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「
理
」
と
「
風
俗
」
の
間
─
徳
川
末
期
に
お
け
る
中
村
正
直
の
思
想
展
開

─

常
　
瀟

　
琳

は
じ
め
に

　

中
村
正
直
（
敬
宇
、
一
八
三
二
～
一
八
九
一
）
は
、
福
沢
諭
吉
と
並
び

評
さ
れ
た
明
治
時
代
の
代
表
的
な
洋
学
者
、
文
明
論
者
で
あ
る
。
し

か
し
、
蘭
学
を
経
由
し
て
英
学
を
本
格
的
に
学
び
、
儒
学
と
の
断
絶

を
強
調
し
た
福
沢
と
違
っ
て
、
中
村
は
、
徳
川
末
期
に
昌
平
黌
で
朱

子
学
を
中
心
に
儒
学
を
学
び
、「
御
儒
者
」
に
ま
で
な
っ
た
人
物
で

あ
り
、
そ
の
後
イ
ギ
リ
ス
留
学
を
経
験
し
、
明
治
期
に
洋
学
者
と
し

て
名
を
馳
せ
た
後
で
も
、
漢
学
界
の
重
鎮
と
し
て
変
わ
ら
ず
世
に
尊

敬
さ
れ
続
け
た
人
物
で
あ
る）

（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
漢
学
と
洋
学
と
い
う
両
領
域
に
渡
っ
て
第
一
人
者
で

あ
っ
た
中
村
正
直
は
、
西
洋
文
明
と
の
接
触
、
あ
る
い
は
東
西
文
明

の
融
合
を
検
討
す
る
際
の
好
例
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
視
角
か
ら
中

村
を
扱
っ
た
先
行
研
究
は
、
大
き
く
二
分
で
き
る
。
一
つ
は
そ
の
明

治
期
の
活
動
に
注
目
し
て
、
中
村
が
い
か
に
西
洋
の
思
想
・
宗
教
を

受
容
し
、
翻
訳
・
教
育
活
動
を
展
開
し
た
か
に
つ
い
て
分
析
す
る
も

の
で
あ
る）

2
（

。
も
う
一
つ
は
、
そ
の
徳
川
末
期
の
著
述
も
視
野
に
入
れ

て
、
中
村
が
儒
教
と
、
キ
リ
ス
ト
教
を
含
む
西
洋
文
明
と
を
架
橋
す

る
た
め
に
愛
用
し
た
「
理
」「
道
」「
天
」
な
ど
の
普
遍
性
を
有
す
る

概
念
に
注
目
し
、
中
村
が
一
儒
者
と
し
て
、
徳
川
末
期
と
明
治
維
新

後
を
通
じ
て
、
普
遍
的
な
「
道
」
を
求
め
続
け
た
と
い
う
学
問
的
根

底
の
連
続
性
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る）

3
（

。
特
に
後
者
の
研
究
は
、

中
村
が
西
洋
文
明
を
咀
嚼
し
た
方
法
を
内
在
的
に
追
跡
す
る
こ
と
が
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101　「理」と「風俗」の間

で
き
る
と
い
う
点
で
極
め
て
重
要
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
う
し
た

普
遍
的
な
概
念
を
用
い
て
、
儒
教
と
西
洋
文
明
を
包
括
的
に
理
解
し

よ
う
と
し
た
と
い
う
側
面
が
前
景
化
し
す
ぎ
る
と
、
逆
に
、
深
い
儒

学
の
教
養
を
も
つ
高
名
な
儒
者
が
、
自
分
の
学
問
基
盤
と
は
異
質
な

文
明
の
、
弥
縫
で
き
な
い
ほ
ど
の
差
異
や
軋
轢
に
出
会
っ
た
時
に
感

じ
た
動
揺
、
危
機
感
、
不
安
な
ど
が
過
小
評
価
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
徳
川
末
期
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
中
村
が
一

貫
し
て
使
い
続
け
た
「
理
」「
道
」
な
ど
の
概
念
の
内
実
に
は
重
要

な
変
容
が
あ
っ
た
と
い
う
観
点
か
ら
、
そ
の
変
容
が
生
じ
た
時
期
、

す
な
わ
ち
、
中
村
が
政
治
的
な
思
索
を
本
格
的
に
展
開
す
る
契
機
と

な
っ
た
嘉
永
六
（
一
八
五
三
）
年
の
ペ
リ
ー
来
航
か
ら
、
慶
応
二
（
一

八
六
六
）
年
に
イ
ギ
リ
ス
留
学
へ
と
向
か
う
ま
で
の
十
数
年
間
に
お

け
る
思
想
展
開
を
、『
敬
宇
文
集
』『
敬
宇
文
稿）

（
（

』
に
基
づ
い
て
検
討

す
る
。

　

当
初
、
儒
教
の
「
理
」「
道
」「
天
」
な
ど
の
概
念
の
自
然
性
と
普

遍
性
を
強
く
信
じ
、
そ
れ
を
西
洋
を
含
む
世
界
に
も
適
用
し
よ
う
と

し
た
中
村
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
西
洋
諸
国
が
必
ず
し
も
こ
う
し
た

「
理
」
に
従
っ
て
行
動
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
現
実
に
直
面

し
、
一
時
は
普
遍
的
な
秩
序
の
存
在
を
懐
疑
す
る
に
至
っ
た
。
し
か

し
、
そ
の
後
、
イ
ギ
リ
ス
留
学
中
に
西
洋
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
事
情

を
観
察
し
て
帰
国
し
た
中
村
が
そ
の
明
治
期
の
著
作
に
お
い
て
再
び

「
天
道
」「
天
理
」
な
ど
を
語
っ
た
と
き
、
そ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の

教
義
や
、
世
界
平
和
の
ビ
ジ
ョ
ン
な
ど
を
も
含
む
も
の
へ
と
変
化
し

て
い
た
。
こ
う
し
た
変
化
は
、
中
村
が
一
時
、
普
遍
的
な
「
理
」、

「
道
」
か
ら
離
れ
て
着
目
す
る
よ
う
に
な
っ
た
一
国
の
具
体
性
・
特

殊
性
を
指
す
「
風
俗）

5
（

」
と
い
う
概
念
が
媒
介
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と

が
、
本
稿
の
主
張
で
あ
る
。

一　
「
国
体
」
の
再
定
義
と
中
村
正
直
の
「
理
直
」
論

　

ペ
リ
ー
来
航
な
ど
日
本
外
交
に
と
っ
て
重
大
な
事
件
が
続
い
た
一

八
五
〇
年
代
前
半
、
外
国
の
通
商
要
請
へ
の
対
応
や
、
戦
争
か
和
議

か
を
巡
っ
て
様
々
な
論
争
が
生
じ
た
。
こ
う
し
た
政
治
状
況
を
背
景

に
、
中
村
正
直
は
「
審
国
体）

（
（

」
と
い
う
文
章
を
執
筆
し
た
。

　
「
審
国
体
」
に
お
い
て
、
中
村
は
当
時
盛
ん
に
用
い
ら
れ
た
「
国

体
」
の
概
念
に
着
目
し
て
、
特
に
「
我
は
神
州
な
り
、
彼
は
夷
狄
な

り
、
古
を
変
じ
款
を
通
ず
る
は
、
国
体
を
失
ふ
と
為
す
な
り
」
と
主

張
す
る
「
世
の
国
体
を
論
ず
る
者
」（
原
漢
文
、
以
下
同
）
に
よ
る

「
国
体
」
概
念
の
濫
用
を
批
判
し
た
。
ま
た
、
時
勢
の
変
化
と
形
勢

の
優
劣
に
対
す
る
認
識
が
足
り
ず
無
謀
な
「
馮
河
之
勇
」
し
か
持
た

な
い
主
戦
派
と
、
防
衛
力
向
上
の
必
要
性
を
無
視
し
て
、
も
っ
ぱ
ら

戦
争
の
回
避
を
目
指
す
軟
弱
な
和
親
派
は
、
い
ず
れ
も
「
国
体
」
を

正
確
に
理
解
し
て
い
な
い
と
し
た
上
で
、
中
村
は
、「
国
体
」
を
以

下
の
よ
う
に
再
定
義
し
た）

（
（

。
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国
体
と
は
何
ぞ
や
、
理
直
の
謂
ひ
な
り
。
内
を
治
む
る
者
理
直

な
れ
ば
、
則
ち
域
内
の
民
、
服
従
せ
ざ
る
莫
し
。
外
を
治
む
る

者
理
直
な
れ
ば
、
則
ち
域
外
の
国
、
敢
て
干
犯
す
る
莫
し
。
賢

才
を
官
に
し
、
姦
慝
を
詰
り
、
賞
罰
を
明
ら
か
に
し
、
事
功
を

急
に
す
る
は
、
内
を
治
む
る
所
以
な
り
。
情
素
を
披
き
、
誠
款

を
納
れ
、
言
辞
を
明
ら
か
に
し
、
凶
邪
を
折
き
、
守
備
を
厳
に

し
、
暴
害
を
禦
ぐ
は
、
外
を
治
む
る
所
以
な
り
。
此
く
の
如
く

ん
ば
則
ち
理
直
な
り
。（
一
丁
ウ
）

　

こ
こ
で
、
中
村
は
「
国
体
」
を
「
理
直
」、
す
な
わ
ち
理
に
正
し

く
則
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
国
が
存
続
し
て
い
る
状
態
だ
と
再
定
義

し
て
、
さ
ら
に
、
内
政
・
外
交
と
い
う
二
つ
の
側
面
に
分
け
て
「
理

直
」
の
政
治
を
説
明
し
た
。
内
政
面
の
「
理
直
」
に
つ
い
て
、
中
村

は
、
人
才
を
登
用
し
、
賞
罰
を
明
ら
か
に
し
、
実
用
性
を
重
視
す
べ

き
こ
と
な
ど
を
提
言
し
た
。
対
外
問
題
に
つ
い
て
は
、
国
防
を
強
化

し
て
侵
略
を
防
ぐ
必
要
性
を
認
め
な
が
ら
、
同
時
に
、
誠
実
な
態
度

を
も
っ
て
、
言
葉
を
通
じ
て
外
国
の
「
凶
邪
」
な
意
図
を
く
じ
く
こ

と
な
ど
、「
理
」
に
基
づ
く
外
交
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。

　

特
に
、「
情
素
を
披
き
、
誠
款
を
納
れ
」
と
い
う
の
は
、
華
夷
論

的
な
考
え
方
を
徹
底
的
に
放
棄
し
、
西
洋
人
も
自
分
と
同
じ
人
間
だ

と
い
う
前
提
に
立
っ
て
、
真
摯
な
感
情
お
よ
び
誠
実
な
態
度
を
以
て

外
国
と
交
際
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
中
村
の
こ
う
し
た
考
え

は
、
自
他
の
区
別
を
乗
り
越
え
て
通
用
す
る
「
理
」
に
対
す
る
深
い

信
念
に
基
づ
い
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、
中
村
の
「
理
直
」
に
よ
る
「
国
体
」
の
再
定
義
は
、
す

で
に
、
一
国
の
み
を
問
題
と
す
る
従
来
の
「
国
体
」
論
の
範
疇
を
超

え
て
、
日
本
の
内
政
だ
け
で
な
く
、
西
洋
も
含
む
万
国
と
の
交
際
に

も
応
用
し
う
る
普
遍
的
な
概
念
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
八
五

