
苅

谷

定

彦
博
士
に
答

、

つ

1
拙
著
［
、
法
華
経
の
成
立
と
思
想
」
に
対
す
る
書
評
を
読
ん
で

勝

呂

信

静

　
苅

谷
定
彦
博
士
が
拙
著
『
法
華
経
の
成
立
と
思
想
＝
に
対
す
る
書
評
を
出
さ

れ
た

の

で

（『
宗
教
研

究
』
第
六
八
巻
第
一
輯
第
三
〇
〇
号
）
、
以
下
に
そ
れ
に
対
す
る
反

W珊
を
述
べ
4
2
い
。

　
氏

の

書
評
は
、
拙
著
の
章
節
の
諸
項
（
た
だ
し
全
部
で
な
v
約
三
三
項
存
す

る
中
の
一
四
項
）
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
内
容
の
要
点
を
紹
介
し
た
の
ち

に
、
著
者
の
所
説
に
対
し
て
全
面
反
対
・
全
面
否
定
の
意
を
述
べ
る
と
い
う
体

裁
で
書
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
人
間
関
係
の
極
め
て
親
密
な
わ
が
国
社
会

に

お

い

て
、
批
評
を
行
な
う
の
は
い
ろ
い
ろ
な
点
で
差
支
え
が
多
い
か
ら
、
書

評
は
お
お
む
ね
微
温
的
、
悪
く
い
え
ば
な
れ
あ
い
に
な
り
や
す
い
。
ま
た
き
び

し
い
批
評
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
も
、
一
応
相
手
の
立
場
を
是
認
し
儀
礼
的

に

賛
辞
を
述
べ
た
上
で
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
こ
う
し
た
中
で
氏
の
よ
う
に

賛

辞
抜
き
の
全
面
否
定
と
い
う
の
は
ま
こ
と
に
珍
し
い
。
私
と
し
て
は
少
し
は

自
分
の
主
張
を
認
め
て
貰
い
た
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
氏
に
と
っ
て
ぱ
そ
う
は

　
　
　
　
苅
谷
定
彦
博
士
に
答
う
（
勝
呂
）

行
か
な
か
っ
た
ら
し
い
］

　
は
な
は
だ
言
い
に
く
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
か
つ
て
氏
の
著
作
『
法
華
経
一

仏
乗
の
思
想
］
を
読
ん
だ
と
き
（
そ
し
て
私
は
そ
れ
を
批
評
し
た
ー
ー
『
法
華
文

化
研
究
］
第
＝
ロ
ゲ
）
、
氏
に
は
特
有
の
性
癖
の
あ
る
こ
と
を
痛
感
し
た
。
す
な
わ

ち
他
人
の
創
見
は
容
易
に
認
め
な
い
が
、
自
分
の
創
見
と
信
ず
る
こ
と
に
つ
い

て
は
強
く
こ
れ
を
固
執
し
つ
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
大
方
の
学
者

の

所
説
は

氏

の

論
難
の

対
象
と
な
る
。
ま
た
氏
は
、
自
説
と
共
通
性
を
持
つ
他

人
の

学
説

あ
る
い
は
他
人
か
ら
示
唆
・
教
示
を
得
た
と
思
わ
れ
る
所
説
に
つ
い

て
は
黙
し
て
語
ら
な
い
が
、
他
人
の
弱
点
と
思
わ
れ
る
学
説
に
対
し
て
は
声
を

大
に

し
て
論
ず
る
と
い
う
傾
向
が
あ
る
。
今
回
の
書
評
を
読
ん
で
私
は
は
か
ら

ず
も
か
つ
て
の
社
会
党
を
思
い
出
し
た
。
社
会
党
は
「
何
で
も
反
対
党
」
と
呼

ば

れ

た
よ
う
に
反
対
の
た
め
の
反
対
を
し
て
来
た
が
、
政
権
を
取
っ
て
み
れ
ば

そ
の
内
容
は
何
も
な
い
こ
と
が
分
っ
た
。
氏
の
批
評
に
内
容
が
な
い
と
は
言
い
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た
く
な
い
が
（
後
述
す
る
よ
う
に
一
点
だ
け
妥
当
と
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
）
、

反
対
の

た
め
の
反
対
で
な
い
こ
と
を
希
望
す
る
。

　

さ
て
順
に
し
た
が
っ
て
氏
の
批
評
に
対
す
る
反
論
を
述
べ
よ
う
。

　
拙
著
第
二
章
第
三
節
の
五
（
侶
頷
作
成
の
日
的
）
に
お
い
て
私
は
、
長
行
と

偏
頒
の

問
に

説
相
の

相
違
が
認

め
ら
れ
る
例
を
五
点
ほ
ど
あ
げ
て
そ
の
意
義
を

考
察
し
て
い
る
が
、
氏
は
そ
の
一
部
の
要
旨
を
紹
介
し
た
の
ち
に
、
結
論
と

し
て
「
こ
れ
ら
は
経
文
の
去
面
を
な
ぞ
る
だ
け
の
つ
じ
つ
ま
合
せ
の
感
が
あ
り

『会
通
』
と
い
う
外
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
本
書
全
体
に
つ
い
　
X
v
　
i
l
．
・
日
え
る
も
の

