
曾
子
と
礼

末

万え

古
同

康

(二
O
O
八
年
一

O
月
三
O
日

受
理
)

な
ぜ
、
「
曾
子
と
札
」
な
の
か
。
「
曾
子
」
と
「
札
」
と
い
う
よ
う
な
通
常
結
び

つ
け
て
語
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
も
の
を
結
び
つ
け
て
語
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
ま

ず
、
そ
れ
を
語
る
こ
と
の
弁
明
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

論
者
は
以
前
、
新
出
土
資
料
の
『
内
礼
』
の
出
現
を
受
け
て
、
『
大
戴
札
記
』
の

曾
子
立
事
篇
以
下
の
十
篇
(
以
下
、
こ
れ
を
『
曾
子
』
と
呼
び
、
そ
の
引
用
に
お
い
て
は
篇

名
の
「
曾
子
三
手
を
省
略
す
る
)
を
再
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
*
1
0

今
本
の
『
曾
子
』

は
何
ら
か
の
「
曾
子
語
録
」
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
な
か
で
も
、
い
く

つ
か
の
短
章
を
並
べ
た
冒
頭
に
「
曾
子
日
」
を
冠
し
て
全
体
を
曾
子
言
と
し
て
い

る
諸
笛
ヤ
|
立
事
、
本
孝
、
立
孝
、
制
言
の
諸
篇
は
後
人
の
加
工
の
度
合
い
が
少

な
く
、
曾
子
そ
の
人
の
思
想
を
う
か
が
う
資
料
た
り
得
る
。
特
に
、
立
事
篇
の
「
君
子
」

に
つ
い
て
述
べ
た
短
章
な
ど
は
、
内
容
的
に
も
文
体
的
に
も
『
論
語
』
の
伝
え
る

曾
子
言
と
一
致
し
、
曾
子
そ
の
人
の
言
葉
を
今
に
伝
え
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
と
、

お
お
よ
そ
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
論
じ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、
注
目
し
た
こ
と

の
一
つ
に
、
立
事
篇
で
君
子
と
札
と
の
関
係
が
強
調
さ
れ
な
い
と
い
、

Z
Rが
あ
る
。
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立
事
篇
に
は
「
札
」
字
が
こ
か
所
し
か
現
れ
な
い
。
こ
の
篇
の
主
題
が
「
君
子
」

で
あ
り
、
か
っ
、
そ
の
内
容
が
基
本
的
に
『
論
語
』
に
見
え
る
孔
子
思
想
の
祖
述

で
あ
る
こ
と
を
回
仔
つ
時
、
「
札
」
へ
の
言
及
の
少
な
さ
は
、
こ
の
篇
を
特
徴
づ
け
る

も
の
の
一
つ
で
あ
る
と
言
え
る
。
他
方
、
「
論
語
に
見
え
る
曾
子
」
に
つ
い
て
は
、
「
微

細
な
礼
」
が
「
さ
ほ
ど
重
視
さ
れ
」
な
い
と
い
う
渡
遺
卓
氏
の
分
析
が
あ
る
し
*
2
、

孔
子
後
学
に
つ
い
て
、
「
孔
子
の
教
え
の
」
「
形
式
的
方
面
を
力
説
し
て
札
を
尊
重

し
た
」
子
夏
・
子
併
の
派
に
対
し
、
そ
の
「
精
神
的
な
方
面
を
強
調
し
た
」
の
が

曾
子
の
派
で
あ
る
と
の
理
解
は
、
思
想
史
の
「
常
識
」
で
も
あ
る
*
3
0

君
子
と
札

と
の
関
係
が
強
調
さ
れ
な
い
と
い
う
の
は
、
必
ず
し
も
曾
子
と
の
関
係
を
証
す
る

も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
関
係
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
る
と
は
言
え
よ
う
。
そ
こ
で
、

立
事
篇
の
曾
子
言
を
曾
子
そ
の
人
に
帰
す
る
傍
証
の
一
つ
と
し
て
こ
の
こ
と
を
用

い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時
か
ら
気
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

立
事
篇
で
「
札
」
字
に
言
及
す
る
こ
例
の
う
ち
の
一
つ
は
「
君
子
人
の
歓
を
絶

た
ず
、
人
の
札
を
尺
ミ
さ
ず
」
(
第
十
八
章
*
4
)

で
あ
る
。
こ
の
「
札
」
字
の
用
例
が
、

た
と
え
ば
記
竪
巴
の
「
君
子
博
く
文
を
学
び
て
、
之
を
約
す
る
に
札
を
以
て
す
」

(
薙
也
篇
*
5
)

の
よ
う
に
君
子
と
礼
と
の
関
係
を
不
可
分
に
語
る
よ
う
な
も
の
で
な

い
こ
と
は
見
や
す
い
。
が
、
こ
こ
と
の
重
複
匂
が
『
札
記
』
曲
札
上
篇
に
「
君
子
、

人
の
歓
を
氏
、
く
さ
ず
、
人
の
忠
を
掲
く
さ
ず
」
と
見
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

い
み
な

完
全
な
重
複
と
は
言
え
な
く
て
も
、
「
君
子
、
人
の
固
に
入
り
で
は
、
其
の
韓
を
称

き
か
ひ

せ
ず
、
其
の
禁
を
犯
さ
ず
」
(
第
一
干
章
)
と
曲
札
上
篇
の
「
寛
に
入
り
て
禁
を
問
ひ
、

国
に
入
り
て
俗
を
間
ひ
、
門
に
入
り
て
詳
を
問
ふ
」
な
ど
は
内
容
的
に
重
な
っ
て

い
る
。
曲
札
篇
は
「
微
細
な
札
」
を
記
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
か
ら
、
こ
れ
ら
の

重
複
は
立
事
篇
が
ま
た
「
微
細
な
札
」
と
の
関
係
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し

よ
う
。
と
す
る
と
、
単
に
「
礼
」
字
へ
の
言
及
に
注
目
す
る
だ
け
で
、
君
子
と
札

と
の
関
係
が
強
調
さ
れ
て
い
な
い
と
決
め
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い

か
。
こ
の
よ
う
な
疑
い
が
頭
を
も
た
げ
て
く
る
の
で
あ
る
。
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曲
礼
比
一
属
と
の
重
複
は
立
事
篇
以
外
の
篇
に
も
及
ん
で
い
る
。
事
父
母
篇
首
章
の
「
若

夫
坐
如
戸
、
立
如
斉
」
(
読
み
は
下
文
参
照
)
と
の
同
文
が
曲
札
上
篇
一
に
見
え
て
い
る

の
を
始
め
と
し
て
、
本
孝
篇
第
二
章
の
「
孝
子
高
き
に
登
ら
ず
、
危
き
を
履
ま
ず
*
6
、

そ
し

荷
く
も
笑
は
ず
、
有
く
も
誓
ら
ず
、
陰
に
命
ぜ
ず
、
臨
み
て
指
さ
さ
ず
。
故
に

尤
の
中
に
在
ら
ず
」
と
曲
札
上
篇
「
人
子
た
る
者
、
・
:
高
き
に
登
ら
ず
、
深
き
に
臨

ま
ず
、
有
く
も
砦
ら
ず
、
有
く
も
笑
は
ず
。
孝
子
聞
に
服
せ
ず
、
危
き
に
登
ら
ざ
る
は
、

親
を
辱
む
る
を
憧
る
れ
ば
な
り
。
:
・
城
に
登
り
て
指
さ
さ
ず
、
城
上
に
て
呼
ば
ず
」
、

あ

だ

と

も

制
言
上
位
一
一
騎
第
七
章
の
「
父
母
の
躍
は
、
与
に
生
を
同
じ
く
せ
ず
し
以
下
と
曲
礼
上
篇

の
「
父
の
離
は
、
与
共
に
天
を
戴
か
ず
」
以
下
の
類
似
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ま

た
、
制
言
下
篇
首
章
「
君
子
禁
を
犯
し
て
人
の
境
に
入
ら
ず
、
郊
に
及
び
て
禁
を
問

ひ
命
を
請
ふ
*
7
」
も
、
先
に
引
い
た
由
礼
上
篇
の
「
寛
に
入
り
て
禁
を
問
ひ
、
:
・
」

と
内
容
的
に
重
な
る
。

こ
の
重
複
に
は
『
内
札
」
の
例
も
加
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
『
内
札
』
も
ま
た
何

ら
か
の
「
曾
子
語
録
」
に
由
来
す
る
と
想
定
さ
れ
る
が
:
、
「
内
札
』
で
事
父
母
篇

む
す

首
章
と
重
な
る
部
分
に
続
く
「
孝
子
、
父
母
疾
あ
れ
ば
、
冠
は
結
ば
ず
、
行
く
に

刻
せ
ず
、
草
立
せ
ず
、
庶
詰
せ
ず
:
」
は
曲
札
上
篇
の
「
父
母
疾
有
れ
ば
、
冠
者

〈
L
け

つ

こ

と

ば

お

こ

た

櫛
ら
ず
、
行
く
に
掬
せ
ず
、
一
三
一
口
惰
ら
ず
」
と
重
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
由
札
篇

以
外
で
も
立
孝
篇
首
章
の
「
故
に
父
と
言
は
ば
、
子
を
畜
ふ
を
言
ふ
」
以
下
も
類
似

句
が
『
儀
礼
』
士
相
見
札
に
見
え
る
こ
と
を
慮
競
が
つ
と
に
指
摘
し
て
い
て
、
『
曾
子
」

や
『
内
礼
』
に
材
料
を
提
供
し
た
「
曾
子
語
録
」
に
は
、
ど
う
や
ら
『
儀
礼
』
や
曲

札
篇
と
い
っ
た
「
微
細
な
礼
」
に
か
か
わ
る
文
献
と
重
、
な
る
記
述
が
多
か
っ
た
よ
う

な
の
で
あ
る
。
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こ
れ
ら
曲
札
篇
等
と
の
重
複
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
何
か
。
立
事
篇
等
を
曾
子
そ

の
人
の
思
想
を
う
か
が
、
つ
資
料
と
見
な
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て

改
め
て
考
え
て
み
る
必
要
が
出
て
く
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
曾
子
と
礼
と
の
問
題
を
考

え
る
に
至
る
端
緒
は
こ
こ
に
あ
る
。

こ
の
曲
札
篇
等
と
の
重
複
以
外
に
も
『
曾
子
』
は
「
礼
」
へ
の
言
及
に
関
し
て
一

つ
の
特
徴
を
有
し
て
い
る
。
上
に
も
少
し
触
れ
た
よ
う
に
、
『
曾
子
』
に
対
す
る
現

時
点
で
の
論
者
の
立
場
は
、
立
事
、
本
孝
、
立
孝
、
制
言
の
諸
比
一
属
、
そ
れ
か
ら
『
内
礼
』

の
出
現
に
よ
っ
て
由
来
の
古
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
事
父
母
篇
首
章
あ
た
り
は

(
以
下
、
こ
れ
ら
の
諸
篇
を
つ
げ
事
篇
等
」
と
呼
ぶ
)
、
曾
子
そ
の
人
の
思
想
を
う
か
が
う
資

料
た
り
得
る
と
見
な
す
立
場
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
部
分
に
限
る
と
し
て
、
「
札
」
へ

の
言
及
に
明
ら
か
な
偏
り
が
あ
る
の
で
あ
る
。

立
事
比
一
墨
寸
は
内
容
的
に
、
君
子
を
主
題
と
す
る
立
事
、
制
言
の
篇
と
、
孝
を
主
題

と
す
る
他
篇
に
区
分
さ
れ
る
。
こ
の
区
分
は
非
常
に
明
確
で
、
整
官
に
お
い
て
は
ほ

ぼ
章
ご
と
に
「
孝
」
字
が
現
れ
る
の
に
対
し
て
、
八
刀
量
的
に
圧
倒
的
に
多
い

前
者
*
凶
に
お
い
て
「
孝
」
字
が
現
れ
る
の
は
制
言
篇
首
章
の
一
か
所
に
限
ら
れ
る
。

こ
の
「
孝
」
字
の
分
布
と
「
札
」
字
の
分
布
が
ほ
ぼ
重
な
る
の
で
あ
る
。
立
事
篇
で
「
礼
」

字
が
こ
か
所
し
か
見
え
な
い
こ
と
は
上
に
述
べ
た
が
、
制
言
篇
も
「
孝
」
字
の
見
え

る
上
篇
首
章
を
除
け
ば
、
他
に
一
か
所
見
え
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
孝
が

、

主
題
と
さ
れ
る
と
、
「
君
子
の
孝
を
立
つ
る
や
、
其
れ
忠
を
之
れ
用
ひ
、
礼
を
之
れ

貴
ぶ
」
(
立
孝
篇
首
章
)
、
「
力
を
尽
ミ
し
て
礼
有
り
、
・
:
孝
と
謂
ふ
べ
し
」
(
同
篇
第
二
章
)

の
よ
う
に
、
孝
と
不
可
分
な
形
で
札
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
曲
札
篇

等
と
の
重
複
に
関
し
て
も
、
孝
を
主
題
と
す
る
部
分
の
方
が
そ
の
重
複
が
目
立
つ
の

で
あ
る
。

こ
れ
が
「
論
証
巴
あ
た
り
で
は
逆
の
印
象
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
上
に
引

い
た
「
博
学
約
礼
」
や
衛
霊
公
篇
の
「
君
子
は
義
以
て
質
と
為
し
、
礼
以
て
之
を
行
ふ
」

を
指
摘
す
る
ま
で
も
な
く
、
『
論
語
』
に
お
い
て
君
子
と
礼
は
不
可
分
で
あ
る
。
他
方
、

為
政
篇
で
孟
艶
子
の
孝
へ
の
聞
い
に
関
連
し
て
「
生
き
て
は
之
に
事
ふ
る
に
札
を
以

て
し
、
死
し
て
は
之
を
葬
る
に
札
を
以
て
し
、
之
を
祭
る
に
札
を
以
て
す
」
と
言
わ

れ
て
い
る
か
ら
、
孝
も
ま
た
札
と
不
可
分
と
さ
れ
て
は
い
る
が
、
『
論
証
巴
中
で
孝

と
礼
と
が
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
の
は
こ
の
一
か
所
に
過
ぎ
な
い
。
『
論
一
詰
』
に
お
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い
て
孝
と
礼
と
の
関
係
は
君
子
と
礼
と
の
関
係
ほ
ど
に
強
調
さ
れ
て
い
な
い
の
で

あ
る
。
そ
れ
が
立
事
篇
等
に
お
い
て
は
、
こ
れ
が
ち
ょ
う
ど
逆
転
し
た
よ
う
な
形

に
な
っ
て
い
る
。
曾
子
言
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
特
徴
を
持
っ
て
い
る
の
か
。
こ
れ

は
問
う
に
値
す
る
問
題
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
、
曾
子
と
札
と
の
関
係
を
問
題
に
し
て
い
く
な
ら
ば
、
次
に
視
野

に
入
っ
て
く
る
の
は
『
札
記
』
の
諸
篇
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
子
器
等
に
反
駁
さ
れ

て
い
る
と
は
い
え
、
檀
弓
篇
で
も
っ
と
も
多
く
登
場
し
て
い
る
弟
子
が
曾
子
で
あ

る
の
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
目
。
檀
弓
篇
の
個
々
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
必
ず
し
も

史
実
を
反
映
し
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
全
体
が
示
す
こ
と
、

す
な
わ
ち
、
七
十
子
の
時
代
、
札
の
細
部
の
規
定
に
つ
い
て
は
権
威
あ
る
文
献
が

い
ま
だ
存
在
せ
ず
、
弟
子
た
ち
は
自
ら
の
実
践
に
お
い
て
そ
の
規
定
の
細
部
を
埋

め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
。
そ
れ
ゆ
え
弟
子
の
聞
で
礼
の
細
部
の

規
定
に
つ
い
て
の
意
見
の
相
違
が
存
在
し
た
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
意
見
の
相
違
を

め
ぐ
っ
て
弟
子
た
ち
の
聞
で
討
論
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
。
そ
し
て
、
弟
子
た
ち

の
札
の
実
践
や
討
論
の
結
果
が
、
孫
弟
子
た
ち
に
と
っ
て
は
札
の
細
部
の
規
定
と

し
て
機
能
し
た
こ
と
、
等
々
ま
で
を
疑
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
檀
弓

篇
に
残
さ
れ
た
曾
子
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、
た
と
え
曾
子
の
言
動
を
そ
の
ま
ま
に
伝

え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
曾
子
が
他
の
弟
子
と
同
様
、
札
に
対
し
て

強
い
関
心
を
持
ち
、
自
ら
礼
を
実
践
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
後
進
に
範
を
示
し
て
い

た
こ
と
を
疑
う
べ
き
積
極
的
な
理
由
は
な
い
。
曾
子
の
思
想
か
ら
礼
へ
の
関
心
を

抜
き
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

『
札
記
』
の
中
で
更
に
興
味
を
引
く
の
は
、
い
わ
ゆ
る
完
走
」
に
つ
い
て
曾
子

と
孔
子
が
問
答
す
る
曾
子
問
篇
で
あ
る
。
こ
の
篇
が
秦
・
漢
の
擬
託
で
あ
る
か
は

別
と
し
て
、
そ
こ
に
見
え
る
開
答
が
後
世
の
擬
託
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
お
そ
ら
く
、

こ
れ
ま
で
の
研
究
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
通
り
で
あ
ろ
う
品
。
だ
が
、
こ
れ
が

後
世
の
擬
託
で
あ
る
に
せ
よ
、
な
ぜ
、
こ
れ
ら
の
問
答
に
お
い
て
曾
子
が
問
答
の
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主
た
る
相
手
と
し
て
選
ば
れ
た
の
か
は
問
題
と
な
る
。
『
孝
経
』
に
お
け
る
問
答
相

手
が
曾
子
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
仮
託
で
あ
る
に
せ
よ
、
通
常
は
そ
れ
に
ふ
さ

