
397
（190413

）

三
九
七

是
を
見
て
は
則
ち
以
つ
て
是
と
為
し
、
非
を
見
て
は
則
ち
以
つ
て
非
と
為
す
。
忠

ぜ

孝
仁
義
の
事
を
見
て
は
則
ち
こ
れ
を
好
み
、
残
酷
殺
害
の
事
を
見
て
は
則
ち
こ
れ
を
悪
む
。
夫

に
く

そ

れ
其
の
こ
れ
を
好
み
こ
れ
を
悪
み
、
其
の
是
非
を
認
め
て
誤
ら
ざ
る
ゆ
え
ん
の
も
の
は
、
其

に
く

あ
や
ま

れ
孰
か
こ
れ
を
し
て
然
ら
し
め
ん
。

だ
れ

し
か

見A

是
則
以
爲A

是N
見A
非
則
以
爲A

非N

見A

忠
孝
仁
義
之
事B

則
好A

之N

見C

殘
酷
殺
害
之
事B

則
惡N

之N

夫
其
所I

以
好A
之
惡A

之N

認C

其
是
非B

而
不J

誤
者N

其
孰
使C

之
然j

【
訳
】
善
い
こ
と
を
見
て
、
こ
れ
は
善
い
こ
と
だ
と
わ
か
り
、
間
違
っ
て
い
る
こ
と
を
見
て
、
こ
れ
は

間
違
っ
て
い
る
と
わ
か
る
。
忠
義
や
孝
行
、
仁
や
正
義
の
行
い
・
様
子
・
姿
を
見
た
ら
こ
れ
を
好
み
、

残
酷
で
殺
害
な
ど
見
て
は
こ
れ
を
憎
む
。
そ
の
善
い
悪
い
を
見
て
間
違
え
な
い
の
は
、
何
か
そ
う
さ
せ

て
い
る
か
ら
だ
。

三
九
八

是
に
於
い
て
か
憬
然
と
し
て
悟
る
あ
れ
ば
、
則
ち
予
は
乃
ち
吾
子
輩
の
果
し
て
自

こ
こ

け
い
ぜ
ん

す
な
わ

ご

し

は
い

み
ず
か

ら
其
の
心
を
識
る
を
許
す
な
り
。

於A

是
乎
憬
然
有A

悟N

則
予
乃
許D

吾
子
輩
之
果
自
識C

其
心B

也N

【
訳
】
そ
う
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
と
分
か
る
の
で
あ
れ
ば
、
私
は
、
み
な
さ
ん
が
自
分
自
身
で
判
断

す
る
の
を
認
め
る
だ
ろ
う
。

三
九
九

是
れ
よ
り
以
往
、
書
を
読
み
学
を
講
じ
、
師
に
事
え
友
に
交
わ
り
、
処
に
従
い
時

つ
か

に
従
い
、
始
め
て
以
つ
て
商
量
す
べ
き
あ
り
。

丑
一
月
廿
七
日
、
録
し
て
書
生
に
示
す
。

自A

是
以
往N

讀A

書
講A

學N

事A

師
交A

友N

隨A

處
隨A

時N

始
有A

可C

以
商
量B

矣N

丑
一
月
廿
七
日
、
録
示C

書
生j

【
訳
】
今
後
は
、
書
物
を
読
み
、
学
問
を
語
り
、
師
に
教
え
を
受
け
、
友
と
一
緒
に
学
び
行
動
し
、
自

分
の
生
き
て
い
る
場
所
で
、
ま
た
時
勢
の
中
で
、
生
き
る
べ
き
最
善
の
道
を
考
え
る
の
だ
。

明
治
十
年
一
月
二
十
七
日
、
書
い
て
塾
生
に
示
す
。(

草
庵

歳)
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四
〇
〇

昔
、
韓
信
飢
え
てN

漂
母
に
寄
食
す
。
夫
の
淮
陰
の
才
を
以
つ
て
、
天
下
を
経
営
し
、

か
ん
し
ん

ひ
よ
う
ば

か

わ
い
い
ん

綽
と
し
て
余
裕
あ
り
。
而
る
に
反
つ
て
以
つ
て
一
身
を
資
く
能
わ
ず
。
其
の
故
は
何
ぞ
や
。

し
や
く

か
え

た
す

昔
者
韓
信
饑N

寄C

食
於
漂
母j

夫
以C

淮
陰
之
才j

經
營
天
下j

綽
有C

餘
裕j

而
反
不A

能D

以
一

身j

其
故
何
也
。

【
訳
】

韓
信
は
若
い
こ
ろ
、
貧
し
く
餓
え
て
他
人
の
家
に
上
が
り
込
ん
で
は
居
候
し
た
り
、
洗
濯
ば

あ
さ
ん
に
食
を
恵
ん
で
も
ら
う
よ
う
な
生
活
を
し
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
後
彼
は
、
淮
陰
で
は
す
ぐ
れ

