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自
尊
自
大
と
云
ふ
こ
と
は
固
よ
り
惡
い
こ
と
は
な
い
。
こ
り
や
人
情
の
自

然
で
、
即
ち
愛
國
心
の
命
ず
る
所
で
あ
る
か
ら
、
或
は
小
供
な
ど
に
は
殊
更

ら
に
之
を
勸
め
る
も
宜
し
い
、
又
勸
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。
譬
へ

ば
英
吉
利
で
學
校
の
小
供
に
地
理
を
教
へ
る
、
所
で
英
吉
利
の
彼
の
島
を
露

西
亞
や
亞
米
利
加
の
領
分
に
比
す
れ
ば
如
何
に
も
小
さ
く
て
何
だ
か
風
が
惡

い
と
云
ふ
と
こ
ろ
か
ら
し
て
、
別
段
に
地
圖
を
拵
え
て
殊
更
ら
に
自
分
の
國

を
大
き
く
書
い
て
小
供
に
教
へ
て
居
る
と
云
ふ
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の

位
の
も
の
で
、
隨
分
自
尊
自
大
と
云
ふ
こ
と
は
甚
だ
宜
し
い
事
で
あ
る
か
ら

遣
る
が
宜
し
い
。

　
甚
だ
宜
し
い
け
れ
ど
も
、
扨
て
此
人
情
は
世
界
普
通
で
、
何
處
の
國
民
で
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も
自
尊
自
大
と
云
ふ
こ
と
を
思
は
な
い
も
の
は
な
い
。
何
處
の
國
へ
行
つ
た

と
こ
ろ
が
、
乃お
公れ
の
國
は
尊
い
、
乃
公
の
國
は
大
き
な
も
の
だ
と
思
つ
て
居

る
に
違
ひ
な
い
。
そ
の
通
り
に
思
つ
て
る
と
す
れ
ば
、
自
分
獨
り
で
自
國
ば

か
り
が
尊
い
、
自
國
ば
か
り
が
大
き
な
も
の
と
し
て
威
張
つ
て
居
る
こ
と
は
、

何
と
し
て
も
是
れ
は
事
實
に
於
て
行
は
れ
な
い
事
で
あ
る
。
此
に
於
て
か
平

等
の
大
義
、
即
ち
彼
我
相
對
す
れ
ば
全
く
同
等
で
あ
る
と
云
ふ
大
義
が
生
じ

て
來
る
。
そ
の
平
等
の
大
義
と
云
ふ
も
の
は
國
交
際
の
根
本
で
あ
る
。
例
え

ば
商
賣
と
同
じ
事
で
、
ど
の
商
賣
人
だ
つ
て
何
で
も
自
分
の
利
益
に
な
る
や

う
に
な
る
や
う
に
と
心
掛
け
る
が
商
賣
人
の
常
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
自
分
獨

り
そ
う
思
ふ
の
で
は
な
い
、
隣
り
の
人
も
亦
其
通
り
思
ふ
て
居
る
。
何
で
も

自
分
が
一
番
大
利
益
を
占
め
や
う
と
思
は
な
い
者
は
な
い
。
之
れ
を
國
に
し
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て
云
へ
ば
、
茲
に
甲
の
國
乙
の
國
と
云
ふ
も
の
が
あ
る
、
兩
國
相
對
す
る
時

