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な
ぜ
鹿
児
島
に
は
浄
土
真
宗
が
多
い
の
だ
ろ
う
か
？　

そ
れ
を
説
明
す
る
に
は
、
明
治
9
年
の
鹿
児
島
で
の
信
教
自
由
か
ら

説
き
起
こ
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
本
稿
は
、
明
治
9
年
以
降
の
約
10
年
間
を
中
心
に
し
て
、
鹿
児
島
の
真
宗
本
願
寺
派
に
よ

る
布
教
活
動
の
歴
史
を
振
り
返
り
、
そ
の
活
動
を
支
援
し
た
森
田
寿
香
と
吉
峯
次
右
衛
門
の
功
績
に
光
を
当
て
る
も
の
で
あ
る
。
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１　

な
ぜ
真
宗
が
多
い
の
か

　　

鹿
児
島
に
は
、
浄
土
真
宗
の
家
が
と
て
も
多
い
よ
う
に
思
う
。
ち
ゃ
ん
と
し
た
統
計
が
な
い
の
で
県
内
全
域
の
こ
と
は
分
か
ら
な
い
が
、
少

な
く
と
も
私
の
行
動
範
囲
で
考
え
る
と
、
8
割
以
上
が
浄
土
真
宗
、
そ
れ
も
西
本
願
寺
系
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

　

ど
う
し
て
、
鹿
児
島
に
は
浄
土
真
宗
が
こ
う
も
広
ま
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？　

真
宗
興
隆
の
長
い
歴
史
を
持
つ
北
陸
な
ど
と
違
い
、
鹿
児

島
で
は
戦
国
時
代
か
ら
の
三
百
年
も
の
間
真
宗
は
禁
教
と
さ
れ
て
き
た
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
ど
う
し
て
鹿
児
島
で
は
真
宗
が
支
配
的
な
宗
派
と

な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？

　

私
は
漠
然
と
、
む
し
ろ
真
宗
が
長
い
間
禁
じ
ら
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
信
教
自
由
の
時
代
に
な
っ
て
爆
発
的
に
広
ま
っ
た
の
で
は
と
思
っ
て

い
た
。
禁
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
禁
じ
ら
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
一
層
有
り
難
く
、
ま
た
力
の
あ
る
も
の
だ
と
受
け
取
ら
れ
て
い
た
だ
ろ
う
し
、

実
際
に
鹿
児
島
に
は
「
隠
れ
念
仏
」
と
い
う
史
跡
が
多
数
残
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
役
人
の
目
を
憚
っ
て
念
仏
を
行
う
た
め
の
秘
密
の
施
設
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
藩
政
時
代
に
あ
っ
て
も
秘
密
裏
に
真
宗
に
帰
依
す
る
人
々
が
多
か
っ
た
か
ら
、
そ
の
弾
圧
が
解
か
れ
た
時
、
真
宗
は

一
挙
に
広
ま
っ
た
の
で
は
な
い
の
か
。

　

し
か
し
、
鹿
児
島
に
お
け
る
真
宗
の
歴
史
を
調
べ
て
み
る
と
、
こ
と
は
そ
う
単
純
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
。
む
し
ろ
非
常
に
複
雑

な
事
情
が
絡
ん
で
い
て
、
そ
れ
は
と
て
も
簡
潔
に
は
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
、
歴
史
の
悪
戯
の
結
果
で
す
ら
あ
る
。

　

と
い
う
わ
け
で
、
鹿
児
島
に
お
け
る
真
宗
開
教
の
歴
史
を
繙
き
、
な
ぜ
鹿
児
島
に
は
真
宗
、
特
に
西
本
願
寺
派※
１

の
家
が
多
い
の
か
と
い
う
疑

問
を
解
い
て
み
た
い
。
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２　

大
久
保
利
通
の
要
請
と
真
俗
二に
た
い諦

　

さ
て
、鹿
児
島
県
民
に
は
周
知
の
こ
と
だ
が
、先
述
の
通
り
鹿
児
島
で
は
藩
政
時
代
を
通
じ
て
真
宗
（
一
向
宗
）
は
厳
し
く
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。

な
ぜ
一
向
宗
が
禁
じ
ら
れ
て
い
た
の
か
そ
の
理
由
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
が
、
主
に
は
念
仏
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
百
姓
が
団
結
し
一
揆
に

発
展
す
る
の
を
恐
れ
た
か
ら
と
い
う
こ
と
と
、
門
徒
が
本
願
寺
へ
金
品
を
上
納
す
る
の
を
嫌
っ
た
か
ら
と
さ
れ
て
い
る
。
と
も
か
く
政
治
的
な

理
由
で
真
宗
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
。

　

幕
末
に
な
る
と
復
古
神
道
の
盛
り
上
が
り
で
真
宗
の
み
な
ら
ず
仏
教
全
般
に
対
す
る
敵
意
が
高
ま
り
、
鹿
児
島
で
は
全
国
的
に
見
て
も
苛
烈

な
廃
仏
毀
釈
が
行
わ
れ
た
。
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
千
寺
以
上
あ
っ
た
仏
教
寺
院
は
全
て
廃
寺
と
さ
れ
、
僧
侶
も
一
人
残
ら
ず
還げん
ぞ
く
俗
（
僧
侶
で
な

く
な
る
こ
と
）
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
明
治
2
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
明
治
9
年
に
突
如
と
し
て
鹿
児
島
に
も
信
教
自
由
が
布
達
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
解
禁
の
直
接
の
原
因
と
な
っ
た
の
は
宮
崎
県

と
の
合
併
だ
。
既
に
信
教
自
由
と
な
っ
て
い
た
宮
崎
県
と
合
併
す
る
に
あ
た
り
、
県
内
で
の
整
合
性
を
と
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
。
と
い
う
よ
り
、

既
に
全
国
的
に
は
キ
リ
ス
ト
教
も
含
め
信
教
自
由
の
時
代
に
な
っ
て
い
た
。
だ
が
鹿
児
島
で
は
長
き
に
わ
た
っ
て
禁
教
下
に
あ
っ
た
た
め
、
信

教
自
由
に
つ
い
て
は
慎
重
論
も
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
状
況
の
中
で
、
自
由
化
を
後
押
し
し
た
と
い
わ
れ
る
の
が
、
鹿
児
島
出
身
で
真

宗
門
徒
で
あ
っ
た
田
中
直
哉
と
い
う
人
だ
。 

　

こ
の
人
は
新
聞
記
者
で
「
民
権
家
」、今
で
言
う
民
主
的
政
治
を
求
め
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
、文
筆
を
背
景
に
時
の
県
令
（
今
で
言
う
県
知
事
）

大
山
綱
良
や
中
央
の
当
局
者
に
「
王
政
維
新
に
な
っ
て
居
る
に
本
県
の
み
が
信
教
自
由
の
恩
恵
に
浴
せ
ぬ
と
云
う
は
、
非
文
明
で
あ
る
」
と
合

併
前
に
訴
え
て
い
た
の
で
あ
る
。 
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と
は
い
っ
て
も
、
も
ち
ろ
ん
個
人
の
力
だ
け
で
信
教
自
由
と
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
中
で
も
、
大
久
保
利
通
や
西
郷
隆
盛
が
宗
教
に
関
し

て
進
歩
派
で
、信
教
自
由
を
推
し
進
め
る
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
に
は
注
目
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
い
や
、信
教
自
由
と
い
う
一
般
論
を
超
え
て
、

彼
ら
は
真
宗
西
本
願
寺
派
に
対
し
て
と
て
も
親
和
的
な
態
度
を
取
っ
て
お
り
、
大
久
保
に
至
っ
て
は
明
治
9
年
の
信
教
自
由
の
布
達
の
際
、
西

本
願
寺
派
の
法
主
明
如
（
大
谷
光
尊
）
に
鹿
児
島
で
の
開
教
を
要
請
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。

　

な
ぜ
大
久
保
は
、
鹿
児
島
で
真
宗
を
広
め
る
よ
う
要
請
し
た
の
だ
ろ
う
か
？　

実
は
こ
の
時
代
、
真
宗
、
特
に
西
本
願
寺
派
は
明
治
政
府
と

深
い
関
係
に
あ
り
、
大
久
保
の
要
請
は
個
人
の
信
条
な
ど
で
は
な
く
、
政
治
的
な
目
的
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
を
理
解
す
る
に
は
、
少
し
時
間
を
遡
り
、
明
治
維
新
の
時
か
ら
の
東
西
の
本
願
寺
の
動
き
を
見
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
幕
末
、
東
本
願

寺
は
徳
川
家
と
親
密
な
関
係
に
あ
っ
た
た
め
に
佐
幕
的
で
あ
り
、
西
本
願
寺
は
逆
に
勤
王
・
倒
幕
的
で
あ
っ
た
。
西
本
願
寺
は
倒
幕
運
動
に
協

力
し
、
僧
兵
の
出
兵
、
朝
廷
へ
の
献
金
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
倒
幕
勢
力
に
と
っ
て
西
本
願
寺
は
重
要
な
パ
ー
ト
ナ
ー
と
な
り
、
特
に
そ
の
献

金
は
彼
ら
の
重
要
な
資
金
源
と
な
っ
て
い
た
。

　

や
が
て
王
政
復
古
の
大
号
令
で
勝
敗
が
明
ら
か
と
な
り
、
か
つ
て
佐
幕
的
で
あ
っ
た
東
本
願
寺
は
、
逆
に
新
政
府
に
対
し
て
積
極
的
に
献
金

を
行
う
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
東
本
願
寺
に
と
っ
て
、
反
政
府
的
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
な
い
た
め
の
必
死
の
生
き
残
り
策
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

当
初
よ
り
新
政
府
側
に
つ
い
て
い
た
西
本
願
寺
は
こ
の
点
を
気
に
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
が
、
お
そ
ら
く
東
本
願
寺
に
対
す
る
優
位
性
を
確
保

し
た
い
と
い
う
思
惑
と
、
新
政
府
と
の
関
係
を
よ
り
強
く
す
る
た
め
に
、
戊
辰
戦
争
に
お
い
て
は
東
西
本
願
寺
の
双
方
が
僧
兵
の
出
兵
や
献
金

を
盛
ん
に
行
っ
た
。
未
だ
基
盤
が
弱
か
っ
た
新
政
府
に
と
っ
て
、
東
西
本
願
寺
の
持
つ
資
金
力
、
組
織
力
、
そ
し
て
全
国
に
広
が
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
と
い
っ
た
も
の
は
大
き
な
助
け
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
て
東
西
の
本
願
寺
が
新
政
府
と
の
関
係
を
強
く
し
た
い
と
願
っ
た
の
は
、
新
政
府
が
仏
教
勢
力
に
と
っ
て
非
常
に
不
都
合
な
原
理
を

構
築
し
つ
つ
あ
っ
た
か
ら
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
新
政
府
は
、
遙
か
な
過
去
に
行
わ
れ
て
い
た
は
ず
の
、
神
の
子
孫
で
あ
る
天
皇
に
よ
る
治
世

を
再
現
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
つ
ま
り
古
き
に
帰
る
こ
と
こ
そ
が
明
治
政
府
の
依
っ
て
立
つ
レ
ジ
テ
ィ
マ
シ
ー
（
正
統
性
）
で
あ
っ
た
わ
け
で
、

指
導
原
理
は
当
然
な
が
ら
神
道
で
あ
り
、
仏
教
は
よ
く
言
っ
て
も
夾
雑
物
扱
い
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。



4

　

実
際
に
、
明
治
に
至
る
と
神
道
は
国
教
化
さ
れ
、
本
来
分
か
ち
が
た
く
混
淆
し
て
い
た
神
道
と
仏
教
は
分
離
さ
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
に
伴
っ
て

各
地
で
廃
仏
の
運
動
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。
明
治
5
年
に
は
仏
教
に
著
し
く
不
利
な
政
策
は
改
め
ら
れ
た
が
、
神
道
の
国
家
的
色
彩
は
よ
り

強
く
な
っ
て
い
き
、
太
平
洋
戦
争
ま
で
突
き
進
む
近
代
日
本
の
神
権
政
治
が
加
速
し
て
い
く
。

　

