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劉
向
『
列
女
侍
』
よ
-
見
る
儒
教
社
会
と
母
性
原
理

下
　
見
　
隆
　
雄

『
列
女
偉
』
に
は
'
上
は
舜
の
時
代
か
ら
漠
初
に
至
る
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
顕
著
な
人
生
を
生
き
た
女
性
た
ち
の
伝
記
が
集
め
ら
れ
て

い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
書
を
通
し
て
、
ま
ず
直
接
に
は
'
漢
末
儒
教
社
会
が
期
待
し
た
女
性
像
な
い
し
こ
れ
に
対
応
す
る
男
性
へ
の
社

会
的
要
請
を
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
時
代
背
景
を
そ
れ
ぞ
れ
に
異
に
す
る
素
材
で
、
特
定
の
時
代
の
人
間
観
を
論
断
す
る

こ
と
は
避
け
る
べ
き
か
も
知
れ
な
い
の
だ
が
'
劉
向
に
お
け
る
『
列
女
侍
』
作
成
へ
の
意
識
に
思
い
を
致
す
な
ら
,
こ
の
よ
う
な
観
察
態

度
を
排
除
し
て
は
こ
の
書
は
論
じ
え
な
い
こ
と
が
納
得
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
各
資
料
は
、
当
世
の
人
を
啓
発
す
る
こ
と
を
目
標

と
し
て
'
漠
末
を
生
き
た
劉
向
が
彼
の
独
自
の
観
点
に
も
と
ず
い
て
、
選
択
し
整
理
し
な
お
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
伝
記
中
の
女
性
達

の
意
識
や
行
動
は
、
劉
向
の
生
き
て
い
る
漢
代
の
現
実
の
儒
教
社
会
に
深
-
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
家
庭
に
お
け
る
女
性
の
具
体
的
な
役

割
も
'
当
然
こ
の
時
代
を
支
え
る
諸
理
念
に
よ
っ
て
方
向
付
け
ら
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
特
に
、
私
情
に
拘
泥
す

る
生
き
方
が
全
編
に
わ
た
っ
て
低
く
評
価
さ
れ
、
公
義
を
重
ん
ず
る
人
生
観
が
通
じ
て
重
視
さ
れ
賞
賛
さ
れ
る
点
な
ど
を
初
め
と
し
て
、

漢
末
の
現
実
社
会
を
意
識
す
る
作
者
の
思
惑
は
随
所
に
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
慰
　
『
列
女
侍
』
理
解
の
立
場
か
ら
は
,
こ
の
書
に
関
し
て
、

そ
の
登
場
意
義
と
時
代
思
潮
と
の
関
連
は
当
然
明
確
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
重
要
課
題
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
い
く
つ

か
の
指
摘
を
し
て
き
i
j
o
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
な
お
論
ず
べ
き
諸
特
質
と
の
関
連
も
考
慮
し
っ
つ
、
本
稿
で
は
,
作
者
が
、
現
実
社
会
の

挙
む
諸
問
題
を
痛
感
し
て
、
『
列
女
俸
』
を
通
し
て
当
代
人
に
語
り
か
け
る
一
方
、
は
か
ら
ず
も
開
示
・
指
摘
す
る
こ
と
に
な
っ
た
儒
教
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社
会
を
支
え
る
理
念
の
本
質
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
る
。

劉
向
の
『
列
女
俸
』
作
成
が
'
意
識
的
に
は
当
代
の
女
性
に
つ
い
て
言
及
し
理
想
の
女
性
像
を
掲
げ
る
こ
と
を
目
標
と
し
た
点
は
'
当

然
第
一
に
確
認
し
て
お
-
べ
き
事
柄
で
あ
る
。
こ
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
か
れ
は
、
各
時
代
に
生
き
た
女
性
達
の
生
活
行
動
を
儒
教

社
会
の
枠
組
み
を
通
し
て
評
価
し
直
し
へ
儒
教
理
念
の
範
噂
の
中
に
す
べ
て
の
女
性
を
位
置
付
け
る
と
い
う
手
法
を
用
い
た
の
で
あ
っ
た
。

だ
か
ら
や
や
角
度
を
変
え
て
言
え
ば
、
か
れ
は
、
ま
た
同
時
に
へ
儒
教
社
会
と
女
性
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
本
質
的
に
し
て
普
遍
的
な
性

格
、
な
い
し
儒
教
社
会
を
構
築
す
る
理
念
の
中
に
占
め
る
女
性
の
役
割
に
つ
い
て
の
諸
々
の
特
質
を
も
、
意
識
的
と
否
と
を
問
わ
ず
'
指

摘
し
論
ず
る
結
果
に
到
達
し
た
と
判
断
で
き
る
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
こ
の
視
点
に
立
っ
て
、
以
下
へ
　
い
-
つ
か
の
特
徴
的

な
伝
記
を
取
り
上
げ
つ
つ
、
劉
向
が
は
か
ら
ず
も
指
摘
す
る
こ
と
に
な
っ
た
儒
教
社
会
に
占
め
る
女
性
、
特
に
母
の
位
置
と
役
割
に
つ
い

て
考
察
し
て
そ
の
諸
相
を
明
確
に
し
、
こ
の
社
会
を
支
え
る
理
念
が
実
は
母
性
原
理
に
淵
源
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
み
た
い
。

先
ず
「
郷
孟
画
母
」
　
(
母
儀
篇
)
を
見
る
。
こ
の
伝
に
は
'
母
性
原
理
に
立
脚
し
た
儒
教
社
会
に
お
い
て
、
母
な
る
も
の
が
、
儒
教
社

会
の
人
士
と
な
る
男
性
す
な
わ
ち
息
子
に
対
し
て
'
い
か
な
る
関
わ
り
を
持
つ
存
在
で
あ
る
の
か
が
語
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
や
や
長

文
だ
が
全
文
を
掲
げ
て
み
る
。
な
お
各
話
の
後
の
著
者
の
言
や
『
詩
経
』
の
句
は
略
す
。

①
郷
の
孟
画
の
母
な
り
。
孟
母
と
号
す
。
そ
の
舎
　
墓
に
近
し
。
孟
子
の
少
き
と
き
、
嬉
遊
し
て
墓
間
の
事
を
為
し
、
塀
躍
・
築
埋
す
。

孟
母
日
-
、
此
れ
吾
の
　
子
を
屠
処
せ
し
む
る
所
以
に
非
ざ
る
な
り
と
。
乃
ち
去
り
て
市
傍
に
舎
す
。
其
の
嬉
戯
す
る
こ
と
質
入
街
売

の
事
為
り
。
孟
母
又
た
日
-
、
此
れ
吾
の
　
子
を
屠
処
せ
し
む
る
所
以
に
非
ざ
る
な
り
と
。
復
た
徒
り
て
学
官
の
傍
に
合
す
。
其
の
嬉

遊
す
る
こ
と
乃
ち
準
且
を
設
け
揖
譲
・
進
退
な
す
こ
と
な
り
。
孟
母
日
-
、
真
に
以
て
吾
が
子
を
居
せ
し
む
可
き
な
り
と
。
遂
に
之
に

居
る
。
孟
子
　
長
ず
る
に
及
び
、
六
芸
を
学
び
て
、
卒
に
大
儒
の
名
を
成
す
。

②
孟
子
の
少
き
と
き
、
既
に
学
び
て
帰
る
。
孟
母
　
方
に
績
す
。
問
ひ
て
日
-
、
学
　
何
の
至
る
所
ぞ
と
。
孟
子
日
く
'
自
若
た
り
と
。

孟
母
　
刀
を
以
て
其
の
織
を
断
つ
。
孟
子
慣
れ
て
其
の
故
を
間
ふ
。
孟
母
日
-
、
子
の
学
を
廃
す
る
は
、
吾
の
　
斯
の
織
を
断
つ
が
若
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き
な
り
。
夫
れ
君
子
　
学
以
て
名
を
立
て
、
問
ひ
て
則
ち
知
を
広
む
。
是
を
以
て
　
居
り
て
は
則
ち
安
寧
、
動
き
て
は
則
ち
害
に
遠
ざ

か
る
。
今
に
し
て
之
を
廃
す
る
は
、
走
れ
厨
役
を
免
れ
ず
、
以
て
禍
息
を
離
る
無
き
な
り
。
何
を
以
て
　
織
績
し
て
食
す
る
に
、
中
道

に
し
て
廃
し
て
為
さ
ざ
る
に
異
な
ら
ん
。
寧
ぞ
能
く
其
の
夫
子
に
表
せ
、
長
に
糧
食
を
乏
し
-
せ
ざ
ら
し
め
ん
や
。
女
　
則
ち
其
の
食

す
る
所
を
廃
し
、
男
　
則
ち
徳
を
修
む
る
に
堕
ら
ば
、
窮
盗
宅
為
ら
ず
ん
ば
'
則
ち
虜
役
と
為
ら
ん
の
み
。
孟
子
　
憾
る
。
旦
夕
　
動

学
し
て
息
ま
ず
。
子
思
に
師
事
す
。
遂
に
天
下
の
名
儒
と
成
る
。

③
孟
子
　
既
に
要
る
。
将
に
私
室
に
人
ら
ん
と
す
る
に
、
其
の
婦
　
担
し
て
内
に
在
り
。
孟
子
　
悦
ば
ず
。
遂
に
去
り
て
入
ら
ず
。
婦

孟
母
に
辞
し
て
去
ら
ん
こ
と
を
求
め
て
日
-
、
妾
聞
く
夫
婦
の
道
、
私
室
に
て
は
与
ら
ず
と
。
今
者
,
妾
　
病
か
に
堕
し
て
室
に
在

り
。
而
し
て
夫
子
　
妾
を
見
る
。
勃
然
と
し
て
悦
ば
ず
。
是
れ
妾
を
客
と
す
る
な
り
。
婦
人
の
義
、
蓋
し
客
宿
せ
ず
。
請
ふ
　
父
母
に

帰
せ
ん
と
。
是
に
於
て
　
孟
母
　
孟
子
を
召
し
て
之
に
謂
ひ
て
白
く
夫
れ
礼
、
将
に
門
を
人
ら
ん
と
し
て
、
執
存
と
問
ふ
、
敬
を
致

す
所
以
な
り
。
将
に
堂
に
上
ら
ん
と
し
て
、
声
必
ず
揚
ぐ
、
人
に
或
る
所
以
な
り
。
将
に
戸
を
人
ら
ん
と
し
て
、
視
必
ず
下
す
。
人
の

過
を
見
る
を
恐
る
れ
ば
な
り
。
今
へ
子
　
礼
を
察
せ
ざ
る
に
、
而
る
に
礼
を
人
に
責
む
。
亦
た
遠
か
ら
ず
や
と
。
孟
子
　
謝
す
。
遂
に

其
の
婦
を
留
む
。

④
孟
子
　
斉
に
処
り
て
、
憂
色
有
り
。
孟
母
　
之
を
見
て
日
-
、
子
　
憂
色
有
る
が
若
し
。
何
ぞ
や
と
。
孟
子
日
く
,
不
敏
と
。
異
日
、

問
屈
す
。
極
を
擁
し
て
歎
-
。
孟
母
　
之
を
見
て
日
-
、
郷
に
、
子
に
憂
色
有
る
を
見
る
。
日
-
、
不
也
と
。
今
、
樋
を
擁
し
て
歎
-
0

