
か

着小
　
学

と

は

沢
　
泰
　
寛

（寛
哉
）

は

じ

め

に

私
が
は
じ
め
て
宗
学
に
出
会
っ
た
の
は
昭
和
八
年
に
立
正
大
学
学
部
に
進
ん
で
故
清
水
龍
山
先
生
の
開
目
妙
講
義
に
列
し
て
か
ら
で

あ
る
。
も
っ
と
も
寺
に
育

っ
た
私
は
日
蓮
聖
人
の
伝
記
や
教
に
つ
い
て
常
識
的
な
話
に
接
す
る
機
会
は
あ
っ
た
が
、
学
問
と
云
う
形
で

日
蓮
教
学
に
接
し
た
の
は
清
水
先
生
の
講
義
が
最
初
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
私
が
こ
こ
に
云
う
宗
学
と
は
、
半
世
紀
前
の
優
陀
那
和
上
や

綱
要
導
師
の
学
系
に
属
す
る
思
考
法
や
研
究
法
に
よ
る
日
蓮
教
学
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
現
代
に
お
い
て
茂
田
井
教
亨
師
は
じ
め
多
く
の

進
ん
だ
諸
論
究
に
及
ぶ
も
の
で
な
い
こ
と
を
御
諒
解
願
い
た
い
と
思
う
。

在
学
中
か
ら
私
の
関
心
は
科
学
的
思
考
や
論
理
的
問
題
の
方
に
有
っ
た
の
で
哲
学
研
究
に
進
み
、
そ
れ
か
ら
ず
っ
と
宗
学
か
ら
は
遠

ざ
か
っ
た
侭
だ
っ
た
。

そ
の
後
昭
和
三
十
年
後
半
に
な
っ
て
私
の
属
す
る
法
華
宗
当
局
か
ら
宗
門
の
教
学
研
究
所
設
立
の
依
頼
を
受
け
た
の
を
機
と
し
て
日

蓮
聖
人
の
宗
教
と
学
問
に
携
わ
る
よ
う
に
な
り
、
往
時
の
宗
学
に
つ
い
て
の
印
象
を
想
起
し
、
改
め
て
宗
学
と
は
何
か
、
そ
し
て
宗
学

と
は
何
で
あ
っ
た
か
、
更
に
宗
学
は
如
何
な
る
学
で
あ
っ
て
ほ
し
い
か
、
等
々
の
問
題
に
関
心
を
持

つ
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
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宗
学
と
は
何
か

こ
の
小
論
の
構
成
は
私
の
今
ま
で
懐
い
て
い
た
宗
学
の
概
念
と
、
そ
れ
に
対
す
る
私
の
疑
間
と
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
宗
学
が
日
蓮
系

各
派
の
教
団
に
と
っ
て
如
何
な
る
役
割
を
果
し
た
の
か
を
考
え
、
結
び
と
し
て
今
後
日
蓮
聖
人
の
教
学
は
如
何
に
あ
る
べ
き
か
、
更
に
、

あ

っ
て
欲
し
い
か
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。

一
、
宗
学
の
語
義

宗
学
の
語
は
何
も
日
蓮
宗
に
限
ら
な
い
。
何
宗
で
あ
れ
自
己
の
属
す
る
宗
派
の
教
義
の
学
問
と
云
う
意
味
の
普
通
名
詞
で
あ
ろ
う
。

姦
に
宗
派
と
は
同
じ
佛
教
の
中
で
の
分
派
の
こ
と
を
指
す
の
が

一
般
的
で
、
宗
と
は
要
也
極
也
、
故
に
宗
学
と
は
最
も
肝
要
な
学
問
な

り
と
言
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
所
謂
古
典
的
宗
学
の
論
法
で
論
理
的
常
識
か
ら
す
れ
ば
直
観
的
飛
躍
推
理
と
し
て
大
方
を
納
得
さ
せ
る

こ
と
は
出
来
な
い
だ
ろ
う
。

教
義
は
、
勿
論
教
え
の
内
容
で
あ
る
が
、
す
べ
て
の
宗
教
の
教
え
が
教
義
と
云
う
わ
け
で
は
な
い
、
原
始
宗
教
や
民
族
宗
教
の
中
で

儀
礼
や
感
情
的
尊
崇
の
念
は
在

っ
て
も
、
信
仰
内
容
が
真
理
と
し
て
認
め
ら
れ
組
織
的
に
表
現
さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
教
義
を
も
つ
と

は
云
え
な
い
。
教
義
は
歴
史
的
に
成
立
し
て
い
る
宗
教
の
信
仰
内
容
が
真
理
と
し
て
学
問
的
組
織
的
に
叙
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