〇
年
代
の
他
の
文
章
と
合
わ
せ
て
見
る
と
、
中
村
正
直
の
「
理
直
」

論
に
は
さ
ら
に
以
下
の
よ
う
な
特
徴
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
一
に
、「
理
」
は
「
道
」
と
互
換
的
な
概
念
で
あ
り
、「
天
」
に

依
拠
す
る
自
然
的
な
規
範
で
あ
る
。「
審
国
体
」
に
お
い
て
、
中
村

は
、「
理
直
」
の
他
に
、「
理
道
に
軌
る
」
と
い
う
表
現
も
使
っ
て
お

り
、
こ
れ
は
「
理
」
と
「
道
」
を
合
わ
せ
て
構
成
し
た
表
現
で
あ
る
。

そ
し
て
、「
道
」
に
つ
い
て
は
、「
広
原
道
」
と
い
う
文
章
に
お
い
て
、

「
夫
れ
道
な
る
者
、
天
下
公
共
の
物
に
し
て
事
物
自
然
の
理
な
り
。

天
に
出
て
心
に
具
は
る
」「
凡
そ
人
は
天
地
の
気
を
禀
け
て
以
て
形

と
為
し
、
天
地
の
理
を
禀
し
て
以
て
性
と
為
す）

（
（

」
な
ど
と
述
べ
て
、

「
理
」
を
使
っ
て
「
道
」
を
定
義
し
よ
う
と
し
た
。
つ
ま
り
、
中
村

に
と
っ
て
、「
理
」
と
「
道
」
は
、
互
い
の
こ
と
を
説
明
で
き
る
よ

う
な
関
係
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
と
も
に
天
に
依
拠
し
て
自
然
に
存

在
す
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、「
万
物
の
霊
」
た
る
人
間
の
心
に
も

備
わ
っ
て
お
り
、
人
間
の
「
性
」
を
構
成
し
、
人
間
の
行
動
様
式
を

規
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

第
二
に
、
至
上
の
規
範
・
原
則
と
し
て
の
「
理
」
は
、「
公
」
と
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い
う
属
性
を
有
し
て
い
る
。

　

例
え
ば
、
嘉
永
七
（
安
政
元
・
一
八
五
四
）
年
に
執
筆
さ
れ
た
「
謚

辨）
（
（

」
と
い
う
文
章
に
お
い
て
、
中
村
は
、「
私
情
」
と
対
照
す
る
文

脈
で
、「
天
理
」
の
「
公
」
と
い
う
属
性
を
強
調
し
て
い
た
。

　

こ
の
文
章
は
、
新
た
に
即
位
し
た
君
主
が
、
死
去
し
た
父
の
生
前

の
行
為
に
基
づ
い
て
評
価
の
意
味
合
い
を
含
む
謚
号
を
与
え
る
と
い

う
周
公
が
設
定
し
た
礼
に
つ
い
て
の
議
論
で
あ
る
。
仮
に
父
が
「
凶

虐
残
暴
」
で
あ
る
場
合
に
、
子
が
父
に
「
幽
、
厲
」
の
よ
う
な
否
定

的
な
謚
号
を
与
え
る
の
は
、「
天
理
人
情
」
に
背
く
の
で
は
な
い
か

と
い
う
友
人
の
疑
問
に
対
し
て
、
中
村
は
、
以
下
の
よ
う
に
答
え
て

い
る
。余

曰
く
、
公
義
有
る
な
り
、
私
情
有
る
な
り
、
二
者
並
び
行
ふ

べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
公
義
の
在
る
所
、
則
ち
私
情
之
の
為
に
屈

す
、
而
し
て
私
情
の
存
す
る
所
、
則
ち
公
義
之
の
為
に
屈
す
る

能
は
ず
。
三
代
聖
王
の
天
下
を
治
む
る
所
以
は
、
皆
此
の
物
な

り
。
綱
紀
の
由
り
て
以
て
立
つ
所
、
風
俗
の
由
り
て
以
て
正
す

所
な
り
。
苟
も
各
の
其
の
人
の
私
情
に
徇
ひ
て
、
天
下
の
公
法

を
廃
す
れ
ば
、
則
ち
其
の
害
の
至
る
所
を
極
れ
ば
、
将
に
弑
殺

争
鬩
道
に
相
望
す
る
に
至
る
な
り
。（
中
略
）
子
孫
た
る
者
の
悪

謚
を
加
ふ
る
に
忍
び
ざ
る
は
、
一
己
の
私
情
な
り
。
公
義
の
在

る
所
、
私
情
之
の
為
に
屈
す
。
故
に
孝
子
慈
孫
と
雖
も
、
之
を

改
る
能
は
ざ
る
な
り
。

　

子
が
父
を
敬
愛
す
る
の
は
、
人
間
の
心
か
ら
湧
き
出
す
感
情
だ
け

で
な
く
、
親
孝
行
と
い
う
道
徳
的
義
務
の
要
求
で
も
あ
る
。
儒
教
に

お
い
て
、「
孝
」
は
最
も
重
要
な
徳
目
の
一
つ
と
さ
れ
て
お
り
、「
天

理
」
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
す
ら
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
父
が
悪
人
で
あ

っ
た
場
合
、
正
直
な
子
と
し
て
、
父
と
正
義
の
間
の
困
難
な
二
者

択
一
に
直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
歴
代
の
儒
者
も
こ
う
し
た
問

題
を
め
ぐ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
を
し
て
き
た
が
、
最
も
有
名
な
例

は
、
孔
子
の
「
父
は
子
の
為
に
隠
し
、
子
は
父
の
為
に
隠
す
。
直
は

其
の
中
に
在
り
」（『
論
語
』
子
路
篇
）
と
い
う
選
択
で
あ
る
。
上
述
の

友
人
の
問
い
も
類
似
の
問
題
状
況
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
中

村
は
、
父
子
間
の
抑
え
が
た
い
感
情
を
明
確
に
「
私
情
」
と
し
て
捉

え
、「
公
義
」
ま
た
は
「
天
下
の
公
法
」
の
前
で
は
、「
私
情
」
は
克

服
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
と
主
張
し
た
。
ま
た
、
父
の
徳
行
に
相
応
し

い
謚
号
を
与
え
る
の
は
、
君
主
を
訓
戒
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た

「
賞
刑
」
で
あ
り
、
国
全
体
の
利
益
に
も
な
る
と
も
論
じ
て
い
た
。

　

つ
ま
り
、「
天
理
」
を
実
践
の
基
準
と
し
て
考
え
る
時
、
中
村
は
、

あ
る
主
体
が
同
時
に
複
数
の
立
場
に
立
た
さ
れ
、
矛
盾
す
る
道
徳
上

の
要
求
に
直
面
す
る
場
合
で
も
、
唯
一
絶
対
の
正
し
い
行
動
を
決
め

る
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
、
そ
の
基
準
は
、「
私
」
の
対
極
に
あ
っ

て
天
地
全
体
に
広
が
っ
て
い
る
「
公
義
」、「
天
下
の
公
法
」
で
あ
る

と
考
え
た
。

　

第
三
に
、
こ
う
し
た
「
天
下
公
共
の
物
」
で
あ
る
「
理
」
は
、
最
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も
広
い
意
味
で
の
普
遍
性
を
有
す
る
た
め
、
西
洋
諸
国
と
の
交
際
に

も
適
用
し
う
る
は
ず
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
だ
が
、
こ
の
段
階
で
彼

が
想
定
し
た
具
体
的
な
規
範
は
、
春
秋
時
代
の
諸
侯
外
交
が
依
拠
し

た
周
礼
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
「
審
国
体
」
に
お
い
て
、
中
村
は
、
小
国
が
存
続
す
る
た
め
に
、

大
国
以
上
に
「
道
」
に
従
っ
て
「
政
を
修
む
」
こ
と
を
主
張
し
た
隋

の
賢
臣
季
梁
と
、
大
国
で
あ
っ
て
も
み
だ
り
に
他
国
を
侵
略
す
る
こ

と
は
で
き
ず
、
周
礼
の
規
範
に
遵
う
国
を
攻
め
て
は
な
ら
な
い
と
君

主
を
諫
め
た
斉
の
大
臣
仲
孫
湫
を
取
り
上
げ
て
、「
理
義
の
強
、
天

下
尚
る
な
き
を
知
る
な
り
」
と
主
張
し
た
。
こ
う
し
た
「
理
義
の

強
」
は
、
一
方
で
、「
周
礼
を
秉
」
っ
て
「
道
」「
理
」
に
従
う
「
小

国
」
が
、
内
政
面
の
勤
勉
に
よ
っ
て
国
力
の
向
上
に
至
る
と
い
う
現

実
的
な
強
み
を
意
味
す
る
と
と
も
に
、
他
方
で
、
国
の
大
小
強
弱
と

関
係
な
く
、
孟
子
の
主
張
し
た
「
仁
者
無
敵
」
と
い
う
道
義
上
の
強

み
と
い
う
意
味
も
含
ん
で
い
る
。

　

し
か
し
、
春
秋
時
代
の
諸
侯
外
交
は
、
あ
く
ま
で
も
「
周
礼
」
と

い
う
共
同
規
範
が
認
め
ら
れ
る
中
華
の
範
囲
内
で
行
わ
れ
た
も
の
だ

が
、
よ
り
拡
大
さ
れ
た
世
界
規
模
で
の
諸
国
の
外
交
の
場
合
に
は
、

こ
う
し
た
共
通
の
規
範
と
い
う
前
提
は
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
中
村
は
、「
奚
ぞ
華
夷
を
択
ば
ん
。
奚
ぞ

小
大
を
問
は
ん
」
と
明
確
に
述
べ
た
後
に
、「
今
の
諸
蕃
、
仁
義
を

仮
る
を
知
り
、
曲
を
以
て
人
に
予
ふ
る
を
知
る
な
り
」
と
、
西
洋
諸

国
が
戦
争
を
始
め
る
前
に
、
口
実
を
相
手
に
求
め
る
と
い
う
現
象
を

取
り
上
げ
て
、
こ
の
こ
と
が
西
洋
諸
国
に
お
い
て
も
、「
理
直
」
の

外
交
原
理
が
通
用
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
と
主
張
し
て
い
た
。

　

こ
こ
で
、
中
村
が
挙
げ
た
理
由
と
彼
が
使
っ
た
「
理
直
」
と
い
う

表
現
は
、「
西
洋
諸
国
の
間
に
虎
狼
の
志
を
懐
く
者
あ
り
、
い
ま
だ

必
ず
し
も
我
に
侵
を
加
え
ん
と
欲
せ
ざ
る
に
も
あ
ら
ず
、
し
か
し
我

の
理
直
義
正
に
し
て
、
指
摘
す
べ
き
瑕
な
け
れ
ば
、
則
ち
彼
は
恧
然

と
し
て
内
に
愧
じ
、
以
て
其
を
下
ら
し
む
る
に
辞
な
し）

（0
（

」
と
述
べ
た

昌
平
黌
の
大
儒
、
古
賀
侗
庵
の
主
張
と
一
致
し
て
い
る）

（（
（

。

　

