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契
沖
は
寛
文
二
年
二
-
一
二
才
の
年
に
、
大
阪
生
玉
の
曼
陀
羅
院
の
住
職
に
な
り

約
四
年
後
に
住
職
を
や
め
て
再
び
高
野
山
に
上
っ
て
い
る
。
彼
が
下
河
辺
長
流

と
交
遊
を
初
め
た
の
は
、
こ
の
曼
陀
羅
院
時
代
で
あ
る
（
註
1
）
長
流
は
寛
文
，

二
年
号
は
三
八
才
で
、
ち
ょ
う
ど
万
葉
集
管
見
を
書
き
了
つ
た
年
に
当
る
。
長

流
は
こ
れ
よ
り
先
二
一
二
才
の
頃
、
木
下
長
悪
子
に
入
門
し
て
い
る
。
木
下
長
彌

子
は
豊
臣
家
の
一
族
で
あ
る
し
、
長
流
は
豊
臣
家
の
遺
臣
た
る
大
和
の
片
桐
家

に
仕
え
た
家
柄
の
出
身
で
あ
る
。
 
（
註
2
）
契
沖
も
亦
肥
後
の
加
藤
家
に
仕
え

た
家
柄
の
出
で
あ
る
。
こ
う
い
う
関
係
か
ら
猜
介
の
性
の
長
流
も
、
，
長
囎
子
お

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

・
よ
び
契
沖
に
対
し
て
、
特
別
の
親
近
感
を
持
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
当

時
の
世
人
も
こ
の
三
者
を
文
学
的
に
も
同
一
系
列
の
人
と
見
倣
し
て
い
た
よ
う

で
あ
っ
て
、
こ
の
三
人
の
歌
集
が
、
三
家
和
歌
集
と
い
う
名
で
、
延
宝
九
年
に

作
ら
れ
て
い
る
。
近
世
初
期
の
革
新
的
歌
人
歌
学
者
と
目
さ
れ
て
い
る
こ
の
三

人
の
歌
を
、
こ
の
三
家
和
歌
集
に
よ
っ
て
、
比
較
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
三

家
和
歌
集
中
の
長
囎
歌
選
は
長
流
の
撰
で
、
長
流
和
歌
延
宝
集
お
よ
び
契
沖
和

歌
延
宝
集
は
各
々
自
撰
で
あ
み
。

 
契
沖
の
歌
と
歌
論

 
（
長
嚇
歌
選
）
 
年
内
立
春
，

 
年
の
を
㌧
こ
そ
と
今
年
に
よ
り
か
け
て
ひ
と
す
ち
な
ら
ぬ
春
は
来
に
け
り

 
冬
の
き
る
春
の
衣
は
む
ね
あ
は
て
は
っ
く
か
す
む
け
ふ
の
ほ
そ
布

 
（
長
流
和
歌
延
宝
集
）
 
わ
か
な

 
雪
を
わ
け
て
氷
を
く
た
く
手
間
を
の
み
つ
み
し
わ
か
な
は
こ
に
も
た
ま
ら
す

 
河
上
に
あ
ら
ふ
わ
か
な
の
こ
を
あ
ら
み
も
る
を
ひ
ろ
ふ
そ
つ
む
に
ま
さ
れ
る

 
（
半
半
和
歌
延
宝
集
）
 
年
内
立
春

 
う
く
ひ
す
も
な
か
ぬ
か
き
り
の
年
の
内
に
た
か
ゆ
る
し
，
て
か
春
は
来
ぬ
ら
ん

 
み
よ
し
の
㌧
山
は
春
立
つ
け
ふ
こ
と
に
霞
な
れ
て
や
ま
た
か
す
む
ら
ん

 
 
 
 
 
 
 
（
引
用
歌
文
は
原
文
の
ま
＼
。
全
集
本
に
よ
る
。
以
下
同
。
）

右
に
よ
っ
て
見
れ
ば
、
二
二
者
の
歌
風
の
著
し
い
相
違
は
、
長
彌
と
長
流
の
歌
は

奔
放
自
在
な
ザ
ッ
ク
バ
ラ
ン
調
の
表
現
で
あ
る
が
、
唐
墨
の
歌
は
温
和
で
上
品

な
こ
と
で
あ
る
。
例
証
は
冒
頭
の
歌
を
あ
げ
た
が
、
三
家
集
全
体
に
つ
い
て
、

こ
れ
と
同
じ
事
が
言
え
る
の
で
あ
る
。

 
念
の
た
め
に
も
う
ひ
と
つ
、
長
流
と
二
上
と
贈
答
し
た
歌
を
集
め
た
和
歌
唱

和
集
に
よ
っ
て
、
両
者
の
歌
を
比
較
し
て
み
よ
う
。

 
難
波
に
住
み
け
る
時
坊
の
さ
く
ら
見
に
人
々
来
り
て
暮
れ
ぬ
れ
は
か
へ
ら
ん
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と
す
る
に
よ
み
て
い
た
し
け
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
契
 
沖

 
 
と
め
と
め
す
庭
の
さ
く
ら
に
ま
か
せ
し
を
夕
日
に
ま
さ
る
花
を
見
捨
て
そ

 
 
