
Ｉ
問
題
の
所
在
・
研
究
史

（
１
）

Ｒ
・
、
ヘ
ネ
デ
ィ
ク
ト
『
菊
と
刀
』
を
起
点
と
す
る
従
来
の
「
恥
の
文
化
」
研

究
に
は
、
〈
仏
教
〉
を
本
格
的
に
視
野
に
入
れ
た
例
が
無
い
。
そ
の
原
因
・
背

景
と
し
て
、
「
恥
の
文
化
」
論
者
は
そ
の
学
問
的
立
場
（
文
化
人
類
学
・
心
理

学
・
社
会
学
・
民
族
学
な
ど
）
に
制
約
さ
れ
て
、
仏
教
系
の
資
料
に
踏
象
こ
ま

な
い
の
が
通
例
で
あ
り
、
一
方
、
仏
教
学
プ
ロ
パ
ー
で
は
、
先
験
的
に
仏
教
の

倫
理
観
は
罪
悪
の
面
で
と
ら
え
る
べ
き
も
の
と
し
、
恥
は
仏
教
研
究
の
対
象
か

ら
外
さ
れ
て
き
た
点
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
た
と
え
ば
、
「
噺
槐
」
と

い
う
仏
教
用
語
を
も
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
、
よ
り
奥
行
き
の
あ
る
仏
教
的
恥
の

文
化
は
な
が
ら
く
放
置
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
日
本

人
に
な
じ
み
深
い
経
・
論
を
は
じ
め
、
わ
が
国
仏
教
者
の
手
に
な
る
法
語
や
説

話
の
類
に
噺
槐
の
精
神
や
心
性
は
濃
厚
に
承
ら
れ
、
し
か
も
そ
れ
が
古
代
・
中

世
・
近
世
に
わ
た
っ
て
ひ
と
つ
の
系
譜
を
明
確
に
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
筆
者
は
、
仏
教
の
思
想
や
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
仏
教
者
の
心
性
を
充

分
、
射
程
に
と
り
入
れ
た
精
神
史
の
立
場
か
ら
、
「
噺
槐
」
の
鉱
脈
を
発
掘
し

た
い
・
そ
の
試
み
は
、
一
方
で
恥
を
中
心
と
し
た
従
来
の
日
本
文
化
論
に
対
し
、

噺
槐
の
精
神
牢
１
そ
の
初
発
と
し
て
の
『
霊
異
記
』
Ｉ

他
方
で
は
罪
悪
を
中
心
と
し
た
仏
教
の
倫
理
観
を
め
ぐ
る
通
説
に
対
し
て
大
胆

な
修
正
を
せ
ま
る
で
あ
ろ
う
。
蹴
槐
の
精
神
史
は
時
代
・
社
会
に
よ
っ
て
ど
の

よ
う
な
持
続
と
変
容
を
し
め
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
問
題
視
野
の
も

と
、
こ
こ
に
は
噺
槐
の
精
神
史
の
初
発
点
に
位
置
す
る
も
の
と
し
て
わ
が
国
最

古
の
仏
教
説
話
、
景
戒
撰
「
霊
異
記
』
を
と
り
あ
げ
た
い
。

い
ま
、
筆
者
は
仏
教
を
本
格
的
に
視
野
に
入
れ
た
恥
の
研
究
例
が
無
い
こ
と

を
指
摘
し
た
が
、
そ
こ
に
言
及
し
た
先
例
は
若
干
承
ら
れ
る
。
そ
れ
を
紹
介
・

検
討
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。

ゞ
ヘ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
所
論
を
端
緒
と
し
、
そ
れ
へ
の
批
判
を
試
み
た
従
来
の
「
恥

の
文
化
」
研
究
に
は
、
そ
の
立
場
の
ち
が
い
を
越
え
て
い
く
つ
か
の
顕
著
な
傾

向
が
み
ら
れ
る
。
一
つ
は
「
恥
の
文
化
」
に
も
外
面
的
・
他
律
的
な
側
面
だ
け

で
は
な
く
、
内
面
的
、
自
律
的
な
側
面
が
あ
る
と
い
う
趣
旨
の
指
摘
で
あ
り
、

こ
れ
が
最
も
多
い
。
も
う
一
つ
は
、
日
本
に
も
、
「
恥
の
文
化
」
ば
か
り
で
は

な
く
「
罪
の
文
化
」
が
あ
る
、
と
い
う
指
摘
で
あ
り
、
こ
の
場
合
は
仏
教
を
引

き
合
い
に
出
す
の
が
通
例
で
あ
り
、
日
本
仏
教
の
罪
悪
思
想
を
ふ
ま
え
た
所
論

、
、

、

で
あ
る
と
い
え
る
。
さ
い
ご
の
一
つ
は
、
日
本
仏
教
の
中
に
「
恥
の
文
化
」
が

ゑ
ら
れ
る
、
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
仏
教
者
の
思
想
や
心
性
に
「
恥
」
を
見
出

池
見
澄
隆
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す
こ
と
に
よ
っ
て
仏
教
の
新
た
な
側
面
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
と

い
え
よ
う
。
こ
れ
は
例
外
的
少
数
で
あ
る
。

こ
こ
で
と
く
に
注
目
し
た
い
の
は
、
第
三
番
目
の
所
論
で
あ
る
。
そ
れ
は
本

稿
と
直
接
ふ
れ
合
う
視
点
に
た
つ
か
ら
で
あ
る
。

（
２
）

〔
Ａ
〕
梅
原
猛
氏
の
見
解
は
こ
う
で
あ
る
。
浄
士
教
の
感
情
様
式
を
論
ず
る
な

か
で
、
罪
と
恥
の
ち
が
い
を
指
摘
し
、
「
罪
は
悪
た
る
自
己
の
自
己
意
識
で
あ

る
に
た
い
し
、
恥
は
醜
な
る
自
己
の
自
己
意
識
」
で
あ
る
と
し
、
「
倫
理
的
価

値
が
必
ず
し
も
美
的
価
値
よ
り
上
で
な
い
よ
う
に
、
必
ず
し
も
罪
の
文
化
が
は

じ
の
文
化
よ
り
上
で
は
な
い
」
と
断
じ
た
あ
と
「
悲
し
み
と
恥
の
感
情
様
式
は

源
信
に
あ
っ
て
も
明
白
で
あ
る
」
と
述
べ
て
「
二
十
五
三
味
式
」
の
「
恥
ズ
ゞ
へ

シ
、
恥
ズ
ゞ
へ
シ
、
悲
シ
ム
。
へ
シ
、
悲
シ
ム
ゞ
へ
シ
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
を
挙
げ
る
。

〔
Ｂ
〕
つ
ぎ
に
浄
土
教
に
お
け
る
罪
意
識
を
論
ず
る
な
か
で
梅
原
氏
の
所
説
を

（
４
）

受
け
た
か
た
ち
の
石
上
善
応
氏
の
所
説
は
こ
う
で
あ
る
。
「
二
十
五
三
味
式
」
の

フ
レ
ー
ズ
は
最
澄
の
願
文
か
ら
始
ま
り
、
法
然
、
親
鴬
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
や
、

人
間
の
自
己
意
識
に
は
、
罪
と
恥
が
併
存
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
あ
と
梅

原
氏
が
「
恥
」
を
罪
と
対
立
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
こ
と
へ
の
不
満

を
「
、
ヘ
ネ
デ
ィ
ク
ト
以
来
の
問
題
意
識
」
か
、
と
疑
念
を
呈
し
、
ま
た
作
田
啓

（
３
）

一
氏
の
所
論
を
援
用
し
て
恥
に
蓋
恥
と
恥
辱
と
が
内
包
さ
れ
て
い
る
と
し
た
あ

と
差
恥
心
が
悪
か
ら
罪
意
識
へ
の
橋
渡
し
を
す
る
一
面
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
す

ブ
（
》
Ｏ〔

Ｃ
〕
橋
本
峰
雄
氏
は
妙
好
人
の
生
活
感
情
を
素
材
に
浄
土
文
化
の
一
面
を
論

じ
る
な
か
で
平
等
意
識
・
感
謝
・
自
負
・
罪
・
無
常
な
ど
と
共
に
「
蓋
恥
」
を

（
－
０
）

と
り
あ
げ
る
。

ま
ず
、
浅
原
才
市
の
歌

あ
さ
ま
し
の
ざ
ん
ぎ
も
胸
に
あ
る
／
あ
り
が
た
の
く
わ
ん
ぎ
も
胸
に
あ
る

／
ざ
ん
ぎ
く
わ
ん
ぎ
の
な
む
あ
み
だ
ぶ
っ

（
６
）

を
あ
げ
て
、
妙
好
人
の
罪
業
感
は
、
親
鴬
の
「
や
ぶ
れ
か
ぶ
れ
の
罪
業
感
」
と

は
異
な
り
、
「
弥
陀
お
よ
び
親
鴬
・
蓮
如
ら
祖
師
た
ち
へ
の
絶
対
信
頼
の
中
で

の
み
成
り
立
ち
、
そ
の
根
は
き
れ
て
」
お
り
「
こ
こ
に
、
妙
好
人
た
ち
が
示
す

浄
士
的
感
情
と
し
て
の
差
恥
が
あ
ら
わ
れ
る
」
と
の
べ
、
同
じ
く
才
市
の
次
の

歌
を
あ
げ
る
。

（
言
う
て
は
）

あ
さ
ま
し
の
ば
け
の
か
わ
と
は
、
さ
い
ち
が
こ
と
ょ
／
ゆ
う
ち
や
ば
け
、

（
さ
ん
）

ば
け
、
ば
け
の
か
わ
。
／
に
ょ
ら
い
三
の
ま
え
で
も
、
ば
け
る
か
い
、

は
づ
か
し
や
、
は
づ
か
し
や
。

橋
本
は
い
う
。
「
こ
こ
に
あ
る
の
は
、
倫
理
的
な
有
限
者
に
対
す
る
恥
の
意
識
」

で
も
な
く
「
宗
教
的
な
無
限
者
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
教
的
な
原
罪
意
識
で
も
な

い
」
「
む
し
ろ
宗
教
的
な
無
限
者
に
対
す
る
は
に
か
み
で
あ
る
。
煩
悩
具
足
の

凡
夫
の
ま
ま
に
決
定
往
生
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
を
は
に
か
む
の
で
あ
る
。
ひ
け
目

