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明
治
十
八
年
夏
の
頃
、
『
時
事
新
報
』
に
「
日
本
婦
人
論
」
と
題
し
て
、
婦
人
の
身
は
男
子
と
同
等
た

る
べ
し
、
夫
婦
家いえ
に
居
て
、
男
子
の
み
独
り
快
楽
を
専
も
っ
ぱら
に
し
独
り
威
張
る
べ
き
に
あ
ら
ず 

云  

々 

う
ん
ぬ
ん

の
旨

を
記しる
し
て
、
数
日
の
社
説
に
掲
げ
、
ま
た
十
九
年
五
月
の
『
時
事
新
報
』
「
男
女
交
際
論
」
に
は
、
男
女

両
性
の
間
は
肉
交
の
み
に
あ
ら
ず
、
別
に
情
交
の
大
切
な
る
も
の
あ
れ
ば
、
両
性
の
交
際
自
由
自
在
な
る

べ
き
道
理
を
陳の
べ
た
る
に
、
世
上
に
反
対
論
も
少
な
く
し
て
鄙
見
ひ
け
ん
の
行
わ
れ
た
る
は
、
記
者
の
喜
ぶ
所
な

れ
ど
も
、
右
の
「
婦
人
論
」
な
り
、
ま
た
「
交
際
論
」
な
り
、
い
ず
れ
も
婦
人
の
方
を
本もと
に
し
て
論
を
立

て
た
る
も
の
に
し
て
、
今
の
婦
人
の
有
様
を
憐あわ
れ
み
、
何
と
か
し
て
少
し
に
て
も
そ
の
地
位
の
高
ま
る
よ

う
に
と
思
う
一
片
の
婆
心
ば
し
ん
よ
り
筆
を
下くだ
し
た
る
が
故
に
、
そ
の
筆
法
は
常
に
婦
人
の
気
を
引
き
立
つ
る
の

勢
い
を
催
し
て
、
男
子
の
方
に
筆
の
鋒
ほ
こ
さ
きの
向
か
わ
ざ
り
し
は
些ち
と
不
都
合
に
し
て
、
こ
れ
を
譬たと
え
ば
、
こ

こ
に
高
き
も
の
と
低
き
も
の
と
二
様
あ
り
て
、
い
ず
れ
も
程
好
ほ
ど
よ
き
中
ち
ゅ
うを
得
ざ
る
ゆ
え
、
こ
れ
を
矯た
め
直なお
さ

ん
と
し
て
、
ひ
た
す
ら
そ
の
低
き
も
の
を
助
け
、
い
か
よ
う
に
も
し
て
こ
れ
を
高
く
せ
ん
と
て
、
た
だ
一

方
に
苦
心
す
る
の
み
に
し
て
、
他
の
一
方
の
高
き
に
過
ぐ
る
も
の
を
低
く
せ
ん
と
す
る
の
手
段
に
力
を
尽

さ
ざ
り
し
も
の
の
如
し
。
物
の
低
き
に
過
ぐ
る
は
固もと
よ
り
宜よろ
し
か
ら
ず
と
い
え
ど
も
、
こ
れ
を
高
く
し
て

高
き
に
過
ぐ
る
に
至
る
が
如
き
は
、
む
し
ろ
初
め
の
ま
ま
に
捨
て
置
く
に
若し
か
ず
。
故
に
他
の
一
方
に
つ
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い
て
高
き
も
の
を
低
く
せ
ん
と
す
る
の
工
風
く
ふ
う
は
随
分
難かた
き
事
な
れ
ど
も
、
こ
れ
を
行
お
こ
のう
て
失
策
な
か
る
べ

き
が
故
に
、
こ
の
一
編
の
文
に
お
い
て
は
、
か
の
男
子
の
高
き
頭ず
を
取
っ
て
押
さ
え
て
低
く
し
、
自
然
に

男
女
両
性
の
釣
合
を
し
て
程
好
ほ
ど
よ
き
中
ち
ゅ
うを
得
せ
し
め
ん
と
の
腹
案
を
以
て
筆
を
立
て
、
「
日
本
男
子
論
」
と

題
し
た
る
も
の
な
り
。

　
世
に
道
徳
論
者
あ
り
て
、
日
本
国
に
道
徳
の
根
本
標
準
を
立
て
ん
な
ど
喧
か
ま
び
すし
く
議
論
し
て
、
あ
る
い
は

儒
道
に
由よ
ら
ん
と
い
い
、
あ
る
い
は
仏
法
に
従
わ
ん
と
い
い
、
あ
る
い
は
耶ヤ
蘇ソ
教
を
用
い
ん
と
い
う
も
の

あ
れ
ば
、
ま
た
一
方
に
は
こ
れ
を
悦
よ
ろ
こば
ず
、
儒
仏
耶
蘇
、
い
ず
れ
に
て
も
こ
れ
に
偏
す
る
は
不
便
な
り
、

つ
ま
り
自
愛
に
溺おぼ
れ
ず
、
博
愛
に
流
れ
ず
、
ま
さ
に
そ
の
中
道
を
得
た
る
一
種
の
徳
教
を
作
ら
ん
と
い
う

も
の
あ
り
。
こ
れ
ら
の
言
を
聞
け
ば
一
応
は
も
っ
と
も
至
極
に
し
て
、
道
徳
論
に
相
違
は
な
け
れ
ど
も
、

そ
の
目
的
と
す
る
所
、
や
や
も
す
れ
ば
自
身
に
切せつ
な
ら
ず
し
て
他
に
関
係
す
る
も
の
の
如
し
。
一
身
の
私

徳
を
後のち
に
し
て
、
交
際
上
の
公
徳
を
先
に
す
る
も
の
の
如
し
。
即
ち
家
に
居お
る
の
徳
義
よ
り
も
、
世
に
処

す
る
の
徳
義
を
専
も
っ
ぱら
に
す
る
も
の
の
如
し
。
こ
の
一
点
に
お
い
て
我
輩
が
見
る
所
を
異こと
に
す
る
と
申
す
そ

の
次
第
は
、
敢あ
え
て
論
者
の
道
徳
論
を
非
難
す
る
に
は
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、
前
後
緩
急
の
別
に
つ
い
て
問
う

所
の
も
の
な
き
を
得
ざ
る
な
り
。

　
世
界  

開    

闢  

か
い
び
ゃ
く

の
歴
史
を
見
る
に
、
初
め
は
独
化
ど
っ
か
の 

一  

人 

い
ち
に
ん

あ
り
て
、
後のち
に
男
女
夫
婦
を
生
じ
た
り
と
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い
う
。
我
が
日
本
に
お
い
て
、  

国    

常    

立    

尊  

く
に
の
と
こ
た
ち
の
み
こ
と

の
如
き
は
独
化
の
神
に
し
て
、 

伊  

奘  

諾  

尊 

い
ざ
な
ぎ
の
み
こ
と

、
伊い

   
奘  
冊  

尊 
ざ
な
み
の
み
こ
と

は
則
す
な
わち
夫
婦
の
神
な
り
。
西
洋
に
お
い
て
も
、
先
ず
エ
デ
ン
の
園
に
現
わ
れ
た
る
人
は
ア
ダ

ム
に
し
て
、
後
に
イ
ー
ブ
な
る
女
性
を
生
じ
、
夫
婦
の
道
始
め
て
行
わ
れ
た
る
も
の
な
り
。
さ
て
こ
の
独ど

化っか 

独  

生 

ど
く
せ
い

の
人
が
独
り
天
地
の
間
に
居お
る
と
き
に
当
た
り
て
は
、
固もと
よ
り
道
徳
の
要よう
あ
る
べ
か
ら
ず
。
あ

る
い
は
謹
つ
つ
しん
で
天
に
事つか
う
る
な
ど
の
こ
と
も
あ
ら
ん
な
れ
ど
も
、
こ
れ
は
神
学
の
言
に
し
て
、
我
輩
が
通

俗
の
意
味
に
用
う
る
道
徳
は
、
こ
れ
を
修
め
ん
と
し
て
修
む
べ
か
ら
ず
、
こ
れ
を
破
ら
ん
と
し
て
破
る
べ

か
ら
ず
、
徳
も
な
く
不
徳
も
な
き
有
様
な
れ
ど
も
、
後のち
に
こ
こ
に
配
偶
を
生
じ
、
男
女
二
人
に
に
ん
相あい
伴
と
も
のう
て
同

居
す
る
に
至
り
、
始
め
て
道
徳
の
要
用
を
見
出
し
た
り
。
そ
の
相
伴
う
や
、
相
共
に
親
愛
し
、
相
共
に
尊

敬
し
、
互
い
に
助
け
、
助
け
ら
れ
、
二
人
に
に
ん
あ
た
か
も
一
身
同
体
に
し
て
、
そ
の
間
に
少
し
も
私
わ
た
く
しの
意
を
挟

さ
し
は
さ

む
べ
か
ら
ず
。
即
ち
男
女
居きょ
を
同
じ
う
す
る
た
め
の
要
用
に
し
て
、
こ
れ
を
夫
婦
の
徳
義
と
い
う
。
も
し

も
然しか
ら
ず
し
て
、
相
互
い
に
疎うと
ん
じ
相
互
い
に
怨うら
ん
で
そ
の
情
を
痛
ま
し
む
る
が
如
き
あ
り
て
は
、
配
偶

の 

大  

倫 

た
い
り
ん

を
全
う
す
る
こ
と
能あた
わ
ず
し
て
、
こ
れ
を
そ
の
人
の
不
徳
と
名
づ
け
ざ
る
を
得
ず
。
我
輩
窃ひそ
か

に
案
ず
る
に
、
か
の
伊
奘
諾
尊
、
伊
奘
冊
尊
、
ま
た
は
ア
ダ
ム
、
イ
ー
ブ
の
如
き
も
、
必
ず
こ
の
夫
婦
の

徳
義
を
修
め
て
幸
福
円
満
な
り
し
こ
と
な
ら
ん
と
信
ず
る
の
み
。

　
さ
れ
ば
人
生
の
道
徳
は
夫
婦
の
間
に
始
ま
り
、
夫
婦
以
前
道
徳
な
く
、
夫
婦
以
後
始
め
て
そ
の
要
を
感
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ず
る
こ
と
な
れ
ば
、
こ
れ
を
百
徳
の
根
本
な
り
と
明
言
し
て
決
し
て
争
う
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
り
。
既
に

夫
婦
を
成
し
て
こ
こ
に
子
あ
り
、
始
め
て
親
子
・
兄
弟
姉
妹
の
関
係
を
生
じ
、
お
の
お
の
そ
の
関
係
に
つ

い
て
要
用
の
徳
義
あ
り
。
慈
と
い
い
、
孝
と
い
い
、
悌てい
と
い
い
、
友ゆう
と
い
う
が
如
き
、
即
ち
こ
れ
に
し
て
、

こ
れ
を
総
称
し
て
人
生
居
家
き
ょ
か
の
徳
義
と
名
づ
く
と
い
え
ど
も
、
そ
の
根
本
は
夫
婦
の
徳
に
由よ
ら
ざ
る
は
な

し
。
如
何
い
か
ん
と
な
れ
ば
、
夫
婦
既すで
に
配
偶
の
大
倫
を
紊みだ
り
て
先
ず
不
徳
の
家
を
成
す
と
き
は
、
こ
の
家
に
他

の
徳
義
の
発
生
す
べ
き
道
理
あ
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
近
く
有
形
の
も
の
に
つ
い
て
確
か
な
る
証
拠
を
示
さ
ん

に
、
両
親
の
身
体
に
病
あ
れ
ば
そ
の
病
毒
は
必
ず
子
孫
に
遺
伝
す
る
を
常
と
す
、
人
の
普
あ
ま
ねく
知
る
所
に
し

て
、
夫
婦
の
病
は
家
族
百
病
の
根
本
な
り
と
い
わ
ざ
る
を
得
ず
。
有
形
の
病
毒
に
し
て
斯かく
の
如
く
な
れ
ば
、

無
形
の
徳
義
に
お
い
て
も
ま
た
斯
の
如
く
な
る
べ
き
は
、
誠
に
睹
易
み
や
す
き
道
理
に
し
て
、
こ
れ
に
疑
い
を
容い

る
る
者
は
な
か
る
べ
し
。
病
身
な
る
父
母
は
健
康
な
る
児
を
生
ま
ず
、
不
徳
の
家
に
は
有
徳
な
る
子
女
を

見
ず
。
有
形
無
形
そ
の
道
理
は
一
な
り
。
あ
る
い
は
夫
婦
不
徳
の
家
に
孝
行
の
子
女
を
生
じ
、
兄
弟
姉
妹

 

団  

欒 

だ
ん
ら
ん

と
し
て
睦むつ
ま
じ
き
こ
と
も
あ
ら
ば
、
こ
れ
は
不
思
議
の
間
違
い
に
し
て
、
稀まれ
に
人
間
世
界
に
あ
る

も
、
常
に
然しか
る
を
冀
望
き
ぼ
う
す
べ
か
ら
ざ
る
所
の
も
の
な
り
。
世
間
あ
る
い
は
強
い
て
こ
れ
を
望
む
者
も
あ
る

べ
し
と
い
え
ど
も
、
そ
の
迂
闊
う
か
つ
な
る
は
病
父
母
を
し
て
健
康
無
事
の
子
を
生
ま
し
め
ん
と
す
る
に
異
な
ら

ず
、
我
輩
の
知
ら
ざ
る
所
な
り
。
古
人
の
言
に
孝
は  

百    

行  

ひ
ゃ
っ
こ
う

の
本もと
な
り
と
い
う
。
孝
行
は
人
生
の
徳
義
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の
中
に
て
至
極
大
切
な
る
も
の
に
し
て
、
我
輩
も
固もと
よ
り
重
ん
ず
る
所
の
も
の
な
り
と
い
え
ど
も
、
世
界

開
闢 
生  

々 
せ
い
せ
い

の
順
序
に
お
い
て
も
、
先
ず
夫
婦
を
成
し
て
然
る
後
に
親
子
あ
る
こ
と
な
れ
ば
、
孝
徳
は
第

二
に
起
こ
り
た
る
も
の
に
し
て
、
こ
れ
に
先
だ
つ
に
夫
婦
の
徳
義
あ
る
を
忘
る
べ
か
ら
ず
。
故
に
今
仮かり
に

古
人
の
言
に
従
っ
て
孝
を
百
行
の
本
と
す
る
も
、
そ
の
孝
徳
を
発
生
せ
し
む
る
の
根
本
は
、
夫
婦
の
徳
心

に 

胚  

胎 

は
い
た
い

す
る
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
ず
。
男
女
の
関
係
は
人
生
に
至
大
し
だ
い 

至  

重 

し
ち
ょ
う

の
事
な
り
。

　
夫
婦
家いえ
に
居
て
親
子
・
兄
弟
姉
妹
の
関
係
を
生
じ
、
そ
の
関
係
に
つ
い
て
徳
義
の
要
用
を
感
じ
、
家
族

お
の
お
の
こ
れ
を
修
め
て
一
家
の
幸
福
い
よ
い
よ
円
満
い
よ
い
よ
楽
し
。
即
ち
居
家
き
ょ
か
の
道
徳
な
れ
ど
も
、

人
間 

生  

々 

せ
い
せ
い

の
約
束
は
一
家
族
に
止とど
ま
ら
ず
、
子
々
孫
々
次
第
に
繁
殖
す
れ
ば
、
そ
の
起
源
は
一
対
の
夫

婦
に
出いず
る
と
い
え
ど
も
、
幾
百
千
年
を
経ふ
る
の
間
に
は
遂
に
一
国
一
社
会
を
成
す
に
至
る
べ
し
。
既
に
社

会
を
成
す
と
き
は
、
朋
友
の
関
係
あ
り
、
老
少
の
関
係
あ
り
、
ま
た
社
会
の
群
集
を
始
末
す
る
に
は
政
府

な
か
る
べ
か
ら
ざ
る
が
故
に
、
政
府
と
人
民
と
の
関
係
を
生
じ
、
そ
の
仕
組
み
に
は
君
臣
の
分
を
定
む
る

も
あ
り
、
あ
る
い
は
君
臣
の
名
な
き
も
あ
れ
ど
も
、
つ
ま
り
治
む
る
者
と
治
め
ら
る
る
者
と
の
関
係
に
し

て
、
そ
の
意
味
は
大
同
小
異
の
み
。
斯か
く
広
き
社
会
の
中
に
居
て
、
一
人
と
一
人
と
の
間
、
ま
た
一
種
族

と
一
種
族
と
の
間
に
様
々
の
関
係
あ
る
こ
と
な
れ
ば
、
そ
の
関
係
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
守
る
所
の
徳
義

な
か
る
べ
か
ら
ず
。
即
ち
朋
友
に
信
と
い
い
、
長
幼
に
序
と
い
い
、
君
臣
ま
た
は
治
者
・
被
治
者
の
間
に
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義
と
い
う
が
如
く
、
大
切
な
る
箇
条
あ
り
。
こ
れ
を
人
生
戸
外
こ
が
い
の
道
徳
と
い
う
。
即
ち
家
の
外
の
道
徳
と

い
う
義
に
し
て
、
家
族
に
縁
な
く
、
広
く
社
会
の
人
に
交
わ
る
に
要
用
な
る
も
の
に
し
て
、
か
の
居
家
の

道
徳
に
比
す
れ
ば
、
そ
の
働
く
と
こ
ろ
を
異
に
す
る
が
故
に
、
そ
の
重
ん
ず
る
所
も
ま
た
自おの
ず
か
ら
相あい
異
こ
と

な
ら
ざ
る
を
得
ず
。

　
例
え
ば
私
有
の
権
と
い
う
が
如
き
は
、
戸
外
に
お
い
て
最
も
大
切
な
る
箇
条
に
し
て
、
こ
れ
を
犯
す
も

の
は
不
徳
の
み
な
ら
ず
、
冷
淡
無
情
な
る
法
律
に
お
い
て
も
深
く
咎とが
む
る
所
な
れ
ど
も
、
一
歩
を
引
い
て

家
の
内
に
入
れ
ば
甚
だ
寛
ゆ
る
やか
に
し
て
、
夫
婦
親
子
の
間
に
私
有
を
争
う
も
の
も
少
な
し
。
家
の
内
に
は
情

を
重
ん
じ
て
家
族
相
互
い
に
優
し
き
を
貴
た
っ
とぶ
の
み
に
し
て
、
時
と
し
て 

過  

誤 

あ
や
ま
り 

失  

策 

し
く
じ
り

も
あ
り
、
ま
た
は

礼
を
欠
く
こ
と
あ
る
も
こ
れ
を
咎
め
ず
と
い
え
ど
も
、
戸
外
に
あ
っ
て
は
過
誤
も
容
易
に
許
さ
れ
ず
、
ま

し
て
無
礼
の
如
き
は
、
他
の
栄
誉
を
害
す
る
の
不
徳
と
し
て
、
世
間
の
譏そし
り
を
免
ま
ぬ
かる
べ
か
ら
ず
。
こ
れ
を

