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洪
亮
吉
に
お
け
る
儒
教
的
伝
統

一

、

略

伝

洪
亮
吉
、
字
は
君
直
、
又
は
稚
存
。
北
江
と
号
し
た
。
江
蘇
省
陽
湖
県

の
人
。
乾
隆
十
一
年
（
一
七
四
六
）
に
生
ま
れ
、
嘉
慶
十
四
年
（
一
八
〇

九
）
に
卒
し
た
。
清
朝
考
証
学
の
最
盛
期
に
生
き
た
人
物
で
あ
る
。

六
歳
で
父
を
う
し
な
い
、
苦
学
の
の
ち
、
二
十
四
歳
で
県
の
学
生
と
な

る
。
数
年
後
、
安
微
学
政
の
朱
笥
の
幕
下
に
参
加
す
る
。
そ
こ
で
、
載
鹿
・

部
晋
涵
•
王
念
孫
•
江
中
ら
と
交
際
す
る
。
科
挙
に
は
な
か
な
か
合
格
で

き
ず
、
乾
隆
五
十
五
年
（
一
七
九
〇
）
四
十
五
歳
に
な
っ
て
よ
う
や
く
合

格
。
し
か
し
、
一
甲
二
名
と
い
う
立
派
な
成
績
で
あ
っ
た
の
で
、
翰
林
院

編
修
を
授
け
ら
れ
る
。
乾
隆
五
十
七
年
（
一
七
九
二
）
に
は
貴
州
学
政
と

な
る
°
貴
州
に
は
三
年
間
い
た
。
任
地
貴
州
で
の
生
活
は
充
実
し
た
も
の

で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
本
稿
が
と
り
あ
げ
る
哲
学
論
文
『
意
言
』
は
こ

の
時
期
に
書
か
れ
た
。

嘉
慶
一
二
年
（
一
七
九
八
）
に
は
、
白
蓮
教
徒
の
乱
に
対
す
る
解
決
策
で

あ
る
「
征
邪
教
疏
」
を
上
申
し
た
。
翌
年
に
は
「
極
言
時
弊
啓
」
を
提
出

し
た
と
こ
ろ
、
嘉
艇
帝
の
怒
り
を
か
い
、
伊
梨
に
流
さ
れ
る
。
し
か
し
、

す
ぐ
に
嘉
疫
帝
は
、
洪
亮
吉
の
諫
言
が
私
利
私
欲
に
出
た
も
の
で
な
い
こ

と
を
悟
る
。
そ
こ
で
ゆ
る
さ
れ
、
故
郷
に
帰
る
こ
と
が
で
き
た
。
伊
梨
に

い
る
こ
と
百
日
あ
ま
り
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以
後
は
、
故
郷
に
あ
っ
て
出
仕

せ
ず
、
更
生
居
士
と
号
し
、
学
問
と
遊
覧
の
日
を
過
ご
す
。
嘉
疫
十
四
年

（
一
八

0
九
）
、
六
十
四
歳
で
な
く
な
る
。

洪
亮
吉
は
若
い
こ
ろ
よ
り
詩
人
と
し
て
名
を
知
ら
れ
、
同
郷
の
黄
景
仁

と
「
洪
・
黄
」
と
併
称
さ
れ
た
。
ま
た
餅
文
に
も
巧
み
で
あ
っ
た
。

学
者
と
し
て
も
有
名
で
、
『
春
秋
左
伝
詰
』
『
六
書
転
注
録
』
『
比
雅
』

な
ど
の
ほ
か
、
『
補
一
＝
国
弧
域
志
』
『
東
晋
景
域
志
』
な
ど
歴
史
地
理
に

関
す
る
著
述
も
多
い
。

洪
亮
吉
の
性
格
は
、
「
君
性
は
侃
直
、
悪
を
疾
む
こ
と
仇
の
如
し
、

み
ず
か

自
ら
謂
え
ら
く
、
物
を
容
る
る
能
わ
ず
」
（
江
藩
『
漠
学
師
承
記
』
巻
四
）
、

と
あ
る
よ
う
に
、
は
っ
き
り
と
物
を
い
う
人
物
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

以
上
、
呂
培
の
『
洪
北
江
先
生
年
譜
』
、
江
藩
の
『
漠
学
師
承
記
（
巻

滝

野

邦

雄

(21) 
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四
）
』
な
ど
に
よ
る
。
な
お
洪
亮
吉
が
朱
箔
の
幕
下
に
あ
っ
た
時
の
こ
と

に
つ
い
て
は
、
河
田
悌
一
氏
「
清
代
学
術
の
一
側
面
ー
朱
笛
、
部
晋
涵
、

洪
亮
吉
そ
し
て
章
学
誠
」
（
『
東
方
学
』
第
五
七
輯
）
に
描
か
れ
て
る
。

二
、
洪
亮
吉
の
思
想
に
つ
い
て
の
評
価

洪
亮
吉
の
思
想
に
つ
い
て
は
、
従
来
あ
ま
り
研
究
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

そ
の
数
少
な
い
研
究
中
、
洪
亮
吉
の
思
想
は
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
か
。

洪
亮
吉
の
思
想
に
つ
い
て
、
中
国
大
陸
の
評
価
を
示
す
代
表
の
一
っ
と

し
て
、
中
国
社
会
科
学
院
哲
学
研
究
所
中
国
哲
学
史
研
究
室
編
『
中
国
哲

学
史
資
料
選
輯
ー
清
代
之
部
』
（
洪
亮
吉
の
条
）
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

洪
亮
吉
の
思
想
は
、
無
神
論
と
人
口
論
の
点
で
注
目
さ
れ
る
と
し
、
次
の

よ
う
に
述
べ
る
。

彼
（
洪
亮
吉
）
は
乾
•
嘉
時
代
の
無
神
論
者
で
あ
る
。
彼
の
無
神
論

思
想
の
或
る
部
分
は
王
充
の
考
え
を
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
と
言

え
る
。
し
か
し
、
王
充
と
比
べ
る
と
更
に
一
歩
す
す
ん
で
い
て
、
命

定
論
に
は
同
意
し
な
か
っ
た
。
…
…

禍
福
と
鬼
神
の
両
篇
〔
の
主
張
〕
で
は
、
主
と
し
て
、
鬼
神
は
人

の
禍
福
を
決
定
で
き
な
い
と
考
え
、
実
質
上
、
鬼
神
の
存
在
を
否
定

す
る
。
天
地
篇
で
は
さ
ら
に
一
歩
進
ん
で
、
い
わ
ゆ
る
山
川
社
稜
．

風
雲
雷
雨
の
神
と
高
曽
祖
考
の
鬼
は
、
す
べ
て
人
間
の
幻
想
の
産
物

で
あ
り
、
現
実
に
は
存
在
し
な
い
と
指
摘
す
る
。
夭
寿
•
仙
人
の
両

篇
で
は
人
の
い
の
ち
の
長
短
は
自
然
に
よ
る
と
い
う
こ
と
を
肯
定
し
、

服
食
旋
気
と
か
不
死
の
探
求
と
か
神
仙
の
考
え
と
か
の
根
も
葉
も
な

い
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
た
。
彼
の
論
証
の
方
法
は
、
す
べ
て
常
識

