
全
-
け
主
局
、
。
ル

第
三
十
七
巻
第
四
瞭

昭
和
五
十
四
年
三
月

護
行

諺

の

ヨ!

用

|
|
『
左
惇
』
と
『
史
記
』
の
場
合
|
|

倉

芳

彦

一

品

川

山

一

言

H

二
『
左
俸
』
の
「
諺
」

ω
調

稔

ω
反

論

三
『
史
記
』
の
「
諺
」

ω
都
言
里
語

ω
司
馬
遷
と
「
諺
」

四

後

語

- 1ー

前

'" 
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中
園
人
は
古
語
と
並
ん
で
俗
諺
も
よ
く
引
用
す
る
と
い
う
。
手
近
な
例
で
は
、
延
安
に
お
け
る
「
反
封
黛
八
股
」
の
演
説
で
、
毛
調
停
東
は
長



484 

た
ら
し
い
八
股
文
を
許
す
る
の
に

「慨
婆
娘
的
要
脚
、

又
長
又
臭
」

(
も
の
ぐ
さ
女
の
纏
足
の
布
、
長
く
て
臭
い
)
と
い
う
駄
後一酌
を
使
っ
て
い
る

(
一
九
四
二
年
二
月
八
日
)
。

ま
た
日
中
園
交
正
常
化
前
夜
の
北
京
大
舎
堂
の
挨
拶
で

周
恩
来
は
「
前
事
不
忘

後
事
之
師
」

と
い
う
成
語
を

た 使
号五 ( 
口口 ' 

で た
あが
る ② (

九
七

年
九
月

十
五
日

」
れ
は
後
述
す
る
よ
う
に

そ
の
出
典
で
あ
る
買
誼
の

「過
奏
論
」
で
は
「
野
諺
」
と
し
て
引
か
れ

話
し
手
が
引
用
を
行
な
う
動
機
は
多
様
だ
ろ
う
が
、
概
し
て
言
え
ば
、
話
者
と
聴
者
の
聞
に
共
通
す
る
周
知
の
話
題
を
挿
入
す
る
た
め
で
あ

り
、
そ
れ
に
は
日
常
生
活
に
密
着
し
た
俗
諺
類
の
引
用
が
放
果
的
な
わ
け
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
間
接
的
に
話
者
の
論
の
正
首
化
・
権
威
化
に
寄

興
す
る
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
正
首
化

・
権
威
化
白
鐙
を
目
的
と
す
れ
ば
、
古
今
の
経
典
か
ら
の
引
用
の
方
が
手
取
り
早
い
わ
け
だ
が
、
そ

の
こ
と
の
逆
数
果
と
レ
う
こ
と
も
あ
り
得
る
。

日
常
生
活
上
の
経
験
知
に
も
と
づ
き
、

そ
れ
に
簡
潔
な
言
語
表
現
を
興
え
た
俗
諺
類
に
は、

経
典
が
誇
示
す
る
普
遍
的
理
念
に
く
ら
べ
て
、

識
人
の
手
に
成
る
書
物
に
俗
諺
類
が
登
場
す
る
こ
と
は
稀
で
あ
り

そ
の
書
き
手
の
意
識
を
櫨
過
し
て
い

-2-

そ
れ
を
生
み
出
し
た
人
々
の
生
活
の
痕
跡
が
豊
か
な
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
質
際
に
は
、
牧
集
自
践
を
目
的
と
す
る
の
で
も
な
い
限
り
、
知

た
と
え
記
録
さ
れ
た
と
し
て
も
、

③
 

る
。
古
今
に
わ
た
り
中
園
枇
舎
に
行
な
わ
れ
て
来
た
諺
語
類
の
全
鐙
像
に
つ
い
て
は
専
書
に
一殻
り
、
こ
こ
で
は

『左
俸
』
や
『
史
記
』
に
「諺
」

と
し
て
牧
録
さ
れ
た
も
の
に
封
象
を
限
っ
て
、
本
来
口
請
に
よ
る
俗
諺
類
が
記
録
に
登
場
す
る
場
合
を
検
討
し
て
み
た
い
。

『
左
停
』
の
「
諺
」

『
左
停
』
に
お
け
る
引
用
は
形
式
上
衣
の
三
つ
で
行
な
わ
れ
る
。
(
ご
先
行
す
る
古
典
『
詩
』
『
書
』
等
の
語
を
そ
の
書
名
・
篇
名
等
を
明

記
し
て
引
用
す
る
。

つ
一)
そ
れ
に
準
じ
た
内
容
の
語
を
「
古
人
有
言
」

「
人
有
言
」
ま
た
は
「
吾
聞
之
」
の
よ
う
に
、
耳
で
聞
い
た
話
と
し

(
一
ニ
)

雅
な
も
の
が
あ
り
、

て
引
用
す
る
。

「諺
臼
」
と
し
て
引
用
す
る
。
た
だ
し
こ
の
匡
別
は
あ
く
ま
で
も
形
式
上
で
、

(
二
)
と
内
容
的
に
重
複
す
る
も
の
も
あ
る
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
引
用
の
形
式
を
全
く
具
え
て
い
な
く
て
も
、
文
脈
か
ら

会
一
)
の
中
に
も
(
一
)
と
同
質
の
典



見
て
明
ら
か
に
古
書
・
古
言
か
ら
の
引
用
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
。
引
用
の
動
機
や
方
法
の
問
題
一
般
を
と
り
あ
げ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
ら
を
す
べ
て
包
括
せ
ね
ば
な
る
ま
い
が
、
今
は
さ
し
あ
た
っ
て
「
諺
臼
」
と
し
て
引
用
さ
れ
た
も
の
だ
け
に
焦
船
舶
を
絞
る
。

て
引
か
れ
た
も
の
と
俗
諺
と
の
か
か
わ
り
方
が
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。

「
諺
」
と
し

『
左
停
』
に
は
俗
諺
と
全
く
縁
遠
い
と
見
ら
れ
る
「
諺
」
も
あ
る
。

1 

菅
の
土
舎
(
沼
武
子
)
が
周
王
か
ら
中
軍
の
賂
に
任
ぜ
ら
れ
、

大
停
の
官
を
加
え
ら
れ
る
と

菅
園
の
盗
は
秦
へ
逃
奔
し
た
。
羊
舌
職
が

評
す
る
。

「
吾
聞
之
、
百
円
稿
善
人
、

不
善
人
遠
」
。

(
鴎
が
善
人
を
奉
げ
る
と
不
善
人
は
遠
ざ
か
っ

た
。
)
こ
れ
は
、
今
の
こ
と
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。

『
詩
』
の
「
戦
戦
競
競
、
如
臨
深
淵
、
如
履
薄
泳
」

善

人

が

上

に

在

れ

ば
圏
中
に
億
倖
の
民
が
い
な
く
な
る
。
「
諺
回
、
民
之
多
幸
、
園
之
不
幸
」。
(
僚
倖
を
願
う
民
が
多
い
と
園
は
衰
え
る
。
〉
こ
れ
は
、
上
に

(
小
雅
小
菱
)

と
は
、

善
人
が
上
に
在
る
朕
態
を
言
っ
た
も
の
だ
。

善
人
が
い
な
い
た
め
に
起
る
の
で
あ
る
。

こ
の
羊
舌
職
の
評
言
は
、
最
初
に
「
吾
聞
之
」
と
馬
の
事
蹟
を
奉
げ
、
次
に
戒
健
の
『
詩
』
を
引
用
し
、
末
尾
を
「
諺
日
」
で
結
ぶ
完
備
し

た
引
用
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
「
諺
」
の
内
容
は
、
「
民
之
多
幸
、
園
之
不
幸
」
と
露
骨
な
ま
で
に
園
君
本
位
の
秩
序
主
義
で
あ

ダ
メ
押
し
的
な
役
割
を
果
し
て
レ
る
。
こ
の
類
の
「
諺
」

(
宣
凶
)

-3-

り
、
評
言
の
末
尾
に
置
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
『
詩
』
に
劣
ら
ぬ
重
味
を
も
っ
て
、

を
他
に
求
め
る
と
す
れ
ば
、

下
)
ぐ
ら
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し 『

孟
子
』
に
見
え
る
長
子
の
引
い
た
「
夏
諺
日
、
吾
王
不
遊
、
吾
何
以
休
。

「
諺
」
以
外
と
し
て
な
ら
、

吾
王
不
張
、

こ
う
し
た
園
君
本
位
の
成
句
は
レ
く
つ
も
あ
り
、

@
 

(俸
7
〉
を
は
じ
め
、
仲
胆
や
史
侠
の
言
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

吾
何
以
助
」

楚
の
令
弔
ア
子
文
が
引
い
た

〈
梁
恵
王

「
古
人
有
言
回
、
知
臣
莫
若
君
」

い
る
黙
で
、

こ
の
ー
を
除
い
た
他
の
『
左
俸
』
の
大
部
分
の
「
諺
」
に
は
、
日
常
的
な
現
買
な
い
し
は
卑
近
な
鐙
験
(
と
思
わ
れ
る
も
の
)
を
核
と
し
て

一
般
の
俗
諺
と
共
通
し
た
性
格
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、

485 

2 

周
の
卜
正
で
あ
っ
た
膝
侯
と
、
封
建
の
時
期
が
先
行
し
た
醇
侯
と
が
魯
に
来
朝
し
、
席
次
を
争
っ
た
。

羽
父
(
公
子
園
軍
〉
が
雨
者
を
調
停



486 

す
る
。「

周
諺
目
、
山
有
木
、

工
則
度
之
、

賓
有
曜
、

主
則
擦
之
」
。

周
の
宗
盟
の
順
序
に
よ
れ
ば

魯
と
同
姓
の
膝
侯
が
長
た
る
べ
き
で
あ

る

(
際
日
)

と
い
う
よ
う
な
場
合
、

@
 

山
の
木
は
工
が
見
定
め
る
と
い
う
日
常
的
な
行
負
か
ら
説
き
起
し
て
、

「
賓
」
の
順
序
は
「
主
」
た
る
者
が
取
決
め
る

と
い
う
主
題
が
導
き
出
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
「
周
諺
」
で
は
、
日
常
の
行
局
か
ら
首
面
の
主
題
へ
の
展
開
が
「
諺
」
そ
の
も
の
の
中
で
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
が
、

停
』
の
多
く
の
「
諺
」
は
、
俗
諺
と
同
様
に
必
ず
し
も
そ
う
い
う
展
開
部
を
持
た
な
い
。
日
常
的
な
現
賞
や
卑
近
な
鐙
験
を
簡
潔
に
提
示
す
る 『左

だ
け
で
、
そ
こ
か
ら
何
が
導
か
れ
る
か
は
「
諺
」
を
引
く
前
後
の
文
脈
の
中
で
開
示
さ
れ
る
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
そ
う
し
た

「
諺
」
が
何
を
意
岡
し
て
引
か
れ
た
か
の
検
討
が
必
要
に
な
る
。

『
左
俸
』
の
「
諺
」
を
引
く
意
圃
は
、
大
き
く
言
っ
て
、

(

1

)

相
手
の
自
戒
を
調
喰
的
に
促
す
場
合
と
、

反
論
す
る
場
合
と
に
分
け
ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
例
を
拳
げ
て
説
明
し
よ
う
。

(

2

)

窮
地
に
立
っ
て
相
手
に

- 4 ー

)
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3 

統
を
伐
つ
菅
軍
の
通
過
を
虞
公
が
認
め
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
を
宮
之
奇
が
諌
め
る
。