要
す
る
に
、
戸
外
の
徳
は
道
理
を
主
と
し
、
家
内
の
徳
は
人
情
を
主
と
す
る
も
の
な
り
と
い
う
て
可
な
ら

ん
。
即
ち
公
徳
私
徳
の
名
あ
る
所
以
ゆ
え
ん
に
し
て
、
そ
の 
分  

界 
ぶ
ん
か
い

明
白
な
れ
ば
、
こ
れ
を
教
う
る
の
法
に
お
い

て
も
ま
た
前
後
本
末
の
区
別
な
か
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

　
例
え
ば
支
那
流
に
道
徳
の
文
字
を
並
べ
、
親
愛
、
恭
敬
、
孝
悌
、
忠
信
、
礼
義
、
廉
潔
、
正
直
な
ど
記

し
て
、
そ
の
公
私
の
分
界
を
吟
味
す
れ
ば
、
親
愛
、
恭
敬
、
孝
悌
は
、
私
徳
の
誠
な
る
も
の
に
し
て
、
忠
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信
、
礼
義
、
廉
潔
、
正
直
は
、
公
徳
の
部
に
属
す
べ
し
。
け
だ
し
忠
信
以
下
の
箇
条
も
固もと
よ
り
家
内
に
行

わ
る
る
と
い
え
ど
も
、
あ
た
か
も
親
愛
、
恭
敬
、
孝
悌
の
空
気
の
中
に
包
羅
ほ
う
ら
せ
ら
れ
て
特こと
に
形
を
現
わ
す

を
得
ず
。
そ
の
行
わ
る
る
や
不
規
則
な
る
が
如
く
に
し
て
、
た
だ
精
神
を
誠
の
一
点
に
存
し
、
以
て
幸
福

円
満
欠
く
る
こ
と
な
き
を
得
る
の
み
。
然しか
る
に
戸
外
の
公
徳
は
、
や
や
も
す
れ
ば
道
理
に
入
る
こ
と
多
く

し
て
、
冷
淡
無
情
に
陥
ら
ん
と
す
る
の
弊
な
き
に
あ
ら
ず
。
最
も
憂
う
べ
き
所
に
し
て
、
あ
る
人
の
説
に

十
全
の
正
直
は
十
全
の
親
愛
と
両
立
す
べ
か
ら
ず
と
い
い
し
も
、
こ
の
辺
の
事
情
を
極
言
し
た
る
も
の
な

ら
ん
。
古
今
の
道
徳
論
者
が
世
人
の 

薄  

徳 

は
く
と
く

を
歎
き
、
未
だ
誠
に
至
ら
ず
な
ど
言
う
は
、
そ
の
言げん
不
分
明

に
し
て
徳
の
公
私
を
分
か
た
ず
と
い
え
ど
も
、
意
の
あ
る
所
を
窺
う
か
がえ
ば
、
公
徳
の
働
き
に
情
を
含
む
こ
と

未
だ
足
ら
ず
し
て
、
私
徳
の
円
満
な
る
が
如
く
な
ら
ず
と
い
う
の
意
味
を
見
る
べ
し
。
さ
れ
ば
今
、
公
徳

の
美
を
求
め
ん
と
な
ら
ば
、
先
ず
私
徳
を
修
め
て
人
情
を
厚
う
し
、
誠
意
誠
心
を
発
達
せ
し
め
、
以
て
公

徳
の
根
本
を
固
く
す
る
の
工
風
く
ふ
う
こ
そ 

最 

第 
一 

さ
い
だ
い
い
ち
の
肝
要
な
れ
。
即
ち
家
に
居お
り
家
族
相
互
い
に
親
愛
恭
敬

し
て
人
生
の
至
情
を
尽
し
、
一
言
一
行
、
誠
の
ほ
か
な
く
し
て
そ
の
習
慣
を
成
し
、
発
し
て
戸
外
の
働
き

に
現
わ
れ
て
公
徳
の
美
を
円
満
な
ら
し
む
る
も
の
な
り
。
古
人
の
言
に
、
忠
臣
は
孝
子
の
門
に
出い
ず
と
い

い
し
も
、
決
し
て
偶
然
に
あ
ら
ず
。
忠
は
公
徳
に
し
て
孝
は
私
徳
な
り
、
そ
の
私し
、
修
ま
る
と
き
は
、
こ

の
公こう
、
美
な
ら
ざ
ら
ん
と
欲
す
る
も
得う
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
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然しか
る
に
我
輩
が
古
今
和
漢
の
道
徳
論
者
に
向
か
っ
て
不
平
な
る
は
、
そ
の
教
え
の
主
義
と
し
て
第
一
に

私
徳
公
徳
の
区
別
を
立
て
ざ
る
に
あ
り
。
第
二
に
は
、
仮た
令と
え
不
言
ふ
げ
ん
の
間
に
自おの
ず
か
ら
区
別
す
る
所
あ
り

と
す
る
も
、
そ
の
教
え
の
方
法
に
前
後
本
末
を
明
言
せ
ず
し
て
、
時
と
し
て
は
私
徳
を
説
き
、
ま
た
時
と

し
て
は
公
徳
を
勧
め
、
い
ず
れ
か
前
、
い
ず
れ
か
後
な
る
を
明
ら
か
に
せ
ざ
る
が
た
め
に
、
後
進
の
学
者

を
し
て
方
向
を
誤
ら
し
む
る
に
あ
り
。
然し
か
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
教
え
の
主
義
た
る
や
、
や
や
も
す
れ
ば

政
治
論
に
混
同
し
て
重
き
を
政
治
に
置
き
、
こ
れ
に
関
す
る
徳
義
は
固もと
よ
り
公
徳
な
る
が
故
に
、
か
え
っ

て
私
徳
を
後
に
し
て
公
徳
を
先
に
す
る
も
の
さ
え
な
き
に
あ
ら
ず
。
例
え
ば
忠
義
正
直
と
い
う
が
如
き
、

政
治
上
の
美
徳
に
し
て
、
甚
だ
大
切
な
る
も
の
な
れ
ど
も
、
人
に
教
う
る
に
先
ず
こ
の
公
徳
を
以
て
し
て
、

居
家
の
私
徳
を 

等  

閑 

な
お
ざ
り

に
す
る
に
お
い
て
は
、
あ
た
か
も
根
本
の
浅
き
公
徳
に
し
て
、
我
輩
は
時
に
そ
の

動
揺
な
き
を
保
証
す
る
能あた
わ
ざ
る
も
の
な
り
。

　
そ
も
そ
も
一
国
の
社
会
を
維
持
し
て
繁
栄
幸
福
を
求
め
ん
と
す
る
に
は
、
そ
の
社
会
の
公
衆
に
公
徳
な

か
る
べ
か
ら
ず
。
そ
の
公
徳
を
し
て
堅
固
な
ら
し
め
ん
と
す
る
に
は
、
根
本
を
私
徳
の
発
育
に
取
ら
ざ
る

べ
か
ら
ず
。
即
ち
国
の
本
は
家
に
あ
り
。
良
家
の
集
ま
る
者
は
良
国
に
し
て
、
国
力
の
由よ
っ
て
以もっ
て
発
生

す
る
源
は
、
単
に
家
に
あ
っ
て
存
す
る
こ
と
、
更
に
疑
う
べ
き
に
あ
ら
ず
。
然しか
り
而
し
こ
うし
て
そ
の
家
の
私
徳

な
る
も
の
は
、
親
子
・
兄
弟
姉
妹
、 

団  

欒 

だ
ん
ら
ん

と
し
て
相
親
し
み
、
父
母
は
慈
愛
厚
く
し
て
子
は
孝
心
深
く
、
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兄
弟
姉
妹
相
助
け
て
以
て
父
母
の
心
身
の
労
を
軽
く
す
る
等
の
箇
条
に
し
て
、
能よ
く
こ
の
私
徳
を
発
達
せ

し
む
る
そ
の
原
因
は
、
家
族
の
起
源
た
る
夫
婦
の
間
に
薫くん
ず
る
親
愛
恭
敬
の
美
に
あ
ら
ざ
る
は
な
し
。

　
お
よ
そ
古
今
世
界
に
親
子
不
和
と
い
い
兄
弟
姉
妹
相
争
う
と
い
う
が
如
き
不
祥
の
沙さ
汰た
少
な
か
ら
ず
し

て
、
当
局
者
の
罪
に
相
違
は
な
け
れ
ど
も
、
一
歩
を
進
め
て
事
の
原
因
を
尋
ぬ
れ
ば
、
そ
の
父
母
た
る
者

が
夫
婦
の
関
係
を 
等  

閑 
な
お
ざ
り

に
し
た
る
に
あ
り
。
な
お
進
ん
で
吟
味
を
遠
く
す
れ
ば
、
そ
の
父
母
の
父
母
た

る
祖
父
母
よ
り
以
上
曾
祖
そ
う
そ
玄
祖
げ
ん
そ
に
至
る
ま
で
も
罪
を
免
る
べ
か
ら
ず
。
前
節
に
も
い
え
る
如
く
、
人
の
心

の
不
徳
は
身
の
病
に
異
な
ら
ず
、
病
毒
の
力
能よ
く
四
、
五
世
に
遺
伝
す
る
も
の
な
れ
ば
、
不
徳
の
力
も
ま

た
四
、
五
世
に
伝
え
て
禍
わ
ざ
わ
いせ
ざ
る
を
得
ず
。
さ
れ
ば
公
徳
の
根
本
は
一
家
の
私
徳
に
あ
り
て
、
そ
の
私
徳

の
元
素
は
夫
婦
の
間
に 

胚  

胎 

は
い
た
い

す
る
こ
と
明
々
白
々
、
我
輩
の
敢あ
え
て
保
証
す
る
所
の
も
の
な
れ
ば
、
男

女
両
性
の
関
係
は
立
国
の
大
本
、
禍
福
の
起
源
と
し
て
更
に
争
う
べ
か
ら
ず
。
今
日
吾
々
日
本
国
民
の
形

体
は
、
伊
奘
諾
・
伊
奘
冊
二
尊
に
そ
ん
の
遺
体
に
し
て
、
吾
々
の
依よ
っ
て
以もっ
て
社
会
を
維
持
す
る
私
徳
公
徳
も
ま

た
、
そ
の
起
源
を
求
む
れ
ば
、
二
尊
夫
婦
の
間
に
行
わ
れ
た
る
親
愛
恭
敬
の
遺
徳
な
り
と
知
る
べ
し
。

　
夫
婦
親
愛
恭
敬
の
徳
は
、
天
下
万
世
百
徳
の 

大  
本 

た
い
ほ
ん

に
し
て
更
に
争
う
べ
か
ら
ざ
る
の
次
第
は
、
前ぜん
既

に
そ
の
大
意
を
記しる
し
て
、
読
者
に
お
い
て
も
必
ず
異
議
は
な
か
る
べ
し
。
そ
も
そ
も
我
輩
が
こ
こ
に
敬
の

字
を
用
い
た
る
は
偶
然
に
あ
ら
ず
。
男
女
肉
体
を
以
て
相あい
接せっ
す
る
も
の
な
れ
ば
、
仮た
令と
え
い
か
な
る
夫
婦
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に
て
も
一
時
の
親
愛
な
き
を
得
ず
。
動
物
た
る
人
類
の
情
に
お
い
て
然しか
り
と
い
え
ど
も
、
人
類
を
し
て
他

の
動
物
の
上
に
位
く
ら
いし
て
万
物
の
霊
た
ら
し
む
る
所
以
ゆ
え
ん
の
も
の
は
、
こ
の
親
愛
に
兼
ね
て
恭
敬
の
誠
あ
る
に

由よ
る
の
み
。
こ
れ
を
通
俗
に
い
え
ば
、
夫
婦
の
間
、
相
互
い
に
隔
て
な
く
し
て
可
愛
が
る
と
ま
で
に
て
は

未
だ
禽
獣
と
区
別
す
る
に
足
ら
ず
。
一
歩
を
進
め
、
夫
婦
互
い
に
丁
寧
に
し
大
事
に
す
る
と
い
う
て
、
始

め
て
人
の
人
た
る
所
を
見
る
に
足
る
べ
し
。
即
ち
敬
の
意
な
り
。

　
然
ら
ば
即
ち
敬
愛
は
夫
婦
の
徳
に
し
て
、
こ
の
徳
義
を
修
め
て
こ
れ
を
今
日
の
実
際
に
施
す
の
法
如
何
い
か
ん

と
尋
ぬ
る
に
、
夫
婦
利
害
を
共
に
し
苦
楽
喜
憂
を
共
に
す
る
は
勿
論
、
あ
る
い
は
一
方
の
心
身
に
苦
痛
の

落
ち
来きた
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
人
力
の
届
く
限
り
は
そ
の
苦
痛
を
分
担
す
る
の
工
風
く
ふ
う
を
運めぐ
ら
さ
ざ
る
べ
か
ら

ず
。
い
わ
ん
や
己
れ
の
欲
せ
ざ
る
所
を
他
の
一
方
に
施
す
に
お
い
て
を
や
。
ゆ
め
ゆ
め
あ
る
ま
じ
き
事
に

し
て
、
徹
頭
徹
尾
、
恕じょ
の
一
義
を
忘
れ
ず
、
形
体
か
ら
だ
こ
そ
二
個
ふ
た
り
に
分
か
れ
た
れ
ど
も
、
そ
の
実
は
一
身
同
体

と
心
得
て
、
始
め
て
夫
婦
の
人
倫
を
全
う
す
る
を
得
べ
し
。
故
に
夫
婦
家
に
居お
る
は
人
間
の
幸
福
快
楽
な

り
と
い
う
と
い
え
ど
も
、
本
来
こ
の
夫
婦
は
二
個
の
他
人
の
相あい
合お
う
た
る
も
の
に
し
て
、
そ
の
心
は
と
も

か
く
も
、
身
の 

有  

様 

あ
り
さ
ま

の
同
じ
か
る
べ
き
に
あ
ら
ず
。
夫
婦
お
の
お
の
そ
の
親
戚
を
異こと
に
し
、
そ
の
朋
友

を
異
に
し
、
こ
れ
ら
に
関
係
す
る
喜
憂
は
一
方
の
知
ら
ざ
る
所
な
れ
ど
も
、
既
に
一
身
同
体
と
あ
れ
ば
、

そ
の
喜
憂
を
分
か
た
ざ
る
を
得
ず
。
ま
た 

平  

生 

へ
い
ぜ
い

の
衣
食
住
に
つ
い
て
も
、
お
の
お
の
好
悪
こ
う
お
す
る
所
な
き
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を
期
す
べ
か
ら
ず
と
い
え
ど
も
、
互
い
に
忍
ん
で
そ
の
好
悪
に
従
わ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
ま
た
あ
る
い
は
一

方
の
病
気
の
如
き
、
固もと
よ
り
他
の
一
方
に 

痛  

痒 

つ
う
よ
う

な
け
れ
ど
も
、
あ
た
か
も
そ
の
病
苦
を
自
分
の
身
に
引

受
く
る
が
如
く
し
て
、
力
の
あ
ら
ん
限
り
に
こ
れ
を
看
護
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。  

良    

人  

り
ょ
う
じ
ん

五
年
の  

中    

ち
ゅ
う
ふ

風    

症  

う
し
ょ
う

、
死
に
至
る
ま
で
看
護
怠
ら
ず
と
い
い
、 

内  

君 

な
い
く
ん

七
年
の
レ
ウ
マ
チ
ス
に
、
主
人
は
家
業
の
傍
か
た
わ

ら
に
自
ら
薬
餌
や
く
じ
を
進
め
、
こ
れ
が
た
め
に
遂
に
資
産
を
も
傾
け
た
る
の
例
な
き
に
あ
ら
ず
。

　
こ
れ
ら
の
点
よ
り
見
れ
ば
、
夫
婦
同
室
は
決
し
て
面
白
き
も
の
に
あ
ら
ず
。
独
身
な
れ
ば
、
親
戚
朋
友

の 

附  

合 

つ
き
あ
い

も
た
だ
一
方
に
し
て
余
計
の
心
配
な
く
、
衣
食
住
の
物
と
て
自
分
一
人
ひ
と
り
の
気
に
任
せ
て
不
自
由

な
く
、
病
気
も
一
身
の
病
気
に
し
て
他
人
の
病
を
憂
う
る
に
及
ば
ざ
る
に
、
た
だ
夫
婦
の
約
束
し
た
る
が

た
め
に
、
あ
た
か
も
一
生
の
苦
労
を
二
重
に
し
た
る
姿
と
な
り
、
一
人
に
し
て
二
人
前
の
勤
め
を
勤
む
る

の
責せめ
に
当
た
る
は
不
利
益
な
る
が
如
く
な
れ
ど
も
、
お
よ
そ
人
間
世
界
に
お
い
て
損
益
苦
楽
は
常
に
相あい
伴
と
も
の

う
の
約
束
に
し
て
、
俗
に
い
わ
ゆ
る 

丸  

儲 

ま
る
も
う

け
な
る
も
の
は
な
き
は
ず
な
り
。
故
に
夫
婦
家
に
居
て
互
い

に
苦
労
を
共
に
す
る
は
、
一
方
に
お
い
て
二
重
の
苦
労
に
似
た
れ
ど
も
、
そ
の
苦
労
の
代
り
に
は
一
人
の

快
楽
を
二
人
の
間
に
共
に
し
て
、
即
ち
二
重
の
快
楽
な
れ
ば
、
つ
ま
り 

損  

亡 

そ
ん
も
う

と
て
は
な
く
し
て
苦
楽
相
あ
い

償つぐ
のい
、
平
均
し
て
な
お
余
楽
よ
ら
く
あ
る
も
の
と
知
る
べ
し
。

　
さ
れ
ば
夫
婦
家
に
居お
る
は
必
ず
し
も
常
に
快
楽
の
み
に
浴
す
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
、
苦
楽
相
平
均
し
て
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幸
い
に
余
楽
を
楽
し
む
も
の
な
れ
ど
も
、
栄
枯
無
常
の
人
間
世
界
に
居
れ
ば
、
不
幸
に
し
て
た
だ
苦
労
に

の
み
苦
し
む
こ
と
も
あ
る
べ
き
約
束
な
り
と
覚
悟
を
定
め
て
、
さ
て
一
夫
多
妻
、
一
婦
多
男
た
だ
ん
は
、
果
た
し

て
天
理
に
叶かな
う
か
、
果
た
し
て
人
事
の
要
用
、
臨
時
の
便
利
に
し
て
害
な
き
も
の
か
と
尋
ぬ
る
に
、
我
輩

は
断
じ
て
否いな
と
答
え
ざ
る
を
得
ず
。
天
の
人
を
生
ず
る
や
男
女
同
数
に
し
て
、
こ
の
人
類
は
元もと
一
対
の
夫

