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現
代
語
訳
で
の
法
要
式
・
読
経
の
口
語
訳
の
試
み
に
つ
い
て
の
考
察

堀

　田

　泰

　寛

一
、
は
じ
め
に

　

現
代
の
日
本
社
会
は
既
存
の
価
値
観
が
大
き
く
変
化
し
、
個
々
人
と
家
族
間
の
関
係
、
生
活
様
式
も
一
変
し
つ
つ
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

社
会
構
造
の
変
化
に
際
し
、
日
本
の
仏
教
教
団
の
多
く
は
、
伝
統
的
な
宗
教
的
儀
礼
（
以
下
、
法
要
式
）
を
執
り
行
う
上
で
、
新
し
い
技

術
、
新
し
い
生
活
ス
タ
イ
ル
と
の
間
に
生
じ
る
ギ
ャ
ッ
プ
に
直
面
し
て
い
る
。

　

特
に
み
ら
れ
る
問
題
と
し
て
、
近
年
、
檀
信
徒
、
特
に
若
年
層
を
中
心
に
、
漢
文
の
読
経
を
中
心
と
し
た
伝
統
的
な
法
要
式
の
内
容
が

わ
か
ら
な
い
と
い
う
声
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、
法
要
式
の
伝
統
性
を
保
持
し
つ
つ
も
、
僧
侶
と
檀
信
徒
、
法
要
の
参
列
者
の
間
で
よ

り
現
代
に
即
し
た
形
で
の
法
要
の
内
容
と
意
義
を
共
有
し
、
宗
教
的
な
共
感
を
深
め
る
た
め
の
試
み
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し

か
し
、
一
方
で
は
従
来
の
法
要
式
か
ら
の
口
語
訳
中
心
の
法
要
へ
試
み
の
一
般
化
・
普
遍
化
に
は
な
お
課
題
が
多
い
と
い
う
意
見
が
存
在

す
る
。

　

今
回
の
発
表
で
は
読
経
の
口
語
訳
を
中
心
と
し
た
現
代
語
に
よ
る
法
要
式
の
一
例
を
取
り
上
げ
、
そ
の
必
要
性
を
鑑
み
つ
つ
、
伝
統
的

な
法
要
式
と
の
差
異
を
考
察
し
、
な
ぜ
現
代
語
訳
に
よ
る
法
要
式
に
は
課
題
が
多
い
と
思
わ
れ
る
の
か
、
そ
の
原
因
を
言
語
学
的
な
視
点

か
ら
考
察
す
る
。
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二
、
問
題
の
所
在

　

現
在
に
至
る
ま
で
伝
統
的
な
仏
教
教
団
の
法
要
式
で
は
、
原
則
と
し
て
各
宗
派
の
定
め
た
儀
式
作
法
に
則
り
、
漢
文
、
も
し
く
は
漢
文

書
き
下
し
文
（
以
下
、
訓
読
）
に
よ
る
読
経
、
文
語
体
に
よ
る
読
み
上
げ
が
行
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
戦
後
は
、
社
会
の
中
で
漢
文
お

よ
び
訓
読
、
文
語
体
が
日
常
の
場
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
、
目
に
触
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
り
、
そ
の
内
容
を
檀
信
徒
や
参
列
者
が

理
解
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
「
法
要
式
の
内
容
が
わ
か
ら
な
い
」「
退
屈
で
あ
る
」
の
よ
う
な
意
見
は
、

決
し
て
少
な
く
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
例
え
ば
、
以
下
の
よ
う
な
意
見
が
あ
る
。

「
聞
い
て
意
味
不
明
の
漢
文
読
経
の
ま
ま
で
い
い
の
か
」

　

�　

キ
リ
ス
ト
教
の
葬
儀
に
参
列
し
「
意
味
が
分
か
る
言
葉
」
を
死
者
に
捧
げ
ら
れ
る
こ
と
を
体
験
す
る
と
、
な
ん
ど
聞
い
て
も
意
味
が

わ
か
ら
な
い
お
経
に
対
し
て
、
強
烈
な
違
和
感
が
沸
き
上
が
る
の
で
す
。
お
葬
式
の
時
は
、
死
の
衝
撃
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
ま
だ
気
に