か
へ
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
長
 
流

 
 
と
く
と
見
て
け
ふ
は
た
は
れ
し
花
の
紐
ゆ
ふ
へ
と
き
け
は
な
れ
し
と
そ
お
も

 
 
ふ

 
こ
れ
を
見
て
も
、
契
沖
が
即
興
的
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
歌
で
呼
び
か
け
た
の
に
対
し

 
て
、
長
流
は
同
じ
様
な
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
発
想
な
が
ら
、
紐
を
結
ぶ
と
夕
と
を
掛

 
詞
に
し
て
、
男
女
の
こ
と
に
言
い
か
け
て
、
例
の
如
く
無
遠
慮
な
ザ
ッ
ク
バ
ラ

 
ン
調
の
も
の
㌧
言
い
方
を
し
て
い
る
。

 
 
錯
愕
駿
は
そ
の
近
世
碕
人
伝
に
お
い
て
、
契
沖
と
長
流
の
歌
を
、
同
じ
筋
也

 
と
批
評
し
て
い
る
が
、
更
に
契
沖
の
歌
を
、
 
『
長
流
の
歌
よ
り
も
や
は
ら
か
に

 
お
ぼ
ゆ
』
と
言
っ
て
い
る
。
長
流
と
契
沖
は
同
系
列
の
歌
人
と
し
て
認
め
な
が

ノ
ら
、
そ
の
歌
風
の
相
違
を
蝉
吟
の
歌
の
や
わ
ら
か
な
点
に
あ
る
と
規
定
し
た
の

 
は
肯
定
さ
れ
る
見
解
で
あ
る
。

 
 
木
下
長
彌
子
は
細
川
幽
斎
か
ら
古
今
伝
授
を
受
け
て
親
し
く
交
遊
し
て
は
い
、

 
る
が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
二
条
家
歌
学
に
対
し
て
批
判
的
で
、
意
識
的
に
奔

 
放
自
在
に
し
て
捉
わ
れ
な
い
歌
を
作
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
下
河
辺
長
流
は

 
畏
敬
す
る
長
囎
子
の
流
風
を
受
け
た
の
み
な
ら
ず
、
環
境
の
近
似
も
あ
っ
て
、

 
長
石
子
と
同
じ
様
な
詠
風
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
契
沖
は
長
患
子
か
ら
直
接
の

 
指
導
は
受
け
な
い
し
、
長
流
と
交
遊
を
初
め
た
時
は
既
に
自
分
の
詠
風
が
定
ま

 
つ
た
後
の
事
ら
し
く
て
、
従
来
の
温
雅
な
塾
風
を
守
り
通
し
た
の
で
あ
る
9
こ

 
れ
は
彼
が
若
年
の
頃
か
ら
僧
籍
に
入
っ
た
と
い
う
環
境
や
、
温
和
冷
静
な
性
格

 
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
か
ら
考
え
れ
ば
、
古
典
や
語
学
の
研
究
に
お

 
い
て
は
、
著
し
い
革
新
的
業
績
を
残
し
た
契
沖
も
、
和
歌
の
作
品
の
上
で
は
、

長
面
子
や
長
流
ほ
ど
の
革
新
性
は
見
ら
れ
な
い
ど
言
っ
て
差
支
な
い
と
思
う
。

 
三
家
和
歌
集
の
歌
は
契
沖
の
若
年
の
頃
の
歌
を
自
撰
し
た
も
の
で
、
彼
の
作

品
の
一
部
の
み
し
か
見
ら
れ
な
い
わ
け
だ
か
ら
、
漫
吟
集
類
題
等
に
よ
っ
て
、

契
沖
の
歌
の
全
般
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
と
、

 
し
か
の
浦
の
氷
り
し
浪
は
立
か
へ
り
山
そ
霞
み
て
遠
さ
か
り
行

 
秋
は
け
ふ
っ
く
し
路
遠
く
白
雲
の
た
な
ひ
く
山
の
西
に
い
ぬ
ら
ん

こ
れ
ら
の
歌
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
温
雅
な
情
趣
の
優
麗
な
歌
風
は
、
新
古
斗

酒
の
歌
風
の
長
所
を
う
け
つ
い
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
契
沖
の
歌
に
は
写

実
的
な
叙
景
風
の
歌
も
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
彼
の
全
体
の
歌

