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西
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の
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観
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は
じ
め
に

漢
の
官
僚
は
、
漢
の
園
家
を
考
え
る
上
で
、
様
々
な
形
で
問
題
に
さ
れ
て
き
た
。
中
で
も
特
に
注
目
す
べ
き
は
、
「
主
客
」
論
争
と
い
っ
て

①
 

も
よ
い
一
連
の
論
争
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
主
客
」
結
合
を
瞳
現
す
る
、
戦
園
漢
初
の
任
侠
的
集
圏
は
い
か
な
る
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
は
ど

の
よ
う
に
漢
の
園
家
に
係
っ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
論
争
の
方
向
は

②
 

と
の
論
争
の
端
緒
を
な
し
た
西
嶋
定
生
氏
自
身
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
。
氏
は
、
任
侠
的
集
閣
に

よ
っ
て
は
、
園
家
の
中
核
鐙
を
説
明
し
え
て
も
、
公
的
な
全
園
家
を
説
明
し
え
な
い
と
判
断
し
、
改
め
て
皇
帝
と
人
民
と
の
関
係
か
ら
園
んが
を
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考
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

と
の
考
え
方
で
は
、
官
僚
は
皇
帝
の
隷
属
物
と
し
て
捨
象
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。
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で
は
、
任
侠
的
集
国
は
、
公
的
な
圏
家
へ
の
展
望
を
本
前
に
有
さ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
漢
の
官
僚
は
、
皇
帝
の
躍
な
る
隷
属
物

骨
ゆ

と
み
・な
し
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
漢
の
官
僚
に
自
立
性
を
認
め
よ
う
と
す
る
考
え
方
は
、
従
来
よ
り
存
在
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
自
立
性
が
い

か
な
る
と
こ
ろ
に
根
差
し
て

い
る
か
と
い
う
ζ

と
は
、
あ
ま
り
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
解
く
カ
ギ
は
、
や
は
り
任

侠
的
集
固
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
任
侠
集
闘
を
構
成
す
る

「主
客
」
は
、「
賢
」
と
穏
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。
首
時
、
理
想
的
な
任
侠

的
集
圏
の
構
成
員
は
、
「
賢
」
と
し
て
集
圏
外
か
ら
評
債
さ
れ
、
民
衆
か
ら
支
持
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
任
侠
的
集
圏
は
、

民
衆
と
の
係
り
に
・
お
い
て
、

公
的
な
園
家
へ
の
展
望
を
有
す
る

と
と

も
に
、

集
園
の

「
主
」
と
「
客
」
も
、
他
の
集
圏
に
従
属
し
た
と
し
て

も
、
自
立
的
で
あ
り
え
た
と
考
え
ら
れ
る。

こ
こ
で
は
、

ζ

の
よ
う
な
諜
想
に
基
づ
き
、「
賢
」
と
い
う
語
を
手
が
か
り

と
し
て
、

任
侠
的
集

国
の
性
格
を
検
討
し

そ
れ
と
漢
の
園
家
と
の
閥
係
を
た
ど
っ
て
み
た
い
。

戦
闘
末
漢
初
の

「
賢
」
の
観
念
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「賢
」
の
原
義
に

つ
い
て
は
様
々
な
説
が
あ
る
。
侯
外
庖
氏
は
、
『
詩
経
』
や

「
石
鼓
文
」
で
は
、
「
賢
」
が
射
穫
や
狩
数
で
射
手
を
品
質
美
す

④
 

る
と
き
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
遊
牧
や
鞍
品
?
に
来
源
が
あ
る
と
考
え
た
。
し
か
し
、
白
川
静
氏
は
、「
賢
」
の
字
の
註
生
を
股
代
に

⑤
 

想
定
し
、
「
賢
」
の
初
文
は
「
限
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
「
臥
」
は
手
を
瞳
に
加
え
た
形
で
あ
る
か
ら
、
「
民
」
な
ど
と
同
様
、
自
を
傷
つ
け

ま
た
は
一
酬
の
奴
隷
を
指
し
た
と
言
う
。
金
文
に
は
、

「
回
」
が
氏
族
名
を
指
す
と
思
わ
れ
る
例
が
あ
る
か
ら
、

ら
れ
た
紳
へ
の
犠
牲
、

あ
る
特

定
の
聖
職
者
氏
族
を
指
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
「
賢
」
の
字
自
位
は
金
文
に
は
ほ
と
ん
ど
み
あ
た
ら
ず
、
「賢
故
」
の
銘
文
の

命

ιν

中
に
一

例
あ
る
が
、
そ
れ
は
人
名
で
あ
り
、
金
文
よ
り

「賢
」
そ
の
も
の
の
原
義
は
た
、と
り
え
な
い
。
ま
た
、

藤
堂
明
保
氏
は
、
音
よ
り

「
賢
」

⑧
 

の
原
義
を
考
え
て
い

る。

「賢
」
は

「
堅
」
と
閥
係
が
あ
り
、
固
く
充
質
し
た
財
貨
を
指
し
、
そ
れ
で
、

頭
の
内
容
が
詰
ま
っ
た
物
識
り
友

人

を
も
賢
者
と
も
言
う
と
し
て
い
る
。

「賢
」
の
原
義
は
、
以
上
の
よ
う
に
様
々
に
考
え
ら
れ
る
が
、
嘗
面
ζ

と
で
問
題
と
な
る
の
は
、
春
秋
か
ら
戦
固
に
か
け
て
の

「
賢
」
の
意



⑨
 

味
で
あ
る
。
侯
氏
は
、
善
射
者
を
「
賢
」
の
原
義
と
し
た
が
、
春
秋
時
代
に
そ
の
意
味
は
一
鶴
し
て
智
能
を
評
慣
す
る
語
と
な
る
と
す
る
。
す

・
な
わ
ち
、
氏
族
制
の
崩
壊
に
よ
り
、
血
縁
関
係
に
基
づ
く
惇
統
的
な
氏
族
の
は
た
す
役
割
よ
り
も
、
個
人
の
知
的
才
能
が
重
覗
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
始
め
て
、
智
能
の
美
穏
と
し
て
の
「
賢
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
と
の
よ
う
な
「
賢
」
は
、
諸
子
百
家
に

よ
っ
て
理
想
化
さ
れ
、
あ
る
特
定
の
イ
メ
ー
ジ
が
附
輿
さ
れ
て
い
く
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
故
、
諸
子
百
家
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
っ
た
イ
メ
ー
ジ

の

「
賢
」
の
用
法
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
別
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

注
目
す
べ
き
な
の
は
、
戦
園
時
代
に
な
る
と
、
も
う
一
つ
の
「
賢
」
の
用
法
が
現
れ
る
ζ

と
で
あ
る
。

⑩
 

『
史
記
』
な
ど
で
は
、
侯
氏
の
考
え

る
よ
う
な
、
単
な
る
個
人
の
智
能
の
美
穏
で
は
な
く
、
任
侠
的
な
行
信
用
を

「
賢
」
と
稽
す
る
場
合
が
多
く
み
う
け
ら
れ
る
。
と
の
よ
う
な

「
賢
」

の
用
法
は
、
あ
る
特
定
の
諸
子
の
思
想
に
偏
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
嘗
時
の
か
な
り
一
般
的
な
用
法
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
司
馬
蓮
の

用
い
た
史
料
の
性
格
と
、
彼
自
身
の
立
場
の
問
題
は
あ
る
が
、
彼
は

一
つ
の
時
代
の
風
潮
を
受
け
て
『
史
記
』
を
記
述
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『
史
記
』
で
は
、
諸
子
の
よ
う
に
、
「賢
」
は
理
論
化
さ
れ
ず
、
生
の

一
般
的
用
法
が
現
わ
れ
て
い
る
と
考
え
て
も
い
い
の
で
は
・
な
か
ろ
う
か
。
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『
史
記
』
に
よ
る
と
、
戦
園
時
代
で
は
、
食
客
数
千
人
と
い
わ
れ
、
賓
客
を
好
ん
だ
信
陵
君
・
卒
原
君

・
孟
嘗
君
な
ど
は
、
「
賢
」
の
評
判

が
高
く
、
食
客
を
多
く
か
か
え
て
い
る
者
が

「賢
」
と
さ
れ
て
い
る
。

E
不
奪
も
、「
子
楚
(
秦
の
昭
王
の
太
子
)
は
賢
智
に
し
て
、
諸
侯
の
賓

客
に
結
ぶ
乙
と
天
下
に
偏
く
す
」
(
呂
不
章
列
惇
)

と
言
っ
て
い
る
。
ま
た
、
刺
客
の
朱
亥

・
覇
政

・
譲
譲
な
ど
、
己
を
知
る
者
の
た
め
に
義

を
壷
し
て
死
ん
だ
人
々
も

「賢
」
と
稽
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
智
能
の
美
穂
と
し
て

の
用
法
も
み
ら
れ
る
が
、
人
間
関
係
を
指
す
用
法
が

⑪
 

多
く
自
に
つ
く
。

楚
漢
の
際
や
、
漢
初
に
お
け
る

「賢
」
の
観
念
に
つ
い
て
、
少
し
詳
し
く
見
て
い
き
た
い
。

張
耳
と
陳
除
は
、
『
史
記
』
の
中
で
さ
か
ん
に

「賢
」
と
稽
さ
れ
て
い
る
。
中
で
も
、
張
耳
は
特
に

「賢
」
の
評
判
が
高
か
っ
た
。
彼
は
、
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若
い
時
に
は
信
陵
君
の
客
と
な
っ
た
と
と
が
あ
る
が
、
次
の
話
は
、
の
ち
外
資
に
亡
命
し
た
時
の
と
と
で
あ
る
。

外
資
の
富
人
の
女
に
て
、
甚
だ
美
な
る
あ
り
。
庸
奴
に
嫁
せ
し
も
、
そ
の
夫
を
亡
れ
去
り
て
父
の
客
に
至
る
。
父
の
客
は
素
よ
り
張
耳
を
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知
れ
り
。
乃
ち
女
に
請
い
て
日
く
、
『必
ず
賢
夫
を
求
め
ん
と
欲
す
れ
ば
、
張
耳
に
従
え
』
と
。
女
捺
す
。
乃
ち
卒
に
た
め
に
請
決
し
、

と
れ
を
張
耳
に
嫁
せ
し
む
。

張
耳
は
、
是
の
時
、
身
を
脱
し
て
携
す
。
女
の
家
は
厚
く
張
耳
に
奉
給
す
。

張
耳
は
故
を
以
て
千
里
の
客
を

致
し
、
乃
ち
視
に
箆
し
て
外
資
の
令
と
な
る
。
名
は
此
よ
り
盆
々
賢
な
り
。
(
張
耳
隙
飴
列
博
)

張
耳
は
、

は
じ
め
客
仲
間
に
「
賢
」
と
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
千
明
一も
遠
い
所
か
ら
客
を
招
き
、
官
に
就
い
て
、
そ
の
「
賢
」
の
名
護

は
よ
り
一
般
に
時四
ま
っ
て
い
っ
た
。
彼
は
、「
千
里
の
客
を
致
す
」
た
め
に
、
一
委
の
家
の
財
力
に
よ
っ
て
い
る
が
、
「品川M
々
賢
」
と
さ
れ
た
の

は
、
遠
く
の
客
を
も
引
き
つ
け
る
彼
自
身
の
人
格
に
封
し
て
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

と
謀
っ
た
ζ

と
が
あ
る
。

古
同
組
劉
邦
が
皇
帝
と
な
っ
た
後
、
張
耳
の
子
の
柏
町
王
張
教
の
臣
下
が
、
古
同
租
の
越
王
に
叫
到
す
る
無
穫
を
憤
り
、

濁
断
で
高
温
を
暗
殺
し
よ
う

こ
の
こ
と
は
設
究
し
、
越
王
以
下
一
味
す
べ
て
逮
捕
さ
れ
た
。
謀
反
に
加
わ
っ
た
者
、
十
除
人
は
先
を
争
っ

