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た
だ
い
ま
ご
紹
介
賜
り
ま
し
た
関
西
大
学
の
吾
妻
で
す
。
本
日
は

第
六
十
六
回
を
数
え
る
こ
ち
ら
國
學
院
大
學
中
國
學
會
で
お
話
さ
せ

て
い
た
だ
く
機
会
を
頂
戴
し
ま
し
た
。

　

タ
イ
ト
ル
は
「
朱
子
学
再
考
」
と
し
ま
し
た
。
副
題
に
書
い
た
よ

う
に
、
特
に
朱
子
学
に
お
け
る
「
分
」
の
思
想
を
め
ぐ
っ
て
論
じ
て

み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
も
そ
も
朱
熹
の
著
作
、
あ
る
い
は
手
紙
や
語
録
を
読
ん
で
い
ま

す
と
、
一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
る
朱
熹
の
思
想
、
朱
子
学
の
イ
メ
ー

ジ
は
違
う
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
う
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り

一
般
の
朱
子
学
理
解
は
ち
ょ
っ
と
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
も

っ
と
い
う
と
間
違
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
こ
と
が
あ
る

の
で
す
。
そ
れ
は
様
々
な
面
に
わ
た
っ
て
い
て
、
朱
子
学
に
対
す
る

偏
見
と
い
っ
た
も
の
を
感
じ
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
、
そ
の
よ
う
な

誤
解
を
少
し
で
も
解
き
た
い
と
考
え
て
い
る
次
第
で
す
。

　

そ
れ
で
「
朱
子
学
再
考
」
と
、
も
う
一
度
考
え
直
す
と
い
う
タ
イ

ト
ル
に
し
、
な
か
で
も
今
回
は
「
分
の
思
想
」
に
つ
い
て
お
話
さ
せ

て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。
最
近
は
こ
れ
と
は
違
う
テ
ー
マ
で

も
論
文
を
書
い
て
い
ま
し
て
、
そ
ち
ら
も
参
考
に
し
て
い
た
だ
け
る

と
幸
い
で
す（

（
（

。

　

ま
た
た
と
え
ば
、
儒
教
は
「
男
尊
女
卑
」
だ
と
よ
く
い
わ
れ
ま

す
。
特
に
朱
子
学
は
極
端
な
「
男
尊
女
卑
」
の
思
想
だ
と
い
う
ふ
う

に
簡
単
に
片
付
け
ら
れ
る
の
で
す
が
、
果
た
し
て
そ
う
な
の
か
ど
う

か
。
そ
れ
ほ
ど
単
純
な
問
題
で
は
な
い
と
思
っ
て
る
わ
け
で
し
て
、

そ
う
し
た
こ
と
に
つ
い
て
も
今
後
、
よ
り
実
証
的
に
論
じ
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
は
通
説
と
違
う
こ
と
を
お
話
し
し
ま
す
の
で
、
こ

こ
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
先
生
方
、
あ
る
い
は
若
い
院
生
の
方
々
は
ど
の

よ
う
に
思
わ
れ
る
か
、
ぜ
ひ
そ
の
ご
意
見
を
頂
戴
で
き
れ
ば
と
思
っ
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て
お
り
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
要
旨
を
御
覧
く
だ
さ
い
。
結
論
か
ら
最
初
に
申
し
上
げ

ま
す
。【

要
旨
】

（�

．
朱
熹
は
「
分
」
の
思
想
（
服
従
的
「
分
」）
を
強
調
し
て
い

な
い
。
家
永
三
郎
や
川
島
武
宜
、
仁
井
田
陞
ら
に
よ
っ
て
広
ま

っ
た
朱
子
学
の
「
一
般
常
識
」
は
訂
正
す
べ
き
で
あ
る
。

2�

．
朱
熹
が
強
調
し
た
の
は
、
君
と
臣
、
父
と
子
、
長
と
幼
、
夫

と
婦
な
ど
が
そ
れ
ぞ
れ
の
「
名
」（
地
位
・
立
場
）
に
ふ
さ
わ

し
い
役
割
を
果
た
す
と
い
う
双
務
的
「
分
」
で
あ
る
。

3�

．
し
た
が
っ
て
、
君
主
や
官
戸
な
ど
の
上
位
者
も
「
分
」
を
守

る
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
る
。
天
子
で
さ
え
「
分
」（
名
分
、
み

ず
か
ら
の
果
た
す
べ
き
役
割
）
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

さ
れ
る
。

4�

．
朱
子
学
が
下
位
の
者
の
「
口
ご
た
え
」
を
許
さ
な
い
抑
圧
的

な
思
想
だ
と
い
う
上
記
の
「
一
般
常
識
」
は
、
日
本
近
世
の
厳

格
な
身
分
制
を
投
影
し
た
誤
解
と
思
わ
れ
る
。

5�

．
こ
れ
に
関
連
し
て
「
朱
子
学
的
大
義
名
分
論
」
と
い
っ
た
用

語
は
や
め
る
べ
き
で
あ
る
。

　

以
上
が
結
論
で
、
こ
れ
か
ら
具
体
的
に
考
察
し
て
み
た
い
と
思
い

ま
す
。1

．
従
来
の
見
方

　

ま
ず
、
従
来
の
代
表
的
な
見
方
を
二
つ
挙
げ
ま
す
。
一
つ
目
は
家

永
三
郎
氏
で
す
。
家
永
氏
は
そ
の
著
『
日
本
文
化
史
』（
第
二
版
、

岩
波
新
書
、
一
九
八
二
年
）
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

社
会
の
す
み
ず
み
ま
で
が
上
下
尊
卑
の
秩
序
で
組
織
さ
れ
、
下

位
の
者
が
上
位
の
者
に
無
条
件
に
服
従
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

武
士
の
農
民
か
ら
の
収
奪
と
い
う
基
本
的
関
係
を
永
続
さ
せ
よ

う
と
い
う
の
が
、
封
建
社
会
の
し
く
み
な
の
で
あ
っ
た
。
…
…

こ
の
よ
う
な
社
会
関
係
を
正
当
化
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し

て
、
こ
の
時
代
の
思
想
界
に
大
き
な
地
位
を
占
め
た
の
が
儒
教

と
く
に
朱
子
学
の
道
徳
で
あ
っ
た
。（
同
書
、
一
八
〇
～
一
八

一
頁
）

君
臣
、
父
子
、
夫
婦
す
べ
て
上
下
尊
卑
の
別
に
従
い
、
下し
も

は
上か
み

に
随
順
し
て
は
じ
め
て
天
下
泰
平
で
あ
る
、
と
い
う
朱
子
学
の
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社
会
哲
学
（
同
書
、
一
八
二
頁
）

　

家
永
氏
は
、
朱
子
学
は
「
下
位
の
者
が
上
位
の
者
に
無
条
件
に
服

従
す
る
」
と
か
、「
す
べ
て
上
下
尊
卑
の
別
に
従
い
、
下し
も

は
上か
み

に
随

順
し
て
は
じ
め
て
天
下
泰
平
で
あ
る
、
と
い
う
朱
子
学
の
社
会
哲

学
」
と
い
っ
て
朱
子
学
を
厳
し
く
批
判
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
家

永
氏
が
こ
の
よ
う
に
言
う
根
拠
と
し
て
い
る
の
は
朱
熹
で
は
な
く
、

三
宅
尚
斎
の
言
葉
で
あ
っ
て
、
朱
熹
の
著
作
か
ら
実
は
一
条
も
引
い

て
お
り
ま
せ
ん（

2
（

。
私
が
持
っ
て
い
る
の
は
こ
の
本
の
二
〇
〇
二
年
版

で
す
が
、
奥
付
に
よ
れ
ば
こ
の
時
点
で
す
で
に
第
三
十
九
刷
を
重
ね

た
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
で
、
戦
後
日
本
に
お
け
る
朱
子
学
理
解
を
大
き
く