の
中
で
は
極
め
て
少
数
で
あ
っ
て
、
そ
の
大
部
分
は
趣
向
を
主
と
し
た
知
巧
的

な
歌
で
あ
る
。
機
知
的
な
面
白
さ
を
主
眼
と
し
て
、
何
か
一
ふ
し
あ
る
詞
を
駆

使
し
て
工
夫
を
凝
ら
し
た
様
な
歌
が
大
部
分
を
占
め
て
い
る
。
国
学
者
伝
記
集

成
に
よ
れ
ば
、
．
契
沖
は
清
水
谷
実
業
の
言
葉
に
感
歎
し
て
入
門
し
た
由
で
あ

る
。
実
業
は
細
川
幽
斎
か
ら
三
条
西
実
条
と
伝
え
ら
れ
た
二
条
家
歌
学
の
家
柄

の
末
商
で
あ
る
。
熱
学
が
二
条
家
歌
風
の
影
響
の
下
に
、
そ
の
作
歌
生
活
を
踏

み
出
し
た
事
は
当
然
で
あ
る
。

 
一
重
山
お
も
て
も
う
ら
と
成
に
け
り
春
の
衣
を
た
ち
し
霞
に

 
春
霞
棚
引
わ
た
る
け
ふ
見
れ
ば
深
き
谷
さ
へ
浅
つ
ま
の
山

嵐
沖
の
全
歌
集
の
中
に
見
ら
れ
る
大
部
分
の
歌
は
、
右
に
例
示
し
た
よ
う
な
巧

緻
な
趣
向
的
歌
で
占
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
契
沖
の
歌
集
中
最
も
歌
数
の
多
い
漫
吟
集
類
題
に
よ
れ
ば
、
長
歌
が
四
首
あ

る
。
．
そ
の
中
の
六
道
賦
は
一
九
九
句
、
無
常
賦
は
三
一
三
句
あ
っ
て
、
他
に
類

の
な
い
長
編
で
あ
る
。
久
し
く
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
長
歌
の
復
興
に
意
を
用
い

て
作
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
作
風
は
古
今
集
の
長
歌
の
風
で
あ
る
。
万
葉
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集
の
長
歌
の
歌
風
は
充
分
知
っ
て
い
る
筈
の
契
沖
が
、
万
葉
の
長
歌
を
基
準
と

し
な
い
で
、
古
今
集
の
巻
末
に
影
の
薄
い
存
在
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
長
歌

の
風
を
目
標
と
し
た
事
に
よ
っ
て
も
、
彼
の
歌
に
対
す
る
好
み
の
傾
向
を
見
る

事
が
で
き
る
。
彼
の
歌
に
対
す
る
美
意
識
は
、
王
朝
趣
味
で
あ
っ
た
。
堂
上
歌

壇
が
千
載
集
新
勅
撰
集
転
寝
撰
集
を
家
の
三
代
集
と
称
し
て
、
為
家
や
頓
阿
を

模
範
と
し
て
い
た
の
に
比
す
れ
ば
、
契
沖
は
八
代
集
、
特
に
新
古
今
集
を
目
標

と
し
た
点
に
、
多
少
の
相
違
が
あ
る
。

 
万
葉
集
の
研
究
に
精
魂
を
傾
け
て
、
画
期
的
な
研
究
の
実
績
を
示
し
た
契
沖

も
、
そ
の
実
作
の
歌
に
お
い
て
は
、
万
葉
集
の
影
響
を
受
け
な
い
で
、
稀
に
万

葉
風
を
作
る
に
当
っ
て
は
、
わ
ざ
く
『
古
風
に
な
ら
ひ
て
よ
め
る
』
と
詞
書
，

に
こ
と
わ
っ
て
い
る
事
に
よ
っ
て
も
、
彼
が
古
風
の
歌
を
作
る
事
を
尋
常
で
な

い
事
と
意
識
し
て
・
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

 
 
古
風
に
な
ら
ひ
て
よ
め
る
歌
の
中
に

 
た
㌧
に
い
は
ん
こ
と
を
や
さ
し
み
た
と
へ
っ
る
心
を
こ
れ
と
知
に
け
ん
か
も

」
（
契
沖
和
歌
延
宝
集
）

こ
の
よ
う
に
一
応
形
態
を
万
葉
風
に
模
し
た
だ
け
で
、
万
葉
歌
風
の
真
髄
を
捉

え
た
作
と
は
言
い
難
い
の
で
あ
る
。

 
以
上
述
べ
て
来
た
事
を
総
括
す
れ
ば
、
契
沖
の
歌
の
特
質
は
、
巧
緻
な
知
巧

的
技
法
と
優
雅
な
美
的
情
趣
と
温
和
な
精
神
に
存
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

彼
が
当
時
の
歌
壇
の
流
風
に
順
応
し
た
為
で
あ
っ
て
、
長
彌
子
や
長
流
に
較
べ

る
と
、
歌
才
は
や
、
ま
さ
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
革
新
性
は
乏
し
か
っ

た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
・
二

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（

契
沖
の
歌
と
歌
論

 
次
に
古
歌
等
の
作
品
批
評
に
関
す
る
彼
の
美
意
識
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
。

