
近
世
的
百
姓
人
格

　
　
1
『
百
姓
伝
記
』
に
現
わ
れ
た
1

深
・
谷
　
克
　
己

は
じ
め
に

　
歴
史
的
存
在
と
し
て
の
人
間
を
歴
史
的
な
「
人
格
的
範
瞬
」
と
し
て
と
り
だ
す
。

こ
の
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
、
私
は
先
に
述
ぺ
た
こ
と
が
あ
る
（
「
歴
史
学
と
個
人

史
の
研
究
・
叙
述
」
『
歴
史
評
論
』
三
四
四
号
）
。
そ
の
よ
う
た
歴
史
的
人
格
の
検
討
は
、

ど
の
時
代
に
つ
い
て
も
た
さ
れ
た
く
て
は
た
ら
な
い
が
、
私
個
人
と
し
て
は
幕
藩

制
時
代
の
農
民
人
格
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
の
が
研
究
分
野
上
の
責
務
で
あ
ろ
う

と
考
え
る
。

　
こ
の
時
代
の
農
民
を
人
格
的
範
鴫
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
い
う
と
き
、
こ
の
概

念
の
イ
メ
ー
ジ
は
鹿
野
政
直
氏
が
か
つ
て
「
隷
農
的
人
間
類
型
」
「
『
賢
本
主
義
形

成
期
の
秩
序
意
識
』
六
九
頁
、
筑
摩
諏
房
、
一
九
六
九
年
）
と
呼
ん
だ
も
の
に
近
い
。

そ
こ
で
鹿
野
氏
は
、
「
隷
農
精
神
」
の
理
念
型
と
し
て
①
知
足
安
分
の
思
想
②
共

同
体
へ
の
帰
屈
意
識
③
具
象
的
世
界
へ
の
沈
満
の
三
点
を
あ
げ
て
い
る
が
（
同
前

五
〇
頁
）
、
こ
の
小
稿
で
は
そ
の
指
標
に
と
ら
わ
れ
ず
に
具
体
的
な
一
史
料
の
検
討

　
　
　
　
　
　
近
世
的
百
娃
人
格

を
行
な
い
、
農
民
人
格
の
全
体
的
把
握
へ
向
け
て
の
第
一
歩
を
す
す
め
て
お
き
た

い
。
私
が
「
人
格
的
範
瞬
」
と
呼
ぽ
う
と
す
る
も
の
は
必
ず
L
ポ
「
精
神
」
に
限

ら
れ
な
い
も
の
だ
が
、
文
献
史
料
に
よ
る
場
合
は
、
人
格
の
う
ち
の
思
想
的
側
面

に
重
心
が
傾
く
こ
と
は
や
む
を
え
な
い
。

　
鹿
野
氏
の
い
う
「
隷
農
」
と
は
、
日
本
近
世
に
そ
く
し
て
い
え
ば
す
べ
て
の
農

村
住
民
で
は
た
く
「
百
姓
」
身
分
農
民
の
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
小
稿
で
は
、
百

姓
身
分
に
属
す
る
老
の
手
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
系
統
的
に
著
述
さ
れ
た
も
の
と
さ

れ
て
い
る
十
七
世
紀
後
期
（
推
定
ニ
ハ
八
一
－
八
三
年
成
立
）
の
農
書
『
百
姓
伝
記
』

（
岩
波
文
庫
版
）
を
用
い
て
、
そ
の
論
述
か
ら
近
世
百
姓
人
楕
の
特
徴
と
L
て
帰
納

L
う
る
い
く
つ
か
の
点
を
と
り
だ
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

人
あ
る
い
は
人
間
と
し
て
の
身
持

近
世
の
百
姓
を
、
世
界
史
的
に
み
て
ど
の
よ
う
た
被
支
配
階
級
と
考
え
る
か
に

つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
に
も
議
論
が
あ
り
、
そ
の
実
体
的
な
あ
り
方
に
つ
い
て
も
絶
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対
的
な
不
自
由
さ
を
強
調
す
る
意
見
か
ら
「
自
立
」
「
自
治
」
的
性
格
を
指
摘
す

る
意
見
ま
で
多
様
で
あ
る
。
近
世
百
姓
が
、
被
支
配
の
位
置
に
あ
り
隷
属
的
境
遇

に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
人
格
論
的
な
視
角
か
ら
み
た
場
合
、

彼
ら
が
、
「
人
」
あ
る
い
は
「
人
間
」
と
し
て
の
位
置
に
あ
る
こ
と
を
承
認
さ
れ
、

ま
た
自
覚
し
、
し
た
が
っ
て
「
人
」
あ
る
い
は
「
人
間
」
と
し
て
の
義
務
を
強
要

さ
れ
、
ま
た
遂
行
し
て
い
く
と
い
う
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
ま
ず
は
っ
き
り
さ
せ

て
お
ぐ
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
人
間
の
隷
属
的
境
遇
の
う
ち
に
は
「
人
」
「
人
間
」
と

し
て
の
承
認
さ
え
得
ら
れ
な
い
状
態
が
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
百
姓
人
格
は

特
定
の
水
準
の
上
に
形
成
さ
れ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
そ
れ
は
近

代
的
な
人
権
の
承
認
と
い
う
も
の
で
は
た
く
、
「
鳥
類
・
畜
類
・
万
木
諸
草
」
（
巻

一
・
四
季
集
）
と
あ
る
よ
う
な
他
の
生
物
と
の
区
別
、
価
値
の
高
低
と
い
う
こ
と

で
い
え
ぱ
「
畜
類
」
と
は
異
な
る
「
人
」
「
人
問
」
で
あ
る
と
い
う
区
別
で
あ
る
。

　
当
然
す
ぎ
る
こ
と
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
近
世
百
姓
に
た
い
す
る
い
っ
さ

い
の
教
戒
と
教
諭
は
、
百
娃
が
人
間
存
在
の
側
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
除
い
て
は

成
り
た
た
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
そ
れ
ら
は
個
別
の
戒
論
項
目
と
と
も

に
「
人
」
た
る
こ
と
の
自
覚
を
求
め
る
も
の
が
多
い
の
で
あ
る

　
五
常
の
述
ひ
と
つ
も
か
け
て
は
人
に
あ
ら
ず
。
蓄
類
も
同
意
な
り
。
（
巻
二
・

　
五
常
之
巻
）

と
あ
る
の
も
そ
れ
で
、
百
姓
は
「
畜
類
」
で
な
く
「
人
」
た
る
ゆ
え
に
、
な
い
し

は
「
人
」
で
あ
ろ
う
と
す
れ
ば
、
仁
義
礼
智
信
の
五
常
の
道
が
遵
守
さ
れ
な
げ
れ

ば
な
ら
ぬ
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
支
配
・
被
支
配
の
ど
の
位
置
に
あ
る
か
ら
遵
守

す
べ
き
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
ま
ず
起
点
と
L
て
は
「
人
倫
」
（
巻
一
・
四
季
集
）

一
五
八

が
も
と
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
善
悪
の
悪
事
、
す
な
わ
ち
公
儀
を
か
す
め
る
、
田
を
隠
す
、
友
百
娃
の
畔
を
奪

