
「
本
朝

一
十
不
孝
」
論

「
本
朝
二
十
不
孝
」

「
本
朝
二
十
不
孝
」
は
、
貞
享
三
（
一
六
八
六
）
年
十
一
月
、
井

原
西
鶴
四
五
才
の
作
品
で
あ
る
。
五
巻
五
冊
、
二
十
話
か
ら
成
る
。

当
時
は
、
五
代
将
軍
綱
吉
の
孝
道
奨
励
政
策
が
盛
ん
な
時
代
で
あ

り
、
そ
の
よ
う
な
時
代
思
潮
が
、
作
者
に
本
作
品
を
書
か
せ
た
こ
と

は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

一
体
、
西
鶴
は
、
孝
道
奨
励
政
策
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
又
、
「
好
色
二
代
男
」
の
駿
文
で
「
世
の
慰
草

を
何
か
な
と
尋
ね
て
」
と
い
う
自
他
共
に
認
め
る
戯
作
者
西
鶴
が
、

「
本
朝
二
十
不
孝
」
に
お
い
て
、
読
者
を
楽
し
ま
せ
る
た
め
に
ど
の

よ
う
な
創
作
方
法
を
用
い
て
い
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
察
し

て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。

※
 

「
本
朝
二
十
不
孝
」
」
が
書
か
れ
た
貞
享
三
年
を
逆
の
ぼ
る
こ
と

四
年
の
天
和
二
（
一
六
八
二
）
年
、
将
軍
綱
吉
は
、
全
国
各
地
に
、

高
札
を
建
て
さ
せ
た
。

内
容
は
、
百
姓
や
町
人
に
対
す
る
禁
令
等
が
主
で
あ
っ
た
が
、
そ

の
中
に
、

の
教
訓
性
と
戯
作
性
｜

三
十
四
回
生
岡
門

由
美
子

田

「
忠
孝
を
は
げ
ま
し
、
夫
婦
兄
弟
諸
親
類
に
む
つ
ま
じ
く
、
召
仕

の
者
に
至
る
ま
で
憐
懲
を
加
ふ
べ
し
。
若
し
不
忠
不
孝
の
者
あ
ら
ば
、

注
－

l

重
罪
た
る
べ
き
こ
と
」
と
道
徳
的
教
－
訓
が
掲
げ
ら
れ
、
そ
の
点
を
指

し
て
こ
の
高
札
は
、
「
忠
孝
札
」
と
よ
ば
れ
た
。
犬
公
方
と
ま
で
異

名
を
と
っ
た
綱
吉
は
、
こ
の
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
孝
道
奨
励
政
策

を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
忍
は
、
卒
業
論
文
に
お
い
て
、
い
ろ
い
ろ
な
方
々
の
説
を

検
討
し
、
こ
の
孝
道
奨
励
政
策
に
対
す
る
西
鶴
の
意
識
を
考
察
し
た

わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
最
も
注
目
し
た
の
が
、
谷
脇
理
史
氏
の

「
翁
問
答
」
と
の
比
較
で
あ
告
と
。

「
翁
問
答
」
は
、
儒
者
、
中
江
藤
樹
（
一
六

O
八
i
一
六
四
八
）

の
作
で
あ
り
、
「
孝
経
」
の
強
い
影
響
を
受
け
て
い
る
。
谷
脇
氏
が

具
体
的
に
比
較
を
行
な
っ
た
の
は
‘
「
本
朝
二
十
不
孝
」
序
文
と
、

「
翁
問
答
」
の
庶
民
の
孝
行
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
中
江
藤
樹
の
孝
道
観
と
西
鶴
の
孝
道
観
は
非
常
に

接
近
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
事
実
か
ら
、
西
鶴
は
、
少
な
く
と
も
「
孝
経
」
の
影
響
を
受

η
t
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け
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
す
る
と
、
同
様
に
熱
烈
な
、

「
孝
経
」
の
信
奉
者
で
あ
っ
た
綱
吉
を
批
判
す
る
意
図
は
全
く
感
じ

ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
か
ら
、
孝
道
奨
励
政
策
に
対
す
る
批
判
の
意
図
は
な
か
っ
た

と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
そ
の
上
で
、
読
者
に
対
す
る
教
訓
性
は
あ
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
私
は
、
序
文
と
本
文
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
考
察
す
る

