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説
経
「
し
ん
と
く
丸
」
を
論
じ
よ
う
と
す
る
と
き
、
こ
の
作
品
を
語
り
歩
い

た
歴
史
的
実
在
と
し
て
の
語
り
手
１
１
荷
い
手
の
存
在
を
看
過
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
が
す
で
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
荷
い
手

の
実
像
に
迫
る
こ
と
で
、
説
経
の
世
界
の
混
沌
が
大
幅
に
解
き
明
か
さ
れ
て
き

た
こ
と
は
、
貴
重
な
成
果
と
し
て
受
げ
止
め
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
し

か
し
、
そ
の
よ
う
た
研
究
の
成
果
に
学
び
つ
つ
も
、
荷
い
手
の
生
活
や
意
識
の

み
を
重
視
す
る
こ
と
は
、
や
や
も
す
る
と
、
そ
の
直
接
的
な
反
映
を
作
品
の
世

界
に
確
認
す
る
こ
と
に
留
ま
っ
て
し
ま
う
傾
向
に
陥
り
、
そ
の
結
果
、
作
品
論

と
し
て
取
り
上
げ
る
可
能
性
を
閉
ざ
し
て
し
ま
う
危
険
性
を
と
も
な
う
。
む
ろ

ん
、
荷
い
手
の
生
活
や
意
識
の
問
題
は
、
作
品
の
成
立
の
基
盤
、
背
景
と
し
て
、

十
分
に
追
究
さ
れ
た
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
が
、
そ
の
追
究
が
、
た
だ
ち
に
作
品
の

世
界
を
決
定
づ
げ
、
形
成
し
て
い
る
構
造
の
解
明
に
つ
た
が
ら
な
い
こ
と
も
事

実
で
あ
ろ
う
。
説
経
「
し
ん
と
く
丸
」
の
文
学
性
を
考
え
よ
う
と
す
る
と
き
、

作
品
の
構
造
を
全
体
的
に
決
定
し
て
い
る
方
法
や
構
想
こ
そ
が
、
も
っ
と
追
究

さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
作
業
を
通
じ
て
、
荷
い
手
の
実
像
も
よ
り
鮮
明
な

像
を
結
ん
で
く
る
側
面
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
小
稿
で
は
、
荷
い
手
の
問
題
を
い
っ
た
ん
視
野
か
ら
は
ず
し
て
、
作
品
そ
の

も
の
を
可
能
な
か
ぎ
り
分
析
し
、
説
経
「
し
ん
と
く
丸
」
の
構
造
に
迫
っ
て
み

た
い
。

）１（

「
道
行
」
の
方
法

　
説
経
「
し
ん
と
く
丸
」
は
、
信
吉
長
者
夫
婦
が
清
水
の
観
音
に
「
申
し
子
」

の
祈
誓
を
す
る
た
め
に
都
に
上
る
「
道
行
」
を
発
端
に
、
天
王
寺
に
お
げ
る
し

ん
と
く
丸
と
乙
姫
の
対
面
を
は
さ
ん
で
、
二
人
が
と
も
に
都
に
上
り
、
清
水
寺

で
「
異
例
」
の
回
復
を
果
た
す
終
息
ま
で
、
全
体
が
「
道
行
」
に
よ
っ
て
貫
か

れ
て
い
る
。
こ
の
間
に
、
実
母
の
死
後
、
継
母
が
し
ん
と
く
丸
を
呪
誼
す
る
た

め
に
都
に
上
る
「
道
行
」
、
そ
の
た
め
に
「
異
例
」
を
受
げ
た
し
ん
と
く
丸
を
、

郎
党
の
仲
光
が
天
王
寺
に
捨
て
に
行
く
「
道
行
」
、
捨
て
ら
れ
た
し
ん
と
く
丸

が
観
音
の
導
き
に
１
よ
っ
て
熊
野
へ
向
い
、
そ
れ
に
重
層
す
る
よ
う
に
後
を
追
っ

て
行
く
乙
姫
の
「
道
行
」
が
、
量
的
に
も
か
な
り
の
部
分
を
占
め
て
っ
ぎ
っ
ぎ



と
展
開
さ
れ
る
。
こ
の
他
に
、
、
地
名
を
並
べ
立
て
て
行
く
詞
章
の
様
式
を
ふ
ま
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ず
、
簡
略
に
「
い
そ
げ
ぱ
ほ
ど
な
く
着
き
し
か
ぱ
…
」
と
い
っ
た
形
で
処
理
さ

れ
て
い
る
部
分
と
し
て
、
し
ん
と
く
丸
の
く
信
貴
の
の
寺
入
り
Ｖ
や
、
仲
光
が

商
人
に
身
を
や
っ
し
て
恋
文
の
使
い
と
な
り
、
乙
姫
の
元
に
行
く
箇
所
た
ど
を

あ
げ
る
と
、
ほ
ぽ
全
体
が
「
道
行
」
に
よ
っ
て
被
わ
れ
て
し
ま
う
。

　
こ
の
よ
う
た
「
道
行
」
の
多
用
は
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

か
っ
て
こ
の
作
品
を
語
り
歩
い
た
荷
い
手
の
旅
に
生
き
旅
に
死
ん
だ
境
涯
が
、

素
朴
に
反
映
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
は
短
絡
に
す
ぎ
ょ
う
。
な
ぜ
た
ら
、
物
語

の
発
端
か
ら
終
息
に
至
る
主
要
た
結
節
点
、
つ
ま
り
、
展
開
の
節
目
に
な
る
で

き
ご
と
の
こ
と
ご
と
く
が
、
　
「
道
行
」
の
直
後
に
位
置
し
て
い
る
と
い
う
単
純

な
事
実
を
見
る
と
き
、
「
道
行
」
は
、
こ
の
作
品
の
方
法
そ
の
も
の
で
あ
り
、

構
想
の
次
元
に
深
く
係
わ
っ
た
位
相
を
示
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
道
行
」
が
時
問
の
推
移
と
空
問
の
移
動
と
を
連
続
的
に
果
た
す
機
能
を
持
つ

こ
と
か
ら
す
れ
ぱ
、
物
語
の
結
節
点
が
そ
の
過
程
に
位
置
す
る
こ
と
は
、
あ
る

意
味
で
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
の
場
合
、
時
問
と
空
問
と
が
静
止

的
に
場
面
と
し
て
切
り
取
ら
れ
な
が
ら
、
常
に
「
道
行
」
を
と
も
た
い
っ
つ
、

全
体
的
に
は
流
動
す
る
相
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
事
実
は
重
要
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
物
語
の
展
開
の
上
で
は
、
　
「
道
行
」
が
前
提
と
な
っ
て
、
結
果

１
１
結
節
点
を
も
た
ら
す
と
い
う
彩
を
と
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
作

品
に
沿
っ
て
具
体
的
に
指
摘
し
て
み
ょ
う
。
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し
ん
と
く
丸
の
誕
生
は
、
発
端
の
父
母
の
「
道
行
」
の
後
に
。
、
　
「
こ
の
子
生

ま
れ
七
歳
に
な
る
た
ら
ば
、
父
に
か
、
母
に
が
な
、
命
の
恐
れ
あ
る
べ
き
が
、

あ
げ
す
げ
好
め
」
と
い
う
、
観
音
の
条
件
っ
き
の
夢
告
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
た
。

