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葡
　
子

の
　
人

一
群
の
三

間え
を

観
通
じ
て
一

薄
　
井

俊
　
二

は
　
　
じ
　
　
め
　
　
に

　
面
子
の
思
想
の
中
で
他
の
先
帝
諸
子
の
も
の
と
際
だ
っ
て
異
な
る
も
の
に
「
人
間
と
は
群
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
人
間
は
社
会
を
構
成
す
る
も
の
、
こ
の
世
で
唯
一
の
社
会
的
存
在
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
今
、
こ
の
立
場
に
立
つ
な
ら
ば

葡
子
の
人
間
に
対
す
る
見
方
も
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
人
聞
が
群
と
い
う
社
会
集
団
を
形
成
す
る
と
い
う
性
質
を
持
っ
て

い
る
と
い
う
の
な
ら
ば
、
　
一
個
一
個
の
人
間
を
対
象
と
し
て
考
え
る
人
間
観
に
と
ど
ま
ら
ず
、
集
団
の
中
に
お
い
て
集
団
を
構
成
し
て
い

る
時
の
人
間
、
又
集
団
と
し
て
総
体
と
し
て
の
人
間
と
い
う
こ
と
も
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
人
間
の
本
性
、
或
い
は

偽
（
人
為
）
の
問
題
、
天
と
人
と
の
関
係
な
ど
を
言
う
場
合
に
も
、
右
の
人
間
の
集
団
に
対
す
る
碍
子
の
考
え
を
念
頭
に
お
く
必
要
が
あ

ろ
う
。
そ
こ
で
、
稲
子
の
い
う
群
と
い
う
人
間
集
団
は
ど
の
よ
う
な
性
質
を
持
っ
て
お
り
ど
の
よ
う
な
性
格
の
も
の
か
、
を
考
え
て
ゆ
き
、

そ
の
中
で
萄
子
は
人
間
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
を
見
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。

一
1

「

萄
子
の
群

水
火
に
は
気
あ
る
も
生
な
く
、
草
木
に
は
生
あ
る
も
知
な
く
、
禽
獣
に
は
知
あ
る
も
由
な
し
。
人
に
は
気
あ
り
生
あ
り
知
あ
り
て
亦
た

な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

且
お
義
あ
り
、
故
に
最
為
天
下
の
貴
た
る
な
・
つ
。
力
は
牛
に
若
か
ず
、
走
る
は
馬
に
若
か
ず
、
而
る
に
牛
馬
の
用
を
為
す
は
何
ぞ
や
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

曰
わ
く
、
㈲
人
は
能
く
若
し
彼
れ
は
群
す
る
こ
と
能
わ
ざ
れ
ば
な
り
。
人
は
何
に
以
り
て
能
く
幽
す
る
や
。
曰
わ
く
、
分
な
り
。
⑬
分



は
何
に
以
り
て
能
く
行
わ
る
る
や
。
曰
わ
く
、
義
な
り
。
故
に
義
以
て
分
す
れ
ば
則
ち
和
し
、
和
す
れ
ば
則
ち
．
一
、
「
一
な
れ
ば
則
ち
力

多
く
、
力
多
け
れ
ば
則
ち
彊
く
、
彊
け
れ
ば
則
ち
物
に
勝
つ
。
故
に
宮
室
に
も
得
て
居
る
べ
き
な
り
。
故
に
四
時
を
序
し
万
物
を
裁
し
て

天
下
を
兼
利
す
る
は
宕
の
故
な
し
。
こ
れ
が
分
義
を
得
れ
ば
な
り
。

故
に
人
は
生
ま
れ
れ
ば
群
す
る
無
き
こ
と
能
わ
ず
、
群
し
て
分
な
け
れ
ば
則
ち
争
い
、
争
え
ば
則
ち
乱
れ
、
乱
る
れ
ば
則
ち
離
れ
、
離

る
れ
ば
則
ち
弱
く
・
弱
け
れ
ば
則
ち
物
に
勝
つ
こ
と
能
わ
ず
。
故
に
宮
室
に
も
得
て
居
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
⑬
少
頃
も
礼
義
を
蔀
到

べ
か
ら
ざ
る
の
謂
な
り
。
能
く
以
て
親
に
言
う
る
を
孝
と
謂
い
、
能
く
以
て
兄
に
言
う
る
を
弟
と
謂
い
、
能
く
以
て
上
に
言
う
る
を
順

と
謂
い
、
能
く
以
て
下
を
使
う
を
君
と
謂
う
。
◎
君
と
は
能
く
群
せ
し
む
る
な
り
。
群
道
の
当
た
れ
ば
則
ち
万
物
も
酷
な
其
の
宜
し
き

を
得
∴
ハ
畜
も
皆
な
其
の
長
を
得
・
肇
も
皆
な
其
の
命
を
得
ん
・
ゴ
制
篇
首
±
段
）

三
子
の
群
の
考
え
は
こ
の
文
に
ほ
ぼ
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
が
、
他
の
資
料
を
補
足
に
使
い
ポ
イ
ン
ト
を
お
さ
え
て
ゆ
く
。

㈹
一
人
間
が
禽
獣
や
そ
の
他
の
万
物
よ
り
も
す
ぐ
れ
て
い
る
の
は
、
人
間
が
「
能
く
群
」
す
る
か
ら
だ
と
す
る
。
そ
し
て
他
の
物
と
異
な

り
「
能
く
群
」
し
う
る
の
は
「
分
田
辮
．
」
を
も
っ
て
争
い
ご
と
を
ま
と
め
る
か
ら
だ
、
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
り
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ト

　
人
の
煮
た
る
所
以
の
者
は
、
暢
に
二
足
に
し
て
毛
無
き
が
卿
め
の
み
に
非
ず
、
其
の
辮
有
る
が
平
め
な
り
。
今
夫
の
独
獲
の
形
状
↑
）
も

　
亦
た
二
足
に
し
て
毛
無
（
3
）
き
な
り
。
然
る
に
君
子
は
其
の
蘂
を
撚
り
、
其
の
戴
を
食
う
。
故
に
人
の
人
た
る
所
以
の
も
の
は
、
特
に
其

　
の
二
足
に
し
て
毛
無
き
が
以
め
の
み
に
非
ず
、
其
の
辮
有
る
が
蕾
め
な
り
。
夫
の
禽
獣
に
は
父
子
あ
る
も
父
子
の
親
し
み
な
く
牝
牡
あ

　
る
も
男
女
の
別
な
し
。
故
に
人
道
に
は
辮
有
ら
ざ
る
こ
と
指
し
。
（
朴
歯
篇
第
二
段
）

㈹
1
群
の
分
は
「
義
・
礼
義
」
を
基
準
と
し
て
設
け
ら
れ
る
。

　
分
の
均
し
け
れ
ば
則
ち
囎
ま
ら
ず
・
執
の
斉
し
け
れ
ば
則
ち
壱
な
ら
ず
・
衆
の
斉
し
け
れ
ば
則
ち
使
わ
れ
ず
・
天
あ
り
地
あ
り
て
上
下

　
差
あ
り
。
明
王
始
め
て
立
て
ば
麟
国
に
処
す
る
に
も
制
あ
り
。
計
れ
両
貴
の
構
Ψ
い
に
事
う
る
こ
と
能
わ
ず
言
託
の
諾
い
に
使
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た

　
能
わ
ざ
る
は
、
天
の
数
な
り
。
執
位
は
斉
し
く
し
て
欲
得
も
同
じ
け
れ
ば
物
は
澹
る
こ
と
能
わ
ず
、
則
ち
必
ず
争
う
。
争
え
ば
則
ち
必

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
だ

　
ず
乱
れ
詣
る
れ
ば
則
ち
窮
す
。
先
王
は
其
の
乱
を
含
む
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
故
に
礼
義
を
制
め
て
こ
れ
を
分
か
ち
貧
富
貴
賎
の
等
あ
り
て
相
い
に
兼
ね
臨

　
む
に
足
ら
し
め
し
は
、
是
れ
天
下
を
養
う
の
本
な
れ
ば
な
り
。
（
王
制
篇
第
二
段
）

こ
の
文
の
「
先
王
…
制
礼
義
以
分
之
」
と
い
う
主
張
は
栄
辱
篇
（
4
）
・
七
曲
篇
（
5
）
に
も
み
え
る
。

一2一



⑥
1
又
、
「
能
く
回
せ
し
む
る
」
も
の
と
し
て
「
君
」
の
存
在
が
あ
り
、
「
分
」
を
管
理
し
て
い
る
。

　
人
の
生
は
群
す
る
無
き
こ
と
能
わ
ず
、
、
群
し
て
分
な
け
れ
ば
則
ち
争
い
、
争
え
ば
則
ち
乱
れ
、
乱
る
れ
ば
則
ち
窮
す
。
故
に
分
な
き
は

　
人
の
大
害
な
り
。
分
あ
る
は
天
下
の
本
利
な
り
、
而
し
て
人
君
な
る
者
は
分
を
漿
所
以
の
枢
要
な
り
。
（
富
国
篇
第
三
段
）

　
道
と
ば
何
ぞ
や
。
曰
わ
く
、
君
の
道
な
り
。
君
と
は
何
ぞ
や
。
曰
わ
く
、
能
く
群
す
る
な
り
。
（
君
道
篇
第
六
段
目

◎
i
以
上
の
三
点
の
他
に
群
の
考
え
を
支
え
る
も
の
と
し
て
分
業
論
が
説
か
れ
て
い
る
。

　
故
に
立
技
の
成
す
所
は
一
人
目
養
う
所
以
な
り
。
而
る
に
能
も
技
を
兼
ぬ
る
こ
と
能
わ
ず
、
人
も
官
を
兼
ぬ
る
こ
と
能
わ
ず
。
離
れ
居

