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本
書
は
、
小
引
の
後
に
本
文
が
あ
り
、
本
文
は
最
初
に
緒
言
、
そ
の
後
の
本
体
部

分
は
、
実
語
教
本
文
２
句
ず
つ
（
返
り
点
付
き
）
に
解
釈
・
解
説
を
付
す
。
上
部

欄
外
に
振
り
仮
名
付
き
の
書
き
下
し
文
を
記
す
。

　
こ
の
フ
ァ
イ
ル
で
は
、
小
引
は
省
略
し
、
書
き
下
し
を
掲
げ
、
最
後
に
本
文
部
を

掲
げ
る
。
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や
ま山
　
　
た
か高
　

き
が　
ゆ
へ故
　

に　た
つ
と
貴
　

か
ら
ず

　　
き樹
　

あ
る
を　
も
つ以
　

て　た
つ
と
貴
　

し
と
な
す

　　
ひ
と人
　
　
こ
え肥
　

た
る
が　
ゆ
へ故
　

に　た
つ
と
貴
　

か
ら
ず

　　
ち智
　

あ
る
を　
も
つ以
　

て　た
つ
と
貴
　

し
と
な
す

　　
と
み富
　

は
こ
れ　い
つ
し
や
う

一
生
　

の　た
か
ら
財
　

　　
み身
　
　
め
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す
れ
ば　す
な
は
ち
即
　

ち　
と
も共
　

に　
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す

　　
ち智
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こ
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ば
ん
だ
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万
代
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か
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財
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の
ち
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お
は終
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な
は
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つ
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た
ま玉
　
　
み
が磨
　

か
ざ
れ
ば　ひ
か
り
光
　

な
し

　　ひ
か
り
光
　

な
き
を　い
し
か
は
ら

石
瓦
　

と
な
す

　　
ひ
と人
　
　
ま
な学
　

ば
ざ
れ
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ち智
　

な
し

　　
ち智
　

な
き
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ぐ
に
ん

愚
人
　

と
な
す

　　
く
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の　
う
ち内
　

の　
ざ
い財
　

は　
く
ち朽
　

る
こ
と
あ
り

　　
み身
　

の　
う
ち内
　

の　
さ
い才
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く
ち朽
　

る
こ
と
な
し

　　せ
ん
り
や
う

千
両
　

の　こ
が
ね
金
　

を　
つ積
　

む
と　い
へ
ど
雖
　

も
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い
ち
に
ち

一
日
　

の　
が
く学
　

に
は　
し如
　

か
ず

　　
き
や
う
だ
い

兄
弟　　
つ
ね常
　

に　
あ合
　

は
ず

　　
じ

ひ

慈
悲
　

を　き
や
う
だ
い

兄
弟
　

と
な
す

　　
ざ
い
も
つ

財
物
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な
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ぞ
ん存
　

せ
ず

　　
さ
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才
智
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財
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大
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に
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と
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が
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ざ
れ
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お
ひ老
　

て　
の
ち後
　
　
う
ら恨
　

み　
く悔
　

ゆ
と　い
へ
ど
雖
　

も
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ほ　
し
よ
え
き
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こ
と
な
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ゆ
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し
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　い
た
づ
ら
徒
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い
ち
び
と

市
人
　

に　
む
か向
　

ふ
が
如
し

　　
な
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ひ
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ひ
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せ
ん
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あ
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　　あ
る
ひ
或
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才
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芸
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あ
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ま
た亦
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の
ち
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あ
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な猶
　

ほ　の
う
ぎ
や
う

農
業
　

を　
わ
す忘
　

れ
ず

　　か
な
ら
必
　

ず　
が
く
も
ん

学
文
　

を　
は
い廃
　

す
る
こ
と
な
か
れ

　　
ゆ
へ故
　

に　
ま
つ
だ
い

末
代
　

の　
が
く
し
や

学
者
　

　　
ま先
　

づ
こ
の　
し
よ書
　

を　
あ
ん案
　

ず
べ
し

　　
こ是
　

れ　
が
く
も
ん

学
問
　

の
は
じ
め
な
り

　　
み身
　

を
は
る
ま
で　
ば
う
し
つ

忘
失
　

す
る
こ
と
な
か
れ
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山
高
き
が
故
に
貴
か
ら
ず
、
樹
あ
る
を
以
て
貴
し
と
な
す
。
人
肥
え
た
る
が
故

に
貴
か
ら
ず
、
智
あ
る
を
以
て
貴
し
と
な
す
と
い
ふ
文
句
を
冒
頭
と
し
て
、
児
童

の
た
め
に
教
訓
の
事
を
説
き
た
る
「
実
語
教
」
は
、「
庭
訓
往
来
」、「
女
今
川
」
な

ど
の
類
と
共
に
、
明
治
維
新
前
に
は
、
寺
小
屋
に
て
児
童
の
た
め
の
教
科
書
と
し

て
盛
に
用
ひ
ら
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
。
そ
の
作
者
は
護
命
僧
正
で
あ
る
と
伝
へ
ら

れ
て
居
る
。
護
命
僧
正
は
南
都
元
興
寺
に
居
つ
た
高
僧
で
、
嵯
峨
天
皇
の
弘
仁
七

年
に
僧
都
と
な
り
、
仁
明
天
皇
の
承
和
光
年
に
年
八
十
五
に
し
て
亡
く
な
ら
れ
た
。

平
仮
名
の
い
ろ
は
は
こ
の
護
命
僧
正
が
作
ら
れ
た
と
」
言
は
れ
て
居
る
が
、「
実
語

教
」
が
こ
の
護
命
僧
正
の
作
で
あ
る
か
ど
う
か
は
明
瞭
で
な
い
。
或
は
護
命
僧
正

よ
り
も
つ
と
後
の
僧
侶
の
手
に
な
つ
た
も
の
か
も
知
れ
ぬ
。
し
か
し
な
が
ら
、「
実

語
教
」
の
書
が
古
く
か
ら
世
に
行
は
れ
て
居
つ
た
と
い
ふ
こ
と
は
長
門
本
の
「
平

家
物
語
」
の
中
に
『
山
法
師
の
習
へ
る
山
高
故
不
貴
と
は
か
や
う
の
こ
と
を
申
す

ベ
き
』
と
あ
る
に
て
も
知
ら
れ
る
。
又
同
じ
く
「
平
家
物
語
」
の
中
に
源
三
位
頼

政
が
山
門
（
叡
山
）
と
南
都
と
を
か
た
ら
ひ
た
る
に
山
門
が
忽
ち
心
変
り
せ
し
を
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南
都
の
法
師
が
憤
慨
し
て
「
座
主
経
」
一
巻
、「
実
語
教
」
一
巻
を
作
り
て
こ
れ
を

根
本
中
堂
に
送
つ
た
。
さ
う
し
て
そ
の
「
実
語
教
」
と
い
ふ
の
は
『
お
り
べ
は
い

つ
た
ん
の
宝
、
身
滅
す
れ
ば
則
ち
共
に
破
る
、
恥
は
こ
れ
万
代
の
き
ず
、
命
終
れ

ど
も
共
に
滅
す
る
こ
と
な
し
、
欲
は
こ
れ
一
生
の
恥
、
恥
な
き
を
も
て
愚
人
と
す
、

四
大
日
日
に
衰
へ
、
三
た
ふ
夜
々
く
ら
し
、
云
云
』
と
あ
り
て
、
戯
れ
に
「
実
語

教
」
の
文
句
に
傲
ひ
て
叡
山
の
僧
侶
を
罵
倒
し
た
も
の
で
あ
る
。
稍
々
後
に
な
り

て
鎌
倉
時
代
の
末
期
無
住
法
師
の
「
雑
談
集
」
に
も
『
箱
根
山
中
葦
河
宿
に
て
或

旅
人
実
語
教
を
誦
し
て
曰
ふ
、
山
高
き
が
故
に
不
貴
、
飯
大
な
る
を
以
て
為
貴
云

云
、
家
主
と
り
あ
へ
ず
誦
し
て
曰
ふ
、
人
肥
え
た
る
が
故
に
不
貴
、
以
賃
多
為
貴

と
、
互
に
入
興
し
て
飯
大
に
し
て
賃
多
く
し
た
り
け
る
と
い
へ
り
云
云
』
と
の
笑

談
が
載
せ
て
あ
る
。
こ
れ
等
の
事
例
に
よ
り
て
見
る
も
、「
実
語
教
」
の
一
事
は
鎌

倉
時
代
の
末
期
に
は
既
に
広
く
世
に
行
は
れ
て
居
つ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。

　　

実
語
と
い
ふ
文
字
は
「
法
華
経
」
を
始
と
し
て
、「
涅
槃
経
」、「
金
剛
経
」、「
大

般
若
経
」
な
ど
に
も
出
て
居
る
も
の
で
、
そ
れ
が
仏
教
の
経
典
に
本
づ
き
た
る
こ
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と
は
疑
を
容
れ
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
従
つ
て
「
実
語
教
」
が
僧
侶
の
手
に
な
り
た
る

こ
と
も
事
実
に
近
い
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
時
行
は
れ
た

る
儒
教
の
所
説
を
も
採
用
し
て
、
初
学
の
も
の
に
適
切
の
教
訓
を
説
き
た
る
も
の

で
、
し
か
も
そ
の
書
が
近
代
に
至
る
ま
で
、
庶
民
教
育
の
根
本
を
な
し
て
居
つ
た

こ
と
を
考
ふ
れ
ば
、
我
邦
の
精
紳
文
化
の
発
展
の
跡
を
顧
み
て
、
こ
の
「
実
語
教
」

の
如
き
は
ま
こ
と
に
尊
重
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
よ
り
て
私

