
長
き
に
わ
た
る
井
手
氏
の
研
究
は
、
お
そ
ら
く
誰
が
考
え
て
も
一
身
に

し
て
は
成
し
難
い
程
の
分
量
の
こ
と
を
一
つ
一
つ
ク
リ
ア
ー
し
よ
う
と
し

な
が
ら
進
め
て
こ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
全
五
八
一
頁
、
そ
れ
に
加
え
て

索
引
一
四
頁
を
付
し
た
大
部
の
書
で
あ
る
本
書
を
「
ま
え
が
き
と
し
て
の

さ
さ
や
か
な
試
論
」
と
位
置
づ
け
る
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
困
難
な
道
を

歩
ん
で
来
た
氏
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
な
し
得
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
序
の
中
で
井
手
氏
は
続
け
て
「
大
航
海
時
代
と
称
さ
れ
る
世
界
史

的
視
点
か
ら
、
将
来
、
キ
リ
シ
タ
ン
思
想
史
研
究
の
「
本
論
」
が
展
開
さ

れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
」
（
序
三
頁
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
教
養
課

程
を
解
体
し
い
わ
ゆ
る
〃
専
門
化
〃
に
血
道
を
あ
げ
て
い
る
現
今
の
大
学

を
め
ぐ
る
状
況
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
「
本
論
」
の
展
開
は
や
は
り
井
手
氏

自
身
の
手
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
ほ
か
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
玉
川
学
園
女
子
短
期
大
学
助
教
授
）

ス
的
人
文
主
義
思
想
な
ど
」
の
「
東
西
両
思
想
に
関
す
る
学
殖
と
識
見
を

必
要
と
す
る
」
、
と
述
べ
て
い
る
（
序
二
～
三
頁
）
。
さ
ら
に
こ
れ
に
は
、

本
書
史
料
篇
や
第
６
論
文
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
欧
文
（
ラ
テ
ン
語
を
含
む
）

や
和
文
の
古
文
書
を
読
み
こ
な
す
能
力
を
も
付
け
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。

本
書
は
、
一
九
八
八
年
か
ら
四
年
間
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
京
都
大
学

人
文
科
学
研
究
所
の
共
同
研
究
「
貝
原
益
軒
と
そ
の
時
代
」
の
報
告
書
で

あ
る
。
ま
た
、
本
書
に
は
、
八
九
年
か
ら
九
二
年
ま
で
三
次
に
わ
た
り
開

催
さ
れ
た
京
都
国
際
セ
ミ
ナ
ー
「
安
定
期
社
会
に
お
け
る
人
生
の
諸
相
」

お
よ
び
九
二
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
る
「
貝
原
益
軒
本
流

布
に
関
す
る
社
会
史
的
研
究
」
の
知
見
も
反
映
し
て
い
る
。

本
書
の
問
題
意
識
は
、
編
者
の
横
山
俊
夫
に
よ
る
「
序
」
に
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
従
来
の
益
軒
像
は
「
近
代
日
本
の
学
術
分
業
に
し
た
が
い
、
ば

ら
ば
ら
に
な
り
す
ぎ
て
い
る
」
、
ま
た
「
後
知
恵
に
よ
る
評
価
が
目
立
つ
」

と
批
判
さ
れ
、
益
軒
の
生
き
た
時
代
の
中
で
彼
の
実
像
を
捉
え
よ
う
と
す

る
。
本
書
の
特
徴
は
、
こ
の
彼
が
生
き
た
時
代
を
「
安
定
社
会
」
と
捉
え

る
こ
と
に
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
は
、
次
の
よ
う
な
現
代
社
会

の
近
未
来
像
が
念
頭
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
現
代
社
会
は
百
年
と
経
た
な

い
う
ち
に
、
人
口
と
資
本
の
困
難
な
制
御
を
実
現
し
、
「
「
天
地
人
の
調
和

た
め
」
と
、
そ
の
時
点
の
人
間
が
考
え
る
詳
細
な
礼
法
体
系
に
固
め
ら
れ

た
社
会
」
、
「
地
球
規
模
で
の
超
安
定
社
会
」
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ

横
山
俊
夫
編

『
貝
原
益
軒
天
地
和
楽
の
文
明
学
』

（
平
凡
社
．
一
九
九
五
年
）

佐
久
間
正

日本思想史学28<1996> 192



の
よ
う
に
考
え
る
と
、
「
安
定
社
会
と
い
う
も
の
が
も
た
ら
す
閉
塞
状
況
の
、

い
わ
ば
小
規
模
な
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
」
と
見
な
し
う
る
時
代

を
生
き
た
「
文
明
論
者
」
益
軒
か
ら
学
ぶ
も
の
は
少
な
く
な
い
と
い
う
。

こ
こ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
近
未
来
像
の
当
否
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
は
し

