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論酬繊
　
顔
茂
猷
は
、
救
世
の
悲
願
に
燃
え
た
思
想
家
で
あ
っ
た
。
や
が
て
訪
れ
る
明
末
の
決
定
的
悲
劇
の
予
兆
と
な
る
諸
事
象
が
、
国
の
内
外

に
漸
次
横
流
続
出
す
る
時
期
に
あ
っ
て
、
彼
は
民
生
の
安
定
と
性
命
の
平
安
を
も
た
ら
す
道
を
必
死
で
探
り
求
め
た
の
で
あ
る
。
彼
が
、

い
く
た
び
か
科
第
を
し
く
じ
っ
た
時
、
彼
の
父
は
、
常
に
き
び
し
い
表
情
を
く
ず
さ
な
か
っ
た
が
、
縢
本
の
胸
中
に
は
、
「
世
事
無
常
、
軒
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晃
條
忽
耳
」
と
い
う
思
い
を
お
さ
え
き
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
（
雲
画
集
、
雲
起
三
島
、
先
人
行
状
）
結
局
彼
は
、
崇
禎
七
年
目
進
士

に
及
第
し
、
そ
の
士
人
意
識
が
彼
の
経
世
思
想
の
中
核
に
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
が
、
「
軒
廊
條
転
落
」
と
す
る
彼
の
立
場
よ
り

　
　
　
　
　

す
れ
ば
、
規
格
に
は
ま
っ
た
官
僚
生
活
に
甘
ん
ず
べ
き
は
ず
が
な
く
、
不
安
な
世
相
の
中
に
ゆ
れ
動
く
人
間
の
運
命
に
、
ひ
た
す
ら
思
い

を
潜
あ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
彼
が
経
営
し
た
雲
起
社
の
規
約
か
ら
も
、
は
っ
き
り
と
汲
み
と
れ
る
で
あ

ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
経
世
出
世
の
一
大
事
を
目
ざ
し
て
、
頂
天
立
地
、
超
前
絶
後
の
事
功
を
立
て
る
こ
と
を
第
一
義
と
し
、
次
は
修
領
国

性
、
馬
身
鉄
額
、
己
れ
を
成
就
し
て
、
九
世
の
祖
を
救
い
、
天
地
と
寿
を
同
じ
う
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
こ
れ
が
実
行
不
可
能
な
ら
ば
、

親
を
顕
わ
し
名
を
揚
げ
、
忠
孝
に
励
む
べ
き
だ
と
し
、
つ
い
で
は
書
籍
を
博
覧
し
、
科
第
に
合
格
し
、
父
母
の
期
待
に
そ
う
べ
き
だ
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
（
説
鈴
、
三
十
六
丁
、
雲
量
会
規
）
出
世
間
へ
の
超
脱
は
、
家
庭
的
孝
養
と
か
科
挙
合
格
と
か
よ
り
も
、
よ
り
優
先
視
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さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
茂
猷
の
父
は
、
「
性
、
仏
を
嗜
ま
ず
、
晩
に
ま
す
ま
す
深
く
之
を
開
け
た
」
（
先
人
行
状
）
と
言
わ
れ
る
が
、
す
で
に
経
世
出
世
を
第
一

義
と
す
る
茂
猷
が
、
単
に
伝
統
的
な
儒
教
の
枠
に
執
わ
れ
る
は
ず
が
な
く
、
儒
道
仏
三
教
に
わ
た
り
、
そ
の
一
大
事
の
解
明
に
心
が
け
た

の
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
万
暦
四
十
六
年
、
門
入
汐
儲
卿
に
与
え
た
書
簡
に
も
、
「
宇
宙
は
こ
と
ご
と
く
憐
む
堪
き
の
世
界
な
り
」
と

の
前
提
に
た
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
苦
難
に
あ
え
ぐ
衆
生
相
を
列
叙
し
、
そ
の
結
論
に
及
ぶ
や
、
「
呂
真
人
は
、
天
下
を
度
し
尽
し
て
仙
と

成
さ
ん
と
願
い
、
文
殊
観
音
は
、
天
下
を
度
し
尽
し
て
仏
と
成
さ
ん
と
願
い
、
地
蔵
菩
薩
は
、
地
獄
を
填
平
し
て
獄
鬼
を
空
尽
せ
ん
こ
と

を
願
い
、
夫
子
老
師
（
孔
子
）
は
、
安
信
懐
の
心
も
て
、
勤
焦
死
に
至
る
ま
で
、
天
下
万
世
の
為
に
太
平
を
開
か
ん
と
せ
り
。
こ
れ
ら
の

願
力
は
、
み
な
無
量
無
辺
に
し
て
、
窮
期
あ
る
な
し
」
（
説
鈴
次
集
、
六
十
二
丁
、
与
李
翼
々
書
）
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
経
世
出
世

の
道
を
、
三
教
に
わ
た
っ
て
究
め
る
こ
と
は
、
王
陽
明
以
来
、
こ
の
時
代
の
大
き
な
風
潮
と
な
っ
て
お
り
、
茂
猷
も
ま
た
そ
の
中
に
息
づ
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い
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
三
教
兼
修
が
必
ず
し
も
同
一
志
向
を
示
す
と
は
限
ら
ず
、
む
し
ろ
人
間
や
社
会
に
対
す
る
見
方
い
か
ん
に
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よ
り
、
そ
こ
に
さ
ま
ざ
ま
な
異
議
の
発
生
し
得
る
余
地
も
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
さ
れ
ば
こ
そ
茂
猷
は
茂
猷
な
り
の
独
自
性
を
発

揮
し
得
た
の
で
あ
る
。
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救
世
の
悲
願
に
燃
え
る
茂
猷
は
、
き
び
き
び
し
た
感
受
性
と
感
応
力
の
持
主
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
こ
と
は
、
「
触
物
慢
言
」
（
雲
起
集
所

収
）
と
題
す
る
一
篇
に
、
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
「
触
物
悟
」
「
触
物
思
」
「
触
物
脩
」
「
蔵
物
脩
」
「
下
身
脩
」
「
化
物
干
身
脩
」

「
化
身
干
物
脩
」
「
触
物
悲
」
「
触
直
挿
」
「
触
物
施
」
の
十
節
か
ら
成
っ
て
い
る
が
、
（
但
、
こ
れ
ら
は
一
応
の
区
分
で
あ
っ
て
、
内
容
的

に
は
相
互
に
入
り
み
だ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
）
「
触
」
と
は
事
物
体
験
に
即
す
る
の
意
、
「
蔵
」
と
は
事
物
の
中
に
主
体
を
蔵
す
る
の

意
、
「
化
」
と
は
事
物
を
身
体
に
、
或
い
は
身
体
を
事
物
に
変
化
さ
せ
る
意
と
思
わ
れ
る
。
「
盾
言
」
と
い
う
語
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、
壁
土
は
恐
ら
く
こ
う
し
た
発
想
の
ヒ
ン
ト
を
荘
子
か
ら
得
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
内
外
自
他
の
相
即
相
入
を
説
く
こ
と
、
荘
子
よ
り
も

遥
か
に
深
刻
で
あ
り
、
緻
密
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
触
導
管
」
の
中
に
は
、
悟
り
の
風
光
を
鳥
に
託
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。



論酬繊
　
「
悲
し
め
る
か
、
喜
べ
る
か
。
虚
空
よ
り
飛
び
去
る
か
。
逸
れ
却
っ
て
こ
れ
を
辛
く
。
歴
歴
落
落
と
し
て
我
が
払
子
に
入
る
。
何
ぞ

　
や
。
聡
く
雀
燥
を
聞
い
て
早
撃
え
、
傷
弓
を
聴
い
て
意
悼
む
。
鳥
声
、
鳥
に
あ
ら
ず
、
我
れ
其
の
中
に
入
る
。
我
が
身
、
我
れ
に
あ
ら

　
ず
、
鳥
、
其
の
内
に
融
く
。
微
寧
ろ
こ
の
虚
空
以
上
に
、
若
し
は
往
き
若
し
は
来
る
。
こ
れ
そ
れ
分
別
知
識
と
か
の
骨
壷
と
相
関
わ

　
る
。
曽
て
誰
に
か
学
ば
ん
。
計
較
に
渉
る
や
否
や
。
良
知
の
乾
坤
界
に
遍
き
を
迫
る
べ
し
。
」
（
一
丁
）

　
鳥
が
渇
れ
と
な
り
、
我
れ
が
鳥
と
な
っ
て
、
鳥
の
悲
喜
は
そ
の
ま
ま
賜
れ
の
そ
れ
と
な
る
。
紀
要
に
よ
っ
て
、
両
者
は
一
体
と
な
り
、

こ
れ
こ
そ
先
天
本
具
な
る
良
知
の
普
遍
的
力
尽
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
か
く
小
我
を
捨
て
て
大
我
に
就
い
て
こ
そ
、
真
生
命
が
獲
得
さ
れ

る
と
い
う
も
の
。

　
コ
処
寒
け
れ
ば
、
則
ち
遍
工
み
な
寒
し
。
一
処
熱
け
れ
ば
、
則
ち
遍
物
み
な
熱
し
。
人
生
は
も
と
よ
り
気
あ
る
の
み
。
閉
じ
て
こ
れ

　
を
鋼
し
、
虚
空
と
来
往
せ
ず
ん
ば
、
則
ち
呼
吸
立
う
に
尽
く
。
自
ら
天
地
に
異
な
ら
ん
と
欲
す
と
錐
も
、
得
ん
や
。
」
（
五
丁
）

　
こ
う
し
て
小
我
に
こ
も
っ
て
、
己
が
生
死
の
由
来
も
知
ら
ず
、
安
閑
と
日
を
送
る
も
の
へ
の
忠
告
が
な
さ
れ
、
一
事
一
行
に
即
す
る
精

妙
な
反
省
が
要
求
さ
れ
、
特
に
「
化
身
干
物
脩
」
に
お
い
て
は
、
一
身
を
草
・
魚
・
石
・
珠
・
胡
嘘
・
水
・
雲
・
龍
・
嬰
児
・
海
島
・
風
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

地
蔵
菩
薩
・
露
・
浪
・
雷
・
転
輪
聖
王
等
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
に
化
し
た
場
合
の
超
脱
し
た
風
光
が
語
ら
れ
、
「
触
物
悲
ト
で
は
、
「
果
然

と
し
て
思
う
に
、
世
に
住
す
る
こ
と
、
寧
ん
ぞ
幾
時
な
る
を
得
ん
。
子
忍
ん
で
心
肝
を
ば
、
路
人
に
夷
し
う
す
」
（
三
十
丁
）
と
、
有
限
存
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在
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
に
目
ざ
あ
対
処
し
よ
う
と
し
な
い
者
へ
の
憐
欄
が
も
ら
さ
れ
、
「
触
物
施
」
で
は
、
他
人
を
善
導
し
、
危
険
か
ら
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遠
ざ
か
ら
し
め
る
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
施
し
が
示
さ
れ
、
大
き
く
し
て
は
万
物
と
一
体
な
る
虚
空
施
、
衆
生
に
安
心
を
得
し
め
る
法
施
、

