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呂

不

幸

略

俸

1

支

部
古
今

人
物

評
停

(五
)
i

ri

呂
不
孝
は

1
介
の
商
賢
で
あ
る
.
だ
が
'
た
ゞ
の
商
貫
で
は
･

な
か
つ
ね
｡
陽
雀
の
大
賢
人
で
あ
わ
'
家
に
千
金
を
累
ぬ
る
､

い
は
ゆ
る
素
封
家
で
あ
っ
た
｡
い
や
'
鷺
は
そ
れ
の
み
で
は
な

い
.
そ
れ
は
迫
ひ
-
八

に
述
べ
よ
う
.

陽
雀
と
い
ふ
の
は
､
今
の
河
南
省
丙
願
で
あ
る
｡
苗
-
は
夏

商
の
封
ぜ
ら
れ
た
と
こ
ろ
と
言
は
れ
､
春
秋
時
代
に
は
鄭
の
挫

邑
で
あ
り
'
戦
国
の
初
め
頃
に
は

一
時
韓
の
郡
と
も
な
っ
た
餅

で
あ
る
｡
地
は
天
下
の
中
央
に
位
L
t
周
郡
洛
陽
た
近
く
､
穎

水
に
臨
み
'
光
義
時
代
に
お
け
る
交
通
の
要
衝
で
あ
っ
た
｡
呂

①

不
革
は
こ
の
地
の
商
雷
で
あ
っ
た
｡

時
は
戦
国
の
末
期
で
あ
る
｡

西
暦
で
言

へ
ば
紀
元
前

三
世

紀
､
支
部
は
戦
乱
の
ま
っ
た
ゞ

中
で
あ
っ
た
｡
呂
不
孝
の
生
れ

た
韓
を
中
心
に
し
て
言

へ
ぼ
､
北
に
周
王
国

･
避
r
鵡
仰あ
り
､

､
大

島

利

1

東
に
線

･
衛

･
斉
の
諸
因
あ
少
'
南
に
楚
､,
西
に
秦
が
あ
少
'

こ
れ
ら
の
諸
国
が
朝
に
結
び
夕
に
寧
払
'
兵
事
の
収
る
時
値
な

か
つ
允
..

だ
が
'
時
は
既
に
戦
国
の
末
期
で
あ

る
O
周
宝
東
避
し
て
統

一
改
構
失
は
れ
r
弱
肉
強
食
の
世
と
化
し
て
か
ら
､
既
に
約
五

世
紀
を
経
た
｡
人
心
は
全
く
戦
零
に
倦
み
疲
れ
'
強
力
な
る
統

一
政
柊
を
求
め
る
聾
は
巷
に
満
ち
た
o
思
想
界
に
お
い
て
も
統

一
政
権
の
や
が
て
出
現
す
べ
き
こ
と
が
琴
言
さ
れ
て
ゐ
た
｡
七

雄
図
の
季
節
自
照
も
亦
統

一
改
構
を
生
む
褒
め
の
闘
ひ
で
あ
っ

た
と
い
へ
な
S
こ
と
鴻
な
い
.
従
っ
て
何
虚
の
国
が
最
後
の
勝

利
を
獲
得
す
る
か
と
い
ふ
事
が
常
時
の
人
々
の
最
大
の
関
心
事

で
あ
っ
た
｡
あ
る
人.
は
秦
の
制
覇
を
信
じ
た
｡
秦
は
豊
廉
な
る

坪
西
の
高
婁
地
を
占
め
て
ゐ
た
か
ら
戦
略
的
に
も
経
済
的
に
も

頗
る
有
利
な
地
に
あ
少
'
戦
国
の
初
期
に
明
君
孝
公
が
商
軟
を
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用
ゐ
て
国
内
鰻
制
の
饗
備
に
努
め
た
頃
か
ら
中
原
諸
国
を
脅
す

強
固
と
な
っ
て

-ゐ
た
.
｢
秦
の
地
は
天
下
の
牛
に
⊥
て
､

兵
は

四
国
に
赦
す
O
山
を
被
り
河
を
帯
び
'
四
塞
以
て
固
と
な
す
｡

鹿
賀
の
士
盲
験
寓
'
串
千
乗
､
騎
寓
eJ
､
粟
は
丘
山
の
如
し
.

-
-
天
下
後
れ
て
服
せ
ん
者
は
先
づ
亡
び
ん
｣
(戦
国
策
楚
策
)
と

読
-
も
の
も
あ
っ
た
｡

秦
に
封
抗
し
得
る
図
は
'
ま
づ
題

･
楚
で
あ
る
｡
｢
超
は
地
'

方
二
千
里
､
帯
甲
数
十
寓
､
革
千
乗
'
騎
寓
匹
'
粟
十
年
を
支

ふ
o
西
に
常
山
あ
り
'
南
に
河
港
あ
り
'
東
に
清
河
あ
わ
'
北

に
燕
固
あ
り
､
熊
は
固
よ
-
弱
国
な
り
､
畏
る
1

に
足
ら
ざ
ら

ん
｡

且
つ
秦
の
天
下
に
良
案
す
る
所
は
趨
促
如
く
は
美
し
｡｣

(戦
闘
策
魔
集
)

と
言
は
れ
､
特
に
武
薬
玉
が
出
て
か
ら
鯛
服
を

つ
け
菌
乗
の
革
戦
法
を
準
じ
て
騎
射
法
を
採
用
し
て
そ
の
軍
事

力
を
強
化
し
た
.
ま
た
楚
は
'
こ
れ
ち
二
図
に
優
る
と
も
劣
ら

ぬ
国
力
を
有
し
て
ゐ
た
か
ら

｢秦
の
天
下
に
害
と
す
る
所
'
楚

忙
如
く
は
な
し
｣
(戦
国
策
楚
集
)
と
説
-
も
の
も
あ
っ
た
O

こ
の
間
に
あ
っ
て
'
も
ろ
-
～
の
策
士
た
ち
が
三
寸
不
偶
の

舌
を
以
て
或
は
合
縦
の
計
を
説
き
'
或
は
連
横
の
策
を
述
べ
て

暗
躍
し
て
ゐ
た
か
ら
'
天
下
の
鐘
超
を
橡
知
す
る
こ
と
は
頗
る

困
姓
な
る
有
様
で
あ
っ
た
｡

ノ

2

ノ

呂
不
孝
は

か
1
る
世
に
生
れ
た
｡
線
の
生
年
は

わ
か
ら

な

い
.
だ
が
､
か
1
る
世
に
生
れ
'
天
下
の
中
英
に
位
す
る
湯
巻

I

に
お
い
て
成
人
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ら
う
.