わ
し
い
と
さ
れ
る
人
物
が
選
ば
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
少
な
く
と
も
曾

子
問
篇
の
編
者
の
目
に
は
、
「
変
礼
」
に
つ
い
て
の
聞
い
を
発
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い

人
物
と
し
て
曾
子
が
映
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
は
「
虚
像
」
が
含
ま
れ

て
は
い
よ
う
が
、
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
だ
け
の
素
地
は
曾
子
自
身
の
う
ち
に

あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

同
じ
こ
と
は
、
『
曾
子
』
の
天
円
篇
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
『
准
荷
子
』
と
の
重

複
か
ら
こ
の
篇
の
成
立
を
漢
代
以
後
に
押
し
下
げ
る
よ
う
な
見
解
品
が
妥
当
で

あ
る
か
は
別
と
し
て
、
こ
れ
が
後
世
の
擬
託
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
動
か
な
い
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
天
地
陰
陽
と
の
関
係
で
礼
を
説
く
こ
の
篇
が
、
曾
子
に
仮
託
さ

れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
は
、
曾
子
問
篇
と
同
様
に
間
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

曾
子
問
篇
や
天
円
篇
は
、
曾
子
の
礼
思
想
を
そ
の
ま
ま
示
す
も
の
と
は
一
言
え
な
い

が
、
曾
子
と
礼
と
の
関
係
の
深
さ
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
る
と
は
言
え
る
。
資
料

の
制
限
か
ら
明
ら
か
に
で
き
る
こ
と
は
限
ら
れ
は
す
る
も
の
の
、
「
企
画
子
と
札
」
に

つ
い
て
、
一
度
は
問
う
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。
で
は
、
ど
こ
か
ら
問
う
て
い
く
か
。
や
は
り
、
曲
礼
篇
等
と
の
重
複
か
ら
見

て
い
く
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
通
常
、
二
つ
の
文
献
に
重
複
が
あ
る
場
合
、
両
者
の
先
後
関
係
が
問
題

と
さ
れ
る
。
た
だ
、
曲
礼
篇
の
よ
う
な
礼
を
規
定
し
た
文
献
と
、
立
事
篇
等
の
よ

う
な
語
録
と
の
重
複
の
場
合
、
単
に
文
献
成
立
の
先
後
を
論
ず
る
だ
け
で
は
、
十

分
で
な
い
こ
と
が
あ
る
。
次
の
事
父
母
篇
首
章
の
例
で
示
そ
う
。
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子
の
道
と
し
て
は
適
切
と
は
言
い
難
い
。

傍
線
部
が
曲
札
篇
と
重
複
す
る
部
分
で
あ
る
。
こ
の
語
り
方
か
ら
し
て
、
傍
線
部

を
含
む
前
回
句
が
事
父
母
篇
に
先
立
つ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
曲
札
止
一
属

が
事
父
母
篇
に
先
だ
っ
て
成
立
し
て
い
た
か
と
い
う
と
必
ず
し
も
そ
う
と
は
言
え
な

い
。
朱
喜
…
や
院
元
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
曲
礼
篇
が
事
父
母
篇
を
利
用
し
て
い
る
可

能
性
が
高
い
の
で
あ
る
目
。
事
父
母
篇
が
曲
礼
篇
の
文
章
を
引
く
の
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
曲
礼
篇
は
事
父
母
篇
を
利
用
し
て
い
る
。
こ
の
一
見
す
る
と
矛
盾
し
て
い
る

よ
う
な
事
態
が
生
ず
る
の
は
、
曲
札
篇
が
「
記
さ
れ
た
札
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
札
の

規
定
の
場
合
、
ま
ず
は
行
わ
れ
(
あ
る
い
は
行
う
べ
き
と
さ
れ
)
、
語
ら
れ
、
そ
し
て
記

さ
れ
る
。
「
記
さ
れ
た
礼
」
と
し
て
の
曲
礼
篇
が
成
立
し
て
い
な
く
て
も
、
そ
こ
に

記
さ
れ
た
礼
へ
の
言
及
は
な
さ
れ
得
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
関
心
は
、
曾
子
言

の
内
に
曲
礼
的
な
礼
の
規
定
が
あ
る
こ
と
の
意
味
に
あ
る
か
ら
、
文
献
と
し
て
の
曲

礼
篇
と
立
事
篇
等
と
の
成
立
の
先
後
は
さ
し
あ
た
っ
て
問
題
と
な
ら
な
い
。
も
っ
と

も
、
立
事
篇
等
が
「
記
さ
れ
た
礼
」
と
し
て
の
曲
礼
篇
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
が
立

証
さ
れ
、
そ
れ
が
曾
子
そ
の
人
と
無
関
係
で
あ
る
こ
と
が
一
不
さ
れ
る
の
で
あ
れ

ば
品
、
立
事
比
一
属
生
寸
を
曾
子
そ
の
人
の
思
想
を
う
か
が
う
資
料
た
り
得
る
と
見
な
す

と
い
う
本
論
の
立
場
は
崩
れ
去
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
可
能
性
は
低
い
で
あ
ろ
う

と
い
う
の
が
現
時
点
で
の
論
者
の
考
え
で
あ
る
品
。

そ
こ
で
、
立
事
篇
等
が
曾
子
思
想
を
う
か
が
う
資
料
た
り
得
る
と
い
う
前
提
で
話

を
進
め
る
と
し
て
、
で
は
、
な
ぜ
そ
こ
に
記
録
さ
れ
た
曾
子
言
の
内
に
は
曲
礼
的
な
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札
の
規
定
が
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
て
い
る
の
か
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
は
「
曲

礼
的
、
な
礼
の
規
{
亙
に
つ
い
て
も
う
少
し
明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
否
、

重
複
し
て
い
る
の
は
、
曲
礼
篇
だ
け
で
は
な
く
『
儀
礼
』
と
も
重
複
し
て
い
る
か
ら
、

こ
れ
も
含
め
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
は
「
儀
礼
』
と
の
重
複
か
ら
見
て

い
き
た
い
。
こ
の
重
複
部
分
は
『
内
札
』
に
も
見
え
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
も
あ
わ
せ

示
し
て
お
く
。

【
士
相
見
札
}

輿
君
言
、
言
使
臣
。
輿
大
夫
言
、
言
事
君
。
輿
老
者
言
、
言
使
弟
子
。
輿
幼
者
壬
一
口
、

言
孝
弟
於
父
兄
。
血
ハ
衆
吾
一
円
二
一
一
口
*
げ
慈
祥
。
奥
居
官
者
言
、
一
言
忠
信
也
。

君
主
と
話
を
す
る
*
同
時
に
は
、
臣
下
を
使
う
こ
と
に
つ
い
て
話
す
。
大
夫
と
話
を
す
る

時
に
は
、
君
主
に
お
仕
え
す
る
こ
と
に
つ
い
て
話
す
。
老
人
と
話
を
す
る
時
に
は
、
年
少

者
を
使
う
こ
と
に
つ
い
て
話
す
。
幼
い
者
と
話
を
す
る
時
に
は
、
父
兄
に
対
し
て
孝
悌
で

あ
る
こ
と
に
つ
い
て
話
す
。
民
衆
と
話
を
す
る
時
は
、
い
つ
く
し
み
や
善
良
さ
に
つ
い
て

話
す
。
官
位
に
つ
い
て
い
る
者
と
話
を
す
る
時
に
は
、
忠
信
に
つ
い
て
話
す
。

【
立
孝
】故

奥
父
言
、
言
畜
子
。
奥
子
言
、
言
孝
父
。
奥
兄
言
、
言
順
弟
。
輿
弟
一
言
、
言
承
兄
。

輿
君
ヨ
一
円
一
言
使
臣
。
輿
臣
-
一
円
言
事
君
。

だ
か
ら
父
で
あ
る
人
と
話
を
す
る
時
は
、
子
を
養
育
す
る
こ
と
に
つ
い
て
話
し
、
子
で
あ

る
人
と
話
を
す
る
時
は
、
父
に
孝
行
す
る
こ
と
に
つ
い
て
話
し
、
兄
で
あ
る
人
と
話
を
す

る
時
は
、
弟
を
教
え
導
く
こ
と
に
つ
い
て
話
し
、
弟
で
あ
る
人
と
話
を
す
る
時
は
、
兄
の

一
言
う
こ
と
を
聞
く
こ
と
に
つ
い
て
話
し
、
君
主
で
あ
る
人
と
話
を
す
る
時
は
、
臣
下
を
使

う
こ
と
に
つ
い
て
話
し
、
臣
下
で
あ
る
人
と
話
を
す
る
時
は
、
君
主
に
お
仕
え
す
る
こ
と

に
つ
い
て
豆
吋
す
。

【
内
礼
】〈

故
〉
日
、
輿
君
言
、
ニ
一
一
口
使
臣
。
輿
臣
言
、
言
事
君
。
輿
父
言
、
言
畜
子
。
輿
子
言
、

言
孝
父
。
輿
兄
言
、
一
一
=
口
慈
弟
。
奥
弟
吾
一
円
壬
一
口
承
兄
。
反
此
乱
也
。
(
訳
は
省
略
)
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立
孝
篇
が
父
子
か
ら
語
り
出
す
の
に
対
し
て
、
士
相
見
礼
と
『
内
札
』
が
君
臣
か

ら
語
り
出
す
と
い
う
相
違
が
目
を
引
く
が
、
こ
こ
で
は
問
題
に
し
な
い
品
。
札

の
規
定
の
性
格
と
し
て
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
文
章
が
『
儀
礼
」

の
「
経
」
の
中
で
は
異
質
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
今
本
の
土
相
見
礼

に
は
「
記
」
は
付
け
ら
れ
て
い
な
い
が
、
上
の
文
章
な
ど
儀
式
の
次
第
を
示
し
た
「
経
」

の
部
分
の
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
ど
う
見
て
も
「
記
」
的
な
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、

こ
の
部
分
を
含
む
土
相
見
札
の
後
半
部
は
、
す
で
に
張
爾
岐
、
盛
世
佐
に
よ
っ
て

「
記
」
の
丈
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
品
、
そ
の
よ
う
に
見
な
す

の
で
あ
れ
ば
、
『
儀
礼
』
に
お
け
る
「
経
」
と
「
記
」
の
性
格
付
け
が
ま
ず
な
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

田
中
利
明
氏
は
、
武
威
漢
簡
「
儀
礼
』
に
お
い
て
は
燕
札
以
外
の
篇
に
「
経
」
と
「
記
」

の
区
別
が
無
い
こ
と
を
手
が
か
り
に
し
て
、
今
本
の
「
経
」
「
記
」
の
区
分
と
は
一

応
独
立
に
、
「
経
」
を
「
始
終
一
貫
し
た
儀
式
の
次
第
を
写
し
た
部
分
」
と
し
、
「
記
」

を
「
直
接
的
な
記
」
と
「
間
接
的
な
記
」
に
区
分
さ
れ
て
い
る
*
n
o

「
直
接
的
な
記
」

と
は
、
士
昏
札
の
「
記
」
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
様
々
な
口
上
な
ど
が
そ
の
代
表

例
で
、
「
(
経
に
お
い
て
)
言
わ
な
く
て
も
わ
か
っ
て
い
る
の
で
省
略
さ
れ
た
も
の
、

口
で
伝
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
経
の
中
に
組
み
入
れ
る
こ
と
を
し

な
か
っ
た
も
の
」
、
す
な
わ
ち
、
「
経
」
に
は
組
み
込
ま
れ
て
い
な
い
が
、
「
経
」
の

一
貫
し
た
儀
式
を
行
う
上
で
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
が
ら
を
記
載
し
た
部
分

で
あ
る
。
ま
た
「
間
接
的
な
記
」
と
は
、
そ
れ
以
外
の
、
そ
れ
が
無
く
て
も
「
経
」

の
儀
式
を
行
う
上
で
支
障
の
な
い
こ
と
が
ら
を
記
載
し
た
部
分
で
あ
る
。
こ
の
区

分
は
、
今
本
の
区
分
よ
り
合
理
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
れ
を
用
い
た
い

(
よ
っ
て
、
以
下
で
用
い
る
「
経
」
「
記
」
は
特
に
「
今
本
の
」
と
断
ら
な
い
限
り
回
中
氏
の
そ
れ

と
な
る
)
。
こ
の
区
分
に
従
え
ば
士
相
見
札
の
「
士
見
子
大
夫
」
以
下
は
「
記
」
と

見
な
し
得
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
の
分
析
の
た
め
に
は
、
こ
の
「
間
接
的
な
記
」
を

さ
し
あ
た
っ
て
さ
ら
に
二
分
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

士
相
見
札
の
「
士
見
子
大
土
人
」
以
下
、
「
凡
燕
見
君
」
の
手
前
ま
で
は
、
士
が
大

夫
に
見
え
る
札
、
嘗
て
大
夫
の
臣
で
あ
っ
た
士
が
大
夫
に
見
え
る
札
、
大
夫
が
相

互
に
見
え
る
札
等
々
が
略
説
さ
れ
る
。
こ
の
部
分
は
、
確
か
に
田
中
氏
が
言
わ
れ

る
よ
う
に
、
士
相
見
札
の
「
経
」
た
る
、
士
が
相
互
に
見
え
る
儀
式
の
次
第
と
は

直
接
関
係
し
な
い
。
し
か
し
、
内
容
的
に
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
「
経
」
的
な
の

で
あ
る
。
こ
の
部
分
が
土
相
見
札
の
「
経
」
に
比
し
て
簡
略
で
あ
る
の
は
、
儀
節

の
詳
細
に
つ
い
て
は
「
経
」
を
参
照
し
得
る
と
し
て
、
士
相
見
の
場
合
と
異
な
る

部
分
だ
け
が
抜
き
出
さ
れ
て
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
過
ぎ
な
い
。
た
と
え
ば
、
大

夫
が
相
互
に
見
え
る
札
を
記
す
部
分
な
ど
は
、
土
の
場
合
と
「
撃
」
(
面
会
の
際
の
贈

り
物
)
が
異
な
る
こ
と
を
示
す
だ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
末
尾
に
「
(
他
は
)
士
相
見

の
札
の
如
し
」
と
付
け
加
え
ら
れ
て
い
て
、
士
相
見
札
の
「
経
」
を
合
わ
せ
見
れ

ば
こ
の
儀
礼
が
行
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
「
経
」
に
お
い

て
も
似
た
よ
う
な
儀
式
が
繰
り
返
さ
れ
る
時
に
は
「
納
吉
に
は
、
属
を
用
ひ
、
納
采

の
札
の
如
く
に
す
。
納
慨
に
は
、
玄
縛
の
束
吊
と
儒
皮
と
を
も
て
し
、
納
吉
の
札

の
如
く
に
す
」
(
士
昏
礼
)
の
よ
う
に
、
そ
の
相
違
点
だ
け
を
記
し
て
「
(
他
は

)
O

O
の
如
し
」
と
省
略
し
て
記
さ
れ
る
の
に
等
し
い
。
メ
イ
ン
の
「
経
」
と
の
関
係

に
お
い
て
は
「
間
接
的
な
記
」
で
あ
っ
て
も
、
あ
く
ま
で
儀
式
の
次
第
を
示
す
こ

と
に
主
眼
が
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
と
類
似
し
た
も
の
に
、
田
中
氏
が
「
現
在
法
律
用
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い

る
所
語
附
則
と
い
う
も
の
に
当
る
」
と
さ
れ
る
部
分
が
あ
る
。
士
昏
札
の
今
本
の

「
経
」
の
末
尾
に
「
若
し
勇
姑
既
に
残
す
れ
ば
」
云
々
と
付
け
足
さ
れ
た
部
分
な
ど

が
そ
の
例
で
、
「
経
」
に
お
い
て
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
事
態
に
お
い
て
、
ど
の
よ

う
に
儀
式
を
進
行
し
て
い
く
か
が
記
さ
れ
た
部
分
で
あ
る

2
0
こ
れ
も
、
メ
イ

ン
の
「
経
」
と
は
直
接
関
係
し
な
い
「
間
接
的
な
記
」
と
見
な
し
得
る
が
、
そ
の

内
容
は
や
は
り
「
経
」
的
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
上
に
引
い
た
立
孝
篇
と
の
重
複
部
分
は
、
も
は
や
儀
式
の
次
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第
を
記
す
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
な
い
。
相
手
に
よ
っ
て
何
を
語
る
べ
き
か
が

規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
語
る
際
の
儀
礼
的
な
や
り
と
り
の
次
第
が

記
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
に
つ
づ
く
部
分
も
、

凡
輿
大
人
言
、
始
視
面
、
中
視
抱
、
卒
視
面
、
母
改
。
衆
章
右
是
。
若
父
、
則
遊
目
、

母
上
於
面
、
母
下
於
帯
。
若
不
言
、
立
則
視
足
、
坐
則
視
膝
。

凡
そ
大
人

(
U
天
子
ま
た
は
諸
侯
・
卿
・
大
夫
な
ど
)
と
言
、
つ
の
に
は
、
始
め
は
顔
を
見

第60巻 (2∞9)

て
、
中
頃
は
抱
(
襟
の
合
わ
さ
っ
て
い
る
所
)
を
見
て
、
終
わ
り
に
も
顔
を
見
て
、
(
そ

の
委
怒
を
)
改
め
て
は
な
ら
ぬ
。
民
衆
と
話
す
の
に
も
こ
の
よ
う
に
す
る
。
父
と
話
す
の

で
あ
れ
ば
、
目
を
動
か
す
の
は
よ
い
が
、
顔
よ
り
視
線
を
上
げ
て
は
な
ら
ず
、
帯
よ
り
視

線
を
下
げ
て
も
な
ら
な
い
。
話
を
し
な
い
場
合
は
、
(
相
手
が
)
立
て
ば
そ
の
足
を
見
て
、

人文・社会科学編

坐
れ
ば
そ
の
膝
を
見
る
。

と
い
っ
た
、
視
線
の
置
き
方
を
説
い
た
も
の
で
、
儀
式
の
次
第
か
ら
は
一
応
独
立
し

て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
札
の
規
定
で
は
あ
ろ
う
が
、
「
経
」
と
は
あ
き
ら
か
に
性
格

