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『本
朝
二
十
不
孝
』
論

―
―
存
在
の
根
拠
と
し
て
の
親
―
―

一

た
と
え
ば
、
寛
文
二
年
谷
口
三
餘
板

『孝
経
』
に
は
、
天
子
諸
侯
卿
大
夫
士

の
孝
を
説
き
、
続
け
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

用
ヒ

ニ天
‐之
道
フ

一因，
二地
‐之
札
一誤
レ島
節
二”用
フ腸

養フ
ニ父
母ヲ
・雌
庶
‐人

‐之
孝
‐
也

と
。
こ
れ
を

『本
朝
二
十
不
孝
』
の
序
文
冒
頭
、

雪
中
の
筆
八
百
屋
に
あ
り
。
鯉
魚
は
魚
屋
の
生
船
に
あ
り
。
世
に
天
性
の

外
所
ら
す
と
も
、
夫
ノ
ヽ
の
家
業
を
な
し
、
線
を
以
て
万
物
を
調
へ
、
教

を
蓋
せ
る
人
常
也
。

に
比
較
す
る
な
ら
、
こ
の
文
章
が
、
庶
人
即
ち
処
士
農
工
商
の
中
で
も
、
農
に

で
は
な
く
、
商
に
属
す
る
部
類
の
人
間
に
重
点
を
お
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、

改
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
。
御
伽
草
子

『
二
十
四
孝
』
の
孟
宗
や
王
祥
と
の
比

較
か
ら
、
こ
こ
に
、
「近
世
町
人
の
物
質
力
に
対

ヽ
す
％
信
念
と
、
そ
れ
に
も
と

づ
く
合
理
主
義
的
精
神
」
を
、
見
る
由
縁
で
も
あ
な
。
だ
が
、
は
た
し
て
そ
う

だ
ろ
う
か
。

い
か
に
も
、
開
巻
第

一
章

「今
の
都
も
世
は
借
物
」
に
は
、
先
ず
、
あ
ら
ゆ

る
も
の
ご
と
が
、
た
だ
ち
に
金
銭
に
換
算
さ
れ
、
何
を
し
よ
う
と
生
活
に
困
る

こ
と
の
な
い
豊
か
な
都
の
有
様
が
、
活
写
さ
れ
る
。
「世
に
身
過
は
様
々
な
り
」

松

原

秀

と
始
ま
る
こ
の
一
節
を
、
作
者
は
、
「徒
居
な
く
手
足
動
か
せ
ば
、人
並
に
世
は

渡
る
べ
し
」
と
結
ん
で
、
い
よ
い
よ
登
場
人
物
の
紹
介
に
入
る
の
だ
が
、
さ
て
、

佐
竹
昭
広
氏
が
紹
介
さ
れ
た

『小
学
集
直
抄
』
（正
保
四
年
刊
）
巻
二
に
は
、
不

孝
者
の
第

一
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

手
足
ヲ
ハ
タ
ラ
カ
サ
ズ
、
身
ノ
架
フ
ン
タ
ガ
リ
テ
、
父
母
ノ
養
ヲ
カ
ヘ
リ

ミ
オ
モ
ハ
ザ
ル
、　
一
ツ
ノ
不
孝
也
。

と
。
豊
か
な
家
に
育

っ
て
、
遊
興
費
に
困

っ
た
挙
句
の
は
て
に
、
「死

一
倍
」を

借
り
、
親
の
早
死
を
願
う
笹
六
は
ま
さ
に
、
こ
ま
め
に
手
足
を
動
か
せ
ば
、
人

並
に
生
き
て
い
け
る
都
に
い
て
、
金
は
ほ
し
い
が
働
く
こ
と
な
ど
眼
中
に
な
く
、

た
だ
遊
ぶ
こ
と
ば
か
り
考
え
て
い
る
不
孝
者
で
あ
る
。
働
か
な
い
で
金
を
得
よ

う
と
す
る
態
度
が
、
金
の
為
に
親
を
調
伏
し
毒
殺
を
は
か
る
と
い
う
人
間
性
の

荒
廃
に
つ
が
な
り
、
悪
人
と
も
い
う
べ
き
不
孝
者
を
作
り
出
し
て
い
る
の
だ
が
、

こ
れ
は
何
も
こ
の
章
に
限

っ
た
事
で
は
な
い
。

三
の
二

「先
斗
に
置
い
て
来
た
男
」
の
主
人
公
、
仕
舞
屋
殿
の
八
五
郎
と
て

何
じ
で
あ
る
。
彼
は
笹
六
と
は
違
い
、
遊
女
も
知
ら
ず
常
芝
居
も
見
た
事
も
な

く
、

「
錢
溜
る
分
別
ば
か
り
」
し
て
い
る
男
で
は
あ
る
。
が
し
か
し
、
ま
じ
め

に
こ
つ
こ
つ
働
こ
う
な
ど
と
は
思
い
も
よ
ら
ず
、
賀
留
多
と
い
う

「博
変
業
」

で
、
千
両
を
た
ち
ま
ち
二
千
両
に
し
よ
う
と
し
た
。
「今
時
ま
う
け
に
く
ひ
銀
」
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令
水
代
蔵
一
２

じ

と
い
わ
れ
、
「分
限
は
、
才
覚
に
仕
合
手
博
は
で
は
成
が

た

し
」
（同
上
三
の
四
）
と
は
い
わ
れ
て
も
、

其
身
は社
かず

し
て
ヽ
錢
が

一
文
天
か
ら
降
ら
ず
地
か
ら
涌
ず
。

（永
代
蔵
二
の
二
）

人
の
分
限
に
な
る
事
、
仕
合
と
い
ふ
は
言
葉
、
ま
こ
と
は
面
ノ
ヽ
の
智
恵

才
覚
を
以
て
か
せ
ぎ
出
し
、
其
家
栄
ゆ
る
事
ぞ
か
し
。

（胸
算
用
二
の
こ

と
い
う
の
が
、
い
つ
の
世
に
も
通
じ
る
人
の
世
の
現
実
で
あ
る
。

「
む
か
し
唐

へ
拠
銀
し
て
」
、
「し
ま
ふ
た
屋
殿
」
と
い
わ
れ
る
家
の
基
礎
を
築
い
た
親
も
、

智
恵
才
覚
を
外
に
、
仕
合
だ
け
を
あ
て
に
し
て
、

「次
第
分
限
」
に
な

っ
た
訳

で
は
な
い
だ
ろ
う
０
が
し
か
し
、
「長
崎
へ
銀
を
下
す
」
こ
と
の
「長
々
の
氣
遣
」

に
は
耐
え
ら
れ
ず
、
「舟
荷
を
積
」
ん
だ
後

「住
吉
大
明
神
に
所
誓
」す
る
の
も

面
倒
な
彼
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
な
努
力
を
無
視
し
て
、　
ヨ

思
ひ
の
早
業
」

と

「
欲
心
」
に
の
み
身
を
任
せ
て
、
賀
留
多
と
い
う

「博
突
業
」
に
熱
中
し
た
。

そ
の
結
果
が
、
「
お
の
づ
か
ら
人
が
ら
も
賤
し
く
な
」

っ
て
、
「人
の
物
を
只
取

事
お
も
し
ろ
く
」
、
そ
の
う
ち
に

「
い
つ
と
な
く
内
蔵
虚
大
名
と
云
立
て
ら
れ
」、

親
類
縁
者
に
も
憎
ま
れ
見
限
ら
れ
て
し
ま

っ
た
だ
け
で
は
な
い
、

そ
れ
人
の
子
と
し
て
、
身
を
は
し
ゐ
ま
ゝ
に
し
て

（中
略
）、
お
や
の
や
し

な
ひ
を
か
へ
り
み
さ
る
、
こ
れ
不
孝
の
名
を
の
か
れ
す
。

（万
治
三
年
孝
行
物
語
）

わ
が
身

ハ
い
か
な
る
辛
苦
を
し
て
も
、
父
母
の
心
を
や
す
ら
か
な
る
や
う

に
や
し
な
ふ
を
、
庶
人
の
孝
と
す
。
　
　
　
　
　
　
（正
徳
四
年
孝
経
絵
抄
）

な
ど
と
い
わ
れ
た
時
代
に
、
老
い
た
親
を
し
馴
れ
ぬ
仕
事
に
追
い
使
い
、
海
の

近
く
に
い
な
が
ら
塩
さ
え
も
ろ
く
に
与
え
ず
、
己
れ
だ
け
は

「出
茶
屋
の
女
に

戯
れ
酒
に
其
日
を
暮
し
」
、
親
が
自
害
し
て
も
嘆
き
も
し
な
い

「悪
人
」

に
な

っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

働
か
ず
に
金
を
得
よ
う
と
す
る
こ
れ
ら
不
孝
者
の
咄
は
、
死

一
倍
に
せ
よ
賀

留
多
と
い
う
博
突
業
に
せ
よ
、
こ
う
し
た
も
の
が
あ
る
こ
と
自
体
、

「
銀
程
自

由
な
る
物
は
な
し
」
２

の
三
）
。
「地
獄
極
架
の
道
も
、
錢
ぞ
か
し
」
全
一の
四
）

と
い
わ
れ
た
金
が

「
か
ね
を
も
う
け
る
」
（万
の
文
反
古
一
２
じ
浮
世
の
、
避
け

が
た
い
一
面
で
は
あ
る
。
が
し
か
し
、
子
の
側
に
即
し
て
い
え
ば
、
己
れ
の
手

足
も
智
恵
才
覚
も
働
か
す
こ
と
な
く
、
只

「親
よ
り
の
ゆ
づ
り
」
（永
代
蔵
六
の

四
）
を
あ
て
に
、
あ
る
い
は
い
い
こ
と
に
、
色
遊
び
や
賀
留
多
な
ど
に
熱
中
し

な
け
れ
ば
、
起
こ
ら
な
か
っ
た
不
孝
咄
で
あ
る
。

「其
身

一
代
は
業
と
云
事
も

な
く
、
子
孫
の
篤
に
よ
き
事
を
」
（同
上
五
２
こ

と
、
親
が
残
し
た
の
か
も
し

れ
な
い
金
は
、
必
ず
し
も
子
の
為
に
は
な
ら
な
か
っ
た
、
と
云
え
よ
う
。

二

と
こ
ろ
で
、
「豊
か
な
る
御
代
」
に
生
ま
れ
て
、
働
く
事
な
ど
眼
中
に
な
く
、

「無
用
の
遊
び
」
に
惚
け
て
、
そ
の
事
が
即
ち
不
孝
に
つ
な
が
る
咄
は
、
笹

六

や
八
五
郎
の
場
合
だ
け
で
は
な
い
。

墨
屋
団
兵
衛

（五
２

じ
・
丸
亀
屋
の
才
兵
衛

（五
２
し
、
と
も
に
十
九
才
の

若
者
で
あ
る
。
こ
の
年
令
の
者
は
、

人
は
十
三
才
迄
は
わ
き
ま
へ
な
く
、
そ
れ
よ
り
十
四
五
ま
で
は
親
の
さ
し

つ
を
う
け
、
其
後
は
我
と
世
を
か
せ
ぎ
、
四
十
迄
に
一
生
の
家
を
か
た
め
、

遊
柴
す
る
事
に
極
ま
れ
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（永
代
蔵
四
の
こ

若
時
心
を
く
だ
き
身
を
働
き
、
老
の
架
み
は
や
く
知
べ
し
。（永

代
蔵
四
の
五
）

と
い
っ
た
例
を
ひ
く
ま
で
も
な
く
、
隠
居
よ
ろ
し
く
遊
興
な
ど
に
気
を
取
ら
れ

て
い
て
よ
い
訳
は
な
い
だ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
団
兵
衛
は
異
見
す
る
母

