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中
国
古
代
儒
家
文
献
に
見
る
反
戦
思
想
（
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　『
塩
鉄
論
』
で
賢
良
・
文
学
が
唱
え
た
、
自
国
に
非
が
あ
る
場
合
は
譲
歩
し
て
で
も
敵
国
と
の
和
解
を
目
指
し
、

全
面
的
に
戦
争
を
否
定
す
る
「
絶
対
平
和
主
義
」
は
、ど
の
よ
う
な
経
緯
に
よ
り
生
み
出
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
か
。

こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、『
塩
鉄
論
』
に
先
行
す
る
儒
家
文
献
を
精
査
す
る
必
要
が
あ
る
。
本
稿
で
は

『
易
経
』『
書
経
』
『
礼
記
』『
論
語
』
を
対
象
と
し
た
が
、
そ
の
う
ち
『
書
経
』
商
書
・
湯
誓
、
周
書
・
大
誥
に
見

え
る
庶
民
が
戦
争
を
忌
避
す
る
姿
勢
、『
礼
記
』
中
庸
や
『
論
語
』
泰
伯
篇
に
見
え
る
顔
回
の
「
攻
撃
さ
れ
て
も

報
復
し
な
い
」
と
い
う
生
き
方
は
、
賢
良
・
文
学
の
主
張
に
通
底
す
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、

「
絶
対
平
和
主
義
」
に
類
す
る
よ
う
な
思
想
は
今
回
対
象
と
し
た
四
文
献
か
ら
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド
‥
絶
対
平
和
主
義
，
易
経
，
書
経
，
礼
記
，
論
語
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は
じ
め
に

　
先
年
、筆
者
は
、前
漢
中
期
の
前
八
一
年
に
行
わ
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
塩

鉄
会
議
」（
塩
・
鉄
な
ど
の
専
売
制
の
存
廃
を
め
ぐ
る
政
府
高
官
と
民

間
代
表
と
の
議
論
）
の
内
容
を
ま
と
め
た
『
塩
鉄
論
』（
前
一
世
紀
半

頃
成
立
）
に
見
え
る
反
戦
思
想
に
つ
い
て
論
じ
た１

。
そ
こ
で
は
賢
良
・

文
学
と
称
さ
れ
た
民
間
の
儒
学
者
た
ち
が
、
専
売
制
施
行
の
原
因
で
あ

り
、
当
時
も
継
続
中
だ
っ
た
遊
牧
騎
馬
民
族
・
匈
奴
と
の
戦
争２

を
「
漢

の
陰
謀
か
ら
始
ま
っ
た
不
義
の
戦
争
」
と
明
確
に
否
定
し
、
漢
側
か
ら

の
譲
歩
に
よ
り
和
平
を
実
現
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
方
法
の
敷
衍
に
よ

り
あ
ら
ゆ
る
戦
争
を
回
避
で
き
る
、と
す
る
い
わ
ば
「
絶
対
平
和
主
義
」

を
主
張
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
匈
奴
と
の
戦
争
は
経
済
的
に
も
見
あ
わ
な
い
無
益
な
戦
争
、
と
い
う

批
判
は
以
前
か
ら
あ
っ
た
。
ま
た
、
匈
奴
を
儒
教
的
徳
治
主
義
に
よ
っ

て
手
な
づ
け
る
こ
と
で
、
そ
の
侵
攻
を
未
然
に
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
、

と
い
う
主
張
も
儒
学
者
の
主
張
と
し
て
は
ご
く
一
般
的
な
も
の
に
過
ぎ

な
い
（
以
下
、
こ
れ
を
「
儒
家
的
平
和
主
義
」
と
称
す
る
）。
当
然
、

賢
良
・
文
学
も
そ
の
よ
う
な
主
張
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
し
か
し
、
匈

奴
は
漢
の
農
民
に
対
す
る
略
奪
・
殺
戮
を
当
然
の
「
経
済
活
動
」
と
み

な
す
「
異
文
化
集
団
」
で
あ
る
。
和
親
を
約
し
て
も
利
あ
り
と
見
れ
ば

平
然
と
反
古
に
し
侵
攻
し
て
く
る
手
合
い
で
あ
り
、
到
底
手
な
づ
け
ら

れ
る
よ
う
な
相
手
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
相
手
を
「
徳
」
に
よ
っ
て

馴
致
で
き
る
と
す
る
「
儒
家
的
平
和
主
義
」
自
体
、
当
時
の
現
実
か
ら

す
れ
ば
実
現
不
可
能
な
夢
物
語
、
空
論
に
過
ぎ
な
い
。

　
し
か
し
、
賢
良
・
文
学
の
主
張
は
、
ま
ず
漢
が
自
ら
の
非
を
認
め
て

匈
奴
に
譲
歩
し
、
そ
こ
か
ら
関
係
を
構
築
し
て
い
け
ば
、
右
の
よ
う
な

夢
物
語
も
実
現
可
能
だ
、
と
説
く
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
根
底
に
は
、

戦
争
そ
の
も
の
を
絶
対
悪
と
と
ら
え
、
そ
の
廃
絶
を
希
求
す
る
思
考
が

あ
っ
た
。
安
閑
た
る
平
時
な
ら
と
も
か
く
、
戦
争
が
い
つ
果
て
る
と
も

な
く
続
く
情
勢
下
で
、
真
正
面
か
ら
展
開
さ
れ
た
こ
の
よ
う
な
「
絶
対

平
和
主
義
」
の
主
張
は
、
中
国
史
上
の
み
な
ら
ず
、
人
類
史
上
に
お
い

て
も
稀
有
な
こ
と
と
言
え
よ
う
。

　
も
ち
ろ
ん
一
般
論
と
し
て
は
、
人
類
社
会
は
常
に
「
平
和
」
を
願
っ

て
き
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
願
い
は
踏
み
に
じ
ら
れ
る

ば
か
り
で
あ
っ
た
こ
と
は
贅
言
を
要
し
な
い
。
そ
う
し
た
歴
史
的
現
実

に
慣
ら
さ
れ
た
我
々
は
、「
戦
争
は
避
け
が
た
い
必
要
悪
」「
人
類
は
戦

争
を
す
る
生
き
物
」
と
い
う
戦
争
不
可
避
論
に
ほ
と
ん
ど
か
ら
め
捕
ら

れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
挙
句
、我
々
は
戦
争
へ
の
忌
避
感
を
忘
れ
、

特
に
遠
い
過
去
の
歴
史
を
ひ
も
解
く
と
き
に
は
、
戦
争
が
な
い
平
和
な

時
代
を
「
つ
ま
ら
な
い
時
代
」
と
さ
え
見
て
し
ま
う
よ
う
な
感
受
性
の

鈍
麻
を
来
た
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
確
か
に
、
好
戦
的
と
し
か
形
容
し
よ
う
の
な
い
人
間
や
民
族
が
い
た

こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
タ
キ
ト
ゥ
ス
の
『
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
』
を
読
む
限

り
、
紀
元
前
後
の
ゲ
ル
マ
ン
人
は
常
時
武
装
し
、
平
和
を
「
懶
惰
」
と

評
し
て
嫌
悪
し
、
農
耕
に
よ
っ
て
糧
を
得
ら
れ
る
場
合
で
も
む
し
ろ
戦

い
に
よ
っ
て
他
者
か
ら
そ
れ
を
奪
い
取
る
こ
と
を
良
し
と
し
た３

。
大
征
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服
者
チ
ン
ギ
ス=

ハ
ー
ン
は
「
男
子
の
最
大
の
快
楽
」
を
「
敵
を
撃

滅
し
、（
中
略
）
そ
の
所
有
す
る
財
物
を
奪
い
、
こ
れ
と
親
密
な
人
び

と
の
顔
が
悲
哀
の
涙
に
泣
き
ぬ
れ
て
い
る
の
を
見
、
そ
の
馬
に
乗
り
、

そ
の
女
と
妻
た
ち
を
抱
き
し
め
る
こ
と
に
あ
る
」
と
語
っ
た４

。

　
し
か
し
、
そ
れ
は
人
類
全
体
か
ら
見
れ
ば
ご
く
一
握
り
の
性
向
で
あ

ろ
う
。
古
代
ゲ
ル
マ
ン
人
や
チ
ン
ギ
ス=

ハ
ー
ン
の
よ
う
な
人
間
も

確
か
に
存
在
し
た
が
、
そ
れ
以
外
の
大
多
数
の
人
間
は
殺
し
殺
さ
れ
る

戦
争
を
憎
み
、
嘆
き
、
そ
の
廃
絶
を
願
っ
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
多
く
の
声
は
い
ざ
戦
争
が
始
ま
っ
て
し
ま
え
ば

早
々
に
黙
殺
さ
れ
、
抑
圧
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
、

対
匈
奴
戦
争
の
最
中
に
民
間
か
ら
の
声
と
し
て
強
烈
に
主
張
さ
れ
た
賢

良
・
文
学
た
ち
の
「
絶
対
平
和
主
義
」
は
、
文
字
通
り
異
彩
を
放
っ
て

い
る
。
し
か
も
彼
ら
は
、
反
戦
・
平
和
を
た
だ
念
ず
る
だ
け
で
な
く
、

孔
子
の
教
え
に
従
え
ば
必
ず
や
実
現
で
き
る
と
力
説
す
る
の
で
あ
る
。

　
中
国
古
代
に
お
け
る
反
戦
・
平
和
思
想
と
い
え
ば
、
真
っ
先
に
想
起

さ
れ
る
の
は
『
墨
子
』
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
老
荘
思
想
に
も
そ
の
傾
向

は
色
濃
く
見
ら
れ
る
。
戦
略
・
戦
術
を
説
い
た
『
孫
子
』
で
す
ら
、「
戦

わ
ず
に
敵
兵
を
屈
服
さ
せ
る
の
が
善
の
善
で
あ
る
」５

と
し
、
可
能
な
限

り
非
戦
を
追
求
す
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
諸
子
百
家

の
諸
学
説
は
実
は
そ
の
多
く
が
「
反
戦
・
非
戦
」
論
を
説
く
も
の
だ
っ

た
。
数
百
年
続
い
た
春
秋
・
戦
国
の
戦
乱
を
収
拾
し
、
太
平
の
世
を
実

現
す
る
の
が
喫
緊
の
政
治
的
・
思
想
的
課
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
は
あ
る
意
味
当
然
の
こ
と
だ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
う
し
た
観
点
か

ら
見
る
な
ら
ば
、
中
国
古
代
は
世
界
史
上
ま
れ
に
見
る
反
戦
・
平
和
思

想
の
爛
熟
期
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
そ
れ
ら
の
諸
思
想
の
う
ち
、
言
う
ま
で
も
な
く
儒
学
（
儒
教
）
こ
そ

が
前
漢
後
半
以
降
中
国
の
正
統
思
想
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ６

、
最
後
の

王
朝
・
清
の
滅
亡
ま
で
社
会
道
徳
の
中
核
で
あ
り
続
け
た
思
想
で
あ
っ

た
。
特
に
漢
代
の
儒
学
は
、
前
王
朝
・
秦
の
御
用
思
想
で
あ
っ
た
法
家

の
学
説
を
徹
底
的
に
否
定
し
て
自
己
の
権
威
を
確
立
す
る
必
要
が
あ
っ

た
。
そ
の
た
め
に
は
法
家
の
厳
罰
主
義
・
軍
国
主
義
を
批
判
し
、
儒
家

の
反
戦
・
平
和
思
想
を
強
調
す
る
の
が
有
効
な
手
段
と
な
っ
た
は
ず
で

あ
る
。
儒
学
一
尊
に
向
か
う
過
渡
期
に
行
わ
れ
た
塩
鉄
会
議
で
賢
良
・

文
学
が
極
端
な
ま
で
に
反
戦
・
平
和
思
想
を
唱
え
た
の
は
、
対
匈
奴
戦

争
を
継
続
し
よ
う
と
す
る
政
府
側
の
主
張
が
極
め
て
法
家
的
だ
っ
た
か

ら
、
と
い
う
事
情
が
関
係
し
て
い
た
の
で
あ
る７

。

　
こ
の
塩
鉄
会
議
や
『
塩
鉄
論
』
が
、
以
後
の
儒
教
一
尊
化
に
大
き
く

貢
献
し
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
そ
こ
で
は
、
儒
家
の
文
献
の
み
な

ら
ず
諸
子
百
家
の
文
献
や
言
説
も
利
用
し
て
反
戦
・
平
和
思
想
が
唱
え

ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
一
面
、
本
来
の
儒
学
に
は
墨
家
思
想
や
老
荘
思

想
ほ
ど
色
濃
く
は
反
戦
・
平
和
思
想
の
要
素
が
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
、

と
い
う
可
能
性
も
示
唆
す
る８

が
、
し
か
し
儒
家
思
想
に
元
来
全
く
そ
う

し
た
要
素
が
な
か
っ
た
と
し
た
ら
塩
鉄
会
議
の
賢
良
・
文
学
の
主
張
は

そ
も
そ
も
生
ま
れ
よ
う
が
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
さ
い
に
無
節
操
と
言
え