に
も
と
づ
き
、
宗
教
と
か
迷
信
に
深
刻
で
有
力
な
諷
刺
と
反
論
を
加

え
た
。洪

亮
吉
は
〔
『
意
吉
』
の
〕
治
平
•
生
計
の
両
篇
で
、
彼
の
人
口

史
親
を
の
べ
る
。
彼
は
人
口
の
増
加
が
人
々
の
生
活
を
貧
困
化
さ
せ

る
原
因
で
あ
る
と
考
え
た
。
こ
う
し
た
観
点
は
マ
ル
サ
ス
の
人
口
論

に
少
し
類
似
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
（
同
書
四
三
〇
頁
ー
四
一
ニ
―
頁
）
。

こ
の
う
ち
、
人
口
論
の
問
題
は
明
末
以
来
の
経
世
論
の
流
れ
の
中
で
位

置
づ
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
ら
、
本
稿
で
は
触
れ
な
い
。

さ
て
、
中
国
大
陸
の
学
界
で
用
い
ら
れ
る
無
神
論
と
は
ど
の
よ
う
な
意

味
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
一
般
的
立
場
を
表
わ
す
も
の
の
一
っ
と
し
て
『
辞

海
ー
哲
学
分
冊
』
の
「
無
神
論
」
の
項
を
参
考
と
し
て
見
て
み
る
と
、

一
切
の
宗
教
的
な
信
仰
と
鬼
神
に
つ
い
て
の
迷
信
を
否
定
す
る
こ
と
。

そ
の
理
論
的
な
基
礎
に
は
唯
物
論
が
あ
る
…
…
（
五
五
頁
）
。

と
あ
る
。
す
る
と
、
そ
の
無
神
論
と
は
、
世
界
が
そ
れ
自
身
で
存
在
し
運

動
す
る
と
い
う
唯
物
論
の
立
場
か
ら
、
一
切
の
神
的
な
も
の
を
否
定
す
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
、
否
定
さ
れ
る
神
的
な
も
の
が
ど

の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
微
妙
な
言
い
方
で
述
べ
る
の
み

で
あ
っ
て
は
っ
き
り
と
は
定
義
は
な
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
無
神
論

の
根
底
に
は
、
唯
物
論
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
だ

か
ら
、
洪
亮
吉
を
無
神
論
者
と
し
て
評
価
す
る
時
、
そ
の
唯
物
論
的
な
観

点
を
評
価
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

(22) 
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で
は
、
日
本
の
学
界
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
日
本
で
洪
亮
吉
の
思
想

を
あ
っ
か
っ
た
専
論
と
し
て
、
故
佐
藤
震
二
氏
の
「
洪
亮
吉
の
思
想
的
性

格
」
（
『
ア
カ
デ
ミ
ア
』
九
号
・
一
九
五
五
年
）
、
杉
山
寛
行
氏
の
「
洪

亮
吉
の
『
意
言
』
に
つ
い
て
（
上
）
」
（
『
名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論

集
（
文
学
）
』
二
八
号
・
一
九
八
二
年
・
「
下
」
は
未
発
表
）
が
あ
る
。

佐
藤
氏
は
、
洪
亮
吉
の
思
想
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

彼
の
（
洪
亮
吉
）
の
思
想
は
、
…
儒
家
本
来
の
経
世
家
的
伝
統
の
復

活
で
あ
り
、
伝
統
的
社
会
事
象
に
対
す
る
痛
烈
な
批
判
で
も
あ
っ
た
。

そ
し
て
ま
た
、
多
少
歪
め
ら
れ
た
形
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
伝
統

的
な
経
典
依
据
に
と
ら
わ
れ
ぬ
論
理
的
思
考
、
科
学
的
思
考
の
発
露

で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
(
-
四
五
頁
）
。

洪
亮
吉
の
儒
家
的
伝
統
と
い
う
点
を
認
め
つ
つ
、
一
方
そ
れ
に
加
え
て
、

「
論
理
的
思
考
•
科
学
的
思
考
」
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
と
評
価
し
て
い

る。
つ
ま
り
中
国
大
陸
•
佐
藤
氏
は
、
と
も
に
洪
亮
吉
の
思
想
の
中
に
近
代

的
思
惟
を
見
い
出
し
、
そ
れ
を
評
価
し
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
杉
山
氏
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

〔
『
意
言
』
に
〕
表
白
さ
れ
て
い
る
世
界
観
・
人
生
観
は
、
徹
底
し

て
現
世
的
な
合
理
性
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
お
り
、
そ
の
姿
勢
は
終
始

一
貫
し
て
い
る
。
そ
こ
で
取
り
扱
わ
れ
る
問
題
は
、
き
わ
め
て
具
体

的
な
か
た
ち
で
提
示
さ
れ
、
考
証
学
者
ら
し
い
洗
練
さ
れ
た
方
法
を

駆
使
し
て
展
開
さ
れ
る
（
一
頁
）
。

す
な
わ
ち
、
杉
山
氏
は
、
洪
亮
吉
が
「
具
体
的
な
か
た
ち
」
で
議
論
を

行
な
っ
て
い
る
こ
と
を
評
価
す
る
。
こ
れ
は
、
一
般
的
に
言
え
ば
、
中
国

人
に
お
け
る
伝
統
的
な
現
実
主
義
を
洪
亮
吉
の
思
考
の
中
に
見
て
い
こ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

私
は
、
基
本
的
に
杉
山
氏
の
こ
の
立
場
に
賛
成
す
る
。
た
だ
、
文
学
研

究
家
の
杉
山
氏
の
同
論
考
は
、
洪
亮
吉
の
文
章
を
通
し
て
、
洪
亮
吉
の
思

想
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
洪
亮
吉
の
人
間
像
を
把
握
す
る
こ
と
に
主
た

る
目
的
が
あ
る
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
私
の
場
合
は
、
洪
亮
吉
の
基
本
的
思
考
に
お
け
る
と
こ
ろ
の
、

中
国
人
に
お
け
る
伝
統
的
な
現
実
主
義
と
い
う
も
の
を
見
て
み
た
い
と
思

う
。
中
国
大
陸
•
佐
藤
氏
の
よ
う
に
ョ
ー
ロ
ッ
。
ハ
風
の
近
代
的
思
惟
の
観

点
か
ら
、
洪
亮
吉
の
思
想
を
と
ら
え
る
と
い
う
の
は
―
つ
の
方
法
で
は
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
洪
亮
吉
は
科
挙
合
格
者
と
い
う

儒
者
で
あ
っ
た
。
洪
亮
吉
の
思
想
に
対
し
て
近
代
的
思
惟
で
わ
り
き
る
と

い
う
の
で
は
な
く
て
、
こ
と
の
本
質
を
つ
か
む
た
め
に
、
洪
亮
吉
に
お
け

る
根
源
的
な
思
想
と
は
何
で
あ
る
の
か
、
は
た
し
て
儒
教
的
伝
統
と
関
わ

り
が
な
い
の
か
と
い
う
基
本
的
問
題
を
検
討
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
下
、
儒
教
的
伝
統
の
観
点
か
ら
洪
亮
吉
の
思
想
を
見
て
み
る
と
い
う

