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些
か
大
き
す
ぎ
る
タ
イ
ト
ル
で
あ
り
、
と
て
も
筆
者
如
き
が
十
全
に
論
じ
得
る
こ
と
で
は
な
く
、
ま
た
、
研
究
と
呼
ぶ
に
価
す
る
よ
う

な
内
容
を
持
ち
得
る
も
の
で
も
な
い
が
、
問
題
提
起
と
し
て
の
意
味
合
い
を
も
籠
め
て
の
も
の
と
し
て
、
御
海
容
戴
き
た
い
。

　

先
ず
、「
教
学
の
現
代
化
」
の
必
要
性
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

そ
も
そ
も
、「
教
学
の
現
代
化
」
の
必
要
性
を
云
々
す
る
、
と
い
う
よ
う
な
必
要
が
あ
ろ
う
と
は
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、

平
成
二
十
年
九
月
十
日
、
十
一
日
に
開
催
さ
れ
た
中
央
教
化
研
究
会
議
（
以
下
、
中
央
教
研
と
略
記
）
で
の
、
或
る
分
科
会
の
議
論
を
拝

聴
し
て
い
て
、
些
か
愕
然
と
し
た
、
と
い
う
こ
と
が
、
小
稿
を
記
さ
ん
と
す
る
動
機
と
な
っ
て
い
る
。

　

平
成
二
十
年
の
中
央
教
研
は
、「
日
蓮
宗
の
教
化
学
を
考
え
る
│
『
立
正
安
国
』
の
精
神
を
ど
う
伝
え
る
か
」
を
テ
ー
マ
に
開
催
さ
れ
、

第
一
分
科
会
「
現
代
と
教
学
」
部
会
で
は
、「『
立
正
安
国
』
が
目
指
す
も
の
は
何
か
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
討
議
が
な
さ
れ
た
。

　

平
成
二
十
年
三
月
の
定
期
宗
会
に
於
い
て
、
小
松
宗
務
総
長
が
、
そ
の
施
政
方
針
挨
拶
の
中
で
、
平
成
二
十
一
年
の
『
立
正
安
国
論
』

奏
進
七
五
〇
年
の
際
に
は
「
平
成
の
立
正
安
国
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
を
発
信
さ
れ
る
旨
を
言
明
さ
れ
た
。
平
成
二
十
年
の
中
央
教
研
は
、
こ
の

こ
と
を
承
け
て
、
奏
進
七
五
〇
「
平
成
の
立
正
安
国
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
に
反
映
し
得
る
提
言
と
な
る
よ
う
な
討
議
を
、
と
呼
び
掛
け
て
の
教

第
九
回
日
蓮
宗
教
化
学
研
究
発
表
大
会

教
学
の
現
代
化
に
つ
い
て

　

髙　

佐　

宣　

長
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研
会
議
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
各
分
科
会
で
の
議
論
を
拝
聴
さ
せ
て
頂
く
べ
く
巡
回
し
て
い
た
折
、
第
一
分
科
会
の
様
子
を
窺
う
と
、

│
『
立
正
安
国
論
』
は
完
成
し
て
お
り
、
手
を
加
え
る
べ
き
で
は
な
い
。

と
か
、

│
日
蓮
聖
人
は
、「
日
蓮
が
如
く
に
し
候
へ
」
と
仰
っ
て
い
る（
１
）の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
改
変
し
た
り
す
る
べ
き
で
な
い
。

と
い
う
よ
う
な
論
議
が
交
わ
さ
れ
て
い
る
の
を
耳
に
し
た
。

　

つ
ま
り
、「
現
代
の
立
正
安
国
論
」
と
い
う
よ
う
な
発
想
自
体
が
許
さ
れ
な
い
、
と
し
て
、「
平
成
の
立
正
安
国
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
な
ど
は

不
要
で
あ
る
と
す
る
論
調
が
そ
の
場
を
支
配
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

無
論
、
そ
う
し
た
議
論
の
中
に
は
、

│ 

一
般
向
け
に
「
立
正
安
国
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
を
発
信
出
来
る
ほ
ど
、
宗
内
に
共
通
認
識
が
あ
る
の
か
、
闔
宗
に
そ
の
為
の
準
備
が
整
っ

て
い
る
の
か
。

と
い
う
よ
う
な
問
い
か
け
も
あ
り
、
こ
れ
は
こ
れ
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
を
含
ん
で
い
る
と
思
わ
さ
れ
た
の
も
確
か
で
あ
る
。

　

今
般
の
宗
門
運
動
「
立
正
安
国
・
お
題
目
結
縁
運
動
」
は
、
ボ
ト
ム
・
ア
ッ
プ
を
基
調
と
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
事
実
、

