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子

本
書
の
著
者
大
津
正
昭
氏
は
、
明
版
の
「
名
公
主
目
判
清
明
集
』
(
以
下

『
清
明
集
』
と
略
稽
す
)
が
後
見
さ
れ
て
か
ら
、
こ
れ
を
史
料
と
し
て
数
多

く
の
研
究
を
溌
表
し
て
き
た
ば
か
り
で
な
く
、
認
註
に
も
力
を
墨
く
し
て
来

て
い
る
。
そ
の
結
果
、
停
統
中
園
の
枇
舎
の
あ
ら
た
な
面
が
引
き
出
さ
れ
、

我
々
は
南
宋
時
代
の
日
常
的
な
生
活
の
場
面
、
行
動
・
思
考
様
式
を
多
く
知

る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
氏
は
そ
の
よ
う
な
枇
舎
に
園
家
が
ど
の
よ
う
に
闘

自
問
し
て
き
た
か
、
あ
る
い
は
枇
舎
に
と
っ
て
園
家
は
ど
の
よ
う
な
存
在
か
を

分
析
し
て
き
で
い
る
。
著
者
が
中
心
に
な
っ
て
先
に
ま
と
め
ら
れ
た
『
主
張

す
る
〈
愚
民
〉
た
ち
惇
統
中
園
の
紛
争
と
解
決
法
』
(
角
川
書
席
、
一
九

九
六
年
)
は
そ
の
研
究
成
果
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
本
書
は
、
そ
の
後
の
八
年

間
に
笈
表
さ
れ
た
唐
宋
時
代
に
お
け
る
家
族
の
分
析
と
図
家
の
性
格
に
閲
す

る
研
究
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
論
文
も
女
性
の
行
動
に
覗
駄
を

宙
て
て
い
る
た
め
に
女
性
の
有
り
様
を
示
す
い
わ
ゆ
る
「
女
性
史
」
の
一
環

と
見
な
さ
れ
る
か
も
知
れ
ず
、
ま
た
本
書
の
標
題
は
そ
の
印
象
を
奥
え
る
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
著
者
が
「
あ
と
が
き
」
で
、
惇
統
的
な
中
国
の
農
業
経

営
の
中
核
で
あ
る
家
族
の
形
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
研
究
を
し
て
い
る
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と
い
う
よ
う
に
、
こ
の
標
題
の
中
に
あ
る
「
家
族
」
の
方
に
重
貼
を
お
き
、

唐
宋
時
代
の
家
族
の
形
態
及
ぴ
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
園
家
の
性
格
を
論

じ
た
も
の
で
あ
る
。

著
者
が
「
清
明
集
」
を
中
心
に
明
ら
か
に
し
て
き
だ
「
活
躍
」
す
る
女
性
、

自
己
表
現
す
る
女
性
の
存
在
を
ど
う
解
稗
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う

こ
と
が
、
本
書
の
直
接
の
課
題
で
あ
る
と
腰
解
す
る
。
中
園
の
家
族
と
い
う

と
家
父
長
制
で
あ
り
、
大
家
族
で
あ
る
と
語
ら
れ
て
き
た
が
、
賓
の
と
こ
ろ

そ
れ
に
つ
い
て
賓
態
を
し
っ
か
り
把
握
し
き
れ
て
い
な
い
(
本
書
六
頁
、
以

下
同
じ
)
と
し
、
あ
ら
た
め
で
そ
れ
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
解

明
す
る
た
め
に
、
家
族
の
形
態
を
構
造
的
(
口
数
や
世
代
)
、
構
成
し
て
い

る
『
家
族
員
相
互
の
心
の
持
ち
方
(
氏
の
言
う
心
性
は
こ
の
意
か
)
か
ら
分
析

し
た
。
そ
の
結
果
、
唐
米
時
代
は
小
家
族
の
形
態
が
多
か
っ
た
こ
と
を
明
ら

か
に
し
、
宗
族
の
各
「
家
族
」
へ
の
介
入
が
弱
か
っ
た
こ
と
、
そ
の
よ
う
な

枇
曾
構
造
の
中
で
枇
舎
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
は
国
家
の
役
割
が
必
要
と

さ
れ
た
こ
と
を
一
言
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
家
族
構
成
が
、
女
性
の
「
活

躍
」
す
る
場
を
つ
く
っ
た
と
分
析
し
て
い
る
。

本
書
で
は
『
清
明
集
』
の
ほ
か
に
主
と
し
て
小
説
類
を
史
料
と
し
て
使
用

し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
手
法
と
し
て
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
。
小
説
類
を
も
史

料
と
し
て
使
用
す
べ
き
で
あ
る
と
思
い
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
表
さ
れ
て
い
る

朕
況
が
時
代
性
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
も
の
か
、
あ
る
い
は
あ
る
時
代
の
特
殊

な
事
象
に
過
ぎ
な
い
の
か
、
あ
る
い
は
教
化
の
意
味
合
い
(
反
面
教
師
と
し

て
も
)
を
も
っ
て
圭
古
か
れ
た
も
の
か
な
ど
検
討
す
べ
き
こ
と
が
多
く
、
利
用

す
る
こ
と
を
跨
路
し
が
ち
で
あ
る
。
こ
こ
で
使
わ
れ
た
小
説
の
記
事
を
数
量

化
し
、
比
較
す
る
と
い
う
方
法
は
参
考
に
あ
た
い
す
る
。

次
に
、
各
章
の
論
黙
を
ま
と
め
、
論
許
し
て
ゆ
き
た
い
。

十

11 寸11 



L 

法
一
幕
任
問
『
叫
阿
部
汁
一
い
h
跡
部
ハ
中
日
宍
)
出
・
由
国
待

ー「

320 

「
序
章
遺
産
の
ゆ
く
え
|
|
女
性
財
産
権
問
題
か
ら
」
で
は
、
久
し
く

論
争
貼
と
な
っ
て
い
る
『
清
明
集
』
に
見
ら
れ
る
い
わ
ゆ
る
女
子
分
法
は
、

南
米
で
は
有
殺
な
法
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
す
る
。
そ
の
前
提
に
立
つ
と

