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目
的
因
と
は
一
致
し
、質
料
の
実
現
す
べ
き
本
質
に
帰
す
る
。
と
こ
ろ
で
質
料
は
そ
れ
自
身
で

は
不
定
の
も
の
で
あ
る
か
ら
そ
れ
に
就
い
て
語
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。
然
る
に
存
在
は
ロ
ゴ
ス
に

於
て
論
理
的
に
捉
え
ら
る
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
に
就
い
て
語
り
そ
れ
に
定
義
を
与
え

得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。従
っ
て
形
相
、(

本
質)

が
真
の
存
在
で
あ
る
と
す
る
。実
体
も

原
因
の
見
地
か
ら
観
る
時
、個
体
の
本
質
（
形
相
）
に
帰
す
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
で
は

質
料
と
存
在
と
は
如
何
な
る
関
係
に
あ
る
か
。
此
二
つ
が
若
し
単
に
離
れ
存
す
る
な
ら
ば
個

物
は
存
在
す
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ヤ
の
離
在
を
攻
撃
し

た
こ
と
は
既
に
前
に
述
べ
た
所
で
あ
る
。
彼
自
身
は
内
在
の
立
場
か
ら
形
相
と
質
料
と
を
現

勢
と
潜
勢
と
の
関
係
に
於
て
考
え
、
質
料
は
形
相
に
な
り
得
べ
く
し
て
未
だ
形
相
と
な
ら
ぬ

も
の
（
可
能
性
）
、
形
相
は
即
ち
其
実
現
（
現
実
性
）
で
あ
る
と
し
た
。
本
質
を
単
に
可
能
の
状

態
に
含
む
の
が
質
料
で
あ
り
、
そ
れ
を
形
相
に
実
現
す
る
の
が
潜
勢
か
ら
現
勢
に
転
ず
る
運

動
で
あ
る
。一
般
に
潜
勢
か
ら
現
勢
に
転
ず
る
こ
と
を
運
動
と
い
う
。運
動
は
単
に
継
起
す
る

状
態
の
み
で
成
立
す
る
も
の
で
な
い
。
運
動
に
は
変
化
す
る
状
態
の
基
底
に
不
変
な
る
も
の

（
基
体
）
が
無
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
運
動
に
先
だ
っ
て
運
動
の
実
現
す
る
本
質
が
基
体
と
し
て
存

し
（
是
即
天
之
御
中
主
神
の
世
界
）
、
そ
れ
が
潜
勢
か
ら
現
勢
に
自
己
を
実
現
す
る
の
で
あ

る
。
（
高
御
産
巣
日
、
神
産
巣
日
、
二
神
の
結
び
蒸
力
の
作
用
に
よ
っ
て
）
。
其
故
現
勢
は
潜
勢

の
後
に
現
れ
る
の
で
な
く
て
却
て
潜
勢
に
先
だ
ち
、
其
完
成
せ
る
本
質
が
運
動
に
於
て
自
己

の
姿
を
現
わ
す
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
即
ち
現
勢
は
完
成
の
意
味
を
有
す
る
。
現
勢
に
は
動
く

方
面
と
共
に
動
か
ぬ
方
面
が
無
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
其
不
動
の
完
成
態
は
始
よ
り
潜
勢
の
中
に

あ
り
、
潜
勢
が
現
勢
に
な
る
の
は
此
完
成
態
が
目
的
と
な
る
か
ら
、
質
料
の
潜
勢
が
形
相
の
現

勢
に
転
ず
る
の
は
本
質
が
自
己
自
身
に
な
ら
ん
と
し
て
自
己
自
身
に
向
う
運
動
を
な
す
も
の

と
い
わ
れ
る
。
此
処
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
想
の
特
色
た
る
目
的
論
が
成
立
つ
。
（
成

り
い
ず
る
神
で
あ
り
、
造
ら
れ
た
も
の
で
な
く
神
・
本
質
自
ら
の
自
己
の
顕
現
で
あ
る
。

神
道
の
成
生
の
相
で
あ
る
） 

 
 

 

論
理
の
一
般
的
述
語
な
の
で
あ
る
。ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
論
理
は
存
在
論
に
制
約
せ
ら
れ
る
実

体
の
論
理
で
あ
り
主
語
の
論
理
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
実
体
は
如
何
な
る
も
の
か
。 

付
言 

私
達
同
志
は
東
洋
哲
学
と
と
も
に
西
洋
哲
学
を
学
び
、
そ
れ
を
正
・
反
と
し
、
合
な

る
日
本
哲
学
を
解
明
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
に
神
道
が
あ
る
。
「
無
の
哲
学
か
ら
光
の
哲
学

へ
」
。
故
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
形
而
上
学
は
彼
以
後
の
西
洋
哲
学
の
殆
ど
全
体
に
対
す
る
源
泉

と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
其
基
本
的
な
る
概
念
や
思
想
は
哲
学
の
常
識
に
属
す
る
も
の
で

あ
る
の
で
、
其
古
典
的
な
る
思
想
の
要
点
を
田
辺
氏
の
「
哲
学
通
論
」
に
依
っ
て
掲
げ
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
の
所
々
に
私
の
神
道
観
を
覗
か
せ
て
い
る
が
、
私
が
こ
れ
を
西
洋
哲
学
的
に
構

