
秋

田

大

学

絵
合

基
礎
教
育

研
究
紀

要

『特
集

諸
民
族
の
社
会
と
文
化
』

1
-

f
三

(
l
九
九
四
)

『三
国
志
演
義
』
に
お
け
る
義
気
に
つ
い
て

-中
国
文
化
の
エ
ー
-
ス
へ
の

1
考
察
-

は
じ
め
に

ニ
ー

チ
ェ
は
超
人
ツ
ァ
ラ
ー
ウ
ス
ー
ラ
に
こ
う
語
ら
せ
て
い
る
o
｢
民
族
の
特
徴

を
'
わ

た
し
は
あ
な
た
が
た
に
教
え
よ
う
｡
民
族
は
'
ど
の
民
族
で
も
､
善
と
悪

に
つ
い
て
'
独
自
の
こ
と
ば
を
語
っ
て
い
る
｡
隣
り
の
民
族
に
は
そ
れ
が
理
解
で

き
な
い
｡
民
族
は
み
ず
か
ら
の
こ
と
ば
を
､
み
ず
か
ら
の
風
習
と
淀
の
な
か
で
つ

-
り
だ
し
た
の
で
あ
る
｡
｣
(
ニ
ー
チ
ェ
著

･
氷
上
英
康
訳

『
ツ
ァ
ラ
-
ウ
ス
ー
ラ

は
こ
う
言
っ
た
』
岩
波
文
庫
P
79
)
と
｡
こ
の

｢
独
自
の
こ
と
ば
｣
の
対
糖
に
在

る
も
の
が
時
の
権
力
で
あ
る

｢国
家
｣
の
作
り
出
す

｢
こ
と
ば
｣
で
あ
る
｡
ツ
ァ

ラ
ト
ゥ
ス
-
ラ
は
更
に
こ
う
語
る
｡
｢
と
こ
ろ
が
国
家
は
､
善
と
悪
と
に
つ
い
て
あ

ら
ゆ
る
こ
と
ば
を
駆
使
し
て
'
嘘
を
つ
-
0
-
国
家
が
何
を
語
っ
て
も
､
そ
れ
は

嘘
で
あ
り
'
-
国
家
が
何
を
持
っ
て
い
よ
う
と
､
そ
れ
は
盗
ん
で
き
た
も
の
だ
｡

(中
略
)
善
人
も
悪
人
も
､
す
べ
て
の
者
が
毒
を
飲
む
と
こ
ろ
､
そ
れ
を
わ
た
し

は
国
家
と
呼
ぶ
｡
善
人
も
悪
人
も
'
す
べ
て
が
お
の
れ
自
身
を
失
う
と
こ
ろ
､
そ

れ
が
国
家
で
あ
る
.
｣
(前
掲
書
p
79
-
81
)
と
｡

十
九
世
紀
末
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代

市
民
社
会
の
最
盛
期
に
お
い
て
鋭
-
指
摘
さ

れ
た

｢国
家
｣

へ
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
ニ
ー
チ
ェ
の
批
判
は
､
二
十
世
紀
末
の
今
日

吉

永

憤

二
郎

に
お
い
て
む
し
ろ
よ
り
切
実
な
響
き
を
持
つ
o
こ
こ
で
ニ
ー
チ
ェ
の
言
葉
に
注
目

し
た
い
の
は
'
彼
が
鋭
-
別
挟
し
た

｢
民
族
｣
と

｢国
家
｣
の

｢
こ
と
ば
｣
を
め

ぐ
る
関
係
こ
そ
､
文
化
の
問
題
を
解
明
す
る
不
可
欠
の
視
点
と
な
る
と
考
え
る
か

ら
で
あ
る
｡

即
ち
'
文
化
に
お
け
る
内
発
的
な
る
も
の
の
行
き
つ
-
所
は

｢
民
族
｣
の

｢
独

自
の
こ
と
ば
｣
の
問
題
な
の
で
あ
り
'
外
発
的
な
る
も
の
の
行
き
つ
-
所
は
､
当

代
の
文
化
状
況
を
規
定
す
る
権
力
で
あ
る

｢国
家
｣
の

｢
こ
と
ば
｣
で
あ
る
と
言

え
よ

う
｡

い

か
な
る
文
化
も
､
こ
の
内
発
的
要
因
と
外
発
的
要
因
の
相
関
に
お
い
て
こ
そ
､

そ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
現
出
し
得
る
｡
内
発
的
要
因
に
の
み
依
存
す
る
文
化
は
や

が
て
歴
史
に
お
け
る
異
文
化
と
の
淘
汰
の
中
で
死
滅
の
危
機
に
立
ち
到
る
｡
逆
に

外
発
的
要
因
に
の
み
依
存
す
る
文
化
は
､
や
が
て
自
ら
の
魂
を
喪
失
し
て
､
外
来

の
異
文
化
に
同
化
す
る
道
を
た
ど
る
こ
と
に
な
る
｡

し
た
が
っ
て
'

ニ
ー
チ
ェ
の
国
家

へ
の
批
判
に
も
拘
ら
ず
'
｢
民
族
｣
と
｢国
家
｣

と
は
こ
の
弁
証
法
的
関
係
の
中
で
常
に
そ
の
緊
張
を
維
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の

み
そ
の
文
化
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
､
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

だ
と
す
る
な
ら
ば
､

1
つ
の
文
化
を
理
解
せ
ん
と
す
る
時
に
､
我
々
が
注
視
せ
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ね
ば
な
ら
な
い
の
は
'
何
が
そ
の
文
化
に
お
け
る

｢民
族
｣
の

｢善
と
悪
に
つ
い

て
｣
の

｢
独
自
の
こ
と
ば
｣
で
あ
る
の
か
'
何
が
そ
の
文
化
に
お
け
る
権
力
と
し

て
の

｢国
家
｣
の

｢
こ
と
ば
｣
で
あ
る
の
か
､
と
い
-
問
題
で
あ
ろ
う
｡
前
者
は

エ-ト
ス

そ
の
文
化
の
歴
史
と
伝
統
に
深
-
根
ざ
し
た
文
化
の
精

神

に

関
わ
る
側
面
で
あ

り
'
後
者
は
そ
の
文
化
が
現
在
を
生
き
る
に
不
可
欠
の
装
置
と
し
て
保
有
す
る
社

会
秩
序
の
原
理

(広
い
意
味
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
)
に
関
わ
る
側
面
で
あ
る
｡
し
か

も
､
後
者
が
権
力
と
い
う
陽
の
当
た
る
世
界
に
お
い
て
機
能
す
る
い
わ
ば
公
的
原

理
と
し
て
の

｢
こ
と
ば
｣
で
あ
る
の
に
対
し
て
'
前
者
は
む
し
ろ
私
的
領
域
に
ひ

そ
や
か
に
息
づ
か
い
す
る

｢
こ
と
ば
｣
で
あ
る
の
が
通
例
で
あ
る
｡

し
た
が
っ
て
異
文
化
理
解
に
と
っ
て
特
に
問
題
と
な
る
の
は
へ
こ
の
前
者
の
｢
氏

族
｣
の

｢善
と
悪
｣
に
つ
い
て
の

｢
独
自
の
こ
と
ば
｣
を
い
か
に
感
得
し
理
解
す

る
か
､
と
い
う
点
で
あ
る
と
言
え
よ
う
｡

実
は
､
日
本
文
化
は
歴
史
的
に
中
国
文
化
や
欧
米
文
化
を
受
容
し
決
定
的
に
そ

の
影
響
を
被
り
な
が
ら
も
､
そ
れ
ら
の
う
ち
に
在
る

｢
民
族
｣
の

｢
こ
と
ば
｣
を

感
得
す
る
こ
と
に
は
仝
-
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
鈍
感
で
あ
っ
た
｡
言
い
換
え
れ
ば

日
本
文
化
は
こ
れ
ら
の
文
化
を
そ
の
当
代
の

｢国
家
｣
の

｢
こ
と
ば
｣
と
し
て
受

容
し
､
公
的
秩
序
の
原
理
と
し
て
作
動
せ
し
め
る
こ
と
に
は
敏
感
で
あ
っ
た
が
'

そ
れ
ら
の
文
化
そ
の
も
の
を
-
t
タ
ル
に
理
解
せ
ん
と
す
る
こ
と
に
は
却
て
冷
淡

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
異
文
化
を

｢国
家
｣
の

｢
こ
と
ば
｣
と
し
て
受
杏

す
る
と
い
う
こ
と
は
､
や
が
て
こ
れ
を
自
ら
の
文
化
の
内
発
的
な
る

｢
民
族
｣
の

｢
こ
と
ば
｣
に
即
し
て
土
着
化
し
肉
化
せ
し
め
る
と
い
う
展
開
を
も
た
ら
す
こ
と

に
な
る
｡
中
国
文
化
の
受
容
に
お
い
て
は

｢和
魂
漢
才
｣
と
表
現
さ
れ
よ
う
し
､

西
洋
文
化
の
場
合
に
は

｢和
魂
洋
才
｣
と
表
現
さ
れ
る
あ
り
よ
う
が
､
そ
れ
で
あ

る
｡
そ
の
帰
着
す
る
処
は
中
国
文
化
や
欧
米
文
化
の
日
本
的
エ
ー
-
ス
に
即
し
て

の
土
着
化
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

も
と
よ
り
､
こ
の
こ
こ
と
は
必
ず
し
も
異
と
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
O
凡
そ
あ

る
文
化
が
他
の
文
化
を
受
容
す
る
際
の
､
こ
れ
は
む
し
ろ
常
態
と
言
っ
て
よ
い
で

あ
ろ
う
｡

し
か
し
'
今
や
我
々
が
認
識
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
､
こ
の
よ
う
な
従
来
の

日
本
文
化
の
異
文
化
理
解
の
型
に
依
存
し
て
い
て
は
､
我
々
が
異
文
化
の
う
ち
に

ひ
そ
む

｢民
族
｣
の

｢
こ
と
ば
｣
を
理
解
す
る
こ
と
な
ど
到
底
望
む
ペ
-
も
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
な
ぜ
な
ら
'
過
去
に
お
け
る
中
国
文
化
や
欧
米
文
化
と

の
出
会
い
は
､
遣
唐
使
や
黒
船
の
来
航
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
､
外
来
文
化

へ
の

従
属
的
権
力
関
係
に
規
定
さ
れ
た
受
容
で
あ
り
､
そ
の
よ
う
な
ス
タ
ン
ス
か
ら
は

外
来
文
化
の
-
1
タ
ル
な
理
解
な
ど
と
い
う
展
望
は
真
の
意
味
で
は
開
け
よ
う
も

な
-
､
又
開
-
必
要
も
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
｡
そ
こ
に
お
け
る
可
能
な
展
望
は

外
来
文
化
を

｢国
家
｣
の

｢
こ
と
ば
｣
と
し
て
い
か
に
早
-
使
い
こ
な
せ
る
に
至

る
か
と
い
う
事
で
し
か
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡

し
た
が
っ
て
異
文
化
の
内
に
宿
る

｢民
族
｣
の

｢
こ
と
ば
｣
を
理
解
す
る
と
い

う
課
題
は
､
今
日
的
世
界
に
お
い
て
こ
そ
可
能
な
展
望
と
し
て
開
か
れ
た
も
の
で

あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
そ
れ
は
又
あ
ら
ゆ
る
文
化
圏
の
人
々
に

と
っ
て
実
は
至
難
の
事
で
も
あ
る
の
で
あ
る
｡

小
稿
は
､
か
か
る
問
題
意
識
の
も
と
に
､
日
本
に
お
い
て
も
人
口
に
勝
夫
し
た

『三
国
志
演
義
』
を
あ
ら
た
な
視
点
か
ら
読
み
解
-
こ
と
を
通
し
て
'
そ
こ
に
浮

か
び
上
が
る
中
国
文
化
に
お
け
る

｢民
族
｣
の

｢
こ
と
ば
｣
に
つ
い
て
論
ず
る
こ

と
に
あ
る
｡

r

〃
演
義
″
と
は
何
か

周
知
の
よ
う
に
､
『三
国
志
演
義
』
は
明
初
の
羅
貫
中
の
編
に
成
る
も
の
で
､
普

の
陳
寿
の
正
史

『三
国
志
』
と
は
質
を
異
に
す
る
作
品
で
あ
る
｡
両
者
の
違
い
は

小
説
と
歴
史
の
違
い
と
い
え
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
､
そ
の
違
い
を
最
も
端
的
に