婦
よ
り
繁
殖
し
た
る
も
の
な
れ
ば
、 

生  

々 

せ
い
せ
い

の
起
原
に
訴
う
る
も
、
今
の
人
口
の
割
合
に
問
う
も
、
多
妻

多
男
は
許
す
べ
か
ら
ず
。
然
ら
ば
人
事
の
要
用
、
臨
時
の
便
利
に
お
い
て
如
何
い
か
ん
と
い
う
に
、
人
間
世
界
の

歳
月
を
短
き
も
の
と
し
、
人
生
を
一
代
限
り
の
も
の
と
し
、
あ
た
か
も
今
日
の
世
界
を
挙
げ
て
今
日
の
人

に 

玩  

弄 

が
ん
ろ
う

せ
し
め
て
遺
憾
な
し
と
す
れ
ば
、
多
妻
多
男
の
要
用
便
利
も
あ
る
べ
し
。
世せ
事じ
繁
多
は
ん
た
な
れ
ば
一

時
夫
婦
の
離
れ
居
る
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
時
と
し
て
は
病
気
災
難
等
の
事
も
少
な
か
ら
ず
。
こ
れ
ら
の
時

に
当
た
っ
て
は
夫
婦
一
対
に
限
ら
ず
、
一
夫 

衆  

婦 
し
ゅ
う
ふ

に
接
し
、
一
婦  

衆    

男  

し
ゅ
う
だ
ん

に
交
わ
る
も
、 

木  

石 

ぼ
く
せ
き

な

ら
ざ
る
人
情
の
要
用
に
し
て
、
臨
時
非
常
の
便
利
な
る
べ
し
と
い
え
ど
も
、
こ
れ
は
人
生
に
苦
楽
相
伴
う

の
情
態
を
知
ら
ず
し
て
、
快
楽
の
一
方
に
着
眼
し
、
い
わ
ゆ
る
丸
儲
け
を
取
ら
ん
と
す
る
自
利
の
偏
見
に

し
て
、
今
の
社
会
を
害
す
る
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
後
世
の
た
め
に
謀はか
り
て
許
す
べ
か
ら
ざ
る
所
の
も
の
な

り
。

　
男
女
に
し
て
一
度
ひ
と
た
び
こ
れ
を
犯
す
と
き
は
、
既
に
夫
婦
の
大
倫
を
破
り
、
恕じょ
の
道
を
忘
れ
て
情
を
痛
ま
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し
め
た
る
も
の
に
し
て
、
敬
愛
の
誠
は
こ
の
時
限
り
に
断
絶
せ
ざ
る
を
得
ず
。
仮た
令と
え
あ
る
い
は
種
々
様

々
の
事
情
に
よ
り
て
外
面
の
美
を
装
う
こ
と
な
き
に
あ
ら
ず
と
い
え
ど
も
、
一
点
の
瑕
瑾
か
き
ん
、
以
て 

全  

璧 

ぜ
ん
ぺ
き

の
光
を
害
し
て
家
内
の
明めい
を
失
い
、
禍
根
一
度
ひ
と
た
び
生
じ
て
、
発
し
て
は
親
子
の
不
和
と
な
り
、
変
じ
て
は

兄
弟
姉
妹
の
争
い
と
な
り
、
な
お
天
下
後
世
を
謀
れ
ば
、
一
家
の
不
徳
は
子
々
孫
々
と
共
に
繁
殖
し
て
、

遂
に
社
会
公
徳
の
根
本
を
薄
弱
な
ら
し
む
る
に
至
る
べ
し
。
故
に
云いわ
く
、
多
妻
多
男
の
法
は 

今  

世 

こ
ん
せ
い

を
挙

げ
て 

今  

人 

こ
ん
じ
ん

の 

玩 
弄 
物 

が
ん
ろ
う
ぶ
つ
に
供
す
る
の
覚
悟
な
れ
ば
可
な
り
と
い
え
ど
も
、
天
下
を
万
々
歳
の
天
下
と
し

て
今
人
を
し
て
後
世
に
責
任
あ
ら
し
め
ん
と
す
る
と
き
は
、
我
輩
は
一
時
の
要
用
便
利
を
以
て
天
下
後
世

の
大
事
に
易か
う
る
こ
と
能
わ
ざ
る
者
な
り
。

　
男
女
両
性
の
関
係
は
至
大
至
重
の
も
の
に
し
て
、
夫
婦
同
室
の
約
束
を
結
ぶ
と
き
は
、
こ
れ
を
人
の
大

倫
と
称
し
、
社
会
百
福
の
基
も
と
い、
ま
た
百
不
幸
の
源
た
る
の
理
由
は
、
前
に
陳の
べ
た
る
所
を
以
て
既
に
明
白

な
り
と
し
て
、
さ
て
古
今
世
界
の
実
際
に
お
い
て
、
両
性
の
い
ず
れ
か
こ
の
関
係
を 

等  

閑 

な
お
ざ
り

に
し
て
大
倫

を
破
る
も
の
多
き
や
と
尋
ぬ
れ
ば
、
常
に
男
性
に
あ
り
と
答
え
ざ
る
を
得
ず
。
西
洋
文
明
の
諸
国
に
お
い

て
も
皆
然しか
ら
ざ
る
は
な
き
そ
の
中
に
つ
い
て
も
、
日
本
の
如
き
は
最
も
甚
だ
し
き
も
の
に
し
て
、
古
来
の

習
俗
、
一
男
多
妻
を
禁
ぜ
ざ
る
の
事
実
を
見
て
も
、
大
概
を
窺
う
か
がい
見
る
べ
し
。
西
洋
文
明
国
の
男
女
は
果

た
し
て 

潔  

清 

け
っ
せ
い

な
り
や
と
い
う
に
、
決
し
て
然
ら
ず
、
極
端
に
つ
い
て
見
れ
ば
不
潔
の
甚
だ
し
き
も
の
多
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し
と
い
え
ど
も
、
そ
の
不
潔
を
不
潔
と
し
て
こ
れ
を
悪にく
み
賤いや
し
む
の
情
は
日
本
人
よ
り
も
甚
だ
し
く
し
て
、

輿
論
よ
ろ
ん
の
厳
重
な
る
こ
と
は
と
て
も
日
本
国
の
比
に
あ
ら
ず
。
故
に
、
か
の
国
々
の
男
子
が
不
品
行
を
犯
す

は
、
初
め
よ
り
そ
の
不
品
行
な
る
を
知
り
、
あ
た
か
も
輿
論
に
敵
し
て
窃ひそ
か
に
こ
れ
を
犯
す
こ
と
な
れ
ば
、

そ
の
事
は
す
べ
て
人
間
の
大
秘
密
に
属
し
て
、
言
う
者
も
な
く
聞
く
者
も
な
く
、
事
実
の
有
無
に
か
か
わ

ら
ず
外
面
の
美
風
だ
け
は
こ
れ
を
維
持
し
て
な
お
未
だ
破
壊
に
至
ら
ず
と
い
え
ど
も
、
不
幸
な
る
は
我
が

日
本
国
の
旧
習
俗
に
し
て
、
事
の
起
源
は
今
日
、
得
て
詳
つ
ま
びら
か
に
す
る
に
由よし
な
し
と
い
え
ど
も
、
古
来
家

の
血
統
を
重
ん
ず
る
の
国
風
に
し
て
、
嗣し
子し
な
く
家
名
の
断
絶
す
る
法
律
さ
え
行
わ
れ
た
る
ほ
ど
の
次
第

に
て
、
頻しき
り
に
子
を
生
む
の
要
用
を
感
じ
、
そ
の
目
的
を
達
す
る
に
は
多
妻
法
よ
り
便
利
な
る
も
の
な
き

が
故
に
、
こ
こ
に
お
い
て
か
妾
し
ょ
うを
畜
や
し
なう
の
風
を
成
し
た
る
も
の
の
如
し
。
天
理
の
議
論
な
ど
は
と
も
か
く

も
、
家
名
を
重
ん
ず
る
の
習
俗
に
制
せ
ら
れ
て
、
止や
む
を
得
ず
妾
を
畜
う
の
場
合
に
至
り
し
は
無
理
も
な

き
こ
と
に
し
て
、
ま
た
こ
れ
一
国
の
一
主
義
と
し
て
恕じょ
す
べ
き
に
似
た
れ
ど
も
、
天
下
後
世
こ
れ
よ
り
生

ず
る
所
の
弊
害
は
、
実
に
筆
紙
ひ
っ
し
に
も
尽
し
難
き
も
の
あ
り
。

　
さ
な
き
だ
に
人
類
の
情
慾
は
自おの
ず
か
ら
禁
じ
難
き
も
の
な
る
に
、
こ
こ
に
幸
い
に
も
子
孫
相
続
云
々
の

一
主
義
あ
る
こ
と
な
れ
ば
、
こ
の
義
を
拡
お
し
ひ
ろめ
て
い
か
な
る
事
か
行
わ
る
べ
か
ら
ざ
ら
ん
や
。
妻
を
離
別
す

る
も
可
な
り
、
妾
し
ょ
うを
畜
や
し
なう
も
可
な
り
、
一
妾
に
し
て
足
ら
ざ
れ
ば
二
妾
も
可
な
り
、
二
妾
三
妾
随
時
随
意
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に
こ
れ
を
取
替
え
引
替
う
る
も
ま
た
可
な
り
。
人
事
の
変
遷
、
長
き
歳
月
を
経ふ
る
間
に
は
、
子
孫
相
続
の

主
義
は
た
だ
に
口
実
と
し
て
用
い
ら
る
る
の
み
な
ら
ず
、
早
く
既
に
そ
の
主
義
を
も
忘
却
し
、
一
男
に
し

て
衆
婦
人
に
接
す
る
は
、
あ
た
か
も
男
子
に
授
け
ら
れ
た
る
特
典
の
姿
と
な
り
、
以
て
人
倫
不
取
締
の
今

日
に
至
り
し
は
、
国
民
一
家
の
不
幸
に
止とど
ま
ら
ず
、
そ
の
禍
わ
ざ
わ
いは
引
い
て
天
下
に
及
ぼ
し
、
一
家
の
私
徳
先ま

ず
紊みだ
れ
て
社
会
交
際
の
公
徳
を
害
し
、
立
国
の 

大  

本 

た
い
ほ
ん

、
動
揺
せ
ざ
ら
ん
と
欲
す
る
も
得う
べ
か
ら
ず
。
故

に
今
日
の
日
本
男
子
に
し
て 

内  

行 

な
い
こ
う

の
修
ま
ら
ざ
る
者
は
、
単
に
自
家
子
孫
の
罪
人
の
み
に
あ
ら
ず
、
社

会
中
の
一
人
と
し
て
、
今
の
天
下
に
対
し
ま
た
後
世
に
対
し
て
、
そ
の
罪
免
ま
ぬ
かる
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
り
。

　
主
人
の 

内  

行 

な
い
こ
う

修
ま
ら
ざ
る
が
た
め
に
、
一
家
内
に
様
々
の
風
波
を
起
こ
し
て
家
人
の
情
を
痛
ま
し
め
、

以
て
そ
の
私
徳
の
発
達
を
妨
げ
、
不
孝
の
子
を
生
じ
、
不
悌
ふ
て
い
不
友
ふ
ゆ
う
の
兄
弟
姉
妹
を
作
る
は
、
固もと
よ
り
免
る

べ
か
ら
ざ
る
の
結
果
に
し
て
、
怪
し
む
に
足
ら
ざ
る
所
な
れ
ど
も
、
こ
こ
に
最
も
憐あわ
れ
む
べ
き
は
、
家
に

男
尊
女
卑
の
悪
習
を
醸かも
し
て
、
子
孫
に
圧
制
卑
屈
の
根
性
を
成
さ
し
む
る
の
一
事
な
り
。
男
子
の
不
品
行

は
既
に
一
般
の
習
慣
と
な
り
て
、
人
の
怪
し
む
者
な
し
と
い
う
と
い
え
ど
も
、
人
類
天
性
の
本
心
に
お
い

て
、
自
ら
犯
す
そ
の
不
品
行
を
人
間
の
美び
事じ
と
し
て
誇
る
者
は
あ
る
べ
か
ら
ず
。
否いな
百
人
は
百
人
、
千
人

は
千
人
、
皆
こ
れ
を
心
の
底
に
愧は
じ
ざ
る
も
の
な
し
。
内
心
に
こ
れ
を
愧
じ
て
外
面
に
傲
慢
な
る
色
を
装

い
、 

磊  

落 

ら
い
ら
く

な
る
が
如
く
無
頓
着
な
る
が
如
く
に
し
て
、
強
い
て
自
ら
慰
む
る
の
み
な
れ
ど
も
、
俗
に
い
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わ
ゆ
る
疵きず
持
つ
身
に
し
て
、
常
に
悠
々
と
し
て
安
心
す
る
を
得
ず
。
そ
の
家
人
と
共
に
一
家
に
眠
食
し
て

団
欒
た
る
最
中
に
も
、
時
と
し
て
禁
句
に
触
れ
ら
る
る
こ
と
あ
れ
ば
、
そ
の
時
の
不
愉
快
は
譬たと
え
ん
に
物

な
し
。
無
心
の
小
児
が
父
を
共
に
し
て
母
を
異こと
に
す
る
の
理
由
を
問
い
、
隣
家
に
は
父
母
二
人
に
限
り
て

吾
が
家
に
一
父
二
、
三
母
あ
る
は
如
何
い
か
ん
な
ど
と
、
不
審
を
起
こ
し
て
詰
問
に
及
ぶ
と
き
は
、
さ
す
が
鉄  

て
つ
め

面 

皮 

ん
ぴ

の
乃
父
だ
い
ふ
も
答
う
る
に
辞
こ
と
ばな
く
、
た
だ
黙
し
て
冷
笑
す
る
か
顧
み
て
他
を
言
う
の
ほ
か
な
し
。
即
ち

そ
の
身
の
弱
点
よ
わ
み
に
し
て
、
小
児
の
一
言
、
寸
鉄
腸
は
ら
わ
たを
断
つ
も
の
な
り
。
既
に
こ
の
弱
点
あ
れ
ば
常
に
こ
れ

を
防
禦
す
る
の
工
風
く
ふ
う
な
か
る
べ
か
ら
ず
。
そ
の
策
如
何
い
か
ん
と
い
う
に
、  

朝    

夕  

ち
ょ
う
せ
き

主
人
の
言
行
を
厳
重
正
格

に
し
て
、
家
人
を
視み
る
こ
と
他
人
の
如
く
し
、
妻
妾
児
孫
を
し
て
己
れ
に
事つか
う
る
こ
と
奴
隷
の
主
君
に
お

け
る
が
如
く
な
ら
し
め
、
あ
た
か
も
一
家
の
至
尊
に
は
近
づ
く
べ
か
ら
ず
、
そ
の
忌き
諱き
に
は
触ふ
る
べ
か
ら

ず
、
俗
に
い
え
ば
殿
様
旦
那
様
の
御
機
嫌
は
損
ず
べ
か
ら
ず
と
し
て
、
上
下
尊
卑
の
分ぶん
を
明
ら
か
に
し
、

例
の
内
行
禁
句
の
一
事
に
至
り
て
は
、
言こと
の
端は
に
も
こ
れ
を
い
わ
ず
し
て
、
家
内
、
目
を
以
て
す
る
の
家

風
を
養
成
す
る
こ
と
最
も
必
要
に
し
て
、
こ
の
一
策
は
取
り
も
直
さ
ず
内
行
防
禦
の
胸
壁
と
も
称
す
べ
き

も
の
な
り
。

　
お
よ
そ
人
事
に
必
要
な
る
も
の
は
特
に
求
め
ず
し
て
成
る
の
常
に
し
て
、
か
の
内
行
不
始
末
の
防
禦
策

の
如
き
も
、
誰た
が
家
の
主
人
が
い
ず
れ
の
時
に
こ
れ
を
発
明
し
て
実
行
の
先
例
を
示
し
た
り
な
ど
い
う
べ
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き
跡
は
な
け
れ
ど
も
、
今
日
の
実
際
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
主
人
の
内
行
修
ま
ら
ざ
る
者
は
、
そ
の
家
風
の

外
面
は
必
ず
厳
重
に
し
て
、
家
族
骨
肉
の
間
、
自
然
に
他
人
の
交
際
の
如
く
、
何
か
互
い
に
隠
し
て
打
ち

解
け
ざ
る
も
の
あ
る
が
如
し
。
あ
る
い
は
ま
た
、
家
道
紊みだ
れ
て
取
締
な
く
、
親
子
妻
妾
相あい
互たが
い
に
無
遠
慮

 

狼  

藉 

ろ
う
ぜ
き

な
る
が
如
き
も
の
に
て
も
、
そ
の
主
人
は
必
ず
特
に
短
気
無
法
に
し
て
、
家
人
に
恐
れ
ら
れ
ざ
る

は
な
し
。
即
ち
事
の
要
用
に
出
で
た
る
も
の
に
し
て
、
い
や
し
く
も
家
風
に
厳
格
を
失
う
か
、
も
し
く
は

主
人
に
短
気
無
法
の
威
力
な
き
に
お
い
て
は
、
か
の
不
品
行
の
弱
点
を
襲
わ
る
る
の
恐
れ
あ
れ
ば
な
り
。

世
間
の
噂
う
わ
さに
、
某
家
の
主
人
は
内
行
に
頓
着
せ
ず
し
て
家
事
を
軽
ん
じ
、
あ
る
い
は
妻
妾
一
処
に
居
て
甚

だ
不
都
合
な
れ
ど
も
、
内
君
は
貞
実
に
し
て
主
公
は
公
平
、
妾
も
ま
た
至
極
し
ご
く
柔
順
な
る
者
に
し
て
、
か
つ

て
家
に
風
波
を
生
じ
た
る
こ
と
な
し
な
ど
い
う
者
あ
れ
ど
も
、
こ
れ
は
た
だ
外
見
外
聞
の
噂
の
み
。
即
ち

そ
の
風
波
の
生
ぜ
ざ
る
は
、
た
だ
家
法
の
厳
に
し
て
主
公
の
威
張
る
が
た
め
に
し
て
、
こ
れ
を
形
容
し
て

い
え
ば
、
圧
制
政
府
の
下
に
騒
乱
な
き
も
の
に
異
な
ら
ず
。
た
だ
表
に
破
裂
せ
ざ
る
の
み
。
そ
の
内
実
は

風
波
の
動
揺
を
互
い
の
胸
中
に
含
む
も
の
と
い
う
べ
し
。
さ
れ
ば
、
男
尊
女
卑
、
主
公
圧
制
、
家
人
卑
屈

の
組
織
は
、
不
品
行
の
家
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
の
要
用
に
し
て
、
日
々  

