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ま
ず
、
浅
見
絹
斎
と
佐
藤
直
方
を
通
し
て
、
「
理
」
の
二
つ
の
型
を
取

り
出
し
た
い
。
網
斎
の
「
理
」
は
、
孝
・
忠
の
止
む
に
止
ま
れ
ぬ
発
露

に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
疑
い
え
ぬ
確
か
な
も
の
と
実
感
さ
れ
る
。
こ
の

「
理
」
は
、
身
と
心
の
相
即
的
把
握
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
、
国
家
意

識
と
し
て
は
、
「
神
国
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
傾
斜
し
て
い
く
。
直
方
の

「
理
」
は
、
孝
の
発
露
の
形
を
批
判
的
に
問
い
返
し
、
あ
る
べ
き
「
孝
の

理
」
を
抽
象
化
し
て
考
え
て
ゆ
く
方
向
に
は
た
ら
く
。
こ
の
「
理
」
は
、

身
に
対
す
る
心
の
主
宰
性
を
、
静
座
を
中
心
と
す
る
工
夫
に
よ
っ
て
保
と

う
と
し
、
国
家
意
識
と
し
て
は
、
「
神
国
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
ヘ
の
軽
蔑
、

「
法
」
に
対
す
る
「
理
」
の
優
位
を
主
張
し
て
ゆ
く
。
こ
の
二
つ
の
「
理
」

は
、
現
実
に
あ
る
自
己
、
そ
れ
を
と
り
ま
く
関
係
（
家
・
国
家
）
に
対
し

て
、
そ
れ
に
没
入
し
て
ゆ
く
「
理
」
と
、
そ
れ
に
超
越
し
て
ゆ
く
「
理
」

と
し
て
規
定
し
う
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
所
予
の
一
回
的
・
個
人
的
な
関

係
の
裡
に
没
入
し
き
る
こ
と
で
並
曰
遍
ク
に
参
画
す
る
と
い
う
感
覚
と
、

そ
う
し
た
関
係
か
ら
抽
象
化
さ
れ
た
高
み
に
立
つ
こ
と
が
姦
日
遍
ク
で
あ

る
と
い
う
感
覚
と
の
対
立
で
あ
る
。

。
前
期
徳
川
儒
教
の
特
質

田

尻

祐

一

郎

二
つ
の
「
理
」
ー
崎
門
学
派
の
ク
普
遍
ク
感
覚

徳
川
思
想
（
昭
和
六
十
二
年
九
月
二
十
八
日

1
-―
―
十
日
）

〈
懐
徳
堂
記
念
国
際
ツ
ソ
ボ
ジ
ウ
ム
報
告
要
旨
〉

〈
懐
徳
堂
記
念
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
要
旨
〉

二
つ
の
「
理
」
の
共
通
性
に
も
ふ
れ
た
い
。
例
え
ば
身
へ
の
傾
斜
・
反

傾
斜
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
を
貝
原
益
軒
の
身
の
捉
え
方
と
対
照
す

る
時
、
共
通
性
は
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
次
に
、
伊
藤
仁
斎
や
一
―
―

輪
執
斎
の
提
出
し
た
論
点
と
、
こ
の
二
つ
の
「
理
」
と
が
、
ど
の
よ
う
に

絡
み
合
う
か
に
言
及
す
る
。
二
つ
の
「
理
」
と
い
う
軸
を
捉
え
る
こ
と

で
、
当
時
の
思
想
状
況
を
ど
の
よ
う
に
鳥
廠
し
う
る
だ
ろ
う
か
。

最
後
に
、
こ
う
し
た
二
つ
の
「
理
」
が
、
な
ぜ
、
こ
の
時
期
の
崎
門
学

派
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
の
か
を
考
え
て
み
る
。
そ
れ
は
、
朱
子
の
統
一
さ

れ
た
思
想
像
の
必
然
的
な
分
解
な
の
か
。
中
国
や
朝
鮮
に
お
い
て
も
、
同

様
の
分
解
は
あ
り
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
或
い
は
、
近
世
日
本
社
会
に
お
け

る
、
朱
子
の
「
理
」
の
受
容
不
適
応
を
証
明
す
る
現
象
な
の
だ
ろ
う
か
。

伊
藤
仁
斎
ー
共
生
の
倫
理

徳
川
期
の
日
本
思
想
を
考
え
る
場
合
の
条
件
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
人
々

の
生
が
交
流
の
比
較
的
高
密
な
空
間
の
な
か
で
営
ま
れ
た
と
い
う
事
実
が

あ
げ
ら
れ
る
と
思
う
。
望
ん
で
か
余
儀
な
く
か
、
人
々
は
互
い
に
他
者
の

気
配
や
視
線
を
存
分
に
感
じ
、
交
々
た
る
社
会
性
の
な
か
に
生
き
て
、
そ

の
営
み
を
蓄
積
し
充
実
し
よ
う
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
交
わ
り

の
深
い
相
互
性
は
、
よ
く
も
わ
る
く
も
殆
ど
免
れ
が
た
い
所
与
の
生
の
構

造
の
よ
う
に
近
世
人
に
は
感
じ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
（
今
に

い
う
「
付
き
合
い
」
と
か
「
世
問
」
と
い
っ
た
言
葉
に
も
、
そ
の
ニ
ュ
ア

ン
ス
は
含
ま
れ
て
い
る
。
）
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右
の
事
情
は
、
幾
分
か
は
日
本
の
地
政
的
状
況
か
ら
来
て
お
り
、
か
つ

