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勉

は
じ
め
に

目
次
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
、
本
書
『
債
鬼
転
生
―
―
討
債
鬼
故
事
に

見
る
中
国
の
親
と
子
』
が
扱
う
対
象
は
、
紀
元
前
の
イ
ン
ド
・
中
国
か
ら
平
成

の
日
本
に
至
る
ま
で
実
に
幅
広
く
、
記
述
さ
れ
る
内
容
も
、
い
わ
ゆ
る
文
学
の

範
囲
の
み
に
止
ま
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
小
松
謙
・
本
井
牧
子
両
氏

に
よ
る
書
評
で
も
指
摘
さ
れ
て
お

り

、
扱
う
対
象
の
広
さ
が
、
本
書
の
持
つ
第

（
一
）

一
の
特
徴
と
言
え
よ
う
。

評
者
は
こ
れ
ま
で
、
経
書
解
釈
を
中
心
と
す
る
中
国
思
想
史
研
究
に
取
り
組

ん
で
き
て
お
り
、
恥
ず
か
し
な
が
ら
、
本
書
で
扱
わ
れ
る
文
学
作
品
や
仏
教
思

想
に
つ
い
て
は
不
勉
強
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
書
が
カ
バ
ー
す
る
範
囲
の
広
さ

も
あ
り
、
自
身
の
興
味
に
引
き
つ
け
な
が
ら
読
む
こ
と
が
で
き
た
。
本
書
評
で

は
、
評
者
が
本
書
全
体
か
ら
受
け
た
印
象
、
す
な
わ
ち
、
俯
瞰
的
視
座
に
よ
る

研
究
の
意
義
、
と
い
う
点
に
着
目
し
て
本
書
の
価
値
を
論
ず
る
と
と
も
に
、
評

者
の
関
心
に
近
い
復
讐
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
た
い
。

一
、
討
債
鬼
故
事
に
対
す
る
著
者
の
認
識
の
広
が
り

さ
て
、
そ
も
そ
も
討
債
鬼
故
事
と
は
、「
金
を
奪
わ
れ
た
り
、
借
金
を
踏
み
倒

さ
れ
た
り
し
た
者
が
、
死
後
、
加
害
者
（
あ
る
い
は
加
害
者
の
生
ま
れ
変
わ
り
）

の
子
供
に
転
生
し
て
、
今
度
は
逆
に
親
の
金
を
蕩
尽
す
る
と
い
う
話
」（
四
頁
）

を
指
す
。
加
害
者
に
対
す
る
報
復
の
方
法
は
、
病
気
に
な
っ
て
医
薬
の
費
用
や

心
配
を
か
け
さ
せ
た
り
、
成
長
し
て
自
ら
放
蕩
に
走
っ
た
り
と
様
々
な
バ
リ
エ

ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
が
、
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
の
は
、
子
供
と
い
う
立
場
を
利
用
し
、

親
の
心
情
に
つ
け
込
む
こ
と
で
あ
る
。「
子
供
が
病
気
に
な
れ
ば
、
い
く
ら
金
が

か
か
っ
て
も
医
者
に
頼
り
薬
を
買
わ
ず
に
い
ら
れ
な
い
。
子
供
が
非
行
に
走
り
、

社
会
的
な
地
位
を
失
い
か
け
て
い
る
時
、
金
で
解
決
で
き
る
な
ら
ば
、
親
は
費

え
を
惜
し
ま
な
い
」（
一
七
九
頁
）
か
ら
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
現
代
の
日
本
に

お
い
て
も
、
実
の
子
供
を
騙
っ
て
金
銭
を
奪
お
う
と
す
る
詐
欺
事
件
が
後
を
絶

た
な
い
こ
と
を
思
え
ば
、
討
債
鬼
故
事
に
描
か
れ
る
親
（
被
報
復
者
）
の
心
情

と
苦
痛
は
、
容
易
に
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
記
す
と
、
討
債
鬼
故
事
は
た
い
そ
う
陰
鬱
な
物
語
で
あ
る
か
に

