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今
回
の
テ
ー
マ
は
、
今
年
の
干
支
に
ち
な
ん
で
「
ト
ラ
」
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、

私
の
研
究
対
象
と
し
て
い
る
中
世
初
期
の
説
話
の
中
に
も
動
物
の
類
が
と
て
も
多
く

出
て
き
ま
す
。
説
話
に
は
、
例
え
話
を
と
お
し
て
人
々
に
何
か
を
説
き
示
す
と
い
う

性
質
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
の
動
物
を
め
ぐ
る
話
が
何
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
か

を
探
る
楽
し
み
が
あ
る
と
い
え
ま
す
。
今
回
は
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
と
『
今
昔
物

語
集
』
か
ら
「
虎
」
が
出
て
く
る
説
話
を
取
り
上
げ
ま
し
て
、
特
に
そ
こ
に
見
え
る

対
外
国
意
識
と
い
う
も
の
を
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

本
講
座
で
こ
れ
ま
で
に
三
回
の
講
演
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
本
題
に
入
る
前
に
、

今
日
の
話
と
重
複
す
る
部
分
や
関
連
す
る
部
分
に
つ
い
て
、
少
し
確
認
を
し
て
お
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
十
二
支
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
今
回
の
テ
ー
マ
は
「
干
支
を
語
る
：

寅
」
と
あ
り
ま
す
が
、
十
干
十
二
支
は
、
日
本
で
は
年
を
表
す
時
に
使
わ
れ
る
ほ
か
、

日
、
時
間
、
方
角
を
表
す
も
の
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
説
話
で
は
、「
寅
」

の
方
角
や
時
刻
が
毘
沙
門
天
信
仰
と
の
か
か
わ
り
で
登
場
し
て
き
ま
す
の
で
、
後
の

方
で
そ
の
こ
と
に
触
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
講
座
第
一
回
の
時
に
、
加
藤
清
正
の
虎
退
治
の
話
題
が
と
り
あ
げ
ら

れ
た
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
話
は
、
中
世
の
日
本
人
の
虎
に
対
す
る
見
方
を
代
表
す

る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
こ
の
話
題
は
、『
常
山
紀
談
』
と
い
う
江
戸
時

代
の
書
物
の
中
に
「
清
正
虎
を
狩
ら
れ
し
事
」
と
い
う
題
で
記
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、

幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
ま
と
め
ら
れ
た
人
物
列
伝
『
名
将
言
行
録
』
な
ど
に
も
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
今
で
も
祭
り
の
山
車
の
意
匠
に
も
使
わ
れ
て
い
た
り
し
て

い
て
、
非
常
に
よ
く
知
ら
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
い
え
ま
す
。
内
容
は
、
朝
鮮
出
兵
の

お
り
、
清
正
の
小
姓
上
月
左
膳
が
虎
に
噛
み
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
き
っ
か
け

に
、
清
正
が
そ
の
虎
を
撃
ち
殺
し
て
敵
を
討
っ
た
と
い
う
話
で
、
武
将
の
武
勇
譚
と

な
っ
て
い
ま
す
。
は
じ
め
に
結
論
的
な
こ
と
を
申
し
上
げ
る
形
に
な
り
ま
す
が
、
今

日
の
前
半
で
お
話
し
し
た
い
の
は
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
虎
説
話
は
、
こ
の
清
正

の
虎
退
治
が
成
立
す
る
前
提
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

そ
れ
で
は
、『
宇
治
拾
遺
』
に
つ
い
て
み
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
こ
の
説
話
集
に
は
、

虎
説
話
が
三
つ
、
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
第
三
九
話
「
虎
の
鰐
取
り
た
る
事
」、
第

一
五
五
話
「
宗
行
が
郎
等
、
虎
を
射
る
事
」、
第
一
五
六
話
「
遣
唐
使
の
子
、
虎
に

食
は
る
る
事
」
で
、
後
の
二
つ
は
続
け
て
配
列
さ
れ
て
い
ま
す
。
説
話
集
に
は
似
た

内
容
、
あ
る
い
は
対
比
さ
れ
る
内
容
の
説
話
が
隣
同
士
に
な
っ
て
い
る
場
合
が
多
く

あ
り
ま
し
て
、
こ
の
三
つ
の
話
に
つ
い
て
も
、
内
容
的
に
は
、
三
九
話
が
異
色
で
、

一
五
五
と
一
五
六
話
は
対
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

で
は
、
ま
ず
第
三
九
話
「
虎
の
鰐
取
り
た
る
事
」
の
本
文
を
見
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

九
州
の
筑
紫
の
商
人
が
朝
鮮
半
島
の
新
羅
に
商
い
に
行
っ
た
帰
り
の
出
来
事
で

す
。
長
い
航
海
の
た
め
に
、
船
に
水
を
汲
み
入
れ
よ
う
と
し
た
と
き
で
す
。
ふ
と
気

付
く
と
水
に
山
の
影
が
映
っ
て
い
て
、
そ
こ
に
虎
が
何
か
を
狙
っ
て
い
る
様
子
が
見

え
ま
し
た
。
船
に
残
っ
て
い
た
人
た
ち
は
、
こ
れ
は
大
変
と
水
を
汲
ん
で
い
た
人
を

急
い
で
呼
び
戻
し
て
、
船
を
岸
か
ら
離
し
ま
し
た
。
虎
は
船
に
躍
り
か
か
ろ
う
と
し
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た
が
、
船
に
は
届
か
ず
、
海
の
中
に
落
ち
て
し
ま
い
ま
し
た
。
し
ば
ら
く
見
て
い
る

と
、
虎
が
海
か
ら
出
て
き
た
が
、
左
の
前
足
が
膝
か
ら
食
い
ち
ぎ
ら
れ
て
い
た
。
ど

う
も
鰐
鮫
に
や
ら
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
。
ま
た
し
ば
ら
く
見
て
い
る
と
、
そ
の

切
れ
た
ほ
う
の
足
を
水
に
浸
し
て
様
子
を
伺
っ
て
い
る
。
何
を
し
て
い
る
の
か
と
思

う
と
、
鰐
鮫
が
血
の
臭
い
に
誘
き
出
さ
れ
て
や
っ
て
き
た
。
す
る
と
、
虎
は
残
っ
た

右
の
前
足
で
鰐
鮫
を
陸
に
投
げ
入
れ
て
殺
し
て
し
ま
っ
た
と
。
そ
の
様
子
を
見
て
い

た
商
人
た
ち
は
、
あ
ま
り
の
恐
ろ
し
さ
に
船
を
漕
ぐ
手
も
上
の
空
に
な
っ
て
し
ま
っ

て
、
急
い
で
帰
国
し
た
と
い
う
話
に
な
っ
て
い
ま
す
。

御
存
じ
の
と
お
り
、
虎
は
日
本
に
は
生
息
し
て
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
よ
っ
て
、

こ
の
話
は
、
異
国
に
行
っ
て
実
際
に
恐
ろ
し
い
虎
を
見
た
人
々
の
体
験
談
と
い
う
意

義
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
そ
の
主
体
が
商
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
貿
易
な
ど

の
た
め
に
朝
鮮
半
島
に
渡
っ
た
人
た
ち
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
話
で
あ
ろ
う
と
い
う

こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

次
に
第
一
五
五
話
「
宗
行
が
郎
等
、
虎
を
射
る
事
」
に
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

主
人
公
は
「
宗
行
の
郎
等
」、
す
な
わ
ち
壱
岐
守
宗
行
と
い
う
人
の
家
来
で
、
無

名
の
人
物
で
す
。
宗
行
が
さ
さ
い
な
こ
と
で
そ
の
家
来
を
殺
そ
う
と
し
た
の
で
、
彼

が
小
舟
に
乗
っ
て
新
羅
の
国
に
逃
げ
て
い
っ
た
と
こ
ろ
、
金
海
と
い
う
町
で
人
々
が

騒
い
で
い
ま
す
。
何
が
あ
っ
た
の
か
と
思
っ
て
い
る
と
、
一
頭
の
虎
が
何
度
も
町
に

や
っ
て
き
て
人
を
喰
っ
て
は
逃
げ
て
い
く
と
い
い
ま
す
。
そ
れ
を
聞
い
た
郎
等
は
、

自
分
は
主
人
に
殺
さ
れ
そ
う
に
な
っ
て
逃
げ
て
き
た
の
だ
か
ら
、
ど
う
せ
死
ぬ
な
ら

ば
、
そ
の
虎
と
戦
っ
て
死
に
た
い
も
の
だ
と
考
え
ま
す
。
虎
が
め
っ
ぽ
う
強
け
れ
ば

相
討
ち
に
な
る
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
自
分
な
ら
た
だ
喰
わ
れ
る
だ
け
で

は
終
わ
ら
な
い
、
と
い
う
自
信
を
表
明
し
て
い
ま
す
。
注
意
を
し
て
い
た
だ
き
た
い

の
が
、「
こ
の
国
の
人
は
つ
わ
も
の
の
道
、
わ
ろ
き
に
こ
そ
は
あ
ん
め
れ
」
と
い
う

発
言
で
す
。「
こ
の
国
の
人
」
す
な
わ
ち
新
羅
の
人
は
武
芸
が
劣
っ
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
、
日
本
人
で
あ
る
自
分
な
ら
ば
必
ず
虎
を
退
治
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う

の
で
す
。
新
羅
の
人
は
、
そ
の
日
本
人
の
自
信
満
々
の
言
葉
を
国
守
に
報
告
し
ま
し

た
。
人
喰
い
虎
に
は
人
々
も
困
っ
て
い
ま
す
し
、
日
本
人
が
そ
ん
な
こ
と
を
言
う
な

ら
や
ら
せ
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
郎
等
が
召
し
出
さ
れ
ま
し
た
。
ど
う

