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良
寛
様
の
よ
う
な
、
近
世
で
は
他
に
そ
の
比
を
見
ら
れ
な
い
ま
で
の
、
ず

ば
抜
け
た
書
、
そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
ご
と
き
が
と
や
か
く
と
い
い
気
に
な
っ
て

批
評
す
る
こ
と
は
、
ど
う
い
う
も
の
か
と
危
惧
を
禁
じ
得
な
い
も
の
が
な
い

の
で
も
な
い
が
、
し
か
し
良
寛
様
に
は
常
日
頃
親
し
み
と
尊
敬
と
を
持
っ
て

い
る
一
人
で
あ
る
と
い
う
関
係
を
も
っ
て
許
し
て
い
た
だ
け
る
と
し
、
僭
越

を
承
知
し
な
が
ら
、
と
も
か
く
も
感
ず
る
と
こ
ろ
を
一
応
述
べ
さ
し
て
貰
う

こ
と
と
す
る
。

　
良
寛
様
の
書
、
そ
れ
は
品
質
に
見
て
も
、
形
貌
す
な
わ
ち
書
風
に
見
て
も
、

容
易
に
あ
り
得
な
い
、
素
晴
ら
し
い
良
能
の
美
書
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
な

ん
の
角
度
か
ら
見
て
も
世
の
常
の
通
り
も
の
と
は
格
が
異
っ
て
い
て
近
世
に
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お
け
る
能
書
例
と
同
一
に
論
じ
難
い
点
が
あ
る
と
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
単

に
正
し
い
書
だ
と
か
、
嘘
の
な
い
書
だ
と
か
い
っ
た
く
ら
い
で
は
、
そ
の
良

能
の
程
度
は
い
い
尽
さ
れ
な
い
恨
み
が
あ
る
。
そ
れ
で
も
強
い
て
一
言
で
い

っ
て
見
る
な
ら
ば
、
真
善
美
が
兼
ね
具
わ
っ
て
い
る
と
い
う
の
他
は
な
い
。

か
よ
う
の
良
能
の
書
が
生
れ
出
た
ゆ
え
ん
の
も
の
は
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
い

う
ま
で
も
な
く
不
思
議
な
く
ら
い
世
間
欲
の
な
い
良
寛
様
の
人
格
の
立
派
さ

が
、
そ
う
し
た
も
の
だ
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
べ
て
「
芸
術
も
人
な
り
」

で
、
作
者
の
人
格
は
そ
の
作
品
に
反
映
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
良
寛
様
の

書
の
価
値
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
良
寛
様
の
人
格
の
価
値
で
あ
る
と
断
じ
て

万
間
違
い
は
な
い
。
世
に
人
格
以
上
と
か
、
人
格
以
外
と
か
の
書
と
い
う
も

の
な
ど
あ
り
得
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
う
ま
さ
に
お
い
て
、
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そ
の
美
術
と
し
て
の
美
し
さ
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
い
や
ら
し
い
作
り
も
の

で
は
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
、
良
寛
様
の
書
は
、
ま
っ
た
く
良
寛
様
の
美

し
い
人
格
に
よ
り
て
生
れ
出
た
も
の
な
の
で
あ
る
こ
と
を
、
つ
く
づ
く
思
わ

さ
れ
る
。
そ
の
一
つ
一
つ
に
検
討
し
て
見
る
ま
で
も
な
く
、
良
寛
様
は
美
術

的
に
鑑
賞
力
の
高
い
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
作
品
に
よ
っ
て
想
像
す
る
に
充
分

で
あ
る
。
古
法
帖
の
見
方
に
し
て
も
、
一
番
い
い
も
の
の
中
か
ら
、
一
番
い

い
と
こ
ろ
ば
か
り
を
見
て
お
ら
れ
る
。
一
例
を
草
露
貫
珠
に
見
て
み
て
も
、

や
っ
ぱ
り
羲
之
型
で
あ
り
、
韻
会
型
で
あ
っ
て
、
内
容
も
そ
れ
ら
の
重
厚
で

あ
る
。
そ
こ
へ
、
日
本
の
上
代
的
書
道
の
内
容
の
味
が
加
わ
っ
て
い
る
。
良

寛
様
の
書
は
形
が
よ
い
。
味
が
よ
い
。
美
的
で
あ
る
。
風
雅
で
あ
る
と
い
う

ゆ
え
ん
は
そ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
懐
素
の
書
が
、
い
つ
も
引
き
合
い
に
出
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さ
れ
る
が
、
私
ど
も
の
今
ま
で
に
見
た
懐
素
と
い
う
も
の
は
、
あ
え
て
感
心