で

あ
っ
て
、
つ
と
に
末
木
文
美
士
氏
は
『
ご
都
合
主
義
的
な
解
釈
』
と
評
さ
れ

て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
も
と
も
と
私
の
研
究
が
め
ざ
し
た
こ
と
は
、
一
。
法
華
経
』
に
に
諸
所
に
説
相

の

相
違
が

認
め

ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
歴
史
的
な
も
の
で
な
く
、
一
時
期
に
お
け

る
経
典
編
纂
者
の
編
纂
法
の
変
化
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
こ
の
説
相

の

相
違
に
対
し
そ
の
「
統
一
的
解
釈
」
を
試
み
た
こ
と
で
あ
る
、
統
一
的
解
釈

で

あ
る
か
ら
そ
れ
ぱ
「
会
通
」
で
あ
る
、
会
通
を
試
み
て
い
る
も
の
に
対
し
て

会
通
だ
か
ら
と
い
っ
て
非
難
す
る
の
は
何
の
意
味
も
な
い
。
そ
れ
よ
り
か
氏
は

長
行

と
偏
頒
の
同
時
成
立
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
引
用
さ

れ

て
い
る
五
点
ほ
ど
の
説
相
の
相
違
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し

ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
自
分
の
見
解
を
披
渥
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
氏
は

私
の

説

を
「
経
文
の
表
面
を
な
ぞ
る
だ
け
の
つ
じ
つ
ま
合
せ
」
と
い
う
の
で
あ

る
か
ら
強
度
の
不
満
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
分
る
が
、
そ
れ
な
ら
ば
な
お
さ
ら

自
説
を
述
べ
る
必
要
が
あ
る
。

　

「
経

文
の
…
…
つ
じ
つ
ま
合
せ
」
と
い
う
か
ら
に
は
、
経
文
の
説
相
に
相
違

が

あ
る
こ
と
は
氏
自
身
も
認
め
て
い
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
ま
ず
こ
の
事
実
に

対

す
る
氏
の
認
識
を
は
っ
き
り
述
べ
、
そ
の
上
で
こ
れ
を
ど
う
理
解
す
る
か
見

解

を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
行
な
っ
て
は
じ
め
て
批
評
が
成
り
立

つ
の

で

あ
っ
て
、
こ
の
ま
ま
で
は
内
容
の
な
い
批
評
、
反
対
の
た
め
の
反
対
と

い

わ
れ
て
も
仕
方
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
末
木
氏
が
い
う
「
ご
都
合
主
義
的
な

解
釈
」
（
氏
の
引
川
と
は
文
脈
が
違
う
）
に
つ
い
て
は
本
誌
第
二
〇
号
に
反
論

を
述
べ
て
置
い
た
か
ら
往
見
さ
れ
た
い
。

　
つ

ぎ
に
拙
著
第
二
章
0
6
四
節
の
一
（
第
一
類
・
第
二
類
断
層
説
の
検
討

舎
利
塔
崇
拝
と
経
典
崇
拝
　
　
）
に
お
い
て
は
、
と
く
に
私
が
ス
ト
ゥ
パ
崇
拝

と
チ
ャ
イ
テ
ィ
ヤ
崇
拝
に
つ
い
て
諭
じ
た
こ
と
を
取
り
あ
げ
て
批
評
さ
れ
て
い

る
。
こ
こ
で
氏
は
私
が
引
川
し
た
法
師
品
の
経
文
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
「
そ
こ

（
チ
ャ

イ
テ
ィ
ヤ
）
に
一
ル
の
舎
利
す
ら
も
置
く
必
要
の
な
い
こ
と
は
自
明
の

理
で

あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
ぱ
私
の
解
釈
か
ら
す
れ
ば
言
わ
ず
も

が
な
互
．
．
］
葉
の
よ
う
で
あ
る
。
私
の
解
釈
は
「
ス
ト
ゥ
パ
　
（
と
呼
ば
れ
る
礼
拝

の

場

所
）
に
舎
利
を
安
置
し
て
も
し
な
く
て
も
、
そ
こ
に
経
巻
を
奉
安
し
あ
る

い

は
そ
こ
を
場
所
と
し
て
『
法
華
経
』
受
持
の
実
践
を
行
な
う
と
き
、
そ
れ
は

チ
ャ

イ
テ
ィ
ヤ
と
称
さ
れ
る
の
で
あ
り
（
こ
の
点
で
ス
ト
ゥ
パ
崇
拝
と
チ
ャ
イ

テ

ィ
ヤ
崇
拝
は
連
続
す
る
）
、
ま
た
ス
ト
ゥ
パ
以
外
の
場
所
で
も
経
巻
を
奉
安

し
受
持
行
を
行
な
う
と
き
そ
れ
は
チ
ャ
イ
テ
ィ
ヤ
と
称
さ
れ
る
」
と
い
う
も
の



で
あ
る
。

　
ま
た
分
別
功
徳
品
の
文
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
、
［
過
去
の
生
に
お
い
て
舎
利

