
賢
治
童
話
に
お
け
る
殺
生
の
問
題

l

i田
中
智
学
『
本
化
妙
宗
式
目
講
義
録
』

序
宮
沢
賢
治
(
一
八
九
六

i
一
九
三
三
年
)
は
そ
の
童
話
処
女
作
と
さ
れ
る

『
蜘
妹
と
な
め
く
ち
と
狸
』
に
は
じ
ま
り
、
生
き
物
の
殺
生
を
行
う
人
物
を

そ
の
作
品
上
に
配
置
す
る
こ
と
が
多
い
。
『
よ
だ
か
の
星
』
の
主
人
公
よ
だ

か
や
『
な
め
と
こ
山
の
能
戸
の
主
人
公
で
あ
る
熊
撃
ち
の
小
十
郎
等
、
生
き

る
為
に
殺
生
を
行
う
こ
と
に
苦
悩
す
る
主
人
公
も
、
賢
治
の
童
話
に
は
繰
り

返
し
登
場
す
る
。
資
治
自
身
も
一
時
期
に
は
菜
食
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
広

く
知
ら
れ
て
お
り
、
殺
生
、
肉
食
の
問
題
が
彼
に
と
っ
て
切
実
な
主
題
で
あ

っ
た
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
い
。
こ
の
問
題
に
対
す
る
賢
治
の
並
み
な
ら
ぬ

こ
だ
わ
り
の
淵
源
を
探
る
こ
と
は
、
そ
の
思
索
の
軌
跡
を
明
ら
か
に
す
る
上

で
非
常
に
重
要
な
作
業
と
な
る
。

賢
治
の
殺
生
と
肉
食
に
ま
つ
わ
る
問
題
意
識
の
お
お
も
と
に
仏
教
信
仰

が
あ
る
こ
と
は
既
に
説
明
示
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
よ
り
具
体
的
な

検
討
を
行
う
た
め
、
賢
治
が
五
屈
は
通
読
し
た
と
さ
れ
る
問
中
智
学
『
木
化

を
手
が
か
り
に
i
i
i

牧

野

静

妙
宗
式
自
講
義
録
hu
』
(
以
下
『
妙
宗
式
自
』
)
に
注
罰
す
る
。
賢
治
の
童
話

創
作
開
始
時
期
は
智
学
へ
の
熱
烈
な
信
奉
を
表
明
し
た
の
と
ほ
ぼ
同
時
期

で
あ
る
が
、
『
妙
宗
式
目
』
に
は
芸
術
を
教
化
の
方
便
と
し
て
強
調
す
る
箇

所
も
あ
り
〔
一
・
六
八

i
六
九
〕
、
自
身
の
創
作
を
「
法
華
文
学
」
と
表
現

し
た
賢
治
の
創
作
の
動
機
と
も
深
く
か
か
わ
る
為
で
あ
る

ω。
そ
れ
ゆ
え
本

稿
で
は
賢
治
が
教
化
芸
術
と
は
別
の
箇
所
か
ら
も
影
響
を
受
け
て
い
た
と

い
う
仮
説
の
も
と
、
『
妙
{
一
ホ
式
自
』
に
お
け
る
肉
食
に
ま
つ
わ
る
智
学
の
主

張
を
確
認
す
る
。
次
に
賢
治
の
『
蜘
妹
と
な
め
く
ち
と
狸
』
、
『
ビ
ヂ
テ
リ
ア

ン
大
祭
』
と
の
比
較
を
行
う
こ
と
で
、
智
学
の
影
響
と
そ
の
限
界
を
探
る
。

こ
れ
ら
の
検
討
か
ら
、
賢
治
が
創
作
上
で
繰
り
返
し
問
い
続
け
た
殺
生
の

問
題
の
射
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

て
田
中
智
学
の
肉
食
批
判

こ
の
節
で
は
司
妙
宗
式
目
』
に
お
け
る
肉
食
へ
の
批
判
を
検
討
す
る
こ
と
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で
、
田
中
智
学
の
肉
食
に
対
す
る
考
え
を
明
ら
か
に
し
、
賢
治
の
テ
キ
ス
ト

と
比
較
す
る
為
の
材
料
と
す
る
。

考
察
に
入
る
前
に
、
賢
治
と
智
学
の
趨
一
迩
を
お
さ
え
て
お
く
。
賢
治
は
一

九
一
八
年
二
月
末
か
ら
妹
ト
シ
の
病
気
看
病
の
た
め
母
と
共
に
上
京
し
、
翌

一
九
一
九
年
二
月
ま
で
滞
京
す
る
が
、
こ
の
際
に
問
中
智
学
の
講
演
を
聴
講

し
て
い
る
。
ま
た
一
九
二

O
年
二
一
月
二
日
付
保
阪
嘉
内
宛
書
簡
で
は
日
蓮

と
同
一
視
す
る
ほ
ど
の
智
学
へ
の
熱
烈
な
信
奉
を
表
明
し
て
い
る
[
十
五
・

一
九
五

1
一
九
六
]
。
一
九
二
一
年
一
月
に
出
奔
・
上
京
し
鴬
谷
の
国
柱
会

館
を
訪
ね
た
際
の
こ
と
は
「
高
知
尾
師
ノ
奨
メ
ニ
ヨ
リ
/
法
華
文
学
ノ
創

作
」
[
十
三
・
五
六
一
ニ
]
と
し
て
賢
治
の
手
帳
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

は
賢
治
の
創
作
の
動
機
が
智
学
の
芸
術
論
に
な
ん
ら
か
の
影
響
を
受
け
て

い
る
証
左
で
あ
る
。
実
際
に
賢
治
の
創
作
の
動
機
が
智
学
の
提
唱
す
る
教
化

芸
術
と
密
接
に
関
連
す
る
こ
と
は
先
に
挙
げ
た
国
柱
会
幹
部
高
知
尾
自
身

に
よ
っ
て
も
回
顧
さ
れ
て
い
る

ω。
動
機
の
点
以
外
の
智
学
か
ら
の
具
体
的

な
影
響
を
検
討
す
る
為
、
以
降
は
智
学
が
肉
食
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
部
分

を
『
妙
宗
式
目
』
か
ら
抽
出
し
て
い
く
。

智
学
が
肉
食
の
点
か
ら
批
判
す
る
対
象
と
し
て
、
最
も
頻
度
が
高
い
の
は

既
存
の
日
蓮
宗
の
教
団
で
あ
る
。
「
安
楽
行
口
聞
は
行
は
れ
な
い
、
却
っ
て
肉

食
妻
帯
だ
け
は
盛
に
行
は
る
る
に
至
ツ
た
」
[
三
・
一
三
六
六
〕
「
優
陀
那
師

が
極
力
、
排
斥
し
た
、
肉
食
妻
帯
な
ど
は
平
気
で
し
て
い
る
」
(
二
・
一
回

二
O
]
等
の
記
述
か
ら
そ
れ
が
窺
え
る
。
ま
た
既
存
の
日
蓮
教
団
に
対
す
る

批
判
よ
り
は
る
か
に
頻
度
は
少
な
い
も
の
の
、
牛
肉
を
食
す
禅
宗
の
僧
侶
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
す
る
[
二
・
九