徳
川
社
会
に
お
い
て
特
に
顕
著
に
成
立
し
た
事
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
こ
に
は
都
市
や
村
の
成
立
、
戦
国
以
来
の
人
間
の
浪
密
さ
と
離
散

性
・
独
立
性
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
持
ち
込
ま
れ
て
い
て
、
立
ち
入

っ
て
み
れ
ば
実
は
か
な
り
屈
折
し
た
様
相
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ

れ
る
。
し
か
し
、
漸
く
太
平
の
世
を
体
感
し
つ
つ
あ
っ
た
前
期
の
徳
川
人

ほ
概
し
て
、
人
問
の
結
合
そ
れ
自
体
は
、
や
っ
か
い
な
こ
と
で
あ
る
よ
り

む
し
ろ
彼
ら
の
生
を
生
と
し
て
充
実
す
る
プ
ラ
ス
の
も
の
だ
と
感
じ
た

（
あ
る
い
は
そ
う
感
じ
る
べ
き
も
の
だ
と
し
た
）
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
そ
し
て
彼
ら
が
ま
さ
に
自
分
が
人
間
で
あ
る
と
い
う
己
れ
の
〈
主
体

性
〉
を
感
得
す
る
場
合
に
も
、
多
く
の
場
合
、
人
の
結
合
は
そ
も
そ
も
の

基
本
的
な
地
盤
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

近
世
知
識
人
1
1
儒
者
の
一
見
抽
象
的
な
思
想
楠
成
に
も
、
こ
の
こ
と
は

さ
ま
ざ
ま
な
形
で
刻
印
さ
れ
て
い
る
。
伊
藤
仁
斎
は
、
そ
れ
を
主
体
的
な

倫
理
の
世
界
と
し
て
自
覚
化
し
た
見
事
な
例
で
あ
る
。
彼
が
説
い
た
世
界

で
は
、
人
は
他
者
や
社
会
・
自
然
と
〈
共
生
〉
す
る
よ
う
な
場
で
生
の
共

同
的
な
充
実
を
成
就
し
よ
う
と
す
る
。
一
見
し
た
と
こ
ろ
と
は
異
な
っ
て
、

仁
斎
の
倫
理
は
た
ん
な
る
〈
融
合
〉
の
思
想
で
は
な
い
。
自
然
•
他
者
・

社
会
を
自
己
と
は
非
連
続
な
も
の
と
し
て
自
覚
し
て
い
る
。
（
そ
れ
は
徳

川
思
想
史
に
、
個
的
な
分
節
が
む
し
ろ
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
の
、
よ
い
場

合
の
例
で
あ
る
。
）
し
か
し
な
お
仁
斎
は
こ
れ
ら
の
諸
分
節
を
分
裂
し
た

も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
生
き
生
き
と
し
た
相
互
関
係
の
う
ち
に
描
き
出

し
て
い
る
。
彼
は
高
踏
的
な
独
我
論
・
ニ
分
論
に
も
、
ま
た
特
定
の
関
係

を
中
心
化
す
る
偏
頗
な
身
び
い
き
論
に
も
陥
ら
ず
に
、
人
間
的
生
を
意
味

づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
我
々
は
お
そ
ら
く
仁
斎

〈
懐
徳
堂
記
念
国
際
シ
ン
ボ
ジ
ウ
ム
報
告
要
旨
〉

八
九 高

橋

文

博

出
近
世
思
想
に
お
け
る
〈
主
体
概
念
〉
の
最
も
良
質
な
原
型
の
一
っ
を
見

に
す
こ
と
が
で
き
る
。

報
告
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
主
体
問
題
の
在
り
方
・
可
能
性
・
問
題
点

な
ど
を
、
仁
斎
の
思
想
構
造
の
具
体
的
な
分
析
に
よ
っ
て
考
察
す
る
つ
も

り
で
あ
る
。

山
崎
闇
斎
の
思
想
的
特
質

山
崎
閻
斎
は
、
朱
子
学
を
微
妙
に
変
容
す
る
こ
と
で
、
彼
の
思
想
を
構

成
し
て
い
る
。
彼
は
、
人
間
の
真
実
態
と
し
て
の
「
道
」
の
実
現
の
修
旋

の
焦
点
を
「
身
」
と
し
て
の
「
己
」
と
捉
え
る
。
身
は
、
「
天
地
自
然
ノ

理
」
で
あ
る
五
倫
の
道
を
具
足
す
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
身
は
「
天

下
国
家
」
の
「
本
」
で
あ
り
、
修
蓑
は
、
身
に
お
い
て
完
結
す
る
こ
と
に

な
る
。
朱
子
学
の
基
本
的
な
考
え
方
で
は
、
「
心
」
に
「
理
」
が
具
足
す

る
と
さ
れ
る
が
、
閻
斎
は
、
こ
の
テ
ー
ゼ
を
前
提
し
な
が
ら
も
、
心
は
身

の
「
本
」
で
は
な
く
、
身
の
「
主
」
で
あ
る
と
し
、
こ
の
よ
う
に
い
う
こ

と
に
よ
っ
て
、
心
の
主
宰
性
と
と
も
に
、
心
の
身
に
あ
る
も
の
と
し
て
の

内
在
性
を
重
く
捉
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
心
は
全
体
と
し
て
理
で
あ

る
と
い
う
色
彩
を
持
つ
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
心
が
身
に
あ
る
こ
と
が
、
理