親
に
、
「世
の
た
の
し
み
是
よ
り
外
は
な
し
。
酒
に
捨
る
命
何
を
し
か
ら
ぬ
」と



云
っ
て
の
け
、
浮
世
の
事
を
顧
な
い
だ
け
で
は
な
い
。
酔
い
潰
れ
て
、
悔
や
み

死
に
し
た
母
親
の
死
に
日
に
も
あ
え
な
い
の
で
あ
る
。
才
兵
衛
に
し
て
も
、
た

し
な
め
る
乳
母
に
、
コ
一十
ば
か
り
」
に
も
見
え
る
男
が
、
「相
撲
よ
り
外
に
来

み
な
し
」
と
云
い
放

っ
て
、
「
四
國

一
番
の
取
手
」
に
な

っ
た
慢
心
か
ら
、却

っ

て
ひ
ど
い
目
に
あ
い
、
「骸
骨
く
だ
け
て
」
「
忽
黙
な
く
も
親
達
に
足
を
さ
す
ら

せ
、
大
小
便
と
ら
れ
」
る
身
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
。
Ｆ
一十
四
孝
』
の
山
谷
の
逆

設
定
と
い
わ
れ
る
こ
の
才
兵
衛
が
、
笑
う
べ
き
不
孝
者
で
あ
る
こ
と
、
勿
論
で

あ
る
。

「善
事
マ］
ルヲ父

‐母
二為

レれ
」
と
い
い
ヽ
「身
鎧
髪
膚
受夕『
之ヲ
父
母
二

「
札
二′、敢
テ

毀
傷
一孝
之
始
也
」
と
い
う

『孝
経
』
の
立
場
か
ら
見
て
も
、　
人

一
倍
の
大
男

で
も
あ
る
才
兵
衛
に
と

っ
て
、
こ
れ
以
上
の
恥
は
な
い
だ
ろ
う
。
親
の
死
に
目

に
も
あ
え
な
か
っ
た
団
兵
衛
は
、
尚
更
で
あ
る
。

が
し
か
し
、
団
兵
衛
や
才
兵
衛
だ
け
が
、
相
撲
や
酒
に
夢
中
に
な

っ
て
い
る

の
で
は
な
い
。
世
俗
に
所
謂
典
型
的
な
五
つ
の
不
孝
と
し
て
、
「飲
酒
」
や

「好

勇
闘
恨
」
を
あ
げ
る
よ
う
に
（明
暦
二
年
孝
教
外
伝
な
ど
）、
不
孝
者
を
作
ら
ず
に

は
い
な
い
こ
れ
ら
の

「無
用
の
遊
び
」
は
、
世
間

一
般
の
風
潮
で
す
ら
あ
る
。

即
ち
、
五
の
二

「
八
人
の
握
々
講
」
で
は
先
ず
、
長
崎
の
港
で
の

「
八
人
の
大

上
戸
」
の
享
楽
的
な
生
活
を
紹
介
し
て
、

外
よ
り
浦
山
敷
、
髄
分
の
遊
び
す
き
、
ひ
と
つ
な
る
日
の
男
、
此
中
間
に

今
迄
い
く
た
り
か
ま
じ
り
て
、
身
を
腐
し
命
を
酒
に
呑
れ
し
者
、
其
赦
を

し
ら
ず
。

と
始
ま
る
。
五
の
三

「無
用
の
力
自
慢
」
も
、
祭
興
行
の
相
撲
見
物
が
き

っ
か

け
に
な

っ
て
、
「
里
の
牛
飼
」
や

「
山
家
の
柴
男
ま
で
も
」
が
、
「片
輪
に
な
る

事
も
い
と
は
ず
」
相
撲
に
夢
中
に
な
る
様
を
描
く
の
で
あ
る
。
「死

一
倍
」を
借

り
る
笹
六
の
ま
わ
り
に
、
同
類
の
と
り
ま
き
が
い
て
、
千
両
の
金
を
忽
ち
な
く

し
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
、
団
兵
衛
や
才
兵
衛
も
、
豊
か
な
太
平
の
世
を
浮
か
れ

て
遊
び
暮
す
世
間

一
般
の
風
潮
の
、
ほ
ん
の
一
部
で
し
か
な
い
。
こ
の
間
の
事

情
を
、　
一
の
四

「慰
み
改
て
咄
の
点
取
り
」
で
、
今
少
し
詳
し
く
な
が
め
て
み

よ
う
。

主
人
公
塩
屋
の
息
子
は
、
商
家
の
跡
取
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、　
一
人

子
と
し
て
大
事
に
育

っ
た
彼
は
、
十
五
才
に
も
な

っ
て
親
が
嫁
の
心
配
も
し
始

め
る
頃
、
当
時
流
行
の
咄
の
点
取
り
に
夢
中
に
な
り
、

「魂
我
な
が
ら
定
め
か

ね
」、
今
度
は
十
夜
念
仏
の
つ
れ
声
に
誘
わ
れ
て
、
う
か
ノ
ヽ
と
出
家

し
て
し

ま
う
。
そ
し
て
両
親
を
嘆
か
せ
家
も
滅
ぼ
し
て
し
ま
っ
た
。
作
者
は
こ
の
章
を
、

無
用
の
道
心
何
の
見
付
所
も
な
く
、
尊
き
事
を
も
弁

へ
ず
、
無
我
無
分
別

の
嚢
心
、
親
に
思
は
ざ
る
外
の
氣
を
悩
ま
せ
、
是
競
な
き
不
孝
坊
と
い
へ

と
結
ん
で
は
い
る
。
が
し
か
し
、
次
の
よ
う
に
言
う
事
も
忘
れ
な
い
。
即
ち
、

去
程
に
今
時
の
出
家
形
氣
程
お
か
し
き
は
な
し
。
智
恵
才
覺
に
は
か
ま
は

ず
、
武
士
の
家
に
て
は
弓
馬
の
藝
に
疎
く
、
又
病
者
に
し
て
勤
の
成
難
き

を
進
て
衣
を
き
せ
、
町
人
は
実
用
お
ろ
か
に
絆
め
覺
え
ず
日
記
付
さ
へ
な

ら
ざ
る
を
、
連
も
商
人
に
は
思
ひ
も
よ
ら
ず
、
世
を
楽
に
墨
染
に
な
れ
と
、

親
類
了
簡
の
上
に
て
髪
を
お
ろ
さ
せ
、
（中
略
）
衆
生
を
す
す
め
る
基
も
な

く
、
布
袋
肥
に
齋
米
を
費
し
、
娑
婆
塞
に
今
の
世
に
多
き
物
は
、
供
壱
人

つ
れ
し
警
師
と
道
心
者
、
扱
も
坊
主
が
ち
に
ぞ
成
に
け
る
。

云
々
と
。
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
く
、
二
親
を
嘆
か
せ
家
を
滅
ぼ
す
こ
と
に
な

っ
た
彼
の
出
家
も
、
豊
か
な
経
済
力
を
背
景
に
、
「
又
の
世
の
仏
の
道
を
も
、
心

の
駒
の
七
次
オ
に
し
ら
ず
」、
た
だ
安
易
に
気
楽
な
坊
主
稼
業
を
願
う
世
相
を

ぬ
き
に
、
あ
る
訳
で
は
な
い
。

そ
し
て
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
世
間
の
中

に
子
を
持
つ
親
も
入
る
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
安
易
な
浮
世
の
風
潮
の



中
で
、
親
も
子
も
共
に
踊

っ
て
い
る
、
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
五
の
二
・
五

の
三
を
ふ
り
返

っ
て
も
、
団
兵
衛
の
大
酒
は
、
既
に
言
わ
れ
て
も
い
る
よ
う
に
、

父
親
の
血
を
引
く
に
す
ぎ
な
い
。
彼
は
、
酔

っ
た
勢
い
で
口
論
、
そ
の
挙
句
の

果
て
に
人
と
刺
し
違
え
て
、
「世
上
の
わ
ら
ひ
も
の
」
に
な

っ
た
よ
う
な
男
で

あ
る
。
そ
れ
を
引
き
あ
い
に
息
子
を
諭
す
母
親
も
、

「そ
な
た
の
煎
茶
を
、
の

み
と
ま
る
事
は
な
る
べ
き
や
」
と
な
じ
ら
れ
て
、
返
す
言
葉
も
な
い
。
又
、
才

兵
衛
の
相
撲
狂
い
を
諌
め
て
、
父
親
が
そ
れ
に
か
わ
る
芸
能
と
し
て
、
琴
碁
書

画
茶
の
湯
鞠
楊
弓
謡
を
あ
げ
、
四
書
の
素
読
を
勧
め
た
と
こ
ろ
で
、
「聞
よ
し
」

と
い
う
彼
の
言
葉
通
り
、
そ
れ
も
相
撲
に
比
べ
て
、
軟
弱
な
太
平
の
世
に
見
た

目
の
体
裁
が
よ
い
、
く
ら
い
の
違
い
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、

「銘
々
家
業
を

外
に
な
し
て
、
諸
藝
ふ
か
く
好
め
る
事
な
か
れ
」
（永
代
蔵
五
の
四
）
と
い
う
の

が
、
当
時
の
町
人
の
あ
る
べ
き
姿
で
あ
る
か
ら
。
と
す
れ
ば
ま
し
て
や
、
母
親

の
勧
め
る
太
夫
遊
び
や
若
衆
狂
い
な
ど
、
お
ご
り
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。

手
代
ど
も
が
羨
し
が

っ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
ら
を
監
督
し
導
く
立
場
に
あ
る
彼

女
の
、
主
と
い
う
親
方
の
程
度
も
、
子
方
の
奉
公
人
並
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

子
に
異
見
し
な
が
ら
、
共
に
豊
か
な
生
活
に
溺
れ
て
お
ご
り
、
異
見
す
る
資

格
も
な
け
れ
ば
、
そ
の
方
法
も
知
ら
な
い
親
達
が
描
か
れ
て
い
る
だ
け
だ
、
と

云
え
よ
う
。三

し
か
も
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
親
や
そ
れ
に
準
じ
る
立
場
の
人
間
の
、
誤

っ

た
人
と
し
て
の
生
き
方
や
、
親
と
し
て
の
愛
情
の
あ
り
方
が
、
そ
も
そ
も
の
原

因
で
、
子
が
不
孝
者
に
な
る
咄
も
、
コ
一十
不
孝
』
に
は
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

先
ず
、
二
の
四

「親
子
五
人
傷
書
置
如
レ件
」
か
ら
見
て
ゆ
こ
う
。

改
め
て
い
う
ま
で
も
な
く
、

た
と
へ
御
譲
な
き
と
て
も
、
願
ひ
申
に
あ
ら
ず
。
自
然
御
死
去
あ
そ
ば
す

共
、
あ
に
親
の
事
な
れ
ば
、
髄
分
御
心
に
随
ひ
、
世
わ
た
り
を
精
に
入
、

す
ゑ
ノ
ヽ
繁
昌
に
な
し
申
べ
し
。

と
い
っ
た
、
若
者
ら
し
く
も
潔
い
親
へ
の
誓
い
を
破

っ
て
、
総
領
を
自
害
さ
せ

た
弟
た
ち
、
善
助

・
善
吉

・
善
八
の
不
孝
は
、
父
親
善
左
衛
門
が
、

「世
の
間

え
斗
に
」
あ
り
も
し
な
い
金
子
を
書
置
し
た
か
ら
こ
そ
起

っ
た
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
勿
論
、
外
聞
や
財
産
に
の
み
子
供
の
幸
せ
を
見
た
親
心
の
愚
か
さ
を
も
示