示
す
の
は

″
演
義
〟

な
る
語
の
存
在
で
あ
る
｡
『三
国
志
演
義
』
は
そ
の
前
史
と
し

て
講
史
家
や
戯
劇
家

に
語
ら
れ
た
話
芸
･雑
劇
の
時
代
を
持
つ
｡
し
た
が
っ
て
″
演

義
″

と
は
ま
さ
に

｢義
を
演
ず
る
｣
こ
と
に
他
な
ら
な
い
｡
つ
ま
り
'
『三
国
志
演
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義
』
と
は
'
正
史

『三
国
志
』
な
ど
に
記
さ
れ
た
三
国
時
代
の
英
雄
豪
傑
に
題
材

を
取
っ
て
､
そ
の

｢義
を
演
ず
る
｣
こ
と
に
そ
の
主
題
が
あ
る
｡
｢義
｣
を
抽
象
的

に
語
る
の
で
は
な
-
､
文
字
通
り

｢演
ず
る
｣
こ
と
に
よ
っ
て
示
す
こ
と
に
あ
る
､

と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

し
か
も
こ
の

｢義
を
演
ず
る
｣
の
は
独
り
劉
備
や
関
羽

･
張
飛

･
孔
明
と
い
っ

た
所
謂

″善
玉
″
だ
け
で
は
な
い
｡
衰
綾
や
曹
操
や
呂
布
も
､
或
い
は
歌
妓
留
蝉

や
猟
師
劉
安
な
ど
も
ま
た
時
に

｢義
を
演
ず
る
｣
の
で
あ
る
｡
更
に
は
本
来
が

一

回

一
回
の
劇
や
話
芸
の
集
成
で
あ
る
回
本
の
性
格
か
ら
す
れ
ば
､
百
二
十
回
の

ヒ
-
ロ
-

夫
々
の
回
に
は
夫
々
の
主
人
公
が

｢義
を
演
ず
る
｣
の
で
あ
り

(例
え
ば
安
徽
省

ヒ
-
ロ
-

の
徽
劇
で
は
当
地
に
活
躍
し
た
呂
布
が
主
人
公
と
な
っ
て
い
る
等
)､
『演
義
』
の

主
題
は
ま
さ
に
こ
こ
に
在
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

｢義
｣
を
そ
れ
自
体
と
し
て
語
る
こ
と
は
抽
象
性
を
免
れ
な
い
｡
こ
れ
を

｢演

ず
る
｣
も
の
と
し
て
具
体
化
し
て
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
は
生
命
を
吹
き
こ
ま

れ
る
｡
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
､
実
は
中
国
人
の
歴
史
に
対
す
る
見
方
と
も
深
-

通
底
す
る
｡
司
馬
遷
は
そ
の

『史
記
』
太
史
公
自
序
に
お
い
て
､
孔
子
が

『春
秋
』

を
制
作
し
た
意
図
を
語
る
言
葉
と
し
て
こ
う
述
べ
て
い
る
｡
｢子
日
は
-
'
我
こ
れ

こう
じ

しめ

を
空
言
に
載
せ
ん
と
欲
す
る
も
､
こ
れ
を
行

事

の
深
切
著
明
な
る
に
見

す

に
如
か

ず
､
と
｡
｣｡

こ
の
よ
-
に
､
『三
国
志
演
義
』
は
歴
史
を
道
徳
的
価
値
が
実
現
さ
れ
る
場
と
見

る
中
国
的
歴
史
観
を

一
つ
の
典
型
と
し
て
示
し
た
も
の
で
あ
り
､
そ
れ
が
庶
民
大

衆
の
情
念
を
通
し
て
肉
化
さ
れ
る
と
い
う
形
で
成
立
し
て
い
る
｡
し
た
が
っ
て
'

エ
-

ト

ス

こ
の
作
品
を
通
し
て
中
国
文
化
の
道
徳
的
特
質
の
遺
憾
な
き
発
現
を
読
み
取
る
こ

と
は
ま
こ
と
に
自
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
｡

さ
て

『三
国
志
演
義
』
の
キ
イ
ワ
ー
ド
が

″演
義
″

で
あ
る
と
す
る
と
､
し
か

ら
ば

″義
″
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
｡
も
と
よ
り
こ
れ
を

｢空
言
｣
を
以
て
論
ず
る

こ
と
は
小
稿
の
意
図
す
る
所
で
は
な
い
が
'
｢行
事
｣
に
即
し
て
の
'
つ
ま
り
歴
史

実
証
的
な
る
検
討
を
加
え
て
お
-
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
｡

⇔

義
と
は
何
か

後
漠
の
許
懐
の

『説
文
解
字
』
は

｢義
｣
の
字
説
を
こ
う
解
説
し
て
い
る
｡

したが

己
の
威
儀
な
り
､
我
に
仇
ひ
羊
に
仇
ふ
｡
(『説
文
』
十
二
篇
下
)

し
か
し
､
こ
れ
は
そ
の
字
義
の
説
明
と
し
て
は
当
を
得
た
も
の
で
は
な
い
｡
こ

れ
に
つ
い
て
白
川
静
氏
は
周
代
金
文

(青
銅
器
銘
文
の
文
字
)
の
考
証
の
上
か
ら

こ
う
述
べ
て
い
る
｡

のこぎ
り

我
は

鋸

の

象
形
｡
羊
に
鋸
を
加
え
て
犠
牲
と
す
る
意
で
､
牲
体
に
犠
牲
と
し

ただ

て
欠
陥
が
な
く

神
意
に
か
な
う
も
の
と
し
て
｢
義

し
い
｣
の
意
が
生
ま
れ
る
0

〔説
文
〕

二

一下
に

｢己
の
威
儀
な
り
｣
と
し
､
字
を
会
意
と
す
る
が
､
我
を

己
と
解
し
て
の
字
説
で
あ
る
｡
自
我
の
意
は
仮
借
義
で
あ
り
'
仮
借
義
で
会
意

の
字
を
構
成
す
る
こ
と
は
な
い
｡
(白
川
静

『字
統
』

p
1-2
)

許
懐
が

｢我
｣
の
仮
借
義
で
あ
る

｢己
｣
の
意
に
よ

っ
て
義
の
会
意
を
説
明
し

た
の
は
'
白
川
氏
の
指
摘
す
る
如
-
ま
さ
に
転
倒
し
た
説
明
で
あ
ろ
う
｡

『説
文
解
字
』
の
注
者
で
あ
る
清
の
段
玉
我
は
許
説
を
補
強
す
る
意
味
で
前
漢

の
董
仲
野
の
説
を
引
用
し
て
い
る
が
､
こ
れ
は
図
ら
ず
も
許
憤
の
説
が
董
仲
野
の

字
説
の
影
響
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
董
仲
野
は
｢義
の
言
た
る
や
我
な
り
｣

｢義
と
は
宜
の
我
に
在
る
も
の
を
謂
ふ
｣
(『春
秋
繁
露
』
仁
義
法
)
と
述
べ
て
'

義
を

｢我
れ
｣
の

｢宜
｣
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
説
い
て
い
る
｡
許
懐
の
説

は
こ
れ
を
襲
っ
た
と
見
ら
れ
る
も
の
で
､
字
の
原
義
を
実
証
的
に
説
い
た
も
の
で

は
な
い
｡

白
川
氏
は
金
文
資
料
に
拠
れ
ば
､
周
代
金
文
期
に
は
既
に

｢義
｣
に

｢正
義
｣

の
概
念
が
成
立
し
て
い
た
と
す
る
｡
春
秋
末
期
の
孔
子
の
言
行
録
で
あ
る
『論
語
』

に
見
え
る

｢義
｣
に
も
こ
の

｢
正
義
｣
と
し
て
の

｢義
｣
の
用
法
が
確
認
し
得
る
0

例
え
ば
次
の
よ
う
な
文
で
あ
る
｡

君
子
の
道
四
つ
あ
-
｡
其
の
己
を
行
ふ
や
恭
､
其
の
上
に
事
ふ
る
や
敬
､
其

の
民
を
養
ふ
や
恵
'
其
の
民
を
便
ふ
や
義
､
と
｡
(公
冶
長
五
)
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上

薩
を
好
め
ば
､
則
ち
民
敢
へ
て
敬
せ
ざ
る
な
-
､
上

義
を
好
め
ば
'

則
ち
民
敢

へ
て
服
せ
ざ
る
な
く

上

信
を
好
め
ば
'
則
ち
民
敢

へ
て
情
を
用

ひ
ざ
る
な
し
｡
夫
れ
是
-
の
如
-
ん
ば
'
即
ち
四
方
の
民

其
の
子
を
穣
負
し

て
至
ら
ん
｡
(子
路
十
三
)

こ
れ
ら
の
文
に
拠
れ
ば
､
｢義
｣
と
は

｢君
子

(治
者
)
が
民

(被
治
者
)
を
支

配
す
る
ル
ー
ル
が
公
正
に
な
さ
れ
る
こ
と
｣
を
意
味
す
る
と
解
釈
さ
れ
よ
う
｡
し

た
が
っ
て

こ
の

｢
正
義
｣
は
治
者
が
民
に
な
す

｢正
義
｣
な
の
で
あ
っ
て
そ
の
逮

で
は
な
い
｡

こ
れ
を
民
の
側
か
ら
見
る
と
､
例
え
ば
庶
民
階
級
の
弟
子
で
あ
る
焚
遅
が
知
に

つ
い
て
問
う
た
の
に
対
し
て

｢民
の
義
を
務
め
'
鬼
神
を
敬
し
て
之
を
遠
ざ
-
､

知
と
謂
ふ
べ
し
｣
(薙
也
六
)
と
述
べ
る
よ
う
に
､
｢義
｣
と
は

｢民
の
義
務
｣
を

意
味
す
る
も
の
と
な
る
｡
し
た
が
っ
て

｢義
｣
に
は

｢治
者
の
義
｣
と

｢民
の
義
｣

と
い
う
両
方
向
の
概
念
が
こ
こ
に
萌
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

戦
国
時
代
に
入
る
と

｢義
｣
を

｢宜
｣
と
し
て
説
明
す
る
用
法
が
汎
-
克
ら
れ

る
｡
例
え
ば
戦
国
中
期
頃
と
さ
れ
る

『管
子
』
心
術
上
の
文
は
そ
の
典
型
で
あ
る
0

おのお

よ
ろ

義
と
は

各

の

其
の
宜

し
き
に
慮
る
を
謂
ふ
｡
薩
と
は
人
の
情
に
因
り
､
義
の

理
に
縁
り
て
之
が
節
文
を
為
す
も
の
な
り
｡
故
に
薩
と
は
理
あ
る
を
謂
ふ
な
り
.

理
な
る
も
の
は
分
を
明
ら
か
に
し
て
以
て
義
を
諭
す
の
意
な
り
0
故
に
薩
は
義

よ
り
出
で
､
義
は
理
よ
り
出
で
､
理
は
宜
に
因
る
も
の
な
り
｡

こ
こ
で
は
(宜
1
理
1
義
1
砥
)
と
い
う
樺
義
が
な
さ
れ
て
い
る
｡
つ
ま
り
｢義
｣

の
概
念
の
根
拠
と
し
て

｢理
｣
(す
じ
目
'
条
理
)
と

｢宜
｣
(
い
の
る
'
よ
い
､

ほ
ど
よ
い
)
の
概
念
が
与
え
ら
れ
て
い
る
｡
前
述
の
孔
子
の

｢義
｣
が
歴
史
的
伝

統
に
よ
る
慣
習
化
さ
れ
た
道
徳
秩
序
を
前
提
と
し
た
｢治
者
の
正
義
｣
で
あ
り
｢氏

の
義
務
｣
と
い
う
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
'
こ
れ
は

｢義
｣
そ
の
も
の
を
抽
象

的
に
思
考
す
る
傾
向
を
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
よ
う
｡
｢義
｣
は
所
与
の
慣
習
的
追

徳
法
の
原
理
と
い
う
段
階
か
ら
､
｢理
｣
(論
理
性
)
や

｢宜
｣
(道
徳
性
)
の
観
念

に
照
ら
し
て
検
証
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
｡

戦
国
諸
子
に
お
け
る

｢義
｣
の
観
念
の
多
様
な
展
開
は
こ
の
よ
う
な
思
潮
と
深

く
関
わ
っ
て
い
よ
う
｡

ま
ず
墨
家
は
'
｢義
｣
即
ち
正
義
に
は
各
人
各
説
の
正
義
が
あ
り
'
そ
こ
に
｢義
｣

を
め
ぐ
る
関
与
が
起
こ
る
と
す
る
O
そ
こ
で

｢義
｣
の
統

一
の
必
要
性
を
説
-
.

