
依
頼
さ
れ
た
わ
が
国
の
中
国
学
者
も
幾
人
か
い
る
と
い
う
情
報
を
も
得
て
い
る
ほ
と
で
あ
る。

も
つ
が、
今
は
そ
の
用
意
を
持
た
な
い
し、
ま
た
そ
れ
が
こ
の
小
論
の
主
題
で
も
な
い。
従
っ
て
こ
こ
で
は
こ
の
間
題
は
こ
の
辺
て
切
り
あ
げ
さ
る
を
え
な
い。

稿
の
目
的
は
そ
れ
と
は
別
の
と
こ
ろ
に
あ
る。
そ
れ
を
あ
ら
か
じ
め
要
約
し
て
お
こ
う。

そ
れ
は、
こ
れ
ま
で一
般
に
問
題
に
さ
れ
た
こ
と
も
承
認
さ
れ
た
こ
と
も
な
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が、

封
建
倫
理
と
家
産
制
倫
理

に
さ
え
『
論
語』
信
者
が
あ
る
の
に
中
国
側
は
閉
口
し
て
お
り

孔
子
は
和
辻
哲
郎
氏
か
ら
「
人
類
の
教
師」
と
し
て
扱
わ
れ、
さ
ら
に
遡
っ
て

と
ま
で
褒
め
あ
げ
ら
れ
た
か
と
思
え
ば、
木
家
本
元
の
中
固
で
は
「
批
林
批
孔」
の
ス
ロ
ー
カ
ソ
の
も
と
て
人
民
の
圧
制
者・
應
役
の

一
人
の
人
物、
―
つ
の
古
典
が
個
人
に
よ
っ
て
評
価
が
正
反
対
に
な
る
こ
と
は
も
と
よ
り
起
こ
り
え
な
い
こ
と
で
は
な
い
が、
国
に
よ
っ
て
氷
灰
相
い
容
れ
な
い

違
い
を
生
ず
る
と
い
う
の
は、
ま
こ
と
に
珍
し
い
ケ
ー
ス
と
い
わ
ね
は
な
ら
な
い。

で
は
な
い。
箪
者
は
か
ね
て
仁
斎
の
評
語
の
こ
と
き
は
少
し
く
学
問
的
冷
箭
さ
を
欠
く
宗
教
信
仰
的
態
度
に
出
る
ら
の
と
考
え
る
者
て
あ
る
か、
今
日
て
も一
般
に

は
我
国
で
は
な
お
尼
然
た
る
勢
力
を
も
っ
て
い
る
の
は
事
実
の
よ
う
で
あ
っ
て、
世
の
い
わ
ゆ
る
進
歩
的
な
学
者
と
か、

い
る。

は

じ

め

に

ー
—
孔
門
下
の
二
つ
の
可
能
性

l

封
建
倫
理
と
家
産
制
倫
理

二

五

か
ら
は
孔
子
の
言
行
緑
て
あ
る
一
二国
語一一
は
「
最
上
全
極
宇
宙
第一
の
引
こ

し
か
し
そ
れ
は
哲
学
や
倫
理
に
と
っ
て
も
も
と
よ
り
等
閑
に
附
せ
ら
れ
て
よ
い
間
辿

[、ォ
日
中
友
好
に
尽
力
し
た
わ
が
国
の
知
識
人
の
中

「
批
林
批
孔」
＇
定ま
と
も
に
日
本
人
に
ぶ
っ
つ
け
た
場
合
の
影
響
や
餃
紋
の
ほ
と
を
調
存
す
る
よ
う
に

日
本
人
の
孔
子
に
対
す
る
イ
メ
ー
シ
調
査
に
筆
者
は
極
め
て
深
い
関
心
を

-「
論
語』
の
中
に
見
え
る
孔
子
も
し
く
は
そ
の
門
弟
の
こ
と

全

の
筆
頭
に
お
と
し
め
ら
れ
て

／�ー,-

1恕、

,
t廿

、

-‘

し

ま
カ



に
貴
族
内
氏
族
の
一

員
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て、

に

は

机
変
と
日

l
_
）
 

の

た、
」

と
き
わ
め
て
ザ
ッ
ハ
リ
ソ
ヒ
に
中
国
社
会
の
変
化
を
鉄
の

よ
っ
て
呪
わ
礼
は
し
た
が、

こ
仇
ら
の

個
人
の

行
政
規
凱
の
統
一
で、

資
料
を
継
ぎ
合
わ
せ
て
か
な
り
み）

析
し
て
い
る。

ま
た、

周
知
の
よ
う｝』、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
『
経
済
と
社
会―l
の
中
の

面
的
帰
依
と
も
い
う
べ

筑
波
大
学

こ
よ
っ
て

ー．
9

は
身
分
的

哲
学

91
つ

（
孝
弟）

倫
珪
へ
、

の

の
官
職
レ
ー
ニ
ン
の
資
格
が、

伝
来
の
家
格
に
応
し
て
賦
与
さ
九
た
」

益
権
と
か
政
治
上
の
領
域
支
配
権
が
従
属
身
分
へ
の
白
発
的
托
身
と
叙
任
と
こ
よ
っ
て

に
も
と
づ
く
と
さ
れ
る。

こ
う
し
た

で
分
析
し
て
い
る。

そ
礼
に
も
か
か
わ

み
る
の
に
成
功
し
て
い
る。

と
な
ど
を
明
ら
か
に
し
て、

中
国
的
精
神
の
も
う
―
つ
の
可
拒
性
を
探
っ
て
み
る
の
が

l
乙

の
社
会
学」
の

と
の
結
合
の
典
型
を
ウ
ェ
ー
バ
ー
は

と
の
勁
務
と
ひ
ぎ
か
え
に
授
与
さ
れ
る
も
の
で、

そ
の

中
IIl
仕
会
を
分
祈
ず
る
こ
当
っ
て
も、

杞
元
前
八
ー
前
三
世
紀
の
い
わ
ゆ
る
語
侯
国
の
時
代
を
政
治
的
封
建
間
度
の
時
代
と
し、

つ
い
て
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
重
視
す
る
の
は
奏
の
始
皇
に
よ
る
文
字
・

は
日
夜
精
励
し
て
戦
争
を
除
去
し、

和
平
と
国
内
秩
序
と
を
確
立
し
た
が、

そ
の
「
も
っ
と
も
重
要
芯
こ
と
は、

に
こ
る
統
治
の
遂
行
で
あ
っ
た
」

と
し、

さ
ら｝』
「
古
来
の
神
政
政
治
的
秩
序
に
対
す
る
冒
悦
と
し
て

の
王
政
復
古
に
よ
っ
て
保
存
さ
且、

そ
し
て

(

〉
〉

K
o
n
fu
zi
a
ni
s
m
u
s
u
n
d
 
T
a
oi
s
rn
u
s
《

S.
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2
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と
こ
ろ
で、

家
産
闊
と
対
比
さ
せ
ら
れ
る
月
建
制
度
と
は
ウ
ニ
ー、ハ
ー
の
場
合
す
ぐ
れ
て
レ
ー
ニ
ン

の
従
臣
封
建
闊
度
と
に
見
て
い
る
よ
う
で
あ
り
（
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー`
ハ
ー
・
世
良
兄
志
郎
訳

に
お
け
る
よ
う
な）

従
臣
身
分
へ
の
自
発
的
托
身
と
叙
任
と
を
通
じ
て
獲
得
さ
虹
た
レ
ー
ニ
ン
所
有
に
よ
っ
て
身
分
が
つ
く
り
出
さ
れ
た
の
で
は
な
く
て、

の
中
で
封
建
制
度
と
家
産
官
僚
制
社
会
と
の

の
目
的
で
あ
る。

つ
ま
り
家
産
詞
的
倫
理
へ
転
換
し
た
の
で
は
な
い
か、

で
は、

そ
れ
は
い
か
な
る
こ
と
で
あ
る
か。

ば
の
中
に
は、

二
つ
の
全
く
違
っ
た
ク
イ
プ
に
属
す
る
倫
理
が
あ
り、

孔
子
は
こ
こ
で
春
秋
封
建
的
主
従
の
名
誉

た
事
実
ま
で
は
つ
き
と
め
う
る
こ
と、

孔
子
は
春
秋
の
末
年
に
す
で
に
秦
漠
以
後
の
家
産
官
僚
制、

つ
ま
り
家
父
長
的
家
産
制
の
倫
理
を
先
取
り
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
二

千
年
の
平
和
主
義
的
な
家
産
制
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
辛
ー
と
な
り
え
た
の
で
あ
る
が、

そ
れ
で
も
孔
門
の
師
弟
の

の

（
揺
訳

で
あ
る。

こ
の
レ
ー
ニ
ン と

つ
、

ふ
2

戸

二

六

の
社
会
学』

三
八
七
頁
以
下）、
中
国
の
月
建
闊
皮

の
区
ー
ニ
ン

し
て

ま
、

上
也
の
川

11

i-
j
 

こ
だ
げ
役
立
っ

ノ‘

）

っ

こ
）

・

キ.

9ハ

の
廃
止
と、

二
ヽ

中
二

｝
て4
「

‘t
r
ク
ー

ヽ ‘‘

I 
こ

にこ
J \. 
JJ 

の
片
隅
に
は
封
建
的
倫
理
も
な
お
詠
う
っ
て
い
た
こ

し
た
と
ま
で
は
い
え
な
く
て
も
二
つ
の
倫
理
が
共
在
し

へ
の
一

方
的
な
内
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の＇るす塁

ド
こ
も
、

rL~ 
頁
）
と
す
る
。

し
か
し
、
筆
者
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
よ
う
に
ば
か
り
も
断
定
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
疑
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
中
国
に
お
い
て
も
初
め
て
仕
宜
す

さ

く

め

い

い

し

る
と
ぎ
に
は
「
策
名
委
質
」
と
い
っ
て
、
仕
え
る
者
は
ま
ず
己
れ
の
名
を
策
（
竹
の
札
）
に
書
し
て
礼
物
を
も
君
に
捧
げ
て
君
臣
の
契
約
を
し
た
と
さ
れ
、

の
関
係
を
結
び
な
が
ら
二
心
が
あ
る
の
は
大
罪
だ
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
例
、
『
左
伝
』
偉
公
二
十
三
年
等
）
。
こ
の
「
質
」
に
は
さ
ま
ざ
ま
の
解
釈
が
あ
り
、
こ
れ

(
l
)
 

を
「
形
体
」
と
し
、
従
っ
て
「
委
質
」
と
は
君
の
前
に
膝
を
屈
し
て
身
体
を
地
に
委
す
る
と
す
る
も
の
（
左
伝
疏
）
や
、
「
質
」
は
「
贄
」
と
同
じ
で
礼
物
を
言
い
、
実

(
2
)
ふ
く
け
ん

際
に
は
「
死
せ
る
雉
」
だ
と
し
、
と
く
に
死
せ
る
雉
を
用
い
る
の
は
必
ず
君
の
た
め
に
節
に
死
す
る
の
を
示
す
と
す
る
服
虔
の
注
や
、
雉
が
餌
も
威
し
も
通
じ
な
い
不
屈

(
3
)

シ

テ

ヲ

ル

ト

の
鳥
で
あ
る
点
を
用
い
た
も
の
と
す
る
『
白
虎
通
』
文
質
〔
瑞
贄
〕
篇
な
ど
、
そ
の
解
釈
は
様
々
で
あ
る
が
、
「
委
＞
質
為
＞
臣
」
（
『
国
語
』
晋
語
九
）
と
い
う
恨
用
句

(
4
)
 

が
残
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
中
国
に
も
西
洋
に
お
け
る
コ
ソ
メ
ソ
ダ
ー
テ
ィ
オ
の
儀
礼
に
か
わ
る
封
建
的
な
契
約
関
係
が
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
と
思
う
の
で
あ

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
孔
子
そ
の
ひ
と
の
言
行
で
は
な
い
に
し
て
も
、

て
対
比
さ
せ
て
お
き
た
い
。

封
建
倫
理
と
家
産
制
倫
理

る。

い
に
つ
い
て
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
卓
越
し
た
分
析
を
図
式
化
し

一
た
ん
詞
臣

『
論
語
』
の
中
に
採
録
さ
れ
た
門
弟
の
、
た
と
え
ば
数
少
な
い
と
言
わ
れ
る
曽
子
の
こ
と
ば
の

「
信
頼
」
と
「
名
誉
」
や
「
誠
実
」
の
倫
理
が
見
出
さ
れ
る
の
は
ど
う
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
「
儒
教
精
神
に
と
っ
て

的
な
構
造
形
式
」
に
な
っ
た
と
す
る
「
家
産
制
」
の
行
動
様
式
と
は
少
な
く
と
も
異
質
の
タ
イ
プ
の
倫
理
だ
と
筆
者
は
思
う
の
で
あ
る
。
果
し
て
そ
う
で
あ
る
か
の
検
討

は
後
述
し
よ
う
。
今
は
封
建
制
と
家
産
制
と
の
そ
れ
ぞ
れ
の
制
度
の
も
と
で
の
人
々
の
「
生
活
態
度
」
の

か
り
に
そ
う
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。



以
上
の
対
比
に
つ
い
て
は
、
計
山
秀
夫
『
マ
ソ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
社
会
理
論
』
一
七
五
ー
一
九
四
頁
、
世
良
訳
『
支
配
の
社
会
学
』
三
八
七
頁
以
下
に
詳
し
い
。

ピ
ニ
テ
ー
ト

ウ
ェ
ー
｀
ハ
！
は
一
側
教
と
道
教
』
の
中
て
も
「
封
建
制
度
が
名
誉
を
土
台
と
し
て
い
た
よ
う
に
、
家
産
制
は
元
徳
と
し
て
の
恭
順
〔
孝
〕
を
土
台
に
し
て
い
た
。

〔
論
評
し
た
い
。

る
）
は
そ
う
し
た
も
の
の
適
例
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

の
家
臣
的
忠
誠
が

で
き
る
の
は
前
者
〔
名
誉
〕

(
S
.
 
4
4
5
)
 

を
土
台
と
し
た
か
ら
で
あ
り
、
領
主
の
使
用
人
兼
官
吏
が
服
従
す
る
の
は
後
者
〔
恭
順
〕

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
ち
が
い
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
も
注
意
す
る
よ
う
に
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
。

念
製
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
は
有
効
で
あ
ろ
う
か
ら
、
今
そ
れ
を
試
み
る
な
ら
ぱ
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。

こ
と
を
好
む
者
は
未
だ
こ
れ
有
ら
ざ
る
な
り
。
氾
子
は
本
を
務
む
。
本
立
ち
て
道
生
ず
。
孝
弟
な
る
応
の
は
其
れ
仁
を
為
す
の
本
か
」

「
孔
子
、
季
氏
を
調
う

し
か
し
、
こ
の
両
つ
の
社
会
の
型
の
対
比
を
現
実
を
比
較
し
測
定
す
る
理

ビ
エ
テ
ー
・
r

仰
教
粕
抑
は
ウ

H

ー
ハ
ー
に
よ
れ
は
当
然
に
家
産
間
の
仕
活
態
度
を
、
ま
た
そ
の
中
の
人
間
の
精
神
的
雲
囲
気
を
代
表
す
る
。
恭
順
倫
理
は
そ
の
中
で
も
も
っ
と
も
多

く
説
カ
れ
て
お
り
、
た
と
え
は
、
学
而
第
一
の
「
有
了

□

く
、
其
の
人
と
為
り
や
孝
弟
に
し
て
上
を
犯
す
を
好
む
者
は
、
鮮
な
し
。
上
を
犯
す
を
好
ま
ず
し
て
乱
を
作
す

}
 
avし
ん

た
と

「
子

□

く
、
政
を
為
す
に
徳
を
以
て
す
れ
ば
、
璧
え
ば
北
辰
〔
北
極
星
〕
の
其
の
所
に

ま
た
孔
子
は
家
鹿
閲
下
の
名
岩
の
イ
メ
ー
、
ン
を
こ
う
賛
美
す
る
。

に
批
う
か
こ
と
し
」
（
為
政
篇
）
。
そ
れ
は
中
央
岩
主
の
徳
治
に
よ
る
大
衆
支
配
を
陪
示
す
る
。
そ
し
て
こ
の
、
天
子
・
諸
侯
・
卿
大
夫
・
士
（
庶
人
）
と
い
う
伝
統
的
な

は
ち
い
つ

で
あ
り
絶
対
的
な
秩
庁
で
あ
っ
て
、
こ
の
位
陪
秩
序
を
濫
す
者
は
殻
悪
の
人
間
と
さ
れ
た
。
『
論
語
』
の
八
僧
篇
の
、

て
衆
見
こ
れ

ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
は
不

八
附
、
庭
に
舞
わ
す
、
足
れ
を
し
も
忍
ふ
べ
く
ん
ば
、
執
れ
を
か
忍
ぶ
べ
か
ら
ざ
ら
ん
や
」
と
い
う
の
は
、
魯
国
の
家
老
で
最
も
実
力
の
あ
っ
た
権
臣
の
季
孫

（
読
み
下
し
は
朱
子
の
解
釈
に
よ

に
も
と
づ
い
て
い
た
か
ら

封臣

生活態度(2) - I ,態活度( 1t_ ) 

武
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子
の

喜
゜
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筑
波
大
学

哲
学

ニ
八



封
建
仰
理
と
家
産
制
倫
理

.