貌
が
亡
び
れ
ば
次
に
危
い
の
は
虞
で
あ
る
か
ら
、
菅
の
要
求
は
断
わ
る
べ
き
だ
。

「
諺
所
謂
、
輔
車
相
依
、
唇
亡
歯
寒
」
と
は
こ
の
こ
と

を
い
う
。

し
か
し
虞
公
は
聴
き
入
れ
ず
、
た
め
に
菅
軍
は
蹄
路
、
虞
を
滅
ぼ
し
て
し
ま
っ
た
。

輔
と
車
、
唇
と
歯
と
い
う
物
同
士
の
密
接
な
関
係
を
指
摘
し
た
「
諺
」
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
事
件
が
他
の
危
険
と
密
接
し
て
起
る
必
然
性
が
高

レ
こ
と
を
暗
示
す
る
。
こ
の
警
告
を
無
視
し
た
虞
公
は
、
貌
と
運
命
を
共
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

(俸
5
)



4 

楚
の
司
馬
子
良
が
生
ん
だ
子
越
淑
に
つ
い
て
、
子
良
の
兄
の
令
安
子
文
が
諌
言
す
る
。

彼
は
熊
虎
の
獄
、
街
狼
の
撃
だ
。

(
狼
の
子
は
飼
い
な
ら
す
こ
と
が
で
き
な
い
。)
彼
を
殺
さ
な
い
と
我
が
若
致

「
諺
日
、
狼
子
野
心
」
。

氏
一
族
が
自
滅
す
る
よ
う
な
こ
と
を
仕
出
か
す
に
相
違
な
い
。

子
良
は
聴
き
入
れ
ず
、
た
め
に
子
文
の
死
後
、
子
越
棋
は
横
暴
の
末
に
楚
王
と
戦
っ
て
敗
れ
、

預
言
通
り
若
敷
氏
は
一
時
滅
亡
し
た
。

(

由

且

4 、ノ

狼
の
野
性
を
事
更
め
て
指
摘
し
た
「
諺
」
に
よ
っ
て
、

@
 

の
忠
告
で
あ
る
。
次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。

特
定
人
物
の
狂
暴
性
に
劃
す
る
警
戒
の
必
要
を
侮
蔑
と
と
も
に
よ
び
か
け
た
の
が
こ

5 

周
王
か
ら
超
文
子
の
も
と
に
振
遣
さ
れ
洛
的
に
館
し
た
劉
定
公
が
、
越
文
子
に
向
っ
て
百
円
の
功
を
讃
え
、
そ
の
功
業
を
纏
ぐ
よ
う
勤
め
た

と
こ
ろ
、
老
齢
の
趨
文
子
は
「
朝
不
謀
タ
L

、
と
て
も
そ
の
よ
う
な
元
気
は
な
い
と
僻
退
し
た
。
劉
定
公
は
諦
っ
て
周
王
に
報
告
す
る
。

「
諺
所
謂
、
老
鰐
知
而
奪
及
之
」
。
(
歳
を
取
れ
ば
知
恵
が
増
す
は
ず
な
の
に
か
え
っ
て
奪
醸
す
る
。)
こ
れ
は
超
文
子
の
こ
と
だ
。
晋
の

正
卿
で
盟
主
で
あ
り
な
が
ら
、
「
朝
不
謀
タ
」
と
言
う
と
は
、
神
と
人
と
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
い
る
。
こ
れ
で
は
来
年
ま
で
生
命
が
も

- 5 ー

つ
ま
い
。

(昭
1
〉

こ
の
「
諺
」
は
越
女
子
に
類
し
て
直
接
使
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
前
後
の
文
脈
か
ら
す
れ
ば
、
劉
定
公
が
超
文
子
を
調
除
し
た
の
と
同
じ

意
味
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
自
戒
を
怠
っ
た
超
文
子
は
、
諜
想
通
り
そ
の
年
の
内
に
死
ん
だ
。

6 

呉
・
楚
聞
の
衝
突
の
際
に
、
臭
か
ら
使
節
と
し
て
汲
遣
さ
れ
た
臭
王
の
弟
瞭
由
は
、
そ
の
ま
ま
楚
側
に
抑
留
さ
れ
て
し
ま
っ
た
(
昭
5
Y

十
数
年
た
っ
て
、
令
ヰ
ア
子
患
が
楚
霊
王
に
進
言
す
る
。

瞭
由
に
は
何
の
罪
も
な
い
。
こ
れ
で
は
「
諺
所
謂
、
室
於
怒
、
市
於
色
」
で
は
な
い
か
。

そ
こ
で
霊
王
は
蹴
由
を
開
園
さ
せ
た
。

(
昭
日
)

487 

「
室
於
怒
、
市
於
色
」
と
は
「
怒
於
室
色
於
市
」
の
倒
句
で
、
室
内
で
の
怒
り
を
表
へ
出
て
も
ぶ
ち
ま
け
る
、
と
い
う
日
常
あ
り
が
ち
な
行
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痛
で
あ
る
。
本
人
は
怒
り
に
任
せ
て
止
め
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
が
、
傍
か
ら
見
れ
ば
滑
稽
極
ま
る
。
い
わ
ゆ
る

行
動
で
あ
る
。
こ
の
「
諺
」
に
よ
っ
て
楚
霊
王
は
自
己
の
行
痛
の
愚
か
さ
を
自
渡
的
に
理
解
し
た
。

「
怒
り
を
遷
す
」

(
論
語
潅
也
)

7 

宋
昭
公
は
即
位
に
蛍
っ
て
、
有
力
な
牽
公
子
を
除
去
し
よ
う
と
し
た
。
大
夫
の
繁
抽
出
が
そ
れ
に
反
劃
す
る
。

公
族
は
公
室
の
校
葉
で
あ
る
。

校
葉
が
あ
っ
て
こ
そ
本
根
は
庇
蔭
さ
れ
る
。

そ
れ
な
の
に
枝
葉
を
刈
り
梯
お
う
と
す
る
の
は
、

「
諺
所

調
、
庇
鷲
而
縦
尋
斧
鷲
」
の
行
篤
で
あ
る
。

し
か
し
昭
公
は
従
わ
ず
、
た
め
に
穣
・
裏
の
族
が
園
人
を
率
い
て
公
を
攻
め
る
に
至
っ
た
。

公
室
を
本
根
に
、
公
族
を
枝
葉
に
喰
え
る
だ
け
で
は
凡
庸
だ
が
、
枝
葉
に
庇
わ
れ
て
い
る
恩
顧
を
受
け
な
が
ら
、
見
境
も
な
く
斧
を
説
い
て
枝

葉
を
切
り
落
す
、
と
言
え
ば
、
そ
の
行
震
も
日
常
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
だ
け
に
、
か
え
っ
て
数
訓
と
し
て
の
比
験
的
数
果
は
増
す
。
そ
の
こ

と
の
意
味
を
反
省
し
な
か
っ
た
昭
公
は
、
き
び
し
い
報
復
を
受
け
る
。

(文
7
〉

8 

梗
陽
大
夫
に
任
、せ
ら
れ
た
親
戊
に
、
裁
決
し
き
れ
ぬ
問
題
が
起
っ
た
。
係
争
の
一
方
の
嘗
事
者
で
あ
る
梗
陽
の
大
宗
は
、
親
献
子
に
女
築

を
賂
し
て
事
を
有
利
に
運
ぼ
う
と
し
た
。
貌
戊
は
閣
波

・
女
寛
に
命
じ
て
貌
献
子
を
諌
め
さ
せ
た
。
二
人
は
献
子
か
ら
食
事
を
賜
わ
っ
た
際

- 6 ー

に
、
三
度
歎
息
し
た
。
そ
れ
を
見
た
献
子
が
訊
ね
る
。

「
吾
聞
諸
伯
叔
、
諺
目
、
唯
食
忘
憂
」
。
汝
ら
は
ど
う
し
て
食
事
中
に
三
度
も
歎
息
し
た
の
か
。

⑦
 

二
人
の
説
明
を
聞
い
て
、
貌
献
子
は
そ
れ
が
自
分
へ
の
調
諌
で
あ
る
こ
と
を
魔
り
、
宗
人
の
賂
を
僻
退
し
た
。

「
唯
食
忘
憂
」
を
、
食
事
の
際
に
は
憂
を
忘
れ
よ
と
讃
め
ば
、
こ
れ
は
た
ん
な
る
命
令
と
な
る
。
し
か
し
貌
献
子
が
自
分
の
伯
叔
か
ら
聞
い
た

(昭
お
)

と
わ
ざ
わ
ざ
断
わ
っ
て
引
い
た
こ
の
「
諺
」
は
、
そ
う
し
た
外
面
的
な
作
法
を
言
う
の
で
は
あ
る
ま
い
。
む
し
ろ
、
食
事
を
す
れ
ば
人
間
誰
し

も
一
殺
を
忘
れ
る
、
と
い
う
日
常
的
盟
験
を
一
族
内
の
内
輪
話
と
し
て
語
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
現
に
貌
献
子
は
歎
息
し
た
二
人
を
外
口
め
て

い
る
の
で
は
な
い
。
憂
も
忘
れ
る
は
ず
の
食
事
の
最
中
に
、
し
か
も
三
度
も
歎
息
し
た
こ
と
に
不
審
を
抱
き
、
そ
の
背
後
の
理
由
を
聞
き
出
さ

ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
例
は
「
諺
」
が
口
頭
語
り
俸
え
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
貼
で
興
味
深
い
。



硬
直
し
た
意
見
を
抱
く
相
手
に
射
し
て

「
心
」
の
持
ち
方
一
つ
で
見
方
が
繁
る
と
い
う
説
き
方
を
す
る
際
に
も
、

や
や
内
省
的
だ
が
。

「
諺
」
が
引
か
れ
る
。

た
だ
し
そ
の
内
容
は
日
常
的
と
言
う
よ
り
、

9 

菅
献
公
は
大
子
申
生
の
た
め
に
曲
沃
に
城
か
し
め
た
。
土
駕
が
憂
え
て
一
言
う
。

大
子
は
公
位
を
継
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
い
。

果
の
泰
伯
の
よ
う
に
亡
命
し
た
方
が
、

留
ま
っ
て
禍
に
遭
う
よ
り
も
令
名
が
残
る
だ
ろ
う
。

「
諺
日
、
心
有
元
理
、
何
値
乎
無
家
」
。
運
が
あ
れ
ば
将
来
園
君
に
な
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

〈聞
1
〉

心
に
歓
け
た
所
が
な
け
れ
ば
、
家
な
き
こ
と
も
憂
う
る
に
足
り
な
い
と
い
う

「
諺
」
を
引
い
て
、
土
篤
は
大
子
申
生
の
圏
外
亡
命
を
得
策
と
し

た
の
だ
が
、
大
子
は
聴
き
入
れ
ず
、
た
め
に
麗
姫
の
議
訴
に
よ
っ
て
五
年
後
に
自
殺
に
追
い
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
(
信
4
〉。

10 

賓
が
鄭
を
攻
め
た
。
大
夫
の
孔
叔
は
鄭
属
公
に
進
言
す
る
。

「
諺
有
之
目
、
心
則
不
競
、
何
俸
於
病
」
。
弱
園
の
鄭
を
救
う
た
め
に
は
斉
に
降
る
し
か
な
い
。

属
公
が
暫
く
待
て
と
言
う
と
、
孔
叔
は
答
え
る
。

「
朝
不
及
タ
」
。
間
に
合
い
ま
せ
ん
よ
。

- 7 ー

@
 

そ
こ
で
鄭
は
楚
か
ら
亡
命
し
て
来
て
い
た
申
侯
を
殺
し
て
、
斉
へ
の
申
開
き
を
し
た
。

「
心
則
不
競
、
何
俸
於
病
」
と
は
、
合
同
筆
に
よ
れ
ば
、

斉
と
抗
衡
し
て
争
う
気
が
な
い
な
ら
(
で
き
な
い
な
ら
)
、

慮
は
い
ら
な
い
と
い
う
意
味
の
よ
う
で
あ
る
。
次
の
「
高
下
在
心
」
と
い
う
の
も
同
様
で
あ
る
。

〈信
7
〉

相
手
に
屈
服
す
る
の
に
遠

11 

楚
に
匪
迫
さ
れ
た
宋
が
菅
に
救
援
を
求
め
た
。
菅
景
公
が
出
兵
し
よ
う
と
す
る
と
、
伯
宗
が
反
射
し
た
。

@
 

「
古
人
有
言
日
、
難
鞭
之
長
、
不
及
馬
腹
」
。
現
在
天
授
の
楚
と
は
戦
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

