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一
ハ
）

こ
こ
で
も
ま
た
、
衣
服
を
作
る
こ
と
の
よ
り
よ
き
原
則
に
つ
い
て
述
べ
て
い

る
。
そ
れ
を
聖
王
に
こ
と
よ
せ
て
述
べ
る
の
も
前
節
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
を

「
衣
服
を
作
る
法
」
と
、
こ
こ
で
は
い
う
。
そ
し
て
、
そ
の
「
法
」
の
内
容
と

し
て
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
以
下
の
二
点
で
あ
る
。

Ｈ
冬
は
ね
り
絹
の
中
衣
を
き
て
、
軽
く
暖
か
で
あ
れ
ば
十
分
で
あ
る
。

口
夏
は
葛
布
（
く
ず
ぬ
の
）
の
中
衣
を
着
て
、
軽
く
て
涼
し
く
し
さ
え
あ
れ

ば
よ
い
・

春
と
秋
に
つ
い
て
は
述
べ
な
い
が
、
冬
と
夏
の
衣
服
に
よ
り
、
適
宜
に
加
減

す
れ
ば
よ
い
と
い
、
う
こ
と
で
あ
る
、
フ
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
も
ま
た
、

簡
素
と
い
、
う
こ
と
で
あ
る
。

衣
服
に
つ
い
て
、
右
に
の
べ
た
こ
と
が
守
ら
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
人
民
の
生

活
の
態
度
万
般
は
簡
素
で
あ
り
、
統
治
者
の
統
治
を
人
民
は
す
な
お
に
受
け
入

れ
る
で
あ
る
、
フ
と
い
う
こ
と
も
、
自
然
な
見
方
で
あ
ろ
う
。
人
民
の
上
に
た
つ

君
主
も
当
然
の
こ
と
と
し
て
簡
素
な
生
き
方
を
す
る
。
国
の
上
下
を
あ
げ
て
、

人
々
の
生
活
が
こ
の
よ
う
に
簡
素
節
倹
な
も
の
と
な
れ
ば
、
こ
こ
に
墨
子
も
い

う
よ
う
に
、
国
庫
も
豊
か
に
な
り
、
戦
力
も
そ
の
た
め
に
充
実
し
、
覇
を
外
国

に
対
し
て
と
な
え
る
に
至
る
よ
う
に
な
る
と
い
、
う
こ
と
も
理
由
の
な
い
こ
と
で

は
な
い
。
た
か
が
衣
服
が
、
国
勢
を
左
右
す
る
と
い
う
墨
子
の
説
は
、
十
分
に

説
得
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
当
今
の
支
配
者
達
の
衣
服
に
対
す
る
態
度
は
、
墨
子
が
こ
れ
ま
で

説
い
て
い
る
よ
う
な
、
理
想
的
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
大
き
く
反
し
て
、

君
主
は
民
か
ら
重
税
を
と
り
た
て
、
国
庫
の
費
用
を
乱
用
し
て
衣
服
を
か
ざ
り

た
て
て
い
る
。
衣
服
が
寒
暑
に
適
応
す
る
た
め
の
も
の
と
し
て
の
本
質
を
す
て

「
気
」
を
め
ぐ
る
『
墨
子
』
の
思
考
様
式
に
つ
い
て
（
久
富
木
成
大
）

て
、
墨
子
の
い
う
と
こ
ろ
の
「
観
好
」
、
つ
ま
り
〃
み
え
″
の
た
め
の
も
の
と
変

化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
衣
服
を
め
ぐ
っ
て
の
、
こ
の
風
潮
が
国
内
に
流
行
す

れ
ば
、
ど
の
よ
竜
フ
な
こ
と
が
お
こ
る
か
。
人
民
は
う
わ
く
だ
け
で
実
が
な
く
な

り
、
よ
こ
し
ま
と
な
る
。
そ
こ
に
は
墨
子
も
い
う
よ
、
フ
に
、
箸
る
君
主
が
、
よ

こ
し
ま
な
民
を
治
め
る
と
い
、
フ
図
式
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
国
が
乱
れ
る

の
も
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
衣
服
を
節
倹
に
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
の
重

大
さ
が
、
こ
こ
に
至
っ
て
、
よ
く
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

墨
子
の
説
く
、
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
過
度
の
こ
と
の
う
ち
、
第
三
の
も

の
は
飲
食
に
つ
い
て
で
あ
る
。
墨
子
は
そ
れ
を
以
下
の
ご
と
く
説
く
。

○
古
の
民
、
未
だ
飲
食
を
つ
く
る
こ
と
を
知
ら
ざ
り
し
時
、
素
食
し
て
分
虚

せ
り
。
故
に
聖
人
た
ち
て
男
に
耕
稼
樹
藝
を
誘
へ
、
以
て
民
の
食
を
つ
く

ら
し
む
。
其
の
食
を
つ
く
る
や
、
以
て
氣
を
増
し
虚
を
充
た
し
、
禮
を
彊

く
し
腹
に
逼
ふ
に
足
る
の
み
。
故
に
其
の
財
を
用
ふ
る
こ
と
節
に
、
其
の

自
ら
養
ふ
こ
と
倹
に
、
民
は
富
み
國
は
治
ま
る
。
今
は
則
ち
然
ら
ず
。
厚

く
百
姓
に
作
數
し
、
以
て
美
食
謁
蒙
蒸
炎
魚
鼈
を
つ
く
る
。
大
國
は
百
器

を
累
ね
、
小
國
は
十
器
を
累
ね
、
前
は
方
丈
な
り
。
目
は
偏
く
硯
る
こ
と

能
は
ず
、
手
は
偏
く
操
る
こ
と
能
は
ず
、
口
は
偏
く
味
ふ
こ
と
能
は
ず
。

冬
は
則
ち
東
旅
し
、
夏
は
則
ち
鯛
鎧
す
。
人
君
飲
食
を
つ
く
る
こ
と
此
の

如
し
。
故
に
左
右
こ
れ
に
象
る
。
是
を
以
て
富
貴
な
る
者
は
箸
侈
し
、
孤

寡
な
る
者
は
凍
餓
す
。
凱
る
る
こ
と
無
か
ら
ん
と
欲
す
と
錐
も
、
得
べ
か

ら
ざ
る
な
り
。
君
、
實
に
天
下
の
治
を
欲
し
て
其
の
凱
を
悪
ま
ば
、
當
に

飲
食
を
つ
く
る
こ
と
、
節
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
（
古
之
民
未
知
爲
飲
食
時
、

素
食
而
分
虚
、
故
聖
人
作
謁
男
耕
稼
樹
藝
、
以
爲
民
食
、
其
爲
食
也
、
足

以
噌
氣
充
虚
、
彊
禮
邇
腹
而
巳
美
、
故
其
用
財
節
、
其
自
養
倹
、
民
富
國

一
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治
、
今
則
不
然
、
厚
作
数
払
百
姓
、
以
爲
美
食
調
蒙
蒸
炎
魚
鼈
、
大
國
累

百
器
、
小
國
累
十
器
、
前
方
丈
、
目
不
能
偏
覗
、
手
不
能
偏
操
、
口
不
能

偏
味
、
冬
則
凍
泳
、
夏
則
鯛
鎧
、
人
君
爲
飲
食
如
此
、
故
左
右
象
之
、
是

以
富
貴
者
箸
侈
、
孤
寡
者
凍
餓
、
錐
欲
無
凱
、
不
可
得
也
、
君
實
欲
天
下

治
而
悪
其
凱
、
當
爲
飲
食
不
可
不
節
Ⅱ
『
墨
子
』
巻
之
一
鮮
過
第
六
）

飲
食
に
つ
い
て
も
、
例
に
よ
っ
て
「
聖
人
」
が
「
法
」
を
与
え
た
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
原
文
で
は
そ
の
こ
と
は
、
こ
こ
で
は
「
其
爲
食
也
」
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
「
其
爲
食
之
法
」
と
あ
る
の
が
、
こ
れ
ま
で
の
『
墨
子
』
の
文
章
か
ら