の
が
、
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

三
、
鬼
神
に
つ
い
て

洪
亮
吉
に
よ
れ
ば
、
本
来
の
鬼
神
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

鬼
神
の
説
〔
は
〕
、
上
古
〔
に
〕
あ
る
な
し
。
上
古
の
所
謂
神
と

は
、
山
川
社
稜
の
各
々
有
司
存
す
（
山
川
社
稜
に
『
論
語
』
泰
伯
篇

(23) 
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「
有
司
存
す
」
の
よ
う
に
そ
の
担
当
者
が
い
る
こ
と
）
、
是
れ
な
り
。

上
古
の
所
謂
鬼
と
は
、
高
〔
祖
〕
．
曽
〔
祖
〕
・
祖
考
、
是
れ
な

り
（
『
意
言
』
鬼
神
篇
。
以
下
『
意
言
』
か
ら
の
引
用
は
篇
名
の
み

記
す
）
。

も
と
も
と
神
と
は
、
山
川
社
稜
に
そ
の
担
当
者
が
い
る
こ
と
を
指
し
、

鬼
と
は
祭
祀
の
対
象
で
あ
る
高
祖
•
曽
祖
・
祖
父
な
ど
先
祖
を
指
す
。
と

こ
ろ
が
、
後
世
に
な
っ
て
、
そ
う
で
は
な
く
な
っ
て
き
た
と
し
、
前
の
文

に
続
い
て
こ
う
述
べ
る
。

三
代
の
衰
う
や
、
始
め
て
〔
真
の
〕
鬼
神
に
非
ず
し
て
、
之
れ
を
鬼

神
と
謂
う
者
あ
り
（
鬼
神
篇
）
。

こ
う
し
た
真
の
鬼
神
で
な
い
も
の
は
「
此
れ
直
だ
に
之
れ
に
名
づ
け
て

怪
と
為
す
」
（
鬼
神
篇
）
と
い
う
よ
う
に
、
洪
亮
吉
は
「
怪
」
と
呼
ぶ
。

だ
か
ら
、
洪
亮
吉
は
、

三
代
以
上
、
真
の
鬼
神
あ
り
。
三
代
以
下
、
真
の
鬼
神
あ
る
を
聞
か

ず
。
怪
あ
る
の
み
。
鬼
神
に
理
あ
り
、
怪
に
は
理
な
し
°
鬼
神
な
る

者
は
、
吾
れ
当
に
之
れ
を
畏
る
べ
し
。
怪
な
る
者
は
、
必
ず
し
も
畏

れ
ざ
る
な
り
（
鬼
神
篇
）
。

と
言
い
、
本
当
に
畏
敬
す
べ
き
も
の
は
真
の
鬼
神
の
み
で
あ
る
と
す
る
。

た
だ
し
、
こ
の
鬼
神
篇
で
は
、
「
三
代
以
前
」
と
い
う
限
定
づ
き
で
真
の

鬼
神
の
存
在
を
認
め
る
も
の
の
、
次
の
天
地
篇
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に

述
べ
る
。
す
な
わ
ち
「
山
川
社
稜
風
雲
雷
雨
の
神
」
は
、
実
は
人
の
心
の

内
に
生
れ
た
幻
で
あ
る
と
論
じ
た
あ
と
続
け
て
、

高
〔
祖
〕
・
曽
〔
祖
〕
・
祖
考
の
鬼
は
、
凡
そ
子
孫
に
属
す
。
亦
た

•
曽
〔
祖
〕

愛
し
て
之
れ
を
慕
わ
ざ
る
は
な
し
。
是
れ
高
〔
祖
〕

祖
考
の
鬼
も
亦
た
即
ち
子
孫
の
心
に
生
ず
る
の
み
。

山
川
な
ど
の
神
の
場
合
と
同
じ
く
祖
先
の
鬼
は
実
は
子
孫
が
心
の
中
で

作
る
イ
メ
ー
ジ
や
幻
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
鬼
•
神
の
実
在

の
否
定
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
洪
亮
吉
は
、
そ
れ
は
真
の
鬼
神

で
は
な
く
て
、
仮
托
の
鬼
神
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

日
く
、
伊
れ
古
よ
り
以
来
、
親
し
く
山
川
社
稜
風
雲
雷
雨
の
神
を
見

し
者
あ
り
、
ま
た
親
し
く
高
〔
祖
〕
．
曽
〔
祖
〕
・
祖
考
の
鬼
を
見

し
者
あ
る
は
、
則
ち
奈
何
と
。
〔
と
い
う
問
い
に
対
し
て
答
え
て
〕

曰
く
、
此
れ
或
い
は
そ
の
名
に
托
し
て
以
て
神
を
示
し
、
其
の
号
に

仮
り
て
以
て
食
（
供
物
）
を
求
む
。
真
の
山
川
社
稜
の
神
・
高
〔
祖
〕
・

曽
〔
祖
〕
・
祖
考
の
鬼
に
あ
ら
ざ
る
な
り
（
天
地
篇
）
。

と
す
れ
ば
「
真
の
」
と
い
う
条
件
づ
き
の
鬼
神
の
存
在
は
認
め
て
い
る

の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
洪
亮
吉
は
す
べ
て
の
神
的
な
も
の
を
否
定
し

て
は
い
な
い
。
だ
が
、
人
間
の
形
を
し
て
描
か
れ
そ
の
衣
服
な
ど
も
後
世

の
姿
を
し
た
鬼
神
な
ど
は
否
定
す
る
。
そ
れ
は
、
自
ら
作
っ
た
イ
メ
ー
ジ

で
あ
り
、
い
わ
ば
疎
外
態
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

儒
教
で
は
、
「
鬼
神
は
敬
し
て
之
れ
を
遠
ざ
く
」
（
『
論
語
』
碓
也
篇
）

と
す
る
。
真
の
鬼
神
は
必
ず
し
も
否
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
て
「
敬
遠
」

さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
い
や
、
儒
教
は
、
中
国
人
の
一
般
的
親
念
を
集
約

し
た
の
で
あ
っ
て
、
中
国
人
の
一
般
的
観
念
と
し
て
は
、
真
の
鬼
神
は
存

在
す
る
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
現
わ
れ
る
際
、
鬼
神
を
招

＜
側
が
、
そ
れ
に
価
す
る
も
の
を
要
求
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
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臣
こ
れ
を
聞
け
り
、
鬼
神
は
人
を
実
に
親
し
む
に
非
ず
（
「
鬼
神

非
人
実
親
」
。
こ
れ
は
「
鬼
神
は
実
に
人
に
親
近
す
る
に
あ
ら
ず
」

の
意
）
、
惟
だ
徳
に
是
れ
依
る
、
と
。
故
に
『
周
書
』
に
曰
く
、
皇

天
親
し
む
無
く
、
惟
だ
徳
を
是
れ
輔
<
:
・
則
ち
徳
に
非
ざ
れ
ば
、

民
和
せ
ず
、
神
享
け
ず
。
神
の
謁
依
す
る
と
こ
ろ
は
、
将
に
徳

に
在
ら
ん
。

四
、
喪
葬
に
つ
い
て

周
知
の
よ
う
に
、
墨
子
は
そ
の
勤
倹
主
義
の
立
場
か
ら
、
節
非
を
主
張

し
た
。
喪
葬
の
費
用
を
節
約
す
る
と
い
う
面
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
墨
子