O
二
〕
な
ど
し
、
当
時
の
日
本
の
教
団

全
体
に
攻
撃
を
加
え
て
い
く
。

智
学
が
肉
食
を
批
判
点
と
す
る
根
拠
は
二
つ
あ
る
。
ひ
と
つ
は
浬
繋
経
等

の
大
乗
経
典
に
お
い
て
肉
食
が
厳
し
く
戒
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
の
矛
盾

で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
輪
廻
転
生
観
に
基
づ
い
て
他
の
生
き
物
を
食
す
の

は
人
間
を
食
べ
る
よ
う
な
恐
ろ
し
い
こ
と
だ
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
以
下
に

そ
れ
を
あ
ら
わ
す
部
分
を
引
用
す
る
。
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浬
般
沢
一
能
に
、
垂
ん
と
し
た
る
と
き
、
一
史
に
諾
を
改
め
て
、

「
善
男
子
我
レ
今
日
ヨ
リ
諾
ノ
替
問
ノ
衆
生
ノ
肉
ヲ
食
フ
コ
ト
ヲ
許

サ
ズ

と
大
な
る
訓
誠
を
下
さ
れ
た
、
動
物
の
肉
を
食
ふ
と
い
う
心
は
淘
に
残

酷
に
し
て
無
慈
悲
な
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
れ
許
す
べ
か
ら
ざ
る
と
し

て
根
本
的
に
折
伏
を
加
へ
た
ま
ひ
し
も
の
で
あ
る
、
こ
の
思
想
は
何
を

意
味
す
る
や
、
こ
れ
大
慈
大
悲
の
程
度
が
、
小
乗
の
比
較
し
得
べ
か
ら

ざ
る
深
遠
腐
大
な
る
知
ま
で
、
進
歩
し
た
か
ら
で
あ
る
、
も
と
も
と
一

切
衆
生
は
同
類
で
あ
る
、
お
な
じ
感
情
あ
る
も
の
で
あ
る
、
お
な
じ
感

情
の
同
類
の
肉
を
食
ふ
と
い
う
心
は
、
こ
れ
漸
々
に
人
間
を
も
養
ふ
食

人
鬼
と
な
る
べ
き
下
地
で
あ
る
、
現
今
の
世
の
如
き
牛
馬
の
や
う
な
も

の
ま
で
殺
し
て
甘
い
か
ら
と
て
食
ふ
、
こ
の
心
は
や
が
て
自
分
の
殺
や

子
を
も
食
ふ
心
で
あ
る
、
寅
際
に
は
ま
だ
食
う
て
居
な
く
ツ
て
も
、
例

の
御
眼
よ
り
見
た
ま
へ
ば
、
老
た
る
親
や
、
頑
是
な
い
亦
子
を
も
食
ひ



か
ね
な
い
ほ
ど
で
あ
る
、
そ
こ
で
併
は
大
乗
に
お
い
て
は
、
肉
食
を
厳

し
く
誠
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
、
郎
ち
こ
の
戒
は
、
荷
物
は
こ
れ
吾
が
一

身
な
り
と
す
る
大
観
解
か
ら
出
る
大
慈
悲
で
あ
る
、
こ
れ
よ
り
見
る
と

き
は
、
大
乗
に
肉
食
を
重
く
巌
誠
る
こ
と
は
、
自
己
よ
り
も
他
を
救
ふ

に
重
き
を
置
く
傾
向
を
見
る
べ
き
で
あ
る
、
(
後
略
)
〔
三
・
一
二
九

1

。
こ
こ
で
智
学
は
大
乗
が
小
乗
に
優
越
す
る
と
強
調
す
る
文
脈
で
、
大
乗
に

お
い
て
肉
食
が
厳
し
く
戒
め
ら
れ
る
の
は
輪
廻
転
生
観
に
基
づ
く
こ
と
、
ま

た
そ
こ
か
ら
「
白
己
よ
り
も
他
を
救
ふ
に
重
き
を
置
く
傾
向
」
が
導
出
さ
れ

る
と
述
べ
る
。
こ
こ
で
描
き
出
さ
れ
る
輪
廻
転
生
観
と
肉
食
と
を
結
び
つ
け

る
発
想
は
、
賢
治
が
菜
食
を
表
明
し
た
一
九
一
八
年
五
月
一
九
日
付
の
保
阪

嘉
内
宛
書
簡
を
連
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
以
下
に
引
用
す
る
。

酒
を
の
み
、
常
に
絶
え
ず
犠
牲
を
求
め
、
魚
鳥
が
心
尽
く
し
の
犠
牲
の

お
膳
の
前
に
不
平
に
、
こ
れ
を
命
と
も
患
は
ず
ま
ず
い
の
ど
う
の
と
云

ふ
人
た
ら
を
食
は
れ
る
も
の
が
見
て
ゐ
た
ら
何
と
云
ふ
で
せ
う
か
。
も

し
又
私
が
さ
か
な
で
私
も
食
は
れ
私
の
父
も
食
は
れ
私
の
母
も
食
は

れ
私
の
妹
も
食
は
れ
て
ゐ
る
と
す
る
。
私
は
人
々
の
う
し
ろ
か
ら
見
て

ゐ
る
。
「
あ
L

あ
の
人
は
私
の
兄
弟
を
箸
で
ら
ぎ
っ
た
。
と
な
り
の
人

と
は
な
し
な
が
ら
何
と
も
思
は
ず
呑
み
込
ん
で
し
ま
っ
た
。
(
中
略
)
」

私
は
前
に
さ
か
な
だ
っ
た
こ
と
が
あ
っ
て
食
は
れ
た
に
ち
が
ひ
あ
り

ま
せ
ん
。
〔
十
五
・
六
九
〕

賢
治
は
こ
の
世
一
面
倒
で
あ
ら
わ
し
た
よ
う
に
、
輪
廻
転
生
観
に
基
づ
き
、
人

間
以
外
の
生
き
物
が
人
間
と
同
じ
よ
う
な
思
惟
や
感
情
、
肉
親
へ
の
情
を
持

つ
と
い
う
鮮
や
か
な
想
像
を
行
う
。
書
簡
の
時
期
的
に
も
智
学
か
ら
の
影
響

で
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

た
だ
し
智
学
は
文
脈
に
よ
っ
て
は
動
物
へ
の
同
情
を
全
く
説
か
な
い
。
そ

れ
を
示
す
箇
所
を
以
下
に
引
用
す
る
。

さ
れ
ば
肉
食
の
前
に
、
食
は
れ
る
肉
よ
り
も
食
ふ
人
間
の
価
値
が
先
づ

問
題
で
あ
る
、
此
の
如
く
観
察
し
て
、
此
身
に
大
法
護
持
の
浄
業
懸
か

れ
り
、
此
身
に
精
力
余
り
あ
れ
ば
、
ま
す
/
¥
こ
の
法
華
の
大
法
を
弘

通
す
る
を
得
と
な
る
と
き
、
薬
用
で
喫
す
る
牛
羊
魚
鳥
の
肉
は
直
ち
に

法
華
行
者
精
血
と
精
気
と
な
り
て
此
法
を
護
持
し
て
、
肉
は
さ
な
が
ら

法
華
経
化
す
る
の
で
あ
る
、
(
後
略
)
〔
一
一

-
二
ニ

O

ニ

智
学
は
法
華
者
が
精
力
を
養
う
場
合
の
肉
食
に
は
肯
定
的
で
あ
り
、
食
わ

れ
る
肉
と
な
る
牛
羊
魚
鳥
の
命
と
法
華
の
行
者
で
あ
る
人
間
の
命
と
の
間

に
明
白
な
価
値
の
優
劣
を
設
け
る
の
で
あ
る
。

智
学
の
肉
食
批
判
は
既
存
の
日
蓮
教
団
を
筆
頭
と
し
た
当
時
の
日
本
仏

教
界
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
根
拠
は
浬
柴
経
と
の
矛
盾
や
輪
廻

