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孝
を
育
む
母
性
　
1
中
国
女
性
史
の
視
座
-

は
じ
め
に

(

一

)

(二)
(三)

孝
を
育
む
環
境
-
子
の
孝
と
親
の
慈
愛

子
に
対
応
す
る
父
と
母
の
位
置
1
親
へ
の
親
愛
の
情
の
根
源
た
る
母

子
を
導
く
父
と
母
の
役
割
意
義

(
四
)
　
慈
母
と
厳
母
-
歴
代
の
教
説
に
見
る
　
　
(
五
)
　
母
の
教
導
-
慈
愛
と
厳
訓

(
六
)
　
報
恩
へ
の
観
点

(
七
)
　
報
恩
と
孝
に
つ
い
て

は
じ
め
に

日
本
は
母
性
社
会
で
あ
る
と
よ
く
い
わ
れ
る
。
ま
た
母
親
へ
の
恩
義
の
情
に

つ
い
て
は
、
し
ば
し
ば
、
特
別
の
扱
い
が
許
容
さ
れ
、
「
母
の
」
と
か
「
お
ふ

く
ろ
の
」
は
、
な
つ
か
し
い
も
の
心
安
ら
ぐ
も
の
の
代
名
詞
と
し
て
用
い
ら
れ

る
場
合
が
多
い
‥
そ
し
て
、
「
母
の
愛
」
は
、
時
と
し
て
、
す
べ
て
の
混
乱
や

騒
擾
を
も
平
静
に
回
帰
せ
し
め
る
崇
高
な
ち
か
ら
を
発
揮
す
る
と
さ
え
信
じ
ら

れ
て
き
た
。
女
性
の
社
会
的
地
位
は
特
殊
に
低
め
ら
れ
て
き
た
は
ず
の
我
が
国

で
、
文
化
的
な
ま
た
社
会
的
な
諸
事
象
に
お
い
て
、
母
な
る
も
の
の
観
念
か
、

下
見
　
隆
雄

こ
の
よ
う
に
独
特
の
位
置
づ
け
を
得
て
き
た
の
は
何
故
な
の
で
あ
ろ
か
。
さ
ま

ざ
ま
の
分
野
で
分
析
が
試
み
ら
れ
て
は
い
る
、
し
か
し
、
ま
だ
、
儒
教
思
想
と

の
関
連
に
言
及
す
る
研
究
を
見
な
い
。

一
方
、
最
近
の
日
本
に
お
け
る
社
会
事
象
が
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ
る
中
、

家
に
お
け
る
父
の
権
威
が
失
わ
れ
た
と
い
う
指
摘
が
有
る
。
中
国
や
日
本
な
ど

の
儒
教
型
社
会
で
、
男
尊
女
卑
を
背
景
と
し
て
推
進
さ
れ
た
家
族
制
に
お
い
て
　
誠

は
、
家
父
長
の
権
限
は
絶
大
と
さ
れ
て
き
た
と
い
う
観
点
か
ら
、
現
今
の
社
会

を
考
察
す
れ
ば
、
男
女
同
権
が
認
定
さ
れ
、
社
会
経
済
の
変
転
に
よ
っ
て
明
ら

か
に
家
族
制
は
機
能
し
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
制
度
に
立
脚

し
て
い
た
父
の
権
威
と
い
う
も
の
が
喪
失
し
た
と
見
え
る
の
は
当
然
な
の
か
も

知
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
過
去
に
お
け
る
父
性
の
権
威
の
本
質
を
明
確
に

し
な
い
で
は
、
こ
の
指
摘
は
無
意
味
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
従
来
の
研
究
者
は
、
儒
教
社
会
は
男
尊
女
卑
を
背
景
に
、
徹
底

し
た
父
性
原
理
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
男
尊

女
卑
は
、
母
性
に
対
す
る
絶
対
的
主
導
の
権
限
を
施
行
す
る
父
性
と
い
う
関
係

を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
父
の
権
威
は
実
質
的
に
独
立
・
自
立
し
て
確
立
し

て
い
た
か
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
を
じ
っ
く
り
検
証
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
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さ
て
、
従
来
、
歴
史
や
思
想
史
は
男
性
が
主
導
し
た
と
す
る
の
が
、
い
わ
ば

学
問
研
究
上
の
常
識
で
あ
っ
て
、
中
国
学
で
も
、
女
性
存
在
が
直
接
の
研
究
対

象
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
筆
者
は
、
十
数
年
来
、
歴
史
や
思
想
史
の
推

移
に
目
を
配
り
つ
つ
、
中
国
の
「
列
女
伝
』
な
ど
の
伝
記
資
料
や
種
々
の
女
性

教
導
関
係
資
料
の
分
析
・
整
理
に
よ
る
研
究
を
続
け
、
儒
教
社
会
に
お
け
る
女

性
(
母
や
妻
や
娘
)
の
存
在
意
義
や
役
割
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
そ
し
て
、

親
へ
の
服
従
奉
仕
を
本
質
と
す
る
孝
の
観
念
の
形
成
に
、
母
(
母
性
)
が
重
要

な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
つ
き
と
め
た
。
孝
は
、
儒
教
倫
理
の
核
を
な

す
実
践
道
徳
理
念
で
あ
る
。
母
を
抜
き
に
し
て
こ
の
孝
が
成
り
立
た
な
い
な
ら
、

母
と
い
う
存
在
を
排
除
し
て
儒
教
を
解
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

い
ま
ま
で
の
研
究
者
が
無
視
し
て
き
た
女
性
と
歴
史
・
思
想
史
、
こ
と
に
儒
教

と
の
関
係
、
こ
れ
を
結
ぶ
視
点
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
研
究
成
果
は
、
す

で
に
拙
著
「
儒
教
社
会
と
母
性
-
母
性
の
威
力
の
観
点
で
み
る
洪
貌
晋
中
国
女

性
史
-
』
　
(
一
九
九
四
　
研
文
出
版
)
に
ま
と
め
た
。

拙
著
の
要
点
を
整
理
し
て
み
る
。
儒
教
社
会
に
お
け
る
母
は
、
母
性
に
よ
る

慈
愛
・
保
護
を
通
し
て
、
ま
ず
子
の
こ
こ
ろ
に
親
へ
の
信
頼
・
依
存
・
親
愛
の

情
を
形
成
す
る
。
さ
ら
に
、
母
は
、
こ
の
母
性
の
威
力
に
依
拠
し
て
、
厳
正
な

管
理
・
教
訓
指
導
で
子
に
対
応
し
て
、
親
へ
の
服
従
奉
仕
た
る
孝
を
教
示
す
る
。

孝
を
構
築
し
た
子
は
、
成
人
し
て
妻
を
迎
え
て
家
長
と
な
る
。
妻
は
、
母
の
母

性
を
さ
ら
に
発
展
的
に
展
開
し
て
夫
に
施
行
す
る
。
貞
節
と
女
卑
従
順
の
姿
勢

を
堅
持
し
て
夫
を
支
援
し
、
夫
に
男
尊
の
自
覚
を
持
た
せ
独
断
専
行
を
許
容
し

て
、
か
れ
を
家
族
制
に
お
け
る
主
導
貿
任
者
に
定
め
置
き
、
家
と
親
(
祖
霊
)

へ
の
孝
た
る
服
従
奉
仕
と
公
へ
の
忠
義
実
践
を
う
な
が
し
導
く
。
ま
た
、
娘
と

父
の
間
に
も
、
親
子
の
関
係
と
し
て
の
孝
の
要
素
が
混
在
す
る
が
、
基
本
的
に
、

妻
と
夫
の
対
応
に
類
似
し
た
関
係
が
認
め
ら
れ
る
。
孝
(
忠
)
は
、
母
性
に
よ

っ
て
養
成
さ
れ
る
観
念
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
子
に
お
い
て
も
夫
や
父
に
お
い
て

も
、
個
の
権
利
や
主
張
を
抑
圧
し
て
、
家
や
一
族
・
血
縁
(
ま
た
公
の
権
力
)

の
た
め
に
奉
仕
す
る
精
神
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

男
尊
女
卑
と
い
う
通
念
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
な
仮
説
に
思
い
至
っ
た
、
男

尊
は
、
本
来
、
男
性
自
身
が
母
性
か
ら
の
意
識
的
主
体
的
自
立
と
い
う
積
極
的

努
力
を
通
し
て
築
き
上
げ
確
立
し
た
自
覚
で
は
な
く
、
自
ら
を
卑
下
し
て
退
い

て
支
え
る
女
性
の
女
卑
の
配
慮
や
姿
勢
(
母
性
の
支
援
や
保
護
)
　
に
よ
っ
て
、

い
わ
ば
誘
導
さ
れ
与
え
ら
れ
た
幻
想
で
あ
る
。
こ
の
社
会
に
お
け
る
男
性
存
在

は
、
基
本
的
に
母
性
に
依
存
し
、
実
質
的
に
母
性
か
ら
独
立
自
立
し
て
い
る
と

は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
男
性
が
専
行
す
る
絶
対
的
権
限
は
、
い
わ
ば
皮
相
の
形

質
で
あ
り
、
そ
の
実
質
部
分
は
、
実
は
、
母
性
に
淵
源
す
る
素
因
で
充
満
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
視
点
に
立
つ
と
、
忠
孝
に
よ
る
社
会
の
構
築
を
企
図
し
た
儒

教
型
社
会
で
あ
る
殊
に
近
世
の
日
本
で
、
な
ぜ
母
な
る
も
の
へ
の
特
殊
の
扱
い

が
必
要
と
さ
れ
た
か
、
そ
の
理
由
の
一
端
が
明
ら
か
に
で
き
そ
う
で
あ
る
。
ま

た
、
さ
ら
に
、
古
来
の
儒
教
社
会
の
母
子
・
夫
婦
を
と
り
ま
い
た
人
間
観
と
、

い
ま
の
わ
れ
わ
れ
と
の
そ
れ
は
、
き
わ
め
て
類
似
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
し
て
、
い
ま
、
わ
れ
わ
れ
の
周
囲
で
現
実
に
起
こ
っ
て
い
る
諸
問
題
、

す
な
わ
ち
、
教
育
課
題
で
あ
る
過
保
護
や
子
の
親
か
ら
の
精
神
的
自
立
、
家
庭

や
夫
婦
関
係
な
ど
の
諸
問
題
の
根
底
に
潜
在
す
る
諸
因
に
は
お
お
む
ね
、
意
外

に
も
、
な
お
儒
教
の
人
間
観
が
な
ん
ら
か
の
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
の
で
あ
る
。
戦
後
の
社
会
の
発
展
変
化
を
推
進
し
た
個
人
の
力
も
、
実
は
、

儒
教
社
会
的
な
母
性
に
培
わ
れ
る
孝
と
同
様
の
服
従
奉
仕
の
精
神
に
発
す
る
も
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の
で
あ
っ
た
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た

経
済
成
長
と
い
う
社
会
変
化
の
中
で
、
こ
ん
と
は
逆
に
、
母
性
の
影
響
力
の
持

つ
さ
ま
ざ
ま
な
マ
イ
ナ
ス
面
が
出
は
じ
め
て
い
る
ら
し
く
思
わ
れ
る
。
つ
き
つ

き
に
起
こ
る
理
解
し
が
た
い
諸
問
題
は
、
儒
教
社
会
を
構
築
維
持
す
る
に
重
要

な
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
っ
た
母
性
の
力
が
、
現
実
に
適
合
し
な
く
な
っ
て

い
る
こ
と
に
起
因
す
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
、
経
済
主
義
先
行
の

社
会
で
は
、
個
人
の
自
覚
や
権
利
・
責
任
・
義
務
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
要
す

る
。
儒
教
主
義
に
は
、
も
と
も
と
個
人
の
主
張
と
か
権
利
を
積
極
的
に
許
容
す

る
と
い
う
発
想
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
戦
後
、
自
由
主
義
と
か
個
人
の
権
利

と
か
を
教
示
さ
れ
、
一
方
で
は
、
儒
教
の
封
建
制
を
こ
と
ご
と
く
批
判
し
、
旧

来
の
儒
教
諸
理
念
か
ら
は
す
っ
か
り
脱
却
し
て
、
す
っ
か
り
人
間
的
意
識
革
命

が
で
き
て
い
る
と
錯
覚
し
て
き
た
が
、
儒
教
主
義
の
尻
尾
は
根
強
く
残
り
、
な

お
わ
れ
わ
れ
を
う
し
ろ
か
ら
執
拗
に
差
配
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
い
ま
、
わ
れ

わ
れ
は
、
儒
教
の
本
質
や
そ
れ
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
も
う
一
度
見
直
し
、
自

分
の
精
神
構
造
を
見
す
え
て
謙
虚
に
分
析
し
っ
つ
、
諸
問
題
の
源
流
を
確
認
し

て
み
る
必
要
を
感
じ
る
。
そ
し
て
、
戦
後
、
戦
勝
国
か
ら
、
い
わ
ば
頂
い
た
に

す
ぎ
ぬ
自
由
と
か
個
人
の
権
利
と
い
う
考
え
方
に
、
わ
れ
わ
れ
の
責
任
に
お
い

て
主
体
的
な
肉
付
け
を
し
血
を
通
わ
せ
る
努
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
問
題
は
複
雑
で
あ
る
。
伝
統
を
脱
ぎ
捨
て
棄
却
し

て
、
す
べ
て
を
欧
米
風
に
変
換
す
れ
は
そ
れ
で
す
む
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

前
掲
拙
著
に
お
い
て
は
、
す
で
に
、
儒
教
や
孝
の
本
質
を
母
性
の
観
点
で
分

析
す
る
こ
と
を
こ
こ
ろ
み
た
。
本
稿
で
は
、
か
の
書
に
お
い
て
、
な
お
論
証
が

不
十
分
で
あ
っ
た
孝
の
養
成
に
お
け
る
母
や
母
性
の
役
割
に
つ
い
て
、
特
に
母

と
孝
の
関
係
に
焦
点
を
定
め
て
、
も
う
一
度
整
理
し
な
が
ら
諭
述
し
て
み
よ
う

と
す
る
。(

〓
　
孝
を
育
む
環
境
-
子
の
孝
と
親
の
慈
愛

孝
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
子
の
心
に
芽
生
え
根
づ
く
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
孝
を
醸
成
す
る
環
境
に
つ
い
て
、
古
典
籍
の
言
説
を
拾
い
つ
つ
考
察

し
て
み
よ
う
。

「
管
子
』
形
勢
解
荒
に
、
親
子
を
結
ぶ
理
念
に
つ
い
て
、
「
慈
な
る
者
は
父

母
の
高
行
な
り
。
…
…
孝
な
る
者
は
子
婦
の
高
行
な
り
。
…
…
父
母
慈
に
し
て

解
ら
ざ
れ
は
、
則
ち
子
婦
従
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
親
の
慈
愛
と
子
女
の
孝
順

が
親
子
と
い
う
人
間
関
係
成
立
の
基
盤
で
あ
る
と
解
説
し
て
い
る
。
「
管
子
」

に
は
さ
ま
ざ
ま
の
思
想
傾
向
が
混
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
指
摘
は
、

親
子
の
人
間
関
係
を
重
視
す
る
儒
教
家
族
制
の
構
造
を
理
解
す
る
た
め
に
も
示

唆
に
富
ん
だ
観
方
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
子
女
が
親
を
基

い
従
う
孝
の
こ
こ
ろ
は
、
父
母
が
子
女
を
意
仁
の
こ
こ
ろ
で
導
く
対
応
で
育
ま

れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
「
父
母
な
る
者
は
、
子
婦
の
教
え
を
受
く
る
所
な
り
。

