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石
動
平
馬
の
寺
子
屋
起
源
論
に
つ
い
て
盆
を
講
ふ

一
噸
入

高
　
橋

俊
　
乗

潤

　
石
川
謙
氏
は
寺
子
屋
研
究
家
と
し
て
知
ら
れ
て
み
る
。

殊
に
憂
欝
本
を
下
々
墨
黒
あ
ま
り
も
蒐
集
し
、
ヌ
そ
れ
ら

往
來
本
の
内
容
や
形
式
に
つ
い
て
、
造
詣
の
深
い
俊
秀
の

士
で
あ
る
。
最
近
に
至
り
、
ほ
や
そ
の
研
究
に
一
段
落
が

つ
い
た
ご
見
え
て
、
績
々
内
容
の
豊
富
な
論
丈
を
襲
表
し

て
を
ら
れ
る
。
ま
こ
ご
に
敬
重
す
べ
き
有
…
釜
な
交
宇
で
あ

っ
て
我
々
後
輩
を
釜
す
る
黙
が
多
い
の
は
威
謝
に
た
へ
な

い
の
で
あ
る
。

　
中
に
も
本
年
九
月
・
十
月
・
十
一
月
の
三
月
に
亙
り
、
「
激

育
論
叢
」
誌
上
に
蓮
載
さ
れ
た
「
寺
子
屋
の
意
味
、
語
吏

及
び
撃
壌
に
つ
い
て
」
ご
題
す
る
二
丈
は
、
恐
ら
一
嘗
㊧

し
て
は
最
も
苦
3
6
さ
れ
た
も
の
ら
し
く
、
又
最
近
の
氏
の

論
著
中
で
は
、
最
も
肖
信
の
あ
る
も
の
ご
察
せ
ら
れ
る
。

そ
れ
だ
け
に
刮
罰
す
べ
き
研
究
で
あ
っ
た
Q
尤
も
氏
は
こ

れ
を
以
て
研
究
が
完
成
し
た
ご
は
考
へ
て
居
ら
れ
な
い
。

し
か
し
研
究
上
の
態
度
、
方
向
が
、
こ
の
論
丈
で
確
定
さ

れ
て
る
る
や
う
で
あ
り
、
氏
自
ら
も
「
私
の
寺
子
屋
史
の

輪
廓
ご
方
法
學
ご
は
野
々
述
べ
得
た
つ
も
り
で
あ
る
。
『
庶

民
激
育
の
機
驕
』
と
し
て
寺
子
屋
を
理
解
す
る
以
上
、
こ

の
途
の
外
に
歩
一
べ
き
も
の
あ
る
を
知
ら
な
い
。
」
（
十
一
月
號
）

ε
言
っ
て
居
ら
れ
る
か
ら
、
氏
の
研
究
方
法
上
の
主
張
や

研
究
上
の
丁
丁
は
、
こ
の
一
覧
の
論
文
で
明
か
に
さ
れ
た

も
の
こ
考
へ
て
誤
が
な
か
ら
う
○

　
私
は
こ
の
論
丈
か
ら
盆
を
受
け
た
こ
ご
も
多
か
っ
た



が
、
ま
た
疑
惑
も
多
か
っ
た
。
こ
、
に
疑
惑
を
披
涯
し
て
、

氏
の
穀
を
講
ひ
た
い
の
で
あ
る
。
他
日
、
氏
が
我
々
の
疑

惑
を
購
ら
し
て
、
更
に
大
な
る
盤
を
與
へ
ら
れ
だ
ら
、
た

や
に
予
一
人
を
盆
す
る
の
み
な
ら
す
、
一
般
學
界
を
労
す

る
こ
ご
も
多
い
で
あ
ら
う
。

叫

　
　
　
右
の
論
文
は
題
名
で
は
三
つ
に
分
れ
て
み
る
が
主
ε
す

　
　
る
所
は
「
寺
子
屋
の
起
源
論
」
で
あ
っ
て
、
他
の
二
つ
は

　
　
右
の
論
丈
中
で
は
起
源
論
論
述
の
基
礎
に
な
っ
て
み
る
。

　
　
　
論
丈
の
内
容
は
複
雑
豊
富
で
あ
る
が
、
要
は
次
の
や
う

　
　
に
解
し
て
良
い
も
の
こ
思
は
れ
る
。

　
　
　
從
家
の
寺
子
屋
研
究
家
は
皆
ひ
ε
し
く
、
寺
子
屋
の
逸

　
　
源
を
寺
院
の
世
俗
警
（
雛
籏
論
士
聡
挫
戴
曙
秘

　
　
羅
蕨
興
設
）
に
求
め
た
。
し
か
し
氏
に
よ
れ
ば
、
そ

　
　
れ
は
誕
解
で
あ
っ
て
、
寺
院
以
外
の
俗
人
が
庶
民
の
澱
育

瓢
　
に
從
つ
た
こ
ご
も
有
力
な
起
源
ご
な
っ
て
み
る
。
多
く
の

1　
　
　
　
　
　
石
川
譲
氏
の
尋
子
屋
越
源
論
に
つ
い
て
釜
准
講
ふ

入
に
は
「
寺
子
屋
」
の
語
か
ら
、
す
ぐ
寺
院
の
激
育
に
結

び
つ
け
る
け
れ
こ
も
、
寺
子
屋
の
古
い
も
の
が
、
既
に
足

利
氏
の
末
、
文
葦
間
（
慮
仁
の
蝋
ご
ろ
）
に
あ
る
に
拘
ら
す
、
「
享

屋
」
ご
い
ふ
語
は
邑
智
八
年
以
前
に
雪
見
さ
れ
な
い
。
又

「
寺
子
屋
」
こ
い
ふ
語
の
使
用
範
國
が
地
理
的
に
も
狡
く
、

主
ご
し
て
閣
西
地
方
に
行
は
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。
故
に

「
呼
欝
を
以
て
實
の
起
源
を
歴
史
づ
け
る
こ
ご
は
困
難
で

あ
る
」
（
十
叫
月
號
）
。
又
要
義
霞
身
が
軍
安
時
代
の
末
頃
か
ら
世

俗
化
し
た
が
、
南
北
朝
頃
か
ら
こ
の
傾
向
が
著
し
く
な
っ

た
。
「
い
ろ
は
歌
が
淺
香
山
や
難
波
津
を
完
全
に
征
服
し
陀

の
も
南
北
朝
で
あ
っ
た
。
京
町
誰
や
十
干
十
二
支
が
一
般

に
手
脅
手
本
に
用
ゐ
ら
れ
る
こ
ご
に
な
っ
た
の
も
死
の
頃

で
あ
る
。
室
町
に
入
れ
ば
源
氏
名
寄
交
織
も
御
成
敗
式
目

も
手
本
に
用
ひ
ら
れ
る
こ
ご
、
な
つ
セ
。
學
習
の
臼
的
が

鰐
足
實
用
に
七
つ
た
こ
ざ
は
票
ふ
除
地
が
な
い
。
現
世
化

的
、
世
俗
化
的
傾
向
は
濁
り
學
習
の
み
で
は
な
か
っ
た
。

信
仰
も
寺
院
生
活
も
お
多
分
に
洩
れ
な
か
っ
た
。
往
來
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
九
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の
出
現
そ
の
こ
ご
が
巳
に
、
こ
の
傾
向
の
代
表
的
の
表
現

で
あ
る
。
…
…
私
は
こ
の
現
世
化
的
傾
向
を
『
寺
院
で
の

激
震
』
ご
い
ふ
事
實
＆
共
に
、
寺
子
屋
の
匙
綴
の
重
大
な

る
者
の
一
つ
に
数
へ
る
◎
」
（
十
一
月
號
）

委
朋
以
後
元
和
（
江
戸
初
期
）
ま
で
の
古
い
寺
子
屋
に
開
す

る
資
料
を
調
査
し
て
も
寺
院
で
纒
讐
さ
れ
た
も
の
は
極
め

て
少
い
。
こ
の
鋼
合
は
多
少
の
養
遷
は
あ
る
も
の
の
、
割

合
の
小
さ
い
ビ
い
ふ
こ
ビ
は
後
世
に
な
っ
て
も
大
隠
同
じ

で
あ
る
。
こ
の
事
を
明
治
十
六
年
置
文
部
省
か
ら
各
府
縣

を
し
て
進
達
せ
し
め
、
明
治
二
十
二
年
に
印
刷
に
附
し
た

「
日
本
W
歌
育
∵
史
嚇
貧
料
」
の
・
甲
に
あ
る
寺
子
屋
…
に
㎜
關
す
る
表

か
ら
抜
草
し
統
計
し
て
示
さ
れ
た
。

三

　
氏
は
そ
の
論
丈
中
で
、
膚
説
を
強
く
主
張
す
る
爲
に
、

多
く
の
嘉
例
を
あ
げ
、
か
つ
同
一
趣
旨
を
反
復
細
説
し
て

，
居
ら
れ
る
。
爵
説
に
反
す
る
も
の
は
極
力
駁
繋
し
て
除
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
隔
ご
○

