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今
年
は
ラ
グ
ビ
ーｗ
杯
が
日
本
で
大
い
に
盛
り
上
が
っ
て
い
ま
す
。
ラ
グ
ビ
ー
精
神
に
は
そ
も
そ
も
敵
味
方
の
概
念
が
な
い
よ
う
で
す

が
、
日
本
の
ス
ク
ラ
ム
ユ
ニ
ゾ
ン
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
対
戦
国
の
国
歌
を
一
緒
に
歌
う
）
が
世
界
中
か
ら
好
感
を
得
て
い
ま
す
。
こ
の
発
想

に
は
仏
教
徒
ら
し
さ
が
忍
び
込
ん
で
い
ま
す
。
こ
れ
を
教
団
が
見
い
だ
す
こ
と
は
可
能
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　

ハ
ン
チ
ン
ト
ン
の
「
文
明
の
衝
突
」
は
、
ほ
ぼ
宗
教
に
よ
る
と
の
ア
ナ
ウ
ン
ス
で
し
た
。
一
方
、
日
本
で
は
大
本
教
の
万
教
帰
一
「
文

明
と
宗
教
の
調
和
あ
る
融
合
」
が
謳
わ
れ
て
き
て
い
ま
す
。
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
の
い
う
「
文
明
の
断
層
線
（
フ
ォ
ル
ト
ラ
イ
ン
）」
も
す
で

に
地
図
上
に
明
確
に
引
け
な
い
状
況
に
至
っ
て
い
ま
す
。
調
和
の
道
を
取
る
か
、
あ
く
ま
で
も
衝
突
し
勝
ち
取
っ
て
い
く
か
、
こ
の
二
択

し
か
な
い
と
い
う
認
識
、
果
た
し
て
そ
う
な
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
ロ
ジ
ッ
ク
に
は
落
と
し
穴
が
あ
り
そ
う
で
す
。

　

近
代
は
個
の
独
立
最
終
期
だ
っ
た
と
云
え
ま
す
。
こ
れ
ま
で
自
然
の
流
れ
と
乖
離
し
た
独
立
に
よ
る
問
題
に
多
く
苦
し
み
ま
し
た
。
だ

か
ら
と
言
っ
て
個
性
の
排
除
も
ま
た
大
き
な
失
敗
を
生
ん
で
い
ま
す
。
独
立
し
た
ま
ま
で
元
の
流
れ
へ
反
る
。
こ
れ
が
今
後
の
人
類
共
通

の
テ
ー
マ
な
の
で
し
ょ
う
。「
私
の
自
由
」
か
ら
「
私
か
ら
の
自
由
」
へ
の
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
で
す
。

　

長
者
窮
子
の
喩
ま
た
は
放
蕩
息
子
の
帰
還
な
ど
は
、
迷
子
を
通
し
て
現
代
を
予
言
し
た
気
づ
き
の
メ
タ
フ
ァ
ー
。
世
界
中
に
似
た
神
話

的
物
語
が
沢
山
あ
り
ま
す
。
現
代
は
近
代
性
に
よ
っ
て
彷
徨
う
窮
子
の
物
語
で
す
。

　

グ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
す
る
こ
と
で
、
心
も
一
時
「m

eO
S

」
か
ら
少
し
離
れ
、
身
体
の
ほ
ど
け
謬
見
な
ど
の
脱
落
に
よ
る
、
判
断
を
加
え

伝
わ
る
か
ら
だ
の
探
求

　そ
の
⑤

　─
無
縁
思
考
─

釋

　
　
　潮

　叡

02-02　釋.indd   16 2020/06/30   10:57



17 伝わるからだの探求　その⑤（釋）

な
い
と
い
う
念
い
が
広
が
り
「w

eO
S

」
へ
と
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
さ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
で
も
こ
れ
か
ら
で
も
な
い
「
た
だ
い
ま
」
を
受

け
取
る
こ
と
はdoing

か
らbeing

、
遠
心
力
か
ら
求
心
力
へ
、
古
事
記
に
も
あ
る
「
自
ら
」
か
ら
「
自
ず
か
ら
」
へ
、「
成
そ
う
と
す
る
」

か
ら
「
在
ろ
う
と
す
る
」
へ
の
転
換
、
こ
れ
ま
で
の
「m

eO
S

」
に
よ
る
意
識
的
身
体
的
習
慣
を
忘
れ
る
こ
と
に
よ
り
六
入
が
解
け
、
か

つ
て
の
優
し
さ
に
包
ま
れ
た
世
界
が
再
び
訪
れ
る
（
探
求
②
）。
こ
の
お
釈
迦
様
が
啓
か
れ
た
道
に
い
よ
い
よ
人
類
が
強
い
関
心
を
抱
き

始
め
て
い
ま
す
。
八
正
道
の
大
河
に
戻
っ
て
い
く
物
語
の
、
無
明
と
の
別
れ
の
場
面
に
「
無
縁
思
考
」
を
意
図
し
、
対
話
と
い
う
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
宗
教
対
話
実
践
を
提
案
さ
れ
た
状
況
と
し
ま
し
た
。
広
い
心
で
受
け
容
れ
や
さ
し
さ
の
中
で
対
話
す
る
法
華
経
の
包
容

