
見下て..Vつに開展のへ忠らヽ
一力孝

孝
か
ら
忠
へ
の
展
開
に
つ
い
て

本
稿
は
、
儒
教
社
会
に
お
け
る
孝
の
本
質
を
考
察
す
る
論
述
の
一
環
と
し
て
、

孝
が
忠
の
理
念
に
展
開
す
る
思
想
史
的
な
状
況
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ

る
。
過
去
の
研
究
成
果
に
依
存
す
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
特
に
新
鮮
な
知
見
を
披

渡
で
き
た
と
は
い
い
が
た
い
。
た
だ
し
、
私
的
な
血
縁
へ
の
内
向
的
奉
仕
傾
向

の
強
い
孝
を
、
公
へ
の
奉
仕
と
し
て
説
得
す
る
上
で
、
「
民
の
父
母
」
と
い
う

考
え
方
が
用
い
ら
れ
た
点
に
注
目
し
た
の
が
一
つ
の
眼
目
で
あ
る
。

内
容
は
、
以
下
の
順
序
で
述
べ
ら
れ
る
。

(
1
)
　
『
論
語
』
に
お
け
る
仁

(
2
)
　
孝
と
社
会
道
徳

(
3
)
　
『
孟
子
』

(
4
)
　
『
孟
子
』

(
5
)
　
『
有
子
』

(
6
)
　
『
孝
経
』

(
1
)
　
「
愛
」

に
お
け
る
孝
の
展
開

と
『
墨
子
』

に
お
け
る
孝
と
忠

の
場
合

と
　
「
敬
」
-
人
の
本
性
か
ら

(
‥
皿
)
　
父
母
へ
の
孝
す
な
わ
ち
君
へ
の
忠

(
7
)
　
民
の
父
母

(
8
)
　
私
の
孝
か
ら
公
の
孝
へ

孝
は
、
儒
教
家
族
制
を
構
築
す
る
実
践
道
徳
と
し
て
重
要
な
意
義
を
発
揮
し

下
見
　
隆
雄

た
。
し
か
し
、
孝
に
は
、
家
族
制
の
内
部
を
整
備
・
構
築
す
る
た
め
に
だ
け
で

な
く
、
そ
の
精
神
の
中
に
は
外
に
拡
充
し
て
社
会
的
な
公
の
道
徳
性
を
つ
ち
か

う
た
め
に
資
す
る
基
本
的
に
類
似
し
た
理
念
構
造
が
具
わ
る
と
し
て
、
こ
れ
を

発
展
的
に
と
ら
え
る
可
能
性
が
付
与
さ
れ
、
そ
の
意
義
が
確
定
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
中
国
歴
史
と
中
国
儒
教
社
会
を
構
築
す
る
理
念
と
し
て
の
重
い
役
割

と
位
置
づ
け
を
維
持
し
え
た
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
血
縁
や
家
族
の
人
間
関

係
を
存
立
の
基
本
母
胎
と
し
、
こ
の
基
盤
を
運
営
・
維
持
す
る
た
め
に
、
こ
れ

を
親
の
権
威
と
子
の
服
従
の
対
応
に
求
め
る
と
い
う
考
え
方
は
古
来
の
も
の
で

あ
ろ
う
が
、
こ
れ
が
、
春
秋
戦
国
に
か
け
て
、
儒
家
に
よ
っ
て
孝
の
理
念
と
し

て
思
想
的
に
整
理
さ
れ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
家
族
・
血
縁
者
組

織
を
保
護
擁
立
す
る
た
め
の
い
わ
ば
私
的
で
か
つ
他
組
織
の
関
与
を
拒
絶
す
る

は
ず
の
内
向
的
な
道
徳
精
神
が
、
社
会
的
な
意
義
に
お
い
て
新
た
に
公
的
な
精

神
と
し
て
理
論
化
さ
れ
た
の
は
、
諸
血
縁
集
団
を
国
家
経
営
支
配
の
も
と
に
糾

合
す
る
意
図
を
含
ん
だ
政
治
的
動
向
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
。
孝
を
社
会
的

道
徳
と
し
て
位
置
づ
け
、
公
の
論
理
の
中
に
ど
う
組
み
込
ん
で
い
く
か
、
そ
の

さ
ま
ざ
ま
の
組
み
合
わ
せ
や
展
開
は
、
春
秋
戦
国
か
ら
秦
洪
時
期
に
か
け
て
の

社
会
の
変
転
や
権
力
の
展
開
や
動
向
に
応
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
『
論
語
』

や
『
孟
子
』
に
お
い
て
は
、
公
の
道
徳
へ
の
転
換
を
姿
勢
と
し
て
示
し
な
が
ら
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も
、
な
お
孝
の
主
体
性
に
こ
だ
わ
る
姿
勢
を
濃
厚
に
止
め
て
い
る
。
孝
の
尊
厳

を
認
定
し
つ
つ
、
こ
の
理
念
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
用
い
て
忠
を
導
き
、
孝
を
忠
の
論

理
の
も
と
に
統
合
す
る
理
論
を
整
え
あ
げ
た
『
孝
経
』
の
内
容
に
、
わ
れ
わ
れ

は
漠
帝
国
の
支
配
機
構
の
整
備
の
姿
を
読
み
取
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ

の
道
筋
を
あ
ら
ま
し
確
認
し
て
お
こ
う
。

(
1
)
　
『
論
語
』
に
お
け
る
仁

家
族
内
部
の
実
践
道
徳
で
あ
る
孝
を
、
社
会
的
な
道
徳
理
念
に
結
び
つ
け
る

考
え
方
の
例
を
、
ま
ず
、
『
論
語
』
で
見
て
み
よ
う
。
「
学
而
」
篇
に
、
有
子

の
言
と
し
て
、

な

「
其
の
人
と
為
り
や
孝
弟
(
お
や
に
つ
か
え
あ
に
め
う
え
を
う
や
ま
う
)
に
し

め

う

え

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

す

く

な

て
、
上
を
犯
(
な
い
が
し
ろ
に
す
る
)
す
こ
と
を
好
む
者
は
鮮
し
。
上
を

な

犯
す
こ
と
を
好
ま
ず
し
て
乱
(
し
ゃ
か
い
こ
ん
ら
ん
)
を
作
す
こ
と
を
好
む

い
ま

者
は
、
未
だ
之
れ
有
ら
ざ
る
な
り
。
君
子
、
本
(
み
ち
の
き
ほ
ん
)
を
努
む
。

本
せ
ち
て
道
(
し
た
が
う
べ
き
ど
う
り
)
生
ず
。
孝
弟
な
る
者
は
、
其
れ
仁

た

の
本
為
る
が
」

と
い
う
。

こ
こ
で
は
、
「
孝
弟
」
　
は
仁
の
こ
こ
ろ
を
発
現
さ
せ
る
た
め
の
根
源
の
道
徳

的
自
覚
で
あ
る
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。

「
仁
」
　
は
、
孔
子
が
示
し
た
人
に
お
い
て
実
現
す
べ
き
人
間
ら
し
さ
に
も
と

づ
く
最
高
善
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
社
会
的
存
在
で
あ
る
人
間
が
他
者
と
と
も

に
生
き
る
現
実
に
お
い
て
、
素
直
に
本
来
の
人
間
ら
し
さ
に
た
ち
帰
る
こ
と
で

己
の
中
に
育
ま
れ
る
べ
き
こ
こ
ろ
の
徳
と
し
て
示
さ
れ
た
、
い
わ
ば
人
間
の
可

能
性
で
あ
り
到
達
す
べ
き
理
想
目
標
で
も
あ
っ
た
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ

の
　
「
仁
」
　
を
自
覚
し
実
践
す
る
た
め
の
心
が
ま
え
の
本
源
を
　
「
孝
弟
」
に
置
く

考
え
方
が
『
論
語
』
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
ま
ず
注
目
し
た
い
。
こ
こ
に
は
、

す
で
に
、
「
孝
」
を
社
会
的
に
意
義
あ
る
道
徳
理
念
と
し
て
展
開
す
る
姿
勢
が

明
確
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
関
連
性
を
考
察
す
る
た
め
に
、
「
仁
」
　
に
つ
い
て
の

『
論
語
』
に
お
け
る
説
明
を
簡
単
に
ま
と
め
て
お
こ
う
。
こ
の
　
「
仁
」
は
、
よ

く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
『
論
語
』
　
の
中
で
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
で
説
か
れ
て
い
る
。

l
ま
ん
ち

以
下
、
二
三
の
例
に
注
目
し
て
み
る
。
孔
子
は
、
仁
に
つ
い
て
の
契
遅
の
質
問

に
は
、
端
的
に
、

「
人
を
愛
す
」
　
(
「
顔
淵
」
篇
)

と
答
え
、
仲
弓
に
は
、
こ
れ
を
他
者
へ
の
配
慮
と
し
て
具
体
的
に
し
て
、

「
己
の
欲
(
よ
ろ
こ
び
の
ぞ
む
)
せ
ざ
る
所
は
、
人
に
施
(
し
む
け
な
)
す

な

こ
と
勿
か
れ
」
　
(
「
顔
淵
」
篇
)

と
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、
仁
者
の
自
己
抑
制
に
も
と
づ
く
他
者
へ
の
気
配
り
の

観
点
か
ら
は
、

「
夫
れ
仁
者
は
、
己
立
た
ん
と
欲
し
て
人
を
立
て
、
己
達
せ
ん
と
欲
し
て

人
を
達
す
」
　
(
「
確
也
」
篇
)

の
よ
う
な
高
尚
な
理
念
の
一
面
を
の
ぞ
か
せ
る
が
、
一
方
で
は
身
近
で
た
や
す

い
実
践
理
念
と
し
て
示
さ
れ
、
自
分
で
そ
の
気
に
な
れ
ば
す
な
わ
ち
実
現
可
能

で
あ
る
と
、

こ
こ

「
仁
、
遠
か
ら
ん
や
、
我
、
仁
を
欲
す
れ
ば
、
斯
に
仁
至
る
」
　
(
「
述
而
」

篇
)

と
も
説
明
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
顔
淵
の
よ
う
な
認
め
ら
れ
た
高
度
の
道
徳
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理
解
者
に
対
し
て
は
、
や
は
り
こ
れ
を
整
え
て
厳
密
に
述
べ
て
お
り
」

「
己
(
が
よ
く
)
　
に
克
(
お
さ
え
か
)
ち
て
礼
(
ざ
れ
い
の
き
そ
く
)
　
に
復

な

(
た
ち
か
え
)
る
を
仁
と
為
す
。
…
…
礼
に
非
ざ
れ
ば
視
(
.
み
よ
う
と
す
)

な

る
こ
と
勿
か
れ
、
礼
に
非
ざ
れ
ば
聴
(
み
み
か
た
む
)
く
こ
と
勿
か
れ
、

礼
に
非
ざ
れ
ば
言
(
こ
と
ば
に
あ
ら
わ
し
い
)
ぅ
こ
と
勿
か
れ
、
礼
に
非
ざ

れ
ば
動
(
こ
う
ど
う
お
こ
す
)
す
る
こ
と
勿
か
れ
」
　
(
「
顔
淵
」
篇
)

の
よ
う
な
語
り
方
も
し
て
い
る
。
こ
の
　
「
仁
」
　
の
意
味
は
、
人
へ
の
配
慮
、
ま

た
自
我
の
欲
を
抑
え
て
他
人
に
奉
仕
す
る
こ
こ
ろ
の
自
覚
と
理
解
さ
れ
て
よ
い

と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
理
解
に
至
る
た
め
に
、
次
の
こ
と
ば
に
も
注
目
し
て
お

こ
う
。
子
貢
が
、
一
生
実
行
し
て
よ
い
も
の
で
二
言
で
い
い
表
せ
る
も
の
が
有

り
ま
す
か
と
質
問
七
た
と
き
、
孔
子
は
、
そ
れ
を
「
恕
(
お
も
い
や
り
)
」

(
「
衛
霊
公
」
篇
)
　
と
い
う
こ
と
ば
で
示
し
、
こ
れ
を
、
「
仁
」
　
の
説
明
に
用

い
た
と
同
じ
　
「
己
の
欲
せ
ざ
る
所
は
、
人
に
施
す
こ
と
勿
か
れ
」
　
で
解
説
し
て

い
る
。
ひ
と
へ
の
こ
こ
ろ
を
こ
め
た
配
慮
の
お
も
い
や
り
の
意
味
と
理
解
で
き

よ
う
。
ま
た
、
曽
子
に
対
し
て
、
わ
た
し
の
道
は
一
つ
の
こ
と
で
貫
か
れ
て
い

る
よ
　
(
「
音
が
道
は
一
以
て
之
を
貫
く
」
)
　
と
語
っ
た
と
き
、
白
子
は
こ
れ
を
、

せ
ん
せ
い

「
夫
子
の
道
は
忠
(
ま
ご
こ
ろ
)
恕
の
み
」

と
理
解
し
て
い
る
　
(
「
里
仁
」
篇
)
。
「
忠
」
　
は
、
「
忠
信
」
　
と
も
連
ね
て
用

い
ら
れ
、
人
に
対
す
る
こ
こ
ろ
の
誠
実
、
ま
た
ま
ご
こ
ろ
の
意
味
を
持
つ
と
解

釈
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
単
独
で
も
用
い
ら
れ
る
　
「
信
」
も
こ
れ
に

関
連
し
て
、
ひ
と
を
あ
ざ
む
か
な
い
誠
実
な
心
が
ま
え
の
意
を
持
つ
。
こ
れ
ら

に
よ
れ
ば
、
「
仁
」
　
の
意
味
は
、
「
恕
」
と
結
べ
る
こ
と
、
孔
子
自
身
の
人
生

の
道
と
し
て
曽
子
が
理
解
し
た
　
「
忠
恕
」
　
に
結
ん
で
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
な
い
ろ
い
ろ
な
説
明
に
も
と
づ
い
て
ま
と
め
る
と
、
「
仁
」
　
は
、

肉
親
や
血
縁
へ
の
親
愛
の
情
を
越
え
た
社
会
の
人
一
般
に
対
す
る
お
も
い
や
り

と
ま
ご
こ
ろ
の
心
情
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
『
論
語
』
に
み

え
る
　
「
仁
」
　
は
、

い
か
ん

「
人
に
し
て
不
仁
(
ひ
と
ら
し
い
こ
こ
ろ
な
し
)
な
れ
ば
、
礼
を
如
何
せ

ん
」
　
(
「
八
伶
」
篇
)

と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
社
会
的
な
儀
礼
や
規
範
秩
序
を
支
え
る
こ
こ
ろ
の
徳
と

し
て
重
要
視
さ
れ
、
こ
れ
が
具
わ
ら
ず
し
て
、
単
に
礼
の
き
ま
り
の
み
が
形
式

的
に
整
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
を
媒
介
と
す
る
や
り
と
り
で
は
、
相
手
に
人
ら
し

い
温
か
い
こ
こ
ろ
の
ま
こ
と
が
伝
わ
ら
ぬ
無
意
味
な
対
応
と
な
っ
て
し
ま
う
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。

(
2
)
孝
と
社
会
道
徳

「
仁
」
　
は
、
す
で
に
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
人
間
が
社
会
的
な
存
在
と
し

て
の
自
覚
を
う
な
が
し
行
動
す
る
う
え
に
欠
い
て
は
な
ら
な
い
こ
こ
ろ
の
ち
か

ら
で
、
孔
子
が
理
想
と
す
る
こ
こ
ろ
の
徳
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
人
間
の

社
会
的
人
格
の
確
立
に
必
須
の
　
「
仁
」
　
は
、
さ
き
に
掲
げ
た
よ
う
に
、
そ
の
お

お
も
と
は
　
「
孝
弟
」
　
の
精
神
に
始
源
す
る
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
「
孝
」

を
社
会
的
な
道
徳
感
情
に
関
連
づ
け
て
い
る
も
の
を
点
検
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、

「
孝
」
・
「
弟
」
・
「
仁
」
を
、
内
か
ら
外
に
向
か
っ
て
発
展
的
に
拡
充
し
て

い
く
過
程
と
し
て
連
ね
て
述
べ
る
も
の
に
、
次
の
一
文
が
あ
る
。

「
弟
子
(
わ
か
い
し
ょ
く
ん
よ
)
、
入
(
い
え
の
な
か
に
あ
)
り
て
は
則
ち
孝

(
お
や
に
つ
か
え
)
、
出
(
そ
と
の
つ
き
あ
い
に
お
い
)
て
は
則
ち
弟
(
め
う
え

ひ
ろ

に
つ
か
え
)
、
謹
(
こ
こ
ろ
つ
つ
)
　
し
み
て
信
(
せ
い
い
)
あ
り
、
汎
く
衆
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(
ひ
と
び
と
)
を
愛
し
て
仁
(
こ
こ
ろ
あ
つ
き
ひ
と
)
に
親
(
ち
か
づ
き
し
た
)

し
み
、
行
(
こ
れ
ら
を
お
こ
な
)
　
い
て
余
力
(
よ
ゆ
う
)
有
れ
ば
、
則
ち
以

て
文
(
し
ょ
も
つ
)
を
学
べ
」
　
(
「
学
而
」
篇
)

