
『
異
国
奇
談
和
荘
兵
衛
」

|
|
庶
民
教
化
と
思
想
史
の
観
点
か
ら
|
|

考

は
じ
め
に

安
永
三
年
(
一
七
七
四
)
に
遊
谷
子
の
「
異
国
奇
談
和
荘
兵
衛
』

(
以
下
『
和
荘
兵
衛
」
と
す
る
)
が
上
梓
さ
れ
た
。
主
人
公
の
四
海
屋

和
荘
兵
衛
の
諸
国
遍
歴
を
描
い
た
作
品
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
を
訪
れ
た

後
に
「
養
生
」
と
い
う
教
訓
が
付
さ
れ
て
い
る
。

従
来
「
和
荘
兵
衛
」
と
い
う
名
前
や
「
養
生
」
が
付
さ
れ
る
と
い
う

点
を
鑑
み
て
、
『
荘
子
」
の
影
響
下
に
こ
の
作
品
が
成
立
し
た
と
い
う

こ
と
が
言
わ
れ
て
き
た
。
実
際
「
和
荘
兵
衛
」
と
い
う
主
人
公
に
作
者

の
思
想
が
仮
託
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
荘
子
』
寓

言
の
手
法
で
あ
る
。
全
編
を
通
し
て
こ
の
手
法
で
物
語
が
展
開
さ
れ
る

の
で
あ
る
か
ら
、
『
荘
子
』
は
確
実
に
『
和
荘
兵
衛
』
へ
影
響
を
与
え

て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
た
、
『
和
荘
兵
衛
」
見
返
し
部
分
に
は

「
和
荘
兵
衛
が
難
風
に
あ
ふ
た
仕
合
ハ
不
老
不
死
の
寿
命
を
請
た
異
国

廻
り
老
荘
の
戯
を
取
組
ん
だ
お
も
ひ
付
は
身
持
を
し
め
す
教
訓
の
柱
立

(
傍
点
松
岡
)
」
と
い
う
広
告
文
が
あ
る
。
版
元
は
、
本
書
が
老
荘
思
想

松

芳

珪子
dじ品、

岡

の
元
に
成
立
し
た
作
品
だ
と
理
解
し
、
ま
た
そ
れ
が
読
者
へ
の
宣
伝
文

句
に
な
る
と
考
え
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
時
期
の
戯
作
に
『
荘
子
』
の
影
が
濃
い
こ
と
は
、
中
野
三
敏
氏

の
詳
細
な
論
考
を
は
じ
め
、
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
は
あ

る
ω

し
か
し
な
が
ら
、
個
々
の
作
品
レ
ベ
ル
に
お
け
る
そ
の
影
響
の
研

究
は
、
未
だ
手
薄
な
感
が
あ
る
。

室
町
時
代
よ
り
十
八
世
紀
半
ば
ま
で
主
と
し
て
活
用
さ
れ
て
き
た
林

希
逸
の
注
釈
で
あ
る
『
荘
子
膚
粛
口
義
」
が
荻
生
但
僚
に
よ
っ
て
否
定

さ
れ
、
林
注
以
前
に
主
と
し
て
活
用
さ
れ
た
郭
象
注
が
再
び
も
て
は
や

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
が
こ
の
頃
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で

あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
庶
民
教
化
の
根
底
に
は
儒
教
精
神
が
あ
る
。
こ

う
い
っ
た
為
政
の
事
情
が
戯
作
の
世
界
に
ま
で
も
多
大
な
影
響
を
及
ぼ

し
て
い
る
こ
と
が
、
個
々
の
戯
作
作
品
の
読
解
を
遅
ら
せ
る
理
由
の
一

つ
で
も
あ
ろ
う
。
「
和
荘
兵
衛
』
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
特
に
諸
国
遍

歴
と
い
う
手
段
が
、
宝
暦
十
三
年
(
一
七
六
三
)
に
刊
行
さ
れ
た
平
賀

源
内
の
『
風
流
志
道
軒
伝
』
(
以
下
『
志
道
軒
伝
』
と
す
る
)
を
踏
襲
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し
て
い
る
こ
と
、
「
和
荘
兵
衛
』
自
身
も
、
そ
の
流
行
に
承
っ
た
追
随

作
が
数
多
登
場
し
た
こ
と
な
ど
と
い
っ
た
享
受
関
係
の
事
柄
が
強
調
さ

れ
、
『
和
荘
兵
衛
』
自
体
の
読
解
に
関
す
る
論
考
が
多
い
と
は
い
え
な

い
。
『
和
荘
兵
衛
』
に
み
え
る
「
荘
子
』
の
俗
解
と
い
う
点
、
あ
る
い

は
『
荘
子
』
以
外
の
思
想
が
典
拠
と
な
っ
た
描
写
の
有
無
と
い
う
点

は
、
い
ま
だ
そ
の
指
し
示
す
範
鴫
す
ら
暖
昧
で
あ
る
「
談
義
本
」
を
考

え
る
に
あ
た
り
、
重
要
な
観
点
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

本
論
で
は
、
「
和
荘
兵
衛
』
に
お
い
て
『
荘
子
』
が
知
何
様
に
解
釈

さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
を
含
め
、
『
和
荘
兵
衛
」
の
思
想
の
典
拠
を
明

ら
か
に
し
、
作
品
の
新
た
な
解
釈
を
試
み
た
い
。

『
和
荘
兵
衛
』
に
お
け
る
思
想

『
和
荘
兵
衛
』
に
は
秦
川
散
人
な
る
人
物
の
手
に
よ
る
序
文
が
備
わ

っ
て
い
る
。
作
者
の
遊
谷
子
と
と
も
に
伝
未
詳
で
あ
る
が
、
そ
の
序
文

は
「
道
者
玄
ニ
シ
テ
亦
玄
ナ
ル
者
也
」
「
道
量
与
ラ
ン
二
筆
現
一
一
一
哉
。

無
'
何
'
有
之
郷
何
ゾ
大
ナ
ラ
ン
」
な
ど
と
『
荘
子
」
本
文
を
意
識
し

て
書
か
れ
て
い
る
。

『
和
荘
兵
衛
』
に
お
い
て
描
か
れ
て
い
る
異
国
は
、
不
死
園
、
自
在

国
、
女
護
の
島
(
自
在
国
の
領
内
と
い
う
設
定
)
、
矯
飾
園
、
好
古
田
、

自
暴
園
、
大
人
国
の
六
ヶ
国
七
ヶ
所
で
あ
る
。
大
人
国
以
外
の
五
か
国

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
お
け
る
逸
話
が
語
ら
れ
た
最
後
に
「
養
生
」
と

題
さ
れ
た
教
訓
話
が
付
さ
れ
て
い
る
。
本
作
は
、
具
体
的
に
『
荘
子
』

の
ど
の
部
分
を
ど
の
よ
う
に
享
受
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
『
荘

子
』
以
外
に
は
ど
の
よ
う
な
思
想
を
典
拠
と
し
て
い
る
の
か
。
以
下
国

ご
と
に
考
察
し
て
い
く
。

一
、
不
死
国

物
語
冒
頭
、
釣
り
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
強
風
に
煽
ら
れ
、
海
を
漂
流

し
た
和
荘
兵
衛
が
た
ど
り
着
い
た
先
が
不
死
因
で
あ
る
。

瀕
死
の
末
島
に
た
ど
り
着
き
、
そ
の
際
和
荘
兵
衛
は
泉
の
水
を
口
に

す
る
。
そ
の
水
は

常
の
水
と
か
わ
り
て
甚
だ
芳
し
く
、
色
赤
し
。
こ
は
作
¥
手
に
む

す
ん
で
一
口
の
め
ば
味
ひ
甘
く
、
腹
に
入
る
や
い
な
や
五
臓
六
蹄

に
し
み
わ
た
り
、
身
鉢
し
っ
か
り
と
つ
よ
く
成
、
此
五
七
ヶ
月
食

気
な
き
腹
な
れ
ば
、
此
水
を
一
口
の
み
て
、
ひ
だ
る
き
こ
と
も
忘

れ
、
常
よ
り
気
力
も
健
な
り
。

と
い
う
不
思
議
な
水
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
和
漢
三
才
図
会
』
不
死
国
の