に
は
、
此
方
の
國
民
は
自
國
の
利
益
ば
か
り
を
大
切
に
思
つ
て
、
如
何
が
な

し
て
自
分
の
國
の
利
益
に
な
る
や
う
に
と
ば
か
り
考
へ
て
居
る
け
れ
ど
も
、

是
れ
が
此
方
ば
か
り
そ
う
思
つ
て
居
れ
ば
宜
し
い
が
、
隣
國
の
人
も
其
通
り

に
思
ひ
、
隣
り
の
親
爺
も
亦
そ
の
通
り
に
思
つ
て
居
る
。
ソ
コ
で
仕
方
が
な

い
か
ら
、
商
賣
を
し
貿
易
を
し
な
が
ら
、
彼
方
に
も
便
利
に
な
る
よ
う
に
、

此
方
に
も
共
に
便
利
に
な
る
よ
う
に
と
思
ふ
と
こ
ろ
か
ら
し
て
、
自
か
ら
自

利
利
他
と
云
ふ
こ
と
が
起
つ
て
來
る
。
サ
ア
そ
れ
と
同
じ
事
で
、
國
に
於
て

も
、
自
尊
も
宜
し
い
、
自
大
も
宜
し
い
、
自
尊
自
大
甚
だ
宜
し
い
け
れ
ど
も
、

如
何
し
て
も
そ
り
や
出
來
ら
れ
な
い
話
で
、
自
尊
尊
他
と
斯
う
云
は
な
く
て

は
な
ら
ぬ
と
云
ふ
こ
と
に
な
つ
て
、
自
分
の
國
が
尊
い
も
の
だ
と
云
へ
ば
隣
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り
の
國
も
尊
い
も
の
と
斯
う
爲
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
は
な
い
か
。
分
り
切
つ

た
話
。

　
然
る
に
今
日
の
日
本
の
世
間
に
流
行
す
る
所
の
趣
意
は
、
自
大
自
尊
と
同

時
に
他
を
卑
め
る
や
う
に
見
え
る
風
の
あ
る
の
は
如
何
だ
。
是
れ
は
行
は
れ

な
い
話
で
は
な
い
か
。
隣
り
の
國
が
卑
し
い
か
ら
自
分
が
尊
い
も
の
だ
と
斯

う
云
へ
ば
、
之
を
商
賣
に
し
て
見
れ
ば
、
隣
り
の
者
は
馬
鹿
だ
か
ら
自
分
の

家
の
み
を
繁
昌
さ
せ
や
う
と
斯
う
云
ふ
理
屈
に
な
る
。
隣
り
の
親
爺
が
果
し

て
馬
鹿
で
利
を
知
ら
な
い
も
の
な
ら
ば
ソ
リ
ヤ
甚
は
だ
都
合
が
宜
か
ら
う
け

れ
ど
も
、
隣
り
の
親
爺
も
馬
鹿
で
な
い
、
ち
や
ん
と
利
益
を
知
て
居
る
。
利

益
を
知
て
居
る
の
に
、
自
分
の
家
ば
か
り
利
し
や
う
と
云
ふ
こ
と
は
出
來
ら

れ
な
い
で
は
な
い
か
。
そ
う
す
れ
ば
自
尊
も
宜
し
い
、
自
大
も
宜
し
い
。
宜
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し
い
け
れ
ど
も
、
隣
り
の
人
が
卑
し
い
か
ら
と
云
て
乃
公
が
尊
い
と
云
ふ
こ

と
は
何
と
し
て
も
是
れ
は
云
は
れ
な
い
話
で
あ
る
。
こ
の
位
な
明
か
な
こ
と

は
な
い
。
そ
の
理
窟
が
分
ら
な
い
と
云
ふ
の
は
如
何
云
ふ
譯
だ
と
云
ふ
に
、

是
れ
が
昔
か
ら
日
本
に
行
は
れ
て
居
る
古
學
主
義
と
云
ふ
も
の
か
ら
、
自
然

に
斯
う
云
ふ
具
合
に
教
え
込
ま
れ
て
、
斯
樣
な
世
間
見
ず
空
威
張
り
と
云
ふ

こ
と
に
な
つ
た
の
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
け
れ
ど
も
、
私
は
決
し
て
其
古
學

主
義
を
絶
對
的
に
惡
い
と
云
ふ
の
で
は
な
い
、
そ
の
根
本
の
道
徳
論
が
宜
し

く
な
い
と
云
ふ
の
で
は
な
い
。
先
づ
日
本
國
に
行
は
れ
る
道
徳
論
は
神
儒
佛

の
三
道
と
し
て
、
其
神
儒
佛
の
主
義
は
決
し
て
惡
い
も
の
で
は
な
い
、
啻
に

神
儒
佛
の
み
な
ら
ず
耶
蘇
教
も
囘
々
教
も
老
子
も
莊
子
も
其
外
凡
て
の
徳
教

　
　
宗
教
と
云
ふ
も
の
は
皆
こ
り
や
宜
し
い
と
云
は
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
其
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旨
意
と
云
ふ
も
の
は
善
を
勸
め
惡
を
誡
め
る
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
是
れ
が
何

で
惡
い
こ
と
が
あ
る
か
。
結
構
な
道
徳
論
で
、
尊
ば
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
で