と
い
う
。
「
弟
」
　
は
、
兄
に
事
え
る
こ
と
と
を
も
と
と
し
て
、
親
族
や
郷
党
の

年
長
者
に
事
え
る
こ
と
を
も
意
味
す
る
か
ら
、
親
へ
の
　
「
孝
」
　
の
精
神
は
、
こ

の
　
「
弟
」
　
を
経
由
し
て
、
社
会
的
に
意
義
あ
る
実
践
道
徳
と
し
て
拡
充
・
発
展

さ
せ
う
る
理
念
と
も
な
る
と
把
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
こ

の
精
神
の
さ
ら
な
る
発
展
が
、
ひ
ろ
く
人
を
愛
す
る
誠
実
な
る
こ
こ
ろ
の
徳
た

る
仁
の
確
立
に
資
す
る
と
見
ら
れ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
こ
れ
と
関
連
し
て
、

特
に
　
「
仁
」
　
の
語
を
掲
げ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
親
へ
の
対
応
を
社
会
的

な
人
間
対
応
と
連
ね
て
述
べ
る
次
の
詩
文
に
も
目
を
止
め
て
お
こ
う
。

ま
ず
、
孔
門
に
お
け
る
文
学
の
秀
才
と
し
て
子
脾
と
な
ら
び
称
さ
れ
た
子
夏

は
、
生
き
て
い
く
上
で
の
人
に
大
切
な
三
つ
の
心
が
ま
え
を
、
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

「
父
母
に
事
(
し
た
が
い
つ
か
)
ぇ
て
、
能
く
其
の
力
を
喝
(
こ
こ
ろ
よ
り

つ
)
く
し
、
君
に
事
え
て
、
能
く
其
の
身
を
致
(
っ
く
し
い
た
)
し
、
朋
友

と
交
わ
り
て
、
言
い
て
信
(
し
ん
じ
つ
)
有
れ
ば
、
未
だ
学
ば
ず
と
錐
も
、

吾
は
必
ず
之
を
学
び
た
り
と
謂
わ
ん
」
　
(
「
学
而
」
篇
)

こ
れ
は
、
孔
子
の
直
接
の
こ
と
ば
で
は
な
い
に
し
て
も
、
そ
の
教
え
を
体
し

て
学
を
広
め
た
子
夏
の
こ
と
ば
に
師
の
思
想
が
生
き
て
反
映
さ
れ
て
い
る
と
と

ら
え
、
こ
れ
を
孔
門
の
指
摘
と
見
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
、

親
に
事
え
る
こ
と
、
君
に
事
え
て
社
会
的
活
動
を
す
る
こ
と
、
朋
友
と
の
こ
こ

ろ
の
結
束
を
並
列
し
て
三
へ
つ
の
要
点
と
し
て
区
別
は
す
る
が
、
家
庭
で
の
人
間

関
係
と
同
じ
よ
う
に
、
社
会
に
お
け
る
人
間
関
係
が
重
要
で
あ
る
と
連
ね
述
べ

て
い
る
点
に
注
目
す
れ
ば
、
親
に
事
え
る
親
愛
の
孝
順
を
、
社
会
的
に
発
展
さ

せ
る
よ
う
う
な
が
し
教
導
す
る
こ
と
ば
と
し
て
受
け
止
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
子
夏
の
語
り
口
に
近
い
内
容
を
持
つ
孔
子
の
こ
と
ば
に
、
社
会
の
場
に
お

け
る
士
人
の
自
覚
を
血
縁
に
お
け
る
孝
の
実
践
と
結
ん
で
掲
げ
る
も
の
に
、
士

た
る
も
の
の
資
格
や
理
想
像
に
つ
い
て
質
問
し
た
子
貢
に
対
す
る
孔
子
の
答
え

が
あ
る
。「

己
を
行
(
ふ
る
ま
)
ぅ
に
恥
(
は
じ
を
し
る
)
有
り
、
四
方
(
く
に
ぐ
に
)

に
使
い
し
て
君
命
(
く
ん
し
ゅ
の
め
い
れ
い
)
を
恥
ず
か
し
め
ざ
る
、
士
と

謂
う
ペ
し
。
…
…
宗
族
(
い
ち
ぞ
く
)
、
孝
を
称
(
は
め
た
た
え
)
　
し
、
郷

党
(
き
ょ
う
り
の
ひ
と
た
ち
)
、
弟
を
称
す
。
…
…
言
、
必
ず
信
、
行
、
必

ず
果
(
や
り
と
げ
る
)
」
　
(
「
子
路
」
篇
)

私
的
次
元
に
お
け
る
孝
の
道
徳
実
践
の
完
成
が
公
人
と
し
て
の
資
格
を
決
定

づ
け
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
も
、
特
に
　
「
仁
」
を
拇
げ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

が
、
強
い
て
こ
じ
つ
け
る
な
ら
、
「
泰
伯
」
篇
の
曽
子
の
言
に
、

に
ん
む

「
士
、
…
…
任
重
く
し
て
遺
達
し
、
仁
以
て
己
が
任
と
為
す
」

と
あ
り
、
「
衛
霊
公
」
篇
の
孔
子
の
言
に
、

「
志
士
(
こ
こ
ろ
ざ
し
か
た
き
ひ
と
)
・
仁
人
(
こ
こ
ろ
あ
つ
き
ひ
と
)
は
、

…
…
身
(
お
の
れ
の
み
)
を
殺
し
て
以
て
仁
を
成
す
こ
と
有
り
」

と
あ
る
の
な
ど
か
ら
推
す
な
ら
ば
、
「
君
命
を
恥
ず
か
し
め
ず
」
と
か
、
君
の

た
め
に
「
能
て
其
の
身
を
致
す
」
な
ど
の
行
為
や
自
覚
が
確
か
な
仁
の
う
ら
づ

け
に
依
る
も
の
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
る
。
か
く
し
て
、

こ
れ
ら
に
お
い
て
も
、
「
孝
」
が
社
会
道
徳
と
深
い
関
連
を
持
つ
こ
と
、
こ
れ

が
　
「
仁
」
　
の
自
覚
の
要
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
明
瞭
で
あ
る
。
わ
れ

わ
れ
は
、
こ
れ
ら
を
も
、
公
の
道
徳
実
践
に
拡
充
発
展
せ
し
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
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に
　
「
孝
」
　
の
基
本
的
意
義
が
存
す
る
こ
と
を
語
る
一
文
と
し
て
注
目
し
て
お
き

た
い
。
な
お
、
こ
れ
は
『
論
語
』
で
は
な
い
が
、
政
の
推
進
に
　
「
仁
」
が
重
要

な
影
響
力
を
持
ち
、
「
仁
」
　
の
確
保
に
親
へ
の
親
愛
の
情
が
重
視
さ
れ
る
こ
と

を
、
『
礼
記
』
中
庸
篇
に
、
孔
子
の
こ
と
ば
で
、

「
政
を
為
す
は
人
に
在
り
、
…
…
道
を
修
む
る
に
は
仁
を
以
て
す
。
仁
な

る
者
は
人
な
り
。
親
に
親
し
む
を
大
と
為
す
」

と
紹
介
し
て
い
る
。
ま
た
、
『
論
語
』
に
は
、
人
民
を
導
く
立
場
の
指
導
者
の

姿
勢
に
つ
い
て
の
季
康
子
の
質
問
に
対
す
る
孔
子
の
こ
と
ば
に
、

「
　
(
指
導
者
が
)
　
孝
(
お
や
こ
う
こ
う
)
慈
(
ひ
と
を
い
つ
く
し
む
)
な
れ
ば

則
ち
　
(
人
民
は
)
忠
(
こ
こ
ろ
の
ま
こ
と
つ
く
す
)
な
ら
ん
」
　
(
「
為
政
」
篇
)

と
い
う
。
為
政
者
自
身
の
観
点
に
お
い
て
も
、
孝
の
社
会
的
意
義
が
考
慮
さ
れ
、

こ
れ
を
実
践
す
る
こ
と
が
す
な
わ
ち
人
民
の
仁
に
も
と
づ
く
忠
誠
を
実
現
す
る

た
め
の
要
点
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
『
論
語
』
に
お
け
る
諸
文
に
目
を
止
め
な
が
ら
、
孔
子
学
団
に
お
い

て
認
識
さ
れ
提
示
さ
れ
た
孝
の
展
開
と
社
会
的
意
義
に
つ
い
て
簡
単
に
考
察
し

た
。仁

実
践
の
目
標
は
、
社
会
政
治
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
個

人
に
お
い
て
社
会
の
安
定
に
貢
献
す
る
協
力
的
な
意
志
を
確
立
し
、
従
順
の
こ

こ
ろ
に
も
と
づ
く
社
会
統
治
者
へ
の
犠
牲
的
奉
仕
を
敢
行
す
る
精
神
を
形
成
す

る
点
に
在
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
従
順
・
奉
仕
の
精
神
を
培
う
基
本
的
土

壌
が
家
庭
の
人
間
関
係
に
在
る
こ
と
、
具
体
的
に
は
親
に
対
す
る
孝
の
実
践
が

す
な
わ
ち
仁
の
精
神
を
育
て
支
え
る
と
す
る
の
が
孔
子
教
の
基
本
的
な
姿
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
一
応
は
孝
に
社
会
的
な
公
の
意
義
を
示
唆
し
た
孔
子
に
お
い
て
も
、

歴
史
的
時
代
的
な
制
約
が
取
り
ま
い
て
い
て
、
こ
の
孝
の
社
会
性
に
は
あ
る
限

界
が
内
在
す
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
板
野
長
八
着
『
中
国
古
代
に
お
け
る

人
間
観
の
展
開
』
　
(
岩
波
書
店
二
九
七
二
)
に
よ
れ
ば
、

「
孝
悌
と
云
う
特
殊
性
の
あ
る
徳
が
仁
と
云
う
普
遍
性
の
あ
る
徳
を
実
現

す
る
本
で
あ
り
得
た
の
は
、
孔
子
の
社
会
が
、
父
子
・
兄
弟
の
関
係
を
主

.
軸
と
し
て
構
成
さ
れ
た
族
を
そ
の
構
成
単
位
と
す
る
所
の
族
的
体
制
の
社

会
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
孔
子
に
於
て
は
孝
悌
が
普
遍
性

を
も
つ
仁
の
実
現
の
根
本
と
な
り
得
た
の
で
あ
っ
た
「
(
一
四
頁
)

と
い
う
。
ま
た
、

「
孔
子
は
君
臣
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
、
族
や
家
族
の
閉
鎖
性
・

独
自
性
を
保
つ
こ
と
と
を
両
立
さ
せ
る
も
の
と
し
て
孝
悌
の
徳
を
求
め
た
」

(
一
二
頁
)

の
で
あ
り
、
こ
の
社
会
に
お
け
る
士
人
は
、

「
先
ず
家
族
・
宗
族
の
閉
鎖
性
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
た
上
で
父
に
服
従
し
、

…
…
そ
し
て
出
て
は
公
卿
に
事
え
た
の
で
あ
る
。
…
…
こ
の
家
族
・
宗
族

の
閉
鎖
性
は
外
に
対
し
て
、
従
っ
て
君
に
対
し
て
は
士
の
独
自
性
を
支
え

る
の
で
あ
っ
た
」
　
(
三
一
貢
)

の
で
あ
る
。
こ
の
ゆ
え
に
、
孝
弟
を
君
臣
社
会
に
拡
充
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

な
が
ら
も
、
己
を
家
族
・
宗
族
の
存
在
と
す
る
か
外
の
社
会
の
存
在
と
す
る
か

が
迫
ら
れ
た
ぎ
り
ぎ
り
の
決
着
の
場
に
お
い
て
は
、
孔
子
に
お
い
て
は
次
の
よ

う
な
選
択
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
父
が
羊
を
盗
ん

だ
こ
と
を
証
言
し
た
子
に
つ
い
て
紹
介
し
た
葉
公
に
対
し
て
、
孔
子
は
、

た

め

　

か

く

「
父
は
子
の
為
に
隠
し
、
子
は
父
の
為
に
隠
す
。
直
(
し
ょ
う
じ
き
)
な

る
こ
と
そ
の
中
に
在
り
」
　
(
「
子
路
」
篇
)
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と
答
え
て
い
る
。
親
へ
の
孝
が
公
の
社
会
へ
の
奉
仕
精
神
を
越
え
る
の
で
あ
る
。

孔
子
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
家
族
・
宗
族
の
独
自
性
に
立
脚
し
て
親
へ
の
孝
の

意
義
が
認
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
親
へ
の
服
従
奉
仕
た
る
孝
は
、
そ

れ
を
自
己
以
外
の
他
者
に
奉
仕
す
る
理
念
と
し
て
変
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

郷
党
の
目
上
の
人
々
へ
の
従
順
の
奉
仕
精
神
を
自
覚
的
に
実
践
す
る
こ
と
が
可

能
と
な
り
、
さ
ら
に
は
臣
下
と
し
て
君
主
や
社
会
へ
の
従
順
な
る
ま
ご
こ
ろ
の

貢
献
を
実
践
で
き
る
存
在
と
し
て
己
を
確
立
し
う
る
と
考
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
社
会
奉
仕
へ
と
展
開
さ
れ
る
孔
子
の
孝
の
論
は
、
家
族
・
宗
族
の

閉
鎖
性
を
根
底
と
し
是
認
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
後
に
『
孝
経
』
な
ど

で
示
さ
れ
た
君
主
へ
の
忠
に
統
括
さ
れ
る
よ
う
な
君
主
の
権
力
の
一
元
化
を
論

理
化
す
る
孝
道
の
理
念
に
は
到
達
し
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
す
で
に

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
『
論
語
』
に
お
い
て
は
、
後
に
常
用
さ
れ
る

「
忠
孝
」
　
に
お
い
て
込
め
ら
れ
る
君
主
へ
の
　
「
忠
義
」
　
の
意
味
は
ま
だ
確
立
し

て
い
な
い
。
こ
こ
に
示
さ
れ
た
　
「
忠
」
　
は
、
上
文
に
解
説
し
た
よ
う
に
、
ま
ご

こ
ろ
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
あ
る
。

(
3
)
　
『
孟
子
』
に
お
け
る
孝
の
展
開

次
に
『
孟
子
』
に
お
い
て
は
、
孝
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
で
あ
ろ

う
か
。
ま
ず
、
次
の
点
か
ら
見
て
い
こ
う
。
身
近
の
者
へ
の
私
的
な
配
慮
行
為

を
公
へ
の
精
神
と
し
て
社
会
に
拡
充
す
る
こ
と
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
、
例
え

ば
、

「
吾
が
老
(
ち
ち
は
は
)
を
老
(
と
し
よ
り
う
や
ま
う
)
と
し
て
、
以
て
人

(
せ
け
ん
)
の
老
(
ち
ち
は
は
)
に
及
(
は
い
り
よ
お
よ
)
ぼ
し
、
吾
が
幼
(
と

し
し
た
や
こ
)
を
幼
(
め
を
か
け
や
さ
し
く
す
る
)
と
し
て
、
以
て
人
の
幼

(
と
し
し
た
や
こ
)
に
及
ぼ
さ
ば
、
天
下
は
掌
(
て
の
ひ
ら
)
に
運
(
の
せ
こ

ろ
が
す
ご
と
)
す
べ
し
。
・
‥
…
恩
(
な
さ
け
ご
こ
ろ
)
を
推
(
お
し
ひ
ろ
め
る
)

せ
ば
、
も
っ
て
四
海
(
ひ
ろ
い
て
ん
か
)
を
保
(
お
さ
め
や
す
)
ん
ず
る
に

足
る
」
　
(
「
梁
恵
王
」
上
篇
)

と
い
い
、
ま
た
、

お

や

　

　

　

　

　

　

　

　

め

う

え

「
人
人
(
ど
の
ひ
と
も
)
、
其
の
親
を
親
と
し
、
其
の
長
を
長
と
せ
ば
、

す

な

わ

　

　

　

た

い

而
ち
天
下
平
ら
か
な
り
」
　
(
「
離
婁
」
上
篇
)

と
い
う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
身
近
か
の
人
の
立
場
へ
の
気
配
り
の
情
の
性
格

に
つ
い
て
、
か
れ
は
、
次
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
親
や

目
上
の
人
を
敬
い
こ
れ
に
従
う
性
情
は
、
人
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
そ
な
え

持
つ
も
の
だ
と
し
、
こ
れ
を
良
知
・
良
能
と
よ
ぷ
の
で
あ
る
。

り
ょ
ウ
の
う

「
人
の
学
ば
ず
し
て
能
く
す
る
所
の
者
は
其
の
良
能
な
り
。
慮
(
お
も
い

り
ょ
ヘ
ノ
ケ
ウ

め
ぐ
ら
す
)
せ
ず
し
て
能
く
す
る
所
の
者
は
良
知
な
り
。
該
提
(
に
さ
ん
さ

お
さ
な
ご

い
)
　
の
童
も
、
其
の
親
を
愛
す
る
を
知
ら
ざ
る
者
無
く
、
其
の
長
(
せ

う
や
ま

い
ち
ょ
う
)
　
す
る
に
及
ん
で
や
、
其
の
兄
を
敬
う
を
知
ら
ざ
る
也
無
し
。

親
を
親
し
む
は
仁
な
り
。
長
を
敬
う
は
義
な
り
。
他
(
ほ
か
で
も
)
無
し
、

之
を
天
下
に
達
(
お
し
お
よ
ぼ
す
)
す
る
な
り
」
　
(
「
尽
心
」
上
篇
)

