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は
じ
め
に

　
『
発
心
集
』
の
史
的
意
義
や
文
学
的
達
成
に
つ
い
て
、
今
日
的
観
点
か
ら
評

価
を
加
え
よ
う
と
す
る
際
、
常
に
頭
を
悩
ま
す
疑
念
の
一
つ
に
、
そ
の
行
文
の

ど
れ
だ
け
が
『
発
心
集
』
固
有
の
も
の
と
し
て
、
独
自
性
を
主
張
で
き
る
の
か

一
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
事
態
は
、
〈
伝
承
性
〉
を
基
本
的
属
性

と
す
る
説
話
集
類
に
通
有
の
も
の
で
あ
り
、
『
発
心
集
』
に
限
定
さ
れ
る
も
の

で
は
な
い
。
む
し
ろ
『
発
心
集
』
の
場
合
は
、
往
生
伝
類
や
『
今
鏡
』
『
古
事
談
』

（
或
い
は
『
古
事
談
』
と
共
通
す
る
出
典
…
）
等
か
ら
の
書
承
説
話
と
見
倣
し

得
る
事
例
も
多
く
、
そ
の
行
文
の
綿
密
な
比
較
に
よ
っ
て
、
あ
る
程
度
の
見
通

し
が
立
て
易
い
説
話
集
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
先
行

す
る
他
書
に
全
く
類
話
が
見
ら
れ
な
い
説
話
の
中
に
も
、
『
発
心
集
』
世
界
を

代
表
さ
せ
得
る
好
篇
が
存
す
る
こ
と
は
、
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

　
例
え
ば
第
五
〇
話
「
母
妬
レ
女
手
指
成
レ
蛇
事
」
な
ど
は
、
そ
の
最
た
る
も

の
と
言
え
よ
う
。
こ
の
種
の
説
話
を
、
編
者
は
ど
こ
か
ら
入
手
し
た
の
か
。
そ

れ
は
里
馬
説
話
で
あ
る
の
か
、
口
頭
伝
承
を
書
き
留
め
た
も
の
な
の
か
。
ま
た
、

現
行
の
テ
キ
ス
ト
の
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
を
、
編
者
の
意
識
を
反
映
し
た
オ
リ

ジ
ナ
ル
な
も
の
と
読
め
る
の
か
。
1
こ
れ
ら
一
連
の
疑
問
に
答
え
る
実
証
的

な
手
段
は
、
ほ
と
ん
ど
皆
無
と
言
っ
て
も
良
い
状
況
に
あ
る
。
も
と
よ
り
、
今

日
知
ら
れ
て
い
な
い
文
献
の
発
掘
が
、
新
た
な
知
見
を
も
た
ら
す
可
能
性
は
な

く
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
外
部
資
料
が
見
出
だ
さ
れ
る
ま
で
は
、
取

り
患
え
ず
個
々
の
説
話
の
細
部
に
手
掛
か
り
を
求
め
、
本
文
を
注
意
深
く
読
み

進
め
な
が
ら
仮
説
を
立
て
る
し
か
途
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　
本
稿
は
、
か
か
る
問
題
意
識
か
ら
、
も
っ
ぱ
ら
第
五
〇
話
を
中
心
に
多
少
の
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私
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
自
ず
か
ら
論
述
は
飛
躍
を
含
み
、
緻

密
な
実
証
性
に
欠
け
る
こ
と
と
な
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
手
を
撲
い
て
ば
か
り

い
て
も
仕
方
が
あ
る
ま
い
。

　
最
初
に
第
五
〇
話
の
梗
概
を
示
す
と
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
娘
を
連
れ
子
に
し
て
、
年
下
の
男
と
結
婚
し
た
女
が
い
た
。
あ
る
時
こ
の

　
　
女
は
、
夫
に
夫
婦
生
活
の
暇
を
乞
い
、
念
仏
三
昧
の
日
々
に
入
り
た
い
と

　
　
申
し
出
る
。
あ
わ
せ
て
女
は
、
夫
に
自
分
の
娘
と
の
再
婚
を
勧
め
る
。
し

　
　
き
り
に
辞
退
す
る
夫
と
娘
も
、
遂
に
は
そ
の
言
葉
に
従
い
、
こ
こ
に
女
に

　
　
と
っ
て
前
夫
と
実
の
娘
と
の
婚
姻
が
成
立
す
る
。
や
が
て
年
月
が
経
ち
、

　
　
安
ら
か
な
余
生
を
送
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
た
母
は
、
娘
に
向
か
っ
て
心
中

　
　
の
煩
悶
を
告
白
し
、
両
手
の
親
指
が
蛇
に
変
化
し
た
こ
と
を
示
す
。
こ
の

　
　
事
実
を
目
の
あ
た
り
に
し
て
、
娘
も
男
も
母
も
続
い
て
出
家
を
遂
げ
、
繊

　
　
悔
の
日
々
を
送
る
う
ち
に
、
指
の
蛇
も
漸
く
元
通
り
に
な
っ
た
と
い
う
。

　
本
話
は
、
女
性
を
め
ぐ
る
〈
悪
報
謳
〉
と
呼
べ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
主

人
公
の
「
母
」
は
愚
か
に
も
、
自
ら
の
発
案
に
よ
る
新
生
活
が
、
心
の
ど
か
な

信
仰
の
日
々
を
約
束
す
る
も
の
と
思
い
込
ん
で
い
た
。
だ
が
、
そ
の
実
態
は
「
夜

の
寝
覚
な
ど
に
、
か
た
は
ら
淋
し
き
に
も
、
ち
と
心
の
働
く
時
も
あ
り
。
又
昼

さ
し
覗
か
る
・
折
も
あ
り
…
」
云
々
と
あ
る
よ
う
に
、
嫉
妬
や
怨
恨
と
い
っ
た

悪
念
か
ら
自
由
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
愚
療
と
瞑
患
の
罪
ゆ
え
に
、
「
母
」

に
蛇
身
の
悪
報
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
現
在
世
に

な
し
た
業
の
因
に
対
し
て
、
同
じ
現
在
世
に
お
い
て
そ
の
果
を
受
け
て
い
る
と

い
う
点
で
、
　
〈
現
報
〉
に
分
類
さ
れ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
本
話
は
、
〈
悪
報
諌
〉
の
中
で
も
即
時
性
・
即
効
性
に
お
い
て
、

ま
こ
と
に
際
や
か
な
印
象
を
与
え
る
〈
現
報
諏
〉
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
。

生
き
な
が
ら
蛇
と
化
し
、
あ
た
か
も
意
志
あ
る
生
き
物
の
如
く
悉
く
指
は
、
人

の
心
の
内
面
に
潜
む
理
性
で
は
制
御
し
難
い
暗
黒
面
が
、
さ
な
が
ら
実
体
化
さ

れ
た
も
の
と
も
見
て
と
れ
よ
う
。
そ
れ
は
、
『
発
心
集
』
序
文
が
『
往
生
要
集
』

を
援
用
し
つ
つ
「
そ
と
も
の
か
せ
ぎ
つ
な
ぎ
が
た
く
、
家
の
犬
常
に
な
れ
た
り
」

と
警
喩
的
表
現
で
語
る
と
こ
ろ
の
、
心
の
統
御
の
困
難
さ
へ
の
三
嘆
と
正
確
に

呼
応
す
る
。
こ
の
点
本
話
は
、
愛
執
を
断
つ
こ
と
の
困
難
を
説
く
と
と
も
に
、

人
心
の
は
か
り
難
さ
を
衝
撃
的
に
描
い
た
一
篇
と
し
て
、
『
発
心
集
』
の
構
想

の
中
核
に
関
わ
る
説
話
と
見
倣
し
て
誤
る
ま
い
。

　
実
際
こ
の
説
話
は
『
発
心
集
』
中
屈
指
の
好
篇
の
↓
つ
と
し
て
、
そ
の
文
学

性
が
論
じ
ら
れ
る
際
に
、
し
ば
し
ば
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
水

上
勉
と
瀬
戸
内
晴
美
．
杉
本
苑
子
ら
が
、
下
話
に
取
材
す
る
小
説
を
発
表
し
て

　
　
〔
註
1
）
．

い
る
こ
と
も
、
そ
の
衝
撃
・
影
響
力
の
程
と
注
目
度
の
高
さ
を
物
語
る
も
の
と

言
え
よ
う
。
確
か
に
、
蛇
と
化
し
た
指
が
舌
を
ひ
ら
め
か
せ
た
と
い
う
、
具
象

性
溢
れ
る
際
や
か
な
霊
異
の
描
写
に
は
、
傑
然
と
さ
せ
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
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ま
た
、
同
居
す
る
後
妻
が
実
の
娘
で
あ
る
と
い
う
、
や
や
も
す
る
と
猟
奇
的
な

関
心
を
惹
く
倒
錯
し
た
設
定
と
い
い
、
老
女
が
語
る
内
心
の
妄
執
の
迫
真
性
と

い
い
、
本
話
が
か
な
り
印
象
鮮
明
な
一
篇
た
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　
さ
て
、
こ
の
著
名
な
説
話
を
改
め
て
取
り
上
げ
る
に
当
た
っ
て
は
、
従
来
あ

ま
り
注
意
さ
れ
な
か
っ
た
一
種
素
朴
な
疑
問
に
こ
だ
わ
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

