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第
二
百
十
七
段
を
中
心
に
一

韓

智

娠

 
 
は
じ
め
に

 
人
間
は
、
何
ら
か
の
形
で
経
済
的
な
行
為
に
関
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
今
か

ら
お
よ
そ
七
百
年
前
、
遁
世
者
と
し
て
俗
世
間
と
脱
俗
の
世
界
を
行
き
来
し
た

兼
好
も
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
。

 
山
城
大
徳
寺
文
書
に
は
、
正
和
二
年
（
1
3
1
3
年
越
兼
好
が
「
兼
好
御
房
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ユ
 

と
い
う
名
で
田
地
鞘
町
を
買
い
取
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
兼
好
の
出
家

時
期
の
下
限
を
推
測
さ
せ
る
こ
の
資
料
は
、
出
家
し
た
こ
ろ
兼
好
が
所
有
し
て

い
た
財
産
に
つ
い
て
知
ら
せ
る
も
の
と
し
て
も
意
味
が
あ
る
。

 
兼
好
の
実
生
活
は
ど
う
い
う
も
の
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
『
徒
然
草
』
の
第

二
百
二
十
四
段
に
は
、
兼
好
の
と
こ
ろ
に
訪
ね
て
き
た
陰
陽
師
有
蓋
入
道
が
、

「
こ
の
庭
の
い
た
づ
ら
に
広
き
こ
と
、
あ
さ
ま
し
く
、
あ
る
べ
か
ら
ぬ
こ
と
也
」

と
言
い
、
畑
に
す
る
よ
う
に
忠
告
す
る
話
が
見
え
る
。
自
分
の
こ
と
を
ほ
と
ん

ど
語
ら
な
か
っ
た
兼
好
の
実
生
活
が
、
わ
ず
か
な
が
ら
う
か
が
わ
れ
る
挿
話
で

あ
る
。
ど
う
や
ら
兼
好
は
、
世
捨
て
人
と
は
言
え
、
あ
る
程
度
生
活
の
基
盤
を

持
ち
、
安
定
し
た
生
活
を
送
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

 
無
常
を
自
覚
し
、
心
安
ら
か
に
暮
ら
す
こ
と
を
終
始
語
っ
て
い
る
『
徒
然
草
』

で
は
、
無
常
観
と
は
一
見
無
縁
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
な
さ
れ
る
経
済
や
金
銭

的
な
側
面
へ
の
、
兼
好
の
一
貫
し
た
関
心
が
看
取
で
き
る
。

 
『
徒
然
草
』
の
時
代
は
、
貨
幣
経
済
が
確
立
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
人
々
の
生
活

の
中
で
も
「
銭
」
の
世
界
は
身
近
な
も
の
に
な
り
は
じ
め
て
い
た
と
い
う
。
『
徒

然
草
』
の
中
で
、
兼
好
の
経
済
へ
の
観
点
、
金
銭
感
覚
た
る
も
の
は
、
い
か
に

描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

 
第
二
百
十
七
段
は
、
『
徒
然
草
』
に
お
け
る
経
済
へ
の
観
点
、
ひ
い
て
は
経

済
的
な
価
値
と
無
常
の
関
係
を
考
え
て
い
く
上
で
欠
か
せ
な
い
章
段
で
あ
る
。

経
済
観
の
特
徴
を
最
も
総
合
的
に
物
語
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
第
二
百
十
七
段

を
中
心
に
、
無
常
と
い
う
大
前
提
と
経
済
観
と
が
兼
好
の
中
で
い
か
に
共
存
し

て
い
る
の
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

 
 
一
 
無
常
観
の
中
に
見
ら
れ
る
銭
の
比
喩

 
『
徒
然
草
』
で
は
、
生
活
に
密
接
に
関
わ
る
形
で
、
兼
好
の
金
銭
的
な
も
の

へ
の
考
え
方
を
う
か
が
わ
せ
る
話
が
見
ら
れ
る
。

 
例
え
ば
、
山
里
の
閑
寂
な
住
ま
い
の
中
で
家
主
の
物
欲
を
象
徴
す
る
柑
子
の

木
を
見
つ
け
て
幻
滅
し
た
と
い
う
第
十
一
段
、
あ
し
を
つ
ぎ
込
ん
だ
甲
斐
も
な

く
、
無
駄
に
立
っ
て
い
た
亀
山
院
の
水
車
を
宇
治
の
里
人
が
廻
ら
せ
た
と
い
う
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第
五
十
一
段
、
金
に
頓
着
し
な
い
盛
親
僧
都
の
超
越
的
な
風
貌
を
伝
え
る
第
六

十
段
の
話
な
ど
か
ら
は
、
主
な
る
主
題
の
裏
面
か
ら
、
銭
の
世
界
に
触
発
さ
れ

た
兼
好
の
多
様
な
感
想
が
垣
間
見
で
き
る
。

 
こ
の
他
、
特
に
世
の
無
常
を
力
強
く
語
る
章
段
の
中
で
、
無
常
の
論
理
を
導

く
引
き
合
い
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
金
銭
的
な
比
喩
は
注
目
さ
れ
る
。
兼
好
に

と
っ
て
、
経
済
的
な
側
面
は
、
時
代
相
の
反
映
と
い
う
外
面
的
な
関
係
に
と
も

な
っ
て
、
『
徒
然
草
』
の
主
流
の
思
想
で
あ
る
無
常
観
と
表
裏
の
関
係
と
し
て

認
識
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

た
人
に
与
え
ら
れ
た
そ
の
今
日
の
時
間
に
変
わ
り
が
な
い
と
し
、
無
益
な
こ
と

で
一
生
を
送
る
こ
と
ほ
ど
愚
か
な
こ
と
は
な
い
と
語
っ
て
い
く
。

 
兼
好
が
、
金
銭
の
比
喩
を
も
っ
て
無
常
を
語
っ
て
い
る
の
は
、
説
得
力
を
持

た
せ
よ
う
と
す
る
論
法
上
の
ね
ら
い
だ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
経
済
的
な
側