威
完
成
す
る
に
は
年
齢
と
時
間
が
許
さ
な
い
。
後
者
を
俟
っ
て
大
成
し
て
い
た
だ
く
よ
り
無

い
。
そ
の
時
の
暗
示
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

 

古
事
記                              

竹
葉 

秀
雄 

 
    

    
 

天
地
の
初
発
の
と
き 

            —

実
在—

（
六
） 

 
    

    
    

  

反
省
的
方
法 

 
    

    
  

１ 

存
在
論
、ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
２
） 

 

 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
物
を
認
識
す
る
は
其
物
の
始
源
を
知
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
た
。

哲
学
は
存
在
の
始
源
と
し
て
の
原
理
を
知
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
始
源
は
そ
れ
か
ら
其

物
の
生
ず
る
原
因
で
あ
り
論
理
的
に
は
理
由
で
あ
る
。
論
理
的
存
在
論
の
立
場
に
於
て
は

理
由
（
原
理
）
と
原
因
と
は
一
つ
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
原
因
に
資
料
因

c
,a

u
s
a

 

m
a

te
ria

lis
 

形
相
因c

fo
rm

a
lis

動
力
因c

.e
ffic

ie
n
s
 

目
的
因c

.fin
a
lis

の
四
つ

を
区
別
し
た
。
こ
れ
は
芸
術
的
表
象
の
立
場
か
ら
存
在
を
彫
塑
的
に
観
照
す
る
希
臘
的

存
在
論
の
典
型
的
な
る
表
現
で
あ
る
。
物
の
底
に
存
在
の
隠
さ
れ
た
る
原
理
を
認
め
ず
、

凡
て
顕
わ
な
る
原
理
に
由
っ
て
生
ず
と
な
す
も
の
で
あ
る
。
彫
刻
家
が
ア
ポ
ロ
の
像
を
造

る
時
に
は
、其
質
料
た
る
大
理
石
と
か
青
銅
と
か
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
が
質
料
因
で

あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
造
ら
る
べ
き
ア
ポ
ロ
の
形
姿
形
相
が
予
め
彫
刻
家
の
脳
裏
に
あ
る

の
で
な
け
れ
ば
彫
像
の
制
作
は
出
来
ぬ
。
そ
れ
が
形
相
因
で
あ
る
。
而
し
て
此
形
相
を
質

料
に
於
て
実
現
す
る
芸
術
家
の
活
動
が
動
力
因
で
あ
り
、
其
制
作
の
目
的
と
す
る
所
が

目
的
因
で
あ
る
。
凡
て
の
存
在
は
此
の
四
種
の
原
因
に
由
っ
て
生
ず
る
。
併
し
人
工
物
で

は
此
の
四
種
が
夫
夫
別
の
も
の
と
し
て
区
別
せ
ら
れ
る
が
、
自
然
物
に
於
て
は
形
相
因
と

目
的
因
と
は
一
致
し
、
質
量
の
実
現
す
べ
き
本
質
に
帰
す
る
。
と
こ
ろ
で
質
料
は
そ
れ
自

身
で
は
不
定
の
も
の
で
あ
る
か
ら
そ
れ
に
就
い
て
語
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。
然
る
に
存
在
は
ロ

ゴ
ス
に
於
て
論
理
的
に
捉
え
ら
る
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
に
就
い
て
語
り
そ
れ
に
定

義
を
与
え
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
形
相
、(

本
質)

が
真
の
存
在
で
あ

る
と
す
る
。
実
体
も
原
因
の
見
地
か
ら
観
る
時
、
個
体
の
本
質
（
形
相
）
に
帰
す
る
と

い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
で
は
質
料
と
存
在
と
は
如
何
な
る
関
係
に
あ
る
か
。
此
二
つ

が
若
し
単
に
離
れ
存
す
る
な
ら
ば
個
物
は
存
在
す
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
が
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ヤ
の
離
在
を
攻
撃
し
た
こ
と
は
既
に
前
に
述
べ
た
所
で
あ

る
。
彼
自
身
は
内
在
の
立
場
か
ら
形
相
と
質
料
と
を
現
勢
と
潜
勢
と
の
関
係
に
於
て

考
え
、
質
料
は
形
相
に
な
り
得
べ
く
し
て
未
だ
形
相
と
な
ら
ぬ
も
の
（
可
能
性
）
、
形

相
は
即
ち
其
実
現
（
現
実
性
）
で
あ
る
と
し
た
。
本
質
を
単
に
可
能
の
状
態
に
含
む
の

が
質
料
で
あ
り
、
そ
れ
を
形
相
に
実
現
す
る
の
が
潜
勢
か
ら
現
勢
に
転
ず
る
運
動
で

あ
る
。
一
般
に
潜
勢
か
ら
現
勢
に
転
ず
る
こ
と
を
運
動
と
い
う
。
運
動
は
単
に
継
起
す

る
状
態
の
み
で
成
立
す
る
も
の
で
な
い
。
運
動
に
は
変
化
す
る
状
態
の
基
底
に
不
変

な
る
も
の
（
基
体
）
が
無
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
運
動
に
先
だ
っ
て
運
動
の
実
現
す
る
本
質

が
気
体
と
し
て
存
し
（
是
即
天
之
御
中
主
神
の
世
界
）、
そ
れ
が
潜
勢
か
ら
現
勢
に
自

己
を
実
現
す
る
の
で
あ
る
。（
高
御
産
巣
日
、
神
産
巣
日
、
二
神
の
結
び
蒸
力
の
作
用

に
よ
っ
て
）
。
其
故
現
勢
は
潜
勢
の
後
に
現
れ
る
の
で
な
く
て
却
て
潜
勢
に
先
だ
ち
、

其
完
成
せ
る
本
質
が
運
動
に
於
て
自
己
の
姿
を
現
わ
す
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
即
ち