　
り
て
相
い
待
た
ざ
れ
ば
則
ち
窮
し
、
群
し
て
分
な
け
れ
ば
則
ち
争
う
・
窮
す
る
嫉
艦
知
り
。
患
を
救
い
禍
を
除
く
に
は
則
ち
分
を
明
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

　
か
に
し
て
群
せ
し
む
る
に
若
く
は
回
し
。
（
富
国
三
三
｝
段
）

以
上
ま
と
め
る
と
、
人
間
の
つ
く
る
群
と
い
う
集
団
の
は
た
ら
き
を
分
業
等
に
積
極
的
に
評
価
し
、
そ
の
群
が
維
持
さ
れ
る
の
は
分
、
つ

ま
り
差
等
が
そ
の
中
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
、
そ
し
て
分
の
よ
り
ど
こ
ろ
は
礼
義
で
あ
り
、
群
の
ま
と
め
役
と
し
て
君
主
が
存
在
し
て
い
る

と
い
う
の
で
あ
る
。
即
ち
、
人
間
集
団
で
あ
る
群
は
礼
義
と
君
と
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
群
の
性
格

を
も
う
少
し
明
ら
か
に
す
る
為
に
、
君
と
群
、
礼
と
群
と
い
う
二
面
か
ら
考
察
を
加
え
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

「3一

二
　
君
と
群

　
先
の
富
国
篇
・
，
「
君
道
篇
の
資
料
に
見
た
よ
う
に
、
君
主
は
群
を
と
り
ま
と
め
る
も
の
、
群
の
統
括
者
と
い
う
役
割
り
を
与
え
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
．

　
君
は
臣
と
対
応
す
る
と
認
識
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
所
謂
君
臣
関
係
を
作
る
も
の
で
あ
る
が
、
「
萄
子
」
中
に
も
そ
の
よ
う
な
意
味
の

君
と
い
う
語
は
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
た
よ

　
人
の
君
た
る
こ
と
を
請
い
問
う
O
曰
わ
く
、
礼
を
以
て
分
施
し
骨
偏
に
し
て
偏
ら
ざ
る
べ
し
。
人
の
臣
た
る
こ
と
を
請
い
問
う
。
曰
わ

　
く
・
礼
を
以
て
君
に
談
り
（
6
）
忠
順
に
し
て
解
ら
ざ
る
べ
し
。
人
の
父
た
る
こ
と
を
請
い
問
う
・
曰
わ
く
・
…
…
。
人
の
子
た
る
こ
と
を

　
請
い
問
う
。
日
わ
く
、
…
…
。
人
の
兄
た
る
こ
と
を
請
い
問
う
。
日
わ
・
く
、
…
…
。
、
人
の
弟
た
る
こ
と
を
請
い
問
う
。
曰
わ
く
、
…
…
。



　
人
の
減
た
る
こ
と
を
請
い
問
う
。
曰
わ
く
、
…
…
。
人
の
妻
た
る
こ
と
を
請
い
問
う
。
曰
わ
く
、
…
…
。
　
（
君
道
篇
第
三
段
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

　
…
君
臣
父
子
兄
弟
夫
婦
、
始
ま
れ
ば
則
ち
終
り
、
終
れ
ば
則
ち
始
ま
り
、
天
地
と
同
に
理
ま
り
万
世
と
同
に
久
し
。
夫
れ
是
れ
を
大
本

　
と
謂
う
…
…
君
の
君
た
り
臣
の
臣
た
る
と
父
の
父
た
り
子
の
診
た
る
と
兄
の
兄
た
り
弟
の
弟
た
る
こ
と
も
一
な
り
…
…
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
王
制
三
三
十
段
）

こ
こ
に
述
べ
ち
れ
て
い
る
君
は
臣
と
対
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
君
臣
関
係
と
い
う
一
セ
ッ
ト
と
な
っ
て
人
間
集
団
を
構
成
す
る
「
ブ
ロ
ッ

ク
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
個
人
で
あ
る
君
と
個
人
で
あ
る
臣
と
が
向
か
い
あ
っ
て
一
人
対
一
人
の
関
係
で
お
り
、
互
い
に
「
君
は
君

た
り
、
臣
は
三
元
る
」
べ
く
努
力
せ
ね
ば
な
ら
な
い
存
在
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
先
ほ
ど
見
た
群
の
統
括
者
と
し
て
の
君
の
場
合
は
少
し
様
子
が
異
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
場
合
の
君
は
群
と
向
か

い
あ
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
君
は
群
と
い
う
人
間
集
団
を
治
め
る
も
の
と
し
て
、
群
よ
り
　
段
高
い
位
置
に
あ
り
、
群
を
構
成
し
て
い
る
人

間
達
と
は
一
人
対
一
人
で
向
か
い
あ
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
群
と
い
う
集
団
を
経
て
向
か
い
あ
っ
て
お
り
接
触
し
て
い
る
。

　
「
孟
子
」
に
次
の
よ
う
な
話
が
載
っ
て
・
い
る
。

　
郷
と
魯
と
襲
う
。
穆
公
問
い
－
て
曰
く
、
吾
が
有
司
の
死
せ
る
者
三
十
三
人
な
る
に
、
民
こ
れ
に
死
せ
る
漏
し
。
之
を
詠
せ
ん
と
せ
ば
、

　
則
ち
詠
ず
る
に
勝
う
べ
か
ら
ず
。
詠
せ
ざ
ら
ん
と
せ
ば
・
則
ち
其
の
長
上
の
死
を
虚
言
と
し
て
救
わ
ざ
ら
ん
。
卿
ラ
沙
側
に
せ
ば
則
ち
可

’
な
ら
ん
、
と
。
孟
子
対
え
て
曰
く
…
…
。
　
（
「
孟
子
」
梁
三
王
章
句
下
）

こ
こ
で
穆
公
の
発
言
に
登
場
す
る
長
上
と
は
趙
岐
の
注
に
よ
れ
ば
「
呼
率
」
、
焦
循
の
正
義
に
よ
れ
ば
「
在
郷
為
郷
官
、
在
軍
為
軍
吏
」

と
あ
る
が
、
要
す
る
に
有
司
と
同
じ
く
隊
長
と
か
役
人
と
か
．
い
う
存
在
で
あ
る
。
彼
ら
は
穆
公
が
「
吾
が
有
司
」
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に

君
主
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
役
人
で
あ
り
、
「
民
こ
れ
に
死
せ
る
毒
し
」
と
か
「
　
（
民
）
其
の
長
上
の
死
を
疾
視
と
す
」
と
あ
る
よ
う
に

民
に
と
っ
て
自
分
の
側
の
存
在
で
は
な
く
、
君
主
と
対
決
し
て
く
れ
る
氏
族
の
長
な
ど
で
も
な
い
。
今
こ
の
三
者
の
関
係
を
み
て
み
る
と
、

穆
公
と
長
上
と
は
君
臣
関
係
に
当
り
、
穆
公
と
民
と
も
一
応
君
臣
関
係
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
長
上
と
民
と
の
関
係
は
ど
う
説
明
す
れ
ば

よ
い
だ
ろ
う
か
。
孟
子
の
言
う
五
倫
↑
）
の
関
係
の
い
ず
れ
に
も
あ
て
は
ま
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
あ
え
て
い
え
ば
君
主
の
命
令
を
伝
え
る

者
と
君
主
の
命
令
に
従
う
者
と
い
う
関
係
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
、
君
主
よ
り
の
命
令
1
こ
の
場
合
は
「
戦
闘
に
参
加
せ
よ
」
と
い
う

も
の
一
が
存
在
し
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
関
係
で
あ
る
。
そ
し
て
実
は
穆
公
と
民
と
は
こ
の
長
上
を
媒
介
と
し
て
向
か
い
あ
い
接
触
し
て

「
4

一



い
る
の
で
あ
る
つ
と
す
る
な
ら
ば
、
穆
公
と
民
と
の
関
係
は
所
謂
君
臣
関
係
と
は
や
や
異
質
な
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
君
民

関
係
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
為
政
者
と
被
治
者
と
い
う
関
係
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
穆
公
は
君
と
し
て
長
上
に
対
す

る
面
と
民
に
対
す
る
面
と
の
二
面
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
前
者
が
所
謂
君
臣
関
係
で
あ
り
後
者
は
為
政
者
と
被
治
者
と
の
関
係

な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
君
の
持
つ
二
面
性
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
先
の
萄
子
の
君
と
群
と
の
関
係
も
よ
り
明
瞭
に
な
る
だ
ろ
う
。
穆
公
と
長
上
と
の
関
係

は
先
の
君
道
篇
第
三
段
・
王
制
篇
第
十
段
で
み
た
君
臣
関
係
で
あ
り
、
穆
公
と
民
と
の
関
係
は
君
と
群
と
の
関
係
に
あ
た
る
。
そ
し
て
群

と
向
か
い
あ
う
君
を
為
政
者
と
し
た
な
ら
ば
、
群
と
は
被
治
者
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
君
之
群
と
の
関
係
は
政
治
的
関
係
、
群
と
は
政
治

的
集
団
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
前
章
の
ω
の
「
人
間
は
能
く
群
す
る
」
と
い
う
主
張
に
も
ど
る
な
ら
ば
、
そ
の
主
張
は
次
の
よ
う

に
言
い
か
え
ら
れ
よ
う
。
「
人
間
集
団
で
あ
る
群
と
は
政
治
的
集
団
で
あ
り
、
人
間
と
は
政
治
的
関
係
を
結
び
う
る
存
在
で
あ
る
」
と
。

人
間
集
団
で
あ
る
群
を
君
と
対
置
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
存
在
を
政
治
的
な
も
の
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
表
面

上
は
政
治
と
の
対
立
を
繰
り
返
す
で
と
の
多
い
思
想
家
（
法
家
は
除
く
）
の
中
に
あ
っ
て
、
萄
子
の
思
想
を
現
実
的
な
説
得
力
の
あ
る
も