そ
れ
は
、
右
に
示
し
た
梗
概
の
、
さ
ら
に
後
日
諌
と
も
言
う
べ
き
情
報
の
付
加

に
関
わ
る
。
煩
を
厭
わ
ず
本
文
を
引
く
と
、
編
者
の
話
末
評
論
に
先
立
つ
説
話

末
尾
は
、
実
は
次
の
よ
う
に
結
ば
れ
て
い
た
。

　
　
…
大
指
二
つ
な
が
ら
蛇
に
な
り
て
、
目
も
珍
ら
か
に
舌
さ
し
出
で
て
、
ひ

　
　
ろ
ひ
ろ
と
す
。
娘
こ
れ
を
み
る
に
、
目
も
く
れ
心
も
惑
ひ
ぬ
。
又
こ
と
も

　
　
言
は
ず
、
髪
お
ろ
し
て
尼
に
な
り
に
け
り
。
男
帰
り
来
て
、
こ
れ
を
見
て
、

　
　
又
法
師
に
な
り
ぬ
。
も
と
の
妻
も
様
を
か
へ
、
尼
に
成
り
て
、
三
人
な
が

　
　
ら
同
じ
や
う
に
行
ひ
て
な
ん
過
ぎ
け
る
。
朝
夕
言
ひ
悲
し
み
け
れ
ば
、
蛇

　
　
も
や
う
や
う
も
と
の
指
に
成
り
に
け
り
。
後
に
は
、
母
は
京
に
乞
食
し
歩

　
　
き
け
る
と
か
や
。
「
ま
さ
し
く
見
し
」
と
て
、
ふ
る
き
人
の
語
り
し
か
ば
、

　
　
近
き
世
の
こ
と
に
こ
そ
。

　
こ
の
う
ち
、
傍
線
部
の
記
述
が
、
そ
れ
以
前
と
な
だ
ら
か
に
繋
が
っ
て
い
な

い
こ
と
は
、
一
読
す
れ
ば
明
ら
か
だ
ろ
う
。
何
故
、
こ
の
女
性
は
乞
食
に
な
ら

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
そ
の
必
然
性
を
右
の
文
章
は
説
明
し
得
て
い
な
い
。

そ
も
そ
も
、
心
事
と
仏
道
修
行
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
悪
報
を
脱
し
た
人
物
が
、

何
の
説
明
も
な
さ
れ
な
い
ま
ま
、
乞
食
の
境
涯
に
落
ち
る
と
い
う
の
は
、
か
な

り
不
自
然
な
話
の
運
び
で
は
な
い
か
。
し
か
も
、
冒
頭
に
「
い
つ
れ
の
国
と
か
、

確
か
に
聞
き
侍
り
し
か
ど
、
忘
れ
に
け
り
…
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
判
断
す
る
と
、

こ
の
物
語
の
舞
台
は
京
都
で
は
な
か
っ
た
。
だ
と
す
る
と
、
主
人
公
の
「
母
」

は
わ
ざ
わ
ざ
国
を
離
れ
て
上
京
し
、
乞
食
し
て
歩
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ

は
一
体
ど
ん
な
理
由
に
依
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
疑
問
を
考
え
る
際
に
、
三
人
全
員
が
出
家
し
た
か
ら
家
業
が
絶
え
て
乞

食
に
零
落
し
た
の
だ
一
な
ど
と
す
る
、
一
見
現
実
的
だ
が
安
易
な
早
合
点
は

問
題
に
な
る
ま
い
。
一
家
の
生
業
が
何
で
あ
っ
た
か
は
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で

不
明
だ
が
、
は
じ
め
母
が
一
種
目
隠
居
生
活
に
入
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
程

度
の
経
済
的
ゆ
と
り
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

悪
報
が
顕
わ
に
な
っ
た
後
も
、
こ
の
三
人
は
俄
悔
と
信
仰
の
生
活
を
共
に
し
た

と
い
う
の
だ
か
ら
、
彼
ら
の
出
家
に
よ
る
生
業
放
棄
（
…
が
あ
っ
た
と
し
て
）
が
、

即
家
族
離
散
や
乞
食
・
漂
泊
の
境
涯
へ
の
下
降
に
直
結
し
な
か
っ
た
こ
と
も
、

疑
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
よ
っ
て
、
母
が
乞
食
し
て
歩
い
た
理
由
に
経
済

的
要
因
を
想
定
す
る
推
論
は
、
ほ
ぼ
成
り
立
た
な
い
と
見
て
も
良
い
だ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
今
一
度
確
認
し
て
お
く
が
、
本
話
に
お
い
て
指
が
蛇
と
化
す
現
報
に

直
面
し
た
三
人
は
、
全
て
出
家
し
て
い
る
。
し
か
も
「
三
人
な
が
ら
同
じ
や
う

に
行
ひ
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
彼
ら
は
、
愛
執
の
醜
さ
・
怖
ろ
し
さ
を
目
の
当

た
り
に
し
て
も
な
お
、
誰
か
が
誰
か
を
捨
て
て
遁
世
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
信
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仰
生
活
を
共
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
三
人
が
現
世
を
思
い
切
り
、
過
去

を
俄
悔
し
つ
つ
共
に
暮
ら
す
様
子
は
、
例
え
ば
『
平
家
物
語
』
の
祇
王
祇
女
と

仏
御
前
の
逸
話
な
ど
を
想
起
さ
せ
る
だ
ろ
う
。
嫉
み
妬
ま
れ
る
愛
欲
の
世
界
を

相
対
化
し
、
嵯
峨
の
奥
に
隠
棲
し
た
祇
落
着
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
本
話

に
示
さ
れ
る
〈
信
心
に
繋
が
れ
た
銀
世
界
〉
も
ま
た
、
ま
こ
と
に
仏
意
に
適
う

も
の
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、
祇
王
・
仏
御
前
ら
は
す
べ
て
往
生
を
得
、

母
の
指
の
蛇
も
元
通
り
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
の
か
。
だ
と
す
る
と
、
悪
報
を

転
じ
得
た
信
仰
生
活
を
捨
て
て
ま
で
、
母
が
わ
ざ
わ
ざ
上
京
し
、
乞
食
に
零
落

せ
ね
ば
な
ら
な
い
要
因
は
、
や
は
り
説
話
内
部
に
は
求
め
難
い
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

　
こ
の
よ
う
な
不
審
に
つ
い
て
、
近
時
本
話
を
対
象
に
論
じ
ら
れ
た
芝
波
田
好

（
註
2
）

弘
氏
は
、
氏
以
前
の
解
釈
を
「
従
来
こ
の
部
分
は
、
説
話
の
真
実
性
を
強
調
す

る
た
め
に
付
け
加
え
ら
れ
た
と
見
る
傾
向
が
強
い
」
と
総
括
さ
れ
て
い
る
。
確

か
に
傍
線
部
の
情
報
は
、
こ
の
際
や
か
な
現
計
霊
異
課
を
、
編
者
に
間
近
な
現

在
時
に
引
き
寄
せ
、
そ
れ
も
、
間
接
的
で
は
あ
る
が
口
承
に
よ
る
確
か
な
伝
承

で
あ
る
と
示
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
こ
に
「
真
実
性
の
強
調

と
い
う
面
を
否
定
は
で
き
ま
い
」
と
見
る
こ
と
に
、
特
に
異
論
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
芝
波
田
氏
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
独
自
の
論
を
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　
　
…
母
の
行
動
は
、
十
二
頭
陀
の
三
番
目
の
「
乞
食
、
又
常
乞
食
」
で
あ
る

　
　
と
こ
ろ
の
、
「
自
ら
行
て
食
を
乞
ひ
敢
て
他
の
請
待
及
び
僧
中
の
食
を
受

　
　
け
ざ
る
な
り
」
に
当
た
る
修
行
の
一
形
態
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思

　
　
わ
れ
る
。

　
氏
の
論
は
、
本
証
の
背
後
に
『
往
生
三
三
』
大
文
第
五
「
助
念
の
方
法
」
の

第
四
「
止
悪
修
善
」
や
、
同
じ
く
大
文
第
五
の
第
五
「
俄
悔
門
守
」
の
影
響
を

考
え
、
思
想
面
・
構
想
面
で
の
強
い
影
響
関
係
を
想
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
推
論
は
全
体
と
し
て
充
分
な
説
得
力
を
持
ち
、
傾
聴
す
べ
き
見
解
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
確
か
に
「
俄
悔
衆
望
」
の
行
為
と
し
て
の
乞
食
行
は
、
蛇
身
変

化
の
悪
報
を
償
う
目
的
で
な
さ
れ
た
も
の
と
見
て
お
か
し
く
は
な
い
。

　
し
か
し
「
後
に
は
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
母
が
乞
食
を
し
て
歩
い

た
の
は
、
指
が
蛇
に
な
る
悪
報
を
脱
し
た
後
の
事
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
そ
の
乞

食
行
を
「
修
業
の
一
形
態
」
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
不
信
不
嫉
」
に
背

い
て
畜
生
道
に
堕
し
た
過
去
を
幟
注
す
る
行
為
と
見
る
か
、
蛇
身
を
免
れ
た
こ

と
へ
の
仏
恩
報
謝
の
行
為
と
見
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
そ
れ
で
、
ど

ち
ら
も
大
筋
と
し
て
正
し
い
と
田
や
つ
し
、
仏
教
教
義
に
沿
っ
た
解
釈
を
す
る
な
ら
、

こ
う
判
断
す
る
他
あ
る
ま
い
。
だ
が
、
本
文
中
に
そ
の
こ
と
を
示
唆
す
る
記
述

が
全
く
な
い
以
上
、
こ
れ
が
、
相
当
こ
ち
ら
か
ら
迎
え
に
い
っ
た
解
釈
で
あ
る

こ
と
は
否
め
な
い
。
第
一
も
し
仮
に
、
こ
の
母
が
現
報
霊
異
を
目
の
当
り
に
し
、

仏
聖
に
目
覚
め
て
勇
躍
家
族
と
郷
里
を
振
り
捨
て
上
京
し
、
自
覚
的
に
乞
食
を

行
と
し
て
選
択
修
行
と
し
た
一
な
ど
と
い
う
の
な
ら
ば
、
こ
れ
は
ま
さ
に
く
女

性
発
心
謹
〉
と
し
て
、
も
っ
と
意
を
尽
し
た
詳
述
が
行
な
わ
れ
て
然
る
べ
き
だ
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ろ
う
。
そ
れ
が
全
く
な
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
い
か
に
も
取
っ
て
付
け
た
よ
う
な