所
が
な
い
や
う
で
あ
る
。
時
ご
し
て
、
直
接
、
所
論
に
關

係
の
な
さ
さ
う
な
所
ま
で
駁
撃
の
槍
先
が
向
っ
て
み
る
や

う
に
見
え
る
Q
氏
は
そ
の
結
論
に
於
て
「
こ
の
論
交
で
は

カ
が
破
戸
隠
に
三
っ
て
集
め
ら
れ
」
ご
告
白
さ
れ
た
蓮
b
で

あ
る
。

　
そ
れ
ぐ
ら
み
な
ら
、
氏
の
雑
交
に
は
誤
謬
が
な
い
や
う

に
周
到
な
る
用
意
を
施
し
て
あ
り
さ
う
な
も
の
で
あ
る
の

に
、
随
秀
ひ
ご
い
誤
謬
が
混
在
し
て
み
る
の
は
遺
憾
で
あ

る
。
も
と
よ
り
完
全
を
求
め
る
の
は
至
難
で
あ
る
。
失
禮

な
が
ら
石
川
氏
の
論
考
に
甥
し
て
も
予
は
強
ひ
て
完
全
を

求
め
よ
う
ε
は
思
は
な
い
。
又
内
容
上
十
中
の
二
三
ほ
ざ

の
誤
が
有
ら
う
ご
も
、
（
も
ご
よ
り
誕
の
無
い
の
が
良
い
こ

ご
は
言
ふ
ま
で
も
あ
る
ま
い
〉
、
予
は
一
々
指
摘
し
て
非
難

し
よ
う
ビ
は
思
は
な
い
。
し
か
し
石
川
氏
は
激
育
史
の
研

究
方
法
に
つ
い
て
精
幽
し
て
ゐ
ら
れ
る
や
う
で
あ
う
、
こ

の
論
文
中
に
も
「
寺
子
屋
起
源
研
究
法
の
論
理
」
ご
題
し
た

一
節
を
設
け
て
方
法
論
を
説
き
、
結
論
に
於
て
も
「
私
の



寺
子
屋
並
の
輪
廓
ご
方
法
學
ご
は
門
々
学
べ
得
た
つ
も
う

で
あ
る
。
し
ご
・
冨
っ
て
居
ら
れ
る
に
拘
ら
す
、
予
か
ら
見
る

と
研
究
方
法
上
に
可
な
り
重
大
な
誤
が
あ
る
。

　
内
容
上
の
誤
ご
予
が
見
て
み
る
も
の
も
少
く
な
い
が
、

こ
れ
は
第
一
に
前
記
の
理
由
に
よ
り
、
又
や
、
も
す
れ
ば

水
掛
「
論
に
絡
る
恐
れ
が
あ
る
か
ら
、
成
る
べ
く
こ
、
で
は

避
け
て
、
以
下
に
氏
の
研
究
方
法
上
の
映
黙
で
あ
る
ビ
予

が
目
す
る
も
の
の
中
、
特
に
重
大
な
も
の
を
冤
志
し
て
み

た
い
。

四

　
　
　
氏
の
研
究
は
勿
論
歴
史
的
研
究
で
あ
る
。
史
學
の
研
究

　
　
に
於
て
恐
ら
く
最
も
大
切
な
事
は
幽
來
る
だ
け
正
確
な
史

　
　
料
を
求
め
て
、
出
賜
る
だ
け
正
確
に
取
扱
ひ
，
そ
れ
か
ら

　
　
早
牛
る
だ
け
正
確
な
る
撃
茎
を
下
し
、
以
て
結
論
を
導
く

　
　
べ
き
事
で
あ
ら
う
。
こ
、
に
救
ふ
べ
か
ら
な
る
餓
黙
が
あ

鵬
れ
ば
、
如
何
に
尤
も
ら
し
い
断
定
を
施
し
，
結
論
を
舞
い

「
議
．　

　
　
　
　
　
石
川
灘
氏
の
寺
子
屋
越
源
論
に
つ
い
て
盆
た
請
ふ

て
も
、
架
塞
な
論
議
、
齊
東
野
入
の
言
説
た
る
に
す
ぎ
な

い
。
從
っ
て
或
時
代
の
三
盛
の
研
究
を
す
る
爲
に
は
そ
の

當
時
又
は
そ
れ
に
近
い
時
代
の
正
確
な
吏
料
を
主
ご
し
て

使
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
○
後
世
の
文
献
で
も
科
學
的
な

確
實
な
研
究
を
施
し
た
も
の
な
ら
利
用
し
う
る
が
、
そ
れ

で
も
通
例
は
第
二
次
的
の
材
料
た
る
に
止
る
。
非
科
學
的

な
不
確
愚
な
研
究
を
施
し
た
も
の
は
妄
り
に
利
用
で
き

な
い
。

　
然
る
に
氏
は
江
芦
疇
代
以
後
現
代
の
寺
子
屋
研
究
者
の

説
を
論
駁
し
つ
、
自
説
を
提
唱
し
て
居
ら
れ
る
が
、
多
く

の
場
合
に
後
世
の
編
著
を
使
っ
て
あ
る
の
で
、
他
説
論
駁

の
カ
も
慮
説
提
唱
の
カ
も
頗
る
溺
い
。
薩
接
に
根
本
史
料

に
よ
る
こ
ご
が
少
く
、
古
血
ハ
を
引
い
て
も
多
く
は
後
世
の

編
著
に
引
用
さ
れ
π
も
の
、
孫
引
で
あ
る
G
そ
の
少
い
直

接
古
典
の
利
用
す
ら
往
來
本
の
利
用
が
主
で
あ
っ
て
、
他

の
方
面
の
史
料
は
頗
る
少
ゼ
。
孫
引
を
す
る
際
に
は
、
編

著
者
が
原
古
典
を
誤
っ
て
解
し
、
且
引
用
し
た
や
う
な
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
判
ご
嚇
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に
、
そ
の
誤
を
そ
の
ま
＼
受
織
．
ぐ
恐
れ
が
あ
る
。