教
義
学
と
し
て
学
問
的
要
求
に
応
じ
総
括
的
に
体
系
化
す
る
こ
と
も
可
能
な
筈
で
あ
る
。

宗
学
は
以
前
は
宗
乗
と
云
は
れ
て
い
た
。
乗
と
は
乗
り
物
で
教
え
の
こ
と
で
あ
る
、
こ
の
こ
と
か
ら
宗
学
と
云
え
ば
、
自
宗
の
教
え

を
学
ぶ
こ
と
を
指
す
よ
う
に
も
解
せ
ら
れ
る
。
佛
教
用
語
で
学
と
は
、
科
学
の
学
で
は
な
く
、
戒
定
慧
の
三
学
を
学
び
修
行
す
る
意
で

あ
る
こ
と
か
ら
こ
の
よ
う
な
解
釈
も
出
来
る
だ
ろ
う
。
而
し
て
こ
の
よ
う
な
学
び
方
そ
し
て
研
鑽
が
伝
統
的
な
態
度
で
あ
っ
て
、
明
治

以
後
大
学
が
設
け
ら
れ
科
学
的
研
究
が

一
般
化
す
る
に
つ
れ
、
宗
乗
研
究
も
宗
学
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

宗
学
の
研
究
法
は
主
に
教
相
判
釈
の
方
法
を
依
用
し
て
い
た
。
教
判
は
中
国
に
流
入
し
漢
訳
さ
れ
た
佛
典
が
余
り
に
大
量
で
雑
多
で

あ

っ
た
為
、
佛
の
教
え
の
意
図
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
数
多
の
経
典
を
原
典
批
判
す
る
よ
り
も
、
す
べ
て
釈
尊

一
代
に
説
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か
れ
た
も
の
と
し
て
、
そ
れ
ら
が
説
か
れ
た
形
式
方
法
、
順
序
、
そ
れ
ぞ
れ
の
経
典
の
意
味
、
教
え
の
内
容
な
ど
に
よ
っ
て
諸
経
典
を

分
類
、
体
系
的
に
位
置
づ
け
、
価
値
を
定
め
る
な
ど
し
て
佛
の
意
図
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
教
判
が
発
達
し
た
わ
け
で
あ
る
。
尤

も
教
判
の
端
緒
は
古
代
イ
ン
ド
で
も
大
乗
と
小
乗
な
ど
の
分
け
方
に
見
ら
れ
る
が
盛
ん
に
な
っ
た
の
は
中
国
に
お
い
て
で
あ
り
殊
に
五
、

六
世
紀
の
南
北
朝
時
代
に
盛
行
し
た
。
こ
れ
を
天
台
大
師
智
顕
が
南
三
北
七
に
整
理
し
た
の
は
周
知
の
如
く
で
あ
る
。

し
か
し
教
判
は
自
然
の
勢
い
と
し
て
、
客
観
的
に
妥
当
な
結
論
を
求
め
よ
う
と
す
る
研
究
よ
り
も
、
自
己
の
教
学
の
依
り
処
と
な

っ

た
経
典
や
論
釈
書
の
優
位
を
主
張
し
論
証
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
強
く
な
り
、
そ
れ
が
次
第
に
宗
派
成
立
を
助
長
し
、
や
が
て
は
そ
の

要
件
と
も
な

っ
た
の
で
あ
る
。

二
、
宗
学
に
対
す
る
素
朴
な
疑
問

学
生
時
代
か
ら
引
き
つ
づ
い
て
哲
学
殊
に
論
理
学
や
科
学
方
法
論
ば
か
り
追

っ
て
い
た
私
は
い
つ
の
間
に
か
、
学
問
と
は
真
理
を
方

法
的
合
理
的
に
追
求
す
る
知
的
努
力
で
あ
り
、
真
理
と
は
何
人
も
認
む
べ
き
知
識
、
即
ち
普
遍
妥
当
性
と
客
観
性
必
然
性
を
有

つ
知
識

で
あ
る
と
、
思
い
込
む
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
学
的
努
力
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
学
は
仮
定
の
上
に
立

つ
経
験
諸
科
学
と
無
仮
定
を
標
傍

す
る
哲
学
が
、
学
の
す
べ
て
で
あ
る
と
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
年
と
共
に
人
間
学
や
宗
教
学
に
接
し
、
ま
た
教
育
や
道
徳
の
現
実
の
問

題
を
扱
う
機
会
が
多
く
な
る
に
つ
れ
、
人
間
の
問
題
は
合
理
的
学
問
に
よ
っ
て
す
べ
て
覆
う
こ
と
は
出
来
な
い
、
む
し
ろ
合
理
以
外
の