こ
と
に
し
た
い
。

①
雪
中
の
袋
、
八
百
屋
に
あ
り
、
②
鰹
魚
は
、
魚
屋
の
生
船
に
あ

り
、
③
世
に
天
性
の
外
、
祈
ら
ず
と
も
、
④
夫
h
の
家
業
を
な
し
、

⑤
禄
を
以
て
、
万
物
を
調
へ
、
⑥
教
を
尽
せ
る
人
、
常
也
、
⑦
此
常

の
人
、
稀
に
し
て
、
悪
人
多
し
、
⑧
生
と
し
い
け
る
輩
、
孝
な
る
道

を
知
ら
ず
ん
ば
、
天
の
各
を
遁
る
べ
か
ら
ず
、
⑨
其
例
は
、
諸
国
見

聞
す
る
に
不
孝
の
輩
眼
前
に
、
其
罪
を
顕
は
す
、
⑩
固
定
を
梓
に
ち
り

ば
め
、
⑪
孝
に
す
』
む
る
、
一
助
な
ら
ん
か
し（

番
号
は
筆
者
記
す
）

右
は
、
「
本
朝
二
十
不
孝
」
の
序
文
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
番
号
で

細
か
く
分
け
た
一
文
ず
つ
の
役
割
を
考
え
て
み
た
い
。

ま
ず
、
①
1
③
は
、
「
二
十
四
孝
」
的
な
、
天
の
力
に
頼
る
孝
道
を
否

定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
④

1
⑥
で
、
儒
教
思
想
に
よ
る
現
実
的
な
孝

道
観
を
説
い
て
い
る
が
そ
の
内
容
は
、
当
時
の
人
・
々
な
ら
ば
誰
も
が

心
得
て
い
る
よ
う
な
常
識
で
あ
っ
た
。
こ
こ
ま
で
を
見
る
限
り
、
読
者

逮
を
啓
蒙
教
化
し
よ
う
と
す
る
西
鶴
の
気
負
い
は
感
じ
ら
れ
な
い
。

し
か
し
、
⑦
の
「
此
常
の
人
、
稀
に
し
て
悪
人
多
し
」
で
、
そ
れ

ま
で
の
流
れ
が
一
転
す
る
の
で
あ
る
。
「
人
聞
は
欲
に
手
足
を
付
た

る
、
物
ぞ
か
し
」
（
諸
艶
大
鑑
）
こ
れ
が
、
本
来
の
西
鶴
の
人
間
観

で
あ
っ
た
。
孝
道
と
い
う
の
は
、
頭
で
は
理
解
で
き
て
も
、
人
聞
は

本
来
欲
深
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
実
行
は
な
か
な
か
難
し
い
。
ま
た
、

そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
世
の
中
に
不
孝
者
達
が
数
多
く
存
在
す
る
の
で

あ
る
。そ

し
て
、
⑧

1
⑪
で
、
不
孝
者
は
必
ず
天
罰
を
受
け
る
の
で
あ
る

と
説
き
、
そ
の
罪
は
、
眼
前
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
も
の
だ
か
ら
、
そ

れ
を
述
べ
て
、
「
孝
に
す
』
む
る
一
助
」
に
し
よ
う
と
思
う
。
と
解

釈
で
き
る
。
つ
ま
り
、
序
文
を
見
る
限
り
、
さ
さ
や
か
な
が
ら
で
も

教
訓
を
行
な
お
う
と
す
る
西
鶴
の
意
識
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
本
文
の
方
で
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
、
本
文
の

教
訓
性
を
考
察
す
る
た
め
に
あ
た
っ
て
、
制
し
の
結
び
に
使
っ
て
い

る
。
い
わ
ゆ
る
教
訓
的
言
辞
に
注
目
し
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。
こ
の

教
訓
的
言
辞
は
、
内
容
的
に
、

ω
不
孝
者
の
悲
惨
な
最
期
に
つ
い
て
、
こ
う
な
っ
た
の
も
全
て
、

天
の
報
い
・
罰
で
あ
る
と
結
ん
で
い
る
も
の
。

制
咽
し
に
つ
い
て
、
そ
の
感
想
め
い
た
言
葉
で
結
ん
で
い
る
も
の
。

ω
西
鶴
自
身
の
孝
道
観
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
も
の
の
三
つ
に
分

