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Eコ

中
園
の
へ
ロ
ド
ト
ス
と
稽
せ
ら
れ
る
司
馬
彊
の
「
史
記
」
は
、
今
日
の
考
か
ら
言
え
ば
歴
史
で
あ
り
、
し
か
も
歴
史
の
組
と
見
ら
れ
る
の
で

あ
る
が
、
併
し
そ
れ
は
租
で
あ
る
花
げ
に
、
ま
だ
純
粋
の
歴
史
に
な
り
き
っ
て
い
な
か
っ
た
。
特
に
列
俸
の
部
分
は
多
分
に
文
皐
的
な
も
の
で

あ
り
、
言
い
か
え
れ
ば
創
作
さ
れ
た
箇
慮
を
多
く
含
ん
で
い
る
の
で
あ
っ
て
、
同
時
に
そ
ζ

が
千
古
の
名
文
と
し
て
持
て
喋
さ
れ
る
所
以
で
も

い
わ
ば
科
皐
と
し
て
の
歴
史
事
と
、
襲
術
と
し
て
の
文
皐
が
ま
だ
十
分
に
分
離
し
て
い
な
か
っ
た
時
代
の
試
作
で
あ
っ
た
と
見
る
乙
と

が
出
来
る
。
だ
か
ら
「
史
記
」
そ
の
も
の
を
研
究
の
封
象
と
し
て
、
そ
の
性
質
を
捉
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
今
日
の
歴
史
皐
の
方
法
を
用
い
て

考
註
し
た
り
、
分
析
し
た
り
し
よ
う
と
し
て
も
そ
ん
な
こ
と
で
易
々
と
手
に
お
え
る
代
物
で
は
な
い
。
史
記
が
ど
の
よ
う
な
史
料
に
基
づ

き
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
標
準
で
取
捨
選
揮
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
手
績
き
に
よ
り
按
排
さ
れ
て
、
現
在
の
よ
う
な
形
に
な
っ
た
か
を
、
と
れ
か

あ
る
。
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ら
問
題
に
し
た
い
の
で
あ
る
が
、
私
は
先
ず
乙
れ
ぞ
文
章
の
問
題
と
し
て
慮
理
し
た
上
で
、
歴
史
皐
的
な
考
査
に
論
を
進
め
て
行
き
に
い
と
思

ぅ
。
そ
し
て
と
の
よ
う
な
考
察
を
施
す
に
最
も
適
首
な
の
は
、
各
八
七
、
李
斯
列
停
で
あ
っ
て
、

乙
の
巻
を
解
明
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
他
の

部
分
の
性
質
も
そ
こ
か
ら
そ
の
大
概
を
類
推
す
る
乙
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

李
斯
列
俸
が
私
の
研
究
の
目
的
に
有
利
な
黙
は
、

李
斯
の
生
存
年
代
が

歴
史
家
司
馬
彊
か
ら
遁
度
の
時
代
間
隔
を
お
い
て
い
る
所
に
あ

る
。
李
斯
は
前
二

O
八
年
に
死
ん
で
お
り
、

司
馬
遁
は
そ
れ
か
ら
約
百
二
十
年
程
を
経
て
、
前
八
六
年
に
裂
し
て
い
る
。
大
約
一
世
紀
の
歳
月

は
、
歴
史
事
買
を
純
客
観
的
に
眺
め
る
た
め
に
十
分
な
間
隔
で
あ
る
。
殊
に
司
馬
軍
は
漠
代
の
人
で
あ
る
か
ら
、
漢
代
の
歴
史
に
つ
い
て
は
史

料
を
獲
易
い
一
方
、
専
制
政
治
の
束
縛
の
多
い
下
に
お
い
て
、
自
由
な
護
想
を
妨
げ
ら
れ
易
い
立
場
に
置
か
れ
て
い
る
。
然
る
に
李
斯
は
秦
代

を
代
表
す
る
人
物
で
あ
っ
て
、
司
馬
遷
に
と
っ
て
は
異
代
の
人
で
あ
る
に
け
に
、
何
等
の
制
限
を
蒙
る
こ
と
な
く
筆
を
運
ぶ
乙
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
漢
代
に
接
す
る
直
前
の
時
代
で
あ
る
だ
け
に
、

漢
代
を
除
け
ば
最
も
史
料
を
入
手
し
易
い
使
宜
が
あ
る
。
ζ

の
よ
う
な
候
件
の
下
で
司
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馬
蓮
は
、
如
何
な
る
方
法
で
、
如
何
な
る
人
間
像
に
李
斯
を
描
い
た
か
は
、
何
人
に
と
っ
て
も
興
味
あ
る
問
題
た
る
を
失
わ
ぬ
で
あ
ろ
う
。

起

承

轄

結

の

型

「
史
記
」
の
列
停
七
十
巻
に
つ
い
て
、
文
皐
的
に
最
も
形
式
の
整
斉
完
備
す
る
も
の
を
求
む
る
な
ら
ば
、
李
斯
列
俸
は
必
ず
そ
の
一
に
数
え

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
何
と
な
れ
ば
乙
れ
を
誼
ん
で
先
ず
感
ぜ
ら
れ
る
ζ

と
は
、
全
睦
と
し
て
中
固
に
固
有
な
リ
ズ
ム
、
起
承
轄
結
の
四
段
の
起

①
 

伏
に
従
っ
て
展
開
さ
れ
て
行
く
特
色
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

李
斯
列
俸
の
主
要
部
は
四
段
に
分
れ
、
最
初
の
起
の
部
は
彼
の
修
業
時
代
か
ら
、
秦
に
入
っ
て
悪
戦
苦
闘
の
末
に
始
皇
帝
の
信
任
を
か
ち
と

乙
れ
を
う
け
た
第
二
段
の
承
の
部
で
は
、
彼
が
始
皇
を
助
け
て
天
下
統
一
の
大
事
業
を
達
成
す
る
に
参
劃
し
、
丞
相

と
な
っ
て
朝
廷
の
大
権
を
委
蝿
さ
れ
、
位
人
臣
を
極
む
る
祭
器
に
浴
し
に
得
意
絶
頂
の
時
代
を
取
扱
う
。
併
し
な
が
ら
始
皇
帝
の
突
然
の
死
去

に
よ
っ
て
、
政
局
が
念
終
直
下
す
る
と
共
に
、
彼
の
生
涯
も
一
大
穂
機
に
直
面
し
、
乙
ζ

に
第
三
段
の
縛
の
部
が
出
現
す
る
。

ζ
ζ

で
彼
は
富

る
ま
で
の
経
緯
を
銃
し
、



官
趨
高
の
甘
言
に
の
せ
ら
れ
て
方
針
を
誤
り
、
始
皇
の
長
子
、
扶
蘇
を
退
け
て
、
少
子
胡
亥
を
二
世
皇
帝
に
擁
立
す
る
。

果
は
大
凶
と
出
て
、
彼
の
悲
惨
な
破
滅
に
終
る
の
が
、

を
、
も
う
少
し
詳
し
く
此
慮
で
紹
介
し
て
お
く
方
が
便
利
で
あ
ろ
う
。

第
四
段
の
結
の
部
で
あ
る
。

後
に
論
誼
す
る
た
め
の
必
要
か
ら
、

き
り
な
が
ら
そ
の
結

と
の
四
段
の
概
要

起
の
段

乙
乙
に
楓
爽
と
し
て
登
場
す
る
の
は
、
立
身
出
世
の
野
心
に
も
え
、
準
取
の
気
象
に
富
ん
だ
育
年
、
李
斯
で
あ
る
。
現
今
の
河
南

省
の
上
察
豚
の
生
れ
で
あ
る
が
、
嘗
時
乙
の
地
方
は
楚
固
に
属
し
て
い
た
の
で
、
列
俸
に
は
楚
の
上
察
と
言
っ
て
い
る
。
年
少
に
し
て
郡
の
小

吏
と
な
っ
た
と
あ
る
が
、
果
し
て
楚
の
時
代
に
、
上
察
邑
を
監
督
す
る
郡
が
あ
っ
た
か
、
あ
っ
た
と
す
れ
ば
何
慮
で
あ
っ
た
か
、
我
々
は
知
る

乙
と
が
で
き
な
い
。
司
馬
遷
が
郡
の
吏
と
言
っ
た
の
は
、
恐
ら
く
乙
れ
に
よ
っ
て
李
斯
が
、
相
嘗
な
身
分
、
少
く
と
も
地
方
指
導
者
階
級
の
末

端
に
位
し
得
る
背
景
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

郡
街
門
に
お
け
る
小
役
人
の
李
斯
青
年
は
、
そ
こ
で
役
所
内
を
走
り
ま
わ
る
鼠
を
観
察
し
た
。
聞
に
住
む
溝
鼠
は
不
潔
を
食
い
、
栄
養
が
悪

く
清
せ
乙
け
て
い
る
上
に
、
絶
え
ず
人
や
犬
の
近
付
く
の
を
警
戒
し
て
、
び
く
び
く
神
経
を
尖
ら
せ
て
い
る
。
一
方
倉
庫
の
中
に
巣
く
う
家
鼠

は
、
滅
多
に
他
か
ら
驚
か
さ
れ
る
心
配
が
な
く
、
た
ら
ふ
く
穀
物
に
あ
り
つ
い
て
丸
々
と
肥
っ
て
い
る
。
そ
乙
で
李
斯
は
、
鼠
が
そ
の
環
境
に
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従
っ
て
こ
の
よ
う
に
生
活
上
の
苦
笑
に
遣
い
が
で
き
る
も
の
な
ら
ば
、
人
聞
は
猶
更
の
乙
と
で
あ
ろ
う
、
郡
衝
の
小
役
人
な
ど
は
長
く
居
る
ベ

き
地
位
で
は
な
い
と
、
見
切
り
を
つ
け
て
立
ち
去
る
。

現
今
山
東
省
の
鐸
鯨
の
あ
た
り
は

嘗
時
楚
に
属
し
て
蘭
陵
邑
が
あ
り
、

名
だ
た
る
大
儒
萄
子
が
、

春
申
君
に
用
い
ら
れ
て
蘭
陵
令
と
な

り
、
職
を
罷
め
て
後
も
居
を
定
め
て
住
ん
で
い
た
土
地
で
あ
る
。
李
斯
は
蘭
陵
に
赴
い
て
萄
子
の
門
人
と
な
っ
た
が
、
そ
の
意
の
あ
る
所
は
も

ち
ろ
ん
、
儒
皐
の
奥
義
を
極
め
る
と
と
で
は
な
い
。
貫
際
の
祉
曾
に
役
立
つ
帝
王
の
術
を
皐
ん
だ
と
あ
る
。
自
己
の
準
聞
に
自
信
を
持
つ
に
至

っ
た
頃
、
仕
官
を
思
い
立
っ
た
が
、
嘗
時
の
楚
闘
は
春
秋
以
来
の
奮
闘
で
あ
る
が
、
既
に
頚
肢
に
陥
っ
て
お
り
、
そ
の
才
能
を
伸
す
べ
き
見
込

み
は
な
い
。
此
等
の
固
に
比
べ
て
成
長
株
と
し
て
蝿
墓
さ
る
べ
き
は
西
方
の
未
開
園
、
秦
を
措
い
て
外
に
な
い
。
そ
乙
で
萄
子
に
暇
を
乞
う

595 

て
、
西
に
向
っ
て
秦
に
入
つ
に
。
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乙
の
李
斯
の
決
心
に
つ
い
て
、
師
の
萄
子
が
ど
ん
な
態
度
を
示
し
た
か
、
何
も
書
い
て
な
い
。
併
し
事
に
よ
れ
ば
李
斯
の
乙
の
行
に
は
、

本
意
な
が
ら
も
萄
子
が
紹
介
肢
を
興
え
る
く
ら
い
の
と
と
を
し
た
か
も
知
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
。

不

と
い
う
の
は
萄
子
は
本
来
、
越
の
人
で
あ

り
、
嘗
時
の
秦
に
お
け
る
買
力
者
の
目
不
章
は
商
人
と
し
て
長
く
越
に
留
っ
た
と
と
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
ま
れ
李
斯
が
秦
に
入
る
と
、

た
ま
た
ま
荘
裏
王
が
死
ん
で

(
前
二
四
七
年
〉
、
子
の
政
、
後
の
始
皇
帝
が
十
三
歳
で
王
位
に
即
い
た
。

ζ

の
人
は
越
で
生
れ
、
目
不
孝
の
保
護

を
受
け
る
と
と
が
多
か
っ
た
の
で
、
邑
不
章
が
琴
げ
ら
れ
て
相
と
な
り
、
文
信
侯
に
封
ぜ
ら
れ
て
全
権
を
委
任
さ
れ
た
。
李
斯
は
首
尾
よ
く
と

の
文
信
侯
口
口
一
小
童
に
取
り
入
っ
て
そ
の
舎
人
と
な
る
ζ

と
が
で
き
た
。
舎
人
と
い
う
の
は
賓
客
に
劃
す
る
接
待
係
で
あ
る
と
い
う
。

乙
の
時
李
斯
が
ど
れ
程
の
年
齢
で
あ
っ
た
か
明
か
で
な
い
。
併
し
彼
は
そ
の
後
、
始
皇
帝
の
治
世
三
十
七
年
を
終
え
、
次
の
二
世
皇
帝
の
二

年
に
殺
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
若
し
と
の
時
三
十
歳
で
あ
っ
た
と
偲
定
す
る
と
、
そ
の
死
は
六
十
九
歳
の
時
に
な
る
。
古
代
は
概
し
て
卒
均
喬
命

が
現
今
よ
り
短
か
か
っ
た
か
ら
、
六
十
九
歳
ま
で
長
生
き
す
る
人
は
少
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
従

っ
て
李
斯
が
秦
に
入
っ
て
呂
不
奪
の
舎
人
と

な
っ
た
の
は
、
三
十
歳
よ
り
も
若
干
年
若
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
。

年
、
秦
の
昭
裏
王
三
十
一
年
か
ら
後
の
数
年
の
間
と
い
う
乙
と
に
な
る
。

も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、

彼
の
生
年
は
従
っ

て、

前
二
七
六
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李
斯
は
口
口
不
章
か
ら
そ
の
才
能
を
認
め
ら
れ
、
推
穆
さ
れ
て
秦
の
政
府
に
移
っ
て
郎
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
そ
ζ

で
直
接
、
秦
王
に
曾
う
機
舎
を

得
て
、
説
く
に
天
下
統
一
の
計
を
以
で
し
た
と
あ
る
が
、
恐
ら
く
乙
れ
は
秦
王
が
成
人
と
な
っ
て
冠
を
着
し
帯
叙
し
た
と
い
う
在
位
九
年
(
前

二
三
八
年
)
以
後
の
乙
と
で
あ
ろ
う
。
乙
れ
が
大
い
に
秦
王
を
喜
ば
せ
、

李
斯
は
長
史
に
任
ぜ
ら
れ
て

軍
園
の
機
密
に
参
預
す
る
身
と
な
っ

に。
と
と
ろ
が
此
躍
に
思
い
が
け
ぬ
椿
事
が
出
来
し
た
と
い
う
の
は
、
彼
の
パ
ト
ロ
ン
な
る
目
不
章
が
、
個
人
的
な
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
加
え
て
、

内
飽
に
連
坐
し
て
菟
職
さ
れ
た
乙
と
で
あ
る
。

乙
の
呂
不
掌
の
恩
顧
を
受
け
た
李
斯
は
、
幸
に
し
て
呂
不
掌
の
巻
き
添
え
に
あ
う
乙
と
を
菟
れ
た
が
、
乙
れ
は
彼
の
素
早
い
身
の
振
り
方
に

よ
つ
に
も
の
か
、
或
い
は
抜
目
な
く
運
動
し
に
結
果
か
、
或
い
は
そ
も
そ
も
彼
の
身
分
が
公
式
に
政
府
官
吏
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
法
律
的
に



何
等
問
題
が
な
か
っ
た
の
か
、
そ
の
濯
の
乙
と
は
分
ら
な
い
。
併
し
乙
の
問
題
の
徐
波
と
し
て
、
政
府
部
内
に
、
外
固
か
ら
秦
に
聴
入
し
て
き

た
他
所
者
の
官
吏
は
信
頼
で
き
な
い
か
ら
、
そ
う
い
う
者
を
一
切
圏
外
に
追
放
し
よ
う
と
い
う
議
が
起
り
、
所
謂
ゆ
る
逐
客
令
が
護
布
さ
れ

て
、
李
斯
も
ま
た
そ
の
中
に
指
定
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
李
斯
列
停
で
は
乙
の
逐
客
令
の
動
機
を
、
韓
が
秦
に
迭
り
乙
ん
で
水
利
工
事
を
行
わ

せ
、
秦
の
財
政
を
疲
弊
さ
せ
よ
う
と
し
た
鄭
園
の
謀
が
暴
露
し
た
結
果
忙
と
し
て
い
る
が
、
鄭
闘
の
入
秦
は
始
皇
帝
嗣
位
の
年
の
乙
と
で
あ

③
 

り
、
逐
客
令
は
即
位
十
年
の
事
件
で
あ
る
か
ら
、
両
者
を
関
係
つ
け
る
に
は
年
代
が
隔
た
り
す
ぎ
て
い
る
。
乙
れ
は
司
馬
光
の

「
資
治
通
鑑
」

に
従
い
、
逐
客
令
を
目
不
掌
失
脚
の
儀
波
と
見
る
方
が
遁
嘗
で
あ
ろ
う
。

嘗
時
既
に
客
卿
の
地
位
を
得
て
い
た
李
斯
に
と
っ
て
、
乙
れ
は
正
に
晴
天
の
震
露
で
あ
る
。

努
力
が
、
今
や
水
泡
に
鯖
し
よ
う
と
い
う
瀬
戸
際
で
あ
る
。
そ
こ
で
李
斯
は
必
死
に
な
っ
て
、

こ
れ
ま
で
辛
抱
を
重
ね
、
悪
戦
苦
闘
し
て
き
た

乙
の
逐
客
令
の
撤
回
を
計
っ
て
運
動
し
た
。
秦

王
に
劃
し
で
も
上
書
し
て
、
と
の
新
令
の
不
嘗
な
乙
と
を
訴
え
た
。
そ
れ
が
逐
客
論
で
あ
る
。
秦
王
は
乙
の
李
斯
の
言
に
動
か
さ
れ
て
、
先
の