決
定
づ
け
た
書
物
と
い
え
ま
す
。
た
ぶ
ん
、
い
ま
一
般
の
人
々
が

「
朱
子
学
」
と
聞
い
て
思
い
浮
か
ぶ
の
は
こ
の
よ
う
な
抑
圧
的
な
イ

メ
ー
ジ
で
し
ょ
う
。

　

二
つ
目
は
仁
井
田
陞
氏
の
著
作
で
す
。
仁
井
田
氏
は
中
国
法
制
史

家
と
し
て
た
い
へ
ん
著
名
で
、
岩
波
全
書
と
し
て
出
さ
れ
た
そ
の

『
中
国
法
制
史
』
増
訂
版
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
三
年
）
は
、
こ
れ

ま
た
非
常
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
思
い
ま
す
が
、
そ
こ
に
次
の

よ
う
に
あ
り
ま
す
。

程
子
も
朱
子
も
す
べ
て
の
人
倫
的
規
範
を
宇
宙
的
自
然
的
秩
序

と
し
て
の
天
理
の
上
に
う
ち
た
て
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
君

臣
父
子
の
「
分
」
を
強
調
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
勿
論
夫

と
妻
、
族
父
と
族
子
、
地
主
と
地
客
（
佃
戸
）
な
ど
の
「
分
」

に
つ
い
て
も
ま
た
こ
れ
を
強
調
す
る
こ
と
で
あ
る
（
朱
子
文
集

巻
十
四
）。「
分
」
を
守
っ
て
そ
れ
を
こ
え
な
い
こ
と
こ
そ
は
、

朱
子
に
あ
っ
て
も
最
高
倫
理
で
あ
っ
た
。（
同
書
、
一
五
五
頁
）

　

仁
井
田
氏
は
こ
こ
で
「「
分
」
を
守
っ
て
そ
れ
を
こ
え
な
い
」
こ

と
こ
そ
が
朱
子
学
の
特
色
だ
と
し
て
強
調
し
て
い
ま
す
。
家
永
三
郎

氏
と
ほ
ぼ
同
じ
理
解
で
す
が
、
違
う
の
は
、
そ
の
根
拠
と
し
て
一
箇

所
だ
け
「『
朱
子
文
集
』
巻
十
四
」
と
し
て
朱
熹
の
資
料
を
挙
げ
て

い
る
こ
と
で
す
。

2
．
検
証

　

次
に
、
仁
井
田
氏
の
こ
の
よ
う
な
理
解
が
正
し
い
の
か
ど
う
か
検

証
し
て
み
ま
す
。
仁
井
田
氏
は
根
拠
と
し
て
『
朱
子
文
集
』
巻
十
四

と
だ
け
述
べ
て
い
ま
す
が
、
文
脈
か
ら
、
朱
熹
が
皇
帝
に
奉
っ
た
上

奏
文
「
戊
申
延
和
奏
劄
一
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
こ
に

次
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。
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『
朱
文
公
文
集
』
巻
十
四
「
戊
申
延
和
奏
劄
一
」（
淳
煕
十
五
年
、

一
一
八
八
年
）

臣
伏
見
近
年
以
来
、
或
以
妻
殺
夫
、
或
以
族
子
殺
族
父
、
或
以

地
客
殺
地
主
、
而
有
司
議
刑
、
卒
從
流
宥
之
法
。
夫
殺
人
者
不

死
、
傷
人
者
不
刑
、
雖
二
帝
三
王
不
能
以
此
為
治
於
天
下
、
而

况
於
其
繫
於
父
子
之
親
、
君
臣
之
義
、
三
綱
之
重
、
又
非
凡
人

之
比
者
乎
。
…
…
故
臣
伏
願
陛
下
深
詔
中
外
司
政
典
獄
之
官
、

凡
有
獄
訟
、
必
先
論
其
尊
卑
上
下
、
長
幼
親
踈
之
分
、
而
後
聽

其
曲
直
之
辭
。
凡
以
下
犯
上
、
以
卑
凌
尊
者
、
雖
直
不
右
、
其

不
直
者
、
罪
加
凡
人
之
坐
。

（
臣
伏
し
て
見
る
に
、
近
年
以
来
、
或
い
は
妻
を
以
て
夫
を

殺
し
、
或
い
は
族
子
を
以
て
族
父
を
殺
し
、
或
い
は
地
客
を

以
て
地
主
を
殺
す
に
、
有
司
刑
を
議
し
て
、
卒つ
い

に
流
宥
の
法

に
従
う
。
夫
れ
人
を
殺
す
者
死
せ
ず
、
人
を
傷
つ
く
る
者
刑

せ
ら
れ
ず
ん
ば
、
二
帝
三
王
と
雖
も
此
を
以
て
治
を
天
下
に

為
す
能
わ
ず
。
而
る
を
况
や
其
の
父
子
の
親
、
君
臣
の
義
、

三
綱
の
重
き
に
繫
る
こ
と
、
又
た
凡
人
の
比
に
非
ざ
る
者
に

於
て
を
や
。
…
…
故
に
臣
伏
し
て
願
わ
く
は
、
陛
下
、
中
外

の
司
政
典
獄
の
官
に
深
詔
し
、
凡
そ
獄
訟
有
れ
ば
、
必
ず
先

ず
其
の
尊
卑
上
下
、
長
幼
親
踈
の
分
を
論
じ
、
而
る
後
に
其

の
曲
直
の
辞
を
聴
き
、
凡
そ
下
を
以
て
上
を
犯
し
、
卑
を
以

て
尊
を
凌し
の

ぐ
者
は
、
直
と
雖
も
右
せ
ず
、
其
の
直
な
ら
ざ
る

者
は
、
罪
、
凡
人
の
坐
よ
り
加
え
ん
こ
と
を
。）

　

こ
れ
は
朱
熹
が
淳
煕
十
五
年
（
一
一
八
八
年
）、
時
の
皇
帝
孝
宗

に
た
て
ま
つ
っ
た
上
奏
文
で
、
裁
判
の
審
理
に
つ
き
建
議
し
て
い
ま

す
。
よ
く
読
ん
で
み
る
と
、
こ
こ
で
朱
熹
が
主
張
す
る
の
は
、
妻
が

夫
を
、「
族
子
」
が
「
族
父
」
を
、「
地
客
」
が
「
地
主
」
を
殺
す
と

い
っ
た
凶
悪
事
件
は
あ
く
ま
で
も
厳
格
に
処
罰
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、「
分
」
を
越
え
て
は
な
ら
な
い
と
述
べ

て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
こ
で
い
う
「
分
」
は
夫
や
妻
、
族
父
（
伯
父
・
叔
父
）
や
族
子

（
侄
、
い
わ
ゆ
る
甥
）、
地
主
や
地
客
（
佃
戸
）
と
い
っ
た
立
場
を
い

っ
て
お
り
、「
凡
そ
獄
訟
有
れ
ば
、
必
ず
先
ず
其
の
尊
卑
上
下
、
長

幼
親
踈
の
分
を
論
じ
、
而
る
後
に
其
の
曲
直
の
辞
を
聴
く
」
と
は
、

こ
れ
ら
凶
悪
事
件
の
裁
判
に
当
た
っ
て
は
尊
卑
・
上
下
・
長
幼
・
親

踈
と
い
っ
た
相
互
の
立
場
（「
分
」）
を
ま
ず
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
彼

