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岡
本
韋
庵
『
女
訓
新
書
』
翻
刻
・
訳
注

有
馬

卓
也

『
女
訓
新
書
』
は
、
岡
本
韋
庵
の
直
筆
写
本
で
あ
り
、
筆
写
年
代
は
不
明
で

あ
る
。
ま
た
「
巻
一
女
徳
上
」
と
冒
頭
に
記
す
が
、
本
冊
以
外
に
こ
れ
に
類
す

る
写
本
（
女
徳
下
・
巻
二
な
ど
）
は
見
当
た
ら
な
い
。
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
文
で

書
か
れ
て
お
り
、
文
体
は
漢
文
書
き
下
し
体
と
和
文
体
が
混
在
し
て
い
る
。
『
小

学
新
編
』（
内
外
兵
事
新
聞
局
、
明
治
一
五
年
）
の
敬
和
篇
と
一
部
重
複
す
る
こ
と

か
ら
、
両
書
の
関
係
が
興
味
深
い
が
、
本
書
の
執
筆
年
代
を
知
る
手
掛
か
り
が

な
い
の
で
、
そ
の
点
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
タ
イ
ト
ル
に
「
女
訓
」
を
冠
す

る
書
と
し
て
明
治
七
年
出
版
の
高
田
義
甫
の
『
女
黌
必
読

女
訓
』（
協
力
舎
蔵
版
）

が
あ
る
が
、
形
式
的
に
も
内
容
的
に
も
本
冊
と
の
関
係
は
薄
い
。
詳
細
は
今
後

検
討
す
る
。

本
冊
は
前
半
の
箴
言
部
三
四
条
（
⑴
～
）
と
後
半
の
実
例
部
一
七
条
（
①
～
）

よ
り
な
る
。
特
徴
と
し
て
箴
言
部
に
中
国
古
典
か
ら
の
引
用
が
全
く
見
ら
れ
な

い
点
、
実
例
部
が
日
本
と
中
国
の
用
例
の
み
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
点
な
ど
を

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
岡
本
韋
庵
が
女
性
及
び
女
子
教
育
に
も
目
配
り
し
て
い
た
こ
と
は
既

に
拙
稿
「
岡
本
韋
庵
『
国
史
紀
要
』
『
義
勇
芳
軌
』
に
つ
い
て
」（
徳
島
大
学
国
語

国
文
学

、2012

）
、
及
び
「
明
治
初
期
の
教
育
と
海
外
知
識
―
岡
本
韋
庵
を
中

25

心
に
―
」（
『
講
座

近
代
日
本
と
漢
学
（
第
五
巻
）
』
所
収
、
戎
光
祥
出
版
、2

0
1
9

）
に

お
い
て
論
じ
た
。
合
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

【
凡
例
】

一
、
原
本
は
徳
島
県
立
図
書
館
蔵
（
岡
本
韋
庵
先
生
蔵
書
及
著
作
目
録
１
―
３
．
159

（

）
）
。
和
紙
三
三
枚
、
和
綴
本
。2

4
.
5

糎×
1
7
.
0

糎
。

258

一
、
本
文
は
漢
字
・
片
仮
名
交
じ
り
文
で
墨
筆
さ
れ
、
朱
に
よ
る
修
正
が
入
っ

て
い
る
。
本
稿
で
は
朱
筆
訂
正
後
の
も
の
を
翻
刻
し
た
。

一
、
明
ら
か
に
誤
り
で
あ
る
表
記
は
、
修
正
し
て
注
記
し
た
。

一
、
旧
字
・
俗
字
は
新
字
に
改
め
た
。

一
、
難
読
字
に
は
必
要
に
応
じ
て
ル
ビ
を
施
し
た
。

一
、
岡
本
自
身
が
ル
ビ
を
施
し
て
い
る
場
合
は
注
記
し
た
。

一
、
適
宜
、
注
釈
・
語
釈
を
施
し
た
。

一
、
天
皇
・
皇
帝
に
つ
い
て
は
在
位
年
を
（

）
内
に
記
し
た
。

一
、
年
号
に
つ
い
て
は
西
暦
を
（

）
内
に
記
し
た
。
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【
訳
注
】

女
訓
新
書

巻
之
一

女
徳
上

婦
人
の
徳
は
愛
敬
を
も
て
第
一
と
す
。
幼
稚
の
時
よ
り
父
母
に
順
聴
す
る
の

(1)道
を
教
へ
、
家
に
在
り
父
母
を
孝
養
し
、
兄
弟
の
親
を
厚
く
す
る
は
、
徒
に
父

た
だ

母
兄
弟
の
た
め
の
み
な
ら
ず
。
即
ち
其
身
の
た
め
に
安
楽
の
境
界
を
求
む
る
こ

と
な
る
を
知
ら
し
む
べ
し
。
又

古
今
孝
子
の
行
状
な
ど
を
談
じ
て
、
心
に
記
臆

せ
し
め
、
或
は
図
画
も
て
丁
寧
に
教
へ
諭
し
、
早
く
其
心
に
入
り
て
主
と
な
る

や
う
に
導
く
べ
し
［
①
］
。

①
『
教
学
聖
旨
』
の
「
小
学
条
目
一
」
の
「
仁
義
忠
孝
の
心
は
人
皆
之
有
り
、
然
れ
ど

も
其
幼
少
の
始
に
、
其
脳
髄
に
感
覚
せ
し
め
て
培
養
す
る
に
非
れ
ば
、
他
の
物
事
已

に
耳
に
入
り
、
先
入
主
と
な
る
時
は
、
後
奈
何
と
も
為
す
可
か
ら
ず
、
故
に
当
世
小

学
校
に
て
絵
図
の
設
け
あ
る
に
準
じ
、
古
今
の
忠
臣
義
士
孝
子
節
婦
の
画
像
写
真
を

掲
げ
、
幼
年
生
入
校
の
始
に
先
づ
此
画
像
を
示
し
、
其
行
事
の
概
略
を
論
説
し
、
忠

孝
の
大
義
を
第
一
に
脳
髄
に
感
覚
せ
し
め
ん
事
を
要
す
」
を
踏
ま
え
る
か
。

男
女
は
相
待
て
生
ず
る
［
①
］

も
の
な
れ
ば
、
固
よ
り
貴
賤
の
差
別
あ
る
こ
と

(2)な
し
と
い
へ
ど
も
、
剛
柔
の
質
を
異
に
し
、
女
子
は
柔
質
な
る
が
た
め
、
温
和

婉
順
も
て
操
守
の
第
一
と
し
、
浮
躁
軽
忽
な
る
べ
か
ら
ず
。
又
そ
の
質
は
柔
な

り
と
い
へ
ど
も
、
心
思
虱
密
［
②
］

に
、
志
気
専
一
に
し
て
、
耐
忍
の
力
あ
る
が

た
め
、
学
問
・
習
字
・
算
数
お
よ
び
其
他
の
工
芸
に
於
て
、
毫
も
男
子
に
劣
る

べ
き
も
の
に
非
ず
。
た
だ
遠
大
の
気
象
に
乏
し
き
が
た
め
、
上
達
す
る
に
至
り

て
男
子
に
及
ば
ざ
る
な
り
。

①
原
文
は
「
生
ひ
す
る
」
に
作
る
が
「
生
ず
る
」
に
改
め
た
。

②
慎
み
深
い
こ
と
。

女
子
の
徳
を
貞
と
曰
ひ
、
信
と
曰
ふ
。
貞
と
は
心
意
端
正
に
し
て
、
久
し
く
諭マ

マ

(3)は
ら
ざ
る
を
謂
ひ
、
信
と
は
表
裏
純
一
に
し
て
詐
偽
な
き
を
謂
ふ
。
夫
婦
の
道

は
偕
老
と
て
、
一
た
び
結
婚
す
る
已
上
は
、
万
々
に
止
む
こ
と
を
得
ざ
る
に
非

ざ
れ
ば
、
死
に
至
る
ま
で
螢
離
［
②
］

す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
ゆ
え
、
貞
・
信
の
二

き

り

徳
を
第
一
と
す
る
な
り
。
女
子
は
先
づ
此
徳
あ
り
て
後
に
芸
学
を
講
じ
、
智
識

を
開
き
、
広
く
外
人
に
交
は
り
、
外
事
に
接
す
べ
し
。
女
学
校
の
設
け
あ
る
は

此
が
た
め
な
り
。

①
「
螢
」
は
「
悸
」
に
同
じ
。

女
子
の
学
に
入
る
は
七
歳
よ
り
二
十
歳
に
至
る
を
限
と
す
。
其
の
教
は
文
学

か
ぎ
り

(4)・
習
字
・
算
数
よ
り
、
裁
縫
・
割
烹
等
に
至
る
を
普
通
な
り
と
す
。
余
は
図
画

・
音
楽
お
よ
び
一
切
の
工
芸
に
及
ぶ
べ
し
。

諸
般
の
世
務
は
男
子
の
為
す
べ
き
所
な
れ
ど
も
、
婦
人
も
之
に
応
ず
る
の
才

(5)な
く
ば
あ
る
べ
か
ら
ず
。
然
ら
ず
ば
良
人
の
留
守
な
ど
に
他
人
の
た
め
欺
罔
せ

お

つ

と

ら
れ
て
家
産
を
失
ふ
等
の
患
ひ
あ
る
べ
し
。
況
て
寡
婦
の
一
家
を
管
す
る
も
の

ま
し

に
於
て
を
や
。
婦
人
の
学
術
は
必
ず
し
も
男
子
の
如
く
高
等
に
至
る
こ
と
を
要

せ
ず
と
い
へ
ど
も
、
国
律
民
法
と
算
術
と
は
一
通
り
を
知
ら
ず
ば
あ
る
べ
か
ら

ず
。
婦
人
の
世
務
に
応
ず
る
こ
と
能
は
ざ
る
所
以
は
、
国
家
の
法
令
と
民
間
の

慣
例
を
知
ら
ざ
る
に
由
れ
り
。
裁
縫
・
烹
飪
等
の
今
日
に
切
な
る
こ
と
は
最
も

注
意
せ
ず
ば
あ
る
べ
か
ら
ず
。
世
に
家
中
経
済
の
事
ま
で
男
子
に
托
せ
ざ
る
こ

と
を
得
ざ
る
も
の
多
し
。
男
子
の
た
め
に
奴
隷
視
せ
ら
る
る
所
以
な
り
。
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婦
人
は
才
学
男
子
に
劣
ら
ざ
る
も
の
と
い
へ
ど
も
、
人
に
嫁
ぎ
た
る
後
は
決