実
母
の
死
後
、
し
ん
と
く
丸
が
「
異
例
」
に
た
っ
た
の
は
、
実
子
の
乙
の
二
郎

を
総
領
に
し
よ
う
と
し
た
継
母
が
、
「
道
行
」
の
後
に
、
「
さ
て
今
目
よ
り
も
、

乙
の
二
郎
を
、
氏
子
に
参
ら
す
る
。
そ
の
上
は
、
信
徳
が
、
命
を
取
っ
て
た
ま

（
マ
マ
）

わ
れ
と
」
観
音
に
祈
誓
し
、
都
の
神
杜
に
百
三
十
六
本
も
の
釘
を
打
っ
た
結
果

で
あ
っ
た
。
　
「
異
例
」
の
し
ん
と
く
丸
が
「
乞
弓
人
」
と
し
て
の
境
涯
に
転
落

し
た
の
は
、
継
母
の
強
迫
に
よ
っ
て
信
吉
長
者
が
仲
光
に
命
じ
、
参
詣
を
口
実

に
１
し
た
「
道
行
」
の
後
に
１
、
し
ん
と
く
丸
を
天
王
寺
に
捨
て
さ
せ
た
か
ら
で
あ

っ
た
。
さ
ら
に
捨
て
ら
れ
た
し
ん
と
く
丸
が
、
　
「
た
と
い
熊
野
の
湯
に
入
り
て
、

病
本
復
し
た
れ
ぱ
と
て
、
こ
の
恥
を
、
い
ず
く
の
浦
に
て
す
す
ぐ
べ
し
。
天
王

寺
へ
戻
り
、
人
の
食
事
を
給
わ
る
と
も
、
は
っ
た
と
絶
っ
て
、
干
死
せ
ん
」
と
、

天
王
寺
の
引
声
堂
の
縁
下
に
籠
も
っ
て
し
ま
っ
た
の
も
、
熊
野
へ
向
う
「
道
行
」

の
途
中
、
近
木
の
庄
の
乙
姫
の
館
で
恥
辱
を
受
け
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
う
し

て
、
最
後
に
し
ん
と
く
丸
の
「
異
例
」
が
回
復
す
る
の
も
、
乙
姫
が
「
あ
し
き

と
き
添
う
て
こ
そ
、
夫
婦
と
は
申
そ
う
に
」
と
、
し
ん
と
く
丸
の
後
を
追
い
、

熊
野
へ
の
「
道
行
」
の
後
に
天
王
寺
で
対
面
し
、
と
も
に
都
に
上
る
「
道
行
」

を
経
て
、
観
音
の
夢
告
に
よ
っ
て
得
た
鳥
帯
で
乙
姫
が
し
ん
と
く
丸
の
体
を
撫

で
た
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
。
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物
語
の
流
れ
を
逆
回
転
さ
せ
た
に
す
ぎ
な
い
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
、
高
安

の
郡
と
近
木
の
庄
を
起
点
に
し
、
天
王
寺
を
拠
点
と
し
な
が
ら
、
清
水
寺
・
天

王
寺
・
熊
野
路
へ
と
、
長
者
夫
婦
、
継
母
、
仲
光
、
乙
姫
、
し
ん
と
く
丸
に
。
よ

っ
て
放
射
状
に
繰
り
返
さ
れ
る
「
道
行
」
は
、
そ
の
つ
ど
主
人
公
の
し
ん
と
く

丸
の
情
況
を
一
変
さ
せ
、
物
語
の
結
節
点
を
も
た
ら
す
。
つ
ま
り
、
　
「
道
行
」

を
経
る
ご
と
に
物
語
は
展
開
す
る
の
で
あ
り
、
し
ん
と
く
丸
の
流
浪
と
蘇
生
を

語
ろ
う
と
す
る
こ
の
作
品
の
主
題
は
、
あ
き
ら
か
に
「
道
行
」
に
よ
っ
て
荷
わ

れ
て
い
て
、
そ
の
意
味
で
、
　
「
道
行
」
は
方
法
そ
の
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
の

で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
「
道
行
」
の
方
法
の
採
用
を
可
能
に
し
て
い
る
構
想
を
見
き
わ

め
る
た
め
に
は
、
こ
の
作
品
に
お
け
る
観
音
の
位
置
と
清
水
寺
が
示
し
て
い
る

位
相
と
に
着
目
し
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
主
人
公
の
し
ん
と
く
丸
は
清

水
の
観
音
の
「
申
し
子
」
で
あ
り
、
観
音
に
と
っ
て
は
、
本
文
中
の
こ
と
ぱ
で

言
え
ぱ
「
氏
子
」
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
し
ん
と
く
丸
が
実
母
に
死
別
し
、
継
母

の
呪
誼
に
よ
っ
て
「
異
例
」
に
た
る
背
景
に
は
、
観
音
の
意
志
が
働
い
て
い
た
。

さ
ら
に
、
捨
て
ら
れ
た
し
ん
と
く
丸
が
乙
姫
の
館
で
恥
屠
を
受
げ
、
　
「
干
死
」

の
覚
悟
を
し
た
の
も
、
観
音
の
導
き
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
最
後
に
「
異
例
」

の
回
復
を
と
げ
る
の
も
、
す
べ
て
観
音
の
力
に
ょ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
っ
ま
り
、

こ
の
物
語
の
モ
チ
ー
フ
の
す
べ
て
は
観
音
の
手
の
内
に
あ
り
、
観
音
は
主
人
公

し
ん
と
く
丸
の
境
涯
の
す
べ
て
を
決
定
し
続
げ
る
力
を
保
持
し
て
い
る
。
そ
し
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て
、
そ
の
力
の
強
大
さ
は
、
時
に
観
音
と
そ
の
「
申
し
子
」
と
い
う
、
本
来
的

な
関
係
を
犯
し
て
ま
で
も
貫
徹
さ
れ
、
は
な
ば
だ
矛
盾
し
た
様
相
さ
え
見
せ
る
。

た
と
え
ぱ
、
し
ん
と
く
丸
が
観
音
の
「
申
し
子
」
で
あ
り
、
　
「
氏
子
」
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
観
音
は
継
母
の
邪
悪
な
祈
誓
を
受
げ
入
れ
て
、
し
ん
と
く

丸
を
「
異
例
」
に
す
る
。
ま
た
、
捨
て
ら
れ
た
し
ん
と
く
丸
を
、
　
「
こ
の
所
の

有
徳
人
が
、
御
身
が
よ
う
た
る
乞
食
に
、
施
行
を
出
い
て
お
通
し
あ
る
。
参
り

て
施
行
を
受
げ
、
命
を
継
げ
」
と
、
乙
姫
の
館
へ
導
い
て
、
恥
屠
を
与
え
、
さ

い
な
む
。
こ
の
よ
う
な
、
矛
盾
に
満
ち
た
、
し
ん
と
く
丸
を
も
て
あ
そ
ぶ
よ
う

な
所
行
は
、
物
語
の
終
息
都
で
観
音
自
身
の
口
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

観
音
が
無
責
任
に
も
「
人
の
頼
む
に
頼
ま
れ
よ
」
と
考
え
た
こ
と
に
よ
る
の
で

あ
る
。
そ
の
結
果
招
い
た
事
態
に
つ
い
て
も
、
観
音
は
「
麿
を
さ
ら
に
恨
む
る

た
」
と
い
う
、
ま
っ
た
く
弁
明
に
も
な
ら
た
い
弁
明
で
済
ま
せ
て
し
ま
っ
て
い

る
。
少
た
く
と
も
、
観
音
が
な
ぜ
継
母
の
祈
誓
を
受
げ
入
れ
た
の
か
、
ま
た
、

な
ぜ
乙
姫
の
館
に
故
意
に
導
い
た
の
か
、
こ
の
二
点
に
関
す
る
納
得
の
い
く
説

明
は
本
文
の
表
玩
上
か
ら
は
得
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
こ
そ
、
実
は