能
く
慈
仁
・
教
訓
し
て
理
を
失
わ
ざ
れ
ば
、
則
ち
子
婦
孝
な
り
」
と
い
う
。
ま

た
、
こ
れ
に
対
す
る
逆
の
場
合
を
、
「
父
母
轟
に
し
て
恩
無
け
れ
ば
、
則
ち
子

婦
親
し
ま
ず
」
と
い
う
(
形
勢
窯
に
「
父
、
父
た
ら
ざ
れ
は
、
子
、
子
た
ら
す
」
と

あ
り
、
形
勢
解
篇
に
も
捕
っ
て
説
明
す
る
。
ま
た
、
「
論
語
」
顔
淵
篇
の
、
「
父
、
父

た
り
。
子
、
、
子
た
り
」
も
、
後
文
に
、
「
父
、
父
た
ら
す
、
子
、
子
た
ら
ざ
れ
は
云
々
」

と
述
べ
る
か
ら
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
云
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
呂
氏
春

秋
」
応
同
題
に
は
、
「
父
、
親
な
り
と
錐
も
、
黒
を
以
て
白
と
為
せ
ば
、
子
、
従
う
能

伽
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わ
ず
」
と
も
あ
る
。
権
威
を
背
景
と
し
て
、
従
順
を
求
め
る
者
に
お
け
る
立
場
の
自
覚

や
責
務
を
不
唆
す
る
)
。
親
子
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
の
任
務
自
覚
に
立
脚
し
た

相
手
へ
の
こ
こ
ろ
の
こ
も
っ
た
配
慮
や
努
力
対
応
が
互
い
の
立
場
を
安
定
さ
せ
、

生
存
基
盤
を
共
用
す
る
者
た
ち
に
必
要
な
調
和
的
環
境
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
「
子
婦
な
る
者
は
、
親
の
安
ん
ず
る
所
以
な
り
。
能
く
孝
弟
・
順
親

な
れ
ば
、
則
ち
親
に
当
す
。
…
…
子
婦
、
親
を
安
ん
ぜ
ざ
れ
ば
、
則
ち
禍
憂
至

る
」
と
い
う
。
ま
た
、
親
子
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
へ
の
厳
密
な
自
己
認
識
を
持

ち
、
ふ
さ
わ
し
い
行
動
を
と
っ
て
、
相
手
と
の
和
合
を
維
持
す
る
よ
う
努
力
す

る
こ
と
が
、
人
間
存
在
に
お
け
る
天
地
自
然
の
調
和
や
運
行
に
匹
敵
す
る
し
わ

ざ
に
高
め
得
る
こ
と
を
論
じ
て
、
「
天
、
万
物
を
覆
い
、
寒
暑
を
制
し
、
日
月

を
行
し
、
星
辰
を
次
す
る
は
、
天
の
常
な
り
。
こ
れ
を
治
む
る
に
理
を
以
て
す
。

終
わ
り
て
而
し
て
復
た
始
ま
る
。
子
孫
を
和
し
親
戚
を
属
す
る
は
、
父
母
の
常

な
り
。
こ
れ
を
治
む
る
に
義
を
以
て
す
。
終
わ
り
て
而
し
て
復
た
始
ま
る
。
…

…
愛
親
・
善
養
・
思
敬
・
奉
教
は
、
子
婦
の
常
な
り
。
以
て
そ
の
親
に
事
へ
て
、

終
わ
り
て
而
し
て
複
た
始
ま
る
。
…
…
父
母
、
そ
の
常
を
失
わ
ざ
れ
は
、
則
ち
、

子
孫
、
和
順
に
し
、
親
戚
、
相
い
増
し
む
。
…
…
子
婦
、
そ
の
常
を
失
わ
ざ
れ

ば
、
則
ち
、
長
幼
、
理
し
て
、
親
疎
、
和
す
」
と
い
う
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
親

の
慈
愛
が
、
子
に
孝
の
精
神
を
養
成
す
る
こ
と
に
つ
い
て
指
摘
・
解
説
す
る
古

典
資
料
は
多
い
。
た
と
え
ば
、
r
呂
氏
春
秋
』
節
喪
意
に
も
、
「
孝
子
の
其
の

親
を
重
ん
ず
る
や
、
慈
親
の
其
の
子
を
愛
す
る
や
云
々
」
と
、
孝
と
慈
を
対
応

さ
せ
て
述
べ
て
い
る
し
、
「
韓
詩
外
伝
』
巻
三
に
は
、
「
上
に
不
慈
の
父
無
し
、

下
に
不
孝
の
子
無
し
」
と
あ
る
。
「
大
戴
礼
記
』
骨
子
立
孝
第
に
は
、
「
(
君

子
は
人
の
)
父
と
言
う
と
き
に
は
、
子
を
畜
う
べ
き
を
言
い
、
(
人
の
)
子
と

言
う
と
き
に
は
、
父
に
孝
す
べ
き
を
言
う
」
と
、
父
の
畜
の
努
力
と
子
の
孝
を

対
応
さ
せ
て
い
る
。
r
浜
書
』
列
伝
三
三
・
武
五
子
伝
の
戻
太
子
伝
の
茂
〔
合

狐
茂
〕
　
の
上
古
に
、
「
父
、
慈
し
、
母
、
愛
し
て
、
室
家
の
中
、
子
、
乃
ち
孝

順
な
り
、
…
…
父
、
父
た
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
、
子
、
子
た
ら
ず
」
と
い
う
。
ま

た
、
r
新
書
』
這
術
第
に
は
、
「
親
、
子
を
愛
利
す
る
、
こ
れ
を
慈
と
謂
う
。

…
…
子
、
親
を
愛
利
す
る
、
こ
れ
を
孝
と
謂
う
」
な
ど
と
見
え
る
。
ま
た
、

「
顔
氏
家
訓
』
教
子
篇
に
は
、
「
父
母
、
威
厳
に
し
て
慈
有
れ
ば
、
則
ち
、
子

女
、
畏
憤
し
て
孝
を
生
ず
」
と
、
同
「
治
家
」
篇
に
は
、
「
父
、
不
慈
な
れ
ば
、

則
ち
、
子
、
不
孝
、
…
…
父
、
慈
な
る
に
、
而
る
に
、
子
、
逆
ら
え
ば
、
…
…

則
ち
、
天
の
凶
民
な
り
云
々
」
と
い
う
。
こ
れ
ら
す
べ
て
を
儒
家
言
と
限
定
し

て
把
握
で
き
る
か
否
か
、
問
題
無
し
と
は
い
え
な
い
が
、
親
子
の
問
の
慈
愛
と

子
の
孝
に
密
接
な
関
連
が
有
る
こ
と
の
認
識
が
古
来
の
も
の
で
あ
り
、
儒
教
家

族
制
を
構
築
す
る
重
要
素
材
た
る
孝
の
理
念
を
き
わ
め
て
納
得
い
く
か
た
ち
で

説
明
で
き
て
い
る
こ
と
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、

関
連
す
る
も
の
に
次
の
よ
う
な
も
の
も
あ
る
。
「
礼
記
』
礼
運
黛
に
、
人
の
義

に
つ
い
て
、
「
父
は
慈
し
て
子
は
孝
す
、
兄
は
良
し
て
弟
は
弟
す
、
夫
は
義
し

て
婦
は
聴
す
、
長
は
志
し
て
助
は
順
す
、
君
は
仁
し
て
臣
は
思
す
」
と
の
べ
る
。

ま
た
、
「
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公
二
六
年
や
、
「
要
子
春
秋
』
外
貸
室
而
異
者
篇

の
要
子
の
言
に
は
、
「
父
は
慈
し
て
子
は
孝
す
、
兄
は
愛
し
て
弟
は
敬
す
、
夫

は
和
し
て
妻
は
柔
す
、
姑
は
慈
し
て
婦
は
聰
す
」
と
見
え
、
「
春
秋
左
氏
伝
』

文
公
十
八
年
に
、
「
父
は
義
し
、
母
は
慈
し
、
兄
は
友
し
、
弟
は
恭
し
、
子
は

孝
す
」
、
隠
公
三
年
に
、
「
君
は
義
し
て
臣
は
行
し
、
父
は
慈
し
て
子
は
孝
し
、

兄
は
愛
し
て
弟
は
恭
す
」
、
「
大
戴
礼
記
』
四
代
貸
に
は
、
「
父
は
意
し
て
子

は
孝
し
、
兄
は
愛
し
て
弟
は
敬
す
」
と
そ
れ
ぞ
れ
の
べ
る
。
な
お
、
「
礼
記
』

奈
義
第
に
、
「
孝
に
三
有
り
、
…
…
慈
愛
を
思
い
て
労
を
忘
る
は
、
力
を
用
う

16
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と
調
う
可
し
」
と
あ
り
、
孝
が
親
の
慈
愛
へ
の
い
わ
ゆ
る
報
い
る
気
持
ち
に
発

す
る
こ
と
を
明
言
す
る
。
因
み
に
、
こ
の
こ
と
は
、
近
世
の
女
性
教
導
書
な
ど

に
も
言
及
す
る
と
こ
ろ
で
、
例
え
ば
、
明
時
代
の
成
祖
永
楽
帝
の
后
で
あ
る
仁

孝
文
皇
后
徐
氏
の
按
と
い
わ
れ
る
「
内
訓
』
の
慈
幼
章
第
十
八
に
は
、
「
上
意

に
し
て
憮
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
、
下
順
ひ
て
益
々
親
し
む
。
是
の
故
に
、
喬
木
疎

ち
て
枝
付
か
ず
。
淵
水
滴
れ
て
魚
蔵
せ
ず
。
故
に
甘
敬
榎
木
に
蕗
ら
み
、
庶
事

深
沢
に
繁
る
な
れ
ば
、
則
ち
子
婦
の
慈
仁
に
順
ふ
は
理
な
り
。
若
し
夫
れ
こ
れ

を
待
す
る
に
不
慈
を
以
て
す
る
に
、
こ
れ
を
貴
む
る
に
孝
を
以
て
せ
ん
と
欲
す

れ
ば
、
則
ち
下
必
ず
安
か
ら
ず
。
下
安
か
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
心
離
る
。
心
離
る

れ
ば
則
ち
伎
ら
う
。
伎
ら
え
ば
、
則
ち
不
祥
こ
れ
よ
り
大
な
る
は
美
し
。
人
の

父
母
為
る
者
は
、
其
れ
意
な
ら
ん
か
、
其
れ
慈
な
ら
ん
か
」
と
述
べ
、
ま
た
、

献
皇
后
蒋
氏
撰
「
女
訓
』
慈
幼
第
八
に
も
、
類
似
の
表
現
が
見
え
、
「
上
若
し

不
惑
な
れ
ば
、
則
ち
群
下
仰
ぐ
所
無
し
云
々
」
と
述
べ
る
。
ま
た
、
王
節
婦

「
女
範
捷
録
』
慈
愛
篇
に
も
、
母
の
慈
愛
が
子
を
善
導
す
る
と
指
摘
し
古
来
の

事
例
を
掲
げ
る
。
た
だ
し
、
後
に
考
察
す
る
が
、
親
の
慈
愛
に
対
す
る
子
の
孝

は
、
古
来
、
こ
の
慈
愛
に
進
ん
で
応
え
報
い
る
行
為
と
い
う
認
識
で
語
ら
れ
て

き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
孝
は
、
本
来
は
、
子
の
こ
こ
ろ
に
自
然
自
発
的
に
か

た
ち
づ
く
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
実
は
、
親
の
慈
愛
か
ら
子
の
孝

の
自
覚
・
、
実
践
の
問
に
は
、
孝
を
示
唆
す
る
積
極
的
な
親
に
よ
る
教
導
・
要
請

が
介
在
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
見
る
ご
と
く
、
古
代
中
国
の
多
く
の
文
献
が
、
子
に
孝
の
実
践
自
覚
を

う
な
が
す
出
発
点
は
、
親
の
慈
し
み
に
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
次

に
、
慈
の
発
源
で
あ
る
こ
の
親
と
い
う
存
在
を
ど
う
認
識
す
べ
き
か
に
つ
い
て

考
え
て
み
よ
う
。
上
に
掲
げ
た
も
の
で
分
類
す
れ
ば
、
ま
ず
、
「
管
子
』
や

「
顔
氏
家
訓
』
の
よ
う
に
、
父
母
の
両
方
を
掲
げ
る
も
の
も
あ
る
。
ま
た
、
親

を
父
の
み
で
代
表
さ
せ
る
r
韓
詩
外
伝
』
・
「
礼
記
』
・
「
春
秋
左
氏
伝
』
・

「
妻
子
春
秋
』
・
r
大
赦
礼
記
』
な
ど
が
あ
る
。
慈
を
母
の
も
の
と
す
る
の
は
、

義
を
父
に
結
ん
だ
r
春
秋
左
氏
伝
』
文
公
十
八
年
の
場
合
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、

親
の
子
に
お
け
る
父
母
の
役
割
を
区
別
す
る
認
識
が
あ
る
。
な
お
、
慈
を
父
の

も
の
と
す
る
諸
文
献
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
が
特
に
母
を
排
除
す
る
の
で
は
な

く
、
家
に
お
け
る
諸
権
限
を
主
導
し
母
を
従
え
る
存
在
と
し
て
の
父
が
、
意
の

施
行
代
表
者
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ

ら
に
お
い
て
は
、
慈
愛
を
特
に
母
だ
け
に
結
び
付
け
る
考
え
方
は
明
確
に
見
え

て
い
な
い
。
慈
愛
の
実
質
的
な
発
源
者
を
、
具
体
的
に
は
ど
う
把
握
す
べ
き
か

に
つ
い
て
、
父
母
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
子
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
異
な
っ
た
精
神

的
影
響
を
与
え
る
と
区
別
さ
れ
て
い
る
か
に
注
目
し
つ
つ
、
も
う
少
し
ほ
か
の

文
献
を
も
と
に
模
索
し
て
み
よ
う
。

(
二
)
　
子
に
対
応
す
る
父
と
母
の
位
置

-
親
へ
の
親
愛
の
情
の
根
源
た
る
母

「
詩
経
』
小
椎
・
蓼
義
に
、
父
母
へ
の
養
育
の
恩
恵
を
思
い
孝
養
の
で
き
な

い
状
況
に
あ
る
己
の
悲
し
み
を
述
べ
た
と
伝
え
ら
れ
る
詩
が
あ
る
。
そ
の
主
な

部
分
は
、
「
哀
哀
た
る
父
母
、
我
を
生
み
て
勧
労
す
。
哀
哀
た
る
父
母
、
我
を

生
み
て
労
挿
す
、
…
…
父
や
我
を
生
み
、
母
や
我
を
鞠
す
、
我
を
附
し
我
を
畜

す
、
我
を
長
し
我
を
育
す
、
我
を
顧
し
我
を
復
す
、
出
入
に
我
を
腹
す
、
こ
れ

が
徳
に
報
い
ん
と
欲
す
れ
ば
、
異
天
極
ま
り
岡
し
」
で
あ
る
。
親
が
心
を
込
め

て
慈
育
し
て
く
れ
た
思
い
出
に
ひ
た
り
、
果
て
し
な
い
親
愛
の
恩
情
に
対
す
る

《
ソ
0
1

6



)見下(性母む青を孝

報
謝
の
思
い
を
切
々
と
語
る
内
容
で
あ
る
。
内
容
は
父
母
へ
の
熱
い
慕
情
で
あ

り
、
「
父
や
我
を
生
み
」
と
は
述
べ
る
も
の
の
、
「
我
を
附
し
我
を
畜
す
、
我

を
長
し
我
を
育
す
、
我
を
擬
し
我
を
復
す
、
出
入
に
我
を
腹
す
」
の
叙
述
の
中

に
充
満
す
る
作
者
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
報
謝
の
熱
情
の
直
接
対
象
は
、
実
に
、
母

以
外
の
存
在
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
父
母
両
者
へ
の
思
慕
と
は
表
現
さ
れ
つ

つ
も
、
そ
の
実
質
的
な
対
象
は
や
は
り
母
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
表
明
し
て
い

る
と
見
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
「
詩
経
』
　
に
は
、
父
母
へ
の
思
い
を
語
る
詩
は

