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観
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基

礎

i空:

崎

堅
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1王1

目

-E(
一
)
は
し
が
き
(
一
一
)
ル

l
テ
ル
綬
済
焼
。
内
察
同
商
業
論
、
閣
農
民
戦
争
諦

可
(
(
-
一
ニ
ル
l
一
ア
ル
経
済
観
O
来
礎
山
人
間
観
、
山
一
枇
命
視
、
問
国
腔
史
観
(
四
)
む
す
び

最
近
に
於
て
、
中
世
へ
の
反
省
が
頻
り
に
行
は
れ
て
来
た
。

そ
れ
は
近
世
友
る
も
の
k

本
質
を
吟
味
し
、

そ
と
に
同
州
議
を
生
じ
た

も
の
が
来
る
べ
き
格
来
へ
の
展
望
を
行
は
う
と
し
て
、

必
然
に
、

一
度
は
雄
市
市
り
て
而
も
そ
れ
を
捨
て
た
と
と
ろ
の
巾
世
を
再
び
筒

倒
的
に
見
直
さ
う
と
す
る
傾
向
で
あ
る
。

こ
与
に
宗
教
改
革
寄
と
し
て
知
ら
れ
た
る
マ
ル
チ
ン
・
ル

l
テ
ル
が
、
友
化
に
封
し
て
知

何
友
る
見
解
を
持
っ
て
ゐ
た
か
を
知
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
な
こ
と
E
あ
る
け
れ
ど
も
、
叙
上
の
如
き
怠
味
か
ら
し
で
も
憤
値
が
あ

る
と
忠
ふ
。
彼
は
叩
申
?
に
巾
世
の
人
で
は
た
い
。

W
T
る
中
位
陀
反
針
し
て
近
世
に
な
た
う
と
し
た
人
で
あ
る
。
近
世
の
曙
に
立
っ
て
近

山
間
を
呼
吸
し
た
人
で
あ
る
。
耐
も
な
ほ
、
プ
ロ
テ
ス
ヂ
ン
チ
ズ
ム
友
る
法
各
教
に
於
て
生
き
ん
冒
と
し
た
と
い
ふ
意
味
に
於
て
、
成
は

ル
1
-ア
ル
経
済
組
。
旗
礎

器
問
十
四
巻

二
五
五

第

挽

七
瓦



ル
1
テ
ル
艇
桝
槻
の
基
礎

第
凶
十
凶
答

ニ
2
六

茸4

骨t

七
六

最
近
世
の
幹
家
主
義
以
後
の
人
々
と
は
本
質
的
に
具
勺
た
も
の
が
あ
る
と
必
ふ
。
故
に
我
h

は
彼
と
共
に
等
し
〈
近
世
の
中
に
立
。

て
ゐ
る
と
は
云
ぴ
友
が
ら
、
彼
と
は
呉
っ
た
も
の
が
あ
る
と
云
ふ
と
と
が
出
来
る
。
従
て
と

L

K
ル
1
テ
ル
の
思
組
、
殊
に
経
情
に

闘
す
る
彼
の
示
教
的
・
新
教
的

h

止
相
切
に
立
つ
思
想
を
若
る
と
と
に
よ
っ
て
、
我
々
自
身
の
現
在
の
姿
を
、
こ
れ
と
は
具
る
或
る
新
L

い
光
を
以
て
映
山
内
し
位
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
現
代
に
針
し
て
少
か
ら
む
附
一
不
そ
時
へ
で
呉
れ
る
も
の
が
あ
る
か
と

思
ふ
。
併
し
こ

L
で
似
の
忠
組
の
全
般
に
一
円
一
っ
て

士
山
~
べ
る
と
と
は
到
底
出
来
な
い
。
た
ピ
彼
の
川
山
恕
の
特
徴
、
殊
に
そ
の
方
法

に
つ
い
て
判
明
一
と
「
お
と
こ
ん

k
利
か
明
か
に

L
て
凡
た
い
よ
し
川
十
ん
の
で
あ
お
ゅ

中
刊
の
封
建
一
則
合
か
ら
、

如
何
に
し
て
近
作
の
市
民
刷
人
耐
え
移
り
来
っ
た
か
に
つ
い
て
、

そ
れ
を
専
ら
そ
の
特
換
期
に
於
け
る
刷

合
階
級
の
鑓
化
と
い
ふ
劇
か
ら
見
1

み
よ
う
。

中
世
の
封
建
枇
人
河
川
が
知
何
な
る
階
級
に
よ
っ
て
出
来
て
ゐ
た
か
は
、

厳
密
に
一
戸
へ
は

時
と
庭
に
よ
っ
て
阜
(
る
が
、

い
ま
と
れ
を
概
括
し
て
一
五
ふ
た
ら
ば
、
ま
づ
副
命
u

の
第
一
位
に
は
併
相
階
級
か
る
っ
た
と
し
友
け
れ
ば

左
ら
な
い
。
こ
れ
は
中
仕
の
所
制
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ヤ
枇
曾
秩
序
に
於
て
は
、
聖
職
に
あ
る
も
の
は
ま
づ
俗
枇
舎
の
者
と
は
明
に
区
別
せ

ら
れ
て
そ
の
上
位
に
置
か
れ
た
。
賓
力
の
如
何
は
聞
は
や
，
、
と
も
角
も
中
世
恭
督
毅
枇
合
の
統
一
目
的
に
最
も
近
く
協
ふ
も
の
と
い

ふ
意
味
に
於
て
最
高
位
を
占
め
た
の
で
あ
る
。
次
に
俗
世
舎
の
最
高
位
は
岡
玉
又
は
領
主
で

b
る
。
狗
逸
に
於
て
は
常
時
肺
聖
寂
馬

帝
閣
の
下
に
繭
飴
の
諸
園
と
共
に
一
人
の
皇
帝
と
一
つ
の
議
舎
の
下
に
治
め
ら
れ
た
の
で
は
あ
る
が
、
む
し
ろ
貸
権
は
各
地
方
的
た

領
主
遣
に
あ
っ
た
の
で
る
る
。
そ
し
て
そ
の
下
に
貴
族
あ
り
騎
士
が
あ
っ
た
。

か
L

る
武
士
階
級
の
下
に
農
民
が
る
っ
て
、
ぞ
れ
に

従
属
し
統
治
せ
ら
れ
、
更
に
そ
の
下
に
商
工
業
に
た
や
さ
は
る
者
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
商
工
業
が
何
故
此
の
如
く
卑
め
ら
れ
た
か



工
業
K
G
い
て
は
、
「
紳
の
厭
ひ
給

は
ざ
る
も
の
」
と
さ
れ
た
が
、
商
業
に
五
つ
て
は
「
仰
の
思
召
に
添
ひ
得
ざ
る
も
の
」
と
さ
へ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
賓
際
に
於
て
も
、

は
、
中
世
の
封
建
枇
舎
の
統
一
目
的
に
到
し
て
安
常
性
が
最
も
少
か
っ
た
か
ら
に
外
友
ら
友
い
。

工
業
と
は
云
ひ
友
が
ら
極
め
て
小
規
模
に
主
と
し
て
ツ
ン
フ
ト
に
よ
り
排
他
的
に
行
は
れ
た
に
過
ぎ
や
、
ま
た
商
業
と
い
っ
て
も
僅

に
維
貨
の
小
費
と
か
行
商
の
程
度
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
.
未
だ
商
業
調
自
の
立
場
と
い
ふ
も
の
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

こ
れ
ら
の
中
世
的
枇
舎
階
級
は
燭
遜
に
於
て
は
十
五
世
紀
に
は
漸
く
乱
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
十
六
世
紀
の
初
頭
に
は
そ

れ
と
は
著
し
く
呉
っ
た
も
の
が
現
れ
た
の
で
あ
る
。

上
昇
し
ボ
る
階
紋
』
下
降
し
行
く
階
級
と
の
二
大
交
流
が
行
は
れ

そ
と
に
は
、

た
の
で
必
る
。
前
砕
は
筑
巨
や
調
工
業
庁
内
件
♂
あ
り
、

恨
ゼ
の
と
昇
は
伶
侶
崎
川
酬
の

後
思
円
は
ド
級
武
士
し
戸
、
足
時
一
川
砕

σ
あ
っ
た
。

C
L
H
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旦
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F
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ご
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↓
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j
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p
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立
ち
1
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叫
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L
t
v

f
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1

0

2
川
月

L
i
d
i
r
t
-‘
|

く
、
そ
の
原
凶
は
主
と
し
て
海
外
交
通
の
開
設
、
椛
民
地
の
獲
得
に
よ
る
新
規
需
要
と
供
給
が
景
的
に
も
質
的
に
も
L

へ
展
開
を
来
し

た
こ
と
に
よ
る
が
、

従
て
企
業
の
一
指
犬
、

金
融
機
関
の
繋
備
友
ど
が
要
求
せ
ら
れ
て
来
た
の
に
外
た
ら
た
い
。

商
人
の
飼
い
仏

之
、
騎
士
や
小
貴
族
は
中
防
の
華
と
し
て
の
名
浅
を
恨
め
た
が
そ
れ
も
束
の
間
、
や
が
て
潰
滅
し
、
下
級
武
と
の
多
く
は
浮
浪
者
の

群
に
投
じ
、
農
民
と
共
に
枇
舎
の
下
居
群
に
波
落
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
農
民
は
こ
れ
ら
鑓
勤
の
さ
中
に
あ
っ
て
回
以
後
に
取
鑓

さ
れ
、
領
主
へ
の
服
従
と
都
市
商
工
業
斉
よ
り
の
隈
抑
一
と
に
よ
っ
て
二
軍
の
重
怖
を
背
負
は
怠
け
れ
ば
友
ら
な
か
っ
た
。

