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そ
の
人
が
、
宗
教
と
い
う
も
の
に
対
し
、
ど
の
よ
う
な
意
識
を
持
ち
、
い
か
な
る
態
度
を

と
っ
た
か
を
調
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
の
物
の
考
え
方
・
人
生
観
・
世
界
観
と
い
っ

た
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
重
要
な
手
が
か
り
の
一
つ
が
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
宗
教
が
ほ
と

ん
ど
の
人
に
と
っ
て
、
人
生
の
窮
極
的
問
題
と
し
て
等
閑
に
付
す
こ
と
の
で
き
な
い
存
在
だ

か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
本
稿
で
は
、
鴎
外
が
宗
教
を
い
か
に
考
え
て
い
た
の
か
と
い
う
問

題
を
と
り
あ
げ
て
ゑ
た
い
。
ま
ず
、
作
品
「
か
の
や
う
に
」
を
中
心
と
す
る
い
わ
ゆ
る
秀
麿

物
を
対
象
と
し
て
宗
教
一
般
に
対
す
る
考
え
を
探
り
、
次
に
、
鴎
外
と
既
成
の
宗
教
と
の
関

係
を
調
べ
、
最
後
に
生
死
観
に
言
及
す
る
こ
と
と
す
る
。

明
治
四
十
三
年
五
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
、
大
逆
事
件
に
よ
り
、
多
く
の
「
無
政
府
主
義

者
」
が
検
挙
さ
れ
、
に
わ
か
に
「
危
険
思
想
」
の
問
題
が
か
ま
び
す
し
く
な
っ
て
き
た
。
鴎

外
も
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
考
え
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
十
一
月
十
四
日
に
は
、
小
倉
時
代
以

来
泥
懇
の
間
柄
に
あ
っ
た
禅
僧
玉
水
俊
嫉
に
、
「
無
政
府
党
事
件
人
心
ノ
イ
カ
ニ
険
悪
一
一
赴

ク
ヵ
ト
云
う
事
相
知
し
懐
然
ト
イ
タ
シ
候
宗
教
家
〈
一
層
努
力
シ
テ
人
心
ヲ
善
キ
方
二
導
力

ザ
ル
ベ
ヵ
ラ
ズ
ト
存
候
殊
二
彼
匪
徒
〈
概
皆
読
書
家
ナ
ル
由
ナ
レ
零
〈
読
書
家
ノ
為
メ
ノ
宗
教

ダ
ル
禅
ノ
如
キ
ハ
其
衝
二
当
ル
ベ
キ
モ
ノ
ヵ
ト
存
候
」
と
書
き
送
っ
て
い
る
。
鴎
外
は
、
大

逆
事
件
に
か
か
わ
る
幸
徳
秋
水
を
は
じ
め
と
す
る
諸
人
物
を
「
匪
徒
」
と
見
な
し
て
い
た
け

れ
ど
も
、
一
方
で
、
世
間
一
般
や
当
局
が
、
個
人
主
義
・
自
由
主
義
・
無
政
府
主
義
あ
る
い

は
ま
た
自
然
主
義
の
思
想
を
混
同
し
て
受
け
取
り
、
た
め
に
学
問
・
芸
術
の
自
由
な
発
展
・

活
動
が
制
約
を
受
け
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
を
倶
れ
、
「
沈
黙
の
塔
」
（
明
娼
。
ｕ
）
や
「
食
堂
」

（
同
、
）
等
の
作
品
を
発
表
し
て
「
反
動
者
」
の
動
き
を
憂
慮
し
て
い
た
。
ま
た
、
彼
自
身

と
し
て
も
、
そ
う
し
た
思
想
問
題
に
つ
い
て
は
早
く
か
ら
考
え
を
め
ぐ
ら
せ
て
お
り
、
そ
れ

ま
で
の
思
索
の
跡
を
も
収
め
た
形
で
、
四
十
二
年
十
月
『
太
陽
』
に
「
現
代
思
想
」
な
る
一

森
鴎
外
の
宗
教
観

I

炉
の
言
・
詞
呉
○
ぬ
巴
行
○
匡
竺
○
○
丙
○
口
宛
里
侭
ざ
ロ

文
を
掲
げ
た
が
、
以
後
も
こ
う
し
た
面
へ
の
強
い
関
心
を
抱
き
続
け
た
の
で
あ
っ
た
。

と
も
か
く
も
、
大
逆
事
件
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
古
い
秩
序
が
一
気
に
崩
れ

去
ろ
う
と
し
、
新
し
い
も
の
が
ど
の
よ
う
な
形
で
出
て
く
る
の
か
危
ぶ
ま
れ
る
と
い
う
混
沌

と
し
た
情
勢
を
鴎
外
は
感
じ
取
っ
た
。
そ
し
て
、
澱
石
の
い
う
「
内
発
的
」
な
開
化
の
十
分

な
さ
れ
て
い
な
い
日
本
の
社
会
の
現
状
を
考
慮
す
る
と
き
、
急
激
的
・
破
壊
的
な
も
の
の
拾

頭
す
る
こ
と
を
懸
念
す
る
気
持
ち
も
い
っ
そ
う
強
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
な

か
で
、
古
い
も
の
と
新
し
い
も
の
、
か
れ
を
維
持
し
つ
つ
、
こ
れ
を
認
め
て
、
穏
健
な
流
れ

の
中
に
す
べ
て
を
運
ん
で
い
け
る
よ
う
な
方
策
に
つ
い
て
考
え
た
の
で
あ
る
が
、
四
十
五
年

一
月
『
中
央
公
論
』
に
掲
載
し
た
「
か
の
や
う
に
」
は
、
そ
う
い
う
問
題
へ
の
見
解
を
示
し

た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
四
十
四
年
二
月
に
は
南
北
朝
正
閏
論
争
が
起
き
、
鴎
外
も
こ
れ

に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
ら
し
い
。
「
か
の
や
う
に
」
執
筆
の
事
情
は
、
女
婿
山
田
珠
樹
宛
書

簡
（
大
７
．
ｕ
・
肥
）
に
語
り
明
か
さ
れ
て
い
る
が
、
作
品
の
主
題
の
一
つ
が
、
歴
史
と
神

話
を
め
ぐ
る
問
題
に
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
そ
う
し
た
こ
と
を
反
映
し
た
も
の
と
も
い
え
る

で
あ
ろ
う
。
宗
教
に
対
す
る
鴎
外
の
関
心
は
、
如
上
の
こ
と
す
な
わ
ち
危
険
思
想
の
問
題
と

織
り
合
わ
さ
れ
た
形
で
示
さ
れ
て
い
る
。

「
か
の
や
う
に
」
で
は
、
国
史
を
専
攻
す
る
若
い
学
者
五
条
秀
麿
を
中
心
に
、
彼
の
父
お

よ
び
画
家
で
友
人
の
綾
小
路
の
三
人
が
、
新
旧
の
世
代
、
科
学
・
芸
術
に
携
わ
る
者
を
代
表

す
る
恰
好
で
、
当
代
に
お
け
る
宗
教
・
歴
史
の
思
想
的
問
題
に
関
し
て
各
自
の
見
解
が
示
さ

れ
、
意
見
の
交
換
も
な
さ
れ
る
。
ま
ず
ド
イ
ツ
で
の
ハ
ル
ナ
ッ
ク
周
閏
』
の
扇
冨
ぐ
姿
号
屋

国
胃
愚
民
口
田
胃
ｌ
届
曽
）
の
新
教
神
学
を
彼
地
か
ら
紹
介
し
て
き
た
秀
麿
の
書
簡
に
つ
い

て
、
父
が
考
え
を
め
ぐ
ら
せ
る
が
、
ど
う
か
息
子
が
穏
健
な
思
想
を
持
っ
て
帰
っ
て
く
る
よ

う
に
と
い
う
と
こ
ろ
へ
行
き
つ
く
。
手
紙
の
内
容
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、
政

治
は
多
数
を
動
か
し
て
い
る
宗
教
を
重
く
見
な
け
れ
ば
う
ま
く
行
な
わ
れ
な
い
の
で
あ
る

清
田
文
武

司
匡
邑
昌
ご
丙
の
の
両
胃
弓
少

あ
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が
、
〈
ル
ナ
ッ
ク
の
神
学
は
政
治
に
そ
の
基
礎
を
与
え
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
政
治
の

都
合
の
よ
い
よ
う
に
神
学
上
の
意
見
を
柾
げ
な
い
で
や
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
か
れ
を
維

持
し
、
こ
れ
を
承
認
す
る
と
い
っ
た
こ
と
に
自
ず
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
国
家
が
強
固

な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
著
書
を
緒
く
と
、
信
仰
を
し
な
い
ま
で
も
宗

教
の
必
要
性
を
認
め
る
穏
健
な
思
想
を
持
て
る
よ
う
に
な
る
。

秀
麿
は
、
「
学
問
を
し
た
も
の
に
は
、
宗
教
家
の
謂
ふ
「
信
仰
」
は
無
い
。
さ
う
云
ふ

人
、
即
ち
教
育
が
あ
っ
て
信
仰
の
な
い
人
に
、
単
に
神
を
尊
敬
し
ろ
、
福
音
を
尊
敬
し
ろ
と

云
っ
て
も
、
そ
れ
は
出
来
な
い
。
」
と
考
え
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
た
だ
ち
に
宗
教
を
認
め

ず
、
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
の
方
向
に
走
る
こ
と
に
な
る
の
を
恐
れ
る
。
信
仰
は
し
な
く
て
も
、
宗

教
の
必
要
性
を
理
性
的
に
認
め
、
在
来
の
秩
序
を
破
壊
せ
ず
、
穏
健
な
思
想
を
持
つ
よ
う
に

な
る
ｌ
そ
う
し
た
点
で
〈
ル
ナ
ッ
ク
ヘ
の
関
心
は
向
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
父
へ
手
紙
を