す
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
あ
の
時
代
で
は
俗
書
に
属
す
る
方
で

は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
仮
に
良
寛
様
の
書
風
に
相
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る

と
し
て
も
内
容
に
は
雲
泥
の
相
違
が
あ
る
。
法
帖
で
見
る
と
こ
ろ
の
懐
素
の

書
は
、
ま
ず
第
一
に
描
線
の
運
行
が
、
素
直
な
も
の
で
は
な
い
。
世
間
か
ら

上
手
と
い
わ
る
る
書
家
の
書
に
あ
り
勝
な
、
作
り
線
で
あ
る
か
に
見
ゆ
る
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
か
あ
ら
ぬ
か
、
力
の
か
ぎ
り
を
尽
し
て
そ
の
上
に
背
伸
び

ま
で
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
見
よ
と
ば
か
り
の
努
力
で
出
来
た
草
書
で

は
あ
ろ
う
が
、
著
し
い
天
才
が
生
ん
だ
自
然
的
な
美
し
い
素
直
な
草
書
で
は

な
い
。
同
じ
好
き
心
か
ら
生
れ
出
た
書
で
あ
る
と
し
て
も
、
良
寛
様
の
そ
れ

は
元
来
が
超
俗
非
凡
な
天
才
的
霊
腕
の
仕
業
の
こ
と
と
て
、
魅
力
の
上
に
天
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地
霄
壌
の
差
を
生
じ
て
い
る
。

　
由
来
一
般
に
中
国
人
は
概
し
て
書
が
う
ま
い
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
私
ど

も
が
心
か
ら
感
服
す
る
と
い
う
も
の
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
王
羲
之
で
あ
り
、

そ
の
前
後
の
類
品
で
あ
る
。
そ
の
以
後
に
気
の
利
い
た
も
の
を
拾
え
ば
唐
太

宗
で
あ
る
。
含
蓄
あ
る
も
の
を
求
む
る
と
せ
ば
顔
魯
公
で
あ
る
。
良
寛
様
は

そ
の
書
の
長
所
を
こ
の
辺
か
ら
採
っ
て
お
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
明
代
な
ど

眼
も
く
れ
て
い
ら
れ
な
い
の
は
眼
に
見
え
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の

良
寛
様
も
安
田
画
伯
の
い
わ
れ
る
老
成
以
前
の
書
と
、
晩
年
と
で
は
大
変
な

相
違
が
あ
る
。
私
は
晩
年
あ
る
い
は
晩
年
に
近
い
御
作
を
と
っ
て
、
良
寛
様

の
価
値
と
見
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
良
寛
様
の
書
中
に
は
危
な
気
と
い
う

も
の
が
な
く
、
安
ん
じ
て
鑑
賞
を
恣
に
す
る
こ
と
が
出
来
て
わ
れ
わ
れ
を
救
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っ
て
く
れ
る
。
も
し
危
な
気
が
あ
る
も
の
あ
り
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
私

の
知
る
か
ぎ
り
偽
筆
で
あ
る
こ
と
の
証
左
で
あ
る
。

　
し
か
も
良
寛
様
の
書
は
、
例
え
そ
れ
が
晩
年
作
に
し
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な

書
技
の
さ
ば
き
が
あ
り
、
と
き
ど
き
心
境
の
異
変
的
開
き
が
あ
っ
て
縦
横
自

在
の
変
化
を
見
せ
て
、
か
り
そ
め
に
も
一
つ
や
二
つ
の
よ
り
ど
こ
ろ
に
膠
着

す
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

　
恐
れ
多
い
話
で
は
あ
る
が
、
書
道
に
お
い
て
も
一
世
の
卓
抜
的
大
家
で
あ

ら
せ
ら
れ
た
、
故
久
邇
宮
邦
彦
王
殿
下
に
対
し
奉
り
、
あ
る
時
の
こ
と
、
御

用
係
某
は
、
殿
下
御
染
筆
の
数
々
の
う
ち
取
り
分
け
法
隆
寺
に
御
下
賜
の
も

の
の
御
出
来
栄
え
が
、
一
段
に
御
見
事
に
拝
さ
れ
る
旨
を
言
上
し
た
。
す
る

と
、
殿
下
は
言
下
に
「
書
は
そ
の
時
々
で
い
ろ
い
ろ
で
あ
る
」
と
明
白
に
仰
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せ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
た
し
か
に
芸
術
的
御
名
言
で
あ
っ
た
。
私
も
そ
の
座
に

