
近
世
中
期
に
お
け
る
禍
福
観
の
形
成

　
　
　
－
荻
生
祖
挾
を
中
心
と
し
て
ー

伊
　
　
東

誠
　
　
司

（93）　近世中期における禍福観の形成

序
　
禍
福
と
「
不
条
理
命
題
」

　
自
我
が
形
成
さ
れ
る
に
際
し
、
幸
不
幸
を
ど
う
理
解
し
ど
う

位
置
づ
け
る
か
、
す
な
わ
ち
幸
福
観
は
、
不
可
避
の
命
題
の
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
あ
る
個
人
が
主
体
的
努
力
に
よ
っ

て
一
定
の
成
果
を
得
よ
う
と
希
求
す
る
時
、
そ
の
命
題
は
よ
り

重
犬
な
意
味
を
有
す
る
よ
う
に
な
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
現

世
に
お
い
て
善
行
は
必
ず
し
も
報
わ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
に

も
か
か
わ
ら
ず
営
々
た
る
努
力
を
継
続
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い

と
す
る
な
ら
ぱ
、
人
は
そ
こ
に
何
ら
か
の
整
合
性
あ
る
解
答
を

求
め
、
そ
れ
に
よ
り
均
衡
あ
る
自
我
を
維
持
し
、
世
俗
の
人
た

る
を
保
つ
。
解
答
は
民
衆
自
身
の
中
か
ら
湧
き
出
る
よ
う
に
し

て
示
さ
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ぱ
、
為
政
老
、
な
い
し
は
そ
れ
に
近

い
立
場
の
老
に
よ
っ
て
、
支
配
に
と
り
好
都
合
な
よ
う
に
教
示

さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。

　
近
世
思
想
史
研
究
に
お
い
て
禍
福
観
の
考
察
は
、
皆
無
と
は

い
え
な
い
ま
で
も
、
い
わ
ぱ
盲
点
の
よ
う
に
し
て
忘
れ
去
ら
れ

　
　
　
　
　
　
（
1
）

て
き
た
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
、
中
世
と
の
比
較
に
お
い
て
、

近
世
の
人
々
に
は
現
世
に
お
け
る
主
体
的
努
力
に
よ
り
目
的
を

達
し
よ
う
と
す
る
気
運
が
昂
揚
し
て
い
た
と
想
定
さ
れ
、
と
す

れ
ば
新
た
な
時
代
に
お
け
る
適
合
的
自
我
形
成
の
顕
薯
な
表
現

の
ひ
と
つ
と
し
て
、
近
世
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
禍
福
を
め
ぐ

る
様
々
な
議
論
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
私
は
、
善
行
に
必
ず
し
も
幸
福
が
も
た
ら
さ
れ
ず
、
悪
業
に
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対
し
必
然
的
に
不
幸
が
訪
れ
る
の
で
も
な
い
と
い
う
、
あ
る
意

味
で
は
当
然
の
人
生
の
摂
理
を
、
割
り
切
れ
な
さ
を
表
す
命
題

と
し
て
改
め
て
「
不
条
理
命
題
」
と
呼
称
し
、
そ
の
近
世
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

解
決
の
様
相
を
丹
念
に
追
求
し
て
み
た
い
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら

知
ら
れ
得
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
若
干
自
我
形
成
の
在
り
方
に

つ
い
て
言
及
し
た
い
。

　
本
稿
で
は
、
荻
生
狙
株
の
思
想
の
内
に
そ
れ
を
探
り
た
い
。

但
挾
の
思
想
的
完
成
期
は
五
十
歳
以
後
と
さ
れ
、
そ
の
真
髄
が

集
約
的
に
論
述
さ
れ
て
い
る
の
が
『
弁
道
』
『
弁
名
』
の
二
弁
で

　
（
3
）

あ
る
。
主
と
し
て
こ
れ
ら
に
依
拠
し
つ
つ
考
察
し
た
い
。

狙
挾
天
命
説
の
構
造

　
狙
挾
は
天
命
を
周
到
細
密
に
構
造
化
し
て
い
る
。
『
弁
名
』

智
・
第
一
則
に
お
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
「
命
を
知
る
」
と
は
、
天
命
を
知
る
な
り
。
天
の
命
ず
る
所

　
　
何
如
な
る
か
を
知
る
を
謂
う
な
。
り
。
（
中
略
）
故
に
日
く
、

　
　
「
命
を
知
ら
ず
ん
ぱ
、
以
て
君
子
た
る
こ
と
な
き
な
り
」

　
　
と
。
後
儒
或
い
は
「
そ
の
然
る
所
以
の
理
を
知
る
」
と
日

　
　
い
、
或
い
は
「
吉
凶
禍
福
を
知
る
」
と
日
い
、
或
い
は
「
名

　
　
利
得
失
、
毫
も
心
を
動
か
さ
ず
L
と
日
う
。
み
な
道
を
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
）

　
　
ら
ざ
る
老
の
言
な
る
の
み
。

　
こ
の
場
合
の
道
を
知
ら
な
い
老
と
し
て
論
断
さ
れ
た
「
後

儒
」
に
は
、
朱
子
学
老
と
と
も
に
伊
藤
仁
斎
が
強
く
意
識
さ
れ

て
い
る
。
例
え
ぱ
仁
斎
は
、
『
語
孟
字
義
』
天
命
に
お
い
て
、

　
　
け
だ
し
吉
凶
禍
福
、
貧
富
夫
寿
、
み
な
天
の
命
ず
る
と
こ

　
　
ろ
に
し
て
、
人
力
の
能
く
及
ぷ
と
こ
ろ
に
あ
ら
ず
。
故
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
こ
れ
を
命
と
謂
う
な
り
。

　
　
お
よ
そ
聖
人
の
い
わ
ゆ
る
命
と
云
う
者
は
、
み
な
吉
凶
禍

　
　
福
死
生
存
亡
相
形
す
る
上
に
就
い
て
言
を
立
つ
。
け
だ
し

　
　
あ
る
い
は
吉
あ
る
い
は
凶
、
あ
る
い
は
禍
あ
る
い
は
福
、

　
　
あ
る
い
は
死
あ
る
い
は
生
、
あ
る
い
は
存
あ
る
い
は
亡
、

　
　
そ
の
遇
う
と
こ
ろ
の
幸
不
幸
、
み
な
自
然
に
し
て
至
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
二
れ
を
奈
何
と
も
す
べ
き
こ
と
無
し
。

と
し
て
い
る
。
天
命
を
禍
福
と
関
係
さ
せ
る
の
は
中
国
の
思
想

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

に
も
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
と
す
れ
ぱ
仁
斎
が
天
命
の
内

容
を
禍
福
と
理
解
し
て
い
る
点
は
ご
く
当
然
の
こ
と
の
よ
う
に

も
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
但
挾
も
そ
の
立
場
を
全
否
定
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
そ
れ
で
は
天
命
を
完
全
に
説
明
し
尽
く
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し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
い
の
で
あ
る
。
『
論
語

徴
』
李
氏
で
は

　
　
①
「
天
命
を
畏
る
」
、
何
曼
日
く
、
「
順
え
ぱ
吉
、
逆
え
ぱ

　
　
凶
な
る
は
、
天
の
命
な
り
」
と
。
尽
く
す
と
謂
う
可
き
已
。

　
　
仁
斎
「
吉
凶
禍
福
」
と
言
い
て
「
順
逆
」
童
言
わ
ず
。
ゆ

　
　
え
に
君
子
の
畏
と
為
す
に
足
ら
ん
乎
。
か
つ
天
命
は
菅
だ

　
　
に
吉
凶
禍
福
の
み
な
ら
ず
。
天
我
れ
に
命
じ
て
天
子
と
為

　
　
り
諸
侯
と
為
り
大
夫
と
為
り
士
と
為
ら
し
む
。
ゆ
え
に
天

　
　
子
・
諸
侯
・
大
夫
・
士
の
事
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
み
な
天

　
　
職
な
り
。
君
子
は
天
命
を
畏
る
。
ゆ
え
に
そ
の
道
に
於
け

　
　
る
也
、
心
を
尽
く
し
力
を
靖
く
さ
ざ
る
こ
と
莫
き
己
。
仁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
〕

　
　
斎
の
知
ら
ざ
る
所
な
り
。
　
　
　
　
　
　
．

と
論
じ
ら
れ
、
ま
た
『
弁
名
』
道
・
第
三
則
で
は

　
　
②
吉
凶
禍
福
は
そ
の
然
る
を
知
ら
ず
し
て
然
る
老
あ
り
。

　
　
静
か
に
し
て
こ
れ
を
観
れ
ば
、
ま
た
そ
の
由
る
所
の
老
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
9
）

　
　
る
に
似
た
り
。
故
に
こ
れ
を
天
道
と
謂
う
。

と
、
さ
れ
て
い
る
。
①
の
引
用
文
に
つ
い
て
言
え
ぱ
、
何
曇
の

言
は
、
吉
凶
に
つ
い
て
で
あ
っ
て
、
禍
福
に
ま
で
は
論
及
し
て

い
な
い
と
い
え
る
。
但
挾
に
は
、
吉
凶
に
つ
い
て
云
え
る
こ
と

を
禍
福
に
ま
で
応
用
し
解
釈
す
る
無
理
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
彼
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
に
忠
実
に
整
理
す
る
な

ら
ば
、
仁
斎
の
天
命
に
欠
け
て
い
る
要
素
は
順
逆
と
天
職
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
②
の
引
用
文
よ
り
、
禍
福
は
天
道
と

す
べ
き
こ
と
が
分
る
。
し
た
が
っ
て
両
引
用
を
総
合
す
れ
ぱ
、

天
命
と
は
天
道
（
1
－
禍
福
）
・
天
職
・
順
逆
を
集
成
し
た
も
の

で
あ
る
と
云
え
る
。
す
な
わ
ち
但
株
は
、
仁
斎
が
天
道
に
つ
い

て
述
べ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
を
天
命
と
し
て
語
っ
て
い
る

点
を
批
判
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
天
命
と
但
挾
学
説
の
骨
子
で
あ
る
先
王
の
道
の

関
係
に
つ
い
て
は
、
同
・
智
・
第
一
則
に
「
先
王
の
道
は
、
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

に
本
づ
き
、
天
命
を
奉
じ
て
以
て
こ
れ
を
行
う
」
と
あ
る
。
す

な
わ
ち
先
王
の
道
の
現
実
的
執
行
は
、
天
命
を
「
奉
」
ず
る
、

つ
ま
り
重
大
に
尊
ぷ
、
と
い
う
形
態
に
お
い
て
な
さ
れ
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
（
n
）

