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三

『
閑
居
友
』
に
お
け
る
「
結
縁
」
の
諸
相 

　
　
　
　

―
―

「
有
縁
」
か
ら
「
結
縁
」
へ―
―

宮　
　

島　
　
　
　
　

磨

鎌
倉
初
期
を
代
表
す
る
仏
教
説
話
集
の
ひ
と
つ
で
あ
る
『
閑
居
友
』
の
著
者 

慶
政
上
人
は
、
上
巻
の
第
一
説
話
「
真
如
親
王
、

天
竺
に
渡
り
給
ふ
事

（
１
）

」
末
の
評
語
部
分
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

さ
て
も
、
発
心
集
に
は
、
伝
記
の
中
に
あ
る
人
々
あ
ま
た
見
ゑ
侍
め
れ
ど
、
こ
の
書
に
は
、
伝
に
載
れ
る
人
を
ば
入
る
ゝ
こ
と

　
　

な
し
。
か
つ
は
か
た
〴
〵
憚
り
も
侍
り
…
…
ま
た
、
も
と
よ
り
筆
を
と
り
て
も
の
を
記
せ
る
者
の
心
ざ
し
は
、「
我
こ
の
事
を

　
　

記
し
と
ヾ
め
ず
は
、
後
の
世
の
人
い
か
で
か
こ
れ
を
知
る
べ
き
」
と
思
よ
り
始
ま
れ
る
わ
ざ
な
る
べ
し
。
…
…
い
は
ん
や
ま
た
、

　
　

古
き
人
の
心
も
巧
み
に
詞
も
と
ゝ
の
ほ
り
て
記
せ
ら
ん
を
、
今
あ
や
し
げ
に
引
き
な
し
た
ら
む
も
い
か
ヾ
か
と
覚
え
侍
。
…
…

　
　

長
明
は
、
人
の
耳
を
も
喜
ば
し
め
、
ま
た
結
縁
に
も
せ
む
と
て
こ
そ
、
伝
の
中
の
人
を
も
載
せ
け
ん
を
、
世
の
人
の
さ
よ
う
に

　
　

は
思
は
で
侍
に
な
ら
ひ
て
、
か
や
う
に
も
思
ひ
侍
な
る
べ
し
。
ゆ
め
〳
〵
草
隠
れ
な
き
か
げ
に
も
、「
我
を
ば
そ
む
る
詞
か
な
」

　
　

と
は
思
ふ
ま
じ
き
な
り

（
2
）

。
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こ
こ
に
は
「
説
話
」
と
い
う
主
題
が
鴨
長
明
の
『
発
心
集
』
と
の
差
異
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。『
発
心
集
』
が
は
た
し
て
「
人

の
耳
を
も
喜
ば
し
め
、
ま
た
結
縁
に
せ
む
」
と
い
う
編
纂
動
機
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
あ
ら
た
め
て
検
討
さ

れ
る
べ
き
事
柄
に
属
し
よ
う
が

（
３
）

、
と
も
あ
れ
慶
政
は
そ
う
し
た
意
図
そ
の
も
の
が
無
意
味
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
う
し
た
意
図
と
は
裏
腹
に
、
世
の
ひ
と
び
と
に
と
っ
て
は
収
録
さ
れ
た
記
事
が
（
先
行
諸
伝
の
中
の
そ
れ
と
重
複
を
き
た
し
て
い

る
が
ゆ
え
に
）、
い
わ
ば
そ
の
希
少
性
を
減
じ
、
も
は
や
あ
ら
た
め
て
有
り
難
が
っ
た
り
、「
結
縁
」
の
対
象
に
な
っ
た
り
す
る
こ
と

が
難
し
い
状
況
へ
と
追
い
込
ま
れ
、
挙
げ
句
の
果
て
に
は
収
録
の
真
意
さ
え
も
が
曲
解
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
憂
い
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

対
し
て
、
慶
政
は
ま
さ
に
説
話
に
採
ら
れ
る
記
事
の
〈
歴
史
的
事
実
〉
性
に
こ
だ
わ
る
。
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
説
話
が
、
そ
れ
ら
の

構
成
要
因
た
る
話
素
と
し
て
も
つ―
た
と
え
ば
〝
だ
れ
が
、
い
つ
、
い
か
な
る
事
情
で
、
世
を
逃
れ
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
行

を
手
だ
て
と
し
て
仏
へ
と
誘
わ
れ
た
か
〞
と
い
っ
た
よ
う
な
事
柄
の
集
積
が
織
り
な
す―

〈
事
実
〉
が
、
少
な
く
と
も
そ
の
ま
ま
で

は
〝
反
復
不
可
能
〞
な
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
の
う
ち
に
こ
そ
成
り
立
ち
得
た
事
象
と
し
て
、
い
い
か
え
る
な
ら
ば
、
と
り
も
な
お
さ
ず

一
回
一
回
の
〈
歴
史
的
事
実
〉
た
る
「
伝
」
と
し
て
、
採
り
あ
げ
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
慶
政
の
採
録
す
る
諸
説
話
は

常
に
新
た
な
「
結
縁
」
の
対
象
と
な
る
可
能
性
を
は
ら
ん
で
く
る
の
で
あ
る

（
４
）

。

一　

結
縁
を
求
め
る
慶
政

収
録
説
話
の
最
終
話
に
あ
た
る
「
東
山
に
て
往
生
す
る
女
の
童
の
事
」（
下
巻
第
十
一
話
）
で
は
、〝
東
山
の
聖
〞
の
も
と
に
身
を

寄
せ
る
「
賤あ

や

し
の
下げ

す種
女
の
、
年
廿
二
三
ば
か
り
な
る
」
が
流
行
り
病
に
か
か
る
。
女
は
「
ひ
ま
ね
く
念
仏
」
し
、
そ
の
様
子
を
主
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も
「
あ
は
れ
」
と
思
う
。

　

と
あ
る
夕
方
、
女
は
死
を
予
期
し
、
灯
火
を
見
守
る
よ
う
に
と
い
う
の
で
、
主
は
怪
訝
に
思
っ
て
尋
ね
る
。
女
は
、
こ
の
七
、八

年
の
間
、
多
忙
な
中
に
も
「
臨
終
正
念
往
生
極
楽
の
た
め
」
に
毎
日
三
万
遍
の
念
仏
を
欠
か
す
こ
と
が
な
か
っ
た
が
、「
い
み
じ
き
人
」

が
や
っ
て
き
て
、
こ
の
寅
の
刻
に
亡
く
な
る
こ
と
を
告
げ
、
決
し
て
嘆
き
悲
し
む
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
と
伝
え
た
の
だ
と
い
う
。

女
は
主
が
見
守
る
中
、
子
の
刻
か
ら
丑
の
刻
を
経
て
、
臨
終
の
念
仏
を
十
遍
唱
え
た
と
こ
ろ
で
絶
命
す
る
。
そ
の
様
子
は
「
い
と
あ

は
れ
」
で
あ
っ
た
。

　

評
語
部
分
に
お
い
て
慶
政
は
い
う
。

　
　

さ
や
う
の
際
の
者
は
、
後
の
世
の
事
を
ば
か
け
ふ
れ
思
ひ
も
寄
ら
ず
、
た
ゞ
さ
し
当
た
り
た
る
事
を
の
み
こ
そ
、
嘆
き
も
悦
び

　
　

も
す
る
事
に
て
侍
め
る
に
、
日
ご
と
に
怠
り
な
く
勤
め
け
ん
事
、
こ
の
世
一
な
ら
ぬ
縁
に
こ
そ
侍
け
れ
。

　

す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
身
分
の
者
は
も
っ
ぱ
ら
当
座
の
俗
世
の
こ
と
の
み
を
気
に
か
け
一
喜
一
憂
す
る
の
が
世
の
常
で
あ
る
の

に
、
か
く
も
ひ
た
む
き
に
仏
道
に
励
む
の
は
実
に
希
有
な
事
例
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
女
は
、
あ
る
い
は
先
の
世
に
お
い
て―

い
ま

だ
転
輪
聖
王
で
あ
っ
た
頃
の―

阿
弥
陀
仏
と
有
縁
の
存
在
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
、
と
。

　
　

す
ゞ
ろ
に
気
ぢ
か
く
頼
も
し
く
、
し
た
る
勤
め
は
な
け
れ
ど
も
、
よ
き
方か

た
う
ど人

の
や
う
に
覚
え
て
、
事
に
触
れ
て
い
さ
さ
ゝ
か
心

　
　

の
澄
み
渡
り
侍
に
は
、
こ
の
仏
の
御
名
の
み
唱
へ
ら
れ
侍
ぞ
か
し
。
ま
た
、
い
さ
ゝ
か
あ
は
れ
に
無む

ざ

う慙
な
る
事
を
見
聞
く
に
も
、

　
　

ま
づ
こ
の
仏
の
御
名
の
み
ぞ
唱
へ
ら
れ
侍
。
い
か
に
も
、
過
ぎ
来
し
世
ゝ
に
こ
の
仏
に
契
り
の
深
く
侍
け
る
な
め
り
。
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と
も
あ
れ
慶
政
は
こ
の
女
の
念
仏
に
導
か
れ
つ
つ
、
自
ら
も
い
つ
し
か
阿
弥
陀
仏
の
名
を
唱
え
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。

そ
れ
は
慶
政
自
身
が
語
る
よ
う
に
、
心
の
澄
み
渡
っ
た
〝
定
心
〞
の
状
態
（
「
い
さ
ゝ
か
心
の
澄
み
渡
り
侍
」
）
で
唱
え
ら
れ
る
場

合
も
あ
れ
ば
、
心
乱
さ
れ
る
出
来
事
に
遭
遇
し
た
ま
ま
に
〝
散
心
〞
の
状
態
（
「
い
さ
ゝ
か
あ
は
れ
に
無
慙
な
る
事
を
見
聞
く
に
も
」
）

で
唱
え
ら
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
慶
政
を
あ
ら
た
め
て
仏
道
、
わ
け
て
も
こ
の
場
合
、
阿
弥
陀
仏
へ
と
導

き
、
慶
政
自
身
と
阿
弥
陀
仏
と
の―

ひ
と
か
た
な
ら
ぬ―

結
び
つ
き
を
思
い
知
ら
せ
し
め
た
も
の
は
、
こ
の
女
の
仏
道
へ
の
ひ
た
む

き
さ
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

　

慶
政
は
、
こ
の
「
下
種
女
」
の
仏
道
へ
の
ひ
た
む
き
さ
を
〝
多
生
の
縁
〞
に
求
め
つ
つ
、「
か
の
昔
の
無
上
念
王
の
御
時
の
国
の

民
な
ど
に
て
、
縁
を
結
び
て
侍
け
る
に
や
覧
」
と
も
い
う
。
女
は
、
か
つ
て
阿
弥
陀
仏
が
そ
の
前
世
に
お
い
て
転
輪
聖
王
で
あ
っ
た

時
の
国
の
民
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
そ
う
思
う
と―

今
生
の
あ
り
さ
ま
の
相
違
は
と
も
あ
れ―

、
有
縁
な
存
在
に
映
る
と
い
う

の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
慶
政
自
身
が
行
じ
る
行
は
（
女
の
そ
れ
に
比
べ
る
な
ら
ば
、
質
・
量
い
ず
れ
の
面
に
お
い
て
も
）
た
か
が
知
れ

て
お
り
、「
し
た
る
勤
め
」
と
す
る
に
足
る
も
の
で
は
な
い
と
の
自
覚
が
表
明
せ
ら
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
、
両
者
の
間
に
横
た
わ

る
こ
う
し
た
溝
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
や
、
こ
う
し
た
溝
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
、
女
の
ひ
た
む
き
な
在
り
よ
う
を
そ
の
背
後
で
支
え

