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一
、
次
の
文
章
は
あ
る
書
籍
の
「
プ
ロ
ロ
ー
グ
」
中
の
一
部
で
あ
る
。
こ
の
文
章
を
読
み
、
後
の
問
い 

 
 

に
答
え
よ
。 

 Ａ
「
問
う
」
と
は
何
を
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
し
ば
し
ば
「
自
分
の
問
い
を
持
て
」
と
職
場
や
学
校
で
は
言
わ
れ
ま

す
。
そ
こ
で
は
、
解
決
す
べ
き
社
会
の
ニ
ー
ズ
や
、
解
明
す
べ
き
学
問
上
の
テ
ー
マ
を
自
分
で
見
つ
け
だ
す
こ
と
が

要
求
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
個
人
の
生
活
で
も
、
進
学
や
就
職
、
転
職
、
さ
ら
に
は
結
婚
な
ど
人
生
の
分
か
れ
道
で
、
自

分
が
ど
う
生
き
る
べ
き
か
、
私
た
ち
は
自
分
に
問
い
か
け
ま
す
。
そ
こ
で
求
め
ら
れ
る
の
は
自
分
に
本
当
に
ふ
さ
わ

し
い
選
択
に
つ
い
て
熟
①
リ
ョ
す
る
こ
と
で
す
。
さ
ら
に
、
社
会
や
人
類
に
関
わ
る
、
も
っ
と
大
き
な
問
い
も
あ
り
ま

す
。
た
と
え
ば
、
ど
の
よ
う
な
年
金
制
度
を
つ
く
る
べ
き
か
、
②
リ
ン
国
と
ど
の
よ
う
に
付
き
あ
っ
て
い
く
べ
き
か
、

と
い
う
政
治
上
の
問
い
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
気
候
危
機
の
よ
う
な
地
球
規
模
の
事
③
柄
に
ど
の
よ
う
に
対
処
す
べ
き

か
と
い
う
、
人
類
の
生
存
を
め
ぐ
る
問
い
も
あ
り
ま
す
。 

こ
れ
ら
の
「
問
い
」
に
「
答
え
」
は
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
学
校
や
職
場
に
満
足
し
た
り
、
多
く
の
人
が

納
得
で
き
る
年
金
制
度
を
つ
く
れ
ば
、
そ
れ
は
一
定
の
答
え
で
す
。
け
れ
ど
、
そ
の
答
え
は
暫
定
的
な
も
の
に
す
ぎ

ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
あ
ら
ゆ
る
疑
問
を
消
し
さ
る
完
全
な
解
答
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
現
在
の
学
校
や
職
場
に
満
足
で

き
て
い
る
の
は
実
際
に
そ
こ
に
身
を
置
い
て
い
る
視
点
か
ら
そ
う
思
う
だ
け
で
あ
っ
て
、
別
の
学
校
や
職
場
に
進
ん

で
い
れ
ば
本
当
は
も
っ
と
充
実
し
た
生
活
を
送
っ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
多
く
の
人
が
納
得
で
き
る
年

金
制
度
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
当
然
納
得
し
て
い
な
い
人
に
我
④
マ
ン
し
て
も
ら
っ
て
制
度
が
で
き
る
わ
け
だ
し
、
納

得
し
た
人
で
も
他
人
に
妥
協
し
て
い
る
は
ず
で
す
。
そ
う
す
る
と
、「
答
え
」
が
あ
る
と
い
っ
て
も
、
い
つ
で
も
私
た

ち
は
、
別
の
選
択
も
で
き
る
分
か
れ
道
で
迷
い
つ
づ
け
て
い
ま
す
。「
答
え
」
は
「
問
い
」
を
新
し
く
生
み
出
す
だ
け

で
す
。
こ
の
無
力
さ
に
は
、
人
間
で
あ
る
こ
と
の
根
底
の
⑤
哀
し
み
が
あ
り
ま
す
。 

か
く
も
終
わ
り
な
く
、
お
ぼ
つ
か
な
い
⑥
キ
ョ
ウ
グ
ウ
を
繰
り
返
す
だ
け
な
ら
、「
問
う
」
と
は
虚
し
い
行
⑦
為
で

む
な 
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は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
む
し
ろ
、
問
う
こ
と
な
ど
し
な
い
で
、
そ
の
つ
ど
の
な
り
ゆ
き
に
身
を
任
せ
る
ほ
う
が
幸
せ

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
問
う
た
め
に
は
世
界
の
不
確
か
さ
か
ら
目
を
そ
む
け
ず
に
受
け
と
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
そ
れ
だ
け
で
も
大
変
な
の
に
、
Ｂ
一
生
懸
命
自
分
の
問
い
に
取
り
く
ん
で
も
結
局
は
別
の
不
確
か
さ
に
直
面
し
て