わ
い
い
ん

た
手
腕
を
発
揮
し
て
そ
の
国
を
治
め
余
裕
綽
々
で
あ
っ
た
。
そ
れ
な
の
に
、
若
い
こ
ろ
は
自
分
の
生
活

す
ら
満
足
に
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
ど
う
し
て
だ
ろ
う
か
。

四
〇
一

蓋
し
豪
傑
俊
英
の
士
は
、
平
生
其
の
心
を
天
下
の
大
事
に
用
う
。
而
れ
ど
も
其
の

け
だ

小
処
に
於
て
は
、
則
ち
暇
あ
ら
ざ
る
所
あ
り
。
是
の
故
に
或
い
は
雇
人
俗
士
の
為
に
、
常
に

い
と
ま

嗤
笑
せ
ら
る
。

し
し
よ
う

蓋
豪
傑
俊
英
之
士
、
平
生
用C

其
心
於
天
下
之
大
事j

而
其
於C

小
處j
則
有A

所A

不A

暇
、
是
故

或
爲C

雇
人
俗
士j

常
所C

嗤
笑j

【
訳
】
考
え
て
み
る
と
、
豪
傑
俊
英
の
人
は
、
普
段
そ
の
心
を
天
下
の
事
に
使
う
。
し
か
し
、
身
の
回

り
の
の
こ
ま
ご
ま
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
気
に
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
時
に
は
、
凡
人

や
俗
人
に
嘲
笑
さ
れ
こ
と
が
あ
る
。

四
〇
二

是
の
故
に
蘇
秦
嘗
つ
て
曰
く
。「
我
を
し
て
洛
陽
負
廓
の
田
二
頃
あ
ら
し
め
ば
、
豈

そ

し
ん

か

ら
く
よ
う

ふ

か
く

け
い

に
能
く
六
国
の
相
印
を
佩
び
ん
や
」
と
。

お

是
故
蘇
秦
嘗
曰N

使D

我
有C

洛
陽
負
廓
田
二
頃j

豈
能
佩C

六
國
之
相
印N

乎N

【
訳
】
こ
う
い
う
わ
け
で
、
蘇
秦
は
か
つ
て
こ
う
い
っ
た
。
「
私
に
洛
陽
の
城
壁
の
外
に
田
を
二
百
坪

も
あ
れ
ば
、
六
国
の
宰
相
な
ど
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
」

四
〇
三

夫
の
蘇
秦
・
張
儀
・
蘇
代
・
蘇
厲
の
輩
の
ご
と
き
は
、
固
よ
り
子
林
に
数
う
る
に

か

そ

し
ん

ち
よ
う

ぎ

そ

だ

い

そ

れ
い

も
と

し

り
ん



足
ら
ず
。
然
れ
ど
も
其
の
志
す
所
は
、
本
庸
流
に
異
る
。
終
に
能
く
栄
を
一
時
に
竊
む
ゆ
え

も
と

つ
い

ぬ
す

ん
な
り
。

丑
二
月
廿
二
日
、
録
し
て
書
生
に
示
す
。

若C

夫
蘇
秦
・
張
儀
・
蘇
代
・
蘇
厲
輩j

固A

不A

足C

數
於
子
林j

然
其
所A

志N

本
異C

於
庸
流j

所

C

以
終
能
竊C
榮
於
一
時B

也N

丑
二
月
廿
二
日
、
録
示C

書
生j

【
訳
】
そ
の
蘇
秦
・
張
儀
・
蘇
代
・
蘇
厲
た
ち
は
、
も
と
よ
り
立
派
な
人
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
、
志
す

と
こ
ろ
は
、
平
凡
な
人
た
ち
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
し
ば
ら
く
の
間
は
、
栄
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ

る
。

明
治
十
年
二
月
二
十
二
日

書
い
て
書
生
に
示
す
。

四
〇
四

余
の
書
窓
の
前
の
山
上
に
一
松
あ
り
。
歳
を
経
る
こ
と
纔
か
に
四
五
十
年
な
り
。
未

ふ

わ
ず

い
ま

だ
甚
だ
し
く
は
古
か
ら
ず
と
い
え
ど
も
、
孤
幹
高
く
聳
え
、
翠
枝
外
に
低
く
、
庭
中
の
竹
樹

そ
び

す
い

し

と
、
相
対
し
て
趣
き
を
成
す
。
余
常
に
観
て
こ
れ
を

玩

ぶ
。

あ
い

み

も
て
あ
そ

余
書
窻
之
前
山
上
有C

一
松j

經A

歳
纔
四
五
十
年N

雖A

未C

甚
古j
而
孤
幹
高
聳N

翠
枝
外
低
、
與

C

庭
中
之
竹
樹j

相
對
成A

趣N

余
常
觀
而
玩A

之N

【
訳
】
書
斎
の
窓
の
前
の
山
上
に
一
本
の
松
が
る
。
ま
だ
樹
齢
は
四
五
十
年
ぐ
ら
い
だ
。
そ
ん
な
に
古

い
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
幹
は
高
く
そ
び
え
、
緑
の
枝
は
外
側
に
低
く
広
が
り
、
庭

の
竹
と
相
対
し
て
い
て
お
も
む
き
が
あ
る
。
私
は
、
い
つ
も
こ
れ
を
観
て
愛
で
て
楽
し
ん
で
い
る
。

四
〇
五

比
日
一
樵
夫
あ
り
、
斧
を
持
し
て
且
に
伐
ら
ん
と
す
。
余
、
価
を
倍
に
し
て
こ
れ

ひ

じ
つ

き

こ

り

ま
さ

き

あ
た
い

を
買
う
。
其
の
書
窓
の
風
風
致
を
損
ぜ
ん
が
た
め
な
り
。

比
日
有C

一
樵
夫j

持A

斧
且
伐N

余
倍A

價
買A

之N

爲D

其
損C

書
窻
之
風
致B

也N

【
訳
】
近
頃
の
こ
と
、
一
人
の
樵
が
斧
で
ま
さ
に
伐
ろ
う
と
し
て
い
た
。
私
は
、
そ
の
木
の
代
金
を
倍

に
し
て
こ
れ
を
買
っ
た
。
そ
れ
は
書
斎
の
窓
の
趣
の
あ
る
風
景
を
損
な
わ
な
い
た
め
で
あ
る
。

四
〇
六

昔
、
明
の
呉
康
齋
、
書
を
読
み
て
膏
乏
し
く
、
家
人
薪
を
焼
き
て
明
と
為
す
。
其

ご

こ
う
さ
い

あ
ぶ
ら

の
貧
し
き
こ
と
か
く
の
ご
と
し
。
而
し
て
余
輩
優
游
閑
適
、
此
の
無
益
の
挙
を
為
す
。
真
に
自

ゆ
う
ゆ
う
か
ん
て
き

み
ず
か



ら
笑
う
べ
し
。

昔
者
明
呉
康
齋N

讀A

書
乏A

膏N

家
人
燒A

薪
爲A

明N

其
貧
如A

此N

而
余
輩
優
游
閑
適N

爲C

此
無

益
之
擧j
眞
可C

自
笑B

矣N

【
訳
】
昔
、
明
の
呉
康
齊
は
書
物
を
読
む
と
き
明
か
り
の
油
が
な
く
、
家
族
が
薪
を
燃
や
し
て
明
か
り

ご
こ
う
さ
い

に
し
た
。
そ
の
貧
し
さ
と
い
う
の
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
な
に
、
私
は
暇
が
あ
っ
て
思

い
の
ま
ま
過
ご
し
役
に
立
た
な
い
こ
と
を
し
て
い
る
。
自
分
で
も
笑
っ
て
し
ま
う
。

四
〇
七

前
賢
は
こ
れ
苦
節
、
余
輩
は
こ
れ
優
游
。
宣
な
る
か
な
、
其
の
平
生
の
学
ぶ
所
、

ゆ
う
ゆ
う

む
べ

得
力
の
浅
深
厚
薄
の
得
て
同
じ
か
る
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
。

丑
二
月
廿
七
日
、
録
し
て
書
生

に
示
す
。前

賢
之
苦
節N

余
輩
之
優
游N

宣
哉
其
平
生
所A

學N

得
力
淺
深
厚
薄
之
不A

可C

得
而
同B

也N

丑
二
月
廿
七
日N
録
示C

書
生j

【
訳
】
あ
の
呉
康
齊
は
大
変
な
苦
労
し
て
お
り
、
私
は
暇
が
あ
っ
て
悠
々
と
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
な

こ
と
だ
な
、
そ
の
普
段
の
学
ぶ
こ
と
、
得
る
力
の
深
い
浅
い
厚
い
薄
い
が
あ
る
の
は
。

明
治
十
年
二
月
二
十
七
日


