
説
経
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
論

　
　
　
　
　
そ
の
構
想
を
め
ぐ
っ
て

生
　
　
井

武
　
　
世

　
現
実
を
自
ら
の
力
で
切
り
開
一
」
う
と
す
る
極
め
て
意
志
的
な
行
動
力
は
、
説

経
の
「
本
地
課
」
の
世
界
で
は
、
神
仏
に
転
生
す
る
と
い
う
結
末
に
保
証
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
う
る
。
そ
れ
は
自
ら
の
意
志
の
貫
徹
の
代
償
と
し

て
、
多
大
な
辛
苦
を
要
す
る
と
こ
ろ
に
初
め
て
成
り
立
ち
う
る
世
界
で
あ
り
、

現
実
に
岬
吟
す
る
人
間
の
救
い
の
あ
り
よ
う
と
し
て
も
、
極
め
て
説
得
力
の
あ

る
神
話
的
な
構
想
で
あ
り
え
た
。
し
か
し
、
そ
の
意
志
が
い
か
な
る
場
合
に
も

貫
徹
さ
れ
な
い
も
の
と
し
て
現
実
が
認
識
さ
れ
る
と
き
、
す
で
に
存
在
す
る
信

ず
る
に
足
る
強
大
な
「
力
」
の
持
ち
主
に
意
志
を
委
託
し
よ
う
と
す
る
発
想
が

生
ま
れ
る
。
そ
こ
で
は
人
問
の
意
志
は
一
方
的
に
無
力
で
あ
り
、
意
志
は
貫
徹

さ
れ
よ
う
と
し
て
貫
徹
さ
れ
え
な
い
壁
に
突
き
当
た
り
、
そ
こ
か
ら
先
の
す
べ

て
は
神
仏
の
意
志
に
任
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
い
わ
ゆ
る
「
霊
験
謂
」

の
世
界
が
紡
ぎ
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
以
下
に
取
り
上
げ
よ
う
と
す

る
説
経
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
の
「
語
り
」
の
世
界
は
、
そ
の
「
霊
験
謂
」
の
世

　
　
　
　
　
説
経
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』

界
さ
え
成
り
立
ち
難
い
次
元
に
構
想
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

　
小
稿
で
は
、
か
つ
て
「
試
論
」
と
し
て
提
示
し
た
、
こ
の
説
経
『
さ
ん
せ
う

大
夫
』
の
構
想
の
問
題
を
、
改
め
て
地
蔵
の
形
象
の
さ
れ
方
と
厨
子
王
の
そ
れ

を
中
心
に
探
り
な
が
ら
考
察
し
た
い
。
な
お
、
テ
キ
ス
ト
は
室
木
弥
太
郎
氏
校

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

注
『
説
経
集
』
（
新
潮
日
本
古
典
集
成
）
所
収
に
拠
り
、
ル
ビ
は
省
略
し
た
。

１
　
「
金
焼
地
蔵
」

の
く
日
常
性
Ｖ

　
説
経
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
に
は
、
「
金
焼
地
蔵
」
が
こ
の
「
語
り
」
の
時
空

に
日
常
的
時
空
か
ら
い
き
な
り
入
り
込
ん
で
く
る
箇
所
が
あ
る
。
例
の
国
分
寺

の
聖
が
厨
子
王
を
「
皮
籠
」
に
入
れ
て
都
へ
運
ぼ
う
と
す
る
場
面
で
あ
る
。
聖

は
途
中
で
中
身
を
問
わ
れ
た
と
き
の
返
答
と
し
て
、

　
　
　
こ
れ
は
丹
後
の
国
国
分
寺
の
金
焼
地
蔵
で
ご
ざ
あ
る
が
、
余
り
に
古
び

　
　
た
ま
う
た
に
よ
り
、
都
へ
上
り
、
仏
師
に
彩
色
し
に
上
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
九



　
　
　
　
　
説
経
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』

と
い
う
言
葉
を
用
意
し
て
い
る
。
こ
の
言
葉
は
聖
の
厨
子
王
に
対
す
る
言
葉
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

も
心
内
語
と
も
取
れ
る
言
葉
だ
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
こ
で
「
金
焼
地

蔵
」
が
登
場
し
て
く
る
こ
と
は
、
こ
の
「
語
り
」
に
あ
っ
て
は
は
な
は
だ
つ
じ

つ
ま
の
合
わ
な
い
、
整
合
性
を
持
た
な
い
こ
と
な
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
「
金

焼
地
蔵
」
は
冒
頭
部
で
岩
城
判
官
正
氏
を
「
本
地
」
と
す
る
地
蔵
だ
と
語
ら
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
し
て
や
正
氏
は
厨
子
王
の
父
で
、
生
き
て
筑
紫
に
健

在
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
塗
言
わ
ば
「
語
り
」
の
時
空
の
間
隙
に
、
す
で
に

祭
り
上
げ
ら
れ
て
存
在
し
た
「
金
焼
地
蔵
」
の
〈
日
常
性
〉
が
な
ぜ
入
り
込
む

の
か
。

　
こ
の
「
語
り
」
の
冒
頭
部
は
、
承
知
の
よ
う
に
、
次
の
よ
う
な
「
本
地
謹
」

と
し
て
の
常
套
的
な
語
り
出
し
で
始
ま
っ
て
い
る
。

　
　
　
た
だ
今
語
り
申
す
御
物
語
、
国
を
申
さ
ば
丹
後
の
国
、
金
焼
地
蔵
の
御

　
　
本
地
を
、
あ
ら
あ
ら
説
き
た
て
広
め
申
す
に
、
こ
れ
も
一
度
は
人
間
に
て

　
　
お
は
し
ま
す
。
人
問
に
て
の
御
本
地
を
尋
ね
申
す
に
、
国
を
申
さ
ば
奥
州

　
　
日
の
本
の
将
軍
、
岩
城
の
判
官
正
氏
殿
に
て
、
諸
事
の
哀
れ
を
と
ど
め
た

　
　
り
ｏ

　
と
り
あ
え
ず
、
こ
の
冒
頭
部
の
詞
章
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
沿
っ
て
、
「
奥

州
日
の
本
の
将
軍
、
岩
城
の
判
官
正
氏
」
を
「
本
地
」
と
す
る
「
金
焼
地
蔵
」

の
「
語
り
」
を
説
経
の
「
本
地
謂
」
　
一
般
の
あ
り
よ
う
か
ら
仮
に
想
定
し
て
み

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
〇

　
「
語
り
」
は
時
空
を
遡
り
、
「
金
焼
地
蔵
」
の
「
御
本
地
」
で
あ
る
「
岩
城
の

判
官
正
氏
」
の
人
間
で
あ
っ
た
と
き
の
来
歴
を
語
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
後
に
続

く
詞
章
に
よ
れ
ば
、
正
氏
は
「
情
の
こ
は
い
」
性
格
で
あ
り
、
「
み
か
ど
の
大

番
調
へ
さ
せ
た
ま
は
ぬ
御
罪
科
に
、
筑
紫
安
楽
寺
に
流
さ
れ
て
、
憂
き
思
ひ
を

し
て
お
は
し
ま
す
」
と
あ
る
。
そ
れ
に
従
え
ば
、
正
氏
は
「
み
か
ど
」
に
服
せ

ず
、
流
罪
に
処
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
時
点
で
正
氏
は
行
動
を
失
っ
て

し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
流
罪
後
の
彼
は
説
経
の
「
本
地
謂
」
の
主
人
公

と
し
て
は
適
当
で
は
な
い
。
説
経
の
「
本
地
講
」
の
主
人
公
と
し
て
の
面
影
は

む
し
ろ
流
罪
前
に
こ
そ
あ
ろ
う
。
「
情
の
こ
は
い
」
「
大
番
調
へ
さ
せ
た
ま
は

ぬ
」
「
奥
州
日
の
本
の
将
軍
」
正
氏
に
は
意
志
的
な
、
反
秩
序
的
な
行
動
の
負

荷
を
背
負
っ
て
生
き
る
姿
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
説
経
『
を
ぐ
り
』