現
勢
は
完
成
の
意
味
を
有
す
る
。
現
勢
に
は
動
く
方
面
と
共
に
動
か
ぬ
方
面
が
無
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
其
不
動
の
完
成
態
は
始
よ
り
潜
勢
の
中
に
あ
り
、
潜
勢
が
現
勢
に
な
る

の
は
此
完
成
態
が
目
的
と
な
る
か
ら
、
質
料
の
潜
勢
が
形
相
の
現
勢
に
転
ず
る
の
は

本
質
が
自
己
自
身
に
な
ら
ん
と
し
て
自
己
自
身
に
向
う
運
動
を
な
す
も
の
と
い
わ
れ

る
。
此
処
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
想
の
特
色
た
る
目
的
論
が
成
立
つ
。（
成
り
い
ず

る
神
で
あ
り
、
造
ら
れ
た
も
の
で
な
く
神
・
本
質
自
ら
の
自
己
の
顕
現
で
あ
る
。
神
道

の
成
生
の
相
で
あ
る
） 

 
 

 

          

プ
ロ
テ
イ
ノ
ス
の
一
者
は
た
だ
世
界
を
超
越
し
て
存
在
す
る
神
で
は
な
い
。
そ
れ
は
個

物
の
活
動
的
本
質
の
統
一
原
理
と
し
て
飽
く
ま
で
世
界
に
内
在
す
る
の
で
あ
る
。
併
し
単

に
世
界
に
内
在
す
る
の
で
は
な
く
て
同
時
に
之
を
超
え
る
全
体
的
統
一
原
理
と
し
て
超

越
的
で
あ
る
。
而
も
そ
の
超
越
的
一
者
に
至
る
に
は
個
体
の
多
な
る
世
界
を
媒
介
と
す
る

の
で
な
く
て
（
こ
こ
に
問
題
が
あ
っ
て
存
在
論
を
生
み
弁
証
論
を
生
む
。
竹
葉
）
之
を
否
定

し
消
滅
せ
し
む
る
こ
と
に
由
っ
て
す
る
。
即
ち
論
理
を
否
定
し
思
惟
を
超
越
し
、
一
切
の

対
立
の
消
え
る
所
に
直
観
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
此
処
に
神
秘
的
方
法
の
特
色
が
あ

り
、
其
の
後
西
洋
哲
学
に
於
て
基
督
教
の
地
盤
に
そ
れ
が
移
植
せ
ら
れ
る
と
共
に
、
愈
々

宗
教
的
色
彩
を
濃
厚
に
し
て
神
秘
神
学
の
形
を
採
る
に
至
っ
た
所
以
が
あ
る
。 

第
五
世
紀
の
偽
デ
ィ
オ
ニ
シ
ウ
ス
書P

s
e
u
c
o
-
D

io
n
y
s
iu

s

が
神
を
「
名
く
べ
き
名
無

き
輝
け
る
暗
」
と
し
た
。
こ
れ
は
如
何
に
も
老
子
の
「
名
の
名
と
す
べ
き
は
常
の
名
に
非

ず
」
と
言
い
、「
玄
の
又
玄
」
と
言
え
る
と
こ
ろ
に
似
る
。 

第
九
世
紀
の
ス
コ
ト
ウ
ス
・
エ
リ
（
ウ
）
ゲ
ナ
（Se

c
tu

s
E

ri(u
)g

e
n
a

,8
1

0
-
8

7
7

）

が
、
「
造
っ
て
造
ら
れ
ざ
る
神
」
の
底
に
「
造
ら
れ
も
せ
ず
造
り
も
せ
ざ
る
神
」
を
考
え
、
斯

か
る
神
が
矛
盾
を
含
む
も
の
と
し
て
そ
れ
を
思
惟
す
べ
き
範
疇
無
き
こ
と
を
説
い
て
、
唯

不
知
に
於
て
直
接
に
神
と
冥
合
す
る
を
得
る
と
す
る
所
謂
「
否
定
神
学
」
を
大
成
し
た
の

は
、
神
秘
神
学
の
最
初
の
代
表
と
目
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
古
事
記
の
「
成
り
ま

せ
る
神
」
の
底
に
「
成
り
ま
さ
ぬ
神
」
が
考
え
ら
れ
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。 

 

斯

く

て

ス

コ

ラ

哲

学

の

隆

盛

期

た

る

第

十

三

世

紀

に

ト

ー

マ

ス

（T
h

o
m

a
s
A

q
u

in
a
s
,1

2
2
5
-7

4

）
の
理
性
主
義
的
な
神
学
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
、

超
理
性
的
神
秘
的
直
観
に
依
っ
て
の
み
知
ら
る
る
超
対
立
的
の
「
神
其
者
」G

o
tth

e
t

を
、
三
位
一
体
の
神
の
前
に
考
え
て
之
を
「
無
」N

ie
h

s

と
し
た
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト

（E
e
k

ch
a
rt1

2
6
0
-1

3
2
7

）
日
本
に
於
け
る
神
即
ち
天
照
大
御
神
、
君
・
民
の
三
位
一

体
の
前
の
天
之
御
中
主
神
の
世
界
で
あ
る
。 

更
に
文
芸
復
興
の
初
期
に
其
当
時
の
精
神
に
従
っ
て
個
物
の
内
に
神
の
生
命
を
認

む
る
汎
神
論
的
思
想
を
採
り
つ
つ
、
斯
か
る
個
物
の
多
を
一
に
統
一
す
る
神
が
一
に

し
て
多
な
る
以
上
、
そ
れ
は
無
限
大
に
し
て
無
限
小
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
神
は