て
い
る
堅
固
な
仏
道
志
向
は
慶
政
の
至
ら
な
い
発
心
を
照
ら
し
だ
し
、
仏
へ
と
押
し
や
り
も
す
る
。
い
う
な
れ
ば
、
こ
の
女
の
ひ
た

む
き
な
在
り
よ
う
を
前
に
、
慶
政
の
発
心
も
後
押
し
さ
れ
て
、
事
に
触
れ
て
お
の
ず
か
ら
念
仏
を
唱
え
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

こ
に
お
い
て
女
は
慶
政
の
「
善
知
識
」
に
も
匹
敵
す
る
存
在
と
し
て
立
ち
現
れ
て
（
「
よ
き
方
人
の
や
う
に
覚
え
て
」
）
く
る
の
で

あ
る
。

　

そ
の
と
き
、
天
台
大
師
の
説
い
た
「
弥
陀
と
こ
の
世
界
の
極
悪
の
衆
生
と
は
。
ひ
と
へ
に
因
縁
あ
り
」
と
い
う
教
え
も
ま
た
、
あ

ら
た
め
て
慶
政
自
身
に
と
っ
て
重
み
を
も
つ
言
葉
と
し
て
響
い
て
く
る
。
今
生
に
お
い
て
は
至
ら
ぬ
発
心
し
か
も
ち
え
ず
、
さ
し
た
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る
行
も
な
し
得
な
い
己
れ
自
身
も
ま
た
、
も
し
か
し
た
ら
先
々
の
世
に
お
い
て
は
阿
弥
陀
仏
と
有
縁
の
存
在
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な

い
と
い
う
思
い
を
抱
く
に
至
る
の
で
あ
る
。
慶
政
は
こ
の
女
を
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
阿
弥
陀
仏
（
と
己
れ
と
の
不
可
思
議
な
縁
）

そ
の
も
の
に
出
会
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　

今
、
こ
の
あ
や
し
の
事
を
聞
く
に
、
頼
み
の
心
ね
ん
ご
ろ
也
。
願
は
く
は
、
な
ほ
ざ
り
に
書
き
流
す
筆
の
跡
を
尋
ね
て
、
草
の

　
　

庵
の
中
に
仮
の
寝
の
夢
を
見
果
て
、
松
の
扉
の
間
に
永
き
別
れ
を
告
げ
ん
時
、
必
ず
立
ち
返
り
、
友
を
い
ざ
よ
ふ
縁
に
も
な
せ

　
　

か
し
と
也
け
り

（
５
）

。

　

慶
政
は
こ
の
女
に
よ
っ
て
、
あ
ら
た
め
て
自
ら
の
仏
道
へ
の
志
を
覚
醒
せ
し
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
な
お
具
体
的
に
は
今
生
に
お

い
て―

仏
道
成
就
な
っ
た
に
相
違
な
い―
こ
の
女
の
ひ
た
む
き
さ
に
す
が
る
こ
と
に
よ
る
自
ら
の
成
仏
を
念
じ
て
も
い
る
。
す
な
わ

ち
慶
政
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
こ
の
女
に
「
結
縁
」
す
る
意
図
を
こ
め
て
、
本
段
を
綴
っ
て
い
る
の
で
あ
る

（
６
）

。

二　

〝
逆
〞
結
縁
と
慶
政

　

下
巻
第
十
一
話
に
お
け
る
女
は
慶
政
が
自
ら
「
結
縁
」
を
託
す
る
存
在
で
あ
り
、
慶
政
は
「
説
話
」
化
す
る
こ
と
を
通
じ
て
己
れ

の
願
い
が
女
へ
と
と
ど
き
、
仏
へ
と
誘
わ
れ
て
ゆ
く
こ
と
が
念
じ
ら
れ
て
い
た
。
も
と
よ
り
阿
弥
陀
仏
と
そ
の
救
済
対
象
で
あ
る
衆

生
と
の
因
縁
が
さ
ら
な
る
背
景
に
は
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
そ
う
し
た
因
縁
を
想
い
起
こ
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
も
、
こ
の
女
の
唱
え

る
念
仏
、
ひ
い
て
は
そ
の
発
心
の
ひ
た
む
き
さ
ゆ
え
の
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
女
の
念
仏
が
お
の
ず
か
ら
慶
政
自
身
の
念
仏
を
う
な
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が
し
、
し
か
も
そ
れ
に
よ
っ
て
他
な
ら
ぬ
慶
政
自
身
と
阿
弥
陀
仏
と
の
結
び
つ
き
が
想
い
起
こ
さ
れ
る
と
い
う
成
り
行
き
で
あ
っ
た

こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
女
が
「
善
知
識
」
と
す
ら
み
な
さ
れ
る
ゆ
え
ん
は
十
分
に
得
心
さ
れ
よ
う
。

　

対
し
て
上
巻
二
十
一
話
で
登
場
す
る
「
唐
橋
河
原
の
女
」
は
対
照
的
な
位
置
を
占
め
る
。

　

慶
政
が
ま
だ
幼
少
時
代
の
こ
と
、
唐
橋
河
原
に
女
の
死
体
が
遺
棄
さ
れ
た
事
件
が
あ
っ
た
。
女
主
人
の
夫
と
密
会
し
て
い
た
か
ら

と
い
う
理
由
で
殺
害
さ
れ
遺
棄
さ
れ
た
も
の
で
、
女
は
ま
だ
十
九
歳
で
あ
っ
た
。
心
な
い
大
勢
の
野
次
馬
が
見
物
に
集
ま
っ
た
が
、

死
体
は
も
は
や
ひ
と
の
形
す
ら
な
し
て
は
お
ら
ず
、「
大
き
な
る
木
の
端
の
や
う
」
で
、
手
足
も
な
く
、「
汚
く
穢
ら
は
し
き
事
、
譬

へ
て
い
は
ん
か
た
な
し
」
と
い
う
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。

　

さ
て
慶
政
は
、
龍
樹
の
「
愛
の
怨
の
偽
を
悟
り
ぬ
」
や
、
天
台
大
師
智
顗
の
「
も
し
こ
れ
を
見
終
り
ぬ
れ
ば
、
欲
の
心
す
べ
て
罷

み
」
と
い
っ
た
文
言
を
引
き
つ
つ
、
ひ
と
ま
ず
は
こ
の
女
の
屍
を
一
種
の
不
浄
観
の
対
象
と
し
て
眺
め
る
立
場―

屍
が
も
よ
お
さ
せ

る
嫌
悪
感
を
否
定
的
媒
介
に
し
て
、
世
の
事
物
事
象
の
無
常
を
際
だ
た
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
煩
悩
に
由
来
す
る
す
べ
て
の
情
動
の
は

た
ら
き
を
抑
止
せ
し
め
よ
う
と
す
る
立
場―

を
示
す
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
説
話
と
し
て
記
事
に
収
め
る
意
味
を
さ
ら

に
次
の
よ
う
に
語
っ
て
く
る
。

　
　

か
や
う
に
徒
な
る
身
の
果
て
を
し
る
べ
に
て
、「
あ
る
に
も
あ
ら
ぬ
身
の
ゆ
ゑ
に
、
い
た
づ
ら
に
積
り
け
る
罪
こ
そ
悔
し
け
れ
」

　
　

な
ど
、
思
ひ
続
け
て
心
を
直
さ
ば

4

4

4

4

4

、
書
き
集
む
る
心
ざ
し
た
り
ぬ
と
す
べ
し
。（
傍
点
論
者
）
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不
浄
観
そ
れ
自
体
が
も
つ
そ
も
そ
も
の
目
的
と
重
な
り
合
っ
て
も
く
る
の
だ
が
、
こ
の
不
浄
な
る
屍
を
対
象
と
す
る
眼
差
し
が
い

つ
し
か
慶
政
自
ら
の
内
へ
と
屈
曲
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
己
れ
自
身
が
無
常
の
波
に
晒
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ

を
自
覚
す
る
こ
と
な
く
日
常
の
う
ち
に
漫
然
と
身
を
処
し
、
あ
げ
く
の
果
て
に
数
知
れ
な
い
「
罪
」
を
積
み
重
ね
て
し
ま
っ
て
い
る

こ
と
を
悔
い
つ
つ
、
そ
う
し
た
至
ら
ぬ
「
心
を
直
」
す
縁
に
す
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
と
思
い
、
こ
の
女
の
よ
う
な
事
例
を
記
事
に
収

め
る
の
だ
と
慶
政
は
い
う
。

こ
こ
で
は
女
と
自
己
と
を―

現
象
世
界
の
無
常
性
を
背
景
に
置
い
た
上
で―

同
等
な
存
在
と
み
な
し
、
そ
う
し
た
無
常
な
る
現
象

世
界
た
る
俗
世
か
ら
、
常
住
な
る
仏
の
世
界
へ
と
超
脱
す
べ
く
、
己
れ
の
発
心
を
堅
持
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
女
の
屍
は
、

と
も
す
れ
ば
無
常
世
界
の
中
で
さ
ま
ざ
ま
な
煩
悩
の
所
為
に
溺
れ
が
ち
な
己
れ
の
心
を
仏
の
世
界
へ
と
つ
な
ぎ
と
め
る
媒
介
の
は
た

ら
き
を―

そ
の
存
在
自
体
は
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
ま
ま
に―

果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
女
の
位
置
が
こ
こ
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
れ
ば
、
女
は―

い
か
に
悲
惨
な
死
に
様
（
「
い
た
う
無
慙
」
）
で
あ
ろ
う

と
も―

い
わ
ば
屍
一
般
の
中
に
埋
没
し
、
不
浄
観
の
一
契
機
を
な
す
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
と
り
た
て
て
、「
唐
橋
河
原
の
死
に
屍
」

と
し
て
『
閑
居
友
』
に
〝
記
名
〞
さ
れ
る
に
は
及
ば
な
い
と
も
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
実
は
、
慶
政
が
こ
こ
で
こ
の
女
の
死
を―

「
歴

史
的
事
実
」
と
し
て―

記
事
に
す
る
に
は
別
の
契
機
が
は
た
ら
い
て
い
た
の
で
あ
る
。　
　

　

慶
政
は
女
の
無
念
さ
と
後
生
と
を
思
い
遣
っ
て
、
追
善
供
養
の
た
め
に
真
言
（
「
密
言
」
）
を
誦
し
た
り
、「
唐
橋
河
原
の
死
に
屍
」

と
交
名
帳
に
そ
の
名
を
記
し
て
弔
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る

（
７
）

。

　

そ
も
そ
も
交
名
帳
の
い
き
さ
つ
に
つ
い
て
は
「
さ
ら
に
よ
も
良
き
所
に
生
ま
れ
侍
ら
じ
か
し
と
、
あ
は
れ
に
て
、
い
さ
ゝ
か
見
侍

し
人
を
、
高
き
賤
し
き
を
選
ば
ず
、
そ
の
名
を
書
き
集
め
て
、
忍
び
に
傍
ら
に
置
き
」
と
、
さ
し
あ
た
り
は
こ
の
女
と
の
か
か
わ
り
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と
は
独
立
に
、
い
わ
ば
一
般
論
の
準
位
に
お
い
て
語
ら
れ
も
す
る
。

　

さ
ら
に
慶
政
は
い
ま
、
こ
こ
に
女
の
こ
と
を
記
帳
す
る
に
つ
け
涙
に
む
せ
ぶ
が
、
交
名
帳
が
供
養
に
な
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は

次
の
よ
う
に
己
が
身
の
器
量
の
至
ら
な
さ
を
振
り
返
り
つ
つ
、
そ
の
お
ぼ
つ
か
な
さ
を
案
じ
る
の
で
あ
る

（
８
）

。

　
　