な
り
ま
せ
ん
が
、
一
周
忌
や
三
回
忌
、
七
回
忌
の
時
な
ど
に
聞
く
お
経
は
意
味
不
明
で
、
そ
の
時
間
は
、
足
の
し
び
れ
と
共
に
、
我
慢

す
る
時
間
に
な
っ
て
い
る
と
、
僕
に
は
感
じ
ら
れ
ま
す
。
お
坊
さ
ん
の
中
に
は
お
経
が
終
わ
っ
た
あ
と
の
法
話
で
い
ろ
い
ろ
伝
え
よ
う

と
し
て
く
れ
る
人
が
い
ま
す
。
け
れ
ど
「
聖
な
る
言
葉
」
は
厳
か
な
「
聖
な
る
時
間
」
の
中
で
語
ら
れ
る
か
ら
意
味
が
あ
る
の
で
す
。

私
た
ち
の
心
に
し
み
入
る
の
で
す
。「
受
け
入
れ
難
い
死
を
受
け
入
れ
る
」
と
い
う
精
神
の
苦
行
は
「
聖
な
る
時
間
」
に
行
わ
れ
る
も

の
な
の
で
す
。
と
い
う
か
、
そ
の
時
間
に
し
か
、
で
き
な
い
も
の
で
し
ょ
う
。

�

（
鴻
上
尚
史
「
仏
教
界
に
期
待
す
る
こ
と
」（『
月
刊
住
職
』
令
和
元
年
三
月
号
））

　

こ
の
意
見
に
対
し
て
は
、
多
く
の
示
唆
が
含
ま
れ
て
い
る
。
法
要
の
内
容
が
理
解
で
き
な
い
こ
と
の
本
質
的
な
問
題
は
何
か
。
そ
れ
は
、
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故
人
や
遺
族
と
、
法
要
を
取
り
仕
切
る
僧
侶
と
の
間
で
、
厳
か
な
「
聖
な
る
時
間
」
が
共
有
さ
れ
な
い
こ
と
に
あ
る
。
僧
侶
が
儀
式
を
行

っ
て
い
る
間
、
参
列
者
は
そ
の
儀
式
の
意
義
や
、
説
か
れ
て
い
る
教
義
の
内
容
に
つ
い
て
で
は
な
く
、「
足
の
痛
み
」
や
、「
焼
香
の
順

番
」
に
つ
い
て
思
い
を
巡
ら
し
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

参
列
者
と
儀
礼
を
行
う
聖
職
者
と
の
間
で
「
聖
な
る
時
間
」
の
「
共
有
」
を
行
う
た
め
の
方
策
の
一
つ
と
し
て
、
法
要
式
の
中
で
経
文

や
要
句
の
内
容
を
、
参
列
者
に
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
視
点
が
浮
か
び
上
が
る
。
そ
の
た
め
に
は
、

読
経
の
内
容
を
法
要
の
中
で
、
全
て
で
は
な
い
に
し
ろ
、
日
常
的
に
使
う
言
葉
を
用
い
て
遺
族
に
伝
え
る
と
い
う
試
み
に
至
る
。

　

一
方
で
、
読
経
の
内
容
を
法
要
で
意
味
が
分
か
る
よ
う
に
伝
え
る
た
め
に
は
、
読
み
上
げ
る
「
経
典
」
そ
の
も
の
を
書
き
換
え
る
、
手

を
加
え
る
と
い
う
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
し
か
し
、
仏
教
伝
来
以
来
、
連
綿
と
続
け
ら
れ
て
き
た
「
読
経
」
そ
の
も
の
に
変
更
を
加
え
る

こ
と
は
大
変
な
責
任
、
お
よ
び
、
そ
の
宗
派
の
歴
史
性
、
独
自
性
か
ら
、
信
仰
上
の
重
大
な
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
こ
と
も
否
め
な
い
。

三
、
問
題
へ
の
取
り
組
み

■
現
代
語
に
よ
る
法
要
の
試
み

　

今
回
、
実
際
に
現
代
語
化
に
よ
る
法
要
式
を
試
み
と
し
て
、
自
坊
（
京
都
一
部　

成
就
山�

満
願
寺
）
に
於
い
て
、
二
〇
二
〇
年
春
の

彼
岸
法
要
、
お
よ
び
秋
の
彼
岸
法
要
に
お
い
て
、
住
職
に
よ
る
伝
統
的
な
法
要
式
を
執
り
行
っ
た
。
一
方
で
、
研
究
者
に
よ
り
、
口
語
訳