が
身
に
内
在
す
る
こ
と
だ
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
理
が
、
身

に
、
し
か
も
「
自
然
」
に
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
動
性
・
個
別
性
を
持

ち
、
道
は
、
現
実
性
の
度
合
が
極
め
て
高
く
、
ほ
ぽ
自
明
な
も
の
と
な

る。



〈
炭
徳
堂
記
念
国
際
シ
ン
ボ
ジ
ウ
ム
報
告
要
旨
〉

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
闇
斎
に
お
い
て
修
養
が
要
請
さ
れ
る
の
は
、
朱
子

学
に
従
っ
て
、
「
気
」
に
由
来
す
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
が
、
興
味
深

い
こ
と
に
、
ま
た
「
自
然
」
に
頗
落
態
が
生
じ
る
と
も
い
う
の
で
あ
る
。

理
は
、
自
然
に
あ
る
が
、
自
然
の
ま
ま
に
あ
り
続
け
る
こ
と
は
出
来
な

い
。
こ
こ
に
修
旋
と
し
て
の
「
敬
」
が
位
置
づ
く
。
こ
の
敬
は
「
心
身
一

致
」
の
工
夫
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
敬
が
修
旋
と
し
て
の
意
義
を
持
つ
の

は
、
心
を
覚
醒
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
身
を
そ
の
具
足
す
る
理
に
従
っ

て
規
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
大
切
な
こ
と
は
、
敬
が
そ
の
意
義
を

全
う
し
て
、
真
実
態
を
実
現
し
た
か
否
か
は
、
単
に
心
の
状
態
に
よ
っ
て

で
は
な
く
、
心
に
基
づ
く
身
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
確
証
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

こ
う
し
て
敬
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
、
人
間
の
自
己
の
真
実
態
は
、

「
独
自
」
と
形
容
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
自
己
の
身
に
具
足
す
る
個
別
的
な

理
を
現
実
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
修
蓑
の
目
指
す
真
実
の
自
己
は
、
自
己

に
既
に
与
え
ら
れ
て
い
る
位
置
・
役
割
で
あ
り
、
そ
れ
は
社
会
的
連
関
の

一
契
機
を
な
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
連
関
の
全
体
か
ら
独
立
し
て
、
そ

れ
自
体
と
し
て
目
指
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
真
実
態
と
し
て
の
自
己
が
、

天
人
一
貫
の
論
理
の
も
と
で
、
上
下
の
身
分
秩
序
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に

絶
対
的
な
も
の
と
し
て
、
宇
宙
論
的
に
価
値
づ
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
さ

ら
に
、
こ
の
上
下
の
秩
序
自
体
が
絶
対
的
な
も
の
と
さ
れ
、
長
上
へ
の
忠

誠
を
渇
望
す
る
自
己
が
真
実
の
自
己
と
さ
れ
る
の
は
、
闇
斎
に
お
け
る
天

人
一
貫
の
論
理
の
持
つ
性
格
、
理
の
強
い
内
在
的
性
格
に
よ
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
闇
斎
の
思
想
の
特
質
は
、
身
を
包
括
す
る
心
の
絶
対
性
を

説
く
中
江
藤
樹
、
心
の
絶
対
性
を
否
定
し
て
自
然
に
あ
る
人
倫
的
連
関
を

説
く
伊
藤
仁
斎
と
の
対
比
に
お
い
て
、
露
わ
に
な
る
。

ヘ
ル
マ
ン
・
オ
ー
ム
ス

問
題
意
識

僻
教
か
ら
神
道
へ

一
朱
子
学
の
道
統

二
日
本
史
に
道
を
立
て
る
不
可
能
性

三
神
代
巻
に
お
け
る
道
統
の
定
立

儒
教
・
神
道
に
お
け
る
「
自
ず
か
ら
の
妙
契
」

闇
斎
神
道
の
組
み
立
て

一
解
釈
学
の
本
質

ニ
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
解
釈
学
構
造

三
閻
斎
解
釈
学
に
お
け
る
四
層
の
意
義
構
造

結
び
神
道
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
化

山
崎
闇
斎
と
そ
の
以
前
•
以
後

荒
木
見
悟
の
評
を
借
り
て
言
う
な
ら
ば
、
仁
斎
、
狙
採
ら
日
本
の
「
古

。
徳
川
思
想
史
に
お
け
る
祖
株

ー序

「
風
俗
」
論
へ
の
視
角

中

村

春

作

山
崎
闇
斎
の
「
神
代
巻
」
に
お
け
る
解
釈
学

ー
典
型
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
形
態
と
し
て

九
〇



学
派
」
の
朱
子
学
批
判
は
、
「
理
成
立
の
背
景
と
な
っ
た
あ
ら
ゆ
る
装
置

の
外
へ
出
る
」
こ
と
を
通
じ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
な
か
で
も
狙

練
に
と
っ
て
の
朱
子
学
批
判
の
課
題
は
、
「
天
理
」
の
如
き
超
越
論
的
視

点
の
設
定
を
退
け
た
上
で
、
「
世
界
の
広
が
り
」
を
ど
う
い
う
方
法
で
、

ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
彼
の
思
想
の
「
古
学
派
」
と
し
て
の
「
新
し
さ
」
と
は
、
世

界
認
識
の
方
法
の
「
新
し
さ
」
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
経
学
に
お
け
る

