
理
想
調
墨
書
寄
付
J

「
破
戒
」

「
罪
と
罰
」

の
比
較
文
学
的
研
究

吉

孝

子

と

田

付

序

無
か
ら
有
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
が
断
じ
て
あ
り
得
な
い
よ
う
に
、
「
破
戒
」
も

忽
然
と
し
て
こ
の
世
に
創
作
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
音
楽
界
の
巨
匠
ベ

l
ト
1
グ

ェ
νが
、
最
初
ハ
イ
ド
シ
・
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
に
傾
倒
し
模
倣
し
た
様
に
、
ま
た
、

経
済
学
の
マ
ル
グ
ス
が
、
始
め
は
、
ヶ
ネ
1
・
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
・
リ
カ
ア
ド
等

に
感
化
さ
れ
た
よ
う
に
、
「
罪
と
罰
」
と
い
う
素
地
が
あ
っ
た
為
に
、
「
破
戒
」
と

い
う
素
晴
ら
し
い
小
説
が
完
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
「
破
事
」
と
「
罪
と
罰
」
の
類
似
を
徹
底
的
に
追
求
す
る
の
も
決
し
て

無
意
味
な
事
で
は
な
く
、
「
破
戒
」
を
鑑
賞
す
る
上
に
於
い
て
も
、
両
作
の
関
連
を

知
る
事
は
極
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
。

付

構
想
・
主
題

叙
述
面
に
於
け
る
両
作
品
の
比
較
考
察

こ
こ
で
は
、
作
品
の
内
容
に
つ
い
て
、
内
外
両
国
を
貫
い
て
い
る
根
本
思
想
の

呼
応
如
何
を
実
証
的
に
展
開
す
る
事
に
よ
り
「
破
戒
」
が
「
罪
と
罰
」
の
影
響
を

濃
厚
に
受
け
て
い
る
事
を
示
そ
う
と
思
う
。

先
ず
構
想
を
眺
め
る
と
、
主
人
公
に
「
破
戒
」
で
は
、
部
落
民
で
あ
る
為
に
苦

闘
し
悲
嘆
に
く
れ
る
男
と
、
「
罪
と
罰
」
で
は
、
殺
人
故
に
終
始
苦
悩
の
中
に
い
る

男
を
聞
置
し
た
こ
と
、
し
か
も
生
き
る
為
に
は
、
告
白
す
る
事
に
よ
っ
て
、
己
の

平
安
が
得
ら
れ
る
と
い
う
テ
ー
マ
を
持
っ
て
来
た
事
は
全
く
相
似
し
て
お
り
、
事

件
の
内
容
は
異
な
る
に
せ
よ
、
主
題
の
運
び
方
、
人
物
配
置
（
後
述
）
ま
で
著
し

い
近
似
合
通
し
て
い
る
o
「
破
戒
」
の
構
想
は
、
明
ら
か
に
「
罪
と
罰
」
か
ら
ヒ

ν

ト
を
得
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
。

次
に
主
題
に
つ
い
て
比
較
考
察
し
て
み
よ
う
。

両
作
の
、
玉
題
に
つ
い
て
は
、
今
日
多
く
の
評
者
が
論
じ
て
い
ら
れ
る
の
で
、
こ

こ
で
は
要
約
し
て
そ
れ
を
紹
介
し
、
其
の
上
批
判
し
な
が
ら
、
主
題
の
見
解
を
ほ

ど
こ
し
た
い
と
思
う
。

「
破
戒
」
の
、
王
題

仙
「
社
会
が
丑
松
を
迫
害
す
る
一
向
を
主
題
と
見
、
ず
に
、
丑
松
の
感
情
を
主
題
と
し

て
見
る
。
即
ち
、
丑
桧
を
自
己
の
孤
独
の
生
き
た
人
間
像
化
し
た
点
に
、
『
破
戒
』

の
テ
ー
マ
が
あ
る
o
」
（
文
美
）
佐
藤
春
夫
氏
は
こ
の
様
に
「
、
王
題
の
見
解
を
述

べ
、
亀
井
勝
一
郎
・
中
村
光
夫
・
小
宮
豊
隆
氏
等
も
同
意
し
て
い
ら
れ
る
。

凶
「
藤
村
は
部
落
民
へ
の
迫
害
を
、
い
わ
ば
避
け
難
い
社
会
的
条
件
と
し
て
、
そ

の
中
で
生
を
求
め
ゃ
う
と
す
る
苦
悩
の
丹
念
な
追
求
こ
れ
が
テ
ー
マ
で
あ
る
o
」

（
島
崎
藤
村
）
瀬
沼
茂
樹
氏
は
可
様
に
推
考
さ
れ
、
伊
藤
信
吉
・
館
岡
俊
之
助
・

エ
ヌ
プ
エ
リ
ド
マ
シ
・
コ
一
好
行
雄
・
昇
曙
夢
氏
等
も
同
説
で
あ
る
。

間
「
隠
す
事
に
よ
り
保
た
れ
る
は
ず
の
平
安
が
、
告
白
す
る
事
に
よ
っ
て
、
却
っ

て
得
ら
れ
る
丑
松
の
心
境
、
郎
ち
告
白
を
テ
ー
マ
と
し
た
o
」
（
島
崎
藤
村
）
木
校

増
一
氏
の
「
破
戒
」
に
対
す
る
主
題
の
考
援
で
、
松
野
久
男
・
平
野
謙
・
中
村
・

瀬
沼
・
白
雲
子
・
塩
田
良
平
・
湯
地
孝
氏
も
・
同
説
で
あ
る
。

附
「
差
別
さ
れ
る
部
落
民
の
問
題
を
と
り
あ
げ
て
、
人
間
解
放
を
主
題
と
し
た
。
」

（
文
学
）
北
原
泰
作
氏
は
こ
の
様
に
見
て
い
ら
れ
る
。
ま
た
、
館
岡
・
野
間
宏
・

藤
井
義
明
・
岩
永
併
氏
も
同
じ
見
解
で
あ
る
。

同
「
敬
之
進
の
一
一
葉
に
、
（
徐
々
と
い
ふ
言
葉
の
内
に
、
ど
れ
ほ
ど
の
酸
苦
が
入
っ

て
い
る
と
考
え
る
？
）
と
い
ふ
の
が
あ
る
が
、
こ
の
（
段
々
た
る
者
の
酸
苦
）
が

こ
の
『
破
戒
』
の
、
主
題
で
あ
る