し
て
あ
る
べ
き
表
現
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
れ
が
省
略
さ
れ
た
か
た
ち
を
と
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

飲
食
物
に
つ
い
て
聖
人
が
立
て
た
原
則
は
、
こ
こ
に
引
い
た
文
章
で
は
以
下

の
ご
と
く
な
っ
て
い
る
。

Ｈ
気
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
。

口
腹
を
満
た
す
こ
と
。

墨
子
は
、
食
物
が
人
間
の
気
力
を
充
実
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
、
つ
ま
り
エ
ネ

ル
ギ
ー
源
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
そ
の
説
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
飲
食

を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
気
」
の
不
足
し
て
い
る
部
分
、
つ
ま
り
体
内
の
「
虚
」

な
る
部
分
が
充
実
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
食
物
の
必
要

性
は
、
二
点
、
つ
ま
り
「
虚
」
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
と
、
空
腹
感
を
満
た
す
と

い
う
こ
と
に
つ
き
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
目
的
で
な
ら
ば
、
食
物
は
贄
沢
を
し

り
ぞ
け
て
、
十
分
に
節
約
さ
れ
た
と
こ
ろ
へ
行
き
つ
く
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
飲
食
の
場
合
に
お
い
て
も
当
今
の
人
君
は
、
そ
れ
を
質
素
な
も

の
に
し
よ
う
と
し
な
い
、
人
民
か
ら
し
ぼ
り
と
っ
た
税
金
で
美
食
の
か
ぎ
り
を

尽
く
し
て
い
る
。
人
君
の
食
卓
に
は
、
目
も
と
ど
か
な
い
ほ
ど
の
広
さ
に
、
数

「
気
」
を
め
ぐ
る
『
墨
子
』
の
思
考
様
式
に
つ
い
て
（
久
富
木
成
大
）

え
き
れ
な
い
ほ
ど
の
皿
数
が
な
ら
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
皿
の
な
か
に
は
、

牛
羊
や
犬
豚
の
肉
料
理
、
蒸
し
も
の
、
あ
ぶ
り
も
の
、
魚
や
ス
ッ
ポ
ン
料
理
と

い
う
よ
う
に
美
食
の
か
ぎ
り
が
盛
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
ぐ
あ
い
で
あ
っ

た
。
こ
う
な
る
と
、
古
え
の
聖
王
の
説
く
飲
食
の
法
を
、
遠
く
逸
脱
し
、
箸
侈

そ
の
も
の
の
領
域
に
入
り
こ
ん
で
い
る
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
。

人
君
の
飲
食
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
箸
り
ぶ
り
は
臣
下
に
も
広
が
る
。
こ

う
し
た
支
配
者
た
ち
の
贄
沢
は
す
で
に
ふ
れ
た
よ
、
フ
に
、
人
民
の
税
金
を
使
っ

て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
人
民
は
凍
え
、
飢
え
る
と
い
う
状
況
の

も
と
で
苦
し
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
人
民
の
心
が
支
配
者
か
ら
離
れ
て
し
ま
い
、

支
配
者
た
ち
の
統
治
は
困
難
を
極
め
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
叛
乱
が
生

ず
る
よ
う
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
人
君
や
そ
の
他
の
支
配
者
た
ち
が
飲
食
を
節

約
す
る
か
ど
う
か
は
、
こ
の
よ
う
に
大
き
な
問
題
に
つ
ら
な
る
の
で
あ
る
と
墨

子
は
い
う
。

天
地
の
間
、
つ
ま
り
人
間
に
と
っ
て
の
世
界
の
な
か
に
あ
っ
て
、
そ
の
安
定

を
乱
す
も
の
と
し
て
、
墨
子
が
第
四
番
目
に
と
り
あ
げ
る
も
の
は
「
舟
車
」
に

つ
い
て
で
あ
る
。

○
古
の
民
、
い
ま
だ
舟
車
を
つ
く
る
こ
と
を
知
ら
ざ
り
し
時
、
重
任
は
移
さ

ず
、
遠
道
は
至
ら
ず
。
故
に
聖
王
た
ち
て
舟
車
を
つ
く
り
、
以
て
民
の
事

に
便
に
す
。
其
の
舟
車
を
つ
く
る
や
、
全
固
輕
利
に
し
て
、
以
て
重
き
に

任
じ
遠
き
に
致
す
べ
く
、
其
の
財
を
用
ふ
る
を
な
す
こ
と
少
く
し
て
、
利

を
な
す
こ
と
多
し
。
是
を
以
て
民
樂
し
み
て
之
を
利
す
。
法
令
は
急
に
せ

ず
し
て
行
は
れ
、
民
は
勢
せ
ず
し
て
上
用
ふ
る
に
足
る
。
故
に
民
こ
れ
に

歸
す
。
當
今
の
主
、
其
の
舟
車
を
つ
く
る
は
此
と
異
な
れ
り
。
全
固
輕
利

は
、
皆
す
で
に
具
は
る
。
必
ら
ず
厚
く
百
姓
に
作
数
し
て
、
以
て
舟
車
を

一

一
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飾
る
。
車
を
飾
る
に
文
采
を
以
て
し
、
舟
を
飾
る
に
刻
鎮
を
以
て
す
。
女

子
は
そ
の
紡
織
を
廃
し
て
文
采
を
脩
む
。
故
に
民
寒
し
。
男
子
は
そ
の
耕

稼
を
離
れ
て
刻
鎮
を
脩
む
。
故
に
民
飢
う
。
人
君
舟
車
を
つ
く
る
こ
と
此

の
若
し
。
故
に
左
右
こ
れ
に
象
る
。
是
を
以
て
そ
の
民
の
飢
寒
な
ら
び
至

る
。
故
に
姦
衰
を
な
す
。
姦
麦
多
け
れ
ば
則
ち
刑
罰
深
し
。
刑
罰
深
け
れ

ば
則
ち
國
飢
る
。
君
、
實
に
天
下
の
治
を
欲
し
て
其
の
凱
を
悪
ま
ば
、
當

に
舟
車
を
つ
く
る
こ
と
節
せ
ざ
る
可
か
ら
ず
。
（
古
之
民
未
知
爲
舟
車
時
、

重
任
不
移
、
遠
道
不
至
、
故
聖
王
作
爲
舟
車
、
以
便
民
之
事
、
其
爲
舟
車

也
、
全
固
輕
利
、
可
以
任
重
致
遠
、
其
爲
用
財
少
、
而
爲
利
多
、
是
以
民

樂
而
利
之
、
法
令
不
急
而
行
、
民
不
勢
而
上
足
用
、
故
民
歸
之
、
當
今
之

主
、
其
爲
舟
車
與
此
異
美
、
全
固
輕
利
、
皆
已
具
芙
、
必
厚
作
敬
船
百
姓
、

以
飾
舟
車
、
飾
車
以
文
采
、
飾
舟
以
刻
銭
、
女
子
廃
其
紡
織
而
脩
文
采
、

故
民
寒
、
男
子
離
其
耕
稼
而
脩
刻
鎮
、
故
民
飢
、
人
君
爲
舟
車
若
此
、
故

左
右
象
之
、
是
以
其
民
飢
寒
竝
至
、
故
爲
姦
衰
、
姦
麦
多
則
刑
罰
深
、
刑

罰
深
則
國
凱
、
君
實
欲
天
下
之
治
而
悪
其
凱
、
當
爲
舟
車
不
可
不
節
Ⅱ
『
墨

子
』
巻
之
一
鮮
過
第
六
）

舟
や
車
を
作
る
こ
と
に
つ
い
て
、
聖
人
が
設
け
た
と
い
う
原
則
、
な
い
し
は

法
則
に
つ
い
て
こ
こ
で
は
「
そ
の
舟
車
を
つ
く
る
や
云
々
」
と
い
う
。
原
文
は

さ
き
の
飲
食
の
場
合
と
同
じ
く
、
「
法
」
の
文
字
が
省
略
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
「
法
」
の
内
容
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