現
在
三
十
七
項
目
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
運
動
の
実
施
項
目
が
決
定
さ
れ
る
に
際
し
て
は
、
七
十
四
管
区
の
伝
道
企
画
会
議
の
成
果
を
踏
ま

え
た
と
聞
い
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
所
謂
下
か
ら
の
盛
り
上
が
り
と
い
う
状
況
は
余
り
見
ら
れ
な
い
、
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。
ま
た
、
宗
門
運
動
本
部
企
画
推
進
会
議
の
議
論
や
動
き
な
ど
も
、
宗
内
全
体
に
は
な
か
な
か
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
よ
う
で

も
あ
る
…
…
。

　

こ
の
問
題
は
、
小
稿
の
目
的
と
は
直
接
関
係
し
な
い
の
で
、
こ
こ
ま
で
と
す
る
が
、
こ
の
際
で
あ
る
か
ら
、
平
成
二
十
一
年
に
「
平
成
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の
立
正
安
国
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
を
一
般
に
発
信
す
る
と
な
れ
ば
、
一
般
教
師
へ
の
周
知
を
経
て
、
言
わ
ば
、
宗
門
人
の
一
人
ひ
と
り
が
、
一

般
社
会
に
向
け
て
発
信
す
る
、
く
ら
い
の
「
覚
悟
」
が
必
要
な
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
場
を
借
り
て
、
中
央
教
研
か

ら
の
問
題
提
起
と
し
て
御
報
告
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
平
成
十
九
年
に
は
、
チ
ベ
ッ
ト
問
題
や
ミ
ャ
ン
マ
ー
問
題
で
宗
務
総
長
声
明
が

発
せ
ら
れ
た
が
、「
平
成
の
立
正
安
国
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
は
、
そ
う
し
た
声
明
と
は
自
ず
か
ら
性
質
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
。

　

さ
て
、
話
を
戻
す
が
、
我
々
、
日
蓮
門
下
た
る
も
の
、「
総
じ
て
日
蓮
が
弟
子
と
云
て
法
華
経
を
修
行
せ
ん
人
々
は
日
蓮
が
如
く
に
し

候
へ
。」
と
い
う
祖
師
の
御
指
南
に
従
う
こ
と
は
当
然
と
い
う
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
の
「
日
蓮
が
如
く
に
」
す
る
と
い
う
こ
と
を
の
意
味

内
容
を
ど
う
解
す
る
か
が
と
い
う
こ
と
が
、
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

伊
藤
瑞
叡
博
士
は
、『
立
正
安
国
論
』
を
読
み
解
く
上
で
の
「
研
究
の
観
点
と
方
法
」
に
つ
い
て
、
次
の
七
項
目
を
上
げ
て
お
ら
れ
る
。

　
　
（
１
） 　

現
代
の
価
値
動
向
・
思
考
方
法
・
理
念
論
理
を
絶
対
化
（
△
視
）
す
る
観
点
か
ら
、
安
国
論
の
価
値
動
向
・
思
考
方
法
・
理

念
論
理
を
相
対
化
し
て
分
析
す
る
方
法
を
も
っ
て
、
そ
の
真
価
（
△
実
性
と
価
値
）
を
問
う
。

　
　
（
２
） 　

西
洋
の
諸
国
家
論
を
比
較
の
基
準
と
す
る
観
点
か
ら
、
論
の
国
家
論
を
相
対
化
し
て
分
析
す
る
方
法
を
も
っ
て
、
そ
の
国
家

思
想
の
真
価
を
問
う
。

　
　
（
３
） 　

安
国
論
の
価
値
動
向
・
思
考
方
法
・
理
念
論
理
を
絶
対
化
（
△
視
）
す
る
観
点
か
ら
、
現
代
の
価
値
動
向
・
思
考
方
法
・
理

念
論
理
を
相
対
化
し
て
分
析
す
る
方
法
を
も
っ
て
、
現
代
の
動
向
等
を
批
判
し
改
革
を
提
言
す
る
。

　
　
（
４
）　

い
ず
れ
の
観
点
・
方
法
も
共
に
客
観
性
を
志
向
し
て
も
、
な
お
主
観
に
よ
る
。（
中
略
）

　
　
　
　

 　

よ
っ
て
問
題
は
か
く
し
て
明
証
さ
れ
る
論
の
主
張
論
理
に
各
自
の
主
観
が
共
感
で
き
る
か
否
か
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　

 　

し
か
し
何
か
（
時
代
思
潮
・
偏
党
己
義
）
の
口
実
に
し
た
り
何
か
の
た
め
に
曲
解
し
た
り
す
る
こ
と
は
作
者
を
冒
涜
す
る
も
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の
で
不
当
で
あ
る
。