仏
教
勢
力
が
こ
う
し
た
状
況
に
危
機
感
を
覚
え
た
の
は
当
然
だ
。
特
に
西
本
願
寺
は
こ
の
状
況
に
機
敏
に
対
応
し
、
早
く
も
明
治
元
年
に
は

「
真
俗
二にた
い諦
」
を
教
義
に
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、仏
の
世
界
（
真
）
の
真
理
＝
「
念
仏
に
よ
る
往
生
」
と
、現
実
世
界
（
俗
）
の
真
理
＝
「
敬

神
と
報
国
」
は
車
の
両
輪
で
あ
る
、
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
本
来
、
仏
教
的
に
は
「
天
皇
＝
神
」
へ
従
う
こ
と
を
教
義
的
に
位
置
づ
け
る
こ

と
は
で
き
な
い
は
ず
で
、
特
に
真
宗
に
お
い
て
は
阿
弥
陀
仏
へ
の
帰
依
が
絶
対
唯
一
の
信
仰
で
あ
る
か
ら
「
絶
対
的
な
神
と
し
て
の
天
皇
」
は

相
容
れ
な
い
存
在
だ
。

　

し
か
し
現
実
に
、
そ
う
し
た
方
針
の
下
で
宗
教
界
が
大
胆
に
再
編
さ
れ
て
い
く
中
、
天
皇
の
権
威
を
認
め
な
け
れ
ば
仏
教
の
存
在
自
体
が
危

う
く
な
る
。
そ
の
た
め
、
西
本
願
寺
は
真
俗
二
諦
を
旗
印
に
政
権
へ
の
協
力
姿
勢
を
鮮
明
に
し
、
積
極
的
な
献
金
、
戦
争
協
力
、
そ
し
て
民
衆

の
教
化
に
邁
進
し
た
の
で
あ
る
。
他
の
仏
教
教
団
も
多
か
れ
少
な
か
れ
政
権
の
進
め
る
国
家
神
道
と
妥
協
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、
と

り
わ
け
西
本
願
寺
が
積
極
的
に
政
権
を
支
え
た
の
は
、
機
を
見
る
に
敏
な
リ
ー
ダ
ー
法
主※
２

広
如
の
存
在
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
う
い
う
わ
け
で
あ
っ
た
か
ら
、西
本
願
寺
は
政
権
に
迎
合
し
、そ
の
支
配
権
の
確
立
の
た
め
、民
衆
に
「
神
を
敬
し
、国
を
愛
し
、倫
理
を
守
り
、

法
令
に
遵
」
う※
３

こ
と
を
仏
法
の
名
の
下
に
指
導
し
た
の
で
あ
っ
た
。
当
時
の
多
く
の
人
に
と
っ
て
、
明
治
政
府
の
急
進
的
な
政
策
は
な
じ
み
の

な
い
も
の
ば
か
り
で
、
特
に
敬
神
と
い
う
信
仰
上
の
問
題
は
容
易
に
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
ら
、
そ
れ
に
全
国
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
持
つ
西
本
願
寺
が
協
力
し
た
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
。

　

事
実
、
鹿
児
島
は
明
治
維
新
後
も
新
政
府
の
方
針
に
従
わ
な
い
「
独
立
国
」
の
様
相
を
呈
し
、
政
府
の
法
令
が
及
ん
で
い
な
か
っ
た
。
特
に

明
治
6
年
に
西
郷
が
大
久
保
と
決
裂
し
て
帰
郷
し
て
か
ら
は
新
政
府
へ
の
失
望
と
敵
愾
心
が
士
族
層
に
広
が
り
、
反
政
府
的
な
雰
囲
気
が
横
溢

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
鹿
児
島
の
反
政
府
的
な
動
き
を
憂
慮
し
た
大
久
保
が
、
西
本
願
寺
に
よ
る
民
衆
の
馴じゅ
ん
か化
と
慰
撫
を
期
待
し
た
の
は
当
然

で
あ
ろ
う
。
鹿
児
島
に
お
け
る
信
教
自
由
の
布
達
は
、
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
行
わ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
西
南
戦
争
が
起
こ
る
半
年
前
の
こ
と
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で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
、
か
つ
て
反
体
制
的
な
も
の
と
し
て
禁
じ
ら
れ
た
真
宗
が
、
今
度
は
体
制
側
と
な
っ
て
鹿
児
島
に
入
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
禁
じ

ら
れ
た
の
も
政
治
的
理
由
な
ら
、
導
入
さ
れ
た
の
も
政
治
的
理
由
だ
っ
た
。
鹿
児
島
に
と
っ
て
の
真
宗
と
の
出
会
い
と
い
う
の
は
、
大
変
不
幸

な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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３　

西
南
戦
争
と
真
宗
布
教

　

前
項
で
書
い
た
よ
う
に
、
鹿
児
島
で
西
南
戦
争
前
夜
に
真
宗
が
広
め
ら
れ
た
の
に
は
政
治
的
目
的
が
あ
っ
た
。
鹿
児
島
で
の
信
教
自
由
を
後

押
し
し
た
田
中
直
哉
に
も
、
彼
自
身
が
真
宗
門
徒
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
以
上
に
、
真
宗
を
政
治
利
用
し
よ
う
と
す
る
思
惑
が
あ
っ
た
。 

　

こ
の
頃
の
鹿
児
島
と
い
う
も
の
は
、
新
政
府
の
言
う
こ
と
は
聞
か
ず
、
地
租
改
正
も
せ
ず
（
つ
ま
り
税
金
を
新
政
府
に
納
め
て
い
な
か
っ
た
）、

新
政
府
の
政
策
に
は
不
満
を
抱
き
、
西
郷
隆
盛
が
率
い
る
「
私
学
校
」
が
鬱
勃
と
し
た
士
族
を
多
数
抱
え
て
い
た
。
一
方
で
一
般
の
民
衆
は
、

長
い
奴
隷
的
支
配
の
気
分
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、
権
利
や
義
務
と
い
っ
た
現
代
的
社
会
生
活
の
枠
組
み
を
知
ら
ず
に
い
た
。
乱
暴
に

言
え
ば
、
鹿
児
島
は
「
士
族
に
よ
る
軍
事
独
裁
政
権
」
の
時
代
で
、
民
衆
は
藩
政
時
代
と
少
し
も
変
わ
ら
な
い
、
蒙
昧
な
状
態
に
置
か
れ
て
い

た
の
で
あ
っ
た
。 

　

例
え
ば
、
他
県
で
は
多
く
が
民
会
（
今
で
言
う
県
議
会
）
を
設
置
し
て
い
た
が
、
鹿
児
島
に
お
い
て
は
、
県
は
も
ち
ろ
ん
市
町
村
の
あ
ら
ゆ

る
レ
ベ
ル
で
も
民
主
的
な
議
会
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
民
権
家
で
あ
っ
た
田
中
直
哉
が
こ
う
し
た
状
況
を
憂
慮
し
た
の
は
当
然
だ
。
彼
は

新
聞
記
者
と
し
て
政
治
の
自
由
化
を
求
め
、
そ
の
廉かど
で
投
獄
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
人
物
だ
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
中
央
か
ら
鹿
児
島
に
帰
郷
し
、

鹿
児
島
の
民
主
化
を
図
ろ
う
と
県
令
大
山
綱
良
に
民
会
設
置
の
働
き
か
け
を
し
た
が
、
民
度
の
低
い
鹿
児
島
で
は
時
期
尚
早
で
あ
る
と
し
て
受

け
入
れ
ら
れ
な
い
。

　

そ
こ
で
田
中
は
真
宗
に
よ
る
民
衆
の
教
化
を
発
案
す
る
の
で
あ
る
。
宗
教
に
よ
っ
て
「
智
識
を
啓
き
権
利
義
務
の
在
る
所
を
知
ら
し
め
」
よ

う
と
し
、
ま
た
布
教
活
動
を
通
じ
て
「
軍
事
独
裁
政
権
」
の
中
心
で
あ
っ
た
私
学
校
の
内
実
を
探
ろ
う
と
、
信
教
自
由
へ
向
け
た
建
白
書
を
大

山
県
令
に
提
出
す
る
の
で
あ
る
。
田
中
の
こ
う
し
た
提
言
が
、
新
政
府
か
ら
の
人
心
の
乖
離
や
私
学
校
の
暴
発
を
心
配
す
る
大
久
保
、
そ
し
て
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鹿
児
島
で
の
布
教
を
進
め
た
い
真
宗
に
と
っ
て
不
都
合
な
筈
も
な
く
、
西
本
願
寺
は
田
中
か
ら
の
要
請
を
受
け
て
鹿
児
島
に
僧
侶
を
派
遣
す
る

の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
元
来
が
政
治
的
使
命
を
帯
び
た
布
教
活
動
で
あ
る
か
ら
、
私
学
校
か
ら
は
疑
い
の
目
を
向
け
ら
れ
た
。
そ
う
で
な
く
て
も
、
鹿
児

島
に
は
約
三
百
年
の
真
宗
迫
害
の
歴
史
が
あ
り
、
士
族
は
真
宗
僧
侶
を
軽
蔑
し
て
い
た
。
田
中
の
提
言
と
は
別
に
、
信
教
自
由
の
布
達
を
受
け

て
鹿
児
島
の
真
宗
門
徒
が
西
本
願
寺
へ
僧
侶
の
派
遣
を
要
請
し
た
こ
と
も
あ
り
、
西
本
願
寺
は
数
名
の
僧
侶
た
ち
を
「
開
教
史
」
に
任
命
し
て

鹿
児
島
へ
送
っ
て
い
た
が
、
な
か
な
か
布
教
活
動
は
進
ま
な
い
。
と
い
う
の
も
、
士
族
た
ち
の
反
発
が
根
強
く
、
各
地
で
説
教
の
許
可
が
な
か

な
か
下
り
ず
、
ま
た
邪
険
な
扱
い
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
ん
な
中
、
田
中
は
同
行
の
中
原
尚
雄
ら
と
共
に
私
学
校
党
に
逮
捕
さ
れ
て
し
ま
う
。
西
郷
隆
盛
の
暗
殺
を
企
て
た
と
の
容
疑
で
あ
っ
た
。

拷
問
の
末
に
彼
ら
は
「
自
白
」
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
い
、
私
学
校
に
挙
兵
す
る
口
実
を
与
え
、
こ
こ
に
西
南
戦
争
が
勃
発
す
る
の
で
あ
る
。
信
教

自
由
の
布
達
か
ら
約
半
年
後
の
明
治
10
年
2
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
な
る
と
、
田
中
が
糸
を
引
い
て
鹿
児
島
へ
送
ら
れ
て
き
た
と
見
ら
れ
て
い
た
真
宗
僧
た
ち
も
ス
パ
イ
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
た
の
は
無

理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
事
実
、
田
中
は
士
族
た
ち
の
暴
発
を
食
い
止
め
よ
う
と
、
布
教
活
動
の
中
で
私
学
校
の
内
実
を
探
ろ
う
と
も
し
て
い

た
わ
け
で
、全
く
の
言
い
が
か
り
で
も
な
か
っ
た
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、真
宗
僧
侶
は
西
郷
暗
殺
の
一
味
と
同
一
視
さ
れ
次
々
と
捕
縛
さ
れ
て
い
っ

た
。
そ
の
端
緒
と
な
っ
た
の
が
、
本
願
寺
か
ら
派
遣
さ
れ
た
大おお
ず洲
鉄てつ
ね
ん然
の
逮
捕
で
あ
る
。

　

後
に
赤
松
連
城
、
島しま
じ地

黙もく
ら
い雷

と
共
に
「
本
願
寺
の
三
傑
」
の
一
人
と
さ
れ
る
大
洲
鉄
然
を
派
遣
す
る
あ
た
り
、
西
本
願
寺
の
鹿
児
島
布
教
へ

の
本
気
度
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
大
洲
が
ス
パ
イ
と
目
さ
れ
た
の
も
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
頃
の
西
本
願
寺
は
長
州

閥
と
の
関
係
が
深
く
、
特
に
大
洲
は
長
州
（
周
防
）
出
身
で
木
戸
孝
允
と
懇
意
に
し
て
い
た
。
私
学
校
の
暴
徒
た
ち
か
ら
、
大
洲
は
大
久
保
や