力
、
経
王
た
る
本
来
の
役
割
を
三
宝
の
う
ち
に
果
た
す
の
は
我
々
に
よ
る
諸
宗
教
対
話
の
実
践
と
心
得
ま
す
。
対
話
＝
ダ
イ
ア
ロ
グ
＝
デ

ィ
ア
ロ
ゴ
ス
、
デ
ィ
ア
＝
深
め
る
、
対
話
と
は
「
真
理
探
求
を
深
め
共
に
歩
む
」
と
な
り
ま
す
。

　

昨
年
は
伝
道
部
国
際
課
主
催
の
ス
タ
デ
ィ
ー
ツ
ア
ー
に
参
加
致
し
ま
し
た
。
平
成
十
五
年
、
ハ
ワ
イ
の
街
頭
法
要
、
ド
イ
ツ
大
聖
恩
寺

諸
宗
教
対
話
、
翌
年
の
全
日
青
ド
イ
ツ
ツ
ア
ー
（
探
求
①
）
以
来
足
掛
け
十
五
年
、
異
な
る
宗
教
、
異
な
る
思
想
に
遭
遇
す
る
こ
と
は
、

未
知
の
ウ
ィ
ル
ス
に
感
染
す
る
よ
う
な
印
象
を
持
た
れ
ま
す
が
、
現
実
は
全
く
想
像
と
は
異
な
り
ま
す
。

　
「
人
類
の
理
想
を
実
現
す
る
た
め
に
は
民
族
的
、
国
家
的
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
或
い
は
宗
教
的
自
我
を
超
越
し
た
高
い
次
元
と
理
念
に

よ
る
自
己
革
新
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
先
ず
各
宗
教
が
確
執
を
去
る
べ
き
で
あ
る
」

　

こ
れ
は
昭
和
四
十
年
の
世
界
連
邦
協
会
（
湯
川
秀
樹
会
長
）
世
界
大
会
に
お
け
る
身
延
山
法
主
藤
井
日
静
上
人
の
提
案
で
あ
り
、
す
ぐ

さ
ま
採
択
さ
れ
、
初
め
て
宗
教
委
員
会
設
置
が
実
現
し
ま
し
た
。
昭
和
四
十
四
年
の
身
延
山
を
会
場
と
し
た
第
一
回
世
界
連
邦
平
和
促
進

宗
教
者
大
会
で
は
諸
宗
教
の
代
表
二
千
人
が
一
堂
に
会
し
、
諸
宗
教
対
話
が
実
現
し
た
こ
と
は
、
単
に
特
質
し
た
宗
教
大
家
だ
っ
た
か
ら

な
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
、
想
像
を
絶
す
る
大
革
新
と
謳
わ
れ
た
、「
排
他
的
姿
勢
を
止
め
、
諸
宗
教
の
存
在
を
認
め
積
極
的
対
話
に
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勤
め
る
」
こ
と
を
世
界
に
宣
言
し
た
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
「
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
」
の
四
年
後
の
こ
と
で
す
。
さ
ら
に
翌
年
に
は
「
諸

宗
教
が
、
従
来
の
排
他
独
善
的
な
あ
り
方
を
深
く
反
省
し
、
寛
容
の
精
神
に
基
づ
く
積
極
的
な
出
会
い
を
推
進
す
る
」
こ
と
を
目
的
と
し

た
世
界
宗
教
者
平
和
会
議
が
立
正
佼
成
会 

庭
野
日
敬
開
祖
に
よ
り
設
立
。
私
は
こ
れ
ら
を
諸
経
典
に
お
け
る
法
華
経
の
役
割
に
関
係
す

る
と
捉
え
、
法
華
経
と
の
対
話
の
深
ま
り
に
よ
っ
て
目
覚
め
る
活
動
で
あ
ろ
う
と
捉
え
ま
し
た
。
今
や
イ
ス
ラ
ム
教
が
主
導
す
る
宗
教
対

話
セ
ン
タ
ー
（K

A
ICIID

）
が
存
在
し
ま
す
。
諸
宗
教
対
話
部
門
が
設
置
さ
れ
て
い
な
い
教
団
運
営
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
、
Ｃ
Ｓ
Ｒ

に
つ
い
て
考
慮
す
る
必
要
が
出
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　
「
自
分
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
捨
て
相
手
を
信
じ
仰
ぐ
信
仰
」
と
い
う
諸
宗
教
対
話
理
念
。
こ
れ
は
現
在
宗
門
が
展
開
す
る
合
掌
礼
・
但
行

礼
拝
の
教
え
に
一
致
す
る
と
考
え
ま
す
。

　
「
自
ら
の
信
仰
理
念
に
妥
協
せ
ず
し
て
、
深
く
広
い
容
認
度
を
見
い
だ
せ
る
教
団
は
、
低
く
狭
い
容
認
度
に
と
ど
ま
る
教
団
よ
り
、
明

ら
か
に
優
れ
た
教
団
で
あ
る
」
と
の
評
価
に
異
論
を
唱
え
る
人
は
な
い
で
し
ょ
う
。
救
い
を
も
た
ら
す
対
象
が
、
出
家
者
→
信
仰
者
→

