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は
じ
め
に

　
中
国
語
を
使
っ
て
中
国
人
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
た
め

に
は
、
言
語
学
界
隈
で
言
う
と
こ
ろ
の
聞
く
・
話
す
・
読
む
・
書
く

の
四
大
技
能
を
マ
ス
タ
ー
す
る
以
外
に
、
中
国
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
文
化
を
熟
知
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
誤
っ
た
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
誤
解
を
有
効
的
に
回
避
す
る
こ
と
が
で

き
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
目
的
を
最
大
限
果
た
す
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。

　
中
国
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
文
化
の
範
囲
は
き
わ
め
て
広
い
。

な
か
で
も
、
人
間
関
係
の
付
き
合
い
に
お
け
る
規
範
と
禁
忌
は
重
要

な
側
面
で
あ
る
。
社
会
に
お
け
る
人
間
関
係
と
い
え
ば
、
よ
く
あ
る

分
類
に
「
三
縁
関
係
」
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
血
縁
関
係
」「
業
縁
関

係
」
と
本
稿
で
考
察
す
る
「
地
縁
関
係
」
で
あ
る
。前
二
者
の
人
間
関

係
に
お
け
る
付
き
合
い
の
常
道
は
、
筆
者
が
既
に
拙
文
「
中
国
人
の

血
縁
関
係
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
」
と
「
中
国
人
の
業
縁

関
係
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
」
に
て
簡
単
に
論
じ
〉
1
〈

た
。

　「
地
縁
」
の
概
念
に
つ
い
て
、
簡
単
に
い
え
ば
「
地
理
的
な
縁
」

で
あ
る
。「
地
縁
」
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
文
化
の
専
門
用
語
で

は
な
い
。
た
と
え
ば
、
政
治
学
に
は
「
地
縁
政
治
」
が
あ
り
、
経
済

学
に
は
「
地
縁
経
済
」
な
ど
が
あ
る
。
し
か
し
「
地
縁
関
係
」
の
概

念
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
文
化
に
お
け
る
人
間
関
係
、
す
な
わ

ち
同
一
地
域
に
お
い
て
出
生
あ
る
い
は
居
住
す
る
こ
と
を
縁
と
し
て

形
成
さ
れ
た
人
間
関
係
の
こ
と
を
指
す
と
一
般
的
に
認
識
さ
れ
て
い

る
。

中
国
人
の
地
縁
関
係
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て 
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地
縁
関
係
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
一
般
的
に
二
大
分
類
に
分

け
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
同
郷
関
係
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
、
も
う
一
つ
は
近
隣
関
係
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
こ

の
二
つ
が
関
係
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
い
か
な
る
国
に
も

存
在
す
る
う
え
、
あ
る
似
か
よ
っ
た
特
徴
を
そ
な
え
て
い
る
。
そ
れ

は
多
か
れ
少
な
か
れ
、
地
縁
感
情
の
は
た
ら
き
が
存
在
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
お
互
い
に
関
係
を
維
持
し
調
整
す
る
な
か
で
、

法
律
に
従
う
以
外
は
、
社
会
の
公
の
徳
、
お
よ
び
地
域
性
の
民
間
組

織
と
そ
の
規
約
に
依
拠
す
る
。
中
国
の
地
縁
関
係
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
も
こ
れ
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
国
文
化
が
自
己
の
特

徴
を
も
つ
の
と
同
じ
よ
う
に
、
中
国
の
地
縁
関
係
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
も
自
己
の
文
化
的
個
性
を
そ
な
え
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
こ

の
よ
う
な
中
国
の
地
縁
関
係
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
こ
め
ら
れ
た

文
化
的
個
性
と
そ
の
表
れ
を
論
じ
る
。
中
国
語
の
こ
と
ば
と
文
化
を

学
び
実
践
す
る
日
本
人
の
方
々
が
中
国
の
地
縁
関
係
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
理
解
し
接
触
す
る
う
え
で
の
一
助
と
な
る
こ
と
を

願
っ
て
い
る
。

一
　
中
国
の
特
色
あ
る
地
縁
意
識

　
よ
く
中
国
人
と
付
き
合
い
の
あ
る
外
国
人
は
次
の
よ
う
な
場
面
に

出
く
わ
し
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。
お
互
い
を
知
ら
な
い
二
人
の
中

国
人
が
会
っ
て
話
を
す
る
際
に
、
一
般
的
に
相
手
に
必
ず
一
つ
の
質

問
を
す
る
。
│
│
「
あ
な
た
は
ど
こ
の
人
で
す
か
」。
こ
の
よ
う
に

聞
く
の
は
、
主
に
相
手
の
戸
籍
地
か
出
生
地
を
知
り
た
い
た
め
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
質
問
を
聞
い
て
も
、
中
国
人
は
一
般
的
に
気
ま
ず

さ
や
戸
惑
い
を
感
じ
る
こ
と
は
な
く
、
回
答
を
拒
否
す
る
こ
と
も
な

い
。
す
で
に
当
た
り
前
の
習
慣
で
あ
る
こ
と
を
み
な
知
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
も
し
お
互
い
に
相
手
の
戸
籍
地
か
出
生
地
、
お
よ
び
仕

事
や
生
活
の
地
域
が
自
身
と
同
じ
か
近
い
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き

れ
ば
、
喜
ん
で
お
互
い
を
「
同
郷
」
と
認
識
す
る
。
感
情
的
な
距
離

は
自
然
と
近
づ
き
、
す
ぐ
に
お
互
い
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
る
。
さ
ら
に
き
わ
め
て
早
い
段
階
で
何
で
も
話
せ
る
親
密
な
友
人

と
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
一
般
的
に
中
国
人
が
み
な
中
国
の
特

色
あ
る
地
縁
意
識
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
い
わ
ゆ
る
「
地
縁
意
識
」
と
は
地
縁
の
感
情
で
あ
る
。
本
稿
が

「
感
情
」
で
は
な
く
「
意
識
」
を
採
用
す
る
の
は
、
主
と
し
て
「
意

識
」
と
い
う
語
は
、
感
情
を
心
理
的
な
一
つ
の
結
び
目
、
す
な
わ
ち

引
き
離
し
て
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
的

に
描
写
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
中
国
人
の
地
縁
感
情
は
ま
さ

に
こ
の
よ
う
な
状
態
で
あ
る
の
だ
。

　
中
国
人
の
地
縁
意
識
は
主
と
し
て
四
種
類
の
「
郷
意
識
」
か
ら
構

成
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
郷
土
意
識
」「
郷
音
意
識
」「
郷
俗
意

識
」「
郷
親
意
識
」
の
四
つ
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
郷
」
は
簡
単

に
解
説
す
る
と
、
現
代
中
国
語
で
「
故
郷
」
す
な
わ
ち
「
出
生
し
て
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生
長
し
た
地
域
」
で
あ
り
、
人
々
が
ひ
と
た
び
離
れ
る
と
よ
く
思
い

出
す
地
域
の
こ
と
で
も
あ
る
。「
郷
土
」
は
故
郷
の
土
地
で
あ
り
、

「
郷
音
」
は
故
郷
の
方
言
で
あ
り
、「
郷
俗
」
は
故
郷
の
民
俗
で
あ

り
、「
郷
親
」
は
同
郷
人
の
こ
と
で
あ
る
。
唐
代
の
詩
人
李
白
の

『
静
夜
思
』
の
一
節
「
挙
頭
望
明
月
、
低
頭
思
故
郷
」（
頭
を
挙
げ
て

明
月
を
望
み
、
頭
を
低た

れ
て
故
郷
を
思
ふ
）
は
日
本
で
も
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
中
国
人
に
は
き
わ
め
て
強
い
故
郷
へ
の

意
識
が
あ
る
こ
と
を
多
く
の
日
本
人
は
知
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
い
わ
ゆ
る
「
故
郷
へ
の
意
識
」
は
、
実
は
こ
の
四
種
類
の
「
郷
」

を
語
頭
に
も
つ
「
郷
意
識
」
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
意
識
」

に
つ
い
て
は
、
実
際
は
と
り
わ
け
重
要
視
す
る
意
識
、
思
想
あ
る
い

は
観
念
で
あ
る
。

　
中
国
人
の
地
縁
意
識
の
核
心
は
ま
さ
に
「
郷
土
意
識
」
で
あ
り
、

「
郷
土
意
識
」
の
根
源
は
土
地
崇
拝
に
あ
る
。
中
国
の
伝
統
文
化
は

農
耕
文
明
の
類
型
に
属
し
、
農
耕
文
明
社
会
の
富
は
主
と
し
て
土
地

に
由
来
す
る
た
め
、
お
の
ず
と
土
地
へ
の
依
存
と
信
仰
を
形
成
す
る

の
で
あ
る
。
中
華
民
国
成
立
以
前
、
中
国
の
伝
統
的
な
漢
族
の
家
庭

に
お
い
て
は
一
般
的
に
住
居
の
中
央
の
壁
に
「
天
地
君
親
師
」
の
位

牌
あ
る
い
は
掛
け
軸
を
ま
つ
っ
て
い
た
。
こ
れ
を
も
っ
て
人
々
の
天

地
・
君
主
・
先
祖
と
聖
賢
の
教
え
に
対
す
る
崇
敬
と
服
従
を
表
し
た

の
で
あ
る
。「
地
」
は
そ
の
う
ち
の
二
番
目
に
位
置
す
る
。

　「
天
」
に
対
す
る
崇
拝
は
伝
統
的
な
中
国
文
化
に
お
い
て
は
根
強

い
も
の
で
あ
る
。
中
国
語
で
、
き
わ
め
て
感
情
的
に
な
っ
た
時
に
言

う
「
我
的
天
哪
」
は
ま
さ
に
天
を
あ
が
め
る
伝
統
的
な
こ
と
ば
の
反

映
で
あ
る
。「
地
」
は
伝
統
的
な
中
国
文
化
で
は
天
と
組
み
合
わ
さ

る
も
の
と
み
な
さ
れ
、
万
物
を
育
て
る
属
性
を
そ
な
え
て
い
る
た

め
、「
天
皇
地
后
」
や
「
天
父
地
母
」
と
い
う
言
い
方
が
古
く
か
ら

あ
る
。
中
国
歴
代
王
朝
の
皇
帝
が
み
な
「
天
子
」
を
自
称
し
た
の

も
、
天
地
の
子
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
お
の
ず
と
天
や
地
に
対
し
敬

意
を
払
う
こ
と
に
な
る
。
よ
っ
て
、
北
京
に
今
も
残
る
天
壇
と
地
壇

の
よ
う
に
、
歴
代
王
朝
の
首
都
の
中
心
に
は
帝
王
が
天
地
を
ま
つ
る

場
所
が
設
置
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
〉
2
〈

る
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
い
う
崇
拝
の
対
象
と
し
て
の
「
天
」
と
「
地
」

は
、
自
然
神
と
し
て
存
在
す
る
。
古
い
農
耕
文
明
の
中
国
伝
統
社
会

の
自
然
神
に
対
す
る
理
解
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
農
耕
の
現
実
の
中

に
現
れ
て
い
る
。「
天
」
の
気
候
が
順
調
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、

「
地
」
は
五
穀
豊
穣
に
な
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
が
確
か
な
現
実

で
あ
る
。
そ
し
て
、
古
代
の
中
国
人
は
宮
廷
事
務
の
管
理
を
に
な
う

神
を
「
龍
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
擬
人
化
し
た
う
え
で
、
民
族
の
ト
ー
テ

ム
と
し
て
立
ち
上
げ
た
。
中
国
の
大
地
に
は
至
る
と
こ
ろ
に
も
っ
ぱ

ら
龍
神
を
ま
つ
る
「
龍
王
廟
」
が
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
地
」

に
つ
い
て
は
、
中
国
の
民
間
に
は
古
く
か
ら
「
地
不
離
土
」（
地
は

土
を
離
れ
ず
）
の
認
識
が
あ
〉
3
〈

り
、「
土
地
」
こ
そ
が
農
民
の
生
存
す

る
土
台
で
あ
り
、
そ
れ
は
神
が
管
理
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
こ
の
神

は
「
土
地
爺
」
で
あ
ろ
う
と
「
土
地
婆
」
で
あ
ろ
う
と
、
み
な
自
然

の
「
地
」
の
神
と
は
異
な
り
、
地
方
性
を
そ
な
え
て
い
た
。
中
国
の
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大
地
に
お
い
て
漢
族
が
居
住
す
る
地
域
に
は
一
般
的
に
「
土
地
廟
」

が
建
て
ら
れ
た
。
一
つ
一
つ
の
「
土
地
廟
」
が
ま
つ
る
の
は
土
地
神

で
あ
り
、
容
貌
が
ど
う
で
あ
れ
、
土
地
の
民
衆
の
生
活
の
安
寧
を
守

る
こ
と
を
担
っ
て
い
た
。
よ
っ
て
、
土
地
神
は
実
質
的
に
は
「
地
方

行
政
の
神
」
で
あ
る
と
い
う
人
も
学
界
に
は
い
る
。

　
中
国
歴
代
王
朝
の
皇
帝
は
み
な
龍
神
を
ま
つ
ら
な
か
っ
た
。
彼
ら

は
自
身
が
「
龍
」
の
化
身
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し

皇
帝
は
土
地
神
に
つ
い
て
は
必
ず
ま
つ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
皇