見
え
る
。
事
実
、
著
者
も
当
初
は
「
む
ご
た
ら
し
い
復
讐
譚
と
い
う
第
一
印
象
」

（
五
頁
）
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
、
研
究
を
進
め
る
う
ち
に
交
流
し

た
中
華
圏
の
研
究
者
か
ら
、
現
代
に
お
い
て
も
親
が
子
供
を
叱
る
際
に
「
討
債

鬼
」「
討
債
」
等
の
語
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
聞
き
、
か
か
る
第
一
印
象
が
和
ら

い
だ
こ
と
を
述
懐
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
も
は
や
討
債
鬼
の
暗
い
影
は
な
く
、
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我
が
子
に
対
す
る
愛
憎
相
半
ば
す
る
感
情
が
表
わ
れ
て
い
る
と
言
え

る

。
そ
し

（
二
）

て
、
著
者
の
こ
の
よ
う
な
討
債
鬼
故
事
に
対
す
る
認
識
の
変
化
は
、
実
は
歴
史

上
の
討
債
鬼
故
事
の
展
開
と
、
ま
さ
に
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
緒
論

で
は
、
本
書
の
狙
い
と
し
て
、
辛
口
の
物
語
た
る
討
債
鬼
故
事
が
ど
の
よ
う
に

産
ま
れ
た
の
か
、
そ
し
て
、
ど
の
よ
う
に
「
親
子
と
は
所
詮
そ
の
よ
う
な
も
の

だ
」
と
い
う
運
命
観
へ
と
変
遷
し
た
か
を
描
く
こ
と
を
掲
げ
て
い
る
。
本
書
は
、

著
者
の
認
識
の
変
化
と
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
、
歴
史
上
の
討
債
鬼
故
事
と
そ

の
関
連
作
品
の
分
析
を
通
じ
て
、
討
債
鬼
故
事
の
全
史
を
描
き
出
し
た
も
の
と

言
え
よ
う
。

本
書
を
通
読
し
て
何
よ
り
も
強
く
印
象
に
残
っ
た
の
は
、
討
債
鬼
故
事
と
い

う
一
貫
し
た
座
標
軸
か
ら
広
い
範
囲
の
文
学
作
品
・
文
化
現
象
を
捉
え
直
す
こ

と
で
、
各
々
の
位
置
づ
け
や
有
機
的
関
連
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
緒
論
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
討
債
鬼
故
事
に
関
す

る
先
行
研
究
は
決
し
て
多
い
と
は
言
え
な
い
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
著
者
は

常
に
通
時
的
・
広
域
的
な
視
点
か
ら
討
債
鬼
故
事
を
俯
瞰
し
、
関
連
す
る
周
辺

の
作
品
を
も
取
り
上
げ
な
が
ら
、
自
身
の
掲
げ
る
狙
い
を
着
実
に
達
成
し
て
い

く
。第

一
章
で
は
、
先
行
研
究
が
討
債
鬼
故
事
を
仏
家
の
説
と
す
る
の
に
対
し
て
、

必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
く
、
先
秦
以
来
の
中
国
の
復
讐
観
が
基
底
に
あ
る
こ
と

を
指
摘
す
る
。
こ
れ
は
、
討
債
鬼
故
事
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
に
先
行
す
る
六
朝
、

さ
ら
に
は
先
秦
に
ま
で
遡
っ
て
復
讐
譚
を
捉
え
直
そ
う
と
す
る
、
著
者
な
ら
で

は
の
指
摘
と
言
え
よ
う
。
続
く
第
二
章
で
も
、『
日
本
霊
異
記
』
所
載
の
転
生
復

讐
譚
を
糸
口
に
、
当
該
説
話
に
対
す
る
先
行
研
究
を
丹
念
に
踏
ま
え
た
う
え
で
、

そ
れ
ら
を
覆
う
よ
り
広
い
視
点
か
ら
中
国
の
事
例
を
博
捜
し
、
当
該
説
話
の
位

置
づ
け
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
れ
も
、
俯
瞰
的
視
座
を
持
っ
た
著
者
な
ら