世
俗
者
（
無
信
仰
者
）
へ
と
移
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
宗
教
間
に
お
け
る
対
話
か
ら
、
宗
教
者
と
世
俗
者
の
対
話
へ
と
移
り
、
教
義
的
一
致

に
取
り
組
む
対
話
か
ら
公
共
善
を
見
出
す
対
話
へ
と
テ
ー
マ
が
移
っ
て
い
ま
す
。

　

世
界
を
席
巻
す
る
「
Ｇ
Ａ
Ｆ
Ａ
」、
単
に
Ｍ
Ｂ
Ｒ
Ｓ
の
実
践
ば
か
り
で
は
な
く
企
業
理
念
、
社
内
共
通
価
値
観
、
商
品
開
発
を
仏
教
で

行
な
っ
て
い
ま
す
。

　

闘
諍
堅
固
と
は
、
今
や
教
団
間
ば
か
り
で
は
な
く
、
あ
と
約
四
半
世
紀
で
訪
れ
る
と
す
る
新
時
代
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
構
築
に
い
か
に
貢
献

す
る
か
、
お
寺
と
僧
侶
の
役
割
は
正
念
場
に
差
し
掛
か
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
と
ば
に
あ
る
場
所
や
記
憶
を
超
え
る
力
。
出
来
事
の
点
を
ロ
ジ
ッ
ク
の
線
で
繋
げ
た
記
憶
か
ら
の
自
由
性
が
必
要
な
ス
キ
ル
と
な
り

ま
す
。
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ハ
ー
マ
ン
の
Ｏ
Ｏ
Ｏ
（
ト
リ
プ
ル
オ
ー
）
は
無
縁
思
考
に
近
く
、
無
明
に
よ
る
編
集
加
工
、
さ
か
し
ま
な
抽
象
と
捨
象
。
要
素
還
元
的

（
下
方
解
体
）
概
念
化
を
超
え
る
方
法
で
す
。

　
「
さ
と
り
」
を
再
翻
訳
す
る
と
「
持
続
的
非
記
号
的
体
験
」
と
な
る
そ
う
で
す
が
、
無
縁
思
考
と
は
思
考
と
無
縁
な
指
向
、
自
分
の
思

い
や
考
え
の
仕
組
み
に
囚
わ
れ
な
い
思
考
、
Ａ
Ｉ
に
は
抽
出
さ
れ
な
い
思
考
で
す
。

　

ダ
マ
シ
オ
が
近
代
思
想
創
始
者
の
一
人
「
デ
カ
ル
ト
の
誤
り
」
に
言
う
「
洞
察
」、
ま
た
「
思
弁
」。

　

さ
ら
に
、
意
識
と
い
う
も
の
は
論
理
的
知
性
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
現
実
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
無
意
識
の
存
在
も
確
立
し
て
い
ま

す
。
そ
の
論
理
的
知
性
に
基
づ
か
な
い
知
性
へ
の
と
っ
か
か
り
を
無
縁
思
考
と
し
ま
す
。
論
理
的
知
性
を
否
定
す
れ
ば
そ
れ
は
言
語
が
全

滅
す
る
わ
け
で
す
が
、
日
本
語
に
あ
る
、
論
理
を
超
え
る
地
平
に
活
路
を
見
出
し
て
き
ま
し
た
（
探
求
①
）。
今
後
の
社
会
は
、
東
洋
的
、

仏
教
的
な
思
考
法
を
採
用
す
る
可
能
性
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
多
く
の
人
々
が
各
お
寺
、
各
僧
侶
に
ソ
フ
ト
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
し
始
め
、

今
で
い
う
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
化
が
予
測
さ
れ
ま
す
。

　

近
代
思
想
は
聖
書
と
深
い
縁
を
持
ち
ま
す
が
、
キ
リ
ス
ト
者
が
す
で
に
脱
近
代
的
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
で
す
。
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
ト
の
修
道
士
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
テ
ゼ
共
同
体
は
宗
教
者
と
無
宗
教
者
の
信
頼
と
共
存
に
取
り
組
む
先
進
的
宗
教
共
同
体
で

す
が
、
ブ
ラ
ザ
ー
ア
イ
ロ
ス
院
長
は
「
互
い
を
結
び
つ
け
る
こ
と
と
、
一
つ
に
な
る
こ
と
は
同
じ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
結
び
つ
け
る
こ
と

は
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
（
技
術
・
能
力
）
に
よ
り
ま
す
。
一
つ
に
な
る
こ
と
は
連
帯
す
る
こ
と
に
よ
り
ま
す
。
連
帯
は
地
球
規
模
な
問
題
を
解

決
す
る
た
め
の
土
台
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」
と
語
り
か
け
ま
す
。
十
〜
二
十
代
に
好
感
触
を
与
え
、
毎
週
世
界
中
か
ら
何
千
人

も
の
若
者
が
訪
れ
、
長
い
祈
り
と
対
話
の
時
間
を
過
ご
し
ま
す
。

　