o
」
（
中
央
公
論
）
畑
震
氏
説
。

制
「
倫
理
的
な
善
を
主
題
と
し
て
、
そ
の
善
が
凡
庸
・
下
層
の
人
間
の
中
に
も
善

と
美
を
発
揮
し
得
る
と
い
ふ
事
を
テ
ー
マ
と
し
た
。
」
（
文
学
）
岡
崎
義
恵
氏
説
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「
破
滅
」
の
主
題
は
以
上
六
種
に
区
別
さ
れ
る
。
そ
こ
で
右
述
の
六
種
に
わ
た
っ

て
私
評
し
て
み
よ
う
。

的
は
、
実
に
微
妙
な
心
理
的
な
考
察
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
破
戒
」
は
果
し
て
丑
松

を
作
者
の
生
き
た
人
間
像
と
化
し
た
点
に
、
テ
ー
マ
を
求
め
て
よ
い
だ
ろ
う
か
。

昔
、
奈
良
平
安
時
代
に
は
、
短
歌
・
旋
頭
歌
等
、
主
に
表
一
一
ご
つ
の
意
味
が
あ
っ

た
が
、
こ
の
場
合
も
同
様
に
、
仙
は
裏
の
解
釈
で
あ
っ
て
、
表
面
の
主
題
と
し
て

推
考
す
る
事
は
出
来
な
い
o
藤
村
の
性
格
、
環
境
を
熟
知
の
上
で
、
「
破
戒
」
を

鑑
賞
す
れ
ば
別
問
題
で
あ
る
が
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
仙
の
様
な
主
題
を
推
知
す

る
事
は
出
来
な
い
。
あ
ま
り
に
も
偏
見
過
鳴
き
る
よ
う
で
あ
る
。

聞
は
仙
の
場
合
と
反
対
の
事
が
言
え
よ
う
。
こ
れ
は
叉
、
単
純
な
表
面
上
の
解
釈

に、過

F
ず
：
・
心
理
的
内
面
的
理
念
を
無
視
し
て
論
じ
て
い
る
。

剛山の
H
H
K

口白
M
M

を
テ
ー
マ
と
見
た
の
は
総
当
で
あ
る
。
告
白
す
る
事
に
よ
っ
て
平

安
が
得
ら
れ
る
吐
い
う
の
は
、
精
神
的
に
苦
し
ん
だ
藤
村
が
、
当
然
書
こ
う
と
し

た
信
念
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
し
か
し
、
刷
は
部
落
民
と
い
う
問
題
に
、
非
常
に

と
ら
わ
れ
過

F
て
い
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
点
全
面
的
に
賛
成
出
来
ぬ
。

削
の
、
五
一
鎚
の
解
釈
は
、
実
に
一
方
的
で
あ
る
。
「
破
戒
」
に
は
全
然
人
間
解
放
の
息

吹
き
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
連
太
郎
が
健
か
に
社
会
の
矛
盾
に
挑
戦
し
て
い
る
程
度

で
あ
る
。

ま
た
丑
松
は
、
部
落
民
が
卑
し
い
人
間
で
あ
る
事
を
前
提
と
し
て
い
る
o
そ
の

具
体
的
な
現
出
は
、
最
後
の
シ
1
γ
で
、
主
松
が
生
徒
の
前
で
自
分
の
素
性
を
告

白
し
、
額
を
土
に
つ
け
て
、
「
一
許
し
て
下
さ
い
。
私
は
不
浄
な
人
間
で
す
o
」
と
言
っ

て
許
し
を
乞
う
。
こ
こ
か
ら
ど
う
し
て
人
間
解
放
の
芽
が
感
じ
ら
れ
よ
う
。
し
か

も
勇
敢
に
戦
っ
て
い
る
連
太
郎
で
す
ら
、
「
ね
え
瀬
川
君
、
僕
も
御
承
知
の
通
り

な
人
間
で
せ
う
o

他
の
場
合
と
は
違
っ
て
、
選
挙
で
す
か
ら
、
突
は
僕
な
ど
の
出

る
幕
で
は
な
い
と
思
っ
た
の
で
す
：
：
：
」
と
諮
っ
て
い
る
が
、
こ
の
言
葉
自
体
す

で
に
、
連
太
郎
は
部
落
民
が
下
等
な
人
間
で
あ
る
事
を
認
め
て
い
る
で
は
な
い
か
。

叉
最
後
に
、
テ
キ
サ
ス
行
き
と
い
う
浪
漫
的
な
解
結
で
終
っ
て
い
る
事
に
よ
っ
て

も
、
人
間
解
放
、
社
会
問
題
の
追
求
は
な
い
。
こ
の
テ
ー
マ
の
推
考
は
あ
ま
り
に

も
飛
躍
し
て
い
る
。

間
最
初
か
ら
問
題
に
な
る
ま
い
。

刷
は
興
味
あ
る
観
察
で
、
倫
理
的
な
中
一
習
を
「
破
戒
」
は
追
求
し
た
と
岡
崎
氏
は
見

ら
れ
る
が
、
こ
の
解
釈
は
今
湿
の
思
考
と
全
く
孤
立
し
た
新
鮮
な
説
で
あ
る
。

確
に
「
破
戒
」
の
底
に
流
れ
て
い
る
の
は
F
善
d

の
追
求
で
あ
る
が
、
こ
の

庁議官
d

だ
け
で
「
破
戒
」
の
、
主
題
を
論
じ
る
の
は
一
方
的
で
あ
る
。
テ
ー
マ
の
一

片
と
見
た
い
、

以
上
六
種
に
つ
い
て
批
判
し
て
来
た
が
、
私
は
も
う
一
つ
の
深
い
隠
さ
れ
た
テ

ー
マ
が
あ
る
と
思
う
。
そ
れ
は
P
愛
の
精
神
d

で
あ
る
。
こ
れ
を
見
逃
し
て
「
破

戒
」
の
主
題
を
論
、
ず
る
の
は
軽
卒
で
あ
る
o

私
の
「
破
戒
」
に
刻
す
る
主
題
の
見

解
は
、
的
問
削
を
混
合
し
た
説
に
p
t
t
Z
と
F
愛
の
精
神
d

を
底
流
さ
せ
て
考
え

る
の
で
あ
っ
て
こ
れ
が
最
も
妥
当
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
丑
松
は
部
蕗
民
で
あ
る
為