居
合
わ
せ
た
こ
と
と
て
、
親
し
く
こ
れ
を
承
り
、
感
激
に
禁
え
な
か
っ
た
次

第
で
あ
る
。
が
、
実
に
す
べ
て
の
芸
術
は
「
そ
の
時
々
で
い
ろ
い
ろ
で
あ
る
」

よ
う
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
作
品
は
生
き
て
も
の
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

技
術
も
内
容
も
膠
着
し
て
、
い
つ
も
判
で
捺
し
た
ご
と
く
、
な
ん
ら
の
変
化

の
な
い
、
畸
形
的
死
作
の
連
続
が
あ
る
ば
か
り
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

畢
竟
何
物
か
に
囚
わ
れ
て
、
進
歩
性
を
欠
い
た
、
そ
し
て
小
成
に
安
ん
じ
て

る
も
の
で
あ
っ
て
、
問
題
に
な
る
ほ
ど
の
も
の
で
な
い
芸
術
で
あ
る
と
見
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
重
ね
て
い
え
ば
日
々
新
た
な
る
心
境
の
活
動
を

喪
失
し
て
し
ま
っ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
芸
術
上
大
切
な
生
命
の
大
部
分

は
、
悲
し
く
も
囚
わ
れ
る
の
一
事
に
奪
わ
れ
て
い
る
病
芸
術
と
い
わ
ね
ば
な
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ら
な
い
。
い
わ
ば
虫
に
喰
わ
れ
て
い
る
樹
木
に
等
し
く
育
つ
べ
く
も
な
い
。

こ
れ
を
良
寛
様
の
書
に
見
る
と
き
、
良
寛
様
の
書
は
、
殿
下
の
御
言
葉
の
ご

と
く
「
そ
の
時
々
」
の
心
境
、
感
情
の
動
き
で
生
ま
れ
出
た
書
で
あ
る
と
い

う
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
す
な
お
に
な
ん
ら
の
囚
わ
れ
な
く
、
日
々
新
た
に

し
て
、
停
滞
の
な
い
実
際
か
ら
来
る
そ
の
生
活
心
情
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
れ
ば
良
寛
様
の
書
は
、
世
間
並
み
の
坊
さ
ん
の
よ
う
に
坊
さ
ん
臭
い
と

い
う
と
こ
ろ
の
も
の
が
な
い
。
と
か
く
坊
さ
ん
の
書
に
は
、
坊
さ
ん
型
と
も

い
う
も
の
の
あ
る
の
が
通
例
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
名
僧
と
凡
僧
と
を
問
わ
ず
、

一
見
坊
さ
ん
の
書
で
あ
る
と
い
う
特
色
は
誰
の
眼
に
も
映
っ
て
来
る
も
の
で

あ
る
。
そ
の
は
な
は
だ
し
い
悪
例
は
黄
檗
の
書
で
あ
る
。
黄
檗
の
書
は
ま
こ

と
に
俗
健
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
雅
美
風
流
に
は
貧
弱
で
あ
る
。
そ
れ
は
黄
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檗
の
坊
さ
ん
た
ち
が
、
芸
術
的
生
活
に
悟
る
と
こ
ろ
が
な
い
た
め
で
あ
る
と

見
る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
坊
さ
ん
た
ち
の
料
簡
に
し
て
見
れ
ば
、
い
や

し
く
も
黄
檗
山
に
僧
た
る
ほ
ど
の
者
、
か
く
か
く
の
書
風
、
か
く
か
く
の
特

色
を
発
揮
せ
ず
ば
と
の
因
襲
的
囚
わ
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
私

ど
も
の
眼
に
は
、
手
に
採
る
よ
う
に
受
け
取
れ
る
の
で
あ
る
。
芸
術
の
本
義

を
悟
り
得
な
い
で
漫
然
と
な
ぜ
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
囚
わ
れ
て
い
る
の
か
を
問