首
時
の
枇
舎
は
男
性
原
理
が
高
能
で
あ
っ
た
と
は
言
い
難
く
、
そ
の
こ
と
は

「
活
躍
」
す
る
女
性
が
存
在
す
る
こ
と
に
表
れ
て
お
り
、
一
吐
舎
に
お
け
る

「
女
性
の
存
在
の
重
み
」
(
三
七
頁
)
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
と
し
、
以
下

の
論
考
の
導
入
と
し
て
い
る
。

ま
ず
、
女
子
分
法
論
争
の
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
れ
は
、
仁

井
出
陸
、
滋
賀
秀
三
雨
氏
の
よ
う
な
基
本
法
と
の
矛
盾
か
ら
中
国
の
法
の
あ

り
方
を
問
、
つ
論
争
と
、
女
子
へ
の
財
産
相
績
権
と
そ
れ
に
伴
っ
て
生
じ
る
家

族
内
で
の
女
子
の
権
利
、
あ
る
い
は
枇
舎
的
な
地
位
を
検
討
す
る
上
で
の

キ
1
・
ワ
ー
ド
と
し
て
扱
わ
れ
る
論
考
の
二
つ
に
分
け
て
整
理
し
て
い
る
。

氏
は
、
『
清
明
集
』
か
ら
見
る
限
り
女
子
分
法
は
在
地
一
吐
舎
の
特
殊
事
情
を

ふ
ま
え
た
車
行
指
令
で
あ
り
、
「
法
と
し
て
の
存
在
に
は
信
窓
性
が
あ
る
」

と
結
論
守
つ
け
た
。
こ
の
こ
と
は
南
宋
時
代
に
碁
本
原
理
に
碁
づ
く
家
族
法
と

そ
れ
と
矛
屑
し
た
特
別
法
が
共
存
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
矛
盾
は

「
人
情
」
原
則
と
す
る
裁
判
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
ら
れ
た
と
い
う
。
こ
の
よ

う
な
裁
判
の
や
り
方
は
、
数
年
で
交
代
す
る
官
僚
が
在
地
の
膏
吏
と
折
衝
し

な
が
ら
賓
務
を
進
め
る
上
で
必
要
で
も
あ
っ
た
と
す
る
(
二
二
頁
)
o

明
言

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
父
の
財
産
を
相
績
す
る
権
利
が

認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
「
活
躍
」
す
る
女
性
が
存
在
し
た
一
凶
と
解
轄
し

て
い
る
と
推
察
す
る
。

氏
は
、
「
女
子
分
法
は
男
子
に
よ
る
継
承
問
題
を
片
づ
け
る
た
め
に
必
要

な
法
令
で
あ
っ
た
。
」
(
二
ヱ
ハ
頁
)
と
言
わ
れ
る
が
、
い
さ
さ
か
抽
象
的
な
表

現
の
た
め
に
私
に
は
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
十
分
に
理
解
で
き
な
い
。
イ
デ
オ

」

ロ
ギ
|
は
利
舎
の
要
請
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、
一
方
で
理
想

論
で
も
あ
り
、
ま
た
岡
家
の
支
配
の
た
め
の
浩
一
具
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
と
は

別
に
地
域
利
舎
が
何
ら
か
の
秩
序
維
持
な
ど
の
た
め
に
生
み
出
し
た
法
が
あ

り
、
女
子
分
法
も
そ
の
一
っ
と
腰
解
す
る
こ
と
は
草
純
す
ぎ
る
の
で
あ
ろ
う

A
N
 ま

た
、
園
家
と
庶
民
枇
舎
の
中
間
に
い
る
「
中
間
層
」
の
財
産
、
承
継
問

題
に
園
家
が
裁
判
と
言
う
形
で
関
わ
っ
て
い
る
の
は
、
宗
族
内
に
紛
争
を
自

律
的
に
解
決
す
る
能
力
が
不
足
し
て
い
た
た
め
と
論
じ
て
い
る
(
三
六
頁
)

0

し
か
し
こ
れ
ら
の
裁
判
の
多
く
は
多
少
と
も
二
つ
の
宗
族
聞
に
関
わ
る
も
の

で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
も
考
慮
し
て
解
稗
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

つ
ま

「
一
章
婦
は
強
く
|
|
唐
山
本
時
代
の
婚
桐
と
家
族
」
で
は
、
『
清
明
集
』

に
み
る
儒
教
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
反
す
る
妻
の
行
動
を
い
か
に
歴
史
的
に
位

置
づ
け
る
か
を
、
主
に
婚
桐
関
係
か
ら
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
唐
代

と
宋
代
に
お
け
る
家
族
の
結
合
を
比
較
し
、
唐
代
で
は
婚
姻
関
係
の
お
お
ら

か
さ
、
素
朴
さ
(
貞
節
観
念
の
う
す
さ
)
が
見
ら
れ
、
ま
た
「
妻
族
」
が
夫

や
犬
族
に
封
し
で
も
釘
等
に
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
影
響
を
奥
え
て
い
た
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
宋
代
に
な
る
と
唐
代
の
様
な
素
朴
さ
は
な
い
が
、

一
方
で
は
夫
婦
・
親
子
を
主
飽
と
す
る
'
家
族
の
結
合
が
深
ま
っ
た
と
見
る
。

こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
家
族
構
成
員
の
中
核
に
な
る
夫
婦
の
離
婚
と
再
婚
問
題

ま
た
慾
愛
事
情
及
び
親
子
関
係
を
心
の
動
き
、
よ
っ
て
た
つ
心
理
的
面
か
ら

分
析
し
て
い
る
の
は
新
鮮
で
あ
り
、
中
国
史
研
究
に
お
い
て
も
今
後
こ
の
よ

う
な
手
法
は
さ
ら
に
取
り
い
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、

こ
こ
で
は
同
じ
「
活
躍
」
す
る
女
性
で
も
そ
の
性
格
、
そ
れ
を
生
み
出
す
背

景
が
、
唐
代
と
宋
代
で
は
異
な
る
こ
と
を
示
し
た
。
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本
章
で
も
ま
ず
『
清
明
集
』
を
取
り
上
げ
、
離
婚
、
再
婚
に
鰯
れ
る
記
事