帝
が
土
地
神
を
ま
つ
る
場
所
は
「
土
地
廟
」
と
は
呼
ば
ず
、「
社
稷

壇
」
と
呼
ん
だ
に
す
ぎ
な
い
。「
社
」
は
古
代
中
国
に
お
い
て
は
ま

さ
に
土
地
神
の
意
味
で
あ
る
。
古
代
中
国
文
化
で
は
、
天
下
の
土
地

は
す
べ
て
皇
帝
の
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
〉
4
〈

た
。
よ
っ
て
、
社
稷
壇

が
ま
つ
る
土
壌
は
、
自
然
の
土
壌
に
存
在
す
る
青
・
赤
・
黄
・
白
・

黒
の
五
色
を
含
む
こ
と
か
ら
、「
五
色
土
」
と
呼
ば
れ
た
。「
稷
」
は

穀
物
神
で
あ
る
。
五
色
土
は
穀
物
を
育
み
、
穀
物
は
万
民
を
育
て

る
、
よ
っ
て
「
社
稷
」
と
い
う
こ
と
ば
に
も
領
土
・
領
地
と
国
家
の

意
味
が
あ
〉
5
〈

る
。
中
国
の
い
か
な
る
時
代
の
皇
帝
の
住
居
の
左
側
に
も

「
社
稷
壇
」
が
建
て
ら
れ
、
皇
帝
は
毎
年
社
稷
壇
で
祭
祀
行
事
を
取

り
仕
切
っ
た
が
、
こ
れ
は
伝
統
的
な
制
度
で
あ
っ
た
。
こ
う
す
る
の

は
、
一
つ
は
皇
帝
の
「
天
子
」
と
し
て
の
国
家
領
土
に
対
す
る
絶
対

的
な
権
勢
を
樹
立
す
る
た
め
、
も
う
一
つ
は
さ
ら
に
重
要
で
、
国
家

を
代
表
し
、
土
地
が
民
を
育
て
る
恩
に
対
し
感
謝
の
気
持
ち
を
表
明

し
、
神
に
祈
り
国
家
の
繁
栄
と
安
定
を
守
る
た
め
で
あ
っ
〉
6
〈

た
。

　
も
ち
ろ
ん
、
皇
帝
が
社
稷
神
を
ま
つ
る
の
は
、
国
家
の
君
主
も
土

地
を
重
視
し
熱
愛
す
る
こ
と
を
表
し
て
お
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
は

一
般
庶
民
と
全
く
同
様
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
い
か
な
る
人
物
で
あ

れ
、
土
地
に
対
す
る
感
情
に
お
い
て
は
、
や
は
り
自
分
が
出
生
し
成

長
し
た
郷
土
に
対
し
も
っ
と
も
親
近
感
を
も
つ
の
で
あ
る
。
郷
土
の

最
大
化
は
国
土
で
あ
る
が
、
こ
の
概
念
は
国
際
的
な
場
面
に
お
い
て

の
み
用
い
ら
れ
る
。
中
国
人
が
付
き
合
い
を
す
る
場
面
に
お
い
て

は
、
郷
土
概
念
の
最
大
領
域
は
省
の
境
界
に
限
ら
れ
る
。
自
身
と
家

族
を
育
ん
だ
郷
土
が
近
け
れ
ば
近
い
ほ
ど
親
密
度
も
高
く
な
る
。

よ
っ
て
、
も
し
異
郷
で
同
じ
村
あ
る
い
は
同
じ
町
で
生
活
し
た
こ
と

の
あ
る
同
郷
人
に
出
会
え
ば
、
遠
距
離
の
同
郷
人
よ
り
も
親
密
度
は

自
然
と
高
く
な
る
の
で
あ
る
。

　
郷
土
を
熱
愛
す
る
と
い
え
ば
、
後
漢
の
歴
史
家
・
班
固
が
『
漢

書
』
に
書
い
た
こ
と
ば
に
言
及
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
れ

は
「
安
土
重
遷
、
黎
民
之
性
」（
土
に
安
ん
じ
遷う
つ

る
を
重は
ば
かる
は
、
黎

民
の
性
な
り
）
で
あ
〉
7
〈

る
。
こ
の
こ
と
ば
は
学
界
で
中
国
人
の
郷
土
観

念
を
分
析
す
る
と
き
に
よ
く
引
用
さ
れ
る
。
ま
た
、
伝
統
的
な
中
国

人
の
郷
土
に
対
す
る
依
存
と
信
仰
を
表
現
す
る
う
え
で
、
も
っ
と
も

本
質
を
そ
な
え
た
特
徴
的
な
こ
と
ば
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

現
代
は
班
固
の
時
代
よ
り
二
千
年
近
く
た
っ
て
お
り
、
中
国
人
の
郷

土
観
念
は
、
生
活
様
式
が
大
き
く
変
化
し
た
と
は
い
え
、
考
え
方
は

や
は
り
元
の
ま
ま
で
あ
る
。

　「
安
土
」
の
基
本
的
な
意
味
は
郷
土
に
落
ち
着
く
と
い
う
こ
と
で
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あ
る
。
中
国
人
は
よ
く
「
只
想
着
自
己
那
一
畝
三
分
地
」（
自
分
の

一
畝
三
分
の
土
地
の
こ
と
だ
け
考
え
て
い
る
）
と
か
「
心
中
只
有
三

畝
地
、
両
頭
牛
、
老
婆
孩
子
熱
炕
頭
」（
心
中
に
三
畝
の
土
地
、
牛

二
頭
、
妻
子
と
オ
ン
ド
ル
し
か
な
い
）
と
い
う
こ
と
ば
で
自
分
勝
手

な
人
を
非
難
し
た
り
風
刺
し
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ

の
よ
う
な
一
家
を
扶
養
す
る
こ
と
の
で
き
る
小
さ
な
郷
土
を
営
む
こ

と
に
熱
中
す
る
こ
と
は
、
中
国
人
に
と
っ
て
は
理
解
す
る
こ
と
の
で

き
る
こ
と
で
、
と
が
め
る
こ
と
で
も
な
い
の
で
あ
る
。「
安
土
敦
仁
」

（
土
に
安
ん
じ
仁
に
敦あ
つ

し
）
と
い
う
『
周
易
』
に
由
来
す
る
成
語
が

あ
る
。
こ
の
こ
と
ば
の
お
お
よ
そ
の
意
味
は
、
郷
土
を
熱
愛
し
安
穏

に
暮
ら
し
、
実
直
に
仁
愛
を
も
っ
て
人
に
接
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
は
ま
さ
に
儒
学
文
化
の
追
求
す
る
と
こ
ろ
の
調
和
の
と
れ
た
社
会

で
あ
る
。

　「
安
土
」
に
は
さ
ら
に
も
う
一
つ
、
郷
土
を
穏
や
か
に
安
定
さ
せ

繁
栄
さ
せ
る
よ
う
努
力
す
る
意
味
も
あ
る
。
現
実
の
生
活
上
、
郷
里

の
安
定
を
維
持
す
る
こ
と
、
情
熱
を
も
っ
て
故
郷
に
投
資
す
る
こ
と

に
直
面
す
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
。
こ
れ
は
「
安
土
」
の
観
念
の
表
出

で
あ
り
、
重
ん
じ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、「
安
土
」
に

は
故
郷
に
錦
を
飾
る
、
故
郷
に
帰
る
、
故
郷
で
安
眠
す
る
と
い
う
含

意
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
意
味
は
異
郷
に
身
を
置
く
人
に
と
っ
て
は
重

要
で
あ
る
。
生
き
て
い
る
間
に
は
故
郷
の
た
め
に
力
を
尽
く
し
、
晩

年
に
は
故
郷
へ
帰
り
錦
を
飾
る
。
こ
れ
こ
そ
中
国
人
に
と
っ
て
は
人

生
に
お
い
て
最
も
面
子
の
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
最
も
首
尾
の
よ
い
結

末
で
あ
る
。

　
こ
れ
以
外
に
、「
安
土
」
は
中
国
人
に
と
っ
て
郷
土
の
安
全
を
守

り
、
外
来
の
侵
犯
を
受
け
つ
け
な
い
神
聖
な
含
意
も
有
す
る
。
ひ
と

り
の
人
間
が
も
し
命
を
惜
し
ま
ず
郷
土
を
守
る
の
で
あ
れ
ば
、
中
国

人
の
心
中
に
お
け
る
栄
誉
あ
る
地
位
は
非
常
に
高
い
も
の
で
、
そ
の

逆
は
恥
ず
べ
き
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
中
国
人
は
一
般
的
に
こ
の
よ

う
な
人
と
な
り
を
大
事
に
す
る
の
で
、
郷
土
が
ひ
と
た
び
危
機
に
直

面
す
れ
ば
現
地
の
民
衆
は
闘
志
を
か
き
立
て
ら
れ
、
異
郷
に
身
を
置

く
同
郷
人
も
そ
れ
に
呼
応
す
る
の
で
あ
る
。

　「
重
遷
」
の
意
味
は
、
簡
単
に
言
え
ば
移
動
を
重
く
見
て
安
易
に

引
っ
越
さ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
過
去
と
現
在
と
を
問
わ
ず
、

一
般
的
な
中
国
人
は
み
な
故
郷
の
土
地
か
ら
離
れ
た
く
な
い
と
願
う

も
の
で
あ
る
。
中
国
人
が
「
背
井
離
郷
」（
井せ
い

に
背
き
郷
を
離
れ

る
）
と
い
う
こ
と
ば
を
使
う
と
き
、
あ
る
種
の
悲
し
み
を
含
ん
で
い

る
。
こ
れ
は
、
中
国
人
の
心
の
奥
底
で
は
、
こ
の
よ
う
な
境
地
に
至

る
こ
と
が
人
生
に
お
い
て
最
大
の
悲
哀
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
う
い
っ
た
心
情
で
あ
っ
て
も
、
実
際
の
生
活
に
お

い
て
人
々
は
故
郷
を
離
れ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
に
な
る
こ
と
が
多

い
。
こ
れ
に
は
古
今
東
西
、
例
外
は
な
い
。
中
国
に
は
「
人
は
場
所

を
変
え
る
と
活
き
る
が
、
木
は
場
所
を
変
え
る
と
死
ぬ
」
と
い
う
こ

と
わ
ざ
が
あ
り
、
現
代
の
若
者
も
よ
く
「
外
の
世
界
は
す
ば
ら
し

い
」
と
い
う
。
こ
れ
ら
は
人
々
が
故
郷
と
い
う
小
さ
な
世
界
か
ら
抜

け
出
し
、
新
た
な
生
活
を
創
造
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
よ
っ
て
現
代
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の
中
国
社
会
で
は
ど
こ
へ
行
っ
て
も
他
郷
出
身
者
を
見
か
け
る
が
、

こ
れ
は
珍
し
い
こ
と
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

　
中
国
人
は
、
ひ
と
た
び
故
郷
を
離
れ
る
と
郷
土
意
識
を
生
じ
や
す

く
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
識
は
中
国
特
産
の
白
酒
と
同
様
に
、

時
間
が
長
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
味
が
濃
く
な
る
。
中
国
歴
代
の
文
学

作
品
の
中
で
「
郷
を
懐
か
し
む
」
こ
と
を
テ
ー
マ
と
し
た
作
品
は
よ

く
人
々
の
心
を
動
か
し
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
作
品
は
、
中
国
人
読

者
の
心
の
内
に
潜
む
郷
土
を
思
う
琴
線
を
揺
ら
し
、
さ
ら
に
大
き
な

共
鳴
を
呼
び
起
こ
す
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
す
で
に
他
界
し
た

台
湾
の
詩
人
余
光
中
が
書
い
た
有
名
な
「
郷
〉
8
〈愁

」
と
い
う
詩
と
、
台

湾
の
国
民
党
元
老
の
于
右
任
が
臨
終
の
前
に
書
き
残
し
た
「
望

大
〉
9
〈陸

」
の
よ
う
に
、
二
つ
の
詩
の
こ
と
ば
は
非
常
に
簡
素
で
あ
る

が
、
そ
の
痛
切
な
故
郷
を
思
う
感
情
は
、
紙
上
に
躍
如
と
し
て
い

る
。
ゆ
え
に
、
こ
れ
ら
の
詩
を
読
ん
だ
中
国
人
読
者
で
感
涙
を
流
さ

な
い
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
中
国
に
は
「
十
里
不
同
音
、
百
里
不
同
俗
」（
十
里
の
音
は
異
な

り
、
百
里
の
俗
は
異
な
る
）
と
い
う
こ
と
わ
ざ
が
あ
る
。
こ
の
意
味

を
簡
単
に
解
説
す
る
と
、
距
離
が
遠
く
離
れ
て
い
な
く
と
も
言
語
や

風
習
に
違
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
古

代
中
国
で
あ
れ
ば
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
現
代
の
中
国
で
は
ど

う
で
あ
ろ
う
か
。
何
千
年
の
歴
史
を
通
じ
て
、
生
産
力
は
相
当
に
発

達
し
て
い
る
が
、
こ
う
い
っ
た
地
域
の
違
い
は
変
わ
ら
ず
、
以
前
の

状
況
を
と
ど
め
た
ま
ま
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
ず
っ
と
普
遍

的
に
存
在
す
る
「
郷
音
意
識
」
と
「
郷
俗
意
識
」
は
切
り
離
す
こ
と

の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

　「
郷
音
」
は
故
郷
の
方
言
を
指
す
。
た
と
え
ば
多
く
の
日
本
人
は

唐
代
の
詩
人
賀
知
章
の
「
回
郷
偶
書
」
に
あ
る
「
少
小
離
家
老
大

回
、
郷
音
無
改
鬢
毛
衰
」（
少
小
家
を
離
れ
て
老
大
に
し
て
回か
え

る
、

郷
音
改
ま
る
無
く
鬢び
ん
も
う毛

衰お
と
ろう

）
と
い
う
一
節
を
よ
く
知
っ
て
い
る
。

こ
の
「
郷
音
」
は
ま
さ
に
故
郷
の
方
言
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
中
国