条
に
「
赤
泉
在
り
、
之
れ
を
飲
め
ば
老
い
ず
」
と
あ
る
こ
と
に
拠
っ
て

い
る
。
『
和
荘
兵
衛
ι
ゃ
『
志
道
軒
伝
』
は
作
品
解
説
の
際
に
、
異
国

の
情
報
源
と
し
て
『
山
海
経
』
『
和
漢
三
才
図
会
』
「
増
補
華
夷
通
商

考
』
な
ど
を
参
照
し
た
と
し
ば
し
ば
解
説
さ
れ
る
が
、
「
和
荘
兵
衛
』

で
こ
れ
ら
の
書
を
参
照
し
て
創
作
さ
れ
た
話
と
し
て
該
当
す
る
の
は
こ

の
不
死
因
と
大
人
国
(
長
人
国
)
の
み
で
あ
る
。
自
暴
国
の
姿
形
(
胸

に
穴
が
あ
る
)
も
一
応
は
「
和
漢
三
才
図
会
』
穿
胸
囲
の
条
を
参
照
し
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て
い
よ
う
が
、

-v 
『
志
道
軒
伝
』
に
は
実
在
の
国
も
登
場
す
る
(
国
名
の
み
が
挙
げ
ら

れ
る
場
合
も
含
め
る
)
が
、
『
和
荘
兵
衛
』
に
描
か
れ
て
い
る
国
は
全

て
が
空
想
上
の
国
で
あ
る
。
享
保
の
改
革
以
降
の
実
学
推
奨
に
よ
り
、

諸
外
国
に
関
す
る
情
報
も
、
あ
る
程
度
ま
で
は
庶
民
が
入
手
可
能
で
あ

っ
た
。
作
者
の
遊
谷
子
が
何
者
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
未
だ
手
が
か

り
が
皆
無
だ
が
、
い
わ
ゆ
る
知
識
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
作
品
か
ら
想
像

で
き
よ
う
。
「
山
海
経
」
や
『
和
漢
三
才
図
会
』
に
虚
構
の
国
が
含
ま

れ
て
い
る
こ
と
は
、
二
疋
の
理
解
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
も

関
わ
ら
ず
、
あ
え
て
空
想
上
の
国
の
み
で
作
品
が
完
結
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
に
は
、
『
和
荘
兵
衛
』
と
い
う
作
品
の
趣
旨
が
明
ら
か
に
新
知

識
の
開
陳
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
教
訓
を
説
く
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

『
和
荘
兵
衛
」
は
「
遍
歴
小
説
」
と
い
う
枠
組
み
や
登
場
す
る
国
々

の
重
複
か
ら
み
て
、
明
ら
か
に
「
志
道
軒
伝
」
を
閲
し
て
書
か
れ
た
作

品
で
あ
り
、
『
和
荘
兵
衛
』
は
よ
り
教
訓
臭
が
強
い
と
し
ば
し
ば
解
説

さ
れ
る
。
『
志
道
軒
伝
」
で
い
わ
ゆ
る
教
訓
謹
が
説
か
れ
る
の
は
巻
五

の
み
で
あ
り
、
そ
の
他
大
部
分
の
内
容
は
諸
外
国
の
様
相
描
写
、
諸
国

の
異
質
さ
に
端
を
発
す
る
志
道
軒
の
滑
稽
話
に
と
ど
ま
る
。
『
志
道
軒

伝
』
は
現
行
の
文
学
史
上
「
談
義
本
」
の
代
表
的
作
品
と
い
う
位
置
づ

け
に
あ
る
が
、
「
談
義
本
」
の
核
の
部
分
と
な
る
「
教
訓
」
の
比
重
は

そ
の
設
定
が
物
語
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な

『
和
荘
兵
衛
』
の
方
が
は
る
か
に
勝
っ
て
い
る
。

さ
て
、
島
に
た
ど
り
つ
き
水
を
飲
ん
だ
た
め
に
不
死
と
な
っ
た
和
荘

兵
衛
は
、
町
に
出
た
と
こ
ろ
で
中
国
か
ら
不
死
の
薬
を
求
め
て
来
た
も

の
の
、
以
来
逗
留
し
続
け
て
い
る
と
い
う
徐
福
に
出
会
う
。
不
死
因
に

つ
い
て
の
知
識
を
徐
福
よ
り
得
た
和
荘
兵
衛
は
、
三
百
年
余
り
不
死
国

に
と
ど
ま
る
こ
と
に
な
る
。
毎
日
毎
年
生
き
続
け
る
こ
と
に
砕
易
す
る

も
自
ら
命
を
絶
つ
こ
と
が
か
な
わ
な
い
国
で
あ
り
、
苦
悩
の
末
に
和
荘

兵
衛
は
生
死
の
道
理
を
倍
る
こ
と
と
な
る
。

「
荘
子
』
に
お
い
て
「
生
死
」
と
い
う
対
立
概
念
を
考
え
る
こ
と
は
、

す
な
わ
ち
「
道
」
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
な
が
る
。
こ
れ

は
『
荘
子
』
だ
け
で
な
く
道
家
思
想
全
体
を
貫
く
問
題
で
あ
ろ
う
。
こ

の
よ
う
な
大
き
な
問
題
で
あ
る
か
ら
、
『
和
荘
兵
衛
』
の
こ
の
国
の
描

写
が
、
は
た
し
て
具
体
的
に
『
荘
子
』
の
ど
の
部
分
に
着
想
を
得
た
も

の
か
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
『
荘

子
』
大
宗
師
編
に
あ
る
「
夫
大
塊
載
レ
我
以
レ
形
労
レ
我
以
生
侠
レ
我
以
レ

老
息
レ
我
以
死
故
善
二
吾
生
者
乃
所
以
-
善
吾
死
一
也
」
と
い
う
部
分
な
ど

は
、
典
拠
の
一
つ
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
こ
の
部
分
は
不
死
国
話
末
に
付

さ
れ
て
い
る
「
養
生
」
の

ど
う
し
て
長
生
が
能
や
ら
、
根
を
お
し
て
尋
て
み
れ
ば
、
何
の
事

や
ら
た
は
ひ
な
し
。
覚
て
は
身
を
労
し
、
心
を
労
し
、
寝
て
は
身

を
休
め
、
心
を
安
く
す
。
夫
か
ら
思
へ
ば
、
い
や
/
¥
と
言
な
が

ら
、
死
で
、
見
た
ら
思
ひ
の
外
心
よ
ひ
も
の
に
て
、
是
を
知
た
ら
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早
ふ
死
だ
ら
よ
か
っ
た
も
の
と
、
思
ふ
事
が
有
ま
い
も
の
で
も
な

ーレ。

と
い
う
部
分
に
通
ず
る
。
対
立
概
念
を
超
越
し
た
思
想
と
い
う
こ
と

で
、
「
道
」
の
概
念
を
連
想
さ
せ
、
『
荘
子
』
解
釈
の
一
端
に
置
く
こ
と

が
で
き
る
部
分
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
こ
の
「
養
生
」
に
は
、
や
や
儒
家
思
想
寄
り
な
の
で
は
と
い

う
印
象
を
持
た
せ
る
描
写
も
あ
る
。
「
養
生
」
で
は
先
に
引
用
し
た
部

分
の
後
、
病
気
に
な
っ
た
ら
早
め
に
医
者
に
か
か
る
こ
と
な
ど
と
い
っ

た
現
世
に
お
け
る
具
体
的
処
世
が
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。

金
谷
治
氏
は
以
下
の
よ
う
に
儒
家
思
想
を
解
説
す
る
。

そ
も
そ
も
、
『
老
子
』
や
『
荘
子
』
で
道
の
問
題
が
考
え
ら
れ

た
の
も
、
恐
ら
く
は
、
現
実
的
な
関
心
か
ら
出
発
し
た
こ
と
で
あ

る
。
現
実
の
世
界
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
対
立
的
差
別
が
あ
り
、
ま
た