以
後
の
喪
葬
論
も
お
お
む
ね
こ
う
し
た
節
約
の
立
場
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
洪
亮
吉
は
そ
れ
ら
と
違
っ
た
立
場
か
ら
喪
非
を
批
判
し
て

い
る
。

喪
葬
の
制
、
古
今
の
人
の
惑
い
は
同
じ
か
ら
ず
と
雖
も
、
然
れ
ど
も

其
の
惑
い
を
為
す
は
、
則
ち
―
な
り
（
喪
非
篇
）
。

で
は
、
古
人
の
惑
い
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
洪
亮
吉
は

次
の
よ
う
に
言
う
。

み

古
人
の
惑
い
は
、
「
地
上
を
空
し
く
し
以
て
地
下
を
実
た
す
」

つ
い
え

（
『
漢
書
』
貢
萬
伝
）
。
是
に
子
て
一
棺
の
費
、
累
ぬ
る
に
千
金
に

れ

も

及
び
、
一
披
の
幽
、
蔵
す
る
こ
と
百
物
に
及
び
、
以
為
え
ら
く
是
の

如
く
せ
ざ
れ
ば
以
て
人
子
の
心
を
明
ら
か
に
す
る
に
足
ら
ず
、
と
。

た
と
え
ば
、

る。

『
左
氏
伝
』
倍
公
五
年
の
虞
公
の
次
の
よ
う
な
こ
と
ば
が
あ

是
れ
其
の
惑
い
は
尚
お
〔
生
き
て
い
る
〕
親
を
愛
す
る
に
近
し
（
喪

葬
篇
）
。

古
人
の
惑
い
と
は
、
親
を
い
つ
く
し
む
心
（
孝
）
に
発
し
た
厚
葬
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
洪
亮
吉
は
古
人
の
こ
う
し
た
喪
非
は
「
親
を
愛
す
る
に
近
し
」

と
い
い
、
そ
れ
ほ
ど
の
批
難
は
加
え
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
現
在
の
喪
非
を

批
判
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

い
と
な

今
人
の
惑
い
は
、
一
塚
の
地
を
営
む
に
、
或
い
は
遅
と
し
て
十
年
に

及
ぶ
。
一
穴
の
吉
を
謀
る
こ
と
百
翡
に
及
ぶ
。
是
に
子
て
曽
〔
孫
〕
．

玄
〔
孫
〕
の
時
に
至
り
て
も
尚
お
未
だ
其
の
高
〔
祖
〕
．
曽
〔
祖
〕

を
葬
る
に
及
ば
ざ
る
も
の
有
り
（
喪
葬
篇
）
。

古
人
の
惑
い
が
埋
葬
に
費
用
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
の
と
は
異
な
り
、
今
人

の
そ
れ
は
、
地
形
の
よ
し
あ
し
か
ら
吉
凶
を
え
る
と
い
う
い
わ
ゆ
る
風
水

説
に
よ
る
、
な
ぜ
こ
う
し
た
風
水
説
に
よ
る
の
か
と
い
う
と
、
洪
亮
吉
は

次
の
よ
う
に
考
え
る
。

た

め

た

め

祈
福
の
念
愛
親
の
心
に
十
倍
し
、
子
孫
が
為
の
謀
祖
父
が
為
の

計
に
百
倍
す
れ
ば
な
り
。
是
れ
則
ち
古
人
の
厚
非
は
尚
お
愛
親
（
前

引
）
に
近
し
、
而
る
に
今
人
の
営
塚
は
、
則
ち
実
は
己
が
為
め
の
謀
、

子
孫
が
為
め
の
謀
を
欲
す
る
の
み
（
喪
非
篇
）
。

今
人
の
喪
葬
は
先
祖
に
対
す
る
愛
情
か
ら
と
い
う
の
で
は
な
く
、
現
に

こ
の
世
界
に
存
在
す
る
自
己
を
含
め
た
子
孫
に
福
が
あ
る
よ
う
に
、
と
い

う
利
益
的
な
考
え
か
ら
導
き
出
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。

洪
亮
吉
は
そ
れ
は
本
末
転
倒
で
あ
る
と
考
え
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

世
人
鬼
神
を
慢
る
者
を
見
れ
ば
、
必
ず
耳
に
し
之
れ
を
目
に
し
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（
う
わ
さ
し
）
、
以
為
え
ら
く
必
ず
陰
譴
を
得
ん
と
。
〔
一
方
〕
人

の
不
孝
。
不
弟
な
る
者
を
見
る
や
亦
た
心
に
其
の
非
な
る
を
知
る
と

雖
も
、
其
の
軽
重
を
権
り
、
之
れ
を
鬼
神
を
慢
る
者
と
比
べ
て
、
罪

尚
お
減
ず
可
き
を
覚
ゆ
。
〔
こ
れ
は
〕
則
ち
本
末
倒
置
の
甚
し
き

も
の
な
り
（
禍
福
篇
）
。

こ
の
よ
う
に
利
益
的
な
考
え
を
、
孝
の
立
場
か
ら
批
判
す
る
の
は
、
家

族
へ
の
愛
か
ら
出
発
す
る
仁
（
個
別
的
愛
）
を
生
き
方
の
原
理
と
す
る
儒

者
の
洪
亮
吉
に
と
っ
て
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
れ
は
同
じ
く

節
葬
を
主
張
し
た
愚
子
の
喪
葬
論
が
、
い
わ
ゆ
る
兼
愛
（
無
差
別
的
愛
）

か
ら
導
か
れ
た
も
の
と
は
、
対
照
的
で
あ
る
。

五
、
不
死
に
つ
い
て

洪
亮
吉
は
、
儒
家
の
い
う
命
（
運
命
）
、
仏
教
で
い
う
輪
廻
応
報
と
い

う
も
の
を
信
じ
な
い
。

人
の
生
に
は
、
修
短
・
窮
達
命
あ
る
か
。
日
く
、
有
る
な
き
な
り
。

修
短
・
窮
達
の
命
あ
る
と
は
、
聖
人
中
材
以
下
の
人
の
為
め
に
訓

r
r
 

を
立
つ
る
の
み
。
亦
た
猶
お
釈
老
が
輪
回
果
報
の
説
を
造
る
が
ご
と

マ
r

し
。
〔
し
か
し
〕
幾
に
果
し
て
輪
回
果
報
あ
る
か
。
日
く
、
有
る
な

F

F

 

き
な
り
°
輪
回
果
報
の
説
あ
る
は
、
亦
た
釈
氏
下
等
の
人
の
為
め

に
法
を
説
く
の
み
（
命
理
篇
）
。

「
修
短
窮
達
の
命
」
と
は
、
藩
岳
の
「
西
征
賦
」
に
「
生
に
修
短
の
命
あ

り
」
と
、
班
彪
の
「
王
命
論
」
に
「
是
の
故
に
窮
達
は
命
あ
り
」
と
あ
る

の
に
基
づ
く
が
、
こ
こ
で
は
運
命
の
意
で
あ
る
。
ま
た
、
輪
廻
応
報
に
つ

い
て
は
、
洪
亮
吉
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

F

F

 