　
　
（
５
） 　

立
正
安
国
論
を
論
理
実
証
の
観
点
か
ら
形
状
・
構
造
・
機
能
分
析
を
方
法
と
し
て
分
析
し
て
、
文
面
構
成
に
よ
る
、
そ
の
実

践
思
想
の
論
理
的
構
造
・
理
念
的
意
趣
（
文
底
）
を
明
証
す
る
と
、
論
の
目
的
合
理
性
は
理
性
的
批
判

4

4

（
す
な
わ
ち
本
来
の
意

味
で
の
折
伏nigraha

）
と
建
設
的
提
言

4

4

（
＝
申
上
）
に
あ
る
、
と
知
ら
れ
る
。（
後
略
）

　
　
（
６
）　
（
略
）

　
　
（
７
） 　

日
蓮
門
下
の
私
ど
も
は
、
無
疑
曰
信
の
信
心
（ś raddhā

）
を
も
っ
て
、
行
学
の
二
道
に
精
励
し
て
、
祖
書
を
現
フ
ラ
テ
ィ
ヤ
ク
シ
ャ
プ
ラ
マ
ー
ナ

量
し

比ア
ヌ
マ
ー
ナ量
に
よ
り
、
即
ち
学
道
に
お
け
る
正
当
な
る
分
析
解
明
に
よ
り
分ア
ナ
リ
シ
ス析
判
断
・
総ジ
ン
テ
ー
ゼ合
判
断
し
て
聖ア
ー
ガ
マ

教
量
と
し
て
、
そ
の
真
実
性

（astiva

）
の
価ウ

ェ
ル
ト値

を
明
証
す
る
べ
き
で
あ
る
。（
後
略（

２
））

　

こ
の
う
ち
、（
１
）
か
ら
（
３
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、『
安
国
論
』
の
受
け
止
め
方
、
取
り
組
み
方
の
姿
勢
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
と
言

え
よ
う
。

　

教
学
の
現
代
化
を
云
々
す
る
立
場
が
、（
３
）
の
立
場
に
与
し
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
で
は
、
そ
れ
が
「
日
蓮
が
如
く
に
」

す
る
こ
と
な
の
か
と
言
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
（
３
）
の
立
場
は
、
所
謂
、
原
理
主
義
、
教
条
主
義
に
類
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
態
度
を
取
る
こ
と
は
、
真
の
意
味
で
、「
日
蓮

が
如
く
に
」
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

無
論
、
こ
れ
は
筆
者
の
主
観

4

4

で
は
あ
る
け
れ
ど
も
。

　

さ
て
、
で
は
、（
１
）
が
良
い
の
か
と
な
る
と
、
や
は
り
さ
に
あ
ら
ず
、
で
あ
り
、
教
学
の
現
代
化
を
図
ら
ん
と
す
る
以
上
、（
３
）
よ

り
は
（
１
）
に
近
い
立
場
に
は
な
ろ
う
が
、
そ
れ
で
は
「
日
蓮
が
弟
子
」
と
は
言
い
難
い
。
結
局
の
と
こ
ろ
、（
１
）
と
（
３
）
の
立
場

を
如
何
に
バ
ラ
ン
ス
さ
せ
得
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
、
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

　

上
述
の
、
中
央
教
研
の
第
一
分
科
会
で
、「
今
日
蓮
聖
人
が
御
在
世
で
あ
ら
れ
た
ら
、
ど
う
お
考
え
に
な
る
か
」
と
い
う
視
点
の
必
要
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性
を
説
い
て
お
ら
れ
た
方
が
あ
っ
た
が
、
筆
者
も
こ
れ
に
賛
同
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

勿
論
、
そ
れ
を
得
る
た
め
に
は
、
伊
藤
博
士
が
先
の
資
料
の
（
７
）
で
仰
っ
て
い
る
よ
う
な
方
法
で
、
祖
書
を
研
究
す
る
必
要
が
あ
る

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
ヒ
ン
ト
と
し
て
、
山
川
智
應
博
士
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
、「
日
蓮
聖
人
の
研
究
態
度
と
し
て

の
三
證
具
足
」
と
い
う
観
点
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

　

三
證
と
は
、

　

道
理
（
理
證
）

　

文
證

　

現
證

の
三
で
あ
る（
３
）。

　

山
川
博
士
は
、
日
蓮
聖
人
を
論
じ
た
、
史
上
最
初
の
学
位
論
文
で
あ
る
『
法
華
思
想
史
上
の
日
蓮
聖
人
』
の
附
録
論
文
「
日
蓮
聖
人
の

研
究
態
度
と
し
て
の
三
證
具
足
」
に
於
い
て
、
日
蓮
聖
人
の
姿
勢
に
三
證
具
足
と
い
う
観
点
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
こ
に
「
科
学