る
ほ
ど
他
の
思
想
の
反
戦
・
平
和
思
想
を
利
用
し
て
法
家
の
主
戦
論
に

打
ち
勝
っ
た
こ
と
で
、
儒
家
思
想
そ
の
も
の
が
明
確
に
反
戦
・
平
和
を
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主
張
す
る
思
想
へ
と
変
貌
を
遂
げ
た
、と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
こ
で
、塩
鉄
会
議
に
お
け
る
賢
良
・
文
学
（
儒
家
）
と
政
府
側
（
法

家
）
と
の
激
論
が
前
者
の
勝
利
に
終
わ
っ
た９

理
由
に
つ
い
て
の
、
福
井

重
雅
の
極
め
て
重
要
な
「
指
摘
」
を
思
い
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
戦
争
の
再
開
を
阻
止
し
、
長
征
へ
の
従
軍
を
忌
避
し
た
い
と
い
う
念

願
は
、一
般
に
共
通
し
た
人
情
で
あ
る
。（
中
略
）法
家
と
対
照
的
に
、

儒
家
が
対
匈
奴
討
伐
に
積
極
的
反
対
を
唱
え
、
一
般
の
人
心
を
掌
握

し
得
た
点
に
、
儒
法
論
争
に
お
い
て
、
結
局
は
儒
家
が
勝
利
を
収
め

る
こ
と
が
で
き
た
一
因
を
求
め
る
こ
と
が
可
能
で
は
な
か
ろ
う
か10

。

（
傍
線
濱
川
）

　
福
井
は
あ
く
ま
で
控
え
め
に
「
指
摘
」
し
た
だ
け
で
あ
る
が
、
事
実

こ
の
あ
と
急
速
に
儒
家
思
想
が
漢
王
朝
の
正
統
思
想
と
し
て
の
地
位
を

高
め
、
他
の
思
想
を
圧
倒
し
て
い
く
経
緯
を
見
る
と
、
ま
さ
し
く
福
井

の
言
う
「
一
般
の
人
心
を
掌
握
し
得
た
」
点
に
こ
そ
儒
学
の
飛
躍
的
躍

進
の
主
因
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
後
二
○
○
○
年

に
わ
た
っ
て
正
統
思
想
と
し
て
の
地
位
を
保
ち
続
け
ら
れ
た
背
景
に

も
、
そ
の
反
戦
・
平
和
思
想
が
多
く
の
人
び
と
に
支
持
さ
れ
続
け
た
、

と
い
う
面
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
儒
学
に
お
け
る
反
戦
・
平
和
思
想
の
展
開
を
歴
史
学
的

に
追
及
し
た
研
究
例
は
、
文
字
通
り
汗
牛
充
棟
た
だ
な
ら
ぬ
儒
学
研
究

の
蓄
積
に
も
関
わ
ら
ず
、驚
く
ほ
ど
少
な
い11

。
特
に
日
本
に
お
い
て
は
、

ま
さ
し
く
右
の
福
井
の
「
指
摘
」
が
あ
る
の
み
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い

状
況
な
の
で
あ
る
。
不
思
議
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
が
、
そ
れ
は
結

局
、
研
究
者
も
ほ
と
ん
ど
が
前
述
の
よ
う
な
「
戦
争
不
可
避
論
」
に
首

ま
で
つ
か
り
、
反
戦
・
平
和
思
想
な
ど
愚
に
も
つ
か
な
い
空
論
に
過
ぎ

な
い
、
と
一
顧
だ
に
し
な
い
態
度
が
「
常
識
的
」
と
見
な
さ
れ
て
き
た

か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
例
え
実
際
の
戦
争
を
防
ぐ
た
め
に
は
ほ
と

ん
ど
役
に
立
た
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
二
○
○
○
年
に
わ
た
り
正
統
思

想
と
し
て
の
地
位
を
保
ち
得
た
原
因
が
儒
学
の
持
つ
反
戦
・
平
和
思
想

へ
の
多
く
の
人
々
の
共
感
に
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
系
譜
と
歴

史
的
展
開
を
探
る
こ
と
は
意
義
の
あ
る
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
は
儒
学
の
古
典
文
献
か
ら
反
戦
・
平
和
に
関

わ
る
記
述
・
文
言
を
抽
出
し
、『
塩
鉄
論
』
の
「
絶
対
平
和
主
義
」
に

結
実
す
る
要
素
を
整
理
・
分
析
す
る
と
い
う
基
礎
的
作
業
か
ら
始
め
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
そ
の
先
に
は
、『
塩
鉄
論
』
の
「
絶
対
平

和
主
義
」
が
後
世
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
た
の
か
（
さ
れ
な
か
っ
た
の

か
）
を
検
討
す
る
と
い
う
課
題
が
待
っ
て
い
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
一
口
に
儒
学
の
古
典
と
言
っ
て
も
そ
の
量
は
膨
大
で
あ

る
。
今
回
は
さ
し
あ
た
り
『
易
経
』『
書
経
』『
礼
記
』『
論
語
』
を
取

り
上
げ
、
そ
れ
ら
の
中
に
見
え
る
反
戦
・
平
和
思
想
を
抽
出
し
、
特
に

『
塩
鉄
論
』
の
賢
良
・
文
学
の
主
張
に
見
え
る
よ
う
な
、
戦
争
そ
の
も

の
を
絶
対
悪
と
し
て
否
定
す
る
よ
う
な
「
絶
対
平
和
主
義
」
が
見
い
だ

せ
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

一
、『
易
経
』
に
見
る
反
戦
思
想



23

中国古代儒家文献に見る反戦思想（１）

　『
易
経
』（
周
易
）
と
は
、
端
的
に
言
え
ば
「
占
い
の
書
」
で
あ
る
。

多
く
の
古
代
社
会
に
お
い
て
「
占
い
」
は
「
神
託
」
と
理
解
さ
れ
、
政

治
そ
の
も
の
と
し
て
機
能
し
た
。
中
国
に
お
い
て
は
存
在
が
立
証
さ
れ

た
最
古
の
王
朝
で
あ
る
殷
（
商
、前
一
六
世
紀
頃
─
前
一
一
世
紀
末
頃
）

に
お
い
て
盛
ん
に
「
占
い
」
が
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
が
亀
甲
や
獣
骨
に

甲
骨
文
字
と
し
て
記
録
さ
れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
伝

統
は
続
く
周
王
朝
（
前
一
一
世
紀
頃
─
前
二
五
六
年
）
に
継
承
さ
れ12

、

春
秋
時
代
（
前
八
世
紀
前
半
─
前
五
世
紀
末
）
に
は
主
に
魯
に
受
け
継

が
れ
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
魯
に
生
ま
れ
、
周
王
朝
初
期
の
政
治
を
理
想

視
し
て
儒
学
を
起
こ
し
た
孔
子
が
、晩
年
に
最
も
尊
重
し
た
の
が
「
易
」

で
あ
り
、
そ
の
「
伝
」（
注
釈
）
の
一
部
は
孔
子
自
身
の
作
で
あ
る
と

信
じ
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
が
事
実
か
ど
う
か
は
今
日
の
文
献
学
的
研
究

に
よ
れ
ば
疑
わ
し
い
よ
う
だ
が
、
少
な
く
と
も
『
易
経
』
が
儒
学
の
経

典
の
一
つ
と
し
て
後
世
非
常
に
尊
重
さ
れ
、
そ
こ
に
孔
子
以
下
儒
学
者

の
思
想
と
理
想
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
本
稿

は
古
典
中
の
反
戦
・
平
和
思
想
の
抽
出
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
文
献

学
的
詮
索
や
占
い
の
技
法
の
説
明
な
ど
は
先
行
研
究
に
ゆ
だ
ね13

、
さ
っ

そ
く
現
行
『
易
経
』
の
経
文
（
本
文
）・
伝
（
注
釈
）
の
内
容
を
吟
味

し
て
い
く
こ
と
に
す
る14

。

　
ま
ず
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、『
易
経
』
に
お
い

て
は
戦
争
そ
の
も
の
を
忌
避
・
否
定
す
る
「
絶
対
平
和
主
義
」
的
文
言

は
見
当
た
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
陰
陽
の
循
環
・
相
克
か
ら
生

じ
る
天
地
自
然
の
絶
え
間
な
い
運
行
は
、
人
間
世
界
に
も
不
断
の
変
化

を
も
た
ら
し
、
時
に
争
い
を
不
可
避
な
も
の
に
す
る
。
あ
と
は
ど
の
よ

う
に
戦
争
を
実
行
す
れ
ば
「
吉
」
と
な
る
か
「
凶
」
と
な
る
か
、
と
い

う
点
に『
易
経
』の
関
心
は
集
中
せ
ざ
る
を
得
な
い
。し
た
が
っ
て
、「『
易

経
』
に
は
明
確
な
反
戦
思
想
は
見
い
だ
せ
な
い
」
と
結
論
づ
け
る
し
か

な
い
の
で
あ
る
が
、
子
細
に
見
る
と
「
良
い
戦
争
・
悪
い
戦
争
」
と
い

う
価
値
判
断
を
示
し
た
文
言
は
数
カ
所
見
ら
れ
る
。
以
下
、
そ
れ
ら
に

つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　『
易
経
』
に
お
い
て
、
戦
争
に
関
す
る
記
述
が
集
中
し
て
い
る
の
は

「
師
」
の
項
で
あ
る
。「
師
」
と
は
軍
隊
そ
の
も
の
で
あ
り
、
よ
っ
て
こ

の
項
に
軍
事
に
関
わ
る
記
述
が
集
中
す
る
の
は
当
然
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
経
文
は
ま
ず
、

　
　
師
は
貞
な
り
。
丈
人
な
れ
ば
吉
に
し
て
咎と

が

な
し
。

と
い
う
文
か
ら
始
ま
る
。
意
味
は
、「
師
は
兵
衆
・
軍
隊
の
意
。
お
よ

そ
兵
戦
は
軽
々
に
用
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
貞
正
を
失
わ
ぬ
こ

と
が
大
事
で
あ
る
。
こ
れ
を
統
率
す
る
人
が
老
成
し
た
丈
人
（
長
老
）

で
あ
れ
ば
、
吉
で
あ
っ
て
咎
は
な
い
」
と
な
る
。
こ
の
経
文
に
対
す
る

注
釈
（
彖た

ん

伝
）
は
、

　
　
彖た

ん

に
曰
く
、
師
は
衆
な
り
。
貞
は
正
な
り
。
能
く
衆
を
以ひ

き

い
て
正

し
け
れ
ば
、
以
て
王
た
る
べ
し
。
剛
中
に
し
て
応
じ
、
険
を
行
い

て
順
な
り
。
此
を
以
て
天
下
を
毒く

る

し
め
て
、而し

か

も
民
之
れ
に
従
う
。

吉
に
し
て
又
何
の
咎
か
あ
ら
ん
。

と
し
て
い
る
。
意
味
は
、「
師
と
は
衆
で
あ
り
、
貞
と
は
正
で
あ
る
。

よ
く
率
い
て
貞
正
で
あ
れ
ば
、
王
者
た
り
得
る
。
こ
の
卦
の
卦
主
た
る
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九
二
の
剛
爻こ

う

は
、
中
位
を
得
て
六
五
の
君
主
に
応
じ
、
兵
戦
と
い
う
険

（
坎か

ん

）
の
道
を
行
い
な
が
ら
順
（
坤こ

ん

）
の
徳
を
失
わ
な
い
。
こ
の
よ
う

で
あ
れ
ば
、
た
と
え
兵
戦
に
よ
っ
て
天
下
を
苦
し
め
て
も
、
人
民
は
喜

ん
で
こ
れ
に
従
っ
て
く
る
。
だ
か
ら
吉
で
あ
っ
て
何
の
咎
も
あ
ろ
う
は

ず
が
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
要
す
る
に
、
仁
徳
あ
る
将
帥
に
率

い
ら
れ
れ
ば
民
衆
も
戦
争
と
い
う
苦
難
に
耐
え
抜
き
、
勝
利
を
得
ら
れ

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
続
い
て
、

　
　
初
六
。
師
は
出い

づ
る
に
律
を
以
て
す
。
否し

か

ら
ざ
れ
ば
臧よ

き
も
凶
な

り
。

と
い
う
経
文
が
あ
り
、
そ
の
注
釈
（
象
伝
）
は
、

　
　
象
に
曰
く
、
師
は
出
づ
る
に
律
を
以
て
す
と
は
、
律
を
失
え
ば
凶

な
る
な
り
。

と
し
て
い
る
。
軍
隊
の
出
動
は
厳
し
い
軍
律
を
も
っ
て
し
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
軍
律
を
失
え
ば
「
凶
」
と
な
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
以
下
こ
の
「
師
」
の
項
で
は
、
将
帥
に
は
「
中
」（
中
庸
）
を
わ
き

ま
え
た
人
物
、
例
え
ば
「
長
子
」（
王
の
長
男
、
も
し
く
は
そ
れ
に
匹

敵
す
る
り
っ
ぱ
な
人
物
、
人
格
者
）
を
あ
て
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
弟