　
語
義
の
編
著
か
ら
孫
引
す
る
の
は
善
意
に
解
す
れ
ば
、

言
言
ら
の
濁
断
に
陥
る
の
を
避
け
ら
れ
た
爲
で
あ
る
ご
も

言
へ
よ
う
が
、
か
、
る
回
避
を
微
底
的
に
行
は
う
ご
す
れ

ば
、
到
底
前
入
以
上
の
新
研
究
、
濁
創
的
な
研
究
は
鵠
來

な
い
で
あ
ら
う
。

　
又
先
輩
學
者
の
功
を
没
し
な
い
爲
で
あ
る
ご
も
鼎
解
で

き
ょ
う
が
、
高
直
の
研
究
に
つ
い
て
そ
の
功
を
没
す
る
の

は
不
徳
嚢
で
あ
る
が
、
誰
も
知
っ
て
み
る
事
を
或
學
者
が

只
論
蓮
の
都
合
だ
け
で
引
い
た
も
の
を
．
わ
ざ
み
＼
孫
為

し
て
町
曝
に
原
醗
用
者
の
氏
名
そ
の
著
書
名
ま
で
書
添
へ

た
ら
、
「
か
、
る
「
般
に
知
れ
渡
っ
た
こ
ご
さ
へ
知
ら
な
か

っ
た
の
か
」
ご
護
者
か
ら
疑
は
れ
る
か
ら
、
恥
さ
ら
し
に

過
ぎ
な
い
事
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。

　
註
、
孫
引
の
範
幽
は
廣
狡
色
々
に
用
ひ
ら
れ
る
が
、
こ

　
、
で
は
比
較
的
狡
く
解
し
て
、
古
典
か
ら
礁
接
に
文
や

　
語
句
を
引
用
せ
す
し
て
，
或
編
著
に
其
古
典
か
ら
引
用

嚇
ニ
ニ

　
し
て
あ
っ
た
文
や
語
句
を
、
其
編
著
に
よ
る
事
を
明
記

　
し
、
又
は
明
記
し
な
い
で
も
、
お
の
つ
か
ら
其
編
著
か

　
ら
再
甜
癒
し
た
事
が
誉
者
に
知
れ
う
る
や
う
に
心
遣
し

　
つ
、
再
引
用
す
る
場
合
を
指
す
こ
ビ
～
す
る
。

　
し
か
し
孫
引
す
る
こ
ご
は
大
家
に
も
有
う
が
ち
な
、
照

う
や
す
い
事
で
あ
る
Q
只
そ
の
場
合
．
手
分
が
用
ひ
ん
ご

す
る
古
典
を
引
用
し
て
み
る
編
著
か
ら
湖
っ
て
、
原
古
典

を
調
べ
る
だ
け
の
勢
を
ご
る
こ
ご
は
大
切
で
あ
る
。
こ
の

場
合
一
般
に
知
れ
渡
っ
て
み
る
事
柄
で
あ
れ
ば
、
媒
介
に

な
っ
た
編
年
書
及
び
そ
の
編
著
者
を
明
ら
か
に
記
す
必
要

は
な
い
と
思
は
れ
る
が
、
可
な
り
苦
心
し
て
研
究
し
た
結

果
、
古
典
か
ら
引
用
し
π
も
の
に
於
て
、
そ
の
編
藩
書
や

編
著
者
を
隠
し
て
、
直
接
に
古
典
か
ら
引
用
し
た
や
う
に

装
ふ
の
は
不
徳
義
で
あ
る
。

　
石
川
氏
は
か
、
る
装
を
せ
す
、
予
の
見
る
所
で
は
大
抵

の
場
合
、
恐
ろ
く
八
九
分
ま
で
一
々
元
の
編
藩
書
や
編
著

者
を
睨
し
て
居
ら
れ
る
の
は
正
直
で
あ
る
。
そ
の
代
う
、



　
　
一
般
に
知
れ
渡
っ
た
事
で
も
さ
う
で
あ
る
か
ら
、
氏
の
學

　
　
力
を
疑
は
し
め
る
や
う
な
事
も
あ
る
。

　
　
　
氏
が
孫
引
に
よ
っ
て
失
敗
さ
れ
た
＝
一
の
例
を
あ
げ

　
　
る
。
山
鹿
素
行
の
由
鹿
語
類
の
如
き
活
版
本
な
ら
國
書
刊

　
　
行
會
本
に
よ
っ
て
自
由
に
手
に
し
う
る
も
の
さ
へ
、
直
接

　
　
原
典
か
ら
引
か
す
に
、
吉
田
雪
解
博
士
の
「
庄
園
制
度
の

　
　
大
要
」
か
ら
孫
引
し
て
あ
る
。
然
る
に
博
士
の
引
用
文
は

　
　
國
書
刊
行
會
本
ご
合
は
な
い
。
こ
れ
博
士
の
糠
ら
れ
た
山

　
　
鹿
語
類
は
緯
書
刊
行
會
本
ご
は
元
來
異
本
で
あ
っ
た
の
か

　
　
も
知
れ
な
い
、
ま
た
誤
植
も
あ
ら
う
ご
思
は
れ
る
か
ら
、

　
　
合
は
な
い
だ
け
で
は
、
石
川
氏
の
責
任
を
問
ふ
わ
け
に
は

　
　
行
か
な
い
が
、
氏
は

　
　
　
　
こ
れ
は
「
山
鹿
語
類
」
憲
六
、
震
遊
．
六
「
民
政
下
」
の

　
　
　
「
詳
町
人
制
こ
よ
り
引
か
れ
た
も
の
だ
ご
思
ふ
（
航

　
　
　
號
）
。

　
　
ご
あ
る
の
は
不
忠
實
で
は
な
い
か
。
叉
事
實
上
吉
田
氏
の

鰯
　
引
用
交
は
石
川
氏
の
想
像
塗
れ
た
「
詳
二
町
人
制
こ
ご
い
ふ

ユ　
　
　
　
　
　
石
川
駿
氏
の
導
子
屋
超
源
論
に
つ
い
て
盆
為
麟
…
ふ

章
に
は
無
い
の
で
あ
っ
て
、
同
じ
悠
六
「
民
政
下
」
の
中
の

「
立
論
町
雪
田
職
業
之
刷
ご
ざ
い
ふ
出
面
に
あ
る
の
で
あ
る
。
又

石
川
氏
は
、

　
　
三
浦
梅
園
に
も
寺
子
屋
公
器
論
の
あ
る
こ
ご
を
、
河

　
　
上
図
博
士
が
紹
介
さ
れ
た
や
う
に
記
憶
し
て
み
る

　
　
が
、
塗
考
書
を
座
右
に
有
し
な
い
の
で
引
用
す
る
こ

　
　
ε
が
出
來
な
い
（
同
穴
）
。

ご
述
べ
て
居
ら
れ
る
。
墾
考
書
云
々
の
事
は
一
慮
は
同
情

し
て
も
よ
い
や
う
で
あ
る
が
、
梅
園
の
薯
は
可
な
り
多
く

活
版
で
公
刊
さ
れ
て
る
る
や
う
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
を

何
か
の
機
關
を
利
用
し
て
調
べ
て
見
る
の
が
忠
實
な
や
り

方
で
あ
ら
う
。

　
又
或
時
代
を
研
究
す
る
の
に
、
そ
の
堂
時
の
古
典
に
よ

る
ε
し
て
も
．
後
世
の
考
や
、
常
識
で
解
繹
し
て
は
危
瞼

で
あ
る
Q
た
ご
ひ
そ
の
當
時
の
思
想
で
解
繹
す
．
る
と
し
て

も
、
部
分
的
な
知
識
や
誤
っ
た
知
識
か
ら
解
輝
を
下
し
た

ら
失
敗
に
臨
b
が
ち
の
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
三
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石
川
氏
が
解
鐸
の
失
敗
を
さ
れ
た
例
を
あ
げ
て
み
る
。

そ
の
】
つ
は
明
衡
量
來
に
面
し
て
や
あ
る
。
こ
の
往
來
は

孕
安
中
期
藤
原
明
衡
の
著
で
、
往
來
本
の
濫
膓
だ
ご
言
は

れ
て
る
る
。
そ
の
串
・
に
次
の
手
紙
が
あ
る
。

　
　
所
一
給
之
二
翼
、
殊
働
｝
寸
心
鱒
書
窓
雛
レ
知
【
聚
螢
之
業
h

　
　
交
苑
未
一
遇
　
獲
難
之
獣
凶
今
之
嘉
既
尤
亘
珍
重
鱒
就
中

　
　
時
（
こ
の
…
字
、
石
川
氏
の
引
掌
中
に
に
な
い
。
恐
ら
く
匡
臆
％
か
）
墨
陽
春
門
夜
當
一
一
庚
鏡

　
　
一
爾
才
子
、
會
出
合
燈
邊
ハ
相
昌
企
閑
談
司
嘉
賓
之
撰
以

　
　
レ
之
可
レ
董
也
。
（
下
略
）
。

　
氏
は
寛
永
十
九
年
刊
行
の
右
傾
來
の
註
解
を
助
こ
し
て

解
由
し
て
居
ら
れ
る
。
國
史
國
丈
の
研
究
の
進
ん
だ
江
戸

末
期
又
は
現
代
の
名
あ
る
積
立
の
註
解
な
ら
墾
考
に
な
ら

う
が
、
か
、
る
研
究
の
選
ま
な
い
寛
永
ご
ろ
江
戸
初
期
俗

間
の
無
礼
が
、
か
、
る
場
合
に
ざ
れ
位
役
に
立
つ
で
あ
ら

う
か
Q
但
し
私
は
不
幸
に
し
て
氏
の
用
ひ
ら
れ
た
註
解
本

を
實
召
し
な
い
か
ら
、
そ
の
正
確
さ
の
程
度
は
鋼
明
し
な

い
が
、
氏
の
引
用
し
て
居
ら
れ
る
範
園
内
で
は
怪
し
い
註

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
閃
二
四

繹
で
あ
る
Q
氏
は
右
の
註
解
本
を
あ
げ
て
、

　
　
寛
永
＋
九
年
刊
行
の
西
村
叉
左
衛
門
板
（
難
懸
舗

　
　
畏
舘
鷲
夢
額
）
に
あ
る
註
解
を
見
る
ピ
コ
雨

　
　
才
子
雪
眼
蜜
・
合
路
費
塑
企
閑
談
熱
蟷
蜴
蠕
鱒

　
　
熔
言
あ
る
。
即
ち
學
生
が
明
衡
の
邸
内
に
集
っ
て

　
　
學
零
し
た
の
で
あ
る
（
十
月
號
）
。

ご
遽
べ
、
更
に
怒
之
一
、
九
月
九
日
の
歌
の
返
書
を
引
い

て
、

　
　
「
某
奉
識
仕
故
殿
…
数
十
年
、
朝
蒙
　
庭
訓
｛
夕
承
　
漁
言
こ

　
　
の
句
が
あ
る
。
差
出
人
は
「
文
章
博
士
藤
原
」
ご
あ

　
　
る
か
ら
恐
ら
く
明
衡
の
こ
ご
で
あ
ら
う
。
明
衡
は
か

　
　
う
し
た
方
法
で
勉
強
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
○
兎

　
　
に
角
、
軍
安
朝
末
期
に
は
、
寺
に
登
っ
て
學
習
し
た

　
　
も
の
も
あ
れ
ば
、
學
二
一
商
い
俗
人
に
就
い
て
勉
強
し

・
た
も
の
も
め
っ
た
の
で
あ
る
（
胴
）
。

ご
結
ん
で
居
ら
れ
る
。
こ
の
結
論
は
重
篤
轡
信
が
あ
る
や

う
に
見
え
る
が
杢
く
誤
解
で
あ
る
。
第
一
に
才
子
を
學
生



　
　
ご
解
す
る
の
が
無
理
で
あ
る
。
叉
「
野
心
の
邸
内
に
集
つ

　
　
て
學
号
し
た
」
ご
解
す
べ
き
根
櫨
は
こ
こ
に
も
な
い
。
覧

　
　
永
の
註
解
本
の
夜
者
學
生
写
文
旦
也
も
誤
で
あ
る
が
、
石

　
　
川
氏
は
こ
の
「
文
曾
」
を
更
に
誤
っ
て
學
習
ご
解
繹
せ
ら

　
　
れ
た
ら
し
い
が
、
甚
だ
し
い
誤
で
あ
る
Q
右
の
註
解
本
も

　
　
氏
も
「
夜
逃
庚
罰
し
を
見
逃
し
て
み
る
が
、
右
の
手
紙
の

　
　
解
騨
の
鍵
は
こ
、
に
あ
る
Q
李
安
時
代
の
轡
俗
こ
し
て
庚

　
　
申
の
夜
は
絡
夜
籔
す
し
て
夜
明
か
し
を
し
た
Q
そ
の
爲
に

　
　
数
人
集
っ
て
或
は
歌
を
詠
じ
た
り
、
物
語
を
し
た
り
し
て

　
　
遊
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
明
既
往
來
も
そ
れ
を
指
し
た
も
の