夜    

々  

に
ち
に
ち
や
や
、
後
進
の
子
女
を
こ
の

組
織
の
中
に
養
育
す
る
こ
と
な
れ
ば
、
そ
の
子
女
後
年
の
事
も
ま
た
想
い
見
る
べ
し
。
我
輩
の
特こと
に
憐
れ

む
所
の
も
の
な
り
。
天
下
広
し
家
族
多
し
と
い
え
ど
も
、
一
家
の
夫
婦
・
親
子
・
兄
弟
姉
妹
、
相
互
い
に
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親
愛
恭
敬
し
て
至
情
を
尽
し
、
陰
に
も
陽
に
も
隠
す
所
な
く
し
て
互
い
に
そ
の
幸
福
を
祈
り
、
無
礼
の
間

に
敬
意
を
表
し
、
争
う
が
如
く
に
し
て
相あい
譲ゆず
り
、
家
の
貧
富
に
論
な
く
万
年
の
和
気
悠
々
と
し
て
春
の
如

く
な
る
も
の
は
、
不
品
行
の
家
に
求
む
べ
か
ら
ざ
る
の
幸
福
な
り
と
知
る
べ
し
。

　
君
子
の
世
に
処
す
る
に
は
、
自
ら
信
じ
自
ら
重
ん
ず
る
所
の
も
の
な
か
る
べ
か
ら
ず
。
即
ち
自
身
の
他

に
擢ぬき
ん
で
て
他
人
の
得
て
我
に
及
ば
ざ
る
所
の
も
の
を
恃たの
み
に
す
る
の
謂いい
に
し
て
、
あ
る
い
は
才
学
の
抜

群
な
る
あ
り
、
あ
る
い
は
資
産
の
非
常
な
る
あ
り
、
皆
以
て
身
の
重
き
を
成
し
て
自
信
自
重
の
資
た
す
けた
る
べ

き
も
の
な
れ
ど
も
、  

就    
中  

な
か
ん
ず
く

私
徳
の
盛
ん
に
し
て
い
わ
ゆ
る 

屋  

漏 

お
く
ろ
う

に
恥
じ
ざ
る
の
一
義
は
最
も
恃たの
む

べ
き
も
の
に
し
て
、
能よ
く
そ
の
徳
義
を
脩おさ
め
て
家
内
に
恥
ず
る
こ
と
な
く
戸
外
に
憚
は
ば
かる
所
な
き
者
は
、
貧

富
・
才
不
才
に
論
な
く
、
そ
の
身
の
重
き
を
知
っ
て
自
ら
信
ぜ
ざ
る
は
な
し
。
こ
れ
を
君
子
の
身
の
位
く
ら
いと

い
う
。
洋
語
に
い
う
ヂ
グ
ニ
チ
ー
な
る
も
の
、
こ
れ
な
り
。
そ
も
そ
も
人
の
私
徳
を
脩
む
る
者
は
、 

何  

な
に
ゆ

故 え
に
自
信
自
重
の
気
象
を
生
じ
て
、
自
ら
天
下
の
高
所
に
居お
る
や
と
尋
ぬ
る
に
、
能よ
く
難かた
き
を
忍
ん
で

他
人
の
能よ
く
せ
ざ
る
所
を
能
く
す
る
が
故
な
り
。
例
え
ば
読
書
生
が
徹
夜
勉
強
す
れ
ば
、
そ
の
学
芸
の
進

歩
如
何
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
た
だ
そ
の
勉
強
の
一
事
の
み
を
以
て
自
ら
信
じ
自
ら
重
ん
ず
る
に
足
る
べ
し
。

寺
の
僧
侶
が  

毎    

朝  

ま
い
ち
ょ
う

早
起
そ
う
き
、
経
き
ょ
うを
誦
し
ょ
うし
粗
衣
粗
食
し
て
寒
暑
の
苦
し
み
を
も
憚
は
ば
から
ざ
れ
ば
、
そ
の
事
は

直
ち
に
世
の
利
害
に
関
係
せ
ざ
る
も
、
本
人
の
精
神
は
、
た
だ
そ
の
艱
苦
か
ん
く
に
当
た
る
の
み
を
以
て
凡
俗
を
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目
下
に
見
下
す
の
気
位
を
生
ず
べ
し
。
天
下
の
人
皆
財ざい
を
貪
む
さ
ぼる
そ
の
中
に
居
て
独
り
寡
慾
か
よ
く
な
る
が
如
き
、

詐さ
偽ぎ
の
行
わ
る
る
社
会
に
独
り
正
直
な
る
が
如
き
、
軽
薄
無
情
の
浮
世
に
独
り 

深  

切 

し
ん
せ
つ

な
る
が
如
き
、
い

ず
れ
も
皆
抜
群
の
嗜
た
し
なみ
に
し
て
、
自
信
自
重
の
元
素
た
ら
ざ
る
は
な
し
。
如
何
い
か
ん
と
な
れ
ば
、
書
生
の
勉
強
、

僧
侶
の
眠
食
は
身
体
の
苦
痛
に
し
て
、
寡
慾
、
正
直
、
深
切
の
如
き
は
精
神
の
忍
耐
、
即
ち
一
方
よ
り
い

え
ば
そ
の
苦
痛
な
れ
ば
な
り
。

　
さ
れ
ば
私
徳
を
大
切
に
す
る
そ
の
中
に
つ
い
て
も
、
両
性
の
交
際
を
厳
に
し
て
徹
頭
徹
尾 

潔  

清 

け
っ
せ
い

の
節

を
守
り
、 

俯  

仰 

ふ
ぎ
ょ
う

天
地
に
愧は
ず
る
こ
と
な
か
ら
ん
と
す
る
に
は
、
人
生
甚
だ
長
く
し
て
そ
の
間
に
千
種
万

様
の
事
情
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
ら
血
気
を
抑
え
て
時
と
し
て
は
人
の  

顔    

色  

が
ん
し
ょ
く

を
も
犯
し
、
世
を

挙こぞ
っ
て
皆
酔
う
の
最
中
、
独
り
自
ら
醒さ
め
、
独
行
勇
進
し
て
左
右
を
顧
み
ざ
る
こ
と
な
れ
ば
、
随
分
容
易

な
る  

脩    

業  

し
ゅ
ぎ
ょ
う

に
あ
ら
ず
。
即
ち 

木  
石 

ぼ
く
せ
き

な
ら
ざ
る
人
生
の
難
業
と
も
い
う
べ
き
も
の
に
し
て
、
既
に
こ

の
業
を
脩おさ
め
て
顧
み
て
凡
俗
世
界
を
見
れ
ば
、
腐
敗
の
空
気
充
満
し
て
醜
に
堪
え
ず
。
無
知
無
徳
の
下
等

社
会
は
と
も
か
く
も
、
上
流
の
富
貴
ふ
う
き
ま
た
は
学
者
と
称
す
る
部
分
に
お
い
て
も
、
言
う
に
忍
び
ざ
る
も
の

多
し
。
人
間
の
大
事
、
社
会
の
体
面
の
た
め
と
思
え
ば
こ
そ
、
敢あ
え
て
こ
れ
を
明
言
す
る
者
な
け
れ
ど
も
、

そ
の
実
は
万
物
の
霊
た
る
を
忘
れ
て
単
に
獣
慾
の
奴
隷
た
る
者
さ
え
な
き
に
あ
ら
ず
。

　
い
や
し
く
も 

潔  

清 

け
っ
せ
い

無む
垢く
の
位
く
ら
いに
居お
り
、
こ
の
腐
敗
し
た
る
醜
世
界
を
臨のぞ
み
見
て
、
自
ら
自
身
を
区
別
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す
る
の
心
を
生
ぜ
ざ
る
も
の
あ
ら
ん
や
。
僅わず
か
に
資
産
の
厚
薄
、
才
学
の
深
浅
を
以
て
な
お
か
つ
他
と
伍ご

を
な
す
を
屑
い
さ
ぎ
よし
と
せ
ず
。
い
わ
ん
や
人
倫
の
大
本
、
百
徳
の
源
た
る
男
女
の
関
係
に
つ
き
、
潔
不
潔
を
殊
こ
と

に
す
る
に
お
い
て
を
や
。
他
の
醜
物
を
眼
下
に
視み
る
こ
と
な
か
ら
ん
と
欲
す
る
も
得う
べ
か
ら
ず
。
即
ち
我

が
精
神
を
自
信
自
重
の
高
処
に
進
め
た
る
も
の
に
し
て
、
精
神
一
度
ひ
と
た
び
定
ま
る
と
き
は
、
そ
の
働
き
は
た

だ
人
倫
の
区
域
の
み
に
止とど
ま
ら
ず
、
発
し
て
は
社
会
交
際
の
運
動
と
な
り
、
言
語
応
対
の
風
采
と
な
り
、

 

浩  

然 

こ
う
ぜ
ん

の
気き
外
に
溢あふ
れ
て
、
身
外
の
万
物
恐
る
る
に
足
る
も
の
な
し
。
談
笑 

洒  

落 

し
ゃ
ら
く

・
進
退
自
由
に
し
て

縦
横
憚
は
ば
かる
所
な
き
が
如
く
な
れ
ど
も
、
そ
の
間
に
一
点
の
汚
痕
お
こ
ん
を
留とど
め
ず
、
余
裕  

綽    

々    

然  

し
ゃ
く
し
ゃ
く
ぜ
ん

と
し
て

人
の
情
を
痛
ま
し
む
る
こ
と
な
し
。
け
だ
し
潔
清
無
垢
の
極
は
か
え
っ
て
無
量
の
寛
大
と
な
り
、
浮
世
の

 

百 

汚 

穢 

ひ
ゃ
く
お
わ
い
を
容い
れ
て
妨
げ
な
き
も
の
な
ら
ん
の
み
。
こ
れ
を
、
か
の
世
間
の
醜
行
男
子
が
、
社
会
の 

陰  

い
ん
し

処 ょ
に
独
り
醜
を
恣
ほ
し
い
ま
まに
す
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
同
類
一
場
の
交
際
を
開
き
、
豪
遊
と
名
づ
け
愉
快
と
称
し
、

 

沈  

湎 

ち
ん
め
ん  

冒    

色  

ぼ
う
し
ょ
く

勝
手
次
第
に
飛
揚
し
て 
得  
々 
と
く
と
く

た
る
も
、
不
幸
に
し
て
君
子
の
耳
目
に
触
る
る
と
き
は
、

疵きず
持
つ
身
の
忽
た
ち
まち
萎
縮
し
て
顔
色
を
失
い
、
人
の
後
し
り
えに  

瞠    

若  

ど
う
じ
ゃ
く

と
し
て
卑
屈
慚
愧
ざ
ん
き
の
状
を
呈
す
る
こ
と
、

日
光
に
当
て
ら
れ
た
る
土
鼠
も
ぐ
ら
の
如
く
な
る
も
の
に
比
す
れ
ば
、
ま
た
同
日
の
論
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。

　
近
来
世
間
に
い
わ
ゆ
る
文
明
開
化
の
進
歩
と
共
に
学
術
技
芸
も
ま
た
進
歩
し
て
、
後
進
の
社
会
に
人
物

を
出いだ
し
、
ま
た
故
老
の
部
分
に
お
い
て
も
随
分
開
明
説
を
悦
よ
ろ
こん
で
、
そ
の
主
義
を
事
に
施
さ
ん
と
す
る
者
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あ
る
は
祝
す
べ
き
に
似
た
れ
ど
も
、
開
明
の
進
歩
と
共
に
内
行
の
不
取
締
も
ま
た
同
時
に
進
歩
し
、
こ
の

輩
が
不
文
ふ
ぶ
ん
野
蛮
と
称
し
て
常
に  

愍    

笑  

び
ん
し
ょ
う

す
る
所
の
封
建
時
代
に
あ
り
て
も
、
決
し
て
許
さ
れ
ざ
り
し
不

品
行
を
今
日
に
犯
し
、
恬てん
と
し
て
愧は
ず
る
を
知
ら
ざ
る
も
の
な
き
に
あ
ら
ず
。
文
明
進
歩
し
て
罪
を
野
蛮

人
に
得
る
者
と
い
う
べ
し
。
学
術
技
芸
果は
た
し
て
何
の
効
あ
る
べ
き
や
。
我
輩
は
我
が
社
会
を
維
持
し
て

国
を
立
て
ん
と
す
る
に
、
む
し
ろ
無
学
無
術
の
人
と
事
を
共
に
す
る
も
、
有
智
の
妖
怪
と
共
に
す
る
を
欲

せ
ざ
る
者
な
り
。
そ
も
そ
も
我
が
日
本
国
の
独
立
し
て
既
に
数
千
年
の
社
会
を
維
持
し
、
ま
た
今
後
万
々

歳
に
伝
え
ん
と
す
る
は
、
自おの
ず
か
ら
そ
の
然しか
る
所
以
ゆ
え
ん
の
元
素
あ
る
が
故
な
り
。
即
ち
社
会
の
公
徳
に
し
て
、

そ
の
公
徳
の
本もと
は
家
の
私
徳
に
あ
り
。
何
者
の
軽
薄
児
か
、
敢あ
え
て
文
明
を
口
に
藉か
り
て
立
国
の 

大  

本 

た
い
ほ
ん

を
害
せ
ん
と
す
る
や
。
我
が
道
徳
は
数
千
年
に
由
来
し
て
そ
の
根
本
固
し
。
豈あに
汝
ら
を
し
て
容
易
に
こ
れ

を
動
揺
せ
し
め
ん
や
。
天
下
広
し
、
我
輩
徳
友
に
乏
し
か
ら
ず
。
常
に
汝
ら
の
挙
動
に
注
目
し
て 

一  

毫 

い
ち
ご
う

も
仮か
さ
ず
、
鼓
つ
づ
みを
鳴
ら
し
て
そ
の
罪
を
責
め
ん
と
欲
す
る
者
な
り
。

　
人
間 

処  

世 

し
ょ
せ
い

の
権
理
け
ん
り
に
公
私
の
区
別
あ
り
て
、
先
ず
私
権
を
全
う
し
て
然
る
後
、
公
権
の
談
に
及
ぶ
べ

し
と
の
次
第
は
、
か
つ
て
『
時
事
新
報
』
の
紙
上
に
も
記
し
た
る
こ
と
な
る
が
（
去
年
十
月
六
日
よ
り
同

十
二
日
ま
で
の
『
時
事
新
報
』
「
私
権
論
」
）
、
そ
も
そ
も
こ
の
私
権
の
思
想
の
発
生
す
る
事
情
は
種
々

様
々
な
れ
ど
も
、 

最 

第 

一 

さ
い
だ
い
い
ち
の
原
因
は
、
本
人
の
自
ら
信
じ
自
ら
重
ん
ず
る
の
心
に
あ
っ
て
存
す
る
も
の
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と
知
る
べ
し
。
即
ち
我
が
徳
義
を
円
満
無
欠
の
位
に
定
め
、
一
身
の
尊
た
っ
とき
こ
と  

玉    

璧  

ぎ
ょ
く
へ
き

も
た
だ
な
ら
ず
、

こ
れ
を
犯
さ
る
る
は
、
あ
た
か
も
夜
光
の
璧たま
に
瑕き
瑾ず
を
生
ず
る
が
如
き
心
地
し
て
、
片
時
も
注
意
を
怠
お
こ
たる

こ
と
な
く
、 

穎  

敏 

え
い
び
ん

に
自
ら
衛まも
り
て
、
始
め
て
私
権
を
全
う
す
る
の
場
合
に
至
る
べ
し
。
さ
れ
ば
今
、
私

権
を
保
護
す
る
は
全
く
法
律
上
の
事
に
し
て
、
徳
義
に
は
縁
な
き
も
の
の
如
く
に
見
ゆ
れ
ど
も
、
元
こ
れ

を
保
護
せ
ん
と
す
る
の
思
想
は
、
円
満
無
欠
な
る
我
が
身
に
疵きず
つ
く
る
を
嫌
う
の
一
念
よ
り
生
ず
る
も
の

な
れ
ば
、
い
や
し
く
も
内
に
自
ら
省
み
て
疚やま
し
き
も
の
あ
る
に
お
い
て
は
、
そ
の
思
想
の
発
達
、
決
し
て

十
分
な
る
を
得う
べ
か
ら
ず
。
如
何
い
か
ん
と
な
れ
ば
本
人
は
元
来
疵きず
持
つ
身
に
し
て
、
そ
の
気
既すで
に
餒う
え
た
る
が

故
に
、
大
節
に
臨
ん
で
屈
す
る
こ
と
な
き
を
得
ず
。
即
ち
人
心
の
働
き
の
定
則
と
し
て
、
一
方
に
本
心
を

枉ま
げ
て
他
の
一
方
に
こ
れ
を
伸
ば
す
の
道
理
あ
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
私
徳
を
修
め
て
身
を 

潔  

清 

け
っ
せ
い

の
位
く
ら
いに
置

く
と
、
私
権
を
張
り
て
節
を
屈
せ
ざ
る
と
、
二
者
そ
の
趣
を
殊こと
に
す
る
が
如
く
な
れ
ど
も
、
根
本
の
元
素

は
同
一
に
し
て
、
私
徳
私
権
相あい
関かん
し
、
徳
は
権
の
質しつ
な
り
と
い
う
べ
し
。
試
み
に
こ
れ
を
歴
史
に
徴
す
る

に
、
義
気 

凜  

然 

り
ん
ぜ
ん

と
し
て
威
武
も
屈
す
る
能あた
わ
ず
富
貴
も
誘
い
ざ
のう
能
わ
ず
、
自
ら
私
権
を
保
護
し
て
鉄
石
の

如
く
な
る
士
人
は
、
そ
の
家
に
居お
る
や
必
ず
優
し
く
し
て
情
に
厚
き
人
物
な
ら
ざ
る
は
な
し
。
即
ち
戸
外

の
義
士
は
家
内
の
好
主
人
た
る
の
実じつ
を
見
る
べ
し
。
い
か
な
る
場
合
に
も 

放  

蕩 

ほ
う
と
う

無
情
、
家
を
知
ら
ざ
る

の
軽
薄
児
が
、
能よ
く
私
権
の
た
め
に
節
を
守
り
て
義
を
全
う
し
た
る
の
例
は
、
我
輩
の
未
だ
聞
か
ざ
る
所
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な
り
。

　
窃ひそ
か
に
世
情
を
視み
る
に
、
近
来
は
政
治
の
議
論
漸
よ
う
やく
喧
か
ま
び
すし
く
し
て
、
社
会
の
公
権
即
ち
政
権
の
受
授
に

つ
き
、
こ
れ
を
守
ら
ん
と
す
る
者
も
ま
た
取
ら
ん
と
す
る
者
も
、
頻しき
り
に
熱
心
し
て
相
争
う
が
如
く
な
る