ニ
カ

初
年
兵
以
上
の
勤
務
を
す
べ
き
も
の
と
定
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
rき
る 。
儒
教
に
お
い
て
孝
は一
社
会
力
な
基
木
杓
義
務」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
て
あ
っ
て 、
決

か
い
し
さ
で
あ
る 。

，
．

ふ

コw
)

上及
0

に
Thどえ
る
の
も 、

寸
じ
と
さ
れ
る
か
ら 、

父
母
に
事
え
る
と
li

、

は
わ
が
旧
軍
隊
の
内
務
炉
に
お
け
る 、
古
年
兵
を
約
対
の
長
上
と
す
る

初
め
て
肌
く
や

9.
，9
.9、

み
な
煎
淑
〔
口
を
す
す
く

し」 、
身
仕
艮
を
蛇
え
て
か
ら
父
母
の
所
に
ゆ
き 、
E、
11
涅{̀
rcI瓜‘

立
JJ
の心．フ、Yu

身
体
の
具
合
を
き
き 、

父
母
の
手
洗
い
を
助
け
る
か
い

と
き
ょ、＆
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則
ち
内
厨
以
て

にバ1
く �

文
土 、

て 、
行
く
に
止
し
く
屁
む
こ
と
能
わ
す ()

」

で
あ
り 、
i
JJ
贔
こ
も 、
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i
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一
子 、
父
母
に

.`
·
；

ツ

る
に
は 、
汀

く 、
文
し 、

••
 

と
3

文
丑
乃
ち
ぷ
9

ふ 。
日
中
に
及
び
て
又
矛
る ，
功
か
く
の
如
く
す 。
莫
に
及
び
て
又
至
る 。
亦
か
く
の
如
く
す 。
·j)· 
A今

の
員j
〔
常
度〕
こ
安
ん
ぜ
ざ
る
あ
る

る
こ
と
日
に一-]
た
ひ 、
灼
始
め
て
肌
き
て 、
衣
服
し

の
外
に
至
り 、

心
昌
ふ〗
小
門
の
伺
者

冨デII
者〕
に
間
い
て
□
く 、
今
日
の
安
否
ぱ
如
何 、
と 。

1三i

の

ヽ

，
 

·̀

ヽ
ゞ

◆
'

ヽ`

�ヽ
·

は 、
父
の
王
手
に
対
し
て
世
子
で
あ
っ

た
加
の
文
王
の
日

の
批
方
か
ら
始
ま
る
が
そ
の
行
な
い
の

PieUit
に
合
玖
し
た
さ
ま
は 、

jl
 

「
王
ふ
に
加
寸

' 』． ．ぃー
4 、
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盆
教
か
い
か
に
父
へ
の
オ
仙
を
爪
ん
し
て
い
た
か
の
具
体
例
は 、
礼
裔
典
に
岱
し
い 。
制
作
は
罰
八
ま
で
間
伏
が
さ
が
る
か
も
知
九
な
し
が

梵
よ
し
よ
し
）
丁
、

見
る。

父‘>t
:1
ー
|ノ
び ．たイ
し
を人^
H

雰入 ｀
l[

死
ん
て
か
ら〕

三
年 、
父
の
氾
を
改
む
る
こ
と
な
き
を

に
対
す
る
伽
心
厨
の
孝
行
が
叩
き
込
ま
れ
た
の
で
あ
っ

て 、
子
供
に
と
っ
て
父
が
い
か
に
仰
大
な
存
在
て
あ
っ
た
か
は 、

] -Ju
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「
子
□
く 、
父
在
せ
ぱ
其
の
志
を
観 、

hい因
でr-

｛
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乱

t
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の
「
孝
弟
は
←いを
為
す
の
木
か」
（
新
汀）
は 、

ャ
5

.
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ゞ

古
tl
て
ー
「
孝
珀
は／」
の
木
た
る
か」
の

．
．
 ヽ‘

れ
る
が 、
そ
れ
は
父
と
子
と
の
間
の
杯
臥
主
義
的
間
係
に
も
と
つ
く
れ

（
ふ
子 、
聡
文
公）
の
五
倫
の
道
徳
の
う
ち 、
対
笠
の
愉
迎
を
祝
く
の
は
JjJ
友
関
係
に
お
け
る
い
の
倫
迎
だ
け
て 、
全
体
1
5
の
し
か
な
い 。
さ
き
の
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,
J
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一
船
に
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教
仙
H，ー
は
紆
の
ノ
ー

あ
り、

ー・＇）

「
父
子

乳

て
あ
る 。
てゞ

& 、よ

．，
ノ

’

ソ
ト
）
頁
Ill1ぃ

ず
る
立
竹
Jlj
)
；4
t
: jt 、
IE
し
こ

i
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そ
ー
は
伝
統
の
神訓
i

性
を
見
い
て
ほ
か
こ
な
加
っ
た 。
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の
天
う
方 （ヒ
ラ
ミ

に
限
ら
ん
や」
と
い
う
の
出 、
5"1
の
三
札
と
い
わ
れ
る
加
孫・
叔
孫・
手
孫
と
い
う
三
柏
の
家
名
の
家
で
天
子
の
音
楽
を
用
い
て
似
物
を
徹
け
た
侶
上
を
と
か
め
た
も
の

．
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似
の
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飛
ひ
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し
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二
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級
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入
了
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あ
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ヵ
し
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寸ャ
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,
J¢,

を
受
し
て 、

、
義
あ
り 、

夫
船 、
別
あ
り 、

長
幼 、
丹
あ
り 、
肌
友 、
信
克
り」

、

、

•

•

L
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こ．
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て
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＜
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鳳
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そ
「
仁」
を
い
う
互一
ル
ま
t
（
そ
<:::,"

払
木
で
あ
る
と
す
る
も
の
で 、
同
じ
闘
の
叶
0·
一
寸
[
V

討一
寸
「ノ
I'

)

し一

廿
一
し
炭
奇
JI

／ー

、‘｛
-

JJク

に
余
力
あ
れ
は 、
則
ち
以
て
文
を
苧
ふ
」

に
し
て
も 、
こ
の
倫厠パ
の
根
本
的
甘
格
は
封
辻
＇い
て
は
な
く
て 、
家
父
長
口
で
あ
る 。

。

と
謂
う
べ
し」
に
も
寮
せ
ら
れ
よ
う

仄
か、
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キ'6
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し
、

q

i

、
>
、

身
分
の
J
ヵしt
＼ブ
ー．
lJ
什

[
iハ
寸
四
人]

を
以
て

の
開
を
閾
虹
に
料
わ
せ
た
侶
上
の
振
舞
い
を
計
し
か
た
し
冒
改
で
あ
り

不
五
て
あ
る

〔
佑
は
外
の
呂
’
j ゜
剛
大
人
は
四Iit 、
す
ない
ち
四
叫
十
六
人
□
11が
か
身
分
上
の
礼
の
定
い
て
あ
，

た〕
か

あ
る
の
に

の
手
氏
か
議



「
了
日
く、
約
＜
仏
じ
て
学
を
好
み、
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（
同
上）
も
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じ
た
も
の
で
あ
り、
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死
を
守
り
て
道
を
苦
く
す。

社
子
な
る
か

南
容
を
謂
う

危
邦
に
は
入
ら
す、
乱
邦
に
は
居
ら
ず。

つ
か

邦
に
通
あ
れ
ば
則
ち
仕
え、

、

r,
{、
,＇�
 

9,
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天
下
に
道
あ
れ
ば
則
ち
見
れ、
道
な
け
礼
は
則
ち
陀
る」

邦
に
邁
な
け
仇
ば
則
ち
巻
き
て
こ
れ
を

‘,‘J
 

邦
に
迎
あ
汎
ば
廃
て
ら
れ
ず、

に
す
べ
し」
（
術
'
5

公）
も、

〔
菰
謹
し
た
〕

f"
い

り
＇`
、

さ
ぬ

が

邦
に
道
な
け
汎
は
刑
数
を
免
る、
と。
几
の
兄
の
子
を
以
て

9
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し

こ

が
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こ

一
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、
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共
の
愚
に
は
及

ぷべ
か
ら
ざ
る
な
り」
（
公
冶
長）
は、
宵
武
子
の
祐
喩
〔
己
れ
の
才
能
を
つ
つ
み
閉
す
こ
と〕

ど
ら
に
孔＇丁
に
力
い
て
は
身
を
全
う
す
る
十
分
の
配
慮
が
見
ら
れ
る。

ね＇
ぃ

ぷ

'-

「
子
曰
く、
宵
武
子、

に
よ
っ
て、
叶心，�
に
ふ
さ
わ
し
い
唱一
の
地
位」

-
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今
入4
依
化
な
ぷr
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こふ）
でユぶ
く、
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ク
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t
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筑
波
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学

し
了ゞ
、
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、
力i
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1

哲
学・
思
想
学
系
論
集

と
な
る。

も
富
を
え
よ
う
と
っ
と
め
る
で
あ
ろ
う。
し
か
し、

(
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u
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し
て
い
て
も
父
母
と
合
わ
な
い
時
は
離
縁
し
て
ま
で
没
我
的・
献
身
的
に
恭
順
で
あ
る
べ
き
を
儒
教
は
教
え
て
い
る。

か
つ
活
躍
し
た
時
期
は、
春
秋
封
建
時
代
の
末
年
で
あ
る。

ぶ
り
が
人
の
追
随
を
許
さ
な
い
ほ
と
巧
妙
な
の

邦
に
道
あ
れ
ば
則
ち
知、
邦
に
道
な
け
れ
ば
刈
ち
愚、
其
の
知
に
は
及

か
く
い
う
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
解
釈
は
正
確
で
あ
ろ
う。

な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い。
し
か
し、
孔
子
の
諷
い
た
八
君
子
＞
の
い
だ
く
経
済
心
情
は、
家
産
的
官
悦
の
経
済
的
閲
心
に
一
致
す
る。
孔
子
は
た
し
か
に
農
菜
技
術
の

A"

ん‘っ

道
を
間
う
庚
迎
に
「江口
は
名
農
に
如
か
ず」、
「
吾
は
名
圃
〔

圃
は
訓
作
り
人〕
に
如
か
す」
と
間
い
を
か
わ
し、
彼
が
退
出
す
る
と、

路
篇）
と
11
き
企
て
る
よ
うに
加
ら
し
た
の
は、
孔
子
の
正
に
本
音
で
あ
る。
し
か
し、
こ
の
庶
民
的
合
理
的
営
利
の
方
法
を
孔
子
は
否
定
し
た
の
で
あ
っ
て、
利
得
そ

、
、

(

5
)

t‘い
す
6ヽ
面｛

棧
者
と
し
て
な
り
と

の
も
の
を
彼
は
決
し
て
む
げ
に
否
定
し
た
わ
け
で
な
い。
述
而
篇
に
お
い
て
孔
子
は、
努
力
の
結
果
が
保
証
さ
れ
て
お
り
さ
え
す
j9"`
肛

を
と
る
ー｛

「
死
生、
命
あ
り。
嘗
貴、
天
に
在
り」
で、
求
め
た
か
ら
と
い
っ
て
求
め
ら
れ
る
も
の
で
な
い
と
す
る
な
ら
ば、

私
は
白
分
の
好
む
所
に
従
い
た
い、
と
い
っ
て
い
る（
朱
子
の
解
釈
に
よ
る）。
孔
子
は
経
済
的
利
得
そ
の
ら
の
を
否
定
し
な
い。
そ
の
利
得
を
得
よ
う
と
し
て
も
必
す
し

「
塊
の
均
衡
と
調
和
と
は、
常
利
の
危
険
負
坦
に
よ
っ
て
動
揺
さ
せ
ら
れ
る」
か
ら、
「
経
済
利
得
に
対
ず
る
咄一
の
実
際
上
は
な
は
た

か
く
て、
宜
職
受
緑
者
の
立
場
が
倫
理
的
光
被
を
浴
び
て
登
場
す
る。
官
職
的
地
位
は
た
だ
そ
れ
だ
げ
が
人
格
の
完
成
を
許
ず
と
い))
州
111

「
小
人
な
る
か
な、

し
て
八
孝
行
と
は
何
よ
り
も
親
を
安
心
さ
せ
る
こ
と
て
あ
る
＞
な
ど
と
い
っ
た
気
楽
な
も
の
と
解
せ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い。
儒
教
の
孝
行
は
む
し
ろ、
孝
子
の
守
る
べ
き
道

よ
ろ
こ

徳
規
範
の
が
ん
じ
が
ら
め
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
り、
そ
の
こ
と
は、
父
母
を
諌
め
て
は
「
父
母
怒
り
て
説
ば
ず
し
て、
之
を
逹
ち
血
を
流
す
も、
敢
え
て
疾
怨
せ

ず、
起
ち
て
敬
し
起
ち
て
孝
す」
（
内
則）
と
い
い、
子
は
妻
を
す
ら
愛
す
る
権
利
を
独
自
に
は
も
た
ず、
「
子
は
な
は
だ
其
の
宴
を
宜
し
て、
父
母
説
ば
ざ
る
と
ぎ
は
出

す。
子、
Hパ
の
涙
を
宜
せ
ず
し
て、
父
舟、
足
れ
善
＜
牧
に
れ
う
と
日
う
と
き
は、
子
は
夫
婦
の
礼
を
行
い
て、
身
を
没
す
る
ま
で

ゥ
ニ
ー
バ
ー
の
規
定
す
る、
秦
漠
以
後
の
棟
準
的
な
家
産
官
僚
制
の
時
代
に
は
及
ん
て
い

」
（
同
上）
と
自
分
は
妻
を
愛

゜

（
子
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九
の
資
料
は
魯
の
昭
公
十
五
年
か
ら
二
十
二
年
(
B.
C.

し
か
し 、
こ
れ
と
と
も
に 、

袖
者
教
育
が
家
産
官
僚
制
的
行
政
の
精
神
で
あ
る
こ
と
は
否
定
し

が
た
い 。

ら
利
益
と
昇
進
と
を
期
行
す
る
の
で
あ
る 。

敵
虹
の
傾
向
な
と
の 、

っ
1

る 。

、
[

A
4

上
の
貧
賤
の
中
に
も

',
I
Ill正い
の
映
像
は
常
に
ち
ら
つ
い
て
お
り 、

の
み」

封
建
倫
理
と
家
産
制
倫
理

．」

（
泰
い）
も
村
子
の
怜
利
な
処
世
術
保
身
術
へ
の

525
 |
 B .
 C .
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「
家
父
長
制
的
家
光
間
が
特
別
の
教
育
制
鼠
を
知
っ

て
い
た
の
は 、

ご
ろ
の
こ
と
と
さ
れ
る
か
ら 、

（
世
良
訳
・

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー 、ハ
ー

『
支
配
の

官
支
勤
務
の
た
め
の

[[｝

ルF
↓9

ソ・

グ

「
教
狸」

ス
ク
を
伴
う

農
染
利
得
に
比
し
て 、

仕
宜
し
て
官
吏
に
な
る
チ
ャ
ソ
ス
を
含
む
学
間
教
五
の
ほ
う
が
利
緑
の

も 、

遊
戯
的
傾
向
や
芸
術
家
気
質
と
の
親
近
付
の
傾
向 、

ぃ央
糾
的
禁
欲
・

英
雄
崇
拝
・

英
趾
的
名
誉
の
傾
間 、

の
高
度
の
閃
心
を
示
す
も
の
で
あ
り 、

孔
子
が
二
十
五
歳
か
ら
三
十
歳
頃
の
こ
と
で
あ
る 。

封
糾
闊
が
教
育
し
保
持
し
て
い
る
上
述
の
こ
と
き
諸
領
向
は 、

こ
の
〔
家
＇匝
闊
的〕

敦
捉
に
は
欠
如
し
て
い
る 。

事
実 、

宜
詭
的
「
し禾
務」
は 、

則
物
的
な
「
事
務」
な
の
て
あ
る 。

家
虻
制
的
官
吏
は 、

彼
の
「
存
在」
か
ら
て
は
な
く
て 、

彼
の
「
腺
務

行」
か
ら
そ
の
名
脊
を
受
げ
と
り 、

骰
の

へ
J
て
セ

ー

ソ
"‘
、 '

：1-

『
論
語』
の
中
に
は 、

封
建
制
塵
の
情
詞
的
な
忘
誡
'
Treue
の
倫
理
も
僅
か
な
が
ら
残
存
し
て
い
る
の
て
あ
る 。

九
三，．，
I
-―-
九
四
頁 、

参
開） 。
孔
f
の

「
事
務」
や
「
粋
営」

「
子
日
く 、

三
年
学
び
て
穀
〔
体
緑〕

（
同
上）
と
い
っ

て
い
る
の
は 、

孔
子
の
門
下
で
学
は
通
常 、

仕
官
の
た
め
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
て
あ
る 。

シ
ア
的
オ
リ
エ
ン
ト

や
〔
四
汀〕
中
世
に
お
け
る
こ
と
く 、

教
1

翡
か
聖
職
者
の
手
中
に
握
ら
れ
た
ま
ま
て
あ
っ

た
こ
と
も
あ
る

h'(
1
こ

紐げ＇？＇ ，ァ‘

）
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さ
きァ
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．ー
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の
「
即
物
性」

と
こ
ろ
で 、

9
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＾
こ
Jヽ
 

1
)
1

,＇
l
2
 ＇
 

一

�

9
「

）
 

O
りー
リ
11

,rj-

．．
 E

'リ

,'

,

I
 

,
1

)
'

 

に
加
寸
る
4
11
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i,
11

-
1
)
、

ず
l
)
Il幻

げ
こ

1'
O
\、
）

,?`
0
ー'
/
!