転
生
観
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
法
華
者
の
肉
食
を
肯
定
し
て
い
る
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こ
と
か
ら
、
そ
の
主
眼
は
国
柱
会
が
日
本
の
既
存
の
教
団
に
優
越
す
る
と
強

調
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
次
節
以
降
で
は
智
学
の
主
張
と

賢
治
の
テ
キ
ス
ト
の
比
較
検
討
を
行
う
。

一
一
、
『
蜘
妹
と
な
め
く
ぢ
と
狸
』
に
お
け
る
智
学
の
影
響

こ
の
節
で
は
賢
治
の
童
話
処
女
作
と
さ
れ
る
『
蜘
株
と
な
め
く
ぢ
と
狸
』

〔
八
・
五

1
一
八
]
に
注
自
し
、
こ
の
中
の
狸
の
造
形
等
が
『
妙
宗
式
自
』

に
着
想
を
得
て
い
る
可
能
性
を
検
証
す
る
。

こ
の
作
品
は
蜘
妹
と
な
め
く
ぢ
と
狸
が
そ
れ
ぞ
れ
他
の
生
き
物
を
煽
す

な
ど
し
て
捕
食
し
た
の
ち
に
、
報
い
の
よ
う
な
仕
方
で
死
を
迎
え
る
様
子
を

描
き
出
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
中
で
も
特
に
真
宗
の
僧
侶
の
カ
リ
カ
チ
ュ
ア

で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

ω
狸
は
、
ひ
も
じ
さ
を
訴
え
る
兎
や
説
教
を
聴

き
た
が
る
狼
を
騎
し
、
念
仏
に
よ
く
似
た
「
念
猫
」
と
い
う
も
の
を
唱
え
さ

せ
、
大
人
し
く
さ
せ
て
い
る
関
に
食
っ
て
し
ま
う
。

先
に
登
場
す
る
兎
は
ひ
も
じ
さ
を
訴
え
「
も
う
死
ぬ
だ
け
で
ご
ぎ
い
ま

す
」
と
訴
え
る
。
対
す
る
狸
は
「
さ
う
ぢ
ゃ
。
み
ん
な
往
生
ぢ
ゃ
。
山
猫
大

明
神
さ
ま
の
お
ぼ
し
め
し
ど
ほ
り
ぢ
ゃ
。
な
、
な
ま
ね
こ
。
な
ま
ね
こ
。
」

と
返
答
す
る
。
こ
れ
は
献
陣
織
土
欣
求
沖
土
の
態
度
を
抑
識
し
た
応
酬
で
あ

る
と
解
釈
で
き
る
。
裟
婆
即
寂
光
土
の
考
え
に
基
づ
き
対
社
会
的
実
践
を
強

く
打
ち
出
し
て
い
た
智
学
匂
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
他
界
志
向
は
以
下
の

よ
う
な
激
し
い
批
判
を
加
え
る
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
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(
前
略
)
若
し
彼
の
説
を
正
註
に
進
め
た
な
ら
ば
、
善
導
の
や
う
に
自

殺
を
す
る
べ
き
も
の
で
、
本
山
に
自
殺
局
を
置
い
て
、
自
殺
法
研
究
息
子

校
で
も
作
る
が
至
嘗
で
あ
る
の
だ
、
こ
の
世
が
械
土
だ
か
ら
往
生
す
る
、

そ
れ
に
は
念
仏
矯
本
だ
と
い
ひ
な
が
ら
、
王
法
-
総
本
な
ど
〉
い
う
て
世

を
偽
ツ
て
居
る
の
は
、
こ
れ
休
椴
冠
の
類
で
、
狸
に
法
衣
着
せ
た
や
う

な
も
の
で
あ
る
、
(
後
略
)
〔
一

九

O
一ニ〕

智
学
は
真
宗
が
他
界
志
向
の
教
義
を
持
ち
つ
つ
、
為
政
者
の
法
や
世
間
の

慣
習
と
の
折
り
合
い
を
唱
え
る
王
法
為
木
説
も
唱
え
る
点
の
矛
届
を
つ
き
、

激
烈
な
批
判
を
行
っ
て
い
る
。

次
に
狼
が
説
教
を
聴
こ
う
と
訪
ね
て
き
た
と
き
、
狸
は
こ
の
狼
を
脅
す
。

ま
ず
「
お
前
も
も
の
の
命
を
と
っ
た
こ
と
は
、
五
百
や
千
で
は
利
く
ま
い
に
、

早
う
ざ
ん
げ
さ
っ
し
ゃ
れ
。
で
な
い
と
山
ね
こ
さ
ま
に
え
ら
い
責
苦
に
あ
は

さ
れ
ま
す
ぞ
い
。
」
と
畳
み
掛
け
る
こ
と
で
怯
え
さ
せ
る
。
さ
ら
に
「
わ
し

は
山
ね
こ
さ
ま
の
お
身
代
り
ぢ
や
で
、
わ
し
の
云
ふ
と
ほ
り
さ
っ
し
ゃ
れ
。
」

と
命
じ
、
抵
抗
を
封
じ
た
上
で
摘
食
す
る
。
真
宗
の
教
義
は
徹
底
し
た
自
己

の
悪
性
の
自
覚
を
促
し
、
す
べ
て
を
阿
弥
陀
如
来
の
他
力
の
は
か
ら
い
に
ゆ

だ
ね
、
一
心
に
念
仏
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
智
学
は
こ
の
他
力
本
願

の
態
度
に
も
批
判
を
加
え
て
い
る
。
以
下
に
そ
れ
が
み
ら
れ
る
部
分
を
引
用

す
る
。



彼
の
異
宗
の
ご
と
き
は
、
た
ジ
た
の
め
/
¥
主
義
で
、
絶
対
的
に
自
力

を
却
け
て
、
念
怖
の
修
行
で
救
は
る
〉
、
念
僻
す
れ
ば
救
は
る
〉
と
考

へ
て
は
な
ら
ぬ
、
弥
陀
に
帰
依
し
た
時
に
す
で
に
救
は
れ
て
居
る
の
だ
、

以
後
は
報
思
の
念
俄
で
あ
る
、
一
分
の
告
を
出
し
て
は
救
に
漏
れ
る
と

や
う
に
い
ふ
、
巧
は
巧
で
あ
る
が
、
(
中
略
)
自
心
に
議
然
せ
る
力
を

ば
没
却
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
、
(
後
略
)
〔
二
・
九

O

ニ

他
力
本
願
を
説
く
真
宗
の
教
義
に
対
し
、
智
学
は
自
力
を
没
却
す
る
も
の

だ
と
し
て
批
判
を
加
え
て
い
る
。
賢
治
も
悪
性
の
自
覚
か
ら
他
力
本
願
へ
と

み
ち
び
く
教
え
を
風
刺
す
る
目
的
で
、
こ
の
狼
と
狸
の
応
酬
を
描
き
出
し
た

と
解
釈
で
き
る
。
以
上
か
ら
、
兎
と
狸
、
狼
と
狸
の
応
酬
は
、
そ
れ
ぞ
れ
厭

離
磁
土
欣
求
浄
土
、
他
力
本
願
に
つ
い
て
の
智
学
の
批
判
を
受
け
て
造
形
さ

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

狸
が
兎
や
狼
の
肉
を
食
ら
っ
た
点
に
も
注
目
で
き
る
。
先
に
紹
介
し
た
よ

う
に
、
智
学
は
僧
信
の
肉
食
妻
帯
に
つ
い
て
批
判
を
浴
び
せ
て
い
る
[
二
・

二
ニ
六
六
〕
。
こ
の
作
品
で
他
の
動
物
で
は
な
く
狸
が
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
と
し