何
ぞ
や
と
。
孟
子
　
対
へ
て
日
も
拘
　
之
を
聞
-
、
君
子
　
身
に
称
ひ
て
位
に
就
-
。
苛
に
得
て
賞
を
受
く
る
こ
と
を
為
さ
ず
。
栄

禄
を
怠
ら
ず
。
諸
侯
聴
か
ざ
れ
ば
、
則
ち
其
上
に
達
せ
ず
。
聴
き
て
用
ひ
ざ
れ
ば
、
則
ち
其
の
朝
を
践
ま
ず
と
.
今
,
道
　
舞
に
用
ひ

ら
れ
ず
。
行
か
ん
と
願
へ
ど
も
母
老
ゆ
。
是
を
以
て
憂
ふ
と
。
孟
母
日
-
、
夫
れ
婦
人
の
礼
、
五
飯
を
精
し
、
酒
策
を
暮
し
,
男
姑
を

養
ひ
'
衣
裳
を
縫
す
る
の
み
。
故
に
関
内
の
傭
有
り
て
境
外
の
志
無
し
。
易
に
日
-
、
中
債
に
在
り
。
遂
ぐ
る
倣
荒
し
と
。
詩
に
日
く
、

非
　
無
く
　
儀
　
無
し
、
惟
　
酒
食
を
走
れ
議
る
と
。
以
て
　
婦
人
に
撞
制
の
義
無
-
し
て
、
三
従
の
道
有
る
を
言
ふ
な
り
。
故
に
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年
少
き
と
き
は
則
ち
父
母
に
従
ひ
、
出
て
嫁
す
れ
ば
則
ち
夫
に
従
ひ
、
夫
死
す
れ
ば
則
ち
子
に
従
ふ
。
礼
な
り
。
い
ま
、
子
　
成
人
な

り
。
而
し
て
我
は
老
ゆ
。
子
は
子
の
義
を
行
へ
、
吾
は
吾
が
礼
を
行
ほ
ん
と
。

こ
の
伝
は
四
話
の
構
成
と
見
得
る
、
①
幼
少
年
期
に
お
け
る
母
の
役
割
・
②
学
問
成
長
期
に
お
け
る
母
の
役
割
・
③
人
間
の
社
会
性
教

示
者
と
し
て
の
母
・
④
母
の
社
会
的
位
置
と
子
の
自
立
の
四
か
ら
成
る
。
①
は
孟
母
三
遷
と
し
て
有
名
な
話
し
で
あ
る
。
基
本
的
人
格
が

形
成
さ
れ
る
時
期
の
孟
子
に
相
応
し
い
教
育
環
境
を
求
め
て
へ
　
母
が
次
々
に
住
ま
い
を
遣
る
話
し
で
あ
る
。
こ
の
母
の
自
覚
に
基
づ
く
積

極
的
行
動
は
、
動
物
の
母
が
子
を
引
き
連
れ
て
安
全
な
巣
を
求
め
て
移
動
す
る
様
子
に
も
似
て
い
る
が
、
儒
教
社
会
と
の
関
連
で
と
ら
え

る
な
ら
、
こ
こ
に
は
、
母
な
る
も
の
が
社
会
的
に
、
子
供
の
養
育
に
い
か
な
る
本
質
的
能
力
と
役
割
を
持
つ
か
又
は
委
ね
ら
れ
て
い
る
か

が
明
確
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
見
う
る
で
あ
ろ
う
。
母
は
わ
が
子
の
教
育
に
対
す
る
本
来
的
な
威
力
を
備
え
持
つ
存
在
と
し
て
認
め
ら
れ
、

か
つ
大
き
な
権
限
を
委
託
さ
れ
責
任
を
持
た
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
こ
の
こ
と
は
次
の
②
の
孟
母
断
機
の
話
し
に
も
共
通
し
て
言
え
る
。

勉
学
へ
の
厳
し
い
精
神
的
緊
張
を
強
要
す
る
孟
母
に
は
、
子
供
の
個
性
の
自
律
的
伸
張
よ
り
も
、
い
か
な
る
人
と
な
る
べ
き
か
に
つ
い
て

の
社
会
共
通
の
定
め
ら
れ
た
型
に
、
全
幅
の
信
頼
と
自
信
を
持
っ
て
子
を
は
め
込
も
う
と
し
て
い
る
様
子
が
あ
り
あ
り
と
見
え
て
い
る
。

母
は
子
供
に
と
っ
て
ほ
と
ん
ど
決
定
的
に
君
臨
す
る
存
在
で
す
ら
あ
る
。
母
性
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
完
全
に
子
供
を
支
配
し
私
有
・
保
護
し
て

い
る
。
子
供
は
母
の
1
挙
手
一
投
足
に
び
-
び
-
す
る
。
孟
子
は
織
を
断
つ
母
の
気
色
に
慣
れ
、
己
の
怠
惰
や
個
人
的
な
欲
望
の
動
き
を

恥
^
)
'
教
戒
の
言
葉
に
健
れ
て
、
母
に
従
う
。
か
れ
は
'
個
性
と
自
己
主
張
を
抑
制
し
て
母
の
抱
擁
の
影
響
力
の
中
に
依
存
し
て
在
る
こ

と
が
、
己
を
安
全
に
保
ち
精
神
的
充
足
に
到
る
の
だ
と
自
覚
・
納
得
し
て
い
-
。
か
-
し
て
か
れ
は
、
個
性
的
自
立
は
せ
ぬ
ま
ま
で
、
母

の
指
し
示
す
教
条
に
従
順
な
る
、
永
遠
に
母
性
の
威
力
圏
内
に
安
住
す
る
い
わ
ば
母
の
思
い
通
り
の
存
在
と
し
て
成
長
し
て
い
く
の
で
あ

る
。
し
か
し
こ
の
場
合
、
か
れ
は
、
同
時
に
そ
の
よ
う
に
母
に
従
順
で
あ
る
姿
勢
が
、
そ
の
ま
ま
社
会
的
に
己
を
立
て
る
道
に
通
じ
る
こ

と
を
も
教
示
さ
れ
確
認
し
て
い
-
。
母
は
'
す
で
に
こ
の
社
会
の
様
態
を
知
悉
し
、
こ
れ
を
構
築
す
る
論
理
か
ら
の
要
請
を
、
こ
れ
が
母

の
慈
愛
本
能
を
容
認
し
母
性
の
威
力
を
積
極
的
に
抱
き
込
ん
で
成
り
立
っ
て
い
る
と
感
知
す
る
故
に
、
全
幅
の
信
頼
を
も
っ
て
荷
な
え
る



見下.
_
ヽ

理原性母と会社教儒る見
.
n
ノよ』侍女列

rrHU

・
E

の
で
あ
る
。
そ
し
て
母
は
、
子
を
己
の
意
の
ま
ま
に
己
の
腕
の
中
に
抱
え
込
ん
で
個
性
的
自
立
の
芽
生
え
を
阻
止
す
る
こ
と
が
,
こ
の
社

会
に
お
い
て
'
成
長
し
た
子
の
社
会
的
自
立
と
も
直
結
す
る
こ
と
を
、
す
で
に
本
能
的
に
察
知
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
は
「
魯
季
敬
妻
」
　
(
母
儀
篇
)
の
場
合
に
は
更
に
顕
著
で
あ
る
。
敬
菱
は
息
子
の
文
伯
に
、
男
性
の
社
会
的
役
割
や
支
配

的
立
場
に
在
る
著
と
し
て
の
心
構
え
等
を
、
厳
し
-
教
導
す
る
。
話
は
、
文
伯
が
抗
う
こ
と
も
な
-
母
の
教
条
に
従
っ
て
社
会
の
望
む
理

想
的
人
格
を
形
成
し
て
い
-
如
-
に
展
開
し
、
こ
の
母
の
厳
格
な
社
会
意
識
に
支
え
ら
れ
た
教
育
行
為
に
つ
い
て
は
、
君
子
や
孔
子
の
賞

賛
の
こ
と
ば
で
、
個
々
に
論
評
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
文
伯
に
お
い
て
、
己
の
個
性
と
社
会
的
要
請
と
の
調
和
に
苦
し
ん
だ
り
、
母
性
の

支
配
下
に
在
る
こ
と
に
悩
ん
だ
り
す
る
よ
う
な
精
神
的
蔦
藤
が
起
こ
っ
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
そ
れ
は
恐
ら
く
,
母
性
の
慈
愛
の

威
力
と
そ
れ
に
同
乗
し
た
権
力
論
理
の
威
力
の
下
で
、
個
性
的
自
立
意
欲
な
ど
は
芽
生
え
る
契
機
を
失
う
し
ま
た
必
要
と
も
さ
れ
な
い
か

ら
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
作
者
は
'
こ
の
よ
う
な
母
子
の
関
係
が
、
儒
教
社
会
に
お
い
て
理
想
的
な
人
士
な
い
し
指
導
的
存
在
者
を
育
む
こ

と
を
是
認
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
文
伯
は
母
の
指
し
示
す
通
り
の
人
と
し
て
成
人
す
れ
ば
良
い
の
だ
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
子
に
お
け
る
成
人
と
し
て
の
社
会
的
自
立
と
い
う
こ
と
は
ど
う
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
再
び
孟

子
の
場
合
を
見
て
み
る
。
斉
に
あ
っ
て
、
己
の
理
想
が
君
主
に
受
入
れ
ら
れ
な
い
不
満
か
ら
、
他
国
に
行
き
た
い
と
考
え
る
孟
子
は
,
午

老
い
た
母
を
思
う
と
動
け
な
い
と
苦
悩
す
る
。
こ
の
場
合
、
孟
子
に
お
い
て
は
、
社
会
的
自
立
の
意
識
が
な
お
血
の
直
結
し
た
個
人
的
母

の
情
念
の
威
力
圏
内
に
の
み
在
っ
て
'
社
会
的
自
我
と
個
人
的
母
に
支
え
ら
れ
た
自
我
と
の
統
合
が
な
お
未
熟
で
あ
る
こ
と
が
語
ら
れ
て

い
よ
う
。
す
な
わ
ち
へ
儒
教
社
会
に
お
い
て
、
直
接
保
養
・
教
導
を
与
え
た
母
に
代
わ
っ
て
成
人
男
性
の
自
我
を
支
え
る
社
会
の
側
の
母

性
原
理
な
る
も
の
が
、
孟
子
に
お
い
て
ま
だ
自
覚
確
立
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
孟
子
の
苦
悩
に
対
す
る
母
の
説
諭
の
こ
と
ば
に
は
、

母
の
永
遠
の
子
供
と
な
る
こ
と
が
是
認
さ
れ
賞
賛
さ
れ
る
儒
教
社
会
で
'
男
性
の
社
会
的
自
立
と
い
う
こ
と
は
ど
う
把
起
さ
れ
位
置
付
け

ら
れ
て
い
る
の
か
が
示
さ
れ
て
い
る
。
則
ち
孟
母
は
語
っ
て
、
婦
人
の
礼
は
家
の
中
の
こ
と
を
眼
目
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
三
従
の
道
を

守
っ
て
、
幼
い
時
は
父
母
に
従
い
、
結
婚
す
れ
ば
夫
に
従
い
、
夫
死
す
れ
ば
子
に
従
う
も
の
で
あ
る
。
今
あ
な
た
は
成
人
し
て
私
は
年
老