「
諺
日
、

れ
、
山
薮
が
疾
を
蔵
し
、
瑳
論
が
寝
を
匿
す
と
同
様
に
、
園
君
が
恥
を
含
む
の
は
天
の
道
で
あ
る
。
暫
く
待
つ
が
よ
い
。

高
下
在
心
」
。

川
津
が
汗
を
納

489 

そ
こ
で
景
公
は
出
兵
を
止
め
、
解
揚
を
宋
へ
の
使
者
と
し
て
迭
り
、
楚
に
降
ら
ぬ
よ
う
激
勘
さ
せ
た
。

「
高
下
在
心
」
と
は
、
杜
注
は
時
を
度
り
宜
を
制
す
る
こ
と
と
言
い
、
舎
筆
は
時
に
よ
っ
て
或
は
高
く
或
は
低
く
す
る
も
心
次
第
、

(
白
且
日
)

の
意
だ
と



置
か
ぬ
、

言
う
c

並
怒
さ
れ
た
川
淳
、
山
薮
、

瑳
論
の
例
に
照
ら
せ
ば
、

の
意
で
あ
ろ
う
。

一
時
の
汚
辱
や
少
量
の
車
道
は

高
次
の
利
盆
や
目
的
か
ら
す
れ
ば

眼
中
に

490 

以
上
が
相
手
に
劃
し
て
自
戒
を
菰
険
的
に
呼
び
か
け
た
場
合
で
あ
る
。
次
に
、
窮
地
に
立
っ
て
相
手
に
反
論
す
る
場
合
を
と
り
あ
げ
よ
う
。

(2) 

反

論

12 

鄭
で
は
刷
僅
の
死
後
、
菅
の
女
の
生
ん
だ
紙
が
幼
少
な
の
で
、
値
の
叔
父
劉
乞
を
立
て
た
。
紙
が
立
た
な
か
っ
た
理
由
を
問
う
晋
の
使
者

に
針
し
て
、
子
産
が
腫
待
に
立
っ
て
述
べ
る
。

今
回
の
こ
と
は
天
が
翻
氏
を
剥
凱
し
た
の
で
あ
る
。

無
過
凱
門
」
。

し
て
天
が
乱
し
た
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
差
出
口
は
無
用
に
願
い
た
い
。

「
諺
目
、

@
 

民
に
兵
凱
が
あ
っ
て
さ
え
門
内
に
立
入
る
の
は
俸
る
。
ま

」
の
「
無
過
飢
門
」
の
「
諺
」
は

『左
俸
』
の
別
の
個
所
で
は
「
人
有
言
」
と
い
う
引
用
の
形
式
で
、

た
だ
し
「
唯
飢
門
之
無
過
」
と
倒
句

- 8ー

」
の
強
鼎
に
、
菅
は
や
む
な
く
駆
乞
を
立
て
た
こ
と
を
容
認
し
た
。

(
昭
凹
)

の
形
で
使
わ
れ
て
い
る
。

13 

前
年
、
宋
で
は
華
亥
ら
が
南
里
に
擦
っ
て
叛
す
る
と
い
う
事
態
が
起
り
、
楚
は
蓮
越
を
使
者
と
し
て
、
宋
に
向
っ
て
華
氏
を
引
取
ろ
う
と

提
議
し
た
。
宋
側
は
反
論
す
る
。

君
と
臣
が
争
っ
て
い
る
際
に
、
楚
が
臣
の
方
を
助
け
よ
う
と
な
さ
る
な
ら
御
自
由
に
。

「
人
有
言
目
、

唯
凱
門
之
無
過
」
。

ど
う
か
飽
人

を
援
助
し
な
い
で
い
た
だ
き
た
い
。

楚
は
こ
の
反
論
に
曾
っ
て
困
惑
し
た
が
、

や
が
て
宋
の
側
で
華
氏
の
一
黛
を
追
い
出
す
動
き
が
起
り
、
華
亥
ら
は
楚
に
出
奔
し
た
。
(
昭
幻
)

つ
ま
り
「
人
有
言
」
と
し
て
引
用
さ
れ
た
句
は
、
内
容
的
に
「
諺
」
と
同
じ
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
文
脈
の
中
で
も
「
諺
日
」
と
し
て
引
用

。

さ
れ
る
の
と
同
じ
働
き
を
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
い
う
例
は
『
左
停
』
に
は
他
に
も
あ
る
。



14 

魯
が
楚
に
接
近
し
た
の
で
、
忍
日
は
魯
に
杷
の
田
を
要
求
し
た
。

が
、
そ
の
守
の
謝
息
が
反
論
し
た
。

季
武
子
は
代
り
に
孟
孫
氏
の
巴
で
あ
る
成
を
菅
に
提
供
し
よ
う
と
し
た

「
人
有
言
目
、
難
有
撃
瓶
之
知
、
守
不
偲
器
L

。

(
水
を
混
む
手
提
瓶
で
も
、

む
や
み
に
人
に
貸
す
も
の
で
は
な
い
J

わ
が
主
孟
信
子

の
留
守
中
に
、
守
た
る
者
が
そ
の
邑
を
手
放
す
わ
け
に
は
行
か
な
い
。

そ
れ
で
も
季
武
子
は
強
引
に
、
成
と
桃
と
を
交
換
す
る
こ
と
を
謝
息
に
承
知
さ
せ
た
。

(昭
7
)

15 

鄭
の
公
孫
段
は
か
つ
て
韓
宣
子
か
ら
州
の
田
を
受
け
て
い
た
が
、

た
。
韓
宣
子
が
僻
退
す
る
と
子
産
は
言
っ
た
。

そ
の
子
豊
施
の
時
代
に
な
る
と
、

子
産
は
そ
れ
を
返
還
し
よ
う
と
し

「
古
人
有
言
、
其
父
析
薪
、
其
子
弗
克
負
荷」
。

(
先
祖
が
得
た
憶
が
重
す
ぎ
る
と
、
子
孫
に
は
背
負
い
切
れ
な
い
。)
豊
氏
に
繭
が
起
ら

ぬ
た
め
に
も
受
取
っ
て
も
ら
い
た
い
。

こ
れ
ら
の
「
諺
」
な
い
し
「
人
有
言
」

「
其
父
析
薪
、
其
子
弗
克
負
荷
」
と
い
う

「
諺
」
と
し
て
引
か
れ
た
も
の
と
全
く
差
が
な
い
。

「
古
人
有
言
」
と
し
て
引
か
れ
た
も
の
は
、
い
ず
れ
も
力
の
小
さ
い
者
が
力
の
大
き
い
者
に
座
迫
さ

「
古
人
有
言
」
は

い
ず
れ
も
日
常
生
活

- 9 ー

そ
こ
で
韓
宣
子
も
一
躍
承
知
し
た
。

(昭
7
〉

「
難
有
翌
十
瓶
之
知
、
守
不
慣
器
」
と
い
う
「
人
有
言
」
、

で
普
通
に
経
験
さ
れ
る
こ
と
が
ら
で
あ
っ
て
、

れ
、
窮
地
に
立
っ
て
反
論
す
る
際
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
他
の
例
を
奉
げ
よ
う
。

16 

鄭
が
楚
に
接
近
し
て
い
る
こ
と
を
答
め
て
、
菅
霊
公
は
居
の
舎
で
鄭
穆
公
に
曾
わ
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
鄭
の
子
家
は
越
宣
子

に
書
を
迭
る
。

わ
が
君
は
即
位
以
来
、
菅
に
謝
し
て
忠
貧
な
闘
係
を
績
け
て
来
た
。
そ
れ
を
今
、
菅
は
鄭
の
態
度
が
よ
く
な
い
と
責
め
る
。

日

、

畏

首

畏

尾

、

身

其

徐

幾

」

。

「

叉

目

、

「
古
人
有
言

(
首
を
縮
め
尾
を
縮
め
れ
ば
身
の
匿
し
ょ
う
も
な
い
。
)

鹿
死
不
揮
音
。」

徳
が
な
い
な
ら
ば
、

(
鹿
も
追
い
詰
め

491 

ら
れ
る
と
悪
撃
を
渡
す
る
。
)
小
園
は
徳
の
あ
る
大
圏
に
接
近
す
る
も
の
で
あ
る
。

鹿
の
よ
う
に
所
捧
ば
ず
走
り
出



492 

し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ぬ
。

そ
こ
で
晋
は
鄭
と
和
し、

越
穿

・
公
製
池
が
鄭
へ
の
質
と
な
っ

た
。

(
文
げ
〉

こ
こ
に
引
用
さ
れ
た
二

つ
の
「
古
人
有
言
」
も
、

探
音
」
と
言
い
、
そ
の
内
容
そ
の
も
の
は
極
め
て
消
極
的
で
あ
る
。

し
か
し
同
時
に
、
窮
地
に
追
い
詰
め
ら
れ
る
と
鹿
で
も
何
を
仕
出
か
す
か

わ
か
ら
ぬ
、
と
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
手
に
不
安
を
惹
き
起
す
も
の
を
内
包
し
て
い
る
。
子
家
は
そ
の
数
果
を
こ
の
「
諺
」
か
ら
最
大
限
に

「
諺
」
と
同
じ
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

「国
民
首
畏
尾
、
身
其
除
幾
」
と
言
い

「
鹿
死
不

引
出
し
た
。
相
手
へ
の
哀
訴
と
見
え
て
、
買
は
強
力
な
反
論
の
性
格
を
そ
な
え
た
「
諺
」
の
引
用
で
あ
り
、
俗
に
言
う
居
直
り
の
静
で
あ
る
。

」
う
い
う
例
は
他
に
も
あ
る
。

17 

鄭
で
は
訣
殺
さ
れ
た
良
脅
(
伯
有
)
の
鬼
が
出
浸
し
て
人
々
を
脅
し
て
い
た
。

子
産
は
そ
の
子
の
良
止
を
大
夫
に
し
て
廟
杷
さ
せ
、

鬼
を

銀
め
さ
せ
た
。
子
産
が
菅
に
赴
い
た
際
、
越
景
子
が
子
産
に
「
伯
有
で
も
鬼
の
働
き
が
で
き
る
の
か
」
と
質
問
し
た
。
子
産
が
答
え
る
。

匹
夫
匹
婦
で
も
非
命
に
死
ね
ば
、
塊
吸
が
人
に
と
り
つ
い
て
淫
属
を
な
す
こ
と
が
あ
る
。
ま
し
て
良
容
は
祖
父
の
子
良
〈
穆
公
の
庶
子
公
子

去
疾
〉
、
父
の
子
耳

(
公
孫
側
)
の
後
を
承
け
て
、
三
代
に
わ
た
り
鄭
の
執
政
だ
っ

た。

鄭
は
小
園
だ
が
、
「
諺
目
、
斑
爾
園
」
。

- 10-

三
世
執
政

酪
爾
た
る
も
圏
、

し
て
来
た
家
柄
だ
か
ら
、
非
命
に
死
ね
ば
鬼
の
働
き
を
な
す
の
も
嘗
然
で
あ
る
。

い
く
ら
小
さ
く
て
も
園
は
園
、
と
居
直
っ
た
と
こ
ろ
に
子
産
の
計
算
が
あ
り
、
大
園
菅
へ
の
皮
肉
が
生
き
て
い
る
。