あ
る
か
ら
、
此
日
本
を
今
日
の
如
き
文
明
に
進
め
た
と
云
ふ
の
も
、
其
源
に

溯
り
遠
い
處
を
詮
索
し
て
、
道
徳
の
點
よ
り
云
へ
ば
神
儒
佛
の
お
蔭
と
云
は

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
少
し
も
憚
る
ど
こ
ろ
で
な
い
。
口
を
放
つ
て
神
儒
佛
の

徳
教
を
難
有
く
思
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
難
有
く
思
ふ
け
れ
ど
も
、
扨
て
國

を
開
い
て
今
の
西
洋
文
明
流
の
交
際
を
爲
や
う
と
云
ふ
の
に
は
、
何
分
に
も

昔
の
神
儒
佛
で
は
間
に
合
は
ぬ
。
就
中
そ
の
間
に
合
は
ぬ
と
云
ふ
の
は
、
自

尊
自
大
、
他
に
頓
着
し
な
い
と
云
ふ
の
は
誠
に
ど
う
も
困
つ
た
話
で
あ
る
と

云
ふ
の
は
、
近
く
例
を
見
れ
ば
仁
義
忠
孝
の
本
家
本
元
と
云
ふ
支
那
の
有
樣

を
見
た
ら
ば
如
何
だ
。
又
支
那
隨
一
の
屬
國
と
云
は
れ
た
朝
鮮
を
見
ろ
。
そ
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の
國
民
の
奉
ず
る
と
こ
ろ
信
ず
る
と
こ
ろ
は
仁
義
忠
孝
の
教
で
あ
つ
て
、
朝

に
晩
に
一
寸
と
し
た
話
で
も
一
寸
と
し
た
文
章
で
も
仁
義
忠
孝
の
外
に
出
た

も
の
は
な
い
と
云
ふ
位
の
仁
義
忠
孝
國
で
あ
り
な
が
ら
、
其
實
際
を
見
る
と

凡
そ
不
仁
不
義
不
忠
不
孝
の
國
民
の
多
い
と
云
ふ
も
の
は
此
支
那
朝
鮮
の
右

に
出
づ
る
も
の
は
な
い
と
云
は
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
し
て
見
る
と
其
古
學
の

旨
意
は
如
何
に
も
美
な
も
の
で
あ
る
、
だ
が
茲
に
氣
の
毒
な
事
に
は
腐
敗
し

易
い
と
云
ふ
性
質
が
あ
る
。
既
に
腐
敗
し
て
仕
舞
へ
ば
從
て
其
毒
と
云
ふ
も

の
が
生
じ
て
來
る
。
俗
に
腐
つ
て
も
鯛
と
云
ふ
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
魚

類
の
腐
つ
た
も
の
よ
り
か
新
し
い
野
菜
の
方
が
餘
つ
程
宜
し
い
。
今
の
古
學

流
に
就
て
私
な
ぞ
の
不
平
を
唱
ふ
る
と
云
ふ
の
は
其
古
學
の
大
旨
意
で
は
な

く
、
其
腐
敗
し
易
い
と
云
ふ
其
働
き
を
云
ふ
の
で
あ
る
。
働
き
が
ど
う
も
好

9



か
な
い
、
如
何
に
も
恐
ろ
し
い
事
で
あ
る
。
此
處
が
私
な
ぞ
の
最
も
不
平
を

唱
ふ
る
所
で
、
さ
う
し
て
其
自
尊
自
大
と
云
ふ
も
の
が
今
日
の
事
實
の
上
に

如
何
や
う
な
る
働
き
を
な
し
て
居
る
か
、
サ
ア
そ
の
古
學
流
の
腐
敗
し
た
其

毒
氣
が
ど
ら
程
の
毒
を
な
し
て
居
る
か
と
斯
う
云
ふ
と
、
自
尊
自
大
、
即
ち

他
を
卑
め
て
自
か
ら
得
々
と
し
て
居
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
即
ち
自
國
を
辱
か