し
て
そ
ん
な
に
簡
単
に
殺
せ
る
と
言
え
る
か
と
聞
か
れ
て
、
こ
の
男
は
こ
う
答
え
ま

す
。「

こ
の
国
の
人
は
、
我
が
身
を
ば
全
く
し
て
敵
を
ば
害
せ
ん
と
思
ひ
た
れ
ば
、
お

ぼ
ろ
け
に
て
、
か
や
う
の
た
け
き
獣
な
ど
に
は
、
我
が
身
の
損
ぜ
ら
れ
ぬ
べ
け
れ

ば
、
ま
か
り
あ
は
ぬ
に
こ
そ
候
ふ
め
れ
。
日
本
の
人
は
、
い
か
に
も
我
が
身
を
ば

な
き
に
な
し
て
ま
か
り
あ
へ
ば
、
よ
き
事
も
候
ふ
め
り
。
弓
矢
に
携
ら
ん
者
、
何

し
か
は
我
が
身
を
思
は
ん
事
は
候
は
ん
」

新
羅
の
人
々
は
、
自
分
の
身
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
を
第
一
に
考
え
な
が
ら
虎

を
殺
そ
う
と
す
る
か
ら
、
中
途
半
端
に
な
る
の
だ
と
。
だ
か
ら
、
こ
う
い
う
猛
獣
に

は
や
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
か
ら
立
ち
向
か
わ
な
い
こ
と
さ
え
し

な
い
の
で
は
な
い
か
と
。
そ
れ
に
対
し
て
日
本
の
人
は
捨
て
身
で
立
ち
向
か
う
の

で
、
そ
れ
が
成
功
の
要
因
と
な
る
の
だ
と
。
武
士
な
ら
ば
自
分
の
身
を
惜
し
む
こ
と

が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
ま
ず
捨
て
身
で
あ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
主
張
し
て
い

ま
す
。
な
ら
ば
虎
を
必
ず
退
治
し
て
く
れ
る
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
も
、
自
身
の

生
死
は
ど
う
な
る
か
わ
か
ら
な
い
が
、
必
ず
殺
し
て
み
せ
ま
し
ょ
う
と
答
え
て
い
ま

す
。
そ
の
後
、
郎
等
は
、
そ
の
虎
の
居
場
所
と
人
を
襲
う
時
の
様
子
を
確
認
し
て
退

治
に
向
か
い
ま
す
。
周
到
に
準
備
を
し
て
作
戦
を
立
て
る
こ
と
と
、
捨
て
身
で
あ
る
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こ
と
は
矛
盾
し
な
い
の
で
す
。
一
方
、
新
羅
の
人
た
ち
は
、「
日
本
の
人
は
は
か
な

し
、
虎
に
喰
わ
れ
な
ん
」、
日
本
の
人
は
浅
は
か
だ
、
虎
に
喰
わ
れ
る
に
ち
が
い
な

い
、
と
悪
口
を
言
い
つ
つ
結
果
を
待
っ
て
い
ま
し
た
。

果
た
し
て
、
虎
は
、
人
々
に
教
え
ら
れ
た
と
お
り
の
場
所
で
、
教
え
ら
れ
た
と
お

り
に
郎
等
を
襲
っ
て
き
ま
し
た
。
虎
が
大
口
を
開
け
て
躍
り
上
が
っ
て
き
た
瞬
間
に

郎
等
が
弓
矢
を
放
っ
た
と
こ
ろ
、
ち
ょ
う
ど
顎
の
と
こ
ろ
に
矢
が
刺
さ
っ
て
、
さ
ら

に
後
の
二
本
も
命
中
し
て
虎
を
射
抜
き
ま
し
た
。
男
は
戻
っ
て
事
の
首
尾
を
国
守
に

報
告
し
、
人
々
が
見
に
行
っ
た
と
こ
ろ
虎
は
見
事
に
退
治
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の

と
き
に
人
々
が
言
っ
た
こ
と
。
新
羅
の
人
々
は
、
錐
の
よ
う
な
矢
尻
に
毒
を
盛
っ
て

射
る
の
で
、
虎
は
一
発
で
死
な
な
く
て
も
い
つ
か
は
毒
が
回
っ
て
死
ぬ
、
し
か
し
、

こ
の
日
本
人
が
し
た
よ
う
に
、
そ
の
場
で
射
殺
し
て
し
ま
う
こ
と
は
と
て
も
で
き
な

い
。「

日
本
の
人
は
、
我
が
命
死
な
ん
を
も
露
惜
し
ま
ず
、
大
き
な
る
矢
に
て
射
れ
ば
、

そ
の
庭
に
射
殺
し
つ
。
な
ほ
兵
の
道
は
、
日
の
本
の
人
に
は
当
る
べ
く
も
あ
ら
ず
。

さ
れ
ば
、
い
よ
い
よ
い
み
じ
う
恐
ろ
し
く
覚
ゆ
る
国
な
り
」
と
て
怖
ぢ
に
け
り
。

先
に
日
本
人
が
主
張
し
て
い
た
よ
う
に
、
日
本
人
は
自
分
の
命
が
失
わ
れ
る
の
を

少
し
も
惜
し
ま
な
い
の
で
、
弓
矢
一
本
で
射
殺
し
て
し
ま
う
。
武
芸
の
道
で
新
羅
の

人
は
日
本
人
に
敵
わ
な
い
。
日
本
は
た
い
へ
ん
恐
ろ
し
い
国
で
あ
る
こ
と
よ
、
と
こ

こ
に
至
っ
て
二
つ
の
国
の
武
の
優
劣
に
話
が
発
展
し
て
い
ま
す
。
郎
等
は
、
い
わ
ば

日
本
人
の
代
表
と
し
て
新
羅
の
地
で
そ
の
武
勇
を
披
露
し
た
形
に
な
っ
た
わ
け
で

す
。

さ
て
、
こ
の
を
の
こ
を
ば
、
な
ほ
惜
し
み
と
ど
め
て
い
た
は
り
け
れ
ど
、
妻
子
を

恋
ひ
て
筑
紫
に
帰
り
て
、
宗
行
が
も
と
に
行
き
て
、
そ
の
由
を
語
り
け
れ
ば
、「
日

本
の
面
興
し
た
る
者
な
り
」
と
て
、
勘
当
も
許
し
て
け
り
。
多
く
の
物
ど
も
、
禄

に
得
た
り
け
る
、
宗
行
に
も
取
ら
す
。
多
く
の
商
人
ど
も
、
新
羅
の
人
の
い
ふ
を

聞
き
て
語
り
け
れ
ば
、
筑
紫
に
も
、
こ
の
国
の
人
の
兵
は
い
み
じ
き
者
に
ぞ
し
け

る
と
か
。

さ
て
、
こ
の
男
は
、
虎
退
治
に
よ
り
こ
の
町
に
留
め
ら
れ
大
切
に
扱
わ
れ
た
の
で

す
が
、
妻
子
を
恋
し
く
思
っ
て
筑
紫
に
帰
っ
て
き
ま
し
た
。
宗
行
に
も
こ
の
こ
と
を

報
告
し
た
と
こ
ろ
、「
日
本
の
面
興
し
た
る
者
な
り
」、
つ
ま
り
、
日
本
の
面
目
を
果

た
し
た
者
だ
と
い
う
こ
と
で
怒
り
を
解
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

話
全
体
は
、
新
羅
の
人
々
に
比
べ
、
武
に
秀
で
た
日
本
人
の
話
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
話
も
や
は
り
、
最
後
の
行
に
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
商
人
が
日
本
海
を
行
き
来

し
て
い
る
と
き
に
聞
い
て
伝
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
話
は
逆

に
、
日
本
に
伝
え
ら
れ
て
日
本
で
も
武
士
は
素
晴
ら
し
い
も
の
だ
と
も
て
は
や
し
た

と
結
ば
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
話
は
、
実
は
類
話
が
あ
る
の
で
す
が
、
後
で
み
て
い
く

こ
と
に
し
ま
す
。

続
け
て
一
五
六
話
「
遣
唐
使
の
子
、
虎
に
食
は
る
る
事
」
を
読
ん
で
い
き
ま
す
。

遣
唐
使
と
し
て
唐
に
渡
っ
た
人
が
主
人
公
で
す
。
十
歳
ぐ
ら
い
に
な
る
子
供
を
と
て

も
可
愛
が
っ
て
い
た
の
で
唐
に
も
連
れ
て
行
っ
て
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。
雪

が
高
く
降
り
積
も
っ
た
あ
る
日
、
自
分
は
外
出
も
せ
ず
に
い
ま
し
た
が
、
子
供
が
出

て
行
っ
て
し
ま
っ
て
な
か
な
か
帰
っ
て
き
ま
せ
ん
。
お
か
し
い
と
思
っ
て
出
て
み
る

と
、
雪
の
上
に
子
供
の
足
跡
が
あ
っ
て
、
そ
の
後
ろ
に
大
き
な
犬
の
よ
う
な
足
跡
が

あ
り
ま
し
た
。
そ
の
獣
の
足
跡
が
見
え
た
と
こ
ろ
か
ら
、
子
供
の
足
跡
が
消
え
て
い
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た
の
で
、
さ
て
は
虎
が
子
供
を
く
わ
え
て
さ
ら
っ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と

