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脅

康

さ>d、
日間

そ
の

「
遊
び
」

の
精
神
l

平

木

康

平

儒
教
に
よ
る
強
固
な
一
元
的
政
治
統
制
を
維
持
し
て
き
た
後
漢
王
朝
は
、
内
外
の
擾
乱
に
よ
っ
て
、
三
世
紀
の
初
頭
に
は
、
も
は
や

国
家
と
し
て
の
機
能
を
十
分
に
果
し
え
な
く
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
ま
で
は
儒
教
と
い
う
強
度
な
国
家
的
フ
ィ
ル
タ
ー
に
よ
っ
て
、
透
過

す
る
こ
と
を
阻
ま
れ
て
い
た
諸
々
の
学
問
・
思
想
あ
る
い
は
文
学
・
芸
術
が
、
そ
の
フ
ィ
ル
タ
ー
の
欠
落
に
伴
っ
て
、

一
斉
に
噴
出
し

て
く
る
。
こ
れ
が
貌
晋
の
時
代
で
あ
る
。
こ
の
時
代
は
政
治
統
制
が
極
度
に
弛
緩
し
、
政
治
的
に
は
分
裂
混
乱
状
態
の
下
に
置
か
れ
て

い
た
が
、
そ
の
反
面
、
文
化
的
に
は
多
彩
な
展
開
を
一
示
し
、
活
況
を
呈
し
た
時
代
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
政
治
が
他
の
一
切
に
優

先
し
て
独
走
す
る
漢
代
は
、
政
治
的
に
は
安
定
し
た
質
実
な
時
代
で
は
あ
っ
た
が
、
文
化
的
に
は
貧
相
で
硬
直
し
た
野
暮
な
時
代
で
あ

っ
た
。政

治
や
軍
事
と
い
っ
た
実
務
に
の
み
没
頭
し
て
、
芸
文
に
関
心
を
寄
せ
る
余
裕
の
な
い
無
骨
な
人
聞
を
、
俗
人
と
見
倣
し
て
軽
蔑
す

33 

る
風
潮
が
、
貌
正
目
の
あ
た
り
に
盛
ん
に
な
っ
て
く
る
。
所
謂
竹
林
の
七
賢
が
世
に
迎
え
ら
れ
た
の
は
、
そ
の
反
影
で
あ
る
。
就
中
、
七
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賢
の
一
人
脅
康
は
、

こ
の
風
潮
に
生
き
た
典
型
的
な
人
物
で
あ
る
。
彼
は
そ
れ
ま
で
の
時
代
に
は
見
ら
れ
な
い
、
貌
晋
の
時
代
に
し

て
初
め
て
生
ま
れ
え
た
、
新
し
い
タ
イ
プ
の
人
間
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
小
論
は
、
貌
の
時
代
を
象
徴
的
に
生
き
た
脅
康
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
人
間
像
を
浮
彫
り
に
し
、
併
せ
て
彼
の
生
き
た
貌
の
時
代

の
性
格
に
つ
い
て
、
些
か
の
考
察
を
試
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

P7
つ

脅
康
、
字
は
叔
夜
、
諜
国
鎧
の
人
な
り
。
其
の
先
姓
は
案
、
曾
稽
上
虞
の
人
な
り
n

怨
を
避
く
る
を
以
て
使
る
。
康

早
く
孤
に
し
て
、

奇
才
あ
り
。
遠
遁
に
し
て
群
せ
ず
。
身
長
七
尺
八
寸
。
詞
気
に
美
に
し
て
、
風
儀
あ
り
。
博
覧
に
し
て
、
荘
と
老
と
を
好
む
。
常
に
養

性
服
食
内
事
を
修
め
、
琴
を
弾
き
詩
を
詠
、
ず
。
貌
の
宗
室
と
婚
し
、
中
散
大
夫
に
拝
さ
る
。
康

言
論
放
蕩
に
し
て
、
典
課
を
非
設
す
。

故
に
年
四
十
に
し
て
、
東
市
に
刑
せ
ら
れ
る
。

以
上
は
墨
田
書
本
伝
を
節
録
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
智
康
の
お
お
よ
そ
の
輪
郭
が
、
こ
こ
に
ほ
ぼ
写
し
出
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。

智
康
が
生
ま
れ
た
の
は
、
貌
の
文
帝
の
黄
初
四
年
、
即
ち
西
暦
二
一
一
三
年
の
こ
と
で
あ
る
。
因
み
に
、
そ
の
同
ピ
年
に
は
濁
漢
の
劉

備
が
残
し
て
お
り
、
そ
の
前
年
二
二
二
年
に
は
孫
権
が
事
実
上
呉
の
国
を
建
て
、
更
に
そ
の
前
年
二
二
一
年
に
は
劉
備
が
帝
位
に
即
き

国
号
を
漢
と
称
し
て
い
る
。
更
に
ま
た
そ
の
前
年
二
二

O
年
に
は
、
曹
操
が
残
し
、
そ
の
後
を
承
け
た
曹
主
が
禅
譲
の
形
式
で
後
漢
の

献
帝
よ
り
位
を
奪
い
、
貌
が
こ
こ
に
成
立
し
て
い
る
。

ま
た
、
智
康
が
四
十
歳
で
司
馬
昭
に
抹
殺
さ
れ
た
の
は
、
貌
の
元
帝
の
景
元
三
年
、
即
ち
西
暦
二
六
二
年
の
こ
と
で
あ
り
、
同
じ
年

に
司
馬
昭
は
晋
公
に
封
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
翌
年
二
六
三
年
に
は
、
同
旬
漢
が
貌
の
攻
撃
を
受
け
て
滅
び
、
そ
の
翌
二
六
四
年
に
は
、



司
馬
昭
が
晋
王
と
な
り
、
そ
の
翌
二
六
五
年
に
は
、
司
馬
昭
が
残
し
、
後
を
継
い
だ
司
馬
炎
が
帝
位
に
即
き
、
国
を
晋
と
号
し
、
貌
は

こ
こ
に
滅
亡
し
た
。

か
く
の
如
く
脅
康
は
、
貌
の
成
立
に
後
れ
る
こ
と
三
年
に
し
て
生
ま
れ
、
貌
の
滅
亡
に
先
だ
つ
こ
と
三
年
に
し
て
残
し
た
、
純
然
た

る
貌
の
人
で
あ
る
。
恰
も
貌
と
倶
に
生
ま
れ
、
柑
腕
と
倶
に
開
校
し
た
か
の
如
き
そ
の
生
涯
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
唯
単
に
、
脅
康
の
生
涯
と

貌
の
興
亡
と
が
、
偶
々
時
間
的
に
符
節
を
合
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
に
止
ま
ら
ず
、
そ
れ
以
上
の
浅
か
ら
ぬ
因
縁
が
、
そ
の
間
に
あ
っ

智康小論ーその「遊び」の精神一

た
こ
と
を
も
意
味
す
る
。
晋
書
本
伝
に
擦
れ
ば
、
脅
康
が
司
馬
氏
の
手
に
揺
っ
て
処
刑
さ
れ
た
主
な
る
理
由
は
、
「
言
論
放
蕩
」
に
し
て
、

「
時
を
宝
口
し
教
を
乱
る
」
た
め
で
あ
っ
た
。
又
彼
が
将
に
刑
せ
ら
れ
ん
と
す
る
時
、
太
学
生
三
千
人
が
そ
の
助
命
を
嘆
願
し
た
と
言
う
。

こ
れ
ら
か
ら
も
判
る
よ
う
に
、
脅
康
は
時
の
社
会
に
対
し
て
多
大
の
影
響
力
を
も
ち
、
当
時
の
思
想
界
に
隠
然
た
る
地
位
を
占
め
て
い

(1) 

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
貌
の
王
室
の
一
員
で
も
あ
っ
た
脅
康
の
存
在
が
、
貌
の
王
室
の
権
力
を
次
第
次
第
に
纂
奪
し
つ
つ
あ
っ

た
司
馬
氏
に
と
っ
て
、
看
過
で
き
ぬ
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。
貌
の
時
代
精
神
を
形
成
し
、
貌
の
時
代
を
象
徴
的
に