い
ま
、
こ
の
身
に
徳
も
し
侍
ら
ま
し
か
ば
、
見
も
見
え
ず
す
る
人
人
、
少
し
の
益
も
あ
る
べ
き
を
、
い
ひ
尽
く
し
が
た
く
、
あ

　
　

さ
ま
し
く
、
わ
ず
か
に
比
丘
の
名
を
盗
み
て
、
返
て
三
宝
を
欺
く
罪
を
招
く
べ
き
身
な
れ
ば
、
そ
の
益
、
か
け
て
も
あ
る
ま
じ

き
悲　
　

し
さ
に
驚
き
て
、
見
し
人
の
昔
語
り
に
な
り
行
く
数
を
記
し
て
、
情
を
運
び
侍
也
。

己
れ
に
こ
の
女
を
度
し
得
る
に
た
る
器
量
が
具
わ
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
自
ら
の
力
で
直
接
に
女
の
菩
提
を
弔
う
こ
と
が
で
き
よ

う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
か
な
わ
な
い
現
状
で
は
、
交
名
帳
に
そ
の
名
を
記
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
女
に
寄
せ
る
己
れ
の
思

い
を
託
す
る
の
が
精
一
杯
の
と
こ
ろ
な
の
だ
と
慶
政
は
い
う
。

ひ
と
た
び
は
屍
一
般
（
「
か
ゝ
る
身
の
あ
り
さ
ま
」
）
と
し
て
不
浄
観
の
文
脈
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
本
説
話
の
ま
ず
も
っ

て
の
意
味
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
は
女
の
在
り
よ
う
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
自
己
の
在
り
よ
う
へ
と
還
流
し
て
い
た
。
だ
が
、
こ
こ
で
ま

さ
に
こ
の
4

4

女
に
対
す
る
憐
憫
の
情
が
つ
の
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
慶
政
の
眼
差
し
は
ふ
た
た
び
眼
前
の
他
者
（
「
い
さ
ゝ
か
見
侍
り
し

人
」
）
へ
と
向
か
い
始
め
た
と
い
え
よ
う
。
と
す
れ
ば
、
交
名
帳
へ
の
記
載
に
と
ど
ま
ら
ず
、
慶
政
が
〝
い
ま
・
こ
こ
〞
に
お
い
て
、

こ
の
4

4

女
を
記
事
に
す
る
意
味
も
ま
た
、
本
来
的
に
は
こ
の
追
善
供
養
に
こ
そ
あ
る
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は―

い
か
に
己

れ
の
器
量
不
足
を
悲
嘆
し
よ
う
と
も―

当
の
慶
政
自
身
か
ら
す
れ
ば
、
い
わ
ば
〝
逆
〞
結
縁
と
も
い
う
べ
き
方
向
性
を
も
っ
て
お
り
、
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今
度
は
慶
政
自
身
が
女
の
「
結
縁
」
対
象
と
な
っ
て
い
る
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
慶
政
の
思
い
は
ど
の
よ
う
な
理
路
を
経
て
女
に
、
ひ
い
て
は
仏
世
界
に
と
ど
き
、
追
善
と
な
り
得
る
と
い
う
の
か
。

続
け
て
慶
政
は
い
う
。

　
　

も
し
、
こ
の
情
、
甘
露
の
雨
と
な
り
、
清
涼
の
風
と
な
り
て
、
各
々
あ
り
か
を
訪
は
ば
、
そ
れ
を
、
あ
や
し
の
身
の
縁
を
結
べ

　
　

る
一
の
益
に
、
か
つ
〴
〵
つ
か
う
ま
つ
ら
ん
と
思
ひ
立
ち
に
け
る
な
る
べ
し
。

今
の
自
分
に
は
直
接
彼
女
ら
、
彼
ら
を
救
う
器
量
は
具
わ
っ
て
い
な
い
が
、
今
生
で
関
わ
っ
た
ひ
と
び
と
、
縁
を
結
ん
だ
ひ
と
び

と
を
記
事
に
す
る
こ
と
が―

彼
ら
を
仏
に
す
る
上
で―

、
な
に
ほ
ど
か
の
力
と
な
り
得
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
、
願
い
が
確

か
に
込
め
ら
れ
て
い
る
。
彼
女
ら
の
名
を
交
名
帳
に
記
し
、
あ
る
い
は
生
前
の
あ
り
よ
う
を
説
話
の
記
事
に
し
て
残
す
こ
と
を
通
じ

て
、
彼
女
ら
に
対
す
る
慶
政
自
身
の
思
い
が―
不
思
議
な
因
縁
の
力
に
よ
っ
て―

地
獄
だ
か
、
畜
生
道
だ
か
に
堕
ち
て
い
る
や
も
知

れ
な
い
彼
女
ら
に
と
ど
き
、
そ
の
追
善
と
な
る
こ
と
を
念
じ
て
や
ま
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
慶
政
は
元
暁
の
文
「
他
作
自
受
の
理
な
し
と
い
へ
ど
も
、
し
か
も
縁
起
難
思
の
力
あ
り
」
を
引
く
。
元
来
〝
自
業
自
得
〞

の
道
理
か
ら
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
追
善
行
為
自
体
が
仏
道
の
理
に
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
で
あ
る
し
、
ま
し
て
や
慶
政
の
一
連
の
営
み
が

確
実
な
果
を
も
た
ら
す
保
証
な
ど
な
い
の
だ
が
、「
縁
起
難
思
」
す
な
わ
ち
世
俗
の
ひ
と
び
と
の
知
で
は
見
通
し
得
な
い
因
果
の
不

思
議
さ
に
す
が
り
つ
つ
、「
た
の
も
し
く
こ
そ
侍
れ
」
と
語
る
の
で
あ
る

（
９
）

。
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追
善
を
求
め
る
鬼

屍
と
化
し
た
女
は
し
か
し
、
自
ら
追
善
供
養
を
求
め
た
わ
け
で
は
な
い
。
見
る
に
見
か
ね
た
慶
政
が
そ
の
憐
憫
の
情
ゆ
え
に―

仏

道
修
行
に
お
け
る
己
れ
の
器
量
の
至
ら
な
さ
を
重
々
自
覚
し
つ
つ
も―

、
女
の
追
善
を
願
っ
て
、
そ
の
思
い
を
女
に
届
け
ず
に
は
お

ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
実
状
で
あ
り
、
事
実
、
慶
政
自
身
も
廻
向
の
対
象
で
あ
る
女
の
行
く
末
に
つ
い
て
は
不
可
知
で
あ
る
と

語
っ
て
い
た
。
が
、
下
巻
三
話
（
「
恨
み
深
き
女
、
生
き
な
が
ら
鬼
に
な
る
事
」
）
で
は
鬼
と
化
し
、
自
ら
供
養
を
求
め
る
女
が
登

場
す
る
。

美
濃
の
国
の
「
い
た
う
無
下
な
ら
ぬ
男
」
が
あ
る
人
の
娘
の
所
に
通
う
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
遠
隔
地
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
女
は

男
が
心
変
わ
り
を
し
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
念
を
抱
く
。
男
も
そ
の
思
い
を
「
恐
し
く
」
感
じ
、
足
が
遠
ざ
か
る
。
女
は
男
の
訪
問

が
途
絶
え
る
と
食
べ
物
も
喉
を
通
ら
な
く
な
っ
て
、
引
き
籠
も
る
に
至
る
が
、
正
月
の
賑
わ
い
に
紛
れ
て
、
周
囲
の
ひ
と
び
と
に
も

気
づ
か
れ
ず
、
寄
り
つ
く
ひ
と
も
い
な
か
っ
た
。

そ
の
う
ち
女
は
、
ひ
と
し
れ
ず
水
飴
の
桶
か
ら
と
っ
た
飴
を
塗
っ
て
自
分
の
髪
を
角
の
よ
う
に
結
い
上
げ
て
、「
紅
の
袴
」
を
ま

と
っ
て
逃
走
、
行
方
を
く
ら
ま
す
。
家
の
者
は
「
よ
し
な
き
人
ゆ
え
に
心
を
虚
に
な
し
て
」
自
ら
命
を
絶
っ
た
か
と
疑
い
、
探
し
求

め
る
が
見
つ
か
ら
な
い
ま
ま
に
、
年
月
が
過
ぎ
、
両
親
ら
も
亡
く
な
る
。

三
十
年
ほ
ど
が
経
ち
、
野
中
の
破
れ
た
堂
に
「
鬼
の
栖
み
、
馬
・
牛
飼
う
幼
き
者
を
取
り
て
食
ふ
」
と
い
う
噂
が
立
つ
。
鬼
は
天

井
裏
に
潜
ん
で
い
る
に
相
違
な
い
と
、
村
人
た
ち
が
火
を
つ
け
て
あ
ぶ
り
出
そ
う
と
す
る
と
、
半
分
ほ
ど
焼
け
た
と
こ
ろ
で
、「
け

う
と
げ
な
る
」
鬼
へ
と
姿
を
変
え
た
女
が
出
て
く
る
。
弓
を
向
け
ら
れ
る
と
鬼
は
「
し
ば
し
物
申
さ
ん
。
左
右
な
く
な
あ
や
ま
ち
給
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ひ
そ
」
と
い
い
、
身
分
を
あ
か
し
て
「
悔
し
き
心
を
お
こ
し
て
、
か
う
か
う
の
事
を
し
て
出
で
て
侍
し
な
り
」
と
事
の
次
第
を
話
し

始
め
る
。
結
局
、
女
は
男
を
殺
し
て
し
ま
い
、
鬼
の
姿
の
ま
ま
元
に
は
戻
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
身
の

置
き
場
の
な
い
ま
ま
に
致
し
方
な
く
、
こ
の
堂
に
居
つ
い
て
し
ま
っ
た
も
の
の
、
苦
し
み
が
絶
え
な
い
と
述
べ
、
自
ら
「
供
養
」
を

求
め
る
と
と
も
に
、
妻
子
あ
る
人
に
は
次
の
よ
う
に
「
戒
め
」
を
与
え
る
。

　
　

生
け
る
身
の
つ
た
な
さ
は
、
物
の
ほ
し
さ
堪
へ
忍
ぶ
べ
く
も
な
し
。
す
べ
て
辛
か
り
け
る
わ
ざ
に
て
、
身
の
苦
し
み
い
ひ
述
べ

　
　

が
た
し
。
夜
・
昼
は
、
身
の
内
の
燃
ゑ
焦
が
る
ゝ
や
う
に
覚
え
て
、
悔
し
く
、
よ
し
な
き
こ
と
限
り
な
し
。
願
は
く
は
、
そ
こ

　
　

た
ち
、
必
ず
集
ま
り
て
、
心
を
致
し
て
、
一
日
の
中
に
法
花
経
書
き
供
養
じ
て
、
弔
ひ
給
へ
。
ま
た
、
こ
の
中
の
人
々
、
お
の

　
　

〳
〵
妻
子
あ
ら
む
人
は
、
必
ず
こ
の
事
い
ひ
広
め
て
、
あ
な
か
し
こ
、
さ
や
う
の
心
を
お
こ
す
な
と
、
戒
め
給
へ
。　

言
い
終
わ
る
や
、
女
は
さ
め
ざ
め
と
泣
き
、
火
の
中
に
飛
び
込
ん
で
焼
け
死
ぬ
。

慶
政
は
末
尾
に
お
い
て
こ
の
女
を
評
し
て
い
う
。

　
　

け
う
と
き
も
の
か
ら
、
さ
す
が
又
あ
は
れ
也
。
げ
に
、
心
の
は
や
り
の
ま
ゝ
に
、
た
ゞ
一
念
の
妄
念
に
は
か
さ
れ
て
、
長
き
苦

　
　

し
み
を
受
け
け
む
、
さ
こ
そ
は
悔
し
く
、
悲
し
く
侍
け
め
。
そ
の
人
の
行
方
、
よ
も
良
く
侍
ら
じ
も
の
を
。
孝
養
（
追
善
供
養
）