し
ま
う
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
も
徒
労
で
し
ょ
う
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
シ
ー
シ
ュ
ポ
ス
の
よ
う

に
、
冥
界
で
Ｃ
永
遠
に
巨
岩
を
運
び
上
げ
る
よ
う
な
虚
し
さ
が
そ
こ
に
は
あ
り
ま
す
。 

け
れ
ど
、
私
た
ち
は
問
う
べ
き
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
不
確
か
さ
に
向
か
い
あ
っ
て
問
う
こ
と
は
、
不
確
か
な
世
界

の
た
だ
な
か
に
身
を
置
く
私
た
ち
の
生
を
肯
定
し
て
引
き
受
け
る
こ
と
だ
か
ら
で
す
。
こ
の
世
界
に
は
、
数
え
き
れ

な
い
無
数
の
人
び
と
が
そ
れ
ぞ
れ
の
か
け
が
え
の
な
い
人
生
を
生
き
て
い
て
、
夜
空
の
星
々
の
よ
う
に
、
謎
に
満
ち

た
そ
れ
ぞ
れ
の
現
実
に
向
か
い
あ
っ
て
い
ま
す
。「
問
う
」
と
は
、
み
ず
か
ら
自
身
の
う
ち
に
そ
の
光
を
見
い
だ
し
、

い
わ
ば
、
人
間
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
取
り
戻
す
行
為
で
す
。 

本
書
の
ね
ら
い
は
、
哲
学
に
固
⑧
有
の
さ
ま
ざ
ま
な
「
問
い
」
を
、
人
間
で
あ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
こ
う
し
た

「
問
い
」
の
「
賛
歌
」
と
し
て
示
す
こ
と
で
す
。
賛
歌
は
英
語
で
ヒ
ム
（hymn

）
で
す
が
、
そ
の
語
源
で
あ
る
古
代
ギ

リ
シ
ア
語
の
ヒ
ュ
ム
ノ
ス
は
も
と
も
と
神
々
や
英
雄
を
称
賛
す
る
歌
を
意
味
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
本
書
の
賛

歌
は
、
も
ち
ろ
ん
読
者
の
⑨
皆
さ
ん
も
ふ
く
め
て
、
人
間
へ
向
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
人
間
は
、
今
を
生
き
る
た
め
に
、

不
確
か
な
未
来
へ
と
問
い
か
け
ま
す
。
そ
の
問
い
は
、
人
の
生
の
果
て
し
な
い
多
様
さ
に
お
う
じ
て
、
人
生
の
選
択

か
ら
年
金
制
度
や
気
候
危
機
ま
で
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
け
れ
ど
、
問
い
の
言
葉
は
、
本
人
の
存
在
を
超
え
て
、
言
葉
を

受
け
と
め
る
他
者
へ
と
繋
が
っ
て
い
ま
す
。
人
び
と
は
、
問
い
の
言
葉
を
つ
む
ぎ
あ
っ
て
、
多
様
な
問
い
が
繰
り
広

げ
ら
れ
る
⑩
ユ
イ
一
の
場
所
を
織
り
な
し
ま
す
。
哲
学
の
問
い
が
め
ざ
す
の
は
、
こ
の
⑩
ユ
イ
一
の
場
所
へ
と
さ
か
の

ぼ
り
、
問
い
か
け
る
人
間
そ
の
も
の
の
あ
り
か
た
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
す
。 

た
だ
し
、
哲
学
は
「
人
間
と
は
こ
う
い
う
も
の
だ
」
と
上
か
ら
目
線
で
語
っ
た
り
で
き
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
哲
学

は
、
哲
学
者
自
身
に
は
決
し
て
手
が
届
か
な
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
現
実
を
生
き
る
無
数
の
人
間
の
心
の
う
ち
を
言
葉
の
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あ
て
先
と
し
ま
す
。
誰
か
が
受
け
と
め
て
、
自
分
だ
け
の
「
問
い
」
を
生
き
る
可
能
性
に
気
づ
い
て
く
れ
る
こ
と
を

願
う
、
そ
う
し
た
言
葉
の
営
み
が
哲
学
で
す
。
こ
の
意
味
で
、
哲
学
の
「
問
い
」
は
人
間
の
賛
歌
で
す
。 

（
景
山
洋
平
『「
問
い
」
か
ら
始
ま
る
哲
学
入
門
』<

光
文
社
・
二
〇
二
一
年>

に
基
づ
く
） 

  