非
合
理
的
な
感
性
的
直
観
に
よ
っ
て
感
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
多
く
の
諸
問
題
が
あ
る
こ
と
に
気
付
い
た
。
だ
が
そ
の
方
面
に
つ
い

て
探
究
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
の
方
法
は
未
だ
模
索
す
る
し
か
な
か
っ
た
。

人
間
に
お
け
る
非
合
理
の
問
題
は
無
数
に
あ
る
、
知
的
思
惟
以
外
の
心
的
作
用
は
殆
ん
ど
と
云
っ
て
よ
い
ほ
ど
非
合
理
的
要
素
を
含

ん
で
い
る
と
思
は
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
へ
ば
感
情
、
情
緒
、
気
分
、
直
観
等
、
更
に
不
安
、
安
心
、
欲
望
、
愛
な
ど
は
心
理
学
の
対

象
と
し
て
客
観
的
に
科
学
的
方
法
で
研
究
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
学
と
し
て
心
理
学
は
今
日
ま
で
大
き
な
成
果
を
挙

宗
学
と
は
何
か
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宗
学
と
は
何
か

げ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
が
し
か
し
感
情
、
欲
望
な
ど
が
、
客
観
で
な
く
、
自
己
の
問
題
と
し
て
自
己
の
内
に
お
い
て
自
分
を

動
か
し
て
い
る
と
気
づ
い
た
と
き
は
、
既
に
合
理
を
越
え
て
非
合
理
で
あ
る
こ
と
を
体
認
せ
ぎ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
非
合

理
の
問
題
に
お
い
て
最
要
の
問
題
は

「信
」
の
問
題
で
あ
る
と
云
っ
て
よ
い
。

西
洋
の
中
世
哲
学
に
於
て
も
信
の
問
題
は
最
大
の
難
問
で
あ
っ
た
。
合
理
的
な
る
が
故
に
我
信
ず
、
と
非
合
理
な
る
が
故
に
我
信
ず
、

の
両
極
の
説
が
対
立
論
争
し
た
こ
と
、
こ
の
対
立
か
ら
数
多
の
問
題
が
学
問
以
外
に
も
派
生
し
た
こ
と
は
贅
言
を
要
し
な
い
。

信
の
問
題
は
言
う
迄
も
な
く
宗
教
の
問
題
で
あ
る
。
有
限
な
存
在
で
あ
る
人
間
が
遅
速
や
強
弱
の
差
は
あ
っ
て
も
何
人
も
何
時
か
は

必
ず
直
面
し
、
自
覚
せ
ざ
る
を
得
な
い
限
界

（死
）
に
突
き
営
っ
た
際
、
生
ず
る
不
安
や
苦
悩
の
戦
き
か
ら
ど
う
し
た
ら
遁
れ
ら
れ
る

か
又
は
之
を
い
か
に
し
た
ら
克
服
出
来
る
か
を
求
め
る
と
き
に
宗
教
は
有
る
だ
ろ
う
。

有
限
で
無
常
か
ら
生
ず
る
不
安
を
除
く
た
め
に
は
絶
対
的
な
る
も
の
、
恒
常
な
る
も
の
を
依
拠
と
す
べ
く
求
め
る
こ
と
が
、
宗
教
は

人
間
に
と
っ
て
本
来
的
所
産
で
あ
る
所
以
で
あ
ろ
う
。
絶
対
的
な
る
も
の
を
わ
れ
わ
れ
の
外
に
求
め
る
か
、
或
い
は
わ
れ
わ
れ
の
内
に

求
め
る
か
に
よ
っ
て
宗
教
は
自
力
や
他
力
な
ど
異

っ
た
型
態
に
分
れ
る
が
何
れ
に
し
て
も
絶
対
的
な
る
も
の
は
、
「
信
ず
る
」
以
外
に

得
る
こ
と
は
出
来
な
い
だ
ろ
う
。
何
と
な
れ
ば
絶
対
的
な
も
の
は
、
有
限
者
た
る
人
間
の
経
験
科
学
的
方
法
や
思
弁
で
は
積
極
的
に
証

明
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従

っ
て

「信
」
は
宗
教
の
本
質
と
い
っ
て
よ
い
と
思
う
。

シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
は
宗
教
の
信
を
絶
対
帰
依
の
感
情
と
定
義
し
た
。
理
性
主
義
者
の
カ
ン
ト
は
宗
教
を
、
理
性
の
限
界
内
に

お
け
る
宗
教
を
論
じ
た
が
、
永
遠
や
絶
対
に
つ
い
て
は
た
だ
実
践
理
性
の
要
請
だ
と
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
カ
ン
ト
の
要
請
と
は