ら
の
「
曲
直
の
辞
」
す
な
わ
ち
正
邪
の
弁
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
の
で
す
。
相
互
の
立
場
、
位
置
関
係
が
重
要
に
な
っ
て
く

る
の
は
、
た
と
え
ば
親
が
子
を
殺
害
し
た
場
合
と
子
が
親
を
殺
害
し

た
場
合
な
ど
で
は
量
刑
が
違
っ
て
く
る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す

（
桑
原
隲
蔵
『
中
国
の
孝
道
』
参
照
）。
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つ
ま
り
、
こ
こ
で
い
う
「
分
」
と
は
、
常
日
頃
か
ら
下
位
者
は
上

位
者
に
「
口
ご
た
え
」
し
て
は
な
ら
ぬ
と
か
、
絶
対
に
服
従
し
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
す
。
し
か
も
、「
分
」

と
い
う
の
は
、
こ
の
上
奏
文
の
中
で
は
こ
こ
に
し
か
出
て
き
ま
せ

ん
。

　

仁
井
田
氏
は
、
こ
の
資
料
を
も
と
に
し
て
「「
分
」
を
守
っ
て
そ

れ
を
こ
え
な
い
」
こ
と
が
朱
熹
に
と
っ
て
人
倫
関
係
に
お
け
る
「
最

高
倫
理
」
で
あ
っ
た
と
い
う
結
論
づ
け
て
い
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な

こ
と
を
こ
の
資
料
か
ら
導
き
出
す
の
は
無
理
と
い
う
も
の
で
す
。
望

文
生
義
と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う
。

　

し
か
も
驚
く
べ
き
こ
と
に
仁
井
田
氏
が
朱
熹
の
「
分
」
の
思
想
の

根
拠
と
し
て
引
用
す
る
の
は
た
だ
こ
の
一
か
所
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
お

そ
ら
く
、
こ
れ
以
外
に
根
拠
ら
し
き
資
料
を
探
し
出
す
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
の
で
す
が
、
こ
の
こ
と
に

つ
い
て
は
あ
と
で
ま
た
述
べ
ま
す
。

　

そ
の
他
、
戦
後
日
本
の
社
会
学
を
リ
ー
ド
し
た
川
島
武
宜
氏
や
、

マ
ル
ク
ス
主
義
思
想
史
の
守
本
順
一
郎
氏
な
ど
も
、
こ
れ
ら
と
ほ
ぼ

同
工
異
曲
の
朱
子
学
理
解
で
あ
り
ま
す（

3
（

。

3
．
服
従
的
「
分
」
と
双
務
的
「
分
」

　

で
は
、
朱
熹
に
お
け
る
「
分
」
の
用
法
を
実
際
に
見
て
み
ま
し
ょ

う
。

　

朱
子
学
の
代
表
的
な
著
作
と
し
て
、
た
と
え
ば
「
白
鹿
洞
書
院
掲

示
」（『
朱
文
公
文
集
』
巻
七
十
四
）
が
あ
り
ま
す
。
白
鹿
洞
書
院
は

朱
熹
が
復
興
し
た
有
名
な
書
院
で
、
そ
こ
に
教
育
の
モ
ッ
ト
ー
を
掲

げ
た
の
で
す
が
、
そ
こ
に
「
分
」
を
守
り
な
さ
い
な
ど
と
い
う
こ
と

は
何
も
言
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
重
視
さ
れ
る
人
間
関
係
は
、

「
父
子
親
有
り
、
君
臣
義
有
り
、
夫
婦
別
有
り
、
長
幼
序
有
り
、
朋

友
信
有
り
」
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
五
倫
で
す
。
五
倫
す
な
わ
ち
父

子
、
君
臣
、
夫
婦
、
長
幼
と
い
う
五
つ
の
関
係
は
、
一
方
が
一
方
に

服
従
す
る
の
で
は
な
く
、
相
互
に
守
ら
れ
る
べ
き
倫
理

―
親
・

義
・
別
・
序
・
信
―
で
す
。
こ
の
思
想
は
も
と
も
と
『
孟
子
』
に

遡
り
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
れ
も
朱
熹
の
代
表
作
と
さ
れ
る
「
玉
山
講
義
」（『
朱
文

公
文
集
』
巻
七
十
四
）
も
そ
う
で
す
。
こ
れ
は
朱
熹
晩
年
の
思
想
の

エ
ッ
セ
ン
ス
と
さ
れ
る
長
文
の
講
義
録
で
す
が
、
こ
の
文
章
は
仁
義

礼
智
信
と
い
う
人
間
の
本
質
に
も
と
づ
く
徳
性
の
陶
冶
と
学
問
の
発

展
を
目
指
す
積
極
的
思
考
に
溢
れ
て
い
て
、「
分
を
知
れ
」
と
い
っ

た
抑
圧
的
な
内
容
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
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こ
の
ほ
か
、
朱
子
学
概
論
と
さ
れ
る
『
大
学
章
句
』
序
、『
中
庸

章
句
』
序
に
つ
い
て
も
同
じ
で
す
。

　

簡
単
に
言
う
と
朱
熹
の
代
表
作
に
「
分
」
を
守
っ
て
、
そ
れ
を
絶

対
超
え
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
よ
う
な
思
想
は
実
は
説
か
れ
て
い
な
い

の
で
す
。

　

少
し
具
体
的
な
用
例
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
朱
熹
が
「
分
」
と
い

う
言
葉
を
ど
の
よ
う
に
使
っ
て
い
る
か
で
す
。『
朱
子
語
類
』
に
は

次
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。

凡
說
義
、
各
有
分
別
。
如
君
臣
父
子
夫
婦
兄
弟
之
義
、
自
不

同
、
似
不
和
。
然
而
各
正
其
分
、
各
得
其
理
、
便
是
順
利
、
便

是
和
處
。（『
朱
子
語
類
』
巻
六
十
八
・
易
四
・
乾
上
、
第
一
二

五
条
）

（
お
よ
そ
「
義
」
と
い
う
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
「
分
別
」（
違

い
）
が
あ
る
。
た
と
え
ば
君
臣
、
父
子
、
夫
婦
、
兄
弟
の
義

は
み
な
違
う
か
ら
調
和
し
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、

そ
れ
ぞ
れ
が
そ
の
「
分
」
を
正
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
の
理
を

得
れ
ば
、
そ
れ
が
利
に
沿
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
調
和
の
所

在
な
の
だ
。）

も
う
一
つ
、

如
天
之
生
物
、
物
物
有
箇
分
別
、
如
君
君
臣
臣
父
父
子
子
。
至

君
得
其
所
以
為
君
、
臣
得
其
所
以
為
臣
、
父
得
其
所
以
為
父
、

子
得
其
所
以
為
子
、
各
得
其
利
、
便
是
和
。
若
君
處
臣
位
、
臣

處
君
位
、
安
得
和
乎
。（
同
右
、
第
一
二
六
条
）

（
た
と
え
ば
天
が
も
の
を
生
む
と
、
も
の
に
は
そ
れ
ぞ
れ

「
分
別
」（
分
の
違
い
）
と
い
う
も
の
が
あ
る
。「
君
は
君
た

り
、
臣
は
臣
た
り
、
父
は
父
た
り
、
子
は
子
た
り
」
と
い
う

よ
う
に
。
君
と
し
て
は
君
に
ふ
さ
わ
し
い
あ
り
方
を
得
、
臣

と
し
て
は
臣
に
ふ
さ
わ
し
い
あ
り
方
を
得
、
父
と
し
て
は
父

に
ふ
さ
わ
し
い
あ
り
方
を
得
、
子
と
し
て
は
子
に
ふ
さ
わ
し

い
あ
り
方
を
得
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
利
に
か
な
え
ば
、
そ
れ
こ