で
は
の
研
究
と
言
え
よ
う
。
以
下
、
第
三
章
で
は
現
存
最
古
の
討
債
鬼
故
事
「
党

氏
女
」
を
は
じ
め
と
す
る
歴
代
の
討
債
鬼
故
事
を
分
析
し
、
当
初
、
二
回
の
転

生
を
描
い
て
い
た
「
党
氏
女
」
の
類
作
が
、
発
展
の
過
程
で
転
生
の
回
数
を
一

回
に
減
ら
し
て
簡
素
な
構
成
と
な
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
が
様
々
な
討
債
鬼
故
事

を
生
み
出
す
要
因
に
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
第
四
章
で
は
、
討
債
鬼
故
事

と
同
じ
く
借
金
と
転
生
を
要
素
に
持
つ
畜
類
償
債
譚
を
取
り
上
げ
、
そ
の
成
立

と
変
化
の
過
程
を
追
う
こ
と
で
、
討
債
鬼
故
事
に
先
が
け
て
脱
怨
恨
化
が
進
ん

だ
こ
と
を
指
摘
し
、
討
債
鬼
故
事
の
歴
史
的
展
開
に
も
見
通
し
を
与
え
て
い
る
。

総
じ
て
、
第
五
章
以
下
で
も
、
著
者
が
取
り
上
げ
る
個
別
の
作
品
に
は
、
そ

れ
ぞ
れ
先
行
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
。
し
か
し
、
著
者
は
討
債
鬼
研
究
の
一
環
と

し
て
そ
れ
ら
を
見
直
す
こ
と
で
、
新
た
な
解
釈
を
提
示
し
た
り
、
文
学
史
上
の

位
置
づ
け
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
り
す
る
。
も
と
よ
り
、
評
者
に
は
各
章
の
結

論
に
対
し
て
当
否
を
判
断
す
る
能
力
は
無
い
が
、
具
体
的
な
作
品
を
引
用
し
な

が
ら
実
証
的
に
行
な
わ
れ
る
著
者
の
論
証
に
は
説
得
力
が
あ
る
。

な
お
、
第
五
章
で
は
「
冤
家
債
主
」
と
い
う
語
を
め
ぐ
っ
て
考
察
が
な
さ
れ

る
。
著
者
は
ま
ず
、
仏
典
・
道
教
経
典
に
見
え
る
用
例
を
通
時
的
に
検
討
す
る

こ
と
で
、
冤
家
債
主
の
意
味
の
変
遷
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
唐
代

の
詩
人
、
王
梵
志
の
詩
に
見
え
る
用
例
が
、
親
を
敵
と
す
る
債
務
者
と
い
う
意

味
で
あ
り
、
そ
の
点
に
従
来
と
は
異
な
る
新
し
い
冤
家
債
主
像
が
確
認
さ
れ
る

と
す
る
。
そ
し
て
、
後
世
こ
の
語
が
討
債
鬼
と
混
同
さ
れ
る
に
至
る
こ
と
を
示

唆
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
本
章
で
は
「
冤
家
」
あ
る
い
は
「
債
主
」
の
含
意
が

時
代
に
よ
っ
て
変
遷
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
必
ず
し
も
後
世
の
よ
う
に
討
債
鬼

と
同
義
で
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
ま
た
第
七
章
に
お
い
て
も
、
冤
家
債

主
と
討
債
鬼
と
を
厳
密
に
区
別
し
な
が
ら
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
論
述
が
あ
る
一
方
で
、
評
者
が
気
に
な
っ
た
の
は
、
巻
末
の
中
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文
摘
要
に
お
い
て
本
書
の
タ
イ
ト
ル
が
『
債
主
転
世
』
と
訳
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
著
者
が
丹
念
に
「
冤
家
債
主
」
の
意
味
の
変
遷
を
た
ど
り
、「
討
債
鬼
」