し
た
た
め
た
の
は
、
自
分
の
学
的
立
場
を
損
う
こ
と
な
く
、
穏
当
な
拠
を
求
め
よ
う
と
す
る

自
己
を
識
っ
て
欲
し
い
と
い
う
心
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
ま
た
自
分
の
思
想
を
確
認

す
る
と
い
う
意
味
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
秀
麿
は
当
面
の
課
題
に
対
処
す
る
に
、

フ
ァ
イ
ヒ
ン
ゲ
ル
国
四
口
の
ぐ
禺
冨
畠
①
只
岳
認
ｌ
ご
雷
）
の
ア
ル
ス
・
オ
ッ
プ
の
哲
学
》
》
目
①

要
匡
○
の
ｏ
冒
蔚
号
の
崖
の
○
豆
．
に
足
場
を
探
そ
う
と
す
る
。
画
家
の
綾
小
路
に
、
そ
の
ア

ル
ス
・
オ
ッ
プ
と
は
何
か
と
質
さ
れ
て
、
「
か
の
や
う
に
と
で
も
云
っ
た
ら
好
い
の
だ
ら

う
。
妙
な
所
を
押
さ
へ
て
、
考
を
押
し
広
め
て
行
っ
た
も
の
だ
が
、
不
思
議
に
僕
の
立
場
其

儘
を
説
明
し
て
く
れ
る
や
う
で
、
愉
快
で
溜
ま
ら
な
い
」
と
述
べ
て
、
神
話
と
歴
史
・
宗
教

と
科
学
と
い
う
容
易
に
は
相
容
れ
な
い
よ
う
な
課
題
へ
の
穏
健
な
解
決
策
と
し
て
、
擬
設
か

ら
物
事
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
か
の
よ
う
に
の
論
理
を
提
出
す
る
。
そ
し
て
、
「
人
間
の
知

識
、
学
問
は
狐
置
き
、
宗
教
で
も
な
ん
で
も
、
そ
の
根
本
を
調
べ
て
見
る
と
、
事
実
と
し
て

証
拠
立
て
ら
れ
な
い
或
る
物
を
建
立
し
て
ゐ
る
。
即
ち
か
の
や
う
に
が
土
台
に
横
は
っ
て
ゐ

る
の
だ
」
と
説
明
を
続
け
る
。
二
人
の
間
に
は
さ
ら
に
話
が
交
わ
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
つ
い

に
秀
麿
の
心
中
に
は
確
乎
た
る
立
場
は
築
か
れ
な
か
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
「
山
の
手

の
日
曜
日
の
寂
し
さ
が
、
二
人
の
周
囲
を
依
然
支
配
し
て
ゐ
る
ｏ
」
と
結
ぶ
作
品
の
ふ
っ
き

り
の
わ
る
さ
が
こ
の
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
以
後
い
わ
ゆ
る
秀
麿
物
が
書
き
継
ぶ
れ
た
の

も
そ
の
た
め
に
他
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
は
、
宗
教
も
フ
ァ
イ
ヒ
ン
ゲ
ル
の
理
論
を
と
お
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
が
、
「
不

思
議
に
僕
の
立
場
其
儘
を
説
明
し
て
く
れ
る
や
う
で
」
と
あ
る
の
で
、
む
ろ
ん
そ
う
し
た
思

考
は
す
で
に
秀
麿
も
め
ぐ
ら
せ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
彼
は
、
先
祖
の
霊
に
つ
い
て
は
、
在
る

か
の
よ
う
に
考
え
る
の
だ
と
い
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
フ
ァ
イ
ヒ
ン
ゲ
ル
に
お
け
る
神
の

観
念
の
考
え
方
に
近
い
発
想
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
あ
た
か
も
存
在
す
る
か
の
ょ

、

う
に
考
え
る
と
こ
ろ
に
生
ず
る
虚
構
的
な
表
象
で
あ
り
、
生
活
目
標
に
と
っ
て
有
用
な
虚
構

に
他
な
ら
な
い
と
す
る
見
方
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
間
接
的
に
は
神
の
存
在
を
認
め
な
い

立
場
と
解
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
否
定
し
、
宗
教
を
も
否
定
す
る
と
い
っ
た
態
度
で
は

な
く
、
実
際
に
効
果
が
あ
る
か
ぎ
り
は
、
真
実
と
し
て
こ
れ
を
認
め
よ
う
と
す
る
方
向
な
の

で
あ
る
。
秀
麿
が
鴎
外
の
分
身
で
あ
る
こ
と
は
断
わ
る
ま
で
も
な
い
が
、
理
性
的
・
主
知
的

で
、
自
然
科
学
者
で
も
あ
っ
た
鴎
外
に
と
っ
て
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
傾
向
に
あ
る
フ
ァ

イ
ヒ
ン
ゲ
ル
の
理
論
に
共
鳴
し
や
す
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
山
室
静

氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
フ
ァ
イ
ヒ
ン
ゲ
ル
が
新
カ
ン
ト
派
の
有
力
な
準
備
者
に
な
り

え
た
と
い
う
事
実
も
、
鴎
外
を
考
え
る
と
き
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
点
で
あ
る
に
ち
が
い
な

へ
１
１
）

い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
フ
ァ
イ
ヒ
ン
ゲ
ル
の
理
論
に
自
己
の
足
場
を
求

め
た
形
に
な
っ
て
い
る
。

鴎
外
は
、
「
か
の
や
う
に
」
に
続
い
て
「
吃
逆
」
（
明
岨
・
５
）
を
著
わ
し
た
。
こ
の
作

品
に
は
、
秀
麿
・
綾
小
路
の
他
に
、
ド
イ
ツ
で
オ
イ
ケ
ン
詞
屋
号
露
同
月
訂
ロ
（
岳
孟
ｌ
］
巴
巴

の
許
に
い
て
帰
朝
し
た
ば
か
り
の
幣
原
が
出
る
。
前
作
で
フ
ァ
イ
ヒ
ン
ゲ
ル
を
持
ち
出
し
た

よ
う
に
、
「
吃
逆
」
で
は
オ
イ
ヶ
ン
の
思
想
を
作
品
の
軸
に
据
え
る
。
新
し
い
時
代
は
新
し
い

宗
教
を
必
要
と
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
理
想
主
義
的
立
場
か
ら
の
精
神
的
生
の
巴
の
扇
の
‐

宕
言
ロ
を
説
き
、
混
沌
と
し
た
時
代
の
中
に
、
一
つ
の
精
神
的
紐
帯
を
求
め
よ
う
と
す
る
オ

イ
ケ
ン
の
思
想
を
友
人
幣
原
が
紹
介
し
、
秀
麿
が
聞
き
手
に
ま
わ
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
、

こ
の
作
品
は
書
き
す
す
め
ら
れ
る
。
秀
麿
は
そ
の
中
で
宗
教
に
つ
い
て
、

今
の
矛
盾
の
中
か
ら
人
間
を
救
ひ
出
す
、
新
し
い
聯
結
と
し
て
、
宗
教
を
求
め
る
と
云

ふ
以
上
は
、
ど
う
し
て
も
或
る
目
前
の
障
磯
を
排
し
、
或
る
目
前
の
抑
制
に
打
ち
勝
っ

て
、
向
う
に
新
し
い
生
活
を
望
む
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
過
去
に
拘
泥
し
て
は

駄
目
だ
。
仏
教
の
浄
土
の
や
う
な
、
ク
リ
ス
ト
教
の
楽
園
の
や
う
な
も
の
が
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
無
論
そ
れ
は
彼
岸
に
は
限
ら
な
い
。
此
岸
で
も
好
い
。
い
や
。
此
岸
で
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
さ
う
云
ふ
物
は
是
非
い
る
。
社
会
主
義
者
で
さ
へ
目
呂
冨
は
持

っ
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
ね
。

と
考
え
を
述
ぺ
る
が
、
こ
こ
に
鴎
外
の
宗
教
観
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
。
彼
は
、
宗
教
が
彼
岸
を
志
向
す
る
も
の
で
は
な
く
、
現
実
に
力
点
を
置
い
た
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
現
実
の
生
活
の
中
に
あ
っ
て
、
理
想
を
各
人
に
与
え
る

も
の
と
し
て
宗
教
は
期
待
さ
れ
る
よ
う
で
あ
り
、
神
・
絶
対
者
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、

人
間
の
側
に
中
心
が
置
か
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
見
解
が
ほ
の
見
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、

一
般
の
人
の
帰
趣
を
既
成
の
一
宗
教
に
限
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
が
、
如
上
の
考
え

は
、
い
わ
ゆ
る
信
仰
の
人
で
は
な
か
っ
た
鴎
外
に
と
っ
て
、
ご
く
自
然
に
行
き
つ
く
と
こ
ろ

“
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で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
高
橋
義
孝
氏
は
、
作
品
「
か
の
や
う
に
」
に
つ
い
て
の
解
説
の
中
で
、
「
幸

徳
秋
水
事
件
以
来
、
古
い
権
威
に
対
す
る
疑
惑
が
日
本
の
社
会
の
中
に
も
は
っ
き
り
と
頭
を

も
た
げ
て
く
る
ｅ
神
、
皇
室
な
ど
の
よ
う
な
タ
ブ
ー
が
ぐ
ら
つ
い
て
く
る
。
保
守
陣
営
の
最

も
す
ぐ
れ
た
知
能
と
し
て
の
鴎
外
が
、
こ
れ
で
は
い
か
ん
と
い
う
の
で
筆
を
執
っ
て
書
い
た

と
い
う
感
じ
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で
よ
く
読
ん
で
承
る
と
、
鴎
外
の
理
智
は
そ
う
い
う
タ
ブ
ー