の
と
し
て
い
る
。
ど
う
理
想
論
を
説
き
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
描
い
て
も
、
現
実
に
存
在
し
て
い
る
政
治
社
会
は
消
滅
し
た
り
は
し
な
い
。
そ
こ

で
逆
に
そ
れ
を
取
り
込
ん
で
自
説
を
組
み
立
て
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
と
遭
う
が
て
の
よ
う
に
人
間
々
政
治
的
存
在
と
し
た
場
合
、
人
間
の
問
題
が
政
治
論
に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
う
危
険
性
が
生
じ
る
。
人
間

論
と
政
治
論
と
い
う
問
題
な
の
だ
が
、
孟
子
は
こ
の
問
題
に
一
つ
の
答
を
出
し
て
い
る
の
で
先
ず
孟
子
の
立
場
を
み
て
お
こ
う
。

　
孟
子
が
す
ぐ
れ
た
政
治
的
視
点
を
有
し
て
お
め
、
政
治
論
の
問
題
に
対
し
て
い
く
つ
か
の
見
解
を
出
し
て
い
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
こ

と
で
あ
ろ
う
。

「
民
の
響
は
、
則
ち
恒
産
無
け
れ
ば
因
り
て
恒
心
無
と
（
「
孟
子
」
梁
二
王
章
句
上
）

「
子
産
油
国
の
政
を
聴
き
し
と
き
、
其
の
乗
輿
を
以
て
、
人
を
湊
一
膳
に
済
せ
り
。
孟
子
曰
く
、
恵
な
れ
ど
も
政
を
為
す
を
知
ら
ず
。
歳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ
舳
　
　
　
　
　
　
　
．

の
十
一
月
に
は
三
雲
成
り
、
十
二
月
に
は
輿
梁
成
ら
ば
、
民
未
だ
睡
る
を
害
え
ざ
る
な
り
」
（
「
同
」
離
婁
章
句
下
）

猛
撃
を
魯
薯
易
え
識
れ
る
彦
て
足
重
る
を
補
わ
ザ
ん
ば
、
則
農
に
余
粟
あ
り
、
女
に
余
部
あ
ら
ん
。
壷
鐙
之
を
通
ぜ
ば
、

則
ち
梓
弓
・
輪
輿
食
を
子
に
得
ん
」
（
「
同
」
三
文
公
章
三
下
）

｝
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な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
「
政
治
と
は
成
果
が
問
題
だ
」
と
い
う
思
想
を
背
景
に
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
こ
の

「
政
治
と
憾
成
果
が
問
題
だ
」
と
い
う
思
想
は
そ
の
ま
ま
成
長
す
れ
ば
功
利
的
な
も
の
と
な
り
易
く
、
又
、
人
間
を
全
く
機
械
的
に
見
る

よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
効
率
の
よ
い
政
治
が
そ
の
ま
ま
総
て
の
問
題
の
解
決
と
な
る
、
と
い
う
政
治
論
優
先
．
人
間
論
軽
視
も
し
く
は
無

視
の
思
想
へ
と
向
う
。
先
程
述
べ
た
「
人
間
の
問
題
が
政
治
論
に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
う
危
険
性
」
と
は
、
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
実
際
の
と

こ
ろ
政
治
の
現
場
よ
り
の
要
請
、
君
主
よ
り
の
要
請
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
人
間
観
を
踏
ま
え
た
富
国
強
兵
策
で
あ
っ
た
。
戦
国
期
の
法

家
的
な
思
想
家
達
は
こ
の
流
れ
の
上
に
あ
る
も
の
で
、
政
治
的
な
成
果
を
上
げ
る
為
に
「
尽
地
力
之
教
」
「
什
悟
制
度
」
な
ど
を
考
案
し
、

人
間
を
そ
の
機
械
的
な
面
で
の
み
と
ら
え
る
。
儒
家
で
あ
る
孟
子
は
右
の
よ
う
な
政
治
論
を
持
ち
政
治
的
関
係
な
関
係
を
見
る
視
点
を
持

ち
な
が
ら
、
法
家
の
よ
う
な
機
械
的
人
間
観
に
陥
る
の
を
嫌
い
、
政
治
論
と
は
別
の
と
こ
ろ
に
人
間
論
を
立
て
る
。
人
間
論
に
関
し
て
は

「
人
に
忍
び
ざ
る
の
心
、
休
場
側
隠
の
心
」
と
い
う
人
間
の
内
面
性
を
そ
の
出
発
点
と
す
る
。
犠
牲
に
さ
れ
る
牛
を
見
て
憐
れ
に
思
っ
た

気
持
ち
、
井
戸
に
落
ち
そ
う
に
な
っ
た
儒
子
を
思
わ
ず
助
け
よ
う
と
す
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
人
間
の
内
面
を
問
題
と
し
そ
こ
を
出
発
点
と

し
て
人
間
の
人
間
た
る
所
以
を
考
え
て
ゆ
く
の
が
孟
子
の
人
間
論
で
あ
る
。
そ
し
て
．
為
政
者
と
し
て
の
君
主
は
政
治
に
お
い
て
は
効
率
の

よ
い
政
治
を
行
な
い
な
が
ら
、
　
一
人
の
人
間
と
し
て
内
面
性
を
問
題
と
し
て
ゆ
く
と
い
う
の
が
孟
子
の
立
場
で
あ
ろ
う
。
即
ち
政
治
論
と

人
間
論
と
を
分
離
す
る
こ
と
に
よ
り
、
先
に
述
べ
た
危
険
性
に
陥
る
ま
い
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
葡
子
が
群
の
考
え
に
よ
り
人
聞
を
政
治
的
存
在
と
し
た
こ
と
は
、
人
間
論
に
お
い
て
人
間
の
内
面
性
を
そ
の
依
り
所
と
し
た
孟
子
の
立

場
と
訣
別
し
た
こ
と
を
意
味
し
、
機
械
的
人
間
観
に
近
づ
く
危
険
性
を
持
つ
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
で
は
益
子
は
何
に
よ
っ
て
そ
れ
を
防
い

だ
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
、
礼
に
対
す
る
卓
子
の
解
釈
の
中
に
現
わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
次
に
礼
と
群
に
つ
い
て
み
て

み
る
。

一6
「

三
　
礼
と
群

　
群
と
は
政
治
的
集
団
で
あ
り
、
君
と
群
内
の
人
々
と
は
個
人
的
な
一
人
対
一
人
の
関
係
で
は
な
い
こ
と
は
前
章
で
述
べ
た
。
と
す
る
な

ら
ば
、
君
と
群
内
の
人
々
と
を
結
ぶ
も
の
の
存
在
が
必
要
と
な
る
。
そ
れ
は
群
内
の
人
々
が
共
有
し
て
お
り
そ
れ
に
よ
っ
て
君
と
つ
な
が



る
も
の
で
あ
る
。
先
の
「
孟
子
」
の
場
合
で
は
「
戦
闘
に
参
加
せ
よ
」
と
い
う
穆
公
か
ら
民
へ
下
さ
れ
た
命
令
が
そ
れ
に
当
る
。
現
実
の

社
会
に
お
い
て
は
君
主
の
命
令
す
る
法
で
あ
り
、
萄
子
億
第
一
章
で
み
た
よ
う
に
礼
．
礼
義
で
あ
る
．
と
い
う
。

　
礼
は
儒
家
に
お
い
て
は
重
要
な
儀
式
と
さ
れ
、
孟
子
も
「
辞
譲
の
心
は
、
礼
の
端
な
り
」
（
「
孟
子
」
公
孫
丑
章
句
上
）
　
と
言
い
仁
・
義

・
智
と
と
も
に
四
つ
の
徳
目
と
し
て
尊
重
し
て
い
る
。
世
子
は
礼
が
人
間
の
外
側
に
あ
っ
て
人
間
と
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
現
実

社
会
の
法
に
か
え
て
礼
を
外
在
的
規
範
と
し
て
提
示
す
る
。
そ
し
て
さ
し
あ
た
っ
て
礼
に
期
待
す
る
機
能
は
「
礼
義
を
制
し
て
之
を
分
』

と
あ
る
よ
う
に
、
分
を
設
け
て
群
を
維
持
す
る
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
分
を
設
け
て
群
を
維
持
す
る
の
で
あ
れ
ば
法
と
選
ぶ
と
こ
ろ
蝕

な
い
。
つ
ま
り
葡
子
の
い
う
礼
と
法
と
は
、
そ
の
書
の
中
で
使
わ
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
は
等
し
く
外
在
的
規
範
を
意
味
し
、
群
を
維

持
す
る
之
い
う
機
能
に
お
い
て
は
伺
じ
も
の
を
も
っ
て
い
る
と
炉
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
次
の
資
料
に
よ
り
明
ら
か
と
な
る
。

　
礼
な
る
者
は
、
貴
賎
に
等
あ
り
、
長
幼
に
差
あ
り
、
貧
富
軽
重
に
皆
な
称
あ
る
も
の
な
り
。
…
…
徳
は
必
ず
位
に
称
い
、
位
は
必
ず
禄

　
に
称
い
、
禄
は
必
ず
用
に
称
う
。
士
よ
り
以
上
は
則
ち
必
ず
礼
楽
を
以
て
こ
れ
を
節
し
、
衆
庶
百
姓
は
則
ち
必
ず
法
数
を
以
て
こ
れ
を

　
制
す
。
・
（
富
国
篇
第
二
段
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
　
　

一
応
士
よ
り
以
上
に
適
用
す
る
礼
楽
と
衆
庶
百
姓
に
適
用
す
る
法
数
と
い
う
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
こ
こ
に
み
ら
れ
る
の
は
外
在
的
規
範
　
　
一