人
は
み
な
自
身
の
故
郷
の
方
言
を
非
常
に
好
ん
で
お
り
、
故
郷
に
身

を
置
く
時
は
あ
ま
り
深
く
感
じ
な
い
が
、
ひ
と
た
び
故
郷
を
離
れ
、

故
郷
の
方
言
を
記
憶
に
収
め
る
と
、
は
じ
め
て
故
郷
の
方
言
に
対
す

る
未
練
を
か
み
し
め
る
の
で
あ
る
。

　「
郷
俗
」
は
ま
さ
に
故
郷
の
民
俗
習
慣
で
あ
り
、「
郷
音
」
と
同
じ

く
中
国
人
が
古
く
よ
り
偏
愛
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
も
中
国

の
民
俗
習
慣
が
今
日
ま
で
多
種
多
様
で
あ
る
理
由
で
あ
っ
て
、
重
要

な
社
会
心
理
の
土
台
で
も
あ
る
。
中
国
の
地
域
は
広
大
で
、
地
域
間

の
距
離
が
遠
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
民
俗
習
慣
の
違
い
も
大
き
く
な

る
。
よ
っ
て
、
中
国
で
は
異
な
る
地
域
の
人
が
集
ま
る
と
、
各
自
の

故
郷
の
民
俗
習
慣
に
つ
い
て
の
話
に
花
が
咲
く
の
で
あ
る
。
人
々
は

付
き
合
い
す
る
う
え
で
、
み
な
故
郷
の
民
俗
習
慣
の
重
要
さ
を
知
っ

て
い
て
、
外
に
出
る
と
現
地
の
民
俗
習
慣
を
尊
重
す
る
こ
と
に
注
意

を
払
う
。
同
郷
人
に
出
く
わ
す
と
、
お
互
い
の
民
俗
習
慣
は
同
じ
な

の
で
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
す
る
こ
と
が
で
き
、
自
由
気
ま
ま
で
い
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
れ
も
同
郷
人
が
集
ま
っ
た
時
に
、
な
ぜ
と
り
わ
け
親
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し
み
を
感
じ
る
か
と
い
う
こ
と
の
主
要
な
原
因
で
あ
ろ
う
。

　
い
わ
ゆ
る
「
郷
親
意
識
」
は
、
同
郷
の
人
と
の
関
係
を
重
く
見
る

こ
と
で
あ
る
。
同
郷
関
係
に
あ
れ
ば
、
共
通
の
「
郷
」
が
あ
る
た

め
、
血
縁
関
係
以
外
に
最
も
親
し
み
を
感
じ
る
関
係
と
な
る
。「
親

不
親
、
故
郷
人
」（
故
郷
の
人
は
親
密
だ
）「
老
郷
見
老
郷
、
両
眼
泪

汪
汪
」（
老
郷
が
老
郷
に
会
え
ば
両
目
は
涙
い
っ
ぱ
い
）
と
い
う
こ

と
わ
ざ
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
が
意
味
す
る
の
は
こ
の
よ
う
な
親
し
み

を
感
じ
る
鏡
像
で
あ
る
。
近
隣
関
係
は
必
ず
し
も
同
郷
関
係
で
は
な

い
が
、
長
期
に
わ
た
り
近
所
に
住
む
人
を
中
国
人
は
「
半
分
同
郷

人
」
と
み
な
す
の
で
あ
り
、「
郷
」
と
緊
密
に
つ
な
ぐ
の
で
あ
る
。

「
親
戚
で
あ
れ
ば
必
ず
世
話
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
近
所
で
あ
れ
ば

必
ず
庇
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
は
、
隣
近
所
の
親
し
さ
が
同
郷

人
に
劣
ら
な
い
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

二
　
中
国
の
同
郷
関
係
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

　
中
国
語
の
「
同
郷
」
は
故
郷
を
離
れ
た
人
に
の
み
適
用
で
き
る
。

同
じ
故
郷
に
い
る
人
は
「
郷
親
」
で
あ
る
。「
老
郷
」
と
い
う
こ
と

ば
は
そ
の
中
間
で
、「
同
郷
」
の
意
味
も
あ
れ
ば
「
郷
親
」
の
意
味

も
あ
る
。
異
郷
に
身
を
置
く
中
国
の
同
郷
人
が
集
ま
る
と
、
と
り
わ

け
親
密
に
感
じ
る
。
も
し
日
本
と
比
べ
る
な
ら
ば
、
中
国
の
同
郷
人

の
親
密
度
は
日
本
よ
り
は
ず
っ
と
高
い
は
ず
だ
。
こ
れ
は
顔
を
合
わ

せ
る
段
階
の
熱
烈
な
場
面
と
食
事
を
お
ご
る
時
の
支
払
い
を
争
う
に

ぎ
や
か
な
情
景
か
ら
も
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

　
中
国
の
同
郷
人
が
会
う
と
、
最
初
に
意
識
す
る
行
為
は
、
ま
る
で

申
し
合
わ
せ
た
か
の
よ
う
に
現
地
で
通
用
す
る
こ
と
ば
を
避
け
、
故

郷
の
方
言
で
話
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
故
郷
の
方
言
が
幼

い
頃
の
記
憶
と
情
趣
に
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
て
、
帰
属
意
識
を
喚
起

し
、
親
切
な
感
情
を
十
分
に
表
現
で
き
、
お
互
い
の
心
理
的
な
距
離

を
引
き
寄
せ
、
完
璧
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
実
現
で
き
る
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
同
時
に
他
郷
出
身
者
が
そ
の
場
に
い
る
な

ら
ば
、
同
郷
人
ど
う
し
の
話
は
一
般
的
に
気
兼
ね
す
る
と
こ
ろ
が
あ

る
。
さ
ら
に
多
く
は
、
故
郷
の
方
言
を
話
す
か
た
わ
ら
、
他
郷
出
身

者
に
解
説
す
る
こ
と
で
、
他
郷
出
身
者
に
気
ま
ず
さ
を
感
じ
さ
せ
な

い
よ
う
に
す
る
。
ま
た
、
思
い
切
っ
て
故
郷
の
方
言
音
を
と
も
な
っ

た
標
準
で
な
い
共
通
語
を
話
せ
ば
、
他
郷
出
身
者
に
も
わ
か
っ
て
も

ら
え
る
。
中
国
に
来
た
多
く
の
外
国
人
は
み
な
こ
の
よ
う
な
場
面
に

遭
遇
し
た
こ
と
が
あ
る
は
ず
だ
。
異
な
る
地
域
の
方
言
の
中
国
人
が

集
ま
る
と
、
独
特
な
雰
囲
気
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
中
国
の
同
郷
人
が
会
っ
て
話
す
話
題
は
き
わ
め
て
お
も
し
ろ
く
、

故
郷
の
全
て
が
重
要
な
テ
ー
マ
に
な
り
う
る
。
そ
の
う
ち
、「
安

土
」
は
ホ
ッ
ト
な
話
題
で
、
故
郷
の
「
土
地
を
熱
愛
す
る
」
恩
を
感

じ
、恩
に
報
い
、
そ
し
て
故
郷
に
帰
る
こ
と
な
ど
の
テ
ー
マ
と
な
る
。

　
中
国
の
同
郷
人
は
団
結
力
が
強
く
、
集
ま
る
の
は
た
や
す
く
、

「
同
郷
会
」
の
よ
う
な
民
間
組
織
を
つ
く
〉
10
〈

る
。
こ
れ
は
中
国
の
同
郷

関
係
の
付
き
合
い
に
お
い
て
き
わ
め
て
重
要
な
特
徴
の
一
つ
で
あ
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る
。
そ
の
原
因
は
、
前
述
の
要
因
以
外
に
、
非
常
に
現
実
的
な
目
的

が
あ
る
。
そ
れ
は
「
交
流
信
息
、
整
合
資
源
、
相
互
幇
助
、
共
同
維

権
」（
情
報
の
交
換
、
資
源
の
組
み
直
し
、
相
互
の
助
け
合
い
、
共

同
で
権
利
を
守
る
）
と
い
う
十
六
字
で
あ
る
。
新
中
国
以
前
の
古
い

時
代
に
お
い
て
は
、
生
産
力
は
立
ち
後
れ
、
交
通
や
通
信
も
き
わ
め

て
不
便
で
あ
り
、
社
会
の
不
平
等
さ
は
非
常
に
深
刻
で
、
故
郷
を
離

れ
た
同
郷
人
た
ち
が
生
計
を
立
て
生
活
レ
ベ
ル
の
向
上
を
求
め
る
こ

と
は
た
い
へ
ん
困
難
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
目
的
の
同

郷
会
組
織
が
作
ら
れ
、
同
郷
人
が
参
加
す
る
こ
と
が
広
く
普
及
し

た
。
新
中
国
成
立
後
は
、
人
間
関
係
に
つ
い
て
は
団
結
と
友
愛
、

人
々
の
平
等
を
主
張
し
、
大
団
結
に
不
利
な
小
団
体
主
義
に
反
対
し

た
。
そ
し
て
長
い
間
、「
同
郷
会
」
の
よ
う
な
民
間
組
織
は
消
滅
し

て
し
ま
っ
た
。
前
世
紀
末
に
、
中
国
は
経
済
改
革
に
力
を
入
れ
、
人

口
の
流
動
性
は
激
化
し
、
社
会
は
他
郷
出
身
者
が
団
結
互
助
の
前
向

き
な
原
動
力
を
発
揮
す
る
こ
と
を
必
要
と
し
た
た
め
、「
同
郷
会
」

の
よ
う
な
民
間
組
織
は
ま
た
速
い
ス
ピ
ー
ド
で
発
展
し
た
。
組
織
の

目
的
に
い
さ
さ
か
変
化
が
発
生
し
た
の
み
で
、
ふ
つ
う
は
「
交
友
聯

誼
、
互
通
信
息
、
整
合
資
源
、
建
設
家
郷
、
相
互
関
愛
、
共
同
発

展
」（
交
流
と
友
好
、
情
報
の
交
換
、
資
源
の
組
み
直
し
、
故
郷
の

建
設
、
相
互
の
思
い
や
り
、
共
同
発
展
）
と
い
う
二
十
四
字
で
ま
と

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
現
在
の
中
国
社
会
に
存
在
す
る
「
同
郷
会
」
は
数
が
多
く
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
検
索
す
れ
ば
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

同
郷
会
の
活
動
は
中
国
社
会
に
お
い
て
た
び
た
び
人
の
目
を
引
く
。

そ
の
活
動
形
式
は
社
会
に
流
行
す
る
同
窓
会
と
同
じ
よ
う
に
、
多
く

は
ホ
テ
ル
で
会
食
を
す
る
。
解
決
の
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
た
と

え
ば
故
郷
の
開
発
計
画
、
故
郷
の
開
発
の
た
め
の
寄
付
、
会
の
幹
部

の
選
挙
な
ど
、
ふ
つ
う
は
み
な
会
食
の
さ
か
ず
き
を
交
わ
す
間
に
終

わ
る
。
よ
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
の
同
郷
会
の
活
動
は
、娯
楽
性
が
強
い
。

　
海
外
で
暮
ら
す
中
国
の
同
郷
人
は
、
中
国
国
内
に
比
べ
、
寄
り
集

ま
る
力
が
強
く
、
同
郷
会
の
よ
う
な
組
織
は
も
っ
と
多
い
。
中
国
人

の
い
る
国
に
は
ほ
ぼ
す
べ
て
こ
の
よ
う
な
組
織
が
あ
る
。
海
外
の
中

国
人
同
郷
会
に
お
け
る
同
郷
の
境
界
は
一
般
的
に
み
な
省
レ
ベ
ル
が

限
界
で
あ
る
。
省
レ
ベ
ル
以
下
の
同
郷
会
は
き
わ
め
て
少
な
く
、
主

と
し
て
華
僑
の
比
較
的
多
い
地
域
、
た
と
え
ば
温
州
、
湛
江
、
潮

州
、
東
莞
な
ど
に
集
中
し
て
い
る
。
カ
ナ
ダ
大
華
人
同
郷
会
の
よ
う

に
国
を
境
界
線
と
す
る
同
郷
会
も
あ
る
が
、
き
わ
め
て
少
な
い
。

　
中
国
国
内
の
同
郷
会
か
海
外
の
同
郷
会
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
郷

会
は
、
中
国
の
同
郷
人
に
と
っ
て
は
郷
愁
の
感
情
を
放
出
し
お
互
い

に
友
好
を
深
め
る
こ
と
の
で
き
る
拠
点
で
あ
る
。
も
し
同
郷
人
の
間

で
不
愉
快
な
こ
と
が
発
生
し
、
仕
事
や
生
活
で
困
難
に
直
面
し
た
場

合
、
同
郷
会
も
そ
の
役
割
を
発
揮
し
、
解
決
を
助
け
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
れ
も
中
国
の
同
郷
関
係
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
特
別
な
点

で
あ
ろ
う
。
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三
　
中
国
の
近
隣
関
係
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

　
中
国
の
伝
統
的
な
儒
学
文
化
は
現
代
ま
で
ず
っ
と
近
隣
関
係
を
重

視
し
て
き
た
。「
里
仁
為
美
」（
里
は
仁
な
る
を
美
と
為
す
）
と
い
う

『
論
語
』
を
由
来
と
す
る
成
語
が
あ
〉
11
〈

る
。
こ
の
成
語
の
元
の
意
味
は

「
近
隣
と
な
る
の
に
仁
愛
の
徳
が
最
も
よ
い
」
で
あ
る
。
儒
学
の
経

典
『
左
伝
』
に
「
親
仁
善
隣
、
国
之
宝
也
」（
仁
に
親
し
み
隣
に
善

く
す
る
は
、
国
の
宝
な
り
」
と
あ
る
〉
12
〈

が
、
こ
れ
は
仁
愛
の
徳
を
も
っ

て
近
隣
に
接
す
る
こ
と
を
さ
ら
に
「
国
宝
」
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
上
げ