す
だ
ろ
う
。
と
同
時
に
、
「無
用
の
潜
上
な
れ
共
、
人
間
は
外
聞
」と
彼
が
い
っ

た
そ
の

「外
聞
」
に
は
、
「
死
光
」
と
人
に
羨
ま
し
が
ら
れ
た
己
れ
へ
の
僣
上

も
な
か
っ
た
と
は
い
え
ま
い
。
彼
は
先
ず
、
「世
間
を
思
ひ
ま
は
す
に
、
見

聞

よ
り
な
い
物
は
金
銀
な
り
」
と
い
っ
た

「世
は
張
り
も
の
」
（永
代
蔵
六
の
一し

の
世
相
を
、
十
分
に
承
知
し
た
上
で
、

手
前
よ
ろ
し
き
人
に
は
、
大
分
の
金
銀
も
あ
づ
け
、
縁
組
の
篤
に
も
な
り
、

彼
是
勝
手
の
よ
き
お
ほ
し
。

と
い
っ
た
浮
世
の
風
潮
に
乗

っ
て
し
ま
っ
た
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
積
極
的
に
利

用
し
た
。
そ
し
て
そ
の
事
を
、
総
領
善
右
衛
間
は
、
兄
弟
が
争
う
破
目
に
な

っ

て
初
め
て
、
「
よ
し
な
き
外
聞
を
お
ぼ
し
て
の
跡
識
忽
ち
難
儀
と
な
り
、我
壱
人

の
迷
惑
」
と
、
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
が
し
か
し
、
そ
れ
を
高
く
お
い
て
、
親

を
批
判
す
る
こ
と
自
体
、
不
孝
で
あ
ろ
う
。
勿
論
彼
は
、

立
け身

行
レ道

揚
一名

於

後
‐世
一以

轟
一父

母
一孝
‐
之

終
］
也

と
い
っ
た

『孝
経
』
の
教
え
や
、
こ
の
章
が
よ
っ
た
と
思
わ
れ
る

『請

二
十
四

孝
』
（天
和
二
年
萬
屋
庄
兵
衛
板
）
日
員

・
田
廣

。
田
慶
の

親
の
名
を
あ
ぐ
る
を
孝
行
の
第

一
と
す
る
也

と
い
っ
た
教
え
を
背
景
に
、

「親
の
名
を
下
す
事
、
後
の
世
迄
の
不
孝
な
り
」

と
、
命
が
け
で

「親
の
辱
」
を
か
く
し
、

「家
の
滅
法
」
を
救
お
う
と
し
た
。



が
、
自
害
す
る
こ
と
も
、
子
と
し
て
の
身
が

「
父
母
之
遺
体
」
（明
暦
二
年
孝
経

外
伝
な
ど
）
で
あ
り

「余
肉
」
（寛
文
九
年
孝
経
大
義
講
草
砂
）
で
あ
る
な
ら
、
不
孝

以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。　
も

っ
と
も
、
「父
母
の
こ
こ
ろ
に
し
た
が
い
て
そ

む
か
」
な
い
の
が
、
子
と
し
て
の
務
め
で
は
あ
る
（万
治
三
年
孝
行
物
語
な
ど
Υ

が
し
か
し
、

若
ま
た
父
母
に
あ
や
ま
り
あ
ら

バ
、
諌
め
ざ
る
は
不
孝
な
り
。

（寛
文
二
年
親
子
物
語
）

子
ト
シ
テ
父
母
ノ
過
チ
ヲ
諌
ム
ル
ニ
、
三
タ
ヒ
諌
メ
テ
聞
入
サ
ル
ト
キ
ハ
、

涙
ヲ
流
シ
テ
父
母
に
従
カ
ヒ
、
時
分
フ
見
テ
マ
タ
イ
サ
ム
ル
。

（孝
経
大
義
講
草
砂
）

な
ど
と
い
う
よ
う
に
、
虚
偽
の
遺
言
な
ど
、
諫
め
て
残
さ
な
い
よ
う
に
す
る
の

が
、
正
し
い
孝
の
あ
り
方
で
あ
る
。
兄
親
で
あ
る
総
領
も
、
家
を
継
ぐ
身
で
あ

れ
ば
こ
そ
、
そ
の
家
の
外
聞
を
重
ん
じ
て
、
黙
認
と
い
う
形
で
は
あ
る
が
、
「世

間
然
ば
か
り
」
（永
代
蔵
一
の
五
）
の

「
い
つ
は
り
の
世
の
中
」
（同
上
）
の
風
潮

に
、
う
か
う
か
と
乗

っ
て
し
ま

っ
た
。
そ
の
ふ
と
し
た
欲
望
の
為
に
、
彼
は
四

十
二
の
二
つ
子
を
持
た
ね
ば
な
ら
ず
、
自
害
す
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

二
の
二

「旅
行
の
暮
の
僧
に
て
候
」
の
勘
太
夫
は
、
善
左
衛
門
と
善
右
衛
門

を
兼
ね
た
よ
う
な
男
だ
、
と
い
え
よ
う
か
。
彼
は
、
わ
ず
か
九
才
の
娘
小
吟
に

そ
そ
の
か
さ
れ
て
、
「思
は
ざ
る
欲
心
お
こ
り
」
旅
僧
を
殺
害
、
「銀
が
敵
の
浮

世
と
思
へ
」
と
金
子
を
略
奪
し
た
。
こ
の
一
時
の
ふ
と
し
た
心
の
迷
い
か
ら
、

や
が
て
身
を
滅
ぼ
し
て
し
ま
う
こ
と
、
彼
の
処
刑
の
日
が
、
旅
僧
殺
害
後
七
年

目
の
ま
さ
に
そ
の
日
で
あ

っ
た
こ
と
で
も
明
ら
か
だ
。
勿
論
、
勘
太
夫
処
刑
の

直
接
の
原
因
は
、
主
の
奥
方
を
殺
害
し
て
、
親
の
迷
惑
も
顧
み
ず
逃
げ
た
小
吟

の
不
孝
に
あ
る
。
が
し
か
し
、
「す
さ
ま
し
い
ば
か
り
の
悪
女
ぶ
り
」
と
評
さ

れ
る
小
吟
の
不
孝
も
、

様
々
臭
見
す
る
に
、
か
つ
て
親
の
ま
ゝ
に
も
な
ら
す
。
此
富
貴
は
自
が
智

恵
付
て
箇
様
に
成
け
る
と
、
折
々
大
事
を
い
ひ
出
し
、
子
な
が
ら
も
て
餘

し
け
る
。

と
あ
る
よ
う
に
、
勘
太
夫
の
悪
行
に
よ

っ
て
、
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
が
な
い
の
で

あ
る
。
わ
ず
か
九
才
の
幼
い
娘
に
金
子
略
奪
を
そ
そ
の
か
さ
れ
て
、
し
か
も
、

よ
り
に
も
よ
っ
て
僧
を
殺
害
し
た
の
は
、
「非
業
の
あ
や
ま
ち
是
れ
因
縁

の
廻

る
し
わ
ざ
」
（宝
永
六
年
今
様
二
十
四
孝
四
の
一こ

で
も
あ

っ
た
ろ
う
か
。
が
し
か

し
、
旅
僧
殺
害
後
の
小
吟
の
不
孝
は
、
殺
さ
れ
た
僧
の

「
一
念
」
か
ら
で
も
あ

っ
た
ろ
う
。
「金
慾
の
人
を
過
事
、
色
慾
よ
り
甚
し
」
（北
越
雪
譜
初
の
上
）
と
は

い
え
、
幼
い
我
が
子
に
唆
さ
れ
て
殺
人
を
犯
す
な
ど
、
親
と
し
て
の
自
覚
不
足

だ
、
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

そ
し
て
、
親
と
し
て
の
自
覚
不
足
を
云
々
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
、
三
の
一
「娘

盛
の
散
桜
」
の
曝
葛
屋
の
彦
床
と
て
同
じ
だ
。
彼
が
五
人
の
娘
に
つ
け
た
名
前

自
体
、
春

・
夏

。
秋

・
冬

。
留
と
は
、
い
か
に
も
ぞ
ん
ざ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の

彼
が
、
結
婚
し
て
身
ご
も

っ
た
娘
た
ち
の
原
因
不
明
の
死
に
直
面
し
た
時
の
態

度
は
、
お
春
を
失

っ
た
時
は
先
ず
、
「
ふ
か
く
」
嘆
き
は
す
る
も
の
の
、

世
に
は
独
り
の
子
を
う
し
な
ふ
も
有
に
、
い
ま
だ
枚
あ
る
事
な
れ
ば
、
愁

へ
を
は
ら
せ
。

と
人
に
い
わ
れ
て
、
「泡
の
消
ゆ
る
な
ら
ひ
と
そ
れ
が
事
を
忘
れ
」
、
お
夏
の
時

は
、
「左
鎌
を
う
た
せ
、
身
二
つ
に
な
さ
で
は
」
と
い
う

「さ
し
出
」
た
人

の

言
い
な
り
に
な
り
、
と
は
い
う
も
の
の
流
石
に

「念
仏
講
中
を
頼
」
ん
で
任
せ
、

や
が
て
こ
れ
も

「世
上
に
住
な
ら
ひ
」
と

「次
矛
に
跡
を
忘
れ
て
」
し
ま
う
の
で

あ
る
。
「近
所
の
人
々
」
の
取
持
つ
ま
ま
に
婿
を
と

っ
た
お
秋
の
場
合
は
、
「
不
便

は
外
に
な
り
て
」、
夫
婦
そ
ろ
っ
て
自
害
と
騒
ぎ
た
て
た
の
も
、
「外
聞
」
を
気
に

し
て
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、　
四
番
目
の
お
冬
に
至

っ
て
は
、
縁
組
の
事
も

「
我
々



に
は
き
か
せ
給
は
す
共
」
と
い
う
程
に
、
万
事
他
人
ま
か
せ
で
、
死
ん
だ
娘
た
ち

の
供
養
は
し
て
も
、
彼
女
の
為
に
は
何
も
し
な
い
。
し
か
も
、
お
冬
の
場
合
、
姉

た
ち
の
度
重
な
る
不
幸
に
お
び
え
て
、
出
家
す
る
と
泣
き
出
す
彼
女
に
、
親
類
が

寄

っ
て
た
か
っ
て
、
そ
れ
を

「親
の
不
孝
の
オ

一
」
と
き
め
つ
け
、
魂
も
入
れ
変

わ
る
程
教
訓
し
て
、

「
お
し
付
合
点
さ
せ
」
た
挙
句
の
死
で
あ
れ
ば
、
親
の
無
責

任
さ
は
、
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
で
あ
ろ
う
。
勿
論
、
彦
六
夫
婦
が
、
娘
を
失

っ

て
嘆
か
な
い
訳
で
は
な
い
。
が
、
そ
れ
も
、

四
人
迄
同
じ
最
後
な
り
し
は
、
世
に
例
な
き
事
。
先
生
に
い
か
成
悪
縁
を

結
び
、
親
と
な
り
子
と
な
り
、
今
の
難
義
に
あ
ふ
。
扱
も
う
る
さ
し
。

と
言
う
、
そ
の

「う
る
さ
し
」
に
象
徴
的
な
よ
う
に
、
か
け
が
え
の
な
い
一
人

一
人
の
子
の
死
を
悲
し
む
よ
り
、
次
々
と
四
人
も
の
子
を
失

っ
た
親
で
あ
る
己

れ
の
不
幸
と
、
世
間
体
を
恥
じ
て
、
嘆
い
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
娘