(6)し
て
他
人
の
事
に
関
か
る
べ
か
ら
ず
。
夫
死
し
て
自
ら
活
計
を
営
ま
で
叶
は
ざ

か

い
と
な

る
と
き
は
、
故
ら
に
家
中
に
在
り
て
為
し
得
べ
き
職
業
を
考
へ
て
従
事
す
べ
し
。

こ
と
さ

男
女
は
性
す
で
に
二
種
な
れ
ば
、
事
も
各
々
専
属
あ
る
べ
し
。
男
子
の
事
に

(7)し
て
婦
人
も
為
し
得
べ
き
も
の
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
此
は
特
別
の
事
に
止
り
て
、

と
ど
ま

普
通
の
法
に
非
ず
。
若
し
婦
人
を
し
て
居
室
の
生
涯
を
止
め
、
外
出
し
て
世
間

も

の
職
務
を
管
せ
し
め
な
ば
、
人
間
社
会
に
凶
禍
を
生
ず
べ
し
。

婦
人
た
る
も
の
は
家
政
と
幼
児
の
教
育
を
担
当
す
べ
き
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
、

(8)更
に
識
見
あ
り
て
夫
の
善
行
を
勧
め
悪
事
を
誡
め
、
之
を
し
て
品
行
を
完
全
な

ら
し
め
、
或
は
夫
の
成
さ
ん
と
欲
す
る
所
の
事
を
助
く
べ
し
。
不
幸
に
し
て
夫

死
し
子
幼
き
と
き
は
、
夫
に
代
り
て
万
事
を
担
当
し
、
一
家
を
保
持
す
べ
し
。

婦
人
の
子
女
を
養
育
す
る
は
天
性
な
り
と
い
へ
ど
も
、
学
習
す
る
に
非
れ
ば
、

(9)良
法
を
得
る
こ
と
能
は
ず
。
良
法
を
得
る
こ
と
能
は
ざ
る
と
き
は
、
決
し
て
才

徳
あ
る
子
女
を
出
す
こ
と
能
は
ざ
る
も
の
な
り
。

婦
人
の
情
形
は
人
民
の
風
俗
品
行
に
達
せ
り
。
婦
人
の
卑
劣
な
る
処
は
、
一

(10)般
の
人
民
社
会
も
必
ず
卑
劣
な
り
。
婦
人
の
善
良
端
潔
に
し
て
、
聰
明
才
智
あ

る
国
は
、
其
の
人
民
の
社
会
も
亦
必
ず
高
尚
な
り
。
故
に
婦
人
を
教
ふ
る
こ
と

は
、
即
ち
人
民
を
教
ふ
る
な
り
。
人
民
の
品
行
善
良
な
る
国
は
、
福
祥
安
寧
な

ら
ざ
る
は
な
く
、
品
行
善
良
な
ら
ざ
る
国
は
、
土
崩
瓦
解
に
至
ら
ざ
る
は
な
し
。

人
民
を
し
て
善
行
を
保
せ
ん
こ
と
を
欲
せ
ば
、
家
中
の
教
育
よ
り
始
む
べ
し
。

家
中
の
教
育
は
第
一
に
婦
人
の
任
ず
る
所
な
る
ゆ
え
、
家
内
に
良
婦
善
母
の
多

か
ら
ん
こ
と
を
要
す
る
は
、
国
中
に
英
雄
を
輩
出
せ
し
む
る
よ
り
も
急
務
な
る

も
の
と
す
。

女
子
の
操
を
失
へ
る
に
よ
り
て
生
ず
る
所
の
敝
害
は
一
端
に
止
ら
ず
。
女
子

(11)た
る
も
の
、
一
た
び
節
操
を
缺
く
こ
と
あ
る
と
き
は
、
徒
に
其
身
を
処
置
し
か

か

た
だ

ぬ
る
の
み
な
ら
ず
、
漸
く
世
間
一
般
の
風
俗
を
乱
り
、
甚
し
き
は
人
心
敗
壊
し

て
救
ふ
べ
か
ら
ざ
る
に
至
る
こ
と
あ
り
。
其
禍
た
る
、
是
よ
り
大
な
る
は
な
し
。

衆
人
集
会
の
場
に
上
席
に
就
か
ん
と
欲
し
、
競
ひ
て
富
貴
を
粧
ひ
衆
目
に
炫

(12)燿
［
①
］

す
る
を
務
め
と
す
る
も
の
あ
り
。
斯
く
此
の
習
に
よ
り
て
、
遂
に
己
が

か

産
を
敗
り
、
一
家
を
失
へ
る
の
み
な
ら
ず
、
罪
な
き
財
主
を
し
て
許
多
の
損
失

を
受
け
し
む
る
に
至
れ
る
も
の
多
し
。
斯
く
浮
華
の
弊
俗
を
成
せ
る
は
、
真
に
傷

か

い
た

む
べ
き
の
甚
し
き
な
り
。

①
ひ
か
り
か
が
や
く
こ
と
。

凡
そ
何
事
と
な
く
世
上
の
流
行
を
墅
［
①
］

ひ
て
奢
り
に
心
を
労
す
る
は
、
下

お

お
ご

(13)輩
の
習
慣
な
り
と
知
る
べ
し
。
古
語
に
も
「
正
人
の
心
は
珠
の
淵
に
沈
め
る
が

如
く
、
衆
人
の
心
は
瓢
の
水
に
浮
べ
る
が
如
し
」
と
い
へ
る
こ
と
あ
り
。
世
に

は
流
行
に
つ
れ
て
衣
服
な
ど
華
美
に
粧
ひ
、
人
に
誇
り
示
さ
ん
と
て
物
見
遊
山

を
事
と
し
、
果
は
言
ふ
べ
か
ら
ざ
る
事
を
醸
し
て
、
父
兄
の
体
面
を
汚
し
、
百

は
て

年
の
身
を
誤
る
に
至
る
も
の
多
し
。
是
等
は
す
べ
て
奢
り
よ
り
生
ず
る
弊
害
な

お
ご

れ
ば
、
最
も
深
く
戒
む
べ
き
も
の
な
り
。
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①
「
墅
」
は
「
趁
」
に
同
じ
。
追
う
こ
と
。

絶
世
の
醜
女
も
決
し
て
自
ら
棄
つ
る
も
の
な
ら
じ
。
必
ず
衣
服
に
労
し
て
流

(14)行
を
逐
は
ん
と
す
る
心
あ
り
。
国
色
無
双
な
る
も
の
は
、
人
の
誉
む
る
を
聞
き

お

て
も
、
甚
だ
悦
ば
ず
、
其
は
自
ら
信
ず
る
所
に
し
て
、
毫
も
其
美
を
添
ふ
る
こ

と
能
は
ず
。
反
て
他
人
の
舌
頭
と
心
裏
と
相
反
せ
し
こ
と
を
思
へ
ば
な
り
。
人

情
す
べ
て
斯
の
如
く
な
れ
ば
、
交
際
に
於
て
深
く
慎
ま
ず
ば
あ
る
べ
か
ら
ず
。

か
く

女
子
の
性
は
常
に
狭
隘
な
る
を
患
ふ
。
頴
敏
の
才
あ
る
も
の
も
、
含
容
の
量

(15)な
く
、
動
も
す
れ
ば
驕
悍
と
な
り
、
嫉
妬
・
媢
と
な
り
て
、
家
を
破
り
国
を
亡

や
や

ね
た
み

ぼ
す
の
大
害
を
醸
す
も
の
あ
り
。
故
に
女
子
は
才
あ
る
を
貴
ぶ
と
い
へ
ど
も
、

深
く
此
に
注
意
せ
ず
ば
あ
る
べ
か
ら
ず
。

女
子
の
性
質
と
し
て
、
一
た
び
恨
む
る
こ
と
あ
る
と
き
は
、
身
を
終
ふ
る
ま

(16)で
解
く
る
こ
と
な
く
、
極
め
て
瑣
細
な
る
事
に
て
も
、
念
頭
に
留
め
て
忘
れ
ず
、

或
は
一
意
に
深
く
悔
せ
し
と
思
ひ
、

軽

し
く
其
身
を
溝
壑
［
①
］

に
棄
つ
る
に

く
ひ

か
る
が
る

こ
う
が
く

至
る
も
の
多
し
。
斯
く
短
慮
な
る
は
謂
は
れ
な
き
僻
事
た
る
を
深
く
戒
め
ず
ば

か

ひ
が
ご
と

あ
る
べ
か
ら
ず
［
②
］
。

①
ど
ぶ
や
み
ぞ
。

②
原
文
は
「
あ
る
べ
あ
る
か
ら
ず
」
に
作
る
が
、
文
意
に
よ
り
「
あ
る
べ
か
ら
ず
」
に

改
め
た
。

女
子
は
概
ね
多
言
な
る
も
の
な
り
。
多
言
な
れ
ば
妄
り
に
他
人
の
是
非
を
評

(17)し
、
或
は
好
で
事
の
得
失
を
議
し
、
或
は
虚
誕
の
言
を
伝
ふ
る
こ
と
な
ど
あ
り

こ
の
ん

て
、
終
に
讒
間
の
患
を
も
醸
す
も
の
な
り
。
古
人
も
「
家
の
禍
は
女
子
の
唇
吻

つ
ひ

［
①
］

よ
り
起
る
」
と
い
へ
り
。
世
に
は
言
語
を
慎
ま
ざ
る
よ
り
、
一
身
を
夫
の

家
に
安
ん
ず
る
こ
と
能
は
ざ
る
も
の
多
し
。
卑
賤
な
る
も
の
の
女
子
に
言
多
く
、

貴
人
の
女
子
に
言
寡
き
を
見
れ
ば
、
い
た
く
省
察
せ
ざ
る
べ
け
ん
や
。

①
こ
こ
で
は
お
し
ゃ
べ
り
の
意
。

少
し
く
才
気
あ
る
婦
女
は
、
動
も
す
れ
ば
政
事
な
ど
を
評
判
し
、
重
大
な
る

や
や

(18)こ
と
も
容
易
に
吐
露
す
る
も
の
多
し
。
何
事
に
限
ら
ず
、
一
方
の
み
を
聞
き
、

始
末
を
究
め
ず
し
て
得
た
り
貌
に
自
慢
し
、
或
は
語
る
べ
き
を
匿
し
、
匿
す
べ

が
お

き
を
語
り
、
利
害
を
察
せ
ざ
る
は
、
婦
人
の
習
癖
な
る
を
知
り
、
す
べ
て
男
子

が
用
談
の
席
な
ど
に
は
立
ち
入
ら
ざ
る
や
う
心
懸
く
べ
し
。

凡
人
は
誰
も
己
が
為
せ
る
事
を
善
と
思
ふ
も
の
な
れ
ど
も
、
自
己
よ
り
善
と

(19)思
へ
る
事
に
善
事
ふ
る
こ
と
少
な
し
。
自
己
に
は
十
分
に
善
な
る
ま
じ
と
思
ひ
、

よ
く
つ
か

願
ひ
て
勉
強
す
べ
し
。
善
と
い
ひ
善
と
思
ふ
は
、
他
人
よ
り
名
づ
け
た
る
辞
な

り
。
古
人
の
才
徳
を
称
す
る
は
、
尽
く
人
よ
り
称
し
た
る
も
の
な
り
。
此
に
注

意
し
て
諺
に
い
は
ゆ
る
「
鼻
も
と
思
案
」
「
猿
智
慧
」［
①
］

な
ど
の
弊
な
き
や
う

に
、
柔
順
貞
固
の
徳
を
守
り
、
他
人
に
称
誉
せ
ら
る
る
を
己
が
美
徳
な
り
と
心

懸
く
べ
し
。

①
と
も
に
あ
さ
は
か
な
考
え
の
こ
と
。

争
論
罵
詈
の
女
子
よ
り
発
す
る
も
の
は
、
殊
に
醜
態
を
現
す
る
も
の
な
り
。

(20)忿
怒
と
美
麗
と
は
両
立
し
が
た
き
大
敵
な
り
。
忿
怒
の
顔
色
は
素
祁
［
①
］

と
し

せ
ん
え
ん

て
愛
す
べ
き
の
美
貌
を
壊
り
、
忿
怒
の
肢
体
は
窈
窕
［
②
］

と
し
て
憐
む
べ
き

や
ぶ

よ
う
ち
よ
う
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妙
態
を
失
ふ
。
之
を
概
し
て
之
を
言
ふ
に
［
③
］
、
美
女
に
し
て
怒
気
を
現
す
る

