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『
天
主

実

の

研

究

｜
｜
第
四
篇
現
代
語
訳
｜
｜

主
我
』

（四）

柴

田

篤

は
じ
め
に

本
稿
は
前
稿
に
引
き
続
き
、
イ
エ
ズ
ス
会
士
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
（
中
国
名
は
利
璃
費
、
一
五
五
二

1
一
六
一

O
）
の
『
天
主
実
義
』
を

現
代
語
訳
し
た
も
の
で
、
今
回
は
上
巻
の
最
後
で
あ
る
第
四
篇
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
篇
は
、
第
三
篇
「
人
間
の
魂
は
不
滅
で
あ
り
、
鳥

獣
と
は
全
く
異
な
る
」
（
人
魂
不
滅
大
異
禽
獣
）
を
承
け
て
、
「
鬼
神
と
人
間
の
魂
と
は
異
な
る
と
い
う
こ
と
を
弁
析
し
、
こ
の
世
の
万
物

は
一
体
と
は
言
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
解
明
す
る
」
（
弁
釈
鬼
神
及
人
魂
異
論
而
解
天
下
万
物
不
可
謂
之
一
体
）
も
の
で
あ
る
。
リ
ッ
チ
が

中
国
古
来
の
死
生
観
、
鬼
神
観
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
が
窺
え
る
と
同
時
に
、
こ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
中
国
の
士
人
と

の
間
で
ど
の
よ
う
な
対
話
を
展
開
し
た
か
が
注
目
さ
れ
る
。
な
お
、
中
国
人
の
死
生
観
、
来
世
観
等
に
関
す
る
リ
ッ
チ
の
見
解
は
、
彼
の

「
報
告
書
」
第
一
の
書
、
第
九
章
・
第
十
章
に
詳
し
く
見
え
る
。

【
注
釈
】

（1
）
『
中
国
キ
リ
ス
ト
教
布
教
史
・
一
』
（
『
大
航
海
時
代
叢
書
』
第
H
期
第
8
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
）
。

五
七



五
八

【
凡
例
】

六五四

底
本
は
、
台
湾
学
生
書
局
「
中
国
史
学
叢
書
」
所
収
明
版
影
印
本
『
天
学
初
函
』
に
よ
る
。

便
宜
上
、
中
士
と
西
士
の
各
発
言
の
官
頭
に
、
順
に
番
号
を
付
し
た
。
中
士
が
奇
数
、
西
土
が
偶
数
と
な
る
。

訳
語
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
点
に
注
意
し
た
。

ω
「
天
主
」
は
、
現
在
、
日
本
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
お
い
て
は
「
神
」
と
訳
す
が
、
原
語
の
ま
ま
用
い
た
。

ω「
中
士
」
は
中
国
の
士
大
夫
を
、
「
西
士
」
は
西
洋
の
学
者
即
ち
修
道
士
を
指
す
が
、
煩
墳
に
な
る
の
で
原
語
の
ま
ま
用
い
た
。

問
儒
学
、
殊
に
朱
子
学
の
概
念
・
用
語
に
つ
い
て
は
、
そ
の
ま
ま
用
い
た
が
、
必
要
に
応
じ
て
説
明
を
施
し
た
。

ωそ
の
他
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
で
き
る
だ
け
平
易
な
現
代
議
表
記
を
心
掛
け
た
。

訳
文
中
、
〔
〕
は
原
文
に
な
い
語
を
補
っ
た
と
こ
ろ
を
、
（
）
は
説
明
を
施
し
た
と
こ
ろ
を
、
そ
れ
ぞ
れ
示
す
。

中
国
語
と
し
て
熟
さ
な
い
用
語
に
つ
い
て
は
、
原
文
を
注
記
し
た
。
そ
の
外
、
必
要
に
応
じ
て
注
釈
を
施
し
た
。

現
代
語
訳
に
当
つ
て
は
、
拙
稿
「
『
天
主
実
義
』
の
研
究
（
一
こ
序
説
所
掲
の
訳
注
書
等
を
参
考
に
し
た
が
、
特
別
な
場
合
を
除
き
、

か
っ
た
。

一
一
注
記
は
し
な

現
代
語
訳

「
天
主
実
義
」

上
巻

（
承
前
）

第
四
篇
「
鬼
神
と
人
聞
の
魂
と
は
異
な
る
と
い
う
こ
と
を
分
析
し
、
こ
の
世
の
万
物
は
一
体
と
は
言
え
な
い

と
い
う
こ
と
を
解
明
す
る
」

中
士
が
言
っ
た
、
「
昨
日
、
私
は
退
席
し
て
〔
拝
聴
し
ま
し
た
〕
み
教
え
を
復
習
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
す
べ
て
に

真
実
な
る
道
理
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
明
白
に
な
り
ま
し
た
。
〔
そ
れ
な
の
に
〕
わ
が
国
の
世
間
知
ら
ず
の
学
者
ど
も
が
、
鬼
神
の
実
在



を
攻
撃
す
る
こ
と
を
正
し
い
道
だ
と
し
て
い
る
の
は
、

一
体
ど
う
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
か
」
と
。

西
士
が
言
っ
た
、
「
私
は
お
国
の
古
代
の
経
書
を
隅
々
ま
で
読
ん
で
お
り
ま
す
が
、
鬼
神
を
祭
る
こ
と
を
天
子
や
諸
侯
の
重
大
事
と
し

て
い
な
い
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
自
分
の
上
に
い
る
か
の
よ
う
に
、
自
分
の
左
右
に
い
る
か
の
よ
う
に
、
鬼
神
を
敬
っ
て
い

る
の
で
す
。
ど
う
し
て
実
在
も
し
な
い
の
に
こ
と
さ
ら
事
実
を
ね
じ
ま
げ
て
嘘
を
言
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
〔
『
尚
書
』
の
〕
盤
庚

2 

『天主実義』の研究（四）

中
篇
に
は
、
『
〔
私
は
〕
政
治
に
失
敗
し
て
久
し
く
こ
こ
に
留
ま
っ
て
い
る
。
先
王
は
そ
こ
で
〔
私
に
〕
重
く
罪
禍
を
下
し
て
、
「
ど
う
し
て

我
が
民
を
虐
げ
る
の
か
」
と
言
わ
れ
る
』
と
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
『
こ
こ
で
私
に
政
治
の
乱
れ
が
あ
っ
て
、
同
じ
官
位
の
者
が
貝
・
玉
を
〔
む

さ
ぼ
り
〕
集
め
る
だ
け
で
あ
れ
ば
、
汝
ら
の
祖
や
父
は
、
我
が
先
王
に
告
げ
て
、
「
大
い
な
る
刑
罰
を
我
が
子
孫
〔
の
盤
庚
〕
に
加
え
て
く

か
ん

だ
さ
い
」
と
言
い
、
先
王
を
導
い
て
大
い
に
不
吉
な
こ
と
を
下
さ
せ
る
だ
ろ
う
』
と
あ
り
ま
す
。
〔
同
じ
く
『
尚
書
』
の
〕
西
伯
載
禁
篇
に

は
、
祖
伊
が
紺
王
を
諌
め
て
『
天
子
よ
、
天
は
我
が
殿
〔
に
与
え
た
と
こ
ろ
〕
の
命
を
断
た
れ
ま
し
た
。
賢
人
や
〔
占
い
の
〕
大
き
な
亀

も
、
吉
祥
を
知
る
も
の
は
誰
も
い
ま
せ
ん
。
先
王
が
我
々
後
世
の
者
を
助
け
な
い
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
王
が
淫
り
に
〔
民
を
〕
虐
げ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
御
自
身
で
〔
般
の
〕
命
を
絶
っ
て
い
る
の
で
す
』
と
言
っ
て
い
ま
す
。
盤
庚
は
般
の
〔
始
祖
で
あ
る
〕
湯
王
の
九
世
の

子
孫
で
、
四
百
年
も
隔
た
っ
て
い
る
の
に
、
し
か
も
湯
王
を
祭
り
、
憧
れ
、
湯
王
が
罰
や
災
い
を
降
す
と
い
う
こ
と
で
自
己
を
励
ま
し
人

民
を
導
い
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
湯
王
が
消
滅
す
る
こ
と
な
く
実
在
し
て
い
る
と
間
違
い
な
く
考
え
て
い
る
の
で
す
。
祖
伊
は
盤
庚
よ

り
の
ち
の
者
で
あ
る
の
に
、
殿
の
先
王
は
既
に
崩
御
し
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
の
子
孫
を
助
け
る
こ
と
が
お
で
き
に
な
る
、
と
言
っ
て
い
る

の
で
す
か
ら
、
死
者
の
霊
魂
を
永
在
不
滅
と
考
え
て
い
る
の
で
す
。
〔
同
じ
く
『
尚
書
』
の
〕
金
牒
篇
で
、
周
公
は
『
私
は
仁
を
も
っ
て
我

が
父
に
従
っ
て
お
り
ま
す
。
〔
ま
た
〕
多
才
多
芸
で
、
鬼
神
に
よ
く
お
仕
え
し
て
お
り
ま
す
』
と
言
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
『
私
が
〔
管
叔

た
ち
の
流
言
を
〕
避
け
な
け
れ
ば
、
私
は
我
が
先
王
に
申
し
聞
き
が
で
き
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
』
と
言
っ
て
い
ま
す
。
〔
同
じ
く
『
尚
書
』

の
〕
召
詔
篇
に
は
『
天
は
、
遥
か
昔
に
偉
大
な
国
で
あ
る
般
の
命
を
終
わ
ら
せ
て
い
ま
す
。
こ
の
般
に
は
優
れ
た
王
者
が
大
勢
〔
既
に
〕

天
に
お
ら
れ
ま
す
。
そ
の
後
の
王
や
民
は
〔
天
の
命
に
従
っ
て
い
ま
す
〕
』
と
あ
り
ま
す
。
『
毛
詩
』
〔
の
大
雅
文
王
篇
〕
に
は
『
文
王
〔
の

五
九



／、。

霊
〕
は
天
の
上
に
在
し
て
、
あ
あ
天
に
昭
ら
か
に
顕
れ
て
い
る
。
〔
：
・
〕
文
王
〔
の
霊
〕
は
〔
天
上
と
地
上
を
〕
昇
り
降
り
し
て
、
天
帝
の

左
右
に
在
す
」
と
あ
り
ま
す
。
周
公
や
百
公
は
〔
一
体
〕
ど
の
よ
う
な
人
物
で
し
ょ
う
か
。
湯
王
や
文
王
が
崩
御
し
て
し
ま
っ
た
の
ち
に
、

し
か
も
天
に
在
っ
て
昇
り
降
り
し
て
国
や
家
を
護
り
助
け
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
死
後
も
人
聞
の
魂
は
滅
び
亡
く
な
る
こ
と
が

な
い
と
考
え
て
い
る
の
で
す
。
お
国
で
は
、
〔
周
公
と
召
公
の
〕
二
公
を
聖
人
と
見
な
し
て
い
ま
ず
か
ら
、
そ
の
言
葉
を
偽
り
と
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
ょ
う
か
。
異
端
〔
の
学
〕
が
流
行
し
、
〔
世
間
の
人
々
を
〕
偽
り
欺
き
惑
わ
せ
て
い
ま
す
の
で
、
〔
こ
れ
を
〕
責
め
正
す
こ
と

は
困
難
で
す
。
後
世
の
正
し
い
儒
者
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
。
道
理
を
以
て
そ
れ
ら
の
邪
説
を
退
け
、
鬼
神
の
本
性
を
明
ら
か

に
論
じ
て
こ
そ
よ
い
の
で
す
」
と
。

中
土
が
言
っ
た
、
「
現
在
、
鬼
神
に
つ
い
て
議
論
す
る
者
は
そ
れ
ぞ
れ
に
見
解
が
あ
り
ま
す
。
あ
る
者
は
、
こ
の
世
の
中
に
は
鬼
神
の

よ
う
な
異
類
は
存
在
し
な
い
、
と
言
い
ま
す
。
〔
ま
た
〕
あ
る
者
は
、
信
じ
れ
ば
存
在
す
る
し
信
じ
な
け
れ
ば
存
在
し
な
い
、
と
言
い
ま
す
。

〔
さ
ら
に
〕
あ
る
者
は
、
存
在
す
る
と
説
げ
ば
正
し
く
な
い
し
、
存
在
し
な
い
と
説
い
て
も
正
し
く
な
い
、
存
在
す
る
も
の
で
も
あ
り
存

在
し
な
い
も
の
で
も
あ
る
と
説
け
ば
よ
ろ
し
い
、
と
言
い
ま
す
」
と
。

3 

西
土
が
言
っ
た
、
「
こ
の
三
つ
の
見
解
は
す
べ
て
鬼
神
を
攻
撃
し
て
、
そ
の
誤
り
に
気
付
い
て
い
ま
せ
ん
。
仏
教
や
老
荘
の
徒
を
排
斥

し
て
、
〔
自
ら
〕
古
来
の
聖
人
の
教
え
に
背
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
自
覚
し
て
い
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
鬼
神
に
は
、
山
川
や
宗
廟
や
天
地

と
い
っ
た
異
な
る
名
称
や
職
分
が
あ
り
ま
ず
か
ら
、
等
し
く
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
〔
宋
学
者
が
説
く
〕
『
二
気
の
良
能
』
『
造
化
の
跡
」

『
気
の
屈
伸
』
と
い
う
の
は
、
多
く
の
経
書
が
指
し
て
い
る
鬼
神
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
の
心
で
信
じ
る
か
否
か
は
、
物
が
存
在
す
る

か
ど
う
か
を
決
め
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
夢
に
つ
い
て
説
く
の
で
あ
れ
ば
よ
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
天
地
の
よ
う
に
尊
大
な
も
の

4 を
論
じ
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
暖
昧
で
お
ぽ
ろ
げ
な
言
い
方
が
で
き
ま
し
ょ
う
か
。
た
と
え
ば
、
西
域
の
獅
子
に
つ
い
て
、
知
っ

て
い
る
者
は
そ
れ
が
実
在
す
る
こ
と
を
信
じ
ま
す
が
、
愚
か
な
人
は
信
じ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
獅
子
は
本
来
存
在
す
る
も

の
で
、
信
じ
な
い
者
が
獅
子
の
類
を
滅
ぽ
す
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
か
。
ま
し
て
鬼
神
の
類
を
滅
ぽ
す
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
か
。
お
よ



そ
事
物
は
、
有
る
も
の
は
有
り
、
無
い
も
の
は
無
い
の
で
す
。
お
そ
ら
く
小
人
は
鬼
神
が
実
在
す
る
か
ど
う
か
を
疑
い
、
そ
こ
で
学
者
に

質
問
し
て
疑
い
を
解
こ
う
と
し
た
の
で
し
ょ
う
。
〔
こ
れ
に
対
し
て
〕
も
し
、
存
在
す
る
も
の
で
も
あ
り
存
在
し
な
い
も
の
で
も
あ
る
と
答

え
れ
ば
、
そ
の
疑
い
を
さ
ら
に
増
す
こ
と
に
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
ら
の
発
言
の
ね
ら
い
は
他
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
存
在
す
る
も
の
は
人
が
見
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
人
が
見
る
こ
と
が
で

吉
れ
ご
と

き
な
い
も
の
は
存
在
し
な
い
、
と
説
い
て
い
る
だ
け
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
言
葉
は
学
者
の
議
論
で
は
な
く
、
田
舎
者
の
戯
言
に
す

ぎ
ま
せ
ん
。
色
や
形
の
な
い
物
を
肉
眼
で
見
ょ
う
と
す
る
の
は
、
た
と
え
ば
耳
で
魚
肉
の
味
を
味
わ
お
う
と
す
る
よ
う
な
も
の
で
、
不
可

能
な
こ
と
で
す
。

一
体
誰
が
肉
眼
で
〔
仁
義
礼
智
信
の
〕
五
常
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
誰
が
生
き
て
い
る
者
の
魂
を
見
る
こ
と

が
で
き
ま
し
ょ
う
。
誰
が
風
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
目
で
以
て
物
を
見
る
の
は
、
道
理
で
以
て
推
し
量
る
の
に
及
び
ま
せ
ん
。

そ
も
そ
も
目
は
見
誤
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
道
理
は
決
し
て
誤
り
が
あ
り
ま
せ
ん
。
日
輸
を
観
察
す
る
場
合
、
愚
か
な
者
は
目
で
観
測

し
て
瓶
の
底
く
ら
い
の
大
き
さ
に
す
ぎ
な
い
と
言
い
ま
す
。
儒
者
は
道
理
に
よ
っ
て
そ
れ
が
き
わ
め
て
高
く
遠
い
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
う