を
中
心
と
し
た
法
要
を
同
じ
参
列
者
に
対
し
て
行
い
、
二
つ
の
法
要
式
に
対
し
、
そ
の
感
想
を
聞
き
取
り
調
査
し
た
。

　

法
要
の
形
式
と
し
て
は
、
千
葉
県
由
緒
寺
院�

日
本
寺�

清
瀬
日
草
住
職
が
作
成
し
た
『
法
華
経
読
誦
要
集
（
口
語
訳
付
）』
に
則
り
行

っ
た
。
以
下
に
資
料
と
し
て
一
部
を
抜
粋
す
る
。

　【由
緒
寺
院
日
本
寺
住
職
清
瀬
日
草
に
よ
る
現
代
語
に
よ
る
法
要
】
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法
要
開
始
前
に
、
す
べ
て
の
参
列
者
に
『
法
華
経
読
誦
要
集
（
口
語
訳
付
）』
を
配
布
す
る
。

※�
法
要
式
の
各
章
の
句
頭
の
み
導
師
独
唱
、
次
の
句
、
節
よ
り
す
べ
て
参
加
者
と
共
に
読
み
上
げ
る
。

　

句
頭
の
番
号
は
、
各
章
の
原
文
に
対
応
す
る
。

一
、
道
場
観
（
御
題
目
三
唱
の
の
ち
、
原
文
を
読
み
上
げ
る
）

　

①　

当
に
知
る
べ
し
、
是
の
処
は
即
ち
是
れ
道
場
な
り
。

　

②　

諸
佛
此
に
於
て
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
得
、

　

③　

諸
佛
此
に
於
て
法
輪
を
転
じ
、

　

④　

諸
佛
此
に
於
て
般
涅
槃
し
た
も
う
。

※
次
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
に
対
応
し
た
現
代
語
訳
を
お
唱
え
す
る
。

　

①�　

私
た
ち
は
唯
今
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
お
唱
え
し
ま
し
た
。
こ
の
時
、
こ
の
場
所
が
お
題
目
の
道
場
、
人
生
の
心
の
道
場
と
な
っ

た
の
で
す
。

　

②�　

こ
の
お
題
目
の
道
場
に
於
い
て
、
全
て
の
仏
様
が
お
悟
り
を
開
か
れ
て
い
ま
す
。

　

③　

同
時
に
、
こ
こ
で
仏
様
は
教
え
を
説
か
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

④�　

つ
ま
り
、
私
た
ち
が
お
題
目
を
信
じ
唱
え
て
い
る
こ
の
娑
婆
世
界
こ
そ
、
全
て
の
仏
様
の
安
住
の
地
な
の
で
す
。

二
、
読
経

　
『
法
華
経
読
誦
要
集
』
の
該
当
す
る
現
代
語
訳
部
分
の
み
を
読
み
上
げ
る
。
木
魚
等
の
法
具
に
よ
る
拍
子
は
打
た
な
い
。
金
鋺
は
適
宜
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打
つ
。

妙
法
蓮
華
経
方
便
品
第
二

　

①�　

つ
い
に
釈
尊
は
ご
自
身
の
悟
り
の
内
容
を
、
あ
り
の
ま
ま
に
説
き
明
か
す
に
は
、
ど
う
し
た
ら
良
い
か
を
、
深
く
深
く
考
え
ら
れ

た
後
、
心
静
か
に
目
を
開
け
ら
れ
て
、
弟
子
の
中
で
知
恵
第
一
と
言
わ
れ
た
舎
利
弗
に
向
か
っ
て
話
し
始
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

②�　

私
ば
か
り
で
な
く
仏
の
知
恵
と
い
う
も
の
は
、
あ
な
た
方
に
は
想
像
も
で
き
な
い
ほ
ど
、
深
く
広
い
も
の
で
す
。

　

③�　

あ
な
た
方
に
は
仏
の
悟
り
を
、
そ
の
ま
ま
説
い
て
も
解
ら
な
い
の
で
、
最
初
は
あ
な
た
方
の
心
に
従
っ
て
方
便
の
教
え
を
説
い
て

