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(４７） 406 

本
稿
の
主
題
を
な
す
「
有
時
」
の
巻
が
、
『
正
法
眼
蔵
』
中
一
巻
と
し
て
撰
述
さ
れ
た
の
は
、
一
二
四
○
年
十
月
、
道
元
四
十
一
歳

の
と
き
で
あ
っ
た
由
、
そ
し
て
場
所
は
、
山
城
深
草
の
地
に
参
禅
学
道
の
徒
の
育
成
の
た
め
に
建
立
さ
れ
た
禅
師
ゅ
か
り
の
輿
聖
寺
に

お
い
て
で
あ
っ
た
こ
と
、
こ
れ
ま
た
概
し
て
道
元
禅
師
の
年
譜
に
照
ら
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。

な
お
、
「
有
時
」
の
巻
が
書
か
れ
た
当
時
は
、
輿
聖
寺
の
開
創
に
引
き
続
き
、
修
行
道
場
で
あ
る
僧
堂
の
建
立
も
か
な
い
、
禅
寺
と

し
て
の
伽
藍
の
体
裁
が
と
と
の
っ
て
、
道
元
禅
師
自
身
の
修
道
生
活
も
、
緊
張
の
な
か
に
あ
り
な
が
ら
最
も
安
定
し
て
い
た
時
期
で
は

な
か
っ
た
か
、
と
推
定
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
道
元
は
、
門
人
育
成
と
し
て
法
堂
に
家
を
集
め
て
積
極
的
に
説
法
す
る
か
た
わ
ら
、
禅

の
奥
義
を
思
索
の
成
果
と
し
て
『
正
法
眼
蔵
』
の
書
に
集
大
成
す
べ
く
精
魂
を
傾
け
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
一
一
三
一
一
一
年

道
元
が
三
十
四
歳
の
若
さ
で
輿
聖
寺
を
開
い
て
よ
り
、
一
一
一
四
三
年
四
十
四
歳
に
し
て
越
前
に
人
山
す
る
ま
で
の
約
十
年
の
あ
い
だ
に
、

道
元
の
宗
教
哲
学
の
体
系
は
、
『
正
法
眼
蔵
』
の
大
半
の
成
立
を
見
る
に
及
ん
で
、
ほ
ぼ
確
立
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

『
正
法
眼
蔵
』
中
の
大
部
分
の
巻
が
、
出
家
・
在
俗
の
信
徒
に
対
し
て
講
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
各
巻
の
奥
書
き
に
よ
っ

（
１
）
 

、
、

て
確
証
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
示
し
家
」
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
、
在
俗
の
衆
徒
に
示
す
、
つ
ま
り
講
述
す
る
の
意
で
あ
り
、
道
元
は

道
元
の
「
有
時
」
の
巻
を
読
む

序

＊ 

村
上
恭
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(４８） 道元の「何時」の巻を読む 405 
自
ら
の
深
遠
な
宗
教
思
想
を
在
俗
の
衆
徒
の
教
化
の
た
め
に
説
示
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
少
数
の
巻
に
限
っ
て
は
、
奥
書
き
に

、
、

「
示
し
家
」
の
記
載
が
な
い
。
例
え
ば
、
こ
の
「
有
時
」
の
巻
は
、
「
仁
治
元
年
（
一
一
一
四
○
）
初
冬
の
日
、
興
聖
宝
林
寺
で
書
く
」
と

（
２
）
 

あ
っ
て
、
「
示
し
家
」
の
譲
叩
は
奥
書
き
に
見
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
あ
ま
り
に
も
深
遠
な
思
弁
を
展
開
し
た
哲
学
的
時
間
論
で
あ
る

「
有
時
」
の
巻
は
、
在
俗
の
衆
徒
に
示
す
（
講
述
）
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
と
判
断
さ
れ
、
も
っ
ぱ
ら
『
正
法
眼
蔵
」
中
の
一
巻
と
し
て
著

述
さ
れ
た
に
と
ど
ま
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ひ
こ

ま
た
道
元
は
、
「
有
時
」
の
巻
を
起
草
し
た
直
後
に
、
「
山
水
経
」
の
巻
を
講
述
し
て
い
る
。
時
間
は
飛
去
す
る
も
の
と
の
み
世
間
で

は
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
る
に
他
面
、
「
つ
ら
な
り
な
が
ら
時
時
な
り
」
と
も
解
さ
れ
、
言
わ
ば
非
連
続
の
連
続
で
も
あ
る
よ
う

な
時
間
の
妙
味
を
「
有
時
」
の
巻
に
説
い
た
道
元
は
、
ひ
き
続
き
禅
の
立
場
か
ら
天
地
自
然
を
ど
う
見
る
か
を
説
こ
う
と
し
て
「
山
水

経
」
の
巻
を
講
述
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
風
流
を
玩
ぶ
意
味
の
山
水
は
度
外
視
さ
れ
、
も
っ
ぱ
ら
仏
道
の
立
場
か
ら
見
た
山
水
、

に
こ
ん

つ
ま
り
天
地
自
然
の
こ
と
が
論
点
と
な
っ
て
い
る
。
道
元
は
古
仏
の
一
一
一
一
口
を
拠
り
ど
こ
ろ
に
し
な
が
ら
、
し
か
も
「
而
今
の
山
水
」
つ
ま

り
絶
対
現
在
の
山
水
を
、
「
今
日
自
己
」
の
問
題
に
ひ
き
寄
せ
て
語
ろ
う
と
す
る
。
そ
こ
で
「
山
水
経
」
の
巻
に
見
ら
れ
る
道
元
の
語

り
は
、
著
し
く
逆
説
的
表
現
に
終
始
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
禅
師
の
流
暢
な
説
法
も
、
「
川
は
流
れ
て
水
は
流
れ
ず
」
と
か
、
「
橋
流
れ
て

水
流
れ
ず
」
の
ご
と
き
語
句
を
連
発
す
る
こ
と
に
よ
り
、
總
明
な
出
家
・
在
俗
の
信
徒
を
し
ば
し
狼
狽
さ
せ
た
に
迎
い
な
い
ｃ
禅
に
お

い
て
言
わ
れ
る
不
立
文
字
の
心
境
は
、
い
わ
ゆ
る
形
式
論
理
の
世
界
を
超
え
出
て
、
思
弁
的
論
理
を
徹
底
的
に
つ
き
つ
め
て
い
っ
た
処

に
見
え
て
く
る
境
地
で
あ
ろ
う
が
、
「
山
水
経
」
の
巻
で
は
、
そ
う
し
た
境
地
が
説
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
「
山
水
」
は
動
静
の
こ

そ
く
た
く

面
を
具
備
し
て
い
る
と
「
思
量
」
（
、
心
惟
）
さ
れ
る
か
ら
、
｜
っ
に
「
水
は
流
れ
て
山
は
動
か
ず
」
と
の
み
思
い
な
し
、
人
慮
の
測
度

に
よ
り
山
水
を
見
て
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
「
山
が
動
い
て
水
は
流
れ
ず
」
と
い
っ
た
逆
説
的
表
現
に
よ
っ
て
、
「
山
水
」
の
動
的
な

面
に
大
家
の
注
意
を
喚
起
さ
せ
よ
う
と
い
う
の
が
、
禅
師
の
ね
ら
い
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
考
さ
れ
る
。

本
稿
で
は
「
山
水
経
」
の
巻
の
内
容
に
ま
で
立
ち
入
る
余
裕
は
な
い
が
、
い
ま
一
度
こ
こ
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
「
山
水

経
」
と
「
有
時
」
の
両
巻
が
と
も
に
一
二
四
○
年
十
月
、
同
時
期
に
あ
い
前
後
し
て
起
草
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
と
き
に
道
元
禅

師
四
十
一
歳
、
心
身
と
も
に
充
実
し
、
こ
と
に
両
巻
の
講
述
な
い
し
著
述
の
方
法
に
お
い
て
、
言
わ
ば
即
物
的
と
も
、
逆
説
的
と
も
見
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(４９） 404 
ら
れ
ろ
表
現
が
多
用
さ
れ
、
実
に
禅
師
特
有
の
深
遠
な
思
索
の
極
ま
る
と
こ
ろ
と
見
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
項
事
な
が
ら
こ
の
点
は

等
閑
視
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
敢
え
て
愚
問
を
挿
む
よ
う
だ
が
、
両
巻
の
う
ち
い
ず
れ
の
巻
を
難
解
と
み
る
か
。
そ
れ
は
、

そ
の
巻
に
接
す
る
読
者
各
自
に
よ
っ
て
委
細
異
な
る
は
ず
で
あ
る
。
『
正
法
眼
蔵
』
の
著
者
自
身
の
意
図
と
し
て
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。

、
、

す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
｜
「
有
時
」
の
巻
は
、
そ
の
奥
書
き
に
「
興
聖
宝
林
寺
で
書
く
」
と
あ
っ
て
、
「
示
し
家
」
の
語
は
な
い
と
こ
ろ

か
ら
、
不
特
定
の
大
家
に
説
示
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
少
数
の
弟
子
た
ち
の
講
読
に
向
け
て
著
述
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

、
、

ろ
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
山
水
経
」
の
巻
は
末
尾
に
「
興
聖
宝
林
寺
に
在
り
て
示
し
家
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
実
際
、
在
俗
の
衆

徒
等
に
向
け
て
説
示
（
講
述
）
さ
れ
た
こ
と
は
ほ
ぼ
確
実
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
大
家
に
向
け
て
説
示
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
と
言
っ
て
、

必
ず
し
も
内
容
が
平
易
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
が
証
拠
に
こ
ん
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
知
ら
れ
る
。
Ｉ
道
元
が
『
正
法
眼
蔵
』

せ
ん
ね

を
構
想
し
、
そ
の
著
述
と
説
教
と
に
お
い
て
精
力
的
に
活
動
し
て
い
た
一
二
十
代
半
ば
、
そ
の
当
時
入
門
し
た
弟
子
の
ひ
と
り
詮
慧
は
、

も
と
比
叡
山
で
秀
才
を
も
っ
て
知
ら
れ
た
学
徒
で
あ
っ
た
由
、
た
ま
た
ま
禅
師
の
名
声
を
聞
き
そ
の
法
話
を
き
く
た
め
、
比
叡
山
を
下

り
聴
衆
の
ひ
と
り
と
し
て
列
席
し
た
の
だ
が
、
禅
師
の
法
話
は
難
解
で
、
さ
し
も
の
秀
才
も
理
解
し
え
な
か
っ
た
と
い
う
。
詮
慧
は
自

（
３
）
 

ら
の
無
知
を
恥
じ
入
り
、
即
座
に
入
門
を
決
意
し
た
と
伝
一
え
ら
れ
る
。
い
さ
さ
か
誇
張
を
含
む
話
に
も
せ
よ
、
こ
れ
よ
り
察
す
る
に
、

道
元
禅
師
の
法
話
は
「
示
し
家
」
と
は
い
え
、
実
は
聴
衆
の
側
に
か
な
り
の
教
養
が
な
け
れ
ば
一
言
一
句
も
会
得
し
得
な
い
ほ
ど
充
実

し
た
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

さ
て
、
「
有
時
」
の
巻
は
、
先
述
の
ご
と
く
道
元
禅
師
の
著
述
に
し
て
、
現
代
的
に
言
え
ば
「
有
時
」
に
関
す
る
論
考
、
さ
し
ず
め

道
元
の
時
間
論
と
言
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
周
知
の
と
お
り
、
お
よ
そ
半
世
紀
ほ
ど
以
前
、
道
元
再
考
を
促
す
動
き
が
に
わ
か
に
高
ま

り
、
『
正
法
眼
蔵
』
の
う
ち
、
例
え
ば
「
有
時
」
の
巻
が
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
時
間
論
と
比
較
さ
れ
た
り
、
ま
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の

（
４
）
 

『
存
在
と
時
間
」
と
関
連
さ
せ
て
西
洋
哲
学
の
視
点
か
ら
解
明
さ
れ
た
り
、
ま
た
異
国
の
日
本
学
者
の
試
み
を
経
て
、
こ
の
難
解
な
テ

キ
ス
ト
も
現
在
よ
う
や
く
明
る
み
に
も
た
ら
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
比
較
思
想
研
究
と
い
う
方
法
論
が
導
入
さ
れ
た
成
果

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
筆
者
も
ま
た
、
か
ね
て
よ
り
西
洋
哲
学
に
お
け
る
時
間
論
の
系
譜
に
関
心
を
よ
せ
、
そ
れ
ら

（
Ｐ
３
）
 

に
関
す
る
試
論
に
基
づ
き
、
旧
著
に
お
い
て
「
時
間
の
問
題
」
と
し
て
小
さ
な
努
力
を
傾
注
し
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
が
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(”） 道元の「有時」の巻を読む 403 
あ
っ
て
筆
者
は
、
さ
ら
に
右
に
い
う
「
時
間
の
問
題
」
の
な
か
で
提
示
さ
れ
た
哲
学
的
視
点
を
介
し
て
、
で
き
れ
ば
「
有
時
」
の
巻
を

読
み
解
い
て
み
た
い
と
の
願
望
を
永
ら
く
抱
き
な
が
ら
、
こ
れ
を
成
就
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
今
回
、
「
有
時
」
の
巻
を
読
む
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
最
初
に
筆
者
の
試
み
に
よ
る
現
代
語
訳
の
テ
キ
ス
ト
を
提
示
す
る
こ
と

か
ら
始
め
よ
う
と
思
う
。
訳
出
に
際
し
て
筆
者
は
、
道
元
に
対
応
す
る
恰
好
の
同
時
代
人
と
し
て
、
十
三
世
紀
の
中
世
ス
コ
ラ
哲
学
者

テ
キ
ス
ト

（
６
）
 

ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
を
念
頭
に
お
き
、
常
に
ト
マ
ス
の
厳
粛
な
原
典
に
接
し
て
い
る
よ
う
な
学
的
態
度
で
、
「
有
時
」
の
巻
の
訳
文

の
作
成
に
つ
と
め
た
次
第
で
あ
る
。
か
く
も
冗
長
に
わ
た
る
序
文
を
付
記
せ
ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
わ
け
は
、
実
は
こ
の
「
有
時
」
の

巻
が
古
来
『
正
法
眼
蔵
』
中
の
最
大
の
難
関
と
目
さ
れ
ろ
を
承
知
の
上
で
、
こ
の
書
に
向
か
い
、
そ
こ
で
語
ら
れ
る
仏
法
の
深
い
真
意