見下理原性母と会社ォ儒る見りよ』侍女列『
摘翠

い
た
。
あ
な
た
は
自
分
の
判
断
で
正
し
い
と
考
え
る
こ
と
を
実
行
す
れ
ば
良
い
と
述
べ
て
い
る
。
母
が
'
儒
教
社
会
を
背
景
と
す
る
礼
の

支
配
下
に
在
り
、
礼
の
力
に
支
え
ら
れ
た
個
の
母
性
の
情
念
で
子
供
を
い
抱
き
込
ん
で
き
た
以
上
、
母
は
こ
の
よ
う
な
立
場
の
自
覚
を
再

確
認
し
て
退
-
こ
と
で
、
子
供
の
自
立
を
許
容
で
き
る
L
へ
一
方
、
子
供
は
永
遠
な
る
母
の
子
供
の
ま
ま
で
社
会
的
自
立
を
遂
げ
る
こ
と

が
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
母
に
し
て
も
、
わ
が
子
へ
の
直
接
の
か
か
わ
り
か
ら
は
実
質
的
に
は
後
退
す
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
子

を
、
か
た
ち
は
変
わ
れ
ど
も
母
の
情
念
を
構
成
母
体
と
す
る
儒
教
社
会
に
位
置
づ
け
る
の
で
あ
る
か
ら
、
子
へ
の
母
の
関
わ
り
が
完
全
に

排
除
さ
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、
母
は
深
刻
な
抵
抗
を
意
識
す
る
こ
と
な
-
、
己
の
腕
に
い
抱
き
込
ん
だ
ま
ま
で
、
子
を
、
社
会
の
子

と
し
得
る
の
で
あ
る
。
母
が
こ
の
よ
う
に
し
て
息
子
の
社
会
的
な
独
立
行
動
を
う
な
が
す
と
き
、
母
の
社
会
的
任
務
は
完
成
す
る
。
実
の

母
が
身
を
退
け
て
'
儒
教
社
会
の
構
築
原
理
た
る
母
性
原
理
に
席
を
譲
る
。
そ
し
て
成
人
と
し
て
の
孟
子
の
社
会
的
行
為
を
支
え
る
の
は

母
に
代
わ
る
こ
の
母
性
原
理
で
あ
る
。
こ
の
母
性
原
理
の
現
実
的
施
行
者
は
す
な
わ
ち
君
主
で
あ
る
。
だ
か
ら
君
に
仕
え
る
臣
が
過
ち
を

犯
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
責
任
は
母
に
で
は
な
く
君
主
に
あ
る
と
さ
れ
る
論
理
も
成
り
立
つ
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
群
通
篇
の
「
超

悌
肝
母
」
に
よ
る
と
'
坂
乱
を
起
こ
し
た
悌
肝
に
対
し
て
、
母
を
捕
え
て
死
罪
に
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
母
は
、
「
妾
　
能
く
君
の
為

め
に
子
を
長
ず
。
君
　
自
ら
択
び
て
以
て
臣
と
為
す
。
妾
の
子
　
与
り
て
論
中
に
在
り
。
此
れ
君
の
臣
に
し
て
'
妾
の
子
に
非
ず
。
君
に

暴
臣
有
り
て
、
妾
に
暴
子
無
し
」
と
主
張
し
て
君
主
の
反
省
を
促
す
の
で
あ
る
。
ま
た
同
篇
の
「
楚
江
乙
母
」
は
、
無
実
の
罪
に
落
と
さ

れ
た
息
子
の
た
め
に
へ
母
は
、
こ
れ
は
楚
王
の
治
世
の
過
ち
で
あ
る
と
誹
る
。
ま
た
同
篇
の
「
晋
弓
工
妻
」
は
'
不
当
な
処
罰
を
受
け
た

夫
の
た
め
に
,
妻
が
晋
公
の
処
置
の
誤
り
を
指
摘
す
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
母
性
原
理
の
現
実
施
行
者
は
、
母
(
秦
)
に
代
っ
て
そ

の
子
(
夫
)
に
対
す
る
直
接
保
護
・
管
理
責
任
を
有
す
る
こ
と
を
語
る
資
料
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
は
、

母
の
子
へ
の
教
育
責
任
の
重
さ
や
、
子
の
保
育
・
束
縛
に
強
く
関
わ
っ
た
母
の
諸
責
任
が
'
社
会
の
母
と
し
て
の
君
主
に
発
展
的
に
移
行

す
る
の
が
儒
教
社
会
の
本
来
的
な
姿
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
一
種
の
作
り
話
し
に
過
ぎ
ず
、
現
実
に
は
、
権
力
の
威
厳
と
そ
の
遂
行
の

た
め
に
、
一
方
的
な
論
法
で
子
や
夫
が
処
罰
さ
れ
る
こ
と
は
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
後
述
す
る
が
、
儒
教
社
会
に
お
い
て
母
が
子
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に
対
し
て
持
つ
役
割
は
妻
が
夫
に
対
し
て
持
つ
役
割
に
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
例
え
ば
'
賢
明
篇
の
「
楚
接
輿
妻
」
・
「
楚
老
莱
妻
」
・

「
楚
於
陵
妻
」
な
ど
に
見
ら
れ
る
夫
に
対
す
る
妻
の
保
護
者
的
な
対
応
の
姿
に
も
、
こ
の
こ
と
は
十
分
う
か
が
え
る
。
子
に
対
す
る
母
の

教
育
的
効
果
が
賞
賛
さ
れ
て
い
る
話
と
し
て
、
こ
の
他
に
'
母
儀
篇
「
棄
母
蓑
娠
」
・
「
契
母
簡
秋
」
な
ど
も
注
目
さ
れ
る
。

さ
て
、
儒
教
社
会
で
は
'
母
性
本
来
の
持
つ
慈
愛
と
拘
束
力
が
、
そ
の
ま
ま
社
会
的
な
論
理
と
し
て
機
能
し
う
る
要
素
を
具
え
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。
連
に
い
え
ば
、
儒
教
社
会
は
、
母
性
に
お
け
る
慈
愛
と
拘
束
の
力
を
基
本
と
し
て
、
こ
れ
を
質
的
に
社
会
構
築
の
理
念
に

転
換
す
る
こ
と
で
、
そ
の
安
定
性
を
確
立
し
得
た
社
会
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
儒
教
社
会
に
お
い
て
、
親
が
子
を
慈
し
む
心
と

血
縁
の
影
響
力
の
圏
内
に
子
供
を
止
め
て
、
こ
れ
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
理
念
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
孝
で
あ
る
。
だ
か
ら

こ
の
社
会
を
支
え
て
い
る
理
念
の
本
質
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
孝
の
理
念
の
本
質
を
見
極
聖
こ
の
孝
が
や
が
て
は
、
忠
義
や
公
義
に

発
展
的
に
置
き
換
え
ら
れ
て
作
用
す
る
性
格
を
含
ん
で
い
る
点
に
考
察
の
視
点
を
集
中
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
,
次
に
、
忠

孝
の
考
え
方
を
通
し
て
母
子
(
妻
夫
)
　
の
関
係
が
語
ら
れ
る
話
し
に
月
を
転
じ
て
み
よ
う
。

「
斉
田
積
母
」
で
は
、
帝
の
相
た
る
田
稜
子
が
母
に
、
下
更
か
ら
も
ら
っ
た
お
金
を
与
え
よ
う
と
し
た
た
と
こ
ろ
へ
母
は
'
君
主
よ
り

受
け
る
俸
禄
以
外
の
金
品
の
報
酬
を
不
義
の
財
と
し
へ
こ
れ
を
私
有
す
る
こ
と
は
不
忠
で
あ
り
'
そ
れ
を
母
に
与
え
る
こ
と
自
体
が
す
な

わ
ち
不
孝
に
他
な
ら
ぬ
と
諭
す
。
母
の
こ
と
ば
は
'
「
夫
れ
人
臣
と
為
り
て
其
の
君
に
事
ふ
る
こ
と
へ
猶
大
子
と
為
り
て
其
の
父
に
事
ふ

る
が
ご
と
き
な
り
」
と
い
L
o
ま
た
、
こ
れ
を
知
っ
た
斉
王
は
母
の
義
を
賞
す
る
。
母
へ
の
孝
が
そ
の
ま
ま
忠
に
直
結
す
る
理
念
と
さ
れ

て
い
る
点
が
興
味
深
い
。
子
は
先
ず
母
の
慈
愛
が
持
つ
威
力
の
中
で
生
存
の
安
全
を
確
認
す
る
の
で
あ
る
か
ら
'
母
が
子
に
対
し
て
持
つ

慈
愛
の
威
力
の
下
で
説
か
れ
る
孝
行
の
理
念
に
は
、
当
然
強
い
説
得
力
が
内
在
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
孝
が
君
へ
の
忠
に
直

結
さ
れ
る
な
ら
ば
、
忠
孝
を
重
要
な
構
築
理
念
と
す
る
儒
教
社
会
に
お
け
る
母
性
の
役
割
は
、
そ
の
社
会
を
支
え
る
根
源
的
な
要
素
と
し

て
重
視
さ
れ
る
可
能
性
が
大
き
-
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
将
軍
と
し
て
の
士
卒
へ
の
配
慮
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
母
へ
の
御
機
嫌
う
か
が

い
を
し
よ
う
と
し
た
子
を
拒
絶
す
る
「
楚
子
襲
母
」
　
の
場
合
も
、
公
義
の
実
践
が
す
な
わ
ち
母
へ
の
孝
で
あ
る
こ
と
を
語
る
話
し
と
し
て
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注
目
さ
れ
る
。
血
縁
を
基
盤
と
す
る
族
関
係
が
社
会
的
人
間
を
支
え
て
い
る
儒
教
社
会
で
'
親
か
ら
子
に
非
ず
と
拒
絶
さ
れ
る
こ
と
は
'

そ
れ
自
体
が
'
己
の
人
間
と
し
て
の
資
格
の
根
底
を
失
う
大
き
な
恐
怖
で
あ
る
。
な
お
、
忠
義
が
国
や
君
主
に
尽
-
す
徳
と
さ
れ
、
孝
が

こ
れ
に
結
ば
れ
て
重
視
さ
れ
る
の
は
、
古
来
の
儒
教
の
姿
と
は
言
え
ず
'
忠
孝
の
思
想
は
む
し
ろ
秦
漠
以
後
に
確
立
さ
れ
る
考
え
方
と
し

て
注
目
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
本
来
の
儒
教
に
お
け
る
孝
の
理
念
に
は
'
こ
の
よ
う
な
忠
義

の
考
え
方
を
受
入
れ
、
発
展
的
に
包
括
さ
れ
る
可
能
性
と
し
て
の
要
素
が
本
来
具
わ
っ
て
い
た
の
だ
と
考
え
る
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
り
、

ま
た
本
来
の
儒
教
が
、
親
と
子
の
こ
の
よ
う
な
関
係
を
構
築
土
台
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
社
会
な
い
し
君
臣
関
係
を
効
果
的
に
支

え
'
成
り
立
た
せ
得
る
と
い
う
本
質
的
な
性
格
を
へ
そ
の
l
端
に
具
え
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
な
の
だ
と
思
う
。
な
お
こ
の
こ
と
は
後
述

