
こ
の
拙
文
は
、
「
中
国
農
村
慣
行
調
査
」
（
中
国
農
村
慣
行
調
査
会
編
岩
波
書
店
刊
行
。
全
六
巻
）
に
基
つ
い
て
、
解
放
前
夜
に
於
け

る
華
北
村
民
の
宗
教
意
識
と
そ
の
志
向
性
を
考
察
し
て
心
的
現
象
の
本
質
的
性
格
を
明
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
っ
て
上
記
の

慣
行
調
査
事
業
の
す
ぐ
れ
た
指
導
者
で
あ
っ
た
末
広
厳
太
郎
博
士
（
一
九
五
一
年
没
。
東
京
大
学
教
授
。
中
央
労
働
委
員
会
委
員
長
）
は

『
中
国
の
民
衆
が
如
何
に
な
る
慣
行
の
下
に
社
会
生
活
を
営
ん
で
い
る
か
、
換
言
す
れ
ば
、
中
国
社
会
に
行
わ
れ
て
い
る
慣
行
を
明
に
す

罰
’

華
北
村
落
に
於
け
る
宗
教
意
識
に
就
て

目

次

一
、
は
し
が
き

三
、
村
民
の
鍍
魂
視
と
祖
先
崇
拝

五
、
結
語

ノ

卜
一
、
は
し
が
き

１
１
解
放
前
夜
の
宗
教
的
慣
行
を
中
心
と
し
て
Ｉ

二
、
村
廟
と
そ
の
祭
杷
意
識

四
、
自
然
崇
拝
意
識
（
雨
乞
を
中
心
と
し
て
）

町

田

是
正
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①

る
こ
と
に
よ
っ
て
其
社
会
の
特
質
を
生
け
る
が
ま
畠
に
画
き
出
す
こ
と
』
（
末
広
博
士
「
調
査
方
針
等
に
関
す
る
覚
書
」
）
が
本
調
査
事

業
の
窮
極
の
目
的
で
あ
る
と
示
唆
さ
れ
た
が
、
た
し
か
に
そ
こ
で
は
、
華
北
農
村
の
綜
ゆ
る
生
活
規
範
を
社
会
学
的
方
法
に
よ
っ
て
、
生

活
と
共
に
流
動
的
に
生
き
て
い
る
法
的
慣
行
の
実
相
を
明
か
に
す
る
こ
と
に
努
力
が
払
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
こ
の
小
文
で

は
殊
に
宗
教
的
慣
行
の
習
俗
を
基
軸
と
し
て
論
究
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
『
中
国
社
会
に
於
て
は
、
宗
教
其
他
の
規
範
が
現
実
に
社
会

関
係
を
規
律
し
成
立
せ
し
む
る
に
付
き
極
め
て
強
い
力
を
も
っ
て
い
る
か
ら
、
絶
え
ず
其
点
に
留
意
し
て
調
査
に
当
る
必
要
が
あ
る
と
思

う
。
吾
々
か
ら
見
れ
ば
迷
信
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
社
会
的
要
素
と
し
て
実
効
性
を
も
っ
て
い
る
限
り
調
査

の
外
に
逸
脱
せ
し
め
て
は
な
ら
な
い
』
（
末
広
博
士
「
前
掲
論
文
」
）
の
で
あ
る
。
然
も
、
そ
れ
が
生
々
と
し
た
不
連
続
線
的
渦
流
の
中

で
動
的
に
調
査
し
得
る
な
ら
ば
、
吾
々
の
考
察
対
象
も
そ
こ
に
集
中
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

②

夙
に
、
華
北
股
村
慣
行
調
査
資
料
に
準
拠
す
る
研
究
業
績
は
数
多
く
学
界
に
間
は
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
直
接
に
宗
教
的
慨

行
を
研
究
対
象
と
し
た
も
の
が
僅
少
で
あ
り
、
而
も
従
来
の
研
究
内
容
が
単
に
宗
教
儀
礼
の
外
態
ｌ
祭
杷
行
動
に
の
み
視
点
が
集
中
さ

れ
て
い
た
感
が
深
い
。
そ
こ
で
、
そ
の
成
否
は
別
と
し
て
も
、
股
村
民
の
宗
教
迩
識
の
本
質
的
現
象
を
究
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実

③

生
活
と
習
俗
の
在
方
を
浮
き
ぼ
り
し
よ
う
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

併
し
、
華
北
村
民
の
宗
教
意
識
を
考
究
す
る
に
当
り
、
常
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
点
が
含
ま
れ
て
い
る
。
即
ち
、
従
来
か

ら
周
知
の
事
実
と
し
て
受
取
ら
れ
て
い
た
儒
教
の
み
が
家
父
長
的
家
族
制
も
胃
風
胃
呂
巴
曾
日
辱
遇
の
蔚
日
の
基
本
的
宗
教
と
し
て
作

用
し
た
如
く
理
解
す
る
こ
と
は
早
急
な
危
険
性
が
伴
う
で
あ
ろ
う
。
解
放
前
夜
に
在
っ
て
は
儒
教
、
道
教
、
仏
教
、
更
に
は
基
督
教
、

回
教
ま
で
が
混
合
融
合
さ
れ
て
中
国
人
の
民
間
宗
教
と
し
て
形
成
さ
れ
宗
教
生
活
の
土
台
と
な
っ
て
き
た
こ
と
を
重
視
せ
ね
ば
な
ら
な

い
。
こ
う
し
た
生
活
規
範
の
中
に
占
め
る
宗
教
慣
行
を
同
時
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
知
識
や
観
念
の
混
融
未
分
化
の
雑
然
た
る
民
間
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と
こ
ろ
で
、
農
民
が
村
廟
へ
詣
る
所
作
と
祈
願
の
動
機
を
眺
め
る
と
き
、
お
よ
そ
純
粋
な
教
理
や
宗
教
意
識
と
は
没
交
渉
的
な
拝
廟
意

⑥

識
に
専
ら
の
如
く
に
受
け
と
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
ば
ら
く
、
拝
廟
の
動
機
を
調
査
資
料
に
求
め
て
み
よ
う
。

華
北
村
落
に
於
て
把
ら
れ
る
村
廟
の
種
類
に
は
、
観
音
廟
。
三
宮
廟
（
三
聖
堂
と
も
呼
び
堯
舜
閏
。
文
王
、
武
王
、
周
公
。
老
子
、
孔

子
、
釈
迦
を
把
る
）
・
五
道
廟
（
地
獄
、
餓
鬼
、
畜
生
、
人
間
、
天
上
の
五
道
。
或
は
山
神
、
土
地
神
、
山
鬼
、
判
官
、
農
神
も
意
味
す

る
）
・
関
帝
廟
（
真
武
廟
、
老
爺
廟
と
も
呼
び
三
国
時
代
の
英
雄
関
羽
を
武
神
と
し
て
把
る
）
・
城
隈
廟
（
玉
皇
廟
と
も
云
い
玉
帝
を
妃

⑤
・

る
）
・
財
神
廟
（
福
神
を
把
り
、
人
間
の
欲
望
を
満
足
さ
せ
る
と
さ
れ
て
い
る
）
な
ど
数
多
く
の
廟
の
存
在
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
う

し
た
幾
種
か
の
廟
が
華
北
一
帯
に
存
在
す
る
こ
と
は
、
儒
・
仏
・
道
教
が
混
融
し
な
が
ら
村
民
の
日
常
生
活
に
根
強
く
謬
透
さ
れ
て
い
た

証
拠
と
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
農
民
の
個
々
人
の
信
仰
対
象
が
如
何
な
る
媒
体
を
通
し
て
行
わ
れ
て
い
る
か
を
「
○
○
廟
」
と
い
う
具
体
的

な
形
態
で
髪
現
し
頂
る
．
従
っ
て
、
こ
う
し
塵
裂
は
旧
来
の
伝
塗
藪
乃
至
縦
織
宗
教
の
中
か
ら
残
留
沈
澱
し
た
ｌ
》
護
の
下
部

的
要
素
が
村
落
に
脱
落
退
化
沈
滞
し
た
俄
行
宗
教
（
民
間
宗
教
８
叩
８
日
閏
ｑ
ご
農
具
》
ぐ
。
拝
の
瞳
角
屋
貢
皆
）
の
形
態
や
色
彩
が
強
い
こ
と

始
め
よ
う
。

は
言
う
ま
で
も
な
い
。

宗
教
と
社
会
と
を
結
ぶ
機
能
的
な
動
き
を
果
す
で
あ
ろ
う
。

本
節
で
は
、
先
づ
華
北
村
民
の
全
休
が
如
何
な
る
宗
教
的
志
向
性
を
示
し
て
い
る
か
、
村
民
の
信
仰
対
象
の
中
心
は
那
辺
に
あ
る
か
、

④

と
の
問
題
を
テ
ー
マ
と
し
て
農
村
民
の
祭
杷
す
る
「
廟
」
を
研
究
対
象
と
し
て
信
仰
意
識
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
描
写
す
る
準
術
操
作
か
ら

二
、
村
廟
と
そ
の
祭
杷
意
識

、
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『
五
道
剛
は
ど
ん
な
利
益
が
あ
る
か
ｌ
ど
の
村
に
も
あ
っ
て
人
の
死
ん
だ
時
、
紙
を
も
っ
て
行
っ
て
こ
の
廟
で
焼
く
。
こ
れ
才
拝
む
と
死
後
、
陰
司

が
無
事
に
通
す
』
⑦
。
『
玉
皇
廟
は
祈
雨
・
有
病
・
算
卦
の
神
で
、
病
の
時
に
最
も
良
く
詣
で
雨
乞
も
と
畠
で
す
る
』
⑬
。
『
他
郷
に
在
る
も
の
ｈ
安
全

を
祈
る
こ
と
あ
り
。
又
河
が
決
淡
せ
ぬ
よ
う
祈
っ
た
こ
と
あ
り
』
⑨
。
『
観
音
菩
薩
は
…
・
中
略
…
：
．
慈
悲
の
神
で
人
間
を
そ
の
子
供
の
よ
う
に
不
幸

が
あ
れ
ば
救
っ
て
く
れ
る
』
⑨
。
『
廟
壷
作
ら
ぬ
と
何
か
都
合
の
悪
い
こ
と
が
あ
る
か
１
１
神
様
を
祭
る
た
め
、
そ
う
と
す
る
と
．
病
気
も
し
な
い
し

腫
物
も
出
来
な
い
』
＠
。
『
老
爺
を
祭
つ
る
と
ど
ん
な
御
利
益
が
あ
る
か
Ｉ
永
無
災
。
平
安
』
⑫

右
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
地
域
や
共
同
体
・
個
人
的
祈
願
の
別
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
祈
願
す
る
共
通
点
は
御
利
益
意
識
が
表
明
さ
れ
、
祈

願
の
目
的
と
す
る
内
容
に
は
自
覚
意
識
的
の
志
向
性
が
な
く
、
漠
然
と
し
た
抽
象
的
信
仰
が
支
配
的
の
如
く
見
ら
れ
る
。
然
る
に
、
そ
の

祈
願
す
る
内
容
が
腱
民
の
日
常
生
活
と
頂
結
さ
れ
た
現
実
の
問
題
・
生
活
資
料
を
購
入
す
る
生
計
間
脳
な
ど
に
関
連
し
た
場
合
に
は
、
か

え
っ
て
反
御
利
益
意
識
を
表
明
し
て
い
る
者
も
あ
る
。
例
え
ば
、
河
北
省
昌
黎
県
の
調
査
に
よ
れ
ば
、

『
財
神
を
祭
っ
て
金
は
出
来
な
い
か
ｌ
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
財
神
で
金
が
た
ま
る
な
ら
ば
村
に
貧
乏
人
は
な
い
筈
だ
』
、
。
『
金
が
欲
し
く
て
祈