逐
客
令
を
取
消
し
、
李
斯
の
官
を
復
し
、
そ
れ
か
ら
十
六
年
の
聞
に
李
斯
を
参
謀
と
し
て
六
園
を
次
々
に
卒
定
し
た
。

承
の
段

秦
王
政
即
位
の
二
十
六
年
、
六
園
の
中
の
最
後
の
斉
を
滅
し
て
、
天
下
統
一
の
大
業
が
成
就
し
た
時
、
李
斯
の
官
は
、
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丞
相
、
御

史
大
夫
に
次
ぐ
廷
尉
に
上
っ
て
い
た
。
ζ

の
時
李
斯
の
年
齢
は
恐
ら
く
五
十
五
歳
前
後、

そ
し
て
こ
れ
か
ら
約
十
年
の
聞
は
彼
が
全
盛
巻
誇
る

黄
金
時
代
で
あ
っ
た
。

秦
王
政
は

一
統
の
君
主
と
な
る
と
、

王
放
を
改
め
て
皇
帝
と
稽
し
、
自
ら
呼
ぶ
に
朕
を
以
て
し
、
天
子
の
死
後
に
群
臣
が
議
し
て
誼
を
定
め

る
例
を
慶
し
て
君
主
濁
傘
の
鰻
制
を
樹
立
し
た
。

乙
の
裏
に
は
法
家
思
想
の
信
奉
者
で
あ
る
李
斯
の
献
策
が
興
っ
て
大
い
に
力
あ
っ
た
乙
と
は

容
易
に
推
察
で
き
る
。

丞
相
王
結
等
が
天
子
の
一
一
族
を
各
地
に
封
建
し
て
、
皇
室
の
藩
扉
に
し
よ
う
と
議
し
た
時
に
反
封
ぞ
唱
え
て
、
郡
鯨
制
を
主
張
し
、
天
下
を

三
十
六
郡
に
分
け
る
乙
と
に
結
着
さ
せ
た
の
も
廷
尉
李
斯
で
あ
っ
た
。
但
し
こ
の
時
の
李
斯
の
上
書
は
、
始
皇
本
紀
に
見
え
る
所
で
、
列
俸
に

は
て
は
車
輔
の
軌
幅
ま
で
も
、
中
央
で
定
め
た
と
お
り
の
も
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は
漏
れ
て
い
る
。
郡
鯨
制
は
同
時
に
劃
一
制
を
意
味
し
た
。

文
字
も
度
量
衡
も
、
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の
を
、
地
方
の
隅
々
ま
で
遵
依
せ
し
め
た
。
秦
の
官
製
文
字
、

い
わ
ゆ
る
小
象
の
原
典
と
な
っ
て
い
る
蒼
頑
篇
の
上
七
章
は
李
斯
の
作
と
俸
え

ら
れ
る
。
但
し
こ
れ
は
「
漢
書
」
謹
文
志
に
記
載
す
る
所
で
あ
る
。

天
下
統
一
の
翌
年
、
始
皇
二
十
七
年
か
ら
、
地
方
へ
の
親
察
放
行
、
い
わ
ゆ
る
巡
狩
が
始
ま
っ
た
。

ζ

れ
は
地
方
人
民
に
射
す
る
示
威
運
動

の
意
味
が
含
ま
れ
、
特
に
新
領
土
に
劃
し
て
は
中
央
に
鎮
座
す
る
皇
帝
の
傘
巌
無
比
な
る
こ
と
を
周
知
徹
底
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
。
度
々
の

巡
狩
に
李
斯
は
常
に
随
行
し
て
、
石
を
立
て
銘
を
刻
し
て
、
秦
の
徳
を
顕
す
る
儀
に
興
っ
た
。
乙
の
巡
狩
の
記
事
も
李
斯
列
俸
に
は
殆
ん
ど
省

略
さ
れ
て
い
る
。

始
皇
二
十
八
年
、
巡
狩
し
て
山
東
の
浪
邪
蓋
に
至
っ
て
立
て
た
刻
石
の
列
名
を
見
る
と
、

の
名
が
あ
る
が
、
そ
れ
か
ら
六
年
た
っ
て
、
三
十
四
年
に
朝
廷
で
再
び
封
建
の
議
が
出
七
時
に
は
李
斯
の
位
が
丞
相
に
準
ん
で
い
に
。
始
皇
、
が

威
陽
宮
に
お
い
て
置
酒
し
た
際
、
宴
に
興
っ
七
博
士
七
十
人
の
中
、
湾
人
の
淳
子
越
が
封
建
制
の
利
を
述
べ
て
始
皇
の
反
省
を
促
し
に
と
乙

丞
相
腕
林
、

丞
相
王
結
の
次
に
卿
(
廷
尉
)
李
斯

ろ
、
丞
相
李
斯
は
始
皇
の
諮
問
に
答
え
て
乙
の
議
を
反
駁
し
た
が
、
更
に
進
ん
で
民
間
の
私
皐
が
政
府
の
施
策
を
非
議
し
て
世
聴
を
惑
乱
す
る
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弊
害
を
述
べ
、
巌
重
な
思
想
統
制
を
加
え
る
べ
き
を
進
言
し
て
裁
可
さ
れ
た
。
そ
の
統
制
の
内
容
は
、
史
官
に
識
す
る
史
書
に
し
て
秦
の
記
録

に
非
ざ
る
も
の
は
皆
な
乙
れ
を
焼
き
、
博
士
の
官
が
扱
う
も
の
以
外
、
民
間
に
あ
る
所
の
詩
書
百
家
の
語
多
記
し
た
も
の
は
悉
く
官
に
提
出
さ

せ
て
焼
却
し
、
敢
て
偶
語
す
る
も
の
は
棄
市
し
、
古
代
を
崇
拝
し
て
現
今
を
非
難
す
る
も
の
は
族
諒
す
る
、
と
い
う
巌
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。

書
籍
に
し
て
民
聞
に
私
賦
す
る
乙
と
の
許
さ
れ
る
の
は
、
融
商
輔
衆
卜
盤
種
樹
の
書
で
あ
り
、
事
聞
は
従
っ
て
法
令
の
挙
が
主
と
な
り
、
そ
れ
は
民

間
の
師
に
郎
く
を
許
さ
ず
、
官
吏
に
つ
い
て
拳
ベ
、
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。

乙
ζ

に
お
い
て
李
斯
の
貴
盛
は
並
ぶ
者
な
く
、

そ
の
身
が
位
人
臣
を
極
め
た
の
み
な
ら
ず
、
長
子
の
李
由
は
用
い
ら
れ
て
三
川
郡
の
守
と
な

り
、
他
の
諸
子
は
み
な
秦
の
公
主
に
向
し
、
女
は
み
な
秦
の
公
子
に
嫁
し
に
。
李
由
が
三
川
郡
か
ら
諦
省
し
た
時
、
李
斯
は
乙
れ
を
迎
え
て
家

で
置
酒
し
た
が
、
百
官
の
長
は
皆
な
伺
候
し
て
需
を
上
り
、
門
廷
に
車
騎
数
千
が
盈
ち
溢
れ
た
。
と
の
時
李
斯
は
萄
子
か
ら
、
「
物
は
叫
ん
が
盛

ん
な
る
を
禁
ず
」
と
教
え
ら
れ
た
の
を
思
い
出
し
、



斯
は
乃
わ
ち
上
奈
の
布
衣
、
間
巷
の
斡
首
に
す
い
き
な
か
?
に
の
に
、
今
上
は
そ
め
鷲
下
な
る
を
知
ら
ず
、
抜
擢
し
て
此
に
至
ら
し
め
た
。

嘗
今
人
臣
の
位
、
臣
の
上
に
居
る
者
な
し
。
富
貴
の
極
と
謂
う
べ
し
。
物
は
極
ま
れ
ば
衰
う
。
吾
れ
未
だ
駕
を
税
く
所
を
知
ら
ざ
る
な

h
J
。

と
歎
じ
た
。

乙
の
言
葉
を
聞
く
と
甚
だ
殊
勝
で
あ
る
が
、
寅
は
そ
の
謙
遜
め
い
た
文
句
の
裏
に
救
い
よ
う
の
な
い
騎
倣
の
気
が
医
さ
れ
て
い
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
政
治
家
が
本
来
の
任
務
を
す
っ
か
り
忘
却
し
て
、
ひ
た
す
ら
富
貴
に
憧
れ
、
そ
の
富
貴
を
得
て
し
ま
う
と
今
度
は
ど
ん

な
手
段
を
講
じ
て
も
現
紋
を
失
う
ま
い
と
執
着
す
る
よ
う
に
な
り
が
ち
で
、
そ
乙
に
思
い
か
け
ぬ
陥
し
穿
が
待
ち
構
え
て
い
る
も
の
だ
。
李
斯

の
生
涯
は
此
慮
で
危
険
な
轄
機
を
迎
え
る
。

始
皇
三
十
七
年
、
李
斯
は
行
孝
に
塵
従
し
て
、
今
の
漸
江
省
の
舎
稽
に
至
り
、
海
岸
に
沿
っ
て
北
上
し
、

浪
邪
を
経
て
、
河
北
、

山
西
か
ら
都
に
蹄
る
議
定
で
あ
っ
た
。
李
斯
は
ζ

の
時
左
丞
相
の
位
に
あ
り
、

始
皇
の
少
子
胡
亥
、
官
官
の
越
高
等
と
行
を
共
に
し
た
。
然
る

に
河
北
省
の
沙
丘
蓋
ま
で
来
七
時
に
始
皇
の
病
気
が
急
襲
し
て
、
生
命
危
険
の
徴
候
が
現
わ
れ
に
し
た
。
始
皇
も
そ
れ
を
自
費
し
、
遺
書
を
作

轄
の
段
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成
し
て
、
蔦
里
長
城
の
前
線
に
監
軍
中
の
長
子
扶
蘇
に
輿
え
、
軍
隊
を
賂
軍
蒙
悟
に
委
任
し
て
速
か
に
都
に
蹄
り
、
始
皇
の
喪
を
迎
え
る
よ
う

に
命
令
し
た
。
不
幸
に
も
乙
の
極
秘
の
文
書
が
官
官
超
高
の
手
に
あ
る
聞
に
、
始
皇
が
病
死
し
た
か
ら
、
此
庭
に
超
高
の
魔
手
が
棄却
動
す
る
機

曾
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

越
高
は
始
皇
の
側
近
を
戒
め
て
極
力
天
子
の
喪
を
秘
匿
し
、
先
ず
少
子
胡
亥
に
説
い
て
、
長
子
扶
蘇
を
排
除
し
て
代
っ
て
帝
位
に
卸
く
と
い

う
陰
謀
に
加
措
せ
し
め
た
。
次
は
李
斯
で
あ
る
。
本
来
な
ら
ば
李
斯
は
急
遁
前
線
の
長
子
扶
蘇
、
都
に
留
守
を
預

っ
て
い
る
右
丞
相
の
鴻
去
疾

と
連
絡
を
と
り
、
始
皇
の
喪
を
護
迭
し
て
都
に
信仰
る
べ
き
で
あ
り
、
恐
ら
く
そ
う
す
れ
ば
何
事
も
起
ら
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
併
し
李
斯
個
人

の
立
場
を
考
え
る
と
、
始
皇
が
な
く
な
っ
て
し
ま
つ
に
今
、
馴
染
の
薄
い
扶
蘇
が
天
子
と
な
れ
ば
、

遠
か
ら
ず
し
て
自
己
は
疎
外
さ
れ
そ
う
な

気
配
を
感
ぜ
ず
に
は
居
れ
な
い
。
そ
の
弱
黙
を
越
高
に
掴
ま
れ
て
し
ま
っ
に
の
で
あ
る
。
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超
高
か
ら
そ
の
陰
謀
を
告
げ
て
加
措
を
求
め
ら
れ
に
李
斯
は
、

最
初
は
型
通
り
の
反
針
を
唱
え
て
は
見
た
も
の
の
、
個
人
的
な
利
害
得
失
を
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計
算
し
た
上
で
決
断
を
迫
ら
れ
る
と
、
本
来
優
柔
不
断
な
李
斯
は
、
易
々
と
悪
魔
の
甘
言
に
乗
せ
ら
れ
て
し
ま
う
。
乙
れ
に
は
始
皇
帝
の
専
制

的
な
抑
匪
政
治
が
、
絶
て
の
政
治
家
か
ら
自
信
と
気
力
を
奪
い
去
る
結
果
を
招
い
た
乙
と
も
あ
る
。
も
う
六
十
歳
を
越
え
、
事
に
よ
れ
ば
七
十

歳
の
方
へ
近
か

っ
た
か
と
思
わ
れ
る
老
齢
の
李
斯
は
、

乙
れ
ま
で
始
皇
帝
の
下
で
単
な
る
秘
書
官
と
し
て
働
い
て
来
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
か

ら
、
濁
自
の
判
断
を
以
て
積
極
的
に
行
動
す
る
よ
う
に
は
慣
ら
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
。

よ
う
に
、
超
高
の
暗
示
を
受
け
て
そ
の
意
の
ま
ま
に
踊
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

乙
れ
か
ら
後
の
李
斯
は
魂
を
も
た
ぬ
ロ
ボ

ッ
ト
の

超
高
は
胡
亥
、
李
斯
と
計
り
、
始
皇
帝
の
遺
書
を
握
り
潰
し
て
別
に
偽
り
の
詔
書
を
造
り
、

ζ

れ
を
前
線
の
長
子
扶
蘇
、
将
軍
蒙
悟
の
許
に

こ
の
場
合
も
、
従
来
の
始
皇
帝
の
恐

使
者
を
遣
し
て
迭
り
届
け
、
大
軍
を
掌
握
し
な
が
ら
魚
す
所
の
な
か
っ
た
罪
を
責
め
て
自
殺
を
命
じ
た
。

怖
政
治
に
慣
ら
さ
れ
た
扶
蘇
は
何
等
反
抗
の
態
度
を
表
わ
す
こ
と
な
く
柔
順
に
自
殺
を
、途
げ、

蒙
悟
は
丘
ハ
を
解
い
て
進
ん
で
囚
れ
の
身
と
な
っ

た
。
乙
の
最
大
難
闘
を
突
破
し
た
超
高
等
は
雀
躍
り
し
て
喜
ん
だ
。
彼
等
は
始
皇
の
枢
を
護
迭
し
て
都
の
威
陽
に
開
り
、
そ
乙
で
喪
を
設
し
て
、
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胡
亥
を
奉
じ
て
二
世
皇
帝
の
位
に
即
か
せ
、
越
高
、
李
斯
の
商
人
が
政
治
の
衝
に
首
る
と
と
に
な
っ
た
。
併
し
や
が
て
乙
の
雨
人
の
聞
に
僻
裂

が
生
じ
る
と
、
李
斯
は
う
か
う
か
と
誘
わ
れ
て
越
高
の
設
け
た
震
に
か
け
ら
れ
、
悲
惨
な
最
期
を
遂
げ
る
遁
の
ほ
う
へ
落
ち
乙
ん
で
行
く
。

結
の
段

李
斯
の
方
は
た
と
え
良
心
を
喪
壷
し
て
も
身
は
朝
廷
の
大
臣
で
あ
る
か
ら
、
政
治
の
施
設
と
そ
の
影
響
と
に
つ
い
て
、
専
門
的
な

常
識
を
具
え
て
お
り
、
限
界
を
越
え
て
遠
く
外
れ
る
ζ

と
を
好
ま
な
い
。

ζ

れ
に
反
し
越
高
は
官
官
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
経
験
は
狭
い
宮
廷
内

の
騒
引
き
に
止
ま
り
、
天
下
の
資
源
は
恰
も
無
限
な
も
の
の
よ
う
に
考
え
、
私
利
私
欲
を
計
っ
て
私
腹
を
肥
せ
ば
そ
れ
だ
け
自
己
に
有
利
に
と

思
い
乙
み
、
寄
生
虫
が
宿
主
の
血
を
吸
い
壷
し
て
宿
主
が
倒
れ
れ
ば
、
寄
生
虫
も
ま
た
契
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
ζ

と
に
思
い
至
ら
な
い
。

と
と
に
二

世
を
挟
ん
で
、
越
高
と
李
斯
と
の
聞
に
勢
力
争
い
が
起
る
の
で
あ
る
。

越
高
が
二
世
の
信
任
を
獲
得
す
る
た
め
に
、
ひ
た
す
ら
放
縦
自
逸
の
生
き
方
を
指
導
す
る
と
、
李
斯
は
乙
れ
に
封
抗
す
る
た
め
、
最
初
は
ζ

れ
に
同
調
す
る
か
の
如
き
言
僻
を
弄
し
て
二
世
の
歓
心
を
維
ど
う
と
試
み
た
。
そ
と
に
李
斯
に
似
合
わ
し
か
ら
ざ
る
幸
楽
を
勘
む
る
の
上
書
が

あ
る
所
以
で
あ
る
。



二
世
が
そ
の
兄
扶
蘇
を
排
除
し
て
即
位
し
た
乙
と
は
、
己
に
死
ん
だ
始
皇
の
威
光
を
懐
り
、
詔
書
を
偽
造
し
て
行
っ
た
乙
と
な
の
で
、
そ
の

員
相
が
次
第
に
知
れ
渡
っ
て
行
き
そ
う
に
な
る
と
、
王
族
重
臣
の
聞
に
反
抗
の
機
運
が
盛
り
上
っ
て
く
る
の
は
嘗
然
の
勢
で
あ
る
。
何
よ
り
も