道
徳
が
成
立
す
る
た
め
に
は
そ
の
根
拠
と
し
て

「自
由
」
を
立
て
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
、
自
由
は
道
徳
の
要
請
で
あ
る
、
と
云
う
仕
方

で
定
立
す
る
こ
と
で
あ

っ
て
、
理
性
の
積
極
的
証
明
に
比
べ
て
何
か
妥
協
的
で
あ
り
、
カ
ン
ト
は
信
仰
に
場
所
を
与
へ
る
た
め
に
理
性

を
制
限
し
た
と
評
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
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シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
の
よ
う
に
絶
対
に
信
じ
さ
え
す
れ
ば
宗
教
だ
と
云
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
何
を
信
ず
る
か
、
そ
れ
よ
っ
て
生

ず
る
人
の
思
想
や
行
為
は
ど
う
あ
る
か
な
ど
は
問
題
で
は
な
い
。
極
論
に
な
る
が
、
信
じ
方
が
純
粋
で
あ
れ
ば
ど
ん
な
物
を
拝
ん
で
も

よ
い
、
ま
た
そ
の
人
の
行
い
は
是
認
さ
れ
る
と
云
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

カ
ン
ト
の
如
く
、
宗
教
を
理
性
に
限
る
な
ら
ば
理
性
以
外
の
領
域
は
要
請
す
る
外
は
な
く
、
ま
た
人
間
の
精
神
は
理
性
と
そ
れ
以
外

の
情
意
等
の
領
域
と
分
裂
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
は
理
性
を
理
論
理
性
の
外
に
実
践
理
性
を
た
て
た
が
、
理
性
主
義
を
論
理

主
義
に
ま
で
徹
底
さ
せ
る
と
、
理
性
が
絶
対
で
あ
り
宗
教
と
は
合
理
的
法
則
を
理
性
に
よ
っ
て
信
奉
す
る
こ
と
だ
と
言
う
こ
と
に
な
り

既
に
こ
の
よ
う
な
宗
教

（理
神
教
）
が
真
面
目
に
論
じ
ら
れ
た
時
代
も
あ
っ
た
ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
し
理
性
の
絶
対
性
を
理
性
自
身
が

証
明
せ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
理
論
は
、
明
ら
か
に
誤
謬
推
理
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
宗
学
は

一
体
如
何
な
る
学
だ
ろ
う
か
を
問
う
て
み
た
。

１
、
哲
学
で
あ
る
な
ら
ば
、
哲
学
と
は
何
ぞ
や
、
が
哲
学
を
学
ぶ
最
初
の
問
い
で
あ
る
と
同
時
に
最
終
の
問
い
で
あ
る
と
云
は
れ
る
が
、

同
様
の
問
い
が
宗
学
に
あ
っ
て
も
可
能
で
あ
る
か
。

２
、
カ
ン
ト
が
学
と
し
て
の
形
而
上
学
は
可
能
で
あ
る
か
と
の
問
い
を
発
し
た
如
く
、
学
と
し
て
の
宗
学
は
可
能
で
あ
る
か
、
の
問
い

を
宗
学
に
対
し
て
発
す
る
こ
と
が
妥
当
か
。

カ
ン
ト
の
云
う
学
は
論
証
又
は
実
証
に
よ
っ
て
確
実
に
基
礎
付
ら
れ
た
根
拠
か
ら
合
理
的
方
法
で
展
開
さ
れ
た
普
遍
妥
当
的
体
系
的

知
識
の
こ
と
だ
が
宗
学
の
体
系
は
こ
の
検
証
に
果
し
て
堪
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
、
勿
払理
小
学
と
科
学
で
は
全
く
扱
う
領
域
も
次
元
も

異
る
か
ら
比
較
に
は
な
ら
ぬ
と
し
て
問
題
を
回
避
す
る
こ
と
も
出
来
よ
う
が
、
そ
の
場
合
で
も
宗
学
が
学
で
あ
る
限
り
真
理
性
の
問

題
、
宗
学
に
お
け
る
真
と
は
如
何
、
の
問
い
は
避
け
て
通
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。

３
、
宗
学
は
決
し
て
科
学
と
同
列
の
学
で
は
な
い
と
す
れ
ば
宗
教
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
宗
学
に
お
け
る
信
は
い
か
に
あ
る
か
。

宗
学
と
は
何
か
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通
例
の
学
問
的
観
方
か
ら
す
れ
ば
、
信
は
主
観
的
心
理
過
程
か
或
い
は
客
観
的
真
理
の
承
認
か
、
そ
し
て
両
者
の
関
係
に
於
て
在