う
た
ら
ば
、
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
た
だ
も
う
職
場
を
守
る
…
…
で
説

明
は
尽
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
職
場
を
守
る
に
は
、
宗
教
上
大
乗
的
に
、
そ
ぐ
わ
な
い
大
矛
盾
そ
の

も
の
が
潜
ん
で
い
よ
う
。
そ
ん
な
こ
ん
な
が
聚
る
と
こ
ろ
に
、
眉
を
ひ
そ
め

ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
が
次
々
と
生
じ
、
そ
こ
に
俗
健
の
大
量
販
売
は
当
然
に
生
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ま
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
流
派
、
宗
派
に
囚
わ
れ
る
も
の
は
、

必
ず
俗
道
に
堕
落
し
、
必
ず
俗
書
を
生
む
か
と
い
え
ば
、
さ
よ
う
に
ば
か
り

も
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
黄
檗
当
初
に
お
け
る
大
徳
寺
派
の
僧
侶
中

に
は
黄
檗
に
見
る
よ
う
な
俗
健
は
一
人
と
し
て
見
う
け
ら
れ
な
い
事
実
が
あ

る
。
と
に
か
く
囚
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
伝
統
的
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
違
う

に
も
よ
ろ
う
し
、
そ
こ
に
集
合
す
る
人
々
の
人
品
骨
柄
が
類
を
呼
ぶ
的
に
異

っ
て
い
る
せ
い
も
あ
ろ
う
。
特
に
相
違
す
る
点
は
、
中
国
人
と
日
本
人
と
の

民
族
の
開
き
で
あ
る
。

　
お
よ
そ
東
洋
の
芸
術
を
見
る
に
、
最
初
は
中
国
で
あ
る
が
、
最
後
は
い
つ

も
日
本
で
あ
る
。
常
に
お
体
裁
を
作
る
の
が
中
国
民
族
の
仕
事
と
な
っ
て
お

り
、
そ
れ
に
味
を
持
た
せ
、
も
の
柔
か
く
こ
な
し
、
表
面
の
お
体
裁
に
加
う

12良寛様の書



る
に
底
力
に
重
点
を
お
き
、
魂
を
確
と
入
れ
て
生
き
た
も
の
に
す
る
の
は
、

日
本
民
族
の
仕
事
と
な
っ
て
い
る
。
さ
れ
ば
、
お
体
裁
の
い
か
ん
に
か
か
わ

ら
ず
、
日
本
人
の
芸
術
に
は
魅
力
が
あ
り
、
雅
味
が
あ
り
、
品
調
が
高
い
、

が
特
色
で
あ
る
。

　
書
道
も
唐
以
前
は
し
ば
ら
く
お
き
、
そ
の
以
後
な
る
も
の
は
、
見
る
べ
き

芸
術
は
日
本
に
続
発
は
す
る
が
、
中
国
に
は
生
ま
れ
な
い
。
黄
檗
が
俗
健
を

も
っ
て
横
行
し
て
い
る
時
代
に
さ
え
、
大
徳
寺
に
は
春
屋
禅
師
の
よ
う
な
上

品
な
、
至
純
な
、
非
凡
的
能
筆
が
生
ま
れ
て
お
り
、
江
月
和
尚
の
よ
う
に
味

と
見
識
を
兼
備
え
た
調
子
の
い
や
高
い
も
の
も
存
在
し
て
い
る
。
私
は
良
寛

様
の
書
道
が
一
方
的
な
型
趣
味
に
囚
わ
れ
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
僧
侶
型
に

偏
す
る
と
こ
ろ
な
く
、
自
由
の
見
解
か
ら
芸
術
書
道
を
研
究
し
、
そ
れ
を
自

13



己
の
趣
味
と
さ
れ
た
点
を
語
ら
ん
と
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
不
覚
に
も
だ
ん

だ
ん
と
他
事
に
お
よ
び
、
な
に
を
語
り
、
な
に
を
説
い
て
い
る
か
さ
え
自
分

自
身
に
判
然
し
難
く
な
っ
て
来
た
。
し
か
し
、
考
え
て
見
る
と
唐
以
後
の
中

国
人
は
概
し
て
書
道
を
悪
悟
り
し
て
い
る
。
殊
に
日
本
に
渡
来
し
た
黄
檗
の

坊
さ
ん
た
ち
は
ま
っ
た
く
書
道
芸
術
の
大
本
を
解
す
る
と
こ
ろ
が
な
く
、
ま

っ
た
く
悪
悟
り
し
て
外
道
を
歩
ん
で
い
る
。
…
…
こ
れ
ら
が
申
し
た
か
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
今
も
な
お
黄
檗
の
書
な
る
も
の
を
良
能
の
書
で
で
も

