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沢

要

二

特
別
な
文
字
は
都
合
上
符
号
に
し
ま
し
た
御
零
帯
下
さ
い
。

眠
 
・
 
 
案
b
 
 
マ
・

雫
 
e

自匙

m

萸
缶
子

fn

へ
 
g

蒙
k

苗
冒
 
 
o

ギ

鼎
其
私議又敦

dh1P

 
 
 
 
序
 
 
論

 
こ
の
民
の
字
は
何
如
な
る
時
代
的
要
請
に
よ
っ
て
生
じ
た
か
、
ま
た
何
如
な

る
内
容
を
持
っ
て
使
わ
れ
て
い
た
か
等
々
に
再
検
討
を
加
え
て
見
る
の
が
こ
の

小
論
で
あ
る
。
何
故
か
、

 
書
置
の
皆
皆
の
苗
民
の
湾
域
注
を
引
い
た
説
に
は
民
は
冥
な
り
無
知
な
り
と

い
い
、
質
子
の
大
政
篇
を
引
用
し
た
説
に
は
、
 
「
民
之
奇
言
萌
也
、
逃
避
為
言

盲
也
」
と
し
、
ま
た
民
の
言
た
る
や
盲
な
り
、
逃
亡
を
防
ぐ
た
め
奴
隷
の
目
に

針
を
刺
す
云
々
と
い
わ
れ
る
。
或
は
ま
た
木
に
穴
を
開
け
る
把
手
の
鎖
の
形
と

す
る
説
、
或
は
広
雅
苦
言
を
引
用
し
て
民
は
a
な
り
、
逃
亡
者
の
意
な
り
と
し

て
い
る
論
者
も
い
る
。

 
而
し
て
一
方
「
天
聡
明
自
我
民
聡
明
、
天
明
畏
自
我
民
明
威
。
」
な
ど
と
も

あ
り
。
ま
た
「
夫
民
者
萬
世
之
本
也
、
」
と
も
い
い
、
「
亡
者
諸
侯
之
本
也
」
と

も
い
う
、
ま
た
殿
に
は
人
を
小
人
と
い
い
、
周
に
は
小
民
と
い
う
と
も
あ
る
。

 
斯
の
如
く
観
来
る
時
一
方
は
民
は
全
く
盲
な
り
無
知
な
り
と
し
、
一
方
に
は

民
は
民
主
で
あ
り
神
主
で
も
あ
り
萬
世
の
本
源
で
あ
る
と
も
す
る
。

 
然
し
て
こ
の
文
字
は
契
文
に
は
見
当
ら
ず
、
金
文
に
出
て
く
る
と
こ
ろ
を
見

る
と
殿
末
周
初
の
発
生
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
時
代
に
果
し
て
盲
に
す
る
た
め
の

刑
を
施
行
し
て
い
た
か
ど
う
か
等
々
、
こ
の
文
字
の
根
源
を
通
し
て
当
時
の
世

相
を
探
究
し
て
見
る
。

 
 
 
 
本
 
 
論
 
 
 
 
 
 
 
 
．
・

 
先
ず
順
序
と
し
て
先
人
や
現
代
小
学
者
の
説
を
暫
ら
く
見
る
こ
と
に
す
る
。

 
説
文
逐
字
十
二
下
民
の
部
を
見
る
と
、
 
「
民
衆
萌
也
、
腸
管
文
之
象
、
凡
民

之
属
皆
従
民
、
弥
四
切
、
厳
古
文
民
、
」
と
あ
る
。
で
は
こ
の
衆
萌
と
い
う
こ

と
が
何
か
と
い
う
問
題
が
残
る
。
然
し
こ
の
衆
は
萌
を
形
容
す
る
形
容
詞
で
、

単
に
多
く
の
意
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
萌
に
内
容
を
見
出
さ
ね
ば
な
ら
な

い
。
そ
こ
で
こ
の
萌
を
説
文
解
説
一
の
部
草
部
に
見
る
と
、

「
萌
草
芽
也
、
言
草
明
声
、
」
と
あ
る
。
こ
う
見
る
と
萌
は
草
の
芽
と
い
う
こ

と
に
な
り
、
重
畳
と
い
う
こ
と
よ
り
す
れ
ば
沢
山
の
草
の
芽
と
い
う
こ
と
に
な

る
の
で
、
吾
々
の
意
図
す
る
民
の
解
に
な
ら
な
い
。

 
こ
れ
に
対
し
て
朱
寂
声
が
通
訓
定
声
に
、

（89）

民
の
字
の
意
識
の
変
遷



「
按
古
文
従
母
、
取
蕃
育
也
、
上
下
衆
多
意
、
指
事
、
広
雅
釈
言
、
民
a
也
、

按
土
着
愛
日
民
、
外
来
者
日
a
、
穀
梁
成
元
伝
、
古
態
有
四
民
、
有
士
民
、
有

商
民
、
有
農
民
、
有
工
民
、
左
桓
六
伝
、
県
民
神
落
主
也
、
穀
幽
草
十
四
伝
、

三
者
君
之
本
馬
、
左
身
元
伝
、
天
子
日
兆
民
、
諸
侯
日
軍
民
、
呂
覧
大
楽
注
、

秦
謂
民
為
馬
首
、
孟
子
有
天
民
者
、
注
知
道
者
也
、
又
凡
民
也
、
注
無
異
知
者

也
、
！
-
：
…
書
呂
州
、
苗
民
、
鄭
注
、
民
者
下
戸
、
春
秋
繁
露
、
民
者
瞑
也
、

賞
子
大
政
、
民
之
華
言
萌
也
、
萌
之
為
言
盲
也
、
丁
子
無
論
、
注
民
里
下
所
知

者
…
…
…
」

 
こ
れ
に
随
え
ば
民
の
字
は
母
の
字
の
形
よ
り
の
慈
乳
で
あ
り
、
母
の
字
の
引

申
義
が
民
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
広
義
に
は
外
来
者
も
民
の
仲
聞
に
入
れ

こ
れ
ら
は
＆
と
い
う
文
字
で
現
わ
す
と
い
わ
れ
る
。

 
ま
た
林
義
光
が
説
文
文
源
に
、

「
猫
耳
作
b
、
渣
子
器
、
象
草
芽
甲
形
、
当
為
萌
之
古
文
、
音
楽
如
萌
、
故
復

制
萌
字
、
草
芽
置
生
、
引
伸
為
人
民
之
民
、
其
転
音
則
別
置
a
、
古
同
音
、
然

亦
仮
萌
為
a
。
…
…
…
…
」

 
こ
れ
に
よ
れ
ば
民
は
草
木
の
芽
が
原
義
、
こ
れ
が
引
申
さ
れ
る
と
人
民
の
民

と
い
う
こ
と
に
な
る
と
す
る
。
 
 
 