す
る
。と

こ
ろ
で
'
母
性
に
は
'
子
供
へ
の
保
護
本
能
か
ら
子
供
を
抱
き
込
み
慈
し
む
1
両
と
、
す
べ
て
を
呑
み
込
ん
で
死
に
到
ら
し
め
る

(
離
脱
・
自
立
へ
の
衝
動
を
消
滅
さ
せ
る
)
　
1
両
が
あ
る
と
い
わ
れ
聖
母
性
を
こ
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
と
見
る
な
ら
ば
、
親
か
ら
発

せ
ら
れ
る
孝
行
の
要
求
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
不
測
の
危
険
を
顧
み
ず
'
親
の
目
の
届
か
ぬ
と
こ
ろ
に
行
っ
て
し
ま
お
う
と
す
る
子
供
の

行
動
を
制
御
し
て
己
の
腕
の
中
に
抱
き
止
め
よ
う
と
す
る
意
識
に
淵
源
す
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
実
は
、
孝

の
理
念
は
へ
　
こ
の
母
性
の
保
護
本
能
か
ら
発
せ
ら
れ
る
要
求
を
核
と
し
た
情
念
の
特
殊
な
現
れ
と
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
そ
し
て
そ
れ
が
'
さ
ら
に
は
独
立
自
立
の
た
め
に
親
か
ら
離
反
す
る
こ
と
を
阻
む
力
と
な
る
点
に
注
目
す
る
な
ら
ば
へ
　
こ
の
理
念

が
、
こ
れ
が
君
主
の
忠
義
に
直
結
さ
れ
る
時
、
儒
教
社
会
に
お
い
て
重
視
さ
れ
る
現
実
体
制
を
温
存
さ
せ
反
権
力
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
溶
解

し
て
し
ま
う
力
は
、
本
来
母
性
の
影
響
力
の
下
に
置
か
れ
て
い
る
の
だ
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
さ
て
、
い
わ
ゆ
る
母
性
の
持
つ
と
こ
ろ
の
、

子
ど
も
を
呑
み
込
む
力
は
、
自
立
へ
の
衝
動
を
抑
圧
・
消
滅
す
る
力
と
し
て
作
用
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
へ
あ
る
意
味
に
お
い
て
、
こ
れ

を
子
ど
も
の
自
立
を
支
え
る
諸
精
神
を
殺
す
力
と
も
見
得
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
儒
教
社
会
で
は
、
孝
は
実
際
に
肉
体
的
に
も
子
を
私
有
化

し
殺
す
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
は
母
性
の
持
つ
保
護
本
能
と
ど
う
直
接
結
び
付
く
の
か
そ
の
構
造
は
微
妙
で
複
雑
で
あ
る
が
、
子
を
呑
み
込
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む
母
性
の
孝
に
、
血
縁
を
越
え
た
君
主
と
社
会
へ
の
服
従
奉
仕
の
公
の
義
務
観
念
が
乗
り
込
ん
で
、
孝
を
忠
と
公
に
質
的
変
換
を
し
て
し

ま
う
か
ら
起
こ
る
事
象
と
で
も
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
、
君
主
へ
の
忠
義
と
公
義
の
実
践
の
た
め
に
孝
の
理
念
が
結
び
付
け
ら

れ
る
と
、
母
性
の
持
つ
子
へ
の
私
有
の
情
念
に
根
ざ
す
慈
愛
の
拘
束
力
を
そ
の
実
体
と
す
る
孝
は
、
社
会
的
に
上
位
に
あ
る
実
践
義
務
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
忠
義
に
包
括
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
孝
の
拘
束
力
は
個
の
犠
牲
を
強
い
る
忠
・
公
の
理
念
の
操
作
を
受
け
て
、

母
は
わ
が
子
を
私
有
し
呑
み
込
み
殺
し
て
し
ま
う
こ
と
が
起
こ
っ
て
-
る
。
か
-
し
て
孝
と
忠
は
実
質
的
な
遠
化
を
果
た
し
、
社
会
理

念
と
し
て
の
意
義
を
備
え
持
つ
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
例
を
わ
れ
わ
れ
は
、
節
義
篇
の
「
魯
孝
義
保
」
の
場
合
に
見
る
。
す
な
わ
ち
魯
の

孝
公
の
保
母
は
、
内
乱
で
追
い
詰
め
ら
れ
,
賊
軍
に
殺
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
孝
公
を
守
る
た
め
に
、
わ
が
子
を
身
代
わ
り
と
す
る
の
で
あ

る
。
ま
た
、
公
義
の
実
践
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
「
魯
義
姑
姉
」
や
「
梁
節
姑
姉
」
の
場
合
の
よ
う
に
、
兄
の
子
を
守
る
た
め
に
わ
が

子
を
棄
て
る
こ
と
も
起
こ
る
。
ま
た
'
こ
の
社
会
的
な
暗
黙
の
要
求
が
子
供
自
身
に
お
い
て
自
主
的
に
実
践
さ
れ
て
、
親
の
た
め
に
己
の

身
を
な
げ
だ
す
「
京
師
節
女
」
や
「
珠
崖
二
義
」
　
(
節
義
)
=
斉
傷
椀
女
」
・
「
超
津
女
婿
」
二
賛
太
倉
女
」
　
(
坪
通
)
の
よ
う
な

事
例
も
有
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
母
と
子
の
関
係
を
妻
と
夫
の
関
係
に
置
き
換
え
る
と
、
公
義
を
全
う
し
得
な
か
っ
た
夫
に
、
死
を
も
っ

て
償
う
べ
き
だ
と
、
妻
が
要
請
す
る
「
蓋
賂
之
妻
」
の
よ
う
な
場
合
も
、
同
義
念
の
範
噂
で
起
こ
り
得
る
。

さ
て
、
儒
教
社
会
で
の
母
と
子
の
関
係
は
妻
と
夫
の
間
柄
に
も
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
に
通
用
す
る
。
す
な
わ
ち
,
母
が
子
に
対
し
て
維
持
す

る
指
導
的
役
割
や
保
護
意
識
・
社
会
的
責
任
の
自
覚
は
,
夫
に
対
す
る
妻
の
場
合
も
ほ
ぼ
似
た
か
た
ち
で
発
揮
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の

例
の
l
と
し
て
、
「
蓋
賂
之
妻
」
を
見
て
み
よ
う
。
紙
数
の
関
係
で
全
文
を
掲
げ
ず
概
略
を
紹
介
す
る
。
戦
い
に
敗
れ
、
盲
諒
自
殺
を

決
行
す
る
が
、
助
け
ら
れ
て
果
た
し
得
ず
、
つ
い
に
は
、
妻
子
へ
の
私
情
に
な
ず
ん
で
生
き
る
道
を
選
ん
だ
益
の
将
軍
邸
子
に
対
し
て
、

多
-
の
士
民
を
殺
し
国
を
滅
ぼ
し
た
責
任
も
取
れ
ず
、
主
君
へ
の
忠
節
も
全
う
で
き
な
い
こ
と
を
語
り
,
公
義
を
無
み
す
る
も
の
で
あ
る

と
非
難
し
て
、
妻
は
、
共
に
恥
を
蒙
っ
て
生
き
る
こ
と
を
拒
絶
し
て
自
殺
す
る
。
夫
を
社
会
的
責
務
遂
行
の
面
に
お
い
て
補
助
し
,
公
義

に
奉
仕
す
る
存
在
と
し
て
支
え
る
役
割
と
責
任
を
荷
な
う
妻
は
,
公
義
に
外
れ
る
過
ち
を
犯
し
た
夫
に
対
し
て
,
こ
れ
を
璽
具
し
悔
悟
さ
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せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
社
会
的
責
任
を
放
棄
し
て
私
愛
に
退
行
す
る
夫
を
、
母
が
子
を
非
難
し
拒
絶
す
る
よ
う
に
、
公
義
の
名

の
下
に
お
い
て
厳
し
-
指
弾
し
拒
絶
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
吾
　
子
と
与
に
恥
を
蒙
り
て
生
-
る
能
は
ず
」
　
と
言
っ
て
自
殺
す
る
。

こ
の
言
は
、
妻
の
側
か
ら
発
せ
ら
れ
る
離
別
宣
言
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
ら
、
そ
れ
は
ち
ょ
っ
ど
、
母
が
、
公
義
に
惇
る
子
を
吾

が
子
に
非
ず
と
拒
絶
・
棄
窮
す
る
処
置
に
匹
敵
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
妻
が
自
殺
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
妻
(
女
性
)
　
な
る
も

の
が
置
か
れ
た
社
会
的
特
殊
事
情
に
よ
る
で
あ
ろ
恒
。
母
は
、
血
縁
と
家
族
・
宗
族
の
権
威
を
背
景
に
親
と
し
て
対
置
し
、
慈
愛
と
拘
束

の
情
念
を
基
と
す
る
孝
の
力
を
媒
介
と
し
て
子
と
直
接
私
有
対
応
が
で
き
る
か
ら
、
社
会
的
な
諸
問
題
に
お
い
て
、
子
が
公
義
に
惇
る
過

ち
を
犯
し
た
場
合
に
は
、
孝
の
権
威
の
下
に
子
を
処
置
で
き
る
が
、
夫
に
対
す
る
妻
の
立
場
は
常
に
従
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
個
と
し
て
主

体
的
対
等
に
対
置
す
る
権
限
を
持
た
な
い
。
だ
か
ら
妻
は
1
方
的
に
夫
を
命
じ
て
従
わ
せ
る
こ
と
も
夫
を
離
別
す
る
こ
と
も
社
会
的
に
許

容
さ
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
夫
に
死
ね
と
言
い
、
「
子
と
与
に
恥
を
蒙
り
て
生
-
る
能
は
ず
」
　
と
言
う
時
、
妻
は
、
夫
を
私
有
化
し
義
絶

し
、
妻
に
は
許
さ
れ
ぬ
命
令
し
処
置
す
る
者
と
し
て
対
置
し
、
夫
へ
の
従
の
立
場
を
離
脱
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
到
底
へ
社
会

倫
理
を
逸
脱
し
て
生
き
て
在
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
る
に
夫
に
公
義
を
全
う
せ
し
め
る
社
会
的
責
務
を
荷
な
う
妻
は
'
公
義
に
外
れ

た
夫
を
放
置
で
き
な
い
。
夫
を
積
極
的
に
離
別
で
き
る
権
限
を
持
た
ぬ
妻
は
、
己
を
殺
す
こ
と
で
消
極
的
に
夫
を
離
別
・
棄
捕
す
る
と
い

う
複
雑
な
処
置
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
ろ
う
。
社
会
的
通
念
と
し
て
は
許
さ
れ
な
い
か
た
ち
で
の
妻
か
ら
の
離
別
・
絶
縁
を
受
け
た
夫

は
'
男
性
と
し
て
の
社
会
的
資
格
を
失
う
と
い
う
制
裁
を
受
け
形
式
的
に
死
に
到
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
子
を
讃
責
・
絶
縁
し
公
義
の

た
め
に
子
を
殺
す
母
の
処
置
に
も
似
る
。
ま
た
へ
妻
は
こ
う
し
て
、
公
義
に
脱
落
し
た
夫
を
特
殊
な
手
段
を
通
し
て
悔
悟
さ
せ
る
の
だ
と