隠
徳
隠
念
に
よ
る
後
人
勧
化
と
し
て
の
一
息
万
年
施
等
が
述
べ
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
常
識
的
感
覚
の
世
界
に
の
み
閉
じ
こ
も
る
者
の
目

か
ら
す
れ
ば
、
変
幻
怪
奇
と
し
か
映
じ
な
い
よ
う
な
事
柄
が
、
と
め
ど
も
な
く
展
開
さ
れ
て
お
り
、
野
業
自
身
も
、
そ
れ
を
意
識
す
れ
ば

こ
そ
、
あ
え
て
「
三
重
」
と
名
づ
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
が
正
面
き
っ
て
主
張
を
打
出
す
こ
と
を
避
け
て
、
こ
と
さ
ら
に
盾
言
・
寓
言
の

道
を
選
ん
だ
の
は
、
そ
れ
が
常
識
的
な
思
考
法
を
く
つ
が
え
す
、
よ
り
有
効
な
方
法
で
あ
り
、
且
つ
自
ら
を
、
常
途
の
思
想
家
よ
り
き
わ
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だ
た
せ
る
適
切
な
手
段
だ
と
考
え
た
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
う
し
た
ね
ら
い
の
も
と
に
、
彼
は
ま
た
い
く
つ
か
の
奇
人
伝
を
書
い

た
。
「
糟
中
郎
記
」
（
内
述
、
二
丁
）
に
み
え
る
東
海
丈
人
と
い
う
酒
豪
、
「
癒
道
人
記
」
（
同
上
、
三
丁
）
に
み
え
る
宮
漏
子
と
い
う
風
顛

漢
、
「
瘍
学
人
記
」
（
同
上
、
四
丁
）
に
み
え
る
凝
学
人
、
「
咲
猫
額
記
」
（
同
上
、
六
丁
）
に
み
え
る
咲
大
士
と
い
う
笑
鬼
、
「
燭
膿
三
楽

記
」
（
同
上
、
九
丁
）
に
み
え
る
燭
砂
子
、
「
突
梯
子
記
」
（
同
上
、
十
一
丁
）
に
み
え
る
突
梯
子
と
い
う
譜
誰
漢
、
「
上
童
記
」
（
同
上
、

十
二
丁
）
に
み
え
る
将
谷
老
と
い
う
嬰
児
の
よ
う
な
人
物
等
、
い
ず
れ
も
規
格
は
ず
れ
の
人
物
を
主
題
と
し
、
小
智
小
才
に
閉
じ
こ
も
ろ

う
と
す
る
通
俗
根
性
の
た
た
き
の
め
し
を
ね
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
最
初
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
茂
猷
は
決
し
て
、
冷
然
と
し
て
世
人
を
見
下
し
、
孤
高
を
き
め
こ
も
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な

く
、
む
し
ろ
救
世
の
悲
願
熱
烈
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
異
常
な
手
段
を
弄
し
て
で
も
、
常
人
の
迷
妄
を
打
破
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
彼
は
、
十
九
大
誓
と
二
十
一
大
願
を
た
て
た
。
（
身
世
譜
内
篇
）
「
大
誓
」
は
、
「
生
々
た
る
快
活
を
以
て
根
と
な
し
、
愛
念
を
斬

絶
す
る
を
以
て
功
課
と
な
す
」
も
の
、
「
大
願
」
は
、
「
百
雷
の
身
は
待
む
に
足
ら
ず
し
て
、
以
て
此
れ
よ
り
進
む
こ
と
有
ら
ん
こ
と
を
求

め
」
し
む
る
も
の
で
あ
る
。
誓
願
と
い
う
語
は
、
も
と
よ
り
仏
教
よ
り
出
た
も
の
で
あ
る
。
彼
が
、
そ
の
教
学
の
モ
ッ
ト
ー
を
、
家
規
・

学
規
・
社
規
・
郷
約
の
た
ぐ
い
で
表
明
し
な
い
で
、
誓
願
と
い
う
形
で
示
す
の
は
、
そ
の
三
教
融
合
意
識
と
密
接
な
か
か
わ
り
を
も
つ
で

あ
ろ
う
が
、
一
概
に
仏
教
を
儒
教
の
上
位
に
お
く
こ
と
に
は
、
強
く
反
撃
し
て
い
る
。
「
世
教
を
主
持
す
る
の
は
、
明
ら
か
に
儒
家
の
役

割
で
あ
り
、
も
し
世
界
に
君
臣
父
子
の
礼
節
が
な
け
れ
ば
、
天
下
は
大
乱
が
生
じ
、
修
禅
入
定
ど
こ
ろ
で
は
な
く
な
る
」
（
説
鈴
、
十
四

丁
）
か
ら
で
あ
る
。
と
い
っ
て
茂
猷
は
、
頭
か
ら
仏
教
を
異
端
と
し
て
退
け
る
通
儒
に
も
同
調
し
な
い
。
「
道
徳
経
世
に
よ
っ
て
太
平
を

維
持
で
き
な
く
て
、
生
死
の
行
く
え
も
み
き
わ
め
ず
、
声
色
貨
利
に
あ
け
く
れ
る
よ
り
も
、
内
面
よ
り
引
き
し
め
、
性
命
を
定
立
す
る
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

が
、
は
る
か
に
勝
っ
て
い
る
」
（
同
上
）
か
ら
で
あ
る
。
当
時
、
仏
教
を
隠
れ
簑
に
し
て
、
人
倫
を
無
視
す
る
一
派
の
あ
る
こ
と
を
念
頭

に
お
き
つ
つ
、
茂
猷
は
、
そ
の
仏
教
観
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
「
私
が
従
来
、
い
つ
も
仏
性
に
よ
っ
て
人
び
と
を
導
い
て
来
た
の
は
、
世
人
の
情
識
が
俗
塵
を
し
た
う
こ
と
甚
だ
し
く
、
生
死
に
よ
っ



　
て
徹
底
的
に
さ
ら
し
あ
げ
る
こ
と
も
せ
ず
、
た
だ
ぐ
ず
ぐ
ず
と
い
い
加
減
に
過
し
て
い
る
の
を
見
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
後
、
一
二
高

　
明
の
者
を
見
る
に
、
我
が
ま
ま
放
縦
に
か
た
む
き
、
父
子
兄
弟
と
か
、
日
常
の
徳
行
と
か
に
、
次
第
に
関
心
を
払
わ
な
く
な
っ
た
。
そ

　
こ
で
や
っ
と
そ
の
弊
害
に
気
づ
い
た
。
思
う
に
事
物
を
無
視
し
て
心
を
錬
れ
ば
、
煩
わ
し
さ
を
厭
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
し
、
世
間
を

　
離
れ
て
解
脱
を
求
め
る
と
、
人
聞
ぎ
ら
い
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
る
し
、
悟
り
き
っ
て
お
高
く
と
ま
れ
ば
、
傲
慢
に
な
ら
ざ
る
を
得

　
な
く
な
る
。
こ
の
三
聖
が
胸
中
に
横
た
わ
る
と
、
我
が
ま
ま
に
な
る
。
す
ぐ
れ
た
点
は
見
つ
け
に
く
い
が
、
悪
い
点
は
見
な
ら
い
易

　
く
、
耶
邸
の
歩
を
学
ん
だ
が
た
め
に
、
も
と
の
歩
き
方
を
忘
れ
る
と
は
、
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
」
（
説
鈴
、
十
五
丁
）

　
こ
こ
に
茂
猷
は
、
狂
禅
一
派
と
手
を
切
る
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
で
ふ
れ
る
と
し
て
、
そ
の
前
に

彼
の
儒
教
観
を
み
て
お
こ
う
。

二

輸酬繊
　
す
で
に
何
ら
か
の
形
で
仏
教
に
援
助
を
求
め
ざ
る
を
得
な
い
と
す
れ
ば
、
茂
猷
が
儒
教
の
伝
統
的
解
釈
に
甘
ん
じ
て
い
な
か
っ
た
こ
と

は
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
儒
教
に
は
、
そ
れ
な
り
の
役
割
と
機
能
が
あ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
ま
か
な
い
き
れ
ぬ
何
か
が

あ
る
と
、
彼
は
感
知
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

　
茂
猷
に
「
聖
教
総
論
」
（
上
下
論
所
収
）
と
い
う
、
儒
教
に
対
す
る
総
括
的
所
信
を
披
早
し
た
一
文
が
あ
る
。
こ
こ
で
茂
猷
は
、
論
語

に
み
え
る
「
学
而
時
習
之
」
と
「
吾
道
一
以
貫
之
」
の
二
句
が
、
「
学
問
の
大
蔵
を
括
尽
す
る
」
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
「
時
習
」
と
は
、
「
時

と
し
て
習
わ
ざ
る
な
き
」
こ
と
で
あ
っ
て
、
「
も
し
吃
飯
綿
衣
睡
夢
蜂
腰
に
お
い
て
、
一
つ
で
も
習
わ
な
い
も
の
が
あ
れ
ば
、
時
習
と
は
い

え
な
い
」
と
し
、
ま
た
「
一
貫
」
と
は
、
「
一
と
し
て
貫
か
ざ
る
な
き
」
こ
と
で
あ
っ
て
、
「
も
し
吃
飯
穿
衣
睡
夢
嘘
吸
に
お
い
て
、
一
つ

で
も
貫
か
な
い
も
の
が
あ
れ
ば
、
一
貫
と
は
い
え
な
い
」
と
い
う
。
つ
ま
り
日
常
あ
り
き
た
り
の
あ
ら
ゆ
る
生
活
場
面
に
お
い
て
、
「
習
」
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一
〇
二

と
「
貫
」
と
は
一
体
で
あ
り
、
「
習
」
は
「
貫
」
な
く
し
て
は
、
そ
の
存
立
根
拠
を
失
う
し
、
「
貫
」
は
「
習
」
な
く
し
て
は
、
そ
の
自
己

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
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実
現
の
契
機
を
失
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
根
源
的
な
そ
れ
は
、
書
籍
・
聞
見
・
思
覚
・
善
念
悪
念
等
と
は
関
わ
り
な
く
習
い
貫
く
か

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

ら
、
こ
の
も
の
を
会
得
す
る
こ
と
こ
そ
、
「
真
の
受
用
」
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
『
大
抵
、
こ
の
物
は
、
肢
体
を
貫
穿
す
る
も
、
実
は
体
あ
る
に
あ
ら
ず
。
虚
蝉
に
満
塞
す
る
も
、
ま
た
籔
あ
る
に
あ
ら
ず
。
た
と
い
こ