て
い
る
の
で
あ
る
。
戦
国
時
代
に
、
滕
の
文
公
は
滕
国
の
太
子
で

あ
っ
た
頃
に
孟
子
を
尋
ね
、
国
を
治
め
る
道
に
つ
い
て
聞
い
た
。
孟

子
が
文
公
と
話
し
た
時
、
近
隣
関
係
に
つ
い
て
「
死
徙
無
出
郷
、
郷

田
同
井
、
出
入
相
友
、
守
望
相
助
、
疾
病
相
扶
持
、
則
百
姓
親
睦
」

（
死
徙
郷
を
出
づ
る
無
く
、
郷
田
井
を
同
じ
く
し
、
出
入
相
友
し
、

守
望
相
助
け
、
疾
病
相
扶
持
せ
ば
、
則
ち
百
姓
親
睦
す
）
と

言
っ
〉
13
〈

た
。
こ
の
意
味
は
、
民
衆
に
生
死
に
か
か
わ
ら
ず
土
地
に
落
ち

着
き
、
近
隣
の
人
々
は
出
入
り
を
問
わ
ず
相
互
に
友
愛
し
、
天
災
あ

る
い
は
人
災
に
遭
っ
た
際
に
は
相
互
に
助
け
合
い
、
病
気
が
発
生
し

た
ら
お
互
い
に
救
護
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
す
れ
ば
親
密

で
調
和
の
と
れ
た
社
会
関
係
を
形
成
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
近
隣
関
係
に
つ
い
て
の
儒
学
名
家
の
名
言
は
、
後
世
の
中
国
人
へ

の
影
響
が
大
き
く
、
今
日
に
至
っ
て
も
近
隣
関
係
に
お
け
る
最
高
の

道
徳
規
範
で
、
少
し
も
変
わ
っ
て
は
い
な
い
。

　
な
ら
ば
、
生
活
す
る
う
え
で
、
ど
う
す
れ
ば
伝
統
文
化
に
よ
る
近

隣
へ
の
仁
愛
親
善
な
道
徳
的
要
求
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
数
千
年
の
実
践
を
と
お
し
て
、
中
国
人
は
多
く
の
原
則
に

帰
結
し
た
。
た
と
え
ば
、
お
互
い
に
尊
重
す
る
、
平
等
に
接
す
る
、

老
人
を
敬
い
幼
子
を
愛
す
る
、
礼
に
は
礼
で
返
す
、
家
計
を
分
け

る
、
近
所
を
助
け
る
の
を
楽
し
み
と
す
る
、
自
身
を
厳
し
く
律
す

る
、
近
隣
に
は
寛
大
に
接
す
る
、
内
と
外
を
区
別
す
る
、
言
葉
遣
い

は
丁
寧
に
す
る
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
以
外
に
、
禁
止
性
の
原
則
が

あ
る
。
た
と
え
ば
、
近
隣
と
張
り
合
わ
な
い
、
細
か
い
こ
と
に
こ
だ

わ
ら
な
い
、
疑
心
暗
鬼
に
な
ら
な
い
、
そ
そ
っ
か
し
く
事
前
に
知
ら

せ
ず
に
各
家
を
訪
問
し
な
い
、
悪
い
行
為
を
む
や
み
に
か
ば
わ
な

い
、
大
声
で
騒
が
な
い
、
ペ
ッ
ト
を
放
し
飼
い
に
し
て
近
所
に
迷
惑

を
か
け
な
い
、
近
隣
の
陰
口
を
し
な
い
、
原
則
な
く
仲
裁
役
を
買
っ

て
出
な
い
、
近
隣
と
喧
嘩
し
な
い
、
清
潔
な
環
境
に
す
る
、
近
隣
を

無
視
し
な
い
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
相
反
す
る
両
面
の
近
所
づ
き

あ
い
の
原
則
は
、
現
代
中
国
の
メ
デ
ィ
ア
で
容
易
に
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
も
し
日
本
の
近
所
づ
き
あ
い
と
比
較
し
て
み
る
な
ら
ば
、
そ

う
大
差
な
い
こ
と
に
気
が
つ
く
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
中
国
の
現
在
の
近
隣
関
係
は
、
農
村
社
会
と
都
市
社
会

で
は
大
き
な
違
い
が
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
日
本
の
状
況
と

は
異
な
る
。
よ
っ
て
、こ
こ
か
ら
二
つ
に
分
け
て
検
討
し
て
み
た
い
。
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㈠
　
農
村
の
近
隣
関
係

　
中
国
古
代
の
農
村
の
近
隣
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
に
一
つ
か
二
つ

の
大
家
族
が
分
裂
し
て
で
き
た
も
の
で
、
同
族
同
姓
の
住
民
が
多

い
。
多
く
は
親
族
で
あ
り
、
み
な
お
互
い
に
家
族
と
呼
ぶ
の
に
ふ
さ

わ
し
く
、
名
前
や
長
幼
の
順
序
を
知
っ
て
お
り
、
血
縁
関
係
の
礼
儀

規
範
に
照
ら
し
て
付
き
合
い
を
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の

農
村
の
近
隣
関
係
は
、
現
代
中
国
で
あ
っ
て
も
普
遍
性
が
あ
る
と
言

え
る
は
ず
だ
。

　
伝
統
的
な
中
国
の
農
村
は
知
人
社
会
で
あ
る
。
生
産
活
動
の
基
礎

は
家
庭
を
単
位
と
し
て
お
り
、
交
通
が
不
便
な
こ
と
に
加
え
、「
安

土
重
遷
」
の
意
識
を
強
く
も
ち
、
農
民
の
活
動
範
囲
は
市
場
と
年
中

行
事
の
場
面
以
外
は
一
般
的
に
村
の
中
に
限
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
付

き
合
い
の
う
え
で
高
い
閉
鎖
性
を
も
引
き
起
こ
し
て
い
る
。
し
か

し
、
こ
の
よ
う
な
状
況
は
近
隣
関
係
の
密
接
さ
に
大
き
な
は
た
ら
き

を
も
た
ら
し
て
い
る
。
儒
学
が
提
唱
す
る
道
徳
規
範
に
し
た
が
い
、

近
所
の
住
民
ど
う
し
は
お
互
い
に
仁
を
も
っ
て
接
し
、
た
び
た
び
家

に
訪
問
し
て
客
に
な
る
。
た
と
え
ば
冠
婚
葬
祭
や
家
を
建
て
る
と

い
っ
た
手
伝
い
の
必
要
な
家
庭
が
あ
れ
ば
、
事
前
に
知
ら
せ
ず
積
極

的
に
そ
の
家
庭
を
訪
問
し
て
手
伝
い
を
す
る
。
年
末
年
始
に
は
互
い

に
行
き
来
し
て
共
に
祝
い
合
う
。
こ
の
よ
う
な
調
和
の
情
景
は
中
国

の
い
か
な
る
平
和
時
代
に
お
い
て
も
常
に
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
近
所
の
住
民
ど
う
し
が
常
に
一
緒
に
い
る
の
で
、
も

め
ご
と
も
避
け
ら
れ
な
い
。
こ
う
な
る
と
、
一
般
的
に
村
内
の
家
長

あ
る
い
は
族
長
が
出
て
来
て
対
応
に
あ
た
る
。
村
内
の
仲
が
良
く
な

る
よ
う
に
、
ど
の
村
に
も
独
自
の
家
訓
や
郷
約
の
よ
う
な
制
度
性
の

文
書
が
あ
り
、
祖
廟
か
あ
る
い
は
村
の
公
民
館
に
ま
つ
っ
て
あ
る
。

村
内
の
組
織
制
度
は
厳
格
で
あ
り
、
最
下
層
の
家
長
が
対
応
し
き
れ

な
い
よ
う
な
事
柄
に
つ
い
て
は
、
大
家
長
あ
る
い
は
族
長
・
村
長
が

各
階
層
の
家
長
を
祠
堂
に
集
め
、
協
同
で
解
決
に
あ
た
る
。
中
国
に

は
、
こ
の
よ
う
な
農
村
生
活
の
光
景
を
描
写
し
た
文
学
作
品
が
多
く

あ
る
。
た
と
え
ば
現
代
の
著
名
な
小
説
『
白
鹿
原
』
が
書
き
表
す
陝

西
白
鹿
村
は
典
型
的
な
例
で
あ
〉
14
〈
る
。
こ
の
小
説
を
原
作
と
し
た
同
名

の
ド
ラ
マ
が
あ
る
の
で
、
中
国
の
伝
統
的
な
郷
土
文
化
と
近
隣
関
係

を
理
解
し
た
い
方
は
見
て
み
る
と
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
新
中
国
成
立
後
、
特
に
前
世
紀
末
の
改
革
開
放
後
、
中
国
の
農
村

に
は
大
き
な
変
化
が
起
こ
っ
た
。
農
村
の
近
隣
関
係
も
も
ち
ろ
ん
例

外
で
は
な
い
。
現
在
の
中
国
の
メ
デ
ィ
ア
で
は
多
く
の
人
が
、
中
国

の
農
村
の
近
隣
関
係
は
以
前
の
よ
う
で
は
な
く
な
っ
た
、
過
去
に

あ
っ
た
よ
う
な
人
情
味
に
欠
け
る
よ
う
に
な
っ
た
、
お
互
い
に
冷
た

く
な
っ
た
、
相
互
扶
助
も
利
益
目
的
と
な
っ
た
、
も
め
ご
と
も
き
わ

め
て
多
く
な
っ
た
な
ど
と
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
反
対
の
意
見
を
言

う
人
も
い
て
、
そ
う
い
う
人
々
は
、
伝
統
的
な
美
徳
は
依
然
と
し
て

残
さ
れ
て
お
り
、変
化
し
た
の
は
表
象
だ
け
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　
私
は
、
中
国
の
農
村
に
は
こ
こ
数
十
年
間
は
確
か
に
大
き
な
変
化

が
あ
っ
た
が
、
近
隣
関
係
も
そ
の
と
お
り
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
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る
。
た
と
え
ば
、
居
住
空
間
の
変
化
で
あ
る
。
多
く
の
人
が
過
去
の

小
さ
な
平
屋
か
ら
塀
に
囲
ま
れ
た
小
さ
な
マ
ン
シ
ョ
ン
へ
と
引
っ
越

し
た
。
生
産
の
方
法
と
内
容
も
変
わ
り
、
各
家
に
は
各
家
の
仕
事
が

あ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
収
入
が
徐
々
に
増
え
、
隣
近
所
で
助
け
合
っ

て
解
決
す
る
よ
う
な
難
題
も
少
な
く
な
っ
て
き
た
。
通
信
も
発
達
し

た
。
各
家
に
は
テ
レ
ビ
や
パ
ソ
コ
ン
が
あ
り
、
各
個
人
で
携
帯
電
話

を
持
ち
、
隣
近
所
の
人
た
ち
で
集
ま
っ
て
交
流
す
る
必
要
も
な
く

な
っ
た
。
交
通
も
便
利
に
な
り
、
外
出
も
容
易
と
な
っ
た
。
外
で
お

金
を
稼
ぐ
機
会
も
増
え
、
自
身
の
限
界
を
小
さ
な
村
の
中
に
押
し
込

め
て
お
く
必
要
も
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
ら
は
み
な
自
ず
と
地
方
の
隣

近
所
の
付
き
合
い
を
減
少
さ
せ
た
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
何
ら
悪

い
こ
と
で
も
な
い
。

　
現
代
の
商
業
的
潮
流
が
引
き
起
こ
し
た
社
会
通
念
の
変
革
は
、
中

国
の
農
村
に
も
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
。
た
と
え
ば
有
償
サ
ー

ビ
ス
や
契
約
主
義
、
法
治
観
念
な
ど
で
あ
る
。
過
去
の
近
隣
住
民
ど

う
し
の
助
け
合
い
は
無
償
で
あ
り
、
家
を
建
て
る
の
に
隣
近
所
の

人
々
が
手
伝
い
に
行
っ
て
も
給
料
を
支
払
う
必
要
は
な
く
、
家
主
が

食
事
を
提
供
す
れ
ば
い
い
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
現
在
は
そ
う
で

は
な
く
、
ふ
つ
う
は
賃
金
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う

な
変
化
は
、
表
面
的
に
は
人
情
味
に
欠
け
、
歴
史
的
に
は
後
退
で
あ

る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
真
面
目
に
考
え
て
み
る
と
、
実
は
ま
さ

に
社
会
の
進
歩
の
現
れ
で
あ
る
。
過
去
の
相
互
扶
助
は
あ
る
種
の
人

情
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
人
情
は
弁
償
の
必
要
な
も
の
で
あ

る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
借
り
を
つ
く
る
の
で
あ
り
、
借
り
が
多
く

な
れ
ば
容
易
に
尊
厳
を
失
い
、
自
然
と
心
理
的
な
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を