し
め
自
身
を
侮
る
と
云
ふ
こ
と
に
な
る
が
、
如
何
だ
。

　
抑
も
外
國
と
相
對
し
て
自
分
の
本
國
の
榮
辱
を
感
ず
る
と
云
ふ
こ
と
は
、

日
本
の
國
に
居
る
よ
り
も
外
に
出
て
居
る
其
人
達
の
身
に
は
一
入
強
く
感
ず

る
も
の
で
あ
る
。
ソ
コ
で
誠
に
古
い
〳
〵
話
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
茲
に
一
ツ

お
話
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
事
が
あ
る
と
云
ふ
の
は
、
今
を
去
る
こ
と
三
十
六

年
前
、
即
ち
千
八
百
六
十
二
年
、
私
は
日
本
の
使
節
に
隨
從
し
て
歐
羅
巴
各
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國
を
巡
囘
し
、
其
順
路
を
云
へ
ば
地
中
海
か
ら 

馬 

塞 

耳 

ま
る
せ
ー
ゆ

に
上
陸
し
て
、
馬

塞
耳
か
ら
佛
蘭
西
に
行
き
、
夫
れ
か
ら
和
蘭
、
白
耳
義
、
普
魯
西
、
各
國
を

歴
訪
し
て
、
其
歳
の
八
月
に
露
西
亞
の
京
城
セ
ン
ト
ペ
ー
ト
ル
ス
ボ
ル
グ
府

に
行
て
、
同
月
の
十
六
日
と
云
ふ
日
に
日
本
に
大
事
變
が
あ
つ
た
と
云
ふ
報

告
に
接
し
た
。
そ
り
や
ま
あ
何
處
か
ら
來
た
電
信
（
そ
の
時
に
は
直
接
に
日

本
よ
り
歐
羅
巴
に
通
ず
る
電
信
は
な
か
つ
た
）
が
�
は
り
〳
〵
り
て
露
京
に

達
し
た
も
の
と
見
え
て
、
事
變
の
詳
か
な
る
こ
と
は
分
ら
な
い
、
或
は
日
本

に
在
る
外
國
の
公
使
館
を
日
本
人
が
攻
撃
し
た
と
も
云
ひ
、
又
或
は
日
本
の

侍
が
外
國
人
を
斬
つ
た
と
も
云
ふ
が
、
頓
と
詳
か
な
る
こ
と
が
分
ら
な
か
つ

た
。
夫
れ
か
ら
露
京
を
去
て
歸
朝
の
途
す
が
ら
佛
蘭
西
に
戻
て
來
た
所
が
、

佛
蘭
西
で
は
も
う
日
本
の
事
變
の
報
告
が
詳
か
に
分
つ
て
居
り
ま
し
た
と
云
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ふ
の
は
、
薩
摩
の
侍
が
日
本
の 

生  

麥 

な
ま
む
ぎ

と
云
ふ
處
で
英
人
の
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ

ン
と
云
ふ
人
を
斬
つ
た
と
云
ふ
こ
と
が
詳
か
に
分
つ
て
居
ま
し
て
、
其
れ
と

同
時
に
往
路
巴
理
ぱ
り
ー
に
滯
在
し
た
時
と
は
打
て
變
つ
て
使
節
一
行
の
待
遇
と
云

ふ
も
の
が
俄
に
惡
く
な
つ
て
仕
舞
つ
た
。
そ
れ
は
〳
〵
何
と
も
云
は
れ
な
い

話
で
、
そ
の
次
第
は
其
時
に
私
が
認
め
て
置
た
此
西
遊
記
の
中
に
も
一
寸
書

て
あ
る
。
（
と
て
先
生
は
三
十
餘
年
前
に
認
め
た
る
古
め
か
し
き
一
册
の
手

帳
を
取
出
し
て
讀
上
げ
ら
れ
た
る
其
文
は
左
の
如
し
）

　
　
　
十
三
日
朝
第
八
時
ロ
シ
フ
　

 
ヲ
ル
ト
に
着
。
ロ
シ
フ
　

 

ヲ
ル
ト
は
巴
里
よ

　
　
り
佛
里
法
九
十
里
に
あ
る
佛
蘭
西
の
海
軍
港
な
り
。
蒸
滊
車
よ
り
下
り

　
　
船
に
乘
る
ま
で
の
道
十
餘
丁
、
此
間
盛
ん
に
護
衞
の
兵
卒
千
餘
人
を
列

　
　
し
、
敬
禮
を
表
す
る
に
以
て
實
は
威
を
示
せ
し
な
り
。
日
本
人
は
昨
夜
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蒸
滊
車
に
乘
り
、
車
中
安
眠
す
る
を
得
ず
大
に
疲
れ
た
る
に
、
此
處
に