闊
的
家
産
闊
の
支
配
下
□
お
い
て
は 、
こ
の
「
教
捉」
の
み
が 、

最
も一
貫
し
た
形
で
の
身
分
的
階
層
形
成
に
対
し
て 、

そ
の
加
硯
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る

3

屈
形
成
は 、

場
合
に
よ
っ

て
は 、

中
国
の
教
韮
屈
と
い
う 、

わ
れ
わ
れ
の
よ
く
知
っ
て
い
る
型
を
と
る
こ
と
ら
あ
る 。

あ
る
い
は 、
ま
だ 、

場
合
に
よ
っ
て
は 、

五
東
ア

と
い
う

形
式
に
お
い
て
の
み
で
あ
る 。

-

C、
一

？
こ

し

＇
 

A

、

I
へ

い
＞
人ー・

―
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ー，し
｝
— .t

5"
 

こ

す
．
．
 

t,V
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し
ヵ
し
そ
こ
，

力 3

し
一

0) 
『J;t) 11 

家
父
長

し
か
も
そ
れ
の
実
現
の
チ
ャ
ソ
ス
も
決
し
て
空
し
い
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
述
へ
た
も
の
と
鮒
せ

で
も
ま
さ
る
の
を
州
奨
し
た
も
の
て 、

修
予
途
十
の
規
丈

た
日
由
人
の
間
の
戦
士
的
な
団
鈷
と
死
を
賂
し
て
も
ま
も
る
べ
き
名
営
や
家
臣
的
忠
誡
等
の
封
建
詞
度
の
倫
理
は
見
ら
れ
な
い 。

儒
教
的
八
料
子
〉．
が
一
国
の
政
治
い
当

者
と
し
て
の
応具
格
を
般
得
す
る
手
段
は 、

も
っ

げ
ら
学
憫
に
よ
る
知
能
主
義
的
・

文
献
的
教
韮
て
あ
り 、

そ
こ
に
は
巧
妙
な
打
勾
す
ら
も
は
た
ら
し
て
い
た 。

く 、

村
子
は
近
を
謀
り
て
・
を
謀
ら
す 。

耕
す
や
仮
え
其
の
中
に
在
り 。

学
ふ
ゃ
禄
其
の
中
に
在
り 。

月
子
は
道
を
悛
え
て
貧
を
夏
え
す」
（
術士叩
公）
も 、
＇ ，’|

さ
と
リ

ー
1

:
r 
11 

＇
も
っ

)

／
 

に
仝
ら
ざ
る
は
得
や
す
か
ら
さ
る



る
が、
こ
こ
に
は
先
月
と
の

死
の
ぎ
わ
に
当
っ
て
も
そ
の
志
を
甜
う
こ
と
が
で
ぎ
な
い。

よ
う。

ー
、

二
｝

／
‘ 筑

波
大
学

哲
学
・

思
想
学
系
論
集

そ
れ
に
よ
る
と、

晋
の
中
行
穆
子
が
秋
の
妓
〔
地
名、
直
練
省
の
晋
県〕
を
滅
し、

三
二

こ
の

き
み

し
ゅ
く
さ
り

か
つ
て
の
妓
子
〔
妓
ぱ
子
爵
で
あ
っ
た〕
の
臣
で
あ
っ
た
夙
沙
臆
を
今
や
晋
の
属
韻
と
な

っ
た
阪
の
邑
に
改
め
て
晋
の
臣
下
と
し
て
仕
え
し
め
よ
う
と
し
た
時
の
語
で、

夙
沙
絃
は
次
の
よ
う
に
こ
た
え
た
と
い
う。

「
臣
は
質
を
秋
の
鼓
に
委
け
り。

未
だ
質
を

ぃ・
i
」

し
え

の
蚊
に
委
か
ざ
る
な
り。

直、

こ
れ
を
聞
く、
『
質
を
委
き
て
臣
と
為
礼
ば、
二
心
あ
る
こ
と
無
し。

質
を
委
き
て
策
す
汎
は
死
す』
と。

古
の
法
な
り。

君
に
烈
名

つ
',̀
·
r,

,
r
.
，．．
，
9
 

か
か
る
息
い〕

わ

っ

あ
り、

臣
に
畔
質
な
し。

政
え
て
私
利
に
即
き
て、

以
て

ヽ

・`

ヽヽ’

）
＇
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；
 

を
若
何
せ
ん、」
と。
こ
の
語
を
聞
い
て
穆
子
は、

わ
し
も
ど
の
よ
う
な
徳
を
務
め
礼
ば
こ
の
よ
う
な
臣
が
え
ら
れ
よ
う
か、

と
詠
歎
し、

胄
公
に

て
妓
子
に
河
陰
に
田
を
与
え
て
夙
沙
緩
を
し
て
そ
の
宰
相
た
ら
し
め
た、

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る。

こ
こ
で
は
「
臣
聞
之、

委
質
為
臣、

無
有
二
心、

委
質
而
策
死、

古
之
法
也」
と
い
っ
て
い
る
か
ら、

中
国
に
も
早
く
か
ら
策
名
委
質
と
い
う
封
建
的
な
君
臣
の
契
約

考
え
ら
汎
よ
う。

少
な
く
と
も、

そ
う
考
え
て
應
い
理
由
は
見
つ
か
ら
な
い。

礼
が
閤
教
の
正
式
の
礼
典
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
の
は、

正
統
の
通
念
に
外
れ
る
と
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う。

た
ち
の
こ
と
ば
の
中
に
も
封
建
的
な
「
名
誉」
と
「
忠
誠」
の
倫
理
の
高
い
調
子
が
残
っ
て
い
る
の
は
い
か
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か。

と
に
か
く、

そ
の
一
っ
を
あ
げ

r

)

r
,
．

t
:9:
)

祭，一

＞
ー
、

r

ク

ハ
o
w
ゃ
＇

/

0

-

＼

イ

ー

L

4ノj
i

の
こ
と
ば
と
し
て
次
の
名
言
が
記
録
さ
れ
て
い
る。

そ
れ
に
は
言
う。

に
臨
ん
で
奪
う
べ
か
ら
ず。

も
ン

り
く
せ
4さ

こ

「
以
て
八
尺
〔
只
は
二
•
五
牧。
六
尺
ぱ
十
五
歳
前
後
を
い
う。〗
の
孤

の
泰
仙
錦
に
は

儀
礼
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い。

お
そ
ら
く
そ
れ
は
四
洋
の
コ
ン
メ
ソ
ダ
ー
テ
ィ
オ

〔
み
な
し
こ、
先
社
十
五
・
六
歳
の
遺
児。〕

c
o
m
m
e
n
cl
a
ti
o
 

ご

う

L
 

〔
貴
国
の〕

司
寇
〔
司
法
官〕

君
子
人
か、

詞
予
人
な
り。」

と
い
わ
机
る
托
身
儀
礼
に
相
当
す
る
封
建
的
主
従
設
定
の
行
乃
と

わ
ず

ら

を
煩
わ
し
て、

先
君
の
未
成
年
の
遺
児
で
あ
る
幼
岩
を
あ
す
け
て、

そ
れ
を
助
け
て
十
分
に
も
り
立
て
て
い
く
こ
と
も
で
き
れ
ば、

諸
侯
の
国
の
国
政
を
ま
か
せ
る
こ
と
も
で
き、

生

こ
う
し
た
人
こ
そ
君
子
た
る
人
で
あ
ろ
う
か、
い
や
ま
こ
と
に
君
子
た
る
人
で
あ
る、

ま
し
て
や
死
に
ぎ
わ
の
遺
命
に
よ
っ
て、

戦
士
的
名
誉
に
か
け
て
も
先
君
か
ら
の
信
頼
に
こ
た
え
て、

死
を
賂
し
て
も
人
間
の
迎
命

Y
ァ・

ふ

サ

ン
・

ウ
．rf
リ

ク

リ

ス

ム
、ヘ

の
す
べ
て
の
乳
合
則
性
に
従
容
と
し
て
耐
え
よ
う
と
す
る
高
い
調
子
の
封
建
的
倫
理
が
見
ら
れ
る。

そ
礼
は
前
節
に
述
ぺ
た
家
産
的
な
官
吏
的
功
利
主
義
と
は
異
質
の
も

の
で
あ
る。

同
じ
泰
伯
篇
の
「
脅
子
曰
く、

土
は
以
て
弘
毅
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
す。

任
重
く
し
て
遁
遠
し。

仁
以
て
己
が
任
と
兄工
す、

亦
た
重
か
ら
す
やし

死
し
て
後
〗

セ

<

を
託
ず
べ
く、

旧
法
を
乱
ら
ん
や。

其
れ

以
て
百
里
の
命
を
寄
す
べ

〔
将
来、

さ
ら
に
さ
き
に
あ
げ
た
左
伝
の
傷
公
二
十
三
年
は

B.

C.
 637
 

4ヽ

"

は
力
ら
す
も
身
こ
ふ
り

で
あ
る。

こ
節
t
l

こ
う
し

し
か
し、

原
始
侶
教
の、

中
で
も
孔
子
の
身
近
か
な
弟
子

と
い
っ
た
屈
味
で
あ し



べ
き 、

と 。

子
曰
く 、

己
九
を
行
い
て
凰
あ
り 、

る 。

成
人 、

の
は
そ
こ
ま
で
い
か
な
い
（
今
之
成
人
者 、

何
必
然）

と
い
っ
た
あ
と
に
続
け
て 、

は
「
見
利
思
義 、

見
危
授
命
云
が、
」
よ
り

一
枚
上
の
ら
の
で
は
あ
る
が 、

ば 、

そ
れ
で
も
ま
ず
ま
す
八
完
全
人
〉
と
し
て
通
用
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る 。

む
し
ろ
戯
曲
や
小
予砂
の
中
以
外
に
そ
う
ざ
ら
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら 、

先
刻
引
用
し
た

す
べ
き
教
養
を
も
ち 、

祖
手
国
の
政
治
家
の
し
か
け
る
か
げ
ひ
き
に
一

歩
も
ひ
号
を
と
ら
な
い
で

子
の
中
で 、

少
な
く
と
も
諸
国
遊
歴
の
初
期
に
は 、

捉〕

の

あ
る 。

主

な

ず 、

亦
だ
以
て
成
人
と
為
す
べ
し」

亦
可
以
為
成
人
笑）

と
い
う
の
で
あ
る 。

孔
子
の
八
完
仝
人
〉
の

か
な
り
の
ウ
｝一

イ
ト

を
占
め
て
い
た
と
思
う
の
て
あ
る 。

四
方
こ
使
し
て

が
ざ

）
れ
を
文
る
に
礼
楽
を
以
て

し
め
ざ
る
は 、

士
と
謂
う
べ
し
」

と
い
う 、

言
見
利
思
義 、

見
危
授
命 、

久
要

の

n
し 、

し
カ

に
わ
た
り

(l_) 

八
完
全
人
〉
な
ど
と
い
う
も
の
は
い
つ
の
lit
)』
も
存
在
す
る
と
は
口い
ら
丁 、

た
時
代
が
春
秋
と
い

「
列
を
見
て

（
が
あ
っ
て） 、

ま

な

、

亦
た
以
て
成
人
と
為
ず
べ

い 、

危
き
を
見
て

た
の
ち 、

ふ
た
た
び
改
め
て 、

つ
ま

の
理
想
を
問
う
子
路
に
対
し
て
孔
子
は 、

「
〔

魯
刀
＼

］
、

の

位

（
孟）

と
こ
ろ
が 、

の
中
i
は
孔
子
も
こ
九
に
近
い
こ
と
ば

っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
＿
か
所
あ
る 。

い
て
口
く 、

円
如
な
る
を
か
斯
九
こ
仇

の

不
欲
〔
熊
欲]
‘

に
見
え
る 、

子
路
と
の
「
成
人」

理
が
見
ら
れ
る 。

「
士
」
は
封
建
的
愉
迎
の
揺
く

理
想
的
人
間
像
だ
と
い
っ
て
ャ｛

い 。

「
見
危
致
命 、

に
は
こ
れ
ま
た
生
命
に
対
す
る
威
嚇
に
も
利
益
の

い
に
も
乗
ら
ず 、

国
の

に
ぱ
一
命
を
投
庁
う
つ
と
い

ー

、

―
ニ
ノ
＼

]
は
危
き
を
見
て
は
命
を
致
し 、

得
る
を
見
て
は
義
を
思
う」

淵
う
こ
と
は
他
の
資
料
か
ら
も
立
証
す
る
こ
と
が
で
き
る 。

そ

（
子
張
曰 、

士
見
危
致
命 、

つ
て
さ
え
も

と
こ
ろ
で 、

「
士
」
に
月
建
的
倫
叫
の

、
、

誉
を
保
ち
う
る
煩
り

に
な
る
男
子
を
謂
う
も
の
と
思
わ
れ
る 。

」
は
な

の
闊
に
お
い
て
己
汎
の
行
励
こ

の

ん
じ 、

外
交
の

文

臼 。

亦
た
遠
か
ら
ず
や
」
に
は 、い

3

の

と
謂
う
べ
き 、

と 。

子
□
く 、

己
れ ]

れ
を
封
建
的
倫
理
に
結
び
つ
け
る
積
極
的
な
要
素
は
少
な
い
が 、

7」

ず

か

つ
力
し

四
方
に
使
し
て
君
命
を
扉
し

め
ざ
る
は 、

士
と
謂
う
べ
し
」

い
て
恥
あ
り 、

子
路
篇
に

る 、

か
な の

Ill
靡
�
外
交
の

の
峙
代
で
あ
る
と
い
う
ハ
ン
デ
ィ

を
勘
案
す
れ

の
は

＼ーノ

の
か
け
ひ
き
に
お
い
て
も
立
派
に

て
い
る
点
か
ら
み
る
と 、

、

ー

、

し
て
に
く

の

の

、

し
7
1
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の
言

の
成
人[ �,
心
全
人
と
い
う

<'
TT
フ
、

の

リ

そ
礼
で
あ

こ
見
え
る
次
の＇
い
て

,＇
 

何
如
匁
る
を
か
所'
rL
こ
且

〔

教
I
廿

の
屈

の
栄

に
と



る 。

―
―
―
 

•
1
 

叔
1
日

い
ま 、
吉
川
幸
次
郎
氏
の

,’

弓]

1
‘いュ、

ーノ
＇
ゾ

＆

合
J

r,
 

ど

い
の
馬
に
兼
る

'
‘
 

し
吋
，＼．

災
主

.
rJ
9
 

.

I
 

が
り

て
田
し

五
以
も
俊
世
か
ら
の
単
な

う
高
度
の
技
術
を
衷
す
る

ク、

の
か
た
人
君
に
当
た
り
て
こ
れ
を
射
し
む」 、

年 、
台
灼
f闊

務
印
書
館 、
の
附
釈
を
参
陪
し
た 。〗

の
疏
に
よ
九
ば

の
訳
を
借
り
て
み
よ
う 。

こ
う
し
た
五
以

し
て
バ
ラ
／
＼ ＼
に
な
ら
す
流
れ
る
よ
う
に
す
す
ん
で 、

そ
れ
に
は
こ
う
泣
わ
れ
る 。

の
所
産
と
は
見
ら
れ
な
い 。

ー��

:
‘
 
'‘
 
i
 

V-、、
ー、
廿ヽ

'、

J

こ。
し
‘

i

t

ゥ

↑

汀

ズ

，
日

巧

ー

っ

/r
ー

筑
波
大
学

春
秋
時
代
の

の 四

り

＜
ご
ノ

J`

•
9
9し

に
六
芸
が
あ
っ
た 。

で
あ
る
と
さ
れ 、

交
荷」
は
「
筍
は
道
な
り 。

車
を
伺
し
て
交
道〔
十
字
路〕
の
中
に
在
る
も 、

�
込

1
又

と
川
[
Jl

哲
学

な
ぜ
な
ら 、
そ
こ
に
畑
か

家

崖官
僚
制
が
中
国
に
確
立
し

と
い
う

古
典
的
経
書
の
同
義
語
と
化
す
る
が 、
本
来
は
文
武
両
道
に
わ
た
り 、

後
世
の

に
六
芸
を
教
う 。

え
る 。
こ
の
う
ち
の
射
と
以
と
が
武
人
的
教
蓑
で 、
今
そ
の
詳
細
は
不
明
た
が 、
注
釈
家
の
説 、

こ

う
＜

開
交
術 、

の
操
網
法
は
た
い
そ
う
写
実
的
で
あ
る
か
ら
で
あ

で
あ
っ
た
か
否
か
は
も
と
よ
り

確
か
め
る
由
も
な
い
が 、

の
鄭
風
の

に
こ
の
六
芸
は
易 、
礼 、
楽 、
詩、
書、
春
秋
の、

の
よ
う
に
は
文
献
的
教
養
の
み
に
偏
し
な
い
封
建
的
武
人
の

い

さ

数
が
そ
れ
と
さ
れ
る 。
『
周
醜』
の
地
官 、
保
氏
職
に
よ
る
と 、
「
保
氏
は 、
王
の
悪
を
諫
め
て 、
国
子
を
投
う
に
道
を
以
て
ず
る
を

五
礼 。
二
に
口
く 、
六
楽 。
三
に
曰
く 、
五
射 。
四
に
El
く 、

一
に
曰
く 、

た
と
え
ば
鄭
衆
の
説
に
よ
る
と
「
五
限」
は

の
芸
術
的
な
高
み
に
ま
で
洗
練
さ
れ
た
戦
車
操
縦
術
て
あ
っ
た
ら
し
い 。

て
水
勢
の
屈
由
を
逐
う
て
水
に

で
あ
り 、
「
逐
禽
左」
と
は
「
駆
逆
〔
と
り
け
も
の
を
田
に
か
り
出
し
て

と
ら
え
る〕

た
と
え
ば
こ
の
う
ち
の
「
逐
水
曲」
は

と
さ
れ
る
か
ら 、
水
辺
の
屈
曲
し
た
路
を
巧
み
に
車
を
走
ら
せ
て
水
中
に
墜
落
し
な
い
と
い

ぎ
よ

の
車
を
御

し
て 、
禽
獣
を
逆
え
駆
り
て

つ
ま
り

車
を
駆
っ
て 、
禽
獣
を
車
の
左
側
に
居
る
主
君
の
正
面
に
来
さ
せ
て
人
君
に
射
さ
せ
る
技
芸
で
あ
る 。

る
こ
と
関
節
に
応
す」
と
い
う
も
の
で 、
交
錯
し
た
道
や
十
字
路
を
閲
っ
て
も 、

両
側
の
二
珀
の
円 。
詮
ぱ
さ
ら
に
そ
の
外
側
の
二
頭
の
島
の
こ
と〕
が
合
作
し
て
間
な
く 、

つ
ま
り

四
頭
の
思
が
ま
る
で
一
匹
の
馬
の
よ
う
に
び
っ
た
り
協
刀

リ
ズ
，�｛

車
自
体
の
動
き
が
舞
の
節
に
応
ず
る
を
い
う
と
い
う 。
〔
l土雲
五
主
編

五
に
曰
く 、

一
四

―
‘
 Ill」

な

il-‘
1
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ご
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ま
た
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舞
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v
·
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ー・

き
、
'
v
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逐
水
由 、
過

一ヽ
こ
ヨ
く 、

1

/

i｀

ー

九
数」

↓
と
に
J あ

い
わ
ゆ
る



火
烈
具
揚

叔
在
藪

雨
鰺
雁
行

雨
服
上
襄

乖
梨
黄

叔
子
田

n

つ
。

カ
、
(

る
よ
う。

封
建
倫
理
と
家
産
制
倫
理

〔
ほ
ん
と｝
□ぅ
ば
ら
し
い
戚
者
だ
わ。〕

ぅ
で
か
ナ、

あ
や
つ
る
の
は
―

つ
が
い
の
嗚。

．．
 

三
郎
さ
ん
は
狩
り
に
キ
4

し

、

を
素
手
で
う
ち
と
り、

と
の
さ
ま
の
と
こ
ろ
へ

献
上
な
さ
る。

戒
其
傷
女

夕寸
翌
肌
仕

＂
汁
iJ
4、
fJ

獣
丁
公
所

襴
似
暴
虎

火
烈
具
娼

叔
在
藪

雨
鰺
如
卯

＼，ゞ
↑ー
］
1

｝
 

．＇し
、
11

九
紅

J
j
 

1yー，ゞ
が，

ひ．．
 9 

j
 

る
こ
と
組
お
る
が
班
<

ふ
9}

そ
え・
ッ
ヰ

両
つ
の

蒻

は
関
う
が
如
し

し
ふ
く

そ
う

も

叔

蔽
に
在
れ
は

"
)

｛
,
rt
;」

と
も

あ

火
の
烈
の
具
に
挙
が
る

、’

J
，へ
せ
き

惰
褐
し
て
虎
を
暴
ち

さ
さ

＼

f_
こ
K‘
ぐ
蘭

）
 

公
oi叫
乃
ーr

ね
が

む

な

将
わ
く
は
叔
よ
狙
る
る
側
か
れ

だ
ん
じ

い
之

共
の
女
を
傷
つ
け
ん
こ
と
を
戒
し
む

り
よ
う
ふ
く

両
服
は

り
よ
う•-‘)・
ん

が
ん
こ
う

両
蒻
は
雁
行
ず

し
心
，ヽ

そ
う

あ

叔

蔽
に
在
れ
ば

ヘ)

な
ら
さ

と
も

あ

火
の
烈
の
具
に
揚
が
る

し

(
4/、

さ

乗
い
の
黄
な
る
う
ま
に
乗
る

―‘.
9.、

、.