いにしえ

古

は

民
始
め
て
生
じ
末
だ
形
政
有
ら
ざ
る
の
時
､
蓋
し
其
の
語
人
ご
と
に
義

を
異
に
す
｡
是
を
以
て

一
人
な
れ
ば
即
ち

一
義
'
二
人
な
れ
ば
則
ち
二
義
､
十

ますま

おお

人
な
れ
ば
則
ち
十
義
､
其
の
入
京

す

衆

-
し
て
其
の
所
謂
義
な
る
も
の
も
亦
た

正
す
衆
し
｡
是
を
以
て
人
其
の
義
を
是
と
し
て
以
て
人
の
義
を
非
と
し
､
故
に

こもご
交
も
相
い
是
を
非
と
す
る
な
り
｡
-
-
夫
れ
天
下
の
乱
る
る
所
以
の
者
は
政
長

無
さ
よ
り
生
ず
る
こ
と
明
ら
か
な
り
0
是
の
故
に
天
下
の
賢
の
可
な
る
者
を
逮

び
て
立
て
て
以
て
天
子
と
為
す
｡
-
-
天
子
唯
だ
能
-
天
下
の
義
を
萱
同
に
す
｡

是
を
以
て
天
下
以
て
治
ま
る
な
り
｡
(『墨
子
』
尚
同
上
)

こ
の
よ
う
に
天
子
を
立
て
て
各
人
各
説
の
義
を
統

1
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
天
下

の
秩
序
が
成
り
､
万
民
の
利
が
斎
さ
れ
る
｡
故
に
墨
家
は

｢義
は
利
な
り
｣
(『墨

子
』
経
上
)
と
明
言
す
る
｡
即
ち
こ
の
利
は
勝
義
に
は

｢公
利
｣
を
意
味
す
る
｡

こ
れ
は
'
(治
者
の
正
義
)
と
し
て
の

｢義
｣
を

｢公
利
｣
の
概
念
に
よ
っ
て
正
当

化
せ
ん
と
す
る
理
論
展
開
で
あ
る
と
言
え
よ
う
｡

こ
れ
に
対
し
て
孟
子
は

｢義
｣
の
道
徳
性
を
追
求
し
､
む
し
ろ

(民
の
義
務
)

と
し
て
の

｢義
｣
を
理
論
的
に
深
化
し
た
｡

親
を
親
と
す
る
は
仁
な
り
､
長
を
敬
す
る
は
義
な
り
｡
(『孟
子
』
尽
心
上
)

と
長
上
を
畏
敬
す
る
念
の
起
こ
る
の
を

｢義
｣
と
し
､

わす

未
だ
仁
に
し
て
其
の
親
を
遣

る
る
者
あ
ら
ざ
る
な
り
､
末
だ
義
に
し
て
其
の

君
を
後
に
す
る
者
あ
ら
ざ
る
な
り
｡
(『孟
子
』
梁
恵
主
上
)

と
説
い
て
仁
義
の
徳
の
統
治
に
有
用
な
る
こ
と
を
力
説
す
る
｡
民
の
義
を
道
徳
的

に
根
拠
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
の
仁
義
説
は
治
者
の
治
術
に
有
用
な
も
の
と
し

て
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

が
､
孟
子
の

｢義
｣
は
実
は
諸
刃
の
剣
で
あ
っ
て

一
方
的
に
治
者
に
の
み
有
用
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な
の
で
は
な
い
｡
彼
は
論
敵
の
告
子
が
義
外
説
を
主
張
す
る
の
に
対
し
て
義
内
説

を
説
き
､
｢義
｣
の
根
拠
が
万
人
に
内
在
す
る
先
天
的
な
道
徳
性
に
在
る
と
説
き
､

所
謂

｢性
善
｣
の
論
に
至
る
｡
こ
の
時
彼
の

｢義
｣
は
単
な
る

｢民
の
義
｣
で
は

杏
-
普
遍
的
な
道
徳
法
則
の
高
み
に
ま
で
高
揚
す
る
｡
つ
ま
り

｢義
｣
は

｢理
｣

の
契
機
を
学
む
に
至
る
｡

お
も
へ
ら

心
の
同
然
と
す
る
所
の
者
は
何
ぞ
や
'

謂

-

理
な
り
義
な
り
｡
聖
人
先
だ
ち

て
我
ら

の
心
の
同
然
と
す
る
所
を
得
る
の
み
｡
故
に
理
義
の
我
ら
が
心
を
悦
ば

すう
か
ん

し
む
る
こ
と
猶
ほ
喪

家

(御
馳
走
)
の
我
ら
が
口
を
悦
ば
し
む
る
が
ご
と
し
｡

(『孟
子
』
告
子
上
)

こ
の
万
人
の

｢同
然
と
す
る
所
｣
の
道
徳
法
則
と
し
て
の

｢義
｣
は
､
し
た
が

っ
て

1
万
で

｢民
の
義
｣
で
も
あ
る
が
､
他
方
に
お
い
て

｢君
臣
の
義
｣
で
も
あ

り
､
こ
れ
を
踏
み
外
す
者
は
､
君
で
も
臣
で
も
な
い
と
い
う
論
理
を
生
み
出
す
｡

こ
れ
は
や
が
て
伝
統
と
慣
習
に
安
住
す
る
歴
史
の
秩
序
を
'
｢義
｣
に
基
づ
い
て
作

り
換
え
る
契
機
を
も
内
包
す
る
｡

そ
こな

仁
を
賊
ふ
者
は
之
を
賊
と
謂
ひ
'
義
を
戴
ふ
者
は
之
を
残
と
謂
ふ
O
残
席
の

人
は
之
を

一
夫
と
謂
ふ
｡

一
夫
紺
を
課
す
る
を
聞
-
も
未
だ
君
を
耗
す
る
を
聞

か
ざ
る
な
り
｡
(梁
恵
王
下
)

仁
義
を
賊
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
村
王
は
正
義
を
失
い
､
逆
に
仁
義
を
な
す
文

王

･
武
王
は
正
義
に
立
つ
こ
と
に
な
る
｡
故
に
周
の
武
王
が
君
た
る
殿
の
約
三
を

討
つ
の
は
､
｢試
君
｣
で
は
な
-

｢課
賊
｣
と
な
る
｡
こ
れ
は
明
快
な
革
命
是
認
の

論
理
で
あ
る
｡

更
に
又
､
こ
の
よ
う
な

｢義
｣
は
道
徳
法
則
で
あ
る
が
､
そ
れ
が
単
な
る

｢理
｣

で
あ
る
な
ら
ば
'
現
実
的
な
内
在
の
契
機
と
は
な
り
得
な
い
｡
孟
子
は
か
か
る
道

徳
法
則
が
道
徳
感
情

(側
隠

･
蓋
悪

･
辞
譲

･
是
非
)
と
し
て
万
人
に
備
わ
っ
て

い
る
と
し
て

｢四
端
｣
の
説
を
説
き
､
そ
し
て

｢義
｣
と
身
体
的
エ
ネ
ル
ギ
I
で

あ
る

｢気
｣
と
の
連
関
の
構
造
を
も
説
い
て
､
実
践
的
要
請
に
応
え
ん
と
し
て
い

る
｡

特
に

｢義
｣
と

｢気
｣
の
連
関
を
説
い
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
｡

そ
こな

其
の
気
た
る
や
至
大
至
剛
に
し
て
直
を
以
て
養
ひ
て
害
ふ
無
け
れ
ば
則
ち
天
Aフ

地
の
間
に
塞
が
る
｡
其
の
気
た
る
や
義
と
道
と
に
配
し
て
是
れ
無
け
れ
ば
霞
う

る
な
り
｡
是
れ
集
義
の
生
ず
る
所
の
者
に
し
て
､
義
襲
ひ
て
之
を
取
る
に
非
ざ

こころよ

Aつ

る
な
り
｡
行
ひ
心
に

懐

か

ら
ざ
る
あ
れ
ば
則
ち
鞍

う
る
な
り
｡
(公
孫
丑
上
)

気
は
義
の
不
断
の
実
践
に
よ
っ
て
身
体
に
充
満
し
､
や
が
て

｢
天
地
の
間
に
塞

が
る
｣
浩
然
の
気
と
な
り

｢不
動
心
｣
の
境
地
が
も
た
ら
さ
れ
る
｡
逆
に
心
は
義

が
な
け
れ
ば
鋲
､え
､
心
が
鞍
え
れ
は
気
も
綴
え
て
凋
む
の
で
あ
る
o

孟
子
は
｢志
は
気
の
帥
｣
(公
孫
丑
上
)
と
考
え
る
か
ら
'
｢義
｣
の
実
践
は
｢志
｣

を

一
に
し
､
こ
の

｢志
｣
が

｢気
｣
を
統
帥
し
て
こ
れ
を
拡
充
し
ゆ
-
､
と
考
え

て
い
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
.
即
ち

(義
-
心
-
気
)
と
い
う
連
関
の
構
造
が

そ
こ
に
在
る
｡
｢浩
然
の
気
｣
と
は
い
わ
ば

｢義
に
よ
っ
て
養
わ
れ
た
る
気
｣
で
あ

り
､
こ
の
養
気
説
は
後
世
の
儒
家
修
養
論
の
重
要
部
分
を
占
め
る
に
至
る
｡

こ
の
よ
う
に
､
孟
子
に
お
い
て
は

｢義
｣
は

｢民
の
義
｣
と
い
う
歴
史
的
制
約

か
ら
出
発
し
っ
つ
も
､
そ
れ
を
超
え
て
､
先
天
的
か
つ
主
体
的
な
道
徳
法
則
と
し

て
定
立
さ
れ
､
(義
-
心
-
気
)
と
い
う
実
践
道
徳

へ
と
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
｡

戦
国
期
の
第
三
の

｢義
｣
概
念
の
展
開
の
方
向
は

｢理
｣
の
概
念
に
は
っ
き
り

と
重
心
を
置
-
立
場
で
あ
り
､
こ
れ
は
戦
国
末
期
の
苛
子
の
思
想
に
認
め
ら
れ
る
｡

仁
は
愛
な
り
'
故
に
親
し
む
｡
義
は
理
な
り
､
故
に
行
ふ
｡
穂
は
節
な
り
､

故
に
成
る
｡
(『萄
子
』
大
略
)

に-

仁
な
る
者
は
人
を
愛
す
､
人
を
愛
す
る
が
故
に
人
の
之
を
害
ふ
を
恵
む
な
り
｡

したが

義
な
る
者
は
理
に
循
ふ
が
故
に
人
の
之
を
乱
す
を
恵
む
な
り
｡
(『苛
子
』議
兵
)

こ
れ
に
拠
れ
ば
､仁
は
人
と
人
と
の
間
に
お
け
る
精
神
的
紐
帯
の
原
理
で
あ
り
'

義
は
人
倫
の
条
理
で
あ
り
秩
序
の
原
理
で
あ
る
｡
苛
子
の
義
-
理
は
､
内
在
化
さ

れ
る
こ
と
の
な
い
客
観
的
原
理
と
し
て
措
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
点
で
苛

子
の
立
場
は
む
し
ろ
告
子
の
義
外
説
や
伝
統
的
な
義
の
観
念

(治
者
の
義
や
民
の

義
)
を
継
承
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
こ
か
ら
は
革
命
論
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
で
は