こ
の
作
品
の
構
想
を
解
き
明
か
す
端
緒
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
観
音
の
意
思
は
す
べ
て
し
ん
と
く
丸
が
「
異
例
」
を
一
身
に
負
っ
て
、
流
浪

し
、
蘇
生
す
る
と
い
う
、
こ
の
物
語
の
主
題
に
向
っ
て
発
動
し
て
い
る
。
そ
の

意
志
は
、
い
わ
ゆ
る
三
十
三
に
身
を
変
じ
て
衆
生
を
救
う
と
い
う
、
広
大
無
辺

の
慈
悲
の
方
向
に
は
働
か
ず
、
逆
に
し
ん
と
く
丸
を
よ
り
苛
酷
な
境
涯
に
落
と



す
方
向
へ
決
定
さ
れ
続
け
る
。
つ
ま
り
、
物
語
の
終
局
に
お
い
て
し
ん
と
く
丸

の
蘇
生
を
語
る
た
め
に
、
そ
の
条
件
づ
く
り
の
役
割
を
観
音
が
果
た
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
観
音
は
、
先
に
ー
述
べ
た
よ
う
た
矛
盾
を
犯
し
て
ま
で

も
、
し
ん
と
く
丸
を
み
ず
か
ら
の
手
の
内
か
ら
逃
す
ま
い
と
し
て
い
る
の
だ
。

こ
の
こ
と
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
清
水
寺
に
お
け
る
観
音
の
夢
告
に
よ
っ

て
始
発
し
た
物
語
が
、
ふ
た
た
び
同
じ
清
水
で
、
観
音
の
夢
告
に
よ
っ
て
終
息

す
る
よ
う
に
－
、
す
べ
て
を
予
定
調
和
的
に
仕
組
も
う
と
す
る
意
図
と
連
動
し
て

い
る
。
観
音
が
天
王
寺
に
。
捨
て
ら
れ
た
し
ん
と
く
丸
を
、
「
御
身
が
よ
う
な
る

異
例
は
、
こ
れ
よ
り
熊
野
の
湯
に
入
れ
。
病
本
復
申
す
ぞ
や
。
い
そ
ぎ
入
れ
や
」

と
、
熊
野
へ
導
き
な
が
ら
、
そ
の
前
言
を
翻
し
て
ま
で
も
、
熊
野
路
の
途
中
か

ら
乙
姫
の
館
へ
導
き
、
天
王
寺
へ
と
連
れ
戻
し
て
い
る
の
は
、
天
王
寺
が
こ
の

説
経
の
荷
い
手
の
重
要
た
拠
点
で
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
と
と
も
に
、
、
物
語

の
上
で
は
、
し
ん
と
く
丸
を
予
定
調
和
的
に
清
水
寺
へ
向
わ
せ
る
た
め
の
処
置

で
あ
る
。
物
語
の
表
層
に
お
げ
る
観
音
の
力
の
誇
示
は
清
水
寺
が
し
ん
と
く
丸

の
最
終
的
た
蘇
生
の
地
で
あ
る
こ
と
を
語
ろ
う
と
す
る
意
図
の
現
わ
れ
で
も
あ

る
Ｏ

　
説
経
「
し
ん
と
く
丸
」
は
、
そ
の
構
想
の
頭
初
か
ら
、
清
水
寺
に
始
発
し
、

清
水
寺
で
終
息
す
る
と
い
う
、
い
わ
ぱ
円
環
を
な
す
時
空
を
意
識
し
て
発
想
さ

れ
て
い
る
。
そ
こ
に
流
れ
る
時
間
は
無
秩
序
で
あ
り
、
空
問
は
飛
躍
す
る
が
、

全
体
と
し
て
は
円
環
を
な
し
た
が
ら
神
話
的
時
空
と
も
一
言
う
べ
き
世
界
を
形
成

　
　
　
　
　
説
経
「
し
ん
と
く
丸
」
の
構
造

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
世
界
を
支
え
て
い
る
も
の
は
物
語
の
表
層
に
お
い

て
は
観
音
信
仰
の
力
た
の
で
あ
る
が
、
本
文
中
で
し
ん
と
く
丸
が
「
氏
子
」
と

呼
ぽ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
内
実
に
お
い
て
は
、
そ
れ
に
対
応
す
る
「
氏
神
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
あ
た
る
よ
う
な
、
あ
る
根
源
的
た
存
在
の
力
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
存

在
の
意
志
に
も
と
づ
い
て
、
こ
の
作
品
が
神
の
出
現
を
語
ろ
う
と
す
る
意
図
を

秘
め
て
お
り
、
そ
の
語
ろ
う
と
す
る
方
法
が
清
水
寺
と
観
音
と
を
必
要
と
し
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
と
し
て
、
と
も
か
く
、

先
に
触
れ
た
「
遣
行
」
の
方
法
が
、
こ
の
円
環
を
な
す
時
空
に
支
え
ら
れ
た
構

想
を
、
表
現
の
次
元
に
浮
上
さ
せ
る
に
際
し
て
、
有
効
な
方
法
と
し
て
機
能
し

て
い
る
こ
と
を
指
摘
Ｌ
て
お
き
た
い
。

）２（

「
中
し
子
」
課
の
意
味

　
清
水
の
観
音
の
夢
告
に
よ
っ
て
始
発
し
た
物
語
が
、
ふ
た
た
び
清
水
の
観
音

の
夢
告
に
よ
っ
て
終
息
す
る
と
い
う
構
想
は
、
円
環
を
な
す
時
空
の
意
識
に
支

え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
円
環
を
な
す
時
空
を
横
切
っ
て
行
く
主
人
公

の
し
ん
と
く
丸
が
「
申
し
子
」
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
流
浪

と
い
う
点
に
関
連
し
て
、
　
「
道
行
」
の
方
法
が
表
現
し
よ
う
と
す
る
、
こ
の
作

品
の
本
質
を
暗
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
多
く
の
異
形
竜
子
と
同
様
に
、
　
「
申
し
子
」
の
多
く
も
ま
た
異
形
で
あ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
神
の
子
と
し
て
の
存
在
を
表
象
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
異
形
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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説
経
「
し
ん
と
く
丸
」
の
構
造

の
ゆ
え
に
迫
害
さ
れ
、
流
浪
す
る
の
は
、
　
「
申
し
子
」
が
神
の
子
で
あ
り
た
が

ら
、
他
方
で
は
祈
誓
と
い
う
彩
で
神
の
意
志
を
左
右
し
た
人
問
の
罪
を
背
負
っ

て
誕
生
し
て
く
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
神
の
司
る
領
域
か
ら
ま
さ
に
申