甚
だ
し
い
無
常
な
変
化
が
あ
る
。
貧
富
の
差
、
身
分
の
高
下
は
も

と
よ
り
、
今
日
の
勝
者
は
明
日
の
敗
者
で
悲
し
み
喜
び
の
定
ま
る

と
こ
ろ
も
な
い
。
[
中
略
]
人
間
的
な
道
義
を
守
っ
て
で
き
る
だ

け
の
努
力
を
し
て
い
く
と
い
う
の
が
、
儒
家
の
立
場
で
あ
っ
た
。

金
谷
氏
の
言
に
則
れ
ば
、
老
荘
の
立
場
と
は
現
実
的
処
世
を
超
域
し
た

と
こ
ろ
に
主
眼
を
置
く
も
の
で
あ
る
。
「
養
生
」
で
説
か
れ
た
「
生
と

死
を
超
域
す
る
思
想
」
と
「
現
世
に
お
け
る
具
体
的
処
世
」
は
相
反
す

る
も
の
で
あ
る
。
「
養
生
」
に
は
「
本
草
綱
目
に
さ
ま
/
¥
の
奇
妙
を

書
な
ら
ベ
、
何
々
の
薬
を
の
め
ば
不
老
不
死
、
水
の
う
へ
を
は
し
る
の

と
、
出
ほ
う
だ
ひ
の
う
そ
八
百
、
皆
い
に
し
へ
の
は
と
の
か
い
、
仙
人

好
の
い
ひ
出
し
た
る
こ
と
に
成
べ
し
」
や
「
無
理
に
仙
人
を
羨
ず
」
と

い
っ
た
記
述
が
あ
る
。
『
和
荘
兵
衛
』
が
出
版
さ
れ
た
の
は
安
永
一
一
一
年

(
一
七
七
四
)
で
あ
る
が
、
こ
の
安
永
年
間
と
い
う
の
は
、
中
野
三
敏

氏
に
よ
れ
ば
以
下
の
よ
う
な
時
代
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
当
時
(
安
永
頃
l
松
岡
注
)
、
我
国
で
は
よ
う
や
く
道
教
の

通
俗
教
訓
た
る
所
謂
「
善
書
」
と
呼
ば
れ
る
「
功
過
格
」
や
『
陰

際
文
』
の
和
解
、
国
字
解
が
矢
継
ば
ゃ
に
出
板
さ
れ
、
明
代
学
世
間
宮

の
諸
分
野
が
旺
盛
に
岨
噂
さ
れ
て
我
国
の
俗
間
教
訓
に
大
い
に
役

立
て
ら
れ
よ
う
と
し
た
矢
売
だ
っ
た

お
そ
ら
く
遊
谷
子
は
こ
の
よ
う
な
時
流
に
や
や
批
判
的
な
態
度
で
あ
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
露
骨
な
仙
人
批
判
は
、
そ
の
ま
ま
当
時
相

次
い
で
出
版
さ
れ
て
い
た
神
仙
思
想
の
解
説
書
の
類
へ
苦
言
を
呈
し
て

い
る
態
度
と
も
読
み
取
れ
る
。

不
死
因
が
物
語
の
冒
頭
に
捕
か
れ
た
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
和
荘
兵
衛

が
不
老
不
死
に
な
ら
な
く
て
は
後
の
展
開
に
支
障
が
出
る
と
い
う
物
語

の
設
定
上
の
こ
と
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
不
死
固
と
い
う
老
荘
の
根
本
思

想
を
象
徴
す
る
よ
う
な
国
を
冒
頭
に
持
っ
て
き
た
こ
と
で
、
本
書
が
老

荘
思
想
の
流
れ
を
正
統
に
汲
ん
だ
も
の
だ
と
誇
示
す
る
た
め
で
も
あ
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
が
そ
の
実
際
は
、
老
荘
、
だ
け
で
は
解
釈

で
き
な
い
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

po 
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二
、
自
在
国

そ
の
名
の
通
り
全
て
が
自
由
自
在
に
な
る
国
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、

か
つ
て
こ
の
国
に
は
「
楽
し
み
」
と
い
う
概
念
が
存
在
し
な
か
っ
た
。

天
竺
か
ら
僧
侶
が
二
三
人
こ
の
国
に
渡
来
し
、
「
外
々
の
国
に
は
貧
乏

と
い
ふ
も
の
有
て
、
万
の
こ
と
自
由
な
ら
ず
。
食
を
も
と
め
衣
服
を
求

ん
と
て
、
心
を
つ
く
し
身
を
勤
て
、
ゃ
う
/
¥
求
得
た
る
時
の
嬉
し
さ

お
も
し
ろ
さ
、
其
楽
た
と
へ
ん
か
た
な
し
」
と
談
義
し
た
こ
と
で
、
こ

の
国
の
人
々
は
不
自
由
こ
そ
が
「
楽
し
み
」
と
い
う
概
念
を
与
え
る
と

い
う
こ
と
を
知
り
、
必
死
で
貧
乏
に
な
ら
ん
と
心
掛
け
る
が
、
こ
の
願

い
ば
か
り
は
自
由
に
な
ら
ず
、
未
だ
こ
の
国
の
人
々
は
「
楽
し
み
」
を

知
る
こ
と
が
な
い
。
こ
の
国
で
和
荘
兵
衛
は
貧
福
を
悟
る
。

「
価
値
観
の
逆
転
」
は
『
荘
子
』
遁
逼
遊
や
人
間
世
に
て
「
無
用
の

用
」
「
不
知
の
知
」
な
ど
と
幾
度
も
説
か
れ
る
。
し
か
し
、
あ
え
て
こ

こ
で
一
つ
典
拠
を
明
示
す
る
と
な
れ
ば
、
養
生
主
に
あ
る
右
師
と
公
文

軒
の
問
答
で
あ
ろ
う
。
刑
罰
に
よ
っ
て
右
足
を
な
く
し
た
右
師
が
、
足

を
な
く
し
て
は
じ
め
て
自
由
と
は
何
か
を
悟
る
逸
話
で
あ
り
、
そ
の
最

後
は
「
神
難
レ
王
不
善
也
」
と
結
ぼ
れ
る
。
林
注
で
は
「
善
」
に
「
タ

ノ
シ
ミ
」
と
い
う
訓
を
付
し
て
お
り
、
ま
た
郭
注
も
「
楽
し
み
」
と
い

う
意
で
解
釈
で
き
る
。
自
在
国
の
創
作
に
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
が

示
唆
で
き
よ
う
。

こ
の
固
に
付
さ
れ
る
「
養
生
」
で
は
道
家
思
想
に
お
い
て
重
要
視
さ

れ
る
「
道
」
と
い
う
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
「
道
に
し
た
が
ふ
者
は

た
の
し
み
、
道
に
そ
む
く
者
は
く
る
し
む
べ
し
。
た
と
へ
身
は
ま
づ
し

く
て
も
、
道
を
守
り
業
を
つ
と
め
、
其
身
に
応
じ
て
其
の
ぞ
み
叶
ふ
時

は
よ
ろ
こ
び
た
の
し
み
[
後
略
]
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
「
た
の
し