I

彼
は
生
れ
な
が
ら
の
商
質
で
あ
る
｡
大
資
本
を
擁
し
て
諸
国

を
行
商
す
る
大
要
人
で
あ
る
｡
大
資
本
を
擁
す
る
商
人
が
諸
開

聞
を
行
商
す
る
風
は
春
秋
時
代
か
ら
あ
っ
た
｡
そ
の
顧
客
は
主

に
各
図
の
王
侯
貴
族
で
あ
る
.
商
品
の
多
-
は
珠
玉
'
要
石
‥

一

幣
吊
､
皮
革
品
等
で
あ
っ
た
｡
戟
囲
時
代
に
至
る
と
'
商
業
は

ま
す
-
～
静
蓮
し
た
｡
固
際
閥
の
往
来
は
頻
繁
と
な
り
'
交
通

は
日
に
容
易
と
な
少
､
商
品
の
交
換
は
贋
さ
と
密
度
と
を
槍
し

た
｡
戦
乱
の
瀬
え
間
な
き
時
に
常
つ
て
互
利
を
博
せ
ん
と
す
る

彼
等
は
各
閲
の
国
勢
に
注
意
を
怠
っ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
｡
′

恐

ら
く
常
時
に
お
い
て
'
各
国
の
経
済
力
は
勿
論
'
そ
Q
y軍
事
力

に
つ
い
て
も
'
最
も
よ
く
通
暁
し
て
ゐ
た
も
の
は
彼
等
大
賢
人

た
ち
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
｡

呂
不
孝
は
か
1
る
大
貫
人
た
ち
の
問
に
成
長
し
た
O
図
乱
れ

て
英
雄
を

生
む
と
い
ふ
｡
｢
王
侯
滑
相
'
寧
ぞ
種
あ
ら
ん
や
｣

と
は
常
時
の
野
心
に
み
ち
た
青
年
た
ち
の
口
既
で
あ
っ
た
O
呂

不
孝
の
血
は
た
ぎ
.つ
た
O
後
は
天
下
の
形
勢
に
真
剣
な
注
視
を
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お
こ
た
ら
な
か
っ
た
｡

常
時
の
形
勢
は
発
き
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
｡
西
方
の
強
秦

に
封
す
る
東
方
諸
国
の
反
感
は
頗
る
職
烈
で
あ
っ
た
｡

東
方
の

諸
図
が
合
縦
し
て
秦
に
常
ら
う
と
す
る
采
配
が
あ
っ
た
.
そ
れ

は

一
策
士
の
策
謀
の
み
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
｡
も
し
六

図
合
縦

一
鰭
と
な
っ
て
秦
に
嘗
る
こ
と
が
あ
れ
ば
'
強
秦
と
雄

も
破
れ
ぬ
と
は
保
詮
し
難
い
｡
｢
臣
鶴
か
に
天
下
の
地
圏
を

以

て
之
を
案
ず
る
に
'
諸
侯
の
地
は
秦
に
五
倍
L
t
諸
侯
の
卒
を

料
る
に
秦
に
十
倍
せ
り
.
六
国
力
を
井
せ
て
一
と
な
り
､
西
而

し
て
秦
を
攻
め
ば
､
秦
破
れ
ん
こ
と
必
せ
ゎ
｡｣
(戦
国
策
趨
策
)

と
説
-
も
の
も
あ
っ
た
｡
だ
か
ら
山
東
の
諸
国
の
合
縦
は

一
鷹

可
能
な
事
で
あ
る
が
'
問
題
は
'
そ
の
強
固
性
に
あ
る
｡
強
秦

を
難
す
に
は

1
図
の
利
害
を
滅
却
し
て
事
に
あ
た
る
底
の
決
意

が
要
請
さ
れ
る
｡
果
し
て
そ
の
や
う
な
決
意
が
各
国
に
あ
る
で

あ
ら
う
か
.
そ
こ
に
迷
仏
が
生
れ
る
.
疑
仏
が
起
る
.
天
下
の

錆
趣
を
卜
す
る
に
は
t
Jj
ほ
ど
の
冷
静
な
判
断
力
が
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
｡

-
-
返
し
て
言
ふ
が
'
呂
不
孝
は

一
介
の
商
賢
で
あ
る
O
身

分
は
農
工
よ
少
も
下
で
あ
り
､
国
家
的
保
護
を
受
-
る
こ
と
極

め
て
薄
い
商
貫
で
あ
る
.
昔
時
の
下
盾
階
奴
に
生
ひ
た
つ
た
い

は
ゆ
る

｢
士
｣
な
る
知
藷
分
子
は
全
-
階
数
意
識
も
民
族
意
識

も
な
か
つ
た
と
い
は
れ
て
ゐ
る
が
､
商
質
と
雅
も
亦
同
じ
で
あ

る
｡
彼
等
の
融
合
的
地
位
は
'
た
ゞ
そ
の
財
力
の
み
が
購
っ
た

も
の
ゼ
あ
る
.

彼
等
が
天
下
国
家
の
形
勢
に
注
意
す
る
の
は
､

た
ゞ
一
身
の
利
害
の
た
め
で
あ
る
.
そ
こ
に
冷
静
な
判
断
が
生

れ
る
O

呂
不
孝
は
東
方
諸
国
の
1
致
し
難
い
こ
と
を
察
し
た
で

あ
ら
う
｡
互
ひ
に
征
伐
し
合
っ
て
ゐ
た
諸
国
が
己
れ
を
む
な
し

う
し
て
協
力
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
｡
商
人
の
赦
倉
に
は

仝
く
そ
の
や
う
な
事
は
考

へ
ら
れ
な
い
で
は
な
い
か
.
六
固
た

の
み
難
し
と
す
れ
ば
'
最
後
の
覇
棟
を
振
る
も
の
は
秦
を
お
い

て
他
に
は
な
い
.
呂
不
孝
は
か
-
考

へ
た
で
あ
ら
う
.
そ
し
て

機
の
乗
す
べ
き
を
待
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
｡

'ヽU

そ
れ
は
何
年
の
こ
と
か
明
か
で
は
な
い
｡
た
ゞ
前
後
の
関
係

か
ら
見
る
と
､
秦
の
昭
嚢
王
四
十
二
年
か
ら
四
十
七
年
に
至
る

間
の
こ
と
で
あ
っ
た
｡
西
暦
で
言

へ
ば
'
紀
元
前
二
百
六
十
年

代
の
こ
と
で
あ
る
.
呂
不
革
は
北
の
か
た
郡
部

へ
行
つ
ね
.
勿

論
商
用
で
あ
る
｡

耶
邸
も
亦
常
時
商
業
の
盛
ん
な
都
督
で
あ
っ

た
が
､
そ
れ
は
ま
た
常
時
北
方
の
天
国
遇
の
都
で
も
あ
っ
た
｡

そ
こ
で
彼
は
'
ふ
と
耳
に
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
｡
そ
れ
は
秦
の
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公
子
が
質
子
と
な
っ
て
来
て
ゐ
る
と
い
ふ
事
で
あ
る
｡

秦
の
公
子
!