生
き
た
脅
康
の
抹
殺
は
、
貌
の
時
代
精
神
の
終
震
を
告
げ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

(2) 

後
漢
の
人
士
は
、
殊
に
礼
法
を
重
ん
じ
、
些
か
な
り
と
も
礼
法
に
違
う
行
い
が
あ
れ
ば
、
終
生
士
林
に
容
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た

漢
代
の
官
吏
の
登
用
は
、
「
孝
廉
」
「
方
正
」
と
い
っ
た
儒
教
的
徳
目
を
名
と
す
る
選
挙
制
度
に
主
と
し
て
擦
っ
て
い
た
が
、
そ
こ
で
は

(3) 

名
節
の
士
が
専
ら
尊
重
せ
ら
れ
て
い
た
。
儒
教
道
徳
が
普
ね
く
行
き
渡
り
、
土
人
は
偏
え
に
修
身
に
意
を
用
い
た
が
た
め
に
、
質
実
鈍

35 

重
の
風
気
が
盛
ん
と
な
り
、
儒
教
的
な
良
風
美
俗
が
醸
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
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し
か
し
そ
の
反
面
、
人
間
精
神
の
自
由
な
る
発
散
の
途
が
杜
絶
さ
れ
、

一
方
に
「
求
安
の
土
は
乃
ち
志
を
読
め
て
俗
に
従
ふ
」
と
言

う
よ
う
に
、
多
く
の
偽
善
者
逮
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
。
学
問
は
経
学
の
独
占
す
る
所
と
な
り
、
文
学
や
芸
術
は
、
総
て
儒
教
の
た
め

の
勧
戒
の
具
と
し
て
の
従
属
的
な
地
位
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
文
化
は
個
性
の
な
い
画
一
化
さ
れ
た
様
相
を
呈
し
、
多
様
な

展
開
を
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

あ
ら
ゆ
る
面
で
、
漢
代
を
支
え
て
き
た
儒
教
が
、
後
漢
王
朝
の
衰
退
に
伴
っ
て
、
漸
く
そ
の
権
威
を
失
い
は
じ
め
、
儒
教
的
価
値
体

系
が
崩
壊
の
兆
を
見
せ
て
く
る
よ
う
に
な
る
。
従
来
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
、
盲
目
的
無
反
省
に
受
け
容
れ
ら
れ
て
き
た
儒
教
的
価
値

体
系
を
、
そ
の
根
抵
か
ら
洗
い
直
し
、
新
た
な
視
点
か
ら
聞
い
直
そ
う
と
す
る
動
き
が
、
漢
末
貌
初
に
な
る
と
、
や
が
て
服
胎
し
て
く

る
。
儒
教
に
対
す
る
検
討
批
判
の
過
程
で
、

一
部
に
そ
の
徹
底
的
な
破
壊
が
試
み
ら
れ
、
そ
の
上
で
新
た
な
価
値
体
系
へ
の
模
索
初
佳

が
始
め
ら
れ
て
い
っ
た
。

漠
代
に
於
い
て
、
学
聞
は
経
学
が
独
尊
の
地
位
を
占
め
て
い
た
が
、
貌
晋
に
入
る
や
、
玄
儒
文
史
の
兼
習
が
、
士
大
夫
の
理
想
と
さ

(4) 

れ
る
よ
う
に
な
り
、
玄
学
と
文
学
と
史
学
が
経
学
か
ら
独
立
し
た
地
位
を
獲
得
し
、
尚
子
聞
が
遺
か
に
多
様
性
を
帯
び
て
く
る
。
こ
う
し

た
風
潮
は
芸
術
の
方
面
に
も
及
び
、
秘
山
康
は
従
来
の
儒
教
的
音
楽
観
を
批
判
し
、
儒
教
に
隷
属
さ
せ
ら
れ
て
い
た
音
楽
に
、
独
立
し
た

地
住
を
与
え
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
な
し
て
い
る
。

脅
康
が
批
判
し
た
と
こ
ろ
の
従
来
の
儒
教
的
音
楽
観
と
は
、
礼
記
楽
記
篇
に
見
え
る
次
の
よ
う
な
内
容
を
も
っ
て
い
る
。

治
世
の
音
は
安
ら
か
に
し
て
以
て
楽
し
め
る
は
、
其
の
政

そ

む

か

な

事
け
ば
な
り
。
亡
国
の
音
は
哀
し
み
て
以
て
思
し
め
る
は
、
其
の
民

和
ら
げ
ば
な
り
。
乱
世
の
音
は
怨
み
て
以
て
怒
れ
る
は
、
其
の
政

困
し
め
ば
な
り
。
声
音
の
道
と
政
と
は
通
ず
る
な
り
。

宮
は
君
た
り
、
商
は
臣
た
り
、
角
は
民
た
り
、
徴
は
事
た
り
、
羽
は
物
た
り
。
五
者
乱
れ
ざ
る
と
き
は
則
ち
侶
濯
の
音
な
し
。
宮



す
き

の
乱
る
る
と
き
は
則
ち
荒
ぶ
は
、
其
の
民

お

ご

か

た

む

騒
れ
ば
な
り
。
商
の
乱
る
る
と
き
は
則
ち
破
く
は
、
其
の
民

や
ぷ壊

る
れ
ば
な
り
。
角
の

r
d
i
刀

怨
め
ば
な
り
。
徴
の
乱
る
る
と
き
は
則
ち
哀
し
む
は
、
其
の
事
勤
る
れ
ば
な
り
。

と

ぽ

た

が

し

ひ

た

匿
し
け
れ
ば
な
り
。
五
者
皆
乱
る
る
と
き
は
、
迭
ひ
に
相
ひ
陵
ぐ
。
こ
れ
を
慢

乱
る
る
と
き
は
則
ち
憂
ふ
る
は
、
其
の
民

羽
の
乱
る
る
と
き
は
則
ち
危
き
は
、
其
の
財

と
謂
ふ
。
此
く
の
如
き
は
則
ち
国
滅
亡
す
る
に
日
無
け
ん
。

こ
れ
に
擦
れ
ば
、
音
楽
と
政
治
は
相
関
関
係
に
あ
り
、
{
呂
商
角
徴
羽
の
五
音
を
、
君
臣
民
事
物
の
五
者
に
配
当
し
、

五
者
の
う
ち

脅康小論ーその噛び」の精神一

い
ず
れ
か
が
正
し
き
を
失
う
と
、
そ
れ
に
対
応
す
る
音
に
乱
れ
が
生
ず
る
。
従
っ
て
太
平
の
世
の
音
楽
は
安
楽
で
あ
り
、
乱
世
の
音
楽

は
哀
思
で
あ
る
と
説
か
れ
る
。
こ
れ
は
当
時
一
般
に
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
た
音
楽
観
で
あ
る
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、

こ
れ
に
対
し
て
欝
康
は
「
声
無
哀
楽
論
」
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
厳
し
く
反
駁
を
加
え
て
い
る
。

い
ま
甲
の
賢
な
る
を
以
て
心
に
愛
し
、
乙
の
愚
な
る
を
以
て
情
に
憎
む
と
き
は
、
則
ち
愛
憎
は
宜
し
く
我
に
属
す
べ
く
、
賢
愚

は
宜
し
く
彼
に
属
す
ベ
し
。
我

愛
す
る
を
以
て
し
て
、
こ
れ
を
愛
人
と
謂
ひ
、
我

憎
む
を
以
て
し
て
、
こ
れ
を
憎
人
と
謂
ひ
、

喜
ぶ
所
は
則
ち
こ
れ
を
喜
味
と
謂
ひ
、
怒
る
所
は
則
ち
こ
れ
を
怒
味
と
謂
は
ん
や
。
此
れ
に
由
り
て
こ
れ
を
言
は
ば
、
外
と
内
と

用
を
殊
に
し
、
彼
と
我
と
名
を
異
に
す
。
声
音
は
自
ず
か
ら
当
に
善
悪
を
以
て
主
と
為
す
ベ
け
れ
ば
、
則
ち
哀
楽
に
関
は
る
こ
と