を
感
じ
つ
つ
も
い
つ
も
相
手
に
受
け
い
れ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
信
頼
と
甘
え
、

そ
れ
が
こ
こ
で
の
董
恥
で
あ
る
」
Ｉ
。

以
上
、
三
者
の
説
を
紹
介
し
た
。
つ
ぎ
に
こ
れ
ら
の
所
説
に
対
し
筆
者
な
り

に
検
討
を
加
え
た
い
。

〔
Ａ
〕
の
検
討
。
罪
と
恥
を
対
比
さ
せ
て
い
る
点
は
Ｒ
・
・
ヘ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の

論
を
ふ
ま
え
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
筆
者
は
、
恥
を
罪
の
関
係
で
と
ら
え
る
こ
と

自
体
は
妥
当
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
（
一
）
罪
と
対
立
す
る
恥
と
と
も
に
（
二
）

罪
を
対
象
と
す
る
恥
の
二
様
を
想
定
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
罪
と

対
立
す
る
恥
と
は
、
ヘ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
い
う
恥
と
同
系
譜
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
れ

は
広
義
の
恥
の
一
面
で
あ
り
、
他
面
、
罪
を
対
象
と
す
る
恥
が
あ
る
。
こ
れ
は

九



罪
を
恥
じ
る
意
識
で
あ
る
。
梅
原
は
ま
た
「
悪
な
る
自
己
の
自
己
意
識
」
た
る

罪
に
対
し
て
、
恥
を
「
醜
な
る
自
己
の
自
己
意
識
」
と
規
定
す
る
が
、
筆
者
は
、

先
学
に
よ
る
現
在
ま
で
の
諸
研
究
を
ふ
ま
え
て
「
世
間
の
優
劣
基
準
に
た
つ
ま

な
ざ
し
へ
の
反
応
」
（
後
述
）
と
と
ら
え
る
立
場
で
あ
り
、
醜
と
い
う
美
的
負

価
値
の
限
定
を
避
け
、
才
能
・
業
績
・
行
為
に
か
か
わ
る
「
劣
な
る
自
己
の
自

己
意
識
」
と
規
定
し
た
い
。
こ
れ
に
準
じ
て
さ
き
の
「
罪
を
恥
ぢ
る
」
と
は
、

罪
を
犯
し
た
己
の
劣
弱
性
を
恥
じ
る
意
識
と
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

〔
Ｂ
〕
の
検
討
。
こ
れ
は
大
概
に
お
い
て
賛
同
で
き
る
が
罪
意
識
を
論
じ
る
の

が
目
的
で
あ
る
た
め
、
仏
教
と
恥
の
関
連
に
気
づ
き
な
が
ら
も
問
題
意
識
が
両

者
の
関
連
自
体
に
留
ま
ら
ず
、
罪
へ
と
流
れ
て
い
る
の
は
「
仏
教
と
恥
」
論
と

し
て
惜
し
ま
れ
る
。

〔
Ｃ
〕
の
検
討
。
こ
れ
は
問
題
視
野
が
妙
好
人
に
限
ら
れ
て
は
い
る
が
前
二
者

が
問
題
点
の
指
摘
に
止
ま
る
の
に
対
し
、
よ
り
本
格
的
な
考
察
で
あ
る
。
そ
れ

だ
け
に
示
唆
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
多
い
。
た
だ
、
こ
れ
も
主
題
の
一
部
で
あ
る
た

め
そ
の
考
察
は
充
分
で
な
い
。
才
市
の
歌
の
「
ざ
ん
ぎ
」
（
噺
槐
）
と
は
、
さ

き
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
仏
教
的
な
恥
意
識
で
あ
り
、
そ
の
意
識
が
「
く
わ
ん

ぎ
」
（
歓
喜
）
に
連
動
し
て
い
る
こ
と
を
「
浄
土
的
感
情
と
し
て
の
差
恥
」
と

と
ら
え
、
そ
の
蓋
恥
を
宗
教
的
な
無
限
者
へ
の
は
に
か
み
で
あ
り
、
弥
陀
へ
の

信
頼
と
甘
え
で
あ
る
と
説
く
。
こ
こ
で
は
噺
槐
が
な
ぜ
歓
喜
に
つ
な
が
る
の
か
、

と
い
う
心
理
構
造
の
解
明
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
親
鴬
自
身
の
、
噺
槐

や
恥
意
識
を
と
も
な
う
自
己
表
明
（
『
教
行
信
証
（
信
巻
こ
）
を
ま
っ
た
く
看

却
し
て
い
る
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
思
う
に
そ
れ
は
妙
好
人
の
恥
意
識
の
発

生
を
、
妙
好
人
と
親
鴬
と
の
罪
意
識
の
ち
が
い
に
求
め
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

ち
な
ゑ
に
親
鴬
は
、
同
書
の
な
か
で
、

誠
に
知
ん
ぬ
、
悲
し
き
か
な
愚
禿
鴬
、
愛
欲
の
広
海
に
沈
没
し
、
名
利
の

太
山
に
迷
惑
し
て
、
定
聚
の
数
に
入
る
こ
と
を
喜
ば
ず
、
真
証
の
証
に
近

（
再
ｊ
）

づ
く
こ
と
を
快
し
ま
ざ
る
こ
と
を
、
恥
づ
く
し
傷
む
べ
し
。

と
痛
切
な
自
己
表
明
を
試
み
て
い
る
が
、
橋
本
氏
は
こ
の
文
章
を
引
用
し
な
が

ら
も
親
鴬
の
罪
意
識
の
承
を
見
出
す
あ
ま
り
、
「
恥
づ
く
し
、
傷
む
べ
し
」
の

文
言
を
切
捨
て
て
い
る
。

さ
て
筆
者
は
恥
の
発
生
条
件
の
一
つ
と
し
て
、
自
己
評
と
世
評
（
他
者
の
自

己
へ
の
評
）
と
の
く
い
ち
が
い
を
挙
げ
た
い
。
つ
ま
り
一
般
に
い
う
恥
（
Ⅱ
不

名
誉
・
恥
辱
）
は
世
評
が
自
己
評
を
下
回
る
と
き
に
発
生
す
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
反
面
、
世
評
が
自
己
評
を
上
回
る
と
き
も
同
じ
く
恥
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。

氏
の
い
う
「
ひ
け
目
を
感
じ
つ
つ
も
相
手
に
受
け
い
れ
ら
れ
て
い
る
」
と
は
、

ま
さ
に
自
己
評
と
世
評
の
く
い
ち
が
い
で
あ
り
、
後
者
が
前
者
を
上
回
っ
て
い

る
、
と
い
う
自
覚
で
あ
る
。
で
あ
れ
ば
こ
そ
才
市
の
「
は
づ
か
し
や
」
と
い
う

感
情
が
発
生
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
『
歎
異
抄
』
に
み
る
親
鴬
の
述
懐
「
…

さ
れ
ば
そ
く
ば
く
の
業
を
も
ち
け
る
身
に
て
あ
り
け
る
を
、
た
す
け
ん
と
お
ぼ

●
●
●
●
●
●

し
め
し
た
ち
け
る
本
願
の
か
た
じ
け
な
さ
よ
」
（
傍
点
引
用
者
）
と
同
様
で
あ

（
８
）

る
。
こ
の
「
か
た
じ
け
な
さ
」
が
一
般
に
辱
・
恭
と
い
う
元
来
、
恥
を
意
味
す

る
文
字
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
Ｒ
・
§
ヘ
ネ
デ
ィ
ク
ト
が
指

（
９
）

摘
し
て
い
る
。
た
だ
し
彼
女
は
、
こ
れ
を
「
恩
の
概
念
」
に
組
み
入
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
筆
者
は
む
し
ろ
こ
れ
を
広
義
の
恥
に
組
入
れ
た
い
の
で
あ
る
。
注

目
し
た
い
の
は
、
こ
の
「
恭
し
」
の
語
が
す
で
に
平
安
初
期
成
立
の
『
日
本
霊

異
記
』
（
中
・
田
）
に
お
い
て
「
噺
槐
」
の
心
理
描
写
の
文
脈
の
な
か
で
用
い

ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
詳
し
く
分
析
し
た
い
。

三
者
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
仏
教
を
浄
土
教
に
限
定
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
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（
Ⅲ
）

筆
者
の
考
え
で
は
、
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
景
戒
（
法
相
宗
）
を
は
じ
め
道
元
（
曹

洞
宗
）
や
無
住
（
臨
済
宗
・
八
宗
兼
学
）
な
ど
、
恥
を
も
っ
て
自
己
表
明
を
な

し
た
仏
教
者
は
決
し
て
浄
土
教
者
に
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
前
二
者
は
、

仏
教
的
恥
意
識
と
い
う
べ
き
「
噺
槐
」
に
ま
っ
た
く
気
づ
い
て
お
ら
ず
、
最
後

の
橋
本
氏
は
「
ざ
ん
き
」
（
漸
塊
）
の
語
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
も
噺
槐
を
氏

の
い
う
「
差
恥
」
に
組
入
れ
て
お
り
、
そ
の
意
義
・
特
質
を
対
象
化
し
得
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
本
稿
は
、
こ
の
あ
た
り
の
問
題
に
留
意
し
、
噺
塊
を
分
析

概
念
と
し
て
設
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
ち
な
承
に
、
本
節
冒
頭
に
紹
介
し
た
、

従
来
の
「
恥
の
文
化
」
研
究
の
う
ち
、
は
じ
め
に
挙
げ
た
「
内
面
化
し
た
恥
」

と
は
、
噺
塊
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。

感
情
語
で
あ
る
「
は
ぢ
」
ｌ
本
稿
で
は
総
称
と
し
て
こ
の
表
記
を
用
い
る
ｌ

は
、
恥
・
辱
・
断
・
槐
・
槐
Ｑ
宏
な
ど
資
料
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
に
表
記
さ
れ
、

漸
槐
・
塊
恥
な
ど
類
語
も
多
用
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
分
析
対
象
と
し
て
の

「
は
ぢ
」
は
種
々
に
表
わ
さ
れ
、
そ
の
一
一
ユ
ァ
ン
ス
も
多
様
で
あ
る
が
、
表
記

や
表
現
に
よ
っ
て
語
の
意
味
が
一
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
「
は