を
整
理
し
、
支
性
の
再
婚
が
多
か
っ
た
こ
と
、
再
婚
先
に
亡
夫
の
子
供
を
連

れ
て
行
き
、
時
に
は
彼
等
の
姓
を
再
婚
先
の
犬
の
も
の
に
嬰
え
る
こ
と
も
あ

っ
た
こ
と
を
あ
げ
、
そ
の
数
の
統
計
を
と
っ
て
い
る
。
ま
た
男
児
の
場
合
は

い
ず
れ
も
連
れ
て
再
婚
し
て
い
る
が
、
女
児
の
場
合
は
連
れ
子
と
し
な
い
で

婚
家
に
置
い
て
ゆ
く
こ
と
も
多
い
と
い
う
。
以
卜
か
ら
父
系
原
理
が
弱
か
っ

た
こ
と
、
宗
族
相
互
の
結
合
の
弱
さ
を
指
摘
し
た
(
五

O
頁
)
。
し
か
し
婚

家
に
残
さ
れ
た
女
児
は
宗
族
が
扶
養
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば

宗
族
相
互
の
結
合
の
弱
さ
と
ば
か
り
い
え
ず
、
宗
族
あ
る
い
は
夫
族
と
妻
と

の
親
密
度
も
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
女
子
の
場
合
に
は
何
故
置
い
て

ゆ
か
れ
た
の
か
、
背
景
に
あ
る
経
済
的
な
朕
況
、
経
，
品
川
的
に
弱
者
で
あ
る
よ

う
な
人
々
に
と
っ
て
宗
族
が
ど
の
よ
う
に
存
在
し
て
い
た
の
か
な
ど
考
え
る

べ
き
こ
と
は
多
い
。
な
お
火
児
を
連
れ
子
し
た
も
の
は
一
例
、
置
い
て
い
っ

た
例
は
二
例
と
絶
釣
数
が
少
な
く
、
こ
れ
だ
け
で
は
連
れ
子
に
つ
い
て
男
児

か
女
児
か
を
比
較
す
る
事
は
難
し
い
の
で
は
な
い
か
。

つ
い
で
小
説
『
太
平
底
記
』
を
中
心
に
、
陪
唐
時
代
の
女
性
が
内
外
で
活

躍
す
る
様
、
妻
族
の
夫
婦
へ
の
関
わ
り
、
慾
愛
事
情
を
紹
介
し
、
唐
代
で
は
、

女
性
に
生
活
力
が
あ
り
、
妻
族
が
犬
へ
多
大
な
影
響
力
を
持
ち
、
婚
矧
関
係

は
緩
や
か
で
あ
っ
た
と
い
う
。
「
活
躍
」
す
る
女
性
を
支
え
て
い
る
妻
族
の

存
在
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
た
。
ま
た
女
性
に
生
活
力
が
あ
っ
た
こ
と
も
い

う
。
そ
れ
を
示
す
も
の
と
し
て
何
人
か
の
女
性
に
貢
が
せ
て
い
る
男
の
話

(六
O
頁
)
を
あ
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
嘗
を
得
て
い
る
と
は
思

わ
れ
な
い
。
こ
の
史
料
は
確
か
に
女
性
が
外
で
働
い
て
い
た
こ
と
を
表
し
て

は
い
る
が
、
そ
れ
が
ど
の
程
度
の
経
済
力
で
あ
っ
た
の
か
が
は
か
れ
な
い
か

ら
で
あ
る
。
見
方
を
綿
伝
え
れ
ば
、
女
性
が
一
人
で
は
家
族
を
養
え
な
い
こ
と
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を
示
す
と
も
い
え
よ
う
。

貞
節
観
の
緩
さ
を
火
性
の
地
位
の
い
口
同
さ
に
騎
す
る
こ
と
は
短
絡
で
あ
る
と

す
る
(
七

O
頁
)
氏
の
考
え
は
も
っ
と
も
で
あ
る
。
確
か
に
女
性
に
強
い
る

貞
節
は
女
性
と
男
性
の
地
位
の
差
を
は
か
る
鍵
に
な
ろ
う
。
し
か
し
貞
節
を

守
る
べ
き
か
否
か
、
一
人
で
い
た
い
か
否
か
を
選
揮
す
る
徐
裕
も
な
く
、
再

婚
を
し
な
け
れ
ば
経
済
上
立
ち
ゆ
か
な
い
女
性
は
多
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

私
は
唐
宋
時
代
の
史
料
を
ほ
と
ん
ど
日
に
し
て
い
な
い
が
、
そ
れ
で
も
例

え
ば
、
正
史
の
列
女
惇
な
ど
の
比
較
か
ら
唐
宋
の
家
族
の
相
違
に
つ
い
て
氏

が
述
べ
た
と
同
じ
よ
う
な
印
象
を
持
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
女
性
の
あ
る
種

の
奔
放
さ
が
宋
代
に
減
少
し
た
斑
由
は
、
妻
族
と
夫
族
と
の
関
係
の
嬰
化
、

あ
る
い
は
い
わ
ゆ
る
貴
族
的
な
名
家
が
な
く
な
っ
た
宋
代
で
は
個
人
の
婚
姻

に
釘
し
て
閥
輿
す
る
よ
う
な
宗
族
の
あ
り
ょ
う
が
愛
化
し
た
た
め
で
は
な
い

か
と
感
じ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
氏
が
唐
代
の
火
性
、
婚
姻
関
係
に
つ
い
て
言

う
こ
と
に
異
論
は
な
い
。
し
か
し
著
者
が
使
っ
た
史
料
か
ら
は
そ
れ
を
納
符

さ
せ
に
く
い
も
の
も
あ
る
。
例
え
ば
、
婚
姻
関
係
の
緩
さ
を
一
不
す
例
と
し
て

翠
げ
た
胡
餅
買
り
(
彼
を
胡
人
と
す
る
こ
と
は
よ
い
が
、
紹
介
し
て
い
る
史

料
の
註
に
あ
る
原
文
か
ら
は
わ
か
る
が
、
詩
か
ら
は
そ
れ
は
窺
え
な
い
)
の

妻
の
件
(
七
八
頁
)
に
し
て
も
、
著
者
も
鰯
れ
で
も
い
る
よ
う
に
、
貧
者
が

高
く
妻
を
貰
る
話
と
し
て
捉
え
る
方
が
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
宋
代
に
な
る
と
、
妻
族
と
し
て
よ
り
も
、
妻
の
雨
親
が
娘
夫
婦
の
家

