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碧 海 寿 広 さん 
 

［略 歴］ 

年  齢  31歳 

住  所  京都府京都市在住 

経  歴  平成21年 慶應義塾大学大学院社会学研究科 単位取得退学 

      宗教情報リサーチセンター研究員を経て 

      現在 龍谷大学アジア仏教文化研究センター博士研究員 

      博士（社会学） 

主 論 文  「哲学から体験へ－近角常観の宗教思想－」 

      （『宗教研究』364号2010年６月発行） 

 

［応募動機及びコメント］ 

 清沢満之や近角常観など、近代真宗史の重要人物に関する研究をしている私に

とって、暁烏敏は以前から本格的に論じてみたいと思う仏教者の一人であった。

「読書家としての暁烏敏」という着眼点を得たことで、自分なりの暁烏像が描け

るだろうと確信するに至り、論文の応募を決意した。今回の受賞を励みとして、

今後、暁烏の思想と行動の全体像を大きく見直す研究を進めていきたいと思う。

ありがとうございました。 
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〔
梗 

概
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暁
烏
敏
は
近
代
日
本
の
仏
教
者
の
中
で
も
指
折
り
の
読
書
家
の
一
人
で
あ
っ
た
。

だ
が
、
そ
う
し
た
観
点
か
ら
彼
の
思
想
や
事
績
に
つ
い
て
詳
し
く
検
討
し
た
論
考
は

今
の
と
こ
ろ
皆
無
で
あ
る
。
本
論
は
、
主
に
明
治
後
期
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
の
暁

烏
に
よ
る
書
物
と
の
接
し
方
に
つ
い
て
検
討
し
つ
つ
、
議
論
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
て
、

近
代
に
お
け
る
人
間
と
宗
教
と
本
（
読
書
）
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
た
。 

 

青
年
時
代
の
暁
烏
は
、
宗
教
界
に
お
け
る
立
身
出
世
の
野
望
を
抱
い
て
、
当
時
の

エ
リ
ー
ト
青
年
た
ち
に
と
っ
て
の
必
読
書
を
熱
心
に
読
ん
で
い
た
。
そ
の
書
物
の
中

に
は
、
た
と
え
ば
内
村
鑑
三
な
ど
キ
リ
ス
ト
者
に
よ
る
著
作
も
含
ま
れ
て
お
り
、
彼

は
そ
れ
ら
の
作
品
に
感
化
さ
れ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
の
多
大
な
影
響
の
も
と
で
仏

教
書
を
読
む
「
異
端
」
的
な
仏
教
者
と
な
っ
て
い
っ
た
。 

 

そ
れ
は
彼
の
『
歎
異
抄
』
の
読
み
方
に
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
た
。
明
治
後
期
に

お
い
て
、
暁
烏
に
よ
る
『
歎
異
抄
』
読
解
は
人
気
を
博
し
た
が
、
同
書
に
対
す
る
彼

の
向
き
合
い
方
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
聖
書
に
対
し
て
す
る
か
の
よ
う
な
態
度
で

あ
っ
た
。
『
歎
異
抄
』
を
唯
一
無
二
の
絶
対
的
な
書
物
と
し
て
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
絶

対
他
力
の
信
仰
に
身
も
心
も
ゆ
だ
ね
き
っ
た
彼
は
、
し
か
し
た
だ
一
冊
の
本
に
記
さ

れ
た
言
葉
に
の
み
自
ら
を
縛
り
つ
け
る
と
い
う
、
読
書
の
隘
路
に
は
ま
っ
て
い
っ
た
。 

 

大
正
初
期
に
妻
を
喪
っ
た
彼
は
、
『
歎
異
抄
』
か
ら
自
身
が
読
み
取
っ
た
絶
対
的
信

仰
の
幻
想
性
に
気
づ
き
、
挫
折
す
る
。
そ
し
て
そ
の
挫
折
か
ら
立
ち
直
る
た
め
に
も
、

よ
り
多
様
な
書
物
を
読
む
こ
と
で
宗
教
家
と
し
て
の
教
養
を
深
め
つ
つ
、
同
時
に
、

自
ら
の
本
に
対
す
る
接
し
方
の
難
点
、
す
な
わ
ち
、
他
者
の
言
葉
へ
の
影
響
の
さ
れ

や
す
さ
を
猛
省
し
て
い
く
。 

 

そ
の
徹
底
し
た
反
省
の
果
て
に
暁
烏
は
、
書
物
に
記
さ
れ
た
他
者
の
思
想
に
染
ま

る
こ
と
の
な
い
自
己
を
確
立
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
論
じ
始
め
た
。
他
者
の
言
葉
の

織
物
と
し
て
の
本
に
依
存
す
る
こ
と
で
は
、
人
は
決
し
て
救
わ
れ
な
い
。
そ
う
で
は

な
く
、
他
者
の
言
葉
に
よ
っ
て
生
の
意
味
を
獲
得
し
つ
つ
、
だ
が
他
の
誰
で
も
な
い

自
分
自
身
を
肯
定
し
て
こ
そ
、
書
物
は
人
間
の
自
己
救
済
に
貢
献
し
う
る
。
こ
れ
が

大
正
期
に
お
け
る
教
養
主
義
者
と
し
て
の
暁
烏
が
至
っ
た
結
論
で
あ
っ
た
。 

   
 
 

は
じ
め
に 

  

暁
烏
敏
は
読
書
家
で
あ
っ
た
。
青
少
年
の
頃
よ
り
晩
年
に
至
る
ま
で
、
膨
大
な
量

の
本
を
読
み
込
み
、
そ
の
幅
広
い
読
書
経
験
を
通
し
て
自
ら
の
思
想
を
鍛
え
上
げ
て

き
た
。
そ
し
て
口
頭
や
文
章
で
そ
の
思
想
を
語
り
、
書
い
て
き
た
。
本
を
読
み
過
ぎ

た
せ
い
も
あ
っ
て
か
、
生
涯
の
後
半
期
に
は
視
力
が
極
度
に
低
下
し
、
や
が
て
視
力

を
失
う
が
、
そ
れ
で
も
な
お
侍
者
に
よ
る
朗
読
に
よ
っ
て
多
量
の
読
書
を
行
い
続
け

た
。
読
ん
で
い
た
本
の
ジ
ャ
ン
ル
は
、
僧
侶
の
本
分
と
し
て
経
典
や
各
種
の
仏
教
書

は
む
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
れ
以
外
の
宗
教
に
関
す
る
書
物
や
、
あ
る
い
は
文
学
や
哲
学

や
歴
史
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
人
文
系
の
著
作
を
中
心
に
多
岐
に
わ
た
っ
た
。
ふ
と
こ
ろ

事
情
が
あ
ま
り
良
好
で
な
い
時
で
さ
え
、
関
心
の
あ
る
本
を
購
入
す
る
こ
と
に
は
躊

躇
が
な
か
っ
た
。
生
涯
に
蒐
集
し
た
書
物
の
数
は
五
万
冊
を
超
え
た
。 

 

彼
は
教
養
主
義
者
で
あ
っ
た
、
と
言
っ
て
お
そ
ら
く
誤
り
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
あ

る
い
は
教
養
主
義
的
な
仏
教
者
と
評
し
て
そ
う
的
外
れ
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
近

代
日
本
の
仏
教
者
と
し
て
、
こ
こ
ま
で
多
彩
な
読
書
経
験
に
基
づ
く
人
間
形
成
を
自

ら
に
課
し
た
人
物
は
珍
し
い
。
ジ
ャ
ン
ル
を
問
わ
な
い
幅
広
い
読
書
を
通
し
た
人
格

の
完
成
を
目
指
し
た
仏
教
者
。
そ
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
暁
烏
を
見
直
す
こ
と
で
、

彼
の
思
想
や
事
跡
に
新
た
な
光
を
あ
て
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
本
論
の

ま
ず
も
っ
て
の
問
題
意
識
は
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。 

 

特
定
の
宗
教
を
信
じ
て
い
る
者
が
、
色
々
な
タ
イ
プ
の
本
を
た
く
さ
ん
読
む
。
そ

こ
に
は
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
自
己
の
奉
じ
る
宗
教

以
外
の
様
々
な
宗
教
に
関
す
る
書
物
を
読
み
込
み
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
の
特
質
に
つ

い
て
の
比
較
考
察
的
な
思
い
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
で
、
自
己
の
宗
教
と
他
宗
教
と
の
共
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通
性
や
異
質
性
―
―
ひ
い
て
は
自
己
の
宗
教
の
独
自
性
―
―
に
関
す
る
理
解
を
深
め

て
い
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
古
今
東
西
の
小
説
や
思
想
書
か
ら
多
様
な

ア
イ
デ
ア
を
吸
収
し
、
そ
こ
か
ら
語
彙
や
論
理
や
修
辞
を
借
り
て
く
る
こ
と
で
、
自

身
の
宗
教
思
想
を
育
成
し
、
そ
の
表
現
方
法
を
洗
練
さ
せ
て
い
く
こ
と
も
で
き
る
だ

ろ
う
。
あ
る
い
は
、
時
事
的
な
話
題
を
扱
っ
た
文
章
を
継
続
的
に
読
む
習
慣
に
よ
っ

て
、
自
分
の
信
じ
る
宗
教
の
捉
え
方
を
、
時
勢
に
あ
わ
せ
る
か
た
ち
で
適
切
に
変
化

さ
せ
て
い
く
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。 

 

こ
う
し
た
読
書
に
よ
る
恩
恵
を
、
暁
烏
も
ま
た
被
っ
て
い
た
。
彼
の
宗
教
に
対
す

る
理
解
や
自
ら
の
信
仰
に
関
す
る
語
り
は
、
そ
の
厚
み
の
あ
る
読
書
経
験
の
お
陰
で

人
並
み
以
上
に
優
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
だ
が
、
本
論
が

こ
れ
か
ら
主
に
問
う
て
い
く
読
書
と
宗
教
、
あ
る
い
は
教
養
と
宗
教
に
関
す
る
論
点

は
、
そ
う
し
た
も
の
と
は
次
元
を
や
や
異
に
す
る
。 

 

人
は
本
と
の
関
係
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
救
わ
れ
う
る
か
。
こ
れ
こ
そ
が
本
論
の

主
題
で
あ
る
。
読
書
に
よ
る
救
済
と
は
、
い
か
に
あ
り
う
る
の
か
。
た
と
え
ば
、
特

定
の
聖
典
と
出
会
い
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
文
字
の
つ
ら
な
り
に
身
を
ゆ
だ
ね
る
こ
と

に
よ
っ
て
心
安
ら
か
に
な
る
体
験
と
は
何
か
。
あ
る
い
は
、
い
く
つ
も
の
本
の
中
か

ら
生
き
方
の
ヒ
ン
ト
を
導
き
出
し
、
そ
の
教
養
の
力
に
よ
っ
て
自
ら
の
人
生
を
肯
定

し
て
い
く
実
践
と
は
い
か
な
る
も
の
か
。
暁
烏
と
い
う
読
書
家
の
、
主
と
し
て
明
治

後
期
か
ら
大
正
期
の
テ
キ
ス
ト
を
読
み
直
す
こ
と
を
通
し
て
、
本
論
は
そ
う
し
た
主

題
に
つ
い
て
熟
考
す
る
こ
と
を
試
み
る
。 

 