を
失
う
ご
と
に
、
世
間
へ
の
依
存
度
を
強
く
し
て
、
親
と
し
て
の
責
任
を
益
々

放
棄
し
て
ゆ
く
の
も
、
そ
の
為
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
世
間
、
即
ち
娘
達
の

不
孝
を
楽
し
ん
で
い
る
か
の
よ
う
に
、
次
々
と
彼
女
た
ち
の
縁
談
を
ま
と
め
て

ゆ
く

「近
所
の
人
々
」
な
ど
に
は
、
「隣
の
不
幸
は
鯛
の
刺
身
よ
り
美
味
し
い
」

式
の

「善
意
の
悪
意
」
を
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
と
す
れ
ば
、
末
子
で
あ
れ

ば
こ
そ
、
そ
の
一
部
始
終
を
見
て
き
た
乙
女
が
、
世
間
に
も
見
捨
て
ら
れ
て
、

今
度
こ
そ
は
自
ら
出
家
を
勧
め
る
親
に
、
時
既
に
遅
く
、

「親
達
の
養
介
に
は

な
ら
じ
」
と
云
い
放

っ
た
と
し
て
、
何
ら
不
思
議
で
は
な
い
。
今
は
た
っ
た

一

人
残

っ
た
乙
女
が
、
元
は
他
人
で
し
か
な
い
夫
と
、
今
は
わ
ず
か
な
親
の
貯
え

を
盗
ん
で
逃
げ
る
の
も
、
彼
女
が
親
の
愛
に
飢
え
、
な
お
か
つ
そ
れ
を
信
じ
て

い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

が
し
か
し
、
親
の
愛
も
度
を
超
せ
ば
、
子
を
台
な
し
に
し
て
し
ま
う
こ
と
、

一
の
三

。
二
の
四
に
も
明
ら
か
だ
。
即
ち
、　
一
の
三
「跡
の
剣
た
る
姐
入
長
持
」

に
は
、
「母
子

ハ
ニ
つ
に
し
て
一
た
い
」
（天
保
十
五
年
絵
本
十
四
孝
）
と
も

い
う

よ
う
に
、
美
人
で
名
高
い
娘
小
鶴
と
己
れ
を
同

一
視
し
た
母
親
の
有
頂
天
ぶ
り

が
、世
間

一
般
の
風
潮
と
共
に
先
ず
語
ら
れ
る
。

「
母
親
鼻
の
高
き
事
、自
山
の

天
狗
殿
も
貞
を
振

っ
て
逃
給
ふ
べ
し
」
と
の
作
者
の
評
は
、
娘
を
溺
愛
す
る
母

親
の
親
馬
鹿
ぶ
り
を
伝
え
て
、
思
わ
ず
笑
い
を
さ
そ
う
で
あ
ろ
う
。
が
、
こ
の

母
親
の
娘
へ
の
同

一
視
は
、
既
に
適
令
期
に
達
し
た
娘
を
、
未
だ
母
親
か
ら
精

神
的
に
も
自
立
さ
せ
な
い
要
素
に
も
な

っ
て
い
る
よ
う
だ
。

「男
よ
く
姑
な
く

同
じ
宗
の
法
花
に
て
、
奇
麗
な
る
商
賣
の
家
に
行
事
を
」
と
望
む
こ
の
娘
の
結

婚
観
は
、
幾
分
形
を
変
え
て
ど
の
時
代
に
も
通
用
す
る
よ
う
で
、
可
笑
し
か
ろ

う
。
が
、
ふ
り
か
え
れ
ば
、
あ
ま
り
に
も
た
わ
い
な
く
幼
稚
で
さ
え
あ
る
。
確

か
な
異
性
像
が
な
い
、
と
い
っ
て
よ
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
結
婚
す
る
度
に
、
我

儘
を
言
い
募

っ
て
帰

っ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
十
四
才
か
ら
十

五
才
ま
で
十
八
回
も
嫁
入
り
す
る
程
に
美
し
く
、
し
か
も
、
何
事
も

「勝
手
づ

く
」
の

「今
時
の
世
」
に
、
豊
か
な
家
で
溺
愛
さ
れ
て
、
そ
れ
故
に
こ
そ
異
性

に
ま
と
も
な
関
心
の
も
ち
得
な
い
こ
の
娘
は
、
甘
や
か
さ
れ
た
母
子

一
体
の
心

情
の
ま
ま
、
母
親
の
い
る
家
へ
と
際
限
も
な
く
舞
い
戻

っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

四
の
二

「
枕
に
残
す
筆
の
先
」
で
は
、
「利
嚢
に
し
て
、
親
の
氣
を
助
け
、
諸

人
の
讃
ら
れ
者
」
と
い
わ
れ
た
孝
行
息
子
が
、
結
婚
を
境
に
、
妻

へ
の
愛
に
ひ

か
れ
て
、
不
孝
者
に
転
落
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
の
原
因
を
、
石
原
千
津

子
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
「独
り
の
子
」
を
あ
ま
り
に
も
愛
し
て
、
「息
子
２

嫁
と
の
関
係
を
全
く
排
除
し
た
」
「親
心
の
偏
狭
」
に
求
め
て
も
よ
い
だ
ろ
独
。

松
田
修
氏
は
、
二

人
息
子
を
め
ぐ
る
妻
と
母
の
、
深
く
暗
い
テ
ー
マ
に
迫

ろ

う
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
姑
が
嫁
を
嫉
山
そ
の
裏
に
は
、
姑
の
息
子
へ
の

愛
が
当
然
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
」
と
い
わ
れ
た
。

久
々
の
部
屋
住
ひ
、
今
と
い
ふ
今
気
を
懲
し
ぬ
。
お
い
と
し
さ
限
り
な
き



に
、
思
ふ
中
の
別
路
。

と
、
夫
へ
の
未
練
を

「長
枕
」
に
書
き
残
し
て
、
出
家
の
望
み
も
な
い
の
に
、

家
も
世
も
捨
て
る
と
い
う
嫁
の
行
為
は
勿
論
、
家
を
守
る
立
場
に
あ
る
嫁
と
し

て
、
あ
る
ま
じ
き
不
孝
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
が
し
か
し
、
そ
こ
に
も
又
、

息
子

へ
の
愛
も
手
伝

っ
て
、
い
つ
ま
で
も
嫁
の
女
と
し
て
の
自
立
を
認
め
ず
、

「勝
手
」
の
世
話
を
や
き
た
が
る
姑
へ
の
、
恨
み
に
も
似
た
い
ら
だ
ち
を
、見
な

い
訳
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。　
そ
れ
は
、
「女
心
は
愚
に
し
て
、
飯
子
に
家
を

渡
す
事
、
い
つ
迄
も
を
し
み
ぬ
」
と
い
っ
た
作
者
の
評
を
見
て
も
、
明
ら
か
だ
。

四

さ
て
、
以
上
み
て
き
た
の
は
、
不
孝
者
と
そ
の
親
た
ち
と
の
関
係
で
あ
る
。

そ
れ
は
い
か
に
も
、
西
鶴
が
、
「孝

・
不
孝
の
道
徳
を
子
供
の
側
へ
の
Ｌ

方
的

な
要
求
と
し
て
考
え
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
」
を
示
す
だ
ろ
う‐
。
だ
が
、

子
も
、
親

・
先
祖
の
性
命
を
伝
た
る
者
な
れ

ハ
、
我
子
と
し
て
私
す
べ
か

ら
ず
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（天
明
八
年
孝
経
小
解
）

お
や
に
う
け
た
る
わ
が
身
を
わ
け
て
、
子
と
な
し
た
る
も
の
な
れ
ば
、
子

の
身
も
こ
ん
ほ
ん
は
お
や
の
身
な
り
。
子
を
む
さ
と
そ
だ
て
ヽ
、
あ
し
き

み
ち
へ
ひ
き
い
る
ヽ
は
、
お
や
の
身
を
悪
道
へ
お
と
し
い
る
ゝ
に
、
こ
と

な
ら
ざ
る
ゆ
へ
に
、
子
に
よ
く
を
し
へ
ざ
る
は
、
大
不
孝
の
第

一
な
り
。

（翁
間
答
こ

親
ノ
子
フ
慈
愛
ス
ル
モ
、
根
本
親

二
事
ル
孝
行
ノ
一
シ
ナ
也
。

（万
治
三
年
孝
経
見
聞
抄
な
ど
）

と
い
っ
た
言
辞
に
注
目
す
る
な
ら
、
不
孝
者
を
育
て
た
親
も
又
、
そ
の
親
た
ち

に
対
す
る
不
孝
者
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、

不
孝
故
に
子
が
、
代
々
の
親
か
ら
受
け
継
い
だ
己
れ
の
子
と
し
て
の
身
そ
の
も

の
を
滅
ぼ
し
て
し
ま
う
、
と
い
う
理
由
か
ら
だ
け
で
は
な
い
。

三
の
四

「営
社
の
案
内
申
程
お
か
し
」
の
藤
沢
屋
の
金
太
夫
は
、
世
間
に
ひ

け
ら
か
す
程
に
溺
愛
し
た
息
子
に
、
し
か
も
た

っ
た
五
才
の
息
子
に
、
金
子
八

十
両
の
為
に
し
た
過
去
の
油
売
り
殺
害
を
、
あ
ば
か
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
息

子
に
、
油
を
好
ん
で
呑
む
奇
妙
な
癖
の
あ
る
こ
と
と
関
連
し
て
、
松
田
修
氏
は
、

「
い
と
し
い
息
子
は
実
は
己
れ
が
殺
し
た
油
売
り
の
執
念
が
転
生
し
た
も
の
で

あ

っ
た
」
と
い
わ
れ
た
。

が
、
息
子
に
罪
を
あ
ば
か
れ
て
、
妻
女
ま
で
巻
き
ぞ
え
に
し
た
金
太
夫
の
不

名
誉
な
非
業
の
死
は
、
過
去
の
油
売
り
殺
し
に
の
み
原
因
が
あ
る
の
で
は
な
い
。

既
に
言
わ
れ
て
も
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
、
実
の
親
に
は
旧
里
を
切
ら
れ
る
程

の
不
孝
を
働
き
、
未
だ
改
俊
の
気
持
も
な
く
、
入
聟
先
で
も
、
ま
た
ノ
ヽ
そ
の

親
の

「位
牌
を
う
ち
砕
」
く
程
の
徹
底
し
た
不
孝
の
現
報
と
し
て
も
、
描
か
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
親
へ
の
不
孝
の
結
果

い
野
宛
嘲
¨
け
】
¨
颯
¨
安
戦
締
封
協
］
姜
独
裁
な
け
埋
尻
猛
群
税
潔
碁
籾
は

お
と
し
て
、
そ
の
子
に
復
讐
さ
れ
る
と
い
う
形
で
、
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
換
言
す
れ
ば
、
子
た
り
え
な
い
者
は
親
た
り
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
も