な
し
。
哀
楽
は
自
ず
か
ら
当
に
情
を
以
て
感
ビ
、
而
る
後
に
発
す
ベ
け
れ
ば
、
則
ち
声
音
に
係
は
る
こ
と
な
し
。

こ
こ
で
脅
康
が
主
張
す
る
の
は
、
音
楽
に
は
音
楽
そ
れ
自
体
の
価
値
と
し
て
、
善
し
悪
し
の
差
等
は
あ
る
が
、
哀
楽
が
音
楽
自
体
の

中
に
具
っ
て
い
る
と
考
え
る
の
は
誤
り
で
、
哀
楽
は
そ
れ
を
聞
く
人
間
の
情
感
の
側
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

あ
や
ま

俗
を
異
に
す
れ
ば
、
歌
突
同
む
か
ら
ず
。
錯
り
て
こ
れ
を
用
ひ
し
む
れ
ば
、
或
ひ
は
突
を
聞
き
て
歓
ぴ
、

37 

「
夫
れ
方
を
殊
に
し
、

或
ひ
は
歌
を
聴
き
て
感
し
む
。
」
と
言
い
、
従
来
説
か
れ
て
き
た
太
平
の
音
楽
は
安
楽
で
あ
り
、
亡
国
の
音
楽
は
哀
思
で
あ
る
と
い
っ
た

ま
た
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考
え
方
を
、
理
由
な
き
も
の
と
し
て
斥
け
て
い
る
。
こ
れ
は
、
音
楽
を
政
治
や
道
徳
の
領
域
か
ら
分
離
し
、
純
粋
に
音
楽
の
た
め
の
音

楽
と
し
て
独
立
さ
せ
よ
う
と
す
る
、
芸
術
至
上
主
義
的
立
場
を
宣
揚
し
た
も
の
と
し
て
受
け
取
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
脅
康

音
楽
を
実
用
か
ら
切
り
離
し
て
一
個
の
芸
術
と
し
て
取
り
扱
う
べ
き
だ
と
い
予
考
え
方
と
並
行
し
て
、
こ
の
時
代
に
は
既
に
文

(
5
)
 

学
や
絵
画
や
書
な
ど
も
、
や
ば
り
実
用
か
ら
離
れ
て
独
自
の
芸
術
と
し
て
の
領
域
を
獲
得
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。

の、
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脅
康
は
、
「
釈
私
論
」
の
中
で
、
「
名
教
を
越
え
て
自
然
に
任
す
」
と
言
い
、
あ
る
い
は
「
心
を
是
非
に
措
く
な
し
」
と
言
い
、
己
れ

の
判
断
や
行
為
の
拠
る
べ
き
基
準
を
、
世
に
広
く
行
わ
れ
て
い
る
儒
教
的
道
徳
規
範
に
求
め
ず
し
て
、
己
れ
の
心
の
内
に
求
め
よ
う
と

し
た
。
己
れ
の
内
側
か
ら
自
然
に
湧
出
し
て
き
た
「
情
」
と
「
欲
」
と
を
隠
蔽
せ
ず
、
そ
の
ま
ま
外
に
表
明
す
る
こ
と
を
「
顕
情
」
と

も
た
り

言
い
、
た
と
え
そ
れ
が
世
の
所
謂
「
釜
口
」
に
背
き
、
ま
た
「
道
」
に
違
う
結
果
を
粛
し
た
と
し
て
も
、
何
ら
障
る
所
は
な
い
と
説
く
。

逆
に
、
己
れ
の
「
情
」
と
「
欲
」
と
を
秘
匿
し
て
、
あ
り
の
ま
ま
外
に
露
わ
さ
な
い
ご
と
を
「
匠
情
」
と
言
い
、
た
と
え
そ
れ
が
「
道

に
志
し
善
を
存
し
、
心
に
凶
邪
の
念
な
き
」
場
合
で
あ
っ
て
も
、
何
ら
嘉
す
る
所
で
は
な
い
と
説
く
。
そ
し
て
前
者
の
立
場
を
「
公
」

と
し
、
後
者
を
「
私
」
と
し
、
そ
の
「
公
」
こ
そ
尊
ば
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
言
い
、
そ
の
「
私
」
を
ば
釈
き
放
つ
べ
き
こ
と
を
論
ず
る
の

で
あ
る
が
、
こ
れ
が
「
釈
私
論
」
と
い
う
論
題
の
語
義
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
人
間
精
神
の
自
然
な
偽
ら
ざ
る
発
露
を
何
に
も
ま
し
て
重
ん
ビ
、
そ
の
本
来
な
る
自
然
性
の
快
復
を
目
ざ
し
た
脅
康

は
、
ま
ず
何
よ
り
も
礼
教
の
桂
桔
を
打
破
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
て
い
た
。
そ
れ
は
「
難
自
然
好
学
論
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
主
張
さ

れ
て
い
る
。



六
経
は
抑
引
を
主
と
な
し
、

人
の
性
は
欲
に
従
ふ
を
歓
び
と
な
す
。
抑
引
す
れ
ば
そ
の
願
ひ
に
違
ひ
、
欲
に
従
へ
ば
自
然
を
得

占

e

。

ん
。
然
ら
ば
則
ち
自
然
の
得
ら
る
る
は
、
抑
引
す
る
六
経
に
由
ら
ず
。
性
を
全
う
す
る
本
は
、
情
を
犯
す
札
律
を
須
た
ず
。

こ
の
「
難
自
然
好
学
論
」
は
、
満
山
一
康
が
張
叔
遼
の
「
自
然
好
学
論
」
に
反
対
し
て
、
人
聞
が
学
聞
を
好
む
の
は
、
決
し
て
自
然
の
本

性
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
論
じ
た
一
文
で
あ
る
。
人
聞
が
学
聞
を
積
み
経
典
を
明
ら
め
る
の
は
、
そ
れ
を
以
っ
て
稼
稽
に
代

ぇ
、
栄
華
を
致
さ
ん
と
す
る
が
た
め
で
あ
る
と
説
き
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

密康小論ーその「遊び」の精神ー

終
年
馳
購
し
て
、

思
ひ
は
位
を
出
で
ず
。
族
を
緊
め
て
献
議
す
れ
ば
、
唯
だ
学
を
貴
し
と
な
す
。
書
を
執
り
句
を
摘
み
、
悦
仰

し
て
杏
嵯
し
、
其
の
言
を
服
暦
せ
し
め
、
以
て
栄
華
を
な
さ
し
む
。

今
や
世
の
学
聞
が
、
専
ら
立
身
栄
達
の
手
段
と
な
り
下
り
、
ま
た
札
律
が
「
矯
飾
の
言
も
て
世
俗
の
誉
れ
を
求
む
る
」
偽
善
者
達
を

影
し
く
生
み
出
し
た
ご
と
に
対
し
て
、
脅
康
は
忌
惜
な
き
批
判
を
展
開
す
る
。

い
ま
若
し
、
・
明
堂
を
以
て
丙
舎
と
為
し
、
訊
請
を
以
て
鬼
語
と
為
し
、
六
経
を
以
て
蕪
積
と
為
し
、
仁
義
を
以
て
臭
腐
と
為
さ

こ

が

か

さ

だ

ん

ば
、
文
籍
を
観
れ
ば
則
ち
目
は
際
れ
、
揖
譲
を
修
む
れ
ば
則
ち
恒
に
変
じ
、
章
服
を
襲
ぬ
れ
ば
則
ち
筋
を
転
ビ
、
礼
典
を
謂
、
ず
れ

む
し
く

ば
則
ち
歯
は
麟
は
る
。
是
に
お
い
て
兼
ね
て
こ
れ
を
棄
つ
。

政
治
的
現
実
に
埋
没
し
て
、
世
俗
に
阿
り
、
己
れ
の
本
心
を
欺
い
て
ま
で
、
栄
達
を
企
て
る
俗
人
達
の
あ
き
ま
し
さ
を
見
た
れ
ば
こ