う
、
用
水
を
我
田
へ
切
り
お
と
す
、
妻
子
を
飢
え
さ
せ
る
、
使
役
す
る
者
ら
に
無

情
に
す
る
、
施
し
を
し
な
い
、
な
ど
の
行
為
の
数
々
は
、

　
か
や
う
な
る
土
民
、
畜
類
に
こ
と
な
ら
ず
し
て
（
巻
二
・
五
常
之
巻
）

と
L
て
排
斥
ざ
れ
る
の
で
あ
り
、
信
仰
の
行
為
も
、
　
「
礼
拝
な
き
は
、
鳥
類
・
畜

類
も
同
意
な
り
」
（
巻
二
・
五
常
之
巻
）
と
、
そ
れ
が
「
人
」
た
る
こ
と
の
証
で
あ
る

ゆ
え
強
調
さ
れ
る
。
智
は
五
常
の
一
■
つ
で
あ
る
が
、
「
生
類
に
そ
れ
ぞ
れ
の
智
恵

な
き
と
云
事
な
」
」
（
同
前
）
で
あ
る
げ
れ
ど
も
こ
こ
で
は
あ
く
ま
で
も
「
人
間
に

そ
な
は
る
智
恵
」
（
同
前
）
こ
そ
が
問
魎
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
五
常
の
倫
理
は
、
束
縛
的
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
自
体
は
被
治
者
の
た
め
に
あ
る

も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
治
老
の
倫
理
が
被
治
老
の
倫
理
と
し
て
浸
透
し
て
き
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
逆
に
い
え
ぼ
、
百
姓
が
「
人
」
の
側
に
位
置
づ
け
ら
れ
つ
つ

あ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
近
世
百
姓
が
「
土
民
た
る
人
」

（
同
前
）
と
し
て
扱
わ
れ
、
ま
た
彼
ら
自
身
も
そ
の
よ
う
に
自
覚
L
て
い
く
こ
と

の
な
か
で
、
は
じ
め
て
「
人
間
一
生
身
持
の
事
」
が
意
味
あ
る
課
魑
に
な
る
の
で

あ
る
。
近
世
百
姓
が
、
お
な
じ
隷
属
的
境
遇
の
う
ち
で
も
、
奴
隷
制
の
奴
隷
、
良

賎
制
の
賎
の
よ
う
に
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
高
さ
で
、
自
か
ら
も
そ
れ
ら
と
は
峻

別
し
た
と
こ
ろ
に
彼
ら
の
隷
属
性
を
人
格
化
し
て
い
く
の
だ
と
い
う
こ
と
を
確
認

し
て
お
く
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
に
「
人
問
」
の
側
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
た
百
姓
は
、
ま
た
、
そ
の

こ
と
を
基
底
に
し
た
個
別
的
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
そ
の
個
別
性
は
、



感
性
や
趣
好
の
方
向
に
お
い
て
で
は
な
く
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
能
力
、
こ
と
に
農

業
生
産
に
お
け
る
経
営
体
と
し
て
の
個
別
的
能
力
の
面
で
問
魎
に
さ
れ
る
。

　
か
や
う
な
る
田
地
、
耕
作
の
上
手
と
下
手
と
あ
り
て
、
下
手
は
手
間
を
多
く
入
、

　
米
を
得
ず
。
上
手
は
手
間
を
不
入
し
て
米
を
得
る
。
（
巻
九
・
田
耕
作
撫
）

と
い
う
よ
う
な
指
摘
は
、
耕
作
主
体
の
能
力
差
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ

の
よ
う
な
能
力
差
は
近
世
百
姓
の
内
実
で
あ
る
「
小
農
」
の
展
開
に
と
も
な
っ
て

避
け
ら
れ
な
く
拡
大
L
、
か
つ
明
示
さ
れ
る
矛
盾
で
あ
る
。
．
し
か
し
、
そ
れ
は
、

歴
史
的
に
は
、
よ
り
小
規
模
な
単
位
－
奥
型
的
に
は
単
婚
小
家
族
－
で
自
立

し
う
る
可
能
性
を
つ
よ
め
て
ぎ
た
水
準
に
お
い
て
、
ば
じ
め
て
杜
会
的
な
間
魎
と

し
て
顕
在
化
す
る
－
つ
ま
り
認
識
さ
れ
る
1
矛
盾
で
あ
る
。
「
土
民
に
上
手

と
下
手
と
有
て
は
、
費
る
処
多
し
」
（
巻
九
・
田
耕
作
集
）
と
い
う
の
は
、
上
手
・

下
手
が
あ
っ
て
は
よ
く
な
い
と
い
う
考
え
だ
が
、
大
き
な
経
営
体
の
な
か
に
多
数

の
労
働
力
が
包
摂
さ
れ
て
個
体
差
が
平
準
化
さ
れ
る
段
階
を
歴
史
的
に
過
ぎ
、
夫

婦
中
心
の
経
営
主
体
に
な
っ
て
く
れ
ば
、
個
体
差
が
直
接
に
経
営
を
左
右
す
る
よ

う
に
な
っ
て
く
る
。
個
体
的
な
能
力
が
、
「
無
勢
に
し
て
耕
作
あ
し
き
土
民
は
、

米
を
得
る
も
の
す
く
な
し
」
（
巻
十
・
麦
作
集
）
、
「
農
人
力
在
く
、
う
で
よ
は
き
は
、

杷
あ
さ
く
、
土
こ
な
れ
ず
」
（
巻
十
一
・
五
穀
雑
穀
耕
作
集
）
と
い
う
よ
う
に
問
題

に
な
る
の
は
、
個
別
経
営
の
進
展
の
表
現
で
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
が
も
っ
て
い
る

き
び
し
い
限
界
の
表
現
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
個
別
的
な
存
在
と
な
っ
た
　
　
個
別
的
労
働
力
は
太
古

か
ら
実
在
し
た
が
価
別
労
働
力
と
し
て
の
存
在
力
を
も
っ
て
い
た
の
で
は
な
い

－
農
民
の
関
係
の
な
か
で
、
農
業
技
術
書
も
ま
た
生
ま
れ
る
根
拠
を
も
つ
。
農

　
　
　
　
　
近
世
的
百
娃
人
格

書
は
、
頭
初
か
ら
「
小
農
」
存
在
を
視
野
に
入
れ
、
技
術
と
知
識
の
普
及
と
習
得

を
ね
ら
い
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
『
百
姓
伝
記
』
は
、
農
業
技
術
を
、
「
大
農
」

と
「
小
農
」
の
関
係
の
な
か
で
、

　
小
農
、
問
て
云
…
…
（
巻
三
・
田
畠
地
性
論
）

　
大
農
、
こ
た
へ
て
云
…
…
（
同
前
）

と
い
う
よ
う
に
普
及
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
。
「
犬
農
」
「
小
農
」
は
村
落
内
の

階
屑
関
係
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
農
業
の
指
導
老
と
被
指
導
老
の
関
係
と
し
て
位

置
づ
げ
ら
れ
て
い
る
。
農
業
の
指
導
老
は
、
「
古
農
」
「
農
固
」
「
老
農
」
と
し
て

も
現
わ
れ
る
が
、
そ
の
実
体
は
、
複
合
家
族
の
労
働
力
か
隷
属
労
働
力
か
で
農
業

生
産
を
維
持
す
る
上
層
の
老
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
を
重
視
す
る
議
論
も
で
き
た
く