な
る
が
、
そ
の
よ
う
な
見
方
を
す
る
な
ら
、
こ
れ
は
何
も
、
こ
の
章
に
限

っ
た

こ
と
で
は
な
い
。

即
ち
、
二
の
一
「
我
と
身
を
こ
が
す
釜
が
渕
」
の
石
川
五
右
衛
門
は
、

「
己

が
農
作
を
外
に
、
無
用
の
武
藝
を
た
し
な
み
」
、
後
に
は
欲
心
か
ら

「
盗
人

の

司
」
と
な

っ
て
、
異
見
す
る
親
に
縄
を
か
け
る
程
の

「悪
人
」
で
あ
る
。
そ
の

彼
は
、
釜
煎
り
の
刑
に
処
せ
ら
れ
る
に
及
ん
で
も
、
所
詮
助
か
ら
ぬ
我
が
身
の

熱
さ
に
耐
え
ら
れ
ず
、
後
に
も
先
に
も
な
い
た
っ
た
一
人
の
息
子
を
、

「我
が

下
に
敷
」
い
て
し
ま
っ
だ
。
一
の
三
の
小
鶴
も
、
十
四
才
か
ら
「鯉
入
し
そ
め
」



二
十
五
才
ま
で
十
八
回
も
離
縁
さ
れ
て
、
ふ
た
親
を

「悔
み
死
」
さ
せ
た
だ
け

で
は
な
い
、
連
れ
戻

っ
た
四
人
も
の
我
が
娘
を
、
自
分
で
世
話
す
る
こ
と
な
ど

思
い
も
よ
ら
ず
、
親
に
面
倒
を
か
け
て
、
挙
句
の
果
て
に
は
、
泣
く
の
が
う
る

さ
い
と

「
死
次
矛
に
」
し
て
し
ま

っ
た
。
又
、
三
の
三

「
心
を
の
ま
る
ヽ
地
の

形
」
の
漆
屋
武
太
夫
は
、

「人
間
は
欲
に
限
り
な
し
」
と
諭
す
親
に
、
却

っ
て

仇
を
な
し
、　
そ
の
結
果
、
「
己
が

一
子
」
武
助
を
龍
に
呑
ま
れ
て
、
我
が
身
と

も
ど
も
失

っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
龍
は
、

只
取
金
銀
、
後
に
は
置
所
も
な
か
り
し
。
人
み
な
氣
を
付
け
れ
ば
、
猶
欲

心
深、き、た、く、み、し、て、、
細
工
の
上
手
に
龍、を、
つ、く、ら、せ、、

と
あ
る
よ
う
に
、
武
太
夫
の
欲
心
を
具
象
化
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
ど
ま
る

と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
度
を
超
え
た
欲
心
か
ら
、
彼
は
親
に
仇
を
な
し
、
そ
の
欲

心
故
に
、
己
が
身
も
子
も
失

っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
こ
の
章
で
見
逃
し
て
な
ら
な
い
今

一
つ
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
は
、

そ
の
子
を
失

っ
た
行
為
の
結
果
が
、
も
う

一
度
親
に
は
ね
か
え
っ
て
、親
は
「閥

所
せ
ら
れ
」
た
家
に
居
る
こ
と
も
な
ら
ず
、
老
い
の
身
で
無
常
な
世
間
に
さ
迷

い
出
る
事
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
ま
さ
に
、
「家
榮
へ
、
家
滅

ぶ
る

も
、　
皆
こ
れ
人
の
孝
と
不
孝
と
に
あ
り
け
る
」
０
一の
四
）
ｏ
「草
木
ま
で
わ
か

ち
と
ら

ハ
、
親
の
名
ま
で
下
さ
ん
に
、
か
へ
つ
て
名
を
世
上
に
あ
け
た
る
事
、

先
祖
へ
ま
て
の
大
孝
心
也
」
（貞
享
三
年
一一十
四
孝
診
鮮
Ｙ

「各
身
を
立
家

を

つ

ぎ
永
く
繁
栄
し
て
、　
先
祖
の
祭
り
を
な
す
べ
き
に
云
々
」
（天
保
十
五
年
絵
本
十

四
孝
）
と
い
わ
れ
る
家
と
孝
と
の
関
係
を
、　
見
事
に
作
品
化
し
て
い
る
と
も
い

わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
換
言
す
れ
ば
、
家
と
い
う
概
念
を
媒
介
に
す
る
時
、
孝
は

一
代
限
り
の
親
子
関
係
に
の
み
か
か
わ
る
徳
目
で
は
な
い
。

「先
祖
累
代
の
家
」

（宝
永
六
年
今
様
一一十
四
孝
四
の
四
）
と
も
い
う
よ
う
に
、
家
は
、
先
祖
代
々
の
親

た
ち
の
様
々
な
思
い
を
受
け
継
ぎ
、
末
永
く
祀
る
も
の
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。

ま
さ
に
、
「父
母
を
あ
げ
て
先
祖
を
か
ね
た
り
」
（天
明
八
年
孝
経
小
解
）
と
い
っ

て
も
よ
い
だ
ろ
う
。　
又
、　
そ
れ
故
に
こ
そ

「子
な
き
を
不
孝
の
第

一
と
す
」

（貞
享
三
年
諸
国
心
中
女
三
の
四
）と
も
、
「子
な
く
し
て
先
祖
の
た
ゆ
る
を
、
世
に

不
孝
と
す
」
（万
治
三
年
孝
行
物
語
一じ
と
も
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
不
孝
者
が
、
そ
の
不
孝
の
故
に
、
親
は
勿
論
己
が
身
も
子
も
失

っ

て
、
家
を
滅
ぼ
し
て
し
ま
う
の
で
あ
れ
ば
、
五
の
一
「
胸
こ
そ
踊
れ
此
盆
前
」

の
長
八
が
、
妹
小
さ
ん
を
不
孝
の
理
由
で
追
い
出
し
、
そ
の
か
わ
り
に
養
女
を

迎
え
て
家
栄
え
た
の
も
、
当
然
だ

っ
た
ろ
う
。
又
、　
一
の
二

「大
節
季
に
な
い

袖
の
雨
」
の
文
助

一
家
が
、
後
に
も
述
べ
る
よ
う
に
、
妹
た
ち
を
犠
牲
に
し
て

ま
で
、
総
領
文
太
左
衛
門
を
大
事
に
す
る
の
は
、
沢
い
領
は
跡
と
り
な
れ
ば
、
一

家
の
主
君
」
（享
和
元
年
足
手
書
草
紙
画
賦
）
だ
か
ら
で
は
あ

っ
て
も
、
そ
れ
故
に

彼
が
い
よ
／
ヽ
不
孝
者
に
な

っ
て
、
挙
句
の
果
て
に
は
家
を
滅
ぼ
し
て
し
ま
う

の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
も
ほ
と
ん
ど
無
意
味
だ
、
と
い
わ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。

五

と
こ
ろ
で
、
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
く
、
家
を
守
り
祖
先
の
祀
り
を
重
ん
じ

て
、　
親
に
誠
を
尽
す
の
は
、

「人
必
ス
父
母
ア
ツ
テ
出
生
シ
」
（寛
文
九
年
孝
経

大
義
講
草
砂
）
「
父
‐母
者
人
之
本
」
（延
宝
五
年
孝
経
大
義
証
解
）だ
か
ら
で
あ
る
。

が
し
か
し
、
「万
物

ハ
天

二
本
ツ
」
く
（孝
経
大
義
講
草
砂
）
の
で
あ
る
な
ら
、
人

の
命
の
根
拠
も
、
天
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

人
々
ノ
生
シ
タ
ル
本

ハ
父
母
、
々
々
ノ
本

ハ
先
祖
、
々
々
ノ
本

ハ
天
地
、

々
々
ノ
本

ハ
大
虚
也
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（万
治
三
年
孝
経
見
聞
抄
）

所
生

ハ
己
を
生
ず
る
所
な
り
。
父
母
先
祖
天
地
大
虚
な
り
。

（天
明
八
年
孝
経
小
解
）

な
ど
と
云
わ
れ
る
由
縁
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、

「父
‐子
之
道
天
性
」

（寛
文
四



年
孝
経
纂
註
な
ど
）
で
あ
る
な
ら
、
天
地
の
恵
み
が
広
大
で
あ
る
よ
う
に
、
親
の

子
に
対
す
る
恩
愛
も
、
本
来
無
限
で
あ
る
こ
と
、
勿
論
で
あ
る
。

例
え
ば
、
四
の
三

「木
陰
の
袖
口
」
の
榎
本
万
左
衛
門
は
、
親
類
に
さ
え
見

捨
て
ら
れ
た
貪
乏
の
ど
ん
底
で
、
「連
そ
ふ
女
房
」
に
も
死
に
別
れ
、
夜
毎

に

泣
き
や
ま
な
い
乳
飲
み
子
の
万
之
助

（万
太
郎
と
も
）
を
、
辻
堂
に
捨
て
て
は

み
る
。
が
、
捨
て
ら
れ
た
板
敷
の
冷
さ
に
驚
ろ
い
て
、
人
の
ぬ
く
も
り
を
慕

っ

て
泣
き
叫
ぶ
声
に
、
「魂
も
飛
出
」
つ
れ
帰

っ
て
し
ま

っ
た
。
親
の
情
を
あ

ま

す
と
こ
ろ
な
く
伝
え
る

一
節
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
続
く
四
の
四

「本
に
其
人
の

面
影
」
は
、
そ
れ
以
上
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
．

と
こ
ろ
で
、
こ
の
章
の
眼
目
は
、
亡
く
な

っ
た
母
親
に
化
け
た
狸
を
射
殺
し

た
弟
八
弥
の
行
為
を
、
ど
う
解
釈
す
る
か
で
、
意
見
の
わ
か
れ
る
所
で
あ
る
。

「此
度
の
手
柄
、
八
弥
な
り
」
と
賞
讃
す
る
人
々
に
対
し
て
、
国
守
の
処
置
は
、

「下
々
に
思
ふ
と
は
各
別
」
だ

っ
た
と
い
う
。
西
鶴
は
し
ば
し
ば
、
「智
恵
の
淡

瀬
を
渡
る
下
々
が
心
ぞ
か
し
」
（武
家
義
理
物
語
一
の
こ

ｏ
「上
つ
が
た
に
さ
へ

不
詳
は
あ
る
物
、
ま
し
て
下
つ
か
た
の
人
」
（永
代
蔵
一
の
五
）
な
ど
と
い
う
。

だ
か
ら
と
短
絡
す
る
訳
で
は
な
い
が
、
や
は
り
国
守
の
方
を
是
と
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。
何
故
な
ら
、
作
弥

・
八
弥
の
兄
弟
が
、
美
事
に
育

っ
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
浪
人
生
活
の
中
で
苦
労
し
て
彼
ら
を
育
て
あ
げ
た
こ
の
親
た
ち
の
晩

年
は
、
あ
ま
り
に
も
み
じ
め
に
描
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

勿
論
、
母
親
は
、
そ
の
形
、
コ
一人
の
若
衆
と
は
各
別
遠
ひ
、
勢
た
か
く
痩

か
れ
て
、
色
あ
を
ざ
め
て
貞
な
が
く
、
常
さ
へ
醜
か
り
し
に
」
と
、
描
か
れ
て

は
い
る
。
が
、
美
少
年
と
は
め
そ
や
さ
れ
る
彼
ら
を
生
ん
だ
彼
女
は
、
元

「歴

々
の
息
女
」
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
彼
女
に
と

っ
て
の
「常
」と
は
、

「む

か
し、
を、
捨、
て、
、
朝
夕
の
米
を
か
し
き
、手、
足、
も、
お、
の、
づ、
か
ら、
荒、
た、
る、
宿
に
、是
非

も
な
き
年
月
」
を
送
る
常
で
あ
る
。
こ
の
恥
も
外
聞
も
な
い
生
活
の
仕
方
は
、

長
年
の
浪
人
生
活
の
果
て
に
奉
公
の
望
み
も
断
念
、
出
家
し

「丸
腰
に
な

っ
て
、

武
士
の
貞
つ
き
も
せ
ず

（中
略
）
日
影
者
と
い
は
れ
て
」
、
姿
ば
か
り
か
心
ま
で

も
町
人
に
な
り
下
が

っ
て
い
る
夫
岩
越
数
馬
と
て
、
同
じ
だ
。
が
し
か
し
、
こ

の
場
に
及
ん
で
も
、
父
親
と
し
て
の
彼
は
、
息
子
た
ち
に
言
い
寄
る
好
き
者
か

ら
、
彼
ら
を

「油
断
な
く
守
」
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
。
母
親
も
な
り
も
ふ
り
も