け
ら
れ
る
。

ま
ず
、

ωの
天
の
報
い
・
罰
で
あ
る
と
結
ん
で
い
る
も
の
に
は
、

「
世
に
か
L

る
不
孝
の
者
、
た
め
し
な
き
物
が
た
り
、
慣
ろ
し
ゃ
、

忽
ち
に
、
天
、
是
を
罰
し
給
ふ
」
（
巻
一
の
二
「
大
節
季
に
な
い
袖

の
雨
」
）
、
「
己
そ
の
弁
あ
ら
ば
、
か
く
は
成
ま
じ
。
殺
に
縄
か
け

し
献
、
目
前
の
火
宅
。
猶
、
又
の
世
は
火
の
車
、
鬼
の
引
き
肴
な
る

0
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べ
し
と
、
是
を
悪
ざ
る
は
な
し
」
（
巻
二
の
一
「
我
と
身
を
焦
す
釜

が
淵
」
）
「
こ
の
藤
助
が
身
の
難
儀
は
、
皆
親
の
言
葉
を
背
き
し
、

罰
な
ら
ん
」
（
巻
一
の
三
「
人
は
し
れ
ぬ
国
の
土
仏
」
）
が
あ
る
。

先
に
私
は
、
西
鶴
は
、
天
の
力
に
頼
る
孝
道
を
否
定
し
て
い
る
と

述
べ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
話
は
天
罰
を
受
け
て
お
り
、
矛
盾
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
仏
教
の
「
因
果
応
報
」

の
思
想
な
の
で
あ
り
、
天
の
力
に
の
み
頼
る
二
十
四
孝
的
孝
道
に
対

す
る
批
判
と
「
因
果
応
報
」
と
の
思
想
は
相
入
れ
な
い
こ
と
は
な
い

の
で
あ
る
。

以
上
か
ら
、
こ
れ
ら
の
言
葉
に
教
訓
性
を
認
め
て
良
い
と
思
わ
れ

る。
次
に
幼
の
作
者
の
感
想
め
い
た
言
辞
の
教
訓
性
は
ど
う
で
あ
ろ
う

．カ

「
欲
に
自
の
見
え
ぬ
、
金
の
借
手
は
、
今
思
ひ
あ
た
る
べ
し
」

（
巻
一
の
一
「
今
の
都
も
世
は
借
物
」
）
「
無
用
の
道
心
、
何
の
見

付
所
も
な
く
、
導
き
事
と
も
弁
へ
ず
。
無
我
無
分
別
の
発
心
。
親
に

患
は
ざ
る
外
の
気
を
悩
ま
せ
、
是
競
な
き
不
孝
坊
と
い
へ
り
。
」

（
巻
一
の
四
「
慰
み
改
て
唱
の
点
取
」
）
「
お
の
れ
出
れ
ば
、
子
細

な
く
た
す
か
る
親
を
、
こ
れ
、
た
め
し
な
き
女
な
り
、
と
憎
ま
ざ
る

は
な
か
り
け
り
」
（
巻
二
の
二
「
旅
行
の
暮
の
僧
に
て
候
」
）

こ
れ
ら
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
不
孝
者
に
つ
い
て
の
感
想
と
い

う
よ
り
も
、
社
会
に
対
す
る
批
判
に
移
行
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

「
今
の
都
も
世
は
借
物
」
で
は
「
死
一
倍
」
と
い
う
借
金
制
度
に
対

し
て
又
、
「
慰
み
改
て
他
の
点
取
」
で
は
、
安
易
に
出
家
し
て
し
ま

う
当
時
の
社
会
気
質
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
旅

行
の
暮
の
僧
に
て
侯
」
は
一
見
す
る
と
主
人
公
小
吟
に
対
す
る
批
判

で
あ
る
が
実
は
、
彼
女
を
通
し
て
、
金
銭
の
た
め
に
は
、
敢
て
悪
行

を
重
ね
る
と
い
う
元
禄
社
会
の
風
潮
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
テ