簡
単
な
一
文
で
済
ま
さ
れ
て
い
る
あ
た
り
に
、
芝
波
田
氏
の
論
の
正
統
性
に
学

ん
だ
後
に
お
い
て
な
お
、
こ
の
記
述
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
、
ど
う
し

て
も
納
得
の
い
か
な
い
思
い
が
残
る
。

　
少
な
く
と
も
本
書
が
、
母
が
何
故
乞
食
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
に

つ
い
て
、
舌
足
ら
ず
な
記
述
に
終
始
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
し
よ
う
も
な
い
だ

ろ
う
。
こ
れ
は
、
『
発
心
集
』
本
文
の
説
明
不
足
に
由
来
す
る
欠
陥
で
あ
り
、

編
者
の
文
章
能
力
が
責
め
を
負
う
べ
き
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
恐
ら
く
は
、
そ

う
で
は
な
い
。
答
え
は
、
意
外
に
簡
単
な
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
す

な
わ
ち
先
の
傍
線
部
の
記
述
を
、
単
に
「
説
話
の
真
実
性
を
強
調
す
る
た
め
に

付
け
加
え
ら
れ
た
」
と
片
付
け
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
本
話
の
出
自
・
淵
源

を
示
す
痕
跡
と
し
て
見
直
し
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
。
先
行
す
る
同
話
・
類
話

の
知
ら
れ
て
い
な
い
〈
独
自
説
話
〉
を
対
象
と
す
る
以
上
、
憶
測
の
域
を
出
な

い
こ
と
を
承
知
の
上
で
言
う
と
、
本
話
は
、
ま
さ
に
「
乞
食
し
歩
」
く
女
性
が

実
際
に
語
っ
た
も
の
で
あ
り
、
話
中
に
特
記
さ
れ
る
「
ふ
る
き
人
」
と
は
、
そ

の
物
語
を
直
接
耳
に
す
る
機
会
を
持
ち
、
語
り
手
の
女
性
に
関
す
る
情
報
と
と

も
に
、
編
者
に
伝
え
た
人
物
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二

こ
の
よ
う
な
推
論
を
立
て
る
手
掛
か
り
は
、
実
は
『
発
心
集
』
内
部
に
求
め

ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
後
人
増
補
説
も
根
強
い
巻
第
八
に
含
ま
れ
る
も
の
で
は
あ

る
が
、
第
九
七
話
「
四
条
宮
半
者
呪
二
面
人
㎜
為
二
乞
食
一
事
」
の
存
在
で
あ
る
。

そ
の
梗
概
は
、
以
下
の
通
り
。

　
　
四
条
の
宮
に
仕
え
る
「
み
な
そ
こ
」
と
い
う
名
の
は
し
た
者
が
い
た
。
愛

　
　
人
の
男
が
受
領
と
な
っ
て
任
国
に
下
る
際
、
同
行
す
る
こ
と
を
誘
っ
た
の

　
　
で
、
そ
の
旨
を
告
げ
て
宮
に
暇
を
申
し
出
た
。
人
々
は
女
の
幸
運
を
祝
福

　
　
し
、
饅
別
な
ど
も
与
え
た
。
と
こ
ろ
が
土
壇
場
で
、
男
の
正
妻
が
む
ず
か

　
　
っ
て
強
行
に
同
行
を
主
張
し
た
の
で
、
男
は
何
の
連
絡
も
せ
ず
に
出
立
し
、

　
　
女
は
置
き
去
り
と
な
る
。
後
に
事
情
を
知
っ
た
女
は
、
貴
船
へ
百
夜
参
り

　
　
を
し
て
呪
幽
し
、
甲
斐
あ
っ
て
正
妻
は
任
地
で
た
ち
ま
ち
に
変
死
を
遂
げ

　
　
る
。
と
こ
ろ
が
、
呪
誼
の
際
、
自
ら
は
無
間
地
獄
に
堕
ち
て
も
良
い
と
祈

　
　
署
し
た
た
め
か
、
こ
の
女
自
身
も
零
落
を
続
け
て
乞
食
の
境
涯
と
な
り
、

　
　
さ
ら
に
は
堕
地
獄
を
暗
示
す
る
悪
夢
に
悩
ま
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い

　
　
・
つ
。

　
こ
の
説
話
も
ま
た
、
愛
憎
の
怖
ろ
し
さ
を
描
く
と
と
も
に
、
人
間
の
内
面
に

潜
む
暗
黒
面
を
凝
視
し
て
間
然
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
と
り
わ
け
説
話
末
尾
が
、

「
さ
し
も
申
し
て
し
こ
と
な
れ
ば
、
更
に
恨
む
る
に
あ
ら
ず
な
ん
侍
る
。
か
く

い
た
く
老
い
迫
り
て
後
こ
そ
、
な
に
し
に
罪
深
く
、
さ
る
悪
心
を
発
し
て
、
二

世
不
得
の
身
に
な
り
ぬ
ら
ん
と
思
ひ
返
し
侍
れ
ど
、
か
ひ
も
な
し
」
と
い
う
女

の
告
白
で
結
ば
れ
て
い
る
点
に
は
、
一
種
異
様
な
ま
で
の
イ
ン
パ
ク
ト
が
感
じ
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ら
れ
る
。
一
時
的
な
激
情
に
か
ら
れ
、
他
者
を
憎
悪
す
る
あ
ま
り
に
、
中
世
人

が
も
っ
と
も
怖
れ
た
は
ず
の
堕
地
獄
の
報
を
も
省
み
な
い
と
い
う
、
あ
る
意
味

で
き
わ
め
て
主
体
的
で
意
志
的
な
女
性
像
が
、
こ
こ
に
は
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

し
か
も
彼
女
は
、
死
の
迫
り
来
る
老
年
に
お
い
て
な
お
、
そ
の
若
気
の
過
ち
が

犯
さ
せ
た
悪
を
、
嵯
嘆
と
と
も
に
で
は
あ
っ
て
も
自
ら
に
引
き
受
け
、
自
覚
的

に
悪
道
へ
赴
こ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
付
言
す
る
と
、
法
話
に
前
接
す
る
第
九
六
話
「
老
尼
死
後
為
二
橘
虫
｝
事
」
も

ま
た
、
相
似
の
女
性
像
を
と
ら
え
得
て
い
る
。
こ
ち
ら
の
説
話
は
、
重
病
の
床

に
沈
み
湯
水
も
喉
を
通
ら
な
い
尼
が
、
隣
家
の
橘
の
実
を
所
望
す
る
が
、
所
有

者
の
僧
の
樫
食
な
拒
絶
に
あ
う
や
、
次
の
よ
う
に
誓
言
し
て
没
し
、
そ
の
通
り

に
橘
の
害
虫
に
転
生
し
た
と
い
う
く
悪
報
潭
〉
で
あ
る
。

　
　
「
い
と
安
か
ら
ず
、
心
憂
き
こ
と
か
な
。
卜
す
で
に
責
め
て
、
命
、
今
日

　
　
明
日
に
あ
り
。
た
と
ひ
よ
く
食
ふ
と
も
、
二
つ
三
つ
に
や
過
ぐ
べ
き
。
そ

　
　
れ
程
の
も
の
を
惜
し
み
て
、
我
が
願
ひ
を
叶
は
せ
ぬ
は
、
口
惜
し
き
業
な

　
　
り
。
我
、
極
楽
に
生
ま
れ
ん
こ
と
を
願
ひ
つ
れ
ど
、
今
に
至
り
て
は
、
か

　
　
の
橘
を
食
み
尽
す
虫
と
な
ら
ん
」
と
、
「
そ
の
憤
り
を
遂
げ
ず
は
、
浄
土

　
　
に
生
ま
る
・
．
こ
と
を
得
じ
」
と
言
ひ
て
死
し
ぬ
。

　
こ
の
、
確
信
犯
的
な
悪
念
の
表
白
は
、
そ
こ
に
い
か
な
る
逡
巡
も
嘆
息
も
混

じ
ら
な
い
だ
け
、
余
計
に
強
烈
な
印
象
を
残
す
。
こ
の
よ
う
な
女
性
像
が
リ
ア

ル
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
た
と
え
そ
れ
が
、
女
性
の
属
性
を
罪

深
い
も
の
と
す
る
通
念
と
表
裏
一
体
の
〈
差
別
的
〉
発
想
に
基
づ
く
も
の
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
刮
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
こ
れ
を
、
例
え
ば
第
四
三
話
に
登
場
す
る
、
大
納
言
の
妻
の
描
か
れ
方
と
比

べ
て
み
る
と
良
い
。
そ
こ
で
は
、
夫
の
勝
手
な
安
請
合
い
に
よ
っ
て
玄
賓
と
の

逢
瀬
を
強
要
さ
れ
、
「
い
と
あ
さ
ま
し
く
心
憂
け
れ
ど
、
か
く
懇
に
覚
し
計
ら

ふ
こ
と
な
れ
ば
、
い
か
が
は
い
な
び
給
へ
ん
」
と
、
自
己
の
運
命
へ
の
意
志
決

定
を
｝
任
す
る
女
性
が
描
か
れ
る
。
こ
の
大
納
言
の
妻
の
、
ま
っ
た
く
主
体
性

の
付
与
さ
れ
な
い
、
腋
甲
斐
な
い
夫
唱
婦
随
ぶ
り
に
比
べ
れ
ば
、
ど
ち
ら
が
↓

個
の
人
間
と
し
て
の
意
志
あ
る
女
性
像
を
描
き
得
て
い
る
か
は
、
論
を
ま
た
な

い
だ
ろ
う
。
た
だ
、
巻
第
八
に
並
ぶ
こ
の
二
説
話
は
、
後
人
の
増
補
採
録
話
で

あ
る
可
能
性
を
残
し
て
い
る
。
だ
が
、
た
と
え
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
両
話

の
如
き
「
罪
深
き
」
さ
れ
ど
主
体
的
な
女
性
を
描
く
説
話
の
存
在
が
、
現
『
発

心
集
』
（
1
一
流
布
本
）
の
魅
力
の
一
端
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
は
、
今
一
度
確