も
解
せ
ら
れ
る
。
ま
た
そ
の
自
殺
は
、
夫
に
公
義
を
全
う
せ
し
め
る
責
務
を
負
う
妻
自
身
の
、
頗
罪
で
あ
る
と
観
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
妻
は
、
夫
の
社
会
的
罪
を
私
有
し
更
に
も
っ
と
言
え
ば
夫
を
私
有
保
護
し
て
い
る
存
在
と
受
け
取
れ
る
。
か
ぐ
し
て
'
外

に
対
し
て
己
の
子
を
私
有
的
に
保
育
・
慈
愛
し
処
置
す
る
母
の
如
-
に
、
妻
に
も
'
夫
を
私
有
の
情
念
で
包
み
込
む
存
在
と
見
得
る
l
面

が
潜
ん
で
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
妻
も
、
忠
義
・
公
義
に
惇
る
わ
が
子
を
拒
絶
し
孝
に
あ
ら
ず
と
語
り
公
義
の
た
め
に
子
を
殺
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す
母
に
等
し
い
社
会
的
役
割
を
持
た
さ
れ
て
い
る
と
把
捜
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
魯
秋
潔
婦
」
に
よ
れ
ば
、
秋
胡
子
は
、
結
婚

後
五
日
、
離
れ
て
他
国
で
五
年
間
の
役
人
生
活
を
す
る
内
に
'
妻
へ
の
記
憶
が
薄
れ
る
。
任
期
果
て
て
帰
宅
す
る
道
で
,
桑
を
摘
む
婦
人

に
声
を
掛
け
金
を
与
え
よ
う
と
す
る
が
、
体
よ
-
拒
絶
さ
れ
る
。
家
に
帰
っ
て
み
る
と
'
先
の
婦
人
は
か
つ
て
の
妻
で
あ
っ
た
。
妻
は
,

母
を
忘
れ
て
行
き
ず
り
の
婦
人
に
金
を
与
え
よ
う
と
し
た
の
は
不
孝
へ
淫
情
の
た
め
に
仕
入
と
し
て
の
行
い
を
汚
し
た
の
は
不
義
,
不
孝

は
即
ち
不
忠
、
不
義
は
官
吏
と
し
て
失
格
と
詰
り
、
訣
別
の
言
を
残
し
て
、
河
に
身
を
投
じ
て
死
す
る
。
こ
れ
も
や
は
り
妻
の
立
場
か
ら
、

子
に
対
す
る
母
の
如
-
に
、
夫
の
不
孝
・
不
義
を
厳
し
-
指
摘
し
、
妻
の
社
会
的
役
割
が
何
で
あ
る
か
を
語
る
資
料
と
し
得
る
。
以
上
,

母
子
の
場
合
と
は
や
や
そ
の
表
れ
は
異
な
る
も
の
の
、
男
性
を
社
会
的
人
士
と
し
て
保
養
す
る
責
務
を
負
う
点
に
お
い
て
、
母
子
の
関
係

に
比
定
さ
れ
、
夫
も
、
妻
の
母
性
に
支
え
ら
れ
て
公
の
社
会
で
認
め
ら
れ
る
人
士
た
り
う
る
存
在
と
言
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
,

妻
は
社
会
に
対
し
て
母
の
役
割
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
ぐ
存
在
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
厳
し
い
条
件
の
中
で
仕
え
る
夫
を
励
ま
す

「
周
南
之
妻
」
や
、
官
僚
と
し
て
の
勤
務
精
神
に
欠
け
る
夫
を
'
身
を
以
て
説
諭
す
る
「
陶
苔
子
妻
」
　
(
賢
明
篇
)
の
場
合
も
同
様
で
あ

る
。
ま
た
、
余
説
な
が
ら
へ
私
愛
を
否
定
し
て
身
を
挺
し
て
公
義
を
実
践
す
る
「
節
義
」
諸
伝
の
主
人
公
た
ち
に
は
、
親
親
を
排
し
て
尊

尊
を
高
-
掲
げ
る
穀
梁
主
義
が
特
に
濃
厚
に
影
を
落
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

子
に
対
す
る
母
の
役
割
が
夫
に
お
け
る
妻
の
対
応
に
置
き
換
え
得
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
対
応
関
係
は
,
『
列
女
侍
』
で
は
、
君

主
に
対
す
る
后
妃
や
君
主
に
諌
言
な
す
賢
女
の
場
合
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
系
列
の
話
し
に
は
、
「
周
室
三
母
」
を
初
め
と
し
て
、
賢
明

篇
「
周
宣
菱
后
」
・
「
脅
桓
衛
姫
」
・
「
晋
文
賛
美
」
・
・
r
秦
穆
公
姫
」
・
「
楚
荘
契
姫
」
、
仁
智
篇
「
衛
要
夫
人
」
・
「
斉
憲
仲
子
」
、

貞
順
篇
の
「
楚
平
伯
巌
」
・
「
楚
昭
貞
妾
」
・
「
楚
自
貞
姫
」
、
節
義
薦
「
楚
成
鄭
管
」
・
「
楚
昭
越
姫
」
へ
辞
通
篇
「
脅
威
虞
姫
」
・

「
哲
鍾
離
春
」
・
「
暫
宿
癖
女
」
・
「
賛
孤
逐
女
」
・
「
楚
虞
荘
姪
」
な
ど
が
有
る
。

『
列
女
俸
』
に
お
け
る
女
性
伝
記
を
素
材
と
し
つ
つ
、
男
女
の
関
わ
り
に
お
い
て
女
性
の
社
会
的
役
割
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
と
、

儒
教
社
会
で
は
、
男
女
の
関
係
と
は
、
母
と
子
の
関
係
を
そ
の
基
本
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
女
性
の
社
会
的
な
役
割
の
基
本
的
な
姿
は
、
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母
の
持
つ
役
割
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
母
は
母
性
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
子
を
強
く
抱
き
込
む
こ

と
が
許
容
さ
れ
,
ま
た
こ
の
こ
と
が
社
会
的
に
要
請
さ
れ
て
も
い
る
。
例
え
ば
、
「
魯
季
敏
美
」
の
場
合
の
よ
う
に
'
母
性
の
力
が
強
く

ま
と
わ
り
つ
い
て
、
子
供
の
個
性
的
自
立
を
阻
み
殺
す
こ
と
が
有
っ
て
も
、
そ
れ
は
忌
避
さ
れ
る
事
柄
で
は
な
い
。
む
し
ろ
子
は
永
遠
に

母
の
子
と
し
て
自
立
し
な
い
の
こ
そ
が
望
ま
し
い
の
で
あ
り
へ
母
の
慈
愛
の
威
力
か
ら
背
き
出
て
、
社
会
に
対
し
て
己
の
独
自
の
人
生
を

築
-
こ
と
は
、
む
し
ろ
望
ま
し
-
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
女
性
像
は
、
勿
論
直
接
に
は
漠
代
の
劉
向
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
が
,
そ
の
本
来
は
,
儒
教
が
血
縁
を
尊
重
し
孝
悌
を
重
視
し
て
、
親
と
宗
族
・
君
と
社
会
に
反
逆
す
る
衝
動
・
意
欲
を
持
た
な
い
こ

と
を
理
想
の
人
間
完
成
と
す
る
考
え
方
に
、
そ
の
淵
源
を
発
す
る
理
念
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
劉
向
は
儒
教
社
会
に
お
け
る
女

性
を
論
じ
っ
つ
,
は
か
ら
ず
も
、
儒
教
の
本
質
を
具
体
的
な
姿
と
し
て
解
き
明
か
す
結
果
に
到
達
し
た
の
だ
と
一
亨
見
る
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。
子
を
,
母
の
思
い
通
り
の
人
格
者
と
し
て
養
成
す
る
こ
と
が
許
容
・
期
待
さ
れ
、
こ
の
母
が
社
会
の
要
請
を
荷
な
っ
て
い
る
の
だ
と

す
る
な
ら
ば
、
母
な
る
存
在
の
持
つ
影
響
力
は
、
そ
の
ま
ま
そ
の
社
会
を
支
え
る
論
理
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
こ
と
は
、
儒
教
社
会
が
本
質
的
に
は
母
性
原
理
に
立
脚
し
て
い
る
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
社
会
の
支
配
者
と

被
支
配
者
と
の
関
係
が
、
親
と
子
の
関
係
に
直
結
し
て
論
じ
ら
れ
る
事
実
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
指
摘
は
了
解
さ
れ
や
す
い
で
あ
ろ

う
。
す
な
わ
ち
、
民
の
父
母
(
『
孟
子
』
梁
恵
王
篇
や
膝
文
公
薦
な
ど
)
で
あ
り
、
民
を
視
る
こ
と
子
の
如
-
す
る
(
『
左
俸
』
襲
公
2

5
や
昭
公
3
0
な
ど
)
君
主
に
と
っ
て
,
そ
の
子
の
養
育
に
直
接
関
わ
り
さ
ま
ざ
ま
な
重
大
な
影
響
を
与
え
得
る
母
に
よ
っ
て
、
臣
下
と

な
る
も
の
が
そ
の
情
念
の
中
で
反
抗
意
識
を
持
た
ぬ
存
在
と
し
て
育
ま
れ
て
い
-
こ
と
は
'
己
の
存
立
と
安
定
し
た
社
会
を
支
え
る
大
切

な
条
件
が
着
実
に
構
築
さ
れ
て
い
-
過
程
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
な
お
へ
か
た
ち
の
上
で
は
父
を
代
表
と
す
る
親
の
慈
愛
が
子
を
育
む
の

で
あ
る
が
、
親
の
慈
愛
の
実
質
的
な
部
分
は
実
は
母
の
関
わ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
も
劉
向
の
示
す
如
く
こ
の
父
た
る
や
、
子
の
母

で
あ
る
妻
に
支
え
ら
れ
て
実
質
的
な
社
会
自
立
が
果
た
さ
れ
る
存
在
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
角
度
か
ら
儒
教
社
会
を
見
渡
す
と
、
こ

の
社
会
の
根
底
に
,
母
な
る
も
の
の
存
在
が
深
-
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
看
過
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
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と
こ
ろ
で
、
以
上
、
『
列
女
博
』
諸
伝
の
女
性
観
か
ら
検
出
し
た
と
こ
ろ
の
、
儒
教
社
会
を
支
え
る
母
性
観
念
は
、
実
は
古
来
の
孝
や

仁
・
忠
の
理
念
の
中
に
す
で
に
そ
の
存
在
が
検
証
さ
れ
る
。
そ
こ
で
へ
以
下
、
多
少
の
重
複
は
避
け
ら
れ
ぬ
が
'
以
上
の
指
摘
を
、
古
文

献
資
料
に
依
拠
し
っ
つ
、
論
証
・
確
認
し
て
お
-
0

ま
ず
、
『
論
語
』
撃
而
篇
の
、
「
有
子
日
-
'
其
の
人
と
為
り
や
孝
弟
に
し
て
'
而
も
上
を
犯
す
こ
と
を
好
む
者
は
鮮
し
。
上
を
犯
す

こ
と
を
好
ま
ず
し
て
、
両
も
乱
を
作
す
こ
と
を
好
む
者
は
'
末
だ
こ
れ
有
ら
ざ
る
な
り
。
君
子
　
本
を
務
め
、
本
　
立
ち
て
道
生
ず
。
孝