「
物
に
拠
る
教
へ
、
学
び
」
か
ら
、
世
界
を
「
物
」
と
し
て
観
る
立
場
か

ら
の
政
治
論
ま
で
一
貫
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
政
談
』
の
魅

力
は
、
施
策
の
こ
と
細
か
な
生
々
し
さ
よ
り
も
、
人
間
工
学
と
し
て
の
政

治
の
論
理
へ
の
（
古
文
辞
学
か
ら
一
貫
し
た
）
視
点
の
「
新
し
さ
」
に
在

る
の
で
あ
る
。

狙
裸
の
「
古
文
辞
の
学
」
と
は
、
「
先
王
の
世
」
の
政
治
的
世
界
の
実

情
・
構
成
論
理
を
、
「
古
言
」
を
通
じ
て
士
人
が
「
六
経
」
か
ら
い
か
に

了
解
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
課
題
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
う

し
た
方
法
か
ら
見
通
さ
れ
る
上
古
の
政
治
的
世
界
と
は
、
多
様
で
は
あ
れ

個
々
と
し
て
は
素
材
に
過
ぎ
な
い
人
人
が
、
統
一
的
世
界
に
関
係
づ
け
ら

れ
、
そ
の
関
係
性
に
意
味
を
与
え
方
向
づ
け
る
索
具
と
し
て
、
「
聖
人
」

の
配
慮
の
下
に
「
物
」
が
あ
る
、
と
い
っ
た
世
界
で
あ
る
の
だ
ろ
う
。
そ

し
て
、
こ
の
「
古
文
辞
の
学
」
が
、
現
今
の
社
会
の
把
握
、
再
生
へ
と
向

か
う
時
、
「
制
度
」
と
「
風
俗
」
と
い
う
テ
ー
マ
が
重
大
な
も
の
と
し
て

立
ち
現
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
如
き
前
提
の
下
に
、
今
回
の
報
告
で
は
、
祖
裸
に
お
け
る
「
風

俗
」
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
朱
子
学
の
「
風
俗
」

観
、
戒
い
は
仁
斎
の
「
人
倫
風
俗
」
・
「
（
道
は
）
人
心
に
根
ざ
し
、
風
俗

盆
懐
徳
堂
記
念
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
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旨
〉

九
澤

井

啓

に
徹
し
て
」
と
い
っ
た
発
想
と
は
ど
う
異
な
る
の
か
、
を
明
ら
か
に
し
、

祖
裸
の
「
風
俗
」
が
、
関
係
性
の
総
和
と
し
て
世
界
を
対
象
的
に
、
（
し

か
し
超
越
的
視
点
に
拠
っ
て
で
は
な
く
、
）
把
握
す
る
た
め
の
論
理
の
仕

掛
け
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
併
せ
て
「
習
ひ
」
・
「
気
質
の

性
」
等
の
要
件
も
「
風
俗
」
と
い
う
論
理
の
内
に
在
る
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
い
。
そ
し
て
更
に
、
こ
う
し
た
「
風
俗
」
の
論
理
と
、
近
世
後
期
i

末
期
に
お
け
る
「
風
俗
」
重
視
の
発
言
（
広
瀬
淡
窓
•
松
平
定
信
・
大
月

履
斎
•
藤
田
東
湖
ら
）
と
の
か
か
わ
り
何
如
に
つ
い
て
も
、
（
可
能
な
ら

ば
）
展
望
を
得
た
い
と
思
う
。

〈
方
法
〉
と
し
て
の
古
文
辞
学

荻
生
祖
裸
の
思
想
に
お
け
る
特
徴
的
な
〈
方
法
〉
と
し
て
「
古
文
辞

学
」
が
存
在
し
た
こ
と
を
報
告
し
た
い
。
一
般
に
「
古
文
辞
学
」
は
、
狙

裸
の
詩
文
制
作
上
の
手
法
、
な
い
し
は
狙
裸
の
思
想
に
お
け
る
補
助
的
手

段
と
し
て
扱
わ
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
「
古
文
辞
学
」

が
、
そ
の
思
想
が
構
想
さ
れ
る
上
で
必
須
の

A
方
法
〉
で
あ
っ
た
と
い
う

理
解
に
立
ち
、
そ
の
内
容
お
よ
び
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

「
古
文
辞
学
」
は
、
狭
義
に
は
、
祖
裸
が
独
自
に
「
儒
教
」
経
典
を
解

釈
し
直
す
た
め
の
手
法
で
あ
る
が
、
こ
の
手
法
に
特
徴
的
に
存
在
す
る

「
発
想
」
に
は
、
狙
裸
の
思
想
的
特
質
が
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え

「
古
文
辞
学
」
は
、
広
義
に
は
、
祖
裸
の
思
想
に
お
け
る
〈
方
法
〉
そ
の

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
端
的
に
い
え
ば
、
経
典
な
ど
に
制
作
主
体
を



小

島

康

敬

祖
裸
学
の
一
波
紋

ー
心
法
論
否
定
の
問
題
と
松
宮
観
山
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認
め
、
そ
の
主
体
を
取
り
巻
く
制
約
的
状
況
下
に
お
い
て
い
か
な
る
思
想