認
し
て
お
き
た
い
気
が
す
る
。

　
さ
て
、
話
を
第
九
七
話
の
分
析
に
戻
す
と
、
そ
の
冒
頭
部
は
「
中
ご
ろ
、
年

高
き
尼
の
、
さ
す
が
に
人
に
知
ら
れ
て
乞
食
し
歩
く
あ
り
。
我
が
身
の
あ
り
さ
ま
、

自
ら
語
り
け
る
は
、
も
と
は
四
条
の
宮
の
半
者
、
み
な
そ
こ
と
な
ん
…
」
と
始

ま
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
「
も
と
は
四
条
の
…
」
以
下
、
本
話
は
終
始
こ

の
乞
食
尼
の
告
白
の
〈
引
用
〉
と
い
う
体
裁
を
と
る
。
末
尾
は
鄭
声
の
「
…
思

ひ
返
し
侍
れ
ど
、
か
ひ
も
な
し
」
と
の
心
情
吐
露
で
終
わ
り
、
そ
れ
を
編
者
は
7
：
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と
そ
言
ひ
け
る
。
」
と
承
け
て
話
を
結
ぶ
だ
け
で
、
話
末
評
論
の
類
は
一
切
施

さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
こ
の
説
話
も
ま
た
同
年
・
類
話
未
詳
の
〈
独
自
説
話
〉

で
あ
り
、
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
以
上
の
情
報
を
、
他
か
ら
得
る
こ
と
は
で
き

な
い
。

　
そ
こ
で
、
右
の
叙
述
に
注
目
す
る
と
、
零
話
の
老
尼
は
乞
食
を
し
て
歩
く
人

物
で
あ
り
、
自
ら
の
身
の
上
を
物
語
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
も

と
よ
り
短
文
ゆ
え
、
委
細
を
尽
く
し
た
表
現
で
は
な
い
が
、
「
我
が
身
の
あ
り

さ
ま
」
と
は
、
乞
食
と
成
り
果
て
た
今
の
姿
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
〈
語

る
〉
と
い
う
こ
と
は
、
取
り
も
直
さ
ず
、
何
故
こ
の
よ
う
な
身
の
上
と
な
っ
た

の
か
、
そ
の
因
果
応
報
（
目
悪
因
悪
果
）
の
物
語
を
説
き
示
す
こ
と
に
他
な
ら

な
い
。
恐
ら
く
こ
の
老
尼
は
、
人
々
に
物
を
乞
い
な
が
ら
、
そ
ん
な
物
語
を
語

り
歩
く
こ
と
で
、
次
第
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。
「
さ

す
が
に
人
に
知
ら
れ
て
乞
食
し
歩
く
」
と
は
、
そ
の
間
の
事
情
を
や
や
荒
っ
ぽ

い
表
現
で
、
原
因
と
結
果
の
関
係
を
逆
方
向
か
ら
説
明
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
こ
に
、
説
話
の
行
文
を
通
し
て
で
は
あ
る
が
、
若
い
頃
の
罪
深
く
も
哀
れ

な
物
語
を
語
り
歩
き
、
耳
を
傾
け
る
人
々
か
ら
何
が
し
か
の
喜
捨
を
仰
ぐ
女
性

の
姿
が
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
。
こ
れ
は
意
外
に
、
事
実
を
伝
え
て
い
る
の
で
は

な
い
か
。
な
ぜ
な
ら
、
自
ら
を
主
人
公
に
擬
す
〈
俄
悔
物
語
〉
を
持
ち
歩
き
、
人
々

に
信
仰
を
勧
進
し
つ
つ
、
反
対
給
付
の
金
品
を
得
て
生
計
の
資
と
す
る
一
そ

ん
な
下
級
女
性
宗
教
家
が
、
か
つ
て
広
く
存
在
し
て
い
た
ら
し
い
と
い
う
こ
と
は
、

民
俗
学
の
成
果
に
学
べ
ば
決
し
て
耳
新
し
い
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
全
国
に
分
布
す
る
お
お
よ
そ
史
実
と
か
け
離
れ
た
小
野
小
町
や
和

泉
式
部
の
伝
説
が
、
「
霊
験
を
歌
に
し
、
皇
位
を
勧
め
る
女
性
を
想
定
せ
ね
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
3
＞

解
し
得
ら
れ
ぬ
も
の
」
（
筑
土
鈴
寛
）
で
あ
る
こ
と
は
、
柳
田
国
男
の
所
説
以

来
す
で
に
共
通
理
解
に
達
し
た
通
説
と
見
て
良
い
。
そ
し
て
「
と
に
か
く
儀
悔
は
、

女
性
宗
教
家
の
｝
つ
の
職
掌
で
あ
っ
た
」
（
同
）
と
い
う
言
説
や
、
「
老
い
た

る
乞
噸
人
」
の
「
俄
悔
告
白
の
形
式
」
が
、
中
世
文
芸
の
基
層
の
一
端
を
担
っ

た
と
い
う
指
摘
な
ど
は
、
謡
曲
の
諸
作
や
『
七
人
比
丘
尼
』
な
ど
中
世
小
説
の
〈
俄

悔
物
〉
等
に
照
合
す
る
と
、
従
う
べ
き
見
解
と
し
て
首
肯
さ
れ
よ
う
。
第
九
七

話
は
、
そ
ん
な
乞
食
に
も
紛
う
女
性
宗
教
家
の
〈
語
り
〉
が
、
あ
ま
り
手
の
加

わ
ら
な
い
形
で
記
録
さ
れ
た
、
比
較
的
は
や
い
時
期
の
文
献
資
料
の
一
つ
と
見

る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
も
と
よ
り
、
下
層
宗
教
家
の
口
頭
伝
承
に
関
わ
る
事
象
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
〈
俄

悔
物
語
〉
の
実
態
を
委
細
に
伝
え
る
資
料
は
乏
し
い
。
だ
が
、
　
「
俄
悔
の
仕
方
が
、

自
分
の
行
な
っ
た
罪
業
が
ま
の
あ
た
り
現
世
に
報
い
ら
れ
る
と
説
く
」
も
の
で

あ
っ
た
と
か
、
「
こ
れ
が
効
果
あ
ら
し
め
る
た
め
に
は
誇
張
が
ど
う
し
て
も
後

　
　
　
　
　
　
　
（
註
4
）

世
に
は
行
な
わ
れ
」
（
塚
崎
進
）
た
な
ど
と
い
う
指
摘
に
は
、
や
は
り
信
を
寄

せ
て
良
い
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
誇
張
の
行
き
着
く
先
に
、
例
え
ば
「
親
の
因
果
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
5
）

子
に
報
い
…
」
式
の
蛇
毒
や
熊
娘
と
い
っ
た
、
近
世
の
猟
奇
的
な
見
世
物
興
業

が
あ
る
こ
と
も
見
易
い
筋
道
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
自
ら
の
肉
体
的
な
欠
損
や
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崎
形
を
進
ん
で
人
目
に
晒
し
、
そ
れ
を
悪
報
の
も
た
ら
し
た
一
種
の
赦
歌
笛
沼

と
す
る
こ
と
で
生
計
を
立
て
る
人
々
が
、
確
か
に
存
在
し
て
い
た
。

　
考
察
を
『
発
心
集
』
に
戻
そ
う
。
近
世
に
お
け
る
蛇
女
や
蛇
小
僧
の
見
世
物

の
存
在
は
、
時
代
を
超
え
て
第
五
〇
話
へ
と
連
想
を
導
く
。
そ
こ
に
語
ら
れ
て

い
る
、
蛇
と
化
し
た
指
が
舌
を
ひ
ら
め
か
せ
た
一
な
ど
と
い
う
お
ど
ろ
お
ど

う
し
い
現
報
の
描
写
は
、
ま
さ
に
〈
皆
紅
物
語
〉
特
有
の
「
誇
張
」
の
古
い
実

例
の
一
つ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
想
像
を
逞
し
く
す

る
と
、
常
人
と
は
異
な
る
特
異
な
指
を
持
つ
女
性
が
、
そ
の
形
状
を
示
し
つ
つ
「
こ

れ
こ
そ
一
度
は
蛇
と
化
し
た
指
の
名
残
り
…
」
な
ど
と
語
る
よ
う
な
こ
と
も
、

或
い
は
あ
り
得
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
想
像
が
、
恣
意
的
で
証
明
不
充
分
な
（
…
と
い
う

よ
り
不
可
能
な
）
推
論
の
域
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
承
知
の
上
で
あ
る
。
ま
た
、

後
補
の
可
能
性
の
残
る
巻
第
八
の
第
九
七
話
を
、
巻
第
五
の
第
五
〇
話
と
等
し

な
み
に
扱
っ
て
良
い
の
か
一
と
の
疑
念
を
抱
く
む
き
も
あ
る
に
違
い
な
い
。

だ
が
、
下
級
女
性
宗
教
家
の
〈
俄
悔
物
語
〉
と
い
っ
た
口
頭
伝
承
が
、
『
発
心
集
』

に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
仮
説
を
立
て
る
こ
と
は
、
決
し
て
無

意
味
と
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
最
低
限
、
そ
の
可
能
性
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
悪
報
得
脱
後
に
「
母
」
が
乞
食
し
て
歩
い
た
と
い
う
不
自
然
な
話
の
展

開
に
つ
い
て
、
得
心
の
い
く
説
明
を
す
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
以
下
、

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
第
五
〇
話
に
つ
い
て
、
直
し
ば
ら
く
検
討
を
加
え
て
み

た
い
。

三

　
そ
も
そ
も
第
五
〇
話
は
、
「
ふ
る
き
人
」
が
「
ま
さ
し
く
明
し
…
」
と
語
っ

た
も
の
だ
と
い
う
。
こ
の
「
ふ
る
き
人
」
が
、
か
つ
て
簗
瀬
一
雄
氏
が
思
い
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
6
）