叔
は
干
き
て
田
し

一
五

だ

づ
←5

ま
る
で
く
み
ひ
も
を
織
る
よ
う
に
手
綱
を
さ
ば
ぎ、

二
ひ
き
の
希
え
児
ま
て
も
祝
い
を
加
っ
て
い

〔
勢
子
た
ち
の
〕

た
い
ま
つ
の
列
が
一

せ
い
に
さ
し
あ
げ
ら
れ
る。

あ
れ
肌
ぬ
き
に
な
っ
て
虎

お
願
い
で
す
三
郎
さ
ん
た
び
た
び
そ
ん
な
こ
と
を
な
さ
ら
な
い
で
。

あ
な
た
が
負
傷
さ
れ
る
と
い
け
な
い

郎
さ
ん
が
沼
に
い
る
と、



狩
り
に
で
か

仰
繹
間
忌

叔
馬
殴
忌

叔
在
薮

雨
鰺
如
手

雨
咀
齊
首

乗
乗
鴇

叔
干
国

仰
縦
送
忌

又
良
御
忌

叔
善
射
忌

払
ら

｛^、
な
ぐ
い

・ア
え

抑

掴
に
釈
し
ぬ

｝
 

→
9

＼
 

,．
 

ち
ら
｛
，．
 

r
L,ー

火'a'
1)災 1s

の くノ
、

9
,
J.
 

．．
 叔

の
し、ソ
く

ば
つ

叔
の
発
す
る
こ

る
三
郎
さ
ん
ば 、
四
頑
の
ま
た
ら
男
を
か
り
た
て
る 。

ヘ
ノ

‘,
＇

 

も
に
在
れ
ば

L
、

こ
＇パ
l

手
の
如
し

る

し
ウ
<
翌
ま

ー→
A

l

か

り

C
H
し

-
FL

 

り

哲
学・
思
想
学
系
論
集

つ
の
列
が一
せ
い
に
も
え
あ
が
る 。
三
郎
さ
ん
は
弓
の
上
手 、
馬
車
の
上
手 。
は
い
し
い 、
ど
う
ど
う 。

郎
さ
ん
は
猟
に
出
か
け 、
四
頭
の

／‘
 

-

;

 

-3,
 

，

＇

 

．．
 

叔
は

筑
波
大
学

る
よ

る
よ

ま
を
か
り
た
て
る 。
ひ
き
馬

ひ
ぎ
ェ
ニ
虹
は
頭
を
そ
ろ
え 、
そ
え
噂
二
頭
は
手
の
あ
や
つ
る
ま
ま
に 。
三
郎
さ
ん
が
沼
に
つ

に
の
り
だ
し 、
そ

よ
い
や
っ

び
ょ
う 、
そ
ら
詞
っ

か
叶
ろ 。

お
い
ず
が
る 。
三
郎
さ
ん
が
沼
に
つ
げ
ば 、

一

六

た
い
ま



Ostentatio
n

や
外
面
的
な
き
ら ‘
ひ
や
か
さ
や 、

あ
っ

ば
れ
の

っ
た
武
人
に
も 、

は
る

ず 。

そ
の

ら一 、
「

ー
・ 釘） ）

う
し
た 、

だ
し
か
に
ウ
ェ
ー

バ
ー

の
い
う

の

三
八
九
頁 、

『
粕
神
的
な
も
の
』

と
『
物
質
内
匁
も
の
一 、

神
物
理
由
芯
諸
刀
、か +6

ヽ

＇
 
',9
 

?
／]
 

で
は
な
く
て 、

春
杖
人 、

そ
れ
は
菜
に

）
 

,·
 。

La-
m
ij
ょ
ど、x 、

崎
か

し

入―-
Ii

r『1ッ�

fi
t

且
頂 、、
た
て
の

nr-I
ン

に
人
れ
た 。

の
しこ

『
マ
ッ

ク
ス
・
ウ
ェ
ー

バ
ー

の

『
心
的
厄
も
の
』

と
『
肉
体
内
匁
も
の
』

と
の
い
か
な
る
分
刻塁
を
ら
体
験
し
て

、
＇「
口
S

し
な
や
か
こ
保
た
れ
る
た
め
の
自
然
の
ま
ま
の

に
よ
っ
て
ら
ま
ず
ま
ず
排
除
さ
且
る
も
の、
、

す
な
わ

い
覚
え
込
む
形
式
と
し
て 、

る
刈
立
物
が

も
に
ひ
か
且
て
い
た
の
で
あ
る 。
ェノ
ェ
ー 、ミ
ー
キ
5

、，

ノ

11、

に
限
ら
な
い 。

い
女
性
の
心
を
揺
さ
ぶ
っ
た 。

ぱ
お
し
ま
い
だ 。〗

る
」

と
し 、

‘
 
゜｀ヽ1'`

っ
げ
る
べ
き
だ
と
さ
れ
た
と
し
て
も
少
し
ら
不
思
議
で
は
な
い 。

今
日
乃

こ
之

\
,I'

 
の

の

が
あ
っ
だ
と
い
え
よ
う 。

も
ち
ろ
ん 、

の
娘
た
ち
ら 、

Aさ

ら
び
や
か

（
戦
車）

に
乗
っ
た
春
秋
の
も
の
の
ふ
た
ち
の、

で
あ
り 、

た
く
ま
な
い 、

し
か

S
piel

で
あ
る 。一

と
し 、

こ
の

と
司
菜
こ

l
,'

）
ー
｀

の
中
で 、

の
こ
と
が
見
え
る
の
は
―
二
に
と
と
ま
ら
吹
い 。

従
っ
て
『
刈
鶯』
の
「
五

の
レ
ー

ニ
ン

く
て 、

閲
人
内
英
扉
戦
「
"
11

バ
パ〗
―
騎’
打
ち」

が
戌
定
的
な
役
割
を
仇
じ
る
と
＼
う
こ
と
芯
の
だ 。

,� 

\'--

一

九
0
真 、

参
閉）

と
述
べ
て
い
る
か 、

1
� ,, 一

の
目
的
て
あ
っ
だ 。

こ
う
し
だ
哩
由
で 、

政
育

の
崖
か
こ
ぱ
た
え
ず
―
つ
の

、

且
殺
さ

,vm'ゥ
ー

こ9,1
 

こ
詞
ナ
る
よ
う

l'

、
1r

で
あ
る 。

ン
］ー

ニ
ソ
詞
的
吋
建
闊
下
で
は 、

lf

I) ゞ
こ

口
訓
き
ら
；ゾ｝，
丁

く
み
ひ

1

;
t‘
J
\

、、
1

1

9

:
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l

I
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ヽ
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‘
l
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11

ー
斐
「iは
｝＇1
k
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l
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U
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―

▲
;

）
1
:
,
}
tr
ノ

、

，

こ

4

:

_i

}
々
の
1m
月
け
オ
臀
す
る

手
督
に
は
ー

1

月
氏
0
L

払
fti 曹
五
参
胄
さ
れ
t
し

Tr3
t
1
カ
ー＇
ぃ
-
"
斎
n)

の

の

る
よ
う）』
た
く
み

し
ズ

一

ヒ
�

 

曹

ヽ

ーし

日
平
古
"

し

）

ー·9

『
暇
つ
ぶ
し』

、
フ
ェ
ー
C、

1
文、

ャ
｀

ノ

L'

し、一

て
は
心
く
て 、

打
檬
体
の

ょ、

r)
こ
と｝

‘
 

レ
J

'9.＼

／`
 

「
そ
の

の

く
と 、

た
い
ま
つ
の
列
が
一
せ
い
に
も
え
さ
か
る 。

お
や
三
郎
さ
ん
の
閉
が
の
ろ
く
な
っ
た 。

三
郎
さ
ん
の
射
る
の
が
少
く
な
っ

た 。

の

）
 

••••
 

9
)，
Ii

て

に
つ
け`
1
月
ノ
ー

え
は、
よ
い
0
で
あ
る 。

は
や
や
図
式
化
さ
九
て
い
る
と
は
い
え 、

春
秋
時
氏
の

吹
さ
ば
き
や 、

の

,� '(, 一

伎
ら
の

の

る
で‘

ぁ

で
含
修
と
も
見
え
る

一

形
想
て
あ
る
」 。

こ
う
、

ア）、

ー＇ 、ァ“
i-

‘、、心
ヽ

る
カ

な
ど、

十
凡
社 、

中
国II
IHI〈
久
予
大
系
15)

等
も
参
芯
に
さ
れ
た
い 。

F
)
,
T

 い
ま
匁，
巧

の
し✓'

ヵヽ

を
見
出

に
順
応
さ
せ
る
大

で
は
な

lfJ 
性
烙
ヵヽ

そ
礼
を
身
に

の
嶋

ほ
れ
矢
入
れ
の
ふ
た
を
し
だ 。

の 一
、
rro
 
し



の

一 ー

犬
限

fヽ 入
庫
l
)
iJl
ぃ
ロ
ー

マ
惰
月
こ
上
べ
て

の
1
の
l
i—、
カ
ー、 't
o,
{j二

；り
1
し
J

に
よ
っ
て
1
1
の
政
治
的
月
紐
訓
．及
の
間
仄
I
I
[〗
元
加
八
且
紀
か
ら
韮

‘'

ヽl
)
-
→
{

九
は
「
政
竹
刊
な
］

在
秋
間
代
は
上
に
囚
の

し
て
の
孔
子
の
役
割
は 、

し
J
し 、

J
j
 

の
非
常
に
ゆ
る
や
か
な
辿
合
て
あ
っ
た 。」
（
揺
瓜 、
上

}i� と
し
て
は

了こ
な
ど
に
対
す
る
欲
求
は

と
し
て

閏
教
は

、
て
よ
、

こ、＼ヽ

し

ー
し
i
カ

川
り
の
四
）
に 、
訊
□
い
氏
は
『
杯
杖
仄
因
公
法』
な

呪
約
1
に
効
唸
あ
る
戦
閃＂い
な
ら
び
に
奉
献
頌
歌 、

れ
戸
ば
な
ら
な
い 。

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
を
つ
げ
加
え
て
詞
こ
う 。

っ
て
い 臼

よ
び
儀
礼11
な
ら
び

ウ
ェ
ー

バ
ー

の

抜
き
去
っ
た
と
こ
ろ
に
そ
れ
は
な
に
よ
り

(6)
 

に
吸
収
さ
九
た 。
そ
の
こ
と
は`
ゾ
ャ
ノ
ク
・
ン
ュ

ル
ネ
『
古
代
中
国』
の

い 。
外
り
内
的
な
諮
原
囚
を
い
く
つ
か

9
"
 級

の
起
加
は 、
わ
礼
わ
紅に
と
っ
て
凶
に
つ
つ
ま
れ
て
い
る 。
ど
う
や

／

ノ

て
い
る
が 、
そ
の
原
因
の
最
も
大
ぎ
な
も
の
は
中
国
の
文
人・

ヽ
、、

た
ち
は
中
国
の
占
い
師
で
あ
っ
た
ら
し
い 。
そ
し
て 、
声
手竹
的
杯
力
の
司
祭
的・

そ
こ
か
ら
生
れ
た
文
献
の
性
格
と
が 、

醤
学
・

思
想
学
系
論
集

マ

ッ

i
→

/

/

の

の
中
で
は 、
も
ち
ろ
ん
こ
の
原
因
を
孔
子一
人
に
負
わ
せ
な
ど
人
し
て
い
な

か
れ
ら
の
地
位
こ
と
っ
て 、
戻
定
的
な
契
檬
で
あ
っ
だ 。
こ
の
文
献
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
ら
の
に 、

し
か
し 、
こ
の
占
ぶ
信
叫
闊
す
る
の
は
木
論
の
加
旨
て
な
い 。
こ
う
し

ん
で
な
お
並
在
し
だ
こ
と
を
闊
つ
け
る
こ
と
に
あ
っ
た 。
阻
史
の

へ
の
あ
こ
が
れ
ら
存
し
た
こ
と
を
な
臼
も
執
拗
に
追
跡
し
な
け
汎
ば
な
ら
な
い 。

の
伏
表
で
あ
る
孔
子
と
そ
の
門
弟
の
閂
に 、
春
秋
封
建
的
倫
哩
が
家
産
闊
愉
坪
と
な
ら

、
と
り
っ
ナ、

）ズ
ー，

三
四
頁）
と
こ
ろ
が 、

一
九
0
頁
参
照）

つ
ぎ
の

に
あ
っ
た
C

そ
れ
は 、

に
か
け
て
1ー
ー

の
性
格
を
次
の
ド
ごつ
に
分
析
し
て
い
る 。

政
治
的
に
は
佃
力
化
し
た
全
く
名
日
上
た
け
の

の
文
史
哲
出
版
社
か
ら
刊
行
し
た 。

さ
ら
に
ウ
ェ
ー

バ
ー

は
そ
の
得
紅
の

!,+ 
'0、

を
下
へ
氾
う
こ
と
よ
り
も 、
歴
史
の
流
れ
を
逆
流
さ
せ
て 、
孔
子
に
は
な

が
あ
っ
た 。」

る
通
り
て
あ
る 。
封
建
制
か

，な
く
あ
ら
わ
れ
る 。
偉
は
孔
子
[9

よ
っ
て
全
く

し
げ
も
な
く
栴
て
る
方
向
に
あ
っ
た 。
礼、
楽、
射、
仰、

こ
土
る
須
主
的
地
位
確
保
の
た
め
の
ず
ぐ
礼
た
権
力
手
段
と
し
て 、

カ
‘、

I 11J 、
I! が、
にこヽ

七'{
こ

I:'ィー

て
あ
っ
た 。
帝
口
は
ウ
ェ
ー

ハ
ー

の
人
叫
を
忙
り

の

の
研
究
に
ら
支
投
を
仔
え
る
応
の
て
中め
る
J

（
拙
訳一
九一

＇）
り
に
存
す
る
と
見
て
い
る 。

の
J
建
倫
州

へ 、
こ
の
大
き
な
変
革
の

ー

、．

れ 、
射
は
計
の
俵
礼
と
し
て
fL
の

一
次
的
に
は
身
分
内 一

八

ヽ
！へ

く
こ‘
し

つ

想
の
□／
：，刀
A

ー

ヵ 3

こ
る」



た
は
第
乏
の
状
態
に
あ
る 、

い
源
の
も
の
で
あ
っ
た 。

、
oし 、

o＼ る 。

且
建
倫
理
と
家
産
制
倫
理

コ
ー-
ャ-
）
‘

う
よ
う
こ

ク
ー

チ

0
\ �

i'

の
川
心
か
ら
言
え
ば

家
た
ら
の
陪
釈
|
_i

1
1
の
注
釈
家
た
ち
の
学
況

ゃ 、

る 。 作
秋
の
晶
佼
旧
閂
に
日
然
に
国
際
儀
礼
か
発
辻
し
た
と
い
う
の
は
史
実
と
し
て
首
肯
さ
れ
る 。

は
い 。
訊
氏
は
こ
れ

と
り

わ
け
飢
餓
に

家
産
官
僚
闘
的
中
国
の
礼
の
中
心
概
念
で
あ
る
「
孝」
な
ど
よ
り
も 、
春
秋
の
国
際
法
の
ほ
う
が
余
程
卯
味
深
く
感
じ
ら
礼
る
の
は
信

こ、�
 
「
白
然
訟
ま
た
は
囚
靡
道
徳 、

、
ウ
｝：
ー

バ
ー

か
ら
の
升
川
文
中
の

い
て
も
•

J

の
末
教
上
の
箪

：一、、、、カ
•

 
＇
ゾ＿
i

ヽ

．
 

の
文
化
糾
合
の
主
使
な
炭
索
と
な
っ
た 。

、
、

儀
礼
の

に
—
当
な日
慇
砂
祭
叶
て
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る 。

九
だ
隣
国
の
君
侯
に
対
す

『
春
秋』
三
伝
中
の
お
も
に
礼
に
関
す
る
主
張
や

ー
．ヽ●→1・

1リニ
ー

JI
 
ー'

I
|

「
像
礼」
に
当
る
と
い
っ

て
よ
い 。

呉
族
的
家
朕
の 、
儀
礼
上
の 、

で
あ
っ
た ー、

キ
J、ブ
止
，＇

 

し
こ，J
し
て、

Jょ4
t'
玄

み
が
起
こ
っ
て
い
る 。

条
約 、
国
内
法」
の

n

Br]
公m‘}＇
6、
可リ

911
の
直
贔
1"＇

ト

儀
礼
的
に
不
正
な
の
→

一
部
は
儀
礼
上
の

ク
エ
ー 、ミ
ー
ま、

ー

ノ

＞

た
た 、
そ
の
淵
源
は
訊
氏
も
い
う
よ
う
に 、

九

t •
ま
'
フ
バ

9
i
`

こ
よ
’�·’

 
}̀,
6
 

7

)
 

ご淵し`

f
}

r
ノ

，ア， ‘ヤじ

且
厄
言L

の 、
キ―

―
―
 
！
 

l‘"＇
1
 

�
�

 11
身
分
的
な

¢)
A
ふ

よ
.
I
 

,L.
 

-

i‘
 

で
ぁ

う
し
ご
ら
の
を
ク
ェ
ー＇

バ
ー

は
ず
べ
て
『
J

t�
··
I:
；
 」

ー・-A"
リ

「
J
謡

に
分
っ
て
い
る 。

い
わ
ゆ
る
礼

、

••
 
-
j
2｀

了

ー
l

I

と
l
>

う
こ
と
は
を
flr乙
に
紋
JI
寸

ー・ーヽ 、こ·‘
、
、

つ
、
3

法
と
か
、ー

烈
社
と
力）iJ ‘'’
j

周
の
1
闊
に
す
べ
て
1加
す
る
わ
げ
二
は
い
か

列
国
間
任
意
移
住
権
の
条
件
で
あ
っ
た」 。
（
同
頁）
春
秋
1
院
公
仏
と
い
う
万
白
広
ま
た
は
J
巳

（
少
な
く
と
も
理
論
上
の）
同一
が
こ
の
鮎
合
の
接
合
剤
で
あ
っ

た 。

し・『

コ
上
） 、
ま
ら、

サ
泊
こ

t
o
l‘、¢
し
7ー( ―
ー
{
|

．
 

．
 

E
U
i
 

且
や
の
F

.