る
と
金
が
出
来
た
例
あ
り
や
ｉ
な
い
。
そ
れ
が
出
来
る
な
ら
貧
乏
人
は
い
な
い
』
⑬

と
、
金
銭
に
よ
っ
て
幸
福
が
招
来
さ
れ
る
程
度
の
意
味
で
、
生
活
的
功
利
性
は
否
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
発
言
は
農
村
の
低
い
生

産
様
式
に
基
く
生
活
慣
行
が
、
そ
の
ま
畠
生
活
規
範
と
い
う
社
会
的
遺
伝
の
形
に
た
っ
て
し
ま
っ
た
結
果
、
経
済
的
な
余
力
な
ど
は
思
い

も
よ
ら
ぬ
問
題
で
あ
っ
て
、
か
え
っ
て
打
開
し
難
い
大
き
な
障
壁
と
な
っ
て
い
る
感
が
深
く
、
そ
こ
に
悲
感
的
な
反
利
益
意
識
が
も
た
ら

⑭

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
殺
那
的
な
生
活
に
関
し
て
は
、
生
活
水
準
を
向
上
し
よ
う
と
す
る
意
欲
や
所
作
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

併
し
な
が
ら
、
祈
願
の
目
的
に
よ
っ
て
肯
否
の
信
仰
意
識
を
一
部
縫
民
が
示
す
と
は
言
え
、
華
北
全
域
に
わ
た
っ
た
場
合
に
は
、
拝
廟

儀
礼
が
根
弦
く
惨
透
し
て
い
た
事
情
は
充
分
に
推
察
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
廟
信
仰
の
事
階
を
よ
り
明
瞭
に
す
る
た
め
に
彼

等
の
「
神
罰
観
」
を
眺
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
更
に
問
題
を
深
め
な
が
ら
究
明
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
若
し
、
河
北
省
良

郷
県
呉
店
村
で
の
旗
田
銚
氏
と
農
夫
趙
顕
章
と
の
応
答
に
よ
れ
ば
、
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■

愚
ぃ
こ
と
を
す
る
と
生
き
憤
る
中
胤
が
当
ら
紫
Ｉ
当
る
。
死
協
鼎
来
ぬ
と
滞
府
に
孫
ら
れ
胃
け
器
、
そ
侭
は
幕
箪

鳥
警
与
え
ら
れ
る
』
・
扇
不
苦
謄
も
病
気
に
な
る
か
ｌ
然
り
』
。
爵
の
当
っ
た
人
は
側
に
謝
り
に
行
く
か
ｌ
自
ら
後
享
る
が

陰
曹
府
で
許
さ
な
瞳
・
罵
気
に
な
る
の
も
前
嵯
滑
こ
と
を
し
そ
め
で
は
な
い
か
Ｉ
蔦
鳥
気
は
然
ら
ず
．
前
塔
普
こ
と
を
し
た

時
に
は
ひ
ど
い
病
気
に
か
世
る
。
突
然
に
手
や
足
が
折
れ
る
場
合
が
あ
る
』
。
（
こ
の
と
き
、
教
員
の
郭
伯
衡
が
来
て
趙
顕
章
の
側
に
坐
る
。
彼
は
廟

を
信
ぜ
ぬ
ら
し
く
、
し
か
も
知
識
豊
富
の
た
め
、
廟
を
信
ず
る
趙
顕
章
は
答
え
に
く
い
様
子
。
１
１
拙
註
１
１
郭
氏
は
小
学
校
教
員
で
理
智
的
人
物
。

一
臘
民
と
異
な
り
廟
と
熟
は
す
べ
て
誉
だ
と
し
て
い
る
。
ｖ
ｏ
Ｌ
５
の
四
一
壷
Ｉ
）
鼠
驚
に
参
る
の
は
何
の
＃
益
を
祈
る
た
め
か

１
１
質
、
恢
癒
、
勢
に
居
る
家
人
皐
安
、
こ
…
嘗
警
。
蔓
の
た
童
る
こ
と
を
祈
ら
膿
ｌ
そ
：
人
も
い
る
驚
く
少
く
、
剣

は
財
迷
瓶
で
あ
る
。
神
は
泥
脂
偶
像
に
す
ぎ
ぬ
か
ら
側
利
制
詞
釧
、
自
分
で
働
か
ね
ば
仕
方
な
瞳
（
傍
線
は
拙
生
）
⑬

と
あ
る
が
、
こ
の
応
答
の
中
で
最
も
留
意
さ
れ
る
点
は
、
郭
教
員
（
自
然
現
象
等
を
理
知
的
に
理
解
す
る
）
が
同
席
す
る
前
に
神
罰
や

御
利
益
の
有
効
性
を
具
体
的
に
披
瀝
肯
定
し
な
が
ら
も
突
端
に
否
認
の
態
度
を
示
す
心
理
的
変
化
を
示
し
た
こ
と
で
あ
る
。
（
傍
線
部

分
）
も
し
前
記
の
応
答
が
第
二
署
の
存
在
を
意
識
し
て
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
ひ
と
り
趙
顕
章
だ
け
の
問
題
に
止
ま
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
即

ち
趙
顕
章
が
華
北
農
村
民
の
信
仰
の
在
方
の
一
方
向
を
表
明
し
た
も
の
と
解
す
る
な
ら
ば
、
村
民
の
宗
教
的
志
向
性
を
窺
い
う
る
こ
と
も

可
能
で
あ
る
。
常
識
的
に
言
っ
て
も
、
人
間
の
生
活
行
動
は
、
感
性
的
欲
求
の
た
め
に
知
的
行
動
が
抑
制
さ
れ
る
こ
と
は
、
現
代
知
識
層

に
も
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。
言
わ
ん
や
、
先
の
趙
顕
章
が
拝
廟
祈
願
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
常
生
活
の
な
か
に
何
ら
か
の
意
味
で
精
神

的
安
心
を
得
て
い
た
と
す
れ
ば
、
理
知
的
な
郭
教
員
の
存
在
は
嫌
悪
に
も
似
た
感
情
意
識
を
も
っ
た
こ
と
は
允
分
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
ｏ

上
述
に
よ
っ
て
、
華
北
地
帯
で
は
全
般
的
に
拝
廟
意
識
に
伴
う
儀
礼
が
流
布
し
て
い
る
様
子
は
理
解
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
点
に

つ
い
て
更
に
論
を
す
き
め
た
い
。
河
北
省
昌
黎
県
候
家
営
の
郷
長
、
孔
子
明
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、

『
村
の
人
は
「
廟
大
圧
荘
」
等
と
い
き
、
廟
が
大
き
い
の
で
金
が
出
来
ぬ
と
い
う
が
、
廟
の
大
小
と
は
村
の
朧
衰
と
は
ど
う
考
え
て
蝋
関
係
の
な
い
こ

と
だ
。
私
は
廟
は
全
然
不
要
と
思
っ
た
が
、
村
の
一
般
の
者
は
迷
信
を
も
っ
て
い
る
の
で
、
学
校
を
建
て
た
時
に
新
に
小
潮
を
建
て
た
の
だ
』
。
⑯

●
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と
あ
っ
て
、
比
較
的
に
進
歩
性
の
郷
長
は
廟
信
仰
の
海
力
に
懐
疑
的
で
否
認
す
る
態
度
を
示
し
な
が
ら
も
、
候
家
営
と
い
う
一
つ
の
共

同
体
村
落
の
為
に
は
敢
て
生
活
規
範
に
さ
か
ら
わ
ず
、
宗
教
的
横
行
に
歩
調
を
合
し
て
い
る
。
従
っ
て
ヨ
般
に
知
識
あ
る
者
は
宗
教

⑰

（
廟
）
を
信
じ
な
い
』
の
が
通
例
で
は
あ
っ
て
も
、
農
民
の
多
く
は
『
玉
皇
廟
に
は
祈
雨
、
右
病
、
算
卦
の
神
と
し
て
詣
で
、
観
音
廟
に

⑱

は
子
な
き
女
が
詣
で
る
』
よ
う
に
廟
信
仰
は
相
当
に
根
強
い
も
の
が
あ
る
。
或
は
ま
た
、
死
後
の
阯
界
へ
の
恐
怖
を
暗
示
し
な
が
ら
現
世

⑲

の
生
活
に
善
行
を
積
む
べ
き
を
勧
め
た
「
燗
也
来
了
」
の
言
葉
に
も
、
神
罰
観
や
御
利
益
の
来
福
を
希
う
習
俗
信
仰
が
汲
み
と
ら
れ
る
の

而
し
て
、
村
廟
そ
の
も
の
が
農
民
の
個
々
人
の
拝
廟
感
情
に
問
有
な
対
象
で
あ
る
限
り
、
そ
こ
に
近
代
的
な
意
識
が
形
成
さ
れ
る
こ
と

は
縁
遠
い
課
題
で
あ
っ
て
、
農
民
の
各
人
が
共
同
体
に
於
け
る
法
的
慣
行
を
墨
守
し
な
け
れ
ば
、
一
家
の
安
寧
は
お
ろ
か
自
家
の
生
計
に

も
こ
と
欠
く
経
済
的
発
展
が
約
束
さ
れ
な
い
生
活
体
に
あ
っ
て
は
、
俗
信
的
慣
行
の
改
善
と
新
し
い
人
間
関
係
を
生
み
出
す
志
向
性
は
芽

ば
え
な
い
の
み
な
ら
ず
、
狭
い
人
間
結
合
は
い
つ
ま
で
も
存
続
す
る
で
あ
ろ
う
。

で
あ
る
。

前
節
で
は
、
廟
紀
の
形
態
と
信
仰
を
通
し
て
華
北
艇
民
の
宗
教
意
識
を
お
よ
そ
考
察
し
て
そ
の
概
略
を
述
べ
た
が
、
本
節
に
於
て
は
、

問
題
の
焦
点
を
更
に
し
ぼ
り
村
民
の
死
後
の
恢
界
に
対
す
る
信
仰
１
１
溌
魂
観
を
中
心
と
し
た
本
質
的
な
志
向
性
を
考
え
よ
う
。

⑳

と
こ
ろ
で
吾
々
は
、
「
娠
魂
」
と
い
う
言
葉
を
耳
に
す
る
と
き
人
間
の
人
格
に
超
自
然
性
を
附
与
し
た
稚
魂
不
滅
の
観
念
や
、
或
は
死

と
対
決
す
る
不
安
と
恐
怖
の
心
意
現
象
を
、
さ
ら
に
は
祖
先
崇
拝
を
意
識
的
に
醸
成
す
る
基
礎
が
生
れ
安
い
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
、
は
た

し
て
華
北
農
村
で
は
如
何
な
る
事
情
で
あ
ろ
う
か
。
河
北
省
昌
黎
県
候
家
営
に
て
内
田
智
雄
氏
と
候
定
義
（
本
村
で
文
字
の
書
け
る
農
民

三
、
村
民
の
霊
魂
観
及
び
祖
先
崇
拝
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ｌ
拙
註
）
と
の
応
答
を
先
づ
引
用
し
て
み
よ
う
．
そ
一
そ
は
稚
魂
を
蕃
悪
二
区
別
を
な
し
、
岐
初
に
悪
事
の
魂
に
つ
い
て

『
人
が
死
ぬ
と
魂
は
ど
う
い
う
順
序
で
天
堂
や
地
獄
へ
行
く
か
ｌ
城
泉
廟
か
ら
牛
頭
馬
面
の
二
人
の
役
人
が
来
て
魂
を
城
皇
廟
へ
つ
れ
て
ゆ
く
．
…