て
白
到

し
て
果
て
た
が
、
も
と
張
耳
の
客
で
あ
っ
た
趨
相
の
買
高
だ
け
は
、

王
の
無
寅
を
護
す
る
た
め
自
殺
せ
ず
、
王
に
従
っ

て
長
安
の
獄
に
赴
い
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た
。
貫
古
向
は
、
獄
更
に
完
腐
な
き
ま
で
責
め
ら
れ
た
が
、
暗
殺
は
濁
断
で
謀
っ
た
こ
と
で
王
は
関
係
し
て
い
な
い
と
主
張
し
績
け
た
。
高
租
は

彼
を
壮
士
と
思
い
、
貫
古
同
と
箆
知
の
中
大
夫
池
公
に
員
買
を
探
ら
せ
た
と
ζ

ろ
、
貫
高
の
言
に
は
嘘
僑
り
が
な
い
ζ

と
が
わ
か
っ
た
。
そ
こ
で

ま
た

「
貨
高
の
人
と
な
り
能
く
然
諾
を
立
つ
る
を
賢
」
と
し
て
彼
を
も
赦
し
た
。
高
租
は
、
賀
高
の
然
諾
を
重
ん
じ

高
砲
は
、
組
王
を
赦
し
、

る
誠
寅
さ
、
す
な
わ
ち

「信
」
に
封
し
て

「賢
」
と
し
て
賞
讃
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
賀
高
は
、
王
の
律
放
を
確
認
す
る
と
、
「
人

医
に
築
殺
の
名
有
り
、
何
の
面
目
あ
っ
て
か
復
た
上
に
事
え
ん
や
。
縦
い
上
我
を
殺
さ
ず
と
も
、
我
心
に
憐
じ
ざ
ら
ん
や

」
と
言
っ

て
自
到
し

て
果
て
て
い
る
。
貫
高
は
、
信
義
を
重
ん
じ
る
と
と
も
に
自
寧
心
の
高
い
人
物
で
あ
っ
た
。

ζ

の
時
、
彼
の
名
は
天
下
に
暗
一
博
さ
れ
た
が
、

そ

れ
は

「賢
」
の
名
撃
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
(
『
史
記
』
張
耳
陳
除
列
憾
)
。

高
祖
は
、
国
債
兄
弟
と
そ
の
客
を
も
、

さ
か
ん
に
「
賢
」
と
讃
え
て
い
る
。
回
横
は
田
惜
の
従
弟
田
楽
の
弟
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
斉
の
田
氏

の
一
族
で
、

「
皆
豪
に
し
て
宗
彊
く
、
能
く
人
を
得
」
て
い
た
。
陳
渉
が
拳
兵
す
る
と
、
彼
ら
は
厭
令
を
殺
し
て
田
信
を
斉
王
と
し
て
自
立
し

た
。
戦
凱
の
中
で
回
様
の
み
生
き
残
り
、
最
後
に
宵
王
と
な
っ
た
が
、
漢
の
賂
軍
港
嬰
に
攻
め
ら
れ
て
梁
の
彰
越
の
も
と
に
身
を
寄
せ
た
。
し



か
し
、
高
砲
が
帝
位
に
即
き
、
彰
越
を
封
じ
て
梁
王
と
す
る
と
、
田
横
は
詠
殺
を
恐
れ
て
そ
の
徒
岡
崎
五
百
徐
人
と
と
も
に
海
中
の
島
に
逃
れ

た
。
高
租
は
こ
の
こ
と
を
聞
く
と
、
「
田
横
兄
弟
は
も
と
斉
を
定
め
、
斉
人
の
賢
者
多
く
鷲
に
附
す
。
今
海
中
に
在
り
て
牧
め
ざ
る
。
の
ち
恐

ら
く
範
を
信
用
さ
ん
」
と
考
え
、

回
横
の
罪
を
赦
し
て
百
し
寄
せ
た
。
田
績
は
客
二
人
と
騨
俸
に
乗
じ
て
維
陽
に
向
っ
た
が
、

そ
の
手
前
の
戸
郷

と
い
う
所
で
自
到
し
、
そ
の
首
を
高
租
に
献
上
さ
せ
た
。
田
横
は
、
「
倶
に
南
面
し
て
孤
と
稽
」
し
た
漢
王
に
、

亡
虜
と
し
て
仕
え
る
と
と
に

あ
あ
、

回
横
の
こ
の
よ
う
な
行
震
に
感
動
し
、

ゆ
え
有
る
か
な
。
布
衣
よ
り
起
っ
て
兄
弟
三
人
更
々
王
た
り
。
量
に
賢
な
ら
ず
や
。

忍
び
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
も
自
隼
心
の
高
い
人
物
で
あ
っ
た
。
高
租
は
、

と
き
口
い
、

田
横
の
た
め
に
涙
を
流
し
た
。
高
租
は
、
田
横
に
付
き
従
っ
て
き
た
二
人
の
客
を
都
尉
と
し
、
卒
二
千
人
を
裂
し
て
王
者
の
櫨
を
以

て
田
横
を
葬
っ
た
。
だ
が
、
葬
り
終
る
と
、
か
の
二
人
の
客
は
そ
の
墓
の
傍
に
穴
を
掘
り
、
自
到
し
て
田
横
に
殉
じ
た
。
高
祖
は
、

ζ

の
事
を

聞
い
て
大
い
に
驚
き
、
「
田
横
の
客
は
皆
賢
な
り
。
吾
れ
其
の
除
向
お
五
百
人
海
中
に
在
る
を
聞
く
」
と
言
い
、
彼
ら
の
信
義
の
強
さ
に
感
じ

て
彼
ら
を
百
さ
ん
と
し
た
。
だ
が
、
こ
の
五
百
人
の
回
横
の
客
は
、
田
横
が
死
ん
だ
と
聞
く
と
、
す
べ
て
自
殺
し
て
果
て
て
し
ま
っ
た
。
と
ζ

で
は
、
「
主
」
で
あ
る
田
横
は
高
い
自
傘
心
を
持
ち
、

そ
の
「
客
」
に
は
強
い
信
義
が
み
ら
れ
る
。
高
租
は
、

そ
の
よ
う
な
「
主
客
」
に
「
賢
」
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と
い
う
賞
讃
の
酵
を
贈
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
司
馬
軍
は
、
田
横
兄
弟
の
列
俸
の
末
尾
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

田
横
の
高
節
は
、
賓
客
を
し
て
義
を
慕
い
て
横
の
死
に
従
わ
し
む
。
宣
に
至
賢
に
あ
ら
ず
や
。

司
馬
遷
は
、

ζ

れ
ほ
ど
の
賢
者
を
多
数
得
て
い
た
田
横
が
、
園
の
存
績
を
計
り
え
な
か
っ
た
と
と
を
不
思
議
に
思
つ
て
は
い
る
が
、

田
横
に
封

し
て
最
高
の
讃
僻
を
贈
っ
て
い
る
。
彼
に
よ
る
と
、
客
を
死
に
向
か
わ
せ
る
ほ
ど
の
主
の
「
高
節
」
と
そ
「
至
賢
」
・
な
の
で
あ
る
。

乙
の
高
節

と
は
、

田
横
の
王
者
と
し
て
の
自
象
心
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
(
『
史
記
』
田
館
列
侍
)
。

孟
留
は
、
前
述
の
越
王
張
教
の
客
で
、
古
同
租
暗
殺
未
遼
事
件
の
時
、
詔
に
反
し
て
自
ら
党
錯
し
、

王
家
の
奴
と
し
て
王
に
従
い
、
高
粗
か
ら

「
賢
」
と
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
。
彼
は
、
そ
ζ

で
は
貫
高
と
同
じ
信
義
の
気
質
を
「
賢
」
と
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
の
ち
、
文
帝
の
時
、
帝
が
田
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叔
に
天
下
の
長
者
を
問
う
た
こ
と
が
あ
る
。
田
叔
は
孟
告
の
名
を
あ
げ
た
。
孟
訴
は
雲
中
の
太
守
と
し
て
塞
を
堅
守
で
き
ず
、

士
卒
数
百
人
を
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戦
死
さ
せ
た
た
め
克
服
さ
れ
て
い
た
の
で
、
帝
は
、
長
者
は
人
を
殺
す
か
と
問
い
返
し
た
。
そ
れ
に
射
し
て
田
叔
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

是
れ
乃
ち
孟
釘
の
長
者
た
る
所
以
な
り
。
(
中
略
)
漢
と
楚
と
相
い
距
ぎ
、
士
卒
は
罷
倣
す
。
旬
奴
の
冒
頓
は
新
た
に
北
夷
を
服
し
、
来
り

て
迫
害
を
篤
す
。

孟
釘
は
士
卒
の
罷
倣
を
知
り
て
言
を
出
す
に
忍
び
ず
。
土
手
い
て
城
に
臨
み
て
敵
に
死
ぬ
る
乙
と
、
子
の
父
の
震
に

し
、
弟
の
兄
の
翁
に
す
る
が
如
し
。
故
を
以
て
死
者
数
百
人
あ
り
。
孟
箭
は
、
量
に
故
ら
に
之
を
師
柏
戦
せ
し
め
ん
や
。
是
れ
乃
ち
孟
釘
の

長
者
た
る
所
以
な
り
。
(
『
史
記
』
回
叔
列
侮
)

文
帝
は
、
田
叔
の
ζ

の
説
明
を
聞
い
て
感
じ
入
り
、「
賢
な
る
か
な
孟
釘
」
と
言
っ
て
、
ま
た
彼
を
召
し
て
雲
中
の
守
と
し
た
と
い
う
。
文
帝

は
、
孟
箭
の
士
卒
に
針
す
る
思
い
や
り
が
、
子
や
弟
が
父
や
兄
の
震
に
霊
す
の
と
同
じ
よ
う
に
、
彼
ら
を
自
然
に
死
鞍
に
赴
か
せ
た
こ
と
に
封

し
て
「
賢
」
と
し
て
感
動
し
た
。
「
賢
」
と
は

こ
こ
で
は
多
く
の
士
卒
の
強
い
信
望
を
得
て
い
る
官
僚
を
指
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
の
よ

う
な

「賢
」
な
る
人
物
は
、「
長
者
」
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る。

と
、「
主
」
に
射
す
る
徹
底
的
な
献
身
が
認
め
ら
れ
る
。
時
に
は
、
そ
れ
は
死
に
よ
っ
て
謹
明
さ
れ
る
。
し
か
も
、

そ
の
行
篤
は
、
「
主
」

に
封
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⑫
 

以
上
の
よ
う
に
、
戦
園
末
漠
初
で
の
「
賢
」
は、

「主
客
」
の
関
係
と
密
接
な
係
り
を
持
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
「
客
」
の
行
震
に
注
目
す
る

す
る
盲
目
的
な
隷
属
で
は
な
く
、
信
ず
べ
き
も
の
(
例
え
ば
回
債
の
高
節
な
ど
)
に
殉
、
す
る
と
い
う
自
設
的
な
行
震
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
ら
に

は
強
烈
な
自
象
の
精
神
が
み
ら
れ
る
。
「
客
」
は

「
主
」
に
劃
し
て
盲
目
的
に
隷
属
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
自
象
心
を
支
え
る
何
ら
か
の
張

固
な
遁
義
的
世
界
を
保
持
し
た
ま
ま

「主
」
に
結
合
し
て
い

た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
客
」

ζ

そ
「
賢
」

な
の
で
あ
る
。

一
方
、
「
主
」

も
、
自
傘
心
の
高
さ
が

「賢
」
と
讃
え
ら
れ
る
と
と
も
に
、
多
く
の
客
を
引
き
つ
け
る
人
格
の
具
有
者
と
し
て
も

「賢
」
と
さ
れ
て
い
る
。

「客
」
の
強
い
信
望
を
得
た
古
向
節
の
人
物
こ
そ

「賢
者
」
な
の
で
あ
る
。
「
賢
」
な
る
「
主
」
と
は
、

い
わ
ば
、
「
賢
」
な
る
多
数
の

「客
」
の

心
を
獲
得
し
た
人
物
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
戦
園
か
ら
漢
初
に
お
い