か
ら
、
本
心
を
明
か
そ
う
と
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
あ
な
た
方
は
、
そ
の
方
便
の
真
意
す
ら
わ
か
ら
な
い
の
で
す
か
ら
、
真
実
の
世

界
に
も
入
れ
ま
せ
ん
。

妙
法
蓮
華
経
如
来
寿
量
品
第
十
六

　（
妙
法
蓮
華
経
方
便
品
第
二
と
同
様
）

三�

、
祖
訓　

必
要
に
応
じ
て
、
別
ペ
ー
ジ
の
日
蓮
聖
人
の
御
言
葉
、
も
し
く
は
別
冊
『
日
蓮
聖
人
の
御
言
葉
』
の
現
代
語
訳
を
読
み
上
げ

る
。

四
、
唱
題　

経
本
を
手
元
に
置
き
、
合
掌
し
、
御
題
目
を
お
唱
え
す
る
。

※
太
鼓
等
の
法
具
に
よ
り
拍
子
を
打
つ
。

五�

、
回
向　

現
代
語
で
参
列
者
と
共
に
読
み
上
げ
る
。
読
み
上
げ
た
の
ち
、
霊
位
の
読
み
上
げ
等
、
法
要
の
趣
旨
に
応
じ
て
導
師
が
付
け
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加
え
て
回
向
を
行
う
。
回
向
の
説
明
も
行
う
。

　

①�　

た
だ
今
、
お
題
目
を
唱
え
、
法
華
経
を
読
誦
で
き
ま
し
た
こ
と
を
、
法
華
経
の
三
宝
に
感
謝
し
、
そ
の
功
徳
を
、
御
恩
を
受
け
て

き
た
全
て
の
方
々
に
感
謝
し
、
ま
た
亡
き
人
々
へ
捧
げ
ま
す
。

　

②�　

謹
ん
で
円
満
に
し
て
完
全
な
る
、
歴
史
上
か
つ
て
表
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
マ
ン
ダ
ラ
御
本
尊
の
前
で
、
題
目
を
唱
え
、
法
華
経
読

誦
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。（
以
下
略
）

六
、
帰
依

※
回
向
と
同
様
に
読
み
上
げ
る
。

　

①　

正
し
い
信
仰
生
活
の
た
め
に

　

②�　

ど
う
か
お
題
目
の
祈
り
を
通
じ
て
、
生
き
と
し
て
生
け
る
す
べ
て
の
も
の
へ
の
慈
し
み
の
心
を
い
つ
も
忘
れ
ず
、
皆
さ
ま
と
御
一

緒
に
、
正
し
き
人
の
道
を
歩
ん
で
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。

　

③�　

生
涯
に
わ
た
っ
て
、
た
だ
今
い
た
だ
い
た
、
お
題
目
の
御
縁
を
、
大
切
に
育
て
て
い
く
こ
と
を
お
誓
い
い
た
し
ま
す
。

　
　
　

南
無
妙
法
蓮
華
経
（
三
唱
）

��

以
上

※
適
宜
、
法
要
の
時
間
や
内
容
に
よ
っ
て
讃
嘆
や
誓
言
を
加
え
る
。

　

次
に
、
研
究
者
が
一
部
の
檀
信
徒
に
の
み
、
口
語
訳
に
よ
る
法
要
式
を
執
り
行
い
、
二
つ
の
法
要
式
に
つ
い
て
感
想
を
述
べ
て
も
ら
っ

た
。
事
例
と
し
て
は
少
な
い
が
、
そ
の
意
見
を
以
下
に
述
べ
る
。
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【
既
存
の
法
要
儀
礼
に
則
っ
た
法
要
の
感
想
】

・
意
味
は
わ
か
ら
な
い
・
あ
り
が
た
い
気
が
す
る
・
退
屈
で
あ
る
・
慣
れ
て
い
る
感
じ
は
す
る

【
口
語
化
を
取
り
入
れ
た
法
要
の
感
想
】

・
な
ん
と
な
く
意
味
は
わ
か
る
・
一
緒
に
読
め
な
い
・
長
く
感
じ
る
・
慣
れ
て
な
い
感
じ
が
す
る

以
上
の
意
見
を
踏
ま
え
、
現
状
で
は
次
の
よ
う
な
課
題
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