そ
、
脅
康
は
意
識
し
て
俗
人
達
が
敬
々
し
く
奉
ず
る
礼
教
を
、
殊
更
踏
み
は
ず
し
た
言
動
を
弄
さ
ず
に
は
居
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

静
康
は
、
権
勢
あ
る
者
や
世
務
に
泥
む
者
達
を
徹
底
し
て
軽
蔑
し
た
。
例
え
ば
、
世
説
新
語
筒
倣
篇
及
び
そ
の
注
に
引
く
文
士
伝
と
貌
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氏
春
秋
と
に
、
次
の
よ
う
な
逸
話
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

鍾
舎
は
大
将
軍
兄
弟
(
司
馬
師
・
司
馬
昭
)
の
酷
し
む
所
と
為
る
。
康
の
名
を
聞
き
て
肱
る
。
舎
は
名
公
子
な
り
。
才
能
あ
る
を
以
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て
貴
幸
せ
ら
る
。

肥
に
乗
り
軽
を
衣
て
、
賓
従
雲
の
如
し
。
康

方
に
箕
居
し
て
鍛
し
、
舎
の
至
る
も
、
こ
れ
が
為
に
礼
せ
、
ず
。

舎
深
く
こ
れ
を
街
む
。

復
た
呂
安
の
事
に
因
り
て
、
遂
に
康
を
譜
す
。

鍾
舎
は
、
司
馬
氏
に
厚
い
信
任
を
得
て
、
当
時
並
ぶ
者
な
き
権
力
者
で
、
生
殺
与
奪
の
権
を
握
っ
て
い
た
人
物
で
あ
る
。
世
説
新
語

賞
誉
篇
に
、
妻
令
公
が
鍾
舎
の
ひ
と
と
な
り
を
評
し
て
「
鍾
土
季
を
見
る
に
、
武
庫
を
観
る
が
如
く
、
但
だ
矛
戟
を
削
る
の
み
」
と
言
っ

て
い
る
が
、
こ
う
い
う
武
器
を
帯
び
権
力
に
阿
附
す
る
野
卑
な
鍾
曾
こ
そ
は
、
脅
康
の
嫌
悪
し
て
止
ま
な
い
俗
物
の
最
た
る
も
の
で
あ

っ
た
。「

終
年
馳
騨
し
て
、
思
ひ
は
位
を
出
で
ざ
る
」
俗
人
達
の
手
に
汚
さ
れ
て
、
無
下
に
卑
し
く
な
り
ゆ
く
蕪
雑
で
安
価
な
現
実
に
対
し

て
、
脅
康
は
憤
激
を
隠
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
「
卜
疑
」
の
中
で
、
彼
は

「
人
情
高
端
、
利
の
在
る
所
、
鳥
の
驚
を
逐
ふ
が
知
し
」

と
言
い
、
又
「
六
言
詩
十
首
」
の
中
で
、
「
哀
れ
な
る
哉
、
世
俗
は
栄
に
殉
ひ
、
馳
鷲
し
て
力
を
喝
く
し
精
を
喪
ひ
、
得
失
相
ひ
紛
れ
て

憂
ひ
驚
き
、
自
ら
食
り
勤
苦
し
て
寧
か
ら
ず
」
と
言
う
。
こ
こ
で
彼
は
、
世
道
人
心
の
利
欲
に
奔
る
こ
と
の
急
で
、
恥
ず
る
こ
と
を
知

ら
な
い
厚
顔
さ
と
、
権
力
や
地
位
を
求
め
て
血
眼
に
な
っ
て
い
る
野
蛮
さ
と
に
、
翠
聾
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
脅
康
は
、
世
人
が
多
大

の
犠
牲
を
払
っ
て
ま
で
追
求
し
よ
う
と
し
て
い
る
富
と
栄
華
が
、
如
何
に
戦
傑
に
満
ち
た
危
い
基
礎
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
か
と
い

う
こ
と
を
、
身
近
な
体
験
を
通
し
て
熟
知
し
て
い
た
。

富
貴
尊
栄
は
、
憂
患
諒
に
独
り
多
し
。
(
秋
胡
行
七
首
其

栄
名
は
人
身
を
積
し
、
高
位
は
災
患
多
し
。
(
与
院
徳
如
詩

名
行
顕
は
れ
て
患
ひ
滋
く
、
位
の
高
く
勢
の
重
き
は
、
禍
ひ
の
基
な
り
0

(

六
一
言
詩
)

こ
れ
ら
の
言
は
、
同
族
知
友
を
め
ぐ
る
血
腫
い
闘
い
の
遮
話
、
悉
く
そ
の
眼
で
見
た
上
で
の
実
感
で
あ
っ
た
。

一
将
に
名
位
を
以



て
賛
癌
と
為
し
、
資
財
も
て
塵
垢
と
為
さ
ん
と
す
」
と
い
う
「
答
難
養
生
論
」
の
言
葉
は
、
そ
の
実
感
に
導
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

五

偽
善
と
隠
謀
と
欺
繭
と
に
満
た
さ
れ
た
政
治
的
現
実
に
、
如
何
に
身
を
処
す
べ
き
か
を
、
脅
康
は
己
れ
に
問
う
て
「
答
二
郭
詩
」
の

脅康小論ーその『遊び」の精神ー

中
で
、
次
の
よ
う
に
言
う
。わ

た

う

か

〈

の

詳
ら
か
に
世
務
に
凌
る
を
観
る
に
、
屯
険
に
し
て
憂
ひ
と
虞
れ
と
多
し
。
施
報
更
ご
も
相
ひ
市
り
、
大
道
は
匿
れ
て
静
び
ず
。

夷
路
は
相
親
を
殖
す
。
心
の
安
き
は
将
弁
書
崎
く
に
か
知
か
ん
。

右
と
同

U
詩
の
中
で
、
「
漁
父
は
好
み
て
波
を
揚
ぐ
。
逸
す
と
躍
も
ま
た
巳
に
難
し
。
余
の
嘉
す
る
所
に
あ
ら
ず
」
と
い
う
彼
は
、

「
倭
を
恥
ぢ
て
直
言
す
れ
ば
、
禍
ひ
と
相
ひ
逢
ふ
」
(
秋
胡
行
)
と
り
フ
没
義
道
な
る
現
実
に
対
し
て
、

そ
れ
を
正
す
べ
く
道
理
を
尽
く

し
て
語
り
か
け
、
ま
た
働
き
か
け
る
こ
と
を
、
も
は
や
無
益
と
な
し
、
徒
ら
に
波
を
揚
げ
る
こ
と
の
愚
を
悟
る
に
至
る
。

「
家
誠
」
の
中
で
、
脅
康
は
、
「
吉
を
伝
へ
る
こ
と
遅
く
、
凶
を
伝
へ
る
こ
と
疾
く
、
又
好
み
て
人
の
過
闘
を
議
す
る
」
小
人
輩
と
交

わ
ら
ず
、
世
俗
の
事
件
に
対
し
て
は
、
常
に
傍
観
者
と
し
て
の
態
度
を
貫
き
通
せ
と
、
家
子
に
向
っ
て
戒
め
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

坐
中
言
ふ
所
は
、

自
ず
か
ら
高
議
に
あ
ら
ず
。
但
だ
是
れ
動
静
消
息
に
し
て
、
小
小
の
異
同
は
、
但
だ
当
に
高
視
す
べ
く
、
和

答
す
る
に
足
ら
ざ
る
な
り
。

人
の
相
ひ
奥
に
変
争
す
る
こ
と
有
り
て
、
未
だ
得
失
の
あ
る
所
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
慎
し
み
で
こ
れ
に
預
か
る
こ
と
勿
れ
。

こ
の
外
、
争
い
の
兆
が
見
え
た
り
、
他
人
が
私
語
し
て
い
る
の
を
見
た
り
し
た
場
合
は
、
直
ち
に
座
を
は
ず
す
よ
う
に
言
い
、
ま
た
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他
人
の
議
論
に
対
し
て
は
、
「
黙
し
て
以
て
こ
れ
を
観
る
べ
く
」
「
辞
す
る
に
不
解
を
以
て
す
べ
し
」
と
言
っ
て
、
徹
底
し
て
静
観
者
の
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場
を
踏
み
越
え
て
は
な
ら
な
い
と
教
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
都
て
大
い
に
争
訟
す
る
者
は
小
人
な
る
の
み
」
と
い
う
透
徹
し
た
人
間