は
な
い
が
、
そ
れ
は
「
小
農
」
展
開
の
眼
界
面
の
表
現
に
外
な
ら
ず
、
こ
こ
で
は
、

成
長
し
て
き
た
、
し
た
が
っ
て
個
別
性
を
強
め
つ
つ
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
脆
弱
た

「
小
農
」
ら
に
た
い
し
て
、
「
大
農
に
尋
習
へ
耕
作
せ
よ
」
（
巻
三
．
田
畠
地
性
論
）

「
古
農
に
尋
習
ふ
ぺ
し
」
（
同
前
）
と
、
「
尋
習
」
う
主
体
と
し
て
「
小
農
」
を
措

定
し
て
い
る
こ
と
こ
そ
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
小
農
」
を
技
術
上
の
主

体
者
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
位
置
づ
け
を
前
提
に
L
た
け

れ
ば
、
『
百
姓
伝
記
』
の
記
述
自
体
が
不
要
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
こ
と
は
、

技
術
水
準
の
高
下
や
内
容
と
し
て
よ
り
も
、
ま
ず
経
営
単
位
（
1
1
「
小
農
）
ご
と

に
、
　
「
尋
習
」
い
つ
つ
農
作
業
を
す
す
め
る
個
別
者
と
し
て
近
世
百
姓
が
想
定
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
状
態
と
し
て
注
目
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
こ
う
し
て
、
近
世
百
姓
人
格
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
彼
ら
が
ま
ず
「
畜

類
」
と
区
別
さ
れ
た
「
人
」
「
人
間
」
と
し
て
位
置
づ
げ
ら
れ
、
ま
た
そ
の
う
え
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に
個
別
的
存
在
　
　
近
代
的
個
人
概
念
と
は
も
と
よ
り
異
質
た
－
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
、
こ
の
意
味
で
主
体
性
を
容
認
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
、
第
一
点
と
し
て

明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
近
世
的
な
支
配
と
隷
属
は
、
こ
ひ
よ
う
た
主
体
性
を

承
認
さ
れ
た
者
ら
を
、
そ
の
主
体
性
を
ひ
き
だ
し
つ
つ
編
制
L
て
い
く
方
式
と
し

て
し
か
具
体
化
で
き
な
い

二
　
家
職
と
公
儀
役
儀

　
十
七
世
紀
の
『
百
姓
伝
記
』
が
「
家
職
」
を
論
じ
る
の
は
、
百
姓
の
主
体
性
に

基
づ
い
て
幕
藩
制
支
配
へ
対
応
L
て
い
く
も
っ
と
も
重
要
な
道
筋
で
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

　
百
姓
が
「
村
中
の
わ
か
き
人
、
家
職
な
ら
ぬ
球
を
し
て
あ
そ
ぶ
か
渡
世
す
る
は
、

御
高
札
の
お
も
て
に
背
く
悪
班
成
事
」
（
巻
二
・
五
常
之
巻
）
と
指
摘
さ
れ
る
さ
い

の
「
家
職
」
と
は
、
「
耕
作
の
帳
」
（
同
前
）
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

こ
の
「
耕
作
」
は
た
ん
な
る
強
制
労
働
と
し
て
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
「
土
民
職
を

勤
る
が
本
意
也
」
（
同
前
）
と
い
う
の
は
、
そ
の
労
働
が
生
業
以
上
の
意
味
を
も
た

せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
現
わ
し
て
い
る
。
耕
作
労
働
は
た
だ
命
を
つ
な
ぐ
の
で

は
な
く
「
職
を
勤
る
」
行
為
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
た
と
え
客
観
的

に
は
全
剰
余
の
収
奪
に
結
果
す
る
と
し
て
も
、
生
産
主
体
に
お
い
て
は
、
そ
の
生

存
に
普
遍
的
な
価
値
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
た
る
。
そ
れ
は
支
配
の
側
か
ら
与
え

よ
う
と
し
た
の
で
も
あ
る
が
、
百
姓
の
側
に
お
い
て
も
、
屈
従
と
し
て
で
は
な
く

自
己
の
普
遍
化
の
た
め
に
納
得
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
『
伝
記
』
の
著
老
ぱ
、
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田
を
か
へ
し
、
稲
を
植
、
耕
作
を
仕
る
は
、
土
民
の
本
な
り
。
…
…
家
職
を
わ

　
す
れ
、
余
職
に
日
を
く
ら
し
な
ぱ
、
天
理
に
背
き
、
百
が
一
も
み
の
る
蔀
な
く
、

　
飢
寒
の
輩
其
国
里
に
多
く
、
目
前
に
か
な
し
み
を
見
む
。
（
巻
九
・
田
耕
作
集
）

と
説
く
。
「
余
職
」
は
、
「
耕
作
」
を
内
容
と
す
る
「
家
職
」
と
の
対
比
で
否
定
さ

れ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
利
益
の
論
か
ら
で
な
く
、
「
天
理
」
と
い
う
も
っ
と
も
根

本
的
な
原
理
の
名
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
余
職
」
は
、
当
時
に
お
い

て
も
そ
れ
以
降
に
お
い
て
も
慕
藩
制
期
の
農
家
経
済
を
維
持
す
る
う
え
で
不
可
欠

で
あ
っ
た
が
、
理
念
的
に
は
家
職
と
対
置
さ
れ
て
否
定
さ
れ
た
。

　
こ
の
家
職
は
、
「
天
理
」
に
基
づ
く
と
い
わ
れ
る
か
ぎ
り
で
は
き
わ
め
て
抽
象

度
の
高
い
価
値
づ
け
で
あ
り
、
ま
た
「
諸
民
を
や
し
な
ひ
」
（
巻
九
、
田
耕
作
集
）

と
い
う
目
標
提
示
の
か
ぎ
り
で
は
杜
会
と
直
接
に
結
び
つ
く
は
ず
で
あ
る
が
、
現

実
に
は
公
権
力
と
の
結
び
つ
き
、
公
権
力
を
媒
介
に
し
て
の
機
能
が
強
謂
さ
れ
る
。

普
遍
的
杜
会
的
な
目
標
が
強
調
さ
れ
る
ほ
ど
、
公
権
カ
ヘ
の
結
合
性
が
増
す
と
い

う
関
係
に
な
る
の
で
あ
る

　
五
常
と
し
て
の
仁
は
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
家
職
の
論
で
は
次
の
よ
う
な

内
容
が
与
え
ら
れ
る
。

　
仁
と
は
御
地
頭
様
へ
私
心
な
く
能
御
役
儀
を
相
筋
、
御
奉
行
衆
へ
直
に
つ
か
へ

　
奉
り
、
御
公
儀
人
と
い
は
ば
、
い
か
や
う
た
る
人
た
り
共
う
や
ま
ひ
（
巻
二
．

　
五
常
之
巻
）

　
「
地
頭
」
は
ふ
つ
う
は
私
領
主
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
「
御
公
儀
人
」