カ
ミ
ュ
発
信
の
「
受
け
手
の
気
分
」
は
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
思
考
へ
と
発
展
し
、「
論
理
的
判
断
を
下
すm

eO
S

を
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
し

よ
う
」、「
組
織
に
お
け
る
規
則
に
従
っ
て
い
て
も
必
ず
し
も
身
の
安
全
は
保
証
で
き
な
い
」、「
組
織
・
集
団
・
国
家
の
政
治
的
統
制
力
の
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無
効
化
」
な
ど
、
絶
対
的
価
値
に
つ
い
て
の
見
直
し
へ
と
駒
が
進
ん
で
い
ま
す
。

　

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
が
重
要
視
さ
れ
、
集
中
砲
火
、
炎
上
が
起
こ
り
、
説
明
責
任
、
謝
罪
を
し
い
ら
れ
る
光
景
を
目
に
し
ま
す
。
こ
れ

ら
は
法
律
に
抵
触
し
な
い
も
の
、
明
文
化
さ
れ
な
い
空
気
感
に
よ
る
「
社
会
的
生
命
」
の
や
り
取
り
。
情
緒
が
決
定
権
を
持
つ
社
会
で
す
。

　

多
様
性
を
尊
重
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
い
て
一
致
（
統
一
や
融
合
や
均
一
や
排
他
的
で
は
な
い
）
の
連
帯
を
生
む
秩
序
創
出
が
求
め
ら
れ

ま
す
。
連
帯
と
は
一
方
的
な
強
制
力
に
よ
ら
ず
、
個
々
の
主
体
性
に
よ
る
も
の
で
す
。

　

明
治
期
に
喪
失
し
た
陰
陽
五
行
思
想
と
の
相
互
作
用
と
付
随
す
る
格
義
仏
教
の
誤
解
、
仏
典
翻
訳
に
見
る
宗
教
対
話
、
ウ
パ
デ
ー
シ
ャ

の
再
考
、
相
互
作
用
の
研
究
に
お
け
る
陰
陽
五
行
思
想
な
ど
に
糸
口
を
見
ま
す
。

　

陰
陽
五
行
思
想
の
テ
キ
ス
ト
易
経
は
、
占
書
と
誤
解
さ
れ
焚
書
坑
儒
を
免
れ
ま
し
た
。「
鼎
」
と
い
う
卦
は
周
公
旦
の
人
物
像
を
教
え

て
い
ま
す
。
異
体
同
心
の
卦
「
同
人
」
に
は
「
野
に
お
い
て
す
」
と
あ
り
、
野
と
は
、
城
壁
の
外
の
こ
と
、
城
壁
と
は
組
織
の
中
だ
け
で

通
用
す
る
価
値
観
や
ル
ー
ル
の
喩
。
野
と
は
先
行
す
る
条
件
（
縁
）
を
前
提
に
し
な
い
内
的
外
的
環
境
、
そ
の
立
ち
位
置
と
姿
勢
に
よ
っ

て
初
め
て
異
体
同
心
が
立
ち
上
が
る
。
こ
れ
が
無
縁
思
考
で
す
。
こ
の
卦
は
、
ふ
さ
が
っ
た
世
を
打
開
す
る
方
法
を
説
く
卦
で
も
あ
り
、

羲
農
の
世
（
陰
陽
五
行
の
祖
伏
羲
と
神
農
が
治
め
た
理
想
的
古
代
社
会
）
と
並
び
語
ら
れ
る
大
同
の
世
を
建
設
す
る
思
想
の
骨
格
で
す
。

　

バ
ッ
ク
ミ
ン
ス
タ
フ
ラ
ー
の
「
宇
宙
船
地
球
号
操
縦
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
は
、
世
界
連
邦
運
動
、
Ｗ
Ｃ
Ｒ
Ｐ
の
理
念
と
重
な
り
ま
す
。
闘
諍

堅
固
を
受
け
入
れ
つ
つ
、
そ
れ
で
い
て
殺
戮
し
合
わ
な
い
道
の
ヒ
ン
ト
が
あ
り
ま
す
。
ケ
ン
・
ウ
ィ
ル
バ
ー
は
す
で
に
「
地
球
環
境
の
状

態
を
正
直
に
受
け
止
め
て
、
人
類
が
共
有
す
る
意
識
の
表
現
と
真
摯
に
受
け
止
め
、
行
動
を
改
め
る
」
こ
と
を
発
信
し
て
い
ま
す
。

　

狩
猟
採
集
→
農
耕
備
蓄
→
工
業
資
本
→
情
報
流
通
→
こ
こ
ろ
へ
と
移
っ
て
き
た
時
代
性
は
、「
か
ら
だ
」
と
な
る
と
予
測
し
ま
し

た
。
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均
一
化
・
分
業
化
・
同
時
化
・
極
大
化
・
集
権
化
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
の
終
焉
を
説
い
た
ト
フ
ラ
ー
に
倣
い
、
優
陀
那
日
輝
和
尚
へ
尊
敬

の
念
を
持
っ
て
「
ペ
リ
ー
（
黒
船
）
来
朝
せ
り
、
わ
が
教
法
（
の
受
け
取
り
方
）
も
、
一
変
せ
ん
や
」
を
改
め
て
読
み
解
き
ま
す
。
現
代