て
選
ば
れ
た
理
由
も
、
先
に
引
用
し
た
智
学
の
真
宗
批
判
に
お
い
て
真
宗
の

僧
侶
が
「
法
衣
を
着
た
狸
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
関
連
す
る
だ
ろ
う
。

以
上
か
ら
、
智
学
に
よ
る
真
宗
批
判
、
旧
教
団
批
判
の
表
現
が
賢
治
の
念

頭
に
あ
り
、
智
学
の
影
響
の
も
と
肉
食
の
点
か
ら
真
宗
批
判
を
行
う
為
に
狸

を
造
形
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
智
学
が
肉
食
を
批
判
す
る
際
に
最
も
問
題
と
し
た
の
は
、
先
に
引

用
し
た
よ
う
に
既
存
の
日
蓮
宗
の
あ
り
よ
う
で
あ
る
。
特
に
真
宗
と
肉
食
を

結
び
付
け
て
あ
ら
わ
し
た
の
は
、
賢
治
出
身
の
問
題
意
識
の
反
映
で
あ
る
よ

う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
定
説
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
宮
沢
家
が
J

術
福
な
質

屋
で
あ
っ
た
こ
と
は
賢
治
に
深
い
罪
業
意
識
を
植
え
付
け
て
い
る
。
一
民
屋
と

い
う
搾
取
的
な
家
業
で
財
を
成
す
父
政
次
郎
が
浄
土
真
宗
の
篤
信
で
あ
っ

た
こ
と
は
、
搾
取
の
イ
メ
ー
ジ
と
真
宗
と
を
結
び
つ
け
る
も
の
と
な
っ
た
と

推
測
で
き
る
。
つ
ま
り
こ
の
狸
の
造
形
は
、
賢
治
が
生
家
の
家
業
と
浄
土
真

宗
の
信
仰
と
を
結
び
つ
け
る
仕
方
で
問
題
意
識
を
抱
い
た
証
左
で
あ
る
と

看
倣
す

F

」
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

以
上
『
蜘
妹
と
な
め
く
ぢ
と
狸
』
に
お
い
て
賢
治
が
智
学
の
真
宗
批
判
の

影
響
を
受
け
つ
つ
、
自
身
の
問
題
意
識
を
反
映
し
た
造
形
を
行
っ
て
い
た
こ

と
を
確
認
し
た
。
そ
し
て
こ
の
肉
食
の
点
か
ら
真
宗
へ
と
批
判
を
行
う
と
い

う
造
形
は
、
一
九
二
三
年
頃
執
筆
さ
れ
た
と
推
、
制
さ
れ
る
『
ビ
ヂ
テ
リ
ア
ン

大
祭
』
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
次
節
で
は
そ
れ
を
扱
う
。

、
『
ピ
ヂ
一
ア
リ
ア
ン
大
祭
』
に
お
け
る
智
学
の
影
響
と
そ
の
限
界

こ
の
節
で
は
菜
食
主
義
者
が
集
う
架
空
の
箇
際
大
会
と
い
う
構
想
を
持

つ
『
ピ
ヂ
テ
リ
ア
ン
大
祭
』
に
お
い
て
真
宗
批
判
が
行
わ
れ
た
箇
所
に
注
目

す
る
。
そ
こ
に
智
学
の
主
張
か
ら
の
影
響
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
す
る
と

同
時
に
、
賢
治
と
智
学
の
異
な
る
点
を
明
ら
か
に
す
る
。

こ
の
作
品
は
主
に
菜
食
主
義
に
対
す
る
九
つ
の
批
判
と
菜
食
主
義
者
た
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ち
の
反
駁
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
う
ち
仏
教
理
解
に

か
ん
す
る
第
九
の
応
酬
に
注
目
し
、
『
妙
宗
式
自
』
と
の
比
較
を
行
う
。

比
較
に
入
る
前
に
、
菜
食
主
義
者
が
集
う
架
空
の
思
際
大
会
と
い
う
構
想

そ
の
も
の
が
智
学
に
由
来
す
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
智
学
は
一
八
八
九
年

に
『
併
教
僧
侶
肉
妻
論
』
を
あ
ら
わ
し
、
そ
こ
で
釈
尊
の
禁
肉
戒
を
高
く
評

価
し
て
い
る
。
更
に
は
、
南
国
禁
内
会
な
る
も
の
を
組
織
し
た
い
と
い
う
展

望
を
述
べ
て
い
る

ω。
な
お
こ
の
『
ピ
ヂ
テ
リ
ア
ン
大
祭
』
の
構
想
の
も
と

と
し
て
、
工
藤
哲
夫
は
一
八
九
三
年
に
開
催
さ
れ
た
「
万
国
宗
教
大
会
。
」

関
係
資
料
を
賢
治
が
手
に
取
っ
た
可
能
性
を
挙
げ
て
い
る

ω。
以
上
を
あ
わ

せ
、
本
稿
で
は
賢
治
が
智
学
の
構
想
し
た
高
国
禁
肉
会
と
一
八
九
三
年
の

「
万
国
宗
教
大
会
」
を
紹
介
す
る
資
料
か
ら
菜
食
主
義
者
の
集
う
架
空
の
大

会
を
構
想
し
た
と
推
測
す
る
。

次
に
第
九
の
応
酬
の
内
容
を
具
体
的
に
検
証
し
て
い
く
。
こ
れ
は
九
つ
の

論
難
反
駁
の
最
後
に
お
か
れ
、
物
語
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
構
成
す
る
も
の

で
あ
る
。
ま
ず
批
判
者
の
博
士
が
「
ク
リ
ス
ト
教
国
に
生
れ
て
仏
教
を
信
ず

る
所
以
は
ど
う
し
て
も
仏
教
が
深
遠
だ
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
、
「
自
分
は