と
い
う
。
こ
こ
に
い
う
　
「
親
を
親
と
す
」
・
「
親
を
愛
す
る
」
　
は
す
な
わ
ち

「
孝
」
　
で
あ
り
、
「
長
を
長
と
す
」
L
・
「
兄
を
敬
う
」
　
は
　
「
弟
」
　
で
あ
る
。
以

上
に
よ
れ
ば
、
孟
子
は
、
「
孝
弟
」
を
人
の
生
来
の
性
情
と
と
ら
え
た
こ
と
に

な
る
。
ま
た
、
「
親
を
親
し
む
」
　
を
　
「
仁
」
と
し
、
「
長
を
敬
う
」
を
　
「
義
」

と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
か
れ
は
、
社
会
を
運
営
す
る
公
の
倫
理
概
念
と
し
て

掲
げ
た
　
「
仁
義
」
を
「
孝
弟
」
そ
の
も
の
と
考
え
、
か
つ
、
こ
の
　
「
仁
義
」
を
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も
人
の
生
来
の
性
情
で
あ
る
と
把
握
し
て
い
る
こ
と
に
な
薫
と
こ
ろ
で
、
こ

の
よ
う
に
、
善
を
実
現
す
る
人
間
の
道
徳
性
た
る
　
「
孝
弟
」
や
　
「
仁
義
」
を
、

人
本
来
に
具
わ
る
自
然
の
性
情
す
な
わ
ち
天
性
と
い
う
角
度
で
と
.
ら
え
よ
う
と

す
る
の
は
、
(
孔
子
は
ま
だ
こ
の
こ
と
を
明
言
し
虻
し
な
か
っ
た
が
)
人
間
の
本
性

を
善
で
あ
る
と
明
示
し
た
孟
子
に
す
れ
ば
、
き
わ
め
て
当
然
の
処
置
で
あ
る
と

い
え
る
。
『
孟
子
』
に
お
け
る
性
の
善
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
見
解
を
確

認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
れ
は
、
人
た
る
も
の
す
べ
て
人
に
忍
び
ざ
る

(
ひ
と
に
む
ご
い
こ
と
が
で
き
な
い
)
　
心
が
あ
り
、
こ
れ
を
具
体
的
に
、
側
隠

(
あ
わ
れ
む
)
・
羞
悪
(
ふ
せ
い
を
は
じ
る
)
・
辞
譲
(
ゆ
ず
り
あ
う
)
・
是
非
(
よ

し
あ
し
を
は
か
る
)
の
心
と
い
う
ふ
う
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
は
、
仁
・
義
・

礼
・
智
と
い
う
道
徳
精
神
を
始
動
さ
せ
る
こ
こ
ろ
の
ち
か
ら
に
相
当
す
る
と
説

明
す
る
の
で
あ
る
　
(
「
公
孫
丑
」
上
や
「
告
子
」
上
篇
)
。

以
上
の
よ
う
に
、
　
「
孝
弟
」
　
と
　
「
仁
義
」
を
結
び
、
か
つ
こ
れ
を
人
の
性
善

の
発
露
と
も
認
識
し
た
孟
子
は
、
「
孝
弟
」
　
に
言
及
し
て
、

ぎ
ょ
う
し
○
ん

「
尭
　
舜
の
道
(
も
と
め
る
り
そ
う
)
は
、
孝
弟
の
み
」

と
い
う
が
、
孟
子
は
こ
れ
を
「
仁
義
」
　
の
実
現
に
至
る
た
め
の
私
的
か
つ
初
源

的
な
こ
こ
ろ
が
ま
え
と
か
実
践
と
い
う
よ
う
に
は
特
に
区
別
し
て
紹
介
す
る
こ

と
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
『
論
語
』
で
の
よ
う
に
、
「
孝
弟
」
　
を
　
「
仁
の
本
」

な
ど
と
い
う
と
ら
え
か
た
で
は
な
く
、
「
孝
弟
」
を
「
仁
義
の
実
」
　
と
し
、
親

に
よ
く
事
え
る
の
が
　
「
仁
」
、
兄
に
よ
く
事
え
る
の
が
　
「
義
」
　
で
あ
る
と
解
説

し
、

「
仁
の
実
は
、
親
に
事
う
る
走
れ
な
り
。
義
の
実
は
、
兄
に
事
う
る
走
れ

な
り
」
　
(
　
「
離
婁
」
上
篇
)

「
親
を
親
し
む
は
仁
な
り
」
　
(
「
告
子
」
下
篇
)

の
よ
う
な
述
べ
方
を
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
「
勝
文
公
」
　
下
篇
に
は
、

こ
こ

「
此
に
人
有
り
、
入
(
い
え
に
あ
)
り
て
は
則
ち
孝
、
出
(
そ
と
に
あ
り
)

て
は
則
ち
悌
(
め
う
え
に
つ
か
え
る
)
、
先
王
(
い
に
し
え
の
せ
い
て
ん
し
)

の
道
を
守
り
て
云
々
」

お
こ

の
よ
う
な
人
を
議
論
の
中
で
取
り
上
げ
、
こ
れ
を
　
「
仁
義
を
為
な
う
者
」
と
評

価
す
る
の
で
あ
る
。
『
論
語
』
に
お
い
て
は
、
私
的
次
元
に
お
け
る
親
へ
の
孝

を
、
社
会
的
な
人
間
愛
と
し
て
の
仁
実
践
に
拡
充
到
達
す
る
セ
め
の
基
本
的
な

こ
こ
ろ
が
ま
え
と
し
て
示
し
た
が
、
孟
子
は
、
こ
れ
を
い
わ
ば
段
階
的
に
区
別

理
解
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
孟
子
に
お
い
て
は
、
上
述
の
ご

と
く
孝
弟
は
す
な
わ
ち
仁
義
で
あ
り
、
か
つ
人
で
あ
る
も
の
す
べ
が
生
来
の
心

に
具
え
持
つ
性
情
で
あ
る
と
す
る
。
だ
か
ら
、
ま
た
、
孝
弟
を
仁
義
の
実
と
す

る
認
識
に
立
つ
か
ら
、
王
者
に
お
け
る
政
治
の
理
想
が
、
こ
の
人
た
る
の
自
然

を
大
切
に
す
る
　
「
人
に
忍
び
ざ
る
心
」
　
に
よ
る
政
治
(
「
公
孫
丑
」
上
・
「
離
婁
」

上
篇
)
　
で
あ
り
、
私
的
次
元
の
人
間
関
係
た
る
孝
弟
を
公
的
な
社
会
倫
理
概
念

た
る
仁
義
と
直
結
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
君
主
は
す
な
わ
ち
親
と
直
結
さ
れ
、

「
民
の
父
母
」
た
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
　
(
「
梁
恵
王
」
上
篇
)
。

君
主
を
民
の
父
母
と
と
ら
え
た
孟
子
に
お
い
て
は
、
「
子
は
父
の
為
に
隠
す
」

の
よ
う
に
、
君
臣
社
会
に
お
け
る
家
族
・
宗
族
の
独
自
性
を
堅
持
し
よ
う
と
し

た
『
論
語
』
で
の
よ
う
な
姿
勢
は
、
消
滅
し
て
い
る
か
の
ご
と
く
見
え
、
一
見
、

す
べ
て
の
家
族
・
宗
族
を
、
強
大
な
君
主
の
権
力
の
下
に
糾
合
す
る
姿
勢
が
表

明
さ
れ
た
の
か
と
思
わ
せ
る
。
し
か
し
、
『
孟
子
』
に
お
い
て
も
、
実
は
、

『
論
語
』
で
示
さ
れ
た
公
の
諸
原
則
に
対
す
る
血
縁
関
係
優
先
の
認
識
は
受
け

継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
尽
心
」
上
岩
に
、
門
人
の
質
問
に

対
す
る
孟
子
の
次
の
よ
う
な
答
え
が
見
え
る
。
門
人
は
問
う
。
舜
が
天
子
と
な
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こ
ヘ
ノ
よ
・
つ

り
、
賢
臣
と
い
わ
れ
た
皐
陶
が
裁
判
官
で
あ
る
と
き
、
舜
の
父
が
殺
人
を
犯
し

た
ら
、
子
で
あ
る
舜
は
ど
う
処
置
す
る
か
と
。
孟
子
は
答
え
る
。
舜
は
、
天
子

と
し
て
の
立
場
で
は
法
を
曲
げ
る
わ
け
に
ゆ
か
な
い
か
ら
、
自
ら
は
天
子
の
位

を
棄
て
、

ひ
そ

「
鏑
か
に
負
(
ち
ち
を
せ
お
)
い
て
逃
げ
、
海
浜
(
ち
の
は
て
の
う
み
べ
)
に

遵
(
た
ど
り
そ
)
い
て
処
(
ひ
と
し
ら
ぬ
と
こ
ろ
に
す
み
お
)
り
、
終
身
(
い

っ
し
ょ
う
)
祈
然
(
こ
こ
ろ
う
れ
し
く
)
と
し
て
楽
し
み
て
、
天
下
(
て
ん
か

の
こ
と
な
ど
)
を
忘
れ
ん
」

と
。
公
の
義
務
遂
行
と
親
へ
の
奉
仕
行
為
が
調
和
で
き
な
い
と
き
に
は
、
親
を

守
る
孝
に
従
う
私
の
家
族
の
主
体
性
を
是
認
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ま
た
、

「
民
の
父
母
」
た
る
有
徳
の
支
配
者
の
場
合
で
も
、
民
へ
の
仁
と
親
族
に
親
し

む
と
は
区
別
す
る
と
し
、

「
民
に
於
け
る
や
、
之
を
仁
す
れ
ど
も
親
し
ま
ず
」
　
(
「
尽
心
」
上
篇
)

と
表
明
し
、
ま
ず
親
族
へ
の
親
し
み
を
大
切
に
し
、
そ
し
て
そ
の
気
持
ち
を
推

し
及
ぼ
し
て
人
民
に
仁
を
施
す
の
だ
と
説
い
て
い
る
。

そ
れ
で
は
」
　
孟
子
が
、
1
「
孝
弟
」
を
　
「
仁
義
の
実
」
と
し
、
私
的
次
元
の
倫

理
と
公
的
次
元
の
倫
理
の
場
が
共
通
し
て
い
る
ご
と
く
設
定
し
、
為
政
者
を
、

『
尚
書
』
な
ど
(
「
排
撃
や
「
泰
誓
」
)
　
に
も
見
え
る
　
「
民
の
父
母
」
と
捉
え

よ
う
と
し
、
あ
た
か
も
、
宗
族
や
家
族
の
独
自
性
を
総
括
し
て
、
親
た
る
君
主

の
一
元
的
支
配
に
吸
引
す
る
か
の
ご
と
き
説
き
方
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

れ
に
は
、
孟
子
が
、
墨
子
の
思
想
を
意
識
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
可
能
性

を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

(
4
)
　
『
孟
子
』
と
『
墨
子
』

そ
も
そ
も
　
(
「
仁
」
　
の
一
側
面
と
し
て
「
義
」
を
提
示
は
す
る
が
)
　
「
仁
義
」
　
と

連
ね
用
い
る
の
は
、
『
論
語
』
に
見
え
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
『
墨
子
』
に
は

「
仁
」
　
「
義
」
を
連
用
す
る
こ
と
が
多
い
が
、
例
え
ば
、
そ
の
　
「
非
攻
」
上
篇

に
は
、
他
人
の
所
有
物
を
奪
う
行
為
を
　
「
不
義
」
と
し
、
人
に
損
害
を
与
え
て

自
ら
を
利
す
る
心
根
を
「
不
仁
」
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
国
家
や
人
民
の
利

益
に
適
い
攻
め
奪
う
暴
力
を
否
定
す
る
行
為
を
「
仁
義
を
為
す
」
と
し
、
こ
れ

を
　
「
聖
王
の
道
」
と
し
て
い
る
　
(
「
非
攻
」
下
篇
)
。
「
天
志
」
篇
で
も
、
天

下
に
　
「
義
」
　
の
行
わ
れ
、
人
々
が
愛
し
合
い
利
益
を
与
え
合
う
こ
と
を
望
む
の

が
天
の
意
志
で
あ
る
　
(
「
天
志
」
篇
上
)
　
と
述
べ
、
こ
の
天
の
意
志
に
従
う
仁

義
の
実
現
に
志
す
の
が
君
子
の
務
め
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。

『
墨
子
』
で
は
、
天
下
を
治
め
る
聖
人
の
目
標
は
、
人
が
互
い
に
愛
し
利
し

合
う
世
界
の
実
現
に
あ
る
と
し
、
そ
の
た
め
に
は
、
人
が
、
自
分
を
愛
す
る
よ

う
に
人
を
愛
し
父
兄
や
君
主
を
愛
し
、
自
分
の
家
や
国
を
愛
す
る
よ
う
に
人
の

家
や
国
を
愛
す
る
よ
う
に
心
が
け
る
べ
き
で
、

ご
と

「
父
兄
と
君
と
を
視
(
も
て
な
し
す
)
る
こ
と
其
の
身
(
お
の
が
み
)
の
若

な
ん

く
ん
ば
、
悪
ぞ
不
孝
(
め
う
え
に
し
た
が
わ
ぬ
)
を
施
(
ふ
る
ま
い
ほ
ど
こ
)

さ
ん
。
…
…
子
弟
と
臣
と
を
視
る
こ
と
其
の
身
の
若
く
ん
ば
、
惑
ぞ
不
慈

な

(
め
し
た
を
い
つ
く
し
ま
ぬ
)
を
施
さ
ん
。
故
に
不
孝
不
慈
、
有
る
こ
と
亡

`
も
し

し
。
…
…
若
使
、
…
…
君
臣
父
子
、
皆
能
く
孝
慈
(
し
た
が
い
い
つ
く
し
む
)

な
れ
ば
ー
鵬
の
試
く
ん
ば
則
ち
天
下
治
ま
ら
ん
」
　
(
「
兼
愛
」
上
篇
)

と
い
う
。
君
臣
や
父
子
の
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
を
区
別
せ
ず
、
血
縁
や
親
疎
の
差

別
を
越
え
て
、
そ
の
間
に
交
わ
さ
れ
る
愛
情
や
奉
仕
を
、
等
し
く
「
孝
慈
」
　
で

統
括
し
て
い
る
。
「
兼
愛
」
中
貨
で
は
、
国
や
家
に
自
他
の
差
別
を
せ
ず
、
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「
人
の
身
を
視
る
こ
と
其
の
身
を
視
る
が
若
く
す
」

の
理
念
が
実
現
さ
れ
る
理
想
を
語
っ
て
、

「
君
臣
、
相
愛
(
い
つ
く
し
み
お
も
い
あ
う
)
す
れ
ば
、
.
則
ち
恵
忠
(
ち
ゆ

う
ぎ
し
め
ぐ
み
す
)
。
父
子
、
相
愛
す
れ
ば
」
則
ち
慈
孝
(
い
つ
く
し
み
し

た
が
う
す
)
」

の
よ
う
に
い
う
。
君
臣
に
　
「
恵
忠
」
、
父
子
に
　
「
慈
孝
」
　
の
よ
う
に
、
区
別
し

て
示
す
が
、
「
人
の
身
を
視
る
こ
と
其
の
身
を
視
る
が
若
く
す
」
　
と
い
う
立
場

は
、
「
上
篇
」
　
の
場
合
と
同
一
で
あ
り
、
語
る
内
実
は
基
本
的
に
一
致
す
る
の

で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
　
「
恵
慈
」
　
は
、
す
な
わ
ち
上
か
ら
下
へ
の
い
つ
く
し

み
で
あ
る
　
「
慈
」
　
に
、
「
忠
孝
」
　
は
す
な
わ
ち
下
か
ら
上
へ
の
従
順
・
奉
仕
た

る
　
「
孝
」
　
に
統
括
さ
れ
る
概
念
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
人
々
が
愛
し
利
し
合
う
政
治
の
実
現
が
為
政
者
の
目
標
で
あ
り
、
そ

れ
が
天
の
意
志
に
従
う
　
「
仁
義
」
　
の
実
現
な
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、
君
父

と
臣
子
の
間
に
お
い
て
、
「
慈
孝
」
を
発
揮
し
合
え
る
よ
う
に
導
く
の
が
為
政

者
の
責
務
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
の
ご
と
く
『
墨
子
』
に
お
い
て
、
ま

さ
し
く
「
孝
慈
」
　
は
　
「
仁
義
」
に
直
結
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、

『
墨
子
』
に
お
け
る
こ
の
血
縁
を
越
え
た
人
間
相
互
の
愛
の
提
唱
は
、
『
論
語
』

で
語
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
人
間
愛
の
論
を
己
の
主
義
の
中
に
吸
い
込
ん
だ
も
の
と

見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
『
論
語
』
で
示
さ
れ
た

「
其
の
人
と
為
り
や
孝
弟
に
し
て
、
上
を
犯
す
こ
と
を
好
む
者
は
鮮
し
。

…
=
・
孝
弟
な
る
者
は
、
其
れ
仁
の
本
為
る
か
」

「
弟
子
、
入
り
て
は
則
ち
孝
、
出
て
は
則
ち
弟
、
謹
し
み
て
信
あ
り
、
汎

く
衆
を
愛
し
て
仁
に
親
し
み
云
々
」

な
ど
の
考
え
方
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
血
縁
へ
の
愛
の
実
践
を
踏
ま
え
て
、
こ