な
い
が
、
問
題
は
、
そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
よ
っ
て
、
従
来
の
益
軒
研

究
で
は
看
過
さ
れ
て
き
た
も
の
が
新
た
に
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
か
、
近

代
の
後
知
恵
に
よ
る
「
痩
せ
細
っ
た
」
益
軒
像
で
は
な
く
生
き
た
等
身
大

の
益
軒
像
を
描
き
え
た
か
で
あ
ろ
う
。

本
書
の
構
成
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

序
安
定
社
会
を
生
き
る
Ｉ
益
軒
翁
の
う
わ
さ
に
よ
せ
て横

山
俊
夫

Ｉ
隠
者
ば
や
り
の
世
に

第
一
章
達
人
へ
の
道
Ｉ
『
楽
訓
』
を
読
む
横
山
俊
夫

第
二
章
詩
人
と
し
て
の
貝
原
益
軒
深
澤
一
幸

第
三
章
公
家
・
武
家
・
儒
者
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
マ
ッ
ク
マ
レ
ン

第
四
章
近
世
前
期
の
大
名
と
侍
講
藤
井
讓
治

Ⅱ
益
軒
の
学
を
た
ど
る

第
五
章
「
学
術
」
の
成
立
Ｉ
益
軒
の
道
徳
論
と
学
問
論

辻
本
雅
史

第
六
章
君
子
の
知
Ｉ
益
軒
の
「
博
学
」
を
め
ぐ
っ
て

松
村
浩
二

第
七
章
『
大
疑
録
』
に
い
た
る
道
三
浦
秀
一

こ
う
し
て
Ｉ
で
は
、
「
安
定
社
会
」
と
益
軒
の
関
わ
り
、
「
安
定
社
会
」

に
お
け
る
儒
者
・
大
名
の
あ
り
方
が
論
じ
ら
れ
、
Ⅱ
で
は
、
益
軒
の
著
述

に
お
け
る
膨
大
な
古
典
の
引
用
を
見
極
め
つ
つ
、
益
軒
の
思
想
と
先
行
思

想
と
の
関
連
が
考
察
さ
れ
、
Ⅲ
で
は
、
益
軒
の
著
述
の
読
ま
れ
方
が
分
析

さ
れ
る
。

横
山
は
「
序
」
で
益
軒
の
思
想
を
「
空
間
が
限
ら
れ
た
時
代
の
非
成
長

の
哲
学
」
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
、
「
徹
底
し
た
〃
今
〃
の
肯
定
」
の

上
に
「
礼
に
よ
る
宇
宙
的
調
和
」
を
求
め
「
自
己
抑
制
」
を
第
一
と
す
る

が
、
単
に
自
分
を
抑
制
す
る
と
い
う
消
極
的
姿
勢
の
み
で
な
く
、
楽
し
く

生
き
ら
れ
て
こ
そ
抑
制
の
意
味
も
あ
る
と
し
、
「
楽
」
の
意
義
と
そ
の
工

夫
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
益
軒
の
思
想
の
特
色
は
、
第
一

章
、
第
二
章
、
お
よ
び
第
九
章
で
具
体
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
第
三
章

は
、
岡
山
藩
致
仕
後
の
「
隠
者
」
熊
沢
蕃
山
と
公
家
中
院
通
茂
と
の
間
の

第
八
章
中
国
養
生
文
化
の
伝
統
と
益
軒
麥
谷
邦
夫

Ⅲ
益
軒
現
象
を
さ
ぐ
る

第
九
章
『
家
道
訓
』
の
世
界
ｌ
不
器
量
の
す
す
め
横
山
俊
夫

（
本
論
は
、
前
川
和
也
編
『
家
族
・
世
帯
・
家
門
』
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

一
九
九
三
、
所
収
の
「
貝
原
益
軒
『
家
道
訓
』
考
」
を
補
訂
し
た
も
の
で

あ
る
）

第
一
○
章
倹
約
と
養
生
ｌ
益
軒
養
生
論
の
特
質
と
受
容塚

本
明

第
二
章
益
軒
本
の
読
者
横
田
冬
彦
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源
氏
物
語
解
釈
を
め
ぐ
る
緊
張
を
は
ら
む
や
り
と
り
を
論
じ
、
隠
者
の
一

つ
の
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
。
第
四
章
は
、
若
狭
小
浜
藩
の
大
名
酒
井
忠

直
（
大
老
と
な
っ
た
酒
井
忠
勝
の
嫡
子
）
に
関
す
る
史
料
を
分
析
し
、
講
書

で
取
り
上
げ
ら
れ
た
書
籍
は
和
書
が
漢
籍
を
圧
倒
し
、
漢
籍
の
中
で
も
儒

書
の
比
重
は
三
割
程
度
で
あ
る
こ
と
、
侍
講
一
三
人
の
う
ち
儒
書
を
講
じ

た
も
の
は
わ
ず
か
四
人
で
あ
り
、
侍
講
Ⅱ
儒
者
と
い
う
図
式
は
成
り
立
た

な
い
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
、
総
じ
て
一
七
世
紀
後
半
に
お
け
る
大
名
の
学