Ｈ
安
全
で
丈
夫
で
あ
り
、
重
い
荷
物
を
遠
く
ま
で
運
べ
る
こ
と
。

口
建
造
費
が
か
き
ま
ず
、
そ
の
舟
車
に
よ
っ
て
利
益
が
あ
が
る
こ
と
。

こ
れ
も
実
用
・
簡
約
が
主
体
と
な
っ
た
法
則
で
あ
る
。
こ
れ
に
則
れ
ば
、
舟

車
を
作
っ
て
も
、
税
金
を
無
駄
に
使
う
こ
と
に
な
ら
ず
、
し
か
も
人
民
に
多
大

「
気
」
を
め
ぐ
る
『
墨
子
』
の
思
考
様
式
に
つ
い
て
（
久
富
木
成
大
）

の
利
益
さ
え
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
と
、
『
墨
子
』
に
は
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
そ
の
た
め
こ
の
よ
う
な
舟
車
を
作
っ
た
人
君
を
、
人
民
は
敬
愛
す
る
よ

う
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
う
し
て
舟
車
の
建
造
そ
の
も
の
が
世
の
中
の
安
定
の
、

よ
き
原
因
と
な
っ
た
の
で
あ
る
と
墨
子
は
い
、
フ
。

一
方
、
墨
子
の
当
時
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
君
主
は
ど
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ

た
の
か
。
聖
人
の
「
法
」
に
よ
れ
ば
、
舟
車
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
の
第
一
は
安

全
で
丈
夫
で
あ
る
と
い
、
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
当
今
の
主
君
の
求
め
る

舟
車
の
条
件
は
そ
う
で
は
な
く
、
美
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
車
に
は
「
文
采
」
、
つ
ま
り
美
し
い
織
物
の
カ
ー
テ
ン
を
か
け
、
舟

に
は
見
事
な
彫
刻
を
施
す
こ
と
が
流
行
し
た
。
こ
の
た
め
人
民
た
ち
、
こ
と
に

女
性
は
、
主
な
仕
事
で
あ
る
ご
く
ふ
つ
う
の
布
を
織
る
仕
事
を
奪
わ
れ
、
も
っ

ぱ
ら
主
君
の
車
に
か
け
る
カ
ー
テ
ン
を
織
ら
さ
れ
る
。
男
た
ち
は
主
君
の
舟
に

彫
刻
を
ほ
ど
こ
す
こ
と
に
か
り
出
さ
れ
、
そ
の
本
来
の
仕
事
で
あ
る
農
作
業
に

と
り
か
か
れ
な
い
。

こ
う
し
て
主
君
の
舟
車
に
か
か
わ
る
賛
沢
の
た
め
に
、
人
民
は
寒
さ
と
飢
え

に
苦
し
め
ら
れ
る
。
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
彼
ら
は
君
主
や
そ
の
臣
下
た
ち
を

憎
む
よ
う
に
な
る
。
そ
の
た
め
治
安
は
乱
れ
が
ち
と
な
り
、
刑
罰
が
ひ
ん
ぱ
ん

に
発
動
さ
れ
る
。
人
民
の
不
満
は
大
き
く
な
る
一
方
で
あ
る
。
主
君
や
そ
の
臣

下
た
ち
の
舟
車
を
め
ぐ
る
著
侈
が
、
天
下
の
秩
序
を
乱
し
、
天
下
を
く
つ
が
え

す
と
い
う
よ
、
フ
な
事
態
を
ひ
き
お
こ
す
原
因
と
な
っ
て
く
る
の
も
、
当
然
の
こ

と
で
あ
る
の
で
あ
る
。

墨
子
の
あ
げ
る
、
天
地
転
覆
の
大
混
乱
を
も
た
ら
す
五
つ
の
原
因
の
う
ち
、

第
五
番
目
の
も
の
は
妃
妾
を
養
う
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
で
あ
る
。
墨
子
は
以

下
の
ご
と
く
い
、
７
。

一
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○
上
世
の
至
聖
と
錐
も
必
ず
私
を
蓄
ふ
。
以
て
行
を
傷
つ
け
ず
。
故
に
民
は

怨
む
こ
と
無
し
。
宮
に
拘
女
無
し
。
故
に
天
下
に
寡
夫
な
し
。
内
に
拘
女

な
く
、
外
に
寡
夫
な
し
。
故
に
天
下
の
民
お
ほ
し
。
當
今
の
君
、
其
の
私

を
蓄
ふ
る
や
、
大
國
は
拘
女
千
を
累
ね
、
小
國
は
百
を
累
ぬ
。
是
を
以
て

天
下
の
男
は
多
く
寡
に
し
て
妻
な
く
、
女
は
多
く
拘
せ
ら
れ
て
夫
な
し
。

男
女
時
を
失
ふ
。
故
に
民
少
し
。
君
、
實
に
民
の
衆
か
ら
ん
こ
と
を
欲
し

て
其
の
寡
き
を
悪
ま
ば
、
當
に
私
を
蓄
へ
る
こ
と
節
せ
ざ
る
可
か
ら
ず
。

（
錐
上
世
至
聖
必
蓄
私
、
不
以
傷
行
、
故
民
無
怨
、
宮
無
拘
女
、
故
天
下

無
寡
夫
、
内
無
拘
女
、
外
無
寡
夫
、
故
天
下
之
民
衆
、
當
今
之
君
、
其
蓄

私
也
、
大
國
拘
女
累
千
、
小
國
累
百
、
是
以
天
下
之
男
多
寡
無
妻
、
女
多

拘
無
夫
、
男
女
失
時
、
故
民
少
、
君
實
欲
民
之
衆
而
悪
其
寡
、
當
蓄
私
不

可
不
節
Ⅱ
『
墨
子
』
巻
之
一
鮮
過
第
六
）

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
聖
人
の
「
法
」
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。

墨
子
が
特
に
こ
こ
で
は
自
ら
の
意
見
を
、
以
下
の
ご
と
く
述
べ
付
し
て
い
る
。

㈲
内
に
拘
婦
が
少
な
い
。

口
外
に
寡
夫
が
少
な
い
。

聖
人
の
妻
妾
を
蓄
え
る
仕
方
は
極
め
て
小
規
模
で
あ
り
、
宮
中
に
多
数
の
女

性
を
拘
束
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
民
間
に
結
婚
で
き
ず
に
悩
む
女