　
　
　
二
　
天
道
・
天
職
・
順
逆

　
　
　
㌔

　
前
章
に
お
い
て
天
道
の
内
実
は
禍
福
で
あ
る
と
さ
れ
た
が
、

同
．
天
命
帝
鬼
神
・
第
一
則
に
は
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書
に
日
く
、
「
こ
れ
天
は
親
し
む
こ
と
な
し
、
克
く
敬
す
る

　
　
に
こ
れ
親
し
む
」
と
。
ま
た
日
く
、
「
天
道
は
善
に
福
し
淫

　
　
に
禍
す
」
と
。
易
に
日
く
、
「
天
道
は
盈
て
る
を
顧
き
て
謙

　
　
な
る
に
益
す
」
と
。
孔
子
日
く
、
「
罪
を
天
に
獲
ぱ
、
薦
る

　
　
所
な
き
な
り
」
と
。
あ
に
天
の
心
を
以
て
こ
れ
を
言
う
に

　
　
　
（
1
2
）

　
　
非
ず
や
。

と
あ
り
、
『
書
経
』
湯
諾
に
あ
る
天
道
の
福
善
禍
淫
と
い
う
性
格

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
〕

が
肯
定
的
意
味
合
い
に
お
い
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

『
但
株
集
』
巻
之
十
二
に
は
「
福
善
禍
淫
論
」
と
題
さ
れ
た
一
論

が
あ
る
。
小
論
で
は
あ
る
が
、
但
抹
の
福
善
禍
淫
観
の
要
諦
を

余
す
と
こ
ろ
な
く
纏
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
冒
頭
に

は
「
天
道
は
善
に
福
し
淫
に
禍
す
、
聖
人
の
言
は
、
真
実
に
し

て
妄
な
し
。
万
世
に
わ
た
り
て
爽
わ
ざ
る
こ
と
、
符
契
を
合
す

　
　
（
u
）

る
が
如
し
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
載
か
ら
も
天
道
の
内

実
と
し
て
の
禍
福
と
は
、
更
に
云
え
ぱ
福
善
禍
淫
に
他
な
ら
な

い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
基
本
的
に
そ
の
機
能
を
是
認
す
る

立
場
に
あ
る
こ
と
が
理
解
し
得
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
『
弁
名
』
恭
敬
荘
慎
独
・
第
二
則
に
は
「
先
王
の

道
は
、
天
を
敬
す
る
を
以
て
本
と
な
し
、
天
道
を
奉
じ
て
以
て

　
　
　
＾
1
5
〕

こ
れ
を
行
う
L
と
あ
り
、
同
・
天
命
帝
鬼
神
・
第
十
五
則
に
も

　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

同
内
容
の
記
述
が
あ
る
。
ま
た
、
同
・
第
一
則
に
も
「
古
よ
り

聖
帝
・
明
王
、
み
な
天
に
法
り
て
天
下
を
治
め
、
天
道
を
奉
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
H
）

て
以
て
そ
の
政
教
を
行
う
」
と
あ
る
。

　
政
教
と
は
先
王
の
教
え
（
道
）
を
指
そ
う
。
こ
れ
ら
の
他
に

も
同
趣
旨
の
記
載
が
見
ら
れ
、
天
道
も
ま
た
奉
ず
る
べ
き
も
の

と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
た
と
云
え
る
。

　
次
に
天
職
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
長
文
の
引
用
と
な
る
が

『
弁
道
』
第
七
則
を
引
く
。

　
　
孔
門
の
教
え
は
、
仁
を
至
大
と
な
す
。
何
と
な
れ
ぱ
、
能

　
　
く
先
王
の
道
を
挙
げ
て
こ
れ
を
体
す
る
老
は
仁
な
れ
ば
な

　
　
り
。
先
王
の
道
は
、
天
下
を
安
ん
ず
る
の
道
な
り
。
そ
の

　
　
道
は
多
端
な
り
と
い
え
ど
も
、
要
は
天
下
を
安
ん
ず
る
に

　
　
帰
す
。
そ
の
本
は
天
命
を
敬
す
る
に
在
り
。
天
、
我
に
命

　
　
じ
て
天
子
と
な
り
諸
侯
と
な
り
大
夫
と
な
れ
ぱ
、
す
な
わ

　
　
ち
臣
民
の
在
る
こ
と
あ
り
。
士
と
な
れ
ぱ
、
す
な
わ
ち
宗

　
　
族
妻
子
の
在
る
こ
と
あ
り
。
み
な
我
を
待
ち
て
し
か
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

　
　
ち
安
ん
ず
る
老
な
り
。
か
つ
や
士
大
夫
は
み
な
そ
の
君
と

　
　
天
職
を
共
に
す
る
老
な
り
。
故
に
君
子
の
道
は
、
た
だ
仁

296



（97）　近世中期における禍福観の形成

　
　
を
大
な
り
と
な
す
。
か
つ
や
相
親
し
み
相
愛
し
相
生
じ
相

　
　
成
し
相
輔
け
相
養
い
相
匡
し
相
救
う
老
は
、
人
の
性
然
り

　
　
と
な
す
。
故
に
孟
子
日
く
、
「
仁
な
る
者
は
人
な
り
。
合

　
　
し
て
こ
れ
を
言
え
ぱ
遣
な
り
」
と
。
筍
子
称
す
ら
く
、
「
君

　
　
な
る
老
は
群
す
る
な
り
」
と
。
故
に
人
の
道
は
、
一
人
を

　
　
以
て
言
う
に
非
ざ
る
な
り
。
必
ず
億
万
人
を
合
し
て
言
を

　
　
な
す
老
な
り
。
今
試
み
に
天
下
を
観
る
に
、
軌
か
能
く
孤

　
　
立
し
て
群
せ
ざ
る
老
ぞ
。
士
農
工
商
は
、
相
助
け
て
食
う

　
　
老
な
り
。
か
く
の
ご
と
く
な
ら
ず
ん
ぱ
、
す
な
わ
ち
存
す

　
　
る
こ
と
能
わ
ず
。
（
中
略
）
故
に
能
く
億
万
人
を
合
す
る

　
　
老
は
君
な
り
。
能
く
億
万
人
を
合
し
て
、
そ
の
親
愛
生
養

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
　
の
性
を
遂
げ
し
む
る
老
は
、
先
王
の
道
な
り
。

　
先
王
の
道
の
具
現
化
は
仁
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
天
下
を
安

ん
ず
る
の
道
で
あ
る
。
天
命
を
敬
す
る
こ
と
に
根
差
し
て
い
る
。

　
君
子
の
道
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
天
が
下
命
し
て
天
子
や
諸

侯
や
大
夫
と
な
る
。
そ
れ
ら
の
下
に
は
臣
民
の
存
在
が
あ
る
。

士
も
ま
た
天
が
命
じ
た
。
そ
の
下
に
は
宗
族
妻
子
が
あ
る
。
天

子
・
諸
侯
・
大
夫
に
と
っ
て
の
臣
民
、
士
に
と
っ
て
の
宗
族
妻

子
、
い
ず
れ
も
「
安
ん
ず
る
」
べ
き
者
達
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で

士
犬
夫
は
、
孤
立
し
て
民
人
を
安
ん
ず
る
の
で
は
な
い
。
君
と

と
も
に
、
天
命
に
基
づ
く
杜
会
的
組
織
の
一
職
分
と
し
て
、
そ

れ
を
司
る
の
で
あ
る
。
「
君
と
天
職
を
共
に
す
る
」
と
は
そ
れ

を
示
す
。
そ
の
よ
う
に
し
て
道
を
同
じ
く
す
る
の
で
あ
り
、
そ

こ
に
仁
な
る
君
子
の
道
が
成
立
す
る
。

　
ま
た
人
の
道
は
、
「
群
」
を
な
し
、
相
互
扶
助
す
る
と
い
う
人

間
の
性
に
依
拠
し
、
仁
の
集
成
に
よ
り
成
立
す
る
。

　
±
農
工
商
と
は
、
「
今
試
み
に
天
下
を
観
る
に
」
か
ら
も
分
る

よ
う
に
、
以
上
の
現
実
的
展
開
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
仁
で
あ

り
、
安
ん
ず
る
の
で
あ
り
、
相
互
扶
助
の
職
制
で
あ
る
。
そ
し

て
本
来
「
群
」
な
る
人
間
は
、
そ
う
し
た
中
に
お
い
て
し
か
存

在
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
史
料
に
お
い
て
天
職
を
果
た
す
こ
と
を
強
く
求

め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
直
接
に
は
君
子
で
あ
る
。
し
か
し
、
よ

く
知
ら
れ
た
史
料
で
あ
る
が
、
『
但
來
先
生
答
間
書
』
に

　
　
世
界
の
惣
体
を
士
農
工
商
の
四
民
に
立
候
事
も
、
古
の
聖

　
　
人
の
御
立
候
事
に
て
、
天
地
自
然
に
四
民
有
之
候
に
て
は

　
　
無
御
座
候
。
（
中
略
）
各
其
自
の
役
の
み
い
た
し
候
え
共
、

　
　
相
互
に
助
け
あ
い
て
、
一
色
か
け
候
て
も
国
土
は
立
不
申
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、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
候
。
さ
れ
ぱ
人
は
も
ろ
す
ぎ
な
る
物
に
て
、
は
な
れ
人
＼

　
　
に
別
な
る
物
に
て
は
無
之
候
え
ば
、
満
世
界
の
人
こ
と

　
　
人
＼
く
人
君
の
民
の
父
母
と
な
り
給
う
を
助
け
候
役
人

　
　
＾
1
9
〕

　
　
に
候
。

と
あ
る
よ
う
に
、
但
挾
は
基
本
的
に
す
べ
て
の
人
を
、
国
政
を

支
え
る
大
切
な
「
役
人
」
と
考
え
、
互
助
共
栄
の
「
も
ろ
す
ぎ

な
る
」
共
同
体
を
理
想
と
し
て
い
た
。
と
す
れ
ぱ
、
天
職
と
は

全
人
に
保
障
さ
れ
、
同
時
に
期
待
さ
れ
る
職
分
で
あ
っ
た
と
云

う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
換
言
す
れ
ぱ
、
士
農
工
商
と
し
て
示
さ

れ
た
個
々
の
天
職
を
全
う
す
る
こ
と
の
重
要
性
が
説
か
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
『
弁
名
』
恭
敬
荘
慎
独
・
第
二
則
に
「
人
の
先
王