分
の
よ
う
な
実
力
の
な
い
小
人
物
を
あ
て
れ
ば
「
凶
」
に
な
る
、
な
ど

と
も
っ
ぱ
ら
将
帥
人
事
に
戦
争
の
成
否
が
か
か
っ
て
い
る
と
す
る
文
言

が
並
ぶ15

。
戦
争
は
時
に
避
け
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
将
帥
に
人
物

を
得
ら
れ
な
け
れ
ば
軽
々
し
く
行
う
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
う
観
念
が

通
底
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
次
に
戦
争
に
関
す
る
文
が
見
え
る
の
は
「
離
」
の
項
で
あ
る
。

　
　
上
九
。
王
、
以
て
出
征
す
。
嘉よ

き
こ
と
有
り
て
首

か
し
ら

を
折く

じ

く
。
獲う

る

も
の
其
の
醜

た
ぐ
い

に
匪あ

ら

ざ
れ
ば
、
咎
な
し
。（
象
に
曰
く
、
王
以
て
出

征
す
と
は
、
以
て
邦
を
正
す
な
り
。）

　
経
文
の
意
味
は
、「
上
九
は
陽
剛
居
極
、
剛
毅
聡
明
の
徳
あ
る
人
で

あ
る
。
王
者
た
る
者
が
こ
の
剛
毅
聡
明
の
徳
を
も
っ
て
征
伐
を
行
う
の

で
あ
れ
ば
、
嘉よ

き
手
柄
を
立
て
て
敵
の
首
魁
を
誅
戮
す
る
こ
と
も
で
き

よ
う
。
し
か
も
残
虐
の
行
い
を
避
け
、
敵
の
お
も
だ
っ
た
者
だ
け
を
と

ら
え
、
醜
類
す
な
わ
ち
雑
兵
附
従
の
輩
に
ま
で
処
置
を
及
ぼ
さ
ぬ
だ
け

の
寛
大
さ
が
あ
れ
ば
咎
は
な
い
」
と
い
う
も
の
で
、
伝
（
象
伝
）
の
意

味
は
「
王
も
っ
て
出
征
す
と
い
う
の
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
邦
国
を
正
さ

ん
が
た
め
で
あ
る
」
と
な
る
。
こ
こ
で
も
有
徳
の
人
物
に
よ
る
統
率
が

戦
争
実
行
の
条
件
と
さ
れ
、
し
か
も
そ
れ
は
敵
の
首
魁
を
打
倒
し
た
時

点
で
停
止
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
敵
軍
の
殲
滅
な
ど
求
め
て
は
な

ら
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、か
つ
て
は
孔
子
が
著
作
し
た
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
「
繋
辞
伝
」

の
上
巻
第
十
二
章
は
、
理
想
的
な
政
治
を
行
な
い
う
る
為
政
者
を
、

　
　
古
の
聡
明
叡
知
、
神
武
に
し
て
殺
さ
ざ
る
者
か
。

と
定
義
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
古
の
聡
明
叡
知
、
神
の
ご
と
き
武
勇

を
そ
な
え
て
し
か
も
人
を
殺
さ
ぬ
仁
徳
の
人
の
ほ
か
に
は
あ
り
得
ぬ
で

あ
ろ
う
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
「
殺
」
は
も
ち
ろ
ん
刑
罰

と
し
て
の
死
刑
が
主
で
あ
ろ
う
が
、
戦
争
に
お
け
る
殺
人
も
含
む
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
抽
象
的
な
表
現
で
は
あ
る
が
、
殺
人
の
な
い
世
を
実
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現
し
て
く
れ
る
為
政
者
を
理
想
と
す
る
価
値
観
が
明
確
に
表
れ
て
お

り
、
注
目
さ
れ
る
。

　
さ
ら
に
『
周
易
雑
卦
伝
』
に
は
、

　
　
比
は
楽
し
み
て
師
は
憂
う
。

と
い
う
文
が
あ
り
、「
比
は
比

し
た
し

む
だ
か
ら
楽
し
み
を
と
も
な
い
、
師
は

戦
争
の
象
だ
か
ら
憂
い
を
と
も
な
う
」
と
い
う
意
味
と
さ
れ
る
。
こ
こ

で
も
や
は
り
戦
争
は
「
憂
い
を
と
も
な
う
」
行
為
で
あ
り
、
否
定
的
に

と
ら
え
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

　
以
上
、『
易
経
』
に
見
え
る
戦
争
に
関
す
る
経
文
・
伝
文
を
見
て
き
た
。

総
じ
て
戦
争
は
忌
む
べ
き
も
の
と
さ
れ
、
仁
徳
優
れ
た
将
帥
や
君
主
に

率
い
ら
れ
た
場
合
で
な
け
れ
ば
軽
々
し
く
行
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
で

あ
り
、
ま
た
敵
の
首
魁
を
倒
し
た
時
点
で
停
止
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て

い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
に
は
後
に
『
塩
鉄
論
』
で
賢
良
・
文
学

が
展
開
し
た
よ
う
な
「
絶
対
平
和
主
義
」
は
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い

の
で
あ
る
。

　二
、『
書
経
』
に
見
る
反
戦
思
想

　『
書
経
』（
尚
書
）
は
、
上
古
の
理
想
的
帝
王
で
あ
る
堯
・
舜
の
時
代

か
ら
、
春
秋
時
代
初
期
の
秦
の
穆
公
（
前
七
世
紀
中
頃
）
ま
で
の
さ
ま

ざ
ま
な
詔
勅
・
訓
戒
や
君
臣
間
の
対
話
を
集
め
た
文
献
で
あ
る
。『
旧

約
聖
書
』
に
も
比
さ
れ
る
中
国
の
古
典
中
の
古
典
と
も
言
う
べ
き
一
書

で
あ
る
が
、
と
う
て
い
実
在
を
証
明
で
き
な
い
堯
・
舜
と
臣
下
や
将
兵

と
の
対
話
な
ど
歴
史
的
事
実
と
は
見
な
し
に
く
い
記
述
が
多
い
。
し
か

し
、
だ
か
ら
こ
そ
そ
こ
に
は
、
具
体
的
歴
史
事
実
を
昇
華
し
た
普
遍
的

願
望
や
理
想
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
、
と
も
言
え
る
。

　
反
戦
・
平
和
思
想
と
い
う
観
点
か
ら
見
て
、『
書
経
』
に
お
い
て
最

も
注
目
す
べ
き
一
篇
は
商
書
・
湯
誓
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
商
（
殷
）
の

湯
王
が
暴
虐
な
夏
の
桀
王
を
討
伐
し
、
夏
王
朝
を
滅
ぼ
し
て
殷
王
朝
を

開
く
、
と
い
う
中
国
最
初
の
（
と
さ
れ
る
）
王
朝
交
代
の
さ
い
、
湯
王

と
民
衆
の
間
で
以
下
の
よ
う
な
や
り
取
り
が
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
る
。

　
　（
湯
）
王
曰
く
、
格き

た

れ
、
爾

な
ん
じ

衆
庶
よ
、
悉

こ
と
ご
とく

朕わ

が
言
を
聴
け
。
台わ

れ

小
子
敢
て
称
乱
を
行
う
に
あ
ら
ず
。
有
夏
、
罪
多
け
れ
ば
、
天
、

命
じ
て
之
れ
を
殛

き
ょ
く

せ
し
む
る
な
り
。
今
、
爾
有
衆
は
、
汝

す
な
わ

ち
曰
く
、

我
が
后き

み

は
我
が
衆
を
恤う

れ

え
ず
、我
が
穡し

ょ
く
じ事

を
舎す

て
て
、割な

ん

ぞ
正（
征
）

す
る
、
と
。
予わ

れ

、
汝

な
ん
じ

衆
の
言
を
聞
く
と
惟

い
え
ど

も
、
夏
氏
に
罪
有
り
、
予
、

上
帝
を
畏お

そ

る
れ
ば
、
敢
て
正
せ
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。

　
湯
王
は
庶
民
を
集
め
、
夏
（
の
桀
王
）
の
暴
虐
な
政
治
が
あ
ま
り
に

ひ
ど
い
の
で
天
が
自
分
に
そ
の
征
伐
を
命
じ
た
こ
と
を
告
げ
た
。
し
か

し
庶
民
は
、
ど
う
し
て
湯
王
は
我
々
の
生
活
に
配
慮
せ
ず
、
穡
事
（
農

業
）
を
放
棄
さ
せ
て
ま
で
夏
の
征
伐
を
し
よ
う
と
す
る
の
か
、
と
不
満

を
も
ら
し
た
。
そ
れ
に
対
し
湯
王
は
、「
私
は
お
前
た
ち
庶
民
の
声
を

聞
い
た
。
し
か
し
夏
に
は
罪
が
あ
り
、
私
は
上
帝
の
命
令
に
逆
ら
う
こ

と
を
恐
れ
る
の
で
、
征
伐
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
だ
」
と
答
え

た
。
そ
し
て
次
の
よ
う
に
続
け
た
。

　
　
今
、
汝

な
ん
じ

其す
な
わち

曰
く
、
夏
の
罪
其
ち
如い

か

ん台
、
と
。
夏
王
、
率こ

こ

に
衆
力
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を
遏つ

く

し
て
率
に
夏
邑
を
割

そ
こ
な

う
。
有
衆
率こ

こ

に
う
ら

み
て
協
せ
ず
し
て
、

曰
く
、
時こ

の
日
曷い

つ

か
喪ほ

ろ

び
ん
、
予わ

れ

、
汝
と
皆と

も

に
亡ほ

ろ

び
ん
、
と
。
夏

徳
玆か

く

の
若ご

と

く
な
れ
ば
、
今
朕わ

れ

必
ず
往ゆ

か
ん
。
爾

な
ん
じ

尚ね
が
わく

は
予
一
人
を

輔た
す

け
て
、天
の
罰
を
致
せ
。予
其ま

さ

に
大
い
に
汝
に
賚た

ま

わ
ん
と
す
。爾
、

信
ぜ
ざ
る
無
か
れ
、
朕
、
言
を
食

い
つ
わ

ら
ざ
る
な
り
。
爾
、
誓
言
に
従

わ
ざ
れ
ば
、予
は
則
ち
汝
を
孥ど

戮り
く

し
て
、赦ゆ

る

す
攸

と
こ
ろ

有
る
罔な

け
ん
、と
。

　
意
味
は
、「
お
前
た
ち
庶
民
は
『
夏
（
の
桀
王
）
に
い
っ
た
い
ど
う

い
う
罪
が
あ
る
の
で
す
か
』
と
聞
く
が
、桀
王
は
夏
の
庶
民
を
搾
取
し
、

首
都
を
疲
弊
さ
せ
て
い
る
。
夏
の
庶
民
は
桀
王
を
恨
ん
で
協
力
せ
ず
、

『
こ
の
（
桀
王
が
自
身
を
比
し
て
い
た
）
太
陽
は
い
つ
滅
び
る
の
だ
ろ

う
か
、
わ
れ
わ
れ
も
そ
れ
と
と
も
に
滅
ん
で
し
ま
う
だ
ろ
う
』
と
言
っ

て
い
る
。
夏
の
徳
が
こ
こ
ま
で
衰
え
た
以
上
、
私
は
征
伐
に
行
か
な
い

わ
け
に
は
い
か
な
い
。
お
前
た
ち
庶
民
は
ど
う
か
私
を
助
け
て
、
夏
に

対
す
る
天
の
罰
を
下
さ
せ
て
欲
し
い
。
そ
う
す
れ
ば
私
は
お
前
た
ち
に

大
い
に
褒
賞
を
与
え
る
だ
ろ
う
。
私
を
信
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
私

は
嘘
は
言
わ
な
い
。
も
し
お
前
た
ち
が
私
の
こ
の
誓
い
に
従
わ
な
い
の

な
ら
ば
、
私
は
お
前
た
ち
の
妻
子
ま
で
も
殺
戮
し
、
決
し
て
許
す
こ
と

は
な
い
だ
ろ
う
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
や
り
と
り
が
事
実
で
あ
っ
た
か
は
も
ち
ろ
ん
疑
わ
し

い
。
し
か
し
、
こ
こ
か
ら
は
戦
争
を
め
ぐ
る
普
遍
的
状
況
と
で
も
言
え

る
も
の
が
う
か
が
え
る
。
つ
ま
り
、
庶
民
は
基
本
的
に
戦
争
な
ど
望
ん

で
お
ら
ず
、
桀
王
の
虐
政
が
い
か
に
ひ
ど
い
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も

（
そ
れ
自
体
歴
史
的
事
実
で
あ
っ
た
か
相
当
疑
わ
し
い
が
）
そ
れ
は
夏

の
庶
民
を
苦
し
め
る
だ
け
で
あ
り16

、
自
分
た
ち
殷
の
民
に
害
が
及
ぶ
も

の
で
な
い
限
り
、
桀
王
を
討
伐
す
る
戦
争
に
自
分
た
ち
が
駆
り
出
さ
れ

る
筋
合
い
は
な
い
、
と
従
軍
を
拒
否
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
何
の
て
ら