で
あ
る
礼
で
あ
り
法
で
あ
る
。
更
に
次
の
資
料
を
み
て
み
る
。

　
…
庶
人
の
政
に
安
ん
じ
て
然
る
後
に
君
子
も
位
に
安
ん
ず
。
…
…
故
に
人
に
君
た
る
者
は
、
安
か
ら
ん
と
欲
す
れ
ば
則
ち
政
を
平
ら
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
ム
ノ
こ

　
に
し
て
民
を
愛
す
る
に
若
く
は
莫
く
、
栄
え
ん
と
欲
す
れ
ば
則
ち
礼
を
隆
び
て
士
を
敬
う
に
若
く
は
莫
く
、
功
名
を
立
て
ん
と
欲
す
れ

　
ば
則
ち
賢
を
尚
び
て
能
を
使
う
に
若
く
は
な
し
。
食
れ
人
に
君
た
る
の
大
節
な
㌧
り
。
　
（
王
制
調
弁
三
段
）

　
蕪
ね
描
わ
せ
る
こ
と
は
能
く
し
易
き
な
り
。
唯
堅
く
耀
む
る
こ
と
を
難
し
と
す
。
…
…
故
に
士
を
企
む
る
に
は
礼
を
以
て
し
、
民
を
凝

　
む
る
に
は
政
を
以
て
す
。
礼
の
脩
ま
り
て
士
は
服
し
政
の
平
ら
か
に
し
て
民
は
安
し
、
量
れ
是
れ
を
大
罪
と
謂
い
、
以
て
守
れ
ば
則
ち
固

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や

　
く
以
て
征
す
れ
ば
則
ち
強
く
、
令
は
行
わ
れ
禁
は
止
み
て
王
者
の
皇
霊
る
。
　
（
議
黒
瀬
第
七
段
）

「
政
を
平
ら
か
に
す
」
と
い
う
の
は
、
民
を
よ
く
治
め
て
平
安
に
す
る
わ
け
だ
か
ら
、
つ
ま
り
群
を
安
定
さ
せ
て
混
乱
さ
せ
な
い
こ
と
で

あ
る
。
群
の
維
持
に
は
礼
義
が
用
い
ら
れ
る
わ
け
で
「
平
政
」
は
や
は
り
礼
義
に
よ
る
の
で
あ
る
。
特
に
士
以
上
と
百
姓
と
を
区
別
す
る

場
合
、
士
以
上
に
対
し
礼
・
礼
楽
温
い
い
、
百
姓
に
対
し
て
は
法
数
・
政
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。
外
在
的
規
範
と
し
て
は
、
礼
・
礼
楽
・



礼
法
・
法
・
法
数
等
は
皆
な
同
じ
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
へ
　
　
　
マ
　
ヘ
　
へ
　
　
　
へ
　
　
　
ヘ
　
へ

　
し
か
し
、
二
子
の
い
う
外
在
的
規
範
と
し
て
の
礼
は
現
実
の
政
治
集
団
を
律
す
る
法
と
は
少
し
異
な
っ
た
性
格
を
持
っ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。
（
8
）
第
二
章
の
終
り
に
述
べ
た
「
機
械
的
人
間
観
へ
陥
る
こ
と
へ
の
歯
ど
め
」
と
し
て
の
性
格
を
厨
子
の
礼
は
有
し
て
い
る
の
で

あ
る
ゆ

　
面
子
の
礼
が
群
を
維
持
す
る
外
在
的
規
範
で
あ
る
こ
と
は
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
。
つ
ま
り
針
子
の
い
う
礼
と
は
最
高
規
範
で
あ
り
不

可
侵
の
も
の
で
あ
る
筈
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
吾
子
は
こ
の
規
範
の
存
在
自
体
に
つ
い
て
は
絶
対
性
を
主
張
す
る
が
、
こ
れ
を
履
行
し
た
り
、

或
い
は
群
を
治
め
る
規
範
と
し
て
実
際
に
運
用
し
た
り
す
る
際
に
は
絶
対
性
を
持
た
せ
て
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

　
礼
と
は
身
を
正
す
所
以
な
り
。
師
と
は
礼
を
正
す
所
以
な
り
。
礼
な
け
れ
ば
何
を
以
て
身
を
正
さ
ん
。
師
な
け
れ
ば
罵
れ
安
ん
ぞ
礼
の

匙
た
る
を
知
ら
ん
・
（
脩
三
三
第
＋
段
）

　
政
を
聴
く
こ
と
の
大
分
。
…
…
故
に
法
あ
り
と
も
議
せ
ざ
れ
ば
則
ち
法
の
至
ら
ざ
る
所
の
も
の
に
は
必
ら
ず
廃
し
、
職
あ
り
と
も
通
ぜ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

　
ざ
れ
ば
則
ち
職
の
及
ば
ざ
る
所
の
も
の
に
は
必
ず
隊
っ
。
…
…
其
の
法
あ
る
も
の
に
は
法
を
以
て
行
い
、
直
な
き
も
の
に
は
類
を
以
て

お
こ
な

　
挙
う
は
、
聴
の
尽
な
り
。
　
（
王
制
篇
第
一
段
）

　
三
三
。
…
…
礼
楽
を
論
じ
百
行
を
正
し
教
化
を
広
め
風
俗
を
美
に
し
兼
ね
覆
い
て
こ
れ
を
調
一
す
る
は
、
幽
遠
の
事
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
王
制
篇
第
十
二
段
）

　
乱
君
あ
り
て
乱
国
な
く
、
治
人
あ
り
て
治
能
な
し
。
…
…
故
に
法
は
独
り
立
つ
こ
と
能
わ
ず
、
類
は
自
ら
行
わ
る
る
こ
と
能
わ
ず
、
其

　
の
人
を
得
れ
ば
則
ち
存
し
其
の
人
を
失
え
ば
則
ち
亡
ぶ
。
　
（
君
道
篇
第
一
段
）

身
方
を
正
す
礼
も
師
に
よ
っ
て
チ
ェ
ッ
ク
を
受
け
ね
ば
な
ら
ず
、
民
を
治
め
る
外
在
的
規
範
と
し
て
の
法
も
臨
機
応
変
の
運
用
が
も
と
め

ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
萄
子
の
い
う
礼
な
り
法
な
り
の
こ
れ
ら
外
在
的
規
範
は
、
群
の
維
持
の
為
に
必
要
不
可
欠
の
も
の
で
は
あ
る
が
、

現
在
の
人
間
の
力
の
介
在
を
待
っ
て
活
動
す
る
も
の
で
あ
る
の
だ
。
こ
の
こ
と
は
こ
の
外
在
的
規
範
を
お
と
し
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

規
範
と
は
も
と
も
と
不
完
全
な
も
の
、
未
完
成
な
為
の
と
乙
子
が
考
え
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
そ
れ
故
、

文
ポ
久
し
け
れ
ば
而
ち
頓
・
）
酌
・
節
事
も
久
し
け
れ
ば
而
ち
絶
え
・
法
数
を
守
る
の
有
司
郁
響
）
な
れ
ば
而
ち
躍
む
・
（
非
相
篇
第
二
段
）

と
い
う
よ
う
に
古
礼
が
散
扶
し
か
か
っ
て
い
て
も
、

一8
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故
に
曰
わ
く
、
聖
王
の
跡
を
観
ん
と
欲
す
れ
ば
則
ち
其
の
藥
然
た
る
者
に
於
い
て
せ
よ
、
後
王
攣
れ
な
り
、
と
。
彼
の
後
王
な
る
者
は

　
天
下
の
君
な
り
。
　
（
同
右
）

と
あ
わ
て
ず
に
構
え
て
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
又
、
こ
の
次
の
段
に
、

　
　
　
　
　
　
ゆ
え
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
か

　
聖
人
は
何
の
以
に
欺
か
れ
ざ
る
や
。
曰
わ
く
、
聖
人
な
る
者
は
己
を
以
て
曇
る
者
な
れ
ば
な
り
。
　
（
非
相
篇
第
三
段
）

と
あ
る
の
に
も
葡
子
の
人
間
優
位
の
姿
勢
が
み
て
と
れ
よ
う
。

　
葡
子
の
礼
が
こ
の
よ
う
に
人
閻
の
力
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
固
定
的
で
な
く
静
止
せ
ず
に
常
に
外
か
ら
の
刺
戟
を
受
け
て
い
る

も
の
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
第
二
章
の
終
り
に
述
べ
た
よ
う
な
「
政
治
に
よ
る
人
間
へ
の
圧
迫
」
や
自
ら
定
め
た
礼
法
に
よ
っ
て
城
東
さ
れ

て
し
ま
う
と
い
う
危
機
に
は
陥
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
　
苦
　
　
　
苦
　
　
　
苦

　
群
に
対
す
る
礼
を
考
え
る
上
で
、
以
上
の
結
論
の
他
に
今
一
っ
注
意
す
る
に
値
す
る
も
の
が
あ
る
。
「
先
王
制
礼
」
の
持
つ
意
味
で
あ

る
。
そ
こ
で
次
に
こ
の
点
を
考
察
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
喜

　
先
王
は
其
の
礼
を
悪
む
、
故
に
礼
義
を
制
め
て
之
を
分
か
つ
。
　
（
王
制
篇
第
二
段
）

礼
は
先
王
が
制
定
し
た
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
こ
の
考
え
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
先
王
と
い
う
古
代
の
聖
人
を
担
ぎ
出
し
自
説
の
補
強
を

し
で
い
る
と
の
解
釈
も
可
能
で
あ
り
、
葡
子
の
「
社
会
・
国
家
を
発
生
史
的
に
見
よ
う
と
す
る
考
え
方
で
も
あ
る
」
と
の
解
釈
↑
）
も
あ
る
。

そ
こ
で
こ
こ
で
は
葡
子
が
国
家
の
起
源
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
を
、
他
の
文
献
と
の
比
較
に
お
い
て
み
る
こ
と
に
よ
り
右
の
問
題