風
雅
集
の
夏
の
歌
の
『
空
は
れ
て
こ
す
ゑ
色
こ
き
月
の
夜
の
風
に
お
と
ろ
く
蝉

の
一
声
」
と
い
う
歌
に
対
し
て
、

 
此
歌
長
野
子
称
美
せ
ら
る
。
誠
に
下
句
は
め
つ
ら
か
な
る
を
、
梢
色
こ
き
と

 
い
へ
る
夜
陰
に
縁
の
色
の
こ
く
見
ゆ
る
心
に
は
侍
ら
め
と
ロ
ハ
も
み
ち
の
様
に

 
聞
ゆ
る
は
難
な
る
へ
し
。
 
（
契
沖
全
集
所
収
、
出
時
雑
考
第
三
帖
）

 
と
．
評
し
て
い
る
。
風
雅
集
ら
し
い
特
色
あ
る
叙
景
歌
で
、
木
下
長
囎
子
が
称

美
し
た
事
は
当
然
で
あ
る
が
、
契
沖
は
そ
れ
に
賛
意
を
表
し
な
が
ら
、
梢
色
こ

き
の
語
の
使
用
法
に
つ
い
て
、
古
来
の
類
型
的
基
準
に
従
っ
て
判
断
す
る
習
慣

か
ら
脱
し
き
ら
な
い
見
解
を
示
し
て
い
る
。

 
ま
た
西
行
の
歌
の
『
な
け
け
と
て
月
や
は
物
を
思
は
す
る
か
こ
ち
粋
な
る
わ

か
涙
か
な
』
に
対
し
て
、

 
思
は
す
る
か
こ
ち
顔
な
る
、
す
る
と
な
る
と
を
れ
あ
ひ
て
又
二
句
と
も
に
平

 
懐
な
り
。
こ
れ
を
い
た
は
ら
ぬ
は
此
上
人
の
風
骨
な
り
と
い
へ
り
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
百
人
一
首
改
出
置
）

と
言
っ
て
、
'
西
行
の
歌
を
語
句
使
用
の
技
巧
に
つ
い
て
批
判
し
て
い
る
。

 
契
沖
は
定
家
を
尊
信
し
て
、
『
此
卿
の
歌
に
は
ふ
か
く
て
お
ろ
か
な
る
心
は

か
り
か
た
き
多
か
り
』
 
（
河
社
）
と
言
っ
て
い
る
が
、
新
勅
撰
集
に
対
し
で
は

武
士
の
歌
を
多
く
入
れ
た
事
を
難
じ
、
ま
た
集
中
の
歌
に
つ
い
て
も
、
お
ぼ
つ

か
な
し
の
語
を
用
い
て
、
大
部
分
の
歌
を
非
難
し
で
い
る
。
 
（
新
勅
撰
集
抄
）

彼
は
定
家
を
尊
信
し
た
け
れ
ど
も
、
新
勅
撰
集
は
斥
げ
て
新
古
今
集
に
魅
力
を

感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

 
ま
た
契
沖
が
門
下
の
歌
会
に
判
を
加
え
た
十
八
番
歌
会
を
見
る
と
、
す
が
た

心
艶
に
や
さ
し
く
、
よ
く
と
～
の
ひ
て
、
題
意
た
し
か
、
心
詞
な
だ
ら
か
、
優
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さ
ま
め
づ
ら
し
、
風
情
を
か
し
、
等
の
評
語
が
多
い
。
こ
れ
に
よ
る
と
形
態
内

容
の
優
麗
な
る
こ
と
、
趣
向
の
面
白
い
こ
と
、
等
を
高
く
評
価
し
て
い
る
事
が

わ
か
る
。

 
以
上
の
作
品
批
評
に
表
れ
た
契
沖
の
美
意
識
は
、
彼
の
実
作
の
歌
の
傾
向
が

優
雅
温
和
で
知
巧
的
な
事
と
照
応
し
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。

 
然
ら
ば
万
葉
集
又
は
そ
れ
に
準
ず
る
古
歌
に
対
し
て
、
ど
ん
な
見
解
を
持
っ

て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
古
今
集
よ
み
人
し
ら
ず
の
歌
の
『
折
り
と
ら
は
惜
し
げ

く
も
あ
る
か
桜
花
い
さ
宿
か
り
て
散
る
ま
て
は
見
ん
』
に
対
し
て
、
『
此
躰
万

葉
に
お
ほ
し
」
 
（
古
今
絵
材
抄
）
と
言
っ
て
、
万
葉
歌
風
と
古
今
集
よ
み
人
し

ら
ず
の
歌
と
の
類
似
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
業
平
の
歌
の
『
つ
ひ
に
行
く
、

み
ち
と
は
か
ね
で
聞
き
し
か
と
き
の
ふ
け
ふ
と
は
思
は
さ
り
し
を
』
に
対
し
て

『
業
平
は
一
生
の
ま
こ
と
こ
の
歌
に
あ
ら
は
れ
、
」
 
（
単
語
臆
断
）
と
言
っ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
評
語
に
よ
っ
て
、
彼
が
直
情
表
出
の
歌
に
理
解
を
示
し
て
い

る
事
が
わ
か
る
。

 
ま
た
万
葉
集
古
今
集
新
古
今
集
の
歌
風
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
代
匠
前
之
撰