こ
と
を
計
測
し
ま
す
か
ら
、
そ
れ
が
こ
の
地
上
を
遥
か
に
越
え
る
大
き
き
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
（
ま
た
〕
真
直
ぐ
な
木
を
澄
ん
だ

水
の
中
に
入
れ
て
そ
の
半
分
を
浸
す
と
、
目
で
み
れ
ば
曲
が
っ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
道
理
に
よ
っ
て
推
し
量
れ
ば
も
と
よ
り
真
直
ぐ
な

も
の
で
、

そ
の
木
が
曲
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

〔
と
い
う
こ
と
が
明
白
な
〕

の
で
す
。
目
で
見
え
る
ま
ま
に
影
を
見
る
と
、
影
を
物
と

『天主実義』の研究（四）

見
な
し
、
動
い
た
り
止
ま
っ
た
り
す
る
と
言
う
の
で
す
。
し
か
し
、
道
理
で
以
て
詳
細
に
観
察
す
れ
ば
、
影
は
実
際
は
光
が
当
た
っ
て
い

な
い
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
実
際
に
物
が
あ
る
の
で
は
決
し
て
な
く
、
ま
し
て
〔
そ
れ
自
体
が
〕
動
い
た
り
止
ま
っ
た
り

す
る
こ
と
な
ど
で
き
ま
し
ょ
う
か
。
で
す
か
ら
、
西
方
の
学
校
の
格
言
に
、
『
耳
や
目
や
口
や
鼻
や
手
足
で
知
覚
す
る
も
の
は
、
必
ず
心
に

あ
る
道
理
に
は
か
り
考
え
、
心
に
あ
る
道
理
が
正
し
い
と
し
て
初
め
て
真
実
な
も
の
と
言
え
る
。
も
し
道
理
が
正
し
い
と
し
な
り
れ
ば
、

知
覚
し
た
も
の
を
捨
て
て
道
理
に
従
う
べ
き
で
あ
る
』
と
あ
り
ま
す
。

人
が
物
事
の
奥
に
あ
る
道
理
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
思
う
な
ら
ば
、
他
の
方
法
は
あ
り
ま
せ
ん
。
外
に
現
れ
て
い
る
も
の
に
よ
っ
て
内

ームー
/¥ 
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に
隠
れ
て
い
る
も
の
を
推
し
量
り
、
事
物
の
あ
り
さ
ま
に
よ
っ
て
そ
う
で
あ
る
理
由
を
証
明
す
る
の
で
す
。
た
と
え
ば
屋
根
の
上
に
煙
が

立
ち
昇
る
の
を
見
た
ら
、
屋
内
に
必
ず
火
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
以
前
、
こ
の
世
の
万
物
に
よ
っ
て
、
万
物
の
主
宰

者
が
も
と
も
と
存
在
す
る
こ
と
を
証
明
し
ま
し
た
し
、
人
の
行
動
に
よ
っ
て
、
消
滅
す
る
こ
と
の
な
い
霊
魂
が
存
在
す
る
こ
と
を
証
明
し

ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
鬼
神
が
必
ず
実
在
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
の
も
別
の
方
法
が
あ
る
わ
げ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
〔
そ
れ
な
の
に
〕
「
死

ゃ
か
ら

者
の
肉
体
が
消
滅
す
る
と
精
神
も
散
滅
し
て
す
っ
か
り
跡
形
も
な
く
な
る
』
な
ど
と
言
う
の
は
、
つ
ま
ら
ぬ
輩
の
言
い
草
で
、
根
拠
と
す

べ
き
道
理
な
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
う
し
て
聖
賢
が
十
分
に
明
ら
か
に
し
た
こ
と
を
〔
こ
の
上
〕
問
題
に
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
」
と
。

た

た

｛

日

）

5

中
士
が
言
っ
た
、
「
『
春
秋
左
氏
伝
』
に
、
鄭
の
伯
有
が
崇
り
を
じ
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
ず
か
ら
、
き
っ
と
肉
体
を
持
っ
て
現

れ
た
の
で
し
ょ
う
。
人
の
魂
が
形
体
を
持
た
な
い
の
に
形
体
を
持
つ
物
の
中
に
移
り
込
む
と
い
う
の
は
、
道
理
で
以
て
推
し
量
る
こ
と
の

で
き
な
い
こ
と
で
す
。
そ
も
そ
も
生
き
て
い
る
時
に
は
人
と
異
な
る
こ
と
が
な
い
の
に
、
死
ん
で
か
ら
は
人
を
超
え
た
能
力
を
持
つ
な
ど

と
い
う
こ
と
が
あ
り
え
ま
し
ょ
う
か
。
も
し
死
ん
だ
者
が
す
べ
て
知
覚
能
力
を
持
つ
な
ら
ば
、
子
供
を
深
く
愛
し
て
い
た
慈
愛
深
い
母
親

が
死
ん
だ
と
き
、
毎
日
自
分
の
家
に
住
ん
で
・
自
分
が
ず
っ
と
愛
し
て
い
た
子
供
の
こ
と
を
心
配
し
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
」
と
。

B

西
士
が
言
っ
た
、
「
『
春
秋
左
氏
伝
』
に
伯
有
が
死
後
に
崇
り
を
し
た
と
あ
る
以
上
、
古
代
春
秋
時
代
に
お
い
て
、
人
の
魂
は
消
滅
し

そ
し

な
い
と
い
う
こ
と
を
既
に
信
じ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
な
の
に
、
俗
儒
は
鬼
神
を
誹
り
軽
ん
じ
る
こ
と
を
務
め
と
し
ま
し
た
。
『
春
秋
』

の
罪
人
で
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
そ
も
そ
も
人
が
死
ぬ
と
言
う
の
は
、
魂
が
死
ぬ
と
言
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
の
形
瞬
、

人
の
肉
体
だ
砂
が
死
ん
だ
と
い
う
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
霊
魂
は
生
き
て
い
る
時
は
罪
人
が
縄
に
縛
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
死
ん

で
し
ま
え
ば
暗
い
牢
獄
か
ら
出
て
、
手
足
の
自
由
を
奪
わ
れ
た
状
態
か
ら
解
放
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
ま
す
ま
す
事
物
の
道
理
に
通

達
し
、
知
識
も
能
力
も
ま
す
ま
す
俗
人
を
超
え
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
怪
し
む
に
足
り
な
い
こ
と
で
す
。
君
子
は
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い

ま
す
。
で
す
か
ら
、
死
を
災
い
や
恐
れ
る
べ
き
こ
と
だ
と
思
わ
ず
に
、
喜
ん
で
こ
れ
に
安
ん
じ
、
故
郷
に
帰
る
こ
と
だ
と
考
え
る
の
で
す
。

天
主
は
万
物
を
創
造
す
る
時
、
そ
れ
ぞ
れ
を
あ
る
べ
き
所
に
定
め
ま
し
た
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
乱
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
死
者
の
魂
が
死



ん
で
も
家
に
住
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、

ど
う
し
て
こ
れ
を
死
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
か
。
試
し
に
ご
覧
な
さ
い
、

星
座
は
天
上
に
あ
り
、
地
上
に
墜
ち
て
草
や
木
と
一
緒
に
な
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
し
、
草
や
木
は
地
下
か
ら
生
じ
、
天
上
に
昇
っ
て
星

座
と
一
緒
に
な
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
万
物
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
所
に
安
ん
じ
て
、
移
動
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
水
の

底
に
い
る
魚
が
餓
え
て
死
に
そ
う
に
な
り
、
餌
が
岸
の
上
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
行
っ
て
そ
れ
を
食
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
も
の

で
す
。
〔
亡
く
な
っ
た
〕
人
の
魂
が
妻
子
の
こ
と
を
い
く
ら
思
っ
て
も
、
家
に
帰
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
お
よ
そ
世
界
に
一
戻
る
こ
と
が
で

き
る
の
は
、
き
っ
と
天
主
が
そ
の
人
の
魂
に
よ
っ
て
善
を
勧
め
悪
を
懲
ら
す
た
め
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
動
物
の
魂
が
散
滅
し
て
元

に
戻
る
こ
と
が
な
い
の
と
違
っ
て
、
人
は
死
ん
だ
の
ち
魂
が
存
続
す
る
と
い
う
こ
と
が
証
明
さ
れ
ま
す
。

魂
は
本
来
形
体
が
な
い
も
の
で
、
人
に
現
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
は
、
実
際
で
は
な
い
姿
に
仮
託
し
て
現
れ
る
の
で
す
。
こ
れ
も
別
に
難

し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
天
主
が
人
に
対
し
て
魂
が
死
後
も
実
在
す
る
こ
と
を
知
ら
せ
よ
う
と
し
た
ら
、
こ
の
よ
う
に
は
っ
き
り
と

手、，レ

示
す
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
な
お
樺
る
こ
と
な
く
侮
り
詩
り
、
自
分
が
知
り
も
し
な
い
こ
と
で
も
っ
て
で
ら
た
め
な
こ
と
を
説
い

て
人
々
を
惑
わ
し
、
人
は
死
ね
ば
そ
の
魂
は
散
滅
し
て
跡
形
も
な
く
な
る
、
と
で
た
ら
め
を
言
う
の
で
す
。
こ
れ
は
、
そ
の
で
た
ら
め
が

見
分
け
や
す
い
だ
砂
で
な
く
、
そ
の
人
自
身
、
死
後
の
魂
が
必
ず
や
で
た
ら
め
を
説
い
た
罰
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
慎
ま
な
い
で

よ
い
で
し
ょ
う
か
」
と
。

r天主実義』の研究（四）
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中
士
が
言
っ
た
、
「
人
の
霊
魂
は
死
後
散
滅
す
る
と
言
う
者
は
、
霊
的
な
も
の
を
気
と
見
な
し
て
い
る
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
気
が
散

滅
す
る
に
は
早
い
遅
い
の
違
い
が
あ
り
ま
す
。
人
が
も
し
ま
と
も
な
死
に
方
を
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
〔
人
の
〕
気
は
ま
だ
凝
集
し
た
ま
ま

で
、
し
ば
ら
く
た
っ
て
次
第
に
散
滅
し
て
い
く
の
で
す
。
鄭
の
伯
有
〔
の
場
合
〕
が
そ
れ
で
す
。
ま
た
、
『
陰
陽
の
二
気
は
物
の
形
体
を
な

し
、
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
。
こ
の
世
の
中
に
は
一
つ
と
し
て
陰
陽
で
〔
作
ら
れ
て
〕
な
い
物
は
な
い
。
だ
か
ら
、
一
つ
と
し
て

鬼
神
で
な
い
物
は
な
い
」
と
言
い
ま
す
。
貴
教
に
お
い
て
、
鬼
神
と
人
魂
が
そ
の
よ
う
で
あ
る
と
説
か
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
私
が
普
段
聞

い
て
い
る
こ
と
と
大
差
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
。

ム
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四

西
士
が
言
っ
た
、
「
気
を
鬼
神
や
霊
魂
と
見
な
す
者
は
、
万
物
の
種
類
の
実
際
の
名
称
を
乱
す
も
の
で
す
。
教
え
を
説
く
者
は
、
万
物

の
種
類
の
道
理
を
、
本
来
の
名
称
で
そ
れ
ぞ
れ
の
類
に
当
て
は
め
ま
す
。
古
代
の
経
書
に
は
気
と
言
い
鬼
神
と
言
っ
て
お
り
、
言
葉
が
異

な
っ
て
い
ま
ず
か
ら
、
当
然
そ
の
道
理
（
意
味
）
も
異
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
鬼
神
を
祭
る
者
は
い
ま
す
が
、
気
を
祭
る
者
な
ど
聞
い
た

8 こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
う
し
て
、
今
の
人
は
そ
の
名
称
を
目
茶
苦
茶
に
用
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
気
が
次
第
に
散
滅
す
る
と
説
い
て
い

る
の
は
、
道
理
に
行
き
詰
ま
っ
て
し
ま
っ
て
全
く
で
た
ら
め
を
説
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
試
し
に
お
尋
ね
し
ま
し
ょ
う
。

そ
も
そ
も
気
は
い
つ
散
滅
し
尽
く
す
の
で
す
か
、
何
の
問
題
が
あ
っ
て
散
滅
す
る
の
で
す
か
。
鳥
獣
は
い
つ
も
ま
と
も
な
死
に
方
を
し
ま

そ
の
気
は
速
や
か
に
散
滅
す
る
の
で
す
か
、
〔
そ
れ
と
も
〕
次
第
に
散
滅
す
る
の
で
す
か
。
〔
ま
た
〕
ど
う
し
て
こ
の
世
に
戻
つ

せ
ん
が
、

て
こ
な
い
の
で
す
か
。
こ
の
よ
う
に
、
死
後
の
こ
と
は
誰
も
十
分
に
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
ど
う
し
て
で
た
ら
め

に
論
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
か
。

『
中
庸
』
に
『
〔
鬼
神
は
〕
物
を
体
し
て
遣
す
べ
か
ら
ず
』
と
あ
る
の
は
、
文
字
通
り
に
解
釈
す
れ
ば
よ
ろ
し
い
の
で
す
。
思
う
に
、
孔

子
の
真
意
は
『
鬼
神
が
物
を
体
す
る
の
は
、
そ
の
徳
が
盛
ん
で
あ
る
こ
と
だ
』
と
説
い
て
い
る
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
『
鬼
神
は
そ
の
ま
ま

そ
の
物
で
あ
る
』
と
説
い
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
鬼
神
が
物
に
在
る
と
い
う
こ
と
と
、
霊
魂
が
人
に
在
る
と
い
う
こ
と

と
は
全
く
違
い
ま
す
。
霊
魂
が
人
に
在
る
の
は
、
そ
の
内
な
る
本
質
で
あ
っ
て
、
人
の
肉
体
と
一
体
の
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
人
は
こ
の

霊
魂
に
よ
っ
て
道
理
を
推
論
す
る
こ
と
が
で
き
、
知
性
的
存
在
に
分
類
さ
れ
る
の
で
す
。
鬼
神
が
物
に
在
る
と
い
う
の
は
、
ち
ょ
う
ど
船

頭
が
舟
の
中
に
い
る
問
、
舟
の
本
質
で
は
な
く
、
舟
自
体
と
は
別
々
の
物
で
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
種
類
に
属
す
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
で
す

か
ら
、
物
に
鬼
神
が
内
在
し
て
も
、
知
性
的
存
在
の
段
階
に
昇
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
た
だ
、
あ
る
物
は
理
性
が
な
か
っ
た
り
、
知
覚

が
な
か
っ
た
り
す
る
と
、
天
主
が
鬼
神
に
命
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
あ
る
べ
き
所
に
行
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
こ
れ
を
導
か
せ
る
の
で

す
。
こ
れ
が
〔
『
中
庸
』
に
〕
い
わ
ゆ
る
「
物
を
体
す
」
と
い
う
こ
と
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
聖
明
な
る
君
主
が
神
智
で
も
っ
て
国
を
治
め
家

を
斉
え
る
の
と
同
じ
で
す
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
世
に
は
一
つ
と
し
て
知
性
的
で
な
い
物
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
思
う



に
、
『
こ
の
世
の
す
べ
て
の
物
に
鬼
神
が
内
在
す
る
』
と
言
っ
て
、
す
べ
て
鬼
神
を
知
性
的
と
す
る
な
ら
ば
、
草
や
木
や
金
属
や
鉱
石
な
ど

も
知
性
的
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
か
の
文
王
の
〔
時
代
の
〕
民
衆
が
君
主
の
思
愛
に
感
激
し
て
、
そ
の
台
を
霊
台
と
呼
ぴ
、

そ
の
沼
を
霊
沼
と
呼
ん
だ
こ
と
は
、
何
ら
奇
妙
と
な
す
に
は
足
り
ま
せ
ん
。
〔
し
か
し
〕
も
し
築
王
や
紺
王
の
台
や
沼
を
も
霊
台
・
霊
沼
と

呼
ぶ
な
ら
ば
、
物
の
種
類
を
ご
ち
ゃ
混
ぜ
に
し
て
平
気
で
あ
る
と
一
一
百
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

物
を
類
別
す
る
際
に
、
貴
国
の
学
者
は
、
金
属
や
鉱
石
の
よ
う
に
形
体
を
持
つ
も
の
、
草
や
木
の
よ
う
に
そ
の
上
に
生
気
を
持
っ
て
成

長
す
る
も
の
、
鳥
や
獣
の
よ
う
に
さ
ら
に
知
覚
を
持
つ
も
の
、
人
類
の
よ
う
に
さ
ら
に
精
密
で
知
性
を
持
つ
も
の
、
と
分
類
し
ま
す
。
我