れ
を
血
縁
を
越
え
た
他
の
人
々
へ
広
く
及
ぼ
し
て
社
会
的
な
遺
徳
に
高
め
る
仁

の
実
践
論
に
対
し
て
、
こ
れ
を
差
別
愛
と
批
判
　
(
「
兼
愛
」
下
篇
)
　
し
、
さ
ら

に
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
逆
に
取
り
込
ん
で
、
親
疎
を
越
え
た
　
「
人
の
身
を
視
る

こ
と
其
の
身
を
視
る
が
若
く
す
」
　
の
考
え
方
に
す
り
替
え
る
こ
と
に
よ
り
、
こ

れ
ら
に
込
め
ら
れ
た
血
縁
重
視
の
エ
キ
ス
を
抜
き
取
っ
て
汎
愛
的
な
性
格
が
付

与
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
思
想
内
容
は
、
儒
家
の
説
く
諸
概

念
を
巧
み
に
用
い
て
、
、
結
果
と
し
て
は
、
『
論
語
』
に
お
い
て
掲
げ
ら
れ
た
親

子
の
孝
や
社
会
的
な
仁
愛
の
概
念
の
意
義
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ

は
、
板
野
長
八
前
掲
書
に
指
摘
す
る
　
(
第
二
章
墨
子
)
　
よ
う
に
、

「
父
の
権
威
は
絶
対
性
を
失
い
」
・
「
父
子
の
関
係
は
君
臣
関
係
に
従
属

せ
し
め
ら
れ
」
　
(
四
四
貢
)

「
君
主
と
庶
民
と
の
間
に
あ
っ
た
諸
侯
・
大
夫
等
の
封
建
勢
力
、
及
び
政

治
的
に
も
一
定
の
力
を
持
っ
て
い
た
族
の
閉
鎖
性
・
独
自
性
を
払
拭
し
て

成
立
す
る
所
の
一
元
的
な
社
会
で
あ
っ
た
」
　
(
四
五
頁
)

「
封
建
制
度
・
族
的
体
制
か
ら
解
放
さ
れ
た
人
々
の
力
を
君
主
の
下
に
集

中
し
、
且
つ
官
僚
制
に
進
む
も
の
で
あ
っ
た
」
　
(
六
五
頁
)

な
ど
の
思
想
的
特
色
を
持
つ
と
見
う
る
が
、
こ
れ
は
、
戦
国
初
中
期
の
社
会
政

治
の
変
遷
状
況
の
中
で
求
め
ら
れ
た
新
た
な
体
制
の
一
反
映
と
し
て
の
独
特
の

思
想
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
「
血
縁
共
同
体
を
基
本
と
す
る
社
会
を
守
ろ
う
と
し
た
」
　
(
板

野
前
掲
番
八
二
頁
)
　
孟
子
は
、
血
縁
重
視
を
根
底
と
す
る
仁
愛
の
論
に
立
脚
し

た
政
治
体
制
を
構
想
し
、
孔
子
の
思
想
の
再
評
価
を
確
信
す
る
が
ゆ
え
に
、
当

時
の
思
想
界
で
対
立
し
て
存
在
感
が
高
ま
っ
て
い
た
楊
子
・
墨
子
を
特
に
強
く

批
判
す
る
。
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な

み

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

と

り

け

だ

も

の

「
墨
子
兼
愛
す
。
是
れ
父
を
無
す
る
な
り
。
…
…
是
れ
禽
　
獣
な
り
」

(
「
膿
文
公
」
下
篇
)

と
い
い
、
「
勝
文
公
」
　
下
篇
・
「
尽
心
」
上
篇
・
同
下
篇
な
ど
に
も
墨
子
批

判
が
見
え
る
。
孟
子
は
、
墨
子
が
奪
い
取
っ
た
拠
点
に
逆
に
乗
り
込
ん
で
、
こ

れ
を
己
の
主
義
の
旗
印
と
し
て
し
ま
う
手
法
を
採
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
ず
、
『
孟
子
』
で
、
「
仁
」
　
「
義
」
を
連
ね
て
自
説
展
開
の
要
と
す
る
こ

と
に
つ
い
て
見
る
。
こ
れ
は
、
孔
子
が
親
子
親
愛
の
情
を
本
と
し
て
公
の
実
践

道
徳
た
る
仁
を
説
い
た
の
を
、
兼
愛
を
説
く
立
場
か
ら
、
差
別
愛
と
し
て
批
判

し
た
『
墨
子
』
に
お
い
て
、
血
縁
を
越
え
た
兼
愛
交
利
の
社
会
正
義
を
強
調
す

る
観
点
か
ら
、
「
仁
義
」
と
連
ね
説
か
れ
た
立
場
を
意
識
し
、
こ
れ
を
逆
用
し

た
孟
子
の
対
抗
処
置
で
あ
っ
た
ろ
う
。
ま
た
、
「
孝
弟
」
を
　
「
仁
義
の
実
」
と

し
た
の
も
、
『
墨
子
』
に
お
い
て
、
天
の
意
志
に
従
う
　
「
仁
義
」
　
の
実
現
す
な

わ
ち
人
々
が
愛
し
利
し
合
う
状
況
が
、
「
孝
慈
」
　
の
実
践
で
到
達
さ
れ
る
と
認

識
さ
れ
、
「
孝
慈
」
に
私
的
な
血
縁
を
超
越
し
た
社
会
的
な
意
義
が
付
与
さ
れ

た
切
を
、
『
孟
子
』
は
、
逆
に
こ
れ
を
私
的
な
血
縁
の
ち
か
ら
に
淵
源
す
る

「
孝
弟
」
　
で
と
ら
え
な
お
し
て
　
「
仁
義
」
　
に
結
び
付
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
も
う
一
度
こ
れ
を
確
認
す
る
な
ら
、
「
告
子
」
　
下
篇
に
、

つ
か

「
人
の
臣
た
る
者
、
仁
義
を
懐
(
こ
こ
ろ
に
い
だ
)
き
て
以
て
其
の
君
に
事

え
、
人
の
子
た
る
者
、
仁
義
を
懐
き
て
以
て
其
の
父
に
事
え
、
人
の
弟
た

る
者
、
仁
義
を
懐
き
て
以
て
其
の
兄
に
事
う
れ
ば
、
走
れ
君
臣
父
子
兄
弟
、

利
を
去
り
、
仁
義
を
懐
き
て
相
接
(
ひ
と
の
ま
じ
わ
り
)
す
る
な
り
」

と
あ
る
の
は
、
正
し
く
「
仁
義
」
を
「
孝
弟
」
　
と
し
た
孟
子
の
立
場
の
表
明
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

『
墨
子
』
の
示
す
政
治
体
制
で
は
、
血
縁
を
基
盤
と
す
る
封
建
制
度
・
族
的

体
制
か
ら
人
々
を
離
脱
せ
し
め
て
一
元
的
な
権
力
者
た
る
君
主
の
下
に
集
中
す

る
と
理
解
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
「
孝
弟
」
　
は
　
「
仁
義
」
　
に
従
属
せ
し
め
ら
れ
、

君
主
は
天
の
意
志
を
背
景
に
し
て
血
縁
の
人
間
関
係
を
越
え
る
存
在
で
あ
っ
た
。

『
孟
子
』
に
お
い
て
、
天
の
人
格
的
な
意
志
を
認
め
ず
、
君
主
の
為
政
主
導
を

許
容
す
る
存
在
を
、
民
の
意
志
を
反
映
し
た
も
の
と
設
定
す
る
　
(
「
万
章
」
上

篇
)
　
の
は
、
『
墨
子
』
　
の
論
を
意
識
し
て
の
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ま
た
、

血
縁
共
同
体
を
解
体
し
て
一
元
的
な
権
力
者
と
し
て
民
を
糾
合
す
る
『
墨
子
』

の
天
子
に
対
し
て
、
『
孟
子
』
は
、
血
縁
的
な
ち
か
ら
で
構
築
さ
れ
る
共
同
体

の
首
長
た
る
君
主
像
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
『
尚
書
』
な
ど
に
も
見
え
る
用

語
で
は
あ
る
が
、
「
民
の
父
母
」
　
と
し
て
の
王
者
を
提
示
し
た
の
で
あ
る
と
い

う
解
釈
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
『
孟
子
』
に
お
け
る
孟
子
の
思
想
形
成
に
『
墨

子
』
が
さ
ま
ざ
ま
に
影
を
お
と
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

安
本
博
(
『
中
国
哲
学
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』
孟
子
、
世
界
思
想
社
、
一
九
七
五
)
　
や

本
田
済
(
人
類
の
知
的
遺
産
『
墨
子
』
、
講
談
社
、
一
九
七
八
)
な
ど
も
、
す
で
に
、

『
墨
子
』
　
『
孟
子
』
　
の
思
想
の
類
似
性
の
観
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

な
お
、
「
忠
」
　
は
、
『
論
語
』
・
『
孟
子
』
に
お
い
て
は
、
相
手
へ
の
ま
ご

こ
ろ
や
誠
意
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
『
宣
子
』
で
は
、

む
し
ろ
国
家
や
君
主
に
己
を
奉
仕
服
従
せ
し
め
る
忠
義
や
忠
誠
の
意
に
用
い
ら

れ
て
い
る
。
上
文
　
「
兼
愛
」
　
中
篇
に
見
え
る
　
「
君
」
　
の
　
「
恵
」
　
に
対
応
す
る

「
臣
」
の
「
忠
」
も
そ
れ
.
で
あ
る
が
、
.
次
の
よ
う
に
、
「
忠
」
・
「
孝
」
を
連

ね
る
用
例
も
見
え
る
。

「
孝
子
は
其
の
親
に
食
(
き
き
め
う
す
き
く
す
り
を
く
)
ら
わ
し
め
ず
、
忠

臣
は
其
の
君
に
食
ら
わ
し
め
ず
」
　
(
「
非
攻
」
中
音
)

そ

　

し

ん

し

ん

　

　

　

　

　

　

　

つ

く

「
夫
れ
仁
人
上
に
事
え
て
忠
を
喝
し
、
親
に
事
え
て
孝
に
務
め
、
…
…
此
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一
力孝

た

れ
人
臣
為
る
の
道
な
り
云
々
」
　
(
「
非
儒
」
下
篇
)

と
あ
る
。
た
だ
し
、
「
孝
」
　
に
対
し
て
、
「
忠
」
を
臣
下
の
君
主
へ
の
道
徳
と

し
た
儒
家
の
書
と
し
て
は
、
『
筍
子
』
が
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
先
学
　
(
津
田

左
右
吉
『
儒
教
の
実
践
道
徳
』
一
九
三
八
・
岩
波
書
店
、
小
島
祐
馬
『
古
代
支
那
研
究
』

一
九
四
三
・
弘
文
堂
、
内
山
俊
彦
『
苛
子
-
古
代
思
想
家
の
肖
像
-
』
一
九
七
六
・
評

論
社
な
ど
)
　
の
指
摘
す
る
と
お
り
で
あ
る
。
秦
漢
以
後
、
「
忠
孝
」
　
の
こ
の
よ

う
な
理
解
が
人
の
最
も
重
要
な
徳
と
さ
れ
中
国
封
建
社
会
を
貫
く
遺
徳
の
根
拠

と
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
理
念
を
整
理
確
立
し

た
『
孝
経
』
は
、
こ
と
に
湊
王
朝
の
政
治
支
配
上
に
大
き
く
作
用
し
、
そ
の
後

の
王
朝
の
君
臣
に
も
、
血
縁
集
団
を
重
視
す
る
社
会
全
体
に
も
、
公
私
に
わ
た

っ
て
多
大
の
影
響
を
与
え
て
い
く
の
で
あ
る
。
な
お
、
孝
弟
を
人
間
本
来
の
道

徳
性
と
受
け
止
め
た
『
孟
子
』
の
考
え
方
は
、
『
孝
経
』
の
中
に
確
か
な
位
置

を
占
め
て
い
る
。
『
孝
経
』
聖
治
章
に
は
、

「
父
子
の
遺
(
い
つ
く
し
み
し
た
が
う
み
ち
)
　
は
天
性
(
ぅ
ま
れ
つ
き
に
そ
な

わ
る
こ
こ
ろ
)
な
り
。
君
臣
の
義
(
め
ぐ
み
う
や
ま
う
み
ち
)
な
り
」

と
あ
り
、
忠
孝
を
人
の
天
性
と
設
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
た
ど
っ

て
い
く
と
、
孝
弟
を
、
人
な
ら
教
え
ら
れ
な
く
と
も
親
を
親
し
み
兄
を
敬
う
こ

と
の
で
き
る
自
然
の
天
性
と
し
、
こ
れ
を
　
「
仁
義
の
実
」
と
し
た
『
孟
子
』
の

教
説
に
帰
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

以
上
、
孝
か
ら
忠
へ
の
考
え
方
の
展
開
を
た
ど
る
た
め
、
ま
ず
、
『
論
語
』

・
『
孟
子
』
　
の
指
摘
を
確
認
し
た
。
そ
し
て
、
『
孟
子
』
の
思
想
形
成
は
、

『
墨
子
』
が
儒
家
に
対
立
し
て
掲
げ
た
さ
ま
ざ
ま
の
主
張
を
た
く
す
思
想
用
語

を
、
逆
に
奪
取
し
、
こ
れ
に
新
た
な
角
度
で
次
元
の
異
な
る
意
義
を
付
与
し
た

結
果
に
よ
る
と
い
う
観
点
で
と
ら
え
て
み
た
。

(
5
)
　
『
苛
子
』
に
お
け
る
孝
と
忠

孔
子
・
孟
子
以
来
の
孝
の
理
念
を
、
社
会
的
な
観
点
で
新
た
に
受
け
止
め
て

そ
の
意
義
を
整
理
し
て
、
孝
を
忠
の
観
念
の
下
に
統
合
し
、
儒
教
的
君
主
権
を

理
論
的
に
確
立
し
た
も
の
と
し
て
、
『
孝
経
』
が
注
目
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ

れ
を
確
認
す
る
前
に
、
戦
国
末
期
に
お
い
て
、
儒
家
と
し
て
孔
・
孟
の
論
を
再

編
成
し
た
『
筍
子
』
　
の
論
に
目
を
止
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

ま
ず
、
『
有
子
』
で
、
孝
を
、
上
位
者
に
事
え
る
社
会
的
な
理
念
と
し
て
示

す
も
の
と
し
て
次
の
文
を
見
て
み
よ
う
。

「
能
く
以
て
親
に
事
う
、
之
を
孝
と
謂
い
、
能
く
以
て
兄
に
事
う
、
之
を

弟
と
謂
い
、
能
く
以
て
上
に
事
1
ノ
、
之
を
順
と
謂
い
、
能
く
以
て
下
を
使

う
、
之
を
君
と
謂
う
」
　
(
「
王
制
」
篇
)

と
あ
る
。
親
・
兄
・
上
に
事
え
る
者
を
、
君
主
が
使
う
と
い
う
。
全
て
の
者
が

君
主
の
支
配
下
に
統
合
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
致
士
」
篇
に
は
、

「
君
(
く
ん
し
ゅ
)
な
る
者
は
国
の
隆
(
た
っ
と
い
ひ
と
)
な
り
。
父
な
る

い
に
し
え

者
は
家
の
隆
な
り
。
隆
は
一
に
し
て
治
ま
り
、
二
に
し
て
乱
る
。
古
よ

り
今
に
及
ぶ
ま
で
、
未
だ
二
隆
重
(
け
ん
り
よ
く
)
　
を
争
い
て
能
く
長
久

(
は
ん
え
い
っ
づ
け
る
)
な
る
者
有
ら
ず
」

と
い
う
。
服
従
す
る
最
終
的
対
象
は
君
主
に
向
か
っ
て
明
確
に
統
一
さ
れ
て
い

る
。
こ
こ
で
は
、
孔
・
孟
の
よ
う
に
、
孝
を
社
会
的
な
精
神
と
し
て
拡
充
す
る

こ
と
の
必
要
性
を
説
き
な
が
ら
、
親
か
君
か
の
最
終
的
な
選
択
に
際
し
て
、
親

を
選
べ
と
い
う
よ
う
な
血
縁
重
視
志
向
の
視
点
は
考
慮
さ
れ
な
い
。
従
っ
て
、

孝
は
も
ち
ろ
ん
親
へ
の
擁
護
を
全
う
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
こ
れ
は
上
位

3
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概
念
と
し
て
の
社
会
正
義
を
経
由
し
て
は
じ
め
て
評
価
さ
れ
る
道
徳
実
践
で
あ

る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
子
道
」
岩
に
、

「
入
り
て
は
孝
、
出
て
は
弟
な
る
は
、
人
の
小
行
　
(
い
ざ
ち
い
さ
き
お
こ
な

め

う

え

　

し

た

か

い
)
な
り
。
上
に
順
い
て
下
に
篤
(
こ
こ
ろ
あ
っ
)
き
は
、
中
行
な
り
。

道
(
お
お
も
と
の
げ
ん
り
)
に
従
い
て
君
に
従
わ
ず
、
義
(
し
ゃ
か
い
せ
い
ぎ
)