多
い
。
例
え
ば
「
小
雅
」
の
「
小
弁
」
に
は
、
「
抱
る
と
し
て
父
に
匪
ざ
る
靡

く
、
依
る
と
し
て
母
に
匪
ざ
る
靡
し
、
毛
に
属
ら
ざ
ら
ん
や
、
嘉
に
離
ら
ざ
ら

ん
や
」
と
あ
り
、
後
漠
の
鄭
玄
は
、
「
子
は
、
父
を
仰
ぎ
見
て
法
則
と
し
、
母

に
た
の
み
依
っ
て
成
長
す
る
も
の
で
、
父
か
ら
は
髪
膚
の
気
を
受
け
、
母
の
胎

内
に
居
っ
て
生
ま
れ
出
た
。
自
分
に
と
っ
て
大
き
な
恩
恵
が
あ
る
こ
と
を
い
う

も
の
で
あ
る
」
と
解
説
し
て
い
る
。
気
を
受
け
た
否
定
で
き
な
い
生
ま
れ
の
つ

な
が
り
が
あ
る
こ
と
で
、
父
と
い
う
存
在
を
認
定
し
て
い
る
が
、
母
と
は
、
こ

れ
に
依
存
し
て
成
長
し
、
胎
内
を
通
じ
て
の
特
に
密
接
な
つ
な
が
り
が
あ
る
こ

と
を
明
瞭
に
語
っ
て
い
る
。
父
は
子
に
人
生
の
お
き
て
を
示
す
存
在
で
あ
り
、

条
理
と
し
て
の
権
威
を
持
ち
、
母
は
肉
体
で
連
続
し
て
子
の
生
命
を
育
む
存
在

と
し
て
情
の
権
威
を
持
つ
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
、
「
小
雅
」
の
「
四
牡
」
に
、

父
母
へ
の
孝
養
の
思
い
を
述
べ
、
「
父
を
将
う
に
邊
あ
ら
ず
…
=
・
母
を
将
う
に

退
あ
ら
ず
…
…
母
を
将
ふ
こ
と
を
来
た
り
詮
ぐ
」
と
あ
り
、
「
毛
伝
」
　
に
、

「
父
は
、
尊
親
の
道
を
兼
ぬ
。
母
は
、
至
親
な
れ
ど
も
尊
は
至
ら
ず
」
と
説
明

し
て
い
る
　
(
r
礼
記
し
表
記
扇
に
、
「
母
は
、
親
し
く
し
て
尊
か
ら
ず
、
父
は
、
尊
く

し
て
親
し
か
ら
ず
」
と
)
。
子
に
お
け
る
父
と
母
の
関
わ
り
の
異
質
性
な
い
し
差

異
を
示
す
。
こ
こ
で
は
特
に
母
を
至
親
と
す
る
の
を
注
目
し
た
い
。
尊
と
い
う

認
識
で
結
び
つ
く
父
は
、
母
よ
り
も
、
親
と
し
て
の
次
元
を
異
に
し
て
隔
た
っ

て
、
子
と
対
応
す
る
。
情
の
面
で
、
子
が
こ
こ
ろ
で
実
感
し
て
、
た
め
ら
い
な

く
直
結
す
る
、
親
愛
感
情
を
抱
い
て
の
依
存
対
象
と
す
る
の
は
母
で
あ
る
こ
と

明
瞭
で
あ
ろ
う
。
ほ
か
に
、
母
へ
の
思
い
を
語
る
「
詩
経
』
　
の
作
品
と
し
て
、

例
え
ば
、
即
風
の
「
凱
風
」
が
あ
訂
。
「
兢
心
天
天
、
母
氏
幼
労
す
、
…
…
子
、

七
人
有
り
、
母
氏
労
苦
す
、
…
…
子
、
七
人
有
り
、
母
心
を
慰
む
る
莫
し
」
と

う
た
わ
れ
る
。
こ
の
詩
の
背
景
と
し
て
、
帝
国
の
淫
風
と
か
再
婚
の
こ
と
な
ど

が
議
論
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
さ
て
お
い
て
、
こ
こ
で
は
、
こ
れ
が
子
の
母
へ
の

感
謝
と
熱
い
慕
情
を
語
る
内
容
で
あ
る
こ
と
に
の
み
目
を
止
め
た
い
。
ま
た
貌

風
の
「
捗
帖
」
は
、
従
軍
の
子
が
故
郷
の
父
母
兄
へ
の
思
い
を
語
る
内
容
で
あ

る
が
、
「
父
日
わ
ん
、
嗟
予
が
子
、
役
に
行
き
て
、
夙
夜
巳
む
こ
と
無
か
ら
ん
、

…
…
母
日
わ
ん
、
嗟
予
が
李
、
役
に
行
き
て
、
夙
夜
寝
ぬ
る
こ
と
無
か
ら
ん
」

(
「
巳
」
と
「
寝
」
の
句
の
解
釈
は
、
朱
子
の
r
詩
集
伝
L
に
よ
る
)
と
あ
り
、
毛

伝
は
、
「
父
は
義
を
尚
ぶ
」
・
「
母
は
恩
を
尚
ぶ
」
と
説
明
す
る
。
ま
た
、
朱

子
の
r
詩
集
伝
』
　
に
は
、
「
尤
も
少
子
を
憐
愛
す
る
者
は
、
婦
人
の
情
な
り
」

と
補
説
し
て
い
る
。
こ
の
詩
で
も
、
情
の
面
で
母
と
子
が
直
結
す
る
関
係
に
あ

る
こ
と
を
容
易
に
想
像
せ
し
め
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
萄
子
』
礼
論
黛
に
は
、

「
父
、
能
く
こ
れ
を
生
ず
る
も
、
こ
れ
を
養
う
こ
と
能
は
ず
、
母
、
能
く
こ
れ

を
食
う
も
、
こ
れ
を
教
詩
す
る
こ
と
能
わ
ず
」
と
あ
り
、
r
礼
記
』
表
記
篤
に
、

「
今
、
父
の
子
を
親
し
む
や
、
賢
を
親
し
み
て
、
而
し
て
無
能
を
下
す
、
母
の

子
を
親
し
む
や
、
賢
な
れ
ば
、
則
ち
こ
れ
を
親
し
み
、
無
能
な
れ
ば
、
則
ち
こ

れ
を
憐
れ
む
、
母
は
、
親
し
く
し
て
尊
か
ら
ず
、
父
は
、
尊
く
し
て
親
し
か
ら

ず
」
と
見
え
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
子
に
と
っ
て
の
父
と
母
が
、
親
と
し
て
の

ど
の
よ
う
に
本
質
的
な
異
な
り
を
も
っ
て
対
応
す
る
存
在
で
あ
る
か
を
明
確
に

3
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語
っ
て
い
よ
う
。
ま
た
、
r
後
漢
書
』
列
伝
一
八
番
桁
伝
の
、
術
よ
り
田
邑
へ

の
報
書
に
、
「
夫
れ
人
道
の
本
、
恩
有
り
義
有
り
、
…
…
母
子
に
至
恩
あ
り
」

と
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
も
、
親
の
慈
し
み
の
情
愛
を
前
提
と
し
て
子
の
こ

こ
ろ
に
育
ま
れ
る
親
へ
の
思
慕
親
愛
や
報
謝
の
情
が
、
ま
ず
自
然
に
母
に
向
か

う
こ
と
明
白
と
い
え
よ
う
。
も
う
一
つ
こ
れ
を
確
認
す
る
資
料
に
注
目
し
て
お

こ
う
。
上
に
掲
げ
た
「
詩
経
』
小
雅
・
四
牡
の
「
母
を
将
う
こ
と
を
来
た
り
詮

ぐ
」
　
へ
の
、
唐
時
代
の
孔
穎
達
の
疏
に
よ
れ
ば
、
「
母
の
慈
恩
、
実
親
父
よ
り

も
多
し
」
と
い
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
も
、
親
の
慈
愛
に
つ
い
て
、
F
礼
記
』
大

学
篤
に
、
「
(
周
の
文
王
は
)
人
の
父
と
為
り
て
は
、
慈
に
止
す
」
と
、
こ
れ

を
親
と
し
て
の
父
の
も
の
と
す
る
の
が
た
て
ま
え
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
慈
愛
は
実
質
母
に
来
源
す
る
も
の
だ
と
い
う
認
識
は
、
古

来
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
な
お
、
『
礼
記
』
哀
公
開
篤
に
は
、

「
妻
な
る
者
は
、
親
の
主
な
り
。
敢
え
て
敬
せ
ざ
ら
ん
や
。
子
な
る
者
は
、
親

の
後
な
り
。
敢
え
て
敬
せ
ざ
ら
ん
や
。
…
…
身
な
る
者
は
、
親
の
枝
な
り
。
敢

え
て
敬
せ
ざ
ら
ん
や
」
と
い
う
。
こ
こ
に
い
う
「
親
の
主
」
は
、
後
の
「
親
の

後
」
　
「
親
臥
枝
」
と
続
く
の
か
ら
見
て
も
、
「
お
や
の
も
と
」
の
意
で
あ
ろ
う

が
、
唐
の
孔
穎
連
の
流
で
は
、
祭
祀
に
お
い
て
親
し
く
与
に
主
と
な
る
か
ら

「
親
の
主
」
と
い
う
の
だ
と
説
明
す
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
親
」
を
と
も
に

「
し
た
し
く
す
る
」
意
と
し
、
「
お
や
」
と
は
区
別
す
る
よ
う
で
あ
る
。
孔
流

が
、
こ
の
よ
う
に
受
け
止
め
る
の
は
、
.
.
夫
を
主
、
妻
を
従
と
す
る
儒
教
社
会
の

一
般
的
通
念
を
意
識
し
す
ぎ
る
か
ら
か
、
妻
を
「
主
」
と
す
る
表
現
へ
の
な
に

が
し
か
の
抵
抗
感
が
作
用
し
た
結
果
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
か
し
、
「
親
の
後
」

「
親
の
枝
」
と
後
に
並
ぶ
表
現
と
比
べ
て
も
、
こ
の
孔
疏
の
説
明
は
や
や
無
理

と
い
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
旧
来
の
解
釈
を
す
て
て
、
「
親
の

主
」
を
「
お
や
の
お
お
も
と
」
の
意
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
子
を
導
く

上
で
の
重
い
役
割
を
持
つ
親
に
お
い
て
、
子
の
母
た
る
妻
の
役
割
の
大
切
さ
な

い
し
子
に
対
し
て
母
の
持
つ
父
と
は
異
な
る
意
義
の
重
さ
を
語
る
資
料
の
一
つ

と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
上
掲
の
諸
資
料
と
比
較
勘
案
し
て
、

筆
者
は
、
こ
の
観
方
も
可
能
だ
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
、
古
来
の
諸
資
料
を
見
渡
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
親
へ
の
服
従
奉
仕
た

る
孝
観
念
の
形
成
は
、
親
の
発
す
る
慈
し
み
や
恩
恵
の
情
愛
を
機
縁
と
し
て
、

子
の
こ
こ
ろ
に
醸
成
さ
れ
る
親
愛
や
報
謝
の
情
を
構
築
母
胎
と
す
る
と
い
う
、

基
本
的
な
考
え
の
有
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
親
の
代
表

と
し
て
、
父
を
掲
げ
る
も
の
が
多
い
が
、
親
と
し
て
の
父
と
母
が
、
本
質
的
に
、

子
に
お
い
て
い
か
な
る
異
な
る
存
在
で
あ
る
の
か
を
説
く
諸
表
現
を
点
検
し
て

み
る
と
、
親
に
発
す
る
慈
愛
や
情
愛
の
根
源
は
実
に
母
に
在
る
こ
と
、
ま
た
、

父
を
提
示
す
る
も
の
も
、
儒
教
社
会
の
特
殊
な
男
女
観
に
よ
っ
て
、
男
性
た
る

父
を
親
の
権
威
の
代
表
と
す
る
意
味
か
ら
、
形
式
的
に
そ
の
処
置
を
と
っ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
が
も
う
一
つ
確
認
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
後
文
に
掲
げ
る
「
典
故

列
女
伝
』
巻
一
下
の
「
婦
徳
」
篇
下
に
も
、
「
人
子
、
少
き
時
、
母
と
最
も
親

し
、
挙
動
の
善
悪
、
父
、
或
い
は
知
る
能
わ
ず
。
母
は
則
ち
こ
れ
を
知
ら
ざ
る

無
し
」
と
い
う
。
親
と
子
の
関
係
に
お
け
る
父
母
の
役
割
の
差
に
関
す
る
明
確

な
指
摘
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
中
国
古
来
の
考
え
方
の
中
に
、

孝
観
念
を
芽
生
え
さ
せ
る
契
機
の
実
質
的
威
力
は
母
す
な
わ
ち
母
性
に
在
る
と

す
る
考
え
方
が
存
在
し
こ
れ
が
認
識
・
維
持
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
認
定
し
て
お

か
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
前
節
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
子
の
こ
こ

ろ
に
醸
成
さ
れ
る
親
愛
や
報
謝
の
情
に
つ
い
て
は
、
特
に
、
親
へ
の
報
謝
の
情

と
し
て
の
孝
の
観
念
が
積
極
的
な
実
践
道
徳
と
し
て
形
成
さ
れ
る
た
め
に
は
、

糾
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現
実
的
に
母
性
の
威
力
を
背
景
と
し
た
母
親
の
教
導
効
果
に
待
た
ね
ば
な
ら
な

.
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
後
に
言
及
す
る
。

(
三
)
　
子
を
導
く
父
と
母
の
役
割
意
義

そ
こ
で
、
次
に
、
以
上
で
確
認
し
た
と
こ
ろ
の
、
子
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
親

愛
の
情
と
尊
敬
の
念
と
い
う
特
徴
的
な
通
す
じ
を
通
し
て
結
び
つ
く
母
と
父
と

が
、
本
質
的
に
ど
の
よ
う
に
子
に
対
応
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
役
割
を
果

た
す
の
か
、
報
謝
や
奉
仕
の
精
神
が
ど
の
よ
う
な
仕
組
み
を
通
し
て
形
成
さ
れ

る
か
に
つ
い
て
、
ま
と
め
て
確
認
す
る
た
め
に
、
r
孝
経
』
士
章
第
の
文
章
に

注
目
し
て
み
よ
う
。
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
い
う
、
「
父
に
事
う
る
に
資
り
て
、

以
て
母
に
事
え
て
、
而
し
て
愛
同
じ
。
父
に
事
う
る
に
資
り
て
、
以
て
君
に
事

え
て
、
而
し
て
敬
同
じ
。
故
に
母
は
其
の
愛
に
取
り
て
、
而
し
て
君
は
そ
の
敬

に
取
る
。
之
を
兼
ぬ
る
者
は
父
な
り
。
故
に
、
孝
を
以
て
君
に
事
う
れ
ば
す
な

わ
ち
忠
な
り
」
　
(
F
大
戴
礼
記
し
本
命
篇
に
も
、
「
父
に
事
う
る
に
資
り
て
、
以
て
母

に
事
え
て
、
而
し
て
愛
同
じ
」
)
と
あ
る
。
こ
の
文
章
は
、
本
来
、
私
的
次
元
に

お
け
る
報
謝
や
服
従
の
精
神
を
、
社
会
的
な
公
の
奉
仕
の
精
神
と
し
て
、
す
な

わ
ち
親
へ
の
孝
を
君
へ
の
忠
と
し
て
変
質
し
実
践
せ
し
め
る
上
で
、
l
父
と
い
う

存
在
が
重
要
な
役
割
を
持
つ
こ
と
を
明
示
す
る
指
摘
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
子

に
と
っ
て
父
は
、
愛
を
、
敬
と
併
有
し
ま
た
公
的
な
敬
へ
と
質
的
転
換
せ
し
め

る
導
き
を
す
る
存
在
な
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
子
に
お
け
る
父
は
、
「
母
は

其
の
愛
に
取
り
」
と
い
う
情
愛
で
子
と
直
結
す
る
母
よ
り
も
、
親
し
み
と
い
う

点
で
、
本
質
的
に
隔
た
っ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
を
、
上
に
掲
げ
た
諸
資
料
、
す