木
戸
の
密
命
を
受
け
て
鹿
児
島
に
や
っ
て
き
た
と
見
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
大
洲
が
戊
辰
戦
争
の
頃
に
は
僧
兵
を
率
い
て
活
躍
し
た
武
闘
派
だ
っ

た
と
い
う
来
歴
も
影
響
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
う
い
う
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
政
治
的
目
的
を
帯
び
た
鹿
児
島
布
教
の
活
動
は
、
西
本
願
寺
に
と
っ
て
は
踏
ん
だ
り
蹴
っ
た
り
な
始
ま
り
で
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あ
っ
た
。
彼
ら
は
被
害
者
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
行
き
が
か
り
上
で
は
あ
る
に
し
ろ
、
西
南
戦
争
勃
発
の
間
接
的
な
原
因
を
作
っ
て
し
ま
っ
た

部
分
す
ら
あ
る
。
政
治
に
利
用
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
政
治
を
利
用
し
よ
う
と
し
た
西
本
願
寺
の
し
た
た
か
な
姿
勢
は
、
こ
こ
で
は
裏
目
に
出

て
し
ま
っ
た
の
だ
っ
た
。

　

だ
が
、
当
時
の
西
本
願
寺
を
政
治
と
ベ
ッ
タ
リ
な
阿あゆ
つ
い
し
ょ
う

諛
追
従
の
徒
で
あ
る
と
見
る
の
は
間
違
い
だ
。
例
え
ば
大
洲
と
同
郷
で
西
本
願
寺
の
改

革
を
担
っ
た
島
地
黙
雷
は
、
神
道
国
教
化
の
宗
教
政
策
を
厳
し
く
批
判
し
、
政
教
分
離
を
な
さ
し
め
た
立
役
者
で
あ
る
。
西
本
願
寺
は
、
政
府

に
多
額
の
献
金
を
し
、
真
俗
二
諦
の
名
の
下
に
民
衆
の
教
化
に
邁
進
し
た
が
、
一
方
で
は
政
府
の
行
き
過
ぎ
た
神
道
優
遇
に
は
釘
を
刺
し
、
信

教
自
由
化
を
訴
え
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
廃
仏
毀
釈
と
い
う
愚
行
が
全
国
に
広
が
る
前
に
食
い
止
め
ら
れ
た
の
も
、
西
本
願
寺
の
政
府
へ
の

粘
り
強
い
働
き
か
け
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
と
も
言
え
る
。

　

そ
も
そ
も
廃
仏
毀
釈
は
明
治
政
府
の
政
策
で
は
な
く
、
政
府
の
神
道
国
教
化
に
迎
合
し
た
い
く
つ
か
の
藩
で
起
こ
っ
た
暴
動
の
よ
う
な
現
象

で
あ
る
が
、
こ
れ
に
最
も
抵
抗
し
た
の
が
真
宗
の
各
寺
で
あ
っ
た
。
他
の
宗
派
が
時
の
権
力
に
迎
合
し
て
大
し
た
抵
抗
も
せ
ず
に
廃
寺
を
行
い
、

次
々
と
寺
が
な
く
な
っ
て
い
く
中
、
強
靱
な
信
仰
と
団
結
に
よ
り
た
だ
の
一
寺
も
潰
さ
な
い
覚
悟
で
耐
え
抜
い
た
の
は
た
だ
真
宗
の
僧
侶
た
ち

の
み
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
や
む
を
得
ず
廃
寺
に
な
っ
た
場
合
も
、
廃
仏
政
策
が
終
熄
し
た
後
に
速
や
か
に
再
興
す
る
場
合
が
多
か
っ
た
。
真
宗

の
徒
は
表
向
き
に
は
権
力
に
従
順
に
し
つ
つ
も
、
実
際
に
は
信
仰
を
守
り
抜
き
、
国
家
を
出
し
抜
い
た
の
で
あ
る
。

　

数
多
く
の
宗
派
の
中
で
、
真
宗
の
み
が
そ
う
し
た
し
な
や
か
な
対
応
が
で
き
た
の
は
、
長
州
閥
と
の
親
し
い
関
係
や
膨
大
な
献
金
を
可
能
と

し
た
資
金
力
、
そ
し
て
天
下
に
輝
く
法
主
の
威
光
が
あ
っ
た
。
明
治
政
府
は
実
質
的
に
ク
ー
デ
タ
ー
で
成
立
し
た
政
権
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の

存
立
基
盤
に
あ
や
ふ
や
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
王
政
復
古
を
旗
印
に
し
て
は
い
た
が
、
そ
の
当
時
は
天
皇
と
い
う
も
の
は
一
般
に
は
馴
染
み
な

い
存
在
で
、
偉
い
の
か
偉
く
な
い
の
か
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
状
態
だ
っ
た
。
鎌
倉
幕
府
以
来
、
約
九
百
年
間
、
国
の
リ
ー
ダ
ー
が
「
将
軍
」

で
あ
っ
た
の
で
、「
天
皇
」
は
必
ず
し
も
人
心
を
収
攬
す
る
象
徴
と
な
り
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
中
、
天
皇
の
行
幸
に
当
時
「
現
人
神
」

と
さ
れ
た
本
願
寺
の
法
主
が
恭
し
く
同
行
す
る
様
子
は
、
人
々
に
天
皇
の
権
威
を
す
り
込
ま
せ
る
に
十
分
だ
っ
た
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
明
治
初
年
の
神
仏
分
離
、
そ
し
て
廃
仏
希
釈
、
ま
た
明
治
4
年
に
実
施
さ
れ
た
寺
領
上
知
（
寺
の
領
地
を
国
家
に
返
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上
さ
せ
る
政
策
）
な
ど
、
仏
教
に
不
利
な
政
策
が
矢
継
ぎ
早
に
打
ち
出
さ
れ
る
中
で
、
真
宗
は
そ
れ
ら
か
ら
の
被
害
を
ほ
と
ん
ど
受
け
な
か
っ

た
唯
一
の
宗
派
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
明
治
中
期
以
降
、
ま
ず
は
復
興
に
取
り
組
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
他
宗
派
を
よ
そ
に
、
真
宗
は
鹿
児

島
や
北
海
道
、
そ
し
て
続
い
て
は
台
湾
、
満
州
へ
と
、
積
極
的
な
布
教
活
動
を
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　

鹿
児
島
へ
の
布
教
も
、
決
し
て
政
治
的
な
打
算
の
み
で
な
い
、
強
靱
な
意
志
を
持
っ
て
進
め
ら
れ
た
事
業
で
あ
っ
た
。
大
洲
鉄
然
、
そ
し
て

開
教
史
の
僧
侶
が
次
々
と
捕
縛
さ
れ
ス
パ
イ
の
汚
名
を
着
せ
ら
れ
よ
う
と
も
、
西
本
願
寺
の
姿
勢
は
い
さ
さ
か
も
揺
る
が
な
か
っ
た
。
開
教
の

拠
点
と
な
る
は
ず
だ
っ
た
一
宇
が
、
設
立
か
ら
僅
か
1
ヶ
月
で
戦
火
に
よ
り
灰
燼
に
帰
し
て
も
、
鹿
児
島
へ
真
宗
の
灯
を
点
さ
ん
と
す
る
熱
意

は
変
わ
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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４　
「
隠
れ
念
仏
」
の
徒
の
失
望

　

西
南
戦
争
は
薩
軍
の
敗
北
で
終
結
し
た
。

　

そ
し
て
、
西
本
願
寺
の
鹿
児
島
開
教
事
業
が
本
格
的
に
始
ま
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
連
枝
（
明
如
の
実
弟
）
日
野
澤
依
を
宗
主
代
理
と
し

て
派
遣
す
る
な
ど
、
西
本
願
寺
は
大
変
力
を
入
れ
て
開
教
事
業
に
邁
進
し
た
も
の
の
、
こ
と
は
そ
う
順
調
に
は
進
ま
な
か
っ
た
。「
隠
れ
念
仏
」

の
盛
ん
だ
っ
た
鹿
児
島
だ
っ
た
か
ら
、
真
宗
は
歓
迎
さ
れ
た
の
で
は
、
と
思
っ
て
い
た
が
調
べ
て
み
る
と
そ
う
で
も
な
い
ら
し
い
。

　

話
が
急
に
変
わ
る
よ
う
だ
が
、
カ
ヤ
カ
ベ
教
と
い
う
の
を
ご
存
じ
だ
ろ
う
か
？　

カ
ヤ
カ
ベ
教
は
、
隠
れ
念
仏
か
ら
派
生
し
た
秘
密
宗
教
の

一
派
で
、
霧
島
あ
た
り
に
信
者
が
多
か
っ
た
。
こ
の
カ
ヤ
カ
ベ
教
は
、
な
ん
と
明
治
9
年
の
信
教
自
由
の
布
達
後
も
約
百
年
間
に
わ
た
っ
て
そ

の
秘
密
を
守
り
通
し
、
独
自
の
信
仰
を
貫
い
た
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
彼
ら
が
そ
の
信
仰
を
秘
密
に
し
て
い
た
の
か
と
い
う
と
、
隠
れ
念
仏
時

代
か
ら
の
「
決
し
て
外
部
の
も
の
に
信
仰
を
明
か
し
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
教
義
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
念
仏
が
厳
し
く

禁
じ
ら
れ
た
藩
政
時
代
の
政
策
に
対
応
す
る
も
の
だ
っ
た
が
、
こ
の
教
義
を
昭
和
に
至
る
ま
で
守
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
カ
ヤ
カ
ベ
教
は
、
浄

土
真
宗
の
教
え
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
だ
っ
た
が
、
神
道
と
集
合
し
た
上
、「
牛
乳
を
飲
ん
で
は
い
け
な
い
」
と
い
っ
た
独
自
の
タ
ブ
ー
を
設
け
る

な
ど
元
の
教
え
か
ら
は
大
分
異
な
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
た
。 

　

こ
の
よ
う
に
、
隠
れ
念
仏
の
よ
う
な
秘
密
の
信
仰
と
い
う
も
の
は
、（
悪
い
言
葉
で
言
え
ば
）
カ
ル
ト
化
し
や
す
く
、
ま
た
主
流
派
の
教
義
か

ら
離
れ
て
い
き
が
ち
に
な
る
。
宗
教
の
教
義
は
全
て
が
絶
対
不
変
で
は
な
く
、
時
代
に
よ
っ
て
考
え
方
が
移
ろ
い
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。
宗
派
に

お
け
る
人
心
の
統
一
を
図
る
こ
と
は
現
代
で
も
難
し
い
。
ま
し
て
や
、
薩
摩
藩
の
よ
う
に
真
宗
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
中
で
、
旅
の
真
宗
僧
侶
が

断
片
的
に
伝
え
た
教
え
を
、
住
民
が
口
伝
え
に
よ
っ
て
信
仰
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
内
容
が
正
し
く
継
承
さ
れ
て
い
か
な
い
の
は
や
む
を
得
ぬ
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こ
と
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
は
、
禁
教
下
で
あ
る
か
ら
、
鹿
児
島
に
入
っ
て
き
た
念
仏
の
教
え
は
主
流
派
の
も
の
で
な
い
こ
と
が
多
か
っ
た
ら
し
い
。
も
し
見
つ

か
れ
ば
厳
し
い
罰
を
受
け
る
わ
け
で
、
危
険
を
冒
し
て
主
流
派
が
組
織
的
布
教
活
動
を
行
お
う
と
し
な
い
の
は
当
然
だ
。
具
体
的
に
は
、
鹿
児

島
に
は
西
本
願
寺
の
中
で
も
異
端
と
さ
れ
る
「
三さん
ご
う業
派
」
と
い
う
教
え
が
多
く
入
っ
て
い
た
と
言
わ
れ
る
。
三
業
派
の
詳
し
い
説
明
は
省
く
が
、

お
そ
ら
く
西
本
願
寺
に
よ
り
異
端
認
定
さ
れ
た
後
で
、
居
場
所
を
な
く
し
た
三
業
派
の
僧
侶
が
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
を
求
め
て
鹿
児
島
に
入
っ
て
き