日
本
の
近
代
に
お
け
る
宗
教
は
、
そ
れ
以
前
の
時
代
に
比
べ
て
、
書
き
言
葉
を
重

視
す
る
傾
向
を
強
め
た
。
日
本
の
伝
統
的
な
宗
教
行
動
で
あ
る
、
寺
社
を
訪
れ
現
世

の
利
益
を
祈
る
活
動
や
、
年
間
の
節
目
ご
と
に
死
者
の
供
養
に
携
わ
る
営
み
な
ど
も
、

も
ち
ろ
ん
前
近
代
か
ら
引
き
続
き
行
わ
れ
て
い
た
。
だ
が
そ
れ
と
同
時
に
、
書
籍
を

通
し
て
宗
教
に
関
す
る
知
識
を
獲
得
し
た
り
、
自
己
の
宗
教
体
験
に
つ
い
て
執
筆
し

た
り
す
る
と
い
っ
た
行
い
が
、
僧
侶
な
ど
の
宗
教
の
専
門
家
だ
け
で
な
い
、
一
般
人

の
間
に
も
普
及
し
て
い
っ
た
。
紙
に
書
か
れ
た
文
字
を
媒
介
に
し
て
宗
教
に
接
近
す

る
人
々
が
増
え
て
い
っ
た
。
文
字
言
語
に
よ
っ
て
あ
る
宗
教
の
内
容
や
意
味
が
規
定

さ
れ
る
可
能
性
の
大
き
さ
。
そ
れ
が
近
代
に
お
け
る
宗
教
を
め
ぐ
る
特
徴
の
一
つ
で

あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。 

 

文
字
言
語
を
通
し
て
宗
教
に
ア
ク
セ
ス
す
る
と
い
う
手
続
き
、
あ
る
い
は
文
字
言

語
を
中
心
的
な
素
材
と
し
た
作
品
で
あ
る
本
を
読
む
こ
と
で
何
ら
か
の
救
い
を
得
る

と
い
う
経
験
は
、
近
代
に
お
い
て
飛
躍
的
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
文
化
様
式
で
あ
り 

―
―
そ
こ
に
は
、
識
字
率
の
向
上
や
印
刷
技
術
の
発
達
と
い
っ
た
社
会
的
な
背
景
が

む
ろ
ん
あ
る
―
―
、
ま
た
現
在
も
な
お
そ
の
性
質
を
微
妙
に
変
化
さ
せ
な
が
ら
着
実

に
反
復
さ
れ
て
い
る
文
化
現
象
で
あ
る
。
そ
う
し
た
大
前
提
か
ら
出
発
す
る
本
論
は
、

暁
烏
と
い
う
仏
教
者
の
書
物
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
る
と
い
う
、
一
見
し
た
と
こ

ろ
非
常
に
限
定
的
な
対
象
を
扱
っ
た
論
考
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
し
そ
の
よ
う
な
個

別
的
な
議
論
を
超
え
た
次
元
を
目
指
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
我
々
が
い
ま
も
な
お

そ
の
一
員
と
し
て
生
き
て
い
る
、
近
代
社
会
に
お
け
る
人
間
と
宗
教
と
本
（
読
書
）

と
の
関
係
性
を
め
ぐ
る
、
よ
り
普
遍
的
な
考
察
へ
と
思
惟
を
広
げ
て
い
く
こ
と
も
視

野
に
入
れ
て
い
る
。 

 

こ
う
し
て
本
論
の
視
座
や
前
提
、
ね
ら
い
に
つ
い
て
は
お
お
よ
そ
語
る
こ
と
が
で

き
た
。
そ
れ
で
は
、
本
題
に
入
っ
て
い
き
た
い
（
１
）
。 

   
 
 

一 

読
書
に
よ
る
立
身 

  
明
治
の
時
代
、
青
年
た
ち
は
新
し
い
世
界
を
夢
見
て
努
力
し
た
。
生
ま
れ
た
と
き

か
ら
自
分
の
生
き
る
道
や
課
せ
ら
れ
る
役
割
が
定
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
が
普
通

で
あ
っ
た
封
建
制
の
世
か
ら
抜
け
出
し
、
自
由
と
可
能
性
に
満
ち
た
新
世
界
へ
。
自

由
を
勝
ち
取
り
、
可
能
性
を
広
げ
る
た
め
に
は
、
新
世
界
に
適
応
し
て
い
く
た
め
の

勉
学
が
求
め
ら
れ
た
。
新
し
い
世
界
の
へ
の
入
り
口
は
西
洋
社
会
か
ら
も
た
ら
さ
れ

た
の
で
、
西
洋
の
文
物
や
西
洋
的
な
考
え
方
に
習
熟
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
た
。
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西
洋
か
ら
輸
入
さ
れ
た
書
物
を
読
み
、
西
洋
の
書
物
か
ら
影
響
さ
れ
た
論
者
の
言
説

に
ふ
れ
る
こ
と
が
、
青
年
た
ち
に
と
っ
て
の
規
範
的
な
行
動
文
化
と
な
っ
た
。 

 

明
治
の
青
年
僧
侶
で
あ
っ
た
暁
烏
も
ま
た
、こ
う
し
た
行
動
文
化
の
圏
内
に
い
た
。

学
生
時
代
の
彼
の
本
棚
に
は
、
当
時
の
著
名
な
西
洋
作
家
た
ち
の
書
い
た
本
が
数
多

く
並
べ
ら
れ
て
い
た
。 

 
 
 

一
番
最
初
に
外
国
人
の
書
い
た
書
物
で
私
の
心
を
動
か
し
た
も
の
は
、
ス
マ

イ
ル
ス
の
『
自
助
論
』
で
あ
り
ま
す
。
か
の
「
天
は
自
ら
助
く
る
も
の
を
助
く
」

と
い
う
金
言
を
冒
頭
に
掲
げ
て
あ
る
あ
の
書
物
は
私
を
鼓
舞
し
て
く
れ
た
。
そ

の
後
に
私
の
感
じ
た
書
物
は
カ
ー
ラ
イ
ル
の
『
英
雄
崇
拝
論
』
で
あ
つ
た
。
こ

れ
も
非
常
に
深
い
感
銘
を
私
に
与
へ
て
く
れ
た
。
そ
れ
か
ら
次
に
影
響
を
受
け

た
も
の
は
エ
マ
ー
ソ
ン
の
『
論
文
集
』
で
、
こ
れ
は
二
十
四
五
歳
の
頃
の
私
に

大
な
る
影
響
を
与
へ
た
。[

一
六
：
三
二
二]

 

 

こ
こ
で
筆
頭
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
『
自
助
論
』
と
は
、
も
ち
ろ
ん
英
国
の
作
家
サ

ミ
ュ
エ
ル
・
ス
マ
イ
ル
ズ
の
代
表
作
で
あ
り
、
日
本
で
は
中
村
正
直
が
『
西
国
立
志

編
』
と
題
し
て
訳
出
し
、
福
沢
諭
吉
の
『
学
問
ノ
ス
ヽ
メ
』
と
並
ぶ
明
治
の
ベ
ス
ト

セ
ラ
ー
と
な
っ
た
。
特
に
立
身
出
世
を
志
す
明
治
の
青
年
た
ち
に
と
っ
て
は
必
読
の

書
で
あ
っ
た
。
続
く
ト
マ
ス
・
カ
ー
ラ
イ
ル
の
著
書
も
明
治
期
に
は
よ
く
読
ま
れ
た

作
品
で
あ
り
、
同
著
者
の
思
想
は
内
村
鑑
三
や
新
渡
戸
稲
造
な
ど
、
近
代
日
本
の
知

識
青
年
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
人
物
た
ち
に
も
熱
烈
に
支
持
さ
れ
た
。
米
国
の
エ

マ
ー
ソ
ン
の
著
作
も
ま
た
、
人
生
修
養
の
書
と
し
て
、
理
想
的
な
生
き
方
の
指
針
や

動
機
付
け
を
求
め
る
若
者
た
ち
に
広
く
受
容
さ
れ
た
。 

 

こ
う
し
た
読
書
傾
向
を
確
認
す
る
限
り
、
暁
烏
は
立
身
出
世
を
志
望
す
る
典
型
的

な
明
治
青
年
の
一
人
で
あ
っ
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
石
川
県
の
村
落

の
真
宗
大
谷
派
寺
院
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
、
将
来
は
そ
の
寺
院
の
住
職
に
な
る
こ

と
を
周
囲
か
ら
期
待
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
期
待
に
応
え
る
こ
と
の
み
で
自
分
の
人

生
を
ま
っ
と
う
す
る
こ
と
を
、
彼
は
よ
し
と
し
な
か
っ
た
。
自
己
が
属
す
る
宗
派
の

改
革
運
動
に
参
加
し
て
仲
間
と
と
も
に
教
団
の
権
威
に
挑
戦
し
、
自
ら
も
従
来
型
の

宗
派
の
教
え
と
は
異
な
る
新
し
い
宗
教
論
を
公
表
す
る
こ
と
で
、
仏
教
界
に
お
け
る

地
位
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
。
一
時
的
に
は
宗
教
家
と
し
て
身
を
立
て
る
こ
と
に
対

す
る
自
信
を
失
っ
た
が
、
そ
の
際
に
は
外
国
語
学
校
に
通
い
な
が
ら
外
交
官
に
な
る

こ
と
を
志
し
た
。 

 

こ
の
外
交
官
に
な
る
と
い
う
進
路
は
、
師
で
あ
る
清
沢
満
之
の
説
得
も
あ
っ
て
取

り
消
さ
れ
、
新
時
代
の
宗
教
家
と
し
て
世
に
出
て
い
く
と
い
う
当
初
の
目
標
に
そ
っ

た
人
生
行
路
を
彼
は
歩
ん
で
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
だ
が
、
た
と
え
一
時
的
な
こ
と

で
あ
れ
、
暁
烏
が
外
交
官
を
志
し
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
自
己
の
人
生
に
対
す

る
彼
の
願
望
の
よ
う
な
も
の
を
推
し
量
る
う
え
で
、
と
て
も
興
味
深
い
。
要
す
る
に
、

エ
リ
ー
ト
と
し
て
生
き
る
、
と
い
う
野
心
が
、
青
年
時
代
の
彼
に
は
は
っ
き
り
と
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
宗
教
界
で
あ
れ
、
世
俗
社
会
で
あ
れ
、
不
特
定
多
数
の
同
時
代
人
か

ら
の
賞
賛
や
敬
意
を
受
け
る
よ
う
な
地
位
に
お
い
て
活
躍
す
る
人
生
を
、
彼
は
強
く

望
ん
で
い
た
。 

 

そ
し
て
、
そ
う
し
た
地
位
に
達
す
る
た
め
に
は
、
同
じ
く
そ
う
し
た
地
位
を
目
指

し
て
い
る
他
の
青
年
た
ち
が
み
な
読
ん
で
い
る
本
を
自
分
も
ま
た
読
む
こ
と
が
必
須

で
あ
る
と
、
彼
は
考
え
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
当
人
に
よ
る
学
生
時
代
の
読
書
経
験

の
回
顧
文
を
参
照
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
に
推
測
す
る
ほ
か
な
い
。
明
治
の
地
方
村
落