に
口
出
し
す
る
よ
う
に
な
る
と
言
う
が
、
史
料
が
翠
が
っ
て
い
な
い
の
で
検

討
で
き
な
い
。
氏
は
今
後
明
ら
か
に
す
る
と
言
、
つ
(
八
四
頁
)
が
、
「
活
躍
」

す
る
女
性
の
行
動
の
背
景
と
し
て
、
唐
代
で
は
妻
族
の
存
在
と
の
関
連
で
言

っ
て
い
る
以
上
、
そ
れ
と
の
相
違
(
或
い
は
劉
比
)
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

に
、
宋
代
に
つ
い
て
も
嫁
入
り
後
の
娘
の
婚
家
に
口
出
す
史
料
を
奉
げ
る
こ

十
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と
は
不
可
紋
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
相
違
は
な
に
を
意
味
し
て
い
る
か
の
解

説
も
ほ
し
い
。

唐
代
の
小
説
に
は
、
宋
代
の
よ
う
に
親
子
関
係
と
夫
婦
関
係
が
一
慢
と
な

っ
た
風
景
が
語
ら
れ
で
な
く
、
そ
れ
は
家
族
と
し
て
の
結
合
岨
胞
が
弱
か
っ
た

た
め
と
氏
は
見
て
い
る
。
ま
た
文
章
作
家
に
ハ
家
族
と
い
う
意
識
が
な
か
っ
た

こ
と
を
示
す
と
も
見
て
い
る
(
八
三
頁
)
。
作
者
の
音
ω
識
か
ら
の
分
析
は
お

も
し
ろ
く
、
こ
の
貼
か
ら
の
一
層
の
追
及
が
待
た
れ
る
。

「
二
章
嫉
妬
す
る
山
妻
た
ち
|
|
夫
婦
関
係
の
愛
容
」
で
は
、
家
族
集
圏

の
結
合
関
係
を
見
る
た
め
に
、
妻
の
嫉
妬
と
言
、
つ
内
面
的
な

7
心
性
」
を
、

南
北
朝
か
ら
宋
代
へ
と
長
期
的
に
検
討
し
て
い
る
。
妬
婦
の
性
格
が
南
北
朝
、

唐
代
、
宋
代
の
三
時
代
に
匿
分
さ
れ
る
こ
と
を
一
不
し
、
そ
こ
か
ら
家
族
の
あ

り
方
あ
る
い
は
妻
の
立
場
の
愛
化
を
見
て
い
る
。

南
北
朝
時
代
の
北
方
で
は
、
鮮
中
族
の
惇
統
を
引
き
継
ぎ
、
支
配
階
級
で

は
一
夫
一
妻
制
で
あ
り
、
南
方
で
は
漢
族
の
一
夫
一
妻
多
妾
制
で
あ
っ
た
と

い
う
相
違
は
あ
る
も
の
の
、
と
も
に
嫉
妬
と
い
う
手
段
を
講
じ
て
、
妻
は
そ

の
地
位
を
脅
か
す
競
争
相
手
を
排
除
し
て
い
た
。
し
か
も
嫉
妬
と
い
う
手
法

は
女
[
の
ひ
と
つ
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
認
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
は
犬
と

妻
が
封
等
で
あ
っ
た
事
の
誼
左
と
見
る
。
こ
の
時
期
の
妬
婦
と
し
て
上
げ
ら

れ
て
い
る
も
の
の
多
く
は
、
皇
妃
や
公
主
及
ぴ
官
僚
の
妻
な
ど
で
あ
り
、
そ

の
情
報
は
主
と
し
て
正
史
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
唐
代

に
な
る
と
、
同
じ
く
妬
婦
に
閲
す
る
逸
話
に
事
扶
か
な
い
が
、
正
史
で
は
な

く
野
史
や
筆
記
小
説
に
表
れ
、
話
の
内
容
も
妻
に
怯
え
る
恐
妻
家
の
夫
を
笑

い
者
に
す
る
よ
う
な
覗
鮪
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
は
父
系
制
度

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
復
活
し
、
夫
の
地
位
が
優
位
に
な
っ
た
た
め
と
見
る
。

」

嫉
妬
す
る
妻
が
ど
の
よ
う
な
場
面
で
表
さ
れ
て
い
た
か
、
す
な
わ
ち
正
史
で

あ
る
か
野
史
か
小
説
類
で
の
笑
い
話
か
と
い
う
史
料
の
性
格
の
検
討
に
私
は

関
心
を
持
っ
た
。
そ
れ
は
官
僚
の
妻
の
妬
心
を
ど
の
よ
う
に
岡
家
や
庶
民
感

情
が
扱
っ
て
い
た
か
を
示
す
か
ら
で
あ
る
。

更
に
、
宋
代
に
な
る
と
小
家
族
が
成
立
し
、
妻
妾
の
別
が
明
確
に
な
り
、

家
族
制
度
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
浸
透
と
と
も
に
、
正
妻
の
地
位
が
保
障
さ
れ

た
。
そ
の
結
果
、
嫉
妬
の
白
由
が
な
く
な
っ
た
と
い
う
。
「
妬
婦
」
は
公
認

さ
れ
な
く
な
り
、
徐
々
に
表
舞
憂
か
ら
去
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
女
性
が
抑
医

さ
れ
る
時
代
へ
と
移
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
す
る
。

宋
代
が
小
家
族
の
賓
質
的
な
成
立
の
時
代
で
あ
る
こ
と
を
、
女
あ
る
い
は

妻
の
嫉
妬
と
い
う
行
動
及
び
そ
れ
に
釘
す
る
抑
犀
の
関
係
を
も
っ
て
分
析
し

て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
嫉
妬
心
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
環
境
や
、

嫉
妬
が
で
き
る
か
否
か
は
封
象
と
主
健
の
あ
る
種
の
力
関
係
を
表
す
か
ら
で

あ
る
。
し
か
し
そ
の
分
析
に
は
納
伺
い
か
な
い
と
こ
ろ
も
若
干
あ
る
。
確
か

に
儒
教
的
な
家
族
制
度
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
妻
の
嫉
妬
と
い
う
行
動
を
抑
墜