が
西
欧
の
学
者
は
、
さ
ら
に
詳
細
で
す
。
次
の
図
を
ご
覧
に
な
れ
ば
解
り
ま
持
。
た
だ
、
他
の
も
の
に
依
存
し
て
存
在
す
る
も
仰
の
種
類

は
最
も
多
い
の
で
、
図
示
す
る
こ
と
が
困
難
で
す
。
で
す
か
ら
、
特
に
そ
の
内
、
元
に
な
る
九
つ
の
も
の
を
書
い
て
い
ま
す
。
お
よ
そ
万

物
に
は
そ
れ
ぞ
れ
一
定
の
種
類
が
あ
り
ま
す
。
霊
に
属
す
る
も
の
が
あ
り
、
愚
に
属
す
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
も
し
私
が
外
国
の
学
者
に

対
し
て
、
中
国
の
学
者
は
鳥
獣
金
石
は
す
べ
て
霊
的
な
も
の
で
人
類
と
等
し
い
と
説
き
ま
す
、
と
伝
え
る
な
ら
ば
、
驚
博
し
な
い
こ
と
が

あ
り
ま
し
ょ
う
か
」
と
。

9 

中
士
が
言
っ
た
、
「
わ
が
国
で
も
鳥
獣
の
性
は
人
と
等
し
い
と
説
く
者
は
い
ま
す
が
、
た
だ
鳥
獣
の
性
は
偏
っ
て
お
り
人
の
性
は
正
し

で
あ
り
、
鳥
獣
は
知
性
を
持
っ
て
い
る
と
説
い
て
も
、
そ
の
知
性
は
微
細
な
も
の
で
、
人
は
広
大
な
知
性

い
も
の
〔
と
考
え
て
い
る
の
〕

『天主実義』の研究（四）

を
持
っ
て
い
る
〔
と
考
え
て
い
る
〕

そ
の
種
類
は
異
な
っ
て
い
る
〔
と
判
断
し
て
い
る
〕

の
で
す
」
と
。

の
で
す
。

で
す
か
ら
、

川
西
士
が
言
っ
た
、
「
そ
も
そ
も
正
し
い
か
偏
っ
て
い
る
か
、
小
さ
い
か
大
き
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
物
を
類
別
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
同
類
の
中
の
品
等
を
区
別
す
る
だ
け
で
す
。
真
っ
す
ぐ
な
山
、
傾
い
た
山
、
大
き
な
山
、
小
さ
な
山
は
何
れ
も
〔
同
じ
〕
山
の
類
で

す
。
智
恵
の
あ
る
者
は
大
き
な
知
性
を
得
、
愚
か
な
者
は
小
さ
な
知
性
を
得
、
賢
い
者
は
正
し
い
知
性
を
得
、
賢
く
な
い
者
は
偏
っ
た
知

性
を
得
ま
す
。
同
じ
〔
人
と
い
う
〕
類
で
は
な
い
と
言
え
ま
し
ょ
う
か
。
も
し
小
さ
い
か
大
き
い
か
、
偏
っ
て
い
る
か
正
し
い
か
、
と
い

う
こ
と
で
類
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
同
じ
人
類
の
中
に
、
知
性
の
大
き
い
小
さ
い
、
正
し
い
偏
っ
て
い
る
の
違
い

六
五
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が
あ
っ
て
、
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
の
種
類
が
あ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
万
物
分
類
の
図
を
見
ま
す
と
、
世
の
中
に
は
有
る
と
無
い
の
二
つ

だ
け
で
異
な
る
も
の
と
の
類
別
が
で
き
る
の
で
す
。
試
し
に
述
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。
形
体
の
有
る
も
の
が
一
つ
の
種
類
で
、
形
体
の
無
い

も
の
が
別
の
種
類
で
す
。
生
命
の
有
る
も
の
が
一
つ
の
種
類
で
、
生
命
の
無
い
も
の
が
別
の
種
類
で
す
。
道
理
を
推
論
す
る
こ
と
が
で
き

る
〔
能
力
が
有
る
〕
も
の
が
人
類
の
本
質
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
世
の
〔
他
の
〕
万
類
は
道
理
を
推
論
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
。

人
類
の
中
に
は
、
〔
道
理
を
〕
推
論
す
る
の
に
正
し
い
か
偏
っ
て
い
る
か
、
小
さ
い
か
大
き
い
か
と
い
う
違
い
が
あ
り
ま
す
が
、
推
論
す
る

こ
と
が
で
き
る
種
類
に
属
す
る
こ
と
は
同
じ
で
あ
っ
て
、
〔
推
論
の
能
力
に
〕
精
粗
の
違
い
が
あ
る
だ
け
で
す
。
も
し
鳥
獣
の
本
性
は
本
来

知
性
的
で
あ
る
と
言
う
な
ら
ば
、
〔
そ
の
知
性
が
〕
偏
っ
て
い
た
り
小
さ
か
っ
た
り
し
て
も
、
人
類
と
同
類
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
し
か
し
、
類
似
の
も
の
を
本
物
と
見
な
し
た
り
、
外
か
ら
加
わ
っ
た
も
の
を
内
な
る
本
質
と
見
な
し
た
り
す
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

た
と
え
ば
、
銅
の
漏
刻
（
水
時
計
）
が
時
を
刻
む
の
を
見
て
、
た
だ
ち
に
銅
〔
の
中
〕
の
水
は
本
来
霊
的
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま

し
ょ
う
か
。
〔
ま
た
〕
将
軍
は
知
謀
を
備
え
て
軍
隊
を
保
持
し
て
敵
を
破
り
、
兵
卒
は
そ
の
命
令
に
従
っ
て
進
ん
だ
り
退
い
た
り
隠
れ
た
り

突
撃
し
た
り
し
て
戦
果
を
挙
げ
ま
す
。
兵
卒
が
本
来
持
っ
て
い
る
智
恵
に
よ
る
も
の
で
外
か
ら
導
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
誰
が
言
え
ま

し
ょ
う
。
物
の
類
別
に
明
ら
か
な
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
行
動
を
見
て
、
そ
の
本
来
の
姿
を
十
分
に
観
察
し
て
、
そ
の
心
が
及
ぶ
と
こ
ろ
を
悟

り
ま
す
か
ら
、
鳥
獣
が
〔
霊
的
な
行
動
を
し
て
も
、
そ
れ
は
〕
鬼
神
（
天
使
）
が
密
か
に
誘
い
導
い
て
天
主
の
命
令
を
行
な
う
も
の
で
、

自
然
と
そ
う
な
る
が
、
な
ぜ
そ
う
な
る
か
は
分
か
ら
ず
、
自
主
的
な
意
志
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
解
る
の
で
す
。
わ
が

人
類
は
自
分
自
身
で
主
宰
す
る
こ
と
が
で
き
、
物
事
を
行
な
う
際
、
常
に
本
来
備
え
て
い
る
霊
妙
な
意
志
を
用
い
る
の
で
す
」
と
。

日
中
士
が
言
っ
た
、
「
た
と
え
こ
の
世
の
万
物
は
一
つ
の
気
を
共
有
す
る
と
言
っ
て
も
、
物
の
形
象
は
同
じ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
に

よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
分
類
す
る
の
で
す
。
た
と
え
ば
我
が
身
は
肉
体
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
肉
体
の
内
外
は
天
地
陰
陽
の
気
で
な
い
も
の
は
あ

り
ま
せ
ん
。
気
は
物
を
造
り
、
物
は
種
類
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
た
と
え
ば
水
の
中
に
い
る
魚
は
、
外
の
水
と
腹
の
中
の
水
は
同
じ
で

す
。
う
ぐ
い
（
鯉
科
の
淡
水
魚
）
の
腹
の
中
の
水
と
鯉
の
腹
の
中
の
水
は
同
じ
で
す
が
、
そ
の
形
象
は
常
に
同
じ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、



魚
の
種
類
も
異
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
世
の
万
物
の
形
象
を
見
れ
ば
、
万
物
の
種
類
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
」
と
。

『天主実義』の研究（四）

西
士
が
言
っ
た
、
「
も
し
形
象
だ
け
で
物
を
分
類
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
物
を
類
別
し
た
こ
と
で
は
な
く
、
形
象
の
分
類
を
し
た
だ
げ

で
す
。
形
象
は
物
そ
の
物
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
形
象
で
物
を
分
類
し
て
、
そ
の
本
質
で
分
類
し
な
い
な
ら
ば
、
犬
の
本
性
も
牛
の
本
性
と

等
し
く
、
犬
や
牛
の
本
性
も
人
の
本
性
と
等
し
く
な
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
で
は
告
子
の
後
に
ま
た
告
子
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

泥
を
こ
ね
て
虎
や
人
の
形
を
造
り
、
こ
の
二
つ
の
も
の
は
形
象
が
異
な
る
と
言
う
の
は
よ
ろ
し
い
が
、
本
物
の
虎
と
人
聞
を
〔
指
し
て
〕

形
象
が
異
な
る
だ
け
だ
と
言
う
の
は
正
し
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
形
象
に
よ
っ
て
物
を
分
類
す
る
場
合
、
〔
形
象
が
〕
お
お
よ
そ
同
じ
で
あ
れ

ば
、
別
の
類
で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
も
し
泥
の
虎
で
泥
の
人
と
比
べ
て
み
れ
ば
、
そ
の
形
象
は
異
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ

れ
が
泥
の
類
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
同
じ
で
す
。
も
し
気
を
霊
魂
と
し
、
生
き
る
こ
と
の
基
礎
と
す
れ
ば
、
生
き
て
い
る
者
は
ど
う
し

て
死
ぬ
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。
物
が
死
ん
だ
後
も
、
気
は
な
お
内
外
に
充
満
し
て
お
り
、
ど
こ
で
気
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。

経
伝
に
『
〔
最
初
は
〕
わ
ず
か
な
違
い
で
も
〔
結
果
と
し
て
は
〕
大
き
な
相
違
と
な
る
』
と
あ
り
ま
す
。
気
が
四
元
素
の
一
つ
で
あ
る
こ
と

を
知
ら
ず
に
、
こ
れ
を
鬼
神
や
霊
魂
と
同
じ
だ
と
す
る
の
は
怪
し
む
に
足
り
ま
せ
ん
。
〔
し
か
し
〕
も
し
気
が
〔
四
元
素
の
う
ち
の
〕
一
元

素
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
本
質
と
作
用
と
を
説
く
の
は
難
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
気
は
水
と

火
と
土
の
三
元
素
と
合
わ
さ
っ
て
万
物
の
形
を
形
成
す
る
も
の
で
、
霊
魂
は
人
の
内
な
る
本
質
で
、
一
身
を
主
宰
す
る
も
の
で
あ
り
、
呼

吸
に
よ
っ
て
気
を
出
入
さ
せ
る
も
の
で
す
。
思
う
に
、
人
と
鳥
や
獣
と
は
み
な
気
を
内
か
ら
生
じ
て
心
中
の
火
（
熱
）
を
整
え
涼
し
く
す

る
た
め
に
働
か
せ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
い
つ
も
呼
吸
を
し
て
息
を
す
る
ご
と
に
気
を
入
れ
替
え
て
熱
を
出
し
、
涼
し
く
し
て
生
き
て
い
る

の
で
す
。
魚
は
水
中
に
潜
っ
て
お
り
、
水
の
性
質
は
非
常
に
冷
た
い
の
で
、
外
か
ら
泌
み
わ
た
ら
せ
て
中
の
火
（
熱
）
を
涼
し
く
し
ま
す
。

で
す
か
ら
、
魚
類
は
た
い
て
い
呼
吸
器
官
が
な
い
の
で
す
。

そ
も
そ
も
鬼
神
は
物
の
本
質
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
他
の
物
と
区
別
す
る
形
体
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
本
職
は
天
主
の
命
令
に
よ
っ
て

12 
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造
化
の
仕
事
を
司
る
だ
げ
で
、
世
を
支
配
す
る
権
能
は
持
ち
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
孔
子
は
『
鬼
神
を
敬
う
が
、
遠
ざ
げ
る
』
と
説
い
て
い

る
の
で
す
。
幸
福
を
与
え
る
こ
と
や
罪
を
免
か
れ
る
こ
と
は
、
鬼
神
が
で
き
る
こ
と
で
は
な
く
、
天
主
〔
の
力
〕
に
よ
る
だ
け
で
す
。
そ

へ

つ

ら

あ

な

ど

れ
な
の
に
世
間
の
人
々
は
、
鬼
神
に
よ
っ
て
そ
れ
を
得
ょ
う
と
、
諮
っ
た
り
侮
っ
た
り
し
ま
す
が
、
そ
れ
は
正
し
い
方
法
で
は
あ
り
ま
せ

｛謁）

ん
。
そ
も
そ
も
『
鬼
神
に
近
付
か
な
い
』
と
「
天
に
対
し
て
罪
を
犯
す
の
で
あ
れ
ば
祈
る
こ
と
を
し
な
い
』
と
は
同
じ
こ
と
〔
を
言
っ
て

で
す
。
ど
う
し
て
『
遠
ざ
け
る
』
を
『
無
視
す
る
』
と
解
釈
し
て
、
孔
子
は
鬼
神
を
否
定
し
た
と
い
う
疑
惑
を
持
つ
こ
と
が
で

い
る
の
〕

き
ま
し
ょ
う
」
と
。

中
士
が
言
っ
た
、
「
古
代
の
儒
者
は
こ
の
世
の
万
物
の
本
性
は
み
な
善
で
あ
り
、
変
更
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
広
大
な
道
理
が
す
べ
て

に
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
お
り
、
物
に
は
大
小
〔
の
違
い
〕
が
あ
っ
て
も
そ
の
性
（
本
質
）
は
一
体
で
あ
る
と
考
え
ま
し
た

か
ら
、
天
主
・
上
帝
は
そ
れ
ぞ
れ
の
物
の
内
部
に
あ
っ
て
物
と
一
体
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
人
々
に
対
し
て
、
悪
を

行
な
っ
て
本
来
自
己
に
備
わ
る
善
を
害
う
こ
と
な
く
、
義
に
背
い
て
本
来
自
己
に
備
わ
る
道
理
を
犯
す
こ
と
な
く
、
物
を
害
っ
て
心
の
内

な
る
上
帝
を
欺
い
て
は
な
ら
な
い
、
と
勧
め
て
い
ま
す
。
ま
た
、
『
人
と
物
が
消
滅
し
て
も
本
性
は
滅
び
る
こ
と
な
く
、
死
ん
で
天
主
の
も

と
に
帰
る
』
と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
人
の
魂
が
不
滅
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
だ
、
先
生
が
天
主
に
つ
い
て
論
じ
て
お
ら
れ
る

こ
と
と
は
合
致
し
な
い
よ
う
で
は
あ
り
ま
す
が
」
と
。

13 

西
士
が
言
っ
た
、
「
今
の
お
言
葉
の
誤
り
は
前
に
聴
い
た
も
の
と
比
べ
て
遥
か
に
ひ
ど
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
ど
う
し
て
（
天
主
の
教

え
と
〕
合
致
し
ま
し
ょ
う
か
。
私
は
敢
え
て
こ
れ
に
よ
っ
て
我
が
天
主
の
尊
大
さ
と
比
べ
た
り
は
し
ま
せ
ん
。
『
聖
和
町
』
に
は
〔
次
の
よ
う

な
〕
言
い
伝
え
が
あ
り
ま
す
。
昔
、
天
主
は
天
地
を
創
造
し
、
諸
天
使
の
類
を
生
み
出
し
た
際
、
ル
チ
フ
ェ
ル
と
い
う
大
天
使
が
い
ま
し

た
が
、
自
ら
が
か
く
も
霊
明
で
あ
る
の
を
見
て
、
倣
慢
に
も
『
我
は
天
主
と
同
等
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
』
と
言
い
ま
し
た
。
天

主
は
怒
っ
て
そ
の
〔
ル
チ
フ
ェ
ル
の
〕
従
者
で
あ
る
数
万
の
天
使
と
一
緒
に
彼
を
悪
艶
の
姿
に
変
え
、
彼
ら
を
地
獄
に
降
し
ま
し
た
。
こ

れ
以
後
、
こ
の
世
の
中
に
初
め
て
悪
魔
が
生
ま
れ
、
地
獄
が
生
じ
た
の
で
す
。
そ
も
そ
も
物
と
創
造
者
は
同
じ
で
あ
る
と
言
う
の
は
、
ル

14 



チ
フ
ェ
ル
の
倣
慢
な
言
葉
で
あ
り
、
一
体
誰
が
こ
ん
な
こ
と
を
述
べ
ま
し
ょ
う
。
世
間
の
人
は
仏
教
の
で
た
ら
め
な
経
文
を
禁
止
し
な
い

た
め
に
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
、
そ
の
毒
の
あ
る
言
葉
に
染
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。
周
公
や
孔
子
の
教
え
や
中
国
の
古
代
の
経
書
に