性
が
な
く
、
男
性
の
方
で
も
壮
年
に
な
り
な
が
ら
結
婚
相
手
が
見
つ
か
ら
ず
、

心
の
荒
ん
だ
人
も
い
な
い
。
そ
れ
は
い
わ
ば
、
『
孟
子
』
に
い
、
う
と
こ
ろ
の
、
以

下
の
よ
う
な
あ
り
方
と
似
通
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

○
王
曰
く
、
寡
人
疾
あ
り
、
寡
人
色
を
好
む
。
對
へ
て
曰
く
、
昔
者
大
王
色

を
好
み
、
そ
の
妃
を
愛
せ
り
。
詩
に
、
古
公
寶
甫
、
來
朝
、
馬
を
は
せ
て

西
水
の
詩
に
率
ひ
、
岐
の
下
に
至
り
、
こ
こ
に
姜
女
と
つ
い
に
冑
い
お
れ

「
気
」
を
め
ぐ
る
『
墨
子
』
の
思
考
様
式
に
つ
い
て
（
久
富
木
成
大
）

り
と
い
へ
り
。
是
の
時
に
當
り
て
は
、
内
に
怨
女
な
く
、
外
に
曠
夫
な
し
。

王
も
し
色
を
好
む
も
、
百
姓
と
こ
れ
を
と
も
に
せ
ば
、
王
た
る
に
お
い
て
、

何
か
有
ら
ん
。
（
王
日
、
寡
人
有
疾
、
寡
人
好
色
、
對
日
、
昔
者
大
王
好
色
、

愛
厭
妃
、
詩
云
、
古
公
薑
甫
、
來
朝
走
馬
、
率
西
水
筒
、
至
干
岐
下
、
麦

及
姜
女
、
聿
來
吾
宇
、
當
是
時
内
無
怨
女
、
外
無
曠
夫
、
王
如
好
色
與
百

姓
同
之
、
払
王
何
有
Ⅱ
『
孟
子
』
巻
第
二
梁
惠
王
章
句
下
）

こ
こ
で
大
王
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
周
の
文
王
の
祖
父
古
公
菖
甫
で
あ
る
。

孟
子
は
古
公
亘
甫
の
秩
序
あ
る
夫
婦
関
係
の
好
き
を
述
べ
、
そ
れ
が
人
民
に
よ

い
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
い
う
。
大
王
の
好
色
は
民
に
害
を
与
え
る
こ
と
が
な

か
っ
た
。
民
と
と
も
に
好
色
を
楽
し
む
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
の
証
拠
と
し
て
、

「
内
に
怨
女
な
く
、
外
に
曠
夫
な
し
」
と
い
う
ふ
う
に
、
民
の
あ
い
だ
の
男
女

関
係
も
竜
フ
ま
く
い
っ
て
い
た
。

人
君
の
秩
序
あ
る
男
女
関
係
は
、
人
民
に
よ
い
影
響
を
与
え
、
政
治
を
安
定

的
な
も
の
に
し
て
く
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

墨
子
が
こ
こ
に
述
べ
る
先
聖
の
蓄
妾
も
、
秩
序
正
し
く
ひ
か
え
目
に
お
こ
な

わ
れ
、
人
民
に
犠
牲
を
少
し
も
強
い
る
と
こ
ろ
の
無
い
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ

ろ
が
墨
子
の
見
る
当
代
の
君
主
の
妃
妾
に
つ
い
て
の
あ
り
方
は
、
先
聖
の
そ
れ

と
は
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

墨
子
の
当
時
、
大
き
な
国
で
は
後
宮
に
数
千
人
の
宮
女
を
拘
束
し
て
い
る
。

小
さ
な
国
で
も
数
百
人
の
女
性
を
後
宮
に
侍
ら
せ
て
外
に
出
さ
な
い
。
そ
の
結

果
、
夫
の
い
な
い
女
、
妻
の
い
な
い
男
が
た
く
さ
ん
い
た
。
そ
の
た
め
に
、
そ

れ
ら
の
国
々
で
は
、
人
口
が
著
し
く
減
少
す
る
傾
向
が
出
て
き
た
。
こ
れ
は
国

力
の
疲
弊
を
来
た
す
と
こ
ろ
の
重
大
な
出
来
事
で
あ
る
。
国
体
は
こ
れ
に
よ
っ

て
混
乱
し
、
国
力
は
弱
化
し
、
亡
国
に
つ
ら
な
る
重
大
な
現
象
と
も
な
っ
た
の

一
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で
あ
る
。
君
主
た
る
も
の
、
妻
妾
を
養
う
に
は
、
十
分
の
節
制
を
も
っ
て
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。

以
上
の
べ
た
五
つ
の
物
事
、
宮
室
・
衣
服
・
飲
食
・
舟
車
・
蓄
妾
を
め
ぐ
る

君
侯
の
著
侈
が
、
国
政
の
混
乱
を
引
き
お
こ
す
も
と
に
な
る
の
で
あ
る
と
い
う

墨
子
の
主
張
を
み
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
混
乱
の
種
子
が
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
す
で
に
こ
の
章
の
冒
頭
で
の
べ
た
よ
う
に
、
天
地
の
間
に

は
「
天
地
の
情
」
と
し
て
の
安
定
的
な
秩
序
の
要
素
が
あ
る
の
で
あ
っ
た
。

「
天
地
の
情
」
の
作
り
出
し
た
安
定
し
た
秩
序
は
、
い
わ
ば
一
つ
の
堅
固
な

「
物
」
と
し
て
、
天
地
の
間
に
存
在
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
に
こ
れ
ま
で
述

べ
た
と
こ
ろ
で
は
、
前
記
の
五
つ
の
物
事
に
つ
い
て
の
君
侯
た
ち
の
著
侈
は
、

「
天
地
の
情
」
の
造
り
出
し
た
は
ず
の
堅
固
な
秩
序
を
、
墨
子
の
説
く
と
こ
ろ

で
は
粉
々
に
砕
い
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
そ
れ
は
、
国
家
お
よ

び
諸
侯
国
の
混
乱
と
滅
亡
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
間
の
事
象
を
、
墨

子
は
以
下
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。

○
凡
そ
此
の
五
者
は
聖
人
の
倹
節
す
る
所
な
り
。
小
人
の
淫
供
す
る
所
な
り
。

倹
節
す
れ
ば
則
ち
さ
か
ん
に
、
淫
供
す
れ
ば
則
ち
亡
ぶ
。
此
の
五
者
は
節

せ
ざ
る
可
か
ら
ず
。
夫
婦
節
し
て
天
地
和
（
や
は
ら
）
ぎ
、
風
雨
節
し
て

五
穀
執
し
、
衣
服
節
し
て
肌
層
和
（
や
は
ら
）
ぐ
。
（
凡
此
五
者
、
聖
人
之

所
倹
節
也
、
小
人
之
所
淫
侠
也
、
倹
節
則
昌
、
淫
侠
則
亡
、
此
五
者
不
可

不
節
、
夫
婦
節
而
天
地
和
、
風
雨
節
而
五
穀
執
、
衣
服
節
而
肌
虐
和
Ⅱ
『
墨

子
』
巻
之
一
鮮
過
第
六
）

五
つ
の
物
事
に
つ
い
て
の
倹
約
節
制
は
聖
人
の
こ
と
で
あ
る
と
墨
子
は
い

う
。
ま
た
君
侯
た
ち
の
種
々
の
箸
侈
は
淫
快
の
こ
と
と
位
置
づ
け
、
そ
れ
ら
を

激
し
く
嫌
悪
し
、
小
人
の
行
為
と
し
て
墨
子
は
指
弾
し
て
退
け
る
。

「
気
」
を
め
ぐ
る
『
墨
子
』
の
思
考
様
式
に
つ
い
て
（
久
富
木
成
大
）

聖
人
の
「
法
」
に
し
た
が
う
こ
と
、
そ
れ
は
ま
た
聖
人
自
身
が
節
制
の
実
行

に
よ
っ
て
生
み
出
し
た
生
活
、
治
政
の
方
法
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
国
は
昌