釈
氏
の
輪
回
の
説
、
報
応
の
言
実
は
道
家
の
緒
余
（
残
り
も
の
）

に
出
ず
。
『
列
子
』
天
瑞
篇
に
云
う
、
「
死
と
生
と
一
往
―
返
、
故

に
是
に
死
す
る
者
は
、
安
ん
ぞ
彼
に
生
ぜ
ざ
る
を
知
ら
ん
」
、
と
。

『
荘
子
』
庚
桑
楚
篇
に
、
「
不
善
を
顕
明
の
中
に
為
す
者
は
、
人

得
て
之
れ
を
誅
す
。
不
善
を
幽
暗
の
中
に
為
す
者
は
、
鬼
得
て
之

れ
を
誅
す
」
の
類
、
是
れ
な
り
（
『
暁
読
書
斎
初
録
』
上
）
。

こ
の
よ
う
に
命
の
考
え
と
か
輪
廻
応
報
の
説
は
、
「
中
材
以
下
」
「
下

等
の
人
」
の
た
め
の
教
え
で
あ
っ
た
と
す
る
。
だ
か
ら
、
洪
亮
吉
の
よ
う

な
、
儒
教
を
生
き
方
の
原
理
と
す
る
知
識
人
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
る
考
え

で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
輪
廻
応
報
の
説
は
道
家
の
残
り
も
の

と
洪
亮
吉
は
き
め
つ
け
る
。
す
る
と
、
洪
亮
吉
は
そ
の
も
と
で
あ
る
道
家

の
考
え
を
ど
う
見
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

洪
亮
吉
は
夭
寿
篇
•
仙
人
篇
に
お
い
て
道
家
の
不
老
不
死
の
問
題
を
考

え
る
。
人
間
に
と
っ
て
死
は
免
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
も

し
人
間
が
不
老
不
死
を
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
い
わ
ゆ
る
来
世
を

否
定
し
、
現
実
の
世
界
し
か
認
め
な
い
考
え
方
の
中
国
人
に
と
っ
て
大
き

な
福
音
と
な
る
。
儒
家
流
に
先
祖
の
祭
祀
を
し
た
り
、
子
孫
を
絶
や
さ
な

い
と
か
い
う
煩
瑣
な
手
続
き
を
と
り
、
過
去
、
未
来
に
わ
た
っ
て
孝
と
い

う
観
念
を
持
ち
出
し
て
、
死
と
い
う
事
実
を
納
得
さ
せ
な
く
て
よ
く
な
る

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
洪
亮
吉
は
、
こ
う
し
た
道
教
的
不
死
の
存
在
を
否
定
す
る
。

儒
教
の
精
神
を
生
き
方
の
原
理
と
す
る
洪
亮
吉
に
と
っ
て
は
、
道
教
的
不
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死
を
認
め
る
こ
と
は
自
己
の
生
き
方
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ

る。
ま
ず
、
夭
寿
篇
で
は
、
道
教
で
言
わ
れ
る
よ
う
な
旋
生
の
術
を
否
定
す

る。

人
服
食
養
気
す
れ
ば
、
即
ち
以
て
長
生
す
可
し
と
謂
う
者
あ
る
も
、

亦
た
断
断
と
し
て
然
ら
ず
（
夭
寿
篇
）
。

そ
れ
は
何
故
か
と
い
う
と
、
洪
亮
吉
は
次
の
よ
う
な
理
由
の
た
め
だ
と
言

う。

世
に
仙
な
く
、
世
に
亦
た
長
生
不
死
の
人
な
し
。
人
の
命
に
短
長
あ

る
は
、
人
の
気
稟
強
弱
の
致
す
所
あ
る
に
由
る
の
み
（
夭
寿
篇
）
。

つ
ま
り
、
人
の
寿
命
に
違
い
が
あ
る
の
は
、
生
ま
れ
た
時
、
気
の
集
合
に

よ
っ
て
、
つ
ま
り
そ
の
個
人
が
形
成
さ
れ
た
時
の
、
稟
け
た
気
の
強
弱
に

よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
洪
亮
吉
は
、
人
間
は
必
ず
死
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
言
う
。

夫
れ
生
と
は
行
な
り
。
死
と
は
帰
な
り
。
人
以
て
久
し
く
行
き
て

婦
ら
ざ
る
〔
こ
と
あ
る
〕
可
か
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
人
亦
た
以
て
久
し

く
生
き
て
死
せ
ざ
る
〔
こ
と
あ
る
〕
可
か
ら
ざ
る
こ
と
、
明
ら
か
な

り
（
仙
人
篇
）
。

と
こ
ろ
が
、
現
実
に
は
長
生
す
る
人
が
い
る
。

ぼ
う

『
記
（
『
礼
記
』
曲
礼
上
）
』
に
日
く
、
「
八
十
九
十
を
老
と
日
う
」
、

と
。
〔
鄭
玄
〕
注
に
「
惹
は
惜
忘
な
り
」
、
と
°
[
『
礼
記
』
同
上

巴
「
百
年
を
期
と
日
う
。
願
う
」
、
と
。
〔
鄭
玄
〕
注
に
「
老
昏

し
て
復
た
服
味
・
善
悪
を
知
ら
ず
、
孝
子
は
養
の
道
を
尽
く
す
を
期

す
の
み
」
、
と
。
（
鄭
玄
の
『
礼
記
』
注
の
原
文
で
は
「
期
猶
要
也
。

願
養
也
。
不
知
衣
服
食
味
。
孝
子
要
尽
旋
道
而
已
。
」
で
あ
る
（
仙

人
篇
）
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
高
齢
の
人
々
は
艇
賀
す
べ
き
か
と
い
う
と
そ
う
で

は
な
い
。
洪
亮
吉
は
、
こ
の
『
礼
記
』
の
引
用
に
続
け
て
次
の
よ
う
に
言

う。

是
の
人
、
八
十
、
九
十
、
百
年
に
至
る
も
即
ち
死
せ
ず
。
而
る
に
精

神
・
智
慧
已
に
離
る
。
徒
だ
形
質
を
存
す
る
に
過
ぎ
ざ
る
の
み
。

〔
だ
か
ら
〕
此
れ
を
過
ぎ
以
て
往
か
し
む
れ
ば
、
則
ち
其
の
冥
然
と

し
て
覚
な
き
者
は
、
更
に
何
如
な
る
か
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
縦
い
長

生
に
し
て
不
死
と
云
う
も
、
是
れ
徒
だ
生
の
名
あ
る
の
み
に
し
て
、

已
に
生
の
楽
し
み
な
き
な
り
（
仙
人
篇
）
。

い
く
ら
気
の
作
用
に
よ
っ
て
長
寿
を
え
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
、
知
覚

と
か
、
思
考
力
と
か
が
な
い
。
た
だ
肉
体
だ
け
が
存
在
す
る
だ
け
で
あ
る
。

物
体
的
に
生
き
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
あ
っ
て
も
は
や
真
の
人
間
で
は
な