て
、
「
賢
」
と
は
、

ζ

の
よ
う
な
「
主
客
」
結
合
の
理
想
的
な
吠

態
を
表
わ
す
語
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

な
お
、
全
人
格
を
表
わ
す

「賢
」
と
し
て
注
目

す
べ
き
は
、
「
賢
豪
」
「
賢
大
夫
」
「
賢
士
大
夫
」
念
、ど
の
語
で
あ
る
。

「
賢
豪
」
に
つ

い
て



は
、
「
鯨
中
の
賢
豪
」
と
か
「
邑
中
の
賢
豪
」
と
い
う
言
い
方
が
さ
れ
、
あ
る
地
域
の
特
別
の
人
聞
を
指
す
。
『
史
記
』
滋
侠
列
俸
に
は
、

し
ば

し
ば
「
賢
豪
」
の
稀
が
み
ら
れ
る
。
維
陽
に
相
仇
す
る
者
が
お
り
、
「
邑
中
の
賢
豪
」
数
人
が
そ
の
仲
を
と
り
も
と
う
と
し
た
が
ラ
チ
が
あ
か

ず

遊
侠
の
郭
解
が
と
り
ま
と
め
た
と
い
う
話
が
あ
る
。

「
賢
官
家
」
は
地
域
の
調
停
者
で
あ
る
。
ま
た
、
邑
中
の
少
年
や
「
努
近
鯨
の
賢
豪
」
な

ど
で
、
郭
解
を
夜
中
十
に
訪
問
す
る
者
が
常
に
十
品
除
草
も
あ
っ
た
こ
と
や
、
解
が
入
閥
し
た
時
、
「
開
中
の
賢
豪
」
は
、
彼
に
面
識
が
な
い
者
ま

で
、
そ
の
名
撃
を
停
え
聞
い
て
、
争
っ
て
よ
し
み
を
通
じ
た
こ
と
な
ど
の
記
述
も
あ
る
。
少
年
と
併
記
さ
れ
て
い
る
「
賢
豪
」
は
、

-
お
そ
ら
く

地
方
の
買
力
者
で
あ
り
、
缶
侠
の
親
分
で
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
司
馬
遷
は
、
遊
侠
の
長
所
を
、
「
土
の
窮
容
相し
て
命
を
委
ぬ
る
を
得
。
こ

、
⑬

れ
量
に
人
の
謂
う
所
の
賢
豪
の
聞
な
る
者
に
非
ず
や
」
(
務
侠
列
停
)
と
言
っ
て
い
る
。
「
賢
豪
」
と
は
、
ま
さ
し
く
、
あ
る
地
域
で
人
望
の
あ

る
任
侠
は
だ
の
人
物
な
の
で
あ
る
。

「賢
大
夫
」
「
賢
士
大
夫
」
も
同
様
に
あ
る
種
の
人
格
に
劃
す
る
美
稀
で
あ
る
が
、
先
の
郭
解
の
話
で
は
、
郭
解
は
、
「
邑
中
の
賢
豪
」
を
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「
邑
中
の
賢
大
夫
」
と
言
い
換
え
て
い
る
か
ら
、
南
者
は
同
じ
よ
う
な
意
味
あ
い
で
用
い
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る。

ま
た
、
項
梁
は
人
を
殺

し
て
仇
を
呉
中
に
避
け
て
い
た
が
、
「
呉
中
の
賢
土
大
夫
」
は
み
な
彼
の
下
に
出
た
と
い
う
(
『
史
記
』
項
羽
本
紀
)
。
梁
は
、
呉
中
に
大
綴
役
や

喪
事
が
あ
る
と、

そ
の
と
と
を
主
縛
し
た
と
い
う
か
ら
、

梁
の
来
る
前
は
、
「
賢
土
大
夫
」
た
ち
が
通
常
そ
の
こ
と
を
執
り
行
っ
て
い
た
よ
う

@
 

で
あ
る
。
「
賢
士
大
夫
」
は
、

政
府
の
下
請
け
と
か
、
地
域
の
民
間
行
事
を
と
り
し
き
っ
て
い
た
土
地
の
賞
力
者
と
思
わ
れ
る
。
要
す
る
に
、

漢
初
で
は
、
「
賢
」

が
任
侠
的
な
意
味
で
用
い
ら
れ
る
と
と
が
多
い
か
ら
、

こ
れ
ら
の
「
賢
豪
」
「
賢
大
夫
」
「
賢
土
大
夫
」
も
、
任
侠
は
だ
の
、

民
間
の
寅
力
者
、
人
望
家
に
劃
す
る
美
稀
で
あ
っ
た
と
考
え
て
も
い
い
の
で
は
・
な
か
ろ
う
か
。
彼
ら
と
そ
、

漢
帝
園
の
基
底
に
存
在
し
た
、
現

賓
の
「
賢
者
」
た
ち
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

戦
園
末
漢
初
の

「賢
」
の
機
能
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「賢
」
は
、

人
格
上
の
債
値
を
表
わ
す
言
葉
で
あ
る
。
し
か
し
、

車
な
る
抽
象
的
な
債
値
で
は
な
く
、
非
常
に
具
桟
的
で
現
寅
に
根
差
し
た
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債
値
を
表
わ
す
言
葉
で
あ
る
。

戦
闘
漠
初
の

「
賢
」
者
は
、
現
貨
に
存
在
す
る
任
侠
的
な
人
格
で
あ
っ
た
。

「賢
」
は
、
具
設
的
な
る
が
故
に
、

よ
り
一
般
的
な
康
が
り
を
も
っ
た
評
判
と
し
て
機
能
し
て
h

た
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
「
賢
」
と
許
刻
さ
れ
る
と
と
は
、
戦
園
漠
初
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
や
は
り
、

統
治
者

あ
る
い
は
政
治
人
と
し
て
の
資
格
を
一
般
に
認
め
ら
れ
る
と
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

陳
渉

・
呉
庚
は
、
翠
兵
し
た
時
、
秦
の
公
子
扶
蘇
と
楚
の
将
項
燕
を
詐
稽
し
た
。
陳
渉
は
、
扶
蘇
を
詐
稽
し
た
理
由
と
し
て
、
扶
蘇
こ
そ
秦

を
縫
ぐ
べ
き
正
嗣
で
あ
る
と
い
う
ζ

と
と
、

「
百
姓
多
く
其
の
賢
を
聞
く
」
と
い
う
と
と
を
あ
げ
て
い
る
。
彼
は
、
「
賢
」
の
評
判
が
高
く、

⑮
 

秦
の
正
嗣
と
み
な
さ
れ
た
扶
蘇
を
詐
稽
す
る
ζ

と
に
よ
り
、
「
民
の
欲
」
に
従
お
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

「賢
」
の
評
判
を
た
て
ら
れ
る
こ
と

は
、
民
衆
に
指
導
者
と
し
て
公
認
さ
れ
る
と
と
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
扶
蘇
は、

悲
劇
の
人
物
と
し
て
同
情
さ
れ
て
い

る
だ
け
で
な
く
、
「
数

々
諌
む
る
の
故
を
以
て
、
上
外
に
丘
(を
将
い
し
む
」
と
あ
り
、
始
皇
帝
の
無
道
を
諌
め
る
気
慨
の
あ
る
人
物
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
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念
集
慨
は
任
侠
に
通
じ
る
も
の
で
あ
ろ
う
(
『
史
記
』
陳
渉
世
家
)。

と
も
に
行
動
す
る
の
で
あ
る
が
、

雨
人
は
陳
渉
が
翠
兵
す
る
と
、

彼
に
目
通
り
を
求
め
た
。
そ
の
時
、
陳
渉
と
そ
の
側
近
は
、「
生
卒
、
数
々
張
耳

・
棟
徐
の
賢
な
る
を
聞
く
も
、

先
に
、

張
耳
が

「賢
」
の
評
判
の
高
か
っ
た
ζ

と
を
あ
げ
た
。
の
ち
、
張
耳
は
陳
除
と
知
り
合
い
、

と

の

い
ま
だ
嘗
て
見
え
ず
」
(『
史
記
』
張
耳
陳
除
列
体
)
と
い
う
貧
欣
で
あ
っ
た
の
で
非
常
に
喜
ん
だ
。
陳
渉
は
、
雨
人
の
献
策
は
納
れ
な
か
っ
た
も

の
の
、

そ
の

「
賢
」
に
感
じ
て
、
武
臣
の
部
下
と
し
て
越
の
地
を
攻
略
さ
せ
て
い
る
。
雨
人
は
、
首
時
秦
に
劃
し
て

「
天
下
の
唱
を
な
し
た
」

陳
渉
に
「
賢
」
の
評
判
に
よ
っ
て
任
用
さ
れ
た
と
い
え
る
。
の
ち
、
項
朝
刊
は
秦
を
滅
、
ほ
し
、

西
楚
の
覇
王
と
稿
し
て
、
諸
将

・
功
臣
を
封
建
し

た
。
乙
の
時
、
張
耳

・
陳
除
の
場
合
は
、
「
賢
」
の
評
判
が
封
建
の

一つ

の
理
由
と
さ
れ
て
い
る
。

@
 

越
相
張
耳
は
素
よ
り
賢
に
し
て
、
ま
た
入
闘
に
従
う
。
故
に
耳
を
立
て
て
常
山
王
と
な
し
、
越
地
に
王
た
ら
し
め
、

裏
園
に
都
せ
し
む。

入
闘
に
従
わ
ず
。
然
れ
ど
も
素
よ
り
そ
の
賢
に
し
て
越
に
功
あ
る
を
聞
く
。
そ
の
南
皮
に
在
る
を

成
安
君
陳
除
は
将
印
を
棄
て
て
去
り
、

閣
け
り
。
故
に
四
り
て
三
阪
怖
に
環
封
す
。
(
『
史
記
』
項
羽
本
紀
V
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P
時
の
項
一
勿
に
よ
る
封
建
尺
軍
功
と
項
羽
個
人
に
針
す
る
閥
係
が
基
準
と
さ
れ
て
お
り
、
方
々
か
ら
不
公
卒
。
そ
し
り
が
で
弘
項
一
物
但

人
と
の
関
係
が
薄
か
っ
た
爾
人
の
封
建
は
異
例
で
あ
る
。
雨
人
の
場
合
の
み
、
「
賢
」
、
す
な
わ
ち
民
間
で
の
評
判
を
重
視
し
て
い
る
の
は
、
公

平
を
装
う
も
の
と
み
ら
れ
な
く
も
な
い
。
個
人
的
関
係
を
重
視
し
た
項
弱
に
あ
っ
て
も
、
「
賢
」
の
一
評
判
は
無
覗
で
き
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
次
に
、
漢
の
高
租
が
「
賢
」
と
判
断
し
た
場
合
を
見
て
み
よ
う
。
前
述
の
超
王
張
教
の
臣
下
に
よ
る
高
租
暗
殺
未
途
事
件
の
時
、
高
組
は
越

王
を
召
し
出
す
に
際
し
て
、
前
も
っ
て
「
越
の
君
臣
賓
客
に
敢
え
て
王
に
従
う
も
の
有
ら
ば
、
皆
族
せ
ん
」
と
い
う
詔
勅
を
出
し
て
い
た
。
貫

高
は
、

そ
の
詔
勅
を
無
覗
し
て
王
に
従
っ
た
の
で
あ
る
が
、

そ
の
他
、
客
の
孟
箭
ら
十
除
人
も
、

み
な
党
錯
し
て
主
家
の
奴
と
し
て
王
に
従
つ

た
。
高
祖
は
、
貫
高
の
壮
絶
な
死
に
感
じ
入
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
は
、
と
の
一
族
皆
殺
し
に
す
べ
き
諸
客
を
も
「
賢
」
と
し
、
す
べ
て
諸
侯

の
相
や
郡
守
に
任
用
し
た
。
司
馬
濯
に
よ
る
と
、
景
帝
の
時
ま
で
、

ζ

れ
ら
の
諸
客
の
子
孫
は
み
な
二
千
石
の
官
と
な
る
こ
と
が
で
き
た
と
い

う
(
『
史
記
』
張
耳
陳
徐
列
俸
)
。
ま
た
、
前
述
の
、

田
横
に
付
き
従
っ
た
二
人
の
客
を
、
高
租
が
都
尉
と
し
た
の
も
、
超
王
の
諸
客
と
同
質
の
行
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震
を
「
賢
」
と
し
て
任
用
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
海
中
に
残
っ
た
回
横
の
客
五
百
人
を
召
そ
う
と
し
た
の
も
同
様
に
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ

う

季
布
は
任
侠
者
で
あ
り
、
楚
に
有
名
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
項
期
仰
の
将
軍
と
し
て
、

し
ば
し
ば
高
租
を
苦
し
め
た
。
そ
れ
で
、
高
租
は
項
羽
を

滅
ぼ
す
と
、
彼
に
千
金
の
鯨
賞
金
を
か
け
て
授
索
し
た
。
季
布
は
、
同
じ
く
任
侠
者
と
し
て
有
名
で
あ
っ
た
朱
家
に
匿
わ
れ
た
。
し
か
し
、
朱

家
は
隠
し
お
お
せ
そ
う
に
も
な
い
と
考
え
て
、
汝
陰
侯
の
夏
侯
嬰
に
、
「
賢
者
」
で
あ
る
季
布
を
「
私
怨
」
に
よ
っ
て
追
求
す
る
と
と
は
天
下

に
吉岡
租
の
心
の
狭
い
と
と
を
示
す
だ
け
で
な
く
、
敵
園
を
資
す
る
も
の
で
あ
る
と
説
い
た
。
夏
侯
嬰
が
高
祖
に
朱
家
の
言
葉
ど
お
り
言
上
す
る

と
、
高
租
は
季
布
を
赦
し
て
郎
中
に
拝
し
た
(
『
史
記
』
季
布
幾
布
列
停
)
。
高
租
は
、
季
布
の
「
賢
」
な
る
ζ

と
を
認
め
た
が
故
に
、
「
私
怨
」

を
乗
り
越
え
て
彼
を
任
用
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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越
王
の
客
に
し
ろ
、

田
横
の
客
に
し
ろ
、
ま
た
季
布
に
し
て
も
、
彼
ら
は
高
祖
に
封
し
て
献
身
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
逆
に
、
み
な
反
逆
者
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と
み
な
し
う
る
人
々
で
あ
る
。
高
祖
は
、
彼
ら
を
「
賢
」
と
し
て
稿
讃
し
た
。

し
か
し、

ζ

れ
は
、
い
ま
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、

高
租
の

濁
断
に
よ
る
も
の

で
は
な
い。

一
般
の
通
念
と
し
て
も
、
彼
ら
は

「
賢
」
と
し
て
し
か
る
べ

き
人
々
で
あ

っ
た
。
高
租
は
、
私
情
を
乗
り
紙
芝

戸

、ー

一
般
に
評
債
さ
れ
う
る

「賢
人
」
を
任
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
漢
の
皇
帝
と
し
て
の
高
租
の
性
格
を
端
的
に
示
し
て
い

る
の
が
、
演
の
十
一

年
二
月
の

「賢
士
大
夫
」
任
用
の
詔
で
あ
る
。

(前
略
)
今
、
吾
は
天
の

霊
、
賢
土
大
夫
を
以
て
天
下
を
定
有
し
、
以
て
一
家
と
な
し
、
其
の
長
久
に
し
て
世
世
宗
廟
を
奉
じ
て
絶
つ

こ

と
亡
き
を
欲
す
る
な
り
。
賢
人
己
に
我
と
共
に
之
を
卒
ら
げ
た
り
。
而
し
て
吾
と
共
に
之
に
安
利
せ
ざ
る
は
可
な
る
か
。
賢
土
大
夫
に
肯

え
て
我
に
従
い
て
滋
ぶ
者
あ
ら
ば
、
吾
は
能
く
之
を
傘
額
せ
ん
。
天
下
に
布
告
し
、
朕
の
意
を
明
知
せ
し
め
よ
。
御
史
大
夫
昌
は
相
園
に

⑮
 

下
し
、
相
園
飾
侯
は
諸
侯
王
に
下
し
、
御
史
中
執
法
は
郡
守
に
下
せ
。
其
れ
意
稀
明
徳
あ
る
者
は
、
必
ず
身
ら
勘
め
、
之
が
震
に
駕
し
遣

わ
し
て
相
園
府
に
詣
ら
し
め
、
行
義
、
年
を
署
せ
。
有
り
て
言
わ
ず
、
賛
す
れ
ば
菟
ぜ
ん
。
年
老
蓬
病
は
遣
わ
す
、
な
か
れ
。
(
『
模
書
』
古
同
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帝
紀
下
)

州切
除
氏
は
、

⑩
 

た
と
す
る。

し
か
し、

前
述
の
と
お
り
、
漢
初
に
お
け
る
、

こ
の

「賢
人
」
の
基
準
は
、
後
に
知
識
が
重
ん
ぜ
ら
れ
た
の
と
は
違
い
、
「
行
義
」
と
「
年
」
で
あ
り
、

送
回
宿
が
主
に
翠
げ
ら
れ

と
の

「
賢
士
大
夫
」
も
、
任
侠
的
な
気
慨
を
有
す
る
郷
里
で
人
望
の
あ
る
質
力
者

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
「
意
稿
明
徳
」
は
、
そ
う
し
た
繋
望
を
指
し
て
い
る
。

ζ

の
詔
勅
は
、
在
野
の
人
望
家
を
漢
帝
園
に
組
み
入
れ
る
も
の

で
あ
る
と
と
も
に
、
帝
闘
が
、
は
じ
め
て
公
式
に

「
賢
人
政
治
」
を
め
ざ
す
ζ

と
を
天
下
に
表
明
し
た
も
の
と
い
え
る
。
「
賢
」
の
制
度
化
の

き
ざ
し
は
、
す
で
に
漢
初
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

官
僚
の
主
張
と
し
て
の
「
賢
」

H
l
l
「
長
者
」
と
「
賢
」

戦
闘
末
漢
初
に
お
け
る

一
般
的
「
賢
」
は
、
任
侠
的
意
味
あ
い
を
持
っ
た
も
の
で
あ
り
、
「
賢
」
た
る
こ
と
は
統
治
者
あ
る

い
は
政
治
人
と

し
て
の
資
格
で
あ
っ
た
。
陳
渉
や
高
租
な
ど
は
、

そ
の
よ
う
・
な

「
賢
」
を
任
用
の
基
準
と
し
、
項
羽
は
封
建
の
一
つ
の
理
由
に
入
れ
て
い
た
。



特
に
、
漢
初
に
、
お
い
て
は
、
官
僚
任
用
の
一
般
的
基
準
と
も
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
官
僚
の
側
で
も
、
「
賢
」
の
内
容
は
大
き
な
問
題
で
あ

っ
た
。
次
に
、

西
漢
の
官
僚
に
と
っ
て
、
「
賢
」
は
、
自
ら
を
律
す
る
も
の
と
し
て
い
か
に
観
念
さ
れ
て
い
た
か
を
見
て
い
き
た
い
。

@
 

上
回
早
苗
氏
は
、
漢
初
の
理
想
的
人
間
と
し
て
、
「
長
者
」
を
あ
げ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
そ
の
ま
ま
嘗
時
考
え
ら
れ
た
官
僚
の
理
想
像
と

み
な
し
て
も
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
上
田
氏
に
よ
る
と
、
「
長
者
」
と
は
、
重
厚
と
自
舎
を
モ

y
ト
!
と
し
、
責
老
術
と
任
侠
的
結
合
を
盟
現
す

る
も
の
で
あ
る
。

漢
初
で
は
、
政
治
術
と
し
て
、
責
老
術
が
盛
行
し
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
黄
老
術
で
は
、
無
信
用
の
政
治
が
隼
重
さ
れ
、
自
然
の

成
行
き
に
任
す
こ
と
を
理
想
と
し
た
。
だ
か
ら
、
「
長
者
」
は
、
政
治
の
「
大
鐘
」
を
重
ん
じ
、
部
下
の
政
治
に
濁
し

て
細
か
な
干
渉
は
せ
ず

一
任
し
て
い
る
。
法
語
は
、
黄
老
の
言
を
皐
び
無
震
清
静
を
好
ん
で
い
る
か
ら
、
「
長
者
」
と
考
え
ら
れ
る
が
、
「
丞
史
を
揮
。
ひ
て
之
に
任
じ
、

@
 

大
指
を
責
む
る
の
み
に
し
て
苛
小
な
ら
ず
」
、
「
大
置
を
弘
め
、
文
法
に
拘
わ
ら
ず
」
(
『
史
記
』
汲
鄭
列
簿
)
と
い
う
政
治
を
行
っ
た
。
酋
日
参
も
、
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黄
老
術
を
謬
西
の
蓋
公
よ
り
簿
授
さ
れ
、
相
園
に
抜
擢
さ
れ
る
と
、
「
郡
園
の
文
辞
に
木
却
に
し
て
重
厚
な
る
長
者
を
揮
」
ん
で
丞
相
史
と
し
、

@
 

園
政
を
任
せ
て
い
る
(
『史
記
』
曹
相
園
世
家
)
。

「
長
者
」
は
、
細
か
い
法
律
の
運
用
を
職
務
と
す
る

「
文
吏
」
と
は

封
象
的
に
、
「
大
農
」
を
重

ん
じ
、
責
老
的
「
重
厚
」
さ
を
有
す
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
上
田
氏
は
、
「
長
者
」

の
も
う
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
任
侠
的
性
格
は
白
隼
と
表
一
一
畏
一
睡
の
関
係
に
あ
る
と
す
る
。
任
侠
は
、
「
仁
・

義
・
信
な
ど
自
己
の
品
性
に
劃
す
る
自
寧
心
・な
い
し
名
審
心
を
堅
持
す
る
ζ

と
と
定
義
」
で
き
る
か
ら
、
自
隼
を
重
ん
じ
る
「
長
者
」
も
、
任

侠
と
共
通
す
る
基
盤
を
有
す
る
の
で
あ
る
。

上
田
氏
の
提
示
し
た
、

ζ

の
よ
う
な
「
長
者
」
の
観
念
は
「
賢
」
の
盟
念
と
共
通
す
る
も
の
を
有
し
て
い
る
ζ

と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
前

に、

「
長
者
」
と
さ
れ
て
い
る
孟
留
が

「賢
」
と
稽
さ
れ
て
い
る
例
を
あ
げ
た
。
ま
た
、
曹
参
は
寵
円
相
と
し
て
糞
老
術
に
よ
っ
て
斉
を
治
め
、

「斉
圏
安
集
」
し
て
大
い
に

「
賢
相
」
と
稽
さ
れ
て
い
る
。

設
努
も
、
武
帝
や
大
将
軍
衛
青
に

「
賢
」
と
稽
さ
れ
て
い

る
。
漠
初
に
・
お
い
て
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は
、
「
長
者
」
こ
そ
「
賢
者
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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で
は
、

「
長
者
」
の
任
侠
的
な
自
象
の
側
面
は
、
現
質
の
政
治
の
中
に
ど
の
よ
う
に
現
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
史
記
』
は
、
法
諮
の
性

格
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

好
み
て
激
侠
を
穆
び
、
気
節
に
任
じ
、
内
に
惰
繋
を
行
い
、
直
談
を
好
み
、
数
々
主
の
顔
色
を
犯
す
。
(
中
略
)
亦
、
数
々
直
諌
す
る
を
以

て
久
し
く
位
に
居
る
を
え
ず
。

准
南
王
謀
反
す
。
揺
を
僧
り
て
日
く
、
『
直
諌
を
好
み
、
節
を
守
り
て
義
に
死
す
。
惑
わ
す
に
非
を
以
て
す
る
こ
と
難
し
』
。
(
汲
鯨
列
惇
)

「
長
者
」
で
あ
る
汲
賭
は
、
「
直
談
」
を
好
む
が
、
そ
の
性
向
は
彼
の
任
侠
的
な
気
質
と
関
係
が
あ
る
。
競
争
乙
そ
、
「
長
者
」
の
任
侠
的
側
面

@
 

の
政
治
に
お
け
る
現
れ
で
な
か
ろ
う
か
。
白
骨
持
を
支
え
る
、
強
固
な
任
侠
的
世
界
に
生
き
る

「
長
者
」
に
と
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
世
界
に
も
と

る
君
主
の
言
動
は
放
置
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
よ
う
、
な
心
性
ζ