-l
1

:

1
ii-
）
、
）

,f“
 

•
 

9
9
 

,

i
＇

し

と
り
わ
け
|
|_-」

れ
は
先
史
吐
伐
に
ま
で
さ
か
の
は
る
屯
史
な
巾
態
で
あ
る
が

1
た
と
え
は
ポ
ニ
フ
ァ

テ
ィ

ウ
ス
八
枇
か
疫
求
し
だ
地
位
で
の
西
袢
の
ロ
ーー

マ
敦，1＇，
ふ

こ
の
最
高
祭
可
と
い
う

機
拒
且
よ
っ
て
皇
‘f軍
的
宋
主
は 、
広
さ
と
優
位
と
に
お
い
て
た
え
す
変
化
す
る
11
以
1
閂

こ
の
「
児
詞」
と
い
う
の
は 、
も
と
よ
り

礼
の
連
諭
を
指
す
と
思
わ
れ
る
が 、
そ
の
使
用
例
か
ら
推
す
に 、
罰
教
の
礼
規
定
そ
の
も
の
で
は
な
く
て 、

畠』
と
い
う
使
利
で
し
か
も
巧
み
な
表
現
で
代
表
さ
せ
て
い
る
の
だ 、
と
筆
者
は
解
釈
す
る 。

す
て
に
ウ
ェ
ー

バ
ー
ぶ 、
作
秋
11
代
の
儀
礼
を
『
国
際
法
的』
ごlkerrechtlich
と
解
し
て
い
る 。
侶
教
は
と
か
く 、
箪
者
の
い
わ
り
る
「
在
秋
マ
イ
ナ
ス，11

(

7
l

)
 

あ
る
い
は
凸
順
蔵
氏
の
い
わ
ゆ
る
「
春
秋
屯
屠
史
観」
に
よ
っ
て
春
秋
時
代
全
体
を
マ
イ
ナ
ス
に
評
価
し
て
き
た 。
し
か
し 、
今
日
の
流
動
的
な
臼
際
社
会
に
（
む
牧
々

「
歴
史
ぱ
す
べ
て
現
伏
史
で
あ
る」
と
す
る
な
ら
ば 、
筆
者
が
こ
こ
で
春
秋
の
倫
理
を
掘
り

起
こ
す
の
出
あ
な
が

は
ま
た
し
て
も 、
い
い
表
視
て
し
か
も
要
領
よ
く 、
適
確
に
木
質
を
と
ら
え
て
い
る
ウ
ェ
ー

バ
ー

の
叙
追
を
根
気
よ
く

彼
の
『
似
教
と
泊
言以』
か
ら
�
用
し
だ

-ノ――
,9い 、'’,／｝]＇` ，
ツへ

「
と
こ
ろ
で 、
少
な
く
と
も
理
論
が
文
化
の
統一
性
の
表
現
と
し
て
諸
侯
に
諜
し
た
あ
の
『
国
際
法
的』
要
求
も 、

の
会
合
に
よ
っ
て
国
内
の
平
和
を
申
し

合
わ
せ



せ 、
こ
う
し
てい
Ii
ち
に
「
布
叶 、

仏
を
加
う 。

場
し
て
ぎ
た
斉
l
の

0) 
1=\=1 

0) 
ヽ

、
L
1

)

ク
ー

0

学
哀
叱
多
い 。

‘、 \
＼

ぶ

介い
力ふー

i
‘

 

T9
 

氏
の

の

（
八
三
頁）
だ
と
し

も
ち
ろ
ん 、

木
り
莫

七
五

二
の
中
で

ヽ`カ
こ
；＇���
 

と
し
う
独
立
の
節
と
な
っ
て
し
る
C

し 、

'‘
�-
ノ

ー
し

た
ヵ↓
) t..! 

ン／
ド

0) 

□l
―

· 

、
f

つ
こ。t

 

ー
、�

う

l
dノ
�
＇

-
［ノ(

れ
が
勝
者
で
だ
れ
か

「
火
谷
の
會
は 、

寸
罹
こ
し
て

）
 

f
4

 iヽー．t
＇>.

（
川
文
礼 、

＇

：
·

ゞ
、

：‘

/

ヽ

r
仙
優
と
こ
C
と＼`
ア

互

一

し
し

-

j
L
 

は
「
火
谷
の

て
あ
り
な
か
ら

あ
っ
た 。
そ
し
て
こ
の
時

.,
•
I‘、J9、1-.
ii
勺・ー•Iじ！
と
ご ，

fijfH,1
屯ク
ー

ー

ミ-rJ、l)／ヽ

．

”9‘、99
9

·‘:
I

三
：
こ

f
ー
＞
も
オ
誓li
に
ー
） ＇
り
L
,
1

I
Ix\‘

ち
て
あ
っ
て 、

一
九
七
三

ま
た 、
白
川
屑
『
孔
子
伝』

で
あ
っ
た 。

ヘ
n
閃
心
か
ら
自
国
の
行
政
を
合
連
化
す
る
た
め
に 、
こ
う
し
た
人
た
ち
を 、

あ

(
B.
 C .
 500
年）
の、

と
し
て

5�•
 

こ
｛

V-I
 

処
を
異
に
す」
と
い
う
の
な
ど
は、

工`,11 

こ
紅―
J
し
た
の
ま 、

じ
ドクー

し

た
く
な
い
ん
だ
が
ネ 、

は

にこ

に
と
っ
て
胄
の
威
嚇
的
な
伍叫砂
の
出

/;Y

,'-

’

ヽ

r
l

l

、よ

さ
れ
て
し
る
41
f
ズ

と
洩
ら
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る 。

孔
了
が
魯
の

（
仏
務
大
い）
て
あ
っ

た

の
大
夫
／
家
老〕

で
政
治

（
中
央
公
論
社 、
一
九
七
二
介）） 。

盆
渡
辺
卓
『

ロ
創
文
什‘`

7、

一
罰

の
形
成 、
の
中
の
第

/

～

）

、

l
;/)/―
し`

の

と
こ
ろ
て 、

且
紐
的
汀
什
秋
間
代
の
花
形
と
叱
い
え

は
外
交
で
あ
っ
た 。

の

ち�
、ハ

ラ
モ
ン
た
ち
を 、

の
王

ち
が
キ
リ
ス
ト

教
の

人 、

す
な
わ
ち
文
字
の
内
I
伯
知
議
を
ら
っ
て．し

で
は
な
か
っ

だ。

べ
き
主、

,1
 

と
こ
ろ
と
な
ら
な
Jか
っ

た 。

紅
汲
大
学

む
し
ろ
そ
れ
は
又
化
の

一
性
の

か
く
し
て 、

閏
代
仝
休
は

に
よ
っ
て
机
し
は
か
る
に

の
血
な
ま
ぐ
さ
い

の
淵
加
に
閃
す
る
泊
褐
の

て
あ
る
か
が 、

.
1
ビ
し

[

の
履
グJ
IL-

ヽ

ヽ

‘‘

、
’

一
部
は[
.-
11
身
分
に

り、If
ら

の
kj
間
と
島
所
と
の

め
た
の
て
あ
っ
た 。

曰
出
叫子「バ
裔ぃ．ふ

F‘、
オヘ
r
-

、プニ―in
イJ

の

こ
‘‘,t
 r},6、

、’
!
“
, こ

�,'ぃー

、

孔
子
を
文
試
兼
伽
の
大
政
治
家

、)，6ーー

ち
は
あ
ら
ゆ
る
棋
公
を
利
用
し 、

て
＼`
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
が

・^い
そし
こ、

y*t、l|J
{‘�

 

と
し
う
の
ら 、

る
と
か

の
し
こ。）

r

7
パ

4
1

つA9 rー・
`
3

了

<

r
-'（

J}

|
 

‘、
し`
·

か
つ
て
古
川
幸
次
郎
博
士

せ
る
た
め
の
後
批
か
ら
の

ち
を
利
用
し
た
の
と
よ
く
似
た
や
り

方
で 、

ニ〗
文
化
の
統一
性
の

の
時
代
で
あ
っ

た 。
が 、

こ
ち、-,6

，ァ‘

L‘

、

、

と
に
力
V

て
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る 。

の
土
め
に

で‘

こ
＇
，
 

を
処
刑
さ

の
公
の
折
り
に
ふ
ざ
け
な
か
ら
人

山
原
内 、
莱
固
県
の
南〕

四
〇

の
会
に

る

利
用
し
た 。」
（
上
褐

な
っ
た
も
の
こ
そ 、

に
詞
け
る
「
諸
侯
の

る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る 。

、

七
五

っ
た
り
し
た
者
は、
天

に
も
か
か
わ
ら

る
チ
ャ
ソ
ス
を
ひ＇｛」

の
見
地
は

せ
ら
れ
匁
ば
な
ら
社
か
っ
た 。

、
見

『
だ

の
容
れ
る
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ふ、

c) 

（ナ
る

で 、
孔
了
か

友
奸
政
沿
へ
の

f
)
 
0
 

t

 

は
久
し
く心い
と
鮎
ん
て

ヽ

ゞ

）

）

。

て
＼
る
よ
う
て＇
附
マ仝

谷
の
公
を 、

、

ヽ

て 、
さ
ぎ
に
魯’刀

i
‘

 

加
を
し
り
ぞ
け

て
い
る。
氏
は

し
の
と 、
こ

ぐ

、
嶋ヵ

り
ヽ

の 0) 
』

、

)
，

)

ァ
｀

f
'
 

4
、9

こヽヽ
f̀

’

て
あ
る」

し旦
建
倫
岬
と
屡
四
訓
仰
岬

の

之、
ぃ～ ー
と
の

、

J

t‘
一

、

で
あ
る。

�
以
卜

の
也
ナ
6

-

j
v

 

ー

.
•

 \、)。
／
1

 

（＇
ハ
五
い）

っ
f
>

-』99“

）
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〇
叫九
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」
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の
し一

、
(

6

、
0
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\

 

よ

ま
‘

9

lL`
一ー，

Q
 

の

の
頻
つ
な
き
役 、

し
た
と
し
て
ら 、
斉
侯
と
の

と
っ
て
い
た 。
央
谷
の

,9

丁
．

喜
の

▼

J
 

、

,

．
 
4
、

は
多
分
ひ
ぎ
出
さ
な
し
で
あ
ろ
う
と
は

ニ
の
間
い
に
図
し
ご
渡
辺
氏
は
ど
応 、
ま

‘
:
‘
-

］
＇

1

廿

—
‘

 

)

J
し�、し
こ

”

ヽ
』
）

T
d

lI
い｝

(
i‘
t
f
了
ノi,
1••

 J

)
\
 

-
{
I
J
r
i
‘
 

・

タ
1

一
、

ヽ

｛
ヽ

）

I
ー

、

0

の
に
日
カナば、［
八
し
」
↑�
札 ー，

四
0
口）

し
て
扱
っ
て
い
る
が 、

、
熊
礼
を
謝
し
た 。

て
し
る

r)

ほ
ど
も
空
込
ん
た
研
究
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い 。

ャぞジ
と，し

て
か
か
る
の
と
微
底
的

と
さ
れ
る
の
出 、

し
て
終
始
し
て
い
る
九 、
力＼
か
る

の
展
川
は 、
試
帝

：；ー

4i
ll
●

こ
と
主

で
ぎハ '

6

、
0

ー
／

＼

ノ
—

合
；
廿
いい

こ
―

r

:

1

3

9-

�
 

.-

l.
)
｀

／ c
 

イ
）

,"·
 

ヽ

ょ
ク｝

・•
t-

、

ノ

0) 

と
さ
れ
る
カ

に
く
じ
/
y
iJ、
會
談
を
魯
に

0) 

ャ

.-

i

、
し

、

)
―

巴

ナ‘
l-
1

ゞ
4ヽヵ

企
四青

r『i
II
Ii

にー

っ
た
地
で
あ
る。

で
は
こ
の

て
こ
で 、

し
か
し 、

他
方 、
渡
辺
卓
教
授
ほ
と
に
明
間
に
古
伏
の

‘
う
こ
と
で
あ
る。
設
辺
教
授
が
「
例
え
は

、

.

，I止
す
る
こ
と
ふ
贔
料
さ
れ
る
と
し

こ、
9 ;9,

 

め
て
打
利
心
形
に
辰
閲
辻
し
め
た 。

に
見
え
る

し
て
訪
り 、

同
国
復
交
の
条
件
は
す
で
に
用
意
さ
れ
て
い
る。
そ
の
友
好
会
議
の
席
上

の
は
こ
の

る
の
と 、
こ
の
両
極
崖

し
ャ
6

ー

ズ

l
>`

の
の
亡

そ
れ
は
孔
子
の

そ
れ
に
よ
っ
て

こ
文

‘

‘

 

ー，＇�．，

の

四

い
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う」 。

（
上
褐
書

三
五
ー
三
六
頁）

n
r6

 

力
f

の
外
交
政
策
の
転
換
を
意
味
す
る。
斉
か
ら
の
土
地
返
還
は 、
そ
の

み
な
斉
に
赴
く
の
は 、
両
国
が
友
好
の
閏
係
に
な
い
か
ら
で
あ
っ

に
政
治
的
な
成
功
の
事
実
を
加
え
た
い
と
す
る
願
望
か
ら
出

な
い
が 、
他
は
同
じ 。

多
く
の
孔
子
伝
は 、
こ
の
火

た
だ 、
た
と
え
そ
う
し
た
と
し
て
も
両
氏
げ
ど
に

旦
閃
し
て 、
白
川
静
氏
の
説
を
も
っ
と
も
妥
当
な
学
説
と
す
る
の
に
傾
い

っ

、
1ヽ;

j
、

ヒ
トJ
J

\

の
几
f
f
l の

て
屈
服
さ
せ
よ
う
と
し
た
が 、
開
行
し
た
孔
子
が
毅
然
と
し
て
こ

聾
礼
を
と
が
め
て
斬
殺
し 、

大
い
に
君
子
の
道
を
示
し
た 。
斉
で
は
詞
そ
れ

あ
る
か
ら
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う 。
史
伝
に
特
筆
さ
れ
て
い
る
灰
谷
の

し
て
い
ら
れ
る
よ
う
に
忍
わ
れ
る。

る
よ｝）
に
息
わ
れ
る。
木
け
氏
と
渡
辺
氏
と
は

に
対
し
て 、
甘
い
の
と
厳
し

の
間
伏
に
予
る
政
恰
忙
勢
の
展
開
と
全
く
即
應
す
る
も

孤
く
限
り
で
の
文
式
煎
仙
の

、
氏
は
以
存
史
い
な
す
べ
て
丸
こ
と
信
川
す
る
立
場
に
立
っ
て
い
ら
れ
る
ら
し
い 。
�-

/, キ
'd, 

一
々
後
肛
の

な
り」
と
し
う
の
が
あ
る
が 、

昌
乃
く
な
り 、

季
�へ
こ

-
）
1' ー、

；
l
i'

て
ク

.

‘

 る
と
り

‘:J
 

寸
―

｝

、

こ
1

じ

ー`
もか

1
I

y

|
'

J

‘‘
 ー

／

一

ま＇， 

と
る
べ
き
か

，ー、：‘＂｝
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ヽ
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久
を
射
か
い
す
こ
と
に
窪
る
た
け
の
こ
と 。

し
み
_, 
r/ 

"--

り
1
心
と 、
，
J

又
エ
月
ぎ
と
め
て ．―'!ロ
っ
た 。

ー
ー

7

)
li
/

. 

，ヽ,,.
11 
I c 

にこ
0) 
(1ゞ
ろ
う

て )
、

、
/

の
ほ
う
が
じ

れ
た

Q

こ
う
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＼

-
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レ
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し
カ
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九
な
く 、

紅
の
よ
う

→

ー、
，
l
．

j

(
'

］

|

nil
訊

着

ー

、
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“
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囀

一

/
 

ヽ

�
ー

て
い
る
次
の

＾
，

又
は 、

筑
波
大
芹

る
と 、
'
j

反
か
あ
ら
か
じ
め
用
応
し
た

て
独
断
て

ゞ
｀
［
h．ヽ・
f

は
行
よー

「
も
う

し
た 。

そ
の
こ
と
て
あ
る
と
い
う 。

の
い
だ
い
た
人
間
像
の
中
に
は
春
秋
の
語
侯
国
を
股
に
か
け
て
己
れ
の

の
中
の
彼
が
春
秋
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
資
料
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う 。

て
い
る
資
料
て
あ
る
か
ら 、

間
屈
は
こ
れ
を
春
秋
人
の
一

面
と
解
釈
す
る
か
否
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う 。

使
於
四
方 、

カ‘

不
拒
専
門 、

雄
多
亦
笑
以
為）

他
国
に
外
文
使
節
と
し
て
一バ
も
臼
く
と
き
は 、

通
信
の
麓
設
の

大
使
ゾ
テ
ハ

命
ヲ
受
ケ
テ
げ
ヲ
受
ヶ
ズ
」

と
い
う
の
が
そ
れ
て 、

臨
機
応
変
の
巧
み
な
う
げ
こ
た
え
の
こ
と
て
あ
る
が 、

そ
の
具
体
例
は
や
は
り

に
多
く
見
ら
九
る
も
の
と
口
じ
だ
と
直
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う 。

を
心
間
し'r/9
11
の
こ
と
て
あ
る。

彼
は
兄
の
開
に
立
ち
あ
っ
た
あ
と
に 、

え
ら
九
る
と
し
て
も 、

こ
九
に
ま
さ
る
口
も
て
な
し
は
ご
ざ
い
ま
す
ま
い 。

過
分
の

臼 、

授
之
以
政

ー

1
「
三
白

一
�

路
篇
は
次
の
こ
と
ぱ

つ
な
ぎ
と
め
る
資
月
と
す
る

の
よ
う
こ
息
わ
れ
る。

し、

像
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
か
ら 、

0) 

ま
で
い
か
い
詞
も
て
な
し
に
あ
ず
か
り 、

そ
の
う
え
音
楽
ま
で
泰
え
て
く
だ
さ

'
� 

｛し，

,,
,.

1'- し
て

;11：
芦

且
石
図一vr、
命
ドぷ

F

ォ

3-
1

オ
I-＿-
1

イ'

1
亡

・

i
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『
左
伝』

の
成
公
十
二

と
不
要
で
ご
ざ
ろ
う 。

）
 

‘,
.‘‘.