も
の
は
、
仙
女
に
し
て
悪
魔
の
兇
貌
を
現
す
る
が
如
き
も
の
と
す
。

①
あ
で
や
か
で
美
し
い
さ
ま
。

②
し
と
や
か
で
美
し
い
さ
ま
。

③
原
文
は
「
言
ふ
に
す
れ
ば
美
女
に
」
に
作
る
が
、
文
意
に
よ
り
「
す
れ
ば
」
を
削
除

し
た
。

日
に
し
て
正
午
を
過
ぎ
、
花
に
し
て
爛
漫
を
過
ぎ
た
る
が
如
き
女
子
か
、
若も

し

(21)く
は
佗
事
に
よ
り
て
容
色
の
衰
へ
た
る
夫
人
は
、
常
に
他
人
を
誹
謗
し
て
人
の

好
意
を
釣
ら
ん
と
欲
す
る
弊
あ
り
。
斯
る
婦
人
は
己
が
希
望
す
る
所
の
美
名
を

か
か

得
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
己
が
少
女
の
半
世
に
得
た
る
賞
賛
を
も
其
の
光
を
滅
せ

ざ
る
こ
と
能
は
ず
。

女
子
の
挙
動
は
安
詳
［
①
］

な
る
べ
く
し
て
、
軽
躁
な
る
べ
か
ら
ず
。
容
姿
は

(22)貞
静
な
る
べ
く
し
て
、
嬌
艶
な
る
べ
か
ら
ず
。
嬌
艶
は
淫
を
誨
ゆ
る
の
媒
介
に

お
し

し
て
、
無
智
の
男
子
に
調
弄
せ
ら
る
る
も
全
く
此
が
為
な
り
。

た
め

①
落
ち
着
い
て
い
て
行
儀
正
し
い
こ
と
。

婦
人
は
性
質
柔
弱
な
る
も
の
な
り
と
い
へ
ど
も
、
他
人
に
面
会
す
る
と
き
は
、

(23)荘
厳
に
し
て
侵
し
侮
る
べ
か
ら
ざ
る
の
儀
容
あ
る
べ
し
。
態
度
容
貌
と
も
に
柔

媚
な
る
と
き
は
、
他
人
を
し
て
貞
操
の
婦
女
に
非
ざ
る
を
想
像
せ
し
む
る
も
の

な
り
。
其
人
の
挙
止
を
見
る
に
、
首
を
動
し
眼
を
斜
に
し
、
務
め
て
媚
態
を
作

し
、
俳
優
が
場
に
上
る
の
状
に
異
な
ら
ざ
る
も
の
あ
る
と
き
は
、
何
様
に
清
操

貞
烈
な
り
と
も
、
決
し
て
人
の
信
用
を
受
く
る
こ
と
能
は
ず
。

何
事
に
も
吝
嗇
な
る
は
婦
女
の
性
質
な
り
。
倹
約
は
一
家
を
保
全
す
る
の
基

(24)な
れ
ど
も
、
吝
嗇
の
甚
し
き
に
至
り
て
は
、
放
蕩
奢
侈
に
異
な
る
こ
と
な
し
。

賤
人
の
妻
な
ど
は
、
吝
嗇
の
害
あ
る
こ
と
殊
に
甚
し
。
妄
り
に
銭
貨
を
貪
る
こ

と
ゆ
え
、
人
よ
り
銭
貨
を
与
へ
て
誘
へ
ば
、
や
が
て
其
意
に
応
じ
、
婦
道
を
忘

る
る
に
至
る
も
の
多
し
。

垢
穢
の
習
慣
と
陋
醜
の
胸
懐
と
は
、
常
に
密
接
し
て
其
間
に
毛
髪
を
容
れ
ざ

(25)る
も
の
た
り
。
極
貧
人
に
て
も
、
清
潔
を
好
み
、
諸
物
を
整
然
装
置
す
る
も
の

あ
ら
ば
、
其
人
の
性
質
に
美
徳
を
存
す
る
こ
と
疑
を
容
れ
ず
。
襤
褸
の
衣
［
①
］

を
着
け
て
身
体
を
不
潔
に
す
る
が
如
き
は
、
一
己
の
害
た
る
の
み
な
ら
ず
、
他

人
を
し
て
不
快
な
ら
し
む
無
礼
不
敬
の
甚
し
き
な
り
。

①
ぼ
ろ
ぼ
ろ
の
衣
服
の
こ
と
。

婦
女
が
酒
に
耽
る
の
害
は
、
男
子
に
比
す
れ
ば
更
に
甚
し
く
、
貞
操
を
破
り

ふ
け

(26)容
儀
を
乱
る
こ
と
、
常
に
此
よ
り
始
ま
る
も
の
な
り
。
且
へ
風
習
の
子
女
に
及

そ
の
う

ぶ
こ
と
も
男
子
よ
り
大
な
り
と
す
。

婦
人
も
自
ら
養
ひ
自
ら
治
め
て
品
行
を
強
固
に
し
、
自
主
自
立
の
人
と
な
ら

(27)ず
ば
あ
る
べ
か
ら
ず
。
婦
人
の
幸
福
も
男
子
と
均
し
く
、
一
己
の
品
行
に
関
す

る
も
の
と
す
。
蓋
し
婦
人
も
思
慮
な
く
し
て
賤
工
に
役
せ
ら
る
べ
き
も
の
に
非

ず
。
又
特
に
男
子
の
逸
楽
に
供
す
る
美
貌
の
物
に
非
ず
。
男
子
と
同
じ
く
一
個

た
だ

の
特
別
に
成
り
立
た
る
も
の
な
り
。
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婦
女
の
兄
弟
あ
る
は
、
其
の
身
に
於
て
無
限
の
幸
福
た
り
。
蓋
し
其
の
未
だ