は
至
極
当
然
の
次
第
に
し
て
、
文
明
の
国
民
た
る
者
は
国
政
に
関
す
べ
き
権
利
あ
る
が
故
に
、
こ
れ
を
争

う
も
可
な
り
と
い
え
ど
も
、
前
に
い
え
る
如
く
、
こ
の
公
共
の
政
権
を
守
り
、
ま
た
こ
れ
を
得
ん
と
す
る

に
は
、
先
ず
一
身
の
私
権
を
固
く
す
る
こ
と
肝
要
に
し
て
、
そ
の
私
権
を
固
く
せ
ん
と
す
る
に
は
私
徳
を

脩おさ
め
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
の
道
理
も
、
既
に
明
白
な
り
と
し
て
、
さ
て
今
日
の
実
際
に
お
い
て
、
我
が
日
本

国
の
政
治
家
は
い
か
な
る
種
族
の
人
に
し
て
、
そ
の
私
徳
の
位
く
ら
いは
如
何
い
か
ん
と
尋
ぬ
る
に
、
外
面
よ
り
見
て
人

品
は
い
ず
れ
も
皆みな
中
等
以
上
の
種
族
な
れ
ど
も
、
特
別
に
有
徳
の
君
子
の
み
に
あ
ら
ず
。
そ
の
智
識
聞
見

は
、
あ
る
い
は
西
洋
流
の
文
明
に
近
き
人
あ
る
も
、
徳
教
の
一
段
に
至
り
特
に
出
色
の
美
な
き
は
、
我
輩

の
遺
憾
に
堪
え
ざ
る
所
な
り
。
文
明
の
士
人  
心    

匠  
し
ん
し
ょ
う

巧
み
に
し
て
、
自
家
の
便
利
の
た
め
に
は
、
時
に

文
林
儒
流
の 

磊  

落 

ら
い
ら
く

を
学
び
、
軽 

躁 

浮 

薄 

け
い
そ
う
ふ
は
く

、
法
外
な
る
不
品
行
を
犯
し
な
が
ら
、
君
子
は 

細  

行 

さ
い
こ
う

を
顧

み
ず
な
ど
揚
言
し
て
、
以
て
そ
の
不
品
行
を  

瞞    
着  

ま
ん
ち
ゃ
く

す
る
の
口
実
に
用
い
ん
と
す
る
者
な
き
に
あ
ら
ず
。

け
だ
し
支
那
流
に
い
う
磊
落
と
は
い
か
な
る
意
味
か
、
そ
の
吟
味
は
し
ば
ら
く
擱
さ
し
おき
、
今
日
の
処
に
て
は
、

磊
落
と
不
品
行
と
、
字
を
異
に
し
て
義
を
同
じ
う
し
、
磊
々    
落        

々    

ら
い
ら
い
ら
く
ら
く

は
政
治
家
の
徳
義
な
り
と
て
、
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長
老
そ
の
例
を
示
し
て
少
壮
こ
れ
に
傚なら
い
、
遂
に
政
治
社
会
一
般
の
風
を
成
し
、
不
品
行
は
人
の
体
面
を

汚けが
す
に
足
ら
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
最
も
磊
落
、
最
も
不
品
行
に
し
て
始
め
て
能よ
く
他
を
圧
倒
す
る
に
足
る

も
の
の
如
し
。

　
そ
も
そ
も
内
行
の
不
取
締
は
法
律
上
に
お
け
る
破
廉
恥

は
れ
ん
ち

な
ど
と
は
趣
を
異こと
に
し
て
、
直
ち
に
咎とが
む
べ
き

性
質
の
も
の
に
あ
ら
ず
。
ま
た
人
の
口
に
し
耳
に
す
る
を
好
ま
ざ
る
所
の
も
の
な
れ
ば
、
や
や
も
す
れ
ば

不
知
不
識

し
ら
ず
し
ら
ず
の
際
に
そ
の
習
俗
を
成
し
や
す
く
、
一
世
を
過
ぎ
二
世
を
経ふ
る
の
そ
の
間
に
は
、
習
俗
遂
に
あ

た
か
も
そ
の
時
代
の
人
の
性
と
な
り
、
ま
た
挽
回
す
べ
か
ら
ざ
る
に
至
る
べ
し
。
往
古
、
我
が
王
朝
の
次

第
に
衰
勢
に
傾
き
た
る
も
、
在
朝
の
群
臣
、
そ
の
内
行
を
慎
ま
ず
し
て
私
徳
を
軽
ん
じ
、
内
に
こ
れ
を
軽

ん
じ
て
外
に
公
徳
の
大
義
を
忘
れ
、
そ
の
終
局
は
一
身
の
私
権
、
戸
外
の
公
権
を
も
併あわ
せ
て
失
い
尽
し
た

る
も
の
な
ら
ん
の
み
。
さ
れ
ば
今
日
の
政
治
家
が
政
事
に
熱
心
す
る
も
、
単
に
自
身
一
時
の
富
貴
の
た
め

に
あ
ら
ず
、
天
下
後
世
の
た
め
に
、
国
民
の
私
権
を
張
り
公
権
を
伸
ば
す
の
道
を
開
か
ん
と
す
る
の
趣
意

に
こ
そ
あ
れ
ば
、
後
の
世
の
政
治
社
会
に
宜よろ
し
か
ら
ざ
る
先
例
を
遺のこ
す
は
、
必
ず
不
本
意
な
る
こ
と
な
ら

ん
。
も
し
も
そ
の
本
心
に
問
う
て
慊
こ
こ
ろ
よか
ら
ざ
る
こ
と
あ
ら
ば
、
仮た
令と
え
法
律
上
に
問
う
も
の
な
き
も
、
何

ぞ
自
ら
省
み
て
、
こ
れ
を
今
日
に
慎
ま
ざ
る
や
。  

金    
玉  

き
ん
ぎ
ょ
く

も
た
だ
な
ら
ざ
る
貴
重
の
身
に
し
て
自
ら
こ

れ
を
汚けが
し
、
一
点
の
汚
穢
お
わ
い
は
終
身
の
弱
点
と
な
り
、
も
は
や 
諸  
々 

も
ろ
も
ろ

の
私
徳
に
注
意
す
る
の 

穎  

敏 

え
い
び
ん

を
失
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い
、
あ
た
か
も
精
神
の
痲ま
痺ひ
を
催
し
て
ま
た
私
権
を
衛まも
る
の
気
力
も
な
く
、 

漫  

然 

ま
ん
ぜ
ん

世
と 

推  

移 

お
し
う
つ

り
て
、

道
理
上
よ
り
い
え
ば
人
事
の
末
と
も
名
づ
く
べ
き
政
事
政
談
に
熱
す
る
が
如
き
、
我
輩
は
失
敬
な
が
ら
本
も
と

を
知
ら
ず
し
て
末すえ
に
走
る
の
人
と
評
せ
ざ
る
を
得
ざ
る
な
り
。

　
然し
か
の
み
な
ら
ず
国
の
徳
義
の
一
般
に
上
進
す
る
と
共
に
、
品
行
論
は
い
よ
い
よ 

穎  

敏 

え
い
び
ん

と
な
り
、
天

下
後
世
の
談
に
あ
ら
ず
し
て
、
い
や
し
く
も
不
品
行
者
と
あ
れ
ば
今
日
の
社
会
に
許
さ
れ
ざ
る
を
常
と
す
。

試
み
に
見
る
べ
し
、
有
名
な
る
英
国
の
政
治
家
チ
ャ
ー
ル
ス
・
ヂ
ル
ク
氏
は
、
誠
に
疑
わ
し
き 

艶  

罪 

え
ん
ざ
い

（
あ
る
人
の
説
く
所
に
拠よ
れ
ば
全
く
無
根
の
冤えん
な
り
と
も
い
う
）
を
以
て
政
治
社
会
を
擯
し
り
ぞけ
ら
れ
た
り
。

我
輩
は
も
と
よ
り
氏
に
私
わ
た
く
しの
縁
あ
ら
ざ
れ
ば
、
そ
の
人
の
幸
不
幸
に
つ
い
て
も
深
く
喜
憂
す
る
に
は
あ
ら

ざ
れ
ど
も
、
た
だ
こ
の
一
事
を
見
て
、
英
国
政
治
社
会
一
般
の
徳
風
を
窺
う
か
がい
知
る
の
み
。
即
ち
、
か
の
政

治
社
会
は 

潔  

清 

け
っ
せ
い

無む
垢く
に
し
て
、
一
点
の
汚
痕
お
こ
ん
を
留とど
め
ざ
る
も
の
と
い
う
べ
し
。
斯か
く
あ
り
て
こ
そ
一
国

の
政
治
社
会
と
も
名
づ
く
べ
け
れ
。
そ
の
士
気
の 

凜  

然 
り
ん
ぜ
ん

と
し
て
、
私し
に
屈
せ
ず
公こう
に
枉ま
げ
ず
、
私
徳
私

権
、
公
徳
公
権
、
内
に
脩おさ
ま
り
て
外
に
発
し
、
内
国
の
秩
序
、
斉 

然 

巍 

然 

せ
い
ぜ
ん
ぎ
ぜ
ん

と
し
て
、
そ
の
余
光
を
四
方

に
燿
か
が
やか
す
も
決
し
て
偶
然
に
あ
ら
ず
。
我
輩
は
、
我
が
政
治
社
会
の
徳
義
を
し
て
先
ず
英
国
の
如
く
な
ら

し
め
、
然
る
後
に
実
際
の
政
事
政
談
に
及
ば
ん
こ
と
を
欲
す
る
も
の
な
り
。

　
外
国
と
交
際
を
開
き
て
独
立
国
の
体
面
を
張
ら
ん
と
す
る
に
は
、
虚
実
両
様
の
尽
力
な
か
る
べ
か
ら
ず
。
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殖
産
工
商
の
事
を
勉
め
て
富
国
の
資
を
大
に
し
、
学
問
教
育
の
道
を
盛
ん
に
し
て
人
文
の
光
を
明
ら
か
に

し
、
海
陸
軍
の
力
を
足
し
て
護
国
の
備
え
を
厚
う
す
る
が
如
き
、
実
際
直
接
の
要
用
な
れ
ど
も
、
内
外
人

民
の
交
際
は
甚
だ
繁
忙
多
端
に
し
て
、
外
国
人
が
我
が
日
本
国
の
事
情
を
詳
つ
ま
びら
か
に
せ
ん
と
す
る
は
、
容

易
な
る
こ
と
に
あ
ら
ざ
る
が
故
に
、
彼
ら
を
し
て
我
が 

真 

面 

目 

し
ん
め
ん
も
く
を
知
ら
し
め
ん
と
す
る
に
は
、
事
の
細

大
に
論
な
く
、
仮た
令と
え
無
用
に
属
す
る
外
見
の
虚
飾
に
て
も
、
先
ず
そ
の
形
を
示
し
て
我
を
知
る
の
道
を

開
く
こ
と
甚
だ
緊
要
な
り
と
す
。
即
ち
我
が
国
衣
食
住
の
有
様
は
云
々

し
か
じ
か
に
し
て
習
俗
宗
教
は
斯かく
の
如
し
な

ど
と
、
こ
れ
を
示
し
こ
れ
を
語
り
て
、
時
と
し
て
は
こ
と
さ
ら
に
そ
の
外
面
を
装
よ
そ
おう
て
体
裁
を
張
る
が
如

き
、
こ
れ
な
り
。
例
え
ば
今
日
の
実
際
に
お
い
て
、
吾
人
の
家
に
外
国
人
の
来きた
る
あ
れ
ば
、
先
ず
こ
れ
を

珍
客
と
し
て
様
々
に
待
遇
の
備
え
を
設
け
、
と
に
か
く
に
見
苦
し
か
ら
ぬ
よ
う
に
と
心
配
す
る
は
人
情
の

常
な
り
。
ま
た
、
こ
れ
を
大
に
し
て
都と
鄙ひ
の
道
路
橋
梁
、
公
共
の
建
築
等
に
、
時
と
し
て
は
実
用
の
ほ
か

に
外
見
を
飾
る
も
の
な
き
に
あ
ら
ず
。
あ
る
い
は
近
来
東
京
な
ど
に
て
交
際
の
い
よ
い
よ
盛
ん
に
し
て
、

遂
に 

豪  

奢 

ご
う
し
ゃ

分
外
の
譏そし
り
を
得
る
ま
で
に
至
り
し
も
、
幾
分
か
外
国
人
に
対
し
て
体
裁
云
々
の
意
味
を
含

む
こ
と
な
ら
ん
。
一
概
に
こ
れ
を
評
す
れ
ば
無
益
の
虚
飾
な
る
に
似
た
れ
ど
も
、
他
人
を
し
て
我
が
真
実

を
知
ら
し
む
る
は
甚
だ
易やす
か
ら
ざ
る
が
故
に
、
先
ず
虚きょ
よ
り
導
き
て
実じつ
に
入
ら
し
む
る
方
便
な
り
と
い
え

ば
、
強
あ
な
がち
咎とが
む
べ
き
に
も
あ
ら
ず
。
そ
の
虚
実
、
要
不
要
の
論
は
し
ば
ら
く
擱
さ
し
おき
、
我
が
日
本
国
人
が
外
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国
交
際
を
重
ん
じ
て
こ
れ
を
等
閑

と
う
か
ん
に
附
せ
ず
、
我
が
力
の
あ
ら
ん
限
り
を
尽
し
て
、
以
て
自
国
の
体
面
を

張
ら
ん
と
す
る
の
精
神
は
誠
に
明
白
に
し
て
、
そ
の
愛
国
の  

衷    

情  

ち
ゅ
う
じ
ょ
う
、
実
際
の
事
跡
に
現
わ
れ
た
る
も

の
と
い
う
べ
し
。

　
然
る
に
、
我
輩
が
年
来
の
所
見
を
以
て
い
か
よ
う
に
判
断
せ
ん
と
す
る
も
説せつ
を
得
ざ
る
そ
の
次
第
は
、

我
が
国
人
が
斯か
く
ま
で
に
力
を
尽
し
て
外
交
を
重
ん
じ
、
た
だ
に
事
実
に
国
の
富
強
文
明
を
謀はか
る
の
み
な

ら
ず
、
外
面
の
体
裁
虚
飾
に
至
る
ま
で
も
、
専
も
っ
ぱら
西
洋
流
の
文
明
開
化
に
倣なら
わ
ん
と
し
て
怠
る
こ
と
な
く
、

こ
れ
を
欣
慕
き
ん
ぼ
し
て
二
念
な
き
精
神
に
て
あ
り
な
が
ら
、
独
り
そ
の 

内  

行 

な
い
こ
う

の
問
題
に
至
り
て
は
、
全
く
開

明
の
主
義
を
度
外
に
放
棄
し
て
、
純
然
た
る
亜ア
細ジ
亜ア
洲
の
旧
慣
に
従
い
、 

居  

然 

き
ょ
ぜ
ん

自
得
じ
と
く
し
て
眼
中
ま
た
西

洋
な
き
が
如
く
な
る
の
一
事
な
り
。
元
来
西
洋
の
人
は
我
が
日
本
の
事
情
に
暗
く
し
て
、
や
や
も
す
れ
ば

不
都
合
千
万
な
る  

謬    

見  

び
ゅ
う
け
ん

を
抱
く
者
少
な
か
ら
ず
。  

就    

中  

な
か
ん
ず
く

彼
ら
は
耶ヤ
蘇ソ
教
の
人
な
る
が
故
に
、
己

れ
の
宗
旨
に
同
じ
か
ら
ざ
る
者
を
見
れ
ば
、
千
百
の
吟
味 

詮  

索 

せ
ん
さ
く

は
差
置
さ
し
お
き
、
一
概
に
こ
れ
を  

外  

教  

が
い
き
ょ
う
じ

人  ん
と
称
し
て
、
何
と
な
く
嫌
悪
の
情
を
含
み
、
こ
れ
が
た
め
に
双
方
の
交
情
を
妨
ぐ
る
こ
と
多
き
は
、

誠
に
残
念
な
る
次
第
に
し
て
、
我
輩
は
常
に
そ
の
弁
明
に
怠
ら
ず
。
日
本
国
民
既すで
に
耶ヤ
蘇ソ
教
に
入
り
た
る

者
あ
り
、
な
お
未
だ
入
ら
ざ
る
者
あ
り
と
い
え
ど
も
、
そ
の
入
る
と
入
ら
ざ
る
と
は
た
だ
宗
教
上
の
儀
式

に
し
て
、
日
本
帝
国
決
し
て
不
徳
の
国
に
あ
ら
ず
、
耶
蘇
教
国
独ひと
り
徳
国
に
あ
ら
ず
、
い
や
し
く
も
数
千
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年
の
国
を
成
し
て
人
事
の
秩
序
を
明
ら
か
に
し
、
以
て
東
海
に
独
立
し
た
る
も
の
に
し
て
、 

立  

国 

り
っ
こ
く

根
本

の
道
徳
な
く
し
て
叶かな
う
べ
き
や
、
耶
蘇
の
教
義
果は
た
し
て
美
に
し
て
立
国
に
要
用
な
り
と
な
ら
ば
、
我
が

日
本
国
に
は
耶
蘇
の
名
の
ほ
か
に
無
名
の
耶
蘇
教
民
あ
る
こ
と
な
ら
ん
な
ど
と
、
百
方
に
言
葉
を
尽
し
て

弁
論
す
れ
ば
、
ま
た
自おの
ず
か
ら
そ
の
意
を
解
し
て
釈
然
た
る
者
な
き
に
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、
そ
の
談
論
時
と

し
て
男
女
関
係
の
事
に
及
び
、
日
本
の
男
子
は
多
妻
を
許
さ
れ
て
こ
れ
を
咎とが
む
る
も
の
な
く
、
た
だ
に
法

律
に
問
わ
ざ
る
の
み
な
ら
ず
習
俗
の
禁
ぜ
ざ
る
所
な
れ
ば
、
社
会
の
上
流
良
家
の
主
人
と
称
す
る
者
に
て

も
、
公
然
こ
の
醜
行
を
犯
し
て
愧は
ず
る
を
知
ら
ず
、
即
ち
人
生
居
家
き
ょ
か
の
大
倫
を
紊みだ
り
た
る
も
の
に
し
て
、

随した
がっ
て
生
ず
る
所
の
悪
事
は
枚
挙
に
遑
い
と
まあ
ら
ず
、
そ
の
余よ
波は
引
い
て
婚
姻
の
不
取
締
と
な
り
、
容
易
に
結