、
、

、
、

と
の
使
い
分
け
も
意
識
し
て
い
る
だ
け
に
、
こ
こ
で
原
題
の
「
債
鬼
」
で
は
な

く
「
債
主
」
の
語
を
採
用
し
た
理
由
を
知
り
た
く
思
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
、
日
本
中
国
学
会
第
七
十
四
回
大
会
当
日
の
書
評
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
場
に
お

い
て
、
著
者
か
ら
、
中
国
語
ネ
イ
テ
ィ
ブ
と
検
討
を
重
ね
、
よ
り
自
然
な
訳
語

を
選
択
し
た
結
果
で
あ
る
と
の
回
答
が
あ
っ
た
。
印
象
的
な
タ
イ
ト
ル
な
だ
け

に
、
翻
訳
に
も
工
夫
を
重
ね
ら
れ
た
こ
と
と
愚
考
す
る
。

二
、
亡
霊
に
よ
る
復
讐
と
復
讐
の
肯
定
に
つ
い
て

以
下
で
は
、
評
者
の
関
心
に
最
も
近
い
第
一
章
、
中
で
も
、
中
国
在
来
の
復

讐
観
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
い
。
本
章
は
、
討
債
鬼
故
事
に
不
可
欠
な
輪
廻
、

及
び
復
讐
の
観
念
に
着
目
し
て
、
討
債
鬼
故
事
の
成
立
前
史
を
探
っ
た
も
の
で

あ
る
。

著
者
は
ま
ず
、
イ
ン
ド
の
仏
教
説
話
を
整
理
し
、
そ
こ
で
は
輪
廻
・
復
讐
が

と
も
に
否
定
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
中
国
の
場
合
は
、『
墨

子
』『
左
伝
』
以
来
、
亡
霊
に
よ
る
復
讐
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
『
左
伝
』

成
公
十
年
に

は

、
亡
霊
が
天
帝
の
許
し
を
受
け
て
復
讐
を
行
な
う
こ
と
が
記
さ

（
三
）

れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
権
威
に
よ
る
復
讐
の
肯
定
が
、

六
朝
の
志
怪
小
説
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
中
国
に
お

い
て
、
復
讐
は
天
帝
の
承
認
を
得
た
正
義
の
実
現
手
段
で
あ
り
、
肯
定
的
に
描

か
れ
て
い
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
イ
ン
ド
の
仏
教
説
話
と
の
大
き
な
違

い
と
言
え
る
。
そ
の
上
で
、
こ
の
要
素
は
現
存
最
古
の
討
債
鬼
故
事
「
党
氏
女
」

に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
、
討
債
鬼
故
事
の
成
立
条
件
を
簡
明
に
整
理
し

て
い
る
。

緒
論
に
お
い
て
著
者
は
、
先
行
研
究
が
討
債
鬼
故
事
を
仏
家
の
説
と
規
定
す

る
こ
と
を
述
べ
た
う
え
で
、「
本
書
で
は
そ
れ
に
対
し
て
討
債
鬼
故
事
の
中
国
的

な
側
面
を
追
究
し
た
い
」（
七
頁
）
と
記
し
て
い
た
。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、

緒
論
の
中
で
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
か
っ
た
が
、
直
後
に
置
か
れ
た
本
章
を

一
読
す
れ
ば
、
著
者
の
意
図
は
明
確
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
本

章
の
整
理
に
よ
っ
て
、
先
行
研
究
と
は
別
の
視
点
か
ら
討
債
鬼
故
事
を
捉
え
直

す
素
地
が
築
か
れ
、
次
章
以
降
の
論
述
へ
と
ス
ム
ー
ズ
に
導
か
れ
る
構
成
に
な

っ
て
い
る
。

評
者
に
と
っ
て
特
に
興
味
深
か
っ
た
の
は
、
中
国
に
お
け
る
亡
霊
の
復
讐
に

つ
い
て
ま
と
め
た
箇
所
で
あ
る
。
著
者
は
そ
の
古
い
例
と
し
て
『
墨
子
』
と
『
左

伝
』
か
ら
い
く
つ
か
の
話
を
引
用
し
て
い
る
が
、
蛇
足
な
が
ら
、『
左
伝
』
に
見

え
る
同
様
の
例
と
し
て
、
斉
の
公
子
彭
生
の
話
を
挙
げ
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ

う
。魯

の
桓
公
の
夫
人
文
姜
は
斉
の
出
身
で
、
斉
の
襄
公
の
妹
で
あ
り
な
が
ら
兄

と
密
通
し
て
い
た
。
桓
公
が
そ
れ
を
咎
め
る
と
文
姜
は
そ
の
こ
と
を
襄
公
に
訴

え
、
襄
公
は
力
自
慢
の
公
子
彭
生
に
命
じ
て
桓
公
を
殺
害
し
て
し
ま
う
。
魯
の

側
は
こ
の
恨
み
を
晴
ら
す
た
め
、
斉
に
申
し
入
れ
て
公
子
彭
生
を
殺
さ
せ
た
（
以

上
、
桓
公
十
八
年
）
。
八
年
後
、
襄
公
が
貝
丘
と
い
う
地
で
狩
り
を
し
て
い
る
と
、

大
き
な
豚
が
現
わ
れ
た
。
従
者
は
そ
れ
を
見
て
「
公
子
彭
生
で
す
」
と
言
う
。

襄
公
は
怒
っ
て
「
彭
生
が
ど
う
し
て
現
わ
れ
よ
う
ぞ
」
と
言
い
、
豚
を
射
る
と
、

豚
は
人
の
よ
う
に
立
っ
て
鳴
い
た
。
襄
公
は
恐
れ
、
車
か
ら
落
ち
て
足
を
痛
め

た
（
以
上
、
荘
公
八
年
）
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
『
左
伝
』
の
注
釈
と
し
て
最
も
よ
く
知
ら
れ
る
杜
預
の
注
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は
、
従
者
の
言
に
注
し
て
「
襄
公
に
は
豚
と
見
え
、
従
者
に
は
彭
生
と
見
え
た

の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
妖
鬼
が
化
け
た
の
で
あ
る
（
公
見
大
豕
、
而
従
者
見

彭
生
、
皆
妖
鬼
）
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
『
左
伝
』
と
同
じ
内
容
は
『
史
記
』
斉

太
公
世
家
に
も
記
さ
れ
て
い
て
、
当
該
箇
所
の
『
史
記
集
解
』
に
引
く
服
虔
の

説

に
も
「
襄
公
に
は
豚
と
見
え
、
従
者
に
は
彭
生
に
見
え
た
。
鬼
が
姿
を
変
え

（
四
）

て
豚
と
な
っ
た
の
で
あ
る
（
公
見
彘
、
従
者
乃
見
彭
生
、
鬼
改
形
為
豕
也
）
」
と

あ
る
。
こ
の
例
で
は
、
彭
生
の
復
讐
は
果
た
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
や

は
り
怨
み
を
抱
い
て
亡
く
な
っ
た
者
の
霊
が
、
や
が
て
復
讐
に
や
っ
て
来
る
と

信
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。
本
書
に
指
摘
さ
れ
る
『
墨
子
』
の
例
と

同
様
に
、
復
讐
の
場
が
狩
場
で
あ
る
こ
と
も
、
興
味
深
い
一
致
で
あ
る
。
お
そ

ら
く
、
古
代
中
国
に
お
い
て
は
狩
り
が
軍
事
演
習
を
兼
ね
て
い
た
こ
と
か

ら

、

（
五
）

衆
人
環
視
の
下
で
自
身
の
正
義
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
狩
場
が
好
都
合
だ
っ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
復
讐
の
肯
定
と
い
う
点
か
ら
言
え
ば
、
儒
家
の
経
典
の
中
に
、
復

讐
に
関
す
る
記
述
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
も
、
中
国
で
は
復
讐
を
肯
定
的
に
捉
え