そ
、
「
長
者
」
で
あ
り
、

「賢
者
」
で
あ
る
資
格
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

四

官
僚
の
主
張
と
し
て

の
「
賢
」
同
|

|
儒
家
的

「賢
者
」
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武
帝
以
後
に
な
る
と
、
経
書
の
素
養
を
有
し
た
、

い
わ
ゆ
る
「
儒
家
的
」
官
僚
が
政
界
の
大
勢
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
。
彼
ら
は
、
皇
帝
に

射
し
て
、
さ
か
ん
に

「賢
を
挙
げ
よ
」
と
か
、
「
賢
を
求
め
よ
」
と
い
う
主
張
を
く
り
か
え
す
。

す
な
わ
ち
、
「
賢
人
政
治
」
の
主
張
で
あ
る
。

で
は
、

そ
の
よ
う
な
儒
家
的
官
僚
の
考
え
る

「賢
者
」
の
観
念
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

漢
代
儒
四
時
干
の
大
成
者
、
積
一仲
街
は
、
「
大
事
」
の
設
置
と
「
貢
士
」
の
制
度
に
よ
っ
て
、

士
を
救
育
し
世
間
の

「賢
人
」
を
庚
く
集
め
る
こ

@
 

そ
の
教
育
内
容
の
統
一
と
選
放
の
基
準
と
し
て
、
「
六
事
の
科
」
「
孔
子
の
術
」
を
あ
げ
て
い
る
。
彼
に
と
っ
て

「
賢

と
を
主
張
し
た
。
彼
は
、

人
」
と
は、

そ
の
よ
う
な
皐
聞
を
身
に
付
け
た
人
間
で
あ
っ
た
。

乙
の
考
え
は
、
彼
以
後
、
多
く
の
官
僚
に
受
け
縫
が
れ
て
い
る
。

し
か
し
、

儒
家
的
官
僚
の
考
え
る

「賢
」
は
、
践
に
、
政
術
と
し
て
の
儒
翠
を
マ
ス
タ
ー
し
た
者
を
指
し
て
い

る
の
で
は
な
い
。

華
陰
蘇
の
守
丞
の
嘉
と
い
う
人
物
は
、
蛍
時
無
官
で
あ
っ
た
朱
雲
を
御
史
大
夫
と
す
る
よ
う
上
書
し
て
い
る
が
、

そ
の
文
中
で
、
「
治
道
は



賢
を
得
る
に
在
り
」
と
述
べ
、
「
卒
陵
の
朱
雲
は
文
武
を
粂
資
し
、
忠
正
に
し
て
知
略
あ
り
」

(
『
漢
書
』
朱
雲
俸
)
と
し
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
朱

雲
を

「
賢
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
美
黙
と
し
て
忠
正
と
智
略
を
あ
げ
て
い
る
。
朱
雲
は
、
若
い
時
軽
侠
に
通
じ
、
客
を
助
け
て
仇

を
報
じ
た
任
侠
者
で
あ
っ
た
が
、

の
ち
四
十
に
し
て
節
を
改
め
、
『
易
』
や
『
論
一
語
』
を
挙
ん
だ
。
し
か
し
、
彼
の
任
侠
的
性
格
は
獲
ら
ず
、

成
帝
の
前
で
極
諌
し
て
帝
を
大
怒
さ
せ
、
死
罪
を
言
い
わ
た
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
彼
の

「
忠
正
」
は
そ
の
任
侠
的
気
質
に
よ
る
も
の
で
あ
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り
、
「
文
武
」
の
「
文
」
や
「
智
略
」
は
儒
家
的
な
教
養
を
含
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。

停
喜
は
、
「
少
く
し
て
留
守
聞
を
好
み
、
志
行
有
り
」
と
い
う
よ
う
な
人
物
で
あ
る
が
、
大
司
空
の
何
武
と
向
書
令
の
唐
林
は
、
彼
を
嬬
護
す

る
の
に
、「
侍
氏
の
賢
子
な
り
」
と
い
う
評
判
を
あ
げ
て
、
「
行
義
修
葉
、
忠
誠
憂
圏
、
内
輔
の
臣
た
り
」
(
『
漢
書
』
得
喜
簿
)
と
言
っ
て
い
る
。

と
の
場
合
も
、
「
賢
」
は
、
翠
問
、
知
識
と
操
行
を
含
ん
で
い
る
。

谷
永
は
、
少
府
の
降
宣
を
御
史
大
夫
に
推
薦
し
、
「
摘
に
見
る
に
、
少
府
宣
は
、
材
茂
行
繋
、
従
政
に
達
す
」

「臣
聞
く
な
ら
く
、
賢
材
は
治

人
よ
り
大
な
る
は
な
し
。
宣
は
己
に
数
あ
り
。
そ
の
法
律
は
廷
尉
に
任
じ
て
徐
あ
り
。
経
術
は
文
雅
に
し
て
以
て
王
韓
を
謀
り
園
論
を
断
ず
る
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に
足
る
。
身
は
数
器
を
粂
ね
、
退
食
自
公
の
節
あ
り
'
」
(
『
漢
書
』
薩
宣
侮
)
と
述
べ
て
い
る
。
醇
宣
の
「
治
人
」
(
治
民
)
の
寅
績
を
み
る
と
、
彼

が
賢
材
を
具
え
て
い
る
と
と
が
わ
か
る
。
そ
の
内
容
は
、

「材
茂
行
禁
」
で
あ
り
、
「
法
律
」
の
習
熟
は
廷
尉
と
し
て
十
分
任
に
堪
え
、
「
経
術

文
雅
」
で
「
退
食
自
公
の
節
」
を
含
ん
で
い
る
。
彼
も
、
操
行
と
政
術
を
と
も
に
具
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

李
尋
も
「
賢
土
」
を
求
め
る
と
と
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
が
、
京
帝
の
時
、
次
の
よ
う
に
針
策
し
て
い
る
。

宜
し
く
少
し
く
外
親
を
抑
え
、
左
右
を
選
練
し
、
徳
行
有
り
て
道
術
通
明
、
な
る
土
を
翠
げ
て
天
官
に
充
備
す
べ
し
。
然
る
後
に
以
て
聖
徳

大
宗
を
承
く
べ
し
。
下
は
郎
吏
従
官
に
至
る
ま
で
行
能
の
以
て
異
念
く
、
ま
た
一
審
に
通
ぜ
ざ
る
も
の
、
及
び

を
輔
し
、
帝
位
を
保
ち
、

博
士
の
文
雅
な
き
者
は
、
宜
し
く
皆
南
畝
に
就
か
し
め
、
以
て
天
下
に
硯
す
べ
し
。
(
『
漢
書
』
李
尋
停
)

李
尋
は
、

「
徳
行
」
が
あ
り
、

「
道
術
」
に
通
じ
た
者
を

「
賢
土
」
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
現
職
の
官
僚
す
べ
て
に
封
し
で
も
、

「
行
」
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と

「能
」
に
特
に
す
ぐ
れ
ず
、

「一

義
」
に
逼
じ
て
い
な
い
者
は
官
僚
と
し
て
資
格
な
し
と
し
て
い
る
。
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要
す
る
に
、
儒
家
的

「
賢
者
」
と
は
、

儒
皐
の
素
養
と
操
行
を
粂
ね
具
え
た
人
物
で
あ
る
。
操
行
と
い
っ
て
も
、

儒
皐
に
基
づ
い
た

「
峰
」

に
か
な
っ
た
行
震
と
か
、

「
孝
弟
」
や
抽
象
的
な

「
徳
行
」
を
あ
げ
て
い
る
場
合
が
多
い
が
、
注
目
す
べ
き
は
、

一
種
の
気
節
あ
る
行
信
用
の
場

合
で
あ
る
。
任
侠
の
気
風
を
持
つ
朱
雲
の

「忠
正
」
や
、

周
堪
の
「
論
議
正
直
」、

停
喜
の

「忠
誠
憂
園
」
な
ど
は
、
そ
の
場
合
に
入
る
と
思

わ
れ
る
。
特
に
、
「
忠
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

@
 

官
僚
は
、
臣
下
と
し
て
、
4
V

田
然
君
主
に
謝
し
て
「
忠
」
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
「
忠
」
は
君
主
に
ま
こ
と
を
表
す
こ
と
で
あ
っ

て
も
、

@

@

 

君
主
に
、
お
も
ね
る
と
と
で
は
な
い
。

「忠
臣
準
諌
」
と
い
う
連
語
や

「忠
諌
」
と

い
う
語
が
あ
り
、
忠
臣
と
は
進
諌
者
で
あ
っ
た
。
買
山
は
、

「
人
臣
た
る
者
は
忠
を
費
し
て
愚
を
喝
し
、
以
て
主
を
直
諌
し
て
死
亡
の
誌
を
避
け
ざ
る
者
」(『
漢
書
』
賀
山
惇
)
と
言
っ
て
お
り
、
夏
侯
勝

は
、
「
人
臣
の
誼
は
宜
し
く
直
言
正
論
し
有
く
も
阿
意
順
指
す
る
に
非
ず
」
(
『
漢
書
』
夏
侯
勝
停
)
と
言
っ

て
い
る
。
ま
た
、
主
父
僅
は
、
「
明
主

は
切
諌
を
思
ま
ず
し
て
以
て
博
く
湖
、
忠
臣
は
重
誌
を
避
け
ず
し
て
以
て
直
諌
す
。
是
の
故
に
事
に
遺
策
な
く
、
而
し
て
功
は
蔦
世
に
流
る
」

(『
漢
書
』
主
父
健
体
)
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、

一
般
に
諌
争
す
る
臣
は
稀
讃
さ
れ
、
逆
の
場
合
は
非
難
さ
れ
た
。
劉
向
は
夏
侯
勝
の
と
と
を

- 42ー

「敢
え
て
直
言
す
る
を
名
と
し
、
天
下
美
と
す
」

(
『
漢
書
』
劉
向
侍
)
と
言
い
、
逆
に
見
寛
は
、
御
史
大
夫
と
し
て
久
し
く
武
帝
を

「
匡
諌
」
し

-
な
か
っ
た
た
め
、
官
層
に
瞳
ん
ぜ
ら
れ
て
い
る
(
『
漢
書
』
児
寛
簿
)
。
漢
代
で
は
諌
争
が
重
ん
ぜ
ら
れ
諌
争
の
例
は
『
史
記
』
『
漢
書
』
に
枚
拳

に
い
と
ま
が
な
い
。
諌
学
す
る
臣
こ
そ
忠
臣
と
考
え
ら
れ
、

理
想
と
さ
れ
た
。
だ
か
ら
、
忠
で
あ
る
こ
と
は
、
諌
争
す
る
ほ
ど
の
気
慨
を
有
す

る
ζ

と
で
あ
る
。

「
長
者
」
が
諌
争
を
好
ん
だ
の
は
、
多
分
に
任
侠
的
な
気
質
に
よ
っ
て
い
た
。
儒
家
的

「賢
者
」
に
も
、
任
侠
的
意
味
あ
い

が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
朱
雲
の
例
を
単
に
特
別
な
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
周
堪
の

「論
議

正
直
」
も
、

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
多
分
に
任
侠
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、

諌
争
を
儒
家
的

「賢
者
」
の
特
質
と
考
え
う
る
と
し
て
も
、
「
長
者
」
の
よ
う
に
、
墜
に
そ
の
気
質
の
み
に
よ
っ
て
は
理
解
し
え

な
い
貼
が
あ
る
。
彼
ら
は
、
諌
季
の
股
制
を
理
知
的
に
構
築
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
買
山
は
、

そ
の
著
『
至
言
』
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

昔
者
、
夏
商
の
季
世
は
、
関
龍
逢
、
箕
子

比
干
の
賢
と
雄
、
ど
も
、
身
は
死
亡
し
て
道
は
用
い
ら
れ
ず
。

文
王
の
時
、
豪
俊
の
士
は
皆
そ



の
智
を
場
す
を
得
、
伺
翠
亮
採
薪
の
人
は
皆
そ
の
力
を
蓋
す
を
得
た
り
。
此
れ
周
の
興
る
所
以
な
り
。
放
に
地
の
美
な
る
者
は
善
く
禾
を
養