で
、
こ
の
男
は
、
刀
を
抜
き
、
足
跡
を
辿
っ
て
山
の
ほ
う
へ
入
っ
て
行
き
ま
し
た
。

す
る
と
、
や
は
り
岩
穴
の
入
り
口
で
虎
が
子
供
を
喰
い
殺
し
て
腹
を
舐
め
て
伏
せ
て

い
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
不
思
議
な
こ
と
に
こ
の
虎
は
、
遣
唐
使
が
太
刀
を
抜
い

て
近
づ
い
て
も
逃
げ
も
恐
れ
も
せ
ず
、
男
が
そ
の
頭
を
刀
で
打
つ
と
鯉
の
頭
を
割
る

よ
う
に
割
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
脇
か
ら
や
っ
て
き
た
も
う
一
頭
の
虎
の

背
中
を
打
つ
と
、
や
は
り
背
骨
が
ぐ
に
ゃ
ぐ
に
ゃ
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

唐
の
人
は
虎
に
あ
ひ
て
逃
る
ぐ
事
だ
に
難
き
に
、
か
く
虎
を
ば
打
ち
殺
し
て
、
子

を
取
り
返
し
て
来
た
れ
ば
、
唐
の
人
は
い
み
じ
き
事
に
い
ひ
て
、「
な
ほ
日
本
の

国
に
は
兵
の
方
は
な
ら
び
な
き
国
な
り
」
と
め
で
け
れ
ど
、
子
死
に
け
れ
ば
何
に

か
は
せ
ん
。

唐
土
の
人
は
虎
に
遭
っ
た
ら
逃
げ
る
こ
と
さ
え
難
し
く
て
喰
い
殺
さ
れ
て
し
ま
う

の
が
当
然
の
こ
と
な
の
に
、
日
本
の
人
は
虎
を
殺
し
て
子
供
を
取
り
返
し
て
き
た
の

で
、
日
本
人
は
た
い
し
た
も
の
だ
と
唐
土
の
人
は
褒
め
は
や
し
ま
し
た
。
や
は
り
日

本
は
武
術
に
関
し
て
は
比
類
な
い
国
だ
と
讃
え
た
が
、
子
供
が
死
ん
で
し
ま
っ
た
の

で
ど
う
し
よ
う
も
な
い
こ
と
で
あ
る
、
と
話
が
閉
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
一
五
五
話
と
一
五
六
話
は
い
ず
れ
も
、
日
本
人
が
新
羅
あ
る
い
は
唐
の
国
の

人
々
よ
り
も
武
に
お
い
て
優
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
る
内
容
に
な
っ
て
い
ま

す
。
い
ず
れ
も
土
地
の
人
た
ち
が
褒
め
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ

ら
が
説
話
と
し
て
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
採
録
さ
れ
た
背
景
に
は
、
日
本
人
側
の
自

画
自
賛
の
意
識
が
働
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
一
五
五
話
と
一
五
六
話
に
は
、
歴
史
的
記
録
の
中
に
類
話
を
見

出
せ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
レ
ジ
ュ
メ
に
戻
っ
て
確
認
し
て

お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
想
像
に
よ
る
作
り
話
で
は
な
く
実
際
に
事
件
が
あ
っ
て
、

そ
れ
が
対
外
国
意
識
を
強
化
す
る
形
で
説
話
と
し
て
作
り
あ
げ
ら
れ
て
い
っ
た
と
い

う
こ
と
で
す
。

ま
ず
、
一
五
五
話
の
類
話
で
す
が
、
こ
れ
は
『
吾
妻
鏡
』
に
載
っ
て
い
る
出
来
事

で
、『
宇
治
拾
遺
』
の
成
立
よ
り
は
若
干
早
い
も
の
で
す
。

参
河
守
範
頼
、
な
ら
び
に
河
内
の
五
郎
義
長
等
、
二
品
の
命
を
受
け
、
使
者
を
高

麗
国
に
渡
す
の
間
、
対
馬
守
親
光
か
の
島
に
帰
着
す
と
云
々
。
こ
れ
去
々
年
当
島

よ
り
上
洛
せ
ん
と
欲
す
る
の
折
節
、
平
家
鎮
西
に
零
落
す
る
の
間
、
路
次
不
通
に

依
っ
て
纜
を
解
く
に
能
は
ず
。
な
ほ
も
つ
て
在
国
す
る
の
と
こ
ろ
、
中
納
言
知
盛

卿
並
び
に
少
弐
種
直
等
を
奉
行
と
し
て
、
屋
島
に
参
ぜ
し
む
べ
き
の
由
、
そ
の
催

し
に
及
ぶ
。
九
州
二
島
・
中
国
等
、
皆
平
家
の
方
に
従
ふ
と
い
へ
ど
も
、
親
光
独

り
志
を
源
家
に
運
ぶ
の
間
行
き
向
は
ず
。
よ
つ
て
三
ヶ
度
追
討
使
を
遣
は
さ
る
。

い
は
ゆ
る
高
二
郎
大
夫
経
直
（
種
直
が
家
子
）
両
度
、
拒
押
使
宗
房
（
種
益
が
郎

等
）
一
ヶ
度
な
り
。
こ
の
輩
し
き
り
に
下
国
し
、
あ
る
い
は
国
務
を
知
行
し
、
あ

る
い
は
合
戦
に
及
ぶ
。
存
命
し
が
た
き
の
間
、
風
波
を
凌
ぎ
、
去
ぬ
る
三
月
四
日
、

高
麗
国
に
越
え
渡
ら
し
む
の
時
、
妊
婦
を
相
伴
ふ
。
よ
つ
て
仮
屋
を
曠
野
に
構
え

産
生
す
。
時
に
猛
虎
窺
ひ
来
る
。
親
光
が
郎
従
こ
れ
を
射
取
り
を
は
ん
ぬ
。
高
麗

の
国
主
こ
の
事
を
感
じ
、
三
ヶ
国
を
親
光
に
賜
ふ
。
す
で
に
か
の
国
の
臣
た
る
の

と
こ
ろ
、
こ
の
迎
へ
あ
り
て
帰
朝
す
。
件
の
国
主
殊
に
そ
の
余
波
を
惜
し
み
、
重

宝
等
を
与
へ
、
三
艘
の
貢
船
に
納
め
て
こ
れ
を
副
へ
送
る
と
云
々
。

 
（『
吾
妻
鏡
』
元
暦
二
年
〈
一
一
八
五
〉
六
月
十
四
日
）
原
文
は
漢
文
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源
平
の
合
戦
の
こ
ろ
、
対
馬
守
親
光
は
平
家
に
従
わ
ず
、
源
氏
方
に
通
じ
て
い
た

と
い
う
こ
と
で
追
討
の
兵
士
を
差
し
向
け
ら
れ
て
高
麗
に
逃
げ
て
い
き
ま
し
た
。
そ

の
と
き
に
連
れ
て
い
た
妊
婦
が
荒
野
に
建
て
た
小
屋
の
な
か
で
出
産
を
し
た
の
で
す

が
、
お
そ
ら
く
出
産
時
の
血
の
臭
い
を
嗅
ぎ
つ
け
た
の
で
し
ょ
う
、
虎
が
襲
っ
て
き

た
の
で
す
。
親
光
が
こ
れ
を
見
事
退
治
し
た
こ
と
を
聞
い
て
、
高
麗
の
国
主
が
感
心

し
、
近
光
に
三
カ
国
を
与
え
よ
う
と
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
日
本
か
ら
の
迎
え
が

あ
っ
た
た
め
、
親
光
は
高
麗
に
留
ま
る
こ
と
な
く
日
本
に
帰
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
こ

で
、
高
句
麗
の
国
主
は
、
国
を
与
え
る
代
わ
り
に
宝
を
三
艘
の
船
に
納
め
て
親
光
に

与
え
、
日
本
に
戻
し
た
そ
う
で
す
。

『
宇
治
拾
遺
』
の
一
五
五
話
と
は
国
や
主
人
公
が
異
な
り
ま
す
し
、
こ
の
記
事
で

は
親
光
と
郎
等
が
虎
を
射
殺
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
な
ど
の
違
い
も
あ
り
ま
す
。

た
だ
、
ス
ト
ー
リ
ー
と
し
て
、
異
国
に
渡
っ
た
日
本
人
が
虎
と
い
う
恐
ろ
し
い
猛
獣

を
退
治
し
て
、
そ
の
こ
と
を
土
地
の
人
が
褒
め
称
え
た
と
い
う
構
図
に
な
っ
て
い

て
、
語
り
の
背
景
に
共
通
の
意
識
が
見
ら
れ
ま
す
。

も
う
一
つ
の
一
五
六
話
の
ほ
う
で
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、『
日
本
書
紀
』
に

ほ
ぼ
同
じ
話
が
あ
っ
て
、
原
話
と
い
う
捉
え
方
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
西
暦
五
四
五

年
の
出
来
事
で
す
。

冬
十
一
月
。
膳
臣
巴
提
便
還
自
百
済
言
。
臣
被
遣
使
。
妻
子
相
逐
去
。
行
至
百
済

浜
。〈
浜
。
海
浜
也
。〉
日
晩
停
宿
。
小
児
忽
亡
、
不
知
所
之
。
其
夜
大
雪
。
天
暁

始
求
、
有
虎
連
跡
。
臣
乃
帯
刀

甲
。
尋
至
巖
岫
。
抜
刀
曰
。
敬
受
糸
綸
、
劬
労

陸
海
、
櫛
風
沐
雨
、
藉
草
班
荊
者
。
為
愛
其
子
、
令
紹
父
業
也
。
惟
汝
威
神
。
愛

子
一
也
。
今
夜
児
亡
。
追
蹤
覓
至
。
不
畏
亡
命
。
欲
報
故
来
。
既
而
其
虎
進
前
、

開
口
欲
噬
。
巴
提
便
忽
申
左
手
。
執
其
虎
舌
。
右
手
刺
殺
。
剥
取
皮
還
。

膳
臣
巴
提
便
（
は
す
ひ
）
と
い
う
人
物
が
百
済
に
遣
わ
さ
れ
た
時
に
、
連
れ
て

行
っ
た
子
供
が
虎
に
さ
ら
わ
れ
て
死
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。
雪
に
つ
い
た
跡
を
た