さ

観
察
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
「
小
人
」
と
は
、
「
義
に
薄
く
利
に
重
く
」
、
「
天
下
を
割
き
て
以
て
私
し
、

富
貴
を
以
て
崇

高
と
為
す
」
と
こ
ろ
の
「
当
路
の
土
」
を
指
し
て
い
た
こ
と
は
言
を
ま
た
な
い
。

曹
康
は
、
俗
人
に
接
し
、
俗
事
に
携
わ
る
こ
と
を
あ
く
ま
で
も
嫌
忌
し
、
政
治
的
な
場
に
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
を
固
く
拒
絶
し
続

け
た
。
彼
の
俗
物
性
嫌
忌
の
主
張
は
、
山
涛
に
送
っ
た
書
簡
で
あ
る
「
与
山
巨
源
絶
交
書
」
の
中
に
、
あ
か
ら
さ
ま
に
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
書
簡
は
、
吏
部
郎
の
地
位
に
あ
っ
た
山
涛
が
、
密
康
に
そ
の
位
を
譲
ろ
う
と
申
し
出
た
の
に
対
し
て
、
智
康
が
役
人
生
活

に
耐
え
ら
れ
な
い
、

い
く
つ
か
の
理
由
を
列
挙
し
て
、
そ
れ
を
拒
絶
す
る
と
い
う
内
容
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
。

官
途
に
つ
け
ば
、
ま
ず
時
間
的
に
拘
束
さ
れ
、
自
由
な
意
の
ま
ま
の
行
動
が
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
。
ま
た
煩
雑
な
事
務
に
忙
殺
さ
れ
、

煩
噴
な
対
人
関
係
に
精
神
を
す
り
減
ら
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
ま
た
常
に
官
服
に
威
儀
を
正
し
て
俗
人
の
応
待
を
し
、
世
俗
の
弔
喪

の
札
に
服
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
以
上
の
よ
う
な
「
必
ず
堪
へ
ざ
る
」
理
由
を
挙
げ
、
更
に
役
人
と
な
る
に
は
、
「
甚
だ
不
可
な
る
」

二
箇
条
の
理
由
を
示
し
て
、
次
の
よ
う
に
一
吉
守
フ
。

そ

し

か

ろ

か

な

「
毎
に
湯
武
を
非
り
、
周
孔
を
薄
ん
、
ず
。
人
聞
に
在
り
て
、
此
の
事
を
止
め
、
ず
ん
ば
、
曾
ら
ず
世
教
の
容
れ
ざ
る
所
と
な
る

其こ
と
顕
ら
か
な
り
。
」

其
二
「
剛
腸
に
し
て
悪
を
嫉
み
、
軽
捧
に
直
言
し
、
事
に
遇
へ
ば
便
ち
発
す
。
」

従
来
侵
す
べ
か
ら
ざ
る
聖
人
と
し
て
、
批
判
の
外
に
超
越
し
て
い
た
湯
武
周
孔
に
対
し
て
、
こ
れ
ほ
ど
痛
烈
な
攻
撃
を
な
し
た
例
は
、

外
に
は
見
当
ら
な
い
。
こ
れ
は
如
何
な
る
権
威
や
権
力
に
も
、
ま
た
如
何
な
る
道
徳
や
慣
習
に
も
、
拘
束
さ
れ
支
配
さ
れ
る
こ
と
を
潔

し
と
し
な
い
と
い
う
、
ま
こ
と
に
峻
烈
な
る
主
張
で
あ
る
。



後
世
、
梁
の
鍾
蝶
が
「
詩
品
」
の
中
で
、
脅
康
の
詩
を
評
し
て
、
「
頗
る
貌
文
に
似
て
、
峻
切
に
過
ぎ
た
り
。

や
ぷ

は
に
し
、
淵
雅
の
致
を
傷
る
」

計
直
に
し
て
才
を
露

と
言
っ
て
い
る
の
は
、

正
し
く
峻
切
に
過
ぎ
て
、
「
計
き
て
以
て
直
と
為
す
」
(
論
語
陽
貨
篇
)
脅
康
の

性
格
が
、
そ
の
詩
の
上
に
濠
み
出
て
い
る
、
そ
こ
を
適
確
に
評
さ
れ
た
も
の
と
一
言
守
え
よ
う
。

「
口
に
人
の
過
ち
を
論
ぜ
ざ
る
」
玩
籍
の
老
猪
と
も
舌
雪
ノ
ベ
き
円
滑
な
処
世
態
度
を
、

「
常
に
こ
れ
を
師
と
し
」
て
慕
い
つ
つ
も
、

「
未
だ
及
ぶ
能
は
ず
」
と
自
覚
し
て
い
た
哲
康
に
は
、
善
を
善
と
し
、
悪
を
悪
と
し
な
け
れ
ば
承
知
で
き
な
い
潔
癖
さ
が
あ
り
、
言
い

強康小論ーその「遊び」の精神ー

た
い
こ
と
を
言
わ
ず
に
は
居
れ
な
い
一
途
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。

e
め』!っ

「
家
誠
」
の
中
で
、
「
夫
れ
言
語
は
君
子
の
機
な
り
。
機
動
き
物
応
ず
れ
ば
、
則
ち
是
非
の
形
著
は
る
。
慎
し
ま
ざ
る
べ
か
ら
ず
」

と
、
家
子
に
向
っ
て
特
に
言
葉
に
は
慎
重
で
あ
る
よ
う
に
教
え
、
又
「
釈
私
論
」

の
中
で
は
、
「
心
を
是
非
に
措
か
ず
」
と
語
り
な
が

ら
、
い
ざ
実
際
の
事
柄
に
直
面
す
る
と
、
「
惟
だ
此
の
桶
心
、
減
否
を
顕
明
に
す
る
」
(
幽
憤
詩
)
の
で
あ
り
、
「
吾
れ
直
性
狭
中
に
し
て
、

多
く
堪
へ
ざ
る
所
あ
り
」
(
与
山
巨
源
絶
交
書
)
、
「
高
石
の
慎
し
み
な
く
、
好
尽
の
患
あ
り
」
(
同
上
)
と
い
う
具
合
で
あ
っ
た
。

脅
康
が
、
三
国
志
王
集
伝
に
附
載
さ
れ
た
其
の
伝
に
、
「
尚
奇
任
侠
」
と
評
さ
れ
、
又
世
説
新
語
文
学
篇
注
に
、
「
倣
世
不
覇
」
と
記

さ
れ
、
又
同
じ
く
雅
量
篇
注
に
、
「
軽
時
敗
俗
」
と
録
さ
れ
て
い
る
記
事
を
勘
合
し
て
み
る
時
、
彼
が
世
俗
の
道
徳
慣
習
の
外
に
独
歩

す
る
任
誕
放
達
の
士
と
し
て
、

一
般
か
ら
も
見
倣
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
一
言
す
べ
き
は
、
替
康
が
、
山
涛
の
あ
の
勧
誘
に
従
っ
て
政
界
に
進
出
し
、
栄
達
を
は
か
ら
ん
と
欲
す
れ
ば
、

そ
れ
は
十
分
可
能
な
は
ず
で
あ
っ
た
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
三
国
志
の
注
に
引
く
貌
氏
春
秋
に
、
「
大
将
軍
(
司
馬
昭
)
嘗
て
康
を
昨
さ

ん
と
欲
す
る
も
、
康
は
既
に
世
と
絶
つ
の
言
あ
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
秘
山
康
は
他
の
機
会
で
も
自
ら
昨
召
を
辞
退
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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又
哲
康
を
高
く
評
価
し
、
「
我
当
年
以
て
友
と
為
す
可
き
者
は
、
唯
こ
の
こ
生
(
院
籍
・
脅
康
)
の
み
」
(
世
説
新
語
賢
媛
篇
)