そ
が
調
和
と
い
う
も
の
だ
。
も
し
君
が
臣
の
位
に
お
り
、
臣

が
君
の
位
に
い
た
ら
、
ど
う
し
て
調
和
が
得
ら
れ
よ
う
。）

　

最
初
の
条
で
君
臣
、
父
子
、
夫
婦
、
兄
弟
「
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
の

「
分
」
を
正
す
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
君
は
君
、
臣
は
臣
、

父
は
父
、
子
は
子
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
地
位
に
ふ
さ
わ
し
い
職
分
・

義
務
を
果
た
す
と
い
う
こ
と
で
す
。
服
従
的
「
分
」
で
は
な
く
双
務

的
「
分
」
が
主
張
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

次
の
条
で
も
「
君
と
し
て
は
君
に
ふ
さ
わ
し
い
あ
り
方
を
得
、
臣
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と
し
て
は
臣
に
ふ
さ
わ
し
い
あ
り
方
を
得
、
父
と
し
て
は
父
に
ふ
さ

わ
し
い
あ
り
方
を
得
、
子
と
し
て
は
子
に
ふ
さ
わ
し
い
あ
り
方
を
得

て
」
と
、
同
じ
こ
と
を
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
ま
た
一
方
的
に
服

従
的
す
る
「
分
」
で
は
な
く
、
双
務
的
に
役
割
を
果
た
す
「
分
」
で

す
。

4
．「
本
分
」
の
用
例

　

次
に
「
本
分
」
の
用
例
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
こ
に
挙
げ
た
の

は
朱
熹
の
「
勧
諭
文
」
で
す
。「
勧
諭
文
」
と
は
地
方
官
と
し
て
一

般
の
人
民
に
指
示
を
下
し
た
も
の
で
、
朱
熹
が
地
方
官
だ
っ
た
時
に

こ
の
よ
う
な
教
訓
を
発
布
し
た
の
で
す
。
そ
こ
に
こ
の
よ
う
に
あ
り

ま
す
。孝

順
父
母
、
恭
敬
長
上
、
和
睦
宗
姻
、
周
卹
鄰
里
、
各
依
本

分
、
各
修
本
業
。（「
揭
示
古
靈
先
生
勧
諭
文
」、『
朱
文
公
文

集
』
巻
百
）

（
父
母
に
孝
順
に
、
長
上
を
恭
敬
し
、
宗
姻
を
和
睦
し
、
鄰

里
を
周
卹
し
、
各
お
の
本
分
に
依
り
、
各
お
の
本
業
を
修
め

よ
。）

　

こ
れ
は
同
時
代
の
陳
襄
と
い
う
人
物
が
作
っ
た
「
勧
諭
文
」
に
朱

熹
が
少
し
解
説
を
添
え
て
掲
示
し
た
も
の
で
、
陳
襄
の
「
勧
諭
文
」

本
文
に
は
こ
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。

為
吾
民
者
、
父
義
〔
能
正
其
家
〕、
兄
友
〔
能
養
其
弟
〕、
弟
敬

〔
能
敬
其
兄
〕、
子
孝
〔
能
事
父
母
〕、
夫
婦
有
恩
〔
貧
窮
相
守

為
恩
。
若
棄
妻
不
養
、
夫
喪
改
嫁
、
皆
是
無
恩
也
〕。（
続
い
て

引
用
さ
れ
る
陳
襄
「
勧
諭
文
」
本
文
）

（
吾
が
民
た
る
者
、
父
は
義
に
〔
能
く
其
の
家
を
正
す
〕、
兄

は
友
に
〔
能
く
其
の
弟
を
養
う
〕、
弟
は
敬
に
〔
能
く
其
の

兄
を
敬
す
〕、
子
は
孝
に
〔
能
く
父
母
に
事
う
〕、
夫
婦
に
は

有
恩
り
〔
貧
窮
相
い
守
る
を
恩
と
為
す
。
若
し
妻
を
棄
て
て

養
わ
ず
、
夫
喪
し
て
改
嫁
す
る
は
、
皆
な
是
れ
恩
無
き
な

り
〕）。

　

こ
こ
に
い
う
「
本
分
」
と
は
こ
れ
ま
た
父
、
兄
、
弟
、
子
、
夫
婦

そ
れ
ぞ
れ
が
互
い
に
尽
く
す
べ
き
応
分
の
役
割
・
義
務
を
意
味
し
て

い
ま
す
。
子
は
父
母
に
仕
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
父
は
家
を
正

さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
弟
は
兄
を
敬
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
兄

は
弟
の
面
倒
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
っ
て
お
り
、
下
位
の

者
は
上
の
者
に
文
句
も
言
わ
ず
に
服
従
し
な
さ
い
と
は
い
っ
て
い
な
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い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。「
本
分
に
依
る
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立

場
に
応
じ
て
み
ず
か
ら
の
職
分
、
役
割
を
き
ち
ん
と
果
た
し
な
さ
い

と
い
う
意
味
な
の
で
す
。

5
．「
安
分
」
の
用
例

　

次
に
「
安
分
」（
分
に
安
ん
じ
る
）
の
用
例
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

こ
こ
に
引
用
す
る
の
は
先
の
勧
諭
文
と
同
じ
く
、
朱
熹
が
地
方
行
政

官
と
し
て
庶
民
に
張
り
出
し
た
「
勧
諭
榜
」
で
す
。

勸
諭
官
戸
、
旣
稱
仕
宦
之
家
、
即
與
凡
民
有
異
、
尤
當
安
分
循

理
、
務
在
克
己
利
人
。
又
况
鄉
鄰
無
非
親
舊
、
豈
可
恃
強
凌

弱
、
以
富
吞
貧
。（「
勧
諭
榜
」、『
朱
文
公
文
集
』
巻
百
）

（
官
戸
に
勧
諭
す
ら
く
、
既
に
仕
宦
の
家
と
称
す
れ
ば
、
即

ち
凡
民
と
異
な
る
有
り
。
尤も
っ
とも

当ま
さ

に
分
に
安
ん
じ
理
に
循
う

べ
く
、
務
め
は
己お
の

れ
に
克か

ち
て
人
を
利
す
る
に
在
り
。
又
た

况
や
郷
鄰
は
親
旧
に
非
ざ
る
無
け
れ
ば
、
豈
に
強
を
恃た
の

み
て

弱
を
凌し
の

ぎ
、
富
を
以
て
貧
を
吞
む
べ
け
ん
や
。）

　

こ
こ
で
朱
熹
は
官
戸
に
対
し
て
訓
示
し
て
い
ま
す
。
官
戸
と
は
科

挙
な
ど
に
よ
っ
て
官
僚
を
出
し
た
家
柄
、
す
な
わ
ち
「
仕
宦
の
家
」

で
あ
り
、「
凡
民
」
と
は
違
っ
て
郷
村
社
会
の
上
層
階
級
に
属
す
る

人
た
ち
で
す
。
し
か
し
朱
熹
は
、
そ
う
し
た
上
層
階
級
の
人
々
も
ま

た
「
分
に
安
ん
じ
理
に
循
う
」
べ
き
だ
と
い
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
場