し
降
ろ
し
た
幼
神
と
し
て
の
「
申
し
子
」
は
、
人
問
の
側
か
ら
言
え
ぱ
、
神
に
■

対
す
る
浸
犯
を
通
じ
て
授
か
っ
た
子
で
あ
り
、
自
身
が
罪
を
負
い
、
災
厄
を
荷

う
と
同
時
に
、
周
囲
に
災
厄
を
も
た
ら
す
存
在
で
も
あ
り
う
る
。
説
経
「
し
ん

と
く
丸
」
の
場
合
に
即
し
て
言
え
ぱ
、
ま
ず
母
の
命
が
奪
わ
れ
、
次
に
し
ん
と

く
丸
が
「
異
例
」
の
身
と
な
っ
て
捨
て
ら
れ
て
、
や
が
て
父
の
信
吉
長
者
が
没

落
す
る
と
い
う
物
語
の
彩
象
の
基
層
に
お
い
て
、
実
は
し
ん
と
く
丸
の
「
中
し

子
」
と
し
て
の
神
性
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
は
た
い
だ
ろ
う
か
。

　
し
ん
と
く
丸
は
、
子
供
が
な
い
こ
と
を
除
い
て
は
「
な
に
に
っ
げ
て
も
不
足

な
る
こ
と
」
の
な
い
信
吉
長
者
夫
掃
が
、
清
水
の
観
音
に
懸
命
に
祈
誓
し
て
得

た
子
で
あ
っ
た
。
頭
初
、
前
世
の
所
行
を
理
由
に
、
観
音
か
ら
子
種
を
授
げ
て

も
ら
う
こ
と
を
拒
絶
さ
れ
た
夫
婦
は
、
観
音
を
桐
喝
さ
え
し
て
、
生
ま
れ
て
く

る
子
が
七
歳
に
な
っ
た
と
き
、
夫
婦
の
う
ち
ど
ち
ら
か
の
命
に
危
険
が
伴
う
と

い
う
条
件
を
附
さ
れ
て
、
や
っ
と
子
種
を
授
げ
て
も
ら
う
。
こ
う
し
て
、
　
「
宵

に
も
う
げ
、
明
目
は
む
な
し
く
た
る
と
も
、
子
だ
ね
授
げ
て
た
ま
わ
れ
」
と
い

う
、
切
実
な
願
い
が
か
な
え
ら
れ
た
瞬
問
か
ら
、
長
者
夫
婦
は
ま
ぬ
が
れ
難
い

災
厄
を
抱
え
込
む
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
し
ん
と
く
丸
が
七
歳
を
過
ぎ
て
も

父
母
の
命
に
別
状
は
な
か
っ
た
。
し
ん
と
く
丸
は
「
信
貴
の
の
寺
」
で
学
問
を
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（
き
カ
）

修
め
、
「
師
匠
の
か
た
よ
り
、
一
字
と
ひ
け
ぱ
二
字
と
悟
り
、
十
字
を
百
字
千

字
と
悟
り
、
寺
い
ち
ぱ
ん
の
学
者
と
お
な
り
あ
る
」
と
い
う
、
　
「
申
し
子
」
ら

し
い
異
才
ぶ
り
を
発
揮
し
、
天
王
寺
で
稚
児
の
舞
の
舞
手
を
務
め
て
乙
姫
と
出

会
い
、
郎
党
の
仲
光
の
仲
介
に
よ
っ
て
彼
女
と
の
恋
も
成
就
す
る
。
母
の
死
は

こ
の
よ
う
た
信
吉
長
者
一
家
の
幸
福
の
絶
頂
期
に
突
如
と
し
て
や
っ
て
く
る
。

あ
ま
り
の
幸
福
に
騒
り
の
生
じ
た
母
は
、
　
「
あ
の
信
徳
丸
を
、
清
水
の
御
本
尊

に
、
申
し
降
す
そ
の
時
に
、
あ
の
子
三
歳
に
な
る
な
ら
ぱ
、
父
か
母
が
た
、
命

の
恐
れ
有
る
べ
き
と
、
仏
勅
た
る
に
、
三
歳
五
歳
過
ぎ
十
三
に
な
る
ま
で
、
父

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
は
や
ら
せ
カ
）

に
母
に
難
も
な
し
。
か
ほ
ど
、
ら
せ
た
ま
う
清
水
の
御
本
尊
さ
え
、
う
そ
を
っ

か
せ
た
も
う
た
り
。
当
代
の
人
間
も
う
そ
を
つ
き
、
世
を
渡
り
侯
え
や
」
と
、

不
用
意
な
こ
と
ぱ
を
発
す
る
。
こ
の
騎
慢
が
観
音
の
怒
り
を
か
っ
て
、
母
は
た

ち
ど
こ
ろ
に
命
を
奪
わ
れ
て
し
ま
う
。

　
こ
の
母
の
観
音
に
対
す
る
冒
蹟
は
、
浸
犯
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
　
「
申
し

子
」
の
祈
誓
と
同
質
の
行
為
で
あ
り
、
い
わ
ぱ
母
は
蹟
神
の
行
為
の
積
み
重
ね

に
ょ
っ
て
命
を
奪
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
母
の

死
を
契
機
に
し
て
、
信
吉
長
者
が
没
落
し
始
め
、
父
と
し
て
の
力
を
喪
失
し
て

い
く
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
平
行
す
る
移
で
、
し
ん
と
く
丸
が
災
厄
を
一
身
に

背
負
い
込
み
始
め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
具
体
的
な
形
象
が
「
継
子
」
と
し
て

の
設
定
を
必
然
と
し
、
　
「
継
母
」
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。

物
語
の
表
層
に
お
い
て
は
、
継
母
は
実
子
で
あ
る
乙
の
二
郎
を
惣
領
に
す
る



た
め
に
、
清
水
の
観
音
の
御
前
の
生
木
に
十
八
本
の
釘
を
打
っ
た
の
を
は
じ
め
、

都
の
神
杜
に
合
計
百
三
十
六
未
も
の
釘
を
打
っ
て
、
し
ん
と
く
丸
を
呪
証
す
る

の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
し
ん
と
く
丸
は
、
　
「
百
三
十
六
本
の
釘
の
打
ち
所
よ
り
、

人
の
き
ら
い
し
異
例
と
な
ワ
」
、
に
わ
か
に
両
眼
が
つ
ぶ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。
し
か
し
、
こ
の
身
に
受
け
た
「
異
例
」
が
原
因
で
父
に
見
捨
て
ら
れ
、

天
王
寺
に
捨
て
ら
れ
て
、
し
ん
と
く
丸
の
流
浪
が
開
始
さ
れ
る
と
い
う
後
の
展

開
か
ら
す
れ
ぱ
、
継
母
は
し
ん
と
く
丸
の
身
体
に
異
形
性
を
付
与
す
る
任
務
を

帯
び
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
物
語
の
基
層
に
お
け
る
継
母
の
唯
一
の
存
在

理
由
で
あ
る
。
佐
渡
七
太
夫
豊
孝
正
本
で
は
、
継
母
は
乙
の
二
郎
と
と
も
に
ー
結

末
に
お
い
て
首
を
切
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
物
語
の
表
層
に
お
げ
る
、
い
わ
ぱ
倫

理
的
た
決
着
で
あ
っ
て
、
本
来
な
ら
ぱ
邪
悪
な
祈
誓
を
し
た
罪
が
身
に
報
い
て

し
か
る
べ
き
で
あ
る
の
に
、
そ
う
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
継
母
に
願