に
お
け
る
黒
船
と
は
な
ん
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
の
前
代
未
聞
の
大
変
革
の
潮
流
の
中
で
操
舵
不
能
に
せ
し
め
る
魔
物
は
今
採
用
し
て
い
る
思
想
価
値
観
（
近
代
思
想
Ｏ
Ｓ
）
で
す
。

そ
れ
を
超
え
る
為
の
好
ま
し
い
環
境
が
対
話
思
考
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

　

言
葉
の
リ
ズ
ム
は
、
狩
猟
・
農
耕
・
機
械
・
Ｐ
Ｃ
と
様
々
で
す
。
経
典
は
一
行
十
七
字
（
俳
句
・
発
句
と
同
じ
）、
や
ま
と
こ
と
ば
は

一
音
一
拍
、
読
経
は
一
字
一
拍
。
Ａ
Ｉ
が
写
し
取
れ
る
言
語
で
は
な
く
、
モ
ノ
と
モ
ノ
、
モ
ノ
と
言
葉
、
言
葉
と
言
葉
に
あ
る
不
可
思
議

な
一
致
、
生
命
力
の
距
離
ゼ
ロ
作
用
を
起
こ
す
日
本
的
知
性
（
探
求
④
）。
今
採
用
さ
れ
て
い
る
論
理
的
、
情
報
管
理
的
思
考
法
、
意
識

的
情
報
処
理
と
伝
達
は
Ａ
Ｉ
の
射
程
範
囲
内
。
逆
に
神
話
的
読
み
解
き
は
頼
も
し
い
味
方
で
す
。

　

ト
マ
ト
と
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
と
眼
鏡
と
海
老
と
ノ
ー
ト
パ
ソ
コ
ン
の
一
致
点
を
見
出
す
思
考
性
、
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
の
音
階
に
お
け
る
八
音
目

を
同
音
と
す
る
音
感
。
異
な
る
存
在
の
中
に
あ
る
距
離
ゼ
ロ
地
点
を
見
出
す
人
類
特
有
の
知
性
。
宗
教
を
支
え
る
土
台
に
活
路
が
あ
り
ま

す
。

　

闘
諍
堅
固
を
価
値
転
換
す
る
闘
い
方
改
革
。
そ
の
手
掛
か
り
と
な
る
の
が
宗
教
対
話
で
す
。

　

腕
力
か
ら
火
器
→
空
間
→
時
間
→
知
識
→
智
慧
と
次
第
に
闘
い
方
は
進
化
し
ま
し
た
。

　
「
相
手
を
打
ち
負
か
す
よ
り
、
相
手
を
向
上
せ
し
め
る
行
為
を
選
ぶ
」
こ
と
が
仏
教
に
あ
る
智
慧
と
慈
悲
に
よ
る
闘
い
で
あ
る
と
の
気

づ
き
。
戦
い
で
あ
っ
て
誰
も
心
身
と
も
に
死
傷
し
な
い
戦
い
で
あ
る
こ
と
は
誰
が
見
て
も
一
目
瞭
然
で
す
。

　

紀
貫
之
が
示
す
よ
う
に
日
本
人
は
古
来
よ
り
、
優
れ
た
戦
争
の
止
め
方
を
心
得
て
い
ま
し
た
。
世
界
に
誇
る
べ
き
高
度
な
知
性
で
す
。
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パ
ワ
ー
バ
ラ
ン
ス
か
ら
パ
ワ
ー
シ
フ
ト
へ
と
局
面
は
変
わ
り
ま
す
。

　

こ
れ
を
日
本
と
仏
教
に
対
す
る
尊
敬
の
念
を
込
め
「A

N
A
T
A
.m

vt

（
貴
方
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
）」
と
名
付
け
公
共
善
対
話
の
合
言
葉
と

し
て
世
界
中
に
伝
わ
る
こ
と
を
念
願
し
ま
す
。

　

宗
教
対
話
の
現
場
に
参
加
し
、
信
仰
と
帰
依
の
距
離
ゼ
ロ
地
点
に
お
け
る
異
な
り
か
ら
自
分
に
つ
い
て
学
ぶ
体
験
を
い
た
し
ま
し
た
。

そ
の
中
で
の
聞
き
書
き
を
紹
介
し
ま
す
。

☆
対
話
と
は
、
相
互
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
、
一
方
的
な
主
張
で
は
な
い
。

☆�

相
互
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
は
、
議
論
、
デ
ィ
ベ
ー
ト
も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
自
分
の
主
張
の
正
し
さ
、
相
手
の
主
張
の
間
違
い
に

意
識
を
向
け
言
い
当
て
る
技
術
に
よ
り
、
相
手
を
打
ち
負
か
し
、
自
分
の
自
己
正
当
性
を
の
み
証
明
す
る
方
法
で
、
対
話
で
は
な
い
。

☆
自
分
が
信
じ
る
教
え
を
広
め
る
目
的
が
「
人
類
全
体
の
究
極
の
幸
福
」
な
ら
ば
、
必
ず
宗
教
対
話
を
実
践
す
る
。

☆
対
話
は
、
救
急
車
で
は
な
い
。
ま
た
対
話
に
お
い
て
は
異
な
り
の
テ
ン
シ
ョ
ン
が
よ
り
深
い
信
頼
の
創
出
と
な
る
。