供
養
が
な
さ
れ
た
。
ま
た
ス
ト
ゥ
パ
が
建
て
ら
れ
た
」
と
読
解
し
、
舎
利
塔
崇

拝

を
過
去
（
前
生
）
の
信
仰
、
チ
ャ
イ
テ
ィ
ヤ
崇
拝
を
現
在
（
〈
－
生
）
の
信
仰

と
み
る
ご
と
き
解
釈
を
示
し
、
そ
の
上
で
「
今
生
で
な
す
べ
き
こ
と
ぱ
経
の
弘

　
　
　
ツ
　
　
ひ

通

の

み

と
い
う
意
味
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
「
の
み
」
と
い
う
の

で

あ
る
か
ら
、
今
生
に
は
舎
利
崇
拝
を
行
な
わ
な
い
と
い
う
意
味
に
受
け
取
れ

る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
氏
の
考
え
は
無
意
味
で
あ
る
か
あ
る
い
は
誤
り
で
あ
ろ

う
。
過
去
の
、
あ
る
い
は
過
去
仏
の
舎
利
（
ま
た
は
舎
利
塔
）
で
あ
っ
て
も
、

そ
れ
が
現
在
ま
で
存
続
し
て
い
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。
『
法
華
経
』

全
体
を
通
読
し
て
、
舎
利
（
塔
）
崇
拝
を
行
な
わ
な
い
と
解
す
べ
き
理
由
は
何

も
な
い
と
思
う
。
経
巻
を
奉
安
し
た
場
所
（
チ
ャ
イ
テ
ィ
ヤ
）
で
も
そ
れ
を
舎

利
塔
と
同
じ
も
の
と
し
て
礼
拝
す
る
と
い
う
の
が
『
法
華
経
』
の
立
場
で
あ
ろ

う
。
現
実
に
舎
利
塔
が
存
在
し
、
信
者
が
そ
れ
を
礼
拝
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

を
前
提
に
し
て
経
の
教
え
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
多
宝
塔

は
ス
ト
ゥ
パ
と
称
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
，
氏
の
よ
り
詳
細
な
研
究
を
望
む

も
の
で
あ
る
t
／

　

こ
の
箇
所
の
批
評
の
結
び
に
お
い
て
も
氏
は
’
　
［
し
か
し
、
仏
在
世
か
ら
滅

後
へ
、
声
聞
か
ら
菩
薩
へ
と
主
題
の
転
換
が
に
か
ら
れ
た
理
由
や
必
然
性
に
つ

い
て

は

全

く
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
」
と
て
例
の
ご
と
く
全
面
否
定
の
旨
を
述
べ

て

い

る
。
私
は
こ
の
理
由
と
必
然
性
を
不
十
分
で
は
あ
ろ
う
が
述
べ
た
つ
も
り

　
　
　
　
苅
谷
定
彦
博
士
に
答
う
（
勝
呂
）

で

あ
る
が
、
氏
は
こ
れ
に
気
づ
か
れ
な
か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
気
づ
い
て
も
故

意
に

無
視
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
私
の
こ
と
は
拙
著
を
読
み
直
し
て
頂
く
と
し
て
、

こ
こ
は
氏
が
こ
の
問
題
を
ど
う
考
え
ら
れ
る
の
か
、
二
、
の
見
解
を
是
非
と
も
お

聞
き
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
つ

ぎ
に
第
二
章
第
四
節
の
川
に
お
い
て
、
私
が
第
一
類
と
第
二
類
の
対
応
性

を
指
摘
し
た
の
に
関
し
て
一
田
村
説
と
五
十
歩
百
歩
と
い
え
よ
う
」
と
批
評
さ

れ

る
。
し
か
し
田
村
氏
は
両
者
の
成
立
に
時
代
差
（
五
∩
年
の
聞
隔
）
を
認
め
て
区

別

し
て
論
じ
て
い
る
が
、
両
者
に
お
け
る
諸
品
の
対
応
性
は
述
べ
て
い
な
い
。

当
否
は
別
と
し
て
こ
れ
を
論
じ
た
の
は
私
が
に
じ
め
て
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
私
は
『
法
華
経
』
の
成
立
期
間
を
二
連
の
継
続
的
な
編
纂
過
程
に
お