る
と
な
ろ
う
が
、
宗
学
は
前
述
の
よ
う
な
客
観
的
学
で
は
勿
論
な
く
、
ま
た
、
非
合
理
的
超
越
者
を
真
と
し
て
無
条
件
的
帰
依
を
主

張
す
る
宗
教
で
も
な
い
が
、
同
時
に
信
を
基
本
と
す
る
限
り
両
者
の
要
因
を
含
ま
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

伝
統
的
宗
学
に
於
て
、
例
え
ば
清
水
龍
山
先
生
が
こ
の
点
に
触
れ
て
、
能
観
の
妙
観

（主
観
）
と
所
観
の
妙
境

（対
象
）
、
が
境

智
冥
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
信
心
決
定
す
る
、
と
説
明
し
て
い
る
が
果
し
て
こ
れ
は
ど
う
云
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

４
、
宗
学
は
依
拠
の
経
典
た
る
法
華
経
の
優
越
性
を
論
証
す
る
こ
と
を
主
目
的
の

一
つ
と
し
た
学
で
あ
っ
た
の
は
素
人
日
に
も
明
ら
か

で
あ
っ
た
が
、
そ
の
論
証
の
仕
方
は
天
台
の
五
時
八
教
や
五
重
相
待
の
方
法
が
伝
統
的
に
用
い
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
。

し
か
し
こ
れ
ら
の
方
法
は
厳
密
な
方
法
論
と
し
て
検
討
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
日
蓮
聖
人
は
三
証
具
足
を
力
説
さ
れ
た
が
、
後

代
に
そ
れ
ら
の
う
ち
道
理
即
ち
学
問
と
し
て
の
論
証
が
充
分
に
為
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。

５
、
従
来
の
宗
学
は
人
間
に
と
っ
て
ど
う
あ
る
べ
き
か
の
観
点
が
不
充
分
だ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
佛
教
の
原
点
は
如
何
に
し
て
人
間

の
苦
を
滅
し
楽
に
転
ず
る
か
、
即
ち
人
間
を
苦
悩
か
ら
救
済
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
筈
で
あ
り
、
そ
の
為
に
苦
の
原
因
と
し
て
の
人
間
、

更
に
は
ダ
ル
マ
の
探
究
へ
と
学
的
努
力
の
展
開
が
為
さ
れ
た
の
だ
と
思
う
。
こ
れ
が
時
代
が
降
る
と
共
に
、
殊
に
日
本
の
徳
川
時
代

に
入
る
と
何
時
の
間
に
か
、
人
間
そ
の
も
の
と
そ
の
本
来
の
在
り
方
、
即
ち
人
の
生
死
を
救
済
す
る
に
は
如
何
に
あ
る
べ
き
か
の
問

題
よ
り
も
経
典
の
字
句
の
解
釈
の
異
同
や
他
宗
他
派
と
の
優
劣
の
比
較
に
宗
学
の
方
向
が
進
ん
で
い
っ
た
よ
う
に
見
え
る
の
は
何
故

で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
見
え
る
の
は
私
の
僻
目
ば
か
り
で
は
な
い
と
思
う
。

三
、
宗
学
の
利
と
害

宗
学
の
利
害
を
考
量
す
る
場
合
、
先
ず
、
何
に
対
し
て
利
又
は
害
で
あ
る
か
の
基
準
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

お
よ
そ
歴
史
現
象
、
社
会
現
象
の
み
な
ら
ず
、
自
然
現
象
や
自
然
的
事
物
は
、
人
間
に
と
っ
て
利
と
害
の
両
面
を
も
っ
て
い
る
。
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そ
の
利
と
害
と
は
人
間
に
と
っ
て
、
で
あ
る
が
、
実
際
の
場
合
に
あ
っ
て
は
利
害
の
基
準
は
多
様
で
あ
る
。
例
へ
ば
人
間
の
生
存
に
と
っ

て
利
で
あ
る
か
害
で
あ
る
か
？
か
ら
自
分
の
属
す
る
集
団
や
党
派
に
と
っ
て
の
利
害
、
更
に
自
分
の
商
売
に
と
っ
て
得
で
あ
る
か
損
で

あ
る
か
に
至
る
ま
で
利
か
害
か
を
判
ず
る
基
準
は
広
汎
多
岐
で
あ
る
が
共
通
し
て
云
え
る
こ
と
は
、
自
己
及
び
自
己
た
ち

（
一
人
称
複

数
）
の
立
場
か
ら
の
利
害
判
断
だ
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
利
又
は
害
が
主
観
的
価
値
判
断
で
あ
る
か
ら
、
厳
密
な
意
味
に
お
い
て
の
客