　
れ
興
亡
す
る
こ
と
反
覆
す
る
も
、
こ
の
物
は
旧
に
依
っ
て
他
と
走
辛
し
、
他
と
食
質
す
。
た
だ
他
み
ず
か
ら
覚
ら
ざ
る
の
み
。
覚
ら
ざ

　
る
の
人
は
、
今
日
東
す
れ
ば
、
明
日
は
西
し
、
こ
の
事
来
れ
ば
、
か
の
事
去
り
、
容
易
に
日
子
を
過
す
も
、
却
っ
て
生
は
嫁
く
よ
り
来

　
り
、
死
は
何
く
よ
り
去
り
、
自
家
の
性
命
に
一
大
主
張
あ
る
を
曉
ら
ず
。
」

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
こ
の
も
の
（
自
家
の
性
命
）
を
喪
失
し
た
も
の
の
不
安
定
な
生
き
ざ
ま
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
、
世
に
い
わ
ゆ
る
英
雄

豪
傑
は
ど
う
で
あ
る
か
。
彼
ら
は
、
大
旗
鼓
を
建
て
、
下
流
に
立
つ
に
甘
ん
ぜ
ず
、
王
道
を
ロ
に
し
覇
者
を
め
ざ
し
、
功
業
に
は
や
る
の

だ
が
、
結
局
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
己
が
心
性
に
つ
い
て
は
、
決
着
処
を
わ
き
ま
え
て
い
な
い
。
古
今
の
文
章
に
く
わ
し
い
博
学

者
、
玄
妙
を
売
り
も
の
に
す
る
談
道
家
と
て
も
、
同
様
で
あ
る
。
「
こ
れ
ら
の
人
は
、
み
な
本
地
の
風
光
を
滅
し
、
労
門
の
伎
楽
に
孕
り
、

終
日
学
べ
ど
も
学
に
あ
ら
ず
、
終
日
習
え
ど
も
習
に
あ
ら
ず
。
何
と
な
れ
ば
、
彼
は
那
の
高
奇
辺
、
広
博
玄
妙
辺
に
椅
在
し
、
尋
常
の
穿
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喫
と
は
、
便
ち
相
入
れ
ざ
れ
ば
な
り
。
」
指
診
陀
・
光
亮
亮
・
冷
沁
沁
・
活
澱
濃
な
る
こ
の
も
の
の
前
に
、
情
も
識
も
そ
の
光
を
失
う
が
、

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

こ
の
も
の
に
任
せ
れ
ば
、
情
も
性
と
な
り
、
識
も
慧
と
な
る
。
　
一
般
に
（
朱
子
学
で
は
）
コ
貫
」
と
い
う
こ
と
を
、
理
に
即
し
て
理
解
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す
る
。
だ
が
理
と
事
物
と
を
二
と
す
る
な
ら
、
一
貫
と
は
言
え
な
い
で
は
な
い
か
。
理
と
事
が
一
味
に
な
る
所
は
、
こ
の
も
の
を
お
い
て

他
に
は
な
い
。
経
済
の
民
物
に
お
け
る
、
孝
弟
の
父
兄
に
お
け
る
、
幹
理
の
事
迩
に
お
け
る
、
読
書
の
文
字
に
お
け
る
、
す
べ
て
そ
う
で

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

あ
っ
て
、
こ
の
も
の
を
忘
れ
て
は
、
学
術
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
結
論
と
し
て
言
う
。
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二
種
の
霊
妙
活
躍
の
処
、
年
忌
き
花
落
り
、
早
緑
に
山
青
く
、
以
て
有
情
無
情
有
事
無
事
に
至
る
ま
で
、
這
箇
を
転
ず
る
に
あ
ら
ざ

　
る
な
し
。
こ
れ
を
こ
れ
一
以
て
貫
く
と
い
い
、
こ
れ
を
こ
れ
時
習
と
い
う
。
」



倫鯛繊
　
こ
こ
ま
で
来
れ
ば
、
殆
ん
ど
禅
門
の
花
紅
柳
翌
年
と
質
を
同
じ
う
す
と
み
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
で
は
彼
は
、
朱
子
学
と
の
距
離
を
、
ど
の

程
度
意
識
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。

　
下
訳
に
、
「
道
学
総
論
」
（
講
宗
、
四
十
九
丁
）
と
い
う
一
文
が
あ
っ
て
、
こ
れ
も
彼
の
儒
教
観
を
率
直
に
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
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で
は
当
然
、
道
学
の
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
た
る
朱
子
学
へ
の
理
解
態
度
が
問
題
と
な
る
べ
き
で
あ
る
が
、
明
末
の
大
勢
が
、
朱
子
学
を
正
し
く
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理
解
し
、
ゆ
が
み
な
く
実
行
す
る
よ
り
も
、
己
れ
の
思
想
的
立
場
に
お
い
て
、
朱
子
学
を
い
か
に
受
け
と
め
る
か
が
、
最
大
の
関
心
事
で

あ
っ
た
よ
う
に
、
茂
猷
に
お
い
て
も
ま
た
、
伝
統
的
な
朱
子
学
解
釈
を
反
覆
す
る
意
図
は
毛
頭
示
さ
れ
て
い
な
い
。
先
ず
彼
は
、
冒
頭

に
「
凡
そ
聖
賢
の
語
を
看
る
に
は
、
須
ら
く
ま
さ
に
自
家
の
霊
妙
上
に
搬
費
す
べ
し
。
咳
唾
に
依
潤
す
る
を
得
ざ
れ
。
こ
の
自
家
の
霊
妙

は
、
正
に
こ
れ
何
物
ぞ
。
正
に
こ
れ
道
心
惟
れ
微
な
り
。
万
千
の
理
道
、
悉
く
具
足
す
。
思
慮
嗜
欲
中
に
耽
溺
す
れ
ば
、
則
ち
悟
干
す
。

静
か
に
収
掘
す
れ
ば
、
則
ち
精
明
な
り
。
常
常
提
醒
現
前
す
れ
ば
、
便
ち
こ
れ
千
聖
の
心
伝
に
し
て
、
二
な
く
別
な
し
。
た
と
い
説
き
来
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り
説
き
去
る
も
、
思
子
の
活
計
に
過
ぎ
ず
」
と
い
う
。
こ
こ
に
み
え
る
「
自
家
の
霊
妙
」
が
、
前
節
に
の
べ
た
こ
の
も
の
に
相
当
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

と
は
、
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
朱
子
は
こ
の
霊
妙
を
膨
満
化
せ
し
め
な
い
た
め
に
知
行
を
説
き
、
真
実
に
体
認
芸
事
せ
し
め
る
た
め
に
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日
用
の
概
言
を
説
き
、
聞
見
事
迩
に
依
存
せ
し
め
な
い
た
め
に
、
居
敬
を
説
い
た
。
知
を
致
す
に
敬
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
昏
惑
紛
擾
し
て

義
理
の
行
く
路
が
分
ら
な
く
な
る
し
、
躬
行
に
敬
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
怠
惰
放
騨
に
し
て
義
理
σ
実
を
尽
し
よ
う
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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然
る
に
後
世
の
学
徒
は
、
致
知
と
い
え
ば
窮
理
だ
と
し
、
ひ
た
す
ら
聞
見
に
と
ら
わ
れ
た
た
め
に
学
問
が
些
末
化
し
た
し
、
躬
行
と
い
え
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ば
唐
事
だ
と
し
、
格
套
を
墨
守
す
る
た
め
に
迂
闊
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
し
、
居
敬
と
い
え
ば
か
く
べ
つ
の
身
心
保
持
だ
と
し
た
た
め
に
、

自
縄
自
縛
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
か
く
し
て
義
理
が
細
分
化
す
る
に
つ
れ
て
、
学
問
が
支
離
と
な
り
、
つ
い
に
は
躬
行
居
敬
に
全
く
は
げ

ま
ず
、
専
ら
訓
詰
を
事
と
し
て
、
朱
子
学
派
は
ほ
と
ん
ど
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
。
（
こ
れ
ひ
と
え
に
根
源
者
と
し
て
の
霊
妙
を
忘
れ
た
た

め
で
あ
る
）
。
こ
の
行
き
づ
ま
り
を
打
破
す
る
た
め
に
王
陽
明
が
出
現
し
、
致
良
知
を
唱
え
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
朱
子
の
い
う
致
知
の
功
に
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他
な
ら
な
い
。
致
知
格
物
と
は
、
良
知
を
事
事
物
物
に
致
す
こ
と
で
あ
っ
て
、
た
と
い
事
事
物
物
が
紛
紙
と
し
て
錯
乱
し
て
も
、
良
知
を
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提
醒
し
、
権
衡
満
更
し
さ
え
す
れ
ば
、
お
の
ず
か
ら
無
限
の
道
理
が
生
れ
出
て
来
る
、
と
い
う
彼
の
主
張
は
、
そ
の
ま
ま
知
行
合
一
へ
と
連

な
り
、
敬
は
そ
の
中
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
陽
明
の
「
良
知
を
致
す
は
、
こ
れ
動
静
を
合
す
る
の
工
夫
な
り
」
と
い
う
語
は
、

朱
子
の
存
養
省
察
の
説
に
当
る
し
、
ま
た
「
良
知
は
二
見
に
由
ら
ず
し
て
有
る
も
、
而
も
唐
臼
は
良
知
の
用
に
あ
ら
ざ
る
は
な
し
。
良
知

は
聞
見
に
滞
ら
ず
と
錐
も
、
而
も
ま
た
聞
見
を
離
れ
ず
」
と
い
う
語
は
、
朱
子
の
格
物
窮
理
の
訓
に
当
る
。
こ
う
し
て
、
「
霊
明
透
徹
す
る

時
は
、
横
説
も
可
な
り
、
竪
説
も
可
な
り
、
分
つ
も
可
な
り
、
合
す
る
も
可
な
り
、
偏
指
も
ま
た
可
な
り
」
と
断
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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っ
ま
り
茂
猷
に
と
っ
て
、
楽
弓
（
こ
の
も
の
）
さ
え
把
握
す
る
な
ら
ば
、
朱
子
学
と
陽
明
学
と
は
、
本
来
一
致
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ

の
教
学
面
に
お
け
る
相
違
は
、
聖
賢
の
随
機
方
便
に
他
な
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
致
良
知
説
は
、
陽
明
の
創
唱
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
く
、
朱
子
が
す
で
に
述
べ
て
い
た
の
だ
と
す
ら
言
わ
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
茂
猷
の
主
張
に
つ
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
朱
子
学
に
い
う
格
物
致
知
論
は
、
主
客
を
貫
く
定
理
の
実
在
が
前
提
さ
れ

た
に
対
し
、
陽
明
の
良
知
説
で
は
、
そ
の
定
理
論
が
根
抵
か
ら
く
つ
が
え
さ
れ
た
と
い
う
盛
運
対
立
の
決
定
点
が
全
く
看
過
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
明
ら
か
に
原
朱
子
学
よ
り
の
離
脱
が
行
わ
れ
て
い
る
と
認
め
ざ
る
を
得
ぬ
で
あ
ろ
う
。
陽
貨
篇
の
「
天
何
言