は
、
天
地
を
軽
ん
じ
て
こ
れ
と
同
等
に
な
る
も
の
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
も
し
庶
民
の
中
に
つ
ま
ら
ぬ
男
が
い
て
、
天
子
と
同
じ
よ
う
に

尊
大
で
あ
る
と
説
い
た
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
そ
の
罪
を
免
れ
ま
し
ょ
う
。
地
上
の
民
は
妄
り
に
地
上
の
君
主
と
肩
を
並
べ
る
こ
と
な
ど
で

き
ま
せ
ん
の
に
、
ま
し
て
天
の
上
帝
と
等
し
く
な
れ
ま
し
ょ
う
か
。
人
が
人
に
対
し
て
「
あ
な
た
は
あ
な
た
、
私
は
私
だ
』
と
言
う
こ
と

は
あ
っ
て
も
、
も
し
ど
ぶ
の
中
の
虫
が
上
帝
に
対
し
て
・
「
あ
な
た
は
私
、
私
は
あ
な
た
だ
』
と
言
う
な
ら
ば
、
こ
の
上
も
な
い
高
慢
背
逆

と
言
わ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
」
と
。

r天主実義』の研究（四）

日
中
士
が
言
っ
た
、
「
仏
教
は
上
帝
よ
り
劣
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
身
を
尊
び
、
人
徳
を
尊
ぶ
こ
と
に
お
い
て
は
、
取
る
べ
き
も

の
が
あ
り
ま
す
。
上
帝
の
徳
は
も
と
よ
り
厚
い
も
の
で
す
が
、
我
々
〔
人
間
〕
も
こ
の
上
も
な
い
徳
を
具
有
し
ま
す
。
上
帝
は
も
と
よ
り

量
る
こ
と
の
で
き
な
い
能
力
を
具
有
し
て
い
ま
す
が
、
我
々
〔
人
間
〕
の
心
も
万
事
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
試
し
に
ご
覧
な
さ

い
、
聖
人
は
根
元
〔
の
気
〕
を
調
整
し
て
事
物
を
開
発
し
、
教
説
を
立
て
て
人
倫
を
明
ら
か
に
し
、
耕
作
機
織
に
よ
っ
て
人
民
を
養
い
、

舟
車
財
貨
に
よ
っ
て
人
民
に
利
益
を
も
た
ら
し
、
経
世
の
土
台
を
据
え
、
万
世
不
変
の
大
い
な
る
道
を
示
し
、
天
下
は
永
久
に
こ
れ
に
頼

り
安
ん
じ
る
の
で
あ
り
、
上
帝
が
古
来
の
聖
人
を
軽
視
し
て
自
ら
作
っ
た
り
植
え
た
り
し
て
こ
の
上
も
な
く
治
ま
っ
た
状
態
に
す
る
な
ど

と
は
聞
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
か
ら
論
じ
る
な
ら
ば
、
人
の
徳
性
や
能
力
は
上
帝
で
さ
え
も
超
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
も

の
が
あ
り
ま
す
。
ど
う
し
て
天
地
を
創
造
す
る
の
は
天
主
だ
け
が
可
能
で
あ
る
な
ど
と
言
え
ま
し
ょ
う
か
。
世
間
の
人
々
は
自
己
の
心
の

霊
妙
さ
を
知
ら
ず
、
心
は
身
体
の
中
に
限
定
さ
れ
る
と
言
い
ま
す
。
仏
教
は
、
心
の
広
大
さ
を
認
め
、
自
ら
卑
下
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ

ん
か
ら
、
我
が
身
と
天
地
万
物
と
は
す
べ
て
心
に
包
括
さ
れ
、
こ
の
心
は
ど
ん
な
遠
い
と
こ
ろ
に
も
及
び
、
ど
ん
な
高
い
と
こ
ろ
に
も
昇

り
、
ど
ん
な
広
い
も
の
を
も
包
み
、
ど
ん
な
細
か
い
も
の
に
も
入
り
、
ど
ん
な
堅
い
も
の
を
も
貫
く
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ま
す
。
で
す

か
ら
、
感
覚
器
官
と
そ
の
働
き
を
備
え
た
者
は
、
自
己
の
心
に
天
主
が
厳
然
と
存
在
す
る
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
〔
そ
れ
が
〕

／、

九



七。

天
主
で
な
け
れ
ば
、
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
で
し
ょ
う
か
」
と
。

間
西
士
が
言
っ
た
、
「
仏
教
は
自
己
を
知
り
ま
せ
ん
。
ど
う
し
て
天
主
を
知
っ
て
い
ま
し
ょ
う
。
彼
ら
は
、
微
々
た
る
我
が
身
で
あ
り
な

が
ら
天
主
か
ら
聡
明
さ
を
頂
き
、
た
ま
た
ま
わ
ず
か
な
才
能
を
持
ち
、
わ
ず
か
な
行
為
を
な
し
た
だ
け
で
、
誇
ら
し
げ
に
牌
腕
し
、
勝
手

に
自
ら
を
天
主
の
尊
大
さ
に
な
ぞ
ら
え
ま
す
。
ど
う
し
て
こ
れ
が
『
自
ら
の
人
身
を
尊
ぴ
、
自
ら
の
人
徳
を
尊
ぶ
』
者
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

む
し
ろ
、
我
が
身
を
卑
し
め
、
我
が
徳
性
を
失
う
だ
凶
り
で
す
。
高
慢
さ
は
す
べ
て
の
徳
の
敵
で
す
。
少
し
で
も
心
に
高
慢
さ
が
生
じ
る
な

ら
ば
、
す
べ
て
の
行
為
が
駄
目
に
な
り
ま
す
。
西
洋
の
聖
人
が
こ
う
言
っ
て
い
ま
す
、
『
心
に
謙
遜
が
な
く
て
徳
を
積
む
の
は
、
風
に
向
っ

て
砂
を
積
み
上
げ
る
よ
う
な
も
の
で
持
』
と
。
聖
人
は
謙
遜
を
尊
ん
で
い
ま
す
。
天
主
に
対
し
て
謙
遜
で
な
け
れ
ば
、
ど
う
し
て
人
に
対

し
て
謙
遜
で
あ
り
え
ま
し
ょ
う
。
聖
人
は
謹
み
励
ん
で
天
の
賞
罰
を
畏
れ
ま
す
。
死
後
の
世
の
中
で
誰
も
知
る
者
が
な
い
の
と
は
天
と
淵
、

火
と
水
ほ
ど
の
違
い
が
あ
り
ま
す
。
聖
人
は
あ
え
て
聖
人
の
位
に
居
て
、
普
通
の
人
を
天
主
に
な
ぞ
ら
え
た
り
し
ま
し
ょ
う
か
。

そ
も
そ
も
徳
性
は
我
が
身
を
修
め
る
こ
と
に
始
ま
り
、
上
帝
に
仕
え
る
こ
と
に
お
い
て
完
成
し
ま
す
。
周
〔
王
朝
〕
の
徳
性
は
上
帝
に

仕
え
る
こ
と
を
務
め
と
し
ま
し
た
の
に
、
今
〔
の
世
の
人
が
〕
畏
れ
慎
ん
で
敬
い
仕
え
る
べ
き
も
の
に
対
し
て
『
私
と
等
し
い
』
と
言
う

の
は
、
何
と
ひ
ど
く
背
く
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
思
い
ま
す
に
、
〔
聖
人
が
〕
多
く
の
物
を
成
し
遂
げ
る
に
至
っ
て
は
、
天
主
が
す
で

に
形
作
っ
た
物
に
よ
っ
て
そ
の
素
材
に
応
じ
て
作
り
上
げ
る
の
で
あ
っ
て
、
も
と
も
と
何
も
な
い
と
こ
ろ
か
ら
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
器
を
造
る
の
と
同
様
で
す
。
陶
工
は
金
を
以
て
し
、
大
工
は
木
を
以
て
し
ま
す
が
、
金
や
木
の
形
体
が

先
ず
備
わ
っ
て
い
る
の
で
す
。
〔
そ
の
も
の
の
〕
形
体
が
な
く
て
、
そ
の
形
体
を
あ
ら
し
め
る
こ
と
な
ど
、
ど
う
し
て
人
に
で
き
ま
し
ょ
う
。

人
が
人
を
教
育
す
る
の
に
、
そ
の
性
に
従
っ
て
教
え
る
の
は
、
本
来
そ
の
人
に
性
が
な
く
て
性
が
あ
る
よ
う
に
さ
せ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
天
主
が
万
物
を
創
造
す
る
の
は
無
か
ら
有
を
生
じ
、
ひ
と
た
び
命
令
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
万
物
が
生
じ
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
『
無

限
の
能
力
』
と
言
う
の
で
、
人
間
と
は
大
変
異
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
、
天
主
が
万
物
を
創
造
す
る
の
は
、
朱
印
を
紙
や
布
に
押
印
す

る
よ
う
な
も
の
で
す
。
紙
や
布
の
印
は
こ
れ
を
印
〔
そ
の
も
の
〕
と
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
印
の
跡
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
人
間



や
万
物
の
道
理
は
す
べ
て
天
主
の
跡
で
す
。
も
し
こ
れ
を
も
と
の
印
に
ひ
き
あ
て
、
更
に
多
く
の
物
に
押
印
し
よ
う
と
思
う
な
ら
ば
、
誤

ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
智
者
の
心
に
は
天
地
が
含
ま
れ
万
物
が
備
わ
っ
て
い
ま
す
が
、
本
当
の
天
地
万
物
の
姿
形
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
た
だ
仰
い
で
は
天
を
、
伏
し
て
は
地
を
観
察
し
、
そ
の
形
を
考
察
し
て
は
そ
の
道
理
に
到
達
し
、
そ
の
根
本
を
求
め
て
は
そ
の

作
用
を
完
成
さ
せ
る
だ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
目
で
見
て
い
な
い
も
の
は
、
心
に
そ
の
像
を
結
ぶ
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
も
し
明
鏡
や
止

水
が
万
物
を
映
す
の
で
、
明
鏡
や
止
水
に
は
等
し
く
天
地
が
備
わ
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
造
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ

ん
な
こ
と
は
可
能
で
し
ょ
う
か
。
必
ず
言
葉
と
行
動
が
一
致
し
て
こ
そ
信
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
天
主
は
万
物
の
根
源
で
あ
り
、
万
物

を
生
じ
る
も
の
で
、
も
し
人
が
天
主
と
同
じ
で
あ
れ
ば
、

き
っ
と
万
物
を
生
じ
る
こ
と
が
で
き
る
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

体
誰
が
山
や
川
を
一
つ
で
も
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
」
と
。

日
中
士
が
言
っ
た
、
「
あ
な
た
が
言
わ
れ
る
天
地
を
生
じ
る
天
主
と
、
万
物
を
養
う
天
上
の
天
主
と
は
仏
教
で
言
う
『
我
』
の
こ
と
で
し

ょ
う
。
『
我
』
は
、
昔
と
今
も
、
上
と
下
も
何
ら
区
別
は
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
全
く
一
体
な
る
も
の
で
す
。
た
だ
、
地
・
水
・
火
・
風
の

四
元
素
（
四
大
）
が
沈
み
暗
く
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
態
は
事
に
従
っ
て
移
り
、
本
質
は
日
々
に
崩
壊
し
、
徳
性
は
日
々
に
弛
緩
し
て
、

我
が
天
主
も
併
せ
て
沈
み
溺
れ
て
し
ま
う
も
の
で
す
か
ら
、
私
が
物
を
造
り
養
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
そ
の
本
質
に
よ
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
流
れ
が
そ
う
さ
せ
る
だ
け
で
す
。
夜
光
の
珠
玉
も
塵
や
汚
れ
で
そ
の
価
値
を
損
な
い
ま
す
。
そ
の
本
来
の
姿
を
追
究

r天主実義』の研究（四）

し
て
初
め
て
分
か
る
こ
と
が
で
き
ま
す
」
と
。

西
土
が
言
っ
た
、
「
あ
あ
、
何
と
ひ
ど
い
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
毒
の
あ
る
唾
が
吐
か
れ
て
か
ら
、
世
の
中
の
人
々
が
競
っ
て
こ
れ

を
貧
り
食
う
の
は
悲
し
む
べ
き
こ
と
で
す
。
道
理
に
暗
い
こ
と
の
極
み
で
な
け
れ
ば
、
誰
が
万
物
の
根
源
、
天
地
の
霊
が
物
に
暗
ま
さ
れ

て
い
る
な
ど
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
そ
も
そ
も
人
徳
は
堅
固
で
純
粋
な
も
の
で
、
磨
い
た
り
染
め
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
真
実
の
体

を
変
え
る
こ
と
は
な
く
、
物
の
機
能
は
固
定
的
な
も
の
で
、
動
か
し
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
不
変
の
則
を
失
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

並
ぶ
も
の
の
な
い
最
高
に
大
き
な
も
の
、
こ
の
上
も
な
い
最
高
に
尊
い
も
の
は
、
人
生
の
幻
の
体
に
よ
っ
て
煩
わ
し
た
り
汚
し
惑
わ
し
た
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り
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
人
が
天
に
勝
ち
、
欲
が
理
に
勝
ち
、
精
神
が
肉
体
の
使
役
と
な
り
、
情
が
性
の
根
本
に
な
る

こ
と
で
あ
り
、
〔
も
の
ご
と
の
〕
本
末
を
知
っ
て
い
る
者
は
教
え
な
く
て
も
自
ず
と
分
か
る
こ
と
で
す
。
さ
ら
に
、
両
者
を
比
べ
る
に
、
ど

う
し
て
造
物
者
を
越
え
る
も
の
が
、
四
元
素
に
と
ら
わ
れ
落
ち
込
み
、
晦
ま
さ
れ
溺
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
も
そ
も
天
上
の
天

主
が
自
己
と
一
体
で
あ
る
か
ら
に
は
、
純
粋
と
混
乱
の
ニ
つ
の
も
の
も
違
い
が
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
上
な
る
霊
魂
も
心
の
内
な
る

霊
郵
も
共
に
一
体
で
あ
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
ひ
ど
い
苦
し
み
に
遭
っ
た
り
非
常
な
出
来
事
に
遇
っ
た
り
し
て
、
上
な
る
霊

縦
が
混
乱
す
る
と
、
心
の
霊
斑
も
混
乱
す
る
も
の
で
、
一
方
が
乱
れ
一
方
が
治
ま
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
、
私
の
心
が
乱
れ

て
も
、
天
上
の
天
主
の
永
遠
な
る
純
粋
さ
を
乱
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
私
の
心
が
乱
れ
る
の
を
免
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
私
と
天
主
が

一
体
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
、
ど
う
し
て
明
ら
か
で
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。

そ
も
そ
も
『
天
主
と
物
と
は
同
じ
で
あ
る
』
と
言
う
の
に
は
〔
次
の
三
つ
の
考
え
方
が
あ
り
ま
す
が
〕
、
あ
る
者
は
『
天
主
は
と
り
も
な

お
さ
ず
そ
の
物
で
あ
り
、
他
に
何
か
あ
る
わ
け
で
な
い
』
と
言
い
、
〔
ま
た
〕
あ
る
者
は
『
〔
天
主
は
〕
そ
の
物
に
お
い
て
内
な
る
本
質
の

一
つ
で
あ
る
』
と
言
い
、
〔
さ
ら
に
〕
あ
る
者
は
『
物
は
天
主
が
使
用
す
る
も
の
で
、
機
器
が
職
人
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
』

と
一
言
い
ま
す
。
こ
の
三
つ
の
発
言
は
、
す
べ
て
道
理
を
損
な
う
も
の
で
あ
り
、
私
は
逐
一
論
弁
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

『
天
主
は
と
り
も
な
お
さ
ず
そ
れ
ぞ
れ
の
物
で
あ
る
』
と
言
う
な
ら
ば
、
宇
宙
の
聞
に
万
物
が
あ
っ
て
も
、
異
な
っ
た
性
は
な
い
は
ず

で
す
。
異
な
っ
た
性
が
な
い
か
ら
に
は
、
万
物
〔
と
い
っ
た
違
い
〕
も
存
在
し
ま
せ
ん
。
ど
う
し
て
物
の
道
理
を
混
乱
さ
せ
な
い
こ
と
が

そ
こ
な

あ
り
ま
し
ょ
う
。
ま
し
て
物
に
は
不
変
の
実
体
が
あ
り
、
す
べ
て
自
己
を
全
う
す
る
こ
と
を
願
い
、
自
己
を
害
う
こ
と
を
願
い
ま
せ
ん
。