は
こ
こ
に
新
に
そ
の
意
義
を
解
釈
し
て
、
こ
れ
を
現
代
の
人
人
に
提
供
し
、
少
な

く
と
も
現
に
家
庭
の
主
人
た
る
母
親
若
し
く
は
将
来
に
於
て
母
親
た
る
べ
き
人
人

に
対
し
て
、
こ
の
書
を
一
読
あ
ら
む
こ
と
を
要
求
す
る
。

　　　　　
山
高
故
不
貴　
　

以
有
樹
為
貴
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山
は
い
か
ほ
ど
高
く
て
も
、
高
い
の
み
で
貴
し
と
す
べ
き
で
は
な
い
。
山
に
は
も

ろ
〳
〵
の
樹
が
あ
る
故
に
貴
い
の
で
あ
る
と
、
た
と
へ
て
言
ふ
の
で
あ
る
。

　　　　　
人
肥
故
不
貴　
　

以
有
智
為
貴

　　　
前
の
句
に
対
し
て
、
人
も
た
だ
肥
え
た
る
の
み
で
は
貴
し
と
せ
ず
。
智
恵
が
あ
れ
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ば
こ
そ
貴
し
と
す
る
と
説
く
。
人
食
ら
ひ
、
肥
え
て
智
恵
な
き
は
飯
の
袋
で
あ
る

と
も
言
ふ
べ
き
で
あ
る
。

　
「
大
学
」
に
『
其
身
を
修
め
む
と
欲
す
る
も
の
は
先
づ
其
心
を
正
し
ふ
す
。
其
心

を
正
し
ふ
せ
む
と
欲
す
る
も
の
は
先
づ
其
意
を
誠
に
す
。
其
意
を
誠
に
せ
む
と
欲

す
る
も
の
は
先
づ
其
知
を
致
す
。
知
を
致
す
は
物
に
格
る
に
あ
り
、
物
格
り
て
而

し
て
後
に
知
至
る
、
知
至
り
て
而
し
て
後
に
意
誠
な
り
』
と
あ
る
。
そ
の
意
味
は

身
を
修
め
む
と
す
る
に
は
、
一
身
の
主
た
る
心
を
正
し
く
す
べ
く
、
心
を
正
し
く

せ
む
に
は
夢
を
誠
実
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
さ
う
し
て
を
の
意
を
誠
に
す
る
に
は
、

先
づ
自
分
が
接
す
る
と
こ
ろ
の
事
物
に
つ
き
て
そ
の
道
理
を
究
め
、
こ
れ
に
よ
り

て
知
を
推
し
究
め
て
善
意
・
是
非
の
弁
別
に
惑
ふ
こ
と
の
な
い
や
う
に
す
る
こ
と

を
要
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
や
う
に
、
世
間
の
事
物
の
上
に
は
た
ら
く
知
慧

は
仏
教
に
て
俗
智
若
し
く
は
後
得
知
と
名
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
、
こ
の
俗
智
に
よ

り
て
、
我
我
は
是
を
是
と
し
、
非
を
非
と
し
、
そ
れ
を
本
と
し
て
生
活
を
つ
づ
け

て
居
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
常
に
我
我
を
し
て
迷
執
の
世
界
に
入
れ
し
め
る
も
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の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
仏
教
に
て
は
、
か
く
の
如
き
俗
智
を
排
し
て
、
真
智
を

貴
ぶ
の
で
あ
る
。
真
智
と
は
諸
法
の
実
相
を
照
す
と
こ
ろ
の
智
恵
で
、
こ
れ
を
根

本
智
又
は
如
理
智
と
名
づ
く
る
の
で
あ
る
。
我
我
は
固
よ
り
性
得
、
か
や
う
な
真

智
を
持
つ
て
居
ら
ぬ
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
深
く
内
観
し
て
そ
の
羸
劣
に
し
て
、

如
何
と
も
す
る
こ
と
の
出
来
ぬ
と
こ
ろ
の
自
分
の
心
を
識
れ
ば
そ
こ
に
真
智
の
光

に
照
ら
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
儒
教
で
も
真
の
学
問
は
物
外
の
へ
だ
て
な
く
、

至
極
無
私
に
し
て
、
私
案
を
離
れ
て
物
に
順
応
す
る
こ
と
で
あ
る
と
説
く
。
李
子

の
曰
く
『
学
問
の
道
は
多
言
に
あ
ら
ず
、
た
だ
黙
坐
し
て
心
を
澄
ま
し
、
天
理
を

体
認
し
、
若
し
真
に
見
る
と
こ
ろ
あ
れ
ば
一
毫
私
欲
の
発
す
る
と
雖
も
亦
退
て
聴

は
ん
』
と
あ
り
て
、
真
の
学
問
と
い
へ
ば
行
を
本
と
し
、
文
学
は
枝
葉
で
あ
る
と

せ
ら
れ
る
。
そ
れ
故
に
、
智
恵
と
い
ふ
も
の
を
ば
、
深
く
内
省
し
て
、
考
へ
れ
ば
、

結
局
、
真
に
自
己
の
心
の
相
を
知
る
こ
と
が
真
の
智
恵
で
あ
る
と
言
は
ね
ば
な
ら

ぬ
。
こ
こ
に
智
と
あ
る
の
も
、
普
通
に
考
へ
れ
ば
、
事
物
の
道
理
を
弁
へ
る
智
恵

の
は
た
ら
き
を
指
す
の
で
あ
る
が
、
身
を
修
め
心
を
正
し
う
す
る
こ
と
の
方
面
か

ら
深
く
内
観
す
れ
ば
、
真
に
自
己
の
相
を
知
る
こ
と
の
智
恵
で
あ
る
と
せ
ね
ば
な
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ら
ぬ
。
簡
畢
に
言
へ
ば
自
覚
で
あ
る
。
事
物
の
道
理
を
弁
へ
る
と
い
ふ
こ
と
の
中

に
て
も
自
分
の
身
を
知
り
、
自
分
の
心
を
知
り
、
さ
う
し
て
、
宇
宙
に
於
け
る
自

分
の
地
位
を
知
る
こ
と
が
人
間
と
し
て
最
も
貴
い
こ
と
で
あ
る
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　　　　　
富
是
一
生
財　
　

身
滅
即
共
滅

　　　
金
銀
や
財
産
に
富
む
で
居
る
か
ら
と
言
つ
て
も
、
そ
れ
は
人
人
が
こ
の
世
に
あ
る

間
だ
け
の
財
で
あ
る
、
命
が
終
れ
ば
皆
こ
れ
を
捨
て
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ

る
か
ら
、
身
滅
す
れ
ば
即
ち
共
に
滅
す
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
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智
是
万
代
財　
　

命
終
即
随
行

　　　
智
恵
は
そ
の
人
が
死
し
て
も
な
ほ
身
に
随
ふ
も
の
で
あ
る
。
人
人
は
皆
そ
の
身
を

愛
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
命
終
は
る
と
き
、
そ
の
身
は
随
は
ず
。
人
人
は
皆
財
物

を
得
る
こ
と
を
喜
び
、
こ
れ
が
た
め
に
勤
苦
す
る
が
、
し
か
し
命
終
る
と
き
に
財

物
は
従
は
す
、
父
母
・
妻
子
・
兄
弟
・
知
人
・
奴
婢
な
ど
も
命
終
る
と
き
に
思
慕
す

る
こ
と
は
あ
れ
ど
も
随
て
共
に
行
く
も
の
は
な
い
。
命
終
る
と
き
に
常
に
そ
れ
に

随
ふ
も
の
は
た
だ
意
の
み
で
あ
る
。
故
に
人
は
自
か
ら
心
を
端
し
く
、
意
を
正
し
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ふ
す
べ
し
と
釈
尊
は
説
か
れ
た
。
智
恵
は
己
の
意
の
は
た
ら
き
と
し
て
あ
ら
は
れ

る
も
の
で
、
身
と
共
に
滅
す
る
も
の
で
な
い
か
ら
、
智
は
こ
れ
万
代
の
財
で
あ
る
。

金
銭
財
物
は
固
よ
り
宝
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
を
用
ふ
れ
ば
無
く
な
る
の
で
あ

る
。
財
宝
を
賤
し
み
、
こ
れ
を
塵
埃
の
や
う
に
取
扱
へ
と
い
ふ
の
で
は
な
い
。
仏

教
の
書
物
な
ど
に
金
銀
を
重
く
見
ぬ
や
う
に
説
い
て
あ
る
の
は
、
そ
れ
に
執
着
す

る
心
を
戒
め
る
の
で
あ
る
。
人
間
の
生
活
の
た
め
に
必
要
な
る
財
物
を
賤
し
み
て

こ
れ
を
排
斥
す
る
の
で
は
決
し
て
な
い
。
こ
れ
に
反
し
て
、
智
恵
は
身
に
蔵
む
る

の
で
あ
る
か
ら
、
身
が
あ
れ
ば
常
に
智
恵
も
身
に
伴
な
ふ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ

の
方
が
大
切
で
あ
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

　　　　　
玉
不
磨
無
光　
　

無
光
為
石
瓦
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玉
も
磨
か
ね
ば
光
が
な
い
。
光
が
な
け
れ
ば
玉
も
石
瓦
に
等
し
い
の
で
あ
る
。
玉

も
も
と
は
石
の
内
に
あ
る
も
の
で
、
石
を
割
り
み
が
き
て
玉
と
な
る
の
で
あ
る
。

　　　　　
人
不
学
無
智　
　

無
智
為
愚
人

　　　
人
も
生
れ
な
が
ら
に
し
て
物
は
知
ら
ぬ
。
学
問
し
て
始
め
て
智
恵
が
出
来
る
の
で
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あ
る
。
学
問
せ
ぬ
人
は
愚
人
に
し
て
石
瓦
に
同
じ
き
も
の
で
あ
る
と
言
は
ね
ば
な

ら
ぬ
。「
礼
記
」
に
『
玉
琢
か
ざ
れ
ば
器
と
な
ら
ず
、
人
学
ば
ざ
れ
ば
道
を
知
ら

ず
』
と
あ
る
も
こ
の
意
で
あ
る
。
こ
こ
に
学
問
す
る
と
い
ふ
こ
と
も
、
普
通
の
意

味
に
て
言
へ
ば
、
多
く
の
書
物
を
読
み
て
種
種
の
事
理
を
知
る
こ
と
の
や
う
で
あ

る
が
、
内
省
し
て
深
く
考
へ
て
見
れ
ば
、
学
問
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
善
く
自
分
の