…
中
略
…
・
・
埋
葬
せ
ら
れ
る
と
一
殿
閻
君
の
神
に
引
渡
さ
れ
生
前
の
善
悪
事
を
訊
問
さ
れ
る
。
普
通
悪
事
を
し
た
こ
と
を
い
わ
ず
善
事
の
み
を
い
う
。

そ
の
口
供
を
一
殿
閻
君
が
全
部
筆
記
し
て
二
殴
閻
君
の
と
こ
ろ
へ
魂
と
Ｌ
も
に
送
る
。
ま
た
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
き
か
れ
答
を
筆
記
し
三
一
砺
閻
君
の

と
こ
ろ
へ
送
ら
れ
る
。
ま
た
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
き
か
れ
る
が
、
正
直
に
い
わ
な
い
と
鋸
拉
・
油
鍋
・
飛
叉
・
徹
揃
の
中
で
生
前
の
悪
事
に
適
当
な
も

の
へ
送
ら
れ
る
。
普
通
は
白
状
し
な
い
か
ら
四
殿
に
送
ら
れ
る
。
：
。
：
．
中
略
．
：
：
五
殿
に
は
反
光
鏡
が
あ
っ
て
生
前
の
悪
事
が
皆
写
る
。
と
出
で
正
直

に
い
わ
な
い
と
そ
の
鏡
を
の
ぞ
か
せ
る
。
皆
白
状
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
す
る
と
そ
れ
に
よ
っ
て
、
控
眼
、
杁
心
坑
刀
腸
子
な
ど
に
処
せ
ら
れ
る
。
（
以

下
六
殿
、
七
殿
、
八
殿
に
於
て
は
前
生
の
悪
事
を
承
認
さ
せ
る
こ
と
を
繰
返
す
。
）
九
殿
で
は
減
判
を
や
り
、
こ
ん
な
悪
事
を
し
た
ら
次
の
生
で
は
、

犬
、
猟
．
鼠
に
な
れ
な
ど
Ｌ
と
い
う
。
十
殿
で
は
猫
に
な
る
者
は
猫
の
皮
を
、
犬
に
な
る
者
は
犬
の
皮
を
く
れ
る
。
こ
れ
で
悪
事
を
し
た
魂
は
全
部
を

通
っ
た
こ
と
に
な
る
』
、、

と
あ
り
、
次
で
善
事
の
魂
に
つ
い
て
、

暑
事
を
し
た
魂
は
ど
う
い
う
道
を
遮
る
か
ｌ
城
皐
廟
童
で
は
善
慈
と
も
同
じ
。
一
殿
藤
善
悪
事
と
も
管
か
れ
る
．
悪
事
を
し
寝
か
ら
善
事

の
み
を
述
べ
る
。
そ
れ
を
調
査
す
る
神
を
日
巡
夜
巡
と
い
う
。
と
の
二
人
の
神
が
証
明
し
て
く
れ
る
と
二
殿
か
ら
十
殿
ま
で
い
く
。
（
十
殿
に
行
く
過

程
で
反
光
鏡
で
調
べ
ら
れ
た
り
、
善
事
の
評
語
を
つ
け
ら
れ
て
墓
界
の
幸
福
が
決
定
す
る
１
１
拙
註
）
。
少
し
し
か
善
事
を
し
な
い
と
今
の
世
で
十
畝

く
ら
い
の
家
な
ら
ば
、
次
の
世
は
二
十
畝
の
家
に
し
か
生
れ
な
い
。
神
酬
を
沢
山
し
た
者
は
官
吏
に
さ
れ
る
。
自
分
が
韓
率
を
し
た
ば
か
り
で
な
く
人

に
善
戦
を
勧
め
た
者
は
良
い
学
者
に
さ
せ
大
官
に
さ
せ
る
。
為
人
容
易
作
人
雌
、
再
要
作
人
恐
則
雛
心
無
悦
作
無
雌
処
、
対
天
可
表
身
自
安
、
蒋
人
は

こ
の
世
に
生
れ
と
の
句
を
作
り
自
分
の
経
過
し
た
十
殿
ま
で
の
悪
人
の
気
の
瀧
な
こ
と
を
語
り
善
事
を
人
に
勧
め
る
』
、

右
の
応
答
内
容
に
は
善
魂
悪
魂
の
別
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
共
通
す
る
観
念
は
因
果
応
報
と
い
っ
た
考
え
方
が
強
調
さ
れ
て
い
よ
う
ｏ
つ
ま

り
霊
魂
の
纈
界
遍
歴
過
程
の
中
に
そ
の
肉
体
は
一
度
び
滅
び
去
っ
て
も
、
魂
蝿
は
こ
れ
を
離
れ
て
未
来
に
転
生
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

（
仏
教
で
云
う
地
獄
・
極
楽
の
祇
界
に
転
生
す
る
こ
と
か
）
そ
の
腎
電
な
魂
雌
の
永
続
を
ね
が
う
所
訊
窯
珈
不
滅
の
如
き
意
識
に
は
、

自
己
の
存
在
性
を
永
遠
に
確
約
し
て
く
れ
る
善
擬
の
肚
界
と
悪
魂
の
肚
界
と
の
明
確
な
秩
序
立
っ
た
考
え
方
が
必
要
な
わ
け
で
あ
ろ
う
。
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殊
に
習
俗
的
悩
行
に
左
右
さ
れ
る
膿
民
に
と
っ
て
は
、
斯
る
稚
魂
の
未
脹
肌
の
問
題
は
生
活
と
も
直
結
し
た
切
実
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か

し
、
彼
等
が
猟
の
聴
生
を
意
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
倣
の
自
己
を
浄
化
し
よ
う
と
す
る
自
覚
的
（
本
質
的
）
な
存
在
者
と
し
て
の
志

向
性
を
所
打
す
る
か
秀
か
は
習
俗
信
仰
の
立
場
か
ら
眺
め
た
場
合
に
は
、
熈
理
な
解
釈
と
な
ろ
う
。

如
上
の
見
方
は
仏
教
に
於
け
る
「
善
を
勧
め
る
」
教
説
と
結
び
つ
い
た
考
え
方
で
、
峨
田
氏
の
調
査
に
も
誠
告
的
な
意
味
の
報
告
が
見

⑳

ら
れ
る
が
麺
こ
う
し
た
意
識
が
生
活
規
範
と
直
結
し
て
彼
等
の
宗
教
意
識
は
俗
信
的
慣
行
の
枠
内
に
と
じ
こ
め
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

併
し
な
が
ら
、
「
魂
醜
を
崇
拝
す
べ
き
も
の
」
と
説
く
の
は
直
接
的
に
は
儒
教
の
魂
聴
思
想
を
土
台
と
し
て
成
立
し
て
い
る
も
の
で
、
仏

教
々
理
の
無
魂
聴
思
想
で
解
釈
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
又
、
霊
魂
の
霊
界
遊
歴
を
説
く
の
は
仏
教
的
俗
信
仰
で
あ
っ
て
、
仏
教
々
理
の

純
粋
な
意
味
で
の
立
場
で
は
な
い
。
概
し
て
、
華
北
の
場
合
に
は
そ
の
瀧
魂
観
は
哲
学
的
に
洗
練
さ
れ
た
思
想
的
根
拠
と
か
、
或
は
象
徴

的
に
理
解
す
る
志
向
は
見
ら
れ
ず
、
極
め
て
素
朴
な
遊
離
寵
の
転
生
と
い
う
考
え
方
が
一
般
的
で
あ
る
。

我
が
闇
に
於
け
る
瀧
魂
観
の
特
色
は
『
死
者
鐺
が
死
者
そ
の
も
の
堅
副
人
的
形
象
霊
と
し
て
意
識
せ
ら
れ
、
死
者
儀
礼
が
そ
の
ま
畠
死

⑳

霊
崇
拝
の
儀
礼
』
と
な
る
と
こ
ろ
に
特
徴
か
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
然
る
に
中
国
に
あ
っ
て
は
、
死
者
と
霊
魂
を
同
時
的
に
意
識
す

⑳

る
こ
と
は
稀
で
あ
り
、
寧
ろ
、
死
者
霊
や
祖
霊
は
肉
体
か
ら
遊
離
し
た
存
在
者
と
見
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
、
華
北
村
民
が
死

者
に
対
す
る
儀
礼
を
通
し
て
死
礼
崇
拝
か
ら
祖
先
崇
拝
へ
信
仰
が
意
識
的
に
発
展
を
と
げ
る
素
因
は
何
処
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う

⑳

か
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
『
祖
需
を
妃
つ
る
こ
と
は
子
孫
と
し
て
孝
養
を
つ
く
す
』
と
い
っ
た
家
父
長
制
家
族
社
会
の
孝
養
倫
理
の
規

⑳

範
が
大
き
な
契
機
で
あ
る
と
見
た
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
祖
先
崇
拝
は
、
純
粋
な
宗
教
的
信
仰
と
云
う
よ
り
も
倫
理
規
範
に
要
請
さ
れ

縛
ら
れ
た
在
方
で
あ
っ
て
、
華
ル

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 華
北
村
民
の
多
く
が
仏
教
的
雌
魂
蝿
思
想
の
影
禅
よ
り
も
、
陥
教
の
倫
理
規
範
か
ら
強
い
影
禅
を
受
け
て
い
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一

と
こ
ろ
で
、
仏
教
が
巾
側
へ
移
入
さ
れ
て
も
、
仏
教
は
輪
廻
娠
生
（
業
）
思
想
を
説
き
輪
廻
か
ら
の
離
脱
（
解
脱
）
を
強
調
は
し
て
も

先
祖
の
追
善
供
蕊
と
か
祖
先
崇
拝
を
悉
ん
ど
説
か
な
か
っ
た
為
に
、
仏
教
は
家
族
道
徳
を
破
壊
す
る
も
の
と
し
て
論
難
さ
れ
た
。
従
っ
て

イ
ン
ド
思
想
そ
の
ま
き
で
は
中
脚
民
族
に
受
容
さ
れ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
仏
教
は
中
国
人
一
般
の
祖
先
崇
拝
（
儒
教
倫
理

の
儀
礼
）
祭
杷
の
中
に
順
応
す
る
傾
向
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
の
好
例
と
し
て
、
孟
蘭
盆
会
の
行
事
が
習
俗
信
仰
の
み

で
な
く
宗
族
祭
杷
と
し
て
も
霞
祝
さ
れ
て
来
た
の
は
、
そ
の
よ
き
証
左
で
あ
る
と
、
多
く
が
認
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
問
題
に
関
し
て
華
北
村
落
の
場
合
に
は
如
何
な
る
模
様
で
あ
タ
ク
か
。
山
東
省
嚥
城
県
冷
水
瀧
涯
の
調
査
資
料
に
よ
っ
て
考
察
し

『
祖
先
の
躯
は
生
き
て
い
る
と
思
う
か
ｌ
若
し
霊
が
な
い
と
す
れ
ば
把
る
必
要
は
な
こ
心
『
祖
先
の
霊
は
子
孫
に
福
を
与
え
て
く
れ
る
と
思
う
か

ｌ
子
孫
が
誠
を
尽
迭
ぱ
降
し
て
く
れ
る
』
・
『
祖
先
の
霊
は
見
え
な
い
の
に
何
故
把
る
が
ｌ
見
え
な
い
け
れ
ど
も
子
孫
と
し
て
は
怠
れ
な
陰
・

『
祖
先
の
霊
は
生
き
て
い
る
と
思
う
か
、
死
ん
で
孵
る
と
思
う
か
Ｉ
生
き
て
い
る
と
は
思
わ
な
い
。
子
孫
が
詣
る
の
は
子
孫
と
し
て
孝
を
尽
す
し
か

考
え
な
い
』
・
『
祖
霊
が
崇
り
左
す
る
こ
と
は
な
い
か
。
福
を
斉
す
こ
と
は
な
い
か
ｌ
宗
り
を
す
る
こ
と
は
な
い
．
福
を
斉
ら
す
こ
と
に
つ
い
て
は