形
成
し
、
近
隣
ど
う
し
も
め
ご
と
を
起
こ
し
や
す
く
な
る
。
し
か
し

有
償
サ
ー
ビ
ス
は
こ
の
難
題
を
解
決
し
た
。
過
去
に
は
農
村
の
近
隣

ど
う
し
が
い
く
ら
も
め
て
も
裁
判
に
出
る
こ
と
は
き
わ
め
て
少
な

か
っ
た
。
近
隣
ど
う
し
で
お
互
い
の
面
子
を
気
に
し
、
相
手
の
面
皮

を
引
き
裂
く
こ
と
を
望
ま
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
は

そ
う
で
は
な
く
、
み
な
の
教
養
水
準
は
高
く
な
り
、
理
性
の
自
覚
を

意
識
し
始
め
た
。
よ
っ
て
、
も
し
村
の
書
記
や
村
長
で
も
解
決
で
き

な
い
衝
突
が
起
こ
っ
た
ら
、
現
地
の
警
察
の
助
け
を
借
り
る
か
、
法

的
プ
ロ
セ
ス
で
も
っ
て
対
処
す
る
こ
と
も
お
か
し
く
は
な
く
な
っ

た
。
こ
の
よ
う
な
対
応
方
法
は
は
っ
き
り
と
見
え
る
た
め
、
見
た
と

こ
ろ
衝
突
事
案
が
多
く
な
り
後
退
し
た
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。

実
は
そ
の
多
く
は
あ
る
種
の
誤
解
で
あ
る
。

　
そ
の
ほ
か
、
現
在
の
商
業
的
潮
流
が
農
村
に
も
た
ら
し
た
も
う
一

つ
の
大
き
な
変
化
と
し
て
、「
安
土
重
遷
」
の
意
識
が
強
い
攻
撃
を

受
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
農
村
の
青
壮
年
労
働
力
は
、
高
収
入
の

た
め
次
か
ら
次
へ
と
故
郷
を
離
れ
、
外
に
職
業
を
求
め
る
こ
と
に
よ

り
、
近
所
に
常
に
い
る
青
壮
年
が
少
な
く
な
り
、
お
互
い
の
知
り
合

い
の
程
度
が
低
く
な
っ
た
。
逆
に
、
老
人
と
子
ど
も
は
徐
々
に
増

え
、
よ
く
顔
を
合
わ
せ
る
た
め
知
り
合
い
の
程
度
は
高
く
な
っ
て
き

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
費
孝
通
氏
の
言
う
と
こ
ろ
の
熟
人
社

会
的
農
村
に
比
べ
、
す
で
に
大
き
な
違
い
を
生
じ
て
お
り
、
赤
の
他
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人
社
会
へ
の
道
を
歩
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
れ

ば
、
明
ら
か
に
あ
る
種
の
歴
史
的
な
進
歩
で
も
あ
る
。

　
な
ら
ば
、
今
ま
で
述
べ
た
農
村
の
近
隣
関
係
の
多
く
の
変
化
は
、

中
国
の
伝
統
的
な
近
隣
の
道
徳
規
範
が
農
村
で
は
す
で
に
変
わ
っ
て

し
ま
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
答
え
は
も
ち
ろ

ん
「
否
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
変
化
に
よ
り
、
中
国
の
「
親
仁
善

隣
」
の
儒
学
の
道
徳
の
伝
統
か
ら
外
れ
て
し
ま
っ
た
と
は
少
し
も
考

え
ら
れ
ず
、
逆
に
あ
る
種
の
現
代
化
し
た
伝
承
と
発
展
で
あ
る
と
言

え
る
。
た
と
え
ば
近
所
の
人
々
の
間
に
お
け
る
有
償
サ
ー
ビ
ス
に
つ

い
て
い
え
ば
、
有
償
と
い
う
の
は
一
種
の
形
式
で
あ
っ
て
、
仁
愛
の

心
か
ら
出
る
「
サ
ー
ビ
ス
」
こ
そ
が
本
質
で
あ
る
。
多
く
の
農
村
に

お
い
て
、
近
所
の
人
々
の
間
で
は
依
然
と
し
て
家
族
の
呼
称
を
残
し

て
お
り
、
家
の
青
壮
年
の
労
働
力
が
少
な
く
な
っ
て
も
、
老
人
と
子

ど
も
へ
の
思
い
や
り
が
増
え
、
外
で
働
く
人
が
帰
省
す
る
時
に
は
近

所
の
人
へ
お
土
産
を
贈
り
、
日
頃
の
家
人
へ
の
世
話
に
感
謝
の
意
を

表
明
す
る
。
特
に
深
刻
な
天
災
や
人
災
が
発
生
し
た
時
に
は
近
所
住

民
た
ち
で
誰
彼
を
問
わ
ず
相
互
に
助
け
合
い
、
外
で
働
く
人
も
急
い

で
故
郷
へ
帰
り
対
応
に
あ
た
る
の
で
あ
る
。
結
婚
式
や
葬
式
を
す
る

時
や
赤
子
が
満
一
カ
月
と
な
っ
た
時
、
老
人
の
誕
生
祝
い
を
す
る

時
、
村
の
習
俗
や
年
越
し
の
時
な
ど
、
近
所
の
人
た
ち
は
み
な
主
体

的
に
参
加
し
、
人
情
を
解
さ
ず
、
根
本
を
忘
れ
、
面
子
を
失
っ
た
な

ど
と
思
わ
せ
な
い
よ
う
に
と
ひ
ど
く
心
配
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
明
ら
か
な
伝
統
的
意
義
を
そ
な
え
た
鏡
像
は
、
中
国
の
現
代
の
農

村
で
は
今
な
お
当
た
り
前
と
な
っ
て
お
り
、
中
国
の
農
村
を
題
材
と

し
た
文
学
作
品
を
読
ん
だ
こ
と
の
あ
る
人
や
中
国
の
農
村
へ
行
っ
た

こ
と
の
あ
る
日
本
の
人
に
も
身
に
し
み
て
感
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
だ

ろ
う
。

㈡
　
都
市
の
近
隣
関
係

　
伝
統
的
な
中
国
の
都
市
の
近
隣
関
係
と
農
村
の
近
隣
関
係
に
つ
い

て
は
、
付
き
合
い
の
道
徳
規
範
か
ら
見
る
と
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
の

特
徴
に
は
一
定
の
隔
た
り
が
存
在
す
る
。
ま
ず
、
農
村
の
近
隣
関
係

の
多
く
は
親
族
関
係
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
歴
史
の
長
い
知
人
関
係

で
あ
る
。
一
方
で
都
市
の
近
隣
関
係
は
親
族
関
係
と
い
う
側
面
は
あ

る
も
の
の
、
多
く
は
赤
の
他
人
の
関
係
か
ら
始
ま
る
も
の
で
あ
る
。

次
に
、
農
村
の
近
隣
は
、
住
宅
の
土
地
権
利
の
関
係
上
、
自
由
に
変

え
る
こ
と
が
で
き
ず
、「
重
遷
」
の
意
識
の
強
さ
か
ら
、
そ
の
多
く

に
安
定
性
が
あ
る
。
一
方
で
都
市
の
近
隣
に
は
職
場
の
関
係
上
、
移

動
で
き
る
要
素
が
存
在
し
て
お
り
、
住
居
の
選
択
と
よ
い
隣
家
を
選

ぶ
の
に
自
由
自
主
の
権
利
が
あ
る
。
よ
っ
て
近
隣
関
係
の
不
変
性
は

保
証
で
き
な
い
。
そ
の
ほ
か
、
農
村
の
近
隣
の
生
産
と
生
活
お
よ
び

休
息
の
時
間
は
似
か
よ
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
共
通
の
話
題
や
顔

を
合
わ
せ
て
交
流
す
る
機
会
も
多
く
、
付
き
合
い
の
頻
度
も
自
然
と

多
く
な
る
。
し
か
し
都
市
の
近
隣
は
と
い
え
ば
、
仕
事
の
性
質
と
生

活
習
慣
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
が
あ
り
、
顔
を
合
わ
せ
て
交
流
す
る

機
会
は
自
ず
と
少
な
く
な
り
、
付
き
合
い
の
頻
度
も
自
ず
と
農
村
ほ
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ど
高
く
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
現
代
、
特
に
こ
こ
三
、四
十
年
、
中
国
の
社
会
経
済
に
は
大
き
な

変
化
が
あ
っ
た
。
そ
の
影
響
を
受
け
、
都
市
と
農
村
の
近
隣
関
係
も

同
様
に
変
化
し
た
が
、
両
者
の
隔
た
り
が
埋
ま
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
こ
れ
に
は
主
と
し
て
五
つ
の
原
因
が
あ
る
。

　
第
一
に
、
都
市
の
人
口
の
流
動
性
が
高
く
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

過
去
の
中
国
の
都
市
人
口
は
、
社
会
全
体
が
比
較
的
保
守
的
で
、
経

済
発
展
も
比
較
的
ゆ
る
や
か
で
あ
っ
た
た
め
、
流
動
性
に
は
限
度
が

あ
っ
た
。
現
在
は
そ
う
で
は
な
く
な
り
、
都
市
イ
ン
フ
ラ
の
建
設
は

き
わ
め
て
は
や
く
、
都
市
の
建
物
は
絶
え
る
こ
と
な
く
造
り
か
え
ら

れ
、
都
市
の
区
域
も
絶
え
ず
拡
大
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
過
程
で
、
人

口
の
流
動
性
は
絶
え
ず
増
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

流
動
性
は
農
村
と
同
じ
よ
う
に
故
郷
の
周
囲
を
取
り
巻
い
て
い
る
の

で
は
な
く
、
主
と
し
て
四
つ
の
場
所
に
集
中
し
て
い
る
。
一
つ
め
は

職
場
に
近
い
場
所
で
あ
り
、
出
退
勤
に
便
利
で
あ
る
。
二
つ
め
は
繁

華
街
か
ら
近
い
場
所
で
あ
り
、
買
物
や
娯
楽
に
便
利
で
あ
る
。
三
つ

め
は
教
育
の
場
所
（
主
と
し
て
幼
稚
園
と
名
門
校
）
か
ら
近
い
場
所

で
あ
り
、
子
育
て
に
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
四
つ
め
は
住
宅
の
品
質
と

環
境
が
良
い
場
所
で
あ
り
、
住
む
の
に
快
適
で
あ
る
。
こ
れ
ら
四
つ

の
場
所
は
需
要
が
変
化
し
て
い
る
と
は
い
え
、
経
済
条
件
が
ま
す
ま

す
よ
く
な
っ
た
都
市
住
民
に
と
っ
て
は
、
そ
の
魅
力
は
言
わ
ず
も
が

な
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
都
市
の
近
隣
の
安
定
性
は
農
村
に
比
べ
て
隔

た
り
が
ま
す
ま
す
大
き
く
な
っ
て
い
る
。

　
第
二
に
、
都
市
の
核
家
族
が
ま
す
ま
す
多
く
な
っ
た
こ
と
で
あ

る
。
農
村
の
多
く
も
核
家
族
で
あ
る
が
、
両
親
は
一
般
的
に
子
女
と

同
じ
村
に
い
て
、
家
族
親
族
間
の
付
き
合
い
は
比
較
的
便
利
で
あ

る
。
し
か
し
都
市
は
そ
う
で
は
な
い
。
子
女
は
結
婚
し
て
手
に
職
を

つ
け
た
後
、
日
本
と
同
じ
よ
う
に
、
多
く
は
両
親
と
一
緒
に
住
ま
な

く
な
る
。
彼
ら
の
住
所
は
一
般
的
に
自
身
の
需
要
に
も
と
づ
き
決
め

る
も
の
で
、
両
親
と
そ
の
家
族
た
ち
と
の
付
き
合
い
は
相
当
に
減
っ

て
き
て
い
る
。
そ
し
て
、
便
利
さ
の
面
か
ら
い
え
ば
、
容
易
に
近
隣

と
密
接
な
関
係
を
作
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
よ
っ

て
、
い
わ
ゆ
る
「
遠
親
不
如
近
隣
」（
遠
く
の
親
戚
は
近
く
の
隣
近

所
に
及
ば
な
い
）
は
、
都
市
住
民
か
ら
す
れ
ば
さ
ら
に
現
実
的
な
意

味
を
も
つ
の
で
あ
る
。
も
し
家
中
に
何
か
事
故
が
起
こ
っ
た
ら
、
同

じ
村
に
住
む
親
族
が
手
を
貸
し
助
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
都
市
住

民
か
ら
す
れ
ば
、
多
く
は
「
遠
水
不
救
近
火
」（
遠
く
の
水
は
近
く

の
火
事
を
救
わ
な
い
）
と
考
え
て
お
り
、
隣
近
所
に
助
け
を
求
め
る

ほ
う
が
よ
っ
ぽ
ど
現
実
的
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
都
市
の
近
隣
住
民
に

は
定
住
期
間
の
長
さ
に
か
か
わ
ら
ず
、
多
く
は
お
互
い
密
接
に
関
係

し
た
い
と
い
う
心
理
的
需
要
が
あ
る
も
の
で
あ
る
。
平
穏
無
事
な
状

態
で
あ
っ
て
も
、
お
互
い
に
表
面
上
は
冷
た
く
見
え
て
も
、
何
か
思

わ
ぬ
出
来
事
が
起
き
た
際
に
は
、
ほ
と
ん
ど
が
手
を
貸
し
て
助
け
合

う
の
で
あ
る
。
伝
統
的
な
近
隣
の
道
徳
は
な
お
も
存
在
し
て
い
る
の

で
、
み
な
相
互
扶
助
は
一
方
的
で
な
い
こ
と
を
信
じ
て
お
り
、
隣
近

所
の
人
を
助
け
る
こ
と
は
、
自
分
自
身
を
助
け
る
こ
と
で
も
あ
る
。
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第
三
に
、
都
市
住
民
の
居
住
空
間
と
環
境
の
変
化
が
大
き
い
こ
と