(昭
7
)

18 

卒
丘
の
同
盟
の
際
に
、

利

・
宮
の
訴
え
を
聴
い
た
耳
目
昭
公
は
、
魯
昭
公
を
盟
に
参
加
さ
せ
ず
、
季
卒
子
を
執
え
て
踊
っ
た
。
魯
の
子
服
景

伯
は
こ
の
こ
と
に
闘
し
、
五
日
の
中
行
穆
子
に
私
的
に
折
衝
す
る
。

親
典
大
、
賞
共
罰
否
」
こ
そ
が
盟
主
た
る
所
以
で
あ
る
。

魯
と
菅
と
は
兄
弟
の
間
柄
な
の
に
、
蟹
夷
の
料

・
宮
の
議
訴
を
聴
き
入
れ
る
よ
う
で
は
、
魯
は
宵

・
楚
に
接
近
す
る
か
も
し
れ
ぬ
。

「
諺
日
、
臣
一
主
二
」
。
晋
ば
か
り
が
大
園
で
は
な
い
。

親

中
行
穆
子
は
こ
れ
を
菅
の
執
政
斡
宣
子
に
告
げ
、
季
卒
子
は
開
園
を
許
さ
れ
た
。

「
臣
一
主
二
」
の
「
諺
」
に
つ
い
て
、
杜
注
は
一
臣
に
は
必
ず
二
主
が
あ
る
、
道
が
合
わ
な
け
れ
ば
去

っ
て
他
園
に
仕
え
る
こ
と
が
で
き
る
、

(
昭
日
〉



と
解
す
る
。
臣
の
側
に
君
を
揮
ぶ
選
捧
権
が
あ
る
と
い
う
わ
け
だ
が
、
春
秋
時
代
の
菅
・
魯
聞
な
ど
の
園
際
関
係
は
、
戦
園
時
代
以
降
に
形
成

⑫
 

さ
れ
る
制
度
的
・
道
義
的
君
臣
秩
序
と
は
異
質
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
こ
の
杜
預
の
解
は
適
切
で
な
い
。
む
し
ろ
嘗
時
の
園
家
聞
(
な

い
し
公
室
と
大
夫
聞
〉
に
存
在
し
た
離
合
の
自
由
を
前
提
に
し
て
、
相
手
の
出
方
次
第
で
は
い
つ
で
も
「
主
」
を
蟹
え
ら
れ
ま
す
よ
、

と
い
う

警
告
の
僻
と
し
て
こ
れ
を
讃
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
次
の
例
も
「
主
」
に
劃
す
る
選
擦
の
自
由
を
内
容
と
す
る
。

19 

衛
の
大
子
繭
積
は
父
霊
公
の
夫
人
南
子
の
刺
殺
を
戯
陽
速
に
命
じ
た
。
と
こ
ろ
が
戯
陽
速
は
大
子
が
三
度
合
園
を
し
て
も
進
み
出
ず
、

た

め
に
南
子
に
察
知
さ
れ
て
、
大
子
は
亡
命
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
大
子
が
怨
ん
で
い
る
と
聞
い
て
、
戯
陽
速
は
言
っ
た
。

大
子
こ
そ
自
分
を
ひ
ど
い
目
に
舎
わ
せ
た
。
無
道
に
も
己
が
母
親
を
自
分
に
殺
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
も
し
自
分
が
断
わ
れ
ば
、
き
っ
と
殺

さ
れ
た
だ
ろ
う
。
刺
殺
に
成
功
し
て
も
、
自
分
に
責
任
を
な
す
り
つ
け
た
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
自
分
は
表
面
は
引
受
け
て
、
貫
行
は
せ
ず
、

「
諺
目
、
民
保
於
信
」
。
自
分
は
義
に
信
を
立
て
た
の
だ
。

身
勝
手
な
奮
主
胸
鞍
の
指
令
に
反
し
た
自
分
の
立
場
を
正
首
化
す
る
の
に
、
戯
陽
速
は
「
民
保
於
信
」
、

大
子
に
殺
さ
れ
ぬ
よ
う
に
し
た
ま
で
だ
。

(定
M
)

-11ー

民
は
信
あ
っ
て
こ
そ
身
が
保
て
る
と

⑬
 

「
主
」
に
射
し
て
必
ず
し
も
盲
従
し
な
い
「
臣
一
主
一
亡
の
論
理
が
こ
こ
に
も
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
『
左
俸
』
の
大
部
分
の
「
諺
」
は
、
日
常
的
な
俗
諺
に
共
通
す
る
面
を
も
ち
つ
つ
も
、
そ
の
引
用
に
嘗
つ
て
は
腕
曲
な
調
喰

に
よ
っ
て
相
手
の
自
護
的
反
省
を
促
す
か
、
差
し
迫
っ
た
場
合
で
も
消
極
的
な
表
現
の
中
に
相
手
へ
の
反
撃
力
を
潜
め
て
い
る
こ
と
を
特
色
と

し
て
い
る
。
そ
れ
と
『
史
記
』
や
『
漢
書
』
に
現
わ
れ
る
「
諺
」
の
類
と
は
ど
の
よ
う
に
異
な
る
か
。
そ
れ
が
次
節
の
課
題
で
あ
る
。

い
う
「
諺
」
を
引
用
し
た
わ
け
で
、

『
史
記
』
の
「
諺
」

)
 

‘B
A
 

(
 
昔R

諺

里

五ロ
エヨ
ロ
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後
述
す
る
よ
う
に
、

『
史
記
』
や
『
漢
書
』
に
も
「
諺
」
と
し
て
引
か
れ
る
も
の
が
い
く
つ
も
あ
る
が
、
そ
の
他
に
「
都
諺
」
「
都
語
」
、
或



494 

「
里
諾
」
と
し
て
出
て
来
る
も
の
が
多
数
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
ら
の
内
容
に
は
大
差
が
な
い
。
た
と
え
ば
、
『
史
記
』
蘇
秦
列
俸

⑬
 

の
「
臣
問
、
都
諺
日
、

寧
信用
鶏
口
、
加
熱
病
牛
後
」
は
、

『
鞍
園
策
』

韓
策
で
は
「
臣
問
、
都
語
日
」
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。
従
っ

て
こ
こ

で
は
引
用
形
式
の
差
は
問
題
に
せ
ず
に
、
引
用
の
意
闘
を
中
心
に
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

『史
記
』
や

『
漢
書
』
で
も
「
諺
」
は
自
戒
を
調
聡
す
る
に
際
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

『左
俸
』
と
同
様
に
、

は
「
里
諺
」

20 

太
史
公
日
く
。
「
郡
語
云、

尺
有
所
短
、
寸
有
所
長
」
。
白
起
は
そ
の
作
戦
奇
襲
を
極
め
天
下
に
名
聾
が
あ
っ
た
が
、
陸
侯
沼
雌
の
計
に

陥
っ
て
自
殺
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
王
朝
は
秦
の
将
軍
と
な

っ
た
に
か
か
わ
ら
ず
、
始
皇
に
迎
合
す
る
こ
と
の
み
を
考
え
、
最
後
に
項
羽
の
捕
虜

と
な

っ
た
。
二
人
と
も
そ
れ
ぞ
れ
短
所
が
あ
っ
た
の
だ
。

(
白
起
王
羽
列
惇
)

「
尺
に
も
短
所
、
寸
に
も
長
所
」
と
い
う
「
都
語
」
を
引
い
て
、
雄
純
白
起
・
王
朝
に
も
飲
陥
が
あ
っ

た
こ
と
を
論
じ
、
語
者
へ
の
戒
め
と
も

す
る
。
こ
れ
は
司
馬
連
の
論
賛
の
常
套
形
式
で
あ
る
。

21 

太
史
公
日
く
。
卒
原
君
は
濁
世
の
佳
公
子
だ
っ
た
が
大
局
に
通
じ
な
か
っ
た
。

「
都
語
日
、
利
令
智
昏
」
。

(
利
欲
に
は
智
も
鈍
る
。
)
卒

- 12ー

原
君
が
鴻
亭
の
邪
説
に
欲
を
出
し
た
ば
か
り
に
、
越
は
長
卒
で
大
敗
を
喫
し
、
都
の
郁
郁
も
危
う
か

っ
た
。

(卒
原
君
虞
卿
列
俸
〉

秦
に
脅
さ
れ
た
上
禁
の
守
鴻
亭
が
、

上
議
郡
を
以
て
越
の
保
護
を
求
め
た
の
に
射
し
、
卒
原
君
は
「
無
故
得
一
郡
、
受
之
便
」
と
腔
諾
の
意
見

を
出
し
た
こ
と
(
白
起
列
停
)
に
つ
い
て
、

「
利
欲
に
は
智
も
鈍
る
」
の
「
都
語
」
を
引
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
「
都
語
」
の
中
、
前
者
の
「
尺
有
所
短
、
寸
有
所
長
」
は

『
楚
僻
』

卜
居
篇
に
も
同
句
が
あ
る
。
司
馬
遷
が
他
書
か
ら
引
用
す

⑮
 

る
場
合
に
は
尋
問
日
L

の
形
式
を
と
る
の
が
普
通
の
よ
う
だ
か
ら
、

こ
の
「
部
語
」
も
必
ず
し
も
『
楚
僻
』
か
ら
の
引
用
で
は
な
い
と
考
え
ら

れ
る
。

22 

こ
う
い
う
自
戒
を
説
い
た
「
都
諺
」
と
し
て
は
、
次
の
買
誼
の
上
書
中
に
引
か
れ
た
句
が
有
名
で
あ
る
。

「
部
諺
目
、
不
習
魚
更
、
現
己
成
事
」
。
「
叉
回
、
前
車
覆
、
後
車
誠
」
。
夏

・
股
・
周
三
代
が
長
く
績
い
た
こ
と
は
巳
事
と
し
て
明
ら
か

そ
れ
に
従
お
う
と
し
な
い
の
は
聖
者
に
法
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
秦
の
世
が
短
時
日
で
終
っ
た
こ
と
は
轍
跡
と
し
て
明
ら
か
な
の

な
の
に
、



に
、
そ
れ
を
避
け
よ
う
と
し
な
け
れ
ば
、
後
車
も
ま
た
顛
覆
す
る
。

「
不
習
矯
吏
、
親
己
成
事
」
と
は
、
役
所
の
業
務
に
逼
ぜ
ぬ
う
ち
は
前
例
に
従
え
、
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
前
車
の
覆
轍
の
方
は
説
明
す
る

⑮
 

『
韓
詩
外
停
』
に
も
ほ
ぼ
同
句
が
「
都
語
」
と
し
て
引
か
れ
て
い
る
が
、
『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
の
論
賛
に
引
か
れ
た
買
誼
の

(
漢
書
買
誼
惇
)

ま
で
も
な
い
。

「
過
秦
論
」
で
は
、
秦
が
法
刑
中
心
の
た
め
短
命
に
終
っ
た
事
例
を
「
前
事
之
不
志
、
後
事
之
師
也
」
と
い
う