〔
と
こ
ろ
が
〕
天
下
の
物
を
見
ま
す
と
、
互
い
に
害
い
互
い
に
殺
す
も
の
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
水
は
火
を
消
し
、
火
は
木
を
焼
き
、

大
き
な
魚
は
小
さ
な
魚
を
食
べ
、
強
い
鳥
は
弱
い
鳥
を
食
べ
ま
す
。
天
主
が
と
り
も
な
お
さ
ず
そ
れ
ぞ
れ
の
物
で
あ
る
な
ら
ば
、
ど
う
し

て
天
主
は
自
ら
を
害
い
傷
つ
け
て
少
し
も
保
護
し
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
し
か
し
、
〔
そ
も
そ
も
〕
天
主
に
は
〔
何
か
を
〕
害
い

傷
つ
け
る
な
ど
と
い
う
道
理
は
な
い
の
で
す
。
こ
の
説
に
従
え
ば
、
私
の
身
が
そ
の
ま
ま
上
帝
（
天
主
）
で
あ
り
、
私
が
上
帝
（
天
主
）



い
よ
い
よ
も
っ
て
こ
の
よ
う
な
礼
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
し
そ
う
で
あ
れ

ば
、
天
主
は
木
や
石
な
ど
の
物
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
誰
が
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
聞
き
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
か
。

『
天
主
は
そ
の
物
の
内
な
る
本
質
で
あ
る
』
と
言
う
な
ら
ば
、
天
主
は
物
よ
り
小
さ
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
お
よ
そ
全
体
で
あ
る
も
の

を
祭
る
と
い
う
の
は
そ
の
ま
ま
自
己
を
祭
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

は
必
ず
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
で
あ
る
も
の
よ
り
大
き
い
も
の
で
す
。
一
斗
は
一
升
よ
り
大
き
く
、
一
升
は
一
斗
の
十
分
の
一
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

外
側
の
も
の
は
内
側
の
も
の
を
包
み
ま
す
。
も
し
天
主
が
物
の
内
に
あ
っ
て
、
そ
の
本
質
で
あ
る
な
ら
ば
、
物
は
天
主
よ
り
も
大
き
く
天

主
の
方
が
小
さ
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
万
物
の
本
源
が
そ
の
生
じ
る
物
よ
り
小
さ
い
な
ど
と
、
そ
ん
な
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。

ど
う
し
て
そ
ん
な
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。

お
尋
ね
し
ま
し
ょ
う
、
天
主
が
人
の
中
に
あ
っ
て
内
な
る
本
質
で
あ
る
な
ら
ば
、
身
分
の

貴
い
主
人
で
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
、

そ
れ
と
も
身
分
の
低
い
使
用
人
で
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
も
し
〔
天
主
が
〕
身
分
の
低
い
使
用
人
で

あ
っ
て
他
の
も
の
の
命
令
を
聴
く
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
そ
ん
な
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
し
〔
天
主
が
〕
身
分
の
貴
い
主
人

で
あ
っ
て
一
身
を
自
由
に
す
る
力
を
握
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
天
下
に
は
一
人
と
し
て
悪
を
行
な
う
者
が
い
な
い
は
ず
で
す
。
ど
う
し
て
悪

を
行
な
う
者
が
こ
ん
な
に
も
多
い
の
で
し
ょ
う
か
。
天
主
は
善
の
根
源
で
す
。
そ
の
徳
は
純
粋
で
混
じ
り
け
は
あ
り
ま
せ
ん
。
〔
天
主
が
〕

一
身
の
主
宰
で
あ
り
な
が
ら
、
私
欲
に
蔽
わ
れ
邪
悪
な
こ
と
を
行
な
う
と
い
う
の
で
は
、
そ
の
徳
は
何
と
衰
え
た
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
天

地
を
創
造
し
た
時
に
は
全
て
が
節
度
に
か
な
っ
た
行
為
で
あ
っ
た
の
に
、
今
や
一
身
の
行
い
を
司
る
の
に
、
ど
う
し
て
節
度
に
か
な
わ
な
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い
な
ど
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。
ま
た

〔
天
主
は
〕
多
く
の
戒
律
の
根
本
で
あ
る
の
に
、
戒
め
を
守
ら
な
い
者
が
い
る
の
は
、
守

る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
し
ょ
う
か
、
守
る
こ
と
を
知
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
、
守
ろ
う
と
思
わ
な
い
の
で
し
ょ
う
か
、
守
ろ
う
と
し
な

い
の
で
し
ょ
う
か
。
〔
天
主
が
内
な
る
本
質
で
あ
る
と
い
う
な
ら
ば
〕
い
ず
れ
も
そ
う
だ
と
言
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

「
物
は
器
で
あ
っ
て
、
ち
ょ
う
ど
職
人
が
機
械
を
使
用
す
る
よ
う
に
、
天
主
が
そ
れ
を
使
用
す
る
』
と
言
う
な
ら
ば
、
天
主
は
決
し
て

た
が
ね

そ
の
も
の
自
体
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
石
工
は
撃
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
漁
師
は
網
で
も
舟
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
〔
同
様
に
〕
天
主
は
そ
の
物

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
う
し
て
一
体
で
あ
る
と
一
言
え
ま
し
ょ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
論
弁
し
ま
し
ょ
う
。
そ
の
説
で
は
、
「
万
物
の
行
動
は
物

七
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に
は
関
係
な
く
、
全
て
天
主
の
〔
行
な
う
〕
事
で
あ
り
、
機
器
の
働
き
が
全
て
機
器
を
使
う
人
の
働
き
で
あ
る
よ
う
な
も
の
だ
』
と
言
い

ま
す
。
〔
乙
の
考
え
に
よ
れ
ば
〕
鋤
が
田
を
耕
す
と
言
わ
ず
、
農
夫
が
耕
す
と
言
い
、
斧
が
柴
を
刈
る
と
言
わ
ず
、
樵
が
刈
る
と
言
い
、
鋸

が
板
を
切
る
と
言
わ
ず
、
大
工
が
切
る
と
言
う
の
で
す
か
ら
、
火
が
焼
く
の
で
は
な
く
、
水
が
流
れ
る
の
で
は
な
く
、
鳥
が
暗
く
の
で
は

な
く
、
獣
が
走
る
の
で
は
な
く
、
人
が
馬
に
乗
り
車
に
乗
る
の
で
は
な
く
、
全
て
天
主
が
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
〔
そ
う
な
る
と
〕

小
人
が
壁
に
穴
を
あ
け
、
垣
根
を
乗
り
越
え
、
旅
人
を
野
原
で
待
ち
伏
せ
〔
し
て
盗
み
を
働
く
こ
と
〕
を
す
る
の
も
、
そ
の
者
の
罪
で
は

な
く
、
む
し
ろ
天
主
が
そ
の
罪
を
犯
さ
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ど
う
し
て
そ
の
人
を
憎
ん
だ
り
恨
ん
だ
り
、
懲
ら
し
め
た

り
殺
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
善
を
行
な
う
人
も
、
全
て
そ
の
人
の
功
績
で
は
な
い
の
で
す
か
ら
、
ど
う
し
て
そ
の
人
を
称

賛
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
天
下
を
乱
す
も
の
で
、
こ
の
言
葉
を
信
じ
る
よ
り
甚
だ
し
い
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
し
て
、
全
て
の
物
は
天
主
を
本
質
と
し
て
い
ま
せ
ん
か
ら
、
散
滅
し
て
も
天
主
に
回
帰
す
る
と
と
は
な
く
、
そ
れ
が
結
び
つ
い
て
い

る
物
の
類
に
回
帰
す
る
だ
け
で
す
。
も
し
〔
物
が
天
主
を
本
質
と
し
て
い
て
〕
物
が
壊
れ
て
無
く
な
り
全
て
そ
の
本
質
に
回
帰
す
る
な
ら

ば
、
天
主
に
回
帰
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
『
壊
れ
て
無
く
な
る
』
と
は
言
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
生
命
を
増
し
人
聞

を
完
成
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
か
ら
、
一
体
誰
が
早
く
死
ん
で
上
帝
（
天
主
）
の
と
こ
ろ
に
帰
誌
乙
と
を
喜
ば
な
い
で
し
ょ
う
か
。
孝

子
は
親
の
た
め
に
手
厚
く
棺
桶
を
用
意
し
ま
す
。
〔
人
が
死
ん
で
天
主
に
な
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
〕
ど
う
し
て
亡
く
な
っ
た
父
母
が
速
や
か

に
変
化
し
て
上
帝
（
上
尊
）
と
な
る
よ
う
に
さ
せ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

〔
私
は
〕
前
に
天
主
が
万
物
を
創
造
す
る
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
ま
し
た
。
そ
の
本
性
は
湾
然
と
成
就
し
て
お
り
、
〔
他
の
〕

物
は
測
り
知
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
ま
し
て
、
こ
れ
を
〔
万
物
と
〕
同
じ
で
あ
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
か
。
そ
れ
ぞ
れ
の
物
を
詳
し
く
調

べ
て
み
ま
す
と
、
そ
の
性
が
善
で
理
が
精
密
な
る
も
の
は
、
天
主
の
〔
創
造
の
〕
形
跡
で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
ま
す
。
〔
し
か
し
〕
こ

れ
を
天
主
で
あ
る
と
言
う
の
は
誤
り
で
す
。
た
と
え
ば
、
道
に
大
き
な
足
跡
が
印
さ
れ
て
い
る
の
を
見
た
ら
、
大
き
な
人
の
足
が
こ
こ
を

そ
の
足
跡
を
大
き
な
人
〔
そ
の
も
の
〕
と
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
〔
ま
た
〕
精
妙
な
絵
画
を

通
っ
た
と
い
う
こ
と
は
分
か
り
ま
す
が
、
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観
て
、
そ
の
画
家
を
慕
っ
て
名
人
の
芸
術
だ
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
〔
そ
の
〕
画
家
で
あ
る
と
す
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。

天
主
は
森
羅
万
象
を
造
ら
れ
ま
し
た
が
、
我
々
が
そ
の
本
源
を
推
測
す
れ
ば
、
こ
の
上
も
な
く
精
密
で
立
派
で
、
仰
ぎ
慕
っ
て
止
む
こ
と

が
あ
り
ま
せ
ん
。
も
し
偏
っ
た
説
に
捉
わ
れ
て
そ
の
本
源
を
忘
れ
る
な
ら
ば
、
大
変
な
誤
り
と
言
え
ま
す
。
そ
の
誤
り
の
元
は
他
で
も
な

く
、
物
の
存
在
原
因
を
わ
き
ま
え
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
の
で
す
。
存
在
原
因
に
は
、
物
の
中
に
あ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
陰
陽
の
気
な

ど
が
そ
れ
で
す
。
〔
ま
た
〕
物
の
外
に
あ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
始
動
鴎
な
ど
が
そ
れ
で
す
。
天
主
が
物
を
造
る
の
は
、
そ
の
普
遍
的
始
動

因
で
す
か
ら
、
物
の
外
に
あ
る
も
の
で
す
。
た
だ
、
そ
の
物
に
お
け
る
在
り
方
は
一
様
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
る
場
合
は
そ
の
物
の
場
所

に
な
り
ま
す
。
人
が
家
に
い
た
り
庭
に
い
た
り
す
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
あ
る
場
合
は
そ
の
物
の
部
分
に
な
り
ま
す
。
手
足
が
体
に
あ
っ

た
り
、
陰
陽
〔
の
気
〕
が
人
に
あ
っ
た
り
す
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
あ
る
場
合
は
他
の
も
の
に
よ
っ
て
存
在
す
る
も
の
が
、
そ
れ
自
体
で

つ
め
た

存
在
す
る
も
の
の
中
に
あ
り
ま
す
。
白
い
色
が
馬
に
あ
る
と
白
馬
に
な
り
、
寒
さ
が
水
に
あ
る
と
氷
に
な
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
あ
る
場

合
は
物
の
存
在
原
因
が
存
在
の
姿
に
あ
り
ま
す
。
日
光
が
そ
れ
が
照
ら
す
水
品
の
中
に
あ
り
、
火
が
そ
の
赤
く
焼
く
と
こ
ろ
の
鉄
に
あ
る

よ
う
な
も
の
で
す
。
末
端
か
ら
始
原
を
推
し
測
る
な
ら
ば
、
天
主
は
物
に
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
か
。
光
が
水
晶
に
あ
り
、

火
が
鉄
に
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
物
、
そ
れ
ぞ
れ
の
体
の
本
性
は
混
じ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
天
主
が
物
に
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う

で
あ
る
と
言
う
の
は
も
と
よ
り
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
光
は
水
晶
を
離
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
天
主
は
物
を
離
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
せ
ん
。
天
主
は
形
体
は
あ
り
ま
せ
ん
が
あ
ら
ゆ
る
所
に
存
在
し
、
は
っ
き
り
物
と
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、

全
体
は
全
体
の
中
に
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
で
す
し
、
全
体
は
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
に
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
の
で
す
」
と
。

中
士
が
言
っ
た
、
「
明
快
な
議
論
を
お
聞
き
し
て
、
先
の
疑
問
は
氷
解
し
ま
し
た
。
〔
で
す
が
、
中
国
に
は
〕
天
下
の
万
物
は
全
て
一

つ
で
あ
る
と
説
く
者
が
お
り
ま
す
時
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
」
と
。

加
西
士
が
言
っ
た
、
「
人
を
天
主
と
同
一
で
あ
る
と
言
う
の
は
過
大
評
価
で
す
が
、
人
を
物
と
同
一
視
し
て
土
や
石
と
同
じ
で
あ
る
と
す

る
の
は
過
小
評
価
で
す
。
前
者
の
誤
り
に
よ
れ
ば
、
人
が
禽
獣
に
な
ろ
う
と
す
る
こ
と
を
怖
れ
、
後
者
の
誤
り
に
よ
れ
ば
、
人
が
土
や
石
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に
な
ろ
う
と
し
な
い
こ
と
を
怖
れ
ま
す
。
そ
も
そ
も
人
類
が
土
や
石
に
な
ろ
う
と
す
る
こ
と
に
、
あ
な
た
は
従
わ
れ
ま
す
か
。
信
じ
る
こ

と
の
で
き
な
い
こ
と
は
、
論
弁
し
に
く
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
世
界
の
中
で
同
じ
で
あ
る
と
い
う
も
の
は
沢
山
存
在
し
ま
す
。

名
称
が
同
じ
で
実
物
は
異
な
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
柳
宿
（
星
座
の
名
称
）
と
柳
樹
（
木
の
名
称
）
と
い
う
よ
う
な
場
合
が
そ
れ
で
す
。

ま
た
、
群
れ
が
同
じ
で
、
個
別
の
も
の
が
一
緒
に
集
ま
っ
て
一
つ
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
の
羊
舎
の
羊
が
同
じ
群
れ
で

あ
り
、
一
つ
の
軍
隊
の
兵
隊
が
同
じ
軍
隊
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
場
合
が
そ
れ
で
す
。
ま
た
、
道
理
が
同
じ
も
の
が
あ
り
ま
す
。
根
と
泉

と
心
の
三
者
は
互
い
に
同
じ
で
す
。
つ
ま
り
、
根
は
多
く
の
枝
の
本
で
あ
り
、
泉
は
多
く
の
流
れ
の
源
で
あ
り
、
心
〔
臓
〕
は
多
く
の
血

脈
の
拠
り
所
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
場
合
が
そ
れ
で
す
。
以
上
三
つ
の
場
合
は
取
り
敢
え
ず
同
じ
と
言
っ
て
も
、
実
は
異
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
性
質
が
同
じ
も
の
が
あ
り
ま
持
。
鳥
獣
が
す
べ
て
知
覚
を
有
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
種
類
に
属
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
場
合
が
そ
れ

で
す
。
ま
た
、
類
が
同
じ
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
馬
と
あ
の
馬
が
共
に
馬
の
類
に
属
し
、
こ
の
人
と
あ
の
人
が
共
に
人
の
類
に
属
し
て

い
る
と
い
う
よ
う
な
場
合
が
そ
れ
で
す
。
以
上
の
二
つ
の
場
合
は
ほ
ぼ
同
じ
と
き
日
ノ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
体
が
同
じ
も
の
が
あ
り

ま
す
。
四
肢
と
体
〔
全
体
〕
が
同
じ
一
つ
の
体
に
属
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
場
合
で
す
。
ま
た
、
名
称
は
異
な
り
ま
す
が
実
物
は
同
じ

と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
放
勲
と
帝
尭
は
二
つ
の
名
前
で
す
が
一
人
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
場
合
で
す
。
以
上
の
二
つ
の
場
合

は
本
当
に
同
じ
も
の
で
す
。
そ
も
そ
も
天
下
の
万
物
が
す
べ
て
同
一
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
こ
の
三
つ
の
場
合
の
ど
れ
を
指
し
て
い
る
の