と
つ
な
が
る
「
公
雌
」
権
力
の
こ
と
で
あ
る
。
領
主
に
た
い
し
て
百
姓
役
儀
を
務

め
役
人
を
敬
う
と
い
う
の
が
仁
だ
と
さ
れ
る
こ
と
に
対
置
さ
れ
て
、
「
不
仁
者
と



云
は
、
御
地
頭
様
御
役
儀
を
も
し
か
く
つ
と
め
ず
、
御
奉
行
衆
へ
も
万
端
す
な

を
な
ら
ず
。
め
ど
ろ
な
る
御
公
儀
人
村
へ
き
た
れ
ぱ
あ
な
ど
り
…
…
」
（
巻
二
、
五

常
之
巻
）
と
領
主
負
担
に
応
じ
な
い
こ
と
、
領
主
役
人
に
た
て
つ
く
こ
と
が
不
仁

だ
と
さ
れ
る
に
至
る
。

　
「
儀
」
「
儀
理
」
も
同
じ
よ
う
に
、
「
公
儀
を
か
す
め
」
（
同
前
）
る
こ
と
が
義
理

に
反
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
反
対
に
、
「
義
理
に
達
す
る
土
民
は
、
我
事
な
ら
ね

ど
も
、
御
公
儀
御
地
頭
に
御
大
切
な
る
御
な
ん
ぎ
あ
る
と
き
は
、
妻
子
・
家
の
子

も
ろ
と
も
に
、
命
か
ぎ
り
に
御
用
を
達
し
－
…
」
（
同
前
）
と
、
使
用
人
を
ふ
く
め

た
家
族
全
員
で
公
儀
・
地
頭
に
「
御
用
」
を
務
め
る
こ
と
が
百
姓
の
義
理
の
第
一

義
に
な
る
の
で
あ
る
。
「
信
」
も
、
抽
象
的
に
は
「
物
の
へ
ん
ぜ
ざ
る
を
い
ふ
な

り
」
（
同
前
）
と
い
う
こ
と
だ
が
、
そ
れ
が
現
実
の
諸
関
係
に
現
わ
れ
で
た
も
の
に

な
る
と
、
「
御
公
燐
御
地
頭
よ
り
仰
出
さ
る
事
少
も
か
は
る
事
た
」
。
善
悪
と
も

に
、
毛
頭
桟
し
ま
の
御
心
な
く
、
真
実
誠
め
道
に
叶
ひ
た
る
儀
を
仰
出
さ
る
土
も

の
也
」
（
同
前
）
と
な
っ
て
、
領
主
の
無
謬
性
を
ひ
た
す
ら
信
概
す
る
方
向
へ
働
い

て
し
ま
う
。

　
こ
う
し
て
百
姓
家
職
を
起
点
に
お
い
た
「
公
儀
」
へ
の
服
従
は
、
次
の
よ
う
に

言
わ
れ
る
と
き
、
ほ
と
ん
ど
完
全
な
内
容
と
た
る
。

　
公
事
を
全
ふ
し
て
地
頭
を
恨
る
と
云
事
、
常
に
土
民
の
貴
む
所
な
り
。
公
事
と

　
は
御
公
儀
の
事
也
。
土
民
は
日
夜
靭
暮
御
公
儀
の
御
役
俵
を
勤
る
。
そ
れ
ぞ
れ

　
の
御
役
義
を
庄
官
、
五
人
組
に
随
て
、
少
も
悪
義
な
く
、
燧
に
勤
め
、
猶
以
御

年
貢
を
ぱ
人
よ
り
先
へ
術
へ
奉
り
、
皆
済
L
、
御
法
度
を
堅
相
守
て
、
御
非
儀

　
に
よ
り
て
曲
事
に
行
る
る
は
恨
あ
る
べ
し
。
何
事
に
付
て
も
御
地
頭
の
ま
が
り

　
　
　
　
　
近
世
的
百
姓
人
栴

有
て
、
震
を
曲
誓
被
一
仰
付
泰
、
万
に
ひ
と
つ
差
し
。
み
た
く
我
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
　
片

　
が
非
儀
に
よ
っ
て
御
法
度
に
背
き
、
地
下
処
を
は
ら
は
れ
、
重
き
は
死
罪
に
あ

　
ふ
な
り
o
（
巻
二
・
五
常
之
巻
）

　
百
姓
役
儀
を
勤
め
、
年
貢
を
皆
済
し
、
法
度
を
堅
く
守
る
、
そ
の
う
え
で
領
主

側
に
非
が
あ
れ
ぱ
は
じ
め
て
百
姓
の
側
か
ら
恨
む
こ
と
が
で
き
る
が
、
領
主
非
儀

は
絶
対
な
い
の
だ
か
ら
、
百
姓
非
儀
に
外
な
ら
ず
罰
せ
ら
れ
る
、
と
い
う
の
で
あ

る
o

　
ま
た
土
地
に
つ
い
て
も
、
「
ゆ
び
の
さ
き
、
は
り
の
さ
き
に
て
つ
く
ほ
ど
も
、

諾
民
の
地
た
し
。
御
国
主
、
郡
主
・
御
地
頭
へ
、
上
よ
り
下
に
給
は
る
村
々
・
里

里
・
町
々
に
居
る
諸
民
也
」
（
巻
二
・
五
常
之
巻
）
と
完
全
な
無
所
有
の
考
え
に
た

つ
。

　
仁
と
か
義
と
か
信
な
ど
の
普
遍
的
徳
目
を
原
理
と
す
る
公
儀
へ
の
徹
底
し
た
服

従
は
、
し
か
し
た
ん
な
る
隷
属
感
覚
で
説
明
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、

「
御
公
儀
様
へ
の
御
奉
公
・
不
奉
公
」
（
同
前
）
と
い
う
言
葉
に
示
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
百
姓
の
内
部
で
は
主
従
制
に
擬
せ
ら
れ
た
「
奉
公
」
の
感
覚
で
了
解
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
「
人
」
と
し
て
の
主
体
性
か
ら
、
徹
底
し
た
服
従
が
納
得
さ

れ
よ
う
と
し
て
い
る
ゆ
え
、
他
方
に
は
、
「
人
」
と
し
て
の
主
体
性
の
獲
得
が
、

「
覚
悟
よ
き
も
の
は
十
蔵
に
て
も
学
文
を
能
し
て
、
百
歳
の
年
寄
よ
り
分
別
・
思

案
よ
き
も
の
多
し
。
…
…
幼
少
の
子
ど
も
に
は
先
い
ろ
は
を
な
ら
わ
せ
、
智
恵
の

付
古
き
小
文
等
を
よ
ま
す
べ
し
。
全
親
の
慈
悲
也
」
（
同
前
）
と
、
百
姓
の
「
学

文
」
が
肯
定
さ
れ
推
奨
さ
れ
さ
え
す
る
。
家
職
も
、
主
体
的
な
能
力
に
よ
る
「
奉

公
」
な
の
だ
か
ら
、
「
分
眼
相
応
に
学
文
を
い
た
」
、
土
民
職
を
勤
る
が
本
意
也
L
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（
同
前
）
と
い
う
よ
う
に
「
学
文
」
と
結
び
つ
げ
ら
れ
る
。
領
主
も
ま
た
、
あ
ら
ゆ