み
」
「
く
る
し
み
」
と
い
う
感
情
を
伴
っ
て
い
る
あ
た
り
、
様
々
な
気

概
を
超
域
す
る
こ
と
を
是
と
し
た
道
家
思
想
で
は
な
く
、
儒
家
思
想
に

拠
る
部
分
が
あ
る
と
解
釈
で
き
よ
う
。
「
道
」
と
い
う
言
葉
が
使
用
さ

れ
て
い
て
も
、
そ
の
義
は
道
家
の
示
す
も
の
と
異
な
っ
て
い
る
。

近
世
中
期
の
儒
家
思
想
を
象
徴
す
る
書
の
一
つ
に
、
庶
民
教
化
の
テ

キ
ス
ト
と
し
て
使
用
さ
れ
た
室
鳩
巣
の
『
六
諭
街
義
大
意
』
が
挙
げ
ら

れ
る
。
こ
の
書
の
第
五
条
に
「
各
安
生
理
」
と
い
う
項
が
あ
る
。
こ
こ

に
は
「
是
ハ
人
々
天
よ
り
あ
た
へ
給
ふ
産
業
を
つ
と
め
、
仮
に
も
外
を

お
も
ふ
ま
じ
き
諭
な
り
」
「
貴
賎
貧
富
を
論
ず
る
事
な
く
、
人
々
我
に

あ
た
り
た
る
所
作
あ
り
」
と
い
う
内
容
が
説
か
れ
て
い
る
。
『
和
荘
兵

衛
』
に
使
用
さ
れ
て
い
る
「
道
」
は
、
そ
の
ま
ま
「
産
業
」
あ
る
い
は

「
所
作
」
と
い
う
文
言
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
け
っ
し

て
「
貧
富
」
と
い
う
対
立
概
念
を
超
域
し
た
概
念
を
「
道
」
と
呼
ん
で

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
養
生
」
に
は
「
楽
は
苦
よ
り
出
。
苦
は
楽
よ

り
出
る
」
と
も
あ
る
。
一
見
す
る
と
一
元
的
な
も
の
を
指
し
て
い
る
よ

う
で
あ
る
が
、
結
局
の
所
は
現
実
的
処
世
訓
の
一
部
に
渇
き
な
い
。
や

は
り
、
道
家
思
想
を
以
て
解
釈
す
る
に
は
難
あ
り
と
い
え
る
。

な
お
享
受
史
の
問
題
に
な
る
が
、
こ
の
自
在
国
の
領
土
内
に
あ
る
の

円
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が
女
護
の
島
で
あ
る
。
「
和
漢
三
才
図
会
』
に
は
「
女
人
国
」
と
し
て

立
項
さ
れ
、
「
群
女
婿
へ
て
以
て
帰
る
に
死
せ
ざ
る
者
無
し
」
「
女
人
南

風
に
遇
へ
ば
裸
形
、
風
に
感
じ
て
子
生
む
」
と
い
う
解
説
が
な
さ
れ
て

い
る
が
、
こ
れ
ら
の
描
写
は
『
志
道
軒
伝
』
お
よ
び
沢
井
某
の
安
永
八

年
(
一
七
七
九
)
刊
『
和
荘
兵
衛
後
編
」
に
も
生
か
さ
れ
て
い
る
。

『
志
道
軒
伝
』
『
和
荘
兵
衛
後
編
』
で
は
主
人
公
た
ち
が
最
後
に
訪
れ
る

国
で
あ
り
、
「
あ
じ
き
な
き
世
の
有
様
」
「
あ
ら
か
な
し
ゃ
」
と
欝
屈
し

た
と
こ
ろ
で
現
実
世
界
に
戻
る
、
あ
る
い
は
仙
人
に
導
か
れ
る
と
い
う

転
機
が
描
か
れ
た
。
と
こ
ろ
が
『
和
荘
兵
侮
巴
で
は
そ
の
よ
う
な
重
要

な
地
位
に
女
護
の
島
を
置
く
こ
と
は
な
く
、
女
が
自
由
に
手
に
入
る
島

と
い
う
「
自
在
国
」
の
特
徴
の
一
端
が
示
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

自
在
国
本
土
と
の
往
来
も
可
能
で
あ
り
、
『
和
漢
三
才
図
会
』
に
あ
る

よ
う
な
不
思
議
な
島
と
い
う
印
象
は
薄
れ
、
あ
く
ま
で
女
と
い
う
「
慰

み
の
道
旦
じ
が
自
由
に
手
に
入
る
島
と
い
う
だ
け
の
描
写
が
な
さ
れ
て

い
る
c

『
和
荘
兵
衛
後
編
」
が
『
志
道
軒
伝
』
と
比
較
さ
れ
る
こ
と
は
こ
れ

ま
で
皆
無
で
あ
っ
た
が
、
女
護
の
島
の
描
写
に
関
し
て
は
、
確
実
に

『
志
道
軒
伝
』
か
ら
の
着
想
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

二
一
、
矯
飾
国

次
に
和
荘
兵
衛
が
訪
れ
た
矯
飾
国
は
、
「
何
事
に
で
も
男
女
と
も
、

た
ず
へ
つ
ら
ひ
か
ざ
る
国
」
で
あ
る
。
兄
弟
友
達
の
つ
き
あ
い
に
も
へ

つ
ら
う
た
め
「
朝
暮
心
あ
か
ら
ず
」
、
人
と
対
面
す
る
こ
と
に
嫌
悪
を

覚
え
た
和
荘
兵
衛
は
次
の
国
へ
と
飛
び
立
っ
て
ゆ
く
。

こ
の
国
に
お
け
る
逸
話
は
、
『
荘
子
』
人
間
世
で
「
言
(
こ
と
ば
)
」

に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
部
分
、
特
に
「
凡
溢
之
類
也
妄
妄
則
其
信
レ

之
也
莫
莫
則
停
レ
言
者
残
」
と
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
に
着
想
を
得

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
結
論
の
行
き
着
く
先
は
、
や
は

り
現
世
に
お
け
る
処
世
で
あ
り
、
『
荘
子
」
の
内
容
と
は
ず
れ
が
生
じ

て
い
る
。

こ
の
国
の
「
養
生
」
に
は
、
不
死
因
の
「
養
生
」
と
同
様
本
文
中
に

も
「
養
生
」
と
い
う
語
が
登
場
す
る
。

気
拙
く
人
を
う
ら
や
み
、
心
修
て
物
足
ら
ぬ
ゆ
で
な
い
も
の
を

有
見
、
し
ら
ぬ
事
を
知
た
見
し
て
、
後
の
あ
ざ
け
り
を
し
ら
ず
、

目
の
前
を
飾
る
事
な
り
。
人
間
の
劃
到
に
是
よ
り
大
な
毒
は
な

し
o

[

中
略
]
柑
岡
州
制
1
出
割
引
制
刈
利
引
出
引
叫
川
判
て
、

養
生
の
第
一
成
ベ
し
(
傍
線
松
岡
)

こ
の
部
分
に
よ
っ
て
、
『
和
荘
兵

tE
に
て
使
用
さ
れ
て
い
る
「
養
生
」

の
意
味
は
、
あ
く
ま
で
字
義
通
り
、
「
生
き
る
た
め
の
方
法
」
の
こ
と

だ
と
解
釈
で
き
よ
う
。
『
荘
子
』
に
て
「
養
生
」
と
い
う
言
葉
が
使
用

さ
れ
る
の
は
「
養
生
主
」
の
部
分
で
あ
り
、
こ
れ
も
処
世
に
つ
い
て
ま

と
め
ら
れ
た
箇
所
で
は
あ
る
。
し
か
し
そ
の
本
題
は
「
生
を
養
う
た
め

の
主
(
根
本
原
理
こ
を
説
く
こ
と
で
あ
り
、
世
俗
の
超
越
が
そ
の
目

的
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
林
注
、
郭
注
ら
諸
氏
の
注
で
も
同
様
の
解
釈
で

口
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あ
る
。
『
和
荘
兵
衛
』
の
教
訓
部
で
あ
る
「
養
生
」
が
目
指
す
部
分
は