■
現
代
語
化
に
よ
る
法
要
式
の
課
題
と
問
題
点

　

①�　

現
代
語
に
よ
る
法
要
で
は
、
木
魚
な
ど
の
法
要
具
で
の
拍
子
を
打
つ
こ
と
が
難
し
く
、
一
緒
に
読
み
進
め
て
い
て
、
多
く
の
場
所

で
音
が
揃
わ
な
い
、
バ
ラ
バ
ラ
に
な
る
、
リ
ズ
ム
が
と
れ
な
い
と
い
う
問
題
が
生
じ
て
い
る
。
→
統
一
性
の
問
題

　

②�　

葬
送
儀
礼
の
厳
か
さ
や
、
一
体
感
、
音
楽
性
と
い
う
点
で
は
、
従
来
の
真
読
に
よ
る
読
経
の
方
が
荘
厳
性
と
厳
粛
さ
を
得
ら
れ
る

と
感
じ
る
。
参
列
者
が
多
い
場
合
、
拍
子
が
な
い
こ
と
に
よ
り
全
体
の
読
経
が
ず
れ
込
み
、
調
和
性
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
場
面
が
あ

っ
た
。

　

③�　

参
列
者
と
一
緒
に
法
要
を
行
う
と
い
う
没
入
性
、
一
体
性
も
「
聖
な
る
時
間
」
を
共
有
す
る
た
め
に
は
重
要
で
あ
り
、
口
語
化
に

よ
る
法
要
に
は
課
題
が
多
い
。

　

一
方
で
、
伝
統
的
な
法
要
の
方
が
「
な
ん
だ
か
あ
り
が
た
い
」
と
い
う
声
も
多
く
寄
せ
ら
れ
た
。
→
今
回
は
そ
の
「
な
ん
だ
か
あ
り
が

た
い
」
の
正
体
に
つ
い
て
分
析
す
る
。
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四
、
考
察

　

伝
統
的
な
法
要
儀
礼
は
、
参
列
者
に
と
っ
て
そ
の
内
容
の
理
解
が
難
し
い
と
い
う
一
方
で
、
そ
の
儀
礼
そ
の
も
の
に
一
定
の
神
聖
性
・

厳
粛
さ
が
担
保
さ
れ
て
い
る
と
い
う
側
面
が
あ
る
。
一
方
で
、
法
要
式
の
内
容
を
口
語
化
し
た
、
現
代
語
訳
化
し
た
場
合
、
伝
統
的
な
法

要
式
の
荘
厳
性
や
調
和
性
に
対
し
、
違
和
感
が
生
じ
る
と
い
う
事
が
、
一
般
化
を
阻
む
大
き
な
課
題
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

今
回
は
そ
の
現
代
語
化
・
口
語
訳
と
伝
統
的
な
法
要
式
と
の
間
で
、
様
々
な
「
感
覚
的
な
違
い
」
が
生
じ
る
理
由
に
つ
い
て
、
今
回
は

ソ
シ
ュ
ー
ル
の
一
般
言
語
学
講
義
に
み
ら
れ
る
、
シ

ニ
フ
ィ
エ
・
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
い
う
概
念
を
用
い
て

考
察
す
る
。

　

ソ
シ
ュ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
言
語
に
は
、
シ
ニ
フ
ィ

エ
と
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
い
う
二
種
類
の
関
係
が
付
与

さ
れ
て
い
る
。
シ
ニ
フ
ィ
エ
と
は
、
社
会
的
・
歴
史

的
文
脈
に
よ
り
形
成
さ
れ
る
、
そ
の
地
域
独
特
の
言

語
・
音
節
が
持
つ
意
味
内
容
で
あ
り
、
シ
ニ
フ
ィ
ア

ン
と
は
、
辞
書
に
よ
り
他
の
言
語
に
も
翻
訳
可
能
な

も
の
、
文
字
そ
の
も
の
や
音
声
自
体
を
指
す
。

　

こ
の
概
念
に
よ
れ
ば
、
言
語
そ
の
も
の
に
は
、
人
類
が
普
遍
的
に
備
え
持
つ
概
念
、
文
化
や
世
代
、
地
域
を
越
え
て
翻
訳
可
能
な
も
の