的
研
究
と
の
類
似
」
性
を
見
、
日
蓮
聖
人
は
「
人
間
の
論
理
的
歩
み
を
、
も
つ
と
も
正
し
く
歩
ま
れ
た
」
と
評
し
て
い
る（
４
）。

　

仏
教
は
、
釈
尊
以
来
、
も
と
も
と
合
理
性
を
尊
ぶ
宗
教
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
可
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
日
蓮
聖
人
に
於
い
て
は
、
こ
の

姿
勢
が
徹
底
さ
れ
て
い
た
と
言
っ
て
可
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
し
て
、
公
場
対
論
を
常
に
想
定
し
、「
智
者
に
我
義
や
ぶ
ら
れ
ず
ば
用
じ
と
な
り
。」
と
仰
っ
た
こ
と
に
も
伺
え
る
よ
う
に
、
現
代
的

に
言
え
ば
、
批
判
的
理
性
を
重
ん
ず
る
姿
勢
を
持
た
れ
て
い
た
。
こ
の
姿
勢
を
継
承
す
る
こ
と
こ
そ
が
、「
日
蓮
が
弟
子
」
た
る
要
件
で

あ
り
、「
日
蓮
が
如
く
に
」
す
る
こ
と
の
第
一
歩
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

し
か
ら
ば
、
日
蓮
思
想
を
、
現
代
の
科
学
的
合
理
的
理
性
か
ら
の
批
判
に
耐
え
う
る
三
證
具
足
の
教
学
と
し
て
体
系
化
す
る
こ
と
こ
そ
、

教
学
の
現
代
化
の
目
指
す
と
こ
ろ
と
考
え
て
も
可
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
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し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
、
言
う
は
易
く
し
て
行
う
は
難
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
日
蓮
聖
人
の
思
想
・
教
学
自
体
、
現
代
の
観

点
か
ら
観
た
と
き
、
三
證
が
具
足
し
て
い
る
と
ま
で
評
価
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
と
言
え
ば
、
な
か
な
か
難
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
言
わ

ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

先
ず
、
道
理
（
理
證
）
と
い
う
観
点
に
つ
い
て
は
、
日
蓮
聖
人
が
使
わ
れ
た
「
道
理
」
自
体
が
、
鎌
倉
時
代
当
時
の
論
理
で
の
も
の
で

あ
る
か
ら
、
現
代
に
そ
の
ま
ま
通
用
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

次
に
、
文
證
に
つ
い
て
言
え
ば
、
こ
れ
は
、
三
證
の
う
ち
、
最
も
大
き
な
問
題
を
含
む
か
と
も
思
わ
れ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
日
蓮
聖
人
が
究
極
の
文
證
と
さ
れ
た
仏
教
経
典
は
、
今
日
で
は
、
無
条
件
で
文
證
と
し
て
の
価
値
を
有
す
る
と
は
と
て
も

言
え
な
い
の
で
あ
る
。
か
つ
て
釈
尊
の
直
説
で
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
も
の
が
、
そ
う
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
か
ら
、
極
端
な
も
の
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
ど
の
経
に
何
と
書
い
て
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
何
の
意
味
も
な
い
こ
と
に
な
り
か

ね
な
い
。

　

換
言
す
れ
ば
、
日
蓮
聖
人
が
文
證
と
さ
れ
た
も
の
の
ほ
と
ん
ど
は
、
今
日
で
は
文
證
と
し
て
通
用
し
な
い
と
い
う
事
態
が
起
き
て
い
る

こ
と
を
、
私
た
ち
は
充
分
に
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

些
か
私
事
に
渡
っ
て
恐
縮
で
あ
る
が
、
先
だ
っ
て
、
筆
者
の
身
内
の
学
説
に
つ
い
て
、
今
更
な
が
ら
の
批
判
を
公
に
し
て
く
だ
さ
っ
た

方
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
そ
れ
で
結
構
な
の
だ
け
れ
ど
も
、
曰
く
、
五
時
八
教
を
否
定
す
る
か
ら
ダ
メ
だ
、
と
い
う
よ
う
な
議
論
が
な
さ
れ

て
い
て
、
唖
然
と
し
た
覚
え
が
あ
る
。

　

五
時
八
教
の
う
ち
の
五
時
説
を
肯
定
し
て
、
換
言
す
れ
ば
、
全
て
の
仏
教
経
典
を
釈
尊
金
口
の
直
説
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
ス
タ
ン

ス
を
取
っ
て
、
教
学
の
現
代
化
な
ど
果
た
し
う
る
筈
が
な
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

　

教
学
の
現
代
化
と
い
う
の
は
、
日
蓮
教
学
を
、
現
代
人
を
説
得
し
う
る
も
の
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
現
代
人
に
は
、
ク
リ