，

 
或
は
ま
た
加
藤
常
賢
博
士
は
教
育
漢
字
字
源
辞
典
一
九
三
頁
に
、

「
字
形
」
、
木
に
穴
を
あ
け
る
把
手
の
あ
る
鐙
の
形
（
象
形
）
。
 
「
字
音
、
」

ミ
ン
こ
の
音
は
鑛
の
先
端
の
芒
尖
（
と
が
る
意
）
か
ら
来
て
い
る
。
バ
ウ
の
音

が
「
ミ
ン
」
に
変
じ
た
。
 
「
字
義
、
」
穴
を
あ
け
る
鑛
「
借
用
。
」
郷
里
か
ら

逃
亡
し
た
人
の
意
外
来
人
の
意
、
現
在
人
民
の
意
に
使
う
の
は
亡
と
同
音
の
た

め
に
こ
の
字
を
借
用
し
た
、
後
に
こ
の
借
用
義
が
こ
の
字
を
奪
っ
て
し
ま
っ
て

本
義
が
判
然
し
な
く
な
っ
た
が
字
形
か
ら
前
の
如
く
解
釈
す
る
の
が
正
し
い
」

と
い
わ
れ
る
。

 
こ
れ
に
対
し
て
漢
字
語
源
辞
典
五
二
四
頁
に
、
藤
堂
博
士
が
「
民
筆
才

目
二
目
 
（
明
朝
開
4
）
衆
a
な
り
、
古
文
の
象
に
従
う
、
古
文
の
字
形
は
複
雑

奇
怪
で
あ
る
が
、
甲
骨
文
字
は
明
ら
か
に
目
を
針
で
暗
き
さ
し
て
メ
ク
ラ
に
し

た
姿
を
表
わ
す
、
 
（
五
六
頁
）
書
碁
器
刑
苗
民
の
鄭
有
毛
に
、
 
「
民
と
は
瞑

（
め
く
ら
、
く
ら
い
）
な
り
、
」
と
あ
り
、
猿
子
大
政
に
は
「
民
の
言
た
る
盲

な
り
」
と
あ
る
の
が
原
義
を
よ
く
伝
え
て
い
る
。
恐
ら
く
本
義
は
逃
亡
を
防
ぐ

た
め
メ
ク
ラ
に
し
た
奴
隷
の
こ
と
、
転
じ
て
メ
ク
ラ
、
目
が
見
え
な
い
意
と
な

る
。
眼
は
説
文
に
見
え
な
い
が
民
は
眠
（
目
が
見
え
な
い
）
の
原
字
と
考
え
て

よ
い
。
と
い
わ
れ
る
し
、
ま
た
こ
の
本
の
五
六
頁
に
、

「
民
。
説
文
に
は
民
と
は
衆
a
な
り
と
あ
る
だ
け
で
字
形
の
解
説
は
な
い
、
と

こ
ろ
が
こ
の
字
の
金
文
は
明
ら
か
に
人
の
目
を
針
で
つ
き
さ
し
、
し
か
も
そ
の

目
に
ク
ロ
メ
が
な
い
。
盲
目
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
系
列
に
は
混

（
水
に
か
く
れ
て
見
え
な
く
な
る
、
眠
（
目
を
つ
む
る
）
罠
（
み
え
な
く
し
た

ア
ミ
わ
な
の
こ
と
）
…
…
…
…
Q

 
書
経
呂
刑
鄭
玄
注
に
、
民
と
は
瞑
な
り
、
ま
た
里
子
大
政
に
民
の
干
た
る
萌

な
り
、
萌
の
言
た
る
盲
な
り
、
ま
た
三
子
礼
論
楊
僚
注
に
民
と
は
些
し
て
知
る

所
な
き
者
な
り
、
そ
こ
で
民
と
は
め
く
ら
で
あ
る
と
解
し
て
よ
い
、
転
じ
て
無

智
な
者
と
の
意
と
な
り
、
や
が
て
民
は
依
ら
し
む
べ
き
も
知
ら
し
む
べ
か
ら
ず

と
い
う
論
語
の
よ
う
な
用
例
を
う
む
に
至
っ
た
。
論
語
に
於
て
も
尚
民
は
無
知

な
も
の
と
し
て
扱
は
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
民
の
字
の
作
ら
れ
た
当
時
に
於

て
は
逃
亡
を
防
ぐ
た
め
針
で
盲
と
な
し
た
奴
隷
を
民
と
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ

う
」
と
い
わ
れ
る
。

 
ま
た
カ
ー
ル
グ
レ
ン
氏
の
》
心
霊
里
心
o
U
δ
臨
。
白
帆
矯
o
h
O
ぼ
⇔
⑦
ω
⑦
の
一
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九
八
頁
に
ヨ
げ
日
鋤
p
旨
δ
戸
〔
o
げ
鴛
国
玉
p
。
一
〇
α
q
o
β
ω
け
。
面
繋
p
。
⇒
雷
旨
出
矯

び
。
さ
o
h
自
。
鐸
び
葉
手
碧
⇔
ζ
ω
一
ω
し
．
と
い
わ
れ
て
い
る
。

 
さ
て
以
上
の
よ
う
に
先
人
や
小
学
者
の
説
を
見
て
来
た
が
、
加
藤
博
士
の
よ

う
に
民
の
本
来
の
字
は
木
に
穴
を
あ
け
る
鐙
の
形
と
す
る
が
、
古
文
や
金
文
を

見
る
時
果
し
て
こ
の
説
で
よ
い
か
ど
う
か
、
ま
た
ミ
ン
の
音
は
鑛
の
尖
端
の
芒

尖
か
ら
来
て
い
る
と
し
て
い
ら
れ
る
が
バ
ウ
か
ら
何
故
ミ
ン
の
音
に
転
化
し
た

も
の
か
ど
う
か
。

 
ま
た
藤
堂
博
士
は
民
は
衆
a
な
り
古
文
の
形
に
従
こ
う
と
い
わ
れ
る
が
、
説

文
に
は
民
は
萌
な
り
と
あ
る
。
尤
も
説
文
に
は
形
声
文
字
と
し
て
a
を
出
し
、

こ
れ
を
「
a
民
也
従
民
亡
声
読
若
盲
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
民
と
亡
と
の
形
声

文
字
で
、
民
そ
の
も
の
の
意
だ
け
で
な
く
既
に
引
申
さ
れ
慈
乳
さ
れ
た
意
が
含

ま
れ
て
い
る
と
解
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
広
雅
釈
言
や
通
訓
定
事
等
に
は
「

民
a
也
」
と
あ
る
よ
う
に
こ
れ
は
民
の
字
の
内
容
が
引
申
さ
れ
慈
乳
さ
れ
た
解

で
あ
る
。
ま
た
こ
の
a
を
仮
借
し
て
n
な
り
な
ど
と
も
説
文
に
あ
る
が
、
こ
れ

も
熟
田
特
有
の
転
音
転
義
の
解
と
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
饅
は
醜
な
り
餉
な
り
な

ど
と
あ
る
が
、
こ
れ
も
段
玉
裁
の
注
を
侯
つ
ま
で
も
な
く
内
容
に
差
が
あ
る
と

考
え
る
。
か
く
考
え
る
と
民
は
萌
な
り
、
萌
は
a
な
り
民
な
り
n
な
り
、
な
ど

と
い
っ
て
も
こ
れ
は
民
の
字
の
直
接
の
解
と
は
な
ら
な
い
。

 
ま
た
藤
堂
博
士
は
書
判
の
呂
耳
翼
民
の
鄭
玄
注
に
「
民
は
冥
な
り
」
と
あ
る

と
い
わ
れ
る
。
こ
の
事
は
朱
墨
声
も
通
訓
定
声
に
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
が
、

然
し
こ
の
鄭
注
と
あ
る
の
は
鄭
玄
の
字
即
ち
鄭
康
成
曰
く
の
と
こ
ろ
で
は
な
か

ろ
う
か
、
と
す
る
と
、
私
の
見
た
皇
丁
幾
解
職
三
百
九
十
八
呉
亭
号
君
著
の
軍

書
三
十
八
尚
書
二
十
七
の
部
の
解
に
は
、
民
は
冥
な
り
で
単
に
盲
で
あ
り
無
智

だ
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
め
く
ら
の
よ
う
だ
、
無
知
だ
云
々
の
意
に
解
し
て
い

民
の
字
の
意
識
の
変
遷

 
る
と
見
ら
れ
る
。
こ
れ
と
同
じ
こ
と
は
春
秋
繁
露
の
深
察
名
号
篇
に
よ
っ
て

も
解
さ
れ
る
。
こ
こ
に
は
「
民
之
為
言
、
國
猶
瞑
也
。
」
と
あ
る
の
で
、
こ
れ

は
明
ら
か
に
「
民
は
固
よ
り
瞑
の
よ
う
に
ネ
明
の
言
を
弄
す
る
も
の
」
と
の
意

と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

 
同
様
に
苗
民
の
解
も
苗
民
は
不
明
の
民
な
り
、
盲
亀
の
民
な
り
の
解
で
あ
っ

て
、
決
し
て
め
く
ら
で
あ
る
と
は
解
さ
れ
な
い
し
、
ま
た
目
玉
を
矢
で
突
き
刺

し
た
形
と
は
尚
更
解
さ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
呂
刑
の
注
1
本
文
を
見
れ
ば
「
鴻

荒
の
世
は
風
俗
厚
く
民
は
質
朴
に
し
て
不
善
の
も
の
が
な
か
っ
た
が
、
黄
帝
の

時
に
な
っ
て
蚤
尤
な
る
も
の
が
始
め
て
暴
動
の
端
を
な
し
た
。
ま
た
帝
号
の
時

三
危
に
窟
（
ざ
ん
）
せ
ら
れ
た
三
苗
共
が
始
め
て
暴
逆
の
刑
を
作
っ
て
こ
れ
を

法
と
い
っ
た
。
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
文
を
見
る
に
こ
の
文
は
周
の