い
。
こ
れ
が
現
実
に
お
け
る
長
寿
の
姿
だ
と
洪
亮
吉
は
考
え
た
。

さ
ら
に
、
も
し
仙
人
に
な
り
長
寿
を
え
る
こ
と
が
で
き
て
も
、
知
覚
の

あ
る
な
し
が
問
題
と
な
る
。

人
の
仙
た
ら
ん
と
欲
す
る
者
、
其
れ
知
〔
覚
〕
あ
り
と
謂
う
か
、
其

れ
知
〔
覚
〕
な
し
と
謂
う
か
。
其
れ
知
な
し
と
謂
え
ば
、
則
ち
死
す

る
に
如
か
ず
。
〔
そ
れ
な
ら
ば
〕
則
ち
必
ず
日
く
、
其
れ
知
あ
り
と

謂
う
、
と
。
其
れ
知
あ
り
と
謂
う
も
、
〔
仙
人
と
な
っ
た
な
ら
ば
〕

飲
食
・
衣
服
已
に
美
悪
を
知
ら
ず
、
何
ぞ
況
や
宮
室
・
苑
固
を
や
。

(27) 
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一
切
の
繋
恋
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
や

何
ぞ
況
や
妻
子
・
仕
宦

（
仙
人
篇
）
。

も
し
仙
人
と
な
り
長
寿
を
え
た
と
し
て
も
、
知
覚
が
な
い
と
し
た
ら
、
そ

れ
は
も
う
人
間
で
は
な
い
。
人
間
と
し
て
の
楽
し
み
は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
上
、
仙
人
と
な
る
た
め
に
は
、

『
釈
名
（
「
釈
長
幼
」
篇
）
』
に
云
う
、
「
老
い
て
死
せ
ざ
る
を
仙

と
日
う
。
仙
と
は
遷
な
り
。
山
に
遷
入
す
る
な
り
。
故
に
其
の
字

〔
形
〕
は
〈
人
〉
の
労
に
〈
山
〉
を
作
す
」
、
と
。
是
れ
又
た
年
命

の
長
き
に
因
り
て
、
遷
徒
の
苦
し
み
に
遭
う
（
仙
人
篇
）
。

と
述
べ
る
よ
う
に
、
山
に
は
い
っ
て
苦
し
い
修
業
を
積
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
自
分
の
心
に
あ
る
欲
望
を
と
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な

ぜ
な
ら
、
長
寿
は
、
自
己
の
欲
望
と
ひ
き
か
え
に
え
ら
れ
る
も
の
だ
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
な
ど
は
、
洪
亮
吉
の
生
き
た
時
代
の
風
潮
に
そ
ぐ

わ
な
い
考
え
で
あ
っ
た
。

周
知
の
よ
う
に
洪
亮
吉
の
生
き
た
時
代
の
江
南
地
帯
は
、
江
蘇
の
綿
業
。

湖
北
を
中
心
と
す
る
養
蚕
•
製
糸
業
と
い
う
農
村
工
業
を
基
盤
と
し
て
、

空
前
の
発
展
を
と
げ
て
い
た
。
一
般
に
世
の
中
の
景
気
が
い
い
と
、
享
楽

的
な
考
え
方
が
支
配
的
に
な
り
や
す
い
。
人
間
は
や
は
り
、
何
も
な
い
よ

り
豊
か
な
生
活
の
方
が
い
い
と
思
う
。
そ
こ
で
洪
亮
吉
は
、
当
時
彼
が
目

に
し
た
豪
奢
な
生
活
と
、
知
覚
が
あ
っ
て
長
寿
で
あ
る
も
の
の
何
の
楽
し

み
も
な
い
生
活
と
、
ど
ち
ら
が
よ
い
の
か
と
す
る
の
で
あ
る
。

木
石
•
鹿
家
と
同
居
す
る
（
『
孟
子
』
尽
心
上
）
の
み
。
又
た
燈
に

七
い生

の
楽
し
み
有
ら
ん
や
（
仙
人
篇
）
。

こ
の
よ
う
に
、
不
老
不
死
と
い
う
道
家
の
死
生
観
も
、
洪
亮
吉
に
と
っ

て
な
ん
の
魅
力
も
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
は
、
儒
教
に
お
け
る
人

間
中
心
主
義
、
現
世
現
実
に
存
在
す
る
人
間
と
い
う
も
の
を
中
心
に
考
え

る
立
場
が
は
っ
き
り
と
現
わ
れ
て
い
る
。

六

、

死

生

観

父
母
篇
•
生
死
篇
で
は
死
後
の
問
題
を
論
ず
る
。
そ
も
そ
も
、
儒
教
を

自
己
の
生
き
方
の
原
理
と
す
る
も
の
な
ら
ば
、
仏
教
で
い
う
い
わ
ゆ
る

「
来
世
」
を
信
じ
な
い
。
そ
の
た
め
、
現
在
の
不
公
平
を
「
来
世
」
と
い

う
未
来
に
望
み
を
託
し
て
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
儒
家
に
要
求
さ

れ
る
の
は
、
現
実
を
ど
う
生
き
る
か
で
あ
る
。
儒
家
に
と
っ
て
現
実
だ
け

し
か
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
実
社
会
の
す
べ
て
の
矛
盾
を
、
そ
の
生
き

て
い
る
現
実
の
世
界
で
解
決
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

洪
亮
吉
は
皮
肉
十
分
に
、
死
者
に
「
知
」
覚
が
有
る
と
き
と
無
い
と
き

と
の
場
合
に
分
け
、
観
念
的
に
で
は
な
く
て
、
生
者
の
感
覚
で
こ
う
述
べ

る。

あ

ま
さ
に
死
す
る
を
以
て
吾
が
〔
死
ん
だ
〕
親
戚
に
雖
い
、
吾
が

〔
亡
き
〕
良
友
に
合
い
、
〔
さ
ら
に
は
〕
百
年
以
内
の
い
ま
だ
見
ざ

る
と
こ
ろ
の
人
を
見
、
百
年
以
内
の
い
ま
だ
有
ら
ざ
る
と
こ
ろ
の
事

を
聞
か
ん
と
す
。
是
れ
死
の
楽
し
み
、
生
よ
り
甚
し
き
な
り
、
且
つ

〔
生
き
て
い
る
〕
吾
形
質
有
れ
ば
、
即
ち
〔
そ
の
た
め
に
〕
疾
病

欣
戚
有
り
。
〔
し
か
し
死
ん
だ
と
し
た
ら
そ
の
〕
今
形
質
無
く
ん

ば
、
是
れ
寒
暑
も
侵
す
能
わ
ざ
る
と
こ
ろ
な
り
、
哀
楽
も
及
ぶ
能
わ

(28) 
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ざ
る
と
こ
ろ
な
り
（
生
死
篇
）
。

洪
亮
吉
の
こ
う
し
た
発
言
は
、
荘
子
流
の
生
と
死
と
を
相
対
的
に
捉
え

る
思
考
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
必
ず
し
も
そ
う
だ
と
言
い
き
れ
な

い
。
と
言
う
の
は
、
死
者
に
「
知
」
覚
が
有
る
の
か
無
い
の
か
と
い
う
設

定
の
問
題
は
、
実
は
、
儒
家
の
伝
統
的
な
問
題
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
『
礼
記
』
檀
弓
上
篇
の
孔
子
の
高
弟
の
一
人
、
仲
憲
（
原
憲
）