を
殊
に
す
る
。
な
ら
ば
、
同
じ
く
「
間
譲
的
な
記
」
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
「
経
」

の
附
則
的
な
も
の
と
、
そ
れ
以
外
と
に
分
け
て
考
え
る
の
が
便
利
で
あ
ろ
う
。
そ
こ

こ
こ
ろ
え

で
、
こ
こ
で
は
前
者
を
「
附
則
」
、
後
者
を
「
心
得
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。
士

相
見
の
札
H

「経
L

に
対
し
て
、
大
夫
相
見
の
札
等
を
「
附
塑
と
呼
ぶ
の
は
適
切

な
言
葉
使
い
と
は
言
い
難
い
が
、
こ
れ
を
「
も
し
(
士
で
は
な
く
)
大
夫
同
士
で
あ

る
場
合
」
と
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
土
馬
町
礼
の
「
も
し
男
姑
が
既
に
亡
く
な
っ
て
い
る

場
合
」
等
々
と
パ
ラ
レ
ル
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
と
も
か
く
も
メ
イ

ン
の
「
経
」
と
は
異
な
る
状
況
化
で
遂
行
さ
れ
る
儀
式
の
次
第
を
意
識
し
て
記
さ
れ

た
の
が
「
附
型
で
あ
る
。
ま
た
、
童
話
「
心
得
」
と
い
う
の
も
あ
ま
り
適
切
な

言
葉
で
は
な
い
が
、
他
に
適
当
な
言
い
方
が
見
あ
た
ら
な
い
の
で
こ
れ
を
用
い
る
。

『
曾
子
』
と
重
複
す
る
部
分
は
、
話
す
|
|
士
相
見
札
の
文
脈
で
は
こ
の
「
話
す
」

は
「
進
言
す
る
」
の
意
味
に
な
る
が
、
話
す
内
容
に
つ
い
て
の
心
得
、
そ
れ
に
続
く

部
分
は
、
視
線
の
置
き
方
に
つ
い
て
の
心
得
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
れ
に
つ
づ
く
部
分

鹿児島大学教育学部研究紀要

も

凡
侍
坐
於
君
子
、
君
子
欠
伸
、
間
日
之
早
曇
、
以
食
具
告
、
改
居
、
則
請
退
可
也
。

夜
侍
坐
、
問
夜
、
膳
輩
、
請
退
可
也
。

凡
そ
君
子
に
侍
坐
す
る
に
際
し
て
は
、
も
し
君
子
が
欠
伸
を
し
て
、
日
の
傾
き
か
げ
ん
を

た
ず
ね
で
き
た
り
、
食
事
が
具
わ
っ
た
か
な
ど
と
言
つ
で
き
た
り
、
居
住
ま
い
を
改
め
た

な
ら
ば
、
退
出
を
請
う
て
も
か
ま
わ
な
い
。
夜
に
侍
坐
す
る
に
際
し
て
は
、
時
間
を
た
ず

ね
で
き
た
り
、
輩
(
眠
気
覚
ま
し
の
辛
い
野
菜
)
を
食
べ
た
り
す
る
な
ら
ば
、
退
出
を
請

う
て
も
か
ま
わ
な
い
。

で
あ
る
か
ら
、
君
子
に
侍
坐
す
る
際
の
心
得
と
言
え
る
。

さ
て
、
か
よ
う
に
「
間
接
的
な
記
」
を
「
附
型
と
「
心
得
」
に
区
八
主
ヲ
る
の
は

他
で
も
な
い
、
こ
の
「
心
得
」
の
部
分
が
曲
札
篇
の
規
定
に
似
る
と
考
え
る
か
ら
で

あ
る
。
上
に
引
い
た
視
線
の
置
き
方
に
つ
い
て
の
心
得
は
、
曲
札
下
に
も

凡
視
、
上
於
面
則
敷
、
下
於
帯
則
憂
、
傾
則
姦
。

お
よ
そ
視
線
に
つ
い
て
は
、
(
相
手
の
)
顔
よ
り
上
に
お
け
ば
倣
慢
に
見
え
、
帯
よ
り
下

に
お
け
ば
憂
い
が
あ
る
よ
う
に
見
え
、
頭
を
か
し
げ
て
見
れ
ば
よ
か
ら
ぬ
思
い
を
抱
い
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
*
お
O

と
見
え
て
い
る
し
、
君
子
に
侍
坐
す
る
場
合
の
心
得
は
由
札
上
に

侍
坐
於
君
子
、
君
子
欠
伸
、
撰
杖
層
、
視
日
蚤
莫
、
侍
坐
者
請
出
失
。

君
子
に
侍
坐
す
る
に
際
し
て
、
も
し
君
子
が
欠
伸
を
し
て
、
杖
や
履
き
物
を
弄
ん
だ
り
、

日
の
傾
き
か
げ
ん
を
た
ず
ね
で
き
た
り
し
た
な
ら
ば
、
侍
坐
す
る
者
は
退
出
を
請
う
。

と
見
え
て
い
る
品
。
こ
れ
ら
は
直
接
の
引
用
関
係
を
想
定
し
得
る
ほ
ど
に
よ
く
似

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
よ
り
広
く
、
「
儀
礼
」
の
「
心
得
」
の
部
分
と
曲
札
篇
の
規

定
と
の
類
似
を
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
曲
札
篇
の
規
定
の
性
格
が
そ
の
篇
に
即
し
て
語

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
*
お
o

目
を
曲
札
篇
に
転
じ
よ
う
。



末永.曾子と礼

さ
て
、
今
本
の
曲
礼
篇
に
は
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
内
容
の
文
章
が
含
ま
れ
て
い
る

が
、
大
き
く
分
け
て
三
種
類
の
文
章
が
混
在
し
て
い
る
と
言
え
る
。
第
一
は
、
札

の
総
論
と
も
言
う
べ
き
文
章
で
、
ほ
ほ
曲
札
篇
の
最
初
の
部
分
に
集
中
し
て
い

る
*
加
。
「
夫
れ
礼
な
る
者
は
、
親
疏
を
定
め
、
嫌
疑
を
決
し
、
同
異
を
別
ち
、
是

非
を
明
ら
か
に
す
る
所
以
な
り
」
な
ど
が
そ
の
典
型
で
、
個
別
の
礼
に
関
わ
ら
な
い
。

第
二
は
、
由
礼
の
中
心
た
る
個
別
の
礼
の
規
定
で
、
短
い
も
の
を
一
つ
挙
げ
れ
ば
、

「
大
夫
士
、
君
門
を
出
入
す
る
に
、
既
(
門
の
中
央
の
杭
)
の
右
に
由
り
、
駅
乞
践
ま
ず
」

の
よ
う
な
も
の
。
第
三
は
「
人
生
れ
て
十
年
を
幼
と
日
ふ
。
学
ぶ
。
二
十
を
弱
と

日
ふ
。
冠
す
。
三
十
を
壮
と
日
ふ
。
室
有
り
。
・
:
」
、
「
天
子
死
す
る
を
崩
と
日
ひ
、

諸
侯
を
亮
と
日
ひ
、
大
夫
を
卒
と
日
ひ
、
士
を
不
維
と
日
ひ
、
庶
人
を
死
と
日
ふ
」

の
よ
う
に
呼
称
を
定
義
的
に
述
べ
る
こ
と
を
中
心
と
し
た
も
の
で
、
曲
札
篇
の
後

半
部
に
比
較
的
集
中
し
て
見
え
て
い
る
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
王
夢
鴎
な
ど
は
、

『
白
虎
通
」
所
引
の
『
別
名
記
』
の
文
章
に
類
似
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
書

物
か
ら
引
き
抜
か
れ
た
と
推
定
す
る
が
芸
、
こ
の
部
分
は
曾
子
言
と
重
複
し
な

い
か
ら
、
こ
こ
で
の
霊
察
か
ら
外
し
て
よ
い
。
『
儀
礼
』
の
「
心
得
」
や
曾
子
言
と

の
関
係
で
、
さ
し
あ
た
っ
て
考
え
る
べ
き
は
、
第
二
の
部
分
で
あ
る
。

こ
の
部
分
も
ま
た
雑
多
な
内
容
を
含
み
、
そ
の
全
体
と
し
て
の
性
格
を
見
定
め

る
の
は
容
易
で
は
な
い
も
の
の
、
『
儀
礼
』
の
「
経
」
や
「
直
接
的
な
記
」
と
の
違

い
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
札
の
規
定
と
し
て
の
性
格
を
あ
る
程
度
あ
ぶ
り

出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
は
、
両
者
が
と
も
に
よ
く
似
た
規
定
を
記
し
て
い
る

部
分
を
見
て
み
た
い
。
『
儀
礼
』
の
郷
射
礼
の
「
経
」
に
次
の
よ
う
な
規
定
が
あ
る
。

有
司
左
執
謝
、
右
執
古
而
授
弓
、
遂
授
矢
。

ゆ
づ
治

有
司
が
左
手
に
謝
を
執
り
、
右
手
に
弦
を
執
っ
て
(
一
一
一
絹
に
)
弓
を
授
け
、
ひ
き
つ
づ

い
て
矢
を
授
け
る
。

弓
を
射
る
者

(
H
三
耕
)
に
有
司
が
弓
矢
を
授
け
与
え
る
場
面
で
あ
る
。
こ
の
傍
線

部
と
ほ
ぼ
閉
じ
文
章
が
曲
礼
上
で
は
次
の
よ
う
な
形
で
見
え
て
い
る
。

凡
遺
人
弓
者
、
張
弓
尚
筋
、
弛
弓
尚
角
、
右
手
執
籍
、
左
手
承
謝
。

凡
そ
人
に
弓
を
手
渡
す
場
合
は
、
弦
の
張
っ
て
あ
る
弓
は
弦
を
上
に
し
て
持
ち
、
弦
の

や
は
ず

緩
め
て
あ
る
弓
は
弓
背
を
上
に
し
て
持
ち
、
右
手
で
筈
を
つ
か
み
、
左
手
を
粥
に
当
て

る。

右
手
で
持
つ
位
置
が
若
干
異
な
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
措
く
と
し
て
、
こ
こ

で
注
意
す
べ
き
は
『
儀
礼
』
の
「
経
」
に
お
い
て
は
、
傍
線
部
の
記
述
は
必
ず
し

も
必
要
と
さ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
直
後
の
「
授
矢
」
に
お

い
て
は
、
「
授
弓
」
の
傍
線
部
に
相
当
す
る
記
述
が
無
い
こ
と
か
ら
わ
か
る
。
こ
こ

で
「
経
」
が
ま
ず
記
す
べ
き
は
、
こ
の
場
面
に
お
い
て
有
司
が
弓
を
授
け
、
引
き

続
い
て
矢
を
授
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
形
で
弓
を
持
ち
、
ど

の
よ
う
な
形
で
矢
を
持
つ
か
は
さ
し
あ
た
っ
て
問
題
と
な
ら
な
い
。
傍
線
部
の
記

述
な
ど
は
「
直
接
的
な
記
」
の
方
に
ま
わ
し
て
し
ま
っ
て
も
十
分
に
「
経
」
と
し

て
通
用
す
る
。
実
際
、
た
と
え
ば
三
絹
が
弓
・
失
を
西
階
の
西
か
ら
取
る
こ
と
を

記
述
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
今
本
の
「
経
」
で
は
た
だ
「
乗
矢

(
H
四
本
の
矢
)
を

あ
わ
さ
し
は
さ

兼
せ
挟
む
」
と
だ
け
記
し
、
そ
の
矢
を
ど
の
よ
う
に
差
し
挟
む
か
に
つ
い
て
は
次

の
「
記
」
(
「
直
接
的
な
一
直
)
の
方
に
譲
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

凡
挟
矢
、
於
二
指
之
問
、
横
之
。
(
郷
射
礼
「
記
」
:
・
今
本
の
「
芭
)

凡
そ
矢
を
さ
し
挟
む
場
合
に
は
、
二
指
(
と
三
指
の
)
の
聞
に
さ
し
挟
ん
で
、
こ
れ
を
(
弦

? 

に
対
し
て
)
横
に
す
る
。

こ
の
例
に
な
ら
う
な
ら
ば
、
郷
射
札
の
「
左
執
謝
、
右
執
弦
」
も
、
こ
れ
を
「
記
」

と
し
て
独
立
さ
せ
て
、

凡
授
弓
、
左
執
謝
、
右
執
弦
。

と
記
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
動
作
に
つ
い
て
の
説
明
は
、
そ
も
そ

も
『
儀
礼
』
の
中
で
は
そ
、
っ
名
J

い
と
は
言
え
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
が
、
ど
の
よ
う
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な
場
合
に
「
経
」
に
お
い
て
行
わ
れ
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
「
記
」
に
ま
わ
さ
れ
る

の
か
ぶ
型
告
に
は
そ
の
区
別
の
付
け
方
が
よ
く
分
か
ら
な
い
。
た
だ
、
『
儀
礼
』
の
「
経
」

は
儀
式
を
構
成
す
る
動
作
の
次
第
を
一
不
す
こ
と
に
重
点
が
あ
る
か
ら
、
個
々
の
動
作

に
つ
い
て
の
説
明
が
「
経
」
の
中
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
は
な
い
。
こ
の
よ

う
な
部
分
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
「
記
」
的
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
上
の
例
か

ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
動
作
を
規
定
し
た
部
分
が
独
立
さ
せ
ら
れ
る
と
、

曲
札
篇
の
規
定
に
似
て
く
る
の
で
あ
る
。

も
う
一
例
を
挙
げ
よ
う
。
曲
礼
上
篇
に

主
人
先
登
、
客
従
之
、
拾
級
緊
足
、
連
歩
以
上
。

主
人
が
ま
ず
(
階
を
)
登
り
は
じ
め
、
客
は
そ
れ
に
従
っ
て
登
り
は
じ
め
る
。

第60巻 (2009)

一
段
登
っ
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て
は
両
足
を
且
叩
え
、
一
歩
ご
と
に
こ
れ
を
繰
り
返
し
て
登
る
。

と
あ
る
。
こ
の
前
半
部
に
相
当
す
る
表
現
は
、
『
儀
礼
』
の
今
本
の
「
経
」
に

主
人
升
一
等
、
賓
升
。
(
郷
射
礼
)

主
人
が
一
段
を
上
る
と
、
賓
が
登
り
始
め
る
。

と
見
え
て
い
る
が
、
後
半
部
の
傍
線
を
引
い
た
部
分
に
相
当
す
る
部
分
は
『
儀
礼
」

に
は
見
あ
た
ら
な
い
。
『
儀
礼
』
に
お
い
て
は
、
主
人
が
階
を
登
る
と
い
う
動
作
と
、

賓
客
が
階
を
登
る
と
い
う
動
作
が
ど
の
よ
う
‘
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
行
わ
れ
て
儀
式
が
進

行
し
て
い
く
か
が
記
さ
れ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
動
作
が
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
な

さ
れ
る
か
は
詳
述
さ
れ
な
い
。
こ
の
部
分
は
出
札
篇
の
規
定
の
方
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る

よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
例
に
お
い
て
は
、
『
儀
礼
』
で
動
作
を
説
明
す
る
「
直
接
的
な
記
」
に

相
当
す
る
も
の
が
独
立
せ
ら
れ
て
曲
札
篇
一
の
規
定
と
な
っ
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
。

曲
札
篇
の
規
定
に
は
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
形
で
作
ら
れ
た
部
分
も
あ
る
の
か
も

知
れ
な
い

3
0
し
か
し
、
札
を
規
定
す
る
発
想
に
お
い
て
、
『
儀
礼
」
の
「
直
接

的
な
記
」
と
曲
礼
篇
と
で
は
、
そ
の
根
底
か
ら
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
見
落
と
さ
れ

て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
相
違
が
端
的
に
表
れ
て
い
る
の
は
、
両
者
に
お
け

鹿児島大学教育学部研究紀要

る
禁
止
表
現
の
頻
度
の
違
い
に
お
い
て
で
あ
る
。

曲
札
に
お
い
て
は
禁
止
辞
が
実
に
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
食
の
場
面
に
お
け
る

規
定
な
ど
そ
の
典
型
で
、

母
捧
飯
、
母
放
飯
、
母
流
歌
、
母
時
食
、
母
蓄
骨
、
母
反
魚
肉
、
母
投
典
狗
骨
、

母
国
獲
、
母
揚
飯
、
飯
黍
母
以
箸
、
母
腿
葉
、
母
禁
葉
、
母
刺
歯
、
母
歌
臨
。

飯
を
ま
る
め
て
取
っ
て
は
な
ら
な
い
。
飯
を
入
賞
り
食
べ
て
は
な
ら
な
い
。
汁
を
流
し
込
ん

で
は
な
ら
な
い
。
舌
打
ち
し
て
食
べ
て
は
な
ら
な
い
。
骨
を
蓄
つ
て
は
な
ら
な
い
。
魚
や

肉
の
食
い
さ
し
を
(
血
に
)
も
ど
し
て
は
な
ら
な
い
。
(
食
事
中
に
)
犬
に
骨
を
投
げ
与

え
て
は
な
ら
な
い
。
料
理
を
狙
っ
て
取
っ
て
は
な
ら
な
い
。
飯
を
か
き
混
、
ぜ
て
さ
ま
し
て

あ
つ
も
の

は
な
ら
な
い
。
黍
の
飯
を
箸
で
取
っ
て
は
な
ら
な
い
。
葵
を
噛
ま
ず
に
呑
み
込
ん
で
は
な

ら
な
い
。
美
を
自
分
で
味
加
減
し
て
は
な
ら
な
い
。
歯
を
ほ
じ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
酪
を