葉
、
四
時
行
焉
、
百
詰
所
焉
」
の
朱
子
註
に
、
「
四
時
行
わ
れ
、
百
物
生
ず
る
は
、
天
理
の
発
見
流
行
の
実
に
あ
ら
ざ
る
は
な
し
」
と
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
、
そ
の
実
と
は
、
実
状
・
実
質
の
意
に
と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
が
、
茂
猷
は
、
こ
れ
を
霊
妙
の
意
に
解
し
、
次
の
よ
う
に
言
う
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
「
註
中
の
『
発
見
流
行
の
実
』
の
実
の
字
は
妙
な
り
。
凡
そ
為
す
あ
り
、
象
あ
り
、
條
ち
移
り
條
ち
幻
な
る
こ
と
、
朝
華
波
温
の
如
く

　
な
ら
ば
、
な
ん
の
依
拠
す
る
こ
と
あ
ら
ん
。
中
に
一
算
の
霊
妙
あ
り
。
在
在
に
流
行
し
て
、
方
に
空
に
落
ち
ず
。
未
だ
こ
れ
を
得
ざ
る

　
も
の
は
、
真
に
こ
れ
業
識
荘
　
と
し
て
、
本
の
拠
る
べ
き
な
し
。
争
っ
て
咳
唾
を
拾
い
、
事
迩
に
俺
擬
す
る
こ
と
、
児
の
空
拳
を
争
う

　
が
如
く
、
都
べ
て
実
得
な
し
。
こ
れ
を
得
る
者
は
、
則
ち
喫
飯
穿
衣
、
触
目
随
縁
、
絡
べ
て
こ
れ
妙
用
に
し
て
、
人
の
起
倒
に
傍
ら

　
ず
」
（
五
十
五
丁
）

　
こ
う
し
た
禅
的
乃
至
陽
明
学
的
論
説
は
、
，
恐
ら
く
朱
子
よ
り
す
れ
ば
、
足
を
懸
空
に
馳
せ
る
も
の
と
し
て
拒
否
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ



う
。
と
い
っ
て
茂
猷
は
決
し
て
朱
子
学
を
見
離
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
朱
子
学
を
基
準
教
学
と
す
べ
き
だ
と
い
う
意
識
は
、
な
お
保
持

し
つ
づ
け
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
陽
明
・
象
山
の
洒
洒
た
る
霊
位
は
仰
ぐ
べ
き
も
の
と
す
る
も
、
行
道
の
穏
健
と
教
法
の
発
揮
に
お
い

て
、
朱
子
の
右
に
出
る
も
の
は
な
い
と
い
う
。
（
五
十
七
丁
）
だ
か
ら
、
「
陽
明
の
致
良
知
の
説
は
功
あ
る
も
、
而
も
以
て
朱
子
を
關
く
る

は
、
立
論
ま
た
過
激
の
処
あ
り
」
（
五
十
八
丁
）
と
た
し
な
め
ら
れ
、
「
致
良
知
の
説
は
、
以
て
朱
子
を
輔
佐
す
る
は
則
ち
可
な
る
も
、
こ

れ
を
以
て
朱
子
を
攻
む
る
は
、
則
ち
室
を
同
じ
う
し
て
父
を
操
る
に
て
、
こ
れ
断
じ
て
不
可
な
り
」
（
五
十
九
丁
）
と
結
ば
れ
る
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
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へ

る
。
こ
の
よ
う
に
茂
猷
は
、
朱
子
学
を
超
越
し
た
よ
う
な
そ
ぶ
り
を
み
せ
な
が
ら
、
而
も
容
易
に
朱
子
学
へ
の
未
練
を
捨
て
よ
う
と
は
し

な
い
。
従
っ
て
陽
明
学
を
讃
美
す
る
に
し
て
も
、
手
放
し
の
そ
れ
で
は
な
く
、
必
ず
朱
子
学
と
の
関
連
に
お
い
て
な
さ
れ
る
こ
と
と
な

る
。
「
致
良
知
の
三
字
は
、
真
に
こ
れ
聖
学
の
嫡
伝
に
し
て
、
最
も
簡
便
直
捷
な
り
」
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
は
朱
子
の
「
虚
心
観
理
」

と
同
質
で
あ
っ
て
、
「
た
だ
話
頭
同
じ
か
ら
ざ
る
の
み
」
（
九
十
四
丁
、
致
良
知
総
論
）
と
い
わ
れ
、
良
知
を
致
す
に
あ
た
っ
て
は
、
虚
懸

摸
着
、
空
明
定
慧
の
見
解
を
な
さ
ざ
れ
、
と
い
う
警
告
が
発
せ
ら
れ
る
。

三

論酬織
　
以
上
の
よ
う
な
朱
鷺
合
体
論
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
何
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
、
形
骸
化
せ
る
朱
子
学
に
、
陽
明
学
を
通
し
て
生
気
を
与

え
、
ま
た
と
か
く
左
傾
化
し
よ
う
と
す
る
陽
明
学
に
、
朱
子
学
の
綱
を
く
く
り
つ
け
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
い
か
に
し
て
彼
独
自

の
功
過
格
論
が
生
れ
て
来
た
か
は
、
あ
と
で
取
上
げ
る
と
し
て
、
今
は
、
彼
が
良
知
説
の
激
化
を
、
必
死
で
く
い
と
め
よ
う
と
し
た
側
面

を
み
て
み
よ
う
。

　
林
希
逸
の
荘
子
口
義
（
在
宥
篇
）
に
み
え
る
、
「
儒
者
道
を
悟
れ
ば
、
則
ち
そ
の
心
い
よ
い
よ
細
か
く
、
仏
家
道
を
悟
れ
ば
、
則
ち
そ
の
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碧
い
よ
い
よ
粗
な
り
」
と
い
う
語
は
、
後
の
思
想
史
上
に
あ
る
種
の
波
紋
を
残
し
た
が
、
茂
猷
は
、
こ
の
語
を
た
て
に
、
狂
禅
へ
の
警
戒
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を
次
の
よ
う
に
説
く
。

　
「
仏
家
、
道
を
悟
れ
ば
、
則
ち
そ
の
心
い
よ
い
よ
粗
な
り
、
と
。
然
る
所
以
の
も
の
は
、
彼
は
主
と
し
て
一
切
を
掃
除
し
、
直
ち
に
上

　
に
尋
ね
去
れ
ば
な
り
。
一
切
を
掃
除
す
れ
ば
、
則
ち
人
情
物
理
、
倶
に
体
朝
せ
ず
、
礼
儀
昼
型
、
倶
に
薬
局
を
嫌
う
。
直
ち
に
上
に
尋
ね

　
去
れ
ば
、
則
ち
透
悟
高
奇
、
自
ら
喜
ぶ
に
思
え
ず
。
奔
下
し
て
塵
を
絶
し
、
下
視
し
て
物
を
無
み
す
。
故
に
往
往
そ
の
中
に
入
る
者
、
未

　
だ
そ
の
大
悲
大
慧
を
得
ざ
る
に
、
人
を
無
み
し
我
を
無
み
し
て
、
瓢
忽
の
気
す
で
に
生
じ
、
傲
睨
の
算
す
で
に
熟
す
。
一
切
の
狂
禅
、

　
こ
れ
よ
り
し
て
起
る
。
所
以
に
聖
人
の
立
教
は
、
洒
掃
応
対
よ
り
、
収
撮
し
て
微
に
入
り
、
そ
の
虚
僑
を
里
心
し
、
そ
の
火
性
を
降
伏

　
せ
し
む
。
深
き
者
は
、
以
て
超
過
自
得
す
べ
く
し
て
、
浅
き
も
ま
た
、
規
矩
準
縄
の
士
た
る
を
失
わ
ず
。
」
（
二
障
、
四
十
七
丁
）
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そ
の
他
彼
の
著
述
の
至
る
と
こ
ろ
に
、
狂
禅
へ
の
反
動
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
陽
明
学
左
傾
化
へ
の
警
戒
を
は
ら
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む
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
が
、
陽
明
の
良
知
説
は
公
で
あ
る
に
対
し
、
王
龍
渓
の
そ
れ
は
私
で
あ
る
と
す
る
の
も
、
龍
漢
の
過
激
な
良
知
宣

伝
が
、
一
部
の
人
に
し
か
通
用
せ
ず
、
公
共
性
を
も
た
な
い
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
、
そ
の
龍
胆
路
線
の
先
端
を
行
く
李
卓
吾

に
対
し
、
手
き
び
し
い
批
判
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
彼
は
、
平
素
か
ら
卓
吾
を
疾
み
、
「
そ
の
邪
説
潮
道
に
天
下
の
豪
傑
の
半
は

誤
ら
る
」
と
述
べ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
が
、
（
説
鈴
、
十
三
丁
）
更
に
そ
の
世
人
の
注
目
を
引
い
た
理
由
を
、
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

　
「
卓
吾
の
世
に
行
わ
る
る
所
以
は
、
た
だ
謂
う
に
、
酒
色
財
器
を
ば
、
都
べ
て
兜
算
し
て
仏
性
中
に
入
る
る
は
、
人
に
於
い
て
甚
だ
便

　
に
、
道
学
を
攻
撃
す
る
は
、
世
に
於
い
て
甚
だ
快
に
し
て
、
而
も
批
点
す
る
所
の
一
切
の
小
説
は
、
雑
う
る
に
恢
譜
を
以
て
し
、
巴
戯

　
を
看
る
と
一
同
な
れ
ば
の
み
。
人
に
傲
侃
の
心
・
放
蕩
の
見
を
起
し
、
世
教
を
敗
壊
し
て
、
収
拾
す
べ
か
ら
ず
、
真
に
小
人
に
し
て
忌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

　
揮
な
き
者
な
る
を
知
ら
ざ
る
か
。
」
（
説
鈴
、
十
四
丁
）

　
こ
う
し
て
卓
吾
の
獄
死
を
天
諌
だ
と
き
め
つ
け
、
そ
の
批
点
を
加
え
た
小
説
・
戯
曲
は
、
世
道
人
心
を
毒
す
る
も
の
と
、
断
ず
る
こ
と

に
な
る
・
同
じ
く
攻
過
格
を
喧
伝
し
な
が
ら
・
衰
麗
麗
が
図
面
の
死
に
や
や
同
情
的
な
見
方
を
し
て
い
る
の
施
・
対
照
を
な
す
こ
と
に
注

意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。



倫酬繊
　
狂
涛
並
び
に
左
派
王
学
の
排
斥
と
関
連
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
茂
猷
が
キ
リ
ス
ト
教
排
斥
に
一
役
買
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
の