ぃ
、
君
の
仁
な
る
者
は
善
く
土
を
養
う
。
(
中
略
)
古
者
、
聖
王
の
制
は
、
史
は
前
に
在
り
て
過
失
を
書
き
、

工
は
簸
を
請
し
て
諌
め
、
警

は
詩
を
請
し
て
諌
め
、
公
卿
は
比
諌
し
、

士
は
言
を
停
え
て
過
を
諌
め
、
庶
人
は
道
に
誘
し
、
商
放
は
市
に
議
せ
り
。
然
る
後
に
君
は
其

の
過
失
を
聞
く
を
得
る
な
り
。
其
の
過
失
を
聞
き
て
之
を
改
め
、
義
を
見
て
之
に
従
う
は
、
永
く
天
下
を
有
つ
所
以
な
り
。
天
子
の
等
、

四
海
の
内
、

そ
の
義
と
し
て
臣
た
ら
ざ
る
な
し
。
(
『
漢
書
』
買
山
博
)

そ
し
て
、
買
山
は
後
文
で
、
秦
が
亡
ん
だ
の
は
天
下
の
人
々
が
そ
の
過
失
を
告
げ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
り
、
「
養
老
の
義
な
く
、
輔
弼
の
臣
な

く
、
進
諌
の
士
な
く
、
縦
慾
に
訣
を
行
い
、
誹
詩
の
人
を
退
け
、
直
諌
の
士
を
殺
」
し
た
た
め
で
あ
る
と
言
う
。
買
山
に
よ
れ
ば
、
園
家
の
基

本
は
「
養
士
」
、
す
な
わ
ち
士
を
櫨
遇
し
重
ん
じ
る
ζ

と
で
あ
り
、
賢
人
を
任
用
す
る
と
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
諌
争
の
穫
制
を
確
立
し

、
な
け
れ
ば
な
ら
・
な
い
。
賢
人
は
い
ず
れ
の
世
に
も
存
在
す
る
が
、
自
由
に
進
言
で
き
、
君
主
の
過
失
を
諌
め
う
る
健
制
が
な
け
れ
ば
、

そ
の
機
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能
は
果
せ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
佳
制
乙
そ
、
彼
に
と
っ
て
理
想
的
な
「
聖
王
の
制
」
で
あ
っ
た
。

@
 

買
誼
も
買
山
と
同
じ
よ
う
な
諌
争
の
陸
制
を
考
え
て
い
る
。
彼
の
場
合
は
、
太
子
の
教
育
に
限
定
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
買
山
の
「
聖
王

の
制
」
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。

買
山
や
買
誼
の
思
想
は
、

③
 

西
漢
の
儒
教
の
基
礎
づ
け
の
役
割
を
果
し
た
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
後
の
儒
家
的
官
僚
に
と
っ
て
も
、

「養
士
」

「求
賢
」
と
「
諌
争
」
と
は
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
主
張
さ
れ
た
。
賢
人
を
任
用
し
て
薩
遇
し
、
そ
の
言
論
の
自
由
を
保
護
す
る

ζ

と
は
、

「賢
人
政
治
」
の
大
前
提
と
考
え
ら
れ
た
。

王
褒
は
、
宣
帝
の
詔
に
答
え
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

夫
れ
、
賢
者
は
園
家
の
器
用
な
り
。
(
中
略
)
賢
人
君
子
も
亦
聖
王
の
海
内
を
易
む
る
所
以
な
り
。
是
を
以
て
幅
仏
嚇
し
て
之
を
受
け
、
寛
俗

む
か

の
路
を
聞
き
、
以
て
天
下
の
英
俊
を
延
う
る
な
り
c

夫
れ
、
知
を
掲
し
賢
K
附
く
者
社
必
ず
仁
策
を
建
つ
。
人
を
索
め
士
を
求
む
る
者
は
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必
ず
伯
遮
を
樹
つ
。
(
『
漢
書
』
王
褒
侍
~
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ま
た
谷
永
も
、
成
帝
K
針
し
て
、

陛
下
、
誠
に
寛
明
の
聴
を
丞
れ
、
忌
詳
の
誌
な
く
、
調
発
の
臣
を
し
て
聞
す
る
所
を
前
に
蓋
し
、
後
患
を
憐
れ
ざ
る
を
得
し
め
よ
。
直
言

の
道
聞
か
ば
、
則
ち
四
方
の
衆
賢
は
千
里
を
遠
し
と
せ
ず
、
幅
湊
し
て
忠
を
陳
べ
ん
。
(
『
漢
書
』
谷
永
俸
)

と
言
っ
て
い
る
。
「
諌
争
睦
制
」
は
、
「
賢
人
政
治
」
質
現
の
た
め
の
大
前
提
で
あ
り
、
官
僚
た
ち
は
、

そ
の
陸
制
を
確
立
す
る
た
め
努
力
を
績

け
て
い
る
。

輩
仲
野
は
、
「
諌
君
臨
制
」
に
つ
い
て
一
つ
の
理
論
展
開
を
行
っ
て
い
ヤ
買
山
や
買
誼
、

ま
た
原
始
儒
家
た
ち
の
考
え
で
は
、

君
主
は
賢

人
を
穆
用
し
て
意
見
や
諌
言
を
傾
聴
す
べ
き
で
あ
り
、
君
主
を
諌
め
る
は
あ
く
ま
で
人
間
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
董
仲
許
は
、

人
の
か
わ
り
に

「
天
」
が
直
接
君
主
を
諌
め
る
も
の
と
考
え
る
。
そ
の
災
異
説
で
は
、
人
の
行
篤
は
陰
陽
の
理
に
従
っ
て
直
接
天
K
通
じ
、
君
主
の
過
失
は
天

に
現
わ
れ
る
。

園
家
将
に
失
道
の
敗
あ
ら
ん
と
す
れ
ば
、
而
ら
ば
天
は
酒
ち
先
ず
災
害
を
出
し
て
以
て
之
を
詰
告
す
。
自
ら
省
る
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
叉
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怪
異
を
出
し
て
以
て
之
を
警
催
す
。
向
お
嬰
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
而
ら
ば
傷
敗
遁
ち
至
る
。
(
『
漢
書
』
輩
仲
箭
傍
)

彼
に
よ
れ
ば
、

人
が
諌
め
る
の
で
は
な
く
、
天
自
身
が

「
災
害
」
「
怪
異
」
に
よ
っ
て
君
主
を
諌
め
る
の
で
あ
り
、
君
主
に
謝
す
る
官
僚
の
抑

制
力
は
、

よ
り
確
質
な
後
ろ
楯
を
得
た
ζ

と
に
な
る
。
だ
が
、
と
れ
は
人
の
諌
争
の
否
定
で
は
友
い
。
の
ち
質
際
に
は
、
災
異
説
は
人
の
諌
宇

を
強
化
す
る
役
割
を
果
し
て
い
る
。
飽
宣
は

上
の
皇
天
は
見
識
し
、
下
の
繋
庶
は
怨
恨
し
、
次
い
で
諌
争
の
臣
あ
り
。
(
『
漢
書
』
飽
宣
俸
)

と
述
べ
て
い
る
。

董
仲
釘
は
、
災
異
説
に
よ
っ
て

「諌
挙
世
制
」
の
強
力
な
裏
付
行
を
行
っ
た
と
い
え
る
。

以
上
、

西
漢
を
通
じ
て
の
、
官
僚
の
主
張
す
る

「賢
」
の
内
容
を
見
て
き
た
。
漢
初
の
「
賢
者
」
で
あ
る

「
長
者
」
も
、
政
術
は
異
な
る

も三

と
も
に
相
通
じ
る
気
質
を
有
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
戦
園
漢
初
に

一
般
的
に
全
人
格
を
表
わ
し
た
、
任
侠
的
な

「賢
」
の
内
容
と
も
一
致

す
る
。
さ
ら
に
雨
者
は
、
現
寅
政
治
に
お
い
て
は
、
諌
争
を
重
じ
る
と
い
う
共
通
黙
も
有
し
て

い
か
。

と
の
よ
う
な
官
僚
を
単
に
‘若
玉
の

隷
腐



物
と
み
な
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
西
漢
の
官
僚
は
、
自
己
の
強
固
な
道
義
的
世
界
に
生
き
た
、
人
格
上
自
立
し
た
存
在
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る

む
す
び
に
か
え
て
|
|
「
賢
」
の
制
度
化

戦
園
漢
初
に
‘
お
い
て
は
、
任
侠
的
な
気
質
を
持
っ
た
人
々
が
一
般
に
「
賢
」
と
さ
れ
、
君
主
も
、

そ
の
よ
う
な
人
々
考
任
用
し
よ
う
と
し

た
。
ま
た
一
方
、
官
僚
の
側
で
も
、

そ
の
よ
う
な
意
味
あ
い
を
多
分
に
持
っ
た
「
賢
者
」
を
理
想
と
し
た
。
特
に
儒
家
的
官
僚
は
、
君
主
に
劉

し
て
「
求
賢
」
と
「
諌
争
瞳
制
」
の
確
立
を
強
く
主
張
し
た
。
「
長
者
」
は
、

そ
の
よ
う
な
瞳
制
を
積
極
的
に
は
主
張
し
な
い
が
、

そ
の
戸
付
動

様
式
は
こ
れ
に
通
じ
る
も
の
が
あ
っ
た
。

「
賢
」
に
劃
す
る
以
上
の
よ
う
な
君
主
の
封
麿
と
、

官
僚
に
よ
る
「
賢
」
の
主
張
と
は
あ
い
ま
っ

て
、
漢
の
制
度
の
中
に
も
現
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
最
後
に
、
官
僚
の
主
張
に
み
ら
れ
た
「
求
賢
」
と
「
諌
争
」
の
制
度
化
に
簡
単
に
ふ
れ

ま
ず
、
「
求
賢
」
に
つ
い
て
見
る
と
、
高
租
は
、
浦
公
で
あ
っ
た
時
分
か
ら
「
求
賢
」
に
意
を
用
い
、
部
下
を
し
て
そ
の
出
身
の
邑
中
の

@
 

「賢
士
一
豪
俊
」
を
推
薦
さ
せ
て
い
る
。
帝
位
に
即
い
て
か
ら
の

「
求
賢
」
は
、
前
述
の
趨
王
張
数
の
客
の
郡
守
諸
侯
相
へ
の
任
用
や
漢
の
十
一
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た
い
。

年
二
月
の
詔
に
明
ら
か
で
あ
る
。

と
の
詔
は
、
後
の
郷
拳
里
選
の
制
の
さ
き
が
け
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
文
帝
に
な
る
と
、
「
求
賢
」
へ
の
意

@
 

欲
は
よ
り
張
く
な
る
。
そ
の
二
年
に
は
賢
良
方
正
能
直
言
極
諌
者
を
拳
げ
て
お
り
、
ま
た
、

「
孝
悌
」
「
力
団
」
「
三
老
」
「
廉
吏
」
を
賢
と
し
て

@

@

 

そ
れ
ら
に
賜
興
し
た
り
、
「
右
賢
、
左
戚
」
を
表
明
し
た
り
し
て
い
る
。

高
租
や
文
帝
の
場
合
に
は
、

「求
賢
」
は
、
随
時
詔
令
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
る
に
留
り
、
制
度
と
し
て
固
定
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
武

@
 

帝
は
「
求
賢
」
を
漢
帝
園
の
制
度
の
中
に
定
着
さ
せ
た
。
そ
れ
は
常
撃
の
選
撃
制
度
の
制
定
で
あ
り
、
の
ち
漢
の
官
僚
任
用
に
大
き
な
位
置
を
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占
め
た
ζ

と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
と
の
制
度
の
中
で
の

「
賢
」
の
内
容
は
、
儒
家
的
色
彩
が
強
く
、
漢
初
と
は
意
味
あ
い
の
饗
化
も
み

@
 

ら
れ
る
が
、
郷
里
で
の
評
判
に
基
づ
く
ζ

と
を
原
則
と
す
る
こ
と
は
愛
り
が
な
い
。



る
。
諌
大
夫
は
、

「諌
手
」
に
つ
い
て
も
制
度
化
が
み
ら
れ
る
。
官
僚
機
構
か
ら
み
る
と
、
武
帝
の
一
票
付
五
年
に
諌
大
夫
が
置
か
れ
て
い
ヲ
?
と
に
注
目
さ
れ