の
小
栗
判
官
の
よ
う
に
、
恵
志
的
な
、
反
秩
序
的
な
行
動
の
負
荷
が
も
た
ら
す

人
間
苦
を
一
身
に
背
負
っ
て
、
や
が
て
神
仏
に
転
生
す
る
に
到
る
「
生
」
の
あ

り
よ
う
こ
そ
が
説
経
の
「
本
地
謂
」
の
主
人
公
に
は
ふ
さ
わ
し
い
。
そ
う
見
て

こ
そ
、
苦
難
に
満
ち
た
生
涯
の
果
て
に
「
奥
州
日
の
本
の
将
軍
」
と
し
て
回
復

を
遂
げ
、
死
後
、
「
金
焼
地
蔵
」
に
祭
り
上
げ
ら
れ
る
と
い
う
、
冒
頭
部
の
意

味
す
る
説
経
の
「
本
地
謂
」
と
し
て
の
構
造
が
具
体
と
し
て
見
え
て
こ
よ
う
。

　
「
世
俗
社
会
に
起
こ
る
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
に
よ
り
試
練
を
う
け
、
逆
境
を

戦
い
、
悲
哀
を
な
め
て
苦
悩
し
尽
し
た
末
、
そ
れ
を
の
り
こ
え
て
き
た
」
人
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

が
神
に
昇
華
す
る
と
す
る
思
想
が
多
く
の
人
問
を
「
本
地
」
と
す
る
神
仏
を
生



み
出
し
た
。
そ
れ
は
し
ば
し
ば
神
仏
の
「
申
し
子
」
が
人
間
と
し
て
の
受
苦
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

末
に
神
仏
と
し
て
蘇
る
、
い
わ
ゆ
る
「
死
ん
で
蘇
る
神
」
の
「
語
り
」
と
い
う

「
型
」
に
盛
ち
れ
て
語
ら
れ
て
き
た
。
正
氏
の
前
身
は
あ
る
い
は
こ
の
よ
う
な

「
申
し
子
」
と
し
て
想
像
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、

冒
頭
部
の
語
る
「
金
焼
地
蔵
」
に
は
、
「
奥
州
日
の
本
の
将
軍
」
と
い
う
呼
称

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

に
窺
わ
れ
る
反
秩
序
的
・
反
中
央
的
な
正
氏
の
属
性
が
発
揮
す
る
「
力
」
を
祝

い
込
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
威
力
に
救
済
を
期
待
し
よ
う
と
す
る
民
衆
の

想
像
力
が
結
実
し
て
い
る
。

　
こ
の
冒
頭
部
は
以
上
の
よ
う
な
想
像
力
を
喚
起
す
る
が
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く

語
り
手
や
聞
き
手
の
意
識
に
あ
っ
て
も
同
様
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
何
よ
り
も
重

要
な
こ
と
は
、
こ
の
冒
頭
部
が
す
で
に
祭
り
上
げ
ら
れ
て
あ
る
既
知
の
「
金
焼

地
蔵
」
の
存
在
を
前
提
と
し
て
発
想
さ
れ
て
い
る
詞
章
で
あ
る
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
が
先
に
指
摘
し
た
「
金
焼
地
蔵
」
の
く
日
常
性
ｖ
が
「
語
り
」
の
途
中
に

脈
絡
も
な
く
入
り
込
む
余
地
を
生
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
語
り
手
も
聞
き

手
も
、
そ
の
意
識
の
底
に
す
で
に
存
在
し
て
あ
る
「
金
焼
地
蔵
」
の
イ
メ
ー
ジ

を
潜
在
さ
せ
て
お
り
、
そ
れ
が
冒
頭
部
の
詞
章
の
形
象
と
な
り
、
他
方
で
は

「
語
り
」
の
時
空
を
無
視
し
た
形
で
外
か
ら
無
意
識
的
に
「
金
焼
地
蔵
」
の

〈
日
常
性
〉
を
持
ち
込
む
要
因
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
語
り

手
に
と
っ
て
も
聞
き
手
に
と
っ
て
も
な
ん
ら
齪
鯖
を
き
た
し
て
い
な
い
の
だ
。

こ
こ
に
は
「
語
り
」
と
い
う
表
現
形
態
に
関
わ
る
本
質
的
な
問
題
が
潜
ん
で
い

　
　
　
　
　
説
経
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』

よ
う
。
語
り
手
は
聞
き
手
と
の
共
同
的
な
想
像
力
に
依
拠
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
語
り
」
の
世
界
そ
の
も
の
を
司
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
を
持
ち
、
こ
こ
で
も

そ
の
方
法
が
機
能
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
金
焼
地
蔵
」
は
も
う
一
箇
所
「
語
り
」
の
最
終
盤
に
登

場
し
、
そ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
御
杯
も
を
さ
ま
れ
ば
、
姉
御
の
菩
提
の
た
め
に
と
て
、
膚
の
守
り
の
地

　
　
蔵
菩
薩
を
、
丹
後
の
国
に
安
置
し
て
、
一
宇
の
御
堂
を
建
立
し
た
ま
ふ
。

　
　
今
の
世
に
至
る
ま
で
、
金
焼
地
蔵
菩
薩
と
て
、
人
々
あ
が
め
奉
る
。

　
こ
こ
で
は
、
「
膚
の
守
り
の
地
蔵
菩
薩
」
が
「
姉
御
の
菩
提
の
た
め
に
」
祭

り
上
げ
ら
れ
て
「
金
焼
地
蔵
」
と
呼
ば
れ
、
人
々
の
崇
敬
を
集
め
た
と
さ
れ
て

い
る
。
「
語
り
」
の
時
空
の
外
に
く
日
常
性
Ｖ
を
お
び
て
あ
っ
た
は
ず
の
地
蔵

が
、
こ
こ
で
は
「
語
り
」
の
時
空
に
終
始
存
在
し
、
「
お
守
り
」
と
し
て
母
、

安
寿
、
厨
子
王
へ
と
手
渡
さ
れ
て
い
っ
た
「
膚
の
守
り
の
地
蔵
菩
薩
」
と
連
結

さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
次
元
の
違
う
存
在
ど
う
し
が
絶
対
的
な
存
在
と
し
て
新

た
に
意
味
づ
け
を
さ
れ
て
、
「
今
の
世
に
至
る
ま
で
」
と
い
う
、
「
語
り
」
が
終

息
し
て
か
ら
後
の
〈
日
常
性
〉
に
戻
さ
れ
て
い
る
。
「
金
焼
地
蔵
」
を
中
問
項

に
し
て
、
「
本
地
」
の
正
氏
と
「
膚
の
守
り
の
地
蔵
菩
薩
」
と
が
繋
が
れ
て
い

る
と
言
っ
て
も
よ
い
。

一
四
一



　
　
　
　
説
経
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』

　
　
　
　
２
　
〈
物
〉
化
す
る
地
蔵

　
　
　
や
あ
や
あ
、
い
か
に
き
や
う
だ
い
よ
。
さ
て
売
ら
れ
た
と
よ
、
買
は
れ

　
　
た
ぞ
。
命
を
惜
ば
へ
き
や
う
だ
い
よ
。
又
も
御
世
に
は
出
づ
ま
い
か
。
姉

　
　
が
膚
に
掛
け
た
る
は
、
地
蔵
菩
薩
で
あ
り
け
る
が
、
自
然
き
や
う
だ
い
が

　
　
身
の
上
に
、
自
然
大
事
が
あ
る
な
ら
ば
、
身
代
り
に
も
お
立
ち
あ
る
、
地

　
　
蔵
菩
薩
で
あ
り
け
る
ぞ
。
よ
き
に
信
じ
て
掛
け
さ
い
よ
。
又
弟
が
膚
に
掛

　
　
け
た
る
は
、
志
太
・
玉
造
の
系
図
の
物
。
死
し
て
冥
途
へ
ゆ
く
折
も
、
閻

　
　
魔
の
前
の
み
や
げ
に
も
な
る
と
や
れ
。

　
例
の
直
江
の
浦
で
母
子
が
人
買
い
舟
に
売
り
分
け
ら
れ
る
場
面
で
の
母
の
言

葉
で
あ
る
。
地
蔵
菩
薩
の
く
像
ｖ
ｌ
ｌ
地
蔵
菩
薩
で
あ
り
、
「
自
然
大
事
が
あ
る

な
ら
ば
、
身
代
り
に
も
お
立
ち
あ
る
」
地
蔵
で
あ
る
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
地
蔵
が
身
代
り
に
立
つ
の
は
、
子
の
安
寿
と
厨
子
王
が
「
さ
ん
せ
う
太
夫
」