す
す
り
食
べ
て
は
な
ら
な
い
。

と
ほ
と
ん
ど
禁
止
辞
が
連
続
し
て
い
る
よ
う
な
部
分
も
あ
る
。
「
曾
子
」
と
重
複
す

る
「
人
子
た
る
者
、
・
:
高
き
に
登
ら
ず
、
深
き
に
臨
ま
ず
、
:
・
」
な
ど
も
表
面
的
に

は
否
定
辞
で
あ
る
が
、
実
質
的
に
禁
止
を
示
す
も
の
と
見
て
よ
い
。
曲
札
に
は
こ
の

よ
う
な
禁
止
の
表
現
が
目
立
つ
の
で
あ
る
。
他
方
、
『
儀
礼
』
の
「
経
」
や
「
直
接

む
す
め

的
な
記
」
に
は
禁
止
辞
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
「
父
、
女
を
送
る
と
き
、
之
に

命
じ
て
日
く
、
之
を
戒
め
之
を
敬
み
て
、
夙
夜
命
に
違
ふ
こ
と
母
れ
」
(
士
昏
礼
「
直

接
的
な
記
」
)
の
よ
う
な
口
上
の
な
か
に
現
れ
る
も
の
を
除
け
ば
、
皆
無
と
言
っ
て
よ

い
*
目
。
否
定
辞
も
同
様
で
、
「
祭
る
こ
と
賓
の
札
の
如
く
に
す
れ
ど
も
、
旨
き
こ

と
を
告
げ
ず
」
(
郷
飲
酒
礼
)
の
よ
う
に
、
繰
り
返
さ
れ
る
儀
式
を
省
略
し
て
記
し
て
「
全

体
と
し
て
は

O
Oの
よ
う
に
す
る
が
、
×
×
は
し
な
い
」
と
し
た
も
の
か
、
「
主
人
、

賓
の
服
の
如
く
に
し
、
門
外
に
迎
へ
て
再
拝
す
。
賓
大
口
拝
せ
ず
し
て
、
揖
し
て
入
る
」

(
士
昏
礼
)
の
よ
う
に
、
一
般
的
に
は
そ
う
す
る
こ
と
(
こ
こ
で
は
「
答
奔
」
)
が
予
想
さ

れ
る
場
面
で
特
に
そ
う
し
な
い
こ
と
に
注
意
を
促
す
よ
う
な
も
の
が
大
半
で
品
、

「
O
Oし
な
い
し
、
×
×
し
な
い
」
と
否
定
辞
が
連
続
す
る
こ
と
は
な
い
。
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な
ぜ
こ
う
な
る
か
と
言
え
ば
、
他
で
も
な
い
、
禁
止
辞
や
否
定
辞
に
よ
っ
て
特

定
の
動
作
や
行
為
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「

O
Oし
な
い
し
、

×
×
し
な
い
」
と
い
く
ら
否
定
辞
を
重
ね
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
一
つ
の
「
ム
ム

せ
よ
」
を
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
『
儀
礼
』
の
「
経
」
や
「
直
接
的
な
記
」
の
場

合
、
儀
式
を
構
成
す
る
一
連
の
動
作
や
行
為
を
指
定
す
る
こ
と
に
主
眼
を
置
く
か

ら
、
そ
こ
に
禁
止
辞
や
否
定
辞
が
現
れ
な
い
の
で
あ
る
。

禁
止
辞
は
動
作
や
行
為
を
指
定
し
な
い
。
な
ら
ば
、
曲
札
に
頻
出
す
る
禁
止
辞

が
何
を
意
味
し
て
い
る
か
と
言
え
ば
、
こ
れ
は
、
あ
る
動
作
や
行
為
を
行
う
際
の

留
意
点

(
H
心
得
)
に
他
な
ら
な
い
。
上
の
例
に
お
い
て
は
、
食
べ
る
と
い
う
行
為

を
行
う
に
際
し
て
何
を
し
て
は
な
ら
な
い
の
か
、
そ
の
心
得
る
べ
き
点
が
緩
々
述

べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
曲
札
の
規
定
の
主
眼
は
こ
の
心
得
を
一
不
す

こ
と
に
あ
っ
て
、
動
作
や
行
為
を
示
す
こ
と
に
無
い
。
こ
れ
は
、
土
相
見
札
で
君

子
に
侍
坐
す
る
場
合
の
「
心
得
」
を
記
し
た
部
分
と
重
な
る
次
の
例
か
ら
も
明
ら

か
で
あ
ろ
う
。

末永9 

侍
坐
於
君
子
、
君
子
欠
仲
、
撰
杖
層
、
視
日
蚤
莫
、
侍
坐
者
請
出
実
。
侍
坐

於
君
子
、
君
子
問
更
端
、
則
起
而
封
。
侍
坐
於
君
子
、
若
有
告
者
日
少
間
願

有
復
也
、
則
左
右
扉
而
待
。

(
一
文
目
は
既
出
)
君
子
に
侍
坐
す
る
に
際
し
て
、
君
子
が
話
題
を
改
め
た
な
ら
ば
、
立

ち
上
が
っ
て
答
え
る
。
君
子
に
侍
坐
す
る
に
際
し
て
、
も
し
「
少
し
の
問
、
申
し
上
げ

た
い
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
」
と
申
し
出
る
者
が
い
た
な
ら
ば
、
左
右
に
退
い
て
待
つ
。

こ
こ
で
規
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
君
子
に
侍
坐
す
る
」
と
い
う
行
為
そ
れ
自
体
で

は
な
い
。
そ
の
行
為
を
行
う
に
際
し
て
遭
遇
す
る
で
あ
ろ
う
い
く
つ
か
の
場
面
に

お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
適
切
な
ふ
る
ま
い
が
示
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
文
章
の

形
は
と
も
か
く
と
し
て
、
内
容
的
に
は
「
君
子
に
侍
坐
す
る
に
際
し
て
、

0
0の

場
面
に
お
い
て
は
、
×
×
す
る
も
の
と
心
得
よ
」
と
い
、
?
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
上
に
引
い
た
郷
射
札
の
「
直
接
的
な
記
」
の
「
凡
挟
矢
、
於
二
指
之
間
」

と
比
べ
て
み
た
い
。
単
に
失
を
挟
む
と
指
定
す
る
だ
け
で
は
、
五
本
あ
る
指
の
ど

こ
の
指
の
聞
に
挟
む
の
か
暖
昧
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
、
「
二
指
(
と
三
指
)
の

聞
に
挟
む
」
と
そ
れ
を
明
確
に
指
定
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
面

に
お
け
る
「
失
を
挟
む
」
こ
と
と
は
、
「
矢
を
二
指
の
聞
に
挟
む
」
こ
と
に
他
な
ら

な
い
。
こ
こ
で
は
「
凡
扶
失
」
は
「
(
扶
矢
)
於
二
指
之
間
」
と
完
全
に
イ
コ
ー
ル

で
結
ぼ
れ
て
い
る
。
動
作
や
行
為
が
指
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
イ
コ
ー

ル
が
成
り
立
つ
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
上
の
「
侍
坐
於
君

子
」
に
お
い
て
は
「
君
子
欠
伸
」
以
下
と
は
決
し
て
イ
コ
ー
ル
で
は
結
ば
れ
得
な
い
。

あ
く
ま
で
心
得
が
一
本
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
「
君
子
欠
伸
」
以
下
は
君
子

に
侍
坐
す
る
行
為
の
全
体
を
覆
い
得
な
い
の
で
あ
る

2
0

こ
の
イ
コ
ー
ル
の
関
係
は
、
『
儀
礼
』
の
「
経
」
に
も
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
。
『
儀

礼
』
の
各
「
経
」
の
冒
頭
は
「
土
冠
札
」
、
「
(
土
)
昏
札
」
、
「
士
相
見
之
札
」
、
「
郷

飲
酒
之
札
」
、
「
郷
射
之
札
」
等
々
で
始
ま
っ
て
い
る
が
、
こ
の
冒
頭
部
と
「
経
」
(
田

中
氏
の
言
つ
「
経
」
)
の
残
り
の
部
分
と
は
完
全
に
イ
コ
ー
ル
で
結
ぼ
れ
て
い
る
。
「
士

喪
札
」
と
言
え
ば
「
経
」
の
そ
れ
以
下
に
記
さ
れ
た
行
為
を
そ
の
次
第
に
順
っ
て

行
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
曲
札
止
一
属
で
は
同
じ
喪
札
が

語
ら
れ
る
に
し
て
も
次
の
よ
う
な
形
に
な
る
。

居
喪
之
種
、
段
婿
不
形
、
視
聴
不
衰
、
升
降
不
由
昨
階
、
出
入
不
首
門
陸
。

服
喪
の
礼
で
は
、
痩
せ
て
も
骨
が
目
立
つ
ほ
ど
に
は
な
ら
ず
、
目
や
耳
の
力
を
そ
こ
な

う
ほ
ど
に
は
な
ら
ず
、
(
堂
へ
の
)
昇
降
に
は
主
人
の
用
い
る
階
段
を
用
い
ず
、
(
{
永
を
)

出
入
り
す
る
の
に
門
の
真
ん
中
を
通
ら
な
い
。

「
段
椿
不
形
」
以
下
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
「
居
喪
の
礼
」
で
あ
る
わ

け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
喪
に
服
す
と
い
う
場
で
の
心
得
が
記
さ
れ
て
い
る
に
過

ぎ
な
い
。
先
に
引
い
た
「
凡
遺
人
弓
者
」
な
ど
、
一
見
す
る
と
、
弓
を
遺
る
と
い

う
行
為
そ
れ
自
体
が
説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
こ
れ
も
心
得
と
し
て

示
さ
れ
た
も
の
が
、
た
ま
た
ま
『
儀
礼
』
の
ブ
記
」
の
よ
う
な
文
章
に
な
っ
た
だ
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け
で
あ
ろ
う
。
『
儀
礼
』
が
札
を
行
為
と
し
て
直
接
に
規
定
す
る
の
に
対
し
、
曲
礼

は
あ
る
場
(
場
合
、
場
面
、
状
況
等
)
に
お
け
る
心
得
と
し
て
礼
を
規
定
す
る
の
で

あ
る
。し

た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
武
内
氏
に
な
ら
っ
て
、
曲
礼
篇
の
規
定
を
「
あ
る
一
定

の
行
為
に
対
す
る
札
主
」
の
よ
う
に
理
解
し
て
し
ま
う
と
、
往
々
、
い
か
な
る
行

為
に
対
す
る
札
で
あ
る
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
規
定
に
出
く
わ
す
こ
と
に
な
る
。
た

と
え
ば
、遭

先
生
於
道
、
趨
而
進
、
正
立
挟
手
。

年
長
者
に
道
で
出
会
っ
た
場
合
、
小
走
り
で
進
み
出
で
、
正
し
く
立
っ
て
扶
手
の
礼
を
す
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こ
の
規
定
に
対
し
、
「
年
長
者
と
道
で
出
会
う
と
い
う
行
為
に
対
す
る
札
」

と
は
強
弁
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
場
に
お
け
る
心
得
を
記
し
た
も
の
と

考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
『
内
札
』
と
重
複
す
る
「
父
母
疾
有
れ
ば
、
冠
者
櫛
ら
ず
、
・
:
」

な
ど
も
同
様
で
あ
る
。
曲
礼
篇
で
直
接
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
あ
る
一
定
の

行
為
」
が
い
か
に
為
さ
れ
る
か
で
は
な
い
。

さ
て
、
こ
れ
で
「
曲
礼
的
な
札
の
規
{
亙
を
あ
る
程
度
明
確
化
し
て
語
る
こ
と
が

で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
場
に
お
け
る
心
得
と
し
て
礼
を
規
定
す
る
も
の
、
で
あ
る
。

た
だ
、
札
の
規
定
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
心
得
に
は
あ
る
程
度
の
具
体
性
は
要
求
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
「

O
Oを
せ
よ
」
あ
る
い
は
「
×
×
を
す
る
な
」
と
い

う
形
で
語
ら
れ
、
単
に
「
う
や
ま
え
」
と
か
「
つ
つ
し
め
」
と
具
体
性
を
欠
い
た
形

で
語
ら
れ
る
こ
と
は
基
本
的
に
な
い
*
日
o

こ
の
よ
う
な
形
で
「
曲
礼
的
な
礼
の
規

{
亙
を
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
『
儀
礼
』
の
「
心
得
」
の
部
分
も
、
同
様
の
規
定
と

し
て
あ
っ
か
い
得
る
。
立
孝
篇
と
重
な
る
「
奥
君
壬
一
円
喜
一
口
使
臣
」
な
ど
は
や
や
具
体

性
に
欠
け
る
も
の
の
、
君
主
に
進
言
す
る
場
に
お
け
る
心
得
と
し
て
、
「
曲
礼
的
な

礼
の
規
{
亙
に
含
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
「
曲
礼
的
な
礼
の
規
{
亙
が
性
格
付
け
ら
れ
る
な
ら
ば
、
立
事
比
一
屑
等

で
あ
る

に
由
礼
的
な
札
の
規
定
が
見
え
る
一
応
の
理
由
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
が
、
そ

こ
に
進
む
前
に
、
曾
子
間
篇
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
曲
礼
篇
と
「
儀

礼
』
の
「
直
接
的
な
記
」
が
表
面
上
類
似
し
た
部
分
を
持
ち
な
が
ら
も
、
そ
の
札
を

規
定
す
る
発
想
に
お
い
て
異
な
っ
て
い
た
よ
う
に
、
曾
子
問
篇
は
『
儀
礼
』
の
「
附
型

と
表
面
上
類
似
し
つ
つ
も
、
そ
の
問
題
意
識
を
殊
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

違
い
を
お
さ
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
篇
に
お
い
て
な
ぜ
曾
子
が
そ
の
主
要
な
問
答
相
手

と
し
て
選
、
ば
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
も
あ
る
程
度
は
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四

『
儀
礼
』
の
「
附
型
と
は
、
「
経
」
の
想
定
と
は
異
な
る
状
況
に
お
け
る
札
の
次

第
を
記
し
た
部
分
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
「
経
」
に
と
っ
て
例
外
的
な
状
況
を
あ
っ
か

う
と
は
い
え
、
あ
ら
か
じ
め
確
定
さ
れ
た
状
況
に
過
ぎ
な
い
。
た
と
え
ば
、
士
昏
礼

に
「
勇
姑
の
没
し
て
い
る
場
合
」
の
「
附
型
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
婚
儀

に
先
立
っ
て
そ
の
状
況
が
確
定
し
て
い
る
場
合
に
儀
式
の
次
第
が
ど
う
な
る
か
を
示

し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
婚
儀
の
最
中
に
突
然
、
男
姑
が
亡
く
な
る
と
い
う
よ
う
な
、

予
測
不
可
能
な
突
発
的
な
事
態
に
対
応
す
る
し
か
た
が
規
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
他
方
、
曾
子
問
篇
が
問
題
と
す
る
も
の
の
多
く
は
、
こ
の
不
測
の
事
態
へ
の

対
処
に
か
か
わ
る
。
婚
礼
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
、
な
場
合
で
あ
る
。

曾
子
問
日
、
昏
曜
既
納
幣
、
有
吉
日
、
女
之
父
母
死
、
則
如
之
何
ι

曾
子
が
問
う
て
言
、
っ
。
婚
礼
に
つ
い
て
、
す
で
に
結
納
し
て
期
日
も
決
め
た
の
に
、
新
婦

側
の
父
母
が
(
急
に
)
亡
く
な
っ
た
ら
、
ど
う
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
事
態
が
あ
り
得
る
こ
と
は
あ
ら
か
じ
め
想
定
で
き
る
か
ら
、
こ
の
よ
う

な
聞
い
も
発
し
得
る
の
で
あ
る
が
、
婚
礼
の
儀
式
を
行
う
者
よ
り
す
れ
ば
、
結
納
の

後
に
女
性
側
の
父
母
が
亡
く
な
る
と
い
う
の
は
予
測
不
可
能
な
突
発
的
な
事
態
で
あ
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こ
の
よ
う
な
不
測
の
事
態
へ
の
対
処
は
、
『
儀
礼
』
の
「
経
」
や
「
附
型
に
は

全
く
記
さ
れ
て
い
な
い
。
も
し
記
さ
れ
る
と
す
れ
ば
「
心
得
」
に
お
い
て
で
あ
る
。

す
で
に
引
い
た
よ
う
に
、
士
相
見
札
の
「
心
得
」
の
部
分
に
お
い
て
は
、
「
君
子
に

侍
坐
す
る
」
に
際
し
て
、
も
し
「
君
子
欠
伸
す
れ
ば
」
い
か
に
対
処
す
べ
き
か
が

記
さ
れ
て
い
た
。
『
儀
礼
』
の
「
経
」
の
中
で
は
「
君
子
に
侍
坐
す
る
の
札
」
が

規
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
も
し
こ
れ
が
規
定
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、

そ
の
な
か
に
は
「
君
子
欠
伸
す
れ
ば
」
云
々
と
い
っ
た
、
儀
式
の
進
行
を
撹
乱
す

る
よ
う
な
不
確
定
要
素
へ
の
対
処
の
し
か
た
は
含
ま
れ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
『
儀

礼
』
の
「
経
」
に
お
い
て
は
、
そ
の
儀
式
が
い
か
に
単
調
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
の

儀
式
に
厭
き
て
欠
伸
を
す
る
よ
う
な
人
物
は
ど
こ
に
も
描
か
れ
て
い
な
い
か
ら
で

あ
る
。
儀
式
に
定
め
ら
れ
た
の
と
は
異
な
る
対
応
を
し
て
、
そ
の
儀
式
の
進
行
を

撹
乱
す
る
よ
う
な
人
物
や
、
そ
の
儀
式
の
進
行
を
妨
げ
る
不
測
の
事
態
は
、
「
経
」

や
「
附
型
に
お
い
て
は
ま
っ
た
く
想
定
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

と
す
る
と
、
曾
子
問
篇
の
文
章
そ
れ
自
体
は
『
儀
礼
』
の
「
附
型
に
近
い
も

の
が
多
い
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
不
測
の
事
態
へ
の
対
処
を
問
題
と
す
る
と
い
う