相
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
親
鸞
聖
人
の
言
葉
に
『
学
問
せ
ば
い
よ
〳
〵
如
来
の
御

本
意
を
知
り
、
悲
願
の
広
大
の
む
ね
を
も
存
知
し
て
云
云
』
と
あ
る
の
を
見
て
も
、

学
問
を
す
る
と
い
ふ
と
も
徒
ら
に
文
字
の
末
に
拘
り
て
、
種
々
の
知
識
を
増
す
こ

と
で
な
く
、
よ
く
自
分
の
相
を
知
る
こ
と
を
主
と
す
べ
き
こ
と
が
明
か
に
知
ら
れ

る
筈
で
あ
る
。
釈
尊
の
言
葉
が
「
法
句
経
」
に
載
せ
て
あ
る
の
を
見
る
と
、『
愚
者

自
ら
愚
と
称
す
、
ま
さ
に
善
点
恵
あ
る
を
知
る
を
知
る
べ
し
、
愚
人
自
か
ら
智
と

称
す
、
こ
れ
を
愚
中
の
甚
し
き
も
の
と
い
ふ
』
と
あ
る
。
そ
れ
故
に
智
な
き
を
愚

人
と
す
る
と
い
ふ
こ
と
も
結
局
、
自
分
が
愚
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
知
ら
ず
し
て

賢
い
も
の
の
や
う
に
思
つ
て
居
る
も
の
が
愚
人
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
そ
れ
が
真
実

の
智
恵
を
得
た
る
も
の
で
あ
る
。
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倉
内
財
有
朽　
　

身
内
才
無
朽

　　　
倉
庫
の
内
に
入
れ
た
る
財
は
、
そ
の
家
の
衰
ふ
る
に
よ
り
て
朽
ち
果
る
こ
と
が
あ

る
。
身
の
内
に
あ
る
と
こ
ろ
の
才
は
い
か
ほ
ど
使
ふ
て
も
朽
る
こ
と
が
な
い
。
孔

子
の
語
に
『
富
は
屋
を
潤
し
、
徳
は
身
を
潤
ほ
す
』
と
あ
る
も
こ
れ
と
同
じ
や
う

な
意
味
で
あ
る
。
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雖
積
千
両
金　
　

不
如
一
日
学

　　　
前
に
も
言
つ
た
や
う
に
、
固
よ
り
財
貨
に
は
価
値
が
な
い
と
い
ふ
の
で
は
な
い
。

財
宝
を
塵
埃
の
如
く
に
見
よ
と
い
ふ
の
で
は
な
い
。
大
切
で
は
あ
る
が
、
し
か
し

速
か
に
無
く
な
る
と
こ
ろ
の
財
宝
に
執
着
し
て
心
の
迷
を
深
く
す
る
こ
と
は
よ
ろ

し
く
な
い
。
家
が
富
み
て
も
心
が
貧
し
く
て
は
駄
目
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
千
両

の
金
を
積
む
だ
よ
り
も
一
日
の
学
問
の
方
が
利
益
が
多
い
と
説
く
の
で
あ
る
。
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兄
弟
常
不
合　
　

慈
悲
為
兄
弟

　　　
兄
弟
は
共
に
父
母
よ
り
分
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
志
が

何
時
で
も
同
じ
く
行
は
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
諺
に
も
兄
弟
は
他
人
の
始
ま
り
と

あ
る
。
そ
れ
は
お
互
に
お
れ
が
〳
〵
の
心
を
強
く
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
お
れ

が
〳
〵
の
心
を
捨
て
て
、
一
切
の
も
の
を
愛
す
る
慈
悲
の
心
と
な
れ
ば
、
す
べ
て

の
人
に
対
し
て
の
交
は
り
は
兄
弟
と
同
じ
で
あ
る
。「
論
語
」
の
先
進
篇
に
『
君
子

敬
あ
り
て
失
な
く
、
人
と
恭
し
く
し
て
礼
あ
れ
ば
四
海
の
内
皆
兄
弟
な
り
、
君
子

何
ぞ
兄
弟
な
き
を
患
へ
ん
や
』
と
あ
る
や
う
に
、
身
の
親
疎
に
は
よ
ら
ず
、
人
は

た
だ
心
を
以
て
親
疎
の
別
を
な
す
も
の
で
あ
る
。「
漢
書
」
に
『
意
合
す
れ
ば
則
ち

胡
越
も
昆
弟
た
り
、
由
余
子
蔵
こ
れ
な
り
、
志
合
は
ざ
れ
ば
則
ち
骨
肉
も
讐
敵
た
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り
、
朱
象
管
察
こ
れ
な
り
』
と
あ
る
。
骨
肉
の
兄
弟
で
も
心
が
合
は
な
け
れ
ば
敵

と
な
る
。
慈
悲
の
心
を
以
て
す
れ
ば
天
下
の
人
人
は
す
べ
て
兄
弟
で
あ
る
。

　　　　　
財
物
永
不
存　
　

才
智
為
財
物

　　　
財
物
は
か
ず
〳
〵
あ
り
て
も
、
い
つ
の
ほ
ど
に
か
消
失
す
る
こ
と
が
あ
る
。
才
智

ば
か
り
は
い
つ
ま
で
も
消
失
す
る
こ
と
が
な
い
か
ら
財
物
と
す
べ
き
で
あ
る
。「
仏

遺
教
経
」
に
釈
尊
の
言
葉
が
載
せ
て
あ
る
内
に
『
若
し
智
恵
が
あ
れ
ば
貧
苦
な
し
、

智
は
真
心
の
体
、
悪
は
其
用
な
り
、
こ
こ
に
智
恵
と
い
ふ
は
第
九
識
の
無
碍
清
浄
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な
る
心
体
の
光
明
を
い
ふ
。
常
に
自
か
ら
気
を
つ
け
て
深
切
に
智
恵
を
失
ふ
こ
と

な
き
や
う
に
す
べ
し
、
し
か
れ
ば
解
脱
の
法
が
得
ら
れ
る
。
実
智
恵
は
老
病
死
海

を
渡
る
の
船
、
又
無
明
黒
暗
の
大
明
燈
た
り
、
一
切
病
者
の
良
薬
、
煩
悩
の
樹
を

切
る
の
斧
な
り
、
こ
の
故
に
聞
思
修
の
恵
を
以
て
実
智
恵
を
増
益
せ
よ
』
と
説
い

て
あ
る
。

　　　　　
四
大
日
日
衰　
　

心
神
夜
夜
暗

　　　
「
円
覚
経
」
に
曰
く
『
我
れ
今
、
此
身
、
四
大
和
合
す
、
所
謂
髪
、
毛
、
爪
、
歯
、
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皮
、
肉
、
筋
、
骨
、
髄
、
脳
、
垢
、
色
は
皆
地
に
帰
し
、
唾
、
涕
、
膿
、
血
、
津
液
、

涎
沫
、
痰
、
涙
、
精
気
、
大
小
便
利
は
皆
水
に
帰
し
、
暖
気
は
火
に
帰
し
、
動
転
は

風
に
帰
し
、
四
大
各
離
る
れ
ば
今
は
妄
身
ま
さ
に
何
れ
の
所
に
か
あ
る
べ
き
』
此

の
如
く
四
大
と
は
地
・
水
・
火
・
風
の
四
を
指
し
て
い
ふ
、
四
大
は
宇
宙
の
根
本

の
元
素
で
あ
る
。
こ
の
元
素
が
集
ま
り
て
人
の
身
を
成
す
の
で
あ
る
が
、
そ
の
四

大
は
日
日
に
衰
へ
て
遂
に
分
散
す
れ
は
死
に
至
る
の
で
あ
る
。
心
神
と
は
た
ま
し

ひ
の
こ
と
で
あ
る
。
人
の
身
が
日
日
に
衰
ふ
る
に
従
ひ
て
、
根
気
も
つ
か
れ
、
た

ま
し
ひ
も
次
第
に
暗
く
な
る
も
の
で
あ
る
。

　　　　　
幼
時
不
勤
学　
　

老
後
雖
恨
悔
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尚
無
有
所
益

　　　
さ
れ
ば
、
幼
き
と
き
に
学
問
し
な
け
れ
ば
、
老
い
て
後
に
恨
み
悔
と
も
そ
の
甲
斐

が
な
い
。
少
壮
に
し
て
努
力
せ
ざ
る
と
き
は
老
大
に
し
て
徒
ら
に
傷
悲
せ
ね
ば
な

ら
ぬ
。
若
き
と
き
よ
り
勉
励
せ
ざ
る
と
き
は
年
よ
り
て
悔
て
も
所
益
あ
る
こ
と
な

し
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

　　　　　
故
読
書
勿
倦　
　

学
文
勿
怠
時
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そ
れ
故
に
、
物
を
読
み
学
問
す
る
と
き
に
は
殊
に
は
げ
み
て
退
屈
す
る
こ
と
な
く
、

又
怠
る
こ
と
な
か
れ
と
教
ふ
る
の
で
あ
る
。

　　　　　
除
眠
通
夜
誦　
　

忍
飢
終
日
習

　　　
夜
ね
ふ
た
く
と
も
ね
ふ
ら
す
し
て
書
を
読
み
、
昼
の
中
は
空
腹
を
も
こ
ら
へ
て
、

昼
夜
た
る
み
な
く
、
も
の
ま
な
ぴ
せ
よ
と
す
す
む
る
も
の
で
あ
る
。
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雖
会
師
不
学　
　