け
る
期
間
で
一
世
代
を
限
度
と
す
る
」
と
述
べ
た
が
、
第
一
類
と
第
二
類
の
年

代
差

な
ど
計
算
す
る
は
ず
は
な
い
。
二
十
年
云
々
と
い
う
の
は
氏
の
曲
解
で
あ

ろ
う
。
と
こ
ろ
で
『
法
華
経
」
程
度
の
分
量
の
作
品
で
あ
れ
ば
、
今
日
の
作
家

ぱ
数
年
で
書
き
上
げ
る
と
思
う
が
、
段
階
的
成
立
論
者
が
数
世
紀
（
布
施
説
は
二
五

〇

年
、
岩
本
説
口
二
〇
〇
年
、
田
村
説
に
一
〇
〇
年
）
を
要
し
て
こ
の
経
が
完
成
さ
れ
た
と

見

て
い
る
の
は
、
何
と
も
迂
遠
ρ
遠
隔
の
意
）
な
こ
と
で
あ
る
ま
い
か
。
し
か
し

宗
教

作
品
で
あ
る
か
ら
そ
う
簡
単
に
完
成
す
る
も
の
で
な
い
と
す
れ
ば
、
も
と

よ
り
全
く
の
想
像
で
±
t
あ
る
が
、
1
O
－
二
〇
年
は
要
し
た
と
す
べ
き
で
あ
ろ

う
か
。
か
り
に
こ
の
期
間
と
す
る
と
、
一
連
の
編
纂
過
程
に
お
い
て
前
の
部
分

を
模
し
て
後
の
部
分
が
作
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
つ

ぎ
に
第
二
三
早
第
一
節
（
法
華
経
思
想
の
発
展
的
構
成
）
に
お
い
て
私
が
『
法
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華
経
∴
の
思
想
的
文
脈
を
論
じ
た
こ
と
に
関
し
て
r
し
か
し
’
そ
れ
に
二
十
七

品
同
時
成
立
説
に
立
つ
か
ら
で
あ
っ
て
、
別
の
も
の
と
見
る
な
ら
ば
、
歴
史
的

段
階
的
成
立
論
と
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
評
し
て
い
る
。
こ
の
評
∴
．
．
口
が
次
下
の
意

味
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
あ
る
い
は
是
認
し
て
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
す

な
わ
ち
私
仕
［
．
法
華
経
」
」
の
内
部
に
認
め
ら
れ
る
説
相
の
相
違
は
、
段
階
的
成

立
論

者
が
い
う
よ
う
に
歴
史
的
形
成
の
結
果
で
な
く
、
一
時
期
に
お
け
る
編
纂

法
の
変
化
に
依
る
と
見
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
同
じ
事
実
を
対
象
に
し
な

が

ら
、
視
点
を
変
え
て
論
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
、
し
か

し
こ
こ
に
g
要
な
相
違
が
あ
る
．
、
そ
れ
ぱ
段
階
的
成
立
論
者
の
所
説
ぱ
経
の
内

　
　
　
も
　
　
ゼ

部
に

断

層
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
私
の
い
う
文
脈
を
形
成
し
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
．
、
こ
れ
は
基
本
的
な
問
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
無
視
し
て
、
私

と
段
階
的
成
立
論
者
の
所
説
が
同
じ
で
あ
る
よ
う
に
い
わ
れ
ろ
の
は
学
者
の
批

評

と
し
て
無
責
任
き
わ
ま
る
も
の
で
あ
る
。
氏
の
書
評
に
に
こ
の
よ
う
な
無
責

任
な
論
法
が
各
所
に
見
え
る
．
注
意
し
て
ほ
し
い
と
思
う
、

　

つ

ぎ
に
第
三
章
第
三
節
（
一
乗
思
想
に
お
け
る
信
と
信
解
）
に
つ
い
て
「
，
＄
r
a
－

△

合
旨
－
真
史
、
－
一
乗
と
あ
る
の
は
解
せ
な
い
。
一
二
乗
の
教
説
と
い
え
ど
も
仏

の

言
葉
で

あ
り
、
信
の
対
象
で
あ
ろ
う
一
と
評
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ほ
私
が
信

（
雪
，
a
d
d
一
巳
）
と
信
解
（
茎
三
∋
三
・
二
）
の
概
念
の
思
想
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

に
、
両
者
を
対
比
し
て
図
式
的
に
説
明
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
u
つ
ま
り
対
比
上

の

図
式
で
あ
る
が
’
こ
れ
を
百
も
承
知
で
氏
は
難
く
せ
を
つ
け
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
。
私
は
三
乗
の
教
説
が
仏
の
言
葉
で
な
い
な
ど
と
ほ
い
っ
て
い
な
い
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

信

の

対

象
で
ぱ
な
い
と
も
い
っ
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
真
の
意
味
で
信
の
対
象

と
す
る
べ
き
も
の
は
方
便
の
二
．
乗
教
で
な
く
真
実
の
＝
束
教
で
あ
る
こ
と
ぱ
明

ら
か
で
3
5
X
）
　
，
／

　

こ
の
次
下
の
一
o
行
ほ
ど
の
文
（
引
用
を
省
略
）
も
私
へ
の
批
評
を
意
図
し
た
も

の

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
氏
が
何
を
1
1
i
．
［
I
わ
ん
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
何
度
か
文