ぢ
」
の
類
型
、
分
析
概
念
、
座
標
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

〈
一
〉
対
世
評
的
反
応
。
世
間
の
優
劣
基
準
に
た
つ
ま
な
ざ
し
の
も
と
、
隠

蔽
し
た
い
自
己
の
劣
位
性
が
露
呈
す
る
こ
と
へ
の
衝
迫
的
煩
悶
。
こ
こ
で
は
こ

れ
を
「
恥
辱
」
と
よ
び
分
析
概
念
と
す
る
。

〈
二
〉
対
自
照
的
反
応
。
「
対
世
評
的
反
応
」
を
契
機
と
し
て
、
世
間
の
基

準
が
内
在
化
さ
れ
、
自
己
の
劣
位
性
が
自
己
に
対
し
て
は
隠
蔽
の
し
よ
う
も
な

く
自
照
・
内
省
さ
れ
る
こ
と
へ
の
衝
迫
的
煩
悶
。
こ
こ
で
は
こ
れ
を
「
自
恥
」

Ⅱ
は
ぢ
の
一
一
一
類
型

と
よ
び
分
析
概
念
と
す
る
。

〈
三
〉
対
冥
照
的
反
応
。
冥
衆
（
冥
界
の
存
在
）
の
照
覧
の
も
と
、
全
裸
の

自
己
が
一
方
的
に
透
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
衝
迫
的
煩
悶
。
こ
こ
で
は
こ
れ

を
仏
教
語
を
借
り
て
「
噺
槐
」
と
よ
び
、
分
析
概
念
と
す
る
。

〈
一
〉
の
対
世
評
的
反
応
（
恥
辱
）
と
は
、
、
ヘ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
い
う
「
恥
」

と
ほ
ぼ
重
な
る
の
で
、
そ
の
中
核
部
分
を
要
約
・
紹
介
し
て
お
こ
う
。
、
ヘ
ネ
デ

ィ
ク
ト
の
い
う
恥
と
は
、
罪
と
対
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
世
間
の
た
て
る
優
劣

基
準
に
照
し
て
自
己
の
劣
位
性
が
露
呈
す
る
（
あ
る
い
は
露
呈
す
る
こ
と
が
予

想
さ
れ
る
）
と
き
感
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
他
律
的
・
外
面
的
な
制
裁
力
を

も
つ
。
た
だ
し
恥
発
生
の
条
件
と
し
て
他
者
に
見
ら
れ
て
い
る
か
、
見
ら
れ
て

い
る
と
思
い
込
む
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
恥
が
元
来
、
隠
蔽
性
を
も
つ
た

め
に
恥
の
文
化
に
は
告
白
の
習
慣
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

〈
二
〉
の
対
自
照
的
反
応
（
自
恥
）
は
、
一
般
に
「
我
と
我
が
身
に
恥
づ
」

と
か
、
「
内
心
紐
泥
た
る
も
の
が
あ
る
」
と
い
う
ふ
う
に
表
現
さ
れ
る
。

〈
三
〉
の
対
冥
照
的
反
応
（
噺
槐
）
の
場
合
、
顕
界
か
ら
は
冥
界
は
物
理

的
・
心
理
的
に
不
可
視
の
世
界
で
あ
り
、
し
か
も
冥
界
か
ら
顕
界
は
透
視
可
能

で
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
一
方
的
被
透
視
感
が
前
提
で
あ
る
。
か

つ
こ
の
煩
悶
は
、
冥
衆
の
ま
え
に
身
を
拝
み
、
心
を
刻
む
よ
う
な
仕
方
で
の
自
己

告
白
を
と
も
な
い
、
そ
の
結
果
、
己
の
罪
業
を
漂
白
し
得
る
こ
と
、
全
裸
の
ま

（
Ⅱ
｝

ま
で
生
き
得
る
こ
と
（
噺
槐
の
体
験
は
、
恥
辱
か
ら
の
自
己
解
放
を
も
た
ら
す
）
、

冥
衆
へ
の
感
謝
の
念
が
得
ら
れ
る
こ
と
が
み
ら
れ
る
。
恥
辱
は
自
恥
へ
の
傾
斜

を
可
能
性
と
し
て
含
承
、
自
恥
な
き
噺
槐
は
あ
り
得
な
い
。
そ
の
意
味
で
自
恥

は
、
恥
辱
と
噺
槐
を
両
極
と
し
て
そ
の
中
間
に
位
置
す
る
と
み
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
三
類
型
の
う
ち
両
極
の
対
世
評
反
応
と
対
冥
照
的
反
応
に
つ
い
て
、
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そ
の
原
拠
と
い
う
べ
き
資
料
を
対
比
的
に
確
認
し
て
お
き
た
い
。

『
古
事
記
』
に
は
恥
辱
謹
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
わ
が
国
に
お
け
る
は
ぢ
に

関
す
る
文
献
の
初
例
で
あ
り
、
「
対
世
評
反
応
」
の
起
源
で
あ
る
。

あ

死
ん
だ
イ
ザ
ナ
ミ
を
慕
っ
て
黄
泉
国
ま
で
行
っ
た
イ
ザ
ナ
ギ
は
生
前
の
「
我

を
な
視
た
ま
ひ
そ
」
と
い
う
イ
ザ
ナ
ミ
の
禁
令
を
破
っ
て
そ
の
姿
を
見
る
。
醜

わ
れ
は
ぢ

く
、
汚
稜
に
み
ち
た
自
分
の
姿
を
見
ら
れ
た
イ
ザ
ナ
ミ
は
「
吾
に
辱
見
せ
つ
」

（
吃
）

と
、
怒
っ
て
か
れ
を
追
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

次
に
「
対
冥
照
的
反
応
」
の
論
拠
と
し
て
『
大
般
浬
藥
経
』
の
一
節
を
挙
げ

て
お
こ
う
。
こ
れ
は
わ
が
国
の
仏
教
者
が
漸
槐
を
語
る
と
き
常
に
典
拠
と
し
て

引
用
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
『
霊
異
記
』
の
作
者
、
景
戒
の
仏
教
的
教
養
の

背
景
と
し
て
重
視
す
べ
き
『
法
苑
珠
林
』
と
『
広
弘
明
集
』
に
も
転
載
さ
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
仏
教
語
と
し
て
の
噺
槐
は
元
来
、
「
噺
」
と
「
槐
」
か
ら

成
る
複
合
語
で
あ
り
（
噺
合
凰
〉
／
槐
〈
ｇ
胃
国
冨
四
〉
）
、
本
経
で
は
こ
れ
を

三
通
り
に
分
け
て
説
い
て
い
る
。

耆
婆
は
答
え
て
言
わ
く
、
『
善
い
哉
、
善
い
哉
、
王
罪
を
作
る
と
雛
も
、

心
に
重
悔
を
生
じ
て
、
噺
槐
を
懐
く
。
大
王
、
諸
佛
世
尊
は
、
常
に
是
の

言
を
説
き
た
ま
う
、
「
二
つ
の
白
法
有
り
て
、
能
く
衆
生
を
救
う
。
一
つ

に
は
噺
、
二
つ
に
は
槐
な
り
。

ａ噺
と
は
人
に
差
ぢ
、
槐
と
は
天
に
差
づ
。
是
を
漸
槐
と
名
く
。

噺
槐
無
き
者
は
、
名
け
て
人
と
爲
さ
ず
、
名
け
て
畜
生
と
爲
す
、
漸
塊
有

る
が
故
に
則
ち
能
く
父
母
、
師
長
を
恭
敬
し
、
衛
槐
有
る
が
故
に
父
母
・

（
旧
）

兄
弟
・
姉
妹
有
り
」
と
説
き
た
ま
え
り
。
（
原
漢
文
）

噺
と
は
内
自
ら
蓋
恥
し
、
槐
と
は
發
露
し
て
人
に
向
う
。

９
ｄ

ｅ

噺
と
は
自
ら
罪
を
作
ら
ず
、
槐
と
は
他
を
教
え
て
作
ら
し
め
ず
。

ｂ

Ｃ

こ
れ
を
『
浬
藥
経
』
の
噺
槐
の
定
義
と
み
て
支
障
は
あ
る
ま
い
。
そ
こ
で
こ
こ

ろ
み
に
こ
れ
を
さ
き
の
『
古
事
記
』
の
逸
話
と
対
比
し
た
い
。
た
だ
ち
に
知
ら

れ
る
の
は
『
浬
藥
経
』
の
傍
線
ａ
が
、
罪
を
作
ら
ず
、
作
ら
せ
も
し
な
い
と
い

う
よ
う
に
罪
と
関
連
さ
せ
て
説
い
て
い
る
の
に
対
し
『
古
事
記
』
の
場
合
は
「
見

る
な
」
と
い
う
禁
令
を
破
っ
た
罪
な
る
行
為
を
問
題
と
す
る
の
で
な
く
、
も
つ

は
ぢ

ぱ
ら
相
手
に
自
分
の
醜
い
姿
を
見
ら
れ
た
こ
と
を
「
辱
」
と
し
て
問
題
に
し
て

（
Ｈ
）

い
る
の
で
あ
る
。

次
に
傍
線
の
「
内
自
ら
差
恥
」
す
る
と
は
、
相
手
Ⅱ
他
者
Ⅱ
世
間
の
基
準
が

内
面
化
し
た
意
識
で
あ
る
（
こ
れ
は
対
自
照
反
応
〈
「
自
恥
」
〉
に
該
当
す
る
。
）

の
に
対
し
、
『
古
事
記
』
で
は
も
っ
ぱ
ら
自
分
を
見
た
相
手
（
他
者
）
に
対
す

る
怒
り
で
あ
り
、
見
ら
れ
た
こ
と
へ
の
反
応
で
あ
る
。
次
に
傍
線
Ｃ
「
発
露
し

て
人
に
向
い
」
と
は
、
『
古
事
記
』
で
は
自
分
の
劣
位
部
分
を
他
に
対
し
て
隠

蔽
す
る
は
ぢ
の
元
来
の
性
質
ど
お
り
自
分
の
醜
悪
な
姿
を
み
る
な
と
禁
ず
る
の●

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
自
分
の
は
ぢ
が
ま
し
い
部
分
や
体
験
を
他
に
表

●明
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
次
に
ｄ
「
人
に
差
ぢ
」
る
と
は
『
古
事
記
』
と