点
に
お
い
て
、
そ
の
間
題
音
意
、
山
山
識
の
あ
り
方
は
「
ウ
、
心
心
得
」
や
曲
札
篇
の
方
に
接
近
し

て
い
る
と
吾
一

選
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
こ
の
不
測
の
事
態
に
対
処
で
き
る
者
と
は
、
札
を
単
に
『
儀
礼
』
の
「
経
」

の
よ
う
な
形
で
頭
と
体
に
記
憶
し
て
、
そ
れ
を
遵
守
す
る
者
で
は
な
い
。
礼
に
は

、、、、

直
接
規
定
さ
れ
て
い
な
い
事
態
で
あ
る
に
も
か
か
ら
ず
、
札
に
か
な
っ
た
ふ
る
ま

い
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
規
定
さ
れ
た
札
を
単
に
記
憶
し

て
遵
守
す
る
だ
け
で
は
対
処
で
き
な
い
。
こ
れ
に
対
処
で
き
る
者
は
、
札
に
か
な
っ

た
ふ
る
ま
い
と
は
何
か
を
理
解
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ち
な
み
に
、
こ
の
「
か
な
う
」
が
聞
い
得
る
と
い
う
こ
と
は
、
札
に
と
っ
て
本
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質
的
で
あ
る
。
『
儀
礼
』
の
「
経
」
の
規
定
な
ど
限
り
な
く
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
近
い
も

の
に
見
え
る
が
、
そ
れ
で
も
こ
れ
が
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
異
な
る
の
は
、
そ
こ
に
「
か

な
う
」
が
問
え
る
点
に
あ
ろ
う
。
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
場
合
は
、
そ
れ
に
合
致
し
て
い

る
か
否
か
が
問
え
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
言
葉
遣
い
と
し
て
は
「
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
か

な
っ
た
」
と
い
う
言
い
回
し
は
可
能
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
は
「
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
合

致
し
た
」
と
い
う
の
と
か
わ
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
規
定
の
な
い
も

の
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
合
致
し
て
い
る
と
も
い
な
い
と
も
言
え

な
い
以
上
、
「
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
か
な
っ
て
い
る
」
と
は
言
い
得
な
い
。
札
の
場
合
、

こ
の
「
か
な
う
」
が
聞
い
得
る
の
は
、
札
の
規
定
の
う
ち
に
は
何
ら
か
の
法
則
性

や
理
念
を
読
み
込
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
そ
の
法
則
性
や
理
念
と
の
か
か
わ
り
に

お
い
て
「
か
な
う
」
が
問
い
得
る
か
ら
で
あ
る
が
、
こ
の
「
か
な
う
」
と
よ
り
深

く
結
び
つ
い
て
い
る
の
は
曲
礼
的
な
規
定
の
方
で
あ
る
。

『
儀
礼
』
の
「
経
」
の
よ
う
に
札
が
規
定
さ
れ
て
い
る
場
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
札

を
遂
行
す
る
者
は
札
に
か
な
う
か
否
か
を
意
識
す
る
必
要
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ

こ
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
そ
の
次
第
に
従
っ
て
行
う
こ
と
が
札
な
の
で
あ
る

か
ら
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
同
じ
で
、
そ
れ
に
合
致
し
て
い
る
か
否
か
を
意
識
す
る
必

要
は
あ
っ
て
も
、
「
か
な
う
」
を
意
識
す
る
、
必
要
は
な
い
。
儀
式
の
進
行
を
さ
ま
た

げ
る
不
測
の
事
態
に
出
会
っ
て
、
そ
こ
で
は
じ
め
て
「
か
な
う
」
を
意
識
す
る
必

要
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
由
礼
的
に
札
が
規
定
さ
れ
て
い
る

場
に
お
い
て
は
、
常
に
何
が
札
に
か
な
っ
た
ふ
る
ま
い
で
あ
る
の
か
が
間
わ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
よ
り
も
、
曲
礼
的
な
礼
の
規
定
自
体
が
、
あ
る
場
に

お
い
て
何
が
礼
に
か
な
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
の
、
一
つ
の
解
答
を
与
え
た
も

の
と
見
な
し
得
ょ
う
。
た
と
え
ば
、
食
す
る
と
い
う
場
に
お
い
て
、
札
に
か
な
っ

た
行
為
の
一
つ
と
し
て
「
母
捧
飯
、
母
放
飯
」
等
々
が
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
食
す
る
と
い
う
場
に
お
け
る
札
を
す
べ
て
列
挙
し

た
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
こ
の
礼
に
従
う
も
の
は
、
単
に
こ
の
定
め
ら
れ
た
規
定
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を
守
る
よ
う
に
心
が
け
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
明
確
な
形
で
規
定
さ
れ
て
い
な

い
ふ
る
ま
い
に
お
い
て
も
、
そ
れ
が
札
に
か
な
う
か
否
か
を
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
に
な
る
。
曲
礼
的
な
礼
の
規
定
は
、
そ
の
行
為
全
体
を
定
め
る
よ
う
な
規

定
で
は
な
い
が
故
に
、
か
え
っ
て
人
に
礼
に
か
な
う
こ
と
を
強
く
意
識
さ
せ
る
の
で

あ
る
。

第 60巻 (2009)

い
か
に
す
れ
ば
人
は
礼
に
か
な
う
ふ
る
ま
い
が
で
き
る
の
か
。
「
か
な
う
」

と
言
え
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
礼
の
内
に
あ
る
法
則
性
や
理
念
に
合
し
て
い
る
こ
と

が
一
不
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
「
か
な
う
」
ふ
る
ま
い
が
で
き
る
た
め
に
は
、

札
の
内
に
あ
る
法
則
性
や
理
念
に
つ
い
て
何
ほ
ど
か
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
と
え
理
念
と
い
、
ユ
両
み
に
は
届
か
な
く
と
も
、
少
な
く
と
も
、
そ
れ
に
関
連

す
る
札
が
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
曾
子
の
次
の
言
葉
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
「
知
る
」

の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

君
子
既
撃
之
、
患
其
不
博
也
。
既
博
之
、
患
其
不
習
也
。
既
習
之
、
患

其
不
*
M

知
也
。
既
知
之
、
患
其
不
能
行
也
。
(
立
事
篇
第
四
章
)

君
子
は
す
で
に
学
問
の
道
に
入
っ
た
な
ら
ば
、
ま
だ
広
く
学
ん
で
い
な
い
こ
と
を
憂
う
。

で
は
、
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す
で
に
広
く
学
ん
だ
な
ら
ば
、
そ
れ
に
四
民
熟
し
て
い
な
い
こ
と
を
憂
う
。
す
で
に
習
熟
し

た
な
ら
ば
、
(
ど
う
し
て
、
そ
う
ふ
る
ま
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
、
そ
の
道
理
を
)

知
ら
な
い
こ
と
を
憂
う
。
す
で
に
(
そ
の
道
理
)
を
知
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
を
(
現
実
に

お
い
て
適
宜
に
)
実
行
で
き
な
い
こ
と
を
憂
う
。

ま
ず
は
札
の
規
定
を
博
く
学
び
、
そ
れ
に
習
熟
す
る
品
。
礼
の
規
定
が
直
接
に
及

ぶ
場
に
お
い
て
は
、
「
学
び
て
時
に
之
を
習
う
」
、
こ
れ
で
十
分
に
そ
れ
を
「
行
う
」

こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
知
る
」
が
は
さ
ま
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の

礼
が
規
定
さ
れ
る
所
以
を
知
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
札
の
規
定
が
直
接
に
及
ば
な

い
場
に
お
い
て
も
、
札
に
か
な
っ
た
「
行
い
」
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え

る
か
ら
で
あ
ろ
う
品
。
不
測
の
事
態
に
対
し
て
礼
に
か
な
う
形
で
対
処
で
き
る
よ

う
な
人
は
、
礼
の
規
定
の
所
以
を
知
り
、
そ
の
規
定
の
及
ば
な
い
と
こ
ろ
に
そ
の
法

則
性
や
理
念
を
及
ぼ
す
こ
と
の
で
き
る
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
曾
子
は
ま
さ
に

そ
の
よ
う
な
人
た
ら
ん
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

曾
子
間
篇
で
曾
子
が
主
た
る
問
答
相
手
に
選
ば
れ
て
い
る
の
も
、
そ
の
編
者
が
曾

子
を
こ
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
単
に
礼
を
遵

守
す
る
者
で
は
な
く
、
札
に
か
な
う
こ
と
を
求
め
る
者
と
し
て
曾
子
が
イ
メ
ー
ジ
さ

れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
こ
の
篇
の
主
た
る
発
問
者
と
し
て
彼
が
選
ば
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
篇
の
問
答
の
内
容
が
主
と
し
て
喪
礼
に
か
か
わ
り
、
喪
礼
は
孝
と
密
接

に
結
び
つ
く
か
ら
曾
子
が
選
ば
れ
た
と
い
う
要
因
も
あ
る
で
は
あ
ろ
う
が
、
檀
弓
篇

の
数
々
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
喪
礼
に
強
い
関
心
を
示
し
た

と
さ
れ
る
弟
子
は
曾
子
に
限
ら
、
な
い
。
そ
も
そ
も
、
『
儀
礼
』
の
喪
服
伝
な
ど
は
子

夏
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
単
に
喪
札
に
か
か
わ
る
問
答
で
あ
る

と
い
う
だ
け
で
は
、
曾
子
が
選
択
さ
れ
る
積
極
的
な
理
由
と
は
な
り
得
な
い
。
不
測

の
事
態
に
お
け
る
礼
に
か
な
っ
た
ふ
る
ま
い
を
問
う
と
い
う
の
が
、
曾
子
の
札
に
対

す
る
態
度
と
何
ほ
ど
か
合
致
す
る
と
観
念
さ
れ
た
か
ら
こ
そ
、
彼
が
選
ば
れ
て
い
る

と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ど
う
や
ら
、
少
し
曾
子
間
篇
の
方
に
深
入
り
し
過
ぎ
た
よ
う
で
あ
る
。
話
を
も
う

一
度
、
立
事
篇
等
に
も
ど
そ
う
。

五

ま
ず
、
立
事
篇
等
に
「
曲
礼
的
な
礼
の
規
{
疋
」
が
見
え
る
こ
と
に
つ
い
て
。

「
君
子
」
を
主
題
と
す
る
立
事
、
制
言
篇
、
「
孝
」
を
主
題
と
す
る
他
の
諸
篇
一
は
、

そ
れ
ぞ
れ
「
君
子
」
、
「
孝
子
」
が
い
か
な
る
存
在
で
あ
る
の
か
を
述
べ
る
こ
と
を
中

心
と
し
て
い
る
。
そ
の
述
べ
方
は
、
こ
れ
を
抽
象
的
に
定
義
す
る
の
で
も
な
く
、
逆
に
、
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彼
ら
が
行
う
べ
き
行
為
を
羅
列
す
る
の
で
も
な
く
、
い
わ
ば
心
得
の
形
で
こ
れ
を

示
し
て
い
る
。
立
事
、
制
言
篇
の
場
合
は
君
子
た
ら
ん
と
す
る
者
の
心
得
、
他
篇

の
場
合
は
孝
子
と
し
て
の
心
得
で
あ
る
。
立
事
篇
を
例
に
と
れ
ば
、
そ
の
「
君
子

終
身
此
を
守
る
こ
と
恒
恒
た
り
」
(
第
五
章
)
、
「
君
子
終
身
此
を
守
る
こ
と
憎
樺
た
り
」

(
第
六
章
)
、
「
君
子
終
身
此
を
守
る
こ
と
勿
勿
た
り
」
(
第
七
室
、
「
君
子
終
身
此
を

守
る
こ
と
戦
戦
た
り
」
(
第
九
章
)
な
ど
の
表
現
に
、
こ
れ
が
君
子
た
ら
ん
と
す
る

者
の
生
涯
守
る
べ
き
心
得
を
語
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
読
み
取
れ
る

で
あ
ろ
う
。
「
酷
酒
を
噌
み
、
謡
歌
を
好
み
、
巷
遊
し
て
郷
居

(
H
倍
)
な
る
者
、
吾
、

需
に
望
む
無
き
の
み
」
(
第
二
十
九
章
)
の
よ
う
に
、
「
君
子
」
の
語
の
見
え
な
い
も

の
も
、
君
子
た
ら
ん
と
す
る
者
の
戒
め
|
|
こ
れ
も
ま
た
心
得
の
一
っ
と
言
え
る

ー
ー
が
語
ら
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
。
「
之
を
怒
ら
せ
て
は
其
の
悟
ま
ざ
る
を
観
る
。

之
を
喜
ば
せ
て
は
其
の
軽
か
ら
ざ
る
を
観
る
」
(
壁
一
干
七
章
)
云
々
と
観
人
の
法
を

述
べ
た
部
分
*
幻
の
よ
う
に
、
心
得
と
は
言
い
難
い
も
の
も
若
干
含
ま
れ
て
は
い

る
が
、
立
事
篇
等
が
全
体
と
し
て
君
子
ま
た
は
孝
子
の
心
得
を
記
し
た
も
の
で
あ

る
こ
と
は
動
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
心
得
は
、
特
に
君
子
の
心
得
の
場
合
、
「
君

子
其
の
悪
を
攻
め
、
其
の
過
ち
を
求
め
、
:
・
」
(
立
事
篇
草
早
)
、
「
君
子
日
を
愛
み
て

以
て
学
び
、
時
に
及
び
て
以
て
行
ふ
、
・
:
」
(
同
篇
第
二
章
)
の
よ
う
に
、
特
定
の
場

に
限
定
さ
れ
な
い
、
そ
の
生
の
あ
り
方
全
般
に
か
か
わ
る
よ
う
な
も
の
が
大
半
を

占
め
て
い
る
が
、
時
に
、
あ
る
場
に
限
定
さ
れ
た
心
得
と
し
て
記
さ
れ
た
り
、
比

較
的
具
体
的
な
形
で
そ
の
心
得
が
記
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
も
の
が

曲
札
篇
等
と
重
な
っ
て
く
る
よ
う
な
の
で
あ
る
。
「
君
子
人
の
国
に
入
り
で
は
、
其

の
詳
を
称
せ
ず
、
:
・
」
(
立
事
篇
第
二
十
章
)
が
曲
礼
と
内
容
的
に
重
複
す
る
の
は
、

こ
れ
が
「
他
国
に
入
る
場
合
」
と
そ
の
場
が
限
定
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
「
孝
子

高
き
に
登
ら
ず
、
危
き
を
履
ま
ず
、
:
・
」
(
本
孝
篇
第
二
章
)
が
由
札
と
重
複
す
る
の

も
、
そ
の
禁
止
事
項
が
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
こ
れ
ら
を
曾
子
が
札
の
規
定
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
か
ど
う
か
は
明
ら
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か
で
は
な
い
。
曾
子
は
そ
れ
を
「
札
」
で
あ
る
と
明
言
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
事
父
母
篇
首
章
の
「
割
対
出
制
円
1
4叫
矧
剤
、

弗
訊
不
号
一
円
言
必
斉
色
」
(
傍
線
部
が
曲
礼
篇
と
の
重
複
部
)
な
ど
は
何
か
し
ら
札
の
規

定
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
か
ら
、
他
の
重
複

部
分
に
つ
い
て
も
、
当
時
、
札
の
規
定
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
も
の
を
、
曾
子
が

取
り
込
ん
で
語
っ
て
い
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
あ
く

ま
で
君
子
や
孝
子
の
心
得
の
一
部
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
曲
礼
篇
と

は
異
な
り
、
札
を
記
録
す
る
こ
と
に
意
が
お
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ

が
曾
子
の
考
え
る
君
子
や
孝
子
の
心
得
と
し
て
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
か
ら
、
た
ま
た

ま
取
り
込
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

他
方
、
君
子
や
孝
子
の
心
得
を
語
る
際
に
、
曾
子
が
ど
の
よ
う
な
も
の
を
「
札
」

と
呼
ん
で
い
た
の
か
が
分
か
る
の
は
、
立
事
篇
の
次
の
部
分
で
あ
る
。

少
稿
不
弟
罵
、
恥
也
。
壮
稿
無
徳
罵
、
辱
也
。
老
稿
無
櫨
駕
、

罪
也
0

(

第

三
十
四
章
)

壮年
年 少
にの
な持
つに
て年
徳 長
が 者
証の
ぷ謂
とう
日」

ちと
れを
る閉
のか
はな

不 Y
三五 百
5 や

Eを
号日
老 恥

告Z
;..;し
ろい
て τ
干し 主
を~

わ
き
ま
え
て
い
な
い
と
言
わ
れ
る
の
は
罪
深
い
こ
と
だ
。

こ
の
最
後
の
部
分
か
ら
、
老
年
と
も
な
れ
ば
他
者
か
ら
「
無
礼
」
と
言
わ
れ
な
い

の
が
通
常
の
状
態
で
あ
る
こ
と
が
知
れ
る
か
ら
、
そ
れ
ほ
ど
実
現
困
難
な
も
の
が

イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
曾
子
問
篇
で
問
題
と
さ
れ

る
よ
う
な
高
度
な
判
断
を
と
も
な
う
札
な
ど
は
、
普
通
の
人
に
と
っ
て
は
適
札
と

も
非
礼
と
も
判
断
が
つ
き
か
ね
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
も
の
は
こ
こ
に
は
含
ま
れ

な
い
。
こ
こ
で
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
社
会
で
普
通
に
成
長
し
た
も

の
で
あ
れ
ば
身
に
つ
け
て
い
る
ほ
ど
の
も
の
と
し
て
の
札
で
あ
る
。
立
事
篇
等
に

お
い
て
は
基
本
的
に
こ
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
礼
を
指
す
も
の
と
し
て
「
札
」
の
語

が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
曲
札
篇
と
重
な
る
「
君
子
、
人
の
歓
を
絶
た
ず
、
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人
の
礼
を
尽
く
さ
ず
」
(
立
事
篇
第
十
人
章
)
に
見
え
る
の
も
「
も
て
な
し
の
札
」
で