に
生
ま
れ
た
者
が
、
そ
の
地
域
社
会
の
一
員
と
し
て
埋
没
す
る
の
で
は
な
く
、
広
い

世
間
で
の
名
声
を
得
よ
う
と
い
う
願
い
を
胸
に
抱
い
た
と
き
、
西
洋
人
の
執
筆
し
た

立
身
出
世
の
ガ
イ
ド
と
な
り
う
る
書
物
を
読
み
、
感
銘
を
受
け
、
啓
発
さ
れ
る
こ
と

は
、
ほ
と
ん
ど
義
務
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
し
た
義
務
感
は
、

世
俗
社
会
で
の
立
身
を
望
む
者
た
ち
に
も
、
暁
烏
の
よ
う
に
宗
教
界
で
の
出
世
を
願

う
者
に
も
、
同
じ
よ
う
に
共
有
さ
れ
て
い
た
時
代
の
感
覚
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

 

だ
が
、
あ
く
ま
で
も
宗
教
界
で
の
地
位
確
立
を
目
指
し
た
暁
烏
の
本
に
対
す
る
向

き
合
い
方
は
、
世
俗
社
会
で
の
み
生
き
る
青
年
た
ち
の
そ
れ
と
は
、
や
は
り
異
質
で

あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
他
の
宗
教
家
の
著
し
た
作
品
を
読
む
と
き
の
ス
タ
ン
ス
が
、

微
妙
に
異
な
っ
て
い
た
。 
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根
が
佛
教
の
出
身
で
あ
り
、
主
と
し
て
佛
教
の
教
育
を
受
け
た
の
で
あ
り
ま

す
上
に
、
そ
の
時
分
佛
教
徒
の
多
く
は
キ
リ
ス
ト
教
を
仇
敵
の
や
う
に
思
ひ
外

道
の
や
う
に
観
て
を
つ
た
の
に
拘
ら
ず
青
年
期
に
お
け
る
私
は
、
松
村
介
石
先

生
の
書
か
れ
た
『
修
養
論
』
や
、
内
村
鑑
三
先
生
の
著
は
さ
れ
た
『
求
安
録
』

な
ど
い
ふ
書
物
に
よ
つ
て
非
常
な
力
を
得
、
大
い
な
る
励
み
を
与
へ
ら
れ
た
こ

と
を
忘
れ
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ぬ
。
（
中
略
）
か
う
し
た
い
ろ
〳
〵
と
佛
教
以
外

の
思
想
に
触
れ
て
行
つ
た
私
は
、
そ
れ
が
た
め
自
然
に
佛
教
の
内
部
の
人
た
ち

と
は
漸
く
思
想
の
傾
向
を
異
に
す
る
や
う
に
な
つ
て
ま
ゐ
り
、
内
部
の
人
か
ら

は
、
や
ゝ
も
す
れ
ば
異
端
者
を
以
て
目
せ
ら
れ
る
や
う
に
な
つ
て
来
た
の
で
あ

り
ま
す
。[

一
六
：
三
二
二
―
三]

 

 

松
村
介
石
や
内
村
鑑
三
な
ど
、
キ
リ
ス
ト
教
に
感
化
さ
れ
る
か
た
ち
で
独
自
の
宗

教
運
動
を
展
開
し
た
指
導
者
た
ち
に
よ
る
著
作
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
徒
の
み
な
ら

ず
、
い
や
そ
れ
以
上
に
、
明
治
の
エ
リ
ー
ト
青
年
た
ち
の
間
で
か
な
り
熱
心
に
読
ま

れ
て
い
た
。
西
洋
文
明
の
基
礎
を
な
す
キ
リ
ス
ト
教
に
関
係
し
た
思
想
や
文
化
に
触

れ
る
こ
と
は
、
当
時
の
エ
リ
ー
ト
青
年
た
ち
に
と
っ
て
の
教
養
の
一
種
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
暁
烏
に
し
て
も
、
そ
う
し
た
教
養
の
一
環
と
し
て
内
村
ら
キ
リ
ス
ト
者
た

ち
の
著
作
を
読
む
こ
と
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
が
、
仏
教
者
が
キ
リ
ス
ト
者
の
本
に

学
ぶ
こ
と
は
、
そ
う
で
な
い
立
場
の
者
が
そ
う
す
る
こ
と
と
は
、
そ
の
意
味
が
自
ず

と
異
な
る
。
自
身
の
信
仰
や
宗
教
に
対
す
る
考
え
方
が
、
そ
れ
と
は
明
確
に
異
質
な

世
界
観
の
も
と
に
成
り
立
っ
て
い
る
作
品
の
影
響
下
で
不
可
避
的
に
変
容
し
て
い
く

可
能
性
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
著
作
に
向
き
合
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。
そ
し
て
実
際
に
暁
烏
は
、
仏
教
者
と
し
て
は
「
異
端
者
」
と
み
な
さ
れ
る
こ

と
も
あ
る
ほ
ど
、
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
を
被
っ
た
。
そ
の
影
響
は
、
た
と
え
ば
彼
の

仏
教
書
に
対
す
る
向
き
合
い
方
に
も
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

明
治
後
期
か
ら
末
期
に
か
け
て
、
彼
は
一
冊
の
仏
教
書
を
、
ま
る
で
キ
リ
ス
ト
教

の
聖
書
で
あ
る
か
の
よ
う
に
読
み
込
ん
で
い
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
読
解
か
ら
得
ら
れ

た
知
見
や
発
想
の
一
部
始
終
を
、
講
義
形
式
で
聴
衆
に
語
り
聞
か
せ
、
さ
ら
に
時
間

を
か
け
て
文
章
に
残
し
て
い
っ
た
。
彼
が
唯
一
無
二
の
聖
典
と
し
て
選
び
取
り
、
そ

こ
に
書
か
れ
た
教
え
の
意
義
を
精
魂
込
め
て
語
り
尽
く
し
て
い
っ
た
そ
の
書
物
は
、

や
が
て
近
代
日
本
を
代
表
す
る
仏
教
書
と
し
て
の
地
位
と
評
価
を
獲
得
し
、
多
く
の

知
識
人
に
と
っ
て
の
バ
イ
ブ
ル
の
よ
う
な
作
品
と
し
て
無
数
の
日
本
人
に
読
ま
れ
て

い
く
こ
と
と
な
る
。 

 

そ
の
書
物
の
名
を
、
『
歎
異
抄
』
と
い
う
。 

   
 
 

二 

聖
書
と
し
て
の
『
歎
異
抄
』 

  

『
歎
異
抄
』
は
明
治
後
期
に
一
世
を
風
靡
し
た
。
浄
土
真
宗
の
学
僧
や
布
教
者
、

特
に
革
新
的
な
意
志
に
満
ち
た
若
い
真
宗
僧
侶
ら
が
、
同
書
に
関
す
る
論
書
や
注
釈

書
を
次
々
と
発
表
し
、
そ
れ
ら
が
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
に

も
同
書
が
読
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
読
者
は
学
僧
を
中
心
と
し
た

狭
い
範
囲
に
限
ら
れ
て
い
た
し
、
ま
た
そ
の
読
み
方
も
他
の
真
宗
聖
典
と
の
関
係
か

ら
同
書
に
記
さ
れ
た
文
言
の
意
味
を
判
定
し
て
い
く
よ
う
な
訓
詁
学
的
な
傾
向
が
強

く
、
個
々
の
読
者
に
よ
る
独
自
的
な
読
み
や
解
釈
は
ほ
と
ん
ど
許
容
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
明
治
後
期
の
『
歎
異
鈔
』
の
読
み
手
た
ち
は
、
親
鸞
の
教

え
に
よ
っ
て
救
わ
れ
た
自
ら
の
体
験
に
基
づ
き
な
が
ら
、
同
書
の
意
義
を
熱
く
語
っ

た
。
そ
し
て
そ
の
信
仰
告
白
的
な
『
歎
異
抄
』
語
り
が
、
自
分
も
同
じ
よ
う
に
救
わ

れ
た
い
と
願
う
多
く
の
同
時
代
人
の
支
持
を
集
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。 

 
そ
う
し
た
明
治
後
期
の
『
歎
異
抄
』
ブ
ー
ム
の
主
た
る
担
い
手
の
一
人
が
、
暁
烏

敏
で
あ
っ
た
。
彼
は
明
治
三
六
年
よ
り
宗
教
雑
誌
『
精
神
界
』
に
て
「
『
歎
異
鈔
』
を

読
む
」
と
い
う
記
事
の
連
載
を
開
始
し
、
こ
の
連
載
を
八
年
間
に
わ
た
り
継
続
、
そ

し
て
明
治
四
四
年
に
『
歎
異
鈔
講
話
』
と
し
て
一
書
に
ま
と
め
上
げ
た
。
彼
に
よ
る

こ
の
一
連
の
『
歎
異
抄
』
論
は
、
宗
派
の
教
義
学
的
な
観
点
か
ら
で
は
な
く
、
今
に

生
き
る
ひ
と
つ
の
実
存
と
し
て
の
立
場
か
ら
そ
こ
に
生
き
方
の
教
え
を
求
め
る
と
い
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う
態
度
で
同
書
を
読
ん
で
い
く
試
み
と
し
て
、
後
世
の
者
た
ち
が
『
歎
異
抄
』
を
読

む
際
に
参
照
可
能
な
一
つ
の
範
例
を
作
り
上
げ
た
。 

 

暁
烏
に
と
っ
て
、
そ
の
書
物
は
ど
れ
だ
け
重
要
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
彼
は
同
書

と
ど
の
よ
う
に
付
き
合
っ
て
き
た
の
か
。
本
人
の
証
言
を
聞
い
て
み
よ
う
。 

 
 
 

私
が
自
分
の
内
部
生
命
に
ふ
れ
て
聖
人
を
味
は
ひ
そ
め
た
の
は
、
二
十
歳
の

暮
時
分
か
ら
、
性
欲
の
問
題
に
苦
し
み
か
け
た
時
か
ら
で
あ
つ
た
。
そ
の
時
分

に
ひ
ど
い
罪
悪
感
に
沈
ん
で
い
た
私
は
、
聖
人
の
言
行
録
で
あ
つ
た
『
歎
異
鈔
』

を
手
に
し
た
の
で
あ
つ
た
。
そ
れ
か
ら
十
五
六
年
の
間
、
私
は
こ
の
『
歎
異
鈔
』

に
よ
り
て
聖
人
と
語
り
、
聖
人
と
共
に
歩
ん
で
き
た
の
で
し
た
。
何
百
遍
読
ん

だ
事
や
ら
、
何
十
回
講
じ
た
事
や
ら
覚
え
な
い
ほ
ど
で
あ
り
ま
す
。
（
中
略
）
私

に
若
し
『
歎
異
鈔
』
が
な
か
つ
た
ら
、
私
は
、
自
暴
自
棄
な
惨
め
な
者
に
な
つ

て
し
ま
つ
て
ゐ
た
だ
ら
う
と
思
は
れ
ま
す
。
私
は
よ
く
『
歎
異
鈔
』
に
よ
り
て

救
は
れ
、
『
歎
異
鈔
』
に
よ
り
て
育
て
ら
れ
、
力
づ
け
ら
れ
、
成
長
し
て
き
た
の

で
あ
り
ま
す
。『
歎
異
鈔
』
に
現
は
れ
た
る
親
鸞
聖
人
は
私
の
終
生
離
る
ゝ
事
の

で
き
ぬ
、
忘
る
ゝ
事
の
で
き
ぬ
恩
師
な
の
で
あ
り
ま
す
。（
中
略
）
私
は
聖
人
の

魂
に
触
る
ゝ
事
に
よ
つ
て
、
ど
ん
な
に
自
分
が
大
き
く
な
り
、
つ
よ
く
な
つ
た

か
し
れ
ま
せ
ん
。
聖
人
は
実
に
私
の
生
命
の
親
で
あ
る
と
い
う
て
よ
い
の
で
あ

り
ま
す
。[

一
三
：
二
五
二] 