る
も
の
に
超
越
す
る
存
在
で
は
な
く
、
「
四
恩
の
事
、
一
に
は
天
地
の
恩
、
二
に

は
父
母
の
恩
、
三
に
は
主
君
の
恩
、
四
に
は
一
切
衆
生
の
恩
な
り
」
（
同
前
）
と

「
四
恩
」
の
う
ち
第
三
位
に
お
か
れ
る
。
先
の
百
姓
土
地
無
所
有
の
論
は
、
そ
の

第
三
位
の
主
君
の
恩
が
例
示
さ
れ
る
場
面
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
領

主
の
絶
対
性
は
、
そ
の
「
公
儀
」
性
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
納
得
に
よ
っ

て
百
姓
の
生
業
が
公
的
性
格
を
帯
ぴ
、
普
遍
的
価
値
を
付
与
さ
れ
る
と
い
う
関
係

の
た
か
で
、
じ
つ
は
近
世
的
た
服
従
的
人
格
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

三
　
富
貴
と
徳

　
「
人
」
「
人
間
」
と
し
て
の
地
位
。
そ
こ
か
ら
主
体
的
倫
理
的
に
納
得
さ
れ
て

い
く
公
儀
へ
の
絶
対
服
従
。
こ
の
よ
う
に
す
す
む
百
姓
人
格
形
成
は
、
じ
つ
は
根

底
に
お
い
て
あ
る
分
裂
的
契
機
を
伴
な
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　
百
姓
は
農
業
生
産
者
で
あ
る
か
ぎ
り
、
つ
ね
に
生
産
力
増
強
へ
の
意
欲
を
も
ち
、

「
五
穀
万
作
」
（
巻
二
・
五
常
之
巻
）
を
祈
願
し
た
が
、
そ
の
成
果
を
、
一
方
で
年

貢
皆
済
へ
向
け
る
こ
と
を
納
得
し
な
が
ら
も
、
他
方
で
は
、

　
あ
る
と
あ
ら
ゆ
る
躯
を
工
夫
・
思
案
し
て
、
渡
世
す
る
に
よ
り
て
、
諸
人
に
賞

　
翫
せ
ら
れ
、
自
ず
か
ら
長
者
と
な
る
。
（
巻
二
．
五
常
之
巻
）

と
、
「
長
老
」
が
自
己
像
の
行
手
に
お
か
れ
る
。
現
実
に
は
、
「
小
農
」
の
ほ
と
ん

ど
に
と
っ
て
「
長
者
」
に
な
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
「
長
者
」
の
イ
メ
ー

ジ
ば
彼
ら
に
と
っ
て
肯
定
的
な
喚
起
力
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
だ
が
「
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
二

者
」
が
あ
ま
り
に
個
別
的
で
隔
絶
感
の
あ
る
目
標
提
示
で
あ
っ
た
こ
と
も
た
L
か

で
あ
り
、
い
ま
少
し
普
遍
性
の
あ
る
百
姓
像
が
、
「
貴
賎
上
下
出
入
お
ほ
き
家
、

富
貴
な
ら
ず
と
い
ふ
事
な
し
」
（
巻
二
・
五
常
之
巻
）
と
い
う
よ
う
に
使
わ
れ
る
「
當

貴
」
と
い
う
言
葉
で
示
さ
れ
る
。
「
富
貴
」
な
百
娃
、
で
あ
る
。
ま
た
、

　
諸
民
大
小
身
持
を
せ
ば
、
福
徳
ね
が
は
ざ
る
に
成
り
、
子
孫
に
余
慶
有
ぺ
し
。

　
（
同
前
）

と
言
わ
れ
る
「
福
徳
」
「
余
慶
」
も
領
主
へ
の
役
儀
勤
務
と
は
区
別
さ
れ
る
目
標

で
あ
る
。
「
一
世
安
全
に
し
て
子
孫
ゆ
た
か
な
る
べ
し
」
（
同
前
）
と
い
う
「
ゆ
た

か
」
も
、
や
は
り
同
じ
性
質
の
も
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
個
人
と
し
て
で
は
た
く
家
族
単
位
の
個
別
的
た
充
足
の
目

標
で
あ
る
ゆ
え
、
逆
の
方
向
か
ら
「
家
を
う
し
た
ひ
、
明
日
に
わ
か
れ
、
子
孫
を

う
し
な
ふ
」
（
同
前
）
と
、
家
宅
・
土
地
喪
失
、
子
孫
断
絶
・
四
散
の
恐
れ
と
L
て

言
わ
れ
る
こ
と
も
、
百
姓
に
と
っ
て
は
同
義
で
あ
る
。

　
「
徳
」
と
い
う
言
葉
も
、
「
富
貴
」
の
よ
う
な
家
と
し
て
の
目
標
で
は
な
い
が
、

作
物
ご
と
、
道
具
ご
と
、
行
為
ご
と
に
百
姓
の
手
に
な
ん
ら
か
を
も
た
ら
す
、
肯

定
的
な
性
質
を
も
つ
も
の
と
し
て
、
さ
か
ん
に
用
い
ら
れ
る
。

　
細
工
人
・
か
ぢ
に
も
、
品
々
を
こ
し
ら
ゆ
る
に
、
上
手
・
下
手
あ
り
。
徳
を
得

る
事
を
か
ん
が
え
、
諸
道
具
を
こ
し
ら
へ
可
遣
老
也
。
（
巻
五
．
農
具
小
荷
駄
具

揃
）　

こ
の
意
味
は
少
し
で
も
使
い
良
さ
、
長
持
ち
を
考
え
て
農
具
を
つ
く
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
が
、
「
耕
作
鍬
に
は
ふ
る
き
か
ろ
き
、
又
う
す
な
る
を
用
よ
。
草
の

ね
を
こ
ま
か
に
け
ず
り
す
き
か
へ
す
に
徳
あ
り
」
（
巻
五
・
農
具
小
荷
駄
具
揃
）



と
あ
る
「
徳
」
は
、
有
効
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
の
他
、
下
水
の
す
て
方
、
井

戸
の
掘
り
方
な
ど
な
に
ご
と
に
つ
け
て
も
「
徳
」
の
あ
る
な
L
、
多
い
少
な
い
が

論
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
最
終
的
に
は
農
業
生
産
几
皿
の
多
さ
に
結
び
つ
い
て
い
く
。