　
　
で
、
庚
車
待
に
一
爾
の
才
子
が
集
っ
て
閑
談
す
る
時
の
嘉

　
　
賓
の
僕
に
貰
つ
π
馬
子
を
用
ひ
よ
う
こ
い
ふ
意
味
の
禮
状

　
　
で
あ
る
○
明
衡
は
學
潜
だ
か
ら
閾
談
を
し
た
ら
、
學
問
の

　
　
講
も
す
る
で
あ
ら
う
が
、
右
の
手
紙
に
は
學
脅
を
す
る
と

　
　
い
ふ
意
味
は
全
然
含
ま
れ
て
み
な
い
。

　
　
　
明
衡
往
來
の
第
こ
の
引
用
ご
解
騨
ご
に
つ
い
て
も
疑
早

舞
が
あ
・
る
。
「
茎
構
士
藤
原
」
は
聾
し
・
b
睨
轡
限
、
筍
・
・

1　
　
　
　
　
　
石
川
諏
氏
の
寺
子
屋
起
源
論
に
つ
い
て
盆
為
幽
贈
ふ

い
。
か
つ
又
私
の
所
有
し
て
み
る
明
読
響
來
（
醐
談
聴

循
敷
の
）
に
陣
文
意
士
菅
原
し
ご
あ
・
か
ら
、
氏
の

言
は
確
實
ご
は
雷
へ
な
い
。
又
断
章
し
て
引
用
し
て
あ
る

か
ら
、
氏
の
引
用
文
の
み
で
は
解
し
に
く
い
が
原
文
全
部

を
讃
め
ば
、
か
う
で
あ
る
。
右
大
辮
某
が
九
月
九
購
に
重

陽
の
宴
を
胴
く
に
つ
い
て
詩
歴
を
催
し
た
い
か
ら
丈
章
博

士
に
來
て
下
さ
い
こ
い
ふ
案
内
が
あ
っ
た
に
封
し
、
文
章

博
士
は
右
大
鷹
の
亡
父
（
故
殿
）
に
は
数
十
年
も
奉
仕
し
、

朝
に
庭
（
…
作
レ
巌
、
又
「
作
レ
敷
）
訓
を
蒙
り
、
夕
に
温
言
を
承
け
、
加
之

官
爵
の
昇
…
進
に
つ
い
て
は
只
故
搬
の
吹
嘘
に
よ
り
、
家
計

に
つ
い
て
專
ら
顧
審
を
う
け
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
恩

は
決
し
て
忘
れ
て
み
な
い
。
あ
な
た
（
右
大
野
）
の
仰
事
は

決
し
て
背
き
ま
せ
ん
。
況
や
詩
眼
の
如
き
少
事
に
は
．
ε
う

し
て
背
き
ま
せ
う
Q
爾
三
人
の
亀
入
を
随
へ
て
墾
候
致
し

ま
す
ご
い
ふ
即
席
の
手
紙
で
、
こ
こ
に
も
學
響
の
事
は
出

て
み
な
い
。

　
一
髄
私
塾
が
上
古
か
ら
有
っ
た
こ
ご
は
濤
本
書
紀
明
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
判
二
五



　
　
　
　
　
　
哲
學
研
究
　
第
百
二
十
九
號

商
議
が
あ
る
・
奈
轟
代
以
後
室
町
時
代
ま
で
ざ
の
時
代
で

　
　
も
私
塾
の
例
は
少
く
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
故
に
學
識
の
高
い
俗
人
に
就
い
て
勉
強
し
た
こ
ご
は
李

　
　
安
時
代
末
期
に
は
既
に
李
凡
な
有
り
ふ
れ
た
事
に
な
っ
て

　
　
み
る
の
で
あ
っ
て
、
實
例
は
い
く
ら
で
も
あ
る
。
明
衡
往

　
凍
も
見
方
に
よ
っ
て
そ
の
一
鞭
に
用
ひ
う
る
か
も
知
れ
な

　
　
い
が
、
も
つ
ご
良
い
材
料
を
探
す
の
は
決
し
て
難
事
で
は

　
　
な
い
。

　
又
氏
は
宇
行
や
一
二
行
の
事
で
、
し
か
も
日
本
歴
史
の

あ
ら
ま
し
を
知
っ
て
み
る
者
に
は
珍
ら
し
く
な
い
事
で
も

正
薩
に
原
編
著
者
ご
編
著
書
を
朋
記
し
て
引
い
て
居
ら
れ

る
こ
と
が
多
い
が
、
何
の
爲
か
疑
を
抱
く
の
で
あ
る
。
も

し
一
通
り
國
史
を
學
ん
だ
も
の
な
ら
誰
も
知
っ
て
み
る
ほ

ざ
の
事
を
、
氏
が
珍
し
く
難
じ
て
、
三
編
薯
か
ら
受
け
た

恩
を
忘
れ
な
い
や
う
、
そ
の
編
著
の
功
を
没
し
な
い
や
う

に
明
記
さ
れ
た
の
な
ら
、
氏
は
國
史
の
研
究
に
粗
漏
だ
こ

移
せ
ら
れ
て
も
仕
方
が
あ
る
ま
い
。
國
爽
～
般
に
遍
せ
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
叫
二
六

し
て
寺
子
屋
の
起
源
を
研
究
す
る
の
は
少
し
胃
瞼
で
は
な

い
か
。
又
氏
は
珍
し
く
戚
じ
ら
れ
な
い
が
、
わ
ざ
ご
原
編

演
者
ご
編
箸
置
を
書
添
へ
ら
れ
た
の
な
ら
、
氏
の
研
3
究
を

正
確
な
る
如
く
徒
ら
に
街
ふ
も
の
ご
罪
難
ず
る
人
も
有

る
か
も
知
れ
な
い
。

　
例
へ
ば
氏
は
「
國
民
的
鼻
許
こ
の
頃
（
鎌
倉
蒔
代
）
よ
り
漸
く

隆
盛
に
黒
き
．
欝
本
文
化
の
気
立
、
鎌
倉
室
町
の
間
に
成

っ
た
」
ε
い
ふ
事
を
、
内
藤
博
士
の
「
日
本
文
化
史
の
研

究
」
か
ら
引
い
て
居
ら
れ
る
が
、
考
へ
方
に
よ
っ
て
は
も

つ
ご
古
い
所
へ
持
っ
て
行
け
る
事
だ
か
ら
、
右
の
如
く
鎌

倉
時
代
や
、
鎌
倉
室
町
の
聞
ε
定
め
る
場
合
に
は
内
藤
博

士
の
説
に
よ
る
旨
を
漸
っ
て
鐙
く
の
は
至
當
で
あ
ら
う
。

然
る
に
「
我
が
國
の
佛
激
は
初
め
か
ら
國
家
ご
離
る
べ
か

ら
ざ
る
密
接
の
關
係
を
有
し
，
國
家
の
政
治
ご
絡
始
提
携

し
て
螢
展
し
て
來
た
」
事
を
村
上
優
姿
の
「
培
訂
眞
宗
全

史
」
か
ら
引
い
て
あ
る
が
、
こ
れ
は
博
士
の
三
見
で
な
く
、

誰
も
知
っ
て
み
る
事
で
あ
る
っ
甚
だ
し
き
は
「
法
然
が
『
選



　
　
揮
本
願
』
」
を
提
唱
し
た
一
句
七
字
を
同
書
か
ら
引
い
て

　
　
あ
る
が
、
法
然
が
選
揮
本
願
蒼
黒
を
以
て
佛
鍛
に
新
生
命

　
　
を
吹
込
ん
だ
こ
ご
は
、
今
日
の
浄
土
宗
・
眞
宗
成
立
の
根

　
　
本
で
あ
る
か
ら
、
誰
も
知
っ
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

　
　
一
句
を
「
奨
宗
全
史
」
に
よ
る
旨
を
故
ら
に
明
記
す
る
の

　
　
は
何
の
意
昧
か
分
ら
な
い
。
か
織
る
例
は
爾
頗
る
多
い
。

　
　
　
叉
か
・
る
引
用
を
な
す
場
合
に
、
原
編
著
が
い
か
に
大

　
　
家
の
著
で
あ
っ
て
も
そ
の
説
に
つ
い
て
、
一
慮
は
當
否
の

　
　
法
域
を
加
へ
て
お
く
べ
き
で
有
ら
う
Q
石
川
氏
は
可
な
り

　
　
丁
寧
に
批
評
を
加
へ
て
居
ら
れ
る
。
こ
“
れ
は
い
か
に
も
結

　
　
構
な
事
で
あ
る
が
、
そ
の
批
剣
の
仕
方
が
誤
っ
て
み
る
事

　
　
が
あ
る
Q
時
ご
し
て
原
編
著
の
説
の
い
か
“
は
し
い
と
思

　
　
は
れ
る
場
合
に
、
何
ら
批
鋼
を
加
へ
す
に
そ
の
ま
、
承
繊

　
　
し
て
居
ら
れ
る
こ
ご
が
あ
る
。

　
　
　
批
鋼
の
仕
方
の
満
っ
て
る
る
…
例
を
あ
げ
る
ビ
李
泉
澄

　
博
士
が
そ
の
著
「
，
中
世
に
於
け
る
精
紳
生
活
」
の
中
で
、

蜘
　
明
月
記
に
よ
っ
て
藤
原
定
家
の
こ
子
の
學
問
の
乏
し
い
こ

1　
　
　
　
　
　
石
川
譲
氏
の
寺
子
屋
起
源
論
に
つ
い
て
餐
為
騎
ふ

ご
を
叙
べ
、
爾
類
似
の
他
の
例
を
こ
三
あ
げ
た
上
で
、
鎌

倉
時
代
の
貴
族
の
繋
縛
で
あ
っ
た
事
を
論
じ
ら
れ
た
。
こ

の
説
の
當
否
に
思
す
る
予
の
考
は
憾
言
ふ
必
要
は
な
い

が
、
石
川
氏
は
李
泉
氏
が
明
月
記
に
下
し
た
解
繹
が
談
っ

て
み
る
こ
し
て
明
治
の
編
纂
物
た
る
大
日
本
人
名
僻
書
を

引
用
し
て
軍
畑
氏
を
駁
撃
し
た
。
し
か
し
石
川
氏
の
態
度

は
甚
だ
遺
幟
で
あ
る
。
何
こ
な
れ
ば
明
月
記
は
定
家
の
日

記
で
あ
る
。
日
記
も
時
に
誤
を
含
ん
で
み
る
こ
ご
は
有
う

う
る
筈
で
あ
る
。
し
か
し
定
家
は
そ
の
子
爲
家
等
の
日
常

を
よ
く
槻
察
し
て
概
括
的
に
無
難
ご
戚
じ
た
事
を
日
記
に

書
載
せ
て
み
る
の
で
あ
る
か
ら
、
我
が
子
の
事
ゆ
ゑ
慨
歎

の
香
り
書
過
ぎ
た
瓢
は
あ
っ
て
も
全
然
談
ご
は
言
へ
な

い
。
大
日
本
種
名
僻
書
は
誤
の
少
く
な
い
編
纂
も
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
書
の
史
料
的
儂
値
は
全
然
比
較
に
な
ら
な
い
。