と
の
黙
を
恐
れ
た
趨
高
と
二
世
は
、
先
手
を
打
っ
て
反
抗
し
そ
う
な
勢
力
を
次
々
と
粛
清
し
て
行
っ
た
。
そ
の
痛
に
は
従
来
の
法
律
で
は
不
十

分
な
の
で
新
た
に
酷
法
を
制
定
し
て
片
端
か
ら
容
疑
者
を
死
刑
に
虚
し
た
。
公
子
十
二
人
が
威
陽
の
市
で
刑
死
さ
れ
、
公
主
十
人
が
杜
の
祉
で

楳
刑
に
慮
せ
ら
れ
た
。
大
臣
蒙
氏
は
も
ち
ろ
ん
、
有
力
者
の
珠
滅
さ
れ
る
者
が
相
い
縫
い
だ
。
奏
の
恐
怖
政
治
は
始
皇
帝
以
前
か
ら
存
在
し
た

と
乙
ろ
で
あ
る
が
、
刑
罰
を
政
治
に
利
用
す
る
と
い
う
や
り
方
は
、

一
度
始
め
る
と
際
限
な
く
エ
ス
カ
レ
ー
ト
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
原
理

は
古
今
を
問
わ
ず
通
用
す
る
ら
し
い
。

乙
の
よ
う
な
極
度
の
抑
匪
政
治
が
評
判
の
良
か
ろ
う
筈
は
な
い
。
悪
評
は
階
層
を
越
え
て
嫌
が
っ
て
行
く
も
の
な
の
だ
。
超
高
は
そ
れ
が
二

世
の
耳
に
入
る
乙
と
を
恐
れ
た
。
暗
愚
な
二
世
は
自
分
も
張
本
人
の
一
人
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
、
超
高
一
人
に
責
を
負
わ
せ
て
慮
分
に
か
か

る
か
も
知
れ
な
い
か
ら
だ
。
趨
高
は
又
も
や
甘
言
を
以
て
二
世
を
誘
い
、
宮
中
の
宴
遊
に
涯
頭
さ
せ
、
群
臣
を
謁
見
さ
せ
る
こ
と
を
や
め
て
、

た
だ
超
高
と
の
み
政
治
の
相
談
ぞ
行
い
、
裁
決
を
彼
に
一
任
す
る
に
至
る
。
す
る
と
首
席
大
臣
の
李
斯
す
ら
も
位
か
ら
浮
き
上
り
、
容
易
に
二

世
に
近
付
く
ζ

と
が
出
来
ぬ
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
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二
世
と
超
高
と
の
拙
劣
な
政
治
は
、
た
だ
き
え
不
評
で
あ
っ
た

秦
の
政
治
に
劃
す
る
輿
論
の
反
抗
を
一
層
高
揚
さ
せ
、
始
皇
が
死
ん
忙
翌

年
、
二
世
の
治
世
元
年
七
月
に
は
早
く
も
陳
勝
、
臭
贋
が
叛
旗
を
掲
げ
て
丘
ハを
集
め
、
陳
の
故
園
の
跡
に
擦
っ
て
、
圏
を
張
楚
と
競
し
た
。
世

に
と
れ
を
陳
王
と
稿
す
る
。

乙
の
報
が
威
陽
に
達
す
る
と
、
超
高
は
努
め
て
事
貧
を
隠
蔽
し
、
二
世
に
射
し
て
は
、
鼠
矯
狗
倫
の
群
盗
で
憂
う
る
に
足
ら
ず
と
報
告
し
た

が
、
流
石
に
李
斯
に
は
事
の
重
大
き
が
理
解
で
き
に
。
二
世
に
謁
見
を
申
出
る
と
、
中
聞
に
立
っ
た
超
高
は
、
殊
更
に
二
世
が
逸
繁
に
耽
っ
て

高
奥
を
催
し
た
折
を
見
計
っ
て
、
李
斯
を
参
内
さ
せ
る
。
果
し
て
二
世
は
怒
っ
て
、
も
う
丞
相
の
顔
は
見
る
の
も
嫌
ピ
と
言
い
出
す
。
正
に
越
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高
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思
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。
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李
斯
と
し
て
は
園
家
存
亡
の
瀬
戸
際
に
立
た
さ
れ
、
も
は
や
超
高
と
針
決
す
る
乙
と
が
避
け
ら
れ
ぬ
と
悟
っ
た
か
、
始
め
て
上
書
し
て
超
高

の
短
を
弾
劾
し
に
。
併
し
も
う
遅
い
の
で
あ
る
。
超
高
の
手
中
に
丸
め
乙
ま
れ
て
い
る
二
世
は
、
反
っ
て
李
斯
を
罪
人
扱
い
に
し
て
越
高
に
乙

れ
を
按
治
さ
せ
た
。
そ
れ
に
は
絶
好
の
口
賓
が
あ
る
。
そ
れ
は
李
斯
の
長
子
李
由
が
、
三
川
郡
の
守
と
な
っ
て
、
陳
勝
等
の
叛
軍
と
気
脈
を
通
。

じ
て
い
る
と
言
ャ
フ
の
で
あ
る
。

秦
の
三
川
郡
は
、
河
水
、
洛
水
、
伊
水
の
三
河
に
よ
っ
て
名
を
得
た
と
言
わ
れ
る
が
、

そ
の
彊
域
は
判
然
と
し
な
い
。
た
だ
そ
の
名
稿
か
ら

考
え
て
、
現
今
の
洛
陽
か
ら
開
封
あ
た
り
迄
を
含
ん
だ
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
、
何
時
の
世
に
あ
っ
て
も
と
の
地
方
は
、
政
治
的
、
軍
事
的
に

重
要
な
土
地
で
あ
る
。
そ
の
治
所
は
後
陽
、
す
な
わ
ち
現
今
の
鄭
鯨
の
少
し
く
西
に
あ
り
、
従
っ
て
陳
勝
の
張
楚
園
と
は
近
距
離
に
あ
る
。
そ

一
向
に
討
伐
を
加
え
よ
う
と
せ
ぬ
の
は
、
敵
と
通
謀
し
文
書
を
往
来
し
て
い
る
に
違
い

な
い
と
い
う
理
由
で
あ
る
。
超
高
は
二
世
の
旨
を
受
け
て
李
斯
を
訊
問
し
、
李
由
と
共
に
謀
叛
し
に
嫌
疑
に
よ
っ
て
、
拷
聞
を
加
え
て
自
由
を

の
郡
守
李
白
が
、
境
内
を
賊
軍
の
横
行
す
る
に
任
せ
、

そ
乙
で
李
斯
は
獄
中
か
ら
上
書
し
て
、

そ
の
寛
を
訴
え
る
の
で
あ
る
が
、

乙
の
文
章
は
名
文
で
あ
る
。
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強
要
し
た
。

先
王
の
時
、
秦
の
地
は
千
里
に
過
ぎ
ず
、
丘
ハ
は
数
十
寓
の
み
。
臣
は
薄
材
を
壷
し
、
謹
み
て
法
令
を
奉
じ
(
中
略
)
、
還
に
六
園
を
品
兼
ね
、

其
の
王
を
虜
に
し
、
秦
を
立
て
て
天
子
と
魚
せ
り
。
罪
の

一
な
り
。
地
は
賢
か
ら
ざ
る
に
非
ず
。
又
北
は
胡
絡
を
逐
い
、
南
は
百
越
を
定

め
、
以
て
秦
の
強
を
見
わ
せ
り
。
罪
の
二
な
り
。
大
臣
を
隼
び
、
其
の
毎
位
を
盛
に
し
、
以
て
其
の
親
を
固
く
す
。
罪
の
三
な
り
。

以
下
、
罪
の
七
ま
で
績
い
て
、
自
己
の
功
績
を
列
翠
し
て
、
二
世
の
心
を
動
か
そ
う
と
し
た
が
、
中
聞
に
立
っ
て
い
る
超
高
は
乙
の
上
書
を

も
握
り
潰
し
て
、
上
奏
し
な
か
っ
た
。
反
っ
て
二
世
か
ら
の
特
命
の
使
者
、
御
史
、
謁
者
、
侍
中
で
あ
る
と
稿
し
て
自
己
の
私
人
を
や
り
、
獄

中
の
李
斯
を
案
聞
き
せ
、
李
斯
が
希
墓
を
抱
い
て
員
情
を
吐
露
す
る
と
、
反
っ
て
其
の
度
に
懲
治
を
受
け
て
痛
め
つ
け
ら
れ
る
。
李
斯
の
方
で

は
こ
り
こ
り
し
て
い
る
時
を
見
計
っ
て
、
今
度
は
木
賞
に
二
世
の
使
者
が
李
斯
の
貫
情
調
査
に
や
っ
て
き
た
。
李
斯
は
既
に
あ
き
ら
め
て
い
る

ζ

れ
以
上
の
苦
痛
を
避
け
る
震
に
、
何
を
訊
れ
で
も
反
抗
せ
ず
に
、
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
た
罪
献
を
そ
の
ま
ま
承
認
し
た
。
使
者
が
李
斯

の
で
、



の
供
述
を
持
ち
蹄
っ
て
二
世
に
示
す
と
、
二
世
は
喜
ん
で
、
す
ん
で
の
所
で
李
斯
め
に
証
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
、
越
高
の
明
察
を
賞
し
た
。

二
世
の
二
年
七
月
、
李
斯
に
死
刑
の
剣
決
が
下
り
、

獄
中
か
ら
引
き
出
さ
れ
、
威
陽
の
市
に
お
い
て
腰
斬
に
昆
せ
ら
れ
た
。
李
斯
は
同
じ
刑

に
問
わ
れ
た
中
子
に
向
い
、

吾
れ
汝
と
復
た
び
黄
犬
を
牽
き
、
倶
に
上
奈
の
東
門
を
出
で
て
技
兎
を
逐
わ
ん
と
欲
す
る
も
、
宣
に
得
べ
け
ん
や
。

と
歎
息
し
、
相
い
突
し
て
死
に
つ
い
た
。

乙
れ
に
連
坐
し
て
三
族
が
皆
な
夷
げ
ら
れ
た
。
長
子
の
李
由
は
乙
れ
よ
り
先
、
楚
の
項
羽
の
た
め
に

攻
殺
さ
れ
て
い
た
。

を
立
て
た
が
、
子
嬰
は
越
高
を
殺
し
て
そ
の
三
族
を
夷
げ
、

李
斯
列
俸
は
こ
の
後
に
エ
ピ
ロ
ー
グ
が
つ
い
て
い
て
、
超
高
が
二
世
に
劃
し
て
鹿
を
馬
と
言
い
、
還
に
は
二
世
を
叫
糾
し
て
、

そ
の
子
嬰
も
ま
た
漢
の
高
祖
に
降
り
、

そ
の
甥
の
子
嬰

や
が
て
楚
の
項
羽
に
殺
さ
れ
る
ま
で
の
鰹

緯
を
記
し
て
い
る
。

上
書
五
通
の
出
慮
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上
に
述
べ
た
所
で
分
る
よ
う
に
、
李
斯
列
俸
は
あ
り
合
せ
の
材
料
を
た
だ
年
代
順
に
列
べ
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
務
め
敷
設
し
た
軌
道
の

上
に
、
起
承
轄
結
の
順
を
追
っ
て
李
斯
の

一
生
を
展
開
さ
せ
た
文
同
学
的
な
作
品
、
一
篇
の
ド
ラ
マ
で
あ
る
と
見
て
よ
い
。
と
と
ろ
で
歴
史
と
文

事
と
は
も
と
も
と
性
質
の
遣
う
も
の
で
あ
る
が
、
併
し
歴
史
の
記
述
が
文
筆
的
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
理
窟
は
な
い
。
但
し
そ
れ
は
何
虚

ま
で
も
、
先
ず
歴
史
の
約
束
を
守
っ
て
か
ら
の
上
で
の
と
と
で
あ
る
べ
き
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

そ
ん
な
ら
ば
第
一
に
李
斯
列
俸
は
如
何
な
る
史
料
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
が
問
題
で
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
今
日
か
ら
こ
れ
を
貧
誼
す
る
こ
と

た
花
や
り
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
或
る
程
度
ま
で
は
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

先
ず
李
斯
列
俸
の
中
に
は
五
件
の
上
書
が
含
ま
れ
て
い
る
。
列
俸
の
本
文
に
は
、
そ
の
何
れ
に
も
題
目
が
附
け
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
、
今
便

宜
上
、
最
可
均
の
「
全
秦
文
」
に
附
け
ら
れ
た
題
目
を
借
用
し
よ
う
と
思
う
。

は
不
可
能
で
あ
る
。
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ハ
円
上
書
諌
逐
客

こ
れ
は
普
通
に
「
逐
客
論
」
と
稽
せ
ら
れ

「
績
文
章
軌
範
」
な
ど
、
諸
種
の
ア
ン

ソ
ロ
ジ
ー
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。

。
議
焼
詩
書
百
家
語

乙
れ
は
略
々
同
文
が
始
皇
本
紀
に
も
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
始
皇
在
位
三
十
四
年
の
乙
と
で
あ
る
。

二
世
に
向
っ
て
逸
楽
を
勧
め
た
上
書
で
、
大
臣
の
上
書
と
し
て
は
似
合
わ
し
か
ら
ざ
る
も
の
。

伺
上
書
割
二
世

帥
上
書
言
越
高

田
獄
中
上
書

二
世
に
劃
し
て
越
高
を
弾
劾
し
た
も
の
。

越
高
と
の
闘
争
に
敗
れ
て
獄
中
よ
り
二
世
に
訴
え
、
自
己
の
功
績
を
述
べ
て
二
世
の
翻
意
を
求
め
に
も
の
。

そ
の
中
に
引
用
さ
れ
た
上
書
奏
議
の
類
は
、
概
ね
出
所
の
正
し
い
も
の
と
し
て
、
議
論
の
正
否
は
暫
く
措
き、

史
料
と
し
て
は
根
本
的
な
も
の
と
し
て
高
く
評
債
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
る
。
然
ら
ば
乙
の
李
斯
列
俸
の
場
合
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。

き
て
後
世
の
史
書
な
ら
ば
、

乙
の
問
題
に
つ
い
て
一
つ
の
手
懸
り
を
興
え
る
の
が
右
の
中
の

ωで
あ
る
。

と
言
う
の
は
、

と
れ
が
始
皇
本
紀
の
中
に
あ
る
も
の
と
略
々
同

文
ピ
か
ら
で
あ
る
。
秦
本
紀
及
び
始
皇
本
紀
は
、
恐
ら
く
漢
の
史
官
に
識
せ
ら
れ
て
い
た
秦
記
系
統
の
史
料
に
依
る
所
が
多
い
と
思
わ
れ
、
果

し
て
然
り
と
す
れ
ば
、
第
一
等
の
根
本
史
料
た
る
を
失
わ
な
い
。
但
し
史
記
は
と
の
史
料
を
採
用
す
る
に
嘗
っ
て
、
ニ
子
一
句
を
忠
買
に
轄
寓

し
に
の
で
は
な
か
っ
た
。
何
と
な
れ
ば
今
雨
者
を
比
較
す
る
と
、

重
要
な
貼
に
於
い
て
彼
此
出
入
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

先
に
私
が
李
斯
俸
記
の
概
要
を
述
べ
る
際
に
、
李
斯
が
思
想
統
制
を
献
議
し
、
始
皇
の
裁
可
を
受
け
て
貫
施
す
る
に
至
っ
た
経
緯
を
記
し
た
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部
分
は
、
便
宜
上
、
始
皇
本
紀
の
記
載
に
撲
っ
た
の
で
あ
る
。
今
そ
の
統
制
の
内
容
を
更
に
詳
し
く
述
べ
れ
ば
、

臣
請
う
ら
く
は
、
史
官
の
秦
の
記
に
非
ざ
る
も
の
は
皆
な
之
を
焼
か
ん
。
博
士
官
の
職
と
す
る
所
に
非
ず
し
て
、
天
下
敢
て
詩
書
百
家
の

語
を
臓
す
る
者
あ
ら
ば
、
悉
く
守
尉
に
詣
り
、
雑
え
て
之
を
焼
か
ん
。
敢
て
〔
詩
書
を
〕
偶
語
す
る
あ
ら
ば
奔
市
せ
ん
。
古
を
以
て
今
を

非
と
す
る
者
は
族
せ
ん
。
吏
に
し
て
見
知
し
て
奉
げ
ざ
る
者
は
輿
に
罪
を
同
じ
く
せ
ん
。

と
あ
る
が
、
李
斯
列
俸
に
お
い
て
は
、
こ
れ
に
嘗
る
部
分
は
甚
だ
短
く
、

臣
請
う
ら
く
は
、
諸
の
文
築
詩
書
百
家
の
語
あ
る
者
は
、
錨
除
し
て
之
を
去
ら
ん。

と
あ
る
の
み
で
あ
る
。

乙
の
下
に
は
更
に
績
け
て
、



令
下
り
て
三
十
日
に
し
て
焼
か
ぎ
る
は
、
鯨
し
て
城
旦
と
篤
さ
ん
。
去
ら

g
る
所
の
者
は
町
四
繋
卜
盤
種
樹
の
書
な
り
。
若
し
法
令
を
皐
ば

ん
と
す
る
あ
ら
ば
、
吏
を
以
て
師
と
帰
せ
。

と
あ
り
、
李
斯
列
俸
の
文
も
略
々
同
様
で
あ
る
。
南
者
を
比
較
す
る
と
、
本
紀
の
文
が
原
史
料
の
面
目
を
よ
り
よ
く
俸
え
、
列
俸
の
文
は
乙