判
断
が
で
き
な
い
。
た
贋
子
孫
と
し
て
誠
心
か
ら
孝
行
を
尽
す
の
み
』
。
『
直
接
に
は
祖
霊
に
交
り
得
な
い
か
、
降
霊
者
を
介
し
て
交
り
得
る
と
考
え

て
い
る
の
で
は
な
い
か
ｌ
そ
う
考
え
て
い
る
者
も
あ
る
が
自
分
は
信
じ
な
い
』
・
＠

こ
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
㈲
、
祖
霊
そ
の
も
の
に
対
す
る
畏
怖
や
尊
敬
の
念
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
。
し
か
し
。
、
孝
養
倫
理
を
意
識
す
る

と
き
は
祖
霊
崇
拝
へ
・
の
志
向
性
が
充
分
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
今
こ
の
拙
文
で
は
、
後
者
の
見
方
を
問
題
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
祖

霊
を
把
る
こ
と
に
よ
っ
て
孝
養
と
つ
な
が
り
、
孝
養
を
祭
紀
行
動
に
表
は
す
こ
と
は
先
祖
の
生
前
の
み
で
な
く
死
後
に
も
仕
え
る
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
彼
等
の
祖
先
崇
拝
の
対
象
は
決
し
て
不
特
定
な
一
般
性
の
人
格
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
血
肉
の
親
で
あ
り

父
系
的
血
縁
の
祖
先
で
あ
る
。
こ
れ
は
祭
杷
者
側
に
し
て
も
同
様
に
一
般
性
の
者
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
特
定
の
血
縁
者
の
子
孫
で
あ

る
。
そ
れ
故
に
凡
そ
祖
先
崇
拝
と
云
う
の
は
父
祖
生
前
の
畏
敬
が
そ
の
死
後
に
ま
で
引
き
つ
が
れ
、
孝
養
倫
理
と
連
関
し
な
が
ら
家
族
結

卜
季
汽
ノ
。

q
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合
の
原
理
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
華
北
の
家
族
は
祭
把
共
同
体
（
閑
ロ
ー
侭
の
目
の
一
口
、
呂
嶌
己
に
属
し
て
い
た
と
言
え

⑳

よ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
仁
井
田
博
士
も
『
ど
こ
ま
で
も
閉
錨
的
な
家
族
な
り
血
縁
な
り
の
枠
内
の
も
の
畠
固
定
身
分
な
も
の
に
し
か
す

ぎ
な
い
の
で
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
い
わ
ゆ
る
孝
が
「
最
も
拡
張
」
し
た
と
こ
ろ
で
、
原
則
と
し
て
祖
先
寂
絃
）
を
対
象
と
す
る
だ
け
に

⑳

し
か
す
ぎ
な
い
こ
と
は
、
重
訳
教
授
の
高
著
の
材
料
の
内
か
ら
か
え
っ
て
論
結
で
き
る
』
・
と
説
か
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
同
族
血
縁

関
係
の
祖
先
崇
拝
は
、
家
父
長
制
家
族
倫
理
の
意
蕊
を
機
能
化
し
っ
世
、
他
方
で
は
生
活
規
範
の
枠
内
に
宗
教
的
信
仰
の
形
で
保
有
さ
れ

⑨

る
慣
習
が
混
融
さ
れ
た
所
に
生
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
き
で
、
数
少
い
調
査
資
料
な
が
ら
祖
先
崇
拝
に
対
す
る
批
判
と
否
定
的
な
態
度
を
示
す
志
向
に
ふ
れ
て
お
こ
う
。

鼠
先
は
皆
て
い
る
家
族
に
対
し
て
何
も
役
に
立
を
朕
１
人
一
死
就
完
望
＠
．
婁
需
っ
豪
農
え
る
よ
う
畜
貯
る
よ
う
、
孟

擶
る
よ
う
に
と
罷
猴
ら
な
腺
Ｉ
祈
ら
な
瞳
・
冒
先
は
家
を
守
っ
て
く
れ
る
ｇ
は
な
膿
ｌ
死
提
人
は
何
も
で
き
な
陰
。

『
豊
作
の
と
き
、
祖
先
曇
に
御
礼
に
詣
ら
礎
か
’
し
農
』
・
『
位
牌
を
も
っ
て
い
る
人
は
位
牌
に
対
し
て
豊
作
の
礼
を
い
う
か
ｌ
い
わ

な
い
』
。
⑬

右
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
祖
先
の
も
つ
超
自
然
性
、
超
人
間
的
な
機
能
と
尊
厳
性
は
秀
定
さ
れ
、
子
孫
の
為
に
附
与
さ
れ
る
招
福
観
念
に

対
し
て
も
消
極
的
志
向
を
示
し
て
い
る
。
而
し
て
、
こ
う
し
た
農
民
の
志
向
性
は
日
常
の
現
実
生
活
の
貧
困
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
自
棄
的

な
打
算
性
を
含
ん
だ
応
答
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
真
意
か
ら
祖
先
崇
拝
を
秀
認
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
従
っ
て
、
共
同
体
内
・
家
族

道
徳
の
枠
内
に
於
て
は
矢
張
り
祖
霊
崇
拝
の
慣
習
に
従
事
す
る
の
が
常
で
あ
さ
。
家
族
制
度
が
確
立
さ
れ
る
と
共
に
祖
先
崇
拝
の
儀
礼
も

家
族
倫
理
の
規
範
に
歩
調
を
合
せ
て
機
能
化
さ
れ
血
縁
の
初
代
・
家
系
の
初
代
以
来
の
故
人
を
把
る
宗
教
的
祭
紀
及
び
信
仰
へ
と
発
展
す

る
の
で
あ
る
．
こ
の
こ
と
ば
、
華
北
に
於
て
も
ｌ
上
来
の
調
査
報
告
の
解
釈
に
誤
り
な
き
限
り
ｌ
同
系
血
縁
着
に
よ
る
祭
杷
が
、
儒

教
倫
理
（
孝
）
を
毛
体
と
し
な
が
ら
展
開
さ
れ
、
宗
教
的
慣
行
の
占
め
る
比
竜
は
、
極
め
て
大
き
く
農
民
の
日
常
を
支
配
し
て
、
祖
先
崇
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さ
て
、
華
北
村
民
の
鮫
大
の
関
心
事
は
、
雨
水
を
通
し
て
の
祭
肥
に
集
中
さ
れ
、
而
も
共
同
体
的
性
格
を
僻
び
な
が
ら
自
然
崇
拝
の
中

で
は
蚊
も
重
視
さ
れ
る
問
題
で
あ
る
。
さ
て
華
北
農
民
が
一
純
の
願
望
を
托
し
て
行
う
祈
雨
の
方
法
や
祭
式
に
つ
い
て
具
体
的
に
眺
め
て

⑳

み
よ
う
。
先
づ
、
山
東
符
雁
城
県
冷
水
澗
雅
の
調
査
に
よ
れ
ば
左
記
の
如
く
で
あ
る
。

箭
請
は
ど
の
よ
う
に
行
う
か
Ｉ
雨
諦
を
始
め
る
時
は
二
一
日
間
全
村
の
男
女
藍
繁
る
。
れ
ぎ
、
に
ん
に
く
を
食
べ
ず
、
男
女
交
ら
ず
、
鷲
し

な
い
＠
・
村
中
か
ら
四
人
を
選
ぶ
。
辰
年
の
人
。
四
人
が
玉
皇
大
帝
の
像
を
担
い
で
紙
房
荘
に
あ
る
白
泉
に
行
く
。
：
：
・
中
略
…
四
人
は
玉
皇
大
帝

を
担
い
て
持
ち
蹄
る
。
大
帝
を
安
坐
さ
せ
る
。
正
午
に
升
表
を
紙
に
書
く
。
形
式
文
章
は
一
定
し
て
い
な
い
が
、
内
容
は
旱
天
で
村
民
が
苦
し
ん
で
い

る
か
ら
降
雨
を
願
い
た
い
と
い
う
よ
う
な
も
の
⑲
。
升
表
を
持
っ
て
天
地
《
叩
の
前
に
脆
坐
し
、
一
般
の
者
は
叩
頭
参
拝
す
る
。
そ
れ
が
済
む
と
竹
製
の

鍼
（
九
十
六
銭
あ
る
）
を
ひ
く
。
簸
簿
に
慨
す
と
何
日
雨
が
降
る
と
灘
か
れ
て
い
る
。
弁
表
は
た
侭
ん
で
表
椰
子
に
入
れ
る
。
そ
れ
と
§
も
に
、
そ
の

箱
の
中
に
七
針
、
八
宝
（
昔
の
銭
）
、
珠
紗
、
茶
葉
、
上
天
梯
（
木
製
の
小
さ
い
も
の
）
、
登
婆
職
（
木
製
）
を
入
れ
て
焼
い
て
し
ま
う
。
終
っ
て
か

ら
天
に
向
っ
て
叩
頭
し
、
ま
た
玉
皇
大
帝
に
叩
頭
す
る
、
。
こ
れ
は
儀
式
が
済
ん
だ
と
い
う
意
味
。
雨
請
は
三
日
の
斉
戒
が
済
ん
で
か
ら
四
日
目
に

行
う
』
。

る
こ
と
に
よ
っ
て
生
活
行
動
が
決
声

し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

自
然
崇
拝
と
は
、
あ
る
固
定
し
た
自
然
現
象
に
価
値
（
怖
畏
）
を
認
め
て
崇
拝
す
る
自
然
発
生
的
原
始
形
態
を
指
す
の
が
普
通
で
あ

る
。
若
し
華
北
村
民
の
梁
拝
対
象
と
し
て
は
、
㈲
、
天
体
現
象
（
太
陽
、
月
、
雨
）
㈲
、
地
上
現
象
（
大
地
、
水
、
河
川
、
山
岳
）
。
、

、

樹
木
（
否
定
的
）
が
調
査
報
告
さ
れ
て
い
る
。
同
然
縦
拝
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
捕
北
村
民
が
自
然
的
条
件
か
ら
強
い
影
稗
を
う
け

⑳

る
こ
と
に
よ
っ
て
生
活
行
動
が
決
定
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
固
着
観
念
（
睦
渓
の
Ｑ
丘
の
四
ｍ
）
過
価
観
念
（
旨
の
ぐ
巴
目
時
園
①
鱈
）
の
意
識
が
発
達

拝
を
排
誘
す
る
こ
と
な
ど
は
論
外
で
あ
っ
た
。

四
、
自
然
崇
拝
意
識
（
雨
乞
を
中
心
と
し
て
）
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こ
の
調
査
内
容
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
雨
水
と
農
耕
生
活
が
密
接
不
離
の
関
係
に
あ
る
こ
と
、
雨
乞
行
事
は
村
落
的
祭
杷
の
一
つ
で

個
々
人
の
力
で
は
不
可
能
的
な
自
然
的
た
現
象
で
あ
る
こ
と
。
従
っ
て
、
村
民
の
多
数
が
共
同
し
て
真
意
を
表
白
す
る
な
ら
ば
、
龍
王
・

玉
皇
も
そ
の
神
意
を
動
か
し
降
雨
を
な
す
と
い
う
淡
い
願
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
そ
し
て
村
民
の
現
実
生
活
の
利
益
と
共
同
体
の

安
寧
を
期
待
す
る
所
謂
呪
術
的
な
押
僻
儒
仰
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
幸
運
に
も
降
雨
に
め
ぐ
ま
れ
た
時
に
は
、
『
三
日
内