『
荘
子
』
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
「
養

生
」
か
ら
も
判
明
す
る
。

ま
た
、
二
重
傍
線
を
付
し
た
箇
所
は
、
明
ら
か
に
宝
ハ
諭
街
義
』
を

意
識
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
先
に
登
場
し
た
自
在
国
の

「
養
生
」
と
併
せ
、
教
条
化
し
た
「
各
安
生
理
」
と
い
う
理
論
を
和
解

し
て
い
る
部
分
だ
と
読
み
取
れ
る
。

回
、
好
古
固

「
古
い
事
を
好
み
、
専
ら
唐
土
名
高
ひ
古
人
の
風
を
学
び
似
せ
て
た

の
し
み
と
す
」
る
固
に
和
荘
兵
衛
は
降
り
立
つ
。

こ
の
国
の
様
子
は
以
下
の
よ
う
に
表
さ
れ
て
い
る
。

か
り
そ
め
の
夜
の
噺
に
も
、
思
ひ
/
¥
の
流
儀
を
立
、
同
桐
州
割

問
州
ゴ
日
り
可
叫
引
制
盃
引
制
岩
羽
制
同
川
村
は
加
国
利
叶
1
[
中

略
]
古
人
の
風
を
学
ぶ
事
、
剰
調
刑
制
剖
捌
剖
利
引
刻
州
d
M
U

U叶

l
(
傍
線
松
岡
)

作
者
・
遊
谷
子
の
痛
烈
な
穿
ち
が
こ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い
よ
う
。
庶
民

教
化
が
推
進
さ
れ
た
当
時
、
知
識
の
み
豊
富
で
実
が
伴
っ
て
い
な
い
学

者
気
取
り
の
小
人
が
多
い
こ
と
を
郷
払
燃
し
て
い
る
。
傍
線
部
分
に
あ
る

よ
う
な
日
本
の
世
俗
に
関
す
る
批
判
は
「
養
生
」
に
お
い
て
、
さ
ら
に

次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

鈍
な
も
の
に
、
昔
の
事
や
、
唐
土
の
事
お
し
ゆ
れ
ば
、
め
っ
た
む

n可
J
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雇
し
て
い
る
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
二
重
傍
線
部
は

「
分
相
応
の
学
問
を
試
み
る
こ
と
」
と
い
う
意
に
も
読
み
取
れ
る
。
こ

れ
も
梅
岩
の
も
と
で
益
事
が
行
わ
れ
た
問
題
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
石
門

心
学
は
「
士
農
工
商
」
の
「
商
」
を
中
心
に
据
え
た
も
の
で
あ
る
か

ら
、
『
和
荘
兵
衛
』
に
説
か
れ
た
こ
の
「
養
生
」
を
、
石
門
心
学
に
端

を
発
す
る
と
い
う
よ
う
に
特
定
の
学
派
の
名
を
冠
す
る
こ
と
は
避
け
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
諸
経
の
垣
根
を
越
え
て
説
か
れ
た
心
理
で

あ
る
「
知
足
安
分
」
と
い
う
こ
と
ば
の
存
在
が
あ
る
。
こ
れ
は
郭
注
に

お
い
て
重
要
視
さ
れ
た
文
一
言
で
あ
る
が
、
梅
岩
の
言
も
そ
の
俗
解
釈
の

一
つ
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
、
「
和
荘
兵
衛
』
に
影
響
を
与
え
た

可
能
性
は
十
分
に
考
慮
す
る
べ
き
で
あ
る
。
特
に
、
こ
れ
ま
で
見
て
き

た
「
養
生
」
全
て
に
当
て
は
ま
る
事
象
と
し
て
、
老
荘
思
想
だ
け
で
な

く
、
儒
家
思
想
の
教
理
を
も
取
り
込
ん
で
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

石
門
心
学
を
始
め
と
し
て
、
近
世
中
期
に
起
こ
っ
た
心
学
も
根
本
原
理

は
朱
子
学
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
個
々
の
学
説
を
解
釈
し
て
ゆ
く
と
、
多

分
に
老
荘
思
想
の
影
響
も
あ
る
。
好
古
田
の
「
養
生
」
に
は
、
『
和
荘

兵
宣
の
発
想
の
典
拠
が
決
し
て
『
荘
子
』
だ
け
に
は
留
ま
ら
な
い
と

い
う
こ
と
が
明
確
に
表
れ
て
い
る
。

玉
、
自
暴
国

こ
の
国
は
「
男
女
と
も
胸
に
穴
一
つ
有
」
と
い
う
国
で
あ
り
、
『
和

漢
三
才
図
会
」
や
『
志
道
軒
伝
」
に
て
「
穿
胸
囲
」
と
い
う
名
で
登
場

し
た
国
で
あ
る
。
「
和
漢
三
才
図
会
』
に
「
三
才
図
会
に
云
ふ
、
穿
胸

囲
は
盛
海
の
東
に
在
り
。
胸
に
薮
有
り
。
尊
き
者
は
衣
を
去
り
、
卑
し

き
者
を
し
て
竹
木
を
以
っ
て
胸
に
貫
き
て
之
れ
を
撞
し
む
」
と
あ
り
、

『
志
道
軒
伝
』
は
そ
の
地
理
描
写
を
『
和
漢
三
才
図
会
』
に
則
っ
て
解

説
し
て
い
る
が
、
『
和
荘
兵
衛
』
の
方
は
穴
に
棒
を
通
し
て
担
ぐ
と
い

う
部
分
以
外
『
和
漢
三
才
図
会
』
に
該
当
す
る
も
の
は
な
い
。
「
和
荘

兵
衛
』
で
は
こ
の
国
を
「
い
に
し
へ
の
教
を
知
ら
ず
、
己
々
が
心
の

佳
」
と
い
う
、
思
慮
の
浅
い
国
だ
と
設
定
し
て
い
る
。

士
農
工
商
と
も
、
尊
卑
の
礼
儀
も
へ
だ
で
な
く
、
若
く
壮
に
て
能

業
を
つ
と
め
、
能
は
た
ら
く
者
が
、
衣
食
と
も
能
物
を
と
り
、
年

老
て
働
の
お
と
る
物
が
、
衣
食
と
も
悪
き
も
の
を
取
、
親
で
も
兄

で
も
年
寄
て
手
足
不
自
由
に
成
、
役
に
立
ぬ
や
う
に
成
と
、
山
や

谷
へ
捨
て
仕
ま
い
[
後
略
]

と
具
体
的
な
様
相
が
描
か
れ
る
。
こ
れ
は
『
志
道
軒
伝
』
に
て
創
作
さ

れ
た
穿
胸
囲
は
「
夷
国
(
や
ば
ん
な
国
)
」
で
あ
る
と
い
う
設
定
に
拠

っ
て
い
る
。
だ
が
、
国
名
を
穿
胸
囲
で
な
く
自
暴
固
と
し
て
い
る
こ
と

よ
り
、
『
志
道
軒
伝
』
で
滑
稽
謹
の
み
が
描
か
れ
た
こ
と
と
は
一
線
を

画
し
、
そ
の
風
俗
を
通
し
て
日
本
の
世
評
を
穿
つ
所
に
重
点
が
置
か
れ

て
い
る
。

後
半
部
分
、
こ
の
国
で
は
出
産
の
際
に
女
性
が
苧
み
男
性
が
つ
わ
り

や
陣
痛
を
起
こ
す
と
い
う
理
が
描
か
れ
る
。
は
じ
め
は
そ
の
妥
当
性
を

感
じ
納
得
し
た
和
荘
兵
衛
で
あ
る
が
、
実
際
に
出
産
の
現
場
に
立
ち
会
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っ
た
と
こ
ろ
、
男
女
と
も
に
お
産
に
か
か
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
た
め

身
の
回
り
の
世
話
を
す
る
者
も
な
い
こ
と
や
、
痛
み
を
感
じ
る
も
の
と

実
際
苧
ん
で
い
る
人
聞
が
別
の
た
め
う
ま
く
子
が
生
ま
れ
て
こ
ず
に
夫

婦
げ
ん
か
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
目
の
当
た
り
に
す
る
。

結
果
と
し
て
、
や
は
り
女
性
が
生
み
男
性
が
身
の
回
り
の
世
話
を
す
る

こ
と
が
最
も
望
ま
し
い
姿
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
す
る
と
い
う
話
が
展
開