阿
弥
陀
仏
の
化
身
親
饗
僧
正
に
よ
っ
て
啓
示
さ
れ
た
る
本
願
寺
派
の
信
徒
」

で
あ
る
と
名
乗
る
。
陣
士
は
五
種
浄
肉

ωや
、
釈
尊
が
入
滅
前
に
豚
肉
を
食

べ
た
と
い
う
説

ω
に
基
づ
き
、
菜
食
を
行
う
仏
教
徒
を
「
諸
君
の
如
き
崎
形

の
信
者
は
恐
ら
く
地
下
の
釈
迎
も
迷
惑
で
あ
ろ
う
」
と
烈
し
く
批
判
す
る
。

こ
の
真
宗
門
徒
に
対
し
、
物
語
の
一
人
称
の
語
り
手
で
あ
り
、
菜
食
主
義

者
で
あ
る
主
人
公
は
激
怒
す
る
。
そ
し
て
「
敬
漫
な
る
釈
尊
の
弟
子
」
と
し

て
反
駁
を
行
う
。
主
人
公
に
よ
れ
ば
批
判
者
は
「
仏
弟
子
で
も
な
く
仏
教
徒

で
も
な
い
」
者
で
あ
り
、
「
特
に
腐
敗
せ
る
日
本
教
権
に
対
し
て
一
種
骨
董

的
好
奇
心
を
有
す
る
だ
け
」
で
あ
る
。
主
人
公
は
さ
ら
に
釈
尊
が
臨
終
に
食

し
た
の
は
豚
肉
で
は
な
く
輩
だ
と
主
張
す
る
的
。
ま
た
「
仏
経
に
従
ふ
な
ら

ば
五
種
浄
肉
は
修
業
未
熟
の
も
の
に
の
み
許
さ
れ
た
こ
と
槻
迦
経
に
明
か

で
あ
る
。
こ
れ
と
て
も
最
后
浬
繋
経
中
に
は
今
よ
り
以
後
汝
等
仏
弟
子
の
肉

を
食
う
こ
と
を
許
さ
れ
ず
と
さ
れ
て
ゐ
る
。
」
〔
八
・
二
四
二
と
述
べ
、
肉

食
は
大
乗
仏
教
で
禁
じ
ら
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
。
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こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
肉
食
を
肯
定
す
る
立
場
の
仏
教
徒
が
真
宗
の
門

徒
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
及
び
当
時
の
日
本
教
権
を
腐
敗
し
た
も

の
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
賢
治
は
先
に
挙
げ
た
『
蜘
妹
と
な
め
く

ぢ
と
、
担
』
に
お
い
て
も
肉
食
を
行
う
真
宗
僧
侶
と
お
ぼ
し
き
登
場
人
物
を
配

置
し
て
い
る
が
、
肉
食
と
真
宗
批
判
を
結
び
つ
け
る
着
想
は
こ
の
『
ピ
ヂ
テ

リ
ア
ン
大
祭
』
に
お
い
て
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
浬
般
市
経
を
根

拠
と
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
智
学
に
よ
る
当
時
の
日
本
仏
教
界
へ
の
批

判
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

さ
ら
に
賢
治
は
主
人
公
に
輪
廻
転
生
観
を
根
拠
と
し
た
殺
生
の
忌
避
を

主
張
さ
せ
る
。
以
下
に
そ
の
台
詞
を
引
用
す
る
。

仏
教
の
精
s仲
に
よ
る
な
ら
ば
慈
悲
で
あ
る
、
如
来
の
慈
悲
で
あ
る
完
全

な
る
智
慧
を
具
へ
た
る
愛
で
あ
る
。
仏
教
の
出
発
点
は
一
切
の
生
物
が

こ
の
や
う
に
苦
し
く
こ
の
よ
う
に
か
な
し
い
我
等
と
こ
れ
ら
一
切
の



生
物
と
諸
共
に
こ
の
苦
の
状
態
を
離
れ
た
い
と
斯
う
云
ふ
の
で
あ
る
。

(
中
略
)
だ
か
ら
我
々
の
ま
わ
り
の
生
物
は
み
な
、
氷
い
間
の
親
子
兄
弟

で
あ
る
。
異
教
の
諸
氏
は
こ
の
考
を
あ
ま
り
真
剣
で
恐
ろ
し
い
と
忠
ふ

だ
ら
う
。
恐
ろ
し
い
ま
で
こ
の
世
界
は
真
剣
な
世
界
な
の
だ
。
[
八
・

二
回
一

1
二
四
二
〕

賢
治
は
こ
こ
で
仏
教
信
仰
に
基
づ
く
輪
組
転
生
観
を
主
人
公
に
吐
露
さ

せ
、
殺
生
と
肉
食
の
忌
避
の
理
由
と
し
て
い
る
。
智
学
は
先
に
引
用
し
た
よ

う
に
輪
廻
転
生
観
に
基
づ
い
て
肉
食
を
禁
ず
る
理
由
を
「
自
己
よ
り
も
他
を

救
ふ
に
重
き
を
置
く
傾
向
」
の
ゆ
え
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
賢
治
が
こ
こ

で
述
べ
る
こ
と
も
そ
れ
と
類
似
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

智
学
の
肉
食
を
肯
定
す
る
主
張
に
対
し
て
は
ど
う
か
。
こ
の
『
ピ
ヂ
テ
リ
ア

ン
大
祭
』
に
お
い
て
肉
食
が
肯
定
さ
れ
る
場
合
と
し
て
説
か
れ
る
の
は
冒
頭

部
で
菜
食
主
義
者
を
分
類
す
る
際
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
大
乗
派
」
と
紹
介
さ

れ
る
も
の
が
、
菜
食
主
義
者
の
分
類
で
あ
り
な
が
ら
肉
食
を
行
っ
て
も
よ
い

場
合
に
つ
い
て
定
義
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
に
そ
れ
を
引
用
す
る
。

も
し
た
く
さ
ん
の
い
の
ち
の
為
に
、
ど
う
し
て
も
一
つ
の
い
の
ち
が
入

用
な
と
き
は
、
仕
方
な
い
か
ら
泣
き
な
が
ら
で
も
食
べ
て
い
弘
、
そ
の

か
は
り
も
し
そ
の
一
人
が
自
分
に
な
っ
た
場
合
で
も
敢
て
避
け
な
い

と
か
う
云
ふ
の
で
す
。
け
れ
ど
も
そ
ん
な
非
常
の
場
合
は
、
実
に
実
に

少
い
か
ら
、
ふ
だ
ん
は
も
ち
ろ
ん
、
な
る
べ
く
植
物
を
と
り
、
動
物
を

殺
さ
な
い
や
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
く
れ
ぐ
れ
も
自
分
一
人
気

持
ち
を
さ
っ
ぱ
り
す
る
こ
と
に
ば
か
り
か
与
は
っ
て
、
大
切
の
精
神
を

忘
れ
て
は
い
け
な
い
と
斯
う
云
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

究
極
の
状
況
を
想
定
し
た
上
で
「
泣
き
な
が
ら
で
も
食
べ
て
い
い
」
と
い

う
賢
治
独
特
の
分
類
で
あ
り
、
食
べ
ら
れ
る
動
物
へ
の
同
情
を
強
く
説
く
も

の
で
あ
る
。
出
身
が
肉
と
な
り
食
べ
ら
れ
る
覚
悟
を
促
す
の
は
捨
身
飼
虎
等

の
仏
教
説
話
に
影
響
を
受
け
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
智
学
が
肉
食
を
可
と