と
「
有
時
」
の
奥
義
に
ふ
れ
た
い
一
念
を
つ
ぶ
さ
に
吐
露
し
て
お
き
た
か
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

注（
１
）
『
正
法
眼
蔵
』
の
各
巻
の
奥
悲
き
に
は
、
そ
の
巻
の
教
説
の
行
な
わ
れ
た
日
時
と
と
も
に
場
所
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
が
、
よ
く
注
意
し
て

見
る
と
、
「
示
家
一
と
「
醤
」
な
い
し
は
「
記
」
な
ど
の
語
に
よ
っ
て
、
道
元
は
仏
法
の
伝
達
の
仕
方
を
椣
晒
に
区
別
し
て
い
る
こ
と
が
窺
わ

れ
る
。
若
き
道
元
は
中
国
に
留
学
し
た
際
、
禅
譜
の
表
現
方
法
と
し
て
「
師
示
家
云
、
…
」
な
る
川
法
を
知
っ
た
ば
か
り
か
、
師
が
大
衆
を
前

に
法
話
を
示
す
光
景
を
つ
ぶ
さ
に
見
た
。
後
年
、
道
元
は
『
正
法
眼
蔵
』
に
お
い
て
、
中
国
禅
の
ス
タ
イ
ル
を
授
受
す
る
と
の
自
負
心
か
ら
、

仏
法
を
家
に
説
示
す
る
と
の
意
味
で
「
示
衆
」
の
語
を
も
ち
い
た
の
で
あ
る
。
文
字
の
上
で
は
、
「
家
に
示
す
」
と
し
て
平
易
に
受
け
と
め
ら

れ
が
ち
だ
が
、
道
元
が
実
際
に
試
み
た
禅
語
を
交
え
て
の
説
教
は
、
聴
衆
の
側
に
そ
れ
な
り
の
教
養
を
要
求
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
い

て
『
正
法
眼
蔵
』
中
の
大
部
分
の
巻
に
お
い
て
「
示
家
」
と
い
う
講
話
形
式
を
採
り
得
た
ゆ
え
ん
は
、
説
法
す
る
当
事
者
道
元
自
身
が
高
度
の

思
索
力
と
「
弁
論
修
辞
の
術
」
の
天
分
に
恵
ま
れ
て
い
た
か
ら
に
違
い
な
い
。

（
２
）
「
有
時
」
の
巻
の
奥
書
き
に
は
、
「
…
に
お
い
て
書
く
」
と
あ
っ
て
「
示
家
」
の
語
は
な
い
。
つ
ま
り
、
「
有
時
’
｜
の
巻
は
、
弟
子
に
読
ま
せ

る
た
め
に
書
か
れ
た
少
数
の
巻
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
『
正
法
眼
蔵
』
の
序
論
に
相
当
す
る
「
弁
道
話
」
お
よ
び
眼
蔵
の
第
一
巻
「
現

成
公
案
」
は
、
明
ら
か
に
少
数
の
弟
子
た
ち
に
通
読
さ
せ
、
書
に
親
し
む
こ
と
を
も
っ
て
真
実
の
仏
法
を
修
め
さ
せ
ん
と
意
図
し
て
、
著
述
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
「
有
時
」
の
巻
は
、
前
掲
書
と
同
じ
く
最
初
か
ら
読
者
を
予
想
し
て
著
述
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
だ
け
に
一

行
読
む
ご
と
に
立
ち
ど
ま
っ
て
思
索
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
ほ
ど
、
古
来
晦
渋
な
る
書
と
見
な
さ
れ
る
。

（
３
）
詮
慧
は
、
比
叡
山
で
秀
才
の
名
を
も
っ
て
知
ら
れ
た
学
徒
で
あ
っ
た
が
、
道
元
の
法
話
に
接
し
た
際
、
自
ら
の
無
知
を
恥
じ
、
直
ち
に
弟
子
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先
覚
者
の
言
に
こ
う
あ
る
。
「
あ
る
時
は
高
い
山
の
頂
上
に
立
ち
、
あ
る
時
は
深
い
海
底
を
行
く
。
あ
る
時
は
鬼
神
の
姿
と
な
り
、

あ
る
時
は
仏
の
姿
と
な
る
。
あ
る
時
は
例
え
ば
禅
者
の
も
ち
い
る
道
具
と
な
り
、
あ
る
時
は
寺
の
柱
や
庭
の
灯
寵
と
も
な
る
。
ま
た
あ

（
１
）
 

る
時
は
世
間
の
誰
彼
に
過
ぎ
ず
、
あ
る
時
は
大
地
と
な
り
、
ま
た
虚
空
と
も
な
る
。
」

つ
色
ｂ

こ
こ
に
い
う
「
あ
る
時
」
（
有
時
）
と
は
、
有
と
時
の
連
な
り
と
し
て
の
「
有
時
」
の
意
味
で
、
時
と
一
一
一
一
口
え
ば
そ
の
ま
ま
有
、
つ
ま

（
２
）
 

り
存
在
に
即
し
た
も
の
で
あ
り
、
存
在
と
は
こ
と
ご
と
く
時
間
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

仏
の
姿
そ
の
も
の
が
時
で
あ
り
、
時
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
時
に
お
い
て
仏
の
荘
厳
な
輝
き
が
発
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
時
の
輝

き
、
そ
れ
は
日
常
一
般
の
時
間
を
離
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
日
々
日
常
の
時
間
の
こ
と
を
考
え
て
み
れ
ば
よ
い
。
ま
た
鬼
神
の
姿

（
３
）
 

も
同
じ
く
時
で
あ
り
、
時
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
日
常
一
般
の
時
間
と
異
な
る
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
。

入
り
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
後
年
、
道
元
は
学
僧
の
育
成
と
自
ら
の
著
作
活
動
に
心
魂
を
傾
け
た
当
の
縁
の
寺
・
輿
聖
寺
を
去
る
に
あ
た
っ
て
、

後
を
こ
の
詮
慧
に
任
せ
、
越
前
の
地
に
向
か
う
こ
と
と
な
る
。

（
４
）
、
芹
の
『
の
口
匹
の
］
口
の
”
向
風
②
肩
口
ご
山
］
、
ロ
二
○
口
（
○
一
○
四
。
■
一
□
一
目
⑦
口
里
○
二
⑫
。
【
弓
『
日
の
白
四
の
】
Ｑ
①
ｍ
、
の
吋
口
二
・
円
【
一
ｍ
の
。
（
の
冨
忌
□
曰
く
の
『
の
耳
］
Ｃ
【

ｚ
の
雪
「
因
○
吋
丙
弔
『
の
⑫
の
）
ｓ
ｍ
ｍ
。

（
５
）
旧
著
『
哲
学
講
義
』
補
訂
版
（
成
文
堂
、
二
○
○
五
年
）
、
Ⅶ
「
時
間
の
問
題
」
に
お
い
て
、
ま
ず
古
代
ギ
リ
シ
ア
哲
学
中
屈
指
の
時
間
論

と
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
そ
れ
に
一
説
を
捧
げ
た
。
こ
れ
を
西
洋
思
想
に
お
け
る
時
間
観
の
問
題
提
起
と
見
て
、
対
す
る
に
中
世
キ
リ
ス
ト

教
哲
学
に
お
け
る
時
間
観
の
先
駆
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
そ
れ
を
考
察
し
た
。
さ
ら
に
近
代
ド
イ
ツ
哲
学
の
う
ち
か
ら
、
主
と
し
て
カ
ン
ト
お

よ
び
ヘ
ー
ゲ
ル
の
時
間
把
握
の
特
徴
を
概
説
し
た
。
こ
と
に
後
者
へ
の
反
論
が
、
十
九
世
紀
の
い
わ
ゆ
る
反
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
の
立
場
で
、
キ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
の
時
間
論
は
そ
の
視
点
に
立
つ
こ
と
を
も
っ
て
特
徴
と
す
る
。
さ
ら
に
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
視
点
を
介
し
て
、
現
代
哲
学
に
お
け
る
時

間
論
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
か
ら
触
発
さ
れ
、
そ
の
可
能
性
を
模
索
す
る
こ
と
で
、
す
で
に
思
想
的
定
評
を
得
た
と
こ
ろ
の
い
く
つ
か
の
試
論

を
も
つ
。
旧
著
で
は
、
そ
れ
ら
の
う
ち
、
主
と
し
て
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
時
間
論
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
時
間
論
と
を
と
り
あ
げ
た
。

（
６
）
句
ユ
の
。
Ｈ
】
◎
す
因
の
①
日
の
一
ョ
四
口
い
”
Ｎ
Ｃ
】
芹
巨
ご
巳
向
湧
ユ
、
丙
の
芹
・
ロ
ロ
。
彦
目
可
○
日
口
の
「
○
口
シ
ｃ
Ｂ
ｐ
ｏ
・
与
国
ロ
の
訂
Ｈ
》
ご
］
』
．

原
典
・
有
時
〈
現
代
譜
）

Hosei University Repository



(館） 道元の「有時」の巻を読む 401 

全
世
界
の
個
々
の
事
物
は
、
区
別
さ
れ
な
が
ら
自
己
の
う
ち
に
あ
っ
て
統
一
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
ま
ず
自
己
が
あ
っ
て
世
界
は
存
立

す
る
と
言
え
る
。
し
か
も
、
こ
の
全
世
界
の
個
々
の
事
物
が
時
と
と
も
に
あ
る
と
い
う
事
態
を
、
思
慮
す
べ
き
で
あ
る
。
あ
た
か
も
個
々

の
事
物
が
お
の
お
の
区
別
さ
れ
対
立
し
合
い
な
が
ら
共
存
し
得
る
の
は
、
時
が
時
を
互
い
に
排
斥
し
合
い
な
が
ら
合
流
す
る
よ
う
な
も

ば
つ
し
ん

の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
己
の
発
心
が
同
時
に
世
界
の
発
心
と
な
り
、
同
心
一
如
と
な
っ
て
全
世
界
が
発
起
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ

じ
よ
う
ど
う

る
。
｝
」
の
こ
と
は
、
修
行
や
成
道
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
、
そ
の
理
か
く
の
如
し
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
全
世
界
の
個
々
の
事
物

が
自
己
の
う
ち
に
あ
っ
て
区
別
さ
れ
な
が
ら
統
一
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
事
態
を
自
己
が
体
験
し
見
定
め
る
の
で
あ
る
。
「
自
己
が
時

（
６
）
 

で
あ
る
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
道
理
を
い
う
の
で
あ
る
。

右
に
述
べ
た
よ
う
な
わ
け
で
、
有
時
と
自
己
と
が
相
即
に
し
て
不
離
で
あ
る
と
の
道
理
に
基
づ
い
て
、
世
界
に
は
種
々
さ
ま
ざ
ま
な

事
物
が
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
森
羅
万
象
の
こ
と
ご
と
く
が
有
時
で
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
れ
ら
一
事
一
物
が
そ
れ
ぞ
れ
世
界
に

か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
思
慮
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
う
し
た
有
時
が
相
互
に
関
係
し
合
う
道
理
を
見
極
め
る
こ
と
が
修
行
の
第
一
歩
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
境
地
に
到
達
す
る
と
き
、
初
め
て
個
々
の
事
物
の
真
相
が
明
ら
か
に
悟
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
そ
れ
ら
個
々
の
事
物
が
そ
れ
自
身
す
で
に
有
時
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
に
気
づ
い
て
い
よ
う
と
、
気
づ
い
て

で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、

（’０） 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
日
が
二
十
四
時
間
の
長
さ
を
も
つ
と
い
う
日
常
の
時
間
に
つ
い
て
は
、
そ
の
時
間
の
長
さ
を
計
っ
て
み
な
く
と
も
、
ひ
と
は
日
常

時
間
の
一
日
が
二
十
四
時
間
で
あ
る
こ
と
を
つ
い
ぞ
疑
わ
な
い
。
時
の
移
り
ゆ
く
経
過
が
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
誰
も
そ
れ
を
疑
わ
な

（
４
）
 

い
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ひ
と
が
時
間
の
こ
と
を
懐
疑
し
な
い
か
ら
と
一
一
一
一
口
っ
て
、
時
間
の
意
味
を
認
識
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

世
人
は
も
と
も
と
時
間
と
い
う
も
の
を
疑
っ
て
み
よ
う
と
も
せ
ず
、
ま
た
そ
れ
に
関
心
を
向
け
る
こ
と
も
な
い
か
ら
、
元
来
そ
の
真

実
を
何
ら
認
識
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
。
平
素
の
懐
疑
心
が
な
け
れ
ば
、
か
り
そ
め
に
個
々
の
事
物
に
つ
い
て
懐
疑
し
た
か
ら
と
て
、

ひ
と
は
事
の
真
意
を
十
分
に
解
明
す
る
こ
と
な
ど
で
き
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
〔
仏
法
の
真
意
で
も
あ
る
こ
と
の
真
相
を
知
ら
な
い

で
い
て
〕
今
後
ひ
と
が
ど
ん
な
に
懐
疑
し
た
と
し
て
も
、
当
面
の
問
題
で
あ
る
有
時
の
真
意
に
符
合
す
る
よ
う
な
結
論
に
は
達
し
な
い

で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
懐
疑
心
を
起
こ
し
関
心
を
向
け
る
こ
と
自
体
が
す
で
に
時
な
の
で
あ
り
、
時
を
離
れ
て
は
問
題
も
生
じ
得
な
い
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（
『
Ｉ
）

い
ま
い
．
と
、
事
態
は
か
く
の
如
し
で
あ
る
。

さ
て
、
ま
さ
し
く
右
に
い
う
如
き
が
み
な
時
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
に
時
が
有
る
わ
け
で
は
な
い
。
所
詮
は
、
ま
さ
に
そ
の

「
時
」
の
有
り
方
（
在
り
方
）
に
尽
き
る
の
で
あ
り
、
か
く
し
て
存
在
は
各
々
そ
の
時
の
存
在
と
し
て
す
べ
て
が
尽
く
さ
れ
て
い
る
と

言
え
る
。
｜
草
一
物
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
が
み
な
時
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
時
そ
の
時
に
お
い
て
、
全
存
在
は
尽
く
さ
れ
る
と
言
え
る
。
ま