さ
れ
る
。

出
産
と
い
う
、
人
間
の
生
活
に
重
要
な
場
面
を
描
い
て
い
た
こ
と
と

同
様
、
こ
こ
の
「
養
生
」
は
、
ま
さ
に
庶
民
の
現
世
に
お
け
る
生
活
に

つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。

二
月
に
米
蒔
は
八
月
に
と
ら
ん
た
め
、
十
月
に
麦
蒔
は
来
年
五
月

に
と
ら
ん
た
め
、
夏
機
織
は
冬
着
ん
た
め
な
り
。
今
を
も
し
ら
ぬ

命
に
て
、
明
日
の
事
来
年
の
事
し
て
居
る
は
、
愚
な
様
に
見
ゆ
れ

ど
も
、
劃
聞
叫
剖
リ
ベ
叫
閣
制
ゴ
剖

υ1剖
叫
引
週
剖
引
引
制
利

目
叫
1
寸
ぺ
剖
引
開
1
刈
岡
q↓
出
剖
引
刷
剖
州
叫
1
剥
割
引
制
割

剖
剖
刈
剖
州
1
川
剖
ハ
リ
剖
剖
割
引
制
州
社
川
叶
l
(
傍
線
松
岡
)

具
体
的
に
農
民
・
商
人
の
実
生
活
に
基
づ
い
て
教
訓
が
説
か
れ
て
い

る
。
「
聖
賢
」
と
あ
る
も
の
の
、
具
体
的
に
誰
の
思
想
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
述
べ
ら
れ
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
内
容
同
様
、
儒
仏
道
は
一
致
で

あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
の
発
言
で
あ
ろ
う
。
結
論
部
分
も
、
病
気
に
な

ら
ず
長
寿
を
全
う
す
る
た
め
に
は
「
胸
に
あ
ん
じ
煩
ふ
事
な
け
れ
ば
、

自
ら
心
安
く
心
神
労
す
る
事
な
く
」
生
活
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う

こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
の
「
養
生
」
と
全
く
同
様
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
老
荘
に
と
ど
ま
ら
ず
、
儒
教
思
想
が
盛
り
込
ま
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
「
養
生
」
の
冒
頭
に
「
聖
賢

の
を
し
へ
な
く
、
心
の
偉
に
身
を
行
ふ
小
人
の
智
と
獣
の
智
と
、
大
違

ひ
は
な
き
も
の
な
り
。
」
と
あ
る
部
分
は
、
『
孟
子
』
告
子
章
句
上
に
あ

る
「
夜
気
不
足
以
存
、
則
其
違
禽
獣
不
遠
失
。
人
見
其
禽
獣
也
、
而
以

為
未
嘗
有
才
罵
者
、
是
量
人
之
情
也
哉
」
に
発
想
を
得
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
老
荘
思
想
の
影
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
儒
家
思
想
の
色
が

濃
い
。
「
和
荘
兵
衛
』
の
中
で
は
か
な
り
偏
っ
た
思
想
が
反
映
さ
れ
た

箇
所
だ
と
い
え
る
。

六
、
大
人
国
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『
和
荘
兵

KE
に
お
い
て
最
後
に
訪
れ
た
国
が
大
人
国
で
あ
る
。

こ
こ
へ
た
ど
り
着
く
ま
で
の
道
中
は
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い

る。

毎
日
/
¥
凡
三
月
あ
ま
り
飛
け
れ
ば
、
次
第
/
¥
に
月
日
の
光
も

遠
ざ
か
り
、
一
日
/
¥
と
日
の
暮
か
、
る
や
う
に
成
行
し
が
、
五

月
ぶ
り
に
は
夜
昼
な
し
の
真
く
ら
や
み
へ
飛
込
け
り
。
[
中
略
]

四
月
ば
か
り
飛
け
れ
ば
、
そ
ろ
/
¥
と
明
く
成
、
な
ん
な
く
一
つ

の
世
界
へ
飛
出
た
り
。

「
増
補
華
夷
通
商
考
』
に
掲
載
さ
れ
る
「
坤
輿
万
国
全
国
」
に
は
「
夜

国
」
と
い
う
島
々
が
存
在
す
る
。
現
在
の
@
ク
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
か
ら
北
極



に
か
か
る
場
所
あ
た
り
に
点
在
す
る
こ
れ
ら
の
島
の
名
称
が
、
先
に
引

用
し
た
よ
う
な
「
閣
の
世
界
」
の
着
想
を
得
た
部
分
だ
ろ
う
と
考
え
ら

れ
る
。

S
F
の
よ
う
な
描
写
が
卓
越
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
た
ど

り
着
い
た
先
が
大
人
固
と
い
う
、
「
和
漢
三
才
図
会
』
な
ど
に
取
り
あ

げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
、
あ
り
ふ
れ
た
固
で
あ
っ
た
こ
と
が
『
和
荘
兵

衛
」
の
作
品
評
価
を
下
げ
て
い
る
一
因
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
国
の
住

人
で
あ
る
宏
智
先
生
の
発
言
か
ら
、
大
人
国
は
三
千
世
界
の
外
に
存
在

す
る
と
い
う
壮
大
な
設
定
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
最
後
に
和
荘
兵

衛
が
す
ん
な
り
と
日
本
へ
帰
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
あ
た
り
、
遍
歴
小

説
と
区
分
さ
れ
る
こ
の
作
品
の
「
遍
歴
」
は
、
や
や
尻
す
ぼ
み
で
あ
る

印
象
は
否
め
な
い
。

何
事
も
唐
天
竺
に
十
倍
勝
っ
て
大
き
い
と
い
う
こ
の
国
は
、
し
か
し

な
が
ら
人
に
道
も
法
も
な
く
、
国
政
の
沙
汰
も
な
く
、
儒
仏
神
の
教

え
、
仁
義
礼
智
の
名
も
な
い
と
い
う
。
何
も
し
ら
ぬ
無
芸
国
で
あ
る
と

感
じ
た
和
荘
兵
衛
は
毎
日
儒
仏
神
の
教
え
を
説
く
が
、
糠
に
釘
で
あ

り
、
こ
の
国
の
宏
智
先
生
な
る
人
物
か
ら
逆
に
「
大
を
以
て
小
を
見
る

事
は
安
く
、
小
を
以
て
大
を
見
る
事
は
難
し
」
と
教
示
さ
れ
る
。

宏
智
先
生
の
言
は
い
う
間
で
も
な
く
「
荘
子
」
遁
遁
遊
の
冒
頭
に
あ

る
「
大
鵬
図
南
」
の
寓
言
に
端
を
発
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

宏
智
先
生
は
儒
仏
道
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
語
る
。

老
子
荘
子
は
空
に
た
と
へ
て
、
生
た
ま
〉
で
有
体
の
能
所
を
教

へ
、
仲
尼
は
仁
の
義
の
礼
と
い
ふ
大
綱
を
引
ま
は
し
て
、
人
に
我

憧
を
さ
せ
ず
。
実
を
以
て
よ
い
道
へ
引
出
し
、
釈
迦
は
世
間
の
人

気
の
欲
深
事
を
能
の
み
込
、
さ
ま
/
¥
の
う
ま
い
事
や
こ
わ
ひ
事

い
ふ
て
、
欺
し
す
か
し
て
、
善
道
へ
引
込
、
皆
子
供
に
あ
し
ら
ひ

に
し
て
、
教
導
く
事
な
り
。
(
傍
線
松
岡
)