か
く
て
近

世
初
頭
の
枇
合
階
級
は
明
に
上
下
に
二
分
せ
ら
れ
、

そ
の
同
(
佐
々
距
離
を
生
や
る
に
至
っ
た
。
卸
主
と
商
工
業
者
は
都
市
を
中
心
と

し
、
下
級
武
士
と
農
民
と
は
品
目
刊
を
中
心
と
し
て
夫
々
利
得
此
立
の
欣
態
を
芯
起
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
最
後
に
借
侶
階
級
に

つ
い
て
は
、
既
に
中
世
に
於
け
る
注
義
は
た
っ
た
が
故
に
、

い
ま
は
段
高
位
た
る
地
位
は
首
然
失
っ
た
が
併
し
な
ほ
新
し
い
精
紳
的

ル
l
-
ア
ル
経
済
制
酬
の
接
礎

五
七

第
四
十
四
巻

第
二
競

七
戸b

三五六頁

反

上田!民之幼博士「翠トマスに於け b職分耐bi;rR-l ~ 11.) iiff究」商事研究内



ル

I
テ
ル
総
出
間
観
の
某
礎

第
四
十
四
答

一
五
八

第
二
段

c[; 

" 

意
味
に
於
て
社
合
同
人
心
の
中
枢
と
友
り
指
導
の
地
位
を
取
り
直
し
た
と
い
ふ
こ
と
は
認
め
ざ
る
を
符
な
い
。

こ
れ
は
や
が
て
併
相
ま

た
は
牧
仰
を
し
て
‘
夫
々
何
れ
か
の
却
に
投
ぜ
し
む
る
乙
と
L
友
勺
た
の
で
あ
る
。

さ
て
ん

1
子
九
は
、
初
め
カ
ト
リ
ッ
ク
の
借
院
に
入
っ
て
以
来
修
生
伶
侶
た
る
立
警
は
破
棄
し
な
か
っ
た
。
た
ピ
カ
ト
リ
ッ
ク
の

外
制
に
針
し
純
信
仰
の
立
場
よ
り

Mm
端
に
ま
で
反
則
到
し
‘

そ
の
意
味
に
於
て
宗
教
改
革
を
友
し
た
の
で
あ
る
c

こ
の
こ
と
は
や
が
て

彼
の
欠
化
期
乞
も
導
い
て
、
営
時
波
落
し
行
く
階
級
殊
に
疲
弊
の
税
に
あ
っ
た
民
兵
群
へ
の
同
情
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
併
し
ゃ

t
，

T
罰

jEsu--叫
に

日

5
f一'士
L

n
祈
〈
R
M
t
ヒ
」
主
二
主

υ
台
、

'D
司
角
γ

引
引
回
丘

E
R副
作
主
一
ぜ
元

J
-
u
d
t
2
I
l
-
-刀
J
J
7
-
r
r
j
J
t

出
円
ぴ
似
の
信
仰
に
ぷ
く
渇
(
に
川
町
γ
む
わ
K
会
〈
日
仏
到
す
る

に
至
り
、
遂
に
農
民
群
よ
り
離
れ
て
却
で
領
主
の
側
に
」
桜
近
し
、
都
市
の
云
は
ゆ
る
小
市
民
と
し
て
の
生
活
を
そ
の
晩
年
に
於
て
ん
明
記

し
む
か
の
如
き
結
果
と
な
っ
た
。
そ
し
て
商
工
栄
に
つ
い
て
は
比
較
的
に
好
意
を
寄
せ
、
寧
ろ
指
導
的
危
口
吻
を
さ
へ
洩
す
に
至
つ

た
。
か
ノ
ム
て
彼
は
宛
ら
農
民
に
は
反
針
し
商
工
業
者
に
は
接
近
す
る
と
い
ふ
態
度
を
一
不
す
こ
と
、
た
り
、

こ
の
こ
と
は
賞
際
に
多
く

の
問
題
を
牽
き
起
す
原
因
と
左
っ
た
。

か
く
て
兎
も
角
も
作

1
テ
ル
が
経
済
に
閲
し
て
持
っ
た
見
解
と
一
玄
ふ
の
は
大
慌
に
於
て
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
ロ

一
は
都
市
の
商
工

業
に
闘
す
る
も
の
、

他
は
農
村
殊
に
農
民
戦
手
に
閲
す
る
も
の
で
あ
る
。

か
L

る
問
題
に
つ
い
て
の
彼
の
見
解
は

佐
官
一
五

四
、
五
年
を
中
心
と
し
て
現
れ
た
も
の
で

b
り
、
前
中
辿
の
如
く
、
都
市
の
商
工
業
に
つ
い
て
は
大
鰐
好
意
的
で
、
農
民
戦
争
に
際
し

て
は
極
め
て
担
奇
的
で
あ
る
と
さ
へ
見
え
る
。
こ
れ
ま
と
と
に
異
様
怠
る
事
賓
で
あ
っ
て
、
彼
の
文
化
視
を
全
躍
と
し
て
概
括
し
ょ

う
と
し
て
極
め
て
困
難
を
感
宇
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
屡
々
誤
解
を
招
く
と
と
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
な
ほ
彼
の
真
意
に
立
入
り
そ
の

根
底
を
流
る
L

基
礎
視
を
明
に
す
る
乙
と
に
上
っ
て
、
そ
こ
に
一
貫
せ
る
思
想
櫨
系
が
あ
る
こ
と
を
識
り
、

こ
れ
に
よ
っ
て
外
的
に



は
矛
盾
せ
る
に
も
不
拘
、
内
的
に
は
統
一
が
あ
る
と
い
ふ
と
と
こ
そ
却
て
彼
の
特
質
を
な
す
と
い
ふ
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
そ

と
で
ま
づ
彼
の
経
済
硯
た
る
も
の
L
内
容
を
概
遁
す
る
と
と
か
ら
一
初
め
よ
ろ
。

一
五
二
四
年
の
「
商
業
及
高
利
札
」
と
そ
の
外
な
ほ
三
つ
の
利

ω商
業
論
1

彼
の
商
業
に
闘
す
る
見
解
は
嘗
て
も
示
し
た
る
如
く
、

平
一
説
払
が
あ
る
。
そ
こ
で
い
ま
こ
れ
ら
の
中
に
一
不
さ
れ
た
る
と
こ
ろ
を
要
約
す
れ
ば
1

1

ま
づ
商
業
と
い
ふ
も
の
全
慌
が
中
世
以
来

殊
に
卑
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
本
来
決
し
て
さ
う
あ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
れ
は
榊
の
賜
物
で
あ
る
と
さ
へ
し
友

け
れ
ば
た
ら
な
い
。
尤
も
、
現
寅
に
行
は
れ
て
ゐ
る
商
業
が
そ
の
ま
、
そ
れ
に
け
の
資
格
が
あ
る
と
い
ふ
の
で
は
友
い
。
否
.
却
て

械
め
て
思
し
き
も
の
に
し
て
罪
惑
の
巣
慌
で
あ
る
と
一
ぶ
っ
て
差
し
っ
か
へ
た
い
も
の
さ
へ
あ
る
。
前
人
に
し
て
罪
悪
を
行
は
友
い
も

〉
恥
九
九
日

ν
よ

昨

日

守

、

〉

ご

K
E
J
J
H
¥

主
パ
C

UM-
ト
ト

λ
7
j
f

〈

A
J削

h
w
ζ
L
U可

J

1

1

v

i

d

J

A

J

寸

κ
t、

け
i工

ち

九一う
H
L
-
F
、
つ
亡
泊
結
句
七
九
主
刷
仰
が
お
恥
i
c
う
起
し
き
も
ひ
で
あ
る

E

7

E

一
:
-
一
F

I

-

-

d

i

L

I

:

;

(

べ
き
筈
は
な
い
。
た
刊
誌
そ
れ
が
現
寅
の
人
間
の
罪
の
放
に
悪
用
さ
れ
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
。
従
て
我
々
は
そ
れ
に
携
は
り
ま
た
そ
れ

を
行
は
し
め
る
と
こ
ろ
の
者
が
心
会
ぐ
革
め
ら
れ
る
と
と
に
よ
っ
て
本
来
の
性
質
を
取
り
戻
し
、

か
く
て
商
業
は
初
め
て

「
よ
き
商

業
」
と
な
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
る
る
と
す
る
。

か
く
の
如
き
見
品
川
は
、

こ
の
商
議
論
を
一
貫
し
て
流
れ
て
ゐ
る
品
想
で
あ
っ
て
、

蓋
し
こ
の
本
質
翻
は
彼
の
主
た
る
特
徴
を
た
す
も
の
と
以
ふ
。
こ
れ
を
例
へ
ば
、
彼
が
金
融
に
つ
い
て
漣
ぺ
C
ゐ
る
と
ζ

ろ
、
常
に

』土

金
融
機
刷
聞
や
仲
介
・
取
引
業
務
等
の
闘
滑
に
遂
行
さ
れ
ん
と
と

ど
れ
程
多
ぐ
の
人
々
に
利
盆
と
使
益
を
粛
す
も
の
か
知
れ
た
い
と
見
て
ゐ
品
。
ま
た
利
十
に
つ
い
て
も
彼
は
殊
に
多
大
の
関
心

そ
の
菩
悦
を
重
要
視
し
且
っ
と
れ
を
苦
導
せ
ん
こ
と
で
あ
っ
た
。

を
寄
せ
、
従
来
利
子
と
云
へ
ば
古
代
か
ら
巾
世
に
か
け
て
殆
ん
ど
例
外
な
く
と
れ
9r
卑
め
、
利
子
を
と
る
者
を
罵
り
蔑
ん
だ
も
の
で

あ
る
に
も
拘
ら
や
、
日
平
ろ
彼
は
そ
の
本
来
の
申
告
川
性
に
清
服
し
て
、
長
い
聞
の
徴
利
禁
止
が
却
で
高
利
を
漫
ら
せ
、