　
　

も
し
や
し
け
ん
、
そ
れ
ま
で
は
語
る
と
も
覚
え
ず
侍
き

）
10
（

。

　

さ
て
、
女
に
と
っ
て
今
生
の
縁
の
中
心
に
こ
の
男
が
位
置
し
た
こ
と
は
確
か
な
の
だ
が
、
こ
の
関
係
は
今
生
的
な
幸
い
の
形
を
結
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び
得
な
か
っ
た

）
11
（

。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
そ
れ
を
機
縁
に
し
て
女
が
直
に
仏
へ
と
向
か
う
、
す
な
わ
ち
発
心
す
る
こ
と
も
あ
り
得
た
は
ず

だ
が
、
女
の
執
心
（
の
す
さ
ま
じ
さ
）
は
そ
れ
を
許
さ
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
執
心
の
形
象
化
た
る
鬼
に
な
っ
て
初
め
て
己
れ

の
執
心
の
根
深
さ
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
と
い
う
い
わ
ば
、〝
逆
発
心
〞
譚
を
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

女
の
執
心
は
ひ
と
ま
ず
は
男
自
身
に
「
恐
し
」
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
嫉
妬
心
と
し
て
発
現
す
る
。
が
、
そ
の
貪
欲
さ
は
そ
の
段
階

で
は
い
ま
だ
女
に
は
そ
れ
と
自
覚
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
に
、
ま
さ
に
そ
の
象
徴
と
も
い
う
べ
き
鬼
へ
と
姿
を
変
え
、
自
ら
そ
の

す
さ
ま
じ
さ
に
直
面
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
女
自
身
に
顕
わ
に
な
る
の
で
あ
る
。
女
は
自
ら
鬼
の
貪
欲
さ
を
持
て
余
し
、
翻
っ

て
、
男
の
殺
害
に
ま
で
至
っ
た
己
れ
の
思
い
の
浅
は
か
さ
を
顧
み
る
。
さ
ら
に
女
は
そ
の
執
心
の
あ
さ
は
か
さ
を―

自
己
一
身
に
と

ど
め
る
こ
と
な
く―

「
妻
子
あ
ら
む
人
」
一
般
が
陥
り
や
す
い
心
の
在
り
よ
う
で
あ
る
と
「
戒
め
」
つ
つ
死
ん
で
ゆ
く
。
し
た
が
っ

て
周
囲
の
ひ
と
び
と
に
と
っ
て
女
の
遺
志
を
汲
む
こ
と
は
、
求
め
に
応
じ
た
供
養
を
す
る
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
自
ら
も
そ
う
し
た

執
心
の
虜
に
な
ら
な
い
よ
う
「
戒
め
」
を
守
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
で
あ
れ
ば
こ
そ
「
一
念
の
妄
念
」
と
評
さ
れ
る
女

の
執
心
の
深
さ
は
ま
た
慶
政
自
身
の
「
あ
は
れ
」
を
誘
い
、「
さ
こ
そ
は
悔
し
く
、
悲
し
く
侍
け
め
」
と
慶
政
の
心
を
揺
さ
ぶ
り
つ
つ
、

女
の
後
生
の
「
行
方
」
を
、
は
た
ま
た
追
善
供
養
の
有
無
を
案
じ
さ
せ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
慶
政
自
身
が
直
接
的
に
追
善
供
養
に
か
か
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
は
い
え
、
鬼
と
化
し
て
よ
う
や
く
思
い
知

ら
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
い
う
女
の
執
心
の
自
覚
は
、
決
し
て
慶
政
が
第
三
者
的
立
場
に
安
住
す
る
こ
と
を
許
さ
ず
、
己
れ
も
ま
た
い

つ
し
か
そ
う
し
た
形
で
発
現
し
か
ね
な
い
執
心
を
抱
え
た
存
在
に
他
な
ら
な
い
の
だ
と
い
う
思
い
へ
と
導
か
れ
る
。
女
の
追
善
も
ま

た
、
ひ
と
た
び
こ
の
位
置
を
経
た
上
で
要
請
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
現
報
譚
」
と
い
う
点
に
は
本
説

話
独
特
の
要
素
が
み
ら
れ
、
そ
こ
に
「
（
善
因
楽
果
）
悪
因
苦
果
」
の
因
果
性―

と
い
う
一
般
則―

が
明
瞭
に
み
と
ら
れ
は
す
る
も

の
の
、
以
上
の
よ
う
な
構
図
に
お
い
て
は
上
巻
二
十
一
話
の
「
唐
橋
河
原
の
女
」
と
同
質
の
〝
記
名
性
〞
を
具
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。



一
二
五

『閑居友』における「結縁」の諸相

　

慶
政
は―

執
心
の
す
さ
ま
じ
さ
、
如
何
と
も
し
が
た
さ
と
い
う
点
に
お
い
て―

ひ
と
た
び
は
女
を
介
し
て
、
い
わ
ば
己
れ
の
内
な

る
煩
悩
へ
と
眼
差
し
を
屈
曲
さ
せ
た
後
に
、
そ
こ
か
ら
ま
さ
に
〝
眼
前
の
〞（
上
巻
二
十
一
話
「
い
さ
ゝ
か
見
侍
り
し
人
」
）
他
者

た
る
女
へ
と
あ
ら
め
て
想
い
を
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四　

供
養
主
の
不
在

　

下
巻
十
一
話
で
は
慶
政
が
貴
き
仏
道
者
で
あ
る
女
に
己
れ
の
往
生
を
託
し
て
「
結
縁
」
を
願
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
上
巻

二
十
一
話
で
は
屍
と
化
し
た
女
の
た
め
に
慶
政
自
ら
が
真
言
を
唱
え
、
ま
た
交
名
帳
に
記
名
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
追
善
供
養
を
念
じ

る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
が
、
下
巻
三
話
で
は
鬼
と
化
し
た
女
自
身
が
周
囲
の
ひ
と
び
と
に
対
し
て
己
れ
の
追
善
供
養
を
求
め
る
と
い

う
方
向
性
を
も
っ
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
下
巻
四
話
「
貧
し
き
女
の
身
ま
か
れ
る
髪
に
て
、
経
物
す
る
事
」
で
は
、
い
わ
ば
″
供
養
主
の
不
在
〞
と
い
っ
た
事

態
が
出
来
す
る
。

京
の
東
に
幼
少
時
よ
り
養
子
に
入
っ
た
娘
が
い
た
。
養
子
先
は
平
家
の
流
を
く
む
家
柄
で
あ
っ
た
も
の
の
、
源
平
の
戦
以
後
は
貧

し
い
暮
ら
し
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
や
が
て
こ
の
娘
が
先
立
ち
、
続
い
て
養
親
も
亡
く
な
っ
た
。

　

親
が
亡
く
な
っ
て
三
十
五
日
目
の
中
陰
の
早
朝
、
こ
の
養
娘
の
夫
が
や
っ
て
く
る
。
亡
き
妻
に
な
り
か
わ
っ
て
「
誦
経
物
ひ
と
つ
」

差
し
出
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
叶
わ
な
い
の
で
、
せ
め
て
も
と
、
持
参
し
た
紙
づ
つ
み
の
施
物
を
さ
し
だ
し
、
そ
れ
を

僧
侶
の
読
経
料
に
あ
て
て
欲
し
い
と
申
し
出
る
。
手
渡
さ
れ
た
養
親
の
実
子
が
開
け
て
み
る
と
、
中
か
ら
は
亡
き
養
娘
が
今
際
の
き
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わ
に
そ
り
落
と
し
た
遺
髪
が
出
て
く
る
。
そ
れ
を
目
に
し
た
実
子
は
「
い
と
い
た
う
悲
し
う
て
、
忍
び
あ
え
ず
泣
き
居
」
る
。
髪
の

残
り
香
か
ら
養
娘
の
面
影
が
偲
ば
れ
て
、
二
人
は
た
だ
た
だ
泣
く
ば
か
り
で
あ
る
。
つ
い
に
実
子
は
「
さ
て
こ
れ
は
見
ん
に
つ
け
て

よ
し
な
し
。
ひ
き
隠
し
給
ひ
ね
」
と
い
っ
て
う
つ
伏
し
て
し
ま
っ
た

）
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。

　

さ
て
、
こ
こ
で
出
来
し
た
事
態
は
、
養
娘
の
死
に
よ
っ
て
養
親
の
弔
い
手
が
い
な
く
な
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
″
供
養
主
の
不
在
〞

で
あ
る
。
本
来
な
ら
ば
供
養
主
た
る
べ
き
養
娘
が
も
は
や
こ
の
世
に
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
養
娘
の
弔
い
へ
の
遺
志
は
記

事
の
中
で
直
接
的
に
語
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
遺
髪
か
ら―

い
わ
ば
陰
画
の
よ
う
に―

浮
か
び
上
が
り
、
周
囲
の
ひ
と
び
と

（
か
ら
、
ひ
い
て
は
読
み
手
）
へ
と
伝
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、「
た
だ
泣
く
ば
か
り
」
と
い
う
在
り
よ
う
を
も
た
ら
し
て
く
る
の
で

あ
る
。

　

こ
の
「
泣
き
」
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
、
ひ
と
ま
ず
は
養
娘
そ
の
ひ
と
へ
と
強
く
収
斂
す
る
ひ
と
び
と
の
思
い
は
、
確
か
に
一
旦

は
ひ
と
び
と
を
身
動
き
の
と
れ
な
い
状
態
へ
と
追
い
や
り
、
説
話
は
こ
こ
で
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。
が
、
こ
の
「
あ
は
れ
」
の
共
同
体

は
、
や
が
て
養
娘
の
弔
い
の
志
に
誘
わ
れ
、
そ
の
志
を
核
に
し
て
、
そ
れ
を
受
け
継
ぐ
形
で
、
養
親
の
弔
い
へ
と
、
さ
ら
に
は
養
娘

の
弔
い
へ
と
動
か
さ
れ
て
い
く
こ
と
で
、
供
養
を
果
た
し
遂
げ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

実
子
自
ら
実
親
の
供
養
を
し
な
い
と
い
う
一
見
奇
妙
に
も
映
る
事
態
で
は
あ
る
が
、
実
子
は
、
養
娘
の
夫
を
介
し
、
そ
の
養
親
へ

の
ひ
と
か
た
な
ら
ぬ
思
い
を
告
げ
知
ら
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
思
い
を
媒
介
に
し
て
は
じ
め
て―

養
娘
そ
の
も
の
の
存
在
と
と
も
に―

実
親
の
存
在
が
ま
ざ
ま
ざ
と
浮
か
び
上
が
り
、
供
養
へ
の
志
が
覚
醒
せ
し
め
ら
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

あ
ら
た
め
て
先
に
検
討
し
た
説
話
を
顧
み
る
な
ら
ば
、
下
巻
十
一
話
に
お
け
る
貴
き
女
は
、
今
生
の
「
東
山
の
聖
」
と
の
関
係
に
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先
だ
っ
て
、
そ
の
彼
方
に
阿
弥
陀
仏
と
の
縁
を
有
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
上
巻
二
十
一
話
の
屍
と
化
し
た
女
に
お
い
て
は
い
わ

ば
今
生
の
関
係
の
破
綻
に
よ
る
悲
惨
な
結
末
が
慶
政
自
ら
に
よ
る
追
善
供
養
を
誘
い
、
同
様
に
下
巻
三
話
の
女
は
相
手
の
男
と
今
生

の
関
係
を
切
り
結
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
に
鬼
と
化
し
、
周
囲
の
ひ
と
び
と
に
対
し
て
己
れ
の
追
善
供
養
を
求
め
る
存
在
で
あ
っ