た
や
し
人
名
僻
書
か
ら
石
川
氏
の
引
用
さ
れ
た
爲
家
の
傳

は
元
來
主
と
し
て
大
臼
本
更
に
よ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
除

程
信
用
し
う
る
が
、
石
川
氏
は
引
用
文
中
に
特
に
圏
黙
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
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鞠
つ
け
て
・
藁
氏
を
暴
薯
の
に
書
用
ひ
ら
れ
た

　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
パ
リ
　
む
　
　
む

　
「
ま
た
書
叢
を
能
く
す
」
の
入
宇
は
大
日
本
吏
に
は
無
い
。

　
　
恐
ら
く
大
日
本
更
の
編
者
が
採
用
す
る
の
を
肯
ん
じ
な
か

　
　
つ
た
爽
料
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
も
し
李
泉
氏
の
説
が

　
悪
い
の
な
ら
、
明
月
記
そ
れ
自
ら
か
、
叉
は
他
の
確
實
な

　
史
料
か
ら
攻
撃
す
べ
き
で
あ
る
。
石
川
氏
の
や
り
方
は
弓

　
矢
ご
機
關
銃
こ
の
戦
の
や
う
な
蔵
じ
が
す
る
。
機
關
銃
で

　
敵
を
殺
す
こ
ご
が
出
記
す
、
去
て
弓
矢
で
敵
を
殺
す
こ
ご

　
　
が
臨
來
よ
う
。
人
名
言
書
で
明
月
詑
を
非
難
す
る
こ
ご
は

　
根
本
か
ら
不
可
能
で
あ
る
。

　
又
次
の
や
う
な
例
が
あ
る
。
石
川
氏
は
松
屋
筆
記
か
ら

次
の
文
を
引
か
れ
元
。

　
　
右
京
太
夫
集
に
太
皇
太
皇
（
后
の
誤
）
宮
よ
り
、
お
も
し

　
　
ろ
き
纏
ご
も
を
中
宮
の
御
か
た
へ
ま
み
ら
せ
給
へ
り

　
　
し
中
に
、
寺
の
も
ご
に
人
の
手
な
ら
ひ
し
て
、
ビ
て

　
　
詞
が
き
し
絃
の
ま
じ
り
た
る
い
ご
あ
は
れ
に
て
、
「
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二
入

　
　
ぐ
り
來
て
見
る
に
だ
も
ご
を
濡
す
か
な
、
ゑ
し
ま
に

　
　
ご
め
し
葺
く
き
の
跡
L
云
々
。
按
に
宇
治
捨
湛
に
も

　
　
信
濃
の
國
な
る
人
の
子
、
寺
に
の
ぼ
り
て
手
習
せ
し

　
　
が
、
母
の
と
り
落
し
た
る
間
男
の
交
を
、
父
の
前
に

　
　
で
め
ら
面
こ
ご
に
よ
み
直
せ
し
事
済
ゆ
Q

ご
こ
ろ
が
、
氏
は
右
京
太
夫
集
を
古
京
太
夫
顯
輔
卿
集
ご

解
し
、
宇
治
拾
遽
を
宇
治
拾
遺
物
語
ご
解
し
て
、
爾
書
を

調
べ
ら
れ
た
ら
し
い
が
、
怨
書
共
に
右
の
記
事
の
無
い
事

を
醜
業
し
て
、
「
因
み
に
言
ふ
。
こ
の
記
事
、
右
京
太
夫
顯

輔
郷
集
に
も
宇
治
拾
遣
物
語
に
も
見
當
ら
な
い
。
」
ε
述
べ

つ
、
、
同
時
に
同
所
で

　
　
右
京
太
夫
は
藤
原
顯
輔
で
あ
る
・
顯
輔
は
堀
河
・
鳥

　
　
朋
・
崇
徳
・
近
衛
の
四
朝
に
仕
へ
た
人
で
あ
る
か
ら
、

　
　
勢
威
朝
末
期
に
醗
す
る
。
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
は
李

　
　
安
朝
末
期
か
鎌
倉
初
期
の
も
の
で
あ
ら
う
ε
の
事

　
　
（
欝
盗
難
受
働
避
で
あ
る
。
し
て
見
塗
、

　
　
李
安
朝
後
配
期
に
は
寺
で
學
問
す
る
風
警
あ
っ
た



　
　
　
　
も
の
ε
思
は
れ
る
。

　
　
と
噺
じ
て
る
ら
れ
る
が
、
右
京
太
夫
顯
輔
卿
集
や
宇
治
拾

　
　
遺
物
語
に
、
寺
院
に
於
け
る
手
習
の
記
事
が
な
い
の
に
、

　
　
ざ
う
し
℃
か
》
る
論
断
が
萬
來
る
の
で
あ
ら
う
。
無
か
ら

　
　
・
有
は
出
て
來
な
い
。
雫
安
末
期
に
寺
院
で
俗
人
に
手
習
を

　
　
敷
へ
だ
こ
ご
が
他
の
更
料
か
ら
説
明
さ
れ
る
こ
ε
は
有
つ

　
・
て
も
、
右
京
太
夫
集
や
宇
治
拾
逡
に
確
に
無
い
も
の
な
ら

　
　
こ
う
し
て
、
右
の
黒
黒
を
こ
の
こ
書
か
ら
讃
明
し
う
る

　
　
か
。
實
に
奇
怪
で
あ
る
。

　
　
　
次
に
松
屋
筆
記
に
言
ふ
が
如
き
材
料
が
右
京
太
夫
集
や

　
　
宇
治
拾
逡
に
果
し
て
無
い
の
で
有
ら
う
か
。
氏
は
左
京
太

　
　
夫
集
を
藤
原
顯
輔
の
家
集
ε
解
し
て
居
ら
れ
る
が
、
顯
輔

　
　
は
左
京
太
夫
で
あ
っ
て
右
京
太
夫
で
は
な
い
。
右
京
太
夫

　
　
た
る
顯
輔
の
家
集
に
は
右
京
太
夫
の
家
集
に
あ
る
歌
は
無

　
　
い
は
す
で
あ
る
Q
看
京
太
夫
は
建
議
門
院
の
女
房
で
、
そ

　
　
の
家
集
を
詳
し
く
は
建
禮
門
院
右
京
太
夫
集
ご
い
ふ
。
但

配
し
群
書
類
纂
本
に
麦
ε
、
松
屋
筆
記
の
引
用
は
誤
っ
て

ユ　
　
　
　
　
　
贋
川
鍛
畿
の
寺
子
屋
趣
源
論
に
つ
い
て
盆
為
舗
ふ

み
る
。
類
從
本
に
は
、

　
　
太
予
輩
宮
よ
り
亨
b
し
ろ
き
御
（
酷
艦
講
爆

　
　
吻
闘
糊
）
絡
ざ
も
を
、
中
宮
の
御
か
た
へ
ま
い
ら
せ
給

　
　
へ
り
し
な
か
に
、
昔
ち
＼
の
も
ご
に
人
の
手
な
ら
ひ

　
　
し
て
乙
葉
か
、
せ
し
絡
の
ま
じ
り
た
る
、
い
ご
あ
は

　
　
れ
に
て

ご
あ
る
。
こ
れ
ご
松
屋
筆
記
の
引
用
ε
を
比
較
す
る
ε
、

明
か
に
松
屋
筆
記
の
引
用
文
は
悪
い
。
「
寺
の
も
ビ
」
こ
い

ふ
語
は
解
し
難
い
、
又
「
父
の
も
ε
に
人
の
手
な
ら
ひ
し

て
芝
葉
か
、
せ
し
檜
」
を
見
だ
か
ら
、
昔
こ
ひ
し
く
「
い
ご

あ
は
れ
に
」
な
っ
て
歌
を
詠
じ
た
の
で
あ
っ
て
、
寺
で
手

習
し
た
の
で
は
何
故
「
あ
は
れ
に
」
な
っ
た
か
蓮
じ
な
い
。

更
に
毛
革
本
の
詞
書
な
ら
歌
の
意
味
も
通
る
が
、
松
屋
筆

記
の
交
に
あ
る
詞
書
で
は
、
歌
慮
も
解
し
に
く
い
。
氏
は

松
屋
筆
記
の
右
京
太
夫
を
誤
解
す
る
と
共
に
、
孫
引
に
よ

っ
て
、
飛
ん
だ
失
敗
を
負
獲
さ
せ
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
宇
治
拾
遺
は
宇
治
拾
遽
物
語
ビ
見
て
誤
が
あ
る
ま
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳳
二
九
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そ
の
中
に
松
屋
筆
記
の
や
う
な
話
は
無
い
。
こ
の
黙
は
石