☆�

出
逢
っ
た
他
人
と
そ
の
印
象
は
距
離
ゼ
ロ
地
点
に
立
ち
無
縁
思
考
を
す
る
こ
と
で
、
そ
の
相
手
を
通
し
て
自
分
に
気
づ
く
。
出
逢
っ
た

相
手
に
抱
く
印
象
は
そ
の
相
手
か
ら
伝
わ
っ
て
く
る
情
報
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
自
分
が
自
分
に
抱
く
自
己
イ
メ
ー
ジ
が
そ
の
ま
ま

相
手
に
抱
く
印
象
と
な
る
。
つ
ま
り
、
他
者
（
異
教
徒
）
と
の
出
会
い
は
、
自
分
に
つ
い
て
学
び
、
自
分
に
対
す
る
安
心
、
自
己
確
信

を
得
る
も
の
。
こ
の
他
人
と
は
何
か
、
に
つ
い
て
の
理
解
に
よ
っ
て
初
め
て
対
話
が
実
現
す
る
。

☆�

あ
と
四
半
世
紀
に
満
た
な
い
う
ち
に
、
人
類
は
大
き
な
思
考
の
改
変
を
遂
げ
る
。
宗
教
の
力
を
借
り
な
く
て
も
、
何
ら
、
日
常
生
活
と

人
生
上
に
お
い
て
困
る
こ
と
が
な
い
程
に
、
こ
れ
ま
で
の
人
類
特
有
な
精
神
、
世
界
の
矛
盾
と
破
綻
を
根
底
か
ら
癒
す
方
法
を
開
発
し

終
わ
る
可
能
性
が
高
い
。
宗
教
者
が
こ
の
取
り
組
み
を
傍
観
す
る
な
ら
ば
、
予
想
を
は
る
か
に
超
え
る
打
撃
を
被
る
。
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明
治
二
十
六
年
シ
カ
ゴ
万
国
宗
教
会
議
（
探
求
④
）
大
会
委
員
長
バ
ロ
ー
ズ
牧
師
の
歓
迎
の
挨
拶
「
諸
君
、
ね
が
わ
く
は
、
一
宗
一
派

の
偏
見
を
捨
て
て
、
互
い
に
相
敬
愛
し
、
真
理
の
生
命
を
し
て
健
康
な
ら
し
め
て
下
さ
い
」
と
の
コ
メ
ン
ト
は
日
蓮
大
聖
人
の
言
葉
に
聞

こ
え
ま
す
。

　

異
な
り
の
中
の
同
義
な
る
も
の
を
開
き
会
わ
せ
る
思
考
、
非
論
理
的
知
性
、
感
覚
的
印
象
に
無
縁
な
る
体
験
的
知
性
（
脳
科
学
が
語
る

大
脳
頭
頂
葉
の
心
）
に
つ
い
て
の
仏
教
の
見
解
が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

お
寺
は
衰
退
し
て
い
ま
す
が
、
人
類
規
模
で
は
宗
教
熱
が
大
き
く
再
燃
し
て
い
ま
す
。

　

お
参
り
が
減
っ
た
、
日
本
人
の
信
心
が
薄
れ
た
と
の
嘆
き
は
、
室
町
期
か
ら
の
緩
慢
な
流
れ
。
先
立
つ
こ
と
約
五
百
年
、
日
本
は
欧
州

よ
り
宗
教
的
自
律
が
早
か
っ
た
と
受
け
取
れ
ま
す
。
日
本
人
の
宗
教
的
態
度
は
世
界
的
話
題
で
す
が
、
宗
教
的
に
恵
ま
れ
た
環
境
風
土
と
、

何
で
も
自
前
で
出
来
る
よ
う
に
な
る
日
本
人
の
内
的
風
土
に
培
わ
れ
、
自
律
性
に
よ
り
磨
か
れ
た
あ
る
意
味
成
熟
し
た
宗
教
観
と
捉
え
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

近
代
に
お
い
て
宗
教
は
完
全
に
終
焉
へ
と
向
か
う
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
で
起
き
た
「
悪
魔
の
詩
」
と
「
服

従
」
を
め
ぐ
る
出
来
事
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
っ
た
超
国
家
的
宗
教
力
は
、
再
燃
に
拍
車
を
か
け
ま
し
た
。

　
「
自
分
と
違
う
意
見
を
唱
え
る
他
者
＝
自
分
の
敵
」、「
自
己
正
当
性
を
主
張
す
る
＝
自
分
の
安
全
保
障
」
と
い
う
有
縁
思
考
か
ら
醒
め

る
こ
と
を
求
め
ら
れ
ま
す
。

　

陰
陽
五
行
思
想
に
深
い
示
唆
を
与
え
る
研
究
者
で
あ
り
、
対
話
の
権
威
で
も
あ
る
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
教
義
言
語
を
世
俗
言
語
に
置
き

換
え
る
ト
ラ
ン
ス
レ
ー
シ
ョ
ン
を
公
共
善
を
見
出
す
条
件
に
挙
げ
、
こ
れ
を
人
類
規
模
の
問
題
を
解
決
す
る
宗
教
対
話
の
プ
ロ
セ
ス
と
し