出
身
地
た
る
潭
州
地
方
に
キ
リ
ス
ト
教
伝
道
の
火
蓋
を
き
っ
た
の
は
、
父
概
略
（
ジ
ュ
リ
オ
・
ア
レ
ニ
）
で
あ
る
が
、
そ
の
急
速
な
普
及

ぶ
り
に
危
機
を
感
じ
と
っ
た
茂
猷
の
門
人
黄
貞
は
、
茂
猷
に
天
主
教
排
斥
に
乗
出
す
よ
う
、
請
願
書
一
通
を
認
め
た
。
（
聖
駕
破
邪
集
巻
三

所
収
）
そ
の
中
で
黄
貞
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
邪
教
ど
認
定
す
る
五
つ
の
理
由
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
の
一
は
、
天
主
は
天
地
人
物
を
生
み
な

す
も
の
だ
か
ら
、
性
青
天
・
天
即
吾
心
と
は
い
え
な
い
し
、
ま
た
天
主
と
天
地
と
人
と
の
三
者
を
三
物
と
し
て
、
そ
の
合
体
を
認
め
な
い

の
は
、
中
国
伝
統
の
万
物
一
体
説
に
合
致
し
な
い
。
そ
の
二
は
、
仏
菩
薩
神
仙
を
斥
け
て
魔
鬼
と
い
い
、
そ
れ
ら
を
礼
拝
す
る
こ
と
を
許

さ
ず
、
そ
の
十
戒
の
中
に
妾
を
お
く
こ
と
を
禁
ず
る
一
条
が
あ
る
に
よ
っ
て
、
文
王
す
ら
も
地
獄
に
落
ち
た
で
あ
ろ
う
と
暴
言
す
る
。
そ

の
三
は
、
観
音
菩
薩
・
関
聖
帝
君
・
梓
童
帝
世
智
の
像
を
集
め
、
こ
と
ご
と
く
そ
の
首
を
断
じ
た
り
、
火
中
に
投
じ
た
り
し
て
い
る
。
そ

の
四
は
、
輪
廻
説
を
否
定
し
、
天
主
に
帰
依
し
た
者
の
霊
魂
だ
け
が
、
永
久
に
天
堂
に
あ
り
、
帰
依
し
な
い
者
は
、
い
く
ら
善
人
で
も
、

永
久
に
地
獄
に
落
ち
る
。
天
地
が
壊
れ
よ
う
と
す
る
時
、
天
主
が
空
中
に
身
を
現
じ
、
一
切
の
死
者
を
復
活
さ
せ
て
、
＝
審
判
を
下
し
、

善
な
る
者
は
天
堂
に
帰
し
、
悪
な
る
者
は
地
獄
に
落
し
、
永
久
に
転
変
す
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
。
そ
の
五
は
、
貴
州
・
雲
南
・
四
川

を
除
く
と
、
全
国
至
る
所
に
教
会
堂
が
設
立
さ
れ
、
隠
謀
君
子
ま
で
が
そ
の
邪
説
に
入
り
、
そ
の
書
を
刊
刻
し
、
そ
の
序
文
を
書
い
て
い

る
。
こ
う
し
て
キ
リ
ス
ト
教
は
、
「
中
国
の
賢
聖
の
教
統
を
掃
滅
し
、
一
綱
打
尽
に
そ
の
邪
毒
を
行
っ
て
、
而
る
の
ち
心
に
快
と
せ
ん
と

欲
す
る
」
も
の
だ
と
判
定
し
、
こ
れ
を
斥
け
る
よ
う
茂
猷
に
請
う
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
茂
猷
が
、
ど
の
程
度
積
極
的
に
、
キ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　

ス
ト
教
の
排
撃
に
乗
出
し
た
か
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。
た
だ
そ
の
撰
に
な
る
「
明
朝
破
邪
集
序
」
（
破
邪
集
巻
三
所
収
、
上
国

十
年
撰
）
に
よ
れ
ば
、
そ
の
冒
頭
に
、
「
開
開
以
来
、
（
儒
道
仏
の
）
三
教
が
並
び
興
り
、
世
を
治
め
身
を
治
め
心
を
憾
む
る
の
事
は
、
こ

れ
以
上
増
減
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
キ
リ
ス
ト
教
は
、
「
上
等
を
乱
す
ば
か
り
で
な
く
、
道
脈
を
も
乱
し
、
入
類
を
栽

う
ば
か
り
で
な
く
、
人
性
を
も
戒
う
」
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
黄
雲
の
主
張
へ
の
深
い
共
感
が
示
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
よ
う
。
か
つ
て
李

卓
吾
は
、
利
害
蜜
と
交
友
関
係
を
も
つ
こ
と
を
い
と
わ
な
か
っ
た
が
、
顔
・
黄
師
弟
は
、
頑
強
に
キ
リ
ス
ト
教
の
撲
滅
を
主
張
し
た
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
七



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
八

あ
る
。
せ
っ
か
く
三
教
に
よ
っ
て
、
中
国
の
思
想
界
の
安
定
が
保
た
れ
、
社
会
風
教
が
護
持
さ
れ
て
来
て
い
る
の
に
、
こ
れ
と
は
異
質
の

宗
教
を
今
更
輸
入
す
る
必
要
は
な
い
、
そ
れ
は
国
家
的
な
室
呈
母
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
顔
・
黄
の
主
張
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
彼
ら
の
教
学

理
念
が
、
開
か
れ
た
如
く
に
み
え
て
、
案
外
閉
鎖
的
で
あ
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
る
ま
い
。

　
こ
こ
ま
で
来
て
、
彼
ら
が
教
学
の
基
準
と
し
た
朱
子
学
と
は
何
で
あ
っ
た
か
を
、
い
ま
一
度
ふ
り
返
っ
て
み
よ
う
。

　
茂
猷
の
「
聖
門
第
一
義
論
」
（
外
述
、
三
十
二
丁
）
と
い
う
論
文
は
、
敬
を
聖
門
第
一
義
と
す
る
朱
子
学
の
性
格
を
洗
い
直
し
た
も
の
で

あ
る
が
、
聖
教
と
は
、
天
の
ご
と
く
、
地
の
ご
と
く
、
限
り
な
き
も
の
で
あ
っ
て
、
至
る
と
こ
ろ
道
で
な
い
も
の
は
な
い
の
だ
か
ら
、
一

で
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
ま
た
一
と
固
定
し
た
わ
け
で
も
な
い
。
そ
の
間
の
事
情
は
、
游
戯
し
て
自
得
し
、
目
撃
し
て
笙
を
忘
れ
な
け

れ
ば
、
容
易
に
理
解
し
が
た
い
が
、
「
意
の
入
る
所
に
随
え
ば
、
み
な
そ
れ
語
を
語
る
べ
か
ら
ず
、
言
を
言
う
べ
か
ら
ず
、
洒
掃
応
対
、

搬
柴
運
水
、
百
千
万
億
の
世
法
を
極
め
て
、
み
な
そ
れ
未
だ
始
め
よ
り
聞
を
聞
か
ず
、
未
だ
始
め
よ
り
見
を
見
ず
」
と
い
う
境
地
に
至
る

な
ら
ば
、
一
と
も
い
え
る
し
、
日
な
ら
ず
と
も
い
え
る
の
で
あ
っ
て
、
聖
賢
の
教
え
は
一
義
に
帰
す
る
と
は
い
え
、
「
第
一
」
と
規
定
し
て

し
ま
え
ば
、
す
で
に
「
第
二
」
に
落
ち
る
こ
と
と
な
る
。
（
こ
の
よ
う
に
茂
猷
は
、
「
第
一
義
」
に
執
著
し
停
滞
す
る
こ
と
を
、
極
度
に
忌
介

す
る
。
）
こ
の
執
著
と
い
う
こ
と
の
愚
か
し
さ
を
、
彼
は
次
の
よ
う
な
讐
喩
で
説
明
す
る
。
狂
者
が
東
に
走
れ
ば
、
逐
う
者
も
東
に
走
る
。

そ
の
逐
う
時
に
は
、
東
前
が
第
一
義
で
あ
る
に
は
違
い
な
い
が
、
狂
は
あ
や
ま
り
で
あ
る
。
空
者
が
水
に
入
れ
ば
、
救
う
者
も
水
に
入

る
。
そ
の
救
う
時
に
は
、
入
水
が
第
一
義
で
あ
る
に
は
違
い
な
い
が
、
溺
は
あ
や
ま
り
で
あ
る
。
だ
か
ら
狂
者
が
も
と
に
も
ど
り
、
二
者

が
陸
に
上
る
な
ら
、
逐
う
者
。
救
う
者
が
第
一
義
と
し
た
こ
と
も
、
も
は
や
そ
の
要
が
な
く
な
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
敬
は
竜
門
第
一
義

と
す
る
朱
子
説
も
、
余
り
こ
れ
に
拘
泥
す
れ
ば
、
朱
子
の
真
意
を
誤
解
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
「
敬
の
朱
子
に
於
け
る
は
、
そ
れ
磯
え
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
く

る
時
の
稲
梁
に
し
て
、
渇
し
た
る
時
の
醍
醐
な
り
。
そ
れ
六
龍
の
轡
勒
に
し
て
、
十
二
時
の
指
揮
如
意
（
棒
）
な
り
。
聖
血
の
鉄
鎖
管
箭

を
以
て
、
彼
は
銀
匙
を
以
て
こ
れ
を
破
り
、
こ
れ
を
持
し
て
自
ら
警
む
。
而
し
て
こ
れ
を
推
し
て
人
に
詔
ぐ
る
は
、
そ
れ
ま
た
可
な
り
。

そ
の
聖
門
に
在
り
て
ば
、
則
ち
法
あ
る
も
法
な
し
。
」
（
三
十
三
丁
）
こ
う
し
て
、
「
山
門
第
一
の
旨
は
、
紫
陽
随
機
の
教
法
の
み
」
（
三
十



論酬戯
四
丁
）
「
か
く
の
如
く
な
れ
ば
、
則
ち
い
わ
ゆ
る
第
一
義
な
る
も
の
は
、
み
な
塵
垢
な
り
。
い
わ
ゆ
る
形
上
な
る
も
の
は
、
み
な
全
点
な

り
」
と
断
ぜ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
で
は
、
聖
門
第
一
義
は
存
し
な
い
の
で
あ
る
か
。
（
上
来
の
論
述
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
第
一

義
を
固
定
化
す
る
限
り
、
そ
の
存
在
は
拒
否
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
と
す
る
と
、
そ
の
あ
り
よ
う
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
他
、
な
い
で
あ

ろ
う
。
）
「
そ
れ
第
一
義
な
る
も
の
は
、
も
と
よ
り
す
で
に
我
と
と
も
に
死
し
、
我
と
と
も
に
生
く
る
な
り
。
」
（
三
十
五
丁
）
か
く
し
て
茂