（
さ
か
）
え
る
。
前
述
の
「
天
地
の
情
」
に
も
と
づ
く
秩
序
は
、
こ
こ
で
い
う

聖
人
の
法
に
よ
る
秩
序
と
、
現
象
上
一
致
す
る
。
そ
の
た
め
、
聖
人
と
は
「
天

地
の
情
」
に
そ
う
か
た
ち
で
、
社
会
の
平
和
と
秩
序
を
作
り
出
す
人
物
で
あ
る

の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
反
対
に
小
人
は
淫
快
に
よ
り
、
「
天
地
の
情
」

に
出
来
る
だ
け
遠
ざ
か
る
行
為
に
よ
っ
て
、
国
を
亡
ぼ
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
天
地
の
情
の
産
物
た
る
堅
固
な
安
定
と
秩
序
を
、
小
人
が
失
政

に
よ
り
破
壊
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
間
の
事
情
は
物
語
っ
て
い
る
。

聖
人
に
し
ろ
、
小
人
に
し
ろ
、
人
間
で
あ
る
。
そ
、
フ
し
た
人
間
の
、
「
天
地
の

情
」
の
産
物
で
あ
る
社
会
の
安
定
と
い
う
こ
と
へ
の
影
響
は
無
視
で
き
な
い
大

き
さ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
、
例
え
ば
こ
こ
に
引
い
た
文
章
で
は
墨
子
は
以
下

の
よ
う
に
い
う
。
「
聖
人
で
な
く
て
も
、
節
倹
の
行
為
に
忠
実
で
あ
れ
ば
、
一
組

の
平
凡
な
庶
民
の
な
か
の
夫
婦
で
さ
え
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
天
地
を
感
動

さ
せ
、
そ
の
天
地
の
和
合
の
成
果
を
地
上
に
実
現
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
る
」
と
。

さ
ら
に
、
そ
れ
は
具
体
的
に
は
、
「
風
雨
に
節
度
を
あ
ら
し
め
、
五
穀
を
十
分
に

実
ら
せ
る
こ
と
に
あ
ら
わ
れ
る
」
と
。

話
し
を
こ
の
章
の
冒
頭
に
も
ど
そ
う
。
『
墨
子
』
で
は
天
地
の
間
の
万
物
は
、

陰
陽
の
「
気
」
の
離
合
集
散
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
の
で
あ
る
と
い
う
見
方
が
、

一
方
に
あ
っ
た
。
こ
の
考
え
を
、
聖
人
は
節
倹
に
よ
り
天
地
の
間
の
秩
序
を
、

小
人
は
淫
快
に
よ
っ
て
地
上
に
乱
亡
を
実
現
す
る
と
す
る
『
墨
子
』
の
所
説
と

を
並
べ
て
み
る
。
そ
う
し
て
、
こ
こ
に
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
そ
れ
ぞ
れ
連
関

さ
せ
て
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
聖
人
の
節
倹
の
行
為
は
、
前
述
の
「
夫
婦
」
と
同

じ
よ
う
に
天
地
を
和
合
さ
せ
よ
う
と
す
る
、
最
も
強
力
な
行
為
で
あ
る
と
と
ら

○
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え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
て
そ
こ
に
は
、
根
底
に
「
気
」
の
離
合
集
散
に

影
響
を
与
え
よ
う
と
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
そ
れ
を
明
確
に
い
え
ば
、
「
気
の
操
作
」

と
い
う
考
え
が
深
部
に
は
秘
め
ら
れ
て
い
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

『
墨
子
』
で
は
、
五
事
の
節
倹
の
行
為
に
よ
っ
て
「
天
地
の
情
」
に
訴
え
る

こ
と
こ
そ
が
、
「
気
」
か
ら
な
っ
て
い
る
天
地
の
間
の
良
き
秩
序
を
確
立
す
る
た

め
に
、
非
常
に
有
効
な
こ
と
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
墨
子
は
、

「
気
」
に
強
い
関
心
を
い
だ
い
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

前
章
に
お
い
て
は
、
聖
人
の
「
法
」
の
数
々
に
よ
っ
て
天
下
の
秩
序
が
保
た

れ
た
と
い
う
墨
子
の
見
解
を
見
て
き
た
。
墨
子
に
よ
れ
ば
、
当
今
の
乱
れ
は
、

聖
人
の
「
法
」
が
消
失
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お

さ
ず
「
天
地
の
情
」
に
よ
る
、
天
地
の
間
に
あ
る
も
の
の
固
定
性
を
動
か
し
、

打
ち
乱
す
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
っ
た
。
聖
人
の
「
法
」
は
、
結
果
的
に
み
て
天

地
の
間
に
あ
る
陰
陽
の
気
の
あ
り
方
を
調
和
さ
せ
、
「
天
地
の
情
」
を
現
出
さ
せ

る
働
き
を
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
聖
人
の
「
法
」
こ

そ
は
あ
る
い
み
で
天
地
の
間
に
存
在
す
る
「
気
」
を
操
作
し
、
間
接
的
に
世
界

を
安
定
に
導
く
働
き
を
持
っ
て
い
た
の
だ
と
見
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ

か
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
類
似
し
た
こ
と
を
、
『
墨
子
』
で
は
、
ま
た
以
下
の
よ
う
に
い
う
。

○
子
墨
子
言
ひ
て
曰
く
、
昔
、
三
代
の
聖
王
す
で
に
没
す
る
に
至
る
に
逮
ぴ
、

天
下
義
を
失
ひ
、
諸
侯
力
正
す
。
是
を
以
て
夫
の
人
の
君
臣
上
下
た
る
も

の
の
惠
忠
な
ら
ず
、
父
子
弟
兄
の
慈
孝
弟
長
貞
良
な
ら
ず
、
正
長
の
治
を

二
、
「
気
」
の
人
格
化
と
鬼
神

「
気
」
を
め
ぐ
る
『
墨
子
』
の
思
考
様
式
に
つ
い
て
（
久
富
木
成
大
）

蕊
く
に
つ
と
め
ず
、
賎
人
の
事
に
從
ふ
に
つ
と
め
ざ
る
存
り
。
民
の
淫
暴

憲
凱
盗
賊
を
な
し
、
兵
刃
毒
藥
水
火
を
以
て
無
罪
の
人
を
道
路
率
径
に
と

ど
め
、
人
の
車
馬
衣
装
を
奪
ひ
以
て
自
ら
利
す
る
も
の
、
竝
び
に
此
れ
よ

り
お
こ
る
。
是
を
以
て
天
下
凱
る
。
（
子
墨
子
言
日
、
逵
至
昔
三
代
聖
王
既

没
、
天
下
失
義
、
諸
侯
力
正
、
是
以
存
夫
爲
人
君
臣
上
下
者
之
不
惠
忠
也
、

父
子
弟
兄
之
不
慈
孝
弟
長
貞
良
也
、
正
長
之
不
強
紗
蕊
治
、
賎
人
之
不
強

舩
從
事
也
、
民
之
爲
淫
暴
憲
凱
盗
賊
、
以
兵
刀
毒
藥
水
火
、
退
無
罪
人
乎

道
路
率
径
、
奪
人
車
馬
衣
襄
以
自
利
者
、
竝
由
此
作
、
是
以
天
下
乱
Ⅱ
『
墨

子
』
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之
八
明
鬼
下
第
三
十
二

こ
こ
で
は
、
ま
ず
夏
・
段
・
周
三
代
の
聖
王
が
没
し
た
あ
と
、
天
下
に
「
義
」
、

つ
ま
り
道
徳
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
第
一
章
で
は
、
「
失
わ
れ
た
も
の
」