の
道
を
奉
ず
る
は
、
ま
さ
に
以
て
天
職
を
供
せ
ん
と
す
る

（
2
0
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
（
2
1
一

な
り
」
と
あ
り
、
こ
の
端
的
な
証
左
と
な
ろ
う
。
天
職
は
但
株

の
職
分
論
の
基
底
を
構
成
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
同
・
智
・
第
一
則
に
は
「
君
子
の
、
道
を
学
ぷ
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
〕

ま
た
以
て
天
職
を
奉
ぜ
ん
と
欲
す
る
の
み
」
と
あ
る
。
天
職
も

ま
た
「
奉
」
ぜ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
は
、
留
意
さ

れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
次
い
で
順
逆
で
あ
る
。
順
と
逆
の
対
比
は
例
え
ば
同
・
性
情

才
・
第
五
則
に

　
　
七
情
の
目
は
、
欲
を
以
て
主
と
な
す
。
そ
の
欲
に
順
う
と

　
　
き
は
、
す
な
わ
ち
喜
・
楽
・
愛
な
り
。
そ
の
欲
に
逆
う
と

　
　
き
は
、
す
な
わ
ち
怒
・
悪
・
哀
・
耀
な
り
。
こ
れ
性
は
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
3
）

　
　
の
お
の
欲
す
る
所
の
老
あ
り
て
情
に
見
る
。

と
あ
る
。
順
に
積
極
的
価
値
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
個
人
の
精
神
性
に
関
連
し
て
他
に
は
、
同
・
仁
・

第
一
則
に
「
君
子
い
や
し
く
も
仁
に
依
ら
ず
ん
ば
、
何
を
以
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
刎
）

能
く
聖
人
の
道
に
和
順
し
て
以
て
そ
の
徳
を
養
成
せ
ん
や
」
と

あ
り
、
ま
た
同
・
謙
譲
遜
不
伐
に
「
君
子
、
礼
楽
を
学
ぴ
て
以

て
そ
の
徳
を
成
せ
ぱ
、
す
な
わ
ち
和
順
中
に
積
り
て
、
そ
の
英

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

華
外
に
発
す
る
老
か
く
の
ご
と
し
」
と
あ
る
。
い
ず
れ
も
徳
の

形
成
に
関
係
し
て
い
る
。
「
和
順
」
が
積
も
る
と
い
う
表
現
に

　
　
　
　
売
）

も
注
意
し
た
い
。

　
政
治
の
在
り
方
に
関
連
し
て
は
、
同
・
礼
・
第
一
則
に
「
化

す
る
に
至
り
て
は
、
す
な
わ
ち
識
ら
ず
知
ら
ず
、
帝
の
則
に
順

う
。
あ
に
不
善
あ
ら
ん
や
。
こ
れ
あ
に
政
刑
の
能
く
及
ぷ
所
な

　
（
蟹

ら
ん
や
」
と
あ
り
、
そ
れ
と
気
づ
か
れ
ず
に
民
を
支
配
秩
序
に

「
順
」
が
わ
せ
る
教
化
が
、
刑
政
に
よ
る
統
制
よ
り
優
れ
て
い
る
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こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
同
・
勇
武
剛
強
毅
・
第
一
則
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎎
）

『
礼
記
』
聰
義
を
肯
定
的
に
引
用
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
あ
る

「
順
治
」
は
こ
う
し
た
内
容
に
符
合
し
よ
う
。
ま
た
、
同
・
元
亨

利
貞
・
第
三
則
に
は
、
聴
享
、
す
な
わ
ち
諸
侯
相
互
の
使
老
の

派
遣
と
、
そ
の
際
の
贈
物
の
遣
り
取
り
に
つ
き
、
「
こ
れ
に
籍
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

て
諸
侯
和
順
し
、
国
そ
の
福
を
被
る
」
と
あ
り
、
「
和
順
」
に
よ

る
国
全
体
へ
の
福
の
賦
与
と
い
う
論
理
は
注
目
さ
れ
る
。

　
但
挾
学
は
、
刑
政
の
必
要
性
を
鋭
く
主
張
す
る
基
幹
的
部
分

と
、
そ
れ
を
無
理
な
く
実
現
し
よ
う
と
す
る
補
足
的
側
面
を
併

せ
持
つ
が
、
順
逆
の
説
は
後
者
の
性
格
に
よ
り
深
く
関
与
す
る
。

天
命
・
天
道
・
天
職
は
「
奉
」
と
対
に
し
て
表
現
さ
れ
て
い
た

が
、
当
然
と
も
云
え
る
が
順
逆
に
は
見
ら
れ
ず
、
そ
の
相
違
が

窺
わ
れ
る
。

　
同
・
仁
・
第
一
則
に
は

　
　
い
や
し
く
も
擢
き
て
こ
れ
を
長
じ
、
引
き
て
こ
れ
を
伸
ば

　
　
さ
し
め
ぱ
、
す
な
わ
ち
火
滅
し
苗
楠
れ
ん
の
み
。
仮
す
に

　
　
風
を
以
て
し
て
こ
れ
を
鼓
し
、
・
仮
す
に
雨
露
を
以
て
し
て

　
　
こ
れ
を
灌
激
し
、
然
る
の
ち
以
て
原
を
僚
き
天
に
参
す
る

　
　
の
盛
ん
な
る
に
馴
致
す
べ
き
な
り
。
（
中
略
）
礼
楽
の
道

　
　
は
、
識
ら
ず
知
ら
ず
、
帝
の
則
に
順
う
。
な
お
風
雨
の
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
面
）

　
　
よ
り
こ
れ
を
祐
く
る
が
，
こ
と
き
加
。

と
あ
る
。
強
引
に
火
を
犬
き
く
し
よ
う
と
し
た
り
、
無
理
に
苗

を
引
き
伸
ぱ
し
て
も
、
か
え
っ
て
逆
の
結
果
を
生
じ
る
と
説
諭

さ
れ
、
時
宜
に
適
っ
た
行
い
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ

こ
に
「
天
祐
」
も
あ
る
。
順
逆
は
、
順
境
・
逆
境
の
意
味
を
強

く
含
み
、
変
転
す
る
時
系
列
の
中
で
適
切
な
対
応
を
成
す
か
否

か
、
と
い
う
選
択
に
深
く
関
わ
る
概
念
と
思
わ
れ
る
。

　
天
命
を
構
成
す
る
三
つ
の
要
素
の
う
ち
、
中
心
と
な
る
の
は

天
道
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
天
命
・
天
道
と
も
に
福
善
禍
淫
と
規

定
さ
れ
る
点
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
つ
い
で
、
先
王
の
道

の
支
配
秩
序
が
現
実
的
に
展
開
す
る
の
を
可
能
と
す
る
、
天
職

が
重
要
で
あ
る
。
順
逆
は
、
天
道
・
天
職
の
円
滑
な
実
現
を
、

補
足
的
に
援
助
す
る
位
置
に
あ
る
。

　
先
王
の
道
、
す
な
わ
ち
礼
楽
刑
政
の
上
層
に
は
、
以
上
の
よ

う
な
天
命
論
が
存
し
、
下
位
概
念
に
対
し
規
制
と
保
証
を
与
え

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
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三
　
但
株
の
福
善
禍
淫
観

　
さ
て
、
但
挾
天
命
説
の
中
心
概
念
ぞ
あ
る
福
善
禍
淫
（
天
道
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
盆
）

の
構
造
に
つ
い
て
、
更
に
精
査
に
検
討
し
た
い
。

　
福
善
禍
淫
が
成
立
す
る
に
際
し
て
は
、
「
分
」
と
「
時
」
と
い

う
概
念
が
関
与
し
て
い
る
。
前
掲
『
狙
稼
集
』
巻
之
十
二
「
福

善
禍
淫
論
」
に
は
、
「
〔
天
道
福
善
禍
淫
を
（
筆
老
）
〕
世
人
多
く

疑
い
信
ぜ
ざ
る
は
、
分
と
時
を
知
ら
ざ
れ
ぱ
な
り
」
と
記
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
引
用
か
ら
も
、
福
善
禍
淫
に
対
す
る
懐
疑
を
世

の
人
々
が
抱
き
、
不
条
理
命
題
が
顕
在
化
し
て
い
た
様
子
が
窺

わ
れ
る
。
そ
れ
に
対
す
る
但
篠
の
回
答
が
、
「
分
」
・
「
時
」
を
知

ら
ぬ
故
の
迷
妄
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
以
下
、

こ
の
史
料
に
基
づ
き
考
察
を
す
す
め
た
い
。

　
「
分
」
に
つ
い
て
は
「
分
は
命
に
お
い
て
生
ず
。
命
は
生
有
る

の
始
に
定
む
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
「
分
」
は
、
天
命
に
よ
っ

て
生
来
に
決
定
さ
れ
て
い
る
、
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ

れ
は
現
実
の
な
か
で
「
人
は
以
て
獣
と
為
す
べ
か
ら
ず
。
鳥
は

以
て
艸
木
と
為
す
べ
か
ら
ず
。
松
は
以
て
柏
と
為
す
べ
か
ら

ず
」
と
い
う
別
と
し
て
現
わ
れ
る
。
こ
の
「
分
」
を
弁
え
て
行

動
す
る
こ
と
が
、
福
を
招
来
す
る
為
の
基
礎
的
条
件
で
あ
る
。

逆
に
、
そ
れ
を
踏
み
外
す
こ
と
が
禍
を
招
く
。
す
な
わ
ち
「
魚

は
江
湖
に
漉
ぐ
を
福
と
為
す
。
水
を
喪
う
を
禍
と
為
す
。
猿
は

入
れ
ぱ
則
ち
死
す
」
、
魚
に
は
魚
の
、
猿
に
は
猿
の
、
福
を
得
る

為
の
「
分
」
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
人
問
世

界
に
適
用
さ
れ
る
と
「
天
子
の
諸
侯
と
為
る
は
禍
な
り
。
大
夫

の
諸
侯
と
為
る
は
福
な
り
」
と
な
る
。
天
子
・
大
夫
そ
れ
ぞ
れ

の
「
分
」
に
相
応
し
い
あ
り
方
が
求
め
ら
れ
、
そ
れ
が
実
現
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
福
が
齋
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
「
禍
福
の
名
は
、
分
に
由
り
て
殊
な
る
」
と
い
う
禍

福
観
は
当
然
の
帰
着
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
禍
福
観
に
関

連
さ
せ
身
分
制
を
理
念
的
に
擁
護
す
る
も
の
で
あ
り
、
但
株
の

封
建
教
学
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
と
し
て
の
側
面
を
端
的
に
示
し
て
い