、
、

さ
し
く
「
い
ま
の
時
」
と
は
、
そ
の
時
、
そ
の
時
の
い
ま
の
｝
」
と
で
、
つ
ま
り
は
現
在
の
意
で
あ
る
が
、
こ
の
際
、
こ
の
よ
う
な
「
い

ま
の
時
」
の
ほ
か
に
、
｜
体
ど
の
よ
う
な
時
と
い
う
も
の
が
あ
る
か
否
か
、
篤
と
思
考
し
て
み
る
が
よ
い
。

と
こ
ろ
で
、
有
時
の
道
理
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
し
か
る
に
仏
法
を
学
ば
な
い
凡
夫
の
見
解
で
は
、
有
時
の
言
葉
を
聞
い
て

思
う
の
に
、
「
あ
る
時
は
鬼
神
の
姿
と
な
り
、
ま
た
あ
る
時
は
仏
の
姿
と
な
っ
た
、
そ
れ
は
例
え
ば
、
あ
る
時
は
河
を
渡
り
、
あ
る
時

は
山
を
過
ぎ
た
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
た
と
え
過
ぎ
た
河
や
山
が
い
ま
も
な
お
あ
る
に
し
て
も
、
自
分
は
す
で
に

山
河
を
通
り
過
ぎ
て
、
い
ま
は
宮
殿
に
い
る
か
ら
、
山
河
と
自
分
と
は
天
地
の
相
違
が
あ
る
」
な
ど
と
想
念
し
、
直
ち
に
時
が
去
来
す

る
と
の
み
思
い
込
ん
で
し
ま
う
。
し
か
し
、
道
理
は
そ
の
一
通
り
だ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
時
は
去
来
す
る
と
ば
か
り
考
え
て
は
な

（ｑ
、
）

ら
な
い
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
山
を
登
り
河
を
渡
っ
た
時
に
も
、
白
Ｈ
分
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

自
分
の
う
ち
に
〔
わ
れ
の
う
ち
に
〕
時
が
あ
っ
て
、
自
分
が
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
る
以
上
、
時
が
自
分
か
ら
過
ぎ
去
る
は
ず
は
な

い
。
か
く
し
て
、
時
が
も
し
去
来
す
る
性
格
の
も
の
で
な
い
な
ら
ば
、
右
に
示
し
た
「
山
を
登
り
河
を
渡
っ
た
」
あ
の
時
は
、
「
あ
る

時
」
の
い
ま
、
つ
ま
り
自
己
内
現
在
な
る
こ
と
明
白
で
あ
る
。
ま
た
も
し
時
に
去
来
す
る
性
格
が
あ
る
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
自

分
の
う
ち
に
は
〔
わ
れ
の
う
ち
に
は
〕
「
あ
る
時
」
の
い
ま
、
つ
ま
り
「
有
時
」
の
現
在
が
あ
る
。
な
お
、
前
述
の
「
山
を
登
り
河
を

渡
っ
た
」
あ
の
時
〔
過
去
の
時
〕
は
、
す
で
に
現
在
の
時
を
内
蔵
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
ま
た
現
在
の
時
は
あ
の
過
去
の
時
を
吐
き
出

（
Ⅲ
）
 

す
と
で
も
一
一
一
一
口
っ
て
．
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
先
に
、
「
あ
る
時
は
鬼
神
の
姿
と
な
り
、
ま
た
あ
る
時
は
仏
の
姿
と
な
っ
た
」
と
言
っ
た
が
、
こ
の
鬼
神
の
姿
と
は
昨
日

の
時
で
あ
り
、
仏
の
姿
は
今
日
の
時
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
そ
う
で
は
あ
る
が
、
そ
の
昨
日
も
今
日
も
有
時
の
道
理
か
ら
言
え
ば
、
あ
た

か
も
わ
れ
が
山
に
登
り
山
上
か
ら
峰
々
を
見
渡
す
と
き
の
よ
う
に
、
わ
れ
が
い
ま
こ
こ
に
お
い
て
、
あ
れ
こ
れ
の
時
を
見
渡
し
て
い
る
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と
こ
ろ
で
、
仏
道
を
学
ば
な
い
世
間
の
俗
人
の
考
え
や
、
そ
う
い
う
考
え
を
起
こ
さ
せ
る
因
縁
は
、
も
と
よ
り
俗
人
の
立
場
に
由
来

す
る
も
の
だ
が
、
し
か
し
俗
人
に
と
っ
て
そ
れ
が
真
実
の
在
り
方
（
法
）
で
は
な
い
。
し
か
る
に
仏
道
に
よ
る
真
実
の
在
り
方
（
法
）

（
ｕ
）
 

は
、
世
間
の
俗
人
に
真
相
を
喚
起
さ
せ
る
機
縁
と
な
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。

有
時
に
は
、
時
間
的
に
経
過
す
る
は
た
ら
き
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
い
わ
ゆ
る
今
日
か
ら
明
日
へ
、
今
日
か
ら
昨
日
へ
、
昨
日
か
ら

今
日
へ
、
今
日
か
ら
今
日
へ
、
明
日
か
ら
明
日
へ
、
と
時
は
経
過
す
る
。
こ
の
よ
う
に
経
過
す
る
と
い
う
こ
と
が
時
の
は
た
ら
き
、
な

い
し
特
性
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
時
が
い
つ
も
今
と
い
う
現
在
に
連
な
る
が
、
そ
れ
は
単
に
過
去
と
現
在
と
が
重
な
っ
て
い
る
わ

け
で
は
な
く
、
ま
た
並
び
積
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
も
な
い
。
中
国
の
禅
者
た
ち
は
、
青
原
も
、
青
原
そ
の
人
の
時
で
あ
り
、
黄
檗
も
、

黄
檗
そ
の
人
の
時
で
あ
り
、
江
西
の
馬
祖
も
、
石
頭
も
み
な
然
り
で
あ
る
。
自
他
各
々
が
そ
れ
ぞ
れ
の
時
を
も
つ
の
で
あ
る
か
ら
、
修

行
も
時
、
悟
り
も
時
で
、
そ
の
時
そ
の
時
の
あ
り
方
で
あ
る
。
俗
世
間
の
な
か
に
入
っ
て
説
法
す
る
の
も
、
同
じ
く
時
に
ほ
か
な
ら
な

（
胆
）

有
時
で
あ
る
と
も
一
一
一
一
口
え
る
。

よ
》
っ
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
。
昨
日
の
時
も
、
要
す
る
に
い
ま
の
自
分
と
と
も
に
経
て
き
て

い
る
以
上
、
過
ぎ
去
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
実
は
依
然
と
し
て
只
今
の
現
在
で
あ
る
。
今
日
の
時
も
同
然
で
、
い
ま
の
自
分
と

と
も
に
経
過
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
離
れ
て
見
え
る
よ
う
で
も
、
只
今
の
現
在
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
道
理
に
立
つ
と
き
、
松
も
竹

（
Ⅲ
）
 

も
み
な
只
今
と
し
て
の
時
で
あ
る
と
一
一
一
日
え
る
。

か
く
し
て
、
時
は
飛
び
去
る
も
の
と
ば
か
り
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
飛
び
去
る
の
が
時
の
あ
り
方
で
あ
る
と
偏
見
を
も
っ

て
学
ん
で
は
な
ら
な
い
。
も
し
時
が
飛
び
去
る
だ
け
の
も
の
で
あ
る
な
ら
、
過
ぎ
去
っ
た
時
と
只
今
の
現
在
と
の
あ
い
だ
に
間
隙
が
あ

る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
に
有
時
の
道
理
に
つ
い
て
の
講
説
を
聞
か
な
い
の
は
、
た
い
が
い
時
が
去
る
も
の
と
ば
か
り
考
え
て
、

こ
と
足
れ
り
と
思
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

要
点
を
言
え
ば
、
全
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
存
在
は
、
連
な
り
な
が
ら
そ
の
時
、
そ
の
時
の
前
後
際
断
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
時
と
個
々
の
存
在
と
が
相
即
し
合
っ
て
い
る
か
ら
で
、
し
か
も
そ
れ
が
わ
れ
〔
自
己
〕
な
く
し
て
は
あ
り
え
な
い
か
ら
、
わ
れ
の

（
旧
）

い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
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こ
の
「
時
」
に
お
い
て
、
不
動
明
王
は
不
動
明
王
と
し
て
の
全
世
界
を
尽
く
し
、
仏
は
仏
と
し
て
の
全
世
界
を
開
示
す
る
の
で
あ
る
。

ぐ
う
じ
ん

こ
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
が
各
々
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
を
究
め
尽
く
す
こ
と
を
一
‐
究
尽
す
る
」
と
一
一
一
口
う
の
で
あ
る
。
仏
の
身
を
仏

の
身
と
し
て
尽
く
し
切
る
と
い
う
場
合
に
つ
い
て
言
う
な
ら
ば
、
ま
ず
は
発
心
し
、
修
行
を
続
け
悟
り
を
経
て
、
解
脱
に
至
る
そ
の
各
々

（
Ⅳ
）
 

の
時
が
仏
の
顕
現
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
「
有
時
」
の
「
有
」
で
あ
り
、
「
時
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

右
に
い
う
有
時
と
は
、
〔
そ
の
時
、
そ
の
時
の
有
時
現
成
な
ろ
を
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
り
〕
そ
の
「
時
」
と
そ
の
「
存
在
」
と
が
分

け
隔
て
な
く
、
そ
れ
な
り
に
全
く
究
め
尽
く
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
そ
こ
に
は
余
剰
と
い
う
も
の
は
一
切
な
い
の
で
あ
る
。
仮
に
余
剰

が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
そ
れ
な
り
に
有
時
な
の
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
そ
の
半
分
し
か
尽
く
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
、
半
分

な
り
に
そ
の
時
の
全
体
と
し
て
尽
く
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
ま
た
蹟
い
た
と
見
ら
れ
る
場
合
も
、
同
じ
く
そ

れ
な
り
に
「
有
時
」
で
あ
る
。
な
お
上
述
の
道
理
で
考
え
れ
ば
、
蹟
い
た
現
実
の
前
後
は
も
と
よ
り
、
そ
の
現
実
に
直
面
し
て
い
る
今

も
、
い
ず
れ
も
が
有
時
の
あ
る
べ
き
あ
り
方
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
時
に
お
い
て
の
、
こ
の
よ
う
な
活
溌
な
は
た
ら
き
こ
そ
、

（
旧
）

有
時
の
す
が
た
と
一
一
一
一
口
え
る
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
有
時
の
道
理
を
無
で
あ
る
と
か
、
有
で
あ
る
と
か
に
見
立
て
、
固
定
し
て
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
ひ
と
は
、
時
が
過
ぎ

世
間
の
俗
人
は
、
現
存
在
す
る
自
己
を
真
実
の
も
の
で
な
い
と
思
い
な
し
て
、
言
う
な
れ
ば
、
仏
と
も
呼
ば
れ
る
完
全
人
格
性
な
ど

自
己
に
と
っ
て
は
無
関
係
な
も
の
と
決
め
込
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。
が
、
自
己
を
完
全
者
に
あ
ら
ず
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
逃
れ
よ
う

と
す
る
こ
と
自
体
も
ま
た
、
実
は
「
有
時
」
の
一
つ
の
在
り
方
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。
ま
だ
悟
り
を
見
き
わ
め
て
い
な
い
者
は
、
活

（
旧
）

眼
を
開
い
て
、
こ
れ
を
よ
く
見
き
わ
め
て
み
る
べ
き
で
あ
る
。

う
ま

ひ
つ
じ

い
ま
世
界
に
並
ん
で
連
な
る
存
在
を
、
午
の
刻
、
未
の
刻
な
ど
と
見
立
て
、
そ
の
時
そ
の
時
を
あ
ら
わ
す
の
も
、
〔
実
は
有
時
の
道

理
に
即
し
て
い
て
〕
そ
れ
ぞ
れ
の
時
が
、
そ
の
時
の
然
る
べ
き
位
に
あ
る
よ
う
に
上
下
し
〔
住
法
位
の
道
理
に
従
っ
て
〕
、
各
々
の
あ

ね

り
方
を
繰
り
返
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
子
の
刻
は
子
の
刻
と
し
て
の
時
で
あ
り
、
ま
た
寅
の
刻
は
寅
の
刻
と
し
て
の
時
で
あ

ぶ
つ

る
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
時
の
存
在
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
衆
生
と
い
う
も
、
仏
と
い
う
も
、
同
じ
く
時
に
ほ
か
な
ら
な

い耐
。、￣
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去
る
も
の
と
ば
か
り
思
い
込
ん
で
い
る
と
、
未
到
す
な
わ
ち
そ
の
断
絶
性
と
い
う
一
面
に
は
気
づ
か
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
断
絶
性

と
い
う
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
こ
そ
、
そ
の
ま
ま
時
の
本
性
に
ふ
れ
る
こ
と
に
違
い
な
い
が
、
し
か
し
時
そ
の
も
の
は
、
ひ
と
が
気
づ
く

と
否
と
に
か
か
わ
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
れ
に
し
て
も
一
般
に
は
、
時
の
移
り
ゆ
き
を
認
め
る
だ
け
で
、
時
の
断
絶
の
意
義
を
洞
見
し
う
る
ほ
ど
の
者
が
い
な
い
。
絶
対
現

在
の
有
時
を
洞
見
で
き
な
い
よ
う
な
器
量
で
は
、
況
ん
や
解
脱
の
時
な
ど
あ
ろ
う
は
ず
は
な
い
。
た
と
え
絶
対
現
在
た
る
を
認
め
て
も
、

そ
れ
を
会
得
し
身
に
つ
け
て
い
る
な
ど
と
誰
が
一
体
断
言
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
そ
れ
を
断
言
し
て
い
て
も
、
す
っ
か
り
悟
り

切
る
境
地
に
達
す
る
に
は
容
易
で
な
い
か
ら
、
ひ
と
は
そ
の
時
ど
き
手
さ
ぐ
り
し
本
来
の
面
目
を
模
索
せ
ず
に
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
凡
夫
の
考
え
る
有
時
に
従
え
ば
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
仏
の
菩
堤
も
浬
藥
も
、
単
な
る
変
転
の
相
で
し
か
な
い
有
時
に
過
ぎ