れ
に
節
略
を
加
え
た
に
違
い
な
い
乙
と
が
直
に
察
知
さ
れ
る
。

な
お
こ
の
前
文
に
、
本
紀
で
は
今
皇
帝
の
三
字
が
あ
り
、

乙
れ
は
秦
代
の
記
録
に
屡
々
現
わ
れ
る
表
現
で
、
今
と
い
う
副
調
に
皇
帝
の
二
字

を
添
え
、
前
代
に
射
し
て
秦
代
に
は
、
と
い
う
意
味
を
持
た
せ
た
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
李
斯
列
惇
で
は
乙
れ
を
、
今
陛
下
の
三
字
に
書
き
改

め
て
い
る
。
乙
の
時
代
に
は
後
世
の
よ
う
に
皇
帝
陛
下
と
績
け
る
用
法
が
な
く
、
陛
下
と
い
う
字
は
皇
帝
と
い
う
字
の
代
替
と
し
て
用
い
ら
れ

て
い
る
。
そ
し
て
陛
下
と
い
う
表
現
は
、
ど
う
や
ら
漢
代
に
な
っ
て
か
ら
盛
ん
に
用
い
ら
れ
る
に
至
っ
た
言
葉
と
思
わ
れ
る
。
乙
の
貼
か
ら
も

本
紀
の
文
の
方
が
原
文
に
近
く
、
列
俸
の
文
は
そ
れ
を
轄
篤
し
た
に
違
い
な
い
と
い
う
傍
誼
に
な
る
と
言
え
る
で
あ
ろ

李
斯
の
上
書
∞
は
、

ャ
「
ノ
。

但
し
李
斯
の
上
書
は
司
馬
遷
が
直
接
秦
記
の
如
、
き
政
府
所
臓
の
史
料
に
用
い
た
か
ど
う
か
に
は
、
な
お
疑
問
が
残
る
。
と
い
う
の
は
漢
代
ま

で
、
も
う
少
し
二
次
的
で
便
利
な
史
料
が
存
在
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
漢
書
義
文
志
」
春
秋
家
の
中
に
、
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奏
事
二
十
篇
(
奏
時
の
大
臣
の
奏
事
及
び
名
山
に
刻
石
せ
る
の
文
な
り
)

と
あ
っ
て
、

と
れ
は
秦
代
の
歴
史
を
書
く
に
は
、
正
に
打
っ
て
つ
け
の
史
料
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
し
て
と
の
よ
う
な
種
類
の
本
が
秦
代
に
編

纂
さ
れ
る
べ
き
理
由
が
昔
時
確
か
に
存
在
し
に
。
そ
れ
は
始
皇
以
来
、
象
問
と
は
嘗
世
に
必
要
な
賓
務
の
開
学
習
ば
か
り
で
あ
る
が
、
従
っ
て
将

来
や
や
高
級
の
官
僚
と
も
な
ろ
う
と
す
れ
ば
、
過
去
の
大
臣
等
が
賞
際
に
上
書
し
た
奏
議
、
或
い
は
刻
石
の
銘
文
な
ど
を
手
本
と
し
て
習
っ
て

お
く
必
要
が
あ
る
。
自
分
た
ち
に
も
何
時
か
は
賞
地
に
臨
服
用
す
る
時
が
来
る
か
も
知
れ
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
各
官
街
に
は
と
の
よ
う
な
書

籍
を
数
科
書
と
し
て
備
え
付
け
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
既
に
そ
の
よ
う
な
書
籍
が
編
ま
れ
る
な
ら
ば
、
李
斯
の
上
書
な
ど
は
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最
も
遁
嘗
な
文
例
と
し
て
、
ま
っ
先
に
採
用
さ
れ
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。
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「
奏
事
」
二
十
篇
、

乙
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
口
の
上
書
は
、
別
に
政
府
史
官
の
秦
記
の
よ
う
な
貴
重
圃
書
に
直
接
嘗
ら
な
く
て
も
、
乙
乙
に
翠
げ
ら
れ
た

又
は
こ
れ
に
類
す
る
書
が
あ
れ
ば
十
分
に
役
に
立
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
更
に
考
う
る
に
付
上
書
諌
逐
客
の
文
も
同
じ
書
籍

の
中
に
見
出
せ
た
で
あ
ろ
う
。

李
斯
列
俸
の
中
に
は
見
え
な
い
で
、
反
っ
て
始
皇
本
紀
の
中
に
出
て
い
る
李
斯
の
上
奏
に
、
議
贋
封
建
の
一
文
が
あ
る
。

と
れ
は
始
皇
二
十

六
年
に
、
天
下
一
統
の
後
、

丞
相
王
結
等
が
燕

・
宵
・
荊
等
の
遠
地
に
諸
子
を
封
じ
て
王
と
な
さ
ん
と
請
い
、
群
臣
も
大
か
に
は
賛
成
し
た
中

に
、
ひ
と
り
廷
尉
の
李
斯
が
反
劉
を
唱
え
、
封
建
は
行
く
行
く
天
下
大
乱
の
原
因
に
な
る
と
申
立
て
て
始
皇
を
諌
め
た
の
で
あ
っ
た
。
乙
の
李

斯
の
議
な
と
も
恐
ら
く

「
奏
事
」
二
十
篇
の
中
に
見
出
す
乙
と
が
出
来
た
で
あ
ろ
う
。

そ
ん
な
ら
ば
李
斯
列
惇
中
に
見
え
る
他
の
上
書
も
ま
た
、
確
か
な
史
料
に
基
い
た
文
章
で
あ
ろ
う
か
と
言
う
と
、
貫
は
そ
う
は
言
え
な
い
の

で
あ
る
。
最
も
怪
し
い
と
思
わ
れ
る
も
の
か
ら
先
ず
問
題
と
し
た
い
が
、

そ
れ
は
伺
獄
中
上
書
で
あ
る
。

乙
の
上
書
は
前
に
も
一
寸
鯛
れ
に
が
、
李
斯
が
自
己
の
功
績
を
述
べ
て
、
し
か
も
そ
れ
を
罪
の
一
な
り
と
数
え
初
め
て
、
罪
の
七
に
至
っ
て

い
る
も
の
で
あ
る
が
、
第
一
の
罪
の
説
明
が
非
常
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
に
、
第
二
以
下
は
ず
っ
と
簡
単
に
な
り
、

ほ
ん
の
概
要
に
止
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ま
っ
て
い
る
の
は
、
前
後
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
で
あ
る
と
い
う
感
じ
を
受
け
る
。
恐
ら
く
何
か
基
つ
く
所
の
あ
る
原
文
を
轄
寓
す
る
際
に
節
略
を
加

え
た
に
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
全
世
と
し
て
緊
迫
感
を
読
者
に
興
え
る
名
文
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
李
斯
列
俸
に
よ
る
と
、
李
斯
が
乙
の
上
書
を
奉
る
と
、
越
高
は
吏
を
し
て
棄
去

っ
て
奏
せ
き
ら
し
め
、
囚
人
の
身
を
以
て
安
ん
ぞ

上
書
す
る
を
得
ん
、

と
言
っ
た
と
言
う
。
李
斯
が
い
ま
霊
園
い
に
ば
か
り
の
上
書
が
棄
て
去
ら
れ
た
の
な
ら
ば
、

乙
れ
は
政
府
の
史
官
の
許
に
保

管
さ
れ
る
乙
と
は
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。

乙
の
上
書
は
李
斯
が
殺
さ
れ
る
二
世
二
年
七
月
、
若
し
く
は
そ
の
直
前
の
乙
と
で
あ
り
、
翌
年
八
月

に
は
二
世
が
越
高
に
殺
さ
れ
、

そ
の
翌
九
月
に
は
超
高
も
殺
さ
れ
、
更
に
そ
の
翌
月
に
は
柿
公
劉
邦
が
威
陽
に
入
っ
て
秦
王
朝
が
滅
び
て
い
る

が
、
乙
の
よ
う
な
動
蹴
の
際
に

ど
う
し
て
一
旦
棄
て
去
ら
れ
た
李
斯
の
上
書
が
残
存
す
る
可
能
性
が
あ
る
忙
ろ
う
か
。

乙
う
考
え
て
く
る

と

乙
の
上
書
は
明
か
に
後
人
の
創
作
だ
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



す
る
と
李
斯
列
俸
に
載
せ
ら
れ
た
彼
の
上
書
と
稽
せ
ら
れ
る
五
逼
の
中
に
、
ハ
円
上
書
諌
逐
客
、
。
議
焼
詩
書
百
家
語
の
よ
う
な
、
あ
る
程
度

信
頼
す
べ
き
史
料
に
依
っ
た
も
の
と
、
伺
獄
中
上
書
の
よ
う
に
、
後
人
が
嘗
時
の
事
情
を
推
察
し
て
創
作
し
た
も
の
と
二
種
類
が
あ
る
乙
と
に

な
る
。
そ
ん
な
ら
ば
他
の
二
通
の
上
書
は
そ
の
何
れ
に
属
せ
し
め
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

二
通
の
う
ち
、
伺
獄
中
上
書
に
近
い
性
質
を
も
つ
の
は
同
上
書
言
超
高
で
あ
る
。

こ
れ
も
内
容
か
ら
見
て
、
嘗
時
の
権
力
者
越
高
に
反
射
す

ま
た
民
聞
に
流
れ
て
好
事
家
の
聞
に
停
播
し
そ
う
な
機
舎
あ
り
と
も
考
え

る
も
の
で
あ
る
以
上
、

政
府
の
史
官
に
保
存
さ
れ
よ
う
筈
は
な
く
、

ら
れ
そ
う
に
な
い
。

や
は
り
ζ

れ
は
伺
と
同
じ
く
後
人
の
創
作
に
違
い
あ
る
ま
い
。

次
は
同
上
書
封
二
世

で
あ
る
が
、

ζ

の
内
容
は
天
子
に
逸
楽
を
勧
め
る
と
い
う
所
が
珍
無
類
で
あ
る
。
更
に
そ
の
文
章
を
検
べ
る
と
、
秦

代
ら
し
か
ら
ぬ
表
現
が
甚
だ
多
い
の
が
自
に
つ
く
。
例
え
ば
、
申
韓
之
明
術
、
能
明
申
韓
之
術
、
雄
申
韓
復
生
と
い
う
よ
う
な
句
が
あ
る
が
、

申
は
言
う
ま
で
も
な
く
申
不
審
で
韓
昭
侯
(
前
三
五
八
|
一
一
一
一
一
一
一
一
一
年
在
位
〉
に
仕
え
た
と
吾
一

T
Jか
ら
、
李
斯
よ
り
も
百
年
以
上
も
前
の
人
で
あ
る
。

更
に
文
中
に
、
韓
子
日
、

と
し
て
二
箇
僚
を
引
用
す
る
が
、
韓
非
子
の
能
を
嫉
ん
で
之
を
死
地
に
陥
れ
た
と
稽
せ
ら
れ
る
李
斯
が
、
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そ
れ
を
彼
と
同
門
の
韓
非
子
と
合
せ
て
申
韓
と
稽
す
る
の
は
甚
だ
似
合
わ
し
く
な
い
。

上
書
の

文
に
同
輩
の
韓
非
子
を
引
用
す
る
と
は
一
寸
考
え
ら
れ
ぬ
乙
と
で
あ
る
。

な
お
乙
の
文
中
に
世
間
の
賢
主
と
稀
せ
ら
れ
る
名
君
の
徳
と
は
、
死
則
有
賢
明
之
誼
也
、
と
定
義
し
て
い
る
が
、
秦
は
始
皇
帝
が
天
子
と
な

る
と
同
時
に
、
群
臣
が
議
し
て
前
君
主
に
射
し
誼
を
贈
る
制
度
を
慶
し
た
と
と
は
史
上
に
有
名
な
事
賓
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
の
時
の
朝

議
に
興
っ
た
筈
の
李
斯
が
こ
ん
な
乙
と
を
二
世
に
劃
し
て
言
う
筈
は
な
い
。
以
上
の
よ
う
な
見
地
か
ら
骨
は
ど
う
考
え
て
も
、
李
斯
が
貫
際
に

し
か
も
相
嘗
年
代
の
下
っ
た
人
の
手
に
な
る
創
作
と
し
か
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

そ
う
か
と
言
っ
て
乙
の
三
通
の
上
書
が
、
皆
な
司
馬
遁
の
自
作
と
も
考
え
ら
れ
ず
、
彼
は
恐
ら
く
何
等
か
の
史
料
を
利
用
し
て
輔
骨
持
し
た
に

違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
司
馬
遷
は
卓
越
し
た
史
家
に
は
違
い
な
い
が
、
但
し
今
日
の
よ
う
な
巌
密
な
史
料
批
判
の
皐
は
ま
だ
な
か
っ
た
上、

史
料
が
少
な
い
時
代
で
あ
っ
た
か
ら
、
若
し
利
用
す
べ
き
も
の
が
あ
れ
ば
、
あ
ま
り
深
い
検
討
を
加
え
る
乙
と
な
く
、
そ
の
ま
ま
「
史
記
」
の

上
書
し
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
賓
際
は
赤
の
他
人
、
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中
に
取
り
込
ん
に
例
は
甚
ピ
多
く
、
乙
の
場
合
に
限
っ
た
乙
と
で
は
な
い
。

そ
ん
な
ら
彼
は
ど
ん
な
史
料
を
利
用
し
た
か
、
と
言
え
ば
、
も
ち
ろ
ん
自
信
を
持
つ
て
は
答
え
ら
れ
な
い
が
、

で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
漢
書
」
華
文
志
縦
横
家
の
中
に

零
陵
令
信

一
篇

(
秦
の
相
李
斯
を
難
ず
)

そ
れ
ら
し
い
心
首
り
が
な
い

と
あ
る
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
乙
ん
な
書
は
今
日
残
っ
て
い
な
い
。
信
な
る
人
物
の
姓
す
ら
も
分
つ
て
は
い
な
い
。
併
し
察
す
る
と
乙
ろ
、

ζ

れ
は
李
斯
の
議
論
を
先
ず
翠
げ
て
、
次
に
著
者
の
難
、
す
な
わ
ち
反
駁
を
述
べ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
縦
横
家
で
あ
る
か
ら
必
ず
し
も
史
貨
を

頼
り
と
せ
ず
、
鼎
論
の
説
得
力
を
競
う

一
種
の
創
作
で
あ
っ
て
よ
い
。
事
文
志
の
下
文
に
は
縦
横
家
な
る
も
の
の
性
質
を
述
べ

て、

邪
人
が
之
を
魚
す
に
及
び
て
は
、
則
ち
詐
援
を
上
び
て
其
の
信
を
棄
つ
(
師
古
田
く
、
設
は
詐
言
な
り
)
。

と
言
っ
て
い
る
。
恐
ら
く
司
馬
遷
は
こ
の
よ
う
な
書
の
中
か
ら
、
李
斯
の
議
論
と
さ
れ
て
い
る
部
分
を
採
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

四

越
高
と
そ
の
三
人
の
仇
の
物
語
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ζ

の
よ
う
に
し
て
李
斯
列
停
か
ら
上
書
五
逼
を
除
い
て
見
る
と
、

あ
と
に
残
る
の
は
李
斯
の
行
事
の
梗
概
と
、

そ
れ
に
趨
高
と
の
鹿
酬
で
あ

る
。
そ
こ
で
次
に
我
々
が
検
討
を
加
え
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、

乙
の
列
俸
の
大
部
分
を
占
め
る
趨
高
と
の
葛
藤
は
如
何
な
る
史
料
に
擦
っ
て
書
か

れ
た
か
の
問
題
で
あ
る
。

こ
こ
で
珠
め
考
慮
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
李
斯
と
越
高
と
の
間
の
問
答
は
、
秘
中
の
秘
、
何
人
も
他
か
ら
伺
う
ζ

と
を
叶
訂
さ
れ
な

い
極
秘
の
相
談
が
多
い
乙
と
で
あ
る
。
始
皇
の
死
の
直
後
、
超
高
は
二
世
胡
亥
に
勤
め
て
奪
嫡
の
計
を
な
す
の
で
あ
る
が
、

乙
れ
は
二
人
だ
け

の
聞
に
極
秘
に
進
め
ら
れ
た
問
答
で
あ
っ
て
、
第
三
者
は
誰
一
人
と
し
て
輿
り
聞
く
を
得
な
い
。
嘗
事
者
二
人
も
後
々
ま
で
、
誰
も
他
人
に
打

ち
あ
げ
ら
れ
な
い
。
若
し
他
人
に
感
付
か
れ
た
だ
け
で
も
重
大
な
結
果
を
惹
き
起
乙
す
で
あ
ろ
う
。
次
に
越
高
は
李
斯
を
説
、
き
ふ
せ
て
こ
の
陰

謀
に
加
措
さ
せ
る
が
、
乙
の
問
答
も
ま
に
雨
人
の
聞
だ
け
に
限
ら
れ
に
も
の
で
あ
る
。
李
斯
の
合
意
を
得
る
と
、
今
度
は
二
世
と
合
せ
て
三
人



し
か
も
三
人
以
外
に
射
し
て
は
絶
封
の
秘
密
が
保
た
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
若
し
外
部
に
洩
れ
れ
ば
三
人
と

も
致
命
傷
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
の
三
人
の
聞
に
交
さ
れ
た
問
答
は
、
到
底
史
料
と
し
て
昔
時
に
も
後
世
に
も
俸
わ

り
得
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
そ
れ
は
創
作
に
外
な
ら
な
い
。

創
作
と
見
る
時
、

ζ

の
部
分
は
讃
者
の
サ
ス
ペ
ン
ス
を
誘
う
べ
く
、
甚
だ
巧
妙
に
、
ま
た
数
果
的
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
。
始
皇
の
詔
令
を
偽

作
し
て
長
子
を
殺
し
、
少
子
胡
亥
ぞ
後
継
者
に
し
よ
う
と
い
う
陰
謀
を
打
ち
あ
げ
ら
れ
た
時
、
胡
亥
は
決
し
て
卸
座
に
は
承
知
し
な
い
。