　
　
　
　
　
　
（
睡
）

端
的
に
は
、
「
あ
い
を
作
る
事
。
：
…
・
井
の
水
か
け
ひ
き
自
由
の
田
地
な
ら
ば
、

田
に
作
る
ぺ
し
f
：
…
徳
多
き
も
の
な
り
」
（
巻
十
一
・
五
殻
雑
殻
耕
作
集
）
と
い
う

用
い
方
で
あ
る
。

　
こ
う
L
て
「
富
貴
」
は
家
（
子
孫
へ
つ
な
が
る
も
の
と
L
て
の
）
の
あ
り
よ
う

の
目
標
、
「
徳
」
は
日
々
の
具
体
的
た
局
面
で
の
行
為
の
目
標
を
示
す
も
の
と
L

て
、
百
姓
の
、
領
主
支
配
か
ら
ま
ぬ
が
れ
た
次
元
で
の
価
依
が
設
定
さ
れ
る
。
そ

の
よ
う
な
個
別
的
な
百
姓
が
ひ
と
ま
と
童
り
の
村
落
共
同
体
を
形
成
す
る
1
百

姓
の
個
別
性
は
真
に
独
立
的
な
も
の
で
な
い
こ
と
は
経
済
史
的
に
は
多
く
の
論
証

が
あ
る
　
　
さ
い
、
『
百
姓
伝
記
』
で
は
次
の
よ
う
な
理
想
郷
が
想
像
さ
れ
る
。

そ
れ
は
、
「
福
地
」
と
も
「
宝
土
」
と
も
表
現
さ
れ
る
、
実
際
に
は
存
在
L
が
た

い
村
落
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。

　
①
そ
の
村
は
田
畠
が
四
十
町
も
五
十
町
も
あ
る
広
々
と
L
た
場
所
で
、
土
質
が

良
い
（
お
も
い
土
）
。

　
②
村
の
束
西
南
北
を
、
馬
草
を
と
り
薪
を
と
る
野
山
が
囲
み
、
野
山
と
村
の
つ

な
が
り
目
（
「
腰
々
」
）
に
は
耕
地
に
そ
そ
ぐ
水
が
豊
か
に
あ
る
。

　
③
そ
こ
に
百
姓
の
家
屋
敷
を
つ
く
り
、
家
の
下
水
を
そ
こ
よ
り
低
い
所
に
あ
る

田
に
は
か
せ
る
。

　
④
田
も
畠
も
百
姓
の
通
い
路
は
広
く
つ
け
る
。

　
⑤
田
畠
を
大
き
く
区
画
し
、
畔
や
境
に
空
地
が
な
い
よ
う
に
す
る
。

　
　
　
　
　
近
世
的
百
姓
人
格

　
⑥
村
は
、
魚
類
や
塩
草
を
と
る
海
へ
も
近
い
位
置
に
あ
る
。

　
⑦
村
は
、
い
ろ
い
ろ
な
所
用
を
足
し
、
不
浄
（
人
糞
尿
）
を
得
る
町
へ
は
も
っ

と
近
い
位
置
に
あ
る
。
（
巻
三
・
田
畠
地
性
論
）

　
こ
れ
が
、
十
七
世
紀
後
期
の
、
百
姓
が
熱
望
す
る
村
落
で
あ
る
が
、
も
と
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
由
れ

百
姓
は
そ
の
よ
う
な
場
所
が
「
希
に
有
レ
之
宝
土
」
（
同
前
）
で
あ
る
こ
と
は
知
っ

て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
空
想
に
、
近
世
百
姓
の
想
像
力
が
豊
富
に
発
揮
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
疑
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
公
儀
へ
の
役
儀
勤
務
に
か
ん
す
る
徹
底
し
た
服
従
の
精
神
と
、
「
福
費
」
「
徳
」

「
宝
土
」
を
貧
欲
に
追
求
し
、
「
長
老
」
像
ま
で
揃
く
欲
求
と
の
関
係
は
、
現
実
の

な
か
で
は
破
綻
せ
ず
に
運
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
両
方
と
も

に
充
足
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
逆
に
、
両
方
と
も
が
「
破
綻
」
し
つ

つ
、
い
わ
ば
惨
め
に
「
統
こ
さ
れ
て
い
る
の
が
実
情
だ
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
論

理
的
に
は
、
百
姓
人
格
が
、
一
方
で
は
「
公
民
」
の
方
向
に
拡
充
さ
れ
よ
う
と
L
、

他
方
で
は
「
私
人
」
と
し
て
の
方
向
に
膨
脹
し
よ
う
と
す
る
1
「
公
民
」
に
対

置
さ
れ
る
も
の
は
、
「
私
人
」
だ
け
で
な
く
共
同
体
の
充
足
を
希
求
す
る
「
村
人
」

と
L
て
の
立
場
が
あ
る
が
1
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
こ
こ
に
近
世
百
姓
人
格
の

根
底
的
な
分
裂
な
い
し
は
矛
盾
を
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
注
記
し
た
「
村
人
」

を
ふ
く
め
て
考
え
れ
ば
、
そ
の
比
重
は
等
量
で
な
い
が
、
公
的
人
格
と
し
て
表
面

化
し
つ
つ
、
私
的
（
1
－
家
的
で
あ
り
、
個
人
的
で
は
な
い
）
人
格
・
共
同
体
的

（
こ
こ
で
の
共
同
体
は
家
族
を
さ
さ
ず
、
家
速
合
と
L
て
の
村
落
）
人
格
へ
と
対

立
的
契
機
を
は
ら
み
つ
つ
実
在
す
る
の
が
百
姓
だ
っ
た
、
と
理
解
す
る
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
三



四
　
祖
霊
・
氏
神
へ
の
礼
拝

　
法
文
・
機
構
・
制
度
が
目
を
見
は
る
ほ
ど
伸
長
し
た
時
代
で
は
あ
る
が
、
神
秘

的
宗
教
的
諸
観
念
は
百
姓
の
糖
神
生
活
の
な
か
で
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
た
。

『
百
姓
伝
記
』
の
た
か
で
も
、
こ
れ
に
関
わ
る
記
述
が
ひ
ん
ぱ
ん
に
現
わ
れ
る
。

　
土
民
は
猶
毎
日
毎
夜
日
月
を
拝
み
奉
り
、
諸
神
諮
仏
へ
す
な
を
た
る
心
を
も
っ

　
　
（
祈
吾
）

　
て
き
せ
い
し
、
雨
露
御
順
水
を
ね
が
ひ
奉
ら
ぱ
其
年
々
五
穀
万
作
せ
ず
と
い
ふ

　
事
あ
ら
じ
。
（
巻
三
・
田
畠
地
性
諭
）

　
①
目
月
②
諸
神
③
諸
仏
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
人
力
を
超
え
る
威
力
を
も
つ
も
の

へ
の
祈
誓
が
豊
作
に
結
果
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
農
業
生
産
の
自
然
的
性
格

と
い
う
大
枠
の
も
と
で
、
近
世
百
姓
が
神
威
へ
依
存
す
る
具
体
的
た
あ
り
方
を
問

わ
ね
ぱ
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

　
五
常
の
一
つ
、
「
礼
」
は
こ
の
よ
う
な
神
秘
的
な
威
力
あ
る
も
の
に
た
い
す
る

崇
敬
の
態
度
の
こ
と
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
「
礼
拝
」
と
同
義
で
あ
る
が
、
鳥
類
・

畜
類
と
の
区
別
も
そ
の
点
に
あ
る
と
し
、

　
土
民
た
る
人
は
先
前
日
さ
か
や
き
を
そ
り
、
行
水
を
し
て
、
翌
朝
早
天
よ
り
か

　
み
を
ゆ
ひ
、
父
祖
の
尊
霊
を
拝
み
率
り
、
村
里
の
氏
神
を
礼
拝
し
、
…
…
わ
が

　
村
里
に
あ
り
来
る
寺
杜
を
尊
敬
し
、
毎
年
毎
月
祭
礼
を
こ
た
る
窃
な
か
れ
。
氏

　
子
の
無
沙
汰
あ
り
て
は
氏
神
の
徳
す
く
な
し
。
（
巻
二
・
五
常
之
巻
）

　
こ
こ
で
は
、
①
父
祖
の
尊
霊
②
村
里
の
氏
神
③
居
村
の
寺
杜
と
い
う
、
農
民
に

と
っ
て
の
信
仰
の
三
つ
の
方
向
が
明
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
ぺ
き
だ
ろ
う
。
①
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ハ
四