面
を
無
常
の
立
場
か
ら
と
ら
え
て
い
こ
う
と
す
る
、
思
想
の
根
源
的
な
部
分
に

も
う
一
つ
の
理
由
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

 
次
の
第
九
十
三
段
で
も
無
常
の
論
理
が
語
ら
れ
る
が
、
牛
の
取
引
に
関
す
る

例
話
か
ら
話
は
始
ま
る
。

 
寸
陰
惜
し
む
人
な
し
。
是
、
よ
く
知
れ
る
か
、
愚
か
な
る
か
。
愚
か
に

し
て
怠
る
人
の
た
め
に
言
は
ば
、
一
銭
軽
し
と
い
へ
ど
も
、
是
を
重
ぬ
れ

ば
貧
し
き
人
を
富
め
る
人
と
な
す
。
さ
れ
ば
、
商
人
の
一
銭
を
惜
し
む
心
、

ね
ん
ご
ろ
な
り
。
刹
那
覚
え
ず
と
い
へ
ど
も
、
こ
れ
を
運
び
て
や
ま
ざ
れ

ば
、
命
を
修
す
る
期
た
ち
ま
ち
に
至
る
。
さ
れ
ば
、
道
人
は
遠
く
日
月
を

惜
し
む
べ
か
ら
ず
。
た
だ
今
の
一
念
空
し
く
過
ぐ
る
こ
と
を
惜
し
む
べ
し
。

 
も
し
、
人
来
り
て
、
我
が
命
、
明
日
か
な
ら
ず
失
は
る
べ
し
と
告
げ
知

ら
せ
た
ら
ん
に
、
今
日
の
暮
る
る
間
、
何
事
を
か
楽
し
み
、
何
事
を
か
営

ま
む
。
わ
れ
ら
は
生
け
る
今
日
の
日
、
何
ぞ
其
時
節
に
異
な
ら
む
。
…
（
以

下
略
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
第
百
八
段
）

 
こ
の
段
で
は
、
商
人
の
一
銭
を
惜
し
む
心
を
引
き
合
い
に
出
し
、
寸
陰
愛
惜

の
心
構
え
が
説
か
れ
る
。
商
人
が
一
銭
を
も
軽
ん
ぜ
ず
大
事
に
す
る
こ
と
と
、

道
人
が
わ
ず
か
な
時
間
も
無
駄
に
せ
ず
修
行
に
励
む
こ
と
を
同
一
視
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
今
生
き
て
い
る
今
日
と
い
う
一
日
は
、
明
日
死
ぬ
こ
と
を
予
告
さ
れ

 
「
牛
を
売
る
者
あ
り
。
買
ふ
人
、
「
明
日
そ
の
価
を
や
り
て
、
牛
を
取

ら
む
」
と
言
ふ
。
夜
の
問
に
牛
死
に
ぬ
。
買
は
ん
と
す
る
人
に
利
あ
り
。

売
ら
む
と
す
る
人
に
損
あ
り
し
と
語
る
人
あ
り
。

 
こ
れ
を
聞
き
て
、
か
た
ば
ら
な
る
者
の
言
は
く
、
「
牛
の
主
、
ま
こ
と

に
損
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
心
意
な
る
利
あ
り
。
其
故
は
、
生
あ
る
物
死
の

近
き
こ
と
を
知
ら
ざ
る
こ
と
、
牛
す
で
に
し
か
也
。
人
ま
た
同
じ
。
測
ら

ざ
る
に
、
牛
は
死
に
、
測
ら
ざ
る
に
主
は
存
ぜ
り
。
一
日
の
命
、
万
金
よ

り
も
重
し
。
牛
の
価
、
鷲
毛
よ
り
も
軽
し
。
万
金
を
得
て
一
銭
を
失
は
ん

人
、
損
あ
り
と
言
ふ
べ
か
ら
ず
」
と
言
ふ
に
、
人
皆
嘲
り
て
、
「
其
こ
と

は
り
は
牛
の
主
に
限
る
べ
か
ら
ず
」
と
言
ふ
。

 
又
云
、
「
さ
れ
ば
、
人
死
を
憎
ま
ば
、
生
を
愛
す
べ
し
。
存
命
の
悦
、
日
々

に
楽
し
ま
ざ
ら
ん
や
。
愚
か
な
る
人
、
こ
の
楽
し
み
を
忘
れ
て
、
い
た
つ

か
は
し
く
外
の
楽
し
み
を
求
め
、
此
宝
を
忘
れ
て
、
危
う
く
他
の
宝
を
む

さ
ぼ
る
に
、
心
ざ
し
満
つ
こ
と
な
し
。
…
（
以
下
略
）
 
（
第
九
十
三
段
）
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『
徒
然
草
』
に
見
ら
れ
る
経
済
観
一
第
二
百
十
七
段
を
中
心
に
一

 
お
金
を
払
っ
て
牛
を
渡
さ
れ
る
前
日
牛
が
急
死
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
、
牛
の

売
り
手
は
損
で
あ
り
、
買
い
手
は
得
を
し
た
、
と
は
眼
前
の
現
象
的
な
得
失
だ

け
を
問
題
に
し
た
考
え
で
あ
る
。
こ
の
同
じ
問
題
を
「
か
た
は
ら
な
る
者
」
は
、

人
間
の
生
死
の
自
覚
の
契
機
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
牛
の
主
は
、

損
を
し
た
一
方
大
き
な
利
益
も
あ
っ
た
。
牛
の
突
然
の
死
に
よ
っ
て
、
死
の
近

い
こ
と
、
命
の
大
切
さ
を
知
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
一
日
の
命
が
万

金
よ
り
重
い
こ
と
か
ら
、
「
存
命
の
悦
」
を
楽
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

へ
と
話
は
展
開
し
て
い
く
。

 
第
九
十
三
段
の
主
眼
は
、
無
常
を
語
り
生
の
価
値
を
見
つ
め
直
す
後
半
部
に

置
か
れ
て
い
る
。
だ
が
、
経
済
的
な
側
面
は
無
常
を
認
識
す
る
上
で
の
契
機
と

し
て
見
ら
れ
、
後
半
部
に
い
た
る
ま
で
の
言
葉
の
論
理
に
は
、
金
銭
的
な
も
の

へ
の
関
心
が
、
無
常
の
認
識
と
そ
の
対
処
と
い
う
生
き
方
の
問
題
と
い
か
に
関

わ
っ
て
い
く
か
、
と
い
う
兼
好
に
お
け
る
大
き
な
テ
ー
マ
の
行
方
が
示
唆
さ
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