合
の
「
分
」
と
は
、
上
位
者
の
責
務
と
し
て
「
己お
の

れ
に
克か

ち
て
人
を

利
す
る
」
こ
と
で
す
。「
豈
に
強
を
恃た
の

み
て
弱
を
凌し
の

ぎ
、
富
を
以
て

貧
を
吞
む
べ
け
ん
や
」
―
権
力
を
恃
ん
で
弱
者
い
じ
め
を
し
た

り
、
財
力
に
も
の
を
い
わ
せ
て
貧
者
を
併
呑
し
た
り
し
て
い
い
は
ず

が
な
い
―
と
い
う
の
で
す
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
い
う
「
分
に
安
ん

ず
」
と
は
上
位
者
と
し
て
の
責
任
を
自
覚
し
実
行
す
る
と
い
う
意
味

で
す
。

　

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
下
位
者
は
も
ち
ろ
ん
、
上
位
者
も
ま
た
、

み
ず
か
ら
の
な
す
べ
き
役
割
を
守
る
こ
と
、
そ
れ
が
「
分
に
安
ん
じ

る
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、「
下
々
の
も
の
は
お
と
な
し
く

し
て
い
ろ
」
と
い
う
の
と
は
違
う
こ
と
が
お
わ
か
り
い
た
だ
け
た
か

と
思
い
ま
す
。

6
．『
資
治
通
鑑
綱
目
』
の
名
分
論
を
め
ぐ
っ
て

　

次
に
、『
資
治
通
鑑
綱
目
』
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
ま
す
。『
資
治

通
鑑
綱
目
』
は
、
水
戸
学
の
大
義
名
分
論
に
非
常
に
大
き
な
影
響
を

与
え
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
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し
か
し
日
本
近
世
思
想
史
研
究
者
の
尾
藤
正
英
氏
は
、
か
つ
て

「
水
戸
学
の
特
質
」
と
い
う
論
文
で
次
の
よ
う
に
指
摘
し
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

「
名
分
」
と
い
う
熟
語
は
、
四
書
五
経
な
ど
儒
家
の
古
典
の
中

に
は
見
出
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、「
大
義
名
分
」

に
い
た
っ
て
は
、「
尊
王
攘
夷
」
と
ひ
と
し
く
日
本
製
の
新
語

で
あ
っ
て
、
も
と
よ
り
朱
子
学
の
用
語
で
は
な
い
。（
尾
藤
正

英
「
水
戸
学
の
特
質
」、『
水
戸
学
』
解
説
、
日
本
思
想
大
系
五

十
三
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
）

　

こ
れ
は
正
し
い
指
摘
で
、
い
ま
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
検
索
す
る
と
、

朱
熹
の
著
作
に
「
大
義
名
分
」
と
い
う
言
葉
は
出
て
き
ま
せ
ん
。

「
大
義
」
と
「
名
分
」
そ
れ
ぞ
れ
の
用
例
は
あ
り
ま
す
が
、「
大
義
名

分
」
と
い
う
言
葉
自
体
が
朱
熹
に
は
な
い
の
で
す
。

　

で
は
、
朱
熹
の
『
資
治
通
鑑
綱
目
』
は
ど
う
な
の
か
と
い
う
疑
問

が
湧
い
て
く
る
か
と
思
い
ま
す
。
朱
子
学
の
「
大
義
名
分
」
と
い
う

と
『
資
治
通
鑑
綱
目
』
を
た
だ
ち
に
想
起
す
る
人
も
多
い
と
思
わ
れ

る
か
ら
で
す
。

　

こ
こ
で
つ
け
加
え
て
お
く
と
、『
資
治
通
鑑
綱
目
』
は
朱
熹
の
自

著
で
あ
る
こ
と
が
最
近
証
明
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
こ
の
書
は
朱

熹
の
弟
子
が
書
い
た
も
の
で
、
朱
熹
は
名
前
だ
け
貸
し
た
に
す
ぎ
な

い
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
平
凡
社
の
「
世
界
百
科
事
典
」
な
ど
も
そ

の
よ
う
に
書
い
て
い
ま
す
が
、
近
年
の
研
究
に
よ
っ
て
そ
れ
が
覆
さ

れ
ま
し
た
。
門
人
も
も
ち
ろ
ん
協
力
し
て
い
ま
す
が
、
朱
熹
は
こ
の

著
作
の
完
成
に
深
く
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
し
て
お
り
、
最
終
的
な
文
責

が
朱
熹
に
あ
る
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
朱
熹
の
著
作
で
あ
る
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
す
。
つ
ま
り
は
『
資
治
通
鑑
綱
目
』
を
朱
熹

の
思
想
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
使
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

わ
け
で
す
。

　
『
資
治
通
鑑
綱
目
』
は
司
馬
光
の
『
資
治
通
鑑
』
を
新
た
に
再
編

し
た
も
の
で
、
冒
頭
こ
の
よ
う
に
始
ま
り
ま
す
。

周
威
烈
王
二
十
三
年

初
命
晉
大
夫
魏
斯
・
趙
籍
・
韓
虔
為
諸
侯
。

司
馬
公
曰
、
天
子
之
職
、
莫
大
於
禮
、
禮
莫
大
於
分
、
分
莫

大
於
名
。
何
謂
禮
、
紀
綱
是
也
。
何
謂
分
、
君
臣
是
也
。
何

謂
名
、
公
侯
卿
大
夫
是
也
。
…
…
。（『
資
治
通
鑑
綱
目
』）

（
初
め
て
晋
の
大
夫
魏
斯
・
趙
籍
・
韓
虔
を
命
じ
て
諸
侯
と

為
す
。

司
馬
光
曰
く
、「
天
子
の
職
は
礼
よ
り
大
な
る
は
莫な

く
、
礼

は
分
よ
り
大
な
る
は
莫
く
、
分
は
名
よ
り
大
な
る
は
莫
し
。
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何
を
か
礼
と
謂
う
。
紀
綱
是こ

れ
な
り
。
何
を
か
分
と
謂
う
。

君
臣
是
れ
な
り
。
何
を
か
名
と
謂
う
、
公
・
侯
・
卿
・
大
夫

是
れ
な
り
。）

　

ご
存
じ
の
よ
う
に
、「
周
威
烈
王
二
十
三
年
」
す
な
わ
ち
前
四
百

三
年
に
晋
が
魏
趙
韓
の
三
国
に
分
裂
し
、
こ
こ
か
ら
戦
国
時
代
が
始

ま
り
ま
し
た
。
こ
こ
に
引
用
さ
れ
る
司
馬
光
の
論
評
が
水
戸
学
な
ど

の
名
分
論
の
根
拠
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

こ
れ
だ
け
見
る
と
、
い
わ
ゆ
る
服
従
的
分
を
説
い
て
い
る
よ
う
に

見
え
ま
す
が
、
あ
と
の
説
明
を
見
る
と
必
ず
し
も
そ
う
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。今

晉
大
夫
暴
蔑
其
君
、
剖
分
其
地
、
天
子
既
不
能
討
、
又
寵
秩

之
、
使
得
列
於
諸
侯
。
是
區
區
之
名
分
復
不
能
守
、
而
并
棄
之

也
。
先
王
之
禮
於
斯
盡
矣
。

（
今
、
晋
の
大
夫
、
其
の
君
を
暴
蔑
し
、
其
の
地
を
剖
分
す

る
に
、
天
子
既す
で

に
討う

つ
能
わ
ず
、
又
た
之
を
寵
秩
し
て
、
諸

侯
に
列
す
る
を
得
し
む
。
是
れ
区
区
の
名
分
す
ら
復ま

た
守
る

能
わ
ず
し
て
、
而
も
并あ
わ

せ
て
之
を
棄す

つ
る
な
り
。
先
王
の

礼
、
斯こ
こ

に
於
て
尽つ

く
。）

　