家
の
存
続
を
祈
る
祖
先
神
（
仏
）
、
②
は
村
の
永
続
を
祈
る
鎮
守
神
、
③
は
寺
檀

制
下
の
寺
を
は
じ
め
と
し
、
来
世
往
生
、
現
世
利
益
を
祈
る
村
内
の
数
多
く
の
杜

祠
で
あ
る
。
近
世
百
娃
は
、
信
心
の
み
で
五
穀
万
作
が
実
現
さ
れ
る
と
は
考
え
て

お
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
農
業
技
術
書
が
書
か
れ
る
に
至
る
の
だ
が
、
技
術
と

は
な
ん
ら
か
の
神
秘
的
な
呪
術
を
加
え
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
こ
の
時
代
の

「
合
理
」
性
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
く
て
は
た
ら
た
い
。
技
術
と
祈
願
は
対
立

す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
『
伝
記
』
で
は
、
「
大
黒
」
信
仰
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
犬
黒
は
、
「
犬
黒
天
神

を
能
信
じ
奉
れ
ぱ
、
福
老
と
た
る
蔀
う
た
が
ひ
な
し
」
（
巻
二
・
五
常
之
巻
）
と
あ

る
よ
う
に
、
各
家
の
発
展
に
力
を
か
し
て
く
れ
る
神
で
あ
る
。
大
黒
の
器
量
の
悪

さ
は
、
人
は
み
め
か
た
ち
よ
り
真
意
の
清
い
の
が
大
事
だ
か
ら
で
あ
る
。
犬
黒
の

ま
ぶ
た
が
厚
く
下
ぱ
か
り
な
が
め
て
い
る
の
は
、
上
を
み
る
な
、
自
分
よ
り
下
の

者
ぱ
か
り
を
み
れ
ぱ
世
渡
り
に
騎
る
心
が
な
く
な
る
と
い
う
戒
め
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
教
戒
が
、
大
黒
の
身
体
、
か
っ
こ
う
の
す
べ
て
に
結
び
つ
け
て
な
さ
れ
る

が
、
こ
の
場
合
に
も
、
上
を
う
ら
や
ま
ず
下
を
み
る
こ
と
で
満
足
さ
せ
る
と
い
う

理
解
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
そ
の
一
つ
一
つ
の
戒
め
を
つ
う
じ
て
、
じ
つ
は

「
福
老
」
「
福
貴
」
「
福
徳
」
「
余
慶
」
と
い
う
願
い
が
達
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
と

し
て
い
る
こ
と
こ
そ
、
大
黒
信
仰
に
生
気
を
与
え
て
い
る
点
な
の
で
あ
る
。

　
「
三
杜
」
信
仰
も
、
す
で
に
こ
の
時
期
、
百
姓
の
信
心
の
な
か
で
大
き
注
も
の

と
な
っ
て
い
る
。
三
杜
と
は
、
天
照
太
神
宮
、
春
日
大
明
神
、
八
幡
宮
の
こ
と
で

あ
る
が
、
こ
の
三
神
は
、

　
右
の
御
神
々
は
我
朝
の
御
本
主
た
る
に
よ
り
て
、
御
神
領
も
多
く
、
猶
日
本
国



　
の
諸
民
拝
み
奉
り
…
…
（
巻
二
・
五
常
之
巻
）

と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
村
里
の
氏
神
」
と
は
異
な
り
、
ナ
シ
目
ナ
ル
た
性
質

を
も
つ
神
々
で
あ
り
、
ま
た
個
々
の
利
益
よ
り
「
諸
民
い
ま
し
め
」
（
同
前
）
の

た
め
に
存
在
す
る
神
で
あ
る
。
こ
の
三
神
へ
た
い
し
て
、
百
姓
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別

別
の
供
物
を
献
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
れ
ら
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
神
仏
は
百
姓
に
「
福
徳
」
を
与
え
て
く
れ
る
－

崇
敬
し
な
け
れ
ぱ
罰
が
下
る
ー
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
点
は
、
そ

れ
ら
へ
の
崇
敬
を
す
す
め
る
さ
い
に
、
信
仰
老
の
手
本
と
し
て
、
「
天
子
」
「
御
上

様
・
御
公
家
・
大
臣
」
「
上
た
る
人
」
が
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
げ
ら
れ

て
い
る
存
在
の
す
べ
て
で
な
い
に
し
て
も
、
明
ら
か
に
そ
こ
に
は
天
皇
以
下
、
朝

廷
関
係
の
権
威
が
も
ち
だ
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
大
黒
天
神
に
つ
い
て
も
、
比
叡

山
の
王
城
守
護
に
果
た
す
役
割
を
述
べ
た
あ
と
、
大
黒
天
神
が
そ
の
比
叡
山
の
鎮

守
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
「
貴
賎
上
下
」
の
秩
序
が
信
仰
を
つ
う
じ
て
納
得
さ

せ
ら
れ
る
組
み
立
て
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
を
は
ら
っ
て
お
き
た
い
と
思

う
o

五
　
他
の
身
分
と
の
関
係
意
識

　
百
姓
身
分
の
自
己
認
識
は
、
日
本
古
代
・
日
本
中
世
で
も
他
の
諾
身
分
と
の
区

別
、
比
較
と
し
て
具
体
化
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
近
世
で
は
ど
の
よ
う
な

現
わ
れ
方
を
し
て
い
た
の
か
。

　
『
伝
記
』
で
は
、
百
姓
を
武
士
と
比
較
し
て
論
じ
る
こ
と
が
多
い
。

　
　
　
　
　
近
世
的
百
姓
人
楮

　
義
理
に
達
す
る
武
土
は
、
十
死
一
生
の
ば
た
ら
き
を
た
し
、
高
名
を
き
は
め
、

　
所
領
を
取
、
子
孫
永
く
栄
へ
ま
し
童
す
。
是
を
義
士
と
云
て
上
儀
に
て
御
本
走

　
ま
し
ま
す
。
斑
か
は
り
品
か
は
る
と
い
へ
ど
も
、
土
民
た
る
人
も
其
覚
悟
ち
が

　
ひ
て
は
家
を
う
し
な
ふ
。
（
巻
二
・
五
常
之
巻
）

　
「
義
理
に
達
す
る
武
士
」
に
対
置
す
る
か
た
ち
で
「
義
理
に
達
す
る
土
民
」

（
巻
二
・
五
常
之
巻
）
で
あ
る
こ
と
が
国
標
に
さ
れ
る
。
だ
が
土
民
の
義
理
が
戦
場

で
の
そ
れ
で
は
な
い
こ
と
も
は
っ
き
り
知
ら
れ
て
お
り
、
①
公
儀
地
頭
へ
奉
仕
す

る
、
②
妻
子
・
家
の
子
・
一
類
の
難
儀
を
救
う
、
③
友
百
姓
と
の
約
束
を
た
が
え

な
い
、
④
他
人
の
田
畠
畔
を
か
す
め
な
い
、
⑤
恩
を
忘
れ
な
い
、
⑥
妻
子
．
家
の

子
に
え
こ
ひ
い
き
せ
ず
偽
ら
な
い
、
⑦
金
銀
米
銭
を
適
切
に
用
い
る
、
⑧
所
用
を

き
ち
ん
と
す
る
、
⑨
言
行
を
一
致
さ
せ
る
、
と
い
う
の
が
土
民
に
お
げ
る
「
儀
理

老
」
（
同
前
）
で
あ
る
。
抽
象
的
な
倫
理
上
の
目
標
と
L
て
は
武
士
と
同
じ
で
あ
る

が
、
具
体
的
な
内
容
で
は
異
な
る
、
そ
の
よ
う
た
か
た
ち
で
兵
農
が
区
別
さ
れ
る

・
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
用
い
る
逝
具
と
の
脚
係
の
場
合
に
も
み
ら
れ
る
。
「
土
民
ば

