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『
趨
氏
孤
兄
』
と

『
燦
静
胎
内
摺
』
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麗
　
　
洋
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序
．

　
日
本
近
世
悲
劇
を
考
察
す
る
時
、
身
替
り
劇
が
一
つ
の
大
き
な
流
れ
に
な
っ

て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
そ
の
身
替
り
の
趣
向
が
わ
が
中
国
の
古
典
劇
に
も

よ
く
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
比
較
す
る
と
き
、
中
日
古
典
劇
に
お
け
る
身
替
り

の
趣
向
の
よ
り
一
層
深
い
考
察
及
び
研
究
が
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
日
本
の
身
替
り
の
源
流
を
た
ど
っ
て
み
る
と
、
諏
訪
春
雄
氏
の
『
近
世
戯
曲

　
　
¢

史
序
説
』
の
分
類
に
従
え
ば
、
「
身
替
り
」
は
中
世
か
ら
始
ま
り
、
「
仲
光
」
型
、

「
継
信
」
型
、
「
鎌
田
」
型
、
「
袈
裟
御
前
」
型
と
い
っ
た
四
つ
の
死
を
伴
う
悲

劇
的
な
パ
タ
ー
ン
が
近
世
に
完
成
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
１
に
舞
曲
や

謡
曲
の
「
満
仲
」
と
「
仲
光
」
は
源
満
仲
が
摂
津
中
山
寺
に
預
け
た
子
美
女
御

前
の
修
行
せ
ぬ
の
を
怒
り
、
家
来
仲
光
に
斬
ら
せ
よ
う
と
し
た
の
に
、
仲
光
は

わ
が
子
を
身
替
り
と
し
、
美
女
御
前
を
た
す
け
た
と
い
っ
た
主
君
の
た
め
に
わ

が
子
を
犠
牲
に
す
る
「
仲
光
」
型
身
替
り
劇
で
あ
る
。
第
２
に
謡
曲
「
八
島
」
、

「
摂
待
」
は
佐
藤
継
信
、
忠
信
兄
弟
の
こ
と
を
描
い
た
も
の
で
、
そ
れ
は
戦
場

に
お
い
て
主
人
の
身
替
り
と
な
っ
て
死
ぬ
「
継
信
」
型
身
替
り
劇
で
あ
る
。
第

３
に
舞
曲
「
鎌
田
」
は
父
長
田
の
手
に
よ
っ
て
夫
を
殺
さ
れ
た
娘
（
鎌
田
の

妻
）
が
わ
が
子
と
と
も
に
父
の
非
情
を
恨
ん
で
死
ぬ
「
鎌
田
」
型
犠
牲
劇
。
第

４
に
『
平
家
物
語
』
や
『
源
平
盛
衰
記
』
に
は
夫
（
源
左
衛
門
）
と
母
の
生
命

を
助
け
る
た
め
袈
裟
が
横
恋
慕
し
た
男
盛
遠
の
手
に
か
か
っ
て
身
替
り
と
な
っ

て
死
ぬ
筋
が
あ
っ
て
、
謡
曲
「
鉢
木
」
の
第
三
段
に
そ
の
袈
裟
御
前
物
語
も
仕

組
ん
で
い
る
も
の
で
、
そ
れ
は
「
袈
裟
御
前
」
型
身
替
り
劇
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
ら
の
身
替
り
劇
は
近
世
の
演
劇
に
影
響
を
与
え
、
そ
の
身
替
り
の
趣
向

が
近
世
演
劇
の
重
要
な
パ
タ
ー
ン
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。
そ
の
後
身
替
り
の

趣
向
は
近
世
の
時
代
浄
瑠
璃
の
五
段
組
織
の
三
段
目
に
結
び
っ
く
が
、
そ
れ
は

近
松
門
左
衛
門
に
始
ま
る
。
近
松
が
そ
の
趣
向
と
の
長
い
模
索
の
時
代
を
経
過



す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
三
段
目
に
全
体
の
中
心
と
し
て
身
替
り
の
も
た
ら
す
悲

劇
的
な
場
面
が
常
に
お
か
れ
、
そ
れ
で
劇
が
解
決
へ
と
導
か
れ
る
と
い
っ
た
時

代
浄
瑠
璃
の
展
開
及
び
悲
劇
局
面
に
つ
い
て
の
作
劇
法
を
形
成
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
近
松
が
『
忠
臣
身
替
物
語
』
、
『
吉
野
都
女
楠
』
、
『
魑
山
姥
』
、
『
確
静
胎

内
摺
』
な
ど
の
作
品
に
は
そ
の
趣
向
を
用
い
て
お
り
、
近
松
の
作
品
の
ほ
か
、

そ
の
後
の
浄
瑠
璃
作
品
の
＝
谷
敏
軍
記
』
や
『
菅
原
伝
授
手
習
鑑
』
な
ど
の

作
品
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
作
品
は
い
ま
で
も
生
命
力
が
あ
っ
て
、

上
演
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
中
で
も
身
替
り
の
段
が
眼
目
な
の
で
あ
る
。

　
上
述
の
よ
う
な
日
本
の
独
特
な
身
替
り
劇
及
び
劇
に
お
け
る
身
替
り
の
趣
向

は
、
わ
が
中
国
の
古
典
劇
に
も
よ
く
見
だ
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
先
学
の
研

　
　
　
　
　

究
に
よ
れ
ば
、
中
国
で
主
人
の
た
め
に
身
替
り
す
る
播
話
が
す
で
に
『
左
傳
』
、

『
史
記
』
な
ど
に
記
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
し
て
「
袈
裟
御
前
」
型
の
身
替
り
は

中
国
の
古
列
女
傳
の
京
師
節
女
か
ら
の
翻
案
だ
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

又
わ
が
子
を
身
替
り
に
立
て
る
「
仲
光
」
型
の
身
替
り
が
『
左
傳
』
、
『
史
記
』
、

『
東
周
列
国
志
』
な
ど
に
あ
る
程
嬰
と
公
孫
杵
臼
の
話
と
よ
く
似
て
い
て
、
戯

曲
と
し
て
は
中
国
の
元
雑
劇
『
趨
氏
孤
兄
』
に
も
、
そ
の
趣
向
も
あ
る
と
述
べ

ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

　
さ
て
、
「
身
替
り
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
と
、
そ
れ
は
「
他

人
の
身
に
か
わ
る
こ
と
。
身
の
か
わ
り
に
他
の
も
の
を
当
て
る
こ
と
。
他
の
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

で
そ
の
体
の
代
用
と
す
る
こ
と
。
ま
た
そ
の
人
や
、
そ
の
も
の
」
を
意
味
し
て

　
　
　
　
　
中
日
古
典
身
替
り
劇
と
そ
の
身
替
り
趣
向

い
る
。
中
国
語
に
は
こ
れ
に
相
当
す
る
語
彙
と
し
て
、
「
替
身
」
、
「
替
代
」
が

あ
る
。
し
か
し
、
劇
に
お
け
る
「
身
替
り
」
と
い
う
言
葉
は
け
っ
し
て
右
の
単

純
な
意
味
だ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
日
本
で
は
「
身
替
り
」
は
独
特
の
論

理
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
先
学
に
よ
っ
て
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ

て
き
た
。
そ
れ
は

　
　
危
機
的
状
況
に
お
か
れ
て
い
る
人
物
を
救
出
す
る
た
め
に
、
他
の
者
が
代

　
　
わ
り
に
そ
の
危
機
的
状
況
に
た
っ
た
り
、
救
出
の
た
め
に
命
を
す
て
る
と

　
　
い
っ
た
自
己
犠
牲
的
な
行
為
（
大
体
は
代
わ
り
に
死
ぬ
場
合
を
指
す
）
を

　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
意
味
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
価
値
あ
る
貴
種
の
た
め
に
周
辺
の
弱
者
が
そ
の
身
替
り
と
な
っ
て
死
ぬ
。

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
身
替
り
」
の
論
理
で
は
身
替
り
を
立
て
る