の
正
体
を
ち
や
ん
と
見
ぬ
い
て
い
て
、
む
し
ろ
噺
笑
っ
て
い
た
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。
」

（
〈
垂
）

と
し
て
い
る
。
氏
の
こ
う
し
た
見
解
に
は
問
題
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
「
タ
ブ
ー
の
正
体
」

は
さ
て
お
く
と
し
て
、
「
見
ぬ
く
」
と
い
う
こ
と
は
、
鴎
外
に
お
け
る
宗
教
の
問
題
を
考
え

る
と
き
、
示
唆
的
な
観
点
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
宗
教
が
鴎
外

自
身
に
あ
っ
て
は
い
か
な
る
存
在
に
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
か
を
見
極
め
て
い
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
理
性
的
で
あ
り
、
合
理
的
精
神
を
持
つ
自
己
に
と
っ
て
、
宗
教
の
果
し
う
る
役

割
の
限
界
を
見
ぬ
き
、
宗
教
的
解
脱
・
絶
対
界
へ
の
悟
入
と
い
う
よ
う
な
高
い
次
元
に
お
い

て
は
、
こ
れ
に
見
切
り
を
つ
け
て
い
た
の
が
、
宗
教
に
対
す
る
鴎
外
の
態
度
の
基
調
で
は
な

か
っ
た
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
詳
説
は
後
に
譲
ら
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
秀
麿
物
に
お
け

る
論
理
の
展
開
も
、
そ
う
し
た
態
度
の
上
に
な
さ
れ
た
と
い
う
観
が
あ
る
。
フ
ァ
イ
ヒ
ン
ゲ

ル
に
拠
を
見
出
し
た
と
こ
ろ
に
そ
れ
は
明
確
に
窺
え
る
の
で
あ
り
、
オ
イ
ケ
ン
に
依
拠
し
た

の
も
、
論
理
上
の
一
応
の
足
場
を
求
め
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ

う
な
鴎
外
も
、
宗
教
を
否
定
的
な
方
向
で
捉
え
て
は
い
ず
、
フ
ァ
イ
ヒ
ン
ゲ
ル
で
も
オ
イ
ケ

ン
で
も
彼
ら
の
思
想
を
援
用
す
る
と
き
、
そ
れ
ら
を
、
前
途
に
光
明
を
見
出
し
て
進
ん
で
い

こ
う
と
す
る
態
度
の
中
に
組
承
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
て
よ
い
。

藤
田
富
雄
氏
は
、
宗
教
の
機
能
を
八
補
償
８
日
罵
口
の
画
亘
ｏ
ｐ
Ｖ
と
八
統
合
宮
ｇ
胃
胃
ざ
ｐ
Ｖ

の
二
機
能
か
ら
説
明
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
個
人
・
社
会
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
同
時
に

働
い
て
い
る
と
し
、
こ
の
う
ち
社
会
に
お
け
る
統
合
的
機
能
を
、
「
社
会
の
統
一
を
保
持
す

る
た
め
の
精
神
的
基
礎
を
与
え
、
積
極
的
に
社
会
の
パ
タ
ー
ン
を
維
持
し
、
社
会
の
意
味
づ

（
Ｑ
ｕ
）

け
を
行
な
う
」
と
解
説
し
て
い
る
。
鴎
外
は
、
秀
麿
物
に
お
い
て
は
、
宗
教
を
主
と
し
て
こ

う
し
た
観
点
か
ら
捉
え
て
お
り
、
先
に
引
用
し
た
俊
雄
宛
書
簡
に
も
窺
え
る
よ
う
に
「
人
心

ヲ
善
キ
方
二
導
」
く
た
め
の
も
の
と
見
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
ず
と
秩
序
の
問

題
に
関
連
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
「
藤
棚
」
（
明
媚
・
６
）
が
書
か
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
ゆ
え

ん
も
そ
こ
に
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
以
上
観
察
し
て
き
た
よ
う
な
鴎
外
の
宗
教
の
捉
え
方
は
、
む

ろ
ん
秀
麿
物
と
い
う
一
連
の
作
品
成
立
の
特
殊
な
事
情
に
よ
る
に
ち
が
い
な
い
け
れ
ど
も
、

鴎
外
と
宗
教
と
の
関
係
の
あ
り
よ
う
の
一
面
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

一
一
一

’

す
で
に
検
討
し
た
と
お
り
、
鴎
外
は
、
秀
麿
物
で
は
、
宗
教
を
政
治
・
思
想
等
、
主
と
し

て
社
会
と
の
関
連
で
外
在
的
に
捉
え
て
い
た
。
鴎
外
と
宗
教
と
の
そ
う
し
た
関
連
の
仕
方
に

彼
の
一
面
は
現
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
も
と
よ
り
、
個
人
の
内
面
的
問
題
と
の
か

か
わ
り
で
も
相
当
考
え
を
め
ぐ
ら
せ
る
と
こ
ろ
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
Ｑ

鴎
外
は
、
明
治
三
十
二
年
の
夏
か
ら
足
か
け
四
年
の
歳
月
を
九
州
小
倉
で
送
っ
た
が
、
こ

の
期
間
は
彼
に
と
っ
て
は
、
い
わ
ば
不
遇
の
時
代
で
あ
っ
た
。
こ
の
間
禅
僧
た
ち
に
も
接

し
、
宗
教
へ
の
近
寄
り
を
示
し
た
よ
う
で
あ
り
、
彼
地
か
ら
母
峰
子
に
宛
て
て
、
妹
小
金
井

喜
美
子
の
こ
と
を
案
じ
、

お
き
ゑ
さ
ん
の
書
状
を
見
る
ご
と
に
、
何
と
か
し
て
道
を
学
ぶ
と
い
ふ
こ
と
を
始
め
ら

れ
た
し
と
存
候
。
道
と
は
儒
教
で
も
仏
教
で
も
西
洋
の
哲
学
で
も
好
け
れ
ど
、
西
洋
の

哲
学
な
ど
は
宜
し
き
師
な
き
故
、
儒
で
も
仏
で
も
ち
と
深
き
と
こ
ろ
を
心
得
た
る
人
を

た
づ
ね
て
聰
か
れ
度
候
。
（
中
略
）
少
し
こ
の
方
に
意
を
用
ゐ
ら
れ
候
は
ぱ
、
人
は
何

の
た
め
に
世
に
あ
り
、
何
事
を
な
し
て
好
き
か
と
い
ふ
こ
と
を
考
ふ
る
や
う
に
な
ら
る

る
な
ら
ん
。
考
へ
だ
に
せ
ば
、
儒
を
聞
き
て
儒
を
疑
ひ
、
仏
を
聞
き
て
仏
を
疑
ひ
て
も

好
し
。
疑
へ
ぱ
い
つ
か
其
疑
の
解
く
る
こ
と
あ
り
、
そ
れ
が
道
が
わ
か
る
と
い
ふ
も
の

に
候
。
道
が
わ
か
れ
ば
い
は
ゆ
る
家
事
が
非
常
に
愉
快
に
な
る
、
非
常
に
大
切
な
る
こ

と
と
な
る
筈
に
候
。
叉
芸
に
秀
づ
る
人
は
、
臂
へ
ぱ
花
ば
か
り
咲
く
草
木
の
如
し
。
松

柏
な
ど
は
花
は
無
き
に
同
じ
。
さ
れ
ど
松
柏
を
劣
れ
り
と
は
す
べ
か
ら
ず
候
・
何
で
も

お
の
れ
の
目
前
の
地
位
に
処
す
る
手
段
を
工
夫
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
に
候
。

と
書
き
送
っ
て
い
る
（
明
別
月
不
詳
）
。
儒
教
で
も
仏
教
で
も
西
洋
哲
学
で
も
と
い
っ
て
い

る
が
、
こ
の
よ
う
に
し
た
た
め
た
鴎
外
の
内
面
に
は
、
疑
い
に
徹
し
た
果
に
開
け
て
く
る
境

地
を
待
ち
の
ぞ
む
よ
う
な
態
度
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
禅
僧
た
ち
と
の
接
触
に
よ
っ
て

も
た
ら
さ
れ
た
宗
教
・
禅
に
関
す
る
知
識
・
理
解
も
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
く
、
疑
う
と
い
う

意
識
の
強
く
働
い
て
い
る
点
で
、
な
に
か
禅
的
な
匂
い
が
し
な
い
で
も
な
い
。
し
か
し
、
彼

に
あ
っ
て
、
宗
教
は
、
倫
理
・
哲
学
と
い
っ
た
理
性
の
学
と
同
列
に
並
ぶ
も
の
と
し
て
捉
え

ら
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
思
想
を
越
え
て
い
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
信
仰
の
世
界
で
考
え

ら
れ
る
も
の
と
も
な
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
「
目
前
の
地
位
に
処
す
る
」
た
め
の
極
め
て

現
実
的
な
一
手
段
に
他
な
ら
ず
、
理
知
的
・
合
理
的
思
考
の
中
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
同
じ
こ
ろ
、
「
お
君
さ
ん
の
安
心
立
命
の
出
来
ぬ
は
矢
張
倫
理
と
か
宗
教
と
か
の
本
を