ス
チ
ャ
ン
も
イ
ス
ラ
ム
教
徒
も
無
神
論
者
も
含
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
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わ
れ
わ
れ
仏
教
徒
が
、
聖
書
や
コ
ー
ラ
ン
に
こ
う
書
い
て
あ
る
、
と
言
わ
れ
て
も
、
何
の
説
得
力
も
感
じ
な
い
よ
う
に
、
仏
教
の
経
典

に
こ
う
書
い
て
あ
る
、
と
い
う
だ
け
で
は
、
現
代
の
文
證
た
り
得
な
い
の
は
自
明
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

な
ぜ
仏
教
な
の
か
、
な
ぜ
法
華
経
な
の
か
を
根
本
か
ら
問
い
た
だ
す
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
日
蓮
聖
人
が
法
華
経
を
選
ん
だ
か
ら

法
華
経
を
選
ぶ
、
で
は
、
教
学
の
現
代
化
な
ど
あ
り
得
な
い
し
、
そ
れ
は
「
日
蓮
が
如
く
に
」
す
る
こ
と
で
も
な
い
。

　

法
華
経
は
釈
尊
が
説
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
教
学
を
再
構
築
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
未
信
徒
教
化
な
ど
、
夢
の

ま
た
夢
に
な
っ
て
し
ま
う
に
違
い
な
い
。

　

現
證
に
つ
い
て
も
、
同
様
で
あ
る
。
現
證
が
現
證
と
し
て
受
容
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
を
現
證
と
し
て
受
容
す
る
理
證
や
文
證

が
あ
っ
て
、
始
め
て
現
證
が
現
證
と
な
る
。
従
っ
て
、
日
蓮
聖
人
が
現
證
と
さ
れ
た
も
の
は
、
そ
の
ま
ま
現
代
の
現
證
に
は
な
ら
な
い
と

考
え
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
（
些
か
余
計
な
こ
と
ま
で
言
え
ば
、
た
と
え
ば
、
本
宗
に
は
「
臨
終
正
念
」
と
い
う
教
え
が
あ
り
、
日
蓮
聖
人

は
こ
れ
を
大
事
に
さ
れ
た
が
、
果
た
し
て
、
現
代
に
ど
こ
ま
で
主
張
す
べ
き
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
よ
う
な
問
題
に
も
、
こ
の
こ
と
は
繋

が
る
で
あ
ろ
う
）。

　

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
現
代
的
に
三
證
を
考
え
て
直
し
て
み
た
上
で
、『
立
正
安
国
論
』
を
観
て
み
た
と
き
、
果
た
し
て
、『
立
正
安
国

論
』
は
「
完
成
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
手
を
加
え
た
り
し
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
。

　

無
論
、『
安
国
論
』
は
当
時
と
し
て
は
完
成
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
仮
に
、『
安
国
論
』
が
現
存
し
な

い
と
し
て
、
筆
者
な
り
、
本
宗
の
誰
か
な
り
が
、
同
じ
内
容
の
も
の
を
書
い
て
、
総
理
大
臣
な
り
天
皇
陛
下
な
り
に
奏
進
し
た
と
し
よ
う
。

　

恐
ら
く
は
、
少
し
ア
タ
マ
の
お
か
し
い
僧
侶
と
し
て
無
視
さ
れ
る
の
が
関
の
山
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

も
し
く
は
、
オ
ウ
ム
か
顕
正
会
の
ま
が
い
も
の
、
く
ら
い
に
し
か
、
見
な
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

○
第
一
問
答　

客
の
問
い
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三
宝
世
に
在
し
百
王
い
ま
だ
窮
ら
ざ
る
に
、
こ
の
世
早
く
衰
え
、
そ
の
法
何
ぞ
廃
れ
た
る
や
。
こ
れ
何
な
る
禍
に
よ
り
、
こ
れ
何
な

る
誤
り
に
よ
る
や
。

○
第
一
問
答　

主
人
の
答
え

　
　

 

つ
ら
つ
ら
微
管
を
傾
け
、
い
さ
さ
か
経
文
を
披
き
た
る
に
、
世
皆
正
に
背
き
、
人
悉
く
悪
に
帰
す
。
故
に
、
善
神
は
国
を
捨
て
て
相

去
り
、
聖
人
は
所
を
辞
し
て
還
ら
ず
。
こ
こ
を
も
つ
て
、
魔
来
り
鬼
来
り
、
災
起
り
難
起
る
。

○
第
二
問
答　

客
の
問
い

　
　

 

神
聖
去
り
辞
し
、
災
難
並
び
起
る
と
は
、
何
れ
の
経
に
出
で
た
る
や
。
そ
の
証
拠
を
聞
か
ん
。

○
第
二
問
答　

主
人
の
答
え

　
　