で
す
か
」
と
。

れ
中
士
が
一
言
っ
た
、
「
体
が
閉
じ
と
い
う
場
合
を
言
っ
た
も
の
で
す
。
『
君
子
は
天
下
の
万
物
を
以
て
一
体
と
為
す
者
な
内
」
と
言
い
ま

す
。
形
体
を
隔
て
、
汝
と
我
を
分
け
る
者
は
小
人
で
す
。
君
子
が
万
物
を
一
体
と
す
る
の
は
作
為
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
我
が
心
の
仁
な

る
本
体
が
こ
の
よ
う
で
あ
る
か
ら
で
す
。
君
子
だ
け
が
そ
う
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
小
人
の
心
も
そ
う
で
な
い
こ
と
は
な
い
の
で
す
」
と
。

西
士
が
言
っ
た
、
「
前
代
の
儒
者
は
万
物
一
体
の
説
に
よ
っ
て
、
愚
民
が
喜
ん
で
仁
に
従
う
こ
と
を
助
砂
て
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
一
体

と
は
、
根
源
が
同
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
だ
け
で
す
。
も
し
こ
れ
を
真
に
一
体
で
あ
る
と
信
じ
る
な
ら
ば
、
か
え
っ
て
仁
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『天主実義』の研究（四）

義
の
道
を
滅
ぽ
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ど
う
し
て
そ
ん
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。
仁
義
が
な
さ
れ
る
の
は
必
ず
〔
異
な
る
〕
二
つ
の
も

の
が
あ
る
か
ら
で
す
。
も
し
多
く
の
物
を
本
当
に
一
体
と
す
る
な
ら
ば
、
多
く
の
物
を
本
当
に
一
物
と
み
な
し
な
が
ら
、
虚
像
に
よ
っ
て

異
な
る
と
し
て
い
る
だ
け
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
虚
像
で
あ
れ
ば
ど
う
し
て
互
い
に
愛
し
互
い
に
敬
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。

で
す
か
ら
、
「
仁
を
為
す
者
は
己
れ
を
推
し
て
人
に
及
ぽ
持
』
『
仁
者
は
己
れ
を
以
て
人
に
及
ぽ
持
」
「
義
は
人
が
老
人
を
老
人
と
し
年
長
者

を
年
長
者
と
〔
し
て
尊
敬
〕
す
る
こ
と
で
あ
組
』
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
す
べ
て
人
と
己
れ
の
違
い
を
必
要
と
し
ま
す
。
人
と
己
れ
の

違
い
を
除
い
て
し
ま
え
ば
、
仁
義
の
道
理
を
す
べ
て
除
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
も
し
物
は
す
べ
て
己
れ
で
あ
る
と
言
う
な
ら
ば
、
己
れ
を

愛
し
己
れ
に
仕
え
る
こ
と
だ
け
を
仁
義
と
す
る
こ
と
に
な
り
、
小
人
は
己
れ
の
存
在
だ
け
を
意
識
し
て
他
者
の
存
在
を
意
識
し
な
い
者
で

す
か
ら
、
小
人
だ
け
が
仁
義
を
行
な
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
人
と
己
れ
と
書
く
の
は
、
た
だ
形
体
を
言
う
だ
け
で
な
く
、
形
体
と
本
性

と
を
合
わ
せ
て
言
う
こ
と
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
仁
徳
が
厚
い
の
は
遠
く
〔
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
〕
に
あ
っ
て
、
近
く
に
〔
し
か

及
。
は
な
い
も
の
で
〕
は
あ
り
ま
せ
ん
。
身
近
な
本
体
を
愛
す
る
の
は
、
知
覚
の
な
い
も
の
で
も
で
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
水
が
常
に
低
い

と
こ
ろ
を
潤
し
、
湿
っ
た
も
の
と
同
類
で
あ
る
の
は
、
本
体
を
存
養
す
る
か
ら
で
す
。
火
が
常
に
高
い
と
こ
ろ
に
昇
り
、
乾
い
た
も
の
と

同
類
で
あ
る
の
は
、
本
性
を
全
養
す
る
か
ら
で
す
。
身
近
に
親
し
む
も
の
を
愛
す
る
の
は
、
鳥
獣
で
も
で
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
ひ
麟
げ
て

乳
を
飲
ま
せ
た
り
食
物
を
口
移
し
し
た
時
し
ま
す
。
身
近
に
自
分
の
家
族
を
愛
す
る
の
は
、
小
人
で
も
で
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
い
つ
で

も
、
苦
労
し
て
険
し
い
と
こ
ろ
を
行
き
窃
盗
を
行
な
っ
て
自
分
の
家
族
を
養
う
者
が
い
ま
す
。
身
近
に
自
分
の
国
を
愛
す
る
の
は
、
凡
人

で
も
で
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
い
つ
で
も
、
多
く
の
兵
隊
が
命
を
賭
し
強
敵
や
邪
悪
な
者
を
防
ぎ
ま
す
。
た
だ
こ
の
上
な
く
仁
で
あ
る
君

子
だ
け
が
、
遠
く
に
ま
で
愛
を
及
ぽ
し
、
余
す
と
こ
ろ
な
く
〔
そ
の
愛
で
〕
天
下
万
国
を
包
み
覆
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
君
子
は
ど
う
し

て
自
分
が
一
つ
の
体
、
他
人
が
一
つ
の
体
で
あ
り
、
こ
れ
が
我
が
家
、
我
が
園
、
あ
れ
が
他
の
家
、
他
の
国
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
こ

と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
し
か
し
、
す
べ
て
天
主
・
上
帝
が
生
み
養
う
民
と
物
で
あ
る
か
ら
、
切
実
に
こ
れ
を
も
併
せ
て
哀
れ
み
愛
さ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ど
う
し
て
小
人
の
よ
う
に
自
分
の
骨
肉
だ
け
を
愛
す
る
で
し
ょ
う
か
」
と
。

七
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中
士
が
言
っ
た
、
「
万
物
を
一
体
と
見
な
す
の
は
仁
義
を
害
う
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
で
は
ど
う
し
て
『
中
庸
』
で
は
『
群

｛師）

臣
を
体
す
（
受
け
入
れ
る
）
』
と
い
う
こ
と
を
九
経
の
中
に
数
え
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
」
と
。

M

西
士
が
言
っ
た
、
「
〔
万
〕
物
を
〔
ニ
体
〔
と
〕
す
る
と
い
う
の
を
比
喰
で
説
く
な
ら
ば
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
。
〔
し
か
し
、
〕
実
際

の
事
と
し
て
説
く
な
ら
ば
大
変
道
理
を
害
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
『
中
庸
』
で
は
君
主
に
対
し
て
群
臣
を
体
す
る
（
受
け
入
れ
る
）
こ
と
を

さ
せ
る
の
で
す
。
君
主
と
臣
下
は
同
類
の
者
で
す
。
ど
う
し
て
草
木
や
瓦
石
を
す
べ
て
体
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
私
は
こ
の

よ
う
に
聴
い
て
お
り
ま
す
。
君
子
は
物
に
対
し
て
は
、
こ
れ
を
愛
し
ま
す
が
仁
し
み
ま
せ
ん
。
今
、
他
人
に
対
し
て
一
体
で
あ
る
と
す
る

な
ら
ば
、
必
ず
等
し
く
こ
れ
を
仁
し
む
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
墨
塞
が
他
人
を
兼
ね
愛
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
先
儒
は

｛曲｝

こ
れ
を
非
と
し
て
論
弁
し
ま
し
た
。
今
、
土
や
泥
を
も
仁
し
む
こ
と
を
勧
め
て
、
今
の
学
者
が
是
と
し
て
〔
こ
れ
に
〕
従
う
の
は
、
何
と

い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
天
主
が
天
地
万
物
を
作
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
万
物
の
あ
り
方
は
様
々
で
あ
っ
て
、
根
元
は
同
じ
で
種
類
が
異

な
っ
て
い
た
り
、
種
類
は
同
じ
で
性
質
が
異
な
っ
て
い
た
り
、
性
質
は
同
じ
で
作
用
が
異
な
っ
て
い
た
り
し
ま
す
。
今
、
こ
れ
を
む
り
や

り
一
体
に
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
造
物
者
の
意
志
に
逆
ら
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
物
は
多
く
あ
る
こ
と
を
よ
し
と
し
ま
す
。
で
す
か
ら
、

貝
を
集
め
る
者
は
貝
が
多
い
こ
と
を
望
み
ま
す
し
、
古
い
器
を
集
め
る
者
は
器
が
多
い
こ
と
を
望
み
ま
す
し
、
味
を
好
む
者
は
味
が
多
く

あ
る
こ
と
を
望
み
ま
す
。
も
し
天
下
の
物
が
す
べ
て
赤
い
色
で
あ
っ
た
ら
、
嫌
に
な
ら
な
い
者
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
赤
や
緑
や
白
や
青

で
あ
る
か
ら
、
毎
日
見
て
も
厭
き
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
も
し
音
楽
の
音
色
が
い
つ
も
宮
で
あ
っ
た
ら
、
誰
が
聴
き
ま
し
ょ
う
。
宮
や

商
や
角
や
徴
や
羽
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
聴
い
て
三
ヵ
月
間
、
食
事
の
味
も
忘
れ
る
ほ
ど
に
な
る
の
で
す
。
外
に
あ
る
も
の
で
も
こ
の
よ

う
な
の
で
す
か
ら
、
内
に
あ
る
も
の
が
ど
う
し
て
そ
う
で
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
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私
は
前
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
物
の
種
類
は
そ
の
本
性
に
よ
っ
て
異
な
る
も
の
で
、
形
象
に
よ
っ
て
異
な
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を

明
ら
か
に
説
明
し
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
石
の
獅
子
と
本
物
の
獅
子
と
は
姿
形
は
同
じ
で
す
が
、
種
類
は
異
な
り
ま
す
。
石
の
人
間
と
石

の
獅
子
と
は
姿
形
は
異
な
り
ま
す
が
、
種
類
は
同
じ
で
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
共
に
石
の
種
類
だ
か
ら
で
す
。
か
つ
て
お
聴
き
し
た
こ
と
で
す



が
、
あ
な
た
は
種
類
と
形
体
の
実
情
を
解
説
し
て
、
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
も
の
は
、
形
体
が
同
じ
も
の
は
も
ち
ろ
ん
種
類
が
同
じ
で
す

が
、
種
類
が
同
じ
も
の
は
必
ず
し
も
形
体
が
同
じ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
形
体
全
体
の
行
為
は
す
べ
て
形
体
全

体
に
帰
し
ま
す
が
、
併
せ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
肢
体
を
も
指
し
ま
す
。
も
し
右
手
が
患
難
を
助
砂
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
一
身
の
両
手
が
慈
悲

を
讃
え
ら
れ
ま
す
。
左
手
が
盗
み
を
習
え
ば
、
左
手
だ
け
が
悪
者
と
い
う
の
で
は
な
く
、
右
手
も
含
め
て
全
体
が
み
な
悪
者
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。
こ
の
説
を
推
し
て
い
け
ば
、
天
下
の
万
物
は
一
体
で
あ
る
と
言
え
ば
、
世
間
の
人
の
行
い
は
す
べ
て
相
互
に
言
う
こ
と
が

と
う
せ
き

で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
盗
町
一
人
が
盗
み
を
働
い
て
も
伯
夷
も
一
緒
に
盗
人
と
言
う
こ
と
が
で
き
、
武
王
一
人
が
仁
を
行
な
っ
て
も

紺
王
も
仁
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
形
体
が
同
じ
で
あ
る
か
ら
同
じ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ど
う
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
の
本
来

の
姿
を
交
え
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
学
者
は
物
の
本
質
を
論
じ
て
、
同
体
と
し
た
り
別
の
体
と
し
た
り
し
ま
す
。
ど
う
し
て
多

く
の
物
を
並
べ
て
同
体
と
し
ま
し
ょ
う
か
。
思
う
に
、
物
は
互
い
に
連
な
っ
て
い
れ
ば
同
じ
体
で
、
互
い
に
切
れ
て
い
れ
ば
別
の
体
で
す
。

一
つ
の
川
の
水
が
川
の
中
に
あ
れ
ば
、
川
の
水
と
一
体
で
す
が
、
一
勺
〔
の
器
〕
の
中
に
注
げ
ば
一
勺
〔
の
器
の
中
〕
の
水
は
川
の
中
の

水
と
同
類
で
あ
る
と
誰
が
言
え
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
で
も
な
お
同
体
と
一
言
う
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
か
。
天
地
万
物
一
体
の
論
に
と
ら
わ
れ

る
と
、
上
帝
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
賞
罰
を
ご
ち
ゃ
ま
ぜ
に
し
、
類
別
を
取
り
除
い
て
仁
義
を
滅
ぽ
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
〔
た
と
え
〕
高
士

が
こ
れ
を
信
じ
て
も
、
私
は
批
判
し
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
」
と
。

日
中
士
が
言
っ
た
、
「
明
断
な
議
論
は
明
ら
か
で
、
疑
い
を
晴
ら
し
異
論
を
排
し
た
正
し
い
教
え
で
す
。
人
魂
が
不
滅
で
他
の
物
に
変
化

す
る
こ
と
が
な
い
こ
と
は
既
に
説
明
を
お
聴
き
し
ま
し
た
。
仏
教
の
六
道
輪
廻
・
戒
殺
生
の
説
は
聖
〔
な
る
天
主
の
〕
教
に
は
関
係
が
な

い
と
聴
き
ま
す
。
〔
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
先
生
は
〕
必
ず
や
お
教
え
に
な
ら
れ
る
で
し
ょ
旬
。
ど
う
か
明
日
、
お
教
え
頂
き
た
い
」
と
。

日
西
士
が
言
っ
た
、
「
〔
大
き
な
土
の
盛
り
上
が
り
で
あ
る
〕
丘
陵
が
平
ら
に
な
っ
て
し
ま
え
ば
、
（
小
さ
な
土
の
盛
り
上
が
り
で
あ
る
〕

蟻
塚
が
ど
う
し
て
存
在
し
え
ま
し
ょ
う
。
私
は
長
い
間
こ
の
こ
と
を
分
析
す
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
し
た
。
あ
な
た
が
聴
き
た
い
こ
と
は
、

私
が
喜
ん
で
お
話
す
る
と
こ
ろ
で
す
」
と
。

『天主実義』の研究（四）

（
上
巻
終
り
）
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九
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【
注
釈
】

（1
）
原
文
に
は
「
真
理
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
「
み
教
え
」
と
は
、
第
三
篇
に
見
え
る
「
霊
魂
の
不
滅
」
を
論
じ
た
西
士
の
説
明
を
指
す
。

（2
）
『
中
庸
章
句
』
（
も
と
『
礼
記
』
中
庸
篇
）
の
十
六
章
に
「
鬼
神
の
徳
為
る
、
其
れ
盛
ん
な
る
か
な
。
：
・
天
下
の
人
を
し
て
斉
明
盛
服
し
以
て
祭
杷
を
承

け
、
洋
洋
乎
と
し
て
其
の
上
に
在
ま
す
が
如
く
、
其
の
左
右
に
在
ま
す
が
如
く
せ
し
む
」
と
あ
る
。

ひ

き

陰

口

め

お

お

い

し

い

た

（3
）
「
尚
書
』
盤
庚
中
篇
に
、
「
政
を
失
し
て
葱
に
陳
し
。
高
后
、
・
至
に
乃
ち
山
田
市
に
罪
疾
を
降
し
て
臼
く
、
何
ぞ
朕
が
民
を
雪
ぐ
る
、
と
」
と
あ
る
。

お

き

な

ん

じ

（4
）
『
尚
書
」
盤
庚
中
篇
に
、
「
葱
に
予
に
政
を
乱
め
位
を
同
う
し
て
乃
の
員
玉
を
具
う
る
の
み
な
る
も
の
有
り
。
乃
の
祖
、
乃
の
父
、
至
に
乃
ち
我
が
高
后

お
お
い

に
告
げ
て
、
至
な
る
刑
を
朕
が
孫
に
作
せ
と
日
ぃ
、
高
后
を
迫
き
て
、
至
に
乃
ち
崇
い
に
弗
祥
を
降
さ
ん
」
と
あ
る
。

た

な

（5
）
『
尚
書
』
西
伯
磁
懇
篤
に
、
祖
伊
が
紺
王
を
諌
め
て
「
天
子
よ
、
天
、
既
に
我
が
殿
の
命
を
詑
て
り
。
格
人
、
元
亀
、
敢
え
て
吉
を
知
る
問
し
。
先
王
の