穆
王
（
武
王
よ
り
五
代
目
）
の
時
の
呂
侯
が
作
っ
た
文
で
あ
る
と
さ
れ
る
し
、

ま
た
こ
の
文
は
票
沈
の
引
導
に
よ
れ
ば
、
古
文
、
今
文
共
に
有
る
文
で
あ
り
、

ま
た
新
考
証
（
大
漢
和
字
典
諸
橋
轍
落
草
そ
の
他
に
）
よ
れ
ば
西
町
時
代
の
作

と
さ
れ
る
の
で
金
文
作
成
時
代
、
つ
ま
り
こ
の
民
の
字
の
出
現
時
代
と
一
致
す

る
こ
と
に
な
る
の
で
、
こ
こ
に
出
て
く
る
五
刑
は
古
代
中
国
に
於
け
る
最
初
の

も
の
と
見
ら
れ
る
。
随
っ
て
こ
の
五
刑
（
注
2
）
に
目
に
針
を
刺
す
刑
の
成
文

化
し
た
も
の
が
見
当
ら
な
い
以
上
、
か
か
る
刑
の
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な

い
。
況
ん
や
こ
の
五
刑
の
作
成
さ
れ
る
以
前
は
民
純
朴
に
し
て
か
か
る
刑
の
必

要
と
し
な
か
っ
た
こ
と
も
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
か
か
る
観
点
か
ら
論
語
の
作
成
さ
れ
る
時
代
に
な
っ
て
も
民
は
無
智
な
り
、

民
は
め
く
ら
な
り
な
ど
と
だ
け
解
し
て
よ
い
も
の
か
ど
う
か
、
む
し
ろ
め
く
ら

の
よ
う
に
し
ょ
う
と
し
、
ま
た
無
智
な
ら
し
め
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
即
ち
支
配
階
級
が
被
支
配
階
級
を
権
力
を
以
て
か
か
る
状
態
に
置
く
こ
と
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に
だ
け
汲
汲
し
た
も
の
で
な
か
ろ
う
か
。

 
そ
こ
で
吾
々
は
今
一
度
金
文
や
先
秦
の
文
献
に
依
っ
て
探
究
し
て
見
る
こ
と

に
す
る
。

 
先
ず
容
七
重
の
金
文
篇
の
十
二
の
二
二
の
と
こ
ろ
を
見
る
。

（
文
字
の
作
成
上
一
部
代
表
だ
け
を
記
す
こ
と
を
了
承
願
い
た
い
＞

c
民
、
孟
鼎
、
b
民
、
王
孫
鐘
。
そ
の
他
類
似
の
も
の
と
し
て
、
若
苗
、
斎
侯

鋳
、
等
数
種
を
出
し
て
お
る
。

 
ま
た
呉
大
徴
の
説
文
古
三
塁
第
十
二
に
は
、
容
子
氏
の
金
文
篇
と
全
く
同
じ

の
孟
d
、
9
斎
侯
鋳
や
、
少
し
形
の
変
っ
た
尊
志
壼
を
挙
げ
て
い
る
。

 
次
に
諸
仏
言
の
古
瘤
補
補
（
注
3
）
に
は
、

e
、
略
古
文
母
、
民
、
毎
、
皆
書
落
e
、
野
禽
徳
義
分
別
読
響
、
如
海
内
百
川

名
為
天
地
、
町
衆
水
之
母
、
古
文
本
当
水
従
母
。
因
古
常
世
書
法
無
尽
、
小
k

遂
誤
為
従
水
従
毎
、
後
人
亦
以
毎
声
解
之
、
遂
致
不
解
。
」
と
あ
る
。

 
尚
e
に
類
す
る
民
の
字
六
、
も
っ
と
複
雑
な
る
形
三
を
出
し
て
い
る
。

 
次
に
高
田
忠
周
氏
の
漢
字
詳
解
巻
一
百
十
八
頁
を
見
る
と
。

 
民
と
し
て
六
つ
出
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
古
文
と
し
て
 
f
を
出
し
て
い

る
。 

た
だ
こ
の
民
は
古
文
と
し
て
出
し
て
い
る
が
何
れ
の
時
代
、
何
れ
の
国
か
等

々
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
が
、
同
書
百
十
八
頁
に
「
要
ス
ル
ニ
萬
億
兆
民
ハ

皆
父
母
ノ
生
ム
所
ナ
リ
、
而
シ
テ
母
腹
ヨ
リ
出
ヅ
、
故
二
字
二
言
二
従
フ
、
．
其

或
ハ
女
二
従
フ
モ
ノ
ハ
省
文
ト
為
ス
、
然
モ
女
母
実
ハ
同
意
ナ
リ
、
故
二
通
用

ヲ
得
ル
モ
ノ
ト
ス
。
以
テ
其
ノ
意
ヲ
示
ス
。
」
と
い
わ
れ
る
。
然
し
こ
れ
は
形

音
義
を
通
し
て
の
正
し
い
解
と
は
見
ら
れ
な
い
。

 
次
に
初
め
て
民
の
字
が
出
現
し
記
載
さ
れ
て
あ
る
と
見
ら
れ
る
大
鷺
d
を
西

周
金
文
辞
大
系
図
録
（
郭
沫
若
氏
著
）
 
（
注
4
）
に
見
る
。
こ
の
d
は
康
王
時

代
の
も
の
と
見
ら
れ
る
が
。
若
し
こ
の
考
証
が
適
格
な
れ
ば
武
王
の
次
の
王
と

な
り
。
周
初
の
譜
命
と
な
る
の
で
こ
の
時
代
の
王
や
臣
下
の
生
活
を
知
る
の
に

ょ
い
資
料
と
な
る
。
即
ち
康
王
が
言
訳
に
諾
げ
る
の
に
、
 
「
孟
よ
偉
大
な
る
文

王
は
天
の
大
命
を
受
け
ら
れ
た
、
武
王
は
文
王
の
興
し
た
国
を
つ
ぎ
、
従
わ
ぎ

る
を
従
え
四
方
を
心
服
し
、
末
長
く
そ
の
民
を
お
さ
め
る
よ
う
に
な
さ
れ
た
。

…
…
…
…
今
我
は
往
き
て
先
王
の
天
命
に
よ
っ
て
受
け
た
民
と
国
土
と
を
巡
解

し
よ
う
と
思
う
。
汝
に
黒
酒
一
ト
［
、
冠
衣
そ
の
他
を
与
え
ん
…
…
…
…
よ
く
地

方
を
巡
察
せ
よ
、
…
…
…
同
僚
下
役
人
等
を
よ
く
訓
戒
し
て
政
治
に
務
め
我
が

命
を
廃
す
る
こ
と
勿
れ
云
々
、
」
と
。
こ
の
諾
を
見
る
と
、
民
を
よ
く
治
め
よ

云
々
は
見
え
る
が
、
奴
隷
を
酷
使
す
る
等
の
こ
と
は
見
え
な
い
、
而
し
て
こ
の

中
に
ニ
ケ
所
民
の
字
が
出
て
く
る
 
即
ち
「
Q
＼
c
」
と
「
髪
b
」
と
で
あ
っ

て
こ
の
二
ヶ
容
共
、
単
に
盲
従
さ
せ
虐
待
し
て
い
る
と
は
見
え
な
い
。

 
次
に
大
克
d
を
見
る

 
こ
の
鼎
は
西
周
後
期
属
王
頃
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
中
に
出
て
く

る
萬
民
と
い
う
熟
語
は
「
ら
s
図
。
」
の
形
で
あ
り
、
そ
の
内
容
も
h
偉
大
な
る

祖
父
師
華
父
は
心
の
修
養
、
進
退
の
宜
し
き
を
得
る
に
努
め
た
の
で
、
そ
の
天

子
で
あ
る
共
王
を
よ
く
補
佐
し
て
王
家
を
治
め
、
萬
民
に
恵
み
を
た
れ
遠
き
も

近
き
も
心
服
せ
し
め
る
こ
と
が
出
来
た
。
そ
の
功
に
よ
り
上
帝
は
じ
め
先
王
か

ら
も
幸
を
賜
わ
る
こ
と
限
り
な
く
、
ま
た
天
子
か
ら
も
常
に
慕
わ
れ
て
い
る
云

々
。
」
と
。

 
こ
れ
を
見
て
も
古
来
極
非
道
と
さ
れ
て
い
た
属
王
も
、
こ
の
銘
で
は
そ
う
し

た
極
刑
は
見
ら
れ
な
い
。

 
次
に
秦
公
等
を
見
る
。
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こ
の
d
は
春
秋
中
期
の
も
の
と
見
ら
れ
．
る
が
、
こ
の
d
に
出
て
く
る
民
は