（
Ⅲ
）
 

な
い
と
一
一
一
一
口
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

お
よ
そ
存
在
す
る
も
の
は
、
有
時
で
あ
る
か
ぎ
り
何
ら
束
縛
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
ま
ま
そ
の
時
を
現
成
し
て
い
る
と
言
え
る
。

い
ま
そ
こ
に
、
こ
こ
に
現
れ
る
天
王
や
天
家
た
ち
は
、
い
ま
も
有
時
が
力
を
尽
く
し
て
現
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
他
、
水
陸
の
世

界
に
あ
る
生
き
と
し
生
け
る
存
在
も
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
な
り
に
一
切
を
現
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
明
る
い
現
実
の
世
界

で
あ
れ
、
暗
い
幽
冥
界
で
あ
れ
、
そ
こ
の
世
界
に
有
時
と
し
て
現
成
し
て
い
る
存
在
も
、
み
な
同
様
で
、
各
自
そ
れ
な
り
に
力
を
尽
く

し
た
現
成
で
あ
り
、
力
を
尽
く
し
て
全
存
在
を
経
歴
し
て
い
る
と
言
え
る
。
い
ま
自
己
が
全
力
を
尽
く
し
て
経
歴
す
る
の
で
な
く
て
は
、

（
即
）

一
事
一
物
と
い
え
ど
も
現
成
す
る
こ
と
は
あ
り
得
ず
、
ま
た
そ
の
経
歴
さ
え
あ
り
得
な
い
こ
と
を
、
学
び
知
る
べ
き
で
あ
る
。

経
歴
と
は
、
風
雨
が
東
西
に
移
動
す
る
よ
う
な
も
の
と
思
い
込
ん
で
は
な
ら
な
い
。
世
界
は
変
転
し
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
進

退
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
で
、
そ
う
い
う
あ
り
方
が
、
こ
こ
で
経
歴
と
一
一
一
一
口
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
経
歴
と
は
、
春
に
た
と
え
れ
ば
、
春
に

は
一
時
に
多
種
多
彩
な
様
相
を
呈
す
る
も
の
で
、
そ
れ
を
経
歴
と
い
う
の
で
あ
る
。
春
は
春
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
わ
け
だ
か
ら
、

前
後
に
他
の
も
の
〔
冬
と
か
夏
と
か
〕
を
お
く
こ
と
な
し
に
、
純
粋
な
春
の
一
時
で
経
歴
す
る
そ
の
こ
と
を
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
。
た
と

え
ば
春
の
経
歴
は
、
必
ず
春
そ
の
も
の
を
経
歴
す
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
経
歴
は
、
春
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
、
こ
の
場
合
春

が
経
歴
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
経
歴
が
い
ま
春
の
時
に
成
就
し
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
委
細
を
め
ぐ
ら
し
、
充
分
に
究
明
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こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
経
歴
を
い
う
の
に
、
対
象
的
世
界
を
彼
方
に
お
い
て
、
こ
ち
ら
が
そ
の
方
に
向
か
っ
て
幾
多
の
世
界
を
多
年

（
Ⅲ
）
 

か
か
っ
て
遍
歴
す
る
も
の
と
思
い
な
す
ご
と
き
は
、
仏
道
を
修
学
す
る
に
あ
た
っ
て
の
邪
見
で
あ
る
。

薬
山
弘
道
大
師
が
、
あ
る
と
き
無
際
大
師
〔
石
頭
〕
の
指
示
に
よ
っ
て
、
江
西
の
大
寂
禅
師
（
馬
祖
）
を
た
ず
ね
て
質
問
し
た
。

ｌ
「
自
分
は
仏
法
の
教
義
に
つ
い
て
、
お
お
よ
そ
そ
の
宗
旨
と
す
る
と
こ
ろ
を
究
明
し
た
が
、
達
麿
大
師
が
イ
ン
ド
か
ら
中
国
に
来

ら
れ
た
こ
と
の
意
味
が
い
ま
ひ
と
つ
明
ら
か
で
な
い
の
で
、
ご
教
示
願
い
た
い
」
と
。

よ
・
つ
び
し
ゅ
ん
も
く

こ
の
問
い
に
対
し
て
、
大
寂
禅
師
は
こ
の
よ
う
に
答
え
た
。
「
あ
る
時
は
彼
に
揚
眉
瞬
目
さ
せ
、
あ
る
時
は
彼
に
揚
眉
瞬
目
さ
せ
な

い
。
ま
た
あ
る
時
は
彼
に
揚
眉
瞬
目
さ
せ
た
の
は
是
で
あ
り
、
あ
る
時
は
彼
に
揚
眉
瞬
目
さ
せ
た
の
は
不
是
で
あ
る
」
と
。

薬
山
は
こ
の
言
葉
を
聞
い
て
大
悟
し
、
大
寂
に
こ
う
言
っ
た
。
「
自
分
は
か
っ
て
無
際
大
師
の
と
こ
ろ
で
学
ん
だ
〔
そ
こ
で
も
同
じ

く
達
磨
渡
来
の
意
を
聞
い
た
〕
が
、
そ
の
と
き
は
何
の
こ
と
か
一
向
に
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
あ
た
か
も
蚊
が
牛
の
角
に
と
ま
る
思
い

（
理
）

だ
っ
た
と
で
も
一
一
口
え
よ
う
か
」
と
。

と
こ
ろ
で
、
大
寂
が
右
に
洞
見
す
る
と
こ
ろ
は
、
他
の
者
の
言
う
こ
と
と
同
じ
で
は
な
い
。
大
寂
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
眉
目

と
は
山
海
に
通
じ
る
で
あ
ろ
う
。
い
ま
山
海
と
い
う
も
、
元
来
、
山
海
は
眉
目
と
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
な
く
不
二
一
体
の
も
の
だ

か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
大
寂
が
「
彼
に
揚
眉
さ
せ
る
」
と
い
う
の
は
、
結
局
山
の
高
き
を
見
透
か
す
こ
と
で
あ
り
、
「
彼
に
瞬
目

さ
せ
る
」
と
い
う
の
は
、
海
の
深
き
を
見
透
か
し
、
つ
い
に
は
海
に
帰
一
す
る
の
趣
き
で
あ
る
。
先
に
大
寂
は
「
あ
る
時
は
彼
に
揚
眉

瞬
目
さ
せ
た
の
は
是
」
と
言
っ
た
が
、
こ
の
場
合
の
「
是
」
と
は
、
自
然
の
道
理
を
指
し
、
「
彼
」
に
揚
眉
瞬
目
さ
せ
る
こ
と
で
、
親

密
な
関
係
を
も
つ
こ
と
と
な
り
、
か
く
し
て
「
彼
」
は
自
然
の
道
理
に
誘
引
〔
教
化
〕
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
「
不
是
」
な
ろ
は
、

彼
に
揚
眉
瞬
目
「
さ
せ
な
い
」
か
ら
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
そ
う
「
さ
せ
な
い
」
の
が
「
不
是
」
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。

（
躯
）

要
す
る
に
、
こ
れ
壱
ｂ
の
時
が
す
べ
て
有
時
な
の
で
あ
る
。

右
の
ご
と
き
次
第
で
、
山
も
時
で
あ
り
、
海
も
時
で
あ
っ
て
、
時
と
い
う
こ
と
な
く
し
て
山
も
海
も
あ
り
得
ず
、
か
く
し
て
現
に
あ

る
山
海
に
時
が
な
い
と
思
う
べ
き
で
は
な
い
。
も
し
も
時
が
壊
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
山
海
も
壊
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
時
が

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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有
時
と
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
到
る
と
い
う
時
は
、
た
だ
到
る
だ
け
で
、
到
ら
な
い
と
い
う
面
は
な
い
の
で
あ

り
、
到
ら
な
い
と
い
う
時
は
、
到
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
到
る
と
い
う
面
は
な
い
の
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
、
「
意
」
の
時
は

た
だ
意
だ
け
で
、
意
の
ほ
か
に
見
る
も
の
は
な
く
、
ま
た
「
句
」
の
時
は
た
だ
句
だ
け
で
、
句
の
ほ
か
に
見
る
も
の
は
な
い
。
た
だ
そ

（
班
）

の
時
、
そ
の
時
が
、
一
別
後
際
断
の
絶
対
〔
孤
立
〕
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
す
な
わ
ち
有
時
な
の
で
あ
る
。

一
般
に
障
碍
と
言
え
ば
、
他
の
何
も
の
か
に
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
だ
が
、
元
来
、
障
碍
と
い
う
と
き
は
た
だ
障
碍
以
外
の
何
も
の
も
な

い
か
ら
、
他
の
何
も
の
か
を
妨
げ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
人
に
会
う
こ
と
の
例
で
言
う
な
ら
、
〔
先
覚

者
の
言
葉
、
「
わ
れ
人
に
逢
う
と
き
は
即
ち
出
で
ん
」
に
な
ら
っ
て
言
え
ば
、
〕
ま
ず
「
わ
れ
が
人
に
会
う
」
の
で
は
あ
る
が
、
実
は

「
人
が
人
に
会
う
」
の
で
も
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
「
わ
れ
が
わ
れ
に
会
う
」
の
で
も
あ
り
、
さ
ら
に
同
じ
道
理
で
、
「
出
が
出
に
会
う
」

と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
時
あ
っ
て
の
こ
と
で
、
も
し
時
が
な
け
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
言
い
得
な
い
で
あ

壊
れ
な
け
れ
ば
、
山
海
も
壊
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
道
理
に
よ
っ
て
明
星
が
出
現
し
た
の
で
あ
り
、
ま
た
如
来
の

出
現
と
も
な
っ
た
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
真
理
を
悟
る
智
慧
な
る
仏
陀
が
出
世
し
た
り
、
ま
た
以
心
伝
心
と
い
っ
た
こ
と
も
起
こ
っ
た

（
型
）

の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
み
な
時
で
あ
り
、
時
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
起
こ
り
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

せ
っ
け
ん

葉
県
の
帰
省
禅
師
は
、
臨
済
一
本
の
直
系
の
師
で
あ
り
、
首
山
省
念
の
正
法
を
受
け
継
い
だ
人
で
あ
る
。
あ
る
と
き
、
修
行
僧
に
教
示

し
て
言
う
の
に
、
「
あ
る
時
は
意
は
到
り
句
は
到
ら
ず
、
あ
る
時
は
句
は
到
り
、
意
は
到
ら
ず
。
あ
る
時
は
意
句
二
つ
な
が
ら
と
も
に

到
る
。
あ
る
時
は
意
句
と
も
に
到
ら
ず
」
と
。

右
に
い
う
意
と
句
と
は
、
と
も
に
有
時
で
あ
り
、
到
も
不
到
も
同
じ
く
、
と
も
に
有
時
な
の
で
あ
る
。
到
る
時
が
ま
だ
来
て
い
な
い

と
し
て
も
、
到
ら
な
い
時
は
す
で
に
来
て
い
る
の
で
あ
る
。
〔
禅
語
に
「
鑓
の
こ
と
が
ま
だ
去
ら
な
い
の
に
馬
の
こ
と
が
到
来
す
る
」

と
い
う
の
が
あ
る
が
、
い
ま
そ
れ
に
ま
ね
て
言
え
ば
、
〕
こ
の
場
合
の
「
意
」
と
は
こ
の
「
鱸
」
に
あ
た
り
、
「
句
」
と
は
「
馬
」
に
あ

た
る
わ
け
で
、
「
馬
」
を
「
句
」
と
し
「
蝋
」
を
「
意
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
到
る
と
い
う
も
、
よ
そ
か
ら
来
る
わ
け
で
は
な
く
、
到
ら
な
い
と
い
う
も
、
ま
だ
そ
こ
に
来
て
い
な
い
と
い
う
わ
け
で

は
な
い
。
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以
上
が
先
覚
者
た
ち
の
言
葉
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
な
お
言
う
べ
き
こ
と
が
な
い
か
と
言
う
と
、
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
敢
て
言

え
ば
、
「
意
と
句
と
が
半
ば
到
る
と
い
う
も
有
時
で
あ
り
、
意
と
句
と
が
半
ば
到
ら
ず
と
い
う
も
ま
た
有
時
で
あ
る
」
。
こ
の
よ
う
な
参

究
も
あ
っ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
彼
に
揚
眉
瞬
目
さ
せ
る
の
も
ま
た
半
有
時
で
あ
り
、
彼
に
揚
眉
瞬
目
さ
せ
る
の
も
ま
た

錯
有
時
で
あ
る
。
彼
に
揚
眉
瞬
目
さ
せ
な
い
の
も
ま
た
半
有
時
で
あ
り
、
彼
に
揚
眉
瞬
目
さ
せ
な
い
の
も
ま
た
錯
有
時
で
あ
る
尼
か

（
路
）

く
の
ご
と
く
に
、
ど
こ
ま
で
も
徹
底
的
に
考
究
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
有
時
の
時
な
の
で
あ
る
。

ろ
で
も
な
く
、

（
”
）
 

べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
「
意
」
と
は
、
仏
教
の
本
旨
を
指
す
か
ら
、
真
理
の
現
わ
れ
る
時
で
あ
る
。
ま
た
「
句
」
は
、
一
一
一
一
口
葉
と
し
て
、
向
上
の
と
び

ら
を
開
く
要
と
し
て
の
時
で
あ
る
。
「
到
」
と
は
、
心
身
脱
落
の
解
脱
を
得
た
時
を
言
う
の
で
あ
る
。
「
不
到
」
と
は
、
煩
悩
か
ら
離
れ

る
で
も
な
く
、
真
実
の
自
己
に
即
す
る
で
も
な
い
離
即
不
可
分
の
時
と
で
も
言
え
よ
う
。
こ
の
点
を
熟
慮
し
て
、
有
時
の
理
を
把
握
す

（
路
）

諺
つ
マ
フ
。

注（
１
）
八
、
九
世
紀
、
中
唐
時
代
の
禅
僧
・
薬
山
大
師
の
「
景
徳
伝
燈
録
」
（
巻
二
十
八
）
か
ら
の
引
用
文
で
、
古
仏
言
の
内
容
を
指
す
。
「
正
法
眼

テ
ー
ゼ

蔵
』
の
各
巻
の
論
述
の
形
式
と
し
て
共
通
す
る
点
は
、
古
仏
と
呼
ば
れ
る
先
覚
者
の
一
一
一
一
口
葉
と
か
古
典
と
な
っ
た
禅
籍
か
ら
引
用
文
（
定
言
）
を