本
総
釈
に
お
い
て
、
万
葉
集
の
歌
は
、
仮
山
を
作
る
に
喩
え
れ
ば
、
高
く
大
き

く
自
然
に
作
り
、
古
今
集
は
面
白
い
姿
に
工
夫
し
て
作
り
、
新
古
今
集
の
歌
は

何
と
か
し
て
珍
し
い
姿
に
作
ろ
う
と
苦
心
し
て
作
っ
た
気
持
が
表
れ
て
い
る
と

言
っ
て
い
る
。
精
撰
本
が
成
っ
た
の
は
元
禄
三
年
豊
里
五
一
才
の
頃
で
あ
る
。

其
の
後
の
五
六
才
の
頃
成
っ
た
河
社
に
お
い
て
は
、
古
の
歌
は
専
門
で
な
い
絵

か
き
が
自
由
に
描
い
た
絵
の
様
で
あ
る
が
、
後
世
の
歌
は
専
門
の
絵
か
き
が
描

い
た
絵
の
様
で
あ
る
。
専
門
画
家
が
夏
の
暑
い
日
に
冬
の
絵
を
か
き
、
冬
の
寒

い
時
に
夏
の
絵
を
か
い
た
も
の
で
も
、
魂
を
こ
め
て
実
感
を
覚
え
る
様
に
か
い

た
も
の
は
上
手
と
い
え
る
と
言
っ
て
、
そ
の
次
に
『
歌
も
そ
の
魂
を
こ
め
た
ら

ん
を
は
古
の
人
に
次
げ
り
」
と
規
定
し
て
い
る
。
自
然
で
作
為
の
な
い
歌
の
次

に
、
芸
術
的
作
為
の
歌
を
置
い
て
い
る
。
即
ち
新
古
今
宮
等
も
よ
い
が
、
万
葉

集
は
そ
の
上
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

 
こ
㌧
で
注
意
す
べ
き
は
、
代
書
記
で
は
万
葉
古
今
新
古
今
の
歌
風
の
実
質
に

対
し
で
正
し
い
理
解
を
示
し
た
だ
け
で
あ
る
が
、
河
社
に
お
い
て
は
、
そ
れ
に

対
す
る
価
値
批
判
を
示
し
て
い
る
事
で
あ
る
。
そ
写
し
て
新
古
無
毒
等
の
後
世

の
歌
を
、
万
葉
集
の
次
の
段
階
に
置
い
て
文
学
的
価
値
を
規
定
し
て
い
る
。
契

沖
は
少
く
と
も
晩
年
に
お
い
て
は
、
万
葉
集
を
最
も
高
く
評
価
す
る
に
至
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
彼
の
自
作
の
歌
の
風
は
変
化
を
示
し
て
い
な
い
。
こ

の
事
実
は
彼
の
感
性
的
好
み
と
知
性
的
理
解
と
が
、
必
ず
し
も
一
致
し
な
か
っ

た
事
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
様
な
事
は
和
歌
史
歌
論
史
上
に
お
い
て
よ
く
見
ら

れ
る
現
象
で
あ
る
。
特
に
時
代
の
変
遷
期
に
表
れ
た
文
人
の
中
に
は
よ
く
あ
る

現
象
で
あ
る
。
契
沖
も
亦
そ
の
中
の
一
人
と
い
う
事
に
な
る
わ
け
で
あ
る
つ

 
以
上
述
べ
て
来
た
事
を
要
約
す
れ
ば
、
作
品
批
評
に
表
れ
た
契
沖
の
美
意
識

と
、
そ
の
実
作
の
歌
風
と
は
、
一
，
致
す
る
面
と
一
致
し
な
い
面
と
の
両
面
が
あ

る
事
を
指
摘
し
た
わ
け
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
三

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（

 
次
に
歌
の
文
学
的
本
質
に
関
す
る
契
沖
の
美
的
理
念
に
つ
い
．
て
調
べ
て
み
る

事
に
す
る
。
契
沖
が
万
葉
記
号
記
初
稿
本
を
起
稿
し
た
の
は
延
宝
九
年
四
二
才

の
頃
で
、
妙
法
寺
の
住
職
時
代
で
あ
る
。
そ
の
後
貞
亨
四
年
四
八
才
の
頃
に
初

稿
本
を
成
稿
し
て
い
る
。
元
禄
元
年
五
一
才
の
頃
妙
法
寺
を
去
っ
て
円
珠
庵
に

入
っ
た
が
、
そ
の
年
に
精
古
本
を
成
稿
し
て
い
る
。
そ
の
後
万
葉
集
研
究
に
よ

る
余
材
を
以
て
、
古
今
余
材
抄
、
厚
顔
抄
、
百
人
一
首
改
観
抄
、
勢
語
臆
断
等

（96）



を
書
き
、
元
禄
六
年
五
四
才
頃
に
は
国
語
学
に
も
手
を
つ
け
て
和
字
正
濫
抄
を

書
い
て
い
る
。
此
の
間
に
あ
っ
て
註
釈
等
の
古
典
研
究
に
お
い
て
は
、
学
問
的

研
究
の
変
遷
発
展
が
見
ら
れ
る
が
、
歌
に
対
す
る
評
論
と
し
て
の
歌
論
に
お
い

て
は
殆
ど
変
化
が
見
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
こ
の
頃
ま
で
を
契
沖
の
歌
論
展
開
の