ど
っ
て
虎
を
見
つ
け
、
刀
で
退
治
し
た
と
い
う
話
に
な
っ
て
い
ま
す
。
第
一
五
六
話

と
異
な
る
の
は
、
こ
の
出
来
事
を
現
地
の
人
々
が
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
た
か
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
、
全
く
言
及
し
て
い
な
い
点
で
す
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
現
地
の
人
々

の
賛
美
の
部
分
は
『
宇
治
拾
遺
』
第
一
五
六
話
が
形
成
さ
れ
る
段
階
で
加
わ
っ
た
部

分
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
興
味
深
い
の
は
、
結
末
部

分
に
虎
の
皮
を
剥
い
で
戻
っ
て
来
た
と
あ
る
こ
と
で
す
。
あ
と
で
触
れ
ま
す
が
、
虎

の
皮
は
早
く
か
ら
貿
易
の
品
物
や
貢
物
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
ま
し

て
、
巴
提
便
も
虎
の
皮
を
一
つ
の
戦
利
品
と
し
て
持
ち
帰
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
『
宇
治
拾
遺
』
の
中
に
は
三
つ
し
か
虎
の
話
が
な
い
の
で
す
が
、
そ

の
う
ち
の
二
つ
が
明
ら
か
に
外
国
の
地
に
お
け
る
日
本
人
の
武
勇
譚
に
な
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
素
材
と
な
っ
た
事
実
も
存
在
す
る
の
で
す
が
、
そ
れ
ら
を
種
に
日
本
人
が

大
陸
の
人
々
よ
り
も
い
か
に
武
勇
の
点
で
優
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る

説
話
と
し
て
成
長
し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
虎
の
話
は
江
戸
時
代
の
人
た
ち
に
も
注
目
さ
れ
て
い
た
よ
う
で

す
。
あ
る
古
書
店
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
「
近
世
前
期
（
寛
文
・
延
宝
頃
）
写
」
と
い

う
奈
良
絵
本
『
宇
治
拾
遺
虎
物
語
』
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
（
講
演
者
注
：
本
講
演

録
作
成
時
点
で
は
削
除
さ
れ
て
い
る
）。
四
つ
の
説
話
と
そ
れ
に
対
す
る
五
つ
の
挿

絵
で
構
成
さ
れ
て
い
て
、
一
つ
目
の
話
は
、
龍
虎
の
戦
い
と
い
う
よ
く
あ
る
話
、
後

の
三
つ
は
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
『
宇
治
拾
遺
』
の
所
収
話
の
よ
う
で
す
。
残
念
な
が

ら
実
物
を
見
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
詳
し
い
こ
と
は
何
と
も
言
え
ま
せ
ん
が
、
こ
う

い
っ
た
作
品
の
成
立
自
体
が
、
早
く
か
ら
『
宇
治
拾
遺
』
の
中
の
虎
説
話
が
注
目
さ

れ
て
い
た
こ
と
の
一
つ
の
証
左
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
た
だ
虎
の
話
が



44

虎説話にみる対外意識―中世初期を中心に―

面
白
い
か
ら
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
こ
こ
に
日
本
人
の
武
勇
が
語
ら
れ
て
い
る
か
ら

だ
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

こ
う
い
っ
た
話
が
つ
く
ら
れ
て
い
く
背
景
に
は
、
大
き
く
分
け
て
三
つ
の
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
つ
は
、
先
に
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
早
く
か
ら
虎
の
皮
が
貿
易
の
商
品
と
し
て
、

あ
る
い
は
貢
物
と
し
て
日
本
に
入
っ
て
き
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

『
日
本
書
紀
』
巻
二
九
・
天
武
天
皇　

朱
鳥
元
年
〈
六
八
六
〉
四
月
十
九
日
の
記

事
に
は
、
新
羅
か
ら
の
貢
物
の
中
に
「
虎
豹
皮
（
と
ら
な
か
つ
か
み
の
か
は
）」
が

見
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、『
続
日
本
紀
』
天
平
十
一
年
〈
七
三
九
〉
十
二
月
十
日
や
『
日

本
三
代
実
録
』
貞
観
十
四
年
〈
八
七
二
〉
五
月
十
八
日
に
は
、
渤
海
か
ら
の
貢
物
の

中
に
「
大
虫
七
張
」
と
あ
っ
て
、
こ
れ
は
虎
皮
の
こ
と
を
指
し
て
い
ま
す
。『
続
日

本
紀
』
や
『
日
本
三
代
実
録
』
の
記
録
の
間
に
約
二
百
年
の
開
き
が
あ
り
ま
す
が
、

そ
の
間
、
虎
の
皮
が
貢
物
と
し
て
日
本
に
入
っ
て
来
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
確
認
で

き
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
他
に
も
た
く
さ
ん
資
料
が
あ
り
ま
す
。

五
伊
刀
古
（
イ
ト
フ
ル
キ
）　

名
兄
乃
君
（
ナ
ア
ニ
ノ
キ
ミ
ハ
）　

居
居
而
（
ヲ
リ

ヲ
リ
テ
）　

物
尓
伊
行
跡
波
（
モ
ノ
ニ
イ
ユ
ク
ト
ハ
）　

韓
国
乃
（
カ
ラ
ク
ニ
ノ
）   

虎
云
神
乎
（
ト
ラ
ト
イ
フ
カ
ミ
ヲ
）　

生
取
尓
（
イ
ケ
ド
リ
ニ
）　　

八
頭
取
持
来

（
ヤ
ツ
ト
リ
モ
テ
キ
）　

其
皮
乎
（
ソ
ノ
カ
ハ
ヲ
）　

多
多
弥
尓
刺
（
タ
タ
ミ
ニ
サ

シ
テ
）　

八
重
畳
（
ヤ
ヘ
タ
タ
ミ
）　

平
群
乃
山
尓
（
ヘ
グ
リ
ノ
ヤ
マ
ニ
）　

四
月

与
（
ウ
ヅ
キ
ト
ヤ
）
…　

 

（『
万
葉
集
』
乞
食
者
詠
二
首　

三
九
〇
七
／
三
八
八
五
）

『
万
葉
集
』
の
長
歌
で
、「
平
群
山
」
に
掛
か
る
長
い
序
詞
の
部
分
に
「
韓
国
の
虎

と
い
ふ
神
を
生
け
ど
り
に
…
…
そ
の
皮
を
た
た
み
に
さ
し
て
」
と
い
う
表
現
が
見
え

ま
す
。
こ
こ
は
虎
が
「
神
」
と
し
て
登
場
し
て
い
る
の
が
面
白
い
の
で
す
が
、
生
け

捕
り
に
し
て
皮
を
剥
ぎ
畳
に
敷
い
て
、
と
い
う
こ
と
で
、
虎
皮
が
武
勇
譚
と
財
産
獲

得
の
要
素
を
伺
わ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

さ
て
、
日
本
人
に
よ
る
虎
退
治
の
武
勇
譚
の
背
景
の
二
点
目
と
し
て
、
中
世
の
日

本
に
お
い
て
対
外
意
識
と
い
う
も
の
が
非
常
に
強
く
な
っ
て
き
て
い
た
と
い
う
こ
と

が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
虎
を
め
ぐ
る
話
に
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
国
と
大
陸
の
諸
国
と
対

比
し
て
日
本
が
よ
り
優
れ
て
い
る
と
い
う
意
識
が
、
し
ば
し
ば
文
献
に
見
ら
れ
ま

す
。
配
布
資
料
に
載
せ
た
日
本
古
典
文
学
全
集
『
宇
治
拾
遺
物
語
』「
遣
唐
使
の
子
、

虎
に
食
は
る
る
事
」
の
頭
注
の
後
ろ
に
簡
単
な
説
明
が
つ
い
て
い
る
の
で
、
御
覧
く

だ
さ
い
。『
松
浦
宮
物
語
』
の
中
の
日
本
の
優
越
意
識
が
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

他
の
文
献
も
少
し
み
て
み
ま
し
ょ
う
。
配
布
資
料
に
引
用
し
ま
し
た
の
は
、
鴨
長

明
が
編
纂
し
た
説
話
集
『
発
心
集
』
の
跋
文
で
す
。

彼
の
天
竺
は
、
南
州
の
最
中
、
ま
さ
し
く
仏
の
出
で
給
へ
り
し
国
な
れ
ど
、
像

法
の
末
よ
り
、
諸
天
の
擁
護
や
う
や
う
衰
へ
、
仏
法
滅
し
給
へ
る
が
ご
と
し
。
霊

鷲
山
の
い
に
し
へ
の
事
、
虎
・
狼
の
す
み
か
と
な
り
、
祇
園
精
舎
の
ふ
る
き
砌
は
、

わ
づ
か
に
礎
ば
か
り
こ
そ
は
、
残
り
て
侍
る
な
れ
。

し
か
る
を
、
吾
が
国
は
、
昔
、
い
ざ
な
み
・
い
ざ
な
ぎ
の
尊
よ
り
、
百
王
の
今

に
い
た
る
ま
で
、
久
し
く
神
の
御
国
と
し
て
、
其
の
加
護
は
な
ほ
あ
ら
た
か
な
り
。

あ
ま
さ
へ
、
新
羅
・
高
麗
・
支
那
・
百
済
な
ど
云
ひ
て
、
い
き
ほ
ひ
こ
と
の
ほ
か

な
る
国
々
さ
へ
随
へ
つ
つ
、
五
濁
乱
慢
の
い
や
し
き
も
、
な
ほ
大
乗
さ
か
り
に
広

ま
り
給
へ
り
。

 