す
る
例
外
を
認
め
る
の
は
法
華
者
で
あ
る
の
に
対
し
、
市
民
民
治
は
よ
り
多
く
の

い
の
ち
を
救
う
為
に
ひ
と
つ
の
い
の
ち
を
犠
牲
に
す
る
場
合
を
説
く
。
こ
の

点
に
智
学
と
賢
治
の
決
定
的
な
違
い
が
あ
る
。

以
上
『
ピ
ヂ
テ
リ
ア
ン
大
祭
』
に
お
け
る
第
九
の
応
酬
に
注
目
し
、
智
学

の
壬
一
口
説
と
の
比
較
を
行
っ
た
。
第
九
の
応
酬
と
問
中
智
学
『
妙
宗
式
自
』
は
、

混
繋
経
や
輪
組
転
生
観
を
根
拠
に
肉
食
を
禁
じ
よ
う
と
す
る
点
で
似
通
っ

て
い
る
。
し
か
し
例
外
的
に
肉
食
を
認
め
る
場
合
に
つ
い
て
、
賢
治
は
よ
り

多
く
の
い
の
ち
を
救
う
こ
と
に
つ
な
が
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
点
が
智

学
と
は
異
な
る
。
肉
食
に
ま
つ
わ
る
智
学
の
主
眼
は
皐
党
国
柱
会
が
既
存
の

教
団
に
優
越
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
賢
治
の
主
眼
は
、
輪
廻
転
生

観
を
恨
拠
に
す
べ
て
の
動
物
が
肉
親
に
対
す
る
の
と
同
じ
よ
う
な
尊
重
の

対
象
と
な
る
べ
き
だ
と
拡
張
し
て
い
く
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
。

賢
治
が
肉
食
の
点
か
ら
真
宗
批
判
を
行
お
う
と
し
た
童
話
作
品
は
、
管
見

の
限
り
『
蜘
妹
と
な
め
く
ち
と
狸
』
と
『
ピ
ヂ
テ
リ
ア
ン
大
祭
』
の
二
作
品
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の
み
で
あ
る
。
次
節
以
降
で
は
『
ピ
ヂ
テ
リ
ア
ン
大
祭
』
以
外
に
賢
治
が
輪

廻
転
生
観
や
殺
生
と
肉
食
の
問
題
を
示
し
た
作
品
を
取
り
上
げ
、
賢
治
が
描

こ
う
と
し
た
理
想
の
輪
郭
を
あ
き
ら
か
に
す
る
。

回
、
輪
廻
転
生
観
か
ら
導
出
さ
れ
る
理
想

;
「
す
べ
て
の
生
き
も
の
の
ほ
ん
た
う
の
幸
福
」

i

こ
の
節
で
は
ま
ず
三
節
で
扱
っ
た
『
ピ
ヂ
テ
リ
ア
ン
大
祭
』
と
同
時
期
に

描
か
れ
た
〔
手
紙
四
〕
を
扱
う
。
こ
れ
は
一
九
二
二
年
十
一
月
の
妹
ト
シ
の

死
を
踏
ま
え
て
描
か
れ
た
作
品
で
あ
り
、
賢
治
と
ト
シ
を
モ
デ
ル
に
し
た
と

思
わ
れ
る
兄
妹
が
登
場
す
る
。
妹
ポ
i
セ
は
死
後
カ
エ
ル
へ
と
転
生
す
る
が
、

兄
チ
ュ
ン
セ
は
そ
れ
と
知
ら
ず
そ
の
カ
エ
ル
を
石
で
打
っ
て
殺
し
て
し
ま

う
。
ポ

i
セ
は
チ
ュ
ン
セ
の
夢
に
あ
ら
わ
れ
、
何
故
2

山
口
分
を
殺
し
た
の
か
と

問
い
か
け
る
。
輪
廻
転
生
に
よ
れ
ば
す
べ
て
の
生
き
物
が
親
子
兄
弟
で
あ
る

と
い
う
こ
と
の
恐
ろ
し
さ
を
、
非
常
に
端
的
に
表
わ
し
た
場
面
で
あ
る
。
こ

の
童
話
は
主
人
公
チ
ュ
ン
セ
が
求
め
る
べ
き
も
の
を
以
下
の
よ
う
に
提
示

し
て
結
ば
れ
る
。

チ
ユ
ン
セ
は
ポ

i
セ
を
た
づ
ね
る
こ
と
は
む
だ
だ
。
な
ぜ
な
ら
ど
ん
な

こ
ど
も
で
も
、
ま
た
、
は
た
け
で
は
た
ら
い
て
ゐ
る
ひ
と
で
も
、
汽
車

の
中
で
卒
果
を
た
べ
て
ゐ
る
ひ
と
で
も
、
ま
た
歌
ふ
烏
や
歌
は
な
い
鳥
、

青
や
黒
や
の
あ
ら
ゆ
る
魚
、
あ
ら
ゆ
る
け
も
の
も
、
あ
ら
ゆ
る
虫
も
、

み
ん
な
、
み
ん
な
、
む
か
し
か
ら
の
お
た
が
ひ
の
き
ゃ
う
だ
い
な
の
だ

か
ら
。
チ
ユ
ン
セ
が
も
し
も
ポ
i
セ
を
ほ
ん
た
う
に
か
あ
い
さ
う
に
お

も
ふ
な
ら
大
き
な
勇
気
を
出
し
て
す
べ
て
の
い
き
も
の
の
ほ
ん
た
う

の
幸
福
を
さ
が
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
れ
は
ナ
ム
サ
ダ
ル
マ
プ
フ

ン
ダ
リ
カ
サ
ス

i
ト
ラ
と
い
ふ
も
の
で
あ
る
。
チ
ユ
ン
セ
が
も
し
勇
気

の
あ
る
ほ
ん
た
う
の
男
の
子
な
ら
な
ぜ
ま
っ
し
ぐ
ら
に
そ
れ
に
向
っ

て
進
ま
な
い
か
。
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こ
こ
に
お
い
て
、
輪
廻
転
生
観
に
基
づ
い
た
殺
生
の
忌
避
の
意
義
は
大
き

く
拡
張
さ
れ
る
。
今
生
で
の
肉
親
の
姿
の
み
を
追
い
求
め
る
の
で
は
な
く
、

「
す
べ
て
の
い
き
も
の
の
幸
福
」
を
希
求
す
る
べ
き
だ
と
い
う
主
張
の
根
拠

に
お
か
れ
る
の
で
あ
る
。

賢
治
の
創
作
に
お
け
る
「
す
べ
て
の
い
き
も
の
の
ほ
ん
た
う
の
幸
福
」
は
、

晩
年
に
迫
る
時
期
ま
で
手
入
れ
を
行
っ
た
作
品
で
あ
る
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』

に
お
け
る
「
み
ん
な
の
ほ
ん
た
う
の
さ
い
は
い
」
〔
十
・
二
六
]
へ
も
通
ず

る
、
非
常
に
重
要
な
テ

i
マ
と
な
る
。
賢
治
は
輪
趨
転
生
観
に
基
づ
く
殺
生

と
肉
食
に
ま
つ
わ
る
問
題
意
識
を
、
智
学
が
提
示
し
た
国
柱
会
の
優
位
を
説

く
枠
組
み
と
は
異
な
る
位
相
に
お
い
て
継
一
ポ
し
、
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。