 
「
人
、
恒
の
産
な
き
時
は
恒
の
心
な
し
」
（
第
百
四
十
二
段
）
と
述
べ
て
い

る
兼
好
は
、
無
常
を
認
識
す
る
こ
と
の
重
要
性
と
同
じ
程
度
に
、
生
に
お
け
る

銭
の
大
切
さ
を
認
め
、
よ
り
人
間
の
立
場
か
ら
金
銭
へ
の
言
及
を
し
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
。
無
常
の
認
識
と
銭
の
世
界
は
、
二
律
背
反
す
る
も
の
で
は
な
く
、

兼
好
の
考
え
た
人
間
存
在
の
両
面
で
あ
り
、
兼
好
自
身
の
両
面
で
も
あ
っ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

 
 
二
 
「
大
福
長
者
」
の
致
富
論

 
第
二
百
十
七
段
に
は
、
蓄
財
を
人
生
の
目
標
と
す
る
「
大
福
長
者
」
の
人
生

観
と
、
そ
れ
に
対
す
る
兼
好
の
意
見
が
そ
え
ら
れ
て
い
る
。
次
は
、
第
二
百
十

七
段
の
全
文
で
あ
る
。

 
あ
る
大
福
長
者
の
言
は
く
、
「
人
は
よ
う
つ
を
さ
し
を
き
て
、
ひ
た
ふ

る
に
徳
を
付
く
べ
き
な
り
。
貧
し
く
し
て
は
、
生
け
る
甲
斐
な
し
。
聰
る

の
み
を
人
と
す
。
徳
を
付
か
む
と
思
は
ば
、
す
べ
か
ら
く
、
先
導
心
づ
か

ひ
を
修
行
す
べ
し
。
心
心
と
云
は
、
他
の
事
に
あ
ら
ず
、
人
間
常
住
の
思

に
住
し
て
、
仮
に
も
無
常
を
観
ず
る
愚
な
か
れ
。
是
、
第
一
の
用
心
也
。

次
に
、
万
事
の
用
を
叶
ふ
べ
か
ら
ず
。
人
の
世
に
あ
る
、
自
他
に
つ
け
て
、

所
願
無
量
也
。
欲
に
随
て
心
ざ
し
を
遂
げ
ん
と
思
は
ば
、
百
万
の
銭
あ
り

と
い
ふ
と
も
、
し
ば
ら
く
も
住
す
べ
か
ら
ず
。
所
願
は
や
む
時
な
し
。
財

は
尽
く
る
期
あ
り
。
限
あ
る
財
を
も
ち
て
事
な
き
願
に
随
ふ
こ
と
、
得
べ

か
ら
ず
。
所
願
心
に
き
ざ
す
こ
と
あ
ら
ば
、
我
を
滅
す
べ
き
悪
念
来
れ
り

と
、
堅
く
慎
み
恐
れ
て
、
小
羊
を
も
成
べ
か
ら
ず
。
次
に
、
銭
を
奴
の
ご

と
く
し
て
使
ひ
用
み
る
物
と
知
ら
ば
、
長
く
貧
苦
を
細
る
べ
か
ら
ず
。
君

の
ご
と
く
、
神
の
ご
と
く
、
恐
れ
警
み
て
、
従
へ
用
み
る
こ
と
な
か
れ
。

次
に
、
恥
に
臨
む
と
い
ふ
と
も
、
怒
り
恨
む
る
こ
と
な
か
れ
。
次
に
、
正

直
に
し
て
、
約
を
堅
く
す
べ
し
。
此
儀
を
守
り
て
利
を
求
め
む
人
は
、
富

の
来
る
こ
と
、
火
の
乾
け
る
に
付
き
、
水
の
下
れ
る
に
従
ふ
が
ご
と
く
な

る
べ
し
。
銭
積
り
て
尽
き
ざ
る
時
は
、
宴
飲
声
色
を
こ
と
と
せ
ず
、
居
所

を
飾
ら
ず
、
所
願
を
成
ぜ
ざ
れ
ど
も
、
心
と
こ
し
な
へ
に
安
く
、
楽
し
」

と
申
き
。

 
抑
、
人
は
所
願
を
成
ぜ
ん
が
た
め
に
、
財
を
求
む
。
銭
を
財
と
す
る
こ

と
は
、
願
ひ
を
叶
ふ
る
玉
髄
。
所
願
あ
れ
ど
も
叶
へ
ず
、
銭
あ
れ
ど
も
用

ゐ
ざ
ら
む
は
、
全
貧
者
と
同
じ
。
何
を
か
楽
み
と
せ
む
。
馬
騎
は
、
た
だ

（12）



人
間
の
望
を
断
ち
て
、
貧
を
愁
ふ
べ
か
ら
ず
と
聞
え
た
り
。
欲
を
成
じ
て

楽
し
み
と
せ
ん
よ
り
は
、
し
か
じ
、
欲
な
か
ら
む
に
は
。
擁
疽
を
病
む
者
、

水
に
洗
ひ
て
楽
し
み
と
せ
ん
よ
り
は
、
病
ま
ざ
ら
む
に
は
し
か
じ
。
こ
こ

に
至
り
て
は
、
貧
福
響
く
所
な
し
。
究
寛
は
理
工
に
等
し
。
大
欲
は
無
欲

に
似
た
り
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
第
二
百
十
七
段
）

 
こ
の
段
で
は
、
現
実
的
な
人
生
観
に
根
ざ
し
た
「
大
福
長
者
」
の
主
張
が
記

さ
れ
、
そ
の
後
兼
好
の
反
論
た
る
も
の
が
つ
づ
く
。

 
食
・
衣
・
住
・
薬
を
生
活
の
基
本
条
件
と
し
、
こ
の
四
つ
が
欠
か
な
い
の
を

「
富
め
り
」
（
第
百
二
十
三
段
）
と
し
た
兼
好
に
と
っ
て
、
物
質
的
な
価
値
を

人
生
の
目
標
と
す
る
こ
と
な
ど
は
考
慮
の
対
象
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
こ

の
長
者
の
主
張
に
は
か
な
り
印
象
深
い
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