婚
し
て
容
易
に
離
婚
す
る
の
原
因
と
な
り
、
親
子
の
不
和
と
な
り
、
兄
弟
の
喧
嘩
と
な
り
、
こ
れ
を
要
す

る
に
日
本
国
に
は
未
だ
真
実
の
家
族
な
き
も
の
と
い
う
も
可
な
り
、
家
族
あ
ら
ざ
れ
ば
国
も
ま
た
あ
る
べ

か
ら
ず
、
日
本
は
未
だ
国
を
成
さ
ざ
る
も
の
な
り
な
ど
、
口
を
極
め
て
攻
撃
せ
ら
る
る
と
き
は
、
我
輩
も

心
の
内
に
は
外
国
人
の  

謬    

見  

び
ゅ
う
け
ん 

妄  

漫 

ぼ
う
ま
ん

を
知
ら
ざ
る
に
あ
ら
ず
、
我
が
徳
風
斯か
く
ま
で
に
壊やぶ
れ
た
る
に

あ
ら
ず
、
我
が
家
族 

悉  

皆 

し
っ
か
い

然
る
に
あ
ら
ず
、
外
人
の
眼
の
達
せ
ざ
る
所
に
道
徳
あ
り
家
族
あ
り
、
そ
の

美
風
は
西
洋
の
文
明
国
人
を
し
て
か
え
っ
て
赤
面
せ
し
む
る
も
の
少
な
か
ら
ず
、
以
て
家
を
治
め
以
て
社

会
を
維
持
す
る
そ
の
事
情
は 

云  

々 

う
ん
ぬ
ん

、
そ
の
証
拠
は
云
々
と
語
ら
ん
と
す
れ
ど
も
、
何
分
に
も
彼
ら
が
今
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日
の
実
証
を
挙
げ
て
正
面
よ
り
攻
撃
す
る
そ
の 

論  

鋒 

ろ
ん
ぽ
う

に
向
か
っ
て
は
、
残
念
な
が
ら
一
着
を
譲
ら
ざ
る

を
得
ず
。
遂
に
西
洋
人
に
仮か
す
に
我
を
軽
侮
す
る
の
資し
を
以
て
し
て
、
彼
ら
を
し
て
我
に
対
し
て
同
等
の

観
を
な
さ
し
め
ざ
る
に
至
り
し
は
、
千
歳
の
遺
憾
、 

無  

窮 

む
き
ゅ
う

に
忘
る
べ
か
ら
ざ
る
所
の
も
の
な
り
。

　
然しか
り
而
し
こ
うし
て
日
本
国
中
そ
の
責せめ
に
任
ず
る
者
は
誰た
ぞ
や
、 

内  

行 

な
い
こ
う

を
慎
ま
ざ
る
軽
薄
男
子
あ
る
の
み
。

こ
の
一
点
よ
り
考
う
れ
ば
、
外
国
人
の
見
る
目
如
何
い
か
ん
な
ど
と
て
、
そ
の
来
訪
の
と
き
に
家
内
の
体
裁
を
取

り
繕
い
、
あ
る
い
は
外
に
し
て
都と
鄙ひ
の
外
観
を
飾
り
、
ま
た
は
交
際
の
法
に
華
美
を
装
う
が
如
き
、
誠
に

無
益
の
沙
汰
に
し
て
、
軽
侮
を
来きた
す
所
以
ゆ
え
ん
の
大
本

お
お
も
と
を
ば
擱
さ
し
おき
、
徒ただ
に
末
に
走
り
て
労
す
る
も
の
と
い
う
べ

き
の
み
。
こ
れ
を
喩たと
え
ば
、
大
廈
た
い
か
高
楼
の
盛
宴
に
山
海
の
珍
味
を
列つら
ね
、
酒 

池 

肉 

林 

し
ゅ
ち
に
く
り
ん

の
豪
、
糸
竹
し
ち
く
管
絃

の
興
、
善
尽
し
美
尽
し
て
客
を
饗
応
す
る
そ
の
中
に
、
主
人
は
独
り 

袒  

裼 

た
ん
せ
き

裸
体
な
る
が
如
し
。
客
た
る

者
は
礼
の
厚
き
を
以
て
こ
の
家
に
重
き
を
置
く
べ
き
や
。  

饗    

礼  

き
ょ
う
れ
い

は  

鄭    

重  

て
い
ち
ょ
う

に
し
て
謝
す
べ
き
に
似

た
れ
ど
も
、
何
分
に
も
主
人
の
身
こ
そ
気
の
毒
な
る
有
様
な
れ
ば
、 

賓  

主 

ひ
ん
し
ゅ

の
礼
儀
に
お
い
て
陽
に
発
言

せ
ざ
る
も
、
陰
に
冷
笑
し
て
軽
侮
の
念
を
生
ず
る
こ
と
な
ら
ん
。
労
し
て
功
な
く
費
や
し
て
益
な
き
も
の

と
い
う
べ
し
。
さ
れ
ば
今
我
が
日
本
国
が
文
明
の
諸
外
国
に
対
し
て
、
そ
の
交
際
の
公
私
に
論
な
く
、
や

や
も
す
れ
ば
意
の
如
く
な
ら
ざ
る
は
、
原
因
の
あ
る
所
、
一
に
し
て
足
ら
ず
と
い
え
ど
も
、
我
が
男
子
が

徳
義
上
に
軽
侮
を
蒙
こ
う
むる
の
一
事
は
、
そ
の
原
因
中
の 

大 

箇 

条 

だ
い
か
じ
ょ
う
な
る
が
故
に
、
い
や
し
く
も
こ
れ
に
心
付
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き
た
る
者
は
、
片
時
へ
ん
じ
も
猶
予
せ
ず
し
て
そ
の
過
ち
を
改
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
今
の
世
界
に
居
て
人
生
誰
か

自
国
を
愛
せ
ざ
る
者
あ
ら
ん
や
。
国
の
た
め
と
あ
れ
ば
荊
い
ば
らに
坐
し
胆たん
を
嘗な
む
る
も
憚
は
ば
から
ざ
る
は
人
情
の
常

な
り
。
内
行
を
慎
む
が
如
き
、
非
常
の
辛
苦
に
あ
ら
ず
。 

在  

昔 

ざ
い
せ
き

は
こ
れ
を
戒
む
る
の
趣
意
、
単
に
そ
の

人
の
一
身
に
あ
り
し
こ
と
な
れ
ど
も
、
今
は
則
す
な
わち
一
国
の
栄
辱
に
関
し
て
、
更
に
重
大
の
事
と
は
な
り
た

り
。
身
を
思
い
国
を
思
う
者
は
、
深
く
自
ら
省
み
る
所
な
か
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

「
日
本
男
子
論
」
の
一
編
、
そ
の
言こと
既
に
長
く
、
真
正
面
よ
り
男
子
の
品
行
を
責
め
て 

一  

毫 

い
ち
ご
う

も
仮か
さ
ず
、

水
も
洩も
ら
さ
ぬ
ほ
ど
に
論
じ
詰
め
た
る
こ
と
な
れ
ば
、
世
間
無
数
疵きず
持
つ
身
の
男
子
は
あ
た
か
も
弱
点
を

襲
わ
れ
て
遁のが
る
る
に
路みち
な
く
、
た
だ
そ
の
心
中
に
謂
お
も
えら
く
、
内
行
の
不
取
締
、
醜
と
い
わ
る
れ
ば
醜
な
れ

ど
も
、
詐さ
偽ぎ
・
破
廉
恥

は
れ
ん
ち

に
は
あ
ら
ず
、
ま
た
我
が
一
身
の
有
様
は
自おの
ず
か
ら
人
に
語
る
べ
か
ら
ざ
る
都
合

も
あ
る
こ
と
な
る
に
、
斯か
く
ま
で
に 
酷  
言 

こ
く
げ
ん

せ
ず
と
も
な
ど
と
い
さ
さ
か
不
平
も
あ
り
な
が
ら
、
さ
り
と

て
何
と
答
弁
の
辞
こ
と
ばも
な
く
し
て
甚
だ
苦
し
き
こ
と
な
る
べ
し
。
我
輩
こ
れ
を
知
ら
ざ
る
に
あ
ら
ず
と
い
え

ど
も
、
お
よ
そ
今
の
日
本
国
人
と
し
て
、
現
在
の
愉
快
、
後
世
子
孫
の
幸
福
は
、
何
を
以
て
最さい
と
す
る
や

と
尋
ね
た
ら
ば
、
独
立
の
体
面
を
維
持
し
て
日
本
国
の
栄
名
を
不
朽
に
伝
う
る
の
ほ
か
な
か
る
べ
し
。
而
し
こ
う

し
て
こ
の
体
面
と
栄
名
と
を
張
る
に
い
さ
さ
か
に
て
も
益えき
す
べ
き
も
の
は
こ
れ
を
採
り
、
害
す
べ
き
も
の

は
こ
れ
を
除
か
ん
と
す
る
も
ま
た
、
日
本
国
民
の
身
に
お
い
て
ま
さ
に
然
る
べ
き
至
情
な
る
べ
し
。
さ
れ
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ば   

絶      

対   

ア
ブ
ソ
リ
ュ
ー
ト

の
理
論
に
お
い
て
は
、
人
間
世
界
の
善
悪
邪
正
を
い
か
な
る
も
の
ぞ
と
論
究
し
て
未
だ
定

ま
ら
ざ
る
ほ
ど
の
次
第
な
れ
ば
、
ま
し
て
男
女
の
内
行
に
関
し
、
一
夫
一
婦
法
と
多
妻
多
男
法
と
、
い
ず

れ
か
正
、
い
ず
れ
か
邪
な
る
、
固もと
よ
り 

明  

断 

め
い
だ
ん

し
難
し
と
い
え
ど
も
、  

開    

闢  

か
い
び
ゃ
く

以
来
の
実
験
に
拠よ
り
、

ま
た
今
日
の
文
明
説
に
従
う
と
き
は
、
一
家
の
私し
の
た
め
一
国
の
公こう
の
た
め
に
、
多
妻
多
男
法
は
一
夫
一

婦
法
の
善よ
き
に
若し
か
ず
。
か
つ
今
日
の
世
界
は
西
洋
文
明
の
風
に
吹
か
れ
て
こ
れ
に
抵
抗
す
べ
か
ら
ざ
る

の
時
勢
な
れ
ば
、
文
明
の
風
に
多
妻
多
男
を
嫌
忌
け
ん
き
し
て
、
そ
の
こ
れ
を
嫌
忌
す
る
の 

成  

跡 

せ
い
せ
き

は
甚
だ
美
に

し
て
、
今
日
の
人
の
家
を
成
し
国
を
立
つ
る
に
最
も
適
当
し
、
こ
れ
に
反
す
る
も
の
は
必
ず
害
を
被
こ
う
むり
て

免
る
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
、
既
に
明
ら
か
な
れ
ば
、
理
論
上
の
正
邪
は
と
も
か
く
も
、
一
国
人
民
と
し
て
自

国
自
家
の
た
め
に
、
決
し
て
軽
ん
ず
べ
か
ら
ざ
る
の
大
義
に
し
て
、
即
ち
我
輩
が
い
か
な
る
事
情
に
逢
う

も
、
断
乎
と
し
て
一
毫
を
も
仮
さ
ざ
る
由
縁
ゆ
え
ん
な
り
。

　
ま
た
あ
る
い
は
説
を
作
り
、
西
洋
文
明
の
人
と
称
す
る
者
に
て
も
、
そ
の
男
女
の
内
行
決
し
て 

潔  

清 

け
っ
せ
い

な
る
に
あ
ら
ず
、
表
面
は
と
も
か
く
も
、
裏
面
に
廻
り
て
内
部
を
視
察
す
れ
ば
、
醜
に
堪
え
ざ
る
も
の
多

し
、
何
ぞ
必
ず
し
も
独
り
日
本
人
を
咎とが
む
る
に
足
ら
ん
な
ど
い
う
者
な
き
に
あ
ら
ず
。
こ
れ
は
我
が
国
の

上
流
、
殊
に
西
洋
家
と
称
す
る
一
類
の
中
に
行
わ
る
る
言
な
れ
ど
も
、
全
く
無
力
の
遁
辞
と
ん
じ
口
実
た
る
に
過

ぎ
ず
。
そ
も
そ
も
人
生
の
気
力
を
平
均
す
れ
ば
至
っ
て
弱
き
者
に
し
て
、
や
や
も
す
れ
ば 

艱  

難 

か
ん
な
ん

に
敵
し
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て
敗
北
す
る
こ
と
少
な
か
ら
ざ
る
の
常
な
り
。
然
る
に
内
行
を
潔
清
に
維
持
し
て 

俯  

仰 

ふ
ぎ
ょ
う

慚は
ず
る
所
な
か

ら
ん
と
す
る
は
、
気
力
乏
し
き
人
に
と
り
て
随
分
一
難
事
と
も
称
す
べ
き
も
の
な
る
が
故
に
、
西
洋
の
男

女
独
り 
木  

石 
ぼ
く
せ
き

に
あ
ら
ず
ま
た
独
り
強
者
に
あ
ら
ず
、
俗
に
い
う 

穴  

探 

あ
な
さ
が

し
の
筆
法
を
以
て
そ
の
社
会
の

 

陰  

処 

い
ん
し
ょ

を
摘
発
す
る
に
お
い
て
は
、
千
百
の
醜
行
醜
聞
、
枚
挙
に
遑
い
と
まあ
ら
ず
。
我
輩
は
親
し
く
そ
の
国
人

の
言
に
聞
き
た
る
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
そ
の
著
書
・
新
聞
紙
上
に
見
た
る
こ
と
も
あ
り
て
、
誠
に
珍
し
か

ら
ず
と
い
え
ど
も
、
然
り
と
い
え
ど
も
日
本
男
子
は
こ
の
西
洋
社
会
の
醜
行
醜
聞
を
見
聞
し
て
如
何
い
か
ん
の
感

を
な
す
や
。
こ
れ
を
醜
な
り
と
す
る
か
、
は
た
美
な
り
と
す
る
か
。
我
輩
の
聞
か
ん
と
欲
す
る
所
は
、
た

だ
そ
の
醜
美
の
判
断
如
何
い
か
ん
の
一
点
に
あ
る
の
み
。

　
日
本
男
子 

鉄 

面 

皮 

て
つ
め
ん
ぴ

な
る
も
、
そ
の
眼がん
に
映
じ
て
醜
な
る
も
の
は
醜
に
し
て
、
美
な
る
も
の
は
美
な
る

べ
し
。
既
に
醜
美
の
判
断
を
得
た
り
、
然
ら
ば
則
す
な
わち
何
ぞ
そ
の
醜
を
去
っ
て
美
に
就つ
か
ざ
る
や
。
本
来
醜

美
は
自
身
の
内
に
存
す
る
も
の
に
し
て
、 
毫  
末 
ご
う
ま
つ

も
他
に
関
係
あ
る
べ
か
ら
ず
。
い
や
し
く
も
我
が
一
身

の
内
に
美
な
ら
ん
か
、 

身  

外 

し
ん
が
い 

満  

目 

ま
ん
も
く

の
醜
美
は
以
て
我
が
美
を  

軽    

重  

け
い
ち
ょ
う

す
る
に
足
ら
ず
。
あ
る
い
は

こ
れ
に
反
し
て
我
が
身
に
一
点
の
醜
を
包
蔵
せ
ん
か
、
満
天
下
に
無
限
の
醜
を
放
つ
も
の
あ
る
も
、
そ
の

醜
は
以
て
我
が
醜
を
浄きよ
む
る
に
足
ら
ず
、
ま
た
恕じょ
す
る
に
足
ら
ず
。
さ
れ
ば
文
明
な
る
西
洋
諸
国
の
社
会

に
も
な
お
醜
行
の
盛
ん
な
る
を
見
聞
し
た
ら
ば
、
幸
い
に
取
っ
て
以
て
自
省
の
材
料
に
こ
そ
供
す
べ
け
れ
、
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い
か
に
自
儘
じ
ま
ま
な
る
説
を
作
る
も
、
他
の
悪
事
を
見
て
自
家
の
悪
事
を
恕
す
る
の
口
実
に
用
い
ん
と
す
る
が

如
き
は
、
我
輩
の
断
じ
て
許
さ
ざ
る
所
な
り
。
近
く
比
喩
た
と
え
を
以
て
こ
れ
を
示
さ
ん
に
、
不
品
行
に
よ
り
て

徳
を
害
す
る
も
、
虎コ
列レ
剌ラ
毒
に
触
れ
て
身
を
害
す
る
も
、
そ
の
害
は
同
様
な
る
べ
し
。
然
る
に
今
虎コ
列レ
剌ラ

の
流
行
に
際
し
て
我
が
保
身
の
法
を
如
何
い
か
ん
す
る
や
。
天
下
の
人
皆みな
病
毒
に
感
ず
、
流
行
病
は
天
下
の
流
行

に
し
て
、
西
洋
諸
国
ま
た
然
り
と
の
こ
と
な
れ
ば
、
も
は
や
我
が
身
も
自
ら
顧
み
る
に
遑
い
と
まあ
ら
ず
、
共
に

そ
の
毒
に
伝
染
し
て
広
く
世
界
の
人
と
病
苦
死
生
を
与とも
に
す
べ
し
と
て
、
自
暴
自
棄
す
る
者
あ
る
べ
き
や
。

我
輩
未
だ
そ
の
人
を
見
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
流
行
の
い
よ
い
よ
盛
ん
な
る
に
従
っ
て
自
ら
戒
む
る
の

法
も
い
よ
い
よ
綿
密
に
し
て
、
謹
慎
に
謹
慎
を
加
う
る
は
、
世
界
古
今
人
情
の
常
な
り
。
人
生
の
身
体
と

そ
の
精
神
と
、
い
ず
れ
を
も
軽
し
と
し
ま
た
重
し
と
す
べ
か
ら
ざ
る
は
い
う
ま
で
も
な
き
こ
と
に
し
て
、

今 

内  

行 

な
い
こ
う

の
不
取
締
は
、
人
倫
の 

大  
本 

た
い
ほ
ん

を
破
り
て
先
ず
精
神
を
腐
敗
せ
し
む
る
も
の
な
り
。
身
体
を
犯

す
の
病
毒
は
こ
れ
を
恐
る
る
こ
と
非
常
に
し
て
、
精
神
を
腐
敗
せ
し
む
る
の
不
品
行
は
、
世
間
に
同
行
者

の
多
き
が
た
め
に
と
て
自
ら
こ
れ
を
犯
し
て
罪
を
免
れ
ん
と
す
。
無
稽
む
け
い
も
ま
た
甚
だ
し
と
い
う
べ
し
。
故

に
か
の
西
洋
家
流
が
欧
米
の
著
書
・
新
聞
紙
な
ど
読
み
て
そ
の
陰
所
の
醜
を
探
り
、
や
や
も
す
れ
ば
こ
れ

を
公
言
し
て
、
以
て 

冥  

々 

め
い
め
い

の
間
に
自
家
の
醜
を  

瞞    
着  

ま
ん
ち
ゃ
く

せ
ん
と
す
る
が
如
き
工
風
く
ふ
う
を
運めぐ
ら
す
も
、
到と

   

底 

う
て
い
我
輩
の
筆
鋒
を
遁のが
る
る
に
路みち
な
き
も
の
と
知
る
べ
し
。
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日
本
男
子
の
内
行
不
取
締
は
、
そ
の
実じつ
に
お
い
て
既
に
厭いと
う
べ
き
も
の
少
な
か
ら
ざ
る
な
お
そ
の
上
に
、