章
を
読
み
直
し
た
の
で
あ
る
が
’
私
に
は
よ
く
判
ら
な
か
っ
た
。
も
っ
と
論
旨

を
整
え
て
意
味
が
通
ず
る
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
．
、

　
つ
ぎ
に
第
二
三
早
第
閲
‥
節
（
仏
陀
の
衆
生
救
済
の
・
水
遠
性
）
に
お
い
て
私
が
7
大

通
智
勝

仏
が
入
滅
さ
れ
る
こ
と
は
説
か
れ
て
い
な
い
」
と
述
べ
た
の
は
、
氏
の

指
摘
す
る
ご
と
く
誤
り
で
あ
っ
た
か
ら
撤
回
し
た
い
．
私
に
拙
著
を
執
筆
す
る

際
、
化
城
喩
品
の
長
行
を
中
心
に
し
て
読
み
偶
の
文
章
を
読
み
落
し
た
の
で
、

あ
の
よ
う
に
猛
日
い
た
の
で
あ
る
が
、
出
版
後
に
自
分
の
誤
り
に
気
づ
い
た
。
こ

こ
に
訂
正
す
る
．

　

こ
の
箇
所
に
お
い
て
も
氏
ぱ
結
び
に
例
の
こ
・
二
く
「
し
か
し
こ
こ
に
に
、
寿

量

品
は
釈
尊
の
久
遠
木
仏
を
明
か
す
と
す
る
伝
統
教
学
の
ま
ま
に
論
じ
ら
れ
て

お

り
、
第
二
類
の
主
題
た
る
仏
滅
後
と
の
か
か
わ
り
に
、
二
．
日
及
さ
れ
て
い
な
い
」

と
て
全
面
否
定
の
旨
を
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
ぱ
大
い
に
異
議
が
あ

る
。
私
の
説
が
第
二
類
の
主
題
た
る
仏
滅
後
と
の
か
か
わ
り
」
二
．
．
口
及
し
な
い
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
　
へ

い

う
の
は
明
ら
か
に
う
そ
で
あ
る
。
私
が
こ
こ
で
と
く
に
意
を
川
い
た
の
ば
、

第
二
類
に
お
い
て
ほ
仏
滅
後
の
経
典
の
流
布
・
弘
通
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
二
、
れ
は
原
始
的
な
法
身
の
思
想
の
表
現
に
外
な
ら
な
い
と
解
釈
し
、



そ
し
て
そ
れ
を
重
要
な
軸
と
し
て
寿
量
品
の
仏
陀
観
へ
の
展
開
を
考
察
す
る
こ

と
で
あ
っ
た
。
仏
滅
後
の
経
典
の
流
布
を
法
身
の
表
現
と
し
て
把
握
し
た
の
は

私
が

は
じ
め
て
で
t
な
い
か
と
考
え
て
い
る
（
私
は
見
聞
が
せ
ま
い
の
で
外
に

同
じ
こ
と
を
述
べ
て
い
る
人
が
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
先
学
の
書
を
精
読
す
れ

ぼ
こ
の
趣
旨
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
）
。
氏
は
こ
の
こ
と

を
無
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
故
意
に
他
人
の
創
見
を
認
め
よ
う
と

し
な
い
氏
の
無
責
任
な
論
法
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。

　
な
お
「
伝
統
教
学
」
云
々
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
氏
が
伝
統
教
学
に
代

る
新
し
い
知
見
を
持
た
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば

是
非

と
も
披
歴
し
て
い
た
だ
き
た
い
も
の
で
あ
る
。

　
つ

ぎ
に
第
三
章
第
五
節
（
声
聞
成
仏
の
思
想
）
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
こ

は
氏
と
私
の
学
説
が
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
私
は
二
乗
廻
心

の

成
仏

2
乗
説
）
は
『
法
華
経
』
が
本
領
と
す
る
教
説
で
そ
の
独
自
性
を
あ

ら
わ
す
も
の
と
み
る
の
で
あ
る
が
、
氏
は
二
乗
廻
心
は
本
来
の
正
当
な
法
華
経

思
想
に
対
し
異
質
で
あ
り
排
除
さ
る
べ
き
思
想
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
氏
は
私
の
所
論
を
す
べ
て
無
視
す
る
。
私
と
し
て
は
反
論
す

べ

き
こ
と
は
多
々
あ
る
が
、
論
点
は
明
確
な
の
で
、
紙
数
の
都
合
も
あ
る
ゆ
え

に

一
切
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
前
記
末
木
氏
へ
の
反
論
の
中
に