徒
如
向
市
人

　　　
市
に
立
つ
人
は
た
だ
利
潤
に
世
を
渡
る
も
の
で
あ
る
が
、
師
匠
に
遇
ふ
て
も
、
道

を
聞
か
ざ
れ
ば
、
彼
の
市
人
に
ま
じ
は
る
が
如
く
に
し
て
無
益
で
あ
る
。
真
の
師

は
弟
子
か
ら
物
を
習
は
ざ
れ
ば
何
事
を
も
言
は
ぬ
の
で
あ
る
か
ら
、
師
匠
た
る
人

に
物
を
言
は
せ
ず
、
師
匠
か
ら
善
き
こ
と
を
聴
か
ぬ
の
は
ま
こ
と
に
つ
ま
ら
ぬ
こ

と
で
あ
る
。
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雖
習
読
不
復　
　

只
如
計
隣
財

　　　
学
問
を
し
て
、
習
読
す
る
も
、
い
く
た
ぴ
も
繰
返
し
て
よ
ま
ざ
れ
は
、
た
と
へ
ば

隣
家
の
財
宝
を
か
ぞ
へ
た
て
る
と
同
じ
こ
と
に
て
何
の
用
に
も
立
た
ぬ
。
さ
れ
ば

た
だ
習
読
す
る
の
み
に
て
、
こ
れ
を
我
が
物
と
せ
ね
ば
駄
目
で
あ
る
と
い
ふ
意
味

に
取
る
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
も
の
を
知
り
た
る
だ
け
に
て
そ
れ
を
体
験
せ
ざ
れ
ば

人
の
財
を
か
ぞ
へ
る
と
お
な
じ
で
あ
る
。
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君
子
愛
智
者　

小
人
愛
福
人

　　　
君
子
と
は
善
人
で
あ
る
。
小
人
と
は
悪
人
で
あ
る
。
君
子
は
智
者
を
す
き
、
小
人

は
た
だ
金
銀
を
持
つ
人
と
親
し
む
。「
論
語
」
に
『
君
子
は
徳
を
懐
ひ
、
小
人
は
土

を
思
ふ
、
君
子
は
刑
を
思
ひ
、
小
人
は
恵
を
思
ふ
』
と
あ
る
。
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雖
入
富
貴
家　
　

為
無
財
人
者

　
猶
如
霜
下
花

　　　
富
と
は
財
が
足
れ
る
も
の
を
い
ひ
、
貴
と
は
位
の
高
き
も
の
を
い
ふ
。
富
貴
の
家

に
入
り
て
、
俄
か
に
金
銀
を
得
る
こ
と
が
あ
り
と
も
、
そ
の
任
に
当
ら
ざ
る
も
の

に
あ
り
て
は
、
霜
に
花
が
き
ゆ
る
と
同
じ
で
あ
る
。
白
楽
天
が
詩
に
『
富
貴
来
る

こ
と
久
し
か
ら
ず
、
倏
と
し
て
瓦
溝
の
花
の
如
し
』
と
あ
る
。
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雖
出
貧
賤
門　
　

為
有
智
人
者

　
宛
如
泥
中
蓮

　　　
た
と
ひ
貧
賤
に
生
れ
て
も
、
智
恵
の
あ
る
人
は
、
蓮
花
の
泥
の
中
よ
り
生
じ
て
泥

に
し
ま
ず
、
清
く
直
な
る
が
如
し
と
た
と
へ
て
い
ふ
。

　
以
上
、
物
質
的
の
財
宝
に
執
著
す
る
こ
と
を
や
め
て
、
ひ
と
へ
に
精
神
的
の
財
貨

を
重
視
す
べ
き
こ
と
を
説
く
。
す
べ
て
の
物
質
的
の
財
宝
も
固
よ
り
貴
と
い
に
は

相
異
な
い
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
常
に
そ
の
身
に
添
ふ
て
居
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
れ
に
反
し
て
智
恵
は
精
神
上
の
財
宝
と
し
て
不
滅
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ

を
貴
ふ
べ
き
で
あ
る
と
示
す
の
で
あ
る
。
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父
母
如
天
地　
　

師
君
如
日
月

　　　
父
母
は
我
を
産
み
た
ま
ふ
。
天
地
が
万
物
を
生
ず
る
に
比
ぶ
べ
き
で
あ
る
。
天
地

は
大
父
母
で
あ
り
、
父
母
は
小
天
地
で
あ
る
。
天
地
に
次
ぐ
も
の
は
父
母
の
徳
で

あ
る
。
父
母
は
天
地
に
受
け
て
我
を
生
じ
、
し
か
し
な
が
ら
父
母
が
子
を
得
む
と

欲
し
て
も
得
る
こ
と
が
出
き
ず
、
子
も
亦
生
れ
む
と
欲
し
て
生
れ
る
こ
と
は
出
来

ぬ
。
そ
れ
は
人
事
の
及
ぶ
所
で
な
く
、
全
く
自
然
の
妙
機
の
致
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
大
地
の
こ
と
は
す
べ
て
天
と
人
と
相
合
致
し
て
成
る
も
の
で
あ
る
と
言

は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
さ
う
し
て
、
子
が
父
母
に
対
す
る
孝
道
は
則
ち
天
地
を
畏
敬
す
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る
こ
と
に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
師
と
君
と
は
恭
敬
・
恩
愛
の
心
を
以
て
下
に
臨

む
も
の
で
、
そ
の
人
を
教
へ
導
き
、
養
ひ
お
さ
め
た
ま
ふ
こ
と
は
日
月
が
万
物
を

怨
み
た
ま
ふ
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
人
に
対
す
る
道
を
説
く
。

　　　　　
親
族
譬
如
葦　
　

夫
妻
猶
如
瓦

　　　
親
族
は
葦
の
群
が
り
生
ず
る
が
如
く
に
多
い
。
夫
妻
は
父
母
・
師
君
に
比
す
れ
ば
、

い
や
し
き
こ
と
瓦
に
比
す
べ
し
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
礼
を
立
て
て
上
下
の

分
を
定
む
べ
き
こ
と
を
説
く
の
で
あ
る
。
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父
母
朝
夕
孝　
　

師
君
昼
夜
仕

　
交
友
勿
諍
事

　　　
父
母
に
は
朝
夕
に
孝
せ
よ
と
は
定
省
の
孝
を
い
ふ
。
孝
と
は
よ
く
父
母
に
仕
へ
ま

つ
る
を
い
ふ
。
定
省
と
は
本
と
「
礼
記
」
に
見
へ
た
る
こ
と
に
て
、
人
の
子
た
る

も
の
は
冬
は
父
母
の
床
を
あ
た
た
め
、
夏
は
父
母
の
床
を
涼
し
く
し
、
夕
に
は
定

に
し
て
朝
に
は
省
み
る
の
で
あ
る
。
す
な
は
ち
朝
夕
ゆ
だ
ん
な
く
孝
を
つ
く
せ
と
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い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
又
次
の
句
は
師
と
君
に
は
昼
夜
い
と
ひ
な
く
仕
へ
ま
つ
れ
、

友
と
争
ふ
こ
と
勿
れ
と
い
ふ
。

　　　　　
己
兄
尽
礼
敬　
　

己
弟
致
愛
顧

　　　
我
よ
り
兄
た
る
人
に
は
礼
を
尽
し
て
敬
ま
ひ
、
我
よ
り
弟
た
る
人
に
は
憐
み
思
へ

と
説
く
。
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人
而
無
智
者　
　

不
異
於
木
石

　　　
人
と
し
て
智
恵
が
な
け
れ
ば
無
情
の
木
石
に
異
な
ら
ず
。
人
た
る
道
を
知
ら
ね
ば

何
ぞ
木
石
と
撰
ば
む
。

　　　　　
人
而
無
孝
者　
　

不
異
於
畜
生
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人
は
万
物
の
霊
に
し
て
、
忠
孝
の
道
は
正
し
か
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に

左
な
く
し
て
忠
孝
の
道
を
欠
く
も
の
は
犬
猫
と
同
じ
き
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
父
母
・
師
君
・
兄
弟
・
朋
友
に
対
す
る
道
を
簡
単
に
説
い
た
の
で
あ
る
が
、

し
か
も
そ
の
道
徳
の
根
本
と
す
る
と
こ
ろ
は
孝
で
あ
る
。
人
の
子
た
る
も
の
は
、

そ
の
父
母
に
対
し
て
こ
れ
に
衣
・
食
・
住
の
供
養
を
欠
く
こ
と
の
出
来
ぬ
は
勿
論
、

父
母
よ
り
受
け
た
る
身
体
を
傷
つ
く
る
こ
と
な
く
、
命
終
る
と
き
は
こ
れ
を
そ
の

本
に
帰
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ま
こ
と
に
父
母
の
恩
は
無
限
で
あ
る
。
無
限
の
父

母
の
恩
に
報
ゆ
る
に
は
無
限
の
功
徳
を
以
て
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
に
は
父
母
の

心
を
し
て
深
く
宇
宙
の
真
理
を
さ
と
ら
し
め
、
安
心
立
命
の
地
に
住
せ
し
む
る
こ

と
が
無
限
の
父
母
の
恩
に
報
ゆ
る
孝
の
終
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
仏
教
に
て
説

く
の
で
あ
る
。
父
母
に
封
し
て
礼
を
尽
し
、
食
物
・
衣
服
等
を
供
養
し
、
そ
の
心



新釈実語教

を
喜
ば
し
め
、
又
そ
の
命
に
従
ふ
こ
と
は
世
間
の
孝
行
で
あ
る
。
真
実
の
孝
行
と

い
ふ
べ
き
も
の
は
、
父
母
を
し
て
悪
を
去
り
、
善
を
な
さ
し
め
て
、
遂
に
涅
槃
の

さ
と
り
を
開
か
し
め
る
こ
と
で
あ
る
と
説
く
の
で
あ
る
。

　
此
の
如
き
意
味
の
孝
は
、
ま
こ
と
に
宗
教
的
の
心
で
あ
る
。
さ
う
し
て
、
か
う
い

ふ
宗
教
的
の
意
味
の
孝
と
い
ふ
も
の
が
、
我
我
の
平
生
の
道
徳
の
本
と
な
る
こ
と

に
よ
り
て
師
君
・
兄
弟
・
朋
友
に
対
し
て
真
に
忠
・
誠
・
信
・
義
の
は
た
ら
き
を

な
す
も
の
で
あ
る
。
た
と
ひ
、「
実
語
教
」
の
文
句
の
表
面
に
は
、
此
の
如
き
意
味

は
あ
ら
は
れ
て
居
な
い
に
し
て
も
、
そ
の
内
奥
に
は
必
ず
此
の
如
き
宗
教
的
の
深

い
意
味
が
存
す
る
こ
と
を
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
、
こ
れ
よ
り
以
下
に
、
仏