「
表
現
」
が
選
択
さ
れ
た
の
か
を
解
読
す
る
こ
と
で
あ
り
、
思
想
「
内

容
」
を
「
概
念
」
と
の
み
捉
え
て
い
た
従
来
の
解
釈
を
否
定
し
て
、
思
想

の
「
内
容
」
と
「
表
現
」
と
の
関
係
が
成
立
し
て
い
た
「
場
」
に
還
元
す

べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
限
定
さ
れ
た

「
場
」
に
お
け
る
「
主
体
的
選
択
」
こ
そ
、
祖
裸
の
思
想
を
特
徴
づ
け
る

「
発
想
」
と
い
え
よ
う
。

た
だ
し
、
こ
の
こ
と
は
、
経
典
解
釈
な
ど
に
よ
っ
て
成
果
が
得
ら
れ
、

そ
の
帰
納
的
集
積
か
ら
祖
裸
の
思
想
が
形
成
さ
れ
た
と
い
う
結
論
を
禅
<

も
の
で
は
な
い
。
吉
川
幸
次
郎
の
概
略
的
「
解
説
」
に
よ
っ
て
着
手
さ
れ

始
め
た
「
古
文
辞
学
」
の
研
究
は
、
ま
だ
祖
裸
論
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
と
対

応
で
き
る
成
果
を
獲
得
し
て
い
な
い
。
そ
の
途
上
に
あ
る
現
段
階
で
は
、

狙
裸
の
思
想
形
成
の
前
段
階
に
「
古
文
辞
学
」
を
位
置
づ
け
る
よ
う
な

「
通
時
」
的
観
点
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
発
想
」
の
「
共
通
」
性
に
着
目
し

て
、
そ
こ
に
お
け
る
問
題
点
を
追
究
す
る
こ
と
の
方
が
重
要
で
あ
る
と
、

報
告
者
は
考
え
て
い
る
。

近
世
前
期
に
お
い
て
は
、
自
己
の
本
心
の
究
明
・
把
持
、
そ
れ
に
関
連

し
て
心
の
修
蓑
、
心
の
工
夫
と
い
う
こ
と
が
学
問
の
中
心
課
題
と
な
っ

こ。t
 

こ
う
い
っ
た
「
心
法
論
」
に
対
し
て
、
最
も
ラ
ジ
カ
ル
な
疑
問
を
投
げ

か
け
た
の
が
狙
裸
で
あ
る
。
祖
採
は
「
心
を
以
て
心
を
制
す
る
」
と
い
っ

た
事
態
に
ま
つ
わ
る
曖
昧
さ
・
自
己
矛
盾
を
衝
き
、
「
先
王
の
礼
楽
」
と

い
う
客
観
的
な
範
型
を
模
し
て
「
身
」
に
つ
け
て
い
き
さ
え
す
れ
ば
、

「
心
」
は
そ
れ
に
「
化
」
せ
ら
れ
て
自
ず
と
統
制
さ
れ
る
と
し
た
。
ま
た

「
徳
」
を
「
心
に
得
ら
れ
」
た
も
の
と
す
る
朱
子
の
解
釈
を
退
け
て
、

『
礼
記
』
中
の
「
身
に
得
ら
れ
た
」
も
の
と
の
規
定
を
是
と
し
、
身
体
の

了
解
と
い
う
面
を
強
調
し
た
。
こ
の
こ
と
は
『
論
語
』
子
竿
編
の
「
絶

四
」
の
解
釈
に
も
貫
徹
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
い
っ
た
狙
裸
の
主
張
に
対
し
て
、
以
後
、
「
先
王
の

礼
楽
」
の
現
存
性
と
普
遍
妥
当
性
を
め
ぐ
っ
て
疑
問
が
提
出
さ
れ
て
く

る
。
狙
裸
学
以
後
の
思
想
史
に
お
い
て
は
、
①
「
心
」
の
価
値
の
復
権
を

唱
え
る
者
、
②
礼
楽
の
根
源
（
「
天
」
）
へ
の
思
索
に
向
か
う
者
、
③
日
本

古
来
の
範
型
へ
の
探
究
に
赴
く
者
、
と
少
な
く
と
も
三
つ
の
流
れ
が
確
認

で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
流
れ
を
念
頭
に
お
い
て
松
宮
観
山
(
-
六
八
六
ー
一
七
八

0
)
の
思
想
を
考
察
す
る
と
、
観
山
は
基
本
的
に
は
「
心
」
の
価
値
の
復

権
を
主
張
す
る
立
場
に
属
す
る
が
、
そ
の
際
、
事
の
成
否
は
別
に
し
て
、

彼
な
り
に
「
心
」
と
「
形
」
（
礼
楽
）
の
統
合
を
め
ざ
し
た
思
想
を
楷
築

し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
彼
は
「
形
」
に
ば
か
り
拘
泥
し
て
い

る
者
は
「
神
心
の
妙
」
を
知
ら
な
い
者
で
あ
る
と
し
て
、
心
の
自
由
闊
達

さ
を
求
め
る
。
し
か
し
他
方
、
世
の
心
法
論
者
は
「
形
を
忘
れ
て
空
理
に

陥
」
っ
て
い
る
と
し
て
こ
れ
を
批
判
し
、
「
形
を
以
て
心
を
正
す
」
べ
き

で
あ
る
と
主
張
す
る
。
ま
た
「
徳
」
の
解
釈
に
つ
い
て
も
、
彼
は
朱
子
の

「
徳
」
と
は
「
心
に
得
ら
れ
た
も
の
」
と
の
説
を
支
持
す
る
が
、
但
し
、

九



切
人
問
の
思
考
と
生
活
が
、
言
語
・
理
論
・
世
界
像
・
制
度
な
ど
の
枠

組
み
に
よ
り
常
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
の
発
見
、
＠
そ
の
中
で