あ
る
か
ら
そ
れ
ほ
ど
高
度
な
礼
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

も
っ
と
も
、
制
言
上
越
霊
皇
享
に
見
え
る
「
礼
」
に
つ
い
て
は
、
こ
の
レ
ベ
ル
の
も

の
と
し
て
と
ら
え
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
。

害事
友日

宍去

E E 
罵五
此 之
瞳謂
也也

23 
E設
立建

i Z 
也 需

2 
5建

第 60巻 (2009)

曾
子
は
言
、
っ
。
さ
て
行
い
と
は
、
礼
を
行
う
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
さ
て
礼
と
は
、
高
一
貴

な
者
を
敬
い
、
年
長
者
に
尺
ミ
し
、
幼
い
者
を
慈
し
み
、
年
少
者
を
愛
し
、
卑
賎
の
者
に

施
す
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
礼
な
の
だ
。
こ
の
礼
を
行
う
こ
と
が
行
い
な
の
で
あ
り
、
こ

の
礼
に
立
脚
す
る
の
が
義
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
立
事
、
制
言
篇
に
お
い
て
唯
一
、
札
が
焦
点
化
さ
れ
て
語
ら
れ
る
部
分
で
あ

る
が
、
こ
れ
を
言
葉
通
り
に
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
礼
は
す
べ
て
の
行
為
を
覆
、
?
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
す
べ
て
の
行
為
に
わ
た
っ

て
個
々
に
札
を
規
定
し
尽
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
す
べ
て
の
行
為
を
覆
っ
て

い
る
の
は
札
の
理
念
の
方
で
あ
る
。
こ
の
札
の
理
今
少
乞
理
解
し
、
す
べ
て
の
行
為
に

お
い
て
そ
れ
に
か
な
っ
た
ふ
る
ま
い
が
で
き
る
こ
と
が
期
待
し
得
る
人
物
、
た
と
え

ば
顔
淵
の
よ
う
な
人
物
に
対
し
て
は
、
「
礼
に
非
ざ
れ
ば
視
る
こ
と
勿
れ
、
札
に
非

ざ
れ
ば
聴
く
こ
と
勿
れ
、
札
に
非
ざ
れ
ば
言
ふ
こ
と
勿
れ
、
礼
に
非
ざ
れ
ば
動
く
こ

と
勿
れ
」
(
『
論
語
』
顔
淵
篇
)
と
諭
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
以
外
の
人

物
に
向
か
っ
て
君
子
の
心
得
を
説
く
な
ら
ば
、
単
に
「
礼
に
か
な
っ
て
い
な
い
ふ
る

ま
い
を
す
る
な
」
と
言
う
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
せ
め
て
、
「
既
に
之
を
知
れ
ば
、

其
の
行
ふ
能
は
ざ
る
を
患
ふ
」
(
立
事
篇
第
四
章
、
既
出
)
と
、
ま
ず
は
個
々
の
礼
の
所

以
に
つ
い
て
「
知
り
」
、
次
に
そ
れ
に
か
な
っ
た
形
で
「
行
う
」
と
い
っ
た
ス
テ
ッ
プ

を
践
ま
せ
て
や
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
故
で
あ
ろ
う
か
、
曾
子
は
君
子
や
孝
子
の
心

得
を
語
る
に
際
し
て
、
礼
の
理
念
を
解
す
る
こ
と
を
含
め
る
よ
う
な
形
で
「
札
」
の

語
を
用
い
な
い
品
。
上
の
制
言
上
篇
首
章
に
し
て
も
、
そ
れ
に
続
く
の
は
、
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い
ま
謂
う
と
こ
ろ
の
行
い
と
は
、
上
の
も
の
を
侵
犯
し
、
下
の
も
の
に
危
害
を
与
え
、
道

を
横
ざ
ま
に
し
て
無
闇
に
こ
と
を
行
う
。
(
と
い
う
の
も
)
天
下
に
道
が
行
わ
れ
て
い
な

い
か
ら
だ
o

も
し
天
下
に
道
が
行
わ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
(
そ
の
よ
う
な
行
い
と
は
)
役

人
が
探
し
求
め
て
処
罰
す
る
よ
う
な
も
の
な
の
だ
。
だ
か
ら
君
子
は
道
を
喜
ん
で
語
る
人

物
を
音
吉
ず
に
、
恥
を
覚
え
る
人
物
を
貴
ぶ
の
だ
。
・
:

と
い
、
?
も
の
で
あ
る
か
ら
、
君
子
の
心
得
を
語
る
部
分
で
、
直
接
「
礼
」
に
言
及
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

「
礼
」
の
語
を
「
老
い
て
札
無
し
と
称
せ
ら
る
る
は
、
罪
な
り
」
の
レ
ベ
ル
で
用

い
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
が
君
子
の
心
得
を
説
く
部
分
で
強
調
さ
れ
な
い
の
は
む
し

ろ
当
然
で
あ
ろ
う
。
こ
の
レ
ベ
ル
の
札
が
行
え
た
と
こ
ろ
で
君
子
で
あ
る
と
は
言
わ

れ
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
最
低
ラ
イ
ン
で
あ
っ
て
、
君
子
た
ら
ん
と
す
る
者

の
心
得
と
し
て
語
る
に
足
り
な
い
の
で
あ
る
。
他
方
、
孝
子
を
語
る
部
分
で
は
、
親

へ
の
孝
養
を
通
じ
て
そ
の
社
会
で
の
規
範
に
適
厄
す
る
力
を
養
う
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
い
る
か
ら
品
、
そ
の
心
得
を
示
す
に
際
し
て
礼
の
遵
守
を
そ
こ
か
ら
外
す
こ
と

は
で
き
な
い
。
孝
に
言
及
す
る
場
合
に
、
「
礼
」
字
が
あ
ら
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

そ
し
て
、
同
じ
心
得
を
語
る
に
し
て
も
、
孝
子
の
そ
れ
を
語
る
場
合
の
方
が
、
君

子
の
そ
れ
を
語
る
場
合
よ
り
、
よ
り
懇
切
で
具
体
的
な
形
に
な
る
の
は
自
然
の
成
り

行
き
で
あ
ろ
う
。
曲
礼
篇
等
と
の
重
複
が
、
立
事
、
制
言
篇
で
よ
り
も
、
「
孝
」
を

主
題
と
す
る
部
分
に
お
い
て
よ
り
目
立
つ
一
因
は
こ
こ
に
あ
る
。
礼
の
規
定
の
場
合

に
は
あ
る
程
度
の
具
体
性
が
要
求
さ
れ
る
か
ら
、
立
事
、
制
言
篇
の
文
章
の
多
く
は

曲
札
篇
の
内
に
は
取
り
込
め
な
い
の
で
あ
る
。



ー五ー
ノ、

し
か
し
、
こ
こ
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
、
立
事
、
制
言
篇
の
文
章

の
多
く
は
札
の
規
定
の
内
に
取
り
込
め
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
単
に
君

子
の
心
得
を
語
る
だ
け
で
あ
れ
ば
、
礼
の
規
定
の
前
に
「
君
子
」
の
二
字
を
つ
け

て
そ
の
心
得
と
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

「
君
子
」
終
上
堂
、
撃
必
揚
。
戸
外
有
二
履
、
言
問
則
入
、
言
不
聞
則
不
入
。

「
君
子
は
」
堂
に
上
が
る
に
際
し
、
ま
ず
一
声
を
立
て
(
て
内
の
人
に
知
ら
せ
)
る
。
室
の

戸
の
外
に
履
き
物
が
二
足
あ
る
時
は
、
内
か
ら
話
し
声
が
聞
こ
え
れ
ば
入
る
が
、
聞
こ

末永:曾子と礼

え
て
こ
な
け
れ
ば
入
ら
な
い
。
:
・

「
君
子
」
よ
り
以
下
が
由
札
篇
の
文
で
あ
る
か
ら
、
や
や
噴
事
に
わ
た
る
感
は
あ

る
が
、
こ
の
よ
う
な
形
で
君
子
の
心
得
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

曲
札
篇
の
規
定
で
も

君
子
離
貧
、
不
粥
祭
器
。
躍
寒
、
不
衣
祭
服
。
矯
宮
室
、
不
斬
於
丘
木
。

君
子
は
貧
し
く
て
も
、
祭
器
を
売
っ
た
り
じ
な
い
。
寒
く
て
も
、
祭
服
を
着
た
り
し
な
い
。
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{
呂
室
を
造
る
の
に
、
聾
基
の
木
を
伐
っ
た
り
し
な
い
。

な
ど
は
(
「
国
君
」
の
意
味
で
「
君
子
」
の
語
を
用
い
て
い
る
よ
う
で
は
あ
る
が
、
そ
う
限
定
せ

ず
と
も
)
君
子
の
心
得
と
し
て
そ
れ
ほ
ど
遜
色
な
い
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
だ

か
ら
、
も
し
、
心
得
と
し
て
説
か
れ
た
札
の
規
定
が
そ
の
ま
ま
君
子
の
心
得
と
し

て
も
通
用
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
立
事
、
制
言
篇
と
曲
札
篇
と
の
重
複
が
よ
り
多
く

な
っ
て
然
る
べ
き
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
重
複
は
そ

、
っ
多
/
い
と
は
言
え
な
い
。

そ
こ
で
、
立
事
、
制
言
篇
と
曲
札
篇
と
の
重
複
を
見
直
し
て
み
る
な
ら
ば
、
制

言
上
篇
第
七
章
の
「
父
母
の
離
は
、
与
に
生
を
同
く
せ
ず
」
以
下
の
曲
礼
篇
と
の

重
複
文
は
、
同
内
容
の
も
の
が
檀
弓
篇
で
は
子
夏
と
孔
子
の
聞
い
に
現
れ
て
い
て
、

ど
う
し
て
こ
れ
が
曾
子
言
と
し
て
こ
こ
に
残
さ
れ
て
い
る
の
か
よ
く
分
か
ら
な
い

の
で
暫
く
置
く
と
し
て
、
他
の
二
例
は
そ
れ
ぞ
れ
立
事
篇
、
曲
礼
篇
に
お
い
て
異

質
な
部
分
で
あ
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。
立
事
篇
第
二
十
章
「
君
子
人
の
固
に

入
り
で
は
、
其
の
諒
を
称
せ
ず
、
:
・
」
の
よ
う
に
、
こ
こ
ま
で
場
面
を
限
定
し
て

「
君
子
」
の
心
得
を
説
く
の
は
、
立
事
篇
の
な
か
で
は
例
外
に
属
す
る
し
、
立
事
篇

第
十
八
章
と
重
複
す
る
曲
札
篇
の
文
章
は
、

博
開
強
識
而
譲
、
敦
善
行
而
不
怠
、
謂
之
君
子
。
君
子
不
謹
人
之
歌
、
不
掲

人
之
忠
、
以
全
交
也
。

見
聞
が
広
く
知
識
も
豊
か
で
あ
る
の
に
人
に
へ
り
く
だ
り
、
熱
心
に
善
事
を
行
っ
て
怠

る
こ
と
が
な
い
。
こ
う
し
た
人
を
君
子
と
い
う
。
君
子
は
相
手
に
過
度
の
歓
待
を
さ
せ
ず
、

過
度
の
親
切
を
か
け
さ
せ
な
い
よ
う
に
と
注
意
し
て
、
人
と
の
交
際
を
全
う
す
る
の
だ
。

と
い
う
形
で
出
て
く
る
か
ら
、
こ
れ
が
「
編
集
上
の
手
違
い

A
」
に
よ
る
の
か

は
分
か
ら
ぬ
も
の
の
、
前
後
に
比
し
て
違
和
尚
?
乞
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
部
分
で
あ
る

こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
も
し
、
こ
れ
ら
を
例
外
と
し
て
除
外
す
る
な
ら
ば
、
立
事
、

制
言
篇
で
説
か
れ
る
君
子
の
心
得
と
、
曲
礼
篇
で
説
か
れ
る
心
得
と
し
て
の
礼
に

は
重
複
は
無
い
こ
と
に
な
る
。
君
子
の
心
得
と
、
心
得
と
し
て
の
札
は
重
な
ら
な

い
と
い
う
の
は
言
い
過
ぎ
で
あ
る
に
し
て
も
、
両
者
は
ほ
と
ん
ど
重
複
し
な
い
と

言
っ
て
よ
い
状
況
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
札
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
札
の
規
定
に
は
あ
る
程
度
の
具
体
性
が
必
要
で

あ
る
か
ら
、
そ
の
具
体
性
を
欠
く
よ
う
な
君
子
の
心
得
は
、
心
得
と
し
て
の
礼
に

組
み
込
め
な
い
と
い
、
ユ
事
情
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
君
子
の
心
得
を
具
体
的
に
語
っ

て
い
け
な
い
と
い
う
法
は
な
い
。
さ
す
が
に
曲
礼
篇
の
「
凡
遺
人
弓
者
・
:
」
な
ど
『
儀

礼
』
の
「
直
接
的
な
記
」
に
類
す
る
規
定
が
、
君
子
の
心
得
と
し
て
語
ら
れ
れ
ば
、

噴
事
に
す
ぎ
る
と
の
感
は
避
け
ら
れ
な
い
も
の
の
、
『
論
語
』
郷
党
篇
な
ど
に
は
「
君

子
紺
諏
を
以
て
飾
り
と
せ
ず
」
云
々
と
あ
っ
て
、
こ
れ
を
君
子
の
心
得
と
し
て
読

み
替
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
か
ら

Z
、
こ
の
よ
う
な
衣
服
に
関
す
る
こ
ま
ご
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ま
と
し
た
制
約
も
ま
た
君
子
の
心
得
た
り
得
る
。
ま
し
て
「
他
国
に
入
る
場
合
」
と

い
っ
た
程
度
に
大
ま
か
な
場
面
設
定
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
お
け
る
心
得
が
君
子
の
心

得
と
し
て
語
ら
れ
で
も
全
く
違
和
感
は
、
な
い
の
で
あ
る
。
立
事
篇
で
「
他
国
に
入
る

場
合
」
の
心
得
を
説
く
部
分
に
し
て
も
、
こ
れ
が
曲
礼
篇
と
内
容
的
に
重
な
る
こ
と

を
見
た
上
で
他
章
と
比
べ
る
か
ら
、
そ
の
場
面
設
定
が
他
章
に
比
し
て
具
体
的
で
あ

る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
立
事
篇
を
前
か
ら
順
に
読
む
だ
け
な
ら

ば
他
章
と
の
違
い
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
君
子
の

心
得
は
、
心
得
と
し
て
の
礼
と
は
基
本
的
に
重
複
し
な
い
形
で
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
れ
は
立
事
篇
等
に
限
ら
な
い
。
郷
党
篇
を
除
い
た
『
論
語
』
で
君

子
に
言
及
さ
れ
る
場
合
に
も
、
心
得
と
し
て
の
礼
と
の
重
複
は
な
い

2
0
よ
っ
て
、

問
題
は
『
論
語
』
の
編
者
の
意
識
等
に
も
及
ぶ
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
い
ま
は
曾
子

言
に
限
っ
て
考
え
る
と
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
心
得
と
し
て
の
礼
を
君
子
の
心
得
と

し
て
語
る
の
は
適
切
で
は
な
い
と
曾
子
が
意
識
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
君

子
が
守
る
べ
き
も
の
は
無
数
に
あ
ろ
う
が
、
君
子
の
心
得
と
し
て
語
ら
れ
る
も
の
は
、

そ
れ
を
守
る
こ
と
が
君
子
と
君
子
で
な
い
も
の
を
区
別
す
る
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
立
事
、
制
言
篇
に
は
「
君
子
」
と
「
小
人
」
を
対
比
す
る
表
現
は
少

な
い
が
、
君
子
と
小
人
の
分
を
与
え
る
よ
う
な
も
の
が
君
子
の
心
得
で
あ
る
。
そ
こ

に
心
得
と
し
て
の
礼
は
含
ま
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
単
に
「
老
い
て
礼
無
し
と
称

せ
ら
る
る
は
、
罪
な
り
」
の
レ
ベ
ル
の
礼
の
遵
守
が
君
子
の
心
得
と
し
て
足
り
な
い

の
み
な
ら
ず
、
そ
も
そ
も
札
の
遵
守
が
そ
れ
だ
け
で
は
君
子
た
る
条
件
と
し
て
十
分

で
な
い
と
曾
子
が
意
識
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
よ
う
。
君
子
の
君
子
た
る
所
以
は
、

礼
の
遵
守
に
は
な
い
。
そ
、
っ
意
識
し
て
、
礼
の
遵
守
と
は
別
の
所
に
君
子
の
心
得
を

求
め
た
も
の
が
立
事
、
制
言
篇
に
残
さ
れ
た
曾
子
言
の
よ
う
な
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
こ
と
は
、
曾
子
が
礼
を
軽
視
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。

曾
子
が
礼
を
重
ん
じ
て
い
た
こ
と
は
そ
の
「
孝
」
を
語
る
場
面
に
お
い
て
明
ら
か
で

あ
る
し
、
ま
た
檀
弓
篇
等
か
ら
も
そ
れ
が
う
か
が
え
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
た
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だ
、
君
子
を
語
る
に
際
し
て
は
違
う
。
礼
の
遵
守
と
は
別
の
レ
ベ
ル
の
と
こ
ろ
に
君

子
を
追
い
求
め
て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
の
君
子
の
探
求
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
は
本
論
の
範
囲
を
超
え
る
。
た
だ
、
礼

と
の
関
係
で
一
点
だ
け
触
れ
て
お
け
ば
、
こ
こ
に
「
類
」
の
考
え
方
が
見
え
る
の
は

注
目
に
値
し
よ
う
。

入
信
其
一
言
、
従
之
以
行
。
入
信
其
行
、
従
之
以
復
。
復
宜
其
類
、
類
宜
其
年
。

亦
可
謂
外
内
合
実
。
(
立
事
篇
第
十
一
章
)