か
ま
え
な
い
貧
乏
生
活
の
中
で
、
息
子
た
ち
だ
け
は
、
「漸
々
」
の
思
い
を

し

な
が
ら
、
美
事
に
育
て
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
や
は
り
、

「憂
化

に
も
せ
よ
、
親
の
形
と
見
て
」
、
他
の
誰
で
も
な
い
子
自
ら
の
手
で
、弓
を
引
く

の
は

「
不
孝
」
で
あ
ろ
う
。
こ
の
咄
の
典
拠
の
一
つ
と
い
わ
れ
る

『宇
治
拾
遺

物
語
』
巻
八

「
猟
師
ほ
と
け
を
射
る
事
」
の
猟
師
と
、
こ
の
章
の
息
子
と
で
は
、

そ
の
立
場
が
い
さ
さ
か
違
う
の
で
あ
る
。
し
か
も
、挿
絵
②
の
母
親
が
、本
文
の

そ
れ
に
ず
れ
て
い
る
事
に
注
目
す
る
な
ら
ど
う
だ
ろ
う
。
既
に
狸
の
形
を
あ
ら

わ
し
た
こ
の
絵
の
母
親
の
姿
は
、
狸
の
変
化
が
母
親
の
幽
霊
と
人
に
は
見
え
た

こ
と
と
も
関
連
し
て
、夫
の
死
後
、
「世
間
も
址
す
」
「愁
に
況
み
、髪
か
し
ら
を

其
ま
ヽ
に
身
を
捨
」
て
、
い
と
わ
し
い
程

「す
さ
ま
じ
げ
に
」
見
え
た
生
前
の

母
親
と
、
無
関
係
だ
ろ
う
か
。
息
子
達
は
既
に
一
人
前
に
し
て
、
今
は
た
だ

一

人
頼
り
と
す
る
夫
に
先
立
た
れ
た
空
し
さ
か
ら
、
精
も
魂
も
つ
き
は
て
て
、
「他

人
は
見
る
さ
へ
嫌
」

っ
た
晩
年
の
母
親
の
姿
は
、
挿
絵
の
よ
う
に
、
息
子
た
ち

に
さ
え

「あ
さ
ま
し
く
」
も
、
人
間
以
下
の
も
の
に
見
え
る
こ
と
が
あ

っ
た
の

“
韓
蹴

弓 ヵ、
も
ぉ
ぃ
け
に
わ
樟
い
は
ヽ
は
政
麻
わ
れ

人、る
で 『癖
な
針
物
』
叫

）¨
劃
一）

時
代
は
下
る
が
、
『紺
屋
話
化
語
』
（天
明
六
年
）
の
狐
は
、
人
の
姿
は
し
て
い
て

も
、
狐
が
化
け
た
証
拠
に
、
挿
絵
②
の
母
親
と
は
違
い
、
顔
は
狐
以
外
の
何
も

の
で
も
な
い
全

ウ
ニ
オ
二
一ウ
三
オ
）。
従

っ
て
、
こ
の
挿
絵
②
よ
り
判
断
す
れ

ば
、　
八
弥
は
、
「母
親
の
面
影
」
を
狸
と
見
ぬ
い
て
で
は
な
く
、
彼
に
は
既
に
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生
前
か
ら
狸
同
様
の
も
の
に
見
え
て
い
た

「
母
親
の
面
影
」
即
ち
姿
に
、
弓
を

引
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。　
浮
橋
康
彦
氏
も
、
「
こ
の
弟
に
は
、
自
分
が
美
少
年

で
あ
る
自
負
に
よ
っ
て
、
醜
い
母
親
に
対
す
る
憎
悪
が
潜
在
的
に
あ

っ
た
の
で

は
な
い
か
」
と
、
い
わ
れ
た
の
で
あ

っ
た‐
ぴ

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
美
事
に
育
て
あ
げ
ら
れ
た
息
子
の
、
慢
心
以
外
の
何
も

の
で
も
な
い
。
下
々
と
は
違
い
、
「
不
孝
の
心
ざ
し
ふ
か
し
」
と
、
弟

八
弥
を

顕
彰
す
る
ど
こ
ろ
か
、
国
外
に
追
放
し
た
国
守
の
や
り
方
は
正
し
か
っ
た
、
と

い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

と
こ
ろ
で
、
今
さ
ら
い
う
ま
で
も
な
く
、

「孝
あ
つ
て
忠
あ
り
」
（宝
永
六
年

今
様
二
十
四
孝
）
ｏ
「忠
臣

ハ
孝
子
の
問
よ
り
出
る
」
（万
治
三
年
孝
行
物
護じ

の
で

は
あ

っ
た
。
従

っ
て
孝
は
、
将
軍
家
を
頂
点
と
す
る
封
建
社
会
に
恰
好
の
徳
目

で
も
あ

っ
た
ろ
う
。　
が
、
「先
祖
天
地
大
虚
ヲ
カ
ネ
テ
ミ
ル
ヘ
シ
」
（万
治
三
年

孝
経
見
聞
抄
）と
い
わ
れ
る
親
が
、
こ
の
世
に
生
き
る
す
べ
て
の
人
間
の
存
在
の

根
拠
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
親
へ
の
孝
は
、
人
が
人
た
る
べ
き
徳
の
根
本

。
源
で

も
あ
る
だ
ろ
う
。

「家
ノ
ヽ
に
あ
り
て
、
人
こ
と
に
よ
め
り
」
（宝
永
五
年
本
朝

孝
子
伝
）
と
伝
え
ら
れ
る

『孝
経
』
は
、
い
か
に
も
、　
江
戸
時
代
を
通
じ
て
、

経
学
の
専
門
家
ば
か
り
で
な
く
、
天
子
正
月
の
読
初
め
の
書
と
し
て
も
、
又
、

「童
蒙
初
学
の
教
科
書
」
と
し
て
も
、　
藩
校
私
塾
を
問
わ
ず
歓
迎
さ
れ
て
、
版

種
は
も
と
よ
り
、
注
釈
書
の
類
も
甚
だ
多
い
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
の
一
つ
で
あ

っ
た
び

そ
こ
に
は
く
り
返
し
、
「夫
孝
徳
之
本
也
」
（寛
文
二
年
孝
経
な
ど
）
ｏ
「孝
者
五
常

之
本
、　
百
行
之
源
也
」
（延
宝
五
年
孝
経
大
義
正
解
な
ど
）
ｏ
「人
の
行
ひ
孝
よ
り

大
成

ハ
な
し
」
（刊
年
不
明
祥
孝
経
な
ど
）
ｏ
「孝
徳
ヲ
以
テ
人
ノ
根
ト
ス
ル
也
」

（万
治
三
年
孝
経
見
聞
抄
）
。
「人
間
の
道
の
本
と
す
る
ハ
孝
な
り
」
（正
徳
四
年
孝

経
絵
抄
）
な
ど
と
説
き
、
他
の
書
に
も
、
「孝
は
百
行
の
始
」
（醒
睡
笑
四
）
ｏ
「人

間
は
孝
行
を
本
と
す
」
（鑑
草

こ

ｏ
「孝
者
萬
善
之
本
」
（貞
享
三
年
本
朝
孝
子
体
）

。
「孝
は
人
極
の
第

一
義
」
（翁
問
答

し

。
「夫
孝
は
生
々
の
至
賞
也
」
（天
保
六

年
一一十
四
孝
小
解
）
等
々
と
語
り
伝
え
る
。
孝
が
儒
教
に
の
み
限
ら
れ
た
徳
日
で

な
い
こ
と
は
、
次
の
言
辞
で
も
明
ら
か
だ
。
即
ち
、

現
世
の
父
母
は
す
な
は
ち
生
身
の
釈
迦
弥
動
な
れ
ば
、
父
母
に
孝
行
の
誠

を
つ
く
し
ぬ
れ
ば
、
別
の
く
ど
く
を
な
す
に
お
よ
ば
ず
。
　

　

（鑑
草

じ

孝
心
す
な

ハ
ち
こ
れ
仏
心
な
り
。
孝
行
仏
行
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
。

（宝
永
七
年
孝
行
物
語
）

若
親
を
敬
事
な
き
人

ハ
、
仏
者
に
て
も
な
く
儒
者
に
て
も
な
く
、
浅
間
敷

人
成
べ
し
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（寛
文
二
年
親
子
物
語
）

等
々
。
そ
し
て
、

天
地
の
性

ハ
人
を
貴
と
し
、
人
之
行

ハ
孝
よ
り
大
な
る
は
な
し
。

（貞
享
三
年
二
十
四
孝
諺
解
）

既
に
鳥
獣
す
ら
孝
道
あ
り
。
況
人
と
し
て
孝
な
き

ハ
畜
類
に
お
と
れ
り
。

（天
和
二
年
請
二
十
四
孝
）

な
ど
と
い
う
よ
う
に
、
万
物
の
霊
長
と
考
え
ら
れ
た
人

（明
暦
二
年
孝
経
大
義
な

ど
）
の
根
拠
も
又
孝
に
あ
り
、　
孝
そ
の
も
の
が
、　
天
よ
り
人
に
与
え
ら
れ
た

「理
ノ
自
然
」
で
あ

っ
た

（寛
文
九
年
孝
経
大
義
講
草
砂
な
ど
）。
　
そ
れ
は
、
序
に

「世
に
天
性
の
外
所
ら
す
と
も
、　
夫
ノ
ヽ
の
家
業
を
な
し
、
隷
を
以
て
万
物
を

調
へ
、
教
を
轟
せ
る
人
常
也
」
と
説
く

『
二
十
不
孝
』
と
て
同
じ
で
あ
る
。
従

っ
て
、
「
二
十
不
孝
』
を
、　
そ
こ
に
描
か
れ
る
不
孝
者
の

「悪
行
の
強
烈
さ
の

ゆ
へ
に
、
話
自
体
の
本
質
が
不
孝
諄
と
し
て
の
性
格
を
離
れ
て
い
な
」
と
、
批

判
す
る
こ
と
は
あ
た
ら
な
い
。
不
孝
者
は
即
ち
、
天
理
に
そ
む
き
、
（常
の
）
人

と
し
て
の
根
拠
を
失
う
悪
人
―
―
大
悪
人
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で

あ
る
。
Ｆ
一十
不
孝
』
の
主
人
公
た
ち
が
、
そ
の
不
孝
の
故
に
、
「天
罰

・
応
報

に
あ
ひ
」、
こ
の
作
品
に
は
、
ヨ
′し、業
を
戒
め
る
教
訓
が
必
ず
用
意
せ
ら
れ
て
い
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の
も
、
従

っ
て
何
ら
不
思
議
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

六

が
し
か
し
、
親
へ
の
孝
が
、
天
よ
り
人
に
与
え
ら
れ
た

「理
ノ
自
然
号
天
性

で
あ
る
な
ら
、
何
故
不
孝
者
―
―
悪
人
が
多
く
「常
の
人
」
は
稀
な
の
だ
ろ
う
。

『
二
十
不
孝
』
を
な
が
め
て
い
て
面
白
い
の
は
、
「孝
経
』
が

『
論
雲
置

同
様
、

「童
蒙
初
学
の
教
科
書
」
と
し
て
も
歓
迎
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
も
関
連
し