「
調
b
」
と
あ
る
。
こ
の
銘
に
は
、
こ
の
外
に
「
銀
造
不
意
」
云
々
の
箇
所

が
あ
る
。

 
こ
う
し
た
交
を
見
る
と
、
時
恰
も
春
秋
中
期
と
い
え
ば
、
弱
肉
強
食
、
苛
敏

諌
求
飽
く
な
き
世
、
苛
政
猛
於
虎
」
の
悪
政
極
ま
り
な
い
時
勢
で
あ
っ
た
こ
と

で
あ
る
。
如
何
に
人
民
を
過
酷
に
使
用
し
、
民
衆
に
塗
炭
の
苦
を
な
め
さ
せ
て

い
た
か
が
想
像
さ
れ
る
が
、
奴
隷
を
盲
に
し
て
養
っ
て
お
く
刑
は
見
当
ら
な

い
。
唯
こ
こ
に
不
廷
を
銀
静
す
る
云
々
が
あ
る
の
で
焼
き
ご
て
で
も
当
て
る
刑

で
も
あ
っ
た
も
の
か
、
そ
れ
は
注
5
炮
烙
之
刑
の
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
も

推
測
さ
れ
る
。

 
宿
学
鐘
鐘
を
見
る
。

 
こ
の
鐘
は
春
秋
中
期
の
も
の
と
察
せ
ら
れ
る
。
何
故
な
ら
こ
の
文
中
の
嚢
公

は
宋
の
嚢
公
、
成
公
は
杷
の
成
公
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
、
官
公
は
中

国
歴
史
紀
年
（
栄
孟
源
編
）
に
よ
れ
ば
前
六
五
〇
年
よ
り
前
六
三
七
年
ま
で
の

人
で
あ
り
、
成
公
は
宋
の
成
長
で
あ
ろ
う
、
と
す
る
と
前
六
三
七
年
よ
り
前
六

一
二
年
ま
で
の
人
で
あ
る
か
ら
、
恐
ら
く
こ
の
時
代
の
も
の
と
考
え
る
。
こ
の

中
に
「
余
命
汝
、
政
干
朕
三
軍
、
粛
成
朕
驚
愕
之
政
徳
、
諌
罰
朕
庶
民
、
左
右

母
誰
、
」
こ
の
中
の
庶
民
は
「
庶
借
C
」
の
形
で
あ
る
。

 
こ
れ
を
見
る
と
朕
が
庶
民
を
諌
し
め
た
だ
し
、
悪
事
を
左
右
し
て
か
く
す
こ

と
勿
れ
と
い
う
と
こ
ろ
は
庶
民
に
対
す
る
法
の
厳
し
さ
、
統
一
的
行
動
を
と
る

べ
き
云
々
の
こ
と
は
分
る
が
、
こ
の
銘
か
ら
は
如
何
な
る
刑
罰
を
施
行
し
た

か
、
如
何
な
る
刑
が
あ
っ
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
。

 
次
に
春
秋
中
期
の
作
と
見
ら
れ
る
王
孫
遺
者
鐘
に
出
て
く
る
酋
長
と
い
う
熟

語
で
あ
る
が
、
こ
の
語
こ
そ
は
人
と
民
と
を
当
時
如
何
に
差
別
し
て
使
用
し
て

民
の
字
の
意
識
の
変
遷

い
た
か
を
知
る
に
重
要
な
る
資
料
で
あ
る
。
こ
の
中
に
見
え
る
民
人
は
「
b

ー
イ
」
の
形
で
あ
る
。
で
は
こ
の
民
人
は
如
何
な
る
差
別
が
あ
る
か
、
こ
の
銘
で

は
分
ら
な
い
の
で
、
こ
れ
を
詩
経
の
大
雅
仮
楽
の
章
に
見
る
こ
と
に
す
る
。
こ

れ
に
よ
る
と
「
仮
楽
君
子
、
顕
顕
令
徳
、
宜
民
宜
人
、
受
禄
干
天
、
保
右
命

之
、
自
画
申
越
、
子
禄
百
福
、
子
孫
千
億
。
」
と
あ
る
。
こ
れ
を
毛
氏
の
傳
に

見
る
と
「
逸
民
宜
人
」
と
は
「
宜
安
民
宜
官
人
也
」
と
あ
る
。
然
し
こ
れ
だ
け

で
は
ま
だ
十
分
な
る
解
と
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
こ
の
章
を
朱
黒
集
伝
に
見
る

と
、
 
「
民
庶
民
也
、
人
在
位
者
也
、
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
民
と
人
と
は

差
別
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
然
し
金
文
や
詩
書
等
に
は
果
し
て
こ
の
通
り
画

然
と
人
と
民
と
を
差
別
し
て
い
た
も
の
だ
ろ
う
か
。

 
こ
の
こ
と
は
こ
の
小
論
で
は
到
底
論
じ
得
な
い
の
で
後
日
稿
を
更
め
て
批
正

を
乞
う
っ
も
り
だ
が
、
唯
殿
虚
卜
辞
綜
述
の
第
十
八
章
身
分
の
部
六
一
七
頁
に

陳
庶
家
氏
も
こ
の
事
を
論
じ
て
い
る
の
で
、
こ
の
論
に
一
応
は
賛
し
得
る
の
で

左
に
掲
げ
て
お
く
。

「
周
書
中
的
、
小
人
里
民
、
大
約
二
股
周
方
言
之
別
。
重
語
的
小
人
、
相
当
於

周
語
的
小
芋
、
宝
前
在
無
縫
一
篇
中
、
追
述
二
王
海
魚
人
的
関
係
、
通
古
都
称

小
聖
、
惟
独
勝
副
文
王
説
、
他
懐
保
小
論
、
楚
語
上
、
左
下
碕
相
引
、
周
斜

日
、
三
王
至
於
日
中
戻
、
不
皇
暇
食
、
恵
於
小
戸
、
召
誰
一
篇
、
周
公
対
藩
王

説
的
一
番
話
、
四
次
提
到
小
民
、
所
用
短
信
語
、
但
這
種
区
分
、
有
時
也
有
混

々
之
処
、
康
誰
、
是
二
王
、
誰
衛
康
叔
之
辞
、
説
小
人
難
保
、
因
衛
亡
命
地
、

上
谷
殿
語
、
酒
諮
、
此
面
周
王
、
詰
康
叔
之
辞
、
虚
説
在
昔
殴
先
哲
王
、
迫
畏

天
、
顕
小
民
、
則
完
全
用
了
周
語
、
因
股
霜
天
前
帝
、
小
島
作
小
人
、
」
と
。

 
こ
れ
等
を
見
て
も
小
人
と
小
見
と
の
区
別
は
中
々
む
つ
か
し
い
が
、
或
は
ま

た
こ
の
庶
民
を
奴
隷
と
見
倣
し
た
か
ど
う
か
も
、
こ
れ
ま
た
中
々
解
決
困
難
の
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所
が
あ
る
。
例
え
ば
中
国
古
代
社
会
研
究
の
＝
二
七
頁
に
郭
沫
若
氏
が
、

「
総
之
、
平
時
的
立
入
、
便
是
戦
時
的
軍
人
、
歯
黒
東
山
一
指
裏
也
、
表
現
得

異
常
清
楚
、
農
人
、
工
人
、
軍
人
、
結
果
就
是
奴
隷
、
像
這
琴
笛
証
拠
、
在
詩

経
和
書
経
裏
面
、
是
挙
不
勝
挙
、
所
以
我
等
可
以
断
定
。
奴
隷
制
的
社
会
組

織
、
是
在
最
初
才
完
成
、
官
的
原
因
是
農
業
的
発
達
、
農
業
的
発
達
、
可
能
点

在
鉄
的
耕
器
差
発
明
、
」
云
々
と
あ
る
。

 
こ
れ
に
よ
れ
ば
農
民
が
軍
人
と
な
り
軍
人
が
ま
た
戦
争
が
終
れ
ば
農
民
と
な

る
。
我
国
の
北
海
道
開
拓
の
屯
田
兵
に
似
た
も
の
で
あ
っ
た
し
、
年
歯
者
階
級

か
ら
す
れ
ば
被
支
配
階
級
は
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
み
な
奴
隷
的
生
活
を
さ
せ