（
胴
）

同
様
で
あ
る
。
ｅ
の
「
天
に
差
ぢ
」
と
は
『
古
事
記
』
に
は
全
く
み
ら
れ
な
か

っ
た
点
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
傍
線
ｄ
「
人
に
差
ぢ
」
る
と
い
う
点
を
除
い
て

ａ
。
ｂ
・
Ｃ
。
ｅ
が
「
漸
槐
」
の
語
源
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
対
冥
照
的
反

応
の
論
拠
た
り
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
古
事
記
』
と
『
浬
藥
経
』
の
は
ぢ
を
め
ぐ
る
所
説
が
、
こ
の
よ
う
に
明
確

な
対
照
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
ふ
ま
え
、
は
ぢ
の
座
標
を
描
く
な
ら
ば
次
の
よ

う
に
な
ろ
う
。
『
古
事
記
』
を
起
源
と
す
る
対
世
評
反
応
を
ヨ
コ
軸
に
と
り
、
「
浬

藥
経
』
を
論
拠
と
す
る
対
冥
照
的
反
応
を
タ
テ
軸
に
と
る
。
そ
の
座
標
に
お
い

て
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
は
ぢ
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
位
相
を
し
め
す
の
で
あ
る
。
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〈
中
・
的
〉
で
は
、
行
基
を
請
待
し
て
催
し
た
法
会
の
席
上
、
聴
衆
の
中
で

髪
に
猪
の
油
を
塗
っ
た
女
人
が
行
基
に
叱
責
さ
れ
「
女
大
き
に
恥
ぢ
て
出
て
罷
」

っ
た
と
い
う
。
獣
血
を
原
料
と
す
る
油
製
品
の
使
用
は
殺
生
の
結
果
で
あ
り
、

そ
れ
を
髪
に
つ
け
て
法
会
に
参
加
す
る
こ
と
を
邪
道
で
あ
る
と
行
基
は
責
め
た

の
で
あ
ろ
う
が
、
女
人
自
身
は
、
自
ら
の
行
為
の
非
道
性
に
気
づ
く
ま
も
な
く
、

満
座
の
中
で
非
難
さ
れ
、
周
囲
の
露
わ
な
視
線
を
一
身
に
浴
び
た
こ
と
に
よ
っ

て
「
大
き
に
恥
ぢ
て
」
退
出
し
た
の
で
あ
る
か
ら
「
恥
辱
」
に
該
当
す
る
。
こ

（
Ｆ
）

の
退
出
は
、
「
は
ぢ
」
の
撤
退
性
の
動
機
を
含
む
点
で
も
注
目
さ
れ
る
。

〈
中
・
訓
〉
で
は
七
十
歳
と
六
十
二
歳
の
老
夫
妻
が
、
は
か
ら
ず
も
子
を
出

産
し
た
が
、
そ
の
女
児
は
左
の
手
指
を
固
く
握
り
し
め
た
ま
ま
で
あ
る
の
を
父

母
が
愁
え
て
「
子
の
根
具
は
ら
ず
。
こ
れ
大
き
な
恥
と
す
」
と
い
っ
た
。
こ
の

場
合
の
恥
は
、
世
間
の
外
聞
へ
の
煩
悶
で
あ
り
「
恥
辱
」
に
含
ま
れ
る
。

〈
中
・
別
〉
で
は
貧
女
が
、
男
か
ら
求
婚
さ
れ
結
ば
れ
る
が
、
夫
に
な
る
男

Ⅲ
『
霊
異
記
』
に
み
る
「
は
ぢ
」

（
冊
）

『
霊
異
記
」
に
お
い
て
「
は
ぢ
」
は
、
一
つ
は
③
説
話
作
品
の
話
例
と
し
て
、

い
ま
一
つ
は
⑥
作
者
自
身
の
自
己
表
明
と
し
て
語
ら
れ
る
。
③
は
さ
ら
に
①
非

行
（
い
わ
ゆ
る
罪
な
る
行
為
）
と
直
接
の
関
連
を
も
た
な
い
話
（
中
・
羽
／
中

・
別
／
中
・
別
）
と
②
非
行
と
直
接
の
関
連
を
も
つ
話
と
に
分
か
れ
、
②
は
さ

ら
に
「
は
ぢ
」
体
験
が
（
イ
）
非
行
の
当
事
者
で
な
い
場
合
（
中
・
９
／
下
・

恥
）
と
、
（
ロ
）
非
行
の
当
事
者
で
あ
る
場
合
（
中
・
旧
／
上
・
川
／
中
・
７
）

と
に
分
か
れ
る
。

(a)

①
非
行
と
直
接
関
連
を
も
た
な
い
「
は
ぢ
」

か
ら
響
応
を
求
め
ら
れ
、
食
事
の
料
に
困
窮
し
て
「
大
き
く
嵯
」
い
た
彼
女
は

観
音
堂
に
参
っ
て
涕
泣
し
「
恥
を
受
け
し
む
る
こ
と
な
か
れ
」
と
祈
っ
た
と
い

う
。
こ
の
場
合
夫
の
要
求
に
応
え
得
な
い
わ
が
貧
な
る
境
遇
に
も
と
づ
く
煩
悶

で
あ
り
恥
辱
に
該
当
す
る
。

〈
中
・
９
〉
は
、
武
蔵
国
多
摩
の
郡
の
大
領
で
あ
っ
た
大
伴
の
赤
麻
呂
が
、

寺
物
を
濫
り
に
用
い
た
結
果
、
黒
い
ま
だ
ら
の
文
様
を
も
っ
た
牛
に
生
ま
れ
替

り
、
そ
の
文
様
に
は
碑
文
の
よ
う
に
生
前
の
罪
状
が
記
さ
れ
て
お
り
、
親
属
が

こ
れ
を
ゑ
て
恐
れ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。

牛
の
斑
紋
を
調
べ
て
承
る
と
、
赤
麻
呂
は
自
分
が
造
立
し
た
寺
を
自
由
に
し

て
窓
意
的
に
寺
物
を
借
用
し
、
し
か
も
そ
れ
を
返
済
し
な
い
ま
ま
に
死
亡
し
た
。

こ
れ
を
償
う
た
め
に
牛
の
身
を
受
け
た
の
で
あ
る
、
と
読
め
た
。

お
そ

こ
こ
に
、
諸
の
春
族
と
同
僚
と
、
噺
槐
の
心
を
発
し
て
、
標
る
る
こ
と
か

ぎ
り
な
し
。

こ
の
場
合
の
、
親
属
た
ち
の
「
は
ぢ
」
体
験
が
「
噺
槐
」
に
該
当
す
る
と
み

な
し
う
る
と
考
え
る
の
は
、
単
に
本
文
中
の
「
噺
槐
」
と
い
う
表
現
に
拠
っ
て

の
こ
と
で
は
な
い
。
赤
麻
呂
の
身
の
上
に
因
果
の
道
理
を
実
検
し
た
と
き
の
衝

撃
を
「
噺
槐
」
と
表
現
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
衝
迫
の
内

実
は
、
赤
麻
呂
の
身
の
上
に
発
現
し
た
因
果
の
道
理
が
、
当
然
、
自
分
た
ち
の

境
涯
に
も
適
用
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
と
い
う
想
念
を
生
起
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
。

ま
た
そ
れ
は
、
自
身
に
か
か
わ
る
未
確
認
・
未
然
の
罪
に
対
す
る
煩
悶
を
さ
え

呼
び
さ
ま
し
た
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
さ
き
の
引
用
に
続
い
て
次
の
文
言
が

み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

(a)

②
’
㈹
非
行
の
当
事
者
で
な
い
場
合
の
「
は
ぢ
」
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お
も
は
く
、
「
罪
を
な
す
こ
と
恐
る
べ
し
。
豈
報
い
な
か
る
く
け
む
や
。

よ

こ
の
事
は
季
の
葉
の
搭
模
に
報
る
べ
し
」
と
お
も
ふ
。
そ
ゑ
に
、
同
じ
年

の
六
月
一
日
を
も
て
、
諸
人
に
伝
へ
き
。

親
属
た
ち
は
赤
麻
呂
に
か
か
わ
る
事
の
て
ん
ま
つ
を
は
ぢ
恐
れ
る
あ
ま
り
、

こ
う
せ
い

後
世
の
人
々
へ
の
戒
め
と
し
て
書
き
留
め
て
お
こ
う
と
決
意
し
、
記
録
を
つ
く

り
諸
人
に
公
開
、
伝
承
し
た
。
身
内
の
「
は
ぢ
」
体
験
を
隠
蔽
す
る
の
で
は
な

く
、
却
っ
て
さ
ら
け
出
し
世
人
に
公
表
す
る
と
こ
ろ
が
こ
の
は
ぢ
体
験
を
「
噺

塊
」
と
承
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

本
話
末
尾
の
作
者
の
コ
メ
ン
ト
に
「
翼
は
く
は
、
噺
槐
な
き
ひ
と
も
、
こ
の

録
を
覧
て
、
心
を
改
め
善
を
行
な
は
む
こ
と
を
」
と
強
調
す
る
の
は
、
つ
れ
日

頃
、
一
片
の
噺
槐
の
念
も
な
い
人
も
、
こ
の
記
録
に
よ
っ
て
自
分
の
行
動
や
生

き
方
を
自
己
点
検
し
、
と
り
わ
け
寺
物
盗
用
の
罪
は
未
然
に
こ
れ
を
防
止
せ
よ
、

と
教
唆
す
る
も
の
で
あ
り
、
噺
槐
の
念
の
喚
起
の
勧
め
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

〈
下
・
恥
〉
は
讃
岐
の
美
貴
の
郡
の
大
領
を
夫
と
す
る
広
虫
女
と
い
う
女
性

が
暴
利
を
む
さ
ぼ
っ
た
結
果
、
半
獣
身
（
上
半
身
の
み
牛
）
に
転
生
し
そ
の
罪

業
を
家
族
が
償
う
話
で
あ
る
。
広
虫
女
の
死
骸
を
収
め
た
棺
の
蓋
が
自
然
に
開

い
て
、
そ
の
半
牛
身
を
見
、
牛
の
如
き
振
舞
い
を
目
撃
し
た
夫
と
家
族
た
ち
は
、

「
東
西
の
人
、
恐
々
ぎ
走
り
集
い
、
怪
し
び
来
」
る
こ
と
絶
え
間
が
な
い
、
と

い
う
状
況
の
な
か
で

ま
う
れ
い
た

槐
恥
ぢ
原
へ
働
ゑ
て
五
体
を
地
に
投
げ
、
願
を
発

し
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
い
う
「
は
ぢ
」
と
は
、
諸
方
か
ら
見
物
に
馳
せ
参
じ
た
世
間
の
人
び