古
来
習
俗
の
久
し
き
、
醜
を
醜
と
せ
ず
し
て
愧は
ず
る
を
知
ら
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
甚
だ
し
き
に
至
り
て
、

そ
の 
狼  
藉 
ろ
う
ぜ
き 

無  

状 

ぶ
じ
ょ
う

の
挙
動
を
目
し
て 

磊  

落 

ら
い
ら
く

と
称
し
、
赤
面
の
中
に
自おの
ず
か
ら
得
意
の
意
味
を
含
ん
で
、

世
間
の
人
も
こ
れ
を
許
し
て
問
わ
ず
、
上
流
社
会
に
て
は
そ
の
人
を
風
流
才
子
と
名
づ
け
て
、
人
物
に
一

段
の
趣
お
も
む
きを
添
え
た
る
が
如
く
に
見
え
、
下
等
の
民
間
に
お
い
て
も
、
色
は
男
の
働
き
な
ど
い
う
通
語
を
生

じ
て
、
か
つ
て
憚
は
ば
かる
所
な
き
は
、
そ
の
由
来
、
け
だ
し
一
朝
一
夕
の
こ
と
に
あ
ら
ず
。
我
が
王
朝
文
弱
の

時
代
に
そ
の
風
を
成
し
、
玉たま
の
盃
さ
か
ず
き底
な
き
が
如
し
な
ど
の
語
は
、
今
に
至
る
ま
で
人
口
に 

膾  

炙 

か
い
し
ゃ

す
る
所

に
し
て
、
爾じ
後ご
武
家
の
世
に
あ
っ
て
は
、
戸
外
兵
馬
の
事
に
忙せ
わ
し
く
し
て
内
を
修
む
る
に
遑
い
と
まな
く
、
下

っ
て
徳
川
の
治
世
に
儒
教
大
い
に
興
り
た
れ
ど
も
、
支
那
の
流
儀
に
し
て
内
行
の
正
邪
は
深
く
咎とが
め
ざ
る

の
み
な
ら
ず
、
文
化
文
政
の
頃
に
至
り
て
は
治
世
の
極
度
、
儒
も
ま
た
浮
文
ふ
ぶ
ん
に
流
れ
て 

洒  

落 

し
ゃ
ら
く

放
胆
を
事

と
し
、
殊
に
三
都
の
如
き
は
そ
の
最
も
甚
だ
し
き
も
の
に
し
て
、
儒
者
文
人
の 

叢  

淵 

そ
う
え
ん

即
ち
不
品
行
家
の

 

巣  

窟 

そ
う
く
つ

と
も
名
づ
く
べ
き
悪
風
を
成
し
、
遂
に
徳
川
を
終
わ
り
て
明
治
の
新
世
界
に
変
じ
た
れ
ど
も
、
い

わ
ゆ
る
洒
落
放
胆
の
気
風
は
今
な
お
存
し
て
止や
ま
ず
、
か
の
洋
学
者
流
の
如
き
、
そ
の
学
ぶ
所
の
事
柄
は

全
く
儒
林
の
外
に
し
て
、
仮た
令と
え
西
洋
の
宗
教
道
徳
門
に
入
ら
ざ
る
も
、
そ
の
国
人
に
接
し
、
そ
の
言
を

聴
き
、
そ
の
書
を
読
み
、
そ
の
風
俗
を
視
察
す
る
と
き
は
、
事
の
内
実
は
と
も
か
く
も
、
そ
の
表
面
の
み
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に
て
も
、
こ
れ
を
日
本
の
事
態
に
比
し
て
大
い
に
異
な
る
所
あ
る
を
発
明
し
、
大
い
に
悟
り
て
自
ら
新
た

に
し
、
儒
流 

洒  

落 

し
ゃ
ら
く

の
不
品
行
を
脱
却
し
て
紳
士
の
正せい
に
帰
す
べ
き
は
ず
な
る
に
、
言
行 

一  

切 

い
っ
さ
い

西
洋
流

な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
内
行
の
一
点
に
至
り
て
は
純
然
た
る
旧
日
本
人
の
本
色
を
失
わ
ざ
る
も
の
多
し
。

け
だ
し
社
会
一
般
の
習
俗
に
制
せ
ら
れ
て
、
醜
を
醜
と
す
る
の
明めい
を
失
う
た
る
も
の
に
し
て
、
あ
る
い
は

こ
れ
を
評
し
有 
心 
故 

造 
ゆ
う
し
ん
こ
ぞ
う

の
罪
に
あ
ら
ず
、
無
心
に
悪
を
犯
す
の
愚
と
い
う
も
可
な
ら
ん
。
こ
の
点
よ
り

見
れ
ば
悪にく
む
べ
き
に
あ
ら
ず
、
む
し
ろ
憐
れ
む
べ
き
の
み
。

　
前
年
外
国
よ
り
あ
る
貴
賓
の
来
遊
し
た
る
と
き
、
東
京
の
紳
士
と
称
す
る
連
中
が
頻しき
り
に
周
旋
奔
走
し

て
、
礼
遇
至
ら
ざ
る
所
な
き
そ
の
饗
応
の
一
と
し
て
、
府
下
の
芸
妓
げ
い
ぎ
を
集
め
、
大
い
に
歌
舞
を
催
し
て
一

覧
に
供
し
、
来
賓
も
興
に
入
り
て
満
足
し
た
り
と
の
事
な
り
し
が
、
実
を
い
え
ば
そ
の
芸
妓
な
る
者
は
大

抵
不
倫
の
女
子
に
し
て
、
歌
舞
の
芸
を
演
ず
る
の
傍
か
た
わら
、
往
々
言
う
べ
か
ら
ざ
る
醜
行
に
身
を
汚けが
し
、
ほ

と
ん
ど 

娼  

妓 

し
ょ
う
ぎ

に
等
し
き
輩
な
れ
ば
、
固もと
よ
り
貴
人
の
前
に
面
す
べ
き
身
分
に
あ
ら
ず
。
西
洋
諸
国
の
上

流
社
会
に
て
こ
の
種
の
女
子
を
賤いや
し
む
は
勿
論
、
我
が
日
本
国
に
お
い
て
も
、
仮
に
封
建
時
代
の
諸
侯
を

饗
す
る
に
今
日
の
如
き
芸
妓
の
歌
舞
を
以
て
せ
ん
と
し
た
ら
ば
、
必
ず
不
都
合
を
訴
う
る
こ
と
な
ら
ん
。

さ
れ
ば
、
か
の
貴
賓
も
そ
の
芸
妓
の
何
も
の
た
る
を
知
ら
ざ
り
し
こ
そ
幸
い
な
れ
、
も
し
も
内
実
の
事
情

を
聞
く
こ
と
も
あ
り
し
な
ら
ん
に
は
、
饗
応
の
満
足
に
引
替
え
て
、
失
敬
無
状
を
憤
り
し
こ
と
な
る
べ
し
。
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こ
れ
と
て
も
さ
き
の
紳
士
連
中
は
無
礼
と
知
り
て
行
う
た
る
に
あ
ら
ず
、
そ
の
平
生
に
お
い
て
、
男
女
品

行
上
の
こ
と
を
ば
至
っ
て
手
軽
に
心
得
、
た
だ
芸
妓
の
容
姿
を
悦
よ
ろ
こび
、
美
な
る
こ
と
花
の
如
し
な
ど
と
て
、

徳
義
上
の
死
物
た
る
醜
行
不
倫
の
女
子
も
、
潔
清
上
品
な
る
良
家
の
令
嬢
も
大
同
小
異
の
観
を
な
し
て
、

さ
て
は
右
の
如
き
大
間
違
い
に
陥
り
た
る
も
の
な
ら
ん
の
み
。
我
輩
は
直
ち
に
そ
の
人
を
咎とが
め
ず
し
て
、

我
が
習
俗
の
不
取
締
に
し
て
人
心
の 

穎  

敏 

え
い
び
ん

な
ら
ざ
る
を
歎
息
す
る
者
な
り
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
今
の

紳
士
も
学
者
も
不
学
者
も
、
全
体
の
言
行
の
高
尚
な
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
品
行
の
一
点
に
お
い
て
は
、
不

釣
合
に
下
等
な
る
者
多
く
し
て
、
俗
言
こ
れ
を
評
す
れ
ば
、
御ご
座ざ
に
出
さ
れ
ぬ
下
郎
げ
ろ
う
と
称
し
て
可
な
る
が

如
し
。 

花  

柳 

か
り
ゅ
う

の
間
に 

奔  
々 

ほ
ん
ぽ
ん

し
て 

青  

楼 

せ
い
ろ
う

の
酒
に
酔
い
、
別
荘  

妾    

宅  

し
ょ
う
た
く

の
会
宴
に
出
入
で
い
り
の
芸
妓
を
召

す
が
如
き
は
通
常
の
人
事
に
し
て
、
甚
だ
し
き
は
大
切
な
る
用
談
も
、
酒
を
飲
み
妓ぎ
に
戯
る
る
の
傍
か
た
わら
に

あ
ら
ざ
れ
ば
、
談
者
相
互
の
歓
心
を
結
ぶ
に
由よし
な
し
と
い
う
。
醜
極
ま
り
て
奇
と
称
す
べ
し
。

　
数
百
年
来
の
習
俗
な
れ
ば
、
こ
れ
を
酷
に
咎とが
む
る
は
無
益
の
談
に
似
た
れ
ど
も
、
今
の
日
本
は
、
こ
れ

日
本
国
中
の
日
本
に
あ
ら
ず
し
て
、
世
界
万
国
に
対
す
る
文
明
世
界
中
の
日
本
な
れ
ば
、
い
や
し
く
も
日

本
の
栄
誉
を
重
ん
ず
る
士
人
に
お
い
て
は
、
少
し
く
心
す
る
所
の
も
の
な
か
る
べ
か
ら
ず
。
試
み
に
一
例

を
挙
げ
て
士
人
に
問
わ
ん
。
君
ら
が
い
わ
ゆ
る
盛
会
に
例
の
如
く
妓
を
聘へい
し
酒
を
飲
み 

得  

々 

と
く
と
く

談
笑
す
る

と
き
は
勿
論
、
時
と
し
て
は
親
戚
・
朋
友
・
男
女
団
欒
た
る
内
宴
の
席
に
お
い
て
も
、
一
座
少
し
く
興
に
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入
る
と
き
、 

盃  

盤 

は
い
ば
ん

を 

狼  

藉 

ろ
う
ぜ
き

な
ら
し
む
る
者
は
、
君
ら
に
あ
ら
ず
し
て
誰た
ぞ
や
。
そ
の
狼
藉
は
な
お
可

な
り
、
酒
席
の
一
興
、
か
え
っ
て
面
白
し
と
し
て
恕じょ
す
べ
し
と
い
え
ど
も
、
座
中
や
や
も
す
れ
ば
三
々
五

々
の
群ぐん
を
成
し
て
、
そ
の
談
、
花
街
か
が
い  

柳    

巷  

り
ゅ
う
こ
う

の
事
に
及
ぶ
が
如
き
は
聞
く
に
堪
え
ず
。
そ
も
そ
も
そ
の

花
柳
の
談
を
喋
々     

喃          

々     

ち
ょ
う
ち
ょ
う
な
ん
な
ん

す
る
は
、
何
を
談
じ
何
を
笑
い
、
何
を
問
い
何
を
答
う
る
や
。 

別  

べ
っ
ぴ

品 ん
と
い
い
色
男
と
い
い
、
愉
快
と
い
い
失
策
と
い
う
が
如
き
、
様
々
の
怪
語
醜
言
を
交
え
用
い
て
、
い

か
な
る
談
話
を
成
す
や
。
酔
狂
喧
嘩
の
殺
風
景
な
る
、
固もと
よ
り
厭いと
う
べ
し
と
い
え
ど
も
、
花
柳
談
の
陰
醜

な
る
は
酔
狂
の
比
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
も
し
も
外
国
人
の
中
に
、
日
本
語
に
通
ず
る
こ
と
最
も
巧
み
に
し

て
、
談
話
の
意
味
は
勿
論
、
そ
の
語
気
の
微
妙
な
る
部
分
ま
で
も 

穎  

敏 

え
い
び
ん

に
解
し
得
る
者
あ
る
か
、
ま
た

は
日
本
人
に
し
て
外
国
語
を
能よ
く
し
、
い
か
な
る
日
本
語
に
て
も
そ
の 

真 

面 

目 

し
ん
め
ん
も
く
を
外
国
語
に
写
し
て
毫
ご
う

も
誤
ら
ざ
る
者
あ
り
て
、
君
ら
の
談
話
を
一
よ
り
十
に
至
る
ま
で
遺のこ
る
所
な
く
通
弁
し
ま
た
翻
訳
し
て
、

西
洋
文
明
国
の
中
人
以
上
、
紳
士
貴
女
を
し
て
こ
れ
を
聴
か
し
め
、
ま
た
そ
の
訳
文
を
読
ま
し
め
た
ら
ば
、

か
の
士
女
は
果
た
し
て
如
何
い
か
ん
の
評
を
下
す
べ
き
や
。
一
切
の
事
情
を
ば
問
わ
ず
し
て
、
た
だ  

喫    

驚  

き
っ
き
ょ
う

の

余
り
に
、
日
本
の
紳
士
は
下
郎
な
り
と
放
言
し
去
る
こ
と
な
ら
ん
。
君
ら
は
斯かか
る
評
論
を
被
こ
う
むり
て
、
果
た

し
て
愧は
ず
る
所
な
き
か
。

　
西
洋
諸
国
の
上
流
紳
士
学
者
の
集
会
に
談
笑
自
在
な
る
も
、
果
た
し
て
君
ら
の
如
き
醜
語
を
放
っ
て
憚
は
ば
か
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ら
ざ
る
も
の
あ
る
か
、
我
輩
の
未
だ
知
ら
ざ
る
所
な
り
。
け
だ
し
文
明
の
社
会
に
は
か
つ
て
聞
か
ざ
る
所

の
醜
語
に
て
あ
り
な
が
ら
、
君
ら
が
常
に
こ
れ
を
語
り
て
憚
る
所
な
き
は
、
日
本
の
事
は
外
人
の
知
ら
ざ

る
所
な
り
と
し
て
、
強
い
て
自
ら
安
ん
ず
る
こ
と
な
ら
ん
な
れ
ど
も
、
前
節
に
い
え
る
如
く
、
今
日
の
日

本
は
世
界
に
対
す
る
の
日
本
な
り
、
い
や
し
く
も
国
を
国
と
し
て
栄
辱
の
所
在
を
知
る
も
の
は
、
君
ら
の

言
行
に
つ
い
て
不
平
な
き
を
得
ざ
る
な
り
。
ま
た
些
細
さ
さ
い
の
事
な
れ
ど
も
手
近
く
一
例
を
示
さ
ん
に
、
『
時

事
新
報
』
紙
上
に
折
々
英
語
を
記
し
て
訳
文
を
添
え
た
る
西
洋
の
落
語
ま
た 

滑 

稽 

談 

こ
っ
け
い
だ
ん
の
如
き
も
の
は
読

者
の
知
る
所
な
ら
ん
。
こ
の
文
は
西
洋
の
新
聞
紙
等
よ
り
抜
き
た
る
も
の
に
し
て
、
必
ず
し
も
そ
の
記
事

の
醜
美
を
撰えら
ぶ
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
時
々
法
外
千
万
な
る
漫
語
放
言
も
あ
れ
ど
も
、
人
生
の
内
行
に
関
す
る

の
醜
談
、
即
ち
俗
に
い
う 

下  

掛 

し
も
が
か

り
の
こ
と
と
て
は
、
か
つ
て
一
言
も
こ
れ
を
見
ず
。
そ
の
然
る
所
以
ゆ
え
ん
は
、

訳
者
が
心
を
用
い
て
特
に
避
け
た
る
に
あ
ら
ず
し
て
、
原
書
中
を
求
め
て
斯かか
る
醜
談
に
見
当
た
ら
ざ
れ
ば

な
り
。
今
仮かり
に
西
洋
の
原
書
を
離
れ
て
、
こ
れ
に
易か
う
る
に
日
本
流
の
落
語
滑
稽
を
以
て
せ
ん
と
し
て
、

そ
の
種
類
を
集
め
た
ら
ば
い
か
な
る
も
の
を
得う
べ
き
や
。 

談  

柄 

だ
ん
ぺ
い

必
ず
肉
体
の
区
域
に
入
り
て
、
見
苦
し

く
聞
き
苦
し
き
も
の
は
十
中
の
七
、
八
な
る
べ
し
。  
畢    
竟  
ひ
っ
き
ょ
う

我
が
人
文
の
な
お
未
だ
鄙
陋
ひ
ろ
う
を
免
れ
ざ
る

の
証
と
し
て
見
る
べ
き
も
の
な
り
。
然しか
り
而
し
こ
うし
て
こ
の
日
本
流
の
落
語
な
り
ま
た
滑
稽
談
な
り
、
特
に
下

等
の
民
間
に
行
わ
る
る
鄙
陋
ひ
ろ
う
な
れ
ば
な
お
恕じょ
す
べ
し
と
い
え
ど
も
、
堂
々
た
る
上
流
の
士
君
子
と
称
す
る
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輩
が
、
自
ら
鄙
陋
を
犯
し
て
ま
た
鄙
陋
を
語
り
、
醜
臭
を
世
界
に
放
つ
が
如
き
は
、
国
民
の
標
準
た
る
士

君
子
の
徳
義
上
に
お
い
て
、
遁のが
る
べ
か
ら
ざ
る
の
罪
と
い
う
べ
し
。

　
本
編
の
趣
旨
は
、
初
段
の
冒
頭
に
も
い
え
る
如
く
、
日
本
男
児
の
品
行
を
正
し
、
そ
の
高
き
に
過
ぐ
る

頭かし
らを
取
っ
て
押
さ
え
、 

男  

女 

な
ん
に
ょ

両
性
の
地
位
に
平
均
を
得
せ
し
め
ん
と
す
る
の
目
的
を
以
て 

論  

緒 

ろ
ん
し
ょ

を
開

き
、
人
間
道
徳
の
根
本
は
夫
婦
の
間
に
あ
り
、
世
間
の
道
徳
論
者
が
自
愛
博
愛
な
ど
と
て
そ
の
得
失
を
論

ず
る
者
あ
れ
ど
も
、
本
来
私
徳
公
徳
の
区
別
を
知
ら
ざ
る
も
の
な
れ
ば
、  

脩    

徳  

し
ゅ
う
と
く

に
前
後
緩
急
を
誤
る

こ
と
多
し
、
私
徳
は
公
徳
の
母
に
し
て
、
そ
の
私
徳
の
根
本
は
夫
婦
家いえ
に
居お
る
の
大
倫
に
あ
り
、
然しか
り
而
し
こ
う