「
反
対
の
一
致
」C

o
in

cid
e
n

tia
 O

p
p
o
sito

ru
m

で
あ
る
。
斯
か
る
矛
盾
を
含
む
神

に
就
い
て
は
肯
定
も
否
定
も
出
来
ぬ
か
ら
、
こ
れ
を
判
断
に
由
っ
て
知
る
こ
と
は
出

来
な
い
。
斯
か
る
無
知
の
自
覚
（
所
謂
「
無
知
の
知
」D

o
cta

ig
n

o
ra

n
tia

）
に
於
て

の
み
神
が
現
前
す
る
と
説
い
た
ニ
コ
ラ
ス
・
ク
ザ
ヌ
ス
（N

ico
la

u
s
 C

u
s
a
n

u
s
,1

4
0
1
-

6
4

）
。
天
之
御
中
主
神
の
世
界
を
玉
で
表
し
て
い
る
神
道
は
円
球
的
絶
対
界
で
あ
る
。

こ
こ
に
於
て
は
無
限
小
は
無
限
大
に
連
が
り
、
極
右
は
極
左
と
同
一
で
あ
る
。
第
六
、

第
七…

…

無
限
次
元
の
世
界
で
あ
る
。
始
め
と
す
べ
き
始
め
な
く
、
終
り
と
す
べ
き
終

り
な
き
、
肯
定
と
否
定
と
綾
な
し
て
存
在
し
つ
つ
あ
る
、
そ
の
存
在
を
認
め
な
が
ら
超

え
た
「
無
知
の
知
」
の
世
界
で
あ
る
。 

 

尚
近
世
の
初
に
、
従
来
の
希
臘
哲
学
的
神
秘
主
義
に
於
て
単
に
消
極
的
意
義
を
有

す
る
に
止
ま
っ
た
質
量
に
（
前
述
プ
ロ
テ
イ
ノ
ス
の
項
参
照
）
積
極
な
る
意
義
を
与

え
、
之
を
神
の
啓
示
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
、
神
の
内
に
あ
っ
て
神
に
対
す
る
否
定
の
原

理
た
る
も
の
と
解
し
、
自
己
の
宗
教
的
体
験
を
基
と
し
て
一
層
基
督
教
的
な
る
神
秘

主
義
を
建
て
た
ボ
ェ
ー
メ
（B

o
h

m
e
,1

5
7
5
-1

6
2
4

）
。
日
本
神
道
に
於
て
は
建
速
素
戔

雄
尊
の
存
在
が
こ
の
意
義
を
も
つ
。 

 

右
の
如
く
、
神
秘
主
義
の
流
は
連
綿
と
し
て
い
つ
の
時
代
に
も
有
力
な
る
代
表
者

を
有
す
る
。 

 

特
に
神
秘
主
義
者
と
呼
ば
れ
て
居
な
い
ば
か
り
で
な
く
理
性
主
義
合
理
主
義
の
代

表
と
普
通
に
考
え
ら
れ
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
如
き
が
、
所
謂
幾
何
学
的
方
法
を
標
榜
し
た

に
拘
ら
ず
、
最
高
の
認
識
を
理
性
以
上
の
直
観
知

S
cie

n
tia

 in
tu

iv
a

に
認
め
た
事

は
最
も
注
意
す
べ
き
点
で
あ
る
。 
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と
い
わ
れ
る
。
此
処
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
想
の
特
色
た
る
目
的
論
が
成
立
つ
。
（
成
り
い
ず

る
神
で
あ
り
、
造
ら
れ
た
も
の
で
な
く
神
・
本
質
自
ら
の
自
己
の
顕
現
で
あ
る
。
神
道
の
成
生

の
相
で
あ
る
） 

                           

農
士
道 

 
 

 
          

菅
原 

兵
治 

第
五
章 

農
士
論 

    
 

～
第
二
節 

帰
農
的
安
立
～ 

 