が
曽
子
に
述
べ
た
こ
と
ば
が
そ
れ
で
あ
る
。

仲
憲
曽
子
に
言
い
て
日
く
、
夏
后
氏
は
〔
鬼
神
用
の
〕
明
器
を
用

う
。
民
に
〔
死
者
は
〕
知
〔
覚
が
〕
無
き
こ
と
を
示
す
。
殷
人
は

〔
人
間
用
の
〕
祭
器
を
用
う
。
民
に
〔
死
者
は
〕
知
〔
覚
が
〕
有
る

之
X
ら

こ
と
を
示
す
な
り
。
周
人
は
之
を
兼
用
す
。
民
に
疑
わ
し
き
を
示
す

（
知
覚
が
あ
る
か
な
い
か
を
決
定
で
き
な
い
）
な
り
、
と
。
曽
子
日

く
、
其
れ
然
ら
ざ
ら
ん
、
其
れ
然
ら
ざ
ら
ん
°
夫
れ
明
器
は
鬼
器
な

り
、
祭
器
は
人
器
な
り
°
夫
れ
古
の
人
な
ん
す
れ
ぞ
其
の
親
を
死
し

〔
て
全
く
知
覚
の
な
い
者
〕
た
り
と
せ
ん
、
と
。

そ
し
て
仮
に
死
者
に
知
覚
が
な
い
と
し
て
も
、
洪
亮
吉
は
そ
れ
を
実
際
の

知
覚
の
立
場
か
ら
こ
う
述
べ
る
。

吾
嘗
て
飲
む
こ
と
極
め
て
〔
そ
の
結
果
〕
酔
え
り
。
酔
の
楽
し
み

は
醒
む
る
に
百
倍
す
。
其
の
知
る
と
こ
ろ
無
き
を
以
て
な
り
°
吾

嘗
て
疲
る
こ
と
極
め
て
〔
そ
の
結
果
〕
臥
せ
り
。
臥
せ
る
こ
と
の

楽
し
み
は
、
起
き
る
に
百
倍
す
。
其
の
知
る
と
こ
ろ
無
き
を
以
て

な
り
（
生
死
篇
）
。

洪
亮
吉
は
、
荘
子
流
で
な
く
て
、
あ
く
ま
で
も
、
生
と
死
と
を
「
知
」

覚
と
い
う
現
実
に
立
っ
て
見
て
い
る
と
考
え
た
い
。

さ
て
、
洪
亮
吉
は
、
問
題
の
「
死
」
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

人
に
百
年
の
父
母
あ
り
、
歴
世
不
易
の
父
母
あ
り
。
百
年
の
父
母
と

は
、
我
を
生
む
者
、
是
れ
な
り
°
歴
世
不
易
の
父
母
と
は
、
天
地

是
れ
な
り
。
人
何
を
以
て
生
ま
る
。
父
母
に
生
ま
る
る
を
知
ら
ざ

る
は
な
き
な
り
。
人
何
を
以
て
死
す
。
亦
た
初
お
父
母
に
帰
す
る

を
知
る
可
し
。
且
つ
、
人
の
生
ま
る
る
や
、
精
気
を
父
に
栗
け
、
形

質
を
母
に
票
く
。
此
れ
其
の
生
ま
る
る
所
以
な
り
。
其
の
死
す
る

に
及
ぶ
や
、
精
気
を
天
に
帰
し
、
形
質
を
地
に
帰
す
。
此
れ
其
の

死
す
る
所
以
な
り
。
百
年
の
父
母
を
離
れ
て
、
歴
世
不
易
の
父
母
に

帰
す
。
孝
な
る
こ
と
曽
参
•
孝
己
の
如
き
者
あ
り
と
雖
も
、
亦
た
何

事
ぞ
悲
し
ま
ん
や
（
『
荘
子
』
外
物
篇
の
「
人
親
莫
不
欲
其
子
之
孝
。

而
孝
未
必
愛
°
故
孝
己
憂
而
曽
参
悲
。
」
に
基
づ
く
）
（
父
母
篇
）
。

人
は
そ
の
両
親
（
百
年
の
父
母
）
か
ら
生
ま
れ
て
、
死
ん
で
は
天
地
（
歴

世
不
易
の
父
母
）
の
も
と
に
婦
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ
の
死
の
メ
カ
ニ

ズ
ム
は
、
「
精
気
を
天
に
掃
し
、
形
質
を
地
に
帰
す
」
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
『
礼
記
』
郊
特
牲
篇
に
す
で
に
「
魂
気
は
天
に
帰
し
、
形

塊
は
地
に
婦
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
儒
家
の
伝
統
的
な
考
え
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
現
実
の
親
が
な
く
な
っ
て
も
、
両
親
は
「
歴
世
不
易
の
父
母
」

に
掃
し
て
存
在
す
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
べ
つ
に
孝
の
精
神
を
発
揮
で
き

な
い
と
い
っ
て
悲
し
む
に
あ
た
ら
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
孝
の
考
え
は
奇
異
に
感
ぜ
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
ふ
つ
う

わ
れ
わ
れ
が
用
い
る
意
味
で
は
、
孝
と
は
生
き
て
い
る
親
に
対
し
て
子
供

(29) 
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が
誠
意
を
も
っ
て
愛
情
を
尽
く
す
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

儒
教
で
は
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
加
え
て
先
祖
に
対
す
る
祭
祀
と
、

子
孫
を
絶
や
さ
な
い
と
い
う
行
為
を
も
孝
の
中
に
包
み
込
む
。

た
と
え
ば
加
地
伸
行
氏
「
孔
子
に
お
け
る
愛
と
死
と
孝
と
ー
中
国
に
お

け
る
宗
教
思
想
の
一
前
提
」
（
『
東
方
宗
教
』
二
四
号
）
な
ど
一
連
の
関

係
論
考
は
、
こ
の
三
つ
の
行
為
を
通
し
て
、
死
か
ら
の
儒
教
的
解
脱
が
え

ら
れ
る
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

中
国
人
は
、
一
般
に
現
実
の
み
を
信
じ
る
。
す
る
と
、
中
国
人
に
と
っ

て
死
と
は
現
実
の
終
り
に
な
る
。
こ
れ
を
中
国
の
儒
教
で
は
伝
統
的
に
次

の
よ
う
に
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
死
と
は
人
間
の
精
神
を
構
成
す
る
魂

が
天
に
、
肉
体
を
構
成
す
る
塊
が
地
に
帰
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
死
後
こ
の
現
実
に
復
活
し
よ
う
と
思
え
ば
、
そ
の
分
離
し
た
魂
塊
を

呼
ぴ
も
ど
し
再
ぴ
合
致
さ
せ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
魂
ふ
り
と

か
、
招
魂
と
か
呼
ば
れ
、
先
祖
に
対
す
る
再
生
祭
祀
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
う
し
た
祭
祀
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
死
ん
だ
の
ち
も
こ
の
現
実
に
生
き

る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
祭
祀
を
行
う

子
孫
の
存
在
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
子
孫
を
絶
や
さ
な
い
よ
う
に