 
さ
て
、
「
大
福
長
者
」
の
人
生
の
最
大
の
目
標
は
「
徳
を
付
く
」
こ
と
で
あ
る
。

貧
し
く
て
は
生
き
る
か
い
が
な
い
。
富
む
者
だ
け
が
人
の
名
に
値
す
る
。
そ
の

た
め
に
は
、
次
の
五
つ
の
項
目
を
心
が
け
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

 
第
一
に
、
こ
の
世
は
永
遠
に
不
変
だ
と
思
い
、
か
り
そ
め
に
も
無
常
を
観
じ

て
は
な
ら
な
い
。
第
二
に
万
事
の
用
を
叶
え
て
は
な
ら
な
い
。
人
間
の
願
う
と

こ
ろ
は
無
限
で
あ
る
。
欲
望
の
ま
ま
に
望
み
を
果
た
そ
う
と
す
る
と
、
百
万
の

銭
が
あ
っ
て
も
手
元
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
は
ず
が
な
い
。
限
り
あ
る
財
宝
で
無

限
の
欲
望
を
満
た
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
欲
望
が
心
に
生
じ
る
こ
と
が
あ

れ
ば
、
自
分
を
滅
ぼ
す
悪
心
が
生
ま
れ
た
の
だ
と
堅
く
慎
み
恐
れ
て
わ
ず
か
な

用
事
を
も
満
た
し
て
は
な
ら
な
い
。
第
三
に
銭
を
君
の
よ
う
に
神
の
よ
う
に
畏

敬
す
べ
き
で
あ
る
。
第
四
に
銭
の
た
め
に
恥
ず
か
し
い
目
に
あ
っ
て
も
怒
っ
た

り
恨
ん
だ
り
し
て
は
な
ら
な
い
。
第
五
に
正
直
を
心
が
け
約
束
を
堅
く
守
る
べ

『
徒
然
草
』
に
見
ら
れ
る
経
済
観
 
-
第
二
百
十
七
段
を
中
心
に
一

き
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
を
生
活
の
中
で
厳
守
す
れ
ば
、
富
は
お
の
ず
か
ら
間

違
い
な
く
集
ま
っ
て
く
る
と
述
べ
、
銭
が
積
も
り
さ
え
ず
れ
ば
、
何
も
欲
望
を

遂
げ
な
く
て
も
心
は
い
つ
も
安
ら
か
で
楽
し
い
と
結
ん
だ
。

 
こ
の
「
大
福
長
者
」
の
論
に
対
し
て
、
兼
好
は
、
銭
を
求
め
る
理
由
に
つ
い

て
批
評
を
加
え
る
。
人
間
は
そ
も
そ
も
所
願
を
叶
え
る
が
た
め
に
「
徳
を
付
く
」

の
で
あ
る
。
欲
望
が
あ
っ
て
も
叶
え
ず
、
銭
が
あ
っ
て
も
使
わ
な
い
で
は
全
く

貧
者
と
同
じ
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
銭
を
貯
め
る
行
為
は
、
所
願
を
実
現
す
る

た
め
の
手
段
に
過
ぎ
な
い
。
欲
望
を
成
就
し
な
い
の
な
ら
ば
、
最
初
か
ら
欲
望

を
抱
か
な
い
方
が
い
い
と
反
論
し
、
こ
こ
に
い
た
っ
て
は
「
貧
富
説
く
言
な
し
。

究
寛
は
歯
音
に
等
し
。
大
欲
は
無
欲
に
似
た
り
」
と
結
論
づ
け
る
。

 
こ
の
段
は
、
な
か
な
か
そ
の
真
義
が
把
握
し
が
た
く
、
ど
う
い
う
観
点
か
ら

読
む
か
に
よ
っ
て
そ
の
解
釈
の
仕
方
や
評
価
も
分
か
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
今
ま

で
の
研
究
は
、
大
き
く
後
半
の
兼
好
の
批
評
に
肯
定
的
な
意
見
と
、
何
ら
か
の

論
理
的
な
飛
躍
や
矛
盾
、
限
界
を
み
よ
う
と
す
る
意
見
と
に
大
別
で
き
よ
う
。

特
に
、
否
定
的
な
見
解
は
、
こ
の
段
を
理
解
す
る
上
で
確
認
し
て
お
く
必
要
が

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

 
橘
純
一
氏
は
、
「
こ
の
説
を
、
兼
好
は
逆
説
的
な
も
の
に
解
し
、
『
こ
の
お
き

て
は
、
た
だ
人
間
の
望
を
断
ち
て
、
貧
を
憂
ふ
べ
か
ら
ず
と
聞
え
た
り
』
と
言
っ

て
を
る
が
、
こ
れ
は
甚
だ
無
理
な
理
解
で
あ
り
、
こ
の
真
実
を
穿
っ
た
金
持
心

理
と
清
貧
心
理
と
を
結
び
つ
け
て
、
凡
聖
不
二
の
消
息
に
ま
で
持
っ
て
行
く
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
は
、
推
理
の
飛
躍
が
あ
り
過
ぎ
る
」
と
し
た
。

 
永
積
安
明
氏
は
、
兼
好
の
論
理
は
、
「
ご
く
常
識
的
な
意
味
で
筋
が
と
お
っ

て
い
る
が
、
長
者
の
説
く
『
楽
し
び
』
と
の
間
に
は
早
く
も
避
け
が
た
い
ず
れ

が
見
え
て
く
る
」
と
し
、
「
大
福
長
者
の
自
己
矛
盾
を
暴
露
し
よ
う
と
し
た
兼
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『
徒
然
草
』
に
見
ら
れ
る
経
済
観
 
-
第
二
百
十
七
段
を
中
心
に
一

好
も
、
長
者
の
説
く
雨
雲
の
論
理
の
内
容
を
、
正
面
か
ら
論
破
で
き
ず
、
形
式

的
な
側
面
か
ら
だ
け
問
題
に
し
、
相
対
世
界
の
無
差
別
観
に
逃
げ
込
ん
で
し

 
 
 
 