⑳
、

に
雨
が
降
れ
ば
供
物
（
許
願
・
還
噸
）
し
て
祈
る
。
村
中
に
天
降
大
雨
と
い
う
貼
紙
を
す
る
』
・
『
遮
願
の
時
に
は
村
長
、
甲
長
は
必
ず

⑭

出
る
。
村
民
が
行
く
か
否
か
は
勝
手
だ
が
大
体
皆
行
っ
て
礼
を
い
う
』
の
が
通
例
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
還
願
・
許
願
」
と
い
う
儀
礼
は
、
民
間
信
仰
の
重
要
な
要
素
を
な
し
、
そ
れ
は
意
識
的
な
態
度
を
伴
な
う
の
が
普
通
で

あ
る
。
華
北
村
落
に
在
っ
て
も
そ
の
例
外
で
は
な
く
、
そ
の
一
・
二
の
例
を
引
用
し
て
お
こ
う
。

右
の
応
答
は
、
還
願
と
い
う
意
識
的
態
度
を
通
し
て
華
北
農
民
の
極
め
て
実
利
的
な
志
向
を
窺
う
に
足
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
降
雨

が
あ
っ
た
後
に
竜
王
を
美
し
く
塗
装
す
る
と
云
う
意
味
は
、
果
報
を
得
て
う
え
で
の
祭
杷
観
念
で
あ
り
、
ま
た
、
祈
願
の
期
間
中
に
神
意

な
く
し
て
降
雨
の
恩
恵
に
浴
さ
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
後
に
降
雨
が
あ
っ
て
も
還
願
は
し
な
い
と
い
う
態
度
に
は
、
膿
民
の
現
実
性
・
実

利
性
・
功
利
性
の
側
面
を
如
実
に
表
白
し
て
い
よ
う
。

従
っ
て
、
斯
る
習
俗
的
な
自
然
崇
拝
の
立
場
が
固
執
さ
れ
る
限
り
、
華
北
村
民
は
日
常
生
活
の
巾
か
ら
呪
術
的
な
要
素
を
捨
て
去
る
こ

『
祈
願
し
て
雨
が
降
ら
な
い
場
合
に
は
遼
願
し
な
い
』
、
『
竜
王
を
も
っ
と
き
れ
い
に
す
れ
ば
今
年
の
浜
う
に
旱
害
も
な
い
の
で
は
な
い
か
ｌ
降
っ

た
ら
竜
王
を
塗
り
か
え
て
き
れ
い
に
す
る
が
、
降
ら
ぬ
か
ら
放
っ
て
お
く
。
降
ら
ぬ
時
に
は
竜
王
は
不
溌
だ
と
云
っ
て
村
民
は
腹
を
立
て
る
』
⑬
。

『
祈
雨
を
く
り
か
え
さ
な
い
か
Ｉ
Ｉ
も
し
雨
が
降
ら
な
け
れ
ば
そ
の
地
方
の
人
が
災
害
を
受
け
る
べ
き
時
だ
か
ら
談
当
受
害
』
・
『
伽
死
す
る
か
し
な

い
か
と
云
う
時
に
は
そ
ん
な
こ
と
は
い
っ
て
い
ら
れ
な
い
で
は
な
い
か
ｌ
昔
し
か
ら
の
習
倣
で
仕
方
な
し
。
五
日
外
に
雨
が
降
っ
て
弘
還
願
し
な

い
』
、
。

(132）



右
の
応
答
中
に
は
、
雨
乞
行
事
は
自
然
栄
拝
と
結
合
し
た
観
念
と
共
同
体
的
慣
行
に
協
力
す
る
態
度
が
積
極
的
で
あ
る
こ
と
Ｌ
、
殊
に

強
調
し
た
い
点
は
、
斯
る
習
俗
慣
行
が
存
続
す
る
限
り
自
然
現
象
を
科
学
的
に
理
解
し
て
知
的
考
え
方
を
得
ん
と
す
る
志
向
は
生
れ
得
な

い
ば
か
り
か
、
農
民
の
旧
い
因
習
を
打
破
す
る
契
機
も
芽
生
え
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
現
今
、
吾
人
が
初
等
教
育
に
於
て
も
料
得
さ

れ
る
初
歩
的
な
幾
つ
か
の
科
学
的
知
識
に
対
し
て
さ
え
も
、
全
然
理
解
さ
れ
て
な
い
ば
か
り
か
、
知
ろ
う
と
す
る
稿
極
的
志
向
性
が
見
ら

れ
な
い
こ
と
は
、
調
査
中
に
明
瞭
で
あ
り
、
か
れ
ら
農
民
が
日
常
経
験
す
る
事
象
の
中
で
自
己
の
能
〃
や
熟
練
で
解
決
が
出
来
な
い
問
題

に
突
き
当
っ
た
場
合
に
は
、
す
べ
て
超
自
然
現
象
と
か
、
神
意
に
よ
る
と
解
釈
し
て
割
切
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
過
っ
て
旧
中
岡
に
於
て
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
の
誕
生
を
促
進
し
た
よ
う
な
岐
新
（
迷
偏
と
知
識
宗
教
の
対
決
。
宗
教

と
科
学
と
の
抗
争
）
的
風
潮
を
経
験
し
な
か
っ
た
こ
と
間
、
あ
ま
り
に
封
建
的
社
会
機
柵
の
圧
制
が
長
く
存
続
さ
れ
て
、
全
く
近
代
的
知

と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
艘
民
の
考
え
方
や
意
識
の
中
に
、
明
確
な
志
向
性
を
く
み
と
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

至
皇
畜
毒
が
雨
を
隣
ら
：
と
い
う
説
明
以
外
偽
か
雨
慮
る
原
因
に
つ
き
説
明
出
来
礎
か
ｌ
出
来
震
』
・
『
小
学
校
２
徒
鳶

の
降
る
原
因
を
聞
き
帰
り
、
そ
れ
を
あ
な
た
ら
に
説
明
し
た
こ
と
は
な
険
１
歳
と
。
書
少
年
等
は
雨
の
降
る
原
因
を
ど
う
説
明
す
る
か
ｌ

私
達
と
同
じ
。
玉
皇
が
雨
を
降
ら
せ
る
と
い
う
話
を
迷
信
だ
と
考
え
る
誰
も
い
る
が
雨
乞
の
と
き
は
や
は
り
参
加
す
る
。
芳
者
も
我
だ
も
玉
里
に
対
す

る
考
え
方
は
違
わ
な
瞳
。
冤
呈
は
ど
ん
な
と
き
地
上
に
旱
舷
や
水
害
を
与
え
る
か
ｌ
わ
か
ら
と
．
冤
皇
を
立
腹
さ
鷺
よ
う
等
る
神
様

は
償
か
Ｉ
な
し
。
神
懲
は
わ
か
ら
膿
ら
焼
香
叩
頭
す
る
こ
と
は
敬
神
誠
意
を
一
手
か
ら
、
こ
れ
を
受
け
玉
農
は
慈
雨
遊
与
え
て
く
れ
畠
・

潟
水
に
力
が
あ
る
の
か
ｌ
然
，
』
・
舅
の
ヵ
は
だ
れ
が
与
え
ま
ｌ
電
王
が
雨
を
つ
く
る
．
竜
王
鳥
力
が
雨
冊
に
勤
畠
・
認
王
は

何
の
た
め
に
爾
霞
輝
ら
せ
る
か
ｌ
水
は
万
物
の
藤
で
こ
れ
が
な
い
と
人
は
生
き
て
ゆ
け
ぬ
．
総
局
人
を
救
う
た
豊
＠

蔓
は
ど
う
し
て
出
来
た
も
：
ｌ
玉
皇
だ
と
い
う
人
も
あ
る
が
よ
く
知
ら
燈
。
『
人
は
何
故
生
き
憤
る
鼠
１
１
物
を
食
べ
る
か
ら
』
。

弓
は
何
故
物
を
食
べ
て
＄
年
齢
が
来
る
と
人
は
死
傷
か
ｌ
玉
蟻
の
方
で
人
：
数
が
き
養
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
以
上
は
生
電
ら
れ
鰹
・

『
土
地
や
雨
水
が
あ
る
と
何
故
生
き
ら
れ
る
か
ｌ
力
を
借
り
る
こ
と
が
出
来
る
』
・
胃
蝕
は
何
故
曹
る
か
ｌ
太
陽
が
何
物
か
に
災
難
を
う
け

る
。
何
故
う
け
る
か
知
ら
ぬ
』
師
。
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ダ

上
来
の
考
究
範
囲
内
で
、
華
北
村
民
の
宗
教
意
識
を
明
確
に
論
断
す
る
こ
と
は
、
俄
行
調
査
資
料
の
扱
い
方
肱
び
に
関
連
濁
料
と
の
充

分
な
雛
細
分
析
批
判
を
加
え
て
の
結
論
で
な
い
か
ら
、
結
滞
を
導
き
出
す
こ
と
は
危
険
を
伴
う
の
で
控
え
て
お
き
た
い
。
閃
に
、
災
に
華

北
挫
民
の
宗
教
的
俄
行
を
研
究
対
象
と
す
る
場
合
に
は
、
如
上
に
考
察
を
加
え
た
事
項
の
他
に
、
年
中
行
事
。
寺
廟
地
・
廟
瀧
・
剛
会
と

市
築
・
祭
田
・
廟
を
司
る
通
士
・
蕊
地
と
家
産
関
係
な
ど
に
及
び
、
或
は
華
北
村
落
の
榊
造
を
解
明
す
る
傍
ら
、
個
々
の
家
族
成
貝
と
そ

の
糖
神
的
結
合
・
宗
教
的
料
俗
に
現
わ
れ
る
同
族
絲
合
な
ど
に
も
考
究
の
領
域
を
拡
め
な
け
れ
ば
充
全
と
は
云
え
な
い
の
で
あ
る
。

而
し
て
、
家
父
長
制
家
族
社
会
の
解
明
を
主
題
と
す
る
場
合
に
は
、
農
村
経
済
と
村
落
機
構
に
ピ
ン
ト
を
合
せ
な
が
ら
腿
民
の
生
産
関

係
を
分
析
論
究
す
る
こ
と
が
理
論
的
に
も
可
能
性
が
強
い
の
で
あ
る
が
、
拙
生
が
あ
え
て
、
こ
＆
に
宗
教
意
識
を
主
題
と
す
る
上
部
椛
造

的
考
察
を
加
え
た
意
図
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
。
ハ
ー
の
所
調
「
理
想
型
」
の
方
法
論
を
運
用
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
「
生
活
規

識
と
没
交
渉
だ
っ
た
農
村
民
に
と
っ
て
は
、
合
理
主
義
的
思
考
能
力
を
砿
成
す
る
こ
と
が
不
可
能
だ
っ
た
こ
と
に
原
因
し
て
い
よ
う
。
そ

⑬

れ
故
に
、
「
そ
ん
な
話
は
古
い
」
と
か
「
そ
ん
な
こ
と
は
迷
信
だ
」
と
雨
乞
を
否
定
す
る
小
数
の
農
民
が
居
た
と
し
て
も
、
共
同
体
的
慣

行
の
前
に
は
傍
観
者
的
な
第
三
者
の
立
場
を
固
持
し
て
共
同
体
か
ら
隔
離
し
て
の
生
活
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。

如
上
に
、
自
然
崇
拝
の
意
識
を
眺
め
て
、
そ
こ
に
は
多
く
の
改
準
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
要
素
が
盛
り
こ
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
視
点
が
集
め

ら
れ
よ
う
が
、
斯
る
改
革
の
問
題
は
新
中
国
の
誕
生
と
同
時
に
土
地
改
革
と
直
結
し
な
が
ら
、
強
制
的
に
推
進
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
の
で

こ
畠
で
は
論
究
し
な
い
が
、
新
中
国
の
宗
教
政
錐
に
よ
っ
て
改
革
さ
れ
る
要
素
が
何
ん
で
あ
る
か
蛍
、
以
上
の
拙
文
の
中
か
ら
抽
出
さ
れ