　
　
着
し
て
暫
時
も
休
息
せ
し
め
ず
、
蒸
滊
車
よ
り
下
り
直
ち
に
又
船
に
乘

　
　
ら
し
む
。
且
つ
船
に
乘
る
ま
で
十
餘
丁
の
道
、
日
本
人
の
一
行
に
は
馬

　
　
車
を
も
與
へ
ず
、
徒
歩
に
て
船
ま
で
歩
み
た
り
。

　
斯
う
云
ふ
事
が
あ
る
が
過
去
つ
た
三
十
六
年
の
昔
の
事
で
あ
る
け
れ
ど
も

決
し
て
忘
れ
な
い
。
其
時
の
苦
み
と
云
ふ
も
の
は
　
　
何
も
そ
の
休
息
し
て

茶
を
呑
み
た
か
つ
た
と
云
ふ
で
も
な
い
、
物
が
喰
ひ
た
か
つ
た
譯
で
も
な
い

け
れ
ど
も
、
之
を
一
ト
口
に
云
へ
ば
思
ふ
さ
ま
辱
か
し
め
ら
れ
た
の
で
、
そ

の
辱
か
し
め
ら
れ
た
と
云
ふ
の
は
、
啻
に
我
々
共
使
節
の
一
行
が
辱
か
し
め

ら
れ
た
の
み
で
は
な
い
、
是
れ
が
銘
々
共
が
日
本
國
中
を
旅
行
し
て
ど
ん
な

目
に
遇
つ
た
つ
て
、
そ
り
や
ソ
レ
切
の
話
で
、
何
で
も
あ
り
や
し
な
い
。
あ
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り
や
し
な
い
け
れ
ど
も
、
外
國
に
行
つ
て
假
初
に
も
日
本
を
代
表
し
て
居
る

使
節
が
無
上
の
侮
辱
を
蒙
む
る
と
斯
う
云
ふ
の
は
、
即
ち
日
本
國
が
無
上
の

侮
辱
を
蒙
つ
た
の
で
あ
る
。
何
と
も
モ
ウ
仕
樣
が
な
い
、
實
に
其
時
の
心
持

と
云
ふ
も
の
は
云
ふ
に
云
は
れ
ぬ
情
な
い
事
で
あ
つ
た
。
マ
ア
薩
摩
の
侍
と

云
ふ
も
の
は
ど
ん
な
奴
だ
か
知
ら
な
い
が
、
何
ぜ
こ
ん
な
事
を
爲
て
呉
れ
た

ら
う
か
。
空
威
張
り
に
威
張
つ
て
外
國
人
を
斬
つ
て
、
斬
つ
た
後
の
始
末
を

如
何
す
る
と
云
ふ
前
後
の
勘
辨
も
な
く
、
只
一
時
腹
が
立
つ
た
か
ら
、
其
腹

癒
せ
に
人
を
斬
つ
た
と
云
ふ
に
過
ぎ
ぬ
話
で
、
外
國
人
を
斬
れ
ば
外
國
人
が

怒
る
で
あ
ら
う
、
怒
つ
た
ら
ば
日
本
に
兵
を
向
け
る
だ
ら
う
、
向
け
れ
ば
戰

爭
に
な
る
だ
ら
う
、
戰
爭
に
な
つ
た
所
で
、
果
し
て
戰
つ
て
斯
う
と
云
ふ
勝

算
が
あ
る
か
如
何
か
、
勝
算
が
あ
る
な
ら
ば
そ
り
や
ど
ん
な
事
を
遣
つ
て
も
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宜
か
ら
う
け
れ
ど
も
、
氣
の
毒
な
が
ら
其
時
の
日
本
に
勝
算
な
し
と
云
ふ
こ

と
は
明
々
白
々
、
然
る
に
一
時
の
空
威
張
り
で
此
國
を
辱
か
し
め
た
と
云
ふ

の
は
末
代
の
日
本
の
損
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
其
時
日
本
に
居
る
人
は
そ