で
あ
る
。
過
去
に
は
、
都
市
の
最
小
の
行
政
単
位
は
一
般
的
に

「
街
」「
道
」「
巷
子
」「
胡
同
」「
里
」
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
名

称
は
今
な
お
存
在
す
る
。
し
か
し
、
現
実
に
お
い
て
は
多
く
の
場
所

に
多
く
の
高
層
マ
ン
シ
ョ
ン
が
建
て
ら
れ
、
こ
れ
ら
高
層
マ
ン
シ
ョ

ン
は
小
さ
な
街
道
や
胡
同
を
消
滅
さ
せ
た
だ
け
で
な
く
、
現
代
化
を

示
す
意
味
の
あ
る
新
名
詞
「
社
区
」（
あ
る
い
は
「
小
区
」）
を
誕
生

さ
せ
た
。
都
市
の
ど
の
社
区
も
独
特
な
風
情
の
建
物
群
で
構
成
さ
れ

て
い
る
。
社
区
内
の
ど
の
建
物
に
も
通
し
番
号
が
ふ
ら
れ
て
お
り
、

社
区
と
外
界
の
間
は
一
般
的
に
塀
で
仕
切
ら
れ
て
い
て
、
さ
な
が
ら

過
去
の
「
大
院
」
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
ど
の
社
区
に
も
美

し
い
名
前
が
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
命
名
構
成
は
一
般
的
に
「
〜
園
」

「
〜
花
園
」「
〜
城
」
な
ど
で
あ
る
。
一
部
の
特
殊
な
社
区
を
除
き
、

商
業
性
不
動
産
の
特
性
を
も
つ
社
区
は
、
一
般
的
に
不
動
産
管
理
企

業
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
お
り
、
同
時
に
政
府
を
後
ろ
盾
に
し
た

「
社
区
居
民
委
員
会
」
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
独
立
し
た
ビ
ル
の
マ

ン
シ
ョ
ン
も
中
国
で
は
よ
く
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
社
区
と
呼
べ
る

も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
居
住
空
間
の
構
造
と
機
能
は
社
区
と
同

じ
で
あ
る
。
過
去
の
都
市
住
民
の
住
宅
は
、
そ
の
多
く
が
隣
近
所
と

ト
イ
レ
・
キ
ッ
チ
ン
・
上
下
水
道
な
ど
を
共
用
し
て
い
た
。
近
隣
住

民
ど
う
し
で
戸
や
窓
が
向
か
い
合
っ
て
お
り
、
出
入
り
の
際
に
は
顔

を
合
わ
せ
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
付
き
合
い
の
機
会
も
多
か
っ
た
。

一
方
、
現
在
の
高
層
マ
ン
シ
ョ
ン
で
は
、
各
住
居
内
部
は
す
べ
て
統

一
さ
れ
て
お
り
、
生
活
に
お
い
て
必
要
な
こ
と
は
全
て
家
の
中
で
解

決
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
過
去
に
は
家
で
ご
飯
を
つ
く
る
時
に
、

近
隣
住
民
ど
う
し
で
ネ
ギ
や
醤
油
を
貸
し
借
り
す
る
の
は
当
た
り
前

で
、
温
か
み
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
現
在
で
は
電
話
す
れ

ば
、
階
下
に
あ
る
実
店
舗
の
店
員
あ
る
い
は
ネ
ッ
ト
の
配
達
員
が
三

十
分
以
内
に
必
要
な
食
材
（
ご
飯
や
料
理
も
含
む
）
を
届
け
て
く
れ

る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
居
住
条
件
と
環
境
で
あ
れ
ば
、
玄
関
か

ら
出
る
頻
度
は
必
然
的
に
少
な
く
な
り
、
隣
近
所
の
付
き
合
い
も
自

ず
と
減
少
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
象
に
対
し
、
中
国
の
都

市
の
近
隣
関
係
は
農
村
と
比
較
す
る
と
非
常
に
冷
た
く
な
っ
た
の
だ

と
い
う
人
が
い
る
。
私
は
ま
っ
た
く
そ
の
と
お
り
だ
と
は
思
わ
な

い
。
都
市
の
住
民
が
ド
ア
を
閉
め
て
外
へ
出
て
近
隣
住
民
と
め
っ
た

に
付
き
合
わ
な
く
な
っ
た
の
は
、
た
だ
生
活
条
件
が
よ
く
な
り
、
お

互
い
に
外
へ
出
て
付
き
合
う
必
要
性
が
な
く
な
っ
た
だ
け
だ
と
考
え

て
い
る
。

　
第
四
に
、
都
市
住
民
の
考
え
方
や
意
識
が
大
き
く
変
化
し
た
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
変
化
は
良
き
伝
統
の
改
変
で
は
な
く
、
あ
る
種
の
刷

新
と
発
展
で
あ
る
。
た
と
え
ば
個
人
の
時
間
と
空
間
の
意
識
に
つ
い

て
、
過
去
の
人
々
は
あ
ま
り
気
に
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
現
在
で
は

多
く
の
人
が
、
他
人
の
時
間
と
空
間
に
対
す
る
要
求
と
権
利
を
尊
重

す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
と
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
れ
も
、
儒
学
が
提
唱
す
る
仁
愛
道
徳
の
内
容
の
は
ず
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
都
市
の
近
隣
住
民
ど
う
し
で
事
前
に
知
ら
せ
ず
訪
問
す
る
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習
慣
は
、
ほ
ぼ
な
く
な
っ
た
。
た
と
え
用
事
が
あ
っ
て
顔
を
合
わ
せ

た
く
と
も
、
電
話
で
時
間
と
場
所
を
指
定
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
は
日
本
の
状
況
と
近
い
。
ま
た
、
過
去
の
人
々
に
は
ほ
と

ん
ど
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
意
識
が
な
く
、
あ
っ
た
と
し
て
も
家
の
中
の

状
況
を
含
ま
な
か
っ
た
。
今
は
そ
う
で
は
な
く
な
り
、
ま
す
ま
す
多

く
の
人
が
ふ
だ
ん
の
家
も
女
子
の
素
顔
と
同
じ
で
、
当
然
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
を
そ
な
え
て
い
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
よ
っ
て
、
現
在

の
都
市
の
近
隣
住
民
の
間
で
は
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
別
と
し
て
、

気
ま
ま
に
家
の
中
に
人
を
入
れ
る
こ
と
は
一
般
的
に
は
望
ま
な
い
も

の
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
現
在
の
中
国
の
都
市
住
民
は
過
去
と
は
異

な
り
、
衛
生
意
識
が
ま
す
ま
す
強
く
な
っ
た
。
家
に
入
る
の
に
ス

リ
ッ
パ
に
履
き
替
え
、
手
を
洗
い
口
を
ゆ
す
ぐ
の
で
あ
る
。
近
隣
住

民
に
も
こ
の
よ
う
に
要
求
す
る
の
は
き
ま
り
が
悪
い
よ
う
に
思
え
る

が
、
近
隣
の
家
を
訪
問
す
る
時
に
も
相
手
に
迷
惑
を
か
け
な
い
よ
う

配
慮
す
る
の
で
あ
り
、
自
然
と
近
隣
住
民
の
間
で
で
き
る
だ
け
訪
問

し
な
い
と
い
う
新
た
な
習
慣
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で

な
く
、
都
市
住
民
に
重
視
さ
れ
た
自
由
意
識
や
安
全
意
識
な
ど
も
、

こ
の
よ
う
な
新
た
な
習
慣
の
形
成
に
大
き
な
影
響
が
あ
っ
た
の
で
あ

る
。

　
第
五
に
、
中
国
の
都
市
住
民
の
生
活
水
準
と
習
慣
が
大
き
く
変
化

し
た
こ
と
で
あ
る
。
過
去
の
都
市
の
普
通
の
家
庭
の
収
入
に
は
限
度

が
あ
り
、
外
食
で
き
る
店
舗
が
少
な
か
っ
た
た
め
、
一
般
的
な
家
庭

は
、
一
日
三
回
の
食
事
を
全
て
家
で
作
っ
て
い
た
。
通
学
通
勤
す
る

者
は
、
昼
食
時
に
家
へ
戻
っ
て
食
べ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
一
般
的
に

弁
当
を
持
っ
て
行
っ
た
の
で
、
そ
の
時
の
多
く
の
学
校
や
工
場
や
役

所
に
は
、
そ
の
よ
う
な
人
た
ち
の
た
め
に
弁
当
を
温
め
る
設
備
と
場

所
が
あ
っ
た
。
近
隣
住
民
の
間
で
ど
こ
か
の
家
が
食
事
を
作
れ
な

か
っ
た
場
合
、
自
分
た
ち
の
食
事
を
分
け
与
え
て
急
場
を
し
の
ぐ
こ

と
も
い
と
わ
な
か
っ
た
。
年
末
年
始
と
も
な
れ
ば
、
お
互
い
に
家
へ

招
待
し
手
製
の
得
意
料
理
を
ふ
る
ま
い
合
っ
た
。
各
家
の
料
理
を
味

わ
い
、
に
ぎ
や
か
に
過
ご
す
こ
と
も
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か

し
現
在
は
こ
う
で
は
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
収
入
は
増
え
、
都
市

の
飲
食
業
界
も
活
発
化
し
、
退
職
後
に
家
に
い
る
老
人
を
除
き
、
一

般
的
な
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
は
、
平
日
に
家
で
ご
飯
を
作
る
こ
と
が
ま
す

ま
す
減
っ
て
き
て
お
り
、
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
や
出
前
を
頼
む
こ
と
が

ま
す
ま
す
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
は
、
隣
近

所
の
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
に
ぎ
や
か
に
過
ご
し
た
い
と
思
っ
て
も
、

家
へ
招
待
す
る
こ
と
は
め
っ
た
に
な
く
、
外
食
で
済
ま
す
こ
と
が
ほ

と
ん
ど
だ
。
こ
う
す
る
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
み
な
苦
労
す
る
こ
と

な
く
、
口
に
合
っ
た
料
理
を
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
過
去
の
都
市
の
家
庭
は
子
ど
も
を
中
心
と
し
て

ま
わ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
が
、
現
在
は
そ
う
で
は
な
く

な
っ
て
き
て
い
る
。
子
ど
も
は
家
庭
の
中
心
と
な
り
、
特
に
子
ど
も

の
勉
強
は
家
庭
の
一
大
事
と
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、
多
く
の
保
護
者

た
ち
は
自
発
的
に
犠
牲
を
払
い
、
子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
最
良
の
学

習
環
境
を
整
え
る
こ
と
に
尽
力
す
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
都
市
の
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子
ど
も
の
い
る
家
庭
、
特
に
高
校
入
試
や
大
学
入
試
を
控
え
た
子
ど

も
の
い
る
家
庭
は
、
一
般
的
に
近
隣
住
民
の
特
別
な
配
慮
を
受
け
、

で
き
る
だ
け
子
ど
も
の
勉
強
が
邪
魔
さ
れ
な
い
よ
う
配
慮
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
も
し
お
互
い
に
歳
の
近
い
子
ど
も
が
い
る
な
ら

ば
、
両
者
と
も
頻
繁
に
交
流
す
る
こ
と
は
よ
く
見
ら
れ
る
。
し
か

し
、
そ
の
交
流
の
時
間
を
制
限
す
る
こ
と
を
自
覚
し
て
注
意
す
る
の

で
あ
る
。
ま
た
、
た
と
え
ば
過
去
の
都
市
住
民
の
服
装
に
か
か
る
消

費
に
つ
い
て
農
村
と
比
べ
る
と
、
い
く
ら
も
高
く
な
く
、
家
の
中
で

も
外
で
も
同
じ
装
い
で
あ
っ
た
。
現
在
は
家
の
中
に
入
っ
た
ら
パ

ジ
ャ
マ
に
着
替
え
る
な
ど
、
一
つ
は
清
潔
の
た
め
、
二
つ
は
リ
ラ
ッ

ク
ス
の
た
め
で
あ
る
。
も
し
隣
近
所
の
家
を
訪
問
し
た
い
と
思
っ
た

ら
、
一
般
的
に
は
こ
の
要
素
に
配
慮
す
る
。
さ
す
が
に
パ
ジ
ャ
マ
を

着
て
客
を
迎
え
る
こ
と
は
誰
も
し
た
く
は
な
い
の
だ
か
ら
だ
。
こ
の

よ
う
な
例
は
ほ
か
に
も
多
く
、
都
市
の
近
隣
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
頻
度
が
農
村
に
比
し
て
大
幅
に
減
少
し
た
こ
と
の
重
要
な
原
因
で

あ
る
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
も
ち
ろ
ん
、
中
国
の
都
市
の
近
隣
関
係
を
農
村
の
そ
れ
と
比
較
す

る
と
、
明
ら
か
な
共
通
点
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
近
隣
関
係
は
す
べ

て
、
中
国
の
呼
称
は
一
般
的
に
家
族
名
称
で
あ
り
、
こ
れ
は
同
族
支

配
体
系
の
現
実
的
な
現
れ
で
あ
る
。
異
な
る
の
は
、
農
村
の
近
隣
住

民
ど
う
し
が
使
用
す
る
家
族
呼
称
（
た
と
え
ば
「
三
叔
」「
四
嬸
」）

は
一
般
的
に
は
真
実
の
親
族
関
係
で
あ
る
が
、
都
市
の
近
隣
に
お
け

る
呼
称
（
た
と
え
ば
「
王
二
爺
」「
李
大
姐
」）
は
、
ほ
と
ん
ど
は
た

だ
の
敬
称
に
す
ぎ
な
い
。
都
市
に
お
け
る
近
隣
住
民
間
の
も
め
ご
と

は
、
一
般
的
に
は
居
民
委
員
会
が
仲
裁
す
る
が
、
そ
れ
で
も
解
決
で

き
な
け
れ
ば
人
民
警
察
に
助
け
を
求
め
て
法
律
に
従
っ
て
処
理
す
る

こ
と
も
で
き
る
。
こ
れ
は
農
村
の
状
況
と
も
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