あ
る
か
に
、
大
切
珍
重
す
る
人
々
の
存
し
て
い
る
こ
と
を
、
心
か
ら
歎
か
わ

し
く
思
う
老
婆
心
か
ら
で
あ
る
。
こ
ん
な
ふ
う
に
、
こ
れ
ら
を
見
る
私
ら
は
、

弥
々
良
寛
様
の
見
識
に
頭
が
下
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
申
し
た
か
っ
た
の
で

あ
る
。
大
抵
の
者
で
は
囚
わ
れ
ず
に
は
い
な
い
。
時
流
と
い
う
も
の
に
敢
然
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囚
わ
れ
ず
、
身
み
ず
か
ら
僧
を
も
っ
て
任
じ
つ
つ
も
、
僧
侶
型
に
顧
念
せ
ず
、

凡
百
の
能
書
に
最
高
所
を
採
り
、
二
流
的
妙
品
に
は
い
さ
さ
か
も
眼
を
く
れ

ず
、
一
意
最
高
書
道
に
向
か
っ
て
進
暢
を
計
る
か
に
見
ゆ
る
そ
の
態
度
と
卓

見
は
、
徳
川
期
の
何
人
に
こ
れ
を
求
む
る
も
比
類
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ

れ
あ
っ
て
こ
そ
良
寛
様
の
能
書
が
世
に
高
く
遺
っ
た
わ
け
で
あ
る
こ
と
は
当

然
で
あ
る
。

　
い
く
ら
卓
見
で
あ
っ
て
も
、
腕
の
天
才
に
恵
ま
れ
ず
し
て
は
叶
わ
な
い
も

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
幸
い
に
も
良
寛
様
に
は
恵
ま
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

い
く
ら
恵
ま
れ
て
い
て
も
習
字
に
な
ま
け
者
で
あ
っ
て
は
、
か
く
ま
で
の
妙

技
は
振
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
努
力
癖
も
ま
た
兼
備
さ
れ
て
い
た
。

し
か
も
、
そ
れ
が
誇
り
気
に
見
せ
び
ら
か
す
た
め
で
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
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も
と
よ
り
売
ら
ん
哉
で
あ
ろ
う
は
ず
も
な
く
、
好
き
と
心
の
身
嗜
み
で
進
暢

が
計
ら
れ
た
も
の
に
違
い
な
い
。
見
て
欲
し
さ
、
買
っ
て
貰
い
た
さ
の
手
伝

っ
た
も
の
、
そ
れ
は
な
ん
と
し
て
も
、
力
一
ぱ
い
が
尽
さ
れ
た
上
に
、
な
お

無
理
矢
理
、
背
伸
び
し
て
高
さ
を
誇
る
の
が
世
の
常
で
あ
る
。
し
か
る
に
俗

欲
の
す
べ
て
に
未
練
を
断
た
れ
た
良
寛
様
は
、
書
道
を
研
く
上
に
も
世
俗
の

誰
も
が
得
て
持
つ
と
こ
ろ
の
腕
を
売
る
の
欲
な
ど
は
持
た
な
か
っ
た
跡
が
歴

然
と
表
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
好
き
の
点
で
は
人
一
倍
た
だ
な
ら
ぬ
ま
で

に
好
き
者
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
か
く
ま
で
書
道
を
純
真
に
芸
術
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
て
、
大
所
高

所
か
ら
そ
れ
を
見
下
す
こ
と
の
出
来
る
と
い
う
こ
と
は
書
道
を
愛
好
す
る
も

の
の
最
大
理
想
で
あ
る
。
そ
の
超
邁
な
見
識
と
そ
の
真
摯
な
る
態
度
か
ら
生
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ま
れ
た
良
寛
様
の
書
は
、
徳
川
末
期
に
お
け
る
一
大
奇
蹟
で
あ
る
。
実
に
良