を
考
え
て
ゆ
く
。

一9［

　
戦
国
末
の
諸
子
の
文
献
に
は
古
代
回
想
の
型
を
と
っ
て
国
家
の
起
源
を
説
明
し
よ
う
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
根
本
誠
氏
は
「
呂
氏
春
秋
」

侍
君
覧
侍
短
篇
を
そ
の
一
つ
の
総
集
と
み
て
中
国
古
代
の
国
家
観
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
ら
れ
る
。
＠
　
以
下
氏
の
論
を
紹
介
し
つ
つ
検

討
を
加
え
て
ゆ
く
。
先
ず

　
①
「
墨
子
」
節
用
中
篇
．
「
荘
子
」
盗
妬
篇
．
■
「
韓
非
子
」
五
蜜
篇
．
「
商
子
」
開
塞
篇
の
諸
士
に
古
代
回
想
の
文
が
み
ら
れ
る
。
こ

れ
ら
の
資
料
は
太
古
の
時
代
を
好
ま
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
み
る
か
好
ま
し
く
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
み
る
か
、
は
説
の
分
れ
る
と
こ
ろ



だ
が
、
と
も
か
く
太
古
を
人
間
の
自
然
状
態
之
み
隅
そ
れ
が
時
代
を
経
て
現
在
の
状
態
に
な
っ
た
乏
い
う
。
次
に
、

　
②
「
葡
子
」
王
制
画
聖
十
一
段
（
第
一
章
冒
頭
特
掲
）
は
「
古
代
史
観
と
し
て
で
は
な
い
が
、
人
間
の
本
性
論
か
ら
、
そ
の
自
然
状
態
へ

の
沸
も
っ
と
深
い
考
察
が
投
げ
ら
れ
」
て
い
惹
も
の
だ
と
す
る
。
人
間
は
自
然
性
・
原
始
性
に
お
い
て
は
争
乱
無
秩
序
で
あ
り
、
需
）
　
そ

れ
を
治
め
る
も
の
と
し
て
礼
義
・
君
主
の
存
在
を
理
論
づ
け
た
、
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
最
後
に

　
③
「
呂
氏
春
秋
」
侍
君
篇
の
国
家
観
を
述
べ
た
部
分
を
三
つ
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ

　
㈲
　
人
聞
の
群
居
性
と
立
君
へ
の
必
然
性
の
主
張

　
㈲
　
古
代
回
想
に
よ
る
古
代
の
自
然
状
態
か
ら
法
律
状
態
へ
の
移
行
の
描
写

　
ω
　
周
辺
蛮
族
と
い
う
地
理
的
自
然
状
態
の
描
写

が
そ
の
要
点
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
侍
君
篇
は
君
主
の
存
在
を
㈲
本
性
論
、
㈲
歴
史
的
視
点
、
ω
地
理
的
視
点
の
三
点
か
ら
述

べ
た
も
の
だ
、
と
さ
れ
る
。

　
こ
こ
で
資
料
の
先
後
関
係
に
つ
い
て
み
て
お
く
。
③
の
「
呂
氏
春
秋
」
の
成
立
は
「
是
の
時
諸
侯
弁
士
多
し
。
萄
卿
の
徒
の
如
き
、
書

を
著
わ
し
て
天
下
に
布
く
。
呂
不
悉
乃
ち
其
の
客
を
し
て
人
人
聞
く
所
を
著
わ
さ
し
め
、
集
論
し
て
以
て
回
覧
六
論
十
二
紀
二
十
余
万
言

を
為
す
」
（
「
史
記
」
掌
理
章
列
伝
）
と
あ
る
よ
う
に
二
子
の
活
動
以
降
で
あ
る
。
よ
っ
て
侍
君
篇
の
成
立
略
史
子
の
活
動
以
降
と
遡
ろ
う
。

①
の
「
墨
子
」
「
荘
子
」
雑
二
等
の
二
連
は
い
ず
れ
も
書
の
成
立
年
代
は
は
っ
き
り
と
言
え
ず
、
③
の
「
呂
氏
春
秋
」
と
の
先
後
関
係
を

考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
侍
君
篇
と
語
句
で
重
複
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
、
貧
）
③
の
㈲
の
地
理
的
視
点
は
侍
君
篇
に
の
み
あ

り
、
①
の
「
墨
子
」
等
に
は
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
①
の
ゼ
の
資
料
が
先
行
し
て
い
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
㈲
の
歴

史
的
視
点
で
国
家
の
起
源
を
考
え
る
思
想
が
、
、
侍
君
篇
よ
り
先
行
し
て
存
在
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

　
こ
う
考
え
て
く
る
と
、
③
の
侍
画
工
が
、
①
「
墨
子
」
等
の
歴
史
的
視
点
↓
③
の
㈲
、
②
の
「
萄
子
」
の
本
性
論
↓
③
の
㈲
、
の
二
者

に
侍
君
篇
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
地
理
的
視
点
↓
③
の
ω
を
加
え
て
で
き
て
い
る
と
い
う
根
本
氏
の
指
摘
は
充
分
納
得
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

　
右
の
図
式
を
今
度
は
葡
子
を
中
心
に
み
て
み
る
。

　
①
「
墨
子
」
等
の
歴
史
的
視
点
と
は
、
「
乱
↓
治
」
な
り
「
治
↓
乱
」
な
り
の
状
態
の
移
行
を
、
時
間
の
経
過
、
歴
史
的
必
然
の
中
に

位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
試
み
で
あ
る
と
い
え
る
。
皇
子
に
も
状
態
の
移
行
と
い
う
考
え
は
あ
る
。
「
先
王
は
其
の
乱
を
悪
む
、
故
に
礼
義

一1
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を
制
め
て
之
逢
分
か
つ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
分
」
と
は
能
く
群
す
る
こ
と
、
即
ち
治
で
あ
る
故
「
乱
↓
治
」
と
い
う
状
態
の
移
行
が
存

す
る
。
し
か
し
、
戦
国
諸
子
の
末
期
に
あ
り
他
の
思
想
の
影
響
を
色
々
な
型
で
受
け
て
い
る
呼
子
が
、
こ
の
状
態
の
移
行
に
関
す
る
記
述

で
は
何
故
占
代
回
想
を
用
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
古
代
回
想
が
覇
道
法
の
文
献
に
ま
た
が
っ
て
存
在
し
、
そ
れ
が
「
呂
氏
春
秋
」
に

流
れ
て
い
る
こ
と
を
み
れ
ば
、
そ
れ
が
当
時
の
思
想
界
の
一
つ
の
流
行
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
古
代
回
想
の
み
に
つ
い
て
い
え
ば
、

「
孟
子
」
に
舜
説
話
を
は
じ
め
と
し
て
多
く
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
古
代
回
想
は
儒
家
に
は
な
い
も
の
、
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

と
す
る
な
ら
ば
葡
子
が
状
態
の
移
行
を
本
性
論
の
み
で
説
き
古
代
回
想
を
用
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
自
体
が
彼
の
一
つ
の
主
張

で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
え
ば
、
葡
子
は
こ
の
状
態
の
移
行
を
現
在
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
、
常
に
注
意

を
は
ら
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
、
過
去
の
中
に
閉
じ
込
め
て
し
ま
う
こ
と
を
嫌
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
先
の
「
先
王

が
礼
義
を
制
定
し
た
」
と
い
う
文
略
、
「
先
王
が
混
乱
を
に
く
み
礼
義
を
制
定
し
た
」
と
は
い
う
が
、
「
＋
口
代
は
混
乱
の
時
代
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
先
王
な
礼
義
を
制
定
し
て
混
乱
を
鎮
め
た
」
と
は
い
わ
な
い
。
葡
子
に
と
っ
て
治
も
乱
も
常
に
「
今
」
の
問
題
な
の
で
あ
る
。

　
更
に
今
一
つ
問
題
が
あ
る
。
「
乱
↓
治
」
の
移
行
は
礼
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
礼
に
よ
る
分
は
常
に
な
さ
れ
続
け
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

翻
れ
貴
は
天
子
繋
り
富
は
天
下
を
麓
つ
こ
と
は
・
認
れ
人
情
の
同
じ
く
欲
す
る
所
な
り
・
然
れ
ど
も
人
の
欲
簿
す
れ
ば
則
ち
勢

　
は
操
る
る
こ
と
能
わ
ず
、
勿
は
断
る
こ
と
能
わ
ず
。
故
に
先
王
箏
こ
れ
が
為
め
に
礼
義
を
制
し
て
以
て
こ
れ
を
分
か
つ
。

「1
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（
栄
辱
篇
第
八
段
）

人
は
い
つ
も
「
欲
を
従
に
し
よ
う
」
と
流
れ
る
。
つ
ま
り
群
で
い
え
ば
、
「
勢
は
容
る
る
こ
と
能
わ
ず
、
物
は
贈
る
こ
と
能
わ
」
ざ
る
状

態
、
即
ち
乱
へ
流
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
礼
に
よ
っ
て
治
へ
移
行
さ
せ
る
わ
け
で
あ
る
。
今
一
人
が
集
ま
っ
た
だ
け
で
ま
だ
欲
を
出
し
て
い

な
い
状
態
を
仮
に
「
自
然
状
態
の
群
」
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
こ
の
関
係
は
次
の
よ
う
に
図
示
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
放
置
）

　
　
　
　
　
　
　
自
然
状
態
の
群
　
　
　
　
　
乱

礼
に
よ
る
、

　
　
分
辮

治
（
群
）



そ
し
て
こ
の
図
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
「
今
」
の
も
の
で
あ
り
、
過
去
に
お
い
て
も
現
在
に
お
い
て
も
常
に
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
で
あ

る
。　

さ
て
こ
の
よ
う
に
、
治
も
乱
も
「
今
」
の
問
題
だ
と
い
う
の
な
ら
ば
、
「
先
王
制
礼
」
の
「
先
王
」
の
持
つ
古
代
性
の
価
値
と
い
う
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　