結

L信
仰
と
科
学
の
一
致
を
目
指
す
と
い
う
こ
と

i



本
稿
は
こ
れ
ま
で
賢
治
が
司
妙
宗
式
目
』
か
ら
影
響
を
受
け
て
肉
食
と
殺

生
を
結
び
つ
け
て
真
宗
批
判
を
行
っ
た
の
ち
、
輪
廻
転
生
観
を
「
す
べ
て
の

い
き
も
の
の
ほ
ん
た
う
の
幸
福
」
を
希
求
す
る
根
拠
に
お
こ
う
と
主
張
す
る

に
至
る
軌
跡
を
追
っ
た
。
今
節
で
は
賢
治
が
目
指
し
た
最
終
的
な
理
想
を
追

う
た
め
に
、
ま
ず
『
ピ
ヂ
テ
リ
ア
ン
大
祭
』
に
お
け
る
第
三
の
応
酬
を
確
認

し
、
次
に
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
を
扱
う
。

先
に
扱
っ
た
『
ピ
ヂ
テ
リ
ア
ン
大
祭
』
に
お
い
て
、
動
物
へ
の
同
情
を
根

拠
に
肉
食
を
否
定
す
る
主
張
が
行
わ
れ
た
笛
所
は
、
仏
教
信
仰
に
基
づ
く
第

九
の
応
酬
以
外
に
も
う
一
ヵ
所
あ
る
。
そ
れ
は
第
三
の
応
酬
で
あ
り
、
批
判

者
も
一
以
駁
者
も
そ
の
根
拠
を
科
学
に
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
第
三
の
応

酬
に
お
い
て
、
批
判
者
は
動
物
を
ご
穣
の
器
械
」
と
み
な
す
立
場
を
表
明

す
る
。
こ
れ
に
対
し
菜
食
主
義
者
は
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
動
物
に
も
人
間

と
同
じ
よ
う
に
苦
し
み
ゃ
悲
し
み
を
感
ず
る
能
力
が
あ
る
と
科
学
に
よ
っ

て
証
明
さ
れ
て
い
る
と
反
駁
す
る
。
賢
治
は
こ
の
作
品
に
お
い
て
仏
教
信
仰

に
ま
つ
わ
る
第
九
の
応
酬
を
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
お
く
が
、
そ
れ
以
外
に
動

物
へ
の
同
情
を
主
張
す
る
立
場
を
も
う
一
つ
登
場
さ
せ
、
そ
の
根
拠
を
科
学

に
お
く
の
で
あ
る
。
こ
の
意
図
は
端
的
に
信
仰
と
科
学
の
一
致
を
試
み
た
証

左
と
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

賢
治
は
『
ピ
ヂ
テ
リ
ア
ン
大
祭
』
に
お
い
て
殺
生
の
忌
避
を
主
張
す
る
た

め
に
、
仏
教
信
仰
の
み
を
披
拠
に
お
く
に
と
ど
ま
ら
ず
科
学
的
な
根
拠
を
求

め
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
智
学
が
『
妙
宗
式
自
』
に
お
い
て
宗
教
を
科

学
と
一
致
さ
せ
よ
う
と
主
張
し
て
い
た
こ
と
の
影
響
を
指
摘
で
き
る
。
智
学

は
西
洋
思
想
、
西
洋
の
諸
科
学
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
の
肯
定
的
な
要
素
は
全

て
法
華
経
が
包
摂
す
る
と
し
、
自
ら
の
説
く
教
義
の
絶
対
的
な
優
位
性
を
、
王

張
し
て
い
る
の
で
あ
る
[
三
・
二
ニ
間
二
〕
。
し
か
し
賢
治
は
法
華
信
仰
と

科
学
の
一
致
に
つ
い
て
、
智
学
の
取
り
組
み
が
十
全
で
あ
る
と
は
捉
え
て
い

な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
少
な
く
と
も
肉
食
と
殺
生
の
問
題
に
つ
い
て
、

法
華
者
の
肉
食
を
肯
定
し
食
う
者
と
食
わ
れ
る
者
に
側
館
の
優
劣
を
定
め

る
智
学
の
主
張
を
安
治
は
受
け
入
れ
て
い
な
い
。
智
学
の
示
し
た
「
サ
尚
一
回
禁

肉
会
」
等
の
構
想
を
達
成
し
、
肉
食
の
禁
止
を
慈
悲
の
実
現
と
位
置
づ
け
る

た
め
に
は
、
国
柱
会
が
日
本
の
既
存
の
教
団
に
優
越
す
る
こ
と
を
強
調
す
る

の
で
は
な
く
、
よ
り
普
遍
化
可
能
性
に
訴
え
る
必
要
性
を
感
じ
て
い
た
と
推

察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

賢
治
は
智
学
の
主
張
に
感
銘
を
受
け
つ
つ
も
、
そ
れ
を
発
底
的
に
継
承
し
、

よ
り
洗
練
す
る
こ
と
を
自
分
の
使
命
で
あ
る
と
捉
え
た
の
で
は
な
か
っ
た

か
。
賢
治
は
の
ち
に
『
ピ
ヂ
テ
リ
ア
ン
大
祭
』
の
改
稿
を
試
み
て
お
り
、
『
一

九
一
一
二
年
度
極
東
ピ
ジ
テ
リ
ア
ン
大
会
見
開
録
』
〔
十
・
三
三
八

i
一
二
山
一
ニ
]

と
い
う
未
完
の
作
品
を
遺
し
て
い
る
。
後
年
に
至
る
ま
で
手
入
れ
を
続
け
た

こ
と
か
ら
も
、
こ
の
作
品
で
描
こ
う
と
し
た
も
の
が
賢
治
に
と
っ
て
非
常
に

重
要
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
し
て
そ
の
自
楳
に
信
仰
と
科
学
を
一
致

さ
せ
る
こ
と
が
含
ま
れ
る
の
は
、
一
九
二
四
年
頃
か
ら
一
九
一
一
二
年
頃
ま
で

執
筆
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
の
第
三
次
稿
に
お
い

て
、
直
接
的
に
信
仰
と
科
学
の
一
致
を
説
く
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
登
場
す
る
こ
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と
か
ら
も
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
第
三
次
稿
の
結
末
部
に
は
ブ
ル
カ

ニ
ロ
博
士
と
い
う
人
物
が
登
場
す
る
。
賢
治
は
こ
の
人
物
に
「
も
し
お
ま
へ

が
ほ
ん
た
う
に
勉
強
し
て
実
験
で
ち
ゃ
ん
と
ほ
ん
た
う
の
考
と
う
そ
の
考

を
分
け
て
し
ま
へ
ば
そ
の
実
験
の
方
法
さ
へ
決
ま
れ
ば
も
う
信
仰
も
化
学

と
お
な
じ
ゃ
う
に
な
る
。
」
〔
十
・
一
七
五
〕
「
お
ま
へ
の
実
験
は
こ
の
き
れ

ぎ
れ
の
考
の
は
じ
め
か
ら
終
り
す
べ
て
に
わ
た
る
や
う
で
な
く
れ
ば
い
け

な
い
。
」
〔
十
・
三
三
八

1
三
四
三
〕
と
発
言
さ
せ
て
い
る
。
信
仰
と
科
学
の

一
致
を
信
仰
の
側
か
ら
目
指
す
意
留
を
は
っ
き
り
と
示
す
台
詞
で
あ
る
。

本
稿
で
明
ら
か
と
な
っ
た
の
は
、
ま
ず
『
妙
宗
式
自
』
に
影
響
を
受
け
た

最
初
期
の
賢
治
は
、
智
学
の
影
響
を
反
映
さ
せ
な
が
ら
真
宗
批
判
と
肉
食
を

結
び
つ
け
て
『
蜘
妹
と
な
め
く
ぢ
と
狸
』
を
描
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