 
こ

ま
っ
て
い
る
し
と
評
し
た
。

 
こ
れ
ら
の
論
に
代
表
さ
れ
る
否
定
的
な
評
価
は
、
大
な
り
小
な
り
兼
好
の
説

か
ら
自
己
流
の
限
界
を
指
摘
し
て
お
り
、
現
実
世
界
に
対
応
し
き
れ
ず
、
自
分

の
立
場
を
保
留
す
る
兼
好
の
姿
を
見
出
そ
う
と
し
た
指
摘
で
あ
ろ
う
。
確
か
に

兼
好
は
、
長
者
を
自
説
の
範
囲
の
中
で
解
釈
し
よ
う
と
し
た
感
じ
が
し
な
く
も

な
い
。
そ
れ
に
、
「
大
福
長
者
」
の
所
期
の
目
的
を
達
成
し
た
こ
と
か
ら
く
る

心
の
充
足
感
は
全
く
考
慮
に
入
っ
て
お
ら
ず
、
銭
が
あ
っ
て
も
欲
望
を
叶
え
な

い
状
態
と
、
銭
が
な
く
て
欲
望
を
叶
え
ら
れ
な
い
状
態
と
を
没
価
値
化
し
て
し

ま
っ
て
い
る
。

 
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
兼
好
の
意
見
は
必
ず
し
も
長
者
を
否
定
し
て
い
る

と
は
見
ら
れ
ず
、
ま
た
そ
の
時
代
が
つ
く
り
出
し
た
新
し
い
人
物
を
リ
ア
ル
に

描
き
出
し
て
い
る
こ
と
も
間
違
い
な
い
事
実
で
あ
る
。

 
 
三
 
常
住
と
無
常

 
「
大
福
長
者
」
の
主
張
の
中
で
、
兼
好
と
の
違
い
が
最
も
目
に
つ
く
の
は
、
「
常

住
の
思
」
で
あ
る
。
長
者
が
第
一
に
掲
げ
て
い
る
「
常
住
」
の
思
い
で
生
き
る

と
い
う
人
生
観
は
、
『
徒
然
草
』
の
主
張
と
は
相
反
し
、
『
徒
然
草
』
の
な
か
で

も
っ
と
も
愚
か
な
こ
と
と
さ
れ
る
。
「
人
は
だ
だ
、
無
常
の
身
に
迫
り
ぬ
る
事

を
心
に
ひ
し
と
か
け
て
、
束
の
間
も
忘
る
ま
じ
き
な
り
」
（
第
四
十
九
段
）
と

無
常
の
自
覚
を
第
一
義
と
し
た
兼
好
は
、
愚
か
な
人
は
「
常
住
な
ら
む
こ
と
を

思
て
、
変
化
の
こ
と
わ
り
を
知
ら
」
（
第
七
十
四
段
）
な
い
と
語
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
兼
好
は
、
こ
れ
に
関
し
て
は
何
の
言
及
も
せ
ず
、
二
番
目
の
所
願

を
叶
え
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
を
も
っ
ぱ
ら
問
題
視
し
て
い
る
。

 
そ
も
そ
も
人
間
は
様
々
な
願
い
を
叶
え
る
た
め
に
銭
を
求
め
る
。
銭
が
あ
っ

て
も
使
わ
ず
、
所
願
が
あ
っ
て
も
叶
え
な
い
の
な
ら
、
貧
者
と
何
の
変
わ
り
も

な
い
。
何
を
楽
し
み
と
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
欲
望
を
断

念
し
て
貧
乏
を
悲
し
ん
で
は
な
ら
な
い
と
の
主
張
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
こ
れ

な
ら
、
そ
も
そ
も
銭
を
求
め
る
意
味
が
な
い
。
こ
こ
に
い
た
っ
て
は
、
貧
富
の

区
別
が
な
い
。
兼
好
の
批
判
は
、
長
者
の
主
張
に
内
在
し
て
い
る
矛
盾
を
突
い

て
お
り
、
人
情
に
沿
っ
た
自
然
な
考
え
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

 
一
方
、
「
銭
を
貯
め
る
」
と
い
う
世
俗
的
な
価
値
を
求
め
て
は
い
る
も
の
の
、

そ
の
目
標
の
た
め
の
長
者
の
実
践
方
法
は
非
常
に
精
神
的
な
面
が
強
調
さ
れ
て

い
る
。
例
え
ば
、
欲
望
を
満
た
す
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
部
分
は
、
次
の
第
二

百
四
十
一
段
を
連
想
さ
せ
る
。

 
所
願
を
成
じ
て
後
、
暇
あ
り
て
道
に
向
か
は
む
と
せ
ば
、
所
願
尽
く
べ

か
ら
ず
。
如
幻
の
生
の
中
に
、
何
事
を
か
な
さ
む
。
す
べ
て
、
所
願
皆
妄

相
な
り
。
所
願
心
に
来
ら
ば
、
妄
心
迷
乱
す
と
知
て
、
一
事
を
も
な
す
べ

か
ら
ず
。
直
に
万
事
を
放
下
し
て
道
に
向
か
ふ
時
、
障
り
な
く
、
所
作
な

く
て
、
心
身
永
く
閑
也
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
第
二
百
四
十
一
段
）

 
願
い
事
を
遂
げ
て
、
暇
に
な
っ
て
か
ら
道
に
向
か
お
う
と
す
れ
ば
、
願
い
は

尽
き
る
は
ず
が
な
い
。
す
べ
て
、
願
望
は
み
な
心
の
迷
い
か
ら
く
る
も
の
で
あ

る
。
願
望
が
心
に
き
ざ
し
た
ら
、
迷
い
の
心
が
本
心
を
乱
す
の
だ
と
知
っ
て
、

願
望
を
一
つ
も
成
し
て
は
な
ら
な
い
。
特
に
、
傍
線
部
分
は
、
「
所
願
心
に
き

ざ
す
こ
と
あ
ら
ば
、
我
を
滅
す
べ
き
悪
念
来
れ
り
と
、
堅
く
慎
み
恐
れ
て
、
小
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要
を
も
成
べ
か
ら
ず
し
と
い
う
長
者
の
論
と
酷
似
し
て
い
る
。

 
こ
れ
に
関
し
て
、
藤
原
正
義
氏
は
、
長
者
が
当
時
流
行
し
て
い
た
時
宗
か
ら

 
 
 
 
 
 
 
 