 

二
〇
歳
か
ら
三
〇
代
半
ば
の
青
年
期
の
終
わ
り
ま
で
、
彼
は
常
に
『
歎
異
抄
』
と

そ
こ
に
記
さ
れ
た
親
鸞
の
思
想
と
共
に
生
き
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
読
み
そ

れ
に
つ
い
て
語
る
こ
と
で
、
時
に
折
れ
そ
う
に
な
る
自
ら
の
心
を
勇
気
づ
け
、
あ
る

い
は
宗
教
家
と
し
て
独
立
し
て
い
く
た
め
に
も
、
同
書
を
精
神
的
な
支
え
と
し
続
け

た
。
そ
の
時
代
、
『
歎
異
抄
』
は
彼
に
と
っ
て
他
の
ど
ん
な
本
よ
り
も
遥
か
に
大
切
な

作
品
で
あ
り
、
決
し
て
代
わ
り
の
き
か
な
い
究
極
の
一
冊
で
あ
っ
た
。
「
『
歎
異
鈔
』

を
以
つ
て
、
世
界
最
大
の
聖
書
で
あ
る
と
信
ず
る
」
［
六
：
一
一
五
］
と
自
ら
述
べ
て

い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
彼
に
と
っ
て
、
敬
虔
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
と
っ
て
の
聖
書
の

よ
う
に
絶
対
的
な
書
物
と
し
て
あ
っ
た
。 

 

『
歎
異
抄
』
は
、
こ
の
世
に
存
在
す
る
す
べ
て
の
本
に
優
る
意
義
を
暁
烏
に
と
っ

て
は
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
た
と
え
ば
他
の
仏
教
書
を
読
み
理
解
す
る

際
に
も
、
そ
の
読
み
方
や
解
釈
の
規
準
は
当
然
の
ご
と
く
『
歎
異
抄
』
に
こ
そ
あ
っ

た
。 

 
 
 

一
度
『
歎
異
鈔
』
の
信
念
に
は
い
つ
て
か
ら
、
ふ
り
か
え
つ
て
再
び
『
御
一

代
記
聞
書
』
を
味
は
う
て
見
る
と
、
こ
の
聖
教
は
倫
理
的
と
い
ふ
よ
り
も
寧
ろ

『
歎
異
鈔
』
の
「
他
の
善
も
要
に
あ
ら
ず
、
念
佛
に
ま
さ
る
べ
き
善
な
き
故
に
。

悪
を
も
恐
る
べ
か
ら
ず
、
弥
陀
の
本
願
を
さ
ま
た
ぐ
る
ほ
ど
の
悪
な
き
が
故
に
」

の
教
訓
の
敷
衍
に
過
ぎ
な
い
や
う
に
味
は
ゝ
れ
、
『
安
心
決
定
鈔
』
は
『
歎
異
鈔
』

の
「
た
と
ひ
法
然
聖
人
に
す
か
さ
れ
ま
ゐ
ら
せ
て
、
念
佛
し
て
地
獄
に
お
ち
た

り
と
も
、
さ
ら
に
後
悔
す
べ
か
ら
ず
候
」
の
教
訓
の
敷
衍
に
外
な
ら
ぬ
や
う
に

味
は
は
る
ゝ
の
で
あ
る
。[

二
一
：
四
七
九]

 

 

『
御
一
代
記
聞
書
』
も
『
安
心
決
定
鈔
』
も
、
そ
れ
ぞ
れ
浄
土
真
宗
の
重
要
な
聖

典
で
は
あ
る
が
、
そ
ら
れ
の
聖
典
に
書
か
れ
て
あ
る
内
容
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
『
歎

異
抄
』
の
内
容
の
敷
衍
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
う
し
た
解
釈
の
妥
当
性

に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
問
わ
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
親
鸞
の
思
想
は
『
歎
異
抄
』

に
そ
の
本
質
が
十
全
に
書
き
込
ま
れ
て
お
り
、
同
書
を
読
め
ば
真
宗
の
教
え
の
核
心

は
十
二
分
に
つ
か
み
取
る
こ
と
が
可
能
な
の
だ
と
、
こ
の
当
時
の
彼
が
考
え
て
い
た

こ
と
は
疑
い
な
い
だ
ろ
う
。 

 

暁
烏
が
『
歎
異
抄
』
か
ら
読
み
出
し
て
い
っ
た
親
鸞
思
想
の
エ
ッ
セ
ン
ス
、
そ
れ

は
、
す
べ
て
に
凌
駕
す
る
信
仰
の
絶
対
性
で
あ
っ
た
。
絶
対
他
力
と
い
う
一
語
で
端

的
に
表
さ
れ
る
そ
の
絶
対
性
の
前
で
は
、
い
か
な
る
知
識
や
学
問
も
、
い
か
な
る
倫

理
や
道
徳
も
、
無
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
が
『
歎
異
抄
』
と
い
う
一
冊
の
本
と
も
に
歩

ん
で
い
た
時
代
の
暁
烏
の
、
内
心
の
確
信
で
あ
っ
た
。 

 
 
 

か
く
て
『
歎
異
鈔
』
一
部
の
大
精
神
は
学
問
以
上
、
倫
理
以
上
の
宗
教
を
教

へ
ら
れ
た
も
の
と
見
え
る
。
哲
学
と
云
ひ
、
科
学
と
云
う
た
と
こ
ろ
が
、
人
間

の
知
識
の
範
囲
を
出
づ
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
そ
の
人
間
の
心
は
変
化
常
な
き
も
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の
故
に
学
問
に
常
住
の
安
立
を
託
す
こ
と
が
で
き
ぬ
。
倫
理
と
云
ひ
道
徳
と
云

う
た
と
こ
ろ
が
人
間
の
意
志
や
行
為
に
属
し
た
事
で
、
善
だ
と
云
ひ
徳
だ
と
云

う
た
と
こ
ろ
で
、
や
は
り
人
間
を
超
ゆ
る
わ
け
に
は
い
か
ぬ
。
人
間
の
意
志
や

行
為
は
畢
竟
無
常
の
も
の
で
あ
る
。
故
に
倫
理
道
徳
に
も
永
遠
の
安
立
を
定
む

る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
仍
つ
て
永
遠
の
生
命
の
安
立
を
得
る
に
は
、
人
間
の
学
問

や
道
徳
を
あ
て
に
は
せ
ず
、
又
こ
れ
な
き
を
苦
に
せ
ず
、
た
ゞ
偏
へ
に
絶
対
他

力
の
妙
用
に
託
す
る
の
外
な
い
。
こ
れ
が
『
歎
異
鈔
』
の
根
本
思
想
で
あ
る
。

［
六
：
六
二
］ 

 

人
文
学
に
せ
よ
自
然
科
学
に
せ
よ
、
学
問
は
有
限
的
な
人
間
に
よ
る
頭
脳
や
思
考

の
産
物
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
ど
の
よ
う
な
立
派
な
徳
目
も
、
有
限
的
な
人
間
に
よ

る
約
束
事
で
し
か
な
く
、
ど
れ
ほ
ど
の
賛
辞
に
値
す
る
善
行
も
、
有
限
的
な
人
間
に

よ
る
刹
那
的
な
行
為
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
学
問
や
倫
理
の
有
限
性
を
超
え
た
絶
対

的
な
立
脚
地
を
得
て
、
そ
こ
を
人
生
の
足
場
と
す
る
た
め
に
は
、
『
歎
異
抄
』
に
表
現

さ
れ
た
絶
対
的
な
信
仰
の
世
界
を
選
び
取
り
、
そ
れ
を
究
極
的
な
規
範
と
し
な
が
ら

生
き
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
世
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
物
事
に
対
す
る
判

断
規
準
は
信
仰
に
基
づ
く
。
そ
れ
以
外
は
す
べ
て
あ
て
に
な
ら
な
い
。 

 

こ
う
し
た
内
心
の
確
信
に
生
き
て
い
た
暁
烏
に
と
っ
て
、
た
と
え
ば
有
限
で
あ
る

は
ず
の
学
問
に
よ
っ
て
宗
教
へ
の
理
解
を
深
め
よ
う
と
す
る
よ
う
な
人
間
は
、
そ
の

誤
り
を
批
判
さ
れ
る
べ
き
反
面
教
師
と
し
て
敵
視
の
対
象
と
な
っ
た
。 

 
 
 

宗
教
に
は
学
者
は
三
文
の
価
値
も
あ
り
ま
せ
ぬ
。
「
何
教
に
は
か
く
説
け
り
」

「
何
論
に
は
か
く
解
せ
り
」
こ
れ
果
し
て
何
す
る
も
の
ぞ
。
一
切
経
を
そ
ら
ん

じ
た
と
し
て
決
し
て
佛
教
の
真
意
を
得
た
人
で
は
な
い
。
経
文
一
つ
知
ら
な
い

で
も
、
如
来
他
力
の
不
思
議
海
に
は
い
つ
た
人
な
ら
ば
、
そ
れ
こ
そ
大
々
的
佛

教
徒
で
あ
る
。［
六
：
三
八
］ 

 

人
が
あ
る
宗
教
と
の
関
係
を
深
め
る
に
は
、
そ
れ
を
ひ
た
す
ら
信
仰
す
る
し
か
な

い
。
そ
の
宗
教
に
関
す
る
知
識
を
ど
れ
だ
け
所
有
し
て
い
よ
う
と
も
、
あ
ま
り
意
味

が
な
い
。
だ
か
ら
そ
れ
に
関
す
る
知
識
の
質
量
に
お
い
て
宗
教
と
の
関
係
を
深
め
よ

う
と
す
る
学
者
に
も
、
あ
ま
り
価
値
が
な
い
。
信
仰
の
絶
対
性
の
主
唱
者
で
あ
る
暁

烏
の
思
い
入
れ
の
ほ
ど
の
強
さ
を
十
分
に
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
主
張
だ
が
、
し

か
し
い
さ
さ
か
排
他
的
で
狭
量
な
意
見
で
あ
る
よ
う
に
も
思
え
る
。 

 

暁
烏
は
『
歎
異
抄
』
を
聖
書
の
よ
う
に
読
ん
で
い
た
、
と
先
に
書
い
た
。
こ
の
レ

ト
リ
ッ
ク
を
さ
ら
に
展
開
さ
せ
て
い
う
な
ら
ば
、
『
歎
異
抄
』
に
対
す
る
彼
の
態
度
は
、

福
音
主
義
者
の
そ
れ
に
近
似
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
宗
教
に

お
い
て
重
要
な
の
は
、
信
仰
の
み
、
あ
る
い
は
聖
書
に
基
づ
く
信
仰
の
み
と
す
る
福

音
主
義
者
の
ス
タ
ン
ス
は
、『
歎
異
抄
』
か
ら
絶
対
他
力
の
信
仰
の
み
を
抽
出
し
、
自

己
の
生
き
方
の
根
拠
と
し
て
は
そ
の
信
仰
以
外
の
い
か
な
る
要
素
も
あ
ま
り
信
用
し

な
い
暁
烏
の
立
場
と
同
類
の
も
の
で
あ
る
。
先
に
少
し
確
認
し
た
彼
の
読
書
履
歴
か

ら
推
測
す
れ
ば
、
福
音
主
義
の
変
種
で
あ
る
無
教
会
主
義
の
宣
教
者
で
あ
っ
た
内
村

鑑
三
か
ら
の
影
響
を
そ
こ
に
見
て
取
る
こ
と
も
可
能
だ
が
、
こ
の
点
は
指
摘
す
る
だ

け
に
と
ど
め
て
お
く
。 

 