続
く
一
九
二
三
年
頃
の
作
品
で
あ
る
『
ピ
ヂ
テ
リ
ア
ン
大
祭
』
で
も
肉
食
か

ら
の
真
宗
批
判
は
行
う
が
、
む
し
ろ
こ
の
作
品
で
は
輪
廻
転
生
観
を
慈
悲
の

根
拠
と
し
よ
う
と
い
う
意
図
が
強
ま
る
。
輪
廻
転
生
観
を
綬
拠
と
す
る
慈
悲

の
主
張
は
[
手
紙
回
]
に
お
い
て
と
て
も
顕
著
と
な
る
。
ま
た
『
ビ
ジ
テ
リ

ア
ン
大
祭
』
に
は
信
仰
と
科
学
を
一
致
さ
せ
よ
う
と
い
う
萌
芽
も
み
ら
れ
る

が
、
こ
れ
は
最
晩
年
の
作
品
の
ひ
と
つ
で
あ
る
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
に
お
い

て
あ
ら
た
め
で
は
っ
き
り
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。

賢
治
が
扱
い
続
け
た
殺
生
と
肉
食
の
問
題
は
、
輪
廻
転
生
観
を
慈
悲
の
根

拠
と
し
よ
う
と
い
う
主
張
へ
と
発
展
す
る
。
そ
の
主
張
は
科
学
的
に
も
裏
付

け
ら
れ
う
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
確
信
を
伴
っ
て
、
創
作
上
で
主
張
さ
れ
続

け
る
。
殺
生
と
肉
食
に
ま
つ
わ
る
問
題
意
識
が
、
智
学
に
由
来
す
る
真
宗
批

判
に
留
ま
ら
ず
発
展
し
、
「
す
べ
て
の
生
き
も
の
の
ほ
ん
た
う
の
幸
福
」
を

希
求
す
る
契
機
と
な
る
と
こ
ろ
に
、
賢
治
の
独
自
性
を
見
出
す
v

」
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。
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※
本
稿
に
お
け
る
賢
治
の
テ
キ
ス
ト
は
『
{
新
}
校
本
宮
浮
賢
治
全
集
』
(
筑

摩
書
房
、
一
九
九
六
年
1
二
O
O九
年
)
に
依
る
。
〔
巻
数
・
頁
数
〕
の
服
、

に
表
記
す
る
。

(1) 註

一九

O
三
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
本
化
妙
宗
研
究
大
会
に
お
け

る
問
中
智
学
の
講
義
を
記
録
し
た
も
の
。
賢
治
は
こ
れ
を
五
回
は
通
読
し
た

と
さ
れ
る
。

一
九
二
三
年
の
関
東
大
震
災
の
際
に
原
本
焼
失
す
る
も
、

九

二
五
年
に
『
日
蓮
主
義
教
学
大
観
』
に
名
を
改
め
再
発
行
さ
れ
る
。
更
に

九
九
三
年
復
刊
さ
れ
る
。
本
稿
で
は
こ
の
復
刊
さ
れ
た
『
日
蓮
主
義
教
学
大

制
限
』
を
参
照
し
、
[
巻
数
・
頁
数
]
の
順
に
表
記
す
る
。
な
お
引
用
に
際
し
、

適
宜
現
代
常
用
漢
字
に
改
め
た
。

ω
従
来
の
賢
治
研
究
で
は
智
学
の
政
治
性
ゆ
え
、
比
較
検
討
が
未
だ
十
分
に
行

わ
れ
て
い
な
い
側
面
が
あ
る
。
本
稿
で
は
智
学
の
由
体
論
に
は
立
ち
入
ら
ず
、

そ
の
経
典
解
釈
が
賢
治
に
影
響
を
与
え
た
と
い
う
側
毘
に
注
目
し
た
考
察

を
行
ゅ
っ
。

ω
高
知
尾
智
印
刷
「
宮
沢
賢
治
の
患
い
出
」
『
真
世
界
』

一
九
六
七
年
、

八



二
九
頁
。

ω
栴
原
猛
『
宮
沢
禁
治
童
話
の
世
界

四
年
、
三
二
頁
。

賢
治
の
宇
宙
』
佼
成
出
版
社
、

九
八

ω
上
回
折
口
『
宮
沢
賢
治
そ
の
理
想
世
界
へ
の
道
程
』
明
治
書
院
、
一
九
八
八

年
、
六
一

1
六
四
真
。

ω
賢
治
が
こ
の
『
例
教
僧
侶
肉
妻
論
』
を
手
に
取
っ
た
こ
と
が
あ
る
か
は
雌
認

で
き
な
い
が
、
こ
の
論
に
お
け
る
展
望
は
『
妙
宗
式
目
』
に
お
い
て
紹
介
さ

れ
て
い
る
為
、
賢
治
が
智
学
の
こ
の
構
想
を
知
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ

る。

(7) 

一
八
九
三
年
の
シ
カ
ゴ
万
国
問
覧
会
に
お
け
る
世
界
宗
教
会
議
の
こ
と
。
ア

メ
リ
カ
の
自
由
主
義
神
学
者
た
ち
が
中
心
と
な
り
、
位
界
中
の
四
一
の
宗
教

か
ら
お
よ
そ
こ
一

O
名
の
代
表
者
が
参
加
し
た
。
日
本
か
ら
は
禅
宗
の
稗
宗

演
等
が
参
加
し
て
い
る
。

ω
工
藤
哲
夫
『
賢
治
考
証
』
、
和
泉
書
段
、
二

O
一
O
年
、
一
二
二
一

i
三
三
三

頁。
ω
三
種
沖
肉
(
殺
さ
れ
る
と
こ
ろ
を
見
て
い
な
い
、
自
分
に
供
す
る
た
め
に
殺

し
た
と
開
い
て
い
な
い
自
分
に
供
す
る
た
め
に
殺
し
た
と
知
ら
な
い
)
に
、

自
然
に
死
ん
だ
獣
の
肉
と
鳥
の
食
べ
残
し
た
肉
を
加
え
た
も
の
。

日
南
伝
仏
教
で
は
釈
尊
が
豚
肉
を
食
べ
た
と
い
う
説
を
と
る
。
北
伝
仏
教
で
は

J

，.、、

高
齢
の
釈
尊
に
肉
料
理
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
こ
と
、
ト
リ
ュ
フ
の
よ
う
な
豚

が
探
す
き
の
こ
を
連
想
で
さ
る
こ
と
か
ら
、
釈
尊
が
臨
終
に
食
し
た
の
は
き

の
こ
で
あ
る
と
い
う
解
釈
を
と
る
。
現
在
は
文
献
学
の
発
展
に
よ
り
、
豚
肉

で
あ
っ
た
こ
と
が
主
流
な
解
説
と
な
っ
て
い
る
。

、、ss''日
賢
治
は
綜
肉
で
あ
る
と
の
解
釈
を
「
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
同
音
相
類
似
す

〆，a
、、

る
」
ゆ
え
の
誤
り
だ
と
す
る
が
、
こ
の
様
拠
は
賢
治
の
創
作
で
あ
る
と
工
藤

前
掲
喜
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(
ま
き
の
・
し
ず
か

筑
波
大
学
大
学
院

人
文
社
会
科
学
研
究
科
)
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