第
四
に
、「
夫
れ
理
の
在
る
所
、
国
之
れ
が
為
め
に
強
し
」
と
述

べ
て
、「
理
」「
道
」
の
曲
直
・
存
否
が
、
直
接
、
現
実
上
の
「
力
」

関
係
に
も
反
映
さ
れ
る
と
主
張
し
た
中
村
は
、「
理
直
」
が
「
強
」

に
転
換
す
る
具
体
的
な
方
法
と
し
て
、
言
論
の
力
を
重
視
し
て
い
た
。

「
審
国
体
」
に
お
い
て
、
中
村
は
以
下
の
例
を
挙
げ
て
い
る
。

今
夫
れ
、
権
豪
の
家
は
、
小
民
と
訟
ふ
。
其
の
勢
力
を
較
れ
ば
、

相
去
る
に
啻
に
倍
蓰
の
み
な
ら
ざ
ら
ん
。
然
り
而
し
て
小
民
は

胆
壮
気
盛
、
辞
色
孔
だ
揚
り
、
略
ぼ
懼
心
無
し
。
何
ん
ぞ
や
。

理
の
在
る
所
な
れ
ば
な
り
。
故
に
理
の
在
る
所
、
則
ち
権
豪
は

小
民
に
奪
ふ
能
は
ず
。
理
の
在
ら
ざ
る
所
、
則
ち
小
民
は
以
て

権
貴
を
圧
す
べ
き
な
り
。（
一
丁
ウ
）

　
「
権
豪
の
家
」
と
比
べ
れ
ば
、「
小
民
」
は
極
め
て
弱
い
存
在
で
あ

る
が
、
し
か
し
、「
理
」
が
直
で
あ
れ
ば
、「
小
民
」
で
も
恐
れ
ず
に
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105　「理」と「風俗」の間

「
権
豪
の
家
」
と
戦
う
勇
気
を
生
じ
、
争
訟
の
場
で
、
堂
々
と
自
己

弁
護
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、「
理
」
は
裁
判
に
お
け
る
最

終
的
な
勝
訟
に
も
繫
が
る
（「
理
直
な
れ
ば
則
ち
克
つ
、
曲
な
れ
ば
則
ち
敗

る
」）。
つ
ま
り
、
中
村
に
と
っ
て
、「
理
直
」
は
現
実
世
界
に
お
け

る
強
さ
、
そ
し
て
勝
利
を
も
た
ら
す
保
障
と
な
る
。
こ
こ
で
、
暴
力

に
よ
る
衝
突
で
は
な
く
、
言
語
を
以
て
道
義
を
論
弁
す
る
「
訟
」
と

い
う
場
が
仮
想
さ
れ
て
い
た
と
い
う
点
に
も
留
意
が
必
要
で
あ
る
。

　

前
述
し
た
中
村
の
想
定
し
た
「
言
辞
を
明
ら
か
に
し
、
凶
邪
を
折

き
」
と
い
う
外
交
は
、
ま
さ
に
こ
の
「
小
民
」
の
「
訟
」
と
い
う
例

の
延
長
線
上
に
あ
る
。「
夫
れ
兵
は
、
訟
の
大
な
る
者
な
り
」
と
考

え
た
中
村
は
、
武
力
を
用
い
た
戦
争
と
言
語
を
用
い
た
外
交
を
セ
ッ

ト
と
し
て
考
え
て
お
り
、
そ
の
成
否
は
「
理
」
の
曲
直
に
よ
り
決
ま

る
も
の
で
あ
る
と
信
じ
て
い
た
。
し
か
し
、
絶
対
的
な
軍
事
的
優
勢

を
持
つ
西
洋
諸
国
が
必
ず
し
も
中
村
の
想
定
し
た
「
理
」
を
尊
重
す

る
保
障
は
な
く
、
そ
も
そ
も
言
論
で
道
理
を
弁
明
す
る
場
す
ら
与
え

ら
れ
な
い
可
能
性
も
あ
る
。
数
年
の
う
ち
に
、
中
村
は
ア
ロ
ー
戦
争

に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
厳
し
い
現
実
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。

二　

ア
ロ
ー
戦
争
の
衝
撃
と
「
天
道
」
の
転
覆

　

安
政
三
（
一
八
五
六
）
年
一
〇
月
に
広
州
で
発
生
し
た
ア
ロ
ー
号

事
件
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
と
清
朝
の
間
に
戦
争
が
勃
発

し
、
紆
余
曲
折
を
経
て
万
延
元
（
一
八
六
〇
）
年
一
〇
月
に
は
つ
い

に
北
京
が
陥
落
し
た
。
こ
の
情
報
を
聞
い
た
中
村
正
直
は
、
義
憤
を

抑
え
き
れ
ず
、
以
下
の
文
章
を
書
い
た
。

余
新
聞
紙
を
読
み
、
英
夷
天
津
で
捷
ち
、
遂
に
順
天
に
迫
り
、

都
城
失
守
し
、
清
主
出
走
す
る
に
至
り
、
慨
然
興
嘆
、
覚
へ
ず

涕
泗
潸
然
と
し
て
下
る
。
曰
く
、
噫
、
天
何
ぞ
清
を
亡
ぼ
す
を

忍
ば
ん
や
。
羶
夷
横
行
、
天
地
を
汚
衊
し
、
文
物
典
礼
、
化
し

て
灰
燼
と
成
り
、
日
月
其
の
光
明
を
損
し
、
河
嶽
其
の
英
霊
を

失
ひ
、
今
よ
り
以
後
、
何
等
の
世
界
と
成
ら
ん
、
猶
天
道
有
り

と
為
さ
ん
か
。
人
精
神
無
け
れ
ば
則
ち
死
す
。
周
孔
の
後
は
、

天
地
の
精
神
命
脈
な
り
。
今
洋
夷
周
孔
の
邦
を
擾
り
て
之
を
奪

い
、
則
ち
周
孔
の
道
其
の
或
は
滅
ぶ
を
疑
ふ
な
り
。
周
孔
の
道

滅
べ
ば
、
而
し
て
天
地
独
り
存
す
る
を
得
ん
や）

（2
（

。

　

中
村
が
ど
の
よ
う
な
新
聞
を
読
ん
だ
の
か
は
不
明
で
あ
る
が）

（3
（

、
本

文
の
内
容
か
ら
推
測
す
る
と
、
新
聞
に
は
、
恐
ら
く
一
八
六
〇
年
八

月
か
ら
一
〇
月
の
イ
ギ
リ
ス
軍
の
北
京
攻
略
前
後
の
話
が
書
か
れ
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
引
用
文
か
ら
は
、
中
村
が
受
け
た
精
神
的

な
衝
撃
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
か
つ
て
「
審
国
体
」
に
お
い
て
、

「
徒
ら
に
夷
夏
を
以
て
言
を
為
す
」
人
を
批
判
し
た
中
村
は
、
こ
こ

で
は
、「
羶
夷
」「
洋
夷
」
と
い
う
言
い
方
を
避
け
て
い
な
い
。
こ
れ

は
、
西
洋
へ
の
嫌
悪
感
の
発
露
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
西
洋
人
も

等
し
く
人
間
で
あ
り
、
共
に
「
理
」「
天
道
」
に
従
う
も
の
で
あ
る
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と
い
う
前
提
そ
の
も
の
を
懐
疑
す
る
に
至
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

他
方
で
、
中
村
が
、
清
の
こ
と
を
「
周
孔
の
邦
」
と
呼
ん
だ
の
も
興

味
深
い
。
中
村
の
同
情
の
対
象
は
敗
戦
し
た
清
朝
と
い
う
よ
り
、
む

し
ろ
儒
教
の
道
が
発
祥
し
、
伝
え
ら
れ
て
き
た
地
と
い
う
意
味
で
の

「
周
孔
の
邦
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
天
地
の
精
神
命
脈
」
と
す
る
と

こ
ろ
の
「
周
孔
の
邦
」
が
「
羶
夷
」
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
る
と
い
う

現
実
を
前
に
、
中
村
は
こ
れ
を
「
周
孔
の
道
」
の
消
滅
と
見
な
し
て
、

「
天
道
」
の
存
在
を
懐
疑
し
始
め
、
ひ
い
て
は
一
時
期
、
仏
教
の

「
成
住
壊
空
」
の
説
を
信
じ
、
今
は
ま
さ
に
「
天
道
」
の
「
壊
劫
」

で
は
な
い
か
と
考
え
る
に
至
っ
た
と
い
う
。

　
「
天
道
」
の
崩
壊
は
、
中
村
の
想
定
し
た
「
理
直
」
論
お
よ
び
そ

れ
に
基
づ
く
外
交
の
存
立
基
礎
が
失
わ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
春
秋
時
代
の
「
周
礼
」
に
基
づ
く
諸
侯
国
の
外

交
に
類
比
し
て
当
時
の
国
際
外
交
を
理
解
し
て
い
た
中
村
は
、「
周

孔
之
道
」
＝「
天
道
」
の
存
在
を
、
国
同
士
が
外
交
を
行
う
際
に
、

相
互
理
解
と
意
思
疎
通
の
基
盤
と
な
る
共
通
の
価
値
だ
と
考
え
、
そ

れ
に
基
づ
い
て
、「
理
直
」
の
世
界
秩
序
を
思
い
描
い
て
い
た
。
し

か
し
、
ア
ロ
ー
戦
争
の
際
に
お
け
る
西
洋
は
、
毫
も
「
周
孔
の
道
」

を
尊
重
す
る
様
子
も
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
「
理
」
が
「
直
」
で

は
な
い
と
思
わ
れ
る
国
が
現
実
的
な
強
者
・
勝
者
で
あ
る
と
い
う
厳

然
た
る
事
実
を
目
撃
し
た
中
村
は
、
自
分
が
期
待
し
て
い
た
理
直
に

基
づ
く
世
界
像
が
根
本
か
ら
覆
さ
れ
、「
天
地
」
が
転
覆
す
る
よ
う

な
幻
滅
を
体
験
し
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、「
天
地
」
は
転
覆
し

え
ず
、
覆
さ
れ
た
の
は
、
儒
者
に
と
っ
て
あ
た
か
も
立
身
存
命
の
根

本
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
「
天
道
」
の
普
遍
性
に
対
す
る
信
頼
で
あ

っ
た
。

　

し
か
し
、
中
村
は
長
く
こ
う
し
た
虚
無
状
態
に
陥
っ
て
い
た
わ
け

で
は
な
い
。「
既
に
又
た
反
復
に
之
を
思
ふ
」
と
い
う
過
程
を
経
て
、

中
村
は
、
清
朝
が
自
ら
の
滅
亡
を
招
い
た
原
因
を
省
察
し
始
め
た
。

「
書
新
聞
紙
後
」
の
最
後
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

夫
れ
清
の
其
の
国
都
を
喪
ふ
は
、
豈
に
天
之
を
為
さ
ん
や
。
蓋

し
其
の
自
ら
取
る
な
り
。（
中
略
）
嚮
し
清
愆
は
ず
忘
れ
ず
、
旧

章
に
率
由
し
、
康
熙
乾
隆
の
遺
訓
、
昭
垂
に
し
て
墮
つ
る
な
く
、

忠
奸
の
別
を
明
ら
か
に
し
、
華
夷
の
防
を
厳
に
す
れ
ば
、
巧
盜

有
り
と
雖
も
、
尚
ほ
何
の
施
す
所
か
あ
ら
ん
。

　

清
朝
の
失
敗
は
「
天
」
の
意
図
で
は
な
く
、
清
が
「
康
熙
乾
隆
の

遺
訓
」
を
忘
れ
、「
華
夷
の
防
」
を
守
ら
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
と