に
従
い
て
父
に
従
わ
ざ
る
は
、
人
の
大
行
な
り
」

と
い
う
。
父
に
従
わ
な
い
理
由
に
つ
い
て
は
、

お
や

「
命
(
い
い
つ
け
)
に
従
わ
ば
則
ち
親
危
う
く
、
命
に
従
わ
ざ
れ
ば
則
ち

親
安
き
と
き
、
孝
子
の
命
に
従
わ
ざ
る
は
、
乃
ち
衷
(
ま
ご
こ
ろ
)
な
り
。

は

す

か

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ほ

ま

れ

命
に
従
わ
ば
則
ち
親
辱
し
め
ら
れ
、
命
に
従
わ
ざ
れ
ば
則
ち
親
栄
あ
る

と
き
、
孝
子
の
命
に
従
わ
ざ
る
は
、
乃
ち
義
な
り
。
…
…
故
に
以
て
従
う

可
く
し
て
従
わ
ざ
る
は
、
走
れ
不
子
(
ふ
こ
う
む
す
こ
)
な
り
。
従
う
可
か

ら
ず
し
て
従
う
は
不
衷
(
ま
ご
こ
ろ
せ
ず
)
な
り
。
従
と
不
従
と
の
義
に

明
(
あ
き
ら
か
に
み
と
う
し
)
に
し
て
能
く
恭
敬
(
う
や
う
や
し
く
う
や
ま
う
)

つ
く

・
忠
信
(
せ
い
じ
つ
に
ま
こ
と
)
・
端
懇
(
た
だ
し
く
ま
こ
と
)
を
致
し
、
以

つ
つ
し

て
之
を
慎
み
行
え
ば
、
則
ち
大
孝
と
謂
う
可
き
な
り
」

と
い
う
。
こ
こ
に
、
「
義
に
従
い
て
父
に
従
わ
ず
」
と
は
、
「
義
」
　
の
施
行
者

た
る
君
が
、
父
の
権
限
を
集
約
し
て
掌
握
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
君

主
が
礼
儀
を
統
括
す
る
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
例

え
ば
、
「
性
悪
」
篇
に
は
、

「
聖
王
、
…
…
礼
儀
を
起
こ
し
法
度
を
制
し
云
々
」

と
い
う
。
ま
た
、
「
王
制
」
岩
に
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
先
王
…
…
礼
儀
を
制
し
云
々
」

「
天
地
な
る
者
は
生
(
い
の
ち
あ
る
も
の
)
の
始
(
お
お
も
と
)
な
り
。
礼

儀
な
る
者
は
治
(
よ
を
ま
と
め
る
)
の
始
な
り
。
君
子
(
ひ
じ
り
の
お
う
)
な

る
者
は
礼
儀
の
始
な
り
。
…
…
故
に
、
天
地
、
君
子
を
生
じ
、
君
子
、
天

お
さ

地
を
理
む
。
君
子
な
る
者
は
、
…
…
民
の
父
母
な
り
。
君
子
無
け
れ
ば
、

則
ち
天
地
も
理
ま
ら
ず
、
礼
儀
に
統
(
さ
だ
め
の
ち
か
ら
)
無
く
、
上
に
君

師
(
と
う
そ
つ
し
み
ち
び
く
も
の
)
無
く
下
に
父
子
無
し
」

と
。
こ
こ
に
は
「
君
子
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
君
主
を
意
味
す
る
と
見
て
よ
か

ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
を
「
民
の
父
母
」
と
紹
介
し
て
お
り
、
「
正
論
」
篇

に
は
、
実
に
、
股
湯
王
周
武
王
を
「
民
の
父
母
」
と
し
、
ま
た
、
下
文
に
示

す
と
お
り
、
こ
の
事
で
は
、
し
ば
し
ば
、
理
想
的
な
為
政
者
君
主
を
　
「
民
の
父

母
」
と
設
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、
「
道
に
従
い
て
君
に
従
わ
ず
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
特
に
君
が
軽

視
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
民
を
導
き
礼
儀
法
度
を
統
括
す

る
者
と
し
て
の
君
主
の
尊
厳
と
責
務
を
前
提
と
す
る
か
ら
そ
の
よ
う
に
云
わ
れ

る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
臣
下
と
し
て
の
正
義
の
忠
誠
を
促
す
提
示
な
の
で
あ

る
。
道
義
に
依
っ
て
命
に
従
う
の
が
君
主
へ
の
忠
誠
で
あ
る
こ
と
は
、
「
臣
道
」

篇
に
、

「
命
に
従
い
て
君
を
利
す
、
之
を
順
(
せ
い
ざ
に
し
た
が
う
)
と
謂
い
、
命

に
従
い
て
君
を
利
せ
ず
、
之
を
詔
(
み
ち
を
そ
こ
な
う
へ
つ
ら
い
)
と
謂
い
、

命
に
逆
ら
い
て
君
を
利
す
、
之
を
忠
(
ち
ゆ
う
せ
い
)
　
と
謂
う
。
…
…
道

に
従
い
て
君
に
従
わ
ず
」

と
説
明
し
て
い
る
の
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
道
義
に
従
っ
て
君
に
事
え
る
こ

と
を
真
正
な
る
臣
下
の
任
と
す
る
の
は
、
君
主
よ
り
も
道
義
が
優
先
さ
れ
る
考

え
方
で
は
あ
る
。
そ
し
て
、
人
間
と
し
て
の
君
主
の
独
断
専
行
の
権
限
を
牽
制

す
る
意
図
が
皆
無
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
可
能
性
以
上
に
、
そ
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見下てt
Vつに開展のへ忠ら.

カ
孝

れ
は
、
逆
に
、
君
主
な
る
者
は
、
当
然
に
、
積
極
的
に
自
覚
し
て
道
義
に
立
脚

し
て
正
し
き
礼
儀
を
施
行
す
る
尊
厳
な
る
存
在
で
あ
る
こ
と
も
示
唆
す
る
も
の

で
あ
る
。
な
お
、
『
有
子
』
に
は
、
人
間
の
性
を
藩
と
す
る
論
を
も
と
に
し
た

人
為
に
よ
る
社
会
規
範
た
る
礼
の
構
築
の
意
義
が
説
か
れ
、
ま
た
、
天
を
、
こ

こ
か
ら
人
間
が
社
会
の
秩
序
の
理
法
を
よ
み
と
る
神
明
の
根
牡
と
し
つ
つ
も
、

人
間
は
、
天
の
命
じ
る
と
こ
ろ
を
制
し
て
こ
れ
を
用
い
る
　
(
「
天
論
」
篇
)
　
存

在
と
し
て
、
天
に
対
す
る
人
間
の
独
自
性
い
わ
ゆ
る
天
人
の
分
が
主
張
さ
れ
る
。

君
主
は
、
天
の
徳
を
主
体
的
に
摂
取
し
て
礼
を
構
築
す
る
主
宰
者
な
る
が
ゆ
え

に
、
そ
の
権
威
が
認
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
親
は
、
君
を
背
景
と

し
て
親
の
尊
厳
を
保
有
し
て
血
縁
者
を
掌
握
し
、
君
は
、
か
く
の
ご
と
き
侵
す

べ
か
ら
ざ
る
天
を
根
源
と
す
る
道
義
を
背
景
と
し
て
存
立
す
る
ゆ
え
に
、
君
の

尊
厳
と
権
限
を
堅
持
し
て
、
天
下
の
私
的
血
縁
集
団
を
統
合
し
う
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
ご
と
く
、
聖
の
天
子
た
る
為
政
者
は
、
こ
の
よ
う
な
仕
組
み
の
も
と

に
、
民
の
全
て
を
一
元
的
に
統
括
す
る
存
在
者
で
あ
る
。
孔
・
孟
の
よ
う
に
孝

を
第
一
義
と
す
る
の
で
な
く
、
『
有
子
』
に
お
い
て
は
、
迷
い
も
な
く
忠
が
孝

の
上
位
概
念
と
し
て
設
定
さ
れ
、
親
へ
の
孝
は
先
行
す
る
君
へ
の
忠
誠
の
奉
仕

に
整
然
と
統
括
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
柄
は
、
諸
処
に
さ
ま
ざ

ま
に
語
ら
れ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
、
孝
を
統
合
す
る
忠
の
威
力
を
納
得
さ
せ
る

表
現
と
し
て
、
『
孟
子
』
な
ど
に
も
用
い
ら
れ
た
　
「
民
の
父
母
」
が
、
こ
こ
で

も
登
場
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
血
縁
を
越
え
た
諸
集
団
を
統

率
す
る
唯
一
の
権
力
者
の
権
威
を
納
得
せ
し
め
る
存
在
と
し
て
は
、
民
を
愛
す

る
配
慮
が
必
要
と
さ
れ
、

こ

っ

か

　

た

も

「
社
稜
を
有
つ
者
に
し
て
、
民
を
愛
す
る
能
わ
ず
、
民
を
利
す
る
能
わ
ず

し
て
、
民
の
己
を
親
愛
せ
ん
こ
と
を
求
む
る
も
、
得
可
か
ら
ざ
る
な
り
」

(
「
君
道
」
篇
)

と
い
う
。
そ
こ
で
、
血
縁
集
団
を
愛
の
情
を
起
点
に
し
て
統
括
す
る
存
在
者
た

る
父
母
と
い
う
観
念
を
敷
術
し
て
、
君
民
関
係
の
論
に
持
ち
込
ん
だ
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
王
者
の
資
格
を
論
述
し
て
、

「
其
の
民
の
我
を
親
し
み
て
、
歓
(
し
た
し
と
よ
ろ
こ
)
ぶ
こ
と
父
母
の

ご

と

　

　

　

　

　

　

　

　

　

か

ん

ば

若
く
、
我
を
好
み
て
、
芳
し
と
す
る
こ
と
芝
蘭
(
ひ
じ
り
だ
け
や
ら
ん
)

の
若
し
」
　
(
「
王
制
J
篇
)

と
見
え
、
類
似
の
表
現
は
、
「
議
兵
」
篇
に
も
見
え
る
。
ま
た
、

た

「
百
姓
(
た
み
)
、
…
…
之
を
親
し
む
こ
と
父
母
の
如
く
」
之
が
為
め
に

田
死
(
み
を
な
げ
だ
し
)
断
亡
(
L
を
お
そ
れ
ず
つ
く
す
)
し
て
云
々
」

(
「
富
国
」
篇
・
「
王
覇
」
篇
)

「
百
姓
、
皆
其
の
上
を
愛
し
、
…
…
之
を
親
し
み
て
歓
ぶ
こ
と
父
母
の
如

く
、
之
が
為
め
に
出
死
(
す
す
ん
で
い
の
ち
か
け
)
断
亡
(
あ
ま
ん
じ
て
ほ
ろ

ぷ
)
し
て
云
々
」
　
(
「
富
国
」
篇
)

「
上
(
く
ん
し
ゅ
)
の
下
(
ば
ん
み
ん
)
に
於
け
る
、
赤
子
(
あ
か
ご
)
を
保

(
ま
も
り
め
)
ず
る
が
如
く
し
、
…
…
故
に
下
の
上
を
親
し
み
て
、
歓
ぶ
こ

と
父
母
の
如
く
し
て
云
々
」
　
(
「
王
覇
」
　
篇
)

な
ど
く
り
か
え
し
語
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
民
を
愛
す
る
の
を
、

『
尚
書
』
な
ど
に
も
見
え
る
　
「
赤
子
を
保
ず
る
」
　
に
た
と
え
る
表
現
も
多
く
、

「
富
国
」
・
「
王
覇
」
・
「
致
士
」
・
「
議
兵
」
篇
な
ど
に
も
こ
れ
を
用
い
る
。

以
上
、
父
母
と
い
う
観
念
を
掲
げ
て
、
こ
れ
を
為
政
者
の
愛
民
姿
勢
と
し
て

説
明
す
る
こ
と
は
、
『
孟
子
』
に
類
似
す
る
が
、
孝
弟
に
重
き
を
置
き
か
つ
宗

族
を
優
先
す
る
考
え
方
を
排
す
る
『
苛
子
』
で
は
、
掲
げ
ら
れ
る
父
母
は
、
そ

の
実
質
的
権
威
を
君
主
に
吸
収
さ
れ
、
血
縁
の
温
も
り
を
拒
絶
す
る
冷
徹
な
る

つ

　

5
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道
義
を
背
景
と
し
た
君
主
の
一
元
的
な
権
力
を
是
認
し
、
こ
の
権
限
と
尊
厳
を
、

愛
民
の
理
念
の
角
度
か
ら
納
得
せ
し
め
る
の
に
用
い
ら
れ
る
。
板
野
前
掲
書
第

六
章
　
(
一
五
八
百
)
　
に
、

「
有
子
は
礼
を
堅
持
し
、
周
の
封
建
制
度
に
立
脚
し
な
が
ら
、
而
も
封
建

制
度
の
社
会
の
根
本
で
あ
る
宗
族
の
中
に
君
主
権
を
浸
透
せ
し
め
、
そ
し

て
世
と
族
と
に
伴
う
宗
族
の
特
権
を
打
破
し
て
進
展
し
つ
つ
あ
っ
た
戦
国

末
期
の
君
権
の
強
化
拡
大
、
及
び
郡
兼
制
度
に
よ
る
官
僚
制
に
接
近
し
た

の
で
あ
る
」

と
述
べ
て
い
る
。

(
6
)
　
『
孝
経
』
の
場
合

『
有
子
』
で
は
、
君
主
権
の
一
元
化
が
は
か
ら
れ
、
孔
・
孟
以
来
の
孝
の
理

念
が
、
戦
国
最
末
期
の
状
況
を
背
景
と
し
て
集
大
成
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
こ
で
は
、
.
ノ
　
「
義
に
従
い
て
父
に
従
わ
ざ
る
」
を
人
の
大
行
と
し
、
義

を
つ
か
さ
ど
る
君
主
を
民
の
父
母
と
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
血
縁
の
父
子

の
孝
は
、
そ
の
実
質
的
な
威
力
を
弱
め
、
君
主
へ
の
忠
の
下
に
そ
の
主
体
性
を

失
う
可
能
性
が
潰
厚
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
血
縁
の
結
合
を
人
間
信
頼
の
源
泉

と
し
、
孝
に
立
脚
す
る
閉
鎖
的
家
族
制
の
血
縁
集
団
社
会
の
性
格
を
潰
厚
に
持

つ
中
国
社
会
に
お
い
て
、
こ
れ
を
唯
一
の
君
主
権
の
中
に
吸
引
す
る
た
め
に
は
、

単
な
る
超
越
的
強
圧
的
権
力
の
論
理
だ
け
で
な
く
、
血
縁
の
孝
の
権
威
を
承
認

し
っ
つ
こ
れ
を
公
の
君
主
の
忠
に
集
中
す
る
独
特
の
論
理
を
必
要
と
し
た
。
板

野
　
(
前
掲
書
)
　
も
こ
れ
を
指
摘
す
る
。
こ
の
よ
う
な
要
請
に
ほ
ぼ
応
え
る
も
の

と
し
て
『
孝
経
』
が
登
場
し
た
と
い
え
る
。
な
お
、
道
筋
と
し
て
は
、
『
呂
氏

春
秋
』
・
『
韓
非
子
』
な
ど
に
見
え
る
孝
の
性
格
を
も
分
析
し
て
比
較
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
論
じ
る
先
学
の
著
述
に
す
で

に
詳
し
い
の
で
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。
な
お
、
先
秦
か
ら
秦
漠
以
後
の
孝
の
展

開
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
越
智
重
明
『
戦
国
秦
漠
史
研
究
』
1
・
2
　
(
中
国
書

店
二
九
九
三
)
　
に
も
参
考
す
べ
き
詳
細
な
論
述
が
見
え
る
。

孝
そ
れ
自
体
に
公
の
意
義
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
、
『
孟
子
』
で
は
　
「
仁
義
の

実
」
と
し
て
提
示
し
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
。
上
述
の
ご
と
く
親
や

目
上
の
人
を
敬
い
こ
れ
に
従
う
性
情
は
、
人
で
あ
る
も
の
す
べ
て
が
生
来
の
心

に
具
え
持
つ
性
情
で
あ
る
と
し
、
善
を
実
現
す
る
人
間
の
遺
徳
性
た
る
　
「
孝
弟
」

や
　
「
仁
義
」
　
を
、
人
本
来
に
具
わ
る
自
然
の
性
情
す
な
わ
ち
天
性
と
い
う
角
度

で
と
ら
え
て
い
る
。
『
孝
経
』
も
基
本
的
に
は
こ
の
考
え
方
を
骨
子
と
す
る
。

す
な
わ
ち
、
　
「
聖
治
」
　
章
第
九
に
、

お

こ

な

い

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

な

「
人
の
行
、
孝
よ
り
大
(
い
ざ
の
お
も
き
)
な
る
は
美
し
、
孝
は
父
を
厳

(
た
っ
と
び
う
や
ま
う
)
に
す
る
よ
り
　
大
な
る
は
莫
し
云
々
」

と
、
父
を
尊
厳
に
す
る
孝
の
要
諦
を
掲
げ
、
す
で
に
掲
げ
た
　
(
『
孟
子
』
の
項
)