そ
の
害
の
軍
大

ル
ー
テ
ル
経
済
観
の
泉
礎

第
四
十
四
巻

五:
九

川ー，♂ 

~~昆

七
九
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ル
1
テ
ル
経
済
棋
の
基
礎

第
四
十
四
巻

/、
O 

第

競

i¥. 
O 

な
る
を
見
て
、

こ
L
に
徴
利
是
認
の
態
度
を
明
か
に
宣
言
し
た
こ
と
は
顕
著
友
事
責
で
友
け
れ
ば
た
ら
友
い
。
彼
以
前
に
も
既
に
或

種
の
利
子
は
認
め
ら
れ
ま
た
或
る
人
K

に
よ
っ
て
是
認
の
設
は
遁
ぺ
ら
れ
た
と
と
は
る
る
が
、
彼
程
大
謄
に
ま
た
明
か
に
唱
導
し
た

も
の
は
他
に
無
か
っ
た
と
忠
ふ
。
彼
の
後
に
瑞
商
の
改
革
者
カ
ル
ヴ
ィ
ン
が
徴
利
是
認
を
述
ぺ
た
と
し
て
知
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
む
し

ろ
ル

1
テ
ル
の
方
が
よ
り
椛
判
明
的
で
あ
っ
た
と
云
ふ
こ
と
が
出
来
る
。
兎
に
角
彼
は
此
の
如
く
し
て
、
貸
興
は
川
崎
然
に
な
さ
る
べ
く

従
て
利
子
も
亦
逝
首
た
る
限
邑
反
と
安
門
品
た
る
方
法
に
於
て
友
ら
ば
、

一
般
に
行
は
れ
で
も
差
し
支
へ
な
い
も
の
と
し
た
。

そ
れ
ど
と

ろ
か
が
ろ
准

ι
t叫
似
合
川
の
'
川
き
精
神
閲
慌
が

ー
か
コ
芝
山
市
{
(
う
町
一

Z--日
」
ぽ
「
ピ
。
、
ノ
己
コ
仁
、

F
O
I
L
、

ゐ

-

‘

、

句

〉

-

J

3

1

d
I
、
，

b
j
l
i
y
主
主

i
r
7
J
b
c
L
v
i
l
t
L
t
J
L
E
r
i
/一
t
t
z
i
A

も
後
に
友
っ
て
彼
の
利
子
設
は
や
弘
一
典
り
税
め
て
警
戒
的
に
な
勺
た
と
雌
も
、
そ
の
円
五
誌
の
本
質
槻
が
革
っ
た
と
は
思
へ
た
い
。
ま

た
或
は
首
時
勃
興
し
来
る
命
日
祉
や
富
一
家
友
ど
の
濁
占
振
り
に
射
し
て
非
常
な
る
反
封
を
叫
ん
で
は
ゐ
る
が
、
し
か
し
彼
が
か
L

る
統

制
あ
る
組
織
や
方
法
そ
の
も
の
を
嫌
っ
た
の
で
は
た
く
、
却
で
外
岡
商
館
の
統
制
あ
る
販
責
政
策
な
ど
を
賞
め
て
ゐ
る
こ
と
を
見
て

も
わ
か
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
彼
は
も
の
h
h

本
質
を
是
認
し
そ
の
悪
用
や
濫
用
を
警
め
た
の
で
あ
る
と
云
ふ
と
と
を
知
る
ぺ
き

で
る
る
。

か
く
て
要
す
る
に
商
業
に
つ
い
て
の
彼
の
見
鮮
民
、
大
館
に
於
て
右
の
如
〈
秘
め
て
好
意
あ
る
も
の
に
し
て
、
積
極
的
に
そ
れ
が

よ
き
設
展
を
遂
げ
以
て
本
質
を
明
か
に
せ
ん
こ
と
を
希
っ
た
と
し
た
け
れ
ば
友
ら
な
い
。

さ
う
か
と
云
っ
て
無
批
判
に
す
ぺ
て
を
良

し
と
し
た
の
で
な
い
と
と
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
。
む
し
ろ
現
寅
の
悪
と
し
て
の
存
在
に
劃
し
て
彼
程
に
徹
底
し
て
第
磁
ま
で
糾
弾
せ

ん
と
し
た
の
は
他
に
類
稀
れ
た
り
と
し
た
け
れ
ば
左
ら
左
い
。

そ
れ
を
見
た

r
け
の
も
の
は
、
或
は
彼
が
商
業
に
針
し
て
全
然
反
感

を
持
っ
た
の
で
あ
る
か
と
さ
へ
忠
ふ
。
け
れ
ど
も
賓
際
は
そ
う
で
は
友
い
。
そ
れ
を
よ
〈
考
察
し
彼
の
根
本
翻
を
参
照
す
る
と
き
に

Gro時 erSermon von dcm ¥Vuchcr， W. A. VI， S 
v. Kaufhandlung u. Wucher， S. 534・
工業については、彼は生産主配給とに闘して開業組合。横暴に反謝したものが
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初
め
て
彼
の
全
越
を
見
直
す
と
と
が
出
来
る
と
思
ふ
。

仙
農
民
戦
争
論
|

l農
民
戦
争
に
闘
す
る
彼
の
見
解
は
、
或
る
怠
味
で
は
商
業
論
と
著
し
〈
異
る
。
彼
は
と

L
K
於
て
は
全
く
反

叫
却
の
態
度
を
執
っ
て
ゐ
る
。

と
れ
彼
の
現
賓
閣
に
基
ぐ
も
の
で
あ
っ
て
、
商
業
論
に
於
け
る
と
同
じ
〈
我
h

は
上
〈
・
任
意
し
て
彼
の

論
旨
を
溺
は
な
け
れ
ば
な
ら
友
い
と
思
ふ
。
そ
こ
で
ま
づ
農
民
戦
争
に
闘
す
る
彼
の
見
解
を
述
べ
て
見
ょ
う
。

そ
の
た
め
に
は
ま
づ
一
五
二
二
年
の
ヴ
イ
ヅ
テ
ン
ベ
ル
ヒ
教
舎
改
革
に
闘
す
る
騒
後
の
際
、

こ
れ
を
警
め
て
彼
が
書
い
た
「
暴
動

謀
反
を
警
む
ぺ
〈
金
基
督
者
へ
の
良
質
な
る
訓
hW」
に
よ
っ
て
留
に
そ
の
要
旨
は
一
不
さ
れ
て
ゐ
る
と
品
ふ
が
、
愈
々
一
五
二
五
年
に
.

農
民
一
挟
の
勢
力
が
側
め
て
大
と
左
打
諸
院
の
軍
隊
も
乙
れ
笠
間
娘
医
す
る
に
困
難
を
極
め
て
居
っ
た
と
き
、

そ
の
四
月
一
向
者
の
聞
に

何
-A
和
協
の
成
立
を
見
ん
」
し
亡
、

州
民
M

刊
の
閣
か
ら
拠
出
し
た
の
が
川
調

t

十
二
附
録
l
J
L
F

ふ
る
が
、

そ
の
相
協
が
失
敗
し
と
か
ら
後

は
却
で
激
烈
号
。
戦
闘
が
展
開
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
の
と
き
ル

l
テ
ル
は
「
ス
ワ
ピ
ヤ
農
民
の
十
二
筒
僚
に
つ
き
平
和
の
勧
告

L
V

る
交
蓄
を
公
表
し
た
。

一
撲
勃
設
の
初
期
に
於
て
は
同
情
的
態
度
を
持
っ
て
ゐ
た
ル

1
テ
ル
は
、

乙
誌
に
於
て
農
民
側
が
最
初
は
数

合
又
は
信
仰
の
自
治
と
自
由
要
望
の
旗
を
掲
げ
て
起
ち
乍
ら
次
第
に
且
茶
道
を
恋
に
す
る
に
墜
ち
行
く
の
を
見
て
、
途
に
会
〈
と
れ
ら

に
皮
封
ず
る
の
態
度
を
執
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
五
月
、
か
の
布
名
な
る
「
殺
毅
・
強
盗
を
と
と
h

す
る
農
民
一
撲
に
反
封
し

て
」
友
る
小
冊
子
を
公
表
す
る
に
至
っ
た
。
遂
に
彼
は
全
く
義
民
側
と
手
h
q
w

切
り
反
封
に
諸
侯
の
側
に
つ
く
こ
と
L
た
っ
た
。
そ
の
六

月
軍
隊
側
が
漸
く
勝
利
を
得
る
と
共
に
引
き
績
い
て
農
民
の
大
逆
設
が
行
は
れ
出
し
た
。

乙
L

に
於
て
ル
l
テ
ル
に
謝
す
る
反
感
、

反
針
は
は
烈
を
極
む
る
に
至
っ
た
。
然
る
に
彼
は
少
し
も
屈
せ
や
、
親
友
の
忠
告
を
も
却
け
て
白
設
を
詩
護
せ
ん
た
め
に
進
ん
で
八

月
「
農
民
反
封
に
闘
す
る
余
が
頑
凶
な
る
前
著
に
つ
い
も
」
を
護
表
し
た
。
か
h

る
う
ち
に
、

さ
し
も
全
土
に
一
旦
っ
た
騒
乱
も
農
民
側

ル
l
-
ア
ル
経
済
観
白
基
礎

第
四
十
四
巻

第
二
裁

一一六
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t
N
1
テ
ル
経
済
観
の
某
礎

第
四
十
四
巻

第
二
続

一占/、

1¥ 

の
全
き
敗
北
を
以
て
終
り
を
告
げ
た
の
で
あ
っ
た
。

と
の
農
民
戦
争
に
闘
す
る
ル
1
テ
ル
の
見
解
を
述
べ
る
前
に
先
づ
所
諮
「
十
二
筒
僚
」
と
は
如
何
な
る
も
の
か
を
簡
草
に
一
不
さ
う
。