寛
様
の
芸
術
的
態
度
と
見
識
は
、
こ
れ
ま
っ
た
く
良
能
の
革
新
者
の
み
が
も

つ
新
思
想
で
あ
っ
て
、
敬
服
に
堪
え
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
誰
に
し
て
も
口

先
で
は
な
ん
の
か
の
と
い
う
も
の
の
、
実
際
型
に
囚
わ
れ
な
い
と
い
う
こ
と

は
、
ま
ず
出
来
な
い
相
談
と
見
て
よ
い
。
僧
侶
は
僧
侶
型
、
学
者
は
学
者
型
、

武
人
は
武
人
型
と
底
を
割
っ
て
見
れ
ば
大
体
は
自
分
の
職
業
守
護
か
ら
、
そ

の
型
に
入
り
や
す
く
型
を
護
る
こ
と
の
当
然
で
あ
る
こ
と
を
自
認
し
て
い
る

の
が
常
識
で
あ
る
。
そ
れ
に
背
く
こ
と
は
い
わ
ゆ
る
型
破
り
者
と
し
て
、
世

間
の
迎
う
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
な
い
。
よ
ほ
ど
の
信
念
と
勇
気
あ
る
に
あ
ら

ざ
れ
ば
型
破
り
の
離
れ
業
は
出
来
得
る
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
木
菴
の
弟

子
に
良
寛
様
の
よ
う
な
態
度
の
者
が
あ
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
必
ず
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異
端
者
と
し
て
か
、
あ
る
い
は
意
気
地
な
し
と
し
て
の
取
り
扱
い
を
受
け
ね

ば
す
む
ま
い
。
型
破
り
を
い
え
ば
西
行
法
師
の
書
も
僧
侶
型
で
は
な
い
。
穏

健
に
通
常
万
人
の
字
が
書
か
れ
て
い
る
。

　
太
閤
様
の
字
な
ど
も
当
時
よ
く
見
る
と
こ
ろ
の
将
軍
型
で
は
な
い
。
き
わ

め
て
自
由
な
、
芸
術
的
、
美
術
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
太
閤
の
前
に
太
閤
の

書
な
し
、
太
閤
の
後
に
太
閤
の
書
な
し
と
、
叫
ん
で
も
さ
し
つ
か
え
な
い
ま

で
に
創
作
的
雅
美
に
富
ん
だ
自
由
型
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
一
代
の
勇
者
で
あ
り
、
信
念
の
天
才
人
で
あ
っ
た
か

ら
で
あ
ろ
う
が
、
ま
た
考
え
方
で
は
西
行
様
が
鎌
倉
時
代
に
お
い
て
、
あ
の

字
を
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
は
別
段
不
思
議
は
な
い
。
鎌
倉
時
代
と
い
う
も

の
は
ま
だ
ま
だ
な
に
か
に
調
子
高
い
芸
術
の
生
ま
れ
た
時
代
で
あ
る
。
西
行
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様
一
人
が
特
に
よ
い
字
を
書
か
れ
た
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
さ
ら
に
さ
ら
に

そ
の
上
手
を
行
っ
た
字
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
西
行
様
の
字
は
良
寛
様
の

よ
う
に
一
大
天
才
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
か
ろ
う
。
良
寛
様
か
ら
見
て
は

多
少
の
艶
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
身
嗜
み
か
ら
学
ば
れ
て
い
る
点
に
お
い

て
は
良
寛
様
と
同
じ
態
度
の
書
家
で
あ
る
と
申
さ
れ
よ
う
か
。
そ
れ
は
と
に

か
く
私
が
良
寛
様
の
出
現
に
驚
異
を
感
ず
る
も
の
は
、
徳
川
末
期
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
徳
川
末
期
は
芸
術
の
な
さ
け
な
い
ま
で
に
し
な
び
て
し

ま
っ
た
時
で
あ
っ
て
、
き
わ
め
て
低
調
な
書
画
彫
刻
を
も
っ
て
充
た
さ
れ
、

鑑
賞
力
も
い
や
が
上
に
低
落
し
、
江
戸
前
的
民
衆
芸
術
に
浮
身
を
や
つ
し
、

書
道
の
ご
と
き
桃
山
期
ま
で
は
と
に
か
く
も
本
格
的
に
踏
み
止
っ
て
い
た
も

の
が
、
徳
川
か
ら
は
根
幹
を
失
い
枝
葉
へ
、
末
節
へ
と
ひ
た
走
り
に
走
り
、
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正
体
な
く
貫
禄
を
落
し
て
し
ま
っ
た
時
で
あ
る
。
か
く
の
ご
と
き
末
世
的
時