ぎ

影
響
を
受
け
て
い
る
と
す
る
。
兼
好
に
お
け
る
時
宗
の
影
響
を
論
証
す
る
た
め

の
論
の
中
で
、
氏
は
、
『
一
遍
上
人
念
仏
安
心
抄
』
の
中
に
、
「
総
じ
て
か
ぎ
り

も
財
宝
を
以
て
、
限
り
な
き
願
を
充
ん
と
せ
ば
、
か
な
ふ
事
な
く
し
て
、
却
て

災
と
成
也
」
と
い
う
一
文
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
長
者
は
、
時
宗
に
お
け
る

所
願
、
妄
想
一
切
の
放
棄
に
学
び
、
そ
こ
に
己
れ
の
思
想
の
明
確
な
表
現
を
見

出
し
、
時
宗
の
用
語
法
を
採
用
し
つ
つ
己
れ
を
表
示
し
た
の
だ
と
推
測
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
兼
好
は
こ
の
長
者
の
言
葉
の
中
に
、
自
分
が
共
有
し
、
ま
た
共

有
し
う
る
べ
き
も
の
だ
け
を
見
た
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
長
者
を
理

解
し
た
の
で
あ
る
と
し
た
。
こ
の
論
は
、
時
宗
と
い
う
共
通
分
母
の
媒
介
を
通

じ
て
兼
好
の
長
者
へ
の
立
場
を
解
釈
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

 
第
二
百
四
十
一
段
の
本
文
を
も
含
め
て
、
確
か
に
「
大
福
長
者
」
の
意
見
と

兼
好
の
意
見
と
は
、
全
く
違
う
立
場
か
ら
発
せ
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

真
っ
向
か
ら
対
立
し
て
い
る
よ
う
に
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
兼
好
の
論
か
ら
は

長
者
を
正
面
か
ら
非
難
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
そ
れ
ほ
ど
見
ら
れ
な
い
の
で
あ

る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ら
 

 
芝
波
田
好
弘
氏
は
、
第
二
百
十
七
段
に
照
明
を
あ
て
た
最
近
の
研
究
の
中
で
、

「
大
福
長
者
」
の
意
見
を
仏
法
的
な
見
地
か
ら
と
ら
え
ら
れ
る
可
能
性
を
提
示

し
、
そ
こ
か
ら
こ
の
段
に
お
け
る
兼
好
の
ね
ら
い
を
汲
み
取
ろ
う
と
し
た
。
そ

こ
で
、
「
長
者
」
が
世
俗
的
な
も
の
を
追
求
す
る
人
間
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の

一
方
で
精
神
的
な
修
養
を
堅
持
し
て
い
た
こ
と
を
強
調
し
、
宗
教
的
な
求
道
者

と
変
わ
ら
な
い
位
置
に
い
る
と
し
た
。
な
ら
ば
、
長
者
の
目
的
は
兼
好
と
同
様

に
、
仏
道
の
悟
り
を
得
る
こ
と
へ
と
転
換
す
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
か
と
し
、

『
徒
然
草
』
に
見
ら
れ
る
経
済
観
 
-
第
二
百
十
七
段
を
中
心
に
一

兼
好
は
、
発
心
の
問
題
を
述
べ
ん
が
た
め
に
長
者
の
持
論
を
取
り
上
げ
、
「
究

寛
は
理
即
に
等
し
。
大
欲
は
無
欲
に
似
た
り
」
と
批
評
し
た
の
で
は
な
い
か
と

結
論
し
た
。

 
こ
の
論
は
、
第
二
百
十
七
段
を
理
解
す
る
う
え
で
一
つ
の
方
向
を
提
示
し
て

い
る
。
長
者
の
禁
欲
的
な
態
度
は
、
そ
の
ま
ま
求
道
者
の
生
き
方
で
あ
る
と
言
っ

て
も
不
思
議
で
な
い
ほ
ど
で
あ
り
、
「
徳
を
付
く
」
と
い
う
目
的
を
道
心
へ
と

転
換
さ
せ
る
な
ら
、
長
者
は
直
ち
に
仏
道
修
行
を
成
就
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。

 
だ
が
、
氏
が
、
仏
法
的
な
視
点
一
辺
倒
か
ら
兼
好
の
立
場
を
と
ら
え
、
兼
好

が
「
究
寛
は
理
乱
に
等
し
」
と
い
う
『
言
詞
止
観
』
の
思
想
を
述
べ
る
た
め
に

長
者
の
主
張
を
記
し
た
と
し
て
い
る
点
に
は
、
疑
問
の
余
地
が
残
る
。
そ
れ
に
、

氏
は
、
長
者
の
常
住
論
に
つ
い
て
何
の
解
釈
の
方
法
も
提
示
し
て
い
な
い
。
長

者
が
発
心
す
る
た
め
に
は
、
人
生
の
目
標
の
転
換
と
と
も
に
、
無
常
の
自
覚
が

先
決
課
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

 
兼
好
は
、
求
道
者
の
立
場
か
ら
長
者
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
究
寛
は
理
即
に
等
し
。
大
欲
は
無
欲
に
似
た
り
」
と
は
、
長
者
の
宗
教
的
な

可
能
性
を
語
る
も
の
で
は
な
く
、
長
者
の
非
求
道
的
な
側
面
を
強
調
す
る
た
め

の
言
葉
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
よ
り
、
こ
の
言
葉
に
、
兼
好
自
身
の
求
道
者
と
し

て
の
立
場
と
兼
好
の
長
者
へ
の
観
点
の
保
証
を
求
め
る
こ
と
は
、
無
理
で
あ
る

よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

 
兼
好
の
仏
道
修
行
者
と
し
て
の
姿
勢
は
非
常
に
屈
折
し
て
お
り
、
一
概
に
は

言
い
切
れ
な
い
部
分
が
あ
る
。
求
道
的
な
立
場
に
立
ち
な
が
ら
も
、
必
ず
し
も

求
道
者
の
姿
勢
を
貫
い
て
い
る
と
は
見
ら
れ
な
い
。
例
え
ば
、
今
成
元
昭
氏
は
、

先
に
引
用
し
た
、
長
者
と
の
表
現
の
類
似
性
が
認
め
ら
れ
た
第
二
百
四
十
一
段

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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『
徒
然
草
』
に
見
ら
れ
る
経
済
観
 