れ
ほ
ど
に
思
は
な
か
つ
た
ら
う
け
れ
ど
も
、
私
な
ど
の
一
行
三
十
五
、
六
人

と
云
ふ
も
の
は
一
人
と
し
て
其
憂
を
催
さ
な
か
つ
た
も
の
は
な
い
。
そ
れ
は

三
十
六
年
の
昔
の
事
で
あ
つ
た
が
、
扨
又
時
勢
が
移
り
變
つ
て
昨
今
世
の
中

に
排
外
主
義
が
流
行
し
て
居
る
今
日
、
日
本
か
ら
外
國
に
行
て
居
る
人
は
隨

分
多
い
だ
ら
う
。
多
い
其
人
達
は
、
本
國
に
排
外
主
義
の
流
行
す
る
噂
を
聞

い
て
如
何
に
感
ず
る
だ
ら
う
か
。
そ
り
や
ま
さ
か
に
私
共
が
三
十
五
年
前
に

感
じ
た
や
う
な
事
は
な
か
ら
う
。
昔
は
直
ち
に
外
國
人
を
斬
つ
た
り
鐵
砲
を

打
掛
け
た
り
爲
る
や
う
な
事
を
遣
つ
た
か
ら
、
從
て
外
國
人
の
憤
り
も
強
か
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つ
た
が
、
今
日
は
マ
サ
カ
そ
う
云
ふ
こ
と
は
な
い
な
い
が
、
併
し
何
處
と
な

く
苦
々
し
い
と
云
ふ
感
じ
は
必
ず
あ
る
だ
ら
う
。
マ
ア
日
清
戰
争
で
以
て
日

本
人
の
肩
身
が
廣
く
な
つ
た
と
云
つ
て
大
い
に
得
意
に
な
つ
て
居
た
の
だ
、

又
今
度
は
倒
さ
ま
に
排
外
主
義
の
流
行
の
爲
め
に
、
折
角
日
清
戰
争
で
擴
げ

た
肩
身
が
狹
く
な
り
は
爲
な
い
か
と
、
甚
だ
私
は
氣
の
毒
に
思
ふ
。

　
今
も
云
ふ
通
り
、
近
來
日
本
人
が
排
外
主
義
と
か
何
と
か
云
て
、
動
も
す

れ
ば
毛
唐
人
と
か
赤
髯
と
か
云
ふ
噂
を
度
々
私
な
ど
は
聞
く
こ
と
で
あ
る
が
、

其
排
外
主
義
も
宜
し
い
、
自
尊
自
大
も
宜
し
い
と
し
た
所
で
、
果
し
て
そ
れ

が
行
は
れ
る
事
か
行
は
れ
な
い
事
か
、
少
し
は
勘
考
し
て
貰
ひ
た
い
。
自
尊

自
大
、
自
分
の
國
ば
か
り
尊
大
で
、
他
國
を
目
下
め
し
た
に
見
下
だ
す
と
云
ふ
こ
と

が
、
事
實
に
行
は
れ
る
か
行
は
れ
な
い
か
、
如
何
し
た
つ
て
行
は
れ
な
か
ら
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う
で
は
な
い
か
。
商
賣
の
主
義
と
同
じ
事
で
　
　
商
賣
に
自
利
利
他
と
云
へ

ば
、
交
際
上
に
於
て
は
自
尊
尊
他
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
此
方
で
毛
唐

人
だ
の
赤
髯
だ
の
と
斯
う
云
ふ
卑
し
い
言
葉
を
使
へ
ば
、
彼
方
も
亦
日
本
人

に
報
ゆ
る
に
何
と
か
種
々
樣
々
な
惡
口
雜
言
を
言
ふ
で
あ
ら
う
。
只
交
際
が

卑
し
く
な
る
丈
け
に
止
ま
る
で
は
な
い
か
。
い
よ
〳
〵
自
分
の
國
が
尊
い
も

の
と
思
ふ
な
ら
ば
、
一
切
そ
う
云
ふ
考
を
外
に
現
は
す
と
云
ふ
や
う
な
淺
ま

し
い
擧
動
は
止
め
に
し
て
、
深
く
心
に
藏
め
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
藏

め
て
そ
う
し
て
深
く
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
扨
て
そ
の
深
く
考
へ
る
と
云
ふ
一
番
仕
舞
は
、
今
の
國
交
際
に
於
て
訴
ふ