に
「
譜
代
下
人
」
と
し
て
売
ら
れ
、
逃
亡
を
企
て
た
と
き
の
み
で
あ
る
。
二
人

は
三
郎
に
炭
で
焼
い
た
「
尻
籠
の
丸
根
」
を
額
に
十
文
字
に
当
て
ら
れ
、
「
松

の
木
湯
舟
」
に
閉
じ
込
め
ら
れ
る
が
、
か
ろ
う
じ
て
命
を
っ
な
ぐ
。
「
大
童
」

に
も
さ
れ
た
姉
は
地
蔵
を
恨
み
、

　
　
　
母
上
様
の
御
詫
に
は
、
自
然
き
や
う
だ
い
が
身
の
上
に
、
も
し
や
大
事

　
　
の
あ
る
時
は
、
身
代
り
に
も
お
立
ち
あ
る
、
地
蔵
菩
薩
と
お
申
し
あ
る
が
、

　
　
か
く
な
り
ゆ
け
ば
、
神
や
仏
の
勇
力
も
尽
き
果
て
て
、
お
守
り
な
き
か
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
一
一

　
　
悲
し
や
な
。

と
歎
く
。
こ
の
歎
き
の
後
で
、
地
蔵
の
〈
像
〉
は
「
白
毫
ど
こ
ろ
」
に
「
き
や

う
だ
い
の
焼
き
金
を
受
け
取
り
た
ま
ひ
、
身
代
り
に
お
立
ち
あ
る
」
の
で
あ
る
。

厨
子
王
が
、
焼
き
金
の
跡
が
消
え
た
ら
、
ま
た
当
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で

「
痛
う
も
熱
う
も
な
い
や
う
に
、
お
も
ど
し
あ
つ
て
た
ま
は
れ
の
」
と
嘆
く
ほ

ど
に
、
こ
こ
に
は
地
蔵
に
対
す
る
絶
対
的
な
信
頼
は
な
い
。
な
に
よ
り
も
姉
弟

の
苦
境
そ
の
も
の
の
決
定
的
な
打
開
に
は
繋
が
っ
て
い
な
い
の
だ
。
地
蔵
の

〈
像
〉
は
こ
の
後
、
逃
亡
す
る
厨
子
王
の
手
に
渡
さ
れ
る
が
、
虐
待
の
極
致
で

あ
る
、
安
寿
が
貢
め
殺
さ
れ
る
場
面
で
は
、
地
蔵
は
「
代
受
苦
者
」
と
し
て
何

の
行
動
も
起
こ
さ
な
い
。
し
か
し
、
国
分
寺
に
逃
げ
込
み
、
聖
の
懸
命
の
力
添

え
で
大
夫
の
追
及
を
逃
れ
か
け
た
厨
子
王
が
、
ま
た
も
三
郎
の
た
め
に
窮
地
に

追
い
込
ま
れ
た
と
き
、
地
蔵
は
「
金
色
の
光
」
を
放
ち
、
三
郎
の
両
眼
を
射
て
、

撃
退
す
る
。
ま
た
、
「
世
に
出
た
」
厨
子
王
が
盲
い
た
母
を
捜
し
だ
し
た
場
面

で
も
、

　
　
　
膚
の
守
り
の
地
蔵
菩
薩
を
取
り
出
だ
し
、
母
御
の
両
眼
に
当
て
た
ま
ひ
、

　
　
「
善
哉
な
れ
や
、
明
ら
か
に
。
平
癒
し
た
ま
へ
、
明
ら
か
に
」
と
、
三
度

　
　
な
で
さ
せ
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
っ
ぶ
れ
て
久
し
き
両
眼
が
、
は
っ
し
と
明
き

　
　
て
、
鈴
を
張
り
た
る
如
な
り
。

と
、
奇
瑞
を
も
た
ら
す
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
「
語
り
」
に
お
け
る
地
蔵
の
形
象
は
、
「
府
の
守
り
」



の
く
像
Ｖ
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
最
初
こ
そ

「
代
受
苦
者
」
と
し
て
の
風
貌
を
感
じ
さ
せ
る
行
為
を
見
せ
て
い
る
が
、
そ
れ

と
て
も
状
況
の
決
定
的
な
打
開
に
は
ほ
と
ん
ど
寄
与
せ
ず
、
全
体
と
し
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

非
行
動
的
で
あ
り
、
静
止
的
な
く
物
Ｖ
と
し
て
の
印
象
が
強
い
。

先
の
母
の
言
葉
で
は
、
姉
弟
そ
れ
ぞ
れ
が
身
に
着
け
て
い
る
「
地
蔵
菩
薩
」

の
〈
像
〉
と
「
志
太
・
玉
造
の
系
図
」
と
は
同
列
・
同
格
に
扱
わ
れ
て
い
る
。

地
蔵
の
〈
像
〉
は
「
世
に
出
る
」
ま
で
の
姉
弟
の
数
々
の
苦
難
を
、
そ
の
あ
ら

た
か
な
霊
験
に
よ
っ
て
救
う
役
割
を
担
い
、
「
系
図
」
は
血
筋
と
身
分
と
を
証

明
し
て
、
奴
隷
的
身
分
で
あ
る
「
譜
代
下
人
」
か
ら
の
脱
出
を
可
能
に
す
る
証

明
書
と
し
て
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
父
親
の
不
在
に
よ
り
孤
児
と
な
っ
た
姉
弟
の

充
足
さ
れ
な
い
生
の
状
況
１
１
〈
父
性
の
欠
落
〉
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
機
能

し
て
い
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
等
価
物
と
し
て
あ
る
。
「
系
図
」
は

厨
子
王
が
「
世
に
出
る
」
決
定
的
な
局
面
で
そ
の
役
割
を
果
す
だ
け
だ
が
、

「
地
蔵
」
の
く
像
Ｖ
は
そ
こ
に
至
る
ま
で
、
そ
の
霊
威
の
発
揚
に
よ
っ
て
、
〈
父

性
の
欠
落
Ｖ
を
補
完
す
る
く
物
Ｖ
と
し
て
働
き
続
け
、
再
三
に
わ
た
っ
て
奇
瑞

を
も
た
ら
す
。
こ
の
〈
像
〉
は
言
わ
ば
姉
弟
に
と
っ
て
は
「
系
図
」
と
と
も
に

父
正
氏
の
く
形
見
Ｖ
と
し
て
存
在
す
る
。
例
の
安
寿
が
責
め
殺
さ
れ
る
場
面
で
、

地
蔵
が
そ
の
力
を
発
揮
し
え
な
い
の
は
、
そ
の
こ
と
の
証
明
で
も
あ
る
。
〈
像
Ｖ

が
す
で
に
厨
子
王
に
手
渡
さ
れ
た
後
の
こ
と
で
あ
り
、
〈
物
Ｖ
自
体
が
持
っ
力

は
そ
の
〈
物
〉
が
無
け
れ
ば
、
力
の
発
揮
の
し
よ
う
が
な
い
の
だ
。
さ
ら
に
、

　
　
　
　
　
説
経
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』

盲
目
の
母
の
両
眼
が
こ
の
〈
像
〉
で
撫
で
る
こ
と
に
よ
っ
て
開
眼
す
る
の
も
、

明
ら
か
に
呪
旦
↑
〈
物
〉
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
証
拠
で
あ
る
。
こ
の