す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
著
者
が
い
う
夫
妻
を
核
と
し
て
子
供
と
の
二
世
代

の
小
家
族
で
あ
れ
ば
こ
そ
夫
と
妻
の
関
係
は
純
粋
に
雨
者
の
力
関
係
で
成
り

立
ち
易
く
、
嫉
妬
の
感
情
を
表
現
す
る
機
舎
も
多
か
っ
た
と
も
解
轄
で
き
る

の
で
は
な
い
か
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
浸
透
か
ら
だ
け
で
な
く
、
「
心
性
」
と

の
関
係
を
含
め
多
角
的
に
一
考
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
次
章
で
、
小
家
族
で

あ
る
が
ゆ
え
に
夫
亡
き
後
、
妻
の
行
動
を
規
制
す
る
も
の
が
な
く
な
っ
た

(
一
九
六
頁
)
と
い
っ
て
い
る
こ
と
と
矛
盾
し
て
い
な
い
か
。
宋
代
に
妬
婦

の
記
事
が
少
な
く
な
っ
た
の
は
、
雄
教
の
精
神
か
ら
妻
妾
の
分
を
わ
き
ま
え

さ
せ
ら
れ
た
と
同
時
に
、
婚
姻
闘
係
が
最
格
に
な
り
、
妻
の
座
が
確
定
し
、

簡
単
に
妻
の
座
が
替
え
ら
れ
る
朕
況
が
減
少
し
た
結
果
と
も
考
え
ら
れ
な
い
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か
。
ま
た
小
家
族
が
大
勢
を
占
め
て
い
る
と
言
う
こ
と
は
経
済
的
な
基
盤
が

小
さ
く
、
妻
以
外
に
妾
を
持
つ
ゆ
と
り
が
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
こ
と
に

も
つ
な
が
ろ
う
。

妻
の
嫉
妬
心
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
官
僚
に
釘
す
る
虎
置
に
つ

い
て
、
宋
代
で
は
園
'
家
が
家
族
の
問
題
ま
で
も
介
入
し
た
と
す
る
が
、
多
く

の
例
は
嫉
妬
そ
の
も
の
を
い
庭
罰
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
よ
り
犬
が

不
鮮
事
を
起
こ
し
た
か
ら
で
あ
る
と
も
い
う
。
同
じ
こ
と
は
唐
代
の
玩
崇
の

妻
閣
氏
に
つ
い
て
の
例
(
三
頁
)
に
見
ら
れ
る
。
岡
家
の
釘
懸
に
ど
の
よ
う

な
相
違
が
あ
っ
た
の
か
私
に
は
わ
か
ら
な
い
。

な
お
北
方
民
族
の
風
習
に
つ
い
て
知
る
と
こ
ろ
は
少
な
い
が
、
妻
家
で
の

労
働
を
し
、
そ
の
後
正
式
の
婚
桐
を
し
、
夫
の
家
に
一
反
る
と
一
言
う
こ
と
が
、

妻
の
家
の
主
導
力
を
一
不
し
、
さ
ら
に
そ
れ
が
一
夫
一
妻
制
の
根
擦
と
な
る

(
一
一
七
頁
)
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
北
方
民
族
と
い
っ
て
も
い
ろ
い

ろ
で
あ
る
。
し
か
し
漢
族
の
も
の
と
性
格
を
異
に
し
て
い
る
と
は
い
え
、
多

く
は
正
妻
の
ほ
か
に
も
妻
が
い
た
と
私
は
理
解
し
て
い
る
。

323 

「
-
二
享
「
五
口
の
家
」
と
そ
の
愛
容
|
|
家
族
規
模
と
構
成
の
嬰
化
」

で
は
、
唐
代
に
つ
い
て
は
小
説
『
太
平
贋
記
』
、
宋
代
に
つ
い
て
は
『
夷
堅

志
』
か
ら
、
家
族
構
成
(
総
数
・
子
の
数
・
親
の
数
・
世
代
な
ど
)
の
員
数
、

男
児
と
女
児
の
数
の
比
率
、
家
族
(
世
帯
)
の
中
の
非
血
縁
者
や
傍
系
親
族

の
有
無
を
分
析
し
、
唐
代
と
山
本
代
の
家
族
の
規
模
と
構
成
員
数
な
ど
の
普
遍

的
な
面
と
愛
化
を
述
べ
た
。

唐
宋
時
代
と
も
に
一
家
あ
た
り
の
平
均
U
数
は
五
口
で
あ
っ
た
が
、
上
級

階
層
と
庶
民
階
層
の
構
成
員
数
は
上
級
階
層
の
ほ
う
が
若
干
多
か
っ
た
。
ま

た
米
代
に
な
る
と
上
級
階
層
の
家
族
員
数
、
子
供
の
数
は
減
少
し
、
一
方
子

」

の
い
な
い
庶
民
層
が
減
少
し
た
。
し
か
し
し
上
級
階
層
と
庶
民
階
層
の
家
族
数

の
比
率
は
唐
・
宋
聞
に
お
い
て
愛
わ
ら
な
い
。
ま
た
雨
時
代
と
も
、
ま
た
上

級
階
層
、
庶
民
階
層
を
問
わ
ず
、
子
供
の
男
女
の
比
率
は
大
き
く
離
れ
、
女

子
が
少
な
い
こ
と
が
目
立
つ
。
そ
の
上
、
宋
代
の
上
級
階
層
は
男
女
の
子
の

数
の
差
が
大
き
く
な
っ
た
。
宋
代
に
傍
系
家
族
が
同
居
す
る
例
は
減
少
す
る

一
方
、
立
中
古
や
養
子
が
増
加
し
、
庶
民
階
層
に
は
養
子
、
卜
流
階
層
に
は
妾
が

多
く
、
血
縁
に
よ
る
承
継
を
強
化
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
虞
が
り
を
窺
わ
せ