に
父
の
遺
一
言
「
隠
せ
」
と
い
う
戒
を
守
る
事
に
よ
り
、
新
時
代
の
矛
盾
に
対
し
て

内
的
苦
闘
す
る
o
作
者
は
丑
松
の
思
想
感
情
を
描
写
し
な
が
ら
も
、
反
田
に
於
い

て
は
、
笠
松
が
父
の
教
を
裏
切
っ
て
苦
し
む
絞
に
、
藤
村
も
叉
苦
悩
し
、
彼
の
精

神
的
苦
辛
を
部
落
民
と
い
う
素
材
に
－
託
し
、
丑
松
に
自
己
の
孤
独
の
生
き
た
人
間

像
と
化
し
た
点
に
、
「
破
戒
」
の
テ
1
マ
が
あ
る
。
表
面
的
丑
松
の
解
決
は
立
日

出
d

に
よ
っ
て
平
安
が
得
ら
れ
る
が
、
主
題
の
4

裏
付
け
と
し
て
P
善
w
と
P
愛

の
精
神
を
流
露
さ
せ
て
い
る
。
一
般
民
衆
へ
の
愛
が
主
題
の
根
本
思
想
と
し
て
賞

か
れ
て
い
る
。
こ
の
様
に
「
破
戒
」
の
主
題
を
推
量
す
る
の
で
あ
る
。

「
罪
と
罰
」
の
、
王
題

ω「
議
官
と
悪
・
善
と
不
波
と
を
弁
ぜ
ぬ
理
不
整
な
し
に
横
行
す
る
、
こ
の
許
す
事

の
出
来
ぬ
事
実
の
為
に
、
神
と
正
義
と
を
疑
い
、
之
を
否
定
せ
ん
と
し
た
一
人
の

男
が
、
悪
闘
の
末
、
遂
に
神
と

E
義
と
に
服
す
る
に
至
っ
た
物
語
で
、
霊
肉
の
深
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g司
書
簡
ぺ
京
町
一
ム
f
b
h

刻
な
葛
藤
、
運
命
の
不
公
E
を
主
題
と
し
た
o
」
（
ド
ス
ト
エ
ブ
ス
キ
1
）
育
村
諸
国

夫
氏
は
前
述
の
様
に
考
え
ら
れ
、
ま
た
こ
れ
は
中
山
省
コ
一
氏
の
説
で
も
あ
る
。

同
「
犯
罪
小
説
や
推
理
小
説
で
も
な
く
、
如
何
に
生
き
る
か
を
問
う
た
或
る
『
猛

り
狂
っ
た
良
心
』
の
記
憶
、
円
罪
と
は
何
か
』
こ
れ
が
主
題
で
あ
る
。
（
私
の
人
生

観
）
小
林
秀
雄
氏
の
主
題
の
推
考
で
あ
る
o

制
「
深
刻
に
犯
罪
の
心
理
を
描
い
た
小
説
で
、
作
者
は
ラ
ス
コ
1
リ
ニ
コ
な
る
人

物
を
借
り
て
、
超
人
の
思
想
を
現
わ
し
、
そ
の
影
に
、
神
に
対
す
る
信
仰
を
裏
付

け
し
て
い
る
。
そ
の
思
想
と
人
間
性
の
格
闘
の
精
細
を
極
め
た
過
程
で
、
こ
れ
が

こ
の
作
の
テ
ー
マ
で
あ
る
o
」
（
ド
ス
ト
エ
ア
ス
キ
ー
）
新
城
和
一
氏
の
主
題
の
見

解
で
、
中
村
白
棄
、
界
隈
夢
氏
も
同
説

削
「
か
つ
て
作
者
が
、
シ
ベ
リ
ヤ
の
獄
中
で
見
出
し
た
不
敵
な
囚
人
の
影
像
に
、

ヴ
イ
1
スベ

1
デ
シ
の
悲
惨
な
体
験
を
寄
り
合
わ
せ
、
『
人
は
理
智
の
み
で
生
き
得

る
か
』
と
い
う
恐
る
べ
き
問
い
を
追
求
し
た
小
説
で
あ
る
o
」
（
ド
ス
ト
エ
ア
ス
キ

ー
読
本
）
神
西
清
氏
説

右
四
項
に
「
罪
と
罰
」
の
主
題
を
区
別
し
た
が
、
こ
の
四
点
に
つ
い
て
少
し
考

え
て
み
よ
う
。

仙
の
［
神
主
正
義
を
疑
い
、
こ
れ
を
否
定
せ
ん
と
し
た
一
人
の
男
」
と
い
う
の

は
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
何
故
な
ら
、
ラ
ス
ヨ

1
リ
ニ
コ
ブ
は
、
事
実
眼
前

の
正
義
を
否
定
し
た
結
果
、
殺
人
と
い
う
罪
を
犯
し
た
が
、
彼
は
終
局
神
ま
で
否

定
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
多
少
疑
問
に
思
う
。

凶
は
順
当
な
論
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
「
罪
と
は
何
か
」
こ
れ
が
主
題
で
あ
る
と