は
葡
子
に
と
っ
て
低
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
「
先
王
制
礼
」
の
意
味
は
礼
が
先
王
の
そ
の
時
代
に
「
能
く
平
せ
し
め
」

て
い
た
、
と
い
う
点
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
故

　
礼
は
人
心
に
順
が
う
を
以
て
本
と
為
す
。
故
に
礼
経
に
伽
き
も
・
而
も
人
心
に
順
が
う
者
は
皆
な
需
）
礼
な
り
。
（
大
略
篇
第
十
九
節
）
廊
）

之
い
う
主
張
が
出
て
く
る
。

四
　
群
の
内
部

　
第
二
、
三
章
で
は
群
に
か
か
わ
る
要
素
で
あ
る
君
と
礼
と
を
考
え
る
こ
と
に
よ
り
、
群
を
外
側
か
ら
見
て
き
た
が
、
次
に
群
の
内
部
に

目
を
向
け
て
み
よ
う
。

　
群
し
て
分
な
け
れ
ば
則
ち
争
う
。
　
（
富
国
篇
第
三
段
）

と
め
っ
允
よ
う
に
群
は
分
の
あ
る
こ
と
に
よ
り
治
を
保
つ
が
、
分
と
は
即
ち
階
級
を
作
り
各
々
が
そ
の
分
に
安
ん
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
↑
）

階
級
の
最
も
シ
ン
プ
ル
な
型
は
「
人
君
－
百
姓
」
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
ま

　
君
子
徳
を
以
う
れ
ば
小
人
は
力
を
以
う
。
　
（
富
国
篇
第
三
段
）

と
君
子
（
人
君
）
と
小
人
（
百
姓
）
と
が
両
極
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
中
間
に
色
々
な
者
が
は
さ
ま
る
。

　
天
子
－
諸
侯
－
士
大
夫
－
官
人
百
吏
－
庶
人
（
栄
辱
篇
第
六
段
）

　
天
子
諸
侯
一
士
大
夫
－
百
吏
官
人
一
衆
庶
百
姓
（
君
道
篇
第
六
段
）

　
聖
王
－
士
大
夫
i
官
人
一
百
姓
（
正
論
篇
第
八
段
）

し
か
し
こ
れ
ら
の
階
級
の
内
部
は
固
定
的
で
は
な
い
。

　
政
を
為
す
こ
と
を
請
い
問
う
。
曰
わ
く
、
賢
能
は
次
を
待
た
ず
し
て
挙
げ
、
罷
不
能
は
頃
を
待
た
ず
し
て
廃
し
、
元
悪
は
教
え
を
待
た

一1
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ず
し
て
節
し
、
中
庸
は
政
を
待
た
ず
し
て
化
す
。
分
の
未
だ
定
ま
ら
ざ
る
と
き
も
則
ち
昭
と
穆
と
有
り
。
王
公
士
大
夫
の
子
孫
と
錐
も

　
　
　
　
チ

　
礼
義
に
間
む
こ
と
能
わ
ざ
れ
ば
則
ち
こ
れ
を
庶
人
に
帰
し
、
庶
人
の
子
孫
と
錐
も
文
学
を
積
み
身
行
を
正
し
て
能
く
礼
義
に
属
め
ば
則

　
ち
こ
れ
を
卿
相
士
大
夫
に
帰
す
。
　
（
王
制
篇
第
一
段
）

群
の
ワ
ク
組
み
i
卿
相
と
か
庶
人
と
か
の
階
級
差
1
は
不
変
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
構
成
員
は
交
代
を
く
り
返
し
て
お
り
、
群
内
部
に
は

常
に
変
動
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

　
故
に
天
子
よ
り
庶
人
に
至
る
ま
で
ハ
其
の
能
を
騎
せ
其
の
志
を
得
て
其
の
事
を
安
楽
せ
ざ
る
も
の
寒
き
は
、
是
れ
同
じ
き
所
な
り
。
衣

は
媛
く
し
て
貧
も
熟
ち
・
居
も
安
く
し
て
遊
び
も
楽
し
く
、
事
は
時
に
制
は
明
か
に
し
て
用
の
足
る
は
、
是
れ
又
同
じ
き
所
な
り
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
君
道
紘
桶
第
⊥
一
段
）

群
内
部
の
人
々
は
、
欲
望
を
満
た
し
た
い
と
い
う
点
で
一
致
す
る
よ
う
に
、
能
力
を
発
揮
し
て
自
分
の
仕
事
に
打
ち
込
む
と
い
う
点
で
＝

致
す
る
。
そ
し
て
「
尚
賢
使
能
」
の
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
階
級
は
能
不
能
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
と
こ
ろ
が
次
の
よ
う
な
考
え
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
し

　
君
子
は
能
あ
る
も
亦
た
好
く
不
能
な
る
も
出
た
好
し
。
小
人
は
能
あ
る
も
亦
た
醜
く
不
能
な
る
も
亦
た
醜
し
。
君
子
は
能
あ
れ
ば
則
ち

　
恭
敬
縛
紬
し
て
人
に
配
し
み
事
う
。
小
人
は
能
あ
れ
ば
則
ち
摺
倣
僻
違
に
し
て
人
に
罷
り
・
不
能
な
れ
ば
則
ち
妬
嫉
怨
粗
し
て
人
を
傾

　
覆
す
。
　
（
不
葡
篇
第
三
段
）

こ
こ
で
言
う
「
君
子
一
小
人
」
と
は
先
ほ
ど
の
富
国
篇
第
三
段
の
場
合
と
違
い
、
立
派
な
者
と
つ
ま
ら
ぬ
者
、
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
「
君
子
の
不
能
」
「
小
人
の
能
」
な
る
も
の
が
存
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
君
子
と
小
人
と
の
差
は
能
不
能
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
そ
こ
で
前
の
「
群
内
部
は
交
代
を
繰
り
返
す
」
「
群
内
部
の
あ
ら
ゆ
る
人
は
能
を
尽
く
す
」
と
い
う
主
張
を
考
え
て
み
れ
ば
、

こ
こ
で
い
う
君
子
と
は
「
努
力
し
て
能
力
を
伸
ば
そ
う
と
し
て
い
る
者
」
、
小
人
と
は
「
努
力
を
放
棄
し
て
能
力
を
伸
ば
そ
う
と
し
て
い

な
い
者
」
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
ま
と
め
る
と
、
群
内
部
は
能
不
能
に
よ
る
階
級
を
構
成
し
て
い
る
が
、
そ
の
構
成
員
は
本
人
の
能
不
能
に
よ
り
上
昇
下
降
を
す
る
。

そ
し
て
能
不
能
、
即
ち
あ
る
時
点
で
の
階
級
内
の
位
置
よ
り
も
、
能
を
伸
ば
そ
う
、
上
昇
し
よ
う
と
い
う
人
間
の
姿
勢
の
方
が
重
視
さ
れ

る
。
そ
れ
故
、
h
群
居
和
一
」
と
い
う
よ
う
に
一
見
静
虚
に
見
え
る
群
だ
が
、
実
は
か
な
り
活
気
が
あ
り
緊
張
力
を
持
っ
た
社
会
で
あ
る

と
い
え
る
。

「1
3
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王
者
の
論
一
徳
と
し
て
貴
ば
ざ
る
こ
と
無
く
、
能
と
し
て
官
せ
ざ
る
こ
と
無
く
、
朝
に
磁
位
な
く
民
に
幸
生
な
か
ら
し
め
、
賢
を
尚
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
や
ま

　
能
を
使
い
で
等
位
し
て
遺
さ
ず
、
想
を
析
ち
桿
を
禁
じ
て
刑
罰
過
た
ず
。
・
（
王
制
篇
第
七
段
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
た

　
故
に
天
子
よ
り
庶
人
に
通
る
ま
で
事
の
大
小
多
少
と
な
く
下
れ
に
よ
り
て
こ
れ
を
推
す
。
故
に
朝
に
幸
位
な
く
、
民
に
幸
生
な
し
、
と

　
曰
え
る
は
此
れ
を
謂
う
な
り
。
（
富
国
篇
第
二
段
）

　
以
上
葡
子
の
群
に
つ
い
て
み
て
き
た
が
、
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

・
群
と
は
政
治
的
集
団
で
あ
り
そ
の
構
成
員
た
る
人
間
は
政
治
的
存
在
で
あ
る
。

・
群
は
礼
と
い
う
外
在
的
規
範
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
礼
は
人
間
の
フ
ォ
ロ
ー
に
よ
っ
τ
実
効
性
を
持
つ
も
の
で
あ
り
固

定
的
な
も
の
で
は
な
い
。

・
群
の
治
乱
は
常
に
「
今
」
の
問
題
で
あ
り
持
続
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。

・
群
内
部
の
階
級
は
能
不
能
に
よ
っ
て
決
定
す
る
の
だ
が
、
流
動
的
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
五
　
萄
子
の
人
間
観

　
萄
子
が
人
間
の
群
居
性
を
認
め
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
二
子
の
考
え
て
い
る
群
－
人
間
集
団
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
既
に
そ
の
中
に
葡

子
の
人
間
に
対
す
る
見
方
、
人
間
観
が
み
ら
れ
る
の
だ
が
、
調
子
に
は
所
謂
「
性
悪
説
」
や
「
天
人
の
分
」
の
思
想
も
あ
る
の
で
、
そ
ち

ら
も
少
し
触
れ
て
お
く
。

　
萄
子
の
性
悪
説
が
実
は
性
悪
偽
善
説
で
あ
り
、
性
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
無
手
無
悪
で
あ
る
と
い
う
こ
止
は
従
来
指
摘
さ

れ
て
き
た
。
⑲
）

　
生
の
然
る
所
以
の
も
の
は
こ
れ
を
性
と
謂
う
。
　
生
（
9
1
）
の
和
の
生
ず
る
所
に
し
て
精
合
し
感
応
じ
て
事
と
せ
ず
し
て
自
ら
然
る
も
の
も