た
の
で
は
と
思
う
。

　

そ
う
い
う
わ
け
だ
か
ら
、
鹿
児
島
に
密
や
か
に
生
き
て
い
た
念
仏
の
徒
た
ち
の
信
仰
内
容
は
、
主
流
派
の
教
え
と
は
違
っ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
明
治
に
至
っ
て
鹿
児
島
入
り
し
た
開
教
史
（
西
本
願
寺
か
ら
布
教
の
た
め
に
派
遣
さ
れ
て
き
た
僧
侶
）
は
、
そ

う
し
た
「
間
違
っ
た
信
仰
」
を
目
の
当
た
り
に
し
、「
そ
う
で
は
な
い
、
正
し
く
は
こ
う
で
あ
る
」
と
住
民
た
ち
を
指
導
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

　

藩
の
役
人
の
目
を
避
け
な
が
ら
命
を
賭
け
て
「
隠
れ
念
仏
」
を
行
い
守
っ
て
き
た
教
え
が
、
こ
う
し
て
開
教
史
た
ち
に
否
定
さ
れ
、「
正
し
い
」

教
え
に
始
め
て
接
し
た
住
民
た
ち
の
思
い
は
察
す
る
に
余
り
あ
る
。
に
わ
か
に
は
、
そ
の
教
え
を
素
直
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た

だ
ろ
う
。
自
分
た
ち
が
命
を
賭
け
て
守
っ
て
き
た
教
え
が
間
違
っ
て
い
た
と
な
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
苦
労
は
な
ん
だ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

　

そ
れ
に
、「
隠
れ
念
仏
」
と
い
う
の
は
、
辛
い
現
実
生
活
か
ら
救
っ
て
く
れ
る
救
世
主
と
し
て
阿
弥
陀
仏
を
拝
み
、（
禁
教
と
さ
れ
て
い
た
わ

け
だ
か
ら
当
然
だ
が
）
反
国
家
的
な
力
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
今
度
は
、「
王
法
為
本
（
真
宗
の
教
義
は
王
法
＝
政
府
の
秩
序

や
法
令
を
根
本
と
す
る
）」
と
か
、「
真
俗
二
諦
」
と
か
い
っ
て
、国
家
へ
の
忠
誠
を
求
め
る
政
府
的
宗
教
と
し
て
真
宗
が
入
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

隠
れ
念
仏
の
徒
が
、
現
実
世
界
の
秩
序
を
超
え
さ
せ
て
く
れ
る
と
期
待
し
た
「
ほ
ん
と
う
の
念
仏
」
は
、
そ
の
思
い
と
は
裏
腹
に
現
実
世
界
の

惨
め
な
秩
序
を
肯
定
す
る
も
の
だ
っ
た
。「
こ
ん
な
も
の
は
本
当
の
念
仏
で
は
な
い
！
」
と
彼
ら
が
失
望
し
た
の
は
当
然
で
あ
る
。

　

し
か
も
、
当
時
の
西
本
願
寺
で
は
、
そ
う
し
た
「
間
違
っ
た
念
仏
の
教
え
」
が
住
民
を
惑
わ
せ
て
い
る
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
鹿
児
島
で
秘
密

裏
に
活
動
し
て
い
た
念
仏
者
を
「
曖
昧
僧
（
＝
僧
で
あ
る
か
ど
う
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
者
）」
と
呼
ん
で
取
り
締
ま
り
を
し
て
い
る
く
ら
い
な
の
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で
あ
る
。
こ
う
し
た
西
本
願
寺
の
姿
勢
に
、「
隠
れ
念
仏
」
の
徒
は
反
発
し
た
で
あ
ろ
う
。

　

昭
和
も
終
わ
り
近
く
に
な
っ
て
、
西
本
願
寺
は
命
を
賭
け
て
念
仏
を
守
っ
て
い
た
人
た
ち
を
否
定
し
て
い
た
こ
と
を
反
省
す
る
が
、
明
治
の

当
時
は
政
府
に
対
し
て
「
曖
昧
僧
な
ど
が
住
民
を
惑
わ
し
て
い
る
の
で
、
真
俗
二
諦
を
掲
げ
る
正
し
い
真
宗
の
教
え
を
広
め
る
こ
と
は
大
変
有

益
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
趣
旨
を
掲
げ
て
、「
曖
昧
僧
」
の
存
在
を
布
教
活
動
の
正
当
化
の
ダ
シ
に
使
う
く
ら
い
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
い
う
わ
け
で
、
本
来
な
ら
ば
西
本
願
寺
に
と
っ
て
応
援
者
と
な
る
べ
き
隠
れ
念
仏
の
徒
は
、
む
し
ろ
布
教
に
あ
た
っ
て
の
障
害
と
な
っ

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
隠
れ
念
仏
の
徒
が
全
て
西
本
願
寺
に
反
発
し
た
の
で
は
な
く
、
中
に
は
こ
れ
を
歓
迎
し
た
人
た
ち
も
い
た

に
違
い
な
い
。
し
か
し
西
本
願
寺
自
身
が
、
地
域
に
細
々
と
息
づ
い
て
い
た
念
仏
者
に
（
少
な
く
と
も
最
初
は
）
冷
淡
だ
っ
た
こ
と
は
間
違
い

な
く
、
隠
れ
念
仏
の
徒
が
大
き
な
応
援
団
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　

そ
う
い
う
事
情
を
抜
き
に
し
て
も
、
布
教
の
事
業
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
の
困
難
は
大
き
か
っ
た
。
最
も
大
き
か
っ
た
の
は
言
葉
の
問
題
で
、

鹿
児
島
弁
と
（
西
本
願
寺
が
あ
っ
た
）
京
都
弁
の
差
は
絶
望
的
な
ま
で
に
大
き
か
っ
た
。
例
え
ば
、
開
教
史
の
一
人
、
鎌
数
謙
譲
は
「
言
葉
は
、

十
中
の
八
・
九
は
通
じ
な
い
」
と
記
し
、
さ
ら
に
続
け
て

泊
ま
っ
た
民
家
は
汚
く
て
臭
く
、
蝿
等
も
多
く
、
ほ
と
ん
ど
、
健
康
を
害
し
そ
う
で
あ
る
。
寝
る
時
は
、
垢
の
つ
い
た
布
団
一
枚
、
下
は
茣

蓙
一
枚
で
あ
る
。
人
々
の
様
子
は
、
髪
は
束
ね
髪
、
着
て
い
る
も
の
も
、
粗
く
て
粗
悪
、
全
員
裸
足
に
て
手
足
は
猿
の
如
く
、
野
卑
醜
悪
に

て
全
体
に
猿
の
如
き
様
子
で
あ
る
。
食
事
は
三
度
三
度
、
唐
芋
、
た
ま
に
、
粟
の
飯
が
ま
じ
る
く
ら
い
で
あ
る
。

と
述
懐
し
て
い
る
。
当
時
の
惨
め
な
生
活
を
活
写
す
る
貴
重
な
証
言
な
の
で
あ
る
が
、
住
民
を
猿
扱
い
す
る
様
子
に
は
、
ア
フ
リ
カ
や
カ
リ
ブ

海
の
島
々
で
「
未
開
」
な
人
間
を
教
化
し
よ
う
と
し
た
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
た
ち
の
姿
と
重
な
る
も
の
が
あ
る
で
は
な
い
か
。
ち
な
み
に
、
当

時
庶
民
に
は
布
団
が
普
及
し
て
お
ら
ず
、
茣
蓙
や
板
間
の
上
に
直
に
寝
て
掛
け
布
団
は
な
い
の
が
普
通
だ
っ
た
ら
し
い※
４

か
ら
、
鎌
数
が
辟
易
し

た
「
垢
の
つ
い
た
布
団
一
枚
」
と
い
う
の
も
、
住
民
か
ら
の
な
け
な
し
の
も
て
な
し
だ
っ
た
可
能
性
が
大
き
い
。
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こ
の
よ
う
に
、西
本
願
寺
に
よ
る
鹿
児
島
で
の
布
教
活
動
は
未
開
で
野
蛮
な
人
々
を
王
法（
政
府
の
秩
序
、法
令
）に
よ
っ
て
教
化
す
る
と
い
う
、

ま
さ
し
く
明
治
政
府
が
期
待
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
う
し
た
姿
勢
で
鹿
児
島
へ
入
っ
て
き
た
開
教
史
た
ち
を
、
民
衆
が
歓
迎
し
た
か
ど
う

か
は
疑
問
だ
。

　

信
教
自
由
直
後
の
明
治
9
年
10
月
12
日
、
石い
づ
ろ
灯
籠
通
り
に
あ
っ
た
民
家
で
鹿
児
島
で
の
最
初
の
説
教
が
行
わ
れ
た
際
、
本
願
寺
側
の
記
録
で

は
「
群
参
す
る
人
々
の
波
は
絶
え
ず
、
石
灯
籠
通
り
は
全
く
の
交
通
止
め
状
態
で
あ
っ
た
と
い
う
」
と
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
も
真
宗
を
待

ち
望
ん
だ
人
々
に
よ
る
歓
迎
と
い
う
よ
り
、
せ
い
ぜ
い
物
珍
し
さ
に
集
ま
っ
た
人
々
の
群
れ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
人
々
を
現
実

の
辛
い
生
活
か
ら
救
う
は
ず
だ
っ
た
念
仏
が
、
国
家
の
道
具
と
な
っ
て
い
た
有
様
に
失
望
し
た
人
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

後
世
の
我
々
が
、
西
本
願
寺
の
こ
の
よ
う
な
姿
勢
を
批
判
す
る
の
は
た
や
す
い
こ
と
で
あ
る
。
神
道
が
国
家
の
根
本
に
据
え
ら
れ
、
仏
教
に

は
大
変
辛
い
時
代
で
あ
っ
た
明
治
時
代
に
お
い
て
は
、
仏
教
教
団
が
生
き
延
び
る
た
め
に
国
家
に
迎
合
し
た
の
も
仕
方
の
な
い
こ
と
だ
っ
た
だ

ろ
う
。
実
際
、
西
本
願
寺
が
明
治
政
府
の
体
制
内
部
か
ら
信
教
自
由
等
に
尽
力
し
な
け
れ
ば
、
太
平
洋
戦
争
に
ま
で
至
る
「
国
家
神
道
」
は
も
っ

と
醜
悪
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
可
能
性
す
ら
あ
る
。
私
は
、
個
人
的
に
は
こ
の
頃
の
真
宗
の
驚
異
的
な
生
命
力
と
政
府
へ
の
影
響
力
は
歴
史
的

評
価
に
値
す
る
と
思
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
こ
う
し
た
姿
勢
は
後
に
西
本
願
寺
派
自
身
に
よ
っ
て
も
自
己
批
判
さ
れ
、「
真
俗
二
諦
」
は
誤
っ
た
教
義
で
あ
っ
た
と
修
正
さ
れ
て
も

い
る
。
だ
が
そ
う
い
っ
た
こ
と
は
、
当
時
の
隠
れ
念
仏
の
徒
に
は
関
係
の
な
い
こ
と
だ
。
彼
ら
の
失
望
は
想
像
す
る
に
余
り
あ
る
。
真
宗
禁
教

三
百
年
を
経
て
よ
う
や
く
鹿
児
島
へ
入
っ
て
き
た
「
ほ
ん
と
う
の
念
仏
」
は
、
少
な
く
と
も
「
隠
れ
念
仏
」
の
徒
に
と
っ
て
は
全
く
期
待
は
ず

れ
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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５　

鹿
児
島
の
真
宗
が
墓
参
り
に
熱
心
な
わ
け

　

こ
れ
ま
で
見
た
よ
う
に
、
西
本
願
寺
に
よ
る
鹿
児
島
の
布
教
活
動
に
は
数
々
の
困
難
が
伴
っ
て
お
り
、
お
よ
そ
成
功
す
る
よ
う
な
事
業
で
は