こ
こ
で
は
天
子
を
批
判
し
て
い
ま
す
。「
区
区
の
名
分
す
ら
復
た

守
る
能
わ
ず
」
と
は
、
当
時
わ
ず
か
に
残
っ
て
い
た
天
子
と
し
て
の

「
名
分
」
す
ら
守
る
こ
と
が
で
き
ず
、
天
子
み
ず
か
ら
そ
れ
を
放
棄

し
た
結
果
、
戦
国
時
代
と
い
う
混
乱
の
時
代
を
招
い
て
し
ま
っ
た
と

い
う
の
で
す
。「
先
王
の
礼
、
斯
に
於
て
尽
く
」
と
、
先
王
の
輝
か

し
い
礼
が
尽
き
て
し
ま
っ
た
責
任
を
周
の
天
子
の
怠
慢
に
帰
し
て
い

ま
す
。

　

つ
い
で
『
資
治
通
鑑
綱
目
』
は
次
の
よ
う
に
い
い
ま
す
。

今
請
於
天
子
而
天
子
許
之
。
是
受
天
子
之
命
而
為
諸
侯
也
。
誰

得
而
討
之
。
故
三
晉
之
列
於
諸
侯
、
非
三
晉
之
壊
禮
、
乃
天
子

自
壊
之
也
。

（
今
、
天
子
に
請
う
て
、
天
子
之
を
許
す
。
是
れ
天
子
の
命

を
受
け
て
諸
侯
と
為
る
な
り
。
誰
か
得
て
之
を
討
た
ん
。
故

に
三
晋
の
諸
侯
に
列
す
る
は
、
三
晋
の
礼
を
壊や
ぶ

る
に
非
ず
し

て
、
乃
ち
天
子
自み
ず
から

之
を
壊
る
な
り
。）

　

こ
の
よ
う
に
、
天
子
の
命
を
受
け
て
諸
侯
と
な
っ
た
以
上
、
も
う

誰
も
文
句
の
つ
け
よ
う
が
な
い
。「
故
に
三
晋
の
諸
侯
に
列
す
る
は
、

三
晋
の
礼
を
壊や
ぶ

る
に
非
ず
し
て
、
乃
ち
天
子
自み
ず
から

之
を
壊
る
な
り
」

―
晋
が
魏
趙
韓
の
三
つ
の
諸
侯
国
に
分
裂
し
た
の
は
、
彼
ら
が
礼
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を
壊
し
た
の
で
は
な
く
て
、
天
子
が
礼
的
秩
序
を
み
ず
か
ら
破
っ
て

し
ま
っ
た
の
だ
、
と
天
下
を
統
一
で
き
な
か
っ
た
天
子
を
批
判
し
て

い
ま
す
。
つ
ま
り
「
名
分
」
の
語
に
よ
っ
て
天
子
の
責
務
を
示
し
て

い
る
の
で
す
。

　

こ
の
条
は
朱
熹
の
次
の
言
葉
で
し
め
く
く
ら
れ
ま
す
。

胡
氏
曰
、
…
…
人
君
監
此
、
亦
謹
於
微
而
已
矣
。

（
胡
氏
曰
く
、
人
君
之
を
監か
ん
がみ

て
、
亦
た
微
に
謹
ま
ん
の
み

と
。）

　

こ
れ
は
南
宋
の
胡
寅
の
言
葉
を
引
用
し
た
も
の
で
す
。
こ
れ
は
、

人
君
た
る
も
の
、
微
細
な
兆
し
の
段
階
で
慎
重
に
対
処
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
天
下
が
混
乱
し
て
し
ま
う
ぞ
と
い
っ

て
い
る
わ
け
で
す
。

　

ま
と
め
る
と
、
こ
こ
で
の
名
分
論
と
は
「
名
分
」
の
語
に
よ
っ
て

天
子
の
怠
慢
を
戒
め
、
そ
の
責
務
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
天
子
の
職
務
と
は
「
天
子
の
職
は
礼
よ
り
大
な
る
は
莫な

し
」
と

あ
る
よ
う
に
、
礼
的
秩
序
に
よ
る
天
下
の
統
合
で
す
。
こ
こ
に
い
う

「
名
分
」
は
臣
下
が
身
分
を
越
え
な
い
と
い
う
い
う
意
味
で
は
な
く
、

天
子
と
い
う
立
場
・
地
位
に
も
と
づ
く
職
分
の
こ
と
で
あ
り
、
上
位

者
に
も
下
位
者
に
も
当
て
は
ま
り
ま
す
。
こ
れ
が
『
資
治
通
鑑
綱

目
』
の
「
名
分
」
の
基
本
的
意
味
な
の
で
す
。

　

こ
の
こ
と
を
水
戸
学
の
名
分
論
と
比
較
す
る
と
ど
う
で
し
ょ
う

か
。
そ
れ
を
代
表
的
す
る
文
章
は
藤
田
幽
谷
の
「
正
名
論
」
で
す
。

　

そ
こ
で
は
何
が
主
張
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
用
語
等
は
『
資

治
通
鑑
綱
目
』
を
下
敷
き
に
使
っ
て
は
い
ま
す
が
、
し
か
し
幽
谷
が

こ
こ
で
述
べ
て
い
る
の
は
、
天
子
す
な
わ
ち
天
皇
に
対
す
る
服
従
で

す
。
こ
こ
で
は
引
用
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
要
す
る
に
我
々
は
臣
下
と

し
て
天
皇
を
尊
ば
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
幕
府
も
ま
た
「
摂
政
」
と
し

て
天
皇
を
補
翼
す
べ
き
だ
と
い
う
尊
王
論
だ
け
が
突
出
し
て
い
ま

す
。

　

日
本
で
は
水
戸
学
が
朱
子
学
の
影
響
下
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
朱

子
学
に
も
水
戸
学
の
名
分
論
が
あ
っ
た
と
思
い
が
ち
で
す
が
、
実
は

違
う
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
す
。
繰
り
返
し
ま
す
が
、『
資
治
通
鑑
綱

目
』
は
臣
下
は
君
主
に
絶
対
に
服
従
す
べ
き
だ
と
は
説
い
て
い
な
い

の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
水
戸
学
か
ら
の
類
推
に
よ

る
朱
子
学
の
誤
読
と
い
う
べ
き
で
す
。

7
．「
分
」
の
思
想
と
日
本

　

以
上
、
朱
熹
に
お
け
る
「
分
」
の
思
想
を
ざ
っ
と
見
て
き
ま
し
た

が
、
こ
こ
で
日
本
の
朱
子
学
者
に
お
け
る
「
分
」
の
思
想
を
見
て
み
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ま
し
ょ
う
。

　