l
マ
が
社
会
批
判
に
移
っ
て
し
ま
い
、
孝
道
に

対
す
る
教
訓
性
は
薄
く
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

で
は
、
付
の
西
鶴
自
身
の
孝
道
観
が
述
べ
て
あ
る
言
葉
に
つ
い
て

考
え
た
い
。

「
忽
じ
て
、
女
の
一
生
に
、
男
と
い
ふ
者
、
独
り
の
事
な
る
に
。

其
身
持
あ
し
く
、
さ
ら
れ
て
。
後
夫
を
求
む
る
な
ど
、
す
ゑ
ん
＼
の

女
の
事
な
り
。
人
た
る
人
の
息
女
は
、
た
し
な
む
べ
き
第
一
な
り
。

縁
結
び
て
二
た
び
帰
る
は
、
女
の
不
孝
、
是
よ
り
外
な
し
。
も
し
又
、

夫
縁
な
く
て
、
死
後
に
は
、
比
丘
尼
に
な
る
べ
き
本
意
な
る
に
、
今

時
の
世
上
、
勝
手
づ
く
な
れ
ば
と
て
、
心
の
さ
も
し
き
事
よ
と
、
偽

り
を
商
売
の
仲
人
屋
も
、
是
は
、
真
言
を
か
た
り
ぬ
」
（
巻
一
の
三

「
跡
の
剥
た
る
鰹
入
長
持
」
）
「
家
栄
へ
、
家
滅
ぶ
る
も
、
皆
こ
れ
、

人
の
孝
と
不
孝
と
に
あ
り
け
る
」
（
巻
二
の
四
「
親
子
五
人
の
書
置

如
ν

件
」
）

前
者
は
、
加
賀
で
美
人
絹
屋
と
呼
ば
れ
た
主
人
公
小
鶴
が
、
ま
わ

り
が
ち
や
ほ
や
す
る
の
を
良
い
こ
と
に
、
何
度
も
出
一
戻
っ
て
は
嫁
ぎ
、

親
兄
弟
に
並
々
な
ら
ぬ
迷
惑
を
掛
け
た
挙
句
、
と
う
と
う
最
期
は
、

「
花
に
見
し
形
は
、
昔
に
替
り
、
野
沢
の
岩
根
に
寄
添
、
身
比
緩
の

ご
と
く
な
り
て
、
死
け
る
」
と
い
う
惨
め
な
も
の
で
あ
る
。

当
時
は
、
も
ち
ろ
ん
儒
教
思
想
が
盛
ん
で
あ
り
、
先
に
述
べ
た
よ

う
な
西
鶴
の
言
葉
は
、
女
性
の
正
し
い
生
き
方
と
し
て
、
最
も
奨
励

さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
西
鶴
は
、
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
生
き
方

口百
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を
し
な
い
と
、
小
鶴
の
よ
う
に
野
垂
れ
死
に
す
る
の
が
、
お
ち
で
あ

る
と
、
厳
し
い
調
子
で
語
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
し
た
点
か

ら
考
え
る
と
、
こ
の
言
葉
に
は
、
十
分
に
教
訓
性
を
含
ん
で
い
る
と

考
え
て
差
し
支
え
は
な
か
ろ
う
。

「
親
子
五
人
的
書
置
如
ν

件
」
は
、
結
び
の
言
葉
通
り
、
父
親
の

遺
言
さ
え
、
素
直
に
聞
い
て
い
れ
ば
、
今
ま
で
通
り
、
兄
弟
四
人
そ

れ
ぞ
れ
が
幸
せ
に
暮
ら
せ
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
を
し
な
か
っ
た
が

た
め
に
長
男
の
妻
子
ま
で
巻
き
込
ん
で
、
血
の
海
の
惨
劇
と
な
っ
た

わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
の
背
景
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
こ
の
短
い

結
び
も
重
み
を
増
し
で
く
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
言
葉
は
、

「
世
に
天
性
の
外
、
祈
ら
ず
と
も
、
夫
』
の
家
業
を
な
し
、
禄
を
以

て
、
万
物
を
調
へ
教
を
尽
せ
る
人
」
と
い
う
序
文
と
も
呼
応
し
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
教
訓
性
も
よ
く
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。以

上
か
ら
、
教
訓
性
の
薄
い
も
の
も
見
受
け
ら
れ
た
が
、
全
体
と

し
て
は
、
儒
教
思
想
等
の
影
響
を
受
け
た
内
容
が
見
受
け
ら
れ
、
そ

の
点
か
ら
、
西
鶴
の
教
訓
的
意
図
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。さ

て
、
談
理
・
教
訓
的
な
創
作
意
識
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
戯