側
が
必
ず
命
を
す
て
て
死
ぬ
こ
と
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ

に
あ
た
る
中
国
語
は
「
替
死
」
の
ほ
う
が
も
っ
と
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

明
代
の
徐
元
の
伝
奇
『
八
義
記
』
第
二
十
一
齢
の
表
題
は
「
周
堅
替
死
」
で
あ

っ
て
、
そ
の
内
容
は
家
来
周
堅
が
主
人
趨
朔
の
代
わ
り
に
死
ぬ
こ
と
、
っ
ま
り

「
身
替
り
」
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
中
国
の
謝
成
功
氏
、
梁
志
勇
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

共
著
の
『
戯
劇
手
法
例
話
』
に
は
「
倫
龍
転
鳳
」
と
い
っ
た
手
法
が
あ
る
。
そ

れ
は
「
此
作
揮
包
和
楡
換
之
法
、
暗
中
更
換
事
物
的
本
質
或
内
容
、
以
達
到
蒙

　
　
　
　
　
　
　
　

混
歎
騎
過
関
的
目
的
」
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。
例
示
さ
れ
て
い
た
の
は
手
紙
を

換
え
る
こ
と
、
赤
ん
坊
を
動
物
に
換
え
る
こ
と
、
人
問
を
換
え
る
こ
と
な
ど
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一



　
　
　
　
　
中
日
古
典
身
替
り
劇
と
そ
の
身
替
り
趣
向

よ
る
救
出
で
あ
る
。
そ
の
人
間
を
換
え
る
趣
向
は
日
本
の
身
替
り
と
同
一
趣
向

だ
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
本
稿
で
は
、
中
国
の
紀
君
祥
の
元
雑
劇
『
趨
氏
孤
鬼
－
と
日
本
の
近
松
門
左

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

衛
門
の
作
品
『
擦
静
胎
内
摺
』
を
用
い
て
、
中
日
の
古
典
劇
に
お
け
る
身
替
り

の
趣
向
を
比
較
研
究
し
よ
う
と
思
う
。
そ
れ
は
両
作
品
と
も
吾
子
を
身
替
り
に

立
て
る
趣
向
で
、
そ
し
て
身
替
り
に
た
て
る
子
が
胎
鬼
で
あ
る
こ
と
に
共
通
性

が
あ
る
。
日
本
に
も
他
の
例
の
な
い
珍
し
い
身
替
り
劇
で
あ
る
こ
と
が
素
材
の

共
通
性
と
し
て
比
較
の
対
象
と
な
る
理
由
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
作
品
の
比
較

を
通
し
て
、
中
日
古
典
劇
に
お
け
る
身
替
り
の
趣
向
の
関
わ
り
、
特
徴
及
び
相

違
点
を
見
極
め
て
い
き
た
い
と
思
う
。

二
、
『
趨
氏
孤
鬼
』

と
『
礫
静
胎
内
摺
」

　
『
趨
氏
孤
鬼
－
は
中
国
の
元
代
（
＝
一
七
九
－
ニ
ニ
六
七
）
の
初
期
元
雑
劇

作
家
紀
君
祥
の
作
っ
た
雑
劇
で
あ
る
。
晋
の
霊
公
の
武
臣
屠
岸
買
は
文
臣
趨
眉

と
対
立
し
、
趨
を
害
す
る
心
を
持
つ
。
趨
盾
の
息
子
趨
朔
も
攻
め
ら
れ
、
自
殺

し
た
。
程
嬰
は
趨
家
の
遺
見
を
守
る
た
め
、
吾
子
を
趨
氏
の
孤
鬼
の
身
替
り
に

立
て
て
、
自
分
が
息
子
と
と
も
に
死
ぬ
っ
も
り
に
な
る
。
程
嬰
は
老
臣
公
孫
杵

臼
と
謀
り
、
屠
岸
買
に
訴
人
す
る
。
屠
岸
買
の
討
手
に
、
公
孫
杵
臼
は
身
替
り

に
し
た
程
嬰
の
子
と
一
緒
に
死
ぬ
。
程
嬰
は
趨
家
の
孤
鬼
を
自
分
の
子
と
し
て

育
て
る
。
二
十
年
後
、
趨
氏
の
孤
鬼
は
趨
家
滅
亡
の
真
相
を
知
り
、
一
族
の
讐

五
二

敵
で
あ
る
屠
岸
貫
を
殺
し
、
復
讐
を
と
げ
る
。

　
『
趨
氏
孤
兜
－
に
は
二
つ
の
版
本
が
あ
る
。
そ
れ
は
，
古
今
雑
劇
三
十
種
』

（
元
時
代
坊
間
の
刊
本
・
元
刊
本
）
と
『
趨
氏
孤
鬼
大
報
讐
雑
劇
－
（
明
蔵
愁
眉

編
コ
兀
曲
選
」
本
あ
る
い
は
明
刊
本
）
で
あ
る
。
又
時
代
の
流
れ
に
従
っ
て
、

そ
れ
を
素
材
に
作
ら
れ
た
改
編
本
が
い
く
つ
か
出
て
い
る
。
元
代
の
末
期
も
し

く
は
明
代
の
初
期
に
書
か
れ
た
南
戯
「
趨
氏
孤
鬼
記
』
が
あ
る
。
そ
の
作
品
に

は
雑
劇
よ
り
身
替
り
の
趣
向
が
多
く
仕
組
ま
れ
て
い
て
、
最
後
に
円
満
に
解
決

す
る
大
団
圓
の
場
と
な
る
。
次
に
、
明
代
の
徐
元
の
伝
奇
『
八
義
記
』
が
あ
り
、

そ
れ
は
『
趨
氏
孤
鬼
記
』
と
大
き
な
相
違
は
な
い
も
の
の
、
段
落
の
分
け
目
が

違
っ
て
い
る
。
清
代
に
な
る
と
、
多
く
の
地
方
劇
が
そ
れ
を
一
折
あ
る
い
は
一

箇
の
内
容
と
し
て
上
演
す
る
。
現
在
で
は
王
雁
氏
の
脚
本
『
趨
氏
孤
兄
－
が
代

表
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
趨
氏
孤
鬼
を
描
い
た
作
品
は
、
元
代
以
来
六
百

年
あ
ま
り
を
経
て
現
在
の
舞
台
に
も
生
き
て
い
る
。
し
か
し
、
時
代
の
変
化
と

共
に
各
時
期
の
思
潮
を
反
映
し
、
内
容
を
異
に
す
る
も
の
と
な
っ
て
き
て
い
る
。

　
元
雑
劇
「
趨
氏
孤
兜
』
は
中
国
古
典
劇
の
傑
作
と
し
て
十
八
世
紀
に
す
で
に

外
国
へ
も
紹
介
さ
れ
た
。
一
番
最
初
に
フ
ラ
ン
ス
語
に
翻
訳
さ
れ
、
そ
し
て
当

時
フ
ラ
ン
ス
の
有
名
な
文
学
者
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
そ
の
翻
訳
本
に
よ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

『
■
，
◎
｛
ざ
一
冒
宗
サ
Ｏ
チ
冒
と
と
い
っ
た
悲
劇
を
作
っ
た
。
そ
れ
か
ら
ド
イ
ツ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

の
詩
人
ゲ
ー
テ
は
『
趨
氏
孤
鬼
』
を
司
テ
昌
８
』
に
改
編
し
た
。
そ
の
ほ
か
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
い
く
っ
か
の
国
が
「
趨
氏
孤
鬼
』
を
世
界
文
学
史
に
お
け
る
重