観
的
価
値
基
準
は
有
り
得
な
い
。
即
ち

一
切
の
も
の
に
と
っ
て
の
利
、
又
は

一
切
の
も
の
に
と
っ
て
の
害
か
は
共
に
有
り
得
な
い
だ
ろ

，うノ。ニ
ー
チ
ェ
が

「生
に
対
す
る
歴
史
の
利
害
」
を
論
じ
て
、
歴
史
は
生
に
確
実
な
基
礎
と
方
向
を
与
え
る
限
り
は
利
で
あ
る
が
逆
に
歴

史
が
生
の
充
溢
と
生
成
を
阻
害
し
妨
げ
る
な
ら
ば
、
歴
史
は
生
に
対
し
て
害
で
あ
る
と
考
え
た
の
を
援
用
す
れ
ば
、

一
切
衆
生
の
苦
を
救
う
た
め
、
人
間
と
世
界
の
本
質
を
明
ら
か
に
し
、
正
し
い
生
き
方
と
世
界
の
在
り
方
を
悟
り
教
え
よ
う
と
し
た

佛
教
の
原
点
に
対
し
て
、
果
し
て
宗
学
は
利
で
あ
っ
た
か
又
は
害
で
あ
っ
た
か
、
と
問
う
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

古
典
宗
学
が
出
来
上

っ
た
の
は
徳
川
時
代
、
そ
れ
も
不
受
不
施
禁
制
以
後
で
あ
っ
た
と
思
は
れ
る
が
、
そ
の
成
立
に
大
き
く
影
響
し

た
の
は
宗
教
的
要
素
よ
り
も
徳
川
封
建
体
制
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。
現
今
は
封
建
制
の
負
の
面
ば
か
り
が
論
じ
ら
れ
て
い

る
よ
う
だ
が
、
日
本
史
の
流
れ
の
中
で
、
混
沌
と
し
た
戦
国
時
代
を
終
燎
さ
せ
身
分
格
式
職
業
等
に
よ
っ
て
社
会
を
整
理
し
、
安
定
さ

せ
平
和
を
実
現
し
た
意
義
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
混
乱
を
整
理
し
た
身
分
格
式
の
基
準
が
、
余
り
に
も
社
会
各
層
の
隅
々

に
ま
で
徹
底
し
、
人
間
の
価
値
を
定
め
る
尺
度
に
ま
で
絶
対
視
さ
れ
、
而
も
そ
の
尺
度
は
人
間
の
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
く
幕
藩
体
制

を
維
持
す
る
と
云
う
最
高
目
的
の
た
め
に
、
と
転
化
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
人
間
に
と
っ
て
利
で
あ
っ
た
も
の
が
同
時
に

害
と
な
る
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
事
実
幕
藩
体
制
を
支
え
る
身
分
格
式
の
制
度
を
逸
脱
し
た
り
批
判
し
た
り
す
る
思
想
や
行
為
は
瑣
末

な
事
案
と
雖
も
容
赦
な
く
禁
圧
さ
れ
た
。
祖
法
や
前
例
を
逸
脱
す
る
も
の
は
す
べ
て
処
分
の
対
象
と
な
っ
た
。　
一
般
社
会
の
み
な
ら
ず

宗
学
と
は
何
か
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宗
教
界
と
て
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
日
蓮
宗
不
受
不
施
派
を
禁
制
し
た
の
は
将
軍
を
絶
対
者
と
し
て
尊
崇
し
な
い
不
敬
思
想
と
見
倣

し
た
か
ら
で
あ
り
、
天
和
事
件
で
本
興
寺
側
を
処
分
し
た
の
は
祖
法
に
違
背
し
た
と
す
る
の
が
そ
の
理
由
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
各
宗
団

は
そ
の
存
続
を
図
る
た
め
に
は
、
積
極
的
に
、
或
い
は
消
極
的
に
教
義
信
條
を
多
少
覆
う
て
も
体
制
に
妥
協
或
い
は
迎
合
す
る
し
か
な

か
っ
た
。
受
不
施
思
想
は
体
制
へ
の
妥
協
で
あ
り
、
現
在
痕
跡
を
残
し
て
い
る
差
別
戒
名
な
ど
は
佛
教
の
平
等
思
想
の
本
質
を
覆
う
て

ま
で
も
権
力
に
迎
合
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

日
蓮
聖
人
門
流
の
教
団
の
本
領
は
、
内
に
は
止
暇
断
眠
の
研
鑽
で
あ
り
、
外
に
は
不
惜
身
命
折
伏
逆
化
の
弘
通
に
あ
っ
た
。
活
力
の