な
か
っ
た
。
乱
暴
に
ま
と
め
て
し
ま
う
と
、
当
時
の
鹿
児
島
に
は
、
真
宗
の
教
え
を
受
け
入
れ
る
素
地
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
実
際
に
は
、
西
本
願
寺
に
よ
る
布
教
活
動
は
大
成
功
す
る
こ
と
に
な
る
。
明
治
期
に
建
立
さ
れ
た
寺
院
の
ほ
と
ん
ど
は
真
宗
の
も
の

で
あ
っ
た
し
、
そ
れ
は
現
代
で
も
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
。
鹿
児
島
県
は
真
宗
率
の
最
も
高
い
県
の
一
つ
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
だ

ろ
う
か
？

　

実
は
、
当
時
彼
ら
の
布
教
活
動
を
強
力
に
後
押
し
し
た
明
治
政
府
の
政
策
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
鹿
児
島
で
の
信
教
自
由
に
先
立
つ
こ
と
4

年
前
、
明
治
5
年
に
出
さ
れ
た
「
自
葬
禁
止
」
の
太
政
官
布
告
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
ま
で
は
、
葬
式
と
い
え
ば
庶
民
は
共
同
体
で
営
む
も
の
で
あ
り
、
神
官
や
僧
侶
は
必
ず
し
も
同
席
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
政
府
は

神
官
・
僧
侶
が
執
り
行
わ
な
い
葬
儀
を
禁
止
し
、
彼
ら
に
葬
式
を
管
理
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
死
者
を
勝
手
に
葬
る
こ
と
は
で
き
な

く
な
っ
た
の
だ
。

　

ど
う
し
て
葬
儀
を
神
官
・
僧
侶
に
管
理
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
少
し
く
説
明
を
要
す
る
。
明
治
4
年
は
、
全
国
的
に

も
信
教
自
由
の
前
で
、
神
道
が
国
教
化
さ
れ
て
い
た
時
代
で
あ
る
。
明
治
政
府
は
人
心
を
神
道
に
よ
り
収
攬
す
る
こ
と
を
企
図
し
、
神
仏
分
離

を
始
め
と
し
て
様
々
な
宗
教
政
策
を
実
施
し
て
い
た
が
、
そ
の
要
諦
は
、
全
て
の
宗
教
を
国
家
の
管
理
下
に
置
き
、
宗
教
活
動
の
中
心
を
「
祖

霊
祭
祀
」
と
「
皇
祖
崇
拝
」
に
組
み
替
え
、
も
っ
て
愛
国
と
服
従
を
教
え
込
む
こ
と
に
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　

真
宗
が
「
真
俗
二
諦
」
を
打
ち
出
し
た
の
も
そ
の
た
め
だ
。「
祖
霊
祭
祀
」
と
「
皇
祖
崇
拝
」
と
い
う
、
阿
弥
陀
仏
へ
の
信
仰
と
は
異
な
る
考
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え
方
を
教
義
上
で
正
当
化
す
る
た
め
、
真
諦
＝
真
宗
の
元
々
の
教
え
、
俗
諦
＝
国
家
の
教
え
、
と
い
う
よ
う
に
一
応
区
分
し
、
そ
れ
が
矛
盾
し

な
い
こ
と
を
説
明
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、「
祖
霊
祭
祀
」
と
「
皇
祖
崇
拝
」
は
一
見
別
の
も
の
に
見
え
て
そ
の
内
容
は
密
接
に
関
連
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
明
治
政
府
が
肇ちょ
う
こ
く国
の
聖
典
と
し
た
記
紀
神
話
は
、
各
氏
族
の
天
皇
家
と
の
関
係
を
示
す
寓
話
と
い
う
側
面
が
あ
る
が
、

こ
れ
は
言
葉
を
換
え
て
言
え
ば
「
遙
か
な
過
去
に
遡
れ
ば
、
誰
で
も
天
皇
家
と
親
戚
関
係
・
主
従
関
係
に
な
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

で
あ
る
か
ら
、
明
治
政
府
は
各
自
の
祖
先
を
敬
う
こ
と
が
ひ
い
て
は
皇
祖
＝
神
を
敬
う
こ
と
に
な
る
と
整
理
し
、
そ
の
た
め
に
神
社
整
理
の

際
は
記
紀
に
位
置
づ
け
ら
れ
な
い
土
着
の
神
社
を
廃
し
た
り
改
名
し
た
り
し
て
、
記
紀
神
話
に
基
づ
い
た
神
社
を
創
建
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う

し
て
、「
皇
祖
・
敬
神
」
と
い
う
、
庶
民
に
と
っ
て
は
と
て
も
理
解
し
が
た
い
、
抽
象
的
な
信
仰
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
祖
先
を
敬
う
と
い
う
具
体
的

な
レ
ベ
ル
の
行
動
に
落
と
し
込
ま
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

と
い
う
わ
け
で
、
明
治
政
府
に
と
っ
て
祖
霊
祭
祀
と
い
う
の
は
、
た
だ
祖
先
を
大
事
に
し
ま
し
ょ
う
、
と
い
う
倫
理
以
上
の
重
要
性
を
持
っ

て
い
た
。
皇
祖
崇
拝
の
根
源
を
祖
霊
祭
祀
に
置
い
て
い
た
の
で
、
こ
れ
を
徹
底
す
る
こ
と
は
国
家
の
祭
祀
に
関
わ
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
祖
霊
祭
祀
の
具
体
的
活
動
は
と
り
も
な
お
さ
ず
「
葬
式
」
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
国
家
の
管
理
の
下
に
置
こ
う
と
す
る
の
は
当
然
だ
。

そ
こ
で
「
自
葬
禁
止
」
の
布
告
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
。

　

ま
た
、民
衆
的
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、葬
式
は
あ
ら
ゆ
る
宗
教
活
動
の
中
で
最
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
。「
自
葬
禁
止
」
の
布
告
に
は
、未
完
成
・

未
徹
底
だ
っ
た
国
家
宗
教
と
し
て
の
神
道
の
完
成
の
た
め
に
、
葬
式
を
手
中
に
収
め
、
こ
れ
を
管
理
す
る
こ
と
に
よ
り
民
衆
の
教
化
の
入
り
口

に
し
よ
う
と
い
う
目
論
見
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、「
自
葬
禁
止
」
の
布
告
に
は
、
国
家
神
道
の
観
点
か
ら
見
る
と
不
徹
底
な
部
分
が
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
葬
式
の
執
行
者
を
神
官

（
神
道
）
だ
け
で
な
く
僧
侶
（
仏
教
）
も
含
め
た
こ
と
だ
。
こ
れ
は
、
当
時
仏
教
諸
派
も
国
家
の
管
理
下
に
置
か
れ
て
い
た
た
め
に
、
祖
霊
祭
祀

や
皇
祖
崇
拝
を
仏
教
側
も
民
衆
に
教
え
る
（
教
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
）
と
い
う
こ
と
か
ら
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

仏
教
側
に
は
、
こ
の
自
葬
禁
止
と
い
う
政
策
に
は
い
ろ
い
ろ
と
思
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
し
か
し
、
国
家
神
道
を
推
し
進
め
る
た
め
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の
こ
の
政
策
が
、
西
本
願
寺
に
よ
る
鹿
児
島
へ
の
布
教
活
動
に
あ
た
っ
て
は
、
皮
肉
に
も
強
力
な
追
い
風
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

な
に
し
ろ
、
当
時
の
鹿
児
島
は
苛
烈
な
廃
仏
毀
釈
後
で
あ
る
か
ら
寺
院
が
全
く
な
い
、
つ
ま
り
僧
侶
が
い
な
い
。
神
官
は
い
た
が
、
当
時
の

神
官
は
公
務
員
で
あ
る
た
め
そ
の
数
が
限
ら
れ
て
お
り
、
と
て
も
民
衆
の
葬
式
を
ま
か
な
う
人
数
が
い
な
か
っ
た
。
だ
が
人
は
、
そ
ん
な
こ
と

は
お
構
い
な
し
に
死
ん
で
い
く
。
か
と
い
っ
て
勝
手
に
葬
れ
ば
取
り
締
ま
ら
れ
る
。
さ
て
困
っ
た
。
と
、
そ
う
い
う
状
況
で
や
っ
て
き
た
の
が

西
本
願
寺
の
僧
侶
た
ち
な
の
で
あ
る
。
鹿
児
島
の
民
衆
に
と
っ
て
、
よ
う
や
く
葬
儀
を
任
す
こ
と
が
で
き
る
人
が
現
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
渡
り

に
船
と
は
こ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
乗
ら
な
い
わ
け
が
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
状
況
は
、
西
本
願
寺
側
も
よ
く
わ
か
っ
て
い
た
。
島
地
黙
雷
は
こ
れ
を
チ
ャ
ン
ス
と
見
た
し
、
西
南
戦
争
後
の
明
治
11
年
に
は
、
西
本

願
寺
の
鹿
児
島
出
張
所
（
現
・
西
本
願
寺
鹿
児
島
別
院
）
は
県
庁
の
指
導
に
従
い
「
葬
儀
を
懇
ろ
に
せ
よ
」
と
い
う
達
書
を
県
内
で
活
動
す
る

僧
侶
た
ち
に
送
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
、
鹿
児
島
の
民
衆
に
と
っ
て
、
真
宗
は
「
葬
式
仏
教
」
と
し
て
入
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
西
南
戦
争
や
隠
れ
念
仏
、
そ
し
て
言
葉

の
問
題
な
ど
本
願
寺
に
と
っ
て
は
逆
風
だ
ら
け
の
中
、
布
教
事
業
が
非
常
な
る
成
功
を
収
め
た
の
は
、
ひ
と
え
に
明
治
5
年
の
「
自
葬
禁
止
」

の
布
告
の
お
か
げ
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　
「
葬
式
仏
教
」
な
ど
と
い
う
と
、
形
式
化
し
た
現
代
の
仏
教
を
揶
揄
す
る
言
葉
で
あ
る
が
、
明
治
の
頃
の
「
葬
式
仏
教
」
と
し
て
の
真
宗
を
あ

な
が
ち
批
判
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
葬
式
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
死
者
の
魂
を
安
ら
げ
、
残
さ
れ
た
も
の
の
心
を
整
理
す
る
重
要
な
イ
ベ
ン

ト
で
あ
る
。
現
代
に
お
い
て
も
、
心
の
こ
も
っ
た
葬
儀
と
い
う
の
は
、
一
人
の
人
間
の
死
を
悼
む
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
来
し
方
行
く
末

を
顧
み
る
機
会
に
も
な
り
、
こ
れ
ま
で
受
け
て
き
た
有
形
無
形
の
慈
し
み
に
感
謝
す
る
場
で
も
あ
る
。
西
本
願
寺
の
僧
侶
た
ち
が
葬
式
を
「
懇

ろ
に
」
執
り
行
っ
て
く
れ
た
こ
と
は
、
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
ど
れ
だ
け
慰
め
に
な
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
当
時
の
鹿
児
島
の
民
衆
と
い
う
も
の
は
蒙
昧
で
野
蛮
な
状
態
に
置
か
れ
て
い
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
も
う
一
度
考
え
な
く
て
は

な
ら
な
い
。一
方
で
、鹿
児
島
へ
布
教
活
動
に
来
て
い
た
僧
侶
た
ち
は
、当
時
の
西
本
願
寺
の
中
で
も
エ
ー
ス
級
の
人
物
た
ち
で
あ
る
。そ
う
い
う
、

教
養
も
徳
も
高
い
僧
侶
が
、「
猿
の
如
き
」
と
言
わ
れ
て
い
た
野
卑
な
民
衆
の
葬
儀
を
執
り
行
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、そ
れ
は
偶
然
で
は
な
い
。
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「
お
念
仏
の
下
に
は
、人
々
は
み
な
平
等
で
あ
る
」
と
い
う
真
宗
の
教
え
に
基
づ
い
て
、野
卑
な
庶
民
に
も
高
徳
の
僧
侶
が
念
仏
を
し
た
の
で
あ
っ

た
。
難
し
い
話
な
ど
聞
く
機
会
な
ど
全
く
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
鹿
児
島
の
庶
民
が
、
始
め
て
触
れ
た
高
邁
な
話
は
、
お
そ
ら
く
真
宗
僧
侶
の
説