@
 

そ
の
名
稿
の
示
す
と
お
り
、
諌
争
を
職
と
す
る
秩
比
八
百
石
の
官
で
あ
る
。
と
れ
は
他
の
顧
問
官
で
あ
る
太
中
大
夫
、
中
大
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夫
(
光
旅
大
夫
)
よ
り
秩
は
か
な
り
低
く
、
あ
ま
り
重
い
官
と
は
い
え
な
い
。

だ
が
、
諌
大
夫
は
、
「
諌
争
健
制
」
の
象
徴
的
存
在
で
あ
っ
た
と

い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

宣
帝
は
、
元
康
元
年
頃
、
博
士
や
諌
大
夫
の
政
治
に
通
じ
て
い

る
も
の
を
選
び
、
郡
の
太
守
や
王
園
の
相
に
補
し
て
治
績
を
み
よ
う
と
し
た

が
、
卒
原
の
太
守
に
出
さ
れ
る
と
と
と
な
っ
た
粛
望
之
は
猛
烈
に
こ
の
方
針
に
反
謝
し
た
。
彼
は
、
朝
廷
の
政
治
に
直
接
参
興
す
る
内
臣
を
重

視
し
、
中
で
も
諌
官
を
政
治
の
中
伎
と
考
え
て
い
る
。
政
治
の
本
で
あ
る
諌
官
の
正
常
な
働
き
は
、
政
治
の
正
常
さ
を
示
す
と
考
え
、
「
外
郡

の
治
ら
ざ
る
も
、
宣
に
憂
う
る
に
足
ら
ん
や
」
と
言
う
(
『
漢
書
』
粛
望
之
侍)。

ま
た
、
成
帝
の
時
、
諌
大
夫
の
劉
輔
は
帝
を
極
諌
し
た
た
め
被

庭
の
秘
獄
に
繋
が
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
ζ

で
、
内
朝
の
左
将
軍
辛
慶
忌
ら
は
上
書
し
て
帝
を
諌
め
た
。
彼
ら
は
、

皇
帝
が
諌
手
の
官
を
曾
ベ

行
動
接
言
を
保
誼
す
る
た
め
の
象
徴
的
存
在
な
の
で
あ
る
。

と
の
官
は
、
官
制
に
お
い
て
は
徴
少
な
存
在
で
あ
っ
た
が
、
官
僚
の
機
能
に
と
っ
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は
、
他
の
す
べ
て
の
官
僚
も
、
安
心
し
て

「忠
を
掲
し
謀
を
表
す
」
と
と
が
で
き
る
と
述
べ
て
い

る
(
『
漢
書
』
劉
輔
伝
)
。
諌
大
夫
は
、
官
僚
の

て
は
大
き
な
意
味
を
持
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。

先
に
、

「
求
賢
」
の
と
こ
ろ
で
、
文
帝
が
賢
良
方
正
能
直
言
極
諌
者
を
始
め
て
翠
け
た
こ
と
を
述
べ
た
。

と
の
賢
良
方
正
は
、
以
後
主
と
し

て
災
異
の
時
と
皇
帝
の
即
位
の
初
め
に
し
ば
し
ば
拳
げ
ら
れ
て
い
る
。
卒
井
正
士
氏
は
、
即
位
の
初
め
に
と
れ
を
闘
挙
げ
た
の
は
、
初
政
に
あ
た

@
 

り
租
宗
の
大
業
を
承
け
た
重
大
責
任
を
痛
感
し
、
政
治
の
根
本
で
あ
る
人
材
を
得
る
決
意
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
傍
絵

@
 

氏
は
、
賢
良
方
正
を
傘
、げ
た
目
的
を
、
直
言
の
路
を
聞
く
た
め
で
あ
る
と
す
る
。

賢
良
方
正
察
拳
は
災
異
の
後
で
あ

り、

「
直
言
極
諌
」
を
併

稽
す
る
ζ

と
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
賢
良
方
正
を
拳
げ
る
の
は
、
皇
帝
が
即
位
や
災
異
に
際
し
て
賢
者
を
求
め
、
そ
の
直
言
を
聞

き
入
れ
る
と
と
を
天
下
に
表
明
す
る
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
賢
良
方
正
察
撃
と
そ
、
「
求
賢
」
と

「諌
争
」
の
理
念
を
結
合
し
た
制
度
と
い

み
ん
九
九



以
上
、
漢
の
制
度
に
現
わ
れ
た
、
「
求
賢
」
と
「
諌
争
」
の
制
度
化
の
例
を
拳
げ
、
漢
の
国
家
に
任
侠
的
集
圏
の
結
合
原
理
と
同
質
の
性
格

が
存
在
す
る
と
と
を
一
瞥
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
漢
の
園
家
は
任
侠
的
集
園
が
そ
の
ま
ま
成
長
し
た
も
の
で
は
な
く
、
以
上
の
考
察
で
は
皇
帝
支

配
そ
の
も
の
の
説
明
に
は
な
ら
な
い
。
漢
の
園
家
も
侍
統
を
背
負
っ
て
お
り
時
代
を
よ
り
朔
っ
た
考
察
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
漢
代
で

は
、
新
し
い
統
治
型
式
で
あ
る
「
賢
者
」
に
よ
る
政
治
が
国
家
を
大
き
く
規
定
し
て
い
た
ζ

と
も
確
か
で
あ
る
。
後
に
は
、
官
僚
に
よ
る
以
上

の
よ
う
念
「
賢
人
政
治
」
の
要
求
は
、
官
僚
自
身
の
あ
り
方
を
規
定
す
る
だ
け
で
な
く
、
皇
帝
自
身
を
も
規
定
す
る
よ
う
に
な
る
。
皇
帝
も

「
賢
」
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
・
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
停
統
的
な
皇
帝
世
襲
は
否
定
さ
れ
、
蒋
譲
の
考
え
方
が
表
面
化
す
る
。
王
奔

政
権
の
成
立
は
、
漢
代
の
「
賢
人
政
治
」
へ
の
政
治
の
流
れ
の
行
き
着
く
所
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
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註①
よ
り
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
漢
代
官
僚
論
の
研
究
史
的
考
察
|
|
と
く
に

「
主
客
」

論
字
に

よ
せ
て

l
l」
(
『
名
古
屋
大
事
東
洋
史
研
究
報
告
』

三
)
を
参
照
。

②
『
中
閣
古
代
帝
閣
の
形
成
と
構
造
』
一
九
六
一
年
、
東
京
大
事
出
版

舎。
③
守
屋
美
都
雄
「
中
園
古
代
の
官
僚
と
豪
族
」
(
『
歴
史
教
育
』
第
二
ニ
巻

第
六
時
抗
)
、
演
口
重
図

「漢
唐
の
間
の
家
人
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て

」(『山

梨
大
事
事
譲
事
部
研
究
報
告
』
第
十
一
一
読
)
「
中
園
史
上
の
古
代
社
舎
問
題

に
闘
す
る
究
書
」
及
び
「
『
究
書
』
の
補
記
」
(
『
唐
王
朝
の
賎
人
制
度
』
)
、

宮
崎
市
定
『
九
口
問
官
人
法
の
碗
究
』
『
歴
史
教
育
』
第
一
一
ニ
を
第
六
続
、
好

投
隆
司

「
漢
代
官
僚
制
の
形
成
過
程
|
|
高
祖
か
ら
文
帝
へ
|
|
」
(
『
岡

山
史
皐
』
一

O
)
な
ど
に
認
め
ら
れ
る
。

④

「中
園
古
代
国
民
晩
出
興
賢
人
考
」
(
『
中
園
古
代
社
舎
史
』
一
九
四
九

年、

生
活

・
訳
書

・
新
知
聯
合
夜
行
所
)
。

⑤
『
漢
字
』
(
岩
波
新
書
)
。

⑥
『
三
代
士
ロ
金
文
存
』
に
は
「
叡
」
の
字
を
含
む
器
が
四
つ
あ
る
。
八
鳥

且
奏
殴
〉
と
〈
中
子
安
航
〉
は
「
限
」
の
字
は

銘
文
の
末
尾
に
あ
り
、

「
限
」
は
氏
族
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
っ
た
と
恩
わ
れ
る
。
〈
限
父
奏
段
〉
は

「
限
父
葵
」
の
三
字
の
み
で
殿
器
と
思
わ
れ
、
文
頭
の
「
限
」
は
氏
族
を

表
わ
す

P

〈
文
配
人
了
鼎
〉
は
象
形
文
字
と
し
て
は

整
わ
な
い
文
字
を
含
み

贋
作
と
思
わ
れ
る
。
『
績
般
文
存
』
に
は
〈
電
且
了
爵
〉
が
あ
り
、

ζ

れ

も
三
字
の
み
で
「
電
」
の
字
は
「
限
」
の
字
を
九
十
度
目
縛
し
た
も
の
で

あ
る
。
形
式
は
へ
限
父
奏
段
〉
と
同
じ
で
殿
器
で
あ
る
。

⑦
銘
の
内
容
は
、
公
弔
が
賢
に
百
畝
の
糧
を
輿
え
た
と
と
を
記
す
。
郭
沫

若
氏
は
、
公
弔
を
康
叔
と
し
、
と
の
器
を
周
初
の
も
の
と
考
え
る
(
『
繭

周
金
文
僻
大
系
孜
緯
』
)
。

⑧
『
漢
字
語
源
僻
典
』
一
九
六
五
年
、
事
燈
枇
。

⑨
候
外
腹
氏
前
掲
論
文
。
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⑩

日
原
利
閣
氏
は
、
『
八ム羊
体
』
で
も
任
決
を

「
賢」

と
し
て
機
貸
し
て
い

る
ζ

と
を
指
摘
し
て
い
る
(
「
春
秋
公
羊
俸
に
お
け
る
侠
気
の
椴
貸
|

|

所
引
の
説
話
を
め
ぐ
っ
て
|
|
」
〔
『
日
本
中
間
皐
合
報
』
第
二
十
四
集
〕)。

⑪

戟

閣
の
諸
子

・
遊
説
者
も
「
賢
」
と
師刑
さ
れ
る
。
張
儀
は
蘇
秦
に
「
天

下
の
賢
土
」
と
稀
さ
れ
、
甘
茂
は
蘇
代
に
「
賢
人
」曹
と
担
怖
さ
れ
、
の
ち
秦

の
応
侯
と
な
っ
た
沼
阪
も
主
稽
や
郷
安
卒
に
「
賢
」
と
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
賓
の
稜
下
の
先
生
と
い
わ
れ
た
淳
子
妃

・
恨
到

・
環
淵

・
接
子

・
田

勝

・
籾
爽
な
ど
も
「
天
下
の
賢
士
」
と
さ
れ
て
い
る
。
(
以
上
『
史
記
』
)
。

と
れ
ら
の
「
賢
」
は
、
諸
子
の
理
想
と
す
る
「
賢
」
と
と
も
に
別
に
考
察

す
る
必
要
が
あ
る
。

⑫
も
ち
ろ
ん
、

復
初
に
お
い
て
も
、
「
資
」
は
必
ず
し
も
任
侠
的
な
あ
り

方
の
み
を
示
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
侯
氏
の
定
義
し
た
「
智
能
の
美