い
も
な
い
、
率
直
極
ま
り
な
い
反
戦
の
思
い
の
表
れ
と
理
解
す
る
ほ
か

は
な
い
。

　
し
か
し
そ
れ
に
対
し
湯
王
は
、
桀
王
の
虐
政
が
い
か
に
ひ
ど
く
、
い

か
に
夏
の
庶
民
を
苦
し
め
て
い
る
か
を
説
き
、こ
れ
が
「
正
義
の
戦
争
」

で
あ
る
こ
と
を
力
説
し
、
戦
争
に
協
力
す
る
な
ら
賞
賜
に
糸
目
は
つ
け

な
い
こ
と
を
約
束
し
、
命
令
に
従
わ
な
け
れ
ば
家
族
も
ろ
と
も
皆
殺
し

に
処
す
、と
最
後
は
脅
迫
に
訴
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
は『
書

経
』
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
諸
史
料
に
よ
れ
ば
も
ち
ろ

ん
湯
王
の
意
志
は
実
行
さ
れ
、夏
は
滅
ぼ
さ
れ
て
殷
王
朝
が
成
立
し
た
、

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
一
篇
は
、
為
政
者
が
戦
争
の
大
義

名
分
を
周
知
徹
底
し
、
「
ア
メ
と
ム
チ
」
で
嫌
が
る
庶
民
を
戦
場
に
駆

り
立
て
る
構
図
が
典
型
的
に
表
れ
て
お
り
、
ま
さ
に
人
類
史
の
古
典
と

呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
貴
重
な
資
料
と
言
え
よ
う
。

　
類
似
の
状
況
は
、
以
下
の
二
つ
の
例
に
も
見
ら
れ
る
。
ま
ず
、
周
書
・

牧
誓
の
記
述
で
あ
る
。
殷
末
（
前
十
一
世
紀
末
）
の
紂
王
の
虐
政
に
対

し
、
周
の
武
王
が
諸
侯
の
軍
を
連
ね
て
反
旗
を
翻
し
、
紂
王
を
倒
し
て

殷
を
滅
亡
さ
せ
た
い
わ
ゆ
る
「
克
殷
」
の
状
況
を
描
写
し
た
箇
所
で
あ

る
。

　
　
今
、
予わ

れ

発
（「
発
」
は
武
王
の
名
）、
惟こ

れ
天
の
罰
を
恭
行
す
。

…
…
夫
子
、
勖つ

と

め
ん
か
な
。
…
…
勖
め
ん
か
な
夫
子
。
…
…
商
郊
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に
于ゆ

き
て
、
迓

と
ど
ま

ら
ず
し
て
克よ

く
奔ふ

る

い
、
以
て
西
土
に
役
せ
よ
。
勖つ

と

め
ん
か
な
夫
子
。
爾

な
ん
じ

所も

し
勖
め
ざ
れ
ば
、
其ま

さ

に
爾
の
躬
に
戮
有
ら

ん
と
す
。

　
こ
こ
で
武
王
は
、
集
合
し
た
諸
侯
の
将
兵
た
ち
（
夫
子
）
に
何
度
も

「
勖つ

と

め
ん
か
な
」
と
殷
と
の
戦
い
に
お
け
る
奮
闘
を
期
待
し
、
そ
う
し

な
け
れ
ば
逆
に
彼
ら
を
殺
戮
す
る
、
と
脅
迫
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

の
構
図
は
商
書
・
湯
誓
の
記
述
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ

う
。

　
も
う
一
つ
は
、
周
書
・
大
誥
に
見
え
る
例
で
あ
る
。
武
王
の
死
後
起

こ
っ
た
周
王
朝
の
内
乱
（
武
王
の
弟
の
管
叔
・
蔡
叔
・
霍
叔
が
殷
の
後

裔
の
武
庚
と
と
も
に
反
乱
）
に
さ
い
し
、
成
王
（
ま
た
は
そ
れ
を
補
佐

し
た
周
公
）
が
鎮
圧
の
た
め
の
軍
を
派
遣
す
べ
く
占
い
を
行
う
と
、
全

て
「
吉
」
と
出
た
。
と
こ
ろ
が
、
集
め
ら
れ
た
周
の
将
兵
や
友
国
の
君

主
た
ち
は
、「
予
小
子
に
越お

い

て
は
考
翼
な
れ
ば
、
征
す
べ
か
ら
ず
。
王
、

害な
ん

ぞ
卜
に
違
わ
ざ
る
（
管
叔
ら
は
成
王
に
と
っ
て
は
父
兄
に
当
た
る
の

で
、
征
伐
す
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
王
は
な
ぜ
占
い
に
逆
ら
お
う
と

は
し
な
い
の
で
す
か
）」
と
、
占
い
の
結
果
に
逆
ら
っ
て
ま
で
も
戦
う

べ
き
で
は
な
い
、
と
難
色
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
武
王

の
子
の
成
王
（
ま
た
は
周
公
）
は
「
嗚
呼
、
允

ま
こ
と

に
蠢

う
ご
め

け
ば
、
鰥か

ん

寡か

は
哀

し
い
か
な
（
あ
あ
、
ま
こ
と
に
戦
乱
が
起
こ
る
と
、
身
寄
り
の
な
い
鰥

や
も
め

や
寡

ひ
と
り
も
のは

最
も
悲
惨
な
境
遇
と
な
ろ
う
）」
と
理
解
を
示
し
つ
つ
も
、「
敢

て
上
帝
の
命
に
替た

が

わ
ず
。
…
…
矧い

わ

ん
や
今
、
卜
は
並
び
に
吉
な
り
。
肆ゆ

え

に
朕わ

れ

は
誠ま

さ

に
爾

な
ん
じ

を
以い

て
東
征
す
べ
し
。
天
命
僭た

が
わわ

ず
。
卜
の
陳の

ぶ
る
は

惟こ

れ
玆か

く
の
若ご

と

し
（
上
帝
の
命
令
に
は
逆
ら
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

…
…
ま
し
て
今
、
占
い
の
結
果
は
全
て
吉
と
出
て
い
る
。
し
た
が
っ
て

私
は
お
前
た
ち
を
率
い
て
東
進
し
反
徒
を
討
伐
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
天
命
に
誤
り
は
な
い
。
占
い
が
示
し
て
い
る
の
は
そ
う
い
う
こ
と

だ
）」
と
あ
く
ま
で
占
い
の
と
お
り
に
反
乱
を
討
伐
す
る
こ
と
が
天
命

に
か
な
う
こ
と
だ
と
主
張
し
、
そ
れ
を
実
行
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
内
乱
討
伐
を
「
吉
」
と
し
た
占
い
に
逆
ら

う
こ
と
を
将
兵
た
ち
が
望
ん
だ
こ
と
、
そ
れ
に
対
し
為
政
者
側
も
一
定

程
度
理
解
を
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
で
も
結
局

は
占
い
の
結
果
や
「
天
命
」
を
タ
テ
に
討
伐
は
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
る

が
、
一
時
的
と
は
い
え
人
々
が
為
政
者
に
対
し
て
堂
々
と
反
戦
を
唱
え

て
い
る
点
は
商
書
・
湯
誓
と
共
通
し
て
お
り
、『
塩
鉄
論
』
の
賢
良
・

文
学
の
主
張
し
た
「
絶
対
平
和
主
義
」
に
通
じ
る
要
素
と
し
て
注
目
さ

れ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、こ
こ
で
示
さ
れ
た
為
政
者
側
の
「
理
解
」
は
、

そ
れ
を
も
う
一
歩
進
め
て
平
和
的
解
決
へ
と
動
き
出
す
こ
と
が
、
為
政

者
に
求
め
ら
れ
る
姿
で
あ
る
こ
と
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
と
理
解
で
き

る
。

　
な
お
、『
書
経
』
に
は
漢
代
か
ら
魏
晋
期
に
か
け
て
偽
作
さ
れ
た
篇

目
が
存
在
し
て
い
る
（
「
偽
古
文
尚
書
」
な
ど
と
称
す
る
）。
そ
の
う
ち

の
一
篇
で
あ
る
大
禹
謨
に
は
、
禹
の
統
治
に
従
わ
な
い
「
苗
」
族
に
対

し
、
禹
が
側
近
の
「
惟た

だ
徳
の
み
天
を
動
か
し
、
…
…
至し

か

ん諴
は
神
を
感

ぜ
し
む
れ
ば
、矧い

わ

ん
や
玆こ

の
有
苗
を
や
（
徳
だ
け
が
天
を
も
感
動
さ
せ
、

…
…
至
上
の
穏
和
は
神
を
も
感
動
さ
せ
る
も
の
、
ま
し
て
や
苗
を
動
か
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さ
な
い
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
）」
と
い
う
助
言
を
受
け
て
軍
を
撤
退
さ

せ
、「
誕お

お

い
に
文
徳
を
敷
き
」、
苗
に
特
別
な
舞
踊
を
見
せ
た
と
こ
ろ
、

し
ば
ら
く
し
て
徳
に
感
化
さ
れ
た
苗
が
服
従
す
る
べ
く
来
訪
し
た
、
と

記
さ
れ
て
い
る
。「
文
徳
に
よ
る
感
化
政
治
を
強
調
す
る
あ
た
り
は
ま
っ

た
く
儒
教
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
典
型
的
な
露
呈
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ

う
。
…
…
偽
作
者
の
拙
劣
さ
を
露
見
し
て
い
る
」17

と
研
究
者
に
は
酷
評

さ
れ
る
一
篇
で
あ
る
が
、
ま
つ
ろ
わ
ぬ
異
民
族
を
も
徳
に
よ
る
感
化
で

手
な
づ
け
ら
れ
る
、
と
い
う
考
え
方
は
『
塩
鉄
論
』
の
賢
良
・
文
学
の

主
張
に
も
色
濃
く
見
ら
れ
る
典
型
的
「
儒
家
的
平
和
主
義
」
で
あ
る
。

と
同
時
に
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
戦
国
か
ら
前
漢
中
期
に
か
け
て
成
立

し
た
と
考
え
ら
れ
る
諸
子
百
家
の
多
数
の
書
籍
に
も
見
ら
れ18

、
そ
の
時

代
に
学
派
を
問
わ
ず
流
行
し
た
逸
話
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
逆
に

言
え
ば
こ
の
主
張
は
前
漢
中
期
に
お
い
て
は
も
は
や
陳
腐
化
し
て
お

り
、
塩
鉄
会
議
に
お
い
て
主
戦
論
を
展
開
す
る
政
府
高
官
を
論
破
す
る

武
器
に
は
な
り
得
な
く
な
っ
て
い
た
。
賢
良
・
文
学
が
漢
側
の
譲
歩
を

前
提
と
す
る
「
絶
対
平
和
主
義
」
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
主
張
を
し
た
の

は
そ
う
し
た
背
景
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
さ
い
に
、
直
接

引
用
は
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、『
書
経
』
商
書
・
湯
誓
や
周
書
・
大

誥
に
見
え
る
素
朴
な
反
戦
論
は
大
き
な
力
添
え
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。

三
、『
礼
記
』
に
見
る
反
戦
思
想

　『
礼
記
』
は
、
儒
家
思
想
の
最
大
の
特
徴
と
も
い
え
る
詳
細
・
煩
瑣

な
「
礼
」（
礼
儀
作
法
）
を
集
大
成
し
た
書
籍
で
あ
る
。
分
量
も
多
く
、

内
容
も
き
わ
め
て
多
彩
で
あ
り
、戦
争
に
関
す
る
記
述
も
少
な
く
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、『
礼
記
』
か
ら
は
戦
争
そ
の
も
の
を
忌
避
・
否
定
す

る
「
絶
対
平
和
主
義
」
の
観
念
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
た
だ
し
、
戦
時
に
お
け
る
「
礼
」
に
つ
い
て
の
言
及
は
随
所
に
見
ら

れ
る
。
ま
ず
は
檀
弓
下
篇
の
記
述
か
ら
。

　
　
呉
、
陳
を
侵
す
。
祀
を
斬
り
厲れ

い

を
殺
す
。
師
、
還
り
て
竟
を
出
づ

る
に
、
陳
の
大
宰
嚭ひ

、
師
に
使
す
。
夫
差
、
行
人
儀
に
謂
い
て
曰

く
、
是
の
夫
や
多
言
す
、
盍な

ん

ぞ
嘗

こ
こ
ろ

み
に
問
わ
ざ
る
。
師
、
必
ず
名

有
り
。人
の
斯
の
師
を
称
す
る
者
は
、則
ち
之
れ
を
何
と
謂
う
、と
。

大
宰
嚭
曰
く
、
古
の
侵
伐
す
る
者
は
、
祀
を
斬
ら
ず
、
厲
を
殺
さ

ず
、
二
毛
を
獲と

ら

え
ず
。
今
斯
の
師
や
、
厲
を
殺
せ
る
か
、
其
れ
之

れ
を
厲
を
殺
す
の
師
と
謂
わ
ざ
ら
ん
か
、
と
。

　
春
秋
時
代
末
期
に
呉
が
陳
を
侵
略
し
、「
祀
」（
神
木
）
や
「
厲
」（
病

人
）
を
殺
し
た
。
陳
の
大
宰
の
嚭
が
使
者
と
し
て
呉
の
軍
に
や
っ
て
く

る
と
、
呉
王
の
夫
差
は
、「
軍
を
出
す
以
上
は
何
ら
か
の
大
義
名
分
が

必
要
で
あ
る
。
わ
が
軍
の
今
回
の
行
動
を
世
間
は
な
ん
と
呼
ん
で
い
る

か
」
と
尋
ね
た
。
そ
れ
に
対
し
嚭
は
「
昔
は
他
国
に
侵
入
し
た
軍
は
神

木
を
切
ら
ず
、
病
人
は
殺
さ
ず
、
老
人
は
捕
虜
に
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