だ
け
が
共
通
の
場
を
持
つ
が
、

兄
を
贋
し
て
弟
を
立
つ
る
は
、
是
れ
不
義
な
り
。
父
の
詔
を
奉
ぜ
ず
し
て
死
を
畏
る
は
是
れ
不
孝
な
り
。

と
言
っ
て
、
徳
義
を
振
り
か
や
さ
し
て
員
向
か
ら
反
劃
す
る
。

そ
れ
は
尤
な
と
と
行
。
若
し
胡
亥
が
ζ

の
立
場
を
押
通
せ
ば
、
超
高
の
陰
謀
は
根

本
か
ら
覆
え
る
。
そ
う
し
た
ス
リ
リ
ン
グ
な
場
面
を
表
わ
し
つ
つ
、
越
古
同
が
懸
河
の
鼎
を
振
っ
て
ま
く
し
た
て
、
形
勢
を
盛
返
し
て
結
局
悪
事

に
加
携
さ
せ
る
に
成
功
す
る
。
次
は
李
斯
の
番
で
あ
る
が
、
李
斯
も
最
初
は
や
は
り
、

安
ん
ぞ
亡
園
の
言
を
得
ん
や
。
此
れ
人
臣
の
嘗
に
議
す
べ
き
所
に
非
、
ざ
る
な
り
。
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と
援
ね
つ
け
る
。
併
し
越
高
が
執
劫
に
利
害
を
述
べ
て
説
き
つ
け
る
と
、
本
来
は
優
柔
不
断
な
、
書
記
的
な
才
能
し
か
持
た
な
い
李
斯
は
次
第

・
次
第
に
軟
化
し
て
屈
服
す
る
。

嵯
乎
。
濁
り
飢
世
に
遭
う
。
既
に
以
て
死
す
る
能
わ
ず
。
安
く
に
か
命
を
託
せ
ん
や
。

と
歎
息
し
な
が
ら
、
良
心
を
買
渡
し
て
し
ま
う
。
い
っ
た
ん
悪
魔
の
岡
崎
き
に
乗
せ
ら
れ
て
、
身
を
任
し
た
上
は
、
彼
の
運
命
は
急
轄
直
下、

奈

落
の
底
へ
沈
ん
で
行
き
、
も
が
け
ば
も
が
く
ほ
ど
深
み
に
は
ま
っ
て
、
最
後
は
三
族
を
夷
げ
ら
れ
る
と
い
う
悲
劇
に
移
る
の
で
あ
る
。

そ
ん
な
ら
乙
う
い
う
物
語
の
作
者
は
誰
か
、
と
言
え
ば
そ
れ
は
外
な
ら
ぬ
民
衆
な
の
で
あ
る
。
私
の
考
に
よ
れ
ば
古
代
中
園
は
都
市
圏
家
的

社
曾
で
あ
匂
漢
代
ま
で
は
春
秋
時
代
の
都
市
園
家
に
お
け
る
古
代
市
民
的
生
活
が
濃
厚
に
残
っ
て
い
た
。
古
代
市
民
に
は
社
交
場
が
必
要
で

あ
っ
た
。
そ
の
必
要
に
庭
ず
る
の
が
市
で
あ
り
、
都
市
に
お
け
る
市
は
翠
に
商
品
交
易
の
場
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
市
民
の
憩
い
の
場
、

娯
楽
の
場
で
あ
る
こ
と
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
ア
ゴ
ラ
、
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ロ
ー
マ
に
お
け
る
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
。
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と
い
う
よ
う
な
非
難
を
聞
く
こ
と

屡
々
で
あ
る

若
し
も
比
較
し
損
つ
に
な
ら
ば
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
問
題
で
あ
る

が
、
と
れ
ま
で
そ
の
仕
損
っ
た
貼
を
指
摘
さ
れ
た
乙
と
は
聞
い
て
い
な
い
。
抑
も
問
題
は
、

始
め
か
ら
左
様
な
観
黙
を
以
て
提
起
さ
る

、べ
き
で

西
洋
と
比
較
し
た
ピ
げ
で
あ
る
。

と
の
よ
う
な
私
の
考
に
劃
し
て
、

そ
れ
は
あ
ま
り
に
西
洋
に
引
き
つ
け
た
解
揮
で
あ
る
、

が
、
西
洋
に
引
き
つ
け
た
の
で
な
く
、

な
い
。
人
類
が
祉
禽
生
活
に
お
い
て
要
求
す
る
所
は
、

娯
柴
の
場
が
必
要
な
ζ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
の
で
、
私
は
そ
れ
を
探
し
て
市
に
外
な
ら
ぬ
乙
と
を
突
き
と
め
、

西
も
東
も
そ
ん
な
に
違
っ
た
も
の
で
は
な
い
筈
で
あ
る
。
古
代
人
に
も
集
舎
、
社
交
、

そ
れ
が
西
洋
の
市
の
機
能
と

甚
だ
類
似
し
て
い
る
乙
と
が
、
結
果
と
し
て
判
明
し
た
の
で
あ
っ
た
。

さ
て
戦
闘
・
秦
漢
代
の
都
禽
に
お
け
る
市
で
は
、
市
民
が
集
る
と
、
其
中
の
二
人
、
乃
至
三
人
が
役
者
と
な
り
所
作
事
を
演
じ
、
科
白
を
述

べ
て
、
物
語
り
を
準
行
さ
せ
て
、
民
衆
の
喝
采
の
う
ち
に
時
間
を
潰
し
た
。
ζ

れ
を
偶
語
と
稿
し
た
。
偶
語
家
、
か
専
門
職
と
な
っ
て
王
侯
に
仕

@
 

え
る
と
、

ζ

れ
を
優
と
稿
し
た
。
寅
は
始
皇
の
時
代
に
、
李
斯
の
献
議
で
民
聞
に
お
け
る
一
切
の
偶
語
を
厳
禁
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
始
皇
本

紀
三
十
四
年
の
僚
に

有
敢
偶
語
詩
書
棄
市

と
あ
る
が
、
右
の
書
は
者
の
-
謀
、
詩
は
街
字
と
思
わ
れ
る
。
上
か
ら
誼
ん
で
来
る
と
、
此
慮
に
は
是
非
と
も
者
と
い
う
字
が
必
要
で
あ
る
が
、

先
ず
乙
れ
を
書
と
誤
っ
た
の
で
そ
れ
で
は
意
味
が
逼
ぜ
ぬ
か
ら
、
上
文
に
詩
書
と
あ
る
の
を
見
、
意
を
以
て
詩
字
を
補
っ
た
に
違
い
な
い
。
果
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し
て
「
史
記
」
巻
八
高
祖
本
紀
、

漢
元
年
十
月
の
僚
に
、
高
租
が
威
陽
に
入
り
、

父
老
に
射
し
て
秦
の
苛
法
を
述
、
へ
た
際
に

偶
語
者
棄
市

と
記
し
て
い
る
が
乙
れ
が
正
し
い
。
き
て
偶
語
の
意
味
は
始
皇
本
紀
同
僚
下
の
集
解
に
、

雁
勧
日
く
、
民
の
緊
語
を
禁
ず
。
其
の
己
を
語
る
を
畏
る
る
な
り
。

と
あ
る
。
但
し
偶
字
が
衰
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
の
で
、
正
義
に
は

偶
は
桝
到
な
り
。



と
言
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
誤
解
を
避
け
ん
が
た
め
で
あ
る
。
乙
の
南
保
の
言
わ
ん
と
す
る
所
は
、
偶
語
の
文
字
の
意
味
は
封
語
、
す

な
わ
ち
二
人
が
相
謝
し
て
問
答
針
話
す
る
乙
と
で
あ
る
が
、
寅
際
に
は
多
く
の
人
衆
を
褒
め
て
聴
衆
と
し
、
時
に
は
そ
れ
が
時
事
問
題
に
及
ん

で
嘗
路
者
を
語
る
結
果
に
な
る
乙
と
も
あ
っ
た
、
と
言
う
に
あ
る
。

「
史
記
」
に
お
い
て
は
李
斯
列
俸
の
場
合
の
み
な
ら
ず
、

ζ

の
よ
う
な
民
間
の
説
話
を
そ
の
ま
ま
資
料
に
用
い
た
所
が
甚
だ
多
い
の
で
あ
っ

て
、
殊
に
内
容
が
面
白
い
話
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
特
に
然
り
と
す
る
。

と
乙
ろ
で
李
斯
列
俸
は
起
承
の
二
段
と
、
轄
結
の
二
段
と
で
、

そ
の
雰
園
気
が
全
然
違
う
乙
と
は
注
意
す
べ
き
現
象
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば

後
二
段
に
お
い
て
は
名
目
的
の
主
人
公
は
李
斯
で
あ
り
な
が
ら
、
賓
際
に
活
躍
す
る
の
は
越
高
で
あ
り
、
李
斯
の
方
は
頗
る
生
彩
の
な
い
ワ
キ

役
を
勤
め
て
い
る
に
、過
ぎ
な
い
。

と
す
れ
ば
司
馬
遷
は
い
っ
た
い
如
何
な
る
種
類
の
偶
語
を
資
料
と
し
て
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ど
う
や
ら

そ
の
物
語
は
李
斯
が
主
役
で
は
な
か
っ
た
ら
し
く
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
、
李
斯
列
俸
の
後
半
、
轄
結
の
二
段
に
お
い
て
、
主
役
を
奪
っ
て
活
躍
す
る
超
高
の
性
格
で
あ
る
が
、

そ
れ
が
悪
役
で
あ
る
か
ら
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に
は
致
し
方
な
い
と
し
て
も
、

あ
ま
り
に
も
悪
魔
的
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
何
故
か
と
い
う
疑
問
が
生
ず
る
。
例
え
ば
二
世
が
即
位
し
た
後
に

そ
の
兄
を
迫
害
す
る
が
、
二
世
本
紀
に
お
い
て
は

六
公
子
は
杜
に
お
い
て
裁
死
せ
ら
れ
、
公
子
賂
閏
昆
弟
三
人
(
中
略
〉
、
皆
な
流
沸
し
叙
を
抜
い
て
自
殺
す
。

と
あ
る
ピ
け
で
あ
る
が
、
李
斯
列
俸
の
方
に
は

公
子
十
二
人
は
威
陽
の
市
に
朗
惨
死
せ
ら
れ
、
十
公
主
は
杜
に
疎
死
せ
ら
る
。

と
記
し
て
い
る
。
二
世
や
超
高
が
自
己
の
地
位
を
安
全
に
し
よ
う
と
す
る
気
持
は
分
る
に
し
て
も
、

ぃ
。
或
い
は
反
っ
て
反
動
を
生
じ
て
危
険
な
事
態
に
立
至
る
か
も
知
れ
ぬ
と
思
わ
れ
る
の
に
、
何
故
乙
ん
な
こ
と
を
す
る
必
要
が
あ
っ
た
か
。

と
れ
で
は
過
嘗
防
衛
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

李
斯
の
最
期
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
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斯
に
五
刑
を
具
え
て
論
じ
、
威
陽
の
市
に
腰
斬
す
。
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と
あ
る
が
、

「
漢
書
」
刑
法
志
に

嘗
に
三
族
す
べ
き
者
は
皆
な
先
ず
、
賎
し
剖
し
左
右
の
祉
を
斬
り
て
之
を
答
殺
し
、
其
の
首
を
長
し
、
其
の
骨
肉
を
市
に
苗
す
。
其
の
誹

乙
の
中
の
具
五
刑
と
は
、

誘
晋
誼
す
る
者
は
又
七
先
ず
舌
を
断
つ
。
故
に
之
を
具
五
刑
と
謂
う
。

と
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
苦
痛
を
興
え
た
後
に
公
守
つ
っ
て
命
を
絶
つ
が
、
李
斯
の
場
合
は
答
殺
の
代
り
に
腰
斬
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
超
高
と
李
斯
と

の
聞
に
、
何
故
に
乙
の
よ
う
な
酷
刑
を
加
え
ね
ば
な
ら
ぬ
怨
恨
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ど
う
も
皐
な
る
官
官
の
コ
ン
ブ
レ
ク
ス
ピ
け
で
は

説
明
で
き
な
い
噌
虐
性
と
言
う
よ
り
外
な
い
が
、

そ
ん
な
ら
乙
の
噌
虐
性
は
何
慮
か
ら
来
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

李
斯
列
俸
の
後
半
に
主
人
公
的
な
役
割
を
占
め
る
超
高
は
、
何
の
前
鯛
れ
も
な
く
忽
然
と
出
現
す
る
が
、
買
は
趨
高
の
素
性
は
、
同
じ
く
超

高
の
魚
に
犠
牲
に
供
せ
ら
れ
た
蒙
悟
の
列
惇
中
に
記
さ
れ
て
い
る
。
私
は
そ
乙
で
、
越
高
は
寅
は
秦
に
滅
さ
れ
た
越
の
一
族
で
あ
っ
た
と
い
う

記
事
を
見
て
、
諮
然
と
し
て
悟
る
所
が
あ
っ
た
。
超
高
乙
そ
は
疏
遠
な
が
ら
越
の
王
族
の
末
喬
と
し
て
、
秦
に
劃
し
て
亡
園
の
恨
を
晴
ら
し
た

に
違
い
な
い
の
記
。
乙
ζ

に
も
う
一
つ
の
「
越
氏
孤
児
雑
劇
」
が
あ
っ
た
の
だ
。

「
史
記
」
蒙
悟
列
俸
に
よ
る
と
、
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趨
高
者
。
諸
趨
疏
遠
腐
也
。
趨
高
昆
弟
数
人
。
皆
生
隠
宮
。
其
母
被
刑
傷
。
世
世
卑
賎
。

と
あ
り
、
此
に
諸
越
と
言
う
の
は
、
斉
の
王
族
を
諸
国
と
言
う
よ
う
に
、
趨
王
の
一
族
の
意
味
で
あ
る
。
生
隠
宮
の
三
字
を
、

と
讃
ん
だ
。
そ
乙
で
そ
の
意
味
を
解
し
て
、

「
史
記
索
隠
」

で
は
、
憶
宮
に
生
る
、

劉
氏
云
う
な
ら
く
、
蓋
し
其
の
父
、

宮
刑
を
犯
し
、

妻
子
渡
せ
ら
れ
て
奴
稗
と
震
る
。

妻
後
に
野
合
し
、
生
む
所
の
子
皆
な
越
姓
を
承

け
、
並
び
に
之
ぞ
宮
す
。
故
に
兄
弟
隠
宮
に
於
い
て
生
る
、

と
云
う
な
り
。

ζ

れ
は
意
味
が
剣
然
し
な
い
が
、
恐
ら
く
浪
人
さ
れ
て
女
奴
輔
副
と
な
っ
た
母
が
、
隠
宮
と
い
う
場
所
に
入
れ
ら
れ
、
次
々
に
父
な
し

子
を
生
ん
だ
が
、
前
夫
の
姓
に
よ
っ
て
、
そ
の
子
も
越
氏
を
名
乗
つ
に
、
と
解
し
て
い
る
も
の
の
如
く
で
あ
る
。
す
る
と
今
度
は
列
停
本
文
の

下
文
に
、
母
が
修
刑
を
被
る
、
と
あ
る
の
と
時
間
的
に
如
何
に
績
く
か
の
問
題
が
起
る
。
一
七
び
奴
隷
と
さ
れ
、
子
を
幾
人
も
生
ん
だ
後
に
更

と
言
い
、



に
刑
死
さ
せ
ら
れ
た
で
は
念
が
入
り
す
ぎ
る
。
本
文
だ
け
を
讃
め
ば
、
そ
ん
な
複
雑
な
意
味
が
出
て
・
来
そ
う
に
は
思
え
な
い
。
寅
は
生
隠
宮
の

三
字
の
下
の
集
解
に
は
、

徐
慶
日
く
、
富
者
と
震
す
。

乙
れ
は
隠
宮
の
二
字
を
解
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
恐
ら
く
乙
の
解
揮
に
従
っ
て
「
責
治
遁
鑑
」
巻
七
、
秦
紀
始
皇
三
十
七
年
の
候

ム
ピ
の
h
J
、

f
」
み
也
、

乙
の
文
を

生
而
醸
宮
(
生
れ
て
宮
に
隠
せ
ら
る
)

と
讃
ん
で
い
る
。
謄
宮
の
二
字
は
貧
は
「
史
記
」
始
皇
本
紀
三
十
五
年
の
僚
に
既
に
出
て
い
る
も
の
で
、
そ
の
下
の
正
義
に
は

徐
の
刑
は
市
朝
に
於
い
て
見
す
e

宮
刑
は
一
百
日
蔭
室
に
於
い
て
隠
せ
ら
れ
、
之
を
養
っ
て
乃
わ
ち
可
な
り
。
故
に
隠
宮
と
日
う
。
輩
室

に
下
す
と
は
是
な
り
。

と
あ
り
、
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つ
ま
り
隠
宮
の
二
字
は
、
名
詞
に
讃
め
ば
臆
す
る
の
宮
と
な
り
、
動
調
句
に
讃
め
ば
宮
に
隠
す
る
の
意
と
な
る
の
で
、
「
賀
治
逼
鑑
」

は
後
の
意
味
に
取
り
、
霊
室
に
下
す
、
と
同
義
だ
と
解
し
た
わ
け
で
あ
る
。
す
る
と
趨
高
の
昆
弟
は
数
人
あ
っ
た
が
、
生
れ
な
が
ら
に
し
て
、

言
い
か
え
れ
ば
生
れ
る
と
間
も
な
い
時
に
宮
刑
に
慮
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
但
し
昆
弟
数
人
は
皆
な
同
腹
と
は
限
ら
な
い
。
だ
か
ら
越
高
の
母

に
つ
い
て
言
え
ば
乙
れ
と
同
時
に
死
刑
に
慮
せ
ら
れ
た
と
読
明
を
附
け
加
え
た
。
従
っ
て
索
隠
の
劉
氏
が
見
弟
数
人
を
皆
な
同
じ
母
が
次
々
に