問
と
し
て
の
儒
学
の
位
置
も
、
侍
講
と
し
て
の
儒
者
の
位
置
も
高
い
も
の

で
は
な
か
っ
た
と
結
論
づ
け
る
（
第
四
章
の
史
料
理
解
に
関
し
て
は
後
述
す

る
）
。
ま
さ
に
横
山
が
「
序
」
で
指
摘
す
る
ご
と
く
、
「
安
定
社
会
」
は
「
彼

ら
（
知
識
人
）
に
対
す
る
社
会
の
期
待
が
ま
こ
と
に
薄
い
時
代
で
あ
っ
た
」
。

第
五
章
で
は
、
益
軒
が
宋
明
学
に
至
る
中
国
思
想
を
い
か
に
吸
収
し
、

そ
の
中
で
い
か
な
る
思
想
世
界
を
つ
く
り
あ
げ
た
の
か
が
極
め
て
説
得
的

に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
辻
本
は
、
朱
子
学
の
「
天
理
」
や
「
本
然
の
性
」

に
依
拠
し
な
い
益
軒
の
道
徳
論
の
根
拠
こ
そ
彼
の
「
天
地
に
事
へ
る
」
説

で
あ
る
と
し
、
益
軒
儒
学
の
実
践
的
謀
題
は
、
「
天
地
の
道
」
を
規
範
と
し
、

人
は
人
間
と
万
物
に
い
か
に
関
わ
っ
て
い
く
べ
き
か
で
あ
っ
た
と
し
、

「
「
物
」
の
世
界
を
排
除
せ
ず
、
む
し
ろ
天
地
、
人
、
物
の
三
者
の
連
続
的

な
か
か
わ
り
あ
い
を
問
い
、
そ
の
な
か
で
の
人
の
あ
り
方
を
考
え
る
」
点

に
こ
そ
、
「
天
地
に
も
比
肩
し
う
る
人
の
自
律
性
の
論
理
を
も
っ
た
朱
子

学
と
も
質
を
異
に
し
た
、
益
軒
儒
学
の
も
つ
独
自
の
特
質
が
あ
っ
た
」
と

い
う
。
そ
し
て
、
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
「
天
地
の
道
を
規
範
と
し
た

自
己
抑
制
の
生
き
方
」
を
め
ぐ
る
益
軒
の
主
張
は
、
そ
の
思
想
に
「
著
し

い
保
守
性
と
穏
健
さ
」
を
与
え
た
。
自
己
の
不
完
全
さ
の
自
覚
や
受
恩
的

存
在
と
し
て
の
自
己
意
識
に
基
づ
く
そ
の
よ
う
な
保
守
性
は
、
消
極
的
な

人
生
観
に
見
え
る
が
、
反
面
、
や
む
こ
と
の
な
い
天
地
生
生
の
活
動
に
対

す
る
宗
教
的
信
仰
に
も
近
い
心
の
持
ち
方
に
よ
っ
て
、
自
ら
を
強
く
律
す

る
規
範
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
天
地
の
常
行
」
に
の
っ
と
っ
て
日
々

勤
め
慎
し
む
こ
と
こ
そ
、
卑
小
な
自
己
が
「
天
地
に
事
へ
」
、
天
地
に
つ

な
が
る
道
と
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
主
張
は
、

自
己
を
律
す
る
生
活
の
中
で
、
倦
ま
ず
た
ゆ
ま
ず
勤
め
て
や
ま
な
い
勤
労

的
精
神
の
強
調
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
見
ら
れ
る
実
践
主
体
は
、
天
下
・
社

会
を
自
ら
の
身
に
引
き
受
け
て
い
く
意
味
で
の
「
世
界
大
」
の
主
体
に
は

決
し
て
な
り
え
な
い
が
、
し
か
し
そ
の
主
体
は
、
受
恩
的
存
在
と
し
て
の

責
任
意
識
の
も
と
、
や
む
こ
と
の
な
い
天
地
を
規
範
と
し
て
、
与
え
ら
れ

た
自
己
の
場
や
分
に
お
い
て
、
ど
こ
ま
で
も
慎
み
勤
め
行
う
自
律
し
た
強

靱
な
実
践
主
体
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
「
消
極
的
な
自
己
抑
制
を
基
調
に