橋
」
と
し
て
の
用
法
も
み
ら
れ
、
機
知
と
か
策
謀
な
ど
の
思
い
も
よ
ら
ぬ

説
得
力
の
あ
る
号一
口僻
を
稽
讃
す
る
場
合
に
も
用
い
ら
れ
て
お
り
、
諸
子
の

珂
怨
と
す
る
「
昭
ご

と
と
も
に
別
注
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑬

『

史
記
』
合
同
注
考
諮
本
で
は
、
「
賢
変
聞
」

と
な
っ
て
い
る
が
、

ハ考

誇〉

で
は
、
中
井
積
徳
は
聞
の
字
は
術
字
と
し
、
瀧
川
亀
太
郎
は
、
楓
山

三
位
陣
本
で
は
聞
が
聞
と
な
っ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
と

と
で
は
「
聞
」
の

方
を
と
っ
た
。

⑭

宮
川
向
志
氏
は
、
漢
初
の
賢
士
大
夫
に
つ
い
て
、

「
ζ

の
場
合
の
士
大

失
は
官
塗
に
就
い
て
い
る
と
い
う
地
位
を
主
に
し
て
言

っ
た
の
で
は
な

く
、
そ
の
社
舎
的
地
位
蝶
望
の
現
れ
の
一
と
し
て
官
界
に
進
入
し
う
る
地

方
交
族
を
指
し
て
い
る
」
と
し
て
い
る
(
『
六
朝
史
研
究
政
治
枇
品
目
篇
』

一
九
五
六
年
、
日
本
事
術
振
興
品
目
)
。

⑮

『

凝
書
』
陳
勝
項
籍
仰
で
は

「
民
望
」

と
な
っ

て
い

る。

⑮

『

史
記
』
張
耳
隙
除
列
停
で
は
‘
「
市首
羽
亦
素
数
開
張
耳
賢
、
乃
分
越
、

立
張
耳
篤
常
山
王
、
治
信
都
、
信
都
更
名
衷
闘
」
と
な
っ
て
お
り
、
明
ら

か
に
「
賢
」
の
評
判
に
よ
る
封
建
で
あ
る
。

⑫

田

楽
は
融
円
玉
市
が
彦
東
に
移
さ
れ
た
の
が
不
満
で
反
飢
を
起
し、

漠
王

劉
邦
も
不
満
足
の
ま
ま
就
園
し
た
が
、
の
ち
す
ぐ
に
背
い
て

い
る
。
ま
た

嘗
の
隙
除
も
侯
で
あ
る
ζ

と
が
不
満
で
、

項
羽
引
は
も
と
の
王
を
前
地

へ
追

い
や
り
部
下
の
群
臣
諸
絡
を
善
地
の
王
と
し
た
と
し
て
非
難
し
、

資
よ
り

兵
を
借
り
て
背
い
て
い
る
。

⑬
『
文
選
』
王
融
曲
水
詩
序
の
李
善
注
は
.
『
漢
書
』
の
こ
の
部
分
を
引

き
「
意
稀
」
を

「
穏
稀
」
と
し
て
い
る
。
銭
大
析
は
、
と
の
「
泌
総
」
を

美
稀
の
意
と
し
て
い
る
。

⑮
「
漠
代
察
挙
制
度
考
」
(
『
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』
第
十

七
本
)
。

⑫

「

漠
初
に
お
け
る
長
者
|
|
『
史
記
』
に
あ
ら
わ
れ
た
理
想
的
人
間

像
」
(
『
史
林
』
五
五
巻
三
時
肌)
。
以
下
「
長
者
」
に
つ
い
て
は
、
ほ
ほ
と

の
論
文
に
よ
っ
た
。

⑧

『

漢
書
』
張
鴻
汲
鄭
停
で
は
、
「
引
大
鰻
」
と
な
っ
て
い
る
。

⑫
「
文
吏
」
は
、
「
刀
筆
之
吏
」
「
文
法
之
吏
」
と
も
言
い、

法
律
の
運
用

に
巧
み
な
法
術
主
義
的
な
官
僚
で
あ
り
、

武
帝
か
ら
宣
帝
の
時
に
か
け
て

活
躍
し
た
。
「
文
吏
」
は
、

後
述
の
儒
家
的
官
僚
と
も
針
立
す
る
も

の
で

あ
り
、
「
長
者
」
と
儒
家
的
官
僚
の
方
が
共
通
点
が
多
い
。
「
文
吏
」
は
、

政
治
に
お
い

て
必
須
で
あ
る
文
書
事
務
よ
り
成
長
し
て
き
た
も
の
と
恩
わ

れ
る
。
「
文
更
」
に
つ
い
て
は
、
江
幡
良
一
郎
「
漢
代
の
文
吏
に
つ
い
て
」
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(
『
田
村
博
士
煩
誇
東
洋
史
論
叢
』
)
に
詳
し
い
。

⑫
増
淵
龍
夫
氏
も
直
諌
と
任
侠
の
閥
係
に
注
目
し
て
い
る
(
「
漢
代
に
お

け
る
園
家
秩
序
の
構
造
と
官
僚
」
〔
『
中
園
古
代
の
祉
曾
と
園
家
』
所
牧
〕
)
。

⑧
『
漢
書
』
輩
仲
許
傍
。

⑧

「
忠
」
と
諌
争
の
関
係
は
後
述
す
る
。

⑧

そ

の

他
、
簡
不
疑
、
富
岡
野
玉
も

「
賢
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
と
も
に
儒

撃
の
素
養
と
操
行
を
そ
な
え
た
人
物
で
あ
る
。
ま
た
、
儒
撃
か
操
行
の
ど

ち
ら
か
を
あ
げ
て
「
賢
」
と
し
て
い
る
場
合
も
多
い
が
、
欠
け
て
い
る
方

を
蛍
然
の
こ
と
と
し
て
記
さ
な
い
だ
け
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、

貢
百
円
は
、
古
の
「
任
賢
使
能
」
を
主
張
し
、
「
員
賢
」

は「
孝
弟
」

と
し
、

褒
奉
や
長
安
の
令
楊
輿
は
、

「経
」
に
通
達
し
た
者
を

「
賢
」
と
し
て
い

る
。
な
お
、
皇
帝
自
ら
も
、
「
賢
」
に
関
し
て
同
様
に
考
え
て
い
る
。
元

帝
の
詔
に
、
「
河
東
太
守
堪
、
先
帝
賢
之
、
命
而
停
除
。
資
質
淑
茂
、
道

術
通
明
、
論
議
正
直
、
乗
心
有
常
。
設
憤
個
恒
、
信
有
憂
圏
之
心
L

(
『漢

書
』
劉
向
簿
)
と
あ
る
。
周
堪
は
、
宣
帝
よ
り
「
賢
」
と
さ
れ
た
の
で

あ
る
が
、
元
帝
の
剣
断
で
は
、
彼
は
知
識
と
し
て
の
「
道
術
」
に
通
じ
、

そ
の
操
行
は
「
淑
茂
」
で
あ
り
、
正
し
く
員
直
ぐ
・
な
論
議
を
す
る
人
物
で

あ
っ
た
。

⑫

一
般
に
、
官
僚
が
揮
劾
さ
れ
る
時
に
は
、「
信
用
臣
不
忠
」
(
『
漢
書
』
劉

向
係
、
王
商
惇
な
ど
)
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
人
子
之
孝
」

と
「
人
臣
之
忠
」
が
併
稽
さ
れ
(
『
史
記
』
緯
長
儒
列
俸
)
、
「
忠
臣
」
と

い
う
語
も
よ
く
用
い
ら
れ
る
。

忠
た
る
ζ

と
は
臣
と
し
て
の
義
務
で
も
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

『史
記
』
揖
円
悼
悪
玉
世
家
。

⑧ 

⑫

『
漢
書
』
梅
一
隔
簿
。

⑨
太
子
が
成
人
し
て
保
停
の
般
を
兎
れ
る
と
、
「
有
記
過
之
史
徹
膳
之
宰

進
善
之
排
出
剖
刑
務
之
木
敢
諌
之
鼓
。
警
史
話
詩
、
工
語
儀
談
、
大
夫
進
謀
、

士
侍
民
語
」
と
述
べ

て
い
る
(
『
漢
書
』
買
誼
惇
)
。

⑧
金
谷
治
『
秦
漢
思
想
史
研
究
』

一
九
六

O
年
、
日
本
事
術
娠
興
曾
。

⑨
重
耳
障
俊
郎
『
周
漢
思
想
研
究
』
一
九
四
三
年
、
弘
文
堂。

⑧
『
史
記
』

野
生
陸
資
列
俸
に
、
「
柿
公
麿
下
騎
士、

逼
膨
生
里
中
子
也
。

柿
公
時
時
間
邑
中
賢
士
豪
俊
」
と
あ
る
。

⑧
『
史
記
』
孝
文
本
紀
。

③

『
史
記
』
孝
文
本
紀
、
十
二
年
三
月
。

⑧
『
史
記
』
孝
文
本
紀
、
十
四
年
。

@
武
帝
の
元
光
元
年
に
始
ま
る
孝
廉
科
と、

元
朔
五
年
に
制
定
さ
れ
た
博

土
弟
子
員
科
で
あ
る
。
漢
代
の
選
皐
制
度
に
つ
い
て
は
、
永
田
英
正
「
漠

代
の
選
態
と
官
僚
階
級
」
(
『
東
方
事
報
京
都
』
四

一
)
に
詳
し
い
。

⑧
孝
康
科
は
、
孝
と
廉
の
二
科
に
分
れ
て
お
り
(
た
だ
し
西
漢
末
に
は
一

科
と
な
る
)
、
孝
悌
と
廉
潔
が
選
撃
の
基
準
で
あ
っ
た
。
孝
悌
は
儒
教
の

重
要
な
徳
目
で
あ
る
。

⑧
『
漢
書
』
百
官
公
卿
表
上
。
た
だ

し
、
『
後
漢
書
』
の
集
解
に
引
か
れ

た
『
棺
門
職
儀
』
に
は
秦
置
と
な
っ
て
い
る
。

⑬
諌
官
と
い
え
ば
普
通
は
諌
大
夫
を
指
す
(
『
漢
書
』
粛
望
之
博
、
劉
輔

惇
)
。
ま
た
、
諌
大
夫
飽
宣
は
、
哀
帝
に
上
書
し
て
諌
め
た
時
、
「
官
以
競

争
局
職
」
と
言
っ

て
い
る
(
『
漢
書
』
飽
宣
博)。

⑪
「
賢
良
方
正
を
撃
げ
た
動
機
に
つ
い
て
」
(
『
史
潮
』
五
こ
@

⑫
勢
徐
氏
前
掲
論
文
。
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An Aspect of the Western Han Bureaucracy Considered in Light

　　　　　

of the Concept of the“Worthy” (xian賢）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ＨａｒｕkiF.ｍｕｒａ

　

In considering the nature of officialsunder the Han dynasty. it is necessary to

note the existence of the groups of military adventurers characteristic of the

Warring States and early Han periods. Throughout this time, the ideal member of

ａband of these soldiers of fortune was evaluated outside the group and support-

ed by the masses on the basis of the“Worthiness”(xian) attributed to him. There-

fore those who were trying to gain mastery over the empire made effortsto as-

semble these“Worthies” (xian-zhe賢者) and appoint them to positions of au-

thority. Furthermore even in cases where they are serving under such ａleader,

the “χＶｏrthieS”could preserve an autonomous ｅχistenceon the basis of their

popular support.

　

The chang-zhe 長者, the ideal officialof early Han times, as well as the Con-

fucian-bureaucratic version of the“Worthy”， shared common characteristics

■withthe earlier“Worthy” dating from the Warring States period. Great ｗei油t

was attached to the bureaucrat's soldier-of-fortune aspect during the whole

Western Han; in actual politics,this kind of bureaucratic style was evinced in the

importance attached to debates over policy. Confucian officialsin particular

regarded debate over issues as the precondition of“the politicsof the xへ/orthy”

･(xian-ren zheng-zhi 賢人政治）.“Seeking out the Worthy” was also important.

but it was considered that if the“debate system” had not been established in the

firstplace. officialswould not have been able to carry out their proper functions.

　

The advocacy of this kind of“politics of the worthy” on the part of the bur-

‘eauciats grew up slowly within the Han institutional conteχt.In the system of

selection and recruitment. the creation of the officeof jian-da-fu 諌大夫was one

’ofitseχpressions. and ultimately this advocacy on the part of the officialscame

to constrain the emperor himself. The emperor himself had to be “Worthy”

Thus it could happen that hereditary imperial succession was called in question,

･and the notion of abdication or non-hereditary cession of the throne came to the

surface in Han politics.The establishment of Wang Mang's regime can be in-

terpreted as an inevitable result of this.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－
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