小
林
氏
は
述
ベ
て
い
ら
れ
る
が
、
表
雨
的
解
釈
で
あ
っ
て
、
こ
の
小
説
全
篇
に
拡

が
る
テ
ー
マ
は
、
も
っ
と
深
刻
な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
軽
薄
過
ぎ
る
よ
う

で
あ
る
。

聞
は
、
ラ
ス
ヨ

1
リ
ニ
コ
ブ
な
る
人
物
を
借
り
て
超
人
の
思
想
を
作
者
は
現
わ

し
て
い
る
と
解
し
て
い
ら
れ
る
が
、
私
も
新
城
氏
に
全
両
的
に
同
意
す
る
。
し
か

し
、
闘
が
完
全
な
る
、
玉
越
と
考
え
る
の
は
、
少
し
早
す
ぎ
る
よ
う
で
あ
る
o

仙
の
「
理
智
の
み
で
生
き
得
る
か
」
が
テ
ー
マ
で
あ
れ
ば
、
あ
ま
り
に
も
複
雑

な
内
容
を
成
す
「
罪
と
罰
」
は
理
解
さ
れ
た
と
は
4
2

守
え
な
い
。
川
向
は
主
題
の
一
片

で
あ
る
と
考
え
る
。
単
純
な
論
で
あ
る
。

以
上
四
項
に
つ
き
私
見
を
述
べ
た
の
で
、
そ
こ
で
「
罪
と
罰
」
の
主
題
を
検
討

し
て
み
よ
う
。

私
は
先
ず
、
川
仰
と
閥
、
そ
れ
に
、
私
が
重
要
視
す
る
F
愛
の
精
神
d

が
混
入
し

て
、
「
罪
と
罰
」
の
主
題
を
作
り
上
げ
て
い
る
と
考
え
る
。
即
ち
ラ
ス
コ

1
リ
ニ
コ

ブ
は
、
個
人
を
忘
れ
た
社
会
を
標
準
に
、
一
小
悪
は
百
の
善
行
に
よ
り
つ
ぐ
な
わ

れ
る
と
い
う
理
念
に
基
き
、
一
見
何
の
価
値
も
な
い
と
思
わ
れ
る
金
貨
老
婆
を
殺

害
す
る
。
し
か
し
斧
で
倒
し
た
そ
の
足
許
か
ら
、
彼
の
理
論
は
忽
ち
崩
れ
始
め

て
、
冷
酷
な
ま
で
に
厳
粛
な
現
実
が
容
赦
な
く
彼
の
一
身
を
襲
う
。
し
か
も
犯
し

た
罪
の
当
然
の
罰
と
し
て
、
紋
の
苦
毒
は
、
心
理
的
に
、
肉
体
的
に
も
堪
え
難
い

も
の
と
な
り
、
隠
す
事
に
よ
っ
て
、
却
っ
て
心
の
安
ら
ぎ
が
得
ら
れ
る
と
い
う
事

を
主
旨
と
し
て
、
そ
の
根
底
に
は
、
蓄
と
悪
、
信
仰
と
不
信
仰
、
そ
し
て
愛
の
問

題
の
コ
一
つ
が
複
雑
に
流
露
し
乍
ら
、
こ
の
極
め
て
理
解
し
難
い
「
罪
と
罰
」
の
主

題
を
作
り
上
げ
て
い
る
。
全
篇
に
あ
ふ
れ
る
グ
愛
d

と
庁
議
7
、
こ
れ
な
く
し
て

主
題
を
論
ず
る
事
は
出
来
な
い
。
多
く
の
評
者
が
見
逃
し
て
い
る
F

愛
d

を
童
祝

す
る
。
両
作
の
主
題
を
研
究
し
て
来
た
が
、
最
後
に
こ
こ
で
最
も
大
切
な
テ
ー
マ

で
あ
る
両
作
の
主
題
の
比
較
を
試
み
よ
う
。

「
破
戒
」
が
ヒ
ー
ロ
ー
を
部
落
民
に
、
「
罪
一
と
罰
」
が
殺
人
犯
に
と
り
、
彼
等
が

隠
す
事
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
は
ず
の
平
安
が
、
告
白
す
る
事
に
よ
り
得
ら
れ
る
と

い
う
こ
の
主
題
の
と
ら
え
方
は
、
非
常
に
合
致
し
て
居
り
、
「
破
戒
」
の
主
題
は

「
罪
と
罰
」
の
テ
ー
マ
か
ら
ヒ
ジ
ト
を
受
け
て
、
構
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
。

両
主
人
公
が
、
素
性
と
犯
罪
の
為
に
苦
悩
悲
鳴
す
る
o

そ
の
微
妙
な
心
理
的
動

揺
は
全
く
近
似
し
て
お
り
、
ま
た
主
人
公
に
、
「
罪
と
罰
」
で
は
作
者
の
思
想
を
託
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し
、
「
破
戒
」
で
は
作
者
の
感
情
を
託
し
て
、
人
間
像
化
し
た
点
は
突
に
共
通
し
て

い
る
o
英
の
上
、
作
品
の
裏
付
け
と
な
る
の
が
F
愛
4

と
P
養
4

の
問
題
で
あ
る

事
、
こ
の
一
一
つ
が
根
本
思
想
と
な
っ
て
い
る
の
は
著
し
い
相
似
で
あ
る
。
伊
藤
信

士
口
氏
が
「
島
崎
藤
村
の
文
学
」
で
、
『
破
戒
』
は
封
建
的
観
念
に
対
す
る
抗
議
ば
か

り
で
な
し
に
、
被
圧
迫
層
一
般
に
つ
い
て
の
愛
を
示
し
、
虐
げ
ら
れ
た
人
々
へ
の

愛
は
、
市
井
事
を
扱
っ
た
作
品
の
モ
チ
ー
フ
も
な
し
て
ゐ
る
o
」
と
述
べ
、
ま
た
氏

は
、
「
一
時
代
の
ロ
シ
ア
作
家
達
は
、
『
民
衆
の
中
へ
！
」
と
い
ふ
合
言
葉
を
も
っ
て

時
代
と
民
衆
の
中
に
、
そ
の
文
字
を
さ
ら
さ
う
と
し
た
o
」
と
も
語
っ
て
い
る
。

新
城
氏
は
、
「
ド
ス
ト
エ
ア
ス
キ
ー
」
の
中
で
、
『
罪
と
罰
』
で
は
、
作
者
は
神
と

悪
婚
の
戦
場
た
る
人
間
の
心
を
暗
い
光
を
発
す
る
潜
在
的
な
愛
を
以
て
描
き
出
し

た
o
」
と
評
し
て
い
る
が
、
両
氏
の
意
見
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
両
作
北
〈
、
同
様
に