い
か
に
客
観
的
に
事
物
を
認
識
し
、
よ
り
よ
い
秩
序
を
創
出
し
う
る
か
の

探
究
、
⑱
「
六
経
」
に
示
さ
れ
た
聖
人
の
道
は
、
こ
の
時
い
か
に
規
範
と

し
て
後
代
に
機
能
す
る
か
の
考
察
。
荻
生
狙
裸
の
知
的
営
為
は
以
上
の
よ

う
な
基
本
的
関
心
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

ま
ず
、
古
文
辞
学
と
は
、
古
代
中
国
語
を
そ
の
存
在
に
お
い
て
理
解
し

よ
う
と
す
る
努
力
で
あ
り
、
同
時
に
自
ら
の
母
国
語
を
対
象
化
し
ょ
う
と

す
る
努
力
で
あ
っ
た
。
「
学
則
」
と
は
こ
の
学
問
的
営
為
の
方
法
的
定
式

化
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
営
為
の
延
長
線
上
に
、
中
国
古
代
の

礼
楽
研
究
を
媒
介
と
し
て
、
社
会
制
度
全
体
の
対
象
化
が
問
題
と
さ
れ
て

い
っ
た
と
き
「
二
弁
」
「
徴
」
に
示
さ
れ
た
祖
裸
の
経
学
が
成
立
し
た
。

重
要
な
の
ほ
聖
人
が
、
制
度
と
い
う
客
観
的
基
準
以
前
の
主
体
と
し
て
把

握
さ
れ
、
「
天
」
と
い
う
意
味
づ
け
不
明
の
超
越
者
に
逢
着
す
る
反
面
、
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平

石

直

昭

そ
れ
は
「
身
」
に
得
ら
れ
た
上
で
の
心
の
高
い
境
地
を
意
味
す
る
と
し

て
、
狙
裸
の
説
を
自
己
の
う
ち
に
包
摂
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し

て
更
に
「
神
心
の
曲
尺
」
と
い
う
概
念
を
手
が
か
り
に
、
「
形
」
を
通
し

て
の
「
心
の
工
夫
」
と
い
う
問
題
を
突
き
詰
め
て
行
く
の
で
あ
る
。

狙
裸
が
落
と
し
た
影
は
、
こ
の
よ
う
な
観
山
の
考
え
方
の
う
ち
に
も
色

濃
く
及
ん
で
い
る
。

祖
裸
学
の
再
構
成
ー
―
つ
の
解
釈
の
試
み

九一

近
世
後
期
に
お
け
る
無
鬼
論
の
代
表
的
唱
道
者
で
あ
る
山
片
蝠
桃
は
、

陶

懐
徳
堂
に
お
け
る
無
鬼
論
の
確
立

ー
中
井
竹
山
を
中
心
に

0

懐
徳
堂
と
十
八
世
紀
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

徳

民

「
天
地
の
理
」
と
人
間
の
「
性
情
」
を
認
識
し
、
「
安
天
下
」
の
た
め
に

「道」
11
「
詩
書
礼
楽
」
を
立
て
た
と
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
狙
裸
自
身
が

江
戸
社
会
と
い
う
「
廓
」
の
外
に
出
て
、
人
間
と
世
界
を
自
己
の
眼
で
み

た
こ
と
を
そ
れ
は
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
す
ぐ
れ
た
現
状
分
析
（
「
政

談
」
）
は
こ
の
よ
う
に
し
て
可
能
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
「
詩
書
」
「
礼
楽
」
は
そ
れ
ぞ
れ
「
義
」
「
徳
」
を
内
包
す

る
と
さ
れ
、
長
期
の
学
習
を
通
し
て
そ
の
自
得
を
目
ざ
す
の
が
彼
の
解
す

る
「
格
物
致
知
」
だ
っ
た
。
即
ち
学
者
は
聖
人
の
「
物
」
に
内
在
す
る
こ

と
を
通
し
て
後
代
の
（
自
己
自
身
の
）
言
語
と
制
度
を
対
象
化
し
、
で
き

ぅ
べ
く
ん
ば
聖
人
の
主
体
的
精
神
を
わ
が
も
の
と
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
の

で
あ
る
。
こ
う
し
て
聖
人
の
道
と
は
祖
裸
学
に
お
い
て
、
そ
れ
へ
の
内
在

を
通
し
て
新
し
い
秩
序
の
創
造
を
可
能
に
す
る
文
化
の
範
型
と
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。

以
上
の
よ
う
な
点
を
基
本
線
と
し
て
、
本
報
告
で
私
は
、
祖
裸
学
全
体

の
連
関
に
つ
い
て
―
つ
の
体
系
的
な
解
釈
を
試
み
た
い
。
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『
夢
の
代
』
に
お
い
て
、
そ
の
論
述
は
、
懐
徳
堂
の
伝
統
や
中
井
竹
山
・

履
軒
両
先
生
に
負
う
所
が
大
き
い
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
履
軒
の
無

鬼
論
に
比
し
、
竹
山
の
そ
れ
が
あ
ま
り
研
究
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で

あ
る
。
本
報
告
は
恢
徳
堂
最
後
の
教
授
で
あ
る
並
河
寒
泉
の
『
弁
怪
』
を

手
が
か
り
と
し
て
、
竹
山
の
無
鬼
論
を
考
察
し
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ

る。
竹
山
の
無
鬼
論
の
主
な
特
質
は
そ
の
合
理
主
義
的
論
理
楷
造
に
あ
る
。

そ
れ
は
程
子
・
朱
子
・
張
南
軒
の
所
説
に
対
す
る
選
択
的
引
用
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
祖
裸
学
と
対
決
す
る
中
で
、
朱
子
学
の
鬼
神

観
を
批
判
的
に
継
承
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
論
理
楷
造
は
、
①
古
代
の
鬼

神
論
議
の
範
囲
は
祭
祀
に
限
ら
れ
る
。
③
実
在
の
鬼
神
は
な
い
。
⑱
鬼
神

問
題
に
関
し
て
、
窮
理
が
必
要
な
だ
け
で
は
な
く
、
可
能
で
も
あ
る
。
④

理
を
窮
め
る
の
に
、
い
い
加
減
な
態
度
で
は
い
け
な
い
、
徹
底
的
に
究
明

せ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
な
っ
て
い
る
。
竹
山
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
厳
密

な
論
理
に
よ
っ
て
、
当
時
の
社
会
に
お
け
る
鬼
怪
迷
信
を
破
る
と
同
時

に
、
朱
子
に
お
け
る
繁
雑
な
鬼
神
概
念
や
「
属
鬼
」
・
「
感
格
」
と
い
っ

た
妄
談
を
排
斥
し
た
の
で
あ
る
。

竹
山
の
窮
理
弁
怪
の
方
法
に
は
次
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
。
い
天
文
学

や
医
学
な
ど
の
科
学
的
知
識
に
も
と
づ
き
、
天
地
の
異
変
や
暦
日
に
合
理

的
解
釈
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
災
異
説
や
禁
忌
説
を
排
除
し
た
。
⑭

人
本
主
義
の
立
場
か
ら
、
霊
物
や
怪
物
に
よ
る
「
前
兆
」
説
に
反
対
し

た
。
岱
古
今
伝
承
の
移
り
変
わ
り
に
即
し
た
歴
史
的
分
析
で
、
狐
憑
な
ど

の
迷
信
を
打
破
し
た
。
⇔
儒
家
経
伝
に
対
す
る
検
討
と
批
判
で
、
経
典
を

根
拠
と
す
る
鬼
神
妄
談
を
否
定
し
た
。

最
後
に
、
竹
山
の
無
鬼
論
が
同
時
代
の
社
会
や
後
期
懐
徳
堂
の
教
授
そ

辻

本

雅

史

十
八
世
紀
後
半
期
儒
学
の
再
検
討

ー
折
衷
学
、
正
学
派
朱
子
学
を
め
ぐ
っ
て

し
て
山
片
蝠
桃
に
及
ぽ
し
た
影
響
と
い
う
視
点
か
ら
、
竹
山
を
も
っ
て
懐

徳
堂
の
無
鬼
論
の
確
立
者
と
位
置
づ
け
る
。

報
告
は
、
折
衷
学
と
正
学
派
朱
子
学
に
つ
い
て
再
検
討
し
、
こ
れ
ま
で

低
く
評
価
さ
れ
て
き
た
狙
裸
学
以
後
の
近
世
中
期
儒
学
を
近
世
儒
学
思
想

史
の
中
に
位
置
付
け
る
視
点
を
設
定
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
。
端
的
に
は
、

儒
学
の
経
世
学
化
と
い
う
視
点
か
ら
考
え
て
み
た
い
。
す
な
わ
ち
、
幕
・

藩
の
政
治
改
革
が
精
力
的
に
取
組
ま
れ
た
十
八
世
紀
後
半
期
の
現
実
の
課

題
や
需
要
に
応
え
た
儒
学
が
、
折
衷
学
、
次
い
で
正
学
派
朱
子
学
で
あ
っ

た
、
と
い
う
視
点
で
あ
る
。

儒
学
の
経
世
学
化
の
画
期
は
、
や
は
り
祖
裸
学
に
あ
っ
た
。
狙
裸
学

は
、
こ
れ
ま
で
の
儒
学
が
各
個
人
を
内
面
に
お
い
て
律
す
る
規
範
と
と
ら

え
る
の
に
対
し
、
「
天
下
」
を
全
体
と
し
て
統
合
す
る
方
法
と
み
る
儒
学

観
を
う
ち
だ
し
た
。

儒
学
が
経
世
学
と
し
て
政
治
的
世
界
に
普
及
し
て
い
く
な
か
で
、
多
様

な
実
践
的
諸
課
題
に
よ
り
適
切
に
応
え
ん
と
し
た
儒
学
が
、
折
衷
学
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
十
八
世
紀
後
半
期
の
藩
政
改
革
に
、
儒
学
が
、
改
革

の
理
念
や
理
論
、
あ
る
い
は
武
士
教
育
や
民
衆
教
化
等
に
、
一
定
の
重
要

な
役
割
を
に
な
う
こ
と
が
で
き
た
。
反
面
、
折
衷
学
は
、
諸
課
題
解
決
の

有
効
性
に
重
点
を
お
く
た
め
、
価
値
の
相
対
化
や
個
別
化
を
と
も
な
わ
ず

九
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に
は
い
か
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
折
衷
学
は
全
体
的
秩
序
の
再
編
、