る
と
す
る
著
者
の
論
を
補
足
し
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
礼
記
』
曲
礼
上
篇
に
、「
父
の
讎
と
は
、
と
も
に
天
を
戴
か
な
い
。
兄
弟
の

讎
に
は
、
武
器
を
取
り
に
帰
る
こ
と
は
し
な
い
（
＝
そ
の
場
で
復
讐
す
る
）
。
友

人
の
讎
と
は
、
同
じ
国
に
い
な
い
（
父
之
讎
、
弗
与
共
戴
天
。
兄
弟
之
讎
、
不

反
兵
。
交
游
之
讎
、
不
同
国
。
）
」
と
あ
る
ほ
か
、
儒
家
の
経
典
の
う
ち
、
と
り

わ
け
復
讐
を
肯
定
す
る
の
が
『
春
秋
公
羊
伝
』
で
あ

る

。

（
六
）

『
公
羊
伝
』
荘
公
四
年
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
そ
の
昔
、
斉
の
哀
公
は
紀
侯
の

讒
言
に
よ
っ
て
周
王
室
で
煮
殺
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
哀
公
の
九
世
の
孫
に

当
た
る
襄
公
は
紀
国
を
伐
っ
て
こ
れ
を
滅
ぼ
し
た
。『
公
羊
伝
』
で
は
、
こ
れ
を

こ
と
さ
ら
に
賞
賛
し
、
か
つ
「
九
世
も
猶
ほ
以
て
讎
を
復
す
べ
き
か
」
と
設
問

し
た
う
え
で
「
百
世
と
雖
も
可
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
復
讐
に
対
す
る
強
烈

な
意
識
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
か
と
思
う
。

た
だ
し
、
こ
れ
は
諸
侯
の
場
合
で
あ
っ
て
、『
公
羊
伝
』
に
は
続
け
て
「
大
夫

も
同
様
に
復
讐
し
て
よ
い
の
か
、
い
け
な
い
（
家
亦
可
乎
。
曰
不
可
）
」
と
あ
り
、

復
讐
が
無
条
件
に
許
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
定
公
四
年
に
も
「
父
が
不

当
に
殺
さ
れ
た
場
合
、
子
が
復
讐
す
る
こ
と
は
よ
い
。
父
が
罪
を
理
由
に
殺
さ

れ
、
子
が
復
讐
を
す
る
の
は
、
殺
戮
を
繰
り
返
す
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
（
父

不
受
誅
、
子
復
讎
可
也
。
父
受
誅
、
子
復
讎
、
推
刃
之
道
也
）
」
と
あ
っ
て
、
や

は
り
復
讐
に
規
制
が
伴
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
著
者
が
復
讐
に
は
あ
る
種

の
規
制
が
あ
っ
た
と
述
べ
る
こ
と
（
二
七
頁
）
と
の
関
連
を
思
わ
せ
る
。
そ
れ

で
も
、
経
書
に
お
い
て
は
復
讐
は
前
提
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