と
の
好
奇
な
ま
な
ざ
し
に
対
す
る
夫
や
家
族
の
煩
悶
、
す
な
わ
ち
「
恥
辱
」
も

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
以
上
に
家
族
ら
が
広
虫
女
の
半
牛
身
と
い
う
苦
果

力
殿

〈
中
・
旧
〉
は
、
日
頃
、
勤
行
の
た
び
に
天
女
像
に
向
っ
て
「
天
女
の
容
の

よ

ど
と
き
、
好
き
女
を
わ
れ
に
た
ま
へ
」
と
祈
願
し
て
い
た
山
寺
の
優
婆
塞
が
、

あ
る
夜
の
夢
に
天
女
と
交
接
し
た
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
、
「
は
ぢ
」
を
体
験
し
た

話
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
三
例
、
二
種
類
の
「
は
ぢ
」
が
承
ら
れ
る
。

優
婆
塞
、
夢
に
天
女
の
像
に
婚
ふ
と
見
る
。
明
く
る
日
に
贈
れ
ば
、
そ
の

（
マ
マ
）

像
の
裾
の
腰
に
、
不
浄
染
み
汗
れ
た
り
。
行
者
視
て
、
噺
槐
し
て
ま
う
さ

く
、
「
わ
れ
は
似
た
る
女
を
願
ひ
し
に
、
な
に
ぞ
恭
く
も
、
天
女
専
に
み

づ
か
ら
交
り
た
ま
ふ
」
と
ま
う
す
。
槐
ぢ
て
他
人
に
語
ら
ず
。

こ
こ
で
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
仏
に
仕
え
る
身
が
、
夢
の
中
と
は
い
え
、

あ
ろ
う
こ
と
か
吉
祥
天
と
交
わ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
こ
と
へ
の
罪
悪
意

識
は
微
塵
も
な
く
、
代
わ
っ
て
は
ぢ
て
い
る
点
で
あ
る
。

優
婆
塞
の
こ
の
「
は
ぢ
」
体
験
を
「
噺
槐
」
に
該
当
す
る
と
ゑ
な
す
の
は
、

を
見
て
受
け
た
衝
撃
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
彼
女
の
苦
果
に
触
媒
さ
れ
て
自

分
た
ち
の
未
確
認
・
未
然
の
罪
業
に
も
想
念
を
及
ぼ
し
て
の
煩
悶
で
あ
り
、
「
噺

槐
」
と
よ
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
。
な
お
「
五
体
投
地
」
と
い
う
骸
悔
滅
罪
の
儀
礼

的
挙
止
は
こ
の
噺
槐
の
念
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
、
発
動
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

次
い
で
寺
へ
の
寄
進
と
い
う
莫
大
な
財
物
に
よ
る
續
償
と
、
今
ま
で
の
他
者
へ

の
貸
付
を
悉
く
帳
消
し
に
し
た
行
為
は
、
そ
の
根
底
に
こ
れ
を
支
え
る
「
噺
槐
」

の
情
念
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
以
上
の
事
件
の
一
部
始
終
を
見
聞
し

な
げ
う
れ

た
国
・
郡
の
す
べ
て
の
人
び
と
が
「
唱
き
燥
然
へ
」
た
の
は
、
か
れ
ら
が
家
族

の
体
験
し
た
、
繊
悔
に
つ
な
が
る
「
は
ぢ
」
、
つ
ま
り
衛
塊
を
共
有
し
た
か
ら

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

(a)

②
１
口
非
行
の
当
事
者
の
「
は
ぢ
」
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単
に
本
文
中
、
噺
槐
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
こ
と
に
拠
る
の
で
は
な
い
。

天
女
像
の
下
半
身
に
自
分
の
「
不
浄
」
が
染
み
つ
き
汚
れ
て
い
る
の
を
視
た

か
れ
は
、
そ
の
事
実
に
衝
撃
を
受
け
る
、
そ
れ
が
天
女
（
像
）
と
自
分
と
の
間

に
お
け
る
、
ひ
そ
や
か
な
体
験
で
あ
っ
て
世
人
の
誰
ひ
と
り
知
る
者
の
な
い
出

来
事
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
真
情
を
包
み
隠
さ
ず
吉
祥
天
女
に
「
ま

う
」
し
あ
げ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
表
白
の
な
か
で
天
女
の
感
応

か
た
じ
け
な

を
「
恭
」
き
こ
と
と
受
け
と
め
て
い
る
の
は
自
分
の
願
望
や
予
想
を
は
る
か

に
上
ま
わ
る
処
遇
を
戴
い
た
と
自
覚
し
た
と
き
の
申
し
わ
け
な
さ
、
心
苦
し
さ

で
あ
り
、
快
い
煩
悶
で
あ
る
（
恭
は
辱
と
共
に
は
ぢ
を
表
わ
す
）
。
こ
の
点
も

「
断
槐
」
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
。
総
じ
て
こ
れ
を
対
冥
照
的
反
応
と
捉
え

る
の
は
至
当
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
天
女
へ
の
奏
上
の
あ
と
、
こ
の
事
件
を
「
槐
ぢ
て
他
人
に
語
ら
」
な

か
っ
た
の
は
、
天
女
像
を
お
の
が
体
液
で
汚
し
た
、
優
婆
塞
と
し
て
あ
る
ま
じ

き
行
為
（
非
行
）
を
、
世
人
に
対
し
て
は
ひ
た
す
ら
隠
そ
う
と
し
た
た
め
で
あ

り
、
こ
れ
は
隠
蔽
性
を
基
本
と
す
る
対
世
評
的
な
反
応
で
あ
り
、
「
恥
辱
」
に

該
当
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
話
例
に
は
ひ
と
つ
の
事
件
を
め
ぐ
っ
て
噺
槐
と
恥
辱
と

（
肥
）

い
う
、
両
極
の
反
応
の
並
存
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
そ
の
後
日
謹
と
し
て
こ
の
出
来
ご
と
を
ひ
そ
か
に
聞
き
知
っ
て
い
た

弟
子
が
、
里
人
に
暴
露
し
、
た
し
か
め
に
来
た
里
人
に
よ
っ
て
「
淫
精
」
の
「
染

み
機
れ
」
を
検
証
さ
れ
る
と
、

優
婆
塞
、
事
を
隠
す
こ
と
得
ず
し
て
、
つ
ぶ
さ
に
陳
べ
語
り
き
。

一
面
、
已
む
を
得
ざ
る
状
況
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
世
人
に
対
し
て
「
は
ぢ
」

体
験
を
ご
ま
か
す
こ
と
な
く
詳
し
く
陳
述
し
た
の
は
ひ
と
た
び
噺
槐
の
体
験
を

く
ぐ
っ
た
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
蜥
塊
体
験
が
恥
辱
か
ら
の
自
己
解
放
を
も

●
●

た
ら
す
と
い
う
事
例
の
、
萌
芽
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
総
じ
て
こ
の
話
は

優
婆
塞
の
「
は
ぢ
」
の
成
熟
度
や
発
生
過
程
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ち
く
ら
い
え
み

〈
上
・
川
〉
は
、
大
和
の
国
の
士
椋
の
家
長
が
、
「
俄
悔
の
法
要
」
の
た
め

に
僧
を
招
き
、
そ
の
過
程
で
期
せ
ず
し
て
家
長
の
父
親
（
先
代
の
家
長
）
が
牛

に
生
ま
れ
替
っ
て
当
家
に
使
役
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
と
い
う
話
で
あ
る
。

こ
こ
で
と
り
あ
げ
た
い
の
は
餓
悔
の
法
会
（
ｌ
こ
の
営
為
が
い
か
な
る
理
由
・

目
的
に
よ
る
の
か
は
判
然
と
し
な
い
）
に
さ
い
し
て
招
い
た
僧
の
、
（
先
代
の

家
長
と
の
か
か
わ
り
に
お
け
る
）
「
は
ぢ
」
体
験
で
あ
る
。
招
待
さ
れ
た
僧
は
、

法
要
が
終
っ
た
そ
の
夜
、
床
に
就
く
さ
い
に
主
人
が
用
意
し
て
く
れ
た
被
（
掛

け
ぶ
と
ん
）
を
ゑ
て
心
に
思
っ
た
。
明
日
、
法
要
の
布
施
を
も
ら
う
よ
り
、
こ

の
「
被
を
取
る
に
如
か
じ
」
と
。
そ
こ
で
屋
外
に
出
よ
う
と
し
た
時
、
声
が
あ

っ
て
「
そ
の
被
を
盗
る
こ
と
な
か
れ
」
と
い
っ
た
。
そ
こ
で
僧
は
「
大
き
に
驚

き
疑
ひ
て
」
屋
内
を
見
ま
わ
し
た
が
、
一
頭
の
牛
の
ほ
か
誰
の
姿
も
見
え
な
い
。

そ
こ
で
牛
が
語
っ
て
い
う
に
は
、
自
分
は
こ
の
家
の
（
先
代
の
）
家
長
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
生
前
、
人
に
与
え
よ
う
と
、
子
に
告
げ
ず
に
家
の
稲
を
十
束
取
っ
た
。

そ
の
た
め
牛
の
身
に
生
れ
替
り
、
先
世
の
負
債
と
い
う
罪
の
償
い
を
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
「
汝
は
こ
れ
出
家
な
り
。
な
に
ぞ
た
や
す
く
被
を
盗
む
」
Ｉ
。
僧

は
、
在
俗
者
が
、
自
分
の
家
の
稲
を
盗
っ
た
だ
け
で
牛
へ
の
転
生
と
い
う
罪
報

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
眼
の
あ
た
り
に
し
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
僧
す
な
は
ち
大
き
に
槐
ぢ
、
還
り
て
宿
れ
る
処
に
止
ま
る
。