た
。
下
巻
十
一
話
に
お
け
る
貴
き
女
が
い
っ
て
み
れ
ば
今
生
の
関
係
と
先
の
世
の
仏
縁
と
を
巧
く
折
り
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ

ら
ま
ほ
し
き
仏
道
修
行
者
た
り
得
て
い
た
の
に
対
し
て
、
後
の
二
者
は
今
生
の
関
係
の
破
綻
に
よ
っ
て
、
消
極
的
な
形
で
あ
れ
積
極

的
な
形
で
あ
れ
、
ひ
と
び
と
を
仏
道
に
目
覚
め
さ
せ
、
仏
へ
と
誘
い
得
る
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
下
巻
三
話
の
鬼
が
妻

子
を
も
つ
ひ
と
に
「
戒
め
」
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
こ
に
は
、
出
来
う
る
こ
と
な
ら
ば
（
あ
る
い
は
そ
れ
が
許
さ
れ
る

の
で
あ
る
な
ら
ば
）
今
生
の
諸
関
係
を
無
下
に
手
放
し
た
り
、
あ
る
い
は
著
し
く
そ
こ
ね
た
り
す
る
こ
と
な
く
ひ
た
む
き
に
仏
道
を

歩
み
行
く
こ
と
が
望
ま
し
い
と
の
理
解
が
流
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

と
す
れ
ば
、
こ
の
″
供
養
主
の
不
在
〞
と
い
う
説
話
の
占
め
る
位
置
は
、
ま
さ
に
そ
う
い
っ
た
可
能
性
を
仄
め
か
せ
る
と
こ
ろ
に

あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
は
今
生
の
関
係
性
を
い
た
ず
ら
に
無
み
す
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
に
新
た
な

意
味
づ
け
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ひ
と
び
と
が
安
寧
な
る
ま
ま
に
仏
道
へ
と
誘
わ
れ
て
い
く
様
子
を―

あ
く
ま
で
可
能
性
と
し

て
で
は
あ
る
が―

み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か

）
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。

　

こ
の
説
話
に
関
し
て
は
、
慶
政
は
評
語
を
付
し
て
は
い
な
い
。
が
、
先
立
つ
上
巻
三
話
が
鬼
と
化
し
た
女
の
話
で
あ
っ
た
こ
と
を

思
い
合
わ
せ
る
と
、
弔
い
の
客
体
と
主
体
と
い
う
相
違
、
さ
ら
に
は
仏
道
に
と
っ
て
邪
な
存
在
で
あ
る
か
否
か
な
ど
、
ま
さ
に
ポ
ジ

と
ネ
ガ
の
如
く
対
称
を
な
し
つ
つ
も
、
追
善
と
い
う
主
題
の
核
を
織
り
な
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
説
話
に
お
い
て
も
な
お
慶
政
自

ら
が
記
事
に
す
る
こ
と
に
よ
る
追
善
を
意
図
し
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
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追
善
と
結
縁

己
れ
の
救
済
を
託
す
べ
く
結
縁
を
求
め
る
に
せ
よ
、
ま
た
死
者
に
な
り
か
わ
っ
て
功
徳
を
つ
む
べ
く
追
善
供
養
を
志
す
に
せ
よ
、

そ
こ
に
は
い
わ
ば
仏
道
に
即
し
た
生
の
交
感
が
望
み
み
ら
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
交
感
を
通
じ
て
、
あ
ら
た
め
て
築
き
上
げ
ら
れ
る

ひ
と
び
と
の
共
同
性
の
内
に
こ
そ―

既
存
の
共
同
性
を
背
景
に
も
ち
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
新
た
に
意
味
づ
け―

各
々
の
仏
道
志
向
を

覚
醒
し
、
ひ
と
び
と
を
仏
道
へ
と
押
し
や
る
と
い
う
方
向
性
が
み
と
ら
れ
て
い
た
。

　

平
家
一
門
を
弔
う
建
礼
門
院
徳
子
の
存
在
も
ま
た
そ
の
線
上
に
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
よ
う
（
下
巻
八
話
「
建
礼
門
女
院
御
庵
に
、

忍
び
の
御
幸
の
事
」
）。

文
治
二
年
の
春
、
隠
遁
し
た
建
礼
門
院
徳
子
の
庵
に
後
白
河
院
が
そ
の
様
子
を
う
か
が
う
た
め
に
「
忍
び
の
御
幸
」
を
す
る
。
そ

こ
に
は
老
齢
の
「
い
と
あ
や
し
げ
な
る
尼
」
が
お
り
、
今
女
院
は
花
摘
み
に
行
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
、
院
は
「
世
を
捨
」
て
た
女

院
自
ら
が
何
故
に
と
問
う
。
す
る
と
尼
は
「
家
を
出
で
さ
せ
給
は
か
り
に
て
は
、
い
か
で
か
さ
る
御
行
な
ひ
も
侍
ら
ざ
ら
む
」、
忉

利
天
の
「
億
千
歳
の
楽
し
み
」、「
大
梵
天
の
深
き
禅
定
の
楽
し
み
」
も
「
か
よ
う
の
御
行
な
ひ
の
力
」
ゆ
え
で
あ
る
と
こ
た
え
て
、

次
の
よ
う
に
い
う
。

　
　

う
き
世
を
出
で
て
、
仏
の
御
国
に
生
ま
れ
ん
と
願
は
ん
人
、
い
か
で
か
捨
つ
と
な
ら
ば
な
ほ
ざ
り
の
事
侍
べ
き
。
前
の
世
に

　
　

か
ゝ
る
御
行
な
ひ
の
な
か
り
け
る
故
に
こ
そ
、
か
ゝ
る
憂
き
目
を
御
覧
ず
る
事
に
て
侍
ら
め
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こ
れ
を
聞
き
、
供
の
者
も
院
も
「
あ
は
れ
」
を
覚
え
る
。
さ
ら
に
、
阿
弥
陀
の
三
尊
を
は
じ
め
、
何
に
つ
け
仏
行
に
む
け
て
設
え

ら
れ
て
い
る
住
居
の
様
子
を
目
に
し
て
院
は―

そ
れ
が
昔
の
栄
花
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
こ
と
に―

「
あ
は
れ
に
悲
し
く
」
思

わ
れ
る
。

　

そ
こ
へ
山
の
上
か
ら
花
籠
を
持
っ
た
女
院
と
、
拾
い
集
め
た
小
枝
を
手
に
し
た
か
つ
て
の
侍
従
で
あ
っ
た
二
人
の
尼
が
降
り
て
く

る
。
お
の
お
の
は
涙
に
く
れ
る
。
院
が
生
活
の
不
如
意
な
ど
を
心
配
す
る
と
女
院
は
そ
れ
も
ま
た
「
い
み
じ
き
善
知
識
」
で
あ
る
と

い
っ
て
、
平
家
一
門
の
都
落
ち
以
降
の
来
し
方
を
振
り
返
る
。

　

と
り
わ
け
、
壇
ノ
浦
で
追
い
つ
め
ら
れ
た
場
面
で
、
徳
子
の
母
で
あ
る
二
位
の
尼
が
安
徳
帝
を
か
か
え
て
入
水
し
よ
う
と
し
た
時

に
、
と
も
に
身
を
投
じ
よ
う
と
し
た
女
院
に
対
し
て
尼
が
思
い
と
ど
ま
る
よ
う
に
説
得
し
た
こ
と
を
語
る
。

　
　

構
え
て
残
り
留
ま
り
て
、
い
か
な
る
さ
ま
に
て
も
後
の
世
を
弔
ひ
給
ふ
べ
し
。
親
子
の
す
る
弔
い
は
、
必
ず
叶
ふ
事
也
。
誰
か

　
　

は
今
上
の
後
世
を
も
、
我
後
世
を
も
弔
は
ん
。

　

そ
の
と
き
徳
子
は
「
心
も
消
ゑ
失
せ
」
て
、
今
日
ま
で
生
き
延
び
よ
う
と
は
思
い
も
し
な
か
っ
た
も
の
の
、「
後
世
を
弔
ひ
奉
ら

む
と
て
、
身
を
捨
て
、
命
を
軽
め
て
、
祈
り
奉
れ
ば
、
い
か
で
か
諸
仏
菩
薩
も
納
め
給
は
ざ
る
べ
き
。
か
か
れ
ば
こ
れ
に
過
ぎ
た
る

善
知
識
は
な
し
と
こ
そ
覚
え
侍
れ
」
と
語
る
。
夜
も
更
け
共
の
者
も
「
涙
に
し
ほ
れ
つ
ゝ
」
帰
る
。

　

評
語
部
分
に
お
い
て
慶
政
は
い
う
。

何
と
な
く
見
過
ぐ
し
が
た
く
て
、
書
き
載
せ
侍
な
る
べ
し

）
14
（

。
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さ
て
、
建
礼
門
院
は
、
そ
の
籠
居
の
様
子
か
ら
は
間
然
な
き
隠
遁
者
と
し
て
自
己
一
身
の
仏
行
に
ひ
た
む
き
で
あ
る
よ
う
に
映
る

も
の
の
、
母
で
あ
る
二
位
の
尼
に
、
子
の
安
徳
帝
と
も
ど
も
供
養
を
託
さ
れ
た
存
在

）
15
（

で
あ
っ
た
。
今
生
の
意
味
の
中
心
を
に
な
っ
て

い
た
安
徳
帝
の
死
は
、
直
ち
に
今
生
に
お
け
る
徳
子
自
身
の
生
に
虚
ろ
さ
を
も
た
ら
す
事
態

）
16
（

に
他
な
ら
な
い
の
だ
が
、
そ
の
〝
余
生
〞

が
弔
う
者
と
し
て
新
た
な
意
味
を
帯
び
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
建
礼
門
院
は
、
他
者
を
仏
道
へ
と
誘
う
こ
と
が
己
れ

の
今
生
の
生
の
意
味
で
あ
る
よ
う
な
象
徴
的
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
意
味
に
お
け
る
他
者
救
済
の
契
機
が
『
閑

居
友
』
に
は
明
ら
か
に
あ
る
。

　

徳
子
の
「
祈
り
」
は
ひ
と
ま
ず
は
子
で
あ
る
安
徳
帝
と
、
母
で
あ
る
二
位
の
尼
と
の
追
善
供
養
に
向
い
て
い
る
に
は
相
違
な
い
。

だ
が
、「
後
世
を
弔
ひ
奉
ら
む
と
て
、
身
を
捨
て

4

4

4

4

、
命
を
軽
め
て

4

4

4

4

4

、
祈
り
奉
れ
ば
、
い
か
で
か
諸
仏
菩
薩
も
納
め
給
は
ざ
る
べ
き
」

と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
た
め
に
こ
そ
仏
に
対
し
、
自
己
の
「
身
」・「
命
」
を
か
け
た
ひ
た
む
き
さ
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

そ
の
生
活
の
す
べ
て
は
こ
こ
に
収
斂
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
建
礼
門
院
そ
の
ひ
と
の
仏
道
志
向
は
こ
の
よ
う
に
し
て
惹
き
起
こ

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
安
徳
帝
を
軸
と
す
る
今
生
の
意
味
の
喪
失
が
、
己
れ
が
仏
へ
と
向
か
わ
さ
れ
る
機
縁
と
な
っ
た
か
ら
こ
そ
、

「
こ
れ
に
過
ぎ
た
る
善
知
識
は
な
し
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

）
17
（

。

　

安
徳
帝
と
の
〝
母―

子
〞
関
係
は
建
礼
門
院
に
と
っ
て
今
生
に
お
け
る
の
っ
ぴ
き
な
ら
な
い
関
係
性
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、「
我

後
世
を
も
弔
は
ん
」
と
託
し
た
母
の
二
位
の
尼
に
と
っ
て
も
徳
子
と
の
そ
れ
は
同
様
で
は
な
か
っ
た
か
。
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
二
位
の