ら
れ
た
こ
と
は
何
れ
の
国
家
と
錐
も
こ
う
し
た
生
活
は
封
建
制
度
下
に
於
て
は

免
れ
得
な
い
も
の
が
あ
っ
た
と
想
わ
れ
る
。
然
し
て
こ
う
し
た
民
、
人
、
奴
、

そ
の
他
臣
等
々
の
比
較
は
前
述
の
如
く
到
底
こ
の
小
論
で
は
尽
し
得
な
い
の

で
、
こ
の
こ
と
は
後
述
と
し
、
民
の
字
に
就
い
て
考
察
を
進
め
る
。

 
説
文
文
源
に
林
義
光
が
。
を
草
木
の
芽
と
し
、
こ
れ
の
引
申
を
人
民
の
民
と

し
て
い
る
が
こ
れ
は
正
し
い
解
と
考
え
る
。
何
故
な
ら
金
文
や
古
縫
三
等
を
見

て
も
草
木
の
根
の
よ
う
に
想
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

 
こ
れ
を
一
歩
前
進
さ
せ
た
説
に
 
饒
1
の
説
文
部
首
訂
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ

る
と
「
按
古
文
民
作
栄
、
即
萌
芽
本
字
、
従
母
、
義
無
能
生
育
、
上
下
象
萌
、

以
指
事
、
後
借
写
字
為
黎
民
、
而
別
制
萌
、
壕
以
専
萌
芽
義
、
k
又
改
古
文
為

民
、
而
形
体
浄
塩
…
。
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
傾
聴
す
べ
き
文
で
、
．
こ
れ
と
高
田

忠
周
氏
の
古
文
（
前
述
の
）
の
民
を
見
る
と
、
 
「
f
」
の
形
で
こ
れ
は
確
に
母

の
形
に
似
て
い
る
、
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
綜
合
す
れ
ば
、
上
下
の
線
は
草
の
芽

に
似
て
い
る
し
、
中
央
の
点
（
・
）
は
母
の
乳
首
に
似
て
い
る
。
そ
こ
で
饒
e

は
母
よ
り
子
孫
が
繁
殖
す
る
よ
う
に
草
木
の
根
や
芽
よ
り
草
木
が
萌
え
出
つ
る

の
で
民
を
萌
と
し
た
。
然
し
そ
の
萌
を
別
に
制
し
て
草
木
の
芽
と
し
、
民
の
字

を
そ
の
ま
ま
に
し
た
が
築
文
の
民
と
な
る
と
全
く
母
の
形
を
失
っ
た
の
だ
と
い

う
。
こ
れ
は
首
肯
さ
れ
る
説
で
は
あ
る
が
、
然
し
吾
々
か
ら
す
れ
ば
逆
の
説
で

あ
り
、
論
理
の
飛
躍
と
考
え
る
何
故
か
。

 
吾
々
は
こ
の
民
の
字
は
女
と
母
と
に
発
生
を
求
め
、
そ
れ
が
木
の
根
（
氏
）

の
よ
う
に
続
き
、
そ
れ
の
慈
乳
が
民
で
あ
る
と
見
る
か
ら
で
あ
る
、
こ
の
中
耕

や
母
は
既
に
述
べ
尽
さ
れ
て
い
る
文
字
で
あ
り
、
こ
の
小
論
で
は
都
合
省
略

し
、
こ
の
氏
よ
り
説
き
起
こ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
二
、
三
の
例
を
見

て
か
ら
に
す
る
、

 
説
交
文
源
に
林
義
光
が
、
こ
の
氏
を
説
い
て
、
「
按
古
作
9
、
（
不
h
敦
）
、
・

…
…
…
本
義
当
為
根
抵
。
…
…
…
g
象
根
・
其
種
也
、
姓
氏
之
氏
、
亦
同
根
抵

之
義
、
緑
藻
、
説
文
云
、
堅
至
也
、
本
剤
、
従
輪
、
下
著
一
、
一
嵩
也
、
按
氏

古
作
g
、
当
与
域
同
字
、
氏
氏
音
梢
変
、
故
加
一
二
別
之
、
 
一
実
客
地
、
氏
象

根
、
歯
黒
地
下
、
非
根
之
下
復
有
地
。
…
…
…
…
」
と
あ
り
。
氏
を
木
の
根
と

す
る
。

 
ま
た
藤
堂
博
士
の
漢
字
語
源
辞
典
四
五
七
頁
氏
の
部
に
、
山
ぼ
⑦
ぴ
q
～
臥
Φ
（
禅

紙
開
3
）
、
門
形
に
つ
い
て
は
前
述
姓
氏
の
氏
の
意
に
用
い
ら
れ
る
の
は
未

詳
、
朱
駿
声
が
根
抵
（
木
の
根
）
の
抵
の
原
字
は
氏
と
同
字
だ
と
い
う
が
琢
声

は
上
古
韻
の
脂
部
に
属
し
、
こ
の
支
部
と
は
関
係
は
な
い
、
あ
る
い
は
姓
氏
の

氏
は
筆
写
の
さ
い
氏
と
混
用
し
た
も
の
か
、
だ
と
す
れ
ば
姓
氏
の
氏
は
厳
密
に

は
氏
と
書
く
べ
き
で
、
 
「
木
の
根
」
の
意
か
ら
生
れ
た
根
（
も
と
）
の
意
に
転

じ
た
と
考
え
る
可
能
性
が
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
。

 
こ
れ
に
対
し
て
加
藤
常
賢
博
士
は
漢
字
の
起
原
巻
二
の
三
九
頁
に
氏
を
と
い

て
、
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「
ソ
コ
デ
姓
氏
の
氏
ノ
本
字
ハ
如
何
ナ
ル
字
デ
ア
ル
カ
ヲ
考
ヘ
ル
ニ
、
余
ノ
研