な
い
教
団
な
ら
ば
か
か
る
状
況
の
下
で
は
単
な
る
職
業
集
団
に
な
る
か
、
布
教
に
よ
っ
て
伸
長
す
る
と
す
れ
ば
せ
い
ぜ
い
現
世
利
益
を

賣
出
す
か
、
西
方
浄
土
の
幻
想
へ
誘
う
し
か
無
か
っ
た
ろ
う
と
推
察
さ
れ
る
。
皆
帰
妙
法
を
標
榜
す
る
日
蓮
教
団
が
、
外
部
へ
の
伸
長

と
自
由
な
る
教
義
研
鑽
を
塞
が
れ
た
徳
川
体
制
の
下
で
は
、
内
部
へ
向
い
各
派
抗
争
と
教
義
研
究
で
は
綱
格
が
定
ま
る
と
共
に
煩
瑣
化

し
て
行
っ
た
の
は
止
む
を
得
な
い
流
れ
で
あ
っ
た
。

宗
学
の
思
考
法
と
綱
格
が
徳
川
幕
藩
体
制
の
中
で
整
え
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
宗
学
の
性
格
は
、
佛
教
の
理
想
と
宗
祖
の
行
願
に
対
し

て
次
の
如
き
利
害
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

利
と
考
え
ら
れ
る
点
は

１
、
雑
多
に
亘
る
諸
教
説
、
諸
経
を
整
理
し
て
秩
序
づ
け
た
。

２
、
諸
経
典
を
分
類
す
る
に
際
し
、
分
類
基
礎
を
価
値
に
関
係
さ
せ
、
最
高
の
価
値
を
も
つ
経
典
を
依
拠
と
し
て
自
宗
派
の
特
質
を
明

ら
か
に
し
た
。
例
へ
ば
阿
含
経
は
小
乗
で
有
を
説
く
か
ら
劣
、
般
若
経
は
大
乗
で
空
を
説
く
か
ら
勝
、
日
蓮
宗
学
な
ら
ば
、
法
華
経

以
前
は
す
べ
て
二
乗
成
仏
を
認
め
な
い
か
ら
権
経
、
法
華
経
は
二
乗
成
仏
を
認
め
る
か
ら
実
教
等
々
。

３
、
そ
し
て
窮
極
に
は
佛
の
教
説
の
真
意
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
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こ
れ
ら
の
宗
学
の
利
点
は
、
徳
川
体
制
の
身
分
格
式
制
が
戦
国
時
代
の
混
乱
を
整
理
す
る
利
で
あ
っ
た
と
同
時
に
形
式
化
し
保
守
化

す
る
に
従
い
人
間
性
と
社
会
の
進
展
を
圧
迫
す
る
害
と
な
っ
た
と
同
様
に
、
害
に
転
化
す
る
可
能
性
の
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
出
来
な
い
。

即
ち

１
、
宗
学
は
綱
格
が
整
う
に
従

っ
て
形
式
化
し
、
煩
瑣
化
し
た
。
果
て
は
部
分
的
な
字
句
や
命
題
の
解
釈
を
廻
っ
て
分
派
に
ま
で
発
展

す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

２
、
他
宗
派
と
の
差
異
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
自
己
の
優
位
を
主
張
し
、
新
た
な
宗
派
的
差
別
意
識
を
生
ん
だ
。

３
、
自
宗
の
宗
学
の
説
を
基
準
と
し
て
他
の
説
や
佛
教
を
見
る
観
方
が

一
般
的
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

「本
性
上
先

な
る
も
の
」
の
観
方
よ
り

「我
々
に
と
っ
て
先
な
る
も
の
」
の
観
方
が
優
位
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
云
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

他
方
所
謂
第
二
者
の
、
各
宗
各
派
は
い
ろ
い
ろ
に
云
う
が
、
富
士
山
の
登
山
口
は
異
っ
て
も
頂
上
は

一
つ
で
あ
る
よ
う
に
結
局
佛
の

教
は

一
つ
だ
ろ
う
と
の
常
識
を
破
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。

４
、
宗
学
の
形
式
化
は
次
第
に
専
門
化
す
る
に
従
い
、
宗
教
本
来
の
問
題
で
あ
る
人
間
の
実
存
と
不
安
の
救
済
を
追
求
す
る
こ
と
が
忘

れ
ら
れ
て
行
っ
た
。

要
す
る
に
宗
学
の
成
立
は
自
宗
派
の
教
旨
を
明
確
に
し
て
学
問
的
根
拠
を
定
め
る
と
の
積
極
的
意
義
は
あ
っ
た
が
、
専
門
化
し
煩
瑣