る
な
ら
ば
、
本
稿
の
役
目
は
一
部
を
果
し
て
い
よ
う
。

五
、

結

五
口

二
二
卿
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範
」
「
料
俗
信
仰
」
「
家
族
倫
理
」
「
宗
教
慣
行
」
な
ど
の
類
型
項
目
を
本
文
小
の
処
々
に
設
け
て
、
宗
教
怠
識
と
直
結
し
な
が
ら
華
北

村
民
の
宗
教
的
志
向
性
を
描
写
し
得
た
と
思
っ
て
い
る
が
、
そ
の
成
否
は
後
旧
の
課
題
と
し
な
が
ら
筆
を
置
き
た
い
。

註

①
中
国
農
村
俄
行
調
査
刊
行
会
編
「
中
国
股
村
悩
行
澗
査
」
第
一
巻
一
八
頁
参
照
。
上
記
涜
料
は
以
下
に
岻
々
引
用
す
る
の
で
、
刊
行
者
と
群
穫
を

省
略
し
て
「
Ｖ
Ｏ
Ｌ
１
の
お
」
の
如
く
に
す
る
。
尚
本
調
在
盗
料
の
職
械
的
分
析
の
研
究
は
今
日
の
学
界
で
簸
恥
悪
請
さ
れ
て
い
る
課
題
で
あ
る
。

②
前
掲
調
査
賛
料
に
基
く
研
究
業
績
の
主
な
成
果
に
就
て
は
、
前
掲
僻
ｖ
Ｏ
Ｌ
１
の
僻
・
“
頁
に
掲
峨
さ
れ
る
「
関
係
箸
卉
論
文
目
録
」
を
参
照
さ

れ
た
い
。

③
俄
行
調
査
に
基
く
従
来
の
研
究
に
於
て
も
、
農
村
経
済
の
下
部
的
溌
造
を
分
析
し
或
は
法
意
識
と
生
活
規
範
を
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
農
村

生
活
と
習
俗
横
行
と
を
充
分
に
究
明
さ
れ
て
お
ろ
う
。
然
し
そ
こ
に
習
俗
と
か
民
族
信
仰
と
云
う
宗
教
の
下
部
的
要
素
秀
考
え
る
と
き
に
は
、
そ
の

論
点
の
ポ
イ
ン
ト
は
宗
教
的
志
向
性
を
中
心
に
展
側
さ
れ
る
こ
と
が
爾
要
と
信
ず
る
。

④
「
廟
」
は
一
般
に
「
先
祖
の
慾
を
把
る
所
。
懲
屋
」
（
新
村
出
編
「
広
辞
苑
」
。
旺
文
社
刊
「
華
日
大
辞
典
」
）
の
如
ぐ
先
祖
の
砿
を
い
わ
い
祭
５ｊ

る
斎
場
の
意
味
が
蚊
い
が
、
中
国
の
場
合
に
は
上
記
の
意
味
を
含
め
て
「
神
仏
を
把
る
所
」
で
燗
あ
っ
て
、
ホ
コ
ラ
（
詞
・
職
制
）
ヤ
シ
ロ
（
社
）
ａ３

と
呼
び
慨
わ
さ
れ
て
い
る
意
味
（
柳
田
国
男
編
「
民
族
学
辞
典
」
堀
一
郎
「
民
間
信
仰
」
Ｉ
岩
波
全
審
）
に
近
く
民
間
信
仰
の
対
象
で
あ
る
。

⑤
河
北
省
順
義
県
沙
井
村
（
旗
田
巍
氏
調
査
）
ｖ
Ｏ
Ｌ
１
の
九
○
．
同
省
罐
城
県
寺
北
柴
村
（
内
田
智
雄
氏
）
Ｖ
Ｏ
Ｌ
３
の
一
五
二
。
山
東
省
歴
城

県
冷
水
瀧
荘
（
村
田
久
一
氏
）
ｖ
Ｏ
Ｌ
４
の
十
九
・
河
北
省
昌
黎
県
候
家
営
（
峨
田
氏
ｖ
Ｏ
Ｌ
５
の
三
五
・
同
省
良
郷
県
呉
店
村
（
同
上
）
Ｖ
Ｏ
Ｌ

５
の
四
三
・
等
々
そ
の
他
論
文
中
に
引
用
す
る
慣
行
調
査
管
料
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑥
民
間
信
仰
の
特
徴
は
純
粋
な
教
理
と
は
無
関
係
な
こ
と
で
あ
り
、
例
え
ば
雄
北
の
場
合
に
於
け
る
雌
同
体
に
於
け
る
信
仰
形
態
を
抽
出
し
て
み
れ

ば
、
河
北
省
昌
黎
県
（
旗
田
氏
）
の
調
査
に
「
早
天
の
時
に
は
：
…
・
中
略
。
：
・
・
全
村
民
が
把
ら
ぬ
と
無
効
」
（
Ｖ
Ｏ
Ｌ
５
の
三
六
）
・
山
東
笥
雁
城

県
冷
水
満
荘
（
山
本
義
三
氏
）
「
村
全
体
が
乞
雨
の
必
嬰
を
感
じ
た
か
ｌ
モ
う
だ
」
（
４
の
三
一
）
・
河
北
禰
罐
城
県
寺
北
柴
村
（
内
嗣
氏
）
「

ど
う
い
う
風
に
求
雨
す
る
か
１
番
と
紙
を
蝿
術
し
て
噸
の
前
で
焼
紙
、
三
同
間
祈
る
。
｜
言
内
に
雨
が
降
れ
ば
供
物
（
許
願
。
選
噸
）
し
て
祈

る
。
村
中
に
「
天
降
大
雨
」
と
い
う
貼
紙
を
す
る
」
（
３
の
一
五
二
）
と
も
あ
っ
て
、
地
縁
的
な
信
仰
形
態
と
し
て
の
と
祭
杷
が
強
い
。

⑦
河
北
省
築
城
県
寺
北
柴
村
（
内
田
智
雄
氏
調
査
）
Ｖ
Ｏ
Ｌ
３
の
一
五
二

③
⑨
山
東
省
歴
城
県
冷
水
溝
荘
（
村
田
久
一
氏
）
Ｖ
Ｏ
Ｌ
４
の
十
七

卓
一

●



1

⑩
山
東
省
恩
雌
後
夏
潅
（
内
田
氏
）
Ｖ
Ｏ
Ｌ
４
の
四
三
三

＠
河
北
省
昌
黎
鰍
候
家
営
（
杉
之
原
舜
一
氏
）
ｖ
Ｏ
Ｌ
５
の
二
七
・
⑫
同
上
（
旗
田
氏
）
Ｖ
Ｏ
Ｌ
５
の
三
五

⑫
③
河
北
省
昌
黎
県
候
家
営
（
昭
和
十
七
年
十
月
。
調
査
沓
料
第
百
蝿
。
旗
田
氏
調
査
。
応
蒋
者
候
定
義
）
Ｖ
Ｏ
Ｌ
５
の
三
五
・
三
六
・
同
じ
応
答

者
に
よ
っ
て
財
神
に
よ
る
家
の
順
平
と
か
子
供
の
病
気
平
治
は
肯
定
さ
れ
な
が
ら
、
金
銭
と
い
う
現
実
的
生
活
と
直
結
す
る
殺
那
的
な
も
の
に
つ
い

て
は
救
い
の
な
い
悲
感
的
考
え
方
を
応
答
し
て
い
る
。

⑨
華
北
艇
村
の
貧
窮
の
厳
し
さ
は
、
農
地
の
零
細
化
と
云
う
土
地
関
係
の
励
態
に
基
●
つ
い
て
い
よ
う
（
拙
著
「
解
放
前
夜
に
於
け
る
中
国
農
村
」
機

神
三
十
号
参
照
）
・
こ
う
し
た
零
細
農
民
に
と
っ
て
は
蒋
財
は
不
可
能
な
現
実
で
あ
り
金
銭
に
執
着
す
る
よ
り
は
か
え
っ
て
金
銭
は
彼
等
の
幸
福
の

源
泉
と
は
な
ら
な
い
こ
と
を
知
り
す
ぎ
て
い
よ
う
。

⑮
蛎
北
磯
村
仙
行
調
査
管
料
第
九
十
三
輯
。
村
落
禰
鯏
十
二
勝
。
平
Ｏ
Ｌ
５
の
四
三
二
・
四
三
三

⑯
河
北
省
昌
禦
県
候
頻
営
（
旗
田
氏
）
ｖ
Ｏ
Ｌ
５
の
五
八
・
応
答
者
孔
子
明
は
木
村
内
で
文
字
を
解
す
る
開
明
的
な
艇
民
で
村
長
の
職
に
あ
る
。

⑰
山
東
省
歴
城
県
冷
水
瀧
荘
（
内
田
・
早
川
両
氏
）
ｖ
Ｏ
Ｌ
４
の
六
一
．

⑬
削
掲
所
に
て
村
田
久
一
氏
調
査
・
Ｖ
Ｏ
Ｌ
４
の
一
九
一

⑲
．
「
桶
也
来
了
」
（
お
前
も
来
た
か
、
の
意
味
）
と
は
、
生
前
中
に
悪
徳
を
積
ん
で
は
な
ら
ぬ
こ
と
を
誠
し
め
た
言
葉
で
、
一
般
に
土
地
廟
（
村
民

の
生
死
病
気
を
管
理
す
る
土
地
爺
を
把
る
）
の
扁
額
に
書
か
れ
て
い
る
。
調
査
に
も
「
悪
い
こ
と
を
す
る
と
死
ん
だ
時
に
土
地
爺
が
「
傭
也
来
了
」

と
い
う
こ
と
を
村
民
は
信
じ
て
い
る
か
ｌ
信
じ
て
い
る
」
・
「
病
気
や
事
故
で
死
ぬ
の
は
土
地
爺
が
呼
び
に
来
る
の
と
は
異
る
の
で
は
な
い
か

ｌ
現
失
現
象
で
、
や
は
り
悪
い
こ
と
を
し
て
い
た
悩
め
に
、
土
地
爺
が
魂
を
呼
び
に
来
た
の
だ
」
・
「
悪
い
こ
と
を
せ
ん
で
も
死
ぬ
こ
と
は
あ
る
だ

ろ
う
ｌ
あ
る
。
今
生
（
現
倣
）
で
は
悪
い
こ
と
を
せ
ん
で
も
前
生
（
前
世
）
で
悪
い
こ
と
を
し
た
§
め
」
（
河
北
省
良
郷
県
呉
店
村
（
旗
田
氏
）

Ｖ
Ｏ
Ｌ
５
’
の
四
三
一
）
と
あ
っ
て
、
華
北
村
民
の
神
測
観
が
よ
く
語
ら
れ
て
い
る
。

⑳
轆
魂
（
吻
○
巳
寧
の
凰
昌
ゞ
（
英
）
艀
の
一
・
Ｑ
の
胃
》
（
独
）
禅
日
脚
ロ
（
梵
）
や
遇
冨
凱
（
希
）
）
の
意
味
の
と
り
方
は
幾
棟
に
も
考
え
ら
れ
る
が
、
と
ｈ
で

は
「
肉
体
の
死
後
ま
た
は
肉
体
を
離
れ
て
存
在
す
る
人
絡
的
盤
魂
（
除
影
謎
・
形
像
雅
）
を
指
し
て
、
生
き
た
人
間
、
又
は
死
後
の
第
二
存
在
と
し

て
根
本
的
に
人
格
的
存
在
す
る
発
生
上
、
概
念
上
の
意
味
を
も
つ
も
の
と
」
取
扱
い
た
い
。
従
っ
て
こ
の
解
釈
で
は
時
間
上
の
無
限
の
存
続
を
意
味