要
な
作
品
と
し
て
紹
介
し
た
の
で
あ
る
。
日
本
で
は
最
初
に
紹
介
さ
れ
た
の
は

『
唐
物
語
』
（
成
立
年
未
詳
、
鎌
倉
中
期
頃
）
だ
が
、
『
唐
物
語
』
で
は
、
昔
晋

の
景
公
の
時
、
屠
岸
貿
と
い
う
人
が
あ
っ
て
、
趨
朔
と
争
う
心
が
あ
る
。
彼
は

趨
朔
を
は
じ
め
兄
弟
全
部
を
全
滅
さ
せ
る
。
そ
の
中
で
趨
朔
の
妻
が
死
を
免
れ

た
。
妻
は
家
来
杵
臼
と
程
嬰
を
思
い
出
し
、
自
分
が
も
し
男
の
子
を
生
ん
だ
ら
、

そ
の
子
の
将
来
を
こ
の
二
人
に
頼
む
わ
け
で
あ
る
。
杵
臼
と
程
嬰
は
趨
氏
の
孤

見
を
守
る
こ
と
に
相
談
し
あ
っ
て
、
次
の
通
り
の
展
開
に
な
る
。

　
　
し
か
れ
ど
も
こ
の
う
れ
へ
に
を
き
て
は
た
ゆ
る
時
あ
る
べ
か
ら
ず
と
な
げ

　
　
き
わ
び
っ
・
、
程
嬰
に
杵
臼
か
た
ら
ひ
て
い
は
く
、
「
こ
の
人
を
こ
と
な

　
　
く
や
し
な
ひ
た
て
・
ち
・
の
あ
と
を
っ
が
せ
ん
と
、
い
の
ち
を
す
て
ん
と

　
　
い
づ
れ
か
・
た
る
べ
き
」
程
嬰
こ
た
へ
て
い
は
く
、
「
し
な
む
は
や
す
し
。

　
　
た
い
ら
か
に
や
し
な
ひ
た
て
ん
事
は
い
と
か
た
し
」
と
い
ふ
に
杵
臼
が
い

　
　
は
く
、
「
を
ん
の
ふ
か
き
こ
と
は
き
み
我
に
ま
さ
れ
り
き
。
や
す
き
に
つ

　
　
け
て
も
わ
れ
ま
づ
し
な
ば
、
そ
の
・
ち
か
た
き
こ
と
を
と
げ
て
、
か
な
ら

　
　
ず
あ
だ
を
む
く
ひ
給
へ
」
と

二
人
が
約
束
し
た
。

　
　
い
ひ
っ
・
お
さ
な
き
こ
を
ひ
と
り
い
だ
き
て
ふ
か
き
山
の
な
か
に
か
く
れ

　
　
ゐ
た
り
。
程
嬰
か
た
き
に
っ
げ
て
い
つ
は
り
て
い
は
く
、
「
わ
れ
、
も
と

　
　
め
給
へ
る
子
の
あ
り
所
を
し
れ
り
。
ね
が
は
く
は
こ
が
ね
千
両
を
た
ま
へ

　
　
て
を
し
へ
て
た
て
ま
っ
ら
ん
」
と
い
へ
る
を
か
た
き
よ
ろ
こ
び
さ
は
ぎ
て

　
　
　
　
　
中
日
古
典
身
替
り
劇
と
そ
の
身
替
り
趣
向

　
　
た
ち
ま
ち
こ
が
ね
千
両
を
あ
た
へ
っ
。
お
こ
が
ま
し
く
お
ぼ
え
な
が
ら
し

　
　
る
べ
を
し
て
こ
の
所
に
む
か
へ
る
に
、
杵
臼
子
を
い
だ
き
て
あ
き
れ
た
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
け
し
き
に
て
ゐ
た
り
。
か
た
き
こ
れ
を
み
て
い
っ
し
か
こ
ろ
さ
ん
と
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

『
唐
物
語
』
に
お
け
る
こ
の
「
第
二
十
話
」
は
「
『
史
記
』
の
忠
実
な
和
訳
」

と
も
い
え
る
が
、
程
嬰
と
杵
臼
は
他
人
の
子
を
趨
氏
孤
見
の
身
替
り
に
す
る
こ

と
も
『
史
記
』
の
と
同
じ
で
あ
る
。
従
っ
て
『
太
平
記
』
や
『
曽
我
物
語
』
に

は
程
嬰
、
公
孫
杵
臼
の
身
替
り
の
子
に
よ
り
、
主
君
の
遺
兄
を
救
う
話
も
出
て

い
る
。
例
え
ば
…

　
　
麦
二
程
嬰
・
杵
臼
二
人
ハ
、
智
伯
ガ
孤
ヲ
隠
サ
ン
ト
ス
ル
ニ
趨
盾
是
ヲ
聞

　
　
付
テ
、
討
ン
ト
ス
ル
事
頻
也
。
程
嬰
是
ヲ
恐
レ
テ
、
杵
臼
二
向
テ
申
ケ
ル

　
　
ハ
、
「
奮
君
三
歳
ノ
孤
ヲ
以
テ
、
此
二
人
ノ
臣
二
託
タ
リ
。
サ
レ
バ
死
テ

　
　
敵
ヲ
欺
カ
ン
ト
、
暫
ク
命
ヲ
生
テ
孤
ヲ
取
立
ン
ト
、
何
レ
カ
難
カ
ル
ベ

　
　
キ
。
」
杵
臼
ガ
云
ク
、
「
死
ハ
一
心
ノ
義
二
向
フ
慶
二
定
リ
、
生
ハ
百
慮
ノ

　
　
智
ヲ
壷
ス
中
二
全
シ
。
然
バ
吾
生
ヲ
以
テ
難
シ
ト
ス
。
」
ト
。
程
嬰
、
「
サ

　
　
ラ
バ
吾
ハ
難
キ
ニ
付
テ
命
ヲ
全
ス
ベ
シ
。
御
邊
ハ
易
キ
ニ
付
テ
討
死
セ
ラ

　
　
ル
ベ
シ
」
ト
云
二
、
杵
臼
悦
デ
許
諾
ス
。
「
サ
ラ
バ
謀
ヲ
回
ス
ベ
シ
」
ト

　
　
テ
、
杵
臼
我
子
ノ
三
歳
二
成
ケ
ル
ヲ
奮
主
ノ
孤
ナ
リ
ト
披
露
シ
テ
、
是
ヲ

　
　
抱
キ
カ
・
へ
、
程
嬰
ハ
主
ノ
孤
三
歳
ニ
ナ
ル
ヲ
我
子
ナ
リ
ト
云
テ
、
朝
夕

　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
是
ヲ
養
育
シ
ケ
ル
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
太
平
記
』
巻
第
十
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三



　
　
　
　
　
中
日
古
典
身
替
り
劇
と
そ
の
身
替
り
趣
向

　
　
程
嬰
申
け
る
は
、
「
わ
れ
ら
が
、
君
を
養
じ
た
て
ま
つ
る
に
、
敵
こ
わ
く

　
　
し
て
、
國
中
に
か
く
れ
が
た
し
。
さ
れ
ば
、
わ
れ
ら
二
人
が
う
ち
に
、
一

　
　
人
、
敵
の
王
に
ゐ
で
つ
か
ゑ
ん
。
さ
る
物
と
て
、
つ
か
う
と
も
、
心
を
ゆ

　
　
る
す
事
あ
ら
じ
。
わ
れ
、
き
く
わ
く
と
い
ひ
て
、
十
一
歳
に
な
る
子
を
、

　
　
一
人
も
ち
た
り
。
さ
い
わ
ひ
、
こ
れ
も
、
若
君
と
同
年
也
。
こ
れ
を
大
子

　
　
と
號
し
て
、
二
人
が
中
、
一
人
は
山
に
こ
も
り
、
一
人
は
討
手
に
き
た
り
、

　
　
主
従
二
人
を
う
ち
、
首
を
と
り
、
敵
の
王
に
さ
・
げ
な
ば
、
い
か
で
か
心

　
　
ゆ
る
さ
ざ
る
べ
き
。
そ
の
時
、
敵
を
や
す
く
と
う
ち
と
る
べ
し
一
と
い

　
　
ひ
け
れ
ば
、
杵
臼
申
け
る
は
、
「
い
の
ち
な
が
ら
ゑ
て
後
に
、
事
を
な
す

　
　
べ
き
こ
ら
へ
の
せ
い
は
、
と
を
く
し
て
か
た
し
。
今
、
太
子
と
お
な
じ
く

　
　
死
せ
ん
は
、
ち
か
く
し
て
安
し
。
し
か
れ
ば
、
杵
臼
は
、
こ
ら
へ
の
せ
い
、

　
　
す
く
な
き
者
な
り
。
や
す
き
に
つ
き
、
わ
れ
ま
づ
し
ぬ
べ
し
。
程
嬰
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
敵
方
に
い
で
ん
こ
と
を
い
そ
ぎ
給
へ
」
と
ぞ
申
け
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
曽
我
物
語
』
巻
第
一