市
井
人
へ
の
、
民
衆
へ
の
グ
愛
U
H

で
貸
適
さ
れ
て
い
る
事
が
明
白
で
あ
る
o

純
潔

な
愛
の
世
界
が
描
写
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
様
に
、
玉
一
越
を
比
較
考
察
し
た

場
合
品
唱
え
ら
れ
る
の
は
、
「
破
滅
」
の
テ
ー
マ
は
全
く
「
罪
と
罰
」
の
模
倣
と
一
言
っ

て
も
過
言
で
な
い
位
に
一
致
し
て
い
る
o
「
罪
と
罰
」
が
「
破
戒
」
に
及
ぼ
し
た
示

唆
は
極
め
て
大
き
い
も
の
が
あ
る
。
さ
て
次
に
叙
述
面
に
於
け
る
両
作
品
の
比
較

考
製
を
進
め
、
同
作
の
類
似
を
突
証
的
に
探
究
し
よ
う
。

山
登
場
人
物
に
つ
い
て

両
作
品
に
於
け
る
、
玉
要
人
物
の
比
較
表
を
示
す
と
鮮
明
で
あ
る
が
、
枚
数
の
関

係
で
、
呼
応
す
る
理
由
を
詳
細
に
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

丑
松
と
ラ
ス
コ

1
リ
ニ
コ
プ
O

丑
松
は
「
破
戒
」
の
主
人
公
で
サ
四
才
、
部
落

民
で
あ
る
。
ラ
ス
コ

1
リ
ニ
コ
ブ
は
廿
一
二
才
、
一
苅
貧
乏
大
学
生
で
老
婆
殺
し
の
犯

人
で
あ
る
、
丑
松
は
部
落
民
で
あ
る
為
に
一
素
性
を
隠
そ
う
と
す
る
o

し
か
し
隠
す

事
に
よ
り
侍
一
一
層
苦
悩
は
拡
大
す
る
。
一
方
ラ
ス
コ

1
リ
ニ
コ
ブ
も
殺
人
犯
の
為

に
そ
の
罪
を
揺
す
。
し
か
し
隠
す
に
倍
し
て
良
心
の
葛
藤
は
大
き
く
な
る
。
両
、
玉

人
公
の
心
理
的
苦
悶
、
叉
暗
う
つ
な
性
格
は
類
似
し
て
お
り
、
一
ブ
ス
コ

1
リ
ニ
ヨ

プ
な
る
人
物
を
借
り
て
丑
松
は
描
出
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
。