コ
メ
ン
タ
リ
ー

前
提
と
し
て
示
し
、
そ
れ
ら
の
立
一
一
一
口
に
つ
い
て
解
釈
を
加
え
な
が
ら
、
道
元
が
独
自
の
論
理
を
展
開
す
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
で
、
そ
の
仕
方

が
あ
た
か
も
十
三
世
紀
西
洋
中
世
の
ス
コ
ラ
哲
学
者
ト
マ
ス
の
手
順
を
坊
佛
さ
せ
る
。

、
、
、

（
２
）
｜
「
有
時
」
な
る
語
は
、
存
在
と
時
間
と
が
相
即
し
合
う
一
」
と
、
つ
ま
り
「
時
間
は
即
存
在
で
あ
り
、
存
在
は
即
時
間
で
あ
る
」
と
の
ふ
く
み

を
も
つ
。
言
い
換
え
る
と
、
時
間
を
離
れ
て
存
在
自
体
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
存
在
を
離
れ
て
時
間
そ
の
も
の
が
独
立
に
存
す
る
こ
と

も
な
い
わ
け
だ
か
ら
、
存
在
と
時
間
と
は
、
相
即
し
合
う
関
係
と
し
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
は
「
存
在
時
間
」

な
い
し
「
時
間
存
在
」
と
の
意
味
で
、
「
有
時
」
と
い
う
語
が
も
ち
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
古
仏
の
言
に
み
る

「
有
時
」
の
語
は
、
一
般
的
に
言
わ
れ
る
「
あ
る
と
き
」
の
意
味
だ
が
、
こ
れ
に
対
し
て
道
元
は
こ
れ
を
前
提
に
し
な
が
ら
、
し
か
も
そ
れ
を

、
、
、

超
え
出
た
と
こ
ろ
の
、
「
存
在
時
間
」
な
い
し
「
時
間
存
在
」
と
の
ふ
く
み
を
も
つ
「
有
時
」
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
。

（
３
）
仏
の
光
明
も
時
で
あ
り
、
時
を
離
れ
て
あ
る
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
時
な
る
が
故
に
、
そ
こ
に
時
の
荘
厳
な
輝
き
が
見
ら
れ
も
す
る
の
で

あ
る
。
い
ま
時
の
美
し
さ
と
か
時
の
輝
き
な
ど
と
言
う
と
、
時
間
が
何
か
抽
象
的
で
、
観
念
的
な
も
の
の
よ
う
に
見
な
さ
れ
る
が
、
実
は
そ
う
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で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
の
場
合
日
常
一
般
の
時
間
を
念
頭
に
お
い
て
考
え
て
み
れ
ば
よ
い
、
と
道
元
は
言
う
。

（
４
）
道
元
は
、
「
十
一
一
時
２
舞
鐵
繊
輝
、
い
ま
だ
度
量
せ
ず
と
い
へ
ど
も
、
こ
れ
を
十
二
時
と
い
ふ
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
続
け
て
、
「
去
来
の
方 迂
う

錘
あ
き
ら
か
な
る
に
よ
り
て
、
人
こ
れ
を
疑
著
せ
ず
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
時
の
去
来
の
方
迩
は
、
例
え
ば
朝
が
昼
を
経
て
夕
刻
へ
と
、

き
じ
ｐ
・
く

夕
刻
が
ま
た
夜
を
経
て
朝
へ
と
過
ぎ
去
る
よ
う
に
、
時
の
去
来
す
る
様
子
が
あ
き
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
日
常
ひ
と
は
時
間
に
つ
い
て
疑
っ
て
み

よ
う
と
も
し
な
い
の
で
あ
る
。
懐
疑
心
を
起
こ
さ
な
い
ほ
ど
自
明
の
こ
と
だ
か
ら
だ
が
、
し
か
し
か
く
知
っ
て
い
る
つ
も
り
で
い
て
も
、
実
は

、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、

ひ
と
は
真
に
そ
の
時
間
の
意
味
を
認
識
し
て
い
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
道
元
は
、
「
人
こ
れ
を
疑
著
せ
ず
。
疑
著
せ
ざ
れ
ど
も
、

、
、
、
、
、
、
、

し
れ
る
に
あ
ら
ず
」
と
言
う
の
で
あ
る
。

い
み
じ
く
も
道
元
が
右
に
指
摘
し
た
点
に
関
連
し
て
、
す
で
に
五
世
紀
初
代
キ
リ
ス
ト
教
会
の
教
父
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
も
ま
た
、
時
間
に

ま
つ
わ
る
妙
味
に
注
目
し
て
い
る
。
「
時
間
と
は
何
か
、
も
し
誰
も
私
に
問
わ
な
け
れ
ば
、
私
は
知
っ
て
い
る
。
が
、
誰
か
問
う
者
に
そ
れ
を

説
明
し
よ
う
と
す
る
と
、
私
は
知
ら
な
い
」
と
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
告
白
し
て
い
る
。
こ
の
言
葉
の
う
ち
に
は
、
実
に
時
間
と
い
う
も
の

に
潜
む
何
と
も
不
可
思
議
な
性
質
が
端
的
に
語
ら
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
平
素
ひ
と
は
、
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
に
接
し
て
、
そ
れ
を
あ
た
り

ま
え
と
し
て
知
っ
て
い
る
つ
も
り
で
い
る
が
、
誰
か
に
尋
ね
ら
れ
て
答
え
よ
う
と
す
る
と
き
初
め
て
、
ひ
と
は
何
も
知
ら
な
い
で
い
た
自
分
に

思
い
あ
た
る
次
第
、
つ
ま
り
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
「
無
知
の
知
」
を
思
い
知
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
か
く
し
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
日
常
の

通
俗
的
な
時
間
に
つ
い
て
語
り
な
が
ら
、
「
時
間
と
は
何
か
」
と
い
う
根
本
的
な
問
い
を
提
起
す
る
こ
と
に
よ
り
、
時
間
に
関
す
る
論
究
を
始

め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
節
に
お
い
て
道
元
が
思
量
せ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
も
、
期
せ
ず
し
て
同
じ
視
点
に
立
つ
と
見
ら
れ
る
。

し
ゆ
じ
よ
う

帥
ち
じ
よ
う

（
５
）
こ
の
一
節
の
原
文
は
、
次
の
と
お
り
。
「
衆
生
も
と
よ
り
、
し
ら
ざ
る
毎
物
毎
事
を
疑
著
す
る
一
」
と
、
一
定
せ
ざ
る
が
ゆ
ゑ
に
、
疑
著
す
る

耐
鶴
、
か
な
ら
ず
し
も
い
ま
の
疑
著
に
符
合
す
る
こ
と
な
し
。
た
だ
疑
著
し
ば
ら
く
時
な
る
の
み
な
り
」
・
文
中
に
、
省
略
と
独
自
の
表
現
が

、
、
、

混
入
す
る
ほ
か
、
加
え
て
独
特
の
ふ
く
み
を
も
つ
用
語
が
重
な
り
、
い
っ
た
い
道
元
禅
師
の
一
一
一
口
わ
ん
と
す
る
真
意
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
さ
え
、

｜
読
者
と
し
て
の
筆
者
に
は
素
直
に
断
定
し
が
た
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
当
面
、
試
み
と
し
て
前
記
の
ご
と
き
拙
訳
に
と
ど
め
、
今
後
の

な
お
二
、
三
の
箇
所
に
つ
い
て
注
釈
し
て
お
く
と
、
ま
ず
冒
頭
の
衆
生
と
は
、
人
間
を
は
じ
め
、
す
べ
て
の
生
物
の
こ
と
を
い
う
が
、
こ
こ

、
、
、
、
、

で
は
世
間
の
人
間
一
般
を
指
す
。
つ
ま
り
、
世
間
の
ひ
と
は
自
ら
の
関
係
し
て
い
る
時
間
に
関
心
を
向
け
よ
う
と
し
な
い
か
ら
、
自
分
の
周
囲

の
個
々
の
事
物
が
時
で
あ
り
、
ま
た
時
が
そ
の
ま
ま
個
々
の
事
物
で
も
あ
る
と
い
う
仏
法
の
真
理
を
知
る
よ
し
も
な
い
、
と
い
う
の
が
、
こ
の

箇
所
の
文
意
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
紙
背
に
お
い
て
道
元
禅
師
が
、
だ
か
ら
こ
そ
世
間
の
ひ
と
よ
、
と
語
り
か
け
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
Ｉ

人
間
存
在
に
か
か
わ
る
時
間
と
か
、
さ
ら
に
は
「
有
時
」
の
問
題
に
つ
い
て
、
平
素
か
ら
懐
疑
を
い
だ
き
、
そ
れ
ら
の
真
相
に
関
心
を
向
け
る

よ
う
に
つ
と
め
よ
、
と
。
も
し
平
素
か
ら
そ
れ
ら
の
こ
と
ど
も
に
関
心
を
向
け
る
習
慣
を
身
に
つ
け
て
い
れ
ば
、
あ
る
い
は
仏
法
の
真
理
に
ふ

れ
る
機
会
が
与
え
ら
れ
な
い
と
も
限
ら
な
い
も
の
だ
が
、
し
か
し
反
対
に
平
素
、
右
の
こ
と
ど
も
に
無
関
心
の
ま
ま
放
心
し
て
い
た
の
な
ら
、

課
題
と
す
る
。
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か
り
に
後
に
な
っ
て
ど
れ
ほ
ど
疑
著
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
所
詮
ひ
と
は
、
有
時
の
真
意
に
参
与
す
る
こ
と
な
ど
望
む
べ
く
も
あ
る
ま
い
。
な

お
、
疑
著
す
る
前
程
と
は
、
後
に
な
っ
て
い
か
に
疑
著
し
た
と
し
て
も
、
の
意
で
あ
り
、
か
く
し
て
あ
ら
ま
し
以
上
の
）
」
と
き
想
念
が
、
道
元

禅
師
の
心
中
を
去
来
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
推
考
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
言
わ
ず
も
が
な
だ
が
、
付
記
さ
れ
た
語
句
「
た
だ
疑
著

し
ば
ら
く
時
な
る
の
み
な
り
」
は
、
仏
法
へ
の
心
構
え
の
出
来
、
不
出
来
は
と
も
か
く
と
し
て
、
人
間
存
在
は
み
な
時
間
的
存
在
で
あ
る
こ
と

に
相
違
な
い
の
で
あ
る
、
と
の
意
。

（
６
）
全
世
界
の
す
べ
て
が
自
己
の
う
ち
に
あ
り
、
全
世
界
の
個
々
の
事
物
が
こ
と
ご
と
く
時
で
あ
る
こ
と
を
篤
と
考
え
て
み
よ
、
と
道
元
は
言
う
。

つ
ま
り
、
そ
れ
ら
一
切
の
事
物
が
時
を
離
れ
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
そ
れ
ら
な
し
に
時
が
別
に
あ
る
の
で
も
な
い
の
で
あ
り
、
両
者
は
互

い
に
相
即
す
る
関
係
に
あ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
見
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
の
で
あ
る
。

、
、

な
お
、
こ
の
節
の
冒
頭
の
言
葉
「
わ
れ
を
排
列
し
お
き
て
識
界
と
せ
り
」
と
は
、
世
界
の
一
切
は
各
々
異
な
っ
て
い
な
が
ら
、
一
一
一
口
わ
ば
多
即

、
、
、
、
、
、

、
、

｜
と
し
て
、
あ
る
い
は
相
即
的
一
体
と
な
っ
て
自
己
の
う
ち
に
存
す
る
と
の
意
で
、
わ
れ
即
ち
自
己
が
全
世
界
を
限
定
す
る
と
の
道
理
を
語
っ

て
い
る
。
か
く
右
の
言
葉
を
受
け
て
、
「
自
己
の
時
な
る
道
理
、
そ
れ
か
く
の
ご
と
し
」
と
道
元
は
言
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
自
己
の
時
な

る
道
理
」
と
は
、
有
と
相
即
的
な
る
べ
き
時
、
す
な
わ
ち
存
在
と
不
離
で
あ
る
べ
き
時
を
指
す
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
自
己
も
時
で
あ
っ
て
同
時

に
一
切
の
時
が
自
己
の
時
で
あ
る
と
の
意
味
で
あ
る
。
道
元
禅
師
の
語
る
道
理
は
、
こ
の
場
合
、
自
己
即
有
時
の
関
係
を
念
頭
に
し
て
の
こ
と

と
考
え
ら
れ
る
。

（
７
）
本
段
、
つ
ま
り
「
鰯
騨
の
道
理
な
る
ゆ
ゑ
に
」
か
ら
始
ま
る
こ
の
文
中
に
は
、
「
有
時
」
の
語
は
見
ら
れ
な
い
が
、
前
文
の
趣
意
を
受
け
て
、

「
い
わ
ゆ
る
有
時
は
、
時
す
で
に
有
な
り
、
有
は
み
な
時
な
り
」
と
の
道
理
が
語
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
世
界
に
お
け
る
一
事
が
万
事
す

べ
て
有
時
で
あ
る
こ
と
を
参
学
す
べ
し
、
と
い
う
の
が
道
元
禅
師
の
本
意
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
一
節
を
受
け
て
、
次
の
節
に
お
い

て
有
時
の
道
理
が
明
言
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
８
）
こ
の
節
で
は
、
端
的
に
「
有
時
み
な
尽
時
な
り
、
有
草
有
象
と
も
に
時
な
り
」
と
一
一
一
一
□
わ
れ
る
。
こ
ん
な
言
葉
の
な
か
に
も
、
有
時
を
語
る
道

元
禅
師
の
胸
中
が
窺
わ
れ
る
。
「
あ
る
時
」
と
言
っ
て
も
、
そ
の
時
そ
の
時
に
お
い
て
、
す
べ
て
が
尽
く
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
、
｜
草
一
物
み

、
、

な
時
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
に
お
い
て
全
世
界
が
あ
る
と
一
一
一
口
え
る
。
ま
た
「
い
ま
の
時
」
と
一
一
一
一
口
わ
れ
る
の
も
、
日
常
で
は
時
は
い
ま
。

、
、

い
ま
の
連
な
り
と
受
け
と
め
ら
れ
る
よ
う
だ
が
、
そ
れ
で
い
て
そ
の
時
、
そ
の
時
と
し
て
の
「
現
在
」
が
実
は
、
単
な
る
い
ま
の
連
な
り
で
は