る
と
い
う
。
宋
代
と
唐
代
の
聞
に
、
上
流
階
層
主
一
百
わ
れ
る
よ
う
な
官
吏
を

出
す
家
や
寓
裕
層
と
言
わ
れ
る
家
の
性
格
に
愛
化
を
来
し
て
い
る
こ
と
、
及

び
宋
代
の
庶
民
階
層
が
経
済
的
に
上
昇
し
た
こ
と
を
示
し
た
。

『
太
平
慶
記
』
「
夷
堅
志
』
に
は
と
も
に
多
く
の
家
族
が
登
場
す
る
。
数

値
か
ら
あ
る
傾
向
を
讃
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
斉
定
し
な
い
。
た
だ
、

危
倶
さ
れ
る
の
は
小
説
の
中
の
場
面
は
あ
る
限
定
さ
れ
た
状
況
を
表
す
た
め

に
書
か
れ
て
い
る
。
同
居
家
族
、
経
済
碁
盤
を
一
に
し
て
い
た
も
の
の
全
樫

を
著
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
『
太
平
出
明
記
』
の
巻
六
十
五
に

見
る
桃
氏
三
子
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
話
題
の
中
心
が
不
宵
の
子
供
達
(
外
甥

を
も
含
む
)
で
あ
る
た
め
に
ほ
か
の
家
族
に
つ
い
て
ど
こ
ま
で
言
及
さ
れ
て

い
る
か
確
一
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
官
僚
の
任
地
で

の
話
の
場
合
も
、
臨
時
的
に
小
家
族
に
な
っ
て
い
る
と
解
轄
す
る
こ
と
も
で

き
る
。
そ
れ
故
に
唐
代
に
お
い
て
も
官
僚
や
富
裕
層
の
記
事
か
ら
非
血
縁
や

傍
系
家
族
の
例
が
少
な
い
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
唐
代
の
上
級
階
層
に
老
人

が
少
な
い
と
言
う
が
、
そ
れ
は
老
人
で
あ
る
こ
と
を
示
す
時
は
と
か
く
生
活

面
で
の
不
自
由
さ
を
一
不
す
場
面
が
多
い
か
ら
で
は
な
い
か
。
富
裕
層
が
話
題

に
な
っ
て
い
る
と
き
に
は
わ
ざ
わ
ざ
老
人
で
あ
る
こ
と
を
一
不
す
必
要
が
な
か

っ
た
こ
と
も
そ
の
一
凶
で
は
な
い
か
。
印
ち
上
絞
階
層
の
記
事
に
表
れ
る
家
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族
は
庶
民
の
も
の
と
簡
単
に
同
じ
に
扱
え
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
唐
代
に
比

べ
、
宋
代
に
な
る
と
階
層
の
格
差
が
少
な
く
な
っ
た
こ
と
を
示
す
た
め
に
は
、

こ
れ
ら
の
黙
を
巌
密
に
分
析
し
、
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
た
だ
こ
こ
か

ら
少
な
く
と
も
日
常
的
な
生
活
の
車
位
は
、
上
級
階
層
や
富
裕
層
で
も
小
家

族
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

女
性
の
再
婚
が
男
性
よ
り
も
多
い
の
は
、
女
の
教
が
少
な
か
っ
た
こ
と
、

ま
た
小
家
族
で
あ
れ
ば
、
夫
の
死
後
、
妻
の
行
動
を
規
制
す
る
者
が
い
な
い

こ
と
の
結
果
で
あ
る
と
解
蝉
押
し
て
い
る
。
つ
ま
り
小
家
族
で
は
夫
亡
き
後
、

家
父
長
が
不
在
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
女
が
ひ
と
り
で
生
活
し
て
ゆ
く
こ
と

の
岡
難
さ
は
考
慮
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
ろ
五
日
の

家
で
は
家
父
長
の
権
限
や
宗
族
の
結
合
を
推
測
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ

と
は
確
か
で
あ
る
。

戸
籍
か
ら
は
現
賓
に
同
居
を
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
同
じ
経
営
碁
盤

に
立
っ
て
い
る
家
族
か
は
必
ず
し
も
わ
か
ら
な
い
(
一
五
二
頁
)
こ
と
は
事

賓
で
あ
る
。
著
者
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
が
、
前
遮
し
た
「
あ
と
が
き
」
に

あ
る
よ
う
に
、
経
管
碁
盤
と
し
て
の
家
族
の
形
態
で
あ
り
、
同
居
し
て
い
る

こ
と
に
覗
黙
を
嘗
て
て
の
分
析
で
あ
る
こ
と
を
承
知
の
上
で
敢
え
て
言
え
ば
、

家
族
経
営
と
し
て
は
濁
立
し
て
い
て
も
、
同
じ
戸
籍
を
も
っ
意
味
、
家
族
の

背
景
に
あ
る
宗
族
に
つ
い
て
の
検
討
も
必
要
で
は
あ
る
ま
い
か
。

な
お
上
級
階
級
、
庶
民
階
級
と
言
、
つ
用
語
の
使
い
方
に
は
暖
昧
さ
が
つ
き

キ
4
?
と、つ。

「
四
章
衰
退
す
る
家
族
|
|
『
名
公
書
判
清
明
集
』
の
場
合
」
で
は
、

『
清
明
集
』
の
記
事
か
ら
、
前
章
と
同
じ
作
業
を
し
、
一
家
族
の
構
成
員
の

愛
遷
を
分
析
し
、
人
数
が
減
っ
て
ゆ
く
朕
、
侃
(
氏
は
そ
れ
を
家
族
の
衰
退
と

」

い
う
)
を
示
し
た
。

一
家
族
の
員
数
や
夫
婦
と
子
供
の
数
の
比
率
な
ど
多
く
の
項
目
に
つ
い
て
、

『
清
明
集
』
か
ら
も
前
章
で
小
説
類
か
ら
見
た
の
と
ほ
ぼ
同
じ
結
果
が
み
ら

れ
た
こ
と
を
示
し
た
。
特
徴
と
し
て
は
妻
妾
同
居
家
族
は
少
な
く
、
ま
た
妻

が
な
く
、
妾
が
い
る
こ
と
で
あ
り
、
前
代
か
ら
の
一
夫
一
妻
の
制
度
が
ま
だ

有
数
で
あ
っ
た
と
す
る
(
一
二
二
頁
)
0

妻
が
い
な
く
て
、
安
を
入
れ
、
妾

が
賓
質
上
の
妻
で
あ
る
こ
と
が
み
ら
れ
る
。
妻
と
妾
は
制
度
上
、
契
約
上
、

全
く
異
な
る
範
障
の
も
の
だ
が
、
賓
質
の
生
活
に
お
い
て
は
夫
の
唯
一
の
配

偶
者
で
あ
っ
た
。
『
清
明
集
』
は
判
例
で
あ
る
た
め
に
、
妻
か
妾
か
を
契
約

上
の
正
式
な
名
稽
で
表
し
、
賓
質
上
は
妻
で
あ
っ
て
も
公
的
に
は
妾
で
あ
っ

た
の
で
、
述
べ
ら
れ
た
よ
う
な
現
象
が
見
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
制
度