る
と
い
え
る
。

　
こ
う
し
た
禍
福
観
は
、
民
衆
の
素
朴
な
そ
れ
と
は
薯
し
い
乖

離
を
為
す
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
世
人
の
惑
え
る
や
、
概
ね
猜
頓
の
富
、
許
史
の
貴
、
彰
鍾

　
　
の
寿
を
謂
い
て
福
と
為
し
、
箆
瓢
の
貧
、
輿
台
の
魏
、
橦

　
　
婬
の
天
を
（
謂
い
て
）
禍
と
為
す
。
此
れ
特
に
世
俗
に
通
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称
せ
ら
る
る
も
の
の
み
。

　
狩
頓
は
春
秋
時
代
の
魯
の
大
富
豪
、
許
・
史
は
漢
の
外
戚
で

あ
る
貴
顕
の
姓
、
影
鍵
は
古
の
著
名
な
長
寿
老
で
あ
る
。
ま
た
、

箪
瓢
は
顔
回
の
故
事
で
知
ら
れ
た
清
貧
を
意
味
し
、
輿
台
は
身

分
賎
し
い
召
使
、
魏
は
豹
・
虎
等
の
獣
類
で
あ
る
。
橦
は
朝
開

い
て
夜
萎
れ
、
婬
は
朝
生
ま
れ
て
晩
に
は
死
す
と
い
う
、
は
か

な
さ
の
表
現
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
代
表
さ
れ
た
よ
う
な
富
貴
寿
（
貧
貌
天
）
は
、
当
時

の
多
く
の
庶
民
が
願
望
し
、
あ
る
い
は
忌
避
す
る
も
の
と
し
て

共
有
す
る
福
徳
（
災
禍
）
観
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
狙
挾
は
世
俗

的
な
価
値
観
に
過
ぎ
ぬ
と
一
蹴
し
て
い
る
。
そ
し
て
続
い
て
の

記
述
で
真
な
る
福
徳
の
例
示
と
し
て
、
夏
の
忠
臣
関
竜
逢
や
段

の
紺
王
の
諸
父
比
干
を
引
き
つ
つ
、
「
名
」
を
挙
げ
て
い
・
る
。
両

名
と
も
暴
君
を
諌
め
た
た
め
に
殺
害
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、

た
と
え
落
命
し
た
と
し
て
も
、
美
名
を
千
載
に
残
す
こ
と
は
幸

福
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
多
く
の
民
衆
に
は
恐
ら
く
得
心

し
が
た
い
。

　
「
時
」
と
は
そ
う
し
た
懐
疑
を
除
去
し
よ
う
と
し
て
施
さ
れ

た
工
夫
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

　
ま
ず
「
時
は
天
の
為
す
所
な
り
」
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
「
時
」

を
弁
え
ぬ
者
を
評
し
て
「
天
命
に
暗
き
」
と
し
て
い
る
。
つ
ま

り
「
時
」
は
、
天
命
よ
り
齋
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
働
き

は
「
通
」
・
「
塞
」
と
表
現
し
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、

諸
事
を
円
滑
に
す
す
め
る
た
め
の
融
通
・
通
用
の
作
用
と
す
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
「
時
に
違
わ
ず
、
以
て
福
を
求

む
」
、
す
な
わ
ち
そ
れ
を
誤
ら
ぬ
場
合
（
即
ち
「
通
」
）
に
福
が

得
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
事
例
と
し
て
は
、
伊
・
周
の
「
位
」
に
対
し
て
、
孔
・
顔
の

「
名
」
が
引
か
れ
て
い
る
。
周
知
の
通
り
、
善
行
の
人
孔
子
は
自

ら
そ
れ
を
欲
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
望

み
の
位
に
就
く
こ
と
が
叶
わ
な
か
っ
た
。
ま
た
顔
回
も
類
稀
な

善
人
で
あ
り
な
が
ら
、
薄
幸
の
う
ち
に
夫
折
し
た
。
こ
れ
ら
の

事
実
は
、
世
俗
に
お
け
る
福
善
禍
淫
の
不
成
立
が
間
題
と
さ
れ

る
時
、
繧
々
語
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
近
世
に
お
い
て
も
特
に

後
期
に
そ
の
意
味
が
重
大
化
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
孔
子
の
件
を

租
挾
の
立
場
に
則
し
て
解
釈
す
れ
ぱ
、
人
格
識
見
に
問
題
が
あ

り
位
に
つ
け
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

す
な
わ
ち
、
孔
子
に
位
を
得
る
だ
け
の
「
分
」
が
欠
如
し
て
い
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た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
で
は
何
が
そ
う
さ
せ

た
の
か
。
そ
れ
こ
そ
「
時
」
な
の
で
あ
る
。
天
は
孔
子
に
位
を

得
て
実
際
政
治
を
行
う
こ
と
を
命
ぜ
ず
、
別
の
使
命
を
与
え
て

い
た
。
そ
れ
が
先
王
の
道
を
後
世
に
伝
承
す
る
と
い
う
営
み
で

あ
る
。
孔
子
に
は
そ
れ
に
相
応
し
い
だ
け
の
「
分
」
が
あ
っ
た
。

そ
し
て
そ
の
様
に
「
時
」
も
促
し
た
。
そ
の
た
め
為
政
者
と
し

て
で
は
な
く
、
祖
述
老
と
し
て
記
憶
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。
『
弁
名
』
天
命
帝
鬼
神
・
第
七
則
の

　
　
孔
子
は
先
王
の
道
を
学
び
て
、
以
て
天
命
を
待
つ
。
五
十

　
　
に
し
て
爵
禄
至
ら
ず
。
故
に
、
天
の
命
ず
る
所
は
、
道
を

　
　
当
世
に
行
う
に
在
ら
ず
し
て
、
こ
れ
を
後
世
に
伝
う
る
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
2
〕

　
　
在
る
こ
と
を
知
る
の
み
。

と
は
、
以
上
の
よ
う
な
事
情
と
符
合
し
て
い
る
。
顔
回
の
薄
幸

に
つ
い
て
も
同
様
の
説
明
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
孔
・
顔
が
位
に
代
わ
っ
て
得
た
福
は
「
名
」
で
あ
っ

た
。
世
俗
的
に
充
た
さ
れ
な
か
っ
た
福
を
、
「
名
」
と
し
て
得
た

と
す
る
の
は
、
「
分
」
に
お
け
る
竜
逢
・
比
干
と
一
致
す
る
。

　
更
に
、
「
時
」
を
為
す
天
は
、
「
上
に
在
る
の
名
な
り
」
と
記

さ
れ
て
い
る
。
天
は
現
実
杜
会
の
中
に
あ
っ
て
は
、
子
に
と
っ

て
の
父
、
妻
に
と
っ
て
の
夫
、
臣
に
と
っ
て
の
君
で
あ
る
と
い

う
。
そ
し
て
君
は
天
に
よ
っ
て
価
値
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う

構
造
に
な
っ
て
い
る
。
「
時
」
が
具
体
的
に
顕
現
す
る
の
は
上

位
老
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
分
」
と
同
じ
く

「
時
」
に
お
い
て
も
、
身
分
制
秩
序
の
維
持
と
禍
福
観
が
強
引
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

も
い
え
る
か
た
ち
で
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
云
え
よ
う
。

　
「
福
善
禍
淫
論
」
に
見
ら
れ
る
福
善
禍
淫
観
を
、
但
挾
の
意
図

に
基
づ
き
整
理
し
た
い
。
福
善
禍
淫
は
天
道
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
そ
の
原
理
は
絶
対
的
に
成
立
し
て
い
る
と
さ
れ
ね
ぱ
な

ら
な
い
。
そ
れ
は
、
も
し
民
衆
が
福
善
禍
淫
を
疑
っ
た
な
ら
ぱ

秩
序
を
素
乱
し
、
体
制
に
と
っ
て
不
都
合
な
状
況
を
招
来
す
る

や
も
知
れ
な
い
、
と
い
う
危
機
意
識
の
内
包
を
背
景
と
し
て
い

る
。
し
か
し
現
実
に
は
そ
の
原
理
に
反
す
る
よ
う
な
不
条
理
が

多
々
あ
り
、
世
人
の
多
く
は
懐
疑
的
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
矛
盾

解
決
の
た
め
に
狙
挾
が
導
入
、
援
用
し
た
趣
向
は
、
「
分
」
概
念

の
付
加
で
あ
っ
た
。
「
分
」
は
、
既
に
民
衆
の
中
に
あ
る
程
度
流

布
し
て
い
た
概
念
で
あ
っ
た
が
故
に
、
重
用
さ
れ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
こ
の
「
分
」
と
福
の
結
合
が
基
軸
と
な
り
、
「
時
」

　
　
　
　
　
　
　
（
脳
）

に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
た
。
ま
た
、
福
の
価
値
観
を
、
貧
富
・
貴
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魏
・
夫
寿
か
ら
「
名
」
に
転
換
さ
せ
る
こ
と
も
語
ら
れ
た
。

　
「
福
善
禍
淫
論
」
の
末
尾
に
記
さ
れ
た
結
論
は
「
命
分
の
外
に

福
を
求
め
ず
」
と
さ
れ
、
象
徴
的
で
あ
る
。
意
味
す
る
と
こ
ろ

は
「
福
分
」
思
想
と
で
も
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

四
　
「
福
分
」
思
想
の
説
諭

　
享
保
一
二
年
（
一
七
二
七
）
、
す
な
わ
ち
但
挾
死
去
の
前
年
、

に
刊
行
さ
れ
た
『
狙
來
先
生
答
問
書
』
は
、
膨
犬
な
著
作
に
示

さ
れ
た
但
挾
の
学
説
・
思
想
を
、
最
も
簡
明
に
要
約
し
た
も
の

で
あ
る
。
そ
の
た
め
祖
稼
学
理
解
の
入
門
書
と
し
て
好
個
の
佳

作
と
さ
れ
、
多
く
の
読
老
に
よ
っ
て
読
み
伝
え
ら
れ
る
と
こ
ろ

と
な
っ
た
。
難
解
な
薯
作
中
に
あ
っ
て
平
易
で
あ
り
、
教
化
と

い
う
点
か
ら
は
影
響
の
大
で
あ
っ
た
文
献
と
云
っ
て
よ
い
。

　
同
書
は
書
簡
集
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
が
、
そ
の
壁
頭
の
一

文
に
は
、
そ
も
そ
も
聖
人
の
道
と
は
何
か
、
と
い
う
重
要
か
つ

根
本
的
な
問
題
に
関
し
見
解
が
纏
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
真
髄

は
「
民
の
父
母
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
但
株
流
の
理
解

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
は
旦
那
（
為
政
老
）
が
そ
の
家
族
・
縁
者
（
民
）
を
苦