そ
の
文
繁
多
に
し
て
、
そ
の
証
弘
博
な
り
。

　
　

 

薬
師
経
に
云
く
、「
も
し
刹
帝
利
・
灌
頂
王
等
の
災
難
起
こ
ら
ん
時
に
は
、
い
わ
ゆ
る
人
衆
疾
疫
の
難
・
他
国
侵
逼
の
難
・
自
界
叛

逆
の
難
・
星
宿
変
怪
の
難
・
日
月
薄
触
の
難
・
非
時
風
雨
の
難
・
過
時
不
雨
の
難
あ
ら
ん
」
と
〈
已
上
〉《
云
云
》。

　
　

 

そ
れ
四
経
の
文
朗
か
な
り
。
万
人
誰
か
疑
わ
ん
。
し
か
る
に
盲
瞽
の
輩
、
迷
惑
の
人
、
妄
り
に
邪
説
を
信
じ
て
、
正
教
を
弁
え
ず
。

故
に
天
下
世
上
、
諸
仏
衆
経
に
お
い
て
、
捨
離
の
心
を
生
じ
て
、
擁
護
の
志
な
し
。
よ
つ
て
善
神
・
聖
人
、
国
を
捨
て
所
を
去
る
。

こ
こ
を
も
つ
て
悪
鬼
外
道
、
災
を
な
し
難
を
致
す
な
り
。

　

紙
数
の
都
合
も
あ
る
の
で
、
第
二
問
答
ま
で
の
一
部
を
引
用
し
た
が
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
虚
心
坦
懐
に
こ
の
文
を
読
ん
で
、
抵
抗
な

く
受
け
容
れ
、
そ
れ
に
信
伏
す
る
現
代
人
が
果
た
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

　

客
は
仏
教
徒
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
過
半
の
人
々
が
無
宗
教
で
あ
る
こ
と
を
公
言
し
て
憚
ら
な
い
現
代
日
本
に
あ
っ
て
、
こ

の
設
定
が
ど
こ
ま
で
有
効
な
の
か
が
、
先
ず
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

第
一
、
第
二
問
答
と
も
、
主
人
の
答
え
は
、
経
典
に
文
證
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
前
述
の
通
り
、
金
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光
明
経
、
大
集
経
、
仁
王
経
、
薬
師
経
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
或
い
は
法
華
経
で
あ
ろ
う
と
、
現
代
に
於
い
て
は
文
證
と
し
て

の
有
効
性
を
無
条
件
で
有
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

　

件
の
、
薬
師
経
の
七
難
の
部
分
の
引
用
を
引
い
た
が
、
こ
の
七
難
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
、
星
宿
変
怪
・
日
月
薄
触
の
二
つ
の
難
を
、

現
代
日
本
人
で
難
と
捉
え
る
人
は
い
な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
り
、
だ
と
す
れ
ば
、
他
国
侵
逼
・
自
界
叛
逆
の
二
難
に
つ
い
て
も
、
日
蓮
聖

人
当
時
と
同
様
に
考
え
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

つ
ま
り
、
四
つ
の
経
の
文
が
ど
ん
な
に
「
朗
か
」
で
あ
ろ
う
と
、「
万
人
誰
か
疑
わ
ん
」
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

北
条
時
頼
も
し
く
は
鎌
倉
幕
府
と
い
う
、
明
確
な
未
信
徒
を
対
告
衆
と
し
て
設
定
し
、
こ
れ
を
法
華
の
実
乗
の
一
善
に
帰
せ
し
め
ん
と

し
た
『
立
正
安
国
論
』
で
す
ら
、
か
く
の
如
し
で
あ
る
。
況
ん
や
、
信
徒
に
向
け
て
書
か
れ
た
、
法
華
経
信
仰
を
前
提
と
し
て
い
る
よ
う

な
御
著
作
や
書
簡
の
類
が
、
現
代
の
未
信
徒
を
教
化
す
る
に
対
し
、
ど
れ
だ
け
有
効
で
あ
る
の
か
。
教
学
と
い
う
面
で
の
み
言
え
ば
、
大

い
に
疑
問
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

日
蓮
宗
の
「
宗
制
」
に
於
い
て
、
現
代
宗
教
研
究
所
は
次
の
よ
う
に
規
程
さ
れ
て
い
る
。

　
　

第
一
条　

 

日
蓮
教
学
の
現
代
的
意
義
を
解
明
し
、
時
代
に
適
応
す
る
信
行
及
び
布
教
体
系
の
確
立
に
寄
与
す
る
た
め
、
日
蓮
宗
現
代