「
語
り
」
で
は
地
蔵
の
く
像
Ｖ
は
安
寿
や
厨
子
王
の
意
志
と
行
動
を
律
す
る
信

仰
の
対
象
と
い
う
よ
り
は
霊
力
を
発
揮
す
る
く
物
Ｖ
と
し
て
、
極
め
て
現
実
的

な
当
面
す
る
困
難
の
解
決
の
み
に
威
力
を
発
揮
す
る
「
霊
物
」
１
１
呪
具
へ
の
傾

　
　
　
　
　
　
ゆ

斜
を
強
め
て
い
る
。

　
観
音
と
並
ん
で
常
に
行
動
的
な
仏
で
あ
る
地
蔵
は
時
に
人
間
に
姿
を
変
え
て

示
現
し
、
ま
た
仏
に
戻
る
。
そ
こ
に
は
絶
対
的
な
存
在
に
対
す
る
絶
対
的
な
信

仰
の
形
が
見
え
る
。
し
か
し
、
現
世
の
苦
患
に
喘
ぐ
人
問
が
自
ら
の
苦
闘
の
末

に
死
後
神
仏
と
し
て
祭
ら
れ
、
長
く
信
仰
さ
れ
た
と
す
る
、
説
経
の
「
本
地

謂
」
の
信
仰
の
形
に
そ
れ
は
な
い
。
そ
の
神
仏
を
信
仰
す
る
者
達
の
苦
患
に
喘

ぐ
現
実
の
あ
り
よ
う
を
反
映
し
て
、
前
身
が
問
わ
れ
、
資
格
が
質
さ
れ
る
。
先

に
見
た
よ
う
に
、
正
氏
を
「
本
地
」
と
す
る
「
金
焼
地
蔵
」
は
そ
の
よ
う
な
信

仰
の
対
象
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
存
在
す
る
。
っ
ま
り
、
こ
の
「
語
り
」
の

内
実
が
語
り
だ
さ
れ
る
時
点
で
、
「
金
焼
地
蔵
」
は
す
で
に
前
身
が
問
わ
れ
、

資
格
が
質
さ
れ
た
、
信
ず
る
に
た
る
祭
り
上
げ
ら
れ
た
「
地
蔵
」
で
あ
っ
た
。

こ
の
意
味
で
、
伊
藤
一
郎
氏
が
言
わ
れ
る
「
絶
対
的
有
効
性
」
を
保
持
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
＠

る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
そ
の
絶
対
的
な
救
済
の
力
を
有
す
る
「
地
蔵
」
が
喚
起

す
る
想
像
力
の
世
界
で
、
「
金
焼
地
蔵
」
１
１
正
氏
と
い
う
具
体
的
な
関
係
性
を

薄
め
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
こ
の
「
語
り
」
の
構
想
上
か
ら
も
意
図
的
に
断
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
三



　
　
　
　
　
説
経
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』

て
、
た
だ
霊
験
あ
ら
た
か
な
、
霊
威
を
発
揮
す
る
「
仏
像
」
１
１
〈
物
ｖ
　
・
父
の

〈
形
見
〉
と
い
う
形
で
形
象
さ
れ
た
の
が
、
「
膚
の
守
り
の
地
蔵
菩
薩
」
で
あ
っ

た
の
だ
。
そ
う
考
え
て
こ
そ
、
〈
父
性
の
欠
落
Ｖ
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
の

「
膚
の
守
り
の
地
蔵
菩
薩
」
Ｈ
安
寿
の
菩
提
を
弔
う
た
め
の
「
金
焼
地
蔵
」
と

い
う
新
た
な
関
係
性
が
生
み
出
さ
れ
、
「
語
り
」
の
時
空
の
内
外
に
そ
れ
ぞ
れ

に
存
在
し
た
二
者
の
合
一
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
地
蔵
の
位
相
は
、
こ
の
「
語
り
」
が
語
ろ
う
と
す

る
世
界
が
決
し
て
単
純
な
「
霊
験
謹
」
の
構
想
に
よ
っ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し

て
い
よ
う
。
酒
向
伸
行
氏
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
一
見
「
『
か
な
や
き
ぢ
ぞ
う
』

の
本
地
謂
と
い
う
よ
り
は
霊
験
謂
と
し
て
の
性
格
が
濃
い
こ
と
に
な
る
」
よ
う

　
　
　
　
　
＠

に
見
え
な
が
ら
、
地
蔵
の
く
物
Ｖ
化
に
伴
っ
て
、
「
語
り
」
の
内
実
は
著
し
い

変
容
を
見
せ
て
い
る
。

３
　
「
霊
験
謂
」

の
変
容

　
こ
の
「
語
り
」
で
は
厨
子
王
は
岩
城
判
官
正
氏
の
嫡
男
で
あ
る
と
と
も
に
、

「
梅
津
の
院
」
が
清
水
の
観
音
に
祈
誓
し
て
得
た
「
申
し
子
」
で
彼
の
養
子
で

あ
る
と
い
う
、
二
重
の
設
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
語
り
」
の
後
半
、
厨

子
王
は
丹
後
の
国
分
寺
か
ら
聖
に
よ
っ
て
都
の
「
朱
釈
迦
権
現
堂
」
付
近
に
運

ば
れ
、
足
腰
が
立
た
な
く
な
っ
た
状
態
で
「
村
送
り
」
さ
れ
て
、
天
王
寺
に
た

ど
り
つ
く
。
そ
の
段
階
で
、
唐
突
に
厨
子
王
の
「
申
し
子
」
で
あ
る
こ
と
が
次

四
四

の
よ
う
に
語
り
出
さ
れ
る
。

　
　
　
花
の
都
に
お
は
し
ま
す
、
三
十
六
人
の
臣
下
大
臣
の
御
中
に
、
梅
津
の

　
　
院
と
申
す
は
、
男
子
に
も
女
子
に
も
、
末
の
世
継
ぎ
が
ご
ざ
な
う
て
、
清

　
　
水
の
観
音
へ
参
り
、
申
し
子
を
召
さ
る
る
が
、
清
水
の
観
音
は
、
内
陣
よ

　
　
り
も
揺
る
ぎ
出
で
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
枕
上
に
ぞ
立
ち
給
ふ
。
「
梅
津
の
院

　
　
の
養
子
は
、
こ
れ
よ
り
も
南
北
天
王
寺
へ
お
参
り
あ
れ
」
と
の
仏
勅
な
り
。

　
こ
う
し
て
、
厨
子
王
は
清
水
の
観
音
の
指
示
に
従
っ
た
「
梅
津
の
院
」
に
よ

っ
て
見
出
さ
れ
る
。
そ
の
時
の
厨
子
王
の
様
子
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
、
こ
れ

も
ま
た
、
そ
れ
ま
で
の
厨
子
王
の
形
象
か
ら
す
れ
ば
、
い
か
に
も
唐
突
で
あ
る
。

　
　
　
梅
津
の
院
は
御
覧
じ
て
、
は
る
か
の
下
に
お
は
し
ま
す
、
つ
し
王
殿
の

　
　
額
に
は
、
米
と
い
ふ
字
が
三
下
り
す
わ
り
、
両
眼
に
瞳
が
二
体
ご
ざ
あ
る

　
　
を
、
確
か
に
御
覧
じ
て
、
「
そ
れ
が
し
が
養
子
に
、
お
茶
の
給
仕
を
、
そ

　
　
れ
が
し
に
賜
れ
」
と
の
御
詫
な
り
。

　
こ
こ
に
至
っ
て
厨
子
王
は
観
音
の
「
申
し
子
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