い
を
か
け
ら
れ
た
観
音
が
「
人
の
頼
む
に
。
頼
ま
れ
よ
」
と
、
い
と
も
か
ん
た
ん

に
「
氏
子
」
で
あ
る
し
ん
と
く
丸
を
見
捨
て
て
し
ま
う
奇
妙
な
形
象
か
ら
も
、

継
母
の
役
割
が
頭
初
か
ら
し
ん
と
く
丸
に
異
形
性
を
付
与
す
る
こ
と
に
あ
っ
た

こ
と
が
知
れ
る
の
で
あ
る
。

　
母
の
死
は
そ
も
そ
も
「
申
し
子
」
で
あ
る
し
ん
と
く
丸
の
存
在
自
体
が
も
た

ら
し
た
災
厄
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
れ
は
し
ん
と
く
丸
が
災
厄
を
身
に
引
き
受

げ
始
め
る
契
機
に
も
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
継
母
は
し
ん
と
く
丸
が
災
厄
を

荷
う
存
在
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
外
観
の
異
形
性
Ｈ
「
異
例
」
を
し
ん
と
く
丸
の

　
　
　
　
　
説
経
「
し
ん
と
く
丸
」
の
構
造

身
体
に
実
現
さ
せ
る
べ
く
登
場
し
て
く
る
の
で
あ
り
、
観
音
の
意
向
も
そ
の
目

的
に
沿
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
、
　
「
継
母
」
は
も
う
一
人
の
母

た
の
で
あ
り
、
母
も
継
母
も
し
ん
と
く
丸
を
災
厄
を
荷
い
う
る
存
在
に
転
身
さ

せ
る
補
助
者
た
の
で
あ
る
。
　
「
作
品
内
的
存
在
と
し
て
の
語
り
手
」
に
着
目
し
、

〈
表
現
－
構
造
Ｖ
と
い
う
概
念
の
規
定
に
も
と
づ
い
て
、
し
ん
と
く
丸
を
災
厄

の
神
と
し
て
と
ら
え
た
桜
井
好
朗
氏
は
、
こ
の
点
に
っ
い
て
「
か
か
る
神
の
発

現
を
、
生
母
は
自
己
の
死
に
よ
っ
て
、
継
母
は
姦
計
に
よ
っ
て
、
促
進
し
て
い

る
わ
け
で
あ
り
、
両
者
の
存
在
な
く
し
て
は
、
神
と
し
て
の
し
ん
と
く
は
あ
ら

わ
れ
よ
う
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
物
語
に
お
い
て
両
者
は
正
反
対
の
位
置
に

あ
る
が
、
構
造
的
に
は
共
通
し
た
機
能
を
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
」
と
述
べ
ら
れ

　
　
　
　

て
い
る
。
ま
さ
に
本
質
を
っ
い
た
指
摘
で
あ
る
。
円
環
を
た
す
時
空
に
支
え
ら

れ
た
構
想
が
「
道
行
」
の
方
法
に
よ
っ
て
彩
象
化
さ
れ
る
と
き
、
物
語
の
発
端

に
お
い
て
、
主
人
公
の
し
ん
と
く
丸
が
「
申
し
子
」
と
し
て
設
定
さ
れ
る
こ
と

は
、
そ
の
流
浪
の
創
出
を
約
束
す
る
。
母
も
継
母
も
、
さ
ら
に
は
観
音
も
、
そ

の
目
的
に
向
け
て
動
員
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
父
の
信
吉
長
者
は
、

ほ
か
た
ら
ぬ
そ
の
し
ん
と
く
丸
の
流
浪
の
終
結
を
告
げ
る
存
在
と
し
て
、
登
場

し
て
く
る
。

　
信
吉
長
者
の
没
落
の
理
由
に
つ
い
て
は
明
瞭
に
語
ら
れ
て
は
い
た
い
。
御
台

の
死
後
、
長
者
は
継
母
の
言
い
な
り
に
な
り
、
離
縁
を
迫
ら
れ
て
、
し
ん
と
く

丸
を
捨
て
る
こ
と
を
決
意
し
、
そ
の
実
行
を
郎
党
の
仲
光
に
強
要
す
る
。
か
っ
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説
経
「
し
ん
と
く
丸
」
の
構
造

て
子
供
の
誕
生
を
観
音
に
祈
誓
し
た
と
き
の
す
さ
ま
じ
い
桐
喝
に
見
ら
れ
た
よ

う
た
活
力
を
、
長
者
は
す
っ
か
り
失
っ
て
し
ま
う
。
物
語
の
終
局
に
至
っ
て
再

登
場
し
て
き
た
と
き
、
彼
は
す
で
に
「
人
を
憎
め
ぱ
、
身
を
憎
む
。
半
分
は
、

わ
が
身
に
報
い
て
、
御
ざ
あ
る
た
り
。
継
母
の
母
の
、
形
へ
は
、
報
わ
い
で
、

信
吉
殿
に
報
う
て
あ
り
。
両
眼
、
ひ
っ
し
と
つ
ぶ
れ
て
に
、
こ
れ
は
こ
れ
は
と

ぱ
か
り
な
り
」
と
紹
介
さ
れ
、
　
「
丹
波
の
国
へ
浪
人
」
と
い
う
境
涯
に
置
か
れ

て
い
る
。
こ
の
長
者
の
没
落
の
理
由
は
、
逆
の
ぼ
れ
ば
、
母
と
同
様
に
か
っ
て

し
ん
と
く
丸
を
神
の
手
の
内
か
ら
申
し
降
す
と
い
う
祈
誓
を
通
じ
て
、
蹟
神
の

行
為
を
働
い
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
し
、
そ
の
上
に
、
継
母
の
強
迫
に
負
け
て
、

「
あ
の
妻
送
り
、
余
人
の
妻
を
頼
む
と
も
、
姿
こ
そ
変
る
と
も
、
心
邪
樫
は
同

じ
こ
と
、
捨
て
ば
や
」
と
、
　
「
異
例
」
の
し
ん
と
く
丸
を
捨
て
た
こ
と
に
求
め

ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
長
者
は
み
ず
か
ら
申
し
降
ろ
し
た
「
申
し
子
」
を
み
ず
か

ら
の
手
で
捨
て
る
と
い
う
、
二
重
の
蹟
神
の
行
為
を
働
い
た
た
め
に
没
落
す
る

の
で
あ
り
、
彼
の
活
力
の
喪
失
は
こ
の
こ
と
を
語
る
た
め
の
布
石
で
あ
っ
た
。

長
者
の
没
落
は
、
っ
き
っ
め
て
言
え
ぱ
、
や
は
り
し
ん
と
く
丸
の
存
在
自
体
が

も
た
ら
し
た
災
厄
で
あ
り
、
長
者
は
母
や
継
母
と
同
様
に
、
し
ん
と
く
丸
を
災

厄
を
荷
い
う
る
存
在
に
転
身
さ
せ
る
役
割
を
果
し
て
い
る
の
だ
が
、
た
だ
長
者

の
場
合
、
神
罰
を
蒙
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
、
み
ず
か
ら
も
災
厄
を
荷
っ
て
生

き
る
姿
を
曝
し
て
い
る
点
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
佐
渡
七
太
夫
豊
孝
本
の
結
末
部
で
は
、
神
罰
が
我
が
身
に
報
い
た
た
め
に
両