を
、
五
事
に
限
定
し
て
述
べ
た
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
れ
を
更
に
拡
大
し
て
い
っ

て
い
る
こ
と
に
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
、
い
わ
ば
「
拡
大
」
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
聖
人
の
「
法
」
に
つ
い
て
、
こ

こ
で
は
そ
れ
を
君
臣
の
上
下
の
あ
り
方
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
こ
の
と
こ
ろ
は
、
第
一
章
の
文
章
に
な
ら
え
ば
、
「
夫
為
人
君
臣
上
下
之
法
」

（
夫
の
人
の
君
臣
上
下
た
る
の
法
）
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
う
し
て

こ
の
「
法
」
の
内
容
を
な
す
も
の
と
し
て
、
こ
こ
で
は
「
恵
」
と
「
忠
」
を
あ

げ
て
言
及
し
て
い
る
。
「
恵
」
は
君
か
ら
臣
に
対
す
る
あ
り
方
、
つ
ま
り
上
か
ら

下
に
対
し
て
の
道
徳
で
あ
る
。
そ
れ
と
反
対
に
、
「
忠
」
は
、
臣
下
か
ら
君
上
に

対
し
て
お
こ
な
う
べ
き
道
徳
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
聖
人
の
「
法
」
に
属
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
父
子
兄
弟
に
つ
い
て

の
あ
り
方
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
て
こ
れ
に
関
し
て
の
「
法
」
は
、
「
慈
．

孝
・
長
・
貞
・
良
」
で
あ
る
と
す
る
。
父
の
子
に
対
す
る
い
つ
く
し
み
に
満
ち

一
一
一
一
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た
あ
り
方
が
「
慈
」
で
あ
り
、
子
の
父
に
対
す
る
あ
り
方
が
「
孝
」
で
あ
る
。

ま
た
、
兄
弟
の
あ
い
だ
に
お
い
て
、
弟
の
兄
に
対
す
る
す
な
お
な
あ
り
方
が
「
弟
」

で
あ
り
、
兄
の
弟
に
対
す
る
や
さ
し
さ
に
満
ち
た
扱
い
の
な
か
に
あ
ら
わ
れ
て

い
る
の
が
「
長
」
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
こ
に
引
か
れ
た
父
子
弟
兄
の
人
倫
を

つ
ら
ぬ
く
、
一
般
的
な
道
徳
が
「
貞
（
正
し
い
）
」
と
「
良
（
す
ぐ
れ
て
い
る
）
」

で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

三
代
が
過
ぎ
て
、
次
の
世
に
入
る
と
い
う
こ
と
は
、
聖
人
の
「
法
」
が
無
く

な
り
、
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
箒
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
乱
世
が
出

現
し
た
と
、
墨
子
は
見
る
。
そ
の
乱
れ
は
、
君
侯
が
前
述
の
「
恵
」
を
忘
れ
、

そ
れ
に
応
じ
て
臣
下
が
「
忠
」
を
尽
く
さ
な
く
な
り
、
両
者
と
も
に
政
務
を
誠

実
に
執
ら
な
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
引
き
お
こ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に

ま
た
、
別
の
面
か
ら
す
る
乱
れ
と
し
て
、
国
内
の
人
々
が
、
支
配
者
も
庶
民
も

ふ
く
め
、
「
慈
孝
・
弟
長
・
貞
良
」
の
実
践
道
徳
を
ふ
み
行
う
こ
と
を
忘
れ
、
行

動
が
粗
野
に
し
て
乱
暴
に
な
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら

の
乱
れ
た
行
為
は
止
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
ず
、
規
模
が
拡
大
す
る
。
民
の
行
為

は
叛
逆
と
な
り
、
や
が
て
武
器
・
毒
薬
・
水
火
を
使
用
し
て
の
良
民
へ
の
略
奪

行
為
も
生
ず
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

聖
人
の
「
法
」
が
忘
失
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
よ
う
に
乱
世
と
な
っ
て

し
ま
っ
た
日
々
を
、
人
々
は
苦
し
み
つ
つ
送
ら
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
わ
け
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
し
か
し
、
墨
子
は
、
乱
は
そ
れ
の
み
で
生
じ
た
の
で
は
な
い

と
い
、
フ
。
こ
の
点
が
乱
に
つ
い
て
の
記
述
の
、
前
章
と
同
一
で
な
い
と
こ
ろ
で

あ
り
、
注
目
に
値
い
す
る
。
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。

○
此
れ
其
の
故
は
何
を
以
て
然
る
や
。
則
ち
皆
、
鬼
神
の
有
る
と
無
き
と
の

別
に
疑
惑
し
、
鬼
神
の
能
く
賢
を
賞
し
て
暴
を
罰
す
る
こ
と
に
明
ら
か
な

「
気
」
を
め
ぐ
る
『
墨
子
』
の
思
考
様
式
に
つ
い
て
（
久
富
木
成
大
）

ら
ざ
る
を
以
て
な
り
。
今
も
し
天
下
の
人
を
し
て
偕
に
鬼
神
の
よ
く
賢
を

賞
し
て
暴
を
罰
す
る
こ
と
を
信
ぜ
し
む
れ
ば
、
則
ち
夫
れ
天
下
豈
に
凱
れ

ん
や
。
今
、
無
鬼
を
と
る
者
曰
く
、
鬼
神
は
固
よ
り
有
る
こ
と
無
し
、
と
。

旦
暮
に
以
て
天
下
を
教
講
し
て
、
天
下
の
衆
を
疑
は
し
む
る
こ
と
を
な
す
。

天
下
の
衆
を
し
て
、
皆
、
鬼
神
有
無
の
別
に
疑
惑
せ
し
む
、
是
を
以
て
天

下
凱
る
。
是
の
故
に
子
墨
子
曰
く
、
今
、
天
下
の
王
公
大
人
士
君
子
、
ま

こ
と
に
天
下
の
利
を
興
し
、
天
下
の
害
を
除
か
ん
こ
と
を
求
め
ん
と
ほ
っ

せ
ば
、
も
と
よ
り
鬼
神
の
有
る
と
無
き
と
の
別
の
ご
と
き
は
、
將
に
以
て

此
を
明
察
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
者
な
り
、
と
。
（
此
其
故
何
以
然
也
、
則
皆

以
疑
惑
鬼
神
之
有
與
無
之
別
、
不
明
乎
鬼
神
之
能
賞
賢
而
罰
暴
也
、
今
若

使
天
下
之
人
、
偕
信
鬼
神
之
能
賞
賢
而
罰
暴
也
、
則
夫
天
下
豈
凱
哉
、
今

執
無
鬼
者
日
、
鬼
神
者
固
無
有
、
旦
暮
以
爲
教
誘
乎
天
下
、
疑
天
下
之
衆
、

使
天
下
之
衆
、
皆
疑
惑
乎
鬼
神
有
無
之
別
、
是
以
天
下
凱
、
是
故
子
墨
子

日
、
今
天
下
之
王
公
大
人
士
君
子
、
實
將
欲
求
興
天
下
之
利
、
除
天
下
之

害
、
故
當
鬼
神
之
有
與
無
之
別
、
將
不
可
以
不
明
察
此
者
也
Ⅱ
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天
下
が
乱
れ
た
理
由
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
幾
つ
か
あ
る
が
、
こ
こ
に