よ
う
に
、「

父
子
の
道
は
、
天
性
な
り
。
君
臣
の
義
な
り
」

と
い
う
。
父
子
を
結
ぶ
調
和
的
人
間
関
係
は
、
人
の
天
性
に
基
づ
く
も
の
で
あ

り
、
さ
ら
に
君
臣
の
間
に
生
じ
る
理
想
的
な
義
の
関
係
も
同
じ
く
天
性
に
発
源

す
る
も
の
で
あ
る
と
設
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
本
来
は
次
元

を
異
に
す
る
父
子
・
君
臣
の
人
間
関
係
は
、
人
間
本
来
の
天
性
と
い
う
批
判
を

越
え
た
概
念
を
背
景
に
、
そ
の
異
質
性
が
消
去
さ
れ
、
父
子
関
係
の
安
定
に
向

け
て
注
が
れ
る
実
践
努
力
は
、
君
臣
関
係
の
た
め
に
傾
注
さ
れ
る
実
践
行
動
と

同
一
線
上
で
結
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
父
子
・
君
臣
を
結
び
付
け
る

69



)見下てI
Vつに開展のへ忠ら

ヽ
1,

か
孝

枢
要
な
論
理
設
定
で
あ
る
。

(
・
-
)
　
「
愛
」
と
「
敬
」
-
人
の
本
性
か
ら

と
こ
ろ
で
、
父
子
の
道
た
る
孝
が
君
臣
の
義
た
る
忠
に
導
か
れ
る
た
め
に
は
、

さ
ら
に
具
体
的
説
得
を
要
す
る
。
こ
の
場
合
、
天
性
に
根
ざ
し
て
重
要
な
役
割

を
果
た
す
具
体
的
精
神
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
は
、
「
愛
」
と
　
「
敬
」
　
で

あ
る
。
こ
の
「
愛
敬
」
は
、
人
本
来
の
天
性
を
基
盤
と
す
る
精
神
で
あ
り
、
こ

れ
に
よ
っ
て
孝
の
実
が
成
就
し
同
様
に
忠
の
実
践
を
確
立
す
る
と
導
か
れ
る
。

具
体
的
に
は
、
次
の
よ
う
な
過
程
を
通
し
て
、
納
得
せ
し
め
る
論
述
が
展
開
さ

れ
る
。
な
お
、
渡
辺
信
一
郎
著
『
中
国
古
代
国
家
の
思
想
構
造
-
専
制
国
家
と

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
ー
』
　
(
校
倉
書
房
、
一
九
九
四
)
　
第
二
部
第
五
章
二
『
孝
経
』
　
の

後
世
と
制
作
年
代
2
『
孝
経
』
の
思
惟
の
特
質
-
「
愛
敬
」
-
に
、
鈴
木
柔
嘉

が
『
孝
経
』
を
通
貫
す
る
思
惟
の
骨
子
と
し
て
　
「
愛
敬
」
を
掲
げ
る
こ
と
を
紹

介
し
、
さ
ら
に
独
自
の
観
点
で
、
『
孝
経
』
の
思
惟
の
構
造
を
分
析
し
て
い
る
。

渡
辺
は
、
「
愛
敬
」
を
普
遍
的
契
機
と
し
て
す
え
る
こ
と
に
よ
り
、
家
の
倫
理

た
る
孝
は
、
明
王
を
中
心
と
し
天
地
を
も
包
括
す
る
政
治
的
世
界
の
論
理
と
し

て
表
現
さ
れ
た
と
す
る
。

権
力
の
主
導
者
は
民
を
忠
に
導
く
た
め
に
、
ま
ず
、
孝
の
意
義
と
本
質
を
明

確
に
し
、
こ
れ
が
忠
と
質
を
同
じ
く
し
、
孝
の
実
践
が
す
な
わ
ち
忠
の
実
践
に

直
結
す
る
こ
と
を
天
下
に
熟
知
せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
ま
ず
、

天
子
自
ら
が
孝
を
実
践
し
っ
つ
、
こ
れ
が
普
遍
性
を
有
し
人
間
た
る
も
の
の
必

然
性
に
根
ざ
す
基
本
的
遺
徳
行
為
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
。
そ
し
て
ま
た
、

こ
の
自
覚
と
実
践
が
民
に
信
頼
さ
れ
る
天
子
の
政
治
の
本
質
で
あ
る
こ
と
を
公

表
す
る
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
人
民
に
、
愛
と
敬
に
基
づ
く
孝
の
本
質
を

紹
介
し
て
、
実
践
の
意
義
を
明
確
に
し
つ
つ
、
天
子
の
意
図
が
承
認
さ
れ
る
よ

う
教
化
が
図
ら
れ
る
。
「
天
子
」
章
第
二
に
、
天
子
の
孝
に
つ
い
て
、

お

や

　

　

　

　

　

　

　

　

あ

　

　

　

　

に

く

「
親
を
愛
す
る
者
は
、
敢
え
て
人
を
悪
ま
ず
。
親
を
敬
す
る
者
は
敢
え
て

あ

な

ど

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

つ

か

　

　

　

　

つ

人
を
憤
ら
ず
、
愛
敬
を
ば
、
親
に
事
う
る
に
尽
く
し
、
而
し
て
徳
教

(
ど
う
と
く
の
き
ょ
・
ブ
か
)
百
姓
(
て
ん
か
の
た
み
)
に
加
(
ゆ
き
わ
た
り
く
わ
)

わ
り
、
四
海
(
よ
も
の
く
に
ぐ
に
)
に
刑
(
て
ほ
ん
と
す
)
る
。
」

と
い
う
。
天
子
は
、
L
親
に
事
え
る
孝
を
具
体
的
に
し
て
、
親
を
愛
し
親
を
敬
す

る
こ
と
と
し
て
自
ら
実
践
し
て
、
こ
れ
が
天
子
の
政
治
理
念
で
あ
り
百
姓
を
導

く
所
以
で
あ
る
こ
と
を
天
下
に
蹟
示
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
一
方
、
直
接
に
、

天
下
の
民
そ
れ
ぞ
れ
に
愛
敬
の
実
践
の
意
義
を
示
唆
す
る
の
で
あ
る
。

愛
敬
は
人
間
調
和
の
原
点
で
あ
り
社
会
運
営
の
要
で
あ
る
。
こ
の
愛
敬
の
本

質
に
つ
い
て
は
、
ま
た
、
こ
れ
が
人
間
的
本
来
性
に
源
を
発
す
る
と
解
説
さ
れ
、

次
の
よ
う
な
人
の
日
常
的
な
体
験
的
心
情
を
契
機
と
し
て
導
か
れ
て
、
天
下
に

教
示
さ
れ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
　
「
聖
治
」
章
に
、
聖
人
が
、

「
敬
」
と
　
「
愛
」
　
を
教
え
る
方
法
に
つ
い
て
、

「
聖
人
、
厳
(
た
っ
と
び
う
や
ま
う
)
に
よ
り
て
以
て
敬
を
教
え
、
親
(
し

た
い
あ
い
す
る
)
に
因
り
て
以
て
愛
を
教
う
」

と
述
べ
る
。
な
お
こ
れ
に
先
立
っ
て
、
こ
こ
に
い
う
　
「
敬
」
・
「
愛
」
を
教
示

す
る
契
機
と
さ
れ
る
　
「
厳
」
・
「
親
」
　
は
、
親
子
の
日
常
を
通
し
て
自
ず
か
ら

自
覚
・
体
得
さ
れ
て
い
く
も
の
と
認
定
さ
れ
て
お
り
、
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
る
。

「
故
に
、
親
(
し
た
い
あ
い
)
す
る
、
之
を
膝
下
(
い
と
け
な
さ
と
き
)
に
生

じ
、
以
て
父
母
に
養
(
し
た
が
い
も
て
な
)
し
て
日
(
ひ
び
し
だ
い
)
に
厳

(
た
っ
と
び
う
や
ま
う
)
も
て
す
」

7

9
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と
。
聖
人
が
天
下
に
教
示
し
己
が
政
の
基
盤
と
す
る
愛
と
敬
の
精
神
は
、
人
各

々
が
子
と
し
て
の
成
長
過
程
に
お
い
て
自
然
に
己
の
な
か
に
育
み
形
成
す
る
基

本
心
情
に
、
教
示
の
手
を
加
え
て
意
義
あ
る
精
神
と
し
て
整
え
ら
れ
る
と
い
う

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
為
政
責
任
者
の
教
化
は
、
子
が
親
か
ら
受
け
る
慈
愛

で
育
ま
れ
る
親
愛
・
依
存
の
情
や
、
成
長
に
つ
れ
て
親
に
従
い
事
え
て
行
く
間

に
習
得
し
て
い
く
親
へ
の
尊
敬
・
心
服
の
心
情
を
も
と
で
と
し
て
展
開
さ
れ
て

い
く
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
も
、
愛
と
敬
は
、
そ
の
本
来
が
人
の
天
性
に

基
づ
く
こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。
人
は
素
直
な
人
の
本
来
に
立
ち
返
る
こ
と

で
愛
敬
を
実
践
し
て
　
「
父
子
の
道
」
を
整
え
か
つ
ま
た
　
「
君
臣
の
義
」
を
成
就

し
え
る
存
在
と
な
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、

「
聖
人
の
教
え
、
粛
(
き
び
し
)
　
な
ら
ず
し
て
成
り
、
共
の
政
、
厳
な
ら

も
の

ず
し
て
治
ま
る
。
其
の
因
る
所
の
者
本
(
ひ
と
の
ほ
ん
せ
い
の
こ
こ
ろ
)
　
な

れ
ば
な
り
」

と
い
う
。
こ
こ
に
　
「
本
」
と
は
、
『
古
文
孝
経
』
の
孔
安
国
伝
に
は
、
「
人
の

本
性
」
と
い
い
、
『
今
文
孝
経
』
の
鄭
l
氏
註
に
は
「
孝
」
と
い
う
。
こ
れ
を

「
孝
」
と
見
　
「
人
の
本
性
」
と
見
る
の
は
、
「
三
才
」
章
に
、
同
様
の
言
辞
を

用
い
て
、
・
孝
の
精
神
を
基
本
理
念
と
し
て
尊
重
し
て
民
を
導
く
か
ら
、
血
縁
へ

の
心
情
に
接
し
て
民
の
心
に
響
き
入
り
、
教
え
も
政
も
無
理
な
く
、
私
を
越
え

た
公
の
社
会
が
成
り
治
ま
り
成
就
す
る
と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
も
納
得
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、

「
夫
れ
孝
は
、
天
の
経
(
き
ま
り
に
よ
る
)
な
り
、
地
の
義
(
め
ぐ
み
に
よ

る
)
な
り
、
民
の
行
(
な
す
べ
き
お
こ
な
い
)
な
り
。
天
地
の
経
(
つ
ね
な
る

の
っ
と

ち
つ
じ
上
)
に
し
て
、
而
し
て
民
、
走
れ
之
に
則
る
。
天
の
明
(
ち
か
ら
)

に
則
り
、
地
の
利
(
お
ん
け
い
)
に
因
り
て
、
以
て
天
下
(
よ
の
た
み
)
を

お

し

　

　

こ

こ

順
う
。
是
を
以
て
、
聖
人
の
教
え
、
粛
(
き
び
し
)
な
ら
ず
し
て
成
り
、

其
の
政
、
厳
な
ら
ず
し
て
治
ま
る
。
其
の
因
る
所
の
者
本
(
ほ
ん
せ
い
の

じ
ょ
う
)
な
れ
ば
な
り
」

と
い
う
。
愛
敬
の
実
践
を
通
し
て
　
「
父
子
の
遺
」
と
　
「
君
臣
の
義
」
　
が
結
ば
れ

る
が
、
そ
れ
は
人
の
本
性
た
る
親
子
の
情
に
基
づ
く
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
た
が
、

こ
こ
で
は
、
孝
が
さ
ら
に
　
「
天
の
経
」
　
で
あ
り
　
「
地
の
義
」
　
で
あ
る
と
定
義
さ

れ
る
。
愛
敬
を
通
し
て
実
践
さ
れ
る
孝
は
、
天
地
の
法
則
を
背
景
と
す
る
の
で

あ
る
。
こ
の
ゆ
え
に
、
ま
た
、
「
孝
悌
の
至
(
ま
こ
と
の
き
わ
ま
り
い
た
る
)
　
は

神
明
(
か
み
の
こ
こ
ろ
)
に
通
ず
」
　
(
「
感
応
」
章
)
と
も
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
、
当
然
『
筍
子
』
が
設
定
し
た
よ
う
な
、
天
を
根
源
と
す
る
道
義
と

こ
れ
を
人
間
存
在
と
し
て
主
体
的
に
専
制
者
と
し
て
の
自
ら
の
権
威
と
し
た
君

主
の
理
念
が
吸
収
さ
れ
、
ま
た
、
孔
・
孟
な
ど
が
尊
重
し
た
血
縁
集
団
へ
の
私

的
心
情
も
」
主
体
性
を
許
容
し
、
単
に
一
方
的
に
強
圧
し
な
い
抑
制
の
配
慮
が

し
め
さ
れ
て
い
よ
う
。
渡
辺
前
掲
書
(
二
一
四
頁
)
　
は
、

「
家
を
基
礎
に
国
家
を
把
握
す
る
と
こ
ろ
に
『
孝
経
』
本
来
の
面
目
は
あ

る
」

と
い
う
。
な
お
、
板
野
長
八
著
『
儒
教
成
立
史
の
研
究
』
　
(
岩
波
書
店
二
九

九
五
)
第
一
章
『
孝
経
』
の
成
立
　
(
初
出
は
r
史
学
雑
誌
』
六
四
固
二
・
四
号
二

九
五
五
)
　
に
は
、

「
『
孝
経
』
は
君
主
の
下
に
あ
る
世
界
に
孝
を
一
貫
せ
し
め
て
い
る
。
同

時
に
孝
を
第
一
義
と
す
る
家
族
な
い
し
宗
族
を
背
景
に
持
つ
卿
大
夫
士
等

の
立
場
を
一
君
主
の
下
に
容
認
し
て
い
る
」
　
(
一
七
頁
)

と
し
、
ま
た
、

「
『
孝
経
』
は
孔
孟
以
来
の
孝
道
を
再
編
成
し
た
…
…
父
の
権
威
や
家
族

009
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4

.
刀孝

の
封
鎖
性
を
君
主
の
制
し
た
秩
序
に
準
拠
せ
し
め
、
以
て
孝
道
に
よ
る
君

主
の
一
元
的
支
配
を
可
能
な
ら
し
め
た
」

の
で
あ
り
、
そ
し
て
、

「
儒
家
の
伝
統
的
な
規
範
た
る
礼
と
、
こ
れ
を
乗
り
越
え
て
一
個
の
家
族

国
家
の
方
向
に
進
む
漠
室
と
を
結
合
す
る
た
め
の
橋
渡
し
の
役
割
を
務
め

た
。
そ
れ
は
、
同
時
に
『
孝
経
』
良
信
が
漠
の
教
化
の
具
と
し
て
役
立
つ

と
と
も
に
、
漠
の
支
配
者
を
礼
の
軌
道
に
乗
せ
た
こ
と
を
意
味
す
る
」

の
で
あ
る
と
い
う
　
(
四
八
貢
)
。

(
…
=
)
父
母
へ
の
孝
す
な
わ
ち
君
へ
の
忠

愛
敬
の
自
覚
実
践
が
孝
を
完
成
し
、
そ
し
て
、
忠
の
確
立
に
展
開
し
う
る
と

い
う
理
論
は
、
以
上
の
よ
う
な
背
景
の
中
で
整
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
、

孝
が
な
ぜ
忠
と
同
質
な
の
か
、
人
の
本
来
性
に
従
う
こ
と
で
、
ど
の
よ
う
に
孝

を
忠
に
変
換
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
示
さ
れ
る
決
定
的
な
叙
述
に
注
目
し
て
み

よ
う
。「

士
」
章
第
五
に
、

よ
り
と

「
父
に
事
う
る
に
資
り
て
以
て
母
に
事
え
て
愛
同
じ
、
父
に
事
う
る
に

も
と
づ
き
と

資
り
て
以
て
君
に
事
え
て
敬
同
じ
。
故
に
母
に
は
其
の
愛
を
　
取
　
り
て
、

カ

君
に
は
其
の
敬
を
取
る
。
之
を
兼
ぬ
る
は
父
な
り
。
故
に
孝
を
以
て
君
に

事
う
れ
ば
則
ち
忠
な
り
。
敬
を
以
て
長
に
事
う
れ
ば
則
ち
順
な
り
。
忠
順

(
ち
ゆ
う
せ
い
じ
ゅ
う
じ
ゆ
ん
)
失
せ
ず
、
以
て
上
に
事
う
」

と
い
う
。
(
「
広
揚
名
」
章
第
一
四
章
に
も
、
「
君
子
は
、
親
に
事
え
て
孝
、
故
に
忠
、

君
に
移
す
可
し
」
　
と
、
ま
た
、
『
大
赦
礼
記
』
骨
子
立
事
篇
に
、
「
父
に
事
え
て
以
て

君
に
事
う
可
し
」
、
『
呂
氏
春
秋
』
孝
行
篇
に
、
「
人
臣
、
孝
な
れ
ば
、
則
ち
君
に
事

え
て
忠
」
と
。
)