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
八

眼
が
つ
ぶ
れ
、
乞
食
と
な
っ
て
い
る
信
吉
長
者
が
、
我
が
子
の
し
ん
と
く
丸
の

施
行
と
は
知
ら
ず
に
、
　
「
疲
れ
は
て
、
飢
え
に
お
よ
び
し
に
施
行
を
賜
べ
」
と

物
乞
い
に
出
て
き
て
、
衆
目
に
差
態
を
曝
し
、
潮
笑
を
か
う
。
長
者
は
「
出
ず

ま
じ
も
の
を
、
出
で
て
も
の
憂
き
わ
が
身
や
」
と
、
深
い
恥
犀
感
に
さ
い
た
ま

れ
て
そ
の
場
を
逃
げ
出
す
。
こ
の
場
面
に
お
け
る
信
吉
長
者
の
姿
は
、
か
つ
て

近
木
の
庄
で
乙
姫
の
館
と
は
知
ら
ず
に
、
観
音
の
導
き
の
ま
ま
に
物
乞
い
に
行

っ
て
恥
屠
を
受
げ
、
　
「
た
と
い
熊
野
の
湯
に
入
り
て
、
病
本
復
」
た
れ
ぱ
と
て
、

こ
の
恥
を
い
ず
く
の
浦
に
す
す
ぐ
べ
し
」
と
、
　
「
干
死
」
を
覚
悟
し
た
し
ん
と

く
丸
の
姿
に
、
そ
の
ま
ま
重
な
り
合
う
。
し
ん
と
く
丸
は
、
恥
犀
に
耐
え
か
ね

て
逃
げ
出
し
た
長
者
に
、
　
「
の
う
父
御
様
、
信
徳
参
り
て
侯
」
と
抱
き
っ
き
、

乙
姫
が
観
音
の
夢
告
に
よ
っ
て
授
か
り
、
し
ん
と
く
丸
が
「
異
例
」
を
回
復
し

て
も
ら
っ
た
鳥
箒
に
よ
っ
て
、
　
「
善
哉
た
れ
平
癒
」
と
、
父
の
盲
い
た
両
眼
を

撫
で
る
。
こ
う
し
て
長
者
は
開
眼
す
る
の
だ
が
、
こ
の
場
に
お
げ
る
長
者
の
体

験
も
、
か
つ
て
の
清
水
寺
に
お
げ
る
し
ん
と
く
丸
の
体
験
と
同
一
で
あ
る
。
た

だ
、
鳥
箒
を
握
っ
て
撫
で
る
人
物
が
、
乙
姫
で
は
た
く
、
し
ん
と
く
丸
で
あ
る

点
だ
げ
が
異
っ
て
い
る
だ
げ
だ
。

　
こ
う
し
て
、
信
吉
長
者
は
し
ん
と
く
丸
と
同
様
の
体
験
を
ふ
ん
で
い
く
の
だ

が
、
こ
の
こ
と
は
、
彼
が
災
厄
を
一
身
に
引
き
受
げ
、
そ
の
異
形
の
身
を
衆
目

に
曝
す
こ
と
に
よ
っ
て
培
っ
た
、
資
質
と
能
力
と
を
、
こ
の
場
面
に
お
い
て
発

揮
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
物
語
の
終
局
に
お
け
る
信
吉
長
者
の
処
置



は
、
長
者
が
し
ん
と
く
丸
の
実
の
父
親
で
あ
る
と
い
う
関
係
上
、
そ
の
倫
理
的

な
裁
き
の
形
が
継
母
の
場
合
と
は
異
な
る
彩
に
な
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
実
は

単
に
そ
れ
だ
げ
の
こ
と
だ
げ
で
は
た
く
て
、
物
語
の
基
層
に
お
い
て
は
、
「
申

し
子
」
と
し
て
の
し
ん
と
く
丸
の
神
性
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
幼
神
の
成

長
ぶ
り
を
証
拠
だ
て
る
た
め
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　
円
環
を
な
す
時
空
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
物
語
は
、
し
ん
と
く
丸
と
い
う
、
災

厄
を
も
た
ら
し
、
荷
い
、
そ
う
し
て
払
う
こ
と
の
で
き
る
存
在
へ
と
転
身
し
て

い
く
、
神
の
予
の
一
代
記
を
語
ろ
う
と
す
る
意
図
を
、
そ
の
基
底
に
秘
め
て
い

る
。
し
ん
と
く
丸
が
「
申
し
子
」
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
必
然
性
も
、
こ
の

点
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
幼
神
の
成
長
と
い
う
道
筋
に
お
い
て
、
父
母
も
継
母

も
、
さ
ら
に
は
乙
姫
も
位
置
づ
げ
ら
れ
、
形
象
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

）３（

観
音
と
乙
姫

　
説
経
「
し
ん
と
く
丸
」
の
時
空
は
よ
ど
み
な
く
連
続
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
全
体
的
に
は
清
水
寺
か
ら
清
水
寺
へ
と
い
う
円
環
を
な
し
て
は
い
る
が
、

そ
の
過
程
に
お
い
て
は
、
時
問
は
停
滞
し
、
断
絶
し
て
い
る
し
、
空
問
は
そ
の

時
間
に
即
し
て
切
り
取
ら
れ
、
飛
躍
を
見
せ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
当
然
の
こ

と
な
が
ら
、
物
語
は
秩
序
だ
て
ら
れ
た
時
空
の
推
移
に
－
従
っ
て
必
然
的
た
葛
藤

を
経
て
展
開
す
る
と
い
う
形
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
任
意
に
選
択
さ
れ
た
時
空

が
、
　
「
道
行
」
に
よ
っ
て
、
い
わ
ぱ
数
珠
っ
た
ぎ
に
っ
た
が
れ
て
お
り
、
無
秩

　
　
　
　
　
説
経
「
し
ん
と
く
丸
」
の
構
造

序
な
時
空
が
非
連
続
の
連
続
と
い
っ
た
形
で
、
清
水
か
ら
清
水
へ
、
し
ん
と
く

丸
の
誕
生
・
流
浪
・
蘇
生
と
い
う
展
開
に
沿
っ
て
配
列
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

こ
の
配
列
を
促
進
す
る
役
割
を
与
え
ら
れ
て
、
作
中
に
観
音
が
存
在
し
て
い
る

こ
と
が
、
こ
の
説
経
の
き
わ
だ
っ
た
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。

　
観
音
の
意
志
が
し
ん
と
く
丸
の
境
涯
の
い
っ
さ
い
を
決
定
し
続
げ
て
い
る
こ

と
に
っ
い
て
は
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
、
別
の
角
度
か
ら

見
れ
ぼ
、
　
「
道
行
」
に
よ
っ
て
っ
な
が
れ
る
べ
き
個
々
の
場
面
を
生
み
出
す
。

長
者
夫
掃
に
よ
る
「
申
し
子
」
の
祈
誓
と
誕
生
・
実
母
の
死
と
継
母
の
呪
誼
・

し
ん
と
く
丸
の
発
病
と
乞
食
・
「
干
死
」
の
覚
悟
・
蘇
生
の
場
面
、
い
ず
れ
も

観
音
の
意
志
の
発
動
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
場
面
だ
が
、
こ
れ
ら
が
「
道
行
」

に
よ
っ
て
貫
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
作
品
の
時
空
は
形
成
さ
れ
て
い
る
。

い
わ
ば
観
音
は
構
想
を
支
え
る
円
環
を
た
す
時
空
を
保
証
し
つ
つ
、
物
語
の
展

開
の
上
で
は
婆
言
廻
し
的
た
役
割
を
果
た
す
こ
と
で
、
こ
の
作
品
の
世
界
の
構

成
に
深
く
関
与
し
て
い
る
。
逆
に
言
え
ぱ
、
物
語
を
構
成
し
て
い
く
方
法
上
の
要

請
が
作
品
の
世
界
に
お
げ
る
観
音
像
を
決
定
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
観
音
が