し
か
し
，
太
平
記
」
と
『
曽
我
物
語
』
に
は
人
物
の
名
前
が
何
ケ
所
か
『
史

記
』
と
違
っ
て
い
る
ほ
か
、
程
嬰
の
吾
子
を
身
替
り
の
子
に
す
る
こ
と
も
「
史

記
』
と
同
様
で
は
な
い
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
両
作
品
は
す
で
に
元
曲
『
趨
氏

孤
鬼
』
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、

『
趨
氏
孤
見
」
が
日
本
の
中
世
・
近
世
の
語
り
も
の
演
劇
に
と
り
入
れ
ら
れ
な

か
っ
た
理
由
に
つ
い
て
は
ま
だ
不
明
で
あ
る
が
、
た
い
へ
ん
不
思
議
な
こ
と
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四

あ
る
。
日
本
の
中
国
文
学
者
青
木
正
兜
氏
の
『
元
人
雑
劇
序
説
－
、
吉
川
幸
次

郎
氏
の
「
元
雑
劇
研
究
』
な
ど
の
著
作
は
『
趨
氏
孤
鬼
』
の
簡
単
な
あ
ら
す
じ

を
紹
介
し
て
い
る
。
，
趨
氏
孤
見
』
の
三
折
目
に
お
け
る
身
替
り
の
趣
向
は
日

本
の
『
菅
原
伝
授
手
習
鑑
』
の
「
寺
子
屋
」
の
場
と
同
一
趣
向
と
よ
く
言
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

て
い
る
。
し
か
し
、
元
曲
と
日
本
文
学
と
の
関
係
が
今
ま
で
ま
だ
明
確
で
な
い

と
早
川
光
三
郎
氏
の
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
如
何
に
み
る
か
。
よ
り
一

層
詳
し
い
考
察
が
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
日
本
の
近
松
の
時
代
浄
瑠

璃
『
残
静
胎
内
括
－
を
用
い
て
、
比
較
的
考
察
を
行
っ
て
い
き
た
い
。
『
擦
静

胎
内
摺
』
は
近
松
の
正
徳
（
一
七
二
二
年
頃
）
の
作
品
で
あ
る
。
大
津
二
郎
夫

妻
は
親
の
常
盤
御
前
を
殺
害
し
た
悪
業
の
罪
滅
し
の
た
め
、
義
経
に
尽
く
す
決

心
を
す
る
。
そ
し
て
、
義
経
の
子
を
守
る
た
め
、
大
津
二
郎
の
妻
が
胎
内
を
切

り
裂
い
て
、
吾
子
を
静
の
生
ま
れ
た
子
と
取
り
替
え
る
。
梶
原
は
そ
れ
と
知
ら

ず
身
替
り
の
胎
鬼
を
殺
し
た
。
『
残
静
胎
内
摺
』
に
お
け
る
身
替
り
の
趣
向
は

特
殊
型
で
、
「
仲
光
」
型
の
一
種
の
変
形
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
点
は

『
趨
氏
孤
見
』
と
全
く
同
じ
で
あ
る
た
め
に
、
前
に
言
っ
た
よ
う
に
近
松
の
作

品
か
ら
『
残
静
胎
内
摺
－
を
取
り
上
げ
、
『
趨
氏
孤
鬼
』
と
比
較
す
る
対
象
に

す
る
の
で
あ
る
。

三
、
中
日
身
替
り
劇
の
比
較

『
趨
氏
孤
鬼
」
（
『
元
曲
選
』

本
）
と

『
礫
静
胎
内
摺
」
で
吾
子
を
身
替
り
に



立
て
る
の
は
、
正
邪
善
悪
の
問
の
争
い
の
中
で
正
義
側
を
助
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
直
接
の
原
因
に
な
っ
て
い
る
の
は
『
趨
氏
孤

見
』
で
も
、
『
残
静
胎
内
摺
』
で
も
同
じ
で
あ
る
。

　
身
替
り
す
る
動
機
と
し
て
は
、
『
趨
氏
孤
見
』
の
場
合
、
長
年
受
け
た
超
家

か
ら
の
恩
に
報
い
る
た
め
で
あ
る
。
『
残
静
胎
内
摺
』
の
方
は
、
義
経
の
母
常

盤
御
前
を
殺
害
し
た
父
の
罪
を
償
い
た
い
大
津
二
郎
が
吾
子
を
義
経
の
子
と
し

て
身
替
り
に
立
て
る
こ
と
に
す
る
。
動
機
に
義
理
が
か
ら
ん
で
い
る
こ
と
は
両

作
品
に
共
通
し
て
い
る
が
、
後
者
は
亡
父
の
罪
滅
し
と
成
仏
を
め
ざ
す
も
の
、

つ
ま
り
亡
父
の
供
養
を
媒
介
と
す
る
問
接
的
な
義
理
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

『
趨
氏
孤
見
』
は
直
接
の
主
人
趨
家
へ
の
義
理
と
し
て
い
る
。

　
身
替
り
は
胎
兄
で
あ
る
。
出
産
す
る
前
、
男
の
子
な
ら
ば
殺
せ
と
す
で
に
命

じ
ら
れ
て
い
る
。
生
ま
れ
た
の
は
男
の
子
で
あ
っ
た
た
め
、
身
替
り
を
行
な
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
赤
ん
坊
の
身
替
り
を
行

な
う
の
は
親
側
で
あ
る
。
吾
子
を
身
替
り
に
立
て
る
こ
と
に
自
発
的
意
志
が
あ

る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
確
か
め
て
お
き
た
い
。

　
『
趨
氏
孤
兄
』
に
は
、
赤
ん
坊
が
生
ま
れ
て
か
ら
、
身
替
り
に
立
て
る
ま
で

二
段
階
を
経
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
宮
中
か
ら
孤
見
を
盗
み
出
す
こ
と
、

そ
れ
か
ら
吾
子
を
身
替
り
に
立
て
る
こ
と
で
あ
る
。
孤
見
を
宮
中
か
ら
盗
み
出

す
段
階
に
は
自
発
的
意
志
が
は
っ
き
り
見
え
な
い
。
そ
れ
は
程
嬰
が
公
主
に
頼

ま
れ
、
そ
し
て
公
主
の
話
に
感
動
し
、
自
分
の
生
死
を
顧
み
ず
に
孤
鬼
を
宮
中

　
　
　
　
　
中
日
古
典
身
替
り
劇
と
そ
の
身
替
り
趣
向

か
ら
盗
み
出
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
超
氏
の
遺
見
の
失
除
に
慌
て

た
屠
岸
買
は
晋
国
内
の
嬰
兄
を
す
べ
て
殺
毅
せ
よ
と
命
令
す
る
。
そ
の
時
、
程

嬰
は
趨
氏
の
孤
見
を
救
う
と
同
時
に
、
晋
国
の
す
べ
て
の
赤
ん
坊
を
救
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
当
時
孤
兄
を
救
う
こ
と
は
と
て
も
厳
し
い
状
況
で
、
も

し
捕
ら
え
ら
れ
た
ら
、
そ
れ
を
救
い
に
行
っ
た
本
人
だ
け
で
は
な
い
、
自
分
の

一
族
も
根
絶
や
し
に
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
し
か
も
程
嬰
は
毅
然
と
し
て

吾
子
を
超
氏
の
孤
鬼
の
身
替
り
に
立
て
る
決
意
す
る
。
そ
の
段
階
に
は
自
発
的

意
志
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
二
段
階
の
間
に
受
動
的
意
志
か
ら
自
発
的
意
志
に