「
野
諺
」
で
し
め
く
く
っ
て
い

る
。
冒
頭
に
嗣
挙
げ
た
周
恩
衆
の
「
前
事
不
忘
、
後
事
之
師
」
の
出
典
と
な
っ
た
句
で
あ
る
。

同
じ
く
買
誼
の
上
疏
の
中
に
は
、
も
う
一
つ
「
里
諺
」
が
あ
る
。

23 

人
主
の
傘
貴
な
る
こ
と
は
堂
の
如
く
、
筆
臣
は
陛
の
如
く
、
衆
庶
は
地
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
陛
の
敷
が
多
け
れ
ば
そ
れ
だ
け
堂
は
地
か

ら
高
く
な
り
、
陛
が
な
け
れ
ば
堂
は
低
く
な
る
。
高
い
も
の
は
挙
じ
登
り
に
く
く
、
低
い
も
の
は
乗
り
越
え
や
す
い
の
は
理
の
嘗
然
で
あ

る
。
古
の
聖
王
は
そ
こ
で
序
列
を
定
め
、
内
に
公
卿
大
夫
土
あ
り
、
外
に
公
侯
伯
子
男
あ
り
、
さ
ら
に
官
師
小
吏
か
ら
庶
人
に
及
ぶ
ま
で
等

級
を
明
ら
か
に
し
た
。
天
子
は
そ
の
上
に
在
っ
て
、
傘
貴
さ
は
及
ぶ
も
の
が
な
い
。
「
里
諺
日
、
欲
投
鼠
市
忌
器
」
。

(
出
浸
す
る
鼠
に
手
許

- 13ー

の

物

を

投

げ

つ

け

た

い

が

、

傍

の

器

に

ぶ

つ

け

る

恐

れ

が

あ

る

の

で

止

め

る

。

)

器

の

傍

の

鼠

に

さ

え

物

を

投

げ
る
の
を
俸
る
の
は
、
そ
の
器
を
傷
つ
け
る
の
を
恐
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
し
て
人
主
側
近
の
貴
臣
に
於
て
を
や
。
(
漢
書
賀
誼
停
)

「
欲
投
鼠
市
忌
器
」
と
い
う
「
里
諺
」
を
買
誼
は
、
君
主
の
側
近
の
寵
臣
に
は
、
た
と
え
失
態
が
あ
っ
て
も
肉
種
的
な
刑
罰
を
加
え
ず
に
、
む

こ
れ
は
善
い
比
除
で
あ
る
。

し
ろ
死
を
賜
わ
る
べ
き
だ
と
い
う
主
張
の
「
善
議
」
と
し
て
引
い
て
い
る
。
寵
臣
に
数
日
貯
を
加
え
る
こ
と
は
君
主
を
辱
め
る
の
と
同
じ
こ
と
に

な
る
か
ら
で
あ
る
。
大
臣
が
刑
裁
を
蒙
る
の
は
お
ろ
か
、
閤
祭
が
秦
二
世
皇
帝
を
診
一
一
夷
宮
で
殺
す
こ
と
な
ど
が
日
常
だ
っ
た
戟
園
・
秦
・
漢
初

の
朕
況
に
あ
っ
て
は
、
買
誼
の
如
き
節
制
の
道
を
読
く
に
は
、
こ
う
い
う
卑
近
な
比
仏
慨
を
引
く
こ
と
が
放
果
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

卑
近
な
比
聡
に
よ
っ
て
戒
慣
を
説
く
「
里
一
語
」
を
も
う
一
つ
奉
げ
よ
う
。

漢
廷
の
寵
臣
晃
錯
に
よ
る
削
地
策
の
貫
施
を
嫌
っ
た
臭
王
劉
爆
は
、
中
大
夫
腰
高
を
腰
西
王
劉
印
へ
の
使
者
に
立
て
、
中
央
か
ら
の
離
叛

24 
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を
設
か
し
め
た
。
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現
在
、

漢
の
中
央
政
府
は
邪
臣
、

謹
賊
の
言
を
聴
き
入
れ
て
、

法
令
を
勝
手
に
嬰
更
し、

諸
侯
の
土
地
を
侵
奪
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

「里
一詰
有
之
目
、
抵
糠
及
米
」
。

か
も
し
れ
な
い
。

(
糠
を
証
め
た
ら
次
は
米
。
〉
果
と
穆
西
は
遠
か
ら
ず
狙
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
削
地
だ
け
で
事
は
済
ま
な
い

庭
高
の
摩
丘
ハ
の
勤
め
に
、

は
じ
め
穆
西
王
は
困
惑
し
た
が
、
結
局
同
意
し
た
。

や
が
て
呉
楚
七
園
の
反
と
な
っ
て
行
く
導
入
部
分
で
あ
る
。

⑫
 

カ
な
L

し
か
し
同
師
古
注
に
言
う
通
り
、

「
里
」
字

⑮
 

こ
れ
は
犬
、が
初
め
糠
を
温
め
て
や
が
て
米
に
及
ぶ
行
動
に
つ
い
て
言
っ
た
も
の
で
あ
り
、

(
奥
王
海
列
停
)

『
漢
書
』
呉
王
埠
停
で
は
こ
れ
を
「
語
有
之
日
、
活
糠
及
米
」
と
し
、

4 

の

「
狼
子
野
心
」
の
「
諺
」
に
似
た
性
格
を
も
っ
て
い
る
。

上
述
の
よ
う
に
『
史
記
』
や
『
漢
書
』
に
散
見
さ
れ
る
「
都
諺
」

「
里
語
」
の
類
に
は

さ
き
に
『
左
停
』
に
つ
い
て
(

1

)

に
分
類
し
た

調
除
的
に
自
戒
を
呼
び
か
け
る
「
諺
」
に
似
た
も
の
が
あ
る
が

一
方
、
窮
地
に
立
つ
て
の
反
論
に
「
諺
」
を
引
い
た
(

2

)

の
よ
う
な
例
は

そ
の
内
容
は
露
骨
で
あ
り
、
引
き
方
も
直
線
的
で
、

『
左
俸
』
の

- 14ー

見
嘗
ら
な
い
。
都
諺
・
俗
語
類
は
上
書
に
際
し
て
時
に
引
か
れ
る
の
だ
が
、

(

2

)

に
見
ら
れ
た
よ
う
な
屈
折
し
た
説
得
力
に
乏
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

た
と
え
ば
宣
帝
に
劃
す
る
路
温
街
の
上
書
に
次
の
一
節
が
あ
る
。

25 

辻
棲
合
わ
せ
の
ご
ま
か
し
で
、

⑮
 

「
故
俗
語
日
、
霊
地
矯
獄
、
議
不
入
。
刻
木
魚
吏
、
期
不
封
」
。
こ
れ
は
獄
更
を
憎
む
民
情
の
生
ん
だ
悲
痛
の
僻
で
あ
る
。
(
路
温
街
俸
〉

獄
吏
は
深
刻
を
専
門
に
し
て
残
虐
極
ま
り
な
く
、

園
患
を
顧
み
な
い
。

こ
れ
は
嘗
世
の
大
賊
で
あ
る
。

師
古
注
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
俗
語
」
の
意
味
は
、
地
面
に
重
い
た
獄
で
す
ら
人
は
入
り
た
が
ら
な
い
し
、
木
で
作
っ
た
吏
で
す
ら
人
は
向
い
た

L

〉
:
、
、

カ
F
Jん
し

ま
し
て
員
買
の
獄
や
吏
に
於
て
を
や
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
言
わ
ば
忌
俸
の
な
い
呪
誼
的
な
震
言
が
、

『
漢
書
』
で

は
「
俗
語
」

「
里
諺
」
な
ど
と
し
て
登
場
す
る
の
が
目
立
つ
。

い
く
つ
か
例
を
奉
げ
よ
う
。
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成
帝
が
越
俵
伊
を
皇
后
に
立
て
よ
う
と
し
た
の
を
劉
輔
が
諌
め
て
上
書
し
た
。

君
主
た
る
者
、

窃
認
の
女
を
選
ん
で
宗
廟
を
承
け
、
一
紳
紙
の
心
に
順
い
天
下
の
民
草
を
満
す
べ
き
な
の
に
、
今
、
情
欲
に
溺
れ
て
卑
賎
の



女
に
心
を
傾
け
、
天
下
に
母
た
ら
し
め
ん
と
し
て
い
る
。
天
を
畏
れ
ず
人
に
娩
じ
ず
、
惑
乱
こ
れ
に
過
ぐ
る
も
の
は
な
い
。

腐
木
不
可
以
矯
柱
、
卑
人
不
可
以
魚
主
」
。
天
人
と
も
に
許
さ
ざ
る
所
は
、
必
ず
繭
あ
り
て
一
踊
な
き
こ
と
、

に
朝
廷
で
誰
一
人
こ
れ
を
言
う
者
な
き
は
、
臣
の
遺
憾
と
思
う
所
で
あ
る
。

「
里
語
日

市
道
も
み
な
知
る
。

し
か
る

(
劉
輔
俸
)

宗
室
の
一
員
と
し
て
の
倍
倣
さ
も
手
停
っ
て
、

そ
の
引
く

「
里
語
」
の
内
容
も
民
の
中
の
撃
と
い
う
に
は
程
遠
い
。

一方、

こ
う
い
う
「
里

諺
」
も
あ
る
。

27 

査
賢
を
王
太
后
・
成
帝
が
寵
愛
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、

董
賢
は
公
賦
を
散
じ
て
私
恵
を
施
し
、

丞
相
王
嘉
が
上
書
し
て
諌
め
た
。

一
家
、
千
金
を
受
け
る
に
至
っ
て
い
る
。
古
来
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
の
貴
臣
は
存
在
し
な
か
っ
た
。

噂
は
四
方
に
流
れ
、
誰
も
が
等
し
く
怨
ん
で
い
る
。

「
里
諺
日
、

千
人
所
指
、
無
病
而
死
」
。

臣
は
た
え
ず
こ
の
こ
と
に
身
を
顧
わ
せ
て

い
る
。

(
王
嘉
停
)

- 15ー

千
人
が
揃
っ
て
指
弾
す
る
男
は
病
気
が
な
く
て
も
く
た
ば
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
忌
俸
の
な
い
「
里
諺
」
は
、
庶
民
の
欝
屈
し
た
憤
怨
の
所
産
だ

ろ
う
が
、
前
漢
末
期
の
王
嘉
に
は
そ
れ
に
同
調
す
る
も
の
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

最
初
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
俗
諺
は
そ
れ
自
鐙
と
し
て
は
わ
れ
わ
れ
の
眼
に
燭
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
を
使
用
す
る
人
物
が
あ
り
、

を
記
し
止
め
る
書
き
手
が
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
そ
れ
と
し
て
残
さ
れ
る
。
「
重
地
震
獄
、
議
不
入
。
刻
木
魚
吏
、
期
不
針
」
と
か
、

そ
れ

「
千
人
所

指
、
無
病
而
死
」
と
い
う
よ
う
な
俗
諺
類
は
、
そ
う
い
う
憤
怨
を
生
み
出
す
祉
曾
的
現
賓
が
存
在
し
た
歪
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
う
い
う
親
角

で
事
態
を
捉
え
る
こ
と
に
同
調
し
た
人
物
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
す
。
逆
に
言
え
ば
、
そ
う
し
た
人
物
の
介
在
な
し
に
は
俗
諺
は
わ
れ
わ
れ
の

前
に
存
在
し
な
い
わ
け
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
が
知
り
得
る
俗
諺
は
、

そ
う
い
う
偶
然
性
に
依
存
し
て
残
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
残
さ
れ
た
俗
諺
に
は
、
個
人
的
な
選
揮

@
 

と
く
に
そ
う
し
た
色
影
が
強
い
。

性
が
あ
る
。
個
人
的
な
好
み
に
よ
る
選
鐸
と
言
っ
て
も
よ
い
。
司
馬
蓮
の
引
く
「
諺
」
に
は
、

497 
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(2) 