し
て
古
来
世
の
中
の
実
際
に
お
い
て
、
常
に
こ
の
大
倫
を
破
る
者
は
男
子
に
し
て
、
我
が
日
本
国
の
如
き

は
そ
の
最
も
甚
だ
し
き
も
の
な
れ
ば
、
多
妻
法
、
断
じ
て
許
す
べ
か
ら
ず
、
斯かか
る
醜
行
を
犯
す
者
は
、
一

家
の
不
幸
を
醸かも
し
て
、
禍
わ
ざ
わ
いを
後
世
子
孫
に
遺
す
の
み
な
ら
ず
、
内
行
不
取
締
は
醜
聞
を
世
界
万
国
に
放
つ

も
の
に
し
て
、
自
国
の
名
声
を
害
す
る
の
罪
人
な
り
云
々
と
て
、
筆
鋒
の
向
か
う
所
は
専
も
っ
ぱら
男
子
に
し
て
、

婦
人
の
地
位
如
何
い
か
ん
に
論
及
し
た
る
こ
と
な
し
。
そ
も
そ
も
我
が
国
の
婦
人
を
男
子
に
比
較
す
る
と
き
は
、

全
く
地
位
を
殊こと
に
し
、
居
家
き
ょ
か
内
実
の
権
力
は
と
も
か
く
も
、
戸
外
交
際
の
事
に
至
り
て
は
す
べ
て
男
子
の

た
め
に
専
ら
に
せ
ら
れ
て
、
婦
人
は
有
れ
ど
も
無
き
に
異
な
ら
ず
。
特
に
男
子
が
多
妻
の
醜
行
を
犯
し
て

婦
人
の
情
を
痛
ま
し
む
る
が
如
き
、
た
だ
に
自
愛
に
偏
す
る
の
み
な
ら
ず
私
曲
私
慾
の
最
も
甚
だ
し
き
も
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の
に
し
て
、
更
に
一
言
の
弁
論
あ
る
べ
か
ら
ず
。
我
輩
は
常
に
世
の
道
徳
論
者
の
言
を
聞
き
、
論
者
が
特

に
こ
の
大
切
な
る
一
点
を
ば 

軽  

々 

け
い
け
い

看
過
し
て
あ
た
か
も
不
問
に
附
す
る
者
多
き
を
見
て
窃ひそ
か
に
怪
し
む

の
み
か
、
そ
の
無
識
を
冷
笑
す
る
ほ
ど
の
次
第
な
れ
ば
、
大
い
に
婦
人
の
地
位
を
推お
し
て
こ
れ
を
高
処
に

進
め
、
以
て
男
子
に 

拮  

抗 

き
っ
こ
う

せ
し
め
ん
と
す
る
の
考
案
な
き
に
あ
ら
ず
。
徹
頭
徹
尾
、
今
の
婦
人
と
今
の

男
子
と
を
相
対
照
し
て
今
の
関
係
に
あ
ら
し
む
る
は
、
我
輩
の
あ
く
ま
で
も
悦
よ
ろ
こば
ざ
る
所
な
れ
ど
も
、
眼

を
転
じ
て
一
方
よ
り
考
う
れ
ば
、
本
来
物
の
高
低
・
強
弱
・
大
小
等
は
相
対
の
関
係
に
し
て
絶
対
の
義
に

あ
ら
ず
。
高
き
も
の
あ
れ
ば
こ
そ
低
き
も
の
も
あ
り
、
強
大
あ
れ
ば
こ
そ
小
弱
も
あ
り
。
故
に
今
、
婦
人

の
地
位
を
低
し
と
い
う
も
、
男
子
の
地
位
を
引
下
げ
て 

併  

行 

へ
い
こ
う

す
る
に
至
ら
し
む
れ
ば
、
男
女
の
権
力
平

等
な
り
と
い
う
べ
し
。
あ
る
い
は
婦
人
は
今
の
ま
ま
に
し
て
、
男
子
の
地
位
を
し
て
一
層
の
下
に
就つ
か
し

む
れ
ば
、
女
権
特
に
高
し
と
い
う
べ
し
。
こ
れ
即
ち
我
輩
が
独
り
男
子
を
目
的
に
し
て
論
鋒
を
差
向
け
た

る
所
以
ゆ
え
ん
な
り
。

　
然
る
に
こ
こ
に
支
那
学
の
古
流
に
従
っ
て
、
女
子
の
た
め
に
特
に
定
め
た
る
教
義
あ
り
。
そ
の
義
は
諸

書
に
記
し
て
多
き
中
に
つ
い
て
、
我
が
国
普
通
の
書
を
『
女
大
学
』
と
称
し
、
女
教
の
大
要
を
陳の
べ
た
る

も
の
な
る
が
、
書
中
往
々
不
都
合
に
し
て
解
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
き
に
あ
ら
ず
。
例
え
ば
女
子
の
天
性

を
男
子
よ
り
も
劣
る
も
の
と
認
し
た
ため
、
女
は  

陰    

性  

い
ん
し
ょ
う

な
り
、
陰
は
暗
し
な
ど
、
漠
然
た
る
精
神
論
を
根
本
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に
し
て
説
を
立
つ
る
が
如
き
は
、
妄 

漫 

無 

稽 

ぼ
う
ま
ん
む
け
い

と
称
す
べ
き
な
れ
ど
も
、
そ
の
他
は
大
抵
皆みな
女
子
を
戒
め

た
る
言
の
濃
厚
な
る
も
の
に
過
ぎ
ず
。
我
輩
が
か
つ
て
戯
れ
に
古
人
の
教
え
を
評
し
、
町
家
の
売
物
に
懸か

直けね
あ
る
が
如
し
と
い
い
し
も
こ
の
辺
の
意
味
に
し
て
、
『
女
大
学
』
の
濃
厚
苛
刻
か
こ
く
な
る
文
面
を
正
面
よ
り

受
取
り
、
そ
の
極
端
を
行
わ
ん
と
す
る
は
、
と
て
も
実
際
に
叶かな
わ
ざ
る
こ
と
な
れ
ど
も
、
さ
り
と
て
教
え

の
言
と
し
て
見
れ
ば
道
理
に  

差    

支  

さ
し
つ
か
え

あ
る
べ
か
ら
ず
、
た
だ
独
り
女
子
の
み
を
責
む
る
こ
と
な
く
、
男

子
を
も
こ
の
教
え
の
範
囲
内
に
入
れ
て
慎
む
所
あ
ら
し
む
れ
ば
、
そ
の
主
義
甚
は
な
はだ
美
な
る
も
の
多
し
。

　
例
え
ば
そ
の
文
の
大
意
に
嫉
妬
の
心
あ
る
べ
か
ら
ず
と
い
う
も
、 

片  

落 

か
た
お
ち

に
婦
人
の
み
を
責
む
れ
ば
こ

そ
不
都
合
な
れ
ど
も
、
男
女
双
方
の
心
得
と
し
て
は
争
う
べ
か
ら
ざ
る
の
格
言
な
る
べ
し
。
ま
た
姦
か
し
まし
く

多
言
た
げ
ん
す
る
な
か
れ
、
漫みだ
り
に
外
出
す
る
な
か
れ
と
い
う
も
、
男
女
共
に
そ
の
程
度
を
過
ぐ
る
は
誉ほ
む
べ
き

こ
と
に
あ
ら
ず
。
ま
た
巫
覡
ふ
け
ん
に
迷
う
べ
か
ら
ず
、
衣
服 

分  

限 

ぶ
ん
げ
ん

に
従
う
べ
し
、
年
少わか
き
と
き
男
子
と
猥な
れ

猥
れ
し
く
す
べ
か
ら
ず
云
々
は
最
も
可
な
り
。
ま
た
夫
お
っ
とを
主
人
と
し
て
敬
う
べ
し
と
い
う
は
、
女
子
よ
り

言
を
立
て
て
一
方
に
偏
す
る
が
故
に
不
都
合
な
る
の
み
。
け
だ
し
主
人
と
す
る
と
は
敬
礼
の
極
度
を
表
し

た
る
も
の
な
れ
ば
、
男
子
の
方
よ
り
婦
人
に
対
し
、
夫
婦
の
間
は
必
ず
敬
礼
を
尽
し
、
た
だ
に
そ
の 

内  

な
い
く

君 ん
を
親
愛
す
る
の
み
な
ら
ず
、
時
と
し
て
は
君
に
事つか
う
る
の
礼
を
以
て
こ
れ
を
接
す
べ
し
と
い
え
ば
、

夫
を
主
人
と
す
る
の
語
も
、
ま
た
差
支
な
か
る
べ
し
。
さ
れ
ば
我
輩
、
婦
人
の
地
位
を
高
く
す
る
の
議
論
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は
満
腹
溢あふ
る
る
が
如
く
に
し
て
、
自おの
ず
か
ら
そ
の
方
便
も
な
き
に
あ
ら
ず
と
い
え
ど
も
、
こ
れ
は
他
日
に

譲
り
、
今
日
の
目
的
は
今
の
婦
人
の
地
位
を
ば
そ
の
ま
ま
に
差
置
き
、
『
女
大
学
』
を
も
大
抵
の
処
ま
で

は
こ
れ
を
潰つぶ
さ
ず
し
て
、
か
え
っ
て
男
子
を
し
て
こ
の
『
女
大
学
』
の
主
義
に
従
わ
し
め
、
以
て
男
子
の

品
行
を
糺ただ
し
て
双
方
を 

併  

行 

へ
い
こ
う

の
点
に
維
持
せ
ん
と
す
る
に
あ
る
も
の
な
り
。

　
今
そ
の
然
る
所
以
ゆ
え
ん
の
理
由
を
述
べ
ん
に
、
婦
人
の
地
位
の
低
き
と
は
、
男
子
に
対
し
て
低
き
こ
と
な
れ

ば
、
こ
れ
を
引
上
げ
て
高
き
処
に
置
か
ん
と
す
る
に
当
た
り
、
第
一
着
に
心
頭
に
浮
ぶ
も
の
は
、
と
に
か

く
に
、
今
の
婦
人
を
し
て
今
の
男
子
の
如
く
な
ら
し
め
ん
と
す
る
の
思
想
な
る
べ
し
。
然しか
り
而
し
こ
うし
て
そ
の

男
子
の
如
く
な
る
や
、
知
識
気
力
の
深
浅
強
弱
如
何
い
か
ん
の
辺
に
止とど
ま
り
、
専
も
っ
ぱら
精
神
を
練
る
の
教
え
を
主
と

し
て
、
当
局
の
婦
人
に
お
い
て
も
、
そ
の
範
囲
を
脱
せ
ざ
れ
ば
甚
だ
佳よ
し
と
い
え
ど
も
、
文
明
の
事
は
有

形
の
門
よ
り
入
る
も
の
多
き
の
例
な
れ
ば
、
婦
人
の
教
育
に
つ
い
て
も
そ
の
形
を
先
に
し
、
先
ず
衣
裳
を

改
め
て
文
明
の
風
を
装
い
、
交
際
を
開
い
て
文
明
の
盛
事
を
学
び
、 

只  

管 

ひ
た
す
ら

外
国
婦
人
の
所
業
に
傚なろ
う
て

 

活  

溌 

か
っ
ぱ
つ

を
気
取
り
、
外
面
の
虚
飾
を
張
り
て
か
え
っ
て
裏
面
の
実
を
忘
れ
、
活
溌
は
漸
よ
う
やく
不
作
法
に
変
じ
、

虚
飾
は
遂
に
家
計
を
寒
か
ら
し
め
、
未
だ
西
洋
文
明
の
精
神
を
得
ず
し
て
、
早
く
既
に
自
家
遺
伝
の
美
徳

美
風
を
失
う
こ
と
な
き
を
期
す
べ
か
ら
ず
。
こ
れ
ら
の
弊
害
は
事
物
の
新
旧
交
代
の
際
に
多
少
免
る
べ
か

ら
ざ
る
も
の
と
し
て
こ
れ
を
忍
ぶ
も
、
こ
こ
に
忍
ぶ
べ
か
ら
ざ
る
は
、
そ
の
弊
害
の
極
度
に
至
り
、
今
の
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婦
人
が
男
子
の
挙
動
に
傚なら
わ
ん
と
し
て
、
今
の
日
本
男
子
の
品
行
を
学
ぶ
が
如
き
あ
ら
ば
こ
れ
を
如
何
い
か
ん
す

べ
き
や
。
日
本
国
人
の
品
行
美
な
ら
ず
と
い
え
ど
も
、
な
お
今
日
ま
で
に
こ
れ
を
維
持
し
て
そ
の
醜
を
蔽
お
お

い
、
時
と
し
て 

潔  

清 

け
っ
せ
い

義
烈
ぎ
れ
つ
の
光
を
放
っ
て
我
が
社
会
の
栄
誉
を
地
に
落
つ
る
こ
と
な
か
ら
し
め
た
る
も

の
は
何
ぞ
や
。
た
だ
良
家
の
婦
人
女
子
あ
る
の
み
。
現
に
今
日
に
あ
っ
て
も
私
徳
品
行
の
一
点
に
至
り
、

我
が
日
本
の
婦
人
と
西
洋
諸
国
の
婦
人
と
相
対
す
る
と
き
は
、
我
に
愧は
ず
る
所
な
き
の
み
な
ら
ず
、
往
々

  

上    

乗  

じ
ょ
う
じ
ょ
う
に
位
く
ら
いし
て
、
か
の
婦
人
の
能よ
く
せ
ざ
る
所
を
能
く
し
、
そ
の
堪
え
ざ
る
所
に
堪
え
、
彼
を
し
て

慚
死
ざ
ん
し
せ
し
む
る
も
の
さ
え
少
な
か
ら
ず
。
内
外
人
の
共
に
許
す
所
に
し
て
、
即
ち
我
が
大
日
本
の
国
光
と

し
て
誇
る
べ
き
も
の
な
り
。
も
し
も
年
来
日
本
男
子
を
し
て
そ
の
醜
行
を
恣
ほ
し
い
ま
まに
せ
し
め
て
、
一
方
に
良
家

婦
徳
の 

凜  

然 

り
ん
ぜ
ん

た
る
も
の
な
か
ら
し
め
な
ば
、
我
が
社
会
は
ほ
と
ん
ど
暗
黒
世
界
た
る
べ
き
は
ず
な
る
に
、

幸
い
に
し
て
そ
の
然しか
ら
ざ
る
は
、
こ
れ
を
良
婦
人
の
賜
た
ま
も
のと
い
わ
ざ
る
を
得
ず
。

　
然
る
に
今
日
に
お
い
て
、
未
だ
男
子
の 
奔  
逸 
ほ
ん
い
つ

を
縛ばく
す
る
の
縄
は
得
ず
し
て
、
先
ず
こ
の
良
家
の
婦
女

子
を
誘
い
ざ
のう
て
有
形
の
文
明
に
入
ら
し
め
ん
と
す
、
果
た
し
て
危
険
な
か
る
べ
き
や
。
居きょ
は
志し
を
移
す
と
い

う
。
婦
女
子
の
精
神
未いま
だ
堅
固
な
ら
ざ
る
者
を
率
い
て
有
形
の
文
明
に
導
く
は
、
そ
の
居きょ
を
変
ず
る
も
の

な
り
。
そ
の
居
既すで
に
変
じ
て
そ
の
志し
は
い
か
に
移
る
べ
き
や
。
近
く
喩たと
え
を
取
り
、
今
日
の
婦
人
女
子
を

し
て
、
そ
の  

良    

人  

り
ょ
う
じ
ん

父
兄
の
品
行
を
学
ぶ
こ
と
あ
ら
し
め
た
ら
ば
こ
れ
を
如
何
い
か
ん
せ
ん
。
試
み
に
男
子
の
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胸  

裡 
き
ょ
う
り

に
そ
の
次
第
の
図
面
を
画えが
き
、
我
が
妻
女
が
ま
さ
し
く
我
に
傚なら
い
、
我
が
花
柳
に
耽ふけ
る
と
同
時
に

彼
ら
は
緑
陰
に
戯
れ
、
昨
夜
自
分
は 

深  

更 

し
ん
こ
う

家
に
帰
り
て 

面  

目 

め
ん
ぼ
く

な
か
り
し
が
、
今
夜
は
妻
女
何
処
い
ず
く
に
行

き
し
や
、
そ
の
場
所
さ
え
分
明
な
ら
ず
な
ど
の
奇
談
も
あ
る
べ
し
と
想
像
し
た
ら
ば
、
さ
す
が
に 

磊  

落 

ら
い
ら
く

な
る
男
子
も
慚
愧
ざ
ん
き
に
堪
え
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
は  

世    

教  

せ
い
き
ょ
う

の
た
め
に
大
変
な
り
と
て
、
自
ら  

悚  

し
ょ
う

  

然  

ぜ
ん

た
る
こ
と
な
ら
ん
。
然
る
に
婦
女
子
の
志
の
有
形
無
心
の
文
明
に
誘
い
ざ
なわ
れ
て
漸
よ
う
やく
活
溌
に
移
る
の
最

中
、
あ
る
い
は
こ
の
想
像
画
を
し
て
実
な
ら
し
む
る
な
き
を
期
す
べ
か
ら
ず
、
恐
る
べ
き
に
あ
ら
ず
や
。

男
子
の
不
品
行
は
既
に
日
本
国
の
禍
源
た
り
、
こ
れ
に
加
う
る
に
女
子
の
不
品
行
を
以
て
す
、
国
の
た
め

に
不
幸
を
二
重
に
す
る
も
の
と
い
う
べ
し
。
男
子
社
会
の
不
品
行
に
し
て
忌
憚
き
た
ん
す
る
な
き
そ
の
有
様
は
、

火
の
方まさ
に
燃
ゆ
る
が
如
し
。
徳
教
の
急
務
は
百
事
を
抛
な
げ
うち
先
ず
こ
の
火
を
消
す
に
あ
る
の
み
。
婦
人
の
地

位
を
高
尚
に
す
る
の
新
案
は
、
あ
た
か
も
我
が
国
未み
曾ぞ
有う
の
家
屋
を
新
築
す
る
も
の
に
し
て
、
我
輩
固もと
よ

り
意
見
を
同
じ
う
す
る
の
み
な
ら
ず
、
敢
え
て
発
起
者
中
の
一
部
分
を
以
て
自
ら
居お
る
者
な
れ
ど
も
、
満ま

   

目 

ん
も
く 

焔  

々 

え
ん
え
ん

た
る
大
火
の
消
防
に
忙せ
わ
し
く
し
て
、
な
お
未
だ
新
築
に
遑
い
と
まあ
ら
ず
。
故
に
今
後
は
、
我
輩

の
筆
力
の
あ
ら
ん
限
り
、
読
者
と
共
に
こ
の
消
防
法
に
従
事
し
て
、
先
ず
婦
人
の
居きょ
を
安
か
ら
し
め
、
漸
よ
う
や

く
そ
の
改
良
に
着
手
せ
ん
と
欲
す
る
も
の
な
り
。
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