作
作
者
と
し
て
の
西
鶴
の
創
作
態
度
を
考
察
し
た
い
と
思
う
。

ま
ず
、
二
十
話
繕
成
の
視
点
か
ら
考
え
て
ゆ
き
た
い
。
先
に
述
べ

た
よ
う
に
、
「
本
朝
二
十
不
孝
」
は
諸
国
附
形
式
を
と
っ
て
お
り
、

そ
の
範
囲
も
日
本
全
国
に
広
が
っ
て
い
る
。
数
の
上
で
は
、
圧
倒
的

に
本
州
が
多
い
が
、
中
で
も
近
畿
地
方
の
占
め
る
割
合
が
最
も
多
い
。

こ
れ
は
、
西
鶴
が
大
阪
人
で
あ
っ
た
関
係
か
ら
と
推
測
さ
れ
る
。
し

か
～
し
、
こ
の
点
を
除
い
て
は
、
全
国
各
地
に
ま
ん
べ
ん
な
く
話
が
設

定
さ
れ
て
お
り
、
諸
国
地
形
式
が
充
分
利
用
さ
れ
て
い
る
。

又
、
女
性
が
主
人
公
又
は
深
〈
関
わ
っ
て
い
る
も
の
が
各
巻
に
一

話
ず
つ
配
置
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
も
読
者
を
退
屈
さ
せ
ま
い
と
す

る
西
鶴
の
工
夫
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
「
善
悪
の
二
つ
車
」
（
巻
四
の
一
）
で
は
、
備
中
屋
の
甚

七
と
金
田
屋
の
源
七
と
い
う
友
人
同
志
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
身
代
を
喰

い
つ
ぶ
し
、
家
族
を
路
頭
に
迷
わ
せ
て
、
備
前
岡
山
に
逃
げ
の
び
る
。

そ
し
て
、
心
学
が
盛
ん
な
土
地
柄
を
利
用
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
野
臥

の
非
人
で
あ
る
老
人
を
父
親
に
仕
立
て
乞
食
を
し
て
生
計
を
た
て
る

の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
源
七
は
老
人
を
優
し
く
扱
う
の
に
対
し
、
甚

七
は
、
反
対
に
つ
ら
く
あ
た
る
。
結
局
、
源
七
は
そ
の
お
か
げ
で
召

し
抱
え
ら
れ
、
甚
七
は
野
た
れ
死
に
し
て
し
ま
う
と
い
う
設
定
で
あ

る。
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こ
の
よ
う
に
、
孝
と
不
孝
と
を
対
照
的
に
描
く
こ
と
は
、
説
話
を

盛
り
上
げ
る
の
に
効
果
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
対
比
法
を
用

い
て
い
る
も
の
を
表
に
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
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兄 夏t 長
門
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秋t
お r四『、

者
冬t

右
表
よ
り
、
各
巻
に
一
話
は
こ
の
方
法
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。

以
上
よ
り
、
西
鶴
は
、
二
十
話
が
単
な
る
不
孝
明
の
羅
列
に
な
ら

な
い
よ
う
に
構
成
に
細
か
い
配
慮
を
し
て
お
り
、
こ
の
点
か
ら
、
戯

作
作
家
と
し
て
の
西
鶴
の
創
作
態
度
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で

あ
る
。次

に
、
先
行
作
品
引
用
方
法
か
ら
西
鶴
の
戯
作
意
識
を
明
ら
か
に

行

先

作

品

十
孝
一
①

二
四
一
②
ア

「
漢
文
帝
」

「
黄
香
」

し
た
い
。

西
鶴
は
、
「
西
鶴
諸
国
ぱ
な
し
」
の
序
に
お
い
て
「
世
間
の
広
き

事
、
国
々
を
見
め
ぐ
り
で
、
は
な
し
の
種
を
も
と
め
ぬ
」
と
書
い
て

い
る
が
、
そ
の
姿
勢
は
、
「
本
朝
二
十
不
孝
」
で
も
窺
う
こ
と
が
で

き
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
各
氏
の
論
考
を
参
照
し
な
が
ら
、
そ
れ

ら
の
関
係
を
表
に
し
て
考
察
し
位
戸
一
。
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「
今
の
都
も
世
は
借
物
」
（
巻
一
の
一
）

「
大
節
季
に
な
い
袖
の
雨
」
（
巻
一
の
二
）
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内
容
の
対
比
は
省
い
た
が
、

そ
れ
ら
か
ら
考
察

す
る
と
、

先
行
作
品
が
孝
子
需
の
場
合
は
、

そ
の
場
面
情
況
を
そ
の

n
d
 

n
d
 



ま
ま
取
り
入
れ
て
説
話
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
こ
の
中

で
、
「
二
十
四
孝
」
関
連
の
作
品
で
は
、
逆
設
定
を
す
る
の
に
題
材

の
一
部
分
の
み
を
使
っ
て
い
る
と
い
う
特
徴
が
み
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
「
今
の
都
も
世
は
借
物
」
（
巻
一
の
一
）
と
「
漢
文
帝
」