銀
之
助
と
ラ
ズ
1
ミ
ヒ
シ
、
そ
れ
ぞ
れ
主
人
公
の
親
友
で
あ
る
。
両
人
共
単
純

な
ま
で
に
善
良
な
青
年
で
、
籾
身
に
な
っ
て
友
人
を
愛
し
面
倒
を
見
る
。

銀
之
助
の
性
質
・
動
作
・
態
度
は
明
ら
か
に
ラ
ズ
1
ミ
ヒ
シ
か
ら
の
陪
一
京
を
得

て
写
生
さ
れ
た
も
の
と
推
察
す
る
。

敬
之
進
夫
婦
と
マ
ル
メ
ラ
l
ド
ブ
夫
婦
。
敬
之
進
は
元
大
地
、
王
で
落
ち
ぶ
れ
た

教
員
、
マ
ル
メ
ラ
ー
ド
ブ
は
九
等
官
の
退
級
官
吏
で
、
彼
等
は
善
人
で
あ
る
が
甲

斐
性
が
な
く
、
終
日
調
に
酔
い
し
れ
て
不
幸
な
境
遇
に
甘
ん
じ
て
い
る
。
両
者
共

再
婚
者
で
敬
之
進
に
は
前
妻
の
子
が
一
男
一
女
、
マ
ル
メ
ラ
ー
ド
ブ
に
は
一
女
あ

る
。
一
委
達
は
気
性
が
激
し
く
、
夫
不
甲
斐
さ
に
一
人
で
働
き
続
け
て
い
る
o

各
々

夫
婦
の
聞
に
は
口
論
が
絶
え
ず
冷
た
い
家
庭
生
活
を
営
ん
で
い
る
事
等
、
非
常
に

一
致
し
て
い
る
o
窮
乏
な
家
庭
生
活
、
両
夫
婦
の
性
格
境
遇
は
右
述
の
如
く
誠
に

よ
く
額
似
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
志
保
と
ソ
l

ニ
ヤ
o

お
志
保
は
敬
之
進
の
先
妻
の
子
で
あ
り
、
ソ
l
ニ
ヤ
も

マ
ル
メ
ラ
1
ド
ブ
の
先
妻
の
子
で
あ
る
。
両
者
は
一
家
を
救
助
す
る
為
に
、
お
志

保
は
蓮
幸
寺
の
養
女
と
な
り
、
ソ
1
ニ
ヤ
は
脳
婦
と
な
っ
て
働
い
て
い
る
。
一
一
人

共
教
養
高
き
女
性
で
は
な
い
が
、
確
乎
た
る
信
念
と
深
い
愛
情
を
も
っ
て
容
易
に

そ
の
意
志
は
動
か
な
い
。
し
か
も
彼
女
達
は
、
進
ん
で
よ
り
不
通
な
丑
松
、
ラ
ス

コ
l
リ
ニ
コ
ブ
に
純
清
な
愛
を
捧
げ
、
生
涯
を
共
に
歩
く
決
意
を
す
る
。
両
者
の

犠
牲
的
精
神
、
性
格
、
環
境
は
著
し
く
共
通
し
て
い
る
。

主
（
の
他
、
勝
野
文
平
と
ル
1
ヂ

Y
並
に
。
へ
ト
ロ

l
ボ
ツ
チ
の
近
似
、
和
倫
夫
婦

と
ス
ヴ
イ
ト
リ
ガ
イ
ロ
ブ
の
相
似
、
元
松
の
叔
父
夫
婦
と
ラ
ス
コ

l
リ
ニ
コ
ブ
の

母
並
に
妹
の
愛
情
の
合
致
等
、
出
場
人
物
は
全
く
呼
応
し
て
い
る
。
こ
の
点
、
「
破

戒
」
の
主
要
人
物
は
「
罪
と
罰
」
か
ら
摂
取
し
て
描
写
さ
れ
た
と
考
え
る
。

凶
文
章
上
に
現
わ
れ
た
叙
述
描
写
の
比
較
研
究

「
破
戒
」
は
「
界
と
罰
」
の
如
何
な
る
場
面
か
ら
ヒ
シ
ト
を
得
て
文
章
上
表
現
さ
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竃

azaa童
謡
M
R
3
4

れ
て
い
る
か
、
具
体
的
に
究
明
し
て
行
き
た
い
と
思
う
が
、
枚
数
の
関
係
上
、
二

例
だ
け
挙
げ
る
事
に
す
る
。

ω「
丑
松
は
生
徒
の
と
こ
ろ
へ
手
を
突
い
て
、
詑
入
る
や
う
に
頚
を
下
げ
た

0

（皆

合
ろ
か

さ
ん
が
お
家
へ
お
帰
り
に
な
り
ま
し
た
ら
、
何
卒
父
親
さ
ん
や
母
親
さ
ん
に
、
私

の
こ
と
を
話
し
て
下
さ
い
｜
｜
今
迄
隠
蔽
し
て
居
た
の
は
全
く
済
ま
な
か
っ
た
。

A
J砂
同
ソ
糸
町

と
一
一
っ
て
皆
さ
ん
の
前
に
手
を
突
い
て
、
か
う
し
て
告
白
け
た
こ
と
を
話
し
て
下

さ
い

1
1全
く
私
は
皆
さ
ん
を
欺
い
て
ゐ
た
の
で
す
o
）」

H
N
4
2
3
E
S
F
D
E
E
R
Z
g
主
主

S
B
P
E
S白
押

3
3
2白
？

な
凸

Hロ汁
D
F広
⑦
可
巾
伊
国
叩
同
町
日
目
汁
（
）
片
ゲ
舟
町
田

H1HFCロ
口
同
即
日
目

ucマ
・
：
：

回
目
宵
口
四
日
片
山

od司
D
E
H
V叩
自

己

D
F
O同
HY叩

Z
己
目
吋
少
す

DJ弓
oa
品
。
話
口

HAU
↓ロ
μ叩
冊
目
円
↓
ニ
ピ
出
口
門
同
日
ロ
目
的
刊
日

2μ
白
片
向
日
］
12μ
吋
叩
出
吋
汁
一
F
口
比
己
μ
ヴ］
F

日
目
的
出
口
仏

門
田
町

7
足
。
・
出
叩
目
白
門
戸
阿
古
田
口
白
ず
口
司
自
己

C
C唱
ロ
山
田
町
河
口
O
口
｛
目
立

B叩・

右
の
両
場
面
を
比
較
し
た
時
、
如
何
に
両
者
が
共
通
し
て
い
る
か
を
理
解
出
来

よ
う
。
丑
松
が
生
徒
の
前
に
膝
を
つ
き
、
額
を
塵
一
段
の
中
に
埋
め
な
が
ら
部
落
民

で
あ
る
事
を
告
白
し
、
許
し
を
乞
う
シ
l

y
は
、
ラ
ス
コ

1
リ
ニ
コ
プ
が
ソ
1
ェ

ヤ
の
一
言
葉
に
従
っ
て
、
広
場
の
中
に
膝
を
つ
き
地
面
に
身
を
か

H
A

め
て
汚
土
に
接

吻
す
る
光
景
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
と
思
う
。
作
中
こ
こ
が
最
も
大
き
な
感
化