そ
れ
は
初
め
に
や
L
長
い
序
文
が
附
い
て
ゐ
る
。
そ
し
て
極
め
て
和
協
的
危
一
言
葉
を
以
て
、
自
分
ら
は
聖
書
に
針
す
る
郭
台
者
に
反

封
す
る
。
ま
た
聖
書
を
以
て
謀
反
や
騎
挺
の
原
則
・
根
践
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
な
ほ
ま
た
聖
書
に
よ
る
愛
と
平
和
と
を
良
質
心

か
ら
希
ふ
も
の

T
あ
る
と
述
べ
℃
、

愈
h
A

本
丸
一
に
入
る
。

k
・hζ
キ
J
A

ト。

-
k
t
n
f
ρ
叶

u
kド
H
リ

F
M
l
J
V
i
-
-
』
〉
雪
之

%

ζ

:
ル
凡
戸
、

f

h

t

h

P

3
~
4
t
一

『

F
f
Z
M
L
f白
む
払
十
吋
A

L

U

主
主
μト

t
3
4
4
一Y
3
(
ま
も
グ

を
附
し
て
ゐ
る
。
そ
し
て
金
値
の
要
旨
は
大
臆
二
つ
で
あ
る
。
一
は
欽
舎
の
自
治
ま
た
は
踊
昔
の
確
保
、
他
は
枇
曾
的
・
粧
済
的
自
由

の
要
求
で
あ
る
。
第
一
僚
に
は
数
舎
の
自
治
と
純
粋
・
軍
純
な
る
昭
一
音
の
説
毅
を
在
す
べ
き
と
と
.
第
二
僚
は
所
詞
十
分
之
一
枕
に

つ
い
て
そ
れ
が
教
舎
の
諸
費
を
賄
っ
て
残
除
あ
る
と
き
は
、
貧
民
救
済
ま
た
は
離
村
防
止
に
用
ひ
ら
る
べ
き
乙
と
、
第
三
僚
は
農
奴

解
放
、
第
四
僚
以
下
は
主
と
し
て
経
済
的
自
巾
に
つ
い
て
1

1
漁
獄
宙
線
マ
伐
木
五
壁
、
共
有
牧
揚
"
血
友
揚
(
十
依
)
等
の
自
由
、

賦
役
(
六
候
)
、
租
税
(
七
依
)
殊
に
州
代
(
八
依
て
死
亡
税
(
十
一
候
)
等
の
軽
減
ま
た
は
駿
止
、
更
に
は
伝
令
の
朝
令
暮
改
(
九
位
陣
)
に
つ
一

い
て
な

E
。
か
く
て
最
後
に
、
以
上
と
れ
ら
の
要
求
が
若
し
紳
の
言
葉
と
一
致
し
左
い
か
、

又
は
不
通
首
む
こ
と
が
設
見
せ
ら
れ
た

回局、ゐ
Z
F一
+
」
仇
、

4
9
J
E
U
E
t
-

い
つ
で
も
廃
棄
す
る
旨
を
附
し
て
ゐ
る
。

乙
の
農
民
提
出
の
「
十
二
箇
僚
」
に
つ
い
て
、

ル
1
テ
ル
が
如
何
忙
批
判
を
た
し
た
か
と
い
ふ
に
、
彼
は
ま
づ
そ
の
「
序
文
」
に
針
し

て
そ
れ
が
如
何
に
も
和
協
的
見
隔
音
的
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、
貫
は
極
め
て
現
貫
的
友
要
求
を
の
み
腹
に
抱
い
て
ゐ
る
の
だ
ム
」
指
摘

し
、
吹
い
で
本
文
に
入
っ
て
、
第
一
僚
に
つ
い
て
は
牧
師
の
任
命
が
夫
々
の
町
の
営
事
者
に
よ
っ
て
自
治
的
に
行
は
れ
る
こ
左
に
は

賛
成
し
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
以
下
の
各
箇
僚
に
は
何
れ
も
概
ね
反
封
の
趣
旨
を
漣
ぺ
て
ゐ
る
。
或
は
反
封
せ
ん
が
た
め
に
反
訴
し
で
ゐ

黒正殿博士所蔵のもりは来事部創立十五年記念展J閣の際陳列せられた (Die
grundtJichen und rechten haubt Artickel; alIer .B aur....cb.~fft und h.inder-se:-sen 
der' gaI::.tlichen vn weltlichen oherkaiten; von welcheIl S) :sich beSCAwart ver-
ma) nen， 1525・)1~I、農民戦号事については此の外に 15 J4.1l 、 155 1 年、 156o.iJ三に
於ける撤文章士棄が本製農皐部に所寂されてゐる。
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る
か
の
如
〈
見
え
る
程
で
あ
る
。
邸
ち
第
二
僚
の
十
分
之
一
殺
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
が
徐
分
を
以
て
貧
民
救
丞
に
用
ふ
る
と
い
ふ
の

は
、
そ
の
意
味
は
わ
か
る
が
畢
党
そ
れ
は
他
人
の
財
産
を
知
ら
ね
間
に
流
用
す
る
こ
と
で
一
種
の
盗
み
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
第
三

僚
の
農
奴
解
放
に
つ
い
て
は
、

そ
こ
に
含
ま
れ
て
ゐ
る
何
人
も
認
む
る
と
と
ろ
の
正
賞
放
る
理
由
に
つ
い
て
彼
は
故
意
に
避
け
、
却

て
多
〈
の
人
が
見
逃
し
て
ゐ
る
貼
を
特
に
強
調
し
て
以
て
農
奴
解
放
に
反
謝
し
て
ゐ
る
。

日
く
人
は
箪
に
外
的
危
る
解
欣
に
よ
っ
て

員
の
自
由
を
得
ら
れ
る
容
は
た
い
。
目
前
の
一
時
的
な
る
身
分
解
放
に
狂
奔
し
て
そ
の
た
め
貨
の
白
耐
を
得
る
に
最
も
必
要
な
る
内

的
自
由
の
問
題
を
疎
か
に
す
る
と
と
を
激

L
〈
責
め
九
一
。
被
は
ほ
一
z
ろ
進
ん
で
、
外
的
規
範
の
束
縛
の
中
に
乙
そ
却
て
震
に
自
由
と
な

旬
得
る
設
が
あ
る
と
」
を
発
見
ず
み
に
と
が
え
切
?
あ
る
と
じ
て
、
従
て
人
々
に
は
服
従
の
必
要
な
る
所
以
を
解
い
た
の
で
あ
る
。

ι~
ご

-
r
L
1
i士
、
コ
、
占
k
k小

Z
F
J
内
と
斗

l
臥

v

I

F

(

与
オ
J
一
l
u
ノュ，

t

f

J

L

l

ー〉
f
E
z
:
:
1
-
暑
で
h
t
:

'
U
Z
4
j
主
的

E
h
b
F
I
2
k
t
u
ド

守
中
川
一
べ
佐

:
1
f
]
|
l
'
1
1
・

h
:
:

大
穂
絃

4
P
M
E
H
K
m砲
で
3
F
q
ト万

い
で
一
括
し
て
、
む
し
ろ
法
律
と
公
平
な
る
裁
判
に
委
む
べ
き
で
あ
る
と
し
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
。
以
て
似
の
主
た
る
関
心
が
何
底

に
あ
り
、
伎
の
終
局
執
る
べ
き
態
度
が
如
何
た
る
も
の
か
を
示
し
て
ゐ
る
と
忠
ふ
。

か
く
て
ル

1
テ
ル
は
こ
の
「
十
二
筒
僚
」
に
封
し
て
は
殆
ん
ど
終
始
反
封
の
立
場
を
執
っ
た
と
云
ふ
と
と
が
問
来
る
。
そ
し
て
こ
の

と
と
は
更
に
突
な
る
文
書
「
殺
毅
・
強
漆
を
こ
と
L
ず
る
農
民
一
撲
に
M
同
封
し
て
」
に
於
て
最
も
露
骨
に
現
は
れ
た
の
で
あ
札
。

こ
の

書
は
ル

1
テ
ル
が
最
も
窮
境
に
あ
る
と
き
に
害
か
れ
た
も
の
だ
け
に
、
そ
の
農
民
反
針
の
論
調
過
激
に
し
て
言
々
人
の
肺
加
を
失
〈

も
の
が
あ
る
。
こ
れ
を
見
て
そ
の
反
針
輩
出
が
如
何
に
嵩
k

と
し
て
論
維
を
情
び
せ
て
来
た
か
は
岡
山
ひ
や
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
非

難
は
省
時
の
こ
と
許
り
か
後
世
の
事
者
殊
に
ル

1
テ
ル
に
つ
い
て
深
い
理
解
と
同
情
る
る
而
も
公
平
た
る
立
揚
に
る
る
ト
7

1

・
リ

ン
ゼ

1
で
さ
へ
、
「
こ
の
小
冊
子
の
文
言
は
ル

1
デ
ル
に
拭
ふ
べ
か
ら
ざ
る
汚
黙
を
印
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
事
情
如
何
に
酌
量
す
べ

舟

1
、T
ル
経
済
視
の
基
礎

第
四
庁
四
巻

第

銃

二
六

-̂
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ル
ー
テ
ル
経
済
観
白
基
礎

第
四
十
四
巻

7¥. 
四

二
六
四

第
二
銃

き
も
の
あ
り
と
雌
も
こ
れ
を
除
く
に
由
な
き
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
た
い
。
乙
れ
彼
の
貴
き
生
涯
閲
歴
に
於
け
る
最
大
の
斑
賠
で
る
っ
た
」

と
一
去
っ
て
ゐ
る
。
然
る
に
ル
1
テ
ル
は
、
心
あ
る
親
友
の
中
川
背
を
も
却
け
て
再
び
更
に
自
己
の
所
信
を
徹
底
的
に
摺
護
せ
ん
と
し
た