こ
の
問
題
に
ふ
れ
て
お
い
た
の
で
往
見
さ
れ
た
い
。

　
つ

ぎ
に
第
三
章
第
六
節
（
弘
経
菩
薩
像
の
深
化
発
展
）
に
つ
い
て
も
、
例
の

ご
と
く
私
の
説
を
要
約
し
た
の
ち
に
、
結
び
と
し
て
「
し
か
し
、
著
者
の
こ
の

　
　
　
　
苅
谷
定
彦
博
士
に
答
う
（
勝
呂
）

地
涌
菩
薩
の
解
釈
に
は
唖
然
と
す
る
外
な
い
」
と
全
而
否
定
し
て
い
る
。
唖
然

と
し
た
理
由
は
次
下
に
三
行
ほ
ど
述
べ
て
い
る
箏
柄
に
あ
る
ら
し
い
。
率
直
に

い
う
と
、
こ
の
程
度
の
こ
と
で
唖
然
と
し
た
と
に
t
　
i
l
・
1
：
わ
れ
た
私
の
方
が
唖
然

と
す
る
く
ら
い
で
あ
っ
／
＼
も
は
や
論
議
す
ろ
必
要
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
つ

ぎ
に
第
三
章
第
ヒ
節
（
寿
は
品
次
下
に
お
け
る
思
想
の
8
4
開
）
に
つ
い
て

で

あ
る
が
、
本
節
に
お
け
る
私
の
論
証
は
そ
の
一
つ
の
方
法
と
し
て
、
部
分
的

に

は
消
極
的
に
評
価
さ
れ
る
事
柄
が
、
全
体
的
視
野
に
依
る
と
き
に
は
積
極
的

に

評
価

さ
れ
る
も
の
に
転
化
発
展
す
る
と
い
う
論
法
で
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、

部
分
を
取
り
あ
げ
て
論
難
す
る
タ
イ
プ
の
氏
に
と
っ
て
は
、
批
評
し
や
す
い
と

こ
ろ
で
あ
っ
た
ろ
う
。
当
而
氏
が
非
難
の
意
を
表
明
さ
れ
て
い
る
事
柄
に
か
ぎ

っ

て
説
明
す
る
と
、
私
は
、
ω
法
師
は
は
じ
め
比
較
的
地
位
の
低
い
菩
薩
を
さ

し
て
こ
の
よ
う
に
称
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
論
じ
つ
つ
（
氏
は
こ
れ
を
法
師
蔑

視
の
思
想
と
し
て
難
ず
る
）
、
そ
の
法
師
が
崇
高
な
使
命
を
荷
っ
た
聖
な
る
如

来
使
の

イ
メ
＿
ジ
に
発
展
す
る
旨
を
述
べ
て
い
る
。
②
不
軽
菩
薩
は
祉
会
の
底

辺
に

い
た

菩
薩
で
あ
ろ
う
と
論
じ
つ
つ
、
こ
の
菩
薩
の
像
が
釈
尊
の
人
格
に
帰

一
し
、
上
行
等
菩
薩
の
像
に
包
容
さ
れ
る
旨
を
述
べ
て
い
る
。
③
不
軽
菩
薩
の

　
　
　
　
　
カ
　
　
ゼ
　
　
ゼ

菩
薩
行
は
形
式
的
に
は
経
典
受
持
行
の
放
棄
で
あ
る
と
論
じ
つ
つ
内
実
は
『
法

華
経
』
行
者
の
修
行
で
あ
る
巳
：
を
述
べ
る
。
（
あ
く
ま
で
も
形
式
に
つ
い
て
い

う
の
で
あ
る
が
、
不
軽
は
臨
終
の
と
き
に
は
じ
め
て
『
法
華
経
』
を
聞
い
た
の

で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
以
前
の
菩
薩
行
は
『
法
華
経
』
受
持
行
と
は
別
で
あ
ろ
う
）
。

ω
本

質
的
に
は
『
法
華
経
』
受
持
行
に
自
行
と
化
他
の
区
別
が
あ
る
は
ず
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五



　
　
　
　
法
華
文
化
研
究
（
第
二
十
一
［
ゲ
）

い

が

（
こ
の
旨
は
拙
著
に
お
い
て
も
強
調
し
て
い
る
）
、
実
践
の
外
的
形
態
と

し
て
・
日
行
と
化
他
を
分
け
て
論
じ
て
い
る
．

　

と
こ
ろ
で
こ
の
批
評
の
末
尾
に
お
い
て
氏
は
、
私
が
「
神
力
品
ほ
サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
本
に
よ
る
と
そ
の
は
じ
め
の
と
こ
ろ
に
文
殊
菩
薩
が
出
る
が
、
こ
れ
は

一
正

法
華
経
』
・
「
妙
法
華
経
』
に
は
見
ら
れ
な
い
か
ら
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本

の

系
統
に
お
い
て
後
に
付
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
一
と
論
じ
た
の
を
取
り
あ

げ
、
成
立
論
上
一
軽
率
」
で
あ
る
と
難
じ
て
い
る
．
、
そ
の
理
由
は
、
こ
こ
に
文

殊
菩

薩
が
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
付
嘱
の
形
式
的
手
続
き
が
整
う
こ
と
に
な
る

か

ら
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
な
ぜ
そ
う
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
か
私
に
は
一
向

に

分
か
ら
な
い
．
、
も
う
少
し
親
切
に
説
明
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
、
　
一
般
論
で
は