四
　
非
地
縁
関
係
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
特
殊
原
則

　
異
郷
出
身
者
と
現
地
住
民
の
臨
時
的
な
関
係
は
、
あ
る
種
の
非
地

縁
関
係
だ
と
考
え
て
よ
い
。
外
国
人
が
中
国
で
現
地
の
中
国
人
と
付

き
合
う
の
も
も
ち
ろ
ん
こ
の
類
い
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
中

国
文
化
の
伝
統
は
、
一
般
的
に
異
郷
出
身
者
に
下
準
備
を
要
求
す

る
。
こ
れ
を
「
入
郷
問
禁
」（
郷
に
入
り
て
は
禁
を
問
え
、「
入
郷
問

俗
」
と
も
い
う
。
な
ぜ
な
ら
「
禁
」
も
「
俗
」
で
あ
り
、
学
界
で
は

「
禁
忌
習
俗
」
と
呼
ば
れ
て
い
〉
15
〈

る
）
と
い
う
。
こ
れ
も
普
遍
的
な
特

殊
原
則
で
あ
り
、
中
国
人
が
外
国
へ
行
く
場
合
、
外
国
人
が
中
国
へ

来
る
場
合
の
ど
ち
ら
に
も
適
用
さ
れ
る
。

　
中
国
の
領
域
は
広
大
で
、
地
方
の
禁
忌
習
俗
は
き
わ
め
て
多
い
。

よ
っ
て
、
も
し
初
め
て
現
地
人
と
接
す
る
の
な
ら
、
中
国
人
で
あ
ろ

う
と
外
国
人
で
あ
ろ
う
と
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
中
国
の
地

方
の
禁
忌
習
俗
と
さ
れ
る
こ
と
に
は
主
と
し
て
次
の
い
く
つ
か
の
側

面
が
あ
る
。

　
⑴
　
言
語
禁
忌
。
こ
れ
は
最
も
複
雑
な
体
系
で
あ
る
。
し
か
し
外

国
人
と
し
て
は
、
現
地
に
お
け
る
縁
起
の
悪
い
こ
と
ば
や
話
題
を
事
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前
に
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
き
さ
え
す
れ
ば
、
大
半
の
問
題
は
解
決
可

能
で
あ
る
。
た
と
え
ば
多
く
の
日
本
人
は
大
多
数
の
中
国
人
が

「
死
」
と
い
う
こ
と
ば
を
忌
み
嫌
い
、
不
浄
・
欠
礼
を
意
味
す
る
こ

と
ば
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
罵
倒
表
現
に
使
わ
れ

る
鶏
（
娼
妓
）・
鴨
（
男
娼
）・
二
（
粗
忽
あ
る
い
は
愚
鈍
）
と
い
っ
た

こ
と
ば
や
、
目
上
の
人
の
名
前
を
呼
び
捨
て
に
す
る
な
ど
で
あ
る
。

　
⑵
　
時
間
と
空
間
の
禁
忌
。
た
と
え
ば
年
中
行
事
の
日
時
調
整

で
、
先
に
す
る
こ
と
と
後
に
す
る
こ
と
を
ひ
っ
く
り
返
す
こ
と
は
で

き
ず
、
い
つ
何
を
す
る
か
も
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
都
市
住
民

の
寝
室
に
対
す
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
性
は
ま
す
ま
す
重
視
さ
れ
て
き
て

い
る
。
イ
ス
ラ
ム
教
を
信
仰
す
る
家
庭
で
は
、
聖
地
メ
ッ
カ
は
西
方

に
位
置
す
る
の
で
、
主
人
が
礼
拝
す
る
時
に
は
必
ず
西
方
に
向
か
っ

て
ひ
ざ
ま
ず
く
た
め
、
こ
の
と
き
に
客
人
は
西
に
座
っ
て
東
を
向
く

こ
と
は
で
き
ず
、
さ
も
な
け
れ
ば
大
禁
忌
を
犯
し
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。

　
⑶
　
物
品
の
禁
忌
。
た
と
え
ば
宗
教
遺
跡
の
見
学
と
い
っ
た
場
面

で
、
宗
教
的
な
物
品
を
不
浄
な
体
の
部
位
で
触
れ
て
は
な
ら
ず
、
手

で
触
っ
て
い
い
物
で
あ
っ
て
も
先
に
手
を
洗
う
必
要
が
あ
る
。
客
人

と
な
る
と
き
に
薬
品
を
携
行
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
多
く
の
地

域
で
縁
起
の
悪
い
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
イ
ス

ラ
ム
教
の
区
域
に
、
豚
肉
あ
る
い
は
豚
肉
を
含
ん
だ
食
品
、
お
よ
び

豚
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
物
品
を
持
っ
て
入
る
こ
と
は
、
さ
ら
な
る
禁
忌

で
あ
る
。

　
⑷
　
飲
食
の
禁
忌
。
中
国
は
飲
食
大
国
で
あ
り
、
食
事
を
す
る
こ

と
は
天
と
同
じ
く
重
要
で
あ
〉
16
〈

り
、
食
事
中
の
礼
儀
作
法
へ
の
要
求
も

自
ず
と
高
く
な
る
。
た
と
え
ば
、
現
在
の
中
国
人
が
会
食
す
る
際

に
、
一
般
的
に
は
先
に
「
忌
避
す
る
食
物
は
な
い
か
」
と
尋
ね
る
。

こ
れ
は
、
中
国
人
の
地
方
の
習
慣
と
個
人
の
信
仰
は
き
わ
め
て
複
雑

で
あ
り
、
先
に
聞
い
て
お
か
な
い
と
面
倒
な
こ
と
に
な
る
恐
れ
が
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
多
く
の
地
域
で
は
食
事
中
に
音
を
立
て
る
こ
と
を

忌
み
嫌
う
。
音
を
出
す
こ
と
は
教
養
の
な
い
こ
と
の
現
れ
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
食
卓
に
お
い
て
は
特
に
年
長
者
に

対
す
る
礼
儀
に
つ
い
て
、
始
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
注
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
ど
の
料
理
も
年
長
者
が
先
に
箸
を
つ
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
な
ど
で
あ
る
。

　
⑸
　
服
飾
と
装
飾
の
禁
忌
。
重
要
で
フ
ォ
ー
マ
ル
な
付
き
合
い
の

場
所
に
お
い
て
、
中
国
人
の
服
飾
と
装
飾
は
日
本
と
大
き
な
違
い
は

な
い
。
し
か
し
庶
民
の
間
の
私
的
な
場
所
に
お
い
て
は
、
状
況
が
大

き
く
異
な
る
。
た
と
え
ば
色
彩
の
文
化
的
意
義
に
は
注
意
を
払
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
若
者
は
流
行
を
追
う
な
ど
で
あ
る
。
し
か
し
も

し
中
国
の
農
村
へ
行
け
ば
、
髪
の
毛
を
花
の
よ
う
な
色
に
染
め
た
と

し
た
ら
、
お
そ
ら
く
現
地
の
人
に
受
け
入
れ
ら
れ
が
た
い
で
あ
ろ
う
。

　
⑹
　
客
人
と
な
る
、
あ
る
い
は
客
人
を
も
て
な
す
時
の
禁
忌
。
た

と
え
ば
中
国
の
主
人
が
客
人
に
お
茶
や
お
酒
を
す
す
め
る
と
き
に
、

多
く
の
地
域
で
は
注
ぎ
口
を
客
人
に
向
け
る
こ
と
を
避
け
る
。
な
ぜ

な
ら
、
注
ぎ
口
を
意
味
す
る
「
壺
嘴
」
と
虎
の
口
を
意
味
す
る
「
虎
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嘴
」
は
同
音
で
、
不
吉
な
兆
し
の
疑
い
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
多
く

の
地
域
で
は
、
客
人
と
家
の
外
で
話
す
こ
と
を
忌
み
は
ば
か
る
。

　
⑺
　
贈
り
物
の
禁
忌
。
た
と
え
ば
金
銭
を
贈
り
物
と
す
る
こ
と
は

中
国
で
は
許
さ
れ
て
い
る
が
、
金
額
に
は
注
意
が
必
要
で
、
三
と
四

は
一
般
的
に
不
吉
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
果
物
や
菓
子
折
な

ど
を
贈
り
物
と
す
る
際
に
も
、
果
物
の
名
称
の
同
音
を
気
に
す
る
。

た
と
え
ば
梨
と
「
離
」
は
同
音
、「
桔
」
と
「
吉
」
は
同
音
な
ど
で

あ
る
。
同
音
字
の
縁
起
が
悪
け
れ
ば
自
ず
と
使
う
こ
と
が
で
き
な

い
。
花
・
工
芸
品
・
書
画
・
骨
董
・
文
房
具
・
書
籍
な
ど
を
贈
り
物

と
す
る
に
も
、
中
国
人
は
一
般
的
に
そ
の
象
徴
的
意
味
を
重
視
す
る

の
で
あ
る
。

　
⑻
　
行
為
動
作
の
禁
忌
。
中
国
の
非
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

は
日
本
と
多
く
の
点
で
似
か
よ
っ
て
い
る
が
、
異
な
る
箇
所
も
少
な

く
な
い
の
で
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
た
と
え
ば
中
国
の
イ
ス
ラ
ム

教
を
信
仰
す
る
地
区
で
は
、
男
性
は
自
発
的
に
女
性
と
握
手
を
し
て

は
な
ら
な
い
。
跪
礼
と
叩
頭
礼
に
つ
い
て
は
、
中
国
人
は
一
般
的
に

父
母
と
祖
先
に
対
し
て
の
み
使
う
も
の
で
あ
る
。
夫
婦
、
近
隣
住

民
、
主
人
と
客
人
間
で
は
こ
の
よ
う
な
行
為
に
及
ば
な
い
。
も
し
こ

の
よ
う
な
行
為
に
及
べ
ば
、
か
え
っ
て
面
倒
な
こ
と
を
引
き
起
こ
す

は
ず
だ
。
多
く
の
日
本
人
に
は
感
謝
の
気
持
ち
を
表
す
時
に
両
手
を

合
掌
す
る
習
慣
が
あ
る
が
、
中
国
の
イ
ス
ラ
ム
教
を
信
仰
す
る
地
区

で
は
こ
れ
は
禁
忌
で
あ
る
。
現
地
で
同
様
の
意
味
を
表
す
ジ
ェ
ス

チ
ャ
ー
は
、
右
手
を
ゆ
っ
く
り
と
左
の
胸
の
前
に
置
き
、
同
時
に
上

半
身
を
わ
ず
か
に
前
傾
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
禁
忌
習
俗
に
は
以
上
の
ほ
か
に
も
、
当
然
ま
だ
ま
だ
多
く
あ
る
。

外
国
人
と
し
て
、
中
国
に
来
て
中
国
人
と
付
き
合
い
、
付
き
合
い
の

目
的
を
実
現
し
た
い
と
思
う
の
な
ら
、
事
前
に
「
入
郷
問
禁
」
す
る

こ
と
が
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。

結
　
語

　
以
上
述
べ
た
こ
と
を
ま
と
め
れ
ば
、
中
国
人
の
地
縁
関
係
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
、
本
稿
は
次
の
四
点
に
つ
い
て
論
じ
た
。

第
一
に
、
中
国
人
に
は
強
い
地
縁
意
識
が
あ
る
。
そ
れ
は
主
と
し
て

「
郷
土
意
識
」「
郷
音
意
識
」「
郷
親
意
識
」
で
あ
る
。
第
二
に
、
同

郷
関
係
の
付
き
合
い
の
主
要
な
特
徴
で
あ
る
。
第
三
に
、
中
国
の
近

隣
関
係
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
、
農
村
と
都
市
の
そ
れ
ぞ

れ
の
特
徴
と
変
化
で
あ
る
。
第
四
に
、
非
地
縁
関
係
の
付
き
合
い
に

お
け
る
特
殊
原
則
は
「
入
境
問
禁
」
で
あ
る
。
結
論
は
当
然
、
も
し

外
国
人
と
し
て
中
国
人
と
付
き
合
う
の
な
ら
ば
、
い
か
な
る
地
域
に

行
っ
て
も
、
現
地
の
地
縁
関
係
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
文
化
を
学

び
理
解
す
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
中
国
に
は
「
是
親
不
是
親
、
非
親
却
是
親
」（
親
し
き
は
親
し

か
ら
ず
、
親
し
く
に
非
ず
は
却
っ
て
親
し
き
な
り
）
と
い
う
こ
と
わ

ざ
が
あ
〉
17
〈

る
。
こ
の
よ
う
な
身
内
に
勝
る
関
係
は
、
中
国
の
特
色
あ
る

同
郷
人
と
隣
近
所
の
関
係
を
指
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な



145──中国人の地縁関係コミュニケーションについて

「
親
」
し
い
関
係
に
な
れ
る
か
ど
う
か
は
、
個
人
の
素
養
と
対
応
力

に
か
か
っ
て
い
る
。
本
稿
が
こ
の
よ
う
な
「
親
」
し
い
情
を
体
験
し

た
い
と
思
っ
て
い
る
日
本
人
の
皆
さ
ま
に
と
っ
て
一
助
と
な
る
こ
と

を
願
っ
て
い
る
。

注〈
1
〉 

愛
知
大
学
語
学
教
育
研
究
室
『
言
語
と
文
化
』
第
三
五
号
、
第

三
六
号
、
第
三
八
号
、
第
四
〇
号
を
参
照
。

〈
2
〉 

中
国
の
伝
統
的
な
礼
儀
は
、
早
く
か
ら
君
主
と
な
る
者
は
毎
年

必
ず
天
地
を
供
養
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
た
。『
礼
記
』
に
「
天
子