読
ま
ぬ
為
め
と
存
候
」
と
母
に
宛
て
、
王
陽
明
の
『
伝
習
録
』
と
ヴ
ン
ト
ミ
筐
言
』
日

弓
目
鼻
（
届
箇
ｌ
届
呂
）
の
心
理
学
、
唯
識
論
と
ハ
ル
ト
マ
ン
ヨ
呂
己
ぐ
。
回
国
胃
芹
目
四
目

（
届
占
ｌ
遍
急
）
に
つ
い
て
触
れ
た
後
、
「
此
の
如
き
事
を
考
ふ
れ
ば
、
私
の
如
く
信
仰
と

い
ふ
こ
と
も
な
く
安
心
立
命
と
は
行
か
ぬ
流
儀
の
人
間
に
て
も
多
少
世
間
の
事
に
苦
め
ら
る

の
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大
正
十
年
秋
、
晩
年
の
鴎
外
は
、
正
倉
院
曝
凉
の
た
め
に
赴
い
た
旅
先
の
奈
良
か
ら
、
妻

茂
子
に
宛
て
て
次
の
よ
う
な
手
紙
を
書
い
て
い
る
。

中
館
の
所
へ
往
か
れ
る
気
に
な
っ
た
時
は
往
く
が
ょ
か
ら
う
。
人
は
え
ら
い
人
か
ら
凡

俗
ま
で
曲
り
さ
う
に
な
る
心
を
た
め
な
ほ
し
て
行
く
も
の
で
あ
ら
う
。
そ
れ
が
え
ら
い

人
の
は
は
た
か
ら
見
れ
ば
い
つ
も
真
直
に
見
え
る
。
大
臣
に
な
る
や
う
な
世
わ
た
り
上

シ
ン

手
は
そ
の
真
直
に
見
え
る
外
か
は
だ
け
に
骨
を
折
る
。
真
直
に
見
え
る
や
ぅ
に
心
か
ら

し
あ
げ
る
の
が
真
の
人
物
で
あ
ら
う
。
と
に
か
く
人
に
疵
や
ぼ
ろ
を
出
し
て
一
生
を
を

へ
夕

は
る
の
は
第
一
に
下
手
な
事
（
此
裏
が
世
わ
た
り
上
手
）
第
二
は
心
か
ら
つ
ま
ら
ぬ
事

捨
て
上
し
ま
ひ
た
い
事
（
此
裏
が
真
の
人
物
）
で
は
な
い
か
。
曲
る
も
の
を
た
め
な
ほ

す
定
木
は
仏
法
で
も
孔
子
の
教
で
も
西
洋
哲
学
で
も
な
ん
で
も
好
い
・
只
香
を
た
い
て

安
坐
し
て
ゐ
て
も
好
い
・
中
館
の
連
中
も
そ
こ
を
教
へ
る
の
だ
。

こ
の
書
簡
の
内
容
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
冒
頭
の
中
館
な
る
人
物
に
触
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

こ
の
中
館
と
は
陸
軍
省
医
務
局
内
に
い
た
中
館
長
三
郎
の
こ
と
で
あ
り
、
「
自
紀
材
料
」

明
治
三
十
三
年
三
月
十
七
日
の
と
こ
ろ
に
そ
の
名
を
見
出
せ
る
が
、
四
十
一
年
か
ら
、
日
記

に
は
頻
繁
に
出
て
く
る
。
そ
し
て
、
鴎
外
が
四
十
年
十
一
月
医
務
局
長
に
就
任
し
た
間
も
な

鴎
外
は
罪
と
い
う
も
の
と
の
か
か
わ
り
で
宗
教
的
心
情
が
呼
び
さ
ま
さ
れ
る
と
い
っ
た
傾
向

（
４
今
）

は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
方
向
は
浄
土
門
よ
り
も
聖
道
門
に
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

る
こ
と
な
く
自
得
す
る
や
う
な
る
処
も
有
之
や
う
存
候
」
と
述
べ
て
い
る
。
鴎
外
は
こ
の
よ

う
に
、
認
識
的
・
理
性
的
に
、
独
自
の
仕
方
で
心
の
平
静
を
得
よ
う
と
し
、
事
実
、
自
得
す

る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
既
存
の
宗
教
の
ど
れ
か
を
特
に
依
り
ど
こ
ろ
と
す

る
と
い
つ
た
ふ
う
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

そ
れ
に
し
て
も
、
鴎
外
が
宗
教
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
を
い
れ
な
い
。

青
春
時
代
、
ド
イ
ツ
に
留
学
し
、
異
郷
の
空
気
に
接
し
、
宗
教
的
な
点
で
意
識
を
呼
び
起

こ
さ
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
鴎
外
は
、
一
般
の
人
の
帰
趣
を
既
成
の
一
宗
教

に
限
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
主
張
し
つ
つ
も
、
日
本
人
は
や
は
り
仏
教
に
い
く
の
が
自
然
で

あ
る
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
自
身
に
あ
っ
て
は
最
も
禅
に
関
心
を
示
し

た
。
そ
れ
は
、
小
倉
に
お
け
る
生
活
・
環
境
や
幼
少
時
の
精
神
的
風
土
に
負
う
と
こ
ろ
が
あ

っ
た
だ
ろ
う
し
、
ま
た
見
性
成
仏
を
そ
の
宗
教
理
念
と
す
る
禅
の
性
格
も
与
っ
て
い
た
は
ず

で
あ
る
。
鴎
外
は
、
禅
を
「
読
書
家
ノ
為
メ
ノ
宗
教
」
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
も
い
た
か

ら
、
彼
自
身
も
宗
教
の
門
を
ま
ず
知
的
な
手
で
敲
く
し
か
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
し
、
そ
の

窮
極
は
と
も
あ
れ
自
力
的
方
向
に
あ
る
こ
の
宗
教
に
接
近
し
て
い
っ
た
の
も
、
ご
く
自
然
の

な
り
ゆ
き
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
ま
た
、
家
永
三
郎
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、

P

く
の
、
翌
年
六
月
に
中
館
は
第
四
師
団
（
大
阪
）
へ
の
転
出
が
決
ま
っ
た
。
そ
の
際
鴎
外
は

西
下
す
る
彼
の
た
め
に
宴
を
張
り
、
新
橋
駅
頭
に
も
見
送
っ
て
い
る
。
四
十
三
年
七
月
十
七

日
付
の
手
紙
に
は
「
中
館
軍
医
長
殿
」
と
宛
名
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
「
大
阪
市
〈
陸
軍
一
一

対
ス
ル
感
情
ヨ
ロ
シ
カ
ラ
ザ
ル
地
」
（
中
館
宛
書
簡
、
明
岨
・
８
．
３
）
と
感
じ
て
い
た
か

ら
へ
侍
む
と
こ
ろ
の
あ
る
服
心
の
部
下
を
一
時
彼
地
に
配
す
る
と
い
っ
た
気
持
ち
も
多
分
に

あ
っ
た
だ
ろ
う
。
二
人
の
間
に
は
、
以
後
公
私
と
も
に
親
し
い
交
際
が
続
い
て
い
た
よ
う
で

あ
り
、
そ
の
間
の
事
情
は
、
書
簡
・
日
記
等
に
容
易
に
徴
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
鴎
外
は
小

倉
に
お
い
て
禅
僧
に
接
し
、
仏
教
思
想
を
学
ん
だ
わ
け
で
あ
る
が
、
大
正
時
代
に
入
っ
て
か

ら
、
そ
う
い
う
機
会
と
場
を
与
え
て
く
れ
た
の
が
、
こ
の
中
館
長
三
郎
で
あ
っ
た
。
五
年

秋
、
す
で
に
医
務
局
長
を
辞
し
て
い
た
鴎
外
は
、
中
館
の
家
で
、
当
時
名
の
高
か
っ
た
南
天

棒
郁
州
に
会
っ
て
い
る
。
南
天
棒
は
、
徳
山
の
大
成
寺
、
松
島
の
瑞
厳
寺
を
経
て
、
兵
庫
の

海
清
寺
住
職
と
な
り
、
こ
こ
を
足
場
に
禅
の
普
及
に
努
め
て
い
た
が
、
こ
の
と
き
七
十
七
歳

で
あ
っ
た
。
若
い
頃
の
漱
石
も
瑞
厳
寺
に
こ
の
禅
僧
の
一
棒
を
喫
し
よ
う
と
思
い
た
っ
た
こ

と
が
あ
っ
た
ら
し
く
、
乃
木
大
将
も
深
く
帰
依
し
て
い
た
と
い
う
。
と
こ
ろ
で
鴎
外
の
在
職

中
、
中
館
が
禅
を
学
ん
で
い
る
こ
と
を
知
っ
て
、
問
い
質
す
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、

中
館
は
、
「
拙
は
今
法
の
時
処
位
に
在
ら
ず
、
恐
く
は
貴
問
を
満
足
せ
し
む
る
に
足
ら
ざ
る

く
し
、
且
つ
禅
の
参
間
は
一
師
一
弟
な
る
を
要
す
。
拙
が
法
兄
飯
田
樵
隠
老
居
士
は
禅
墨
一

百
年
来
の
達
道
に
し
て
、
毎
月
東
京
の
禅
会
に
参
問
を
受
け
つ
つ
あ
り
。
貴
問
を
満
足
せ
し

（
頁
〕
）

む
る
に
足
ら
ん
。
」
と
答
え
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
経
緯
か
ら
鴎
外
は
飯
田
穗
隠
の
譽

咳
に
接
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
大
正
六
年
一
月
二
十
四
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
日

記
に
は
、
「
晴
。
北
風
寒
甚
。
夕
至
中
館
長
三
郎
家
。
聴
飯
田
瀧
隠
提
唱
心
経
。
飯
田
者
南

天
棒
郁
州
嗣
法
弟
子
也
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
こ
の
と
き
を
含
め
、
穂
隠
の
許
に
二

度
参
問
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
代
々
木
の
中
館
の
と
こ
ろ
に
は
当
時
名
の
高
か