に
す
る
、
す
な
わ
ち
気
に
か
け
面
倒
を
見
る
よ
う
な
．
こ
と
だ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

い
う
。
他
の
箇
所
で
「
苦
世
話
」
と
表
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
仏
・
老
や
朱
子
学
考
な
ど
の
影
響
に
よ
り
、
己
一
身
の

こ
と
し
か
考
え
ぬ
、
「
小
量
」
の
流
儀
が
広
ま
っ
た
、
と
慨
嘆
し

て
い
る
。

　
こ
れ
ら
は
但
挾
学
の
基
本
に
か
か
わ
る
重
要
な
説
と
し
て
周

知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
注
意
し
た
い
の
は
、
こ
う
し
た
主

張
が
禍
福
論
と
結
合
さ
れ
論
旨
展
開
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

　
　
士
大
夫
の
家
内
を
苦
に
い
た
し
、
諸
侯
の
一
国
を
苦
に
い

　
　
た
し
、
天
子
の
天
下
を
苦
に
被
成
候
程
の
事
は
元
来
天
よ

　
　
り
そ
れ
程
の
福
分
を
附
属
被
成
候
て
、
其
程
の
身
上
に
御

　
　
生
れ
候
え
ば
、
其
人
の
本
分
に
て
不
珍
事
に
て
御
座
侯
を
、

　
　
（
中
略
）
天
よ
り
附
属
被
成
候
替
属
は
、
則
天
よ
り
与
給
え

　
　
る
福
分
に
侯
を
、
思
放
見
捨
候
は
ぱ
、
其
福
分
は
消
行
可

　
　
申
候
。
勿
体
な
き
事
の
至
極
と
可
被
思
召
候
。
只
民
の
父

　
　
母
と
申
語
を
よ
く
提
櫛
被
成
、
そ
れ
よ
り
工
夫
を
御
つ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
6
）

　
　
候
は
ば
、
聖
人
の
道
に
は
を
の
づ
か
ら
御
叶
可
被
成
候
。

　
天
子
・
諸
侯
・
士
犬
夫
を
は
じ
め
民
を
も
含
め
、
そ
れ
ら
は

天
よ
り
与
え
ら
れ
た
「
春
属
」
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
同
時
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に
「
福
分
」
で
も
あ
る
と
い
う
。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、

幸
福
を
得
る
分
限
、
あ
る
い
は
職
分
と
で
も
い
う
べ
き
で
あ
ろ

う
。
こ
の
書
簡
の
相
手
は
庄
内
藩
の
家
老
で
あ
り
、
し
た
が
っ

て
為
政
老
と
し
て
の
「
福
分
」
を
有
し
て
こ
の
世
に
生
を
う
け

た
こ
と
に
な
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
人
物
が
朱
儒
の
学

説
に
拘
泥
し
、
「
小
量
」
に
な
り
が
ち
で
あ
る
が
た
め
に
、
祖
株

よ
り
の
こ
う
し
た
訓
戒
と
な
っ
た
。
為
政
者
と
し
て
「
民
の
父

母
」
を
実
践
す
れ
ぱ
、
「
福
分
」
に
見
合
う
幸
福
が
得
ら
れ
る
と

い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
書
簡
の
当
事
老
に
の
み
申
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で

は
な
く
、
「
福
分
」
は
様
々
に
異
な
ろ
う
と
も
、
万
人
に
同
様
の

こ
と
が
含
意
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ぱ
そ
れ
は
『
弁
名
』
道
・
第

一
則
の
一
記
述
か
ら
明
き
ら
か
と
な
る
。

　
　
「
道
な
る
老
は
、
万
物
を
扶
持
し
、
お
の
お
の
そ
の
性
命
を

　
　
終
え
し
む
る
老
な
り
。
人
に
施
せ
ぱ
、
す
な
わ
ち
そ
の
行

　
　
い
を
変
化
し
て
正
理
に
之
か
し
む
。
故
に
、
道
、
身
に
在

　
　
れ
ぱ
、
す
な
わ
ち
言
お
の
づ
か
ら
順
に
し
て
、
行
い
お
の

　
　
づ
か
ら
正
し
く
、
君
に
事
え
て
は
お
の
づ
か
ら
忠
、
父
に

　
　
事
え
て
は
お
の
づ
か
ら
孝
、
人
と
と
も
に
し
て
は
お
の
づ

　
　
か
ら
信
、
物
に
応
じ
て
は
お
の
づ
か
ら
治
ま
る
。
一
人
こ

　
　
れ
を
用
う
れ
ぱ
、
余
り
あ
る
を
聞
か
ず
。
天
下
こ
れ
を
行

　
　
え
ぱ
、
足
ら
ざ
る
を
聞
か
ず
。
小
し
く
こ
れ
を
取
れ
ぱ
小

　
　
し
く
福
を
得
、
大
い
に
こ
れ
を
取
れ
ば
大
い
に
福
を
得
、

　
　
天
下
に
こ
れ
を
行
え
ば
天
下
服
す
L
と
。
そ
の
言
浅
し
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
釧
〕

　
　
い
え
ど
も
、
ま
だ
な
お
古
意
を
失
わ
ず
と
な
す
。

　
引
用
部
分
は
、
孔
安
国
が
『
孝
経
』
を
解
釈
し
た
も
の
で
あ

る
。
祖
挾
は
そ
れ
を
評
し
て
、
そ
の
言
葉
は
浅
薄
で
あ
る
が
、

古
意
自
体
は
失
っ
て
い
な
い
と
し
て
い
る
。
そ
こ
に
示
さ
れ
た

道
と
は
、
各
々
に
相
応
し
い
性
命
を
遂
げ
さ
せ
る
こ
と
だ
と
さ

れ
、
そ
の
用
い
方
の
大
小
に
よ
り
福
の
夫
小
も
定
ま
る
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
万
人
に
犬
小
何
ら
か
の
福
が
想
定
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
分
る
。
と
す
れ
ば
、
全
て
の
人
々
に
「
福
分
」
に
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
冤
）

じ
た
努
力
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
も
意
味
し
よ
う
。

　
「
福
分
」
の
語
句
は
、
思
い
つ
き
や
偶
然
に
よ
っ
て
で
は
な

く
、
狙
挾
の
福
善
禍
淫
観
を
前
提
と
し
て
必
然
性
を
伴
い
な
が

ら
記
述
さ
れ
た
と
考
え
る
。
更
に
は
、
「
福
分
」
が
生
か
さ
れ
ず

に
失
わ
れ
る
こ
と
に
対
し
、
「
勿
体
な
き
事
の
至
極
」
と
痛
切
に

惜
し
ん
で
い
る
。
そ
こ
に
は
福
を
、
人
欲
の
一
部
と
し
て
消
極
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的
に
肯
定
す
る
と
云
う
の
で
は
な
く
、
人
間
に
と
っ
て
大
切
な

目
的
と
し
て
、
前
向
き
に
評
価
し
よ
う
と
す
る
思
考
が
示
さ
れ

て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
れ
を
、
前
述
「
福
善
禍
淫
論
」
に
お
け
る
結
論
で
あ
る
、

「
命
分
の
外
」
の
福
を
求
め
な
い
と
す
る
主
張
と
比
較
す
る
と
、

基
本
的
論
理
は
全
く
一
致
す
る
と
い
っ
て
よ
い
。
例
え
ぱ
「
元

来
」
も
「
生
有
る
の
始
」
に
符
合
し
て
い
る
。
し
か
し
、
後
老

に
福
希
求
の
分
外
へ
の
逸
脱
を
規
制
し
よ
う
と
す
る
意
識
が
濃

厚
で
あ
る
の
に
対
し
、
前
老
に
は
「
分
」
に
相
応
し
い
福
を
な

ん
と
か
享
受
さ
せ
た
い
と
い
う
願
望
が
含
意
さ
れ
、
徴
妙
な
相

違
を
見
せ
て
い
る
。
勿
論
、
書
簡
と
い
う
史
料
の
性
格
上
、
必

ず
し
も
厳
密
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
も

し
れ
な
い
。
が
、
で
あ
る
か
ら
こ
そ
真
椿
が
吐
露
さ
れ
て
い
る

と
も
云
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
「
福
分
」
と
い
う
語
は
、
祖
殊
の
造
語
で
は
な
く
、
庶
民
の
立

場
に
近
い
小
説
・
随
筆
・
訓
話
の
類
に
散
見
さ
れ
る
。
し
か
し

そ
れ
ら
は
、
狙
挾
の
よ
う
に
確
固
た
る
思
想
的
背
景
を
踏
ま
え

つ
つ
用
い
ら
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
一
方
、
他
の
儒
老

に
つ
い
て
言
え
ぱ
、
こ
の
言
葉
は
余
り
見
出
す
二
と
が
で
き
な

い
。
す
な
わ
ち
、
狙
挾
が
こ
の
言
葉
を
用
い
た
意
義
は
、
自
身

が
そ
う
意
識
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
但
挾
以
前
に

既
に
民
衆
の
中
に
漠
然
と
あ
っ
た
「
福
分
」
観
に
思
想
的
背
景

を
与
え
、
体
系
化
し
、
結
果
と
し
て
、
「
福
分
」
思
想
と
呼
ぷ
べ

き
段
階
に
ま
で
高
め
る
に
い
た
っ
た
点
に
あ
る
、
と
云
え
る
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。
以
上
よ
り
改
め
て
、
近
世
に
お
け
る
「
福

分
」
思
想
の
一
典
型
は
狙
挾
に
お
い
て
形
成
、
確
立
さ
れ
た
、

　
　
　
　
（
3
9
〕

と
表
現
し
た
い
。

五
　
「
福
分
」
構
造
に
お
け
る
鬼
神

　
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
「
福
分
」
思
想
に
よ
り
、
民
衆
の
不

条
理
命
題
は
解
消
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
否
、
で
あ
る
。
仮
に

こ
の
禍
福
観
を
強
圧
的
に
押
し
つ
け
た
と
し
て
も
、
現
実
と
齪

鰭
を
生
じ
不
条
理
感
を
尖
鋭
化
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ

し
て
あ
る
一
定
の
人
々
は
、
民
問
信
仰
に
傾
斜
す
る
こ
と
に
よ

り
、
そ
の
解
消
を
は
か
ろ
う
と
し
た
で
あ
ろ
う
。
人
問
の
欲
望

に
対
す
る
深
遠
な
洞
察
力
を
持
つ
但
挾
は
、
そ
う
し
た
事
情
を

十
分
に
承
知
し
て
い
た
。
そ
の
難
点
を
克
服
す
る
た
め
但
挾
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
ω
）