司
馬
蓮
と
「
諺
」

「
報
任
安
書
」
の
初
め
の
部
分
で
司
馬
遷
は
「
諺
」
を
引
く
。
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さ
き
に
賢
土
を
推
務
せ
よ
と
の
お
勧
め
の
手
紙
を
貰
っ
た
が
、
我
が
身
は
刑
除
の
人
。
動
け
ば
径
め
ら
れ
、
金
せ
ん
と
し
て
反
っ
て
損
ず

る
ば
か
り
。
そ
こ
で
抑
欝
し
て
誰
と
も
語
ら
な
か
っ
た
。
「
諺
目
、
誰
震
矯
之
、
執
令
聴
之
」
。
(
誰
の
た
め
に
し
た
も
の
か
、
い
っ
た
い
誰

@
 

土
矯
知
己
用
、
女
震
設
己
容
」
。
自
分
は
も
は
や

ー「

何
則

に
聴
か
せ
た
も
の
か
。)
鍾
子
期
が
死
ぬ
と
伯
牙
は
終
生
琴
を
弾
か
な
か
っ
た
。

綴
れ
た
穫
で
あ
る
。
障
和
の
才
、
許
由

・
伯
夷
の
行
痛
が
あ
っ
た
と
て
、
栄
光
と
な
る
ど
こ
ろ
か
、
人
に
笑
わ
れ
る
ま
で
の
こ
と
。

(
漢
書
司
馬

逮
捕
陣
〉

「」みふ、「ム

、e
語
、

て
ι
v
L
7
1
v
カ

「
何
則
」
以
下
の
「
土
矯
知
己
用
、
女
居
間
設
己
容
」
も
『
史
記
』
刺
客
列
俸
な
ど
に
習
見
す
る
句
で
、

@
 

そ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
見
て
よ
い
。

と
く
に
「
都
諺
」

「
里
語
」
と
断
わ
っ

「
誰
信
用
魚
之
、
執
令
聴
之
」

と
い
う

「諺
」
は

こ
の

「
報
任
安
書
」

の
み
な
ら
ず

- 16ー

『史
記
』
全
篇
を
通
じ
て
の
基
調
音
と
言
、
え
る
。
太
史
公
自
序
の
末
尾
を
司
馬
謹
は

「
臓
之
名
山
、
副
在
京
師
、
侠
後
世
聖
人
君
子
」
と
結
ん

で
い
る
。
知
己
を
求
め
る
彼
は
、
知
己
を
得
る
こ
と
の
難
か
し
さ
に
つ
い
て
繰
返
し
慨
嘆
を
設
す
る
。

29 

「
諺
日
、
カ
因
不
如
逢
年
、
善
仕
不
如
遇
合
」
。
こ
れ
は
虚
言
で
は
な
い
。

女
だ
け
が
色
に
よ
っ
て
娼
び
る
の
で
は
な
く
、

士
が
仕
え
る

場
合
に
も
そ
れ
が
あ
る
。

(
倭
幸
列
博
序
〉

農
作
に
勘
ん
で
も
年
の
盟
凶
次
第
、
員
面
白
に
仕
え
て
も
君
主
の
明
暗
次
第
、

と
い
う
「
諺
」
を
引
く
司
馬
蓮
は
、
都
陽
の
俸
を
作
る
に
嘗
つ

て
も
、
彼
が
菟
罪
で
囚
わ
れ
た
際
に
獄
中
か
ら
梁
孝
王
に
差
出
し
た
長
文
の
上
書
を
、
そ
の
俸
の
ほ
と
ん
ど
全
部
を
割
い
て
引
用
す
る
。
そ
の

上
書
が
ま
た
徹
頭
徹
尾
、

君
臣
聞
の
遇
不
遇
を
主
題
に
し
た
故
事
と
俗
諺
類
と
で
埋
ま
っ
て
い
る
。
今
そ
の
俗
諺
類
と
そ
の
前
後
の
文
章
だ
け

を
摘
記
し
て
み
る
と
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

30 

臣
問
、
忠
無
不
報
、
信
不
見
疑
。
臣
常
以
偶
然
、
徒
虚
語
耳
。



@
 

諺
日
、
有
白
頭
如
新
、
傾
蓋
如
故
。
何
則
、
知
輿
不
知
也
。

故
女
無
美
悪
、
入
宮
見
炉
、
士
無
賢
不
宵
、
入
朝
見
嫉
。

@
 

夫
以
孔
墨
之
操
、
不
能
自
兎
於
謹
謀
、
而
二
圏
以
危
。
何
則
、
衆
口
傑
金
、
積
段
錯
骨
也
。

臣
聞
、
盛
飾
入
朝
者
不
以
利
汗
義
、
砥
属
名
競
者
不
以
欲
傷
行
。

(魯
仲
連
郵
陽
列
停
)

こ
の
う
ち
「
諺
」
と
し
て
引
か
れ
た
「
白
頭
如
新
、
傾
蓋
如
故
」
と
は
、
索
隠
注
に
よ
れ
ば
、
人
物
を
知
ら
な
い
者
同
士
は
、
た
と
え
白
髪
に

な
る
ま
で
交
際
し
て
も
新
人
同
様
で
あ
り
(
限
度
読
)
、
そ
の
逆
に
た
と
え
初
封
面
で
も
、
相
互
に
認
め
合
え
ば
、
孔
子
が
程
子
と
道
で
出
禽
つ

て
終
日
車
蓋
を
傾
け
て
語
り
合
っ
た
よ
う
に
(
孔
子
家
語
知
恩
篇
)

故
人
と
同
様
で
あ
る
と
い
う
意
味
だ
と
い
う
。

都
陽
の
引
い
た

「
諺
」
だ

ヵ:

こ
れ
は
司
馬
遷
が
引
い
た
の
と
同
じ
に
扱
っ
て
さ
し
っ
か
え
な
い
だ
ろ
う。

君
臣
の
遇
合
が
偶
然
に
左
右
さ
れ
る
と
す
る

一
方
、
彼
が
不
滅
の
期
待
を
抱
い
た
の
が
「
名
」
で
あ
っ
た
。

「君
子
疾
浸
世
市
名
不
稀
鷲
」

-17 -

(
論
語
街
鐙
公
)
の
語
を
伯
夷
列
俸
に
引
用
す
る
彼
は
、
次
の
よ
う
な
「
諺
」
を
も
引
用
す
る
。
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太
史
公
日
く
。

自
分
は
郭
解
に
禽
っ
た
こ
と
が
あ
る
が

朕
貌
は
中
人
以
下
で

言
う
こ
と
も
大
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
天

下
、
賢
と
不
省
、
知
る
と
知
ら
ざ
る
と
を
問
わ
ず
、
彼
の
名
撃
を
慕
い
、
侠
を
口
に
す
る
者
は
み
な
郭
解
を
引
き
合
い
に
出
す
。

「諺
臼

人
貌
築
名
、
宣
有
既
乎
」
。
あ
あ
惜
し
い
こ
と
だ
。

集
解
引
の
徐
慶
読
に
よ
れ
ば
、
こ
の

「
諺
」
は
顔
献
を
も
っ
て
貌
と
す
れ
ば
容
色
と
共
に
貌
も
衰
え
る
が
、
柴
名
を
飾
表
と
す
れ
ば
稽
春
蚕
く

る
こ
と
な
し
、
の
意
だ
と
い
う。

人
間
の
朕
貌
や
言
語
は

一
時
の
も
の
で
あ
り
、
永
遠
を
保
註
さ
れ
る
の
は

「
築
名
」
の
み
で
あ
る
。
そ
う
い

(
務
侠
列
傍
)

う

「策
名
」
の
寅
例
を
彼
は
郭
解
の
他
に
李
賢
に
も
見
て
い
る
。

太
史
公
目
。
「
俸
(
論
語
子
路
篇
)
目
、
其
身
正
、
不
令
而
行
。

32 

其

身

不

正

、

自

分

は
李
将
軍
に
禽
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
ま
じ
め
な
田
舎
者
の
よ
う
で
、
口
も
達
者
で
な
か
っ
た
。
し
か
し
彼
が
自
到
し
て
死
ん
だ
時
に
は
、

天
下
、
知
る
と
知
ら
ざ
る
と
を
問
わ
ず
、
み
な
被
の
た
め
に
悲
し
ん
だ
。
彼
の
忠
誠
が
士
大
夫
を
動
か
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

難
令
不
従
」
。

こ
れ
は
李
将
軍
の
こ
と
で
は
な
い
か
。

499 

「
諺
目
、
桃



500 

李
不
二一一
口
、
下
自
成
時限」。

こ
れ
は
小
さ
い
事
を
言

っ
て
い
る
が
、
大
き
い
事
に
聡
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

(
李
将
軍
列
惇
)

こ
の
論
賛
は
初
め
に
『
論
語
』

の
一
章
を
置
き
、
衣
に
李
贋
の
人
柄
が
人
々
に
慕
わ
れ
た
こ
と
を
迅
ベ
、
末
尾
を
「
諺
」
で
結
ぶ
と
い
う
完
備

し
た
引
用
形
式
を
そ
な
え
て
お
り
、

内
容
は
幻
と
酷
似
す
る
が
、

そ
れ
以
上
に
堂
々

と
し
た
論
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
種
の
名
撃
は
、

言
う
ま

言
わ
ば
無
縁
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
こ
人
を
位
す
る
彼
の
筆
致

@
 

は
入
念
と
な
っ

た
の
だ
ろ
う
。
「
力
則
任
部
、
智
則
樗
里
」
と
い
う
「
秦
人
諺
」
(
樗
里
子
甘
茂
列
傍
)
や
、
「
得
黄
金
百
斤
、
不
如
季
布
一
諾
」

@
 

(
季
布
奨
布
列
停
)
と
い
う
「
楚
人
諺
」
な
ど
の
地
方
諺
ま
で
採
録
し
た
の
に
は
、
そ
う
い
う
「
諺
」
と
し
て
名
の
博
わ
っ
た
樗
里
疾
や
季
布
に

で
も
な
く
、

士
人
の
列
か
ら
突
き
落
さ
れ
た
司
馬
遷
に
と
っ
て
は、

劃
す
る
羨
望
す
ら
感
じ
ら
れ
る
。

士
人
の
列
か
ら
外
れ
た
位
置
に
在
っ
た
が
故
に
、
正
統
的
官
僚
が
無
視
す
る
も
の
の
債
値
も
彼
に
は
見
え
て
来
た
に
ち
が
い

な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
た
と
え
ば
滋
侠
の
義
を
宣
揚
し
、
貨
殖
の
賢
人
を
列
島
宇
す
る
こ
と
は
被
刑
以
前
か
ら
彼
の
構
想
中
に
在
っ
た
だ
ろ
う
が
、

屈
折
し
た
絞
迅
の
中
に
一
層
の
大
脂
さ
が
加
わ
っ
た
の
は
晩
年
の
こ
と
で
は
な
か

っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
い
う
司
馬
遷
の
耳
目
が
拾
い
出

し
か
し
反
面
、

し
た
庶
民
の
聾
を
反
映
す
る
俗
諺
を
翠
げ
て
み
よ
う
。

18 -
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部
人
有
言
日
、
何
知
仁
義
、
己
饗
其
利
者
魚
有
徳
。

「
仁
と
か
義
と
か
知
っ
た
こ
と
か
、
利
盆
を
下
さ
る
方
こ
そ
有
徳
者
」
な
ど
と
は
、

(
滋
侠
列
俸
)

「
部
人
」

な
ら
ぬ
土
人
た
る
者
は

た
と
え
嘱
か
に
思
つ

て
は
い
て
も
口
に
出
し
て
は
な
ら
ぬ
「
言
」
で
あ
る
。
司
馬
遷
も
こ
れ
に
全
面
的
に
随
順
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