の
が
「
農
民
反
針
に
闘
す
る
余
が
頑
闘
な
る
前
著
に
つ
い
て
己
で
る
る
こ
と
は
先
に
述
ぺ
た
如
く
で
る
る
。
今
こ
れ
ら
の
交
菩
に
つ
い

て
一
々
詳
し
く
誠
一
べ
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
要
ず
る
に
波
の
農
民
に
刻
す
る
一
比
例
は
益
々
頑
固
と
な
っ
た
と
一
瓦
ふ
こ
と
で
あ
る
。

む
も
彼
は
こ
れ
ら
の
女
書
の
中
に
於
て
、
諸
侯
の
側
に
剥
し
て
も
屡
々
痛
烈
な
る
非
難
の
撃
を
放
っ
て
ゐ
る
の
で
る
っ
て
、
例
へ
ば

V

-

t壮
Lコ
♂
ヂ
」
品

'
'
U
E
N
-
-
M

，
f
l
7
'
4
1
 

舎
一
宥
へ
の
陛
泊
と
ど
の
事
貨
を
事
げ
て
居
る
し
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動
機
に
は
正
し
〈
或
る
穏
の
安
門
品
性
が
あ
る
と
と
を
認
め
で
は
ゐ
る
。

け
れ
ど
も
彼
の
趣
旨
の
全
般
は
何
と
云
つ
で
も
農
民
へ
の
徹

底
的
反
射
で
る
る
。

何
が
故
に
彼
は
か
〈
迄
も
農
民
に
反
封
し
・
な
い
で
は
止
ま
友
か
っ
た
の
で
あ
る
か
。
彼
は
初
め
に
は
農
民
に
同
情
し
、

一
撲
の
動

機
一
に
つ
い
て
或
る
桂
皮
是
認
し
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
彼
自
身
の
杢
般
的
意
闘
が
全
く
宗
教
的
矧
難
に
あ
っ
た

か
，
ら
し
七
、
既
題
に
な
る
ど
と
ろ
は
自
ら
校
舎
の
自
治
‘
信
刊
の
白
由
と
い
ふ
と
と
で
る
り
、
外
的
に
は
寧
る
よ
き
秩
序
へ
の
服
従

と
い
ふ
乙
と
で
あ
っ
た
。
と
と
ろ
が
農
民
は
そ
の
初
め
の
意
闘
に
も
不
拘
、
攻
第
に
と
れ
を
離
れ
て
寅
は
主
我
的
な
現
世
的
た
要
求

に
格
始
し
、
そ
の
方
法
も
殺
畿
や
強
盗
を
こ
と
与
す
る
て
う
人
聞
と
し
て
あ
る
ま
じ
き
暴
逆
を
な
し
ゅ
く
を
見
て
、
彼
は
と
、
に
徹

底
的
に
反
封
ぜ
ん
と
し
た
の
で
あ
や
そ
し
て
諸
侯
に
薦
め
て
恭
氏
を
徹
底
的
に
殺
毅
せ
ん
と
と
を
遁
べ
た
の
で
あ
弘
。
蓋
し
諸
侯

は
そ
の
責
任
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
徒
ら
に
創
を
帯
び
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
ら
か
く
て
彼
は
農
民
に
刻
し
て
、
彼

等
が
枇
舎
の
惑
と
不
ム
口
組
と
を
見
る
と
直
ち
に
創
を
執
り
而
も
人
に
る
る
ま
じ
き
行
震
を
友
ず
に
至
る
と
い
ふ
よ
り
は
、
等
る
忍
耐

Thomas M. Lindsay; A fIistot'y of the Refor:mation 1922， vol. 1， p. 33'-
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と
服
従
と
の
中
に
伸
の
心
得
判
に
卦
ず
る
畏
れ
と
信
頼
と
を
持
つ
べ
し
と
し
民
。

さ
て
以
上
に
於
て
我
々
は
、

ん

1
テ
ル
の
経
済
制
た
る
も
の
を
こ
う
の
聞
か
ら
1

1
印
、
都
市
に
於
け
る
商
業
止
法
村
に
於
け
石

農
民
一
授
と
に
つ
い
て
概
略
を
窺
っ
て
見
た
の
で
あ
る
。
彼
は
商
業
に
到
し
て
は
そ
の
論
活
の
巾
に
於
て
比
絞
的
に
好
意
を
拍

ち
‘
杭
M

倒
的
に
指
導
す
る
如
き
態
度
を
示
し
た
と
且
は
れ
る
。
反
之
、
農
民
戦
争
に
際
し
で
は
そ
の
寅
陸
上
の
態
度
は
勿
命
丈
書
の

ト
し
に
於
て
も
明
か
に
全
く
長
一
氏
に
反
針

L
、
む

L
ろ
徹
底
的
に
非
期
せ
ん
と
す
る
か
の
如
ぐ
で
あ
る
。

そ
と
で
こ
れ
ら
を
見
て
我
々

は
、
と
の
位
大
た
る
宗
教
改
革
者
が
一
般
文
化
の
問
題
殊
に
枇
命
日
、
経
怖
の
如
き
且
一
般
的
問
題
に
就
て
示
し
た
見
解
が
か
く
矛
盾

L

て
ゐ
る
の
を
見
て
、
或
は
驚
き
或
は
訪
ら
ざ
る
を
得
た
い
。

そ
こ
で
或
者
は
、
彼
が
常
時
勃
興
し
来
っ
た
と
と
ん
の
市
民
階
級
た
る

A
m
t
抑
止
什
に
刻

L
て
判
川
賞
に
芯
ぬ
uu…
…
い
州
殺
し
た
の
山
て
あ
る
刈

似
て
尚
弘
氏
に
は
以
刻
[
た
の
で
あ
る
と
一
ぶ
っ
て
解
砕
す
る
。

し
r~，. 

く
と
も
彼
の
如
き
宗
教
的
人
物
の
思
却
は
外
的
に
は
よ

L
矛
盾
と
見
え
る
と
こ
ろ
が
あ
れ
、
内
に
は
生
の
深
き
底
よ
り
た
る
一
貫
せ

る
思
想
の
酸
系
が
窺
は
れ
な
け
れ
ば
た
ら
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
も
っ
と
金
械
的
に
矧
ら
れ
た
け
れ
ば
友
ら
な
い
と
忠
ふ
。
以
下
少

し
く
彼
の
生
の
髄
験
と
そ
の
一
思
想
の
根
底
に
湖
る
こ
と
に
上
っ
て
、
或
る
種
の
解
傑
の
注
を
手
ね
て
見
た
い
と
忠
ふ
の
で
あ
る
。

ん

1
一
ア
ル
の
忠
怨
の
彼
底
と
‘
ぶ
っ
て
も
仲
々
複
雑
で
あ
っ
て
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
こ

L
K
漣
べ
る
こ
と
は
勿
論
出
来
た
い
。
た

U
綾
上
の
問
題
を
解
〈
た
め
に
必
要
と
川
山
は
れ
る
と
こ
ろ
を
‘
人
間
翻
、
吐
合
判
明
及
、
ぴ
歴
史
槻
と
い
ふ
同
叫
に
分
け
て
、
そ
の
特
徴
と

す
る
と
こ
ろ
を
簡
軍
に
述
べ
て
見
た
い
。

山
人
間
観
1

i具
閥
的
生
命
を
持
つ
我
々
人
聞
が
如
何
な
る
生
の
構
活
か
ら
出
来
て
ゐ
る
か
に
つ
い
て
反
省
し
で
見
る
た
ら
ば
、

ル
1
テ
ル
経
済
視
の
基
礎

第
四
十
四
巻

二
六
五

第
二
競

八
五

Luth.cI'S W 白 ke; L. A. VTI， S. 219， :P]. (， 375， f 



ル
I
デ
ル
経
済
観
白
基
礎

第
四
十
四
巻

へ
六

二
六
六

策
二
掠

蓋
し
そ
の
複
雑
さ
に
驚
く
で
る
ら
う
。

そ
し
て
ま
づ
我
々
の
生
が
と
の
ま
L

で
は
常
に
矛
盾
で
あ
り
、

く
。
裁
が
欲
す
る
と
こ
る
の
菩
は
な
さ
や
却
て
被
せ
ぬ
と
こ
ろ
の
息
は
と
れ
を
な
す
の
で
あ
み
。
如
何
な
る
立
志
、
如
何
在
る
現
竹

分
裂
で
あ
る
こ
と
に
気
付

を
持
ち
、
法
律
・
道
徳
の
力
を
以
て
し
で
も
な
ほ
人
聞
は
真
に
白
ら
根
本
的
な
苔
入
金
な
る
こ
と
は
出
来
注
い
で
あ
ら
戸
J

o

凡

l
一ア

八
は
そ
の
有
名
な
る
「
奴
隷
立
志
論
」
に
於
色
、

人
聞
が
自
ら
意
志
の
白
山
を
有
っ
と
す
る
の
は
決
り
で
あ
る
、

人
間
は
意
志
の
臼
巾

h
q
一
七
日
つ
も
の
で
は
た
い
。

人
間
山
は
印
性
の
力
号
以
℃
凡
ぺ
と
を
川
防
し
凡
べ
て
そ
統
御
す
る
と
止
は
川
水
と
い
ゅ

L
V
却
の
悩
別
は
よ

d
t
'

ー

~
l
p
i
l

l
u出
y
u
E
とー
l
宗門
7

一

4

そ
の
主
口
を
遂
行
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
は
限
ら
な
い
c

人
聞
の
意
志
は
本
'ο
宅
市
山
な
も
の
で
あ
る
。
現
資

の
人
間
は
そ
の
ま
h

で
は
空
し
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
ゐ
る
。
本
し
い
に
も
拘
ら
宇
そ
れ
が
定
賞
し
て
ゐ
る
か
の
如
く
、