Akita University



な
く

安
定
し
た
秩
序
が
構
想
さ
れ
る
｡

萄
子
の
影
響
を
受
け
て
成
っ
た
と
さ
れ
る

『呂
氏
春
秋
』
が

義
な
る
者
は
寓
事
の
紀
な
り
､
君
臣
上
下
親
疎
の
由
り
て
起
こ
る
所
な
り
､

治
乱
安
危
過
勝
の
在
る
所
な
り
｡
(仲
秋
紀
第
八

･
論
威
)

と
述
べ
る
の
は
､
苛
子
の

｢義
｣
の
行
き
つ
-
処
を
示
し
て
い
よ
う
｡

こ
の
よ
う
に
苛
子
が

｢義
｣
を

｢理
｣
に
よ
っ
て
解
す
る
の
は
､
義
を
抽
象
的

に
理
法
化
し
ょ
う
と
い
う
の
で
は
な
-
､
む
し
ろ
伝
統
的
な
秩
序
の
原
理
と
し
て

の

｢義
｣
概
念
に
回
帰
さ
せ
ん
と
す
る
立
場
で
あ
る
と
言
え
よ
う
｡

以
上
を
要
す
る
に
'
戦
国
期
の

｢義
｣
概
念
の
展
開
は
大
き
-
把
握
し
て
三
つ

の
方
向
が
存
在
し
た
｡

一
つ
は
義
=
利

(公
利
)
と
す
る
墨
家
の
義
で
あ
り
､
二

つ
は
義
を
内
在
的
道
徳
法
則
と
し

､
義
-
気
の
連
関
を
説
-
孟
子
の
義
で
あ
り
､

三
つ
は
義

--
理

(条
理
)
と
し
て
伝
統
的
な
秩
序
の
原
理
と
し
て
解
す
る
苛
子
の

義
で
あ
る
｡

後
世
の

｢義
｣
概
念
は
'
基
本
的
に
は
こ
の
三
種
の
概
念
に
よ
っ
て
説
明
し
得

よ
う
｡
例
え
ば
､
義
田

･
義
倉

･
義
渠

･
義
塾
な
ど
と
い
う
の
は

一
の

｢義
｣
で

あ
り
､
義
勇

･
義
士

･
義
挙

･
義
憤

･
義
気
な
ど
は
二
の

｢義
｣
と
考
え
て
よ
い

も
の
で
あ
り
､
義
理

･
大
義

･
正
義

･
意
義

･
字
義

･
義
父

･
義
兄
弟

･
義
足
な

ど
は
三
の

｢義
｣
と
考
え
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
｡
も
と
よ
り
こ
れ
ら
三
種
の
樵

念
は
後
世
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
混
然

一
体
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
-
な

る
｡
し
か
し
原
理
的
な
概
念
の
方
向
は
こ
れ
ら
三
種
も
の
に
尽
-
さ
れ
る
で
あ
ろ

｢ヽ/前
漠
の
董
仲
野
の
｢義
と
は
宜
の
我
に
在
る
も
の
を
謂
ふ
｣
と
い
う
解
も
､
｢宜
｣

(ほ
ど
よ
い
)
に
は

｢利
｣
と

｢理
｣
の
二
つ
の
側
面
が
あ
り
'
｢我
に
在
る
｣
と

は
そ
の
主
体
的
側
面
を
言
う
の
で
あ
る
か
ら
､
こ
れ
は
先
の
三
種
の
概
念
を
折
衷

的
に
総
合
し
た
も
の
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
又
､
前
漠
の
作
で
あ
る
詩
経
の

毛
伝
が
義
を

｢善
｣
と
す
る
の
も

｢宜
｣
と
同
義
と
見
て
よ
い
｡
し
た
が
っ
て
義

の
概
念
は
､
原
理
的
に
は
'
戦
国
期
に
お
い
て
そ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
ほ
ぼ

展
開
し
尽
-
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

｢義
｣
の
概
念
の
歴
史
的
様
相
が
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
､
で
は

｢義
気
｣
な
る
概
念
は
い
か
に
し
て
熟
成
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡

⇔

義
気
と
は
何
か

孟
子
は
義
と
気
の
連
関
を
説
い
た
が
､
｢義
気
｣
な
る
熟
語
は
末
だ
用
い
て
い
な

い
｡
こ
の
熟
語
の
使
用
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
の
は
､
後
漢
に
ま
で
下
る
｡

後
漠
の
思
想
家
主
充
は

『論
衡
』
に
お
い
て

｢人
は
天
地
の
性
を
裏
け
'
五
官

の
気
を
懐
-
｣
(本
性
篇
)
と
言
い
､
又

｢五
首
の
道
と
は
仁
義
砥
智
信
な
り
､
五

お
のお

着
各

の

別
に
し
て
相
須
た
ず
し
て
成
る
｡
故
に
智
人
有
り
'
仁
人
な
る
者
有
り
'

蔵
人
有
り
'
義
人
な
る
者
有
り
｡
｣
(間
孔
篇
)
と
述
べ
て
い
る
｡
人
は
そ
の
懐
-

｢気
｣
に
よ
っ
て
'
仁
義
砥
智
信
の
そ
れ
ぞ
れ
の
道
を
体
現
す
る
と
い
う
｡
例
え

ば
'
人
の
性

(生
ま
れ
つ
き
の
性
質
)
と
し
て
他
者
の
困
苦
を
見
て

｢忍
び
ざ
る

は
､
仁
の
気
な
り
｣
(本
性
篇
)
と
す
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
に
よ
れ
ば
王
充
は
｢仁

の
気
｣
の
み
な
ら
ず

｢義
の
気
｣
｢頑
の
気
｣
｢智
の
気
｣
｢信
の
気
｣
な
ど
も
考
え

て
い
た
こ
と
に
な
る
｡

気
と
は
､
『説
文
』
で
は
｢気

､
客
に
賓
米
を
麓
る
也
｡
米
に
仇
ふ
とr7の
馨
｣
(巻

七
上
)
と
あ
り
､
｢更
に
は
気
は

賓
米
の
義
に
止
ま
ら
ず
'
食
の
結
果
に
よ
っ
て
生

成
せ
ら
る
る

一
種
の
生
理
的
精
神
的
状
態
｣
(黒
田
源
次

『気
の
研
究
』
p
18
)
を

合
意
す
る
｡
孟
子
が
｢気
は
体
の
充
｣
(公
孫
丑
上
)
と
い
う
の
は
こ
れ
を
根
拠
づ

け
る
｡
し
か
し
て
人
が
五
常
の
道
を
為
す
の
は
､
そ
れ
を
行
為
と
し
て
な
す
の
で

あ
る
か
ら
'
仁
を
為
す
に
は

｢忍
び
ざ
る
｣
と
い
う

｢気
｣
が
体
内
に
充
ち
て
こ

な
け
れ
ば
仁
は
な
し
得
な
い
｡
こ
れ
を

｢仁
の
気
｣
と
い
う
の
で
あ
る
｡
義
を
為

す
に
も
､
や
は
り

｢義
の
気
｣
が
体
内
に
充
ち
て
こ
な
け
れ
ば
為
し
難
い
'
と
い

う
の
が
王
充
の
考
え
方
で
あ
ろ
う
｡
こ
れ
は
孟
子
が

(義
1
気
)
の
養
気
論
を
唱

え
た
の
と
は
逆
の
方
向
で

(気
1
義
)
と
い
う
考
え
に
な
る
｡
王
充
は
運
命
論
者

で
あ
り
'
人
は
そ
の
裏
け
た
気
に
よ
っ
て

｢仁
人
｣
｢智
人
｣
｢義
人
｣
な
ど
と
杏
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る
と
考
え
て
い
る
｡
こ
の
考
え
方
が

一
般
に
も
行
わ
れ
て
い
た
考
え
方
だ
と
す
る

と
後
漠
の
頃
に
は
｢義
気
｣
な
る
語
が
使
わ
れ
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
､

文
献
的
に
は
確
証
し
得
な
い
｡

｢義
気
｣
な
る
語
が
文
献
上
に
登
場
す
る
の
は
'
後
漠
の
次
の
三
国
を
下
っ
て

六
朝
時
代
の
南
朝
采
の
江
俺
の
文
に
お
い
て
で
あ
る
｡

のぼ

ま
ぐ
さ
か

刺
史
張
敬

義
気
雲
の
ご
と
-
騰

り
､
馬
に

抹

ひ

て
星
の
ご
と
-
騒
け
'
仝

こ

●
●

た

羽
十
寓

茨
の
気
鯨
を
珍
ち
､
曽
て
鐘
を
旋
き
ず
｡
(梁
江
文
通
文
集
巻
七
･慰

努
薙
州
文
)

薙
州
方
面
に
お
い
て
叛
乱
鎮
圧
に
功
の
あ
っ
た
刺
史
の
張
敬
を
讃
え
た

二
郎
で

ふ

ん

あ
る
｡
彼
の
義
気
の
盛
ん
を
さ
ま
を

｢雲
の
ご
と
-
騰
り
｣
と
称
し
そ
れ
が
｢
鼠

げ
い

鯨
｣
を
珍
絶
し
た
と
す
る
｡
｢筑
｣
と
は
董
仲
野
が

｢今

吏
す
で
に
下
に
教
訓
す

る
を
-
､
或
ひ
は
主
上
の
法
を
用
ひ
ず
､
百
姓
を
暴
逆
し
て
姦
と
市
を
為
し
､
貧

窮
孤
弱
は
菟
苦
し
て
職
を
失
ひ
'
甚
だ
陛
下
の
意
に
稗
は
ず
'
是
を
以
て
陰
陽
錯

謬
し
､
義
気
充
塞
す
｣
(『漢
書
』
董
仲
野
伝
)
と
亭

っ
よ
う
に
､
雲
気

(人
や
物

よ
り
発
し
て
天
に
騰
る
気
)
の
凶
な
る
も
の
を
言
う

｡
｢鯨
｣
と
は

｢不
義
の
人
｣

(左
倍
量
公
十
二
年
注
)
の
喰
え
で
あ
る
か
ら
､
｢気
鯨
｣
と
は
不
義
の
人
の
か
も

し
出
す
凶
な
る
霊
気
を
指
す
｡
こ
れ
を
張
敬
の
盛
ん
な
る

｢義
気
｣
が
珍
絶
し
た

と
言
う
の
で
あ
る
｡

し
た
が
っ
て
こ
こ
に
言
う

｢義
気
｣
と
は

｢義
の
気
｣
が
内
に
充
満
し
や
が
て

そ
れ
が
発
し
て
雲
気
と
な
る
さ
ま
を
意
味
し
て
い
よ
う
｡

人
が

｢気
｣
を
発
し
こ
の
気
を
候
ふ
こ
と
に
よ
っ
て
吉
凶
を
見
る

｢望
気
術
｣

は
既
に
戦
国
期
に
存
在
し
て
い
た
｡

凡
そ
望
気
に
は
大
将
の
気
有
り
､
小
滑
の
気
有
り
'
往
気
有
り
､
乗
気
有
り
､

敗
気
有
り
､能
-
此
に
明
ら
か
な
る
を
得
る
者
は
成
敗
吉
凶
を
知
る
べ
し
｡
(『墨

子
』
迎
敵
嗣
)

と
墨
家
が
述
べ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
｡

又
漠
の
高
祖
劉
邦
は

｢
天
子
の
気
｣
を
発
し
､
あ
る
時
山
中
に
匿
れ
た
が
､
彼

の

｢霊
気
｣
を
見
た
妻
の
呂
后
に
難
な
-
見
つ
け
ら
れ
た
と
言
う

(『史
記
』
高
祖

本
紀
)｡
三
国
の
頃
に
も
苛
の
周
軍
は
望
気
術
に
秀
で
｢
凡
そ
気
の
候
ふ
こ
と
有
れ

あ
た

ば
之
を
見
ざ
る
こ
と
な
し
､
是
を
以
て
言
ふ
所
多
-

中

る
｣
(『三
国
史
』
苛
書
)

と
言
う

(周
葦
の
望
気
は
人
の
気
の
み
な
ら
ず
天
地
陰
陽
の
気
を
も
含
む
も
の
で

あ
っ
た
)a

L
た
が
っ
て

｢義
気
｣
と
言
う
時
'
こ
れ
は
外
か
ら
見
れ
ば

｢義
に
よ
っ
て
か

も
し
出
さ
れ
る
気
｣
で
あ
り
､
こ
れ
を
内
面
か
ら
見
れ
ば

｢義
に
よ
っ
て
養
わ
れ

る
気
｣
(孟
子
的
)
或
い
は

｢義
と
し
て
発
出
す
る
気
｣
(王
充
的
)
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
｡
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
れ
は
､
｢気
｣
が