我
が
後
人
を
相
げ
ざ
る
に
非
ず
。
惟
だ
王
、
淫
戯
用
て
自
ら
絶
て
り
」
と
あ
る
。
祖
伊
は
般
の
紺
王
の
賢
臣
の
名
前
。

し
た
が

（6
）
『
尚
書
』
金
際
篇
に
、
周
公
は
「
予
、
仁
、
考
に
若
う
。
能
く
多
才
多
芸
、
能
く
鬼
神
に
事
う
」
と
あ
る
。

（7
）
『
尚
書
』
金
勝
篇
に
、
「
我
、
之
を
僻
砂
ざ
れ
ば
、
我
以
て
我
が
先
王
に
告
ぐ
る
無
し
」
と
あ
る
。

と

お

お

い

（8
）
『
尚
書
』
召
詔
篇
に
、
「
天
、
既
に
還
く
大
邦
般
の
命
を
終
う
。
蕊
れ
殿
は
哲
王
の
天
に
在
る
も
の
多
し
。
阪
の
後
王
後
民
に
越
て
〔
葱
れ
阪
の
命
に
服
〕

す
」
と
あ
る
。

あ

あ

い

傘

（9
）
『
毛
詩
』
の
大
雅
文
王
篇
に
、
「
文
王
、
上
に
在
り
、
妙
天
に
昭
ら
か
な
り
。
文
王
捗
降
し
て
帝
の
左
右
に
在
せ
り
」
と
あ
る
。

（
m）
朱
子
は
『
中
庸
章
句
』
第
十
六
章
の
注
で
「
程
子
日
く
、
鬼
神
は
天
地
の
功
用
に
し
て
造
化
の
跡
な
り
、
と
。
張
子
日
く
、
二
気
の
良
能
な
り
、
と
。
愚

お
も謂

え
ら
く
、
二
気
を
以
て
言
え
ば
則
ち
鬼
は
陰
の
霊
に
し
て
、
神
は
陽
の
霊
な
り
。
一
気
を
以
て
言
え
ば
則
ち
至
り
て
伸
ぷ
る
者
は
神
と
為
り
、
反
り
て
帰

る
者
は
鬼
と
為
る
。
其
の
実
、
一
物
な
る
の
み
」
と
述
べ
て
い
る
。
程
子
は
程
伊
川
を
、
張
子
は
張
横
渠
を
指
す
。
朱
子
及
び
程
子
の
鬼
神
論
に
つ
い
て
は
、

拙
稿
「
陰
陽
の
霊
と
し
て
の
鬼
神
｜
朱
子
鬼
神
魂
塊
論
へ
の
序
章
｜
」
（
「
哲
学
年
報
」
第
五
十
輯
、
一
九
九
一
）
、
「
二
程
的
鬼
神
観
」
（
『
東
亜
文
化
的
探
索

｜
伝
統
文
化
的
発
展
』
正
中
書
局
、
一
九
九
六
）
を
参
照
。

（
日
）
『
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公
七
年
の
伝
を
参
照
。

（
ロ
）
『
孟
子
』
告
子
下
篇
の
「
五
覇
は
三
玉
の
罪
人
な
り
。
今
の
諸
侯
は
五
覇
の
罪
人
な
り
」
と
い
う
表
現
を
踏
ま
え
る
。

（
日
）
第
三
篇
の
2
に
「
我
々
の
本
当
の
住
ま
い
は
現
世
に
は
な
く
来
世
に
あ
り
、
人
〔
の
中
〕
に
で
は
な
く
天
〔
主
の
中
〕
に
あ
る
の
で
す
」
と
あ
る
を
参
照
。

（
比
）
原
文
に
は
「
虚
像
」
と
あ
る
。

（
日
）
『
朱
子
語
類
』
巻
三
に
「
人
が
病
死
す
れ
ば
そ
の
気
は
散
滅
す
る
。
刑
死
や
急
死
す
る
と
気
は
散
減
せ
ず
に
残
る
が
、
最
後
は
散
滅
し
て
し
ま
う
」
と
あ



る。

（
時
）
『
中
庸
章
句
』
第
十
六
章
の
朱
子
の
注
を
参
照
。

（
口
）
注
（
2
）
を
参
照
。

（
時
）
原
文
に
は
「
魂
神
」
と
あ
る
。

（
印
）
原
文
に
は
「
内
本
分
」
と
あ
る
。

（
初
）
原
文
に
は
「
霊
才
」
と
あ
る
。
首
篇
の
4
に
「
そ
も
そ
も
人
が
鳥
や
獣
と
異
な
る
最
大
の
理
由
は
、
知
性
（
原
文
は
「
霊
才
」
）
に
あ
り
ま
す
」
と
あ
る
。

（
幻
）
首
篇
の
B
に
「
人
の
姿
は
見
え
な
く
て
も
、
舟
の
中
に
舵
を
執
る
勝
れ
た
船
頭
が
い
て
、
樟
を
き
し
て
舟
を
操
り
・
：
」
と
あ
る
。

（
幻
）
原
文
に
は
「
霊
」
と
あ
る
。

（
お
）
こ
こ
の
「
鬼
神
」
は
、
「
天
神
」
（
天
使
）
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。

（M
）
原
文
に
は
「
神
」
と
あ
る
。

（
お
）
原
文
に
は
「
霊
」
と
あ
る
。

（
お
）
『
孟
子
』
梁
恵
王
上
篇
に
あ
る
。

（
幻
）
原
文
に
は
「
霊
才
」
と
あ
る
。

（
お
）
原
文
で
は
こ
の
後
に
「
物
宗
類
図
」
が
図
示
さ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
紙
面
の
都
合
で
文
末
に
掲
げ
た
。

（mm
）
原
文
に
は
「
依
頼
〔
者
〕
」
と
あ
る
。
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
も
の
を
「
自
立
者
」
と
い
う
。
第
二
篇
の
刊
を
参
照
。

（
初
）
以
下
の
文
は
、
『
朱
子
語
類
』
巻
三
（
明
版
六
丁
）
の
語
を
踏
ま
え
る
。

（
幻
）
『
孟
子
』
告
子
上
篇
で
、
告
子
が
「
生
、
之
れ
を
性
と
謂
う
」
と
言
っ
た
の
に
対
し
て
、
孟
子
が
「
然
ら
ば
別
ち
犬
の
性
は
猶
お
牛
の
性
の
ご
と
く
、
牛

の
性
は
猶
お
人
の
性
の
ご
と
き
か
」
と
反
論
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
。

（
認
）
原
文
に
は
「
神
」
と
あ
る
。

（
お
）
『
礼
記
』
経
解
篇
に
「
易
に
臼
く
、
君
子
は
始
め
を
慎
む
。
差
う
こ
と
事
鐘
の
若
く
な
る
も
、
謬
う
に
千
里
を
以
て
す
、
と
は
此
れ
之
の
謂
い
な
り
」
と

あ
る
。
原
文
に
は
「
伝
に
云
う
・
：
」
と
あ
る
。

（M
）
原
文
に
は
「
四
行
」
と
あ
る
。
第
二
篇
の
川
、
第
三
篇
の
B
に
見
え
る
。

（
お
）
『
論
語
』
薙
也
篇
に
「
鬼
神
を
敬
し
て
之
を
遠
ざ
く
」
と
あ
る
。

（
お
）
『
論
一
語
』
八
街
篇
に
「
罪
を
天
に
獲
れ
ば
祈
る
所
無
き
な
り
」
と
あ
る
。

（
幻
）
原
文
に
は
「
天
主
経
」
と
あ
る
。
第
三
篇
の
刊
に
は
「
天
主
正
経
」
、
第
八
篇
の
自
に
は
「
天
主
経
典
」
と
あ
る
。

r天主実義』の研究（四）
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（
お
）
原
文
に
は
「
諸
神
」
と
あ
る
。
「
神
」
は
「
天
神
」
の
こ
と
で
、
天
使
を
指
す
。

（
鈎
）
原
文
に
は
「
魔
鬼
」
と
あ
る
。

（
ω）
「
ル
チ
フ
エ
ル
」
（
戸
口
円
山
崎
市
『
）
は
元
来
「
明
げ
の
明
星
」
（
金
星
）
を
指
す
。
『
旧
約
聖
書
』
の
預
言
者
イ
ザ
ヤ
は
、
パ
ピ
ロ
ン
王
の
滅
亡
・
審
判
に
つ
い

て
の
託
宣
の
中
で
、
王
を
こ
の
明
砂
の
明
星
に
例
え
て
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。
「
あ
あ
、
お
前
は
天
か
ら
落
ち
た
明
け
の
明
星
、
曙
の
子
よ
。
お
前
は

地
に
投
げ
落
と
さ
れ
た
、
も
ろ
も
ろ
の
国
を
倒
し
た
者
よ
。
か
つ
て
、
お
前
は
心
に
思
っ
た
。
『
わ
た
し
は
天
に
上
り
、
王
座
を
神
の
星
よ
り
も
高
く
据
え
、

よ

み

神
々
の
集
う
北
の
果
て
の
山
に
座
し
、
雲
の
頂
に
登
っ
て
、
い
と
高
き
者
の
よ
う
に
な
ろ
う
』
と
。
し
か
し
、
お
前
は
陰
府
に
落
と
さ
れ
た
、
墓
穴
の
底
に
」

（
「
イ
ザ
ヤ
書
」
第
M
章
ロ

1
m節
）
。
悪
魔
が
堕
落
し
た
天
使
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
『
新
約
聖
書
』
の
「
ぺ
ト
ロ
の
手
紙
二
」
第
2
章
4
節

に
は
「
神
は
罪
を
犯
し
た
天
使
た
ち
を
容
赦
せ
ず
、
暗
闇
と
い
う
縄
で
縛
っ
て
地
獄
に
引
き
渡
し
、
裁
き
の
た
め
に
閉
じ
込
め
ら
れ
ま
し
た
」
と
あ
り
、
ま

た
「
ユ
ダ
の
手
紙
」

6
節
に
は
「
〔
主
は
〕
一
方
、
自
分
の
領
分
を
守
ら
な
い
で
、
そ
の
住
ま
い
を
見
捨
て
て
し
ま
っ
た
天
使
た
ち
を
、
大
い
な
る
日
の
裁

き
の
た
め
に
、
永
遠
の
鎖
で
縛
り
、
暗
閣
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
ま
し
た
」
と
あ
る
。
ま
た
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
『
神
学
大
全
』
第
六
十
三
問
題
を
参

照
。
『
聖
書
』
か
ら
の
引
用
は
、
す
べ
て
日
本
聖
書
協
会
発
行
の
『
聖
書
』
新
共
同
訳
（
共
同
訳
聖
書
実
行
委
員
会
編
、
一
九
八
七
）
に
よ
る
。

（
姐
）
原
文
に
は
「
后
皇
」
と
あ
る
。

（
必
）
朱
子
は
『
大
学
章
句
』
の
中
で
、
「
明
徳
は
、
人
の
天
よ
り
得
る
所
に
し
て
、
虚
霊
不
昧
、
以
て
衆
理
を
具
え
て
万
事
に
応
ず
る
者
な
り
」
と
述
べ
て
い

る。

（
必
）
『
新
約
聖
書
』
の
「
ヤ
コ
プ
の
手
紙
」
第
4
章
6
節
に
「
そ
れ
で
、
こ
う
書
か
れ
て
い
ま
す
。
『
神
は
、
高
慢
な
者
を
敵
と
し
、
謙
遜
な
者
に
は
恵
み
を

お
与
え
に
な
る
。
』
」
と
あ
り
、
時
節
に
「
と
こ
ろ
が
、
実
際
は
、
誇
り
高
ぶ
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
誇
り
は
す
べ
て
、
惑
い
こ
と
で
す
」
と
あ
る
。

6

節
の
言
葉
は
『
旧
約
聖
書
』
の
「
簸
雷
同
」
第
3
章
M
節
に
「
主
は
不
遜
な
者
を
噸
り
、
へ
り
く
だ
る
人
に
恵
み
を
賜
る
」
と
あ
る
を
踏
ま
え
る
。
ま
た
、
注

（HH）
を
参
照
。

（HH）
聖
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
一
世
の
言
葉
。
そ
の
著
『
福
音
書
講
話
P
R
F
出
o
g
F
H〉
河
口
冨

H
Z
同
〈
〉
Z
の
何
回
』
〉
）
第
7
講
話
｛
国
O
冨
同
巳
〉
謡
）
に
、
「
い

か
な
る
偉
業
を
行
お
う
と
も
、
も
し
謙
遜
に
よ
っ
て
味
を
つ
け
ら
れ
て
い
な
凶
り
れ
ば
、
無
に
等
し
い
。
事
実
、
す
ば
ら
し
い
行
為
も
高
慢
な
心
か
ら
行
わ
れ

る
な
ら
、
人
を
高
め
な
い
だ
け
で
な
く
、
か
え
っ
て
低
く
す
る
。
謙
遜
な
し
に
徳
を
集
め
よ
う
と
す
る
人
は
、
向
か
い
風
に
向
か
っ
て
砂
を
手
に
携
え
て
歩

く
人
に
似
て
い
る
。
こ
う
し
た
人
は
、
携
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
も
の
に
よ
っ
て
、
ま
す
ま
す
自
が
つ
ぶ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
」
と
あ
る
（
熊
谷
賢
二

訳
『
キ
リ
ス
ト
教
古
典
叢
書
M
・
福
音
書
講
話
』
創
文
社
刊
に
よ
る
。
但
し
、
本
書
で
は
「
四
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
の
告
白
」
と
編
次
す
る
）
。
『
新
約
聖
書
』

の
「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
」
第
1
章

m
i
m節
に
つ
い
て
の
講
話
（
説
教
）
で
、
「
ヨ
ハ
ネ
の
謙
遜
」
が
説
か
れ
、
「
善
行
の
根
で
あ
る
謙
遜
」
が
論
じ
ら

れ
て
い
る
中
に
見
え
る
。
ま
た
、
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。
「
聖
人
は
こ
の
よ
う
に
、
弱
点
を
常
に
考
え
、
長
所
の
ゆ
え
に
高
ぷ
ら
な
い
よ
う
努
め
て
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い
る
。
事
実
、
知
識
は
徳
で
あ
る
が
、
謙
遜
は
徳
を
保
護
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
は
、
ど
の
よ
う
な
知
識
を
身
に
つ
け
て
い
て

も
、
自
分
を
低
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
知
識
と
い
う
徳
が
集
め
た
も
の
を
、
高
慢
と
い
う
風
に
吹
き
散
ら
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ

る
L

。
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
一
世
（
五
四

O
頃
1
六
O
四
）
は
、
西
方
キ
リ
ス
ト
教
会
の
教
会
博
士
で
四
大
教
父
の
一
人
。
ロ
ー
マ
帝
国
末
期
、
五
九

O
年
か
ら

六
O
四
年
ま
で
教
皇
位
に
あ
る
。
大
教
皇
、
大
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
と
称
さ
れ
る
。
教
会
の
諸
改
革
と
共
に
、
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
族
へ
の
宣
教
活
動
を
開
始

し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。

の

（
必
）
原
文
に
は
「
翼
翼
乾
乾
」
と
あ
る
。
『
詩
経
』
大
雅
・
大
明
に
「
維
れ
此
に
文
王
、
小
心
翼
翼
、
明
ら
か
に
上
帝
に
事
え
、
章
べ
て
多
福
を
懐
う
」
と
あ

り
、
『
易
経
』
乾
卦
に
「
君
子
は
終
日
乾
乾
と
す
」
と
あ
る
。

（
必
）
原
文
に
は
「
畏
天
明
威
」
と
あ
る
。
『
書
経
』
皐
陶
諜
に
「
天
の
明
威
は
我
が
民
の
明
威
に
自
る
」
と
あ
る
。
『
孟
子
』
梁
恵
王
上
篇
に
「
小
を
以
て
大
に

事
う
る
者
は
、
天
を
畏
る
る
者
な
り
」
と
あ
り
、
『
孔
子
家
語
』
弟
子
行
に
「
天
を
畏
れ
て
人
を
敬
す
」
と
あ
る
。

（
灯
）
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
「
ア
l
ト
マ
ン
」
の
漢
訳
語
。
最
高
の
根
本
原
理
の
こ
と
。

（
川
町
）
原
文
に
は
「
首
上
霊
神
」
と
あ
る
。

（
ω）
原
文
に
は
「
心
内
霊
神
」
と
あ
る
。

（
印
）
原
文
に
は
「
首
之
神
」
と
あ
る
。

（
日
）
原
文
に
は
「
心
之
神
」
と
あ
る
。

（
幻
）
原
文
に
は
「
人
能
耳
順
之
乎
」
と
あ
る
。
『
論
語
』
為
政
篇
の
「
六
十
に
し
て
耳
順
う
」
を
踏
ま
え
る
。