し
な
が
ら
、
自
律
し
た
強
靱
な
実
践
主
体
の
あ
り
か
た
を
説
く
」
こ
の
よ

う
な
益
軒
の
人
生
観
は
、
石
田
梅
岩
な
ど
の
思
想
に
も
共
通
し
た
性
格
を

見
出
だ
す
こ
と
が
で
き
、
お
そ
ら
く
近
世
の
民
衆
に
は
か
な
り
普
遍
性
を

も
っ
た
思
想
の
傾
向
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
安
丸
良
夫
の
い
う
通
俗
道

徳
論
に
も
つ
な
が
る
以
上
の
辻
本
の
所
説
は
、
益
軒
の
思
想
の
思
想
史
的

意
義
、
あ
る
い
は
社
会
的
性
格
を
考
え
る
上
で
傾
聴
す
べ
き
も
の
で
あ
る

遥
八
ノ
○

続
い
て
辻
本
は
、
益
軒
に
お
い
て
先
に
指
摘
し
た
実
践
的
課
題
に
応
え

る
た
め
の
方
法
が
「
術
」
（
人
に
対
す
る
「
術
」
が
「
礼
」
）
で
あ
る
と
し
、
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し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
る
「
物
理
の
学
」
と
い
う
益
軒
の
把
握
と
の
関

連
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
物
の
性
」
（
物
の
理
）
を
具
体
的
に
窮
め
知

る
（
窮
理
の
学
あ
る
い
は
「
物
理
の
学
」
）
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
物
を
愛
す
る
」

方
法
（
物
に
対
す
る
人
の
適
切
な
関
わ
り
方
、
つ
ま
り
「
術
」
）
が
わ
か
る
。

こ
う
し
て
、
「
物
を
愛
す
る
」
と
い
う
仁
の
実
践
が
可
能
と
な
り
、
「
天
地

に
事
へ
」
正
し
い
人
道
を
行
え
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
朱
子
学
の
体
系
的

理
論
の
も
と
、
「
術
」
の
学
を
構
想
し
た
益
軒
儒
学
は
、
諸
々
の
「
術
」

の
書
の
「
総
論
」
に
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
思
想
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な

益
軒
儒
学
に
よ
っ
て
、
「
術
」
の
学
が
一
定
の
世
界
観
の
文
脈
の
中
に
位

置
づ
け
ら
れ
た
と
結
論
す
る
。
そ
し
て
辻
本
は
、
学
問
を
「
術
」
と
捉
え

る
益
軒
の
学
問
観
は
、
そ
れ
ま
で
の
学
問
観
に
一
つ
の
転
回
を
も
た
ら
す

も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
。
近
世
学
問
史
に
お
け
る
益
軒
の
思
想
と
学
問
の

意
義
・
位
置
に
つ
い
て
の
極
め
て
適
切
な
指
摘
で
あ
ろ
う
。

第
六
章
で
は
、
以
上
の
益
軒
儒
学
の
内
容
と
構
成
か
ら
必
然
的
に
も
た

ら
さ
れ
る
「
博
学
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
益
軒
が
「
博
学
」
に
言
及
す

る
際
、
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
繰
り
返
さ
れ
る
広
大
無
窮
な
る
理
と
有

限
な
る
人
知
と
い
う
把
握
が
、
「
学
問
の
道
は
天
下
の
公
道
」
と
し
て
、

自
閉
し
固
定
し
た
学
派
や
信
仰
的
な
師
弟
関
係
を
排
し
広
く
外
に
開
か
れ

た
学
問
観
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
松
村
の
指
摘
は
、
益
軒
儒
学
の
思
想
的

可
能
性
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
ろ
う
。

第
七
章
は
、
『
大
疑
録
』
に
至
る
益
軒
の
思
想
の
展
開
Ⅱ
転
回
を
論
じ
る
。

益
軒
は
『
黒
田
家
譜
』
編
纂
の
過
程
で
小
瀬
甫
庵
の
『
太
閣
記
』
な
ど
に

見
ら
れ
る
天
道
思
想
の
意
義
を
捉
え
る
よ
う
に
な
り
、
五
○
歳
前
後
の
宋

明
性
理
学
を
彼
な
り
に
整
理
し
は
じ
め
た
時
期
に
は
、
彼
の
内
に
は
思
想

的
価
値
基
準
と
し
て
天
道
思
想
が
確
立
し
て
い
た
。
同
時
期
に
は
ま
た
「
天

道
と
相
即
す
る
観
念
と
し
て
神
道
が
導
入
さ
れ
」
、
神
道
思
想
に
も
接
近

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
仏
教
へ
の
対
抗
上
、
儒
教
が
社
会
的
に
認
知
さ
れ

る
た
め
の
同
盟
軍
と
し
て
神
道
へ
の
接
近
が
図
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
三