川
氏
に
賛
同
す
る
。
恐
ら
く
松
屋
筆
記
の
著
者
小
山
田
思

妻
は
書
名
を
誤
っ
て
記
憶
し
て
み
た
も
の
で
あ
ら
う
。

鰯

　
以
上
史
料
の
取
扱
に
つ
い
て
論
じ
た
○
次
に
逸
源
の
意

味
に
つ
い
て
、
氏
の
考
へ
て
居
ら
れ
る
こ
ご
が
脇
に
落
ち

な
い
こ
ご
を
述
べ
て
見
る
。

　
氏
は
從
來
の
研
究
者
は
寺
子
屋
・
寺
子
等
の
話
が
江
戸

時
代
に
行
は
れ
た
か
ら
、
す
ぐ
寺
子
屋
は
寺
院
の
世
俗
激

育
か
ら
墾
じ
た
も
の
ご
考
へ
る
ε
言
っ
て
非
難
し
、
氏
は

寺
院
ε
相
並
ん
で
寺
院
以
外
に
も
遡
源
が
あ
る
と
…
遮
べ
て

居
ら
れ
る
。
氏
は
読
方
の
説
を
一
等
論
、
氏
自
ら
の
説
を

三
管
論
ε
名
づ
け
ら
れ
た
。

　
し
か
し
氏
の
言
は
れ
る
多
源
論
と
い
ふ
語
に
曖
昧
な
黙

が
あ
る
。
多
源
論
ご
は
（
一
）
寺
院
か
ら
登
達
し
た
寺
子
屋

も
あ
り
、
寺
院
以
外
の
私
塾
等
か
ら
登
達
し
た
寺
子
屋
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
〇

あ
る
と
い
ふ
意
味
か
、
（
こ
）
寺
院
そ
の
他
各
種
の
激
育
が

合
し
て
寺
子
屋
に
な
っ
た
の
か
、
そ
の
逼
別
を
、
氏
自
ら

は
考
へ
て
居
ら
れ
る
で
あ
ら
う
が
、
論
丈
の
上
で
は
到
明

し
な
い
。
又
氏
は
ざ
こ
で
も
、
こ
の
涯
別
を
明
ら
か
に
し

て
居
ら
れ
な
い
や
う
で
あ
る
。

　
し
か
し
結
論
の
最
後
の
六
號
活
学
の
所
を
譲
ん
で
、
然

る
後
に
墨
型
を
回
顧
す
る
ご
、
ほ
い
第
一
の
考
へ
方
を
懐

い
て
居
ら
れ
る
ご
見
ら
れ
る
節
が
あ
る
や
う
で
あ
る
。
す

る
と
更
に
新
し
い
疑
問
が
起
る
。
江
戸
時
代
の
寺
子
屋
は

各
地
、
各
時
期
こ
も
に
、
ほ
や
内
容
形
式
が
一
致
し
て
大

な
る
墾
化
が
な
い
。
各
種
の
起
源
か
ら
別
々
に
獲
逮
も
た

も
の
が
、
ご
う
し
て
か
く
類
似
し
、
一
致
す
る
か
。
こ
れ

は
研
究
す
べ
く
、
説
話
す
べ
き
疑
問
で
あ
る
。
但
し
氏
は
、

こ
れ
ら
各
種
の
起
源
か
ら
襲
達
し
た
寺
子
屋
は
ざ
こ
ま
で

も
異
系
統
の
も
の
こ
し
て
並
等
さ
れ
る
ε
信
じ
て
居
ら
れ

る
の
で
あ
ら
う
か
○
又
寺
院
の
翫
慾
望
育
か
ら
襲
達
し
た

庶
民
の
警
機
輿
鍋
錦
鶏
罹
れ
）
が
寺
子
屋
轟
ば
れ



　
　
て
㌻
そ
の
生
徒
を
寺
子
、
論
難
を
寺
入
ご
呼
ん
だ
の
は
解

　
　
し
う
る
こ
と
で
あ
る
が
、
非
寺
院
の
澱
育
か
ら
獲
達
し
た

　
　
庶
民
駿
育
に
つ
い
で
も
寺
子
屋
・
寺
子
・
寺
入
と
稻
せ
ら
れ

　
　
た
の
は
問
題
こ
し
て
研
究
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の

　
　
問
題
に
つ
い
で
氏
の
明
快
な
る
解
決
が
望
ま
し
い
も
の
で

　
　
あ
る
。

　
　
　
も
し
又
第
二
の
考
へ
方
を
探
る
こ
す
れ
ば
、
予
は
か
う

　
　
考
へ
る
。
麹
も
起
源
こ
か
原
因
ご
か
い
ふ
も
の
は
、
い
か

　
　
な
る
場
合
に
も
一
つ
の
事
は
無
い
で
あ
ら
う
。
一
つ
の
事

　
　
惜
A
が
怨
じ
て
他
の
一
つ
め
事
情
B
が
摺
る
に
は
．
始
の

　
　
事
情
A
ご
後
の
事
情
8
ご
が
形
相
を
異
に
す
る
限
り
、
始

　
　
の
事
情
A
一
つ
だ
け
で
は
後
の
事
惜
B
は
挙
る
ま
い
。
必

　
　
す
始
の
事
情
A
に
他
の
第
三
の
事
情
C
が
加
っ
て
後
の
事

　
情
B
に
成
る
も
の
で
あ
る
。
故
に
寺
子
屋
の
起
源
が
一
つ

　
　
で
な
い
こ
ご
は
分
り
き
っ
た
事
で
あ
っ
て
石
川
氏
を
待
つ

　
　
て
始
め
て
知
り
う
る
程
困
難
な
問
題
で
は
な
い
。
し
か
し

螂
　
寺
子
屋
．
寺
子
。
寺
入
こ
い
ひ
、
又
寺
屋
．
登
山
な
ざ
言
ふ

1　
　
　
　
　
　
石
川
譲
氏
の
専
子
屋
起
源
論
に
つ
い
て
盆
を
舗
ふ

如
く
、
佛
澱
嗣
係
の
語
が
、
寺
子
屋
激
育
に
廣
く
用
ひ
ら

れ
て
る
る
の
は
、
鎌
倉
・
室
町
時
代
の
寺
院
の
世
俗
鍛
育

が
寺
子
屋
の
主
要
な
原
因
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
無
か
っ
た

ら
う
か
。
こ
の
推
測
は
無
理
で
は
あ
る
ま
い
。

　
氏
は
し
き
り
に
寺
子
屋
こ
い
ふ
語
の
使
用
範
園
の
狡
い

事
を
言
は
れ
る
が
、
然
ら
ば
便
用
範
園
の
狡
い
稚
呼
が
ざ

う
し
て
寺
子
屋
式
の
直
書
、
即
ち
庶
民
の
初
歩
の
激
育
の

総
名
と
な
っ
た
の
か
、
特
殊
な
理
由
の
な
い
限
り
寺
、
子
屋

ご
い
ふ
名
粥
が
他
の
手
習
屋
・
猛
風
指
南
な
ご
い
ふ
類
の

名
幕
よ
り
有
力
で
あ
っ
た
ビ
見
ら
れ
る
で
は
な
い
か
。
有

力
な
各
繕
で
あ
っ
た
ご
云
ふ
事
實
か
ら
、
寺
子
屋
の
記
源
は

多
源
で
あ
っ
て
も
、
寺
院
の
世
俗
澱
育
が
有
力
な
起
源
で

あ
っ
た
ご
推
論
す
る
の
は
、
他
に
強
い
反
讃
の
な
い
限
り
、

立
涙
に
假
説
こ
し
て
成
立
し
う
る
筈
で
あ
る
。
寺
子
・
寺

入
・
寺
男
ビ
い
ふ
語
の
使
用
賢
覧
に
つ
い
て
は
氏
は
寺
子

屋
こ
い
ふ
名
義
…
ほ
ざ
に
詳
細
に
は
述
べ
て
居
ら
れ
な
い

が
、
や
は
り
こ
れ
に
樹
癒
す
る
佛
澱
的
意
味
の
な
い
手
習

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
叫
一
三
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子
・
入
學
な
ざ
い
ふ
語
8
の
醐
係
に
つ
い
て
も
同
県
に
考

へ
ら
れ
る
Q

　
氏
は
寺
子
屋
こ
い
ふ
名
君
…
の
起
源
が
、
寺
子
屋
そ
の
も

の
、
起
源
よ
り
も
二
百
年
も
後
れ
て
み
る
か
ら
寺
院
の
世

俗
激
育
が
こ
厩
線
に
寺
子
屋
こ
な
っ
た
こ
は
言
へ
な
い
ε

言
っ
て
居
ら
れ
”
⇔
c
し
か
し
一
人
の
創
設
に
か
、
る
も
の

で
な
く
、
自
然
ご
民
間
に
獲
達
し
た
寺
子
屋
に
於
て
、
最

初
の
中
は
寺
子
屋
こ
い
ふ
名
を
考
へ
つ
か
な
か
っ
た
だ
け

の
事
で
あ
る
。
色
々
の
名
匠
…
が
並
び
行
は
れ
、
寺
子
屋
ご

い
ふ
語
が
出
來
て
か
ら
も
、
色
々
の
灘
由
か
ら
廣
く
行
は

れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
今
口
で
は
「
寺
子
屋
」
ε
い

ふ
語
が
か
、
る
駿
育
機
陶
を
表
す
の
に
最
も
適
當
だ
こ
認

め
た
か
ら
、
そ
れ
が
最
も
普
及
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
だ
け
の
黙
か
ら
寺
院
の
世
俗
敷
育
ビ
寺
子
屋
ご
の
霊
的