こ
う
し
た
、
単
一
の
聖
典
の
み
に
自
ら
の
信
念
の
規
準
を
求
め
る
よ
う
な
読
書
の

仕
方
に
は
、
ど
う
い
っ
た
利
点
や
難
点
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
た
だ
一
つ
の
書
物
に
記

さ
れ
て
あ
る
言
葉
だ
け
を
ひ
た
す
ら
信
頼
し
て
生
き
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
書
物
の
言

葉
と
は
矛
盾
す
る
信
念
に
基
づ
く
他
の
言
説
と
の
間
で
生
じ
る
葛
藤
に
は
決
し
て
悩

ま
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、
狭
隘
で
は
あ
る
が
強
靭
な
自
我
の
確
立
へ
と
人
を
導
い
て

く
れ
る
だ
ろ
う
。
自
己
と
は
異
な
る
信
念
を
抱
く
他
者
の
言
葉
の
存
在
し
な
い
内
面

的
な
世
界
で
、
絶
対
的
な
信
仰
と
共
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
。
そ
の
よ
う
に
し
て
唯

一
無
二
の
書
物
の
言
葉
に
身
も
心
も
ゆ
だ
ね
て
し
ま
う
こ
と
で
、
内
な
る
心
の
中
で

の
救
い
の
感
覚
に
基
づ
く
、
揺
る
ぎ
な
い
自
我
の
安
定
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
わ

け
だ
。 

 

だ
が
、
そ
う
し
た
救
済
や
安
心
の
か
た
ち
は
、
む
ろ
ん
少
な
か
ら
ぬ
問
題
を
は
じ

め
か
ら
抱
え
込
ん
で
い
る
。
ま
ず
も
っ
て
、
自
己
と
は
異
質
な
信
念
を
有
す
る
他
者

と
の
共
存
の
問
題
が
あ
る
だ
ろ
う
。
絶
対
的
か
つ
自
閉
的
な
信
仰
に
生
き
て
い
る
者

が
、
ひ
と
た
び
外
部
へ
と
向
か
い
他
者
と
付
き
合
っ
て
い
こ
う
と
す
れ
ば
、
そ
こ
で
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他
者
と
の
信
念
の
共
有
さ
れ
な
さ
に
よ
る
対
立
や
反
目
が
し
ば
し
ば
生
じ
て
し
ま
う

こ
と
は
避
け
が
た
い
。
こ
の
世
に
た
っ
た
一
人
で
、
こ
の
世
に
た
っ
た
一
つ
の
書
物

の
教
え
に
生
き
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
問
題
は
な
い
。
あ
る
い
は
、
自
分
の
ま
わ
り
に

自
分
と
は
異
な
る
信
念
を
持
つ
人
間
が
他
に
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
構
わ
な
い
。
し
か

し
、
こ
の
世
界
に
は
様
々
な
教
え
を
語
る
書
物
が
あ
り
、
多
様
な
信
念
を
持
つ
人
間

が
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
当
然
す
ぎ
る
事
実
の
前
で
、
絶
対
的
な
信
仰
に
開
眼
し
た

と
い
う
人
間
は
と
き
に
つ
ま
ず
か
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。 

 

さ
ら
に
、
そ
う
し
た
信
仰
を
享
受
す
る
当
人
に
と
っ
て
は
よ
り
大
き
な
つ
ま
ず
き

の
石
と
し
て
、
人
と
本
と
の
い
わ
ば
蜜
月
的
な
関
係
が
、
ど
れ
だ
け
持
続
可
能
な
の

か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
当
該
の
唯
一
の
書
物
が
、
い
つ
ま
で
も
ず
っ
と
無
二
の
本

と
し
て
、
そ
の
読
者
の
心
を
拘
束
し
、
彼
の
心
を
支
え
続
け
て
く
れ
る
と
い
う
保
証

は
何
も
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
そ
れ
が
か
な
わ
な
く
な
っ
た
と
き
に
は
、
上
記
し
た

よ
う
な
自
我
の
安
定
も
、
内
心
の
救
い
も
、
も
ろ
く
も
崩
れ
去
っ
て
い
く
は
ず
だ
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
安
心
の
崩
壊
に
人
が
直
面
し
た
と
き
、
人
は
唯
一
無
二
の
本

に
傾
倒
す
る
こ
と
の
隘
路
を
痛
感
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
ま
た
別
の
道
を
探
し
求
め

る
必
要
に
迫
ら
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。 

 

明
治
か
ら
大
正
へ
。
元
号
と
と
も
に
時
代
が
移
り
変
わ
る
そ
の
移
行
期
に
、
暁
烏

は
そ
う
し
た
書
物
を
め
ぐ
る
隘
路
か
ら
の
脱
出
を
は
か
る
た
め
の
、
新
た
な
一
歩
を

踏
み
出
し
て
い
く
。 

   
 
 

三 

本
に
か
ぶ
れ
る
私 

  

か
つ
て
心
の
底
か
ら
感
動
し
た
本
が
、
あ
る
と
き
読
み
直
し
て
み
る
と
ま
っ
た
く

心
に
響
い
て
こ
な
い
。
あ
る
い
は
こ
れ
と
は
逆
に
、
昔
読
ん
で
何
の
感
慨
も
わ
か
な

か
っ
た
本
を
、
年
月
を
経
て
か
ら
改
め
て
読
ん
で
み
る
と
多
く
の
発
見
が
あ
り
、
心

が
震
え
る
。
あ
る
程
度
の
読
書
家
で
あ
れ
ば
、
こ
の
種
の
経
験
を
し
た
こ
と
が
一
度

や
二
度
は
必
ず
あ
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
経
験
が
あ
り
う
る
の
か
。
本
そ
れ

自
体
は
、
何
も
変
わ
っ
て
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。
で
あ
れ
ば
、
変
わ
っ
た
の
は
そ
れ

を
読
む
自
分
の
方
な
の
だ
ろ
う
。
紙
上
に
並
ん
だ
言
葉
の
内
容
や
配
置
は
変
わ
ら
な

い
で
も
、
自
分
が
変
わ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
言
葉
の
持
つ
意
味
は
大
き
く
変
わ
っ
て
く

る
。
こ
の
種
の
経
験
は
読
書
の
醍
醐
味
の
一
つ
で
あ
る
。 

 

大
正
初
期
の
暁
烏
の
な
か
で
、
『
歎
異
抄
』
と
い
う
本
の
位
置
づ
け
は
そ
れ
ま
で
と

は
大
き
く
変
わ
っ
て
い
っ
た
。 

 
 
 

明
治
四
十
五
年
即
ち
大
正
元
年
か
ら
二
年
に
か
け
て
、
私
の
精
神
上
に
一
大

変
動
が
起
り
ま
し
た
。
今
ま
で
始
終
読
ん
で
を
つ
た
『
歎
異
鈔
』
が
、
ど
う
も

あ
ま
り
自
分
の
胸
に
響
か
ぬ
や
う
に
な
り
ま
し
た
。
さ
う
し
て
、
自
分
の
心
が

今
ま
で
の
や
う
な
甘
い
世
界
に
陶
酔
し
て
を
ら
れ
な
く
な
つ
た
。
ず
ゐ
ぶ
ん
悶

え
悶
え
し
て
、
す
べ
て
の
自
分
の
周
囲
が
破
壊
さ
れ
、
自
分
自
身
も
破
壊
さ
れ

る
こ
と
を
感
ず
る
［
六
：
四
三
八
］ 

 

『
歎
異
抄
』
は
、
彼
に
と
っ
て
の
無
条
件
に
肯
定
さ
れ
賛
美
さ
れ
る
作
品
で
は
も

は
や
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
わ
け
だ
。
そ
れ
を
読
ん
で
も
以
前
と
同
様
の
救

い
の
感
覚
を
味
わ
う
こ
と
は
で
き
ず
、
気
分
も
ま
る
で
落
ち
着
か
な
い
。
こ
れ
は
な

ぜ
だ
ろ
う
か
。『
歎
異
抄
』
と
い
う
本
そ
れ
自
体
は
何
も
変
わ
っ
て
い
な
い
は
ず
で
あ

る
。
で
あ
れ
ば
、
変
わ
っ
た
の
は
そ
れ
を
読
む
暁
烏
と
い
う
人
間
な
の
だ
ろ
う
。
い
っ

た
い
、
彼
に
何
が
あ
っ
た
の
か
。 

 

大
正
元
年
か
ら
二
年
に
か
け
て
暁
烏
に
起
っ
た
決
定
的
に
重
要
な
出
来
事
、
そ
れ

は
、
彼
の
妻
の
死
と
、
そ
の
死
の
前
後
に
お
け
る
悩
ま
し
き
日
々
の
経
験
で
あ
る
。

こ
の
経
験
の
な
か
で
大
い
に
煩
悶
し
、
そ
し
て
そ
の
煩
悶
が
『
歎
異
抄
』
に
基
づ
く

自
己
の
信
仰
で
は
解
消
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
苦
い
現
実
が
、
彼
を
し

て
同
書
に
対
す
る
無
条
件
の
信
頼
を
失
わ
せ
る
に
至
っ
た
。 

 

病
床
の
妻
を
在
宅
で
看
病
し
て
い
た
頃
か
ら
既
に
、
そ
う
し
た
信
頼
喪
失
の
兆
候

は
表
れ
て
い
た
。 

 
 
 

病
人
に
関
係
し
た
自
分
に
就
い
て
考
へ
て
み
る
。
病
気
が
永
い
と
す
る
と
、
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自
分
は
総
べ
て
の
進
歩
が
止
つ
て
し
ま
ふ
や
う
に
思
は
る
ゝ
。
他
の
友
人
は
ど

ん
〳
〵
夫
れ
〴
〵
の
世
間
的
の
事
業
を
や
つ
て
行
く
の
に
、
自
分
は
だ
ん
〳
〵

凋
落
し
て
田
舎
の
土
に
う
も
れ
て
し
ま
は
ね
ば
な
ら
ぬ
の
か
。
だ
ん
〳
〵
世
に

捨
て
ら
れ
て
行
く
の
だ
な
と
思
う
て
は
前
途
は
闇
黒
で
あ
る
。
［
二
二
：
一
八
］ 

 

清
新
な
『
歎
異
抄
』
論
者
と
し
て
評
価
さ
れ
、
明
治
後
期
に
は
宗
教
界
に
お
け
る

一
定
の
地
位
を
築
い
た
暁
烏
で
あ
っ
た
が
、
妻
の
看
病
の
た
め
に
都
会
で
の
講
演
や

執
筆
活
動
を
行
う
余
裕
が
あ
ま
り
な
く
な
っ
て
き
た
こ
と
で
、
そ
う
し
た
自
己
に
対

す
る
評
価
が
維
持
で
き
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
に
か
ら
れ
た
。
立
身