問
一 

傍
線
部
①
②
④
⑥
⑩
に
つ
い
て
、
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
あ
ら
た
め
よ
。 

 

問
二 

次
に
示
す
表
現
【
ａ
】
～
【
ｅ
】
は
、
傍
線
部
③
⑤
⑦
⑧
⑨
の
文
字
を
使
用
し
た
も
の
で
あ
る
。【
ａ
】
～
【
ｅ
】 

の
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
の
う
ち
、
二
重
傍
線
部
の
漢
字
の
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
書
け
。 

 

【
ａ
】
横
柄
な
態
度 

 
【
ｂ
】
哀
悼 

 

【
ｃ
】
為
替 

 

【
ｄ
】
未
曽
有 

 

【
ｅ
】
皆
無 

 

問
三 

波
線
部
Ａ
「「
問
う
」
と
は
何
を
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
か
」
と
あ
る
が
、「
問
う
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
な

の
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
も
っ
と
も
適
当
な
箇
所
を
本
文
中
よ
り
十
八
字
以
上
、
二
十
字
以
内
で
抜
き
出
せ
。 

 

問
四 

波
線
部
Ｂ
「
一
生
懸
命
自
分
の
問
い
に
取
り
く
ん
で
も
結
局
は
別
の
不
確
か
さ
に
直
面
し
て
し
ま
う
」
と
あ

る
が
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
も
っ
と
も
適
当
な
も
の
を
次
の
選
択
肢
①
～
④
の
中

か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。 

 

① 

自
分
に
と
っ
て
最
善
の
選
択
で
あ
っ
て
も
、
他
者
に
と
っ
て
最
善
と
は
限
ら
ず
、
答
え
を
出
し
た
と
し
て

も
最
後
は
争
い
を
生
み
出
し
か
ね
な
い
と
い
う
こ
と
。 
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② 

自
己
の
観
点
か
ら
問
い
を
立
て
、
解
決
を
図
っ
た
と
し
て
も
、
異
な
る
視
点
か
ら
見
れ
ば
別
の
問
い
が
立

て
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
問
い
を
立
て
る
こ
と
自
体
に
迷
い
が
生
じ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
。 

③ 

多
様
な
観
点
か
ら
考
え
て
答
え
を
出
し
た
と
し
て
も
、
結
局
は
不
十
分
な
点
や
不
足
が
生
じ
、
問
い
そ
の

も
の
の
正
確
性
に
疑
義
が
生
じ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
と
い
う
こ
と
。 

④ 
答
え
を
導
き
出
せ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
が
た
め
に
別
の
答
え
を
選
ぶ
余
地
が

あ
り
、
結
局
は
次
な
る
問
い
が
浮
上
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
。 

 

問
五 

波
線
部
Ｃ
「
永
遠
に
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
と
同
義
の
も
っ
と
も
適
当
な
五
文
字
の
表
現
を
本
文
中
よ
り
二
つ

抜
き
出
せ
。
な
お
、
解
答
の
順
番
は
問
わ
な
い
。 

 

二
、
次
の
文
章
は
あ
る
書
籍
の
「
は
じ
め
に
」
中
の
一
部
で
あ
る
。
こ
の
文
章
を
読
み
、
後
の
問
い
に 

答
え
よ
。 

 

「
濃
い
」
宗
教
と
「
薄
い
」
宗
教 

読
者
に
ま
ず
ご
理
解
い
た
だ
き
た
い
の
は
、
宗
教
に
は
「
濃
い
」
レ
ベ
ル
と
「
薄
い
」
レ
ベ
ル
と
が
あ
る
と
い
う
こ

と
だ
。「
濃
い
」
と
は
、
要
す
る
に
思
い
入
れ
が
強
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
信
仰
の
世
界
だ
。
神
仏
の
絶

対
的
な
救
い
を
信
じ
て
、
ふ
だ
ん
か
ら
祈
り
や
念
仏
や
座
禅
な
ど
を
欠
か
さ
な
い
。
と
き
に
は―

―

い
つ
も
そ
う
と

は
限
ら
な
い
が―

―

排
他
的
に
な
る
ほ
ど
に
、
自
己
の
堅
い
信
念
を
守
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
も
の
が
濃
厚
な
宗

教
、
濃
い
宗
教
で
あ
る
。
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
神
道
、
新
宗
教…

…
の
違
い
に
よ
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
信
仰
の
あ
り

方
と
い
う
の
が
あ
る
。 

「
薄
い
」
と
い
う
の
は
、
も
っ
と
軽
く
、
知
識
や
習
慣
と
い
っ
た
レ
ベ
ル
で
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な