そ
の
原
因
の
重
要
な
も
の
と
し
て
、
墨
子
は
新
た
に
、
世
人
が
鬼
神
の
認
識
を

二
つ
の
点
で
誤
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
。

墨
子
は
い
う
。
世
の
人
々
の
誤
ち
は
、
そ
の
第
一
が
鬼
神
が
存
在
す
る
か
し

な
い
か
の
弁
別
に
ま
ど
い
、
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
、
と
。
第
二
は
、
鬼
神
が
賢
人
を
賞
し
、
暴
乱
の
人
を
罰
す
る
と

い
う
事
実
を
、
（
仮
に
鬼
神
の
存
在
を
信
じ
て
い
る
と
す
る
人
で
も
）
信
じ
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
と
。

’
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し
た
が
っ
て
、
天
下
の
政
治
に
た
ず
さ
わ
る
人
々
は
、
こ
の
二
つ
の
誤
っ
た

認
識
を
と
り
除
く
こ
と
に
努
め
な
け
れ
ば
、
世
の
中
は
乱
れ
る
一
方
で
あ
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
こ
の
第
一
の
、
鬼
神
の
存
在
の
弁
別
は
、
ど
の
よ

雪
フ
に
し
て
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
、
フ
か
。

○
既
に
鬼
神
有
無
の
別
を
以
て
、
以
て
察
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
と
爲
す
の
み
。

然
ら
ば
則
ち
吾
れ
此
を
明
察
す
る
こ
と
を
爲
す
は
、
其
の
説
は
將
に
い
か

に
し
て
可
な
ら
ん
と
す
る
か
。
子
墨
子
曰
く
、
此
れ
天
下
の
い
は
ゆ
る
有

と
無
と
を
察
知
す
る
道
に
あ
ず
か
り
、
必
ら
ず
衆
人
耳
目
の
實
、
有
と
亡

を
知
る
を
以
て
儀
と
な
す
者
な
り
。
諸
し
て
之
を
聞
き
之
を
見
る
と
す
る

こ
と
あ
れ
ば
、
則
ち
必
ら
ず
以
て
有
と
な
す
。
聞
く
こ
と
な
く
、
見
る
こ

と
な
け
れ
ば
、
則
ち
必
ず
以
て
無
と
な
す
。
是
の
若
く
な
ら
ば
、
何
ぞ
嘗

（
こ
こ
ろ
み
）
に
一
郷
一
里
に
入
り
て
こ
れ
に
問
は
ざ
る
。
古
へ
よ
り
以

て
今
に
及
ぶ
ま
で
、
生
民
よ
り
以
来
、
ま
た
嘗
て
鬼
神
の
物
を
見
、
鬼
神

の
聲
を
聞
き
し
こ
と
有
れ
ば
、
則
ち
鬼
神
何
ぞ
無
し
と
謂
は
ん
や
。
若
し

聞
く
こ
と
な
く
見
る
こ
と
な
く
ば
、
則
ち
鬼
神
あ
り
と
謂
ふ
く
け
ん
や
。

（
既
以
鬼
神
有
無
之
別
、
以
爲
不
可
不
察
巳
、
然
則
吾
爲
明
察
此
、
其
説

將
奈
何
而
可
、
子
墨
子
日
、
此
與
天
下
之
所
謂
察
知
有
與
無
之
道
者
、
必

以
衆
人
耳
目
之
實
、
知
有
與
亡
、
爲
儀
者
也
、
請
惑
聞
之
見
之
、
則
必
以

爲
有
、
莫
聞
莫
見
、
則
必
以
爲
無
、
若
是
、
何
不
嘗
入
一
郷
一
里
而
問
之
、

自
古
以
及
今
、
生
民
以
來
者
、
亦
有
嘗
見
鬼
神
之
物
、
聞
鬼
神
之
聲
、
則

鬼
神
何
謂
無
乎
、
若
莫
聞
莫
見
、
則
鬼
神
可
謂
有
乎
Ⅱ
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「
物
」
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
の
証
し
と
し
て
、
先
ず
そ
れ
が
多
く
の
人
々

の
耳
目
に
ふ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
、
墨
子
は
い
う
。

「
気
」
を
め
ぐ
る
『
墨
子
』
の
思
考
様
式
に
つ
い
て
（
久
富
木
成
大
）

多
く
の
人
々
が
鬼
神
の
姿
を
そ
の
目
で
確
認
し
、
耳
で
鬼
神
の
声
を
聞
き
と
る

と
い
う
こ
と
を
経
験
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
、
も
は
や
誰
一
人
と
し

て
鬼
神
の
存
在
を
疑
う
は
ず
は
な
い
と
墨
子
は
主
張
す
る
。
で
は
、
墨
子
の
い

う
よ
う
に
、
鬼
神
の
姿
を
目
で
見
、
鬼
神
の
声
を
聞
い
た
と
い
う
人
々
は
は
た

し
て
多
く
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

○
今
、
無
鬼
を
執
る
も
の
言
ひ
て
曰
く
、
夫
れ
天
下
の
鬼
神
の
物
を
聞
見
す

と
な
す
者
、
勝
げ
て
計
る
可
か
ら
ず
。
ま
た
執
か
鬼
神
有
無
の
物
を
聞
見

す
と
な
す
や
。
子
墨
子
言
ひ
て
曰
く
、
若
し
衆
の
同
に
見
る
所
と
、
衆
の

同
に
聞
く
所
と
を
以
て
す
れ
ば
、
則
ち
む
か
し
杜
伯
の
若
き
も
の
是
な
り
、

と
。
周
の
宣
王
、
そ
の
臣
杜
伯
を
殺
し
て
睾
あ
ら
ず
。
杜
伯
曰
く
、
吾
が

君
、
我
を
殺
し
て
享
あ
ら
ず
。
若
し
死
者
を
以
て
知
る
無
し
と
爲
さ
ば
則

ち
止
む
。
若
し
死
し
て
知
る
こ
と
有
ら
ば
、
三
年
を
出
で
ず
し
て
、
必
ら

ず
吾
が
君
を
し
て
之
を
知
ら
し
め
ん
、
と
。
其
の
後
三
年
、
周
の
宣
王
、

諸
侯
を
合
し
て
圃
に
田
（
か
り
）
す
。
田
車
數
百
乘
、
徒
數
千
人
、
野
に

満
つ
。
日
中
し
て
、
杜
伯
、
白
馬
の
素
車
に
乘
り
、
朱
衣
冠
し
、
朱
弓
を

執
り
、
朱
矢
を
挾
み
、
周
の
宣
王
を
追
ひ
て
之
を
車
上
に
射
る
。
心
（
む

ね
）
に
中
り
、
脊
を
折
り
、
車
中
に
蘆
れ
、
強
に
伏
し
て
死
す
。
是
の
時

に
當
り
、
周
人
の
從
ふ
者
は
見
ざ
る
莫
く
、
遠
き
者
は
聞
か
ざ
る
莫
く
、

著
は
し
て
周
の
春
秋
に
在
り
。
君
爲
る
者
は
以
て
そ
の
臣
を
教
へ
、
父
爲

る
者
は
以
て
其
の
子
を
識
め
て
曰
く
、
之
を
戒
め
よ
、
之
を
愼
め
よ
・
凡

そ
不
睾
を
殺
す
者
は
、
其
の
不
祥
を
得
、
鬼
神
の
誰
せ
ん
こ
と
、
此
の
若

く
こ
れ
憎
遜
な
り
、
と
。
こ
の
書
の
説
を
以
て
之
を
観
れ
ば
、
則
ち
鬼
神

の
有
る
こ
と
、
豈
に
疑
ふ
可
け
ん
や
。
（
今
執
無
鬼
者
言
日
、
夫
天
下
之
爲

聞
見
鬼
神
之
物
者
、
不
可
勝
計
也
、
亦
執
爲
聞
見
鬼
神
有
無
之
物
哉
、
子

一
一
一
一
一
一
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七
。
弩
七
、
七
發
而
止
、
將
服
必
赤
、
其
牲
以
狗
、
敵
以
西
方
來
、
迎
之