し
か
し
今
回
の
軍
は
厲
を
殺
し
た
そ
う
で
。
だ
か
ら
こ
の
軍
は
『
病
人

殺
し
の
軍
』
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」
と
答
え
た
。

　
こ
こ
で
は
戦
場
に
お
け
る
ル
ー
ル
と
し
て
、相
手
国
の
神
木
の
伐
採
、
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病
人
の
殺
害
、
老
人
の
捕
虜
化
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
他
、
少
年
で
あ
り
な
が
ら
勇
戦
奮
闘
し
て
戦
死
し
た
者
を
、
少
年

と
し
て
の
葬
礼
（
殤
）
で
は
な
く
一
人
前
の
兵
士
と
し
て
葬
っ
た
こ
と

を
孔
子
が
賞
賛
し
た
逸
話
、
敗
走
す
る
敵
軍
を
王
命
で
心
な
ら
ず
も
追

撃
し
た
射
手
が
、
わ
ず
か
三
人
敵
兵
を
射
殺
し
た
だ
け
で
引
き
返
し
た

行
為
を
孔
子
が
「
礼
有
り
」
と
賞
賛
し
た
逸
話
な
ど
、
檀
弓
下
篇
に
は

戦
時
に
お
け
る
「
礼
」
に
つ
い
て
の
記
述
が
多
い
。

　
ま
た
、
月
々
の
為
す
べ
き
こ
と
、
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
定
め
た

月
令
篇
を
見
る
と
、
孟
春
之
月
（
正
月
）、
季
夏
之
月
（
六
月
）
に
は

そ
れ
ぞ
れ
「
兵
を
称あ

ぐ
べ
か
ら
ず
」「
兵
を
起
こ
し
衆
を
動
か
す
べ
か

ら
ず
」
と
戦
争
を
起
こ
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
曾
子
問
篇
に
は
（
親
の
死
後
に
服
す
る
）
三
年
の
喪
の
最
中
に
従

軍
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
あ
る
。
一
方
、
礼
運
篇
に
は
、
戦
争
も
犯
罪

も
な
か
っ
た
上
古
の
「
大
同
」
の
世
が
や
や
す
た
れ
て
「
小
康
」
の
世

に
な
っ
た
さ
い
に
戦
争
が
始
ま
っ
た
が
、禹
（
夏
王
朝
初
代
の
王
）・
湯
・

文
王
（
周
王
朝
初
代
の
武
王
の
父
。
理
想
的
君
主
と
さ
れ
た
）・
武
王
・

成
王
・
周
公
は
い
ず
れ
も
「
礼
」
を
尊
重
し
、
人
々
の
信
義
を
集
め
た

た
め
、
む
し
ろ
戦
争
を
行
う
こ
と
で
功
業
を
成
し
た
、
と
い
う
記
述
が

あ
る
。
有
徳
の
君
主
に
よ
る
「
礼
」
に
か
な
っ
た
戦
争
は
、
決
し
て
否

定
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。

　
し
か
し
、
同
じ
礼
運
篇
に
「
信
を
講
じ
睦
を
脩
む
、
之
れ
を
人
の
利

と
謂
う
。
争
奪
相
い
殺
す
、
之
れ
を
人
の
患
と
謂
う
」（
信
頼
し
あ
い

親
睦
を
深
め
る
こ
と
が
万
人
の
利
益
で
あ
り
、
奪
い
合
い
殺
し
合
う
こ

と
が
万
人
の
災
害
で
あ
る
）
と
も
見
え
る
よ
う
に
、
殺
人
・
戦
争
が
多

く
の
人
間
に
と
っ
て
憂
う
べ
き
害
悪
で
あ
る
こ
と
も
『
礼
記
』
は
当
然

認
め
る
。
で
は
ど
う
す
れ
ば
そ
う
し
た
害
悪
を
防
げ
る
の
か
。

　
　
信
を
講
じ
睦
を
脩
め
、
辞
譲
を
尚

た
っ
と

び
、
争
奪
を
去
る
所ゆ

え

ん以
は
、
礼

を
舎お

き
て
、
何
を
以
て
か
之
れ
を
治
め
ん
。（
礼
運
篇
）

　
結
局
、
人
間
の
幸
福
で
あ
る
相
互
信
頼
・
親
睦
を
醸
成
し
、
不
幸
で

あ
る
奪
い
合
い
・
争
い
を
除
去
す
る
に
は
、「
礼
」
を
定
着
さ
せ
る
し

か
な
い
、
と
『
礼
記
』
は
結
論
づ
け
る
の
で
あ
る19

。
そ
れ
で
は
、
煩
瑣

極
ま
り
な
い
「
礼
」
の
中
か
ら
、
特
に
戦
争
回
避
に
結
び
つ
き
そ
う
な

も
の
を
抽
出
し
て
み
る
と
ど
う
な
る
か
。

　
ま
ず
心
の
持
ち
よ
う
と
し
て
は
、「
譲
を
致
せ
ば
以
て
争
い
を
去
る

な
り
」（
祭
義
篇
）、「
君
子
尊
譲
す
れ
ば
則
ち
争
わ
ず
」（
郷
飲
酒
義
篇
）

と
見
え
る
よ
う
に
、「
譲
」（
謙
譲
）
が
重
要
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、

　
　
子
（
孔
子
）
云い

わ

く
、
善
は
則
ち
人
を
称
し
、
過
ち
は
則
ち
己
を
称

す
れ
ば
、
則
ち
民
争
わ
ず
。
善
は
則
ち
人
を
称
し
、
過
ち
は
則
ち

己
を
称
す
れ
ば
、
則
ち
怨
み
益
ま
す
亡な

し
。
…
…
子
云
く
、
善
は

則
ち
人
を
称
し
、
過
ち
は
則
ち
己
を
称
す
れ
ば
、
則
ち
民
、
善
に

譲
る
。
…
…
子
云
く
、
善
は
則
ち
君
を
称
し
、
過
ち
は
則
ち
己
を

称
す
れ
ば
、
則
ち
民
、
忠
に
作お

こ

る
。
…
…
子
云
く
、
善
は
則
ち
親

を
称
し
、過
ち
は
則
ち
己
を
称
す
れ
ば
、則
ち
民
、孝
に
作
る
。（
坊

記
篇
）

と
見
え
る
よ
う
に
、
善
事
・
功
業
は
他
人
の
お
か
げ
、
過
失
は
自
分
の

せ
い
、
と
い
う
態
度
を
徹
底
的
に
と
る
の
で
あ
る
。
一
人
一
人
が
そ
の
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よ
う
な
態
度
を
と
り
続
け
る
こ
と
で
、
世
の
中
か
ら
怨
み
や
争
い
は
な

く
な
る
、と
い
う
こ
と
に
な
る
。
特
に
孔
子
が
生
き
た
春
秋
時
代
末
期
・

戦
国
時
代
初
期
（
前
五
世
紀
末
）
は
地
方
君
主
た
る
諸
侯
が
戦
争
の
主

役
で
あ
っ
た
の
で
、
い
か
に
し
て
諸
侯
た
ち
の
戦
意
を
抑
制
し
未
然
に

戦
争
を
防
ぐ
か
、
に
つ
い
て
『
礼
記
』
は
か
な
り
具
体
的
な
方
法
を
提

示
し
て
い
る
。

　
ま
ず
、「
楽
至
れ
ば
、
則
ち
怨
み
無
く
、
礼
至
れ
ば
則
ち
争
わ
ず
」（
楽

記
篇
）
と
あ
る
よ
う
に
、
音
楽
の
習
熟
を
非
常
に
重
視
し
て
い
る
。
音

楽
は
、
単
に
聴
い
た
り
歌
っ
た
り
演
奏
し
た
り
す
る
こ
と
を
重
視
し
て

い
る
の
で
は
な
い
。
音
楽
に
合
わ
せ
、「
礼
」
の
作
法
に
従
っ
て
、
弓

を
射
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
古

い
に
し
えは

天
子
、
射
を
以
て
諸
侯
・
卿
・
大
夫
・
士
を
選
ぶ
。
射
は
男

子
の
事
な
り
、
因よ

り
て
之
れ
を
飾

と
と
の

う
る
に
礼
楽
を
以
て
す
。
故
に

事
の
礼
楽
を
尽
く
し
て
、
数し

ば

し
ば
為
し
て
以
て
徳
行
を
立
つ
べ
き

者
は
、
射
に
若し

く
は
莫な

し
。（
射
義
篇
）

　
つ
ま
り
、
い
に
し
え
の
君
主
は
、「
礼
」
に
の
っ
と
り
、
音
楽
に
調

和
し
た
動
作
で
正
確
に
的
を
射
抜
け
る
男
子
を
抜
擢
し
た
、
と
い
う
の

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
制
度
を
整
え
る
こ
と
で
、

　
　
是こ

こ

を
以
て
諸
侯
の
君
臣
、
志
を
射
に
尽
く
し
て
、
以
て
礼
楽
を
習

う
。
夫そ

れ
君
臣
礼
楽
を
習
い
て
以
て
流
亡
す
る
者
、
未
だ
之
れ
有

ら
ざ
る
な
り
。
…
…
是
を
以
て
天
子
、
之
れ
を
制
し
て
、
諸
侯
務

む
。
此
れ
天
子
の
諸
侯
を
養
い
て
、
兵
用
い
ず
し
て
、
諸
侯
自
ら

正
し
き
こ
と
を
為
す
所
以
の
具
な
り
。（
同
右
）

　
諸
侯
の
国
々
で
は
君
臣
と
も
に
「
礼
」
と
音
楽
と
射
術
の
訓
練
に
励

み
、
そ
の
で
き
映
え
に
よ
っ
て
天
子
（
王
）
か
ら
顕
彰
や
封
建
を
受
け

る
。
戦
争
に
参
加
し
う
る
男
子
を
そ
の
よ
う
な
営
為
に
没
頭
さ
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、「
兵
用
い
ず
し
て
」
諸
侯
が
お
の
ず
か
ら
正
し
く
治
ま
っ

て
い
く
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
加
え
て
聘
礼
（
訪
問
・
見
舞
い
の
さ
い
の
「
礼
」）
を
順
守
さ
せ
る

こ
と
で
、
天
子
に
よ
る
諸
侯
統
治
は
よ
り
安
定
す
る
と
い
う
。
聘
義
篇

は
以
下
の
よ
う
に
記
述
す
る
。

　
　
敬
譲
は
、
君
子
の
相
い
接
す
る
所ゆ

え

ん以
な
り
。
故
に
諸
侯
、
相
い
接

す
る
に
敬
譲
を
以
て
す
れ
ば
、
則
ち
相
い
侵
陵
せ
ず
。
…
…
故
に

天
子
諸
侯
に
制
し
、
比
年
に
小
聘
し
、
三
年
に
大
聘
し
、
相
い
厲

は
げ
ま

す
に
礼
を
以
て
せ
し
む
。
…
…
諸
侯
、
相
い
厲
ま
す
に
礼
を
以
て

す
れ
ば
、
則
ち
外
、
相
い
侵
さ
ず
、
内
、
相
い
陵し

の

が
ず
。
此
れ
天

子
の
諸
侯
を
養
う
所
以
に
し
て
、
兵
用
い
ず
し
て
諸
侯
自
ら
正
を

為
す
の
具
な
り
。

　「
敬
譲
」
の
心
を
保
っ
て
交
際
す
れ
ば
、
諸
侯
同
士
が
攻
め
あ
う
こ

と
は
な
く
な
る
。
そ
こ
で
天
子
は
、
毎
年
大
夫
を
使
者
と
し
て
往
来
さ

せ
る
「
小
聘
」
を
、
三
年
ご
と
に
卿
を
使
者
と
し
て
往
来
さ
せ
る
「
大

聘
」
を
行
な
い
、
諸
侯
の
聘
問
を
励
行
す
る
。
そ
れ
が
「
礼
」
の
規
定

ど
お
り
実
行
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
成
果
と
し
て
、
外
は
諸
侯
同
士
侵
害
し

あ
わ
ず
、
内
は
君
臣
上
下
が
害
し
あ
わ
な
く
な
る
。
こ
れ
こ
そ
ま
さ
し

く
天
子
が
諸
侯
を
う
ま
く
統
治
す
る
方
法
で
あ
り
、
諸
侯
も
「
兵
用
い

ず
し
て
」、
つ
ま
り
武
力
に
頼
る
こ
と
な
く
自
国
を
正
し
く
治
め
る
方
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法
で
あ
る
、
と
い
う
。