つ
た
推
定
を
さ
れ
た
よ
う
に
、
果
た
し
て
「
長
明
在
俗
時
の
妻
」
か
否
か
は
措

く
と
し
て
も
、
編
者
の
直
接
の
知
人
で
あ
っ
た
と
見
て
大
き
く
誤
る
ま
い
。
そ

れ
で
は
、
こ
の
人
物
が
「
ま
さ
し
く
見
」
た
と
い
う
内
容
は
、
小
話
の
ど
こ
か

ら
ど
こ
ま
で
か
。
そ
れ
を
も
っ
と
も
広
く
と
る
な
ら
ば
、
母
娘
と
夫
の
三
人
を

め
ぐ
る
ド
ラ
マ
↓
切
を
、
こ
の
家
族
の
近
辺
で
具
さ
に
実
見
し
た
と
い
う
こ
と

に
も
な
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
恐
ら
く
は
そ
う
で
は
な
い
。
も
と
よ
り
当
時
の
文

章
ゆ
え
、
直
接
話
法
と
間
接
話
法
の
載
然
た
る
書
き
分
け
は
な
く
、
解
釈
が
揺

れ
る
の
は
当
然
と
も
言
え
る
が
、
再
度
確
認
す
る
と
説
話
末
尾
に
は
次
の
よ
う

に
あ
っ
た
。

　
　
後
に
は
、
母
は
京
に
乞
食
し
歩
き
け
る
と
か
や
。
「
ま
さ
し
く
曝
し
」
と
て
、

　
　
ふ
る
き
人
の
語
り
し
か
ば
、
近
き
世
の
こ
と
に
こ
そ
。

　
こ
れ
を
も
っ
と
も
限
定
し
て
解
す
る
と
、
「
ふ
る
き
人
」
は
、
「
母
」
が
京

中
に
乞
食
し
て
歩
い
て
い
る
と
こ
ろ
を
「
ま
さ
し
く
見
」
た
だ
け
一
と
い
う

こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
本
話
が
伝
え
る
蛇
身
現
報
の
出
来
事
を
、

「
ふ
る
き
人
」
は
ど
う
や
っ
て
知
り
得
た
の
か
。
言
う
ま
で
も
な
く
そ
れ
は
、
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こ
の
「
母
」
が
物
語
る
〈
俄
悔
物
語
〉
を
聞
き
取
っ
た
の
で
あ
る
。

　
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
本
話
の
舞
台
は
京
都
で
は
な
い
。
他
方
「
ふ
る
き
人
」

が
ど
こ
に
居
住
し
た
人
物
か
は
知
る
術
と
て
な
い
が
、
編
者
の
旧
知
の
人
物
と

い
う
こ
と
か
ら
判
断
し
て
、
恐
ら
く
紅
中
で
こ
の
〈
繊
古
物
語
〉
に
接
し
た
の

だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
悪
報
謬
の
一
部
始
終
を
現
地
で
「
ま
さ
し
く
」
見
て
、

そ
の
見
聞
を
編
者
に
伝
え
た
と
い
う
可
能
性
も
ゼ
ロ
で
は
な
い
。
し
か
し
、
も

し
そ
れ
な
ら
、
冒
頭
部
は
「
い
つ
れ
の
国
と
か
、
確
か
に
聞
き
侍
り
し
か
ど
、

忘
れ
に
け
り
」
な
ど
と
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
か
く
も
際
や
か
な

現
報
霊
異
を
見
聞
し
た
国
の
名
を
、
実
際
に
彼
の
地
に
い
た
人
物
が
記
憶
か
ら

脱
落
さ
せ
る
こ
と
な
ど
、
到
底
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
は
や
は
り
、

本
来
物
語
中
に
明
示
さ
れ
て
い
た
国
名
を
、
「
ふ
る
き
人
」
が
失
念
し
て
し
ま

っ
た
と
い
う
事
情
を
想
定
す
べ
き
だ
ろ
う
。
或
い
は
、
「
ふ
る
き
人
」
は
国
名

も
含
め
て
話
を
伝
え
た
の
に
、
編
者
が
『
発
心
集
』
に
記
録
す
る
際
、
そ
れ
を

忘
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
可
能
性
も
残
る
が
、
本
文
か
ら
は
ど
ち
ら
と
も
決
め

難
い
。

　
た
だ
、
そ
の
い
ず
れ
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
こ
の
種
の
〈
物
語
〉
に
よ
っ
て
聴

き
手
の
関
心
を
繋
ぎ
と
め
、
共
感
を
得
て
金
品
の
喜
捨
に
あ
ず
か
ろ
う
と
す
る

な
ら
ば
、
話
に
迫
真
性
は
不
可
欠
と
な
る
。
よ
っ
て
、
恐
ら
く
本
来
は
「
我
は

も
と
□
□
の
国
の
者
な
り
…
」
な
ど
と
、
具
体
的
に
国
名
が
語
ら
れ
て
い
た
と

見
て
誤
る
ま
い
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
を
額
面
通
り
に
受
け
取
る
必
要
は
な
い
。

事
態
は
恐
ら
く
『
閑
居
友
』
下
巻
第
三
話
「
恨
み
深
き
女
、
生
き
な
が
ら
鬼
に

な
る
事
」
な
ど
と
も
共
通
し
よ
う
が
、
指
が
さ
な
が
ら
蛇
と
化
す
な
ど
と
い
っ
た
、

や
や
も
す
る
と
荒
唐
無
稽
な
印
象
を
与
え
か
ね
な
い
怪
異
な
伝
承
は
、
都
を
離

れ
た
遠
い
地
の
出
来
事
と
し
て
語
ら
れ
る
必
然
性
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ

　
事
は
自
ず
か
ら
、
都
人
た
ち
の
世
界
認
識
に
関
わ
る
。
「
外
国
の
世
界
」
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
す

都
の
「
貴
族
階
級
に
と
っ
て
、
お
ぞ
ま
し
い
下
衆
の
世
界
で
あ
っ
た
」
反
面
、
「
驚

く
べ
き
も
の
の
潜
む
世
界
」
と
し
て
「
驚
き
の
対
象
、
な
い
し
は
、
彼
ら
の
憧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
7
｝

憬
の
ま
な
ざ
し
の
向
か
う
先
」
（
益
田
勝
実
）
で
あ
っ
た
一
と
い
う
指
摘
は
、

秘
話
に
つ
い
て
も
思
い
起
こ
さ
れ
て
然
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
し
て
当
然
な
が
ら
、

こ
の
よ
う
な
事
情
は
、
生
活
を
か
け
て
巷
間
を
唱
導
し
て
廻
る
〈
語
り
の
プ
ロ
〉

に
と
っ
て
、
充
分
に
推
測
・
計
量
で
き
る
範
囲
内
に
あ
っ
た
は
ず
だ
。
華
車
の

舞
台
が
地
方
に
設
定
さ
れ
て
い
る
の
も
、
聴
き
手
に
想
定
さ
れ
る
都
人
士
の
反

応
を
計
算
に
入
れ
た
上
で
の
、
意
識
的
操
作
の
結
果
と
見
た
方
が
案
外
正
解
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
、
本
県
を
素
朴
に
地
方
起
源
の
説
話
で
あ
る

と
見
倣
し
た
り
、
在
地
伝
承
を
核
に
持
つ
話
柄
で
あ
る
な
ど
と
論
断
す
る
こ
と

に
は
、
充
分
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

　
し
か
し
、
た
と
え
そ
れ
が
装
わ
れ
た
事
実
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
〈
繊
悔
物
語
〉

が
語
ら
れ
る
現
場
（
1
1
都
）
に
お
い
て
「
母
」
は
、
「
い
つ
れ
の
国
」
か
ら
か

物
語
を
運
び
込
ん
だ
伝
承
者
と
な
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
そ
の
一
方
で
、

自
ら
が
語
る
俄
艶
物
語
を
通
し
て
、
「
母
」
は
早
旦
諏
の
当
事
者
（
1
1
主
人
公
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の
後
身
）
と
し
て
〈
語
り
の
場
〉
に
臨
席
す
る
こ
と
と
も
な
る
。
こ
こ
に
、
〈
現

在
－
京
〉
と
い
う
現
場
に
お
け
る
語
り
手
と
、
〈
過
去
－
地
方
〉
の
時
空
に
属

す
る
物
語
の
主
人
公
と
が
重
な
り
合
う
、
一
種
の
二
重
構
造
を
見
る
こ
と
は
容

易
い
。
も
と
よ
り
両
者
の
関
係
は
、
本
質
的
に
〈
現
在
－
京
〉
に
お
け
る
〈
語
り
〉

が
先
行
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
な
し
に
く
過
去
－
地
方
〉
の
時
空
が
現
出
し

得
な
い
こ
と
は
自
明
の
理
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
有
り
体
に
言
え
ば
、
人
間
の
指

が
蛇
に
化
す
な
ど
と
い
う
、
現
実
に
は
起
こ
り
得
な
い
超
自
然
的
霊
異
は
、
〈
語

り
〉
を
通
し
て
の
み
具
現
化
す
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
こ
の
〈
語
り
の
場
〉
に
接
し
た
「
ふ
る
き
人
」
や
、
そ
の
物
語
を
伝

え
聞
い
た
『
発
心
集
』
編
者
が
、
「
母
」
の
く
語
り
〉
の
虚
構
性
や
非
現
実
性
を
、

冷
静
に
見
透
か
し
て
い
た
な
ど
と
考
え
る
に
は
及
ぶ
ま
い
。
や
は
り
「
ふ
る
き
人
」

は
、
自
ら
が
聴
き
取
っ
た
俄
悔
物
語
を
、
末
世
に
は
稀
な
際
や
か
な
霊
異
を
伝

え
る
、
一
種
の
事
実
潭
と
捉
え
た
の
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
を
く
語
り