 

る
に
政
を
以
て
し
て

一

面
て
は
閏
伏
の
子
で
あ
っ
た 。

る。 外
交
の
場
は

て
に
自
己
の
政
治
力
を
存
分

「
も
し
も
天
の

と
い
っ
て
そ
れ
は

Jヽ戸
ー」
と
にノ

(
B .
 C .
 57
9)

の
例
を
あ
庁
る
と 、

こ
の

（
そ
の
接
待
役
は
子
反）

か
ら
寄
妙
な
接
待
を
う
け
た 。)

主
人
が
お
待
ち
か
m 。
と
う
ぞ
お
入
り
を 。
」

こ
こ
で
紐
↑
ば 、

lit
が
平
和
で
エ
巾
に
ひ
ま
，あ

し
て
や
ろ
う
と 、

鋪
茶
な
こ
と

ヽ

�
人
も
お
待
ち
し
て
い
ま
す 。

ど
う
ぞ
お
入
り

下
さ
い
」 。

つ
か
い

す 、

四
方
に
使
し
て

に
立
っ

て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い 。

い
出
し
た 。

の
音
楽
が
突
如
と
し
て

『
儀
礼』

の

に
と
っ

て
も 、

の
記
に
も

P
)
0

ア
t
 

9會9ヽ ，
、ヽ

、
、

の
教
捉
を
実
地
に
た
め

が
あ
っ
て

固
く
伺
辞
退
い
た
し
ま
ず」 。

ら）］
ぶ
し
」

f
 

t}
 
ヽ
11

l,
 

あ
だ

る
詑
わ
す
ん
ば 、

た
今
日
の
批
と
ち
が
っ

て
一
々 多

し
と

、

こ
れ
を 、

相
い
ま
み
え
る
11
に
は 、

な
ヵヽ

なヵ、
の
「l

ぃ
詞、
心
つ
か
い 。

ら
し
火
の

こ
。

[

十
ー こ

、
9
,

 

四

訂
に
は
先
伐
以
来
の
主

こ
且
こ
う
と
し

hヽ,

1
ー

ー

］

ーJ

、

1
J
ァ-‘�9,、入
、
、

に
指
今
を
伯
く
こ
と
は
什
け4
t ご

し

ガ

J
•l

 

ン・5亦
た
笑
を
以
て
乃
さ
ん
や 。

で
あ
っ
た 。

彼‘ ‘� 
刀ヽ

の

、
C
位え

を
じ』

i,

‘
 

、.



＼
一 甘

号

、i5
つ

h
し

r ・
と
f

や
て:

ぁ
--, 
�-J ゚

い
て
国[

は
いい
し
て
「
大

る
外
交
使
節
の
映

の
中
て

こヽヽ・ぃ` し つ



す
ぎ
る
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

て
か
ら
は
、

せ
た
と
こ
ろ、

r 

ノ‘

『
詩
経
』

の
教
捉
が
外
交
折
衝
の
場
で

せ

き

ま

も
り

る
と
き
は
、

語
侯
同
志
が
往
来
し
て
享
宴
す
る
、

百
宜
も
朝
礼
の
み
で
夕
礼
は
な
い
、

こ
れ
こ
そ
語
侯
‘が
民
の
干
城
で
、

か
り
の
土
地
を
争
っ
て
足
を
疲
弊
さ
せ
、

も
の
の
ふ
を
蔀
っ
て
自
分
の
腹
心
・

爪
牙
〔
自
分
の
貪
欲
を
逐
げ
る
迫
具〕

と
し
て
い
る、

四
田
左
右
吉
博
士
の
『
左
他
の
思
想

こ
れ
を
『
詞
託
』

「
子

口

（
ク
ケ
キ
モ
ノ
ノ
フ
ハ

キ`
、`
ガ
マ
モ
リ
）

と
い
う
の
で
す、

と
し、

こ
れ
と
反
対
に
乱
世
に
は
諸
侯
が
貪
欲
と
な
り、

僅
か
は

（
ク
ケ
キ
モ
ノ
ノ
フ
ハ

キ
ミ
ノ
テ
シ
タ
）

と
い
う
の
で
す、

と
ま
く
し
立
て
て
こ
の
危
機
を
脱
し
た
と
さ
れ
て
い
る。

こ
の
『
叶
経
』

解
釈
は
も
ち
ろ

ん
も
と
の
應
味
と
は
た
い
へ
ん
に
ち
が
っ
て
お
り、

い
わ
ゆ
る
「
断
掌
取
義
」
（
好
き
な
と
こ
ろ
だ
け
と
っ
て
勝
手
に
解
釈
す
る
も
の
）

だ
が
、

文
公
四
年
(
B.
C.
 6
2
3)
 

、..
 
\4

し

た
ん
ろ

と
う
き
ゅ
う

1ヽふi

』

.

T

に
お
け
る
綿
の
市
武
子
が
魯
に
来
た
と
ぎ
文
公
が
酒
宴
を
ひ
ら
い
て
、

「
湛
露
」

と
「
形
弓
」

の
詩
を
演
奏
し
た。

武
子
が
礼
も
い
わ
な
い
の
で
、

そ
の

な
ら

「
臣
は
以
て
、

梁
を
蝉
い
て
こ
れ
に
及
ぶ
と
為
す
」

つ
ま
り、

楽
人
が
お
さ
ら
え
を
し
て
こ
の
詩
に
及
ば
れ
た
の
か
と
思
っ
て
い
ま
し
た
と
言
っ
た
の
な

ど
が
専
対
の
例
で
あ
る。

こ
れ
は
も
と
天
子
が
功
の
あ
る
諸
侯
を
宴
す
る
と
き
の
詩
だ
か
ら、

わ
ざ
と
そ
ら
と
ぽ
け
て
い
た
と
い
う。

使
節
の
応
待
如
何
が、

互
い
に
相
手
国
の
政
治
能
力
を
占
う
バ
ロ
メ
ー
ク
ー
に
な
っ
た。

春
秋
・

戦
国
の
諸
侯
国
時
代
が
終
っ
て
官
僚
闊
的
統
一

国
家
が
中
国
に
復
興
し

く、

己
れ
を
行
う
て
恥
あ
り、

封
建
倫
理
と
家
産
制
倫
理

夫、

公
侯
股
心
」

凶
を
引
い
て
「
赳
赳
武
夫、

公
侯
干
城
」

し
か
し、

こ
う
し
た
と
き
の
外
交

に
役
立
つ

機
会
は
永
久
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら、

孔
子
の
「
誦
詩
三
百、

授
之
以
政
不
逹、

位
於
四
方、

不
能
専
厨、

難
多
哭
以
為
」

は
と
り
わ
け
春
秋
の
政
治
的
封
建
制
度
に
密
接
な
一

章
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し、

さ
き
に
引
用
し
た
同
じ
子
路
為
の

中
の

は

ず
か

四
方
に
使
し
て
君
命
を
屡
し
め
ず、

士
と
請
う
べ
し
」

を
想
う
と
き、

孔
子
に
ぱ
、

君
命
を
屏
し
め
す
こ
堂
々
と
相
手
国
の
政
治
家
・

知

織
人
と
知
と
勇
と
を
競
う
春
秋
封
建
的
倫
理
が
た
し
か
に
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

筆
者
は
右
に
、

孔
子
の
師
弟
の
対
話
の
中
に
も
な
お
一

部
に
は
封
建
的
な
名
誉
と
忠
誠
の
倫
理
が
存
す
る
の
を
跡
づ
け
て
み
た。

惰
家
の
思
想
を
原
点
と
し
て
そ
れ
に
合
わ
な
い
も
の
は
漠
代
そ
の
他
の
後
世
の

し
か
し
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
当
然

一

般
に
は
、

そ
う
し
た
倫
理
が、

春
秋
が
乱
世
で
あ
る
と
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
存
し
た
か
ら
で
あ
る。

た
だ、

し
か
し、

古
代
の
中

国
の
史
実
は、

記
録
の
編
纂
が
余
り
に
も
多
く
孔
子
以
後
の
儒
家
の
手
に
出
た
た
め
に、

と
か
く
襦
教
的
な
伝
説
の
か
げ
に
隠
れ
が
ち
で
あ
る。

そ
し
て
、

の
ざ
ん
入
•

投
影
ま
た
は
改
変
と
見
ら
れ
る。

と
か
く
原
始

史
的
研
究
』

は
思
想
の

分
析
に
お
い
て
き
わ
め
て
鋭
利
な
閃
き
を
示
す
が、

儒
教
の
正
統
思
想
と
い
う
も
の
を
ま
す
立
て
て
、

後
世
の
附
加
を
き
び
し
く
選
別
さ‘つい
る
。

にー

は

:
さ

`
？‘,
 

「
且

吐

式

と

し
｛

『
占
経
』

の
周
内、

兎
且
（
う
さ
ぎ
あ
み
）

の



‘‘
こ゚
、
、

t

iJ

を
考
え
て
み
る
と
き
に、

ど
う
し
て
応
色
々
と
参
考
に
さ
れ
る
べ
き
点
の
多
い

し
か
し、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず、

沖
lll
博
士
の

「
春
秋
の
精
神」
の
前
に、

朝
日
を
受
け
た
王和
の
よ
う
に

の
は、

そ
れ
を
偏
教
化
し
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
っ
て、

者、

小
事
大、

大
字
小
之
調」、

あ
る。

轄
也」、

と
い
っ
た
と
あ
る
昭
公

諮
所
に
説
か
れ
て
ゐ
る
が、

筑
波
大
学

『
左
伝』
の
中
に
た
と
え

や
歴
史
の
研
究
に
携
わ
る
者
は
今
な
お、

哲
学

x
、

り

t
と

に
差
異
が
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ。

そ
れ
は

滸
吉
が
こ
の
句
を
う
け
て
い
っ
た
と
い

の
話
の
如
く、

「
そ
れ
は
注
い
て
さ
う
見
な
さ
う
と
し
た
ま
で
の
こ
と
て
あ
っ
て、

賓
は、

た
だ
か·ヽ

る
朝
聘
を
も
會
同
を
も、

そ

さ
う
し
て
ま
た
そ
れ
が
特
殊
の
儀
覆
を
伴
は
な
い
國
際
間
の
交
渉
に
つ
い
て
も
適
用
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る。

む
こ
と
を
橙
と
し
た
の
も、

そ
の
例
で
あ
る。

覇
者
の
説
話
を
考
へ
た
時
に
も
こ
の
篇
の
第一

こ
の
鷹
に
は
會
同
朝
聘
の
如
き
儀
霞
を
指
す
場
合
も
あ
る
の
で、
．．．．．．
 何
等
か
の
儀
帽
の

と
共
に、

竹
文
公
が
「
祠
以
行
義、

信
以
守
轄」、

と
い
う
侯
鉗

□
う
と
こ
の
言
に
よ
っ
て
曹
伯
を
復
し
た
と
あ
る
飢
公
二
十
八
年
の
話
や、

こ
と
に
よ
っ
て
儒
教
の
樅
威、

道
徳
の
椛
威、

轄
の
椛
威
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
へ
た

は、

お
の
づ
か
ら
春
秋
の
粕
紳
を
殴
刺
〔
そ
し
る
こ
と
—
|
引
用
者〗

に
あ
る
と
す
る
思
想
と
一

致
し
な
い
こ
と
に
な
る」。
（
四
八
四
I
四
八
五
頁）

こ
う
し
て、

律
Ill
左
石
吉
博
士
の
史
料
批
判
か
ら
す
る
と、

春
秋
の
封
建
佃
連
な
と
と
い
う
も
の
は
博
土
が
批
判
の
確
実
な
原
点
と
さ
れ
る

空
中
分
解
し
て
し
ま
う。

る。

あ
た
か
も、

先
刻
こ
の
日
で
見
た
屍
体
が
数
刻
後
に
は
渭
え
た
ミ
ス
テ
リ
ー
の
よ
う
に。

そ
の
も
の
が
後
か
ら
附
加
さ
れ
た
と
さ
れ
る
の
で、

陣
士
の
確
実
と
さ
れ
る
も
の
は、

の
労
作
は
円
容
に
お
い
て、

箪
者
と
結
議
は
ち
が
う
が、

分
析
の
粕
緻
さ
に
お
い
て
実
に
人
を
惹
ぎ
つ
け
る
占
物
た
と
思
う。

し
か
し、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず、

中
国
占
代
史
の
叙
述
に
お
い
て
も、

か
れ
て
い
て
も、

の
諸
侯
に
翌バ
す
る

の
で
あ
る。

ま
た
『
左
伝』
の
中
の
思
想
の
分
析
に
お
い
て、

ま
だ
当
分
こ
の

と
息
う
の
で
あ
る。

五
0
ir
以
上
も
而
に
世
を
よ
っ
た
こ
の
不
世
出
の
天
才
的
社
会
学
者
の
門
を
叩
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

の
正
統
思
想
に
も
春
秋
の

の
意
味
で
は
な
く、

の
正
統
思
想
だ
け
と
な
っ
て
し
ま
う。

こ
れ

田
博
士
の
説
か
ら
す
れ
ば
『
左
伝』
の
中
の、

ひ
な
い。

さ
て

さ
う
し
て
そ
れ
と
共
に、

に
も
背
＜
心
の
で
あ
る
が、

の

に
述
べ
た
如
く、

小
の
大

四

四

『
左
伝』
は�
い
つ
占

か
ら
離
れ
ら
れ
そ
う
に
な
い。

存
秋
閏
代

に
鋭
い
も
の
を
も
っ
て
い
る。

に
つ
い
て
か
う
い
ふ
や
う
に

の

し、

そ
れ
に
道
徳
的
意
義
を
箕
へ
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に、

こ
又
す
る。

（
＇

 

一、
ソ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
歴
史
叙
述
の
ほ
う
が
上
だ
と
思
う。

中
国
占
代
の

j
、

を
月
し

の
倫
理
な
ど
あ
と
か
た
も
な
く
消
え
て
し
ま
う
の
で
あ

→ヽ

＼

ヽ

の
力

ぅ
し
、
ふ

し
か
し
在
他
の
作
者
は、

で
書
か
れ
た
の
か
も
知
れ
ぬ。

.\<と）
＼ 

ひ
ヵ入

さ
う
す
る

い
て
ゐ
る

い
つ
て
い
る
場
合
ら
あ
る。

の

「
間
也

し
か
し
そ
れ

に
も
説
い
た
如
く、

覇
業
を
成
す
の
は
闘
の
故
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が

へ
大
の
小
を
慈

艮一＼
内
こ
之、

そ
の
川

iー
オ
ー
し
i
り•

I



性
を
受
け
と
る
の
で
あ
る」
と
し
て
い
る
(
S .
277 、

わ
す
の
み
な
ら
ず 、
即
対
象
的
に
も 、

単
純
な
歴
史
的
判
断
さ
え 、

に
つ
ね
に
大
き
な
間
趙
が
あ
る 。

ウ
ェ
ー

バ
ー

は
「
歴
史
小
説」
は

人
の
た
め
に」

n
し
こ
、
。

力
1
1

t

カ

ま
（
批
界
思
想
社 、

封
建
倫
理
と
家
産
制
倫
理

マニ
ッド
クワ
ス Jレ
・ト
ウ・
ニマ

］イ
ノ、 Aプ

I 

l I 

『
歴
史
は
科
学
か』
森
岡
弘
通
訳 、

『
与
え
ら
れ
た』
現
実
の
う
え
に 、
我
々
の
『
法
凱
諭
的』
経
験
知
の

み
ず
ず
書
房 、
一
九
六
五 、

四
五

＼

ヽ

＼

ヽ

々
が
当
て
が
う
こ
と
に
よ
っ
て
の
み 、

迎
の
定
式
化
は 、
そ
の
二
つ
の
方
向
の
拙
象 、
つ
ま
り

孤
立
化
と一
般
化 、

ウ
ェ

ー 、
ミ

ー

ま

＼

ノ

i
t

り
す
く
れ
て
い
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
あ
る 。

年 、
白
揚
社）
の
洞
察
は
我
々
に
も
最
艮
の

で
な
い
と
す
る
が 、

た
し
か
に 、

原
典
が
読
め
な
く
て
は
話
に
な
ら
な
い 。

た
せ
な
い
の
て
あ
る 。
油
FH
栂
士
は
こ
れ
を
飢
没
末
期
の

し
か
し

と
こ
ろ
が 、

今
日
に
お
い
て
も 、

我
が
国
の
シ
ナ
学
は
い
ま
だ
に

で
あ
る 。
彼
は
言
う 。

い
た
の
か 。
こ
れ
か
牧
国
に
お
け
る

を
利
用
す
る
の
み
な
ら
す 、

の
咀―
つ
の
中
心
点
で
あ
っ
た 。
そ
し
て
中
国
に
お
げ

ー

し
、

�
i

iih11

、”TA
]
ー少
ー

こ
i

i
叶ヽ

後
に
制
作
さ
れ
た
も
の
と
し
た
（
錬
川 ．
IL
『
左
伝
の
成
立
と
そ
の
展
聞』

け
る
中
国
思
想
史
研
究
の
間
題
点
が
そ
こ
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る 。

（
大
修
舶 、

サ
フ
ア

口

フ

も 、

人
類
學
に
も 、

土
俗
學
に
も 、
紐
滑
史
に
も 、
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
と
つ
て
代
ら
う
と
企
て
た 。」
（
四

「
他
方
に
お
い
て
支
那
史
の
研
究
は
一
般
に
尚
全
く
原
始
的
状
匹
に
あ
る 。

現
在
ま
て
支
那
學
の
伽
域
に
記
い
て
殆
と
絶
罰
的
な

一
九
七
五
年）
の
な
か
の
「
い
か
に
中
国
哲
学
を
学
ぶ
か」
の
項
□
お
い
て 、

大
学
て
の
勉
位
は

に
つ
い
て
の
も
っ
と
も

の
す
べ
て
で
は
な
い 。
こ
こ

�

 

“

i

 

は
子
夏
の
学
の
学
統
を
�
＜

魏
の
丈
宜
左
氏
某
に
よ
っ
て
四
紀
前
三
百
二
十
汀u
lll

た 。
そ
し
て
そ
れ
が
「
外
部」
か
ら
の
あ
ら
ゆ
る
援
助
な
し
に
支
那
の
過
去 、

現
在
及
ひ
未
来
の
あ
ら
ゆ
る
間
姐
を
伏
定
す
る
こ
と
に
努
め
て
き
た 。
そ
れ
は

い
文
献
学
の
伝
統
に
か
じ
り
つ
く
傾
向
を
断
ち
切
っ
て
い
な
い 。

本
111
州
訓

と 、

膜
籍
を
読
む
訓
練一
本
に
絞
る
や
り

方
が
も
っ
と
も
よ
い
と
い
う
主
張
か
森
三
樹
三
郎
博
士
に
よ
っ
て
い
ま
た
[応羊
々
と
主
張
さ
れ
て
い
る o
（
三
一

た
か
ら
い
つ
も
真
実
が
分
る
と
い
う
訳
に
い
か
な
い
と
い
う
欠
仰
が
あ
る
の

い
ま
こ
の
こ
と
を
し
ば
ら
く
保
惰
す
る
な
ら
ば 、

作
家
の
見
方
の
ほ
う
が
文
献
に
伯
い

い
っ
た
い
こ
れ
は
な
ぜ
な
の
か 。
そ
の
こ
と
も
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 。
文
献
は

に
お
い
て 、
客
観
的
可
能
性
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

を
使
用
す
る
場
合
に一
囚
果
的
側
別
要
素
の
孤
立
化
と一
般
化

と 、
こ
れ
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
た
帰
属
的
綜
合
と
い
う

試
煉
に
耐
え
る」
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
し 、

(
Wissenschaftslehre .
S .
 279)
ま
た
「
歴
史
的
な
因
果
閃

『
具
体
的
事
実』
の

『
現
存
す
る
も
の
』
の
単
純
な
記
録
で
あ
る
ど
こ
ろ
か 、
む
し
ろ
範
疇
的
に
形
成
さ
れ
た
思
惟
似
G
e
 cl
 a
 E
 k
 e
 n
 gebilde
を
あ
ら