あ
る
が
、
現
存
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
諸
本
よ
り
も
『
正
法
華
経
』
∴
妙
法
華
経
』

の

原
典
の
方
が
古
い
と
見
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
サ
ン
ス
ク
リ

ッ

ト
木
に
お
け
る
付
加
挿
入
と
見
る
の
が
常
識
的
で
は
あ
る
ま
い
か
と
思
う
。

　
以
上

を
総
括
し
て
氏
は
結
語
を
述
べ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
上
記
の

問
題
点
を
再
び
提
示
し
、
さ
ら
に
若
干
の
問
題
点
を
つ
け
加
え
て
［
こ
れ
ら
の

疑
問
を
解
決
し
て
、
は
じ
め
て
著
者
の
仮
説
は
実
証
さ
れ
よ
う
」
と
結
ん
で
い

る
．
．
し
か
し
こ
の
発
言
に
は
根
本
的
な
認
識
の
不
足
が
あ
る
。

　

イ
ン
ド
仏
教
史
学
の
実
情
に
お
い
て
は
、
利
用
し
う
る
史
料
は
極
め
て
僅
少

で

あ
る
か
ら
、
歴
史
学
的
知
識
は
程
度
の
差
は
あ
る
に
し
て
も
い
ず
れ
も
仮
説

と
し
て
の
性
格
を
ま
ぬ
が
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
氏
が
提
示
し
た
問
題
が

「
実
証
」
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
る
可
能
性
が
全
く
な
い
と
は
い
わ
な
い
が
、
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

ず
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
実
証
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
仮
説
に
依
ら
ざ
る
を

得
な
い
の
で
あ
る
U
す
な
わ
ち
情
況
証
拠
、
論
理
的
推
論
等
に
よ
っ
て
証
明
さ

れ
る
仮
説
の
内
容
が
ど
れ
ほ
ど
の
合
理
性
・
妥
当
性
を
持
つ
か
に
よ
っ
て
、
そ

の

仮
説
の
真
理
性
と
是
非
が
論
ぜ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
『
法
華
経
』
成
立
論

の

場
面
に

お

い
て

実

証
の
可
能
性
（
条
件
）
が
あ
り
、
そ
し
て
ほ
ぼ
実
証
せ
ら

れ

つ

つ

あ
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
若
干
の
付
加
的
部
分
（
普
門
品
偏
・
薬
草
喩

品
後
半
等
）
を
除
け
ば
、
口
薩
曇
分
陀
利
経
』
が
別
行
し
て
い
る
提
婆
品
の
挿
入

だ

け
で
あ
る
’
歴
史
的
段
階
的
成
立
論
の
視
点
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
学
説
が
提
示

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
仮
説
で
あ
っ
て
実
証
せ
ら
れ
た
も
の

で
は

な
い
’
そ
れ
に
私
の
二
十
七
品
同
時
成
立
説
が
仮
説
で
あ
る
の
と
何
ら
異

な
ら
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
二
十
七
品
（
二
十
八
品
）
以
外
の
形
態
の

一
法

華
経
ヒ
が
存
在
し
た
と
い
う
確
実
な
伝
承
に
ど
こ
に
も
な
い
し
、
ま
た
そ

れ

が
流

布
し
た
と
い
う
痕
跡
も
見
出
さ
れ
な
い
。
こ
の
事
実
か
ら
す
れ
ば
、
二

十
七

品
同
時
成
立
説
の
方
が
自
然
で
あ
っ
て
、
歴
史
的
段
階
的
成
立
説
の
方
が

む

し
ろ
不
自
然
で
あ
る
．
．
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
段
階
的
成
立
説
の
方
が
真
理

で

あ
る
よ
う
に
見
ら
れ
て
い
る
の
は
、
現
在
学
界
の
而
向
を
示
す
も
の
で
あ
ろ

，

つ
’

　
氏

の

成
立
論
の

全
容

を
私
は
知
ら
な
い
が
、
上
記
著
書
に
よ
れ
ば
、
第
一
類

の

う
ち
薬
草
楡
品
と
化
城
喩
品
　
　
そ
の
全
文
で
に
な
い
が
　
　
は
後
代
の
付

加

挿
入
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ぱ
仮
説
で
あ
っ
て
何
ら
実
証
さ
れ

た
も
の
で
な
い
が
、
仮
説
と
し
て
も
　
　
率
直
に
い
う
が
，
ー
論
証
の
ほ
と
ん



ど
成
立
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
氏
は
こ
の
よ
う
な
仮
説
を
提
示