宗
教
研
究
所
（
以
下
「
研
究
所
」
と
い
う
。）
を
宗
務
院
に
置
く
。

　
　

第
二
条　

研
究
所
は
、
宗
務
総
長
を
補
佐
し
、
左
の
研
究
及
び
調
査
を
行
う
。

　
　
　
　
　
　

一　

教
学
の
現
代
的
解
明
に
関
す
る
研
究

　
　
　
　
　
　

二　

現
代
に
お
け
る
日
蓮
主
義
の
研
究

　
　
　
　
　
　

三　

現
代
に
お
け
る
諸
問
題
の
日
蓮
主
義
的
把
握
に
関
す
る
研
究

　
　
　
　
　
　
（
以
下
略
）
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現
代
の
未
信
徒
を
教
化
し
得
る
現
代
教
学
、
現
代
教
化
学
を
う
ち
立
て
る
こ
と
は
、
至
難
の
こ
と
で
あ
る
が
、
急
務
で
あ
る
。
現
宗
研

の
み
な
ら
ず
、
宗
門
を
上
げ
て
取
り
組
む
べ
き
課
題
で
あ
る
と
言
っ
て
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。

註（
１
）　
『
四
菩
薩
造
立
鈔
』
の
「
総
じ
て
日
蓮
が
弟
子
と
云
て
法
華
経
を
修
行
せ
ん
人
々
は
日
蓮
が
如
く
に
し
候
へ
。」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
尚
、
以

下
御
遺
文
か
ら
の
引
用
は
、
全
て
日
蓮
宗
電
子
聖
典
に
拠
る
。

（
２
）　

東
京
都
西
部
教
化
セ
ン
タ
ー
刊
『「
立
正
安
国
論
」
を
い
か
に
読
む
か
』
二
一
六
頁

（
３
） 　

な
お
、
口
頭
発
表
時
点
で
、
ま
さ
に
「
管
見
」
か
ら
漏
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
伊
藤
博
士
御
自
身
が
、『
立
正
安
国
思
想
の
基
礎
的
新
研

究
』〔
法
華
学
報
別
冊
第
拾
肆
號
〕
に
於
い
て
、
右
の
（
７
）
を

　
　
　
　

 

…
…
祖
書
を
現
プ
ラ
テ
ィ
ヤ
ク
シ
ャ
プ
ラ
マ
ー
ナ

量
（
↓
現
証
）
し
比ア
ス
マ
ー
ナ量
（
↓
理
証
）
に
よ
り
、
即
ち
学
道
に
お
け
る
正
当
な
る
分
析
解
明
に
よ
り
分ア
ナ
リ
シ
ス析
判
断
・
総ジ
ン
テ
ー
ゼ合

判
断
し
て
聖ア
ー
ガ
マ

教
量
（
↓
文
証
）
と
し
て
、
そ
の
真
実
性
（astiva

）
の
価ヴ
ェ
ー
ア
ト値
を
明
証
す
る
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　

と
書
き
直
し
て
お
ら
れ
る
（
同
書
一
〇
頁
）。

　
　
　

 　

白
状
す
れ
ば
、
伊
藤
博
士
は
筆
者
の
早
稲
田
大
学
で
の
卒
業
論
文
の
指
導
教
授
で
あ
り
、
筆
者
は
そ
の
際
、
伊
藤
博
士
か
ら
、
山
川
博
士

の
著
書
を
読
む
よ
う
に
御
教
導
頂
い
た
の
で
あ
っ
た
。

（
４
）　
『
法
華
思
想
史
上
の
日
蓮
上
人
』
六
二
四
頁
（
淨
妙
全
集
刊
行
会
）

＊
「
日
蓮
宗
新
聞
」
平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
日
号
が
、
教
化
学
研
究
発
表
大
会
の
模
様
を
報
じ
た
際
、
他
の
数
人
の
発
表
者
と
と
も
に
、
筆
者
の

発
表
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
下
さ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
読
者
か
ら
の
要
望
が
あ
っ
た
と
し
て
、
補
説
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
た
（
平
成
二
十
一

年
一
月
十
日
号
）。

　
　

当
初
、
筆
者
の
署
名
原
稿
に
な
る
の
か
ど
う
か
が
ハ
ッ
キ
リ
し
な
い
ま
ま
で
執
筆
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
最
終
的
に
、
署
名
原
稿
と
し
て
掲
載

さ
れ
た
。
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関
連
論
考
と
し
て
、
以
下
に
転
載
さ
せ
て
頂
く
こ
と
と
す
る
。

大
乗
非
仏
説
と
法
華
経

　

仏
教
の
経
典
は
、
一
部
の
例
外
を
除
き
、「
如
是
我
聞
（
こ
の
よ
う
に
私
は
聞
い
た
）」
と
い
う
言
葉
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
釈
尊
の
説
法
を
聞