弟
な
る
者
は
、
其
れ
仁
の
本
為
る
か
」
　
に
注
目
す
る
。
孔
子
の
説
-
仁
の
実
践
の
思
想
は
、
人
々
が
、
社
会
に
対
し
て
私
の
主
張
を
排
除

し
、
常
に
満
足
と
感
謝
の
心
を
持
っ
て
善
意
の
協
力
と
奉
仕
を
己
の
任
務
と
な
す
こ
と
を
目
途
す
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
実
践
の
具
体
的
側

面
を
'
「
上
を
犯
さ
ず
」
・
「
乱
を
作
さ
ず
」
　
で
示
す
。
こ
れ
を
直
接
に
孔
子
の
言
と
す
る
に
は
や
や
無
理
が
有
る
が
、
こ
の
後
の
方
に

並
ぶ
諸
表
現
を
見
て
い
-
と
、
こ
れ
が
孔
子
自
身
の
言
の
補
説
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
は
っ
き
り
す
る
。
す
な
わ
ち
へ
　
こ
の
後

に
、
「
子
日
く
、
弟
子
　
入
り
て
は
則
ち
孝
、
出
て
は
則
ち
弟
、
謹
し
み
て
信
あ
り
、
汎
-
衆
を
愛
し
て
仁
に
親
づ
き
、
行
ひ
て
余
力
有

ら
ば
、
則
ち
以
て
文
を
学
べ
」
と
あ
り
へ
　
こ
の
章
に
続
い
て
、
孔
子
の
高
弟
と
し
て
子
源
と
な
ら
ぶ
子
夏
が
、
孔
子
の
こ
の
こ
と
ば
を
敷

宿
し
て
説
明
す
る
か
の
ご
と
-
、
「
賢
を
賢
と
し
て
色
を
易
へ
、
父
母
に
事
へ
て
能
く
其
の
力
を
端
-
L
へ
君
に
事
へ
て
能
く
そ
の
身
を

致
し
'
朋
友
と
交
は
る
に
、
言
ひ
て
信
有
ら
ば
'
未
だ
学
ば
ず
と
錐
も
、
吾
は
必
ず
こ
れ
を
学
び
た
り
と
謂
は
ん
」
と
述
べ
る
の
を
列
す

る
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
有
子
の
言
は
彼
自
身
の
考
え
を
紹
介
す
る
た
め
に
こ
こ
に
収
録
さ
れ
た
も
の
で
は
な
-
'
孔
子
の
言
動
を
忠
実

に
理
解
し
た
か
れ
の
言
辞
を
こ
こ
に
掲
げ
て
、
孔
子
の
考
え
の
根
幹
を
補
足
・
明
確
に
す
る
た
め
に
こ
こ
に
列
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
子
夏
の
言
の
場
合
も
こ
の
こ
と
は
同
様
で
あ
る
と
い
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
以
上
か
ら
、
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
け
る
社
会
の
安
定
に
協
力
的

な
意
志
を
確
立
し
、
社
会
統
治
者
へ
の
従
順
な
る
精
神
を
形
成
す
る
点
に
在
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
こ
の
精
神
を
培
う
土
壌
が
家
庭

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
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た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
儒
教
の
本
質
を
明
確
に
す
る
た
め
に
は
'
孝
の
性
格
を
分
析
・
確
認
し
て
お
く
必
要
が
有
る
で
あ
ろ
う
。

孝
は
'
親
か
ら
受
け
た
保
護
と
慈
愛
を
子
が
目
覚
し
へ
こ
れ
を
恩
義
と
し
て
受
け
止
め
て
、
親
の
意
志
に
服
従
し
奉
仕
す
る
と
い
う
具

体
的
行
為
を
通
し
て
応
え
お
返
し
す
る
理
念
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
か
た
ち
は
自
発
的
で
あ
る
が
'
本
質
は
親
の
側
か
ら
の
要
求
で
あ

る
。
子
に
こ
の
報
恩
へ
の
積
極
的
意
志
を
確
立
せ
し
め
る
契
機
と
し
て
は
'
無
論
幾
つ
か
の
要
因
が
想
定
で
き
る
。
そ
の
中
で
も
最
も
重

い
素
因
と
し
て
は
、
孝
を
自
覚
さ
せ
る
た
め
の
教
育
的
配
慮
と
し
て
'
子
の
中
に
'
血
縁
と
い
う
も
の
が
己
を
裏
切
る
こ
と
の
な
い
絶
対

的
な
拠
り
所
と
し
て
信
頼
さ
れ
'
親
へ
の
た
し
か
な
恩
情
が
育
ま
れ
る
べ
く
、
先
ず
親
が
子
を
愛
し
護
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら

に
つ
い
て
諸
文
献
に
注
目
す
る
と
、
た
と
え
ば
、
『
薦
記
』
鐙
運
簾
に
「
父
慈
子
孝
、
兄
良
弟
弟
、
夫
義
婦
聴
'
長
恵
幼
順
、
君
仁
臣
忠
、

『
左
俸
』
昭
公
二
六
年
や
『
貴
子
春
秋
』
の
量
子
の
言
に
「
父
慈
子
孝
へ
兄
愛
弟
敬
、
夫
和
妻
柔
へ
姑
慈
婦
聴
」
'
ま
た
『
左
博
』
文
公

十
八
年
に
「
父
義
'
母
慈
、
兄
友
、
弟
恭
'
子
孝
」
、
隠
公
三
年
に
、
「
君
義
、
臣
行
へ
父
慈
、
子
孝
へ
兄
愛
'
弟
恭
」
、
『
大
戴
薩
』

四
代
篇
に
「
父
慈
、
子
孝
へ
兄
愛
、
弟
敬
、
此
昔
先
王
之
所
先
施
於
民
也
」
、
『
論
語
』
為
政
篇
に
「
父
母
唯
其
疾
之
憂
」
、
『
詩
経
』

小
雅
・
参
我
に
「
父
今
生
我
、
母
骨
鞠
我
」
な
ど
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
留
意
す
べ
き
倫
理
観
念
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
表
現
は
少
し

ず
つ
異
な
る
が
、
い
ず
れ
も
ほ
ぼ
同
類
の
発
想
と
把
捉
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
孔
子
の
考
え
を
、
こ
れ
ら
の
こ
と
ば
も
交
え
て
考
察
す
る

と
、
孝
は
先
ず
親
の
慈
愛
の
情
念
の
影
響
下
に
お
い
て
形
成
・
左
右
さ
れ
る
精
神
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
親
の
子
へ

の
慈
愛
が
深
け
れ
ば
そ
れ
だ
け
へ
子
の
中
に
形
作
ら
れ
る
孝
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
強
-
、
そ
し
て
こ
れ
を
土
台
と
し
て
、
個
人
の
中
に
形
成

さ
れ
る
社
会
的
倫
理
観
念
た
る
仁
の
ス
ケ
ー
ル
が
決
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
孝
が
仁
に
発
展
的
に
継
承
さ
れ
る
と
い

う
こ
と
は
、
家
庭
に
お
け
る
親
子
の
関
係
で
つ
ち
か
わ
れ
た
人
間
関
係
が
、
そ
の
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
こ
と
を
意
味
し
て
い
聖
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
-
。
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
。
だ
か
ら
'
先
に
掲
げ
た
ご
と
-
、
君
は
、
基
本
的
な
心
構
え
と
し
て
は
、
民
の
父
母
(
『
孟
子
』
梁
恵
王
篇
や
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願
文
公
篇
な
ど
)
と
い
う
心
構
え
を
持
ち
へ
民
を
視
る
こ
と
子
の
如
-
す
る
(
『
左
博
』
嚢
公
2
5
や
昭
公
3
0
な
ど
)
の
で
あ
る
。
ま

た
『
尚
書
』
に
も
、
民
を
赤
子
と
し
'
「
赤
子
を
保
ん
ず
る
が
若
-
す
る
。
惟
れ
　
民
　
其
れ
鹿
又
せ
ん
」
　
(
康
詰
)
と
あ
る
。
ま
た
洪

範
篇
に
は
、
「
天
子
へ
民
の
父
母
と
作
り
、
以
て
天
下
の
王
と
為
る
」
と
い
い
、
泰
警
篇
に
、
「
惟
れ
天
地
は
万
物
の
父
母
。
-
⊥
里
の

聡
明
　
元
后
と
作
る
。
元
后
　
民
の
父
母
と
作
る
」
と
あ
る
。
『
論
語
』
で
は
、
八
伯
篇
に
、
君
臣
関
係
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
定
公
の

質
問
に
対
し
て
'
孔
子
は
「
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
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
、

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
-
こ
と
に
本
質
的
な
障
害
は
な
い
。
こ
こ
で
、
先
引
の
『
薩
記
』
種
運
篇
の
「
父
慈
子
孝
、
-
=
衰
仁
臣

忠
」
、
ま
た
『
左
俸
』
隠
公
三
年
の
「
君
義
'
臣
行
へ
父
慈
、
子
孝
」
に
再
び
目
を
止
め
て
お
き
た
い
。
儒
教
の
理
想
と
す
る
社
会
で
は
,

家
庭
に
お
い
て
親
に
孝
を
つ
-
す
子
を
育
て
る
こ
と
が
成
人
社
会
構
成
員
の
任
務
と
な
る
。
か
-
し
て
、
親
へ
の
孝
を
実
践
で
き
る
子
は
、

社
会
維
持
運
営
の
責
任
者
君
主
が
、
親
の
ご
と
-
こ
れ
を
受
け
入
れ
る
心
構
え
で
迎
え
る
こ
と
で
従
順
に
し
て
有
能
な
下
臣
と
な
る
。
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
て
い
る
の

で
」
.
.
<
3
-
-

と
こ
ろ
で
、
孝
を
自
覚
・
実
践
せ
し
め
る
要
田
と
し
て
、
以
上
の
如
-
、
親
側
か
ら
の
慈
愛
が
重
視
さ
れ
る
が
、
親
の
慈
愛
を
子
に
お

け
る
孝
の
実
践
に
変
換
せ
し
め
る
に
は
、
な
お
特
殊
条
件
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
考
え
る
た
め
に
は
、
儒
教
社
会
に
お
け
る
血
縁

の
力
と
家
族
制
の
存
在
意
義
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
す
な
わ
ち
、
家
族
制
を
基
盤
と
す
る
儒
教
社
会
で
は
う
ま
ず
親
を
中
心
と

す
る
血
縁
の
慈
愛
に
よ
っ
て
生
の
安
全
が
保
証
さ
れ
て
血
縁
信
頼
の
精
神
が
定
着
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
一
方
で
は
同
じ
強
さ
で
、
血

縁
へ
の
反
逆
や
否
定
が
、
己
の
生
存
や
存
立
の
維
持
に
と
っ
て
破
壊
的
打
撃
を
与
え
る
と
い
う
現
実
認
識
が
生
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う

し
て
血
縁
絶
対
依
存
の
意
識
が
確
立
し
、
こ
れ
が
積
極
的
に
孝
の
実
践
を
支
え
る
こ
と
に
な
る
。
報
恩
・
奉
仕
と
し
て
体
現
さ
れ
る
孝
の
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実
践
に
は
、
ま
ず
へ
孝
を
外
れ
て
生
き
る
こ
と
へ
の
罪
悪
感
な
い
し
恐
怖
感
の
よ
う
な
も
の
の
他
面
か
ら
の
何
ら
か
の
制
約
が
無
け
れ
ば
、