連
鎖
が
簿
溺
な
や
う
に
は
言
へ
な
い
ご
思
ふ
。
他
の
例
を

ご
る
ご
武
士
滋
で
あ
る
。
こ
の
語
は
戦
國
時
代
に
始
り
、

江
戸
時
代
に
は
可
な
b
．
難
く
用
ひ
ら
れ
た
け
れ
こ
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
；
三

主
「
，
武
溢
」
そ
の
他
の
語
で
そ
の
意
味
を
示
す
方
が
廣
く

行
は
れ
た
。
し
か
し
武
士
滋
は
李
安
中
期
に
起
り
、
末
期

に
は
既
に
盛
ん
に
行
は
れ
て
る
た
。
郎
ち
事
實
蓮
源
は
名

店
起
源
よ
り
も
四
百
年
以
上
古
い
Q
し
か
も
今
目
は
「
武

士
道
」
の
語
が
最
も
適
當
で
あ
る
ε
し
て
画
く
用
ひ
ら
れ

て
る
る
。
氏
は
し
き
り
に
寧
静
起
源
が
言
語
起
源
に
先
立

つ
故
に
、
寺
子
屋
こ
い
ふ
支
離
か
ら
颪
ち
に
寺
院
の
世
俗

激
動
が
ら
の
み
寺
子
屋
こ
い
ふ
機
蘭
の
起
つ
た
と
論
ず
る

こ
ご
は
出
摩
な
い
ご
言
は
れ
る
の
は
當
ら
な
い
。
武
士
道

の
名
が
無
く
て
も
事
實
は
有
つ
元
Q
寺
子
屋
の
名
が
な
く

て
も
實
は
あ
っ
た
。
こ
の
事
ご
寺
子
屋
の
超
源
ご
は
切
離

し
て
考
へ
る
。
へ
き
も
の
で
あ
る
。
氏
は
研
究
上
推
論
す
る

こ
ご
の
毘
歪
な
い
園
圃
に
推
論
し
よ
う
ご
し
て
居
ら
れ

る
Q
寺
子
屋
名
粥
蓮
源
の
遽
遽
は
事
實
起
源
の
研
究
に
は

無
転
婆
で
あ
る
。

氏
は
鳶
口
丁
重
竹
冠
資
料
に
よ
っ
て
寺
子
屋
が
登
生
も



　
　
た
最
初
か
ら
、
纒
逆
児
は
僧
侶
以
外
の
者
が
多
い
ご
言
は

　
　
れ
る
が
、
獲
生
し
た
後
の
事
情
が
そ
の
ま
》
直
ち
に
登
生

　
　
以
前
の
起
源
を
示
す
ご
は
思
は
れ
な
い
。
た
ご
ひ
示
す
ご

　
　
し
て
も
、
日
本
敏
臨
監
資
料
は
確
麗
な
史
料
で
な
い
か
ら
、

　
　
表
に
示
さ
れ
て
み
る
「
々
の
寺
子
屋
に
つ
い
で
、
記
述

　
　
が
勲
業
で
あ
る
ご
信
用
を
遣
く
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
経

　
　
讐
者
に
寺
院
が
存
外
少
い
の
は
果
し
て
翼
を
示
し
た
も
の

　
　
で
あ
ら
う
か
。
明
治
初
年
の
佛
澱
蟹
迫
の
事
實
の
影
響
で
、

　
　
鼠
ハ
實
よ
り
も
少
く
記
載
さ
れ
て
る
る
の
か
も
知
れ
な
い
Q

　
　
又
元
和
以
前
に
あ
っ
た
乎
入
の
寺
子
屋
が
、
右
資
料
に

　
　
載
っ
て
み
る
が
、
こ
れ
ら
古
く
起
つ
た
寺
子
屋
の
創
建
年

　
　
代
は
果
し
て
記
載
通
り
で
あ
ら
う
か
。
多
く
の
説
寺
の
創

　
　
建
年
代
が
信
じ
え
ら
れ
な
い
如
・
＼
こ
れ
ら
古
く
か
ら
有

　
　
つ
た
こ
言
は
れ
る
寺
子
屋
の
創
建
年
代
も
、
他
に
有
力
な

　
　
元
亨
の
な
い
限
う
、
確
實
だ
こ
主
張
毘
來
な
い
。
今
寺
學
舎

　
　
や
和
田
學
含
の
如
き
創
立
や
織
績
の
陵
豚
な
も
の
さ
へ
、

鰯
氏
は
苦
し
い
野
畑
を
施
し
て
、
生
か
さ
う
こ
し
て
ゐ
ら
れ

1　
　
　
　
　
　
石
川
譲
氏
の
寺
子
屋
趨
源
論
に
つ
い
て
釜
為
舗
ふ

る
氏
の
こ
ε
で
あ
る
か
ら
、
可
な
り
無
造
作
に
信
じ
て
居

ら
れ
る
け
れ
ご
も
、
や
、
輕
卒
で
あ
る
。
又
こ
れ
ら
古
い

寺
子
屋
に
於
て
も
怪
々
の
経
謝
し
π
の
は
少
い
ご
述
べ
て

居
ら
れ
る
が
、
敷
育
苗
資
料
の
職
業
別
は
調
査
し
た
時
の

職
業
で
あ
る
か
ら
、
創
立
當
時
は
ざ
う
で
あ
っ
た
か
分
ら

な
い
。
氏
は
何
故
に
江
戸
初
期
、
安
土
桃
山
時
代
、
戦
國
時

代
又
は
そ
れ
以
前
の
吏
料
か
ら
直
接
に
材
料
を
求
め
ら
れ

な
い
の
で
あ
ら
う
か
。

幽ず　tS

　
氏
の
研
究
の
中
で
最
も
精
彩
の
あ
る
瓢
は
、
や
は
り
他

人
の
読
や
、
不
確
々
な
史
料
を
用
ひ
す
、
猫
創
的
に
、
確

實
な
更
料
で
以
て
研
究
さ
れ
た
黙
で
あ
る
Q
時
代
か
ら
言

へ
ば
江
戸
陥
時
代
に
一
於
け
る
寺
や
、
寺
子
屋
な
ご
の
語
・
更
，

寺
子
屋
の
意
昧
を
研
究
さ
れ
た
黙
で
あ
る
。
そ
れ
は
大
膣
巳

九
月
號
に
纒
め
ら
れ
て
る
る
。
時
代
を
離
れ
て
吏
料
か
ら

言
へ
ば
往
豊
本
に
つ
い
て
の
論
議
は
よ
し
や
岡
村
氏
の
往

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
三
三



12t！6

　
　
　
　
哲
學
研
究
第
胃
二
十
九
號

薫
物
分
類
目
録
に
依
ら
れ
た
瓢
は
多
い
ど
し
て
も
、
確
に

氏
は
燭
特
の
立
脚
黙
に
立
ち
特
異
の
研
究
を
成
し
途
げ
て

居
ら
れ
る
。
こ
の
範
團
内
に
於
け
る
班
究
に
は
立
密
な
成

績
が
示
さ
れ
て
あ
る
。
從
っ
て
十
月
號
十
一
月
號
の
「
激

育
幽
門
界
」
の
「
封
建
制
下
に
於
け
る
艮
主
的
傾
向
の
胎

生
」
の
如
き
、
ま
だ
十
一
月
號
で
は
未
完
で
は
あ
る
が
、

江
戸
時
代
に
於
け
る
地
理
的
往
青
本
に
よ
る
研
究
で
あ
る

か
ら
、
い
か
に
も
興
昧
の
深
い
も
の
、
入
を
啓
獲
す
る
カ

に
富
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
遣
憾
な
が
ら
、
江
戸
時

代
を
離
れ
て
そ
れ
よ
り
も
過
去
の
研
究
に
な
る
ご
、
大
て

い
明
治
大
正
の
編
著
を
利
用
し
叉
は
そ
の
中
に
引
用
さ
れ

古
典
を
孫
引
し
て
立
て
た
論
述
で
あ
る
か
ら
、
時
ε
し
て
．

よ
い
見
識
を
示
さ
れ
な
い
こ
ご
も
な
い
が
、
大
腱
上
、
直

ち
に
賛
同
し
か
ね
る
黙
が
多
い
。

　
氏
は
寺
院
の
世
俗
敏
育
の
み
が
、
寺
子
屋
の
起
源
で
は

な
い
ご
言
ひ
な
が
ら
、
途
に
寺
子
屋
嚢
生
以
前
、
寺
院
の

世
俗
数
育
以
外
の
俗
人
の
行
っ
た
族
民
激
育
に
つ
い
て
殆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嚇
三
四