代
に
あ
っ
て
、
わ
ず
か
に
た
っ
た
一
人
の
良
寛
様
が
、
敢
然
古
の
本
格
に
道

を
撰
ん
で
歩
ま
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
私
は
良
寛
様
の
特
異
的
善
書
を
口
を

き
わ
め
て
称
え
立
て
な
い
で
は
お
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
私
は
良
寛
様
が
自
分
の
親
類
と
か
縁
者
で
で
も
あ
っ
た
ら
と
考
え
る
こ
と

さ
え
あ
る
。
さ
れ
ば
と
い
っ
て
、
私
は
良
寛
様
の
字
を
そ
の
ま
ま
真
似
て
見

よ
う
な
ど
と
思
う
者
で
は
な
い
。
そ
れ
は
あ
ま
り
に
恥
か
し
い
仕
業
で
あ
る

と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
良
寛
様
の
書
風
、
す
な
わ
ち
形
貌
だ
け
を
手
先
に
任

せ
て
、
内
容
の
な
に
一
つ
を
持
ち
合
さ
な
い
私
が
自
分
へ
移
植
し
て
見
た
と

こ
ろ
で
、
そ
れ
は
所
詮
声
色
使
い
か
、
造
花
師
の
職
技
に
過
ぎ
な
い
と
考
え

る
か
ら
で
あ
る
。
一
夜
造
り
の
付
焼
刃
、
こ
れ
は
良
寛
信
者
と
し
て
は
、
そ
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の
神
聖
の
冒
涜
で
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
ん
な
理
由
の
も
と
に
私
は
良
寛
風

を
慎
ん
で
は
い
る
が
、
そ
れ
で
も
時
に
良
寛
様
の
晩
年
作
を
目
前
に
す
る
場

合
、
つ
い
そ
の
魅
力
に
引
き
つ
け
ら
れ
、
臨
書
し
て
見
た
い
気
持
に
な
る
。

そ
し
て
一
度
で
も
臨
書
す
る
と
、
当
座
は
な
ん
と
な
く
良
寛
風
の
書
に
か
ぶ

れ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。

　
近
来
は
良
寛
様
風
の
字
を
書
く
人
々
が
画
家
仲
間
な
ど
に
大
分
殖
え
て
来

た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
多
く
は
良
寛
様
の
内
容
に
触
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の

も
の
は
き
わ
め
て
少
な
く
、
書
風
の
特
色
に
の
み
興
味
を
感
じ
て
の
振
舞
で

あ
る
よ
う
で
、
そ
の
狙
い
は
良
寛
様
の
気
の
利
い
た
肉
細
描
線
の
動
き
塩
梅

に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
良
寛
様
の
書
は
懐
素
の
よ
う
な
才
技
肌
で
は
な
い
。

羲
之
の
書
に
理
解
の
深
か
っ
た
唐
太
宗
一
流
の
ま
こ
と
に
こ
な
れ
き
っ
た
鋭
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さ
、
お
よ
び
そ
の
い
か
に
も
気
の
利
き
た
る
筆
の
運
行
に
共
通
し
、
し
か
も

根
本
は
羲
之
の
非
凡
に
学
ぶ
と
こ
ろ
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
世
の
模
倣

家
は
こ
の
中
の
現
代
離
れ
の
風
体
に
興
味
を
覚
え
る
よ
う
で
あ
る
。
が
…
…

本
も
の
の
良
寛
様
と
い
う
の
は
猪
口
才
で
は
な
い
。
日
本
の
書
で
は
秋
萩
帖

が
手
本
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
上
代
文
字
に
対
す
る
関
心
の
尋
常
な
ら

ぬ
こ
と
も
察
せ
ら
れ
る
。
良
寛
様
に
近
い
年
代
に
、
美
術
的
、
芸
術
的
に
著

し
き
作
品
を
遺
し
た
も
の
は
大
雅
で
あ
る
。
そ
の
大
雅
も
真
面
目
に
書
か
れ

た
細
字
は
、
十
分
良
寛
様
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
あ
る
が
、
と
も
す