個
人
に
お
い
て
疑
い
を
入
れ
ぬ
強
い
自
発
的
命
令
と
は
な
り
難
い
と
思
わ
れ
る
。
子
に
お
い
て
'
親
と
の
関
わ
り
を
無
視
し
背
い
て
は
己

の
存
立
基
盤
は
ゼ
ロ
に
な
る
と
い
う
観
測
が
成
り
立
ち
'
孝
が
す
で
に
社
会
的
な
意
義
を
持
つ
理
念
だ
と
認
識
で
き
れ
ば
'
子
の
心
に
着

実
に
君
臨
す
る
社
会
倫
理
を
超
脱
し
て
独
立
自
立
す
る
こ
と
へ
の
恐
怖
(
孤
立
恐
怖
)
　
は
'
孝
を
媒
介
と
す
る
親
へ
の
依
存
意
識
を
強
め
'

彼
自
身
が
抱
-
社
会
で
の
自
己
存
立
の
欲
求
は
、
孝
の
実
践
に
決
定
的
な
説
得
力
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
。
本
来
個
の
意
の
ま
ま
な
る
欲

求
充
足
を
求
め
る
は
ず
の
存
在
で
あ
る
人
間
が
'
ほ
と
ん
ど
無
意
識
に
己
を
抑
圧
し
て
、
か
え
っ
て
恩
情
を
い
だ
き
孝
の
実
践
を
己
に
納

得
せ
し
め
る
た
め
に
は
、
親
と
家
族
と
一
族
を
離
れ
て
は
存
立
の
道
が
な
い
と
い
う
理
解
が
生
ま
れ
る
よ
う
な
社
会
の
現
前
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
孝
の
実
践
が
家
族
制
を
支
え
、
家
族
制
の
中
に
在
る
こ
と
の
自
覚
と
社
会
認
識
が
逆
に
孝
の
実
践
に
説
得
力

を
持
つ
と
い
う
関
係
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
親
の
慈
愛
が
、
子
に
お
い
て
親
へ
の
信
頼
・
依
存
と
し
て
定
着
し
孝
の
実
践
と
し
て
発
現
す

る
の
は
、
以
上
の
よ
う
な
社
会
条
件
の
補
助
作
用
に
も
依
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
-
べ
き
で
あ
ろ
う
。
親
は
子
に
孝
を
実
践
せ
し
め
る
こ

と
に
よ
っ
て
へ
慈
愛
の
実
の
中
で
成
長
す
る
子
の
人
生
の
安
全
と
栄
光
を
確
信
し
、
儒
教
社
会
の
人
士
は
、
血
縁
信
頼
に
支
え
ら
れ
て
養

成
さ
れ
た
精
神
と
、
意
識
を
越
え
た
報
恩
・
奉
仕
と
従
順
の
精
神
と
を
絶
対
的
な
存
立
理
念
と
す
る
に
到
る
。

さ
て
'
以
上
の
如
く
考
え
る
と
'
他
面
へ
孝
は
、
自
立
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
子
供
の
心
の
中
に
存
っ
て
'
親
を
踏
み
越
え
離
れ
る
こ

と
親
と
己
を
切
り
離
し
て
生
き
る
こ
と
を
許
さ
ず
、
親
か
ら
離
脱
し
て
一
個
の
存
在
と
し
て
独
立
自
立
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
意
識
が

芽
生
え
る
こ
と
を
制
御
す
る
力
と
し
て
作
用
す
る
一
面
を
有
す
る
と
も
見
得
る
だ
ろ
う
。
さ
す
れ
ば
孝
は
、
そ
れ
が
子
の
離
脱
自
立
を
許

さ
な
い
点
に
目
を
止
め
る
な
ら
ば
、
親
の
慈
愛
の
反
面
に
内
在
し
て
子
を
包
み
込
み
、
個
と
し
て
の
自
立
と
自
由
を
束
縛
す
る
情
念
の
影

響
の
下
に
形
成
さ
れ
た
倫
理
観
で
あ
り
、
そ
の
親
の
情
念
を
積
極
的
に
迎
え
入
れ
汲
み
入
れ
て
内
包
す
る
観
念
で
も
あ
る
と
い
え
る
で
あ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
孝
は
'
親
の
慈
愛
の
一
面
に
内
在
す
る
私
有
・
束
縛
の
情
念
を
最
も
効
果
的
で
巧
み
に
内
包
す
る
理
念
で
あ
る
と
観
う

る
l
性
格
を
有
す
る
と
言
え
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
親
を
離
れ
て
は
安
全
で
な
い
家
族
を
離
脱
す
る
と
ど
ん
な
危
険
が
待
ち
構
え
て
い
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る
か
分
か
ら
な
い
不
安
か
ら
、
成
長
過
程
に
有
る
子
を
己
の
影
響
の
わ
-
の
中
に
止
め
所
有
し
て
お
こ
う
と
す
る
親
な
る
も
の
の
本
質
的

心
情
を
そ
の
ま
ま
に
尊
重
・
温
存
L
t
家
族
制
を
基
盤
に
し
て
'
こ
れ
を
積
極
的
に
社
会
構
成
の
理
念
と
し
て
構
築
し
直
し
て
'
儒
教
社

会
は
成
立
し
安
定
す
る
。
か
-
し
て
'
親
が
家
庭
の
中
で
子
に
注
ぐ
慈
愛
と
束
縛
は
、
単
に
親
の
私
的
な
低
次
元
の
わ
が
ま
ま
勝
手
な
対

応
で
は
な
-
、
社
会
的
公
的
行
為
と
い
う
価
値
を
十
分
持
ち
得
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
親
が
そ
の
安
全
と
安
定
を
願
っ
て
期
待
と
自

信
を
持
っ
て
育
ん
だ
子
は
、
家
庭
で
は
健
や
か
に
孝
を
確
立
し
、
こ
の
孝
の
精
神
的
能
力
が
役
立
つ
信
頼
で
き
る
君
臣
社
会
に
'
親
は
安

心
し
て
子
を
送
り
出
せ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
既
述
の
ご
と
-
、
親
の
慈
愛
の
実
質
的
影
響
力
は
、
そ
の
本
来
が
母
に
発
源
す
る
も
の

で
あ
る
か
ら
、
親
の
慈
愛
の
力
で
培
わ
れ
る
孝
が
儒
教
社
会
存
立
の
基
盤
を
支
持
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
へ
儒
教
社
会
は
本
質
的
に
は

母
性
原
理
に
立
脚
し
て
い
る
と
い
う
一
つ
の
観
点
が
成
立
し
て
も
良
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

『
列
女
倦
』
に
お
い
て
劉
向
が
示
し
た
女
性
の
社
会
的
役
割
の
諸
相
を
通
し
て
'
わ
れ
わ
れ
は
、
儒
教
社
会
を
支
え
る
理
念
の
本
質
が
'

当
然
、
古
来
の
中
国
の
血
縁
を
重
視
す
る
家
族
制
と
深
-
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
再
認
識
し
、
そ
し
て
更
に
つ
き
つ
め
る
と
、
そ
れ

は
、
母
親
が
子
に
対
し
て
も
と
も
と
抱
く
自
然
な
る
母
性
情
念
に
帰
着
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
得
る
の
で
あ
る
。

(
平
成
二
年
八
月
　
脱
稿
)

川
私
愛
を
公
義
に
厳
し
-
従
属
せ
し
め
る
こ
の
考
え
方
な
ど
に
も
う
穀
梁
主
義
の
影
響
が
あ
ろ
う
こ
と
は
、
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
注
目

さ
れ
て
よ
か
ろ
う
。

聞
拙
著
『
劉
向
「
列
女
博
」
　
の
研
究
』
　
(
東
海
大
学
出
版
会
・
l
九
八
九
年
)

刷
『
列
女
俸
』
と
『
穀
梁
俸
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
従
来
明
確
な
指
摘
を
見
な
い
が
、
そ
の
人
間
観
に
は
緊
密
な
関
わ
り
が
有
る
と

見
得
る
い
く
つ
か
の
諸
特
質
が
窺
え
る
。
例
え
ば
こ
こ
に
関
連
す
る
表
現
で
一
例
を
指
摘
す
れ
ば
、
『
穀
梁
侍
』
定
公
四
年
に
、
伍
子
背

の
意
気
に
感
じ
た
呉
王
が
、
彼
の
た
め
に
復
讐
の
戦
い
を
起
こ
そ
う
と
す
る
と
、
「
臣
之
を
聞
く
、
君
は
、
匹
夫
の
為
に
師
を
興
さ
ず
。

且
つ
君
に
事
ふ
る
は
猶
お
父
に
事
ふ
る
が
ご
と
き
な
り
。
君
の
義
を
戯
き
て
父
の
讐
を
復
す
る
は
、
臣
為
さ
ざ
る
な
り
」
と
い
う
。
な
お
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『
孝
経
』
士
章
に
,
「
資
於
事
父
、
以
事
君
而
敬
同
」
と
あ
る
。
穀
梁
を
重
視
し
た
と
い
わ
れ
る
宣
帝
は
'
若
い
と
き
『
詩
』
・
『
論
語
』
・

『
孝
経
』
を
師
受
し
た
と
い
う
。
ま
た
そ
の
政
策
に
も
、
そ
の
理
念
が
影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
事
実
も
指
摘
で
き
る
。
な
お
、
道
徳

的
善
と
親
親
を
重
視
す
る
公
羊
的
立
場
に
対
し
て
、
国
家
主
義
を
優
先
さ
せ
法
的
秩
序
を
重
-
見
て
へ
尊
尊
の
姿
勢
が
顕
著
で
あ
る
穀
梁

主
義
の
特
異
性
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
日
原
利
圃
著
『
春
秋
公
羊
博
の
研
究
』
・
『
漠
代
思
想
の
研
究
』
な
ど
に
も
指
摘
が
あ
る
が
へ
こ

の
『
列
女
博
』
全
体
に
特
徴
的
な
公
議
重
視
の
傾
向
は
、
一
つ
の
穀
梁
主
義
的
発
想
の
表
れ
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
劉
向
は
宣
帝
の

命
に
よ
っ
て
穀
梁
を
学
ん
だ
と
い
わ
れ
る
か
ら
、
こ
の
角
度
か
ら
『
列
女
倦
』
を
検
討
す
る
必
要
も
あ
る
。
な
お
、
前
掲
拙
著
「
宋
恭
伯

姫
」
　
の
注
な
ど
参
照
。

回
ユ
ソ
グ
心
理
学
で
は
、
人
間
の
無
意
識
の
深
層
に
母
な
る
も
の
の
元
型
が
存
在
す
る
と
し
へ
こ
れ
を
太
母
(
グ
レ
ー
ト
マ
ザ
ー
)
と
よ

ん
で
い
る
。
例
え
ば
河
合
隼
雄
氏
著
の
『
ユ
ソ
グ
心
理
学
入
門
』
　
(
培
風
館
)
・
『
無
音
議
の
構
造
』
　
(
中
央
公
論
社
)
・
『
コ
ソ
プ
レ
ッ