究
，
・
結
果
ハ
「
i
」
字
デ
ア
ル
ト
考
ヘ
ル
、
古
代
二
於
イ
テ
ハ
、
人
ハ
小
丘
小

義
上
二
黒
ン
デ
居
タ
。
之
ヲ
「
何
i
』
ト
言
ッ
タ
ノ
デ
ア
ル
、
契
金
文
二
「
i
」

を
地
名
六
名
ノ
下
二
黒
ケ
ル
ノ
ハ
全
ク
後
世
ノ
何
隠
里
丘
ナ
ノ
デ
ア
ル
、
小
丘

小
堆
ノ
名
デ
ア
ッ
テ
其
ノ
起
原
訓
話
号
デ
ア
ッ
テ
何
氏
の
意
デ
ア
ル
、
氏
は
m

デ
ア
ル
カ
ラ
氏
ノ
シ
ナ
ル
音
ハ
全
ク
前
の
是
（
シ
）
ナ
ル
音
ト
同
意
味
デ
ア

ル
、
姓
氏
の
氏
（
シ
）
ナ
ル
音
ハ
i
（
シ
）
カ
ラ
来
テ
居
ル
、
散
二
京
都
ト
四

大
i
大
勢
ノ
意
デ
ア
ル
」
と
い
わ
れ
る
。

 
ま
た
カ
ー
ル
グ
レ
ン
氏
は
前
述
の
書
の
二
五
九
頁
に
、
氏
ω
H
、
”
G
っ
一
。
臥
Φ
…

…
…
O
一
辺
昌
 
獄
8
一
ζ
”
冨
ド
 
 
竃
H
ω
”
ま
Φ
＄
≦
器
 
巴
ω
o
 
鋤
⇔
》
昌
。
●

お
巴
げ
α
q
詮
．
ω
一
〇
〈
叶
一
㊤
ぼ
青
豆
Z
箕
●
o
耀
き
鋤
旨
9
Φ
§
℃
Φ
o
覚
Φ
■
…
〕

と
い
わ
れ
る
。

 
以
上
二
、
三
の
説
を
見
て
来
た
が
、
こ
れ
等
の
説
を
参
考
に
し
老
察
す
る
と

左
の
如
く
纒
め
た
い
。

 
先
ず
人
は
女
性
よ
り
生
れ
る
、
即
ち
女
の
形
は
、
ま
（
毛
幽
艶
）
で
あ
り
、

こ
れ
が
ま
た
母
と
し
て
子
を
育
て
る
時
こ
れ
が
幽
～
（
静
敦
）
で
あ
り
、
草
の
萌

え
出
る
如
く
、
ま
た
木
の
根
の
よ
う
に
長
く
続
き
繁
殖
し
血
縁
関
係
が
出
来
て

集
団
生
活
す
る
時
こ
れ
が
9
で
あ
り
（
不
h
敦
）
、
ま
た
種
々
の
条
件
の
も
と

に
こ
れ
等
氏
族
が
集
団
し
、
結
合
し
国
家
的
生
活
す
る
時
こ
れ
が
民
で
あ
っ
て

。
の
形
を
以
て
現
わ
す
と
考
え
る
。
こ
れ
等
は
単
に
形
そ
の
も
の
よ
り
の
聯
関

で
あ
る
が
、
こ
れ
を
音
韻
よ
り
考
究
す
る
と
、
氏
は
集
韻
に
よ
れ
ば
庚
の
韻
で

あ
り
、
民
は
真
の
韻
で
あ
る
、
と
こ
ろ
で
劉
文
蔚
の
詩
韻
含
英
に
よ
れ
ば
、
上

平
声
真
の
韻
は
古
は
下
平
声
庚
の
韻
と
通
韻
す
る
と
あ
る
。
ま
た
説
交
に
よ
る

と
外
来
す
る
も
の
が
a
で
あ
る
と
す
る
と
、
こ
の
a
も
庚
の
韻
で
あ
る
か
ら
、

民
の
字
の
意
識
の
変
遷

氏
民
a
は
何
れ
も
音
通
で
あ
り
意
通
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

 
ま
た
萌
え
出
つ
る
木
の
根
の
よ
う
に
民
が
殖
え
る
と
す
る
と
説
文
の
民
は
萌

な
り
は
労
転
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
も
萌
も
庚
の
韻
で
あ
る
か
ら
民
の
真
の
韻
と

音
通
と
な
る
。
域
も
集
韻
に
よ
る
と
上
声
紙
の
韻
で
あ
り
氏
も
同
じ
く
紙
の
韻

で
あ
り
、
ま
た
賃
も
氏
も
支
の
韻
で
も
あ
る
。
尤
も
氏
を
支
の
韻
と
す
る
と
平

韻
で
は
国
名
と
な
り
部
族
名
と
な
り
氏
族
名
と
な
る
が
、
氏
の
方
は
県
名
と
な

る
の
で
全
く
内
容
が
同
じ
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
加
藤
博
士
は
前
述
の
書
に
よ
れ

ば
こ
の
氏
（
注
6
）
を
m
是
と
同
じ
と
見
る
、
こ
の
是
は
一
の
字
と
同
字
だ
と

い
わ
れ
て
一
は
小
高
い
丘
と
い
わ
れ
る
が
、
i
は
劉
文
蔚
の
韻
学
に
よ
れ
ば
上

平
声
言
の
韻
は
古
は
上
声
支
の
韻
と
通
ず
る
と
あ
る
か
ら
、
灰
支
は
通
韻
と
な

る
、
と
す
る
と
氏
は
氏
族
名
、
部
族
名
と
な
り
小
高
い
丘
に
集
団
す
る
氏
族
名

と
も
見
ら
れ
る
。

 
か
く
見
て
く
る
と
こ
の
氏
、
氏
、
民
a
は
決
し
て
形
だ
け
の
類
似
で
な
く
、

形
音
義
三
者
の
聯
関
あ
る
語
と
見
ら
れ
る
。

 
次
に
説
文
第
十
三
下
田
部
に
、
「
虻
田
民
也
、
駄
田
亡
声
、
」
と
あ
る
が
、
こ

れ
も
民
そ
の
も
の
の
直
接
の
解
で
な
く
転
音
さ
れ
転
義
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
農

耕
時
代
の
農
民
を
い
っ
た
こ
と
に
な
り
、
そ
の
農
民
を
支
配
す
る
も
の
の
、
常

套
手
段
と
し
て
反
抗
を
恐
れ
、
支
配
さ
れ
ぎ
る
を
配
慮
し
て
、
こ
こ
に
被
支
配

者
へ
の
弾
圧
と
い
う
こ
と
に
よ
り
、
無
自
覚
、
無
抵
抗
、
無
気
力
に
す
る
こ
と

が
彼
等
の
理
想
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
説
文
句
読
に
王
箔
が
「
陀

猶
惜
階
、
無
知
貌
也
。
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
了
解
さ
れ
る
。
こ
れ
と
同

じ
こ
と
は
民
は
冥
な
り
瞑
な
り
と
い
う
こ
と
で
も
証
さ
れ
る
。
こ
の
冥
は
説
文

に
「
冥
窃
也
、
従
日
葡
従
、
［
日
数
十
六
而
月
始
薦
冥
也
、
［
亦
声
、
」
と
あ

る
よ
う
に
暗
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
こ
と
は
広
雅
馬
素
に
も
「
冥
罰
也
」
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と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
か
く
し
て
こ
の
暗
い
こ
と
が
引
申

さ
れ
る
と
お
ろ
か
、
を
さ
な
い
な
ど
と
い
う
よ
う
に
慈
乳
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

即
ち
礼
記
の
哀
公
鼻
捻
に
「
寡
入
悉
愚
、
冥
煩
、
馬
丁
煩
者
、
言
不
能
管
理
。
」

と
あ
り
、
ま
た
爾
雅
釈
言
句
に
、
 
「
冥
幼
也
、
注
上
貫
者
冥
昧
、
」
と
あ
る
よ

う
に
心
持
の
幼
い
者
つ
ま
り
愚
鈍
者
を
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
冥
は
瞑
に
通

ず
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
こ
の
瞑
は
既
に
引
申
さ
れ
慈
乳
さ
れ
た
内
容
を
も
っ

た
こ
と
に
な
る
。
即
ち
冥
な
ら
日
に
覆
い
の
か
か
っ
た
こ
と
で
暗
い
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
が
、
一
旦
目
が
篇
に
つ
け
ば
目
が
暗
い
目
が
見
え
な
い
と
い
う
附

え
ん
さ
れ
た
内
容
が
出
て
く
る
。
こ
の
こ
と
は
逸
願
書
太
子
習
解
に
「
師
驕
不

可
日
、
請
使
瞑
臣
往
与
之
言
、
注
師
暖
無
目
、
故
旧
瞑
」
と
い
う
よ
う
に
引
申

さ
れ
て
、
こ
こ
に
め
く
ら
の
人
め
く
ら
の
臣
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

 
こ
れ
と
同
じ
こ
と
は
論
語
泰
伯
第
八
に
あ
る
「
子
日
、
民
可
使
由
之
、
不
可

使
旧
知
、
」
の
解
に
も
い
わ
れ
る
こ
と
で
、
従
来
の
解
の
如
く
人
民
を
愚
に
し

て
お
け
ば
政
治
が
よ
く
治
ま
る
な
ど
と
の
解
も
あ
る
が
、
而
し
て
こ
れ
も
既
に

程
子
も
解
し
て
い
る
如
く
、
 
「
聖
入
設
教
、
非
不
欲
人
家
喩
而
戸
暁
也
、
然
不

能
使
高
知
、
但
能
磯
之
由
之
爾
、
二
日
聖
人
不
使
民
知
、
上
田
後
世
朝
四
暮
三

之
術
也
、
量
聖
人
之
墨
黒
。
」
と
あ
る
。

 
こ
れ
に
よ
っ
て
も
民
は
唯
愚
民
だ
か
ら
政
治
に
関
与
さ
せ
な
い
、
唯
単
に
愚

民
に
だ
け
し
て
お
け
ば
世
が
治
ま
る
と
考
え
た
の
で
は
な
く
、
当
時
民
に
全
部

知
ら
し
め
る
方
法
や
、
全
部
に
参
政
権
を
与
え
る
方
法
が
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ

た
の
で
、
孔
子
な
ど
も
こ
の
方
法
を
見
つ
け
て
施
行
す
る
こ
と
が
最
大
の
理
想

で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

 
ま
し
て
や
庶
民
を
一
々
眼
を
つ
ぶ
し
奴
隷
と
し
て
行
使
さ
せ
よ
う
と
し
て

も
、
如
何
な
る
行
役
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
、
不
明
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