一
九
三
頁） 。

肝
心
の
歴
史
が
行
方
不
明
に
な
る 。

一
九
太――-） 。

で‘

け：

傍
点
は
原
文
の
ま
ま）

の

『
支
那
社
會
史』

の
陀
史
そ
の
も
の
は
と
こ
へ
行
く
の
か 。 の

の

（
早
川
二
郎
訳 、

よ

あ
る 。

が
主
休
て
い
い
と
Ill心
う」

しぶ こ�＇ 
�
：＇
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正
確
で
な
い
。

少
な
く
と
も、

し
か
し、

の
中
に
出
る
「
詞」

ろ
で、

で
あ
り、

た
と
え
は、

「
油」

黙
に
お
い
て、

も
多
い
が、

義
の
も
っ
と
も
単
純
な
判
断
に
さ
え、

因
景
的
個
別
要
素
の
Iso
lie
ru
n
g

と
Ge
neralisier
u
n
g

と
い
う
抽
象
と
「
経
験
の
規
則
」

に
よ
る
帰
属
的
綜
合
が
必
要
な
の

つ
ね
に
そ
れ
は
「
範
暉
的
に
形
成
さ
れ
た
思
惟
像」

で
あ
る
と
い
う。

民
俗
学
等
の
「
外
部」

か
ら
の
あ
ら
ゆ
る
援
助
な
し
に
中
国
の
過
去
・

現
在
・

未
来
の
あ
ら
ゆ
る
問
題
を
決
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
そ
も
そ
も
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う。

中
国
古
代
の
記
録
保
存
の
上
で
は
た
し
か
に
文
献
を
無
条
件
に
信
じ
な
い
こ
と
が
必
要
で
あ
り、

が
考
応
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う。

、
し、

カ
し

ナ
フ
ァ
ロ
フ
の
こ
と
ば
を
裏
返
し
に
用
い
る
な
ら
ば、

文
献
学
は
社
会
学
・

歴
史
学
・

た
と
え
は、

津
田
左
右
吉
博
士
の
『
諭
語
と
孔
子
の
思
想』

で
す
べ
て
疑
っ
て
か
か
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と、

そ
こ
に
文
献
学
の
過
剰
と
そ
れ
に
よ
る
歴
史
科
学
の
後
退
と
が
見
ら
れ
な
い
て
あ
ろ
う
か。

た
と
え
ば、

津
田
左
右
吉
博
士
は、
「〔『
論
語』
の
中
て
ー
引
用
者
附
加〕
「
詩」

の
句
を
引
い
た
り
「
詩」

に
つ
い
て
語
っ
た
り
し
て
あ
る
こ
と
は
は
「
書」

の
そ
且
よ
り

こ
九
ら
も
ま
た
後
に
な
つ
て
孔
子
に
か
こ
つ
け
ら
れ
た
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬc

氏
編
の
伯
焦
に
い
つ
て
き
か
せ
た
と
い
ふ
も
の
：··
：
な
ど
な
ど
は、

「
碕」

が
儒
家
の
駆
ぶ
べ
き
も
の
と
せ
ら
れ
た
後
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が、

ま
た、

津
田
氏
は、
「「
詩」

ま
た
個
別
的
に
は、

漢
代
に
お
け
る
文
献
出
現
の
状
況

ま
た
子
路
篇
の
「
誦
詩
三
百

「
詩」

の
、

ま
た
は
「
詩」

に
よ
っ
て
得
ら
れ
る、

知
識
を
お
も
に
い
つ
て
あ
る
唱
に
お
い
て、

ま

(
h
b
 
g
 

た
為
政
篇
の
「
讀」

は
「
思
熊
邪」

だ
と
い
っ
た
も
の
、

八
僧
篇
の
閥
像
は
「
渠
而
不
淫、

哀
而
不
淫」、

だ
と
い
っ
た
も
の
な
ど
は、
「
詩」

に
道
徳
的
解
釈
を
箕
へ
だ

お
し
は
か
ら
れ
る
」

言口」

巖
架
が
侃
家
の
教
科
と
せ
ら
れ
た
の
は、

上
に
述
べ
た
や
う
に、

荀
子
の
こ
ろ
ら
し
い
が

叩
架
が
間
家
の
教
科
と

「
渇
」

を
引
川
し
た
箇
所
や
そ
れ
ら
に
関
連
す
る
箇
所
は、

随
分
後
世
の
荀
子
の
こ
ろ、

少
な
く
と
も
「
盃
子
の
時
代
よ
り
後」

で
あ
り、

「·
II」

が
加
家
の
教
科
と
定
め
ら
れ
た
杓
子
の
こ
ろ、

も
し
く
は
そ
れ
よ
り
も
後、

こ
と
を、

考
へ
る
の
み
で
あ
る
」

（
同
上
）

と
す
る。

「
詞
三
面
を
訓
し
・・・・
四
方
に
使
し
て
：

る
当
應
則
妙
の
応
対
の
こ
と
が、

す
で
に
そ
の
必
要
も
油
れ
た
時
代
に
案
出
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
か。

せ
ら
れ
た
の
は

＂い
子
の
こ
ろ
ら
し
い
」

と
し
て
い
る
が、

む
し
ろ
『
詞
経
』

や
『
書
経』

を
教
授
し
て
衣
食
代
を
か
せ
ぐ
が、

少
し
も
今
の
世
に
適
応
で
き
な
い
い国

(
8)

の

の

し

酋
を
荀
子
は
「
散
愉」

と
出
っ
て
い
る。

荀
子
は、

単
な
る
詩
・

書
の
教
養
よ
り
も
「
礼
憲」

の
ほ
う
を
重
ん
じ
て
い
る
（
勧
学
篇）

の
で
あ
っ
て、

沖
田
氏
の
推
諭
も

『
孟
子
』

や
『
荀
子』

の
書
の
中
に、

筑
波
大
学

哲
学
・
思
想
学
系
論
集

で
あ
る
か
も
し
れ
ぬ。

今
は
た
ゞ
、

早
く
と
も
孟
子
の
こ
ろ
で
あ
っ
た
ら
う
と
い
ふ

．
」

と
い
う
よ
う
な、

春
秋
的
封
建
諸
侯
国
に
お
け
る
外
交
折
衝
の
場
に
お
け
る、

「
詞
弩」

に
よ

『
詩
経
』

の
教
養
を
身
に
つ
け
て
外
交
舞
台
で
活
躍
す
る
者
の
賛
美
を
見
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ

「
或
は

」
（
二
0
一

頁）

と
す
る。

こ
う
し
て、
『
論
語』

（
上
掲
揖、

二
0
0
頁）

と
い
い
、

」

と
い
つ
て
あ
る
も
の
、

季

（
全
集
第
十
四
巻
所
収）

の
よ
う
に、

四

六

「
と
こ

『
諭
語』

そ
の
も
の
ま



る
か
後
代
の
偽
作
で 、

春
秋
時
代
に
関
す
る
信
用
し
う

ず
で
あ
る。

‘、、
、

ふロ し ヽ る
。

＼， ヽ

か
に-

と
孔
子
の
思
想
』

ふ
几又
こ
、

-
,
JiJ
V

 

、`、
、

る
カ こゞ

f
ヽ

t

ヵ

し
さ
ぎ
に 、

し、

が
作
ら
れ
た
こ
と
が
確
か
め
ら
九
る
と
し
て
出 、

そ
の
文
献
の

（
五
―

二

社
会
科
学
は

れ
た
(
N
H
K 、

ミ

、

青
恨
の

.

4
←
 

し

＇
 

ま
ミ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
し
ま
う 。）

し
カ

し
し

こ
と
か
ら
始
ま
る
が 、

現
存
資
料
や
文
献
の
中
に
ー1
1

時
に
は

に
対
し
て
は
今
日
の
柏
報
化
礼
会
に
訪
い�
て
さ
え
ず
べ
て
が

ヽ
ニ
ゞ

テ
レ
ー

昭
和
五
十
一

他
に
ま
さ
る
文
献
で
も 、

そ
れ
を
伝
え
た
者
が
儒
家
で
あ
れ
は 、

彼
ら
の
八
信
し
た
い
事
実
〉
と
八
信
し
た
く
な
い

田
左
右
吉
拇
士
の
文
献
学
か
ら
す
れ
ば 、

信
用
で
ぎ
る
の
は
『
孟
子
』

や
『
荀
子
』

で 、

封
建
倫
理
と
家
産
制
倫
理

]
と
（
と
く
に
日
本
て
は
）

6
、 `

f
し

、
ヽ

＼
言
じ
こ
V
、,．

/
Iー

キー

キ
J

＇
げ

さ
え 、

報
道
者
側
と
玩
者
側
と
の

れ
た
も
の
を
価
伯
が
低
い
と
し
や
す
い
が 、

キ6
＇

 

文
司
ピ

忍
打し
ー
白
なゲ
�
叶

か
ら
そ
の

井2
ーノ
寸

什
ー
j
,

|＇
、
i↓
斗4

シ
ナ
学
に
詞
げ
る
文
献
学
が 、

鰍
山
の
道
は
閉
さ
れ
る。

つ
つ
囚
朱
帰
属
を
行
う
こ
と
に
よ
っ

。る

ー、
I
I

こ
人人，
ー）

寸

し

、
7‘

代
に
作
ら
れ
た
と
し
て
も 、

ロ
碑
口
伝
が

Ill
氏
の
場
合
も
氏
の
や

の

知
り
た
く
な
い
の
で
は
な
い
か
＞
と
さ
れ 、

に
よ
っ
て
漏
れ
て
し
ま
う
こ
が
あ
る
と
い
う 。

新
間
学

j

し
て
い
く

方
法
が
当
然
あ
っ
て
よ
い
は
す
て
は
な
い
か。）

こ
］
盾
し
て
い
な
い

←

b
}
 

ヽ, 9
,

 

し
て 、

逆
に 、

あ
た
か
も
考
古
学
が 、

出
土
す
る
古
代
生
活
の

か
の

るc

し
か
し 、

文
献
学
だ
け
で
は 、

ウ
ェ
ー

バ
ー

の
場
合 、

そ
れ
は

れ
た
場
合
も
あ
り 、

そ
の
巾
に
案
外
に

な
文
献
批
詞
が
「
外
部
か
ら
の
あ
ら
ゆ
る
扱
助
」

の
頒
域
に
む
い
て
殆
と
絶
厨
的
な
「
月
學
の
女
王
」

一

月
二
十
八
日 、

『
論
語
』

は
一

部
し

か
信
用
で
ぎ
す 、

案
外
に
正
し
い

は
同
時
代
人
に
よ

る
道
を
提
州
し
た
い

。

か
ら
具
体
的
な
古
代
人
の

のは
今
日
の

れ
て
い
な
い
と
い
う 。

間
に
は

を
最
ら
価
伯
が
古
いい
と
し 、

の

仝
休
を
復
元
し
よ
う
と
す
る
よ
う
に 、

現
在
の
文
州
の
中
に

の
現
実
の
う
え
へ
の、

我
々
の
法
則
向
的
腎
験
知
の
近
川
に
よ

の
中
の
後
批
に
付
加
さ
れ
た
部
分
を
取
り
土
る
こ
と
に
よ
っ
て
さ
さ
や
か
な
史
実
に
満
足
す
る
い
口
が
あ
る
の
I
対

中
の
囚
景
的
個
別
要
素
を
間
別
化
し

一

般
化
し
て
牧
々
の

な
い
と
は
い
え
な
い

。

文
献
学
は
と
か
く
人
を
そ
の

の
す
べ
て
で
は
な
い

。

文
献
が
見
失
っ
て
い
る
日
前
の

し
て
い
る
よ
う
に
息
わ
れ
る。

間
合
に

、
、
、

ぱ
文
献
學
で
あ
っ
た
」
I 乙
,_ 

る
サ
フ
ア

Iコ
フ

の

四
七

の
弓

で
あ
っ
た

し
や
す
い

F＿
く ．
j

、

9,

ー

ナハ
プ
］ー

ゞ
ヽ

ごーロ —
‘

l
r

こ．． ．
l

f•ノ
ー

て

も
と
崩
llr
g
i
hi/L.
i

-
1

後
の
間
伏
に

こ、｝ふ

，
ア
ー

つ

か
ら
は
不
用
紅
に
—
|＇

間
示
さ
れ-'

を
近
川
し

て
凡
刷
み
さ
せ

る
は
ず
で
あ
り 、

後

、
いf
Jl
こ

•
.
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し

つ
の
文
訊

の
こ
と
は
を
引
川
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J

坑
波
大
学

l— 

（
拙
訳『
怖
教
と
道
教』

七
六
頁）

批』

関
心
の
完
全
な
拍
否
と
は、

哲
学
・
思
想
学
系
論
集

の
|ー|
の
な
か
か
ら
も
十
分
よ
り
別
け
う
る
は
す
で
あ
る。

し
か
し、
〔
前〕

七
五
三
年
に
は、

秦
の
国
で
公
式
の
宮
廷
史
官
が
任
命
さ
れ
た
こ
と
が
述

と
い
う
ハ
ソ
デ
ィ
は
な
ぜ
考
慮
さ
れ
な
い
の
て
あ
ろ
う。

そ
れ
を
考
え
れ
ば
春
秋
封
建
時
代
の
記JrLI
は、

儒
教
的
文
献
|
_
」「
儀
麗』

な
ど
の
礼
書
や
『
春
秋』

そ
の
他

哲
学
者
の
栂
原
猛
氏
も
文
献
学
の
万
能
で
な
い
こ
と
を
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る。

こ
と
は
日
本
学
に
関
す
る
が、

本
質
は
中
国
学
の
場
合
も
同
一
で
あ
る。

人
麿
の
名
が
止
史
に
な
い
こ
と
は
文
献
学
的
考
証
の
結
果、

絶
対
に
ま
ち
が
い
の
な
い
事
実
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る。

こ
か
大
き
な
抜
け
穴
が
あ
る
の
で
は
な
い
か。

私
の
法
隆
寺
諭
を
読
ん
で、

法
隆
寺
が
タ
タ
リ
鎮
め
の
寺
で
あ
る
と
正
史
に

い
と
論
じ
た
歴
史
学
者
が
あ
っ
た。

あ
あ、

正
直
き
わ
ま
る
文
献
好
ぎ
の
歴
史
学
者
よ、

あ
な
た
は、

政
府
の
公
文
書
に、

水
俣
病
や
イ
タ
イ
イ
タ
イ
厨
の
悲
惨
な
る
記

そ
の
ま
ま
の
る
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か。

文
献
学
的
合
理
主
義
に
よ
っ
て
歴
史
を
解
釈
す
る
こ
と
は、

ら
せ
る
よ
う
に、

大
い
な
る
糾
謬
へ
の
道
を、

実
に
正
確
な
る
計
算
に
よ
っ
て
た
と
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か。
」

国
の
封
建
伯
を、

を
も
つ
。

一
九
七
三
年）

し
か
し
こ
の
文
献
学
的
正
確
さ
に
は、

ち
ょ
う
ど
r―
ン
ビ
ュ
ー
タ
ー
に
会
社
の
経
営
を
や

文
献
的
事
実
が
事
実
の
す
ぺ
て
で
は
な
い。

す
ぐ
れ
た
歴
史
叙
述
家
は、

現
存
文
献
の
背
後
に
あ
る
事
実
と
し
て
の
歴
史
を
読
み
と
る
の
で
あ
る。

因
詳
に
お
け
る
よ
う
に
中
世
に
お
い
て
で
は
な
く、

杞
元
前
九
世
紀
か
ら
前
三
世
紀
ま
で
の
中
国
社
会
の
中
に
見
る
の
で
あ
る。

「
前
七
机
紀
に
い
た
っ
て
も
な
お、

そ
れ
が
歌
で
賛
美
す
る
の
は、

賢
人
と
読
書
人
で
は
な
い。

む
し
ろ
武
人
で
あ
る。

誇
り
高
い
中
国
的
ス
ト
ア
主
義
と、

こ
の
軍
国
主
義
時
代
の
遺
産
で
あ
っ
た。

ど

ク
エ
ー・・ヽ

ー
ま
ゎ‘

I

-
l

 

ノ

し`
ー

べ
ら
れ
る。

諸
佼
の
肌
訊

倣
礼
鸞
と
年
代
記
（
先
例
の
集
録）

か
略
奪
の
対
象
と
し
て
も
役
割
を
荻
じ
は
じ
め、

読
書
人
た
ち
の
意
義
は
目
た
っ
て
上
外
し

た。

5叫
雷
人
た
ち
は
湖
記
と
諸
候
の
外
交
上
の
交
換
文
書
と
を
つ
か
さ
ど
っ
た
が、

年
史
に
保
存
さ
れ
た

陣
田
博
土
に
限
ら
す、

し
か
し、

こ
の
交
換
文
害
の
数
多
く
の
（
お
そ
ら
く
は
範
例
と
し
て
編
虹
さ
九
た）

丈
聞
は
編

と
か
く
牧
が
国
の
文
献
学
は、

記
録
さ
れ
た
年
代
の
新
旧
を、

あ
た
か
も
地
質
学
者
が
地
屈
の
新
旧
を
分
析
す
る
よ
う
に
分
け
る
こ
と
に
閲
心

旧
い
か
ら
と
い
っ
て
真
実
が
よ
り
多
く
合
ま
れ
て
い
る
と
は
限
ら
ず、

祈
し
い
か
ら
と
い
っ
て
直
実
が
少
な
い
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
史
い
そ
の
も

(『
水
底
の
歌
|
|
柿
木
人
應
論

四
八

上』

『
来

（
二
六
九

い
て
な
い
か
ら、

梅
原
説
は
信
用
し
が
た

「
た
し



て
い
る
の
で 、

も
の
の 、

、
こ

公 、
飲
を
操
り
て
至
る。

る。＇）
う
し
て
『
左
伝』
や
『
国
晶』
や
『
公
羊
伝』
や
『
淡
礼』

『
公
羊
伝』
で
は 、

こ
ご、

キ
ー

t

‘、、、ヵ

『
公
羊
伝』
の
方
が
『
左
伝』
の
冗
舌
よ
り

真
実
に
近
い
と
思
わ
れ
る。

主
君
の
斎
の
頃
公
を
免
れ
し
め
た
の
ち 、

間
題
と
し
て
は
不
可
能
に
近
い
は
す
で
あ
る。

の
の
価
値
に
対
す
る
内
的
批
判
は
と
か
く
な
お
ざ
り
に
さ
れ
が
ち
て
あ
る。
笥
者
は 、

わ
す
口
上
（
き
ま
り

文
句）

ー
こ
れ
は 、

剖
作
ば
か
り
で
は
な
い
とIJ心
う 。

の
諸
記
録
は 、
す
べ
て
が
そ
の
ま

]
L4ノ

ーpl
 

で
は
な
い
と
し
て
も 、
何
ら
か
の

つ
ま
り

主
君
と
場
州
を
い
れ
代
わ
っ

た
と
し
て
い
る

T.
,··
カ

に
頼
っ
て 、
吾
が
君
す
で
に
免
れ
た
り」

、、；
．

 

＼
 

ー
乙[-
日

．
ャ，
こ・’‘
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胄
の
祁
克
が

一
命
を
と
り
と
め
る
話
に
『
左
伝』
は
な
っ
て
い
る
が 、

の
諸
侯
間
の
国
際
的
儀
礼
か
見
ら
れ
る
こ
と
は
1旧
述
の
通
り

て
あ
る

『
左
伝』
や
『
儀
礼』
の
中
に
保
存
さ
れ
る 、
戦
闘
そ
の
他
の
祈
り
に
I
い
に
か

ウ
ェ
ー

バ
ー

の
推
定
す
る
よ
う
に 、
交
換
文
雷
で 、
そ
の
た
め
に
保
存
さ
れ
た
の
か
も
し

れ
な
い

は 、
決
し
て
後
代
の

ま
た
戦
闘
や
外
交
に
閲
す
る
俊
礼
上
の
定
め
は
『
儀
礼』
の
期
礼
や
『
脊
秋』
の
語
伝
や
『
口
晶』

べ
て
後
代
の
剖
作
に
出
る
と
も
考
え
に
く
い 。
と
り

わ
け 、
そ
こ
に
は
封
建
制
笈
特
有
の 、

こ
う
し
た
儀
礼
は
秦
炭
統一
帝
国
の
時
代
に
は
も
は
や
万
人
の
目
撃
し
う
る
日
常
的
事
実
で
は
な
く 、
一い
り

伝
え
ら
れ
る
か 、
あ
ち
こ
ち
の

い
す
れ
か
で
あ
っ
た
ろ
う 。
こ
れ
を
す
べ
て
前
咲
末
の
偽
作
と
い
う
に
は 、
何
ら
か
の 、
も
と
に
な
る
資
料
な
し
に 、
叫
の
中
か
ら
ひ
ね
り
出
し
た
こ
と
に
な
り 、

丈
院

『
左
伝』
の
中
の
物
語
が
あ
ま
り
に
も
写
実
的
で
あ
る
の
は 、

が 、
危
機
に
陥
っ
た
主
料
を
助
け 、

た
し
か
に
物
語
化
さ
れ
粉
飾
さ
れ
て
い
る
点
が
多
い
た
め
て
あ
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い 。
例

を
あ
げ
よ
う 。
そ
れ
は
た
し
か
に
武
人
の
而
影
を
伝
え
る
も
の
な
の
だ
が 。
成
公
二
年
(
B.
C
 , 589)
に
は 、
晋・
術・
魯
の
迎
合
軍
と
斉
公
と
の
戦
い
を
記
録
す
る

”
,

1

.