5 
 

宗
教
的
文
化
の
こ
と
だ
。
世
界
の
諸
宗
教
を
見
渡
し
て
み
る
と
、
ほ
と
ん
ど
の
人
は
そ
れ
ほ
ど
濃
厚
な
信
仰
を
も
っ

て
い
な
い
。
ア
メ
リ
カ
の
大
統
領
は
就
任
の
際
に
聖
書
に
手
を
当
て
て
宣
①
セ
イ
す
る
が
、
こ
れ
は
大
統
領
個
人
の
内

面
的
な
信
仰
と
は
無
関
係
の
、
社
会
的
儀
礼
で
あ
る
。
多
く
の
ア
メ
リ
カ
市
民
は
キ
リ
ス
ト
教
の
習
慣
や
聖
書
の
言

葉
を
な
ん
と
な
く
共
有
し
て
お
り
、
人
生
と
世
界
に
つ
い
て
キ
リ
ス
ト
教
的
な
世
界
観
で
語
る
の
が
習
い
性
と
な
っ

て
い
る
。
そ
う
い
う
レ
ベ
ル
で
の
キ
リ
ス
ト
教
が
広
く
ア
メ
リ
カ
社
会
を
②
覆
っ
て
い
る
。
こ
の
レ
ベ
ル
の
宗
教
、
す

な
わ
ち
文
化
や
共
通
語
彙
と
し
て
の
宗
教
の
こ
と
を
、
本
書
で
は
③
便
宜
的
に
「
薄
い
」
宗
教
と
呼
ぼ
う
と
思
う
。 

こ
の
レ
ベ
ル
で
言
え
ば
、
日
本
人
は
「
薄
い
」
仏
教
徒
で
あ
り
、
ま
た
「
薄
い
」
神
道
家
で
も
あ
る
。
深
い
信
仰
を

も
た
な
く
て
も
、
日
本
人
の
多
く
は
諸
行
無
常
的
な
感
覚
を
も
っ
て
い
る
し
、
本
居
宣
長
の
言
う
「
も
の
の
あ
は
れ
」

を
解
す
る
心
を
も
っ
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
仏
教
か
神
道
か
ど
ち
ら
か
に
決
め
ろ
と
う
る
さ
い
こ
と
を
言

う
必
要
は
な
い
。
伝
統
的
に
仏
教
と
神
道
は
セ
ッ
ト
と
し
て
奉
じ
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
儒
教
や
道
教
の
要
素
も
入
っ

て
い
る
。
こ
れ
が
東
ア
ジ
ア
の
伝
統
的
な
流
儀
な
の
で
あ
る
。 

濃
い
宗
教
と
薄
い
宗
教
と
は
ニ
ワ
ト
リ
と
タ
マ
ゴ
の
関
係
に
あ
る
。 

 

１ 
 

信
仰
的
に
強
い
思
い
入
れ
の
あ
る

個
人
が
あ
ち
こ
ち
に
い
る
か
ら
こ
そ
、
社
会
全
体
も
神
だ
の
仏
だ
の
の
世
界
に
耳
を
傾
け
よ
う
か
な
と
い
う
気
に
な

る
。
永
平
寺
や
高
野
山
に
行
け
ば
坊
様
た
ち
が
修
行
を
し
て
い
る
と
い
う
事
実
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
④
不
信
心
な
日
本

人
で
も
な
ん
と
な
く
仏
教
に
一
目
置
き
続
け
て
い
る
。
逆
に
、
す
で
に
社
会
の
中
に
神
仏
を
め
ぐ
る
文
化
や
習
慣
が

根
付
い
て
い
る
の
で
な
い
限
り
、
個
人
が
濃
い
信
仰
を
抱
く
よ
う
に
な
る
の
は
困
難
だ
。 

宗
教
家
は
し
ば
し
ば
、「
深
い
信
仰
が
な
け
れ
ば
宗
教
の
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
」
と
言
う
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も

一
面
で
の
真
理
で
あ
る
。
そ
の
宗
教
家
だ
っ
て
「
深
い
信
仰
」
を
得
る
前
は
浅
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
物

事
の
理
解
に
は
、
深
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
広
さ
も
大
切
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
あ
れ
こ
れ
の
宗
教
を
横
断
し
て
眺

め
る
マ
ク
ロ
な
視
点
が
必
要
だ
。 

本
書
は
、
読
者
に
「
浅
く
広
く
」
宗
教
を
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
。
浅
い
と
い
う
と
聞
こ
え
が

も
と
お
り
の
り
な
が 
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悪
い
が
、
ポ
イ
ン
ト
は
マ
ク
ロ
な
視
点
に
あ
る
と
ご
理
解
い
た
だ
き
た
い
。 