ま
ず
、
林
羅
山
は
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
ま
す
。

天
ハ
尊
ク
地
ハ
卑
シ
。
天
ハ
タ
カ
ク
地
ハ
低
シ
。
上
下
差
別
ア

ル
ゴ
ト
ク
、
人
ニ
モ
又
君
ハ
タ
フ
ト
ク
、　

臣
ハ
イ
ヤ
シ
キ
ゾ
。

…
…
君
ハ
尊
ク
臣
ハ
イ
ヤ
シ
キ
ホ
ド
ニ
、
ソ
ノ
差
別
ガ
ナ
ク

バ
、
国
ハ
治
マ
ル
マ
ヒ
」。（『
春
鑑
抄
』、
礼
）

　
「
天
ハ
尊
ク
地
ハ
卑
シ
」
云
々
の
語
の
出
典
は
『
易
』
な
ど
の
儒

教
に
あ
り
ま
す
が
、
た
た
、
こ
こ
で
は
君
と
臣
の
な
す
べ
き
役
割
に

つ
い
て
は
何
も
述
べ
て
お
ら
ず
、
た
だ
身
分
の
差
だ
け
を
強
調
し
て

い
ま
す
。
服
従
的
「
分
」
を
突
出
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

三
宅
尚
斎
に
は
次
の
語
が
あ
り
ま
す
。

就
君
臣
上
下
之
分
定
之
中
、
而
父
子
兄
弟
夫
婦
之
道
行
焉
。
父

子
兄
弟
夫
婦
、
亦
有
上
下
之
分
、
則
上
下
之
名
分
総
五
倫
。

（『
黙
識
録
』）

（
君
臣
上
下
の
分
定
ま
る
の
中
に
就
き
て
、
父
子
兄
弟
夫
婦

の
道
行
な
わ
る
。
父
子
兄
弟
夫
婦
に
も
亦
た
上
下
の
分
有
れ

ば
、
則
ち
上
下
の
名
分
、
五
倫
を
総
ぶ
。）

　

三
宅
尚
斎
は
ご
存
じ
の
よ
う
に
山
崎
闇
斎
門
人
で
、
そ
の
思
想
は

も
っ
と
極
端
で
す
。
父
子
兄
弟
夫
婦
の
間
に
も
上
下
の
「
分
」
が
あ

る
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
人
間
の
社
会
は
す
べ
て
上
下
関
係
で
律
せ

ら
れ
る
と
い
う
主
張
で
す
。

　

こ
の
林
羅
山
に
し
て
も
三
宅
尚
斎
に
し
て
も
、
そ
の
「
分
」
の
思

想
は
朱
熹
の
い
う
よ
う
な
双
務
的
「
分
」
で
は
な
く
服
従
的
「
分
」

の
み
が
念
頭
に
あ
る
よ
う
で
す
。
身
分
の
差
を
強
調
し
、
上
下
の
ヒ

エ
ラ
ル
キ
ー
を
断
然
突
出
さ
せ
て
い
ま
す
。
初
め
に
述
べ
た
家
永
三

郎
氏
は
実
は
こ
の
三
宅
尚
斎
の
説
を
根
拠
に
し
て
い
ま
す
。
上
下
の

分
こ
そ
が
朱
子
学
の
最
も
重
要
な
道
徳
で
、
口
ご
た
え
を
許
さ
な
い

と
い
う
の
は
朱
熹
で
は
な
く
、
三
宅
尚
斎
ら
日
本
朱
子
学
の
主
張
に

よ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
も
そ
も
朱
熹
自
身
の
著
作
に

よ
ら
な
い
で
朱
子
学
を
論
じ
る
の
は
乱
暴
と
い
う
も
の
で
し
ょ
う
。

　

こ
う
し
た
日
本
的
「
分
」
の
思
想
の
背
景
と
し
て
は
、
や
は
り
江

戸
時
代
の
身
分
制
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
た
と
え
ば

室
鳩
巣
は
こ
ん
な
ふ
う
に
い
っ
て
い
ま
す
。

君
恩
に
浴
し
て
、
不
餓
不
寒
、
妻
子
を
養
ひ
、
親
族
を
賑
は

す
、
す
べ
て
養
生
送
死
の
道
、
世
話
に
い
ふ
箸
一
本
ま
で
も
、

君
恩
に
あ
ら
ざ
る
事
や
あ
る
。
い
か
が
し
て
忘
る
べ
き
」。

（『
駿
台
雑
話
』
巻
一
、「
釋
寂
室
の
秘
訣
」）
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こ
こ
に
は
「
君
恩
」
す
な
わ
ち
将
軍
や
藩
主
の
恩
恵
に
対
す
る
感

謝
の
意
が
は
っ
き
り
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。「
箸
一
本
」
ま
で
す
べ

て
君
恩
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
み
ず
か
ら
仕
え
る
君
主
の
お
蔭
で

生
活
が
成
り
立
つ
と
い
う
認
識
で
す
。
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
や

は
り
当
時
の
日
本
の
身
分
制
社
会
で
す
。「
君
恩
」
を
頼
り
と
し
て

生
き
る
者
に
と
っ
て
主
君
へ
の
忠
誠
が
い
か
に
重
要
事
で
あ
っ
た
か

が
わ
か
り
ま
す
。
近
世
日
本
に
お
い
て
は
主
君
へ
の
忠
誠
や
君
臣
の

主
従
関
係
が
突
出
し
て
強
調
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
朱
熹
本
来
の

思
想
と
は
違
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
朱
熹
は
君
主
へ
の
忠
誠
を
強
調
し
ま
す
が
、
そ
の
一
方

で
、
君
主
に
対
し
て
も
責
務
を
要
求
し
ま
す
。
朱
熹
に
室
鳩
巣
の
よ

う
な
心
情
的
な
主
従
関
係
は
見
出
し
が
た
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

8
．
辞
書
・
教
科
書
の
記
述
な
ど

　

最
後
に
、「
分
」
の
思
想
に
関
し
て
、
今
の
辞
書
や
教
科
書
に
は

ど
う
書
い
て
あ
る
か
を
確
認
し
て
み
ま
す
。
ま
ず
『
広
辞
苑
』
に
は

こ
う
あ
り
ま
す
。

た
い
ぎ
め
い
ぶ
ん
【
大
義
名
分
】
①
人
と
し
て
、
ま
た
臣
民
と

し
て
守
る
べ
き
節
義
と
分
限
。
②
行
動
の
理
由
づ
け
と
な
る
は

っ
き
り
と
し
た
根
拠
。「
―
が
立
つ
」。（『
広
辞
苑
』
第
七
版
、

岩
波
書
店
、
二
〇
一
八
年
）

　

こ
の
よ
う
に
「
大
義
名
分
」
に
は
意
味
が
二
つ
あ
り
ま
す
が
、
当

面
関
係
す
る
の
は
①
の
意
味
で
、「
人
と
し
て
、
ま
た
臣
民
と
し
て

守
る
べ
き
節
義
と
分
限
」
と
い
っ
て
い
ま
す
。「
人
と
し
て
」
の
あ

と
に
「
臣
民
と
し
て
」
と
あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。「
大

義
名
分
」
は
臣
民
と
い
う
下
位
の
者
が
守
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、

上
位
の
者
が
守
る
べ
き
も
の
と
は
さ
れ
て
い
な
い
の
で
す
。
こ
れ
は

朱
熹
の
双
務
的
「
分
」
の
思
想
と
は
違
い
ま
す
。

　

次
は
三
省
堂
『
新
明
解
国
語
辞
典
』
の
説
明
で
す
。

た
い
ぎ
―
め
い
ぶ
ん　

㊀
人
の
臣
子
で
あ
る
限
り
守
ら
ね
ば
な

ら
ぬ
実
践
道
徳
の
窮
極
の
一
線
。
㊁
他
に
対
し
て
う
し
ろ
め
た

さ
を
感
じ
な
い
で
、
何
か
を
や
っ
て
の
け
る
だ
け
の
恥
ず
か
し

く
な
い
理
由
。（『
新
明
解
国
語
辞
典
』、
三
省
堂
、
二
〇
〇
五

年
、「
大
義
名
分
」）

　

こ
の
『
新
明
解
国
語
辞
典
』
は
と
て
も
わ
か
り
や
す
い
と
評
判
に

な
っ
た
国
語
辞
典
で
す
が
、
こ
こ
に
も
同
じ
よ
う
な
説
明
が
見
え
ま



國
學
院
中
國
學
會
報
　
第
六
十
九
輯

一
四

す
。「
人
の
臣
子
で
あ
る
限
り
守
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
実
践
道
徳
の
窮
極