(28)嫁
が
ざ
る
前
に
世
間
の
悪
評
を
受
く
る
こ
と
あ
る
が
如
き
は
、
必
ず
兄
弟
に
頼

り
て
弁
明
す
べ
き
も
の
と
す
。
他
人
の
言
の
理
あ
る
と
理
な
き
に
関
せ
ず
、
親

み
づ
か

ら
争
論
す
る
は
甚
だ
穏
な
ら
ず
。
但
兄
弟
の
粗
暴
放
蕩
な
る
も
の
あ
ら
ば
、
婉

た
だ

柔
の
徳
も
て
早
く

過

を
改
め
善
に
遷
る
や
う
教
誡
を
加
ふ
べ
し
。
是
は
男
子

あ
や
ま
ち

う
つ

こ
れ

の
及
ば
ざ
る
所
あ
る
も
の
と
す
。

婦
人
の
徳
は
善
悪
と
も
大
に
男
子
を
感
化
し
、
男
子
一
生
の
命
運
を
造
り
成

お
ほ
ひ

(29)す
も
の
た
り
。
男
子
は
頭
脳
の
力
あ
る
こ
と
婦
人
に
兪
り
、
婦
人
は
丹
心
［
①
］

ま
さ

の
力
あ
る
こ
と
男
子
に
勝
れ
た
り
。
頭
脳
は
管
理
統
治
す
る
を
能
く
す
と
い
へ

ま
さ

よ

ど
も
、
感
動
転
化
の
功
は
丹
心
の
力
に
如
か
じ
。
故
に
婦
人
の
性
質
卑
下
な
る

し

も
の
は
、
其
夫
を
引
き
て
下
流
に
趨
か
し
め
、
性
質
高
尚
な
る
も
の
は
、
其
夫

お
も
む

を
掲
げ
て
高
処
に
上
ら
し
む
。
故
に
絶
好
の
婦
人
は
絶
好
の
男
子
を
造
る
も
の

な
り
。

①
ま
ご
こ
ろ
の
こ
と
。

婦
人
は
感
覚
の
鋭
敏
な
る
、
憐
察
の
活
発
な
る
こ
と
男
子
に
勝
れ
た
り
。
中

ま
さ

(30)に
も
他
人
を
待
す
る
に
、
大
手
段
あ
る
は
男
子
の
及
ば
ざ
る
所
あ
り
。
常
に
執

拗
に
し
て
、
虚
置
し
難
き
人
を
統
括
す
る
こ
と
を
得
る
も
の
と
す
。

婦
人
は
災
禍
不
幸
に
逢
へ
る
人
の
天
使
と
称
せ
ら
れ
た
り
。
蓋
し
弱
き
人
を

(31)助
け
、
零
落
せ
る
人
を
起
こ
し
、
痛
苦
艱
難
の
人
を
慰
撫
し
て
、
暫
く
も
間
断

し
ば
ら

な
け
れ
ば
な
り
。
病
院
に
病
人
を
救
助
す
る
が
如
き
は
、
首
と
し
て
婦
人
の
事

に
属
せ
り
。

信
実
の
徳
義
と
婦
人
と
は
、
親
友
の
間
に
光
輝
あ
る
こ
と
少
な
く
、
讐
敵
の

(32)間
に
最
も
大
な
り
と
す
。
故
に
讐
敵
と
い
へ
ど
も
、
婦
人
に
対
し
て
善
慈
な
ら

ざ
る
も
の
は
、
心
志
狭
隘
に
し
て
、
徳
義
の
味
を
知
ら
ず
、

徒

に
目
前
の
快

い
た
づ
ら

意
の
み
を
事
と
し
、
天
賦
真
正
の
心
意
を
使
用
し
て
、
万
事
を
処
置
す
る
に
、

文
雅
風
流
を
以
て
す
る
こ
と
を
知
ら
ざ
る
の
賤
夫
た
る
に
過
ぎ
ず
。

婦
人
の
斯
世
に
在
る
は
日
月
衆
星
の
世
界
を
照
す
が
如
く
、
人
の
心
思
を
し

こ

の

よ

(33)て
光
輝
を
生
じ
、
且
つ
快
活
な
ら
し
む
る
も
の
な
り
。
若
し
斯
世
を
し
て
婦
人

も

こ

の

よ

な
か
ら
し
め
ば
、
一
年
三
百
六
十
五
日
、
一
日
二
十
四
時
の
間
に
し
て
、
争
闘

殺
傷
は
人
間
交
際
の
重
器
と
な
り
、
詐
欺
暴
虐
は
邦
国
必
要
の
機
関
と
な
り
、

人
生
は
艱
難
辛
苦
に
間
断
な
く
、
娯
楽
の
何
物
た
る
を
知
ら
ず
、
奴
隷
の
如
く

に
生
れ
、
又
奴
隷
の
如
く
に
死
す
べ
き
の
み
。

男
女
親
愛
の
情
を
し
て
清
潔
高
尚
に
し
て
自
ら
私
す
る
こ
と
な
き
心
に
発
せ

(34)し
め
ば
、
是
に
よ
り
て
徳
行
も
顕
は
れ
出
で
、
美
俗
を
成
す
べ
き
に
至
ら
ん
こ

と
必
せ
り
。
苟
く
も
愛
情
に
由
て
徳
美
を
保
ち
、
私
欲
を
忘
れ
な
ば
、
何
の
不

い
や
し

可
な
る
こ
と
か
あ
ら
ん
。
尊
敬
欣
慕
す
る
心
よ
り
発
す
る
親
愛
の
情
は
、
品
行

を
高
潔
に
す
る
の
功
用
あ
り
。
又
人
を
し
て
私
欲
の
奴
隷
た
る
こ
と
を
免
れ
し

む
る
の
功
用
あ
る
も
の
と
す
。
真
正
の
愛
と
久
続
し
て
已
ま
ざ
る
と
の
愛
は
、

敬
重
の
心
に
根
ざ
し
て
出
づ
る
も
の
な
り
。
蓋
し
人
は
誰
れ
に
て
も
他
人
を
愛

す
る
の
心
の
生
ず
る
、
必
ず
感
歎
敬
重
す
る
所
あ
る
に
由
る
な
る
べ
し
。
決
し

て
其
悪
を
愛
す
る
の
理
な
し
。

右
論
女
徳

凡
三
十
四
章
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①
衣
縫
金
継
の
女
［
①
］

は
本
は
右
京
の
人
に
し
て
、
河
内
の
志
紀
郡
に
居
れ

き
ぬ
ぬ
い
の
か
な
つ
ぐ

む
す
め

り
。
生
れ
て
十
二
歳
に
な
り
し
と
き
父
を
喪
ひ
、
泣
て
血
を
流
す
ほ
ど
に
至
り
、

う
し
な

な
き

其
後
も
、
父
の
墓
側
に
住
し
、
旦
夕
哀
慟
し
け
る
を
、
路
人
も
感
賞
せ
ざ
る
は

な
か
り
け
り
。
此
郡
の
境
内
に
恵
賀
と
い
へ
る
一
河
あ
り
。
冬
日
は
人
の
之
を

渉
る
も
の
甚
だ
苦
み
た
り
し
か
ば
、
母
と
共
に
雑
材
を
買
ひ
、
仮
橋
を
造
り
て

く
る
し

往
来
に
便
せ
ん
と
し
、
十
五
年
の
久
し
き
を
経
て
、
更
に
怠
る
こ
と
な
し
。
母

年
八
十
二
に
し
て
終
り
し
に
、
哭
し
て
声
を
絶
た
ざ
り
し
と
な
む
。
承
和
八
年

（
八
四
一
）
に
、
勅
し
て
三
階
に
叙
し
、
田
祖
を
免
じ
て
、
身
を
終
へ
し
め
、
門

閭
に
旌
表
せ
り
［
②
］
。

①
本
伝
承
は
土
屋
弘
『
修
身

人
之
基
』（
明
治
七
）
、
白
川
幸
『
本
朝
爬
史
列
女
伝
』（
明

治
一
二
）
、
上
野
理
一
『
皇
朝
女
子
立
志
編
』
（
明
治
一
六
）
な
ど
に
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
。

②
門
に
旗
を
立
て
て
顕
彰
す
る
こ
と
。

②
福
依
売
［
①
］
は
薩
摩
国
の
賤
民
の
女
な
り
。
其
家
は
素
よ
り
貧
し
き
が
上
に
、

ふ

く

よ

り

め

父
母
と
も
老
い
て
、
且
つ
常
に
病
に
臥
し
た
り
し
が
、
福
依
売
は
形
衰
へ
身
悴や

つ

る
る
を
顧
み
ず
、
人
に
雇
は
れ
僅
の
物
を
得
て
、
父
母
を
養
ひ
薬
を
求
め
与
へ

わ
ず
か

て
事
ふ
る
こ
と
二
十
年
に
及
べ
り
。
殊
に
其
の
身
は
卑
賤
な
り
と
い
へ
ど
も
、

つ
か

父
母
を
敬
ひ
も
て
な
し
て
、
仮
り
に
も
お
ろ
そ
か
な
る
挙
動
な
か
り
し
か
ば
、

う
や
ま

人
み
な
其
の
孝
徳
を
称
し
け
る
。
此
事
、
国
司
に
も
聞
き
及
び
け
れ
ば
、
終
に

つ
ひ

朝
に
奏
聞
し
て
、
や
が
て
位
三
級
を
賜
は
り
、
門
に
孝
子
の
表
を
さ
へ
掲
げ
ら

れ
て
［
②
］
、
家
栄
え
た
り
と
な
む
。
文
徳
天
皇
（
在
位
八
五
〇
～
八
五
八
）
の
時

の
事
な
り
。

①
本
伝
承
は
菊
池
容
斎
著
『
前
賢
故
実
』
（
明
治
元
）
、
土
屋
弘
『
修
身

人
之
基
』
（
明

治
七
）
、
堀
重
修
編
『
新
撰
列
女
傳
』（
明
治
八
）
、
小
島
玄
寿
編
『
日
本
列
女
伝
』（
明

治
一
一
）
、
内
田
尚
長
『
女
子
孝
節
談
』
（
明
治
一
二
）
、
上
野
理
一
著
『
皇
朝
女
子

立
志
編
』
（
明
治
一
六
）
、
西
村
茂
樹
編
『
婦
女
鑑
』
（
明
治
二
〇
）
な
ど
、
多
数
の

書
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

②
前
条
の
注
②
の
「
門
閭
に
旌
表
せ
り
」
に
同
じ
。

➂
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
の
事
な
り
し
が
、
摂
州
大
坂
松
屋
町
に
富
女
［
①
］

と
い
ふ
も
の
あ
り
。
兄
を
仁
三
郎
と
て
十
五
才
な
る
に
、
五
才
と
三
才
の
弟
あ

り
て
、
父
は
去
年
病
死
し
け
れ
ば
、
母
一
人
に
て
紙
を
あ
き
な
ひ
生
業
と
せ
り
。

あ
る
夜
、
盗
ど
も
三
人
に
て
刀
を
抜
き
た
る
ま
ま
戸
を
蹴
放
し
て
外
よ
り
入
ら

け

は

な

ん
と
す
る
を
、
母
は
早
く
も
聞
き
つ
け
て
幼
子
を
懐
に
し
て
裏
口
よ
り
遁
れ
去

り
た
り
。
仁
三
郎
も
続
づ
い
て
出
で
ん
と
す
る
を
、
盗
ど
も
引
き
捕
へ
「
金
は

つ

い

い
づ
く
に
あ
り
や
」
と
責
む
る
に
、
「
吾
は
此
家
の
召
仕
な
れ
ば
知
ら
ず
」
と
い

ふ
を
、「
い
は
ず
ん
ば
か
く
せ
ん
」
と
て
刀
の
背
も
て
二
つ
三
つ
撃
ち
お
り
た
れ

ば
、
富
女
は
僅
八
歳
な
り
し
が
、
驚
き
悲
し
み
て
親
し
き
人
々
よ
り
年
玉
な
ど

わ
ず
か

い
ふ
事
に
て
贈
ら
れ
し
玉
銀
な
ど
入
れ
置
き
た
る
を
持
ち
出
し
、
弟
を
ば
後
に

囲
ひ
て
白
刃
の
下
に
走
り
よ
り
、
「
金
ほ
し
く
ば
こ
れ
を
参
ら
せ
ん
。
兄
上
を
許

し
給
へ
。
若
し
許
す
事
な
ら
ず
ば
、
其
の
代
り
に
我
を
殺
し
て
よ
」
と
い
ふ
に
、

も

さ
し
も
の
盗
ど
も
顔
見
合
は
せ
て
「
世
に
も
や
さ
し
き
幼
子
も
あ
る
も
の
か
な
。

い
か
に
許
し
て
取
ら
せ
ず
や
」
と
て
、
其
の
儘
に
立
ち
去
り
ぬ
。
是
年
、
政
府

ま
ま

に
て
一
人
の
盗
を
捕
へ
て
、
犯
せ
る
罪
を
鞠
し
［
②
］

け
る
に
、
此
事
を
語
り
出

き
く

で
け
れ
ば
、
富
女
を
召
し
て
始
終
を
問
ひ
正
し
て
、
幼
き
と
し
て
白
刃
を
懼
れ

ず
、
弟
を
護
り
兄
を
傷
つ
け
さ
せ
じ
と
せ
し
友
愛
の
情
、
い
か
に
も
神
妙
な
り

岡本韋庵『女訓新書』翻刻・訳注（有馬）
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と
て
白
銀
若
干
を
下
し
賜
ひ
た
り
。
其
の
事
四
方
に
隠
れ
な
か
り
し
か
ば
、
大

坂
に
て
富
有
の
聞
え
あ
る
炭
屋
某
と
い
ふ
も
の
、
も
ら
ひ
請
ひ
て
己
が
子
と
な

せ
し
と
ぞ
。
凡
世
の
子
弟
た
る
も
の
、
此
心
な
く
ば
あ
る
べ
か
ら
ず
。

①
本
伝
承
は
疋
田
尚
昌
『
本
朝
列
女
伝
』（
明
治
八
年
）
、
小
島
玄
寿
編
『
日
本
列
女
伝
』

（
明
治
一
一
）
、
西
村
茂
樹
編
『
婦
女
鑑
』（
明
治
二
〇
）
、
岸
具
瞻
・
直
江
三
吉
『
尋

常
小
学
修
身
科
教
授
書
』
（
明
治
二
二
）
、
石
井
了
一
・
石
井
福
太
郎
『
尋
常
小
学
修

身

授
教
案
』
（
明
治
二
三
）
、
篠
田
正
作
『
女
子
立
志
美
談

家
庭
教
育
』
（
明
治
二

四
）
、
斎
藤
晋
春
『
智
慧
の
か
が
み

少
年
教
育
』
（
明
治
二
四
）
な
ど
、
多
数
の
書

に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
本
条
は
『
本
朝
列
女
伝
』
の
記
述
と
ほ
ぼ
一
致
す