教
の
所
説
を
そ
の
儘
に
挙
げ
て
あ
る
の
を
見
て
も
よ
く
知
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
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不
交
三
学
友　
　

何
遊
七
覚
林

　　　
三
学
の
友
に
ま
じ
は
ら
ざ
れ
ば
七
覚
の
林
に
遊
ぷ
こ
と
が
出
来
ぬ
。
そ
の
意
味
は
、

三
学
の
修
行
が
出
来
ね
ば
七
覚
の
林
に
入
り
て
さ
と
り
を
開
く
こ
と
が
出
来
ぬ
と

い
ふ
。
全
く
仏
教
の
所
説
で
あ
る
。
三
学
と
い
ふ
の
は
戒
学
と
定
学
と
恵
学
と
の

三
学
で
、
仏
道
を
修
行
せ
む
と
す
る
も
の
が
通
じ
て
学
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
戒

学
と
は
よ
く
身
・
口
・
意
に
て
作
る
所
の
悪
業
を
防
ぎ
、
又
積
極
的
に
善
業
を
な

す
こ
と
。
定
学
と
は
よ
く
慮
を
静
め
心
を
澄
ま
す
こ
と
。
恵
学
と
は
真
理
を
観
じ

て
妄
惑
を
断
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
七
覚
と
は
七
種
の
覚
法
で
、
こ
れ
に
よ
り
て
思

惑
を
断
ず
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
七
種
の
第
一
は
択
法
覚
と
て
智
恵
を
以

て
法
の
真
偽
を
知
る
。
第
二
は
精
進
覚
と
て
勇
猛
の
心
を
以
て
邪
行
を
離
れ
真
法

を
行
ず
る
。
第
三
は
喜
覚
と
て
心
に
善
法
を
得
て
歓
喜
を
生
ず
る
。
第
四
は
軽
安
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覚
と
て
身
心
の
麁
重
を
断
除
し
て
身
心
を
し
て
軽
利
安
適
な
ら
し
め
る
。
第
五
は

念
覚
と
て
常
に
定
覚
を
明
記
し
て
忘
れ
ず
そ
れ
を
し
て
均
等
な
ら
し
め
る
。
第
六

は
定
覚
と
て
心
を
一
境
に
住
し
て
散
乱
せ
し
め
ざ
る
。
第
七
は
行
捨
覚
と
て
諸
の

妄
謬
を
捨
て
、
一
切
の
法
を
捨
て
、
平
心
怛
懐
、
更
に
追
憶
せ
ざ
る
。
こ
の
七
種

の
法
に
よ
り
て
さ
と
り
を
開
く
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

　　　　　
不
乗
四
等
船　
　

誰
渡
八
苦
海

　　　
四
等
と
い
ふ
の
は
仏
教
の
説
に
、
慈
・
悲
・
喜
・
捨
の
四
無
量
心
が
平
等
に
起
る
こ
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と
を
い
ふ
。
又
一
に
は
字
等
と
て
仏
の
名
が
同
等
、
二
に
は
語
等
と
て
仏
の
詞
が

同
等
、
三
に
は
身
等
と
て
仏
の
身
が
同
等
、
四
に
は
法
等
と
て
仏
の
法
が
同
等
で

あ
る
と
も
い
ふ
。
こ
の
四
等
の
船
に
乗
ら
ざ
れ
ば
八
苦
の
海
を
渡
る
こ
と
が
出
来

ぬ
と
い
ふ
。
そ
の
八
苦
と
は
一
に
生
苦
と
て
生
れ
る
苦
し
み
。
二
に
老
苦
と
て
漸

漸
と
年
を
取
る
苦
し
み
、
三
に
病
苦
と
て
病
気
に
か
か
る
苦
し
み
。
四
に
死
苦
と

て
死
ぬ
る
苦
し
み
。
五
に
愛
別
離
苦
と
て
親
愛
す
る
も
の
と
離
れ
る
苦
し
み
。
六

に
怨
憎
会
苦
と
て
憎
悪
す
る
も
の
と
会
合
す
る
苦
し
み
。
七
に
求
不
得
苦
と
て
欲

求
す
る
も
の
を
得
ざ
る
苦
し
み
。
八
に
五
陰
盛
苦
と
て
心
身
の
熾
盛
生
長
す
る
に

つ
き
て
の
苦
し
み
。
こ
れ
を
併
せ
て
八
苦
と
い
ふ
。
そ
れ
が
我
我
の
現
在
の
心
の

世
界
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
た
と
へ
て
海
と
い
ひ
、
そ
の
海
を
渡
る
に
は
四
等
の
船

に
乗
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
説
く
の
で
あ
る
。
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八
正
道
雖
広　
　

十
悪
人
不
往

　　　
八
正
道
は
釈
尊
が
さ
と
り
を
開
く
た
め
に
必
ず
修
行
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
と
し
て

挙
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
一
は
正
見
と
て
正
し
き
見
解
を
有
す
る
こ
と
。

二
は
正
思
惟
と
て
真
理
を
究
め
て
思
惟
を
正
し
く
す
る
こ
と
。
三
は
正
語
と
て
、

妄
語
・
邪
語
を
断
ち
、
非
理
の
語
を
用
ひ
ぬ
こ
と
。
四
は
正
業
と
て
行
為
を
正
し

く
す
る
こ
と
。
五
は
正
命
と
て
、
生
活
を
正
し
く
す
る
こ
と
。
六
は
正
精
進
と
て

そ
の
道
に
精
進
し
て
怠
ら
ぬ
こ
と
。
七
は
正
念
と
て
邪
念
を
棄
て
正
法
を
思
念
す

る
こ
と
。
八
は
正
定
と
て
身
心
寂
静
に
し
て
乱
想
を
離
れ
る
こ
と
。
こ
の
八
つ
を

指
し
て
い
ふ
の
で
あ
る
。
こ
の
八
正
道
を
正
し
く
修
む
る
こ
と
に
よ
り
て
涅
槃
の

さ
と
り
が
開
か
れ
る
そ
の
道
は
ま
こ
と
に
広
い
の
で
あ
る
が
、
十
悪
の
人
は
そ
の

道
に
往
か
ぬ
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
十
悪
と
は
殺
生
・
偸
盗
・
邪
淫
・
妄
語
・
綺
語
・
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悪
口
・
両
舌
・
貪
欲
・
瞋
恚
・
愚
痴
の
十
種
の
悪
の
こ
と
で
、
こ
の
十
種
の
悪
を

持
つ
て
居
る
人
は
八
正
道
に
は
往
き
が
た
し
と
説
く
。

　　　　　
無
為
都
雖
楽　
　

放
逸
輩
不
遊

　　　
無
為
の
都
と
い
ふ
の
は
涅
槃
界
の
こ
と
で
あ
る
。
浄
土
・
極
楽
と
い
ふ
の
も
何
じ

こ
と
で
あ
る
。
無
為
と
は
仏
教
の
言
葉
に
て
造
作
の
な
い
こ
と
で
、
因
縁
に
よ
り

て
何
事
か
を
造
る
こ
と
が
な
い
と
い
ふ
意
味
で
、
法
性
と
か
実
相
と
か
と
い
ふ
も

の
と
同
じ
で
あ
る
。
親
鸞
聖
人
は
法
性
の
都
と
も
言
つ
て
居
ら
れ
る
。
そ
の
無
為
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の
都
は
こ
の
世
の
や
う
に
苦
楽
が
な
く
真
に
楽
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
放
逸
に

し
て
、
心
の
儘
に
振
舞
ひ
て
悪
事
を
つ
く
る
も
の
は
そ
こ
へ
行
つ
て
遊
ぶ
こ
と
は

出
来
ぬ
の
で
あ
る
。

　
不
交
三
学
友
よ
り
以
下
、
こ
の
句
ま
で
は
、
仏
教
の
所
説
を
そ
の
儘
に
挙
げ
て
、

人
人
が
そ
の
た
ま
し
ひ
を
養
育
す
る
た
め
の
教
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に

簡
単
で
あ
る
が
三
学
、
七
覚
、
四
等
、
八
苦
、
八
正
道
、
十
悪
、
無
為
都
な
ど
、
仏

教
の
所
説
の
重
要
な
る
も
の
が
挙
げ
て
あ
る
。
著
者
の
用
意
の
深
き
こ
と
が
窺
は

れ
る
の
で
あ
る
。

　　　　　
敬
老
如
父
母　
　

愛
幼
如
子
弟
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年
よ
り
た
る
人
は
我
が
父
母
の
如
く
に
敬
ま
ひ
、
幼
少
な
る
人
は
我
が
子
弟
の
如

く
に
愛
せ
よ
。「
孟
子
」
に
『
吾
老
を
老
と
し
て
以
て
人
の
老
に
及
ぼ
し
、
吾
幼
を

幼
と
し
て
以
て
人
の
幼
に
及
ぼ
す
と
き
は
天
下
を
ば
掌
に
め
ぐ
ら
す
べ
し
』
と
あ

る
と
、
同
一
の
意
で
あ
る
。
多
く
の
人
人
と
共
同
し
て
生
活
す
る
上
に
於
て
、
他

の
人
人
に
対
す
る
道
を
説
く
の
で
あ
る
。

　　　　　
我
敬
於
他
人　
　

他
人
亦
敬
我
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「
孟
子
」
に
曰
く
『
君
子
の
人
に
異
る
所
以
の
も
の
は
、
其
心
に
存
す
る
を
以
て