の
場
V
に
立
会
わ
な
か
っ
た
第
三
者
（
“
『
発
心
集
』
編
者
）
に
も
語
り
伝
え

よ
う
と
し
た
の
に
違
い
な
い
。
た
だ
、
そ
の
場
合
、
〈
過
去
－
地
方
〉
の
時
空

に
属
す
る
物
語
内
容
と
、
〈
現
在
⊥
泉
〉
の
現
場
に
お
け
る
語
り
手
の
姿
と
を
、

ど
ん
な
順
序
で
ど
の
よ
う
な
方
向
性
に
お
い
て
語
る
か
は
、
ひ
と
え
に
「
ふ
る

き
人
」
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
そ
れ
を
聞
い
た
『
発
心
集
』

編
者
が
、
説
話
の
行
文
を
ど
の
よ
う
に
整
理
し
て
記
す
か
に
つ
い
て
も
、
事
態

は
大
き
く
変
わ
る
ま
い
。

　
も
し
、
そ
れ
を
自
己
の
体
験
（
“
見
聞
）
の
時
間
軸
に
沿
っ
て
整
理
す
る
な
ら
、

第
九
七
話
と
同
じ
よ
う
に
、
最
初
に
乞
食
し
て
歩
く
語
り
手
を
登
場
さ
せ
、
し

か
る
後
に
「
我
が
身
の
あ
り
さ
ま
、
自
ら
語
り
け
る
は
…
」
な
ど
と
し
て
、
幟

悔
物
語
を
そ
の
ま
ま
〈
引
用
〉
す
れ
ば
良
い
。
こ
れ
は
こ
れ
で
、
説
話
の
出
自

と
〈
語
り
の
場
〉
の
様
相
を
明
晰
に
伝
え
る
、
す
っ
き
り
し
た
叙
述
に
な
る
だ

ろ
う
。
だ
が
『
発
心
集
』
本
文
の
現
状
は
、
儀
悔
物
語
の
示
す
〈
過
去
－
地
方
〉

の
時
空
の
物
語
を
先
に
し
、
〈
現
在
－
京
〉
に
関
わ
る
情
報
は
、
か
な
り
切
り

詰
め
た
形
で
後
置
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
主
人
公
H
「
母
」
の
時
間
軸
に
沿

っ
て
整
理
す
る
な
ら
、
〈
過
去
－
地
方
〉
の
時
空
の
出
来
事
の
後
に
、
〈
現
在

－
京
〉
に
お
け
る
乞
食
の
姿
が
あ
る
の
は
間
違
い
な
い
。
よ
っ
て
、
俄
悔
物
語

の
後
に
「
後
に
は
、
母
は
京
に
乞
食
し
歩
き
け
る
…
」
と
の
一
文
を
付
加
し
、

語
り
手
の
現
在
の
姿
を
、
物
語
の
後
日
課
で
あ
る
か
の
よ
う
な
体
裁
で
説
明
し

て
も
、
必
ず
し
も
不
当
な
事
実
歪
曲
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
叙
述
の
順
序
．
体
裁
は
、
果
た
し
て
「
ふ
る
き
人
」
が
『
発
心
集
』

編
者
に
語
り
伝
え
た
形
を
そ
の
ま
ま
継
承
す
る
も
の
な
の
か
、
或
い
は
、
編
者

の
説
話
採
録
時
に
お
け
る
行
文
整
理
の
結
果
な
の
か
は
、
不
明
と
言
う
他
な
い
。

だ
が
、
そ
の
い
ず
れ
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
〈
過
去
－
地
方
V
の
悪
報
諌
と
〈
現

在
一
京
〉
の
状
況
と
が
、
原
因
と
結
果
の
関
係
で
明
快
に
結
び
付
い
て
い
な
い

こ
と
は
、
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
が
第
九
七
話
の
場
合
だ
と
、
嫉
妬

相
手
の
正
妻
を
呪
殺
し
た
と
い
う
く
悪
因
〉
が
、
老
残
・
孤
独
な
乞
食
の
境
涯
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と
い
う
〈
悪
果
〉
へ
と
う
ま
く
対
応
し
、
緊
密
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
た
。
そ

れ
に
対
し
本
属
の
場
合
は
、
関
係
者
全
員
の
出
家
と
遣
直
・
修
行
に
よ
り
指
の

蛇
が
元
通
り
に
な
っ
た
と
い
う
、
一
応
の
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
が
話
中
に
織
り
込

ま
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
「
母
」
が
乞
食
（
…
に
紛
う
下
級
宗
教
家
）
の
境

涯
に
あ
る
と
い
う
現
状
を
、
悪
因
悪
果
の
関
係
で
説
明
す
る
こ
と
は
、
ど
う
し

て
も
無
理
筋
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

　
そ
こ
を
敢
え
て
整
合
化
し
、
原
因
と
結
果
の
緊
密
に
対
応
し
た
関
係
を
は
か

る
な
ら
ば
、
そ
れ
こ
そ
江
戸
の
見
世
物
小
屋
の
蛇
小
僧
で
は
な
い
が
、
鱗
か
蛇

皮
を
連
想
さ
せ
る
外
観
を
呈
し
た
指
を
示
し
な
が
ら
「
こ
れ
こ
の
指
が
完
全
に

人
並
に
戻
る
ま
で
、
私
は
俄
悔
と
腰
骨
の
た
め
の
乞
食
行
を
続
け
ね
ば
な
ら
な

い
の
で
す
…
」
な
ど
と
語
れ
れ
ば
、
一
番
良
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
う

都
合
良
く
特
異
な
形
状
の
指
が
、
語
り
手
の
女
性
宗
教
家
に
備
わ
る
は
ず
も
な
い
。

だ
と
す
る
と
、
健
常
な
指
を
持
つ
語
り
手
が
、
主
人
公
の
後
身
を
自
称
し
つ
つ
、

こ
の
現
縄
墨
を
〈
繊
悔
物
語
〉
と
し
て
語
る
に
は
、
指
の
蛇
が
元
通
り
に
な
っ

た
と
い
う
一
段
が
、
是
非
と
も
話
中
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

そ
の
結
果
が
、
俄
悔
と
修
行
に
よ
っ
て
悪
報
を
脱
し
た
は
ず
の
人
物
が
、
再
度

乞
食
の
報
い
を
甘
受
す
る
と
い
う
不
自
然
な
話
の
運
び
と
な
っ
た
こ
と
は
、
言

わ
ば
已
む
を
得
な
い
仕
儀
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
、
本
話
に
お
い
て
物
語
内
容

と
語
り
手
の
現
在
と
が
、
第
九
七
話
の
よ
う
に
ス
ム
ー
ズ
に
繋
が
ら
な
か
っ
た

の
は
、
蛇
身
誤
報
と
い
う
お
ど
ろ
お
ど
う
し
い
話
柄
そ
の
も
の
に
由
来
す
る
面

が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
齪
酷
は
、
官
話
が
〈
口
頭
伝
承
〉
の
世
界
に
と
ど
ま
る

限
り
、
顕
在
化
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
実
際
〈
俄
悔
物
語
〉
の
現
場

に
お
い
て
、
語
り
手
と
話
中
の
主
人
公
と
の
間
の
矛
盾
や
ズ
レ
を
あ
げ
つ
ら
う

よ
う
な
、
冷
や
や
か
な
聴
き
手
の
存
す
る
気
遣
い
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
そ
の

こ
と
は
、
自
ら
を
小
野
小
町
や
和
泉
式
部
に
擬
す
〈
語
り
〉
す
ら
あ
っ
た
た
こ

と
を
想
起
す
れ
ば
、
充
分
に
了
解
さ
れ
る
。
目
の
前
に
立
つ
語
り
手
が
、
王
朝

才
女
そ
の
入
で
な
い
こ
と
が
明
白
な
状
況
下
に
お
い
て
も
、
こ
の
種
の
〈
語
り
〉

は
頻
り
に
行
な
わ
れ
、
各
地
に
小
町
や
式
部
の
墓
と
称
す
る
年
算
を
残
す
こ
と

と
も
な
っ
た
と
い
う
。
ま
し
て
本
節
は
、
地
方
在
住
の
無
名
女
性
を
め
ぐ
る
悪

報
諌
で
あ
る
。
そ
の
当
事
者
を
自
称
す
る
人
物
の
、
一
人
称
形
式
の
〈
俄
悔
物
語
〉

が
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
ら
れ
、
事
実
を
伝
え
る
も
の
と
信
じ
ら
れ
る
〈
場
〉
が

あ
っ
た
こ
と
を
、
敢
え
て
疑
う
理
由
は
な
い
。

　
「
ふ
る
き
人
」
は
、
そ
ん
な
〈
語
り
の
場
〉
に
立
会
っ
た
。
そ
の
〈
場
〉
を

招
ぎ
寄
せ
た
〈
語
り
手
〉
は
、
身
も
蓋
も
な
い
言
い
方
を
す
れ
ば
、
骸
悔
物
語

を
ネ
タ
に
金
品
を
乞
う
下
層
芸
能
者
に
過
ぎ
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
、

語
ら
れ
る
悪
報
の
際
や
か
さ
に
漂
然
と
し
な
が
ら
も
、
物
語
世
界
に
惹
き
込
ま

れ
る
ひ
と
と
き
を
持
っ
た
聴
き
手
達
は
、
語
り
手
と
主
人
公
と
が
渾
然
↓
体
化

す
る
状
況
を
、
確
か
に
経
験
し
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
現
象
面
か
ら
説
明
す

れ
ば
、
俄
長
物
語
は
か
く
聞
く
べ
き
も
の
と
い
う
、
暗
黙
の
了
解
が
存
し
て
い



70

た
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。
反
対
に
、
〈
語
り
〉
と
い
う
行
為
そ
の
も

の
が
、
聴
き
手
の
意
識
を
日
常
の
因
果
律
か
ら
一
時
解
き
放
ち
、
そ
こ
に
現
出

さ
れ
る
物
語
世
界
に
没
入
さ
せ
る
力
を
秘
め
る
も
の
で
あ
っ
た
と
説
明
し
て
も

良
い
。

　
そ
ん
な
〈
語
り
〉
を
淵
源
に
持
つ
、
こ
の
現
報
課
は
、
「
ふ
る
き
人
」
の
伝
承
・

再
話
を
介
し
て
『
発
心
集
』
編
者
に
伝
え
ら
れ
、
文
章
化
を
経
て
書
承
の
世
界

に
定
着
し
た
。
そ
れ
は
や
が
て
、
現
在
の
我
々
の
よ
う
に
、
〈
語
り
の
場
〉
の

論
理
や
実
情
に
疎
い
人
々
の
享
受
に
も
供
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
口
頭
伝
承
に