 
以
上
に
よ
り
金
文
に
現
わ
れ
た
民
の
字
よ
り
如
何
な
る
内
容
が
導
き
出
さ
れ

る
か
を
見
て
来
た
が
、
民
の
文
字
は
結
局
氏
と
同
じ
く
長
く
子
孫
が
続
き
繁
殖

す
る
こ
と
が
原
義
で
あ
り
、
人
と
並
べ
て
考
察
す
る
時
に
は
翻
る
時
代
に
は
人

が
官
位
に
あ
る
も
の
、
民
は
下
層
な
地
位
に
い
る
も
の
等
の
区
別
さ
れ
た
こ
と

も
あ
っ
た
が
、
こ
れ
も
周
の
中
期
に
な
る
と
人
民
や
民
人
と
い
う
よ
う
な
熟
語

も
構
成
さ
れ
、
同
等
の
連
語
と
し
て
使
用
さ
れ
る
に
到
っ
た
と
考
え
ぎ
る
を

得
な
い
。
ま
た
当
時
五
刑
は
あ
っ
た
が
盲
に
す
る
刑
は
見
当
ら
な
い
等
々
を
考

察
し
て
来
た
が
、
さ
て
金
文
以
外
の
昼
席
に
は
こ
の
民
の
字
は
如
何
に
使
用
さ

れ
た
か
残
り
少
な
い
紙
数
で
簡
単
に
見
る
こ
と
と
す
る
。

 
詩
経

 
こ
の
中
に
は
九
八
回
程
民
の
字
が
出
て
お
る
、
こ
の
詩
経
こ
そ
契
文
や
金
文

を
裏
付
け
る
最
古
の
文
献
と
考
え
る
、
何
故
な
ら
こ
の
詩
集
は
西
分
初
期
よ
り

周
の
定
量
頃
ま
で
の
民
情
を
歌
っ
た
も
の
と
想
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

 
小
盗
正
月
の
章
に
「
民
之
誰
言
、
亦
孔
之
将
。
」
と
あ
る
が
こ
こ
の
民
は
妊

邪
の
小
人
を
指
し
て
い
る
。

 
小
量
十
月
之
交
「
下
民
之
・
］
、
匪
降
面
目
、
噂
沓
背
甲
。
職
競
由
人
、
」
こ

の
章
の
は
つ
ま
ら
ぬ
人
々
の
口
に
よ
り
下
民
が
塗
炭
の
苦
を
受
け
て
い
る
こ
と

を
歌
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
大
雅
民
田
の
章

「
何
人
不
将
、
経
営
四
方
、
何
草
不
玄
、
何
人
不
衿
、
哀
訴
征
夫
、
虚
血
県

民
。
」

 
こ
こ
で
は
人
は
支
配
す
る
階
級
、
民
は
被
支
配
者
階
級
を
い
b
て
い
る
。
同

じ
こ
と
は
、

 
大
雅
呉
楽
の
章
に
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「
宜
民
宜
人
、
受
禄
子
天
、
保
右
命
之
、
自
天
申
之
。
」
こ
こ
は
民
は
庶
民
で

あ
り
、
人
は
官
人
を
意
昧
す
る
と
は
前
述
の
藥
沈
の
説
で
あ
る
。

 
大
雅
蒸
民
の
章

「
天
生
蒸
民
、
有
物
有
則
、
民
之
…
…
…
略
」
こ
れ
に
よ
れ
ば
一
般
の
人
々
を

民
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。

 
商
頒
玄
鳥
の
章
。

「
天
命
玄
鳥
、
幻
象
生
商
、
宅
粗
土
延
年
、
邦
畿
千
里
、
維
馬
所
止
、
浄
域
彼

四
海
。
」

 
こ
こ
の
は
商
の
国
の
人
々
を
民
と
い
っ
て
い
る
の
で
結
局
広
義
的
に
は
殿
の

人
々
を
民
と
い
っ
た
こ
と
に
な
る
。

 
以
上
代
表
的
な
民
の
字
を
摘
出
し
て
見
た
が
、
要
は
支
配
者
を
人
と
い
い
、

被
支
配
者
を
民
と
い
っ
た
よ
う
だ
が
、
こ
れ
も
や
が
て
こ
の
章
の
よ
う
に
混
濡

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

 
次
に
尚
書
で
あ
る
が
こ
れ
に
は
古
文
今
文
等
々
の
問
題
も
あ
り
、
ま
た
そ
の

時
代
的
区
分
等
々
に
も
異
論
は
あ
る
が
、
藪
に
は
こ
れ
等
を
一
切
省
略
し
て
論

を
進
め
る
。

 
尚
書
 
聖
楽
誤

 
こ
の
篇
は
近
頃
の
考
証
に
よ
れ
ば
秦
漢
初
期
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
然

し
周
初
よ
り
周
末
期
の
思
想
を
観
る
の
に
欠
く
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
と
考
え

る
。
即
ち
「
天
聡
明
自
我
民
聡
明
、
天
明
威
自
我
民
明
威
、
」
こ
の
思
想
こ
そ

は
一
朝
一
夕
に
培
わ
れ
た
も
の
で
な
く
重
留
よ
り
の
結
集
さ
れ
た
も
の
と
考
え

る
。
戦
乱
に
継
ぐ
に
戦
乱
、
弾
圧
に
継
ぐ
に
弾
圧
、
等
々
よ
り
結
局
人
々
は
人
．

と
し
て
の
意
識
、
氏
族
と
し
て
の
自
覚
、
等
々
の
発
現
が
斯
の
如
き
文
を
構
成

し
た
竜
の
と
考
え
る
、
こ
の
こ
と
は
左
の
文
に
よ
っ
て
も
如
何
に
自
我
意
識
が

民
の
字
の
意
識
の
変
遷

高
ま
っ
て
来
た
か
が
窺
わ
れ
る
。
即
ち

 
太
甲
中

「
天
作
一
猶
可
違
、
自
作
・
j
不
可
遣
」
と
、
こ
の
篇
も
今
文
に
な
く
唯
古
文
だ

け
と
あ
る
の
で
問
題
に
な
ら
ぬ
と
の
説
も
あ
る
が
、
然
し
孟
子
離
婁
章
句
上
に

「
太
甲
日
」
と
し
て
「
自
作
一
不
可
活
」
と
あ
り
、
唯
最
後
の
文
字
活
と
迫
と

の
差
だ
け
で
全
文
を
引
用
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
る
見
る
と
、
孟
子
の
文
を
肯
定

す
る
限
り
に
於
て
周
初
よ
り
周
末
ま
で
の
思
想
の
畜
積
さ
れ
て
い
る
自
我
意
識

を
見
る
に
十
分
で
あ
る
と
想
わ
れ
る
。

 
尚
こ
の
尚
書
に
は
、
 
浄
財
篇
に
 
民
の
熟
語
に
後
歯
、
小
民
、
讐
民
等
々

が
見
え
る
。
こ
の
中
讐
民
は
殿
の
遺
民
を
頑
起
し
て
い
る
周
人
の
語
と
見
ら
れ

る
が
こ
れ
は
股
周
の
間
に
反
目
（
注
7
）
常
な
ら
ざ
る
も
の
あ
っ
た
こ
と
を
現

わ
す
語
で
あ
る
と
想
わ
れ
る
。

 
次
に
易
経
で
あ
る
が

 
 
易
経

 
易
経
に
は
民
の
字
の
使
用
は
四
〇
ケ
所
前
後
あ
る
が
こ
の
中
で
剥
の
卦
に
「

唱
子
得
輿
民
所
載
也
、
以
下
略
。
」
こ
れ
民
あ
っ
て
の
君
子
で
あ
る
云
々
と
あ

る
と
こ
ろ
は
民
を
主
体
と
す
る
自
我
意
識
の
発
見
で
あ
る
と
考
え
る
。

 
論
語

 
論
語
に
は
民
の
字
は
五
〇
回
前
後
使
用
さ
れ
て
い
る
が
こ
の
中
で
民
の
内
容

を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
子
路
篇
に
「
上
好
礼
、
難
民
莫
敢
不
敬
、
上
好
義
、
、