を
受
け
て
い
る
。

ω「
最
早
、
今
限
り
で
あ
る
か
と
考
へ
る
と
、
日
に
触
れ
る
も
の
は
総
て
丑
松
の

心
に
哀
し
い
可
懐
し
い
感
想
を
起
さ
せ
る
。
平
素
は
煩
い
と
思
う
や
う
な
女
の
児

の
畷
舌
ま
で
、
ま
ハ
割
引
に
限
つ
て
は
可
懐
し
か
っ
た
。
」
「
憶
、
生
徒
の
顔
も
見
縮
め
、

教
室
も
見
細
め
、
今
は
最
後
の
け
い
こ
を
す
る
為
に
滋
に
立
っ
て
ゐ
る
。
と
か
う

考
へ
る
と
、
自
然
と
丑
松
は
、
絢
を
躍
ら
せ
て
熱
心
を
顔
に
表
わ
し
て
教
へ
た
。
」

出
巾

H
D
D
Z
B
S四
2
q
け

O
吋

H間
吉
田
口
門
同
町
内
片
岡
山
N
白

色

円

三

3
2吋
三

巾

40吋
吋

Oヴ
］
⑦
円
仲
田
口
山
口

D
円
。
ロ
－
血
口

D片
同
－

H
V円
回
目
立
一
四
口
一
二
ロ
ロ

Dロ
田
口
出
ロ

M1・

2ニ
ロ
四

UO〈
21一
三
日
ニ
ロ
岡
田
口
官
官
白
山
田
寸
回
一
ヨ

HD
出

HHD片目
HmHJ
司
白
白
］
柿
田
口

C己
5
H・

5
2
P
H
各
国
ロ
ヴ
日
仏
吋
－

4
3
E
白
官
同
肝
由
。
ロ

4
E
0
2吋

H
F
U
ず
門
広
E

同？

HHO若
田
一
『
回
目
－

HHoor
え
己
百
円
田
口
回
目
け
伊
巾
ロ
サ
阿
由
げ
白
戸
日
仏
ロ
宵
巾

2

5
5四
日
ず
巾
吋
神
宮
凹
『
田
口

3
E
E
g
F
2
5宮
内
子

F00｝
円
三

5
2
2関
口
一

問
。
司
印
｝
戸
山
口
同
門
冊
目
。
江
戸

O由
。
日
巾
片
付
巾

H
d
p叩
ロ
叶

Hぺ
印
司
門
店
同
町
口
炉
問

H1mw

＝
の
同
旨
］

U
5
1
吾

丘

、

回

目

S
F口
四

円

。

耳

目

。

B
σ
2・
吾

注

目

印

2
2
問

山
口
白
汁

c
－

oor
回
同
日
門
戸
四
回
目
ロ
ピ
阿
国
口

HD口
HYlFDd可
回
目
戸
田
－
－

H
－

00｝
内
出
片

目
片
片
宮
町
口
叫
巧
町
三
回

E
H－
Hσ
巾

内

2
－

HD阿
国
ロ
（
山
岳

E
E口
問

H
7
8吋

前
者
は
、
恐
松
が
生
徒
の
前
に
自
分
が
部
落
民
で
あ
る
事
を
股
悔
す
る
直
前
の

情
感
で
あ
る
。
ま
た
後
者
は
、
ラ
ス
コ

1
リ
ニ
コ
ブ
が
犯
し
た
界
を
告
白
す
る
寸

前
の
感
情
で
あ
る
。
両
者
を
比
較
し
て
み
る
と
、
如
何
に
そ
の
百
白
す
る
前
の
心

理
的
動
揺
が
相
似
し
て
い
る
か
を
理
解
す
る
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

彼
等
は
、
人
々
と
一
緒
に
自
由
な
心
身
で
い
る
の
は
今
限
り
で
、
自
白
し
た
後

は
商
人
共
捕
わ
れ
の
身
で
あ
り
、
放
逐
さ
れ
た
身
上
で
あ
る
。
文
章
と
い
い
、
内

容
と
い
い
、
極
め
て
そ
の
関
連
は
大
き
い
。
今
日
ま
で
指
摘
さ
れ
な
か
っ
た
の
が

全
く
不
思
議
で
あ
る
。

以
上
ご
例
だ
け
し
か
紹
介
し
な
か
っ
た
が
、
其
の
他
に
突
に
十
七
項
の
類
似
の

大
き
を
見
る
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
前
述
の
＝
例
に
よ
り
、
如
実
に
両
作
品
の

呼
応
し
て
い
る
事
を
示
し
た
が
、
「
破
戒
」
は
こ
れ
だ
け
か
ら
も
「
罪
と
罰
」
か
ら

表
現
上
多
大
な
示
唆
を
得
て
い
る
事
を
認
知
す
る
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

構
想
、
主
題
、
叙
述
面
に
於
け
る
荷
作
品
の
比
較
研
究
を
ほ
ど
と
し
て
来
た

が
、
こ
れ
等
に
よ
っ
て
ベ
破
戒
」
は
「
罪
と
罰
」
か
ら
全
面
的
に
e

濃
厚
な
る
指
示

を
受
け
て
描
写
さ
れ
た
事
は
明
確
で
あ
る
。

日
開
制
作
上
の
心
理
的
背
景
に
つ
い
て

さ
て
、
限
ら
れ
た
枚
数
も
後
僅
か
と
な
っ
た
為
に
、
制
作
上
の
心
理
的
背
景
に

つ
い
て
は
残
念
乍
ら
、
こ
こ
で
述
ぺ
る
だ
け
の
余
裕
は
な
い
。
た
ピ
こ
こ
で
言
い

た
い
事
は
、
藤
村
の
精
神
的
、
経
済
的
苦
悩
は
ド
ス
ト
エ
ブ
ス
キ
？
の
そ
れ
に
近

似
し
て
お
り
、
藤
村
が
自
然
、
十
余
年
前
読
破
し
て
い
た
「
罪
、
と
罰
」
に
彼
の
苦

悶
を
求
め
た
の
も
納
得
が
ゆ
く
の
で
あ
っ
て
、
ぎ
た
、
藤
村
も
ド
ス
ト
エ
ブ
ス
キ
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ー
も
、
「
破
戒
」
と
「
罪
と
罰
」
を
創
作
し
た
寸
前
の
社
会
状
勢
を
無
視
し
て
筆
を

進
め
る
事
が
出
来
な
か
っ
た
の
も
、
興
味
あ
る
関
連
で
あ
る
。
一
方
、
藤
村
を
感

化
し
た
作
家
詩
人
を
眺
め
る
と
、
非
常
に
多
く
、
換
骨
奪
胎
の
巧
妙
な
人
と
い
う

定
評
を
裏
付
け
す
る
事
も
出
来
る
の
で
あ
る
。

数
多
き
外
国
及
び
日
本
の
先
輩
は
、
藤
村
に
、
思
想
的
に
文
学
的
に
人
生
上
の

問
題
に
社
会
問
題
に
、
強
烈
な
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
等
が
藤
村
に
及

ぼ
し
た
も
の
は
、
直
接
、
間
接
に
作
品
上
現
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
藤
村
の

制
作
上
に
於
い
て
、
絶
対
忘
れ
る
事
が
出
来
な
い
の
は
、
か
よ
う
に
、
多
数
の
人

か
ら
一
示
唆
を
受
け
て
い
る
事
で
、
ド
ス
ト
エ
ア
ス
キ
ー
か
ら
だ
け
影
響
を
受
け
た

の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
破
戒
」
が
「
罪
と
罰
」
の
暗
示
を
得
た
事
も
、
間