い
く
神
性
Ｖ
を
象
徴
す
る
「
異
相
」
の
者
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
る
。
丹
後
か
ら

都
へ
、
さ
ら
に
天
王
寺
へ
と
運
ば
れ
る
、
足
腰
の
立
た
な
い
厨
子
王
の
「
異

形
」
の
姿
の
中
に
そ
の
伏
線
は
あ
っ
た
。
さ
ら
に
遡
れ
ば
、
「
松
の
木
湯
舟
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

に
閉
じ
込
め
ら
れ
、
さ
ま
ざ
ま
に
虐
待
さ
れ
る
形
象
に
見
て
取
れ
る
。
厨
子
王

の
姿
は
、
同
じ
天
王
寺
に
お
け
る
信
徳
丸
の
「
異
例
」
の
乞
食
の
姿
、
小
栗
判

官
の
「
餓
鬼
阿
弥
」
と
な
っ
て
熊
野
湯
の
峰
へ
運
ば
れ
て
行
く
姿
と
同
様
に
、



「
蘇
生
」
に
至
る
過
程
の
姿
で
あ
り
、
神
仏
に
転
生
す
る
に
至
る
試
練
の
過
程

の
姿
で
も
あ
る
。
そ
の
形
象
の
基
層
に
は
「
籠
り
」
の
状
態
に
あ
る
〈
幼
神
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

の
イ
メ
ー
ジ
が
紡
佛
と
し
て
あ
ろ
う
。
こ
の
「
語
り
」
に
お
い
て
は
、
厨
子
王

こ
そ
が
あ
ら
た
な
る
く
神
ｖ
の
誕
生
を
語
る
「
本
地
謂
」
の
主
人
公
に
ふ
さ
わ

し
い
資
格
を
備
え
て
お
り
、
神
仏
に
転
生
し
う
る
唯
一
の
存
在
で
あ
っ
た
。

「
語
り
」
は
そ
の
よ
う
に
は
語
ら
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
厨
子
王
の
資
質
は

「
本
地
謂
」
の
構
想
の
中
で
こ
そ
十
分
に
発
揮
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
り
、
あ
ら

た
か
な
霊
験
を
も
た
ら
す
絶
対
的
な
存
在
を
前
提
と
す
る
「
霊
験
謹
」
の
構
想

と
は
本
質
的
に
矛
盾
す
る
。
そ
の
意
味
で
、
「
申
し
子
」
と
し
て
の
厨
子
王
の

存
在
は
、
「
霊
験
謹
」
そ
の
も
の
を
内
部
か
ら
破
壊
す
る
要
素
を
は
ら
ん
で
お

り
、
こ
の
「
語
り
」
に
あ
っ
て
は
、
「
膚
の
守
り
の
地
蔵
菩
薩
」
の
霊
験
を
拒

否
す
る
方
向
へ
働
く
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
先
に
述
べ
た
く
物
Ｖ
化
し
た
地
蔵

像
も
あ
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
、
「
霊
験
謹
」
と
し
て
も
、
む
ろ
ん
「
本
地
謹
」

と
し
て
も
、
充
分
な
内
実
を
持
ち
え
て
い
な
い
と
い
う
事
実
は
、
一
方
で
は
地

蔵
の
霊
験
に
よ
っ
て
も
救
い
難
い
現
実
認
識
に
立
ち
、
他
方
で
は
あ
ら
た
な
る

救
い
主
と
し
て
の
く
神
Ｖ
の
「
本
地
」
を
語
る
こ
と
を
も
断
念
し
た
次
元
に
、

こ
の
「
語
り
」
の
世
界
が
構
想
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。

　
こ
の
「
語
り
」
に
お
け
る
安
寿
の
位
置
は
、
『
し
ん
と
く
丸
』
の
「
乙
姫
」
、

『
を
ぐ
り
』
の
「
照
手
」
の
位
置
に
あ
り
、
岩
崎
武
夫
氏
が
言
わ
れ
た
よ
う
に

「
作
品
を
動
か
す
原
動
力
と
な
っ
て
い
る
女
性
」
で
、
厨
子
王
と
の
関
係
に
お

　
　
　
　
　
説
経
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』

い
て
は
「
母
と
子
の
庇
護
と
被
庇
護
を
下
地
に
し
た
つ
な
が
り
」
を
指
摘
で
き

る
。
そ
こ
に
は
く
幼
神
Ｖ
に
対
す
る
〈
母
神
〉
の
イ
メ
ー
ジ
の
投
影
が
認
め
ら

　
　
　
皿

れ
も
す
る
。
し
か
し
、
乙
姫
や
照
手
と
は
異
な
り
、
安
寿
は
「
語
り
」
の
中
途

で
犠
牲
的
な
死
を
遂
げ
て
し
ま
う
。
そ
の
姿
に
は
地
蔵
に
代
わ
る
「
代
受
苦

者
」
と
し
て
の
風
貌
さ
え
あ
っ
て
、
そ
こ
に
「
金
焼
地
蔵
」
が
安
寿
の
く
形

　
　
　
　
　
　
　
　
＠

代
Ｖ
で
あ
る
と
す
る
説
も
成
り
立
ち
う
る
の
だ
が
、
こ
の
「
語
り
」
の
構
想
か

ら
す
れ
ば
、
安
寿
は
あ
く
ま
で
厨
子
王
を
「
世
に
出
す
」
た
め
の
強
力
な
補
助

者
の
位
置
に
あ
り
、
や
は
り
く
父
性
の
欠
落
Ｖ
を
「
膚
の
守
り
の
地
蔵
菩
薩
」

や
「
系
図
」
と
は
異
な
る
形
で
補
完
す
る
も
の
と
し
て
あ
る
。
安
寿
は
厨
子
王

を
「
世
に
出
す
」
た
め
に
意
志
的
に
生
き
、
死
を
覚
悟
す
る
。
そ
の
姿
に
は
地

蔵
の
霊
験
に
よ
る
「
力
」
に
対
す
る
期
待
は
皆
無
で
あ
り
、
自
ら
の
意
志
の
貫

徹
と
そ
の
結
果
と
し
て
の
死
に
よ
っ
て
あ
が
な
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
、
厨
子
王
に

よ
る
「
奥
州
五
十
四
郡
」
の
回
復
と
岩
城
氏
一
族
郎
等
の
繁
栄
へ
の
祈
念
が
表

明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
安
寿
の
形
象
に
は
、
神
仏
の
力
に
よ
っ
て
も
な
お
救
わ

れ
よ
う
の
な
い
「
生
」
が
現
実
に
あ
る
こ
と
を
認
識
し
え
て
初
め
て
可
能
に
な

る
「
死
」
の
把
握
の
仕
方
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
「
死
」
の
認
識
は
、

同
時
に
、
「
語
り
」
の
基
層
に
お
け
る
く
幼
神
Ｖ
に
対
す
る
く
母
神
Ｖ
、
も
し
く

は
く
神
Ｖ
に
対
す
る
く
巫
女
Ｖ
の
位
置
に
、
安
寿
を
形
象
し
続
け
る
こ
と
の
断

念
に
も
繋
が
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
が
「
乙
姫
」
や
「
照
手
」
に
は
決
し
て
起

こ
り
え
な
か
っ
た
悲
惨
な
犠
牲
的
な
「
死
」
を
安
寿
に
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
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安
寿
の
死
後
、
厨
子
王
が
に
わ
か
に
「
申
し
子
」
と
し
て
設
定
さ
れ
な
が
ら
、