人
間
の
本
来
性
に
発
源
す
る
愛
敬
の
心
情
を
掲
げ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
父
母

へ
の
服
従
と
君
主
へ
の
服
従
を
同
質
と
説
得
す
る
。
民
は
心
の
本
来
に
た
ち
か

え
っ
て
親
へ
の
愛
敬
の
実
践
を
な
し
え
た
ら
、
そ
の
精
神
を
そ
の
ま
ま
君
主
に

移
し
行
え
ば
、
こ
れ
が
そ
の
ま
ま
孝
精
神
の
忠
へ
の
転
換
・
移
行
と
な
る
と
す

る
の
で
あ
る
。
愛
敬
を
用
い
て
、
君
主
を
民
の
父
母
と
す
る
論
を
巧
み
に
観
念

化
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
「
広
至
徳
-
章
第
一
三
に
1

ち

ち

た

こ

あ

た

　

ひ

と

「
(
君
子
の
)
教
う
る
に
孝
を
以
て
す
る
は
、
天
下
の
人
の
父
為
る
者
を

ゆ
え
ん

敬
す
る
所
以
な
り
。
教
う
る
に
悌
(
お
と
う
と
の
み
ち
)
　
を
以
て
す
る
は
、

天
下
の
人
の
兄
為
る
者
を
敬
す
る
所
以
な
り
。
教
う
る
に
臣
(
け
ら
い
の

み
ち
)
を
以
て
す
る
は
、
天
下
の
人
の
君
為
る
者
を
敬
す
る
所
以
な
り
。

詩
に
云
う
、
怯
悌
(
や
さ
し
く
お
し
え
み
ち
び
く
)
の
君
子
(
ひ
じ
り
の
き
み
)

は
民
の
父
母
と
」

と
い
う
。
公
私
の
父
兄
が
同
化
さ
れ
、
そ
し
て
さ
ら
に
父
母
と
君
と
が
同
化
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
『
孝
経
』
は
、
私
の
血
縁
へ
の
倫
理
実
践
を
、
人
の
本
性
や

天
地
の
道
に
も
と
づ
け
て
観
念
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
公
へ
の
奉
仕
の
論
と
し

て
止
揚
し
た
の
で
あ
る
。
私
へ
止
め
て
引
き
も
ど
し
帰
そ
う
と
す
る
血
縁
の
基

本
精
神
を
尊
重
・
評
価
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
一
種
の
幻
想
な
が
ら
、
私
た
る

己
が
公
の
存
在
と
し
て
積
極
的
に
歩
み
入
り
え
る
論
理
を
整
え
た
と
い
え
よ
う
。

『
孝
経
』
で
整
備
・
完
成
さ
れ
た
忠
孝
の
論
理
は
、
孝
を
基
盤
と
す
る
ゆ
え

に
、
漠
以
後
も
、
実
質
的
に
家
族
制
を
拠
り
所
と
し
た
個
別
的
な
権
力
集
団
を
、

国
家
の
下
に
総
合
し
一
元
的
に
糾
合
す
る
考
え
方
と
し
て
の
威
力
を
確
立
し
た
。

そ
し
て
、
孝
の
養
成
は
す
な
わ
ち
忠
精
神
の
樹
立
を
う
な
が
す
も
の
と
し
て
注

、
ノ
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目
さ
れ
、
こ
の
書
に
示
さ
れ
た
理
念
は
、
歴
代
の
中
国
儒
教
社
会
に
尊
重
さ
れ

て
、
常
に
重
い
教
条
と
し
て
の
位
置
を
保
ち
続
け
た
と
い
え
よ
う
。

一
方
、
社
会
は
、
家
族
制
に
立
脚
す
る
血
縁
集
団
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
こ

の
個
々
の
集
団
内
部
を
統
括
す
る
孝
の
論
理
が
、
忠
に
よ
っ
て
国
家
権
力
に
連

な
っ
て
引
き
込
ま
れ
評
価
さ
れ
る
こ
の
よ
う
な
忠
孝
の
設
定
は
、
私
の
血
縁
集

団
を
社
会
に
顧
示
す
る
実
質
的
な
可
能
性
が
、
孝
と
い
う
実
践
道
徳
に
与
え
ら

れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
本
来
は
私
の
い
わ
ば
閉
鎖
的
な
意
義
を
固

守
す
る
理
念
で
あ
っ
た
孝
が
、
新
た
に
公
の
意
義
を
持
つ
も
の
と
し
て
提
示
さ

れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
漢
代
以
後
、
と
く
に
孝
が
お
お
き
な
意
義

あ
る
実
践
遺
徳
と
し
て
尊
重
さ
れ
た
の
は
、
忠
孝
の
こ
の
よ
う
な
論
理
設
定
に

淵
源
す
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
7
)
民
の
父
母

な
お
、
家
族
制
の
理
念
を
社
会
奉
仕
の
公
の
実
践
理
念
に
導
く
上
で
、
も
う

一
つ
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
諸
書
に
も
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
君
主

を
「
民
の
父
母
」
と
す
る
設
定
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
『
孟
子
』
・
『
有
子
』
に

も
す
で
に
語
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
考
え
方
そ
の
も
の
は
、
『
孝
経
』
に

お
い
て
、
私
の
父
母
を
公
の
父
母
に
転
換
せ
し
め
る
論
理
が
整
備
さ
れ
て
、
安

定
し
た
説
得
力
を
発
揮
す
る
存
在
と
な
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
、
歴
代

儒
教
社
会
に
お
い
て
、
親
へ
の
孝
を
公
の
国
家
や
君
へ
の
忠
誠
に
変
換
す
る
観

念
を
教
導
養
成
す
る
上
で
、
教
え
を
受
け
る
側
の
こ
こ
ろ
に
直
に
う
つ
た
え
る

効
果
を
持
っ
た
快
い
決
ま
り
文
句
は
、
こ
の
　
「
民
の
父
母
」
　
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
孝
が
己
の
親
に
服
従
奉
仕
す
る
理
念
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
な
ら
、
孝
を

観
念
化
し
て
直
結
し
た
忠
の
対
象
た
る
君
は
、
当
然
、
納
得
で
き
る
論
理
的
背

景
に
支
え
ら
れ
て
、
公
の
存
在
と
し
て
の
服
従
奉
仕
を
受
け
る
に
ふ
さ
わ
し
い
、

民
の
父
母
と
し
て
認
定
し
説
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
孝
を
忠
に
変

換
す
る
論
理
の
整
備
は
、
一
方
で
は
、
こ
の
　
「
民
の
父
母
」
　
と
い
う
こ
と
ば
の

説
得
力
を
実
質
的
に
確
定
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
と
と
ら
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
、
『
孝
経
』
は
、
先
秦
以
来
の
諸
家
が
す
で
に
注
目
し
て
い
た
民

の
父
母
た
る
君
主
と
い
う
論
点
を
、
孝
を
基
点
に
し
て
総
合
的
に
整
え
て
完
備

し
、
君
主
権
力
の
一
元
化
に
意
義
あ
る
論
理
を
付
与
し
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
『
孝
経
』
　
の
こ
の
提
示
を
補
足
し
て
、
君
主
が
民
の
父
母
と
認

定
で
き
る
真
意
を
説
明
す
る
よ
う
な
こ
と
ば
が
、
『
礼
記
』
表
記
岩
に
見
え
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
詩
に
云
う
、
凱
弟
の
君
子
は
、
民
の
父
母
と
。
凱
(
や
わ
ら
ぎ
た
の
し
み
)

以
て
之
を
強
教
(
っ
と
め
て
み
ち
び
く
)
し
、
弟
(
や
わ
ら
ぎ
た
の
し
み
)
以

て
之
を
説
安
(
こ
こ
ろ
よ
ろ
こ
び
や
す
ら
か
に
)
す
。
楽
し
ん
で
荒
(
み
だ
れ

な

そ
こ
な
う
)
　
す
る
母
く
、
礼
(
う
や
ま
う
)
有
り
て
親
(
み
ぢ
か
に
し
た
)
し

む
。
威
荘
(
い
げ
ん
お
ご
そ
か
)
に
し
て
安
(
こ
こ
ろ
や
す
)
く
、
孝
慈
(
こ

こ
ろ
よ
り
い
つ
く
し
む
)
に
し
て
敬
(
こ
こ
ろ
つ
つ
し
む
)
す
。
民
を
し
て
父

の
尊
(
と
う
と
ぷ
)
有
り
、
母
の
親
有
ら
使
む
。
比
の
如
く
に
し
て
而
し

の

ち

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

な

て
后
に
、
以
て
民
の
父
母
上
為
る
可
し
」

と
い
う
。
こ
の
君
子
は
、
指
導
者
と
し
て
の
君
子
の
意
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う

(
采
の
朱
斉
『
詩
集
伝
』
大
雅
洞
酌
に
は
、
君
子
は
王
を
指
す
と
い
う
)
。
君
主
は
、

公
の
意
識
を
、
民
そ
れ
ぞ
れ
が
肉
親
の
父
に
抱
く
尊
敬
の
念
と
母
に
抱
く
親
愛

の
念
に
同
等
の
情
念
に
照
準
を
合
わ
せ
て
、
整
え
か
つ
民
を
教
化
し
、
民
に
お

け
る
私
の
父
母
に
隔
て
な
い
観
念
的
存
在
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
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民
の
こ
こ
ろ
に
、
公
に
奉
仕
す
る
情
意
回
路
を
誘
導
的
に
形
作
っ
て
い
く
の
で

あ
る
。
親
と
君
を
結
ぶ
上
で
、
『
孝
経
』
で
用
い
ら
れ
た
　
「
愛
」
・
「
敬
」
　
は
、

こ
こ
で
は
、
「
親
」
・
「
尊
」
と
い
う
類
似
概
念
に
置
き
換
え
ら
れ
て
解
説
さ

れ
て
い
る
。

ま
た
、
同
書
の
　
「
大
学
」
篇
に
は
、

「
詩
に
云
う
、
楽
只
(
や
わ
ら
ぎ
た
、
の
し
む
)
君
子
は
、
民
の
父
母
と
。
民

に
く

の
好
む
所
は
之
を
好
み
、
民
の
惑
む
所
は
之
を
悪
む
。
比
を
之
、
民
の
父

母
と
調
う
」

と
述
べ
て
い
る
。
『
詩
経
』
小
雅
の
南
山
有
台
の
　
「
楽
只
君
子
」
　
で
は
、
古
い

解
釈
に
は
、
「
君
子
」
を
有
徳
の
賢
臣
と
す
る
が
、
『
礼
記
』
で
は
民
を
導
く

指
導
者
た
る
君
主
の
意
と
し
て
い
よ
う
。
こ
こ
で
も
、
民
に
お
け
る
血
縁
の
父

母
が
抱
く
と
同
じ
心
情
を
自
ら
自
覚
実
践
す
る
こ
と
を
君
主
の
要
件
と
し
て
い

る
。
「
大
学
」
篇
は
、
天
下
を
平
ら
か
に
す
る
目
標
の
下
、
国
を
治
め
る
に
は
、

ま
ず
己
が
身
を
修
め
、
家
の
内
を
と
と
の
え
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、

家
族
制
を
確
立
す
る
私
の
心
情
を
基
本
的
に
理
解
容
認
し
、
こ
れ
を
自
ら
実
践

し
て
納
得
し
て
尊
重
す
る
姿
勢
に
、
公
の
権
限
を
施
行
す
る
存
在
者
と
し
て
の

資
格
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
指
導
的
立
場
に
在

る
者
自
身
が
先
ず
孝
弟
を
実
践
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
、
こ
の
篇
で
、
次
の
よ

う
に
解
説
す
る
。

い

わ

ゆ

る

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

と

と

の

「
所
謂
国
を
治
む
る
に
は
必
ず
先
ず
其
の
家
を
弄
う
と
は
、
…
…
君
子

つ

か

　

　

ゆ

え

ん

は
、
家
を
出
で
ず
し
て
、
国
に
教
え
を
成
す
。
孝
は
君
に
事
う
る
所
以
な

り
。
弟
は
長
(
め
う
え
)
に
事
う
る
所
以
な
り
。
慈
(
じ
あ
い
)
は
衆
(
た

み
く
さ
)
を
使
(
し
た
が
え
っ
か
)
ぅ
所
以
な
り
。
康
語
に
日
く
、
赤
子
を

や
す保

ん
ず
る
が
如
し
と
云
々
」

と
い
う
。
こ
れ
は
、
公
の
忠
を
導
く
た
め
に
私
の
孝
を
先
行
尊
重
す
る
態
度
を

明
確
に
し
た
『
孝
経
』
が
、
そ
の
　
「
天
子
」
　
章
に
、
天
子
の
孝
に
つ
い
て
、

「
愛
敬
を
ば
、
親
に
事
う
る
に
尽
く
し
云
々
」
と
述
べ
る
内
容
に
重
な
る
解
説

で
も
あ
る
。
服
従
者
た
ち
の
信
任
を
受
け
る
天
子
自
ら
が
、
身
を
修
め
る
上
の

具
体
的
実
践
と
し
て
、
親
に
事
え
る
孝
の
実
践
を
な
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
篇
に
は
、
こ
の
こ
と
を
　
「
上
　
(
か
み
に
た
つ
も
の
)
老

(
と
し
お
い
た
お
や
)
を
老
(
た
っ
と
ぷ
べ
き
ひ
と
)
と
し
て
(
敬
い
)
、
民
(
見
習

い
)
、
孝
に
興
(
こ
こ
ろ
も
ち
い
お
こ
な
う
)
す
云
々
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
な

お
、
こ
こ
に
　
「
慈
は
衆
を
使
う
所
以
」
と
い
う
が
、
前
文
に
は
「
人
の
父
と
為

り
て
は
慈
に
止
ま
る
」
と
も
い
う
。
民
の
父
母
た
る
ゆ
え
ん
を
示
唆
す
る
も
の

で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
忠
を
要
請
す
る
主
体
た
る
君
主
が
、
こ
の
よ
う
に
孝
の
実
践
者
と

し
て
民
に
の
ぞ
む
べ
L
と
さ
れ
る
の
は
、
当
然
な
が
ら
、
ま
ず
教
示
す
る
者
と

し
て
自
ら
が
孝
実
践
の
範
を
垂
れ
て
こ
れ
を
天
下
に
う
な
が
す
と
い
う
意
味
が

含
ま
れ
よ
う
。
し
か
し
、
根
本
は
、
公
の
父
母
た
る
君
主
が
私
の
父
母
に
お
け

る
民
の
孝
を
先
行
尊
重
す
る
姿
勢
を
天
下
に
表
明
す
る
点
に
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

要
請
の
責
任
者
た
る
べ
き
君
主
自
身
も
、
実
践
を
と
お
し
て
孝
の
本
質
に
実
体

験
し
て
到
達
し
て
、
こ
れ
が
忠
の
発
源
母
胎
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
の
で
あ

る
。
か
く
し
て
、
君
主
は
、
恩
恵
を
施
し
て
導
く
目
上
の
人
た
る
親
へ
の
敬
愛

の
精
神
と
し
て
の
孝
が
、
や
は
り
恩
恵
を
垂
れ
て
導
く
上
位
者
た
る
君
主
へ
の

敬
愛
の
精
神
と
し
て
の
忠
と
、
基
本
的
な
構
造
が
同
一
で
あ
る
こ
と
を
、
身
を

も
っ
て
確
か
め
知
る
の
で
あ
る
。
忠
の
要
請
者
と
し
て
の
絶
対
的
権
限
を
被
要

請
者
に
説
得
す
る
た
め
に
、
要
請
が
上
か
ら
の
配
慮
無
き
一
方
的
な
強
制
で
な

く
、
民
の
立
場
へ
の
尊
重
を
基
調
と
し
て
い
る
こ
と
を
掲
げ
て
示
す
の
で
あ
る
。
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こ
れ
は
、
結
果
と
し
て
は
上
位
者
権
限
の
主
張
を
擁
護
す
る
が
、
下
か
ら
の
牽

制
を
柔
軟
に
受
容
す
る
民
の
父
母
と
し
て
の
姿
勢
を
備
え
て
権
限
の
施
行
資
格

を
確
定
す
る
説
得
上
の
儒
教
的
方
便
で
も
あ
ろ
う
。

孝
か
ら
の
忠
へ
の
転
換
に
つ
い
て
は
、
『
孝
経
』
に
お
い
て
は
、
す
で
に
上

に
掲
げ
た
よ
う
に
、
「
広
揚
名
」
章
に
、
「
親
に
事
え
て
孝
、
故
に
忠
、
君
に

移
す
べ
し
」
と
い
い
、
同
　
「
士
」
　
章
に
も
同
様
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、

「
広
至
徳
」
車
に
、
「
(
君
子
の
)
敬
う
る
に
孝
を
以
て
す
る
は
、
天
下
の
人

ひ
と

の
父
為
る
者
を
敬
す
る
所
以
な
り
云
々
」
と
も
見
え
る
。
板
野
『
中
国
古
代
に

お
け
る
人
間
観
の
展
開
』
五
〇
三
頁
に
、
こ
れ
ら
　
「
大
学
」
篇
に
お
け
る
孝
と

事
君
の
言
説
に
ふ
れ
て
、
「
大
学
篇
が
孝
経
を
経
由
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
で