講
じ
た
巧
知
と
し
て
、
鬼
神
の
活
用
が
挙
げ
ら
れ
る
。
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右
の
問
題
を
検
討
す
る
に
際
し
、
鬼
神
の
性
格
を
明
確
化
す

る
た
め
、
本
稿
に
必
要
な
範
囲
で
、
こ
こ
で
は
特
に
次
の
三
つ

　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

の
視
点
を
設
定
し
た
い
。
第
一
点
と
し
て
福
善
禍
淫
を
司
る
存

在
で
あ
る
、
第
二
点
と
し
て
正
祠
の
範
囲
内
で
の
民
間
信
仰
的

要
素
を
許
容
し
、
ま
た
そ
の
存
在
自
体
が
そ
う
し
た
信
仰
形
態

の
象
徴
と
な
る
、
第
三
点
と
し
て
理
気
・
陰
陽
の
分
析
対
象
と

し
て
の
存
在
、
で
あ
る
。
第
一
・
二
点
は
儒
教
教
学
一
般
に
通

づ
る
基
本
的
事
項
で
あ
る
と
云
え
る
。
第
二
点
の
性
格
が
崩
壌

す
る
こ
と
は
淫
祠
肯
定
に
連
接
す
る
。
第
三
点
は
、
鬼
神
を
ど

の
程
度
理
論
分
析
の
対
象
と
し
て
い
る
か
を
知
る
た
め
の
指
標

で
あ
る
。
そ
の
度
合
い
が
強
度
に
な
れ
ぱ
、
鬼
神
は
名
目
的
な

存
在
と
な
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
無
鬼
論
に
転
じ
、
し
た
が
っ

て
福
善
禍
淫
の
法
則
性
が
よ
り
自
明
と
意
識
さ
れ
る
可
能
性
に

も
繋
が
っ
て
い
る
。

　
さ
て
、
そ
こ
で
但
稼
鬼
神
説
で
あ
る
。
第
一
点
に
関
し
て
は
、

『
弁
名
』
天
命
帝
鬼
神
・
第
十
則
で
、
仁
斎
『
語
孟
字
義
』
鬼

神
・
第
一
条
の
「
凡
そ
天
地
・
山
川
・
宗
廟
・
五
祀
の
神
、
お

よ
ぴ
一
切
の
、
神
霊
あ
り
て
能
く
禍
福
を
な
す
老
は
、
み
な
こ

れ
を
鬼
神
と
謂
う
な
り
」
を
引
き
、
「
こ
れ
を
得
た
り
」
（
正
し

　
　
　
　
　
　
　
　
藪
）

い
）
と
全
肯
定
し
て
い
る
。
鬼
神
が
禍
福
を
司
る
こ
と
は
明
ら

か
と
思
わ
れ
る
。

　
第
二
点
に
関
し
て
は
、
同
・
天
命
帝
鬼
神
・
第
十
五
則
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
3
）

「
鬼
神
な
る
老
は
、
先
王
こ
れ
を
立
つ
」
と
し
て
鬼
神
の
祭
祀
を

認
め
、
更
に
同
・
第
十
六
則
で

　
　
ト
簸
な
る
老
は
、
鬼
神
の
言
を
伝
う
る
老
な
り
。
（
中
略
）

　
　
ト
簸
薦
請
、
万
古
に
亘
り
て
廃
す
る
こ
と
能
わ
ざ
る
者
も

　
　
ま
た
人
情
し
か
り
と
な
す
。
聖
人
は
能
く
人
の
性
を
尽
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
似
）

　
　
す
。
故
に
人
の
性
に
率
い
て
、
立
て
て
以
て
道
と
な
す
。

と
し
て
、
民
衆
の
民
間
信
仰
的
要
素
に
つ
い
て
も
肯
定
的
で
あ

っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
主
に
依
拠
し
て
い
た
六
経
を
始
め
と

す
る
儒
教
教
典
に
則
っ
て
い
る
範
囲
内
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る

べ
き
も
の
で
あ
っ
た
、
と
思
わ
れ
る
。
別
言
す
れ
ぱ
、
正
祠
の

範
囲
内
に
お
い
て
の
み
民
間
信
仰
的
要
素
に
つ
い
て
も
認
知
し

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
か
ら
逸
脱
す
る
信

仰
に
つ
い
て
は
、
例
え
ぱ
「
仏
老
巫
硯
の
説
に
鬼
神
の
治
め
様

有
之
候
え
共
、
国
家
を
治
む
る
道
に
害
有
之
候
て
聖
人
の
書
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
蛎
）

違
申
候
え
ば
、
君
子
の
信
用
す
べ
き
事
に
無
之
候
」
と
し
て
理

念
的
に
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
し
、
ま
た
、
『
政
談
』
と

306



｛107〕　近世中期における禍福観の形成

い
う
具
体
的
建
言
に
お
い
て
も
流
行
神
へ
の
憂
慮
が
表
明
さ
れ

　
　
　
　
　
＾
蝸
〕

て
い
る
の
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
正
祠
の
中
心
に
は
鬼

神
が
置
か
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
但
株
の
企
図
す
る
と

こ
ろ
は
、
民
間
の
雑
駁
な
仏
神
を
鬼
神
と
関
連
づ
け
さ
せ
て
祭

祀
体
系
の
な
か
に
取
り
込
み
、
統
制
を
は
か
ろ
う
と
す
る
こ
と

に
あ
っ
た
。

　
第
三
点
に
関
し
て
は
、
『
狙
來
先
生
答
問
書
』
で
、
朱
子
学
の

鬼
神
説
に
つ
い
て
「
朱
儒
は
理
気
陰
陽
を
以
て
様
々
と
被
申
候

得
共
、
そ
れ
は
宋
儒
の
了
簡
と
申
物
に
て
聖
人
の
御
詞
に
は
無

之
候
。
宋
儒
の
説
に
従
い
候
て
見
候
え
ば
、
畢
寛
鬼
神
は
な
き

　
　
　
　
　
（
〃
〕

物
と
申
に
成
申
候
」
と
批
判
し
て
お
り
、
到
底
受
け
入
れ
る
こ

と
の
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
以
上
を
勘
案
す
れ
ば
、
福
善
禍
淫
へ
の
懐
疑
を
、
そ
れ
を
司

る
と
さ
れ
る
鬼
神
が
、
民
衆
の
欲
望
の
発
露
と
し
て
の
民
間
信

仰
を
包
摂
す
る
か
た
ち
で
解
消
す
る
、
と
い
う
構
造
に
な
っ
て

い
る
こ
と
が
分
る
。
但
挾
と
し
て
は
民
間
信
仰
を
決
し
て
積
極

的
に
評
価
す
る
二
と
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
現
実
は
直
視
せ
ざ

る
を
え
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
客
観
的
に
見
れ
ぱ
但
殊
学

に
お
け
る
鬼
神
と
「
福
分
」
思
想
が
整
合
性
を
保
っ
て
い
る
か

否
か
は
疑
わ
し
い
が
、
但
挾
自
身
に
お
い
て
は
そ
れ
が
無
理
な

く
統
合
さ
れ
、
こ
う
し
た
祭
祀
体
系
が
確
立
さ
れ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
。
鬼
神
に
、
「
福
分
」
思
想
の
現
実
対
処
に
お
け
る

不
完
全
さ
を
補
強
す
る
機
能
を
も
期
待
し
た
、
と
理
解
で
き
る
。

混
沌
と
し
た
民
間
信
仰
を
こ
の
よ
う
に
し
て
学
説
体
系
の
な
か

に
位
置
付
け
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
お
そ
ら
く
そ
れ
は
民
衆
の

真
撃
な
信
仰
と
は
隔
絶
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

結
「
福
分
」
思
想
の
意
味

　
但
挾
の
「
福
分
」
思
想
を
総
括
し
た
い
。

　
そ
れ
は
、
天
道
・
天
職
・
順
逆
を
構
成
単
位
と
し
た
、
壮
犬

か
つ
綾
密
な
天
命
説
を
理
論
的
背
景
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

漸
次
増
犬
す
る
民
衆
の
欲
望
に
対
し
、
福
徳
希
求
に
配
慮
し
つ

つ
も
、
同
時
に
そ
れ
が
無
制
限
に
拡
大
す
る
こ
と
を
恐
れ
、

「
分
」
・
「
時
」
・
「
名
」
に
よ
っ
て
規
制
を
加
え
た
。
こ
う
し
た

脈
絡
か
ら
現
実
秩
序
は
基
本
的
に
全
肯
定
さ
れ
る
。
あ
わ
せ
て
、

鬼
神
を
中
心
と
し
た
確
固
た
る
祭
祀
体
系
を
対
時
さ
せ
る
こ
と

に
よ
り
、
無
限
定
な
民
間
信
仰
の
浸
透
が
抑
制
さ
れ
た
。
様
々

な
工
夫
を
凝
ら
し
な
が
ら
、
但
殊
が
最
終
的
に
意
図
し
た
こ
と
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は
、
福
善
禍
淫
の
確
実
性
の
維
持
で
あ
り
、
民
衆
に
そ
れ
を
確

信
さ
せ
、
規
律
あ
る
行
為
を
持
続
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ

う
し
て
但
撚
は
、
封
建
杜
会
に
適
合
す
る
規
範
的
禍
福
観
を
提

示
し
、
民
衆
の
不
条
理
命
題
を
沈
静
化
し
、
秩
序
維
持
に
資
す

る
自
我
形
成
を
促
そ
う
と
企
図
し
た
。
こ
の
時
期
に
お
け
る
こ

う
し
た
思
想
の
組
成
は
、
偶
然
の
所
産
で
は
な
く
、
時
代
の
要

請
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
但
挾
の
主
張
は
、
封
建
体
制
維
持
の
た
め
の

重
要
な
提
言
た
り
え
て
も
、
民
衆
心
情
の
理
解
と
い
う
点
か
ら

は
不
十
分
さ
が
残
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
結
局
但
挾
は
民

衆
の
不
条
理
感
に
対
し
、
現
実
認
識
は
で
き
て
も
共
感
的
理
解

は
示
せ
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

　
し
か
し
そ
う
し
た
限
界
を
含
み
な
が
ら
も
、
と
も
か
く
も
禍

福
に
注
目
し
多
く
の
言
説
を
為
し
た
こ
と
に
は
画
期
的
な
意
味

が
あ
る
。
例
え
ぱ
、
朱
子
学
自
体
に
禍
福
に
対
す
る
関
心
が
欠

如
し
て
い
た
と
い
う
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
が
日
本
化
さ
れ
る