（『
発
心
集
』
跋
文　

建
保
四
年
〈
一
二
一
六
〉
以
前
）
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か
の
イ
ン
ド
は
、
ま
さ
に
仏
が
お
出
で
に
な
っ
た
国
で
あ
る
の
だ
が
、
像
法
の
末

頃
か
ら
仏
法
の
守
護
神
た
ち
の
力
が
衰
え
て
い
っ
て
仏
法
が
廃
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ

こ
で
は
、
仏
法
の
衰
え
た
証
拠
と
し
て
釈
迦
の
説
法
の
聖
地
で
あ
っ
た
霊
鷲
山
が
虎

や
狼
の
住
処
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
語
っ
て
い
ま
す
。
一
方
、
日
本
は
大
昔
か
ら

神
の
加
護
が
あ
る
国
で
あ
っ
て
、
新
羅
・
高
麗
・
支
那
・
百
済
と
い
っ
た
勢
い
が
さ

か
ん
な
国
ま
で
も
従
え
な
が
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
世
の
中
の
汚
濁
を
超
越
し
て
大
乗
の

教
え
が
広
ま
っ
て
い
る
、
と
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
は
、
日
本
が
こ
れ
ら
の
国
々
よ
り

も
上
の
位
置
に
あ
る
と
い
う
捉
え
方
が
見
ら
れ
ま
す
。
厳
密
に
い
え
ば
政
治
や
武
力

の
面
で
は
な
く
て
宗
教
的
な
意
味
か
ら
の
優
位
性
で
す
が
、
仏
法
が
日
本
古
来
の

神
々
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
い
る
の
で
広
ま
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
論
理
で
、
日
本
の

優
越
性
を
述
べ
て
い
ま
す
。

日
本
に
は
古
来
、
大
陸
か
ら
様
々
な
文
化
が
入
っ
て
き
て
い
ま
し
た
の
で
、
中
世

に
な
っ
て
急
に
対
外
国
意
識
が
芽
生
え
た
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
対
外
国
へ
の
意

識
に
変
化
が
生
じ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
奈
良
・
平
安
時
代
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
文
化
を
諸
国
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
多
か
っ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
王
朝
貴
族
の

時
代
が
衰
退
す
る
に
従
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
価
値
観
に
変
化
が
生
じ
て
い
き
ま
し

た
。
ち
ょ
う
ど
仏
教
で
い
う
末
世
が
到
来
し
、
現
実
世
界
の
混
迷
と
重
な
っ
た
と
い

う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
改
め
て
日
本
を
神
の
国
と
す
る
思
想
が
強
ま
っ

て
い
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
神
国
思
想
は
、
は
じ
め
は
貴
族
社
会
か
ら
生
じ
た
も
の

で
し
た
が
、
新
し
い
時
代
の
担
い
手
で
あ
る
武
士
層
の
存
在
意
義
の
軸
の
一
つ
と
も

な
っ
て
い
き
ま
す
。
武
力
に
よ
っ
て
政
権
を
支
え
、
国
を
守
る
武
士
た
ち
に
と
っ
て

そ
の
武
勇
の
支
え
に
な
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
さ
ら
に
は
、
武
を
軸
と
し
た
対
外
国

意
識
に
お
い
て
日
本
の
優
越
と
い
う
も
の
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
だ
と
思
い
ま

す
。
背
景
に
は
、
日
本
よ
り
進
ん
で
い
る
国
か
ら
文
化
を
受
け
入
れ
て
き
た
と
い
う

劣
等
感
が
あ
っ
て
そ
の
裏
返
し
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
平
安
の
末
期
か
ら

中
世
に
か
け
て
は
、
日
本
人
が
日
本
国
と
い
う
も
の
を
強
く
意
識
し
た
時
代
で
し

た
。
実
は
、
和
歌
の
世
界
に
も
そ
う
い
っ
た
意
識
を
う
か
が
わ
せ
る
文
言
が
た
び
た

び
出
て
き
ま
す
。
今
回
は
資
料
に
例
を
載
せ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
例
え
ば
、
中
国
の

漢
文
体
に
対
し
て
、
和
語
で
思
想
・
感
情
を
表
現
す
る
こ
と
の
意
義
付
け
が
神
へ
の

信
仰
と
結
び
つ
い
て
い
っ
て
、
和
歌
が
神
に
護
ら
れ
た
日
本
国
の
固
有
性
を
主
張
す

る
根
拠
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
虎
説
話
も
そ
の
流
れ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
と
思
い
ま

す
。そ

れ
か
ら
、
一
点
目
と
二
点
目
と
も
関
わ
っ
て
い
ま
す
が
、
三
点
目
と
し
て
、
武

士
を
中
心
と
し
て
虎
皮
へ
の
憧
れ
と
い
っ
た
も
の
が
見
ら
れ
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
点

に
つ
い
て
、
歴
史
学
者
の
保
立
道
久
氏
が
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

朝
鮮
に
行
く
商
人
た
ち
は
虎
皮
が
も
っ
と
も
割
の
よ
い
貿
易
商
品
に
な
る
理
由

が
、
虎
皮
の
異
国
趣
味
的
な
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
な
る
こ
と
は
よ
く
知
っ
て
い
た

に
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
国
際
的
商
人
に
付
す
る
呪
物
性
。
フ
ェ

テ
ィ
シ
ズ
ム
は
前
近
代
的
な
他
国
観
、
異
民
族
観
を
最
大
の
地
盤
に
し
て
い
る
の

で
あ
り
、
商
人
た
ち
が
そ
の
よ
う
な
観
念
に
ド
ッ
プ
リ
と
ひ
た
っ
て
い
た
の
は
当

然
の
こ
と
で
あ
る
。
私
も
、
対
外
的
経
済
交
流
の
活
発
化
が
、
即
、
善
隣
関
係
の

進
展
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
の
は
今
も
昔
も
変
る
こ
と
で
は
な
い
と
思
う
。
そ

の
意
味
で
、
虎
皮
に
対
す
る
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
「
日
本
的
武
勇
」
の
象
徴
と
し

て
の
「
虎
退
治
譚
」
が
相
互
に
結
合
し
て
、
そ
の
ボ
ル
テ
ー
ジ
を
高
め
て
い
く
の

は
一
つ
の
必
然
で
あ
っ
た
。

 （
保
立
道
久
「
海　

虎
・
鬼
ヶ
島
と
日
本
海
海
域
史
」　　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

戸
田
芳
美
編
『
中
世
の
生
活
空
間
』
有
斐
閣　

一
九
九
三
年
八
月
、
第
六
章
）
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日
本
に
存
在
し
な
か
っ
た
虎
や
虎
皮
は
、
そ
れ
に
対
す
る
憧
れ
と
、
そ
れ
を
手
に

入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
優
越
感
を
生
ん
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
保
立
氏
は
、

「
対
外
的
経
済
交
流
の
活
発
化
が
、
即
、
善
隣
関
係
の
進
展
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な

い
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
地
域
間
の
交
流
が
さ
か
ん
に
な
れ
ば
両
者
の
関
係
の
改

善
や
緊
密
化
に
つ
な
が
る
と
い
う
の
が
一
般
的
な
捉
え
方
で
す
が
、
一
方
で
、
経
済

的
な
交
流
は
却
っ
て
国
家
間
地
域
間
の
摩
擦
や
競
争
、
さ
ら
に
は
優
劣
意
識
を
生
み

出
す
場
合
が
あ
る
わ
け
で
す
。
付
き
合
う
こ
と
で
対
異
国
意
識
と
い
う
も
の
が
む
し

ろ
強
く
な
っ
て
い
く
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
虎
皮
に
神
秘
的
な
価
値
が
付
加
さ
れ
て

い
っ
て
、
そ
れ
を
獲
得
す
る
こ
と
と
純
粋
な
武
勇
の
象
徴
と
し
て
の
虎
退
治
が
結
び

合
っ
て
、
虎
の
棲
む
国
の
征
服
と
い
っ
た
方
向
性
を
も
生
み
出
し
て
い
っ
た
と
い
え

ま
す
。
加
藤
清
正
の
虎
退
治
の
話
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
流
れ
の
中
に
出
て
く
る
の

で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
朝
鮮
征
伐
と
い
う
こ
と
と
、
虎
退
治
の
話
と
い
う
の
は
二
重

に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
単
に
虎
を
退
治
し
た
と
い
う
よ
り
も
異
国
に
対
し
て

日
本
の
武
の
優
越
性
と
い
う
も
の
を
見
せ
つ
け
る
、
そ
う
い
っ
た
意
味
が
あ
る
話
で

し
て
、『
宇
治
拾
遺
』
の
一
五
五
話
な
ど
は
そ
の
前
提
に
な
る
も
の
と
い
っ
て
い
い

と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
次
は
『
宇
治
拾
遺
』
の
比
較
の
対
象
と
し
て
、
約
百
年
前
に
成
立
し
た
説

話
集
『
今
昔
物
語
集
』
の
虎
説
話
に
つ
い
て
簡
単
に
見
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

先
ほ
ど
み
た
と
お
り
、
平
安
末
期
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
資
料
に
は
国
家
意
識
が
う

か
が
え
る
も
の
が
あ
っ
て
、『
宇
治
拾
遺
』
の
虎
説
話
も
そ
の
一
環
と
し
て
と
ら
え

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
遡
っ
て
『
今
昔
物
語
集
』
で
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ

と
を
探
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

『
今
昔
』
は
、
仏
教
伝
来
の
道
筋
で
あ
る
天
竺
、
震
旦
、
本
朝
、
す
な
わ
ち
イ
ン
ド
、

中
国
、
日
本
の
三
つ
の
地
域
の
話
を
集
め
た
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
仏
法
部
と
世
俗

部
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
の
三
つ
の
地
域
に
中
に
含
ま
れ
て

い
る
虎
説
話
が
そ
れ
ぞ
れ
違
う
観
点
で
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

ま
ず
、
巻
一
に
収
め
ら
れ
て
い
る
説
話
で
、
あ
る
翁
の
出
家
を
め
ぐ
る
話
で
す
。

佛
ケ
説
テ
宣
ハ
ク
、「
汝
、
善
ク
聴
ケ
、
此
翁
ハ
過
去
ノ
八
万
劫
ノ
土
地
ヲ
塵
ト

成
シ
テ
一
劫
ニ
充
テ
、
其
ノ
数
ヨ
リ
モ
前
ニ
人
ト
生
レ
テ
獵
師
ト
有
キ
。
鹿
ヲ
射

ト
思
テ
待
チ
立
リ
シ
間
、
俄
ニ
虎
来
テ
喰
ム
ト
為
シ
時
、
獵
師
、
虎
ノ
難
ヲ
免
カ

レ
ム
ガ
為
メ
ニ
只
一
度
『
南
无
佛
』
ト
申
シ
キ
。
其
ノ
獵
師
ト
云
ハ
此
翁
也
。
然

レ
バ
其
ノ
善
根
不
朽
ズ
シ
テ
于
今
有
リ
。
此
ニ
依
テ
出
家
ヲ
許
ス
也
。
汝
ハ
其
レ

ヲ
不
知
ズ
シ
テ
出
家
ヲ
不
許
サ
ヾ
ル
也
」
ト
。

 

（『
今
昔
』
巻
一　

翁
、
詣
佛
所
出
家
語
第
廾
七
）

こ
の
翁
に
は
出
家
を
し
て
仏
道
に
入
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
種
が
無
い
の
で
は

な
い
か
と
問
わ
れ
た
の
に
対
し
て
、
仏
が
答
え
た
言
葉
で
す
。
こ
の
翁
は
、
も
と
も

と
猟
師
だ
っ
た
の
で
す
が
、
あ
る
と
き
鹿
を
待
ち
構
え
て
い
て
自
身
が
虎
に
襲
わ
れ

そ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
と
き
そ
の
難
を
逃
れ
る
た
め
に
、
た
っ
た
一
度
「
南
無

仏
」
と
唱
え
た
の
で
す
。
そ
れ
が
善
根
と
な
っ
て
朽
ち
ず
に
今
ま
で
存
在
し
て
い

る
、
だ
か
ら
こ
の
翁
に
出
家
を
許
す
理
由
が
あ
る
の
だ
、
と
説
明
し
て
い
ま
す
。
つ

ま
り
、
こ
の
説
話
で
は
、
虎
そ
の
も
の
は
重
要
な
役
目
を
果
た
す
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
仏
道
へ
の
機
縁
を
作
っ
た
存
在
と
な
っ
て
い
ま
す
。

次
に
挙
げ
た
巻
二
、
四
に
収
め
ら
れ
た
説
話
は
、
釈
迦
の
前
生
を
語
る
話
、
前
生

譚
と
し
て
た
い
へ
ん
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
「
捨
身
飼
虎
」
の
語
り
を
引
用
し
た
も
の

と
な
っ
て
い
ま
す
（
引
用
中
の
■
は
欠
字
）。
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今
昔
、
天
竺
ニ
一
ノ
國
有
リ
、
一
ノ
山
有
リ
。
其
ノ
山
ニ
一
ノ
狐
住
ム
、
亦
、

一
ノ
虎
住
ム
。
此
ノ
狐
、
彼
ノ
虎
ノ
威
ヲ
借
テ
諸
ノ
獸
ヲ
恐
シ
ケ
リ
。
虎
、
此
ノ

事
ヲ
聞
テ
狐
ノ
所
ニ
行
テ
責
テ
云
ク
、「
汝
ヂ
何
ゾ
威
ヲ
借
テ
諸
ノ
獸
ヲ
恐
セ
ル

ゾ
」
ト
。
狐
、
天
地
ノ
神
ヲ
懸
テ
諍
フ
ト
云
ヘ
ド
モ
、
虎
、
更
ニ
不
信
ズ
。
狐
術

无
ク
テ
迯
テ
去
ナ
ム
ト

思
テ
、
走
リ
迯
ル
程
ニ
、
不
意
ニ
穴
井
ノ
有
ケ
ル
ニ
落
入
ヌ
。
其
ノ
井
深
ク
シ

テ
可
登
キ
樣
无
ク
テ
、
井
ノ
底
ニ
臥
フ
シ
乍
ラ
、
世
間
ノ
无
常
ヲ
観
ジ
テ
一
念
ノ

菩
提
心
ヲ
■
ス
、「
昔
ノ
薩
埵
王
子
ハ
虎
ニ
身
ヲ
施
シ
テ
菩
提
心
ヲ
■
セ
リ
。
我

レ
、
今
亦
、
如
然
キ
也
」
ト
。

其
ノ
時
ニ
大
地
ニ
六
種
ニ
震
動
ス
、
六
欲
天
皆
動
ズ
。
此
ニ
依
テ
文
殊
・
天
帝

尺
、
共
ニ
仙
人
ノ
形
ト
成
テ
、
穴
井
ノ
許
ニ
至
給
テ
狐
ニ
問
テ
云
ク
、「
汝
ヂ
何

ナ
ル
心
ヲ
■
コ
シ
、
何
ナ
ル
願
ヲ
成
セ
ル
ゾ
」
ト
。
狐
、
荅
テ
云
ク
、「
若
シ
我

ガ
思
フ
所
ノ
事
ヲ
知
ラ
ム
ト
思
ハ
ヾ
、
先
ズ
我
ヲ
引
上
ゲ
ヨ
。
其
後
ニ
可
云
シ
」

ト
云
フ
時
ニ
、
云
フ
ニ
随
テ
引
上
ゲ
ツ
。

其
ノ
後
、「
早
ク
云
ヘ
」
ト
責
ル
ニ
、
狐
登
ニ
ケ
レ
バ
菩
提
心
ヲ
忽
ニ
忘
テ
、「
不

云
ズ
シ
テ
迯
ナ
ム
」
ト
思
フ
心
付
ヌ
。
其
ノ
心
ヲ
見
テ
、
仙
人
、
忽
ニ
降
魔
ノ
相

ニ
成
テ
釼
・
鉾
ヲ
以
テ
責
ル
ニ
、
狐
、
上
件
ノ
事
ヲ
語
ル
。
仙
人
、
此
ノ
事
ヲ
聞

テ
慈
悲
ノ
心
ヲ
■
シ
テ
狐
ヲ
讚
テ
云
ク
、「
汝
ヂ
、
一
念
ノ
菩
提
心
ヲ
■
セ
ル
ニ

依
テ
命
終
シ
テ
後
、
釈
迦
佛
ノ
御
世
ニ
菩
薩
ト
成
テ
二
ノ
名
ヲ
可
得
シ
。
一
ハ
大

弁
才
天
ト
云
ヒ
、
二
ハ
堅
■
地
神
ト
可
云
シ
。
八
万
四
千
ノ
鬼
神
ヲ
仕
率
ト
シ
テ

一
切
衆
生
ニ
福
ヲ
授
ク
ベ
シ
」
ト
云
テ
、
掻
消
ツ
様
ニ
失
ヌ
。

 

其
ノ
時
ノ
仙
人
ト
云
ハ
、
今
ノ
文
殊
、
此
レ
也
。
其
ノ
時
ノ
狐
ト
云
ハ
、
今
ノ
堅

■
地
神
、
此
レ
也
。
此
ノ
菩
薩
ハ
身
ノ
長
ハ
千
丈
也
。
八
ノ
手
有
リ
、
二
ハ
合
掌

シ
タ
リ
、
六
ハ
鎰
・
鋤
・
鎌
・　

等
ヲ
取
テ
、
一
切
衆
生
ニ
五
穀
ヲ
令
造
テ
福
ヲ

与
フ
ル
也
。
九
億
四
千
ノ
鬼
神
ヲ
仕
ヘ
リ
。
然
レ
バ
、
一
念
ノ
菩
提
心
、
不
可
思

議
也
。
世
間
ニ
「
狐
ハ
虎
ノ
威
ヲ
借
」
ト
云
フ
事
ハ
此
レ
ヲ
云
フ
ト
ゾ
語
リ
傳
ヘ

タ
ル
ト
ヤ
。

 

（『
今
昔
』
巻
二　

天
竺
狐
、
借
虎
威
被
責
■
菩
提
心
語
第
廾
一
）

「
佛
ノ
世
ニ
出
テ
菩
薩
ノ
道
ヲ
行
給
ヒ
シ
事
ハ
、
我
等
衆
生
ヲ
利
益
抜
濟
シ
給
ハ

ム
ガ
為
也
。
傳
ヘ
聞
ケ
バ
、
人
ヲ
濟
ヒ
給
フ
道
ニ
ハ
身
ヲ
モ
■
ヲ
モ
不
貧
ズ
、
命

ヲ
モ
捨
給
フ
。
所
謂
一
ノ
羽
ノ
鴿
ニ
身
ヲ
捨
テ
、
七
ツ
ノ
虎
ニ
命
ヲ
亡
ボ
シ
眼
ヲ

扶
テ
婆
羅
門
ニ
施
シ
、
血
ヲ
出
シ
テ
婆
羅
門
ニ
飲
シ
メ
、
如
此
ク
有
難
キ
事
ヲ
ソ

ラ
施
シ
給
フ
。
…
…
」
ト

 