と
、
同
時
に
特
定
の
文
明
・
文
化
を
持
つ
共
同
体
の
中
で
の
み
機
能
す
る
、
理
解
す
る
こ
と
の
で
き
る
意
味
の
二
つ
が
共
存
し
て
存
在
し
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て
い
る
。
そ
し
て
、
言
語
を
別
の
言
語
へ
と
翻
訳
し
た
場
合
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
は
継
承
さ
れ
る
が
、
シ
ニ
フ
ィ
エ
は
継
承
さ
れ
な
い
の
で

あ
る
。

　

例
え
ば
、「
木
」
を
Ｔ
ｒ
ｅ
ｅ
と
し
て
翻
訳
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
「
木
」
を
日
本
人
は
「
桜
の
木
」
と
し
て
イ
メ
ー
ジ

す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
別
の
国
で
は
「
杉
の
木
」
で
あ
っ
た
り
す
る
。
そ
し
て
、
木
に
対
す
る
我
々
の
感
情
の
動
き
も
別
々
で
あ
る
が
、

お
お
よ
そ
同
質
の
言
語
・
文
化
を
有
す
る
共
同
体
に
お
い
て
は
、
そ
の
感
情
を
共
有
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
翻
訳
不
可
能
な
部
分
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
共
同
体
が
持
つ
宗
教
に
お
い
て
も
強
く
相
関
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
伝
統
的
な
法
要
式
の
中
で
用
い
ら
れ
る
文
言
に
は
、
そ
れ
ま
で
に
培
わ
れ
て
き
た
伝
統
的
な
文
化
の
醸
成
に
よ

っ
て
成
立
し
て
い
る
シ
ニ
フ
ィ
エ
が
非
常
に
多
く
付
与
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
個
々
の
文
言
そ
の
も
の
に
内
在
す
る
「
宗
教
性
・
荘
厳

性
」
を
継
承
す
る
こ
と
の
困
難
性
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
、
こ
れ
ら
の
伝
統
的
な
法
要
で
用
い
ら

れ
る
文
言
か
ら
は
、
辞
書
的
な
意
味
・
内
容
以
外
の
点
で
、
そ
の
文
言
が
内
包
し
て
い
る
シ
ニ
フ
ィ
エ
を
通
じ
て
、
口
語
化
さ
れ
た
文
言

よ
り
も
、
我
々
の
宗
教
的
・
文
化
的
共
感
性
に
強
く
作
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
過
去
数
年
に
発
行
さ
れ
た
文
化
媒
体
の
ア
ニ
メ
や
漫
画
等
に
は
、
非
常
に
難
解
な
文
字
を
組
み
合
わ
せ
た
固
有
名
詞
が
多

数
登
場
す
る
（
例
：
鬼
滅
の
刃
「
全
集
中
の
呼
吸
、
壱
の
型
」
等
）。
そ
の
作
品
の
固
有
名
詞
に
は
、
そ
の
難
解
な
文
字
の
羅
列
に
も
関

わ
ら
ず
、
そ
の
文
字
の
シ
ニ
フ
ィ
エ
が
持
つ
作
用
に
よ
り
、
お
お
よ
そ
の
雰
囲
気
や
、
内
容
が
小
学
生
で
も
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。

　

つ
ま
り
、
語
感
が
古
い
、
内
容
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う
意
見
が
多
い
漢
文
調
・
文
語
体
を
中
心
と
し
た
文
字
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
っ
て

も
、
最
新
の
文
化
で
あ
る
漫
画
や
ア
ニ
メ
と
言
っ
た
媒
体
の
中
で
は
そ
の
存
在
は
む
し
ろ
積
極
的
に
受
容
さ
れ
、
時
に
は
最
新
の
文
化
と

し
て
取
り
扱
わ
れ
、
多
く
の
共
感
を
呼
ぶ
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
、
法
要
式
で
用
い
ら
れ
る
場
合
は
理
解
で

き
な
い
、
退
屈
で
あ
る
と
い
う
意
見
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
？
そ
れ
は
、
法
要
式
を
行
う
行
為
者
と
、
そ
れ
を
受
け
取
る
受
容
者
と
の
間
の
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直
接
的
な
共
感
性
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