作
中
に
お
い
て
は
な
は
だ
矛
盾
し
た
存
在
で
あ
る
の
も
、
根
本
的
に
は
こ
の
点

に
起
因
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
こ
の
作
品
が
一
見
観
音
信
仰
に
も
と
づ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

く
霊
験
課
の
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
内
実
と
し
て
は
そ
う
で
な
く
、
　
「
観
音
の

、
、
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

霊
験
を
語
る
と
い
ふ
や
う
な
態
度
を
保
持
し
て
い
る
」
に
す
ぎ
な
し
の
も
　
こ

の
点
か
ら
説
明
が
つ
こ
う
。
以
前
に
も
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
事
実
、
観

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
九



　
　
　
　
　
説
経
「
し
ん
と
く
丸
」
の
構
造

音
は
「
救
済
の
手
を
差
し
の
べ
る
か
の
よ
う
に
－
顕
現
し
な
が
ら
、
実
際
は
信
徳

丸
を
手
の
内
に
も
て
遊
び
、
恥
屠
感
で
さ
い
た
み
つ
つ
、
絶
望
の
極
み
へ
と
導

　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

く
役
割
を
果
し
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
天
王
寺
の
引
声
堂
の
縁
下
に
籠
も
っ
て

「
干
死
」
を
覚
悟
す
る
し
ん
と
く
丸
の
姿
に
は
、
あ
き
ら
か
に
観
音
に
対
す
る

不
信
と
拒
否
の
姿
勢
が
貫
か
れ
て
い
る
。
こ
の
作
品
に
お
げ
る
観
音
の
移
象
に

は
も
は
や
衆
生
済
度
の
能
力
は
付
与
さ
れ
て
い
ず
、
は
っ
き
り
と
加
害
者
と
し

て
の
像
を
結
ん
で
い
る
。
救
済
者
と
し
て
の
能
力
は
観
音
か
ら
離
れ
て
、
乙
姫

の
捗
象
に
、
さ
ら
に
は
乙
姫
の
力
に
よ
っ
て
蘇
生
し
た
終
末
部
の
し
ん
と
く
丸

の
姿
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
岩
崎
武
夫
氏
は
、
し
ん
と
く
丸
の
「
干
死
」
の
覚
悟
に
至
る
絶
望
的
な
姿
に
、

「
観
音
の
慈
悲
の
力
に
よ
っ
て
も
、
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
人
問
苦
の
世
界
が
あ
る

こ
と
、
そ
の
こ
と
の
発
見
に
よ
っ
て
逆
に
観
音
の
存
在
を
い
ま
一
度
た
し
か
め
、

信
じ
よ
う
と
す
る
」
語
り
手
１
１
あ
る
き
巫
女
の
複
雑
な
眼
が
、
　
「
二
律
背
反
的

た
観
音
の
イ
メ
ー
ジ
を
つ
く
り
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
ら
れ
、
　
「
あ
る

き
巫
女
が
担
い
、
そ
し
て
歩
く
と
い
う
苦
行
性
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
観
音
と

し
ん
と
く
丸
と
の
間
に
あ
る
矛
盾
－
断
絶
感
は
除
去
さ
れ
、
し
ん
と
く
丸
は
蘇

る
」
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
、
乙
姫
の
彩
象
に
あ
る
巫
女
の
「
職
能
精
神
（
媒
介

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

の
思
想
）
」
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
と
説
か
れ
た
。
乙
姫
の
彩
象
に
は
歴
史
的
実
在

と
し
て
の
語
り
手
１
１
荷
い
手
の
投
影
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
の
乙

姪
が
本
来
観
音
が
果
た
す
べ
き
救
済
者
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
〇

も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
説
経
の
担
い
手
の
人
問
苦
を
見
す
え
る
眼
が
、

は
た
し
て
先
に
見
た
よ
う
な
分
裂
し
た
観
音
像
を
生
み
出
し
う
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
　
「
観
音
の
存
在
を
い
ま
一
度
た
し
か
め
、
信
じ
ょ
う
と
す
る
」
方
向
で
た

さ
れ
て
い
る
形
象
に
し
て
は
、
こ
の
作
品
に
お
げ
る
観
音
像
は
あ
ま
り
に
も
不

信
感
を
あ
お
る
存
在
で
あ
り
す
ぎ
る
。
継
母
の
呪
誼
を
受
げ
入
れ
て
お
き
た
が

ら
、
「
麿
を
さ
ら
に
恨
む
る
な
」
と
い
う
、
み
ず
か
ら
の
無
力
と
無
節
操
と
を

露
呈
し
て
い
る
一
点
を
あ
げ
る
だ
げ
で
も
、
そ
こ
に
信
頼
の
回
路
を
見
出
す
こ

と
は
困
難
で
あ
る
。
し
ん
と
く
丸
と
観
音
と
の
間
に
は
、
乙
姫
の
存
在
を
も
っ

て
し
て
も
埋
め
よ
う
の
な
い
断
絶
感
が
依
然
と
し
て
残
る
。
よ
り
正
確
に
言
え

ぱ
、
冒
頭
に
お
い
て
信
吉
長
者
夫
婦
の
「
申
し
子
」
の
祈
誓
に
応
じ
、
結
末
に

お
い
て
夢
告
に
よ
っ
て
乙
姫
に
呪
具
を
与
え
る
と
い
う
点
で
、
観
音
は
か
ろ
う

じ
て
救
済
者
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
見
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
と
て
も
中

心
部
に
お
け
る
加
害
者
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
し
き
れ
る
ほ
ど
の
も
の
で

は
た
い
。
む
し
ろ
後
半
部
に
お
げ
る
乙
姫
の
救
済
者
の
代
行
者
と
し
て
の
イ
メ

ー
ジ
を
増
幅
さ
せ
る
方
向
に
働
き
、
そ
の
結
果
、
し
ん
と
く
丸
と
の
距
離
を
よ

り
い
っ
そ
う
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
な
に
よ
り
も
、
加
害
者
と
し
て
の
像
を

結
び
つ
つ
、
婆
言
廻
し
的
な
役
割
を
果
た
す
観
音
像
の
捗
象
は
、
観
音
に
対
す

る
不
信
を
前
提
に
し
て
は
じ
め
て
可
能
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
観

音
は
こ
の
作
品
に
お
い
て
構
想
と
方
法
上
に
お
い
て
「
信
頼
」
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
り
、
そ
れ
以
上
の
存
在
で
は
な
い
の
だ
。



　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
こ
と
は
乙
姫
が
代
行
し
て
い
る
救
済
者
が
実
は
観
音
で
は

た
く
て
別
の
存
在
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
物
語
の
基
層
に
潜
み
、
観

音
の
背
後
に
隠
れ
て
い
る
、
あ
る
根
源
的
た
神
の
意
志
を
乙
姫
が
実
現
し
、
し

ん
と
く
丸
を
蘇
生
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
問
題
に
っ
い
て
、
桜
井
氏

は
ま
っ
た
く
別
た
視
角
か
ら
、
周
到
な
手
続
き
を
経
て
、
こ
の
作
品
が
「
清
水

寺
の
観
音
に
対
す
る
『
不
信
』
と
ひ
き
か
え
に
、
災
厄
の
神
Ｈ
し
ん
と
く
丸
の

背
後
に
、
も
う
一
っ
の
神
と
し
て
観
音
を
想
定
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
神
々
の