　
　
　
ヘ
　
　
へ

猷
は
、
敬
義
と
い
う
語
が
、
易
の
無
卦
に
み
え
る
こ
と
に
着
目
し
、
第
一
義
な
る
も
の
が
、
人
間
及
び
世
界
の
最
究
極
者
で
あ
れ
ば
こ
そ
、

そ
れ
は
庸
常
な
る
も
の
、
無
為
な
る
べ
き
も
の
だ
と
し
、
次
の
よ
う
に
結
ぶ
。

　
「
『
大
な
る
か
な
乾
元
』
而
も
こ
れ
に
字
し
て
『
庸
』
（
毒
言
甲
信
、
含
意
之
謹
）
と
い
う
。
庸
は
乃
ち
龍
、
龍
は
乃
ち
天
、
天
は
無
為

　
な
り
。
而
も
首
と
な
す
べ
か
ら
ず
。
そ
れ
た
だ
首
と
な
す
べ
か
ら
ず
。
こ
こ
を
以
て
至
悪
（
至
哉
坤
元
）
あ
ら
ざ
る
な
し
。
こ
こ
に
お

　
い
て
敬
義
の
目
あ
り
。
坤
は
則
ち
二
な
り
。
然
り
と
錐
も
、
潜
龍
は
こ
れ
未
だ
九
な
ら
ず
、
履
霜
は
こ
れ
未
だ
こ
れ
六
な
ら
ず
し
て
、

　
坤
乾
を
得
。
こ
れ
を
執
じ
て
以
て
当
に
一
を
得
べ
し
と
す
る
は
、
そ
れ
な
お
未
だ
可
な
ら
ざ
る
な
り
。
然
る
の
ち
紫
陽
（
朱
子
）
な
る

　
者
あ
ら
ば
、
或
い
は
旦
暮
に
し
て
そ
の
説
に
遇
わ
ん
。
」
（
三
十
六
丁
）

　
文
意
甚
だ
難
解
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
、
乾
坤
成
立
以
前
に
帰
り
、
而
も
そ
こ
に
一
を
固
定
す
べ
か
ら
ず
と
し
、
そ
れ
で
こ
そ
真
に
朱

子
説
が
理
解
で
き
る
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
朱
子
学
で
あ
れ
だ
け
強
調
さ
れ
た
敬
の
別
格
的
権
威
が
、
骨
ぬ
き
に
さ
れ

た
と
い
う
印
象
は
拭
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
当
然
、
朱
子
学
の
天
理
論
を
ゆ
る
め
る
こ
と
に
も
な
る
は
ず
で
あ
る
。
果
し
て
野

戦
は
、
「
物
欲
の
障
が
去
っ
て
も
、
天
理
の
障
が
さ
ら
に
来
る
」
（
説
鈴
、
三
十
三
丁
）
と
い
う
。
こ
れ
は
、
先
に
の
べ
た
彼
の
霊
明
野
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へ

と
、
そ
の
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
性
善
と
い
う
こ
と
も
、
朱
子
の
い
う
よ
う
に
、
性
即
理
説
に
も
と
づ
い
て
語
ら
れ
る
の

で
は
な
く
、
「
清
虚
無
染
、
時
時
、
本
来
の
面
目
に
透
露
す
る
」
こ
と
だ
と
さ
れ
る
。
（
講
宗
、
未
発
之
中
総
論
、
十
七
丁
）
ま
た
朱
子
は
、

「
中
庸
章
旬
序
」
の
中
で
、
「
笹
野
・
道
心
の
異
あ
る
ゆ
え
ん
の
者
は
、
則
ち
そ
の
或
い
は
形
気
の
私
に
生
じ
、
或
い
は
性
命
の
正
に
原
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っ
く
を
以
て
な
り
」
と
言
っ
た
が
、
茂
猷
は
、
こ
れ
を
解
し
て
、
「
形
気
の
能
く
侵
銀
流
蕩
す
る
ゆ
え
ん
の
者
は
、
ま
た
こ
れ
霊
明
の
游
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九
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精
浮
気
に
借
り
て
こ
れ
を
為
す
な
り
」
（
同
上
十
八
丁
）
と
の
べ
、
こ
こ
で
も
朝
明
に
根
源
的
帰
趨
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

よ
う
に
、
茂
猷
が
理
よ
り
も
忌
明
に
実
在
の
根
源
を
お
い
て
い
る
こ
と
は
、
ほ
ぼ
明
ら
か
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼

は
道
学
を
非
る
こ
と
を
拒
否
し
、
朱
子
学
を
聖
学
の
中
心
に
す
え
、
こ
れ
に
余
他
の
教
学
を
引
き
よ
せ
よ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
彼
は
、
朱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

子
学
の
限
界
を
十
分
に
認
識
し
な
が
ら
、
な
お
且
つ
そ
の
む
げ
に
無
視
で
き
な
い
、
あ
る
意
図
を
抱
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
彼
の

功
過
格
論
と
、
大
い
に
関
連
を
も
っ
て
来
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
『
建
吉
録
』
（
世
集
、
大
度
雲
門
）
に
は
、
「
朱
子
弘
毅
持
世
」
と
題
し
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
朱
子
の
規
矩
を
力
行
す
る
こ
と
甚
だ
厳
な
る
は
、
後
学
の
不
便
と
す
る
所
た
り
。
故
に
今
時
顕
然
と
し
て
罵
り
て
迂
闊
と
な
す
も
、

　
理
学
大
い
に
明
ら
か
に
、
心
を
摸
り
聖
に
擬
す
る
の
世
に
当
り
て
、
膿
脱
厭
棄
の
機
関
、
即
ち
こ
こ
に
伏
す
る
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
朱

　
子
の
檸
持
す
る
こ
と
一
番
な
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
潰
覚
す
る
こ
と
久
し
か
ら
ん
。
」

　
結
局
、
茂
猷
に
と
っ
て
、
一
心
霊
明
を
い
か
に
慎
重
に
護
持
す
る
か
一
放
漫
な
ら
し
め
ず
、
畏
縮
せ
し
め
ず
、
自
ら
の
体
質
を
い
か

に
安
全
に
守
り
ぬ
く
か
一
が
最
大
肝
要
事
と
な
る
。
そ
う
し
た
彼
の
ね
ら
い
と
、
彼
の
名
を
高
か
ら
し
め
た
功
過
格
と
は
、
ど
の
よ
う

に
結
び
つ
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
霊
吊
下
が
、
良
知
説
や
禅
悟
と
同
じ
く
絶
対
現
在
論
に
と
ど
ま
り
得
な
か
っ
た
の
は
、
な
ぜ
で
あ
ろ

う
か
。

四

　
功
過
格
は
、
業
報
思
想
に
も
と
つ
く
輪
廻
転
生
を
前
提
と
す
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
る
に
茂
猷
は
、
「
縄
か
に
霊
明
を
提
し
て
主
と
作

せ
ば
、
洒
脱
脱
地
に
、
廓
然
た
る
無
我
よ
り
流
出
す
。
『
時
習
』
と
は
、
箇
の
な
に
を
か
習
う
。
箇
の
墨
流
を
習
う
の
み
。
た
だ
こ
の
身

子
に
葬
着
す
れ
ば
、
粘
皮
帯
骨
、
驚
催
愛
欲
、
随
在
種
発
し
、
物
と
し
て
化
せ
ず
。
こ
の
身
子
を
没
す
れ
ば
、
墜
ち
淡
風
と
相
似
、
浮
雲



論酬織
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

と
一
般
な
り
」
（
聖
学
総
論
、
四
丁
）
と
、
身
体
へ
の
執
着
を
払
う
べ
き
を
説
き
、
ま
た
一
心
と
輪
廻
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
有
心
で
あ
れ

ば
、
陰
陽
に
転
ぜ
ら
れ
る
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
が
、
「
若
し
能
く
一
切
を
放
下
す
れ
ば
、
生
は
も
と
よ
り
生
な
く
、
死
も
ま
た
死
な
け
れ
ば
、

も
と
よ
り
我
根
の
、
汝
の
輪
廻
を
受
く
る
な
し
」
（
説
鈴
、
三
十
四
丁
）
と
言
う
。
こ
の
よ
う
に
華
南
の
鮮
明
説
は
、
明
ら
か
に
輪
廻
を

超
え
る
面
を
も
つ
に
か
か
わ
ら
ず
、
他
方
に
お
い
て
は
、
「
因
果
輪
廻
の
説
は
、
易
の
遺
意
な
り
」
（
説
鈴
次
集
、
十
一
丁
）
と
、
易
経
の

吉
凶
休
図
説
と
仏
教
の
福
田
利
益
輪
廻
地
獄
等
の
説
と
は
、
相
似
て
い
る
と
す
る
。
（
同
上
、
九
丁
）
こ
の
矛
盾
を
解
き
ほ
ぐ
す
た
め
に

は
、
彼
の
教
学
建
立
の
初
心
に
立
帰
っ
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
彼
は
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
救
世
の
悲
願
に
燃
え
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

野
末
の
混
乱
期
に
衆
生
済
度
の
方
便
を
ま
さ
ぐ
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
『
廼
吉
録
』
序
の
書
き
出
し
が
、
「
世
界
は
た
だ
こ
の
慈
悲

接
受
の
一
脈
な
り
」
と
い
う
語
に
始
ま
り
、
続
い
て
聖
賢
が
衆
生
済
度
の
た
め
に
駆
使
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
手
だ
て
を
述
べ
て
い
る
こ
と
か

ら
も
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
救
済
対
象
た
る
一
般
衆
生
の
姿
を
、
次
の
よ
う
に
描
く
。

　
「
人
の
生
れ
て
世
に
在
る
、
條
忽
と
し
て
蝉
掬
し
、
百
種
み
な
妄
な
り
。
惟
う
に
こ
の
愛
根
の
作
業
は
、
生
死
に
眼
随
し
て
、
万
劫
化

　
せ
ず
。
そ
の
卑
き
者
は
、
す
で
に
異
類
の
転
ず
る
所
と
な
り
、
苦
し
む
所
に
沈
堕
し
、
千
生
万
死
、
耳
痛
竪
琴
す
。
た
と
い
英
雄
将
相

　
の
、
大
旗
鼓
を
建
つ
る
あ
る
も
、
一
糸
断
ぜ
ず
ん
ば
、
百
渇
み
な
生
じ
、
陰
陽
得
て
喰
い
、
輪
廻
得
て
授
か
り
h
劫
火
得
て
焚
く
。
」

　
霊
明
が
高
く
澄
明
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
、
こ
れ
に
目
ざ
め
ぬ
も
の
の
、
惨
澹
た
る
姿
を
見
る
に
忍
び
な
い
。
も
と
よ
り
俗
世
へ
の
悲
傷

が
、
直
ち
に
業
報
思
想
へ
と
結
び
つ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
い
わ
れ
は
な
い
し
、
何
よ
り
も
そ
こ
に
は
儒
教
思
想
か
ら
の
は
み
出
し
と
い
う
懸
念