し
、
そ
の
子
孫
に
よ
っ
て
祭
祀
を
行
っ
て
、
永
遠
に
再
生
し
続
け
る
。
こ

れ
が
儒
教
的
な
死
の
超
越
法
で
あ
り
、
こ
う
し
た
行
為
全
体
を
儒
教
は
孝

と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

私
は
、
こ
う
し
た
考
え
以
外
、
孝
に
は
「
名
を
後
世
に
揚
げ
」
（
『
孝

経
』
開
宗
明
義
章
）
る
と
い
う
も
の
が
含
ま
れ
、
後
世
に
名
を
残
す
こ
と

も
ま
た
儒
教
的
解
脱
の
つ
の
形
と
考
え
る
。
も
っ
と
も
洪
亮
吉
は

わ
ず
ら

し
き
や
名
の
人
を
累
わ
す
や
」

に
対
し
て
批
判
的
で
は
あ
る
。

さ
て
、
洪
亮
吉
は
ま
た
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

林
木
と
士
と
相
い
忘
る
、
故
に
能
＜
其
の
生
を
遂
ぐ
°
魚
鼈
と
水
と

ぷ

相
い
忘
る
、
故
に
能
＜
其
の
命
を
畢
う
。
人
と
天
地
と
相
い
忘
る
、

ひ
と

故
に
能
＜
其
の
天
年
を
終
う
。
且
つ
特
り
此
れ
の
み
な
ら
ざ
る
な
り
。

天
地
人
を
生
じ
て
よ
り
以
来
、
皆
な
之
れ
と
相
い
忘
る
。
…
…
然

れ
ど
も
相
い
忘
る
と
雖
も
、
実
は
未
だ
袢
つ
て
相
い
離
れ
ざ
る
な
り

（
父
母
篇
）
。

人
間
は
天
地
と
一
体
で
あ
る
こ
と
を
知
覚
し
て
い
な
い
。
だ
か
ら
寿
命
を

終
え
た
な
ど
と
思
う
。
し
か
し
実
際
は
、
天
地
と
相
即
不
離
の
関
係
に
あ

る
と
い
う
。
だ
か
ら
、
人
は
死
ん
だ
と
し
て
も
精
気
と
し
て
存
在
す
る
。

も即
し
生
死
あ
り
と
云
わ
ん
か
。
亡
ぶ
と
雖
も
、
精
気
は
亡
び
ず
。
精

気
亡
び
ざ
る
は
、
是
れ
人
も
亦
た
亡
び
ざ
る
な
り
（
父
屈
篇
）
。

こ
の
精
気
は
、
天
地
篇
の
次
の
こ
と
ば
か
ら
す
る
と
、
鬼
と
同
義
語
で
あ

ろ
う
。

人
に
し
て
鬼
と
為
れ
ば
、
則
ち
已
に
精
気
を
天
に
帰
し
、
形
質
を
地

に
帰
す
。

し
た
が
っ
て
、
子
孫
が
祖
先
を
祭
祀
す
れ
ば
こ
の
現
実
の
世
界
に
祭
祀
を

通
じ
て
復
活
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
洪
亮
吉
の
死
生
観
は
、
現
実
を
中
心
に
な

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
と
え
、
亡
く
な
っ
た
に
せ
よ
、
「
万
世

不
易
の
父
母
」
の
も
と
に
行
く
だ
け
で
あ
る
。
死
と
と
も
に
す
べ
て
が
終
っ

好
名
篇
）
と
言
い
、
実
の
伴
わ
な
い
名

(30) 
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て
し
ま
う
わ
け
で
は
な
い
。
「
万
世
不
易
の
父
母
」
の
も
と
に
い
て
、
子

孫
の
祭
祀
を
待
っ
て
再
生
す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
死
を
賛
美
す
る
わ
け

で
も
な
い
。
荘
子
な
ど
の
よ
う
に
現
実
の
世
界
を
皮
肉
を
こ
め
て
見
る
と

い
う
こ
と
で
も
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
現
実
を
楽
天
的
に
生
き
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
当
然
人
間
の
社
会
と
い
う
も
の
が
永
遠

に
存
在
し
続
け
る
と
い
う
絶
対
の
信
頼
感
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

、0
l
>
 お

わ

り

に

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
洪
亮
吉
の
思
想
に
は
儒
教
的
伝
統
に
基
づ
く

考
え
が
色
濃
く
存
在
す
る
。

鬼
神
に
つ
い
て
言
え
ば
、
洪
亮
吉
は
祭
祀
の
対
象
と
し
て
の
真
の
鬼
神

の
存
在
は
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
間
に
「
怪
」
を
な
す
よ

う
な
、
あ
る
い
は
仮
托
の
鬼
神
は
否
定
す
る
。
こ
れ
な
ど
は
、
一
種
の
無

神
論
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
儒
教
的
伝
統
に
立
っ
て

の
真
と
偽
と
の
区
別
で
あ
る
。

喪
非
の
批
判
に
つ
い
て
も
、
墨
子
が
費
用
の
節
約
の
面
か
ら
批
判
し
た

の
に
対
し
て
、
儒
教
的
な
本
当
の
孝
が
行
な
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
か

ら
批
判
し
て
い
る
。

不
老
不
死
の
問
題
で
は
、
現
実
に
存
在
す
る
長
寿
の
人
々
の
姿
か
ら
知

覚
の
有
無
を
問
う
。
ま
た
仙
人
の
生
活
と
現
実
世
界
の
楽
し
み
と
を
比
較

し
、
仙
人
と
な
る
こ
と
に
は
な
ん
の
魅
力
も
な
い
こ
と
を
述
べ
る
。
こ
う

し
た
洪
亮
吉
の
批
判
の
仕
方
は
徹
底
し
た
現
実
主
義
的
な
観
点
、
人
間
中

心
主
義
的
観
点
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
な
ど
も
存
在
と
し
て
人
間
社

会
の
現
実
し
か
認
め
な
い
儒
教
的
な
発
想
か
ら
導
か
れ
た
も
の
と
言
え
ょ

う。
ま
た
、
死
生
観
に
つ
い
て
、
洪
亮
吉
は
道
教
的
•
仏
教
的
な
考
え
を
排

し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
死
生
観
は
、
悟
り
を
え
て
い
る
ふ
う
に
見
え

単
に
頭
だ
け
で
割
り
き
っ
た
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
儒
教
に

お
け
る
、
死
の
超
克
法
と
し
て
の
孝
に
発
し
た
宗
教
的
信
念
が
あ
っ
た
と

考
え
る
。

洪
亮
吉
の
思
想
を
評
価
す
る
場
合
、
そ
こ
に
近
代
的
思
惟
を
見
い
出
し

て
評
価
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
だ
が
そ
れ
よ
り
も
、
上
述
し
て
き

た
よ
う
に
、
儒
教
的
伝
統
ー
そ
れ
は
現
実
主
義
的
・
知
性
主
義
的
、
そ
し

て
祖
先
崇
拝
の
招
魂
行
為
を
行
う
宗
教
的
な
も
の
で
あ
る
ー
に
基
づ
い
て

い
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
を
評
価
の
第
一
と
し
た
い
。
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