な
り
。
君
子
は
仁
を
以
て
心
に
存
し
、
礼
を
以
て
心
に
存
す
。
仁
者
は
人
を
愛
す
、

礼
あ
る
も
の
は
人
を
敬
ふ
。
人
を
愛
す
る
も
の
は
人
恒
に
愛
し
、
人
を
敬
ふ
も
の

は
人
恒
に
こ
れ
を
敬
ふ
』。
我
れ
人
を
愛
す
れ
ば
す
な
は
ち
人
こ
れ
を
愛
し
、
人
を

悪
め
ば
す
な
は
ち
人
こ
れ
を
悪
む
。
人
を
敬
ふ
は
礼
の
至
れ
る
も
の
で
あ
る
。
人

あ
り
て
若
し
横
逆
を
我
に
加
ふ
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
自
か
ら
反
省
し
て
、
仁
と

礼
と
が
い
ま
だ
至
ら
ざ
る
こ
と
を
考
ふ
べ
き
で
あ
る
。
若
し
仁
と
礼
と
が
至
れ
る

も
の
に
尚
ほ
横
逆
を
加
ふ
る
も
の
が
あ
れ
ば
そ
れ
は
妄
人
で
あ
る
。
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己
敬
人
之
親　
　

人
亦
敬
己
親

　　　
我
れ
人
の
親
を
愛
す
れ
ば
、
人
も
亦
我
が
親
を
敬
ふ
も
の
で
あ
る
。「
孟
子
」
に

『
人
を
愛
し
て
親
ま
ざ
れ
ば
其
仁
に
反
る
。
人
を
治
め
て
治
ら
ざ
れ
ば
其
智
に
反

る
。
人
に
礼
し
て
答
へ
ざ
れ
ば
其
敬
に
反
る
』
と
あ
る
が
、
若
し
人
を
愛
し
て
、
そ

の
人
が
親
し
ま
ざ
れ
ば
自
身
の
仁
の
至
ら
ぬ
こ
と
を
反
省
す
べ
き
で
あ
る
。
人
に

礼
を
し
て
其
人
が
答
へ
な
け
れ
ば
自
身
の
敬
が
ま
だ
十
分
で
な
い
こ
と
を
反
省
せ

ね
ば
な
ら
ぬ
。
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欲
達
己
身
者　
　

先
令
達
他
人

　　　
こ
れ
は
「
論
語
」
の
「
仁
者
は
己
を
立
て
ん
と
欲
し
て
人
を
立
つ
、
己
達
せ
ん
と
欲

し
て
人
を
達
す
』
と
あ
る
に
本
づ
く
も
の
で
あ
る
。
我
身
を
善
く
せ
む
と
思
は
ば

人
の
善
く
な
る
や
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。
石
田
梅
巌
の
説
に
『
己
れ
立
た
ん
と
欲

し
て
人
を
立
て
、
己
れ
達
せ
ん
と
欲
し
て
人
を
達
す
と
の
た
ま
ふ
、
こ
れ
仁
の
道

な
り
。
此
語
を
以
て
只
今
ま
で
は
人
に
譲
る
こ
と
の
み
を
思
ひ
、
そ
の
譲
る
所
に

仁
あ
り
と
、
た
だ
軽
く
思
ひ
し
が
、
よ
く
考
へ
る
と
己
れ
が
欲
す
る
所
を
人
に
施

す
ば
か
り
と
心
得
る
は
浅
間
敷
、
己
れ
と
は
我
心
な
り
と
心
得
そ
の
我
を
退
け
て

人
を
立
つ
と
き
は
天
下
の
こ
と
な
り
』
と
あ
る
が
、
か
や
う
に
深
く
考
へ
て
こ
そ
、

自
分
を
達
す
る
た
め
に
人
を
達
す
る
こ
と
の
意
味
が
徹
底
す
る
こ
と
で
あ
ら
う
。
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見
他
人
之
愁　
　

即
自
共
可
患

　　　
人
の
愁
を
見
て
は
気
の
毒
に
お
も
ひ
、
共
に
か
な
し
み
の
情
を
い
だ
く
べ
き
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
人
の
情
で
あ
る
。
さ
う
し
て
こ
の
同
情
に
よ
り
て
人
と
人
と
が
互

に
結
合
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
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聞
他
人
之
喜　
　

則
自
共
可
悦

　　　
人
の
愁
を
見
て
、
共
に
こ
れ
を
か
な
し
む
こ
と
は
、
人
の
情
と
し
て
常
に
起
り
易

い
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
反
し
て
人
の
喜
び
を
見
て
、
共
に
こ
れ
を
悦
ぶ
こ
と

は
、
普
通
に
容
易
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
人
の
幸
福
の
様
を
見
て
こ
れ
を
嫉
む
心

が
起
り
て
、
た
だ
う
ら
や
ま
し
い
の
み
に
て
、
同
慶
の
心
が
真
に
起
り
来
る
や
う

に
な
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
。
我
我
は
そ
れ
を
反
省
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　　　　　
見
善
者
速
行　
　

見
悪
者
忽
避
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人
の
善
き
行
を
見
て
は
我
も
速
か
に
こ
れ
を
行
ひ
、
他
の
行
の
悪
し
き
を
見
て
は

こ
れ
を
避
け
て
行
は
ぬ
や
う
に
つ
と
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。「
論
語
」
に
『
三
人
行
ふ
と

き
は
必
ず
我
師
あ
り
、
そ
の
善
き
も
の
を
ゑ
ら
ぴ
て
こ
れ
に
従
ふ
、
そ
の
善
か
ら

ざ
る
も
の
は
こ
れ
を
改
む
』
と
あ
る
。
前
の
数
章
に
於
て
人
に
対
す
る
道
を
説
き

了
り
て
、
こ
れ
よ
り
以
下
自
己
を
修
む
る
の
道
を
教
ふ
。

　　　　　
修
善
者
蒙
福　
　

譬
如
響
応
音
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善
い
事
を
す
る
も
の
は
福
の
報
が
来
る
、
た
と
へ
ば
響
が
苦
に
応
ず
る
が
如
く
で

あ
る
。

　　　　　
好
悪
者
招
禍　
　

宛
如
随
身
影

　　　
悪
を
好
み
て
な
す
も
の
は
禍
を
招
く
、
あ
た
か
も
身
に
影
の
添
ふ
が
如
く
で
あ
る
。
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「
世
説
」
に
『
陰
徳
あ
れ
ば
必
ず
陽
報
あ
り
』
と
あ
り
て
、
陰
に
て
も
人
の
た
め

に
善
き
こ
と
を
す
れ
ば
必
ず
陽
に
そ
の
報
が
あ
る
と
説
く
。
因
果
応
報
の
理
に
て
、

善
悪
の
行
に
は
、
そ
れ
に
相
応
し
て
、
必
ず
報
の
あ
る
こ
と
は
仏
教
の
教
典
に
常

に
説
く
と
こ
ろ
に
し
て
、「
法
句
経
」
に
載
せ
ら
れ
た
る
釈
尊
の
言
葉
に
も
、
こ
れ

に
関
す
る
こ
と
が
多
い
。『
悪
は
自
か
ら
罪
を
受
け
、
善
は
自
か
ら
福
を
受
く
、
亦

各
熟
す
べ
し
、
彼
れ
相
代
ら
す
、
善
を
習
へ
ば
善
を
得
る
、
亦
甜
を
植
ゆ
る
が
如

し
』（
己
身
品
）『
行
不
善
を
な
せ
ば
退
て
悔
●
を
見
、
涕
流
の
面
を
致
さ
む
、
報
は

宿
習
に
由
る
。
行
徳
善
を
な
さ
ば
進
で
歓
喜
を
覩
む
、
応
来
福
を
受
け
、
喜
笑
悦

習
せ
む
』（
愚
闍
品
）。
善
行
に
は
善
報
あ
り
、
悪
行
に
は
必
ず
悪
報
が
あ
る
。
し

か
る
に
『
妖
●
に
福
を
見
る
は
、
其
の
悪
未
だ
熟
せ
ざ
れ
ば
な
り
、
其
悪
熱
す
る

に
至
り
て
自
か
ら
罪
虐
を
受
け
る
。
禎
祥
に
禍
を
見
る
は
其
善
未
だ
熟
せ
ざ
れ
ば

な
り
、
其
善
熟
す
る
に
至
り
て
必
ず
其
福
を
受
け
る
』（
悪
行
品
）。
と
説
か
れ
て

居
る
。
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雖
富
勿
忘
貧　
　

雖
貴
勿
忘
賤

　　　
物
に
は
盛
衰
が
あ
る
。
た
と
ひ
富
み
た
り
と
も
貧
し
き
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。

た
と
ひ
富
裕
な
り
と
て
そ
の
心
が
驕
奢
な
れ
ば
た
ち
ま
ち
に
貧
困
に
陥
る
こ
と
が

あ
る
。
驕
奢
の
心
を
生
ぜ
ざ
る
と
き
は
よ
く
貧
を
守
る
こ
と
が
出
来
る
。
若
し
貧

に
陥
り
て
も
そ
れ
に
堪
へ
易
い
。
又
そ
の
心
で
あ
れ
ば
貧
困
に
陥
る
こ
と
が
な
い

で
あ
ら
う
。
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或
始
富
終
貧　
　

或
先
貴
後
賤

　　　
始
め
富
み
た
る
も
の
が
終
に
貧
し
く
な
る
こ
と
が
あ
る
。
或
は
先
き
に
は
貴
と
く

し
て
後
に
は
賤
し
く
な
る
こ
と
が
あ
る
。
仏
教
に
て
は
そ
れ
は
自
業
自
得
に
外
な

ら
ぬ
も
の
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
貴
き
と
き
に
も
賤
し
き
こ
と