過
程
に
お
い
て
必
ず
し
も
十
分
に
は
受
容
さ
れ
ず
、
時
と
し
て

そ
れ
は
卑
し
い
も
の
邪
な
も
の
と
し
て
否
定
・
抑
圧
の
対
象
と

　
　
＾
蝸
〕

も
な
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
租
篠
が
そ
れ
を
学
説
体
系
の

な
か
に
取
り
入
れ
よ
う
と
し
た
営
為
は
、
人
問
の
あ
り
の
ま
ま

の
欲
望
を
直
視
す
る
但
挾
学
全
体
に
示
さ
れ
た
姿
勢
と
通
底
す

る
も
の
が
あ
り
、
留
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
加
え
て
、
そ
こ

に
止
ま
ら
ず
、
不
十
分
な
が
ら
も
、
福
を
人
間
に
と
っ
て
貴
重

な
目
的
と
し
て
意
識
し
、
価
値
化
し
よ
う
と
し
て
い
た
指
向
性

が
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
新
た
な
自
我
形
成
の
可
能
性
を
秘
め

る
、
萌
芽
で
は
な
か
っ
た
か
。

　
こ
れ
ま
で
但
挾
の
言
説
に
依
拠
し
禍
福
観
の
構
造
化
を
試
み
、

以
上
の
よ
う
な
意
義
を
読
み
解
い
た
。

　
さ
て
で
は
、
狙
挾
の
主
観
中
で
、
そ
れ
は
ど
う
自
覚
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
論
語
徴
』
桑
日
に

　
　
〔
習
子
は
（
筆
老
）
〕
命
を
天
よ
り
稟
く
。
そ
の
云
う
る
と

　
　
こ
ろ
先
王
の
道
な
る
を
以
て
な
り
。
是
れ
そ
の
大
な
る
者

　
　
に
し
て
、
吉
凶
禍
福
は
言
う
を
待
た
ざ
る
な
り
。
先
儒
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
（
ω
）

　
　
く
吉
凶
禍
福
を
以
て
之
れ
を
言
う
。
抑
も
亦
た
末
已
。

と
あ
る
。
「
先
儒
」
に
は
朱
子
学
者
で
は
な
く
、
仁
斎
が
強
く
意

識
さ
れ
て
い
る
。
俗
説
で
は
、
但
挾
は
書
簡
の
や
り
と
り
の
行

き
違
い
を
契
機
と
し
て
、
仁
斎
に
反
感
を
持
っ
た
と
さ
れ
る
。

『
論
語
徴
』
執
筆
時
に
は
、
ひ
と
頃
よ
り
は
そ
の
感
情
は
和
ら
い
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だ
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
無
論
そ
う
し
た
事
情
よ
り
も
、
学
の

内
在
的
な
相
違
を
間
題
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
同
書
作
成
に
際

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
〕

し
て
は
、
仁
斎
の
『
論
語
古
義
』
を
手
元
に
置
い
て
お
り
、
周

到
な
比
較
検
討
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
随
所
に
仁
斎
の
論
語
解
釈
に
対
す
る
鋭
い
批
判
が
散

り
ぱ
め
ら
れ
、
基
本
的
に
そ
の
姿
勢
は
一
貫
し
て
い
る
。

　
こ
れ
も
そ
の
一
例
と
い
え
る
。
孔
予
の
「
命
を
知
ら
ざ
れ
ば
、

以
て
君
子
為
る
こ
と
無
し
」
と
い
う
言
に
対
す
る
解
釈
を
め
ぐ

っ
て
で
あ
り
、
問
題
は
（
天
）
命
で
あ
る
。
仁
斎
が
天
命
を
吉

凶
禍
福
と
解
釈
し
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
触
れ
た
が
、
こ
の
箇

所
で
も
や
は
り
そ
の
こ
と
を
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
こ
で
着
目
す
べ
き
は
、
吉
凶
禍
福
が
「
末
」
と

表
現
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
枝
葉
末
節
と
い
う
意
味

に
理
解
し
得
る
。
仁
斎
へ
の
対
抗
上
語
ら
れ
な
言
葉
で
あ
る
こ

と
を
差
し
引
い
て
理
解
し
な
け
れ
ぱ
な
る
ま
い
。
し
か
し
そ
う

で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
但
挾
が
「
末
」
と
明
記
し
た
意
味
は
重

大
で
あ
る
。

　
狙
挾
の
言
辞
に
則
り
評
価
す
れ
ぱ
、
但
挾
の
禍
福
観
は
決
し

て
軽
視
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
復

株
の
主
観
の
中
で
は
禍
福
は
あ
く
ま
で
、
「
末
」
に
し
か
過
ぎ
な

か
っ
た
。
こ
の
懸
隔
は
何
に
由
来
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
本
稿
に
即
し
一
つ
指
摘
で
き
る
と
す
れ
ぱ
、
そ
れ
は
、
教
学

理
念
と
し
て
最
重
要
で
あ
る
礼
楽
刑
政
（
善
行
の
奨
励
）
と
、

現
実
認
識
に
お
い
て
最
重
要
で
あ
る
人
間
の
禍
福
と
の
距
離
で

は
な
か
ろ
う
か
。
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
も
し
但
挾
の
時
代
に

禍
福
が
主
要
な
価
値
と
主
張
し
た
な
ら
ぱ
、
も
は
や
儒
老
た
り

得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
但
挾
は
、
禍
福
が
関
心
の
枢
要
と
な

り
つ
つ
あ
る
動
向
を
重
々
承
知
し
な
が
ら
も
、
「
末
」
、
と
退
避

す
る
こ
と
で
、
辛
う
じ
て
儒
者
と
し
て
の
論
理
的
整
合
性
を
保

持
し
た
と
云
え
る
。
あ
る
い
は
そ
れ
は
、
但
株
と
い
う
人
物
の

自
我
の
反
映
で
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
時
勢
の
推

移
と
と
も
に
、
民
衆
の
不
条
理
命
題
の
一
層
の
尖
鋭
化
は
、
そ

の
乖
離
を
拡
大
す
る
一
方
で
あ
り
、
糊
塗
し
が
た
い
様
相
を
呈

し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
橿
挾
以
降
、
こ
の
懸
隔
を
突
く
よ
う
に
し
て
禍
福
に
関
す
る

議
論
が
た
た
か
わ
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
そ
の
中
に
近
世
後

期
の
思
想
を
読
み
解
く
要
点
が
内
包
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

そ
の
詳
細
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
二
と
が
次
の
課
題
と
な
る
。
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○
史
料
の
引
用
は
、
以
下
に
典
拠
し
た
が
、
必
要
に
応
じ
読
み
下

　
し
、
あ
る
い
は
句
読
点
・
字
体
・
仮
名
遣
に
修
正
を
加
え
た
。

　
傍
点
は
す
べ
て
筆
老
に
よ
る
。
『
日
本
思
想
大
系
』
は
『
大
系
』

　
と
、
『
荻
生
但
挾
全
集
』
は
『
全
集
』
と
略
す
。
ま
た
、
『
全
集
』

　
は
全
て
み
す
ず
書
房
版
を
用
い
た
。

（
1
）
　
近
業
と
し
て
は
吉
岡
栄
「
徳
川
初
期
儒
学
受
容
の
態
度
－

　
吉
凶
禍
福
論
と
の
関
連
に
お
い
て
－
」
（
『
流
通
経
済
大
学
論

　
集
』
二
七
－
三
　
一
九
九
三
・
一
　
所
収
）
が
あ
る
。
た
だ
し

　
但
辣
の
禍
福
観
に
対
す
る
評
価
に
は
疑
問
が
あ
る
。

（
2
）
　
言
う
ま
で
も
な
く
、
西
洋
の
宗
教
・
哲
学
に
お
い
て
こ
の

　
問
題
は
、
神
義
（
弁
神
）
論
と
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た
。
し
か

　
し
、
日
本
の
民
衆
は
、
一
つ
の
神
格
的
存
在
と
絶
対
的
に
深
く

　
関
わ
る
こ
と
は
少
な
く
、
ま
た
、
近
世
に
お
い
て
は
、
仏
神
を

　
背
景
と
し
つ
つ
三
世
因
果
に
決
定
的
に
囚
わ
れ
る
感
情
も
希
薄

　
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
呼
称
に
は
多
少
の
違
和
感
を

　
覚
え
、
民
衆
の
素
朴
な
不
条
理
感
を
強
く
表
現
す
る
手
立
と
し

　
て
、
仮
に
こ
れ
を
用
い
た
い
。
な
お
神
義
（
弁
神
）
論
と
中
国

　
思
想
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
森
三
樹
三
郎
「
運
命
と
摂
理
－
中

　
国
に
お
け
る
弁
神
論
の
展
開
」
（
『
生
と
死
の
思
想
』
一
九
九
〇

　
人
文
書
院
　
所
収
）
に
若
干
の
指
摘
が
あ
る
。
ま
た
同
氏
の

　
『
上
古
よ
り
漢
代
に
至
る
性
命
観
の
展
開
』
（
一
九
七
一
　
創
文

　
杜
）
は
、
日
本
に
お
け
る
禍
福
観
の
展
開
を
考
え
る
に
際
し
て

　
も
、
必
須
の
警
で
あ
る
。

（
3
）
　
祖
稼
学
の
学
説
区
分
は
な
か
な
か
に
難
し
い
が
、
こ
こ
で

　
は
吉
川
幸
次
郎
「
但
挾
学
案
」
（
『
大
系
』
三
六
　
所
収
）
を
参

　
考
と
し
た
。

（
4
）
　
『
大
系
』
三
六
　
五
九
頁
。

（
5
）
　
第
三
条
（
『
犬
系
』
≡
二
　
二
二
頁
）
。

（
6
）
　
第
四
条
（
同
）
。

（
7
）
　
一
例
を
挙
げ
れ
ぱ
、
狙
挾
も
重
視
す
る
六
経
の
一
つ
で
あ

　
る
、
『
春
秋
』
の
左
氏
伝
・
昭
公
二
十
七
年
に
も
見
ら
れ
る
。

（
8
）
　
『
全
集
』
四
　
六
一
六
頁
。

（
9
）
　
『
大
系
』
三
六
　
四
五
頁
。

（
1
0
）
　
同
　
五
九
頁
。

（
u
）
　
天
道
概
念
を
問
題
と
す
る
場
合
、
狙
挾
に
は
「
天
道
」
と

　
「
天
之
道
」
と
い
う
二
つ
の
表
現
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
徴
妙
な

　
差
異
が
あ
り
、
区
別
す
る
の
が
適
当
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
に
お