生
ん
ピ
と
解
し
た
の
は
そ
こ
に
非
常
な
無
理
が
あ
る
。

そ
ん
な
ら
ば
趨
高
の
乙
の
幼
時
の
災
難
は
如
何
な
る
事
情
の
下
に
起
っ
た
か
と
言
え
ば
、
も
ち
ろ
ん
確
か
な
と
と
は
言
え
な
い
が
、

そ
れ
を

推
察
せ
し
め
る
事
件
の
記
録
は
な
い
で
は
な
い
。
始
皇
本
紀
十
九
年
の
僚
に
秦
軍
が
越
を
滅
し
、
趨
王
遷
を
捕
虜
と
し
た
記
事
の
後
に
、

ゅ

秦
王
師
郡
に
之
、
き
、
諸
の
嘗
て
王
が
越
に
生
れ
し
時
の
母
家
と
仇
怨
有
り
し
者
を
、
皆
な
之
を
院
に
せ
り
。

と
記
し
て
い
る
。
抑
も
始
皇
帝
の
父
荘
裏
王
は
質
子
と
し
て
越
に
迭
ら
れ
、
甚
だ
失
意
の
中
に
日
を
迭
っ
て
い
る
中
、
豪
商
口
口
不
掌
に
認
め
ら
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れ
、
邑
不
章
か
ら
一
姫
ぞ
贈
ら
れ
、

そ
の
腹
に
出
来
た
の
が
始
皇
帝
で
あ
っ
て
、
或
い
は
呂
不
章
の
子
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
た
。

乙
の
舞
姫
は
‘
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間
部
豪
家
の
女
と
も
稿
せ
ら
れ
る
が
、
普
通
の
常
識
で
考
え
る
な
ら
ば
、
奴
隷
と
同
じ
俊
件
で
貰
ら
れ
た
に
違
い
な
い
か
ら
、

貧
家
の
子
で
あ

っ
て
苦
し
い
境
遇
に
育
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
始
皇
帝
の
出
世
と
共
に
乙
の
舞
姫
は
太
后
と
な
り
、
苦
難
の
前
半
生
を
迭
っ
た
越
の
地

を
征
服
し
、

嘗
て
自
分
に
辛
く
首
つ
に
仇
人
に
復
川町立
を
遂
げ
た
と
言
う
の
で
あ
る
。
し
か
も
乙

の
直
後
に
舞
姫
太
后
は
死
ん
で
い
る
。
前
後
を

併
せ
考
え
る
と
、
超
高
の
母
が
殺
さ
れ
、
自
身
も
宮
刑
を
受
け
た
の
は
此
時
の
乙
と
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

果
し
て
然
り
と
す
れ
ば
越
高
に
と
っ
て
は
、
始
皇
帝
、
並
び
に
そ
の
宰
相
李
斯
は
不
倶
戴
天
の
仇
で
あ
る
。
単
に
租
園
越
の
仇
で
あ
る
ば
か

り
で
な
く
、
自
分
自
身
の
母
、
事
に
よ
れ
ば
父
に
と
っ
て
も
、
ま
に
自
己
の
宮
刑
恥
辱
を
興
え
た
仇
で
も
あ
っ
て
、

憎
ん
で
も
憎
み
た
り
な
い

そ
と
で
超
高
が
ひ
た
す
ら
秦
の
滅
亡
を
希
い
、
始
皇
の
子
供
を
兄
弟
同
士
殺
し
あ
い
さ
せ
、
公
主
を
礎
死
さ
せ
た
り
、

更
に
は
李
斯
を
殺
す
に
も
五
刑
を
具
え
た
上
で
腰
斬
す
る
な
ど
、
極
度
の
酷
刑
を
用
い
た
理
由
も
、
ど
う
や
ら
理
解
で
き
る
で
は
な
い
か
。

存
在
で
あ
る
筈
で
あ
る
。

超
高
は
蒙
氏
に
劃
し
て
も
敵
意
を
抱
く
理
由
が
あ
つ
に
。
そ
れ
は

「史
記
」
が
説
明
す
る
よ
う
に
、

嘗
て
超
高
が
大
罪
を
犯
し
た
時
に
、

蒙
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毅
が
法
に
よ
っ
て
之
を
治
め
、
高
に
死
罪
を
嘗
て
た
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
と
言
う
だ
け
で
は
な
い
ら
し
い
。
そ
れ
は
戦
園
末
期
に
お
け
る
秦
と

皇
即
位
の
初
に
菅
陽
が
叛
し
た
時
、

越
と
の
戦
に
お
い
て
、
越
に
向

っ
て
攻
め
て
き
た
賂
軍
は
蒙
純
で
あ
つ
に
。
殊
に
荘
裏
王
の
二
年
、
彼
は
越
を
攻
め
て
三
十
七
城
を
取
り
、
始

乙
れ
を
卒
定
し
た
の
も
蒙
矯
で
あ
っ
た
。
彼
は
始
皇
七
年
に
死
ん
だ
が
、
そ
の
子
が
蒙
武
で
あ
り
、

蒙
武

の
子
が
蒙
悟
と
蒙
毅
の
兄
弟
で
あ
る
。

蒙
筒
が
死
ん
だ
後
、
越
方
面
の
鰹
管
に
嘗
つ
に
秦
の
将
軍
は
王
朝
で
あ
る
が
、

蒙
武
は
そ
の
下
で
働
い
て
い
に
と
思
わ
れ
る

ふ
し
が
あ
る
。

何
と
な
れ
ば
彼
は
父
の
下
で
三五日
の
事
情
を
翠
び
、
地
理
に
通
じ
て
い
た
に
違
い
な
い
の
で
、
王
羽
に
と
っ
て
有
力
な
ブ
レ
ー
ン
に
り
得
る
か

ら
で
あ
る
。
後
に
王
朝
が
楚
を
卒
定
す
る
大
任
を
興
え
ら
れ
た
時
に
、
副
絡
に
選
抜
し
に
の
は
蒙
武
で
あ
っ
た
と
と
を
見
て
も
、
商
人
の
コ
ン

ビ
は
ず
っ
と
古
く
か
ら
存
在
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
果
し
て
然
ら
ば
越
を
卒
定
し
に
後
に
、
始
皇
帝
自
ら
間
部
に
乗
り
乙
ん
で
断
行

し
た
虐
殺
に
際
し
て
蒙
武
が
そ
の
貫
施
に
参
加
し
に
で
あ
ろ
う
と
い
う
推
測
も
決
し
て
不
首
で
は
な
い
。
越
高
は
始
皇
の
長
子
扶
蘇
に
連
坐
さ

せ
、
蒙
悟
に
迫
っ
て
自
殺
せ
し
め
、
併
せ
て
そ
の
弟
蒙
毅
を
殺
し
た
。
乙
う
し
て
越
高
は
そ
の
仇
と
す
る
始
皇
帝
、
李
斯
、
蒙
驚
の
三
家
に
封



レ
て
徹
底
的
な
復
讐
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
。

李
斯
列
俸
に
見
ゆ
る
限
り
に
お
い
て
は
、
超
高
は
只
の
官
官
で
は
な
い
。
大
帝
園
の
丞
相
と
も
あ
ろ
う
李
斯
を
手
玉
に
と
っ
て
愚
弄
し
、
二

世
の
よ
う
な
暗
愚
な
君
を
背
景
と
し
て
百
官
を
畏
服
し
た
。
だ
か
ら
蒙
悟
列
俸
を
見
る
と
、
越
高
は
そ
の
強
カ
に
し
て
獄
法
に
遁
ず
る
故
に
始

皇

に

登

用

さ

れ

、

嘗

て

罪

を

犯

し

て

宜

籍

を

除

か

れ

た

る

に

拘

わ

ら

ず

、

赦

し

て

そ

の

官

昏

を

復

せ

ら

れ

た

と

言

そ
の
事
に
敦
き
を
以
て
、

ぅ
。
超
高
自
身
も
自
ら
刑
儀
の
数
民
を
以
て
居
ら
ず
、
宛
と
し
て
趨
王
の
遺
撃
を
以
て
自
ら
任
じ
て
い
た
ら
し
い
。

き
れ
ば
二
世
を
試
し
た
後

に
彼
は
自
ら
帝
位
に
登
ろ
う
と
試
み
た
と
あ
る
。
李
斯
列
俸
に
越
高
が
丘
ハ
を
以
て
二
世
に
迫
っ
た
際
、

劫
し
て
自
殺
せ
し
め
、
璽
を
引
い
て
之
を
侃
ぶ
。
左
右
百
官
従
う
も
の
莫
し
。
般
に
上
る
に
殿
壊
れ
ん
と
欲
す
る
者
三
た
び
な
り
。
高
自

ら
天
の
興
せ
ず
、
群
臣
の
許
さ
、
ざ
る
を
知
り
、
乃
わ
ち
始
皇
の
弟
を
召
し
て
之
に
璽
を
授
く
。

と
記
し
て
い
る
。
右
の
文
中
、
始
皇
の
弟
と
あ
る
は
孫
字
の
誤
で
は
な
い
か
な
ど
と
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
が
、
乙
れ
は
軍
に
璽
を
保
管
せ
し
め
に

と
見
れ
ば
、
弟
で
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
何
と
な
れ
ば
こ
の
す
ぐ
下
文
に
、
子
嬰
が
位
に
即
い
た
と
記
し
て
お
り
、

ζ

の
子
嬰
は

始
皇
本
紀
の
方
に
は
っ
き
り
と
、

二
世
の
兄
の
子
、

公
子
嬰
と
書
い
て
い
る
の
で
、

乙
乙
で
別
に
説
明
を
加
え
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
あ
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る。

ζ

の
よ
う
な
明
白
な
事
買
に
つ
い
て
、

「
史
記
」
が
誤
を
犯
す
筈
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

始
皇
本
紀
に
よ
る
と
子
嬰
は
超
高
に
擁
立
さ
れ
た
が
、

そ
の
員
意
ぞ
疑
っ
て
そ
の
二
子
と
謀
り
、

い
つ
わ

丞
相
高
は
二
世
を
墓
夷
宮
に
殺
し
、
群
臣
が
之
島
』
訣
せ
ん
乙
と
を
恐
れ
、
乃
わ
ち
詳
り
て
、
義
を
以
て
我
を
立
て
た
り
。
我
聞
く
に
超
高

は
乃
わ
ち
楚
と
約
し
、
秦
の
宗
室
を
滅
し
て
、
開
中
に
王
に
ら
ん
と
す
と
。

と
あ
っ
て
、
恐
ら
く
乙
の
よ
う
な
風
聞
も
賓
際
に
あ
り
得
た
と
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
天
下
の
皇
帝
で
な
け
れ
ば
、

せ
め
て
開
中
の
王
に
な
り
た

ぃ
。
や
は
り
超
高
は
只
の
宜
官
で
な
く

「
越
氏
孤
児
」
で
あ
っ
た
の
ピ
。
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五

萄
子
と
そ
の
三
人
の
弟
子
の
物
語



仇
の
物
語
」
を
粉
本
と
し
て
用
い
、

司
馬
遁
は
李
斯
列
俸
を
著
わ
す
に
首
り
、
無
名
氏
が
偶
語
に
よ
っ
て
演
ず
る
所
の
「
績
超
氏
孤
児
雑
劇
」
又
の
名
は
「
超
高
と
そ
の
三
人
の

そ
の
後
半
部
を
纏
め
上
げ
た
ら
し
い
こ
と
は
上
述
す
る
所
に
よ
っ
て
、
略
々
推
測
さ
れ
得
た
と
思
う
が
、

616 

そ
ん
な
ら
ば
そ
の
前
半
部
に
も
同
様
な
乙
と
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
私
の
考
え
る
所
で
は
、
そ
れ
は
大
い
に
あ
り
得
に
乙
と
で
あ

り
、
や
は
り
同
様
な
偶
語
風
の
物
語
が
、
下
書
き
と
し
て
用
い
ら
れ
に
形
迩
を
辿
る
乙
と
が
で
き
る
と
思
う
。
そ
し
て
乙
の
場
合
の
粉
本
の
名

は
「
萄
子
と
そ
の
三
人
の
弟
子
の
物
語
」
と
も
名
付
け
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

李
斯
列
俸
の
前
半
部
に
は
萄
子
の
影
が
所
々

に
映
さ
れ
て
い
る
が
、

く
、
偶
語
中
に
利
用
さ
れ
、
引
合
に
出
さ
れ
た
萄
子
で
あ
る
。
そ
し
て
同
様
の
性
質
を
も
っ
萄
子
と
弟
子
た
ち
の
物
語
の
断
片
が
漢
代
の
諸
書

乙
の
萄
子
は
や
は
り
純
粋
の
儒
家
的
立
場
か
ら
見
た
皐
匠
の
萄
子
で
な

に
散
見
し
て
お
り
、

る
。

此
等
の
断
片
を
接
績
す
る
と

史
料
と
し
て
司
馬
遷
に
提
供
し
て
も
よ
さ
そ
う
な
一
篇
の
故
事
談
が
成
立
し
そ
う
で
あ

ぶ
の
で
あ
る
が
、
そ
の
皐
問
の
目
的
は
夫
々
互
い
に
全
く
相
異
な
る
。
先
ず
李
斯
は
権
勢
欲
、
が
盛
ん
で
、
天
下
を
以
て
己
の
任
と
な
し
、
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三
人
の
弟
子
と
言
う
の
は
、
李
斯
と
韓
非
子
と
、
包
丘
子

(
又
は
絢
丘
子
)
と
の
乙
と
で
あ
る
。
乙
の
三
人
は
萄
子
の
門
に
入
っ

て
一

緒
に
接

そ
の

乙
の
目
的
の
魚
に
は
手
段
を
揮
ば
な
い
。

次
に
韓
非
子
は
韓
の

一一
族
で
あ
り
、
貴
族
社
舎
に

生
長
し
た
と
乙
ろ
か
ら
、
何
よ
り
も
名
器
を
追
求
す
る
。
不
幸
に
し
て
口
が
吃
り
で
あ
っ
た
の
で
、
書
を
著
す
乙
と
に
専
念
し
て
世
に
知
ら
れ

た
め
に
は
何
よ
り
も
立
身
出
世
が
必
要
で
あ
り
、

ょ
う
と
し
た
。
師
の
萄
子
か
ら
見
る
と
、

最
も
才
能
が
優
秀
で
頭
脳
の
明
断
な
李
斯
と
韓
非
子
と
を
自
分
の
皐
問
の
後
縫
者
と
し
た
い
の
で
あ

る
が
、
二
人
の
方
は
気
が
多
す
ぎ
て
本
気
に
皐
聞
を
し
よ
う
と
い
う
気
に
な
ら
な
い
の
が
悩
み
の
種
で
あ
る
。
も
う
一
人
の
包
丘
子
は
員
面
白

に
鼠半
間
に
沈
潜
す
る
根
気
は
あ
る
が
、

い
ち
ば
ん
頭
が
悪
そ
う
で
あ
る
。

ま
っ
先
き
に
萄
子
の
許
を
飛
び
出
し
た
の
が
李
斯
で
あ
る
。
恐
ら
く
萄
子
は
一
躍
は
そ
れ
に
反
封
し
て
見
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
に
李
斯

が
押
し
切
っ
て
萄
子
に
辞
し
た
時
の
言
葉
ら
し
い
の
が
、
李
斯
列
俸
の
初
の
所
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

萄
子
の
許
を
去
っ
て
西
の
か
た
秦
に
入
り
、
呂
不
章
の
舎
人
と
な
っ
て
秦
王
に
曾
う
機
舎
を
得
、
そ
乙
で
大
い
に
説
く
に
帝
王
の
術
、
天
下



統
一
の
計
を
以
で
し
た
が
、
そ
の
言
葉
も
李
斯
列
俸
中
に
牧
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
次
は
有
名
な
逐
客
令
に
劃
す
る
李
斯
の
反
射
の
上
書
で
あ
る
が
、
本
文
下
の
索
隠
に
引
用
さ
れ
た
劉
向
の
「
新
序
」
に
は
、

斯
も
逐
中
に
在
り
。
道
上
に
諌
室
百
を
上
り
、
始
皇
に
達
す
。
始
皇
人
を
し
て
逐
わ
し
め
、
腫
邑
に
至
り
て
還
る
を
得
た
り
。

と
あ
る
が
、
園
境
を
越
え
る
前
の
間
一
髪
で
間
に
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
好
ん
で
偶
語
に
用
い
ら
れ
る
技
巧
で
あ
る
。

次
に
萄
子
の
許
を
去
っ
た
の
は
韓
非
子
で
あ
り
、
彼
は
積
弱
の
韓
が
、

日
に
日
に
都
圏
の
奏
に
領
土
を
輩
食
さ
れ
る
の
を
見
る
に
忍
び
ず
、

頻
り
に
韓
王
に
献
議
し
て
園
政
の
建
て
直
し
を
計
っ
た
が
、
一
向
に
用
い
ら
れ
ず
、

最
後
に
滅
亡
の
土
壇
場
に
な
っ
て
、
韓
王
は
韓
非
子
を
召

し
、
秦
に
使
し
秦
王
に
説
い
て
韓
を
存
績
せ
し
め
よ
う
と
計
っ
た
。
併
し
そ
の
使
命
は
失
敗
に
終
り
、
韓
非
子
は
自
殺
し
、
そ
の
三
年
後
に
韓

も
滅
亡
に
追
い
と
ま
れ
に
の
で
あ
る
。

「
史
記
」
巻
六
三
、
老
荘
申
韓
列
俸
の
韓
非
子
は
、
李
斯
の
震
に
そ
の
才
能
を
嫉
ま
れ
、
そ
の
謀
計
に
よ
っ
て
自
殺
を
迫
ら
れ
に
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
乙
の
部
分
の
記
載
は
、
李
斯
列
俸
の
記
載
と
相
官
応
じ
て
、
甚
に
偶
語
的
な
特
色
を
持
っ
て
い
る
。