浦
の
以
上
の
理
解
に
つ
い
て
は
異
論
が
少
な
く
な
い
の
で
、
あ
ら
た
め
て

後
に
ふ
れ
る
。

第
八
章
で
は
、
ま
ず
宋
・
明
に
至
る
中
国
養
生
文
化
の
展
開
が
わ
か
り

や
す
く
述
べ
ら
れ
る
薮
え
ら
れ
る
点
が
少
な
く
な
か
っ
た
）
。
そ
し
て
、

益
軒
の
『
頤
生
輯
要
』
（
『
養
生
訓
』
の
元
と
な
っ
た
養
生
に
関
す
る
漢
籍
の

記
事
を
抄
出
編
纂
し
た
資
料
集
）
の
特
徴
と
し
て
、
第
一
に
、
中
国
の
養
生

文
化
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
神
仙
な
い
し
道
教
的
養
生
術
が
排
除
さ
れ
て

い
る
こ
と
、
第
二
に
、
中
国
の
養
生
害
の
多
く
は
養
生
の
た
め
の
実
用
的

な
薬
剤
の
処
方
を
付
載
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
が
一
切
な
い
こ
と
を
挙
げ

る
。
そ
こ
に
は
、
「
自
己
一
身
の
養
生
の
み
を
考
え
る
と
い
う
独
善
的
な

発
想
」
が
な
く
、
ま
た
「
時
代
、
地
理
、
風
俗
の
違
い
を
重
視
し
唐
土
の

学
問
を
鵜
呑
み
に
し
な
い
態
度
」
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
。
麥
谷
に
よ
れ

ば
、
益
軒
は
、
彼
の
独
創
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
「
楽
志
」
を
も
含
め
て
、

中
国
の
養
生
文
化
の
伝
統
を
踏
え
つ
つ
、
日
本
の
風
土
・
社
会
・
文
化
に

適
合
す
る
も
の
を
自
ら
の
思
想
的
立
場
か
ら
取
捨
選
択
し
、
再
構
成
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
養
生
説
を
築
い
た
の
で
あ
り
、
伝
統
的
な
儒
家
の
養

生
説
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
養
生
と
は
自
己
の
私
的
な
身
体
の
保
持
を
目
的

と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
聖
人
の
道
の
実
践
、
義
理
の
達
成
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を
常
に
可
能
に
し
て
お
く
た
め
に
こ
そ
意
味
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
し
、

肉
体
的
な
養
生
と
同
時
に
精
神
的
な
保
養
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
本
章

の
指
摘
は
、
養
生
思
想
に
と
ど
ま
ら
ず
中
国
思
想
に
対
す
る
益
軒
の
態
度

を
考
え
る
う
え
で
も
参
考
と
な
ろ
う
。

第
一
○
章
で
は
、
ま
ず
倹
約
論
・
養
生
論
の
背
景
で
あ
る
都
市
社
会
に

対
す
る
益
軒
の
認
識
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
れ
が
当
時
の
都
市
社
会
の
実

際
を
か
な
り
直
裁
に
反
映
す
る
も
の
で
あ
り
、
彼
は
都
市
社
会
な
い
し
都

市
化
が
進
む
時
代
に
つ
い
て
好
意
的
な
認
識
を
示
し
て
い
た
と
評
さ
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
認
識
を
踏
ま
え
、
益
軒
の
養
生
論
と
倹
約
論
は
論
理
的
に
パ

ラ
レ
ル
に
説
か
れ
た
と
し
、
「
益
軒
の
倹
約
論
の
要
点
は
、
儒
教
道
徳
に

基
づ
く
家
の
存
続
の
た
め
、
あ
る
い
は
欲
を
捨
て
た
後
の
楽
の
境
地
を
得

る
と
い
う
高
尚
な
観
念
論
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
我
が
身
の
日
々
の
健

康
・
養
生
を
目
的
と
す
る
、
い
わ
ば
い
た
っ
て
功
利
的
な
も
の
で
は
な
か

っ
た
か
」
と
結
論
す
る
。
続
い
て
、
益
軒
養
生
論
の
そ
の
後
の
受
容
と
批

判
に
つ
い
て
具
体
的
に
紹
介
し
（
教
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
）
、
益
軒

以
後
の
養
生
論
に
お
い
て
は
、
公
儀
法
と
よ
り
接
近
し
、
民
衆
の
生
活
を

律
す
る
枠
組
み
を
強
め
る
こ
と
と
な
り
、
確
か
に
そ
れ
ら
は
民
衆
の
衛
生

や
健
康
に
つ
い
て
の
意
識
を
向
上
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
道
徳
と

結
び
付
き
、
「
身
体
の
私
事
性
」
を
薄
れ
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
別
の

機
能
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
結
論
す
る
。
そ
し
て
塚
本
は
、
養
生
論
の