な
わ
ち
「
母
は
、
親
し
く
し
て
尊
か
ら
ず
、
父
は
、
尊
く
し
て
親
し
か
ら
ず
」

な
ど
と
同
様
に
語
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
よ
う
に
子
に

接
し
て
、
父
と
は
異
質
の
親
存
在
で
あ
る
母
は
、
先
ず
子
の
こ
こ
ろ
に
形
成
さ

れ
る
親
へ
の
自
ず
か
ら
な
る
親
愛
・
信
頼
・
依
存
の
情
の
土
壌
に
対
し
て
、
後

で
指
摘
す
る
よ
う
に
、
母
性
の
威
力
を
背
景
と
し
た
教
導
的
対
応
を
も
っ
て
、

親
子
間
の
恩
愛
の
情
を
積
極
的
に
自
覚
・
醸
成
せ
し
め
、
さ
ら
に
、
子
の
、
親

へ
の
こ
の
思
慕
・
恩
愛
の
情
を
母
性
の
牽
引
力
を
も
っ
て
教
示
・
誘
導
し
て
、

こ
れ
を
、
親
へ
の
、
そ
し
て
親
の
権
威
の
代
表
た
る
父
へ
の
恩
愛
や
報
謝
の
自

覚
と
し
て
教
導
し
得
る
立
場
に
在
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
・
r
孝
経
』
　
の
こ
の

文
章
は
、
母
が
、
子
の
孝
の
精
神
の
基
本
的
な
部
分
を
培
養
す
る
者
と
し
て
の

実
質
的
権
威
を
有
す
る
こ
と
を
、
は
か
ら
ず
も
吐
露
し
て
い
る
と
い
る
と
い
え

る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
母
は
、
子
に
、
そ
の
身
に
直
に
通
じ
る
親
し
み
の

権
威
で
、
子
の
観
念
に
植
え
つ
け
醸
成
し
た
母
へ
の
恩
愛
の
情
を
、
己
を
通
し

て
子
が
知
覚
す
る
親
と
し
て
の
父
に
向
け
て
の
親
愛
感
情
と
し
て
形
成
し
、
父

へ
の
報
謝
の
念
と
す
る
よ
う
に
促
す
役
割
を
果
た
す
。
母
が
導
く
こ
の
親
愛
感

情
を
受
け
止
め
た
父
は
、
こ
れ
を
、
さ
ら
に
、
子
が
己
に
対
し
て
母
と
は
一
種

隔
た
っ
た
親
愛
の
情
の
一
面
と
し
て
抱
く
と
こ
ろ
の
尊
敬
・
畏
敬
の
念
の
中
に

送
り
込
ん
で
、
質
的
転
換
を
な
さ
し
め
、
尊
を
中
心
軸
と
す
る
親
へ
の
報
謝
の

念
を
完
成
せ
し
め
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
こ
の
報
謝
に
よ
る
服
従
奉
仕
の
精
神

を
、
社
会
的
な
公
の
奉
仕
観
念
に
変
質
せ
し
め
る
役
割
を
持
つ
存
在
と
し
て
、

子
に
対
応
し
て
い
く
。
か
く
し
て
、
父
は
、
親
へ
の
孝
を
そ
の
尊
の
権
威
で
統

合
し
、
こ
れ
を
、
敬
の
気
持
ち
を
機
縁
と
し
て
社
会
的
な
君
へ
の
忠
に
変
換
せ

し
め
る
仲
介
的
な
存
在
と
な
る
の
で
あ
る
。
現
実
の
権
威
と
し
て
父
は
、
子
に

君
臨
す
る
存
在
で
あ
る
が
、
母
の
発
す
る
慈
愛
へ
の
子
の
親
愛
や
信
頼
、
ま
た

依
存
や
教
導
さ
れ
る
報
謝
の
こ
こ
ろ
の
芽
生
え
が
無
け
れ
ば
、
こ
の
父
の
権
威
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は
確
立
の
契
機
を
持
ち
え
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
父
の
権
威
の
実
質
部

分
は
、
実
は
母
に
よ
っ
て
牽
制
支
持
さ
れ
て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。
な
お
、
儒
教
社
会
に
お
い
て
、
家
族
制
の
内
に
向
か
っ
て
の
私
的

な
孝
の
観
念
を
基
に
し
て
、
こ
れ
を
社
会
的
な
公
の
遺
徳
観
念
と
し
て
、
そ
の

形
成
を
促
す
の
は
、
母
性
の
支
援
を
前
提
と
し
た
父
と
い
う
存
在
で
あ
っ
た
こ

と
が
「
孝
経
』
な
ど
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
ま
た
、
「
論
語
』
に
お
い
て
も
、
孝
の
対
象
を
父
と
し
、
社
会
的
公
の
道

徳
と
し
て
の
仁
実
践
の
も
と
は
孝
弟
に
お
い
て
い
る
　
(
「
学
而
篇
」
に
、
「
三
年

父
の
道
を
改
む
る
こ
と
無
き
を
孝
と
謂
う
ペ
し
」
な
ど
、
ま
た
、
「
孝
弟
な
る
者
は
其

れ
仁
の
本
為
る
か
」
と
い
う
)
。
な
お
、
前
掲
の
　
r
萄
子
』
礼
論
篇
に
も
い
う
よ

う
に
、
「
父
、
能
く
こ
れ
を
生
ず
る
も
、
こ
れ
を
養
う
こ
と
能
わ
ず
、
母
、
能

く
こ
れ
を
食
う
も
、
こ
れ
を
敬
語
す
る
こ
と
能
わ
ず
」
が
、
父
母
の
役
割
意
義

の
明
確
な
差
異
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
も
、
親
と
し
て

の
母
は
、
慈
愛
を
背
景
と
し
て
、
親
子
の
恩
愛
の
情
や
子
の
親
愛
の
情
を
養
う

存
在
で
あ
り
、
父
は
、
母
か
ら
一
歩
身
を
隔
て
て
、
尊
敬
の
権
威
を
背
景
と
し

て
、
子
に
公
義
の
実
践
道
徳
を
導
く
存
在
と
指
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

儒
教
社
会
に
お
け
る
父
権
や
家
父
長
の
権
威
に
つ
い
て
、
従
来
の
研
究
は
、

単
に
こ
れ
を
男
性
の
一
方
的
な
権
限
の
角
度
か
ら
し
か
と
ら
え
よ
う
と
し
な
い
。

し
か
し
、
そ
の
父
権
構
造
の
深
層
に
は
、
表
面
の
こ
の
父
の
形
式
的
権
威
を
支

え
る
母
性
と
い
う
実
質
的
な
権
威
が
存
在
す
る
こ
と
を
見
極
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

近
来
の
研
究
者
自
体
が
す
で
に
儒
教
社
会
の
残
照
の
中
に
生
き
て
い
た
の
で
あ

る
か
ら
、
父
権
を
前
提
と
す
る
幻
想
の
中
で
母
性
の
権
威
と
い
う
も
の
を
無
意

識
的
に
忌
避
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
が
実
情
で
あ
ろ
う
。
儒
教
や
そ
の
社
会

の
本
質
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
観
点
に
加
え
て
、
そ
の
根
底
の
部
分
の
構
造
を

ほ
か
の
視
点
か
ら
分
析
究
明
し
て
み
る
研
究
が
工
夫
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
後
に
も
指
摘
す
る
が
、
儒
教
の
伝
統
の
流
れ
の
果
て

に
あ
る
今
日
の
わ
れ
わ
れ
か
か
か
え
る
現
実
諸
問
題
を
分
析
す
る
と
き
、
こ
こ

に
示
し
た
父
権
を
支
え
る
母
性
の
存
在
と
い
う
仮
説
は
、
諸
場
面
で
の
納
得
の

い
く
解
を
導
く
有
効
な
カ
ギ
を
提
供
す
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

(
四
)
　
慈
母
と
厳
母
-
歴
代
の
教
説
に
見
る

さ
て
、
以
上
に
よ
れ
ば
、
古
来
の
文
献
に
は
、
母
の
慈
愛
と
恩
恵
が
子
の
こ

こ
ろ
に
親
へ
の
報
謝
の
情
を
醸
成
す
る
始
源
と
な
る
と
い
う
基
本
的
な
考
え
方

が
う
か
が
え
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
す
で
に
示
唆
し
た
が
、
母

の
慈
愛
が
、
子
に
、
親
へ
の
報
謝
や
服
従
奉
仕
の
孝
の
精
神
と
し
て
定
着
す
る

た
め
に
は
、
母
は
、
母
性
の
慈
愛
・
保
護
を
前
提
と
し
て
、
教
導
な
い
し
方
向

づ
け
と
い
う
、
子
へ
の
さ
ら
な
る
積
極
的
人
為
的
な
処
置
を
下
さ
ね
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
こ
の
連
関
と
そ
の
過
程
を
認
識
し
な
け
れ
ば
、
親
の
慈
愛
が
子

に
孝
を
う
な
が
し
育
成
す
る
と
い
う
考
え
方
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
明
確
に
な
ら
な

い
。
な
お
、
社
会
道
徳
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
考
え
る
な
ら
、
前
節
に
も
述
べ

た
よ
う
に
、
母
と
父
の
役
割
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
母
は
慈
愛
、
父
は
公
の
道

徳
意
識
教
導
と
い
う
大
ま
か
な
区
別
は
で
き
る
。
し
か
し
、
父
の
教
導
を
有
効

な
ら
し
め
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
公
へ
の
忠
誠
発
揮
の
基
本
精
神
と
な
る
私
の

親
へ
の
服
従
奉
仕
と
し
て
の
孝
の
確
立
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て

も
、
母
性
の
慈
愛
・
保
護
の
威
力
は
、
さ
ら
に
、
母
の
新
た
な
積
極
的
意
識
的

努
力
に
よ
る
役
割
自
覚
を
も
と
に
、
子
へ
の
訓
導
の
面
に
展
開
施
行
さ
れ
る
こ

と
が
期
待
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
次
に
、
子
に
対
す
る
慈
愛
・
保
護
に
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連
な
り
続
い
て
設
定
さ
れ
る
母
の
役
割
自
覚
は
何
な
の
か
、
母
の
慈
愛
は
、
子

の
こ
こ
ろ
に
い
か
に
作
用
し
、
ど
の
よ
う
な
具
体
的
な
過
程
を
経
て
子
に
お
け

る
親
へ
の
報
謝
や
孝
の
精
神
と
し
て
実
を
結
ん
で
い
く
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の

か
に
つ
い
て
、
歴
代
の
関
連
資
料
に
目
を
通
し
な
が
ら
考
察
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
初
め
に
、
母
の
慈
愛
に
批
判
的
な
見
解
を
提
示
す
る
次
の
資
料
に
注
目

し
て
み
よ
う
。
「
史
記
』
列
伝
二
七
李
斯
伝
に
は
、
「
韓
非
子
』
を
引
い
て
、

「
慈
母
に
放
子
有
り
、
厳
家
に
格
虜
無
し
」
　
(
「
碩
学
」
篇
に
、
「
夫
れ
厳
家
に

惇
虜
無
く
、
而
し
て
慈
母
に
放
子
有
り
」
)
と
あ
る
。
こ
れ
は
一
見
、
慈
愛
に
も

と
づ
く
子
へ
の
母
の
対
応
を
基
本
的
に
は
否
定
す
る
内
容
で
あ
る
よ
う
に
受
け

止
め
ら
れ
る
。
事
実
、
「
列
女
伝
』
母
儀
篤
に
も
、
「
棄
母
姜
娠
」
を
は
じ
め
、

「
契
母
簡
秋
」
や
「
啓
母
塗
山
」
・
「
郁
孟
何
母
」
・
「
魯
季
敬
姜
」
・
「
楚
子

発
母
」
・
「
斉
田
櫻
母
」
に
お
い
て
も
、
確
か
に
、
母
の
厳
し
い
教
戒
や
譚
貢

が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
子
に
孝
の
実
践
を
う
な
が
し
人
生
の
指
針
を
示
し
す
も
の
と

し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
続
列
女
伝
』
　
の
「
陳
嬰

之
母
」
・
「
張
湯
之
母
」
・
「
餞
不
疑
母
」
・
「
厳
延
年
母
」
　
の
場
合
で
も
同
様

で
あ
り
、
歴
代
の
列
女
伝
記
資
料
に
お
け
る
賢
母
の
姿
は
、
な
べ
て
そ
の
優
し

さ
よ
り
も
厳
し
さ
に
お
い
て
示
さ
れ
称
賛
さ
れ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
事
実
は
、
一
見
、
親
の
慈
愛
と
子
に
お
け
る
孝
の
自
覚
や
実
践
と

の
関
連
を
述
べ
る
古
来
の
諸
指
摘
と
矛
盾
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
話
や
言
説
に
強
調
し
期
待
さ
れ
る
母
の
厳
し
い
教
戒
や
諸
費
は
、

実
は
、
慈
愛
を
も
っ
て
子
を
育
む
母
の
対
応
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
。
こ
こ
に
は
、
け
じ
め
の
な
い
過
剰
の
慈
愛
は
、
子
に
、
む
さ
ぼ
り
享
受

す
る
に
泥
む
惰
情
を
増
殖
さ
せ
て
増
長
さ
せ
、
子
の
こ
こ
ろ
に
育
成
さ
れ
る
べ

き
、
寄
与
し
て
報
謝
す
る
奉
仕
の
道
徳
精
神
を
、
む
し
ろ
枯
ら
し
瓦
解
さ
せ
て

し
ま
う
マ
イ
ナ
ス
効
果
を
も
た
ら
す
と
い
う
認
識
が
存
在
す
る
と
見
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
け
じ
め
の
な
い
慈
愛
の
問
題
点
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
「
顔
氏
家
訓
』

教
子
篇
に
は
、
後
引
の
よ
う
に
、
子
の
幼
い
と
き
に
は
厳
し
い
し
つ
け
が
大
切

だ
と
し
、
親
に
威
厳
が
有
っ
て
慈
愛
が
有
れ
ば
、
子
女
は
お
そ
れ
つ
つ
し
ん
で

孝
の
こ
こ
ろ
を
生
む
と
述
べ
、
「
吾
、
世
間
を
見
る
に
、
教
え
無
く
し
て
愛
の

み
有
り
、
毎
に
然
す
る
能
わ
ず
。
飲
食
運
為
に
、
其
の
欲
す
る
所
を
窓
に
す
。

宜
し
く
誠
す
べ
き
に
翻
っ
て
奨
し
、
応
に
呵
る
べ
き
に
反
っ
て
笑
う
。
(
子
は
)

識
知
有
る
に
至
れ
ば
、
謂
え
ら
く
、
法
当
な
る
の
み
と
。
騎
慢
巳
に
習
と
な
る
。

方
に
復
た
こ
れ
を
制
せ
ん
と
し
て
、
捧
捷
し
て
死
す
る
に
至
ト
り
ん
と
す
れ
ど
も

威
無
し
。
(
親
は
)
盆
怒
日
々
に
隆
な
れ
ど
も
(
子
は
)
増
怨
す
。
成
長
す
る

に
逮
び
て
、
終
に
放
徳
と
為
る
」
と
論
じ
る
。
ま
た
、
後
掲
の
「
典
故
列
女
伝
』

巻
一
下
、
「
婦
徳
篇
下
」
に
は
、
子
が
幼
い
と
き
は
母
が
最
も
親
し
く
身
近
か

に
あ
っ
て
子
の
挙
動
に
精
通
す
る
と
述
べ
、
「
故
に
、
母
教
尤
も
切
な
り
。
慈

愛
に
専
事
す
可
か
ら
ず
。
奨
驚
を
穣
成
し
て
、
以
て
敗
に
幾
か
ら
ん
な
れ
ば
な

り
」
と
云
っ
て
、
「
韓
非
子
』
　
の
「
慈
母
に
政
子
有
り
」
を
掲
げ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
厳
格
な
し
つ
け
が
、
子
に
理
想
的
な
道
徳
意
識
を
植
え
つ
け
る
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
、
親
愛
と
依
存
の
実
質
の
原
点
た
る
母
に
よ
る
厚
い
慈
愛
と
保
護