？
ら
ゆ

う
ふ

み
す
か
ら
身
代
わ
り
と
な
っ
て
胃
将
の
韓
廠
に
執
え
ら
れ
た
逢
丑
父
は 、
殺
さ
れ、よ
う
と
し
た
と
き 、
綽
歎
に 、

者
を
殺
し
た
ら 、
今
後 、
主
君
の
身
代
わ
り
に
な
っ
て
患
難
に
当
た
る
者
は
な
く
な
ろ
う」
と
わ
め
き
た
て 、

「
わ
れ 、
社
稜
の

ヽ
さ

ざ

く
者
は 、
其
の
法
は
い
か
ん
？」
と
い
う
の
に
対
し
て
「
法
は 、
断
る
と
い
う」
と
し 、

実
際
上
も
断
ら
れ
た
と
し
て 、
事
実
そ
の
も
の
が
両
つ
の
伝
て
く
い
逢
っ
て
い

『
左
伝』
で
は 、
戦
闘
中 、
相
手
が
戦
車
の
中
で
死
骸
を
か
く
し
て
い
る
す
き
に
「
逢
丑
父 、

そ
の
理
由
は
読
者
に
語
ら
れ
す 、
事
実
は
む
し
ろ
簡
単
す
ぎ
る
の
に
対
し 、

狽
公
易
位 、」

『
公
羊
伝』
の
ほ
う
が 、
戦
車
の
中
で
場
所
を
交
換
し
た
坪
由
を
も
の
へ
て 、

「
逢
丑
父
は
頃
公
が
車
右
な
り 、

面
目
頃
公
と
相
い
似
た
り 。

衣
服 、
頃
公
と
相
い
似
た
り 、

頃
公
に
代
わ
り
て
左
に
当
た
る。
頃
公
を
し
て
飲
を
取、つ
し
む 。

お
ら
セ

口
く 、
革
め

封
建
倫
理
と
家
産
制
倫
理

め
る
者
を
取
れ 、
と 。
頃
公 、
こ
れ
を
以
て 、
侠
け
て
反
ら
丁」
と
し
て
い
る
の
は
市
丈
説
明
も
『
左
伝』
よ
り
も
要
を
得

る
ら
の
で

は
な
か
ろ
う
か 。
中
国
古
代
の
文
献
を
そ
の
成
立
期
の
ゆ
え
に
本
文
批
判
に
よ
っ
て
す
べ
て
疑
っ
て
か
か
る
の
と 、
揺
教
が
伝
え
よ
う
と
し
た
古
代
記
録
の
中
に
仰
家
の 頃

.
•
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る
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と
し、

こ
う
し
た

もヽ
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J
寸

の
息
化
史
的
研
究』
に
お
い
て、

こ
う
し
た

旭
点
が
机
手
国
の
国
度
に
入
っ
て
か
ら
以
後
で
あ
る
か、

軍
巾
的
月
建
詞
及
の
間
代
と
し
て、

し
か
し、

こ
う
し
た、

孔
子
を
蔭
の
天
子
に
比
定
し
た
り、

孔
子
を

か
く
て
中
国
の
隠
史
は
孔
子
の

な
考
え
が
お
こ
る。

筑
波
大
学

り
集
力
化
し、

諸
侯
や
そ
の
大
夫
〔
家
老〕

が
実
力
を
振
う
現
実
を
見
て、

武
力
的
な
も
の
を
否
定
し、

古
典
的
教
蓑
を
も
つ
者
の
力
が
封
建
詞
度
の
時
代
に
お
け

族
的
氏
族
の
カ
リ
ス
マ
的
差
別
の
観
念
に
伐
る
こ
と
を
欲
し
た。

封
建
制
度
下
の
軍
国
主
義
は、

古
典
的
教
養
と
親
や
長
上
へ
の
一
方
的
・
献
身
的
な
恭
順
と
に
も
と
つ

の
形
成
で
あ
ろ
う。

そ
の
極
端
な
あ
ら
わ
れ
が、

孔
子
が
春
秋
の

く
平
和
主
義
へ
転
化
し
よ
う
と
し
て
い
た。

孔
子
の
生
れ
た
春
秋
末
年
の
時
代
は、

11
1
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も
T
A.

や
「
解
認
は
何
れ
も
牽
恨
附
會
の
縛
に
過
ぎ
ず」
と
し、

の
書
は、

か
く
て、

の
こ
と
が
霞
と
せ
ら
れ
る
の
は

意
図
に
も
か
か
わ
ら
す
漏
れ
出
て
い
る
古
代
の
史
実
を
掘
り
起
こ
し
て
い
く
の
と、

哲
学

（
四
八
ニ
ー
四
八
三
頁）

と
さ
れ
る
か

―
つ
は、

會
同
朝
聘
に
道
徳
的
意
義
を
奥
へ
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ

／凶
間
外
交〗
や
外
交
使
節
の
取
扱
い
や、

あ
る。

あ
る
が
ま
ま
の
春
秋
間
八
は、

の
列
国
が
華
や
か
な
鏡
争
を
く
り
広
庁
て
い
た
時
代
の
終
末
に
近
か
っ
た。

孔
子
は、

周
の
皇
帝
が
名
目
的
な
も
の
と
な

い
て、

そ
の
中
の
「
徴
言」
に
こ
の
恭
順
倫
理
と
い
う
「
大
義」
〔
名
分
の
愉
理〕

る
編
年
史
で
は
な
く
て、

そ
の
中
に
君
臣
の
大
義
を
や
ど
し、

孔
子
の
褒
貶
の

と
な
る。

孔
子
ら
こ
う
し
て、

春
秋
の
歴
史
の
中
に
迎
想
の
未
来
図
を
秘
め
た
と
こ
ろ
の、

か
ぶ
る
こ
と
も
覚
悟
で
孔
子
が
『
春
秋』
を
作
成
し
た
と
い
う
考
え
（
孟
子）
は
そ
こ
か
ら
起
こ
る。

に
移
す
方
向
に
突
っ
走
る。

伯
教
的
縫
土口
は
国
家
の
正
式
の
学
間
と
し
て
坂
り
あ
げ
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る。

て、

孔
子
の
息
想
に
対
し
て
も、

後
学
に
よ
っ
て
祭
り
上
げ
ら
れ
た
学
間
方
同
だ
け
で
そ
の
す
べ
て
を
律
す
る
こ
と
に
は

後
の
中
国
に
な
い
国
際
的
儀
礼
が、

例
え
ば
諸
侯
間
の

に
入
ら
ぬ
以
前
で
あ
る
か
的
の
ち
が
い
に
よ
る
儀
礼
の
規
定
が
あ
っ
た。

も
の
に
そ
れ
を
狽
へ
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
」
と
し、

そ
う
し
た
も
の
こ
そ
「
左
偲
述
作
の
粕
神
て
あ
る」

い
ず
れ
が
ま
さ
る
で
あ
ろ
う
か。

五
0

し
か
し

を
託
し
た
と
い

不
遜
と
も
い
え
る
人
物
と
な
る。

孔
子
を
ひ
そ
か
に
天
子
に
比
定
す
る
不
経

の
前
半
は、

中
国
帝
国
の
そ
う
し
た
儒
教
的
憫
色
の
時
代
と
い
え
る
だ
ろ
う。

の
制
作
者
に
擬
し
た
り
す
る
の
は、

孔
子
後
学
の
者
ど
も
の
し
わ
さ
て
あ
る。

「
思
想
と
し
て
は、

本
来、

儒
教
的
な
道
徳
的
意
義
の
存
在
し
な
い

は

使
節
が
途
中
で
死
亡
し
た

¥]

つ

ノ
イ

た
儒
教
の
バ
イ
プ
ル



(

1

)
 

•→―

 

社
い
た
こ
と
は
疑
い
が
な
い
と
思
う
の
で
あ
る 。

す 、
士
と
□
う
べ
し」
の
よ
う
に 、

理
ほ
ど

全
な
拒
否」
な
ど 、

か
っ
て
も
沈
着
に
合
叫
内

あ
っ
た 。

た 、
古
文
献
に
散
在
す

儀
礼
の

こ

ま
ー

ー

上
は

左
伝、

倍
公
二 い

く
つ
か
の

は
な
訪
役
割
を
果
し
て
い
た
の
で
あ
る 。

な
り

お
お
っ
て
い
た 。
こ
の
間 、
月
の

に
く
い
の
で
あ
る 。
ま
た 、

闘
に
自
然
に

応
の
も
多
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か 。

の

の
］
臼
と
す
る
人
間
儀
で
あ
る

（一
九
七
六
・

ニ
・

一
八）

倫
理
に
ま
す
ま
す
似
き
は
し
た
が 、
孔
子
の
門
下
に
は

的
な
つ
な
か
り
が
あ
る
が 、
封
建
的
愉
理
の
こ
の

の
美
徳
を
も
ち
合
わ
さ
な
い 。

み

え

の
見
栄
や 、
ウ
ェ
ー

バ
ー

の
い
う

る
こ
と
が
で
き 、
非
合
理
な
1
欲
に
よ
る
均
衡
の
す
べ
て
の
動
揺
を
柳
闊
し
う
る
冷
陥
な
人
間
の
こ
と
で
あ
り 、

ウ
ュ
ー

バ
ー

の
い
う
〔
礼
の〕
「
迎
諭」
は 、
す
べ
て

に
と
っ
て
も
封
建
語
侯
間
の

に
と
り

入
れ
ら
れ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る 。

ま
も
る
封
建
闊
下
の
倫
開
り
心
防
に
生
き
て
い
た
者
ら

れ
を
行
う
に
恥
あ
り 、

い
古
代
中
国
的
ス
ト
ア

四
万

、
‘
r6

し
カ
プ

r9
ヽ

ぶヽ 、

て し
ヽ

の
出
来
ご
と
に
ぶ
つ

と
し
て
の

て
戦
国
に
ま
て
中
国
仝
土
を
か

田
左
右
吉
氏
の
い
う

阿
吹
末
の
創
作
と
い
う
風
に
は 、
少
な
く
と
も
叩

の
開
間
の
投
礼
が
す
で
に
慣
苦
法
と
し
て
確
立
し
て
い
た
か
ら
こ
そ 、

伯
教
の
好
む
と
好
ま
な
い
と
に
か
か
わ
ら
す 、
少
な
く
と
も
局
代
ば 、
戦
車
戦
争
の
行
な
わ
れ
た
時
代
で
あ
っ

た 。
車
戦
は

の
柾
威
が
弱
ま
る
に
つ
れ
て 、
封
建
的
な
分
椛
化
が
盛
ん
で
あ
っ
た
が 、
こ
の
川
も 、

、
、
、
、
、

た
が 、
後
代
の
信
教
か
内
政
木
位
で
あ
る
の
に
対
し
て 、
中
国
の
軍
国
主
義
的
封
建
時
代
は
中
国
に
お
い
て
国
際
的
儀
礼
が
発
辻
し
た
咀一
の
間
代
で
あ
っ

た 。

か
ら
も
封
糾
闊
反
り
な
名
誉
と
忠
誡
と
に
よ
る
人
間
と
人
間
と
の
間
の
惜
的
な
つ
な
が
り
の
存
し
た
こ
と
が
批
定
で
ぎ
る
咀一
の
1
仕
て

は 、
義
礼
上
の
礼
節
を
日
己
完
成
の
目
標
と
し 、
そ
の
手
段
と
し
て
は 、

る
と
い
う
点
で
い
わ
ゆ
る
忠
信
の
人
と
た
た
え
ら
れ
る
人
物
と
は
区
別
さ
れ
る
人
間
の
こ
と
で
あ
っ
た
（『
論
語』

殉伍l
)。
封
建
倫
理
に
は
人
と
人
と

の
中
に
ら
い
く
ら
か
残
滓
を
と
ゞ
め
て
い
る
か
も
し

れ
な
い 。

た
と
え
ば
子
路
篇
に
見
え
る
「
子
曰
く 、

ヽ

ぉc

わ
が
身
の
ふ
る
ま
い
に
屈
を
知
り 、

己
れ
の
一
命
に
か
げ
て
も
君
の

た
先
例
が
儒
教
儀
礼
に
と
り

入
九
ら
れ
る
こ
と
は
当
然
に
多
か
っ
た

し
か
し 、

「
策
名
委
質、

爪
乃
辟
也
、
」

仕
預
注
「
名
菖
於
所
臣
之
策、

屈
膝
而
討
事
之
則
不
可
以
賦、

尉
罪
也
、
一

疏
「
策
罰
策
也、

質
形
陀
巴、

れ
る 。

占
之
仕
者
於
所

「
来
担
川
心
の

の

め

孔
子
の
後
学
は 、
乞
そ
4っ
く
は
孔
子
も
意
図
し
た
家
産
間
的
な
Pie
bt
の

の
倫 あ

r

ま

の
地
位 の

礼
は
そ
う
し
た
，1
然
発
／
的
な



(
8

)
 

(

7

)
 

(
6

)
 

(
5

)
 

(
4
)
 

(
3
)
 

(
2
)
 

訓
＂行
『
荀
子
』

凸
順
蔵
『
中
国
息
化
論
集
』

ジ
ャ
ッ
ク
・

ン
ュ

ル
ネ
『
古
代
中
国
』

。

ぶ
ノ

筑
波
大
学

い
之
人 、

嚇
己
名
於
策 、

以
附
繋
励
之
也 、

汀
則
屈
膝
而
委
身
琶
於
地 、

以
明
敬
奉
之
也 、

名
繋
於
彼
所
事
之
討
刈
不
可
以
爪
心 、

辟
罪
繹
詰
文 。
」

「
古
者
始
仕 、

必
名
心
於
所
臣
之
策 、

委
死
之
質
於
社 、

然
後
巧
い 、

示
必
死
節
於
且
召
也 、

死
之
質
者
以
雉
言
也 、

始
仕
必
是
巳
上 、

じ
之
贄
以
知
」 。
（
史

IIIL 、

仲
尼

ュ
ン
メ
ン
ク
ー

テ
ィ

オ
の
低
礼
に
つ
い
て
は 、

且
良
晃
志
郎
訳
・

一、
ソ

ク
ス
・

ウ
ェ

ー
バ
ー

『
支
配
の
仕
会
学
』

二
九
八
頁
の
注
(
-

七）

を
見
よ

。

こ
礼
は

、

月
[9い

だ
ら
ん
と
ず

る
も
の
か9
11
分
の
向
手
を
合
n
せ
て
さ
し
出
し 、

こ
れ
を
封
主
か，
Il
分
の
向
手
で
外
側
か
ら
包
む
と
い｝
） 、

手
の
所
作
を
中
杉
と
す
る
IIC
身
の
低
礼 。

も
と 、

て
お
こ
な
□
九
て
い
た
家
忙
訓
的
紐
屈
閃
係
設
定
n
万
式
で
あ
っ

た
か

、

次
第
に
そ
の
隷
屈
□
砂
朽
を
打
算
し
て

、

『
儒
教
と
道
教
』

、
-

t、社

］ぃm
円
i

J

（
履'
f
11
開

一

九
七
三
年）

八
0
ー

八
二

頁

（
筑
料
占 ．
い

し
1

ヽ
L
E')

-
4
ノ1
/
4
ノ
ー

日
じ」
凪 、

文
質
篇
口

、

）

j
 

＇�・
�
9

弟
子
列
伝 、

索
い
所
�）

服
皮
云

「
じ

以
雉
厄
贄
者 、

取
几
不
可
誘
之
以
食 、

謡
之
以
戚 、

必
死
不
可
生
白 、

卜
行
威
介 、
ぃ
J

節
死
義 、

不
営
移
鰭
也 。
」

（
福
井
文
翡
訳 、

白
水
社 、

（
拙
成）

の
二
六
七
頁
を
参
照 。

哲
学
・

思
想
学
系
論
集

一

九
六
五
年）

っ__l_t_ 

→

9

"
[

-．
さ
こ
云
j
f

し
こ

こ
、

―

丈
叫オ
ー，．＇
直
且 ｀
ご'
)̀
,}／
ー

し‘

,、

末
訂
り
ガ
リ
ア

-

L

9

、
’―

ロ
ー，．

一