っ
た
禅
僧
た
ち
が
出
入
り
し
て
お
り
、
妻
宛
書
尺
の
「
中
館
の
連
中
」
と
は
、
こ
の
僧
た
ち

か
、
あ
る
い
は
彼
ら
に
近
い
人
物
を
指
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
先
の
書
簡
を
閲
す
る
に
、
鴎
外
は
宗
教
と
い
う
も
の
を
現
実
的
な
立
場
で
捉
え
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
仏
教
・
儒
教
・
西
洋
哲
学
は
同
一
次
元
で
考
え
ら
れ
て
お
り
、
少
し

で
も
心
の
平
安
・
平
静
を
も
た
ら
す
も
の
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
倫
理
思
想
や
心
理
学
で
も
、

宗
教
的
な
位
地
に
あ
り
う
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
自
身
に
お
い
て
は

宗
教
へ
の
期
待
が
、
八
救
い
Ｖ
と
い
う
も
の
よ
り
、
八
悟
り
Ｖ
と
い
っ
た
方
向
に
あ
っ
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
む
ろ
ん
、
八
悟
り
Ｖ
も
宗
教
的
次
元
に
あ
っ
て
は
八
救
い
Ｖ

に
な
り
う
る
は
ず
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
鴎
外
に
あ
っ
て
は
、
宗
教
的
救
済
と
い
う
観
点
か

ら
こ
の
問
題
を
考
え
る
こ
と
は
困
難
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
点
で
、
す
で
に
引
用

~③
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し
た
小
倉
時
代
の
書
簡
に
看
取
さ
れ
る
宗
教
観
と
の
間
に
、
基
本
的
に
は
ほ
と
ん
ど
逵
庭
を

見
な
い
。
鴎
外
は
禅
僧
た
ち
と
も
膝
を
交
え
た
わ
け
で
あ
る
が
、
禅
に
己
を
打
ち
こ
む
こ
と

も
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
小
倉
に
あ
っ
て
、
道
元
の
「
宝
慶
記
」
を
総
き
、
「
参
禅
者
身

心
脱
落
也
。
」
と
ノ
ー
ト
に
抜
き
書
き
し
た
が
、
「
宝
慶
記
」
で
は
す
ぐ
続
い
て
「
不
レ
用
↓
一

焼
香
。
礼
拝
。
念
仏
。
修
餓
。
看
経
心
祇
管
打
坐
而
己
。
」
と
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
妻

に
は
「
只
香
を
た
い
て
安
坐
し
て
ゐ
て
も
好
い
。
」
と
書
き
送
っ
て
い
る
。
真
に
鴎
外
が
禅

に
打
ち
こ
ゑ
、
こ
れ
に
深
く
帰
依
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
有
し
て
い
た
な
ら
ば
、
祇
管
打
坐

の
精
神
を
守
り
、
そ
の
む
ね
妻
に
も
勧
め
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
よ
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
「
曲

り
さ
う
に
な
る
心
を
た
め
な
ほ
す
」
の
が
宗
教
の
役
割
で
あ
る
と
考
え
る
点
で
、
晩
年
に
お

い
て
も
な
お
、
人
心
善
導
の
具
と
す
る
先
掲
俊
競
宛
書
簡
に
見
ら
れ
る
立
場
と
も
変
り
は
な

い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
中
館
の
連
中
も
そ
こ
を
教
へ
る
の
だ
。
」
と
い
う
こ
と
ば
に
は
、

仏
教
・
禅
の
精
神
を
全
面
的
に
で
は
な
く
、
受
け
容
れ
ら
れ
る
も
の
を
取
り
入
れ
よ
う
と
す

る
意
識
が
現
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
自
己
を
捨
て
る
と
い
っ
た
境
地
に
は
な
お
遠
い
こ
と

を
思
わ
せ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
い
わ
ゆ
る
宗
教
的
世
界
は
彼
に
と
っ
て
は
遥
か
な
道
で

あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
「
心
か
ら
つ
ま
ら
ぬ
事
捨
て
上
し
ま
ひ
た
い
事
」
と
い

う
と
こ
ろ
に
は
、
自
由
な
精
神
的
世
界
へ
入
る
こ
と
を
望
む
心
も
強
く
現
れ
て
お
り
、
「
迷

を
増
長
せ
し
め
」
な
い
よ
う
に
身
構
え
た
小
倉
時
代
の
固
さ
は
な
く
な
っ
て
い
て
、
宗
教
的

精
神
の
深
ま
り
と
い
っ
た
も
の
が
窺
わ
れ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
鴎
外

に
も
、
宗
教
的
世
界
へ
の
道
は
憧
れ
と
し
て
残
っ
た
こ
と
は
疑
い
を
い
れ
な
い
。
た
だ
、
宗

教
的
悟
達
・
解
脱
自
在
の
境
地
と
い
っ
た
高
い
次
元
の
悟
り
に
は
見
切
り
を
つ
け
て
い
た
の

で
は
な
か
っ
た
か
。

そ
れ
に
し
て
も
、
鴎
外
が
宗
教
特
に
禅
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
小

倉
に
あ
っ
て
は
ノ
ー
ト
「
塵
家
」
に
「
曹
洞
の
宗
旨
は
本
証
妙
修
な
り
」
と
抜
き
書
き
し
、

へ
畠
〕
）

「
宝
慶
記
」
の
大
要
を
書
き
留
め
、
晩
年
の
ノ
ー
ト
「
観
潮
録
」
に
も
そ
う
し
た
類
の
メ
モ

が
見
出
さ
れ
る
。
そ
れ
で
は
一
体
、
鴎
外
は
、
宗
教
。
禅
を
、
日
常
の
実
践
的
な
場
に
あ
っ

て
、
ど
の
よ
う
に
受
け
容
れ
、
あ
る
い
は
そ
の
理
念
の
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
心
惹
か
れ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
問
題
の
一
つ
を
考
察
し
て
ゑ
た
い
が
、
こ
の
こ
と
を
考
え
る
と

き
、
「
観
潮
録
」
に

禅

口
ご
四
目
禅
那
、
静
慮
ナ
リ
定
慧
平
等
二
転
ズ
定
〈
注
意
ノ
集
中
、
慧
〈
春
知
ナ
リ
平

等
二
転
ズ
ル
ハ
純
経
験
状
態
ノ
持
続
ナ
リ
。

と
あ
る
の
は
注
目
さ
れ
る
。
も
と
よ
り
、
鴎
外
が
こ
れ
を
い
か
な
る
意
図
の
も
と
に
メ
モ
し

た
の
か
は
明
ら
か
に
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
禅
の
思
想
を
宗
教
的
な
高
承
に
お
い
て
受
け
と

I

ら
ず
、
身
近
か
な
も
の
と
し
て
考
え
た
と
す
れ
ば
、
精
神
の
集
中
と
そ
の
持
続
と
い
う
点
で

強
い
関
心
を
示
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
彼
に
あ
っ
て
は
、
そ
う
い
う
人
生
態
度
を
庶
幾

す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
精
神
の
統
一
集
中
と
い
う
こ
と

は
、
禅
・
仏
教
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
他
の
宗
教
で
も
重
ん
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る

が
、
仏
教
以
外
で
は
そ
う
し
た
集
中
・
瞑
想
の
状
態
に
入
る
の
が
目
的
で
あ
る
の
に
対
し
、

禅
・
仏
教
で
は
、
手
段
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
鴎
外
も
こ
の
精
神
の
集
中
と
い
う
こ
と
を
、

プ
画
セ
ス

実
人
生
に
お
け
る
一
つ
の
生
の
態
度
、
あ
る
い
は
目
的
へ
の
過
程
と
し
て
の
自
己
の
あ
り
方

と
し
て
、
自
身
に
組
承
入
れ
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

以
上
の
よ
う
に
論
を
す
す
め
て
く
る
と
き
、
「
魚
玄
機
」
（
大
４
．
８
）
・
「
寒
山
拾
得
」

（
大
５
．
１
）
等
に
散
見
す
る
道
士
・
道
教
へ
の
興
味
と
関
心
を
閑
却
す
る
こ
と
は
で
き
な

ヱ
ク
ス
タ
ー
ズ

い
。
道
教
で
は
、
「
亡
我
に
終
る
精
神
集
中
と
冥
想
」
を
意
味
す
る
「
守
匡
と
い
う
こ

と
が
重
視
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
後
に
は
専
門
的
な
意
味
を
離
れ
、
単
に
精
神
集
中
と
か
不
断

（
毎
Ｊ
）

の
緊
張
と
か
を
指
す
こ
と
ば
と
し
て
一
般
に
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
し
い
。
鴎
外

も
そ
う
し
た
意
味
で
の
精
神
集
中
と
い
う
と
こ
ろ
に
生
の
態
度
の
一
つ
と
し
て
理
想
的
な
あ

り
方
を
見
出
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
道
士
・
道
教
へ
の
関
心
の
一
つ
は
こ
の
点
に
あ
っ
た
で

あ
ろ
う
。
長
男
於
菟
に
自
ら
筆
を
執
っ
て
、

昔
有
道
士
求
神
仙
霊
真
下
試
心
確
然
千
鉤
巨
石
一
髪
懸
臥
之
石
下
十
三
年
存
道
忘
身
一

試
過
名
奏
玉
皇
乃
昇
天
雲
気
門
々
漸
不
見
留
語
弟
子
但
精
堅章

蘇
州
五
古
源
高
湛

と
書
き
与
え
た
事
実
に
こ
の
こ
と
は
明
確
に
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
五
古
と
あ
る
の

は
、
七
古
と
す
る
の
が
正
し
く
、
鴎
外
の
思
い
違
い
で
あ
る
。
右
に
掲
げ
た
の
は
、
孟
浩
然

と
と
も
に
自
然
を
詠
む
こ
と
を
よ
く
し
た
章
蘇
州
（
寛
応
物
）
の
七
言
古
詩
で
あ
っ
て
、
鴎

（
負
）
）

外
の
相
当
気
に
入
っ
た
詩
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
俗
塵
を
離
れ
、
ひ
た
す
ら
修
行
し
、
精
神
を