る
。

②
取
り
調
べ
る
こ
と
。

④
紫
式
部
［
①
］

は
式
部
丞
藤
原
為
時
の
女
に
し
て
、
右
衛
門
権
佐
藤
原
宣
孝

む
す
め

の
妻
な
り
。
幼
き
と
き
よ
り
才
美
の
人
に
勝
れ
た
る
所
あ
り
。
人
の
書
を
読
む

ま
さ

を
聞
く
ご
と
に
直
に
諳
記
し
た
り
し
が
、
成
長
の
後
に
及
び
て
、
和
歌
を
能
く

た
だ
ち

し
、
博
く
和
漢
の
旧
記
に
渉
り
、
兼
て
朝
廷
の
典
故
に
通
じ
、
最
も
国
史
に
明

な
り
け
れ
ば
、
時
人
呼
て
日
本
紀
の
局
と
称
せ
ら
れ
ぬ
。
嘗
て
『
源
氏
物
語
』

よ
び

五
十
四
帖
を
著
せ
り
。
天
性
順
淑
に
し
て
才
に
矜
ら
ず
、
慎
密
に
し
て
身
を
守

ほ
こ

り
、
宣
孝
が
卒
し
て
後
は
再
び
改
め
嫁
が
ず
。
僅
に
一
女
と
共
に
家
に
居
り
、

わ
ず
か

書
を
読
み
て
自
ら
娯
め
り
。
藤
原
皇
后

文
詞
［
②
］

を
好
み
た
ま
ひ
、
屢
し
ば

た
の
し

し
ば

式
部
を
召
さ
れ
た
り
。
皇
后
の
読
書
は
多
く
は
式
部
が
授
け
奉
つ
る
所
な
り
と

ぞ
。①

本
伝
承
は
上
野
理
一
『
皇
朝
女
子
立
志
編
』（
明
治
一
六
）
、
林
正
躬
『
大
東
列
女
伝
』

（
明
治
一
七
年
）
な
ど
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

②
詩
文
の
こ
と
。

⑤
藤
原
太
后
仲
子
は
権
大
納
言
兼
綱
卿
の
女
に
し
て
、
後
円
融
天
皇
（
在
位
一

む
す
め

三
七
一
～
一
三
八
二
）
の
御
母
な
り
。
太
后
病
床
に
お
は
し
て
日
を
累
ね
、
既
に

危
く
見
え
け
る
と
き
、
公
卿
大
臣
共
に
奏
し
請
て
、
幣
を
諸
社
に
奉
つ
り
、
国

た
て
ま

内
の
罪
人
を
放
た
ん
と
い
ふ
に
、
大
后
聞
こ
し
め
し
、
我
が
一
人
の
命
を
救
は

ん
が
た
め
、
公
費
を
厭
は
ず
、
政
事
を
紊
り
た
ら
ん
に
は
、
縦
ひ
神
仏
の
擁
護

み
だ

た
と

に
よ
り
て
、
命
を
延
べ
得
る
と
も
、
本
意
に
非
ず
と
て
、
終
に
肯
は
ざ
り
し
と

つ
ひ

う
べ
な

な
む
。

⑥
天
正
年
間
（
一
五
七
三
～
一
五
九
二
）
、
各
処
に
戦
争
あ
り
。
盗
賊
横
行
す
る
と

き
に
当
り
、
一
婦
人
あ
り
。
夫
の
従
軍
せ
し
後
に
独
り
家
を
守
り
居
た
り
し
が
、

強
賊
一
人

そ
の
虚
に
乗
じ
、
垣
を
越
て
入
り
来
り
、
戸
隙
よ
り
家
内
を
窺
ひ

う
か
が

し
に
、
婦
人
は
之
を
知
ら
ず
、
爐
辺
に
坐
し
、
豆
を
煮
て
居
た
り
し
が
、
須
臾

に
し
て
豆
の
煮
た
る
や
否
や
を
試
み
ん
と
て
、
五
六
粒
を
鍋
蓋
の
上
に
取
り
出

し
、
指
も
て
之
を
圧
し
、
未
だ
熟
せ
ず
と
い
ひ
て
再
び
鍋
中
に
入
れ
た
り
し
を
、

賊
見
て
大
に
感
嘆
し
、
尋
常
の
婦
人
な
れ
ば
、
摘
み
出
し
て
直
に
口
に
入
る
べ

た
だ
ち

き
に
、
暗
昧
の
地
［
①
］

に
在
り
て
品
行
を
壊
ら
ざ
る
は
、
平
生
心
志
の
端
正
な

や
ぶ

る
も
の
な
ら
ん
と
て
、
遂
に
去
り
た
り
し
と
ぞ
。

①
こ
こ
で
は
誰
も
見
て
い
な
い
所
の
意
か
。

⑦
唐
の
太
宗
［
①
］
（
在
位
六
二
六
～
六
四
九
）
の
文
徳
皇
后
長
孫
氏
は
隋
の
左
驍

衛
将
軍
長
孫
晟
の
女
な
り
。
幼
き
と
き
よ
り
図
伝
を
好
み
、
古
人
の
善
悪
を
視

む
す
め

て
自
ら
鑒
み
、
礼
法
を
尚
べ
り
。
天
性
節
素
に
し
て
服
御
に
飾
り
を
要
せ
ず
。

か
ん
が

た
つ
と
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帝
の
事
を
行
ふ
に
内
助
あ
る
こ
と
多
し
。
后
が
兄
の
無
忌
は
帝
が
布
衣
の
交
り