「
梅
津
の
院
」
と
い
う
秩
序
の
維
持
者
の
養
子
の
適
格
者
と
し
て
搦
め
捕
ら
れ

て
い
く
の
も
、
母
な
る
庇
護
者
を
失
っ
た
子
、
厨
子
王
の
必
然
的
な
帰
結
で
あ

っ
た
。

　
こ
う
し
て
こ
の
「
語
り
」
は
、
一
見
、
地
蔵
の
「
霊
験
謂
」
の
よ
う
な
様
相

を
見
せ
な
が
ら
、
そ
の
内
実
に
お
い
て
は
「
霊
験
誤
」
と
し
て
も
徹
底
さ
れ
ず
、

一
方
に
お
い
て
は
厨
子
王
の
有
す
る
「
申
し
子
」
と
し
て
の
〈
神
性
〉
も
深
め

ら
れ
な
い
ま
ま
に
、
あ
ら
た
な
る
〈
神
〉
の
誕
生
を
語
る
「
本
地
謹
」
と
し
て

の
可
能
性
を
も
閉
ざ
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
た
だ
盲
目
の
母
の
両
眼
を
「
膚
の

守
り
の
地
蔵
菩
薩
」
の
く
像
Ｖ
で
撫
で
、
「
善
哉
な
れ
や
、
明
ら
か
に
。
平
癒

し
た
ま
へ
、
明
ら
か
に
」
と
開
眼
さ
せ
る
姿
の
中
に
、
厨
子
王
の
呪
具
の
管
理

者
１
１
〈
神
の
使
者
〉
と
し
て
の
原
像
を
わ
ず
か
に
と
ど
め
る
だ
け
で
あ
る
。
そ

れ
と
て
も
「
奥
州
五
十
四
郡
の
主
」
と
い
う
支
配
者
、
秩
序
の
維
持
者
と
し
て

の
イ
メ
ー
ジ
に
圧
倒
さ
れ
、
か
き
消
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
４
　
〈
祝
言
〉
の
構
想

　
見
て
き
た
よ
う
に
、
説
経
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
の
「
語
り
」
の
世
界
が
、

「
本
地
謂
」
と
し
て
の
内
実
を
持
た
ず
、
ま
た
、
「
霊
験
謂
」
と
し
て
の
そ
れ
を

も
十
分
な
形
で
獲
得
し
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
「
語
り
」
は
ど
の
よ
う
な

構
想
の
下
に
、
い
っ
た
い
何
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
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「
語
り
」
の
枠
組
み
を
形
成
し
て
い
る
冒
頭
部
と
結
末
部
の
、
語
り
出
し
・
語

り
収
め
の
詞
章
、
い
わ
ゆ
る
「
定
型
」
の
詞
章
の
こ
の
「
語
り
」
に
お
け
る
あ

り
よ
う
を
手
が
か
り
に
探
っ
て
み
た
い
。

　
こ
の
「
語
り
」
の
語
り
収
め
の
結
末
部
は
、
承
知
の
よ
う
に
次
の
よ
う
に
な

っ
て
い
て
、
冒
頭
部
の
「
本
地
課
」
と
し
て
の
語
り
出
し
の
型
に
対
応
し
た
形

に
は
な
っ
て
い
な
い
。

　
　
　
い
に
し
へ
の
そ
の
跡
に
、
数
の
屋
形
を
立
て
並
べ
、
富
貴
の
家
と
栄
え

　
　
た
ま
ふ
。
い
に
し
へ
の
郎
等
ど
も
、
我
も
我
も
と
ま
か
り
出
で
、
君
を
守

　
　
護
し
奉
る
。
上
古
も
今
も
末
代
も
、
た
め
し
少
な
き
次
第
な
り
。

　
こ
れ
は
文
字
通
り
く
祝
言
Ｖ
の
詞
章
で
あ
り
、
冒
頭
部
の
「
金
焼
地
蔵
」
の

「
本
地
」
、
っ
ま
り
正
氏
の
「
諸
事
の
哀
れ
」
を
語
り
、
彼
が
再
び
「
金
焼
地

蔵
」
と
し
て
祭
ら
れ
る
と
い
う
詞
章
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
か
ら
は
、
た
ど
り
着

け
る
は
ず
の
な
い
結
末
の
あ
り
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
冒
頭
部
と
結
末
部
と
の

〈
ず
れ
〉
は
こ
れ
ま
で
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
こ

の
「
語
り
」
の
内
実
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
無
意
味
な
詞
章
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

て
処
理
さ
れ
て
き
た
と
言
っ
て
も
よ
い
。
し
か
し
、
「
語
り
」
の
重
要
な
部
分

に
置
か
れ
、
不
対
応
と
い
う
矛
盾
を
犯
し
て
も
な
お
か
っ
必
要
で
あ
っ
た
部
分

で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
露
呈
し
て
い
る
〈
ず
れ
〉
が
、
こ
の
「
語
り
」
の

内
実
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

　
こ
の
「
語
り
」
が
そ
の
冒
頭
部
か
ら
予
想
さ
れ
る
内
実
を
一
切
持
っ
て
い
な



い
こ
と
は
先
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
冒
頭
部
に
直
接
続
く
次
の
詞
章

に
よ
っ
て
、
「
語
り
」
が
派
生
的
な
あ
る
方
向
へ
構
想
を
ね
じ
曲
げ
て
い
っ
て

い
る
点
に
す
で
に
用
意
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
あ
ら
い
た
は
し
や
御
台
所
は
、
姫
と
若
、
伊
達
の
郡
信
夫
の
荘
へ
御
浪

　
　
人
を
な
さ
れ
、
御
嘆
き
は
こ
と
わ
り
な
り
。

　
こ
こ
で
早
く
も
「
語
り
」
の
眼
目
は
正
氏
自
身
の
「
諸
事
の
哀
れ
」
を
語
る

こ
と
か
ら
離
れ
、
正
氏
の
妻
子
の
そ
れ
を
語
る
方
向
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
部
分
は
、
「
語
り
」
が
正
氏
と
「
金
焼
地
蔵
」
と
の
結
び
っ
き
を
背
景
に
押

し
や
っ
て
、
正
氏
流
罪
後
の
妻
子
の
身
の
上
を
語
る
方
向
へ
、
構
想
を
構
え
直

し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
詞
章
は
、
冒
頭
部

の
持
つ
「
本
地
謂
」
の
語
り
出
し
と
し
て
の
意
味
を
意
図
的
に
読
み
替
え
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
正
氏
の
不
在
、
つ
ま
り
、
あ
る
家
族
に
お
け
る
〈
父
性
の
欠

落
〉
と
い
う
状
況
を
導
き
出
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
以
下
の
語
り
の
内
実

を
組
み
立
て
て
い
こ
う
と
す
る
構
想
の
具
体
化
の
、
第
一
歩
と
し
て
置
か
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
「
金
焼
地
蔵
」
白
体
の

変
容
を
強
い
る
こ
と
に
も
な
り
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
父
正
氏
の
く
形
見
Ｖ

の
「
膚
の
守
り
の
地
蔵
菩
薩
」
と
し
て
「
金
焼
地
蔵
」
を
転
位
さ
せ
な
が
ら
、

「
本
地
謂
」
と
し
て
の
構
想
を
意
図
的
に
放
棄
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
一
方
、
先
に
掲
げ
た
結
末
部
の
詞
章
は
、
簡
略
に
語
ら
れ
て
は
い
る
が
、
そ

の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
厨
子
王
を
中
心
と
し
た
岩
城
氏
一
族
郎
等
に
対
す
る

　
　
　
　
　
説
経
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』

最
大
級
の
祝
福
に
あ
る
。
大
団
円
の
結
末
に
対
す
る
く
祝
言
Ｖ
の
語
り
収
め
の

詞
章
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
「
語
り
」
の
内
実
を
受
け
止
め
、
「
語
り
」
を
終

息
さ
せ
る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。

　
「
語
り
」
の
発
端
部
で
、
父
が
筑
紫
に
健
在
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
厨
子
王