彼
呂
不
苛
が
漫
然
と
き

.̂流
す
言
葉
で
は
な

か
っ
た
｡
彼
が
手
を
つ
-
し
て
調
査
し
た
の
は
い
ふ
ま
で
も
な

い
｡
そ
の
結
果
､
次
の
や
う
な
事
情
が
わ
か
っ
た
9

そ
の
質
子
と
し
て
恥
部
に
来
て
ゐ
る
秦
の
公
子
は
名
を
子
楚

と
言
払
､
父
は
安
国
君
で
あ
る
.
安
閑
君
は
秦
の
昭
嚢
王
の
次

子
で
あ
る
が
'
太
子
が
死
ん
だ
た
め
に
､
発
き
ご
ろ
太
子
と
な

っ
た
｡
彼
に
は
二
十
験
人
の
子
が
あ
っ
て
､
子
楚
は
そ
の
弘
と

少
で
あ
る
.
安
国
君
の
正
夫
人
は
華
陽
夫
人
と
言
払
､
安
国
君

の
寵
を
ほ
し
い
ま

ゝ
に
し
.て
ゐ
る
が
'
子
安
に
恵
ま
れ
な
か
っ

た
｡
従
っ
て
安
国
君
に
は
嫡
崩
と
し
て
立
て
る
も
の
は
な
い
｡

と
こ
ろ
で
子
楚
の
母
は
安
国
君
の
寵
が
薄
-
'
と
て
も
子
楚
を

嫡
駒
に
立
て
る
力
は
な
㌧

ま
た
子
楚
は

一
介
の
庶
子
で
あ
っ

て
超
に
質
子
と
な
っ
て
来
て
ゐ
る
の
で
､
そ
の
経
済
は
す
こ
ぶ

る
鱒
か
で
は
な
い
ら
し
い
t
と
い
ふ
こ
と
が
わ
か
っ
た
o

こ
れ
ら
の
事
情
を
せ
い
た
時
に
､
呂
不
章
が

｢
此
れ
奇
貨
居

-
べ
し
｣
と
漏
し
た
と
い
ふ
事
が
侍

へ
ら
れ
て
ゐ
る
｡

彼
の
胸

中
に
描
か
れ
た
秘
策
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
ら
う
か
.
投

機
性
は
昔
時

一
般
の
風
潮
で
あ
る
｡
機
を
見
る
に
敏
な
る
は
商

家
の
加悦
ひ
で
あ
る
｡
彼
は
在
ち
虹
乾
坤

.L
郷
の
事
業
を
開
始
し

た
｡

4

彼
は
先
づ
子
楚
を
訪
ね
た
o
貴
族
大
官
を
訪
ね
る
こ
と

は
富

商
大
貫
の
常
で
あ
る
｡
子
楚
は
秦
の
公
子
と
は
言
ふ
も
の
＼

そ
の
時

一
個
の
質
子
で
あ
り
'
財
用
頗
る
不
如
意
で
あ
っ
た
.

歯
質
は
費
公
子
に
用
の
あ
る
筈
は
な
い
｡
礎
っ
て
呂
不
孝
の
訪

問
は
子
楚
を
駕
か
し
た
.
い
や
†

そ
れ
ば
か
-
で
は
な
い
｡
子

糞
は
彼
の
説
く
密
謀
を
き
い
で
'
ま
す
-
1
驚
い
た
｡
不
遇
の

一
質
子
を
し
て
秦
の
嫡
嗣
た
ら
し
め
ん
と
い
ふ
の
で
あ
る
｡
争

奪
は
感
激
し
て
､
｢
あ
な
た
の
計
略
が
成
熟
し
た
時
に
は
∵

秦

国
を
分
け
て
､
あ
な
た
と
共
有
し
ま
せ
う
｣
と
瞥
ふ
の
で
あ
っ

た
｡そ

こ
で
呂
不
孝
は
五
首
金
を
子
楚
に
輿

へ
て
天
下
に
有
事
の

人
材
を
求
め
て
之
と
交
少
を
結
ば
せ
'
自
分
は
ま
た
五
首
金
を

投
じ
て
奇
物
玩
好
を
購
払
調

へ
て
､
西
の
方
'
秦
に
遊
び
'
拳

傷
夫
人
の
姉
に
面
合
し
て
'
そ
の
奇
物
玩
好
を
拳
陽
夫
人
に
献

じ
た
｡

そ
し
て
子
発
の
賢
智
を
讃
め
て
彼
を
夫
人
の
子
と
な
七

安
国
君
の
嫡
子
と
す
る
こ
と
の
夫
人
の
得
策
な
る
を
論
じ
､
夫

人
に
よ
っ
て
安
国
君
に
之
を
願
は
せ
た
｡
安
国
君
は
之
を
許
し

夫
人
と
玉
符
を
刻
し
て
子
楚
を
鳴
れ嗣
と
す
る
と
と
を
的
L
t
呂
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不
章
を
そ
の
借
と
し
た
の
で
あ
る
｡

こ
･･J
に
呂
不
孝
の
秘
策
は

一
旗
成
っ
た
と
い
へ
る
で
あ
ら
う
.

-一
介
の
商
貫
呂
不
孝
は
今
や
た
ゞ
の
商
賢
で
は
な
い
｡
覇
業
ま

さ
に
成
ら
ん
と
す
る
強
秦
の
嫡
嗣
の
後
見
人
で
あ
る
｡
.
と
こ
ろ

が
･
.こ
･･･
に
極
め
て
奇
怪
払
る
一
事
が
樽

へ
ら
れ
て
ゐ
毛

5

呂
不
孝
は
秦
に
従
っ
て
子
楚
を
安
閑
君
の
嫡
銅
と
す
る
こ
と

に
成
功
し
'
自
分
は
子
発
の
停
と
な
っ
て
再
び
耶
邸
に
掃
っ
て

来
た
｡
子
楚
の
名
は
､
た
ち
ま
ち
諸
侯
の
問
に
拳
が
る
に
至
っ

た
｡そ

の
頃
の
こ
と
で
あ
る
｡
史
記
の
記
す
と
こ
ろ
に
よ
る
と
'

呂
不
草
は
耶
邸
に
住
む
姿
容
滝
美
な
る
舞
姫
を
寵
愛
し
て
ゐ
た

が
'
子
楚
が
酒
宴
の
際
に
'
こ
の
舞
姫
を
見
て
悦
び
､
之
を
呂

不
章
に
求
め
た
｡
時
に
舞
姫
は
不
孝
の
子
を
宿
し
て
ゐ
た
が
'

不
革
は
期
す
る
と
こ
ろ
あ
っ
て
､
遂
に
そ
の
舞
姫
を
子
発
に
献

じ
た
｡
舞
姫
は
折
娠
し
て
ゐ
る
こ
と
を
匪
し
､
大
胡
の
時
に
至

っ
て
子
政
を
生
ん
だ
｡
子
楚
は
遂
に
舞
姫
を
夫
人
と
し
た
と
い

ふ
こ
と
で
あ
る
｡

子
政
は
'
い
ふ
ま
で
も
な
く
'
後
の
始
皇
帝
で
あ
る
｡
始
皇

帝
の
こ
と
を
呂
政
と
記
す
こ
と
の
あ
る
の
は
'
こ
れ
に
よ
る
の

で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
､
こ
れ
に
つ
い
て
娃
い
ろ
-
1
の
疑
問
が

あ
っ
て
､
に
は
か
に
信
じ
難
い
や
う
で
あ
る
.