由
来
す
る
説
話
が
、
〈
語
り
の
場
〉
を
共
有
し
な
い
人
々
の
前
に
提
示
さ
れ
る

と
き
、
言
語
化
さ
れ
な
か
っ
た
情
報
の
意
味
が
失
わ
れ
、
十
全
た
る
理
解
が
阻

ま
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
起
こ
る
。
「
後
に
は
、
母
は
京
に
乞
食
し
歩
き
け
る
…
」

と
い
う
叙
述
が
、
違
和
感
を
も
っ
て
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
あ
る
面
必

然
的
で
無
理
ぢ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
本
話
は
、
説
話
の
〈
口
承
〉
と
く
書

承
〉
の
交
錯
に
関
わ
る
問
題
を
考
え
る
上
で
も
、
好
材
料
を
提
供
し
て
く
れ
る

事
例
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

ま
と
め
に
代
え
て

　
以
上
、
『
発
心
集
』
第
五
〇
話
に
つ
い
て
、
あ
れ
こ
れ
と
愚
案
を
め
ぐ
ら
せ

て
み
た
。
そ
の
結
果
、
最
初
に
こ
だ
わ
っ
た
素
朴
な
疑
問
1
す
な
わ
ち
、
愚

療
と
瞑
悉
の
罪
に
よ
っ
て
一
旦
は
蛇
身
現
報
を
受
け
、
繊
悔
と
修
行
の
後
に
救

済
を
得
た
は
ず
の
女
性
が
、
ど
う
し
て
家
郷
を
離
れ
て
ま
で
乞
食
と
な
ら
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
の
か
一
に
つ
い
て
、
一
応
の
見
通
し
は
つ
い
た
と
思
う
。
そ

も
そ
も
「
母
」
の
乞
食
零
落
に
つ
い
て
の
整
合
的
な
説
明
を
、
話
中
に
求
め
よ

う
と
す
る
こ
と
自
体
が
、
問
題
の
立
て
方
と
し
て
間
違
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
後

に
は
、
母
は
京
に
乞
食
し
歩
き
け
る
…
」
と
い
う
、
一
見
後
日
諌
を
伝
え
る
か

の
如
き
文
言
は
、
物
語
内
部
の
情
報
の
よ
う
に
見
え
て
実
は
そ
う
で
は
な
く
、

主
人
公
の
後
身
を
自
称
す
る
く
語
り
手
V
の
、
現
在
の
属
性
を
示
す
物
語
外
の

情
報
が
、
言
わ
ば
話
中
に
混
入
し
た
結
果
の
叙
述
だ
っ
た
の
だ
。

　
実
際
の
と
こ
ろ
、
「
母
」
が
悪
報
を
脱
し
た
と
こ
ろ
で
話
を
閉
じ
て
も
、
『
発

心
集
』
に
は
何
の
不
都
合
も
生
じ
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
そ
れ
を
敢
え
て
「
後
に
は
、

母
は
京
に
乞
食
し
歩
き
け
る
…
」
と
続
け
た
の
は
、
寸
話
の
淵
源
と
な
る
く
職

悔
物
語
〉
の
く
場
〉
に
実
際
に
臨
席
し
た
こ
と
を
、
是
非
と
も
伝
え
て
お
こ
う

と
す
る
「
ふ
る
き
人
」
の
意
識
が
、
説
話
行
文
に
ま
で
影
響
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

結
果
的
に
そ
れ
は
、
「
真
実
性
を
強
調
」
す
る
文
言
と
読
め
る
も
の
と
な
っ
た
が
、

そ
の
背
後
に
あ
る
の
は
、
語
り
手
と
主
人
公
が
渾
然
一
体
化
す
る
〈
語
り
の
場
〉

を
経
験
し
、
末
世
に
稀
な
悪
報
潭
を
見
聞
し
得
た
こ
と
を
随
喜
す
る
「
ふ
る
き
人
」

の
感
動
を
込
め
た
熱
い
思
い
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
『
発
心
集
』
編
者

に
も
充
分
共
感
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
っ
た
と
見
て
良
い
だ
ろ
う
。

　
出
典
も
同
話
．
類
話
も
知
ら
れ
な
い
独
自
説
話
に
つ
い
て
、
そ
の
細
部
に
潜

む
違
和
に
こ
だ
わ
り
な
が
ら
探
り
針
を
入
れ
る
作
業
は
、
第
五
〇
話
を
め
ぐ
っ
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て
如
上
の
知
見
を
与
え
て
く
れ
た
。
ど
う
や
ら
『
発
心
集
』
編
者
は
、
下
級
女

性
宗
教
家
の
担
う
口
頭
伝
承
に
、
関
心
を
向
け
る
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
8
）

え
ば
、
は
や
く
に
貴
志
正
造
氏
は
『
発
心
集
』
第
五
〇
話
の
本
文
鑑
賞
の
中
で
、

安
居
院
流
唱
導
と
の
交
錯
に
つ
い
て
示
唆
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
「
長
明
が

安
居
院
流
説
経
か
ら
影
響
を
受
け
た
と
推
定
す
る
に
は
、
ま
だ
決
定
的
資
料
が

乏
し
い
が
」
と
し
な
が
ら
も
、
氏
は
第
五
一
話
に
見
え
る
「
澄
憲
法
師
の
人
に

語
ら
れ
侍
り
し
な
り
」
と
の
注
記
を
援
用
し
つ
つ
、
「
巻
五
・
巻
六
に
収
め
ら

れ
た
典
拠
不
明
の
女
人
の
話
は
、
い
か
に
も
安
居
院
の
説
草
に
あ
り
そ
う
な
女

性
向
き
の
話
が
多
い
。
夢
話
も
そ
う
し
た
話
の
一
つ
と
見
ら
れ
よ
う
か
」
と
い

う
仮
説
を
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
氏
の
説
の
当
否
を
検
証
す
る
た
め
の
何
程
の
準
備
も
な
い
が
、
本
四
の
背
後

に
唱
導
の
場
と
の
関
わ
り
を
見
る
こ
と
は
、
正
鵠
を
射
た
見
解
だ
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
、
こ
の
種
の
物
語
の
生
成
に
関
わ
っ
た
人
物
と
し
て
、
卓
越
し
た
説
法
の

名
手
で
、
男
性
で
あ
り
知
識
人
で
も
あ
る
澄
憲
の
よ
う
な
存
在
の
み
を
重
視
し

て
は
、
事
の
本
筋
を
誤
る
畏
れ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
真
相
は
歴
史
の
彼
方

に
荘
洋
と
し
て
捉
え
難
い
が
、
第
九
七
話
全
体
が
乞
食
女
の
語
り
と
し
て
示
さ
れ
、

第
五
〇
話
の
主
人
公
が
悪
報
得
脱
後
も
乞
食
と
な
っ
て
語
り
歩
い
た
と
設
定
さ

れ
る
必
然
性
は
、
や
は
り
下
級
女
性
宗
教
家
の
現
実
の
姿
の
投
影
を
考
慮
せ
ね
ば
、

解
き
難
い
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。

　
も
と
よ
り
、
事
件
の
仮
構
か
ら
表
現
の
整
備
、
語
り
物
と
し
て
の
彫
琢
に
至

る
全
て
の
段
階
に
お
い
て
、
女
性
が
主
導
的
役
割
を
果
た
し
た
な
ど
と
考
え
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
確
か
に
、
安
居
院
に
代
表
さ
れ
る
説
経
者
流
の
関
与
は

あ
り
得
た
だ
ろ
う
し
、
実
際
に
説
経
僧
に
よ
っ
て
口
演
さ
れ
た
可
能
性
も
考
え

て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
ま
た
何
よ
り
も
、
そ
ん
な
唱
導
の
場
に
お
け
る
口
頭
伝

承
を
、
書
承
の
世
界
に
引
き
出
し
て
書
き
留
め
た
『
発
心
集
』
編
者
は
男
性
で

あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
こ
れ
ら
の
説
話
の
核
に
あ
る
の
は
、
話
中

の
人
物
の
運
命
を
自
ら
に
重
ね
合
わ
せ
て
語
る
、
乞
食
に
紛
う
民
間
女
性
宗
教

家
に
密
接
に
関
わ
る
発
想
法
で
あ
っ
た
と
思
え
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
何
故
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
こ
だ
わ
る
の
か
と
い
う
と
、
中
世
に
編
纂
さ
れ
た

一
連
の
仏
教
説
話
集
が
、
〈
女
性
〉
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
表
現
し
て
い
た
か

に
つ
い
て
、
今
一
度
批
判
的
に
吟
味
し
て
み
る
必
要
性
を
痛
感
す
る
こ
と
が
多

い
か
ら
で
あ
る
。
『
宝
物
集
』
『
発
心
集
』
『
閑
居
友
』
『
撰
集
抄
』
等
々
と
、

編
者
の
固
有
名
詞
が
想
定
さ
れ
て
い
る
か
否
か
を
問
わ
ず
、
こ
れ
ら
諸
書
の
書

き
手
は
例
外
な
く
男
性
で
あ
っ
た
と
見
て
良
い
。
彼
ら
に
と
っ
て
女
性
は
本
質

的
に
他
者
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
、
当
時
の
仏
教
的
世
界
観
に
忠
実
で
あ
る
限
り
、