　
さ
ら
に
、
聘
礼
に
お
い
て
諸
侯
の
贈
答
品
に
多
額
の
出
費
を
か
け
さ

せ
る
の
も
、
諸
侯
統
治
の
要
諦
だ
と
い
う
。

　
　
諸
侯
、相
い
厲
す
に
財
を
軽
ん
じ
礼
を
重
ん
ず
る
を
以
て
す
れ
ば
、

則
ち
民
、
譲
を
作な

す
。
…
…
然
り
而
し
て
財
を
用
う
る
こ
と
此か

く

の
如
く
其
れ
厚
く
す
る
者
は
、
之
れ
を
礼
に
尽
く
せ
ば
、
則
ち
内

は
君
臣
相
い
陵
が
ず
、
外
は
相
い
侵
さ
ず
。
故
に
天
子
、
之
れ
を

制
し
て
、
諸
侯
、
焉
を
務
む
る
こ
と
爾し

か

り
。（
同
右
）

　
そ
し
て
、
聘
礼
に
射
礼
を
加
え
る
こ
と
で
、
天
子
に
よ
る
諸
侯
統
治

は
「
盛
徳
」
に
至
る
。

　
　
聘
・
射
の
礼
は
、
至
っ
て
大
礼
な
り
。
質
明
に
し
て
始
め
て
事
を

行
な
い
、
日
、
幾ほ

と

ん
ど
中
し
て
后の

ち

に
礼
成
る
。
強
有
力
の
者
に
非

ざ
れ
ば
、
行
う
こ
と
能
わ
ざ
る
な
り
。
故
に
強
有
力
の
者
は
、
将ま

さ

に
以
て
礼
を
行
わ
ん
と
す
る
や
、
酒
清
み
人
渇
す
れ
ど
も
、
敢
て

飲
ま
ざ
る
な
り
。
肉
乾
き
人
飢
う
れ
ど
も
、
敢
て
食
ら
わ
ざ
る
な

り
。
日
莫く

れ
人
倦
め
ど
も
、
斉
荘
正
斉
に
し
て
、
敢
て
解
惰
せ
ず
。

以
て
礼
節
を
成
し
、
以
て
君
臣
を
正
し
、
以
て
父
子
を
親
し
く
し
、

以
て
長
幼
を
和
す
。
此
れ
衆
人
の
難
ん
ず
る
所
に
し
て
、
而
し
て

君
子
之
れ
を
行
う
。
故
に
之
れ
を
有
行
と
謂
う
。
有
行
を
之
れ
有

義
と
謂
う
。
有
義
を
之
れ
勇
敢
と
謂
う
。
故
に
勇
敢
に
貴
ぶ
所
の

者
は
、
其
の
能
く
以
て
義
を
立
つ
る
を
貴
ぶ
な
り
。
義
を
立
つ
る

に
貴
ぶ
所
の
者
は
、
其
の
行
い
有
る
を
貴
ぶ
な
り
。
行
い
有
る
を

貴
ぶ
所
の
者
は
、
其
の
礼
を
行
う
を
貴
ぶ
な
り
。
故
に
勇
敢
に
貴

ぶ
所
の
者
は
、
其
の
敢
て
礼
儀
を
行
う
を
貴
ぶ
な
り
。
故
に
勇
敢

強
有
力
の
者
は
、
天
下
事
無
け
れ
ば
、
則
ち
之
れ
を
礼
義
に
用
い
、

天
下
事
有
れ
ば
、
則
ち
之
れ
を
戦
勝
に
用
う
。
之
れ
を
戦
勝
に
用

う
れ
ば
則
ち
敵
無
く
、之
れ
を
礼
義
に
用
う
れ
ば
則
ち
順
治
な
り
。

外
、
敵
無
く
、
内
、
順
治
な
る
、
此
を
盛
徳
と
謂
う
。（
同
右
）

　
聘
礼
と
射
礼
を
完
遂
す
る
に
は
終
日
飲
ま
ず
食
わ
ず
で
取
り
組
む
必

要
が
あ
り
、
そ
れ
は
到
底
常
人
に
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。「
礼
」
に

精
通
し
、
か
つ
心
身
強
健
な
君
子
で
な
け
れ
ば
不
可
能
で
あ
る
。
そ
う

し
た
人
物
が
儀
礼
を
成
し
遂
げ
る
と
「
有
行
」「
有
義
（
節
義
が
有
る
）」

「
勇
敢
」
と
の
賞
賛
を
得
ら
れ
る
。
そ
し
て
天
子
は
そ
の
よ
う
な
心
身

強
健
な
君
子
た
ち
を
、
天
下
が
平
和
で
あ
れ
ば
儀
礼
の
遂
行
に
当
た
ら

せ
、
有
事
の
さ
い
は
戦
争
で
活
躍
さ
せ
る
、
そ
う
す
れ
ば
外
に
は
敵
が

い
な
く
な
り
、内
は
彼
ら
に
影
響
さ
れ
て
従
順
な
人
民
ば
か
り
と
な
る
、

つ
ま
り
は
「
盛
徳
」
の
世
が
実
現
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
本
来
『
礼
記
』
中
の
一
篇
で
あ
っ
た
『
中
庸
』20

か
ら
も
注

目
す
べ
き
記
述
を
拾
い
出
し
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
、
第
二
段
第
二
節
の

孔
子
と
そ
の
弟
子
・
子
路
と
の
問
答
に
見
え
る
。

　
　
子
路
、
強
を
問
う
。
子
曰
く
、
南
方
の
強
か
、
北
方
の
強
か
、
抑そ

も

そ
も
而

な
ん
じ

の
強
か
。
寛
柔
以
て
教
え
、
無
道
に
報
ぜ
ざ
る
は
、
南
方

の
強
な
り
。
君
子
之
れ
に
居
る
。
金
革
を
衽に

ん

と
し
、
死
す
る
も
厭

わ
ざ
る
は
、
北
方
の
強
な
り
。
而
の
強
者
之
れ
に
居
る
。

　「
強
い
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
、
と
尋
ね
る
子
路
に
、
孔
子

は
強
さ
に
は
「
南
方
の
強
」
と
「
北
方
の
強
」
が
あ
り
、
寛
大
・
柔
軟
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な
姿
勢
で
人
々
を
教
え
導
き
、
無
道
な
行
為
を
さ
れ
て
も
報
復
な
ど
し

な
い
こ
と
を
「
南
方
の
強
」
と
い
い
、
戦
闘
を
任
と
し
死
を
辞
さ
な
い

と
い
う
一
般
的
に
理
解
し
や
す
い
強
さ
を
「
北
方
の
強
」
と
称
し
、
子

路
の
考
え
る
強
さ
と
は
後
者
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
、
と
答
え
て

い
る
。

　
こ
こ
で
、「
南
方
の
強
」
の
特
徴
と
し
て
「
無
道
に
報
ぜ
ざ
る
」（
無

道
な
行
為
に
対
し
て
報
復
を
し
な
い
）
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

注
目
さ
れ
る
。
こ
こ
で
の
問
答
は
、
中
庸
の
徳
を
体
得
し
た
孔
子
最
愛

の
弟
子
・
顔
回
を
「
南
方
の
強
」
に
な
ぞ
ら
え
、
果
断
・
剛
毅
な
性
格

で
孔
子
に
愛
さ
れ
た
子
路
を
「
北
方
の
強
」
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
と
も

解
釈
さ
れ
て
い
る21

が
、そ
れ
が
正
し
い
と
す
る
と
、「
無
道
に
報
ぜ
ざ
る
」

と
い
う
「
無
抵
抗
主
義
」
と
も
い
う
べ
き
姿
勢
を
顔
回
が
示
し
、
そ
れ

を
孔
子
が
高
く
評
価
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
次
節
で
見
る
よ
う
に
顔

回
の
「
無
抵
抗
主
義
」
は
『
論
語
』
に
も
見
出
せ
る
の
で
あ
り
、『
塩

鉄
論
』
の
賢
良
・
文
学
が
示
す
「
絶
対
平
和
主
義
」
に
共
通
す
る
理
念

が
こ
こ
に
見
ら
れ
る
と
い
う
点
で
注
目
し
て
お
き
た
い22

。
　

　『
礼
記
』
に
見
え
る
戦
争
に
関
わ
る
記
述
の
う
ち
、
重
要
と
思
わ
れ

る
も
の
は
以
上
で
あ
る
。
特
に
射
義
篇
・
聘
義
篇
に
見
え
る
、
射
礼
と

聘
礼
を
奨
励
す
る
こ
と
で
射
術
に
優
れ
た
強
力
な
将
兵
を
育
成
で
き
る

一
方
、
平
時
に
は
礼
節
を
体
得
し
た
彼
ら
の
存
在
自
体
が
民
衆
の
教
化

に
役
立
つ
、
と
い
う
一
石
二
鳥
的
記
述
は
、
断
片
的
な
「
礼
」
の
雑
多

な
集
成
に
見
え
る
『
礼
記
』
に
あ
っ
て
、
論
理
的
な
展
開
が
見
ら
れ
る

数
少
な
い
部
分
で
あ
る
と
言
え
る
。
た
だ
し
、
実
際
の
歴
史
は
も
ち
ろ

ん
そ
の
よ
う
に
は
展
開
せ
ず
、
諸
侯
間
の
抗
争
は
激
化
す
る
一
方
と
な

り
、
つ
い
に
は
専
制
君
主
制
と
軍
国
主
義
を
標
榜
す
る
法
家
思
想
を
採

用
し
た
秦
の
圧
倒
的
軍
事
力
に
よ
っ
て
中
国
社
会
は
初
め
て
統
一
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
結
局
、
儒
家
が
理
想
と
し
た
「
徳
に
溢
れ
た
将
帥

に
率
い
ら
れ
、
礼
節
を
身
に
つ
け
た
強
力
な
軍
隊
が
抑
制
的
に
ふ
る
ま

う
戦
争
」
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
は
現
実
に
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　四
、『
論
語
』
に
見
る
反
戦
思
想

　『
論
語
』
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
儒
学
の
開
祖
で
あ
る
孔
子
と
弟
子

た
ち
の
問
答
を
中
心
と
し
た
、
初
期
儒
家
集
団
の
言
行
録
で
あ
る
。
た

だ
し
、
孔
子
本
人
が
著
し
た
も
の
で
は
な
く
、
孔
子
没
後
、
弟
子
た
ち

の
間
で
次
第
に
記
述
・
整
理
さ
れ
、
前
漢
初
期
（
前
二
世
紀
頃
）
に
ま

と
め
ら
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る23

。
儒
家
が
教
団
と
し
て
活
動
を
始
め

た
当
時
の
言
行
を
生
き
生
き
と
記
録
し
た
も
の
で
あ
り
、
儒
家
集
団
の

基
本
的
価
値
観
や
思
想
が
脚
色
な
く
直
截
に
記
録
さ
れ
た
可
能
性
が
高

い
文
献
と
み
な
し
う
る
。

　
ま
ず
、
述
而
篇
に
、

　
　
子
の
慎
む
所
は
、
斉
、
戦
、
疾
。

と
い
う
一
句
が
あ
る
。
孔
子
が
つ
つ
し
ん
で
対
応
し
た
の
は
祭
祀
に
お

け
る
物
忌
（
斉
）
と
、
戦
争
と
、
病
気
で
あ
っ
た
、
と
い
う
意
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
「
戦
争
を
一
大
事
と
考
え
、
慎
重
に
対
応
す
る
」
と

い
う
意
で
あ
る
か
ら
、
反
戦
思
想
と
ま
で
は
言
え
な
い
。
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続
い
て
、
泰
伯
篇
に
、

　
　
曾そ

う

し子
曰
く
、
能
を
以
て
不
能
に
問
い
、
多
き
を
以
て
寡

す
く
な

き
に
問
い
、

有
れ
ど
も
無
き
が
若ご

と

く
、
実
つ
れ
ど
も
虚
し
き
が
若
く
、
犯
さ
れ

て
も
校
い
ず
。
昔む

か

し者
、
吾
が
友
、
嘗か

つ

て
斯こ

こ

に
従
事
せ
り
、
と
。

　
孔
子
の
優
秀
な
弟
子
で
あ
っ
た
曾
子
が
、
そ
れ
以
上
に
優
秀
な
弟
子

で
孔
子
が
最
も
愛
し
た
顔
回
（
顔
淵
）
に
つ
い
て
、「
才
能
が
あ
る
の

に
無
い
も
の
に
教
え
を
乞
い
、
知
識
が
豊
か
で
あ
る
の
に
乏
し
い
も
の

に
教
え
を
乞
い
、
有
っ
て
も
無
い
よ
う
に
、
充
実
し
て
い
て
も
か
ら
っ

ぽ
の
よ
う
に
ふ
る
ま
い
、
害
さ
れ
て
も
し
か
え
し
を
し
な
い
。
昔
、
わ

が
友
の
顔
回
は
そ
の
よ
う
に
つ
と
め
た
も
の
だ
」
と
回
顧
し
た
一
文
で

あ
る
。
十
分
な
学
識
が
あ
っ
て
も
お
ご
る
こ
と
な
く
、
な
お
劣
っ
た
人

間
か
ら
も
何
か
を
学
ぼ
う
と
す
る
顔
回
の
貪
欲
な
探
究
心
と
、
謙
虚
な

姿
勢
を
た
た
え
た
内
容
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
「
害
さ
れ
て
も
し
か
え
し