（『
今
昔
』
巻
四　

天
竺
佛
、
為
盗
人
■
被
取
眉
間
玉
語
第
十
七
）

面
白
い
の
は
巻
二
の
天
竺
の
狐
の
話
で
す
。「
虎
の
威
を
借
る
狐
」
が
い
て
周
囲

の
獣
た
ち
に
恐
れ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
を
虎
か
ら
責
め
立
て
ら
れ
た
狐

は
、
逃
げ
去
る
途
中
で
空
井
戸
に
落
ち
て
し
ま
っ
て
登
る
こ
と
も
で
き
ず
に
底
に
臥

し
て
い
る
時
に
、
世
の
無
常
を
感
じ
て
仏
道
を
目
指
す
心
を
起
こ
し
ま
す
。
そ
の
狐

の
菩
提
心
を
感
知
し
た
文
殊
菩
薩
や
帝
釈
天
が
穴
の
と
こ
ろ
に
や
っ
て
き
て
「
ど
う

い
う
心
で
そ
の
願
い
を
果
た
そ
う
と
す
る
の
か
」
と
聞
い
た
と
こ
ろ
、
狐
は
「
自
分

が
思
う
と
こ
ろ
を
知
り
た
い
の
な
ら
ば
、
穴
か
ら
引
上
げ
て
く
だ
さ
い
。
そ
う
し
た

ら
話
し
ま
す
」
と
言
い
ま
し
た
。
狐
の
ず
る
賢
い
イ
メ
ー
ジ
が
説
話
で
も
描
か
れ
て

い
ま
す
ね
。
引
き
上
げ
ら
れ
た
あ
と
に
「
早
く
言
え
」
と
責
め
ら
れ
た
の
で
す
が
、

身
が
安
全
に
な
っ
た
と
た
ん
に
菩
提
心
を
忘
れ
て
そ
の
ま
ま
逃
げ
て
し
ま
お
う
と
し

ま
し
た
。
し
か
し
、
相
手
は
文
殊
や
帝
釈
天
で
す
か
ら
さ
ら
に
強
く
責
め
立
て
ら
れ

た
挙
句
、
観
念
し
て
そ
の
心
を
語
り
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
狐
は
、
生
ま
れ
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変
わ
っ
て
二
つ
の
名
前
、
ひ
と
つ
は
大
弁
才
天
、
も
う
ひ
と
つ
は
堅
牢
地
神
つ
ま
り

大
地
の
神
の
名
を
得
る
だ
ろ
う
、
と
約
束
さ
れ
た
の
で
す
。「
虎
の
威
を
借
る
狐
」

と
い
う
慣
用
句
の
も
と
と
な
っ
た
話
を
踏
ま
え
つ
つ
、
虎
の
脅
威
は
、
そ
れ
を
利
用

し
た
狐
が
仏
道
に
入
る
き
っ
か
け
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
虎
そ
の
も
の

が
仏
教
の
遣
い
と
い
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
虎
に
襲
わ
れ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と

な
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
巻
一
と
共
通
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

狐
は
、
空
井
戸
に
落
ち
た
際
に
「
薩
埵
王
子
は
虎
に
身
を
捧
げ
て
菩
提
心
を
起
こ

さ
れ
た
が
、
今
の
自
分
は
同
じ
よ
う
な
も
の
だ
」
と
捨
身
飼
虎
の
説
話
を
思
い
出
し

て
い
ま
す
。
狐
の
落
ち
た
と
こ
ろ
に
虎
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
比
喩
的
に
想
起
し

て
い
る
わ
け
で
す
。
改
め
て
そ
の
捨
身
飼
虎
の
話
を
見
て
お
き
ま
す
。

有
一
虎
。
適
産
七
日
而
有
七
子
。
圍
繞
周
匝
飢
餓
窮
悴
。
身
體
羸
痩
命
將
欲
絶
。

…
（
中
略
）
…
我
今
爲
利
諸
衆
生
故
。
證
於
最
勝
無
上
道
故
。
大
悲
不
動
捨
難
捨

故
。
爲
求
菩
提
智
所
讃
故
。
欲
度
三
有
諸
衆
生
故
。
欲
滅
生
死
怖
畏
熱
惱
故
。
是

時
王
子
作
是
誓
已
。
即
自
放
身
臥
餓
虎
前
。
…
（
中
略
）
…
虎
今
羸
痩
身
無
勢
力
。

不
能
得
我
身
血
肉
食
。…（
中
略
）…
即
以
乾
竹
刺
頸
出
血
。
於
高
山
上
投
身
虎
前
。

 

（『
金
光
明
経
』
巻
四
・
捨
身
品
第
一
七
）

釈
迦
が
、
三
人
兄
弟
の
末
っ
子
摩
訶
薩
埵
王
子
と
し
て
生
き
て
い
た
と
き
の
こ
と

で
す
。
あ
る
と
き
兄
弟
三
人
で
竹
林
の
中
を
歩
い
て
い
る
と
、
虎
が
横
た
わ
っ
て
い

ま
し
た
。
七
匹
の
子
ど
も
を
出
産
し
て
か
ら
七
日
が
経
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
衰
弱

し
き
っ
て
い
て
今
に
も
死
に
そ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
ま
ま
飢
え
た
ら
産
ん
だ
ば

か
り
の
子
ど
も
を
食
べ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
と
い
う
状
況
で
し
た
。
上
の
二
人
の
王

子
は
、
心
苦
し
い
が
仕
方
の
な
い
こ
と
と
い
っ
て
そ
こ
を
立
ち
去
る
の
で
す
が
、
三

番
目
の
摩
訶
薩
埵
王
子
は
今
こ
そ
自
分
の
身
を
捨
て
る
と
き
が
来
た
と
い
っ
て
、
虎

の
前
に
自
分
の
身
を
横
た
え
て
食
べ
さ
せ
よ
う
と
し
ま
す
。
し
か
し
、
虎
は
痩
せ
衰

え
て
し
ま
っ
て
力
も
な
い
の
で
、
王
子
を
食
べ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
王

子
は
自
分
を
竹
で
刺
し
て
血
を
出
し
、
そ
し
て
高
い
山
か
ら
虎
の
前
に
身
を
投
げ
て

我
が
身
を
食
べ
さ
せ
た
と
い
う
話
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
「
捨
身
飼
虎
」
が
菩
薩
行
を
語
る
も
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
る
説
話

で
も
虎
は
、
発
心
や
菩
薩
行
の
き
っ
か
け
と
な
る
存
在
に
な
っ
て
い
て
、
仏
教
の
教

え
の
中
に
虎
が
重
要
な
役
割
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
ま
す
。
そ
れ
が
『
今
昔
』
天
竺

の
部
の
虎
の
姿
に
な
っ
て
い
ま
す
。
い
い
か
え
れ
ば
、『
今
昔
』
の
中
で
は
、
天
竺

は
仏
教
の
発
祥
の
地
と
い
う
意
味
が
非
常
に
強
く
、
そ
の
地
に
い
る
虎
は
仏
教
と
深

い
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

や
や
横
道
に
そ
れ
ま
す
が
、『
閑
居
友
』
と
い
う
説
話
集
の
中
に
、
日
本
か
ら
唐
、

イ
ン
ド
へ
と
渡
っ
た
真
如
法
親
王
が
最
後
、
虎
に
遭
遇
し
て
命
を
落
と
し
た
と
さ
れ

て
い
る
話
が
あ
り
ま
す
。

渡
り
給
ひ
け
る
道
の
用
意
に
、
大
柑
子
お
三
つ
持
ち
給
ひ
た
り
け
る
を
、
飢
れ
た

る
姿
し
た
る
人
出
で
来
て
、
乞
ひ
け
れ
ば
、
取
り
出
て
、
中
に
も
小
さ
き
を
与
へ

給
へ
り
。
こ
の
人
、「
同
じ
く
は
、
大
き
な
る
を
は
与
ら
ば
や
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、

「
我
は
、
こ
れ
に
て
末
か
ぎ
ら
ぬ
道
お
行
く
べ
し
。
汝
は
、
こ
ゝ
の
も
と
の
人
也
。

さ
し
あ
た
り
た
る
飢
お
ふ
せ
き
て
は
、
足
り
ぬ
べ
し
」
と
あ
り
け
れ
ば
、
こ
の
人
、

菩
薩
の
行
は
、
さ
る
事
な
し
。
汝
、
心
小
さ
し
、
心
小
さ
き
人
の
施
す
物
お
ば
受

く
べ
か
ら
ず
」
と
て
、
か
き
消
ち
失
せ
に
け
り
。
親
王
、
あ
や
し
く
て
、「
化
人

の
出
来
て
、
我
が
心
を
は
か
り
給
ひ
け
る
に
こ
そ
」
と
、
悔
し
く
、
あ
ぢ
き
な
し
。

　

さ
て
、
や
う
や
う
進
み
行
く
ほ
ど
に
、
つ
い
に
虎
に
行
き
遇
ひ
て
、
む
な
し
く
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歐
尚
、
戀
死
父
墓
造
菴
居
住
語
第
八

　
　
　

―
孝
子
譚　

巻
十　

 

李
廣
箭
、
射
立
似
母
巖
語
第
十
七

　
　
　