　
い
て
対
象
と
し
た
い
福
善
禍
淫
に
か
か
わ
る
天
道
概
念
は
、

　
「
天
道
」
の
方
で
あ
る
。
「
天
之
道
」
と
福
善
禍
淫
が
関
係
づ
け

　
ら
れ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
事
例
は
、
管
見
の
限
り
な
い
。

（
1
2
）
　
同
　
一
二
〇
～
一
二
一
頁
。

（
1
3
）
　
『
蓄
経
』
湯
譜
の
「
福
善
禍
淫
」
と
、
「
罪
を
天
に
獲
ぱ
、

　
薦
る
所
な
き
な
り
」
（
『
論
語
』
八
借
）
の
組
合
せ
に
よ
る
引
用

　
は
、
『
論
語
徴
』
八
借
（
『
全
集
』
三
）
に
も
見
ら
れ
る
。

（
1
4
）
　
平
石
直
昭
編
『
祖
挾
集
　
付
・
但
株
集
拾
遺
』
（
近
世
儒
家

　
文
集
集
成
三
　
一
九
八
五
　
ぺ
り
か
ん
社
）
一
一
五
頁
。
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（
1
5
）
　
『
犬
系
』
三
六
　
九
六
頁
。

（
1
6
）
　
同
　
一
三
三
頁
。

（
1
7
）
　
同
　
一
二
〇
頁
。

（
1
8
）
　
同
　
一
七
～
八
頁
。
な
お
、
『
弁
名
』
仁
・
第
一
則
（
同

　
五
三
～
四
頁
）
の
前
半
部
分
に
は
内
容
が
多
く
重
複
す
る
記
述

　
が
あ
る
。

（
1
9
）
　
『
全
集
』
一
　
四
三
〇
頁
。

（
2
0
）
　
『
大
系
』
三
六
　
九
六
頁
。

（
2
1
）
　
君
子
と
天
職
と
の
関
係
を
論
じ
て
い
る
史
料
と
し
て
は
、

　
そ
の
他
に
、
例
え
ぱ
『
弁
名
』
義
・
第
四
則
の
「
民
は
生
を
営

　
む
を
以
て
務
め
と
な
す
。
故
に
財
利
を
以
て
心
と
な
す
老
は
、

　
民
の
業
し
か
り
と
な
す
。
君
子
は
先
王
の
道
を
学
び
、
仕
え
て

　
以
て
天
職
に
共
す
」
（
同
　
八
○
頁
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
天
職
は

　
全
人
に
期
待
さ
れ
た
使
命
で
あ
ろ
う
が
、
よ
り
強
く
求
め
ら
れ

　
た
対
象
は
支
配
老
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
2
2
）
同
五
九
頁
。

（
2
3
）
　
同
　
一
四
二
頁
。

（
2
4
）
　
同
　
五
四
頁
。

（
2
5
）
同
一
〇
〇
頁
。

（
2
6
）
　
「
和
順
」
に
つ
い
て
は
、
『
弁
名
』
中
庸
和
衷
・
第
三
則
（
同

　
　
一
〇
～
一
一
一
頁
）
に
、
和
を
「
和
順
」
と
云
う
、
あ
る
い

　
は
先
王
の
道
と
人
の
性
を
「
和
順
」
す
る
、
な
ど
若
干
の
説
明

　
が
あ
る
。

（
2
7
）
　
同
　
七
〇
頁
。
「
識
ら
ず
知
ら
ず
、
帝
の
則
に
順
う
」
と
い

　
う
表
現
は
、
『
弁
名
』
性
情
才
・
第
三
則
（
同
　
一
四
〇
頁
）
に

　
も
見
え
る
。

（
2
8
）
同
一
〇
一
頁
。

（
2
9
）
同
一
一
八
頁
。

（
3
0
）
　
同
　
五
六
頁
。

（
3
1
）
　
従
来
に
お
け
る
、
視
挾
の
福
善
禍
淫
に
関
す
る
ま
と
ま
っ

　
た
記
述
と
し
て
は
、
岩
橋
遵
成
が
『
但
挾
研
究
』
（
一
九
三
四

　
関
書
院
）
の
三
〇
二
よ
且
二
〇
九
頁
で
天
命
説
に
つ
い
て
論
じ

　
た
記
載
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
3
2
）
　
『
大
系
』
三
六
　
一
二
六
頁
。

（
3
3
）
　
な
お
管
見
の
限
り
、
但
挾
の
著
作
中
に
お
い
て
、
例
え
ぱ

　
「
福
時
」
と
い
う
表
現
は
な
い
。
こ
の
点
か
ら
も
、
「
分
」
と

　
「
時
」
は
並
列
的
な
概
念
で
は
あ
る
が
、
「
分
」
の
方
が
よ
り
須

要
な
概
念
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

（
3
4
）
　
こ
こ
で
は
問
題
提
起
に
と
ど
め
た
い
が
、
天
職
と
「
分
」
、

　
順
逆
と
「
時
」
の
間
に
は
、
密
接
な
相
関
性
が
感
じ
ら
れ
る
。

（
3
5
）
　
『
但
來
先
生
答
問
薯
』
に
「
た
と
い
何
程
心
を
治
め
身
を
修

　
め
、
無
暇
の
玉
の
、
こ
と
く
に
修
行
成
就
候
共
、
下
を
わ
が
苦
世

話
に
致
し
候
心
無
御
座
、
国
家
を
治
む
る
道
を
知
り
不
申
候
は

　
ぱ
、
何
の
益
も
無
之
事
に
候
」
（
『
全
集
』
一
　
四
三
一
頁
）
と

　
あ
る
。

（
3
6
）
同
四
二
七
～
八
頁
。

311



（112〕一橋論叢 第111巻第2号 平成6年（1994年）2月号

（
3
7
）
　
『
大
系
』
三
六
　
四
四
頁
。

（
3
8
）
　
そ
の
際
、
順
が
関
連
さ
せ
ら
れ
て
い
る
点
も
留
意
さ
れ
る

　
必
要
が
あ
る
。
ま
た
こ
の
後
に
「
先
王
は
、
人
み
な
相
愛
し
相

養
い
相
輔
け
相
成
す
の
心
、
運
用
営
為
の
才
あ
る
に
因
り
、
こ

　
の
道
を
立
て
て
天
下
後
世
を
し
て
由
り
て
以
て
こ
れ
を
行
い
、

　
お
の
お
の
そ
の
性
命
を
終
え
し
む
。
（
中
略
）
要
は
民
を
安
ん

　
ず
る
に
帰
す
る
の
み
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
傍
点
部
分
か
ら
、

　
天
職
も
関
連
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
る
。
そ
し
て
そ
う

　
し
た
道
の
全
体
が
、
民
衆
を
安
泰
あ
る
い
は
安
楽
に
す
る
こ
と

　
に
収
厳
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
民
衆

　
と
禍
福
の
問
題
を
深
化
さ
せ
て
い
く
と
、
担
挾
の
民
衆
観
が
、

　
こ
れ
ま
で
と
は
多
少
異
な
る
相
貌
で
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
可

能
性
を
含
む
よ
う
に
思
う
。
愚
民
意
識
は
あ
っ
た
ろ
う
が
、
更

　
に
内
容
豊
か
な
輸
郭
を
描
く
た
め
の
契
機
と
な
る
の
で
は
な
か

　
ろ
う
か
。

（
3
9
）
　
な
お
近
世
の
儒
老
の
多
く
は
、
そ
の
度
合
い
に
差
異
は
あ

　
る
が
、
福
善
禍
淫
、
福
分
、
知
足
、
あ
る
い
は
後
述
の
「
末
」
、

　
と
い
っ
た
性
格
を
持
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

　
祖
挾
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
そ
の
一
典
型
を
示
す
と
い
う
意
味

　
に
お
い
て
、
特
に
有
用
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
4
0
）
　
但
欲
の
鬼
神
観
に
つ
い
て
は
、
源
了
圓
「
但
挾
・
春
台
に

　
お
け
る
天
の
観
念
と
鬼
神
観
－
近
世
後
期
に
お
け
る
天
の
観
念

　
と
神
の
観
念
の
交
渉
（
一
）
－
」
（
東
北
大
学
文
学
部
日
本
文
化

　
研
究
所
編
『
神
観
念
の
比
較
文
化
論
的
研
究
』
一
九
八
一
　
講

　
談
杜
　
所
収
）
、
子
安
宣
邦
『
鬼
神
論
－
儒
家
知
識
人
の
デ
ィ
ス

　
ク
i
ル
』
（
一
九
九
二
　
福
武
書
店
）
を
参
照
と
し
た
。

（
4
1
）
　
視
点
の
設
定
に
際
し
て
は
、
友
枝
龍
太
郎
「
鬼
神
説
」

　
（
『
朱
子
の
思
想
形
成
』
〈
改
訂
版
〉
一
九
七
九
春
秋
社
第
二

　
章
第
三
節
　
所
収
）
、
三
浦
国
雄
「
朱
子
鬼
神
論
の
輸
郭
」
（
前

　
掲
『
神
観
念
の
比
較
文
化
論
的
研
究
』
　
所
収
）
を
適
宜
参
照
し

　
た
。

（
4
2
）
　
『
大
系
』
三
六
　
一
二
八
頁
。
た
だ
し
、
仁
斎
が
鬼
神
を
名

　
目
の
み
と
論
じ
た
点
は
但
挾
と
相
違
し
て
い
る
。

（
4
3
）
同
二
二
三
頁
。

（
側
）
同
＝
二
四
～
五
頁
。

（
4
5
）
　
『
但
來
先
生
答
問
書
』
（
『
全
集
』
一
　
四
五
三
頁
）
。

（
4
6
）
　
安
丸
良
夫
「
「
近
代
化
」
の
思
想
と
民
俗
L
（
『
風
土
と
文
化

　
1
－
日
本
列
島
の
位
相
1
－
』
日
本
民
俗
文
化
大
系
一
　
一
九
八
六

　
小
掌
館
　
所
収
）
四
四
六
～
八
頁
、
参
照
。

（
4
7
）
　
『
全
集
』
　
一
　
四
五
三
頁
。

（
4
8
）
　
朱
子
学
者
の
禍
福
観
に
つ
い
て
は
別
稿
を
用
意
し
た
い
と

　
考
え
て
い
る
。

（
4
9
）
　
『
全
集
』
四
　
七
〇
七
頁
。

（
5
0
）
　
小
川
環
樹
「
論
語
徴
　
解
題
」
（
同
　
所
収
）
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
大
学
院
博
土
課
程
）
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