い
う
。
こ
の
よ
う
に
清
朝
側
の
責
任
を
強
調
し
た
こ
と
は
、
か
つ
て

「
夷
夏
を
以
て
言
を
為
す
」
態
度
を
批
判
し
て
、
清
の
内
政
と
外
交

に
お
け
る
具
体
的
な
失
政
を
強
調
し
た
「
審
国
体）

（（
（

」
か
ら
の
、
着
眼

点
の
変
化
が
見
ら
れ
る
。

　

中
村
の
こ
う
し
た
主
張
は
、
安
政
年
間
に
書
か
れ
た
「
固
国
本）

（5
（

」

と
い
う
文
章
に
す
で
に
そ
の
萌
芽
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
も
、
中
村

は
「
愆
は
ず
忘
れ
ず
、
旧
章
に
率
由
す
」
を
引
用
し
、
一
国
に
と
っ
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107　「理」と「風俗」の間

て
決
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
事
柄
と
し
て
、
華
夷
の
別
や
鎖
国
策

な
ど
で
は
な
く
、
文
題
の
「
国
本
」
を
挙
げ
て
い
た
。
次
節
で
見
る

よ
う
に
、
こ
の
「
国
本）

（（
（

」
は
、
普
遍
的
な
道
理
で
あ
る
「
理
直
」
と

し
て
定
義
さ
れ
る
「
国
体
」
と
い
う
概
念
と
は
異
な
り
、
よ
り
具
体

的
に
、
一
国
固
有
の
本
質
、
す
な
わ
ち
「
風
俗
」
を
強
調
す
る
概
念

で
あ
っ
た
。

三　
「
理
直
」
か
ら
「
風
俗
」
へ

　
「
固
国
本
」
と
い
う
文
章
は
、
ま
ず
、
富
強
で
あ
っ
た
秦
と
隋
が

短
期
間
で
滅
ん
だ
例
を
挙
げ
て
、
経
済
と
軍
事
の
「
富
」
と
「
強
」

が
国
を
守
る
根
本
で
は
な
い
と
論
じ
、
続
け
て
「
請
ふ
、
国
本
を
固

く
す
る
を
言
は
ん
。
風
俗
の
国
に
於
け
る
、
猶
元
気
の
人
身
に
於
け

る
が
如
き
な
り
…
…
風
俗
正
し
け
れ
ば
、
則
ち
国
本
固
し
」
と
述
べ

て
、「
国
本
」
の
核
心
が
一
国
の
「
風
俗
」
に
あ
る
と
主
張
し
て
い

た
。

　

そ
れ
以
前
の
中
村
の
文
章
に
は
、「
富
強
」
の
重
要
性
を
強
調
し

て
、
軍
備
、
通
商
等
を
積
極
的
に
提
案
し
た
時
務
策
が
少
な
く
な
か

っ
た）

（（
（

。
し
か
し
、「
固
国
本
」
に
お
い
て
、
中
村
は
直
接
的
な
力
と

な
る
「
富
強
」
で
は
な
く
、
や
や
迂
遠
に
見
え
る
「
風
俗
」
の
根
本

性
を
強
調
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
日
本
よ
り
遙
か
に
「
富

強
」
で
あ
る
大
国
の
清
が
容
易
に
西
洋
に
敗
れ
た
と
い
う
現
実
を
目

撃
し
て
、
小
国
で
あ
る
日
本
が
単
な
る
「
富
強
策
」
を
以
て
国
を
守

れ
る
は
ず
が
な
い
と
考
え
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　

国
家
の
存
亡
は
富
強
で
は
な
く
、
風
俗
に
依
存
す
る
と
主
張
し
た

中
村
は
、
さ
ら
に
万
国
の
「
風
俗
」
の
差
異
に
着
目
し
て
、「
吾
邦

風
俗
の
美
、
夐
か
に
他
邦
に
出
づ
」
と
誇
り
、
日
本
固
有
の
風
俗
を

「
忠
実
無
二
」「
慷
慨
し
て
死
を
軽
ん
ず
」「
重
厚
に
し
て
文
少
し
」

「
廉
恥
節
譲
」「
敦
朴
に
し
て
飾
ら
ず
」
の
五
つ
に
ま
と
め
た
。
つ
ま

り
、
こ
の
段
階
の
中
村
は
、
普
遍
的
な
「
理
直
」
へ
の
帰
依
に
替
え

て
、
日
本
固
有
の
「
風
俗
」
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
固
有
の
優
れ
た
風
俗
は
時
代
に
よ
っ
て
変

化
し
て
堕
落
し
う
る
。
中
村
は
続
け
て
、
今
の
日
本
は
「
太
平
已
に

久
し
く
」
な
っ
た
た
め
、
昔
か
ら
の
善
良
な
風
俗
は
す
べ
て
堕
落
し

た
と
批
判
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
愆
は
ず
忘
れ
ず
、
旧
章
に
率
由

す
」
を
引
用
し
て
、
堕
落
し
た
風
俗
を
「
挽
回
」
す
る
た
め
に
、

「
三
綱
」「
五
倫
」
を
正
し
、「
驕
奢
」「
偸
薄
」
を
禁
ず
る
こ
と
な
ど

を
提
起
し
て
い
た
。

　

も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
点
は
、「
道
理
」
と
異
な
り
、「
風
俗
」
と

い
う
概
念
は
、
そ
れ
を
構
成
す
る
主
体
が
「
天
道
」
を
体
得
し
た
統

治
者
で
は
な
く
、
被
統
治
者
の
民
衆
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。「
理
直
」

か
ら
「
風
俗
」
へ
と
目
を
向
け
た
中
村
も
、
こ
の
視
点
か
ら
従
来
の

「
治
内
」
と
「
治
外
」
と
い
う
区
別
に
基
づ
く
政
策
論
を
修
正
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
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「
固
国
本
」
に
お
い
て
、「
善
く
国
を
治
む
る
者
は
、
法
令
を
恃
ま

ず
し
て
務
て
風
俗
を
正
す
」
と
い
う
結
論
を
先
に
表
明
し
た
中
村
は
、

「
刑
法
」「
禁
令
」
よ
り
、「
教
化
」「
礼
儀
」
を
用
い
て
国
を
治
め
る

べ
き
で
あ
る
と
論
じ
て
、
統
治
者
が
法
令
・
刑
法
な
ど
を
作
る
政
治

過
程
よ
り
も
、
統
治
の
対
象
で
あ
る
民
衆
に
注
意
を
払
い
、
最
終
的

な
結
果
と
な
っ
て
現
れ
る
「
風
俗
」
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張

し
た
。
中
村
の
こ
の
見
方
は
そ
の
明
治
期
の
著
作
に
も
継
承
さ
れ
て

い
く）

（（
（

。

　

た
だ
し
、
明
治
期
の
主
張
と
比
べ
る
と
、「
固
国
体
」
を
執
筆
し

た
と
き
の
中
村
は
、
民
衆
に
注
目
し
て
は
い
る
も
の
の
、
民
衆
を
能

動
的
・
道
徳
的
な
主
体
だ
と
考
え
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
点
を
見
落

と
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
時
点
の
中
村
の
「
風
俗
」「
教
化
」

を
め
ぐ
る
言
説
は
、
一
人
一
人
の
民
衆
で
は
な
く
、
一
つ
の
塊
と
見

な
さ
れ
た
「
民
」
全
体
を
対
象
と
し
て
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

「
固
国
本
」
に
お
い
て
「
衣
冠
の
風
上
に
正
し
け
れ
ば
、
則
ち
閭
閻

の
俗
下
に
正
し
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
上
の
統
治
者
が
正

し
い
模
範
を
示
せ
ば
、
下
の
民
衆
は
草
が
風
に
な
び
く
よ
う
に
、
そ

の
風
俗
が
一
変
す
る
と
い
う
儒
教
的
な
教
化
論
に
基
づ
い
て
い
た
の

で
あ
る
。
ま
た
、
同
時
期
に
書
か
れ
た
「
変
国
制）

（（
（

」
と
い
う
時
務
策

に
も
同
様
の
主
張
が
見
ら
れ
、
西
洋
の
発
展
と
そ
の
東
洋
へ
の
進
出

が
動
か
ぬ
事
実
に
な
っ
た
以
上
、
英
雄
的
な
人
物
で
あ
る
「
英
主
」

が
出
て
、
こ
う
し
た
新
た
な
時
勢
に
積
極
的
に
対
応
す
る
こ
と
を
期

待
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
被
統
治
者
の
民
衆
の
因
循
守
旧
に
つ
い
て

は
、「
夫
れ
因
循
を
楽
ん
で
改
作
を
重は

ば
かる

は
、
庸
夫
の
常
情
な
り
。

旧
聞
に
拘
り
て
故
俗
に
溺
る
は
、
愚
人
の
恒
態
な
り
」
と
さ
れ
、

「
古
の
聖
人
も
亦
た
民
知
の
用
ふ
べ
か
ら
ざ
る
を
知
れ
り
」
と
述
べ

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
自
国
を
守
る
力
と
し
て
、
経
済
と
軍
事
上
の
富
強

だ
け
で
は
十
分
で
な
い
と
考
え
は
じ
め
て
い
た
中
村
は
、
ア
ロ
ー
戦

争
の
厳
し
い
現
実
に
衝
撃
を
受
け
、
さ
ら
に
道
義
上
の
「
理
直
」
の

有
効
性
を
懐
疑
す
る
に
至
り
、
着
眼
点
を
「
理
」
か
ら
「
風
俗
」
へ

と
転
換
し
た
。

　

た
だ
し
、「
固
国
本
」
に
お
い
て
、「
英
主
」
が
出
現
し
て
、
日
本

固
有
の
優
れ
た
「
風
俗
」
を
「
挽
回
」
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た

中
村
で
あ
る
が
、
そ
の
ま
ま
自
国
中
心
主
義
の
独
善
的
な
主
張
に
陥

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
中
村
は
、
日
本
の
「
風
俗
」
の
み
に
注
目
す

る
に
止
ま
ら
ず
、
こ
れ
以
降
、
西
洋
お
よ
び
西
洋
の
「
風
俗
」
を
観

察
す
る
こ
と
に
も
大
き
な
関
心
を
寄
せ
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。

　

文
久
二
～
慶
応
三
（
一
八
六
二
～
六
七
）
年
の
執
筆
と
推
定
さ
れ
る

「
論
遣
人
於
外
国
使
審
其
情
形）

20
（

」
と
い
う
文
章
に
お
い
て
、
中
村
は

以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

蓋
し
見
聞
に
拘
す
る
者
は
、
其
の
習
ふ
所
を
以
て
常
と
為
す
。

而
し
て
局
外
に
居
る
者
は
、
其
の
是
非
必
ず
公
な
り
。
故
に
身

を
立
つ
る
の
善
否
は
、
自
ら
知
る
能
は
ず
。
而
し
て
他
人
の
目
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109　「理」と「風俗」の間

に
瞭
焉
た
り
。
国
政
の
治
乱
は
、
其
の
国
に
居
る
者
は
察
せ
ざ

る
也
。
而
も
能
く
外
国
の
監
を
逃
れ
ず
。
然
ら
ば
則
ち
我
が
邦

政
俗
如
何
を
識
ら
ん
と
欲
せ
ば
、
博
く
之
を
外
国
に
参
す
る
に

若
く
は
莫
き
也）

2（
（

。

　