を
前
提
と
す
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
古
来
の
女
性
伝
記
の
類
に
は
、
ほ
と
ん
ど

無
理
な
く
当
然
に
そ
し
て
む
し
ろ
自
然
に
発
揮
さ
れ
る
母
の
慈
愛
の
部
分
に
つ

い
て
は
、
特
別
の
教
示
を
要
し
な
い
か
ら
、
省
略
し
て
語
ら
な
い
だ
け
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
実
母
の
慈
愛
に
つ
い
て
は
こ
と
さ
ら
に
取
り
上
げ
な
い
劉
向

r
列
女
伝
』
　
に
お
い
て
、
「
母
儀
」
篇
の
「
貌
芭
慈
母
」
・
「
賢
明
」
第
の

「
晋
超
衰
妾
」
・
「
節
義
」
篇
の
「
斉
義
継
母
」
な
ど
で
、
継
母
の
犠
牲
的
慈

愛
を
紹
介
す
る
こ
と
か
ら
し
て
明
白
で
あ
る
。
精
神
的
努
力
が
伴
わ
な
け
れ
ば
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発
揮
で
き
な
い
の
が
継
母
の
慈
愛
で
あ
り
、
子
へ
の
慈
愛
が
発
揮
さ
れ
な
け
れ

ば
、
家
に
お
け
る
孝
の
育
成
が
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
こ
と
さ
ら
に
継
母
の
慈

愛
が
称
賛
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
後
で
も
掲
げ
る
呂
坤
撰
F
閏
範
』

巻
四
母
道
に
、
「
母
は
、
其
の
慈
に
取
ら
ず
、
而
し
て
其
の
教
に
取
る
。
溺
愛

・
姑
息
す
る
は
、
敬
う
る
の
難
し
と
す
る
所
な
り
。
継
母
は
、
其
の
教
を
責
め

ず
、
其
の
慈
を
貴
む
。
忌
嫌
・
憎
悪
す
る
は
、
慈
の
難
し
と
す
る
所
な
り
云
々
」

と
あ
る
の
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
　
(
な
お
、
拙
著
F
儒
教
社
会
と
母
性
し
貢

三
一
二
～
三
一
七
参
照
)
。

親
の
慈
愛
と
威
厳
が
孝
を
育
む
と
明
確
に
指
摘
す
る
「
顔
氏
家
訓
』
教
子
黛

の
指
摘
に
も
う
一
度
目
を
止
め
て
お
こ
う
。
そ
こ
に
は
、
慈
愛
が
孝
の
結
実
に

い
た
る
教
導
の
意
義
に
つ
い
て
、
古
来
の
諸
資
料
に
結
び
つ
く
次
の
よ
う
な
明

確
な
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
ど
も
の
し
つ
け
に
厳
格
な
対
応

が
欠
落
し
た
ら
成
長
し
て
放
徳
の
人
に
な
る
と
指
摘
し
、
「
父
母
、
威
厳
に
し

て
而
し
て
慈
有
れ
ば
、
則
ち
子
女
、
畏
憤
し
て
而
し
て
孝
を
生
ず
」
と
述
べ
て

い
る
。
威
厳
と
慈
愛
が
相
互
に
作
用
し
て
、
子
の
こ
こ
ろ
に
畏
憶
の
念
を
形
成

し
、
そ
の
精
神
的
緊
張
が
親
へ
の
従
順
な
服
従
奉
仕
た
る
孝
を
成
就
せ
し
め
る

の
で
あ
る
周

親
の
威
厳
は
(
子
を
従
え
導
く
存
在
と
し
て
欠
落
し
て
は
な
ら
な
い
が
、
慈

愛
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
、
親
は
単
な
る
恐
れ
の
対
象
と
な
っ
て
し
ま
い
、
血

縁
の
う
ら
づ
け
あ
る
親
愛
の
情
や
親
へ
の
依
存
と
信
頼
を
中
身
と
す
る
孝
の
報

謝
の
精
神
は
完
成
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
、
子
の
こ
こ
ろ
に
、
親
へ

の
服
従
奉
仕
を
う
な
が
し
納
得
せ
し
め
る
契
機
は
、
母
の
慈
愛
に
よ
っ
て
子
の

こ
こ
ろ
に
形
成
さ
れ
る
依
存
と
親
愛
・
信
頼
に
あ
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
だ

か
ら
、
古
来
の
列
女
伝
記
に
し
ば
し
ば
掲
げ
ら
れ
る
賢
母
が
、
諸
費
し
諌
め
る

こ
と
を
通
し
て
子
を
導
く
存
在
と
し
て
登
場
す
る
の
は
、
実
に
、
母
が
慈
愛
を

も
っ
て
子
に
接
し
、
親
へ
の
信
頼
と
依
存
を
導
く
存
在
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と

す
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
子
は
、
母
性
へ
の
信
頼
と
依
存
に
よ
っ
て
存
在
へ
の

す
べ
て
の
不
安
か
ら
保
護
さ
れ
精
神
的
安
定
を
得
る
の
で
あ
る
か
ら
、
母
の
命

令
に
従
わ
ず
諸
要
さ
れ
母
か
ら
拒
絶
さ
れ
て
起
こ
る
不
安
や
恐
怖
を
本
能
的
に

忌
避
し
、
母
の
指
示
を
受
け
入
れ
て
、
母
と
の
精
神
の
も
と
の
調
和
状
況
を
積

極
的
に
回
復
し
よ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
母
の
譚
貴
や
教
導
が
威
厳
を
持
っ
て

効
果
を
発
揮
す
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
例
え
ば
劉
向
r
列
女
伝
」
母
儀
篇

の
「
郁
孟
輯
母
」
で
、
母
が
譚
資
す
る
有
名
な
「
孟
母
断
機
」
の
場
面
は
次
の

よ
う
で
あ
る
。

孟
子
勉
学
時
代
の
話
。
あ
る
日
、
勉
強
か
ら
帰
っ
た
孟
子
に
、
機
織
り
中
の

母
は
、
今
日
は
ど
ん
な
こ
と
を
新
た
に
修
得
し
か
と
問
う
。
孟
子
は
、
特
に
報

告
す
る
ほ
ど
の
進
展
は
あ
り
ま
せ
ん
と
答
え
る
。
す
る
と
孟
母
は
、
や
に
わ
に

小
刀
を
取
り
上
げ
て
紙
り
か
け
の
布
を
断
ち
切
る
。
突
然
の
母
の
気
色
に
脅
え

お
そ
れ
た
孟
子
が
わ
け
を
尋
ね
る
と
、
母
は
説
き
聞
か
せ
る
、
「
あ
な
た
が
勉

強
の
気
を
緩
め
る
の
は
、
わ
た
し
が
こ
の
綴
り
か
け
の
布
を
途
中
で
断
ち
切
る

よ
う
な
も
の
。
立
派
な
男
子
は
、
学
問
を
修
め
て
人
か
ら
認
め
ら
れ
、
人
に
問

う
て
知
見
を
広
め
る
も
の
。
だ
か
ら
一
家
を
代
表
し
て
身
分
も
落
ち
着
き
社
会

生
活
も
平
穏
に
送
れ
る
。
だ
の
に
、
▼
今
か
ら
勉
強
に
気
が
入
ら
な
い
で
は
、
人

か
ら
信
頼
さ
れ
る
よ
う
な
者
に
は
な
れ
ぬ
し
、
人
生
を
発
展
的
に
設
計
し
一
家

を
安
泰
に
す
る
術
も
身
に
着
け
得
ま
い
。
主
婦
た
る
母
の
つ
と
め
は
、
機
織
り

し
ご
と
と
家
族
の
食
物
の
面
倒
を
み
る
こ
と
。
気
を
緩
め
ず
己
の
つ
と
め
の
自

覚
を
持
続
し
な
け
れ
ば
、
夫
や
子
に
着
物
の
不
自
由
無
く
、
ひ
も
じ
い
思
い
も

さ
せ
ぬ
役
目
は
果
た
せ
な
い
。
女
が
食
べ
物
へ
の
費
任
感
を
持
た
ず
、
男
が
人

槌
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格
形
成
へ
の
努
力
を
し
な
く
な
っ
た
ら
、
一
人
前
の
人
間
と
し
て
生
き
て
い
く

気
概
も
資
格
も
な
く
な
り
ま
す
」
と
。
孟
子
は
、
こ
の
深
刻
な
母
の
教
え
に
お

そ
れ
つ
つ
し
ん
で
反
省
し
、
毎
日
熱
心
に
勉
学
に
勤
し
ん
だ
。
・

常
と
異
な
る
母
の
対
応
に
、
子
は
敏
感
に
反
応
し
て
緊
張
し
、
母
の
説
得
を

従
順
に
聴
取
し
て
、
真
剣
に
恐
縮
し
、
指
示
の
ま
ま
に
実
践
に
誘
導
さ
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
同
篇
の
「
楚
子
発
母
」
や
忠
孝
を
教
導
す
る
「
斉
田
榎
母
」
の
場

合
も
同
様
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
を
通
し
て
、
こ
の
よ
う
な
慈
愛
・
信
頼
・
依
存
の
対
応
の
し
く

み
か
ら
し
て
も
、
親
し
み
の
点
で
は
母
に
は
る
か
に
及
ば
な
い
父
に
は
、
こ
の

役
割
は
果
た
し
難
い
こ
と
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
し
、
慈
愛
を
実
質
と
す
る
母

が
、
父
の
権
威
と
威
厳
を
支
援
し
て
保
証
し
て
子
に
紹
介
す
る
と
き
、
父
は
、

は
じ
め
て
、
親
愛
の
情
を
通
路
と
す
る
服
従
の
対
象
と
な
り
え
る
だ
ろ
う
。
母

の
慈
愛
と
詰
責
が
そ
の
根
を
一
に
し
連
続
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
拙

著
「
儒
教
社
会
と
母
性
」
　
に
お
い
て
も
論
述
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
　
(
研
究
篇
第

六
章
)
。
「
韓
非
子
』
解
老
第
に
は
、
「
老
子
』
第
六
七
章
の
「
慈
な
る
が
故

に
能
く
勇
」
に
つ
い
て
解
説
し
、
慈
母
が
お
さ
な
子
の
た
め
に
、
し
あ
わ
せ
を

願
っ
て
身
を
挺
し
て
思
慮
を
尽
く
す
姿
を
た
と
え
と
し
て
、
聖
人
の
き
わ
ま
り

な
き
努
力
を
説
明
す
る
。
「
韓
非
子
』
　
に
は
、
上
の
よ
う
な
母
の
慈
愛
否
定
の

こ
と
ば
が
見
え
な
が
ら
も
、
一
方
で
は
、
慈
母
の
威
力
効
果
を
認
め
て
い
る
の

で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
書
に
お
い
て
も
、
基
本
的
に
母
の
慈
愛
は
否
定
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

(
五
)
　
母
の
教
導
-
慈
愛
と
厳
訓

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
、
厳
母
の
役
割
意
義
を
整
理
し
て
お
い
て
、
歴
代
の

文
献
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
子
を
導
く
親
の
厳
し
さ
を
説
く
も
の
の
多
い
理

由
が
明
ら
か
と
な
る
。
上
記
列
女
伝
記
の
他
に
、
例
え
ば
、
す
で
に
紹
介
し
た

r
説
苑
』
建
本
篇
以
下
、
後
世
の
孝
子
伝
記
に
も
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
る

伯
愈
の
説
話
が
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
苔
を
も
っ
て
子
を
教
導
す
る
母
が
登
場
す

る
。
ま
た
「
管
子
』
形
勢
解
第
に
は
、
「
弱
子
は
、
慈
母
の
愛
す
る
所
な
り
。

(
さ
れ
ど
)
其
の
理
を
以
て
動
か
ざ
れ
ば
、
瓦
を
下
す
も
、
慈
母
も
こ
れ
を
苔

う
つ
」
と
い
う
。
そ
し
て
、
後
世
で
も
、
教
子
に
お
け
る
母
の
厳
格
が
求
め
ら

れ
、
司
馬
光
撰
r
家
範
』
巻
三
母
に
は
、
「
人
の
母
為
る
者
は
、
慈
な
ら
ざ
る

を
患
え
ず
、
愛
す
る
こ
と
を
知
れ
と
も
、
而
れ
ど
も
敬
う
る
こ
と
を
知
ら
ざ
る

を
患
う
。
…
…
愛
し
て
而
し
て
教
え
ざ
れ
ば
、
不
肖
に
治
り
、
大
意
に
陥
り
、

刑
辟
に
入
り
、
乱
亡
に
帰
わ
使
む
。
他
人
、
こ
れ
を
放
る
に
非
ざ
る
な
り
。
母
、

こ
れ
を
放
る
な
り
。
古
よ
り
今
に
及
ぶ
ま
で
、
是
く
の
若
き
者
多
き
な
り
。
悉

く
は
数
う
可
か
ら
ず
」
と
い
う
。
盲
愛
す
る
だ
け
で
厳
し
い
教
え
の
自
覚
が
欠

落
し
た
場
合
の
母
の
愛
は
、
子
の
人
間
性
を
損
な
う
も
の
だ
と
し
て
い
る
。
こ

こ
に
い
う
「
慈
な
ら
ざ
る
を
患
え
ず
」
は
、
母
の
慈
愛
に
対
す
る
か
な
り
厳
し

い
見
解
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
家
範
』
に
お
い
て
も
、
子
を
導
く
上
で

の
親
の
愛
情
の
必
要
性
が
十
分
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
他
の
個
所
で
分
か

る
。
す
な
わ
ち
、
「
父
」
の
項
に
、
親
の
子
に
対
す
る
愛
情
と
教
導
の
か
ね
あ

い
を
、
r
大
戴
礼
記
』
骨
子
立
事
篇
よ
り
、
「
君
子
の
子
に
於
け
る
や
、
こ
れ

を
愛
し
て
面
す
勿
き
な
り
云
々
」
を
引
い
て
説
く
。
子
に
対
し
て
は
、
こ
こ
ろ

で
愛
し
て
い
て
も
そ
れ
を
あ
か
ら
さ
ま
に
安
易
に
表
現
し
て
は
な
ら
ず
、
そ
の

表
情
や
態
度
は
気
高
く
厳
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
、
導
き
従
え
る
に

は
正
当
な
道
理
を
も
っ
て
す
る
べ
き
で
あ
り
無
理
強
い
し
て
ほ
な
ら
ぬ
と
い
う
。
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そ
し
て
、
正
当
な
道
で
従
え
な
け
れ
ば
親
の
尊
厳
は
す
た
れ
る
し
、
強
制
す
れ

ば
恩
愛
は
そ
こ
な
わ
れ
る
と
述
べ
る
の
で
あ
る
(
こ
こ
に
は
、
す
で
に
引
用
し
た

「
父
、
父
た
ら
ざ
れ
は
云
々
」
や
、
「
父
、
…
…
黒
を
以
て
白
と
な
せ
ば
云
々
」
な
ど

と
同
様
の
認
識
が
あ
る
)
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
親
の
威
厳
は
、
子
を
善
導
す
る

上
で
必
須
の
条
件
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
そ
の
前
提
と
し
て
の
愛
情
と
理
に
適
っ

た
対
応
を
抜
き
に
し
て
は
、
す
べ
て
は
何
の
意
義
も
効
果
の
実
り
も
な
い
こ
と

を
強
調
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
こ
こ
で
、
母
に
お
け
る
慈
へ
の
否
定
的
な
指
摘