と
し
て
一
夫
一
妻
多
妾
制
が
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
を
可
能
に
す
る
経
済
力

を
持
つ
も
の
が
少
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
も
解
稗
で
き
な
い
で

あ
ろ
う
か
。

確
か
に
、
本
章
で
の
「
清
明
集
』
の
記
事
の
統
計
作
業
か
ら
は
、
家
族
教

の
衰
退
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
著
者
が
判
決
関
係
資
料
と
い

う
性
格
が
数
値
に
表
れ
る
と
ほ
か
で
一
百
わ
れ
る
(
二
二
四
頁
)
よ
う
に
、
こ

こ
で
も
同
じ
事
が
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
の
訴
訟
は
家
族

の
移
動
、
と
り
わ
け
承
継
者
の
死
に
関
わ
っ
て
お
き
た
も
の
の
た
め
に
、
家

族
の
員
数
の
衰
退
が
額
著
に
な
っ
て
い
る
と
私
に
は
見
え
る
。
生
よ
り
も
死

に
つ
い
て
の
記
事
が
多
い
の
も
そ
の
関
係
で
あ
る
。
従
っ
て
、
哀
禾
の
い
う

「三

O
年
も
績
く
宜
族
は
す
く
な
い
」
と
い
う
ニ
一
日
辞
の
誼
明
と
は
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。
だ
い
た
い
こ
の
衰
采
の
こ
と
ば
は
代
々
官
僚
を
績
け
る
こ
と
が

困
難
で
あ
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
家
族
の
員
数
を
問
題
に
し
て

い
る
と
解
調
停
す
る
こ
と
に
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
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「
終
章
む
ち
打
つ
者
と
打
た
れ
る
者
|
|
家
族
か
ら
世
帯
へ
」
で
は
、

家
族
内
の
尊
卑
の
関
係
を
「
む
ち
打
つ
」
と
い
う
具
樫
的
な
行
動
か
ら
明
ら

か
に
し
て
い
る
。
本
章
で
も
『
太
平
康
記
』
と
『
夷
堅
志
』
に
よ
っ
て
唐
宋

時
代
の
家
父
長
の
権
限
を
比
較
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
非
血
縁
の
僕
、
雇
用

人
(
用
語
の
分
析
も
し
て
い
る
)
を
含
ん
だ
世
帯
も
釘
象
と
し
た
。
唐
代
に

比
べ
宋
代
で
は
主
人
の
家
に
針
し
て
隷
属
の
度
合
が
少
な
く
、
雇
用
契
約
を

結
ん
だ
者
が
増
加
し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
「
む
ち
打
た
れ
る
」
非
血
縁
者

に
男
性
が
少
な
く
な
っ
た
こ
と
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
彼
ら

及
び
家
族
に
到
す
る
「
む
ち
打
つ
」
主
慢
は
家
父
長
で
あ
る
主
人
、
夫
よ
り

も
女
主
人
、
妻
が
多
く
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
は
「
主
人
の
世
帯
に

到
す
る
聡
督
権
の
相
封
的
な
弱
化
と
妻
の
権
限
の
強
化
」
と
解
蝉
押
す
る
。
ま

た
家
族
内
で
は
そ
の
ほ
か
に
兄
の
弟
に
封
す
る
む
ち
打
ち
も
見
ら
れ
、
そ
れ

に
つ
い
て
も
家
族
内
に
お
け
る
家
父
長
の
権
限
の
低
下
を
示
す
と
い
う
。
そ

れ
故
に
'
家
族
内
の
も
め
事
を
裁
判
と
言
、
つ
園
家
の
調
停
に
委
ね
る
よ
う
に
な

っ
た
と
す
る
。
し
か
し
園
家
の
側
は
家
族
(
世
帯
)
内
へ
の
介
入
は
泊
極
的

で
、
む
し
ろ
家
父
長
的
な
権
限
の
扶
如
か
ら
調
停
不
能
と
な
っ
た
枇
舎
の
側

が
そ
れ
を
要
請
し
て
い
る
と
い
う
。
し
か
し
一
方
で
、
唐
代
の
『
太
平
民

記
』
に
も
、
家
族
の
も
め
事
の
調
停
を
裁
判
に
委
ね
る
こ
と
が
あ
り
、
雨
時

代
の
相
違
と
す
る
た
め
に
は
検
討
が
不
十
分
で
は
な
か
ろ
う
か
。

世
帯
内
で
の
家
父
長
の
権
限
を
検
討
す
る
上
で
、
家
父
長
或
い
は
主
人
が

ど
の
よ
う
に
鞭
を
打
つ
こ
と
が
で
き
る
か
か
ら
見
る
こ
と
は
家
族
内
の
心
性

を
知
る
た
め
の
一
つ
の
観
黙
と
し
て
卓
見
で
あ
る
。
し
か
し
氏
の
い
う
唐
、

宋
の
饗
化
に
つ
い
て
の
分
析
に
は
納
得
で
き
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
例
え
ば
、

先
に
紹
介
し
た
夫
よ
り
も
妻
が
「
む
ち
打
ち
」
の
主
健
と
な
っ
て
い
る
こ
と

を
も
っ
て
、
直
ち
に
妻
の
権
限
の
強
化
と
い
う
解
稗
を
し
て
い
る
(
二
五
六

325 

」

頁
)
こ
と
で
あ
る
。
強
化
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
家
父
長
の
権
限
の
委
譲
と