茶
柄
杓
の
心
得 

「
翁
又
曰
、
茶
帥
利
休
が
歌
に
『
寒
熱
の
地
獄
に
通
う
茶
柄
杓
も
、
心
な
け
れ
ば
苦
み
も
な

し
』
と
云
え
り
。
此
歌
未
だ
盡
さ
ず
、
如
何
と
な
れ
ば
、
其
心
無
心
を
尊
ぶ
と
い
え
ど
も
、
人
は

無
心
な
る
の
み
に
て
は
、
国
家
の
用
を
な
さ
ず
。夫
れ
心
と
は
我
心
の
事
な
り
。
只
我
を
去
り
し

の
み
に
て
は
未
だ
足
ら
ず
、
我
を
去
り
て
其
上
に
一
心
を
決
定
し
毫
末
も
心
を
動
さ
ざ
る
に

至
ら
ざ
れ
ば
尊
ぶ
に
た
ら
ず
。故
に
我
常
に
云
う
、
此
歌
未
だ
盡
さ
ず
と
。今
試
み
に
詠
み
直
さ

ば
『
茶
柄
杓
の
様
に
心
を
定
め
な
ば
、
湯
水
の
中
も
苦
み
は
な
し
』
と
せ
ば
可
な
ら
ん
か
。
夫
れ

人
は
一
心
に
決
定
し
動
か
ざ
る
を
尊
ぶ
な
り
。
夫
れ
富
貴
安
楽
を
好
み
貧
賤
勤
労
を
厭
う
は
、

凡
情
の
常
な
り
。
聟
嫁
た
る
者
、
養
家
に
居
る
は
、
夏
火
宅
に
居
る
が
如
く
、
冬
寒
野
に
出
ず
る

が
如
く
、
又
実
家
に
来
る
時
は
、
夏
氷
室
に
入
る
が
如
く
、
冬
火
宅
に
寄
る
が
如
き
思
い
な
る
も

の
な
り
。
此
時
其
身
に
天
命
あ
る
事
を
辨
え
、
天
命
の
安
ず
べ
き
理
を
悟
り
、
養
家
は
我
家
な

り
と
決
定
し
て
、心
動
か
ざ
る
事
、不
動
尊
の
像
の
如
く
、
猛
火
背
を
焼
く
と
い
え
ど
も
動
か
じ

と
決
し
、
養
家
の
為
に
心
力
を
盡
す
時
は
、
実
家
へ
来
ら
ん
と
す
る
と
も
其
暇
あ
ら
ざ
る
べ
し
。

斯
く
の
如
く
励
む
時
は
心
力
勤
労
も
苦
に
は
な
ら
ぬ
物
な
り
、
是
只
我
を
去
る
と
、
一
心
の
覚

悟
決
定
の
徹
底
と
に
あ
り
。
夫
れ
農
夫
の
暑
寒
に
田
畑
を
耕
し
、
風
雨
に
山
野
を
奔
走
す
る
、

車
力
の
車
を
押
し
米
搗
き
の
米
を
搗
く
が
如
き
、
他
の
慈
眼
を
以
て
見
る
時
は
、
其
勤
苦
云
べ

か
ら
ず
。
気
の
毒
な
り
と
い
え
ど
も
、
其
身
に
於
て
は
兼
て
決
定
し
て
、
労
働
に
安
ん
ず
る
な
れ

ば
、
苦
に
は
思
わ
ぬ
な
り
。
武
士
の
戦
場
に
出
で
て
野
に
ふ
し
山
に
ふ
し
、
君
の
馬
前
に
命
を
捨

る
も
、
一
心
決
定
す
れ
ば
こ
そ
、
出
来
る
な
れ
。
さ
れ
ば
人
は
天
命
を
辨
え
、
天
命
に
安
ん
じ
、

我
を
去
て
一
心
決
定
し
て
、
動
か
ざ
る
を
尊
し
と
す
。」 

要
す
る
に
か
く
の
如
く
明
暗
苦
楽
の
両
者
が
併
存
し
て
渦
ま
く
処
に
吾
等
人
間
の
現
実
が

あ
る
。
吾
々
は
此
の
人
生
の
現
実
に
直
面
し
て
、
之
を
突
破
し
て
「
驀
直
去
」
す
る
の
志
操
、
勇

奮
を
有
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
「
大
事
到
来
す
、
如
何
か
廻
避
せ
ん
」
と
た
じ
ろ
い
だ
り
、
苦
を
怯
れ

て
観
念
の
世
界
や
、
耽
美
の
世
界
に
「
志
」
を
麻
痺
せ
し
め
て
、
獨
り
よ
が
り
の
甘
美
の
酒
に
陶

酔
し
て
い
る
事
は
、断
じ
て
「
士
」
た
る
者
の
取
る
べ
き
勇
風
で
は
な
い
。 
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自
治
集
団
農
部
会
第
一
回
会
合                       三

浦 

夏
南 

   

八
月
十
日
に
自
治
集
団
の
農
部
会
が
む
す
び
の
里
に
て
開
か
れ
ま
し
た
。農
部
会
が
今
後
ど

の
よ
う
な
事
業
を
具
体
的
に
行
っ
て
い
く
の
か
を
話
し
合
い
ま
し
た
。
我
々
が
た
た
き
台
と
な
る

案
を
提
出
し
た
上
で
そ
れ
を
基
に
色
々
と
意
見
を
出
し
合
い
、
一
つ
事
業
の
形
が
見
え
て
来
ま

し
た
。 

具
体
的
に
は
新
た
な
農
士
を
育
成
す
る
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
む
す
び
の
里
に
て
行
い
、
そ
こ

で
数
年
間
育
て
た
青
年
を
、
有
志
の
経
営
者
の
い
る
地
域
に
就
農
さ
せ
ま
す
。
育
て
た
農
士
の

経
済
面
は
法
人
が
負
担
す
る
代
わ
り
に
、
農
士
は
そ
こ
で
市
場
原
理
を
無
視
し
た
理
想
的
農

業
を
行
い
、
そ
こ
で
取
れ
た
作
物
を
法
人
に
還
元
、
備
蓄
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
田
畑
が
そ
の
ま

ま
法
人
の
農
的
体
験
活
動
、
社
員
研
修
の
場
に
な
る
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
れ
な
ら
ば
農
家
が