て
い
ま
す
。「
未
信
徒
」
と
い
う
言
葉
に
対
す
る
課
題
を
暗
示
し
ま
す
。
今
後
の
お
寺
は
「
信
仰
対
象
を
共
有
し
な
い
人
、
既
存
の
教
団
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の
枠
に
は
ま
ら
な
い
信
仰
を
す
る
人
々
に
対
す
る
貢
献
」
が
実
業
の
現
場
と
な
り
ま
す
。
国
家
政
策
に
始
ま
っ
た
宗
教
の
世
俗
化
は
、
国

家
統
制
力
の
緩
慢
な
喪
失
へ
と
至
り
ま
し
た
。「
聴
く
こ
と
、
つ
ま
り
諸
々
の
異
な
り
を
多
声
的
に
相
互
作
用
性
を
見
出
し
受
け
入
れ
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
（
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
）」
と
指
摘
を
し
て
い
ま
す
。

　

お
寺
が
か
つ
て
無
縁
処
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
は
大
き
な
ヒ
ン
ト
で
す
。
条
件
に
よ
っ
て
人
を
分
別
し
な
い
、
人
の
存
在
す
る

意
味
や
価
値
を
定
義
付
け
し
形
式
論
理
に
則
っ
て
機
械
的
に
固
定
化
し
な
い
、
如
何
な
る
も
の
か
ら
も
常
に
最
高
の
慈
悲
を
引
き
出
せ
る

叡
智
に
包
ま
れ
た
場
は
と
て
も
魅
力
的
に
映
っ
た
で
し
ょ
う
。

　

二
千
数
百
年
滑
ら
か
に
各
時
代
各
国
各
思
想
性
の
縛
り
を
超
え
伝
わ
っ
て
き
た
お
釈
迦
様
の
言
葉
を
、
日
本
に
お
け
る
わ
ず
か
一
五
〇

年
ほ
ど
の
近
代
的
思
想
性
に
固
執
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
力
化
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

宗
教
性
を
脱
色
し
た
瞑
想
が
今
西
海
岸
で
正
念
場
を
迎
え
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
近
代
的
思
想
と
結
び
つ
い
て
起
き
て
い
る
問
題
で
す

（
探
求
①
）。
否
定
的
に
捉
え
る
意
見
も
あ
り
ま
す
が
、「
宗
教
を
脱
色
す
る
」
と
い
う
こ
の
辺
り
に
我
々
の
大
き
な
役
割
が
眠
っ
て
い
る

よ
う
で
す
。
か
つ
て
近
代
の
波
が
押
し
寄
せ
た
と
き
、
従
属
せ
ず
生
き
残
る
た
め
に
取
っ
た
方
策
が
険
峻
と
そ
び
え
て
い
ま
す
。
現
代
宗

教
研
究
所
刊
行
書
籍
「
日
蓮
宗
の
近
現
代
」
は
そ
の
貴
重
な
杖
と
な
り
ま
す
。

　

ド
イ
ツ
で
は
官
民
連
携
に
よ
る
外
交
交
渉
が
始
ま
り
、
宗
教
者
が
そ
の
任
に
つ
い
て
い
ま
す
。
も
う
一
つ
の
顔
で
は
な
く
、
僧
侶
と
し

て
の
公
的
活
動
が
始
ま
る
兆
し
が
見
え
ま
す
。

　

最
後
は
こ
の
探
求
を
導
い
た
偉
大
な
る
行
者
の
言
葉
で
締
め
括
り
と
致
し
ま
す
。

◎
優
れ
た
リ
ー
ダ
ー
ほ
ど
部
下
と
対
話
す
る

　

独
断
す
べ
か
ら
ず
、
必
ず
衆
と
與
に
宜
し
く
論
ず
べ
し
。（
中
略
）
故
に
衆
と
與
に
相
弁
え
れ
ば
、
こ
と
ば
則
ち
理
り
を
得
ん
。

�

聖
徳
太
子
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◎
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
愚
か
さ
を
す
で
に
説
い
て
い
る

　
（
宗
教
者
た
ち
は
）
各
々
の
教
義
に
固
執
し
た
論
争
を
し
、（
中
略
）「
論
敵
は
愚
か
者
で
、
真
理
に
達
し
た
人
で
は
な
い
」
と
主
張
す

る
。

　

彼
ら
は
自
ら
の
見
解
を
の
み
真
実
で
あ
る
と
み
な
し
、
故
に
他
人
を
「
愚
者
」
で
あ
る
と
決
め
つ
け
る
の
で
あ
る
。

　

�「
真
理
は
一
つ
で
あ
っ
て
第
二
の
も
の
は
存
在
し
な
い
」
と
い
う
真
理
を
知
っ
た
人
は
、
争
う
こ
と
が
な
い
。
彼
ら
は
め
い
め
い
に
異

な
っ
た
真
理
を
褒
め
た
た
え
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
諸
々
の
人
は
同
一
の
こ
と
を
語
ら
な
い
の
で
あ
る
。�

ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ

◎
諸
宗
教
対
話
推
進
最
古
の
言
葉

　