ち
な
み
に
、
宗
教
学
と
い
う
の
は
、
宗
教
に
思
い
入
れ
る
た
め
の
学
問
で
は
な
く
、
宗
教
を
マ
ク
ロ
に
比
較
す
る

た
め
の
学
問
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
当
然
、
宗
教
に
対
す
る
批
判
の
視
点
が
入
っ
て
い
る
。
本
書
も
ま
た
、
そ
う
い
う

書
き
方
を
し
て
い
る
。 

 

日
本
人
は
無
宗
教
か
？ 

日
本
人
は
無
宗
教
だ
と
よ
く
言
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
い
さ
さ
か
単
純
な
⑤
ト
ラ
え
方
だ
。 

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
第
一
に
、
も
し
個
人
の
「
深
い
」
信
仰
の
よ
う
な
も
の
を
標
準
に
考
え
る
な
ら
ば
、
世
界
中

の
ほ
と
ん
ど
の
人
々
は
、
そ
れ
ほ
ど
深
く
宗
教
に
思
い
入
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
信
仰
に
打
ち
込
ん
で
い
る
人

は
、
ど
の
世
界
で
も
比
較
的
少
数
で
あ
り
、
そ
ん
な
の
は
イ
ス
ラ
ム
世
界
で
も
同
様
だ
。
逆
に
、
日
本
人
の
中
に
も

非
常
に
信
仰
的
な
人
と
い
う
の
は
、
そ
れ
な
り
に
存
在
し
て
い
る
。
Ａ
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
書
店
に
宗
教
コ
ー
ナ
ー
や

精
神
世
界
コ
ー
ナ
ー
が
あ
る
は
ず
が
な
い
。 

逆
に
、「
浅
い
」
文
化
の
レ
ベ
ル
で
考
え
る
な
ら
ば
、
仏
教
、
儒
教
、
道
教
、
神
道
、
あ
る
い
は
民
俗
学
で
扱
う
民

間
の
宗
教
的
伝
統
の
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
や
習
慣
が
、
日
本
列
島
全
体
を
覆
っ
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
。 

た
だ
し
、
日
本
に
お
い
て
は
、
今
挙
げ
た
よ
う
に
、
宗
教
が
複
数
並
び
立
っ
て
お
り
、
ど
れ
が
主
力
と
も
言
え
な

い
関
係
に
あ
る
。 

 

２ 
 

こ
の
あ
た
り
、
キ
リ
ス
ト
教
が
主
流
で
あ
る
欧
米
社
会
や
、
イ
ス
ラ
ム
教
が
主
流
で
あ

る
中
近
東
の
社
会
な
ど
と
は
異
な
る
。
そ
れ
ほ
ど
信
仰
的
で
は
な
い
人
で
も
、
た
と
え
ば
イ
ギ
リ
ス
人
で
あ
れ
ば
「
私

は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
す
」
と
言
い
や
す
い
が
、
日
本
人
の
場
合
は
、
自
分
の
宗
教
は
○
○
教
で
あ
る
と
、
は
っ
き
り

と
は
言
い
に
く
い
。
と
な
る
と
、
何
よ
り
も
自
覚
を
大
切
に
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
を
基
準
に
と
る
と
、
日
本
人

は
「
無
宗
教
」
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

自
覚
を
重
視
す
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
や
イ
ス
ラ
ム
教
な
ど
、
一
神
教
で
あ
る
。
し
か
し
、
イ
ン
ド
か
ら
東
で
は
、
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宗
教
は
生
活
習
慣
と
一
体
化
し
て
お
り
、
あ
れ
こ
れ
の
教
義
を
信
じ
る
か
ど
う
か
が
う
る
さ
く
問
わ
れ
る
こ
と
は
な

い
。
仏
教
の
よ
う
に
、
出
家
と
在
家
と
を
区
別
す
る
宗
教
も
あ
る
。
出
家
者
は
自
覚
的
に
戒
律
に
服
し
、
身
を
律
す

る
。
在
家
者
は
な
ん
と
な
く
⑥
ア
イ
マ
イ
な
立
場
の
ま
ま
だ
。 

 

３ 
 

し
か
も
、
東
ア
ジ
ア
社
会
で
は
ど
こ
で
も
、
Ｂ
仏
教
や
道
教
や
儒
教
が
チ
ャ
ン
ポ
ン
状
態
で
信
仰
さ
れ
て
お
り
、
そ

ん
な
と
こ
ろ
は
日
本
と
大
差
な
い
。 

こ
う
し
た
文
化
的
伝
統
の
違
い
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
宗
教
の
「
浅
さ
」「
深
さ
」
と
い
っ
た
区
別
と