教
（
法
話
）
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

な
お
、
鹿
児
島
の
民
衆
と
真
宗
の
出
会
い
が
「
葬
式
仏
教
」
だ
っ
た
こ
と
は
、
鹿
児
島
の
真
宗
文
化
に
強
力
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
。

　

例
え
ば
、
鹿
児
島
で
は
墓
参
り
が
盛
ん
な
こ
と
に
他
県
の
人
が
驚
く
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
盆
正
月
な
ど
で
な
く
て
も
、
い
つ
も
お
墓
に
立

派
な
仏
花
が
飾
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
鹿
児
島
の
一
種
の
風
物
詩
で
あ
り
、
そ
の
お
か
げ
で
鹿
児
島
県
民
の
切
り
花
消
費
量
は
日
本
一
な
の
だ
。

こ
こ
で
の
問
題
は
、
真
宗
率
の
高
い
鹿
児
島
で
、
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
に
祖
霊
祭
祀
が
盛
ん
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

な
ぜ
な
ら
、
真
宗
は
元
来
、
祖
霊
祭
祀
に
は
熱
心
で
は
な
い
。
親
鸞
の
元
々
の
教
え
に
は
祖
霊
祭
祀
の
要
素
が
非
常
に
希
薄
で
あ
っ
て
、
祖

先
の
霊
を
敬
う
こ
と
よ
り
も
、
ひ
と
え
に
阿
弥
陀
仏
に
お
す
が
り
す
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
れ
に
、
念
仏
を
唱
え
て
亡
く
な
っ
た
人
は

貴
賤
の
別
な
く
阿
弥
陀
の
浄
土
へ
往
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
追
善
供
養
（
死
後
に
読
経
や
布
施
な
ど
を
し
て
極
楽
へ
往
生
で
き
る
よ
う
に
願

う
こ
と
）
を
す
る
必
要
も
な
か
っ
た
。
真
宗
の
教
義
で
は
、
お
盆
に
も
祖
霊
が
現
世
へ
と
返
っ
て
く
る
こ
と
は
な
く
、
死
者
は
浄
土
に
い
て
永

遠
の
安
楽
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
い
う
教
義
で
あ
る
か
ら
、
祖
先
の
墓
に
頻
繁
に
墓
参
り
を
す
る
と
か
、
仏
花
を
献
げ
る
と
か
い
う
こ
と
に
、
真
宗
で
は
宗
教
的
な
意
味

づ
け
が
あ
ま
り
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
事
実
、
古
く
か
ら
の
真
宗
地
帯
で
あ
る
北
陸
な
ど
で
は
、
祖
霊
祭
祀
を
行
わ
ず
、
ひ
と
え
に
念
仏
に
勤

し
む
こ
と
を
村
の
誉
れ
と
す
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
と
聞
く
。
今
で
も
、
北
陸
に
は
墓
が
な
い
地
域
が
あ
る
。
そ
ん
な
真
宗
を
多
く
が
信

仰
す
る
鹿
児
島
で
、ど
う
し
て
墓
参
り
や
献
花
が
盛
ん
な
の
か
。
そ
の
答
え
は
、こ
の
明
治
期
の
真
宗
の
受
容
の
仕
方
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

先
述
の
通
り
、
こ
の
頃
の
真
宗
は
国
家
の
指
導
の
下
、
元
々
の
教
義
に
は
か
な
り
希
薄
で
あ
っ
た
「
祖
霊
崇
拝
」
を
積
極
的
に
勧
奨
し
た
し
、

し
か
の
み
な
ら
ず
、「
真
俗
二
諦
」
の
旗
印
の
下
、
皇
祖
崇
拝
と
天
皇
へ
の
恭
順
も
指
導
し
た
。
こ
の
頃
の
真
宗
に
は
、
元
々
の
教
義
を
枉ま
げ
て

い
た
部
分
が
確
か
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
西
本
願
寺
自
身
が
認
め
て
反
省
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
鹿
児
島
の
民

衆
に
篤
く
墓
参
り
を
す
る
よ
う
指
導
し
た
の
は
、
ほ
か
で
も
な
い
西
本
願
寺
で
は
な
か
っ
た
か
。
鹿
児
島
で
こ
れ
ほ
ど
墓
参
り
な
ど
の
祖
霊
祭
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祀
が
盛
ん
で
あ
る
の
は
、
こ
の
頃
の
真
宗
の
教
化
以
外
に
説
明
が
つ
か
な
い
。

　

ち
な
み
に
、
墓
参
り
が
盛
ん
な
理
由
を
「
元
々
鹿
児
島
の
人
は
祖
先
を
敬
う
気
持
ち
が
強
い
か
ら
」
な
ど
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
こ

れ
は
大
き
な
間
違
い
で
あ
る
。「
伊
勢
講
」
と
か
「
庚
申
講
」
と
い
っ
た
、
近
世
以
前
の
民
衆
の
宗
教
活
動
の
中
心
で
あ
る
各
種
の
「
講
」
を
見

て
も
、
祖
霊
祭
祀
の
要
素
は
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
こ
と
か
ら
も
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
り
、
控
え
め
に
言
っ
て
も
、
か
つ
て
鹿
児
島
で
祖
霊

祭
祀
が
盛
ん
だ
っ
た
と
い
う
証
拠
は
な
い
。

　

た
だ
、
元
々
の
教
義
に
希
薄
な
要
素
を
新
た
に
導
入
す
る
の
は
別
に
悪
い
こ
と
で
は
な
い
。
仏
教
で
は
、
元
来
「
方
便
」
と
い
う
考
え
方
が

あ
り
、こ
れ
は「
真
理
に
近
づ
く
た
め
の
方
法
は
様
々
で
よ
い
」と
い
う
よ
う
な
意
味
を
含
む
。
結
果
的
に
鹿
児
島
の
人
た
ち
を
救
う
の
に
役
立
っ

た
の
で
あ
れ
ば
、
葬
式
仏
教
で
何
の
悪
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
に
、
元
来
の
教
え
に
則
っ
た
も
の
こ
そ
正
し
く
、
後
に
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の
は
間
違
い
で
あ
る
、
と
い
う
立
場
に
立
つ
と
、
浄
土
真

宗
自
体
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
歴
史
的
人
物
と
し
て
の
釈
尊
は
阿
弥
陀
仏
の
教
え
を
説
い
て
い
な
い
わ
け
で
、
そ
の
立
場
だ
と
信
じ
ら
れ

る
も
の
は
初
期
仏
典
の
ご
く
一
部
に
限
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
態
度
を
否
定
は
し
な
い
が
、
宗
教
と
い
う
の
は
、
土
着
の
信
仰
や
習
俗
と
習
合
し

て
内
容
が
豊
か
に
な
っ
て
い
く
も
の
だ
か
ら
、
た
と
え
祖
霊
祭
祀
が
国
家
に
勧
奨
さ
れ
て
導
入
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
と
し
て
も
、
た
だ
ち
に
価

値
が
低
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

　

だ
が
一
方
で
、
こ
の
た
め
に
鹿
児
島
の
真
宗
信
仰
に
、
本
来
の
親
鸞
の
教
え
と
は
少
し
違
う
部
分
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

他
県
に
出
て
み
る
と
分
か
る
が
、
鹿
児
島
の
真
宗
文
化
は
他
地
域
の
そ
れ
と
少
し
変
わ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
差
異
の
淵
源
が
、
明
治
時

代
に
あ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。
鹿
児
島
の
西
本
願
寺
も
、
そ
れ
を
広
く
説
明
し
た
こ
と
は
な
い
よ
う
だ
。
明
治
維
新
か
ら

百
五
十
年
以
上
経
っ
て
い
る
の
で
、
そ
ろ
そ
ろ
自
ら
の
姿
を
正
し
く
見
つ
め
る
機
会
を
持
つ
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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６　

森
田
寿
香
と
吉
峯
次
右
衛
門
の
協
力

　

明
治
初
期
、
鹿
児
島
に
真
宗
が
急
速
に
広
ま
っ
た
大
き
な
要
因
は
、
自
葬
禁
止
の
布
告
だ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
他
の
仏
教
諸
派
に
と
っ

て
も
追
い
風
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

真
宗
以
外
は
廃
仏
毀
釈
等
の
政
策
で
痛
手
を
蒙
っ
て
い
た
に
し
て
も
、
人
々
に
馴
染
み
が
深
か
っ
た
禅
宗
や
真
言
宗
は
少
数
な
が
ら
鹿
児
島

に
僧
侶
を
派
遣
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
し
、
東
本
願
寺
（
真
宗
大
谷
派
）
も
数
名
の
僧
侶
を
派
遣
し
、
西
南
戦
争
の
ゴ
タ
ゴ
タ
に
巻
き
込
ま
れ

な
が
ら
布
教
活
動
を
行
っ
て
い
た
。

　

そ
ん
な
中
で
、西
本
願
寺
（
真
宗
本
願
寺
派
）
が
圧
倒
的
な
存
在
感
を
持
つ
に
至
っ
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
？　

こ
れ
ま
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、

そ
れ
に
は
明
治
政
府
高
官
と
の
人
脈
が
影
響
し
て
も
い
る
が
、
も
っ
と
重
要
な
こ
と
に
そ
の
資
金
力
が
あ
る
。

　

何
し
ろ
、
布
教
活
動
に
は
金
が
必
要
だ
っ
た
。
交
通
費
や
宿
泊
費
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
そ
れ
以
上
に
重
要
だ
っ
た
の
は
政
官
界
へ
の
対
策
費

用
で
あ
る
。
西
南
戦
争
の
敗
北
で
大
分
痛
め
つ
け
ら
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
当
時
、
鹿
児
島
の
政
官
界
は
士
族
に
牛
耳
ら
れ
て
い
た
。
士
族
に

は
目
の
敵
に
さ
れ
て
い
た
真
宗
で
あ
る
か
ら
、
な
ん
と
か
こ
れ
を
懐
柔
し
、
地
方
政
府
の
公
認
を
得
な
く
て
は
布
教
活
動
を
ス
ム
ー
ズ
に
進
め

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　

そ
の
た
め
に
、
西
本
願
寺
は
鹿
児
島
県
に
対
す
る
積
極
的
な
寄
附
を
行
う
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
明
治
10
年
12
月
に
は
西
南
の
役
の
罹
災
救

済
費
と
し
て
1
万
円
を
、
明
治
11
年
に
は
学
校
奨
励
費
と
し
て
２
０
０
０
円
を
本
山
が
県
に
寄
附
し
て
い
る
。
そ
の
後
も
、

明
治
13
年
、
本
山
よ
り
産
業
奨
励
費
と
し
て
1
万
５
０
０
０
円
。

明
治
15
年
、
大
谷
家
よ
り
病
院
附
属
建
物
を
寄
附
。
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明
治
16
年
、
殖
産
奨
励
費
と
し
て
1
万
５
０
０
０
円
（
後
の
県
立
興
業
館
の
費
用
）。

明
治
17
年
、
鹿
児
島
別
院
よ
り
興
業
館
に
お
け
る
勧
業
博
覧
会
へ
１
０
０
０
円
。

明
治
17
年
、
鹿
児
島
別
院
よ
り
宮
崎
監
獄
教
誨
所
設
置
費
へ
６
０
０
円
。 

と
い
っ
た
よ
う
に
、猛
烈
な
寄
附
が
続
い
て
い
る
。
当
時
の
1
円
は
現
在
の
価
値
に
す
る
と
約
2
万
円
で
あ
る
か
ら
、こ
こ
に
挙
げ
た
だ
け
で
も
、

現
在
の
価
値
に
し
て
9
億
円
ほ
ど
を
寄
附
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
鹿
児
島
で
の
布
教
活
動
は
、度
外
れ
て
金
の
か
か
る
事
業
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
膨
大
な
資
金
の
源
は
、
最
初
は
京
都
の
本
山
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
本
山
は
拠
金
を
し
な
く
な
っ
て
い
く
。
そ
も
そ
も
、
布
教
活
動
の