は
、　

　
　
父
だ
に
浮
き
世
に
ま
し
ま
さ
ば
、
姉
御
や
そ
れ
が
し
に
、
暇
を
賜
り
侯

　
　
へ
。
都
へ
上
り
、
み
か
ど
に
て
安
堵
の
御
判
を
申
し
受
け
、
奥
州
五
十
四

　
　
郡
の
主
と
な
ら
う
よ
、
母
御
様
。

と
、
母
に
語
る
。
父
が
健
在
で
あ
る
こ
と
を
条
件
と
し
、
「
み
か
ど
」
に
所
領

安
堵
の
保
障
を
求
め
、
厨
子
王
自
ら
が
「
奥
州
五
十
四
郡
の
主
」
と
し
て
、
父

の
後
を
継
承
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
厨
子
王
の
意
図
は
「
語
り
」
の
後
半

に
お
い
て
、
厨
子
王
が
「
梅
津
の
院
」
の
養
子
と
し
て
見
出
さ
れ
、
「
志
太
・

玉
造
の
系
図
」
に
よ
っ
て
身
元
が
証
明
さ
れ
て
実
現
す
る
。
こ
の
後
の
厨
子
王

の
行
動
は
「
奥
州
五
十
四
郡
の
主
」
と
し
て
の
そ
れ
に
終
始
し
、
例
の
丹
後
に

お
け
る
復
讐
劇
で
頂
点
を
迎
え
る
。
そ
の
後
、
父
や
母
、
聖
、
伊
勢
の
小
萩
と

共
に
、
「
十
万
余
騎
」
を
率
い
て
の
堂
々
た
る
「
入
部
」
と
な
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
先
の
〈
祝
一
言
〉
は
あ
く
ま
で
も
厨
子
王
そ
の
人
と
、
厨
子
王
に

よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
秩
序
の
回
復
・
一
族
の
繁
栄
に
向
け
ら
れ
て
発
せ
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
正
氏
は
厨
子
王
に
よ
る
秩
序
の
回
復
・
一
族
の
繁
栄
を
実

現
す
る
条
件
と
し
て
の
み
生
か
さ
れ
、
〈
祝
言
〉
に
値
す
る
大
団
円
の
場
に
姿
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を
現
す
が
、
終
始
「
語
り
」
の
枠
外
に
あ
っ
て
、
冒
頭
部
の
「
金
焼
地
蔵
」
の

「
本
地
」
で
あ
る
と
す
る
回
路
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
に
完
全
に
遮
断
さ
れ
て

い
る
。

　
冒
頭
部
と
結
末
部
と
の
間
に
存
在
す
る
〈
ず
れ
〉
は
冒
頭
部
か
ら
半
ば
強
引

に
〈
父
性
の
欠
落
〉
を
導
き
出
す
こ
と
と
、
「
金
焼
地
蔵
」
の
「
膚
の
守
り
の

地
蔵
菩
薩
」
へ
の
転
位
に
よ
っ
て
、
危
う
く
修
復
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は

結
末
部
か
ら
逆
に
た
ど
れ
ば
、
当
初
か
ら
、
〈
父
性
の
欠
落
〉
に
よ
る
家
族
の

没
落
と
離
散
、
そ
し
て
回
復
・
繁
栄
と
い
う
道
筋
に
沿
っ
て
、
こ
の
「
語
り
」

が
構
想
さ
れ
、
そ
の
実
現
に
向
け
て
「
膚
の
守
り
の
地
蔵
菩
薩
」
が
機
能
し
て

い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
末
尾
の
〈
裡
言
〉
に
値
す
る
大
団
円
は
あ
ら

か
じ
め
予
定
さ
れ
た
設
定
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
「
膚
の
守
り
の
地
蔵
菩
薩
」
も

安
寿
の
菩
提
を
弔
う
新
た
な
「
丹
後
の
金
焼
地
蔵
」
と
し
て
の
位
置
を
あ
ら
か

じ
め
与
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
こ
の
「
語
り
」
は
、
厨
子
王
に
よ
る
失
わ
れ
た
「
奥
州
五
十
四

郡
」
の
回
復
と
岩
城
氏
一
族
郎
等
の
繁
栄
と
を
主
題
に
し
た
構
想
を
持
ち
、
そ

の
内
実
と
し
て
、
〈
父
性
の
欠
落
〉
下
に
お
け
る
、
孤
児
、
安
寿
と
厨
子
王
の

犠
牲
と
苦
闘
を
そ
の
母
の
姿
と
と
も
に
語
る
も
の
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。
そ

の
意
味
で
、
や
や
否
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
言
え
ば
、
安
野
真
幸
氏
の
言
わ
れ

　
　
　
　
　
　
○

る
「
お
家
再
興
謂
」
と
し
て
の
結
構
を
認
め
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
、

安
寿
や
厨
子
王
の
行
動
と
思
考
は
未
だ
「
義
理
」
や
「
忠
義
」
と
い
う
近
世
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
八

な
倫
理
に
律
せ
ら
れ
る
に
到
っ
て
い
な
い
。
彼
ら
は
自
ら
の
意
志
の
貫
徹
と
そ

の
結
果
と
し
て
負
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
負
荷
を
引
き
受
け
、
流
浪
し
、
虐
待

さ
れ
る
境
涯
の
中
か
ら
、
聖
や
小
萩
と
の
人
問
的
な
協
同
、
想
像
力
の
生
み
出

す
願
望
と
し
て
の
「
膚
の
守
り
の
地
蔵
菩
薩
」
や
「
梅
津
の
院
」
の
力
に
助
け

ら
れ
て
、
「
生
」
を
充
足
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
〈
祝
言
〉
に
彩
ら
れ
る
大

団
円
は
そ
の
よ
う
な
「
生
」
に
与
え
ら
れ
た
願
望
の
果
て
に
あ
る
祝
祭
で
あ
っ

た
。
そ
の
結
果
が
、
安
寿
の
自
己
犠
牲
的
な
「
死
」
の
上
に
厨
子
王
の
被
支
配

者
か
ら
支
配
者
へ
の
飛
躍
と
い
う
、
現
実
に
は
決
し
て
起
こ
り
え
な
い
形
で
実

現
さ
れ
て
い
よ
う
と
も
、
そ
れ
は
新
た
な
時
代
の
新
た
な
救
い
の
あ
り
よ
う
と

し
て
、
語
り
手
や
聞
き
手
の
現
実
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
確
か
な
方
法
の
一
つ
で

　
　
　
　
　
　
＠

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
「
語
り
」
自
体
が
過
渡
的
な
時
代
に

ふ
さ
わ
し
い
構
想
を
持
ち
、
中
世
的
な
神
話
的
世
界
に
片
足
を
踏
み
入
れ
た
ま

ま
、
新
た
な
体
制
に
向
か
う
未
分
化
な
時
代
の
「
語
り
」
の
方
法
を
模
索
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

結
果
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

　
近
年
、
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
諸
論
稿
な
ど
、
歴
史
学
や
伝
説
の
研
究
の

分
野
か
ら
、
こ
の
説
経
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
に
表
現
さ
れ
て
い
る
中
世
の
下
層

民
の
現
実
に
関
す
る
新
た
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
中
世
の
下

層
民
の
現
実
が
豊
か
に
反
映
さ
れ
た
一
つ
の
統
一
的
な
「
語
り
」
の
世
界
が
、

ど
の
よ
う
な
構
想
の
下
に
獲
得
さ
れ
う
る
の
か
に
焦
点
を
絞
っ
た
た
め
、
そ
の

具
体
的
な
成
果
に
充
分
に
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
安
寿
や
厨
子
王
の
対
極



の
位
置
に
あ
る
山
楓
太
夫
や
三
郎
の
「
悪
」
に
関
し
て
も
、
す
で
に
示
唆
的
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

刺
激
的
な
論
も
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
構
想
上
の
問
題
に
も
触
れ
る
余
裕
が
な
か

っ
た
。
別
の
機
会
に
期
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
九
四
・
七
・
七

注
¢
　
「
係
累
の
語
り
の
形
成
１
１
説
経
『
さ
ん
せ
う
大
夫
』
試
論
　
　
一
『
同
志
社
国
文

　
学
』
第
二
十
二
号
）

　
説
経
与
七
郎
正
本
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
を
底
本
と
し
、
欠
丁
部
分
を
説
経
佐
渡
七