集
中
し
て
道
を
求
め
る
道
士
の
生
き
方
に
共
鳴
し
、
そ
う
し
た
精
神
集
中
と
持
続
の
態
度
を

子
息
に
希
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
『
漁
蘇
州
集
』
巻
第
九
に
、
「
石
上
鑿
井
欲
到
水
」
の
句
で
始

ま
る
七
古
と
と
も
に
、
「
学
仙
二
首
」
の
題
が
つ
け
ら
れ
て
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
の
詩
を
書

き
与
え
た
の
は
、
大
正
六
年
夏
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
。
お
そ
ら
く
同
年
十
月
か
ら
発
表

し
始
め
た
「
北
勝
霞
亭
」
を
著
わ
す
と
き
の
鴎
外
の
精
神
に
契
合
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
は

ず
で
あ
る
。
「
北
条
條
亭
」
八
そ
の
一
Ｖ
に
次
の
条
が
あ
る
。

わ
た
く
し
に
興
味
を
覚
え
し
め
た
の
は
、
主
と
し
て
霞
亭
の
嵯
峨
生
活
で
あ
る
。
霞
亭

は
学
成
り
て
未
だ
仕
へ
ざ
る
三
十
二
歳
の
時
、
弟
碧
山
一
人
を
華
し
て
嵯
峨
に
棲
ゑ
、

其
状
隠
逸
伝
中
の
人
に
似
て
ゐ
た
。
わ
た
く
し
は
嘗
て
少
う
し
て
大
学
を
出
で
た
比
、

此
の
如
き
夢
の
胸
裡
に
往
来
し
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
わ
た
く
し
は
其
事
の
理
想
と

ロ
マ
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し
て
懐
く
べ
く
し
て
、
行
実
に
現
す
べ
か
ら
ざ
る
を
謂
っ
て
、
こ
れ
を
致
す
道
を
講
ず

る
に
だ
に
及
ば
ず
し
て
罷
ん
だ
。

こ
こ
に
続
く
箇
所
の
引
用
は
省
略
に
従
う
が
、
霞
亭
へ
の
興
味
の
中
心
は
、
い
わ
ゆ
る
隠
遁

的
な
生
活
そ
の
も
の
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
「
事
業
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
章
蘇

州
の
詩
が
示
す
「
学
仙
」
の
生
活
を
霞
亭
の
中
に
見
よ
う
と
し
、
そ
う
い
う
生
き
方
へ
の
激

し
い
憧
慢
を
覚
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
、
石
川
淳
が
霞
亭
の
こ
の
嵯
峨
生
活
を
論
じ
、

「
あ
あ
い
ふ
生
活
は
傍
か
ら
見
る
と
隠
遁
と
か
何
と
か
批
評
す
る
で
せ
う
が
、
併
し
鴎
外
に

取
っ
て
は
、
徹
底
の
場
と
し
て
、
霞
亭
の
嵯
峨
生
活
の
や
う
な
生
活
を
羨
ん
で
ゐ
な
が
ら
そ

れ
を
実
現
し
な
か
っ
た
と
言
っ
て
を
り
ま
す
が
、
さ
う
し
ょ
う
と
思
っ
た
の
は
充
実
し
た
生

（
〔
ソ
）

活
を
見
出
さ
う
と
思
っ
た
の
で
せ
う
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
鋭
い
見
方
で
あ
る
。
小
倉
時

代
、
新
妻
茂
子
を
座
敷
に
導
き
、
「
草
庵
白
屋
古
聖
住
所
」
の
軸
を
見
せ
、
理
想
境
と
語
っ

（
幻
）

た
心
情
も
、
い
く
ら
か
こ
れ
に
通
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
彼
は
そ
こ
で
、
自
由
な
、

充
実
し
た
生
活
を
志
向
し
た
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
。

如
上
の
検
討
は
、
本
題
か
ら
離
れ
る
き
ら
い
の
あ
る
と
こ
ろ
も
認
め
ら
れ
よ
う
が
、
し
か

し
、
い
わ
ゆ
る
信
仰
と
は
異
な
っ
た
次
元
で
「
自
得
す
る
」
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
鴎
外
を
考
え

る
意
味
で
は
欠
か
せ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
ば
し
ば
触
れ
た
よ
う
に
、
彼
に
あ
っ
て
は
、
高

次
の
宗
教
的
解
脱
・
大
悟
な
ど
と
い
う
も
の
よ
り
、
宗
教
思
想
を
知
的
に
現
実
の
身
近
な
と

こ
ろ
で
摂
取
す
る
と
い
っ
た
点
に
、
そ
の
精
神
は
向
け
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。、

、
、
、
、

と
こ
ろ
で
、
鴎
外
は
「
寒
山
拾
得
」
の
中
で
、
「
全
体
世
の
中
の
、
道
と
か
宗
教
と
か
い

、
、
、
、
、
、
、
、
、

ふ
も
の
に
対
す
る
態
度
に
三
通
り
あ
る
。
」
と
し
、
そ
の
タ
イ
プ
を
「
道
を
求
め
る
人
」
、
道

に
対
し
て
「
無
頓
著
な
人
」
お
よ
び
「
そ
の
中
間
人
」
に
分
け
、
中
間
人
を
、
「
道
と
い
ふ

も
の
の
存
在
を
客
観
的
に
認
め
て
ゐ
て
、
そ
れ
に
対
し
て
全
く
無
頓
著
だ
と
云
ふ
わ
け
で
も

、
１
１
、
１
、
、
、
、
、

な
く
、
さ
れ
ば
と
云
っ
て
自
ら
進
ん
で
道
を
求
め
る
で
も
な
く
、
自
分
を
ぱ
道
に
疎
遠
な
人

、
、
、
、
、

だ
と
諦
念
め
」
る
人
と
説
明
し
て
い
る
（
傍
点
稿
者
）
。
こ
こ
に
お
け
る
「
道
」
を
「
宗
教
」

と
い
う
語
に
置
き
換
え
て
考
え
れ
ば
、
彼
の
宗
教
に
対
す
る
態
度
の
基
調
は
、
ほ
ぼ
こ
れ
に

あ
た
る
と
見
な
せ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
鴎
外
は
宗
教
の
必
要
性
を
客
観
的
に
認
め
て

い
て
、
そ
れ
で
自
分
を
宗
教
に
疎
遠
な
人
と
諦
め
て
い
た
人
な
の
だ
。
宗
教
の
本
質
を
思
い

起
こ
す
と
き
、
ど
う
し
て
も
理
性
的
・
認
識
的
見
方
を
脱
し
切
れ
な
い
自
己
を
確
認
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
の
そ
う
し
た
態
度
は
、
宗
教
が
自
己
に
ど
の
よ
う
な

存
在
に
な
り
う
る
か
を
了
解
し
、
そ
の
限
界
を
見
極
め
、
断
念
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
ろ

う
。
た
だ
、
鴎
外
に
お
け
る
「
諦
念
め
る
」
と
い
う
宗
教
へ
の
態
度
は
、
そ
こ
に
な
に
か
積

極
的
な
姿
勢
さ
え
窺
わ
れ
る
よ
う
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
で
、
普
通
の
中
間
人
よ
り
、
も
っ
と

高
い
次
元
に
お
け
る
そ
れ
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
い
わ
ゆ
る
宗
教
に
対
し

'

て
も
、
見
切
り
の
精
神
が
強
く
働
い
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
次
白

水
孤
峰
駒
」
と
題
す
る
大
正
四
年
八
月
三
十
日
の
次
の
七
絶
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

去
来
何
必
問
因
縁
ｅ
入
地
昇
天
任
自
然
Ｑ

至
寛
效
擢
非
我
事
。
不
葱
基
督
不
参
禅
Ｑ

白
水
孤
峰
な
る
人
物
と
の
間
に
宗
教
問
題
を
め
ぐ
っ
て
話
の
交
わ
さ
れ
た
こ
と
が
日
記
で
推

測
さ
れ
る
が
、
こ
の
詩
は
白
水
に
和
し
て
作
っ
た
も
の
で
、
宗
教
に
対
す
る
自
己
の
態
度
を

詠
出
し
た
作
品
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
既
成
の
宗
教
を
も
見
切
っ
て
、
独
自
の
道
を
歩
も
う

と
す
る
鴎
外
の
積
極
的
内
面
が
、
特
に
三
・
四
句
に
強
く
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
詩
作
の
後
、
鴎
外
は
前
述
の
よ
う
に
穂
隠
に
参
間
し
、
ま
た
大
正
九
年
秋
に
は
見
性

宗
般
師
の
提
唱
を
受
け
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
す
で
に
観
察
し
た
と
お
り
、
宗
教
へ
の
根
本

的
態
度
・
意
識
は
右
の
七
絶
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
中
館
長
三
郎
は
、
瀧
隠
に
参

問
し
た
と
き
の
鴎
外
の
様
子
を
、
「
瀧
隠
老
居
士
出
京
の
折
参
問
せ
ら
る
る
こ
と
前
後
唯
二

回
な
り
し
が
、
両
回
と
も
三
四
時
間
の
長
き
に
亙
り
徹
底
的
に
問
取
し
、
終
に
最
早
質
問
す

べ
き
何
も
の
も
残
さ
ず
、
故
に
再
参
せ
ざ
る
く
し
と
満
足
し
て
辞
去
せ
ら
れ
た
り
。
」
と
報

（
ｕ
）

告
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
見
切
っ
て
い
る
態
度
を
感
得
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
見
切
る
と
い
う
こ
と
は
、
彼
の
生
死
観
と
も
深
く
か
か
わ
る
の
で
、
節
を
改
め
て
考
察