一
第
二
百
十
七
段
を
中
心
に
一

 
第
二
百
四
十
一
段
の
よ
う
に
、
多
く
の
仏
典
が
源
泉
と
し
て
指
摘
で
き

る
よ
う
な
短
章
が
、
「
万
事
を
放
下
し
て
道
に
向
か
ふ
時
、
さ
は
り
な
く
、

所
作
な
く
て
、
心
身
な
が
く
し
っ
か
な
り
」
と
結
ば
れ
て
い
る
な
ら
ば
、

そ
こ
に
求
め
ら
れ
て
い
る
「
道
」
と
は
当
然
、
「
仏
道
」
で
あ
ろ
う
と
思

量
さ
れ
る
1
特
に
中
世
の
作
品
で
あ
れ
ば
そ
れ
は
常
識
的
な
こ
と
で
あ
る

一
の
で
あ
る
が
、
『
徒
然
草
』
に
あ
っ
て
は
そ
の
よ
う
な
一
般
性
は
通
用

し
な
い
の
で
あ
る
。

 
す
な
わ
ち
、
兼
好
に
お
け
る
求
道
の
本
質
は
、
仏
道
的
な
も
の
と
一
致
し
な

い
部
分
を
有
し
て
お
り
、
常
に
宗
教
的
な
観
点
か
ら
兼
好
を
理
解
し
よ
う
と
す

る
こ
と
は
、
慎
重
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

 
兼
好
の
長
者
に
対
す
る
立
場
を
理
解
し
て
い
く
に
は
、
長
者
の
「
常
住
の
思
」

に
も
つ
と
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
兼
好
は
、
所
願
と

銭
と
の
関
係
だ
け
を
も
っ
ぱ
ら
取
り
上
げ
、
長
者
の
常
住
論
に
関
し
て
は
何
も

語
っ
て
い
な
い
。

 
長
者
は
、
「
人
間
常
住
の
思
に
住
し
て
、
仮
に
も
無
常
を
観
ず
る
こ
と
な
か
れ
」

と
語
っ
た
。
こ
の
わ
ざ
わ
ざ
つ
け
加
え
た
「
仮
に
も
無
常
を
観
ず
る
こ
と
な
か

れ
」
と
い
う
言
葉
か
ら
は
、
長
者
が
無
常
を
相
当
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
逆
説

的
に
伝
わ
っ
て
く
る
。
長
者
は
、
常
住
を
掲
げ
な
が
ら
も
、
無
常
を
無
視
で
き

な
い
自
己
矛
盾
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
よ
う
に
さ
え
見
え
る
。

 
無
常
の
道
理
が
わ
か
る
人
が
現
世
の
物
質
的
な
価
値
に
こ
だ
わ
る
こ
と
は
あ

り
得
な
い
。
「
徳
を
つ
く
」
こ
と
と
無
常
の
認
識
は
相
容
れ
な
い
命
題
で
あ
る
。

兼
好
は
、
長
者
が
人
生
の
目
標
の
た
め
に
「
常
住
」
を
掲
げ
る
し
か
な
い
こ
と

を
見
抜
い
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

 
兼
好
は
、
長
者
の
「
常
住
の
思
」
に
つ
い
て
触
れ
て
い
な
い
。
が
、
こ
れ
は
、

兼
好
が
最
も
語
り
た
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
世
の
中
の
無
常
の
道
理
を
認
識

す
る
こ
と
は
兼
好
の
最
大
の
関
心
事
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
「
常
住
」
は
長

者
の
生
き
方
を
支
え
る
第
一
の
条
件
で
あ
っ
た
。
無
常
と
い
う
大
事
を
受
け
入

れ
ず
、
所
願
を
断
っ
て
も
何
の
意
味
も
な
い
。
無
常
と
所
願
の
相
関
関
係
は
、

長
者
に
は
全
く
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
大
福
長
者
を
真
正

面
か
ら
非
難
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
兼
好
は
、
無
常
か
ら
は
一
歩
引
き
、
欲
望

と
銭
と
の
関
係
だ
け
を
取
り
上
げ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

 
兼
好
は
、
長
者
の
人
生
観
が
致
富
の
た
め
に
は
正
論
で
あ
り
得
る
こ
と
を
十

分
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
求
道
者
さ
な
が
ら
の
方
法
論
で
人
生
の
目
標

に
向
か
う
長
者
の
存
在
自
体
を
非
難
し
て
い
な
い
の
は
こ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
長
者
は
、
結
局
無
常
を
直
視
し
て
い
ず
、
兼
好
が
主
張
す
る
生
き
方

か
ら
は
か
け
離
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
兼
好
の
長
者
へ
の
関
心
は
、
批
評
の
対

象
に
し
て
い
る
所
願
と
銭
と
の
関
係
以
上
に
、
実
は
長
者
の
常
住
論
に
向
け
ら

れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
「
常
住
」
と
特
に
二
項
目
目
の
「
万
事
の

用
を
叶
ふ
べ
か
ら
ず
」
と
の
間
の
矛
盾
を
提
示
し
、
長
者
を
は
じ
め
と
す
る
無

常
を
直
視
し
て
い
な
い
人
々
に
そ
の
覚
醒
を
促
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

 
で
は
、
「
貧
富
分
く
所
な
し
。
究
寛
は
理
即
に
等
し
。
大
欲
は
無
欲
に
似
た
り
」
、

兼
好
の
こ
の
結
語
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
解
釈
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
銭
が

あ
っ
て
も
使
わ
な
い
富
者
は
、
結
果
的
に
貧
者
と
同
じ
で
、
銭
が
な
い
た
め
使

え
な
い
貧
者
と
全
く
差
異
が
な
い
。
す
な
わ
ち
、
富
を
遂
げ
て
い
て
も
長
者
の

よ
う
な
生
活
姿
勢
で
は
、
真
の
意
味
で
の
富
者
に
は
な
り
得
な
い
。
「
貧
富
分

（16］



く
所
な
し
し
と
は
、
富
者
が
貧
者
に
見
え
て
く
る
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
語
っ
て
い
る
。