は
ま
た
別
次
元
の
問
題
だ
。
ど
れ
か
ひ
と
つ
の
宗
教
に 

ア 

に
打
ち
込
む
こ
と
は
、
一
神
教
の
世
界
で
は
大
事
な

こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
日
本
を
含
む
東
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
多
神
教
世
界
で
は
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
い
。 

 

儀
礼
へ
の
関
心
の
高
さ 

キ
リ
ス
ト
教
は
教
理
と
し
て
の
信
仰
を
重
視
し
、
仏
教
は
悟
り
や
解
脱
を
得
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
。
そ
う
い
う

意
味
で
は
、
俗
世
の
日
常
を
超
え
た
精
神
性
に
⑦
仕
え
る
宗
教
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
日
本
人
の
場
合
、
仏

教
式
の
悟
り
や
安
心
立
命
を
求
め
も
す
る
が
、
そ
れ
以
上
に
、
儀
礼
の
美
的
な
形
を
守
る
こ
と
を
重
視
す
る
傾
向
が

あ
る
。「
日
本
文
化
は
形
か
ら
入
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
通
り
だ
。 

日
本
に
は
茶
道
、
華
道
、
香
道
、
歌
道
、
剣
道
、
柔
道…

…

と
い
っ
た
よ
う
に
「
～
道
」
と
名
の
つ
く
習
い
事
や
修

養
の
シ
ス
テ
ム
が
非
常
に
多
い
。
こ
れ
ら
は
た
い
て
い
精
神
的
な
訓
戒
の
よ
う
な
も
の
を
伴
っ
て
お
り
、
宗
教
の
儀

礼
と
ほ
と
ん
ど
区
別
が
つ
か
な
い
。 

ち
な
み
に
、
茶
道
は
起
源
的
に
禅
宗
と
深
い
縁
が
あ
る
。
だ
か
ら
茶
室
の
掛
物
に
は
禅
語
な
ど
が
選
ば
れ
る
。
み

な
で
お
茶
を
回
し
飲
み
す
る
儀
式
が
、
南
蛮
渡
来
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
ミ
サ
に
似
て
い
る
と
指
摘
す
る
人
も
い
る
（
影

響
関
係
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
）。
ミ
サ
で
は
キ
リ
ス
ト
を
記
念
し
て
、
パ
ン
と
ワ
イ
ン
を
共
食
す
る
の
で
あ
る
。 

興
味
深
い
の
は
、
世
界
の
宗
教
の
多
く
は
、
戒
律
と
い
う
形
で
、
儀
礼
的
所
作
を
守
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
こ

げ 

だ
つ 
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と
だ
。 

た
と
え
ば
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
は
日
に
五
回
メ
ッ
カ
に
向
か
っ
て
祈
る
が
、
こ
の
祈
り
の
所
作
は
基
本
的
に
決
ま
っ

て
い
る
。
定
ま
っ
た
振
る
舞
い
の
⑧
遵
守
を
見
る
と
、
神
へ
の
無
批
判
な
服
従
と
思
い
た
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
う
で
は
な
い
。
イ
ス
ラ
ム
教
徒
は
、
身
体
か
ら
入
ら
な
い
と
宗
教
な
ど
Ｃ
雲
散
霧
消
し
て
し
ま
う
こ
と
を
知
っ
て
い

る
の
だ
。
そ
れ
は
、「
一
期
一
会
」
な
ど
の
理
念
ば
か
り
説
い
て
お
点
前
の
稽
古
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
い
る
茶
道
家
は

も
は
や
茶
道
家
と
は
言
え
な
い
、
と
い
う
の
と
同
じ
こ
と
な
の
で
あ
る
。 

 

４ 
 

日
本
人
の
宗
教
に
つ
い
て
考
え
る
に
は
、
こ
う
し
た
習
い
事
の
世
界
ま
で
も
含
め
て
見
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ

う
。 イ

ン
ド
人
の
行
な
う
何
か
し
ら
精
神
的
な
意
味
づ
け
の
あ
る
習
俗
の
全
体
を
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
と
呼
ぶ
。
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
と
は
要
す
る
に
イ
ン
ド
の
こ
と
だ
。
も
し
、
茶
道
も
柔
道
も
、
あ
れ
こ
れ
の
祭
り
も
⑨
ハ
カ
参
り
も
、
外
国
人

に
は
や
は
り
宗
教
的
に
見
え
る
お
辞
儀
の
習
慣
も
、
あ
ら
ゆ
る
学
校
で
行
な
わ
れ
て
い
る
教
室
⑩
ソ
ウ
ジ
の
習
慣
も
、