ざ
述
べ
て
居
ら
れ
な
い
◎
こ
れ
は
甚
だ
遺
憾
な
こ
ご
で
あ

る
。
け
れ
こ
も
貰
は
直
接
古
典
を
探
し
て
防
雪
の
施
し
π

庶
民
漱
育
に
つ
い
て
史
料
を
求
め
ら
れ
て
も
、
恐
ら
く
得

る
ε
こ
ろ
が
少
い
で
あ
ら
う
。
從
來
の
學
者
が
寺
院
を
寺

子
屋
の
主
だ
る
超
源
ご
考
へ
た
の
は
、
俗
人
の
施
し
た
世

俗
敢
育
の
實
例
が
極
め
て
少
く
、
寺
院
の
世
俗
激
育
の
例

が
多
い
か
ら
で
あ
る
ご
予
は
考
へ
て
る
る
。

　
更
に
氏
は
寺
院
の
施
し
た
世
俗
激
育
，
殊
に
そ
の
低
い

程
度
の
も
の
に
つ
い
て
、
激
を
受
け
た
人
名
や
寺
名
は
若

干
暴
げ
て
居
ら
れ
る
が
、
そ
の
内
容
形
式
に
つ
い
て
は
玉

木
吉
保
に
つ
い
て
流
～
べ
て
居
ら
れ
る
外
に
は
殆
…
ご
説
い
て

居
ら
れ
な
い
。
そ
れ
で
は
寺
院
の
施
し
た
世
俗
激
育
ε
俗

人
の
施
し
π
世
俗
敷
育
こ
の
内
容
形
式
が
等
し
い
の
か
、

違
っ
た
も
の
か
分
ら
な
い
。
も
し
等
し
け
れ
ば
寺
子
屋
の

鵡
源
を
氏
の
言
ふ
ご
ご
く
寺
院
ビ
俗
人
こ
の
二
つ
に
峻
別

す
る
必
要
は
無
い
ご
言
っ
て
も
よ
か
ら
う
。
更
に
疑
へ
ば

寺
子
屋
の
起
源
ご
な
っ
て
み
る
の
か
、
み
な
い
の
か
、
又



こ
れ
ら
寺
院
や
俗
人
の
世
俗
聖
職
ε
後
の
寺
子
屋
澱
育

ご
、
内
容
形
式
が
ご
れ
位
違
っ
て
み
る
か
、
そ
れ
こ
も
等

し
い
か
。
も
し
等
し
か
っ
た
ら
、
二
者
を
一
ご
見
て
、
寺

院
の
世
俗
駿
育
の
登
生
し
た
時
に
寺
子
屋
は
登
生
し
た
と

考
へ
て
も
よ
か
ら
う
。
こ
れ
ら
の
黙
が
す
べ
て
明
ら
か
に

な
ら
な
け
れ
ば
、
寺
子
屋
の
逸
源
論
は
解
決
さ
れ
な
い
。

　
　
　
寺
子
屋
襲
生
前
の
世
俗
澱
育
が
寺
院
に
し
ろ
非
寺
院
に

　
　
し
ろ
行
は
れ
た
こ
見
る
な
ら
ば
、
氏
は
何
故
に
そ
の
黙
に

　
　
つ
い
て
十
分
に
研
究
さ
れ
な
い
の
か
。
そ
れ
を
せ
す
し
て

　
　
寺
子
屋
の
超
源
論
を
説
く
の
は
大
面
す
ぎ
は
し
ま
い
か
。

　
　
　
俗
人
の
施
し
た
殿
育
は
史
料
は
稀
で
あ
る
か
ら
姑
く
除

　
　
か
う
◎
寺
院
の
行
っ
た
世
俗
駁
育
は
材
料
は
可
な
り
豊
富

　
　
で
あ
る
の
に
そ
れ
に
つ
い
て
、
氏
が
殆
ご
説
か
れ
な
い
の

　
　
は
、
氏
の
研
究
が
不
足
し
て
み
る
ε
思
ふ
。
そ
の
一
例
を

　
あ
げ
る
ε
、
氏
は
寺
院
で
算
術
の
學
習
を
行
は
な
か
っ
た

蜥
や
う
に
論
面
し
て
居
ら
れ
る
が
、
全
一
誤
で
あ
る
。
氏
は

ユ　
　
　
　
　
　
凝
川
駿
氏
の
春
子
屋
趨
源
論
に
つ
い
て
盆
為
舖
ふ

そ
の
論
断
の
助
に
逡
藤
利
貞
氏
の
「
日
本
数
學
史
」
を
引

用
し
て
、
文
腺
慶
長
の
際
、
毛
利
重
能
が
初
め
て
蹄
除
を

傳
へ
、
最
初
の
算
術
澱
科
書
し
か
も
家
塾
用
の
激
科
書
を

著
し
た
事
實
か
ら
、
直
ち
に
「
箪
術
塾
は
寺
院
に
繋
り
關

す
る
こ
暮
し
に
蓬
し
た
こ
嘉
分
る
。
」
（
十
一
月
號
）
繕

論
し
て
居
ら
れ
る
が
、
そ
ん
な
論
埋
に
あ
は
ぬ
結
論
は
誰

が
承
認
で
き
よ
う
。
俗
入
が
初
め
て
家
塾
に
於
け
る
の
激

科
書
を
作
っ
た
わ
叉
、
家
塾
を
開
い
た
こ
ご
ε
算
術
の
學

警
が
寺
院
で
行
は
れ
た
こ
ご
と
は
論
理
上
因
果
上
全
く
無

重
心
で
あ
る
Q
ま
た
實
際
に
寺
院
で
は
奮
く
か
ら
行
は
れ

た
も
の
で
あ
っ
て
、
僧
侶
に
し
て
博
士
に
達
し
た
も
の
が

あ
っ
た
こ
ご
は
吾
妻
鏡
に
、
僧
侶
が
信
侶
に
激
へ
た
例
は

仙
畳
律
師
の
萬
葉
集
の
註
繹
に
あ
る
か
ら
、
寺
院
で
俗
人

に
…
算
術
を
駿
へ
た
例
も
探
せ
ば
あ
る
だ
ら
う
ε
思
ふ
。

　
爾
こ
の
外
に
細
い
こ
ご
を
畢
げ
れ
ば
少
く
な
い
。
し
か

し
徒
に
入
を
責
め
る
の
が
予
の
本
旨
で
は
な
い
か
ら
、
省

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
五
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い
て
お
か
う
。
倫
予
が
意
見
の
粕
違
ご
考
へ
る
類
の
も
の

は
議
論
が
水
掛
論
に
撚
る
か
ら
省
い
て
置
か
う
。
た
“
比

較
的
重
大
な
疑
惑
を
陳
述
し
て
見
た
の
で
あ
る
。
氏
は

「
避
會
的
事
實
こ
し
て
の
寺
子
屋
を
、
聖
慮
史
の
立
場
か

ら
把
握
す
る
手
立
て
は
、
一
に
こ
、
に
存
し
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
」
ご
隠
し
、
氏
の
避
難
さ
れ
た
「
寺
子
屋
史
の
輪
廓
…

ご
方
法
學
－
ご
は
略
々
熱
帯
得
た
つ
も
・
9
で
あ
る
。
」
ご
白
〔
信

あ
る
結
語
を
最
後
に
麗
い
て
居
ら
れ
る
が
、
こ
の
膚
信
は

果
し
て
確
乎
た
る
墓
礎
が
あ
る
で
あ
ら
う
か
。
私
は
氏
の

反
省
を
促
し
た
い
。

　
以
上
私
の
疑
惑
ε
す
る
ご
こ
ろ
を
陳
ね
て
解
決
を
希
望

し
た
中
に
は
民
望
ら
も
將
來
の
課
題
と
し
て
残
し
て
居
ら

れ
る
も
の
も
有
る
ビ
信
ず
る
。
「
氏
は
せ
い
《
＼
足
場
を
探

し
當
て
た
の
に
響
な
い
。
」
（
十
一
月
號
）
墓
ら
て
居
ら
れ
る

が
、
上
に
述
べ
た
遽
憾
な
黙
帥
ち
（
一
）
史
料
取
扱
方
の
敏

黙
。
（
こ
）
氏
の
多
源
論
の
内
容
の
暖
昧
．
（
三
）
寺
子
屋
登

生
前
の
寺
院
並
び
に
私
入
の
世
俗
敢
育
研
究
の
不
足
が
充

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蝋
三
六

善
さ
れ
な
い
限
り
は
、
将
來
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
今
度
の

論
旨
も
危
い
や
う
に
思
は
れ
る
。
氏
の
探
し
あ
て
ら
れ
た

足
場
さ
へ
壊
れ
は
し
ま
い
か
。

　
氏
が
こ
れ
ま
で
に
纒
め
ら
れ
た
功
は
多
大
で
あ
る
。
叉

多
く
の
よ
い
材
料
を
提
供
し
て
我
々
後
輩
に
強
い
刺
戟
を

與
へ
ら
れ
た
黙
は
墨
焼
に
た
へ
な
い
。
こ
れ
ら
の
黙
に
敬

意
を
表
し
、
戴
謝
を
捧
げ
る
事
の
深
い
だ
け
、
そ
れ
だ
け

私
は
右
の
疑
惑
の
解
決
を
切
望
し
て
や
ま
な
い
。
謂
は
ゆ

る
朧
を
得
て
蜀
を
望
む
も
の
で
あ
る
。
滋
に
當
つ
は
師
に

も
譲
ら
す
ご
い
ふ
。
恣
に
疑
難
を
述
べ
立
て
る
の
は
後
輩

ご
し
て
先
輩
に
禮
を
失
ふ
や
う
で
あ
る
が
、
學
問
上
の
論

難
で
あ
る
か
ら
、
遜
れ
は
必
ず
許
さ
れ
る
こ
ご
、
思
ふ
。

　
更
に
激
を
將
來
に
金
う
て
盆
を
う
け
ん
が
爲
に
、
こ
、

に
蓬
辱
な
く
予
の
疑
惑
を
開
陳
告
白
し
た
。
願
は
く
ば
氏

こ
れ
を
諒
ご
し
て
垂
耳
せ
ら
れ
よ
。
（
大
正
＋
五
年
＋
一
見
）