―
孝
子
譚　

岩
を
、
母
を
殺
し
た
虎
と
勘
違
い

巻
七
の
二
つ
は
、
主
人
公
が
『
法
華
経
』
を
誦
む
の
を
聞
い
た
虎
に
、
後
日
な
ん

ら
か
の
形
で
功
徳
が
現
れ
る
と
い
う
話
に
な
っ
て
い
ま
す
。
同
じ
く
仏
教
の
話
で
は

あ
る
の
で
す
が
、
震
旦
の
部
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
の
発
心
の
き
っ
か
け
を
与
え
る

部
分
で
は
な
く
て
、
功
徳
を
受
け
る
側
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
特
徴
的
な
の
は
巻
九
の
第
五
話
と
第
八
話
、
巻
十
の
第
一
七
話
で
、
こ

れ
ら
は
い
わ
ゆ
る
孝
子
譚
、
親
孝
行
の
人
の
話
に
な
っ
て
い
ま
す
。
巻
九
の
第
五

話
、
楊
威
の
孝
行
譚
は
他
の
書
物
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
虎
に
襲
わ
れ

た
と
き
に
孝
行
の
気
持
ち
か
ら
出
た
涙
に
虎
が
感
じ
て
襲
う
こ
と
を
や
め
る
と
い
う

話
で
す
。
ま
た
、
巻
十
の
第
一
七
話
で
は
、
主
人
公
は
虎
に
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
母

親
の
敵
を
う
つ
た
め
に
出
か
け
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
虎
を
見
つ
け
て
矢
で
し
と
め

た
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
矢
が
刺
さ
っ
て
い
た
の
は
岩
で
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
こ
で
、

も
う
一
度
岩
に
矢
を
刺
そ
う
と
し
た
が
、
刺
さ
ら
な
い
。
最
初
は
、
親
を
思
う
心
が

あ
っ
た
か
ら
こ
そ
岩
を
も
射
と
お
す
こ
と
が
で
き
た
、
と
い
う
の
で
す
。

三
番
目
に
本
朝
で
す
。
実
は
日
本
の
話
の
中
で
虎
の
存
在
が
何
ら
か
の
意
味
を
持

つ
も
の
は
、
巻
二
九
の
第
三
一
話
「
鎮
西
人
、
渡
新
羅
値
虎
語
」
一
話
し
か
あ
り
ま

せ
ん
。
こ
れ
は
『
宇
治
拾
遺
』
一
五
六
話
と
同
話
で
す
。
分
類
で
い
う
な
ら
ば
世
俗

譚
で
す
ね
。

こ
の
よ
う
に
見
て
い
き
ま
す
と
、『
今
昔
』、『
宇
治
拾
遺
』
は
、
平
安
末
期
か
ら

中
世
に
か
け
て
の
二
大
説
話
集
と
い
う
こ
と
で
同
類
話
も
非
常
に
多
く
含
ま
れ
て
い

る
の
で
す
が
、
虎
説
話
に
関
し
て
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
と
い
え
ま
す
。『
宇
治
拾

命
終
り
ぬ
と
な
ん
。

 

（『
閑
居
友
』
上
・
一　

真
如
親
王
、
天
竺
に
渡
り
給
ふ
事
）

唐
に
渡
っ
た
真
如
法
親
王
が
、
あ
る
と
き
飢
え
た
人
に
会
い
ま
す
。
持
っ
て
い
た

三
つ
の
み
か
ん
を
く
だ
さ
い
と
言
わ
れ
て
小
さ
い
の
を
あ
げ
た
と
こ
ろ
、
乞
食
が
ど

う
せ
な
ら
大
き
い
ほ
う
を
く
れ
れ
ば
い
い
の
に
と
言
い
ま
し
た
。
真
如
法
親
王
は

「
あ
な
た
は
土
地
の
人
だ
か
ら
当
面
の
飢
え
を
凌
げ
ば
い
い
で
し
ょ
う
。
私
は
い
つ

終
わ
る
か
も
わ
か
ら
な
い
旅
に
出
て
い
る
の
で
、
大
き
い
の
は
あ
げ
ら
れ
な
い
」
と

断
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
す
る
と
、
こ
の
人
は
、
菩
薩
の
業
と
い
う
の
は
そ
の
よ
う
な

も
の
で
な
な
い
だ
ろ
う
、
心
の
小
さ
い
人
の
物
は
も
ら
う
べ
き
で
は
な
い
、
と
言
っ

て
ふ
っ
と
か
き
消
え
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
親
王
は
、
こ
れ
は
仏
の
遣
い
が
自
身
の

心
を
試
そ
う
と
し
た
の
だ
と
気
づ
い
て
後
悔
す
る
の
で
す
が
、
ど
う
し
よ
う
も
な

か
っ
た
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
イ
ン
ド
を
目
指
し
て
進
ん
で
い
く
途
中
、
虎
に
喰
わ
れ

て
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う
話
で
す
。

こ
の
話
も
施
し
を
惜
し
ん
だ
た
め
に
虎
に
喰
わ
れ
て
死
ん
だ
、
と
読
む
な
ら
ば
、

虎
は
、
人
の
利
他
の
心
や
菩
提
心
を
試
し
た
り
裁
い
た
り
で
き
る
存
在
と
い
う
こ
と

に
な
る
で
し
ょ
う
。

次
の
二
つ
目
の
地
域
で
あ
る
震
旦
に
は
、
五
つ
の
虎
の
話
が
あ
り
ま
す
。

巻
七　

 

震
旦
會
稽
山
弘
明
、
轉
讀
法
花
経
縛
鬼
語
第
十
七

　
　
　

―
法
華
経
の
功
徳
を
受
け
る
虎

　
　
　

 

震
旦
韋
仲
珪
、
讀
誦
法
花
経
現
瑞
相
語
第
廾
七

　
　
　

―
法
華
経
の
功
徳
を
受
け
る
虎

巻
九　

 

會
稽
洲
楊
威
、
入
山
遁
虎
難
語
第
五

　
　
　

―
孝
子
譚　

孝
行
の
心
に
感
ず
る
虎
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の
象
徴
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
い
え
ま
す
。
逆
に
、
日
本
は
、
外
国
の

文
化
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
動
物
で
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
機
会

が
あ
れ
ば
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
御
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

 

（
お
か
だ　

み
や
こ
・
本
学
国
際
人
文
学
部
准
教
授
）

遺
』
の
目
的
は
、
日
本
の
、
特
に
武
の
顕
彰
で
す
ね
。
一
方
の
『
今
昔
』
は
、
天
竺

は
仏
法
に
ま
つ
わ
る
話
、
震
旦
は
孝
行
譚
な
ど
儒
教
国
ら
し
い
性
質
の
話
と
い
う
よ

う
に
、
各
々
国
の
信
仰
上
の
特
徴
を
伝
え
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、『
今

昔
』、『
宇
治
拾
遺
』
の
虎
説
話
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
説
話
集
に
お
け
る
世
界
観
、
国
の

と
ら
え
か
た
そ
の
も
の
に
関
わ
っ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

さ
て
、
最
初
に
予
告
を
し
ま
し
た
の
で
、
毘
沙
門
天
信
仰
と
虎
と
の
か
か
わ
り
に

つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
終
わ
り
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

お
そ
ら
く
み
な
さ
ん
御
存
じ
か
と
思
い
ま
す
が
、
方
角
を
十
二
支
で
示
し
た
と
き

に
丑
寅
の
方
向
は
鬼
門
に
あ
た
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
、
鬼
の
姿
が
牛
の
角
と
虎
皮

の
褌
で
表
現
さ
れ
る
こ
と
の
要
因
に
な
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
鞍

馬
寺
は
都
の
鬼
門
に
存
在
し
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
魔
が
入
ら
な
い
よ
う
に
都
を
守
っ

て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
鞍
馬
寺
の
縁
起
で
は
、
毘
沙
門
天
が
寅
の
年
、
寅
の
月
、

寅
の
刻
に
現
わ
れ
た
と
あ
り
ま
す
。
そ
も
そ
も
「
寅
（
イ
ン
）」
と
い
う
字
は
順
序

を
表
す
語
の
一
つ
で
、
動
物
の
「
虎
」
と
は
無
関
係
の
も
の
で
す
が
、
そ
れ
に
動
物

の
虎
が
割
り
当
て
ら
れ
て
日
本
で
も
定
着
し
ま
し
た
。
今
も
鞍
馬
寺
で
は
境
内
の
あ

ち
こ
ち
に
寅
が
飾
ら
れ
て
い
て
、
毘
沙
門
天
信
仰
と
虎
の
結
び
つ
き
を
表
し
て
い
ま

す
。
毘
沙
門
天
は
、
仏
法
を
守
る
神
で
す
が
、
日
本
古
来
の
神
ス
サ
ノ
オ
を
媒
介
と

し
て
イ
ン
ド
や
韓
国
に
由
来
が
求
め
ら
れ
る
牛
頭
天
王
と
習
合
し
た
部
分
も
あ
り
ま

す
の
で
、
異
国
趣
味
と
虎
と
の
か
か
か
わ
り
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
に
も
伺
え
る
か
と

思
い
ま
す
。

以
上
、
中
世
初
期
の
説
話
に
お
け
る
虎
を
見
て
ま
い
り
ま
し
た
。
虎
に
対
す
る
意

識
の
形
成
に
お
い
て
、
日
本
に
い
な
い
と
い
う
こ
と
、
た
い
へ
ん
獰
猛
な
獣
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
大
き
な
要
素
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
平
安
末
期
か
ら
中
世
に

か
け
て
の
国
家
意
識
の
浮
揚
と
と
も
に
、
日
本
の
武
勇
を
語
る
話
の
中
で
虎
が
大
陸