変
化
に
社
会
の
変
容
が
反
映
し
て
い
る
と
し
、
そ
の
延
長
上
に
近
代
社
会

の
成
立
も
見
据
え
て
い
る
が
、
確
か
に
益
軒
以
後
の
養
生
論
の
中
に
は
近

代
日
本
国
家
に
お
け
る
臣
民
像
の
一
つ
が
予
兆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。第

二
章
は
、
か
ね
て
の
難
題
で
あ
る
、
ど
の
よ
う
な
人
々
が
益
軒
の

著
作
を
購
い
、
ど
の
程
度
理
解
し
た
か
に
つ
い
て
、
幾
内
の
庄
屋
文
書
の

分
析
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
横
田
は
、
従
来

の
研
究
が
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
か
ら
読
者
を
類
推
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
混

乱
を
招
い
て
き
た
と
批
判
し
、
河
内
国
の
志
紀
郡
柏
原
村
の
三
田
家
、
北

河
内
郡
日
下
村
の
森
家
、
石
川
郡
富
田
林
村
の
杉
山
家
、
同
郡
大
ケ
塚
村

の
壺
井
家
（
河
内
屋
）
の
文
書
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
の
よ
う

に
結
論
す
る
。
数
百
冊
の
蔵
書
を
持
ち
、
儒
学
書
・
仏
書
・
医
学
書
な
ど

を
も
そ
れ
な
り
に
読
み
こ
な
し
、
和
歌
や
漢
詩
文
を
自
ら
創
作
す
る
、
知

的
営
為
と
し
て
の
読
書
行
為
が
確
か
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
し
か

も
そ
れ
は
村
に
お
け
る
一
軒
の
庄
屋
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
一
定
の

厚
み
を
も
っ
て
存
在
し
、
寺
僧
や
手
習
師
匠
・
医
者
な
ど
を
含
み
込
み
つ

つ
、
村
内
お
よ
び
村
を
越
え
て
、
様
々
な
サ
ー
ク
ル
や
書
籍
の
貸
借
を
行

う
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
も
っ
て
機
能
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
営
為
は
、
一
つ

に
は
自
己
の
「
家
」
の
確
立
と
そ
の
維
持
の
た
め
で
あ
り
、
二
つ
に
は
地

域
社
会
の
中
で
彼
ら
が
村
落
上
層
と
し
て
の
生
活
様
式
や
文
化
水
準
を
保

持
し
、
「
民
俗
」
に
対
し
て
新
し
い
知
の
主
導
者
と
し
て
文
化
的
ヘ
ゲ
モ

ニ
ー
の
確
立
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
営
為
は

従
来
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
決
し
て
暮
藩
制
の
解
体
期
の
現
象
で
は
な

く
、
幕
藩
体
制
の
確
立
と
と
も
に
成
立
し
、
元
禄
・
享
保
期
に
は
す
で
に

豊
か
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
益
軒
の
著
作
は
こ
の
よ
う
な
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
中
で
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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以
上
の
論
考
を
通
じ
て
本
書
は
確
か
に
従
来
の
益
軒
研
究
を
大
き
く
前

進
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
単
に
個
別
益
軒
研
究
に
と
ど
ま

ら
ず
、
近
世
社
会
と
儒
者
・
儒
教
と
い
う
近
世
の
社
会
と
思
想
を
考
え
る

上
で
逸
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
主
題
へ
の
新
し
い
切
り
口
を
示
す

も
の
と
も
な
っ
て
い
る
。
横
山
は
「
序
」
で
、
「
益
軒
の
生
前
や
没
後
に

刊
行
さ
れ
た
彼
自
身
の
著
作
に
と
ど
ま
ら
ず
、
甥
の
好
古
や
兄
の
楽
軒
、

弟
子
の
竹
田
定
直
と
の
合
作
と
い
え
る
も
の
を
く
わ
え
、
さ
ら
に
こ
れ
ら

「
益
軒
先
生
」
な
る
イ
メ
ー
ジ
に
あ
や
か
つ
た
出
版
物
を
も
あ
わ
せ
て
〃
益

軒
本
〃
と
呼
び
、
そ
の
ひ
と
ま
と
ま
り
と
し
て
の
盛
行
ぶ
り
を
〃
益
軒
現

象
〃
と
と
ら
え
る
な
ら
、
今
後
す
す
め
た
い
の
は
ま
さ
に
こ
の
現
象
の
社

会
史
的
解
明
で
あ
る
」
と
今
後
の
研
究
課
題
を
示
し
、
既
に
そ
の
準
備
が

進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
今
後
の
実
り
多
い
成
果
が

期
待
さ
れ
る
。

以
上
、
筆
者
が
本
書
か
ら
学
ん
だ
事
柄
を
中
心
に
本
書
の
内
容
を
紹
介

し
て
き
た
が
、
本
書
の
い
く
つ
か
の
所
説
に
は
異
論
も
あ
り
、
ま
た
共
同

研
究
報
告
と
は
い
え
個
別
論
文
を
収
録
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
か
、
そ
れ