@
 

園
者
侯
、
侯
之
門
、
仁
義
存
」
と
い
う
矛
盾
を
指
摘
し
、

た
だ
「
縞
鈎
者
談
、
縞

「
仁
義
」
の
偲
面
が
「
侯
之
門
」
に
存
す
る
虚
偽
を
こ
の
「
部
人
」
の
立
場
か
ら
読

く
の
で
あ
る
。

「
至
治
之
極
、
都
圏
相
宴
、
難
狗
之
聾
相
聞
、

る
。
と
く
に
次
の
一
節
は
、
そ
う
し
た
引
用
の
墨
み
掛
け
で
成
り
立
っ
て
い
る
。

ω故
目
、
倉
康
貫
而
知
雄
節
、
衣
食
足
市
知
栄
辱
。
瞳
生
於
有
市
贋
於
無
。
倒
故
君
子
富
、
好
行
其
徳
、
小
人
富
、
以
適
其
力
。

一
云
々
」
の

『
老
子
』
言
で
始
ま
る
貨
殖
列
俸
に
は

随
慮
に
俗
諺
類
が
俵
め
込
ま
れ
て
い

34 

ω淵
深



而
魚
生
之
、
山
深
市
獣
往
之
、
人
富
市
仁
義
附
葉
。
倒
富
者
得
数
盆
彰
、
失
教
則
客
無
所
之
。

子
、
不
死
於
市
。
此
非
空
言
也
。
的
故
日
、
天
下
隈
隈
、
皆
魚
利
来
、
天
下
壌
壊
、
皆
震
利
往
。

君
、
向
猶
患
貧
。
市
況
匹
夫
編
戸
之
民
乎
。
(
貨
殖
列
俸
〉

〔
以
而
不
祭
、
夷
狭
盆
甚
。
〕
刷
諺
日
、
千
金
之

高
家
之
侯
、
百
室
之

制
夫
千
乗
之
主
、

こ
の
う
ち

ωの
「
倉
鹿
賀
而
知
躍
節
、
衣
食
足
市
知
柴
戸
時
」
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
『
管
子
』
牧
民
篇
の
句
で
あ
る
が
、

ωの
「
人
富
而
仁
義

附
駕
」
と
封
臆
し
て
い
る
。
倒
の
「
千
金
之
子
、
不
死
於
市
」
も
、
犯
で
述
べ
た
社
合
同
矛
盾
を
揚
扶
し
た
「
諺
」
で
あ
り
、
「
故
日
」
で
始
め

る
加
も
嘗
時
の
俗
諺
ら
し
く
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
司
馬
遷
は
こ
の
個
所
に
意
園
的
に
俗
諺
類
を
寄
せ
集
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
が
富
め
ば
仁

義
が
伴
う
現
貫
を
浮
き
出
さ
せ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

ま
た
営
利
活
動
が
人
の
自
設
的
な
判
断
と
目
的
で
行
な
わ
れ
る
(
ベ
き
)

こ
と
を
認
め
る
司
馬
遷
は

次
の
よ
う
な

「諺」

を
も
引
用
す

る。35 

ω諺
日
、
百
里
不
販
樵
、
千
里
不
販
耀
。

〈
貨
殖
列
俸
〉

倒
居
之
一
歳
、
種
之
以
穀
。

十
歳
、
樹
之
以
木
。

百
歳
、
衆
之
以
徳
。

徳
者
人
物
之
謂
也
。
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ωは
運
搬
経
費
の
方
が
か
さ
ん
で
元
が
取
れ
な
い
物
資
に
は
商
人
は
手
を
出
さ
な
い
こ
と
を
言
い
、
制
は
将
来
計
室
田
一
と
殖
栽
種
目
と
の
関
聯
性

に
鯛
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
「
諺
日
」
が
冠
せ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は
あ
ま
り
気
に
す
る
必
要
は
な
い
が
、
三
句
目
の
「
百
歳
、
来
之
以
徳
」
は

@
 

い
さ
さ
か
俗
諺
ら
し
く
な
い
軸
'
が
あ
る
。

夫
用
質
求
富
、
農
不
如
工
、
工
不
如
商
、
刺
繍
文
不
如
侍
市
門
。
此
言
末
業
貧
者
之
責
也
。

元
手
の
な
い
者
に
と
っ
て
は
末
業
ほ
ど
手
取
早
い
衣
食
の
道
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
こ
の
有
名
な
句
は
、
『
史
記
』
は
「
夫
」
で
始
め
る
が
、

同
文
を
襲
っ
た
『
漢
書
』
貨
殖
停
で
は
「
諺
日
」
と
明
記
し
て
い
る
。
末
句
の
「
刺
繍
文
不
如
侍
市
門
」
は
女
性
に
つ
い
て
言
っ
た
の
だ
ろ
う

が
、
と
く
に
現
質
感
が
漂
う
。
こ
の
「
貧
者
之
資
」
に
劃
し
て
「
多
銭
」
の
方
が
「
善
買
」
す
る
の
は
嘗
然
で
あ
る
。

釘

太

史

公
日
く
。

「
韓
子
稿
、
長
袖
善
舞
、
多
銭
善
買
」
。
こ
の
言
は
ま
こ
と
で
あ
る
。
記
雄

・
察
津
の
よ
う
な
癖
士
で
も
、
諸
侯
に
激
設
し

36 

(
貨
殖
列
停
)
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て
成
功
し
な
か

っ
た
。
と
こ
ろ
が
秦
に
入
る
と
相
縫
い
で
卿
相
と
な
り
、
天
下
に
功
を
穎
わ
し
た
。
こ
れ
は
秦
と
諸
侯
と
で
は
強
弱
の
勢
が

異
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
土
の
場
合
も
適
切
な
君
主
に
め
ぐ
り
曾
え
る
か
否
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
し
て
も
二
人
は
最
初
不
遇
で
あ

っ
た
れ
ば
こ
そ
設
憤
し
た
の
で
あ
る
。

(
活
路
奈
津
列
停
)

後
半
は
今
の
問
題
か
ら
外
れ
る
。
司
馬
濯
が
前
牢
で
と
り
あ
げ
た
の
は
、

同
じ
人
物
で
も
仕
え
る
相
手
が
強
力
だ
と
成
果
が
上
り
や
す
い
と
い

う
現
質
で
あ
り
、
そ
の
線
接
に

「韓
子
」
の
語
を
「
信
哉
」
と
し
て
翠
げ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で

こ
の
「
韓
子
」
の
語
は
、
『
韓
非
子
』
五

「
都
諺
日
、
長
袖
普
舞
、

多
銭
善
買
」
と
し
て
引
か
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
。
五
重
篤
は
こ

の
語
を
「
此
言
多
賀
之
易
馬
工
也
」
と

意
篇
で
は
、

「
治
強
」
の
園
の
方
が
「
弱
凱
」
の
園
よ
り
成
果
が
上
り
や
す
い
。
同
一
人
物
で
も
秦
に
用
い
ら
れ
れ
ば
智
者
と
稿
さ
れ
、

@
 

燕
に
用
い
ら
れ
れ
ば
愚
者
と
な
る
と
い
う
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。

司
馬
遷
の
活
雑
・
察
淳
論
も
そ
の
線
に
沿
う
も
の
で
あ
る
。

@
 

舞
、
多
銭
普
賢
」
の
「
都
諺
」
を
彼
は
韓
非
を
媒
介
と
し
て
、
率
直
に
容
認
し
て
い
る
。

解
説
し
た
上
で
、

「
長
袖
善

四

後

号五
日口
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@

@
 

「諺
」
と
は
「
俗
之
善
語
」
で
あ
る
と
章
昭
は
注
し

、

「

俗

語」

で
あ
る
と
陸
徳
明
は
訓
ず
る
。
し
か
し
上
述
の

見
る
と
、
最
初
に
「
吾
聞
之
」
と
福
岡
の
事
蹟
を
拳
げ
、
次
に
『
詩
』
を
引
き
、
末
尾
を

「諺
」
で
し
め
く
く
る
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
お
り
、

「
俗
言
」

『左
停
』

ー
を

「
諺
」
は
『
詩
』
以
上
の
権
威
を
そ
な
え
て
い
る
と
さ
え
見
え
る
。

@
 

2

の
「
周
諺
」
も
内
容
は
典
雅
で
あ
る
。
日
常
的
な
現
質
や
卑
近
な
盤
験
を
核
と
す
る
3
以
下
の
「
諺
」
に
お
い
て
も
、

「民
之
多
幸
、

園
之
不
幸
」

と
い
う
内
容
も
「
俗
語
」

と
は
程
遠
い
。

そ
の
内
容
は
必
ず
し

も
部
俗
で
は
な
い
。

「
心
」
を
主
題
に
し
た
9
M
U
は
内
省
的
で
あ
る
し、

日目口刊日
な
ど
の
窮
徐
の
僻
に
も
屈
折
が
あ
る
。

劉
蹴
は

『
文
心
雌
龍
』
で
、
「
夫
文
僻
都
僅
、
莫
過
於
諺
、
而
聖
賢
詩
室
ベ
採
以
震
談
。
況
検
於
此
、
量
可
忽
哉
」
と
述
べ
、

@
 

誓
の
「
古
人
有
言
、
牝
難
無
畏
」
や
『
詩
』
大
雅
の
「
人
亦
有
舌
尺
惟
憂
用
老
」
を
「
上
古
遺
諺
、
詩
書
可
引
者
也
」

『
書
』
が
引
い
て
い
る
遣
諺
は
忽
せ
に
で
き
な
い
と
い
う
の
は
、

『尚
書
』
太

と
指
摘
し
て
い
る
(
書

記
篇
)
。

た
と
え
内
容
が
都
僅
で
も
、

『詩』

「
諺
し
に
欄
す
る
正
統
的
な
見



方
だ
ろ
う
ぬ

日
」

『
左
俸
』
の
「
諺
」
の
場
合
に
は
そ
れ
を
超
え
る
も
の
が
あ
る
。

「
書
日
」
と
し
て
引
用
で
き
る
。
し
か
し

『詩』

『
詩
』
『
書
』
に
典
擦
が
求
め
ら
れ
る
種
類
の
内
容
は
「
詩

墨
田』
の
句
に
は
求
め
切
れ
な
い
、
よ
り
深
い
日
常
の
知
恵
を
含
ん
だ
言
葉
を
求
め
る

場
合
に
は
、

「
古
人
有
言
」
あ
る
い
は
「
諺
日
」
と
し
て
記
す
以
外
に
な
い
。

『
詩
』
『
書
』
を
引
く
こ
と
自
盟
と
、

『
左
停
』
の
「
諺
」
に
は
そ
う
い
う
性
格
が
あ
る
。
別
な
言
い

方
を
す
れ
ば

「
諺
」
を
引
く
こ
と
と
の
聞
に
は
本
質
的
な
差
は
な
い
と
言
え
る
。

も
ち
ろ
ん
日
常
的
な
現
買
を
核
と
す
る
「
諺
」
で
あ
る
か
ら
に
は
、
日
常
生
活
次
元
の
比
除
に
使
わ
れ
や
す
い
。
劉
醜
は
「
塵
路
謹
一
言
、
有

賀
無
華
」
の
も
の
と
し
て
「
嚢
漏
儲
中
」
と
い
う
郷
穆
公
の
言
を
翠
げ
る
。
こ
れ
は
「
嚢
に
穴
が
あ
っ
て
も
儲
(
盛
米
器
)
の
中
に
漏
れ
る
」
の