る
所
は
腕
力
の
外
は
な
い
。
だ
が
直
ち
に
腕
力
沙
汰
に
及
ぶ
と
云
ふ
其
前
に
、

マ
ダ
國
交
際
の
法
と
云
ふ
も
の
が
あ
る
。
是
れ
は
外
交
官
の
與
か
る
所
で
、
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虚
々
實
々
、
樣
々
な
方
略
が
あ
る
で
あ
ら
う
が
、
そ
の
方
略
を
し
て
自
由
自

在
に
行
は
せ
る
や
う
に
爲
る
と
云
ふ
の
が
、
こ
り
や
人
民
の
役
目
で
は
な
い

か
。
そ
れ
を
輕
々
し
く
も
見
る
物
が
癪
に
觸
る
、
聞
く
事
が
氣
に
入
ら
な
い

と
云
て
、
恰
も
外
國
人
を
一
種
外
道
の
や
う
に
認
め
て
空
威
張
り
を
爲
や
う

と
云
ふ
の
は
、
是
れ
は
只
自
か
ら
侮
辱
を
買
ふ
に
過
ぎ
ぬ
。

　
ソ
コ
で
此
慶
應
義
塾
と
云
へ
ば
、
啻
に
書
を
讀
み
理
を
講
ず
る
ば
か
り
で

な
い
、
國
家
の
利
害
と
云
ふ
こ
と
も
自
分
銘
々
の
腹
の
底
に
は
考
へ
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
譯
で
あ
る
か
ら
、
苟
く
も
自
尊
自
大
と
云
ふ
や
う
な
そ
ん
な
馬
鹿

げ
た
考
へ
を
持
つ
て
居
る
者
は
な
い
筈
で
あ
ら
う
と
は
思
ふ
け
れ
ど
も
、
又

若
い
人
で
ど
ん
な
踏
み
外
し
が
あ
る
か
知
れ
な
い
、
甚
だ
氣
遣
は
し
い
事
で

あ
る
、
呉
々
も
能
く
考
へ
て
輕
擧
暴
行
の
な
い
や
う
に
爲
た
い
も
の
だ
。
此
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塾
生
が
一
人
で
も
そ
ん
な  

輕    

躁  

カ
ル
ハ
ヅ
ミ

な
事
、
即
ち
外
道
だ
の
赤
髯
だ
の
と
云

ふ
言
を
發
し
て
、
何
か
事
の
端
に
な
つ
た
と
云
ふ
こ
と
が
あ
れ
ば
、
其
當
人

の
恥
辱
は
勿
論
の
事
、
こ
の
塾
を
汚
す
と
云
ふ
も
の
だ
か
ら
、
假
初
に
も
な

い
よ
う
に
。
デ
自
尊
自
大
は
勿
論
私
の
甚
だ
好
む
所
で
あ
る
か
ら
大
い
に
遣

れ
。
眞
實
世
界
に
對
し
て
唯
我
獨
尊
の
地
位
に
至
り
た
い
と
、
銘
々
斯
う
思

つ
て
今
勉
強
し
て
居
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
。
ソ
レ
を
輕
々
し
く
益
な
き
事

を
言
行
に
發あら
は
す
と
云
ふ
の
は
、
之
を
喩
へ
ば
商
人
が
金
儲
け
の
事
を
想
像

す
る
ば
か
り
で
、
其
金
を
マ
ダ
握
ら
ぬ
中
に
一
寸
奢
り
の
眞
似
を
す
る
と
云

ふ
、
そ
ん
な
奴
に
儲
出
す
こ
と
が
出
來
る
も
の
か
、
是
れ
と
同
じ
事
で
あ
る
。

慶
應
義
塾
に
は
自
か
ら
大
い
な
る
算
あ
り
、
算
あ
れ
ば
從
て
サ
ア
今
日
と
云

ふ
日
が
あ
ら
う
、
其
今
日
と
云
ふ
日
を
造
り
出
す
の
が
眞
實
の
目
的
で
あ
る
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か
ら
、
間
違
ひ
の
な
い
や
う
に
し
て
貰
ひ
た
い
（
拍
手
起
る
）
。

　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
三
十
一
年
四
月
「
慶
應
義
塾
學
報
」
第
二
號
〕
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