を
忘
れ
ず
、
賤
し
き
と
き
に
も
費
き
を
羨
ま
ず
、
足
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
第
一

の
楽
み
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。「
易
経
」
に
『
君
子
は
安
じ
て
危
を
忘
れ
す
、
存
し
て

亡
を
忘
れ
ず
、
治
ま
り
て
乱
を
忘
れ
ず
、
是
を
以
て
身
安
く
し
て
国
家
保
つ
べ
し
』

と
あ
る
が
、
国
を
治
む
る
の
も
身
を
修
む
る
の
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
金
銀
を
多

く
持
て
ど
も
、
お
し
み
て
使
は
す
、
欲
の
深
き
も
の
は
貧
に
異
な
ら
ず
、
仏
教
の

書
物
に
有
財
餓
鬼
と
見
え
て
居
る
。
貧
な
り
と
も
欲
心
少
な
く
、
心
に
足
る
こ
と
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を
知
ら
ば
、
外
に
求
む
べ
き
患
が
な
く
、
心
が
安
穏
で
あ
る
か
ら
こ
れ
を
富
人
と

す
べ
き
で
あ
る
。「
論
語
」
に
『
子
貢
の
曰
く
、
貧
に
し
て
諛
ふ
こ
と
な
く
、
富
に

し
て
驕
る
こ
と
な
き
は
何
如
、
子
の
曰
く
、
可
な
り
、
ま
だ
貧
に
し
て
楽
し
み
富

に
し
て
礼
を
好
む
も
の
に
若
か
ざ
る
な
り
』
と
あ
る
。
常
人
は
貧
富
の
中
に
溺
れ

て
自
か
ら
守
る
所
以
を
知
ら
ぬ
か
ら
必
ず
諛
と
驕
と
の
二
病
を
生
ず
る
。
こ
の
諛

ふ
こ
と
と
、
驕
る
こ
と
を
無
く
す
れ
ば
す
な
は
ち
自
か
ら
守
る
こ
と
が
出
来
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
は
ま
だ
貧
富
の
外
に
超
脱
し
た
と
は
言
は
れ
ぬ
。
た
と

ひ
貧
乏
で
も
心
が
広
く
、
体
が
胖
か
に
し
て
そ
の
貧
を
忘
れ
る
や
う
に
な
り
、
又

富
裕
の
身
で
も
礼
を
好
み
て
善
に
処
す
る
こ
と
に
安
ん
じ
て
理
に
循
ふ
こ
と
を
楽

し
み
、
そ
の
富
を
知
ら
ぬ
や
う
に
な
る
の
が
上
乗
で
あ
る
と
孔
子
が
説
か
れ
た
の

で
あ
る
。
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夫
難
習
而
易
忘　
　

音
声
之
浮
才

　　　
音
声
の
浮
才
と
は
謡
、
浄
瑠
璃
、
小
歌
、
笛
、
太
鼓
な
ど
の
、
す
べ
て
浮
き
た
る

芸
を
指
し
て
い
ふ
。
か
く
の
如
き
浮
才
は
習
ふ
こ
と
が
困
難
で
、
忘
れ
る
こ
と
が

容
易
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
以
下
、
数
章
は
誰
人
に
も
学
問
の
重
要
で
あ
る
こ
と
を

説
く
。

　　　　　
又
易
学
難
忘　
　

書
筆
之
博
芸
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書
筆
の
博
芸
と
は
読
み
書
き
は
博
き
芸
な
り
と
し
て
む
か
し
か
ら
幼
童
に
す
す
め

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
実
際
生
活
の
上
に
重
要
の
学
芸
と
い
へ
ば
読
む
こ
と
と
、
書

く
こ
と
の
二
で
あ
る
と
言
つ
て
差
支
な
い
。
さ
う
し
て
そ
れ
は
学
ぶ
こ
と
が
容
易

で
忘
れ
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
学
び
難
く
し
て
忘
れ
易
く
、
日
常

生
活
に
重
要
で
な
い
音
声
の
浮
才
に
励
む
よ
り
は
実
際
に
必
要
を
感
ず
べ
き
読
み

書
き
の
博
芸
を
学
ぶ
こ
と
に
努
む
べ
き
で
あ
る
と
説
く
。

　　　　　
但
有
食
有
法　
　

亦
有
身
有
命
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食
物
が
あ
り
て
身
を
養
ひ
、
身
は
命
が
あ
り
て
立
つ
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
根
原

を
知
つ
て
大
切
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
食
物
を
以
て
た
だ
身
を
養
ふ
も
の
で
あ
る
と

軽
く
考
へ
て
は
な
ら
ぬ
。
身
の
こ
と
で
も
そ
の
根
本
た
る
命
の
こ
と
を
深
く
考
へ

ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
等
は
す
べ
て
、
学
問
に
よ
り
て
始
め
て
よ
く
知
ら
れ
る
こ
と

で
あ
る
。
聖
人
で
あ
れ
ば
生
れ
な
が
ら
忙
し
て
こ
れ
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
が
、

尋
常
の
人
は
学
問
し
て
始
め
て
こ
れ
を
知
る
の
で
あ
る
。

　　　　　
猶
不
忘
農
業　
　

必
莫
廃
学
文
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百
姓
の
農
業
に
辛
苦
す
る
こ
と
を
常
に
思
ひ
合
せ
て
、
学
問
す
る
こ
と
を
や
め
ぬ

や
う
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
説
く
。
百
姓
が
農
業
に
辛
苦
す
る
は
我
々
の
食
物
を
造

る
た
め
で
あ
る
。
そ
の
辛
苦
を
忘
れ
る
こ
と
な
く
、
常
に
そ
れ
を
想
ひ
起
し
て
、

学
問
を
つ
と
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　　　　　
故
末
代
学
者　
　

先
可
案
此
書
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そ
れ
故
に
、
後
の
世
の
初
心
の
学
者
は
、
こ
の
「
実
語
教
」
に
説
け
る
と
こ
ろ
を

思
案
し
て
出
精
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
儒
教
に
も
、
又
仏
教
に
も
、
そ
の
他
、
百
家
の

書
に
も
、
学
問
の
道
が
説
い
て
あ
る
こ
と
は
ま
こ
と
に
愽
い
の
で
あ
る
が
、
初
心

の
輩
が
、
こ
れ
を
会
得
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
。
こ
の
「
実
語
教
」
は
諸
家
の

教
訓
の
肝
要
の
文
句
を
抜
萃
し
て
説
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
先
づ
こ
の
書
を
思
案

す
る
が
よ
い
と
い
ふ
。

　　　　　
是
学
問
之
始　
　

身
終
勿
忘
失
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こ
の
「
実
語
教
」
に
示
す
と
こ
ろ
の
も
の
を
学
問
の
始
と
し
て
、
日
日
新
た
に
志

を
励
ま
し
て
身
を
終
る
ま
で
こ
れ
を
忘
失
せ
ぬ
や
う
に
す
べ
し
と
教
ふ
る
。

　　　　　　

人
間
に
は
智
恵
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
身
体
や
財
産
は
一
代
に
て
消
え
る
も
の

で
あ
る
が
、
智
恵
は
万
代
の
財
で
あ
る
。
さ
う
し
て
智
恵
は
世
間
万
般
の
事
物
を

知
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
俗
智
と
い
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
、
真
実
の
智

恵
は
自
分
の
相
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
世
間
の
事
物
は
よ
く
知
つ
て
居
つ
て
も
自

分
の
相
を
知
ら
ざ
る
も
の
を
愚
人
と
す
る
。
人
間
の
寿
命
は
限
あ
る
が
故
に
、
幼

時
に
つ
と
め
て
学
び
、
又
常
に
勉
励
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
無
論
、
師
匠
に
就
て
学
ば

ね
は
な
ら
ぬ
が
、
師
匠
は
聴
く
も
の
に
答
へ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
師
匠
に
従
つ
て
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常
に
聴
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
生
活
の
状
態
を
見
れ
ば
貴
賤
・
貧
富
の
別
が
あ
る

が
、
そ
れ
は
た
だ
表
面
の
相
で
、
裸
一
貫
に
な
れ
ば
人
間
は
皆
同
一
の
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
故
に
、
さ
う
い
ふ
表
面
の
相
よ
り
も
、
内
面
の
心
が
問
題
と
せ
ら
る
べ

き
で
あ
る
。
そ
の
心
は
利
己
的
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
兄
弟
と
い
へ
ど
も
和
合
せ

ぬ
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
利
己
の
心
を
離
れ
て
慈
悲
の
心
を
以
て
す
れ
ば
何
れ
の
人

と
も
和
合
し
て
四
海
兄
弟
で
あ
る
。
一
切
衆
生
・
悉
有
仏
性
で
あ
る
か
ら
、
そ
の

心
を
以
て
す
れ
ば
、
君
に
対
し
て
は
忠
、
親
に
対
し
て
は
孝
、
人
に
対
し
て
は
敬

と
な
り
、
兄
弟
に
対
し
て
は
悌
と
な
り
、
同
友
に
対
し
て
は
信
と
な
る
の
で
あ
る
。

　　

人
間
が
畜
生
と
異
る
こ
と
は
此
の
如
く
に
、
自
か
ら
そ
の
心
を
修
む
る
と
こ
ろ

に
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
三
学
を
修
め
て
七
覚
の
さ
と
り
を
得
、
四
等
の
船
に
乗
り

て
八
苦
の
海
を
渡
り
、
八
正
道
を
行
き
て
無
為
涅
槃
の
都
に
至
る
こ
と
を
期
せ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
さ
う
し
て
、
実
際
に
は
老
を
敬
ひ
、
幼
を
愛
し
、
己
が
身
を
達
せ
む