に
て
、
佐
命
の
元
勲
［
②
］

た
り
け
れ
ば
、
帝
引
て
政
を
輔
け
し
め
ん
と
す
。
后

固
く
諫
む
れ
ど
も
聴
か
れ
ず
。
因
て
無
忌
に
諭
し
て
牢
く
護
ら
し
め
た
り
と
ぞ
。

か
た

臨
終
の
時
に
、
太
子
請
て
大
赦
し
て
災
を
祓
は
ん
と
い
ふ
に
、
福
を
修
し
て
延

こ
ひ

ば
す
べ
く
ば
、
吾
は
悪
を
為
さ
じ
。
善
を
為
し
て
効
な
か
ら
ん
に
は
、
我
な
ほ

何
を
か
求
め
ん
と
て
、
遂
に
許
さ
ざ
り
し
と
な
む
。
后
嘗
て
古
昔
婦
人
の
事
を
采と

り
『
女
則
』
十
篇
を
著
は
せ
り
。
後
の
人
ど
も
之
を
伝
称
せ
り
。

①
原
文
は
「
大
」
に
作
る
が
「
太
」
に
改
め
た
。
ま
た
、
本
伝
承
は
『
旧
唐
書
』
后
妃

伝
に
基
づ
く
。

②
建
国
の
大
業
を
助
け
た
臣
下
の
こ
と
。

⑧
明
の
太
祖
（
在
位
一
三
六
八
～
一
三
九
八
）
の
后
馬
氏
は
幼
き
と
き
よ
り
孝
慈

の
心
深
く
、
貞
静
端
一
に
し
て
、
且
つ
聰
明
な
る
こ
と
人
の
意
表
に
出
で
、
殊

に
『
詩
』
『
書
』
を
も
好
み
て
文
学
に
長
じ
た
り
。
嘗
て
元
の
世
祖
の
后
が
故
き

弓
弦
を
煮
た
る
こ
と
［
①
］

を
聞
き
、
人
を
し
て
之
を
練
ら
し
め
、
衾
腓
［
②
］

を
織
り
て
孤
子
老
人
な
ど
に
恵
み
、
常
に
衣
装
の
余
帛
を
集
め
て
巾
褥
［
③
］

な

ど
を
製
し
、
世
の
為
に
物
を
惜
み
妄
り
に
天
物
を
暴
ふ
は
古
人
の
深
戒
な
り
と

そ
こ
な

て
、

聊

の
荒

豁
［
④
］

に
て
も
悉
く
取
り
聚
め
て
、
親
ら
織
り
、
諸
王
妃
公

い
さ
さ
か

ふ
る
い
と
く
ず

み
ず
か

主
な
ど
に
賜
ひ
て
、「
富
貴
の
中
に
生
長
す
る
者
は
蠶
桑
の
容
易
な
ら
ざ
る
こ
と

を
知
ら
で
か
な
は
ぬ
こ
と
な
り
。
此
荒

豁
［
⑤
］

は
些
少
の
物
な
れ
ど
、
百
姓

ふ
る
い
と
く
ず

の
身
分
に
取
り
て
は
容
易
く
得
が
た
き
も
の
ゆ
え
、
斯
く
親
ら
織
り
て
汝
等
に

た

や

す

か

み
ず
か

示
す
な
り
」
と
て
、
厚
く
教
誨
を
加
へ
ら
れ
た
り
。
常
に
洗
濯
し
た
る
衣
服
を

著
け
て
、
侈
麗
を
好
ま
ず
、
衾
腓
の
弊
る
る
を
も
従
ひ
て
補
綴
し
、
妄
り
に
取

や
ぶ

り
易
へ
ざ
り
し
と
な
む
。

①
本
伝
承
は
『
明
史
』
后
妃
伝
に
基
づ
く
。

②
か
け
ぶ
と
ん
と
し
き
ぶ
と
ん
。

③
ふ
き
ん
と
し
き
も
の
。

④
「
ふ
る
い
と
く
ず
」
の
ル
ビ
は
岡
本
に
よ
る
。

⑤
原
文
は
「
荒
類
」
に
作
る
が
「
荒
豁
」
に
改
め
た
。

⑨
土
佐
守
山
田
猪
右
衛
門
一
豊
［
①
］
、
は
じ
め
て
織
田
信
長
に
事
へ
た
り
し
と

つ
か

き
、
東
国
第
一
の
駿
馬
な
り
と
て
、
一
疋
の
良
馬
を
安
土
の
城
下
に
牽
き
来
れ

る
も
の
あ
り
。
織
田
家
の
諸
士
ど
も
、
之
を
見
る
に
真
に
無
双
の
馬
な
れ
ど
も
、

価

甚
だ
貴
し
と
て
求
む
る
も
の
な
け
れ
ば
、
空
し
く
牽
き
帰
ら
ん
と
す
。
一

あ
た
い

豊
は
心
に
此
の
馬
を
得
ま
く
欲
せ
し
か
ど
も
、
如
何
す
べ
か
ら
ず
。
家
に
帰
り

い
か
ん
と
も

妻
に
向
ひ
て
「
身
の
貧
し
き
は
真
に
嘆
ず
べ
き
な
り
。

某

も
奉
公
の
初
め
に
斯

そ
れ
が
し

か
か

る
駿
馬
に
乗
り
、
御
前
に
出
づ
べ
き
も
の
を
」
と
い
は
れ
け
る
を
、
妻
聞
て
「
価

あ
た
い

は
幾
個
に
て
候
ふ
や
」
と
問
ふ
。
「
黄
金
十
両
と
い
ひ
つ
れ
」
と
答
ふ
。
妻
「
そ

れ
ば
か
り
に
て
候
ふ
か
。
左
ほ
ど
に
欲
し
く
思
ひ
た
ま
は
ん
に
は
、
速
に
求
め

た
ま
へ
か
し
。
其
料
を
ば
妾
が

進

ら
す
べ
し
」
と
て
、
金
を
鏡
奩
［
②
］

の
底

わ
た
し

た
て
ま
つ

よ
り
取
り
出
し
て
一
豊
の
前
に
置
き
ぬ
。
一
豊
大
に
驚
き
「
年
ご
ろ
身
貧
く
て

艱
苦
の
事
の
み
多
か
り
し
に
、
此
の
金
あ
る
を
知
ら
せ
た
ま
は
ず
。
今
此
の
馬

を
買
ひ
得
ん
と
は
意
外
な
り
き
」
と
且
つ
喜
び
且
つ
恨
む
。
妻
「
さ
れ
ば
に
て

候
ふ
。
尊
諭
は
固
よ
り
当
然
な
れ
ど
も
、
此
金
は
妾
が
此
の
家
に
来
り
し
時
、

わ
た
し

父
の
此
の
鏡
の
下
に
入
れ
置
か
れ
て
、
尋
常
の
事
に
用
い
ず
、
夫
の
一
大
事
と

あ
ら
ん
時
に

進

ら
す
べ
し
と
戒
め
ら
れ
た
る
も
の
な
り
。
家
の
貧
窶
は
世
の

た
て
ま
つ

常
な
れ
ば
、
耐
忍
し
て
も
過
ぎ
ぬ
べ
し
。
今
京
都
に
て
馬
を
閲
せ
ら
る
べ
し
と

承

り
ぬ
。
是
は
実
に
天
下
の
大
事
に
て
、
君
も
亦
出
仕
の
初
め
な
れ
ば
、
良

う
け
た
ま
は
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馬
を
従
へ
て
謁
見
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
欲
す
る
な
り
」
と
い
ふ
に
ぞ
。
一
豊

大
に

悦
び
て
直
に
其
馬
を
買
は
れ
け
る
。
未
だ
幾
く
な
ら
ず
し
て
、
馬
を
京
に
閲
せ

い
く
ば

し
に
よ
り
、
一
豊
そ
の
馬
に
乗
り
て
出
た
り
け
れ
ば
、
信
長
大
に
驚
き
「
無
双

の
良
馬
な
り
」
と
て
其
由
を
聞
き
、
「
東
国
第
一
の
名
馬
に
し
て
、
遙
に
我
が
領

よ
し

内
に
来
り
し
て
、
空
し
く
還
さ
ん
は
歎
ず
べ
き
こ
と
な
り
。
一
豊
は
久
し
く
浪

士
た
れ
ば
、
家
も
定
め
て
貧
し
か
り
つ
ら
ん
に
、
今
之
を
求
め
得
た
る
は
、
信

長
が
吾
ぢ
を
雪
ぎ
た
る
の
み
な
ら
ず
、
武
士
の
用
心
も
是
に
過
ぎ
た
る
も
の
あ

は

す
す

る
べ
か
ら
ず
」
と
て
、
直
に
五
百
石
を
加
増
せ
ら
れ
た
り
。
其
後
石
田
三
成
の

た
だ
ち

徳
川
氏
を
亡
ぼ
さ
ん
と
て
兵
を
起
こ
せ
し
と
き
に
も
、
夫
人
よ
り
書
も
て
笠
の

筵
と
し
使
を
馳
せ
て
一
豊
に
告
げ
け
れ
ば
、
一
豊
は
之
を
解
か
ず
し
て
家
康
公

に
献
じ
た
り
と
ぞ
。
後
に
土
佐
国
二
十
四
万
石
の
領
主
と
な
れ
り
。
是
も
夫
人

が
勤
倹
に
し
て
一
豊
の
為
め
に
裨
補
す
る
所
の
多
き
に
由
れ
り
と
ぞ
。

①
本
伝
承
は
白
川
幸
『
本
朝
爬
史
列
女
伝
』
（
明
治
一
二
）
、
上
野
理
一
『
皇
朝
女
子
立

志
編
』
（
明
治
一
六
）
、
阿
部
弘
藏
『
修
身
説
話
』（
明
治
二
〇
）
、
岸
具
瞻
・
直
江
三

吉
『
尋
常
小
学
修
身
科
教
授
書
』
（
明
治
二
二
）
、
遠
藤
角
作
『
教
育
児
談
』
（
明
治

二
三
）
、
松
永
乙
一
『
小
学
少
年
教
育
美
談
』
（
明
治
二
四
）
な
ど
、
多
数
の
書
に
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

②
鏡
を
入
れ
る
箱
の
こ
と
。

⑩
長
門
国
萩
の
藩
士
某
氏
の
女
に
某
［
①
］

と
い
ふ
も
の
あ
り
。
顔
色
黒
醜
な

む
す
め

る
こ
と
世
に
稀
な
る
ほ
ど
な
り
け
れ
ば
、
年
長
ず
れ
ど
も
誰
も
娶
ら
ん
と
い
ふ

ま
れ

と
し

め
と

も
の
な
し
。
父
兄
憫
み
て
世
に
媒
介
す
る
も
の
あ
ら
ば
、
如
何
な
る
賤
夫
［
②
］

な
り
と
も
許
嫁
せ
し
め
ん
と
思
ひ
し
に
、
女
は
自
ら
配
耦
を
撰
び
、
妄
り
に
人

に
嫁
ぐ
こ
と
を
好
ま
ず
。
縁
談
あ
る
ご
と
に
「
妾
は
瀧
鶴
臺
先
生
の
如
き
人
を

わ
た
し

得
て
夫
と
せ
ん
も
の
を
」
と
語
ら
れ
た
り
。
鶴
臺
は
世
に
名
高
き
名
儒
な
り
し

か
ば
、
人
み
な
此
女
が
分
に
過
ぎ
た
る
望
み
を
抱
け
る
こ
と
を
笑
ひ
譏
ら
ざ
る

も
の
な
か
り
け
り
。
鶴
臺
い
つ
か
之
を
聞
き
、
「
此
の
女
が
我
を
撰
び
我
が
如
く

な
る
も
の
に
嫁
が
ん
と
い
ふ
は
、
殆
ん
ど
我
を
知
る
も
の
な
り
。
必
ず
善
く
我

が
家
を
治
め
ん
」
と
て
、
遂
に
娶
り
て
妻
と
せ
り
。
此
女

す
で
に
瀧
氏
の
家
に

め
と

嫁
ぎ
て
よ
り
、
夫
に
事
ふ
る
こ
と
柔
順
に
、
且
つ
能
く
内
事
を
治
め
し
か
ば
、

つ
か

鶴
臺
も
大
に
之
を
愛
し
て
事
ご
と
に
妻
と
謀
れ
り
。
婦
の
見
識
も
甚
だ
高
く
し

て
、
尋
常
の
女
に
似
ず
。
鶴
臺
が
来
客
と
語
る
と
き
は
、
常
に
屏
風
の
後
に
在

り
て
之
を
聴
き
、
談
話
の
国
政
に
及
ぶ
こ
と
な
ど
あ
る
と
き
、
後
に
之
を
諌
め

止
め
た
り
。
こ
は
其
国
の
忌
憚
に
触
れ
ん
こ
と
あ
る
を
恐
る
れ
ば
な
り
。
斯
く

か

て
数
年
を
経
た
り
し
が
、
あ
る
日
、
事
を
為
せ
る
間
に
一
個
の
赤
き
糸
を
巻
き

つ
け
た
る
小
さ
き
手
鞠
の
如
き
も
の
婦
袖
よ
り
墜
ち
た
り
。
鶴
臺
恢
み
て
問
ひ

あ
や
し

け
れ
ば
「
妾
は
愚
昧
な
る
も
の
ゆ
え
、
平
日
事
を
行
ふ
に
過
ち
な
き
こ
と
能
は

わ
た
し

ず
。
其
の
過
ち
を
寡
く
せ
ん
と
て
、
赤
白
二
色
の
糸
団
を
製
し
、
恒
に
袖
の
中

に
入
れ
置
き
、
悪
念
の
起
る
こ
と
あ
れ
ば
赤
糸
を
添
へ
結
び
、
善
念
あ
れ
ば
白

糸
を
添
へ
結
び
け
り
。
然
る
に
一
二
年
の
際
は
赤
糸
の
み
益
ま
す
大
に
し
て
、

白
糸
は
多
き
を
加
へ
ざ
り
し
が
、
痛
く
自
ら
省
察
し
て
、
克
治
［
③
］
し
け
れ
ば
、

今
と
な
り
て
は
漸
く
赤
白
二
団
の
大
さ
相
同
じ
き
に
至
り
ぬ
。
さ
れ
ど
も
是
は

全
く
良
人
の
善
行
に
見
習
ひ
し
ゆ
え
ん
な
ら
ん
。
羞
づ
ら
く
は
未
だ
白
団
の
赤

団
よ
り
も
大
な
る
に
至
ら
ざ
る
こ
と
を
」
と
。
言
ひ
畢
り
て
、
一
白
絲
を
巻
き

お
は

付
け
た
る
物
を
袖
中
よ
り
出
し
て
之
を
示
さ
れ
け
る
に
ぞ
。
鶴
臺
も
大
に
感
じ
、

己
も
亦
兪
い
よ
其
德
を
修
め
た
り
け
る
。

①
本
伝
承
は
内
田
尚
長
『
女
子
孝
節
談
』
（
明
治
一
二
）
、
干
河
貫
一
『
日
本
立
志
編
』

（
明
治
一
五
）
、
石
井
音
五
郎
・
石
井
福
太
郎
『
尋
常
小
学
修
身
口
授
教
案
』
（
明
治
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二
〇
）
、
松
永
乙
一
『
小
学
少
年
教
育
美
談
』
（
明
治
二
四
）
な
ど
に
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
。