出
世
の
願
望
を
抱
い
て
革
新
的
な
宗
教
家
に
な
る
こ
と
を
志
し
た
彼
で
あ
っ
た
か
ら
、

そ
の
よ
う
な
凋
落
の
不
安
に
さ
い
な
ま
れ
る
こ
と
は
何
ら
不
思
議
で
は
な
い
。
け
れ

ど
も
、
絶
対
的
な
信
仰
に
比
べ
れ
ば
そ
の
有
限
性
は
明
ら
か
で
あ
る
は
ず
の
「
世
間

的
の
事
業
」
に
こ
こ
ま
で
拘
泥
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
暁
烏
が
『
歎
異
抄
』

か
ら
読
み
取
っ
た
と
い
う
絶
対
的
な
信
仰
の
、
本
来
的
な
不
確
か
さ
を
見
て
取
る
こ

と
は
、
お
そ
ら
く
誤
り
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
同
書
に
対
す
る
彼
の
一
途
な
信
頼
の
念

は
、
も
と
も
と
か
な
り
不
安
定
な
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
な
の
だ
。 

 

そ
の
不
安
定
性
は
、
彼
の
妻
の
死
と
い
う
厳
し
い
事
実
を
前
に
し
て
、
い
よ
い
よ

本
格
的
に
あ
ら
わ
と
な
っ
た
。 

 
 
 

私
の
佛
陀
は
、
妻
の
死
と
共
に
、
い
や
が
お
う
で
も
私
の
心
か
ら
消
え
ね
ば

な
ら
ぬ
や
う
に
な
り
ま
し
た
。
自
分
は
罪
深
い
者
で
あ
る
が
、
こ
の
罪
の
深
い

私
を
こ
の
ま
ゝ
で
抱
き
取
つ
て
下
さ
る
ゝ
と
い
ふ
都
合
の
よ
い
佛
陀
の
恩
寵
は

私
か
ら
消
え
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。
佛
陀
若
し
さ
る
大
悲
の
力
あ
ら
ば
、
ど
う

し
て
私
か
ら
最
愛
の
妻
を
奪
う
た
か
、
い
や
妻
が
死
な
ね
ば
な
ら
ぬ
運
命
だ
つ

た
ら
な
ぜ
そ
の
運
命
を
ど
う
か
し
て
く
れ
る
こ
と
を
し
な
か
つ
た
の
か
。
妻
の

死
と
共
に
客
観
界
に
顕
現
す
る
と
思
う
た
佛
陀
、
丁
度
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
ゴ
ツ

ド
と
い
う
て
を
る
や
う
な
超
絶
的
佛
陀
は
い
な
い
の
で
あ
る
と
わ
か
り
ま
し
た
。

［
一
二
：
三
〇
］ 

 

『
歎
異
抄
』
と
い
う
聖
書
の
中
か
ら
暁
烏
か
ら
抽
出
し
た
、
絶
対
他
力
の
信
仰
、

そ
し
て
そ
の
信
仰
の
本
源
で
あ
る
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
の
よ
う
な
唯
一
的
な
存
在
で

あ
る
仏
陀
と
、
そ
の
恩
寵
。
そ
れ
ら
は
み
な
す
べ
て
、
彼
の
思
い
込
み
の
産
物
で
あ

り
、
彼
が
思
い
描
く
よ
う
な
か
た
ち
で
は
実
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
十
数
年
間
に
わ

た
っ
て
ず
っ
と
傾
倒
し
て
き
た
『
歎
異
抄
』
と
、
そ
の
教
え
。
彼
は
そ
れ
ら
を
全
身

全
霊
で
頼
り
に
し
て
き
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
唯
一
の
本
へ
の
信
頼
と
唯
一
の
仏
へ
の

信
心
は
、
彼
に
と
っ
て
辛
す
ぎ
る
現
実
を
、
彼
を
し
て
耐
え
さ
せ
る
に
は
十
分
な
内

実
を
備
え
て
い
な
か
っ
た
。 

 

そ
の
挫
折
の
経
験
は
、
し
か
し
暁
烏
を
次
の
ス
テ
ー
ジ
へ
と
運
ん
で
い
く
。
人
生

に
挫
折
し
た
読
書
家
が
立
ち
直
り
、
改
め
て
歩
み
始
め
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
の
歩

み
を
助
け
て
く
れ
る
の
は
、
や
は
り
本
を
読
む
と
い
う
行
動
で
あ
り
、
習
慣
で
あ
っ

た
。
『
歎
異
抄
』
と
い
う
一
冊
の
書
物
へ
の
著
し
い
傾
倒
は
、
ど
う
も
誤
っ
た
選
択
で

あ
っ
た
ら
し
い
。
で
あ
れ
ば
、
一
冊
に
縛
ら
れ
な
い
多
種
多
様
な
本
を
読
み
、
そ
こ

か
ら
多
彩
な
思
想
や
知
見
を
得
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
彼
は
、
そ
れ

ま
で
以
上
に
幅
広
く
多
量
の
読
書
を
積
み
重
ね
る
こ
と
で
、
教
養
主
義
的
な
仏
教
者

と
し
て
の
相
貌
を
い
よ
い
よ
強
め
て
い
く
。 

 

と
同
時
に
、
彼
は
自
ら
の
本
に
対
す
る
態
度
あ
る
い
は
癖
の
よ
う
な
も
の
を
、
猛

烈
に
反
省
し
て
い
っ
た
。
仏
教
者
と
し
て
の
痛
い
挫
折
を
も
た
ら
す
き
っ
か
け
の
一

つ
と
な
っ
た
、
自
己
の
本
に
対
す
る
向
き
合
い
方
に
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
問

題
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
。 

 
 
 

大
根
を
油
揚
と
煮
る
と
油
揚
に
か
ぶ
れ
る
、
鰹
魚
と
煮
る
と
鰹
魚
に
か
ぶ
れ

る
、
牛
肉
と
煮
る
と
牛
肉
に
か
ぶ
れ
る
や
う
に
、
私
は
い
ろ
〳
〵
の
人
や
書
物

や
に
か
ぶ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
私
は
清
沢
先
生
と
居
れ
ば
清
沢
先
生
に
か
ぶ

れ
ま
す
、
親
鸞
聖
人
の
書
を
読
め
ば
親
鸞
聖
人
の
書
に
か
ぶ
れ
ま
す
、
（
中
略
）

か
う
し
て
私
は
い
つ
で
も
、
か
ぶ
れ
た
も
の
を
自
分
で
あ
る
か
の
如
く
思
ひ
も

し
、
言
ひ
も
し
、
売
つ
て
も
を
る
の
で
あ
り
ま
す
。
う
す
ぺ
ら
な
、
徹
底
し
な

い
と
こ
ろ
に
徘
う
て
を
る
の
が
私
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
言
う
た
り
書
い
た

り
し
た
事
は
、
総
べ
て
誤
魔
化
し
で
あ
つ
た
よ
う
に
も
思
は
れ
、
又
か
ぶ
れ
で
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あ
つ
た
よ
う
に
も
思
は
れ
ま
す
。
か
う
言
う
て
を
る
中
に
、
何
か
に
か
ぶ
れ
て

を
る
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
と
底
気
味
が
悪
い
や
う
で
あ
り
ま
す
。［
一
二
：
五

二
］ 

 

人
や
本
に
す
ぐ
に
か
ぶ
れ
て
、
そ
の
思
想
に
安
易
に
同
一
化
し
、
そ
れ
が
あ
た
か

も
自
分
の
思
想
で
あ
る
か
の
よ
う
に
ふ
る
ま
っ
て
し
ま
う
と
い
う
習
性
、
そ
ん
な
習

性
を
持
っ
た
自
分
を
、
暁
烏
は
徹
底
的
に
反
省
し
た
。
『
歎
異
抄
』
の
親
鸞
の
思
想
に

か
ぶ
れ
き
り
、
親
鸞
に
成
り
代
わ
っ
た
つ
も
り
で
絶
対
他
力
の
教
え
を
語
っ
て
い
た

が
、
け
っ
き
ょ
く
の
と
こ
ろ
そ
の
思
想
に
か
ぶ
れ
て
い
た
だ
け
で
、
自
ら
の
確
固
た

る
信
念
を
築
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
過
去
の
失
態
が
、
こ
の
よ
う
な
深

い
反
省
を
呼
び
起
こ
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
こ
う
し
て
自
分
が
今
ま
さ
に
語
っ
て

い
る
言
葉
も
ま
た
、
今
か
ぶ
れ
て
い
る
誰
か
の
受
け
売
り
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う

鋭
い
疑
念
も
、
徹
底
し
た
自
己
反
省
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
、
自
身
の
言
行
に
対
す
る

懐
疑
的
な
意
識
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。 

 

そ
う
し
た
懐
疑
の
念
を
抱
く
こ
と
は
、
彼
に
と
っ
て
、
し
ば
し
ば
少
な
か
ら
ぬ
羞

恥
や
痛
み
の
感
覚
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
。 

 
 
 

私
は
ど
う
し
て
、
は
つ
き
り
と
私
自
身
で
あ
り
得
な
い
の
で
あ
ら
う
。
釈
迦

に
か
ぶ
れ
、
耶
蘇
に
か
ぶ
れ
、
親
鸞
に
か
ぶ
れ
、
日
蓮
に
か
ぶ
れ
、
ト
ル
ス
ト

イ
に
か
ぶ
れ
、
ニ
イ
チ
エ
に
か
ぶ
れ
て
、
人
の
も
の
を
吾
が
も
の
と
思
ふ
や
う

な
馬
鹿
げ
た
こ
と
を
す
る
の
で
あ
ら
う
か
。
私
は
私
の
文
章
を
読
ん
で
、
そ
れ

が
純
真
な
開
か
れ
ゆ
く
世
界
で
な
く
し
て
、
私
自
身
に
開
か
れ
た
世
界
、
或
は

又
、
釈
迦
や
キ
リ
ス
ト
等
に
依
つ
て
開
か
れ
た
世
界
を
基
礎
と
し
て
拵
へ
て
ゐ

る
世
界
の
記
録
で
あ
る
こ
と
を
恥
づ
か
し
く
も
思
ひ
、
又
痛
ま
し
く
も
思
う
て

ゐ
る
の
で
あ
る
。
［
一
二
：
五
四
九
―
五
〇
］ 

 

読
書
に
よ
っ
て
他
者
の
思
想
に
感
化
さ
れ
る
、
そ
し
て
そ
の
思
想
を
自
分
の
思
想

で
あ
る
か
の
よ
う
に
語
っ
て
し
ま
う
、
こ
う
し
て
自
分
を
見
失
っ
て
い
く
、
そ
れ
が

辛
い
。
他
者
の
言
葉
に
浸
食
さ
れ
、
他
者
の
言
葉
に
と
ら
わ
れ
、
他
者
の
言
葉
を
通

し
て
し
か
世
界
に
開
か
れ
な
く
な
っ
て
い
く
、
そ
れ
が
不
自
由
な
感
じ
が
す
る
。
ど

う
し
て
、
私
は
私
自
身
で
あ
り
得
な
い
の
だ
ろ
う
か
。 

 

他
者
の
言
葉
に
浸
食
さ
れ
て
、
他
者
の
言
葉
に
染
ま
っ
た
自
己
の
言
葉
を
吐
く
。

そ
れ
は
誰
も
が
日
々
行
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ほ
ど
思
い
悩
む
必
要
の
な