他
人
が
そ
の
言
葉
を
信
頼
す
る
の
は
、
そ
の
後
に
行
為
が
と
も
な
う
か
ら
だ
。
他
人
が
そ

の
行
為
を
信
頼
す
る
の
は
、
そ
の
後
も
(
そ
の
行
為
が
)
繰
り
返
さ
れ
る
か
ら
だ
。
繰
り

返
さ
れ
る
行
為
が
(
他
の
行
為
と
)
類
を
な
す
に
ふ
さ
わ
し
く
、
そ
の
類
を
な
す
行
為
が

長
年
行
う
に
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
で
あ
れ
ば
、
外
(
行
為
?
)
と
内
(
言
葉
?
)
と
が
一
体

化
し
て
い
る
と
評
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

最
後
の
二
匂
は
難
解
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
自
ら
の
行
為
全
体
が
一
類
を
な
す
よ
う
に

行
為
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
と
同
じ
「
類
」
の

用
例
が
、
言
行
の
「
一
言
」
の
方
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
「
萄
子
』
に
見
え
て

い
る
*
由
。

故
多
量
一
口
而
類
、
聖
人
也
。
少
言
而
法
、
君
子
也
。
警
一
一
一
口
無
法
而
流
緬
然
、
難
時
師
、

小
人
也
。
(
非
十
二
子
篇
・
大
略
篇
五
)

だ
か
ら
多
く
を
語
っ
て
も
(
そ
の
言
葉
が
)
類
を
な
し
て
い
る
の
が
聖
人
で
あ
り
、
言
葉

は
少
な
い
が
(
そ
の
一
言
葉
に
一
貫
し
た
)
法
が
あ
る
の
が
君
子
で
あ
る
。
酔
っ
払
い
の
よ

う
に
ぺ
ら
ぺ
ら
と
話
し
て
(
そ
の
一
言
葉
に
一
貫
し
た
)
法
が
な
い
の
は
、
た
と
え
能
弁
で

あ
っ
て
も
小
人
な
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
自
ら
の
言
行
が
一
類
玉
乞
な
し
て
い
る
の
な
ら
ば
、
そ
れ
を
一
類
た
ら
し

め
る
も
の
が
そ
こ
に
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
萄
子
の
言
葉
遣
い
の
内
に
求
め
る

の
で
あ
れ
ば
「
礼
」
と
な
ろ
う
。

植
者
、
法
之
大
分
、
類
之
綱
紀
也
*
拓
O

(

『
萄
子
』
勧
学
篇
)
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礼
と
は
、
法
の
大
い
な
る
き
ま
り
で
あ
り
、
類
の
大
綱
で
あ
る
。

萄
子
の
場
合
は
、
こ
の
礼
に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
行
を
一
類
た
ら
し
め
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
方
向
で
考
え
て
い
る
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、
曾
子
の

場
合
は
逆
で
あ
る
。
曾
子
は
君
子
た
ら
ん
と
す
る
者
に
対
し
て
、
そ
の
言
行
が
一

類
を
な
す
こ
と
を
求
め
る
。
こ
の
心
得
を
守
る
者
の
言
行
の
内
に
礼
が
潜
在
的
に

含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
更
に
一
歩
進
め
れ
ば
札
を
基
礎
付
け

る
方
向
へ
と
進
む
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。

し
か
し
、
曾
子
は
そ
こ
ま
で
は
進
ま
な
い
。
札
と
は
ま
ず
は
遵
守
す
べ
き
も
の

、、、

で
あ
り
、
そ
の
規
定
の
直
接
及
ば
な
い
領
域
に
お
い
て
は
、
そ
れ
に
か
な
う
よ
う

に
ふ
る
ま
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
総
じ
て
言
え
ば
す
べ
て
の
行
為
の
規
範
と
す
べ

き
も
の
で
あ
る
(
制
言
上
篇
首
章
参
照
)
。
そ
う
観
念
は
す
る
が
、
そ
れ
が
な
ぜ
規
範

と
し
て
機
能
す
る
の
か
、
そ
の
規
範
性
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
曾
子
は
い
ま
だ
思

考
す
る
に
至
っ
て
い
な
い
。
孟
子
が
そ
れ
を
天
与
の
性
に
求
め
、
萄
子
が
そ
れ
を

聖
人
の
偽
に
求
め
た
よ
う
な
議
論
は
、
曾
子
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
た
だ
、

札
の
遵
守
と
は
異
な
る
レ
ベ
ル
に
君
子
を
設
定
し
、
そ
の
君
子
が
い
か
な
る
存
在

で
あ
る
の
か
、
ま
た
い
か
に
す
れ
ば
君
子
た
り
得
る
か
を
曾
子
は
追
究
し
て
い
く

の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
探
求
は
早
晩
、
札
の
規
範
性
の
由
来
へ
の
議
論
に
進
ま

ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
君
子
は
礼
を
道
守
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
君
子
た
り
得

る
の
で
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
君
子
は
礼
に
か
な
っ
た
ふ
る
ま
い
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
。
と
す
れ
ば
、
礼
を
生
み
出
す
も
と
と
な
る
も
の
が
何
ら
か
の
形
で

君
子
の
内
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
解

答
を
与
え
る
の
は
曾
子
の
後
の
代
の
こ
と
に
属
す
る
。
曾
子
と
礼
を
め
ぐ
る
こ
こ

で
の
考
察
も
こ
の
あ
た
り
で
ひ
と
ま
ず
締
め
括
る
こ
と
と
し
よ
う
。
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七

「
曾
子
」
を
表
題
に
か
か
げ
な
が
ら
、
曲
礼
的
な
礼
の
性
格
規
定
の
部
分
に
少
な

か
ら
ぬ
ス
ペ
ー
ス
を
割
く
こ
と
に
な
り
、
や
や
論
旨
が
追
い
づ
ら
い
展
開
に
な
っ

し
ま
っ
た
が
、
本
論
の
た
ど
り
着
い
た
結
論
そ
れ
自
体
は
そ
れ
ほ
ど
分
か
り
づ
ら

い
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
わ
り
ま
わ
っ
て
な
じ
み
の
地
点
に
も
ど
っ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
本
論
の
そ
も
そ
も
の
発
端
は
立
事
篇
一
等
に
曲
礼
篇
等
と
の
重
複

が
あ
る
こ
と
へ
の
疑
間
に
あ
っ
た
。
「
微
細
な
礼
」
は
重
視
し
な
い
と
い
う
曾
子
像

と
こ
れ
が
矛
盾
す
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
至
れ
ば
こ
れ

が
見
か
け
上
の
矛
盾
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
曾
子
は
礼
の
遵
守

と
は
別
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
君
子
を
追
究
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
君
子
の
心
得
を
述

べ
る
場
に
お
い
て
、
曾
子
は
基
本
的
に
「
礼
」
に
言
及
し
な
い
。
『
論
語
』
中
の
曾

子
言
も
ま
た
こ
の
特
徴
を
反
映
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

渡
遺
氏
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
「
論
語
』
に
よ
っ
て
曾
子
思
想
を
再
現
す
る
な

ら
ば
、
曾
子
は
「
微
細
な
礼
」
は
重
視
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

こ
れ
は
資
料
を
『
論
語
』
に
限
る
か
ら
そ
の
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
う

し
た
曾
子
像
は
曾
子
そ
の
人
の
全
体
を
覆
う
も
の
で
は
な
い
。
曾
子
が
孔
門
の
一

人
で
あ
る
以
上
、
「
微
細
な
礼
」
も
含
め
て
礼
を
重
視
し
な
い
な
ど
と
い
う
こ
と
は

あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
、
君
子
の
探
求
の
場
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
礼
の

遵
守
を
こ
え
た
所
に
求
め
る
。
曾
子
を
他
の
弟
子
と
分
か
つ
特
徴
は
こ
こ
に
見
出

さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
『
論
語
』
の
子
張
篇
に
よ
れ
ば
、
子
夏
な
ど
は
君
子
た
る

こ
と
の
第
一
義
を
札
の
遵
守
に
求
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
子
夏
と
曾
子
と

で
は
そ
の
君
子
像
に
お
い
て
対
立
す
る
。
こ
の
対
立
は
、
孔
子
の
教
え
の
形
式
的

な
側
面
を
強
調
す
る
か
、
精
神
的
な
方
面
を
強
調
す
る
か
と
い
っ
た
対
立
と
オ
ー

バ
ー
ラ
ッ
プ
す
る
か
ら
、
本
論
の
結
論
も
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
の
「
常
識
」
的
な

枠
組
み
の
内
に
お
さ
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
あ
る
が
、
資
料
を

立
事
篇
等
に
拡
大
し
て
い
る
分
だ
け
、
従
来
に
比
し
て
よ
り
き
め
細
か
な
議
論
が
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で
き
た
と
信
ず
る
。

最
後
に
、
本
論
に
お
い
て
扱
い
き
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
附
言
す
れ
ば
、
こ

こ
で
は
天
円
篇
が
な
ぜ
曾
子
に
帰
せ
ら
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
理
由
を
探
り
当
て
る

に
至
っ
て
い
な
い
。
曾
子
の
礼
と
の
関
係
を
論
じ
る
の
で
あ
れ
ば
、
天
地
陰
陽
と
礼

を
関
連
づ
け
て
論
ず
る
天
論
篇
の
よ
う
な
も
の
が
、
な
ぜ
曾
子
と
結
び
付
け
ら
れ
る

の
か
、
そ
の
原
因
の
一
端
を
曾
子
そ
の
人
の
内
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
が
、
資
料
の
限
界
か
ら
こ
こ
で
論
ず
る
に
至
っ
て
い
な
い
。
近
年
の
新
出
土
資
料

に
は
『
天
子
建
州
』
の
よ
う
に
天
円
篇
と
の
関
連
を
う
か
が
わ
せ
る
よ
う
な
資
料
も

現
れ
て
き
て
い
る
品
。
新
た
な
資
料
の
更
な
る
出
現
を
期
待
し
つ
つ
、
天
円
篇
の

分
析
は
他
日
に
行
v

つ
こ
と
と
し
た
い
。

第 60巻 (2009)人文・社会科学編

了
1

「
『
曾
子
』
初
探
l
『
大
戴
礼
記
』
曾
子
立
事
篇
を
中
心
に
し
て
」
(
『
鹿
児
島
大
学
教
育
学
部

研
究
紀
要
(
人
文
・
社
会
科
ぞ
編
)
』
第
五
人
巻
、
二
O
O
七
年
三
月
)
、
「
曾
子
の
孝
説
|
一
『
内

礼
』
と
「
大
戴
礼
記
』
曾
子
本
孝
、
曾
子
立
孝
、
曾
子
事
父
母
篇
を
め
ぐ
っ
て
」
(
『
鹿
児
島

鹿児島大学教育学部研究紀要

大
学
教
育
堂
蔀
研
究
つ
島
文
(
人
文
・
社
会
脅
字
編
)
」
第
五
九
巻
、
二
O
O
八
年
三
月
)
o

f
，
“
渡
遵
卓
『
古
代
中
国
思
想
の
研
究
』
(
創
文
社
、
一
九
七
一
一
一
年
一
一
一
月
)
一
一
一
六
頁
。

f
J
武
内
義
雄
『
論
語
之
研
究
』
(
岩
波
書
底
、
一
九
一
一
一
九
年
十
二
月
)
「
子
張
篇
の
老
桑
」
参
照
。

勢

4
『
大
戴
礼
記
』
の
テ
キ
ス
ト
は
四
部
叢
刊
所
収
の
明
哀
氏
嘉
趣
堂
刊
本
を
用
い
る
。
ま
た
、
章

分
け
は
武
内
義
雄
・
坂
本
良
太
郎
訳
注
『
孝
経
・
曾
子
』
(
岩
波
文
庫
)
に
よ
る
。

T
3
「
博
且
宇
」
以
下
は
顔
淵
篇
に
も
見
え
る
。

発

6
原
文
で
は
、
こ
の
下
に
「
痔
亦
弗
湯
川
」
と
あ
る
が
、
こ
の
部
分
は
武
内
・
坂
本
訳
注
に
従
い

注
の
家
入
と
見
な
す
。

持

7
原
文
「
君
子
不
犯
禁
而
入
入
境
、
及
郊
間
柱
示
一
請
命
」
。
戴
震
等
に
従
い
原
文
の
「
入
入
」
を
「
入

人
」
に
改
め
る
。
な
お
、
戴
震
等
は
「
及
郊
間
禁
請
命
」
を
注
の
歳
入
と
見
な
す
。

?
目
前
掲
拙
稿
(
二
O
O
八
)
参
照
。

?
?
釈
文
は
陳
思
捧
「
〈
内
豊
〉
訳
釈
」
(
季
旭
昇
主
編
『
《
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
(
囚
)
》
-
読
本
』

台
湾
、
万
巻
楼
、
二
O
O
七
年
三
月
)
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。

三
山
立
事
(
一
七
人
七
字
)
+
制
言
上
中
下
(
一
二
七
一
字
)
H
三
O
五
八
字
、
本
孝
(
二
三
四
字
)

十
立
孝
(
=
一
一
ヱ
ハ
字
)
+
事
父
母
首
章
(
一
五
七
字
)
H
七
一
七
字
。
文
字
数
は
孔
広
森
『
大

戴
礼
記
補
任
』
に
よ
る
。

各
日
檀
弓
篇
に
関
し
て
は
、
上
村
幸
次
『
礼
記
檀
弓
私
考
』
(
山
口
高
等
商
業
学
校
東
亜
経
済
研
究

会
『
東
亜
経
済
研
究
』
第
二
六
巻
第
四
号
、
一
九
四
二
年
)
、
宇
野
清
一
「
礼
記
檀
弓
篇
の

性
格
」
(
『
宇
野
清
一
著
作
集
」
第
二
巻
、
一
九
八
六
年
八
月
、
も
と
『
東
京
支
那
学
報
』
第

一
号
、
了
九
五
五
年
六
月
)
、
俣
野
太
郎
「
七
十
弟
子
関
係
資
料
と
し
て
の
檀
弓
篇
」
(
『
池

田
末
利
博
士
古
稀
記
念
東
洋
学
論
集
』
、
一
九
人
O
年
九
月
)
同
氏
「
檀
弓
篇
に
つ
い
て
の

一
考
察
i
占
~
料
的
側
面
を
主
と
し
て
|
」
(
「
大
東
文
化
大
学
創
立
六
十
周
年
記
念
中
国
学

論
集
』
、
一
九
八
四
年
十
二
月
)
、
吉
本
道
雅
「
檀
弓
考
」
(
『
古
代
文
化
』
第
四
四
巻
第
五

号
、
一
九
九
二
年
五
月
)
を
参
照
し
た
。

長
ロ
曾
子
問
篇
に
つ
い
て
は
、
栗
原
圭
介
「
曾
子
問
考
」
(
『
大
東
文
化
大
学
紀
要
』
第
二
二

号
、
一
九
七
五
年
)
、
楠
山
春
樹
「
礼
記
曾
子
問
篇
に
見
え
る
老
聴
に
つ
い
て
」
(
「
池
田
末
利

博
士
古
稀
記
念
東
洋
学
論
集
』
、
一
九
八
O
年
九
月
)
参
照
。
な
お
、
近
年
、
中
国
語
圏
の

研
究
に
お
い
て
は
、
王
鍔
『
《
礼
記
》
成
室
田
考
』
(
中
華
書
局
、
二
O
O
七
年
三
月
)
の
よ
う

のに
前 曾
提子
に関

空警
z草
のの
て在
史と
籍 見

長3
ぇ?
A な

f云も

雪i
ま れ

的て

手足
'̂-
て Tァ

墨詰
フ℃ だ士2・
で ヲF
t ヨZ
Z に
y 一一寸

昆重
な 巴

し
た
上
で
の
結
論
で
あ
る
。
論
者
は
こ
れ
ま
で
の
(
特
に
日
本
の
研
究
に
お
け
る
)
「
疑
古
」

の
立
場
に
批
判
的
で
は
あ
る
が
、
王
氏
の
よ
う
な
無
批
判
な
「
信
古
」
の
立
場
は
受
け
入
れ

ら
れ
な
い
。
王
氏
は
た
と
え
ば
王
夢
鴎
「
乱
記
校
証
』
(
台
湾
、
芸
文
印
書
館
、
一
九
七
六
年

十
二
月
)
を
全
く
参
照
さ
れ
て
い
な
い
が
、
曾
子
間
篇
を
曾
子
の
著
作
と
す
る
な
ら
ば
、
少

な
く
と
も
主
夢
鴎
氏
の
主
要
な
論
点
を
論
駁
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

二
日
津
田
左
右
吉
「
儒
教
の
実
践
道
徳
」
(
『
津
田
左
右
吉
全
集
』
第
十
八
巻
、
岩
波
書

庖
、
一
九
六
五
年
三
月
)
一
二
育
、

-M前
掲
拙
論
(
二
O
O
八
)
参
爵
…
。



発
防
立
事
皆
餐
寸
が
「
記
さ
れ
た
札
」
と
し
て
の
曲
礼
篇
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
が
立
証
さ
れ
る
だ

け
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
曾
子
そ
の
人
と
無
関
係
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な

い
。
事
父
母
篇
の
例
の
よ
う
に
、
ま
ず
は
曾
子
言
が
(
そ
れ
が
礼
の
規
定
に
言
及
し
て
い
る

と
い
う
理
由
で
)
曲
礼
篇
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
そ
れ
が
(
伝
え
ら
れ
る
曾
子
言
と
一
致
す
る

と
い
う
理
由
で
)
立
事
篇
等
に
利
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。

末永・曾子と礼

後
尚
池
津
優
『
「
孝
」
思
想
の
宗
教
学
的
研
究
|
古
代
中
国
に
お
け
る
祖
先
崇
拝
の
思
想
的
発
展
』

(
東
京
大
学
出
版
会
、
二
O
O
二
年
一
月
、
第
五
章
、
第
三
節
・
第
四
節
)
は
曲
礼
篇
の
先

行
を
一
言
、
つ
が
、
そ
れ
が
必
ず
し
も
成
立
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
(
二
O
O
八
)