大
胡
と
い
ふ
の
は
十
二
月
と
言
は
れ
'
ま
た
十
月
と
い
ふ
説

も
あ
る
が
､
壷

す
る
/に
期
満
ち
て
生
れ
た
の
で
あ
る
｡
期
に
満

た
す
し
て
生
れ
た
と
い
ふ
こ
と
な
れ
ば
疑
ふ
べ
き
で
あ
る
が
､

期
を
過
ぎ
て
生
れ
た
の
で
ぁ
る
か
ら
疑
ふ
べ
き
理
由
は
あ
る
ま

い
｡
も
し
､
膏
は
期
に
及
ば
ず
し
て
生
れ
た
が
､
之
を
隠
し
て

大
胡
に
至
っ
て
弊
衣
し
た
と
す
れ
ば
'
子
楚
が
全
-
知
ら
な
い

こ
と
は
あ
る
ま
い
｡
史
記
は
秦
始
皇
本
紀
に
お
い
て
始
皇
帝
は

荘
喪
主
の
子
で
あ
り
､
呂
不
葺
の
姉
を
母
と
し
そ
秦
の
昭
嚢
王

四
十
八
年
正
月
に
耶
邸
に
生
れ
た
と
記
し
て
ゐ
る
｡
思
ふ
に
､

司
馬
藩
は
始
皇
帝
が
呂
不
孝
の
子
で
あ
る
と
い
ふ
説
を
信
じ
な

か
っ
た
た
め
に
本
紀
に
お
い
て
は
'
荘
重
王
の
子
な
り
と
明
記

し
'
呂
不
幸
の
侍
に
お
心
て
､
常
時
の
俗
説
を
錬
す
に
と
ゞ
め

た
の
で
あ
ら
う
｡

ま
た
戦
国
策
を
見
る
と
､
呂
不
幸
が
姫
を
献
じ
た
と
い
ふ
事

は
な
-
'
却
っ
て
楚
の
春
申
君
に
つ
い
て
､
誠
に
之
と
符
節
を

合
す
る
如
き
話
を
載
せ
て
ゐ
る
｡
す
な
は
ち
楚
策

｢
楚
考
烈
王

無
子
｣
の
章
に
お
い
て
･
春
申
君
が
己
の
子
を
革
め
る
李
鼠
亡の

妹
を
楚
王
に
進
め
し
め
た
と
い
ふ
の
で
あ
る
｡
ま
と
と
に
同
巧
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異
曲
と
も
い
ふ
べ
き
話
が

一
時
に
出
て
ゐ
る
と
い
ぶ
事
は
奇
と

言
ふ
べ
-
験
-
に
奇
で
は
な
い
か
.

ま
た
楚
策
は
'
事
露
は
れ
て
春
申
君
の
家
が
滅
ぼ
さ
れ
た
事

を
記
し
た
後
に
'
｢
こ
の
歳
は
秦
の
始
豊
の
即
位
九
年
で
あ
る
｡

煙
毒
ま
た
秦
に
乱
を
な
し
て
覚
は
れ
て
三
族
み
な
ご
ろ
L
に
さ

れ
､

而
し
て
呂
不
孝
磨
め
ら
る
LOJ
と
い
ふ
事
を

附
記
し
て
ゐ

る
の
は
'
呂
不
孝
の
話
と
の
聯
陶
を
物
語
る
も
の
で
あ
ら
う
｡

も
と
よ
少
'
関
陣
の
こ
と
は
詳
か
忙
し
が
た
い
.
或
は
六
図

の
秦
に
怨
み
を
抱
く
も
の
1
如
き
が
､
弘
と
た
び
底
を
侍

へ
る

と
き
､
天
下
の
人
､
賓
を
侍

へ
て
嘩
ま
ざ
る
は
､
誠
に
あ
-
得

④

る
こ
と
で
は
な
か
ら
う
か
｡

呂
不
孝
の
艶
罪
を
そ
J
.ぐ
た
め
に
思
は
す
長
談
に
な
っ
て
了

っ
た
が
､
そ
れ
も

一
片
の
威
談
と
悟
れ
ば
､
私
旦
ま
た
虚
に
吠

え
る
の
護
-
を
ま
ぬ
が
れ
ぬ
か
も
知
れ
ぬ
.
輩
を
攻
め
'
努
め

て
嘗
事
を
語
る
こ
と
に
し
よ
う
｡

6

さ
て
､
子
楚
は
身
は
な
ほ
部
邸
に
あ
っ
て
質
子
で
あ
る
け
れ

ど
も
､
呂
不
孝
の
策
略
に
よ
っ
て
安
図
君
の
嫡
嗣
と
な
り
'
名

草
は
諸
侯
の
間
に
あ
が
-
､
耶
邸
の
美
姫
を
愛
し
て
子
政
を
儲

け
､
秦
に
騙
る
の
日
を
待
っ
て
ゐ
た
｡

や
が
て
'
そ
の
日
が
来
た
.
秦
の
昭
重
宝
五
十
年
t
へ西
紀
前

二
五
七
年
)
秦
の
将
軍
王
酷
が
郡
部
を
囲
み
'

そ
の
攻
撃
は
頗

る
急
で
あ
っ
た
｡

超
で
は
子
楚
を
殺
ろ
さ
ん
と
し
た
｡
彼
は
呂

不
孝
と
諜
少
､
金
六
百
斤
を
監
視
の
も
の
に
輿

へ
て
脱
走
し
て

③

秦
の
軍
に
到
り
'
速
に
秦
に
掠
る
こ
と
を
得
た
｡
そ
こ
で
適
は

子
楚
の
妻
子
を
殺
さ
ん
と
し
た
が
'
子
楚
の
夫
人
は
も
と
超
の

豪
家
の
女
で
あ
る
た
め
､
摩
れ
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
ふ
こ
と

④

で
あ
る
｡

そ
の
後
､
秦
の
昭
重
宝
は
そ
の
五
十
六
年
(西
紀
前
二
五
一
年
)

に
尭
じ
'
太
子
安
国
君
が
即
位
し
た
の
で
､
拳
傷
夫
人
が
王
后

と
な
り
､
子
楚
は
太
子
と
な
っ
た
｡

こ
の
時
､
適
は
子
楚
夫
人

及
び
子
政
を
露

へ
し
て
呑

こ
し
た
の
で
あ
る
が
､
そ
の
後

一
年

に
し
て
重
宝
は
尭
じ
た
｡
を
の
論
を
孝
文
王
と
い
ふ
｡
こ
ゝ
に

お
い
て
子
発
が
即
位
し
た
｡

こ
れ
が
秦
の
荘
重
王
で
あ
る
｡

子
楚
は
蓮
に
秦
王
と
な
っ
た
｡

か
つ
て
は
遠
-
郡
部
に
あ
っ

て

1
介
の
質
子
と
し
て
意
を
得
ぎ
り
し
貴
公
子
が
､
今
や
覇
業

婿
に
成
ら
ん
と
す
る
強
秦
の
王
位
に
即
い
た
の
で
あ
る
｡
鍵
の

喜
び
は
想
像
に
除
り
あ
る
で
は
な
い
か
o

彼
は
養
母
の
華
陽
夫

人
を
尊
ん
で
華
揚
太
后
と
な
し
'
そ
の
虞
母
夏
姫
を
夏
太
后
と

草
稿
し
､
呂
不
皐
を
水
禍
と
な
し
､
文
信
侯
に
封
じ
ー
河
南
洛
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傷
十
欝
戸
を
輿
へ
て
F'
そ
の暮
功
に
報
い
た
抄
で
あ
る
6