で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
子
が
親
の
毒
見
を
す
る
と
い
う
場
面
が
あ
る
。

し
か
も
、
ど
ち
ら
も
そ
れ
が
毒
見
を
す
る
本
人
に
と
っ
て
重
要
な
意

味
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
孝
子
讃
の
逆
設
定
と
い
う
方
法
を
用
い
て
い
る
反

面
、
「
心
を
の
ま
る
h

蛇
の
形
」
（
巻
三
の
三
）
と
「
人
は
し
れ
ぬ

国
の
土
仏
」
（
巻
二
の
三
）
は
、
「
怪
奇
諌
と
し
て
の
興
味
に
ひ
か

れ
て
、
主
題
を
見
失
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
観
を
呈
し
た
健
脚
」
と

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
両
者
と
も
全
篇
を
通
し
て
不
孝
哨
と
い

う
よ
り
も
怪
奇
語
と
い
う
印
象
で
あ
る
。
し
か
も
、
「
人
は
し
れ
ぬ

国
の
土
仏
」
と
『
字
治
拾
遺
物
語
』
百
七
十
「
慈
覚
大
師
入
綴
瀕
城

行
事
」
を
比
べ
る
と
、
前
者
は
、
渡
唐
の
僧
に
、
事
の
成
り
行
き
を

説
明
し
て
い
る
設
定
で
、
そ
こ
で
や
っ
と
、
こ
の
物
語
が
親
不
孝
明

で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
そ
の
点
か
ら
も
確
か

に
テ
！
？
か
ら
は
ず
れ
か
か
っ
た
作
品
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
前
田
金
五
郎
氏
が
、
当
時
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
が
伊
勢
に

漂
流
し
た
と
い
う
史
実
を
っ
き
と
め
た
結
果
、
こ
の
一
篇
は
「
『
宇

治
拾
遺
』
の
一
説
話
に
、
ニ
ュ
ー
ス
種
を
取
り
合
わ
せ
て
説
話
を
構

成
し
た
も
の
で
創
伊
一
と
指
摘
し
て
お
り
、
こ
の
話
に
関
す
る
限
り
、

あ
る
程
度
、
題
材
が
先
行
し
た
上
で
不
孝
附
が
創
作
さ
れ
た
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。

以
上
か
ら
、
西
鶴
の
先
行
作
品
使
用
方
法
と
は
、
孝
子
讃
に
つ
い

て
は
、
逆
設
定
を
用
い
な
が
ら
、
又
怪
奇
謹
に
つ
い
て
は
そ
の
内
容

を
引
用
し
な
が
ら
、
筋
を
ま
と
め
上
げ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
こ
と
は
、
教
訓
意
識
を
も
ち
な
が
ら
も
、
内
容
を
興
味
深
い
も

の
に
し
た
い
と
い
う
西
鶴
の
戯
作
意
識
の
あ
ら
わ
れ
と
受
け
取
っ
て

良
い
と
思
う
。

そ
れ
で
は
最
後
に
「
本
朝
二
十
不
孝
」
二
十
話
の
主
人
公
像
か
ら
、

西
鶴
の
戯
作
意
識
は
窺
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
彼
等
の
人

物
像
を
明
ら
か
に
す
る
為
に
不
孝
原
因
を
調
べ
て
み
た
。
そ
し
て
、

そ
れ
ら
は
大
別
す
る
と
、

ω
生
ま
れ
つ
い
て
の
悪
人
で
、
特
に
原
因
な
し
。

ω
生
い
立
ち
ゃ
環
境
の
為
に
親
不
孝
を
し
て
し
ま
う
も
の
。

ω
何
か
人
為
的
な
原
因
に
よ
っ
て
親
不
孝
を
し
て
し
ま
う
も
の
の

三
種
類
と
な
る
。

ωの
代
表
的
な
話
と
し
て
、
「
大
節
季
に
な
い
袖
の
雨
」
が
ま
ず

挙
げ
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
主
人
公
文
太
左
衛
門
は
、
自
分
の
感
情

の
ま
ま
七
歳
の
妹
を
投
げ
殺
し
、
意
見
す
る
母
親
を
蹴
り
立
て
て
腰

ぬ
け
に
し
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
は
、
も
う
一
人
の
妹
が
自
ら
傾
城
屋