を
し
な
い
」（
犯
而
不
校
）
と
い
う
一
句
が
あ
る
点
に
注
目
さ
れ
る
。

な
ん
ら
か
の
危
害
が
加
え
ら
れ
て
も
反
撃
を
し
な
い
こ
と
が
顔
回
の
美

徳
と
し
て
特
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
顔
回
一
人

の
個
人
的
態
度
に
過
ぎ
な
い
か
も
し
れ
ず
、
初
期
儒
家
集
団
全
体
に
共

有
さ
れ
た
態
度
で
あ
っ
た
と
は
言
い
切
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
門
弟

第
一
の
英
才
と
さ
れ
た
顔
回
の
美
質
と
し
て
他
の
者
も
見
習
う
べ
き
徳

目
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
意
味
は
大
き
い
。

　
続
い
て
顔
淵
篇
に
、

　
　
子
貢
、
政
を
問
う
。
子
曰
く
、
食
を
足
し
兵
を
足
し
、
民
を
し
て

之
れ
を
信
ぜ
し
む
、
と
。
子
貢
曰
く
、
必
ず
已や

む
を
得
ず
し
て
去

ら
ば
、
斯こ

の
三
者
に
於
て
何い

ず

れ
か
先
に
せ
ん
、
と
。
曰
く
、
兵
を

去
ら
ん
、
と
。
曰
く
、
必
ず
已
む
を
得
ず
し
て
去
ら
ば
、
斯
の
二

者
に
於
て
何
れ
か
先
に
せ
ん
、
と
。
曰
く
、
食
を
去
ら
ん
。
古
よ

り
皆
死
あ
り
、
民
は
信
無
く
ん
ば
立
た
ず
。

と
見
え
る
。
最
後
の
一
句
が
き
わ
め
て
有
名
な
篇
で
あ
る
。
政
治
の
要

諦
で
あ
る
食
糧
、
軍
備
、
信
頼
の
う
ち
、
ど
う
し
て
も
捨
て
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
し
た
ら
ど
れ
を
先
に
し
ま
す
か
、
と
い
う
子
貢
の
問
い
に

対
し
、
孔
子
は
真
っ
先
に
「
兵
（
軍
備
）」
を
捨
て
る
と
答
え
た
。
も

ち
ろ
ん
、
最
初
に
三
つ
の
政
治
の
要
諦
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い

る
以
上
、孔
子
が
軍
備
を
軽
視
し
た
と
は
言
え
な
い
し
、ま
し
て
や
「
絶

対
平
和
主
義
」
に
立
っ
て
い
た
と
も
思
わ
れ
な
い
。
し
か
し
、
信
頼
や

食
糧
に
比
べ
れ
ば
優
先
度
が
低
い
も
の
と
見
な
し
て
い
た
点
に
は
注
目

さ
れ
る
。

　
次
も
同
じ
く
顔
淵
篇
か
ら
。

　
　
季
康
子
、
政
を
孔
子
に
問
い
て
曰
く
、
如も

し
無
道
を
殺
し
て
以
て

有
道
に
就
か
ば
、
如い

か

ん何
、
と
。
孔
子
対こ

た

え
て
曰
く
、
子
、
政
を
為

す
に
、
焉な

ん
ぞ
殺
を
用
い
ん
。
子
、
善
を
欲
す
れ
ば
、
民
善
な
ら

ん
。
君
子
の
徳
は
風
な
り
、
小
人
の
徳
は
草
な
り
。
草
、
之
れ
に

風
を
上く

わ

う
れ
ば
、
必
ず
偃ふ

す
、
と
。

　
こ
こ
で
は
、「
政
を
為
す
に
、
焉
ん
ぞ
殺
を
用
い
ん
」（
政
治
を
行
う

の
に
、
ど
う
し
て
殺
す
必
要
が
あ
ろ
う
か
）
と
い
う
一
句
に
、
極
力
殺

人
を
避
け
よ
う
と
し
た
孔
子
の
基
本
姿
勢
が
垣
間
見
ら
れ
る
。
反
戦
思

想
は
こ
う
し
た
姿
勢
の
延
長
線
上
に
現
れ
る
も
の
だ
ろ
う
。
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孔
子
が
「
絶
対
平
和
主
義
」
に
は
立
た
な
い
も
の
の
、
戦
争
を
避
け

る
べ
き
も
の
、
少
な
く
と
も
軽
々
し
く
起
こ
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と

見
て
い
た
こ
と
は
、
次
の
一
節
か
ら
も
理
解
で
き
る
。
憲
問
篇
か
ら
。

　
　
子
曰
く
、
善
人
、
民
を
教
う
る
こ
と
七
年
、
亦ま

た
以
て
戎
に
即つ

か

し
む
べ
し
、
と
。

　
普
通
の
善
人
で
も
民
衆
を
七
年
に
わ
た
っ
て
教
育
す
れ
ば
、
戦
争
に

行
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
意
で
あ
る
。
こ
れ
は
直
後
に
続
く

一
節
と
併
せ
て
理
解
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
　
子
曰
く
、
教
え
ざ
る
民
を
以
て
戦
う
、
是
れ
之
れ
を
棄
つ
と
謂
う
、

と
。

　
教
育
も
し
て
い
な
い
民
衆
に
戦
争
を
さ
せ
る
こ
と
は
、
民
衆
を
「
捨

て
る
」
と
い
う
こ
と
だ
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
裏
を
返
せ
ば
民
衆
を
戦

争
に
駆
り
出
し
ま
と
も
に
戦
え
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
七
年
も
の
教

育
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
だ
け
の
準
備
も
な
い
状
態
で

は
戦
争
な
ど
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
慎
重
な
姿
勢
の
表
れ
と
理
解

す
べ
き
で
あ
る
。

　
衛
霊
公
篇
の
次
の
一
節
か
ら
も
、
孔
子
が
軍
事
を
最
優
先
し
て
い
な

い
こ
と
が
わ
か
る
。

衛
の
霊
公
、
陳
を
孔
子
に
問
う
。
孔
子
対
え
て
曰
く
、
俎
豆
の
事

は
則
ち
嘗
て
之
れ
を
聞
け
り
、
軍
旅
の
事
は
未
だ
之
れ
を
学
ば
ざ

る
な
り
、
と
。
明
日
、
遂
に
行
く
。

　
衛
の
霊
公
か
ら
「
陳
」（
陣
立
て
、
戦
陣
）
に
つ
い
て
尋
ね
ら
れ
た

孔
子
は
、「
俎
豆
」（
祭
り
の
供
物
を
載
せ
る
器
）
の
こ
と
な
ら
聞
き
知
っ

て
い
る
が
、
軍
隊
の
こ
と
は
ま
だ
学
ん
で
い
ま
せ
ん
、
と
返
答
し
、
翌

日
に
は
衛
の
霊
公
の
も
と
を
去
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
衛
霊
公
篇
に
は
、
次
の
重
要
な
一
節
も
見
ら
れ
る
。

　
　
子
貢
問
い
て
曰
く
、
一
言
に
し
て
以
て
終
身
之
れ
を
行
う
べ
き
者

有
り
や
、
と
。
子
曰
く
、
其
れ
恕
か
。
己
の
欲
せ
ざ
る
所
、
人
に

施
す
こ
と
勿
れ
、
と
。

　
弟
子
の
子
貢
の
、
一
言
で
一
生
守
り
行
う
べ
き
こ
と
を
表
せ
ば
何
に

な
る
で
し
ょ
う
、
と
の
問
い
に
対
し
て
孔
子
は
「
恕
」
で
あ
ろ
う
と
答

え
、
自
分
の
望
ま
な
い
こ
と
を
人
に
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
意
だ
と

し
た
。
当
然
、
自
分
が
殺
さ
れ
た
く
な
い
、
死
に
た
く
な
い
と
思
え
ば
、

相
手
を
殺
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
恕
」
の
一
文
字

に
孔
子
の
究
極
的
平
和
思
想
が
表
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
次
の
季
氏
篇
の
一
節
は
、
後
の
「
儒
家
的
平
和
主
義
」
の
萌
芽
が
明

確
に
表
れ
て
い
る
。
孔
子
の
弟
子
の
冉ぜ

ん

有ゆ
う

と
子
路
が
魯
の
有
力
者
・
季

孫
子
に
家
臣
と
し
て
仕
え
て
い
た
こ
ろ
、
季
孫
子
が
自
身
の
領
地
拡
大

を
め
ざ
し
、
魯
の
保
護
下
に
あ
っ
た
も
の
の
必
ず
し
も
ま
つ
ろ
わ
ぬ
小

国
・
顓
臾
を
攻
め
取
ろ
う
と
し
て
い
た
。
冉
有
と
子
路
が
そ
の
件
を
告

げ
た
と
こ
ろ
、
孔
子
は
季
孫
子
の
横
暴
の
み
な
ら
ず
そ
れ
を
阻
止
で
き

な
い
二
人
の
弟
子
を
も
批
判
し
、

　
　
故
に
遠
人
服
せ
ざ
れ
ば
則
ち
文
徳
を
修
め
て
以
て
之
れ
を
来
た

し
、
既
に
之
れ
を
来
た
せ
ば
則
ち
之
れ
を
安
ん
ず
。

と
主
張
し
た
。
つ
ま
り
遠
方
の
ま
つ
ろ
わ
ぬ
人
々
は
「
武
」
で
は
な
く

「
文
」
の
徳
で
手
な
づ
け
、
そ
の
う
え
で
安
定
さ
せ
る
べ
き
だ
、
と
い
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う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
主
張
が
明
確
に
出
て
い
る
の
は
こ
の
部
分
だ

け
で
あ
る
が
、
の
ち
の
「
儒
家
的
平
和
主
義
」
の
確
立
に
寄
与
し
た
こ

と
は
疑
い
な
く
、
そ
の
点
で
は
注
目
さ
れ
る
。

　
以
上
、『
論
語
』
に
見
え
る
反
戦
・
平
和
思
想
に
関
わ
る
記
述
を
逐

一
検
討
し
て
き
た
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
特
徴
は
、
国
家
の
政
策
と
し

て
は
軍
事
に
消
極
的
な
姿
勢
を
採
る
に
留
ま
る
も
の
の
、
遠
方
の
異
文

化
集
団
を
徳
で
感
化
し
そ
の
攻
撃
を
未
然
に
防
ぐ
べ
き
、
と
い
う
後
の

「
儒
家
的
平
和
主
義
」
の
主
張
が
す
で
に
見
ら
れ
る
点
、
さ
ら
に
個
人

の
振
る
舞
い
と
し
て
は
孔
子
最
愛
の
弟
子
・
顔
回
の
「
犯
さ
れ
て
校む

く

い

ず
」（
泰
伯
篇
）
と
い
う
「
無
抵
抗
主
義
」
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る

点
で
あ
る
。
こ
う
し
た
特
徴
は
『
塩
鉄
論
』
の
賢
良
・
文
学
に
継
承
さ

れ
た
儒
家
思
想
の
原
点
の
一
端
と
し
て
無
視
で
き
な
い
。

お
わ
り
に

　
本
稿
で
検
討
し
た
『
易
経
』『
書
経
』『
礼
記
』『
論
語
』
は
、
近
年

の
文
献
学
的
研
究
に
よ
れ
ば
、
い
ず
れ
も
長
い
時
間
を
か
け
、
多
数
の

著
者
の
手
を
加
え
ら
れ
な
が
ら
、
だ
い
た
い
前
漢
中
期
頃
（
ほ
ぼ
武
帝

期
の
頃
）
ま
で
に
現
在
見
ら
れ
る
よ
う
な
形
に
整
え
ら
れ
た
も
の
と
さ

れ
る
。
武
帝
期
（
前
一
四
一
年
─
前
八
七
年
）
に
続
く
昭
帝
期
の
前
八

一
年
に
「
塩
鉄
会
議
」
が
行
な
わ
れ
、そ
の
内
容
が
儒
者
・
桓
寛
に
よ
っ

て
ま
と
め
ら
れ
『
塩
鉄
論
』
が
編
ま
れ
た
の
が
次
の
宣
帝
期
（
前
七
三

年
─
前
四
九
年
）
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
こ
れ
ら
の
古
典
は
部
分

的
に
は
実
際
に
殷
・
周
以
来
の
古
い
記
録
も
含
ん
で
い
る
可
能
性
は
あ

る
が
、
書
籍
と
し
て
の
形
が
整
え
ら
れ
た
の
は
『
塩
鉄
論
』
か
ら
さ
ほ

ど
遠
く
な
い
時
代
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
そ
れ
な
ら
ば
、『
塩
鉄
論
』
に
見
え
る
過
激
と
さ
え
言
い
う
る
「
絶