が
伴
な
う
で
あ
ろ
う
。
（
た
と
い
易
経
を
援
用
す
る
と
し
て
も
）
な
ぜ
な
ら
、
功
過
の
算
定
に
よ
る
勧
善
方
法
は
、
と
か
く
道
義
意
識
を

功
利
意
識
に
す
り
か
え
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
つ
き
ま
と
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
茂
猷
自
身
も
意
識
し
て
い
た
の
で

あ
っ
て
、
『
麺
吉
録
』
巻
首
に
か
が
げ
ら
れ
た
七
弁
の
第
四
弁
に
は
、
次
の
よ
う
な
問
答
を
の
せ
て
い
る
。

　
「
射
る
ひ
と
日
く
、
（
論
語
に
）
子
竿
に
利
を
言
う
に
、
こ
こ
に
こ
れ
報
を
談
ず
る
は
、
利
に
近
か
ら
ん
。
日
く
、
報
の
必
ず
施
す
こ

　
と
あ
る
は
、
こ
れ
本
よ
り
生
ず
る
に
て
、
貧
に
よ
り
て
得
る
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
。
且
つ
利
を
求
め
ず
し
て
害
を
求
む
る
は
、
ま
た
甚
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だ
人
情
に
あ
ら
ず
。
易
に
、
吉
に
趨
い
て
凶
を
避
く
と
日
わ
ず
や
。
こ
こ
を
以
て
、
聖
人
は
福
を
敏
め
、
君
子
は
祥
を
考
う
る
に
、
衆

　
人
は
禁
制
と
し
て
、
射
る
所
を
知
る
な
し
。
亦
哀
し
か
ら
ず
や
。
日
く
、
か
く
の
若
く
ん
ば
、
孟
子
は
何
す
れ
そ
こ
れ
（
利
を
さ
す
）

　
を
斥
く
る
や
。
日
く
、
孟
子
の
刷
く
る
所
の
も
の
は
、
富
強
の
利
な
り
。
仁
義
の
利
の
若
き
は
、
則
ち
し
ば
し
ば
こ
れ
を
言
え
り
。
好

　
貨
の
斉
（
王
）
に
は
、
な
お
そ
の
王
た
る
を
許
し
、
叢
爾
の
縢
に
は
、
な
お
こ
れ
を
新
に
せ
ん
こ
と
を
黒
む
。
そ
の
権
出
置
動
ず
る
こ

　
と
、
か
く
の
如
し
。
も
し
徒
ら
に
誼
を
正
し
て
利
を
謀
ら
ず
と
い
わ
ば
、
誼
未
だ
必
ず
し
も
正
し
か
ら
ず
し
て
、
す
で
に
そ
の
利
を
失

　
す
る
に
坐
す
。
賢
聖
、
豊
に
此
の
迂
澗
不
情
の
説
を
為
さ
ん
や
。
蓋
し
窮
餓
に
甘
ん
じ
て
以
て
世
を
没
す
る
は
、
君
子
専
修
の
素
心
な

　
り
。
福
禄
を
降
し
て
寝
く
昌
ん
に
す
る
は
、
上
天
材
に
因
る
の
定
理
な
り
。
人
生
の
眠
く
る
所
は
、
も
と
よ
り
分
際
あ
り
。
為
に
謀
る

　
能
わ
ざ
れ
ば
、
自
ら
種
え
自
ら
望
む
る
に
堪
う
る
所
は
、
独
り
こ
の
方
寸
の
地
の
み
。
置
い
て
芸
ら
ず
し
て
、
耕
昂
せ
ず
、
菖
雷
せ
ず

　
と
空
言
す
る
は
、
寧
ろ
歯
葬
滅
裂
の
報
に
同
じ
か
ら
ず
や
。
」

　
報
応
を
認
め
な
い
こ
と
こ
そ
迂
闊
不
人
情
で
あ
り
、
，
人
間
の
真
の
幸
福
へ
の
道
を
遮
断
す
る
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
だ
が
報
応
功

過
は
、
そ
の
性
格
上
、
善
の
実
践
に
よ
る
報
償
期
待
の
意
識
を
た
ち
き
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
有
為
の
善
で
あ

っ
て
、
無
為
の
善
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
に
対
し
茂
猷
は
、
無
為
に
は
無
為
の
弊
あ
り
と
し
、
「
意
に
窄
む
所
の
も
の
は
、

そ
の
報
を
闘
う
が
為
な
り
」
と
こ
と
わ
り
、
「
も
し
時
時
刻
刻
、
善
を
主
と
す
る
を
師
と
し
、
退
托
生
ぜ
ず
、
勧
勤
作
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち

（
孟
子
野
心
上
に
い
う
）
法
を
行
い
命
を
侯
っ
者
と
、
何
ぞ
異
な
ら
ん
。
ま
た
何
ぞ
意
を
悪
ま
ん
や
」
（
同
上
、
第
七
弁
）
と
反
論
す
る
。

し
か
し
こ
れ
に
対
し
て
は
、
儒
家
か
ら
の
批
判
が
放
た
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
劉
念
台
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
「
近
ご
ろ
堅
人
顔
壮
其
氏
の
刻
に
、
『
建
吉
集
』
あ
り
。
大
抵
、
こ
れ
を
（
衰
）
了
凡
に
本
づ
け
て
、
而
も
頗
る
そ
の
類
を
尽
し
、
漸
く
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学
人
に
近
し
ま
る
。
友
人
、
こ
れ
を
歎
賞
す
る
者
あ
り
。
因
り
て
為
に
す
る
所
あ
り
て
善
を
為
す
の
説
あ
る
は
、
そ
れ
ま
た
そ
の
之
を

　
言
う
に
激
す
る
あ
る
な
り
。
」
（
劉
子
全
書
遺
編
、
巻
六
、
初
本
証
人
小
聖
序
）

　
念
台
に
と
っ
て
学
問
と
は
、
忠
孝
節
義
を
お
さ
め
る
も
の
で
あ
り
、
（
翼
翼
全
書
、
巻
十
四
、
二
十
七
丁
）
祖
国
の
運
命
を
他
に
し



蒲酬繊
て
、
個
人
と
し
て
の
存
在
意
義
は
な
か
っ
た
。
果
し
て
彼
は
、
明
末
の
国
難
に
殉
じ
て
果
て
た
の
で
あ
る
。
而
る
に
茂
猷
は
、
孝
悌
に
つ

い
て
は
く
り
か
え
し
説
い
て
も
、
か
く
べ
つ
国
家
意
識
を
盛
り
上
げ
よ
う
と
し
た
気
配
は
見
ら
れ
な
い
。
・
そ
れ
ど
こ
ろ
か
彼
は
、
「
王
法

は
な
お
遺
漏
あ
る
も
、
天
道
は
必
ず
疏
虞
な
し
」
（
七
弁
の
第
三
弁
）
と
、
王
法
よ
り
も
天
道
（
功
過
判
定
の
照
鑑
者
）
に
信
を
お
く
べ

き
だ
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
世
俗
的
権
力
に
不
信
感
を
抱
か
な
い
ま
で
も
、
世
俗
権
力
に
よ
る
倫
理
的
差
配
の
不
完
全
性
に
注
目

し
、
よ
り
広
範
に
し
て
、
よ
り
公
正
な
倫
理
的
決
着
の
場
を
、
宗
教
的
地
平
に
求
め
よ
う
と
す
る
彼
の
志
向
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
朱

子
学
に
未
練
を
残
す
茂
猷
が
、
従
前
の
倫
理
意
識
や
価
値
観
に
根
抵
か
ら
疑
問
を
抱
い
て
い
た
と
は
、
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
が
、
個

人
を
一
概
に
国
家
へ
の
従
属
関
係
に
お
い
て
と
ら
え
る
視
点
と
は
別
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
具
有
す
る
霊
明
性
の
変
容
と
保
持
に
新
し
い
開
拓

路
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
人
間
と
し
て
利
を
求
め
る
の
が
、
な
ぜ
い
け
な
い
の
か
、
と
い
う
開
き
直
っ
た
言
い
方
も
、
そ
こ
か
ら
生
れ

て
来
る
の
で
あ
る
。
吃
飯
穿
衣
に
お
け
る
福
利
と
悟
道
の
究
極
と
し
て
の
霊
明
と
、
こ
の
両
極
一
体
化
に
茂
猷
教
学
の
す
じ
金
が
あ
っ
た

と
言
っ
て
よ
い
。
そ
の
内
観
径
路
と
し
て
選
ば
れ
た
の
が
、
功
過
格
で
あ
り
、
輪
廻
報
応
思
想
で
あ
っ
た
が
、
た
だ
功
過
格
と
い
う
も
の

は
、
と
か
く
既
成
の
道
義
感
覚
に
依
存
し
や
す
い
か
ら
、
人
間
を
規
格
化
す
る
恐
れ
な
し
と
せ
ず
、
そ
れ
は
や
が
て
偽
善
・
飾
善
へ
と
流

れ
る
こ
と
に
も
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
判
断
を
、
茂
猷
は
一
切
判
明
の
威
力
に
委
ね
た
の
で
あ
る
。

　
「
吾
が
心
に
、
却
っ
て
一
画
未
分
の
処
あ
り
。
自
家
渾
沌
、
自
家
開
關
、
自
家
旋
転
変
化
す
。
（
中
略
）
吾
が
心
の
神
明
の
妙
は
、
則
ち

　
時
に
乗
ず
る
所
以
な
り
。
忽
然
と
し
て
相
遇
う
の
中
、
黙
然
た
る
三
親
の
外
、
お
の
ず
か
ら
一
段
の
恰
好
の
処
あ
り
。
や
や
意
見
名
理

ヒ
あ
り
て
、
未
だ
融
せ
ず
未
だ
化
せ
ざ
れ
ば
、
時
と
便
ち
相
当
せ
ず
。
直
ち
に
須
ら
く
本
体
明
君
に
し
て
、
一
条
も
掛
け
ざ
る
べ
し
。
」

　
（
雲
起
講
宗
、
易
経
、
十
一
丁
）

　
霊
明
に
お
け
る
「
恰
好
の
処
」
を
説
く
茂
猷
は
、
左
派
王
学
の
口
に
す
る
無
善
無
悪
論
に
は
、
絶
対
に
同
調
で
き
な
か
っ
た
。
結
論
と

し
て
い
う
な
ら
ば
、
茂
猷
に
お
け
る
霊
明
と
功
過
格
と
の
結
合
は
、
日
常
的
倫
理
規
範
の
実
践
推
進
に
、
形
骸
化
し
た
朱
子
学
に
は
み
ら

れ
ぬ
効
果
を
発
揮
し
得
た
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
こ
そ
『
殖
零
露
』
は
、
明
末
書
初
に
か
け
て
、
広
く
普
及
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
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一
一
四