を
敢
え
て
示
し
た
の
は
、
と
も
す
れ
ば
け
じ
め
の
な
い
亡
自
愛
に
流
れ
や
す
い
母

性
の
傾
向
を
懸
念
し
て
、
こ
と
さ
ら
に
強
調
し
た
に
過
ぎ
ぬ
と
見
る
べ
き
で
あ

る
。
表
現
は
複
雑
で
あ
る
が
、
「
家
範
』
　
に
お
い
て
も
、
や
は
り
子
を
導
く
親

の
慈
愛
の
意
義
を
基
本
的
に
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
指
摘

を
も
と
に
し
て
、
総
じ
て
い
え
ば
、
こ
れ
ら
の
底
流
に
あ
る
も
の
は
、
厳
し
い

教
導
が
な
け
れ
ば
、
子
の
孝
を
は
じ
め
と
す
る
諸
道
徳
感
情
は
確
立
し
な
い
と

い
う
考
え
か
た
で
あ
る
。

次
に
、
呂
坤
撰
r
閏
範
』
巻
四
母
道
に
、
「
母
は
、
其
の
慈
に
取
ら
ず
、
而

し
て
其
の
教
に
取
る
。
溺
愛
・
姑
息
す
る
は
、
敬
う
る
の
難
し
と
す
る
所
な
り
。

継
母
は
、
へ
其
の
教
を
責
め
ず
、
其
の
慈
を
青
む
。
忌
嫌
・
憎
悪
す
る
は
、
慈
の

難
し
と
す
る
所
な
り
云
々
」
と
い
う
。
黄
尚
文
等
撰
「
古
今
閏
範
』
も
、
巻
一

の
「
母
儀
」
に
、
「
魯
季
敬
姜
」
以
下
の
一
三
条
を
掲
げ
る
が
、
い
ず
れ
も
慈

愛
で
な
く
譚
宣
し
て
諌
め
導
く
母
を
紹
介
す
る
。
ま
た
「
付
継
母
」
と
し
て
掲

げ
る
三
条
に
、
「
貌
芭
慈
母
」
・
「
慈
母
柴
氏
」
な
ど
、
「
慈
母
」
を
付
す
る
。

劉
氏
(
王
節
婦
)
撰
「
女
範
捷
録
』
母
儀
篇
に
、
「
母
儀
は
、
父
訓
よ
り
先
ん

じ
、
慈
教
は
、
義
方
よ
り
厳
し
」
と
示
し
、
古
来
の
厳
母
の
事
例
を
列
挙
す
る
。

こ
れ
ら
に
お
け
る
母
の
任
務
役
割
へ
の
認
識
は
、
呂
坤
「
閏
範
』
と
同
様
で
あ

る
。
な
お
、
成
立
は
明
代
と
も
云
わ
れ
る
が
、
実
は
清
代
の
も
の
と
思
わ
れ
る

作
者
不
詳
の
「
典
故
列
女
伝
』
四
巻
(
前
掲
。
但
し
原
本
は
措
藍
鼎
元
編
r
女
学
」

六
巻
)
と
い
う
書
が
あ
る
。
こ
の
書
の
巻
一
下
の
「
婦
徳
」
篇
下
(
r
女
学
」

巻
三
)
の
「
九
二
章
」
の
論
説
補
説
部
分
に
、
「
人
子
、
少
き
時
、
母
と
最
も
親

し
、
挙
動
の
善
悪
、
父
、
或
い
は
知
る
能
わ
ず
。
母
は
則
ち
こ
れ
を
知
ら
ざ

る
無
し
。
故
に
母
教
尤
も
切
な
れ
ば
、
慈
愛
に
専
事
す
べ
か
ら
ず
。
柴
鷲
を
醸

成
し
て
、
以
て
敗
と
干
す
に
幾
か
ら
ん
」
　
(
「
女
学
L
同
文
)
と
述
べ
る
。

い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
母
の
厳
格
を
要
請
す
る
も
の
が
目
に
つ
く
が
、
こ
れ

ら
も
や
は
り
、
決
し
て
母
の
慈
愛
を
不
要
と
し
廃
棄
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む

し
ろ
、
母
が
そ
の
本
来
子
に
慈
愛
を
も
っ
て
接
す
る
こ
と
の
成
長
過
程
に
お
け

る
教
導
意
義
を
認
定
す
る
(
た
と
え
ば
「
典
故
列
女
伝
」
な
ど
)
ゆ
え
に
、
前
掲

の
諸
文
献
の
場
合
の
よ
う
に
、
溺
愛
に
流
れ
て
教
導
効
果
を
そ
こ
な
う
懸
念
へ

の
補
償
意
識
か
ら
、
ま
た
、
教
訓
や
方
向
づ
け
を
伴
わ
な
け
れ
ば
、
子
の
道
徳

感
情
は
育
成
さ
れ
な
い
と
い
う
認
識
か
ら
、
こ
れ
ら
の
慈
愛
警
戒
は
提
出
さ
れ

た
も
の
だ
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
た
び
た
び
指
摘
す
る
よ
う
に
、
も
と

も
と
、
は
じ
め
に
母
に
慈
愛
の
対
応
が
な
け
れ
ば
、
厳
し
い
苔
も
詔
貴
も
、
子

に
お
い
て
な
ん
ら
教
導
や
説
得
の
効
果
を
生
じ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

も
、
す
で
に
紹
介
し
た
古
来
の
諸
文
献
に
明
確
に
語
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
前
述

の
よ
う
に
、
慈
愛
の
源
で
あ
り
親
愛
の
情
や
信
頼
と
依
存
の
唯
一
の
対
象
で
あ

る
母
に
譚
貴
・
拒
絶
さ
れ
て
芽
生
え
る
自
己
の
存
立
へ
の
不
安
や
恐
怖
の
感
情

が
、
子
に
精
神
の
緊
張
を
も
た
ら
し
自
省
や
悔
悟
の
気
持
ち
を
生
じ
さ
せ
、
そ

こ
で
、
子
は
、
す
す
ん
で
、
親
へ
の
親
愛
や
信
頼
・
依
存
の
遺
す
じ
を
さ
か
の

ぼ
り
た
ど
っ
て
、
親
へ
の
服
従
奉
仕
を
報
謝
の
義
務
と
し
掟
と
し
て
己
の
精
神

の
中
に
積
極
的
に
建
立
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
母
の
琵
貴
や
苔
は
、

0
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子
に
服
従
従
順
を
指
示
し
孝
の
遂
行
を
自
覚
さ
せ
る
方
向
づ
け
し
つ
け
の
意
義

を
持
ち
、
導
き
の
一
過
程
で
、
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
手
段
で
は
あ
る
が
、
そ

れ
は
、
そ
の
根
源
に
母
の
慈
愛
が
有
っ
て
初
め
て
効
果
を
発
す
る
教
導
の
手
段

で
あ
る
こ
と
を
見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
母
の
慈
愛
と
温
も
り
は
、

本
来
、
子
に
お
け
る
精
神
安
定
の
源
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
と
も
す
れ
ば

冷
酷
な
対
応
を
し
て
し
ま
い
や
す
い
継
母
に
、
特
に
慈
愛
を
求
め
て
い
る
こ
と

か
ら
も
、
こ
の
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
た
だ
、
実
母
は
慈
愛
に
の

み
流
れ
や
す
く
、
継
母
は
厳
し
さ
に
流
れ
や
す
い
の
で
あ
る
。
な
お
、
子
の
親

へ
の
報
謝
の
実
践
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
の
で
き
る
孝
は
、
そ
の
実
践
の
結
果

や
か
た
ち
は
自
発
的
の
様
相
を
見
せ
、
諸
「
孝
子
伝
』
な
ど
も
子
の
自
覚
的
積

極
的
実
践
が
称
賛
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
る
が
、
本
質
は
、
そ
れ
を
欲
す
る
者
に

よ
る
教
育
・
教
化
に
よ
っ
て
う
な
が
さ
れ
か
た
ち
づ
く
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、

子
の
精
神
の
中
に
自
然
自
発
的
に
形
成
さ
れ
る
も
の
と
は
い
え
な
い
。
す
で
に

掲
げ
た
諸
資
料
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
精
神
は
、
も
と
も
と
母
の
子

に
対
す
る
諸
費
・
教
導
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
ゆ
え
に
、
親
の
慈

愛
が
子
に
お
い
て
主
体
的
に
受
け
止
め
ら
れ
、
こ
れ
が
子
の
高
度
な
道
徳
精
神

の
中
で
自
然
に
発
酵
し
て
子
に
お
け
る
積
極
的
な
報
謝
と
し
て
の
孝
の
実
践
と

な
る
と
い
う
性
格
の
も
の
で
は
な
い
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
た

だ
し
、
子
に
お
け
る
子
孝
の
実
践
を
自
発
的
な
姿
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る

と
す
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
な
仮
説
が
許
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、

己
が
存
立
の
安
定
と
安
全
た
め
に
親
へ
の
親
愛
や
信
頼
・
依
存
を
必
要
と
す
る

子
は
、
譚
貴
に
よ
っ
て
教
導
さ
れ
る
親
へ
の
服
従
奉
仕
の
義
務
を
、
己
の
内
か

ら
わ
き
起
こ
る
報
謝
な
い
し
報
恩
と
い
う
積
極
的
な
遺
徳
理
念
と
し
て
認
識
し

な
お
し
、
納
得
し
て
主
体
的
に
孝
を
遂
行
す
る
と
も
理
解
で
き
そ
う
で
あ
る
。

で
も
、
儒
教
社
会
に
お
い
て
は
、
子
に
は
、
終
始
、
親
に
依
存
し
奉
仕
す
る
以

外
の
選
択
肢
は
は
じ
め
か
ら
提
供
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
孝
の
実
践

に
お
け
る
子
の
主
体
性
や
積
極
性
は
本
来
不
完
全
な
の
で
あ
り
、
一
種
の
仕
組

ま
れ
た
幻
想
と
見
な
す
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。
そ
し
て
ま
た
、
報
恩
そ
の
も
の

が
す
で
に
強
制
を
本
質
と
す
る
要
求
を
背
景
と
す
る
こ
と
も
見
逃
し
て
は
な
る

ま
い
。こ

の
こ
と
は
後
に
再
び
考
察
す
る
こ
と
に
し
、
母
の
慈
愛
と
厳
格
を
子
女
教

育
の
要
諦
と
す
る
指
摘
に
つ
い
て
、
そ
の
外
の
文
献
に
も
目
を
通
し
て
お
こ
う
。

た
だ
、
そ
の
内
容
は
大
体
は
同
様
で
、
格
別
に
新
た
な
要
素
が
兄
い
だ
せ
る
わ

け
で
は
な
く
、
論
旨
の
展
開
上
特
に
必
要
な
資
料
で
あ
る
と
い
え
る
わ
け
で
は

な
い
。
ほ
と
ん
ど
博
引
勇
証
の
域
を
出
な
い
作
業
で
は
あ
る
が
、
同
様
な
指
摘

が
執
拗
に
く
り
か
え
さ
れ
る
事
実
を
確
認
す
る
こ
と
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
儒
教

社
会
家
族
制
に
お
い
て
、
そ
れ
が
母
と
い
う
存
在
に
歴
代
共
通
し
て
要
請
さ
れ

る
役
割
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
こ
と
を
承
知
し
え
る
で
あ
ろ
う
。

唐
時
代
の
鄭
氏
按
と
い
わ
れ
る
「
女
孝
経
』
母
儲
章
第
一
七
に
、
「
夫
れ
人

の
母
為
る
者
は
、
其
の
礼
を
明
ら
か
に
す
る
な
り
。
こ
れ
に
和
す
る
に
恩
愛
を

以
て
し
、
こ
れ
に
示
す
に
厳
毅
を
以
て
す
。
動
き
て
は
礼
に
合
し
、
言
え
ば
必

ず
経
有
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
母
の
恵
み
の
愛
情
と
厳
し
き
教
示
を
連
ね
る
。

ま
た
、
明
の
仁
孝
文
皇
后
撰
と
さ
れ
る
「
内
訓
』
母
儀
第
一
六
に
は
、
子
の
訓

育
を
女
子
の
義
務
と
し
、
「
女
子
な
る
者
は
、
…
…
以
て
其
の
子
を
訓
う
る
者

な
り
。
こ
れ
を
敬
う
る
と
は
、
こ
れ
を
導
く
に
徳
義
を
以
て
し
、
こ
れ
を
養
う

に
廉
透
を
以
て
し
、
こ
れ
を
率
い
る
に
勤
倹
を
以
て
す
。
こ
れ
に
本
づ
く
に
慈

愛
を
以
て
し
、
こ
れ
に
臨
む
に
厳
格
を
以
て
す
」
と
、
慈
愛
と
厳
格
を
子
に
接

す
る
二
大
要
点
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
際
、
こ
の
二
大
要
点
の
施
行
上
で
注
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意
す
べ
き
事
柄
と
し
て
、
次
の
点
を
特
に
指
示
す
る
。
「
慈
愛
、
姑
息
に
至
ら

ず
。
厳
格
、
傷
恩
に
至
ら
ず
。
傷
恩
な
れ
ば
則
ち
離
れ
、
姑
息
な
れ
ば
則
ち
縦

に
し
て
、
而
し
て
教
え
行
わ
れ
ず
」
と
。
古
来
の
文
献
の
言
説
と
同
様
に
、
慈

愛
の
陥
り
や
す
い
と
こ
ろ
は
け
じ
め
の
な
い
盲
愛
で
あ
り
、
子
は
、
自
制
心
な

く
む
や
み
に
わ
が
ま
ま
で
礼
を
ま
き
ま
え
な
い
人
と
な
る
。
厳
格
の
陥
り
や
す

い
と
こ
ろ
は
恵
み
の
愛
情
が
そ
こ
な
わ
れ
て
、
子
は
、
親
愛
や
信
頼
が
そ
こ
な

わ
れ
、
親
に
慕
い
よ
る
気
持
ち
を
育
め
ず
離
反
し
て
し
ま
う
と
い
う
。
慈
愛
と

厳
格
と
は
二
大
要
点
で
は
あ
る
が
、
「
内
訓
』
に
お
い
て
も
、
子
を
導
く
上
で

の
必
要
条
件
は
や
は
り
慈
愛
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
さ
き

に
す
で
に
掲
げ
た
が
、
同
書
「
慈
幼
」
第
一
八
に
、
孝
は
、
父
母
の
慈
愛
に
よ

っ
て
養
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
不
慈
で
あ
れ
ば
、
子
の
こ
こ
ろ
は
親
か
ら
離

反
し
て
孝
の
こ
こ
ろ
は
育
ち
難
い
と
指
摘
し
て
い
る
の
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で

あ
る
。
儒
教
社
会
に
お
け
る
も
ろ
も
ろ
の
公
の
礼
義
の
出
発
点
は
常
に
孝
の
確

立
に
置
か
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
親
の
教
訓
は
、
た
び
た
び
く
り
か
え
す
よ
う

に
、
具
体
的
に
は
、
子
に
孝
を
教
導
す
る
こ
と
を
第
一
義
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、

母
の
慈
愛
は
、
子
の
こ
こ
ろ
に
母
へ
の
信
頼
心
や
依
存
心
を
育
み
、
こ
の
精
神

的
基
盤
に
母
の
道
理
に
通
っ
た
一
定
の
規
制
や
指
示
が
こ
め
ら
れ
付
与
さ
れ
て
、

子
の
こ
こ
ろ
に
は
従
順
服
従
の
精
神
が
構
築
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
と
い

え
よ
う
。
こ
れ
も
す
で
に
た
び
た
び
述
べ
た
よ
う
に
、
孝
は
親
へ
の
服
従
奉
仕

で
あ
る
と
規
定
で
き
よ
う
か
ら
、
孝
は
、
母
の
慈
愛
を
そ
の
形
成
基
盤
と
す
る

実
践
道
徳
の
理
念
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
儒
教
社
会
に
お
け
る
人
間
の
社
会
性

は
、
母
の
慈
愛
に
よ
っ
て
ま
ず
そ
の
芽
生
え
の
環
境
が
整
え
ら
れ
、
そ
し
て
さ

ら
に
、
時
に
は
道
真
を
と
も
な
う
厳
正
な
る
母
の
教
戒
を
通
し
て
導
か
れ
完
成

さ
れ
る
と
認
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

r
典
故
列
女
伝
』
巻
一
下
(
r
女
学
し
巻
三
)
、
「
婦
徳
」
篇
下
「
九
二
章
」

～
「
一
〇
二
早
」
に
は
、
子
を
厳
し
く
詔
要
し
て
教
導
す
る
母
の
事
例
を
多
数

掲
げ
る
。
「
孟
子
の
母
」
以
下
、
「
皇
甫
譜
の
母
(
実
は
叔
母
)
」
・
「
柳
仲
邱

の
母
」
・
「
欧
陽
侍
の
母
」
・
「
二
程
子
の
母
」
・
「
呂
栄
公
の
母
」
・
「
餞
不
疑

の
母
」
・
「
鄭
善
果
の
母
」
・
「
季
景
譲
の
母
」
・
「
陳
尭
杏
の
母
」
・
「
呉
賀
の

母
」
・
「
房
景
伯
の
母
」
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
巻
二
「
婦
言
」
篇
二
「
五
章
」