な
く
、
む
し
ろ
い
つ
も
「
尽
時
・
尽
界
」
と
し
て
の
絶
対
的
現
在
と
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
、
ｌ
こ
の
点
を
し
か
と
観
想
す
べ
し
、
と

道
元
禅
師
は
一
一
一
一
口
っ
て
い
る
。

、
、
、
、
、

（
９
）
そ
の
時
、
そ
の
時
と
し
て
の
「
い
ま
の
時
」
が
、
い
つ
も
絶
対
的
現
在
な
る
一
」
と
に
思
い
を
い
た
せ
、
と
道
元
禅
師
は
示
唆
し
な
が
ら
も
、

な
お
続
け
て
「
し
ば
ら
く
、
い
ま
の
時
に
も
れ
た
る
尽
有
尽
界
の
あ
り
や
な
し
や
と
観
想
す
べ
し
」
と
付
記
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

こ
の
節
の
冒
頭
の
「
し
か
あ
る
を
」
は
、
右
の
文
脈
を
受
け
て
、
「
に
も
か
か
わ
ら
ず
」
の
意
で
、
仏
法
で
い
う
有
時
の
道
理
を
学
ば
な
い
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(館） 道元の「有時」の巻を読む 391 

（
ｕ
）
こ
の
段
に
お
い
て
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
、
前
節
の
趣
意
を
換
言
し
な
が
ら
も
、
要
は
同
じ
内
容
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
過
ぎ
去
っ
た
時
は
、

あ
た
か
も
自
分
が
山
に
わ
け
入
り
峰
々
を
見
渡
し
て
い
る
只
今
の
時
節
の
う
ち
に
と
り
込
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
い
ま

の
時
」
の
立
場
か
ら
、
あ
れ
こ
れ
と
過
ぎ
去
っ
た
時
が
見
透
か
さ
れ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。

（
⑫
）
従
来
、
有
時
の
道
理
に
つ
い
て
世
間
で
注
目
さ
れ
ず
、
正
し
い
解
釈
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
わ
け
は
、
日
常
ひ
と
は
時
が
た
だ
過
ぎ
て
ゆ
く
も

の
と
ば
か
り
考
え
、
そ
れ
で
足
れ
り
と
思
い
な
し
、
時
の
あ
り
方
を
疑
著
し
て
み
よ
う
と
も
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
一
文
の
裏
面
に

凡
夫
の
考
え
で
は
、
い
つ
も
一
「
時
が
去
来
す
る
」
と
ば
か
り
見
ら
れ
て
し
ま
う
、
と
の
禅
師
の
感
懐
の
一
条
で
あ
る
。
が
、
「
し
か
あ
れ
ど
も
」

と
禅
師
は
語
を
つ
ぐ
。
「
道
理
こ
の
一
条
の
み
に
あ
ら
ず
」
と
。

続
け
て
、
「
い
わ
ゆ
る
山
を
の
ぼ
り
河
を
わ
た
り
し
時
に
、
わ
れ
あ
り
き
」
と
の
名
言
が
く
る
。
こ
の
名
言
に
接
し
て
読
者
は
、
思
わ
ず
こ

の
一
句
の
前
に
立
ち
ど
ま
っ
て
し
ま
う
。
古
来
、
こ
の
名
言
が
ひ
と
り
禅
者
の
手
中
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ど
れ
ほ
ど
ひ
ろ
く
読
書
人
の
あ
い
だ
に

浸
透
し
て
い
る
こ
と
か
。
た
だ
し
、
こ
の
名
言
は
、
実
は
右
に
引
く
一
句
で
切
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
「
わ
れ
に
時
あ
る
べ
し
。
わ
れ
す
で

に
あ
り
、
時
さ
る
べ
か
ら
ず
」
と
続
く
の
だ
が
、
筆
者
は
あ
え
て
こ
の
一
節
を
切
っ
て
読
ん
だ
。
と
い
う
の
も
、
前
段
の
結
語
一
云
々
と
観
想

す
べ
し
」
を
、
こ
の
文
中
に
挿
入
し
て
読
む
こ
と
で
、
読
書
の
呼
吸
を
整
え
一
息
つ
き
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
禅
文
化
学
院
編

「
正
法
眼
蔵
』
中
に
、
編
者
を
代
表
す
る
中
村
宗
一
老
師
も
ま
た
「
有
時
」
の
巻
を
示
し
て
、
右
の
ご
と
く
に
読
ま
れ
て
い
る
。
「
正
法
眼
蔵
」

（
禅
文
化
学
院
編
、
誠
信
書
房
、
一
九
六
八
年
）
一
一
六
ペ
ー
ジ
以
下
参
照
。

な
お
、
本
節
の
要
約
は
、
後
で
も
重
ね
て
強
調
さ
れ
る
と
お
り
、
時
が
去
来
す
る
も
の
と
ば
か
り
思
い
込
ん
で
は
な
ら
な
い
、
と
の
一
言
に

尽
き
る
。
時
は
過
ぎ
去
り
、
い
つ
し
か
過
去
と
な
っ
て
消
失
し
て
し
ま
う
、
と
考
え
る
の
は
、
日
常
の
通
俗
的
な
時
間
の
考
え
方
で
あ
り
、
こ

の
よ
う
な
見
解
に
執
着
す
る
か
ぎ
り
、
時
の
真
相
は
つ
か
め
な
い
で
あ
ろ
う
。
時
は
、
な
る
ほ
ど
、
い
ま
。
い
ま
と
述
な
り
な
が
ら
も
、
「
い

ま
の
時
」
は
い
つ
も
現
在
と
し
て
停
ま
る
。
確
か
に
、
時
は
過
ぎ
去
る
よ
う
だ
が
、
同
時
に
現
在
の
も
と
に
停
ま
っ
て
あ
る
。
そ
れ
は
い
ま
・

い
ま
の
迎
続
の
よ
う
だ
が
、
実
は
「
非
辿
続
の
迎
続
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
の
も
、
こ
の
よ
う
な
時
の
本
性
を
指
し
て
の
逆
説
的
表
現
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
道
元
禅
師
は
、
「
い
わ
ゆ
る
山
を
の
ぼ
り
河
を
わ
た
り
し
時
」
と
い
う
わ
が
体
験
流
を
示
し
な
が
ら
、
実
は
こ
の
時
・
か
の
時
が

自
己
Ｔ
わ
れ
）
に
お
い
て
、
い
つ
も
「
い
ま
の
時
」
の
中
に
収
敵
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
時
は
過
ぎ
な
が
ら
、

な
お
現
在
の
中
に
停
ま
っ
て
あ
る
か
ぎ
り
、
過
ぎ
た
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
時
の
妙
味
を
語
る
論
法
は
、
あ
た
か
も
禅
師
が
別
の
巻
、

「
山
水
経
」
に
お
い
て
「
橘
流
れ
て
水
流
れ
ず
」
と
語
っ
た
あ
の
逆
説
的
表
現
を
思
わ
せ
る
。

（
皿
）
山
を
登
り
河
を
渡
っ
た
と
き
、
そ
の
時
に
わ
れ
（
Ⅱ
自
己
）
は
あ
っ
た
が
、
い
ま
あ
る
は
現
在
の
わ
れ
で
あ
り
、
こ
の
わ
れ
の
あ
る
と
こ
ろ

は
、
い
つ
も
現
在
で
あ
る
。
こ
の
現
在
の
わ
れ
な
し
に
、
か
の
上
山
渡
河
の
時
が
別
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
現
在
の
な
か
Ｅ
か
の
過
ぎ
去
っ

た
時
は
収
敬
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で
時
は
わ
が
時
々
の
現
在
（
こ
の
現
在
の
わ
れ
・
自
己
）
に
お
い
て
体
験
さ
れ
る
も
の
と

言
え
る
。
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(団）390 
は
、
初
め
て
「
有
時
」
の
巻
の
著
述
に
と
り
組
む
道
元
禅
師
の
自
負
が
読
み
と
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
節
の
菰
点
は
、
「
要
を
と
り
て
い
は
ば
」
と
あ
る
か
ら
、
次
に
く
る
「
尽
界
に
あ
ら
ゆ
る
尽
有
は
、
つ
ら
な
り
な
が
ら
時
時
な

り
。
有
時
な
る
に
よ
り
て
吾
有
時
な
り
」
に
あ
る
こ
と
明
白
で
あ
る
。
こ
の
文
章
も
ま
た
、
古
来
あ
ま
た
の
引
用
に
よ
っ
て
周
く
知
ら
れ
て
い

る
と
こ
ろ
だ
が
、
そ
の
割
に
は
文
意
は
理
解
し
が
た
い
。
よ
く
読
む
と
、
道
元
禅
師
の
言
わ
ん
と
す
る
有
と
時
と
の
、
不
離
一
体
に
あ
り
な
か

、
、

に
こ
ん

ら
相
互
に
関
係
し
合
う
「
有
時
」
の
道
理
の
特
徴
が
、
窺
わ
れ
は
す
る
。
す
な
わ
ち
時
は
、
そ
の
時
、
そ
の
時
の
い
ま
と
し
て
「
而
今
」
、
つ

ま
り
た
だ
い
ま
の
時
で
し
か
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
一
い
ま
の
時
」
は
、
連
な
り
な
が
ら
時
時
と
し
て
前
後
際
断
の
時
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
世

界
の
あ
ら
ゆ
る
存
在
は
、
右
に
い
う
前
後
際
断
の
時
と
相
即
的
に
あ
る
か
ら
、
同
じ
く
連
な
り
な
が
ら
時
時
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
言
い
換
え

る
と
、
こ
の
よ
う
な
非
連
続
の
時
（
前
後
際
断
の
時
）
と
相
即
に
し
て
不
離
で
あ
る
存
在
は
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
つ
ど
、
そ
れ
限
り
と
し
て
の
時

間
的
な
あ
り
方
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
有
時
」
の
道
理
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
意
識
主
体
と
し
て
の
わ
れ
（
自
己
）

を
離
れ
て
こ
の
論
理
は
成
り
立
た
な
い
。
か
く
し
て
、
右
に
い
う
意
味
と
し
て
「
吾
有
時
一
（
わ
れ
の
有
時
）
と
の
語
を
、
道
元
禅
師
は
こ
こ

に
挿
入
し
て
お
き
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
前
後
際
断
の
時
に
同
伴
せ
ざ
る
を
得
な
い
片
片
た
る
存
在
の
境
地
を
、
そ
れ
に
対
時

す
る
「
わ
れ
の
意
識
」
の
体
験
と
し
て
、
道
元
禅
師
は
語
ろ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

く
ど
く

（
旧
）
有
時
に
「
経
歴
の
功
徳
」
あ
り
と
言
わ
れ
る
の
は
、
有
時
は
時
間
的
に
経
過
す
る
特
性
を
も
つ
と
の
意
味
。
そ
れ
ゆ
え
以
下
に
、
時
は
端
的

に
現
在
か
ら
現
在
へ
の
経
過
で
あ
っ
て
、
そ
の
現
在
が
過
去
と
未
来
と
を
孕
ん
で
成
り
立
つ
も
の
と
説
か
れ
る
こ
と
に
な
る
・
さ
ら
に
時
の
経

歴
に
つ
い
て
具
体
的
に
説
明
し
よ
う
と
し
て
、
道
元
禅
師
は
思
い
つ
く
ま
ま
こ
こ
に
、
中
国
の
禅
者
た
ち
の
名
を
例
示
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
最

初
の
青
原
は
、
八
世
紀
前
半
の
初
唐
の
禅
者
で
、
彼
の
宗
風
か
ら
曹
洞
宗
が
出
た
と
言
わ
れ
る
。
次
に
、
道
元
禅
師
が
例
示
す
る
の
と
順
序
は

逆
だ
が
、
八
世
紀
後
半
の
中
庸
の
禅
者
・
江
西
の
馬
祖
は
、
そ
の
法
系
と
し
て
臨
済
宗
へ
の
道
を
拓
い
た
人
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
宗
風
を
さ
ら

に
充
実
さ
せ
、
臨
済
禅
と
し
て
普
及
さ
せ
た
の
が
、
八
世
紀
半
ば
晩
唐
の
禅
者
・
黄
築
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
八
世
紀
末
の
中
唐
の
柳
者
。

石
頭
は
、
前
述
し
た
青
原
に
師
躯
し
て
そ
の
宗
風
を
高
揚
さ
せ
た
功
紙
で
知
ら
れ
る
が
、
こ
と
に
石
上
に
庵
を
結
ん
で
座
禅
し
た
こ
と
で
評
判

を
と
り
、
修
行
者
の
あ
い
だ
で
江
西
の
馬
祖
と
並
び
称
さ
れ
た
と
も
伝
え
ら
れ
る
。

右
に
示
す
と
お
り
、
青
原
も
黄
檗
も
江
西
の
馬
祖
も
石
頭
も
、
中
国
禅
宗
の
発
展
に
尽
く
し
た
禅
者
で
あ
る
。
彼
ら
各
々
が
そ
れ
ぞ
れ
の
時

を
も
ち
、
そ
の
時
、
そ
の
人
に
お
け
る
有
時
の
現
成
で
あ
る
、
と
道
元
禅
師
は
言
う
の
で
あ
る
。
か
く
の
ご
と
く
、
自
他
各
々
が
時
で
あ
る
が

ゆ
え
に
、
し
か
も
時
の
全
体
を
孕
む
現
在
、
こ
の
「
い
ま
の
時
」
に
お
い
て
、
自
己
の
生
を
賭
け
よ
う
と
す
る
一
つ
の
人
生
観
が
、
こ
こ
に
示

唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
「
泥
ま
み
れ
に
な
っ
て
、
俗
界
に
向
け
て
説
法
す
る
の
も
時
で
は
な
い
か
」
と
い
う
道
元
禅
師
の
言
葉
が
、

そ
れ
を
示
唆
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

（
Ｍ
）
世
俗
の
考
え
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
人
自
身
の
因
縁
（
そ
の
人
を
と
り
ま
く
内
外
の
諸
条
件
）
に
よ
っ
て
身
に
つ
く
も
の
だ
が
、
こ
れ
ら
世