ま
で
昇
華
す
る
過
程
が
あ
る
。
『
燦
静
胎
内
摺
』
で
梶
原
が
義
経
の
子
の
殺
害

を
考
え
て
い
る
と
知
っ
た
大
津
夫
婦
は
、
今
こ
そ
義
経
に
尽
く
す
時
期
だ
と
思

っ
た
。
義
経
の
子
を
救
う
こ
と
を
通
し
て
、
父
が
地
獄
の
苦
患
か
ら
逃
げ
ら
れ

る
の
で
、
吾
子
を
義
経
の
子
の
身
替
り
に
立
て
る
こ
と
に
す
る
。
こ
こ
に
大
津

夫
婦
の
義
経
の
子
を
救
う
自
発
的
意
志
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
『
趨
氏
孤
見
』
も
『
残
静
胎
内
据
』
も
親
側
の
自
発
的
意
志
は
認
め
ら
れ
る

が
、
身
替
り
で
死
ん
で
い
く
赤
ん
坊
に
は
状
況
認
識
が
な
い
た
め
、
死
に
対
す

る
自
発
的
意
志
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
。
諏
訪
春
雄
氏
は
そ
の
問
題
に
つ
い

て
、
「
こ
れ
は
親
と
子
を
一
体
と
し
て
そ
こ
に
自
発
的
意
志
の
存
在
を
認
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
＠

こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
身
替
り
の
結
果
と
し
て
赤
ん
坊
が
死
ん
で
い
っ
た
が
、
『
礫
静
胎
内
摺
』
に

お
け
る
赤
ん
坊
の
死
は
小
状
況
の
困
難
さ
を
解
消
す
る
が
、
大
状
況
に
対
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五



　
　
　
　
　
中
日
古
典
身
替
り
則
と
そ
の
身
替
り
趣
向

影
響
力
は
な
い
。
『
趨
氏
孤
見
』
に
お
け
る
赤
ん
坊
の
死
は
小
状
況
の
困
難
さ

を
解
消
す
る
と
同
時
に
、
大
状
況
へ
も
影
響
し
て
い
く
。
実
の
『
趨
氏
孤
見
』

が
二
十
年
後
、
立
派
な
青
年
と
な
っ
て
屠
岸
買
に
復
讐
を
遂
げ
る
。
そ
れ
で
劇

全
体
の
矛
盾
が
解
決
す
る
よ
う
に
な
る
。
正
徳
以
降
、
効
用
性
の
あ
る
死
を
仕

組
む
こ
と
が
近
松
の
時
代
浄
瑠
璃
の
悲
劇
的
局
面
の
定
型
と
し
て
確
立
し
た
と

み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
か
ら
考
え
る
と
『
趨
氏
孤
見
』
の
赤
ん
坊
の
死
の

効
用
性
は
、
昌
然
と
は
い
え
、
近
松
の
正
徳
以
降
の
作
品
と
一
致
し
て
い
る
も

の
の
、
『
礫
静
胎
内
摺
』
の
そ
れ
と
は
一
致
し
て
い
な
い
わ
け
で
あ
る
。

　
以
上
、
『
趨
氏
孤
見
』
と
「
確
静
胎
内
摺
』
に
お
け
る
吾
子
を
身
替
り
に
立

て
る
趣
向
を
日
本
の
身
替
り
の
視
点
か
ら
分
析
し
て
き
て
、
両
者
は
か
な
り
共

通
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
こ
こ
で
一
っ
だ
け
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、

そ
の
身
替
り
を
立
て
る
過
程
で
あ
る
。
『
趨
氏
孤
鬼
』
と
，
残
静
胎
内
据
－
の

三
段
目
の
樽
成
を
整
理
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
『
趨
氏
孤
鬼
』

（
１
）

（
２
）

（
３
）

（
４
）

（
５
）

程
嬰
は
孤
見
を
隠
し
て
い
る
公
孫
杵
臼
を
屠
岸
貫
に
訴
え
出
る
。

公
孫
杵
臼
は
拷
問
さ
れ
る
。

身
替
り
の
孤
鬼
が
殺
さ
れ
る
。

公
孫
杵
臼
が
孤
鬼
に
殉
ず
る
。

屠
岸
買
は
程
嬰
の
息
子
、
実
の
趨
氏
孤
鬼
を
義
子
と
す
る
。

『
残
静
胎
内
括
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六

　
（
１
）
乗
合
客
中
の
修
行
僧
侶
が
大
津
二
郎
を
尋
ね
る
。

　
（
２
）
　
船
頭
は
二
郎
を
知
人
で
あ
る
と
し
て
彼
の
こ
と
を
語
る
。

　
（
３
）
船
頭
夫
婦
は
自
分
た
ち
こ
そ
二
郎
夫
婦
で
あ
る
と
明
か
す
。

　
（
４
）
修
行
僧
は
義
経
に
尽
く
し
て
父
の
苦
し
み
を
助
け
よ
う
と
語
っ
て
別

　
　
　
れ
る
。

　
（
５
）
梶
原
は
静
の
胎
見
が
男
子
な
ら
殺
せ
と
命
ず
る
。

　
（
６
）
大
津
夫
婦
は
義
経
の
子
を
守
る
方
策
を
考
え
る
。

　
（
７
）
　
静
が
男
子
を
生
ん
だ
。

　
（
８
）
　
二
郎
の
妻
は
自
分
の
腹
を
裂
き
静
の
子
の
身
替
り
に
せ
よ
と
夫
に
迫

　
　
　
る
。

　
（
９
）
　
二
郎
の
妻
は
女
の
子
の
生
ま
れ
る
こ
と
を
祈
る
。

　
（
１
０
）
腹
を
切
り
裂
く
折
の
女
の
苦
痛
。

　
（
ｕ
）
梶
原
は
身
替
り
の
男
の
子
を
殺
す
。

　
（
１
２
）
　
大
津
二
郎
は
嘆
く
。

　
右
に
示
し
た
よ
う
に
、
『
残
静
胎
内
摺
』
の
（
６
）
か
ら
身
替
り
の
思
案
を

決
め
た
後
、
吾
子
を
殺
す
大
津
夫
婦
の
っ
ら
い
気
持
が
詳
し
く
描
か
れ
て
い
る
。

地
獄
の
父
親
に
対
す
る
義
理
、
現
世
の
判
官
殿
の
た
め
、
二
郎
の
妻
が
胎
内
を

切
裂
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
身
替
り
が
胎
見
で
あ
る
た
め
に
、
胎
内
を
切
裂

す
る
過
程
、
身
替
り
を
立
て
る
者
の
苦
悩
が
劇
の
中
心
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。
身
替
り
の
胎
鬼
が
殺
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
悲
劇
的
な
場



面
を
も
た
ら
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
『
趨
氏
孤
見
』
の
三

折
目
に
は
五
段
階
の
山
場
が
劇
の
中
心
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
通
し

て
、
劇
が
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
方
向
に
展
開
し
て
い
く
。
殺
さ
れ
た
身
替
り
の

赤
ん
坊
の
親
の
気
持
は
あ
ま
り
詳
し
く
描
か
れ
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
が

仮
に
敵
方
に
つ
く
せ
い
も
あ
る
が
、
劇
で
は
た
だ
同
謀
者
公
孫
の
目
を
通
し
て

程
嬰
の
気
持
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
程
嬰
自
身
の

目
を
隠
す
動
作
か
ら
彼
の
悲
し
さ
が
分
か
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
描
き
方
に
お
い
て
、
中
日
が
共
通
し
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
が
、
中

国
の
方
で
は
身
替
り
を
立
て
る
こ
と
の
難
し
さ
と
緊
張
を
重
点
と
し
て
描
か
れ
、

身
替
り
の
赤
ん
坊
が
殺
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
悲
劇
的
な
場
面
を
呼
ぶ
よ
う