時
期
的
区
分
の
前
期
と
し
て
、
こ
の
後
元
禄
八
年
五
六
才
頃
の
河
戸
が
で
き
た

頃
か
ら
、
そ
の
後
志
注
拾
遺
、
新
勅
撰
集
抄
等
を
書
い
て
、
元
禄
四
年
六
二
才

で
没
す
る
ま
で
を
後
期
と
す
る
事
が
、
彼
の
歌
論
に
関
す
る
時
期
区
分
法
と
し
「

て
適
切
だ
と
思
う
。
そ
こ
で
右
の
様
な
時
代
区
分
に
し
た
が
っ
て
、
契
沖
歌
論

に
お
け
る
歌
の
文
学
的
本
質
論
に
つ
い
て
検
討
す
る
事
に
す
る
。

 
契
沖
は
歌
は
は
か
な
き
も
の
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
語
は
彼
の
前
期
の
著
書

か
ら
後
期
の
も
の
に
至
る
ま
で
一
貫
し
て
見
ら
れ
る
語
で
あ
る
。
．

 
詩
歌
は
は
か
な
き
や
う
な
る
か
感
情
あ
り
て
お
も
し
ろ
き
な
り
。
議
論
を
好

 
め
る
は
な
さ
け
お
く
る
～
な
り
。
 
（
代
匠
記
初
稿
本
）

 
歌
は
か
や
う
に
は
か
な
く
よ
む
こ
と
の
い
み
し
き
に
こ
そ
。
定
家
卿
云
あ
さ

 
く
い
ふ
か
ひ
な
き
事
を
の
み
こ
の
み
思
ふ
説
に
は
、
ま
こ
と
に
歌
は
は
か
な

 
く
よ
む
こ
と
の
い
み
し
き
と
の
み
ひ
と
み
ち
に
心
得
侍
る
也
。
 
（
古
今
鯨
材

 
抄
）

 
鶯
に
涙
あ
る
に
も
あ
ら
す
、
乙
ほ
る
へ
き
も
の
に
も
あ
ら
ね
と
、
暗
物
な
れ

 
は
涙
と
い
ふ
（
中
略
）

 
詩
歌
は
心
の
よ
り
く
る
ま
㌧
に
い
か
に
も
い
ふ
事
な
り
。
（
全
右
）

は
か
な
き
も
の
と
言
う
考
え
方
は
、
定
家
の
説
を
継
証
し
た
と
明
記
し
て
い

る
。
彼
は
方
々
に
定
家
の
説
を
引
用
し
て
い
る
が
、
歌
論
に
お
い
て
は
、
定
家

の
説
が
契
沖
の
文
学
理
念
の
指
標
に
な
っ
て
い
る
。
は
か
な
し
と
言
う
語
の
概

念
は
、
右
の
引
用
文
に
、
議
論
を
好
め
る
は
な
さ
け
お
く
る
～
な
り
、
と
言
つ

契
沖
の
歌
と
歌
論

て
い
る
て
と
に
よ
っ
て
、
非
論
理
的
な
も
の
と
考
え
て
い
た
事
が
わ
か
る
。
ま

た
心
の
よ
り
く
る
ま
～
に
言
う
、
と
言
っ
て
い
る
文
に
よ
れ
ば
、
非
現
実
的
な

事
で
も
心
に
思
う
ま
～
に
言
う
事
を
指
し
て
い
る
事
は
明
か
で
あ
る
。

契
沖
は
ま
た
物
語
論
に
お
い
て
、
定
家
の
重
層
継
承
し
て
、
詞
花
言
葉
を
翫
ぶ

の
み
、
と
い
う
説
を
唱
え
て
い
る
。
物
語
は
詞
の
美
を
楽
し
む
も
の
で
あ
っ
て

か
れ
こ
れ
論
理
的
批
判
を
加
え
る
べ
き
で
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。

 
題
号
の
心
配
作
者
古
来
分
明
の
説
な
し
。
定
家
卿
奥
書
云
、
古
事
只
仰
而
可

 
信
、
又
云
上
古
之
人
強
不
可
尋
其
作
者
唯
可
翫
詞
花
言
葉
而
己
、
紅
血
肝
要

 
也
、
尤
こ
れ
に
よ
る
へ
し
。
 
（
隠
語
臆
断
上
之
上
）

こ
の
語
は
後
期
の
源
住
拾
遺
に
も
見
え
る
か
ら
、
後
期
ま
で
一
貫
し
て
変
ら
な

か
っ
た
考
で
あ
っ
た
事
が
わ
か
る
。

 
契
沖
は
歌
に
つ
い
て
は
、
は
か
な
き
も
の
と
言
い
、
物
語
に
つ
い
て
は
、
詞
 
 
〕

花
言
葉
を
翫
ぶ
と
言
い
、
こ
の
両
方
の
考
は
共
に
前
期
後
期
一
貫
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔

 
し
か
し
一
方
に
お
い
て
は
ま
た
こ
れ
に
反
す
る
意
見
を
も
述
べ
て
い
る
。
古

今
集
の
心
あ
て
に
折
ら
ば
や
折
ら
ん
云
々
の
歌
に
つ
い
て
、

 
世
上
に
人
を
ま
と
は
す
物
は
皆
い
つ
は
り
に
せ
て
ま
と
は
す
な
り
。
其
時
思

 
ひ
は
か
ら
さ
れ
は
ま
と
は
さ
る
㌧
習
な
れ
は
心
せ
よ
と
を
し
ふ
る
心
も
あ
る

 
へ
し
。
 
（
古
今
鯨
材
抄
第
四
）

と
言
っ
て
教
訓
的
解
釈
を
し
て
い
る
。
こ
の
他
に
も
政
治
的
倫
理
的
教
訓
の
た

め
に
歌
を
作
る
と
言
う
語
が
、
前
期
の
著
書
に
見
ら
れ
る
。
ま
た
こ
の
事
に
関

係
あ
る
考
え
方
と
し
て
、
代
匠
記
に
お
い
て
、
『
歌
は
胸
中
の
俗
塵
を
梯
ふ
玉

箒
な
り
』
と
言
う
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
歌
は
人
閣
の
利
慾
を
払
い
清
め
る
に

役
立
つ
も
の
で
、
儒
仏
の
教
だ
け
で
は
心
を
清
め
る
事
は
で
き
な
い
と
言
っ
て



い
る
。
こ
れ
は
歌
に
は
倫
理
的
効
用
が
あ
っ
て
、
宗
教
や
道
徳
教
育
同
様
に
人

心
を
教
育
す
る
効
力
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
歌
の
利
用
価
値
を
強

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ボ

調
す
る
文
学
論
は
古
来
堂
上
歌
論
に
お
い
て
盛
ん
に
行
わ
れ
た
議
論
で
あ
る
。

中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
、
堂
上
歌
論
に
お
い
て
は
、
歌
道
と
神
儒
仏
と
は
'
『

ま
こ
と
」
の
理
念
に
お
い
て
相
通
ず
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
歌
の
道
徳
的
政

治
的
効
用
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
契
沖
も
堂
上
歌
論
と
相
通
ず
る

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
契
沖
は
堂
上
歌
論
の
ま
こ
と
の
代
り
に
『
和
』
の
理
念

を
捉
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
契
沖
歌
論
の
独
自
性
が
認
め
ら
れ
る
。

 
シ
カ
レ
ハ
本
朝
ハ
三
二
和
ヲ
以
テ
名
ト
ス
レ
ハ
云
二
及
ハ
ス
。
三
教
モ
亦
柔

 
和
ヲ
貴
フ
。
 
（
中
略
）
柔
和
忍
辱
ハ
釈
教
ノ
常
談
ナ
リ
。
和
歌
ハ
百
錬
ノ
黄

 
金
ノ
指
環
ト
モ
ナ
ル
如
グ
、
以
上
ノ
道
二
通
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
及
ヒ
世
界

 
ノ
人
情
ニ
モ
叶
ヘ
リ
。
 
（
中
略
）
先
歌
碑
胸
中
ノ
俗
塵
ヲ
佛
フ
玉
箒
ナ
リ
。

 
（
代
補
記
精
撰
本
）

悪
業
は
こ
の
様
に
、
歌
は
和
の
精
神
に
お
い
て
ふ
三
教
の
道
に
通
じ
、
か
つ
世

の
人
情
に
会
う
と
言
っ
て
い
る
。

 
ま
た
伊
勢
物
語
に
お
け
る
む
か
し
男
が
深
草
の
女
を
捨
て
㌧
去
る
時
の
歌
『

年
を
へ
て
住
み
こ
し
方
を
出
て
㌧
い
な
は
い
と
㌧
深
草
野
と
や
な
り
な
む
」
の

歌
の
評
に
、

 
女
を
あ
き
か
た
に
出
て
い
な
ん
と
遵
ふ
に
か
ぐ
ま
て
後
を
思
ひ
て
あ
は
れ
ふ

 
は
情
深
し
。
歌
は
か
〉
る
心
に
こ
そ
あ
る
へ
き
。
 
（
結
語
臆
断
）

と
言
っ
て
い
る
。
歌
は
情
深
き
心
で
あ
る
べ
き
だ
と
言
う
語
は
こ
の
外
に
も
随

所
に
見
ら
れ
る
。

 
こ
の
様
に
和
の
精
神
と
情
深
き
心
を
歌
心
の
要
素
と
し
た
事
は
、
は
か
な
き

も
の
を
歌
の
文
学
的
本
質
と
し
た
事
と
共
に
、
清
澄
の
歌
論
に
お
け
る
美
的
理

念
構
成
の
契
機
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
時
に
ま
た
契
沖
の
実
作
の
歌
が

温
雅
な
情
趣
を
存
し
て
い
る
事
と
も
照
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
右
に
述
べ
た
様

に
前
期
に
お
け
る
契
沖
の
文
学
理
念
に
は
、
異
種
の
為
の
が
雑
居
し
て
い
る
…
様

で
あ
る
。
こ
の
事
は
彼
が
和
漢
仏
に
わ
た
る
広
範
な
知
識
を
蓄
え
た
上
で
、
国

学
専
念
の
道
に
入
っ
た
の
で
、
古
来
の
思
想
の
す
べ
て
を
広
い
立
場
で
、
あ
り

の
ま
㌧
に
受
け
容
れ
て
考
え
た
上
で
、
帰
納
的
に
結
論
を
出
す
と
い
う
客
観
的

立
場
と
、
温
和
で
冷
静
な
包
容
性
か
ら
出
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