無
が
有
で

あ
る
か
の
如
く
袋
ふ
こ
と
、
そ
の
こ
と
が
悪
な
の
で
あ
る
。

か
〈
て
現
貨
の
人
聞
は
そ
の
士
、
一
で
は
本
汽
的
に
悪
で
あ
り
、
苦
に
は

日
同
封
す
る
も
の
で
あ
る
。
自
ら
に
は
民
の
白
然
に
反
対
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

史
比
現
貨
の
人
聞
の
構
造
に
つ
い
て
、

ル
1
テ
ル
は
友
ほ
「
二
つ
の
生
」
の
封
立
と
し
て
一
般
的
に
見
て
ゐ

Z
V
邸
中
勺
人
聞
を
「
外

な
る
生
」
と
「
内
友
る
生
」
と
の
矛
盾
・
封
立
と
し
て
見
る
。
「
外
な
る
生
」
と
は
式
は
ピ
人
聞
の
身
慌
に
閥
す
む
、
此
合
的
・
政
治
的
玄

た
は
下
町
内
世
界
に
閥
脱
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
封
L
て
「
内
な
る
生
」
と
は
人
間
の
精
一
脚
に
閲
し
て
垂
直
な
世
界
に
閥
聯
す

る
も
の
と
云
ふ
と
と
が
出
来
よ
う
。
部
ち
生
は
相
豆
に
全
く
呉
れ
る
こ
つ
の
世
界
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
ま
L

で
は
相
互
に

干
渉
を
詐
さ
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
で
る
る
。

か
〈
て

一
備
の
人
間
は
二
つ
の
生
の
統
一
音
と
し
て
、
二
つ
の
全
〈
異
れ
る
世
界
に
同

時
に
闘
聯
し
な
け
れ
ば
左
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

か
〈
で
人
間
生
の
構
造
が
現
賃
に
於
て
は
、

か
ミ
る
矛
盾
・
封
立
に
よ
っ
て
出
来
て
ゐ
る
と
考
へ
る
た
ら
ば
、

そ
れ
が
如
何
に
し

100 f. 
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て
具
酬
間
的
に
解
決
さ
れ
統
一
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
。

こ
L
K
生
の
竣
展
と
い
ふ
問
題
が
生
中
る
。

ル

l
テ
ル
は
か
、
る
矛
盾
の
生
の

構
造
か
ら
如
何
に
解
決
を
な
さ
う
と
し
た
か
。
彼
は
ま
づ
現
賓
の
人
聞
の
生
だ
け
を
考
へ
た
か
っ
た
e

そ
の
前
に
恐
ら
く
は
我
々
自

身
も
意
識
す
る
こ
と
の
出
来
友
い
時
と
庭
に
於
て
存
在
す
る
創
法
の
人
聞
の
生
を
考
へ
ざ
る
を
得
訟
が
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
創
造

の
人
間
の
生
と
は
何
で
あ
る
か
は
今
詳
し
く
活
べ
る
べ
く
も
な
い
が
、
要
す
る
に
償
、
の
自
然
を
指
ず
と
も
一
五
へ
ょ
う
。
自
ら
の
意
志

に
叫
に
て
ぜ
な
〈
但
八
へ
ら
れ
た
る
も
の
と
し
て
の
生
で
あ
る
。
別
法
者
の
立
古
川
に
於
て
「
賜
物
」
と
し
て
輿
へ
ら
れ
た
る
も
の
で
あ
る
。

Z
ト
ド
こ

4
2
1

と
と
も
川
吋
ド

yv

凡
て
の
生
は
そ
の
本
源
に
於
て
は
苔
た
る
も
の
で
あ
る
と
一
五
ふ
良
迎
が
隠
さ
れ
て
ゐ
る
。

併
し
こ
の
創
立
の

生
は
A
百

r
は九七
P
7て
の
杉
ど
た
っ
て
し
ま
っ
た
。
呪
賓
の
主
は
飽
く
ま
で
も
様
底
的
に
悪
作
自
と
た
っ
て
し
ま
っ
て
ゐ
る
。

そ
れ
は
何

ζ
t
E
H
t
 

I

R

，
I
 

l
-

ー

l

;
白、
b
I
L
-
-

二
一

3

人
川
旧
日

z
t
d志
J
r
i
出
昨
K
H却

rh

ゐ
‘
，

P

川
ツ
E
v
r
1
士
好
記
ム
日
早
i
L
-

工、
J
C
、

4
μ
t、
v

F
乍

A
J人
一
l
f
t
w
，B
叩
・

6

4

C

7

d

u

人

V
〈
臼
分
白
身
の
な
占
か
ら
現
宵
の
人
山

乙
れ
全
く
砕
一
不
で
あ
っ
℃
、
人
聞
の
側
か
ら
の
何
ら
の
功
績
で
り
た
い
3

ζ

の

こ
と
は
我
々
の
生
に
針
し
て
知
何
友
る
鑓
化
を
奥
へ
る
か
と
云
ふ
に
、
現
貨
の
人
聞
が
全
く
他
的
な
る
伴
一
不
K
よ
っ
て
「
そ
れ
に
針

す
る
信
仰
に
上
っ
て
質
的
設
展
を
途
げ
全
く
新
し
寺
↓
次
た
る
斡
か
の
生
へ
と
飛
躍
す
恥
。
こ
の
驚
く
ペ
き
他
的
友
る
生
。
護
展
は
全

の
生
に
封
し
て
和
解
と
一
致
の
遺
影
一
講
じ
給
、
っ
た
。

〈
宗
教
的
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
生
の
買
深
き
と
こ
る
に
於
て
人
の
貫
際
経
験
す
る
と
こ
ろ
で
あ
乱
。
か
く
の
如
く
ル

l
テ
ル
の
考

へ
も
亦
、
従
来
生
の
護
展
に
つ
い
て
多
く
の
人
K

に
よ
っ
て
執
ら
れ
て
来
た
と
と
る
の
自
然
(
創
建
)
・
恩
寵
(
現
党
)
、
北
米
光
(
終
末
)
の

三
院
院
を
採
る
の
で
は
あ
る
が
、
更
に
そ
こ
に
新
し
い
光
に
於
て
乙
れ
を
閉
ひ
ん
と
し
た
の
で
る
る
と
思
は
れ
る
。
勿
論
彼
も
亦
第

一
の
段
階
と
し
て
の
自
然
を
ば
、
従
来
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
如
く
最
も
低
突
(
債
依
的
に
)
の
授
階
と
し
て
用
ひ
て
ゐ
る
と
と
も
あ
ら
う

が
、
併
し
彼
の
特
徴
で
る
り
、
彼
の
民
意
と
す
る
と
こ
る
は
、
か
ミ
る
低
次
と
し
て
の
自
然
を
初
め
に
置
く
の
で
は
友
い
。
か
』
る

ル
ー
テ
ル
経
済
視
の
基
礎

第
四
十
回
巻

第
二
鋭

i¥. 
七

七

zwolf 

VIl， S. 233 f. 
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ル
l

テ
ル
組
祷
翻
の
碁
礎

六
人

第
二
競

第
四
十
四
巻

A 
，"¥. 

連
績
的
危
階
序
的
た
意
味
で
は
友
く
し
て
、
賓
に
そ
の
自
然
と
は
「
創
造
」
で
あ
る
。
創
造
は
、
そ
の
債
備
に
於
て
、
正
に
他
の
段
階

に
匹
敵
す
る
。

い
な
或
る
意
味
で
は
よ
り
以
上
の
も
の
で
さ
へ
あ
る
。
少
く
と
も
彼
の
特
徴
は
此
の
創
造
に
京
臨
を
世
い
た
の
で
あ

る
と
し
友
け
れ
ば
な
ら
た
い
。
従
て
現
賓
の
惑
な
る
生
に
針
し
で
は
全
〈
こ
れ
と
針
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
付
れ
ど
も
・

そ
の
本

阪
に
於
て
そ
の
創
浩
の
読
に
於
て
こ
れ
を
見
直
す
E
A
K
」

u・
純
針
的
釦
迅
者
に
し
て
今
は
統
治
者
な
る
柿
の
幹
一
不
に
よ
っ
て
吏

な
る
飛
躍
的
渡
展
が
途
げ
ら
れ
、

J

F

7
〉
洛
え
旦
に
〉

1
2
3
1
h
x
H
4
ナ

J
4
1
D
O

陥
d
T
/
L
V
王
』
G
J
J
カ
J
f
c
ド
ピ
p
s
t
u噌

F
t
-‘

か
ぐ
て
ル

l
テ
ル
の
生
の
食
、
展
に
山
附
す
る
考
へ

は
、
附
除
の
多
く
の
方
ヘ
の
如
宝
山
中
右
る
附
問

J

丹
駅

ι
E
U
1
hリ

E
ト

R
百
司
〉
各
く

1
、
-
p
-
r
'
l
-
、

対
転
出
口
7
J先

E
t
霊
長

vLtFz〈
[
寸

異
質
酌
・
一
味
践
的
た
殻
展
を
淀
げ
る

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
生
の
倫
理
的
後
展
T
は
左
く
し
て
、
信
仰
的
表
展
を
と
る
所
以
で
あ
る
。

ル
l
テ
ん
の
人
間
観
に
於
け
る
生
の
構
造
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
矛
盾
せ
る
生
の
針
立
と
し
て
云
は
ピ
射
立
的
称
序

と
し
て
見
、
更
に
生
の
設
展
に
つ
い
て
は
、
現
賞
以
前
に
創
造
に
於
て
生
は
血
え
ら
れ
た
と
見
直
す
こ
と
に
よ
う
て
現
貨
の
生
は
打