に
な
る
。

　
近
松
の
時
代
浄
瑠
璃
の
三
段
目
で
は
、
何
か
価
値
の
あ
る
も
の
を
残
し
て
お

く
た
め
に
身
替
り
が
行
な
わ
れ
る
。
そ
の
価
値
あ
る
も
の
、
つ
ま
り
主
人
公
的

な
人
物
は
一
人
し
か
い
な
い
。
身
替
り
に
立
つ
も
の
も
普
通
一
人
で
あ
る
。

『
国
性
爺
合
戦
』
、
『
吉
野
都
女
楠
』
、
『
碁
盤
太
平
記
』
、
『
津
国
女
夫
池
』
な
ど

の
作
品
に
は
二
人
の
死
が
仕
組
ま
れ
て
い
る
が
、
多
く
は
一
対
一
の
身
替
り
で

あ
る
。
『
趨
氏
孤
鬼
』
に
お
け
る
、
孤
見
を
救
う
だ
け
で
な
く
、
全
国
の
赤
ん

坊
を
救
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
そ
し
て
孤
見
一
人
を
救
う
た
め
相
次
い

で
人
々
が
死
ん
で
い
く
こ
と
な
ど
、
近
松
の
世
界
に
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

次
は
、
『
趨
氏
孤
兄
』
に
お
け
る
吾
子
を
身
替
り
に
立
て
る
趣
向
以
外
の
死
の

　
　
　
　
　
中
日
古
典
身
替
り
劇
と
そ
の
身
替
り
趣
向

局
面
、
特
に
公
主
の
死
、
韓
豚
の
死
及
び
公
孫
杵
臼
の
死
に
つ
い
て
考
え
て
み

た
い
。

　
（
１
）
公
主
は
趨
氏
孤
見
の
母
親
で
、
息
子
の
た
め
自
刎
す
る
。
彼
女
の
死

の
動
機
に
は
、
趨
家
の
唯
一
残
さ
れ
た
血
統
へ
の
義
理
、
息
子
へ
の
情
が
か
ら

ん
で
い
る
。
彼
女
の
死
に
は
自
発
的
意
志
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ

は
直
前
の
趨
氏
孤
見
を
救
う
の
み
で
、
全
部
の
劇
の
矛
盾
を
解
決
す
る
の
に
全

然
役
に
立
っ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
た
だ
超
氏
孤
兄
が
宮
中
か
ら
救
わ
れ
た

こ
と
を
漏
ら
す
危
険
性
を
消
滅
す
る
こ
と
に
な
る
だ
け
で
あ
る
。
彼
女
の
死
は

劇
の
流
れ
及
び
劇
の
展
開
に
対
し
て
有
効
性
を
持
っ
て
い
な
い
。

　
（
２
）
韓
販
は
敵
屠
岸
買
の
部
下
で
、
宮
門
を
警
固
す
る
者
で
あ
る
。
彼
は

薬
籠
の
中
か
ら
趨
氏
孤
見
を
捜
し
出
し
た
。
も
し
そ
の
場
で
孤
見
を
殺
し
た
ら
、

劇
は
そ
こ
で
終
わ
る
が
、
し
か
し
韓
豚
も
真
の
忠
臣
で
、
孤
見
を
見
逃
し
た
上

で
、
自
刎
し
た
。
孤
見
を
宮
中
か
ら
盗
み
出
す
た
め
の
難
関
は
宮
門
を
守
る
将

軍
の
逆
転
に
よ
っ
て
、
解
決
さ
れ
る
。
韓
豚
の
死
の
動
機
は
正
や
善
へ
の
忠
誠

を
尽
く
す
こ
と
に
あ
る
。
彼
の
死
は
孤
見
を
宮
中
か
ら
救
い
出
す
の
に
有
効
で

あ
る
が
、
劇
全
体
の
世
界
に
影
響
力
は
な
い
。

　
（
３
）
公
孫
杵
臼
は
程
嬰
と
趨
氏
孤
見
を
守
る
こ
と
を
相
談
す
る
時
、
み
ず

か
ら
身
替
り
の
孤
見
を
隠
す
こ
と
を
選
ぶ
。
当
時
、
孤
見
を
隠
す
人
も
根
絶
や

し
に
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
公
孫
は
そ
れ
を
知
っ
た
上
で
、
そ
の
選
択
を
し

た
の
は
や
は
り
死
を
覚
悟
の
上
で
あ
る
。
彼
の
死
の
動
機
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七



　
　
　
　
　
中
日
古
典
身
替
り
劇
と
そ
の
身
替
り
趣
向

　
　
有
恩
不
報
缶
相
逢
、
見
義
不
為
非
為
勇
、
言
而
無
信
言
何
用
。

で
あ
っ
て
、
彼
は
同
僚
の
趨
家
に
義
を
尽
く
す
の
で
あ
る
。
公
孫
は
自
発
的
に

死
を
選
び
、
そ
の
死
は
劇
全
体
の
世
界
に
も
影
響
を
与
え
、
有
効
的
で
あ
る
。

　
右
の
公
主
の
死
及
び
韓
豚
将
軍
の
死
は
、
作
品
世
界
全
体
に
影
響
を
与
え
る

よ
う
な
死
で
は
な
い
が
、
そ
の
場
の
危
険
を
取
り
除
く
も
の
で
あ
る
。
同
時
に

一
場
の
情
的
な
感
動
を
呼
び
お
こ
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
公
孫
の
死
は
、
身

替
り
の
孤
見
と
共
に
、
悲
劇
的
場
面
を
も
た
ら
し
、
悲
劇
的
感
動
を
生
じ
さ
せ

る
。
『
礫
静
胎
内
据
－
に
は
吾
子
を
身
替
り
に
立
て
る
趣
向
以
外
の
死
が
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
近
松
の
ほ
か
の
作
品
の
三
段
目
に
は
身
替
り
以
外
の
趣
向
、
右
の

三
人
の
よ
う
に
諌
死
や
自
害
も
あ
る
。
そ
れ
ら
は
大
体
身
替
り
に
準
ず
る
も
の

と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

　
「
趨
氏
孤
鬼
」
に
お
け
る
死
者
の
多
い
こ
と
に
つ
い
て
、
高
橋
繁
樹
氏
が

『
中
国
古
典
悲
劇
に
関
す
る
比
較
演
劇
的
考
察
』
で
は
、

　
　
　
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
程
嬰
の
子
ど
も
は
別
と
し
て
、
趨
氏
を
救
う
と
い

　
　
う
た
だ
一
つ
の
目
的
の
た
め
に
全
く
疑
う
こ
と
な
く
自
ら
死
を
揮
ん
で
い

　
　
る
。
そ
の
行
為
は
封
建
租
教
の
忠
実
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
く
、
封
建

　
　
社
倉
に
お
い
て
は
忠
臣
義
士
の
模
範
と
な
る
べ
き
行
為
で
あ
る
。
し
か
し

　
　
い
か
に
死
者
が
多
く
と
も
、
忠
義
の
精
神
だ
け
で
は
悲
劇
は
生
ま
れ
な
い
。

　
　
悲
劇
は
人
問
の
本
来
あ
る
べ
き
姿
、
真
実
が
描
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
そ
こ
で
犠
牲
と
な
っ
た
か
れ
ら
の
動
機
を
検
討
し
て
み
る
と
、
な
る
ほ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八

　
　
ど
そ
れ
ら
は
一
見
強
い
封
建
的
忠
義
心
よ
り
出
て
い
る
よ
う
だ
が
、
た
だ

　
　
主
家
に
封
す
る
忠
節
だ
け
で
は
す
ま
な
い
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
こ

　
　
の
作
品
は
も
ち
ろ
ん
中
国
古
典
劇
の
例
に
も
れ
る
こ
と
な
く
封
建
道
徳
を

　
　
色
濃
く
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
そ
れ
を
超
え
た
人
間

　
　
普
遍
の
正
義
、
っ
ま
り
人
で
あ
れ
ば
一
」
う
す
る
し
か
な
い
、
當
然
こ
う
す

　
　
る
だ
ろ
う
と
い
う
人
間
の
真
実
が
、
決
し
て
十
全
と
い
え
な
い
ま
で
も
、

　
　
か
れ
ら
一
人
一
人
の
行
為
に
描
か
れ
て
い
る
。
も
し
こ
の
作
品
が
軍
に
主

　
　
家
に
封
す
る
忠
節
を
描
く
だ
け
な
ら
ば
、
劇
中
い
か
に
死
人
の
山
を
積
み

　
　
か
さ
ね
よ
う
と
も
、
そ
れ
は
悲
惨
で
残
酷
な
劇
で
あ
っ
て
も
、
断
じ
て
悲

　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
劇
に
は
な
ら
な
い
◎

と
い
っ
た
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
沈
広
仁
氏
は
『
古
典
文
学
三
百
題
』
で