ク
ス
』
　
(
岩
波
書
店
)
な
ど
。
な
お
同
氏
『
昔
話
の
深
層
』
頁
3
3
に
'
「
母
性
は
そ
の
根
源
に
お
い
て
、
生
と
死
の
両
面
性
を
も
っ
て

い
る
。
つ
ま
り
,
産
み
育
て
る
肯
定
的
な
面
と
全
て
を
呑
み
込
ん
で
死
に
到
ら
し
め
る
否
定
的
な
面
を
も
つ
の
で
あ
る
。
人
間
の
母
親
も

内
的
に
は
こ
の
よ
う
な
傾
向
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
肯
定
的
な
面
は
す
ぐ
了
解
で
き
る
が
、
否
定
的
な
面
は
、
子
ど
も
を
抱
き
し
め
る
力

が
強
す
ぎ
る
あ
ま
り
、
子
ど
も
の
自
立
を
さ
ま
た
げ
、
結
局
は
子
ど
も
を
精
神
的
な
死
に
追
い
や
っ
て
い
る
状
態
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。

両
者
に
共
通
な
機
能
と
し
て
'
『
包
含
す
る
』
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
が
生
に
つ
な
が
る
と
き
と
、
死
に
つ
な
が
る
と
き

と
両
面
を
も
つ
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
ま
た
同
氏
『
母
性
社
会
日
本
の
病
理
』
　
(
中
央
公
論
社
)
に
は
、
「
太
母
」
に
つ
い
て
へ
　
「
自

我
が
そ
の
萌
芽
を
現
わ
す
と
き
、
世
界
は
太
母
の
姿
を
と
っ
て
顕
現
す
る
。
太
母
の
像
は
全
世
界
の
神
話
の
な
か
で
重
要
な
地
位
を
占
め

て
い
る
。
そ
の
像
は
、
こ
の
論
の
始
め
に
母
性
原
理
と
し
て
述
べ
た
こ
と
を
体
現
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
萌
芽
と
し
て
の
弱
い
自
我
に

と
っ
て
、
世
界
は
自
我
を
養
い
育
て
る
母
と
し
て
映
る
か
、
あ
る
い
は
出
現
し
始
め
た
自
我
を
呑
み
込
み
'
も
と
の
混
沌
へ
と
逆
行
せ
し

め
る
恐
ろ
し
い
母
と
し
て
映
る
か
'
両
面
性
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
(
P
L
,
,
-
i
C
T
J
)
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ま
た
、
同
氏
『
昔
話
と
日
本
人
の
心
』
で
は
、
ノ
イ
マ
ソ
『
意
識
の
起
源
史
』
の
説
を
紹
介
し
,
「
こ
の
ウ
ロ
ボ
ロ
ス
的
な
未
分
化
な

全
体
性
の
な
か
に
、
自
我
が
そ
の
萌
芽
を
現
す
と
き
'
世
界
は
太
母
の
姿
を
と
っ
て
顕
現
す
る
。
-
-
-
世
界
が
自
我
を
養
い
育
て
る
母

と
し
て
映
る
か
、
あ
る
い
は
、
出
現
し
始
め
た
自
我
を
呑
み
込
み
'
も
と
の
混
沌
へ
と
逆
行
せ
し
め
る
恐
ろ
し
い
母
と
し
て
映
る
か
、
そ

れ
に
従
っ
て
太
母
の
姿
は
肯
定
的
あ
る
い
は
否
定
的
に
認
識
さ
れ
る
」
　
(
f
L
,
o
q
,
-
h
)
と
述
べ
る
。
ま
た
,
太
母
と
の
戦
い
に
つ
い
て
,

「
英
雄
の
誕
生
、
-
・
・
-
・
^
)
の
英
雄
が
怪
物
退
治
を
行
う
の
で
あ
る
が
,
こ
れ
を
を
フ
ロ
イ
-
派
の
分
析
家
は
、
息
子
に
よ
る
父
親
の
殺

害
と
考
え
、
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ソ
プ
レ
ッ
ク
ス
へ
と
還
元
し
て
解
釈
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
,
ユ
ソ
グ
は
、
・
‥
こ
の
よ
う
な
怪
物
を
元

塾
的
な
母
な
る
も
の
や
父
な
る
も
の
の
象
徴
と
し
て
理
解
し
ょ
う
と
し
た
。
つ
ま
り
,
怪
物
退
治
は
父
親
殺
し
,
母
親
殺
し
.
の
両
面
を
も

ち
、
そ
れ
は
肉
親
と
し
て
の
父
母
よ
り
も
自
分
の
内
面
に
存
在
す
る
元
型
的
な
存
在
に
対
す
る
も
の
と
解
釈
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
行

ゎ
れ
る
母
親
殺
し
は
、
従
っ
て
、
自
我
を
呑
み
こ
む
も
の
と
し
て
の
太
母
と
の
戦
い
で
あ
り
,
自
我
が
無
意
識
の
力
に
対
抗
し
て
自
立
性

を
獲
得
す
る
た
め
の
戦
い
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
象
徴
的
な
母
親
殺
し
が
行
わ
れ
て
は
じ
め
て
,
自
我
は
相
当
な
自

立
性
を
獲
得
す
る
。
さ
ら
に
'
父
親
殺
し
と
は
、
文
化
的
社
会
的
規
範
と
の
戦
い
で
あ
り
、
自
我
が
真
に
自
立
す
る
た
め
に
は
、
無
意
識

か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
文
化
的
な
T
般
概
念
や
規
範
か
ら
も
自
由
に
な
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
危
険
な
戦
い
に
勝
ち
抜
い
て

こ
そ
、
自
我
は
そ
の
自
立
性
を
獲
得
し
う
る
と
考
え
ら
れ
る
」
　
(
C
L
,
!
M
<
M
)
と
述
べ
る
。
こ
れ
ら
の
見
方
を
借
用
す
れ
ば
,
母
性
原
理
に

立
脚
す
る
儒
教
社
会
で
は
'
以
上
の
意
味
に
お
け
る
自
我
の
自
立
は
要
し
な
い
故
に
、
ま
た
は
社
会
的
自
立
の
考
え
方
が
異
質
で
あ
る
故

に
、
太
母
と
の
戦
い
は
本
来
関
心
の
対
象
に
な
り
得
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
お
、
中
国
思
想
と
の
関
連
で
、
豊
嶋
陸
氏

「
『
老
子
』
の
母
性
原
理
」
　
(
『
女
文
化
研
究
セ
ソ
ク
ー
年
報
』
第
一
集
・
昭
和
5
9
年
・
比
治
山
女
子
短
大
)
と
い
う
論
考
が
有
る
。

聞
妻
が
己
の
主
体
的
判
断
で
、
許
せ
ぬ
夫
に
離
別
・
訣
別
し
自
殺
す
る
話
は
、
節
義
蔦
の
「
部
陽
友
梯
」
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
つ
い

て
は
前
掲
拙
著
D
h
L
O
L
O
C
T
2
注
⑦
に
論
述
し
た
。
な
お
、
妻
が
自
分
の
意
志
で
婚
家
を
去
り
得
な
い
こ
と
は
、
「
宋
飽
女
宗
」
　
(
賢
明
)
・

「
要
人
之
妻
」
・
「
費
荘
夫
人
」
　
(
貞
順
)
な
ど
に
も
述
べ
、
『
白
虎
通
』
嫁
要
篇
に
は
、
「
夫
に
悪
行
有
れ
ど
も
、
妻
　
去
る
こ
と
を
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『
H向刺

得
ざ
る
者
は
'
地
　
天
を
去
る
の
義
な
け
れ
ば
な
り
云
々
」
・
「
既
に
嫁
す
れ
ば
夫
に
従
う
」
と
あ
る
。
母
儀
篇
「
魯
之
母
師
」
　
に
は
'

婦
人
三
従
を
述
べ
へ
　
「
既
に
嫁
げ
ば
'
即
ち
夫
を
以
て
天
と
為
し
云
々
」
、
『
儀
薩
』
に
'
「
婦
人
三
従
の
義
有
り
'
・
-
-
夫
な
る
者

は
妻
の
天
な
り
」
、
『
穀
梁
偉
』
隠
公
二
年
や
『
薩
記
』
郊
特
牲
篇
な
ど
に
も
、
嫁
す
れ
ば
夫
に
従
い
制
せ
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ

て
い
る
。
な
お
前
掲
の
拙
著
諸
伝
の
注
に
も
こ
れ
ら
を
指
摘
し
た
。
ま
た
『
列
女
偉
』
貞
順
篇
に
は
、
結
婚
に
お
け
る
女
性
の
立
場
か
ら
、

そ
の
権
限
が
積
極
的
に
語
ら
れ
る
。

㈲
桑
原
陪
蔵
著
『
中
国
の
孝
道
』
に
「
天
下
と
家
族
と
は
、
た
だ
範
囲
の
広
狭
の
差
が
あ
る
の
み
で
実
質
的
に
は
な
ん
ら
の
相
違
が
な
い
。

小
天
下
の
君
が
父
で
、
大
家
族
の
父
が
天
子
で
あ
る
。
・
二
家
の
中
で
父
に
孝
を
つ
-
す
心
が
、
そ
の
ま
ま
天
子
に
対
す
る
忠
の
心
で

あ
る
。
忠
と
孝
は
実
質
同
一
で
あ
る
云
々
」
　
(
三
)
　
な
ど
、
孝
を
中
心
と
す
る
儒
教
社
会
の
諸
相
を
説
-
。
ま
た
津
田
左
右
吉
『
儒
教
の

実
践
道
徳
』
な
ど
に
も
、
孝
の
理
念
に
つ
い
て
の
論
述
が
見
え
る
。
、
ま
た
ほ
か
に
、
尾
形
勇
著
『
中
国
古
代
の
「
家
」
と
国
家
』
や
、

板
野
長
八
「
孝
教
の
成
立
」
　
(
『
史
学
雑
誌
』
6
4
の
　
　
*
蝣
)
　
ま
た
同
氏
著
『
中
国
古
代
に
お
け
る
人
間
観
の
展
開
』
な
ど
に
も
'
孝

の
問
題
に
言
及
す
る
も
の
が
あ
る
。
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Confucianism and Motherhood

in Liu Hsiang's Lieh-nU-chuan (劉向『列女侍』)

Takao SHIMOMI

Liu Hsiang(劉向　79-8 B.C.), Confucianist in the closing period

of Qian Han (前漢) is well known for his compilation 。f a classified

catalogue of the old books owned by the court library. Moreover, he

published a number of books himself, which include Lieh-nu-chuan

(『列女侍』), Xin-xu (『新序』) and Shuo-yuan (『説苑』). They are all

moral stories gleaned from classics and edited on the Confucian

principles.

Lieh-ntt-chuan is the first biographies of women in China, and is

worthy of note in that it advocates how women should live in the

feudal society.

It is true that the book was utilized for the purpose of controlling

women s characters in various ways; but it is to be highly valued

from the viewpoint of the history of Confucianism, since before that

time very little had been written about women's -social role as compared

with that of men. Liu Hsiang prescribed in this book, for the first

time, women s social role distinct from men's and clearly defined

women s social status in the light of the Confucian outlook on

mankind. Consequently, with the publication of Lieh一癖-dman, Confucianism

reached the more solid stage as a precept on which the world is kept

in order and improved.

The present writer inquire into Confucianism and Motherhood in

Liu Hsiang s Lieh-ntl-chuan.