分
隈
相
応
に
、
其
品
々
を
こ
し
ら
へ
持
べ
き
な
り
。
御
武
家
は
御
家
に
備
は
り
た

る
弓
・
鉄
炮
・
鑓
・
長
刀
・
太
刀
・
か
た
な
・
馬
具
其
外
一
つ
も
武
道
具
の
か
げ

ざ
る
や
う
に
御
た
し
な
み
あ
る
も
の
也
」
（
巻
五
・
農
具
小
荷
駄
具
論
）
。
使
用
の
目

的
は
ま
っ
た
く
異
な
る
が
、
農
具
に
た
い
す
る
土
民
の
心
得
と
武
具
に
た
い
す
る

武
士
の
心
得
が
同
じ
次
元
の
も
の
と
し
て
比
定
さ
れ
る
。

　
す
で
に
、
士
農
工
商
の
四
民
の
認
識
が
す
す
ん
で
お
り
、
町
人
、
職
人
と
の
区

別
に
つ
い
て
も
論
じ
ら
れ
る
。

　
土
民
の
す
き
、
鍬
は
、
つ
ね
に
土
付
故
さ
び
く
さ
る
事
は
や
し
。
み
が
き
洗
ひ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ハ
五



　
毎
目
油
を
ぬ
る
べ
し
。
ま
た
町
人
・
そ
ろ
ば
ん
、
は
か
り
・
升
に
ご
み
の
た
ま

　
り
て
よ
ご
す
も
の
は
、
身
を
持
そ
こ
な
ふ
。
諸
職
人
、
家
々
の
道
具
を
さ
ぼ
し
、

　
た
し
な
み
あ
し
き
も
の
は
、
細
工
も
下
手
に
て
、
終
に
は
身
を
さ
ぱ
す
な
り
。

　
（
巻
五
・
班
同
穴
小
荷
駄
具
弘
凹

　
百
姓
に
と
っ
て
の
農
具
、
そ
れ
は
町
人
に
と
っ
て
の
そ
ろ
ぱ
ん
・
秤
・
升
で
あ

り
職
人
に
と
っ
て
の
道
具
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
た
職
分
論
的
な
区
別
が
ど
の
よ
う

に
進
ん
だ
の
か
、
検
討
す
ぺ
き
点
は
残
っ
て
い
る
が
、
十
七
世
紀
後
期
に
は
、
少

な
く
と
も
村
落
上
屑
に
は
こ
の
よ
う
な
士
農
工
商
観
が
定
着
し
つ
つ
あ
っ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。

　
だ
が
こ
の
場
合
に
、
士
農
工
商
は
た
ん
に
家
職
区
分
と
し
て
並
列
さ
れ
て
い
る

の
で
は
な
く
、
「
御
武
家
」
は
「
万
一
の
御
用
の
た
め
朝
暮
に
そ
の
御
事
わ
ざ
を

被
レ
遊
」
（
同
前
）
と
特
別
の
上
位
に
お
か
れ
て
い
る
点
に
近
世
百
姓
の
武
士
観

－
そ
れ
は
中
世
で
は
異
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
1
が
み
ら
れ
る
L
、
さ
ら
に
そ

の
武
士
と
の
比
定
に
お
い
て
百
姓
の
あ
り
方
が
も
っ
と
も
熱
心
に
語
ら
れ
る
点
に
、

工
商
の
民
よ
り
無
意
識
の
う
ち
に
一
段
上
位
に
つ
こ
う
と
す
る
百
姓
の
自
己
意
識

が
示
さ
れ
て
い
る
o

　
見
落
す
こ
と
の
で
き
な
い
の
は
、
百
姓
の
「
非
人
」
に
た
い
す
る
区
別
意
識
で

あ
る
。
百
姓
が
「
不
仁
者
」
と
な
る
と
き
、
百
姓
は
、

　
此
明
田
に
先
祖
代
々
の
住
所
を
さ
り
、
乞
食
・
非
人
と
な
り
、
か
つ
へ
死
事
う

　
た
が
ひ
な
L
。
（
巻
二
・
五
常
之
巻
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
六

と
あ
っ
て
、
「
乞
食
、
非
人
」
に
落
ち
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
非

人
」
は
「
乞
食
」
で
あ
り
、
刑
吏
と
か
芸
人
た
ど
の
内
容
は
ふ
く
ま
な
い
が
、
百

姓
が
も
っ
と
も
身
近
に
、
我
身
の
延
長
線
上
に
つ
な
げ
て
イ
メ
ー
ジ
す
る
「
非

人
」
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
武
士
で
さ
え
、
卑
怯
を
働
け
ぱ
自
分
は
死

罪
と
な
り
「
妻
子
ま
で
乞
食
、
非
人
と
な
す
」
（
巻
二
・
五
常
之
巻
）
の
で
あ
っ
て
、

「
非
人
」
と
は
、
自
分
た
ち
と
隔
絶
し
た
無
縁
の
存
在
た
の
で
は
な
く
、
つ
ね
に

自
分
た
ち
が
そ
う
な
る
現
実
的
な
可
能
性
を
も
つ
が
ゆ
え
に
、
自
分
た
ち
の
「
非

人
」
状
態
が
想
像
に
お
い
て
恐
怖
さ
れ
、
ひ
る
が
え
っ
て
「
非
人
」
へ
の
差
別
感

情
を
つ
よ
め
て
い
く
、
と
い
う
関
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
非
人
」
は
、
百
姓

人
格
を
中
心
に
考
え
れ
ば
、
そ
の
反
対
物
と
し
て
措
定
さ
れ
た
一
つ
の
人
格
的
範

瞬
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。
そ
れ
は
、
領
主
と
百
姓
と
い
う
よ
う
な
政
治
的
対
抗

の
関
係
で
は
な
く
、
倫
理
的
に
否
定
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

　
た
ん
た
る
意
識
論
で
な
い
人
格
論
を
き
づ
く
た
め
に
は
、
な
お
広
範
な
間
題
が

考
察
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
た
い
が
、
こ
の
小
稿
で
は
、
一
つ
の
史
料
の
事
例
的
検
討
に

と
ど
め
た
。
人
格
把
握
の
視
角
・
基
準
、
そ
の
た
め
の
史
料
論
も
、
殆
ん
ど
今
後

の
私
の
課
題
で
あ
る
。