｢義
｣
と
連
関
し
て
発
出
せ
し
め

ら
れ
る
さ
ま
を
意
味
す
る
と
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

故
に

｢義
気
｣
な
る
も
の
の
特
質
は
'

1
つ
は
そ
の

｢気
｣
た
る
こ
と
に
即
し

て
の
身
体
的
か
つ
精
神
的
な
る
自
発
性
･内
発
生
で
あ
り
､
二
つ
に
は
そ
の

｢義
｣

た
る
こ
と
に
即
し
て
の
道
徳
性
で
あ
る
､
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

せ
ま

江
滝
の
同
時
代
の
史
書
に
も

｢普
今
の
世
故
､
難
迫

れ
ば
'
義
気
雲
の
ご
と
-

起
こ
る
｣
(『末
書
』
張
永
伝
)
と
記
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は
叛
乱
相
つ
ぐ
な
か
で

こ
れ
を
鎮
圧
せ
ん
と
す
る

｢義
軍
｣
が
各
地
に
自
発
的
に
起
こ
る
こ
と
を
こ
の
よ

う
に
称
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な

｢義
気
｣
は
外
的
な
強
制
や
作
為
に
よ
っ
て
は
発
し
得
な
い
｡
内

発
的
な
る
義
が
気
を
導
-
こ
と
に
よ
っ
て
自
ず
と
発
せ
し
め
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
｡
な
れ
ば
こ
そ
こ
の
義
気
は
治
世
に
お
い
て
は
､
即
ち

｢義
理
｣
が
行
わ
れ
て

秩
序
の
正
義
が
損
わ
れ
て
い
な
い
時
に
は
'
却
っ
て
作
動
L
に
-
い
の
で
あ
る
｡

む
し
ろ
そ
れ
は
秩
序
の
正
義
が
損
わ
れ
た
時
に
､
こ
れ
を
回
復
す
る
も
の
と
し
て

″自
発
的
〟
に
作
動
す
る
所
に
そ
の
美
質
が
あ
る
｡

し
か
も
､
秩
序
の
正
義
が
も
は
や
回
復
不
能
と
な
っ
た
時
に
は
'
こ
の
義
気
は

自
ら
が
新
た
な
正
義
を
起
こ
そ
う
と
す
る
｡
こ
れ
が
｢起
義
｣
(『末
書
』
張
永
伝
)

で
あ
る
O
こ
の
起
義
が
勝
利
を
収
め
た
暁
に
は
'
こ
の
起
こ
さ
れ
た
義
は
新
た
な

秩
序
の
正
義
と
し
て

｢義
理
｣
の
正
当
性
を
宣
言
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
｡
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し
た
が
っ
て
こ
れ
を
中
国
的
な

一
治

一
乱
の
歴
史
観
に
即
し
て
言
え
ば

(治
)

(乱
)

(治
)

義
理
-

義
気
-

起
義
-

義
理

と
い
う
循
環
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡

ま
た
こ
れ
を
個
人
に
即
し
て
言
え
ば
､
義
理
が
外
的
な
体
制
化

･
制
度
化
さ
れ

た
正
義
で
あ
る
の
に
対
し
､
義
気
は
主
体
的

･
自
発
的

･
内
面
的
な
る
正
義
で
あ

る
｡
し
た
が
っ
て
義
気
は
義
理
に
即
し
て
発
動
す
る
時
に
は
正
義
と
し
て
認
知
さ

れ
る
が
'
義
理
に
背
馳
し
て
発
動
す
る
時
に
は
'
正
義
と
し
て
認
知
さ
れ
ざ
る
正

義
で
あ
り
､
い
わ
ば
私
的
正
義
と
な
る
｡

私
的
正
義
で
あ
る
義
気
は
し
た
が
っ
て
そ
れ
が
体
制
か
ら
認
知
さ
れ
る
こ
と
な

-
､
或
い
は
新
た
な
体
制
を
生
み
出
す
こ
と
な
-
終
わ
っ
た
時
に
は
｢私
憤
｣
｢謀

叛
｣
と
い
う

｢不
義
｣
の
汚
名
を
冠
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
義
気
に
あ
っ
て
は

正
義
と
不
義
は
紙

一
重
で
あ
る
｡

だ
が
義
気
は
公
的
正
義

(義
理
)
と
の
葛
藤
を
克
服
し
て
､
制
度
化
さ
れ
た
義
･

不
義
の
尺
度
を
超
え
て
発
出
す
る
所
に
そ
の
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
特
質
を
秘
め
て

い
る
｡
こ
こ
に
義
気
の
魅
力
と
魔
力
が
在
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
｡

こ
の
公
的
正
義
と
私
的
正
義
の
葛
藤
と
い
う
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
テ
ー
マ
を
取

り
あ
げ
た
も
の
と
し
て
'
こ
れ
を
個
人
の
手
に
よ
っ
て
な
し
と
げ
た
も
の
に

『史

記
』
が
あ
り
､
庶
民
大
衆
の
演
芸
の
力
を
借
り
て
完
成
さ
せ
た
も
の
の
典
型
と
し

て

『三
国
志
演
義
』
が
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
｡

司
馬
遷
は

『史
記
』
の
伯
夷
伝
に
お
い
て
､
認
知
さ
れ
ざ
る
正
義
に
生
き
た
伯

夷

･
叔
斉
に
対
す
る
孔
子
の
評
価

｢伯
夷

･
叔
斉
は
旧
悪
を
念
は
ず
､
怨
み
は
こ

れ
用
い
る
こ
と
稀
な
り
｣
(『論
語
』
公
冶
長
)
に
つ
い
て
疑
義
を
提
し
､
彼
ら
の

残
し
た
逸
詩
か
ら
そ
の
無
念
の

｢怨
み
｣
を
た
ぐ
り
出
し
､
彼
ら
の
正
義
の
酬
わ

れ
ざ
る
現
実
に
対
し
て

｢
天
道

是
か
非
か
｣
と
い
う
根
本
命
題
を
提
示
し
て
い

る
｡
私
的
正
義
は

｢天
道
｣
に
よ
っ
て
酬
わ
れ
ぬ
ば
か
り
か
､
敗
れ
て
し
ま
え
ば

公
的
正
義
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
永
遠
に
な
い
か
も
知
れ
な
い
｡
『史
記
』
の

列
伝
の
リ
ア
リ
ズ
ム
は
こ
の

｢
天
道
｣

へ
の
懐
疑
を
背
景
と
し
て
'
敗
れ
ゆ
-
私

ヒ
ー
ロ
-

的
正
義
の
主
人
公
た
ち
へ
の
限
り
な
い
哀
惜
に
貫
か
れ
て
い
る
｡
後
世
の
公
的
正

義
は
彼
ら
を
正
義
と
し
て
認
め
る
こ
と
は
永
遠
に
な
い
か
も
知
れ
ぬ
｡
し
か
し
彼

ら
の
私
的
正
義
に
宿

っ
た
人
間
の
真
実
に
対
し
て
酬
い
る

(史
実
に
名
を
残
す
)

こ
と
に
史
家
と
し
て
の
己
の
使
命
を
確
認
す
る
か
の
よ
う
に
､
｢伯
夷
叔
斉

賢
と

ます
ま
あ
らわ

錐
も
'
夫
子
を
得
て
名

益

す

彰

る

｣
と
孔
子
の
伯
夷
叔
斉

へ
の
宣
揚
を
再
評
価
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
司
馬
遷
は
伯
夷
伝
を
結
ん
で
い
る
｡

し
て
み
れ
ば
､
『史
記
』
こ
そ
後
世
に

｢義
気
｣
と
表
現
さ
れ
る
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ

ュ
な
中
国
的
エ
ー
-
ス
の
深
淵
を
凝
視
し
こ
れ
を
真
っ
向
う
か
ら
取
ら
え
ん
と
し

た
作
品
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
｡

そ
し
て

『三
国
志
演
義
』
は
'
文
字
通
り
こ
の

｢義
気
｣
(私
的
正
義
)
と

｢義

ア
ンビヴ
ァレンス

理
｣
(公
的
正
義
)
の

相

反

並

有

す

る

｢義
｣
を
テ
ー
マ
と
し
た
国
民
的
文
学
な
の

で
あ
る
｡

『史
記
』
と

『三
国
志
演
義
』
を
通
底
す
る
も
の
は

｢義
気
｣
の
世
界
で
あ
る

と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
｡

㈲

『
三
国
志
演
義
』
の
義
気

唐

･
宋

･
元
代
の
講
史
家
や
戯
劇
家
の
間
に
様
々
に
展
開
さ
れ
て
き
た

『三
国

志
』
を
題
材
と
す
る
演
芸
も
の
を
､
朱
子
学
に
代
表
さ
れ
る
宋
学

(理
学
)
の
大

義
名
分
論
の
影
響
の
も
と
に
'
｢義
を
演
ず
る
｣も
の
と
し
て
集
大
成
し
た
も
の
が

明
初

(14
世
紀
後
半
)
の
羅
貫
中
の
手
に
な
る

『三
国
志
演
義
』
(以
下

『演
義
』

と
略
称
す
る
)
で
あ
る
｡

ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ス

こ
の

『演
義
』
に
お
い
て
､
義
の

相

反

並

存

す

る
本
質
､
即
ち
公
的
正
義

(義

理
)
と
私
的
正
義

(義
気
)
と
の
葛
藤
と
い
う
テ
ー
マ
､
は
遺
憾
な
-
描
写
さ
れ

る
に
至
っ
て
い
る
｡
し
か
し
ま
こ
と
に
遺
憾
な
が
ら
､
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
の

『演
義
』
論
は
日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
｡

う
たげ

『演
義
』
は
第

1
回
の

｢桃
園
に
宴
し
豪
傑
三
に
ん
義
を
結
び
'
黄
巾
を
斬
り
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は
じ

い
さ
お
し

英
雄

首

め

て

功

を

立
つ
｣
か
ら
し
て
､
｢結
義
｣
と
い
-
私
的
正
義
の
盟
約
か
ら
始

ま
る
｡
い
わ
ば
こ
の
私
的
正
義
が
や
が
て
公
的
正
義
と
し
て
歴
史
に
正
当
に
認
知

さ
れ
る

(漠
王
朝
の
後
継
と
し
て
の
苛
漠
王
朝
の
確
立
)
に
至
る
と
い
う
ス
-
I

リ
ー
が

『演
義
』
の
縦
の
主
軸
と
な
る
展
開
で
あ
る
と
言
え
よ
う
｡

た
だ
少
し
-
厳
密
に
言
え
ば
'
私
的
正
義
か
ら
公
的
正
義

へ
の
上
昇
と
い
う
プ

ロ
セ
ス
は
し
か
-
簡
単
に
行
っ
た
わ
け
で
は
な
い
｡
赤
壁
に
勝
利
し
葛
に
お
さ
ま

っ
た
劉
備
集
団
は
'
依
然
と
し
て
実
体
と
し
て
は
三
人
の
結
義
を
核
と
す
る
私
的

軍
事
政
権
に
過
ぎ
ず
'
漠
を
纂
奪
し
た
魂
を
打
つ
力
も
な
く

自
ら
の
勢
力
を
保

持
す
る
こ
と
に
汲
々
と
し
て
い
た
｡
や
が
て
劉
備
は
即
位
し
て
天
子

(昭
烈
帝
)