い
は
U

三
つ
の
務
展
段
階
の
秩
序
を
示
し
た
も

要
す
る
に
、

ち
替
へ
ら
れ
、
質
的
な
る
飛
躍
的
後
展
に
よ
っ
て
柴
光
の
生
に
井
ら
れ
る
と
い
ふ
、

の
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

生
に
闘
す
る
此
の
二
つ
の
方
法

l
i前
者
は
云
は
E
「
二
つ
の
秩
序
」
、
後
者
は
云
は
E
コ
一
一
り
の
秩
序
」

l
lが
、
蓋
し
殺
の
根
底
的
た
る
考
へ
の
特
徴
で
あ
ら
う
。

間
舵
舎
凱

l
lか

-
h

る
生
の
構
造
と
殻
展
と
を
持
つ
人
聞
が
相
互
に
相
依
り
合
勺
て
ゐ
る
枇
舎
の
梼
成
に
つ
い
て
、
紋
は
如
何
に

考
へ
た
で
あ
ら
う
か
。
人
聞
の
生
の
構
造
が
外
的
生
と
内
的
生
と
か
ら
成
っ
て
ゐ
る
こ
と
は
.
や
が
て
舵
曾
に
於
て
も
そ
の
延
長
が

行
は
れ
て
ゐ
る
こ
と
ミ
な
る
。
邸
ち
外
的
生
に
関
聯
し
た
る
世
界
は
云
は
E
現
質
的
批

λ

静
岡
又
は
同
家
を
意
味
す
る
こ
と
L

な
る
し
、

内
的
生
に
関
聯
し
た
る
此
界
は
耐
の
凶
又
は
救
命
日
と
さ
れ
て
ゐ
る
。
故
に
我
々
の
普
通
一
五
ふ
枇
合
又
は
岡
山
家
の
外
に
、
見
え
ざ
る
併

Vorn 
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ゆ

し
厳
然
た
る
生
の
事
賓
と
し
て
の
枇
命
同
(
致
命
)
が
あ
る
止
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
祉
舎
の
在
り
方
や
性
質
に
つ
い
て
、
彼
は
更
に
一
刊
の
統
治
と
い
ふ
立
場
か
ら
も
見
て
ゐ
る
。
印
ち
世
界
の
創
造
者
に
し
て

ま
も
べ
統
治
者
た
る
一
仰
は
、
抑
も
人
間
一
位
舎
に
封
し
て
二
つ
の
統
治
を
す
る
。

と
稿
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
前
者
は
犬
山
憶
に
於
て
人
聞
の
門
的
生
に
聯
闘
し
た
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
自
ら
に
人
聞
の
外
的
生

一
つ
は
「
榊
の
園
」
の
統
治
で
あ
る
が
、
他
は
「
現
世
の

同に
聯
闘
し
て
ゐ
る
。
そ
し
て
厳
密
に
云
へ
ば
全
く
同
じ
も
の
で
あ
る
と
は
云
へ
友
い
け
れ
左
も
、

併
し
大
慌
に
於
て
前
者
は
教
舎

に
、
後
者
は
枇
人
命
目
又
は
悶
円
余
の
万
向
に
あ
る
も
の
と
一
広
ふ
こ
と
が
出
来
る
。

こ
の
様
に
し
て
人
聞
の
側
か
ら
見
た
牡
曾
又
は
図
家
の

統

paは、
或
る
怠
味
吃
於
亡
、

川
の
聞
か
ら
見
た
明
世
的
統
治
で
あ
る
。

そ
し
て
現
世
的
統
治
者
は
ま
た
榊
の
統
治
の
代
別
一
者
、
と
し

て
、
慌
て
昨
日
れ
に
統
治
北
h
h
z
闘
し
て
「
品
川
」
と
咋
併
し
で
も
設
し
交
〈
品
川
い
と
し
た
。

同
二
よ

A

ま
札
止
h

リ
充
ム
日
目
ち
刊
叫
反
げ
H
3
T
4

1
k
J
'
h
y
l
プム
W
V
平
合
」
l
ι
μ
4耳
，
{
ド
L
L

仁

H
t
c
d

フ
l
'

得
た
い
と
こ
ろ
の
世
界
が
あ
る
と
い
ふ
こ
と
、
剖
ゆ

h

ノ
現
世
的
統
治
に
は
限
界
が
る
る
と
云
ふ
と
と
を
彼
は
堅
く
と
っ
て
ゐ
る
の
で
あ

h
v
e

か
く
て
ル

l
テ
ル
は
現
世
的
た
る
も
の
を
会
く
信
仰
の
枇
界
主
は
異
る
と
し
な
が
ら
、
同
時
に
そ
れ
は
な
ほ
神
の
統
治
の
一
つ

で
あ
る
と
し
て
ゐ
る
こ
と
は
注
出
品
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

次
に
こ
の
「
現
世
的
統
治
」
と
し
て
の
一
此
舎
の
本
質
は
知
何
と
一
五
ふ
に
、
彼
は
カ
と
取
締
り
の
行
は
れ
る
秩
序
的
世
界
で
あ
る
と
し

て
ゐ
る
。

r皮
そ
れ
は
人
聞
の
外
的
生
の
性
質
に
似
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
岬
の
統
治
に
於
て
「
一
例
の
凶
」
の
本
質
が
愛
と
救
済
と

で
あ
る
と
い
ふ
の
に
相
刻
す
る
こ
と
で
あ
る
。
入
閣
の
枇
舎
は
、
創
造
に
於
て
は
確
に
神
の
統
治
で
る
る
け
れ
芝
も
現
賞
に
於
て
は

必
や
し
も
そ
の
ま
、
で
あ
る
と
は
云
へ
な
い
。
何
と
怠
れ
ば
現
貫
の
人
聞
の
生
が
創
造
の
生
と
は
全
く
具
っ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。

従
て
現
貨
の
枇
舎
は
人
間
の
界
的
作
庄
の
放
に
、
す
べ
て
界
的
存
庄
と
化
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
興
へ
ら
れ
た
る
理
性
は
却
て
人
聞
の
罪

ル
1
-
ア
ル
経
済
積
。
基
礎

第
四
十
四
巻

二
六
九

主主

競

ノ;，..

九
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第

四

十

四

谷

ニ

七

C

を
自
ら
取
締
る
こ
と
に
用
ひ
ら
れ
る
や
う
に
た
っ
た
。
故
に
現
貫
の
統
治
に
劃
す
る
一
川
の
怒
り
と
し
て
の
現
質
的
統
治
は
、
自
ら
に

ル
ー
一
ア
ル
経
済
棋
の
基
礎

第

競

プL
C 

剣
と
律
法
と
に
よ
っ
て
秩
中
的
に
行
は
れ
司
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
く
て
ル

1
テ
ル
は
一
般
に
枇
舎
に
針
し
て
規
範
的
に
、
云
は

r

閥
家
的
に
見
ょ
う
と
す
る
傾
向
が
強
〈
現
は
れ
た
の
で
あ
る
。

要
す
お
に
ル
l
テ
ル
の
枇
品
皆
既
は
、
人
聞
の
外
的
生
に
闘
聯
す
る
も
の
と
し
て
自
ら
規
範
的
・
秩
序
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

EA--工

J
Z
d

、

欧

刊

し

】
C
'
l
J
F
r
j
z

克
仰
れ
も
一
つ
所
制
枇

λ

曲
円
以
外
の
、

そ
れ
と
は
不
貨
を
全
く
昇
、
に
す
る
と
と
る
の
愛
と
救
済
の
枇
人
前
日
即
ち
…
仰
の
闘
え

は
救
命
が
花
る
と
と
を
郎
一
一
く
ム
し
っ
て
ゐ
る
め
で
彦
芯
。

従
て
現
寅
的
に
は
岡
家
は
穀
倉
と
異
る
本
質
を
持
ち
な
が
ら
、
却
て
そ
れ
無

し
に
は
自
ら
会
き
存
在
を
保
ち
得
な
い
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。

と
L
に
彼
の
祉
舎
翻
又
は
岡
家
視
の
特
徴
が
あ
る
と
忠
ム
。

間
歴
史
観
1

i人
問
視
及
び
枇
曾
概
を
更
に
全
館
と
し
て
動
的
に
見
る
左
ら
ば
、
そ
と
に
彼
の
歴
史
観
と
も
云
ふ
べ
き
も
の
が
窺

は
れ
る
筈
で
あ
る
。
殊
に
彼
の
特
徴
が
、
護
展
的
と
い
ふ
射
に
る
る
に
於
て
な
ほ
更
で
あ
る
。
人
類
の
歴
史
が
次
第
的
に
進
歩
し
、

よ
り
よ
き
設
展
の
途
上
に
あ
る
も
の
と
見
る
一
般
的
思
潮
に
射
し
て
、
彼
は
反
針
で
あ
る
と
息
ふ
。
現
貨
の
人
聞
や
枇
曾
の
構
造
に

つ
い
て
、
そ
れ
が
か
L
る
矛
盾
と
分
裂
を
持
ち
、
本
質
に
於
で
は
云
は
ピ
察
し
き
も
の
を
充
質
せ
る
か
の
如
〈
装
ふ
恋
意
的
左
も
の

と
彼
が
見
る
に
於
て
は
、
歴
史
の
議
展
に
つ
い
て
も
亦
決
し
て
柴
視
を
持
っ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
と
忠
ふ
。
そ
れ
は
俄
令
暫
く
は
人

聞
の
恋
意
又
は
自
由
意
志
に
基
い
て
護
展
を
遂
げ
る
と
と
は
る
ら
う
け
れ
ど
も
‘
そ
れ
が
真
の
意
味
で
の
後
展
で
あ
る
か
何
う
か
は

疑
は
し
い
し
、
ま
た
そ
の
後
展
が
何
時
中
断
さ
れ
る
か
も
わ
か
ら
な
い
。
否
、
そ
の
多
〈
は
断
切
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
も
の
-
A