祭
天
地
、
祭
四
方
、
祭
山
川
、
祭
五
祀
、
歳
遍
」（
天
子
は
天
地
を

祭
り
、
四
方
を
祭
り
、
山
川
を
祭
り
、
五
祀
を
祭
り
、
歳
に
遍あ
ま
ねし
）

と
あ
る
。『
礼
記
』「
曲
礼
下
」
何
亜
輝
編
著
『
四
書
五
経
』
第
五

巻
、
光
明
日
報
出
版
社
、
二
〇
一
八
年
、
一
〇
七
九
頁
。

〈
3
〉 

庶
民
の
間
の
「
天
地
君
親
師
」
の
位
牌
の
書
き
方
の
決
ま
り
に

対
す
る
解
説
は
「
天
不
連
二
（
人
不
頂
天
）、
地
不
離
土
、
君
不
開

口
、
親
不
閉
目
、
師
不
要
撇
、
位
不
離
人
」（
天
は
二
を
連
ね
ず

（
人
は
天
を
頂
か
ず
）、
地
は
土
を
離
さ
ず
、
君
は
口
を
開
か
ず
、
親

は
目
を
閉
じ
ず
、
師
は
撇は
ら

う
を
要
せ
ず
、
位
は
人
を
離
さ
ず
）
で

あ
っ
た
。

〈
4
〉 

『
詩
経
』「
小
雅
」「
溥
天
之
下
、
莫
非
王
土
」（
溥
天
の
下
、
王

土
に
非
ざ
る
は
莫
し
）
を
参
照
。
何
亜
輝
編
著
『
四
書
五
経
』
第
一

巻
、
光
明
日
報
出
版
社
、
二
〇
一
八
年
、
四
〇
頁
。

〈
5
〉 

「
社
稷
」
と
い
う
こ
と
ば
は
早
く
か
ら
「
領
土
・
領
地
あ
る
い

は
国
家
」
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
。『
礼
記
』「
曲
礼
下
」
に
「
国
君

去
其
国
、
止
之
曰
奈
何
去
社
稷
也
」（
国
君
其
国
を
去
る
と
き
、
之

を
止
む
る
に
曰
く
、
奈い
か
ん何
ぞ
社
稷
を
去
る
や
と
）
と
あ
る
。（
何
亜

輝
編
著
『
四
書
五
経
』
第
五
巻
、
光
明
日
報
出
版
社
、
二
〇
一
八

年
、
一
〇
七
五
頁
。

〈
6
〉 

『
礼
記
』「
礼
運
」
に
「
故
先
王
患
礼
之
不
達
於
下
也
、
故
祭
帝

於
郊
、
所
以
定
天
位
也
、
祀
社
於
国
、
所
以
列
地
利
也
」（
故
に
先

王
、
礼
の
下
に
達
せ
ざ
る
を
患う
れ

う
、
故
に
帝
を
郊
に
祭
る
は
、
天
位

を
定
む
る
所
以
な
り
。
社
を
国
に
祀
る
は
、
地
利
を
列
す
る
所
以
な

り
）
と
あ
る
。
何
亜
輝
編
著
『
四
書
五
経
』
第
五
巻
、
光
明
日
報
出

版
社
、
二
〇
一
八
年
、
一
〇
九
一
頁
。

〈
7
〉 

班
固
『
漢
書
』「
元
帝
紀
」
に
「
安
土
重
遷
、
黎
民
之
性
、
骨

肉
相
附
、
人
情
所
願
也
」（
土
に
安
ん
じ
遷う
つ

る
を
重は
ば
かる

は
黎
民
の
性

な
り
、
骨
肉
相あ
い

附し
た

し
む
は
人
情
の
願
う
所
な
り
）
と
あ
る
。
漢
語
大

詞
典
出
版
社
『
二
十
四
史
全
訳
・
漢
書
・
第
一
冊
』
二
〇
〇
四
年
、

一
一
八
頁
。

〈
8
〉 

余
光
中
『
郷
愁
』　
小
時
候
／
郷
愁
是
一
枚
小
小
的
郵
票
／
我

在
這
頭
／
母
親
在
那
頭
／
長
大
後
／
郷
愁
是
一
張
窄
窄
的
船
票
／
我

在
這
頭
／
新
娘
在
那
頭
／
後
來
啊
／
郷
愁
是
一
方
矮
矮
的
墳
墓
／
我

在
外
頭
／
母
親
在
裡
頭
／
而
現
在
／
郷
愁
是
一
灣
淺
淺
的
海
峽
／
我

在
這
頭
／
大
陸
在
那
頭
（
幼
い
頃
／
郷
愁
は
一
枚
の
小
さ
な
切
手

だ
っ
た
／
私
は
こ
ち
ら
／
母
は
あ
ち
ら
／
成
人
後
／
郷
愁
は
一
枚
の

細
長
い
乗
船
券
に
な
っ
た
／
私
は
こ
ち
ら
／
新
婦
は
あ
ち
ら
／
そ
の

後
／
郷
愁
は
一
基
の
小
さ
な
お
墓
に
な
っ
た
／
私
は
外
／
母
は
中
／
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現
在
は
／
郷
愁
は
一
つ
の
浅
い
海
峡
だ
／
私
は
こ
ち
ら
／
大
陸
は
あ

ち
ら
）。

〈
9
〉 
于
右
任
『
望
大
陸
』　
葬
我
於
高
山
之
上
兮
／
望
我
大
陸
／
大

陸
不
可
見
兮
／
只
有
痛
哭
／
葬
我
於
高
山
之
上
兮
／
望
我
故
郷
／
故

郷
不
可
見
兮
／
永
不
能
忘
／
天
蒼
蒼
／
野
茫
茫
／
山
之
上
／
国
有
殤

（
私
を
高
山
の
上
に
葬
り
た
ま
え
／
我
が
大
陸
を
望
ま
ん
／
大
陸
見

え
ざ
れ
ば
／
号
泣
の
み
有
り
／
私
を
高
山
の
上
に
葬
り
た
ま
え
／
我

が
故
郷
を
望
ま
ん
／
故
郷
見
え
ざ
れ
ど
も
／
永
遠
に
忘
れ
ら
れ
ず
／

天
は
蒼
々
と
し
て
／
野
は
茫
々
た
り
／
山
の
上
／
国
に
殉
死
者
あ

り
）。

〈
10
〉 

中
国
同
郷
会
の
組
織
名
称
は
統
一
さ
れ
て
い
な
い
。
よ
く
あ
る

「
同
郷
会
」
の
ほ
か
に
、「
老
郷
会
」「
会
館
」「
聯
誼
会
」「
聯
絡

会
」「
協
会
」
な
ど
が
あ
る
。
い
か
な
る
名
称
で
あ
れ
、
前
に
地
域

名
称
を
付
け
さ
え
す
れ
ば
よ
い
。

〈
11
〉 

『
論
語
』「
里
仁
」
を
参
照
。
何
亜
輝
編
著
『
四
書
五
経
』
第
一

巻
、
光
明
日
報
出
版
社
、
二
〇
一
八
年
、
三
六
頁
。

〈
12
〉 

『
春
秋
左
氏
伝
』「
隠
公
六
年
」
に
「
親
仁
善
鄰
、
国
之
宝
也
」

と
あ
る
。
楊
曉
陽
主
編
『
春
秋
左
伝
』
江
蘇
鳳
凰
美
術
出
版
社
、
二

〇
一
七
年
、
八
頁
。

〈
13
〉 

『
孟
子
』「
滕
文
公
上
」
を
参
照
。
何
亜
輝
編
著
『
四
書
五
経
』

第
二
巻
、
光
明
日
報
出
版
社
、
二
〇
一
八
年
、
三
八
七
頁
。

〈
14
〉 

『
白
鹿
原
』
は
著
名
な
作
家
陳
忠
実
（
一
九
四
二

－

二
〇
一

六
）
の
代
表
作
で
、
全
部
で
五
〇
万
字
あ
ま
り
、
六
年
の
歳
月
を
か

け
て
書
き
上
げ
ら
れ
た
。
こ
の
小
説
は
陝
西
関
中
地
区
の
白
鹿
原
に

あ
る
白
鹿
村
を
縮
図
と
し
、「
白
」
姓
と
「
鹿
」
姓
の
二
代
家
族
の

三
代
に
及
ぶ
恩
讐
争
い
を
通
し
て
、
清
末
か
ら
一
九
七
〇
〜
八
〇
年

代
に
及
ぶ
半
世
紀
を
超
え
る
歴
史
的
な
変
化
を
描
写
し
た
も
の
で
あ

る
。
一
九
九
七
年
、
こ
の
小
説
は
中
国
第
四
回
茅
盾
文
学
賞
を
獲
得

し
た
。
後
に
本
小
説
を
原
作
と
し
た
同
名
の
映
画
・
ド
ラ
マ
・
舞
台

劇
・
舞
踊
劇
・
秦
腔
（
陝
西
省
の
伝
統
劇
）
な
ど
が
作
ら
れ
た
。

〈
15
〉 

万
建
中
著
『
禁
忌
与
中
国
文
化
』
第
一
章
「
禁
忌
民
俗
的
本

質
」
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
。

〈
16
〉 

『
漢
書
』「
酈
食
其
伝
」
を
参
照
。「
王
者
以
民
為
天
、
而
民
以

食
為
天
」（
王
者
民
を
以
て
天
と
為
し
て
、
民
食
を
以
て
天
と
為

す
）。「
天
」
は
中
国
に
お
い
て
は
至
高
の
神
で
あ
り
、
民
衆
は
食
事

を
天
と
み
な
し
た
こ
と
か
ら
も
、
食
事
の
重
要
性
が
わ
か
る
の
で
あ

る
。
漢
語
大
詞
典
出
版
社
『
二
十
四
史
全
訳
・
漢
書
・
第
二
冊
』
二

〇
〇
四
年
、
九
八
四
頁
。

〈
17
〉 

『
増
広
賢
文
』
吉
林
文
史
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
、
三
五
七
頁

を
参
照
。

主
要
参
考
文
献

王
徳
有
・
陳
戦
国
主
編
『
中
国
文
化
百
科
』
吉
林
人
民
出
版
社
、
一
九

九
一
年

湯
一
介
・
張
耀
南
・
方
銘
主
編
『
中
国
儒
学
文
化
大
観
』
北
京
大
学
出

版
社
、
二
〇
〇
一
年

尚
會
鵬
『
中
国
人
與
日
本
人
』
北
京
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年

王
寧
主
編
『
評
析
本
白
話
十
三
経
』
北
京
広
播
学
院
出
版
社
、
一
九
九

三
年
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陳
戍
国
編
著
『
礼
記
校
注
』
岳
麓
書
社
、
二
〇
〇
四
年

楊
威
『
中
国
伝
統
日
常
生
活
世
界
的
文
化
透
視
』
人
民
出
版
社
、
二
〇

〇
五
年

喻
懐
澄
編
著
『
歷
代
名
言
佳
句
欣
賞
詞
典
』
南
開
大
学
出
版
社
、
一
九

九
七
年

武
岡
子
主
編
『
大
中
華
文
化
知
識
宝
庫
』
湖
北
人
民
出
版
社
、
一
九
九

五
年

胡
戟
撰
『
中
華
文
化
通
誌
第
五 

典
・
礼
儀
志
』
上
海
人
民
出
版
社
、

一
九
九
八
年

易
中
天
『
閒
話
中
国
人
』
華
齢
出
版
社
、
一
九
九
六
年

曹
徳
本
『
中
国
伝
統
文
化
学
』
遼
寧
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年

秦
弓
『
中
国
人
的
徳
行
』
華
齢
出
版
社
、
一
九
九
七
年

孫
蓀
主
編
『
論
中
国
人
現
象
』
河
南
人
民
出
版
社
、
一
九
九
二
年

﹇
美
国
﹈
埃
徳
温
・
頼
肖
爾
（E

dwin O
. R

eischauer
）・
馬
里
厄
斯
・
詹

森
（M

arius B. Jansen

）『
当
今
日
本
人
│
│
変
化
及
其
連
続
性
』

上
海
訳
文
出
版
社
、
一
九
九
八
年

劉
忠
信
主
編
『
社
交
大
全
』
吉
林
大
学
出
版
社
、
一
九
九
六
年

李
元
授
・
郭
友
鵬
・
楊
智
敏
『
交
際
学
』
武
漢
測
絵
科
技
大
学
出
版

社
、
一
九
九
一
年

黃
釗
等
『
中
国
道
徳
文
化
』
湖
北
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年

喬
継
堂
『
中
国
人
生
礼
俗
大
全
』
天
津
人
民
出
版
社
、
一
九
九
〇
年

楊
志
剛
『
中
国
礼
儀
制
度
研
究
』
華
東
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
一

年
張
岩
松
編
著
『
現
代
交
際
礼
儀
』
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
二
〇
〇
六

年

賈
玉
新
著
『
跨
文
化
交
際
学
』
上
海
外
語
教
育
出
版
社
、
一
九
九
七
年

王
福
祥
・
呉
漢
櫻
編
『
文
化
与
語
言
』
外
語
教
学
与
研
究
出
版
社
、
一

九
九
四
年

許
嘉
璐
主
編
『
二
十
四
史
全
訳
』
漢
語
大
詞
典
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年