お
金
の
こ
と
を
考
え
ず
、
あ
る
べ
き
農
業
に
専
念
す
る
こ
と
が
出
来
、
且
つ
会
社
で
働
い
て
い
る

人
々
に
も
農
的
生
活
の
重
要
性
を
実
感
さ
せ
、
来
た
る
べ
き
自
治
社
会
へ
の
移
行
へ
の
準
備
と

す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
我
々
は
む
す
び
の
里
で
の
育
成
事
業
で
の
教
育
の
一
端
を
担
う
と
と

も
に
、
市
場
原
理
を
無
視
し
た
完
全
自
立
循
環
型
の
農
を
開
発
す
る
こ
と
が
仕
事
で
す
。
こ
れ

を
も
し
実
現
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
我
々
が
目
指
し
て
来
た
農
士
学
校
、
三
間
村
塾
が
現

実
的
に
形
に
な
っ
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

こ
の
事
業
を
大
々
的
に
や
っ
て
い
く
前
に
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
し
っ
か
り
と
固
め
て
行
く
に
は
、
ま

ず
は
少
人
数
か
ら
実
際
に
育
て
て
み
て
、
そ
こ
で
出
た
問
題
点
を
修
正
し
な
が
ら
、
形
に
し
て

い
く
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
を
卒
業
し
た
後
に
、法
人
お
抱
え
農
家
に
な
っ
た
後
の
活
動
も
前

例
が
な
い
だ
け
に
手
探
り
に
な
り
ま
す
。
こ
の
最
初
に
飛
び
込
む
青
年
の
抜
擢
と
育
成
が
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
成
功
の
鍵
に
な
り
そ
う
で
す
。
二
十
代
で
年
も
若
く
大
変
優
秀
な
青
年
が
一
人
い
る

の
で
、
そ
の
青
年
を
九
月
の
推
薦
会
に
て
推
薦
し
、
自
治
集
団
の
青
年
農
士
第
一
号
に
な
っ
て

も
ら
え
た
ら
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま
だ
何
も
形
に
な
っ
て
い
な
い
時
に
飛
び
込
む
こ
と
は
大
変
勇

気
の
い
る
こ
と
で
す
が
、
同
時
に
ま
だ
何
も
形
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
、
自
分
た
ち
で
作
っ
て
行
く

の
だ
と
い
う
夢
と
希
望
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
名
誉
が
あ
り
ま
す
。
我
々
と
し
て
は
是
非
頑
張
っ
て

欲
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。 

今
回
の
部
会
で
農
部
会
の
活
動
が
明
確
に
な
っ
て
き
た
の
で
、
他
部
会
と
の
連
絡
も
と
り
な

が
ら
、
理
想
的
農
の
再
生
と
青
年
農
士
の
育
成
を
形
に
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
我
々
だ
け

で
は
夢
や
理
想
で
終
わ
っ
て
い
た
こ
と
も
、
多
く
の
人
の
知
恵
と
力
が
合
わ
さ
れ
ば
現
実
の
も

の
に
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
我
々
も
自
治
を
現
実
の
も
の
に
出
来
る
よ
う
、
全
力
で
自
治
集

団
に
貢
献
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

 

              

 

 
  

小
野
鶴
山
の
『
大
学
師
説
』
① 

庄 

宏
樹 

 
今
年
七
月
二
十
八
日
、
崎
門
学
研
究
会
の
折
本
龍
則
代
表
と
と
も
に
、
早
稲
田
大
学
の
ほ

ど
近
く
に
あ
る
済
松
寺
を
訪
問
し
た
。
同
寺
に
は
、
山
口
菅
山
と
い
う
江
戸
時
代
の
学
者
の
墓

が
あ
る
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
菅
山
は
、
山
崎
闇
斎―

浅
見
絅
斎―

若
林
強
斎
と
つ
づ
く
崎
門
学

の
系
譜
上
に
位
置
す
る
人
物
で
あ
り
、
幕
末
の
梅
田
雲
浜
や
有
馬
新
七
と
い
っ
た
志
士
た
ち
も
、

彼
の
も
と
で
学
ん
で
い
た
と
い
う
。 
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ま
た
、
菅
山
の
墓
の
す
ぐ
そ
ば
に
は
、
「
若
林
氏
弘
室
之
墓
」
と
刻
さ
れ
た
墓
石
が
た
っ
て
お

り
、
そ
の
裏
面
に
は
「
若
林
氏
、
初
称
止
波
、
強
斎
先
生
之
女
、
鶴
山
小
野
先
生
之
室
也
」
と
誌

さ
れ
て
い
る
。
小
野
鶴
山
は
若
林
強
斎
の
門
人
で
あ
り
、
強
斎
没
後
の
望
楠
軒
講
主
で
あ
る
。

鶴
山
は
後
に
若
狭
小
浜
藩
へ
仕
え
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
小
浜
藩
の
江
戸
藩
邸
が
済
松

寺
の
近
く
に
あ
っ
た
た
め
、
鶴
山
の
妻
で
あ
る
弘
室
も
同
寺
に
葬
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

な
お
、
鶴
山
と
弘
室
と
の
間
に
は
一
男
四
女
が
あ
り
、そ
の
季
女
（
末
娘
）
が
山
口
家
に
嫁
ぎ
、

菅
山
を
生
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
鶴
山
は
、
菅
山
の
母
方
の
祖
父
に
あ
た
る
わ
け
で
あ
る
。 