自
身
の
「
政
俗
」
を
正
し
く
判
断
す
る
た
め
に
は
、
他
者
と
の
比

較
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
で
、
中
村
は
再
び
「
公
」
に
言
及

し
た
が
、
そ
れ
は
も
は
や
人
間
が
自
ら
そ
の
心
に
備
わ
る
絶
対
的
な

「
天
理
」
の
「
公
」
に
基
づ
い
て
自
分
一
人
で
定
め
ら
れ
る
も
の
で

は
な
く
、「
他
人
」
の
判
断
を
参
照
し
て
、
当
事
者
と
し
て
の
視
点

か
ら
離
れ
た
「
局
外
」
と
い
う
立
場
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
概
念
に
な

っ
た
。
こ
こ
で
、
中
村
が
批
判
し
て
い
る
、
己
の
「
見
聞
」
と

「
習
」
を
「
常
」
と
考
え
る
人
の
中
に
は
、
お
そ
ら
く
過
去
の
中
村

自
身
も
含
ま
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
か
つ
て
の
普
遍
的
、
抽
象
的
な

「
理
」
に
基
づ
く
「
公
」
と
い
う
感
覚
が
、
あ
く
ま
で
も
自
分
の
そ

れ
ま
で
の
「
習
」
に
基
づ
く
基
準
に
す
ぎ
な
い
と
知
り
、
こ
う
し
た

陋
見
を
反
省
し
て
相
対
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
単
一
で

は
な
く
複
数
存
在
す
る
各
国
の
特
殊
で
具
体
的
な
「
風
俗
」
を
視
界

に
収
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

四　

西
洋
の
風
俗
の
探
求

　

慶
応
二
（
一
八
六
六
）
年
、
中
村
正
直
は
幕
府
が
イ
ギ
リ
ス
へ
留

学
生
を
派
遣
す
る
計
画
が
あ
る
と
い
う
情
報
を
知
り
、「
留
学
奉
願

候
存
寄
書
付）

22
（

」
を
提
出
し
て
自
ら
西
洋
留
学
を
出
願
し
た
。
中
村
の

西
洋
の
「
風
俗
」
へ
の
関
心
は
、
こ
の
「
留
学
奉
願
候
存
寄
書
付
」

か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
文
章
に
お
い
て
、
中
村
は
ま
ず
、「
天
の
覆
ふ
と
こ
ろ
支

那
一
邦
に
ハ
限
り
申
間
敷
、
地
の
載
す
る
と
こ
ろ
支
那
一
邦
に
ハ
限

り
申
間
敷
、
人
の
居
る
と
こ
ろ
支
那
一
邦
に
ハ
限
り
申
間
敷
」
と
述

べ
て
、
か
つ
て
「
天
道
」
の
発
祥
地
で
あ
る
と
し
た
「
周
孔
之
邦
」

も
万
国
の
一
つ
で
し
か
な
い
と
相
対
化
し
、「
支
那
」
と
呼
称
し
て

い
る
。
続
け
て
、
中
村
は
「
支
那
」
以
外
の
「
日
耳
曼
、
法
蘭
西
、

英
吉
利
、
花
旗
〔
ア
メ
リ
カ
〕
等
の
文
物
隆
盛
学
術
日
進
の
国
」
の

「
政
化
風
俗
を
察
し
そ
の
語
言
学
術
を
学
」
ぶ
必
要
性
を
論
じ
て
い

る
。
そ
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
、
中
村
は
西
洋
に
は
「
万
物
窮

理
の
学
、
工
匠
機
械
の
学
、
精
煉
点
化
の
学
、
天
文
地
理
の
学
、
本

草
薬
性
の
学
、
稼
穡
樹
芸
の
学
」
な
ど
の
「
物
質
の
学
」
以
外
に
、

さ
ら
に
、「
文
法
の
学
、
論
理
の
学
、
人
倫
の
学
、
政
事
の
学
、
律

法
の
学
、
詩
詞
楽
律
絵
画
雕
像
の
芸
等
」
の
「
性
霊
の
学
」
も
あ
る

と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
点
の
中
村
は
、
す
で
に
西
洋
の

具
体
的
な
「
風
俗
」
に
つ
い
て
詳
細
な
情
報
を
集
め
て
い
た
の
で
あ

る
。

　

上
述
し
た
西
洋
に
関
す
る
記
述
は
、
中
村
が
一
八
五
〇
年
代
に
書

い
た
時
務
策
の
論
述
と
は
大
幅
に
異
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
嘉
永
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七
（
一
八
五
四
）
年
に
執
筆
し
た
「
振
学
政
策
」
に
お
い
て
、
中
村

は
す
で
に
「
洋
学
の
禁
」
を
解
除
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た

が
、
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
戦
備
の
た
め
に
「
外
国
形
勢
」
を
観
察

す
べ
き
こ
と
を
挙
げ
て
い
た
。
ま
た
、「
洋
学
論
」
と
い
う
文
章
に

お
い
て
、
中
村
は
、
洋
学
も
「
吾
が
道
」
の
範
囲
に
含
ま
れ
る
と
主

張
し
て
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
と
し
て
、「
曰
く
天
文
、
曰
く
地
理
、

曰
く
算
数
、
曰
く
器
械
、
曰
く
航
海
、
曰
く
医
術
」
と
ま
と
め
、
そ

の
「
長
技
」
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
利
用
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張

し
て
い
た）

23
（

。
つ
ま
り
、
一
八
五
〇
年
代
の
中
村
は
、「
吾
が
道
」
の

枠
組
み
の
範
囲
内
で
西
洋
お
よ
び
西
洋
の
学
問
を
理
解
し
て
、
軍

備
・
海
防
の
観
点
か
ら
、
西
洋
の
科
学
技
術
な
ど
有
用
な
も
の
を
利

用
す
れ
ば
よ
い
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
留

学
奉
願
候
存
寄
書
付
」
を
執
筆
し
た
時
点
の
中
村
は
「
支
那
」
の

「
道
」（
＝「
吾
が
道
」「
周
孔
の
道
」「
理
」）
か
ら
距
離
を
置
き
、
西
洋
を

西
洋
自
体
と
し
て
正
視
し
て
、
西
洋
諸
国
そ
れ
ぞ
れ
の
「
政
化
風

俗
」
を
探
索
し
よ
う
と
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　

イ
ギ
リ
ス
留
学
に
至
る
ま
で
の
、
日
本
に
お
け
る
中
村
正
直
の
西

洋
風
俗
の
探
索
は
、
主
に
書
籍
と
伝
聞
と
い
う
二
つ
の
情
報
源
に
頼

っ
て
い
た
。

　

西
洋
の
事
情
を
紹
介
す
る
書
籍
と
し
て
、
当
時
最
も
影
響
力
を
持

っ
て
い
た
の
は
、
嘉
永
四
（
一
八
五
一
）
年
に
は
じ
め
て
日
本
に
も

た
ら
さ
れ
、
し
ば
ら
く
し
て
次
々
と
和
訳
さ
れ
て
出
版
さ
れ
た
清
朝

の
魏
源
編
修
の
『
海
国
図
志
』
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
横
井
小
楠
は

安
政
二
（
一
八
五
五
）
年
秋
に
『
海
国
図
志
』
を
読
み
、
そ
の
影
響

を
受
け
て
、
従
来
の
「
攘
夷
」
論
を
棄
て
、「
天
地
公
共
之
道
」
に

従
っ
て
開
国
交
易
す
べ
き
だ
と
考
え
る
に
至
っ
た）

2（
（

。
中
村
も
『
海
国

図
志
』
を
読
ん
だ
が
、
し
か
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
得
た
の
は
、「
英

の
俗
貪
に
し
て
悍
、
奢
を
尚
び
、
酒
を
嗜
む
。
た
だ
技
芸
は
霊
巧
な

り）
25
（

」
と
い
う
悪
い
印
象
で
し
か
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
、『
海
国
図
志
』

を
通
じ
た
両
者
の
西
洋
に
対
す
る
印
象
が
異
な
る
だ
け
で
な
く
、
小

楠
が
万
国
共
通
の
「
道
」
に
着
目
し
た
の
に
対
し
、
中
村
は
具
体
的

な
「
英
の
俗
」
に
目
を
向
け
た
と
い
う
差
異
に
も
留
意
が
必
要
で
あ

る
。

　

書
物
だ
け
で
な
く
、
中
村
は
蘭
学
者
や
、
洋
行
経
験
者
か
ら
の
談

話
な
ど
に
よ
っ
て
も
、
西
洋
の
風
俗
人
情
に
つ
い
て
の
情
報
を
獲
得

し
て
い
た
。
例
え
ば
、
文
久
年
間
（
一
八
六
一
～
六
三
）
以
来
、
中
村

は
蘭
学
の
箕
作
家
と
交
わ
り
を
結
ん
で
、
特
に
徳
川
末
期
に
お
い
て

最
初
期
の
洋
行
を
経
験
し
た
人
々
の
一
人
で
あ
っ
た
箕
作
秋
坪
か
ら

様
々
な
話
を
聞
い
た
。

　

福
澤
諭
吉
、
寺
島
宗
則
、
福
地
源
一
郎
ら
と
共
に
、
文
久
遣
欧
使

節
に
随
行
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
地
を
踏
ん
だ
秋
坪
は
事
物
、
制
度
な

ど
を
視
察
し
た
だ
け
で
な
く
、
西
洋
の
書
籍
も
数
多
く
買
っ
て
帰
っ

た
。
帰
国
後
、
秋
坪
は
自
ら
の
洋
行
体
験
を
中
村
に
伝
え
た
り
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
買
っ
た
『
聾
啞
字
典
』
を
見
せ
た
り
し
た
。
そ
こ
で
、
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111　「理」と「風俗」の間

中
村
は
「
書
聾
啞
字
典
後）

2（
（

」
と
い
う
小
文
を
執
筆
し
、
そ
の
中
で
、

秋
坪
の
洋
行
体
験
談
を
聞
い
た
後
の
感
動
を
以
下
の
よ
う
に
記
し
て

い
る
。東

新
地
に
航
し
、
西
欧
洲
に
泛
ぶ
者
は
、
其
の
兵
勢
の
強
を
羨

称
す
る
に
非
ざ
れ
ば
、
則
ち
其
の
互
市
の
富
を
誇
説
す
。
凡
そ

此
ら
は
余
甚
だ
聞
く
を
楽
し
ま
ず
。
而
て
独
り
秋
坪
箕
作
氏
の

言
に
感
ず
る
有
り
。
秋
坪
は
余
の
為
に
説
く
、
英
国
に
在
る
日
、

導
者
に
従
い
、
一
書
院
に
遊
び
、
聾
啞
生
徒
が
群
居
し
て
業
に

肆
ふ
を
見
る
。
導
者
は
日
本
都
府
の
洋
字
を
書
き
て
以
て
之
に

示
し
、
聾
啞
生
徒
は
京
都
江
戸
大
坂
長
崎
な
ど
の
洋
字
を
書
し

て
以
て
答
ふ
な
り
と
云
ふ
。
余
は
甞
て
欧
洲
開
化
の
国
、
男
女

皆
学
に
入
る
を
聞
き
、
歎
じ
て
以
て
良
俗
と
な
し
た
り
。
今
此

説
を
聞
く
に
及
ん
で
、
則
ち
又
亦
咨
嗟
羨
嘆
せ
ざ
る
能
は
ず
。

（
中
略
）
誠
に
仁
政
の
一
端
、
而
て
以
て
天
地
の
化
育
を
賛
く
る

所
な
り
。

　