の
一
線
」
―
こ
れ
も
服
従
的
「
分
」
で
す
ね
。

　

も
う
一
つ
、
世
界
史
の
教
科
書
を
見
て
み
ま
す
。

宋
代
の
儒
学
の
発
展
は
、
社
会
秩
序
を
正
そ
う
と
す
る
士
大
夫

の
実
践
的
意
欲
と
も
結
び
つ
き
、
華
夷
・
君
臣
・
父
子
な
ど
の

区
別
を
重
視
す
る
大
義
名
分
論
が
さ
か
ん
に
な
っ
た
。（『
詳
説

世
界
史　

改
訂
版
』、
山
川
出
版
社
、
二
〇
二
三
年
、
一
六
四

頁
）

　

こ
れ
は
、
高
校
の
世
界
史
の
教
科
書
と
し
て
広
く
使
わ
れ
て
い
る

山
川
出
版
社
の
『
詳
説
世
界
史　

改
訂
版
』
の
説
明
で
す
。
世
界
史

の
分
野
で
は
最
も
権
威
の
あ
る
教
科
書
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
こ
こ

に
は
「
宋
代
の
儒
学
」
と
「
華
夷
・
君
臣
・
父
子
な
ど
の
区
別
を
重

視
す
る
大
義
名
分
論
」
を
結
び
つ
け
て
い
ま
す
が
、
私
に
は
こ
れ
が

ど
う
い
う
意
味
か
よ
く
理
解
で
き
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
に
い

う
「
大
義
名
分
論
」
と
は
『
広
辞
苑
』
や
『
新
明
解
国
語
辞
典
』
に

い
う
一
番
目
の
意
味
で
す
。
下
位
の
者
が
上
位
の
者
に
服
従
す
る
と

い
う
論
理
が
宋
代
の
儒
学
に
よ
っ
て
盛
ん
に
な
っ
た
と
い
う
わ
け
で

す
。
こ
の
場
合
、
念
頭
に
置
か
れ
て
い
て
る
の
は
も
ち
ろ
ん
朱
子
学

で
す
。

　

し
か
し
こ
の
よ
う
な
説
明
は
、
は
な
は
だ
問
題
で
す
。
第
一
に
、

朱
熹
の
著
述
に
「
大
義
名
分
」
と
い
う
語
が
な
い
と
い
う
こ
と
、
第

二
に
、
朱
熹
の
秩
序
意
識
は
下
が
上
に
服
従
す
る
と
い
う
服
従
的

「
分
」
で
は
な
く
、
下
も
上
も
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
応
じ
た
責
務
を

果
た
す
と
い
う
双
務
的
「
分
」
に
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
水
戸
学
に
は
こ
の
双
方
が
あ
る
の
で
す
ね
。「
朱
子

学
的
大
義
名
分
論
」
な
ど
の
語
は
他
に
も
よ
く
使
わ
れ
て
い
ま
す

が
、
実
は
そ
れ
は
朱
子
学
の
用
語
で
も
な
く
、
ま
た
思
想
で
も
な
い

の
で
す
。
こ
れ
は
た
い
へ
ん
誤
解
を
招
く
言
い
方
な
の
で
、「
朱
子

学
的
大
義
名
分
論
」
と
か
「
朱
子
学
的
名
分
論
」
と
い
っ
た
用
語
を

使
う
の
は
や
め
た
方
が
い
い
と
思
い
ま
す
。

　

念
の
た
め
少
し
補
足
す
れ
ば
、
朱
熹
の
著
述
を
読
む
と
、
君
臣
関

係
こ
そ
が
最
も
大
切
だ
と
言
っ
て
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
そ

れ
は
、
特
定
の
人
物
が
臣
下
と
し
て
皇
帝
に
忠
誠
を
尽
く
し
た
、
そ

の
功
績
を
称
え
る
よ
う
な
場
合
に
君
臣
関
係
こ
そ
最
も
重
要
な
も
の

と
い
う
言
い
方
を
す
る
。
こ
の
ほ
か
、
夫
婦
関
係
こ
そ
が
最
も
重
要

な
人
間
関
係
だ
と
い
う
語
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
先
ほ

ど
述
べ
た
よ
う
な
、
妻
が
夫
を
殺
し
た
り
、
夫
が
妻
を
殺
し
た
り
っ

と
い
っ
た
正
常
な
家
族
関
係
を
破
壊
し
た
よ
う
な
場
合
に
、
夫
婦
関

係
こ
そ
が
人
間
と
し
て
最
も
重
要
だ
と
い
う
ふ
う
に
述
べ
ま
す
。
つ

ま
り
、
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
強
調
す
る
人
倫
が
違
う
わ
け



朱
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め
ぐ
っ
て

一
五

で
す
。

　

そ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
上
下
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
が
す
べ
て
の
人
間

関
係
を
貫
い
て
い
る
と
か
、
上
下
関
係
を
軸
に
物
事
を
考
え
て
い
る

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
と
め
ま
す
と
、
朱
熹
の
い
う
「
分
」
は
双

務
的
な
の
で
あ
っ
て
、「
君
臣
、
父
子
、
夫
婦
す
べ
て
上
下
尊
卑
の

別
に
従
い
、
下し
も

は
上か
み

に
随
順
し
て
は
じ
め
て
天
下
泰
平
で
あ
る
」
と

か
「「
分
」
を
守
っ
て
そ
れ
を
こ
え
な
い
こ
と
」
が
朱
子
学
の
基
本

思
想
で
あ
る
と
い
う
の
は
朱
子
学
の
誤
読
で
あ
っ
て
、
ぜ
ひ
と
も
訂

正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

こ
れ
は
大
き
な
問
題
な
の
で
、
資
料
を
も
っ
と
広
く
収
集
、
整
理

し
、
近
日
中
に
論
文
を
ま
と
め
て
説
得
的
な
も
の
に
し
た
い
と
考
え

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

私
の
本
日
の
話
は
こ
こ
ま
で
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
本
日
の

話
が
何
か
の
参
考
に
な
れ
ば
幸
い
で
す
。
ご
清
聴
ど
う
も
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

注（
（
）た
と
え
ば
「
朱
子
学
再
考
―
「
三
綱
五
常
」
を
め
ぐ
っ
て
」（『
東
ア
ジ
ア

文
化
交
渉
研
究
』
第
十
三
号
、
関
西
大
学
大
学
院
東
ア
ジ
ア
文
化
研
究
科
、

二
〇
二
〇
年
）。

（
2
）正
確
に
い
う
と
、
家
永
氏
は
一
九
五
四
年
刊
行
の
『
日
本
道
徳
思
想
史
』

（
岩
波
全
書
）
に
三
宅
尚
斎
の
語
を
引
い
て
い
て
、『
日
本
文
化
史
』
は
そ
れ

を
ふ
ま
え
て
氏
の
結
論
だ
け
を
述
べ
て
い
る
。

（
3
）川
島
武
宜
『
日
本
社
会
の
家
族
的
構
成
』（
岩
波
現
代
文
庫
、
二
〇
〇
〇
年
）

所
収
の
論
文
「
日
本
社
会
の
家
族
的
構
成
」（
も
と
一
九
四
六
年
発
表
）、
守

本
順
一
郎
『
東
洋
政
治
思
想
史
研
究
』（
未
来
社
、
一
九
六
七
年
）。

〔
キ
ー
ワ
ー
ド
〕
朱
子
学
の
誤
読
、
家
永
三
郎
、
本
分
、
安
分
、
大
義
名
分
論