と
い
う
山
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涛
は
、
司
馬
師
・
司
馬
昭
・
司
馬
炎
の
三
代
日
旦
っ
て
仕
え
、
吏
部
尚
書
と
い
う
選
挙
の
元
締
め
の
地
位
に
ま
で
至
り
、
重
用
さ
れ
て

い
る
ほ
ど
で
あ
る
か
ら
、
尚
の
こ
と
そ
の
官
界
進
出
は
、
望
め
ば
可
能
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

輪
山
康
の
子
・
紹
は
、
こ
の
山
涛
の
厚
誼
に
擦
り
、
康
の
残
後
、
官
に
と
り
立
て
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
康
の
兄
・
喜
は
、
「
当
世
の
才

あ
り
」
と
言
わ
れ
た
人
物
で
、
康
よ
り
後
ま
で
生
き
、
司
馬
晋
に
仕
え
て
太
僕
宗
正
に
ま
で
至
っ
て
い
る
事
実
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸

事
実
か
ら
推
し
量
れ
ば
、
脅
康
に
と
っ
て
、
そ
の
意
欲
さ
え
あ
れ
ば
、
決
し
て
そ
の
栄
達
の
途
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。

前
代
の
逸
民
が
、
政
界
に
志
を
得
、
ず
、
不
本
意
な
落
伍
者
と
し
て
、
世
俗
に
容
れ
ら
れ
ず
、
退
隠
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
と
、

智
康
が
自
ら
の
意
志
で
、
そ
の
機
会
が
あ
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
官
途
に
就
く
の
を
拒
絶
し
た
こ
と
と
で
は
、
両
者
の
聞
に
著
し
い
相
違

が
あ
っ
た
こ
と
に
、
こ
の
際
注
意
し
て
お
い
て
よ
い
。

-'-J、

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
務
山
康
は
儒
教
を
排
し
、
名
利
を
退
け
、
政
治
的
な
場
に
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
を
固
く
拒
絶
し
た
。
脅
康

の
生
得
の
、
あ
る
い
は
幼
少
期
の
環
境
に
よ
っ
て
醸
成
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
ひ
と
と
な
り
が
、
「
巌
々
と
し
て
孤
松
の
独
立
す
る
が
如
し
」

(
世
説
新
語
容
止
篇
)
と
山
涛
に
評
さ
れ
た
よ
う
に
、
ど
こ
か
取
り
つ
き
に
く
い
上
に
、

お
そ
ら
く
彼
は
、
世
に
処
し
て
い
く
に
拙
い
人
で

あ
り
、
世
俗
と
波
流
を
と
も
に
す
る
に
は
不
向
き
な
よ
う
に
、
初
め
か
ら
で
き
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
c

そ
れ
は
彼
自
身
、
「
恨
む

ら
く
は
自
ら
身
を
用
ゐ
る
こ
と
拙
く
し
て
、
意
に
任
せ
て
永
思
多
し
」
と

そ
の
「
述
志
詩
」
で
一
言
う
よ
う
に
、
十
分
に
自
覚
す
る
と
こ



ろ
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
「
幽
慣
詩
」
の
中
で
も
、
次
の
よ
う
に
述
懐
す
る
。

や

ぷ

あ

あ

わ

れ

其
の
過
ち
を
寡
く
せ
ん
と
欲
す
る
に
、
誘
議
は
沸
騰
し
、
性
と
し
て
物
を
傷
ら
ざ
る
に
、
頻
り
に
怨
憎
を
致
す
。
:
:
:
査
余
淑

カ
カ

か
ら
ず
。
累
ひ
に
縛
り
虞
れ
多
し
。
天
よ
り
降
れ
る
匪
ず
。
実
に
頑
疏
に
よ
る
:

ま
た
「
久
し
く
事
と
接
す
れ
ば
、
抗
聾
日
に
興
り
、
患
ひ
な
か
ら
ん
と
欲
す
と
躍
も
、
其
れ
得
ベ
け
ん
や
」
と
、
処
世
の
拙
さ
を
か

こ
ち
、
俗
事
の
煩
わ
し
き
に
耐
え
難
い
も
の
を
感
じ
続
け
て
い
た
。
そ
し
て
脅
康
が
、
「
神
気
曇
如
た
ら
し
め
ん
」
に
は
、
「
楽
道
関
居

替康小論ーその「遊び」の精神ー

し
て
、
世
に
営
む
な
き
」
よ
り
外
に
道
は
な
い
と
感
ず
る
に
至
っ
た
の
は
、
自
然
の
勢
い
で
あ
っ
た
。
彼
は
世
俗
を
逃
れ
て
、
山
林
の

中
で
の
隠
栖
生
活
を
志
向
す
る
よ
う
に
な
る
。

隠
者
の
生
活
を
望
ん
で
い
た
脅
康
は
、
古
の
隠
逸
の
高
き
風
気
を
慕
っ
て
、
「
高
士
伝
」
を
編
纂
し
、
ま
た
当
時
実
在
し
た
隠
者
王
烈

と
倶
に
山
沢
に
薬
を
求
め
た
り
、
あ
る
い
は
汲
郡
の
山
中
に
、
隠
者
孫
登
を
訪
ね
た
り
し
て
い
る
。

康
は
又
王
烈
に
遇
ひ

共
に
山
に
入
る
。
烈
嘗
て
石
髄
の
飴
の
如
き
を
得
、
即
ち
自
ら
半
ば
を
服
し
、
余
半
を
康
に
与
ふ
。
皆

凝
り
て
石
と
為
る
。
又
石
室
中
に
於
て
、

一
巻
の
素
書
を
見
て
、
遺
か
に
康
を
呼
び
て
往
き
取
ら
し
む
。
純
ち
復
た
見
え
ず
。
烈

常
に
非
ざ
る
も
、

し
か
も
瓢
ち
命
に
遇
は
ざ
る
な
り
と
。
(
晋
書
巻
四
十
本
伝
)

乃
ち
歎
ビ
て
日
く
、
叔
夜
は
趣

脅
康

汲
郡
の
山
中
に
遊
び
、

道
士
孫
登
に
遇
ひ
遂
に
こ
れ
と
遊
ぶ
。
康
の
去
る
に
臨
み
、
登
日
く
、
君
の
才
は
則
ち
高
き
も
、

保
身
の
道
は
足
ら
ざ
る
な
り
と
。
(
世
説
新
語
棲
逸
篇

こ
こ
で
注
意
を
惹
く
の
は
、
王
烈
か
ら
も
、
孫
登
か
ら
も
、
智
康
は
非
命
に
祭
れ
る
で
あ
ろ
う
不
吉
な
将
来
を
、
予
言
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
隠
者
の
眼
か
ら
見
れ
ば
、
脅
康
に
は
、
そ
の
隠
逸
へ
の
憧
慢
の
悩
ま
し
さ
に
も
拘
ら
ず
、
隠
者
た
る
の
資
格
に
欠
け
る
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何
も
の
か
が
あ
っ
た
に
相
違
な
い
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
孫
登
が
如
何
な
る
人
物
で
あ
っ
た
か
を
知
る
手
掛
り
と
し
て
、
世
説
新
語
棲
逸
篇
の
注
に
引
く
康
集
序
の
次
の
記
事
が

ふ
の
ヲ
匂
。

孫
登
な
る
者
は
、

何
許
の
人
な
る
か
を
知
ら
ず
。
家
無
く
、
汲
郡
の
北
山
の
土
窟
に
住
む
。
夏
は
則
ち
草
を
編
み
て
裳
と
為
し
、

冬
は
則
ち
披
髪
し
て
自
ら
覆
ふ
。
好
み
て
易
を
読
み
、

一
絃
琴
を
鼓
す
。
見
る
者
は
皆
親
し
み
て
、
こ
れ
と
楽
し
む
。

又
同
じ
注
に
、
王
隠
晋
室
田
を
引
い
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

孫
登
は
即
ち
庇
籍
の
見
る
所
の
者
な
り
。
脅
康
は
弟
子
の
礼
を
執
り
、
こ
れ
を
師
と
す
。
貌
晋
は
去
就
に
嫌
疑
を
生
ビ
や
す
く
、