②
原
文
は
「
賤
夫
に
な
り
」
に
作
る
が
「
賤
夫
な
り
」
に
改
め
た
。

③
欲
望
に
打
ち
勝
ち
心
を
正
し
く
す
る
こ
と
。

⑪
周
の
召
南
の
申
女
は
申
人
の
女
な
り
［
①
］
。
鄷
と
い
ふ
処
の
人
に
い
ひ
な
づ

む
す
め

け
し
た
り
し
が
、
男
の
許
よ
り
娶
る
べ
き
礼
を
備
へ
ず
し
て
［
②
］

既
に
迎
へ
ん

も
と

と
し
け
れ
ば
、
女

あ
る
人
に
向
ひ
て
「
夫
婦
の
道
は
人
倫
の
始
め
な
り
。
さ
れ

ば
其
礼
な
ど
を
も
正
す
べ
き
事
な
り
か
し
。
古
人
も
其
本
を
正
す
と
き
は
、
万

の
も
の
治
る
と
か
や
。
之
を
毛
ほ
ど
も
誤
り
て
も
、
ゆ
く
す
え
千
里
の
違
ひ
あ

り
。
今

礼
を
軽
く
し
て
制
違
へ
り
。
吾
は
行
き
や
ら
じ
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、
男

た
が

憤
り
て
官
衙
に
訴
へ
獄
に
下
だ
し
ま
く
し
か
ど
、
女
節
を
守
り
必
死
し
て
行
か

ざ
り
け
り
。
か
く
無
礼
の
求
め
を
た
ち
、
邪
欲
の
行
を
防
げ
る
志
、
い
と
や
さ

し
く
侍
べ
る
に
や
。

①
本
伝
承
は
『
列
女
伝
』
巻
三
貞
順
に
基
づ
く
。

②
原
文
は
「
し
」
字
を
欠
く
。
文
意
に
よ
り
補
っ
た
。

⑫
支
那
姫

周
の
宣
姜
后
は
宣
王
の
后
に
し
て
斉
侯
［
①
］

の
女
な
り
［
②
］
。
天

性
賢
明
に
し
て
一
言
一
行
も
礼
度
を
失
す
る
こ
と
な
か
り
け
り
。
宣
王
嘗
て
美

人
を
愛
し
た
に
、
早
く
寝
に
就
き
朝
に
遅
く
起
き
て
朝
政
を
聞
き
た
ま
は
ず
。

心
あ
る
諸
臣
ど
も
、
大
に
驚
き
斯
く
て
は
向
後
如
何
な
ら
ん
と
私
語
せ
ら
れ
た

り
。
姜
后
深
く
歎
き
御
髪
の
飾
を
脱
ぎ
す
て
て
縞
衣
［
③
］

を
服
し
、
自
ら
囚
人

と
な
り
て
永
巷
に
下
り
た
ま
ふ
。
永
巷
と
は
宮
人
を
罪
な
ふ
所
な
り
。
斯
く
て

か

侍
女
を
王
の
許
に
遣
り
、
「
陛
下
ち
か
ご
ろ
一
向
に
礼
義
を
捨
て
て
色
に
荒
み
酒

も
と

や

す
さ

を
楽
み
た
ま
へ
り
。
世
の
乱
は
是
よ
り
起
り
候
は
ん
。
陛
下
が
行
ひ
の
悪
き
も

善
き
も
左
右
に
侍
べ
る
女
の
行
ひ
に
由
る
こ
と
に
て
候
ふ
。
妾
が
罪
た
る
軽
か

ら
ず
。
速
に
刑
に
処
せ
ら
れ
か
し
」
と
申
さ
せ
け
る
に
、
王
聞
て
大
に
驚
き
「
是

は
朕
が
過
な
り
。
后
の
罪
に
在
ら
ず
。
朕
今
よ
り
行
ひ
を
改
む
べ
し
」
と
て
、

急
に
后
を
永
巷
よ
り
扶
け
出
だ
し
、
故
の
位
に
復
し
け
り
。
夫
よ
り
は
王
も
夙

も
と

つ
と

に
起
き
晩
く
入
り
、
朝
政
を
勤
め
行
は
れ
け
る
に
ぞ
。
周
室
中
興
の
君
と
な
ら

れ
け
る
。

①
原
文
は
「
斎
候
」
に
作
る
が
「
斉
侯
」
に
改
め
た
。

②
本
伝
承
は
『
列
女
伝
』
巻
二
賢
明
に
基
づ
く
。

③
白
絹
の
着
物
。
周
の
時
代
は
賤
し
い
女
性
の
服
。

⑬
周
の
宿
瘤
［
①
］

女
は
斉
国
の
東
郭
に
住
め
る
鄙
賤
の
女
に
し
て
、
性
氏
を
詳

に
せ
ず
［
②
］
。
項
に
大
な
る
瘤
あ
る
に
よ
り
、
人
呼
び
て
宿
瘤
と
な
ん
い
は
れ

う
な
じ

け
り
。
斉
の
閔
王
出
で
て
東
郭
に
遊
び
し
と
き
、
百
姓
尽
く
集
ひ
来
り
て
儀
衛

つ
ど

［
③
］

を
望
観
せ
し
に
、
此
の
女
の
み
は
余
念
な
く
桑
を
採
り
て
あ
り
け
れ
ば
、

閔
王
い
と
怪
し
み
、
人
を
遣
り
「
寡
人
出
遊
し
て
車
騎
は
な
は
だ
衆
け
れ
ば
、

や

お
ほ

老
弱
男
女
み
な
業
を
棄
て
て
此
に
聚
ま
る
に
、
汝
が
桑
を
採
り
て
顧
み
ざ
る
は

何
故
ぞ
や
」
と
問
は
せ
け
る
に
、
宿
瘤
と
り
あ
へ
ず
「
妾
は
父
母
の
命
を
受
け

わ
た
し

て
桑
を
採
る
の
み
。
大
王
を
観
よ
と
の
命
を
聴
か
ず
。
故
に
其
言
を
慎
み
守
り

侍
る
な
り
」
と
答
へ
ぬ
。
閔
王
聞
て
感
賞
し
、
「
汝
は
実
に
奇
女
な
り
。
惜
む
ら

く
は
汝
が
面
に
大
瘤
あ
り
。
甚
だ
醜
き
を
」
と
い
へ
ば
、
宿
瘤
女
子
は
「
心
性

の
美
し
き
を
貴
ぶ
の
み
。
妾
が
項
の
大
瘤
は
何
の

妨

か
候
は
ん
」
と
い
ふ
。

う
な
じ

さ
ま
た
げ

王
聞
て
益
ま
す
喜
び
、
「
直
に
後
乗
に
乗
り
て
宮
中
に
来
ら
れ
よ
」
と
命
じ
け

た
だ
ち

れ
ば
、
宿
瘤
拝
謝
し
「
父
母
の
教
を
受
け
ず
し
て
往
く
は
淫
奔
の
女
な
り
。
斯か

か
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る
も
の
を
何
に
用
い
た
ま
ふ
べ
き
や
」
と
い
ふ
。
王
大
に
慙
ぢ
「
寡
人
は
甚
だ