と
な
る
が
'
彼
は
盟
友
関
羽
の
死
に

｢
天
子
｣
と
し
て
よ
り
は

｢義
兄
弟
｣
と
し

て
の

｢義
気
｣
に
動
か
さ
れ
て
怨
み
を
晴
ら
さ
ん
と
軍
を
動
か
し
却
っ
て
白
帝
城

に
没
す
る
｡
彼
の

｢義
気
｣
を
ひ
き
止
め
ん
と
す
る
孔
明

･
選
書
ら
百
官
の
言
莱

(第
八
十

一
回
)
は

｢義
理
｣
の
立
場
を
代
表
す
る
も
の
と
言
え
る
｡
こ
れ
を
振

り
切
る
劉
備
を
動
か
し
て
い
た
の
は
や
は
り

｢義
気
｣
の
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
力

な
の
で
あ
る

(
こ
の
1
連
の
場
面
の
劉
備
に
は
む
し
ろ
精
彩
が
あ
る
)
｡
そ
の
後
､

後
主
劉
禅
の
時
代
は
王
朝
を
作
り
出
し
た
三
人
の

｢義
気
｣
は
も
は
や
な
-
､
孔

あ
か
し

明
に
よ
る
王
朝
の
正
当
性
の
証
が
追
求
さ
れ
る
｡
そ
れ
は
即
ち
纂
奪
者
の
魂
を
討

っ
て
大
義
を
立
て
る
と
い
-

｢義
理
｣
の
実
現
で
あ
る
｡
孔
明
が
国
力
の
非
を
顧

み
ず
北
伐
を
-
り
返
す
の
も
'
そ
こ
に
こ
そ
萄
漠
の
存
在
意
義
が
あ
る
か
ら
で
あ

っ
た
｡
壮
図
あ
え
な
-
孔
明
は
五
丈
原
に
没
し
､
や
が
て
苛
は
亡
さ
れ
'
魂
を
塞

奪
し
た
司
馬
氏
の
晋
が
呉
を
も
亡
し
て
天
下
を
統

1
す
る
｡

し
て
み
れ
ば
､
萄
漠
王
朝
は
そ
の
存
立
期
に
お
い
て
自
ら
が
正
統
の
王
朝
で
あ

る
と
い
う
事
実
の
証
を

一
度
も
打
ち
立
て
る
こ
と
な
-
地
方
国
家
と
し
て
終
蔦
し

た
こ
と
に
な
る
｡
し
た
が
っ
て
劉
備
ら
の
私
的
正
義
は
完
全
な
公
的
正
義
と
な
っ

た
わ
け
で
は
な
い
｡

こ
の
萄
漢
王
朝
に
完
全
な
る
正
当
性
を
付
与
し
漠
を
継
承
す
る
正
統
王
朝
で
あ

る
と
し
て
そ
の
公
的
正
義
を
認
知
し
た
の
が
､
末
学
の
大
義
名
分
論
で
あ
る
｡
｢三

い
ず

国
の
興
る
や

執

れ

か
正
と
為
す
､
君
臣
の
志

漠
室
を
輿
復
す
る
に
在
る
は
正
な

り
｣
(二
程
全
集
巻
四
十

一
)
と
二
程
子
は
述
べ
'
こ
れ
を
承
け
た
朱
子
は

『資
治

通
鑑
綱
目
』
に
よ
っ
て
'
三
国
時
代
の
歴
史
を
葛
の
年
号
を
以
て
編
年
し
､
名
実

と
も
に
苛
漢
の
正
統
王
朝
た
る
こ
と
を
確
立
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
｡

し
た
が
っ
て
劉
備
ら
の
私
的
正
義
が
'
公
的
正
義
と
し
て
認
知
さ
れ
る
に
は
采

学
の
出
現
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
り
､
こ
の
宋
学

(朱
子
学
)
の
萄
漢
正
統
論
を

背
景
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
羅
貫
中
の
手
に
よ
る
'
三
国
志
も
の
の
民
間
演
芸

の
文
学
と
し
て
の
集
大
成
が
､
可
能
と
な
っ
た
の
だ
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡

つ
ま
り
'
私
的
正
義
が
私
的
正
義
と
し
て
野
放
し
に
さ
れ
て
い
る
ま
ま
で
は
､

民
間
の
演
芸
と
は
な
り
得
て
も
'
体
制
を
支
え
る
士
太
夫
た
ち
の
読
み
物
に
は
な

り
得
な
い
の
で
あ
り
'
こ
れ
ら
私
的
正
義
を
認
知
す
る
装
置

･
論
理
が
整
備
さ
れ

た
段
階
で
こ
れ
ら
は
士
太
夫
の
読
み
物
と
な
り
得
る
.
事
は

『水
砕
伝
』
に
お
い

て
も
同
様
で
あ
ろ
う
｡

さ
て

｢桃
園
結
義
｣
の
さ
わ
り
は
こ
の
よ
-
な
も
の
で
あ
っ
た
｡

あ
わ

く
る

既
に
兄
弟
と
為
れ
ば
'
即
ち
心
を
同
じ
-
し
力
を
協

せ
'
困

し

き
を
救
ひ
危

ふ
き
を
扶
け
'
上
は
国
家
に
報
ひ
､
下
は
費
庶
を
安
ん
じ
'
-
-
但
だ
願
わ
-

ま
こと

か
んが

は
同
年
同
月
同
日
に
死
せ
ん
｡
皇
天
后
土
､
葦

に

此
の
心
を

望

み

よ
'
義
に
背

き
恩
を
忘
れ
な
ば
､
天
人
共
に
戟
せ
ん
｡
(正
中
書
局
印
行
『三
園
演
義
』
p
4
)

こ
れ
を
見
れ
ば
彼
ら
の

｢義
｣
が

｢国
家
に
報
ひ
｣
｢費
庶
を
安
ん
じ
｣
と
い
う

公
的
正
義

(義
理
)
を
掲
げ
る

一
方
で
'
そ
れ
は
あ
-
ま
で

｢心
を
同
じ
-
し
力

を
協
せ
､
｣
｢
同
年
同
月
同
日
に
死
せ
ん
｣
と
い
-
彼
ら
の
運
命
共
同
体
と
し
て
の

私
的
正
義

(義
気
)
の
上
に
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
｡

こ
の

｢桃
園
結
義
｣
が
示
す
よ
う
に

『演
義
』
に
お
い
て

｢演
ぜ
ら
れ
る
義
｣

は
､
公
的
正
義

(義
理
)
を
装
い
つ
つ
も
本
質
的
に
は
私
的
正
義

(義
気
)
で
あ

ア
ンビ
ヴ
ァ
レ
ン
ス

る
と
い
う
構
造
を
持
つ
｡
し
た
が
っ
て
両
者
の

相

反

並

有

が

顕
わ
と
な
る
時
に
は
～

｢義
理
｣
は
到
底

｢義
気
｣
の
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
力
に
は
か
な
わ
な
い
の
で
あ

る
｡
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は
か

そ
の
典
型
的
な
例
と
し
て
､
第
五
十
回
の

｢諸
葛
亮

知
も
て
筆
答
に
算
り
､

ゆ
る

閑
雲
張

義
も
て
曹
操
を
樺

す

｣
を
見
て
み
よ
う
｡
関
羽
は
か
つ
て
曹
操
軍
に
包

囲
さ
れ
劉
備
の
二
夫
人
の
安
全
と
劉
備
の
所
在
が
分
か
れ
ば
す
ぐ
に
も
往
-
と
い

う
条
件
で
'
天
子
に
降
る
と
い
う
名
分
の
も
と
に
曹
操
に
身
を
寄
せ
る
｡
曹
操
は

関
羽
に
並
々
な
ら
ぬ
恩
義
を
示
す
が
､
劉
備
の
所
在
が
分
か
る
や
関
羽
は
五
関
に

六
将
を
斬
っ
て
劉
備
の
も
と
に
駆
け
つ
け
た
｡
そ
し
て
今
や
赤
壁
の
戦
い
に
敗
れ

生
命
か
ら
が
ら
落
ち
の
び
る
曹
操
を
､
軍
師
孔
明
の
厳
命
を
受
け
て
待
ち
う
け
華

寄
道
に
て
包
囲
し
た
の
で
あ
る
｡
が
'
し
か
し
､

あ

ま

た

雲
長
は
是
れ
義
重
き
こ
と
山
の
如
き
人
な
り
'
当
日
の
曹
操
の

許

多

の
恩
義

のち
ほど

い
か
ん

と

後

乗

に
五
関
の
将
を
斬
り
し
時
と
を
想
い
起
こ
せ
ば
､
如

何

ぞ
こ
こ
ろ
動
か

いよ
い

さ
ざ
ら
ん
｡
又
曹
軍
の
慢
性
と
し
て
皆
涙
を
垂
れ
ん
と
す
る
を
見
れ
ば
越
よ
心

中
に
忍
び
ざ
る
を
発
せ
り
｡
(同
上
p

3-3
)ゆる

と
い
う
次
第
で
つ
い
に

｢義
も
て
曹
操
を
樺
す
｣
の
で
あ
る
｡

関
羽
の
こ
の

｢義
｣
に
つ
い
て
清
の
毛
宗
尚
は
こ
う
述
べ
て
い
る
｡

お
も

恵
を
懐

ふ
は
小
人
の
情
､
徳
に
報
い
る
は
烈
士
の
志
｡
其
の
人
の
大
姉
大
患

よ

に
し
て
､
罪
を
朝
廷
に
得
､
罪
を
天
下
に
得
る
と
錐
も
､
面
も
彼
能
-
我
を
害

せ
ず
､
而
し
て
国
士
を
以
て
我
を
遇
す
れ
ば
'
是
れ
即
ち
我
の
知
己
な
り
｡
我

我
の
知
己
を
殺
す
は
､
此
れ
義
気
な
き
の
丈
夫
に
あ
り
て
は
即
ち
然
ら
ん
､

う
べな

量
に
血
性
の
男
子
の
為
す
を
肯
ふ
所
な
ら
ん
や
｡
関
公
を
し
て
当
日

公
表
を

以
て
私
恩
を
滅
し
､
『吾
れ
朝
廷
の
為
に
賊
を
斬
り
､
吾
れ
天
下
の
為
に
凶
を
除

か
ん
』
と
日
は
し
む
れ
ば
､
其
れ
誰
か
宜
し
と
せ
ざ
ら
ん
｡
而
る
に
公
の
心
､

お
も
へら

以

為

-

他
人
こ
れ
を
殺
せ
ば
則
ち
義
な
り
､
独
り
我
の
み
こ
れ
を
殺
せ
ば
則
ち

不
義
な
り
､
と
｡
故
に
寧
ろ
死
す
と
も
忍
び
ざ
る
所
あ
る
の
み
｡
(毛
宗
南
本
『三

国
志
演
義
』
第
五
十
回
総
評
)

毛
宗
尚
は
関
羽
の

｢義
｣
と
は
ま
さ
に

｢義
気
｣
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る

の
で
あ
る
O

関
羽
と
曹
操
と
の
間
に
は
打
算
の
利
害
を
超
え
た

｢徳
｣
を
媒
介
と
す
る

｢義

気
｣
の
や
り
と
り
が
成
立
し
て
お
り
､
関
羽
は
曹
操
の
義
気
に
十
分
に
恩
義
を
感

じ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
こ
の
借
り
を
返
す
こ
と
は
､
｢朝
敵
曹
操
｣
を