費
用
は
獲
得
し
た
信
者
か
ら
の
寄
附
に
よ
っ
て
現
地
で
ま
か
な
う
の
が
基
本
で
あ
っ
て
、
布
教
活
動
は
金
銭
的
に
自
立
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
い
た
。
む
し
ろ
本
来
は
、
逆
に
地
方
か
ら
本
山
へ
年
間
３
０
０
０
円
余
り
の
冥
加
金
（
上
納
）
を
納
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
く
ら
い
で
、

鹿
児
島
の
場
合
の
よ
う
に
、
本
山
が
地
方
の
布
教
事
業
の
た
め
に
大
枚
を
は
た
く
と
い
う
の
は
異
例
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
西
南
戦
争
直
後
、
鹿
児
島
の
市
街
地
は
焼
け
野
が
原
に
な
っ
て
い
た
か
ら
、
仮
に
信
者
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、

信
者
か
ら
の
寄
附
が
望
め
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
こ
に
生
活
し
て
い
た
人
は
何
も
か
も
失
っ
た
状
態
か
ら
、
ま
ず
は
日
々
の
暮
ら
し
を
再

建
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
資
金
面
に
お
い
て
、
西
本
願
寺
の
開
教
史
た
ち
は
す
ぐ
に
苦
境
に
陥
っ
た
の
で
あ
る
。

　

で
あ
る
か
ら
、
自
然
の
な
り
ゆ
き
で
西
南
戦
争
の
被
害
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
南
薩
地
域
が
資
金
源
と
し
て
重
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
西
本
願
寺
の
布
教
活
動
を
語
る
に
は
、
そ
の
活
動
を
資
金
面
で
大
き
く
支
え
た
南
薩
の
豪
商
「
カ
ネ
シ
チ
」
と
「
丁
子
屋
」
の
存
在

を
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
2
つ
の
商
家
と
西
本
願
寺
の
関
わ
り
を
少
し
詳
し
く
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　

こ
の
2
つ
の
商
家
が
本
拠
地
と
し
て
い
た
の
は
、
南
薩
の
万
世
と
い
う
街
で
あ
る
。
旧
加
世
田
市
に
あ
り
、
当
時
の
地
名
で
は
大
崎
と
言
う
。

こ
こ
は
古
く
よ
り
商
港
を
持
ち
、
貿
易
に
よ
っ
て
栄
え
た
南
薩
の
商
業
の
中
心
地
だ
っ
た
。
こ
の
街
で
江
戸
時
代
中
頃
か
ら
勃
興
し
た
の
が
カ

ネ
シ
チ
と
丁
子
屋
の
二
大
廻
船
問
屋
で
あ
る
。
そ
の
商
売
は
重
な
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
が
、
概
ね
カ
ネ
シ
チ
は
呉
服
な
ど
衣
料
品
、
丁
子
屋
は

食
料
品
を
中
心
と
し
た
商
い
を
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
両
商
家
は
数
代
に
わ
た
る
婚
姻
関
係
で
結
ば
れ
た
親
戚
で
も
あ
り
、
共
同
し
て
莫
大

な
富
を
築
き
上
げ
た
。
特
に
カ
ネ
シ
チ
の
邸
宅
は
宏
壮
で
あ
り
、
京
都
か
ら
呼
び
寄
せ
た
庭
師
に
よ
る
優
美
で
広
大
な
庭
園
が
あ
っ
た
と
い
う
。



21

　

明
治
の
こ
の
頃
、
カ
ネ
シ
チ
の
当
主
を
森
田
寿
香
と
い
い
、
丁
子
屋
の
当
主
を
吉
峯
次じ
え
も
ん

右
衛
門
と
い
っ
た
。
森
田
寿
香
は
、
紳
士
録
な
ど
の

公
的
記
録
で
は
森
田
七
左
衛
門
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
カ
ネ
シ
チ
で
は
、
代
々
「
七
左
衛
門
」
の
名
を
受
け
継
い
で
行
く
の
が
習
い
だ
っ

た
か
ら
だ
。

　

信
教
自
由
の
布
達
が
あ
っ
た
明
治
9
年
の
頃
、
森
田
寿
香
は
い
ち
早
く
真
宗
に
帰
依
し
た
よ
う
だ
。
早
く
も
明
治
11
年
に
は
、
万
世
に
説
教

所
が
開
設
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
そ
れ
は
わ
か
る
。
こ
れ
は
今
も
街
に
残
る
顕
証
寺
の
濫らん
し
ょ
う觴
と
な
る
も
の
で
、
県
内
で
も
最
も
早
く
に
開
設

し
た
説
教
所
の
一
つ
で
あ
る
。
信
徒
総
代
は
、
森
田
寿
香
と
吉
峯
次
右
衛
門
が
共
同
で
務
め
た
。
本
堂
と
庫
裡
の
建
設
に
要
し
た
費
用
は
ほ
と

ん
ど
全
て
こ
の
2
人
で
ま
か
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ど
う
や
ら
、
森
田
が
最
初
に
真
宗
に
帰
依
し
、
弟
分
だ
っ
た
吉
峯
を
引
き
入
れ
る
形
で
真

宗
の
布
教
活
動
の
支
援
が
始
ま
っ
た
ら
し
い
。

　

ど
う
し
て
森
田
寿
香
、
お
っ
て
吉
峯
次
右
衛
門
が
い
ち
早
く
真
宗
に
帰
依
し
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
の
真
相
は
不
明
で
あ
る
が
、
ど
う
も
こ

の
両
家
に
は
信
教
自
由
の
前
か
ら
真
宗
へ
の
信
仰
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
鹿
児
島
で
は
真
宗
は
禁
教
と
さ
れ
て
い
た
け

れ
ど
も
、
廻
船
問
屋
を
営
ん
で
い
る
関
係
上
、
彼
ら
は
藩
政
時
代
よ
り
日
本
全
国
を
廻
っ
て
い
た
わ
け
で
、
江
戸
や
大
坂
（
大
阪
）
で
真
宗
に

触
れ
て
い
な
い
わ
け
が
な
い
。
伝
説
で
は
、
丁
子
屋
に
は
、
真
宗
へ
の
禁きん
あ
つ遏
が
激
し
く
な
っ
た
と
き
仏
像
を
持
っ
て
船
に
乗
り
、
そ
の
ま
ま
返
っ

て
こ
な
か
っ
た
祖
先
が
い
る
そ
う
で
あ
る
。

　

さ
て
、
森
田
寿
香
の
名
前
が
真
宗
布
教
活
動
の
表
舞
台
に
出
て
く
る
の
は
、
西
本
願
寺
鹿
児
島
別
院
の
本
格
的
な
本
堂
建
築
に
あ
た
っ
て
建

築
総
裁
に
就
任
し
た
と
き
、
明
治
11
年
の
秋
が
最
初
で
あ
る
。
森
田
は
総
裁
就
任
に
あ
た
っ
て
、
さ
っ
そ
く
５
０
０
円
を
寄
附
し
て
も
い
る
。

森
田
を
建
築
総
裁
、
つ
ま
り
別
院
建
築
の
責
任
者
と
い
う
重
役
に
起
用
し
た
の
は
、
彼
の
指
導
力
や
経
験
を
買
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
も

ち
ろ
ん
、
豊
富
な
財
力
も
期
待
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
記
録
に
は
残
っ
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
、
こ
れ
に
先
立
っ
て
か
な
り
の
寄
附

を
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。

　

別
院
建
築
は
当
初
本
堂
３
０
０
０
円
、
書
院
３
１
２
０
円
の
予
算
で
あ
っ
た
が
、
建
築
の
う
ち
に
い
ろ
い
ろ
と
追
加
さ
れ
、
途
中
資
金
が
足

り
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
、『
鹿
児
島
本
願
寺
開
教
百
年
史
』
の
記
述
に
よ
れ
ば
、「
急
遽
、
加
世
田
ま
で
岸
大
悟
（
※
出
納
係
）
が
出
向
い
て
、
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カ
ネ
シ
チ
と
丁
子
屋
よ
り
１
０
０
０
円
を
用
立
て
て
」
も
ら
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
記
述
を
読
む
限
り
、「
カ
ネ
シ
チ
と
丁
子
屋
に
い
け
ば
、

確
実
に
金
を
貸
し
て
も
ら
え
る
」
と
い
う
確
信
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
金
を
貸
す
と
い
っ
て
も
、
当
然
返
す
ア
テ
も
な
く
、「
お
金
を
下
さ
い
」

と
は
言
い
づ
ら
い
か
ら
形
式
上
貸
借
の
カ
タ
チ
に
し
て
い
る
だ
け
で
、
そ
の
実
態
は
寄
附
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
後
、
明
治
12
年
に
連
枝
（
宗
主
明
如
の
実
弟
）
日
野
澤
依
が
鹿
児
島
巡
教
を
し
た
折
に
も
、
加
世
田
に
立
ち
寄
っ
た
際
は
カ
ネ
シ
チ
と

丁
子
屋
に
泊
ま
っ
て
お
り
、
両
家
は
御
召
馬
一
匹
を
献
上
し
、
そ
れ
に
対
し
て
、
日
野
は
宗
主
の
一
行
物
、
自
身
の
額
字
を
下
付
し
て
い
る
。

当
時
の
馬
と
い
え
ば
、
今
で
言
う
5
ト
ン
ト
ラ
ッ
ク
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
か
ら
、
ど
の
く
ら
い
の
価
値
が
あ
る
も
の
か
わ
か
る
だ
ろ
う
。

　

な
お
、
明
治
15
年
に
別
院
拡
張
の
工
事
を
計
画
し
た
際
も
、
金
策
に
あ
た
っ
た
伊
勢
田
雲
嶺
は
「
早
速
加
世
田
の
森
田
寿
香
よ
り
８
０
０
円

を
［
…
］
借
用
」
し
て
い
る
。
こ
の
「
早
速
」
と
い
う
表
現
を
見
る
に
つ
け
、
少
し
イ
ジ
ワ
ル
な
言
い
方
だ
が
、
別
院
が
財
政
面
で
安
易
に
森

田
を
頼
り
、
金
を
無
心
し
て
い
た
様
子
が
窺
え
る
。

　

こ
う
し
た
調
子
で
、
西
本
願
寺
が
こ
と
あ
る
事
に
カ
ネ
シ
チ
、
丁
子
屋
か
ら
寄
附
を
受
け
、
ま
た
そ
れ
を
期
待
し
て
い
た
の
は
、
公
式
記
録

を
眺
め
る
だ
け
で
あ
り
あ
り
と
分
か
る
。
財
政
面
で
こ
の
よ
う
な
影
響
力
を
も
っ
た
存
在
は
他
に
な
い
。
一
体
両
家
が
累
積
で
ど
れ
く
ら
い
の

寄
附
を
し
て
い
た
の
か
今
と
な
っ
て
は
わ
か
ら
な
い
が
、（
顕
証
寺
に
宛
て
た
も
の
は
別
に
し
て
）
お
そ
ら
く
2
万
円
は
下
ら
な
い
だ
ろ
う
と
い

う
の
が
私
の
感
覚
で
あ
る
。
現
在
の
貨
幣
価
値
に
し
て
、
4
億
円
く
ら
い
だ
。
カ
ネ
シ
チ
と
丁
子
屋
は
、
そ
う
い
う
お
金
を
出
す
こ
と
が
で
き

た
豪
商
だ
っ
た
し
、
自
分
た
ち
の
生
活
を
質
素
な
も
の
に
し
て
で
も
、
お
寺
の
発
展
を
願
っ
た
敬
虔
な
門
徒
だ
っ
た
。

　

こ
の
頃
に
両
豪
商
か
ら
の
支
援
を
受
け
ら
れ
た
こ
と
は
、
西
本
願
寺
に
と
っ
て
随
分
大
き
な
こ
と
だ
っ
た
と
思
う
。
お
そ
ら
く
、
彼
ら
か
ら

の
支
援
な
く
し
て
は
、
鹿
児
島
の
布
教
事
業
は
20
年
は
遅
れ
た
に
違
い
な
い
。
現
在
鹿
児
島
で
真
宗
本
願
寺
派
が
非
常
な
る
興
隆
を
見
せ
て
い

る
こ
と
の
理
由
の
一
つ
が
、
こ
の
両
家
の
財
政
支
援
に
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。 

　