尼
は
「
親
子
の
す
る
弔
い
は
、
必
ず
叶
ふ
事
也
」
と
「
母
」・「
子
」
と
も
ど
も
の
供
養
を
託
し
得
た

）
18
（

の
で
あ
ろ
う
。
建
礼
門
院
は
、

こ
う
し
た
今
生
の
二
層
に
渉
る
親
子
関
係
を―

放
擲
す
る
こ
と
な
く―

い
わ
ば
梃
子
に
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
に
「
供
養
」
と
い
う
形
を

与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
仏
道
を
歩
み
得
、
ま
た
仏
道
の
全
う
こ
そ
が
十
全
な
「
供
養
」
を
可
能
に
す
る
と
い
っ
た
生
を
営
ん
で
い
る



一
三
一

『閑居友』における「結縁」の諸相

の
で
あ
る
。

　

「
何
と
な
く
見
過
ぐ
し
が
た
く
て
…
…
」
と
い
う
慶
政
の
結
び
は
一
見
さ
り
げ
な
く
も
映
る
の
で
あ
る
が
、
以
上
の
経
緯
に
照
ら

し
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
こ
の
徳
子
は
慶
政
に
と
っ
て
ひ
と
つ
の
モ
デ
ル
と
も
い
い
得
る
存
在
で
は
な
か
っ
た
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊
＊
＊

　

慶
政
は
確
か
に
ひ
と
が
こ
の
世
に
存
在
す
る
意
味
の
ひ
と
つ
を
他
者
の
追
善
に
み
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
自
身
も
ま
た
至
ら
な
さ

を
抱
え
て
い
る
以
上
、
そ
の
追
善
が
真
に
有
効
な
も
の
足
り
う
る
か
ど
う
か
は
あ
く
ま
で
も
不
可
知
で
あ
る
。
い
た
た
ま
れ
ず
他
者

の
追
善
を
願
わ
ざ
る
を
得
な
い
己
れ
も
、
い
ず
れ
は
追
善
を
施
さ
れ
る
側
に
ま
わ
る
や
も
知
れ
な
い
。
仏
道
を
い
ず
れ
が
よ
り
十
全

に
歩
ん
で
い
る
か
が
定
め
難
い
以
上
は
、「
結
縁
」
の
〝
主
・
客
〞
は
不
定
と
い
え
ば
不
定
な
の
で
あ
る
。
本
来
「
結
縁
」
は
あ
く

ま
で
も
仏
道
的
な
準
位
に
お
け
る
関
係
を
求
め
る
営
み
で
あ
る
に
は
相
違
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
慶
政
は―

己
れ
の
器
量
の
至

ら
な
さ
を
自
覚
し
つ
つ―

十
全
な
仏
道
者
に
感
じ
入
り
、
そ
の
功
徳
に
す
が
る
一
方
で
、―

己
れ
の
器
量
の
至
ら
な
さ
を
も
省
み
ず

―

「
い
さ
ゝ
か
見
侍
り
し
人
」
に
対
し
て
も
憐
憫
の
情
を
催
さ
ず
に
は
お
れ
な
い
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
慶
政
に
は
、
こ
の
「
情
」

（
「
あ
は
れ
」
）
の
占
め
る
位
置
を
、
と
り
わ
け
仏
道
と
の
緊
張
関
係
に
お
い
て
問
お
う
と
す
る
姿
勢
に
は
乏
し
い
。

　

今
生
に
お
い
て
切
り
結
ば
れ
る
関
係
は
、
た
ま
た
ま
出
会
っ
た
眼
前
の
他
者
か
ら
肉
親
に
至
る
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
得
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、「
下
種
女
」
が
「
方
人
」
に
な
り
得
る
一
方
で
、
ま
た
徳
子
に
お
い
て
母
子
関
係
と
い
う
今
生
の
ひ
と
か
た
な
ら

ぬ
関
係
性
が
追
善
を
可
能
に
し
て
も
い
た
よ
う
に
、
今
生
に
お
い
て
顕
わ
に
な
っ
た
関
係
の
濃
淡
だ
け
で
そ
の
奥
行
き
を
判
断
す
る
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こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
な
に
が
し
か
の
形
で
関
わ
り
が
あ
っ
た
こ
と
そ
れ
自
体
が
己
れ
と
の―

幾
世
に
も
わ
た
る
か

も
知
れ
な
い―

「
有
縁
」
を
告
げ
て
い
る
場
合
も
あ
り
得
よ
う
。
慶
政
に
あ
っ
て―

十
全
な
仏
道
者
に
感
じ
入
る
場
合
に
せ
よ
、
不

憫
な
者
に
否
応
な
し
に
眼
差
し
が
注
が
れ
る
場
合
に
せ
よ―

「
あ
は
れ
」
の
情
の
催
起
は
、
己
れ
と
他
者
と
の
「
有
縁
」
を
つ
げ
知

ら
せ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

と
す
れ
ば
、
慶
政
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
今
生
に
お
い
て
切
り
結
ば
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
は
、
直
接
に
そ
れ
自
体
の
超
克
が
志

さ
れ
た
り
、
一
概
に
相
対
化
さ
れ
た
り
し
な
い
ま
ま
に―

ま
さ
に
今
生
の
の
っ
ぴ
き
な
ら
な
い
関
係
で
あ
る
母
子
関
係
が
追
善
を
可

能
な
ら
し
め
る
関
係
と
し
て
新
た
な
意
味
を
帯
び
て
き
た
よ
う
に―

己
れ
の
仏
道
へ
の
媒
介
を
な
し
つ
つ
、
仏
道
的
な
準
位
へ
と
昇

華
さ
れ
る
可
能
性
を
宿
す
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

慶
政
に
お
い
て
、
導
か
れ
る
他
者
で
あ
れ
、
導
く
他
者
で
あ
れ
、
自
他
と
も
に
仏
道
へ
と
誘
わ
れ
る
こ
と
の
中
心
に
は
、
こ
う
し

た
今
生
の
諸
関
係
が
あ
り
、
己
れ
が
仏
道
を
歩
み
行
く
こ
と
と
は
、
い
わ
ば
今
生
に
お
け
る
「
有
縁
」
を
「
結
縁
」
へ
と
昇
華
せ
し

め
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
献
上
相
手―

を
想
定
し
得
る
と
す
れ
ば
だ
が―

の
存
在
意
味
も
こ
こ
に
収
斂
し

よ
う
。

　
　

そ
も
そ
も
、
こ
の
書
二
巻
を
記
し
初
め
は
し
か
ど
、
詞
拙
く
、
心
短
き
も
の
ゆ
へ
、
時
も
空
し
く
移
り
、
日
影
も
い
た
づ
ら
に

　
　

傾
け
ば
、
恥
じ
て
硯
を
収
む
と
い
へ
ど
も
、
藻
塩
草
、
か
き
上
ぐ
べ
き
よ
し
、
か
ね
て
聞
こ
ゑ
さ
せ
け
れ
ば
、
海
人
の
濡
れ
衣

　
　

思
ひ
み
で
、
ま
た
、
筆
執
れ
る
な
る
べ
し
。
／
願
は
く
は
、
慈
し
み
の
眼
の
前
に
納
め
て
、
哀
れ
み
の
心
の
外
に
散
ら
さ
ざ
れ

　
　

と
也
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『
閑
居
友
』
を
書
き
上
げ
る
こ
と
は
「
か
ね
て
」
よ
り
の
約
束
で
あ
っ
た
。
本
書
を
媒
介
に
し
て
切
り
結
ば
れ
る
慶
政
上
人
と
、

そ
の
紛
れ
も
な
き
「
有
縁
」
た
る
献
上
相
手
と
の
関
係
に
お
い
て
は
も
は
や
目
指
さ
れ
る
べ
き
「
結
縁
」
の
〝
主
・
客
〞
が
問
題
な

の
で
は
な
い
。「
詞
拙
く
、
心
短
」
き
器
量
し
か
持
ち
合
わ
せ
ぬ
今
生
の
慶
政
に
よ
る
筆
で
あ
る
に
せ
よ
、
両
者
が
「
結
縁
」
た
り

得
る
と
こ
ろ
で
は―

互
い
が
互
い
の
「
善
知
識
」
と
な
る
可
能
性
を
宿
し
つ
つ―

「
慈
し
み
」
と
「
哀
れ
み
」
と
が
共
鳴
し
あ
っ
て

い
る
の
で
あ
る
の
で
あ
る
。

註『
閑
居
友
』
か
ら
の
引
用
は
岩
波
新
古
典
文
学
大
系
『
閑
居
友 

宝
物
集
』
に
よ
り
、
頁
数
を
示
し
た
。
な
お
適
宜
表
記
を
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

（
１
）　

高
岳
親
王
が
隠
遁
後
に
仏
道
修
行
を
志
し
て
中
国
か
ら
つ
い
に
は
印
度
に
ま
で
渡
っ
て
道
を
極
め
よ
う
と
し
た
が
、
思
い
半
ば
に
し
て
絶
命
し
た
記

事
が
『
閑
居
友
』
の
冒
頭
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
本
論
の
主
題
に
照
ら
し
て
象
徴
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
昔
は
皇
子
と
し
て
百
官

に
仰
が
れ
仕
え
ら
れ
た
親
王
を
「
今
は
、
道
の
ほ
と
り
の
旅
の
魂
と
し
て
、
ひ
と
り
い
づ
く
に
は
赴
き
給
ひ
け
ん
と
、
返
〳
〵
あ
は
れ
」
に
お
ぼ
え
る

慶
政
は
、
こ
の
親
王
の
発
心
を
思
い
遣
り
つ
つ
「
い
と
〳
〵
あ
は
れ
に
か
し
こ
く
侍
り
」
と
語
り
、
義
朗
律
師
の
事
例
│
同
じ
く
イ
ン
ド
に
渡
っ
て
行

方
知
ら
ず
に
な
っ
た
│
に
も
照
ら
し
て
「
と
に
か
く
に
心
す
ず
ろ
に
侍
り
」
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
己
れ
な
ら
で
は
書
き
残
し
得
な
い
記
事
の
収
録
を

通
じ
て
、
ひ
と
び
と
の
道
心
を
催
起
し
、
ひ
い
て
は
親
王
の
魂
の
み
な
ら
ず
、
慶
政
自
ら
の
思
い
に
も
安
ら
ぎ
を
与
え
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
ま

さ
に
高
岳
親
王
も
結
縁
を
求
め
る
存
在
な
の
で
あ
る
（
三
六
一
頁
）。

（
２
）　

三
六
二
頁
。

（
３
）　

通
説
は
例
え
ば
「
『
発
心
集
』
に
あ
っ
て
は
往
生
人
に
結
縁
す
る
と
い
う
限
定
さ
れ
た
意
図
は
稀
薄
で
、
む
し
ろ
偽
悪
や
隠
徳
の
ほ
か
執
心
・
妄
念

の
克
服
な
ど
、
心
を
め
ぐ
る
問
題
意
識
が
テ
ク
ス
ト
全
体
を
貫
い
て
い
る
」
と
さ
れ
る
山
口
真
琴
氏
の
見
解
に
集
約
さ
れ
よ
う
（
「
結
縁
の
時
空―

往

生
伝
と
中
世
仏
教
説
話
集―

」
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告　

第
四
十
一
巻　

一
九
九
二
年
）。
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こ
の
点
に
か
ん
す
る
論
者
の
基
本
的
な
見
解
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。『
発
心
集
』
で
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　

「
短
き
心
を
顧
み
て
、
殊
更
に
深
き
法
を
求
め
ず
、
は
か
な
く
見
る
事
、
聞
く
事
を
註
し
集
め
つ
つ
、
し
の
び
に
座
の
右
に
置
け
る
事
あ
り
。
即
ち
、