あ
ろ
う
」
　
と
い
う
。

儒
教
を
国
家
構
築
の
理
念
と
し
て
重
視
し
た
中
国
歴
代
の
王
朝
は
、
基
本
的

に
は
、
孝
を
忠
に
変
換
す
る
論
理
を
整
え
天
下
に
喧
伝
す
る
こ
と
を
常
に
心
が

け
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
君
を
民
の
父
母
と
す
る
考
え
方
は
、
忠
孝

の
論
理
を
き
わ
め
て
日
常
的
な
身
近
な
理
念
と
す
る
に
都
合
能
く
用
い
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
家
庭
に
お
け
る
親
子
の
関
係
で
つ
ち
か
わ
れ
た
人
間
関
係
が
、
そ

ゐ
ま
ま
発
展
的
に
、
社
会
に
お
け
る
君
臣
の
関
係
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
く
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
親
が
子
に
注
ぐ
慈
愛
は
子
の
中
で
芽
生
え
る
報
恩
の
情

に
促
さ
れ
た
孝
の
実
践
と
な
っ
て
親
に
返
っ
て
い
く
。
そ
し
て
さ
ら
に
こ
の
こ

と
は
、
君
主
が
臣
下
に
正
当
な
恩
恵
を
施
し
て
、
臣
下
が
君
主
に
従
順
の
ま
ご

こ
ろ
で
仕
え
る
関
係
に
置
き
換
え
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

君
を
民
の
父
母
と
す
る
表
現
は
、
『
孟
子
』
や
『
有
子
』
な
ど
の
他
に
も
古

典
籍
に
多
い
。
『
左
伝
』
褒
公
二
五
年
や
昭
公
三
〇
年
な
ど
に
も
、
『
孟
子
』

染
恵
王
篇
や
旛
文
公
篇
な
ど
と
同
じ
く
、
君
は
民
の
父
母
と
い
う
心
構
え
を
持

ち
、
民
を
視
る
こ
と
子
の
如
く
す
る
と
示
し
て
い
る
。
ま
た
『
尚
書
』
康
詩
篇

に
も
、
民
を
赤
子
(
あ
か
ご
)
と
し
、

や

す

　

　

　

　

ご

と

　

　

　

こ

「
赤
子
を
保
ん
ず
る
が
若
く
す
。
惟
れ
民
其
れ
鹿
又
(
や
す
ん
じ
お
さ
ま
る
)

せ
ん
」

と
あ
る
。
ま
た
洪
範
貨
に
は
、

な

「
天
子
、
民
の
父
母
と
作
り
、

な

以
て
天
下
の
王
と
為
る
」
と
い
い
、
泰
誓

篇
に
、
「
惟
れ
天
地
は
万
物
の
父
母
。
…

な

じ
っ
の
ひ
と
)
元
后
(
お
お
き
み
)
と
作
る
。

ま
こ
と

・
宜
の
聡
明
(
そ
う
め
い
せ
い

元
后
、
民
の
父
母
と
作
る
」

と
あ
る
。
『
論
語
』
で
は
、
民
の
父
母
と
は
明
言
し
な
い
が
、
「
為
政
」
篇
に

な

は
、
治
め
導
く
者
自
身
に
お
け
る
徳
の
確
立
が
　
(
「
政
(
ま
つ
り
ご
と
)
を
為
す

み
ち
ぴ

に
徳
を
以
て
す
」
・
「
之
を
道
く
に
徳
を
以
て
す
」
と
)
　
民
を
導
く
要
点
で
あ
る

と
し
、
　
「
為
政
」
　
篇
に
、

「
(
君
が
)
孝
(
お
や
を
た
い
せ
つ
に
)
慈
(
た
み
を
じ
あ
い
す
)
　
な
れ
ば
則

ち
(
民
は
)
忠
(
き
み
に
ま
ご
こ
ろ
つ
く
す
)
」

と
述
べ
、
君
臣
関
係
の
在
り
方
に
つ
い
て
も
、
「
八
伶
」
篇
に
、

「
君
、
臣
を
使
う
に
礼
を
以
て
し
、
臣
、
君
に
事
ふ
る
に
忠
を
以
て
す
」

と
述
べ
る
。
こ
れ
ら
の
忠
は
ま
ご
こ
ろ
の
意
で
あ
り
、
ま
だ
後
世
の
忠
孝
に
お

け
る
忠
義
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
が
、
君
主
が
お
も
い
や
り
の

あ
る
対
応
を
す
れ
ば
、
民
や
臣
下
は
そ
れ
に
相
応
し
い
ま
ご
こ
ろ
を
持
っ
て
接

し
て
、
反
逆
の
思
い
を
生
ず
る
こ
と
は
な
い
と
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
が
忠
義
の
考
え
方
に
発
展
し
て
い
く
こ
と
に
本
質
的
な
障
害
は
な
い
。
な

お
、
『
礼
記
』
礼
運
貨
に
は
「
父
は
慈
、
子
は
孝
、
…
…
君
は
仁
、
臣
は
忠
」
、

『
左
伝
』
隠
公
三
年
に
は
　
「
君
は
義
、
臣
は
行
、
父
は
慈
、
子
は
孝
」
と
も
述

べ
て
い
る
。
ま
た
、
『
有
子
』
王
制
篇
や
『
管
子
』
中
匡
篇
な
ど
に
は
、
「
百
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姓
(
た
み
)
を
慈
愛
す
」
と
見
え
る
。

以
上
、
『
論
語
』
か
ら
義
孝
経
』
に
至
る
孝
の
思
想
の
変
遷
を
概
観
し
っ
つ
、

そ
の
本
来
を
、
家
族
乱
に
お
け
る
血
縁
奉
仕
と
服
従
と
す
る
実
践
道
徳
理
念
が
、

社
会
奉
仕
と
君
主
へ
、
の
服
従
の
理
念
と
し
て
理
論
的
に
整
備
さ
れ
る
過
程
を
確

認
し
て
き
た
。
こ
の
通
電
は
、
孝
の
観
念
化
に
よ
っ
て
忠
の
意
義
が
論
定
さ
れ

て
、
一
方
で
は
、
私
の
家
族
制
に
お
け
る
孝
の
意
義
に
公
の
社
会
的
意
義
が
付

与
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、

孝
を
子
の
精
神
構
造
の
中
に
養
成
す
る
母
性
の
社
会
性
が
認
定
さ
れ
た
こ
と
、

す
な
わ
ち
、
.
私
の
家
族
制
に
お
け
る
母
と
い
う
存
在
が
社
会
的
な
役
割
を
果
た

す
公
の
存
在
と
し
て
認
定
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、

儒
教
の
理
想
と
す
る
社
会
で
は
、
孝
が
、
す
べ
て
に
先
行
し
て
、
人
間
の
基
本

的
な
道
徳
精
神
と
し
・
て
葛
重
重
視
さ
れ
、
家
に
お
い
て
親
に
孝
を
つ
く
す
子
を

育
て
る
母
の
存
在
が
重
い
位
置
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
親
へ
の
孝

を
実
感
で
き
る
よ
う
に
育
成
さ
れ
成
人
し
た
子
は
、
社
会
維
持
運
営
の
責
任
者

た
る
君
主
が
、
親
の
ご
せ
く
こ
れ
を
受
け
入
れ
る
、
す
な
わ
ち
民
の
父
母
と
い

ぅ
心
潤
え
で
こ
れ
を
迎
え
る
こ
と
で
、
従
順
に
し
て
有
能
な
下
臣
と
な
り
、
私

を
越
え
た
社
会
的
な
存
在
と
し
て
完
成
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
血
縁
に

立
脚
す
る
個
の
家
庭
に
お
け
る
実
践
倫
理
が
、
き
わ
め
て
巧
み
に
効
果
的
に
社

会
倫
理
と
し
て
発
展
的
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
儒
教
社
会
が
実
現
す
る
の
で
あ
る
。

(
8
)
私
の
孝
か
ら
公
の
孝
へ

以
上
、
主
と
し
て
、
孝
が
忠
の
権
威
に
統
括
さ
れ
る
と
い
う
角
度
で
観
察
し

て
き
た
が
、
こ
の
側
面
か
ら
だ
け
で
は
、
儒
教
社
会
に
お
け
る
忠
孝
の
性
格
は

把
握
し
が
た
い
で
あ
ろ
う
。
さ
き
に
も
一
寸
ふ
れ
た
が
、
逆
に
、
私
的
次
元
の

孝
が
公
の
忠
の
次
元
に
評
価
の
場
を
え
た
と
い
う
観
点
か
ら
も
考
察
し
て
お
く

必
要
が
あ
る
。
結
果
と
し
て
は
、
上
述
の
ご
と
く
忠
が
孝
の
上
位
概
念
と
し
て

設
定
さ
れ
な
が
ら
、
こ
の
理
念
は
、
実
は
、
私
の
家
族
制
の
孝
を
抑
圧
す
る
も

の
と
し
て
否
定
さ
れ
ず
、
広
く
社
会
に
お
い
て
積
極
的
に
受
容
さ
れ
る
可
能
性

も
十
分
に
具
え
て
い
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

そ
れ
は
、
ひ
と
つ
に
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
私
の
父
母
に
対
置
し
て
、
君
主

を
、
公
の
父
母
た
る
民
の
父
母
と
し
て
観
念
化
す
る
論
理
が
整
え
ら
れ
、
単
に

上
へ
の
屈
伏
で
な
く
、
公
へ
の
奉
仕
に
対
す
る
見
返
り
の
功
利
が
設
定
さ
れ
た

こ
と
が
効
果
的
に
作
用
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
実
質
的
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に

具
体
的
に
理
解
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
姿
は
、
忠
を
実
践
す
る
精
神
基

盤
と
し
て
の
孝
が
、
上
位
の
権
威
た
る
理
念
に
よ
っ
て
上
か
ら
意
義
づ
け
さ
れ

認
定
さ
れ
る
か
た
ち
を
と
る
が
、
こ
れ
は
、
逆
に
見
れ
ば
、
孝
が
私
を
越
え
た

公
の
場
に
お
け
る
実
践
の
意
義
や
評
価
を
付
与
さ
れ
た
と
も
と
ら
え
う
る
か
ら

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
忠
孝
の
論
は
、
ほ
ん
ら
い
、
私
の
血
縁
集
団
た
る
家
族

制
を
構
築
す
る
理
念
と
し
て
、
外
か
ら
の
圧
力
や
侵
略
を
拒
絶
す
る
性
格
を
保

線
し
て
、
内
向
し
て
固
守
す
る
傾
向
の
強
い
孝
が
、
そ
の
内
を
維
持
す
る
意
義

を
放
棄
す
る
こ
と
な
く
、
公
の
世
界
で
の
実
践
・
活
動
を
と
お
し
て
、
私
の
世

界
へ
の
意
義
あ
る
建
設
的
発
展
と
寄
与
を
も
た
ら
す
可
能
性
が
得
ら
れ
た
こ
と

を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
具
体
的
に
は
つ
ぎ
の
点
に
注
目
し
て
お
こ
う
。

そ
れ
は
、
『
孝
経
』
開
宗
明
義
章
第
一
に
、
身
を
立
て
道
を
行
い
名
を
後
世

に
揚
げ
て
父
母
の
名
誉
を
確
立
す
る
の
を
孝
の
完
成
と
し
て
お
り
、
つ
づ
い
て
、

「
夫
れ
孝
は
親
に
事
う
る
に
始
ま
り
、
君
に
事
う
る
に
申
し
、
身
を
立
つ

る
に
終
わ
る
」
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と
い
う
教
説
や
、
『
礼
記
』
祭
義
篇
に
も
、
君
に
事
え
て
忠
、
社
会
的
業
績
を

揚
げ
る
の
が
孝
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
る
点
な
ど
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
孝
は
、

直
接
親
に
事
え
て
服
従
奉
仕
す
る
一
事
で
な
く
、
社
会
的
活
動
を
と
お
し
て
親

や
母
な
る
血
縁
集
団
の
存
在
・
名
誉
を
確
立
す
る
総
合
的
な
実
践
行
為
で
あ
る

と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
忠
に
よ
っ
て
孝
が
高
い
次
元
で
評
価

認
定
さ
れ
る
理
念
を
背
景
と
し
て
こ
そ
価
値
あ
る
立
言
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
す

な
わ
ち
、
母
な
る
血
縁
集
団
を
背
景
と
し
て
、
社
会
活
動
を
展
開
し
て
社
会
的

評
価
が
報
い
与
え
ら
れ
、
ま
た
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
国
家
の
権
威
に
つ
な
が
る

社
会
的
位
置
づ
け
を
獲
得
し
て
、
家
門
や
親
の
名
誉
を
社
会
的
に
頭
示
確
立
で

き
る
の
で
あ
る
。
基
本
的
に
は
、
私
の
エ
リ
ア
で
の
意
義
を
本
質
と
す
る
孝
が
、

社
会
的
実
践
を
と
お
し
て
、
公
の
エ
リ
ア
に
お
い
て
、
孝
の
エ
リ
ア
を
主
体
的

に
確
保
・
構
築
で
き
る
意
義
の
充
実
し
た
機
能
的
理
念
に
変
換
さ
れ
る
の
で
あ

る
。漢

時
代
以
後
、
儒
教
思
想
に
よ
る
政
治
論
理
が
確
立
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
地
方
で
大
き
な
経
済
基
盤
を
背
景
に
儒
教
家
族
制
に
立
脚
し
て
存
在
主
張

を
企
図
す
る
地
方
豪
族
な
ど
の
、
私
的
血
縁
集
団
を
基
と
す
る
諸
勢
力
を
、
中

央
王
朝
権
力
に
糾
合
す
る
の
に
、
儒
教
思
想
を
評
価
頭
彰
す
る
の
が
効
果
的
と

認
定
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
儒
教
家
族
制
に
立
脚
し
て
勢
力
の
構
築
と
顕
示
を

期
待
す
る
地
方
諸
勢
力
は
、
私
を
経
営
す
る
儒
教
理
念
を
推
進
し
て
、
そ
の
ま

ま
公
の
権
力
へ
の
積
極
的
政
治
協
力
を
と
お
し
て
、
そ
の
存
在
を
公
の
社
会
に

主
張
・
顕
示
し
う
る
の
で
あ
る
。
離
反
し
て
個
の
権
勢
を
誇
示
す
る
よ
り
も
、

積
極
的
な
関
心
と
協
力
を
寄
せ
て
中
央
権
力
と
つ
な
が
る
ほ
う
が
、
存
在
基
盤

を
確
定
す
る
う
え
で
も
、
は
る
か
に
意
義
効
果
は
高
い
の
で
あ
る
。
儒
教
思
想

の
中
核
た
る
孝
が
公
私
を
通
じ
て
注
目
さ
れ
、
し
か
も
強
い
牽
引
力
を
持
ち
え

た
の
は
こ
の
た
め
で
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
地
方
豪
族
の
勢
力
が
顕
著
で
あ
っ

た
後
漢
時
代
、
忠
だ
け
が
特
別
の
実
質
権
威
を
発
揮
し
た
と
は
か
な
ら
ず
L
も

い
え
な
い
が
、
儒
教
へ
の
関
心
が
特
異
な
位
置
を
し
め
た
の
も
、
以
上
の
よ
う

な
社
会
情
勢
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
儒
教
人
間
で
あ
る
こ
と
が
私
的
血
縁
集
団

を
整
備
し
、
同
時
に
社
会
的
に
権
威
を
拡
大
・
確
立
す
る
た
め
の
大
道
で
あ
っ

た
。中

国
歴
代
に
お
け
る
儒
教
思
想
の
盛
況
の
根
拠
を
、
孝
か
ら
忠
へ
の
道
筋
が

確
か
な
論
理
で
結
ば
れ
た
以
上
の
よ
う
な
思
想
史
の
展
開
の
中
で
確
認
し
て
お

く
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
一
応
、
次
の
点
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
儒
教
社
会

に
お
い
て
二
買
し
て
尊
重
さ
れ
要
求
さ
れ
る
孝
は
、
血
縁
集
団
と
し
て
の
家
門

を
構
築
す
る
理
念
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
っ
た
。
孝
は
、
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
生

き
る
す
べ
て
の
同
属
の
ひ
と
の
共
通
の
生
存
立
脚
基
盤
と
い
う
意
義
を
持
つ
母

な
る
も
の
と
し
て
の
家
や
血
縁
・
親
へ
の
服
従
奉
仕
と
し
て
認
識
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
当
然
な
が
ら
、
孝
は
、
個
人
と
し
て
の
私
の
自
覚
や
主
張
を

否
定
す
る
本
質
的
な
性
格
を
持
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
精
神
理
念
と
し
て
の
孝
を
教
導
す
る
ち
か
ら
は
、
す
で
に
指
摘

し
た
よ
う
に
　
(
本
誌
第
二
集
)
、
母
性
を
淵
源
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
孝
は
、
家
庭
に
お
け
る
子
へ
の
母
性
に
よ
る
徹
底
し
た
管
理
支
配
と
、
子

の
私
感
情
の
抑
制
に
淵
源
す
る
こ
.
と
を
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

(
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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