い
、
い
わ
ば
当
た
り
前
の
行
動
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
だ
が
、
人
並
み
以
上
に
書
物

を
読
み
、
数
多
く
の
思
想
に
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
な
お
も
私
自
身
と
し
て
私
の
言

葉
で
語
り
た
い
と
熱
望
す
る
人
間
に
と
っ
て
、
そ
の
当
た
り
前
の
行
動
を
繰
り
返
し

て
し
ま
う
こ
と
は
苦
し
み
の
原
因
と
な
る
。
ど
れ
だ
け
他
者
の
言
葉
に
浸
食
さ
れ
よ

う
と
、
あ
く
ま
で
も
他
な
ら
ぬ
自
分
と
し
て
生
き
て
、
自
分
の
言
葉
で
語
っ
て
い
き

た
い
。
だ
か
ら
彼
は
、
他
者
の
言
葉
と
自
己
の
言
葉
を
意
地
で
も
切
り
分
け
、
そ
う

す
る
こ
と
で
自
己
の
尊
厳
を
回
復
し
て
い
く
た
め
の
言
論
を
、
彼
の
発
言
に
関
心
を

示
す
他
者
と
、
そ
れ
以
上
に
自
分
自
身
に
対
し
て
、
言
い
聞
か
せ
る
よ
う
に
、
ま
る

で
何
か
を
願
う
か
の
よ
う
に
、
情
理
を
尽
く
し
て
示
し
て
い
く
。 

 

教
養
主
義
者
の
救
済
論
が
、
こ
う
し
て
語
り
始
め
ら
れ
る
。 

   
 
 

四 

教
養
主
義
者
の
救
済
論 

  

数
多
く
の
本
を
読
ん
で
教
養
を
深
め
て
い
く
と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。
単
に

色
々
な
こ
と
を
知
っ
て
い
る
、
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
は
決
し
て
な
い
だ
ろ
う
。
博

識
で
あ
る
こ
と
と
教
養
が
深
い
こ
と
と
は
、
似
て
い
る
よ
う
で
微
妙
に
違
う
。
大
量

の
本
を
読
み
知
識
を
蓄
え
れ
ば
い
い
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
そ
の
厚
み
の

あ
る
読
書
に
よ
っ
て
人
間
や
こ
の
世
界
に
対
す
る
洞
察
を
磨
き
、
自
己
の
人
生
を
、

と
り
わ
け
内
面
的
な
生
を
、
充
実
さ
せ
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
そ
れ
が

出
来
る
の
で
あ
れ
ば
、
本
か
ら
得
ら
れ
る
知
識
そ
の
も
の
に
拘
泥
し
続
け
る
必
要
は

な
い
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。 

 

洋
の
東
西
を
問
わ
ず
様
々
な
哲
人
や
宗
教
家
た
ち
の
著
作
に
学
び
続
け
て
い
た
大

正
期
の
暁
烏
も
ま
た
、
そ
れ
ら
個
々
の
著
作
に
書
き
記
さ
れ
た
知
識
と
し
て
の
言
葉
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自
体
は
、
最
終
的
に
は
意
味
の
な
い
も
の
と
し
て
捨
て
去
る
べ
き
も
の
だ
と
論
じ
て

い
た
。 

 
 
 

釈
尊
や
、
キ
リ
ス
ト
や
、
孔
子
や
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
や
、
弘
法
や
、
法
然
や
、

親
鸞
や
、
道
元
や
、
日
蓮
や
、
ル
ー
テ
ル
や
、
オ
ー
ガ
ス
チ
ン
や
、
近
く
は
ニ
ー

チ
ェ
や
、
キ
エ
ル
ケ
ゴ
オ
ル
や
、
ト
ル
ス
ト
イ
や
、
イ
プ
セ
ン
や
、
ワ
イ
ル
ド

や
、
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
ル
ヒ
や
、
彼
等
の
言
葉
が
い
く
ら
花
や
か
に
羅
列
せ
ら
れ

た
と
こ
ろ
が
何
に
な
ら
う
。
先
人
の
経
験
は
先
人
に
と
り
て
意
味
あ
る
も
の
で

あ
り
生
命
あ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
自
分
に
と
り
て
は
何
に
な
ら
う
。
（
中
略
）

秦
の
始
皇
帝
が
天
下
の
儒
者
を
殺
し
、
天
下
の
書
物
を
焼
き
払
う
た
の
は
思
ひ

切
つ
た
や
り
方
で
あ
る
。
彼
が
利
己
的
な
考
へ
か
ら
天
下
を
愚
か
に
す
る
為
に

こ
ん
な
こ
と
を
や
つ
た
の
は
賞
む
べ
き
事
で
な
い
の
は
勿
論
で
あ
る
が
、
真
に

自
分
の
道
を
求
め
て
精
進
す
る
者
は
、
総
べ
て
の
よ
ご
れ
を
捨
て
や
ら
ね
ば
な

ら
ぬ
。
［
一
二
：
二
一
〇
］ 

 

先
人
の
智
慧
は
あ
く
ま
で
も
先
人
に
と
っ
て
の
智
慧
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
何
か
し

ら
学
ぶ
べ
き
要
素
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
自
己
の
思
想
や
人
生
に
と
っ
て
は
究
極
的

に
は
不
要
な
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
他
者
の
智
慧
を
語
る
本
な
ど
、

場
合
に
よ
っ
て
は
燃
や
し
て
し
ま
っ
て
も
構
わ
な
い
。
書
物
か
ら
得
ら
れ
る
知
識
そ

れ
自
体
に
対
す
る
執
着
を
否
定
す
る
教
養
主
義
者
ら
し
い
も
の
言
い
だ
が
、
そ
れ
と

同
時
に
、
本
と
い
う
も
の
に
対
す
る
暁
烏
の
愛
憎
な
か
ば
す
る
思
い
も
ま
た
感
じ
さ

せ
る
記
述
で
あ
る
。
彼
は
本
を
心
か
ら
愛
し
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
自
ら
を
見
失
っ

て
し
ま
う
ほ
ど
に
愛
し
た
本
に
よ
っ
て
、
自
己
の
思
想
が
否
応
な
く
左
右
さ
れ
そ
の

独
自
性
が
損
な
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
憎
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

大
好
き
な
本
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
教
養
を
深
め
て
い
き
た
い
。
だ
が
、
そ
の
本

の
思
想
に
か
ぶ
れ
て
自
分
を
見
失
う
こ
と
は
何
と
し
て
も
避
け
た
い
。
そ
う
し
た
葛

藤
に
満
ち
た
思
い
を
突
き
詰
め
て
い
っ
た
果
て
に
、
暁
烏
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う

な
論
を
提
示
し
て
み
せ
る
。 

 
 
 

人
間
に
若
し
迷
ひ
と
い
ふ
も
の
が
あ
る
な
ら
ば
、
自
分
で
な
い
も
の
に
な
り

た
い
と
い
ふ
心
ほ
ど
甚
だ
し
い
迷
ひ
は
あ
る
ま
い
と
思
ひ
ま
す
。
釈
迦
の
や
う

に
な
り
た
い
、
キ
リ
ス
ト
の
や
う
に
な
り
た
い
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
や
う
に
な
り

た
い
と
あ
せ
つ
た
り
、
親
鸞
や
日
蓮
の
や
う
に
な
れ
な
い
と
い
つ
て
悲
し
ん
だ

り
す
る
の
は
愚
か
な
こ
と
で
あ
る
。
（
中
略
）
私
達
は
、
誰
に
も
な
れ
な
い
の
で

あ
り
ま
す
。
同
時
に
、
釈
迦
も
キ
リ
ス
ト
も
親
鸞
も
日
蓮
も
、
決
し
て
私
の
や

う
に
は
な
れ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
私
が
彼
の
や
う
に
な
れ
な
い
か
ら
、
彼
は

私
よ
り
優
れ
て
を
る
と
も
い
は
れ
な
い
。
ま
た
、
彼
が
私
の
や
う
に
な
れ
な
い

か
ら
、
私
が
彼
よ
り
も
優
れ
て
を
る
と
も
い
は
れ
な
い
。
［
一
六
：
一
一
五
］ 

 

こ
れ
は
、
か
つ
て
釈
迦
や
キ
リ
ス
ト
や
ソ
ク
ラ
テ
ス
や
親
鸞
や
日
蓮
に
な
り
た
い

と
願
っ
た
人
間
だ
か
ら
こ
そ
、
少
な
く
と
も
そ
の
う
ち
の
誰
か
に
は
な
り
た
い
と

願
っ
た
暁
烏
だ
か
ら
こ
そ
、
な
し
え
た
発
言
だ
ろ
う
。
読
書
を
通
し
て
そ
れ
ら
の
賢

人
た
ち
の
思
想
に
か
ぶ
れ
、
賢
人
た
ち
に
自
己
を
重
ね
て
、
だ
が
そ
れ
で
は
い
け
な

い
と
反
省
し
た
か
ら
こ
そ
構
築
さ
れ
た
論
理
が
そ
の
背
後
に
は
確
実
に
あ
る
。
ど
れ

だ
け
尊
敬
す
べ
き
偉
大
な
他
者
に
影
響
さ
れ
よ
う
と
、
私
は
私
で
あ
っ
て
、
他
の
誰

に
も
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
自
分
が
他
者
に
比
べ
て
卑
小
だ
か
ら
な
の
で

は
な
く
て
、
私
は
ど
う
し
て
も
私
で
し
か
あ
り
え
な
い
か
ら
、
そ
う
は
な
れ
な
い
の

で
あ
る
。 

 

こ
う
し
た
発
言
だ
け
を
部
分
的
に
切
り
取
れ
ば
、
こ
こ
で
暁
烏
が
述
べ
て
い
る
こ

と
は
単
な
る
自
己
中
心
主
義
者
の
独
り
言
に
過
ぎ
な
い
と
受
け
取
ら
れ
る
か
も
し
れ

な
い
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
彼
の
発
言
の
裏
に
は
、
多
量
の
読
書
を
通
し
た
無
数
の

他
者
と
の
長
期
に
わ
た
る
思
想
的
対
話
が
あ
り
、
だ
か
ら
聞
く
に
値
す
る
だ
け
の
重

み
が
あ
る
。
そ
の
思
想
的
対
話
に
お
い
て
、
彼
は
何
度
も
他
者
の
言
葉
に
飲
み
込
ま

れ
そ
う
に
な
っ
て
き
た
し
、
実
際
に
『
歎
異
抄
』
に
記
さ
れ
た
親
鸞
の
言
葉
に
溺
れ

て
き
た
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
失
敗
の
経
験
を
反
省
し
た
後
で
、
他
者
の
言
葉
の
海

に
潜
っ
て
も
決
し
て
溺
れ
る
こ
と
の
な
い
自
己
を
確
立
し
よ
う
と
努
力
し
て
き
た
か

ら
こ
そ
、
先
の
よ
う
な
発
言
が
出
来
た
の
だ
し
、
あ
る
い
は
ま
た
、
次
の
よ
う
な
よ

り
発
展
的
な
言
論
を
な
す
こ
と
も
可
能
な
の
だ
。 
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私
は
釈
尊
の
生
活
の
や
う
に
し
よ
う
と
も
思
は
ず
、
親
鸞
聖
人
の
生
活
の
や

う
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
生
活
の
や
う
に
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
生
活
の
や
う
に
、
清