参
照
。
ま
た
、
吉
本
道
雅
「
曲
礼
考
」
(
小
南
一
郎
編
「
中
国
古
代
札
制
研
究
』
京
都
大
学

人
文
科
学
研
事
所
、
一
九
九
五
年
三
月
、
注
一
五
)
も
『
曾
子
』
を
曲
礼
篇
に
遅
れ
る
と
判

断
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
大
孝
篇
を
以
て
『
曾
子
』
全
体
を
代
表
さ
せ
て
い
る
か
ら
で
あ

り
、
立
事
篇
等
に
限
っ
て
言
う
な
ら
ば
、
こ
の
吉
本
氏
の
判
断
は
成
立
し
な
い
と
考
え
る
。

ユυ
校
勘
記
に
従
い
「
言
」
下
の
「
忠
信
」
一
一
{
云
乞
街
字
と
す
る
。

器
時
下
文
に
示
す
よ
う
に
士
相
見
礼
の
文
脈
で
は
こ
の
「
言
」
は
「
進
言
す
る
」
の
意
味
と
な

る
が
、
こ
こ
で
は
立
孝
篇
等
と
の
比
較
の
た
め
に
中
性
的
に
訳
す
。
な
お
、
以
下
、
『
儀
礼
』

の
訳
文
に
つ
い
て
は
、
池
田
末
利
訳
注
『
儀
礼
I
』
(
東
海
大
学
出
版
会
、
一
九
七
三
年
三
月
)

を
参
照
し
た
。

恭一
w
こ
の
相
違
に
関
し
て
は
、
彦
名
春
「
楚
竹
書
内
礼
、
曾
子
立
孝
首
章
的
対
比
研
究
」
、
『
出
土

文
献
研
究
方
法
論
文
集
初
集
』
(
台
湾
大
学
出
版
中
心
、
二
O
O
五
年
九
月
)
、
李
隆
献
「
由

上
博
四
〈
内
礼
〉
与
《
大
戴
礼
記
・
曾
子
立
孝
》
首
章
之
異
論
先
秦
倫
常
次
序
的
相
関
問
塵

(
台
湾
大
学
中
国
文
学
系
等
主
妹
二
O
O
七
中
国
簡
吊
学
国
際
論
壇
発
表
原
稿
、
二
O
O
七

年
十
一
月
)
委
照
。

よ
必
張
爾
岐
は
「
凡
燕
見
君
」
以
下
を
、
盛
世
佐
は
「
士
見
子
大
半
〈
」
以
下
を
「
記
」
と
み
な
す
。

池
田
前
掲
訳
注
一
七
七
頁
参
照
。

特
別
田
中
利
明
「
儀
礼
の
「
記
」
の
問
題

i
武
威
漢
簡
を
め
ぐ
っ
て
」
(
『
日
本
中
里
子
会
報
』
、
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第
一
九
集
、
一
九
六
七
年
十
一
月
)
。

二
以
郷
飲
酒
礼
の
「
遵
者
入
之
礼
」
(
「
賓
若
有
薄
著
諸
公
大
半
企
以
下
)
な
ど
、
だ
い
た
い
今
本

の
「
経
」
の
末
尾
の
方
ゃ
、
一
連
の
儀
式
の
記
述
が
一
段
落
し
た
後
に
附
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
多
い
。

こ
必
以
下
、
曲
礼
篇
の
訳
文
に
つ
い
て
は
、
竹
内
照
夫
訳
注
『
礼
記
(
上
)
』
(
明
治
書

院
、
一
九
七
一
年
)
を
参
爵
…
し
た
。

発
沼
『
礼
記
』
少
儀
に
も
「
侍
坐
於
君
子
、
君
子
欠
伸
、
運
第
、
津
剣
首
、
還
履
、
問
日
之
蚤
莫
、

難
請
退
可
也
」
と
類
似
の
文
章
が
見
え
て
い
る
。
な
お
、
吉
本
一
前
掲
論
文
(
一
九
九
五
)
は

曲
礼
一
↓
少
儀
↓
士
相
見
礼
の
順
に
成
立
し
た
と
想
定
す
る
。

主
『
儀
礼
』
の
今
本
の
「
記
」
の
中
に
は
、
「
直
接
的
な
記
」
に
も
「
附
型
に
も
「
心
得
」
に

も
分
類
し
得
な
い
部
分
が
あ
る
。
士
冠
礼
の
「
記
」
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
部
分

は
『
礼
記
』
郊
特
牲
に
重
複
部
分
を
持
ち
、
冒
頭
に
附
せ
ら
れ
た
「
冠
義
」
の
二
字
が
一
示
す

よ
う
に
、
主
と
し
て
冠
礼
の
意
義
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
文
章
が
『
儀

礼
』
の
中
に
紛
れ
込
ん
で
い
る
の
か
よ
く
わ
か
ら
ぬ
も
の
の
、
明
ら
か
に
異
質
な
部
分
で
あ

る
。
な
お
、
こ
の
部
分
つ
い
て
は
山
遺
進
「
「
札
記
』
冠
義
篇
に
関
す
る
一
考
窓

T
漠
代
礼

学
に
於
け
る
加
冠
儀
礼
の
倫
理
化
i一
」
(
『
二
松
学
舎
大
学
論
集
』
第
一
一
一
九
号
、
一
九
九
六
年

三
月
)
参
照
。

二
却
吉
本
前
掲
論
文
(
一
九
九
五
)
が
「
第
一
群
」
と
す
る
部
分
。
こ
こ
に
無
い
も
の
と
し
て
は

「
櫨
不
下
庶
・
と
な
ど
。

よ
μ

王
夢
鴎
前
掲
喜
一

O
頁
参
話
一
。

持
匁
こ
の
こ
と
は
、
『
儀
礼
』
が
曲
礼
篇
に
売
だ
っ
て
成
立
し
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
『
儀
礼
』

に
せ
よ
、
曲
礼
篇
に
せ
よ
、
こ
れ
は
「
記
さ
れ
た
礼
」
で
あ
っ
て
、
と
も
に
「
行
わ
れ
た
礼
」
(
行

わ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
規
範
化
さ
れ
た
部
分
を
含
む
)
に
遅
れ
て
成
立
し
た
も
の
だ
か
ら

で
あ
る
。
文
献
と
し
て
の
『
儀
礼
』
が
存
在
し
な
く
と
も
、
そ
の
礼
が
行
わ
れ
て
い
れ
ば
(
あ

る
い
は
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
と
観
念
さ
れ
て
い
れ
ば
)
曲
礼
篇
の
よ
う
な
記
述
は
生
ま
れ
得

る。

よ
幻
少
牢
績
食
礼
「
心
・
:
午
割
勿
浪
。
:
・
舌
:
・
亦
午
割
勿
波
」
、
大
射
儀
「
E
左
還
、
母
周
、
反
面
揖
」
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(
計
三
か
所
)
、
公
食
大
夫
礼
(
「
直
接
的
な
記
」
)
「
庶
差
西
束
、
母
過
四
型
が
そ
の
例
外
と

言
え
る
か
。

こ
却
「
O-Oが
無
い
」
の
表
現
の
場
合
も
同
様
で
あ
っ
て
、
士
婚
礼
「
再
酪
如
初
、
無
従
」
と
い
う

形
の
も
の
か
、
士
昏
礼
「
尊
子
室
中
北
堵
下
、
有
禁
。
玄
酒
在
西
、
給
案
、
加
勺
、
皆
南
紡
。

尊
子
房
戸
之
束
、
無
玄
酒
」
の
よ
う
に
(
北
塘
下
に
玄
酒
が
あ
る
こ
と
よ
り
す
れ
ば
、
東
序
に
も
)

そ
れ
が
有
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
な
が
ら
実
は
無
い
こ
と
を
言
う
よ
う
な
形
の
も
の
に
ほ
ぼ
限

第60巻 (2009)

ら
れ
る
。

普
汎
ち
な
み
に
曲
礼
で
は
「
侍
坐
於
O
O」
と
い
う
表
現
は
他
に
も
い
く
つ
か
見
え
て
い
る
。
「
侍

坐
於
先
生
、
先
生
問
且
局
、
終
則
封
。
請
業
則
起
、
請
益
則
起
」
、
「
侍
坐
於
一
附
尊
敬
、
母
徐
席
。

見
同
一
等
不
起
。
燭
至
起
。
食
至
起
。
上
客
起
。
燭
不
見
抜
。
尊
客
之
前
、
不
叱
狗
。
譲
食
不
唾
」
、

「
侍
坐
於
長
者
、
履
不
上
於
堂
。
解
履
不
敢
蛍
階
。
就
履
、
脆
而
警
ι
、
扉
於
側
」
こ
れ
ら
の

い
ず
れ
も
が
、
「
侍
坐
於
O
O」
と
い
う
行
為
そ
れ
自
体
を
規
定
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
見

人文・社会科学編

や
す
い
。

発
氾
武
内
義
雄
「
礼
記
の
研
究
」
(
『
武
内
義
雄
全
集
』
巻
三
、
角
川
書
庖
、
一
九
七
九
年
一
月
)

鹿児島大学教育学部研究紀要

一
二
二
一
二
百
九
。

と
お
「
臨
祭
不
惰
、
祭
服
倣
則
焚
占
ノ
~
、
祭
器
倣
則
埋
之
、
:
」
と
い
っ
た
例
は
あ
る
。

ご
岬
庇
元
に
従
い
原
文
の
「
無
」
を
「
不
」
に
改
め
る
。

二
必
本
文
で
は
「
学
ぶ
」
の
対
象
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
後
ろ
に
「
行
う
」
と
あ
る
か
ら
、

主
と
し
て
礼
を
学
ぶ
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

ヱ
カ
前
掲
武
内
・
坂
本
訳
注
で
は
「
知
る
」
の
前
に
〔
新
し
き
を
〕
を
補
っ
て
訓
読
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
な
ら
ば
「
博
く
学
ぶ
」
と
の
区
別
が
つ
か
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

各
幻
明
の
方
孝
儒
が
『
曾
子
」
が
曾
子
に
由
来
し
な
い
こ
と
を
証
す
る
の
に
用
い
た
部
分
で
あ
る
。

『
墨
曇
周
集
」
巻
四
「
読
曾
子
」
参
照
。

務
貨
切
一
一
白
中
篇
第
二
章
「
君
子
不
伎
貴
市
取
寵
、
不
比
春
而
取
食
、
直
行
而
取
穂
、
比
説
而
取
+
H
C

の
「
直
行
而
取
躍
」
が
若
干
問
題
と
な
る
が
、
こ
れ
も
す
べ
て
の
行
為
に
お
い
て
礼
の
「
理
念
」

に
か
な
っ
て
ふ
る
ま
う
こ
と
を
求
め
た
も
の
で
は
な
く
、
具
体
的
な
「
礼
」
の
規
定
に
従
う

こ
と
を
言
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
立
事
、
制
言
篇
に
見
え
る
「
礼
」
の
用
例
は
以
上

に
尽
き
る
。

会
前
掲
拙
稿
(
二
O
O
八
二
露
。

勢
判
竹
内
前
掲
訳
注
四
一
頁
。

務
4
『
集
遣
を
は
じ
め
と
し
て
、
こ
の
「
君
子
」
は
「
孔
子
」
を
指
す
と
す
る
の
が
伝
統
的
な
解

釈
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
「
君
子
」
一
般
の
心
得
と
し
て
読
み
替
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

劉
宝
楠
『
正
義
』
が
「
君
子
語
孔
子
、
繁
一
言
之
者
、
見
凡
若
子
宣
然
也
」
と
注
す
る
の
を
参
照
。

発
必
豆
璽
間
』
と
曲
礼
篇
の
重
複
に
つ
い
て
は
、
士
口
十
午
前
掲
論
文
(
一
九
九
五
)
参
照
。
郷
党
篇
と

の
重
複
を
除
け
ば
、
先
に
曲
礼
篇
を
分
類
し
た
、
第
一
、
第
三
の
部
分
と
の
重
複
に
限
ら
れ
る

0

4
君
子
、
聖
人
等
の
一
吉
田
行
お
よ
び
「
担
が
「
類
」
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
『
有
子
』
に

し
ば
し
ば
見
え
て
い
る
。
「
君
子
、
・
:
知
則
明
通
市
類
、
愚
則
端
懇
而
法
」
(
不
萄
篇
)
「
修
修

令
其
(
用
)
統
類
之
行
也
、
・
:
如
是
、
則
可
謂
聖
人
失
」
(
儒
数
篇
、
「
用
」
字
は
王
引
之
に

従
い
街
字
と
見
な
す
。
な
お
「
如
固
定
、
則
可
謂
聖
人
突
」
に
つ
い
て
王
念
孫
は
こ
の
直
前
の

彊
侭
在
に
「
此
己
上
皆
論
大
儒
之
徳
也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
術
文
と
見
な
す
)
、
「
其
言
有
類
、

其
行
有
種
、
:
・
是
大
儒
之
稽
也
」
(
儒
妓
篇
)
、
「
君
子
之
ニ
一
R
渉
然
而
精
、
俄
然
而
類
、
差
差

然
市
斉
」
(
正
名
篇
)
、
「
愛
吉
則
文
而
類
、
:
・
固
定
聖
人
之
知
也
」
(
性
悪
篇
)
。
な
お
、
『
萄
子
』

中
の
「
類
」
に
つ
い
て
は
、
真
崎
清
博
「
有
子
の
「
類
」
」
(
「
史
学
研
究
』
通
号
一
一
一
一
四
、
広

島
史
学
研
究
会
、
一
九
七
六
年
十
二
月
)
、
森
川
重
昭
「
萄
子
思
想
に
お
け
る
「
類
」
概
念

に
つ
い
て
」
(
『
椙
山
女
学
園
大
学
研
究
論
集
(
人
文
科
学
篇
)
』
第
一
一
六
号
、
一
九
九
五
年
)
、

鄭
宰
相
「
有
子
の
「
類
」
の
概
念
に
つ
い
て
」
(
『
立
命
館
東
洋
史
学
』
第
二
四
号
、
二
O
O

一
年
)
を
参
照
し
た
。

え
制
大
略
篇
に
は
「
故
」
字
は
無
い
。
ま
た
「
緬
」
を
豆
巴
に
誤
る
。
非
十
二
子
篇
は
「
多
少
無
法
」

に
作
る
が
大
略
篇
に
従
い
改
め
る
。

恭
一
の
こ
こ
で
「
法
」
と
「
類
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
お
け
ば
、
あ
る
「
類
」
を
な

す
言
行
(
特
に
行
為
)
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
一
類
た
ら
し
め
て
い
る
規
則
の
主
要
な
部
分
を

明
示
的
に
記
し
た
も
の
が
「
法
」
で
あ
る
と
言
え
る
。
あ
る
ま
と
ま
り
が
一
類
を
な
し
て
い



る
と
見
な
さ
れ
る
場
合
、
そ
れ
を
一
類
と
見
な
す
視
点
が
そ
こ
に
存
在
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、

そ
の
視
点
が
規
則
と
し
て
明
示
的
に
示
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
し
か
し
、
明
示
的
に
示
さ

れ
な
い
に
せ
よ
、
そ
の
よ
う
な
規
則
が
存
在
し
な
い
な
ら
ば
、
そ
も
そ
も
あ
る
ま
と
ま
り
を

一
類
と
し
て
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
規
則
の
主
要
な
部
分
を
明
示
的

に
示
し
た
も
の
が
「
法
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
法
」
に
従
っ
た
言
行
は
互
い
に
「
塑

を
な
す
が
、
そ
の
「
庄
の
規
定
の
及
、
は
な
い
言
行
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ら
と
「
塑
を
な

す
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
は
有
り
得
る
。
「
有
法
者
以
法
行
、
無
法
者
以
類
奉
」
(
『
荷
子
」
王

制
篇
・
大
略
篇
、
王
制
篇
で
は
「
有
」
上
に
「
其
」
字
が
あ
る
)
と
い
う
物
言
い
が
可
能

末永:曾子と礼

で
あ
る
の
は
そ
れ
故
で
あ
る
。
ま
た
、
「
法
」
は
明
示
的
に
示
さ
れ
て
い
て
そ
れ
に
従
う
の

が
容
易
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
類
」
を
貫
く
規
則
は
明
示
的
に
示
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら

ず
(
「
法
」
が
示
す
の
は
そ
の
規
則
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
て
何
が
一
類
を
な
し
て
い
る
の
か

を
知
る
の
は
困
難
で
あ
る
か
ら
、
「
其
言
戸
宮
い
有
大
法
突
、
然
而
明
不
能
斉
法
教
之
所
不
及
、

間
見
之
所
未
至
、
則
知
不
能
類
也
」
が
「
雅
儒
」
と
さ
れ
、
「
所
未
嘗
開
也
、
所
未
嘗
見
也
、

卒
然
起
一
方
、
則
血
中
統
類
而
鷹
之
、
無
所
健
症
が
「
大
儒
」
と
さ
れ
て
、
「
雅
儒
」
の
上

に
置
か
れ
る
の
で
あ
る
(
『
有
子
』
儒
殺
篇
)
。
こ
の
「
法
」
、
「
類
」
を
統
括
す
る
も
の
が
、

こ
こ
で
は
「
礼
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

品
浅
野
裕
一
「
上
葉
定
筒
『
天
子
建
州
』
に
お
け
る
北
斗
と
日
月
」
(
『
中
国
研
究
集
刊
』
第
四
五
号
、

大
阪
大
学
中
国
学
会
、
二
O
O
七
年
十
二
月
)
参
話
…
。

(
附
記
)
本
論
は
科
学
研
究
春
日
補
助
金
基
盤
研
究

(
C
)

課
題
番
号
一
八
五
二
O
O
三
七
の
成
果

の
一
部
で
あ
る
。
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