化
す
る
に
従
い
、
佛
教
の
本
旨
で
あ
る

一
切
衆
生
を
真
理
の
教
え
に
よ
っ
て
苦
か
ら
楽
に
転
ぜ
じ
め
る
と
の
道
を
究
め
る
た
め
の
学
で

な
く
、
自
己
の
宗
派
を
他
宗
と
比
較
し
て
優
越
を
主
張
す
る
余
り
、
却

っ
て
自
宗
内
に
新
た
な
対
立
を
引
起
し
た
。
ま
た
民
衆
と
遊
離

し
た
宗
学
は
正
法
を
弘
め
て
民
衆
を
向
上
せ
し
む
る
力
と
は
な
ら
ず
、
民
衆
は
現
世
利
益
や
呪
術
の
宗
教
に
走
る
し
か
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。

四
、
望
ま
し
い
宗
学

　

（
日
蓮
宗
学
の
未
来
像
）

宗
学
と
は
何
か
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こ
の
問
題
に
関
し
て
は
考
究
せ
ね
ば
な
ら
な
い
事
柄
は
余
り
に
も
多
い
の
で
本
稿
で
は
主
要
な
諸
点
に
つ
い
て
要
項
の
み
を
提
言
す

る
に
と
ど
め
た
い
。

１
、
宗
学
は
宗
教
と
し
て
信
、
学
問
と
し
て
は
真
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
哲
学
史
や
思
想
史
の
中
で
信
と
知
の
関
係
、
即
ち
宗
教

と
科
学
の
関
係
と
し
て
困
難
な
問
題
と
し
て
扱
は
れ
て
い
る
が
、
学
と
し
て
の
宗
学
を
如
何
に
し
て
可
能
な
ら
し
む
る
か
。
を
根
源

よ
り
再
吟
味
す
る
要
が
あ
る
と
思
う
。
学
的
真
で
な
い
単
な
る
信
は
、
盲
信
の
燿
れ
あ
り
、
信
の
な
い
学
は
真
に
人
間
を
幸
せ
に
す

る
も
の
で
は
な
い
。
学
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
た
根
源
的
信
が

（向
上
的
）、
具
体
的
人
間
の
行

（向
下
的
）
と
し
て
展
開
す
る
と

の
図
式
の
各
段
階
に
つ
い
て
充
分
な
研
究
と
基
礎
付
け
が
為
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

２
、
人
間
救
済
の
宗
教
と
し
て
ま
ず
人
間
の
本
質
と
現
実
が
よ
り

一
層
厳
密
に
究
め
ら
る
べ
き
こ
と
、
即
ち
実
存
、
生
、
死
、
不
安
等

の
極
限
状
況
等
の
究
明
。
及
び
現
実
の
当
面
せ
る
緊
要
な
難
問
に
対
し
提
言
の
根
拠
を
与
へ
る
。

３
、
佛
教
諸
寺
院
が
死
者
儀
礼
に
伴
う
諸
行
事
や
現
世
利
益
配
給
の
諸
行
事
に
重
点
を
お
く
在
り
方
か
ら
現
実
社
会
と
人
間
の
諸
問
題

解
決
に
積
極
的
に
参
加
し
、
助
言
と
指
導
が
出
来
る
為
の
理
論
根
拠
と
方
法
を
提
示
す
る
も
の
な
る
こ
と
。

４
、
故
に
宗
学
は
狭
義
の
宗
義
学
で
あ
る
に
止
ま
ら
ず
歴
史
、
実
践
の
学
を
含
む
体
系
的
学
に
発
展
す
べ
き
こ
と
。

以
上
の
よ
う
な
要
求
を
充
た
す
よ
う
な
宗
学
は
従
来
の
宗
学
の
概
念
か
ら
遥
か
に
逸
脱
す
る
か
も
知
れ
ぬ
、
し
か
し
日
蓮
聖
人
の
宗

教
、
否
法
華
経
の
宗
教
が
、
末
法
即
ち
現
在
及
将
来
に
世
界
宗
教
と
し
て
人
類
の
為
の
宗
教
で
あ
る
為
に
宗
学
が
指
は
ね
ば
な
ら
な
い

課
題
だ
と
思
う
。

註
　
１
　
天
和
事
件
。
天
和
年
中
本
能
寺
と
本
興
寺
間
に
紛
争
が
あ
り
、
本
興
寺
の
言
い
分
は
祖
法
違
反
な
り
と
幕
府
よ
り
判
決
さ
れ

た
事
件

（『松
葉
記
』
本
能
寺
蔵
）
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