す
る
権
利
を
有
す
る
．
、
し
か
し
こ
れ
よ
り
す
す
ん
で
薬
草
喩
と
化
城
喩
の
所
説

は
本
来
の
『
法
華
経
』
の
思
想
に
対
し
異
質
で
あ
っ
て
、
［
法
華
経
一
が
排
除
す

る
と
こ
ろ
の
思
想
で
あ
る
・
二
い
う
に
至
っ
て
に
、
も
は
や
成
立
論
の
問
題
で
な

く
［
法
躯
経
．
思
想
の
本
所
1
1
に
対
す
る
理
解
・
解
釈
の
問
題
で
あ
る
．
つ
て
れ
ゆ

え
私
は
拙
著
に
お
い
て
、
二
十
七
品
同
時
成
立
の
仮
説
の
，
も
と
に
、
薬
草
楡
と

化
城
喩
の

所
説

を
一
法
華
経
』
思
想
の
内
部
に
正
当
に
位
置
さ
せ
る
べ
く
、
こ

の

経
の

思

想
の
統
一
的
解
釈
を
試
み
た
の
で
あ
る
（
氏
が
自
分
の
仮
説
を
主
張

さ
れ
る
の
は
自
由
で
あ
る
が
、
も
し
こ
れ
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
こ

の

呉
質
の
思
想
が
［
法
華
経
』
の
中
に
付
加
・
編
入
さ
れ
た
必
然
性
を
説
明
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
t
、
そ
れ
を
し
て
い
な
い
の
ば
、
例
の
無
責
任
な
論
法
の
あ

ら
わ
れ
で
あ
る
。
）

　

さ
き
に
引
用
し
た
結
び
の
言
葉
の
少
し
前
に
、
氏
は
拙
著
に
対
す
る
総
評
と

し
て
「
そ
こ
に
に
、
数
多
く
存
す
る
問
題
点
を
自
己
の
仮
説
に
合
う
よ
う
に
解

釈

し
、
つ
じ
つ
ま
を
合
わ
せ
て
い
こ
う
と
す
る
、
所
謂
［
二
耳
通
』
ば
か
り
で
あ

っ

て
、
経
の
内
部
に
踏
み
込
ん
で
そ
の
思
想
を
究
明
し
、
そ
こ
か
ら
成
立
を
考

え
る
と
い
う
姿
勢
は
窺
い
え
な
い
．
1
と
述
べ
て
い
る
，

　

こ
こ
で
一
会
通
一
と
い
う
の
は
さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
U
l
統
一
的
解
釈
」

で

あ
る
か
ら
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
「
つ
じ
つ
ま
を
合
わ
せ
て
い
こ
う
す
る
」

の

も
会
通
（
統
一
的
解
釈
）
だ
か
ら
当
然
で
あ
る
。
「
自
己
の
仮
説
に
合
う
よ
う

に

解
釈
し
」
と
い
う
の
も
仮
説
を
提
示
す
る
か
ぎ
り
当
然
で
あ
る
。
氏
は
当
然

　

　

　

　

苅
谷
定
彦
博
士
に

答
う
（
勝
呂
）

の

こ
と
を
嫌
味
た
っ
ぷ
り
に
難
く
せ
を
つ
け
て
表
現
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

た
だ
「
経
の
内
部
に
踏
み
込
ん
で
そ
の
思
想
を
究
明
し
な
い
一
と
い
う
こ
と
に

つ

い

て
は
、
私
は
自
分
の
研
究
を
決
し
て
十
分
な
も
の
と
に
思
っ
て
い
な
い
か

ら
、
こ
の
∴
．
．
口
葉
を
謙
虚
に
受
け
と
め
た
い
（
た
だ
し
氏
の
批
評
が
正
当
だ
と
い

う
意
味
で
は
な
い
）
．

　
失

礼
な
が
ら
、
氏
ぱ
他
人
の
学
説
を
批
判
す
る
前
に
自
分
の
説
を
A
i
P
っ
と
精

研

す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
氏
の
学
説
の
根
幹
を
な
し
、
そ
し
て
私
の
目
か

ら
見
れ
ば
明
白
に
誤
謬
で
あ
る
と
こ
ろ
の
特
異
な
主
張
、
す
な
わ
ち
一
、
法
華
経

の

思

想
に
二
乗
廻
心
の
成
仏
を
排
除
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
す
る
主
張
（
こ
れ

に

よ
り
氏
は
羅
什
訳
＝
妙
法
華
経
‥
に
訳
者
が
法
王
経
思
想
に
対
す
る
誤
解
に

基
づ

い
て

訳

出
し
た
と
す
る
）
に
つ
い
て
、
も
っ
と
す
じ
の
通
っ
た
説
得
力
あ

る
論
旨
を
開
陳
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
氏
の
説
は
批
判
さ
る
べ
き
十
分
な

理
由
が
あ
る
と
私
は
考
え
て
い
る
、

付

記
。
反
論
を
書
き
終
っ
て
二
る
と
、
評
者
が
拙
著
の
か
な
り
の
部
分
を
取
り
あ
げ

て
い
な
い
こ
と
が
分
ン
た
。
著
者
が
及
ば
ず
な
が
ら
創
意
を
表
明
し
よ
う
と
思
っ
た

の

∴
、
む
し
ろ
こ
の
硫
分
に
多
い
。
こ
こ
を
無
視
ご
れ
二
．
の
に
遺
憾
て
あ
．
ω
。

ヒ