洋
行
の
経
験
者
は
、
多
く
の
場
合
、
西
洋
の
軍
事
力
と
経
済
力
に

憧
れ
、
帰
国
後
も
、
自
分
が
目
撃
し
た
西
洋
の
「
富
強
」
に
つ
い
て

の
体
験
談
を
周
り
に
得
意
気
に
披
露
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

西
洋
の
富
強
と
い
う
結
果
よ
り
、
そ
の
原
因
た
る
風
俗
の
方
に
よ
り

関
心
を
抱
い
て
い
た
中
村
は
こ
の
よ
う
な
話
題
に
対
す
る
反
感
を
持

ち
、
秋
坪
の
紹
介
し
た
教
育
の
話
の
み
に
感
銘
を
受
け
た
と
い
う
。

　

既
に
西
洋
の
学
校
の
発
展
に
つ
い
て
知
っ
て）

2（
（

「
良
俗
」
と
認
め
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
学
術
・
教
育
の
発
達
を
高
く
評
価
し
て
「
欧
洲

開
化
の
国
」
と
呼
ん
で
い
た
中
村
は
、
さ
ら
に
、
秋
坪
か
ら
イ
ギ
リ

ス
の
聾
啞
教
育
に
つ
い
て
の
話
を
聞
き
、
感
動
と
賛
嘆
の
気
持
ち
を

抑
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
最
高
の
「
仁
政
」
で
あ
る
と
評
し
た
の
で

あ
る
。

　
「
書
聾
啞
字
典
後
」
の
後
半
に
お
い
て
、
中
村
は
さ
ら
に
具
体
的

に
教
育
問
題
に
関
心
を
持
つ
理
由
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
説
明
し

て
い
る
。

夫
れ
国
は
衆
人
の
智
力
を
合
せ
以
て
立
つ
者
な
り
。
故
に
一
国

自
立
し
て
、
他
に
隣
交
無
か
ら
し
め
ば
、
則
ち
君
相
は
智
に
し

て
黔
首
は
愚
な
り
。
或
は
以
て
治
め
易
し
と
な
す
な
り
。
万
国

林
立
し
て
互
に
相
交
通
せ
し
め
ば
、
則
ち
国
人
の
学
を
好
み
多

聞
な
る
は
、
其
の
国
必
ず
富
強
な
り
。
国
人
の
孤
陋
寡
聞
な
る

は
、
其
の
国
必
ず
貧
弱
な
り
。
是
の
故
に
万
国
雄
を
争
ふ
の
際

に
方
り
、
務
め
て
我
国
の
一
人
、
其
の
智
力
他
国
之
十
人
に
当

る
可
く
、
我
国
の
聡
明
勤
勉
な
る
者
、
他
国
の
後
に
倍
す
べ
き

こ
と
を
期
し
、
方
に
以
て
他
国
を
役
し
て
他
国
の
役
す
る
所
と

な
ら
ず
。

　

中
村
は
、
ま
ず
統
治
者
の
智
力
の
み
を
教
育
し
、
民
衆
を
愚
か
な

ま
ま
に
さ
せ
る
と
い
う
従
来
の
政
策
が
、
国
内
の
安
定
に
は
役
立
つ

か
も
し
れ
な
い
が
、
も
は
や
今
の
万
国
交
際
の
時
勢
に
ふ
さ
わ
し
く

な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
現
今
の
万
国
交
際
の
時
勢
に
お
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い
て
は
、
自
国
の
独
立
を
維
持
し
て
、
他
国
に
制
さ
れ
な
い
た
め
に
、

「
衆
人
」
の
智
力
を
発
揮
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い

る
。

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
ア
ロ
ー
戦
争
前
後
の
中
村
は
、「
風
俗
」
に

目
を
向
け
て
、
被
統
治
者
で
あ
る
民
へ
の
教
化
を
重
視
す
る
よ
う
に

な
っ
た
が
、
当
時
の
中
村
は
「
風
俗
」
変
革
の
希
望
を
主
に
統
治
者

側
に
か
け
て
い
た
。
し
か
し
、「
書
聾
啞
字
典
後
」
を
執
筆
し
た
時

点
で
、
中
村
は
「
国
は
衆
人
の
智
力
を
合
せ
以
て
立
つ
者
」
で
あ
る

と
主
張
し
て
、
一
国
の
富
強
の
根
本
は
、
統
治
者
の
道
徳
と
統
治
技

術
の
優
劣
で
は
な
く
、
む
し
ろ
民
衆
の
「
好
学
」
の
精
神
と
智
力
の

水
準
に
あ
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
集
め
て
、
西
洋
「
風
俗
」
の

実
態
に
対
し
て
ま
す
ま
す
興
味
を
深
め
た
中
村
は
、「
坐
し
て
書
を

翻
す
は
、
親
ら
其
の
地
を
目
す
る
の
切
な
る
に
孰
若
ぞ
」（「
論
遣
人

於
外
国
使
審
其
情
形
」）
と
痛
感
し
、
自
ら
西
洋
に
行
こ
う
と
思
い
立

つ
に
至
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に
─
「
風
俗
」
論
の
発
展
と
「
天
理
」
の
再
確
認

　

こ
こ
ま
で
、
ペ
リ
ー
来
航
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
留
学
に
向
か
う
ま
で

の
時
期
に
お
け
る
中
村
正
直
の
思
索
の
展
開
を
分
析
し
て
き
た
。
す

な
わ
ち
、
当
初
「
理
直
」
の
普
遍
的
な
妥
当
性
を
信
じ
た
中
村
で
あ

っ
た
が
、
ア
ロ
ー
戦
争
の
衝
撃
を
受
け
て
、「
天
理
」
の
普
遍
性
を

疑
い
、
特
殊
性
を
有
す
る
一
国
の
具
体
的
な
「
風
俗
」
へ
と
着
眼
点

を
変
化
さ
せ
た
。
そ
し
て
、
日
本
の
「
風
俗
」
の
特
殊
性
に
止
ま
ら

ず
、
さ
ら
に
書
籍
や
伝
聞
な
ど
の
情
報
源
を
利
用
し
て
、
西
洋
諸
国

の
そ
れ
ぞ
れ
の
「
風
俗
」
に
つ
い
て
の
考
察
を
深
め
、
西
洋
の
学
校

制
度
、
特
に
耳
目
の
不
自
由
な
人
に
も
教
育
を
普
及
さ
せ
る
「
仁

政
」
に
感
銘
を
受
け
て
、
西
洋
の
「
風
俗
」
を
再
評
価
す
る
と
共
に
、

「
風
俗
」
の
主
体
で
あ
る
民
の
「
智
力
」
発
展
の
重
要
性
を
認
識
す

る
に
至
っ
た
。
徳
川
末
期
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
思
考
の
変
容
を
経

て
、
慶
応
二
年
一
〇
月
二
五
日
、
当
時
す
で
に
「
御
儒
者
」
の
身
分

に
あ
っ
た
三
十
五
歳
の
中
村
正
直
は
、
海
を
渡
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
へ

と
留
学
に
旅
立
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
論
考
を
終
え
る
に
あ
た
っ
て
、
中
村
の
留
学
後
の
西
洋
「
風

俗
」
に
対
す
る
認
識
の
発
展
、
お
よ
び
こ
の
認
識
に
基
づ
い
て
「
天

理
」
の
存
在
を
再
確
認
す
る
と
い
う
思
想
の
展
開
に
つ
い
て
検
討
し

て
み
た
い
。

　

留
学
の
見
聞
と
感
想
に
つ
い
て
は
、「
中
村
敬
宇
先
生
自
叙
千
字

文）
2（
（

」
と
帰
国
後
翻
訳
し
た
『
西
国
立
志
編
』
の
序
文
に
書
か
れ
て
い

る
。
イ
ギ
リ
ス
の
宗
教
・
政
治
・
法
律
・
福
祉
・
民
風
・
科
学
精
神

な
ど
は
中
村
に
深
い
印
象
を
与
え
た
。
特
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
「
民
」

は
、
も
は
や
無
知
愚
昧
な
被
統
治
者
で
は
な
く
、
敬
虔
に
神
を
信
じ
、

活
溌
な
精
神
を
持
っ
て
、
積
極
的
に
政
治
・
社
会
の
諸
制
度
・
設
備
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113　「理」と「風俗」の間

を
作
り
、
ま
た
一
人
一
人
の
「
智
力
」
を
発
揮
し
、
科
学
・
発
明
を

熱
心
に
行
っ
て
い
る
こ
と
を
観
察
し
て
、「
政
教
風
俗
美
を
西
方
に

擅
に
す
と
い
う
も
、
可
な
り）

2（
（

」
と
感
嘆
し
た
。

　

こ
う
し
た
観
察
に
よ
っ
て
、
中
村
は
さ
ら
に
国
の
根
本
が
民
の

「
風
俗
」
に
あ
る
と
確
認
し
て
、「
蓋
し
国
は
、
人
衆
相
合
す
る
の
称

な
り
。
故
に
人
々
の
品
行
正
し
け
れ
ば
則
ち
風
俗
美
な
り
。
風
俗
美

な
れ
ば
、
則
ち
一
国
協
和
し
、
合
し
て
一
体
を
成
す
。
強
き
こ
と
何

ぞ
言
う
に
足
ら
ん
」
と
の
結
論
を
導
い
て
い
る）

30
（

。
か
つ
て
「
羶
夷
」

が
「
周
孔
之
邦
」
に
勝
っ
た
こ
と
に
衝
撃
を
受
け
て
、「
天
道
」
の

存
在
を
懐
疑
し
た
中
村
で
あ
っ
た
が
、
今
や
イ
ギ
リ
ス
の
優
れ
た

「
風
俗
」
を
見
て
、
初
め
て
そ
の
富
強
の
背
景
を
根
底
よ
り
理
解
し

た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
一
度
は
懐
疑
さ
れ
た
「
天
道
」
も
再
び
そ
の

存
在
を
確
か
め
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

　
『
西
国
立
志
編
』
序
文
に
は
、
確
か
に
「
天
道
」
と
い
う
言
葉
が

見
ら
れ
る
。
西
洋
の
富
強
の
原
因
に
つ
い
て
、
中
村
が
「
西
国
の
強

き
は
人
民
篤
く
天
道
を
信
ず
る
に
よ
る
。
人
民
に
自
主
の
権
あ
る
に

よ
る
。
政
寛
に
法
公
な
る
に
よ
る
」
と
述
べ
た
箇
所
で
あ
る
。
こ
こ

で
の
「
天
道
」
は
キ
リ
ス
ト
教
を
指
し
て
お
り
、「
理
直
」
論
の
時

期
に
お
け
る
「
周
孔
の
道
」
の
よ
う
な
「
理
」「
道
」
概
念
の
内
容

と
は
大
き
く
異
な
る
が
、「
天
道
」
概
念
が
儒
教
か
ら
離
れ
て
、
キ

リ
ス
ト
教
と
の
み
結
び
つ
け
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
儒

教
や
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
の
具
体
的
な
教
え
を
超
え
た
終
極
的
な
理
想

と
い
う
意
味
で
「
理
」「
道
」
の
含
意
が
拡
大
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
理
想
に
つ
い
て
、
中
村
は
以
下
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