李
斯
と
倶
に
萄
卿
に
事
う
。
斯
は
自
ら
以
て
非
に
如
か
ず
と
篤
せ
り
。
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人
或
い
は
其
の
霊園
を
停
え
て
露骨
に
至
る
。
秦
王
「
孤
憤
・
五
蜜
」
の
書
を
見
て
日
く
、

睦
乎、

寡
人
此
の
人
を
見
、
之
と
瀞
ぶ
を
得
ば
、

死
す
と
も
恨
み
ざ
ら
ん
、
と
。
李
斯
日
く
、
此
れ
韓
非
の
著
す
所
の
書
な
り
、
と
。
秦
因
て
急
に
韓
を
攻
む
。
韓
王
始
め
非
を
用
い
ず
。

念
な
る
に
及
び
て
廼
わ
ち
非
を
遣
わ
し
て
奏
に
使
せ
し
む
。
秦
王
之
を
悦
ぶ
も
、
未
だ
信
じ
用
い
ず
。
李
斯
、
挑
買
之
を
害
と
し
、
之
を

控
り
て
日
く
、
韓
非
は
韓
の
諸
公
子
な
り
。
今
、
王
諸
侯
を
弁
せ
ん
と
欲
す
。
非
は
終
に
韓
の
震
に
し
、

秦
の
震
に
せ
ざ
ら
ん
。
此
れ
人

の
情
な
り
。
今
、

王
用
い
ず
。
久
し
く
留
め
て
之
を
婦
さ
ば
、
此
れ
自
ら
患
を
遣
す
な
り
。
如
か
ず
、
過
法
を
以
て
之
を
談
せ
ん
に
は
、

と
。
秦
王
以
て
然
り
と
魚
し
、
吏
に
下
し
て
非
を
治
せ
し
む
。
李
斯
人
を
使
わ
し
、
非
に
獲
を
遺
り
、
自
殺
せ
し
む
。
韓
非
自
ら
陳
べ
ん

と
欲
し
て
見
ゆ
る
を
得
ず
。
秦
王
後
に
之
を
悔
い
、
人
を
使
し
て
之
を
赦
せ
し
め
し
に
、
非
己
に
死
せ
り
。

韓
非
は
説
く
乙
と
の
難
、
き
を
知
り
、
「
読
難
」
を
震
る
。
書
甚
だ
具
わ
る
も
、
終
に
秦
に
死
し
て
、
自
ら
脱
す
る
能
わ
ぎ
る
な
り
。
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て
た
こ
と
、

乙
れ
を
讃
む
と
、
李
斯
と
韓
非
子
は
同
門
の
ラ
イ
バ
ル
で
あ
つ
に
乙
と
、
秦
王
が
韓
非
子
を
賞
め
す
ぎ
て
一
一
層
李
斯
の
競
争
意
識
を
か
き
た

「読
難
」
を
著
し
て
遊
説
の
困
難
を
説
、
き
、
百
も
知
り
壷
し
て
い
な
が
ら
、
遊
説
先
で
死
ん
ピ
こ
と
を
述
べ
る
が
、
最
後
に
秦
王
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の
赦
兎
を
受
け
な
が
ら
、

一
足
違
い
で
間
に
あ
わ
な
か
っ
た
乙
と
は
、
李
斯
が
秦
王
の
使
に
追
い
か
け
ら
れ
、
や
っ
と
臨
邑
で
間
に
あ
っ
た
の

こ
れ
は
雨
者
が
根
原
を
同
じ
く
し
て
い
る
乙
と
を
物
語
る
誼
援
に
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

と
好
一
割
を
な
し
て
い
て
甚
だ
面
白
い
。

韓
非
子
の
自
殺
は
始
皇
本
紀
に
よ
れ
ば
始
皇
十
四
年

(
前
一
一
三
一
一
一
年
〉
の
こ
と
で
あ
り
、
李
斯
が
逐
客
論
を
上
っ
た
時
か
ら
僅
に
四
年
の
後
に

過
ぎ
ず
、
李
斯
は
ま
だ
そ
ん
な
に
重
用
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
か
ら
、
彼
が
韓
非
子
を
陥
れ
に
と
い
う
の
は
、

一
読
と
し
て
俸
え
ら
る
所
に
過

ぎ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
一
方
に
は
、
李
斯
が
後
に
丞
相
に
な
っ
た
と
聞
い
て
、
萄
子
が
心
配
の
あ
ま
り
、
食
を
摩
し
た
と
い
う
停

え
が
あ
る
。

「
盤
鍛
論
」
段
皐
第
十
八
に
、
文
民
平
の
言
と
し
て
、

あ
た

李
斯
の
奏
に
相
に
る
に
方
っ
て
や
、
始
皇
之
に
任
じ
、
人
臣
こ
な
し
。
然
り
而
し
て
萄
卿
之
が
魚
に
食
わ
ず
。
其
の
不
測
の
摘
に
躍
る
を

観
ん
と
て
な
り
。
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と
あ
り
、
同
時
に
李
斯
列
俸
に
よ
れ
ば
、
彼
が
得
意
の
絶
頂
に
あ
っ
た
時
に
も
、
萄
子
の
言
葉
を
思
い
出
し
て
反
省
し
て
い
る
。

日
く
、
陸
乎
、
吾
れ
之
を
萄
卿
に
聞
く
。
日
く
、
物
は
太
だ
盛
ん
な
る
を
禁
ず
、

と

乙
れ
で
見
る
と
、
若
し
李
斯
が
韓
非
子
を
陥
れ
た
に
し
て
も
、
萄
子
は
そ
ん
な
事
と
は
知
ら
ず
、
相
い
饗
ら
ず
、
李
斯
を
忠
買
な
弟
子
だ
と
思

ど
う
か
は
別
問
題
で
、

っ
て
い
た
乙
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

但
し
そ
れ
が
歴
史
事
買
に
合
う
か

李
斯
が
丞
相
に
任
ぜ
ら
れ
た
頃
に

は
、
萄
ヱ
寸
は
も
う
此
世
に
は
居
な
か
っ
た
の
が
事
買
と
思
わ
れ
る
。

語
か
ら
出
た
も
の
で
、

萄
子
の
第
三
の
弟
子
、
包
丘
子
に
つ
い
て
は
、
前
に
引
い
た

「
堕
織
論
」
段
皐
篇
が
殆
ん
ど
唯

一
の
史
料
で
あ
る
が
、
乙
れ
も
ど
う
や
ら
偶

し
か
も
ζ

れ
を
合
盟
さ
せ
る
と
と
に
よ
っ
て
、
李
斯
、
韓
非
子
の
説
話
が
完
成
す
る
ら
し
い
の
で
あ
る
。
問
書
に
は
先

ず
政
府
側
の
大
夫
の
言
と
し
て
、



昔
、
李
斯
は
包
丘
子
と
倶
に
萄
卿
に
事
う
。
既
に
し
て
李
斯
は
秦
に
入
り
、
途
に
三
公
を
取
り
高
乗
に
擦
っ
て
以
て
海
内
を
制
す
。
功
は

伊
墓
に
伴
し
く
、
名
は
太
山
よ
り
も

E
い
な
り
。
而
し
て
包
丘
子
は
聾
摘
蕎
塵
な
る
を
菟
れ
ず
。
療
歳
の
竃
の
如
く
し
て
、
ロ
衆
か
ら
ざ

る
に
非
ぎ
る
な
り
。
然
れ
ど
も
卒
に
溝
釜
に
死
す
る
の
み
。

乙
れ
に
射
し
て
民
間
輿
論
を
代
表
す
る
文
皐
の
側
は
人
間
の
生
き
方
に
お
い
て
、
李
斯
よ
り
も
包
丘
子
を
選
ぶ
べ
き
乙
と
ら
』
主
張
す
る
。

包
丘
子
は
腕
蓬
饗
を
食
い
、
道
を
白
屋
の
下
に
修
め
、
其
の
志
を
楽
し
み
、
之
を
康
度
第
象
よ
り
も
安
し
と
す
。
赫
赫
の
勢
な
き
も
、
亦

た
戚
戚
の
憂
な
し
。

李
斯
が
秦
に
相
と
し
て
天
下
を
席
す
る
の
勢
ゐ
る
や
、
志
は
高
乗
を
小
な
り
と
す
。
其
の
固
固
に
囚
わ
れ
、

せ
ら
る
る
に
及
ん
で
は
、
亦
た
薪
巻
負
い
て
鴻
門
に
入
り
、
上
察
曲
街
の
径
を
行
か
ん
と
す
る
も
、
得
べ
か
ら
、
ざ
る
な
り
。

雲
陽
の
市
に
車
制
(
裂
?
)

と
あ
っ
て
、

乙
の
最
後
の
僚
は
李
斯
列
俸
の
結
び
と
、
殆
ん
ど
同
一
で
あ
る
。
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右
の
包
丘
子
は
或
い
は
「
漢
書
」
巻
三
十
六
、
楚
元
王
俸
に
見
え
る
浮
丘
伯
と
同
人
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
果
し
て
然
ら
ば
、
乙
れ
は
魯
の

申
公
の
師
で
あ
っ
て
、
詩
経
の
博
受
に
お
い
て
重
要
な
役
目
を
果
し
た
乙
と
に
な
る
。
乙
の
浮
丘
伯
が
萄
子
の
弟
子
で
あ
っ
た
乙
と
は
事
寅
で

あ
っ
て
間
違
い
な
く
、

そ
れ
が
秦
の
滅
亡
後
、

約
二
十
年
を
経
た
口
口
后
の
時
代
ま
で
生
き
て
お
り
、

長
安
に
出
て
弟
子
に
教
え
た
と
言
う
か

ら
、
健
康
で
あ
り
且
つ
長
書
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

若
し
私
の
推
理
に
誤
が
な
け
れ
ば
、

人
生
観
を
描
い
て
世
を
調
刺
し
た
も
の
で
あ
る
。
李
斯
は
ひ
た
す
ら
権
勢
を
熱
望
し
て
秦
の
丞
相
と
な
り
、
韓
非
子
は
も
っ
ぱ
ら
名
聾
を
追
求

し
て
天
下
の
名
土
と
な
っ
た
が
何
れ
も
非
業
の
最
期
を
遂
げ
た
。
ひ
と
り
包
丘
子
は
貧
賎
に
甘
ん
じ
て
名
利
に
惑
わ
さ
れ
ず
、
恐
ら
く
李
斯
や

韓
非
子
に
そ
の
無
能
を
瑚
笑
さ
れ
な
が
ら
、
よ
く
翠
問
の
孤
墨
を
守
り
、
動
乱
の
渦
中
に
あ
っ
て
、
天
蓄
を
全
う
す
る
乙
と
が
で
き
た
。
き
て

ど
れ
が
本
嘗
の
人
間
の
生
き
方
か
と
問
い
か
け
る
の
で
あ
る
。

「
萄
子
と
そ
の
三
人
の
弟
子
の
物
語
」
は
偶
語
と
し
て
、
李
斯
と
韓
非
子
と
包
丘
子
と
、
三
人
三
様
の
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司
馬
遷
は
こ
の
偶
語
を
人
に
従
っ
て
三
部
に
切
断
し
た
。
韓
非
子
の
分
は
老
荘
申
韓
列
俸
に
書
き
ζ

ん
だ
が
、

ζ

の
部
分
が
最
も
本
来
の
面
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目
を
保
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
李
斯
の
分
は
李
斯
列
俸
の
前
半
の
下
書
き
に
使
用
し
た
が
、
韓
非
子
と
の
関
係
は
重
複
を
嫌
っ
て
一
切
燭
れ

ず、

萄
子
と
の
関
係
も
牟
面
を
停
え
る
に
止
め
た
の
で
、
全
践
と
し
て
甚
ピ
不
十
分
な
書
き
方
に
な
っ
に
の
を
菟
れ
な
い
。
包
丘
子
の
分
は
全

然
削
除
し
て
用
い
な
い
。
波
澗
の
な
い
人
生
は
俸
を
立
て
て
も
面
白
く
な
い
上
に
、
司
馬
蓮
は
隠
遁
者
を
最
上
の
人
生
と
し
て
賛
美
す
る
債
値

硯
に
は
共
感
し
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

..L. 
J、
結

五ロ==ロ

李
斯
列
俸
は
形
式
と
し
て
は
起
承
轄
結
の
リ
ズ
ム
を
完
全
に
具
え
、

そ
の
封
象
は
天
下
統
一
の
大
業
を
輔
佐
し
た
大
政
治
家
で
あ
る
の
だ

が
、
さ
て
正
直
の
と
ζ

ろ、

ζ

れ
を
讃
ん
で
も
大
し
た
感
興
を
費
え
ず
、

ま
た
李
斯
と
い
う
人
物
の
印
象
も
あ
ま
り
剣
然
と
は
浮
び
上
っ
て
乙

t

、。

ず，
E
P
L
W

い
っ
七
い
ζ

れ
は
何
鹿
に
原
因
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
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由
来
司
馬
蓮
は
不
世
出
の
名
文
家
と
さ
れ
て
来
た
よ
う
で
あ
る
が
、
私
は
乙
れ
に
は
無
傑
件
に
は
賛
成
し
か
ね
る
。
と
い
う
の
は
司
馬
軍
の

文
章
の
出
来
栄
え
に
は
非
常
に
む
ら
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
良
否
の
擦
っ
て
来
る
所
を
考
え
る
と
、
そ
れ
は
彼
が
利
用
し
得
た
資
料
の
如

何
に
懸
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
も
し
そ
の
材
料
が
良
か
つ
に
時
に
は
、
自
然
に
そ
の
出
来
上
り
も
優
秀
で
あ
る
が
、
も
し
欲
す
る
所
の
資
料

が
思
う
よ
う
に
揃
わ
な
け
れ
ば
、

そ
の
仕
上
げ
も
従
っ
て
不
十
分
に
な
る
の
は
、
別
に
司
馬
遷
に
限
っ
た
乙
と
で
は
な
く
、
歴
史
皐
と
い
う
も

の
の
持
つ
不
可
避
な
宿
命
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

私
が
試
み
た
分
析
に
従
え
ば
、
李
斯
列
俸
に
用
い
ら
れ
た
資
料
は
大
別
し
て
四
種
類
あ
る
。
第
一
は
比
較
的
信
頼
す
べ
き
公
支
書
の
流
れ
を

扱
む
「
奏
事
」
二
十
篇
の
如
、
き
も
の
、
第
二
は
秦
漢
の
交
に
作
成
さ
れ
た
縦
横
家
流
の
著
述
で
、
事
貫
よ
り
も
む
し
ろ
議
論
に
重
き
を
お
い
た

一
篇
の
如
、
き
も
の
、
第
三
は
民
間
で
語
ら
れ
た
偶
語
の
う
ち
、
超
高
を
主
人
公
と
し
た
復
讐
物
語
、
私
が
名
付
け
て
「
績
越
氏

孤
児
」
文
は
「
超
高
と
そ
の
三
人
の
仇
の
物
語
」
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
、
第
四
は
同
じ
く
偶
語
の
系
統
で
「
萄
子
と
そ
の
三
人
の
弟
子
の
物

語
」
と
も
言
う
べ
き
も
の
、
以
上
の
四
種
で
あ
る
。
非
常
に
性
質
の
違
っ
た
四
種
類
の
責
料
を
雑
然
と
寄
せ
集
め
た
た
め
に
、
李
斯
列
俸
は
全

「零
陵
令
信
」



睦
と
し
て
粘
着
力
を
歓
き
、
内
容
的
に
首
尾
呼
醸
し
て
い
な
い
。
し
か
も
前
半
は

「
萄
子
と
三
人
の
弟
子
」
、

後
半
は
「
超
高
と
三
人
の
仇
」

と
い
う
風
に
異
っ
た
粉
本
を
用
い
、

し
か
も
そ
の
何
れ
も
が
、
原
本
に
お
い
て
は
主
人
公
の
位
置
を
占
め
て
居
ら
ぬ
ワ
キ
役
で
あ
っ
た
も
の

を
、
そ
の
ま
ま
持
ち
こ
ん
で
シ
テ
役
を
勤
め
さ
せ
た
た
め
、
甚
だ
落
着
き
が
悪
い
。

殊
に
問
題
な
の
は
李
斯
列
俸
の
後
金
?
を
讃
む
時
、

「
越
高
と
そ
の
三
人
の
仇
」
の
偶
語
に
お
け
る
語
り
ロ
が
そ
の
ま
ま
再
現
さ
れ
て
い
る
よ

う
な
感
じ
を
受
け
る
黙
で
あ
る
。

い
っ
た
い
と
の
物
語
が
市
井
で
演
ぜ
ら
れ
る
時
、
談
者
と
聴
衆
と
の
同
情
は
何
方
に
傾
い
て
い
た
で
あ
ろ
う

か
。
恐
ら
く
そ
れ
は
越
高
の
方
で
は
な
か
っ
た
か
。

そ
れ
は
最
初
の
被
害
者
で
あ
り
、
仇
を
討
つ
側
で
あ
っ
た
か
ら
忙
。
漢
初
の
人
民
の
身
鐙

に
は
ま
ピ
古
代
都
市
園
家
人
の
自
由
な
血
が
流
れ
て
い
に
。
特
に
秦
の
始
皇
帝
と
い
う
抑
匪
者
に
射
す
る
反
感
が
ま
だ
忘
ら
れ
ず
に
残
っ
て
い

に
筈
で
あ
る
。

と
乙
ろ
が
司
馬
遷
の
立
場
は
乙
れ
と
異
っ
て
い
た
。
司
馬
濯
に
と
っ
て
、
超
高
は
何
慮
ま
で
も
秦
の
後
宮
に
奉
仕
す
る
一
宜
官
で
、
従
っ
て