こ
れ
は
単
に
自
分
の
非
行
を
直
接
、
他
者
か
ら
見
と
が
め
ら
れ
た
恥
辱
、
つ

ま
り
対
世
評
的
反
応
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

因
果
の
理
法
を
体
現
し
転
生
し
た
「
牛
」
と
は
、
僧
に
と
っ
て
い
わ
ば
冥
界

四
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か
ら
の
使
者
も
し
く
は
冥
衆
（
冥
界
の
存
在
）
に
準
じ
る
も
の
と
感
じ
ら
れ
た

で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
言
を
容
れ
た
上
で
の
反
省
と
、
非
行
の
断
念
と
は
対
冥
照

的
反
応
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
。
翌
朝
の
法
要
終
了
後
、
僧
は
、
親
族
だ
け
を

集
め
て
「
つ
ぶ
さ
に
先
の
事
を
陳
」
べ
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
も
、
告
白
を
伴

う
「
は
ぢ
」
と
い
う
、
噺
槐
の
重
要
な
特
質
を
見
出
し
う
る
の
で
あ
る
。

〈
中
・
７
〉
は
、
行
基
を
誹
誇
し
た
智
光
が
冥
界
で
の
受
苦
の
あ
と
、
蘇
生

し
て
行
基
に
謝
罪
し
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
ま
ず
「
は
ぢ
」
と
関
連
の
ふ
か
い

冥
界
で
の
續
罪
の
模
様
を
検
討
し
よ
う
。

堕
獄
し
た
智
光
の
受
苦
の
有
様
は
す
さ
ま
じ
い
。
「
熱
き
鉄
の
柱
」
や
「
熱

い

き
銅
の
柱
」
を
閻
羅
の
使
い
に
抱
け
と
命
じ
ら
れ
た
り
、
「
煎
蒸
ら
む
が
た
め

の
阿
鼻
地
獄
」
に
「
投
げ
入
れ
て
焼
き
煎
」
ら
れ
た
り
す
る
。
そ
の
た
び
に
智

光
は

き
こ

ほ
ね
ぐ
さ
り

肉
み
な
鈴
え
欄
が
れ
、
た
だ
し
骨
瑛
の
み
あ
り
。

と
い
う
状
態
に
な
る
。
使
い
が
箒
を
も
っ
て
そ
の
柱
を
撫
で
、
「
活
き
よ
、
活

き
よ
」
と
い
う
と
肉
体
が
元
ど
お
り
に
な
る
。
こ
う
し
て
あ
い
だ
に
三
日
間
の

空
白
を
お
き
前
後
三
回
に
わ
け
て
、
罰
を
受
け
た
あ
と
蘇
生
す
る
。

智
光
が
地
獄
で
苦
を
受
け
、
や
が
て
蘇
生
し
た
の
は
い
わ
ゆ
る
等
価
續
罪
を

（
円
）

果
し
た
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
分
が
犯
し
た
罪
業
と
同
量
の
肉
体
的
苦

痛
を
お
の
が
身
に
負
荷
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
罪
過
を
贈
償
す
る
こ
と
で
あ
り
、

罪
の
解
決
法
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
前
提
と
し
て
、
罪
は
計
量
可
能
で
あ

る
と
す
る
罪
悪
観
が
あ
る
。
こ
れ
を
仏
教
的
な
術
語
を
用
い
て
「
滅
罪
」
と
よ

ぶ
に
し
て
も
、
こ
の
罪
悪
観
に
は
基
本
的
に
罪
の
質
を
問
う
発
想
は
み
ら
れ
ず
、

し
た
が
っ
て
罪
に
対
す
る
内
省
も
稀
薄
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

た
だ
智
光
の
場
合
、
蘇
生
し
て
か
ら
、
弟
子
た
ち
を
前
に
自
分
の
罪
状
を
述

ベ
、
行
基
の
も
と
へ
行
き
奏
上
す
る
こ
と
を
決
意
し
て
い
る
点
が
、
単
な
る
肉

体
的
等
価
續
罪
に
止
ま
ら
な
い
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

智
光
大
き
に
嘆
き
、
弟
子
に
向
ひ
て
、
つ
ぶ
さ
に
閻
羅
の
状
を
述
ぶ
。
大

お
そ

き
に
催
り
て
お
も
は
く
、
「
大
徳
に
向
ひ
て
、
誹
り
妬
む
心
を
挙
せ
し
こ

と
を
ま
う
さ
む
」
と
お
も
ふ
。

か
た

（
行
基
）
菩
薩
見
て
（
略
）
「
な
に
ぞ
面
挙
す
る
こ
と
竿
き
」
と
い
ふ
。

●
●
●
●

光
、
発
露
餓
悔
し
て
い
は
く
、
「
智
光
、
菩
薩
の
玖
所
に
、
誹
り
妬
む
心

を
致
し
て
、
こ
の
言
を
な
せ
り
、
「
光
は
古
徳
の
大
僧
、
し
か
の
み
な
ら

ず
智
光
は
智
者
な
り
。
行
基
沙
弥
は
浅
識
の
人
に
し
て
、
具
戒
を
受
け
ず
。

な
に
の
ゆ
ゑ
に
か
、
天
皇
、
唯
行
基
を
の
み
誉
め
て
智
光
を
捨
て
た
ま
ふ
・
』

と
い
ひ
き
。
口
業
の
罪
に
よ
り
て
、
閻
羅
王
、
わ
れ
を
召
し
て
鉄
、
銅
の

●
●

柱
を
抱
か
し
む
。
経
る
こ
と
九
日
に
し
て
、
誹
誇
の
罪
を
償
ふ
。
余
罪
の

●
●
●
●

後
生
の
世
に
至
ら
む
こ
と
を
恐
り
、
こ
こ
を
も
て
漸
槐
発
露
す
。
ま
さ
にもだ

願
は
く
は
罪
を
免
れ
む
こ
と
を
」
と
い
ふ
。
行
基
大
徳
、
顔
を
和
げ
て
喋

あ然
り
。
（
傍
点
、
引
用
者
）

こ
こ
に
『
』
の
部
分
は
、
堕
獄
の
原
因
と
な
っ
た
行
基
へ
の
誹
誇
の
内
容

で
あ
り
、
そ
れ
は
堕
獄
以
前
の
嫉
妬
ゆ
え
の
言
、
「
わ
れ
は
こ
れ
智
人
な
り
。

行
基
は
こ
れ
沙
弥
な
り
。
な
に
の
ゆ
ゑ
に
か
、
天
皇
、
わ
が
智
を
歯
へ
た
ま
は

ず
し
て
、
た
だ
し
沙
弥
を
の
み
誉
め
て
用
い
た
ま
ふ
」
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
さ
き
の
叙
述
を
敷
延
し
て
ま
で
、
己
の
罪
過
を
、
一
点
の

隠
蔽
す
る
こ
と
な
く
他
に
表
白
す
る
こ
と
は
「
発
露
餓
悔
」
の
特
質
の
一
面
で

あ
る
。一

方
で
智
光
は
、
こ
と
ば
を
つ
い
で
「
余
罪
」
の
こ
と
に
言
及
し
、
そ
れ
が

死
後
の
世
界
に
お
よ
ぶ
か
も
知
れ
な
い
こ
と
を
恐
れ
「
こ
こ
を
も
て
噺
槐
発
露
」
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す
る
の
で
あ
る
。
漸
槐
の
特
質
の
一
面
に
も
自
分
の
罪
の
表
明
が
あ
る
こ
と
は

す
で
に
述
べ
た
。
で
は
餓
悔
と
噺
槐
と
は
こ
こ
で
は
同
義
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

は
じ
め
の
「
発
露
餓
悔
」
の
対
象
は
智
光
自
身
、
明
確
に
自
覚
し
て
い
る
「
口

業
の
罪
」
で
あ
っ
た
し
、
そ
れ
は
す
で
に
冥
界
に
お
い
て
續
い
、
今
ま
た
行
基

の
前
に
て
あ
ら
た
め
て
奏
上
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
あ

と
の
「
漸
槐
発
露
」
の
対
象
は
「
余
罪
」
つ
ま
り
未
だ
蹟
償
し
お
わ
っ
て
い
な

い
可
能
性
の
あ
る
罪
で
あ
る
。
未
償
、
未
確
認
の
罪
で
あ
り
未
然
の
可
能
性
も

残
し
た
罪
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
〈
罪
〉
の
あ
り
よ
う
の
ち
が
い
に
対
し
て
餓

悔
と
漸
槐
を
使
い
わ
け
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
「
漸
槐
」

の
内
容
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
ろ
う
。

「
噺
槐
」
は
未
償
・
未
確
認
・
不
定
形
・
不
定
量
の
罪
、
已
然
か
未
然
か
さ

え
も
さ
だ
か
で
な
い
暖
昧
な
罪
を
も
対
象
と
す
る
こ
と
に
お
い
て
「
徴
悔
」
と

区
別
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
識
は
特
定
の
罪
な
る
行
為
を
超
え
て
、
己
の

存
在
そ
の
も
の
に
さ
え
向
け
ら
れ
る
。
「
噺
槐
」
は
ま
た
単
に
悪
報
に
対
す
る

心
理
的
反
応
で
あ
る
に
止
ま
ら
な
い
。
漸
槐
の
念
に
よ
る
自
責
・
自
罰
は
、
自

分
の
犯
し
た
罪
業
と
等
量
の
精
神
的
負
荷
を
自
分
の
身
心
に
課
す
こ
と
に
よ
っ

て
自
ら
の
非
行
（
罪
業
）
を
漂
白
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
あ

た
か
も
堕
獄
者
が
熱
い
銅
や
鉄
の
柱
を
抱
か
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
（
肉

体
的
）
等
価
磧
罪
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
「
繊
悔
」
と
「
噺
槐
」
と
の
ち
が
い
を
明
確
に
す
る
た
め
湯
浅
泰
雄

（
加
）

氏
の
罪
と
恥
に
つ
い
て
の
所
説
を
転
用
す
れ
ば
こ
う
で
あ
る
。
餓
悔
の
意
識
は

自
己
自
身
の
存
在
の
内
部
で
充
足
し
て
お
り
、
仏
と
の
対
話
に
救
い
を
求
め
よ

う
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
漸
槐
の
情
念
は
根
源
的
な
も
の
か
ら
切
離
さ
れ
た