統
合
を
必
要
と
し
た
天
明
・
寛
政
期
段
階
の
課
題
に
応
え
る
に
は
大
き
な

限
界
が
あ
っ
た
。

正
学
派
朱
子
学
は
、
そ
の
課
題
に
応
え
る
も
の
と
し
て
登
場
し
た
。
そ

れ
は
、
社
会
の
全
体
的
な
統
合
規
範
を
問
題
と
す
る
点
で
、
狙
裸
学
を
否

定
的
媒
介
と
し
た
朱
子
学
で
あ
っ
た
。
正
学
派
は
、
一
つ
に
確
定
さ
れ
た

公
の
学
（
「
正
学
」
ー
「
学
統
」
）
に
よ
る
全
体
的
統
合
を
め
ざ
し
て
稲
極

的
な
教
化
論
を
説
き
、
そ
の
教
化
の
方
法
を
、
学
校
を
通
じ
て
お
こ
な
わ

れ
る
教
育
の
機
能
に
見
出
し
た
。

正
学
派
の
楷
想
は
、
「
名
君
」
的
徳
治
主
義
を
克
服
し
、
「
官
僚
」
的

機
楷
に
よ
る
政
治
体
制
の
理
論
を
楷
築
し
、
ま
た
、
秩
序
規
範
を
前
提
と

し
た
も
と
で
の
、
実
用
的
、
専
門
的
諸
学
摂
取
の
論
理
を
し
め
し
た
。
こ

れ
ら
に
よ
っ
て
、
十
八
世
紀
の
学
問
や
教
育
や
思
想
の
展
開
に
、
正
学
派

は
、
一
定
程
度
の
規
定
力
を
も
つ
こ
と
が
で
き
た
。

昌
平
曇
朱
子
学
と
洋
学

し
ば
し
ば
懐
徳
堂
と
対
比
さ
れ
る
江
戸
の
昌
平
焚
の
朱
子
学
の
性
格
の

一
斑
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
。
昌
平
羮
朱
子
学
は
、
頼
棋
一
氏
に
よ
っ

て
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
十
八
世
紀
後
半
大
坂
を
舞
台
に
し
て
形
成

さ
れ
た
「
寛
政
朱
子
学
派
」
が
、
所
謂
「
異
学
の
禁
」
に
よ
っ
て
幕
府
に

登
用
さ
れ
、
学
界
の
牛
耳
を
執
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
化
政
・
天

保
以
降
の
昌
平
羮
教
官
や
彼
ら
に
学
ん
だ
文
人
・
儒
学
者
の
学
風
は
、
こ
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の
こ
と
か
ら
想
像
さ
れ
る
よ
う
な
、
排
他
的
な
朱
子
学
と
い
う
わ
け
で
は

な
い
。
寧
ろ
修
正
的
な
立
場
が
普
通
で
あ
り
、
幕
末
に
は
古
注
学
者
な
ど

も
登
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
父
子
二
代
に
わ
た
っ
て
昌
平
螢
教
官
を

勤
め
、
大
槻
磐
水
（
玄
沢
）
な
ど
洋
学
者
と
も
強
い
繋
り
を
も
っ
た
古
賀

精
里
・
個
庵
の
学
統
を
中
心
に
、
昌
平
羮
朱
子
学
の
一
部
と
洋
学
と
の
関

係
、
幕
府
官
僚
層
と
の
関
係
を
指
摘
し
、
「
異
学
の
禁
」
以
降
幕
末
に
至

る
の
昌
平
炭
朱
子
学
の
動
向
に
つ
い
て
若
干
の
問
題
提
起
を
試
み
た
い
。

ま
た
こ
れ
に
関
連
し
て
、
従
来
「
林
家
一
門
と
幕
府
内
の
守
旧
派
」
に
よ

る
洋
学
弾
圧
事
件
（
佐
藤
昌
介
氏
）
と
さ
れ
る
「
蛮
社
の
獄
」
の
理
解
に

対
し
て
も
若
干
の
疑
問
を
提
起
し
、
寧
ろ
昌
平
羮
朱
子
学
の
一
動
向
を
示

す
も
の
と
し
て
捉
え
返
し
て
み
た
い
と
思
う
。

昌
平
羮
朱
子
学
は
元
来
朱
子
学
の
も
つ
内
省
的
側
面
、
即
ち
自
己
に
内

在
す
る
理
を
直
接
把
持
し
よ
う
と
す
る
工
夫
へ
の
関
心
が
希
蒋
で
あ
り
、

従
っ
て
そ
の
活
動
は
外
在
的
な
理
へ
の
「
窮
理
」
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
理
論
的
に
は
こ
の
こ
と
が
前
述
の
「
寛
容
」
さ

の
根
拠
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
が
、
一
方
ま
た
学
界
の
中
心
に
位
置
す
る

「
正
統
教
学
」
と
し
て
洋
学
を
含
む
諸
学
を
包
摂
し
、
そ
の
世
界
観
の
中

に
整
合
的
に
位
置
づ
け
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
、
及
び
成
熟
し
つ
つ
あ
っ

た
幕
府
官
僚
陪
に
適
切
な
政
治
理
念
を
与
え
る
こ
と
、
特
に
海
防
政
策
に

関
し
て
適
切
な
指
針
を
提
供
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
、
上
記
の

よ
う
な
方
向
へ
向
か
わ
せ
る
動
機
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
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一
、
十
八
世
紀
徳
川
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
の
比
較
可
能
性
に
つ
い
て

二
、
儒
学
に
お
け
る
普
遍
性
の
思
想
の
役
割

三
、
議
論
の
対
象
と
し
て
の
経
典

四
、
自
然
本
体
論
と
知
的
相
対
性

五
、
要
約

・
懐
徳
堂
の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
的
遺
産
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