さ
て
本
稿
で
は
、
こ
の
小
野
鶴
山
に
よ
る
『
大
学
』
講
義
録
で
あ
る
『
大
学
師
説
』
の
内
容
を

紹
介
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。同
書
は
、
神
奈
川
県
横
浜
市
に
あ
る
「
大
倉
精
神
文
化
研
究
所
」

の
服
部
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
服
部
文
庫
は
、
名
古
屋
出
身
の
漢
学
者
・
服
部
富
三
郎
氏

の
旧
蔵
書
で
あ
り
、
尾
張
崎
門
学
派
の
文
献
が
多
く
収
め
ら
れ
て
い
る
（
阿
部
隆
一
「
崎
門
学

派
著
作
文
献
解
題
」
）
。 

で
は
、
そ
も
そ
も
『
大
学
』
と
は
如
何
な
る
書
で
あ
る
の
か
。
朱
子
に
よ
れ
ば
、
『
大
学
』
は
孔

子
の
言
葉
を
弟
子
で
あ
る
曾
子
が
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
四
書
」
の
う
ち
の
一
冊
で

あ
る
が
、
同
じ
四
書
で
も
『
論
語
』
『
孟
子
』
よ
り
先
に
読
む
べ
き
な
の
が
、
こ
の
『
大
学
』
で
あ

る
（
『
大
学
或
問
』
）
。 

『
論
語
』
に
関
し
て
は
、
現
代
日
本
で
も
未
だ
に

根
強
い
人
気
が
あ
る
が
、
『
大
学
』
に
ま
で
手
を
伸
ば

す
人
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
だ
ろ
う
。
正
直
に
言
え

ば
、
私
も
『
大
学
』
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
深
く
研
究
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
従
っ
て
本
稿
に

も
多
く
の
誤
り
が
見
受
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
思
う
。
読
ま
れ
た
方
の
叱
正
を
乞
う
次
第
で
あ

る
。 さ

て
、
『
大
学
』
を
読
む
に
あ
た
っ
て
理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
が
、
朱
子
学
で
い
う
「
本

然
の
性
」
と
「
気
質
の
性
」
と
の
違
い
で
あ
る
。
「
本
然
の
性
」
に
つ
い
て
、小
野
鶴
山
は
次
の
よ
う

に
述
べ
る
。 

「
人
の
生
れ
つ
く
だ
た
い
か
ら
云
へ
ば
、
親
は
愛
し
、
子
は
か
は
ゆ
し
、
目
は
明
に
み
え
る
、
耳

は
明
に
聞
へ
る
。
自
然
の
な
り
か
ら
云
へ
ば
、
い
み
じ
ふ
生
れ
つ
い
て
を
ら
ぬ
も
の
な
い
。
そ
れ
を

ば
本
然
と
云
」 

ど
ん
な
人
間
で
あ
っ
て
も
、
ま
た
い
つ
の
時
代
も
、
子
供
は
親
を
愛
お
し
く
思
い
、
親
は
子
供

を
可
愛
が
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
人
間
の
本
来
の
姿
で
あ
る
、と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
だ
が
、こ

の
よ
う
に
言
え
ば
、
現
代
人
か
ら
は
多
く
の
反
論
が
か
え
っ
て
く
る
だ
ろ
う
こ
と
が
予
想
さ
れ

る
。
「
そ
う
は
言
っ
て
も
、
新
聞
等
を
見
れ
ば
、
親
が
子
を
虐
待
す
る
な
ど
の
悲
惨
な
事
件
が

日
々
起
こ
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
」
と
。 

む
ろ
ん
、
鶴
山
も
そ
の
よ
う
な
現
実
を
否
定
す

る
わ
け
で
は
な
い
。 

「
其
自
然
の
生
れ
つ
き
な
り
に
す
い
と
ゆ
け
ば
、
何

も
手
の
つ
く
こ
と
な
い
。
然
れ
ど
も
、
今
日
人
の
な

り
が
そ
ふ
か
と
思
へ
ば
、
親
子
は
親
ふ
な
し
、
兄
弟

は
友
愛

う
る
わ
し
ふ

な
し
、
目
に
み
る
処
は
筋
目
の
様
に
な
く
、

耳
に
聞
く
処
は
是
非
わ
か
れ
ぬ
と
云
様
に
、
本
然
の

な
り
が
わ
づ
ろ
ふ
て
を
る
ぞ
」 

で
は
、
そ
う
し
た
現
実
に
お
け
る
様
々
な
悪
を
、

朱
子
学
で
は
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

次
回
は
、
こ
の
「
悪
の
起
源
」
と
い
う
問
題
に
つ
い
て

検
討
し
た
い
。 
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と
よ
く
も
農
園
だ
よ
り                        

三
浦 

美
恵   

  
う
だ
る
よ
う
な
暑
さ
が
続
い
た
八
月
。
今
月
も
自
給
自
足
に
向
け
て
大
き
く
前
進
で
き
ま

し
た
。 

ま
ず
、
内
子
町
に
あ
る
中
谷
自
然
農
園
を
訪
問
し
ま
し
た
。
そ
ち
ら
の
鶏
は
平
飼
い
で
、
草

や
お
米
を
食
べ
て
育
っ
て
い
ま
す
。
現
在
の
日
本
で
の
一
般
的
な
鶏
の
育
て
方
よ
り
も
資
材
、必

要
面
積
、
経
費
を
考
え
た
時
に
は
随
分
と
効
率
が
お
ち
ま
す
が
、
鶏
が
ス
ト
レ
ス
を
感
じ
に
く

く
、
の
び
の
び
と
小
屋
で
育
つ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
頂
い
た
卵
は
す
っ
き
り
と
し
て
い
て
、
ほ
の
か