し
、
祖
先
崇
拝
と
か
輪
廻
転
生
と
結
び
つ
い
た
霊
魂
不
滅
（
冒
日
。
算
農
辱
（
英
）
ロ
ロ
牌
の
Ｈ
ｇ
目
歸
鼻
（
独
）
）
の
観
念
を
生
む
、
低
い
俗
信
の
所

有
者
で
あ
れ
ば
、
肉
体
的
・
精
神
的
・
生
活
上
の
種
汽
の
悩
み
は
す
べ
て
霊
の
問
題
と
直
結
さ
れ
て
、
そ
の
救
い
を
霊
界
に
求
め
る
こ
と
は
ア
ニ
ミ
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ズ
ム
の
成
立
過
程
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

、
、
昭
和
十
七
年
十
月
恢
行
調
査
資
料
第
三
○
輯
・
河
北
省
昌
黎
県
候
家
営
（
内
田
氏
と
候
定
義
と
の
応
答
）
ｖ
Ｏ
Ｌ
５
の
一
三
○
・
候
定
義
の

応
答
は
仏
教
か
ら
学
び
と
っ
た
因
果
応
報
の
輪
延
転
生
思
想
と
、
そ
の
人
生
観
に
遁
教
思
想
が
融
合
し
て
死
後
の
十
王
審
判
に
よ
る
信
仰
が
表
明
さ

れ
て
い
よ
う
。
華
北
に
も
土
地
廟
・
城
皇
廟
な
ど
の
多
く
の
村
潮
が
把
ら
れ
る
の
は
こ
の
信
仰
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

⑳
註
⑲
参
照
・
本
文
の
誠
告
的
意
味
と
同
時
に
人
間
の
命
運
が
神
意
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
と
す
る
「
玉
皇
の
方
で
人
の
命
数
は
き
っ
て
い
る

か
ら
そ
れ
以
上
は
生
き
ら
れ
ぬ
」
（
河
北
省
昌
黎
県
候
家
営
・
山
本
氏
・
Ｖ
Ｏ
Ｌ
５
の
二
九
七
）
と
云
う
人
生
観
に
も
命
運
の
幸
福
な
ら
ん
こ
と
を

希
う
決
定
的
な
意
識
が
働
い
て
い
る
。

、
柳
田
国
男
編
「
民
俗
学
辞
典
」
（
東
京
堂
版
六
七
八
頁
）
参
照
・
吾
国
で
御
溌
を
死
者
の
副
人
的
形
象
謎
と
意
識
す
る
背
後
に
は
霊
に
対
す
る
畏

怖
の
観
念
が
あ
る
。
堀
一
郎
「
民
間
信
仰
」
（
岩
波
全
書
）
第
八
章
「
祖
盤
及
び
死
蕊
信
仰
と
他
界
観
念
」
（
二
○
三
１
二
四
六
）
に
も
民
間
信
仰

の
中
核
を
な
す
死
畿
・
祖
盤
崇
拝
の
習
俗
が
詳
説
さ
れ
て
い
る
。

⑳
河
北
省
良
郷
県
呉
店
村
（
旗
出
氏
）
「
も
し
あ
な
た
の
父
が
死
ん
だ
ら
魂
蝿
は
ど
こ
に
あ
り
や
１
１
魂
は
天
に
あ
り
、
純
は
地
に
あ
り
、
毛
の
醜
は
剛

に
あ
り
、
汝
に
あ
り
、
位
牌
に
あ
り
」
「
そ
れ
で
は
廟
と
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
ｌ
関
係
な
し
。
魂
は
位
牌
に
あ
る
」
？
Ｏ
Ｌ
厨
の
四
五

二
。
同
所
で
早
川
保
氏
調
査
（
応
答
長
友
三
）
「
死
ん
だ
人
に
魂
は
な
い
か
Ｉ
な
ど
・
宅
れ
で
は
す
ぐ
に
焼
い
て
し
奮
っ
て
’
よ
い
で
は
な

い
か
Ｉ
焼
か
な
い
の
は
中
国
の
習
慣
だ
」
・
「
死
体
蓬
焼
く
と
霊
魂
の
宿
る
場
所
が
な
く
な
る
か
ら
で
は
な
い
か
ｌ
そ
れ
は
迷
信
だ
」
。
「
位

牌
に
霊
が
宿
ぞ
い
る
の
で
は
な
い
か
ｌ
そ
う
い
う
こ
と
は
な
と
．
「
位
牌
の
Ｏ
Ｏ
之
神
位
と
い
う
の
は
死
ん
だ
人
の
霊
魂
に
つ
け
た
の
で
は

な
い
か
１
１
そ
れ
は
単
に
記
念
の
た
め
だ
」
・
「
祖
先
は
生
き
て
い
る
家
族
に
対
し
て
何
も
役
に
立
た
な
い
か
１
人
一
死
就
完
了
。
但
し
今
の
子

孫
に
財
産
を
残
し
て
く
れ
た
の
は
有
難
い
」
（
Ｖ
Ｏ
Ｌ
５
の
四
六
己
・
上
記
の
中
で
旗
田
氏
と
早
川
氏
の
調
査
内
容
に
大
き
な
相
違
が
見
ら
れ
る

こ
と
は
注
意
さ
れ
よ
う
。
前
者
が
霊
魂
の
存
在
を
認
め
、
後
者
が
否
定
的
立
場
か
ら
祖
先
霊
の
権
威
さ
え
否
定
す
る
こ
と
は
祖
先
崇
拝
の
志
向
が
消

極
的
で
あ
る
。
併
し
両
者
共
に
霊
肉
は
分
離
し
て
い
る
と
見
る
の
は
一
致
し
て
い
る
。

⑳
山
東
省
腫
城
県
冷
水
瀧
荘
（
山
本
義
三
氏
）
「
祖
先
の
鰯
は
見
え
な
い
の
に
何
故
把
る
か
ｌ
見
え
厳
い
け
れ
ど
も
子
孫
と
し
て
は
怠
れ
な
上

「
祖
先
の
麓
は
生
き
て
い
る
と
患
う
か
、
死
ん
で
い
る
と
思
う
か
ｌ
生
き
て
い
る
と
は
患
は
な
い
．
子
孫
が
論
る
の
は
子
孫
と
し
て
零
を
尽
す
し

か
考
え
な
い
一
。
「
た
蟹
子
孫
と
し
て
誠
心
か
ら
孝
を
尽
す
の
み
」
（
ｖ
・
Ｏ
Ｌ
４
の
五
九
）

、
儒
教
倫
理
は
勿
論
、
股
民
の
信
仰
生
活
に
全
般
的
な
支
配
力
を
も
っ
て
い
た
遺
教
倫
理
も
、
家
父
長
制
的
で
あ
り
、
家
内
奴
隷
制
的
で
あ
り
、
子
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の
一
方
的
な
無
定
瞳
無
対
価
の
奉
仕
ｌ
孝
Ｉ
を
説
い
て
い
る
。
こ
の
考
え
は
「
父
は
子
の
天
」
「
夫
は
妻
の
天
」
と
云
う
儒
教
道
徳
が
基
盤
ど

な
っ
て
い
る
。
若
し
孝
養
倫
理
の
枠
に
よ
っ
て
祖
先
崇
拝
力
行
わ
れ
出
ば
信
仰
の
問
題
で
は
な
く
道
徳
の
問
題
で
あ
る
。
仁
井
田
博
士
「
中
国
法
制

史
」
（
岩
波
全
書
）
二
一
三
頁
。
拙
著
一
中
国
農
村
に
お
け
る
法
意
識
の
変
革
」
（
櫻
神
三
十
一
号
）
参
照
。

⑳
内
田
・
早
川
両
氏
調
査
。
ｖ
Ｏ
Ｌ
９
の
五
九
１
六
十
、
こ
の
調
査
は
冷
水
瀧
荘
の
村
民
の
信
仰
慨
況
を
報
告
し
た
内
容
で
当
該
地
域
に
於
け
る
子

孫
の
祖
先
に
対
す
る
態
度
が
旗
く
蝋
え
る
。

⑳
同
族
、
同
姓
が
祖
先
の
祭
紀
蕊
参
を
行
う
こ
と
は
、
血
絃
意
識
に
よ
る
家
族
共
同
体
の
成
立
と
関
係
が
あ
る
。
河
北
省
昌
黎
県
候
家
営
（
材
之
原

氏
）
祖
先
の
祭
紀
は
長
男
だ
け
が
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
か
Ｉ
正
月
は
一
家
揃
っ
て
す
る
」
「
整
地
は
あ
な
た
の
家
だ
け
の
蕊
地
か
ｌ
我
椚

這
幾
股
の
も
の
だ
」
（
Ｖ
Ｏ
Ｌ
５
の
一
○
九
）
・
河
北
省
恩
県
後
夏
雅
（
内
田
氏
）
「
遇
祖
先
を
祭
る
時
は
候
姓
全
体
が
集
る
か
’
十
月
一
日
（
清

明
節
）
に
は
全
部
が
紙
を
持
っ
て
い
っ
て
焼
く
」
（
Ｖ
Ｏ
Ｌ
５
の
二
六
）
・
河
北
省
楽
城
県
寺
北
柴
村
「
祖
先
の
墓
参
を
清
明
節
と
正
月
（
旧
暦

除
夜
）
に
す
る
の
が
村
の
習
仙
に
な
っ
て
い
る
」
（
Ｖ
Ｏ
Ｌ
３
の
二
八
）
・
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
祖
先
崇
拝
を
中
心
と
し
家
長

制
的
に
柵
成
せ
ら
れ
た
団
体
は
恰
も
イ
ン
ド
の
カ
ス
ト
制
度
と
同
様
に
、
中
国
社
会
に
於
け
る
伝
統
主
義
の
最
後
の
防
塞
と
し
て
、
従
っ
て
そ
の
停

滞
化
の
執
鋤
な
原
因
と
な
っ
た
、
と
（
経
済
と
社
会
）
に
述
べ
て
い
る
が
、
家
族
共
同
体
は
中
国
の
近
代
化
の
停
滞
に
決
定
的
意
義
を
も
っ
て
い
る

⑳
仁
井
田
陸
「
中
国
法
制
史
」
（
岩
波
全
書
）
三
○
頁
．
尚
本
文
中
の
雷
沢
教
授
（
京
大
）
の
高
説
と
は
「
孝
の
道
徳
意
識
が
家
庭
か
ら
社
会
へ
と
空

間
的
に
拡
大
さ
れ
て
祖
先
崇
拝
の
領
域
も
拡
張
さ
れ
た
」
と
す
る
も
の
で
、
仁
井
田
教
授
は
こ
れ
に
反
論
を
試
み
ら
れ
て
お
り
、
社
会
法
制
史
学
の

方
法
論
に
立
脚
す
る
拙
生
の
論
究
に
大
き
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。

、
同
姓
・
同
族
の
血
縁
的
祖
霊
祭
杷
は
夙
に
、
論
語
「
そ
の
鬼
に
非
ず
し
て
祭
る
は
詔
で
あ
る
」
と
云
う
が
如
く
、
古
典
的
・
古
代
的
性
柊
を
も
つ

儒
教
倫
理
に
よ
る
儀
礼
の
社
会
性
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

⑫
、
註
⑳
参
照
せ
よ
。
尚
、
山
東
省
歴
城
県
冷
水
瀞
荘
（
山
本
競
三
氏
）
「
祖
先
に
は
何
故
祈
ら
な
い
か
ｌ
祖
先
よ
り
鬼
君
（
拙
註
ｌ
域
界
に