こ
上

に
お
い
て
､

呂
不
孝
は

も
は
や

一
介
の
商
貰
で
は
な

い
｡
身
に
は
宰
相
の
印
綬
を
帯
び
､
洛
傷
十
寓
戸
を
償
す
る
大

侯
で
あ
る
｡
事
苦
役
は
も
は
や
商
質
で
は
な
か
っ
た
ら
う
と
思

は
れ
る
｡
宰
相
の
職
に
あ
っ
て
自
ら
商
農
の
薬
を
営
む
こ
と
の

不
可
能
な
る
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
が
､
彼
は
既
に
子
楚
の
麓
め

■

に
家
財
を
こ
と
ぐ

-く
榔
っ
て
毒
力
し
た
｡
ま
た
司
馬
遷
が
郡

部
に
.あ
る
時
の
彼
に
つ
い
て

｢
す
で
に
家
を
破
り
｣
云
々
と
記

①

し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
｡

従
っ
て
攻
に
は
'
秦
園
の
永
相
と
し
て
の
呂
不
幸
を
語
ら
ね

ば
な
ら

な

い
.7

呂
不
孝
が
秦
困
宰
相
の
地
位
に
あ
っ
た
の
は
'
荘
重
王
元
年

か
ら
始
皇
帝
即
位
十
年
に
至
る
十
三
年
間
で
あ
る
が
､
そ
の
間

に
お
け
る
呂
不
幸
の
事
蟻
は
甚
だ
明
か
で
は
な
い
｡
史
記
呂
不

孝
侍
に
は
'
始
皇
帝
が
即
位
の
は
じ
め
'
呂
不
孝
を
相
図
と
な

し
'
仲
父
と
栴
し
た
こ
と
'
秦
王
年
少
に
し
て
太
后
は
時
々
呂

不
幸
と
私
通
し
て
ゐ
た
こ
と
､
呂
不
孝
は
家
債
寓
人
あ
わ
'
ま

た
三
千
人
の
食
客
を
養
ひ
'
彼
等
を
し
て
昌
氏
春
秋
を
編
纂
せ

し
め
た
こ
と
､
そ
の
後
､
大
陰
人
鯵
毒
を
太
后
に
す
1
め
'
逐

に
そ
の
乳
に
坐
し
て
相
国
を
罷
め
ら
れ
た
こ
と
を
記
す
に
止
ま

る
｡
こ
れ
ら
は
､
い
は
ゞ
呂
不
孝
の
私
的
生
活
で
あ
っ
て
宰
相

の
事
債
と
は
言
ひ
難
い
で
あ
ら
う
｡
し
か
ら
ば
彼
は
宰
相
と
し

①

て
は
麓
す
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ら
う
か
｡

呂
不
孝
が
宰
相
た
り
し
時
代
､
即
ち
荘
重
王
の
三
年
間
と
'

始
皇
帝
の
初
期
十
年
間
は
､
秦
の
国
威
は
ま
す
-
～
馨
り
'
天

下
統

一
､の
形
勢
は

い
よ
-
～

顕
著
と
な
っ
て
来
た

時
代
で
あ

る
｡
そ
れ
に
は
宰
相
の
活
動
が
大
い
に
興
っ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う

と
考

へ
る
の
は
､
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
.

荘
重
事
九
年
茜

紀
前
二
四
九
年
)
に
､
呂
不
幸
が
丞
相
と
な
つ

た
こ
と
は
先
き
に
も
述
べ
た
が
､
こ
の
年
'
秦
は
束
周
を
滅
ぼ

し
て
ゐ
る
｡
周
王
室
は
発
き
に
秦
に
滅
ぼ
さ
れ
'
僅
か
に
飴
職

を
保
っ
て
ゐ
た
束
周
が
こ
1

に
滅
さ
れ
て
､
周
は
全
-
滅
ん
だ

の
で
あ
る
｡
史
記
秦
本
紀
に

｢荘
重
王
元
年
'
-
‥
▲束
周
君
'

諸
侯
と
秦
を
謀
を
.

秦
は
相
図
呂
不
孝
を
し
て
之
を
殊
せ
し
め

義
-
そ
の
観
を
入
る
｡
云

々
｣
と
記
る
さ
れ
て
ゐ
る
O
果
し
て

東
周
の
滅
亡
に
は
呂
不
孝
が
開
興
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
｡
昌
不
/

葦
が
'
河
南
洛
邑
十
罵
声
に
封
ぜ
ら
れ
た
の
は
故
な
き
こ
と
で

は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

荘
重
王
は
そ
の
三
年
(西
紀
前
二
四
七
年
)に
尭
じ
'
子
政
が
即
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任
し
た
｡
之
が
始
皇
帝
で
あ
る
｡
時
に
十
三
歳
で
あ
っ
た
.