に
甘
み
が
あ
り
ま
し
た
。
鶏
は
比
較
的
飼
い
や
す
く
、
農
閑
期
に
あ
た
る
十
一
月
か
ら
二
月
に

鶏
小
屋
を
建
設
す
る
予
定
で
す
。 

 

次
に
馬
耕
を
知
る
た
め
に
、
鳥
取
県
の
智
頭
に
あ
る
「
森
の
う
ま
ご
や
」
を
訪
問
し
ま
し
た
。

運
営
主
の
岩
田
さ
ん
は
県
外
か
ら
移
住
し
て
来
ら
れ
、
実
際
に
自
分
達
の
食
べ
る
お
米
の
田
ん

ぼ
を
馬
で
耕
し
て
育
て
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
調
教
中
の
様
子
を
見
せ
て
頂
い
た
り
、
馬
の
購
入

先
や
相
場
、ま
た
調
教
の
期
間
等
お
聞
き
し
た
り
し
ま
し
た
。直
近
で
は
難
し
い
で
す
が
、将
来

的
に
取
り
入
れ
て
い
き
た
い
農
業
の
在
り
方
だ
と
感
じ
ま
し
た
。 

 

続
い
て
高
知
の
「
山
塩
小
僧
」
を
訪
問
し
ま
し
た
。こ
ち
ら
で
は
、
手
間
の
か
か
る
昔
な
が
ら
の

天
日
塩
を
作
っ
て
お
ら
れ
、
少
し
舐
め
さ
せ
て
頂
く
と
、
市
販
の
も
の
と
の
違
い
は
歴
然
。
「
手

塩
に
か
け
る
」
と
い
う
言
葉
の
通
り
、
昔
か
ら
塩
づ
く
り
は
大
変
だ
っ
た
そ
う
で
す
が
、
生
き
て

い
く
上
で
も
非
常
に
重
要
度

の
高
い
お
塩
。
米
、
水
に
次
い
で

毎
朝
神
棚
に
お
供
え
し
て
い

る
お
塩
は
ぜ
ひ
作
り
た
い
と
の

思
い
か
ら
、
こ
れ
も
今
冬
に
塩

用
の
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
を
建
設

し
、
来
年
か
ら
は
手
作
り
の
塩

を
お
供
え
で
き
る
よ
う
頑
張

り
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

お
米
も
随
分
と
大
き
く
な
り
、
あ
っ
と
い
う
間
に
出
穂
し
、

そ
の
穂
も
垂
れ
て
き
ま
し
た
。
来
月
に
は
初
め
て
の
稲
刈
り

に
挑
戦
す
る
予
定
で
す
。
大
豆
も
こ
の
一
カ
月
で
ぐ
っ
と
生

長
し
、力
強
さ
を
感
じ
ま
す
。
農
作
業
を
す
る
上
で
し
ん
ど

い
事
の
多
い
夏
も
あ
と
少
し
と
な
り
ま
し
た
。
ア
ス
パ
ラ
ガ

ス
の
日
々
の
収
穫
・
出
荷
調
整
も
、
夏
の
終
わ
り
と
と
も
に

減
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
の
二
カ
月
で
多
く
の
自
給
自
足
研
究

を
進
め
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
、
秋
か
ら
は
い
よ
い
よ
本
番

で
す
。
秋
野
菜
の
播
種
や
、
自
給
自
足
の
た
め
の
畑
準
備
、

鶏
小
屋
と
塩
ハ
ウ
ス
の
建
設
に
向
け
て
動
き
出
し
て
い
き

ま
す
。
今
ま
で
と
は
少
し
ず
つ
形
を
変
え
な
が
ら
、
こ
れ
か

ら
も
新
た
な
挑
戦
を
し
て
い
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

 

★
今
後
の
予
定 

 
 

先
月
に
引
き
続
き
個
別
で
の
勉
強
会
の
対
応
を
さ
せ
て
頂
い
て
い
ま
す
。ご
希
望
の
方
は 

事
務
局
ま
で
お
電
話
く
だ
さ
い
。 

 

★
一
燈
照
偶 

万
燈
照
国 

 
 

ひ
の
心
を
継
ぐ
会
は
竹
葉
秀
雄
・
近
藤
美
佐
子
両
先
生
の
精
神
を
継
承
し
、
発
展
さ
せ

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
生
ま
れ
た
会
で
す
。
一
人
の
「
ひ
」
の
精
神
が
周
囲
の
人
々
の
心
に

「
ひ
」
を
燈
し
、
や
が
て
そ
れ
が
国
を
照
ら
す
「
ひ
」
に
な
る
こ
と
を
願
い
、
活
動
を
行
っ
て

お
り
ま
す
。
皆
様
に
は
何
卒
ご
理
解
と
ご
支
援
を
賜
り
ま
す
よ
う
、
宜
し
く
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。 

 
★
年
会
費 

一
般
会
員 

    
   

三
千
円 

賛
助
会
員 

    
   

一
万
円 

特
別
賛
助
会
員 

   

三
万
円 

支
援
会
員 

 
 
 

一
万
円 

 