～
「
三
九
章
」
に
は
、
母
の
訓
言
の
大
切
さ
と
功
績
に
つ
い
て
論
述
し
、
「
母

子
の
問
、
朝
夕
に
暗
譜
す
る
と
き
は
、
則
ち
訓
す
る
に
義
方
を
以
て
す
れ
ば
、

邪
者
を
納
れ
ざ
る
こ
と
貴
な
り
。
…
…
(
子
は
)
慈
闇
の
提
揃
に
は
、
崔
然
と

し
て
警
覚
す
。
功
、
父
師
と
等
埼
の
み
」
と
い
う
。
親
愛
の
情
で
直
結
す
る
母

か
ら
発
せ
ら
れ
る
訓
戒
の
こ
と
ば
に
は
、
子
を
崔
然
と
し
て
警
党
さ
せ
る
十
分

の
威
力
が
具
わ
る
。
父
兄
や
教
育
者
の
教
導
に
匹
敵
す
る
効
能
が
期
待
さ
れ
る

と
認
定
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
語
る
事
例
と
し
て
、
「
公
父
文
伯
の
母
」
以

下
、
「
子
発
の
母
」
・
「
孫
策
の
母
」
・
「
宋
太
祖
の
母
」
・
「
明
神
宗
の
母
」
・

「
崔
玄
時
の
母
」
・
「
田
榎
の
母
」
・
「
唐
長
孫
皇
后
」
・
「
王
孫
貢
の
母
」
・

「
孟
仁
の
母
」
・
「
虞
浮
の
母
」
・
「
王
経
の
母
」
・
「
苑
渉
の
母
」
・
「
蘇
拭
・

蘇
轍
の
母
」
・
「
王
義
方
の
母
」
・
「
劉
安
世
の
母
」
・
「
張
波
の
母
」
な
ど
の

伝
記
を
掲
げ
る
。
い
ず
れ
も
、
子
は
、
慈
愛
を
根
源
と
す
る
母
か
ら
発
せ
ら
れ

た
訓
戒
の
こ
と
ば
に
慄
然
と
し
て
l
従
い
、
1
社
会
正
義
の
信
念
を
堅
持
し
施
行
す

る
の
で
あ
る
。

以
上
、
一
見
、
母
の
厳
格
な
対
応
を
明
示
し
、
母
の
慈
愛
に
否
定
的
な
見
解

を
示
す
よ
、
う
に
思
わ
れ
る
資
料
を
媒
介
に
し
て
、
そ
れ
が
単
な
る
否
定
で
な
い

事
実
を
検
証
し
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
は
、
孝
を
導
く
上
で
の
母
の
慈
愛
の
み

を
強
調
す
る
も
の
で
な
く
、
母
自
身
が
積
極
的
に
自
覚
努
力
し
な
け
れ
ば
成
り
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が
た
い
母
の
厳
格
な
教
育
を
要
請
す
る
も
の
で
あ
る
。
慈
愛
の
母
性
対
応
は
、

厳
し
い
母
の
詰
責
教
導
に
よ
っ
て
、
親
へ
の
服
従
奉
仕
の
孝
観
念
と
し
て
完
成

せ
し
め
ら
れ
る
も
の
で
も
あ
る
こ
と
、
孝
形
成
に
お
け
る
母
の
慈
愛
と
厳
格
な

方
向
づ
け
の
二
大
役
割
を
も
読
み
取
っ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

次
に
、
孝
実
践
の
精
神
醸
成
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
、
も
す
こ
し
他
の
観

点
を
加
え
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

(
六
)
　
報
恩
へ
の
観
点

儒
教
思
想
の
核
と
も
い
う
べ
き
孝
は
、
子
に
密
接
な
関
わ
り
を
持
つ
母
と
い

う
存
在
な
い
し
母
性
の
ち
か
ら
を
基
盤
と
し
て
形
成
さ
れ
る
実
践
道
徳
理
念
で

あ
っ
た
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
孝
の
理
念
が
形
成
さ
れ
る
た
め
に
は
、
こ
の
社

会
に
お
い
て
母
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
上
述
の
古
来

の
諸
文
献
に
照
ら
し
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
母
と
子
の
関
係
の
中
で
、

ど
の
よ
う
に
し
て
孝
や
報
謝
や
服
従
奉
仕
実
践
の
精
神
が
形
成
さ
れ
る
か
に
つ

い
て
、
古
来
、
母
の
慈
愛
と
厳
教
に
加
え
て
指
摘
さ
れ
る
も
う
一
つ
の
要
素
で

あ
る
報
恩
の
理
念
を
交
え
て
考
え
て
み
た
い
。

古
典
儒
教
に
お
け
る
孝
に
は
、
報
恩
の
理
念
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
す
る
指

摘
が
あ
る
。
古
来
の
文
献
に
、
報
恩
を
示
唆
す
る
語
が
用
い
ら
れ
な
い
わ
け
で

は
な
い
が
、
な
る
ほ
ど
、
こ
れ
が
孝
と
連
ね
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
、
確
か
に

顕
著
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
孝
を
親
に
報
い
る
と
す
る
も
の
に
、

r
萄
子
』
法
行
篤
に
、
「
親
有
り
て
報
す
る
こ
と
能
わ
ざ
る
に
、
子
有
り
て
其

の
孝
を
求
む
る
は
、
恕
な
る
に
非
ざ
る
な
り
」
と
あ
る
。
ま
た
、
前
に
引
用
し

た
「
詩
経
』
小
雅
・
蓼
義
に
は
、
親
の
慈
愛
の
恩
恵
に
対
し
て
報
い
る
と
す
る

表
現
が
見
え
、
「
父
や
我
を
生
み
、
母
や
我
を
鞠
す
、
我
を
附
し
我
を
畜
す
、

我
を
長
し
我
を
育
す
、
我
を
顧
し
我
を
復
す
、
出
入
に
我
を
腹
す
、
こ
れ
が
徳

に
報
い
ん
と
欲
す
れ
ば
、
云
々
」
.
と
あ
る
。

.
孝
を
説
く
に
、
直
接
に
報
恩
の
語
を
用
い
る
こ
と
が
な
い
に
し
て
も
、
孝
の

内
実
は
、
親
へ
の
慈
愛
に
応
え
る
行
為
と
し
て
教
え
ら
れ
認
定
さ
れ
た
こ
と
は
、「

す
で
に
上
文
に
種
々
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
が
は
っ
き
り
報
恩

の
語
で
教
説
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
に
つ
い
て
は
、
仏
教
の
影
響
を
無
視
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
こ
れ
ら
の
点
を
交
え
て
考
察
し
て
み
る
。

そ
の
前
に
、
ま
ず
、
南
宋
の
衰
采
が
著
し
た
い
わ
ゆ
る
「
衰
氏
家
範
』
に
説

く
親
と
子
の
慈
愛
と
報
恩
と
し
て
の
孝
の
関
係
に
つ
い
て
目
を
止
め
て
み
よ
う
。

巻
一
の
「
人
、
孝
な
ら
ざ
る
可
か
ら
ず
」
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
、

「
人
、
嬰
環
の
時
に
当
た
り
て
は
、
父
母
を
愛
恋
す
る
こ
と
至
り
て
切
な
り
。

父
母
、
其
の
子
の
嬰
信
の
時
に
於
て
、
愛
念
す
る
こ
と
尤
も
厚
く
、
撫
育
す
る

こ
と
至
ら
ざ
る
所
無
し
。
蓋
し
、
気
血
初
め
て
分
か
れ
て
、
相
去
る
こ
と
未
だ

遠
か
ら
ず
、
而
も
嬰
環
の
声
音
・
笑
貌
、
自
ず
か
ら
能
く
愛
を
人
に
取
る
に
由

ら
ん
。
亦
た
造
物
者
、
設
し
て
自
然
の
理
と
為
し
て
、
こ
れ
を
し
て
生
生
し
て

窮
ま
ら
ざ
ら
使
む
る
な
り
。
飛
走
の
微
物
も
亦
た
然
り
。
其
の
子
初
め
て
胎
卵

を
脱
す
る
際
に
方
り
て
は
、
乳
飲
・
哺
啄
し
て
、
必
ず
其
の
愛
を
極
む
。
其
の

子
を
傷
つ
く
る
も
の
有
れ
ば
、
則
ち
こ
れ
を
護
り
て
其
の
身
を
顧
み
ず
」
と
、

人
や
動
物
が
、
子
を
撫
育
す
る
に
当
た
っ
て
の
等
し
き
懸
命
の
尽
力
を
説
明
す

る
。
万
物
に
お
い
て
、
子
は
ま
ず
親
に
依
存
し
、
親
は
全
身
全
霊
で
子
を
護
り

育
て
る
の
を
自
然
の
理
だ
と
す
る
。
続
い
て
、

「
然
る
に
、
人
、
既
に
長
ず
る
の
後
、
分
、
檜
厳
し
く
し
て
、
情
、
滑
疎
し
。

父
母
、
方
に
求
め
て
其
の
慈
を
尽
く
し
、
子
、
方
に
求
め
て
其
の
孝
を
尽
く
さ
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リ

ん
と
す
。
飛
走
の
属
、
治
長
す
れ
ば
、
則
ち
母
子
相
い
認
識
せ
ず
。
此
れ
人
の

飛
走
に
異
な
る
所
以
な
り
」
と
述
べ
、
人
と
動
物
の
親
子
関
係
の
異
な
り
を
指

摘
す
る
。
人
は
、
親
に
お
い
て
は
、
子
の
成
長
が
進
ん
で
も
子
に
か
け
る
慈
愛

を
積
極
的
に
持
続
し
、
子
は
、
こ
れ
に
応
え
て
孝
を
こ
こ
ろ
か
け
る
も
の
だ
と

し
て
い
る
。
親
の
慈
愛
に
報
い
て
孝
を
尽
く
す
と
こ
ろ
に
人
間
ら
し
さ
が
具
わ

る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
続
い
て
、
な
ぜ
子
が
親
に
こ
こ
ろ
よ
り
の
孝

の
報
恩
を
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
か
に
つ
い
て
の
、
親
の
慈
愛
の
重
さ
に
つ
い
て

語
り
、「

然
る
に
、
父
母
、
其
の
子
の
幼
き
の
時
に
於
て
、
愛
念
・
撫
育
す
る
こ
と

言
を
以
て
尽
く
す
可
か
ら
ざ
る
者
有
り
。
子
、
終
身
、
承
顔
・
致
養
し
、
孝
道

を
極
め
尽
く
す
も
、
終
に
其
の
少
小
と
き
よ
り
の
愛
念
・
撫
育
の
恩
に
報
ゆ
る

能
わ
ざ
ら
ん
。
況
ん
や
孝
這
尽
く
さ
ざ
る
者
有
る
お
や
。
凡
そ
人
の
孝
道
を
尽

く
す
能
わ
ざ
る
者
に
、
請
う
、
人
の
嬰
籍
を
撫
育
す
る
に
其
の
情
愛
の
如
何
な

る
か
を
観
ん
こ
と
を
。
終
に
当
に
自
ら
悟
る
な
ら
ん
云
々
」
と
い
う
。
幼
児
に

お
け
る
親
の
愛
念
・
撫
育
の
苦
労
を
考
え
た
ら
、
子
が
、
一
生
涯
を
か
け
て
孝

道
を
尽
く
し
て
も
そ
の
恩
に
完
全
に
報
い
尽
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
ほ
ど
だ
と

教
説
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
、
伝
教
社
会
に
お
け
る
孝
解
説
の
基
本
的
な
仕
組
み
が
示
さ
れ
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。
1
そ
れ
は
、
孝
の
実
践
は
真
に
人
間
ら
し
さ
の
証
で
あ
る
こ

と
。
動
物
と
は
異
な
る
人
の
親
の
愛
念
・
撫
育
の
恩
を
熟
考
す
れ
ば
、
な
ぜ
子

が
孝
道
を
尽
く
さ
ね
ば
な
ら
な
い
か
明
白
で
あ
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
親
の
慈

愛
と
子
の
孝
を
呼
応
さ
せ
、
孝
を
報
恩
に
よ
っ
て
説
得
す
る
点
に
注
目
し
て
お

き
た
い
。
な
お
、
こ
の
「
衷
氏
家
範
』
巻
一
「
父
子
、
孝
慈
を
貴
ぶ
」
に
、
も

の
の
道
理
の
よ
く
分
か
っ
た
人
な
ら
、
「
父
、
慈
に
し
て
、
子
、
愈
々
孝
に
、

子
、
孝
に
し
て
、
父
、
益
々
慈
な
り
」
と
い
う
。
と
こ
ろ
で
、
慈
愛
の
実
質
的

根
源
は
も
と
よ
り
母
に
あ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
こ
と
さ
ら
「
父
」
の
み
を
掲
げ

る
の
は
、
前
文
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
権
威
と
し
て
の
親
た
る
父
を
代
表
と

す
る
古
来
の
形
式
に
依
っ
た
ま
で
で
あ
る
。
教
訓
と
し
て
孝
が
語
ら
れ
る
場
合
、

孝
の
実
質
対
象
は
ほ
と
ん
ど
母
で
あ
る
こ
と
は
、
歴
代
の
孝
子
伝
記
の
示
す
と

こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
後
で
諭
証
し
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
上
述
の
ご
と
く
、
古
い
資
料
で
は
、
孝
を
直
接
報
恩
の
語
で
説

く
も
の
は
顕
著
と
は
い
え
な
い
が
、
慈
愛
と
孝
順
を
結
ぶ
以
上
、
古
く
か
ら
、

孝
が
、
親
か
ら
受
け
た
慈
恵
に
対
す
る
恩
返
し
と
い
う
考
え
方
と
し
て
設
定
さ

れ
て
い
た
こ
と
は
、
こ
れ
が
特
に
具
体
的
な
言
辞
と
し
て
提
示
さ
れ
な
く
と
も
、

認
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
上
に
掲
げ
た
古
来
の
文

献
に
よ
っ
て
も
そ
の
こ
と
は
十
分
推
察
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
親
の
意
が
子

に
形
成
す
る
親
愛
の
情
が
結
果
と
し
て
の
孝
を
育
む
と
認
定
さ
れ
、
保
養
・
保

護
す
る
慈
の
実
質
的
発
源
者
た
る
母
に
依
存
し
て
慕
い
寄
っ
て
こ
れ
か
ら
離
れ

が
た
い
子
の
気
持
ち
の
土
壌
に
、
教
育
・
詔
貢
と
い
う
管
理
手
段
を
も
っ
て
孝

の
道
徳
感
情
は
植
え
つ
け
つ
け
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
際
、
子
に

孝
の
実
践
を
教
導
し
て
自
覚
納
得
せ
し
め
る
た
め
に
、
い
た
だ
い
た
恩
義
に
報

い
る
と
い
う
考
え
方
が
持
ち
込
ま
れ
る
の
は
ま
っ
た
く
無
理
の
な
い
方
法
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
、
子
の
側
か
ら
し
て
も
、
孝
を
納
得
し
て
実
践
し
て
い
く
際
に
、

こ
の
恩
義
に
報
い
る
と
い
う
明
確
な
指
示
の
教
条
は
、
積
極
的
な
義
務
自
覚
を

形
成
す
る
う
え
で
も
有
効
に
は
た
ら
い
た
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
孝
の
理
念
を
質