呂

不
孝
は
頼
い
て
宰
相
の
位
に
あ
り
､
国
事
は
悉
-
彼
の
方
寸
に

①

決
L
t
そ
の
勢
威
は
並
ぶ
も
の
が
な
か
っ
た
｡

始
皇
帝
の
初
年
に
お
い
て
注
意
す
べ
き
事
件
は
'
注
水
を
篭

っ
て
菜
を
作
っ
た
こ
と
で
あ
る
｡
史
記
河
業
苦
の
記
す
と
こ
ろ

に
よ
る
と
'
そ
の
頃
､
韓
で
は
秦
を
罷
弊
さ
せ
て
そ
の
東
伐
を

止
め
さ
せ
よ
う
と
し
て
水
工
鄭
園
と
い
ふ
も
の
を
､
払
そ
か
に

秦
に
行
か
し
め
た
.
彼
は
仲
山
(駅
西
滋
陽
噺
の
西
北
)
の
西
か
ら

北
山
に
並
ふ
て
東

へ
菜
を
撃
ち
洛
水
に
至
っ
た
｡
そ
の
全
長
紛

三
百
除
塵
で
あ
る
｡
こ
の
工
作
の
途
中
で
､
秦
で
は
韓
の
策
謀

を
覚
っ
て
､
鄭
閥
を
没
さ
ん
と
し
た
が
'
結
局
そ
の
秦
の
利
益

な
る
を
悟
っ
て
工
事
を
頼
行
せ
し
め
蓮
に
完
成
を
見
た
｡
そ
の

結
琴

紺
中
の
地
に
四
簡
徐
頃
の
沃
野
が
出
現
L
t
凶
年
も
な

く
な
-
秦
は
吏
に
富
晦
と
な
-
､
逮
ひ
に
諸
侯
を
併
合
す
る
基
′

と
な
っ
た
｡
因
っ
て
こ
れ
を
鄭
固
菜
と
名
付
け
た
と
い
ふ
こ
と

で
あ
る
｡

昔
時
は
東
方
の
諸
国
に
お
い
て
､二

般
に
か
1

る
溌
概
事
業

が
盛
ん
で
あ
っ
た
｡

魂
の
西
門
豹
が
淳
水
を
引
い
て
郵

(河
南

臨
濠
撃

の
地
を
濯
放
し
た
の
は
､

こ
れ
よ
-
発
き
の
こ
と
で

あ
る
｡
鄭
困
菜
の
工
事
が
果
し
て
韓
の
策
謀
.に
よ
る
も
の
か
ど

う
か
は
兎
も
角
と
し
て
'
東
方
に
成
人
し
た
呂
不
孝
が
'
湛
麿

工
事
の
重
要
性
を

正
し
-
許
憤
し
て
ゐ
た
こ
と
は
聞
達
払
あ
る

ま
い
｡
し
か
ら
ば
'
之
れ
も
亦
或
仏
は
呂
不
孝
の
事
業
の

1
つ

で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
t
と
想
像
す
る
こ
と
は
必
す
L
も
我
田

引
水
で
榛
あ
る
ま
い
｡

ま
た
蒙
驚

･
三
縄

･
頗
公
等
の
将
軍
を
し
て
層

･
魂
を
伐
た

し
め
て
武
威
を
揮
ひ
'
こ

之
に
始
皇
六
年
へ西
紀
前
二
四
1
年
)に

は
韓

･
魂

･
趨

･
衛

･
楚
五
図
の
聯
合
筆
を
函
谷
陶
に
破
っ
て

合
縦
の
計
を
粉
砕
し
た
｡
そ
の
他
､
始
皇
帝
四
年

(西
紀
前
二
四

三
年
)
に
は
蛙
害
に
よ
る
飢
鰭
の
際
'
百
姓
の
粟
千
石
を
納
め

る
宙
の
/に
欝

一
級
を
輿

へ
る
こ
と
-

し
た
が
､
よ

れ
も
平
民
宰

相
の
創
基
か
と
思
は
れ
･る
.

か
-
見
て
-
る
な
ら
ば
､
呂
不
孝
は
､
必
す
L
も
無
虜
に
し

て
宰
相
の

位
に

あ
っ

たもの
で
は
あ
る

まい｡
だ
が

何
と
言
っ

て
も
'
彼

の
事

業
の

最た
る
も
の
は

呂氏春
秋
の

編
纂
で
あ

る
｡
次
に
こ
れ
に
つ
い
て
少
し
-
考
察
し
よ
う
｡

8

呂
氏
春
秋
編
茎
の
事
情
に
つ
い
て
'
史
記
呂
不
孝
傍
の
記
す

と
こ
ろ
に
よ
る
と
､
呂
不
葦
は
そ
の
食
客
に
命
じ
て
開
く
と
こ

ろ
を
菅
は
さ
せ
､
こ
れ
を
集
め
て
､
八
驚

･
六
論

･
十
二
紀
ー
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二
十
鎗
寓
言
と
な
し
.た
｡
そ
の
中
に
は
天
地
寓
物
古
今
の
事
が

備
は
る
と
な
し
て
'
之
を

｢
呂
氏
春
秋
｣
と
覇
し
､
こ
れ
を
成

陽
の
市
門
に
布
き
'
千
金
を
そ
の
上
に
懸
け
て
､
よ
-

一
字
を

槍
損
し
得
る
も
の
に
は
千
金
を
予

へ
ん
と
布
告
し
た
と
い
ふ
こ

と
で
あ
る
｡

こ

の
書
の
成

った
.の

は
､

一
説
に
は
呂
不
孝
が
'
そ
の
晩
年

琴
に
移
さ
れ
て
か
ら
の
こ
と
1
も
言
は
れ
る
け
れ

ども
'
(史
記

太
史
.公
自
序
)
賓
は
彼
が
宰
相
時
代
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
｡

即
ち
始
皇
帝
の
六
年
頃
､
呂
不
孝
が
最
も
得
意
な
る
べ
き
時
代

に
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
'
奇
怪
な
こ
と
に
は
'
こ
の
書
に
は

秦
の
政
治
を
覇
道
す
る
こ
と
が
な
い
ば
か
り
か
;
し
ぼ
-

秦

㊥

を
讃
る
如
き
記
載
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
O

こ
れ
は
何
を
物
語

る
も
の
で
あ
ら
う
か
｡

す
な
は
ち
こ
の
事
か
ら
'
史
籍
に
明
文

は
な
い
け
れ
ど
も
､
秦
室
と
呂
不
葦
と
の
間
に
､
あ
る
種
の
摩

擦
衝
突
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
と
路
側
さ
れ
る
の
で
あ

る
｡
し
か
ら
ば
常
時
秦
延
と
宰
相
呂
不
孝
と
の
間
に
'
ど
ん
な

衝
突
が
考

へ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
か
｡

発
き
に
も
述
べ
た
如
-
､
呂
不
孝
は
身
は
宰
相
と
し
て
榛
を

専
ら
に
L
t
千
を
以
て
数

へ
る
食
客
を
養
ひ
､
彼
等
を
し
て
.論

策
せ
し
め
た
の
で
あ
る
か
'
そ
の
う
ち
に
は
束
方
の
遊
士
が
殊

1㌦

に
多
か
つ
.た
ら
し
い
｡
こ
の
こ
と
は
漸
-
成
人
し
た
始
皇
帝
に

と
っ
て
決
し
て
心
よ
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
｡
始
皇

帝
は
人
も
知
る
如
-
､
後
に
逐
客
の
令
を
出
し
､
詩
書
百
家
の

書
を
焚
か
し
め
た
人
で
あ
る
｡
ま
た
焚
書
の
こ
と
を
提
議
し
た

李
斯
も
昔
時
秦
王
打
傍
近
-
尿
つ
た
で
あ
ら
う
｡
秦
宝
を
諮
る

が
如
き
傾
向
が
呂
不
革
及
び
そ
の
食
客
闇
に
存
し
た
の
は
止
む

を
得
な
い
こ
と
か
も
知
れ
な
い
｡

宰
相
呂
不
孝
の
地
位
を
脅
す
も
の
は
'
葦
は
こ
れ
の
み
で
は

な
か
っ
た
｡
彼
と
秦
在
に
榛
を
寧
ふ
も
の
に
害
は
燈
毒
と
い
ふ

強
敵
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
史
記
呂
不
幸
侍
に
は
'
太
后
の
控