す
べ
て
ひ
っ
く
る
め
て
「
日
本
教
」
と
認
識
す
る
慣
行
が
成
立
し
て
い
た
な
ら
ば
、
日
本
人
は
熱
心
な
日
本
教
徒
だ

と
の
評
判
が
た
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
要
す
る
に
定
義
の
問
題
で
あ
る
。 

（
中
村
圭
志
『
教
養
と
し
て
の
宗
教
入
門
』〈
中
央
公
論
新
社
・
二
〇
一
四
年
〉
に
基
づ
く
） 

 

問
一 

傍
線
部
①
⑤
⑥
⑨
⑩
に
つ
い
て
、
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
あ
ら
た
め
よ
。 

 

問
二 

傍
線
部
②
③
④
⑦
⑧
に
つ
い
て
、
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
書
け
。 

 

問
三 

次
に
示
す
〔
脱
文
〕
は
本
文
か
ら
脱
落
し
た
文
で
あ
る
。
こ
の
〔
脱
文
〕
が
入
る
も
っ
と
も
適
切
な
場
所
を

本
文
中
の 

１ 

～ 

４ 

の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
答
え
よ
。 
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〔
脱
文
〕 

ど
ち
ら
が
先
か
わ
か
ら
な
い
の
だ
。 

 
問
四 

波
線
部
Ａ
「
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
書
店
に
宗
教
コ
ー
ナ
ー
や
精
神
世
界
コ
ー
ナ
ー
が
あ
る
は
ず
が
な
い
」
と

あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
言
え
る
の
は
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
の
説
明
と
し
て
も
っ
と
も
適
当
な
も
の

を
次
の
選
択
肢
①
～
④
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。 

 

① 

深
い
信
仰
を
持
つ
宗
教
者
が
大
勢
を
占
め
る
こ
と
か
ら
、
宗
教
や
精
神
世
界
関
連
の
書
籍
の
読
者
も
お
の

ず
と
増
え
る
こ
と
に
な
る
か
ら
。 

② 

深
い
信
仰
心
の
あ
る
人
が
存
在
す
る
が
ゆ
え
に
、
さ
ほ
ど
深
い
信
仰
心
を
持
た
な
い
世
の
中
の
人
も
宗
教

や
精
神
世
界
に
関
心
を
持
つ
も
の
だ
か
ら
。 

③ 

宗
教
や
精
神
世
界
関
連
の
書
籍
を
集
め
た
コ
ー
ナ
ー
を
作
ら
な
け
れ
ば
、
深
い
信
仰
を
心
に
秘
め
た
人
の

要
望
に
応
え
ら
れ
な
い
か
ら
。 

④ 

深
い
信
仰
心
を
持
つ
人
が
少
数
に
留
ま
る
が
ゆ
え
に
、
信
者
を
増
や
す
た
め
の
布
教
活
動
は
活
発
化
す
る

も
の
だ
か
ら
。 

 

問
五 

波
線
部
Ｂ
「
仏
教
や
道
教
や
儒
教
が
チ
ャ
ン
ポ
ン
状
態
で
信
仰
さ
れ
て
お
り
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ

う
な
様
態
な
の
か
。
四
十
字
以
上
、
五
十
字
以
内
（
句
読
点
を
含
む
）
で
説
明
せ
よ
。
そ
の
際
、
次
に
示
す

【
条
件
①
】
お
よ
び
【
条
件
②
】
の
そ
れ
ぞ
れ
を
満
た
す
よ
う
に
書
く
こ
と
。 

 

【
条
件
①
】「
仏
教
や
道
教
、
儒
教
と
い
っ
た
」
で
書
き
始
め
、
一
文
で
ま
と
め
る
。 

【
条
件
②
】
文
中
に
「
複
数
」
と
い
う
表
現
を
入
れ
、
文
末
は
「
様
態
。」
で
終
え
る
。 
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問
六 

空
欄 

ア 

に
入
る
表
現
と
し
て
も
っ
と
も
適
当
な
も
の
を
次
の
選
択
肢
①
～
⑤
よ
り
一
つ
選
び
、
記
号
で 

答
え
よ
。 

 

①
排
他
的 

 

②
社
会
的 

 

③
文
化
的 

 

④
儀
礼
的 

 

⑤
利
己
的 

 

問
七 

波
線
部
Ｃ
「
雲
散
霧
消
」
に
関
連
し
て
、
慣
用
表
現
に
関
す
る
次
の
（
一
）
～
（
三
）
の
問
い
に
答
え
よ
。 

 
 

（
一
）
四
字
熟
語
「
雲
散
霧
消
」
の
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
書
け
。 

   