右
に
見
た
よ
う
な
復
讐
の
肯
定
に
加
え
、
中
国
に
お
い
て
輪
廻
が
肯
定
的
に

受
容
さ
れ
た
こ
と
が
、
輪
廻
を
用
い
て
前
世
の
仇
に
報
い
る
と
い
う
討
債
鬼
故

事
の
成
立
を
促
し
た
。
そ
の
意
味
で
、
や
は
り
討
債
鬼
故
事
は
す
ぐ
れ
て
中
国

的
な
物
語
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

な
お
、
著
者
は
本
書
の
中
で
し
ば
し
ば
、
森
三
樹
三
郎
『
中
国
思
想
史
』（
第

三
文
明
社
、
一
九
七
八
年
）
の
記
述
に
基
づ
い
て
、
中
国
人
が
輪
廻
の
観
念
に

接
し
た
際
の
反
応
と
、
そ
の
後
の
輪
廻
観
の
中
国
で
の
展
開
、
す
な
わ
ち
、
イ

ン
ド
に
お
け
る
苦
の
連
続
と
い
う
認
識
か
ら
三
世
応
報
的
な
肯
定
的
受
容
へ
、

と
い
う
変
化
を
指
摘
し
て
い

る

。
初
出
の
緒
論
の
箇
所
で
は
、
森
氏
の
著
作
に

（
七
）

引
用
さ
れ
た
袁
宏
『
後
漢
紀
』
の
出
典
を
丹
念
に
調
査
し
、「
巻
十
「
孝
明
皇
帝

紀
下
」
永
平
三
年
の
記
載
」（
一
〇
頁
）
と
し
て
い
る
が
、
評
者
が
改
め
て
『
後

漢
紀
』
を
確
認
す
る
と
、
当
該
の
記
載
は
「
永
平
十
三
年
」
の
も
の
で
あ
っ
た
。

細
か
い
こ
と
な
が
ら
、「
十
」
字
が
脱
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
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お
わ
り
に

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
書
で
は
討
債
鬼
故
事
と
い
う
座
標
軸
を
ど
っ
し

り
と
据
え
た
う
え
で
、
関
連
す
る
作
品
や
事
象
を
縦
横
に
取
り
上
げ
て
論
じ
て

い
る
。
し
か
も
、
著
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
づ
け
を
論
ず
る
背
景
に
は
、
討
債

鬼
故
事
に
対
す
る
全
面
的
な
理
解
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
個
々
の
論
述
に
確
か

さ
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。「
あ
ま
り
に
も
卑
近
な
お
話
で
あ
る
と

さ
れ
て
き
た
」（
一
三
頁
）
討
債
鬼
故
事
に
対
す
る
著
者
の
遠
大
な
視
点
が
、
本

書
の
持
つ
最
大
の
特
徴
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

《

注

》

（
一
）
『
未
名
』
第
三
十
八
号
、
二
〇
二
〇
年
。

（
二
）
こ
の
こ
と
は
、
著
者
も
指
摘
す
る
よ
う
に
（
緒
論
注
（
６
）
、
一
四
頁
）
、
現
代

の
『
方
言
詞
典
』
の
類
が
「
討
債
鬼
」
を
単
に
「
罵
人
的
話
」
な
ど
と
説
明
す
る
事

実
か
ら
も
窺
え
る
。

（
三
）
い
わ
ゆ
る
「
病
膏
肓
に
入
る
」
の
出
典
と
な
る
箇
所
。

（
四
）
こ
れ
は
服
虔
の
『
左
伝
』
の
注
を
引
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
服
虔
が
『
左

伝
』
の
注
釈
を
著
わ
し
た
こ
と
は
『
後
漢
書
』
儒
林
伝
に
記
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、『
経

典
釈
文
』
序
録
や
『
隋
書
』
経
籍
志
な
ど
に
、
服
虔
の
『
春
秋
左
氏
伝
解
誼
』
が
著

録
さ
れ
て
い
る
。

（
五
）『
春
秋
穀
梁
伝
』
昭
公
八
年
に
「
因
蒐
狩
以
習
用
武
事
、
礼
之
大
者
也
」
と
あ
り
、

『
呂
氏
春
秋
』
季
秋
紀
に
「
是
月
也
、
天
子
乃
教
於
田
猟
、
以
習
五
戎
、
獀
馬
」
と

あ
る
。

（
六
）
日
原
利
国
『
春
秋
公
羊
伝
の
研
究
』
（
創
文
社
、
一
九
七
六
年
）
に
「
儒
家
の
経

伝
の
う
ち
で
、
復
讐
を
論
ず
る
こ
と
も
っ
と
も
詳
し
く
、
し
か
も
積
極
的
に
肯
定
す

る
の
は
、
公
羊
伝
で
あ
ろ
う
」
（
七
四
頁
）
と
あ
る
。

（
七
）
緒
論
第
三
節
（
一
〇
頁
）
、
第
一
章
第
三
節
（
二
三
頁
）
、
第
三
章
第
四
節
（
九

二
頁
）

俯瞰的視座による討債（吉田）
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