 
後
期
に
至
る
と
前
期
に
お
け
る
雑
多
の
思
想
の
混
在
が
、
純
化
の
方
向
へ
向

か
っ
て
行
っ
た
様
に
う
か
ゴ
わ
れ
る
。

 
定
家
卿
の
詞
に
歌
は
は
か
な
く
よ
む
物
と
知
て
雲
外
は
何
の
習
ひ
伝
へ
た
み
．

 
事
も
な
し
と
い
へ
り
。
古
今
密
勘
に
見
え
た
り
。
是
歌
道
に
お
い
て
は
ま
こ

 
と
の
習
ひ
な
る
へ
し
。
然
れ
ば
此
物
語
を
見
る
に
も
大
意
を
こ
れ
に
な
す
ら

 
 
へ
て
見
る
へ
し
。
 
（
中
略
）
春
秋
の
褒
疑
は
善
人
の
善
行
悪
人
の
悪
行
を
面

 
々
に
し
る
し
て
、
こ
れ
は
よ
し
か
れ
は
あ
し
と
見
せ
た
れ
は
こ
そ
勧
善
懲
悪

 
あ
き
ら
か
な
れ
。
此
物
語
は
一
人
の
上
に
美
悪
相
ま
し
は
れ
る
事
を
し
る
せ

 
り
。
何
ぞ
こ
れ
を
春
秋
等
に
比
せ
ん
。
 
（
源
注
拾
遺
大
意
）

歌
は
は
か
な
き
も
の
だ
か
ら
、
物
語
も
こ
れ
に
準
じ
て
考
え
る
べ
き
だ
と
明
記

し
て
い
る
。
こ
れ
は
源
氏
物
語
に
薄
雲
や
匂
兵
部
卿
等
の
不
倫
の
行
為
を
書
い

て
あ
る
事
を
指
し
て
言
っ
た
の
で
あ
る
。
物
語
は
和
歌
と
同
じ
く
は
か
な
き
も

・
の
だ
か
ら
、
春
秋
の
勧
善
懲
悪
と
相
違
す
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

こ
㌧
で
言
う
『
は
か
な
き
も
の
』
の
意
味
は
、
技
巧
的
表
現
や
非
現
実
的
表
現

を
指
し
て
言
っ
た
の
で
は
な
い
。
道
義
的
思
想
で
批
判
す
べ
き
で
な
い
と
言
う

意
味
で
あ
る
。
こ
の
事
に
よ
っ
て
、
は
か
な
し
と
言
う
語
の
概
念
の
内
包
の
中

に
は
、
現
実
世
界
の
政
治
道
徳
等
の
論
理
的
規
制
を
受
け
な
い
世
界
の
も
の
だ

（98）



と
言
う
意
味
も
存
在
す
る
事
は
明
か
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
歌
は
は
か
な
き

も
の
と
言
う
事
に
は
、
歌
の
文
学
的
自
律
性
の
意
を
も
包
含
す
る
わ
け
で
あ

る
。
契
沖
は
少
く
と
も
後
期
に
お
い
て
は
、
そ
う
い
う
考
え
方
に
傾
い
て
行
っ

た
と
言
っ
て
差
支
な
い
と
思
う
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
考
え
て
、
前
期
に
お
け
る

相
反
す
る
説
の
雑
居
が
、
後
期
に
お
い
て
は
、
自
律
性
の
方
向
へ
固
ま
っ
て
行

っ
た
事
が
伺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

」
ま
た
歌
の
文
学
的
本
質
に
関
す
る
美
意
識
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
た
様
に
、

和
と
情
深
し
と
は
か
な
し
と
の
三
つ
の
情
趣
の
混
融
し
た
美
的
情
趣
を
、
歌
の

情
趣
内
容
と
す
べ
き
だ
と
言
う
歌
論
的
理
念
を
持
？
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
事
は
彼
の
実
作
の
歌
の
特
質
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
温
雅
と
優
麗
の
．

情
趣
お
よ
び
巧
緻
な
技
法
と
も
照
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
ま
た
日
本
歌
論

の
歴
史
的
流
れ
の
中
に
お
い
て
は
、
右
の
様
な
契
沖
の
歌
ど
歌
論
と
が
㍉
荷
田

在
満
を
経
て
本
居
宣
長
の
も
の
ふ
あ
わ
れ
論
成
熟
に
至
る
歌
論
系
列
の
基
盤
と

な
っ
た
事
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

 
（
註
1
）
久
松
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一
、
契
沖
伝
（
契
沖
全
集
）

 
（
註
2
）
森
銑
三
、
新
資
料
に
よ
る
下
河
辺
長
流
の
研
究
（
国
語
と
国
文
学
）

！
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．
契
沖
の
歌
と
歌
論