　
こ
れ
を
性
と
謂
う
。
　
（
正
名
篇
第
「
段
）

　
凡
そ
性
な
る
者
は
、
天
の
肥
せ
る
な
り
、
学
ぶ
べ
か
ら
ず
、
事
と
す
べ
か
ら
ざ
る
な
め
。
（
性
悪
篇
第
一
段
）

性
乏
は
天
性
の
も
の
、
で
あ
り
素
質
な
の
で
あ
る
。
そ
の
存
在
自
体
は
善
で
も
悪
で
も
な
い
。
と
こ
ろ
が
性
の
ま
ま
に
す
る
と
問
題
が
生

【1
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じ
て
く
る
。

　
人
は
師
法
な
け
れ
ば
則
ち
性
を
隆
び
、
師
法
あ
れ
ば
則
ち
積
を
隆
ぶ
。
　
（
島
廻
篤
第
八
段
）

　
今
、
人
の
性
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
利
を
好
む
こ
と
有
り
。
是
れ
に
順
が
う
。
故
に
争
奪
生
じ
て
辞
譲
亡
ぶ
。
生
ま
れ
な
が
ら
に
し

　
て
疾
毒
す
る
こ
と
有
り
。
亘
れ
に
順
が
う
。
故
に
残
賊
生
じ
て
忠
信
亡
ぶ
。
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
耳
目
の
欲
有
り
。
（
2
0
）
是
れ
に
順
が

　
う
。
故
に
，
淫
乱
生
じ
て
礼
義
文
理
亡
ぶ
。
然
ら
ば
則
ち
人
の
性
に
従
い
人
の
情
に
順
が
え
ば
、
必
ず
争
奪
に
出
で
、
前
盛
乱
理
に
合
い
て

　
暴
に
帰
す
。
　
（
性
悪
篇
第
一
段
）

そ
こ
で
「
師
法
」
に
よ
っ
て
性
の
ま
ま
に
順
う
こ
と
に
歯
ど
め
を
か
け
る
。
そ
れ
故
性
は
偽
、
積
と
対
置
さ
れ
る
。

　
学
ぶ
べ
か
ら
ず
、
事
と
す
べ
か
ら
ず
し
て
人
に
在
る
者
、
こ
れ
を
性
と
謂
う
。
学
ん
で
能
く
す
べ
く
、
事
と
し
て
成
る
べ
く
し
て
人
に

　
在
る
者
、
こ
れ
を
偽
と
謂
う
。
是
れ
、
性
と
偽
と
の
分
な
り
。
　
（
性
悪
篇
第
一
段
）

そ
し
て
性
そ
の
も
の
は

　
凡
そ
人
の
性
は
、
尭
舜
の
桀
駈
に
恥
け
る
も
其
の
面
一
な
り
。
君
子
の
小
人
に
与
け
る
も
其
の
七
一
な
り
。
　
（
性
悪
篇
第
四
段
）

と
あ
る
よ
う
に
皆
な
同
じ
で
あ
る
故
、
積
偽
と
い
う
後
天
的
な
も
の
が
も
っ
ぱ
ら
問
題
と
さ
れ
る
。
そ
こ
に
春
子
の
学
問
論
が
あ
る
。

学
は
亡
く
に
か
始
ま
り
悪
く
に
か
終
る
・
曰
わ
く
・
其
の
数
は
則
ち
諦
経
に
始
ま
り
て
読
礼
に
終
り
・
其
の
義
は
則
ち
士
た
る
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
く

　
始
ま
り
て
聖
人
た
る
こ
と
に
終
る
。
…
…
礼
の
敬
文
と
楽
の
中
和
と
詩
書
の
博
き
と
春
秋
の
微
な
る
と
、
天
地
の
間
に
在
る
者
畢
せ
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
勧
学
三
三
三
段
）

学
問
す
る
に
は
詩
書
等
の
テ
キ
ス
ト
や
儀
礼
な
ど
を
手
助
け
と
し
て
ゆ
く
の
だ
が
、
そ
れ
ら
の
手
助
け
す
る
も
の
は
選
択
さ
れ
ね
ば
な
ら

ず
、
又
テ
キ
ス
ト
に
逆
に
拘
束
さ
れ
て
し
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
。

…
術
は
鍵
れ
学
は
讐
し
て
・
須
）
後
王
に
法
り
て
制
度
を
一
に
す
る
こ
と
を
知
ら
ず
・
礼
義
を
隆
び
て
詩
書
を
繊
ぐ
こ
と
を
知
ら
ず

　
…
回
れ
俗
儒
な
る
者
な
り
。
　
（
儒
数
篇
第
七
段
）

そ
し
て
最
終
的
に
は
人
間
で
あ
る
師
の
存
在
が
一
番
大
き
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
る
ご
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

　
学
は
其
の
人
に
近
づ
く
よ
り
便
な
る
は
奇
し
。
噸
礼
楽
は
法
と
ら
し
め
て
説
か
ず
、
・
詩
書
は
故
に
し
て
切
な
ら
ず
、
春
秋
は
約
に
し
て
速

　
や
か
な
ら
ず
・
其
の
人
に
葱
り
て
君
子
の
説
を
習
わ
ば
則
ち
尊
く
し
て
世
に
偏
周
（
2
2
）
す
。
：
響
智
将
に
雑
（
2
3
）
志
を
学
び
詩
書
に
順
が
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わ
ん
と
す
る
の
み
。
則
ち
世
を
和
え
年
を
窮
む
る
と
も
晒
事
た
る
こ
と
を
免
れ
ざ
る
の
み
。
　
（
勧
学
篇
第
三
段
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

　
礼
と
は
身
を
正
す
所
以
な
り
。
師
と
は
礼
を
正
す
所
以
な
り
。
礼
な
け
れ
ば
何
を
以
て
身
を
正
さ
ん
。
師
な
け
れ
ば
曇
れ
安
ん
ぞ
礼
の

野
る
こ
と
を
知
ら
ん
・
（
脩
身
篇
第
＋
段
）

以
上
ま
と
め
る
と
、
噛
一
個
の
人
間
に
つ
・
い
て
の
葡
子
の
考
え
は
、

　
・
人
間
の
性
は
善
で
も
悪
で
も
な
い
。

　
・
し
か
し
放
置
し
て
お
く
と
性
の
ま
ま
に
順
が
い
悪
と
な
る
。

　
・
そ
こ
で
後
天
的
積
偽
が
重
要
視
さ
れ
る
の
だ
が
、

　
・
そ
の
積
偽
の
具
だ
る
テ
キ
ス
ト
・
儀
礼
も
常
に
人
間
に
よ
っ
て
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
棋
子
の
こ
の
人
間
に
つ
い
て
の
考
え
が
第
二
・
三
・
四
章
で
み
て
き
九
群
の
考
え
に
似
て
い
る
こ
と
が
わ

か
ろ
う
。
第
三
章
の
末
に
載
せ
た
図
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
（
放
置
）

　
　
　
　
　
　
性
　
　
　
　
　
　
　
悪

　
　
　
　
　
礼
・
師
に
よ
る
　
　
　
善

　
　
　
　
　
　
　
　
　
学
問

右
の
よ
う
に
書
ぎ
換
え
る
こ
と
に
よ
？
て
一
人
の
人
間
の
問
題
に
つ
い
て
も
解
答
を
出
す
。
そ
し
て
群
に
と
っ
て
治
乱
が
常
に
「
今
」
の

問
題
で
あ
る
よ
う
に
、
人
間
に
と
っ
て
も
善
悪
は
常
に
「
今
」
の
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
故

　
学
は
没
す
る
に
至
り
て
而
る
後
に
止
む
べ
き
な
り
。
　
（
勧
学
篇
第
三
段
）

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
後
天
的
積
偽
の
具
だ
る
テ
キ
ス
ト
・
儀
礼
が
人
間
の
存
在
を
待
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
も
、
群
の
外
在
的
規
範
で
あ

る
礼
法
が
人
間
の
介
在
を
必
要
と
し
た
の
と
一
致
す
る
。

一1
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［

　
葡
子
の
「
天
人
の
分
」
の
思
想
は
先
前
の
思
想
家
の
自
然
観
の
中
で
は
特
殊
な
も
の
と
さ
れ
注
目
さ
れ
て
き
た
。
彼
の
い
う
「
天
」
な

る
も
め
が
「
自
然
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
か
、
「
主
宰
者
（
道
徳
的
実
践
の
根
拠
）
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る



の
か
、
を
論
ず
る
の
は
本
論
の
主
旨
で
は
な
い
の
で
こ
こ
で
は
論
じ
な
い
が
、
「
天
人
の
分
」
が
「
人
」
の
方
の
問
題
で
あ
る
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
。

　
か
　
　
　
　
　
お

　
夫
の
星
の
隊
ち
木
の
鳴
る
は
、
是
れ
窮
地
の
変
・
陰
陽
の
化
に
し
て
物
の
牢
に
至
る
者
な
れ
ば
、
こ
れ
を
怪
し
む
は
可
な
る
も
、
こ
れ

　
を
畏
る
る
は
非
な
り
。
　
（
天
三
三
第
五
段
）

　
雪
し
て
雨
ふ
る
は
何
ぞ
や
。
曰
わ
く
、
佗
な
し
。
猶
お
雪
せ
ず
し
て
雨
ふ
る
が
ご
と
き
な
り
。
　
（
同
第
六
段
）

こ
こ
で
葡
子
が
攻
撃
し
て
い
る
も
の
は
、
自
然
の
怪
異
現
象
や
ま
じ
な
い
に
何
か
自
分
に
な
い
も
の
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
態
度
で
あ

ろ
う
。
こ
れ
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
・
2
つ
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い

　
人
の
形
状
顔
色
を
相
い
て
其
の
吉
凶
妖
祥
を
知
る
。
世
俗
は
之
を
称
す
る
も
古
え
の
人
は
有
り
と
す
る
こ
と
無
く
学
者
は
道
わ
ざ
る
な