倉
卒
な
り
。
改
め
て
汝
を
召
す
べ
し
」
と
て
、
宮
に
帰
り
新
に
使
者
を
遣
り
、

あ
ら
た

や

礼
を
厚
く
し
て
後
宮
に
迎
へ
立
て
て
后
と
せ
ら
れ
け
り
。
後
に
宿
瘤
屢
し
ば
王

し
ば

を
補
翼
し
て
大
に
内
助
の
功
あ
り
し
か
ば
、
隣
国
そ
の
徳
に
服
し
、
国
勢
日
に

お
ほ
ひ

強
く
、
遂
に
三
晋
を
侵
し
、
秦
楚
を
も
懼
れ
し
め
た
り
し
が
、
宿
瘤
の
死
す
る

に
及
び
て
、
遂
に
燕
の
た
め
に
屠
ら
れ
た
り
き
。

①
こ
ぶ
の
こ
と
。

②
本
伝
承
は
『
列
女
伝
』
巻
六
弁
通
に
基
づ
く
。

③
こ
こ
で
は
天
子
を
護
衛
す
る
さ
ま
。

⑭
斉
国
の
賢
相
晏
嬰
が
家
に
事
へ
た
る
御
者
あ
り
［
①
］
。
其
の
妻
は
頗
る
器
量

つ
か

あ
る
も
の
な
り
け
り
。
あ
る
日

晏
嬰

他
出
せ
ん
と
せ
し
と
き
、
門
内
よ
り
窃

ひ
そ
か

に
夫
の
挙
動
を
窺
ひ
し
に
、
晏
嬰
が
馬
車
の
側
に
立
ち
、
手
に
大
蓋
を
捧
げ
て

駟
馬
に
策
ち
、
意
気
揚
々
と
し
て
甚
だ
自
得
の
状
あ
り
け
れ
ば
、
夫
の
家
に
帰

む
ち
う

る
を
待
ち
て
離
婚
を
求
め
、「
今
日
に
至
り
始
て
君
が
心
の
卑
劣
な
る
を
知
り
ぬ
」

と
い
ふ
。
夫

驚
き
て
其
の
故
を
問
ふ
に
「
晏
子
は
身
の
丈
け
七
尺
に
足
ら
ざ
れ

ど
も
斉
国
の
宰
相
と
な
り
、
威
名
を
諸
侯
に
顕
は
し
、
人
み
な
其
の
徳
を
慕
へ

り
。
妾

つ
ら
つ
ら
晏
子
の
状
貌
を
窺
ふ
に
志
気
恂
々
［
②
］
と
し
て
思
ひ
深
く
、

常
に
人
に
下
れ
り
。
子
は
八
尺
に
余
り
な
が
ら
、
反
り
て
彼
が
僕
御
と
な
り
、

更
に
吾
づ
る
気
色
な
く
、
さ
も
満
足
し
た
る
状
あ
り
。
斯
る
心
の
卑
し
き
人
と

は

か
か

生
涯
を
共
に
せ
ん
は
歎
か
は
し
き
こ
と
な
る
ゆ
え
、
今
よ
り
離
別
を
願
ふ
な
り
」

と
答
へ
け
れ
ば
、
夫

大
に
赤
面
し
て
深
く
過
を
謝
し
、
自
身
を
責
め
、
其
後
は

何
事
を
も
人
に

謙

り
て
少
し
も
驕
ら
ず
、
常
に
足
ら
ざ
る
が
如
く
に
ぞ
な
ら

へ
り
く
だ

れ
け
る
。
晏
嬰
そ
の
挙
止
の
前
日
に
変
り
た
る
を
怪
み
て
子
細
を
問
ふ
に
、
具つ

ぶ

さ
に
妻
の
規
諫
を
得
た
り
し
こ
と
を
述
べ
ら
れ
け
れ
ば
、
大
に
其
善
に
遷
る
の

速

な
る
を
嘉
し
、
其
君
景
公
に
申
し
、
諸
を
大
夫
の
職
に
擢
で
、
其
妻
を
賞

す
み
や
か

こ
れ

ぬ
き
ん

し
て
命
婦
と
し
た
り
け
る
と
ぞ
。

①
本
伝
承
は
『
列
女
伝
』
巻
二
賢
明
に
基
づ
く
。

②
気
を
配
っ
て
慎
む
さ
ま
。

⑮
後
漢
の
楽
羊
子
が
妻
［
①
］

は
姓
氏
を
知
ら
ず
。
嘗
て
羊
子
を
諫
め
て
遠
方
の

良
師
に
従
ひ
て
学
問
せ
し
め
た
り
し
が
、
羊
子

一
年
を
歴
て
帰
り
来
る
ゆ
え
、

へ

妻
そ
の
意
を
問
へ
ば
、
「
久
し
く
遊
学
し
て
故
郷
を
思
ふ
の
心
に
堪
へ
ず
。
故
に

帰
る
な
り
」
と
い
ふ
。
妻
聞
て
直
に
刀
を
手
に
取
り
、
織
機
の
側
に
立
ち
、「
そ

た
だ
ち

も
此
織
物
は
蚕
の
繭
よ
り
生
じ
、
機
杼
［
②
］

の
功
に
よ
り
て
成
れ
り
。
僅
に

わ
づ
か

一
条
の
糸
縷
を
累
ね
て
一
寸
よ
り
一
尺
に
至
り
、
織
る
こ
と
怠
ら
ず
し
て
、
終つ

ひ

に
一
丈
一
匹
に
至
れ
る
な
り
。
然
る
に
今
此
の
刀
も
て
截
ち
断
り
な
ば
、
是
ま

で
の
功
労
を
棄
て
て
徒
ら
に
時
月
を
費
さ
ん
の
み
。
今
君
は
勤
学
勉
強
し
て
日

い
た
づ

に
其
の
知
ら
ざ
る
所
を
知
り
、
遂
に
盛
徳
を
成
就
せ
ん
と
願
ふ
に
非
ず
や
。
さ

る
を
中
道
に
し
て
其
の
業
を
擲
ち
故
郷
を
思
ふ
て
帰
り
た
ま
ふ
は
、
妾
が
此
の

な
げ
う

機
織
を
截
る
に
均
し
。
言
ふ
甲
斐
な
き
こ
と
に
候
は
ず
や
」
と
。
心
つ
よ
く
も

諫
め
励
ま
し
け
れ
ば
、
羊
子

聞
て
大
に
感
奮
し
、

速

に
師
の
許
に
還
り
て
卒

す
み
や
か

も
と

業
を
期
し
、
遂
に
七
年
を
過
ぐ
る
ま
で
詠
ら
ざ
る
こ
と
に
な
り
ぬ
。
妻
甚
だ
悦

か
へ

び
常
に
躬
か
ら
勤
苦
し
て
一
人
の
姑
を
養
ひ
、
時
々
衣
服
な
ど
製
し
て
遠
く
夫

み
ず

の
許
に
遺
り
け
り
。
あ
る
日

隣
家
の
鶏
の
誤
り
て
我
が
園
中
に
飛
び
入
り
し
を
、

も
と

や

姑
盗
み
殺
し
て
食
は
ん
と
し
け
れ
ば
、
妻
大
に
歎
き
死
雞
に
向
ひ
黙
然
と
し
て

泣
き
居
け
り
。
姑
そ
の
状
を
恢
み
「
何
故
に
や
」
と
問
ふ
に
、
涙
を
推
し
拭
ひ

あ
や
し

「
家
貧
し
く
し
て
侍
養
を
尽
し
難
く
、
他
人
の
肉
を
取
り
て
食
用
に
充
つ
る
に
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至
り
ぬ
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、
姑
そ
の
廉
正
な
る
心
に
慙
ぢ
、
直
に
其
肉
を
棄
て

た
だ
ち

け
る
と
ぞ
。

①
本
伝
承
は
『
後
漢
書
』
列
女
伝
に
基
づ
く
。

②
機
織
り
の
仕
事
を
さ
す
。

⑯
出
羽
国
庄
内
に
鈴
木
宇
衛
門
［
①
］

と
い
へ
る
も
の
あ
り
。
天
明
八
年
（
一
七

八
八
）
に
陸
奥
飢
饉
し
、
死
す
る
も
の
甚
だ
多
く
、
未
だ
死
に
至
ら
ざ
る
も
の

は
四
方
に
走
り
て
食
を
求
め
た
り
し
が
、
庄
内
は
隣
国
な
る
を
以
て
飢
人
の
食

を
乞
ふ
も
の
殊
に
多
く
、
食
を
与
へ
ざ
る
も
の
は
忽
ち
餓
死
す
る
に
よ
り
て
、

こ
と

人
々
み
な
力
を
尽
く
し
て
救
ひ
し
中
に
も
、
宇
右
衛
門
は
田
畠
ま
で
も
売
り
払

ひ
て
、
力
の
あ
ら
ん
限
り
に
救
は
れ
た
り
。
夫
の
心
か
く
の
如
く
な
れ
ば
、
其

妻
も
同
じ
く
衣
類
・
手
道
具
の
類
ま
で
売
り
尽
く
し
、
僅
に
新
衣
二
枚
の
み
遺

わ
づ
か

せ
し
ば
か
り
な
り
し
が
、
一
日
此
衣
を
も
鬻
ぎ
て
其
費
に
充
て
ん
と
謀
る
を
、

ひ
さ

宇
右
衛
門

聞
て
「
婦
人
は
衣
服
を
愛
す
る
に
、
そ
れ
さ
へ
売
り
て
人
を
救
は
ん

と
す
る
は
殊
勝
な
れ
ど
も
、
他
に
出
づ
る
に
は
別
衣
な
く
て
は
か
な
は
ざ
る
こ

と
な
り
。
先
づ
思
ひ
止
ま
り
て
よ
」
と
い
ふ
に
、
妻
答
て
「
さ
れ
ば
こ
そ
此
衣

を
も
売
ら
ん
と
は
心
付
き
た
る
な
れ
。
別
衣
あ
れ
ば
他
に
出
づ
る
心
も
起
ら
ん
。

他
に
出
づ
る
心
あ
れ
ば
櫛
も
簪
も
残
し
置
か
で
は
か
な
は
じ
。
今
別
衣
を
売
り

て
他
に
出
づ
る
心
な
く
ば
、
櫛
簪
も
無
用
の
物
た
ら
ん
。
是
を
も
売
払
は
ん
に

は
、
余
多
の
人
を
救
ふ
べ
き
な
り
」
と
て
、
終
に
残
り
な
く
売
り
て
飢
人
に
施

せ
り
。
か
く
て
明
春
の
初
に
至
り
、
あ
る
十
一
二
歳
ば
か
り
な
る
女
子
の
飢
疲

れ
て
門
に
立
ち
食
を
乞
へ
る
も
の
あ
る
を
見
た
り
。
其
日
は
風
雪
烈
し
く
衣
服

を
重
襲
し
た
る
身
す
ら
堪
ゆ
べ
く
も
あ
ら
ぬ
に
、
女
子
が
綻
び
裂
け
た
る
単
衣

ほ
こ
ろ

の
み
身
に
纏
ひ
て
凍
へ
居
を
見
け
れ
ば
、
妻
は
今
年
十
二
歳
な
る
一
人
の
娘
を

ま
と

お
る

呼
び
「
御
身
は
綿
衣
二
枚
を
重
ね
て
暖
に
侍
べ
り
。
彼
は
余
り
不
便
な
ら
ず
や
。

年
も
同
じ
程
な
れ
ば
、
衣
の
丈
も
恰
好
な
る
べ
し
。
あ
ま
り
寒
か
ら
ず
ば
一
枚

を
脱
ぎ
て
彼
に
取
ら
せ
ま
じ
き
や
」
と
い
ふ
に
、
女
子
快
く
得
心
し
て
上
に
着

け
た
る
好
衣
を
脱
ぎ
て
直
に
与
へ
た
り
。
夫
婦
と
も
涙
を
流
し
て
喜
び
感
じ
、

た
だ
ち

遠
近
の
人
ど
も
相
伝
へ
て
称
賛
し
け
る
と
な
む
。

①
本
伝
承
は
木
戸
麟
『
修
身
説
約
』
（
明
治
一
一
）
、
松
平
道
温
『
本
朝
列
女
伝
』
（
明

治
一
二
）
、
松
園
忠
雄
『
勅
語
例
話
』（
明
治
二
六
）
な
ど
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

⑰
下
野
国
那
須
郡
火
鎗
村
に
農
夫
源
五
郎
と
い
ふ
も
の
あ
り
。
其
母
を
せ
ん
と

い
ふ
。
せ
ん
は
天
性
慈
仁
な
る
も
の
に
て
、
近
村
の
貧
人
に
金
銭
を
貸
し
、
又

は
与
へ
て
助
け
た
る
こ
と
屢
次
に
及
び
た
り
し
が
、
多
年
を
経
る
に
随
ひ
、
其

の
数
漸
く
積
も
り
殊
に
凶
年
相
続
し
て
借
り
た
る
金
を
返
さ
ざ
る
も
の
多
か
り

よ
う
や

し
ほ
ど
に
、
「
斯
く
て
は
子
孫
に
至
り
て
互
に
不
和
を
生
ず
る
の
基
と
な
ら
ん
」

か

と
て
、
尽
く
証
書
を
焼
き
て
棄
て
た
り
。
天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
は
五
穀
の
実

り
殊
に
悪
か
り
し
か
ば
、
利
子
を
省
き
金
を
貸
し
て
其
の
難
を
救
ひ
、
又
貧
者

こ
と

あ
し

の
女
を
我
家
に
養
ひ
、
成
長
を
待
て
人
に
嫁
が
し
め
、
或
は
馬
を
飼
ひ
置
き
て

人
に
与
へ
し
こ
と
な
ど
多
し
。
領
主
聞
て
其
志
を
嘉
し
、
四
年
の
十
二
月
に
金

よ
み

を
与
へ
て
之
を
賞
し
、
老
を
養
ふ
た
め
に
と
て
、
当
時
農
民
に
禁
ぜ
ら
れ
た
る

絹
服
を
着
た
る
こ
と
を
赦
さ
れ
し
と
な
む
。

ゆ
る
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本
学
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科
学
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研
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）
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(B)
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と
す
る
日
本
漢
学
の
研
究
ア
ー
カ
イ
ブ
構
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」
（
研
究
代
表
者
・
吾
妻
重
二
：
課
題

番
号18H

0061

）
の
成
果
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一
部
で
あ
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。
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