且
つ
天
理
に
由
て
論
ず
れ
ば
、
則
ち
強
を
欲
す
る
の
一
念
、
大

い
に
正
に
悖
る
。
何
と
な
れ
ば
、
強
は
弱
に
対
す
る
の
称
な
り
。

天
斯
の
民
を
生
ず
る
や
、
人
々
同
じ
く
安
楽
を
受
け
、
同
じ
く

道
徳
を
修
め
、
同
じ
く
知
識
を
崇
び
、
同
じ
く
芸
業
を
勉
む
る

を
欲
す
。
豈
に
此
れ
強
に
し
て
彼
れ
弱
、
此
れ
優
に
し
て
彼
れ

劣
な
る
を
欲
せ
ん
や
。
故
に
地
球
の
万
国
、
当
に
学
問
文
芸
を

以
て
相
交
は
り
、
用
を
利
し
生
を
厚
く
す
る
の
道
、
互
い
に
相

資
益
し
、
彼
此
安
康
、
共
に
福
祉
を
受
く
べ
し
。
此
の
如
く
な

れ
ば
、
則
ち
何
ぞ
強
弱
を
較
し
、
優
劣
を
競
ふ
こ
と
有
ら
ん
や
。

夫
れ
人
天
命
の
畏
る
べ
き
を
知
り
、
真
実
の
心
を
以
て
、
良
善

の
事
を
行
ふ
。
一
人
此
の
如
く
、
一
家
此
の
如
く
、
一
国
此
の

如
く
、
天
下
此
の
如
し
。
愛
日
仁
風
、
四
海
驩
を
合
は
せ
、
慈

雲
和
気
、
六
合
祥
を
呈
す
。
此
の
如
く
な
れ
ば
、
則
ち
亦
た
何

ぞ
甲
兵
銃
砲
の
用
有
ら
ん
や）

3（
（

。

　

か
つ
て
「
理
直
」
が
一
国
の
「
強
」
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
す
と

主
張
し
た
中
村
は
、
こ
こ
で
、「
強
を
欲
す
る
の
一
念
」
自
体
を
徹

底
的
に
否
定
し
て
い
る
。
自
国
が
他
国
よ
り
強
く
な
り
た
い
と
い
う

欲
求
を
否
定
し
た
上
で
、
中
村
は
、「
天
」
の
下
で
存
在
し
て
い
る

世
界
万
国
が
、
彼
我
の
強
弱
の
区
別
な
く
、
互
い
に
経
済
・
学
問
的

な
交
流
を
行
い
、
共
に
「
福
祉
」「
造
化
の
恩
」
を
受
け
、
善
良
な
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道
徳
を
推
奨
し
て
、
戦
争
を
止
め
、
四
海
平
和
に
な
る
と
い
う
理
想

的
な
世
界
像
を
描
い
て
い
た
。

　
「
天
理
」
と
い
う
概
念
の
内
実
が
変
化
し
た
の
に
伴
い
、「
天
理
」

の
理
念
に
基
づ
く
国
際
秩
序
の
説
明
も
変
化
し
た
。
明
治
期
の
中
村

正
直
は
、
周
礼
に
基
づ
く
諸
侯
外
交
と
の
類
比
か
ら
離
れ
て
、
西
洋

の
国
際
法
に
注
目
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、
明
治
九
年
、
高

谷
龍
洲
が
訓
点
・
注
解
し
た
『
万
国
公
法
蠡
管
』
を
出
版
し
た
際
、

中
村
正
直
は
以
下
の
よ
う
な
序
文
を
寄
せ
た）

32
（

。

家
国
の
事
、
則
ち
或
は
習
慣
を
誤
認
し
て
以
て
道
理
と
為
し
、

或
は
風
俗
に
遵
依
し
て
以
て
律
法
と
成
す
。
故
に
往
往
に
し
て

私
法
に
流
れ
て
自
ら
知
ら
ざ
る
者
有
り
。
万
国
相
交
は
る
に
至

て
、
則
ち
共
に
相
循
守
す
る
具
を
以
て
公
是
を
断
じ
て
私
非
を

息
む
べ
き
者
有
ら
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。（
中
略
）
夫
れ
一
人

の
心
、
公
是
非
有
り
、
一
国
の
心
、
公
是
非
有
り
。
然
る
に
彼

此
相
形く

ら

べ
、
利
害
相
関
す
る
に
至
り
て
、
則
ち
其
の
自
ら
以
て

公
是
非
と
為
す
者
は
、
私
是
非
に
入
り
て
、
自
ら
知
ら
ず
。
是

に
於
て
か
、
一
国
法
律
無
か
る
べ
か
ら
ず
、
万
国
公
法
無
か
る

べ
か
ら
ず
。
一
国
の
是
非
は
、
国
君
之
を
決
し
。
万
国
の
是
非

は
、
唯
だ
公
法
に
頼
り
て
以
て
之
を
決
す
の
み
。
蓋
し
万
国
公

法
は
、
公
是
非
を
以
て
私
是
非
を
正
す
の
具
な
り
。
一
家
の
私

是
非
は
、
国
法
の
為
に
屈
す
る
な
り
、
一
国
の
私
是
非
は
、
天

下
の
公
是
非
の
為
に
屈
す
る
な
り
。
是
に
於
て
か
、
強
、
弱
を

暴あ

ら
す
を
得
ず
、
衆
、
寡
を
侮
る
を
得
ず
、
大
、
小
を
凌
ぐ
べ

か
ら
ず
、
而
し
て
万
国
各
以
て
無
事
に
相
安
ず
る
を
得
る
な
り
。

公
法
の
治
化
に
裨
有
る
は
、
豈
に
大
な
ら
ず
や
。

　
「
謚
辨
」（
一
八
五
四
年
）
に
お
け
る
「
公
義
の
在
る
所
、
私
情
之
の

為
に
屈
す
」
と
い
う
主
張
を
想
起
さ
せ
る
が
、
し
か
し
、「
謚
辨
」

に
お
い
て
、
中
村
が
語
っ
た
「
公
」
は
、
一
人
の
「
私
情
」
を
否
定

す
る
絶
対
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
こ
の
序
文
に
書
か
れ

た
「
公
」
と
「
私
」
は
完
全
に
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
。
一
人
に
は

そ
の
理
解
し
た
と
こ
ろ
の
「
是
非
」
を
判
断
す
る
「
公
」
の
基
準
が

あ
り
、
一
国
に
は
、
そ
の
国
の
「
習
慣
」
と
「
風
俗
」
に
よ
っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
が
理
解
し
た
「
道
理
」
や
「
律
法
」
が
あ
る
。
そ
し

て
、
一
人
・
一
国
と
い
う
範
囲
を
超
え
て
、
よ
り
広
い
視
点
か
ら
み

れ
ば
、
今
度
は
、
あ
る
人
あ
る
い
は
あ
る
国
が
「
公
」
だ
と
考
え
て

い
た
規
範
も
実
は
「
私
」
で
あ
る
こ
と
が
露
呈
す
る
。
こ
う
し
た

「
公
」
の
概
念
は
、
前
述
し
た
「
論
遣
人
於
外
国
使
審
其
情
形
」
に

お
け
る
「
蓋
し
見
聞
に
拘
す
る
者
は
、
其
の
習
ふ
所
を
以
て
常
と
為

す
。
而
し
て
局
外
に
居
る
者
は
、
其
の
是
非
必
ず
公
な
り
」
と
い
う

反
省
の
延
長
線
上
に
あ
る
。

　

し
か
し
、
中
村
は
「
公
」
と
「
私
」
の
判
断
を
相
対
化
す
る
に
止

ま
ら
ず
、
更
に
国
際
関
係
の
実
践
に
お
い
て
参
照
で
き
る
具
体
的
な

法
則
、
つ
ま
り
「
万
国
公
法）

33
（

」
の
存
在
原
理
に
着
目
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
中
村
の
理
解
に
お
い
て
、「
万
国
公
法
」
の
「
公
」
は
、「
万
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115　「理」と「風俗」の間

国
各
以
て
無
事
に
相
安
ず
る
を
得
る
」
空
間
を
作
る
た
め
、
そ
の
共

有
可
能
な
「
公
法
」
を
も
た
ら
す
働
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
そ
の
構
成

員
で
あ
る
「
万
国
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
具
体
的
な
「
風
俗
」
と
「
是

非
」
を
尊
重
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
成
立
し
う
る
。
本
稿
で
分
析

し
た
よ
う
に
、
徳
川
末
期
に
お
け
る
「
理
」
と
「
風
俗
」
の
間
で
の

思
索
の
過
程
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
中
村
は
こ
う
し
た
理
解
に
至
っ

た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
一
度
は
「
吾
が
道
」
か
ら
離
れ
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
こ
と
で
、
か
え
っ
て
異
国
の
「
風
俗
」
と
「
道
理
」
を
あ

り
の
ま
ま
の
も
の
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ

に
よ
っ
て
自
ら
の
「
道
理
」
の
有
限
性
を
認
識
し
、
新
た
な
「
道

理
」
に
た
ど
り
着
く
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

注
（
（
）　

松
本
三
之
介
『
明
治
思
想
に
お
け
る
伝
統
と
近
代
』（
東
京
大

学
出
版
会
、
一
九
九
六
年
）
第
三
章
。

（
2
）　

例
え
ば
、
松
沢
弘
陽
『
近
代
日
本
の
形
成
と
西
洋
経
験
』（
岩

波
書
店
、
一
九
九
三
年
）
第
四
章
、
前
田
愛
「
中
村
敬
宇

─
儒
学

と
キ
リ
ス
ト
教
の
一
接
点
」（『
前
田
愛
著
作
集�

第
一
巻�

幕
末
・
維

新
期
の
文
学
／
成
島
柳
北
』
筑
摩
書
房
、
一
九
八
九
年
）、
小
泉
仰

「
中
村
敬
宇
と
宗
教
」（『
ア
ジ
ア
文
化
研
究�

別
冊
』
二
〇
号
、
二

〇
一
四
年
）
な
ど
。

（
3
）　

例
え
ば
、
荻
原
隆
『
中
村
敬
宇
研
究

─
明
治
啓
蒙
思
想
と
理

想
主
義
』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
九
〇
年
）
と
源
了
円
「
幕

末
・
維
新
期
に
お
け
る
中
村
敬
宇
の
儒
教
思
想
」（『
季
刊
日
本
思
想

史
』
二
六
号
、
一
九
八
六
年
）
は
、
初
め
て
こ
う
し
た
視
点
か
ら
中

村
の
徳
川
末
期
の
著
述
を
分
析
し
た
研
究
で
あ
る
。
ま
た
、
大
久
保

健
晴
「
明
治
エ
ン
ラ
イ
ト
ン
メ
ン
ト
と
中
村
敬
宇

─
『
自
由
之

理
』
と
「
西
学
一
斑
」
の
間
」
㈠
㈡
（『
東
京
都
立
大
学
法
学
会
雑

誌
』
三
九
巻
一
号
・
二
号
、
一
九
九
八
年
六
月
・
一
九
九
九
年
一

月
）
は
「
勢
」「
心
」
な
ど
、
李
セ
ボ
ン
『「
自
由
」
を
求
め
た
儒
者

─
中
村
正
直
の
理
想
と
現
実
』（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
二
〇
年
）