西
壇
、
壇
高
九
尺
、
堂
深
九
、
年
九
十
者
九
人
、
主
祭
。
白
旗
素
神
、
長

九
尺
者
九
、
弩
九
、
九
發
而
止
。
將
服
必
白
、
其
牲
以
羊
。
敵
北
方
來
、

迎
之
北
壇
、
壇
高
六
尺
、
堂
深
六
、
年
六
十
者
六
人
、
主
祭
、
黒
旗
黒
神
、

長
六
尺
者
六
、
弩
六
、
六
發
而
止
、
將
服
必
黒
、
其
牲
鐵
、
徒
外
宅
諸
名

大
祠
。
霊
巫
惑
祷
焉
、
給
祷
牲
Ⅱ
『
墨
子
』
巻
之
十
五
迎
敵
祠
第
六
十

八
）

こ
こ
で
は
、
敵
国
が
攻
め
て
く
る
と
き
、
ど
の
よ
う
な
対
応
を
す
べ
き
か
に

つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
も
先
ず
第
一
に
神
を
祭
り
、
そ
の
神
の
加

護
を
祈
り
求
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
、
フ
。

敵
が
東
方
か
ら
自
国
に
追
っ
て
い
る
と
き
は
、
国
城
の
東
方
に
壇
を
築
き
、

そ
こ
に
東
方
の
神
を
迎
え
て
祭
る
の
で
あ
る
。
そ
の
祭
り
の
仕
方
は
、
八
の
数

で
統
一
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
後
世
の
五
行
説
を
な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で
、

早
く
も
反
映
し
、
と
り
入
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
。
し
か
し
、
五
行
説
形
成
の

ど
の
段
階
の
も
の
で
あ
る
か
は
、
こ
こ
で
は
詳
か
に
は
し
え
な
い
が
、
祭
り
の

方
法
は
具
体
的
に
は
以
下
の
ご
と
く
し
て
な
さ
れ
る
。
壇
の
高
さ
が
八
尺
、
堂

の
広
さ
は
八
尺
四
方
。
祭
り
に
奉
仕
す
る
の
は
、
八
十
歳
の
老
人
、
八
人
。
ま

た
、
八
尺
の
旗
を
八
本
立
て
、
弩
弓
は
八
張
を
備
え
、
そ
の
弩
弓
か
ら
東
方
に

向
け
て
八
本
の
矢
を
射
る
。
さ
ら
に
五
行
説
で
い
う
五
色
の
な
か
か
ら
東
方
の

色
、
つ
ま
り
青
色
の
も
の
を
そ
な
え
、
祭
り
を
め
ぐ
る
色
彩
を
青
色
で
統
一
さ

せ
る
。
先
に
の
べ
た
八
本
の
旗
は
す
べ
て
青
色
で
あ
り
、
こ
の
旗
の
下
に
、
五

行
説
で
い
う
五
帝
の
な
か
か
ら
青
帝
を
迎
え
る
。
更
に
、
こ
の
東
壇
に
参
拝
し

た
の
ち
、
将
軍
は
青
色
の
軍
服
姿
で
敵
と
の
戦
い
に
出
発
す
る
。
ま
た
、
神
に

⑨

さ
さ
げ
る
犠
牲
の
動
物
は
難
で
あ
る
。

「
気
」
を
め
ぐ
る
『
墨
子
』
の
思
考
様
式
に
つ
い
て
（
久
富
木
成
大
）

敵
が
南
方
か
ら
侵
攻
し
よ
う
と
し
て
い
る
時
に
は
、
国
城
の
南
方
に
壇
を
築

い
て
祭
り
を
挙
行
す
る
。
こ
の
際
の
祭
り
と
は
、
五
行
で
い
う
南
方
の
数
、
五

数
の
う
ち
の
「
七
」
で
統
一
す
る
。
壇
の
高
さ
は
七
尺
、
堂
は
七
尺
四
方
、
七

十
歳
の
老
人
七
人
が
祭
り
を
つ
か
さ
ど
る
。
旗
は
七
尺
の
も
の
を
七
本
立
て
、

弩
弓
も
七
張
を
用
意
し
、
七
度
、
矢
を
南
方
に
発
射
す
る
。
ま
た
、
五
色
の
な

か
か
ら
、
南
方
の
赤
色
で
祭
事
を
統
一
す
る
。
七
本
の
旗
は
赤
色
で
、
こ
の
旗

の
下
に
赤
帝
を
迎
え
る
。
将
軍
は
赤
色
の
軍
服
を
身
に
つ
け
る
。
さ
ら
に
、
神

⑩

に
そ
な
え
る
犠
牲
と
し
て
は
、
犬
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。

敵
が
西
方
か
ら
攻
め
て
来
る
場
合
に
は
、
国
城
の
西
方
に
壇
を
そ
な
え
て
戦

勝
を
祈
る
。
こ
の
祭
り
も
、
五
行
で
い
う
と
こ
ろ
の
五
数
の
、
西
方
の
数
、
九

で
統
一
さ
れ
る
。
祭
壇
の
高
さ
は
九
尺
、
祭
堂
の
広
さ
は
九
尺
四
方
、
祭
り
を

司
る
の
は
九
十
歳
の
老
人
九
人
で
あ
る
。
ま
た
、
九
尺
の
旗
九
本
を
立
て
る
。

そ
う
し
て
九
張
り
の
弩
弓
を
そ
な
え
、
矢
を
西
方
に
九
度
射
る
。
さ
ら
に
、
こ

の
祭
り
も
ま
た
色
の
点
で
統
一
さ
れ
る
。
旗
の
色
は
五
行
の
五
色
の
う
ち
、
西

方
の
白
色
、
こ
の
旗
の
下
に
迎
え
る
の
は
白
帝
で
あ
り
、
将
軍
の
軍
衣
も
ま
た

⑪

白
色
で
あ
る
。
神
に
そ
な
え
る
犠
牲
は
羊
で
あ
る
。

北
方
か
ら
敵
が
進
行
し
て
近
づ
く
と
き
は
ど
う
か
。
祭
壇
を
同
じ
く
国
城
の

北
方
に
築
い
て
戦
勝
を
祈
願
す
る
。
こ
こ
で
も
五
行
が
登
場
し
、
五
数
の
北
方

の
数
、
六
で
統
一
さ
れ
る
。
壇
は
高
さ
が
六
尺
、
祭
堂
は
広
さ
が
六
尺
四
方
、

六
十
歳
の
老
人
六
人
が
祭
り
を
つ
か
さ
ど
る
。
又
、
六
尺
の
旗
六
本
を
立
て
、

弩
弓
六
張
り
を
そ
な
え
、
矢
を
六
本
、
北
方
に
向
け
て
射
る
。
さ
ら
に
色
の
点

で
も
五
色
の
う
ち
、
北
方
の
色
の
黒
で
統
一
さ
れ
る
。
旗
の
色
が
黒
で
あ
り
、

黒
帝
が
そ
の
下
に
迎
え
ら
れ
、
将
軍
の
軍
服
の
色
は
黒
で
あ
る
。
神
に
さ
さ
げ

⑫

る
犠
牲
は
豚
で
あ
っ
た
。

三

七