こ
れ
ま
で
に
登
場
し
た
固
で
は
、
何
事
に
も
良
き
面
と
悪
き
面
が
あ

り
、
そ
れ
は
表
裏
一
体
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た

教
訓
を
道
家
思
想
、
儒
家
思
想
折
り
込
ん
で
「
養
生
」
と
い
う
処
世
訓

が
ま
と
め
ら
れ
て
き
た
。
対
し
て
こ
こ
で
は
儒
仏
に
つ
い
て
す
ら
、
良

悪
の
二
面
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か

し
傍
線
部
の
通
り
、
老
荘
に
つ
い
て
は
主
だ
っ
た
批
判
を
し
て
い
な

十

V

『
和
荘
兵
衛
』
の
影
響
下
に
あ
る
作
品
が
陸
続
と
登
場
し
た
こ
と
は

広
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
「
遍
歴
」
と
い
う
枠

組
み
を
採
用
し
た
も
の
で
あ
り
、
本
文
の
読
解
に
踏
み
込
ん
だ
も
の
で

は
な
い
。
唯
一
、
『
和
荘
兵
衛
』
で
説
か
れ
た
教
訓
に
真
っ
向
か
ら
挑

ん
だ
作
品
が
天
明
七
年
(
一
七
八
七
)
大
江
文
坂
作
の
『
成
仙
玉
一
口

玄
芭
で
あ
る
。
こ
の
作
品
に
て
文
坂
は
宏
智
先
生
の
言
を
痛
烈
に
批

判
し
て
お
り
、
宏
智
先
生
を
「
荘
子
の
糟
粕
を
ね
ぶ
り
し
や
う
な
所
あ

る
」
と
評
し
て
い
る
。
宏
智
先
生
の
談
義
の
内
容
は
、
そ
れ
ま
で
の
国

で
得
ら
れ
て
き
た
よ
う
な
「
積
極
的
処
世
」
で
は
な
く
、
有
り
体
の
ま

ま
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
全
て
を
超
越
し
た
存
在
を
肯
定
す
る
い
わ
ば

「
消
極
的
処
世
」
で
あ
る
。
も
っ
と
も
宏
智
先
生
は
自
分
た
ち
大
人
と

ワ白ワ臼



和
荘
兵
衛
ら
小
人
を
差
別
し
見
下
し
て
い
る
た
め
、
「
消
極
的
処
世
」

に
つ
い
て
語
る
内
容
は
至
極
中
途
半
端
な
印
象
を
与
え
る
。

文
坂
は
天
明
三
年
(
一
七
八
三
)
に
『
荘
子
絵
抄
』
と
い
う
『
荘

子
」
の
国
字
解
を
出
版
し
て
い
る
。
林
注
、
郭
注
、
成
玄
英
注
な
ど
を

引
用
し
、
か
つ
自
説
も
補
足
す
る
こ
の
書
は
、
文
坂
が
い
か
に
「
荘

子
」
を
解
釈
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
の
証
明
に
な
る
作
品
で
あ
る
。

文
坂
は
『
荘
子
絵
抄
』
に
て
迫
造
遊
「
大
鵬
図
南
」
の
部
分
を
「
是

世
の
小
智
見
の
人
を
見
て
此
警
を
設
け
て
大
智
見
な
ら
し
め
ん
と
荘
子

の
老
婆
心
な
り
」
と
解
説
し
て
い
る
。
併
せ
て
小
智
見
と
は
「
他
人
を

視
下
し
て
、
閤
魔
王
の
亡
者
を
見
る
が
如
く
」
す
る
者
だ
と
も
解
説
す

る
。
宏
智
先
生
が
和
荘
兵
衛
に
接
し
た
態
度
も
ま
さ
に
斯
く
の
如
し
で

あ
り
、
文
坂
が
宏
智
先
生
を
批
判
し
た
根
拠
も
こ
こ
に
あ
る
と
い
っ
て

よ
い
。と

も
か
く
も
、
宏
智
先
生
に
諭
さ
れ
た
和
荘
兵
衛
は
「
大
も
小
も
果

の
な
き
も
の
じ
ゃ
と
、
自
得
し
て
」
日
本
へ
帰
る
こ
と
と
な
る
。
最
後

に
「
養
生
」
は
付
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ま
で
儒
家
思
想
的
な
発
想
を

も
盛
り
込
ん
で
現
実
世
界
に
お
け
る
細
か
な
処
世
訓
を
述
べ
て
き
た
わ

け
だ
が
、
大
人
固
に
お
い
て
そ
の
流
動
性
な
い
し
無
用
さ
が
説
か
れ
た

の
で
あ
る
。
よ
り
よ
く
生
き
る
た
め
の
「
養
生
」
は
、
大
人
国
に
お
い

て
不
要
の
教
え
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
こ
そ
、
大
人
国
に
「
養

生
」
が
付
さ
れ
な
か
っ
た
所
以
で
あ
り
、
物
語
最
後
に
な
っ
て
遊
谷
子

の
『
荘
子
』
解
釈
が
示
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
ま
で
『
和
荘
兵
衛
』
の
『
荘
子
』
享
受
を
見
て
き
た
。
最
後
の

大
人
国
を
除
い
て
、
各
国
に
て
得
ら
れ
た
教
訓
が
説
か
れ
る
「
養
生
」

は
、
決
し
て
『
荘
子
』
養
生
主
に
見
ら
れ
る
「
養
生
」
と
い
う
こ
と
ば

に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
く
、
字
義
の
と
お
り
処
世
に
関
す
る
内
容
で

あ
っ
た
。
し
か
も
そ
の
結
論
は
、
現
世
で
の
処
世
と
い
う
、
い
わ
ば

「
俗
」
な
も
の
に
還
元
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

道
家
思
想
は
消
極
的
処
世
を
説
く
こ
と
に
顕
著
で
あ
る
と
し
ば
し
ば

言
わ
れ
る
。
「
無
為
自
然
」
の
言
葉
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
あ
る
が

ま
ま
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
儒
家
思
想
が
説
く
積
極
性
と
は

確
か
に
相
反
す
る
場
面
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
近
世
初
期
の

為
政
者
た
ち
に
利
用
さ
れ
た
の
は
儒
教
思
想
で
あ
り
、
ま
た
中
期
以
降

の
為
政
者
た
ち
の
道
家
思
想
利
用
も
「
知
足
安
分
」
と
い
う
部
分
に
着

目
し
、
こ
の
解
釈
に
特
異
性
を
持
っ
た
郭
象
注
の
復
興
を
試
み
て
い

る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
道
家
思
想
の
一
部
を
儒
教
思
想
に
近
づ
け
て
解

釈
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
期
を
同
じ
く
し
て
『
六
諭
街
義
』
あ

る
い
は
「
六
諭
街
義
大
音
邑
が
庶
民
教
化
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
刊
行
さ

れ
た
が
、
第
五
条
「
各
安
生
理
」
は
、
ま
さ
に
郭
象
注
「
知
足
安
分
」

と
同
様
の
意
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
郭
象
注
の
復
興
を
図
っ
た
の

も
『
六
諭
街
義
」
の
和
解
者
も
但
僚
で
あ
る
か
ら
、
同
義
に
解
釈
で
き

る
二
つ
の
テ
キ
ス
ト
を
庶
民
教
化
の
材
料
と
し
て
推
進
し
た
こ
と
に
は

妥
当
性
が
あ
る
。

。。
内
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ま
た
、
文
学
史
の
問
題
に
着
目
し
た
時
、
「
各
安
生
理
」
は
浮
世
草

子
の
性
格
と
往
来
物
の
性
格
を
併
せ
持
っ
た
よ
う
な
商
業
書
に
お
い
て

ロ

も
説
か
れ
た
事
実
が
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
浮
世
草
子

は
末
期
の
作
品
に
な
る
と
、
滑
稽
臭
よ
り
も
教
訓
臭
が
強
く
な
る
。
浮

世
草
子
か
ら
談
義
本
、
読
本
へ
の
過
渡
期
の
作
品
に
は
、
そ
の
分
野
の

選
定
が
ま
ま
な
ら
な
い
も
の
が
ま
ま
あ
り
、
こ
れ
は
文
学
史
精
査
の
上

で
の
大
き
な
課
題
で
あ
る
。
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
」
に
お
い
て
談

義
本
と
は
「
俗
間
教
導
の
苦
薬
を
滑
稽
の
甘
皮
に
包
ん
で
剖
倒
刷
倒
剤

耐
剖
捌
割
U
剖
(
傍
線
松
岡
)
」
読
み
物
で
あ
る
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。