て
、

不
孝
者
た
ち
の
年
令
が
、
既
に
も

一
部
見
て
き
た
よ
う
に
、
十
四
才
か
ら
十
九

才
ま
で
に
集
中
す
る
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
時
期
が
、
当
時
の
結

婚
や
元
服
前
後
の
い
わ
ゆ
る
思
春
期
に
あ
た
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
子
供
が
お
と

な
に
脱
皮
し
よ
う
と
す
る
こ
の
時
期
、
肉
体
と
精
神
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
か
ら
、

最
も
動
揺
し
や
す
い
こ
と
、
四
の
三

「木
陰
の
袖
口
」
に
も
見
る
こ
と
が
で
き

Ｚつ
。こ

の
章
の
眼
日
は
、
冒
頭
に
、

曇
り
な
き
身
を
う
た
が
は
る
ゝ
程
、
世
に
迷
惑
な
る
事
は
な
し
。
天
ま
こ

と
を
て
ら
し
給
へ
共
、
其
時
節
を
待
ず
、
身
を
失
ふ
も
悲
し
。
心
の
浪
風

た
つ
も
、
人
の
云
な
し
に
し
て
、
是
非
な
き
事
有
。

と
い
う
よ
う
に
、
万
太
郎
が
、
大
恩
の
あ
る
継
母
を
、
そ
の
議
言
に
よ

っ
て
追

出
す
こ
と
に
あ
る
。
だ
が
、
「迷
惑
な
が
ら
い
は
ね
ば
天
命
を
背
く
な
り
。
母
人
、

我
へ
の
戯
れ
」
と
い
う
万
太
郎
の
言
葉
を
、
屋
口げ
日
の
内
容
が
、
告
げ

口
す

る
者
自
身
の
ひ
そ
か
な
願
望
だ
」
と
す
る
な
ら
、
ど
う
だ
ろ
う
。
勿
論
こ
の
議

言
は
、
彼
が

「人
の
鯉
な
ど
」
に
言
い
寄
っ
た
事
を
、
継
母
に
異
見
さ
れ
て
の

し
っ
ぺ
返
し
で
は
あ
る
。
が
、
そ
の
事
自
体
、
そ
れ
だ
け
だ
ろ
う
か
。
継
母
の

万
左
衛
門
と
の
結
婚
の
動
機
も
、
「夫
婦
の
取
組
」
に
よ
り
も
、
子
を
失

っ
た

女
の
、
子
へ
の
関
心
に
あ
っ
た
。

「我
子
か
は
ら
ず
万
太
郎
を
撫
育
」
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
い
や

「
撫
育
」
と
い
う
字
面
に
こ
だ
わ
る
な
ら
、
そ
れ
だ
か
ら

こ
そ
、
万
太
郎
は

「
不
孝
第

一
の
悪
人
」
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
の
だ
ろ
う
。
万

左
衛
間
が
、
妻

へ
の

「年
月
の
恩
愛

一
度
に
わ
す
れ
」
、
う
か
ノ
ヽ
と
息
子

の

議
言
に
乗

っ
て
し
ま
う
の
も
、
「無
用
の
智
恵
あ
る
顔
を
、
日
比
出
し
置
」
「亀

井
業
な
ど
は
中
ぐ
ゝ
り
に
」
と
い
う
、
彼
の
当
世
風
の
軽
挑
浮
薄
な
性
格
も
さ

る
事
な
が
ら
ヽ
常
日
頃
、
夫
に
よ
り
も
息
子
に
愛
情
を
そ
そ
ぐ
継
母
の
姿
が
、

あ

っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
が
し
か
し
、　
ニ
ア
ィ
プ
ス
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
に
振
り
廻

さ
れ
た
、
と
で
も
い
う
べ
き
万
太
郎
の
こ
の
行
為
は
、
継
母
の
愛
情
を
踏
み
躙

り
、
父
親
を
も
な
い
が
し
ろ
に
し
て
、　
一
層
許
し
が
た
い
悪

・
不
孝
と
な
る
こ

と
、
い
う
ま
で
も
な
い
。　
万
太
郎
十
六
才
、
「角
前
髪
の
菊
付
も
」
人
が
羨
む

生
意
気
盛
り
の
危
さ

。
脆
さ
を
、
い
か
ん
な
く
伝
え
る
一
章
で
あ
る
。

又
、
既
に
見
た

一
の
二

「大
節
季
に
な
い
袖
の
雨
」
の
文
太
左
衛
間
が
、
十

六
才
の
時
、
妹
を
あ
や
め
て
い
な
が
ら
、
そ
れ
を
不
間
に
し
、　
一
人
の
人
間
と

し
て
の
責
任
を
と

っ
て
い
な
い
こ
と
に
、
目
を
向
け
る
な
ら
、
「根
拠
の
な
い
」

将
軍
家
の
御
上
洛
を
楯
に
、
何
の
値
う
ち
も
な
い
家
に
執
着
す
る
文
助

一
家
の

惣
領
で
あ
る
息
子
へ
の
、
母
親
の
度
の
す
ぎ
た
期
待
と
甘
や
か
し
が
、
彼
の
以

後
の
人
間
と
し
て
の
自
立
を
妨
げ
て
い
る
、
と
納
得
で
き
る
の
で
あ
る
。

親
の
過
度
な
愛
情
や
人
と
し
て
の
至
ら
な
さ
が
、
豊
か
す
ぎ
る
環
境
と
も
相

俊

っ
て
、
子
を
甘
や
か
し
自
立
す
る
こ
と
を
妨
げ
て
、
不
孝
者
を
作
り
出
し
て

い
る
こ
と
、
何
章
に
も
わ
た

っ
て
既
に
見
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、

た
と
へ
一
子
た
り
と
い
ふ
と
も
、
無
器
量
の
者
に
は
伝
ふ
べ
か
ら
ず
。家
、

家
に
あ
ら
ず
、
次
ぐ
を
も
て
家
と
す
。
　
　
　
　
　
　
　
（風
姿
花
伝
第
七
）

と
い
っ
た
例
を
ひ
く
ま
で
も
な
く
、
人
間
的
な
成
長
を
と
げ
た
真
に
一
人
前
の

者
だ
け
に
、
先
祖
代
々
の
家
を
継
ぐ
資
格
が
あ
る
な
ら
、
そ
の
真
に
一
人
前
の

人
間
と
は
、
具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
又
、
そ
の
こ
と
と
親
は
、
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ど
う
か
か
わ
る
の
だ
ろ
う
。
西
鶴
は
こ
の
疑
間
に
も
、
見
事
に
答
え
て
い
る
よ

う
だ
。

即
ち
、
二
の
三

「人
は
し
れ
ぬ
國
の
土
彿
」
の
不
孝
者
藤
助
は
、
親
へ
の
誓

い
も
破

っ
て
船
出
し
て
漂
着
し
た
綴
緬
城
で
、

「生
き
な
が
ら
人
油
を
絞
ら
れ

る
羽
目
に
な

っ
た
」
時
、　
そ
こ
に
立
寄

っ
た
修
行
僧
に
、
「
此
所
は
織
籟
城
と

て
擢
き
國
な
れ
ば
、
命
を
と
ら
れ
給
ふ
な
」
と
警
告
し
た
。
こ
の
こ
と
に
注
目

し
た
石
原
千
津
子
氏
は
、

藤
助
は
自
分
の
救
助
を
乞
う
た
の
で
は
決
し
て
な
く
、
僧
の
身
の
安
全
だ

け
を
願

っ
た
の
で
あ
る
。
か
っ
て
は
親
を
さ
え
見
捨
て
た
藤
助
が
、
こ
こ

で
は

「生
を
か
へ
ず
地
獄
の
責
に
あ
ひ
」
な
が
ら
も
見
も
知
ら
ぬ
他
人
の

身
を
安
じ
て
い
る
の
は
、　
″親
の
罰
″
を
思
い
知

っ
て
の
深
い
改
心
を
示

す
も
の
に
ほ
か
な
る
ま
い
。

と
い
わ
れ
、
「し
た
が

っ
て
こ
の
一
章
は
、
不
孝
者
が
現
報
を
受
け
る
こ
と

に

よ
っ
て
深
い
改
心
に
達
し
た
話
で
あ

っ
た
」
と
、
結
ば
れ
た
の
で
あ
る‘び
換
言

す
れ
ば
、
生
き
な
が
ら
人
油
を
絞
ら
れ
る
程
の
現
報
を
受
け
て
、
初
め
て
不
孝

者
藤
助
は
、
人
間
ら
し
い
人
間
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
、
と
い
っ
て
よ
い
。
が
、

現
報
は
、
後
に
も
述
べ
る
よ
う
に
、
親
と
は
い
さ
さ
か
異
る
天
の
な
せ
る
業
で

も
あ
り
、
ま
し
て
や
、
藤
助
が
改
心
し
て
生
ま
れ
変
わ
る
ま
さ
に
そ
の
時
、
親

は
直
接
的
に
は
、
何
の
力
に
も
な

っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
四
の
一
・
五
の
四

を
み
れ
ば
、
不
孝
者
を
改
心
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
の
は
、
世
間
で
あ
り
友
で

あ
る
と
い
え
よ
う
。

樫
び
け
げ
翔
つ

と 一
あ

「稽
珊
わ
た

重 っ
騨
汁
）
は
に
嘲
暉
寸
ぽ
札
」
耐
盤
錯
婦
刷
¨

く
ら
し
て
い
た
親
元
で
は
、
甚
七
も
源
七
も
、
つ
い
に
家
を
滅
ぼ
し
、
老
い
た

親
を
見
捨
て
て
し
ま
う
程
の
不
孝
者
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
死
な
れ

ぬ
命
の
址
な
が
く
」、
「心
學
盛
」
ん
な
備
前
で
、
非
人
を
語
ら
い
物
乞
い
す
る

に
及
ん
で
、
源
七
の
方
は
改
心
す
る
か
ら
で
あ
る
。
勿
論
、

其
比
備
前
は
心
學
盛
に
し
て
、
人
の
心
も
直
に
な
り
、
主
人
に
忠
あ
る
人
、

親
に
孝
あ
る
者
は
、
御
恵
み
深
く
、
お
の
づ
か
ら
其
道
に
入
て
、
國
の
治

る
此
時
な
れ
ば
、
二
人
の
才
覺
出
し
て

と
い
っ
た
箇
所
を
読
む
な
ら
、
こ
の
〓
早
に
、
松
田
修
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
、

「不
孝
者
が
孝
行
者
を
演
ず
る
皮
肉
さ
、
そ
れ
が
成
功
す
る
滑
稽
さ
」
を
、見
な

い
訳
に
は
い
か
な
い
。
が
、
同
時
に
氏
が
、
源
七
の
孝
に
関
し
て
、

源
七
は
、
虚
構
の
親
で
は
あ
る
が
、
そ
の
親
と
い
う
名
日
と
実
際
的
な
効

用
を
、
「恩
」
と
い
う
気
持
で
受
け
止
め
て
、
「念
比
」
に
し
た
。
蕩
児
か

ら
大
変
な
変
わ
り
よ
う
で
あ
る
。
流
浪
の
苦
悩
が
、
彼
を
人
間
と
し
て
成

長
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
、
指
摘
さ
れ
た
こ
と
も
、
見
逃
せ
な
い
。
藤
助
同
様
源
七
も
、
親
元
を
離
れ