き
写
し
た
と
い
う
形
式
を
と
る
の
で
す
。

　

仏
陀
釈
尊
は
、
三
十
歳
で
覚
り
を
開
き
、
八
十
歳
で
涅
槃
に
入
る
ま
で
教
え
を
説
き
続
け
ら
れ
、
そ
れ
が
「
経
」
と
し
て
記
録
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
ま
し
た
。

　

こ
の
一
代
五
十
年
の
説
法
を
五
時
に
分
類
し
、
成
道
さ
れ
た
当
初
の
三
七
日
間
は
華
厳
経
を
説
き
、
次
の
十
二
年
間
に
阿
含
経
典
を
説
き
、
次
の

十
六
年
間
に
方
等
部
経
典
を
説
き
、
次
の
十
四
年
間
に
般
若
経
典
を
説
き
、
最
後
の
八
年
間
に
法
華
経
を
説
き
、
入
滅
時
に
涅
槃
経
を
説
か
れ
た
、

と
い
う
の
が
、
天
台
大
師
以
来
の
伝
統
的
な
考
え
方
で
し
た
。

　

し
か
し
、
大
乗
非
仏
説
、
す
な
わ
ち
、
大
乗
経
典
は
釈
尊
の
金
口
直
説
で
は
な
い
と
す
る
考
え
方
は
、
イ
ン
ド
で
も
早
く
か
ら
あ
り
、
例
え
ば
大

品
般
若
経
に
は
、
新
興
仏
教
で
あ
る
般
若
経
が
既
成
仏
教
か
ら
非
仏
説
と
し
て
非
難
さ
れ
た
こ
と
を
反
映
し
た
と
見
ら
れ
る
説
示
が
み
ら
れ
る
な
ど

し
ま
す
。

　

我
が
国
で
は
、
江
戸
時
代
に
富
永
仲
基
が
仏
典
を
批
評
的
に
研
究
し
、
諸
経
典
は
釈
尊
滅
後
の
仏
教
諸
派
が
逐
次
に
時
代
を
追
っ
て
作
成
し
た
も

の
で
あ
り
、
仏
教
の
歴
史
的
発
展
の
所
産
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
、
大
乗
非
仏
説
を
唱
え
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
近
代
仏
教
学
の
先
駆
け
と
し
て
評
価
さ

れ
る
も
の
で
す
。

　

今
日
の
仏
教
学
で
は
、
文
献
学
的
な
考
証
を
土
台
と
し
な
が
ら
、
大
乗
経
典
に
限
ら
ず
、
全
て
の
仏
教
経
典
は
、
釈
尊
が
自
ら
説
か
れ
た
言
葉
を

そ
の
ま
ま
記
録
し
た
も
の
で
は
な
く
、
釈
尊
の
滅
後
、
数
百
年
の
間
に
編
纂
さ
れ
て
来
た
も
の
で
あ
り
、
仏
教
が
、
時
代
と
と
も
に
さ
ま
ざ
ま
な
思

想
と
交
流
し
つ
つ
、
深
化
・
発
展
し
て
き
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。

　

法
華
経
は
、
研
究
者
に
よ
っ
て
、
そ
の
成
立
年
代
や
成
立
過
程
、
成
立
期
間
に
対
す
る
見
解
は
様
々
で
は
あ
り
ま
す
が
、
お
お
よ
そ
西
暦
紀
元
前

一
世
紀
か
ら
紀
元
後
二
世
紀
く
ら
い
ま
で
の
間
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
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つ
ま
り
、
学
問
的
に
は
、
大
乗
非
仏
説
は
疑
い
の
な
い
事
実
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
法
華
経
も
そ
の
例
外
で
は
あ
り
得
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
そ
れ
は
経
典
の
「
価
値
」
と
は
全
く
別
の
問
題
で
あ
る
こ
と
も
、
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
す
。

　

仏
教
経
典
は
、
い
ず
れ
の
経
典
で
あ
れ
、
そ
の
経
典
の
編
纂
者
が
、
釈
尊
の
覚
り
を
真
摯
に
探
究
し
、
そ
れ
を
追
体
験
し
て
、
釈
尊
の
覚
り
の
精

神
を
言
葉
に
よ
っ
て
表
現
し
た
も
の
で
す
。
言
う
な
れ
ば
、
経
典
編
纂
者
が
聞
き
取
っ
た
釈
尊
の
声
の
記
録
で
あ
り
、
時
空
を
超
え
た
「
如
是
我
聞
」

な
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
現
代
の
仏
教
学
界
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
白
眉
と
評
価
さ
れ
て
い
る
経
典
は
、
や
は
り
法
華
経
で
あ
る
と
言
っ
て
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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