「
和
荘
兵
衛
』
が
世
俗
の
行
き
す
ぎ
た
信
仰
心
を
穿
ち
、
教
訓
を
述
べ

て
い
る
点
は
ま
さ
に
談
義
本
の
典
型
だ
と
い
え
よ
う
が
、
同
時
に
本
作

は
浮
世
草
子
的
性
格
も
残
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

従
来
言
わ
れ
て
き
た
通
り
、
「
和
荘
兵
衛
』
と
い
う
作
品
に
『
荘
子
』

が
影
響
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
和
荘
兵

衛
」
と
い
う
主
人
公
が
寓
言
の
手
法
に
よ
っ
て
物
語
を
展
開
し
て
ゆ
く

と
い
う
枠
組
み
及
び
大
人
国
・
宏
智
先
生
の
言
に
限
っ
た
こ
と
で
あ
る

と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
他
に
み
ら
れ
た
教
訓
は
、
「
荘
子
』
に
限
定
さ

れ
た
こ
と
で
は
な
く
、
儒
家
思
想
的
要
素
も
多
分
に
含
ま
れ
て
お
り
、

心
学
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
諸
教
一
致
の
教
訓
を
述
べ
て
い
た
。
物
語
の

大
部
分
が
現
世
を
い
か
に
生
き
る
か
と
い
う
積
極
的
処
世
の
た
め
の
寓

話
で
あ
り
、
『
荘
子
」
が
求
め
た
よ
う
な
全
て
を
超
越
し
た
と
こ
ろ
に

真
理
が
あ
る
と
い
う
消
極
的
処
世
と
は
相
反
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

戯
作
に
お
け
る
『
荘
子
』
受
容
、
特
に
談
義
本
に
お
い
て
そ
れ
が
顕

著
で
あ
る
こ
と
は
従
来
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
個
別
に

作
品
を
見
た
場
合
、
必
ず
し
も
そ
の
結
論
だ
け
で
は
完
全
で
な
い
部
分

も
多
い
。

談
義
本
の
読
解
に
は
、
当
時
の
庶
民
教
化
が
い
か
な
る
テ
キ
ス
ト
を

以
て
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
か
と
い
う
教
育
上
の
問
題
を
横
断
的

に
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。

注(1)
『
和
荘
兵
衛
』
本
文
の
引
用
は
、
岡
雅
彦
校
訂
『
叢
書
江
戸
文
庫
⑬

滑
稽
本
集
[
ニ
』
(
一
九
九
O
年
四
月
、
図
書
刊
行
会
)
中
、
「
和
荘

兵
衛
」
に
よ
る
。
同
書
の
解
題
に
よ
れ
ば
、
こ
の
広
告
文
は
初
版
本
に

は
な
い
。
数
度
に
わ
た
り
再
版
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
二
都

版
、
三
都
版
で
あ
っ
た
。
い
か
に
長
い
期
間
、
広
く
の
読
者
層
が
見
込

ま
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る

(2)
中
野
三
敏
「
近
世
中
期
に
お
け
る
老
荘
思
想
の
流
行
|
談
義
本
研
究

(
一
)
」
(
『
戯
作
研
究
』
所
収
、
一
九
八
一
年
十
月
、
中
央
公
論
社
)
。

荻
生
但
僚
や
太
宰
春
台
ら
儒
者
達
に
よ
っ
て
、
今
の
治
世
に
は
老
子
の

無
為
の
道
を
以
て
当
た
る
が
良
し
と
建
策
さ
れ
た
老
荘
思
想
が
、
侠
斎

樗
残
を
皮
切
り
に
戯
作
の
世
界
に
も
援
用
さ
れ
、
老
荘
思
想
の
流
行
が

起
こ
っ
た
と
い
う
。
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(3)
本
文
の
引
用
は
谷
川
健
一
編
集
代
表
『
日
本
庶
民
生
活
資
料
集
成
第

二
十
八
巻
和
漢
三
才
図
会
ご
)
』
(
一
一
二
書
房
、
一
九
八
O
年
四

月
)
に
よ
る
。

(4)
以
下
『
荘
子
』
本
文
の
引
用
は
長
津
規
矩
也
編
『
和
刻
本
諸
子
大
成

第
十
一
輯
』
(
汲
古
書
院
、
一
九
七
六
年
六
月
)
よ
り
「
荘
子
」
(
元
禄

十
七
年
・
京
都
井
上
忠
兵
衛
等
刊
本
)
に
よ
る
。
な
お
、
該
書
に
は

『
荘
子
虜
祷
口
義
』
和
刻
本
を
元
に
し
た
朱
筆
が
あ
る
が
、
引
用
に
お

い
て
は
除
外
し
た
。
ま
た
、
『
荘
子
』
解
釈
の
参
考
と
し
て
岸
陽
子
訳

宕
子
』
(
徳
間
書
庖
、
一
九
九
六
年
八
月
)
、
阿
部
吉
雄
他
著
薪
釈

漢
文
大
系
7

老
子
・
荘
子
上
』
(
一
九
六
六
年
十
月
)
う
ち
市
川

安
司
・
遠
藤
哲
夫
著
「
荘
子
」
な
ど
を
参
照
し
た
こ
と
を
付
記
し
て
お

J
z

、

(5)
金
谷
治
「
准
南
子
の
思
想
老
荘
的
世
界
』
(
講
談
社
、
一
九
九
二
年

二
月
)
。

(6)
中
野
三
敏
「
文
坂
仙
癖
」
(
『
江
戸
狂
者
傍
』
所
収
、
中
央
公
論
新
社
、

二
O
O七
年
三
月
)
。

(7)
注
4
、
岸
陽
子
訳
『
荘
子
』
に
よ
る
。

(8)
本
文
の
引
用
は
柴
田
賓
編
『
石
田
梅
岩
全
集
』
(
石
門
心
拳
会
、
一
九

五
七
年
三
月
)
よ
り
「
石
田
先
生
事
蹟
」
に
よ
る
。

(9)
『
都
都
問
答
』
「
播
州
ノ
人
撃
門
ノ
事
ヲ
閑
ノ
段
」
に
は
、
学
問
を
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
る
不
孝
に
関
す
る
問
答
が
展
開
さ
れ
る
。
梅
岩
は

学
問
を
推
奨
す
る
立
場
の
返
答
を
し
続
け
る
が
、
播
州
の
人
の
問
い
は

学
問
を
す
る
こ
と
で
人
倫
に
違
う
人
の
多
さ
を
嘆
く
こ
と
ば
が
続
く
。

『
和
荘
兵
衛
』
は
、
や
や
播
州
の
人
の
意
見
に
近
い
立
場
を
取
っ
て
い

ょ、つ。

(
叩
)
参
考
一
柴
田
実
校
注
『
日
本
思
想
大
系
位

一
九
七
一
年
二
月
)
。

(
日
)
本
文
の
引
用
は
小
林
勝
人
訳
注
『
孟
子
』
(
岩
波
書
店
、
一
九
六
八
年

一
一
月
)
に
よ
る
。

(
ロ
)
本
文
の
引
用
は
飯
倉
洋
一
「
『
荘
子
絵
抄
』
解
説
と
影
印
」
(
『
二

0
0

四
1
二
O
O六
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究

(C)
研
究
成
果

報
告
書
「
奇
談
」
書
を
手
が
か
り
と
す
る
近
世
中
期
上
方
仮
名
読
物

史
の
構
築
』
所
収
、
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
、
二

O
O七
年
三

月
)
に
よ
る
。

(
日
)
拙
稿
「
『
六
諭
街
義
大
意
』
に
お
け
る
経
世
済
民
の
思
想
」
(
『
東
洋
大

尚
子
大
学
院
紀
要
第
四
十
六
集
』
(
東
洋
大
学
大
学
院
、
二

O
一
O
年

三
月
)
。

(H)
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
編
集
委
員
会
編
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』

(
岩
波
書
庖
、
一
九
八
四
年
七
月
)
。
「
談
義
本
」
の
項
目
執
筆
者
は
中

野
三
敏
氏
。

石
門
心
学
』
(
岩
波
書
底
、

'
h
d
 

n
L
 