間
で
仮
に
通
用
す
る
俗
見
は
、
必
ず
し
も
真
実
の
在
り
方
を
示
す
も
の
と
は
言
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
俗
流
の
見
識
は
、
か
り
そ
め
に
世
界
を
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（
肥
）
本
節
中
、
と
く
に
注
目
に
値
す
る
語
句
は
、
「
た
と
ひ
半
究
尽
の
有
時
も
、
半
有
時
の
究
尽
な
り
１
－
の
一
行
で
あ
ろ
う
。
ひ
と
は
と
か
く
日

常
生
活
の
な
か
で
、
中
途
半
端
な
状
態
に
お
か
れ
る
こ
と
を
悔
や
む
。
例
え
ば
、
人
生
半
ば
に
し
て
不
慮
の
災
難
に
あ
っ
て
、
仕
事
が
完
成
し

な
い
事
態
に
直
面
す
る
と
き
、
ひ
と
は
う
れ
え
悲
し
む
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
右
に
引
用
す
る
一
行
の
趣
意
に
即
し
て
言
え
ば
、
｜
半

有
時
の
究
尽
「
｜
な
る
一
事
に
徹
す
る
な
ら
、
た
と
え
中
途
半
端
と
見
え
る
時
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
そ
れ
な
り
に
、
そ
の
時
の
全
体
が
究
め
尽

く
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ひ
と
は
自
ら
に
与
え
ら
れ
た
時
間
が
常
に
充
実
し
た
時
間
で
あ
る
こ
と
を
思
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。

⑩
こ
う

け
え

（
四
）
「
時
は
一
向
に
す
ぐ
る
と
の
み
計
功
し
て
、
未
到
と
解
会
せ
ず
」
と
い
う
は
、
時
は
過
ぎ
去
る
も
の
と
ば
か
り
考
え
て
、
未
到
つ
ま
り
動
か

（
Ⅳ
）
こ
こ
に
提
示
さ
れ
て
い
る
「
発
心
・
修
行
・
菩
提
・
浬
藥
一
の
各
段
階
は
、
一
般
的
に
言
え
ば
、
浬
紫
（
解
脱
）
を
目
指
し
て
次
第
に
高
め

深
め
ら
れ
て
ゆ
く
境
地
を
意
味
す
る
が
、
本
節
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
蝋
な
る
発
展
的
順
序
の
段
階
を
い
う
の
で
は
な
く
、
表
面
的
に
は
順
序

イ
ン
そ

で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
各
々
の
境
地
が
、
（
住
法
位
の
悠
慶
の
道
理
に
従
っ
て
）
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
に
あ
る
自
己
を
受
け
と
め
て
、
全
力
で

尽
く
し
切
る
こ
と
と
で
も
言
え
よ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
ひ
と
が
そ
の
時
、
そ
の
時
を
尽
く
し
切
る
と
は
、
本
来
の
自
己
に
目
覚
め
て
、
全
力
を

尽
く
し
て
そ
れ
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
、
真
実
の
時
間
を
生
か
す
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
、
と
道
元
禅
師
は
言
い
た
か
っ
た
の
に
連

生
き
る
凡
夫
の
分
別
に
違
い
な
い
が
、
「
凡
夫
の
法
に
あ
ら
ず
」
と
道
元
禅
師
は
言
う
の
で
あ
る
。
続
い
て
、
「
法
し
ば
ら
く
凡
夫
を
因
縁
せ
る

の
み
な
り
」
と
言
わ
れ
る
が
、
こ
の
言
葉
は
解
す
る
に
困
難
で
、
当
面
、
本
文
の
ご
と
き
拙
訳
に
と
ど
め
て
お
く
。
な
お
重
ね
て
言
え
ば
、
仏

法
に
依
拠
し
た
「
有
時
」
の
道
理
を
説
く
法
こ
そ
、
世
間
の
俗
人
に
真
実
の
在
り
方
を
呼
び
起
こ
さ
せ
る
機
縁
と
も
な
る
に
違
い
な
い
の
だ
が
、

世
人
が
そ
れ
に
気
づ
か
な
け
れ
ば
、
せ
っ
か
く
の
機
縁
も
た
だ
の
空
虚
な
も
の
で
し
か
な
い
、
と
い
っ
た
道
元
禅
師
の
諦
念
が
、
右
の
言
葉
に

こ
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
Ｅ
）
本
節
の
文
脈
に
即
し
て
言
え
ば
、
繰
り
返
し
仏
道
へ
の
す
す
め
が
説
か
れ
て
い
る
わ
け
で
、
凡
夫
に
と
っ
て
凡
夫
の
有
は
、
一
見
、
仏
道
の

意
に
あ
ら
ず
と
見
な
さ
れ
、
さ
ら
に
仏
法
の
境
な
ど
わ
れ
に
関
せ
ず
と
し
て
、
度
外
視
さ
れ
が
ち
だ
が
、
凡
夫
の
こ
う
し
た
妄
念
も
実
は
、

「
有
時
の
片
片
」
、
つ
ま
り
有
時
の
現
成
な
の
で
あ
っ
て
、
ひ
と
誰
も
有
時
か
ら
逃
れ
る
こ
と
な
ど
で
き
る
わ
け
な
い
で
な
い
か
、
と
道
元
禅
師

は
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
旧
）
世
間
の
い
わ
ゆ
る
一
十
二
文
」
は
、
午
の
刻
と
か
縄
の
刻
な
ど
と
排
列
し
て
時
を
表
示
す
る
が
、
こ
の
仕
方
は
有
時
の
道
理
に
即
し
て
い

う
ま

る
と
言
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
右
に
い
う
午
・
未
は
、
時
と
方
位
を
示
す
い
わ
ゆ
る
「
十
二
支
」
の
う
ち
の
項
目
で
あ
っ
て
、
そ
の
各
々
が
時

刻
を
指
す
の
で
あ
る
。
各
々
の
時
が
そ
の
あ
る
べ
き
位
瞳
に
お
か
れ
て
、
昇
降
上
下
す
る
子
の
時
刻
も
時
、
賞
の
時
刻
も
時
な
の
で
あ
る
。
か

く
し
て
、
「
衆
生
も
時
、
仏
も
時
な
り
」
と
は
、
「
解
説
し
て
い
な
い
者
」
も
時
で
あ
り
、
「
解
脱
し
て
い
る
者
」
も
時
で
あ
る
、
と
の
意
味
で

あ
る
。

い

な
い
○ 
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な
い
こ
と
の
面
に
気
づ
か
ず
理
解
し
な
い
も
の
だ
、
と
の
意
味
で
あ
る
。
述
な
り
な
が
ら
断
絶
で
も
あ
る
時
の
真
相
は
、
過
去
を
含
み
未
来
を

孕
ん
で
い
る
「
絶
対
現
在
」
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
も
は
や
過
ぎ
去
る
こ
と
な
き
絶
対
の
今
、
「
有
時
の
而
今
」
と
呼
ば
れ
る
。
こ
う
し
た
絶
対

現
在
を
洞
見
で
き
な
い
よ
う
な
者
に
、
ど
う
し
て
悟
り
の
境
地
に
達
す
る
時
が
授
か
り
得
よ
う
か
、
と
道
元
禅
師
は
蕃
告
し
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
自
己
の
魂
の
う
ち
に
あ
っ
て
、
も
は
や
自
己
を
去
る
こ
と
の
な
い
永
遠
の
現
在
を
徹
底
し
て
洞
見
す
る
こ
と
に
尽
き
る
の
で
あ

り
、
そ
れ
こ
そ
経
歴
・
去
来
の
相
で
し
か
な
い
凡
夫
の
有
時
を
超
え
出
る
こ
と
で
な
い
か
、
と
禅
師
は
示
唆
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

。
つ
ろ
う

（
卯
）
「
お
ほ
よ
そ
羅
寵
と
ど
ま
ら
ず
、
有
時
現
成
な
り
」
と
は
、
世
の
す
べ
て
存
在
な
る
も
の
は
有
時
と
い
う
時
間
の
現
わ
れ
で
あ
っ
て
、
そ
一
」

で
は
何
の
束
縛
も
な
く
、
時
が
自
由
に
機
能
し
て
い
る
と
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
わ
が
い
ま
尽
力
経
歴
に
あ
ら
ざ
れ
ば
」
と
の
件
は
、

有
時
が
力
を
尽
く
し
経
歴
す
る
の
で
な
か
っ
た
な
ら
、
と
い
う
わ
け
で
、
か
く
有
時
尽
力
の
経
歴
の
も
と
で
こ
そ
、
｜
切
万
物
は
全
機
を
現
成

す
る
と
い
う
仏
教
の
世
界
観
が
、
道
元
禅
師
の
言
葉
で
語
ら
れ
て
い
る
。
本
節
の
趣
意
は
、
世
間
で
の
い
わ
ゆ
る
対
象
認
識
の
先
人
観
に
よ
る

と
空
論
に
な
っ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
万
物
有
時
な
る
道
理
を
理
解
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
妨
げ
と
な
る
の
は
、
時
は
去
来
す
る
と
い
う
凡

夫
の
先
入
観
に
あ
る
わ
け
で
、
道
元
禅
師
は
こ
う
し
た
一
先
入
観
念
の
排
除
「
｜
こ
そ
、
仏
法
を
理
解
す
る
た
め
の
第
一
歩
た
る
こ
と
を
説
こ
う

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
ｃ

（
Ⅲ
）
「
経
歴
」
と
い
う
語
の
使
用
に
あ
た
っ
て
、
文
中
、
ま
ず
こ
の
日
常
語
の
意
味
に
と
ら
わ
れ
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
二
万
か
ら
他
方
へ
移

行
す
る
。
過
ぎ
去
る
」
と
の
一
面
的
な
考
え
方
に
固
守
し
な
い
こ
と
が
、
本
節
の
趣
意
を
理
解
す
る
鍵
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
ｃ
つ
ま
り
、

「
尽
界
は
不
動
転
に
あ
ら
ず
、
不
進
退
な
る
に
あ
ら
ず
一
と
言
わ
れ
る
。
Ｉ
世
界
は
動
転
し
な
い
の
で
は
な
い
。
ま
た
進
む
と
か
退
く
と
か

が
な
い
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
単
な
る
不
動
で
も
な
く
、
ま
た
動
で
も
な
く
、
言
う
な
れ
ば
動
に
し
て
不
動
な
の
で
あ
り
、
他
の
箇
所
に
も
ち

い
た
譜
で
言
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
非
連
続
の
連
続
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
経
歴
の
語
に
は
、
こ
の
よ
う
な
独
自
の
意
味
が
付
与
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
醜
）
以
下
に
薬
山
弘
道
大
師
と
蕊
蝿
の
柵
省
椰
師
の
公
案
を
引
川
し
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
遊
元
禅
師
は
、
自
ら
の
解
釈
を
つ
け
加
え
な
が
ら
、
有

時
の
道
理
を
説
き
、
本
論
の
し
め
く
く
り
と
さ
れ
た
。

右
の
公
案
は
要
す
る
に
、
築
山
大
師
が
大
寂
禅
師
に
参
じ
て
、
「
如
何
な
る
か
是
れ
、
祖
師
西
来
意
」
（
禅
宗
の
初
祖
。
達
磨
大
師
が
西
方
の

イ
ン
ド
か
ら
中
国
に
来
て
禅
法
を
伝
え
た
真
意
は
何
で
あ
る
か
）
と
質
問
し
た
。
こ
の
問
い
に
答
え
て
大
寂
の
い
う
に
、
｜
あ
る
時
は
彼
に
眉

を
あ
げ
目
を
瞬
き
さ
せ
、
あ
る
時
は
彼
に
眉
を
あ
げ
目
を
瞬
き
さ
せ
な
い
。
あ
る
時
は
彼
に
眉
を
あ
げ
目
を
瞬
き
さ
せ
る
こ
と
は
是
（
よ
い
こ

と
）
で
あ
り
、
あ
る
時
は
彼
に
眉
を
あ
げ
目
を
瞬
き
さ
せ
る
こ
と
は
不
是
（
よ
ろ
し
く
な
い
こ
と
）
で
あ
る
」
と
。
こ
の
語
り
の
な
か
で
繰
り

う
ど
ん
〃

返
さ
れ
る
「
揚
眉
瞬
目
」
な
る
巍
叩
は
、
釈
尊
が
優
曇
華
（
霊
瑞
華
）
を
拾
じ
て
揚
眉
瞬
目
さ
れ
た
と
き
、
弟
子
が
そ
の
真
意
を
さ
と
っ
て
微
笑

し
た
と
の
故
事
に
由
来
す
る
。
な
お
、
こ
の
寓
話
は
末
代
以
降
に
禅
門
で
周
く
宣
伝
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
い
わ
ゆ
る
「
以
心
伝
心
」
に
よ

り
仏
法
を
体
得
す
る
妙
と
し
て
、
以
来
禅
宗
で
は
悟
り
の
機
縁
と
さ
れ
る
。
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右
に
い
う
「
揚
眉
瞬
目
」
に
ま
つ
わ
る
話
こ
そ
、
実
は
経
典
に
書
か
れ
て
い
な
い
禅
の
奥
儀
に
違
い
な
い
の
で
あ
り
、
薬
山
の
問
い
は
そ
の

点
を
指
し
て
い
た
。
大
寂
は
そ
れ
を
察
知
し
て
、
釈
尊
の
無
言
の
お
し
え
を
く
み
と
り
、
以
心
伝
心
を
も
っ
て
あ
ら
わ
し
て
ゆ
く
こ
と
、
そ
れ

よ
り
ほ
か
に
禅
の
奥
儀
な
ど
あ
る
ま
い
、
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
聡
）
右
の
薬
山
大
師
の
公
案
中
の
語
句
「
如
何
な
る
か
是
、
祖
師
西
来
意
」
に
つ
い
て
は
、
前
注
に
指
摘
し
た
が
、
本
節
に
も
関
連
す
る
と
こ
ろ

あ
り
、
重
ね
て
付
記
し
て
お
く
。
ま
ず
、
達
磨
西
来
の
真
意
が
禅
門
に
お
い
て
長
ら
く
疑
問
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
歴
史
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い

る
点
を
熟
慮
す
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
六
世
紀
の
初
め
、
達
磨
大
師
は
単
身
で
中
国
に
来
て
禅
法
を
伝
え
た
の
だ
が
、
そ
の
真
意
は
い
っ
た

い
何
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
当
時
の
仏
教
伝
来
に
あ
た
っ
て
の
主
流
は
、
も
っ
ぱ
ら
経
典
（
テ
キ
ス
ト
）
な
い