討
つ
と
い
う
公
的
正
義

(義
理
)
に
報
い
る
以
上
に
'
彼
の
内
面
の
主
観
的
道
徳

原
則
に
お
い
て
は
重
大
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
そ
し
て

｢義
理
｣
と

｢義

気
｣
と
の
葛
藤
の
未
に
､
翻
然
と

｢義
気
｣
を
貫
-
所
に
関
羽
の
関
羽
た
る
所
以

が
あ
る
と
言
え
よ
う
O
関
羽
の
絶
大
な
人
気
の
秘
密
が
ま
さ
に
こ
こ
に
在
る
こ
と

は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
｡

か
か
る

｢義
気
｣
は
必
ず
し
も

｢士
｣
の
み
に
兄
い
出
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
｡

わ
め

第
八
回
の
｢王
司
徒
巧
み
に
連
環
の
計
を
便
ひ
､
董
大
師
大
ひ
に
風
儀
事
に
閲

-
｣

に
お
い
て
は
､
歌
妓
瀦
蝉
の
義
気
が
描
か
れ
て
い
る
｡

董
卓
の
専
横
ぶ
り
は
司
空
張
温
を
百
官
の
前
で
粒
致
し
即
座
に
そ
の
首
を
見
せ

し
め
と
し
て
盤
に
載
せ
て
衆
目
に
晒
す
に
至
っ
て
極
ま
る
｡
司
徒
の
王
允
は
い
か

に
す
べ
き
か
悶
々
と
し
て
深
夜
の
庭
中
に
天
を
仰
い
で
い
る
う
ち
に
'
歌
妓
瀦
蝉

の
牡
丹
事
に
歎
息
す
る
を
聞
き
､
こ
れ
を
と
が
め
る
と
留
蝉
は
こ
う
答
え
た
｡

妾

大
人
の
恩
義
を
蒙
り
､
歌
舞
を
訓
習
L
t
優
砥
も
て
相
待
せ
ら
る
｡
妾

粉
身
砕
骨
す
と
錐
も
寓
に

一
も
報
い
る
無
し
｡
近
ご
ろ
大
人
の
両
眉
の
愁
鎖
を

見
れ
ば
'
必
ず
国
家
の
大
事
有
ら
ん
｡
又
敦

へ
て
問
わ
ず
｡
今
晩
又
行
坐
安
ん

ぜ
ら
れ
ざ
る
を
見
て
因
り
て
此
に
長
歎
す
｡
大
人
に
窺
ひ
見
ら
る
る
と
想
は
ぎ

･も

り
き
o
倹
し
妾
を
用
ふ
る
の
庭
有
れ
ば
'
寓
死
す
と
も
辞
せ
ず
｡
(正
中
書
局
印

行

『三
国
演
義
』
p
53
)

こ
の
瀦
埠
の
言
葉

に
と
っ
さ
に

l
計
を
案
じ
た
王
允
は
､
窮
蝉
を
間
中
に
導
き
､

席
に
つ
か
せ
る
や
自
ら
叩
頭
し
て
彼
女
に
拝
礼
す
る
｡
驚
き
地
に
伏
す
瀦
蝉
に
王

ひぎ
まづ

允
は

脆

い

て
､
｢
百
姓
倒
懸
の
危
う
き
に
あ
り
'
君
臣
索
卵
の
急
に
あ
り
､
汝
に
罪

ざ
れ
ば
救
ふ
能
は
ず
｣
(同
上
p
53
こ
と
連
環
の
計
に
よ
っ
て
董
卓
を
呂
布
に
よ
っ

ち

て
討
た
せ
る
手
は
ず
を
話
す
と
､
瀦
蝉
は

｢大
人
憂
ふ
る
勿
か
れ
'
妾
若
し
大
義

に
報
ぜ
ざ
れ
ば
'
寓
刃
の
下
に
死
せ
ん
Q
｣
(同
上
p
54
)
と
述
べ
て
い
る
O

彼
女
の

｢大
義
｣
と
は
公
的
に
は
漠
室
の
存
亡

を
救
う
と
い
う

｢義
理
｣
で
あ

10
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ろ
う
が
､
実
質
的
に
は
王
允
の

｢恩
義
｣
に
報
い
る
と
い
う

｢義
気
｣
に
裏
打
ち

さ
れ
て
い
る
｡
こ
こ
で
は
義
理
と
義
気
は
背
馳
す
る
こ
と
な
-
大
義
の
う
ち
に
並

存
し
得
て
い
る
｡
か
-
し
て
､
葬
蝉
の
義
気
に
よ
っ
て
連
環
の
計
は
功
を
奏
し
､

董
卓
は
呂
布
や
王
允
ら
に
課
殺
さ
れ
る
｡

興
味
深
い
の
は
そ
の
後
の
発
蝉
の
身
の
処
し
方
で
あ
る
｡
『演
義
』
を
読
む
か
ぎ

り
彼
女
は
呂
布
に
添
い
遂
げ
て
い
る
の
で
あ
る
O
彼
女
の
大
義
が
義
理

(公
的
正

義
)

一
辺
倒
の
も
の
で
あ
れ
ば
'
彼
女
が
呂
布
に
添
い
遂
げ
る
と
い
う
の
は
胎
に

落
ち
な
い
｡
呂
布
は
董
卓
を
討
っ
て
か
ら
漢
圭
存
立
の
大
義
の
為
に
奮
闘
す
る
の

で
は
な
-
'
あ
-
ま
で
私
利
を
追
求
す
る
軍
閥
の
長
に
な
ろ
う
と
し
た
に
過
ぎ
な

い
か
ら
で
あ
る
｡
さ
あ
ら
ん
､
『演
義
』
を
自
ら
の
構
想
を
ま
じ
え
て
日
本
語
化
し

た
吉
川
英
治
氏
の

冒
1回
l志
』
で
は
､
窮
蝉
は
あ
-
ま
で

｢大
義
｣
に
殉
ず
る
べ

-
呂
布
に
添
う
の
を
善
し
と
せ
ず
､
自
殺
し
て
い
る
の
で
あ
る
o
彼
女
を
自
殺
さ

せ
る
こ
と
で
吉
川
氏
は
彼
女
の

｢大
義
｣
を
純
粋
に
成
就
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で

あ
ろ
う
.
し
か
し
こ
れ
は
実
に
日
本
人
的
な
理
解
で
あ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
O

彼
女
の

｢大
義
｣
の
本
質
は
私
的
正
義

(義
気
)
で
あ
っ
て
､
そ
の
対
象
は
王

允
で
あ
る
｡
王
允
の
恩
義
に
報
い
る
に
己
の
義
気
を
以
て
し
､
そ
の

｢借
り
｣
が

返
さ
れ
れ
ば
､
あ
と
は
自
由
な
の
で
あ
る
｡
彼
女
が
呂
布
に
添
い
遂
げ
る
の
も
自

セ
ン
ス

然
な
選
択
な
の
で
あ
る
｡
こ
の
感
覚
は
実
に
中
国
的
で
あ
る
｡

つ
ま
り
吉
川
英
治
氏

(に
代
表
さ
れ
る
日
本
人

一
般
)
に
は
こ
の
私
的
正
義
を

本
質
と
す
る

｢義
気
｣
へ
の
理
解
が
仝
-
欠
落
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

同
様
の
こ
と
は
､
先
述
の
第
五
十
回
の

｢関
羽
義
も
て
曹
操
を
樺
す
｣
に
つ
い

て
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
-
だ
り
を
吉
川
三
国
志
は
こ
う
叙
述
す
る
.

諸
々
と
説
か
れ
る
う
ち
'
関
羽
は
い
つ
か
頭
を
垂
れ
て
'
目
の
前
の
曹
操
を

斬
ら
ん
か
'
助
け
ん
か
､
悶
々
､
情
念
と
知
性
と
に
､
迷
い
ぬ
い
て
い
る
姿
だ

っ
た
｡
-
-

つ
い
に
関
羽
は
情
に
負
け
た
｡
(吉
川
英
治
歴
史
時
代
文
庫
37
『三

国
志

(5
)
』

P
3-8
-
3-9
)

関
羽
が
曹

操

を
樺
し

た
の
は

｢義
気
｣
と
い
う
自
ら
の
主
観
的
道
徳
原
則

(格

率
)
に
従
っ
た
の
で
あ
っ
て
､
｢情
｣
と
い
う
得
体
の
知
れ
ぬ
も
の
に

｢負
け
た
｣

の
で
は
な
い
｡
関
羽
の
葛
藤
は
公
的
正
義

(義
理
)
と
い
う
原
則
と
私
的
正
義

(義

気
)
と
い
う
原
則
と
の
間
の
そ
れ
で
あ
っ
て
､
側
隠
の
情
そ
の
も
の
が
彼
を
動
か

し
た
の
で
は
な
い
こ
と
は
羅
貫
中
の
原
文
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
｡

と
こ
ろ
が
吉
川
氏

(に
代
表
さ
れ
る
日
本
的
理
解
)
で
は
､
こ
れ
が

｢情
念
｣

と

｢知
性
｣
と
の
葛
藤
に
置
き
か
え
ら
れ
'
関
羽
は
単
に

｢情
｣
に
も
ろ
い
武
将

と
し
て
し
か
描
き
切
れ
て
い
な
い
O
吉
川
三
国
志
に
は

｢義
｣
へ
の
言
及
す
ら
な

い
の
で
あ
る
｡
こ
れ
で
は
関
羽
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
は
全
-
見
え
て
こ
な
い
で
あ
ろ

う
｡
そ
れ
で
も
日
本
人
は
こ
の
よ
う
な
吉
川
氏
の
文
章
に
な
ん
と
な
く
関
羽
の
内

面
が
理
解
で
き
た
よ
う
な
気
に
な
っ
て
し
ま
う
｡
そ
れ
は
日
本
人
に
は
'
｢義
理
｣

と

｢人
情
｣
と
い
う
葛
藤
の
図
式
が
あ
り
､
こ
れ
を
容
易
に
こ
の
場
面
に
適
用
し

て
理
解
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
o
吉
川
氏
の

｢知
性
｣
と

｢情
念
｣
も
こ
の
図

式
の
焼
き
直
し
に
過
ぎ
な
い
o
L
か
し
こ
れ
は
あ
-
ま
で
日
本
的
な
エ
ー
-
ス
に

即
し
て
の
三
国
志
理
解
で
あ
っ
て
'
中
国
的
エ
ー
-
ス
と
し
て
の
｢義
理
｣
と
｢義

気
｣
の
葛
藤
に
対
す
る
リ
ア
ル
な
理
解
と
は
程
遠
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
め

ろ
う
｡
そ
れ
は
私
的
正
義
の
原
則

(義
気
)
に
対
す
る
理
解
の
欠
如
に
由
来
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
｡

ど

今

一
つ
､
｢義
気
｣
の
特
質
を
よ
-
示
す
も
の
と
し
て
第
三
回
の
｢塩
明
に
議

せ

しか

おく

よ
ろこ

し
董
卓
は
丁
原
を

叱

り
､
金
珠
を
飯

り
し
李
粛
は
呂
布
を
説
ば
し
む
｣
を
見
て
お

き
た
い
｡

董
卓
の
意
を
承
け
て
'
丁
原
の
も
と
に
仕
え
て
い
た
呂
布
の
翻
意
を
促
さ
ん
と

し
て
､
李
粛
は
名
馬
赤
鬼
馬
や
金
珠
を
も
っ
て
呂
布
を
訪
ね
る
｡
李
粛
の
礼
物
と

け
い

し
て
斎
し
た
赤
鬼
馬
を
見
て
呂
布
は

｢兄
此
の
良
駒
を
賜
う
､
将
た
何
を
以
て
報

それが
し

●
●

い
と
為
さ
ん
｡
｣
と
言
う
と
､
李
粛
は
｢

某

義
気
を
為
し
て
釆
た
る
､
豊
に
報

い
を
望
ま
ん
や
｡
｣
(
同
上
p

22こ
と
答
え
て
い
る
o

『演
義
』
を
忠
実
に
訳

さ
ん
と
し
た
小
川
環
樹
氏
は
こ
の

｢義
気
｣
の
-
だ
り

を

｢兄
弟
の
ち
ぎ
り
を
お
も
え
ば
こ
そ
｣
(岩
波
文
庫

『三
国
志
』
第

一
冊
p
62
)
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と
訳
し
て
い
る
｡
義
気
の
私
的
正
義
と
し
て
の
本
質
を
そ
れ
な
り
に
表
現
し
得
た

訳
で
は
あ
る
｡
し
か
し
小
川
氏
は

｢義
気
｣
を

｢義
兄
弟
の
気
｣
と
解
さ
れ
た
フ

シ
が
あ
り
t
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
正
確
で
は
な
い
｡
李
粛
と
呂
布
は
同
郷
で
は

あ
る
が
義
兄
弟
で
は
な
い
｡

李
粛
が
｢義
気
を
為
し
て
釆
た
る
｣
と
い
う
の
は
､
｢自
分
は
あ
な
た
の
徳
に
ほ

れ
て
損
得
ぬ
き
で
来
た
の
だ
｣
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
｡
さ
れ
ば
こ
そ
直
情
径
行

の
呂
布
は
こ
の

″詐
り
″
の

｢義
気
｣
に
ほ
だ
さ
れ
て

｢義
父
｣
の
丁
原
を
斬
り

董
卓
に
走
る
と
い
う

｢義
気
｣
を
示
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡

｢義
気
｣
が
私
的
正
義
で
あ
れ
ば
こ
そ
こ
の
よ
う
な
や
り
と
り

(貸
し
借
り
)