対
平
和
主
義
」
は
こ
れ
ら
の
古
典
に
も
見
出
し
得
た
の
か
。
本
稿
の
主

た
る
関
心
は
そ
の
一
点
に
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
結
論
か
ら
言
え
ば
、『
書

経
』
商
書
・
湯
誓
、
周
書
・
大
誥
に
見
え
る
戦
争
そ
の
も
の
を
忌
避
す

る
庶
民
の
声
、『
中
庸
』（
本
来
は
『
礼
記
』
の
一
篇
）
第
二
段
第
二
節
・

『
論
語
』
泰
伯
篇
に
見
え
る
顔
回
の
「
無
抵
抗
主
義
」
な
ど
、
断
片
的

で
は
あ
る
が
い
く
つ
か
の
要
素
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
収
穫

で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
断
片
的
・
微
温
的
な
反
戦
・
平
和
思
想
と

『
塩
鉄
論
』
の
賢
良
・
文
学
の
主
張
と
の
間
に
は
、
な
お
相
当
の
懸
隔

が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
い
っ
た
い
、
自
国
の
非
を
認
め
、
譲

歩
し
て
で
も
敵
と
和
平
を
結
ぶ
べ
き
と
い
う
思
想
、
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る

戦
争
を
全
面
否
定
す
る
「
絶
対
平
和
主
義
」
を
、
賢
良
・
文
学
は
ど
の

よ
う
な
経
緯
で
身
に
着
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
問
題
を
考
え
る
た

め
に
は
、
ま
だ
多
数
残
さ
れ
て
い
る
儒
家
の
古
典
文
献
を
逐
一
精
査
し

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
だ
ま
だ
課
題
は
山
積
み
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

注１
　
拙
稿
「『
塩
鉄
論
』
に
見
る
反
戦
思
想
」（『
常
葉
大
学
教
育
学
部

紀
要
』
三
五
、
二
○
一
五
年
）。
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２
　
前
漢
武
帝
の
元
光
元
年
（
前
一
三
三
年
）
か
ら
断
続
的
に
戦
争
が

続
い
て
い
た
。

３
　
タ
キ
ト
ゥ
ス
『
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
』（
田
中
秀
央
・
泉
井
久
之
助
訳
、

岩
波
文
庫
、一
九
五
三
年
）
に
は
、「
も
し
彼
ら
に
地
を
耕
し
、年
々

の
収
穫
を
期
待
す
る
こ
と
を
説
く
な
ら
ば
、
こ
れ
却
っ
て
、
敵
を

挑
ん
で
〔
栄
誉
の
〕
負
傷
を
蒙
る
こ
と
を
勧
め
る
程
に
は
、
容
易

な
ら
ざ
る
を
、
悟
る
で
あ
ろ
う
。
ま
こ
と
に
、
血
を
も
っ
て
購
い

う
る
も
の
を
、敢
え
て
額
に
汗
し
て
獲
得
す
る
の
は
懶
惰
で
あ
り
、

無
能
で
あ
る
と
さ
え
、
彼
ら
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。」（
六
一

頁
）
と
見
え
る
。

４
　
ド
ー
ソ
ン
著
・
佐
口
透
訳
『
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
史
』
２
（
平
凡
社
東

洋
文
庫
、
一
九
六
八
年
）、
四
一
頁
。

５
　『
孫
子
』
謀
攻
篇
に
「
不
戦
而
屈
人
之
兵
、善
之
善
者
也
」
と
あ
る
。

６
　
以
前
は
前
漢
中
期
の
武
帝
期
に
い
わ
ゆ
る
「
五
経
博
士
」
が
置
か

れ
、
儒
学
一
尊
の
体
制
が
確
立
し
た
と
み
な
さ
れ
て
い
た
が
、
福

井
重
雅
の
一
連
の
研
究
（『
漢
代
儒
教
の
史
的
研
究
』
汲
古
書
院
、

二
○
○
五
年
な
ど
）
に
よ
り
、
儒
学
が
御
用
思
想
化
す
る
の
は
早

く
て
も
前
漢
後
半
以
降
に
下
る
、
と
す
る
説
が
現
在
主
流
と
な
り

つ
つ
あ
る
。

７
　
前
掲
注
１
拙
稿
参
照
。

８
　
む
し
ろ
復
讐
と
異
民
族
差
別
を
礼
賛
す
る
『
春
秋
公
羊
伝
』
の
よ

う
な
儒
家
文
献
も
存
在
す
る
。

９
　
と
は
い
え
、
廃
止
さ
れ
た
の
は
塩
・
鉄
の
専
売
に
比
し
て
影
響
の

少
な
か
っ
た
酒
の
専
売
の
み
で
、
匈
奴
と
の
戦
争
自
体
は
そ
の
後

も
継
続
さ
れ
た
。
賢
良
・
文
学
は
議
論
で
は
勝
っ
た
が
、
政
治
で

は
負
け
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

10
　
福
井
重
雅
「
読
『
塩
鉄
論
』
芻
議
―
続
―
」（『
早
稲
田
大
学
大
学

院
文
学
研
究
科
紀
要
』
四
三
輯
、
一
九
九
八
年
）。

11
　
中
国
に
お
い
て
は
近
年
、
特
に
哲
学
や
思
想
史
の
分
野
で
諸
子
百

家
の
学
説
と
反
戦
・
平
和
思
想
と
の
関
わ
り
を
論
じ
た
研
究
が
多

く
、
最
近
の
対
外
膨
張
主
義
的
な
国
策
と
の
齟
齬
が
感
じ
ら
れ
て

興
味
深
い
。
し
か
し
な
が
ら
そ
こ
で
研
究
対
象
と
さ
れ
て
い
る
の

は
墨
家
・
道
家
（
老
荘
思
想
）
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
儒
学
も
対

象
に
含
ん
だ
研
究
は
米
継
軍
・
遅
秀
蘭
「
対
春
秋
時
期
戦
争
原
因

的
思
想
文
化
思
考
」（『
社
会
科
学
戦
綫
』
二
○
○
○
―
六
）、
成

雲
雷
「
先
秦
人
道
思
想
的
両
種
形
態
及
其
歴
史
衍
化
」（『
南
通
師

範
学
院
学
報
』（
哲
学
社
会
科
学
版
、
一
七
―
四
、
二
○
○
一
年
）、

蔡
徳
貴
「
中
国
和
平
文
化
」（『
学
術
月
刊
』
二
○
○
三
―
二
）、

張
冬
梅
・
邵
偉
「
中
国
古
代
兵
家
和
平
思
想
的
文
化
根
源
探
析
」

（『
徐
州
工
程
学
院
学
報
』
二
一
―
一
、二
○
○
六
年
）、劉
志
光
「
儒

家
、
墨
家
和
道
家
的
和
平
社
会
理
想
」（『
斉
魯
学
刊
』
二
○
○
八

―
一
）
な
ど
わ
ず
か
し
か
な
い
。
し
か
も
そ
れ
ら
は
総
じ
て
「
中

国
は
古
く
か
ら
反
戦
・
平
和
思
想
が
発
達
し
た
文
化
的
な
社
会
で

あ
っ
た
」
と
自
画
自
賛
す
る
姿
勢
に
終
始
し
、
例
え
ば
同
じ
儒
家

文
献
に
『
春
秋
公
羊
伝
』
の
よ
う
な
好
戦
的
な
も
の
が
存
在
す
る

事
実
は
ど
う
理
解
す
べ
き
か
、『
塩
鉄
論
』
に
見
る
「
絶
対
平
和



37

中国古代儒家文献に見る反戦思想（１）

主
義
」
は
儒
学
の
伝
統
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
、

と
い
う
よ
う
な
掘
り
下
げ
た
議
論
は
全
く
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
本

稿
に
裨
益
す
る
と
こ
ろ
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

12
　
た
だ
し
、
占
い
の
技
法
は
全
く
異
な
る
。「
易
」
で
は
筮ぜ

い
ち
く竹

（
蓍

め
ど
ぎ

）　

と
算
木
を
使
い
占
う
。

13
　
研
究
は
新
旧
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
が
、『
易
経
』
の
概
要
的
知

識
や
占
い
の
技
法
に
つ
い
て
は
さ
し
あ
た
り
鈴
木
由
次
郎
訳
注

『
易
経
』
上
（
全
釈
漢
文
大
系
九
、集
英
社
、一
九
七
四
年
）
の
「
解

説
」
が
わ
か
り
や
す
い
。

14
　『
易
経
』
は
極
め
て
難
解
な
文
献
で
あ
る
た
め
、
以
下
の
書
き
下

し
文
と
現
代
語
訳
は
基
本
的
に
高
田
真
治
・
後
藤
基
巳
訳
『
易
経
』

上
・
下
（
岩
波
文
庫
、
一
九
六
九
年
）
に
拠
る
。

15
　
以
下
に
「
師
」
の
経
文
と
注
（
象
伝
）
を
全
文
列
記
し
て
お
く
。

　
　「
師
、
貞
。
丈
人
吉
无
咎
。（
象
曰
、
師
、
衆
也
。
貞
、
正
也
。
能

以
衆
正
、
可
以
王
矣
。
剛
中
而
応
、
行
険
而
順
。
以
此
毒
天
下
、

而
民
従
之
。）

　
　
吉
又
何
咎
矣
。（
象
曰
、
地
中
有
水
師
。
君
子
以
容
民
畜
衆
。）

　
　
九
二
。
在
師
中
。
吉
无
咎
。
王
三
錫
命
。（
象
曰
、
在
師
中
、
吉
、

承
天
寵
也
。
王
三
錫
命
、
懐
万
邦
也
。）

　
　
六
三
。
師
或
輿
尸
。
凶
。（
象
曰
、
師
或
輿
尸
、
大
无
功
也
。）

　
　
六
四
。
師
左
次
。
无
咎
。（
象
曰
、
左
次
、
无
咎
、
未
失
常
也
。）

　
　
六
五
。
田
有
禽
、
利
執
言
。
无
咎
。
長
子
帥
師
。
弟
子
輿
尸
。
貞

凶
。（
象
曰
、
長
子
帥
師
、
以
中
行
也
。
弟
子
輿
尸
、
使
不
当
也
。）

上
六
。
大
君
有
命
。
開
国
承
家
。
小
人
勿
用
。（
象
曰
、大
君
有
命
、

以
正
功
也
。
小
人
勿
用
、
必
乱
邦
也
。）」

16
　
考
古
学
的
・
歴
史
学
的
に
は
夏
王
朝
の
実
在
は
い
ま
だ
に
立
証
さ

れ
て
い
な
い
の
で
、夏
王
朝
と
殷
の
関
係
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、

一
応
古
典
文
献
の
記
述
に
よ
る
限
り
、
殷
は
夏
の
支
配
下
に
あ
る

地
方
勢
力
の
う
ち
有
力
な
も
の
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。日
常
的
に
は
独
立
し
て
政
治
を
行
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、

桀
王
の
虐
政
が
事
実
と
す
れ
ば
、
や
が
て
は
そ
の
悪
影
響
が
殷
に

も
及
ん
で
く
る
危
険
性
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

17
　
池
田
末
利
訳
注
『
尚
書
』（
全
釈
漢
文
大
系
、
集
英
社
、
一
九
七

六
年
）
五
五
五
頁
「
補
説
」
参
照
。

18
　
禹
が
舞
踊
に
よ
っ
て
苗
を
馴
致
し
た
こ
と
は『
戦
国
策
』魏
策
・『
墨

子
』・『
荀
子
』・『
韓
非
子
』
・
賈
誼
『
新
書
』・『
淮
南
子
』・『
塩

鉄
論
』・『
説
苑
』
な
ど
に
見
え
る
。

19
　「
礼
至
則
不
争
（
礼
至
れ
ば
則
ち
争
わ
ず
）」（
楽
記
篇
）。

20
　『
中
庸
』
は
『
大
学
』
と
と
も
に
本
来
は
『
礼
記
』
に
含
ま
れ
る

一
篇
で
あ
っ
た
が
、
宋
代
（
九
六
○
年
―
一
二
七
九
年
）
以
降
独

立
し
た
一
書
と
し
て
通
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

21
　
赤
塚
忠
訳
注
『
大
学
・
中
庸
』（
新
釈
漢
文
大
系
二
、
明
治
書
院
、

一
九
六
七
年
）
二
一
六
頁
―
二
二
○
頁
「
語
釈
・
余
説
」
参
照
。

22
　
な
お
、
こ
こ
で
い
う
「
南
方
」「
北
方
」
を
文
字
通
り
方
位
を
示

す
語
句
と
理
解
す
れ
ば
、北
中
国
は
一
般
論
的
な
剛
強
さ
を
尊
び
、

南
中
国
は
寛
容
・
柔
軟
な
強
さ
を
尊
ん
だ
と
い
う
可
能
性
が
出
て
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く
る
。
価
値
観
の
地
域
的
差
異
を
示
唆
す
る
点
で
も
注
目
す
べ
き

表
現
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
別
稿
で
検
討
す

る
予
定
で
あ
る
。

23
　
金
谷
治
訳
注
『
論
語
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
六
三
年
）
の
「
は
し

が
き
」
参
照
。