ら
の
間
に
評
価
の
違
い
も
見
う
け
ら
れ
る
の
で
、
以
下
、
本
書
の
理
解
を

よ
り
深
め
る
と
い
う
立
場
か
ら
、
紙
幅
の
許
す
か
ぎ
り
そ
れ
ら
の
点
に
関

し
て
述
べ
て
み
た
い
。

先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
第
七
章
で
は
、
益
軒
は
宋
明
性
理
学
を
天
道
思
想

に
基
づ
い
て
整
理
・
解
釈
し
た
と
さ
れ
る
が
、
益
軒
の
思
想
変
革
を
も
た

ら
し
た
と
す
る
「
朱
喜
の
思
想
を
、
現
実
の
問
題
と
の
緊
張
関
係
に
置
い

て
把
握
し
直
す
機
会
」
、
具
体
的
に
は
「
黒
田
藩
と
い
う
現
実
と
の
か
か

わ
り
」
が
『
黒
田
家
譜
』
編
纂
以
外
明
瞭
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
「
太

極
図
説
」
に
対
す
る
益
軒
の
評
価
の
変
化
や
『
困
知
記
』
の
著
者
で
あ
る

羅
欽
順
の
思
想
の
受
容
に
関
す
る
言
及
は
あ
る
も
の
の
、
益
軒
が
朱
子
学

の
ど
こ
に
問
題
を
感
じ
、
ど
の
よ
う
に
修
正
し
た
の
か
が
全
体
と
し
て
不

明
瞭
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
天
道
思
想
を
三
浦
が
ど
の
よ
う
に
思
想
史

的
に
位
置
づ
け
て
い
る
の
か
が
不
鮮
明
で
あ
る
こ
と
と
も
関
連
し
て
い
よ

う
。
「
人
間
の
不
徳
を
懲
ら
し
め
る
」
「
勧
善
懲
悪
の
、
王
宰
者
と
し
て
の
」

「
外
在
者
と
し
て
の
天
道
」
と
い
う
内
容
を
主
と
す
る
天
道
観
に
よ
っ
て
、

宋
明
性
理
学
が
整
理
さ
れ
た
と
す
る
よ
り
も
、
辻
本
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、

そ
し
て
三
浦
自
身
も
ふ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
益
軒
儒
学
の
思
想
的
根
拠
で

あ
る
と
と
も
に
そ
の
思
想
的
枠
組
み
を
提
供
し
て
い
る
「
天
地
に
事
へ
る
」

説
の
形
成
過
程
と
思
想
的
系
譜
関
係
を
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

仏
教
へ
の
対
抗
上
、
儒
教
が
社
会
的
に
認
知
さ
れ
る
た
め
に
神
道
へ
の
接

近
が
図
ら
れ
た
と
い
う
い
わ
ば
思
想
外
在
的
理
解
も
疑
問
で
あ
る
。
益
軒

に
お
け
る
神
道
思
想
の
問
題
は
『
神
紙
訓
』
な
ど
の
史
料
批
判
も
含
め
て

慎
重
に
取
り
扱
う
必
要
が
あ
る
が
、
例
え
ば
第
一
章
で
指
摘
さ
れ
て
い
る

益
軒
の
外
国
観
な
ど
と
の
関
連
も
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
○
章
で
は
、
益
軒
の
倹
約
論
Ⅱ
養
生
論
の
要
点
は
「
我
が
身
の
日
々

の
健
康
・
養
生
を
目
的
と
す
る
、
い
わ
ば
い
た
っ
て
功
利
的
な
も
の
で
は

な
か
っ
た
か
」
と
し
て
い
る
が
、
第
八
章
の
麥
谷
の
指
摘
か
ら
い
っ
て
も
、

そ
れ
は
正
し
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
塚
本
の
指
摘
は
読
ま
れ
方

と
し
て
理
解
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
塚
本
は
、
益
軒
の
養
生
論
に

は
汲
田
克
夫
の
い
う
「
身
体
の
私
事
性
の
否
定
」
（
「
貝
原
益
軒
の
養
生
観
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第
四
章
の
表
ｌ
で
は
、
「
寸
鉄
録
」
（
藤
原
握
窩
）
・
「
儒
門
思
問
録
」
（
林