護
展
が

た
Y
使
値
の
上
昇
で
る
る
と
か
、
ま
た
逆
に
一
岬
に
ま
で
到
達
し
得
る
と
か
考
へ
る
人
間
中
心
的
友
又
は
現
世
的
な
考
へ
に
は
彼
は
反

謝
で
る
る
。
故
に
ま
た
人
類
歴
史
の
護
展
が
そ
の
ま
L
紳
の
計
割
で
る
る
と
す
る
如
き
、
例
へ
ば
へ

I
ヂ
ル
的
な
考
へ
と
も
異
る
ム
」



思
ふ
。
成
程
、
人
間
の
恋
意
に
よ
っ
1
或
る
種
の
進
歩
や
焚
展
が
あ
る
か
も
知
れ
友
い
が
、
そ
れ
が
必
や
し
も
買
の
進
歩
で
あ
る
と

は
云
へ
友
い
。
多
く
は
そ
の
反
封
で
さ
へ
あ
る
。
従
て
歴
史
に
は
中
断
の
可
能
性
が
刻
々
に
あ
る
も
の
と
す
る
。
紳
の
審
判
と
は
と

れ
で
あ
る
。
そ
し
て
途
に
歴
史
に
は
終
末
が
あ
り
最
後
の
審
判
が
下
さ
れ
る
。

と
れ
全
〈
現
賓
の
人
聞
が
創
造
者
の
意
志
に
反
し
て

ゐ
る

と
い
A五

乙

と
K 
原
因
ーt
る
古お

り

で
あ

そ1)

併
し
と
の
歴
史
の
終
末
は
一
ま
た
信
仰
め
る
も
の
に
と
っ
て
は
柴
光
の
と
き
で
も
あ

る
。
乙
の
こ
と
は
先
述
の
如
く
、
彼
の
現
賓
視
に
於
け
る
徹
底
的
世
否
性
に
も
拘
ら
や
、
創
造
に
於
け
る
帥
の
愛
が
再
び
砕
一
不
ム
」
し

て
現
は
れ
た
と
と

κよ
っ
て
、
現
貨
は
救
済
さ
れ
信
仰
に
於
で
全
〈
新
し
い
人
生
に
入
れ
ら
れ
る
と
い
ふ
、
あ
の
生
の
護
展
開
慨
に
基

く
も
の
で
あ
る
。
腔
先
に
於
け
み
創
治
。
章
一
閣
は
瓜
貿
に
於
け
る
律
一
本
の
呪
れ
と
な
り
γ¥
経
一
史
の
中
断
性
は
畑
亡
逆
に
飛
躍
的
議
展

〉
王
、
引

:
F
L

d
・
H
L
M
E
L
J
L
W
L
4
'

攻
滞
附
・
注
統
的
な
も
む
で
は
泣
く
し
て
、
飛
躍
的
・
質
的
恥
も
の
ず
あ
る
占

、J
P
X

「
一
不
也
知
」
〉
牢
寺
、
コ
濯
又
召
館
、
=
+
」
恥

Jん
〈

-

隊

μ
E
J
U
K
H
J
d
づ
ヌ
ペ
ム
ソ
目
立

1
ζ
j
u

す
る
。

ル

1
テ
ル
は
現
賓
の
人
聞
が
信
仰
に
於
て
白
身
の
歩
み
を
友
す
有
様
を
例
へ
て
、
手
県
態
の
病
人
が
名
醤
に
よ
っ
て

「
完
全
に

治
る
ぺ
し
」
と
約
束
せ
ら
れ
た
が
故
に
、
現
賓
の
重
態
に
も
拘
ら
ゃ
い
ま
は
新
し
き
希
笠
と
平
和
と
喜
び
の
生
活
の
中
に
あ
り
得
る

如
し
と
し
た
。

乙
れ
正
に
人
類
祉
舎
の
買
の
護
展
の
姿
を
示
し
た
も
の
に
外
左
ら
な
い
。
邸
ゆ
り
現
賓
の
慈
し
き
存
在
に
も
不
折
、
そ

れ
が
全
く
新
し
き
希
望
を
常
に
持
ち
得
る
が
故
に
、
初
め
て
内
的
に
し
て
必
然
的
な
る
、
信
頼
的
に
し
て
忠
誠
的
た
る
入
聞
の
枇
曾

生
活
が
皆
ま
れ
る
に
至
る
。
真
の
設
展
と
は
、

か
』
る
質
的
に
し
て
飛
躍
的
危
る
も
の
で
友
け
れ
ば
友
ら
左
い
と
す
る
の
で
あ
る
。

四

以

k
k
-よ
っ
て
ル
1
テ
ル
経
済
観
の
基
礎
と
も
な
る
ぺ
き
人
問
、
枇
曾
‘
歴
史
に
闘
す
る
彼
の
思
細
川
の
特
徴
を
摘
記
し
た
の
で
あ
る

が
、
嬰
之
、
そ
こ
を
流
れ
て
ゐ
る
彼
の
考
へ
の
特
徴
は
目
立
っ
て
二
つ
の
黙
に
あ
る
と
忠
ふ
ロ
そ
の
第
一
は
凡
て
を
封
立
的
に
翻
る
、

ル
『
デ
ル
経
済
観
白
昼
礎

第
四
十
四
巻

七

第

鋭

六，
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ル
1
-ア
ル
経
憐
額
四
基
礎

第
四
十
四
巻

七

第
二
腕

九

矛
盾
せ
る
存
在
と
し
て
視
る
と
い
ふ
と
と
で
あ
る
。
従
て
そ
こ
に
於
て
は
規
範
的
忙
し
て
秩
序
的
な
る
取
締
り
が
行
は
れ
る
ぺ
き
で

あ
る
と
共
に
、
他
面
そ
れ
と
は
反
叫
到
な
る
愛
左
慰
め
の
手
段
宮
北
川
つ
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
附
者
が
互
に
表
裏
の
聞
係

の
如
〈
、
そ
の
本
質
を
異
に
し
つ
h
も
、
常
に
一
は
他
を
抽
出
想
し
な
い
で
は
ゐ
ら
れ
・
た
い
も
の
で
あ
る
と
杉
へ
る
。
人
聞
に
つ
い
て

は
内
と
外
、

枇
舎
に
つ
い
て
は
闘

J

采
左
殺
舎
、

歴
史
に
つ
い
て
は
紳
と
人
類
と
い
ふ
絞
に
。
第
二
の
特
徴
H
H

、
L
}
-一
品
号
事
h
y

・
F

t
U
喜
芳
F
E
-
-
w
p

合
的
に
観
る
と
い
ふ
と
と
で
あ
る
。

現
貫
に
到
し
て
は
矛
盾
又
は
針
立
と
し
て
批
判
的
に
翻
る
け
れ
ど
も
、

L
-
〉
〕
主
土
庁
巳
こ
百
三
、
!
?

E
J
V
F
H
H
Z
V
ア

-pup-vJ一

こ
ろ
に
於
て
印
ち
創
池
に
於
て
、

ロ
ゆ
で
を
「
助
物
」
と

l
一
」
事
け
る
の
で
あ
る
。

Z
L
て
ょ
っ
E
見
寄
っ

F
E
±
も
切
ら
打
、

J
e
i
E
F
-
-
r
3
E
B
U
フ
F
l
e
e
-
L

H
E
E
l
 

本
山
町
、
寸
/

強
〈
全
〈
新
し
く
し
て
、
真
左
る
も
の
へ
と
設
展
せ
し
め
ら
れ
る
と
す
る
。
人
聞
に
つ
い
て
は
腕
改
め
の
人
、
枇
舎
に
つ
い
て
は
革

新
の
同
家
、
歴
史
に
つ
い
て
は
柴
光
の
世
界
と
い
ふ
様
に
。
一
五
は
ピ
創
迭
と
現
賓
と
栄
光
と
の
質
的
た
る
三
つ
の
設
展
の
考
へ
方
で

あ
る
。
そ
し
て
そ
の
中
で
も
特
に
創
浩
の
黙
を
重
視
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
極
く
最
近
の
耐
仰
向
学
的
思
想
に
比
較
し
て
も
確
に
絞
の
特

徴
で
あ
る
と
思
ふ
。

か
L

る
二
つ
の
特
徴
は
、
乍
然
、
宛
ら
相
互
に
矛
盾
し
て
ゐ
る
か
の
如
〈
で
る
る
。
前
者
は
劉
立
的
で
あ
り
、

後
者
は
綜
合
的
・
褒
展
的
で
あ
る
。
前
者
を
二
つ
の
秩
序
の
方
法
と
云
〈
ば
、
後
者
は
三
つ
の
秩
序
の
方
法
で
る
る
。
け
れ
左
も
彼

に
於
て
は
買
は
一
つ
宏
の
で
あ
っ
て
、
前
者
の
「
二
つ
の
秩
序
」
の
考
へ
は
、
後
者
の
「
三
ワ
の
秩
序
」
の
考
へ
の
現
賓
の
段
階
主
不
す

の
で
る
り
、
ま
た
は
そ
の
静
態
を
示
す
の
で
あ
る
。
散
に
買
に
具
健
的
左
る
彼
の
綜
合
的
な
る
考
へ
は
、
後
者
の
「
三
つ
の
秩
序
」
な

る
褒
展
的
な
考
へ
方
で
あ
る
と
云
っ
て
差
し
支
へ
な
い
と
忠
ふ
。
併
し
と
れ
ら
の
方
法
の
吟
味
は
、
更
に
具
槌
的
に
彼
の
経
済
観
や

枇
舎
的
貧
践
の
中
に
、
如
何
に
現
れ
た
か
、
ま
た
そ
れ
が
如
何
に
他
の
諸
方
法
に
比
較
し
て
秀
れ
た
る
特
徴
を
持
っ
て
ゐ
る
か
と
い

ふ
騎
を
一
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