止
ま
ざ
る
た
め
に
'
呂
不
孝
が
大
陰
人
鯵
毒
と
い
ふ
も
の
を
太

､
后
に
進
め
た
と
こ
ろ
'
太
后
は
こ
の
者
を
席
愛
し
た
と
い̀
ふ
事

が
記
さ
れ
て
ゐ
る
が
'
鷺
は
JJ
れ
ま
た

一
片
の
誕
史
で
あ
っ
て

燈
毒
は
恥
部
の
生
れ
で
あ
っ
た
事
か
ら
見
る
と
'
同
じ
-
も
と

耶
邸
の
舞
姫
で
あ
っ
た
太
后
の
寵
愛
を
う
け
た
の
は
必
ず
し
も

呂
不
葦
の
進
め
に
よ
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
｡
彼
は
こ
れ
に
よ

っ
て
次
男
に
秦
延
に
勢
力
を
絶

て
'
逐
ひ
に
は
呂
不
孝
と
勢
力

を
寧
ふ
に
至
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
｡
戦
国
策
魂
策
に
は
､
こ
の

･形
勢
を
記
し
て
'
｢
秦
'
四
境
の
う
ち
'

執
法
よ
-
放
下
､

長

扱
者
に
至
る
ま
で
､
も
と
よ
-
畢
-

日
-
'
姪
氏
に
輿
せ
ん
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か
'
呂
氏
に
輿
せ
ん
か
t
と
.
門
間
の
下
よ
-
'
廊
廟
の
上
に

至
る
と
錐
も
､
衛
ほ
こ
れ
是
の
如
し
｡｣
(秦
攻
塊
急
の
章
)
と
述

べ
て
ゐ
る
｡
か
1
る
形
勢
の
う
ち
に
お
い
て
呂
氏
春
秋
は
作
ら

れ
た
の
で
あ
っ
た
｡
書
中
に
お

い
て
し
ぼ
-

秦
政
に
封
し
て

否
定
的
批
判
を
加

へ
て
ゐ
る
の
も
'
け
だ
し
常
然
か
も
知
れ
な
′

い
｡呂

不
孝
は
も
と
-
～

一
介
の
商
貫
で
あ
っ
た
.
彼
に
は
人
に

示
す
に
足
る
畢
鼓
は
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
O
或
は
そ
れ
故

に
こ
そ
'
彼
は
天
下
の
士
を
集
め
て
彼
等
に
思
ふ
と
こ
ろ
を
論

策
せ
し
め
た
の
で
あ
ら
う
｡

呂
氏
春
秋
の
う
ち
に
は
'
儒
家

･
道
家

･
墨
家

･
法
家

･
名

家

･
陰
陽
家

･
縦
横
家

･
農
家

･
小
説
家

･
兵
家
等
の
畢
説
を

包
含
し
て
ゐ
る
｡
こ
れ
に
よ
っ
て
常
時
の
思
想
界
の
各
派
は
悉

-
呂
不
幸
の
下
に
集
ま
っ
て
ゐ
た
事
が
わ
か
り小
.
蝕
自
身
は
優

れ
た
文
化
人
で
は
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
'
少
-
と
も
文

化
の
保
護
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡

9

上
に
述
べ
た
軸
-
呂
氏
春
秋
が
編
纂
さ
れ
た
常
時
､
呂
不
孝

は
秦
の
公
室
'
こ
と
に
太
后
の
寵
を
ほ
し
い
ま

1
に
す
る
鯵
毒

の

一
派
と
封
立
し
て
ゐ
た
の
で
あ
っ
･た
が
､
や
が
て
そ
の
破
局

が
訪
れ
た
｡

史
記
呂
不
孝
傍
の
記
す
と
こ
ろ
に
よ
る
と
'
始
皇
帝

九
年

茜

紀
前
二
三
八
年
)鯵
毒
の
陰
謀
が
挙
党
し
て
'
同
年
四
月
､
鯵

毒
の
三
族
は
み
な
ご
ろ
L
に
さ
れ
'
そ
の
舎
人
は
家
を
投
せ
ら

れ
て
苛
に
移
さ
れ
た
｡
呂
不
幸
も
亦
こ
の
事
件
に
関
係
あ
-
と

さ
れ
て
'

十
年
十
月
相
図
を

罷
免
さ
れ
封
固
河
南

へ
迫
は
れ

た
｡
そ
の
後

一
年
あ
ま
り
'
諸
侯
の
賓
客
や
使
者
が
相
つ
い
で

呂
不
孝
の
謝
免
を
請
ふ
の
を
み
て
'
秦
王
は
そ
の
壁
を
恐
れ
'

呂
不
幸
と
そ
の
家
慮
と
を
苛
に
徒
さ
ん
と
し
た
｡
呂
不
孝
は
'

時
の
い
よ
-

己
れ
に
非
な
る
を
み
て
､
軟
毒
を
飲
ん
で
自
殺

し
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
｡

発
き
に
も

一言

し
た
如
-
選
者
が
必
ず
し
も
呂
不
孝
の
進
む

る
と
こ
ろ
と
見
ら
れ
ず
､
二
者
は
秦
延
に
勢
力
を
寧
ふ
関
係
に

あ
つ
た
と
す
れ
ば
'
呂
不
孝
が
鯵
毒
の
事
件
に
よ
っ
て
罷
免
さ

れ
た
と
い
ふ
こ
と
に
は
'
街
ほ

7
考
を
要
す
る
で
あ
ら
う
.
ま

し
て
呂
不
孝
の
罷
免
は
鯵
毒
の
三
族
が
み
な
ご
ろ
L
に
さ
れ
て

か
ら

1
年
飴
を
隔
て
1

行
は
れ
た
の
で
あ
る
o
従
っ
て
こ
.̂

に

恐
ま
な
想
像
を
許
し
て
頂
け
る
な
ら
､
重
臣
鯵
毒
を
介
し
た
秦

延
は
そ
の
勢
に
乗
じ
て
吏
に
従
来
心
よ
か
ら
ざ
-
し
呂
不
孝
を

朴
さ
ん
と
し
て
彼
を
無
害
の
罪
に
間
ふ
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
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一ヽ
O
負