い
う
頑
貼
よ
り
も
夫
と
妻
の
一
鐙
化
あ
る
い
は
夫
の
代
斑
と
し
て
の
妻
と
い

う
解
樟
か
ら
も
検
討
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

以
L
L
、
各
享
ご
と
の
要
拡
を
述
べ
、
若
干
の
疑
問
貼
を
あ
げ
て
み
た
。
最

後
に
本
書
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
鰯
れ
て
お
き
た
い
。

日
本
に
お
い
て
仁
井
出
陸
、
滋
賀
秀
三
雨
氏
に
よ
っ
て
家
族
に
つ
い
て
の

研
究
が
早
く
よ
り
な
さ
れ
て
き
た
。
と
り
わ
け
滋
賀
秀
三
氏
の
『
中
園
家
族

法
の
原
理
』
(
創
元
枇
、
一
九
六
七
年
)
が
輿
え
た
影
響
は
大
き
い
。
そ
こ

で
述
べ
ら
れ
て
い
る
家
族
の
あ
り
方
は
あ
く
ま
で
も
儒
教
的
倫
理
の
も
と
に

築
か
れ
た
原
理
で
あ
り
、
す
べ
て
の
家
族
が
こ
の
原
理
に
則
っ
て
い
た
わ
け

で
な
い
こ
と
を
知
っ
て
は
い
て
も
、
惇
統
的
な
漢
族
家
族
の
典
型
と
さ
れ
て

き
た
。
そ
し
て
事
責
で
も
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
毛
津
束
を
は
じ
め
と
し
て

近
現
代
に
お
け
る
改
革
運
動
家
は
、
目
的
の
ひ
と
つ
と
し
て
家
族
の
し
が
ら

み
か
ら
の
解
放
を
あ
げ
て
い
た
の
で
あ
る
。
近
年
、
宋
代
に
つ
い
て
は
明
版

の
『
清
明
集
』
、
明
代
以
降
に
あ
っ
て
は
多
く
の
剣
臆
丈
や
候
例
が
あ
ら
た

に
紹
介
さ
れ
、
利
用
さ
れ
て
お
り
、
惇
統
的
な
中
国
壮
舎
に
つ
い
て
の
研
究

が
新
し
い
局
面
に
入
っ
て
久
し
い
。
新
し
い
史
料
の
愛
見
や
史
料
の
新
し
い

讃
替
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
家
父
長
制
や
大
家
族
制
に
矛
盾
し
、
そ
れ

が
否
定
さ
れ
る
よ
う
な
現
象
が
護
掘
さ
れ
、
ま
た
儒
教
的
な
倫
理
観
と
は
相

容
れ
な
い
行
動
が
紹
介
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
こ
れ
は
問
題
提
起
に
な
っ
た

が
、
史
料
紹
介
に
と
ど
ま
り
、
背
景
に
あ
る
要
因
は
何
か
と
い
う
検
討
が
さ

れ
な
い
こ
と
も
多
い
。
私
を
も
含
め
、
お
お
か
た
は
儒
教
的
な
倫
理
観
や
理

想
像
の
存
在
を
前
提
と
し
、
そ
れ
に
即
し
て
解
稗
し
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
一
方
、
古
く
か
ら
中
園
の
家
族
の
構
成
員
数
は
お
お
か
た
五
口
で
あ
っ
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た
こ
と
は
知
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
で
も
大
家
族
の
イ
メ
ー
ジ
は
覆
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
本
書
は
そ
の
よ
う
な
事
象
を
巽
正
面
か
ら
捉
え
、
家
族
の
構

造
・
規
模
に
頑
黙
を
あ
て
、
家
父
長
制
や
大
家
族
の
存
在
の
有
無
を
賓
詮
的

に
再
検
討
し
、
惇
統
的
な
漢
族
の
'
家
族
が
、
従
来
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
な
家

父
長
制
や
大
家
族
と
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
一
以
し
、
「
活

躍
」
す
る
女
、
「
も
の
言
、
つ
」
女
が
出
現
し
た
背
景
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ

の
功
績
は
極
め
て
大
き
い
。

し
か
し
近
年
再
び
脚
光
を
浴
び
て
い
る
宗
族
制
度
と
の
関
係
を
言
及
し
て

い
な
い
こ
と
は
残
念
で
あ
る
。
「
清
明
集
』
に
は
宗
族
に
よ
っ
て
の
調
停
が

一
旦
は
な
さ
れ
よ
う
と
し
た
而
も
見
え
る
。
家
族
経
管
の
核
と
し
て
は
小
家

族
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
こ
と
が
そ
れ
を
覆
う
宗
族
(
あ
る
い

は
親
族
と
言
う
ほ
ど
の
小
規
模
な
も
の
か
も
知
れ
な
い
)
の
各
小
家
族
へ
の

権
限
が
弱
か
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
特
に
現
象
と
し
て
の
「
活
躍
」
す

る
女
性
と
儒
向
学
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
浸
透
と
の
関
係
を
検
討
す
る
と
き

に
、
宗
族
に
つ
い
て
も
あ
わ
せ
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

小
家
族
の
集
合
と
し
て
の
枇
舎
で
あ
る
た
め
に
、
調
停
者
と
し
て
の
岡
家

の
枇
舎
に
封
す
る
支
配
力
が
必
要
で
あ
っ
た
と
す
る
著
者
の
岡
家
観
に
奥
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
著
者
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
宋
代
の
法
に
は
地
域
に

合
わ
せ
た
車
行
指
令
が
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
は
、
地
域
枇
舎
に
す
で
に
あ
る

秩
序
組
織
を
図
家
は
蹴
さ
な
い
よ
う
な
配
慮
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
岡
家

に
よ
る
地
域
壮
舎
の
組
織
に
釘
す
る
歩
み
よ
り
と
も
取
れ
、
同
家
に
よ
る
支

配
を
強
調
す
る
こ
と
に
た
め
ら
い
を
感
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
本
書
に

よ
っ
て
小
家
族
が
大
勢
を
山
め
て
い
た
枇
舎
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
惇
統
中

園
の
家
族
、
地
域
枇
舎
の
構
造
を
あ
ら
た
め
て
構
築
し
な
お
す
べ
き
で
あ
る

こ
と
を
知
ら
さ
れ
た
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

二
O
O
五
年
四
月
一
束
v

尽
明
石
書
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