そ
の
行
魚
は
大
逆
不
遁
で
あ
っ
た
。
若
し
も
司
馬
遷
が
純
然
た
る
民
間
人
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
彼
は
大
い
に
趨
高
に
同
情
し
て
も
よ
か
っ
た
。
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何
と
な
れ
ば
彼
は
越
高
と
同
じ
よ
う
に
宮
刑
に
慮
せ
ら
れ
、
最
大
の
屈
辱
を
受
け
た
か
ら
で
あ
る
。
或
い
は
そ
れ
な
れ
ば
こ
そ
、
う
っ
か
り
越

高
に
同
情
を
表
わ
し
て
は
、
自
身
が
武
帝
に
封
し
怨
撃
を
抱
い
た
と
の
嫌
疑
を
受
け
る
か
も
知
れ
ぬ
と
恐
れ
に
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
に
と
っ
て

越
高
は
、
乙
れ
を
「
趨
氏
孤
児
」
た
ら
し
め
で
は
な
ら
な
か
っ
に
。
そ
乙
で
原
本
巻
二
部
に
分
け
、
李
斯
列
俸
に
お
い
て
は
、
あ
れ
ほ
ど
重
要

な
役
割
を
占
め
る
越
高
が
、
何
の
前
鯛
れ
も
な
く
全
く
突
然
に
登
場
し
、
登
場
し
た
と
思
う
と
殆
ん
ど
濁
り
で
舞
蓋
を
占
領
す
る
。
超
高
の
出

自
は
蒙
悟
列
俸
の
方
に
ま
わ
さ
れ
る
が
、
此
虚
で
も
彼
は
「
趨
氏
孤
児
」
と
な
っ
て
復
讐
す
る
権
利
を
拒
否
さ
れ
て
い
る
。

超
高
な
る
者
は
、
諸
越
の
疏
遠
の
属
な
り
。
趨
高
の
昆
弟
数
人
、
皆
な
生
れ
て
隠
宮
さ
れ
、
其
の
母
は
刑
修
せ
ら
る
。
世
世
卑
賎
な
り
。

乙
の
最
後
の
世
世
卑
賎
の
四
字
は
何
を
意
味
す
る
か
。
上
文
に
あ
る
疏
遠
の
属
だ
け
で
よ
さ
そ
う
に
思
え
る
の
に
、
わ
ざ
わ
ざ
と
の
四
字
を

つ
け
た
司
馬
遷
の
員
意
は
と
言
え
ば
、
そ
ん
な
身
分
で
あ
る
か
ら
に
は
、
越
の
た
め
に
復
讐
す
る
よ
う
な
権
利
は
全
然
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と

乙
の
あ
た
り
、
司
馬
蓮
と
一
般
大
衆
と
の
聞
に
は
大
き
な
感
情
の
ず
れ
が
あ
る
。
司
馬
蓮
は
大
漢
帝
園
の
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宣
告
す
る
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
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太
史
令
で
あ
る
。

エ
リ
ー
ト
官
僚
と
し
て
持
侍
は
、
宮
刑
の
屈
辱
に
よ
っ
て
張
消
し
に
さ
れ
る
よ
う
な
安
っ
ぽ
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ

る

そ
の
大
統

一
を
成
就
し
た
貼
に
お
い
て
共
通
の
面
が
あ
る
。
だ
か
ら
司
馬
遷
は
始
皇
帝
を

輔
け
て
統
一
事
業
を
途
行
せ
し
め
た
謀
主
、
李
斯
の
た
め
に
列
俸
を
立
て
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
と
乙
ろ
が
貫
際
に
首
っ
て
見
る
と
、
乙
れ
ま

漢
王
朝
は
秦
を
減
し
て
興
っ
た
帝
園
で
あ
る
が
、

で
に
李
斯
を
主
人
公
に
据
え
た
纏
つ

に
資
料
が
な
い
。

た
。
き
て
出
来
上
っ
た
の
を
見
る
と
、
我
な
が
ら
面
白
く
な
い
列
停
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
思
っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
種
々
の
性
質
の
異
っ
た
も
の
を
寄
せ
集
め
て
書
き
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

乙
の
司
馬
遷
の
首
惑
は
巻
末

の
賛
に
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
。
あ
れ
だ
け
の
大
業
を
建
て
た
筈
な
の
に
、
李
斯
の
悪
い
面
ば
か
り
が
出
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
前
半

で
は
、
折
角
大
儒
萄
子
の
門
に
出
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
法
家
の
皐
に
輯
向
し
て
し
ま
う
。

六
謹
の
蹄
を
知
り
な
が
ら
、
政
を
明
か
に
し
て
以
て
主
上
の
歓
を
補
う
を
努
め
ず
、
霞
乱
脈
の
重
き
を
持
し
、
阿
順
有
合
し
、
巌
威
も
て
酷

- 58ー

刑
す
。

つ
い
で
始
皇
が
死
ん
だ
後
に
は

高
の
邪
読
を
聴
き
、
嫡
を
慶
し
て
庶
を
立
つ
。
諸
侯
己
に
畔
い
て
、
斯
乃
わ
ち
諌
争
せ
ん
と
欲
す
る
は
、
亦
た
末
な
ら
ず
や
。

と
、
李
斯
の
過
失
を
師
事
げ
る
が
、
併
し
司
馬
遷
は
乙
れ
を
以
て
、

そ
の
本
質
的
な
失
敗
と
は
見
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
。
、
に
か
ら
最
後
に
、

然
ら
ず
ん
ば
、
斯
の
功
は
且
つ
周

・
召
と
列
せ
ん
。

と
結
び
、
も
う
少
し
で
周
公
、

召
公
と
並
び
稿
せ
ら
れ
る
所
だ
と
評
慣
し
て
い
る
。
更
に
言
い
か
え
れ
ば
、
世
世
卑
賎
な
る
越
氏
孤
児
や
、
萄

子
の
弟
子
の
貧
乏
な
隠
者
と
は
次
元
の
異
な
る
世
界
の
人
ピ
っ
た
と
言
う
乙
と
に
な
る
。

乙
の
司
馬
遷
の
貴
族
主
義
、

エ
リ
ー
ト
意
識
は
、
班

聞
に
引
き
つ
が
れ
て
更
に
甚
し
く
な
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。

史
記
列
俸
の
中
に
お
い
て
、
最
も
よ
く
李
斯
列
俸
に
似
た
も
の
を
求
め
れ
ば
、
商
君
鞍
列
停
、
伍
子
脅
列
俸
が
拳
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
何

れ
も
本
園
に
お
い
て
志
を
得
、
す
、
若
し
く
は
迫
害
を
受
け
て
異
国
に
入
り
、
そ
乙
で
孤
軍
奮
闘
し
て
漸
く
地
歩
を
築
き
上
げ
、

一
時
は
大
い
に



志
を
得
て
功
業
を
樹
立
す
る
が
、
最
後
に
は
思
い
が
け
な
い
破
局
に
陥
っ
て
身
を
減
す
に
至
る
の
で
、

動
に
乗
っ
て
進
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
経
歴
が
そ
の
ま
ま
起
承
蒋
結
の
波

乙
の
中
で
最
も
生
彩
の
あ
る
の
が
、
伍
子
房
門
列
俸
の
文
章
で
あ
る
。
そ
の
物
語
が
最
も
劇
的
で
あ
っ
て
、
少
時
の
迫
害
の
酷
虐
、
流
浪
の
惨

苦
、
痛
烈
な
る
復
響
、
そ
し
て
最
後
に
自
身
の
悲
祉
な
る
最
期
、
乙
れ
だ
け
で
も
自
然
に
祭
器
が
鳴
り
出
し
て
伴
奏
を
奏
で
る
で
あ
ろ
う
。
だ

が
待
て
し
ば
し
、
乙
れ
は
い
っ
た
い
何
慮
ま
で
本
嘗
の
史
買
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
若
し
伍
子
脊
の
呉
へ
の
亡
命
が
事
買
で
あ
っ
た
と
し
て

も
、
伍
子
膏
が
居
な
く
て
も
呉
王
僚
の
暗
殺
は
起
り
得
た
で
あ
ろ
う
し
、
ま
に
伍
子
膏
が
居
な
く
て
も
果
軍
の
楚
に
射
す
る
進
攻
は
起
り
得
た

で
あ
ろ
う
。
伍
子
膏
は
必
ず
し
も
此
等
の
事
買
に
お
け
る
必
須
の
要
素
で
は
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
乙
の
物
語
は
む
し
ろ
偶
語
家
の
創
作

で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
し
て
時
代
が
春
秋
末
と
い
う
古
い
時
代
に
設
定
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
戦
園
末
乃
至
秦
漢
の
偶
語
家
は
、
史
賞
に
束
縛

さ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
由
に
空
想
を
働
か
せ
て
創
作
す
る
乙
と
が
出
来
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
司
馬
遷
は
そ
の
結
果
た
る
優
秀
な
創
作
を

る
制
約
が
多
く
な
り
、
従
っ
て
文
皐
的
で
な
く
な
っ
て
く
る
。
そ
の
貫
例
が
李
斯
列
俸
な
の
で
あ
る
。

伍
子
膏
列
俸
の
末
尾
の
論
賛
に
お
い
て
司
馬
遷
は
彼
自
身
の
君
臣
関
係
観
を
述
べ
て
い
る
。

n
w
d
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そ
の
ま
ま
史
料
と
し
て
利
用
す
る
健
倖
に
恵
ま
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
と
乙
ろ
が
時
代
が
下
れ
ば
下
る
ほ
ど
、
明
か
な
歴
史
事
寅
か
ら
く

怨
毒
の
人
に
於
け
る
や
甚
だ
し
い
哉
。
王
者
も
向
お
之
を
臣
下
に
行
う
能
わ
ず
。

他
人
か
ら
怨
恨
を
受
け
る
よ
う
な
行
震
は
、
王
者
で
も
臣
下
に
し
て
は
な
り
ま
せ
ぬ
ぞ
。

遷
の
せ
い
い
っ
ぱ
い
の
抵
抗
だ
っ
七
の
で
あ
る
。

ζ

の
下
文
に
、

乙
れ
が
武
帝
に
よ
っ
て
屈
辱
を
興
え
ら
れ
た
司
馬

向
き
に
伍
子
宥
を
し
て
、

(兄
)
事
官
に
従
っ
て
倶
に
死
な
し
め
ば
、
何
ぞ
蝿
蟻
に
異
な
ら
ん
。

に
垂
る
。
悲
し
い
か
な
、
子
脅
が
江
上
に
容
し
み
、
道
に
乞
食
す
る
に
方
り
て
、
志
山
立
に
嘗
て
須
奥
も
、
部
を
忘
れ
ん
や
。
故
に
隠
忍
し

て
功
名
を
成
す
。
烈
丈
夫
に
非
ん
ば
、
執
か
能
く
此
を
致
さ
ん
や
。

小
義
を
棄
て
て
大
恥
を
零
ぎ
、
名
は
後
世

623 

と
あ
っ
て
、
伍
子
宥
の
復
讐
を
認
め
る
護
言
を
し
て
い
る
。
伍
子
有
は
楚
の
名
族
で
あ
っ
七
の
で
、
世
世
卑
賎
な
る
超
高
な
ど
と
は
違
っ
た
人
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種
七
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

回
目
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
「
史
記
」
は
文

・
史
の
未
だ
分
離
せ
ざ
る
作
品
で
あ
る
。
ピ
か
ら
こ
れ
を
研
究
す
る
に
、
現
在
の
歴
史
皐
の
考
え
を

以
て
し
て
、
に
と
え
ど
ん
な
鋭
い
理
論
を
以
て
立
ち
向
っ
た
と
ζ

ろ
で
、
そ
れ
は
暖
簾
に
腕
押
し
、

一
向
に
手
醸
え
が
な
い
だ
ろ
う
。
さ
り
と

て
そ
の
文
皐
的
な
面
だ
け
を
重
視
し
て
、
司
馬
蓮
の
個
人
的
な
環
境
、
そ
の
心
情
ば
か
り
を
頼
り
と
し
て
、
情
緒
的
に
本
鐙
を
掴
も
う
と
し
て

な
作
品
で
あ
る
か
ら
だ
。

は
、
出
て
く
る
も
の
は
司
馬
遷
個
人
で
あ
っ
て
「
史
記
」
で
は
な
い
。
何
と
な
れ
ば
「
史
記
」
は
文
撃
的
と
言
う
よ
り
は
、

そ
し
て
我
々
と
し
て
は
特
に
司
馬
遷
の
歴
史
家
と
し
て
の
苦
心
を
浸
却
す
べ
き
で
は
な
い
。

よ
り
多
く
歴
史
的

「
史
記
」
を
研
究
す
る
に
は
、
何
よ
り
も
「
史
記
」
ψ

そ
し
て
「
史
記
」
を
語
ら
し
め
る
よ
り
外
に
よ
い
方
法
は
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
贋

く
表
面
を
掘
り
返
す
よ
り
は
、
此
庭
ぞ
と
思
う
地
粘
'
を
見
つ
け
て
、
出
来
る
限
り
深
く
ボ
ー
リ
ン
グ
を
試
み
る
方
が
よ
い
。
深
く
掘
る
に
は
絶

え
ず
周
囲
か
ら
の
土
崩
れ
を
防
ぐ
用
意
も
必
要
だ
。
そ
し
て
壊
れ
易
い
土
器
を
な
る
べ
く
原
形
の
ま
ま
掘
り
出
そ
う
と
す
る
時
、
最
後
へ
行
っ

- 60-

て
い
ち
ば
ん
必
要
な
の
は
、
金
属
製
の
ス
コ

ッ
プ
よ
り
は
柔
い
人
間
の
手
だ
と
い
う
ζ

と
に
な
る
。
乙
ち
に
き
理
論
よ
り
も
、
身
躍
を
張
っ
て

得
た
経
験
に
よ
る
カ
ン
が
大
切
だ
と
言
い
た
い
の
で
あ
る
。

「
史
記
」
の
よ
う
な
得
鐙
の
知
れ
ぬ
古
典
に
な
る
と
、
研
究
の
劉
象
と
な
っ
て
あ

げ
つ
ら
わ
れ
て
い
る
の
は
「
史
記
」
で
あ
る
が
、
質
は
そ
れ
以
上
に
問
わ
れ
て
い
る
の
は
研
究
者
自
身
の
人
間
で
あ
る
と
魔
悟
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

註①
私
の
起
承
鴎
結
に
つ
い
て
の
考
は
、
拙
稿
、
東
風
西
雅
録
四
(
卒
凡
枇

「
中
園
古
典
文
撃
へ
の
招
待
」
所
牧
〉
に
簡
躍
に
述
べ
て
あ
る
。

②
韓
の
鄭
園
の
入
事
情
の
年
は
、
「
漢
書
」
海
油
志
か
ら
逆
算
す
る
が
よ
い
。

「
資
治
通
鑑
」
秦
紀
は
ζ

れ
を
荘
袈
王
が
死
ん
で
、
始
皇
帝
が
嗣
い
だ
前

二
四
七
年
に
か
け
て
い
る
。

③
私
の
都
市
圏
家
に
つ
い
て
の
考
は
、

支
那
城
郭
の
起
原
異
説
(
ア
ジ
ア
史
研
究

'-' 

中
園
上
代
は
封
建
制
か
都
市
園
家
か
(
ア
ジ
ア
史
研
究

中
園
古
代
史
概
論
(
ア
ジ
ア
史
論
考
上
〉

戦
闘
時
代
の
都
市
(
ア
ジ
ア
史
論
考
中
〉

④
偶
語
、
優
な
ど
に
つ
い
て
の
私
の
考
は

調
史
剖
記
一
史
記
優
孟
侍
(
ア
ジ
ア
史
研
究

I
)

東
風
西
雅
録
一
倍
優
〈
卒
凡
枇
「
中
園
古
典
文
皐
へ
の
招
待
」
所
牧
)

身
振
り
と
文
事
(
ア
ジ
ア
史
論
考
中
〉

E 
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On Reading the Biography of Li Ssu 李斯in the Ｓん清一ｃ厄史記

　　　　　　　　　　　　　　　

Ichiｓａｄａ　Miｙａｚａｋｉ

　　　

When Ssu'ma Ch'ien 司馬遷wrote his Shih-chi, in addition to chro-

nicies which had been passed down since antiquity, he made use of stories

from the oral　traditionwhich were told in public by men of the time･

This biography appearsin the lieh-chｕａｎ列傅section,but there are many

instances

　

in which　Ssu-ma Ch'ien selected only　the needed part of an

establishedstory for his purposes. However, by collecting the fragmentary

historical

　

materials from the records of the Han 漢　Dynasty, we can

reconstruct the original form of the storieswhich Ssu-ma Ch'ien disassem-

bled. Ssu-ma Ch'ien made use　of two storiesin writing the biography

of Li Ssu. One was ａ story in which the main character was the eunuch

Chao Kao 趙高who was ａ descendent of the king of the state of Chao

趙which had been destroyed by the Ch'in 秦; and he successively took

revenge on his enemies, Ch'in Shih-huang秦始皇, Prime Minister Li Ssu,

and General Meng Wu 蒙武.　The other story concerns Hsiin-tzu 萄子

and his three disciples,Li Ssu, Han-fei-tzu韓非子, and Pao-ch'iu-tzu包丘子･

Li Ssu who had a strong craving for power became prime minister of the

Ch'in, but later lost his position and was killed. Han･fei-tzu won fame

for his writings, but when he went and ｅχpressedhis views to Ch'in Shih-

huang, Li Ssu became jealous of him and had him killed under false pre-

tenses.

　

Pao-ch'iu-tzubecame sincerely devoted to scholarship and was poor

throughout his entire life；　hedied peacefully, and his scholarship was

passed on to later generations. This is a didactic story which questions

which of these three men's differentlife-stylesis the very best.ぺNhat we

should pay attention to is that in these two storiesLi Ssu does not play

a main role･ but ｏ㎡ｙａ supporting role. We can see that the weakness

of Li Ssu's supporting role as described here was　carried over
without

change into the biography of Li Ssu in the　Shih-chi。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－2－