貴
賎
並
び
に
没
す
。
故
に
登
は
或
ひ
は
嘆
す
な
り
。

隠
逸
と
い
う
こ
と
に
徹
底
し
よ
う
と
思
う
な
ら
ば
、
こ
の
孫
登
の
如
く
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
孫
登
に
弟

子
の
礼
を
以
っ
て
事
え
た
脅
康
は
、
そ
こ
ま
で
徹
底
し
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
無
一
物
境
に
徹
し
た
、

ひ
た
ぶ
る
の
世
捨
人
に
同
感

は
し
え
で
も
、
彼
自
身
は
唯
そ
れ
を
讃
歎
し
、
此
一
一
か
の
模
倣
を
試
み
る
に
過
、
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

彼
は
俗
に
叛
き
は
し
た
が
、
俗
か
ら
完
全
に
離
脱
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
し
、
ま
し
て
俗
を
超
絶
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。

脅
康
の
胸
中
に
は
、
世
俗
を
超
絶
し
た
い
と
い
う
激
し
く
悩
ま
し
い
憧
憶
と
、
世
俗
に
対
す
る
断
ち
切
り
難
い
執
着
と
が
、
同
時
に
混

り
合
っ
て
存
在
し
、
彼
の
心
は
そ
の
両
極
の
聞
を
絶
え
ず
行
き
つ
戻
り
つ
、
た
ゆ
た
い
続
け
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

総
山
康
は
社
会
か
ら
孤
絶
し
た
異
端
者
に
は
違
い
な
い
が
、
そ
の
立
場
は
実
に
不
徹
底
で
、
暖
昧
か
つ
不
明
瞭
な
存
在
で
あ
っ
た
。
言

わ
ば
、
そ
の
一
方
の
足
を
世
俗
の
外
に
、
他
方
の
足
を
世
俗
の
内
に
踏
ん
で
い
る
、
半
隠
半
俗
の
生
半
の
遁
世
者
で
あ
っ
た
と
、
考
え

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
と
ど
の
つ
ま
り
、
脅
康
は
、
恰
も
市
中
と
山
中
と
の
中
間
地
点
と
も
一
言
守
7
ベ
き
「
竹
林
」
に
、
己
れ
の
生
活
の
場

を
見
出
し
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
「
竹
林
」
の
中
か
ら
、
右
に
山
巌
の
高
き
を
仰
、
ぎ
、
左
に
世
俗
の
低
き
を
見
下
し



て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
叛
俗
の
精
神
を
懐
き
つ
つ
、
世
俗
に
即
か
ず
離
れ
ず
の
生
き
方
を
す
る
暖
味
さ
が
、
外
で
も
な
く
、
脅
康
を
特
色
づ

け
て
い
る
点
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

七

脅康小論ーその「遊び」の精神ー

と
こ
ろ
で
、
晋
書
本
伝
に
「
学
は
師
受
せ
ざ
れ
ど
も
、
博
覧
に
し
て
該
通
せ
、
さ
る
な
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
替
康
は
博
学
の
人
で
あ

っ
た
が
、
中
で
も
老
荘
の
学
は
、
と
り
わ
け
そ
の
愛
好
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

又
脅
康
は
、
多
芸
多
才
な
人
物
で
、
様
々
な
方
面
に
関
心
を
有
し
、
諸
芸
諸
道
の
優
れ
た
荷
担
者
で
あ
り
、

か
つ
良
き
理
解
者
で
も

あ
っ
た
。

(
自
)

ま
ず
彼
は
文
学
の
才
を
有
し
、
詩
を
よ
く
し
た
が
、
今
に
少
な
か
ら
ぬ
数
の
作
品
を
残
し
て
い
る
。
後
世
の
そ
の
評
価
も
決
し
て
低

く

は

な

い

。

例

え

ば

、

「

文

心

彫

龍

」

瞳

性

篇

に

、

「

叔

夜

は

僑

侠

な

り

。

故

に

興

高

く

、

又

「

詩

品

」

で

鍾

や
ぷ

蝶
は
、
脅
康
の
詩
を
中
品
に
置
き
、
頗
る
貌
文
に
似
て
、
峻
切
に
過
ぎ
、
淵
雅
の
致
を
傷
る
。
然
れ
ど
も
託
喰
清
遠
に
し
て
、
民
に
鑑
裁

采
烈
な
り
」

〉
}
ふ
め

η
ノ、

あ
り
。
亦
未
、
だ
高
流
た
る
を
失
は
ず
。
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
よ
う
。

ま
た
、
彼
の
多
く
の
優
れ
た
才
能
の
中
で
、
特
に
秀
で
て
い
て
、
深
い
関
心
を
寄
せ
て
い
た
の
は
、
音
楽
、
と
り
わ
け
琴
の
方
面
で

あ
っ
た
。
琴
の
名
手
で
あ
っ
た
彼
は
、
晋
書
本
伝
に
次
の
よ
江
な
逸
話
を
残
し
て
い
る
。

康
嘗
て
洛
西
に
遊
び
、

暮
に
華
陽
亭
に
宿
し
、
琴
を
引
き
て
弾
ず
。
夜
分
忽
ち
客
あ
り
て
、
こ
こ
に
至
る
。
称
す
ら
く
是
れ
古

47 

人
な
り
と
。
康
と
共
に
音
律
を
談
ビ
、
辞
致
清
辞
な
り
。
因
り
て
琴
を
索
め
て
こ
れ
を
弾
き
、
広
陵
散
を
つ
く
る
。
声
調
絶
倫
な
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り
。
遂
に
以
て
康
に
授
け
、
何
り
て
人
に
伝
へ
ざ
る
を
誓
ひ
、
亦
其
の
姓
字
を
言
は
ず
。

ま
た
脅
康
は
、
四
十
歳
に
し
て
刑
刃
に
鑓
れ
た
が
、
そ
の
処
刑
を
直
前
に
し
て
、
「
日
影
を
顧
視
し
て
琴
を
索
め
、

こ
れ
を
弾
き
て

日
く
、
品
目
蓑
孝
尼
、
嘗
て
吾
に
従
ひ
て
、
広
陵
散
を
学
ば
ん
と
せ
し
も
、
五
口
毎
に
こ
れ
を
斬
回
す
。
広
陵
散
は
今
に
絶
え
た
り
。
」
(
世

説
新
語
雅
量
篇
)
と
い
う
逸
話
も
残
し
て
い
る
よ
う
に
、
死
の
直
前
ま
で
、
手
か
ら
琴
を
離
さ
な
か
っ
た
程
の
愛
着
ぶ
り
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
長
篇
の
「
琴
賦
」
を
作
り
、
琴
の
徳
の
優
れ
て
い
る
こ
と
を
称
讃
し
て
止
ま
な
い
。
そ
の
序
に
、
「
余
舛
く
し
て
音
声
を
好

い
V
仇
W
7

ノ
¥

み
、
長
じ
て
こ
れ
に
翫
せ
り
。
お
も
へ
ら
く
、
物
に
は
盛
衰
あ
れ
ど
も
、
此
れ
に
は
変
な
し
。
滋
味
に
は
厭
く
こ
と
あ
れ
ど
も
、
此
れ

に
は
勧
む
こ
と
な
し
。
以
て
神
気
を
養
導
し
、
情
士
山
を
宣
和
す
ベ
し
。
窮
独
に
処
り
て
悶
ヘ
ざ
る
者
は
、
音
声
よ
り
近
き
は
な
し
。
」

と
言
う
よ
う
に
、
脅
康
は
若
い
頃
か
ら
、
管
絃
を
愛
好
す
る
数
寄
者
肌
の
人
物
で
あ
っ
た
。
彼
は
詩
を
作
っ
て
は
、
屡
々
琴
の
事
に
及

ん
で
い
る
。
ま
た
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
声
無
哀
楽
論
」
を
作
っ
て
、
儒
家
の
伝
統
的
音
楽
観
を
退
け
、
音
楽
の
た
め
の
音
楽
と
い
う