自
己
自
身
の
存
在
の
不
安
で
あ
る
Ｉ
。

以
上
の
検
討
結
果
を
整
理
し
て
お
こ
う
。
③
ｌ
①
非
行
と
関
連
を
も
た
な
い

「
は
ぢ
」
は
い
ず
れ
も
「
恥
辱
」
で
あ
り
、
い
’
②
非
行
と
関
連
す
る
「
は
ぢ
」

は
基
本
的
に
い
ず
れ
も
「
噺
槐
」
で
あ
り
、
「
噺
槐
」
と
は
非
行
の
結
果
（
悪

報
）
に
対
す
る
反
応
で
あ
っ
た
。
と
く
に
③
ｌ
②
ｌ
㈲
非
行
当
事
者
の
場
合
、

非
行
と
は
邪
婬
・
倫
盗
・
誹
誇
と
い
っ
た
仏
教
的
規
範
か
ら
の
逸
脱
に
か
か
わ

る
行
為
で
あ
っ
た
点
が
看
取
で
き
る
。
総
じ
て
「
噺
槐
」
は
、
因
果
応
報
の
道

理
の
根
底
に
あ
っ
て
こ
れ
を
支
え
る
情
念
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

作
者
景
戒
の
自
己
表
明
は
上
・
中
・
下
、
各
巻
の
自
序
と
説
話
例
（
下
・
胡
）

に
み
と
め
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
仏
教
的
啓
蒙
を
中
心
と
す
る
本
書
の
撰
述
意
図

や
読
者
へ
の
要
請
を
述
べ
る
な
か
で
、
景
戒
自
身
の
自
画
像
が
浮
彫
に
さ
れ
て

く
る
。
し
か
も
そ
の
画
像
は
、
本
書
に
つ
い
て
語
る
と
き
の
熱
情
と
は
裏
腹
に

自
ら
の
資
質
に
関
す
る
劣
弱
の
自
覚
や
己
の
境
涯
を
め
ぐ
る
不
遇
意
識
な
ど
、

お
お
む
ね
自
己
否
定
の
色
調
を
帯
び
て
い
る
。
景
戒
の
自
己
規
定
や
自
己
認
識

に
つ
い
て
結
論
を
先
ど
り
し
て
い
え
ば
、
相
対
的
か
つ
即
自
的
な
自
己
否
定
を

基
調
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
絶
対
者
を
媒
介
と
し
た
徹
底
し

た
否
定
の
論
理
は
む
し
ろ
欠
如
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
り
、
不
徹
底
な
自

己
否
定
の
精
神
が
、
し
か
も
濃
厚
に
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
じ
つ
は
そ
こ
に
こ

そ
「
罪
悪
」
よ
り
も
「
は
ぢ
」
の
視
点
に
た
っ
て
景
戒
を
と
ら
え
る
こ
と
の
至

当
性
が
在
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
か
れ
は
自
ら
の
資
質
と
境
涯
を
か
え
り
承
る

な
か
で
「
噺
槐
」
の
体
験
を
し
ば
し
ば
吐
露
す
る
。

本
書
の
撰
述
意
図
を
述
べ
た
あ
と
、
次
の
独
白
が
つ
づ
く
。

し
か
れ
ど
も
、
景
戒
、

(b)

作
者
の
自
己
表
明
に
み
る
「
は
ぢ
」
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性
を
稟
く
る
こ
と
儒
し
く
あ
ら
ず
、
濁
れ
る
意
澄
ま
し
が
た
し
。
炊
井
の

識
に
し
て
、
久
し
く
太
方
に
迷
ふ
。
能
功
の
離
れ
る
と
こ
ろ
に
、
浅
工
に

し
て
刀
を
加
ふ
。
寒
心
の
飴
ら
む
こ
と
を
恐
り
、
手
を
傷
は
む
こ
と
を
患

ふ
。
こ
れ
も
ま
た
、
・
蜆
山
の
一
つ
の
礫
な
り
。

た
だ
し
、
口
説
す
る
こ
と
詳
ら
か
ら
ぬ
を
も
ち
て
、
忘
れ
遺
す
る
こ
と

多
く
あ
ら
む
、
善
を
負
ふ
こ
と
の
至
り
に
昇
へ
ず
、
濫
竿
の
業
を
示
さ
む

こ
と
を
標
る
。
後
生
の
賢
者
、
幸
し
く
も
磑
り
暖
ふ
こ
と
な
か
れ
。
（
上

・
序
）

こ
こ
に
は
「
は
ぢ
」
の
表
明
は
み
ら
れ
な
い
が
、
そ
の
前
提
と
い
う
べ
き
自
卑

の
意
識
と
そ
の
表
明
は
、
撰
述
者
一
般
に
み
ら
れ
る
謙
遜
の
域
を
は
る
か
に
越

え
て
お
り
、
こ
の
点
は
各
巻
の
序
す
べ
て
に
共
通
し
て
い
る
。

中
巻
の
序
に
は
「
は
ぢ
」
意
識
が
明
確
に
み
と
め
ら
れ
る
。

し
か
れ
ど
も
、
景
戒
、

か
た

と

性
を
稟
く
る
こ
と
聰
く
も
あ
ら
ず
。
口
に
談
ら
ふ
こ
と
利
く
も
あ
ら
ず
。

神
の
遅
鈍
な
る
こ
と
鐺
の
刀
に
同
じ
く
、
字
を
連
ね
居
ゑ
て
は
華
し
く
も

こ
こ
ろ

あ
ら
ず
。
情
の
惹
憩
か
な
る
こ
と
船
を
刻
み
し
に
同
じ
く
、
文
を
編
み
造

り
て
は
句
を
乱
る
。

ａ天
に
槐
ぢ
人
に
葱
ぢ
、
忍
び
て
心
を
忘
れ
、
心
の
師
と
な
し
て
、
心
を
師

と
す
る
こ
と
な
か
れ
。
（
中
・
序
）

な
か
で
も
傍
線
部
ａ
に
は
「
恥
辱
」
か
ら
「
自
恥
」
へ
の
な
だ
ら
か
な
展
開
が

み
ら
れ
、
同
じ
く
ｂ
に
は
『
浬
藥
経
』
｜
の
所
説
を
引
い
て
「
漸
槐
」
の
念
を
も

口
伝
を
注
せ
り
。
槐
づ
る
に
勝
へ
、
慮
に
恭
く
、
顔
飾
り
し
、
耳
熱
し
。

庶
は
く
は
捨
文
を
韻
む
ひ
と
、

ｂ
，

善
を
貧
ふ
こ
と
の
至
り
に
勝
へ
ず
。
拙
く
し
て
浄
き
紙
を
籟
し
、
謬
ち
て

修
せ
ず
あ
り
き
。
鄙
な
る
か
な
、
わ
が
心
。
微
し
き
か
な
、
わ
が
行
」
と

い
ふ
。
（
下
・
銘
）

桓
武
天
皇
の
延
暦
六
年
九
月
四
日
、
景
戒
は
突
如
、
噺
槐
の
心
を
お
こ
す
（
傍

線
ａ
）
。
こ
こ
に
も
、
仏
教
的
世
界
観
に
も
と
づ
く
自
己
否
定
の
精
神
（
傍
線

ｂ
）
、
そ
れ
と
並
存
す
る
形
で
の
世
俗
的
価
値
観
に
も
と
づ
く
現
世
で
の
不
遇

意
識
（
傍
線
Ｃ
）
、
そ
の
原
因
を
前
世
に
お
け
る
自
業
た
る
「
不
布
施
」
に
求

刹
に
尅
き
、
心
を
覚
路
に
奔
す
。
遠
く
前
の
非
を
槐
ぢ
、
長
に
後
の
善
を

祈
ふ
。
（
下
・
序
）

傍
線
ｂ
は
、
前
世
の
己
が
罪
業
を
は
ぢ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
か
れ
に
と

っ
て
は
づ
べ
き
前
世
の
業
と
は
何
か
に
つ
い
て
は
、
次
の
自
叙
伝
風
の
一
節
に

明
ら
か
で
あ
る
。

ａ

つ
こ
と
を
読
者
に
勧
め
て
い
る
。

羊
僧
景
戒
、

学
ぶ
る
と
こ
ろ
は
い
ま
だ
天
台
宗
智
者
の
問
術
を
得
ず
。
悟
る
と
こ
ろ
は

い
ま
だ
神
人
弁
者
の
答
術
を
得
ず
。
こ
れ
な
ほ
し
螺
を
も
ち
て
海
を
酌
み
、

管
に
よ
り
て
天
を
閨
る
が
ご
と
し
。

伝
燈
の
良
匠
に
あ
ら
ず
し
て
、
し
ひ
て
訂
こ
の
こ
と
を
蜷
み
る
。
轍
を
浄

生
死
を
継
ぐ
。
八
方
に
馳
せ
て
、
生
け
る
身
を
炬
し
、
俗
家
に
居
て
、
妻

等
流
果
に
引
か
る
る
が
ゆ
ゑ
に
、
愛
綱
の
業
を
結
び
、
煩
悩
に
纒
は
れ
て
、

Ｃ

き
か
な
、
宏
し
き
か
な
。
世
に
生
れ
て
命
活
き
、
身
を
存
へ
む
に
便
な
し
。

僧
景
戒
、
噺
塊
の
心
を
洗
礼
、
憂
愁
へ
嵯
き
て
い
は
く
、
「
鳴
呼
、
恥
し

子
を
蓄
ふ
。
養
ふ
物
な
く
、
菜
食
な
く
、
塩
な
く
、
衣
な
く
、
薪
な
し
。

ま
た
飢
ゑ
寒
い
、
夜
も
ま
た
飢
ゑ
寒
ゆ
。
わ
れ
先
の
世
に
、
布
施
の
行
を

ｅ

つ
ね
に
万
の
物
な
く
し
て
、
思
ひ
愁
へ
て
、
わ
が
心
安
く
あ
ら
ず
。
昼
も

．
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と
ひ
と

め
、
そ
の
よ
う
な
前
世
・
現
世
に
わ
た
る
自
己
の
あ
り
よ
う
を
、
鄙
な
る
心
根

い
や

で
あ
り
、
微
し
い
所
業
で
あ
る
と
慨
嘆
す
る
。
冒
頭
の
噺
槐
と
は
、
こ
れ
ら
の

す
べ
て
に
向
け
ら
れ
た
、
身
を
砥
ぎ
、
心
を
振
る
よ
う
な
、
自
己
漂
白
の
試
み

で
は
な
か
っ
た
か
。

景
戒
は
、
民
衆
に
因
果
の
道
理
を
説
き
な
が
ら
、
一
方
か
れ
自
身
の
人
生
に

お
け
る
最
大
の
願
望
は
、
長
命
と
官
位
と
い
う
、
い
わ
ば
現
世
利
益
で
し
か
な

か
っ
た
。
こ
の
点
だ
け
を
み
て
も
、
そ
の
現
実
否
定
の
不
徹
底
さ
は
充
分
、
証

（
別
）

明
し
う
る
。
か
れ
の
人
間
観
・
人
生
観
は
「
人
性
の
根
本
悪
の
認
識
」
に
ま
で

到
達
し
た
と
は
断
じ
て
言
え
ま
い
。
か
れ
の
罪
悪
観
を
め
ぐ
る
功
績
は
、
（
仏

教
以
前
）
の
そ
れ
と
は
異
な
り
、
「
自
業
自
得
」
の
語
に
収
數
さ
れ
る
よ
う
な
、

特
定
の
罪
業
は
犯
行
当
事
者
自
身
の
責
任
に
帰
す
べ
き
で
あ
る
と
教
示
し
た

（
鯉
）

点
に
止
ま
り
、
仏
教
的
罪
悪
観
と
し
て
は
未
熟
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
罪
悪
観
の
歴
史
、
否
定
の
論
理
の
発
達
史
の
観
点
か
ら
は
瞳
価