研
究
者
が
行
っ
た
法
要
式
で
は
な
く
、
こ
の
法
要
式
を
作
成
し
た
清
瀬
日
草
自
身
に
よ
る
法
要
式
で
は
、
参
列
者
と
の
共
感
性
は
保
た

れ
、
成
立
し
て
い
る
。
何
故
な
ら
ば
、
そ
れ
は
行
為
者
自
身
が
、
そ
の
内
容
の
す
べ
て
に
信
仰
の
根
拠
を
見
出
し
、
あ
ら
か
じ
め
説
明
し
、

責
任
を
追
う
上
で
執
り
行
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
今
回
研
究
者
が
口
語
訳
中
心
の
法
要
式
を
行
っ
た
目
的
は
「
口
語
訳
に
よ
っ

て
、
法
要
の
内
容
を
分
か
り
や
す
く
伝
え
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
理
由
は
あ
く
ま
で
も
参
列
者
に
と
っ
て
、「
聖
な

る
時
間
を
共
有
し
、
宗
教
的
感
動
を
呼
び
起
こ
す
」
と
い
う
原
義
に
則
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
以
下
に
過
去
の
同
様
の

研
究
事
例
で
の
提
言
を
引
用
す
る
。

　

�　

法
要
儀
式
は
、
本
尊
と
仰
ぐ
仏
と
の
か
わ
り
あ
い
に
お
い
て
、
そ
の
慈
悲
、
加
被
を
受
け
る
仲
立
と
し
て
法
華
儀
礼
が
あ
る
─
と
考

え
て
お
く
〈
仏
〉
と
〈
人
〉
の
一
如
、
感
応
道
交
を
実
現
す
る
ド
ラ
マ
が
法
華
儀
式
な
の
で
あ
る
（
中
略
）
し
た
が
っ
て
、
ま
さ
に
法

華
礼
誦
が
本
宗
の
全
儀
式
の
基
調
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
儀
式
作
法
が
時
代
に
対
応
し
て
「
簡
素
化
」
さ
れ
種
々
の
音
楽
、
芸
術
の
要

素
を
摂
取
し
改
良
さ
れ
よ
う
と
も
、
法
華
礼
誦
の
精
神
が
継
承
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

�

（
木
村
勝
行
（
一
九
七
〇
）「
法
要
儀
式
に
関
す
る
諸
問
題
」
日
蓮
宗
現
代
宗
教
研
究
所
所
報
よ
り
）

　

葬
儀
式
な
ど
で
法
要
式
に
用
い
ら
れ
る
文
言
に
は
、
辞
書
的
な
意
味
・
内
容
と
は
別
に
そ
の
共
同
体
の
歴
史
的
文
脈
の
中
で
培
わ
れ
て

き
た
「
荘
厳
性
・
宗
教
性
」
そ
の
も
の
が
宿
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
行
為
者
が
確
信
し
て
行
う
こ
と
に
よ
り
、
厳
粛
性
が
発
揮
さ
れ
る
と
い

う
見
方
が
で
き
る
。
ま
た
、
同
様
に
そ
の
行
為
者
の
行
為
を
通
じ
て
感
化
さ
れ
る
こ
と
で
対
象
者
へ
の
宗
教
的
共
感
が
発
揮
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

　

そ
し
て
、
現
代
語
・
口
語
を
中
心
と
し
た
法
要
式
に
は
、
現
在
の
伝
統
的
な
法
要
式
の
歴
史
的
・
文
化
的
文
脈
に
よ
り
形
成
さ
れ
る
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「
神
聖
性
・
荘
厳
性
」
に
比
較
し
て
、
執
り
行
う
側
も
、
受
け
取
る
側
も
、
心
理
的
な
面
と
知
識
的
な
面
の
二
つ
の
面
で
準
備
が
必
要
で

あ
る
と
い
う
点
に
最
大
の
課
題
が
あ
る
の
で
あ
る
。

五
、
結
論
と
将
来
の
展
望

　

今
回
の
法
要
式
の
現
代
語
化
、
口
語
化
に
よ
り
課
題
と
な
る
点
、
儀
式
の
持
つ
荘
厳
性
や
厳
粛
性
が
担
保
さ
れ
な
い
と
い
う
問
題
の
原