考
え
方
を
提
唱
し
た
、
芸
術
家
肌
の
人
物
で
も
あ
っ
た
。

脅
康
は
、
ま
た
絵
画
に
も
関
心
を
も
ち
、
そ
れ
に
も
手
を
染
め
て
い
る
。
「
歴
代
名
画
記
」
(
巻
五
)
は
、
画
を
能
く
す
る
晋
人
二
十
三

人
の
一
人
に
脅
し
康
の
名
を
挙
げ
、
「
脅
康
能
く
詞
を
属
し
ト
益
口
く
琴
を
鼓
し
、
書
画
に
立
み
な
り
」
と
い
う
記
事
を
載
せ
て
い
る
。
そ
の

よ

注
に
、
「
獅
子
の
象
を
撃
つ
の
図
、
巣
由
の
図
、
代
に
伝
ふ
」
と
あ
り
、
そ
の
作
品
は
唐
代
に
は
ま
だ
残
さ
れ
て
い
た
と
一
吉
守
7
0

ま
た
脅
康
は
甚
だ
器
用
な
性
質
で
、
工
芸
の
道
に
も
堪
能
で
あ
っ
た
。
「
世
説
新
語
」
簡
倣
篇
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

ま

き

た

す

方
に
大
樹
の
下
に
鍛
す
。
向
子
期
は
為
に
鼓
排
を
佐
く
、
康
は
槌
を
揚
げ
て
轍
め

鍾
士
季
:
:
:
倶
に
往
き
て
康
を
尋
ぬ
。
康

ご
と

ず
。
傍
に
人
無
き
が
若
し
。
時
を
移
す
も
一
言
も
交
ヘ
ず
。

又
そ
の
注
に
「
文
士
伝
」
を
引
い
て
、
次
の
よ
う
に
三
守
7
。
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康
は
性
と
し
て
絶
だ
巧
み
に
し
て
、
能
く
鉄
を
鍛
す
。
家
に
盛
ん
な
る
柳
樹
あ
り
。
乃
ち
水
を
激
し
て
以
て
こ
れ
会
霞
む
。
夏

天
甚
だ
清
涼
な
り
。
恒
に
其
の
下
に
居
り
て
倣
戯
し
、
乃
ち
身
自
ら
鍛
す
。
家
は
貧
な
り
と
難
も
、
人
の
鍛
色
誠
ぶ
者
あ
ら
ば
、

あ

た

ひ

も

康
は
直
を
受
け
ず
。
唯
親
旧
鶏
酒
を
以
ち
て
往
き
、
与
に
共
に
飲
搬
し
、
清
書
す
る
の
み
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
脅
康
は
、
鍾
曾
の
来
訪
に
も
、
作
業
に
没
頭
し
て
、
手
も
休
め
ず
、

一
顧
だ
に
し
な
か
っ
た
と
言
い
、
又
そ
の
細

工
を
喜
ぶ
者
が
い
れ
ば
、
無
償
で
人
に
与
え
た
と
言
う
が
、
技
芸
に
優
れ
た
人
に
あ
り
勝
ち
な
、

一
徹
者
の
名
人
気
質
を
、
そ
こ
に
感

脅康小論ーその「遊び」の精神ー

り
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
彼
の
鍛
冶
は
、
決
し
て
利
を
目
的
と
す
る
生
業
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
趣
味
の
「
遊
び
」
に
外
な

ら
な
か
っ
た
。

そ
の
家
に
は
大
き
な
柳
樹
が
植
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
周
囲
に
川
の
水
を
引
き
込
み
、
夏
日
は
常
に
そ
の
涼
蔭
で
清
遊
し
て
い
た
と

言
う
。
脅
康
が
、
清
貧
に
甘
ん
ピ
つ
つ
も
、
現
実
の
生
活
そ
の
も
の
を
芸
術
化
す
る
閑
居
の
数
寄
者
で
あ
り
、
趣
味
を
解
す
る
風
流
の

人
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
多
趣
味
で
多
芸
多
才
な
欝
康
が
、
趣
味
を
解
さ
ぬ
野
暮
な
俗
人
と
絶
縁
し
て
、
竹
林
の
隠
栖
生
活
に
入
る
や
、
ま
す
ま

す
そ
の
趣
味
に
没
入
し
、
趣
味
に
遊
ぶ
風
雅
風
狂
の
世
界
を
育
て
あ
げ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
人
生
に
対
す
る

諦
観
に
裏
づ
け
ら
れ
て
、
世
俗
の
何
も
の
に
も
拘
束
さ
れ
な
い
、
自
律
的
か
つ
無
目
的
な
風
雅
な
「
遊
び
」
の
世
界
へ
と
昇
華
さ
れ
て

い
っ
た
。
こ
れ
は
純
粋
に
「
遊
ぶ
」
ご
と
そ
れ
自
体
に
の
み
意
味
が
あ
り
、
物
質
的
利
害
や
世
俗
的
道
徳
規
範
な
ど
の
関
与
を
厳
し
く

拒
絶
し
、
そ
れ
以
外
何
の
意
味
を
も
持
た
な
い
「
遊
び
」
の
世
界
で
あ
っ
た
。

「
世
俗
の
栄
華
を
顧
み
ず
。
酒
食
を
欽
ぱ
ず
。
俗
の
楽
し
む
所
は
糞
土
と
な
す
」

(
難
自
然
好
学
論
)
と
言
う
脅
康
は
、
巷
聞
の
豪
審

49 

な
生
活
を
喜
ば
ず
、
田
園
に
於
け
る
簡
素
な
清
貧
め
生
活
を
、
寧
ろ
よ
し
と
し
て
楽
し
ん
だ
。
ま
た
晋
書
本
伝
に
、
「
毎
に
薬
を
採
り
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て
山
沢
に
遊
ぶ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
密
康
は
屡
々
山
野
に
出
遊
し
、
山
水
自
然
に
親
し
み
、
琴
を
ひ
き
詩
を
吟
じ
、
時
に
は
魚
鳥
を
捕

え
て
楽
し
ん
だ
と
い
う
。
そ
れ
に
言
及
し
た
記
事
は
、
「
酒
会
詩
」
を
は
じ
め
、
そ
の
作
品
の
随
処
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
脅
康
は
、

人
と
の
交
わ
り
を
好
ま
ず
、
花
鳥
風
月
を
愛
で
、
風
流
韻
事
に
心
掛
け
て
、
趣
味
の
生
活
に
遊
ぶ

「
竹
林
」

の
数
寄
者
で
あ
っ
た
。

)¥ 

以
上
こ
れ
ま
で
、
脅
康
の
人
間
像
を
浮
彫
り
す
る
こ
と
に
務
め
て
き
た
が
、
こ
こ
で
改
め
て
そ
の
像
に
注
目
す
る
時
、
思
い
当
る
こ

と
は
、
紛
れ
も
な
く
こ
れ
は
、
後
世
の
所
謂
「
文
人
墨
客
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
合
致
し
、

ほ
ぼ
違
わ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
同
時
に
、

そ
れ
は
後
に
続
く
六
朝
貴
族
の
面
影
と
も
重
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

今
さ
し
当
っ
て
、
脅
康
よ
り
以
前
に
、
「
文
人
」
と
呼
び
う
る
人
物
を
見
出
す
こ
と
は
、

お
そ
ら
く
困
難
で
あ
ろ
う
。
し
て
み
れ
ば
、

脅
康
ご
そ
は
、
「
文
人
」
の
系
譜
を
考
え
る
場
合
、
そ
の
ま
ず
最
初
に
位
置
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
人
物
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

こ
の
脅
康
の
生
き
方
は
、
時
教
を
乱
害
し
、
風
俗
を
素
乱
す
る
も
の
と
さ
れ
、
時
の
権
力
者
の
容
認
せ
ざ
る
所
と
な
り
、
脅
康
は
刑

刃
に
舞
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
生
き
方
は
、
後
の
世
に
永
く
深
い
影
響
を
及
ぼ
し
、
「
文
人
」
の
原
型
と
な
り
、
同
時
に
六
朝
貴
族
の
一
つ
の
原
型
と

な
っ
た
、
と
断
言
し
て
も
差
し
支
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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狩
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司
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