て

「苦
悩
」
し
、
生
ま
れ
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
こ
こ
で
は
、
彼

ら
の

「親
と
名
付
け
」
た
人
へ
の
孝
を
、
何
の
穿
塞
も
な
く
、
素
直
に
認
め
た

利Ⅷ』罐〕韓“】プは「報ｒ艦２か細『製なたばれ舞わ論議輔颯）Ⅷ

徳
の
根
本
だ
か
ら
、
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。

天
、
ま
こ
と
を
照
し
、
善
悪
を
と
が
め
給
ふ
に
や
。
甚
七
、
い
つ
と
な
く

人
の
慈
悲
を
受
か
ね
、
渇
ノ
ヽ
に
な
り
ぬ
。

と
あ
る
箇
所
よ
り
判
断
す
れ
ば
、
こ
の
章
で
の

「人
」
即
ち
世
間
は
、
三
の
一

な
ど
の
そ
れ
と
は
全
く
異
り
、
天
の
代
理
、
あ
る
い
は
天
そ
の
も
の
と
見
る
こ

と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人

。
世
間
の
側
面
は
、
「天
の
咎
め
、

世
の
穿
撃
、　
い
か
な
る
う
き
め
に
あ
い
つ
ら
ん
」
公
一の
こ

ｏ
「人
も
ゆ
る
せ

ば
、
天
の
咎
め
も
な
し
」
（今
様
一一十
四
孝
五
２

こ
と
い
つ
た
用
例
で
も
理
解
で



き
よ
う
。
源
七
は
、
そ
の
世
間
が
、
彼
に
素
直
に
だ
ま
さ
れ
、
孝
の
名
の
も
と

に

「実
際
的
な
効
用
」
を
与
え
た
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
悟

っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

同
様
の
こ
と
は
、
最
終
章
五
の
四

「
ふ
る
き
都
を
立
出
て
雨
」
に
も
い
え
る
。

こ
こ
で
も
、
不
孝
故
に
旧
里
き
ら
れ
て
、
江
戸
へ
下

っ
た
徳
三
郎
に
、

・
其
若
盛
り
に
て
は
、
何
を
い
た
さ
れ
て
も
、
口
過
程
の
事
は
氣
遣
ひ
な
し
。

・
先
此
家
吉
凶
と
思
は
れ
よ
。
今
迄
、
何
程
と
い
ふ
か
ぎ
り
も
な
く
、
諸
國

の
旧
里
切
れ
を
請
込
、
首
尾
よ
く
帰
宅
せ
ぬ
も
な
し
。
そ
な
た
も
追
付
仕

合
有
べ
し
。
其
内
は
わ
れ
ら
を
親
と
思
は
れ
よ
。

と
い
っ
た
親
に
も
か
わ
る
世
間
の
あ
る
こ
と
が
、
先
ず
注
目
に
値
し
よ
う
。
が

し
か
し
、
親
と
は
い
さ
さ
か
異
る
そ
の
世
間
の
与
え
る

「棒
手
振
」
と
い
う
仕

事
の
厳
し
さ
に
直
面
し
て
、
徳
三
郎
は
、
「む
か
し
の
榮
を
、
今
思
ひ
あ

た
れ

り
」
と
、
悟
り
始
め
る
。
そ
し
て
そ
の
芽
は
、
「十
四
五
な
る
若
衆
」
の
貧
困
に

も
め
げ
な
い
親
孝
行
を
目
の
あ
た
り
に
見
て
、
己
れ
も
力
を
か
し
、

「奈
良
に

て
親
達

へ
の
如
在
、
身
に
應
て
か
な
し
」
と
い
う
ま
で
に
成
長
し
、
つ
い
に
は

最
終
章
に
ふ
さ
わ
し
く
、
町
人
な
が
ら

「
武
家
に
も
め
づ
ら
し
」
と
、
賞
讃
さ

れ
る
程
の
人
間
に
な
る
の
で
あ
る
。
不
孝
者
の
彼
を

「人
た
る
人
」
即
ち

「常

の
人
」
に
し
た
の
は
、
親
の
代
理
で
も
あ
り
、
天
そ
の
も
の
で
も
あ
る
世
間
で

あ
り
友
で
あ
る
、
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
友
虎
之
助
も
、

「歴
々
の
武

士
」
で
あ
る
実
の
親
の
元
で
で
は
な
く
、
養
子
に
や
ら
れ
た
そ
の
先
で
の
浪
人

生
活
の
苦
労
に
鍛
え
ら
れ
て
、
「我
子
な
が
ら
静
妙
な
り
」
と
、
親
に
も
讃
嘆

さ
れ
る
人
間
に
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
い
と
し
き
子
に
は
旅
を
さ
せ
よ
」
の
諺
通
り
の
平
凡
な
結
末
で
は
あ
る
。

が
し
か
し
、
肉
体
的
に
既
に

一
人
前
に
な

っ
て
、
精
神
的
に
も
自
立
す
る
こ
と

で
し
か
人
に
な
れ
な
い
子
は
、
明
ら
か
に
親
と
は
別
箇
の
存
在
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
親
が
子
を
残
し
て
先
だ
つ
べ
く
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
も
理
解
で

き
よ
う
。
そ
し
て
、
三
度
生
ま
れ
る
こ
と
で
、
人
は
ま
さ
し
く
人
間
に
な
る
の

で
あ
る
な
ら
、
親
は
子
が
再
び
生
れ
変
わ

っ
て
真
の
人
間
に
な
る
時
、
何
事
も

な
し
え
な
い
か
の
よ
う
だ
。
が
、
今

一
度
ふ
り
返
れ
ば
、
藤
助
は

「親
の
罰
」

に
よ
っ
て
、
源
七
は
、
世
間
が
孝
の
名
の
も
と
に
与
え
た

「実
際
的
な
効
用
」

に
よ
っ
て
、
そ
し
て
徳
三
郎
は
、
日
の
あ
た
り
に
見
た
友
の
養
い
親
へ
の
孝
に

よ
っ
て
、
改
心
し
、
生
ま
れ
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
彼
ら
の
悟

っ
た
そ

の
中
味
と
は
、
他
の
何
も
の
で
も
な
い
、
天
の
人
に
与
え
た
孝
と
い
う
言
葉
に

示
さ
れ
る
親
の
愛
、
己
れ
の
存
在
の
根
拠
で
あ
る

「先
祖
天
地
大
虚
ヲ
カ
ネ
」

た
親
の
恩
と
愛
で
あ

っ
た
。
か
け
が
え
の
な
い
者
と
し
て
、
確
か
に
愛
さ
れ
て

こ
の
世
に
生
ま
れ
育

っ
た
と
い
う
記
憶
が
、
不
孝
者
を
し
て
真
人
間
に
生
ま
れ

変
わ
ら
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
最
後
に
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
人
が
再
び
生
ま
れ
変
わ
る
為
の
チ

ャ
ン
ス
を
、
天
は
、
世
間
と
い
う
名
に
お
い
て
、
源
七
に
も
甚
七
に
も
与
え
た

よ
う
に
、
万
人
に
平
等
に
与
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
が
、
そ
の
天
の
慈

悲
に
答
え
て
悟

っ
た
の
は
、
源
七
だ
け
で
あ

っ
た
。
藤
助
は
、
と
に
も
か
く
に

も
生
あ
る
う
ち
に
改
心
し
て
い
る
が
、
生
ま
れ
変
わ
る
為
の
チ
ャ
ン
ス
に
も
恵

ま
れ
ず

（
お
そ
ら
く
は
気
が
つ
か
ず
）
、
天
罰
の
落
る
ま
ま
に
、
こ
の
世
を
去

っ
て
い
る
不
孝
者
も
多
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
人
間
が
、
再
び
こ
の
世
に

生
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
な
ら
、
そ
の
時
は
、
因
果
の
糸
に
操
ら
れ
て
、
石
川
五

右
衛
門
や
小
吟
の
不
孝
に
苦
し
む
五
太
夫
や
勘
太
夫
な
ど
の
よ
う
だ
、
と
西
鶴

は
云
っ
て
も
い
る
よ
う
だ
。
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注０
　
暉
峻
康
隆

「本
朝
二
十
不
孝
」
（西
鶴
評
論
と
研
究
）

②
　
「『本
朝
二
十
不
孝
』
私
見
」
（文
学
お
鍵
。
じ
。
但
し
、
「小
学
集
注
抄
』
は
、
筆

』
諄

い
一製

聾

閂

酵

雄

雛

『軋

詢
躁

文 孝ノ
毛

勇

経
大
義
講
草
砂
六
寛
文
九
年
）
に
も
、
同
様
の
表
現
有
。

③
　
『
二
十
不
孝
』
と

『
二
十
四
孝
』
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
井
上
敏
幸

「『本
朝
二
十

不
孝
』
の
方
法
―
コ
一十
四
孝
』
説
話
を
手
懸
に
―
」
に
く
わ
し
い
。

閻
　
日
本
古
典
文
学
全
集
・
井
原
西
鶴
②
本
朝
二
十
不
孝

０
　
「『本
朝
二
十
不
孝
』
論
」
（叙
説
昭
和
五
十
四
年
四
月
）

じ‐６，輔
孫
鍾
霧
観
鶴
一寿
剛デ
瞥
れ
『
蒔
鱒
謁
躍

け
れ
ば
、
金
の
か
ま
を
は
り
出
し
」
た
の
だ
っ
た
。　
が
、
コ
一十
不
孝
』
で
は
、
不

孝
者
五
右
衛
門
が
、
釜
の
中
で
子
を
敷
い
て
、
人
が
笑
う
と
、

「不
便
さ
に
、
最
後

を
い
そ
ぐ
」
と
云
う
の
で
あ
る
。

「
本
朝
二
十
不
孝
』
に
お
け
る
悪
の
造
型
」
（新
潟
大
学
教
育
学
部
紀
要
１１
・
１
）

阿
部
隆

一
。
大
沼
晴
暉

「肛
炉
餅
爺
孝
経
類
簡
明
日
録
」
（斯
道
文
庫
論
集
１４
）

植
田
一
夫
「
本
朝
二
十
不
孝
』
の
世
界
」
（西
鶴
文
芸
の
研
究
）

野
間
光
辰

「西
鶴
と
西
鶴
以
後
」
（西
鶴
新
新
政
）

ブ
ル
ー
ノ
・
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
　
波
多
野
完
治
・
乾
侑
美
子
訳

『昔
話
の
魔
力
」

こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
既
に
、
中
村
幸
彦

「西
鶴
と
説
話
」
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（附
記
）

本
稿
を
な
す
に
あ
た
り
、
貴
重
な
図
書
を
お
見
せ
下
さ
い
ま
し
た
大
阪
府
立
図

書
館
上
ふ
都
府
立
総
合
資
料
館
・
慶
應
義
塾
大
学
附
属
図
書
館
。
玄
武
洞
文
庫

。
国

立
国
会
図
書
館
・
斯
道
文
庫

。
東
京
大
学
附
属
図
書
館
。
東
京
都
立
中
央
図
書
館
・

東
洋
文
庫

・
内
閣
文
庫
に
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
又

『孝
経
』
に
つ
い
て
お
教
え
下

さ
い
ま
し
た
大
沼
晴
暉
氏
、
及
び

『本
朝
孝
子
博
』
（貞
享
三
年
板
）を
お
貸
し
下
さ

い
ま
し
た
信
多
純
一
先
生
に
も
、
心
よ
り
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

u2 (11)。ll1 19){8){7)

46




