

雑
な
構
造
を
解
き
明
か
し
た
。
二
つ
と
も
『
ぬ
ば
た
ま
』
を
考
え
る
上
で
大

変
有
意
義
な
論
考
と
思
う
の
で
、
特
に
注
記
す
る
も
の
で
あ
る
。

（49）