女
性
の
属
性
を
罪
深
い
も
の
と
す
る
通
念
か
ら
自
由
で
あ
っ
た
は
ず
も
な
い
。
『
発

心
集
』
に
限
定
し
て
も
、
話
中
の
女
性
の
意
志
や
主
体
性
と
い
っ
た
も
の
が
、

一
顧
だ
に
さ
れ
ず
叙
述
が
進
め
ら
れ
る
話
が
ま
ま
見
ら
れ
る
し
、
出
家
遁
世
し

た
主
人
公
に
捨
て
ら
れ
る
女
性
の
、
そ
の
後
の
運
命
に
全
く
関
心
が
払
わ
れ
て

い
な
い
説
話
も
存
在
す
る
。
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あ
ま
り
に
際
や
か
な
例
を
、
一
つ
だ
け
挙
げ
て
お
こ
う
。
第
四
八
話
に
お
い
て
、

多
年
に
及
ぶ
不
如
意
な
別
離
の
後
に
、
よ
う
や
く
愛
人
と
再
会
し
た
「
国
輔
（
1
1

後
の
影
青
法
橋
）
」
な
る
男
は
、
女
が
「
二
つ
の
眼
な
し
。
木
の
節
の
抜
け
た

る
如
く
に
て
、
す
べ
て
目
も
当
て
ら
れ
ず
」
と
い
っ
た
惨
状
で
生
き
永
ら
え
て

い
る
の
を
見
て
、
た
ち
ま
ち
に
出
家
し
て
し
ま
う
。
そ
の
時
、
男
の
心
中
を
「
何

の
報
い
に
て
、
か
・
る
め
を
見
る
ら
ん
と
、
今
は
こ
の
世
の
限
り
に
こ
そ
あ
り

け
れ
」
と
描
く
の
は
良
い
と
し
よ
う
。
し
か
し
、
今
日
こ
の
説
話
に
接
す
る
我
々

は
、
男
の
出
家
の
機
縁
と
な
っ
た
こ
の
哀
れ
な
女
性
の
内
面
や
、
そ
の
後
の
運

命
に
つ
い
て
一
瞥
だ
に
与
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
、
不
審
の
念
を
突
き
抜
け

て
唖
然
た
る
思
い
を
禁
じ
得
な
い
だ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
事
例
に
接
す
る
と
き
、
他
の
仏
教
説
話
集
と
同
様
『
発
心
集
』

も
ま
た
、
当
時
↓
般
的
な
女
性
観
の
範
囲
を
ほ
と
ん
ど
抜
け
出
て
い
な
い
こ
と

を
思
い
知
ら
さ
れ
る
。
だ
が
、
第
五
〇
話
の
場
合
は
、
少
し
く
事
情
が
異
な
っ

て
い
た
。
生
理
的
嫌
悪
感
を
惹
起
す
る
と
い
う
点
で
は
、
眼
球
の
抜
か
れ
た
女

性
の
顔
と
、
蛇
と
化
し
て
姦
く
両
親
指
と
は
五
十
歩
百
歩
だ
ろ
う
が
、
「
母
」

の
発
案
で
娘
と
再
婚
し
た
夫
は
、
か
か
る
現
報
を
見
せ
付
け
ら
れ
て
も
、
「
母
」

や
娘
を
捨
て
て
出
家
・
遁
世
し
た
り
は
し
て
い
な
い
。
可
能
性
と
し
て
は
、
こ

の
悪
報
謳
を
夫
の
側
に
寄
り
添
っ
て
整
理
・
叙
述
し
、
女
性
の
あ
さ
ま
し
い
本

性
と
し
て
の
妬
心
を
見
顕
し
た
男
が
、
敢
然
と
家
族
を
振
り
捨
て
て
仏
道
に
赴

く
一
と
い
っ
た
体
裁
の
説
話
に
仕
上
げ
る
こ
と
も
で
き
た
は
ず
だ
。
そ
の
こ

と
は
、
あ
の
苅
萱
道
心
の
物
語
の
中
に
、
同
居
す
る
妻
妾
の
髪
の
毛
が
睡
眠
中

に
蛇
と
化
し
噛
み
合
う
の
を
見
た
こ
と
を
、
飯
蛸
出
奔
の
根
本
動
機
と
す
る
一

バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
と
い
う
事
実
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
充
分
了
解
で
き

る
だ
ろ
う
。

　
や
は
り
、
男
と
女
の
愛
執
を
扱
う
仏
教
説
話
の
主
流
は
、
そ
れ
を
男
性
の
出

家
遁
世
謳
の
契
機
と
し
て
、
構
想
化
す
る
側
に
あ
っ
た
と
見
て
良
い
。
し
か
し

第
五
〇
話
は
、
悪
報
に
陥
ち
る
「
母
」
を
、
夫
の
出
家
の
契
機
と
し
て
小
道
具

扱
い
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
「
母
」
を
主
体
に
、
そ
の
運
命
に
寄
り

添
っ
て
叙
述
を
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
女
性
へ
の
眼
差
し
を
持

つ
説
話
に
は
、
中
世
仏
教
説
話
集
の
水
準
を
超
え
る
も
の
が
確
か
に
感
じ
取
れ
る
。

た
だ
、
そ
の
功
績
の
全
て
を
『
発
心
集
』
編
者
の
手
腕
に
帰
し
て
良
い
か
ど
う

か
は
、
保
留
と
し
て
お
き
た
い
。
第
五
〇
話
や
第
九
七
話
の
持
つ
迫
真
性
や
リ

ア
リ
テ
ィ
と
い
っ
た
文
学
的
達
成
は
、
や
は
り
女
性
を
他
者
と
す
る
中
世
仏
教

説
話
集
編
者
達
の
視
点
・
発
想
の
み
に
よ
っ
て
は
、
本
来
獲
得
さ
れ
難
い
性
質

の
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
、
編
者
が
ど
の
程
度
自
覚
的
で
あ
っ
た
か
は
わ
か

ら
な
い
。
だ
が
、
結
果
論
と
し
て
言
う
と
、
こ
れ
ら
下
級
女
性
宗
教
家
の
〈
語
り
〉

を
淵
源
と
す
る
説
話
の
存
在
が
、
『
発
心
集
』
の
作
品
世
界
を
、
よ
り
豊
穣
な

も
の
と
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
の
課
題
と
し
て
は
、
こ
の

種
の
説
話
に
接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
説
話
集
に
内
在
化
さ
れ
る
機
会
を
持
っ
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た
く
女
性
の
側
か
ら
の
発
想
法
〉
が
、
他
の
説
話
に
お
い
て
如
何
に
結
実
し
て

い
る
か
（
或
い
は
い
な
い
か
…
）
を
検
証
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

実
際
『
発
心
集
』
中
に
は
、
第
一
一
話
や
第
六
四
話
の
よ
う
に
、
話
中
の
女
性

の
〈
語
り
〉
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
説
話
が
散
見
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
説
話

を
も
視
野
に
入
れ
て
、
『
発
心
集
』
の
描
く
女
性
像
や
編
者
の
女
性
観
を
吟
味
・

評
価
す
る
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
興
味
深
い
作
業
と
思
え
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て

は
次
稿
を
期
す
こ
と
と
し
た
い
。

　
【
註
記
】

＊
『
発
心
集
』
本
文
は
、
簗
瀬
一
雄
氏
訳
注
『
発
心
集
』
（
角
川
文
庫
／
一
九

　
七
九
年
三
版
）
に
よ
る
。

（
1
）
池
上
洵
一
氏
・
藤
本
徳
明
氏
編
『
説
話
文
学
の
世
界
』
（
世
界
思
想
社

　
　
　
／
一
九
八
七
年
初
版
）
第
七
章
「
近
代
－
説
話
モ
チ
ー
フ
の
潜
勢
力
」

　
　
　
（
藤
本
徳
明
氏
執
筆
）
二
〇
四
頁
に
指
摘
が
あ
る
。

（
2
）
芝
波
田
好
弘
氏
「
『
発
心
集
』
私
考
一
母
妬
女
手
指
成
蛇
事
に
つ
い

　
　
　
て
一
」
（
『
B
本
文
学
論
集
』
一
五
／
一
九
九
一
年
三
月
）
に
よ
る
。

　
　
　
以
下
同
じ
。

（
3
）
筑
土
鈴
寛
氏
『
中
世
芸
文
の
研
究
』
（
有
精
堂
／
一
九
六
六
年
初
版
）

　
　
　
所
収
「
緬
流
文
学
と
教
団
の
物
語
」
二
一
二
～
一
＝
三
頁
よ
り
引
用
。

（
4
）
塚
崎
進
氏
『
物
語
の
誕
生
』
（
岩
崎
美
術
社
／
一
九
六
九
年
初
版
、
一

　
　
九
七
四
年
第
四
刷
）
所
収
「
物
語
の
趣
向
」
↓
二
八
頁
よ
り
引
用
。

（
5
）
古
河
三
樹
氏
『
図
説
庶
民
芸
能
－
江
戸
の
見
世
物
』
（
雄
山
閣
／
一

　
　
九
九
三
年
新
装
版
）
の
記
述
が
委
細
を
尽
く
し
て
い
る
。

（
6
）
簗
瀬
一
雄
氏
訳
注
『
発
心
集
』
（
角
川
文
庫
／
一
九
七
九
年
三
版
）
の

　
　
第
五
〇
話
脚
注
参
照
。
同
書
一
四
〇
頁
。

（
7
）
益
田
勝
実
氏
『
説
話
文
学
と
絵
巻
』
（
一
一
＝
書
房
／
一
九
六
〇
年
第
一

　
　
版
第
一
刷
、
一
九
七
七
年
新
装
第
一
版
第
三
刷
）
所
収
「
説
話
の
世
界
」

　
　
二
〇
～
二
一
頁
よ
り
引
用
。

（
8
）
西
尾
光
一
氏
・
貴
志
正
造
氏
編
『
中
世
説
話
集
古
今
著
聞
集
・
発
心
集
・

　
　
神
道
集
』
（
角
川
書
店
　
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
第
二
三
巻
／
一
九
七
七

　
　
年
初
版
、
一
九
七
九
年
再
版
）
二
三
二
頁
よ
り
引
用
。