賢
き
を
見
て
は
、
及
び
難
く
と
も
、
こ
ひ
ね
が
ふ
縁
と
し
、
愚
か
な
る
を
見
て
は
、
自
ら
改
む
る
媒
と
せ
む
と
な
り
。
今
、
此
れ
を
云
ふ
に
、
天
竺
・

震
旦
の
伝
へ
聞
く
は
、
遠
け
れ
ば
書
か
ず
。
仏
・
菩
薩
の
因
縁
は
、
分
に
た
へ
ざ
れ
ば
是
を
残
せ
り
。
唯
、
我
が
国
の
人
の
耳
近
き
を
先
と
し
て
、
承

る
言
の
葉
を
の
み
記
す
。
さ
れ
ば
、
定
め
て
謬
り
は
多
く
、
実
は
少
な
か
ら
ん
。
若
し
又
、
ふ
た
た
び
問
ふ
に
便
り
な
き
を
ば
、
所
の
名
、
人
の
名
を

記
さ
ず
。
云
は
ば
、
雲
を
取
り
、
風
を
む
す
べ
る
が
如
し
。
誰
人
か
是
を
用
い
ん
。
物
し
か
あ
れ
ど
、
人
信
ぜ
よ
と
に
も
あ
ら
ね
ば
、
必
ず
し
も
、
た

し
か
な
る
跡
を
尋
ね
ず
。
道
の
ほ
と
り
の
あ
だ
こ
と
の
中
に
、
我
が
一
念
の
発
心
を
楽
し
む
ば
か
り
に
や
」（
『
発
心
集
』
序
）
こ
の
よ
う
に
、
発
心
譚

の
収
集
は
│
よ
し
に
つ
け
あ
し
き
に
つ
け
│
長
明
自
身
の
「
発
心
」
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
そ
の
意
味
を
も
っ
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
他
者
の
「
発

心
」
を
促
す
こ
と
を
そ
の
直
接
の
意
図
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
理
想
的
な
隠
遁
者
と
み
な
さ
れ
得
る
場
合
と
て
、
そ
の
発
心
の
あ
り
よ
う
に

倣
う
こ
と
が
長
明
の
趣
意
で
あ
っ
て
、
他
者
の
修
め
た
功
徳
に
自
ら
も
与
ろ
う
と
す
る
「
結
縁
」
を
ね
ら
い
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。「
天
竺
・
震
旦
」

の
こ
と
は
「
遠
く
」、
ま
た
「
仏
・
菩
薩
」
の
こ
と
は
「
分
に
た
へ
」
な
い
の
で
記
事
に
は
し
な
い
、
と
い
う
長
明
の
姿
勢
に
し
て
も
、（
そ
れ
ら
異
国

の
出
来
事
で
す
ら
を
も
「
端
に
て
知
り
初
む
る
縁
」
と
す
る
た
め
に
採
っ
た
と
い
う
）
慶
政
の
姿
勢
と
は
対
照
を
な
す
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

な
お
、
説
話
の
収
集
に
よ
る
「
結
縁
」
を
め
ぐ
っ
て
は
「
上
は
国
王
・
大
臣
よ
り
、
下
は
僧
俗
・
婦
女
に
至
る
ま
で
、
都

す
べ
て

廬
四
十
二
人
、
粗ほ

ぼ

行
業
を

記
し
て
、
諸
の
結
縁
に
備
ふ
」
と
記
し
た
『
続
本
朝
往
生
伝
』
序
）（
岩
波
古
典
文
学
大
系
『
往
生
傳　

法
華
験
記
』
二
二
三
頁
）
や
、「
た
だ
結
縁
の

た
め
勧
進
の
た
め
に
し
て
記
す
。
も
し
我
を
知
る
者
は
、
必
ず
往
生
の
人
た
ら
し
め
む
」（
『
拾
遺
往
生
伝
』
序
）（
同 

岩
波　

二
八
〇
頁
）、「
冀
は
く

は
今
生
集
類
の
結
縁
を
も
て
、
必
ず
来
世
順
次
往
生
の
迎
接
を
期
せ
む
」（
巻
中　

序
）（
同 

岩
波　

三
一
八
頁
）
に
代
表
さ
れ
る
理
解
が
流
れ
て
い

る
と
思
わ
れ
る
が
、
と
り
わ
け
後
者
に
つ
い
て
慶
政
自
身
に
よ
る
書
写
本
の
奥
書
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
も
『
閑
居
友
』
と
共
通
す
る

理
解
が
窺
わ
れ
よ
う
。

　
　
　

「
建
保
七
年
正
月
廿
七
日
夜
、
西
峰
の
方
丈
の
草
庵
に
お
い
て
写
し
了
り
ぬ
。
こ
れ
全
く
名
利
の
た
め
に
あ
ら
ず
し
て
、
自
他
の
発
心
の
た
め

4

4

4

4

4

4

4

4

な
り
。

こ
れ
全
く
人
天
の
上
報
を
期
せ
ず
し
て
、
極
楽
に
往
生
せ
む
が
た
め
な
り
。
た
だ
望
む
ら
く
は
、
こ
の
新
生
の
聖
衆
達
、
遙
に
愚
願
を
照
ら
し
て
、
必

ず
来
迎
を
垂
れ
た
ま
へ
。
願
は
く
は
こ
の
功
徳
を
も
て

4

4

4

4

4

4

4

、
命
の
終
ら
む
と
欲
す
る
時
に
臨
み
て
、
必
ず
弥
陀
の
迎
へ
に
預
り
、
安
楽
国
に
往
生
せ
む
」

（
岩
波
古
典
文
学
大
系
『
往
生
傳　

法
華
験
記
』
三
百
九
十
一
〜
二
頁　

傍
点
論
者
）　
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（
４
）　

説
話
の
諸
伝
が
そ
の
ま
ま
で
は
〝
反
復
不
可
能
〞
で
あ
れ
ば
こ
そ
「
結
縁
」
の
対
象
に
な
り
得
る
と
い
う
理
路
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
『
発

心
集
』
に
採
録
さ
れ
た
説
話
群
の
ご
と
く
に
隠
遁
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の
様
態
が
、
他
な
ら
ぬ
こ
の
〝
わ
た
し
〞
に
と
っ
て
も
な
お
倣
う
べ
き
も
の
と
し
て

眼
差
さ
れ
る
可
能
性
を
も
つ
な
ら
ば
、
ひ
と
は
そ
の
様
態
の
〝
反
復
可
能
性
〞―

こ
の
〝
わ
た
し
〞
が
時
・
処
等
の
諸
制
約
を
超
え
て
そ
の
在
り
よ
う

を
な
お
〝
い
ま
・
こ
こ
〞
に
お
い
て
再
現
で
き
る
と
い
う
意
味
で
は
、
一
種
の
普
遍
性
と
い
い
か
え
て
も
よ
い
の
だ
が
│
と
ひ
き
か
え
に
、
眼
前
の
他

者
で
あ
る
と
こ
ろ
の
お
の
お
の
の
隠
遁
者
に
「
結
縁
」
す
る
と
い
う
、
い
わ
ば
出
会
い
の
一
回
性
の
重
み
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
手
放
さ
ね
ば
な
ら

な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。『
発
心
集
』
に
お
い
て
「
結
縁
」
と
い
う
契
機
が
希
薄
な
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
慶
政
の
「
結
縁
」
志
向
は
│
〝
反
復
〞

の
可
否
の
根
拠
そ
れ
自
体
は
な
お
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
事
柄
に
属
す
る
に
せ
よ
│
、
他
者
の
他
者
性
（
非
通
約
性
）
に
深
く
そ
の
根
を
お
ろ
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

（
５
）　

以
上　

四
四
九
〜
五
一
頁
。

（
６
）　

以
下
で
は
、「
行
な
ひ
は
何
の
行
な
ひ
に
て
も
あ
れ
、
常
に
心
を
澄
ま
し
て
濁
す
ま
じ
き
」
こ
と
の
重
要
性
が
説
か
れ
、「
吹
く
風
、
立
つ
波
に
つ
け
て
、

善
知
識
の
思
ひ
を
な
」
す
べ
き
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
後
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
常
に
自
然
を
対
手
と
し
得
る
「
深
山
の
住
居
」
が
│
「
た
と
ひ
後
の
世
の

た
め
と
思
は
ず
と
も
、
澄
み
渡
り
て
」
い
る
の
だ
か
ら
、
ま
し
て
や
仏
道
を
む
ね
と
す
る
│
隠
遁
生
活
に
は
最
も
適
し
て
い
る
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。

こ
こ
に
は
隠
遁
志
向
が
「
自
然
」
を
相
手
と
す
る
交
感
の
う
ち
に
一
応
の
安
定
を
も
ち
得
る
可
能
性
が
仄
め
か
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
自
体
な
お
検
討
す

べ
き
問
題
を
孕
ん
で
は
い
る
の
だ
が
、
慶
政
は
こ
の
地
点
に
安
住
す
る
こ
と
な
く
す
ぐ
さ
ま
「
し
か
る
を
、
無
明
の
眠
り
深
く
し
て
、
こ
の
世
を
い
み

じ
と
し
も
は
思
は
ね
ど
も
、
昨
日
も
い
た
づ
ら
に
過
ぎ
、
今
日
も
空
し
く
暮
れ
ぬ
る
ぞ
か
し
。
た
そ
か
れ
に
な
り
行
時
に
こ
そ
、
い
か
に
侍
や
覧
、
同

じ
野
寺
の
鐘
な
れ
ど
、
夕
べ
は
音
の
悲
し
く
て
、
涙
も
止
ま
ら
ず
驚
か
れ
侍
。
あ
は
れ
、
仏
の
助
け
に
て
、
常
に
か
や
う
に
の
み
侍
れ
か
し
と
嘆
け
ど

も
、
世
ゝ
を
経
て
思
ひ
慣
れ
に
け
る
心
な
り
け
れ
ば
、
ひ
き
続
く
こ
と
も
難
く
て
の
み
明
か
し
暮
ら
す
こ
そ
、
悲
し
と
も
愚
か
に
侍
れ
。」
と
│
い
わ

ば
俗
世
へ
の
未
練
を
残
す
が
ゆ
え
に
│
己
れ
の
発
心
が
継
続
せ
ず
、
不
徹
底
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
へ
の
嘆
き
へ
と
至
る
。
こ
の
「
悲
し
」
み
、「
嘆
」

き
の
地
点
か
ら
慶
政
は
「
願
は
く
は
、
尺
迦
如
来
、
阿
弥
陀
仏
、
す
べ
て
は
四
方
の
仏
た
ち
、
昔
の
誓
ひ
を
か
へ
り
み
て
、
哀
し
み
を
下
し
給
へ
と
也
」

と
諸
仏
一
般
に
縋
る
方
向
へ
と
お
も
む
く
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
「
善
知
識
」
に
出
合
い
つ
つ
も
、
そ
の
出
合
い
を
十
全
に
受
け
と
め
ら
れ
ず
、
再
び

あ
ら
た
な
る
出
合
い
を
模
索
し
つ
つ
あ
る
慶
政
の
姿
を
、
い
い
か
え
れ
ば
非
通
約
的
な
他
者
に
対
す
る
「
結
縁
」
を
│
そ
の
理
路
が
己
れ
に
は
不
可
知

で
あ
る
が
ゆ
え
に
│
求
め
続
け
て
や
ま
な
い
慶
政
の
姿
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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（
７
）　

本
文
に
明
記
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
実
際
に
女
の
屍
を
目
撃
し
た
の
が
幼
少
の
時
点
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
だ
い
ぶ
後
に
な
っ
て
の
こ
と
で
あ