接
的
に
せ
よ
極
め
て
ス
ム
ー
ズ
で
、
納
得
が
行
く
の
で
あ
る
。

ま
た
藤
村
及
び
当
時
の
日
本
の
作
家
は
ロ
シ
ア
文
学
に
対
し
て
非
常
に
強
い
関

心
を
寄
せ
て
い
た
事
に
も
注
意
を
要
し
よ
う
。
日
本
の
文
壇
が
自
然
主
義
文
学
に

傾
倒
し
て
い
た
境
、
日
露
戦
争
と
い
う
気
運
に
乗
じ
て
、
ロ
シ
ア
文
学
は
当
時
の

日
本
の
作
家
に
鋭
く
ア
ッ
ピ
ー
ル
し
た
の
で
あ
っ
て
、
自
然
、
主
義
文
学
に
走
っ
た

藤
村
が
昂
揚
し
つ
つ
あ
っ
た
ロ
シ
ア
文
学
に
指
示
を
得
た
の
も
穏
当
で
あ
る
。

簡
単
に
節
々
の
結
論
だ
け
を
述
べ
て
来
た
が
、
「
破
戒
」
が
「
罪
と
罰
」
の
唆
深

な
影
響
を
受
け
て
執
筆
さ
れ
た
こ
と
は
制
作
上
の
心
理
的
背
景
に
つ
い
て
も
確
実

で
あ
る
。

同

結

び

最
後
に
今
迄
研
究
し
て
来
た
事
柄
を
再
度
眺
め
る
事
に
し
よ
う
。
先
ず
間
作
品

の
相
似
す
る
理
由
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

的
構
想
に
於
い
て
全
く
一
致
し
て
い
る
事
。

側
、
王
題
の
貫
く
と
こ
ろ
は
共
通
し
て
い
る
事
。
即
ち

⑧
隠
す
事
に
よ
り
保
た
れ
る
べ
き
平
安
が
、
告
白
す
る
事
に
よ
っ
て
、
却
っ
て

得
ら
れ
る
と
い
う
そ
の
告
白
を
テ
ー
マ
の
一
片
と
し
た
事
。

⑥
作
者
は
各
自
、
自
己
の
作
品
に
思
想
感
情
を
－
託
し
て
表
現
し
た
事

⑨
作
品
の
根
本
思
想
が
と
香
d

と
H
H

愛
の
精
神
d

で
あ
る
事
、
こ
れ
が
テ
ー
マ

の
一
裏
付
け
と
な
っ
た
事
。

問
主
要
人
物
の
配
置
、
並
び
に
性
格
、
境
遇
の
近
似
の
著
し
い
事
9

的
文
章
上
に
表
現
さ
れ
た
叙
述
描
写
の
類
似
は
極
め
て
顕
著
で
あ
る
こ
と
。

岡
藤
村
が
ロ
シ
ア
文
学
に
対
し
て
深
い
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
。

以
上
五
項
目
の
理
由
に
よ
り
ベ
破
戒
」
は
「
罪
と
罰
」
か
ら
感
化
を
受
け
て
、
制
作

さ
れ
た
こ
と
は
明
確
で
あ
る
。
中
で
も
、
特
に
テ
1
7
の
呼
応
な
見
逃
す
こ
と
は

出
来
ず
、
根
本
思
想
の
合
致
に
よ
り
、
両
作
品
の
関
係
は
非
常
に
柄
引
渋
で
あ
る
。

以
上
で
、
一
応
の
結
論
は
出
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
結
論
を
引
き
出
す

の
は
、
あ
ま
り
に
も
軽
薄
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
そ
こ
で
も
う
一
歩
進
め
て
検
討

し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

「
破
戒
」
が
、
今
日
命
も
昭
和
小
説
と
放
列
し
て
迎
合
さ
れ
て
い
る
理
由
は
、

こ
の
小
説
に
藤
村
の
盛
っ
た
独
創
、
即
ち
具
体
的
に
言
え
ば
、
丑
松
と
い
う
人
間

の
創
造
に
示
さ
れ
た
作
者
の
発
想
法
の
新
し
き
で
あ
り
、
こ
の
作
の
主
人
公
と
作

者
と
が
、
互
に
内
面
の
苦
悩
に
よ
っ
て
結
ぼ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

藤
村
に
と
っ
て
、
部
落
民
に
対
す
る
偏
見
と
い
う
社
会
問
題
は
、
彼
の
義
憤
を
燃

や
す
不
五
で
あ
る
以
前
に
、
そ
の
犠
牲
者
の
心
情
を
、
自
己
の
分
身
と
し
て
辿
る

契
機
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
丑
松
を
、
自
己
の
孤
独
の
生
き
た
人
間
像
と
化
し
得

た
点
に
、
「
破
戒
」
が
当
時
流
行
の
社
会
小
説
・
私
小
説
を
越
え
た
価
値
を
持
ち

得
た
わ
け
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
藤
村
固
有
の
独
自
性
が
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
ま
た
、
「
破
戒
」
に
於
け
る
巧
み
な
自
然
描
写
、
印
象
的
な
色
彩
感
覚
に
富
む

描
出
は
、
「
罪
と
罰
」
で
は
全
然
発
見
す
る
事
が
出
来
な
い
。
こ
こ
に
も
藤
村
の
独

特
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。

「
破
戒
」
は
「
罪
と
罰
」
と
い
う
素
材
が
あ
っ
た
為
に
、
藤
村
特
有
な
作
品
が

形
成
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
呼
応
だ
け
を
一
方
的
に
指
摘
し
た
り
、
ま
た
反

面
、
「
罪
と
笥
」
の
影
響
を
認
め
な
か
っ
た
り
す
る
説
は
、
過
論
で
あ
ろ
う
。
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