神
話
を
ひ
そ
か
に
ふ
く
み
こ
ん
で
い
る
」
と
述
べ
ら
れ
、
　
「
神
話
的
な
構
造
に

お
い
て
、
根
源
的
な
災
厄
の
神
の
意
志
に
も
と
づ
い
て
、
地
上
に
同
種
の
神
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

実
現
す
る
と
い
う
主
題
を
語
る
」
も
の
だ
と
説
か
れ
て
い
る
。
氏
の
説
か
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

「
災
厄
神
」
の
履
歴
が
も
う
ひ
と
つ
よ
く
理
解
で
き
な
い
の
だ
が
、
こ
れ
ま
で

進
め
て
き
た
作
品
分
析
の
結
果
か
ら
、
構
造
上
の
間
題
か
ら
す
れ
ぱ
き
わ
め
て

強
い
説
得
力
が
あ
り
、
今
は
氏
の
説
に
従
っ
て
お
き
た
い
。
そ
し
て
、
観
音
の

背
後
に
そ
の
よ
う
な
存
在
を
想
定
し
て
み
る
と
き
、
実
は
こ
の
作
品
に
お
け
る

天
王
寺
と
清
水
寺
と
の
機
能
の
違
い
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
り
、
語
り
物
と
し

て
の
成
立
の
し
か
た
の
一
端
が
窺
わ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
こ
の
作
品
に
お
い
て
、
天
王
寺
は
し
ん
と
く
丸
が
乙
姫
を
見
そ
め
、
捨
て
ら

れ
、
　
「
干
死
」
の
覚
悟
を
し
、
乙
姫
と
再
会
す
る
場
所
で
あ
っ
て
、
物
語
の
円

環
を
な
す
時
空
の
中
心
に
存
在
す
る
。
こ
の
意
味
で
、
天
王
寺
は
き
わ
め
て
重

要
な
位
相
を
示
し
て
い
る
の
だ
が
、
し
ん
と
く
丸
が
乙
姫
に
背
負
わ
れ
て
病
を

　
　
　
　
　
説
経
「
し
ん
と
く
丸
」
の
構
造

回
復
し
、
蘇
生
を
果
た
す
の
は
清
水
寺
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
形
は
冒
頭

の
観
音
の
夢
告
に
ょ
る
誕
生
と
対
応
す
る
形
で
設
定
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
ご

く
自
然
に
思
わ
れ
や
す
い
が
、
し
か
し
、
た
と
え
ぱ
同
じ
説
経
の
「
さ
ん
せ
う

太
夫
」
に
お
い
て
、
腰
が
立
た
匁
く
な
っ
た
ず
し
王
が
、
こ
の
天
王
寺
に
お
い

て
回
復
す
る
例
を
見
れ
ぼ
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
天
王
寺
は
聖
な
る
領
域
と
し

て
、
蘇
生
の
地
と
し
て
の
機
能
を
十
分
に
果
た
し
う
る
場
所
で
あ
っ
た
。
事
実

天
王
寺
は
一
種
の
ア
ジ
ー
ル
と
し
て
の
機
能
を
持
ち
、
説
経
の
荷
い
手
の
拠
点

の
一
つ
と
し
て
、
蘇
生
の
地
と
し
て
の
信
仰
を
集
め
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
に

　
　
　
　
　
　

さ
れ
っ
っ
あ
る
。
乙
姫
の
移
象
に
荷
い
手
の
投
影
が
あ
る
と
す
れ
ぱ
、
彼
ら
が

持
ち
運
ん
で
い
た
神
の
意
志
の
実
現
で
あ
る
し
ん
と
く
丸
の
蘇
生
は
、
当
然
彼

ら
の
凱
点
で
あ
る
天
王
寺
に
お
い
て
果
た
さ
れ
て
も
よ
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
れ
ほ
ど
に
こ
の
作
品
に
お
け
る
天
王
寺
の
位
相
に
は
、
荷
い
手
の
凱
点
に
対

す
る
強
い
意
識
の
反
映
が
認
め
ら
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
清
水
寺
が
蘇
生

の
地
と
し
て
選
択
さ
れ
た
け
れ
ぱ
た
ら
た
か
っ
た
の
は
、
そ
こ
に
荷
い
手
の
語

り
の
「
場
」
に
対
す
る
意
識
の
作
用
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
清

水
に
始
発
し
、
清
水
で
終
息
す
る
と
い
う
構
想
が
要
請
さ
れ
た
か
ら
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
つ
ま
り
、
一
定
の
普
遍
性
を
備
え
た
場
所
を
構
想
の
枠
組
の
中
に
組

み
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
物
語
が
、
ど
こ
で
、
誰
に
ー
よ
っ
て
語
ら
れ
て

も
よ
い
、
語
り
物
と
し
て
の
白
立
し
た
世
界
を
獲
得
し
、
聴
き
手
と
の
問
に
普

遍
的
な
関
係
を
結
び
う
る
保
証
を
求
め
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
同
様
の
意
味
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一



　
　
　
　
　
　
説
経
「
し
ん
と
く
丸
」
の
構
造

観
音
も
ま
た
広
大
無
辺
の
慈
悲
を
垂
れ
る
姿
に
隠
れ
て
、
加
害
者
と
し
て
狂
言

廻
し
的
た
役
割
を
果
た
し
つ
つ
、
新
た
た
る
神
の
出
現
を
語
る
と
い
う
、
こ
の

物
語
の
基
層
に
秘
め
ら
れ
た
意
図
の
実
現
に
一
役
買
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
◎
　
テ
キ
ス
ト
は
荒
木
繁
・
山
本
吉
左
右
編
注
の
『
説
経
節
』
を
用
い
た
。
以
下
本
文

　
　
の
引
用
は
す
べ
て
こ
れ
に
よ
る
。
（
ル
ビ
省
略
　
筆
者
）

　
ゆ
　
桜
井
好
朗
氏
は
「
災
厄
神
」
を
考
え
て
い
る
。
「
し
ん
と
く
丸
の
世
界
」
（
『
文
学
』

　
　
第
４
７
巻
ｕ
号
、
第
４
８
巻
第
－
号
）
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　
＠
　
四
に
同
じ
。

　
＠
　
和
辻
哲
郎
『
目
本
芸
術
史
研
究
』
第
一
巻
二
七
六
頁
。

　
＠
　
拙
稿
「
代
受
苦
者
の
風
貌
」
（
広
川
勝
美
編
『
神
話
・
禁
忌
・
漂
泊
』
所
収
）
二

　
　
一
九
頁
。

　
◎
　
「
し
ん
と
く
丸
と
母
子
神
信
卯
の
世
界
」
　
（
『
さ
ん
せ
う
大
夫
考
』
所
収
）
二
一
九

　
　
頁
。

　
¢
　
　
に
同
じ
。

　
＠
　
た
と
え
ぱ
岩
崎
氏
の
言
う
「
母
子
神
信
仰
」
、
あ
る
い
は
西
部
信
綱
氏
が
「
長
谷

　
　
寺
の
夢
」
（
『
古
代
人
と
夢
』
所
収
）
で
言
う
「
地
主
神
」
な
ど
と
ど
う
関
連
す
る
の

　
　
か
、
目
下
判
断
が
つ
か
な
い
。

　
＠
　
岩
崎
武
夫
氏
「
天
王
寺
西
門
考
」
（
『
続
さ
ん
せ
う
太
夫
考
』
所
収
）
た
ど
。

一
一
一
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