Ⅶ

呂
不
孝
の
死
は
'
居
る
意
味
で
は
戦
国
の
世
の
終
止
符
で
あ

っ
た
.
彼
の
死
後
'
間
も
な
-
天
下
は

1
に
錆
L
t
庶
政
は

一

参
考
文
献銀

穆
ー
先
秦
諸
子
繋
年
故
耕

一
五
九
､

一
六

一

薬
玉
紬
､
史
記
志
凝
巷
三
十

一

誌囲

新
さ
れ
た
｡
商
欝
の
自
由
な
活
動
は
抑
制
さ
れ
'
思
想
界
に
も

鐸
歴
の
斧
が
下
さ
れ
た
.
彼
の
･死
後
'
李
斯
が
志
を
得
て
焚
坑

の
桐
が
起
り
､
先
秦
の
畢
服
は
こ
1

に
絶
え
た
.
呂
氏
春
秋
偲

戦
闘
時
代
の
自
由
主
義
的
な
思
想
界
の
最
後
の
華
で
あ
っ
た
｡

秦
の
始
皇
帝
は
そ
の
所
謂
焚
書
坑
儒
事
件
の
た
め
に
漠
代
の

畢
界
か
ら
甚
し
く
遜
ら
れ
た
･
呂
不
孝
は
そ
の
巻
き
添
へ
を
受

㊥

′

け
た
｡
文
化
の
保
護
者
で
あ
っ
た
彼
は
却
っ
て
甚
だ
し
い
遜
罪

に
問
は
れ
た
の
で
あ
る
｡
史
記
の
呂
不
孝
倖
は
か
1
る
世
に
書

か
れ
た
｡
し
か
も
患
い
こ
と
に
は
そ
の
侍
は
甚
だ
生
彩
に
富
む

④

文
章
を
以
て
書
か
れ
て
ゐ
た
か
ら
'
こ
れ
を
謹
む
者
は
そ
の
虞

偽
を
問
ふ
前
に
､
ド
ラ
マ
に
酔
っ
た
観
客
の
如
-
に
拍
手
を
送

っ
た
の
で
あ
る
｡

彼
の
某
は
河
南
洛
陽
の
西
に
あ
り
･
俗
に
呂
母
家
と
侍

へ
隼

､

れ
て
ゐ
た
と
い
ふ
が
､
今
は
訪
ふ
人
も
あ
る
ま
い
｡

(昭
和
十
七
年
六
月

7.
日
満
了
)

戟
国
東
秦
策
に
は

｢
横
陽
の
人
呂
不
葦
｣
と
記
し
て
ゐ
る
.
硬
陽
は

河
南
省
滑
噺
の
東
北
の
地
で
､
今
も
横
陽
願
と
解
せ
ら
れ
る
.
黄
河

の
渡
河
鮎
で
あ
る
か
ら
交
通
の
要
衝
で
あ
る
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な

-
､
常
時
街
の
蜘
都
で
あ
っ
た
O
絶
っ
て
大
軍
人
呂
不
葦
が
こ
の
地

の
人
で
あ
る
と
言
は
れ
る
こ
と
も
理
由
の
な
い
串
で
は
な
い
O
こ
の

ほ
か
戦
闘
集
は
呂
不
茸
に
関
し
て
､
い
ろ
-

と
異
聞
を
記
し
て
ゐ

る
が
､
こ
ゝ
で
は
多
-
史
記
に
従
っ
て
お
-
0

呂
不
葦
は
後
に
伸
父
と
解
せ
ら
れ
た
こ
と
も
､
こ
の
説
話
構
成
の

l

因
と
な
っ
て
ゐ
る
か
と
想
像
さ
れ
る
.
元
木
仲
父
と
い
ふ
の
は
賛
桓

公
が
管
仲
を
仲
父
と
科
し
た
-
い
ふ
故
事
よ
-
出
る
も
の
で
あ
っ
て

そ
の
間
に
血
縁
関
係
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
は
首
ふ
ま
で
も
な
い
.

戦
闘
策
で
は
'
子
楚
が
秦
に
躍
っ
た
の
は
､
孝
文
王
即
位
の
後
と
L･.

し
､
停
る
方
法
も
亦
こ
れ
と
興
る
｡

こ
ゝ
に
子
楚
夫
人
と
い
ふ
者
は

呂
不
葦
の
献
じ
た
舞
舵
で
あ
ら
う

か
｡
と
す
れ
ば
そ
れ
は
鵜
の
豪
家
の
女
で
は
な
い
筈
で
あ
る
か
ら
､

子
港
に
は
別
に
正
夫
人
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
｡
何
れ
に
せ
よ

明
瞭
を
妖
-
｡

57

①

戦
国
時
代
に
お
い
て
商
人
の
地
位
が
向
上
し
た
串
は
疑
ひ
な
い
が
'

商
人
呂
不
孝
が
秦
の
宰
相
に
な
っ
た
都
を
以
っ
て
在
ち
に
常
時
の
商

人
階
級
の
政
治
的
遊
出
と
見
る
こ
と
は
'
な
は
い
ろ
く

の
鮎
か
ら

.
考
康
を
嬰
す
る
｡
彼
は
む
し
ろ
商
人
か
ら
官
僚
地
主

へ
埠
化
し
た
も
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山部

一

の
で
あ
ら
う
..
蔦

を
以
て
教

へ
ら
れ
る
奴
隷
は
農
業
生
産
に
従
事
し

た
の
で
あ
ら
-
O
商
葉
の
盛
ん
な
三
菅
地
方
か
ら
最
良
主
義
的
な
秦

へ
衆
だ
呂
不
孝
の
こ
の
韓
身
は
､
け
だ
し
嘗
然
の
こ
と
で
は
あ
る
ま

ヽ
ゝ
○

し

･カ

①
戦

図

集
秦
柴

｢
文
信
侠
欲
攻
壌
以
廉
河
間
｣
の
章
は
､
宰
相
呂
不
葦

の
事
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
が
､
文
中
の
燕
の
太
子
が
秦
に
質
た
-

L
は
呂
不
葦
が
宰
相
を
髄
め
ら
れ
て
か
ら
数
年
後
の
こ
と
で
あ
っ
て

呂
不
草
の
弟
と
は
思
ほ
れ
な
い
｡

⑦

秦
策
上
鴇
の
車
の
-
も
に
､
交
信
侯
へ呂
不
幸
)
の
専
権
が
か
ら
て
の

鹿
侯
(蒐
唯
)
に
優
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
ゐ
る
｡

I

㊥

呂
氏
春
秋
功
名
清
に

｢
飲
食
天
子
､
･民
之
併
走
､
不
可
不
凍
O
今
之

世
重
寒
英
､
重
熱
英
､
両
氏
無
走
者
'
擬
別
行
鈎
也
O
欲
篤
天
子
'

所
以
示
民
､
不
可
不
興
｡
行
不
興
乳
､
経
信
今
､
(信
伸
也
)
民
衛
無

走
｡

民
無
走
､
王
者
鹿
央
､

暴
君
串
英
､

民
絶
望
臭
｡

故
膚
今
之

世
､
有
仁
人
､
不
可
不
此
務
.
有
資
主
､
不
可
不
此
串
｡
｣
と
あ

-
I

ま
た
振
乱
籍
に
は

｢
常
今
之
世
､
濁
甚
奥
｡
勢
首
之
背
､
不
可
以
加

奥
.
大
子
耽
経
'
賀
春
艇
伏
､
世
主
悪
行
､
輿
民
相
離
､
祭
首
無
所

普
怒
｡
｣
と
あ
る
O
ま
た
自
序
溝
に
は

｢
維
秦
八
年
､
歳
衣
滑
灘
｣
と

連
べ
て
､
始
皇
帝
の
即
位
を
以
て
紀
年
せ
ず
'
荘
衷
王
の
-
ち
に
含

め
て
記
し
て
ゐ
る
の
も
甚
だ
怪
し
む

べ
き
こ
と
で
あ
る
｡
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