的
に
転
換
し
て
君
主
へ
の
忠
誠
を
説
得
す
る
場
合
に
も
、
類
似
の
考
え
方
が
用

い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
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報
恩
と
孝
に
つ
い
て

古
い
時
代
に
は
さ
ほ
ど
具
体
的
か
つ
顕
著
で
は
な
い
が
、
孝
を
親
へ
の
報
恩

で
説
く
方
式
は
、
も
と
よ
り
中
国
の
儒
教
社
会
に
お
い
て
確
立
さ
れ
た
も
の
と

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
儒
教
の
家
族
制
に
お
い
て
、
恩
返
し
報

恩
を
孝
教
導
の
決
ま
り
文
句
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
以
下
し

ば
ら
く
考
察
し
て
み
る
。
こ
れ
.
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
が
存
し
た
で
あ
ろ
う

が
、
一
つ
に
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
仏
教
と
の
出
会
い
が
大
き
く
作
用
し
た
こ

と
は
否
め
な
い
で
あ
ろ
う
。
中
華
の
伝
統
を
背
景
と
す
る
儒
教
が
、
伝
来
し
た

仏
教
を
儒
教
家
族
制
に
調
和
し
な
い
異
質
な
宗
教
と
し
て
拒
絶
・
排
斥
し
た
歴

史
は
古
く
長
い
。
特
に
仏
教
へ
の
関
心
が
深
ま
っ
て
い
く
魂
晋
南
北
朝
時
代
に

は
、
儒
教
・
仏
教
問
に
お
け
る
厳
し
い
主
張
を
伴
っ
た
興
味
深
い
論
争
が
多
く
、

い
ま
、
梁
の
釈
僧
佑
撰
の
「
弘
明
集
』
や
唐
の
釈
道
宣
按
の
「
広
弘
明
集
』
な

ど
で
そ
の
様
子
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
道
端
良
秀
著
「
仏
教
と
儒
教
倫

理
』
　
(
一
九
六
八
　
平
楽
寺
書
店
)
に
、
孝
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る
儒
教
の
側
か

ら
の
仏
教
批
判
に
つ
い
て
紹
介
す
る
(
四
、
儒
教
の
仏
教
拒
否
と
排
斥
)
。
た
と

え
ば
、
東
晋
の
孫
絆
の
「
喩
這
論
」
　
(
「
弘
明
集
し
巻
三
)
に
は
、
頭
を
剃
っ

て
か
ら
だ
を
傷
つ
け
、
親
を
棄
て
て
出
家
し
親
を
養
わ
ぬ
こ
と
、
ま
た
家
の
跡

継
ぎ
を
絶
つ
な
ど
の
不
孝
の
指
摘
が
見
え
る
。
親
を
棄
て
親
を
養
わ
ぬ
不
孝
に

つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
「
広
弘
明
集
』
巻
一
〇
に
は
、
唐
の
釈
這
宣
の
、

「
慧
遠
、
周
武
帝
の
教
え
を
魔
す
る
に
抗
す
る
の
事
を
叙
す
」
が
見
え
、
周
武

帝
は
廃
仏
を
行
っ
た
こ
と
で
有
名
で
あ
る
が
、
そ
の
言
に
、
「
父
母
の
恩
は
重

き
に
、
沙
門
は
敬
せ
ず
。
惇
逆
の
甚
だ
し
く
、
国
法
は
容
さ
ず
云
々
」
と
い
ゝ
、

身
を
立
て
道
を
行
っ
て
父
母
の
名
を
明
ら
か
に
す
る
の
は
孝
で
あ
る
と
の
慧
遠

の
反
論
に
対
し
て
、
さ
ら
に
、
「
父
母
の
恩
は
重
し
、
交
資
り
て
色
養
す
べ
き

に
、
親
を
棄
て
向
り
て
疎
ん
ず
。
い
ま
だ
至
孝
を
成
さ
ず
」
と
い
う
。

孝
を
重
要
な
実
践
道
徳
と
す
る
儒
教
の
家
族
制
に
立
脚
す
る
中
国
社
会
に
お

い
て
は
、
親
と
家
を
捨
て
る
仏
教
僧
侶
の
出
家
は
、
明
瞭
な
反
社
会
的
な
行
為

で
あ
り
、
最
大
の
批
判
排
斥
目
標
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
社
会

に
受
け
入
れ
ら
れ
る
た
め
に
は
、
当
然
、
仏
教
僧
た
ち
は
、
逆
に
仏
教
教
理
が

孝
の
理
念
で
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
道
端
は
、
前
掲
書
及
び
「
唐
代
仏
教
史
の
研
究
』
　
(
一
九
五
七
　
法
蔵
館
)

に
、
父
母
の
恩
慈
や
養
育
の
恩
を
説
く
多
数
の
仏
教
に
関
わ
る
孝
経
典
を
紹
介

し
て
い
る
。
く
わ
し
く
は
道
端
両
著
書
に
ゆ
ず
る
が
、
次
に
そ
れ
ら
の
内
か
笑

二
三
の
注
目
す
べ
き
仏
教
書
を
掲
げ
て
み
る
。
た
と
え
ば
、
ま
ず
、
「
仏
説
父

母
恩
難
報
経
』
　
(
「
大
正
大
蔵
経
し
巻
一
六
)
・
「
四
十
二
章
経
』
　
(
r
大
正
大
蔵

経
』
巻
一
七
)
な
ど
に
こ
れ
に
言
及
す
る
。
た
だ
し
、
前
者
は
後
浜
の
安
世
行

訳
と
し
、
後
者
は
後
漠
の
迦
菓
摩
騰
・
竺
法
蘭
共
訳
と
さ
れ
る
が
、
真
偽
は
定

か
で
な
く
、
い
ず
れ
も
、
後
世
の
仏
徒
の
作
成
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
。
ま
た
、

ほ
か
に
南
北
朝
の
仏
徒
の
手
に
な
っ
た
か
と
い
わ
れ
る
「
仏
説
孝
子
経
』

(
「
大
正
大
蔵
経
し
巻
一
六
)
が
あ
る
。
仏
教
の
孝
倫
理
を
儒
教
の
道
徳
理
念
で

解
説
し
、
父
母
養
育
の
子
の
報
恩
を
説
い
て
、
仏
教
孝
経
と
も
よ
ば
れ
る
。
そ

し
て
、
以
上
の
よ
う
な
諸
経
典
の
影
響
も
受
け
な
が
ら
隋
代
か
初
唐
頃
に
作
ら

れ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
「
父
母
恩
重
経
』
　
(
「
大
正
大
蔵
経
し
巻
八
五
)
は
、

異
本
が
多
い
と
さ
れ
る
が
、
中
国
の
み
な
ら
ず
朝
鮮
や
日
本
に
も
民
間
に
広
く

流
布
し
た
と
い
わ
れ
る
。
内
容
は
、
生
み
の
苦
し
み
と
養
育
に
お
け
る
親
の
深

い
配
慮
と
慈
愛
を
述
べ
、
結
婚
後
の
親
へ
の
不
孝
の
行
状
を
述
べ
て
諌
め
て
父

母
へ
の
供
養
を
説
い
て
い
る
。
ま
た
、
唐
の
遺
世
に
よ
る
「
法
苑
疎
林
』
に
は
、
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東

巻
四
九
に
忠
孝
篇
・
不
孝
篤
、
巻
五
〇
に
報
恩
篇
・
背
恩
篇
か
あ
る
な
ど
、
こ

の
ほ
か
に
も
、
仏
教
に
関
連
す
る
諸
書
に
、
父
母
へ
の
報
恩
と
し
て
の
孝
を
説

く
も
の
は
多
数
あ
る
。
仏
教
の
立
場
か
ら
父
母
の
慈
愛
や
子
の
報
恩
を
教
説
す

る
諸
書
は
、
中
国
の
歴
史
に
確
た
る
位
置
を
し
め
、
中
国
思
想
史
に
も
一
定
の

影
響
を
与
え
、
儒
教
の
理
念
に
も
深
く
係
わ
っ
て
き
た
こ
と
は
無
視
で
き
な
い

で
あ
ろ
う
。
加
地
伸
行
著
F
中
国
思
想
か
ら
見
た
　
日
本
思
想
史
研
究
』
・
(
一

九
八
五
　
吉
川
弘
文
館
)
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
仏
教
へ
の
帰
依
心
厚
か
っ
た
梁

の
武
帝
の
「
孝
恩
威
」
　
(
r
漢
執
六
朝
百
三
名
家
集
し
中
の
「
梁
武
帝
集
」
な
ど
)

の
序
に
、
「
孝
子
伝
を
読
む
毎
に
、
未
だ
嘗
て
、
軸
を
終
え
書
を
軽
え
て
、
悲

恨
し
て
心
を
打
ち
鳴
咽
せ
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。
…
…
父
母
の
恩
に
は
、
云
何
し
て

か
報
ゆ
ぺ
け
ん
。
慈
は
河
海
の
ご
と
く
、
孝
は
滑
塵
の
ご
と
し
」
と
い
う
。
ま

た
、
宋
の
契
嵩
の
　
「
孝
論
』
　
(
r
鐸
津
文
集
」
)
　
に
も
、
親
は
形
生
の
大
本
で

あ
り
、
人
道
の
大
恩
で
あ
る
と
し
、
「
た
だ
大
聖
人
の
み
そ
の
大
本
を
重
ん
じ
、

大
恩
に
報
ゆ
る
を
な
す
の
み
」
と
述
べ
る
と
指
摘
す
る
。

た
だ
し
、
報
恩
や
慈
愛
の
認
識
は
、
仏
教
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
中
国
人
に
自

覚
せ
し
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
仏
教
徒
た
ち
は
、
儒
教
の
家
族

制
や
道
徳
理
念
の
中
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
こ
れ
ら
の
教
説
を

展
開
も
た
の
で
あ
る
か
ら
、
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
た
報
恩
や
慈
愛
の
考
え
方

自
体
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
儒
教
本
来
の
教
育
理
念
中
の
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
明
白
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
儒
教
社
会
が
そ
の
道
徳
の

根
幹
と
し
て
い
る
こ
れ
ら
の
考
え
方
は
、
実
は
仏
教
の
基
本
的
立
場
で
も
あ
る

と
し
て
紹
介
す
る
の
が
、
儒
教
の
徒
に
お
け
る
仏
教
へ
の
拒
絶
反
応
を
消
滅
さ

せ
積
極
的
な
理
解
と
関
心
を
覚
醒
さ
せ
る
も
っ
と
も
効
果
的
な
手
段
と
認
識
し

た
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
仏
教
徒
は
、
儒
教
の
風
土
に
自
ら
の
教
義
を
浸
透
さ

せ
る
効
果
的
宣
伝
手
段
と
し
て
、
儒
教
に
お
い
て
伝
統
に
脈
々
と
し
て
絶
え
ず

流
れ
来
た
っ
て
当
然
に
許
容
さ
れ
る
考
え
方
を
模
索
し
て
可
能
な
道
筋
を
た
ど

り
、
儒
教
の
徒
が
抵
抗
意
識
を
生
じ
な
い
報
恩
の
語
を
、
あ
え
て
選
び
掲
げ
る

に
至
っ
た
の
だ
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
古
来
の
儒
教
関
連
資
料
に
、
孝
を
親

へ
の
報
恩
と
説
く
直
接
の
明
確
な
表
現
を
兄
い
だ
し
か
た
い
と
し
て
も
、
そ
れ

は
、
儒
教
が
そ
の
考
え
方
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
証
に
は
な
ら
な
い
。

報
恩
と
い
う
直
接
の
表
現
が
な
く
と
も
、
儒
教
の
孝
が
、
親
か
ら
受
け
頂
い
た

情
愛
に
報
い
る
実
践
行
為
と
し
て
教
示
さ
れ
実
質
的
に
報
恩
と
い
う
理
念
に
立

脚
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
上
文
に
掲
げ
た
古
来
の
儒
教
関
連
資
料
を
精

察
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
仏
教
徒
に
お
い
て
、
報
恩
の
語
が
儒

教
社
会
に
浸
透
す
る
た
め
の
一
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
諸
論
述

や
歴
史
上
の
諸
事
実
か
ら
逆
に
お
し
は
か
っ
て
も
、
報
恩
は
す
で
に
本
来
信
教

の
徒
を
十
分
納
得
せ
し
め
る
考
え
方
と
し
て
古
来
息
づ
い
て
い
た
と
認
定
さ
れ

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
以
上
、
中
国
古
来
の
文
献
資
料
に
よ
っ
て
、
孝
を
醸
成
す
る
環
境
や
、

孝
を
教
導
す
る
存
在
者
な
ど
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
親
の
慈
愛

と
孝
の
関
係
に
お
け
る
母
性
と
そ
れ
を
発
現
さ
せ
る
母
親
と
い
う
存
在
の
重
要

さ
に
つ
い
て
確
認
で
き
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
孝
の
理
念
は
、
多
少
の
色

合
い
の
変
化
は
有
っ
た
に
し
て
も
「
近
代
日
本
に
お
い
て
も
基
本
的
な
部
分
に

お
け
る
変
動
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
近
年
に
お
け
る
孝
に
関
す

る
二
三
の
研
究
者
の
指
摘
に
目
を
配
り
つ
つ
、
従
来
の
孝
解
釈
の
誤
解
を
整
理

し
て
、
孝
に
お
け
る
親
に
報
い
る
考
え
方
の
所
在
を
明
確
に
し
、
孝
の
理
念
の

本
質
を
明
確
に
し
た
い
が
、
こ
れ
は
稿
を
改
め
る
。

(
本
稿
は
平
成
八
年
度
科
学
研
究
費
基
盤
研
究
B
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
)
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)見下(性母む育を孝

○
補
説
紹
介

百
二
三
下
段
ほ
か
に
紹
介
し
た
が
、
活
代
に
度
々
版

を
改
め
て
出
版
さ
れ
た
r
典
故
列
女
伝
し
　
(
四
巻
)

と
い
う
書
物
が
有
る
。
「
国
立
故
宮
博
物
院
善
本
旧

籍
総
目
し
で
は
「
題
明
解
府
撰
」
と
す
る
が
、
「
東

洋
文
庫
」
二
本
に
は
「
閉
名
撰
」
と
す
る
な
ど
、
編

者
は
明
確
で
な
い
。
内
容
は
、
伝
統
的
な
儒
教
女
性

観
に
立
脚
し
、
か
つ
独
特
の
分
類
監
理
を
試
み
て
女

性
論
を
展
開
し
て
お
り
、
中
国
女
性
史
・
女
性
学
研

究
の
観
点
か
ら
興
味
深
い
論
述
が
多
い
。
し
か
し
、

従
来
、
こ
の
事
の
由
来
や
存
在
意
義
に
つ
い
て
研
究

・
指
摘
し
た
研
究
者
は
い
な
い
。
筆
者
は
、
こ
の
書

の
原
本
が
、
r
虎
洲
全
集
」
に
収
め
る
藍
鼎
元
「
女

学
」
六
巷
で
あ
る
こ
と
を
つ
き
と
め
た
。
前
者
は
、

後
者
の
本
文
を
そ
の
ま
ま
(
行
格
・
文
章
同
じ
く
、

巻
数
の
み
変
更
)
に
、
頭
注
を
加
え
て
い
る
。
内
容

や
諸
版
本
な
ど
詳
細
に
考
察
し
た
が
、
紙
数
の
関
係

で
こ
こ
に
は
掲
げ
ら
れ
な
い
。
本
稿
で
は
、
一
部
現

物
の
み
紹
介
し
て
お
く
。
r
女
学
」
は
「
京
都
大
学

人
文
科
学
研
究
所
」
蔵
の
r
鹿
洲
全
集
」
に
よ
る
。

「
典
故
列
女
伝
」
は
「
広
大
図
書
館
」
所
蔵
の
単
行

本
に
よ
る
。
な
お
、
雷
良
波
等
著
「
中
国
女
子
教
育

史
」
(
武
漢
出
版
社
一
九
九
三
)
に
は
、
清
朝
女
子

教
育
の
書
と
し
て
の
「
女
学
」
に
注
目
し
て
い
る
。
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