沢
先
生
の
生
活
の
や
う
に
し
よ
う
と
も
思
は
な
い
。
私
は
た
ゞ
私
の
生
活
を
、

私
の
道
を
行
け
ば
そ
れ
で
よ
い
と
思
う
て
ゐ
ま
す
。
私
は
先
生
を
模
倣
し
よ
う

と
思
う
て
も
だ
め
で
あ
ら
う
が
、
模
倣
し
よ
う
と
思
ふ
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。

先
生
は
先
生
、
敏
は
敏
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
一
人
の
道
と
い
ふ
こ
と
に
、
先
生

と
私
と
の
接
触
が
あ
り
、
親
鸞
聖
人
と
私
と
の
接
触
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

私
が
親
鸞
聖
人
に
う
れ
し
く
思
ひ
ま
す
の
は
、
聖
人
が
釈
尊
の
生
活
に
も
、
法

然
上
人
の
生
活
に
も
、
聖
徳
太
子
の
生
活
に
も
習
は
ず
し
て
、
自
分
御
一
人
の

道
を
進
ま
せ
ら
れ
た
と
い
ふ
点
に
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
［
一
二
：
一
〇
五
］ 

 

私
は
尊
敬
す
べ
き
他
者
の
道
で
は
な
く
自
分
自
身
の
道
を
行
く
。
そ
う
決
意
し
た

と
き
、
そ
の
尊
敬
す
べ
き
他
者
も
ま
た
別
の
私
と
し
て
、
彼
が
尊
敬
す
る
他
者
と
は

ま
た
別
の
自
分
自
身
の
道
を
歩
ん
で
い
た
こ
と
に
気
づ
く
。
誰
も
が
そ
れ
ぞ
れ
に
私

で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
別
々
の
道
を
歩
む
自
分
自
身
だ
か
ら
こ
そ
、
逆
説
的
に
だ
が
、

そ
の
別
々
の
道
を
歩
む
者
と
し
て
の
共
通
性
に
お
い
て
接
触
し
う
る
。
人
間
は
互
い

に
同
じ
道
を
歩
ん
で
い
る
か
ら
出
会
え
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ

れ
が
そ
れ
ぞ
れ
に
違
う
道
を
歩
ん
で
い
る
と
い
う
自
覚
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
出
会

い
う
る
の
だ
。 

 

暁
烏
は
こ
こ
で
も
親
鸞
に
自
ら
を
重
ね
て
い
る
わ
け
だ
が
、
し
か
し
そ
れ
は
か
つ

て
と
は
異
質
の
仕
方
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
以
前
の
彼
は
、
親
鸞
と
自
分
が
同
じ
道
を

歩
ん
で
い
る
と
思
い
こ
み
、
そ
の
教
え
を
盲
信
す
る
こ
と
で
内
心
の
救
済
感
覚
に
満

た
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
今
の
彼
は
、
親
鸞
が
自
分
と
は
別
の
道
を
歩
む
一

人
の
人
間
で
あ
る
こ
と
を
受
け
入
れ
た
上
で
、
そ
こ
に
同
じ
く
一
人
で
歩
み
続
け
る

人
間
と
し
て
の
自
ら
を
重
ね
、
そ
う
す
る
こ
と
に
喜
び
を
感
じ
な
が
ら
、
こ
の
偉
大

な
先
人
の
言
行
に
学
ぼ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
他
者
の
言
葉
に
決
し
て
依
存
す

る
こ
と
な
く
そ
の
他
者
に
学
ぶ
地
点
へ
と
、
彼
は
到
達
し
た
の
だ
と
い
っ
て
よ
い
。 

 

こ
の
地
点
に
到
達
し
て
は
じ
め
て
、
暁
烏
は
教
養
主
義
者
と
し
て
の
自
己
を
心
底

か
ら
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
書
物
に
表
現
さ
れ
た
多
く
の
他
者

の
思
想
に
接
触
し
つ
つ
、
だ
が
、
そ
れ
ら
に
か
ぶ
れ
る
こ
と
な
く
、
ひ
た
す
ら
自
分

自
身
に
立
脚
す
る
と
い
う
こ
と
。
そ
の
地
点
の
中
心
で
、
彼
は
声
を
大
に
し
て
自
己

を
叫
ぶ
。 

 
 
 

「
天
上
天
下
、
唯
我
独
尊
」
と
叫
ん
だ
釈
尊
を
慕
ひ
、
「
神
は
死
ん
だ
」
と
叫

ん
だ
ニ
ー
チ
エ
を
親
し
む
私
の
心
を
き
い
て
下
さ
い
。
絶
対
的
の
エ
ゴ
イ
ス
ト

で
あ
る
と
こ
ろ
の
私
の
衷
心
の
叫
び
は
、
全
人
間
の
衷
心
に
蟠
ま
れ
る
魂
の
姿

で
あ
る
と
信
知
し
て
ゐ
ま
す
か
ら
、
私
の
こ
の
手
記
を
読
ん
で
、
万
人
が
悉
く
、

衷
心
の
共
鳴
―
―
或
る
者
は
恐
れ
つ
ゝ
、
或
る
者
は
な
や
み
つ
ゝ
、
或
る
者
は

よ
ろ
こ
び
つ
ゝ
、
或
る
者
は
不
明
瞭
に
―
―
を
す
る
に
ち
が
ひ
な
い
と
信
知
し

て
を
り
ま
す
。［
一
二
：
二
六
一
］ 

 

た
と
え
神
も
仏
も
存
在
し
て
い
な
か
ろ
う
と
、
た
だ
一
人
の
我
と
し
て
こ
の
世
界

に
立
つ
。
こ
の
単
独
者
の
心
の
叫
び
に
は
、
多
く
の
人
間
が
共
感
し
て
く
れ
る
に
違

い
な
い
。
こ
う
し
た
宣
言
は
、
他
の
誰
に
も
頼
る
こ
と
の
な
い
孤
独
な
人
間
の
雄
叫

び
で
あ
る
か
の
よ
う
に
も
聞
こ
え
る
。
だ
が
、
そ
の
宣
言
が
釈
尊
や
ニ
ー
チ
ェ
の
引

用
と
と
も
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
、

書
物
に
刻
ま
れ
た
他
者
の
言
葉
に
学
び
、
他
者
の
言
葉
と
と
も
に
発
せ
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。 

 

本
は
、
お
そ
ら
く
そ
れ
自
体
で
人
を
救
う
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
書
か
れ
た
言

葉
の
意
味
を
読
者
が
し
っ
か
り
と
身
に
着
け
、
自
分
が
他
な
ら
ぬ
自
分
と
し
て
立
ち

続
け
て
い
く
た
め
の
力
を
与
え
ら
れ
た
と
き
、
は
じ
め
て
本
は
人
の
生
に
貢
献
し
う

る
。
そ
こ
に
は
、
他
者
へ
の
全
面
的
な
依
存
に
よ
る
安
ら
か
な
救
済
の
時
空
は
存
在

し
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
自
分
自
身
へ
の
信
頼
に
基
づ
く
、
労
苦
と
歓
喜
に

満
ち
た
自
己
救
済
に
至
る
た
め
の
道
が
、
き
っ
と
開
か
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。 
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お
わ
り
に 

  

今
日
、
書
物
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
は
大
き
な
転
換
期
を
迎
え
て
い
る
と
さ
れ
る
。
電

子
書
籍
の
台
頭
に
よ
り
、
紙
の
上
に
印
刷
さ
れ
た
文
字
の
集
合
と
し
て
の
本
を
手
に

取
り
読
む
と
い
う
、
従
来
的
な
読
書
の
か
た
ち
が
自
明
で
は
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
こ

と
に
加
え
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
い
う
新
た
な
情
報
技
術
の
普
及
に
よ
っ
て
、
そ
も

そ
も
書
物
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
そ
の
も
の
の
有
用
性
が
疑
問
に
付
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
き
た
。
こ
れ
ま
で
書
物
と
い
う
、
固
定
的
か
つ
そ
こ
に
掲
載
可
能
な
文
字
も
物
理

的
に
制
約
さ
れ
る
媒
体
に
記
さ
れ
て
い
た
言
葉
た
ち
は
、
デ
ジ
タ
ル
化
と
情
報
化
の

技
術
に
よ
っ
て
、
パ
ソ
コ
ン
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
と
い
っ
た
多
様
な

メ
デ
ィ
ア
を
利
用
す
れ
ば
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
、
文
字
数
に
ほ
ぼ
制
限
な
く
ア
ク

セ
ス
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
利
便
性
か
ら
判
断
し
て
、
紙

の
本
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
は
も
は
や
時
代
遅
れ
と
い
っ
て
よ
く
、
そ
の
未
来
も
あ
ま
り

明
る
い
と
は
い
え
な
い
。 

 

だ
が
、
書
物
を
め
ぐ
る
メ
デ
ィ
ア
環
境
が
ど
れ
だ
け
変
化
し
よ
う
と
も
、
文
字
言

語
を
通
し
て
特
定
の
著
者
の
思
想
に
ふ
れ
る
と
い
う
営
み
は
、
今
後
も
変
わ
ら
ず
続

け
ら
れ
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
。
誰
か
の
言
葉
や
文
章
を
読
ん
で
感
動
し
た
り
、
生
き

る
知
恵
を
与
え
ら
れ
た
り
、
救
わ
れ
た
り
す
る
経
験
は
、
そ
の
言
葉
を
運
ぶ
メ
デ
ィ

ア
が
何
で
あ
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
将
来
も
確
実
に
存
続
し
て
い
く
は
ず
で
あ
る
。

本
論
が
検
討
し
て
き
た
よ
う
な
暁
烏
に
よ
る
他
者
の
言
葉
と
の
接
し
方
も
、
後
世
に

お
い
て
、
ま
た
似
た
よ
う
な
か
た
ち
で
繰
り
返
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。

彼
の
よ
う
な
過
去
の
偉
大
な
読
書
家
た
ち
に
つ
い
て
、
我
々
が
と
き
に
念
入
り
に
考

え
直
し
て
い
く
べ
き
な
の
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
現
在
も
未
来
も
、
我
々
が
他
者
の

言
葉
と
と
も
に
生
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
己
の
生
を
規
定
さ
れ
る
と
い
う
経
験
が
続

い
て
い
く
か
ら
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
う
し
た
経
験
を
先
人
の
そ
れ
と
と
も
に
深
く
思

考
し
て
い
く
こ
と
が
、
我
々
の
言
葉
と
の
接
し
方
を
洗
練
さ
せ
、
現
在
の
生
を
よ
り

豊
か
に
し
て
く
れ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。 

注 （
１
）
な
お
、
本
論
で
引
用
さ
れ
る
暁
烏
の
文
章
は
、
す
べ
て
『
暁
烏
敏
全
集
』
（
涼
風

学
舎
発
行
）
に
掲
載
の
も
の
で
あ
る
。
引
用
箇
所
は
、
［
巻
号
：
頁
数
］
で
表
記
し

た
。
ま
た
、
暁
烏
に
関
す
る
伝
記
的
な
事
実
に
つ
い
て
は
、
主
に
野
本
永
久
『
暁
烏

敏
伝
』
大
和
書
房
、
一
九
七
四
年
、
お
よ
び
松
田
章
一
『
暁
烏
敏 

世
と
共
に
世
を

超
え
ん
（
上
・
下
）
』
北
国
新
聞
社
、
一
九
九
七
・
一
九
九
八
年
を
参
照
し
た
。 

 