（
臼
）
『
旧
約
聖
書
』
の
「
創
世
記
』
第
1
章
担
節
に
「
神
は
お
造
り
に
な
っ
た
す
べ
て
の
も
の
を
ご
覧
に
な
っ
た
。
見
よ
、
そ
れ
は
極
め
て
良
か
っ
た
」
と
あ

λ
w
。

（M
）
原
文
に
は
「
返
帰
」
と
あ
る
。

（
日
）
原
文
に
は
「
化
帰
上
帝
」
と
あ
る
。

（
日
）
原
文
に
は
「
物
之
所
以
然
」
と
あ
る
。
首
篇
の

η
を
参
照
。

（
貯
）
原
文
に
は
「
作
者
」
と
あ
る
。
首
篇
の

η
を
参
照
。

（
同
州
）
原
文
に
は
「
公
作
者
」
と
あ
る
。
首
篇
の
ロ
に
、
天
主
が
始
動
因
と
目
的
因
と
い
う
存
在
原
因
で
あ
り
、
し
か
も
普
遍
的
で
広
大
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が

説
か
れ
て
い
る
。

（
印
）
「
万
物
一
体
の
思
想
」
は
、
古
く
は
『
荘
子
』
や
仏
教
思
想
な
ど
の
中
に
も
見
ら
れ
る
が
、
儒
学
に
お
い
て
は
以
下
の
引
に
引
か
れ
る
よ
う
に
、
程
明
道

が
明
確
に
述
べ
た
。
ま
た
、
明
の
王
陽
明
は
晩
年
提
唱
の
致
良
知
説
に
お
い
て
「
良
知
」
は
「
万
物
一
体
の
仁
」
で
あ
る
と
強
調
し
た
。

｝＼ 
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（
印
）
原
文
で
は
「
同
宗
」
と
あ
る
。

（
臼
）
『
二
程
遺
書
』
巻
二
に
見
え
る
。
程
明
道
（
名
瀬
）
の
言
葉
で
あ
る
。

（mw）
程
伊
川
は
「
仁
は
之
れ
を
推
し
て
人
に
及
ぽ
す
こ
と
、
吾
が
老
を
老
と
し
て
以
て
人
の
老
に
及
ぽ
す
が
若
し
L

と
述
べ
て
い
る
（
『
ニ
程
全
書
』
巻
三
十

一
・
外
書
二
。
な
お
、
朱
子
は
『
孟
子
集
註
』
尽
心
上
篇
で
こ
の
語
を
引
用
す
る
が
、
「
仁
は
己
れ
を
推
し
て
人
に
及
ぽ
す
」
と
あ
る
）
。

（
臼
）
程
子
は
「
己
れ
を
以
て
人
に
及
ぼ
す
は
仁
な
り
。
己
れ
を
推
し
て
物
に
及
ぽ
す
は
恕
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
（
『
二
程
遺
書
』
巻
十
二
）
。

（
似
）
『
大
学
章
句
』
伝
の
十
章
に
「
上
、
老
を
老
と
し
て
民
、
孝
に
興
る
。
上
、
長
を
長
と
し
て
民
、
弟
に
興
る
L

と
あ
る
。
『
孟
子
』
梁
恵
玉
上
篇
に
は
「
吾

れ
h
b弘喜
ι
玄
白
霊
。

が
老
を
老
と
し
て
以
て
人
の
老
に
及
ぽ
し
、
警
が
幼
を
幼
と
し
て
以
て
人
の
幼
に
及
ぼ
せ
ば
、
天
下
は
掌
に
運
ら
す
べ
し
」
と
あ
り
、
同
尽
心
上
篇
に
は

「
親
を
親
し
む
は
仁
な
り
。
長
を
敬
す
る
は
義
な
り
L

と
あ
る
。

（mw
）
原
文
に
は
「
反
晴
」
と
あ
る
。
養
育
し
て
く
れ
た
者
に
対
し
て
、
恩
に
報
い
る
た
め
に
食
物
を
与
え
て
養
う
こ
と
。
梁
武
帝
の
「
孝
恩
賦
」
に
「
霊
蛇

は
珠
を
含
み
て
以
て
徳
に
報
い
、
慈
烏
は
反
晴
し
て
以
て
親
に
報
ゆ
」
と
あ
る
。

（
ω）
『
中
庸
章
句
』
第
二
十
章
に
「
凡
そ
天
下
国
家
を
為
む
る
に
九
経
有
り
。
回
く
、
身
を
修
む
る
な
り
、
賢
を
尊
ぶ
な
り
、
親
を
親
し
む
な
り
、
大
臣
を

敬
す
る
な
り
、
群
臣
を
体
す
る
な
り
、
庶
民
を
子
と
す
る
な
り
、
百
工
を
来
た
す
な
り
、
遠
人
を
柔
ら
ぐ
る
な
り
、
諸
侯
を
懐
く
る
な
り
」
と
あ
る
。
鄭
玄

は
「
体
は
猶
お
接
納
の
ご
と
し
」
と
解
釈
す
る
。
接
納
と
は
「
交
わ
り
受
げ
入
れ
る
」
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
朱
子
は
「
体
す
る
と
は
、
設
く
る
に
身
を
以

て
其
の
地
に
処
り
て
、
其
の
心
を
察
す
る
を
謂
う
な
り
」
と
解
釈
す
る
。

（
訂
）
『
孟
子
」
尽
心
上
篇
に
「
君
子
の
物
に
診
げ
る
や
、
之
を
愛
す
る
も
仁
し
ま
ず
、
民
に
珍
け
る
や
、
之
を
仁
し
む
も
親
し
ま
ず
」
と
あ
る
。

（
叫
山
）
墨
翠
は
戦
国
時
代
の
思
想
家
で
「
兼
愛
」
を
説
い
た
。
『
孟
子
』
に
お
い
て
は
、
「
為
我
」
を
説
い
た
揚
朱
と
共
に
「
異
端
」
と
し
て
退
げ
ら
れ
た
（
『
孟

子
』
勝
文
公
下
、
尽
心
上
篇
）
。
以
後
、
儒
学
に
あ
っ
て
は
概
ね
排
斥
さ
れ
た
。
こ
こ
で
リ
ッ
チ
は
こ
れ
ら
儒
者
の
揚
墨
批
判
を
援
用
し
て
、
万
物
一
体
の

思
想
を
否
定
す
る
一
つ
の
て
だ
て
と
し
て
い
る
が
、
皮
肉
な
こ
と
に
明
末
清
初
に
お
い
て
は
、
し
ば
し
ば
「
天
主
教
の
説
く
と
こ
ろ
は
墨
子
兼
愛
の
説
で
あ

る
」
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
ω）
音
楽
の
五
つ
の
音
色
（
五
音
）
の
こ
と
。

（
初
）
『
論
語
』
述
而
篇
に
「
子
、
斉
に
在
り
て
留
を
聞
く
。
三
月
肉
の
味
を
知
ら
ず
」
と
あ
る
。

（
n）
盗
阿
は
大
盗
賊
で
、
伯
夷
は
殿
末
の
賢
人
で
あ
る
。
武
王
は
周
王
朝
を
建
立
し
た
聖
人
で
、
約
王
は
殿
王
朝
最
後
の
天
子
で
暴
君
と
し
て
有
名
で
あ
る
。

（
η
）
原
文
に
は
「
本
行
」
と
あ
る
。

（
ね
）
こ
れ
ら
の
こ
と
が
ら
は
第
五
篇
の
テ
！
？
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
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（1
）
「
物
宗
類
図
」
（
本
篇
自
に
挿
入
）
は
天
主
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
万
物
を
、
そ
の
性
質
に
よ
っ
て
分
類
し
図
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
原
図
で
は
さ
ら
に

細
分
化
し
た
り
、
具
体
的
な
物
の
名
称
を
挙
げ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
本
図
で
は
省
略
し
、
以
下
に
注
記
す
る
。
な
お
、
原
文
の
「
如
：
・
」
を
適
宜
括

弧
書
き
、
ま
た
は
「
例
示
」
と
し
て
注
記
し
た
が
、
例
示
の
場
合
と
特
定
の
場
合
と
が
あ
る
。

（2
）
「
物
」
（
万
物
）
は
先
ず
「
依
頼
者
」
（
他
の
も
の
に
依
存
し
て
存
在
す
る
も
の
）
と
「
自
立
者
」
（
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
も
の
）
に
分
類
さ
れ
る
。
「
依

頼
者
」
は
さ
ら
に
「
数
量
」
（
一
・
二
・
寸
・
丈
）
「
関
係
」
（
君
・
臣
・
父
・
子
）
「
性
質
」
（
黒
・
白
・
涼
・
熱
）
「
行
動
」
（
作
る
・
害
う
・
走
る
・
言
う
）

さ

と

い

え

ひ

ろ

卑

品

Z
S

う
が

「
受
動
」
（
作
ら
れ
る
・
害
わ
れ
る
）
「
時
間
」
（
昼
・
夜
・
年
・
世
）
「
場
所
」
（
郷
・
房
・
庁
・
位
）
「
姿
勢
」
（
立
つ
・
坐
る
・
伏
す
・
倒
れ
る
）
「
穿
つ
」

（
抱
祷
・
田
池
）
に
分
類
さ
れ
る
。

（3
）
「
自
立
者
」
は
「
有
形
」
（
形
体
を
持
つ
も
の
）
と
「
無
形
」
（
形
体
を
持
た
な
い
も
の
）
に
分
類
さ
れ
る
。
「
有
形
」
は
さ
ら
に
「
無
朽
」
（
不
滅
の
も
の
）

と
「
有
朽
」
（
滅
び
る
も
の
）
に
分
類
さ
れ
る
。
「
無
朽
」
は
「
天
・
星
」
が
例
示
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
天
」
「
星
座
」
「
土
星
」
「
木
星
」
「
火
星
」
「
太
陽
」

「
金
星
」
「
水
星
」
「
月
」
で
あ
る
。

（4
）
「
無
形
」
は
「
悪
」
と
「
善
」
に
分
類
さ
れ
る
。
「
悪
」
は
「
悪
魔
（
魔
鬼
）
の
属
」
と
さ
れ
る
。

（5
）
「
善
」
は
「
天
使
（
天
神
）
の
属
」
と
さ
れ
る
。

（6
）
「
有
朽
」
は
「
純
粋
」
（
純
）
と
「
混
合
」
（
雑
）
に
分
類
さ
れ
る
。
「
純
粋
」
は
「
四
元
素
」
（
火
・
気
・
水
・
土
）
が
例
示
さ
れ
る
。

（7
）
「
混
合
」
は
「
定
体
」
（
成
）
と
「
無
定
体
」
（
不
成
）
に
分
類
さ
れ
る
。
「
無
定
体
」
は
さ
ら
に
「
火
に
属
す
る
も
の
」
（
雷
・
電
）
「
気
に
属
す
る
も
の
」

（
風
・
霧
）
「
水
に
属
す
る
も
の
」
（
雪
・
露
）
「
土
に
属
す
る
も
の
」
（
沙
）
に
分
類
さ
れ
る
。

（8
）
「
定
体
」
は
「
生
物
」
と
「
無
生
物
」
に
分
類
さ
れ
る
。
「
無
生
物
」
は
さ
ら
に
「
金
属
」
「
流
動
体
」
「
石
」
に
分
類
さ
れ
る
。
「
金
属
」
は
ま
た
さ
ら
に

「
金
」
（
黄
色
）
「
銀
」
（
白
色
）
「
銅
」
（
紅
色
）
「
鉄
」
（
黒
色
）
「
錫
」
（
青
色
）
に
分
類
さ
れ
る
。
「
流
動
体
」
は
「
油
・
酒
・
蜜
・
蝋
」
が
例
示
さ
れ
る
。

し
－
い
お
う
ば
ん
し
ょ
う

「
石
」
は
「
硬
石
」
（
鋒
・
硫
・
馨
・
硝
）
「
軟
石
」
に
分
類
さ
れ
る
。
「
硬
石
」
は
「
粗
石
」
（
黒
白
石
）
「
宝
石
」
（
猫
目
石
）
に
分
類
さ
れ
る
。

（9
）
「
生
物
」
は
「
知
覚
の
あ
る
も
の
」
と
「
知
覚
の
な
い
も
の
」
に
分
類
さ
れ
る
。
「
知
覚
の
な
い
も
の
」
は
「
木
」
「
草
」
に
分
類
さ
れ
る
。
「
木
」
は
「
叢

生
」
「
独
生
」
に
分
類
さ
れ
る
。
「
叢
生
」
は
「
竹
」
が
例
示
さ
れ
る
。
「
独
生
」
は
さ
ら
に
「
有
果
実
」
（
桃
・
李
）
「
無
果
実
」
に
分
類
さ
れ
る
。
「
無
果
実
」

は
ま
た
「
皮
を
尚
ぶ
も
の
」
（
桂
皮
）
「
乳
を
尚
ぶ
も
の
」
（
乳
香
）
「
色
を
尚
ぶ
も
の
」
（
蘇
木
）
「
堅
を
尚
ぶ
も
の
」
（
鉄
栗
）
「
香
を
尚
ぶ
も
の
」
（
植
香
）

「
文
を
尚
ぶ
も
の
」
（
花
梨
）
「
花
を
尚
ぶ
も
の
」
（
桂
花
）
「
根
を
尚
ぶ
も
の
」
（
甘
草
）
に
分
類
さ
れ
る
。
「
草
」
は
「
花
の
あ
る
も
の
」
（
蘭
茶
）
「
食
べ
ら

れ
る
も
の
」
「
自
生
す
る
も
の
」
（
野
草
）
に
分
類
さ
れ
る
。
「
食
べ
ら
れ
る
も
の
」
は
「
髄
を
取
る
も
の
」
（
芥
菜
）
「
種
子
を
取
る
も
の
」
「
頭
を
取
る
も
の
」



（
芋
頭
）
に
分
類
さ
れ
る
。
「
種
子
を
取
る
も
の
」
は
さ
ら
に
「
豆
」
（
青
豆
・
緑
豆
・
賛
豆
・
紅
一
旦
・
黒
豆
）
「
穀
物
」
（
黍
・
稜
・
麦
・
梁
・
寂
）
「
瓜
」

（
西
瓜
・
冬
瓜
・
南
瓜
・
黄
瓜
・
甜
瓜
）
に
分
類
さ
れ
る
。

（
日
）
「
知
覚
の
あ
る
も
の
」
は
「
理
性
の
あ
る
も
の
」
（
論
理
）
と
「
理
性
の
な
い
も
の
」
（
不
能
論
理
）
に
分
類
さ
れ
る
。
「
理
性
の
あ
る
も
の
」
は
人
類
が

例
示
さ
れ
る
。

（
孔
）
「
理
性
の
な
い
も
の
」
は
「
走
る
も
の
」
と
「
走
ら
な
い
も
の
」
に
分
類
さ
れ
る
。
「
走
る
も
の
」
は
「
足
の
あ
る
も
の
」
と
「
足
の
な
い
も
の
」
に
分

類
さ
れ
る
。
「
足
の
あ
る
も
の
」
は
さ
ら
に
「
家
畜
」
と
「
山
獣
」
（
虎
・
狼
）
に
分
類
さ
れ
る
。
ま
た
「
家
畜
」
は
「
第
」
（
牛
・
羊
）
と
「
象
」
（
猫
・
犬
）

に
分
類
さ
れ
る
。

（
ロ
）
「
足
の
な
い
も
の
」
は
「
蛇
の
類
」
が
例
示
さ
れ
る
。

こ

う

ら

う

ろ

こ

（
日
）
「
走
ら
な
い
も
の
」
は
「
潜
る
も
の
」
と
「
飛
ぶ
も
の
」
に
分
類
さ
れ
る
。
「
潜
る
も
の
」
（
水
中
生
物
）
は
「
鍛
」
（
紅
蝦
）
「
甲
」
「
鱗
」
（
龍
魚
）
に

こ

う

ら

に

な

す

ヲ

ぽ

ん

か

き

分
類
さ
れ
る
。
「
甲
」
は
「
動
」
（
螺
・
篭
）
と
「
不
動
」
（
燐
）
に
分
類
さ
れ
る
。

（M
）
「
飛
ぶ
も
の
」
は
「
羽
毛
の
あ
る
も
の
」
と
「
羽
毛
の
な
い
も
の
」
（
胡
蝶
）
に
分
類
さ
れ
る
。
「
羽
毛
の
あ
る
も
の
」
は
さ
ら
に
「
水
に
浮
か
ぶ
も
の
」

か
ら
す

（
発
・
雁
）
と
「
水
に
浮
か
ば
な
い
も
の
」
（
薦
・
雀
）
に
分
類
さ
れ
る
。
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