は
「
理
」「
道
」「
天
」
な
ど
の
概
念
に
着
目
し
て
中
村
の
生
涯
に
わ

た
る
思
想
を
詳
し
く
分
析
し
た
。

（
（
）　
『
敬
宇
文
集
』
一
六
巻
六
冊
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
〇
三
年
）、

『
敬
宇
文
稿
』
自
筆
本
、
静
嘉
堂
文
庫
所
蔵
。
こ
の
二
冊
の
文
集
に

は
、
主
に
中
村
の
徳
川
末
期
と
明
治
期
に
お
け
る
漢
文
の
文
章
が
収

め
ら
れ
て
い
る
が
、
本
稿
は
原
則
と
し
て
常
用
漢
字
体
を
用
い
、
読

み
下
し
て
引
用
す
る
。
後
者
の
年
代
推
定
に
つ
い
て
は
、
前
掲
荻
原

『
中
村
敬
宇
研
究
』
第
二
章
を
参
照
。

（
5
）　
「
風
俗
」
は
江
戸
、
明
治
期
を
通
じ
て
広
く
用
い
ら
れ
た
概
念

で
あ
る
。
儒
者
は
こ
れ
を
人
間
の
欲
望
と
繫
げ
て
考
え
、
教
育
、
教

化
に
よ
る
改
善
の
対
象
と
見
な
し
た
。
ま
た
、
華
夷
論
に
お
け
る
日

本
の
劣
位
を
克
服
す
る
た
め
、「
水
土
」
と
併
せ
て
用
い
ら
れ
る
こ

と
も
あ
っ
た
。
中
村
正
直
の
「
理
」
と
「
風
俗
」
を
め
ぐ
る
思
索
も

こ
う
し
た
系
譜
上
に
あ
る
。
渡
辺
浩
『
近
世
日
本
社
会
と
宋
学�

増
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補
新
装
版
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
）
第
二
章
第
一
節

「
華
夷
」、
高
山
大
毅
『
近
世
日
本
の
「
礼
楽
」
と
「
修
辞
」

─
荻

生
徂
徠
以
後
の
「
接
人
」
の
制
度
構
想
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二

〇
一
六
年
）
第
一
章
、
中
村
春
作
『
徂
徠
学
の
思
想
圏
』（
ぺ
り
か

ん
社
、
二
〇
一
九
年
）
第
五
章
、
第
九
章
な
ど
を
参
照
。

（
（
）　
『
敬
宇
文
集
』
巻
三
、
一
～
二
丁
。
執
筆
年
代
は
「
安
政
年
間
」

（
一
八
五
四
～
六
〇
年
）
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
嘉
永
七
年
か

ら
安
政
二
年
に
か
け
て
、
日
本
は
、
ア
メ
リ
カ
、
ロ
シ
ア
、
イ
ギ
リ

ス
、
オ
ラ
ン
ダ
な
ど
の
国
々
と
次
々
に
条
約
を
結
び
、
媾
和
は
既
成

事
実
と
な
っ
た
た
め
、
和
戦
の
選
択
に
着
目
し
て
論
じ
た
中
村
の
文

章
は
、
安
政
年
間
の
前
期
に
執
筆
さ
れ
た
と
推
測
で
き
る
。

（
（
）　
「
国
体
」
は
後
期
水
戸
学
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
り
、
当
時
、
中

村
の
い
た
昌
平
黌
も
含
め
、
世
間
に
は
水
戸
学
ブ
ー
ム
が
存
在
し
た
。

中
村
の
こ
の
文
章
は
、
水
戸
学
の
「
国
体
」
説
を
批
判
す
る
た
め
に

執
筆
さ
れ
た
と
さ
れ
る
（
前
掲
荻
原
、
一
八
二
頁
。
李
セ
ボ
ン
、

五
一
頁
）。
し
か
し
、
ペ
リ
ー
来
航
直
後
、
中
村
は
水
戸
藩
の
前
藩

主
烈
公
斉
昭
が
公
方
に
献
言
す
る
た
め
に
執
筆
し
た
教
訓
書
『
明

君
一
斑
抄
』
を
熱
心
に
読
ん
で
、
斉
昭
に
期
待
を
寄
せ
た
こ
と
も
あ

っ
た
（『
敬
宇
文
稿
』「
書
明
君
一
斑
抄
後
」）。

（
（
）　
『
敬
宇
文
集
』
巻
十
四
、
八
丁
ウ
。

（
（
）　
『
敬
宇
文
稿
』
甲
寅
文
稿
。

（
（0
）　

古
賀
侗
庵
『
海
防
臆
測
』（
日
高
誠
実
、
一
八
八
〇
年
）
巻
之

下
、
三
十
七
、
七
丁
ウ
、
原
漢
文
。

（
（（
）　

中
村
正
直
と
古
賀
侗
庵
の
継
承
関
係
に
つ
い
て
、
奈
良
勝
司

『
明
治
維
新
と
世
界
認
識
体
系

─
幕
末
の
徳
川
政
権�

信
義
と
攘
夷

の
あ
い
だ
』（
有
志
舎
、
二
〇
一
〇
年
）
四
三
～
四
五
頁
、
高
山
大

毅
「「
振
気
」
論
へ

─
水
戸
学
派
と
古
賀
侗
庵
を
手
が
か
り
に
」

（
政
治
思
想
学
会
編
『
政
治
思
想
研
究
』
一
九
号
、
二
〇
一
九

年
）
二
六
頁
な
ど
を
参
照
。

（
（2
）　
「
書
新
聞
紙
後
」（『
敬
宇
文
集
』
巻
十
三
）
二
丁
オ
。

（
（3
）　

日
本
の
最
初
の
新
聞
紙
は
文
久
二
年
一
月
に
発
行
さ
れ
た
「
官

板
バ
タ
ビ
ヤ
新
聞
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
で
も
、
横
浜
の
本
屋
で

外
国
の
新
聞
紙
を
入
手
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
（
村
垣
範
正

『
遣
米
使
日
記
』
東
陽
堂
支
店
、
一
八
九
八
年
、
一
八
頁
）。

（
（（
）　
「
満
清
の
敗
、
辞
を
直
し
て
以
て
罪
を
問
ひ
、
義
を
鼓
し
て
以

て
敵
を
扞
く
を
知
ら
ず
、
朝
令
暮
改
、
民
適
従
す
る
な
し
」（「
審
国

体
」、『
敬
宇
文
集
』
巻
三
、
二
丁
オ
）。

（
（5
）　
『
敬
宇
文
集
』
巻
三
、
四
丁
オ
～
六
丁
オ
。「
固
国
本
」
と
い
う

文
章
は
、『
敬
宇
文
集
』
に
お
い
て
、
安
政
年
間
執
筆
の
文
章
と
し

て
上
で
検
討
し
た
「
審
国
体
」「
変
国
制
」
と
連
続
し
て
収
め
ら
れ

て
い
る
が
、
以
下
で
分
析
す
る
よ
う
に
、
そ
の
主
張
と
、
前
二
篇
と

の
間
に
は
明
ら
か
な
差
異
が
あ
り
、
む
し
ろ
ア
ロ
ー
戦
争
後
に
執
筆

さ
れ
た
「
書
新
聞
紙
後
」
の
内
容
に
近
い
。

（
（（
）　
「
国
本
」
と
い
う
言
葉
は
例
え
ば
『
礼
記
・
冠
義
』
に
、「
礼
を

重
じ
て
以
て
国
本
と
為
す
所
な
り
」
と
い
う
用
例
が
あ
る
が
、
中
国

の
典
籍
に
お
い
て
は
決
し
て
頻
出
の
概
念
で
は
な
く
、
ま
し
て
や
一
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117　「理」と「風俗」の間

国
の
「
風
俗
」
と
解
釈
す
る
用
例
は
見
当
た
ら
な
い
。

（
（（
）　

例
え
ば
、『
敬
宇
文
集
』
に
お
け
る
「
韓
非
論
」（
巻
二
）、「
廉

頗
論
」（
巻
二
）、「
変
国
制
」（
巻
三
）
な
ど
の
文
章
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
（（
）　
「
啓
蒙
修
身
要
訓
序
」（『
敬
宇
文
集
』
巻
十
五
）
五
丁
ウ
。

（
（（
）　
『
敬
宇
文
集
』
巻
三
、
二
丁
ウ
～
四
丁
オ
。

（
20
）　
『
敬
宇
文
集
』
巻
三
、
十
丁
オ
～
十
一
丁
ウ
、
年
代
推
定
は
、

前
掲
松
沢
『
近
代
日
本
の
形
成
と
西
洋
経
験
』
二
三
四
頁
に
よ
る
。

（
2（
）　
『
敬
宇
文
集
』
巻
三
、
十
丁
オ
（
原
漢
文
）。
読
み
下
し
は
、
前

掲
源
「
幕
末
・
維
新
期
に
お
け
る
中
村
敬
宇
の
儒
教
思
想
」
八
八
頁

に
従
っ
た
。

（
22
）　
『
明
治
文
学
全
集
三�

明
治
啓
蒙
思
想
集
』（
筑
摩
書
房
、
一
九

六
七
年
）
二
七
九
頁
。

（
23
）　

こ
の
二
つ
の
文
章
は
、
と
も
に
『
敬
宇
文
稿
』
に
収
録
さ
れ
て

い
る
。

（
2（
）　
『
海
国
図
志
』
が
横
井
小
楠
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
、
源
了

円
『
横
井
小
楠
研
究
』（
藤
原
書
店
、
二
〇
一
三
年
）
第
二
章
と
第

三
章
を
参
照
。

（
25
）　
『
西
国
立
志
編
』（
講
談
社
、
二
〇
一
三
年
。
初
版
一
九
八
一

年
）
五
三
頁
。
原
漢
文
の
た
め
、
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
で
明
治
四
年
の
木
平
謙
一
郎
に
よ
る
版
を
参
照
し
、
読

み
下
し
に
は
適
宜
変
更
を
加
え
て
い
る
。
以
下
同
。

（
2（
）　
『
敬
宇
文
集
』
巻
十
三
、
二
丁
ウ
～
三
丁
ウ
。

（
2（
）　

当
時
日
本
に
流
布
し
た
西
洋
の
制
度
を
紹
介
す
る
書
物
に
つ
い

て
は
、
渡
辺
浩
「
西
洋
の
「
近
代
」
と
儒
学
」（『
増
補
版�

東
ア
ジ

ア
の
王
権
と
思
想
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
六
年
、
第
八

章
）
一
九
六
～
一
九
七
頁
を
参
照
。

（
2（
）　
「
自
助
論�

第
一
編
序
」（
前
掲
『
西
国
立
志
編
』）
三
九
～
四
〇

頁
。

（
2（
）　
「
自
助
論�

原
序
」（
同
前
）
五
四
頁
。

（
30
）　
「
自
助
論�

第
一
編
序
」（
同
前
）
三
九
頁
。

（
3（
）　

前
掲
『
西
国
立
志
編
』
三
九
～
四
〇
頁

（
32
）　

序
文
は
一
八
七
五
年
三
月
執
筆
。
高
谷
龍
洲
『
万
国
公
法
蠡

管
』（
済
美
黌
、
一
八
七
六
年
）
一
丁
オ
～
三
丁
オ
。

（
33
）　
「
万
国
公
法
」
の
受
容
に
つ
い
て
、
大
久
保
健
晴
『
近
代
日
本

の
政
治
構
想
と
オ
ラ
ン
ダ
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
）

第
三
章
を
参
照
。

�

（
東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科
講
師
）
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