存
し
て
超
人
間
的
盤
の
保
有
者
）
の
方
が
効
力
が
多
い
」
（
ｖ
Ｏ
Ｌ
４
の
五
九
）
と
あ
っ
て
、
祖
先
に
家
族
の
幸
福
な
ど
を
祈
願
す
る
よ
り
鮒
村
廟

、
天
体
現
象
に
関
し
て
、
河
北
省
築
城
県
寺
北
柴
村
（
佐
野
・
安
藤
氏
）
「
二
月
初
一
日
、
太
陽
生
日
Ｉ
吃
因
祭
・
初
二
日
、
施
擬
頭
Ｉ
太
陽
の
出

な
い
間
は
水
を
汲
ま
な
い
」
（
ｖ
Ｏ
Ｌ
３
の
八
二
）
山
東
省
恩
県
後
夏
樂
（
内
田
氏
）
「
太
陽
社
と
は
’
二
月
二
日
太
陽
の
誕
生
日
、
そ
の
日
は

太
陽
の
出
る
時
に
全
村
の
人
が
太
陽
の
出
迎
を
し
、
晩
に
は
太
陽
を
送
る
。
そ
の
時
、
紙
入
、
紙
馬
、
輿
を
焼
く
」
（
Ｖ
Ｏ
Ｌ
４
の
四
五
○
）
・
河

に
詣
る
傾
向
が
強
い
。
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⑮
過
価
観
念
、
悶
着
観
念
と
云
う
の
は
或
る
種
の
神
経
症
（
恐
辿
神
縄
症
の
如
き
）
の
徴
候
に
見
ら
れ
る
病
的
な
も
の
で
な
く
て
、
今
こ
§
に
拙
生

が
用
い
る
意
味
は
、
正
常
な
観
念
で
糒
神
生
活
が
支
配
さ
れ
る
思
湾
と
か
意
識
を
指
す
の
で
あ
っ
て
、
斯
る
観
念
を
零
ハ
ッ
ク
と
し
て
自
然
の
影
響
が

如
何
に
日
常
生
活
（
艇
緋
）
と
直
結
さ
れ
て
い
た
か
を
、
莱
北
村
民
の
実
態
を
通
し
て
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

⑳
昭
和
十
五
年
十
一
月
、
誰
北
幾
村
俄
行
調
査
資
料
第
二
十
二
幟
。
Ｖ
Ｏ
Ｌ
４
の
六
○
参
照
。

⑰
前
掲
書
。
内
田
氏
調
査
「
雨
乞
の
時
、
食
べ
ら
れ
な
い
も
の
は
何
か
１
１
牛
羊
肉
、
豚
肉
葱
蒜
韮
、
男
女
不
寝
」
（
ｖ
Ｏ
Ｌ
４
の
八
九
）
と
も

あ
る
。

⑬
祈
雨
祈
願
文
は
不
定
で
は
あ
る
が
、
山
東
省
恩
県
後
夏
塞
（
内
田
氏
）
「
竜
王
爺
爺
神
霊
・
現
今
皐
日
久
不
雨
・
衆
人
等
求
神
霊
気
・
如
三
日
以

外
五
・
日
以
内
降
下
大
雨
・
修
購
・
三
天
・
誠
心
・
還
感
」
（
Ｖ
Ｏ
Ｌ
４
の
四
一
三
一
）
と
あ
り
、
斯
る
文
響
を
三
通
発
す
る
（
焼
く
）
の
が
通
例
で
、

朝
、
午
、
夜
の
二
面
雨
講
す
る
。
河
北
省
昌
黎
県
候
家
営
で
は
「
小
が
め
に
柳
の
枝
を
さ
し
黄
色
の
紙
を
は
り
「
九
江
八
河
五
湖
四
海
竜
王
之
位
」

と
書
き
途
中
井
一
戸
を
見
付
け
た
ら
脆
い
で
拝
む
」
（
ｖ
Ｏ
Ｌ
５
の
二
八
）
と
も
あ
る
。
（
但
し
同
地
区
は
低
地
の
為
め
水
襟
を
恐
れ
て
雨
乞
を
悉
ど
行

北
省
昌
蕊
曝
艤
家
営
（
山
本
ら
「
天
は
ど
う
し
て
出
来
ま
ｌ
玉
皐
だ
と
い
う
人
も
あ
る
が
よ
く
知
ら
ぬ
」
「
土
地
や
雨
水
が
あ
る
と
何
故
塗

き
ら
れ
る
か
ｌ
力
遊
借
り
る
こ
と
が
出
来
る
」
「
雨
水
に
力
が
あ
る
；
ｌ
然
，
」
（
ｖ
ｏ
Ｌ
５
の
二
九
ち
・
「
日
蝕
舟
驚
き
息

ｌ
太
陽
間
物
従
よ
り
災
難
を
う
け
る
．
何
故
う
け
る
か
知
ら
ぬ
」
「
日
蝕
後
皇
図
ど
き
こ
と
篭
き
る
と
鴇
れ
て
い
る
か
Ｉ
溝

と
と
が
お
き
る
。
不
打
糧
（
收
稚
が
と
れ
ぬ
）
と
い
わ
れ
る
」
（
Ｖ
Ｏ
Ｌ
５
の
二
九
八
）
「
甲
子
豊
年
、
丙
子
旱
、
成
子
蟆
錘
、
庚
子
乱
、
惟
有
壬

柔
簑
、
十
日
盤
芙
下
乱
の
民
膨
に
関
し
て
大
塔
の
如
く
な
る
か
ｌ
概
し
て
そ
う
い
え
る
が
、
戊
霞
虫
は
奄
に
は
一
寸
適
鞠
せ
ぬ
』

（
ｖ
ｏ
Ｌ
５
の
二
一
。
９
．
河
箸
驚
警
北
驚
（
蔦
貫
－
５
胃
然
驚
を
や
っ
て
い
る
か
ｌ
曾
愈
鳶
み
一
日
の
驚
舟

る
こ
と
が
村
民
の
か
な
り
の
数
の
人
狩
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
」
（
Ｖ
Ｏ
Ｌ
３
の
二
八
）
・
地
上
現
象
に
関
し
て
山
東
省
歴
城
県
冷
水
洲
雅
（

内
田
氏
）
「
泰
山
に
邪
気
を
鉱
圧
す
る
力
が
あ
る
か
１
１
泰
山
に
は
廟
が
あ
り
邪
気
を
圧
え
る
」
（
Ｖ
Ｏ
Ｌ
４
の
六
○
）
・
山
東
省
恩
県
穣
斑
築
（

内
田
氏
慕
山
社
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
Ｉ
四
月
十
八
日
、
茜
協
（
溌
一
爵
）
に
誉
に
行
く
．
正
月
か
ら
四
月
十
八
日
ま
で
の
う
ち

に
」
（
ｖ
Ｏ
Ｌ
４
の
四
五
○
）
・
華
北
村
民
の
自
然
崇
拝
の
大
概
を
眺
め
た
が
、
こ
の
他
に
も
多
量
の
調
査
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
が
省
略
し
て
、

他
の
一
部
は
本
文
と
後
記
の
（
注
）
に
譲
り
た
い
。
華
北
村
民
が
最
も
関
心
を
も
の
も
の
は
雨
水
で
あ
り
、
横
行
調
査
に
も
「
雨
乞
」
「
乞
雨
」

「
祈
雨
」
「
祷
雨
」
と
い
っ
た
項
目
が
設
け
ら
れ
て
、
自
然
崇
拝
の
中
で
も
特
に
大
き
な
比
重
を
示
し
農
民
の
生
活
と
直
結
し
た
深
さ
を
知
さ
れ

ヱ
》
。
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拙
稿
の
作
製
に
当
っ
て
東
京
大
学
史
学
会
委
員
会
の
好
意
あ
る
示
唆
Ｉ
「
村
落
共
同
体
の
性
格
分
析
の
線
に
沿
っ
て
宗
教
意
識
を
把

握
」
さ
れ
、
「
習
俗
信
仰
の
個
々
の
現
象
を
具
体
的
に
分
析
す
る
中
で
近
代
的
な
科
学
認
識
と
対
比
さ
れ
る
こ
と
。
」
ｌ
を
う
け
ま
し

た
が
本
稿
に
表
現
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
後
日
に
そ
の
成
果
を
問
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
」

（
昭
三
三
・
八
・
十
初
稲
、
Ｉ
史
学
会
々
員
）

わ
な
い
ｌ
拙
註
）

、
河
北
省
乗
城
県
寺
北
柴
村
（
旗
田
氏
）
「
東
関
に
あ
る
竜
王
の
木
像
を
か
り
て
来
て
輿
に
入
れ
て
村
中
を
廻
り
、
各
廟
（
本
村
に
は
観
音
・
関

帝
。
真
武
・
五
道
・
三
官
等
が
あ
る
ｌ
拙
註
）
の
前
で
焼
香
す
る
」
（
Ｖ
Ｏ
Ｌ
３
の
六
五
）
と
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。

⑳
河
北
省
築
城
県
寺
北
柴
村
（
内
田
氏
）
Ｖ
Ｏ
Ｌ
３
の
一
五
二

、
山
東
省
雁
城
県
獲
家
区
梁
王
郷
蹄
家
雅
（
旗
田
・
内
田
・
本
田
・
安
藤
・
塩
見
各
氏
）
Ｖ
Ｏ
Ｌ
４
の
三
五
六
「
蹴
瀬
」
と
は
願
ほ
ど
き
、
願
も
ど

し
の
意
味
で
祈
祷
を
果
し
た
か
ら
、
そ
れ
を
と
り
消
そ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。

、
山
東
省
恩
県
後
夏
樂
（
内
田
氏
）
Ｖ
Ｏ
Ｌ
４
の
四
三
三

、
河
北
省
良
郷
県
呉
店
村
（
旗
田
氏
、
応
答
趙
啓
・
張
友
三
）
ｖ
Ｏ
Ｌ
５
の
四
四
二

、
（
註
、
）
参
照
。
ｖ
Ｏ
Ｌ
４
の
四
三
六

⑮
．
⑳
．
、
河
北
省
昌
黎
県
候
家
営
（
山
本
氏
）
ｖ
Ｏ
Ｌ
５
の
二
九
七
’
二
九
八
・
（
註
、
）
を
併
ぜ
参
照
。

⑬
山
東
省
歴
城
県
冷
水
溝
荘
（
山
本
義
三
氏
・
応
答
冷
水
溝
荘
保
長
任
福
裕
）
『
雨
乞
の
儀
式
は
馬
鹿
ら
し
い
と
思
っ
て
い
る
。
昔
か
ら
の
慣
習
だ

か
ら
賛
成
す
る
だ
け
だ
』
（
Ｖ
Ｏ
Ｌ
４
の
三
一
）
同
処
に
て
内
田
智
雄
氏
調
査
『
雨
請
も
無
理
に
求
む
く
き
で
は
な
い
。
こ
う
い
う
言
葉
が
あ
る
。

「
龍
天
吃
飯
、
賦
力
求
財
」
「
天
作
準
猶
可
為
、
自
作
蘂
不
可
活
」
（
尚
密
太
申
端
の
言
葉
か
）
』
（
Ｖ
Ｏ
Ｌ
４
の
六
○
）
・
河
北
省
雛
城
県
寺
北

柴
村
（
餓
田
氏
）
『
こ
ん
な
こ
と
は
迷
信
だ
』
（
ｖ
Ｏ
Ｌ
３
の
六
五
）
・
な
ど
否
定
的
意
識
を
示
し
て
い
る
が
、
共
同
体
の
祈
雨
の
為
め
な
ら
ば
参

加
す
る
の
で
あ
っ
て
、
否
定
し
な
が
ら
雨
乞
行
事
の
迷
信
的
根
拠
が
理
解
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
否
認
の
態
度
も
消
極
的
で
あ
る
。
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