は
そ
れ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
。

　
　
『
趨
氏
孤
鬼
』
は
わ
が
国
の
古
代
戯
劇
に
め
っ
た
に
み
ら
れ
な
い
悲
劇
美

　
　
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
自
発
意
志
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
「
自
発

　
　
意
志
」
は
偶
然
の
事
故
で
は
な
く
、
皆
自
発
的
に
犠
牲
に
な
る
道
を
選
ぶ

　
　
も
の
で
あ
る
。
「
趨
氏
孤
鬼
」
の
中
の
自
発
意
志
の
昇
華
に
よ
っ
て
、
悲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
壮
、
崇
高
な
悲
劇
を
呼
び
、
人
々
の
感
情
を
浄
化
す
る
。

　
身
替
り
の
趣
向
は
人
間
一
人
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
う
一
人
が

救
い
を
得
る
こ
と
に
な
る
。
普
通
、
劇
中
の
安
泰
で
あ
る
べ
き
正
や
善
の
世
界

を
代
表
す
る
主
要
人
物
（
主
君
・
世
継
の
若
君
等
）
の
危
機
を
救
う
た
め
に
従



者
側
の
人
物
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
犠
牲
的
な
行
為
と
い
う
ふ
う
に
限
定
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
を
儒
教
思
想
と
か
で
非
難
す
る
む
き
も
あ
る
が
、
確
か
に
主
従
関

係
は
儒
教
思
想
の
も
と
で
生
ま
れ
た
も
の
で
、
日
本
も
中
国
か
ら
そ
の
思
想
の

影
響
を
受
け
て
き
た
。
身
替
り
の
趣
向
に
お
け
る
主
従
関
係
の
中
日
共
通
設
定

は
そ
の
こ
と
を
原
因
と
す
る
の
で
は
な
い
の
か
。
と
は
い
え
、
身
替
り
の
死
は

決
し
て
た
だ
の
儒
教
思
想
の
忠
義
に
よ
る
死
で
は
な
い
。
向
井
芳
樹
氏
は
そ
れ

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
身
替
り
の
趣
向
を
封
建
的
非
人
問
的
な
も
の
と
し
て
排
斥
す
る
が
、
そ
れ

　
　
は
演
劇
の
場
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
た
非
難
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
近
松
は
人

　
　
間
の
犠
牲
を
通
し
て
神
仏
に
よ
ら
な
い
人
問
の
有
効
な
力
を
発
見
し
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
で
あ
り
、
そ
う
い
う
形
で
し
か
発
見
し
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
犠
牲
的
な
身
替
り
の
死
は
絶
対
的
効
力
が
あ
る
ゆ
え
に
、
弱
い
は
ず
の
従

者
の
行
為
に
大
き
な
価
値
を
与
え
て
い
る
。

　
以
上
、
自
己
犠
牲
を
な
す
従
者
の
死
を
み
て
き
た
が
、
主
人
や
世
界
を
救
う

弱
い
従
者
ら
と
逆
の
立
場
に
い
る
、
即
ち
主
人
と
対
立
す
る
悪
者
に
つ
い
て
も

一
度
考
え
て
み
た
い
。
か
れ
ら
は
何
と
か
し
て
主
人
公
を
殺
そ
う
と
す
る
。

『
残
静
胎
内
摺
』
で
は
、
頼
朝
は
梶
原
の
護
言
に
よ
り
土
佐
坊
を
義
経
追
討
に

向
か
わ
せ
る
。
と
こ
ろ
が
、
土
佐
坊
は
義
経
に
よ
っ
て
、
返
り
討
ち
に
さ
れ
た
。

そ
れ
で
、
「
然
れ
ば
白
拍
子
静
が
胎
内
に
。
義
経
の
一
子
懐
妊
の
よ
し
末
々
の

御
か
た
き
。
静
を
さ
し
出
し
男
子
た
ん
生
に
を
い
て
は
。
当
座
に
討
て
捨
よ
と

　
　
　
　
　
中
日
古
典
身
替
り
劇
と
そ
の
身
替
り
趣
向

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

の
仰
に
よ
つ
て
此
度
某
上
洛
す
。
」
と
義
経
の
子
を
敵
と
見
な
す
。
そ
の
胎
兄

を
殺
す
目
的
は
義
経
の
後
継
ぎ
を
断
っ
た
め
で
、
義
経
へ
の
一
種
の
復
讐
だ
と

言
え
る
。
『
趨
氏
孤
見
』
で
は
超
氏
一
族
三
百
人
す
べ
て
殺
さ
れ
て
、
残
る
の

は
趨
氏
の
胎
見
だ
け
で
あ
る
。
ど
う
し
て
も
胎
見
、
つ
ま
り
趨
氏
孤
見
を
殺
す

目
的
は
趨
氏
一
族
を
根
絶
や
し
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
殺
す
側
の
根
絶
や
し
の

仕
方
は
、
救
う
側
の
難
し
さ
及
び
劇
の
緊
張
を
も
た
ら
す
よ
う
に
な
る
。
同
時

に
ど
う
し
て
も
孤
見
を
救
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
孤
兄
を
救
う
方
法
は
身
替

り
し
か
な
い
。
そ
こ
に
身
替
り
の
必
然
性
も
は
っ
き
り
し
て
い
る
。

　
殺
す
悪
者
の
動
機
は
中
日
で
一
致
し
て
い
な
い
こ
と
は
以
上
の
よ
う
に
確
認

さ
れ
る
が
、
殺
す
者
に
っ
い
て
の
描
き
方
が
双
方
か
な
り
違
っ
て
い
る
こ
と
に

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
日
本
の
劇
で
は
身
替
り

を
立
て
る
者
の
苦
悩
が
中
心
と
し
て
描
か
れ
る
の
で
、
殺
す
側
は
裏
に
お
か
れ

て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
中
国
の
劇
で
は
守
る
側
と
殺
す
側
と
の
抗
争
を
通

じ
て
、
悪
を
代
表
す
る
殺
す
者
の
残
酷
さ
、
善
を
代
表
す
る
守
る
者
の
知
恵
と

忠
義
を
描
く
わ
け
で
あ
る
。
観
客
は
悪
者
の
残
酷
さ
に
憤
り
を
起
こ
し
、
守
る

者
の
自
発
的
意
志
に
感
動
す
る
。

　
次
に
、
殺
さ
れ
る
赤
ん
坊
の
舞
台
で
の
扱
い
方
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

吾
子
を
身
替
り
に
立
て
る
趣
向
は
、
赤
ん
坊
が
殺
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
身
替

り
の
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
日
本
の
浄
瑠
璃
で
は
殺
す
場
を
ほ

と
ん
ど
舞
台
外
に
お
い
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
『
趨
氏
孤
見
』
で
は
、
赤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九



　
　
　
　
　
中
日
古
典
身
替
り
劇
と
そ
の
身
替
り
趣
向

ん
坊
を
殺
す
場
面
を
直
接
に
舞
台
上
で
演
出
す
る
の
で
あ
る
。
元
雑
劇
『
趨
氏

孤
兜
』
で
は
身
替
り
の
孤
見
を
殺
す
場
面
を
ど
の
よ
う
に
上
演
し
て
い
た
か
今

で
は
分
か
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
セ
リ
フ
か
ら
考
え
る
と
、
殺
す
場
面
を
一
つ

の
見
せ
場
と
し
て
観
客
の
目
の
前
で
演
じ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
現
代
の
京
劇