す
る
必
要
が
あ
る
。
な
お
、
長
谷
川
鉱
平
氏
は
、
「
鵬
外
が
宗
教
を
も
た
な
か
っ
た
こ
と
は

（
皿
）

否
め
な
い
。
」
と
す
る
が
、
基
本
的
に
は
た
し
か
に
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
こ
と
の
意
味

を
よ
り
深
化
さ
せ
て
考
え
る
こ
と
を
疎
か
に
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
一
一

何
人
に
と
っ
て
も
、
死
の
問
題
は
非
常
に
大
き
な
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
そ
れ
は
、
宗
教
的
問
題
の
中
で
も
最
も
重
い
意
味
を
持
っ
て
い
る
に
相
違
な
い
。
鴎
外
も

死
に
つ
い
て
は
相
当
考
え
た
ら
し
く
、
「
妄
想
」
（
明
“
・
３
１
４
）
に
、
そ
の
精
神
的
軌
跡

を
探
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
妄
想
」
の
主
人
公
で
あ
る
翁
は
死
に
つ
い
て
思
い
を
め
ぐ
ら
せ

る
Ｑ
「
死
と
い
ふ
も
の
は
、
生
と
い
ふ
も
の
を
考
へ
ず
に
は
考
へ
ら
れ
な
い
」
と
い
い
、
若

い
頃
そ
う
し
た
死
の
問
題
に
逢
着
し
た
と
き
、
「
こ
れ
ま
で
人
に
聞
い
た
り
本
で
読
ん
だ
り

し
た
仏
教
や
基
督
教
の
思
想
の
断
片
が
次
第
も
な
く
心
に
浮
か
ん
で
は
、
直
ぐ
に
消
え
て
し

ま
ふ
。
な
ん
の
慰
籍
を
も
与
へ
ず
に
消
え
て
し
ま
ふ
」
と
い
う
体
験
も
し
た
。
次
に
ハ
ル
ト

マ
ン
を
旙
き
、
測
っ
て
ス
チ
ル
ネ
ル
冨
閏
塑
胃
ロ
①
崎
（
届
９
１
］
缶
ｇ
・
シ
ョ
ォ
・
ヘ
ン
〈
ゥ

エ
ル
シ
員
言
尉
ぎ
ぎ
蔦
弓
豐
①
Ｈ
（
国
認
１
房
ｇ
）
を
読
み
、
ま
た
マ
ィ
レ
ン
デ
ル
甸
三
屋
君

言
餌
胃
①
己
①
吋
（
岳
含
ｌ
岳
蜀
）
に
下
る
な
ど
厭
世
的
な
思
想
に
触
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
結
局

は
頭
を
振
る
。
そ
し
て
五
十
歳
の
翁
は
、
『
自
分
は
死
の
恐
怖
が
無
い
と
同
時
に
マ
ィ
レ
ン

デ
ル
の
「
死
の
憧
隙
」
も
無
い
。
」
と
、
そ
の
心
境
を
書
き
記
す
。
そ
れ
は
「
死
の
謎
」
を

週
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解
こ
う
と
焦
る
こ
と
も
な
く
、
ま
た
解
け
る
も
の
で
な
い
と
知
っ
た
か
ら
で
も
あ
ろ
う
。
か

く
し
て
老
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
鴎
外
は
死
に
対
し
て
も
見
切
り
の
精
神
を
も
っ

て
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

死
を
見
切
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
大
正
十
一
年
五
月
二
十
六

日
、
終
生
の
友
人
賀
古
鶴
所
に
宛
て
た
書
尺
に
尽
く
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
鴎
外

の
健
康
の
衰
退
を
憂
慮
し
て
、
診
断
を
受
け
る
よ
う
勧
め
た
賀
古
へ
の
返
事
で
あ
る
。

昔
支
那
二
神
ト
ガ
ァ
ッ
タ
人
ヲ
見
テ
其
人
ガ
何
年
何
月
何
日
二
何
事
デ
死
ヌ
ル
ト
云
可

ガ
ワ
ヵ
ッ
タ
若
シ
人
ガ
ソ
レ
ヲ
聞
ク
ト
ソ
レ
ガ
心
ノ
全
幅
ヲ
占
領
シ
テ
ソ
レ
ョ
リ
外
ノ

事
〈
考
ヘ
ラ
レ
ナ
イ
医
者
ノ
診
察
モ
之
二
似
テ
ヰ
ル
例
之
令
〈
胄
癌
ト
キ
マ
ル
イ
カ
ナ
ル

聖
賢
デ
モ
其
時
カ
ラ
胃
癌
ト
云
丁
ヲ
念
頭
ヨ
リ
遠
ザ
ケ
ル
可
〈
出
来
マ
イ
（
中
略
）
千

０
Ｏ
○
○

万
人
ノ
老
若
男
女
ガ
皆
平
気
デ
其
日
々
々
ヲ
ク
ラ
シ
テ
ヰ
ル
ノ
〈
自
己
ノ
内
部
ト
未
来

ト
ヲ
知
ラ
ヌ
ヵ
ラ
デ
ァ
ル
ト
コ
ロ
ガ
内
部
一
一
何
物
カ
ガ
生
ジ
テ
ア
や
〈
し
出
ス
ノ
ン
キ
ナ

凡
夫
モ
平
気
デ
ハ
ヰ
ラ
レ
ナ
ク
ナ
ル
ソ
コ
デ
人
二
話
ス
医
者
ニ
カ
カ
ル
真
ノ
冨
吾
。
‐

旨
彊
の
。
言
爲
卑
○
国
①
の
の
ヨ
リ
心
持
ガ
大
挫
折
ヲ
蒙
ル
コ
、
二
病
人
ノ
極
印
ガ
打
タ
レ
ル

と
、
ま
ず
書
き
、
自
覚
症
状
を
記
し
た
後
で
次
の
よ
う
に
そ
の
心
中
を
述
べ
る
。

今
コ
レ
ヲ
医
者
ニ
ミ
セ
ル
胃
モ
腎
モ
健
全
ダ
ト
云
ハ
ヌ
７
〈
明
白
デ
ア
ル
コ
レ
マ
デ
何

０
０
０
○
○
○
○
○
○
○
○
０
０
Ｏ

物
カ
ガ
ァ
ッ
タ
ノ
ガ
一
変
シ
テ
ハ
ッ
キ
リ
何
々
ガ
何
ノ
程
度
一
一
ア
ル
ト
ナ
ル
仮
二
医
者

ハ
ェ
ラ
ィ
ト
ス
ル
間
連
ハ
ナ
イ
ト
ス
ル
ソ
コ
デ
僕
ノ
精
神
状
態
ガ
ョ
ク
ナ
ル
カ
ワ
ル
ク

ナ
ル
ヵ
僕
〈
無
修
養
デ
ハ
ナ
イ
生
死
ノ
問
題
モ
多
少
考
へ
テ
ヰ
ル
又
全
然
無
経
験
デ
モ

ナ
ィ
死
ヲ
決
シ
タ
ー
モ
ァ
ル
シ
カ
シ
内
部
ノ
キ
タ
ナ
ラ
シ
イ
モ
ノ
ト
其
作
用
ノ
ス
ス
ム

速
度
ト
ヲ
知
ツ
タ
ラ
之
ヲ
知
ラ
ヌ
ト
同
ジ
ャ
ウ
’
一
平
気
デ
ヘ
ヰ
ラ
レ
マ
イ
即
チ
精
神
状

態
ノ
ワ
ル
ク
ナ
ル
ー
〈
明
デ
ア
ル

鴎
外
は
、
「
自
己
ノ
内
部
ト
未
来
」
が
全
然
わ
か
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
医
学
を
修

め
た
彼
は
む
し
ろ
そ
の
こ
と
を
明
確
に
擢
ん
で
い
た
と
さ
え
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
第

三
者
た
る
医
師
か
ら
い
っ
て
も
ら
う
こ
と
を
欲
し
な
か
っ
た
。
「
聖
賢
」
で
も
平
気
で
は
い

ら
れ
な
い
だ
ろ
う
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
結
局
、
彼
は
す
べ
て
を
自
分
な
り
に
見
通
し
て

い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
こ
と
を
見
切
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
精
神
の
状
態
を
安
定
さ
せ

よ
う
と
し
た
。
死
の
問
題
に
見
切
り
を
つ
け
、
最
後
の
事
業
に
取
り
か
か
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
心
境
を
同
じ
書
簡
で
、

女
、
酒
、
烟
草
、
宴
会
皆
絶
対
ニ
ャ
メ
テ
ヰ
ル
此
上
〈
役
ヲ
退
ク
可
ヨ
リ
外
ナ
イ
シ
カ

シ
コ
レ
〈
僕
ノ
目
下
ヤ
ッ
テ
ヰ
ル
最
大
著
述
（
中
外
元
号
考
）
’
一
連
繋
シ
テ
ヰ
ル
コ
レ

ヲ
ャ
メ
テ
ー
年
長
ク
呼
吸
シ
テ
ヰ
ル
ト
ャ
メ
ズ
’
二
年
早
ク
此
世
ヲ
オ
イ
ト
マ
申
ス
ト

ド
ッ
チ
ガ
ィ
ィ
ヵ
考
物
デ
ァ
ル
叉
僕
ノ
命
ガ
著
述
気
分
ヲ
ス
テ
テ
延
ビ
ル
カ
ド
ウ
カ
疑

問
デ
ァ
ル
コ
コ
’
一
ド
ン
ナ
名
医
ニ
モ
見
テ
モ
ラ
〈
ナ
イ
ト
云
結
論
ガ
生
ズ
ル

と
書
き
送
っ
て
い
る
。

こ
こ
に
は
、
い
わ
ゆ
る
宗
教
的
解
脱
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
生
死
一
如
の
境
地
と
い
っ