し
か
し
、
西
本
願
寺
の
活
動
に
お
け
る
両
家
の
存
在
感
は
次
第
に
薄
く
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
第
1
に
、
西
南
戦
争
か
ら

の
復
興
が
進
ん
で
鹿
児
島
市
街
地
の
商
業
が
盛
ん
に
な
り
、
南
薩
の
重
要
性
が
相
対
的
に
減
じ
て
き
た
こ
と
。
第
2
に
、
明
治
30
年
に
西
本
願

寺
の
法
主
・
大
谷
光
瑞
が
鹿
児
島
に
下
向
し
、
島
津
氏
と
の
交
誼
を
開
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
士
族
間
に
あ
っ
た
反
真
宗
の
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敵
愾
心
は
随
分
柔
ら
ぎ
、
士
族
間
へ
も
真
宗
が
浸
透
し
て
い
っ
た
。 

　

そ
し
て
第
3
に
、
商
業
都
市
と
し
て
の
万
世
の
凋
落
も
挙
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
海
運
の
時
代
か
ら
鉄
道
を
中
心
と
す
る
陸
運
の
時
代
に

な
り
、
商
港
を
擁
す
る
意
味
が
低
下
し
た
こ
と
が
大
き
い
。
さ
ら
に
、
時
代
は
下
る
が
支
那
事
変
が
勃
発
す
る
と
、
多
く
の
物
資
が
統
制
さ
れ

て
当
た
り
前
の
商
売
は
営
め
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
特
に
呉
服
が
中
心
的
商
材
で
あ
っ
た
カ
ネ
シ
チ
の
場
合
は
こ
れ
が
致
命
的
な
打
撃
に
な
っ

た
。
呉
服
は
切
符
制
の
配
給
品
と
な
っ
て
組
合
が
扱
う
品
と
な
り
、
南
薩
の
呉
服
を
一
手
に
引
き
受
け
て
い
た
と
い
う
カ
ネ
シ
チ
の
販
路
が
取

り
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

一
方
で
、「
真
俗
二
諦
」
を
掲
げ
て
政
府
に
迎
合
し
た
真
宗
は
、
次
第
に
戦
争
協
力
へ
と
ひ
た
走
っ
て
い
く
。
軍
人
へ
の
布
教
は
も
ち
ろ
ん
、

他
を
圧
す
る
従
軍
布
教
僧
を
戦
地
に
送
り
、
国
家
へ
の
忠
心
は
念
仏
と
一
体
で
あ
る
と
し
、
多
く
の
兵
士
が
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
唱
え
な
が

ら
天
皇
に
命
を
捧
げ
た
の
で
あ
っ
た
。
実
は
、
カ
ネ
シ
チ
の
跡
取
り
も
満
州
で
戦
死
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
こ
の
歴
史
あ
る
大
商
家
は
遂

に
断
絶
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
今
で
は
、
カ
ネ
シ
チ
（
森
田
家
）
の
邸
宅
が
あ
っ
た
場
所
は
、
電
器
店
が
あ
る
他
は
寂
し
い
空
き
地
と
変
じ
て

し
ま
っ
て
い
る
。
今
も
残
る
万
世
の
丁
子
屋
の
、
右
隣
の
土
地
で
あ
る
。

　

そ
し
て
今
で
は
、
カ
ネ
シ
チ
の
森
田
寿
香
と
丁
子
屋
の
吉
峯
次
右
衛
門
が
、
鹿
児
島
の
西
本
願
寺
の
興
隆
に
ど
れ
だ
け
大
き
な
貢
献
を
し
た

か
知
っ
て
い
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。 

京
都
の
本
山
に
あ
る
、
親
鸞
聖
人
の
墓
が
あ
る
大
谷
墓
地
、
ま
さ
に
そ
の
親
鸞
聖
人
の
墓
の
ほ
ど
近

く
に
、
鹿
児
島
か
ら
は
た
っ
た
の
3
家
の
み
が
墓
を
持
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
森
田
家
、
吉
峯
家
、
そ
し
て
こ
れ
ま
で
説
明
し
て
い
な
か
っ
た
が

海
江
田
家
な
の
だ
と
い
う
。
そ
れ
だ
け
が
唯
一
、
明
治
の
昔
に
真
宗
布
教
に
邁
進
し
た
人
物
の
記
憶
を
留
め
る
遺
産
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
こ
の
3
家
は
西
本
願
寺
鹿
児
島
別
院
の
初
代
勘
定
役
（
財
務
担
当
）
で
あ
っ
て
、
海
江
田
家
も
「
カ
ネ
ヒ
ラ
」
と
い
う
屋
号
で

廻
船
問
屋
を
営
ん
で
い
た
市
来
の
豪
商
で
あ
る
。
実
に
、
鹿
児
島
の
真
宗
本
願
寺
派
と
い
う
も
の
は
、
藩
政
時
代
か
ら
の
豪
商
を
味
方
に
つ
け

た
こ
と
で
大
き
く
な
っ
た
教
団
な
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
今
で
は
西
本
願
寺
鹿
児
島
別
院
自
身
が
、
そ
う
い
っ
た
歴
史
に
は
無
頓
着
な
よ
う
で
あ
る
。
寄
附
と
い
う
の
は
物
質
的
な
見
返
り

を
期
待
し
て
や
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
そ
れ
も
し
ょ
う
が
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
報
恩
（
仏
恩
に
報
い
よ
）
と
い
う
こ
と
を
重
視
す
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る
真
宗
で
あ
る
か
ら
、
た
ま
に
は
俗
世
の
恩
義
も
思
い
出
し
た
ら
よ
い
。
石
碑
を
建
て
る
と
か
、
こ
と
さ
ら
に
顕
彰
す
る
必
要
は
な
い
し
、
地

元
の
人
も
そ
ん
な
こ
と
は
求
め
て
い
な
い
。

　

た
だ
、
今
南
薩
の
経
済
は
元
気
が
な
い
。
特
に
万
世
な
ど
は
、
鉄
道
網
か
ら
外
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
か
つ
て
の
賑
わ
い
の
片
鱗
す
ら

も
感
じ
ら
れ
な
い
有
様
で
あ
る
。
今
で
は
高
齢
化
と
人
口
減
少
に
喘
い
で
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
を
打
破
す
る
の
は
、
人
々
の
努
力
と
創
意
工

夫
し
か
な
い
が
、
そ
れ
に
別
院
も
少
し
だ
け
力
を
貸
し
て
く
れ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
顕
証
寺
を
使
っ
て
法
話
を
行
う

で
も
よ
い
。
そ
れ
に
私
は
、
お
寺
と
い
う
の
は
田
舎
の
重
要
な
イ
ン
フ
ラ
だ
と
思
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
帰
省
す
る
人
々
の
窓
口
に
も
な
っ

て
い
る
か
ら
だ
。
お
寺
を
情
報
発
信
の
場
や
イ
ベ
ン
ト
会
場
と
し
て
使
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。 

　

今
こ
そ
、
真
宗
は
真
俗
二
諦
を
掲
げ
る
べ
き
時
で
あ
る
。
真
諦
＝
念
仏
に
よ
る
往
生
と
、
俗
諦
＝
地
域
経
済
の
発
展
は
矛
盾
し
な
い
と
い
う

べ
き
だ
。
私
も
、
形
式
上
で
は
あ
る
が
、
門
徒
の
末
席
を
汚
す
も
の
で
あ
る
。
お
寺
と
い
う
財
産
を
、
未
来
の
た
め
に
活
か
す
時
が
来
て
い
る

と
思
っ
て
い
る
。
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お
わ
り
に

　

こ
れ
ま
で
見
た
よ
う
に
、
鹿
児
島
で
真
宗
本
願
寺
派
が
多
数
派
を
占
め
る
に
至
っ
た
の
は
様
々
な
理
由
が
あ
る
。

　

鹿
児
島
で
は
苛
烈
な
廃
仏
希
釈
で
旧
来
の
仏
教
勢
力
が
一
掃
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
の
中
で
自
葬
禁
止
の
政
策
が
発
布
さ
れ
僧
侶
の
必
要
性

が
高
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
仏
教
に
不
利
な
政
策
が
乱
発
さ
れ
る
中
で
、
真
宗
本
願
寺
派
は
し
た
た
か
に
立
ち
回
り
積
極
的
に
布
教
活
動
を
行

え
た
と
い
う
こ
と
。
さ
ら
に
は
、
彼
ら
を
金
銭
面
で
支
え
た
南
薩
の
豪
商
の
存
在
。
こ
う
し
た
要
素
が
、
明
治
初
期
に
揃
っ
た
の
は
決
し
て
必

然
で
は
な
か
っ
た
。

　

逆
に
、
士
族
間
に
あ
っ
た
反
真
宗
の
感
情
と
西
南
戦
争
、
そ
し
て
士
族
層
へ
の
懐
柔
の
た
め
に
必
要
だ
っ
た
莫
大
な
費
用
、
言
葉
の
問
題
、

ま
た
必
ず
し
も
応
援
者
た
り
え
な
か
っ
た
「
隠
れ
念
仏
」
の
徒
の
存
在
な
ど
、
真
宗
に
対
す
る
逆
風
も
多
か
っ
た
の
で
あ
り
、
西
本
願
寺
の
布

教
活
動
は
労
苦
の
多
い
も
の
だ
っ
た
。
か
つ
て
私
自
身
が
誤
解
し
て
い
た
よ
う
に
、「
隠
れ
念
仏
」
の
伝
統
が
あ
っ
た
か
ら
信
教
自
由
の
後
に
真

宗
は
燎
原
の
火
の
ご
と
く
自
然
に
広
ま
っ
た
の
だ
と
い
う
の
は
、
事
実
と
は
全
く
異
な
る
の
で
あ
る
。

　

今
回
、「
な
ぜ
鹿
児
島
に
は
真
宗
が
こ
ん
な
に
多
い
の
だ
ろ
う
？
」
と
い
う
素
朴
な
疑
問
か
ら
始
ま
っ
た
歴
史
の
探
究
を
通
じ
、
当
た
り
前
に

感
じ
て
い
る
こ
と
の
根
源
を
、
ほ
と
ん
ど
の
人
が
看
過
し
て
い
る
こ
と
に
改
め
て
気
づ
か
さ
れ
た
。
確
か
に
、
鹿
児
島
で
の
真
宗
の
多
さ
な
ど
、

そ
の
理
由
を
知
ら
な
く
て
も
何
も
困
ら
な
い
。
い
や
、
多
く
の
県
民
に
と
っ
て
は
、
他
の
地
域
と
比
べ
て
真
宗
が
多
い
と
い
う
こ
と
す
ら
気
づ

く
必
要
も
な
い
。

　

し
か
し
、
歴
史
を
振
り
返
る
こ
と
は
現
在
の
姿
を
冷
静
に
見
つ
め
る
こ
と
に
も
役
立
つ
。
私
が
本
稿
を
ま
と
め
た
動
機
の
一
つ
は
、
そ
の
功

績
が
ほ
と
ん
ど
忘
れ
ら
れ
た
森
田
寿
香
に
光
を
当
て
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
彼
と
無
関
係
な
多
く
の
人
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
ど
う
で
も
い
い
こ
と

か
も
し
れ
な
い
。
大
金
持
ち
の
篤
信
家
の
酔
狂
な
行
動
で
あ
る
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
私
は
そ
う
思
わ
な
い
。
今
あ
る
こ
の
社
会
が
ど
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う
し
て
こ
う
な
っ
た
の
か
、
そ
れ
を
説
明
す
る
重
要
な
1
ピ
ー
ス
だ
と
確
信
し
、
こ
こ
に
長
々
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
本
稿
を
ま
と
め
る
に
あ
た
り
、
快
く
お
話
を
聞
か
せ
て
く
だ
さ
っ
た
丁
子
屋
の
皆
さ
ん
に
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
た
だ
し
、
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
す
が
、
こ
こ
に
述
べ
た
見
解
（
特
に
西
本
願
寺
に
批
判
的
な
も
の
）
は
全
て
著
者

に
責
任
が
あ
る
こ
と
を
申
し
添
え
ま
す
。
ま
た
、
文
中
敬
称
略
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
を
ご
了
承
く
だ
さ
い
。
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。
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