が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
｡

象
徴
的
な
の
は
､
こ
の
第
三
回
の
結
び
の
詩
で
あ
る
｡
そ
の
詩
は
こ
う
叙
べ
て

い
る
｡

●
●
よ
●
●

丁
原

義
に
伎
り
て
身
先
ず
喪
び
'
蓑
紹

鋒
を
寧
ひ
て
勢
又
た
危
ふ
し
｡

(同
上

p
23
)

で
は
丁
度
が
身
を
喪
し
た

｢義
｣
と
は
何
で
あ
ろ
う
｡
ま
ず
､
そ
れ
は
董
卓
が

天
子
を
廃
し
て
陳
留
王
を
立
て
ん
と
し
て
温
明
園
に
議
し
た
所
､
百
官
の
沈
黙
す

る
な
か
で
丁
原
の
み
が
面
と
向
か
っ
て
反
論
し
た
彼
の

｢義
気
｣
を
指
し
て
い
る

で
あ
ろ
う
｡
丁
原
が
百
官
の
前
で
董
卓
を
面
罵
し
得
た
の
は
'
そ
の
背
後
に
'
｢丁

原
の
義
児
'
姓
は
呂
'
名
は
布
､
字
は
奉
先
な
る
者
｣
が

｢威
風
凄
濠
と
し
て
手

む
か

に
天
に
方

ひ

し
童
戟
を
執
り
目
を
怒
ら
し
て
視
｣
て
い
た
か
ら
で
あ
る
｡
し
か
る

に
彼
は
頼
り
と
し
た
こ
の

｢義
理
の
息
子
｣
の
呂
布
の

｢義
気
｣
に
よ
っ
て
喪
さ

れ
る
の
で
あ
る
｡

ど
う
や
ら
羅
貫
中
は
こ
の
詩
の

｢義
｣
に
丁
原
の
義
と
呂
布
の
義
の
二
重
の
意

味
を
掛
け
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡
｢義
気
｣
は
実
に
諸
刃
の
剣
で
あ
り
､

そ
の
裏
に
は
狂
気
も
学
ん
で
い
る
｡
｢義
気
｣
は
身
を
起
こ
す
も
の
で
も
あ
り
'
又

喪
す
も
の
で
も
あ
る
｡
そ
し
て
実
に
こ
こ
に
こ
そ

｢義
気
｣
の
魅
力
と
魔
力
が
あ

る
｡

こ
の
よ
う
に

『三
国
志
演
義
』
を

｢義
気
｣
と
い
う
視
点
か
ら
眺
め
て
見
る
と
､

従
来
の
通
説
的
な
大
義
名
分
論
に
よ
る

｢義
理
｣
の
立
場
か
ら
の
理
解
と
は
余
梶

に
ち
が
っ
た
風
景
が
見
え
て
-
る
の
で
あ
る
｡

｢義
理
｣
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
､
最
も
人
気
が
あ
っ
て
い
い
は
ず
の
劉
備
が
､

関
羽
､
張
飛
の
人
気
に
と
て
も
叶
わ
ぬ
の
も
､
こ
の

｢義
気
｣
の
観
点
か
ら
す
れ

ば
そ
の
理
由
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
｡
中
国
の
庶
民
大
衆
は

｢義
気
を
演
ず
る
｣
こ

と
に
喝
栄
を
送
る
の
で
あ
る
か
ら
'
｢義
理
｣
の
立
場
か
ら
も
の
を
言
う
劉
備
に
は

今

一
つ
人
気
は
湧
か
な
い
の
で
あ
る
｡

関
羽
は

｢義
理
｣
と

｢義
気
｣
の
葛
藤
を
演
ず
る
点
で
魅
力
が
あ
り
､
張
飛
は

い
わ
ば
ス
-
レ
Ⅰ
-
に

｢義
気
｣
を
演
ず
る
点
で
庶
民
大
衆
の
人
気
は
時
と
し
て

関
羽
を
上
回
る
の
で
あ
る
｡
第
二
回
の

｢張
巽
徳

怒
り
て
督
邸
を
鞍
う
つ
｣
は

そ
の
典
型
的
な
パ
タ
ー
ン
で
あ
り
'
こ
の
時
劉
備
や
関
羽
は

｢義
理
｣
の
立
場
か

ら
張
飛
を
抑
制
す
る
役
回
り
と
な
っ
て
い
る
｡

し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
に
見
て
-
れ
ば
､
『演
義
』
全
篇
に
お
い
て

｢義
理
｣
を

ポ

ジ

ネ
ガ

陽

画

と
す
る
と
､
陰

画

に
当
た
る
も
の
こ
そ

｢義
気
｣
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で

あ
ろ
う
｡
｢義
気
｣
こ
そ

『演
義
』
の
隠
れ
た
主
題
な
の
で
あ
る
｡

む

す

び

冒
頭
に
引
用
し
た
ニ
ー
チ
ェ
の
言
葉
に
即
し
て
言
え
ば
'
こ
の

｢義
気
｣
は
､

中
国
文
化
に
お
け
る

｢
民
族
｣
の

｢
こ
と
ば
｣
の
一
つ
と
言
え
る
の
で
は
あ
る
ま

い
か
｡
日
本
に

『三
国
志
演
義
』
が
紹
介
さ
れ
て
久
し
い
が
､
そ
し
て
又
日
本
人

は
中
国
文
化
に
触
れ
る
こ
と
実
に
久
し
い
の
で
あ
る
が
､
こ
の

｢義
気
｣
が
か
の

｢民
族
｣
の

｢独
自
の
こ
と
ば
｣
と
し
て
の
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
力
を
秘
め
た
ち

の
で
あ
る
こ
と
に
は
全
-
気
が
つ
い
て
こ
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡

吉
川
三
国
志
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
､
日
本
人
は
や
は
り
中
国
文
化
を
日
本

的
エ
ー
-
ス
に
即
し
て
の
み
受
容
し
得
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
O

ま
こ
と
に
ニ
ー
チ
ェ
の
指
摘
は
正
鵠
を
射
て
い
よ
う
｡
そ
し
て
今
日
ほ
ど
､
あ
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る
文
化
の
住
民
が
異
文
化
の
人
々
の

｢
民
族
｣
の

｢
こ
と
ば
｣
を
理
解
す
る
感
受

性
を
必
要
と
し
て
い
る
時
代
は
な
い
の
で
あ
る
｡
中
国
文
化
の
エ
ー
-
ス
へ
の
解

明
は
ま
さ
に
今
日
的
課
題
と
し
て
あ
る
の
で
あ
り
､
｢義
気
｣
な
る
語
は
そ
の
キ
イ

ワ
ー
ド
の

一
つ
と
な
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
｡

(稿
了
)

後
注

日
本
人
が
こ
の
｢義
気
｣
な
る
語
を
知
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
｡
簡
野
道
明
の
『字

源
』
は
こ
れ
を

｢忠
義
の
意
気
｣
と
訳
し
'
西
田
太

一
郎
ら
の

『新
字
源
』
は

｢①
義
理

を
重
ん
じ
る
心
'
②
義
に
勇
む
心
｣
と
訳
し
て
い
る
o
又
新
村
出
の

『広
辞
苑
』
は

｢義

に
富
ん
だ
心
'
正
義
を
守
る
心
､
義
侠
心
｣
と
訳
し

(｢義
侠
｣
も
又
漢
語
で
あ
る
が
)
､

香
坂
順

1
『現
代
中
国
語
辞
典
』
も

｢義
侠
心
｣
と
訳
し
て
い
る
｡

『字
源
』
『新
字
源
』
は
古
典
的
な

｢義
気
｣
を
説
明
せ
ん
と
す
る
も
の
で
､
『新
字
源
』

は
公
的
正
義
と
整
合
す
る
側
面
､
私
的
正
義
と
し
て
の
側
面
の
両
面
を
押
さ
え
て
い
る
｡

ま
た
『広
辞
苑
』
は
こ
れ
ら
に
加
え
て
更
に
私
的
正
義
の
特
質
を
鮮
明
に
す
る
｢義
侠
心
｣

な
る
訳
を
与
え
て
お
り
､
現
代
中
国
語
の
用
法
を
説
明
す
る

『現
代
中
国
語
辞
典
』
も
同

様
で
あ
る
｡
｢義
侠
心
｣
な
る
訳
は
仲
々
の
名
訳
と
言
え
る
｡

し
か
し
こ
れ
ら
の
訳
に
は
や
は
り
物
足
り
な
さ
が
残
る
｡
そ
れ
は

｢義
気
｣
の

｢気
｣

を
み
な
｢心
｣
と
訳
し
て
い
る
点
で
あ
る
｡
｢気
｣
は
｢心
｣
を
も
動
か
す
も
の
で
あ
り
又
'

心
に
動
か
さ
れ
る
も
の
で
も
あ
る
が
､
や
は
り

｢心
｣
と
は
別
の
概
念
で
あ
り
､
そ
れ
は

｢体
の
充
｣
と
し
て
'
よ
り
身
体
性
に
立
脚
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
合
意
す
る
｡
し
た
が
っ

て
｢義
侠
心
｣
は
名
訳
で
は
あ
る
が
､
こ
れ
に
は
世
の
中
を
ひ
っ
-
り
返
す
よ
う
な
デ
モ

ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
魔
力
は
な
い
O
中
国
文
化
で
は
｢気
｣
は
万
物
の
物
質
的
基
礎
で
も
あ
り
'

こ
れ
が
凝
縮
し
て
発
せ
ら
れ
る
と
巨
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
発
揮
す
る
と
さ
れ
る
｡
そ
し
て

こ
の

｢気
｣
を
各
人
が
自
ら
の

｢義
｣
に
よ
っ
て
発
出
せ
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

の
が

｢義
気
｣
で
あ
る
o
L
た
が
っ
て

｢義
気
｣
に
は
そ
の
よ
う
な
世
の
中
を
動
か
し
作

り
換
え
る
力
を
秘
め
た
ひ
び
さ
が
あ
る
｡
む
し
ろ
こ
の
よ
う
な

｢民
族
｣
の
｢
こ
と
ば
｣

は
そ
の
ま
ま

｢義
気
｣
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
そ
の
本
領
は
表
現
し
切
れ
な

い
と
思
わ
れ
る
｡
例
え
ば

｢武
士
道
｣
が

｢B
u
sh
id
o
｣
と
し
て
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
で

あ
る
｡

な
お
筆
者
は
､
日
本
文
化
に
普
遍
的
に
内
在
す
る
葛
藤
の
図
式
を
(義
理
と
人
情
の
葛

藤
)
と
L
t
中
国
文
化
の
そ
れ
を

(義
理
と
義
気
の
葛
藤
)
と
す
る
仮
説
を
構
想
し
て
お

り
'
後
者
に
つ
い
て
は
本
稿
の
考
察
が
そ
れ
を
し
め
し
て
い
る
O
前
者
に
つ
い
て
は
拙
稿

｢義
理
と
人
情
-
日
本
文
学
の
普
遍
的
価
値
｣
(平
成
五
年
度
刊
･石
川
県
松
任
市
『第
九

回
暁
烏
敏
賞
入
選
論
文
』
所
収
)
を
参
照
頂
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
｡

な
お
付
言
す
れ
ば
､
ル
ー
ス
･
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ー
女
史
が

『菊
と
刀
』
で

｢義
理
｣
を
日

本
独
特
の
も
の
と
い
う
の
は
も
と
よ
り
正
確
で
は
な
い
｡
こ
の
語
は

｢義
気
｣
と
は
対
照

的
に
､
日
本
語
に
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
ら
れ
た
漢
語
で
あ
り
'
そ
の
出
自
は
小
稿
に
考
察

し
た
所
で
あ
る
｡
但
し
こ
の
｢義
理
｣
な
る
語
が
日
本
語
に
受
容
さ
れ
'
日
本
文
化
の
中

に
土
着
化
し
て
用
い
ら
れ
る
に
至
っ
て
､
即
ち
日
本
的
エ
ー
-
ス
に
即
し
て
肉
化
さ
れ

た
､
そ
の
あ
り
方
は
ま
さ
に
日
本
独
特
の
も
の
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

以
上
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