る
と
遊
戯
に
ふ
け
り
た
が
る
大
雅
は
、
書
道
を
自
己
の
手
す
さ
び
の
お
も
ち

ゃ
に
し
す
ぎ
て
、
豊
饒
な
天
性
の
技
能
を
い
た
ず
ら
に
浪
費
す
る
癖
が
あ
り
、

真
摯
そ
の
も
の
の
み
で
あ
る
良
寛
様
と
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
異
に
す
る
。
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さ
ら
ば
良
寛
様
の
道
の
伴
侶
を
何
人
に
見
出
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
が
、
私
は
ま
ず
大
徳
寺
の
春
屋
禅
師
を
推
す
べ
き
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。

美
的
価
値
を
問
う
時
に
お
い
て
は
、
そ
れ
を
弥
々
力
説
す
る
も
の
で
あ
る
。

良
寛
様
の
書
に
お
い
て
今
一
つ
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
童
児
の
手
習
い
に
見

る
稚
拙
そ
の
も
の
の
含
有
で
あ
る
。

　
無
邪
気
な
子
供
の
手
に
な
る
手
習
、
そ
れ
は
必
ず
良
寛
様
の
関
心
を
呼
ば

な
い
で
は
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
良
寛
様
の
書
の
上
に
影
響
し
て

い
る
こ
と
は
察
す
る
に
難
く
な
い
。
し
か
し
、
一
千
年
前
を
目
標
と
し
て
、

当
時
の
能
書
を
師
範
と
し
て
学
び
尽
し
た
良
寛
様
、
ゆ
く
と
こ
ろ
ま
で
行
き

つ
い
た
良
寛
様
、
い
わ
ゆ
る
名
手
に
な
り
き
っ
た
良
寛
様
は
、
今
さ
ら
子
供

の
稚
拙
そ
の
ま
ま
に
く
だ
け
て
ゆ
く
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
よ
う
で
は
あ
る
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が
、
そ
れ
で
も
晩
年
の
細
楷
に
は
童
年
書
家
の
影
響
を
物
語
る
も
の
が
あ
り

あ
り
と
窺
え
る
の
で
あ
る
。
名
手
の
外
皮
に
童
技
童
心
を
包
蔵
し
て
い
る
こ

と
は
明
瞭
で
あ
る
。

　
元
来
、
良
寛
様
は
相
当
圭
角
の
あ
る
人
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
と
て
も
聞

か
ん
気
に
充
ち
た
人
で
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
筋
の
見
え
る
も
の
が
あ
る
。
そ

れ
が
修
養
に
よ
り
に
わ
か
に
円
熟
に
進
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で

あ
る
。
そ
の
こ
と
は
そ
の
墨
跡
の
数
点
が
物
語
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
か
に

は
ず
い
ぶ
ん
権
柄
ず
く
な
調
子
の
も
の
も
あ
っ
て
、
私
は
そ
れ
を
ひ
し
ひ
し

感
じ
る
。
時
と
対
手
に
よ
っ
て
の
感
情
の
動
き
が
眼
に
見
え
る
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
概
し
て
晩
年
作
は
、
円
満
に
こ
な
れ
き
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
世
間
欲

が
だ
ん
だ
ん
に
清
掃
さ
れ
て
い
っ
た
証
拠
で
あ
る
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
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か
。

　
畢
竟
は
外
柔
内
剛
の
完
成
で
あ
る
。
す
べ
て
よ
き
芸
術
は
、
外
柔
内
剛
と

決
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
よ
か
ら
ぬ
芸
術
は
大
抵
外
剛
内
柔

で
あ
る
。
前
者
は
雅
美
に
富
み
、
後
者
は
俗
雅
に
走
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
に

し
て
も
こ
の
世
の
欲
を
捨
て
き
っ
た
不
思
議
な
人
格
と
、
専
門
家
に
も
見
難

き
技
能
を
兼
ね
、
し
か
も
持
っ
て
生
れ
た
雅
と
美
の
要
素
を
そ
の
書
に
盛
り

つ
け
て
つ
つ
ま
し
く
見
参
し
た
良
寛
様
の
書
の
ご
と
き
は
、
少
な
く
と
も
徳

川
時
代
に
お
け
る
驚
異
で
あ
っ
て
、
他
に
一
人
た
り
と
も
書
道
行
道
に
お
い

て
相
似
た
も
の
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
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