へ
身
を
売
っ
た
金
を
持
ち
出
し
て
逃
走
す
る
。
そ
れ
が
原
因
と
な
り
、

両
親
は
心
中
し
て
、
亡
骸
は
山
犬
の
餌
食
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
二
十
話
中
で
も
、
て
こ
を
争
う
程
の
惨
酷
な
話
で
あ
る
が
、

な
ぜ
文
太
左
衛
門
が
そ
の
よ
う
な
人
聞
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
に

つ
い
て
、
て
言
一
口
も
述
べ
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、
全
く
原
因
が
わ
か
ら
な

い
の
で
あ
る
。
文
太
左
衛
門
と
同
じ
よ
う
に
生
来
の
悪
人
と
恩
わ
れ

る
も
の
に
、
「
我
と
身
を
焦
す
釜
が
測
」
の
五
右
衛
門
、
「
旅
行
の

暮
の
僧
に
て
候
」
の
小
吟
、
「
心
を
の
ま
る
h

蛇
の
形
」
の
武
太
夫
、

qo 
nru 



「
当
社
の
案
内
申
程
お
か
し
」
の
金
太
夫
、
「
木
陰
の
袖
口
」
の
万

太
郎
、
そ
し
て
「
胸
こ
そ
踊
れ
こ
の
盆
前
」
の
小
さ
ん
が
い
る
。

こ
の
よ
う
に
原
因
も
明
ら
か
に
せ
ず
に
、
強
い
調
子
で
親
不
孝
を

す
る
彼
等
に
対
し
、
志
賀
直
哉
は
、
『
暗
夜
行
路
』
で
「
図
太
い
」

と
表
現
し
、
驚
嘆
し
て
い
る
が
、
揮
峻
康
隆
氏
は
こ
の
こ
と
に
つ
い

て
、
作
家
が
素
質
と
し
て
持
っ
て
い
る
デ
ス
ペ
ラ
！
ト
な
精
神
が
、

性
六

こ
の
図
太
さ
の
原
因
で
あ
る
と
指
摘
し
て
L
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の

中
に
は
、
「
二
十
四
孝
」
を
は
じ
め
と
す
る
孝
子
護
や
説
話
等
の
先

行
作
品
が
骨
子
と
な
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
そ
の
際
、
不
孝
を

行
な
う
人
物
や
不
孝
内
容
等
は
、
新
た
な
西
鶴
の
創
作
分
野
で
あ
っ

た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

次
に

ωの
生
い
立
ち
ゃ
環
境
に
原
因
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
考
え

た
い
。
「
今
の
都
も
世
は
借
物
」
の
笹
六
は
、
自
分
の
放
蕩
費
に
つ

ま
る
と
、
父
親
が
亡
く
な
っ
た
時
点
で
二
倍
の
金
額
に
し
て
返
す
、

「
死
一
倍
」
を
借
り
、
果
て
は
父
親
を
毒
殺
し
よ
う
と
ま
で
す
る
不

孝
者
で
あ
る
。
内
容
の
惨
忍
さ
に
か
け
て
は
先
の
「
大
節
季
に
な
い

袖
の
雨
」
の
文
太
左
衛
門
に
も
並
ぶ
よ
う
な
人
物
で
あ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
結
び
の
部
分
で
、
西
鶴
は
、
「
欲
に
自
の
見
え
ぬ
、
金
の

借
手
は
、
今
、
思
ひ
あ
た
る
べ
し
」
と
述
べ
、
死
一
倍
と
い
う
借
金

制
度
を
批
判
し
て
い
る
し
、
笹
六
自
身
、
放
蕩
三
昧
を
黙
認
さ
れ
た

世
間
知
ら
ず
の
お
坊
ち
ゃ
ん
で
あ
る
が
故
に
、
ま
わ
り
の
人
々
か
ら

良
い
よ
う
に
利
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
笹
六
と
似
た
よ
う
な
人
物
と
し
て
、
「
跡
の
剥
た
る
娘
入
長

持
」
の
小
鶴
、
「
慰
み
改
て
唱
の
点
取
」
の
塩
屋
の
某
の
長
男
、
「
娘

盛
の
散
桜
」
の
乙
女
、
「
八
人
の
狸
々
講
」
の
墨
屋
団
兵
衛
、
そ
し

て
「
無
用
の
カ
自
慢
」
の
才
兵
衛
が
い
る
。
西
鶴
は
彼
等
を
描
〈
こ

と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
社
会
風
潮
を
も
浮
き
彫
り
に
さ
せ
た
の
で
あ