た
も
の
と
は
、
な
に
か
趣
を
異
に
す
る
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
鴎
外
な

り
に
到
達
し
「
自
得
す
る
」
と
こ
ろ
の
あ
る
心
境
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
「
去
来
何
必
間
因

縁
。
入
地
昇
天
任
自
然
。
至
党
效
擬
非
我
事
。
不
鰻
基
督
不
参
禅
。
」
の
精
神
を
想
起
さ
せ

る
の
で
あ
る
。
生
死
を
生
死
と
し
て
受
け
入
れ
、
一
方
で
は
独
自
の
道
を
歩
承
、
有
限
性
を

も
つ
人
間
と
し
て
最
後
の
文
化
的
営
為
に
勤
し
む
と
い
う
人
生
態
度
が
右
の
書
簡
の
基
調
の

よ
う
で
あ
る
。
芥
川
龍
之
介
は
鴎
外
の
中
に
イ
ン
ヒ
ュ
ー
マ
ン
な
姿
を
見
て
い
る
が
、
死
を

へ
喝
）

前
に
し
た
前
述
の
よ
う
な
鴎
外
に
、
小
島
政
二
郎
が
鬼
気
迫
る
も
の
を
感
じ
て
い
る
の
は
、

鴎
外
の
精
神
の
中
に
、
両
者
の
感
じ
方
の
契
合
を
容
れ
る
も
の
の
る
あ
る
こ
と
を
示
す
の
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
は
強
靭
な
意
志
と
見
切
り
の
精
神
を
内
包
す
る
諦
念
的
態
度
に
も
関
連
す
る

に
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
よ
う
な
宗
教
観
と
も
密
接
に

か
か
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

一
体
、
鴎
外
は
、
人
間
の
様
々
な
点
に
お
け
る
限
界
を
は
っ
き
り
認
識
し
て
い
る
人
で
あ

っ
た
。
生
と
死
に
か
か
わ
る
人
間
の
営
為
の
有
限
性
を
覚
知
し
て
い
る
人
で
あ
っ
た
と
も
い

え
る
。
し
か
し
、
彼
に
あ
っ
て
は
、
そ
う
し
た
考
え
を
否
定
的
な
方
向
に
押
し
す
す
め
る
こ

と
は
し
な
か
っ
た
。
常
に
前
途
に
光
明
を
見
出
し
て
進
ん
で
い
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
人

間
の
有
限
性
を
認
め
つ
つ
も
、
ま
た
そ
れ
な
り
に
、
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
も
信
じ
た
い
気

持
ち
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
「
凡
て
の
人
為
の
も
の
の
無
常
の
中
で
、
最
も
大
き
い
未
来

を
有
し
て
ゐ
る
も
の
の
一
つ
は
、
矢
張
科
学
で
あ
ら
う
。
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
ば
を
「
妄

想
‐
｜
に
探
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
「
翁
の
過
去
の
記
憶
が
、
稀
に
長
い
鎖
の
や
う
に
、

刹
那
の
間
に
何
十
年
か
の
跡
を
見
渡
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
。
さ
う
云
ふ
時
は
翁
の
燗
々
た
る

目
が
大
き
く
際
ら
れ
て
、
遠
い
遠
い
海
と
空
と
に
注
が
れ
て
ゐ
る
。
」
と
も
「
妄
想
」
に
書

か
れ
て
い
る
。
科
学
の
進
歩
や
人
間
性
や
眺
展
が
信
頼
さ
れ
、
調
歌
さ
れ
る
の
は
、
有
限
性

の
自
覚
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
と
い
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
の
限
界
を
き
び
し
く
見
詰

め
る
こ
と
に
よ
り
、
様
々
な
面
で
の
進
歩
と
い
う
も
の
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
死
を

前
に
し
て
、
孜
々
と
文
化
的
営
為
に
励
む
鴎
外
に
は
、
そ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、

「
文
化
に
は
奈
何
な
る
障
碍
を
も
凌
い
で
発
展
し
て
行
く
底
力
が
あ
る
。
」
「
人
類
は
ど
う
に

か
し
て
、
（
中
略
）
屈
せ
ず
澆
ま
ず
、
文
化
の
大
道
を
歩
ん
で
い
く
。
」
（
「
馬
琴
日
記
妙
の
後

に
書
く
」
明
“
・
２
）
と
考
え
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
山
室
静
氏
は
、

へ
喝
）

鴎
外
に
お
け
る
文
化
へ
の
理
解
と
愛
の
深
化
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
観

点
か
ら
彼
の
生
死
観
・
宗
教
観
を
検
討
し
て
承
る
必
要
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
Ｑ

』
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結
局
、
鴎
外
に
あ
っ
て
は
、
既
成
の
宗
教
に
見
切
り
を
つ
け
、
死
の
問
題
を
も
見
切
っ

て
、
独
自
の
道
を
歩
む
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

様
々
な
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
臨
終
口
授
、

死
〈
一
切
ヲ
打
チ
切
ル
重
大
事
件
ナ
リ
奈
何
ナ
ル
官
権
威
力
ト
錐
此
一
一
反
抗
ス
ル
事
ヲ

得
ス
ト
信
ス
余
〈
石
見
人
森
林
太
郎
ト
シ
テ
死
セ
ン
ト
欲
ス
宮
内
省
陸
軍
皆
縁
故
ア
レ

ド
モ
生
死
別
ル
ル
瞬
間
ア
ラ
ュ
ル
外
形
的
取
扱
ヒ
ヲ
辞
ス
森
林
太
郎
ト
シ
テ
死
セ
ン
ト

ス
墓
〈
森
林
太
郎
墓
ノ
外
一
字
モ
ホ
ル
可
ラ
ス

の
箇
所
は
、
六
十
年
を
生
き
た
鴎
外
が
、
文
字
ど
お
り
、
ひ
と
り
の
人
間
・
石
見
人
と
し

て
、
自
然
の
懐
に
い
だ
か
れ
静
か
な
眠
り
に
つ
き
た
い
と
い
う
心
を
示
す
も
の
で
は
な
か
っ

た
か
Ｑ

（
四
四
・
一
○
・
三
一
）

註
（
１
）
山
室
静
『

（
２
）
高
橋
義
孝

（
３
）
藤
田
富
雄

（
４
）
家
永
三
郎

三
二
一
頁
。

（
５
）
山
田
弘
倫

（
６
）
小
倉
時
代

山
田
弘
倫

山
室
静
『

（
７
）
ア
ン
リ
・

昭
鳴
・
加
）

（
８
）
森
於
菟
『
森
鴎
外
』
（
養
徳
社
、
昭
飢
・
７
）
二
八
五
頁
。

（
９
）
「
森
鴎
外
ｌ
そ
の
代
表
作
に
つ
い
て
Ｉ
」
（
『
新
潮
』
昭
Ⅳ
・
４
）
と
対
す
る
雅
川
滉

氏
と
の
対
談
（
引
用
は
野
口
武
彦
『
石
川
淳
論
』
八
筑
摩
書
房
、
昭
“
・
２
Ｖ
一
六
五

頁
に
よ
る
が
、
同
書
に
示
唆
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
）

（
岨
）
小
堀
杏
奴
『
父
ｌ
晩
年
の
森
鴎
外
！
』
（
宝
文
館
、
昭
弛
・
７
）
八
八
頁
。

へ/ヘヘ

1211 10
レーゼ

（
Ｅ
）
小
島
政
二
郎
『
鴎
外
荷
風
万
太
郎
』
（
文
芸
春
秋
新
社
、
昭
㈹
・
６
）
二
七
・
一

（
Ｍ
）
武
内
義
範
「
生
と
死
」
（
理
想
社
編
『
哲
学
と
人
生
』
八
昭
沁
・
５
Ｖ
所
収
）

（
蛆
）
『
評
伝
森
鴎
外
』
九
八
頁
。

『
軍
医
森
鴎
外
』
（
文
松
堂
、
昭
肥
・
６
）
二
七
七
頁
。

小
倉
時
代
の
こ
の
面
の
論
考
に
、
松
原
純
一
「
鴎
外
と
東
洋
思
想
ｌ
そ
の
小
倉
時
代

を
め
ぐ
っ
て
Ｉ
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
第
四
○
巻
第
一
号
、
昭
羽
・
１
）
が
あ
る
。

ア
ン
リ
・
マ
ス
ペ
ロ
著
、
川
勝
義
雄
訳
『
道
教
ｌ
不
死
の
探
求
』
（
東
海
大
出
版
会
、

書
店
、
昭
Ｍ
・
２
Ｖ
）

一
九
頁
。

評
伝
森
鴎
外
』
（
実
業
之
日
本
社
、
昭
調
・
２
）
一
三
五
頁
。

高
橋
義
孝
『
森
鴎
外
現
代
作
家
論
全
集
１
』
（
五
月
書
房
、
昭
魂
．
、
）
一
八
三
頁
。

藤
田
富
雄
『
宗
教
哲
学
』
（
大
明
堂
、
昭
但
。
２
）
一
五
二
頁
。

家
永
三
郎
『
日
本
思
想
史
に
於
け
る
否
定
の
論
理
の
発
達
』
（
新
泉
社
、
昭
“
・
蛆
）

長
谷
川
鉱
平
「
鴎
外
の
所
謂
あ
き
ら
め
（
二
）
」
（
「
鴎
外
研
究
」
第
二
八
号
八
岩
波

（
５
）
参
照
。

一
二
五
頁
。

君
〕
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