し
そ
の
注
釈
書
を
も
た
ら
す
こ
と
に
あ
っ
た
の
だ
が
、
達
磨
大
師
の
場
合
は
た
だ
手
ぶ
ら
で
や
っ
て
来
た
の
で
、
彼
の
真
意
が
当
時
の
識
者
に

も
理
解
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
と
き
達
磨
が
行
な
っ
た
座
禅
の
ス
タ
イ
ル
が
「
面
壁
坐
禅
」
と
言
わ
れ
る
も
の
で
、
洛
陽
の
東
方

少
林
寺
に
お
い
て
壁
に
面
し
て
九
年
の
あ
い
だ
坐
禅
し
た
と
い
う
故
事
と
も
な
っ
た
の
だ
が
、
達
磨
の
そ
ん
な
異
様
な
光
景
を
目
の
あ
た
り
に

し
た
と
き
の
、
当
時
の
人
び
と
の
驚
き
が
想
像
さ
れ
る
。

右
の
よ
う
な
経
緯
が
あ
っ
て
、
爾
来
、
達
磨
大
師
が
伝
え
よ
う
と
し
た
禅
法
の
意
義
を
究
め
る
こ
と
が
、
禅
の
根
本
精
神
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
考
え
が
禅
門
の
あ
い
だ
に
「
如
何
な
る
か
是
、
祖
師
西
来
意
」
と
の
命
題
と
し
て
、
定
着
し
た
も
の
と
推

考
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
道
元
禅
師
が
本
節
に
引
用
す
る
薬
山
大
師
の
公
案
が
、
は
か
ら
ず
も
達
磨
西
来
の
真
意
に
せ
ま
ろ
う
と
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
、
そ
し
て
道
元
禅
師
も
ま
た
そ
の
点
に
執
着
し
て
い
る
事
実
に
、
わ
れ
わ
れ
は
い
ま
い
ち
ど
足
を
と
ど
め
思
念
し
て
み
る
べ
き
で
あ
る

Ｐ
っ
Ｏ

、

と
一
」
ろ
で
、
大
寂
禅
師
が
示
し
た
語
句
「
あ
る
時
は
彼
を
し
て
揚
眉
瞬
目
せ
し
む
」
に
つ
い
て
は
、
前
注
で
も
指
摘
し
た
と
お
り
だ
が
、
本

節
で
は
こ
の
語
句
を
め
ぐ
っ
て
道
元
禅
師
の
解
釈
が
さ
ら
に
加
わ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
語
句
は
、
そ
の
背
景
に
故
事
が
か
ら
ん
で
い
て
、
そ

れ
を
借
り
て
の
表
現
で
あ
る
だ
け
に
す
こ
ぶ
る
難
解
で
あ
る
。
さ
し
あ
た
っ
て
、
語
中
の
「
彼
」
と
は
誰
か
。
諸
注
ま
た
紛
々
と
し
て
長
短
あ

り
、
当
面
は
本
文
に
示
す
語
意
に
読
ん
だ
。
故
事
に
依
拠
す
れ
ば
、
釈
尊
と
解
さ
れ
て
よ
い
が
、
文
脈
に
即
し
て
言
え
ば
、
達
磨
と
解
す
る
も

よ
し
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
い
ま
さ
し
あ
た
っ
て
、
広
い
意
味
で
主
客
一
体
と
目
さ
れ
る
「
解
脱
者
」
の
意
に
解
し
て
お
く
。

（
型
）
山
海
の
而
今
、
つ
ま
り
今
現
実
に
あ
る
山
や
海
と
い
う
自
然
的
存
在
も
、
時
間
を
離
れ
て
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
、
端
的
に
言
っ
て
、

時
と
山
海
（
有
）
と
は
不
離
一
体
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
繰
り
返
し
説
か
れ
て
い
る
。
「
時
」
を
離
れ
て
、
山
海
な
る
「
有
」
が
あ
る
の
で

は
な
い
。
こ
う
し
た
有
時
の
道
理
に
お
い
て
、
明
星
は
出
現
し
た
の
で
あ
る
。
禅
宗
の
伝
え
に
よ
る
と
、
釈
尊
は
三
十
歳
の
と
き
、
暁
天
に
明

星
の
現
ず
る
の
を
見
て
開
悟
さ
れ
た
と
の
こ
と
だ
が
、
こ
の
場
合
の
明
星
（
の
出
現
）
は
、
有
時
の
現
成
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
時
な
く
し
て

は
、
こ
れ
ら
一
切
の
出
現
す
る
所
以
は
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
世
の
な
か
の
一
切
の
法
、
一
切
の
存
在
す
べ
て
が
有
時
の
現
成
に
ほ
か

な
ら
な
い
と
言
え
る
。
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せ
つ
』
ん

（
躯
）
葉
県
の
帰
省
禅
師
は
、
伝
記
不
詳
で
あ
る
が
、
北
宋
時
代
に
臨
済
の
一
赤
風
を
広
め
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
本
節
に
は
、
同
禅
師
が
大
衆
に
教

示
し
た
言
葉
の
一
節
が
引
か
れ
て
い
る
。
Ｉ
‐
「
有
時
は
意
到
り
て
句
到
ら
ず
、
有
時
は
句
到
り
て
意
到
ら
ず
。
有
時
は
意
句
離
學
な
が
ら
僻
に

到
り
、
有
時
は
意
句
倶
に
到
ら
ず
。
」

右
の
一
意
」
と
い
う
は
、
心
な
い
し
は
心
に
思
う
こ
と
で
、
「
句
」
と
い
う
は
、
言
葉
な
い
し
表
現
を
指
す
。
か
く
し
て
、
右
の
文
は
、
次

の
よ
う
に
解
さ
れ
よ
う
。
ｌ
あ
る
時
は
心
に
思
い
が
あ
ふ
れ
な
が
ら
、
そ
れ
に
応
え
る
べ
き
言
葉
が
熟
し
て
い
な
い
こ
と
が
あ
る
。
あ
る
時

は
言
葉
が
先
行
し
て
、
そ
の
一
一
一
一
口
葉
に
心
が
こ
も
っ
て
い
な
い
こ
と
が
あ
る
。
あ
る
時
は
心
の
思
い
と
言
葉
と
も
に
熟
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。

あ
る
時
は
心
と
言
葉
と
も
に
不
十
分
な
こ
と
が
あ
る
。

右
に
引
く
帰
省
禅
師
の
文
に
み
る
い
わ
ゆ
る
「
有
る
時
」
（
或
る
時
）
を
、
道
元
禅
師
は
す
べ
て
有
時
の
現
成
と
し
て
受
け
と
め
よ
う
と
す

る
。
す
な
わ
ち
、
「
意
到
っ
て
句
到
ら
ざ
る
も
有
時
な
り
、
句
到
っ
て
意
到
ら
ざ
る
も
有
時
な
り
。
意
句
二
つ
な
が
ら
と
も
に
到
る
も
有
時
な

り
、
意
句
と
も
に
到
ら
ざ
る
も
有
時
な
り
」
と
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
道
元
禅
師
は
そ
の
時
、
そ
の
時
が
有
と
不
離
一
体
な
る
一
」
と
、
つ
ま
り

有
時
の
現
成
で
あ
る
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
。

●
わ
け
』

さ
ら
に
道
元
禅
師
は
、
こ
こ
に
禅
譜
に
い
う
「
麹
事
い
ま
だ
去
ら
ざ
る
に
馬
事
到
来
す
」
と
の
故
蛎
を
引
い
て
、
尽
界
、
尽
有
す
べ
て
有
時

の
現
成
で
あ
る
こ
と
を
説
こ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
、
麹
を
意
に
た
と
え
、
馬
を
句
に
た
と
え
て
、
到
・
不
到
の
妙
埋
を
語
る
こ
と
に
よ
り
、
言

う
と
こ
ろ
の
「
有
時
」
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
ｌ
鼬
は
の
ろ
く
、
馬
は
速
い
。
が
、
仏
道
に
即
し
て
言
え
ば
、
両
者
と
も
に
各
々
か
く
あ

る
べ
く
し
て
あ
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
絶
対
の
独
立
な
の
で
あ
る
。
な
お
言
い
換
え
る
と
、
い
わ
ゆ
る
蝋
鞭
が
お
わ
っ
て
初
め
て
馬
事

が
来
る
と
い
う
相
対
的
関
係
に
縛
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
一
方
が
未
了
な
る
の
に
、
他
方
が
到
来
し
て
い
る
と
の
事
態
の
現
前
を
直
視
す

る
こ
と
に
よ
り
、
「
到
そ
れ
米
に
あ
ら
ず
、
不
到
こ
れ
未
来
に
あ
ら
ず
」
と
の
事
態
の
妙
理
を
悟
れ
、
と
道
元
禅
師
は
説
い
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

け
い
〃

（
妬
）
前
節
中
、
「
有
時
か
く
の
一
」
と
く
な
り
」
に
続
く
文
章
「
到
は
到
に
墨
醸
せ
ら
れ
て
、
不
到
に
墨
擬
せ
ら
れ
ず
、
不
到
は
不
到
に
望
磯
せ
ら

れ
て
、
到
に
睾
艤
せ
ら
れ
ず
」
は
、
古
来
難
解
で
知
ら
れ
る
。
当
面
は
、
本
文
に
示
す
文
意
に
読
む
が
、
本
節
に
続
く
文
脈
な
る
を
考
慰
し
て
、

再
考
を
は
さ
む
。
望
磯
は
、
妨
げ
で
障
碍
を
受
け
る
の
意
で
あ
る
が
、
他
に
覆
う
の
意
味
も
あ
る
。
が
、
前
者
の
意
に
解
す
る
と
、
こ
こ
の
文

意
が
通
ら
な
い
ｃ
そ
こ
で
、
後
者
の
語
意
で
解
す
る
と
、
「
到
と
い
う
事
態
は
、
到
自
ら
に
よ
り
覆
い
尽
く
さ
れ
て
い
て
、
不
到
の
か
か
わ
る

余
地
が
ま
っ
た
く
な
い
。
ま
た
不
到
な
る
事
態
は
、
不
到
自
ら
に
よ
り
覆
い
尽
く
さ
れ
て
、
到
の
介
入
す
る
余
地
が
な
い
」
と
の
文
意
と
な
り
、

当
面
こ
れ
に
基
づ
き
、
本
文
を
編
む
ほ
か
な
か
っ
た
。

０
）
Ｌ
』
〃
、

ま
た
右
の
文
脈
を
受
け
て
、
「
磯
は
他
法
に
使
得
せ
ら
る
と
い
へ
ど
も
、
他
法
を
礦
す
る
礦
、
い
ま
だ
あ
ら
ざ
ヲ
（
）
な
り
」
と
い
う
本
節
の
原

文
も
難
解
で
あ
る
。
普
通
に
「
障
碍
」
と
言
え
ば
、
他
者
に
妨
げ
ら
れ
る
の
を
言
う
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
即
目
的
に
障
碍
と
い
う
と
き

は
、
障
碍
に
専
一
な
る
が
ゆ
え
に
、
障
碍
以
外
の
何
も
の
も
な
い
趣
き
で
は
な
い
か
、
こ
ん
な
境
地
を
熟
鳳
せ
よ
と
、
果
た
し
て
道
元
禅
師
は
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＊
本
稿
は
、
二
○
○
四
年
度
法
政
大
学
特
別
研
究
助
成
金
の
交
付
に
よ
る
研
究
成
果
で
あ
り
、
か
つ
わ
が
年
来
の
宿
題
、
道
元
「
有
時
」
参
究
の
拙

き
一
端
で
あ
る
。

示
唆
さ
れ
た
も
の
か
。
当
面
は
、
本
文
に
示
す
文
意
に
読
む
こ
と
で
将
来
の
課
題
と
し
た
。

（
師
）
す
で
に
前
段
に
お
い
て
、
意
・
句
・
到
・
不
到
に
つ
い
て
先
覚
者
の
語
に
聞
き
、
道
元
禅
師
は
加
え
て
自
ら
の
意
趣
を
提
示
さ
れ
た
。
が
、

本
節
で
は
、
こ
れ
ら
の
意
趣
が
仏
法
の
真
理
の
立
場
か
ら
簡
潔
に
総
括
さ
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
、
こ
の
教
説
（
い
ま
し
め
）
も
実
は
、
世
間

的
分
別
知
を
も
っ
て
読
ま
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
修
行
の
実
践
を
通
し
て
こ
そ
味
読
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
「
有
時
す
べ

し
」
と
は
、
そ
れ
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
定
め
し
、
仏
法
の
道
理
を
よ
く
究
明
す
る
こ
と
で
有
時
に
つ
い
て
も
、
真
の
意
味
に
把
握
す
べ

く
つ
と
め
よ
、
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

（
羽
）
冒
頭
の
薬
山
大
師
以
下
引
用
し
た
祖
師
た
ち
の
所
論
の
主
眼
点
に
も
れ
た
一
点
に
着
目
し
て
、
道
元
禅
師
は
こ
れ
も
ま
た
「
時
」
と
し
て
拾

だ
か
ぱ

い
あ
げ
、
自
ら
の
論
を
付
記
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
半
」
と
い
う
概
念
に
着
目
し
た
ば
か
り
か
、
そ
れ
を
導
入
し
て
の
「
半
有
時
」
の
論
が

そ
れ
で
あ
る
。
ひ
と
は
、
日
附
の
中
途
半
端
の
な
か
に
わ
が
身
を
見
る
。
人
生
と
い
う
も
の
は
、
い
つ
も
中
途
半
端
で
あ
る
。
そ
ん
な
中
途
半

端
さ
の
な
か
に
あ
る
「
時
」
、
ま
た
迷
え
る
－
１
時
」
は
た
だ
迷
う
ば
か
り
、
そ
ん
な
迷
い
の
さ
な
か
の
時
に
、
ふ
と
迷
う
わ
れ
を
見
川
す
。
か

く
の
ご
と
き
が
「
半
有
時
」
で
、
こ
れ
も
ま
た
、
そ
の
時
、
そ
の
時
と
し
て
、
充
実
し
完
結
し
た
時
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
か
。
ま
さ
に
こ
の

一
点
を
指
し
て
、
道
元
禅
師
は
「
有
時
す
べ
し
」
と
説
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
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