と
す
れ
ば
先
づ
他
人
を
達
し
、
人
の
愁
と
書
と
を
共
に
し
、
善
を
見
て
は
学
び
、

悪
を
見
て
は
省
み
、
富
貴
な
り
と
て
驕
ら
ず
、
貧
賤
な
り
と
て
不
平
を
言
は
ず
、
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自
か
ら
足
る
こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。
又
自
身
生
活
の
た
め
に
は
食
が
与
へ
ら

れ
、
命
が
与
へ
ら
れ
、
天
地
自
然
の
恩
恵
の
中
に
生
き
て
居
る
こ
と
を
感
謝
せ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
さ
う
し
て
、
そ
の
業
務
に
は
忠
実
に
し
て
、
又
学
問
を
し
て
よ
く
自

分
の
相
を
知
る
こ
と
に
心
掛
け
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
実
に
学
問
の
始
で
あ
る
。

　　　　　　

尚
ほ
重
ね
て
一
言
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
外
の
こ
と
で
な
い
。
孔
子
の

教
は
、
己
を
修
め
、
人
を
治
め
る
と
い
ふ
こ
と
が
主
で
、
先
づ
自
己
の
徳
を
修
め
、

そ
の
一
身
を
以
て
天
下
の
儀
表
と
な
り
、
こ
れ
に
よ
り
て
家
を
斉
へ
、
国
を
治
め
、

以
て
天
下
を
平
に
す
る
と
い
ふ
こ
と
が
、
そ
の
教
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
つ

た
。
さ
う
し
て
、
実
際
に
あ
り
て
、
身
を
修
め
る
に
は
道
を
以
て
し
、
道
を
修
む

る
に
は
仁
を
以
て
す
る
こ
と
を
重
要
と
せ
ら
れ
た
。「
中
庸
」
に
そ
の
意
義
を
説
明
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し
て
あ
る
の
を
見
る
と
、
宇
宙
の
本
体
は
唯
一
の
誠
で
あ
る
。『
誠
は
天
の
道
な

り
、
こ
れ
を
誠
に
す
る
は
人
の
道
な
り
』
と
あ
り
て
、
誠
は
天
か
ら
人
に
賦
与
せ

ら
れ
、
人
は
こ
れ
を
受
け
て
性
と
な
り
、
こ
の
性
は
人
人
に
自
然
に
備
は
つ
て
居

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
人
心
は
生
れ
な
が
ら
に
し
て
惻
隠
と
羞
悪
と
辞
譲
と

是
非
と
の
心
を
持
つ
て
居
る
の
で
、
こ
れ
を
仁
・
義
・
礼
・
智
と
し
、
そ
れ
に
信

を
加
へ
て
五
常
と
す
る
の
で
あ
る
。
か
や
う
に
し
て
、
誠
は
人
人
の
心
の
奥
に
あ

り
て
、
自
己
を
し
て
そ
の
道
を
完
か
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
又
、
自

か
ら
外
方
に
出
で
て
人
を
動
か
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
決
し

て
他
か
ら
加
へ
ら
れ
た
る
力
に
よ
り
て
動
く
の
で
は
な
く
、
全
く
自
己
の
力
に
よ

り
て
、
感
情
の
繋
縛
か
ら
離
れ
て
、
自
由
の
活
動
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
仁
と
い

は
る
る
も
の
は
、
本
と
自
己
の
徳
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
人
に
推
し
及
ぽ
し
て

相
親
し
み
、
相
愛
す
る
と
こ
ろ
の
仁
慈
の
道
と
な
る
の
を
い
ふ
の
で
あ
る
。

　　

儒
教
に
あ
り
て
は
常
に
五
常
の
教
を
説
き
、
仁
・
義
・
礼
・
智
・
信
と
立
て
て
、

仁
を
第
一
に
説
く
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
実
語
教
」
に
あ
り
て
は
こ
れ
に
反
し
て
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智
を
主
と
し
て
説
い
て
あ
る
の
を
見
る
と
、
そ
れ
は
明
か
に
仏
教
の
説
に
拠
つ
た

も
の
で
あ
る
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　　

既
に
前
に
も
説
明
し
た
や
う
に
、
智
恵
の
は
た
ら
き
は
固
よ
り
事
物
を
明
か
に

し
て
是
非
を
弁
別
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
排
斥
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
小
智
は
常
に
自
己
の
非
を
か
く
し
、
他
人
の
諫
を
拒
む
こ
と
を

つ
と
む
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
老
子
も
『
聖
を
絶
ち
、
智
を
捨
て
る
』
と
説
い
た
の

で
あ
ら
う
。
上
智
は
そ
れ
と
異
に
し
て
常
に
聖
人
に
あ
ら
は
れ
。『
上
智
は
教
へ
ざ

れ
ど
も
成
る
』
と
い
は
れ
る
の
で
あ
る
。
今
こ
こ
に
「
実
語
教
」
に
説
か
る
る
と

こ
ろ
の
智
は
、
前
に
も
言
つ
た
や
う
に
仏
教
の
説
に
本
づ
く
の
で
あ
る
か
ら
、
こ

れ
を
普
通
に
い
ふ
と
こ
ろ
の
俗
智
と
見
る
べ
き
で
は
な
く
、
仏
教
に
て
説
く
と
こ

ろ
の
真
智
と
す
べ
き
で
あ
る
。
仏
教
に
て
は
真
理
を
語
る
智
恵
を
修
む
る
こ
と
を

恵
学
と
し
、
身
・
口
・
意
に
犯
す
と
こ
ろ
の
悪
を
防
止
す
る
戒
学
と
、
散
乱
心
を

一
境
に
止
め
て
静
め
る
と
こ
ろ
の
定
学
と
併
せ
て
三
学
と
称
せ
し
ほ
ど
に
、
智
恵

を
ば
重
く
見
て
居
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
智
恵
に
関
す
る
所
説
は
精
細
を
窮
め



新釈実語教

て
居
る
。
本
文
の
中
に
も
一
寸
こ
の
こ
と
に
つ
き
て
叙
述
し
た
の
で
あ
る
が
、
仏

数
に
て
普
通
に
行
は
れ
て
居
る
も
の
は
五
智
に
て
、
其
一
は
法
界
体
性
智
、
す
な

は
ち
万
有
の
体
性
た
る
智
体
で
あ
る
。
其
二
は
大
円
鏡
智
、
す
な
は
ち
森
羅
万
象

そ
の
儘
に
影
現
し
て
欠
ぐ
る
こ
と
な
き
円
満
の
智
恵
。
其
三
は
平
等
性
智
、
す
な

は
ち
差
別
の
現
象
界
に
あ
り
て
彼
此
の
相
を
な
く
し
、
自
他
平
等
な
り
と
観
ず
る

智
。
其
四
は
、
妙
観
察
智
、
す
な
は
ち
諸
法
の
実
相
を
真
妙
に
観
察
し
て
正
邪
を

弁
別
す
る
智
恵
。
其
五
は
成
所
作
智
、
す
な
は
ち
五
官
に
よ
り
て
自
利
・
利
他
の

種
種
の
作
業
を
な
す
智
恵
で
あ
る
。
今
こ
の
五
智
の
意
味
を
考
へ
て
見
れ
ば
、
智

恵
の
本
体
は
法
性
で
あ
る
。
こ
の
智
恵
の
本
体
の
上
か
ら
し
て
い
へ
ば
、
宇
宙
の

事
物
は
皆
、
法
性
の
顕
現
で
あ
る
と
知
る
。
そ
れ
故
に
、
そ
の
形
相
は
千
変
万
化

で
あ
る
け
れ
ど
も
悉
く
皆
平
等
の
も
の
で
あ
る
と
知
る
。
か
や
う
に
し
て
諸
般
の

事
物
の
真
相
を
明
か
に
し
て
以
て
正
邪
を
知
る
。
さ
う
し
て
、
そ
れ
に
本
づ
き
て

残
す
べ
き
こ
と
を
明
か
に
知
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
固
よ
り
仏
の
智
恵
で

あ
る
か
ら
、
一
概
に
こ
れ
を
名
づ
け
て
仏
智
と
し
、
又
不
思
議
の
智
恵
と
す
る
の

で
あ
る
か
ら
、
こ
の
智
恵
が
は
た
ら
き
が
我
我
の
心
の
上
に
慈
悲
と
感
ぜ
ら
れ
る
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と
こ
ろ
に
宗
教
の
は
た
ら
き
が
あ
ら
は
れ
る
の
で
あ
る
。

　　

そ
れ
故
に
、
仏
教
に
て
説
か
れ
る
と
こ
ろ
の
智
恵
を
ば
、
そ
の
宗
教
の
意
味
の

上
か
ら
云
へ
ば
、
我
我
の
や
う
に
智
恵
の
な
い
も
の
は
、
偏
に
仏
智
不
思
議
を
仰

ぎ
て
、
そ
れ
に
よ
り
て
自
己
の
相
を
明
か
に
知
ら
し
め
ら
れ
る
よ
り
外
は
な
い
。

こ
こ
に
我
々
が
智
恵
を
修
め
て
自
己
の
徳
を
成
ず
る
道
が
あ
る
。

　　

世
間
に
普
通
に
い
ふ
と
こ
ろ
の
智
は
、
偏
智
に
し
て
、
円
智
に
は
あ
ら
ず
。
謀

略
を
め
ぐ
ら
し
て
人
と
闘
ふ
な
ど
の
智
は
権
智
に
し
て
、
実
智
に
は
あ
ら
ず
。
棄

て
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
説
か
る
る
と
こ
ろ
の
智
は
小
智
に
し
て
、
大
智
に
は
あ
ら

ず
。
こ
こ
に
智
と
い
ふ
も
の
は
円
智
、
実
智
、
大
智
を
指
す
も
の
で
、
こ
れ
を
宗

教
上
の
意
味
に
て
い
ふ
と
き
は
、
全
く
自
己
の
相
を
明
か
に
知
る
の
智
恵
に
外
な

ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
実
語
教
」
に
説
く
と
こ
ろ
の
智
恵
が
こ
の
種
の
も
の

を
指
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
十
分
こ
れ
を
明
に
し
て
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
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