因
と
背
景
を
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
一
般
言
語
学
を
元
に
分
析
し
た
。
こ
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
伝
統
的
な
法
要
式
に
は
、
そ
の
文
言
の
意
味
そ

の
も
の
と
は
別
に
、
過
去
の
宗
教
、
特
に
仏
教
教
団
が
蓄
積
し
て
き
た
膨
大
な
宗
教
的
、
文
化
的
背
景
が
各
文
言
に
「
シ
ニ
フ
ィ
エ
」
と

し
て
付
与
さ
れ
て
お
り
、
用
語
の
辞
書
に
対
応
し
た
逐
語
的
な
翻
訳
に
よ
る
法
要
の
意
訳
の
み
で
は
、
こ
の
シ
ニ
フ
ィ
エ
に
よ
り
付
与
さ

れ
て
い
る
言
葉
そ
の
も
の
が
持
つ
「
荘
厳
性
・
宗
教
性
」
を
継
承
・
再
現
す
る
こ
と
が
困
難
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
。

　

我
々
は
こ
れ
ま
で
継
承
さ
れ
て
き
た
伝
統
的
な
法
要
式
に
つ
い
て
、
様
々
な
批
判
か
ら
、
そ
の
内
容
が
難
し
い
た
め
、
文
言
の
意
味
が

分
か
ら
な
い
た
め
、
現
代
社
会
の
中
で
共
感
を
得
る
こ
と
が
困
難
と
な
り
、
社
会
に
お
い
て
そ
の
意
義
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
認
識

を
し
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
伝
統
的
な
法
要
式
で
用
い
ら
れ
る
文
言
そ
の
も
の
が
も
つ
仏
祖
、
宗
祖
よ
り
受
け
継
が
れ
た
「
荘
厳
性
」

や
「
神
聖
性
」
そ
の
も
の
は
、
現
代
で
も
喪
失
す
る
こ
と
な
く
付
与
さ
れ
、
時
代
の
淘
汰
を
乗
り
越
え
現
在
に
ま
で
法
要
式
の
中
に
保
存

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
代
語
訳
・
口
語
訳
の
試
み
の
中
で
、
こ
れ
ら
の
シ
ニ
フ
ィ
エ
を
継
承
し
発
展
さ
せ
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
我
々

は
む
し
ろ
、
法
要
式
の
現
代
語
訳
・
口
語
の
試
み
を
試
行
錯
誤
し
つ
つ
も
、
一
方
で
、
伝
統
的
な
法
要
式
に
込
め
ら
れ
た
意
義
を
深
く
理

解
し
、
参
列
者
と
仏
祖
三
宝
を
繋
ぎ
、
聖
な
る
時
間
を
共
有
す
る
信
仰
の
発
露
の
場
と
し
て
、
伝
統
的
な
法
要
式
の
内
容
を
保
存
し
、
そ

の
荘
厳
性
を
積
極
的
に
現
役
世
代
に
訴
え
て
い
く
と
い
う
行
為
も
ま
た
、
現
代
に
お
け
る
法
要
式
の
一
つ
の
大
き
な
挑
戦
・
試
み
で
あ
る

と
言
え
る
。

　

法
要
式
の
改
革
は
急
務
と
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
我
々
は
現
在
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
自
覚
し
つ
つ
も
一
方
を
逐
語
的
、
機
械
的
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に
翻
訳
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
言
葉
に
付
与
さ
れ
た
固
有
の
意
味
内
容
に
向
き
合
い
、
様
々
な
模
索
の
中
で
、
参
列
者
と
「
聖
な
る

時
間
」
を
共
有
す
る
た
め
の
試
行
を
続
け
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
え
る
。
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浦
峡
・
田
中
久
美
子�

訳
（
二
〇
〇
七
）　
「
一
般
言
語
学
講
義
」、
東
京
大
学
出
版

丸
山
圭
三
郎　

、（
一
九
八
一
）「
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
思
想
」、
岩
波
書
店

木
村
勝
行
、（
一
九
七
〇
）「
法
要
儀
式
に
関
す
る
諸
問
題
」、
日
蓮
宗
現
代
宗
教
研
究
所
所
報
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