�

他
の
人
々
の
宗
教
は
、
尊
敬
に
値
す
る
。
他
の
宗
教
を
敬
う
こ
と
は
、
同
時
に
自
分
の
信
仰
を
敬
う
こ
と
に
な
る
。
自
分
た
ち
の
礼
拝

の
場
で
、
自
分
の
信
仰
ば
か
り
を
賞
賛
し
、
他
者
の
信
仰
を
中
傷
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
人
は
、
自
分
自
身
の
信
仰
に
対
す
る
重
大
な
罪

を
犯
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
あ
ら
ゆ
る
者
に
、
他
者
の
真
実
体
験
を
聞
か
せ
、
倣
わ
し
め
よ
、
こ
れ
が
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
願
い
で
あ

る
。
王
は
全
て
の
宗
教
が
他
の
宗
教
か
ら
学
ぶ
こ
と
を
望
ま
れ
て
お
ら
れ
る
。�

ア
シ
ョ
ー
カ
王
碑
文

◎
近
代
思
想
の
過
ち
を
予
言

　

�

ま
さ
に
一
切
諸
法
は
自
ず
か
ら
二
法
あ
る
こ
と
な
し
と
観
察
す
べ
し
、
而
る
に
諸
々
の
衆
生
、
虚
妄
に
是
は
此
、
是
は
彼
、
是
は
得
、

是
は
失
と
横
計
し
て
、
不
善
の
念
を
起
こ
し
、
衆
の
悪
業
を
造
っ
て
六
趣
に
輪
廻
し
、
諸
の
苦
毒
を
受
け
て
、
無
量
億
劫
自
ら
出
る
こ

と
能
わ
ず
。�

無
量
義
経

◎
折
伏
の
態
度
に
対
す
る
御
指
南
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�

公
場
に
し
て
理
運
の
法
門
申
し
候
へ
ば
と
て
雑
言
、
強
言
、
自
讃
気
な
る
体
人
目
に
見
す
べ
か
ら
ず
あ
さ
ま
し
き
事
な
る
べ
し
、
弥
、

身
口
意
を
調
え
謹
ん
で
主
人
に
向
う
べ
し
主
人
に
向
う
べ
し
。�

教
行
証
御
書

◎
他
者
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
者
の
態
度

　

�

キ
リ
ス
ト
に
従
う
人
は
、
対
話
す
る
相
手
と
出
会
う
と
き
、
決
し
て
高
ぶ
ら
ず
決
し
て
見
下
す
事
な
い
自
分
た
ち
の
主
と
同
じ
よ
う
に
、

柔
和
で
謙
遜
な
心
を
持
た
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。�

ヨ
ハ
ネ
パ
ウ
ロ
２
世

◎
大
善
へ
の
気
づ
き
を
与
え
る
喩

　

�

汚
染
は
私
た
ち
が
刈
り
取
る
つ
も
り
の
な
い
資
源
に
他
な
ら
な
い
、
私
た
ち
は
そ
の
資
源
の
価
値
を
知
ら
な
い
か
ら
、
撒
き
散
ら
し
て

し
ま
っ
て
い
る
。�

バ
ッ
ク
ミ
ン
ス
タ
ー
フ
ラ
ー

◎
長
者
窮
子
喩
に
シ
ン
ク
ロ
す
る
歌

小
さ
い
頃
は
神
さ
ま
が
い
て　

不
思
議
に
夢
を
か
な
え
て
く
れ
た

や
さ
し
い
気
持
で
目
覚
め
た
朝
は　

お
と
な
に
な
っ
て
も　

奇
蹟
は
お
こ
る
よ

カ
ー
テ
ン
を
開
い
て　

静
か
な
木
洩
れ
陽
の　

や
さ
し
さ
に
包
ま
れ
た
な
ら　

き
っ
と

目
に
う
つ
る
全
て
の
こ
と
は　

メ
ッ
セ
ー
ジ

小
さ
い
頃
は
神
さ
ま
が
い
て　

毎
日
愛
を
届
け
て
く
れ
た

心
の
奥
に
し
ま
い
忘
れ
た　

大
切
な
箱　

ひ
ら
く
と
き
は
今

雨
上
が
り
の
庭
で　

く
ち
な
し
の
香
り
の　

や
さ
し
さ
に
包
ま
れ
た
な
ら　

き
っ
と
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目
に
う
つ
る
全
て
の
こ
と
は　

メ
ッ
セ
ー
ジ

カ
ー
テ
ン
を
開
い
て　

静
か
な
木
洩
れ
陽
の　

や
さ
し
さ
に
包
ま
れ
た
な
ら　

き
っ
と

目
に
う
つ
る
全
て
の
こ
と
は　

メ
ッ
セ
ー
ジ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ユ
ー
ミ
ン

◎
同
体
異
心
思
考
か
ら
異
体
同
心
思
考
へ

令
和
元
年
十
月
二
十
五
日

�

岐
阜
教
化
セ
ン
タ
ー
長　

日
蓮
宗
国
際
交
流
会　

会
長　

釋
潮
叡

平
成
三
十
年
五
月
二
十
七
日
帰
寂　
　

恩
師　

叡
生
院
法
顕
幸
徳
信
士　

に
捧
ぐ　
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