（
二
）
四
字
熟
語
「
雲
散
霧
消
」
の
意
味
と
し
て
も
っ
と
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
選
択
肢
①
～
④
よ
り
一
つ 

選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。 

① 

雲
や
霧
の
よ
う
に
、
と
ら
え
ど
こ
ろ
が
な
く
見
方
に
よ
っ
て
異
な
る
姿
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
。 

② 

雲
が
霧
に
変
わ
る
よ
う
に
、
ち
り
ぢ
り
に
な
り
最
後
は
別
物
に
変
化
し
て
し
ま
う
こ
と
。 

③ 

雲
や
霧
が
消
え
て
な
く
な
る
よ
う
に
、
あ
と
か
た
も
な
く
消
え
失
せ
て
し
ま
う
こ
と
。 

④ 

雲
や
霧
で
視
界
が
悪
化
す
る
よ
う
に
、
本
質
を
見
失
い
、
誤
っ
た
理
解
を
誘
発
す
る
こ
と
。 

 

（
三
）
次
に
示
す
①
～
③
の
ａ
・
ｂ
の
表
現
に
つ
い
て
、
慣
用
表
現
と
し
て
正
し
い
も
の
は
ど
ち
ら
か
。
正
し 

い
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。 

 
 

①  

ａ 

藁
に
も
す
が
る  

 
 

ｂ 

藁
を
も
す
が
る 

②  

ａ 

雪
辱
を
晴
ら
す  

 

ｂ 

雪
辱
を
果
た
す 

③  

ａ 

一
抹
の
望
み 

 
 

ｂ 

一
抹
の
不
安 
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問
八 

次
に
示
す
①
～
④
の
各
文
に
つ
い
て
、
本
文
の
内
容
と
合
致
す
る
も
の
に
は
〇
を
、
合
致
し
な
い
も
の
に
は

×

を
記
せ
。 

 

① 

日
本
に
お
け
る
様
々
な
習
俗
を
も
含
め
て
一
つ
の
宗
教
だ
と
理
解
さ
れ
な
い
の
は
、
神
仏
を
崇
拝
す
る
こ

と
に
限
定
し
て
宗
教
と
い
う
も
の
を
定
義
す
る
理
解
が
世
界
的
に
定
着
し
て
い
る
が
ゆ
え
で
あ
る
。 

② 
宗
教
学
と
は
微
視
的
あ
る
い
は
複
眼
的
な
見
地
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
を
引
き
比
べ
る
学
問
で
あ
る
。 

③ 

日
本
人
は
無
宗
教
だ
と
さ
れ
る
の
は
、
日
本
人
が
自
身
の
信
仰
を
他
者
に
明
言
す
る
こ
と
を
た
め
ら
う
意

識
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
信
仰
の
自
覚
を
重
視
す
る
キ
リ
ス
ト
教
的
な
視
点
と
は
相
容
れ
ず
、
信
仰
す

る
宗
教
を
持
た
な
い
民
族
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。 

④ 

「
薄
い
」
レ
ベ
ル
の
宗
教
と
い
う
と
き
の
「
薄
い
」
と
は
、
知
識
や
習
慣
、
儀
礼
や
思
想
と
い
っ
た
も
の

を
共
有
す
る
、
い
わ
ば
文
化
的
な
も
の
と
し
て
宗
教
を
理
解
す
る
視
点
の
こ
と
で
あ
る
。 

 

三
、
次
の
①
～
⑤
の
各
文
に
つ
い
て
、
カ
タ
カ
ナ
で
記
さ
れ
た
傍
線
箇
所
を
漢
字
と
送
り
仮
名
を
用
い

た
表
記
に
あ
ら
た
め
よ
。
そ
の
際
、
送
り
仮
名
に
つ
い
て
は
ひ
ら
が
な
で
記
す
こ
と
。 

 

① 

し
っ
か
り
と
準
備
を
し
て
面
接
試
験
に
ノ
ゾ
ン
ダ
。 

② 

こ
の
本
は
、
子
ど
も
に
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
ヤ
サ
シ
イ
言
葉
で
書
か
れ
て
い
る
。 

③ 

こ
れ
ま
で
以
上
に
丁
寧
に
仕
事
に
取
り
組
み
、
信
頼
の
回
復
に
ツ
ト
メ
ル
。 

④ 

締
め
切
り
日
の
確
認
を
オ
コ
タ
ッ
タ
た
め
に
、
書
類
を
受
理
し
て
も
ら
え
な
か
っ
た
。 

⑤ 

我
が
家
で
飼
っ
て
い
る
犬
は
と
て
も
カ
シ
コ
イ
。 

（
以
下
余
白
） 