『
趨
氏
孤
鬼
』
（
北
京
京
劇
団
の
上
演
ビ
デ
オ
・
上
海
京
劇
団
の
上
演
ビ
デ
オ
）

に
も
赤
ん
坊
を
地
面
に
た
た
き
つ
け
殺
す
場
面
を
観
客
に
見
せ
て
い
る
。

四
、
結

　
本
稿
で
は
，
趨
氏
孤
兜
」
と
『
残
静
胎
内
括
－
の
比
較
を
通
し
て
、
中
日
の

身
替
り
の
趣
向
に
お
け
る
身
替
り
の
動
機
、
忠
義
の
た
め
自
己
犠
牲
す
る
動
機
、

そ
し
て
身
替
り
の
結
果
と
し
て
の
悲
惨
な
死
は
人
間
ら
し
く
あ
る
た
め
の
最
後

の
手
段
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
中
日
双
方
が
か
な
り
共
通
し

て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　
し
か
し
、
『
趨
氏
孤
鬼
』
に
お
け
る
多
い
死
者
（
セ
リ
フ
に
よ
っ
て
語
ら
れ

る
の
は
鉦
舅
と
提
弥
明
二
人
の
死
者
で
、
直
接
に
出
演
す
る
の
は
公
主
、
韓
豚
、

公
孫
杵
臼
、
身
替
り
孤
鬼
四
人
の
死
者
で
あ
る
）
は
日
本
の
中
世
・
近
世
の
演

劇
世
界
に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
趨
氏
孤
鬼
』
の

特
徴
と
は
い
え
、
，
趨
氏
孤
鬼
』
に
お
け
る
根
絶
や
し
に
す
る
思
想
の
も
と
で

救
う
こ
と
の
難
し
さ
を
表
し
て
い
る
と
同
時
に
、
，
趨
氏
孤
鬼
』
と
い
う
劇
が

元
代
と
い
う
独
特
な
時
代
で
生
ま
れ
た
せ
い
も
あ
る
。
元
代
モ
ン
ゴ
ル
貴
族
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇

横
暴
ゆ
え
に
、
ほ
か
の
民
族
人
民
は
元
代
の
政
権
に
不
満
な
気
持
で
い
っ
ぱ
い

で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
『
趨
氏
孤
鬼
』
の
劇
は
「
借
古
諭
今
」
の
効
果
を
果
た

し
て
、
劇
に
お
け
る
人
々
の
死
が
反
政
権
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、
元
王
朝
を
倒

し
、
趨
宋
王
朝
を
恢
復
す
る
こ
と
へ
の
希
求
を
表
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
日

本
の
演
劇
に
と
っ
て
は
理
解
し
に
く
い
と
こ
ろ
で
、
『
趨
氏
孤
兜
－
を
日
本
の

語
り
も
の
に
直
接
取
り
入
れ
な
か
っ
た
一
つ
の
原
因
で
は
な
い
か
と
恩
う
。

　
ま
た
、
近
松
の
芸
論
に
み
え
る
「
浄
瑠
璃
は
憂
が
肝
要
」
と
い
う
言
は
、
浄

瑠
璃
の
悲
劇
の
特
色
が
「
憂
い
」
に
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
が
、
浄
瑠
璃

の
特
有
の
悲
劇
的
感
情
を
出
す
方
法
と
な
っ
て
い
る
。
『
礫
静
胎
内
摺
－
も
そ

の
方
法
で
吾
子
を
失
う
親
の
気
持
、
胎
内
を
切
り
裂
か
れ
る
母
の
苦
痛
、
吾
子

の
首
を
切
る
親
の
悲
し
さ
、
息
子
と
妻
に
死
な
れ
た
夫
の
愁
嘆
を
、
即
ち
身
替

り
を
立
て
る
者
の
苦
悩
と
う
れ
い
を
劇
の
中
心
に
描
か
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

『
趨
氏
孤
鬼
』
で
は
五
つ
の
山
場
を
設
定
し
、
山
場
を
越
え
る
ご
と
に
雰
囲
気

が
盛
り
上
が
る
よ
う
に
す
る
。
そ
の
山
場
は
主
に
従
者
、
っ
ま
り
弱
者
た
ち
が

悪
者
と
抗
争
す
る
こ
と
で
、
最
後
に
身
替
り
の
ト
リ
ッ
ク
を
成
功
さ
せ
、
や
が

て
悪
者
に
打
ち
勝
つ
こ
と
の
伏
線
に
す
る
。
そ
し
て
身
替
り
の
悲
惨
な
死
に
よ

っ
て
劇
が
最
高
潮
に
達
し
て
、
悲
劇
を
呼
ぶ
よ
う
に
な
る
。
し
か
も
三
つ
目
の

山
場
の
公
孫
杵
臼
が
拷
問
さ
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
は
自
己
犠
牲
す
る
公
孫
の
心

理
が
少
し
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
描
き
方
が
全
く
違
う
こ
と
が
、
『
超
氏
孤
兜
』

の
日
本
の
演
劇
に
受
け
入
れ
な
か
っ
た
こ
と
の
、
も
う
一
つ
の
原
因
で
は
な
い



か
と
思
う
。

　
両
作
品
の
影
響
関
係
の
角
度
か
ら
考
え
る
と
、
近
松
の
作
品
は
中
国
の
『
趨

氏
孤
見
』
か
ら
直
接
に
影
響
を
受
け
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
の

原
因
に
つ
い
て
は
以
上
の
よ
・
っ
に
挙
げ
た
ほ
か
、
ま
だ
あ
る
と
思
う
が
、
今
の

段
階
で
は
十
分
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
点
に
お
い
て
さ
ら
に
究
明

す
る
こ
と
を
今
後
引
き
続
き
目
指
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

注
¢
　
白
水
社
、
一
九
八
六
年
二
月
。

　
　
早
川
光
三
郎
氏
「
身
替
説
話
の
中
国
的
要
素
」
斯
文
会
第
十
九
号
、
一
九
五
七
年

　
八
月
。

　
薗
語
大
辞
典
』
小
学
館
、
一
九
八
一
年
十
二
月
。

＠
向
井
芳
樹
氏
『
近
松
の
方
法
』
桜
楓
社
、
一
九
七
六
年
九
月
。

　
注
¢
に
同
じ
、
第
二
九
頁
。

＠
　
『
六
十
種
曲
　
二
』
中
華
書
店
、
一
九
八
二
年
八
月
。

¢
上
海
文
芸
出
版
社
、
一
九
八
七
年
九
月
。

＠
　
龍
を
盗
み
、
鳳
に
転
じ
る
と
い
う
意
味
。

　
変
換
の
手
法
で
、
ひ
そ
か
に
物
事
の
本
質
、
内
容
を
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
救

　
出
に
達
す
る
。

＠
『
元
曲
選
』
第
四
士
一
冊
。

＠
　
『
近
松
全
集
　
第
八
巻
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年
三
月
。

＠
『
中
国
大
百
科
全
書
戯
曲
曲
芸
』
中
国
大
百
科
全
書
出
版
社
、
一
九
八
五
年

　
三
月
。

＠
　
注
＠
に
同
じ
。

　
　
　
　
中
日
古
典
身
替
り
劇
と
そ
の
身
替
り
趣
向

＠
池
田
利
夫
編
『
唐
物
語
』
（
尊
経
閣
文
庫
本
）
古
典
文
庫
か
ら
引
用
し
た
。

＠
注
　
に
同
じ
。

＠
　
日
本
古
典
文
学
大
系
『
太
平
記
』
巻
第
十
八
か
ら
引
用
し
た
。

＠
　
日
本
古
典
文
学
大
系
『
曽
我
物
語
－
巻
第
一
か
ら
引
用
し
た
。

＠
注
　
に
同
じ
。

＠
注
¢
に
同
じ
。

ゆ
高
橋
繁
樹
氏
「
中
国
古
典
悲
劇
に
関
す
る
比
較
演
劇
的
考
察
」
田
中
謙
二
博
士
類

　
寿
記
念
論
集
刊
行
編
、
汲
古
書
院
、
一
九
九
一
年
三
月
。

＠
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
六
年
十
二
月
。

ゆ
注
＠
に
同
じ
。

ゆ
注
◎
に
同
じ
。
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一
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