　
太
夫
正
本
『
せ
つ
き
や
う
さ
ん
せ
う
太
夫
』
と
草
子
本
『
絵
入
さ
ん
そ
う
太
夫
』
で

　
補
丁
し
て
い
る
。

　
　
室
木
氏
校
注
『
説
経
集
』
頭
注
。

　
村
山
修
一
氏
『
本
地
垂
迩
』
二
二
「
縁
起
謂
と
習
合
文
芸
」
。

¢
和
辻
哲
郎
氏
「
埋
れ
た
日
本
」
（
全
集
巻
三
所
収
）
。

　
網
野
善
彦
氏
は
、
こ
の
呼
称
を
津
軽
半
島
に
勢
力
を
張
っ
た
安
東
氏
が
名
乗
っ
た

　
こ
と
は
確
実
だ
と
し
、
説
経
『
さ
ん
せ
う
大
夫
』
の
岩
城
の
判
官
が
こ
れ
を
名
乗
っ

　
た
歴
史
的
背
景
と
し
て
考
え
て
い
る
。
（
『
海
と
列
島
の
中
世
』
所
収
、
「
説
経
節
の

　
世
界
　
　
中
世
社
会
の
変
化
　
　
」
）
。

¢
拙
稿
、
前
掲
論
文
。

＠
　
説
経
『
し
ん
と
く
丸
』
に
も
同
様
の
場
面
が
あ
り
、
そ
の
時
の
呪
具
は
「
鳥
帝
」

　
で
あ
る
。
ま
た
、
正
徳
版
『
山
庄
太
輔
』
で
は
「
系
図
の
巻
物
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。

　
傍
証
に
な
ろ
う
。

　
　
「
物
語
の
原
動
力
　
　
さ
ん
せ
う
太
夫
考
！
１
」
一
『
文
学
』
第
四
十
八
巻
第
十
号
）
。

　
氏
は
他
の
「
金
焼
謂
」
に
見
ら
れ
る
地
蔵
の
代
受
苦
に
関
し
て
こ
の
語
を
使
用
し
て

　
い
る
。
こ
の
「
語
り
」
に
お
け
る
地
蔵
は
「
す
で
に
善
知
識
と
し
て
の
機
能
を
失
い
、

　
あ
る
種
の
変
質
を
被
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
冒
頭
部
の
地
蔵
に
関
し
て
は

　
特
に
触
れ
て
い
な
い
。

＠
　
酒
向
伸
行
氏
『
山
淑
太
夫
伝
説
の
研
究
』
第
三
章
第
三
節
。
氏
は
詳
細
な
伝
説
の

　
研
究
か
ら
こ
の
「
語
り
」
が
安
寿
の
物
語
と
厨
子
王
の
物
語
の
二
重
構
造
を
な
し
て

　
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
二
重
構
造
を
な
し
て
い
な
が
ら
、
な
ぜ
一
つ
の
統
一

　
さ
れ
た
「
語
り
」
の
世
界
を
確
立
し
え
て
い
る
か
が
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

◎
　
伝
承
の
世
界
で
は
平
将
門
、
そ
の
子
信
田
小
太
郎
、
ま
た
小
栗
判
官
も
同
じ
「
異

　
相
」
の
持
ち
主
で
あ
る
。

＠
　
岩
崎
武
夫
氏
は
「
禁
忌
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
こ
と
が
、
逆
に
聖
化
さ
れ
る
可
能
性

　
の
あ
る
存
在
で
あ
る
と
す
る
論
理
」
を
指
摘
し
て
い
る
。
（
『
さ
ん
せ
う
太
夫
考
』
所

　
収
「
『
さ
ん
せ
う
太
夫
の
』
構
造
」
）

＠
　
徳
田
和
夫
氏
『
絵
語
り
と
物
語
』
第
二
部
第
一
章
「
床
下
神
の
物
語
」
が
参
考
に

　
な
る
。

＠
　
「
在
地
の
語
り
物
と
漂
泊
の
文
学
」
一
前
掲
書
所
収
）
。

＠
　
岩
崎
氏
前
掲
＠
論
文
。

＠
　
伊
藤
氏
前
掲
論
文
の
「
冒
頭
・
結
尾
の
形
式
は
、
そ
の
間
に
挟
ま
っ
て
い
る
根
幹

　
の
部
分
と
強
い
有
機
的
な
関
連
が
な
い
、
取
り
外
し
付
け
替
え
自
由
の
ユ
ニ
ッ
ト
部

　
品
に
な
っ
て
い
る
の
だ
」
と
す
る
説
が
、
代
表
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
安
野

　
真
幸
氏
は
「
説
経
節
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
の
成
立
」
一
『
下
人
論
　
　
中
世
の
異
人
と

　
境
界
－
１
－
』
所
収
）
で
、
誰
が
「
本
地
」
か
を
め
ぐ
っ
て
諸
説
を
整
理
さ
れ
、
「
こ

　
れ
は
単
な
る
形
式
・
飾
り
に
す
ぎ
ず
、
内
容
は
も
っ
と
別
な
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
可
能

　
性
が
あ
る
」
と
述
べ
、
西
田
耕
三
氏
も
「
所
詮
は
便
宜
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ

　
た
」
と
す
る
。
（
『
生
涯
と
い
う
物
語
世
界
』
第
二
章
「
説
経
の
形
式
」
）
。
詳
述
す
る

　
余
裕
は
な
い
が
、
『
お
ぐ
り
』
や
『
か
る
か
や
』
の
冒
頭
部
も
子
の
側
か
ら
す
れ
ば

　
父
性
の
欠
落
と
絡
ん
で
お
り
、
構
想
上
決
し
て
無
意
味
で
は
な
い
。

説
経
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』

四
九
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説
経
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』

　
安
野
氏
前
掲
論
文
。
氏
は
「
厨
子
王
の
出
世
『
お
家
再
興
』
は
安
寿
の
代
受
苦
を

か
す
め
と
る
形
で
遂
行
さ
れ
る
」
と
述
べ
、
伊
藤
氏
は
前
掲
論
文
で
「
お
家
相
続
を

つ
し
王
の
意
図
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
、
家
族
の
回
復
と
領
地
の
回
復

と
を
「
物
語
り
を
導
い
て
ゆ
く
水
路
（
軸
）
だ
」
と
し
て
い
る
。

　
網
野
氏
は
前
掲
論
文
で
、
「
か
つ
て
中
世
前
期
ま
で
は
な
お
、
神
仏
、
天
皇
の
直

属
民
で
あ
っ
た
と
い
う
、
過
去
の
よ
り
よ
き
時
代
に
対
す
る
感
情
の
投
影
を
そ
こ
に

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」
と
推
測
し
て
い
る
が
、
過
去
の
「
投

影
」
と
い
う
よ
り
は
「
再
奪
取
」
の
た
め
の
模
索
の
姿
勢
と
し
て
見
た
い
。

　
安
野
氏
は
前
掲
論
文
で
、
「
宗
教
的
霊
能
者
の
賎
民
化
、
『
人
が
神
と
な
る
』
こ
と

の
否
定
、
下
人
の
氏
神
信
仰
、
こ
う
し
た
仕
組
み
を
支
え
る
も
の
と
し
て
の
天
皇
の

登
場
、
こ
こ
に
近
世
社
会
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
が
先
取
り
さ
れ
て
い
る
と
見
て
と
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
推
測
し
て
い
る
。

　
安
野
氏
前
掲
論
文
、
鳥
居
明
雄
氏
「
再
会
の
ト
ポ
ロ
ジ
ー
　
　
『
説
教
さ
ん
せ
う

太
夫
考
』
１
」
（
『
日
本
文
学
』
　
一
九
九
二
年
四
月
号
）
。
同
氏
『
漂
泊
の
中
世
－

説
経
語
り
物
の
精
神
史
』
。

一
五
〇
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