則
民
莫
敢
其
事
、
上
好
信
、
下
民
莫
敢
不
用
情
、
夫
如
是
、
則
四
方
民
裡
面
其

子
而
至
 
」
と
あ
る
。

 
上
下
一
体
共
存
共
栄
の
思
想
が
浸
透
し
た
政
治
で
な
け
れ
ば
民
は
心
服
せ
ぬ

と
い
う
と
こ
ろ
は
当
時
の
世
相
と
人
民
の
自
覚
の
程
度
を
理
解
す
る
の
に
好
資
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料
と
い
わ
れ
よ
う
。

 
結
論

 
以
上
紙
数
の
都
合
結
論
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
文
字
を
時
代
的
背
景
を

中
心
に
考
究
す
れ
ば
ま
だ
幾
多
の
問
題
が
残
る
で
あ
ろ
う
、
例
え
ば
時
代
的
に

人
、
民
、
臣
、
奴
隷
と
の
関
係
等
々
、
然
し
て
こ
の
小
論
で
は
そ
の
悉
く
を
尽

し
得
な
い
が
、
要
は
民
の
交
字
は
人
よ
り
出
発
し
て
氏
民
と
い
プ
つ
順
序
に
引
申

さ
れ
た
と
考
え
る
。
即
ち
人
は
説
文
人
部
に
よ
る
と
「
ろ
天
地
之
之
性
最
三
者

也
、
」
と
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
人
を
象
徴
す
る
語
の
最
大
な
も
の
で
あ
り
、
殿
人

は
こ
れ
を
誇
り
と
し
て
作
ら
れ
た
文
字
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
斯
く
し
て
他
氏

族
を
見
る
時
、
木
の
根
の
よ
う
に
下
層
階
級
で
あ
り
低
級
な
人
々
と
考
え
た
の

で
あ
ろ
う
。
か
く
考
え
た
時
丁
丁
（
注
8
）
と
い
う
よ
う
な
醜
名
的
呼
び
名

や
、
氏
人
（
注
9
）
な
る
最
低
語
を
以
て
し
た
の
で
あ
る
。
一
方
周
人
も
段
を

滅
ぼ
し
た
部
族
で
あ
る
か
ら
当
時
初
め
て
作
ら
れ
た
民
（
注
1
0
）
な
る
文
字
に

最
低
を
現
わ
す
形
容
詞
を
附
帯
し
て
遺
民
と
い
い
讐
民
（
頑
民
）
と
い
い
迷
民

な
ど
と
い
っ
た
の
で
あ
る
。

 
斯
く
し
て
毅
周
人
は
以
前
よ
り
互
に
敵
人
呼
ば
わ
り
し
て
い
た
こ
と
は
鬼

方
、
馬
方
、
土
方
、
莞
方
等
々
の
語
を
以
て
も
了
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
然
し

て
こ
れ
も
周
代
に
な
る
と
殿
の
遺
民
と
の
反
目
も
漸
次
軟
ら
ぎ
、
人
よ
り
低
級

な
る
文
字
と
考
え
て
い
た
民
の
字
も
、
結
局
は
人
民
や
民
人
と
い
う
よ
う
な
熟

語
と
し
て
詩
経
な
ど
に
使
用
さ
れ
る
に
到
っ
た
の
で
あ
る
。

 
然
し
て
こ
の
中
に
も
庶
民
と
い
わ
れ
る
大
衆
は
奴
隷
的
生
活
、
屈
服
的
生
活

に
甘
ん
じ
て
い
た
が
、
や
が
て
人
ど
し
て
の
自
我
意
識
が
高
ま
り
、
民
と
し
て

の
自
覚
が
強
ま
る
と
民
は
国
の
本
な
り
（
准
南
子
主
術
訓
）
と
い
い
、
民
者
諸

侯
之
本
な
り
（
新
書
大
政
篇
）
と
い
う
よ
う
に
、
庶
民
を
以
て
最
高
の
も
の
民

あ
っ
て
の
神
主
、
民
あ
っ
て
の
王
侯
と
い
う
自
覚
ま
で
生
じ
て
来
た
の
で
あ

る
。 

而
し
て
中
国
古
代
に
は
氏
族
意
識
が
強
か
っ
た
が
、
民
族
意
識
は
弱
か
っ

た
、
そ
れ
が
清
代
と
な
り
ア
ヘ
ン
戦
争
以
後
よ
り
、
民
族
意
識
が
よ
り
強
ま
り

民
族
な
る
熟
語
が
出
現
し
た
。
そ
れ
は
自
我
意
識
が
国
家
的
に
強
ま
り
、
民
の

字
の
内
容
が
よ
り
自
覚
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
と
想
わ
れ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以
上

注
1
尚
書
六
書
呂
刑
篇

「
六
呂
命
、
王
享
国
百
年
難
聴
、
度
作
刑
、
以
諾
四
方
。
王
日
、
若
古
賢
訓
、

量
尤
野
業
照
照
、
延
及
干
平
民
、
岡
不
冠
賊
、
…
…
遺
民
弗
用
霊
、
制
以
刑
、

惟
作
五
虐
之
刑
、
日
法
、
殺
鐵
無
重
、
愛
始
淫
為
則
則
雪
嶺
、
令
息
麗
刑
、
井

制
岡
差
軍
装
、
民
盗
塁
漸
…
…
略
」

注
2
五
刑
の
記
載
は
大
体
差
の
交
献
に
よ
る
。

 
1
礼
記
王
制
篇
 
2
孝
経
五
刑
章
 
3
墨
子
尚
同
上
 
4
聖
経
呂
刑
篇
 
5

周
礼
秋
官
司
刑
 
6
国
語
魯
語
上
篇
 
7
漢
書
刑
法
志
等
。

注
3

 
説
文
詰
墨
客
九
十
二
下
民
部
五
六
五
六
頁

注
4

 
平
凡
社
発
行
書
道
全
集
第
一
巻
（
中
国
殿
周
秦
）

 
河
出
即
応
房
発
行
定
本
書
道
全
集
（
毅
周
秦
）

 
積
微
居
金
文
説
（
増
訂
交
）
楊
樹
達
著
。
等
々
の
人
々
の
解
説
を
参
考
に
す

る
。注

5
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史
記
股
本
紀
（
紺
の
項
）
 
、

注
6

 
金
文
叢
考
金
文
韻
読
補
遺
釈
氏
氏
（
二
三
二
頁
）
及
び
金
文
余
釈
釈
玩
氏
（

 
二
十
八
頁
）
等
に
も
郭
沫
若
氏
が
こ
の
事
を
論
じ
て
い
ら
れ
る
。

注
7
 
殿
代
社
会
生
活
李
亜
旧
著
＝
頁
に

 
「
在
殿
人
的
西
方
、
還
有
一
個
方
百
里
的
小
部
族
、
叫
作
周
、
周
族
与
股
人

 
的
闘
争
、
亦
常
見
於
卜
辞
、
云
々
」
こ
れ
等
の
こ
と
は
殿
虚
書
契
前
編
巻
四

 
，
三
、
ニ
ノ
一
等
に
出
て
い
る
が
こ
こ
で
は
省
略
。

注
8
 
詩
経
商
類
殿
武
の
章
「
自
彼
域
莞
、
伝
域
莞
夷
独
国
、
在
西
方
者
也
。

 
釈
文
、
域
西
方
夷
三
国
。
」
と
あ
り
後
漢
書
東
夷
列
伝
第
七
十
五
、
に
粛
慎

 
人
を
域
莞
と
い
い
、
 
「
山
林
之
間
、
土
気
極
寒
、
常
為
穴
居
、
」
と
も
い
う
。

注
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
．

 
山
海
経
十
海
内
南
経
「
琢
人
国
、
在
建
木
西
、
其
為
人
、
人
面
而
魚
身
無

 
足
。
」
な
ど
と
あ
る
。

注
1
0

 
股
末
周
初
に
始
め
て
作
ら
れ
た
民
の
語
は
殿
人
か
ら
す
れ
ば
最
底
の
語
と
考

え
た
か
知
れ
ぬ
が
、
ま
た
周
人
か
ら
す
れ
ば
最
高
の
語
と
思
っ
て
い
た
か
も
知

れ
な
い
。
朕
を
秦
の
始
皇
帝
に
於
て
最
高
の
語
と
し
た
如
く
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以
上
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民
の
字
の
意
識
の
変
遷