ヲ

G

。ωの
何
か
人
為
的
な
原
因
に
よ
っ
て
親
不
孝
を
し
て
し
ま
う
も
の

は
、
も
と
も
と
、
親
孝
行
で
好
人
物
で
あ
っ
た
が
、
突
然
転
落
し
、

親
不
孝
を
し
て
し
ま
う
と
い
う
運
命
が
描
か
れ
て
い
る
。
「
人
は
し

れ
ぬ
国
の
土
仏
」
の
藤
助
は
船
乗
り
に
な
っ
た
こ
と
が
転
落
の
き
っ

か
け
と
な
っ
て
い
る
し
、
「
親
子
五
人
の
書
置
加
」
件
」
の
親
の
見

栄
を
は
っ
た
遺
言
状
や
、
「
先
斗
に
置
て
来
た
男
」
の
賭
け
事
、
ま

た
、
「
枕
に
残
す
筆
の
先
」
の
息
子
の
嫁
の
家
出
等
に
、
そ
れ
ま
で

の
安
楽
な
生
活
を
壊
す
原
因
が
み
ら
れ
る
。
親
孝
行
だ
っ
た
人
物
も
、

少
し
の
き
っ
か
け
で
ど
う
な
っ
て
し
ま
う
か
わ
か
ら
な
い
運
命
に
翻

弄
さ
れ
る
人
物
を
西
鶴
は
描
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
西
鶴
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
、
い
ろ
い
ろ

な
人
物
を
創
作
し
て
い
る
。
「
二
十
四
孝
」
を
は
じ
め
と
す
る
先
行

の
孝
子
諌
で
は
、
登
場
人
物
達
が
ど
れ
も
類
似
し
て
い
て
、
読
者
を

退
屈
さ
せ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
西
鶴
も
、
そ
の
事
実
を
認
識
し
て

お
り
、
自
分
の
作
品
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
戯
作

作
者
と
し
て
十
分
に
注
意
を
払
っ
た
。
そ
の
結
果
が
、
諸
国
哨
形
式

や
二
十
話
の
配
置
方
法
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
、
先
行
作
品
の
引
用
に

気
を
配
り
、
登
場
人
物
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
変
化
を
も
た
せ
た
の
だ
と

思
わ
れ
る
。

a
4
 

q
L
 

※
 

世
は
、
ま
さ
に
孝
道
奨
励
時
代
。
そ
の
中
で
い
き
な
り
、
不
孝
附

を
集
め
た
本
作
品
は
、
異
色
の
作
と
言
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
し
か



し
、
西
鶴
は
、
教
訓
を
行
な
お
う
と
す
る
創
作
意
識
は
有
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
又
同
時
に
、
戯
作
者
西
鶴
と
し
て
は
、
読
者
に
ど
れ
だ

け
面
白
く
読
ん
で
も
ら
う
か
と
い
う
細
か
い
注
意
も
忘
れ
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

注

『
日
本
の
歴
史
日
』

学

注

尾
藤
正
英

館谷
脇
理
史
『
本
朝
二
十
不
孝
』
論
序
説

究
資
料
叢
書
西
鶴
』
有
精
堂

①
i
⑤
、
⑦
、
⑧
矢
野
公
和
「
『
本
朝
二
十
不
孝
』
論
｜

ア
イ
ロ
ニ
イ
と
し
て
の
孝
道
奨
励
に
つ
い
て
」
『
国
語
と
国

文
学
』
昭
岨
・

6

⑥
横
山
重
・
小
野
晋
「
本
朝
二
十
不
孝
」
解
説
岩
波
文
庫

⑨
⑩
水
野
稔
「
西
鶴
発
掘
｜
『
二
十
不
孝
』
一
、
二
の
素

材
に
つ
い
て
」
『
国
語
と
国
文
学
』
昭

M
・
7

⑪
前
田
金
五
郎
「
西
鶴
散
考
」
｜
伊
勢
船
漂
流
記
『
西

鶴
論
業
』

l
中
央
公
論
社

注
三
⑥
に
同
じ

注
三
⑪
に
同
じ

障
峻
康
隆
『
西
鶴
評
論
と
研
究
上
』
｜
中
央
公
論
社

-25-

「
元
禄
時
代
」

注

『
日
本
文
学
研

注注注
六五 四