た
。
東
林
学
派
の
後
継
者
た
る
陳
龍
王
は
、
こ
の
書
を
「
救
世
の
墨
書
」
（
陳
幾
重
全
書
、
巻
四
十
一
、
二
十
六
丁
）
と
た
た
え
て
い
る

し
、
禅
僧
覚
浪
道
盛
は
、
大
慧
の
語
録
、
王
陽
明
の
文
集
と
並
べ
て
こ
の
書
を
あ
げ
、
こ
の
三
書
に
つ
い
て
、
心
法
・
聖
学
・
治
政
・
経

済
を
講
究
す
る
な
ら
ば
、
身
心
性
命
の
旨
に
得
る
と
こ
ろ
が
あ
る
だ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
（
覚
浪
道
盛
全
録
、
巻
二
十
七
、
十
九
丁
、

与
察
蓮
西
明
府
）
と
し
て
み
る
と
、
『
常
吉
録
』
は
、
単
に
個
人
的
な
幸
福
追
求
を
教
え
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
世
道
人
心
一
新
の
た
め
の

一
指
標
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
宋
儒
程
明
道
は
、
「
天
の
聖
職
は
、
み
な
影
響
の
如
し
。
そ
の
報
を
得
る
者
は
こ
れ
常
理
な
り
。

そ
の
報
を
得
ざ
る
者
は
常
理
に
あ
ら
ざ
る
な
り
」
（
二
丁
全
書
、
巻
十
六
、
二
十
五
丁
）
と
言
っ
た
が
、
こ
の
原
則
を
明
末
思
想
界
の
動

向
に
即
し
、
自
ち
の
熱
い
願
望
を
こ
め
て
拡
大
深
化
し
て
行
っ
た
の
が
、
茂
猷
の
生
涯
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

註

（
1
）
　
以
下
、
本
稿
で
は
、
特
に
こ
と
わ
ら
な
い
限
り
、
茂
猷
の
語
の
引
用
は
、
す
べ
て
『
雲
叢
集
』
に
よ
る
。
な
お
茂
猷
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、
酒
井

　
　
忠
夫
「
顔
茂
猷
の
思
想
に
つ
い
て
」
（
鎌
田
博
士
還
暦
記
念
歴
史
学
論
集
所
収
）
に
く
わ
し
い
。

（
2
）
　
彼
は
こ
う
も
い
う
、
「
人
も
し
聖
と
な
り
賢
と
な
る
に
志
あ
ら
ば
、
第
一
に
、
須
ら
く
世
事
功
業
は
み
な
敗
壊
に
帰
す
と
暁
得
す
べ
し
。
た
だ
一

　
　
条
の
性
命
あ
り
て
、
十
方
に
蠕
際
し
、
天
地
と
寿
を
同
じ
う
す
れ
ば
、
急
に
宜
し
く
践
脚
を
品
定
し
、
徹
底
清
浄
に
し
て
、
世
に
用
い
ら
る
る
と
世

　
　
を
出
つ
る
と
を
問
わ
ず
、
み
な
手
を
撒
す
る
を
得
べ
し
。
」

（
3
）
　
茂
猷
は
二
十
一
大
願
を
た
て
る
が
、
そ
の
第
十
九
に
は
、
「
三
教
の
書
籍
の
、
善
縁
道
法
も
て
、
沙
鶏
に
流
通
せ
ん
こ
と
を
願
う
」
と
い
い
、
（
身

　
　
世
譜
内
編
、
十
八
丁
）
ま
た
「
学
は
偏
全
を
問
わ
ず
、
合
併
す
れ
ば
、
則
ち
大
な
り
。
心
は
完
美
を
問
わ
ず
、
渾
化
す
れ
ば
、
則
ち
公
な
り
」
と
い

　
　
つ
た
。
（
同
上
、
二
十
丁
）
ま
た
陳
白
沙
と
王
陽
明
を
比
較
し
て
、
「
白
沙
の
学
の
、
自
然
を
以
て
宗
と
な
す
は
、
工
率
の
一
局
を
犯
し
易
し
。
陽
明

　
　
の
、
万
物
を
一
体
に
す
る
に
至
っ
て
は
、
則
ち
拡
乎
と
し
て
大
な
る
か
な
」
（
説
鈴
、
三
十
二
丁
）
と
い
う
の
も
、
そ
う
し
た
心
ば
え
を
示
す
の
で

　
　
あ
ろ
う
。

（
4
）
　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
明
末
宗
教
思
想
研
究
』
序
章
参
照
。

（
5
）
　
説
鈴
、
三
十
六
丁
に
な
、
「
人
の
死
し
て
虫
の
生
ず
る
が
如
き
、
そ
の
魂
す
で
に
能
く
升
防
し
、
そ
の
形
ま
た
変
化
す
。
荘
子
（
大
宗
師
）
の
い

　
　
わ
ゆ
る
、
『
人
の
形
の
若
き
は
、
万
変
ず
れ
ど
も
未
だ
極
あ
ら
ざ
る
な
り
。
そ
の
楽
だ
る
計
う
る
に
勝
う
べ
け
ん
や
。
』
こ
の
趣
を
会
得
す
れ
ば
、
身



論酬繊
　
　
は
其
の
身
な
く
、
十
方
に
遍
く
現
ず
」
と
あ
り
、
ま
た
説
鈴
次
集
、
四
十
二
丁
に
は
、
「
南
華
真
仏
子
」
と
あ
る
。

（
6
）
　
次
の
語
を
参
照
。

　
　
「
量
的
衆
閥
腫
、
祇
当
歳
逸
事
耳
。
造
物
者
簸
弄
機
関
、
今
日
摘
一
人
、
明
日
摘
一
人
、
謹
呈
嬰
悟
元
中
、
不
覚
不
知
。
」
（
触
物
思
、
十
六
丁
）

　
　
「
歩
歩
須
見
有
未
尽
善
処
、
十
二
精
妙
、
中
聞
天
理
愈
溶
発
、
此
是
無
所
住
而
生
専
心
。
」
（
触
物
脩
、
二
十
丁
）

（
7
）
　
次
の
語
を
参
照
。

　
　
「
試
思
万
千
世
界
人
、
與
異
類
雑
而
処
焉
、
今
古
　
々
、
不
知
流
浪
去
処
、
有
幾
介
貼
骨
帯
肉
的
人
、
飢
寒
相
憧
、
憂
喜
軍
士
、
真
男
憎
可
涕
。
」

　
　
（
触
物
悲
、
三
十
丁
）

（
8
）
　
次
の
語
を
参
照
。

　
　
「
前
賢
毎
病
、
釈
家
離
叛
君
親
、
此
維
持
世
法
、
是
宜
如
此
説
、
然
有
介
分
弁
、
如
実
能
大
幕
捨
以
求
性
命
、
所
認
者
是
大
身
、
所
奉
承
者
是
大
父

　
　
母
、
再
臨
極
楽
自
在
、
超
度
無
量
、
豊
不
能
報
答
二
人
恩
徳
、
即
謂
之
大
孝
可
、
若
雲
量
蛭
藻
、
妄
犯
酒
色
、
轍
敢
於
棄
人
倫
殿
世
法
、
此
地
獄
枷

　
　
鎖
中
人
、
万
劫
受
罪
者
也
。
」
（
説
鈴
、
十
六
丁
）

（
9
）
　
朱
子
の
嫁
星
批
判
に
つ
い
て
も
、
次
の
よ
う
な
感
想
を
も
ら
す
。
「
看
来
る
に
、
朱
子
晩
年
、
性
地
す
こ
ぶ
る
通
算
し
、
査
津
す
こ
ぶ
る
融
化
す
。

　
　
但
、
当
時
の
江
西
の
学
者
を
看
る
に
、
解
悟
を
以
て
宗
と
な
し
、
日
用
倫
理
上
に
当
て
、
小
心
に
理
会
せ
ず
、
ひ
た
す
ら
眉
を
揚
げ
舌
を
吐
き
、
自

　
　
ら
道
を
見
る
と
号
す
。
故
に
箇
の
準
縄
規
矩
を
立
て
、
人
を
し
て
持
循
す
る
所
あ
ら
し
む
。
専
ら
道
問
学
の
功
多
き
に
居
り
し
に
は
あ
ら
ざ
る
な

　
　
り
。
」
（
道
学
総
論
、
五
十
二
丁
）

（
1
0
）
　
藥
清
の
『
四
書
早
引
』
に
は
、
こ
の
語
を
次
の
よ
う
に
釈
す
る
。
「
物
学
付
物
、
物
物
自
不
輸
其
則
。
豊
非
天
理
発
見
流
行
之
実
而
何
。
」

（
1
1
）
　
『
麹
吉
録
』
世
集
、
真
修
仏
道
の
条
に
も
、
狂
禅
へ
の
批
判
が
み
え
る
。

（
1
2
）
　
説
鈴
、
三
十
八
丁
及
び
『
建
吉
録
』
世
集
の
華
墨
李
賛
好
排
聖
哲
伏
罪
自
刎
の
条
を
参
照
。

（
1
3
）
　
両
行
斎
集
、
巻
十
、
答
呉
曲
羅
書
参
照
。

（
1
4
）
　
参
考
ま
で
に
記
す
の
だ
が
、
禅
僧
密
蔵
道
開
が
黄
貞
に
与
え
た
書
簡
（
密
蔵
遺
稿
巻
下
所
収
）
に
、
「
令
師
為
一
代
人
豪
、
而
罹
薬
嚢
」
と
あ
る
。

　
　
令
師
と
は
茂
猷
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
事
件
の
詳
細
は
明
ら
か
で
な
い
。

（
1
5
）
　
『
嘉
吉
録
』
は
、
一
心
普
度
兆
世
太
平
の
八
巻
よ
り
成
り
、
巻
頭
に
み
え
る
六
度
の
第
五
項
に
は
、
「
下
、
田
夫
閾
婦
、
牧
賢
頑
童
に
及
ぶ
ま
で
、

　
　
変
化
ぜ
ざ
る
は
な
し
。
善
縁
無
辺
に
し
て
、
福
縁
も
ま
た
無
辺
な
り
」
と
い
う
。
膠
嚢
は
、
『
喜
吉
録
』
を
響
板
に
刻
し
て
普
及
さ
せ
る
こ
と
は
、

　
　
「
三
稜
生
霊
の
福
」
だ
と
考
え
て
い
た
。
（
説
鈴
、
六
十
五
丁
）
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一
一
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（
1
6
）
　
こ
の
語
は
、
七
弁
中
の
第
七
に
、
「
或
日
、
然
則
無
為
而
野
墓
有
為
而
善
、
敦
佳
。

　
　
空
言
甚
高
而
実
行
不
至
。
君
子
無
取
焉
。
」
と
い
う
一
節
を
受
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

日
、
無
為
者
佳
　
。
漫
然
、
恐
唱
言
無
為
言
行
善
人
聴
力
、