羅
山
）
な
ど
は
ａ
漢
籍
で
は
な
く
ｂ
思
想
に
、
「
握
窩
文
集
」
も
ｋ
文
学

で
は
な
く
ｂ
思
想
に
分
類
す
べ
き
だ
ろ
う
。
藤
井
は
、
表
７
か
ら
指
摘
で

き
る
こ
と
と
し
て
、
分
限
帳
に
「
儒
者
」
の
記
載
が
初
め
て
現
わ
れ
る
寛

文
一
三
年
の
時
点
で
「
儒
者
」
と
記
さ
れ
た
田
中
好
庵
・
千
賀
源
右
衛
門
．

の
特
質
、
『
思
想
』
五
二
八
号
、
一
九
六
八
」
）
は
な
い
と
い
う
が
、
益
軒
は
「
時

節
を
変
と
常
に
分
け
た
う
え
で
、
変
に
あ
っ
て
は
喜
ん
で
身
体
を
投
げ
う

っ
が
、
常
に
あ
っ
て
は
そ
の
保
養
に
努
め
て
義
理
す
な
わ
ち
聖
人
の
道
の

達
成
に
励
む
こ
と
が
人
倫
に
か
な
う
行
為
で
あ
る
こ
と
を
主
張
」
し
、

「
養
生
と
は
自
己
の
私
的
な
身
体
の
保
持
を
自
的
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
も
聖
人
の
道
の
実
践
、
義
理
の
達
成
を
常
に
可
能
に
し
て
お
く

た
め
に
こ
そ
意
味
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
こ
の
よ
う
な
主
張
は
、
伝

統
的
な
儒
家
の
養
生
説
の
範
囲
を
越
え
出
る
も
の
で
は
な
い
」
と
す
る
麥

谷
の
指
摘
を
踏
ま
え
れ
ば
、
「
天
地
に
事
へ
る
」
説
の
評
価
に
も
関
わ
る
が
、

先
の
よ
う
に
は
言
い
切
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

最
後
に
、
史
料
に
関
し
て
一
、
二
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
第
三
章
で
熊

沢
蕃
山
の
一
六
六
七
年
の
京
都
追
放
に
言
及
し
た
際
に
、
『
蕃
山
全
集

第
六
冊
』
に
収
録
さ
れ
た
井
上
通
泰
の
「
続
蕃
山
考
」
よ
り
「
新
蘆
面
命
」

の
一
節
を
引
用
し
、
「
当
時
の
京
都
所
司
代
牧
野
親
成
に
よ
り
、
「
シ
レ
ヌ

学
術
ヲ
申
シ
テ
公
家
衆
ノ
風
俗
ヲ
引
ソ
コ
ナ
ヒ
申
侯
間
」
と
、
と
が
め
ら

れ
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
一
節
は
牧
野
親
成
の
言
葉
で
は
な

く
、
蕃
山
を
牧
野
に
讃
し
た
三
条
殿
（
井
上
は
前
大
納
言
三
条
西
実
教
と
推

定
し
て
い
る
）
の
言
で
あ
る
。

第
四
章
の
表
ｌ
で
は
、
里

橋
本
才
兵
衛
・
岸
田
春
植
の
四
人
の
う
ち
講
書
に
当
っ
て
儒
書
を
講
じ
た

の
は
田
中
好
庵
と
橋
本
才
兵
衛
の
二
人
だ
け
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
表

７
を
見
る
と
、
林
春
斎
の
門
人
で
あ
っ
た
千
賀
源
右
衛
門
は
「
性
理
字
儀

諺
解
」
（
林
羅
山
）
・
「
性
理
字
儀
抄
」
（
『
性
理
字
義
』
は
朱
子
の
門
人
陳
淳
の

執
筆
し
た
朱
子
学
入
門
書
で
あ
っ
た
）
を
、
橋
本
才
兵
衛
は
「
猩
窩
稿
」

「
慢
窩
文
集
」
を
講
じ
て
お
り
、
上
の
記
述
は
誤
り
で
あ
る
。
「
儒
者
」
と

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
飯
田
権
右
衛
門
が
「
大
学
和
字
抄
」
「
寸
鉄
録
」
「
孝

経
」
「
書
経
集
註
」
な
ど
を
講
じ
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、

藤
井
は
、
侍
講
の
職
務
の
一
つ
と
し
て
「
書
き
物
」
を
挙
げ
、
祐
筆
的
職

務
と
理
解
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
引
用
さ
れ
た
史
料
の
「
書
物
」
は
文
字

ど
お
り
「
し
ょ
も
つ
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
先
に
紹
介
し
た
藤
井
の
第

七
章
の
結
論
そ
の
も
の
に
異
を
唱
え
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
藤
井
が
用
い

た
史
料
の
評
価
も
含
め
、
一
方
で
柴
田
純
の
指
摘
が
あ
る
（
『
思
想
史
に
お

け
る
近
世
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
二
こ
と
や
第
二
章
の
横
田
の
所
説

な
ど
を
考
え
る
と
、
私
自
身
は
そ
の
よ
う
な
結
論
に
な
お
慎
重
で
あ
り
た

い
と
思
っ
て
い
る
。

（
長
崎
大
学
教
授
）
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