 
「
究
寛
」
と
は
、
天
台
宗
で
説
く
群
羊
の
第
六
で
、
仏
の
悟
り
の
境
地
を
、
「
理

即
」
は
、
第
一
で
凡
夫
の
迷
い
の
境
地
を
言
う
。
つ
ま
り
、
悟
り
の
境
地
は
迷

い
の
境
地
に
等
し
い
と
い
う
意
味
に
な
る
。

 
求
道
的
な
方
法
論
で
自
分
の
主
張
を
繰
り
広
げ
て
は
い
る
も
の
の
、
「
徳
を

つ
く
」
と
い
う
欲
望
に
執
着
す
る
長
者
を
「
究
寛
」
の
境
地
に
い
る
と
は
言
え

な
い
。
し
か
し
、
長
者
の
富
を
蓄
積
す
る
行
為
を
「
大
欲
」
と
し
て
い
る
こ
と
、

そ
れ
に
前
後
の
「
貧
富
酷
く
所
な
し
」
「
大
欲
は
無
欲
に
似
た
り
」
と
い
う
文

と
の
呼
応
関
係
を
考
え
る
な
ら
ば
、
「
究
寛
」
は
長
者
を
喩
え
て
い
る
と
考
え

た
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
い
く
ら
求
道
的
な
方
法
論
を
主
張
し
よ
う
と
も
、
所

願
を
断
じ
て
一
事
に
専
念
す
る
こ
と
が
掲
げ
ら
れ
て
い
よ
う
と
も
、
実
は
長
者

は
何
の
悟
り
も
得
て
お
ら
ず
、
「
理
即
」
に
等
し
い
。
も
し
、
長
者
の
求
道
的

な
可
能
性
を
言
う
も
の
な
ら
、
長
者
は
、
「
理
即
」
に
い
る
と
さ
れ
、
「
理
即
は

究
寛
に
等
し
」
と
あ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

 
兼
好
が
長
者
の
人
生
観
を
多
少
と
も
批
判
し
て
い
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
単
に

長
者
の
「
大
欲
」
に
対
し
て
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
徳
を
つ
く
」
と
い
う
ご

く
世
俗
的
な
目
標
の
た
め
に
、
求
道
者
さ
な
が
ら
の
生
き
方
を
標
榜
す
る
と
い

う
、
目
標
と
方
法
の
平
行
が
必
然
的
に
も
た
ら
す
空
虚
さ
を
批
判
し
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
。

 
銭
を
求
め
る
「
大
欲
」
が
「
無
欲
」
に
似
て
い
る
と
は
、
長
者
の
所
願
を
抑

制
す
る
態
度
を
評
価
す
る
た
め
の
言
葉
で
は
な
い
。
長
者
の
「
大
欲
」
は
、
「
無

欲
」
に
似
て
い
な
が
ら
、
「
無
欲
」
と
は
根
本
的
に
違
う
こ
と
を
強
調
す
る
た

め
の
言
葉
で
は
な
か
ろ
う
か
。
兼
好
は
、
長
者
の
持
論
の
中
か
ら
仏
道
修
行
に

通
じ
る
も
の
が
あ
る
と
考
え
、
最
も
世
俗
的
な
価
値
を
追
求
す
る
長
者
が
求
道

『
徒
然
草
』
に
見
ら
れ
る
経
済
観
 
一
第
二
百
十
七
段
を
中
心
に
一

章
に
近
似
し
て
く
る
こ
と
に
興
味
を
覚
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
貧
富

分
く
底
な
し
。
血
温
は
理
即
に
等
し
。
大
欲
は
無
欲
に
似
た
り
」
は
、
そ
の
二

者
の
間
に
大
き
な
開
き
が
あ
る
こ
と
を
語
る
た
め
の
言
葉
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
Q

 
銭
は
使
っ
て
は
じ
め
て
そ
の
存
在
価
値
が
あ
る
。
銭
を
使
わ
ず
、
欲
望
を
叶

え
な
い
の
は
、
銭
の
効
用
を
全
く
考
慮
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
禁
欲
的
に
銭
を

貯
め
る
だ
け
で
得
ら
れ
る
心
の
満
足
感
は
何
の
意
味
も
な
い
。
無
常
を
認
識
せ

ず
、
世
俗
的
な
欲
望
を
満
た
す
こ
と
も
せ
ず
、
銭
を
貯
め
る
だ
け
の
生
き
方
は
、

兼
好
の
意
識
し
て
い
た
「
利
」
を
求
め
る
こ
と
か
ら
も
程
遠
い
生
き
方
で
あ
る

と
し
か
言
え
な
い
。

 
 
お
わ
り
に
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
勾

 
「
銭
」
は
人
間
の
生
活
に
最
も
密
接
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
無
常
観
の
文
 
 
口

学
で
あ
る
『
徒
然
草
』
の
中
で
は
経
済
的
な
側
面
、
人
間
生
活
に
お
け
る
「
銭
」

の
価
値
に
つ
い
て
の
一
貫
し
た
関
心
が
見
ら
れ
る
。
無
常
の
認
識
と
経
済
的
な

関
心
は
、
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
、
兼
好
の
中
で
共
存
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
銭
の
世
界
は
、
兼
好
に
と
っ
て
、
無
常
を
認
識
す
る
き
っ
か
け
と
な

り
、
と
き
に
は
無
常
の
思
想
を
深
化
さ
せ
る
役
割
を
も
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

 
第
二
百
十
七
段
で
は
、
「
大
福
長
者
」
の
人
生
観
と
、
そ
れ
に
対
す
る
兼
好

の
批
評
が
記
さ
れ
て
い
る
。
兼
好
は
、
長
者
の
常
住
論
に
つ
い
て
は
言
及
せ
ず
、

所
願
を
実
現
し
な
い
銭
の
蓄
積
は
結
果
に
お
い
て
貧
乏
人
と
変
わ
り
が
な
い
と

だ
け
語
っ
て
い
る
。
常
住
論
を
棚
上
げ
に
し
、
所
願
と
銭
と
の
関
係
を
論
評
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
兼
好
は
、
無
常
の
立
場
か
ら
長
者
を
包
容
し
、
無
常
の
自

覚
と
欲
望
の
む
な
し
さ
を
違
う
形
で
伝
え
た
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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