ろ
う
。
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
女
に
対
す
る
追
善
供
養
の
真
言
読
誦
や
交
名
帳
へ
の
記
載
が
″
近
い
過
去
〞
の
出
来
事
と
し
て
想
起
さ
れ
、
あ
る
い
は
現
前

し
つ
つ
、『
閑
居
友
』
に
お
い
て
女
の
こ
と
を
記
す
〝
い
ま
〞
と
意
味
的
な
連
続
性
を
も
っ
て
き
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

（
８
）　

女
の
菩
提
を
弔
わ
ん
と
す
る
思
い
が
終
始
「
情
」
と
い
う
言
葉
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
『
閑
居
友
』
全
体
に
関
わ
る
問
題
で
あ
り
、
追
っ
て
本

稿
で
論
じ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
で
ひ
と
ま
ず
見
通
し
を
述
べ
て
お
く
な
ら
ば
、
慶
政
に
お
い
て
「
あ
は
れ
」
等
の
情
緒
・
情
動
を
と
も
な
う
表
現

は
、
貴
き
行
者
と
の
出
会
い
の
場
面
は
も
と
よ
り
、
よ
し
ん
ば
そ
れ
が
他
者
の
不
憫
さ
や
自
己
の
至
ら
な
さ
へ
の
嘆
き
に
伴
う
端
的
な
情
動
の
発
露
で

あ
る
場
合
で
も
、―
註
６
で
も
記
し
た
よ
う
に
、
仏
へ
の
志
向
と
背
反
す
る
が
ゆ
え
に
斥
け
ら
れ
る
べ
き
在
り
よ
う
で
あ
る
よ
り
は
む
し
ろ
│
仏
へ
と

ひ
と
を
押
し
や
り
、
発
心
を
堅
固
な
ら
し
め
る
上
で
の
反
省
的
契
機
を
な
す
も
の
と
い
え
る
（
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
上
巻
「
稲
荷
山
の
麓
に
、
日
を
拝

み
て
涙
を
流
す
入
道
」
に
お
い
て
、
日
夜
太
陽
を
拝
ん
で
「
泣
く
よ
り
ほ
か
の
事
な
し
」
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
入
道
を
「
お
の
づ
か
ら
日
想
観
に
当

り
て
侍
り
け
る
に
こ
そ
」
と
評
し
て
い
る
説
話
）。

（
９
）　

以
上　

四
一
〇
〜
三
頁
。

（
10
）　

以
上
、
四
二
二
〜
四
頁
。

（
11
）　

今
生
的
な
幸
い
の
形
に
至
ら
な
か
っ
た
事
由
の
遠
因
を
、
男
の
内
面
や
地
理
的
要
因
に
求
め
る
こ
と
も
あ
り
得
た
と
思
わ
れ
る
が
、
本
説
話
で
は
そ

う
し
た
要
因
（
一
般
的
に
は
〝
無
常
の
理
〞
に
帰
せ
ら
れ
る
よ
う
な
諸
因
）
は
い
わ
ば
背
景
に
退
け
ら
れ
、
あ
く
ま
で
も
女
の
執
心
自
体
が
│
男
の
嫌

気
を
さ
そ
っ
た
こ
と
も
含
め
│
事
態
の
展
開
の
核
を
な
し
て
い
る
と
み
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
12
）　

以
上
、
四
二
五
〜
六
頁
。

（
13
）　

詳
論
し
て
い
る
余
裕
は
な
い
が
、
今
生
の
関
係
性
と
仏
道
と
い
う
論
点
は
続
く
次
の
上
巻
五
話
に
お
い
て
、
観
音
の
手
の
込
ん
だ
「
方
便
」
に
よ
っ

て
、
い
わ
ば
〝
仏
道
夫
婦
〞、〝
仏
道
姉
妹
〞
と
い
っ
た
存
在
関
係
が
形
成
さ
れ
る
に
至
る
構
造
の
う
ち
に
も
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
、
そ
う
し
た
観
点

に
お
い
て
（
ひ
と
ま
ず
は
）
三
・
四
・
五
話
の
連
続
性
を
指
摘
し
得
よ
う
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
四
話
に
お
い
て
も
出
発
点
に
実
子
で
は
な
く
「
養
娘
」

が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
は
象
徴
的
で
あ
ろ
う
。

（
14
）　

以
上
、
四
三
七
〜
四
四
〇
頁
。

（
15
）　

ち
な
み
に
『
平
家
物
語
』（
八
坂
系
百
二
十
句
本
巻
十
二
）
で
は
、
平
家
一
門
の
栄
花
、
皇
子
の
誕
生
か
ら
、
没
落
・
都
落
ち
、
滅
亡
に
至
る
過
程
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を
〝
「
四
禅
六
欲
」（
天
）
〜
「
修
羅
」
〜
「
餓
鬼
」
〜
「
地
獄
」
〞
に
な
ぞ
ら
え
、
徳
子
が
そ
う
し
た
〝
六
道
〞
を
ま
さ
に
今
生
に
お
い
て―

生
き
な

が
ら
に
し
て―

目
の
当
た
り
に
し
た
こ
と
そ
れ
自
体
が
仏
道
へ
の
導
き
手
と
な
っ
た
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
（
「
『
今
か
か
る
身
に
な
り
候
事
は
、
一
旦

の
歎
き
申
す
に
及
び
候
は
ね
ど
も
、
後
生
菩
提
の
為
に
は
、
悦
び
と
覚
え
候
な
り
。
忽
ち
に
釈
迦
の
遺
弟
に
連
な
り
、
忝
く
も
弥
陀
の
本
願
に
乗
じ
て
、

五
障
三
従
の
苦
し
み
を
遁
れ
、
三
時
に
六
根
を
清
め
て
、
一
筋
に
九
品
の
浄
刹
を
願
ひ
、
専
ら
一
門
の
菩
提
を
祈
り
、
常
に
は
聖
衆
の
来
迎
を
期
す
。

…
…
』
…
…
法
皇
仰
せ
な
り
け
る
は
、『
異
国
の
玄
奘
三
蔵
は
、
悟
り
の
前
に
六
道
を
見
き
。
わ
が
朝
の
日
蔵
上
人
は
、
蔵
王
権
現
の
御
力
に
依
つ
て
、

六
道
を
見
た
り
と
こ
そ
承
れ
。
ま
の
あ
た
り
御
覧
ぜ
ら
れ
け
る
こ
そ
、
有
り
難
う
候
へ
』
と
ぞ
仰
せ
け
る
」
）。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
も
徳
子
に
と
っ

て
安
徳
帝
へ
の
思
い
は
な
お
特
別
な
位
置
を
占
め
て
お
り
、
隠
遁
後
も
な
お
断
ち
切
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
（
「
只
恩
愛
の
道
程
、
悲
し
か
り
け
る
事
は

な
し
。
さ
れ
ば
か
の
御
菩
提
の
為
に
、
朝
夕
の
勤
め
怠
る
事
候
は
ず
。
こ
れ
も
然
る
べ
き
善
知
識
と
覚
え
候
」
）。
安
徳
帝
は
徳
子
に
と
っ
て
い
ま
な
お

今
生
の
意
味
の
中
心
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
思
い
（
「
恩
愛
の
道
」
）
は
│
平
家
一
門
と
も
ど
も
│
菩
提
を
弔
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら

も
仏
へ
と
誘
わ
れ
る
こ
と
へ
と
方
向
づ
け
ら
れ
、
隠
遁
後
の
徳
子
に
と
っ
て
今
生
の
生
の
意
味
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
16
）　

今
生
の
意
味
の
中
心
を
喪
失
す
る
と
い
う
こ
の
事
態
は
、
広
く
発
心
譚
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
事
柄
で
あ
り
、
本
稿
で
も
少
な
く
と
も
上
巻
二
十
一

話
、
下
巻
三
話
に
は
そ
う
し
た
要
因
を
指
摘
で
き
よ
う
。
む
ろ
ん
一
般
的
に
は
そ
れ
を
契
機
に
仏
道
へ
と
〝
反
転
〞
す
る
構
造
を
み
て
と
る
こ
と
が
で

き
る
の
だ
が
（
例
え
ば
「
た
ぐ
ひ
な
く
覚
え
け
る
女
」
の
死
後
、「
成
り
行
く
さ
ま
を
見
る
に
、
い
と
ど
う
き
世
の
い
と
は
し
さ
思
ひ
知
ら
れ
て
、
心

を
発
し
た
」
大
江
定
基
の
事
例 

『
発
心
集
』
巻
二
│
四
な
ど
）、『
閑
居
友
』
で
は
、
な
お
そ
う
し
た
今
生
の
意
味
の
核
を
な
す
存
在
な
い
し
関
係
に
こ

だ
わ
り
つ
つ
、
そ
れ
を
一
概
に
手
放
す
こ
と
な
く
、
仏
道
を
歩
む
と
い
う
方
向
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
17
）　

本
説
話
に
お
い
て
建
礼
門
院
は
二
度
「
善
知
識
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
が
、
も
う
一
箇
所
は
、
院
が
生
活
の
不
如
意
を
案
じ
た
場
面
で
、
そ

う
し
た
「
便
り
な
さ
」
を
「
い
み
じ
き
善
知
識
」
と
捉
え
た
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
通
常
は
「
便
り
な
さ
」、「
わ
び
し
」
さ
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
│

こ
の
世
的
に
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
│
事
態
を
仏
道
へ
と
誘
わ
れ
る
契
機
と
み
る
特
徴
が
窺
わ
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
に
も
ま
し
て
、
こ
の
箇
所
の
発
言
を
き
っ

か
け
に
し
て
「
常
に
思
ひ
出
で
侍
れ
ば
、
涙
も
止
ま
ら
ず
」
と
、
安
徳
帝
を
め
ぐ
る
出
来
事
の
回
想
へ
と
導
か
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

（
18
）　

浄
土
教
の
教
理
を
背
景
に
し
た
こ
の
種
の
理
路
の
一
例
と
し
て
、『
観
無
量
寿
経
』
所
説
の
「
孝
養
父
母
」
に
対
す
る
次
の
『
逆
修
説
法
』
の
所
論

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　
　

「
出
世
の
孝
養
は
必
ず
父
母
を
棄
つ
べ
き
と
云
う
事
も
候
は
ず
。
即
ち
律
の
中
に
『
生
縁
奉
事
の
法
あ
り
、
謂
わ
く
父
の
貧
し
か
ら
ん
者
寺
の
中
に



一
三
八

置
き
て
、
こ
れ
を
養
ひ
、
母
の
貧
し
き
者
は
寺
の
外
に
置
き
て
、
こ
れ
を
養
う
』
と
云
々
。
彼
も
こ
れ
も
人
の
意
楽
に
随
ひ
て
、
時
宜
に
よ
る
べ
し
。

梵
網
経
に
も
父
母
師
僧
に
孝
順
す
る
を
戒
と
名
く
と
説
け
り
。
…
…
同
じ
善
知
識
と
申
せ
ど
も
、
父
母
の
間
は
宿
縁
深
き
に
藉
り
て
易
か
る
べ
し
。
教

化
に
も
随
ひ
候
め
れ
。」（
『
昭
和
新
修
法
然
上
人
全
集
』　
　

二
五
九
頁
）

　
　
　

ま
た
問
題
圏
と
し
て
は
「
た
だ
自
力
を
す
て
て
、
い
そ
ぎ
さ
と
り
を
ひ
ら
き
な
ば
、
六
道
・
四
生
の
あ
ひ
だ
い
づ
れ
の
業
苦
に
し
づ
め
り
と
も
、
神

通
方
便
を
も
て
ま
づ
有
縁
を
度
す
べ
き
な
り
と
云
々
」
と
い
う
『
歎
異
抄
』
第
五
条
の
言
葉
へ
と
導
か
れ
よ
う
。