を
受
け
看
過
さ
れ
や
す
い
、
不
徹
底
な
が
ら
も
濃
厚
な
自
己
否
定
の
精
神
に
た

つ
本
書
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
働
槐
の
精
神
史
上
、
そ
の
初
発
と
し
て
の
明
確
な
位

置
づ
け
と
、
そ
の
限
り
で
の
評
価
が
可
能
で
あ
る
。
仏
教
語
「
噺
塊
」
の
理
念

と
心
性
を
、
論
拠
と
体
験
に
も
と
づ
い
て
表
明
し
、
わ
が
国
で
初
め
て
本
格
的

（
朗
）

に
作
品
に
結
晶
さ
せ
た
か
ら
で
あ
る
。

（
例
）

お
わ
り
に
、
柳
田
国
男
の
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
批
判
、
す
な
わ
ち
「
恥
の
文
化
」

が
武
士
階
層
以
外
の
階
層
と
、
中
世
以
前
の
時
代
と
に
求
め
う
る
の
で
あ
ろ
う

か
、
と
い
う
二
点
の
疑
問
に
対
し
て
は
、
本
稿
を
も
っ
て
答
と
し
て
お
き
た
い
。

ほ
か
に
解
明
す
べ
き
論
点
は
多
い
が
、
他
日
を
期
す
。

〔
注
〕

（
１
）
副
田
義
也
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
日
本
人
の
恥
の
文
化
に
つ
い
て
は

Ｒ
・
・
ヘ
ネ
デ
ィ
ク
ト
以
前
に
、
じ
つ
は
桜
井
庄
太
郎
「
名
誉
と
恥
辱
』
（
法

政
大
学
出
版
）
が
あ
る
。
副
田
氏
は
本
書
を
紹
介
し
つ
つ
そ
の
再
評
価
に

つ
と
め
て
い
る
。
（
同
『
日
本
文
化
試
論
ｌ
、
ヘ
ネ
デ
ィ
ク
ト
『
菊
と
刀
』

を
読
む
ｌ
』
〈
新
曜
社
〉
）

（
２
）
梅
原
猛
「
浄
土
教
の
感
情
様
式
」
（
『
思
想
の
科
学
』
昭
三
九
・
四
）

（
３
）
作
田
啓
一
「
「
恥
の
文
化
」
再
考
』
（
筑
摩
書
房
）

（
４
）
石
上
善
応
「
浄
土
教
に
お
け
る
罪
意
識
の
一
側
面
」
（
『
浄
土
教
Ｉ
伝
統

と
創
造
』
）

（
５
）
橋
本
峰
雄
「
妙
好
人
ｌ
浄
土
文
化
の
一
面
」
（
『
思
想
の
科
学
」
昭
三
九

・
四
）

（
６
）
こ
こ
で
橋
本
氏
は
『
歎
異
抄
』
の
次
の
一
節
を
あ
げ
て
い
る
。
「
念
仏

は
ま
こ
と
に
浄
土
に
生
る
る
因
に
て
や
は
ん
く
る
ら
ん
、
ま
た
地
獄
に
墜

ち
る
べ
き
業
に
て
や
は
ん
く
る
ら
ん
、
惣
じ
て
も
て
存
知
せ
ざ
る
な
り
」

（
７
）
日
本
古
典
文
学
大
系
本

（
８
）
日
本
古
典
文
学
大
系
本

（
９
）
Ｒ
・
、
ヘ
ネ
デ
ィ
ク
ト
『
菊
と
刀
』
第
五
章
（
社
会
思
想
社
）

（
Ⅲ
）
拙
稿
「
『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
に
お
け
る
〈
恥
〉
ｌ
聖
と
俗
の
視
点
か

ら
ｌ
」
（
日
本
仏
教
学
会
年
報
五
九
号
）
に
お
い
て
道
元
の
場
合
を
論
じ

た
。

（
Ⅱ
）
注
（
Ⅲ
）
に
同
じ
。

（
胆
）
日
本
古
典
文
学
大
系
本

四
九



（
岨
）
五
来
重
「
庶
民
信
仰
に
承
る
滅
罪
の
論
理
」
（
『
思
想
』
六
二
二
）

（
別
）
湯
浅
泰
雄
氏
は
、
神
学
者
ポ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
遺
著
『
論
理
学
』
の
一

節
で
あ
る
「
恥
は
、
人
間
が
根
元
か
ら
離
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
口

に
言
い
つ
く
せ
な
い
想
起
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
隔
離
に
対
す
る
悲
し
み

で
あ
り
、
根
源
と
の
一
致
に
戻
り
た
い
と
い
う
無
力
の
願
望
で
あ
る
。
…

（
旧
）
『
大
般
浬
藥
経
」
巻
十
九
、
梵
行
品
第
八
の
五
（
大
正
新
脩
大
蔵
経
第

十
二
巻
。
四
七
七
頁
）

（
Ｍ
）
こ
の
「
恥
辱
」
謹
に
つ
い
て
河
合
隼
雄
氏
は
、
「
日
本
民
族
の
恥
の
原

体
験
」
と
と
ら
え
、
「
見
る
な
の
禁
を
破
っ
た
こ
と
に
よ
る
罪
よ
り
も
、

見
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
恥
が
強
調
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
（
河

合
隼
雄
「
自
我
・
差
恥
・
恐
怖
」
〈
同
『
母
性
社
会
日
本
の
病
理
』
〉
中
央

公
論
社
）

（
旧
）
．
た
だ
し
、
文
意
の
流
れ
と
し
て
は
人
に
蓋
ぢ
る
こ
と
が
そ
の
ま
ま
天
に

差
ぢ
る
こ
と
と
つ
な
が
る
と
い
う
趣
旨
が
看
取
さ
れ
る
。

（
略
）
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
日
本
霊
異
記
』
の
小
泉
道
氏
の
訓
読
文
に
よ
る
。

（
Ⅳ
）
高
橋
由
典
「
差
恥
論
」
（
〈
京
大
〉
『
人
文
論
集
』
・
三
七
）

（
肥
）
こ
の
点
、
中
世
の
法
語
（
た
と
え
ば
注
（
岨
）
拙
稿
参
照
）
の
よ
う
に

「
噺
槐
」
が
「
恥
辱
」
か
ら
の
自
己
解
放
の
機
能
を
説
く
の
と
は
異
る
。

お
そ
ら
く
漸
槐
の
精
神
史
上
『
霊
異
記
』
が
初
発
点
の
位
置
に
た
つ
か
ら

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
本
書
の
冥
界
観
や
罪
悪
観
の
未
分
化
・
未
熟
と
連

関
す
る
。
ま
た
本
書
に
は
、
中
世
と
ち
が
っ
て
対
世
評
反
応
た
る
「
恥
辱
」

へ
の
と
ら
わ
れ
を
仏
教
語
「
名
聞
」
へ
の
執
着
と
し
て
き
び
し
く
斥
け
る

発
想
は
み
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
仏
教
思
想
を
受
容
す
る
時
代
・
社
会
の
成

発
想
は
み
ら
れ
な
い
。

熱
度
の
差
で
も
あ
る
。

恥
は
自
責
よ
り
も
っ
と
根
源
的
な
の
で
あ
る
」
を
引
い
て
罪
と
恥
の
ち
が

い
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
（
湯
浅
泰
雄
「
恥
の
心
理
を
め
ぐ
っ
て
」
〈
同

『
東
洋
文
化
の
深
層
』
名
著
刊
行
会
〉
）

（
別
）
家
永
三
郎
氏
は
日
本
思
想
史
に
お
け
る
否
定
の
論
理
の
発
達
を
論
じ
る

な
か
で
『
霊
異
記
』
を
一
回
だ
け
と
り
あ
げ
「
不
治
の
悪
瘡
に
苦
し
ん
だ

人
が
之
を
以
て
〈
宿
業
の
招
く
所
〉
と
考
え
た
の
は
（
略
）
病
気
を
通
じ

て
人
性
の
根
本
悪
の
認
識
に
到
達
し
得
た
こ
と
を
示
す
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
同
「
日
本
思
想
史
に
於
け
る
否
定
の
論
理
の
発
達
』
新
泉
社
）

（
皿
）
広
川
勝
美
「
〈
日
本
霊
異
記
〉
に
お
け
る
罪
悪
観
」
（
「
人
文
学
報
』
第

二
巻
第
二
号
）

（
羽
）
ほ
ぼ
同
時
代
の
山
上
憶
良
に
も
「
は
ぢ
」
（
槐
・
槐
・
宏
）
を
吐
露
し

た
文
章
が
あ
る
。
（
拙
稿
「
山
上
憶
良
の
精
神
ｌ
学
識
と
情
念
ｌ
」
〈
『
浄

土
宗
学
研
究
』
二
一
号
〉
）

（
別
）
柳
田
国
男
「
罪
の
文
化
と
恥
の
文
化
」
（
『
定
本
柳
田
国
男
集
』
第
三
○

巻
・
筑
摩
書
房
）

（
仏
教
大
学
教
授
）

五
○