　
り
。
（
三
相
三
三
一
段
）

と
い
う
人
相
見
に
対
す
る
攻
撃
と
同
じ
も
の
で
、
人
間
を
離
れ
、
人
間
を
し
ば
る
物
へ
の
攻
撃
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
こ
の
皇
子

の
姿
勢
は
、
先
の
群
や
一
個
の
人
間
に
つ
い
て
の
葡
子
と
考
え
と
同
根
の
も
の
で
あ
り
、
固
定
的
な
も
の
に
よ
り
か
か
り
、
積
載
を
怠
る

こ
と
を
戒
め
る
も
の
で
あ
る
。

一1
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一

お
わ
り
に

　
「
人
間
と
は
群
す
る
も
の
だ
」
と
い
う
葡
子
の
主
張
に
よ
り
、
萄
子
の
群
と
群
を
構
成
す
る
人
間
と
に
つ
い
て
み
て
き
た
コ
そ
こ
に
は

「
人
間
を
政
治
的
存
在
で
あ
る
」
と
し
な
が
ら
も
、
「
積
偽
」
を
重
視
し
て
人
間
を
信
頼
す
る
儒
家
と
し
て
の
荘
子
の
考
え
が
流
れ
て
い

る
。
『
塩
鉄
論
』
殿
学
篇
に
は
萄
子
の
弟
子
で
あ
る
李
斯
と
包
丘
子
（
浮
丘
伯
？
）
と
に
つ
い
て
述
べ
・
て
あ
る
が
、
こ
れ
ら
秦
漢
の
儒
家

法
家
に
葡
子
の
群
の
考
え
は
ど
の
よ
う
に
受
け
つ
が
れ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
又
、
思
想
界
全
体
、
現
実
社
会
に
は
ど
の
よ
う
な
影
響
．

を
与
え
た
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
葡
子
思
想
全
体
が
思
想
史
的
に
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
か
、
と
い
う
点
と
か
か
わ
る
も
の
だ
が
、

そ
の
解
明
は
他
日
を
期
し
た
い
。



　
注

（
－
）

ﾈ
後
書
名
を
記
さ
ず
篇
名
の
み
の
も
の
は
総
て
「
冊
子
」
よ
り
の
引
用
で
あ
る
。
段
落
分
け
は
王
先
謙
「
首
邑
集
解
」
の
そ
れ
に
よ
る
。

（
2
）

ｽ
繊
の
説
に
よ
り
「
笑
」
を
「
状
」
に
改
む
。

（
3
）

厲
･
の
説
に
よ
り
「
無
」
の
字
を
補
う
。

（
4
）

v
貴
為
天
子
、
富
有
天
下
、
是
人
情
之
所
同
欲
也
。
然
則
論
人
之
欲
、
則
執
不
能
容
、
物
不
能
購
也
。
故
先
王
案
為
之
制
礼
義
書
分
之
、
使
有
貴

　
賎
局
面
、
長
幼
之
差
、
知
得
能
都
能
之
分
、
皆
使
転
載
其
事
即
言
得
濫
漫
、
重
患
使
穀
（
旧
作
懇
、
拠
附
説
改
）
禄
多
少
厚
薄
之
称
、
是
夫
群
居
和

　
一
之
道
也
。
　
（
栄
辱
篇
第
八
段
）

（
5
）

迢
N
於
何
也
。
日
、
人
生
而
有
欲
、
欲
而
不
得
、
則
不
能
無
求
、
求
虚
無
度
量
分
界
、
則
不
能
不
評
。
争
則
乱
、
乱
早
着
。
先
王
悪
其
乱
也
、
故

　
制
礼
義
以
分
之
、
以
養
人
之
欲
、
給
人
之
求
。
使
欲
必
不
不
意
忌
物
、
物
詣
不
屈
意
欲
、
両
者
相
持
山
野
、
是
礼
之
面
起
也
。
　
（
礼
論
篇
第
一
段
）

（
6
）

熬
J
治
氏
の
説
に
よ
り
「
待
」
を
「
侍
」
に
改
む
。

（
7
）@
父
子
・
君
臣
・
夫
婦
・
長
幼
・
朋
友
。
　
（
「
孟
子
」
膝
文
公
章
梁
上
）

（
8
）

邇
｡
の
法
治
へ
の
優
位
性
を
説
き
、
そ
こ
に
底
魚
の
儒
家
た
る
所
以
と
荘
子
の
特
徴
を
み
て
お
ら
れ
る
の
が
、
松
田
弘
治
「
萄
子
お
け
る
儒
家
的

　
理
念
と
天
の
思
想
的
位
置
〈
序
説
〉
」
倫
理
思
想
研
究
－
及
び
「
三
子
に
お
け
る
儒
家
的
理
念
と
天
の
思
想
的
位
置
」
筑
波
大
学
哲
学
．
思
想
系
論

　
集
1
で
あ
る
。
本
論
は
右
の
氏
の
論
に
示
唆
を
得
た
と
こ
ろ
が
多
い
。
し
か
し
、
氏
は
「
礼
治
」
と
「
法
治
」
と
分
け
て
お
ら
れ
る
が
、
本
論
で
は

　
「
荒
子
の
礼
と
法
」
と
「
現
実
社
会
の
（
或
い
は
法
家
の
）
法
」
と
い
う
分
け
方
を
し
、
葡
子
自
身
は
礼
と
法
と
に
差
異
は
認
め
て
い
な
か
っ
た
と

　
い
う
見
解
に
立
っ
て
い
る
。

（
9
）
王
念
孫
の
説
に
よ
り
「
息
」
を
「
滅
」
に
改
む
。

（
1
0
）
命
櫨
の
説
に
よ
り
「
極
」
の
下
の
「
礼
」
の
字
を
省
く
。

↑
）

燻
R
俊
彦
氏
著
『
三
子
一
古
代
思
想
家
の
肖
像
一
』
醜
頁

（
1
2
）

ｪ
本
法
螺
「
侍
直
覧
の
国
家
観
に
就
い
て
」
史
観
第
四
十
三
・
四
冊
。
但
し
、
氏
が
興
味
を
持
っ
て
お
ら
れ
る
の
は
「
国
家
観
に
実
証
的
な
も
の

　
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ど
う
か
」
と
い
う
点
に
あ
り
、
本
論
と
は
歩
む
路
を
異
に
し
て
い
る
。

一1
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「



（
1
3
）

≠
ﾍ
「
自
然
状
態
に
お
い
て
人
間
界
は
無
秩
序
混
乱
だ
と
砂
子
は
み
て
い
た
」
と
い
う
見
解
に
立
た
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
性
悪
説
と
の
か
ら
み
で

　
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
見
解
に
は
従
い
難
い
。
後
に
述
べ
る
が
、
「
自
然
状
態
」
で
は
群
は
治
で
も
乱
で
も
な
く
（
但
、
放
置
す
れ

　
ば
乱
へ
流
れ
て
ゆ
く
、
と
葡
子
は
解
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
点
は
後
ほ
ど
述
べ
る
。

（
1
4
）

ﾃ
者
人
之
始
生
、
未
有
宮
室
之
時
。
　
（
「
墨
子
」
節
用
中
篇
）

　
　
昔
太
古
嘗
無
君
　
…
…
無
衣
服
履
帯
宮
室
蓄
積
之
便
。
　
（
侍
君
篇
）

　
　
天
地
設
而
民
生
之
。
当
此
之
時
也
、
民
知
三
二
而
不
知
其
手
。
　
（
「
二
子
」
開
塞
篇
Y

　
　
神
農
之
世
、
臥
則
居
居
、
起
則
干
干
、
民
知
其
母
、
不
知
其
父
。
　
（
「
荘
子
」
盗
妬
篇
）

　
　
昔
太
古
嘗
無
君
ム
矢
。
其
民
聚
生
群
処
、
知
母
不
知
父
。
　
（
特
君
篇
）

（
1
5
）

ｸ
文
招
の
説
に
よ
り
「
背
」
を
「
皆
」
に
改
む
。

（
1
6
）

蝸
ｪ
篇
に
は
王
渇
感
は
段
落
を
つ
け
て
い
な
い
。
し
か
し
「
不
相
連
属
者
、
間
一
格
以
識
別
之
」
と
あ
る
の
に
従
っ
て
節
に
分
け
番
号
を
つ
け
た
。

（
1
7
）

p
分ﾍ
「
君
臣
父
子
兄
弟
夫
婦
」
の
各
亙
の
分
別
を
も
意
味
し
、
又
、
士
農
工
商
等
の
分
業
を
も
意
味
す
る
が
、
こ
こ
で
は
群
の
分
業
の
う
ち
、
縦

　
の
分
業
の
み
を
取
り
出
し
て
論
じ
る
。

（
1
8
）

|
岡
八
雄
氏
「
性
悪
篇
の
問
題
」
東
洋
の
文
化
と
社
会
3
、
森
三
樹
三
郎
氏
著
『
上
古
よ
り
漢
代
に
至
る
性
命
観
の
展
開
』
な
ど
。

⑯
）

D
王
先
謙
の
説
に
よ
り
「
性
」
を
「
生
」
に
改
む
。

（
2
0
）

v
保
愛
の
説
に
よ
り
「
有
耳
目
之
欲
」
の
下
の
「
有
好
声
色
」
の
四
字
を
省
く
。

曾
）

鮪
伯
h
所
の
説
に
よ
り
「
学
雑
」
の
下
の
「
挙
」
の
字
を
省
く
。

（
認
）

v
保
愛
の
説
に
よ
り
「
編
」
の
下
の
「
　
」
の
字
を
省
く
。

（
脇
）

､
引
之
の
説
に
よ
り
「
雑
」
の
下
の
「
識
」
の
字
を
省
く
。

｝1
9

二