@
 

意
ら
し
い
。
喪
中
の
米
が
器
に
こ
ぼ
れ
て
も
全
鐙
の
量
は
饗
ら
な
い
。
こ
れ
は
ま
さ
に
日
常
経
験
的
な
事
責
で
あ
る
か
ら
、
日
常
的
次
元
で
比

除
に
使
い
や
す
い
。
た
と
え
ば
他
人
の
臓
か
ら
物
を
盗
ん
だ
人
聞
が
、
蕨
の
中
に
あ
ろ
う
と
自
分
の
手
許
に
あ
ろ
う
と
、
物
が
天
下
に
あ
る
こ

と
に
襲
り
は
な
い
と
噺
い
て
、

「嚢
漏
儲
中
」
と
見
得
を
切
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
こ
の
「
塵
路
浅
言
」
は
、
も
と
「
周
諺
」
の
扱
い
を
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さ
れ
て
い
た
句
な
の
で
あ
る
。

38 

都
穆
公
は
苑
や
雁
を
飼
う
の
に
枇
だ
け
を
使
え
と
命
令
し
た
。
枇
一
石
を
民
か
ら
求
め
る
の
に
粟
二
石
を
要
す
る
の
を
、
吏
が
浪
費
だ
と

進
言
す
る
と
、
穆
公
は
叱
り
つ
け
た
。

汝
は
小
計
を
知
っ
て
大
舎
を
知
ら
ぬ
。
「
周
諺
目
、
麓
漏
貯
中
」
。
た
と
え
わ
が
倉
か
ら
粟
が
民
に
流
れ
出
て
も
、
民
が
そ
れ
を
食
べ
る
の

だ
か
ら
構
わ
ぬ
。

(
新
書
春
秋
篇
・
新
序
刺
著
篇
〉

盗
人
が
使
え
ば
都
但
の
感
を
興
え
る
が
、

郷
穆
公
が
仁
政
的
立
場
で
引
用
す
れ
ば
「
周
諺
」
に
ふ
さ
わ
し
い
雅
言
と
な
る
。

「
諺
」
と
は
そ
う

い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
雅
か
都
か
の
区
別
は
「
諺
」
自
墜
に
本
来
附
属
し
た
も
の
で
は
な
い
。

同
一
の
「
諺
」
で
も
引
用
者
に
よ

っ
て
雅
に
も
部
に
も
な
る
が
、
反
面
、
引
用
者
に
よ
っ
て
「
諺
」
は
鐸
ば
れ
る
。
『
左
博
』
作
者
は
登
場

す
る
人
物
に
、
窮
地
に
立
っ
て
反
論
を
迫
ら
れ
た
際
に
も
、
修
僻
的
な
「
諺
」
を
徐
裕
を
も
っ
て
使
わ
せ
た
。
司
馬
蓮
は
も
っ
ぱ
ら
、
君
臣
聞

の
遇
合
の
運
命
や
、
人
の
営
利
活
動
の
自
護
性
に
か
か
わ
る
「
諺
」
に
関
心
を
も
っ
た
。
前
漢
後
期
の
官
僚
は
、
憎
悪
に
み
ち
た
俗
諺
を
彼
ら
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の
上
書
に
忌
憶
な
く
利
用
し
た
。
そ
う
い
う
偏
っ
た
選
揮
の
末
に
残
さ
れ
た
「
諺
」
な
の
だ
か
ら
、
そ
こ
か
ら
直
ち
に
中
園
の
民
族
性
や
、
俗

諺
の
時
代
的
努
遷
を
想
定
す
る
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
っ
た
方
が
よ
い
。
本
稿
が
俗
諺
類
に
ま
で
封
象
を
ひ
ろ
げ
ず
、

た
も
の
に
限
っ
て
、
そ
の
引
用
の
個
々
の
場
合
を
中
心
に
検
討
し
て
み
た
の
も
、
そ
の
た
め
に
他
な
ら
な
い
。

「
諺
」
と
し
て
引
用
さ
れ

な
お
、
歴
代
の
諺
を
集
め
た
書
と
し
て
は
、
明
の
楊
慣
に
『
古
今
諺
』

一
巻
が
あ
る
。
こ
れ
は
『
古
今
風
謡
』

@
 

『
函
海
』
な
ど
に
牧
め
ら
れ
る
が
、
解
放
後
に
活
字
本
も
出
版
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
一
一
一
書
の
大
部
分
は
、

一
巻
お
よ
び
「
風
雅
逸
篇
』

十
巻
と
で
一
組
を
な
し
、

上
古
(
『
賀

子
』
や
『
太
公
兵
法
』
の
引
く
「
貰
帝
一
訪
問
」
な
る
も
の
に
始
ま
る
)
か
ら
漢
代
に
至
る
謡
歌
・
謡
諺
類
で
、

一
部
に
貌
晋
か
ら
明
代
に
至
る
民
謡
・
農

諺
を
も
含
む
。

『
古
今
諺
』

に
つ
い
て
言
う
と
、
内
容
に
重
複
や
未
整
理
の
部
分
が
あ
り
、

お
そ
ら
く
楊
恨
の
未
定
稿
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

そ
の
脱
漏
を
正
し
た
の
が
清
末
の
史
夢
蘭
『
古
今
風
謡
拾
遺
』
四
巻
、

『古
今
諺
拾
遺
』
六
巻
で
、

同
治
十
二
年
(
一
八
七
三
)
、
楊
恨
の
『
古

今
風
諮
』

『
古
今
諺
』
と
合
刻
さ
れ
て
い
る
。

『
古
今
諺
』
が
大
よ
そ
時
代
順
に
「
諺
」
と
尋
問
」
(
時
に
は

「諸」

も
混
入
す
る
)
を
並
べ
た
の

@
 

『拾
遺
』
は
内
容
に
従
っ
て
分
類
し
て
い
る
。
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に
劃
し
て
、

と
こ
ろ
で
、
そ
の
『
拾
遺
』
よ
り
約
十
年
早
く
、
威
盟
十
一
年
(
一
八
六
一
〉
に
、
杜
文
澗
が
集
成
し
た

『
古
諮
諺
』
百
巻
な
る
大
姉
が
刊
行

@
 

さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
は

楊
慣
本
の
散
漫
さ
を
前
轍
と
し
て
、

極
め
て
厳
格
な
基
準
で
古
謡
・
古
諺
が
集
大
成
さ
れ
て
お
り
、

「謡」

や

「
諺
」
を
そ
の
前
後
の
文
と
と
も
に
検
索
す
る
に
甚
だ
便
利
だ
が
、
そ
の
基
準
の
厳
格
さ
の
た
め
に
、
形
式
主
義
か
ら
時
に
偏
奇
に
陥
っ
た
感

⑮
 

す
ら
あ
る
。
ま
た
楊
慣
は
「
謡
」
と
「
諺
」
を
区
別
し
て
扱
っ
た
が
、

『
古
謡
諺
』
で
は
、
「
謡
」
は
「
長
言
主
於
詠
歎
、
故
曲
折
而
粁
徐
」
、

「
諺
」
は
「
捷
言
欲
其
額
明
、
故
卒
易
而
疾
速
」
を
そ
れ
ぞ
れ
特
色
と
し
つ
つ
も
、
雨
者
は
と
も
に
韻
語
で
大
き
な
懸
隔
は
な
い
と
考
え
る
。

そ
こ
で
「
謡
」

(
歌
・
調

・吟

・
唱
・
諦
・
諜
・
呼
な
ど
も
こ
の
類
に
含
ま
れ
る
)
も
、

「諺」

(
言
・
語
も
こ
れ
に
含
ま
れ
る
)
も
全
く
巨
別
な
く
、
組

史
子
集
に
従
っ
て
書
物
ご
と
に
網
羅
列
場
す
る
方
法
を
と
っ
て
い
る
。
今
に
わ
か
に
そ
の
得
失
を
論
ず
る
用
意
は
な
い
。

① 註

服
部
龍
造
・
鐙
ケ
江
信
光
『
中
園
歎
后
語
の
研
究
』

〈
風
間
書
房
、

九
七
五
年
〉
二
五
五
頁
に
こ
の
語
が
載
っ
て
い
る
。



505 

②

『

漢
語
成
語
小
詞
典
〈
第
三
次
修
訂
本
〉
』
(
北
京
・
商
務
印
書
館
、
一

九
七
三
年
〉
の
一
六
八
頁
に
「
前
事
不
忘
、
後
事
之
師
」
が
あ
り
、
「
記

取
従
前
的
経
験
教
訓
、
作
篤
以
後
工
作
的
借
竪
」
と
の
説
明
が
あ
る
。

③

た
と
え
ば
朱
介
九
者
『
中
園
諺
語
論
』
、
議
諺
叢
刊
第
五
種
(
泰一
北
・

新
興
書
局
、
一
九
六
四
年
〉
で
は
、
古
今
の
諺
語
に
関
す
る
総
括
的
な
整

理
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
と
く
に
そ
の
第
四
章
「
源
流
」
、
お
よ
び
第
八

章
「
集
録
」
の
書
目
提
要
は
有
用
で
あ
る
。

④
史
倹
有
言
回
、
無
始
綱
、
無
佑
鋭
、
無
重
怒
。

(信
回
)

史
倹
有
言
日
、
因
重
而
援
之
。

(褒
M
〉

仲
砲
有
言
日
、
亡
者
侮
之
、
飢
者
取
之
、
推
亡
国
存
、
園
之
道
也
。

(
同
上
)

仲
砲
有
言
回
、
取
飢
侮
亡
。

(
宣
ロ
)

⑤

『

爾
雅
』
穣
器
「
木
謂
之
劇
」
の
注
に
は
、

「左
即
時
日
、
山
有
木
、
工

則
則
之
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
従
え
ば
創
H

「け
ず
る
」

意
と
な
る
。

⑥

所
有
す
る
玉
を
虞
公
か
ら
所
望
さ
れ
た
弟
の
虞
叔
が
、
一
度
は
断
わ
り

な
が
ら
も
献
上
を
決
意
し
た
際
に
引
い
た
「
周
諺
目
、
匹
夫
無
罪
、
抱
壁

其
罪
」
は
自
戒
の
た
め
の
「
周
諺
」
で
あ
る
。

(
桓
叩
)

⑦

食
前
に
は
ま
だ
夕
食
し
て
い
な
い
の
で
食
事
が
足
り
な
い
の
で
は
な
い

か
と
歎
じ
、
食
事
中
に
は
そ
う
い
う
心
配
を
し
た
こ
と
を
自
ら
谷
め
て
歎

じ
、
食
後
に
は
こ
う
満
腹
す
れ
ば
君
子
の
心
も
充
ち
足
り
る
で
あ
ろ
う
と

歎
じ
た
の
だ
と
言
っ
た
。
君
子
つ
ま
り
貌
献
子
が
賄
賂
に
飽
足
し
な
い
の

を
調
し
た
わ
け
で
あ
る
。

@

こ
の
後
に

1
の
所
で
翠
げ
た
「
古
人
有
言
、

知
臣
莫
若
君
」
を
引
い
た

令
者J
子
文
の
許
が
績
く
。

⑨

杜
注
は
「
言
非
所
撃
」
と
だ
け
言
う
が
、
劉
文
浜
『
春
秋
左
氏
俸
奮
注

疏
謹
』
は

『北
貌
書
』
李
沖
俸
の
用
例
を
引
い
て
、
「
馬
腹
喰
宋
。
距
音

速
、
中
隔
大
河
太
行
也
」
と
言
う
。

⑮

石

経

・
宋
本
は
「
丘
ハ飢
」
に
作
る
が
、
曾
婆
本
は
「
飢
兵
」
に
作
る
。

⑬
『
園
語
』
周
語
下
の
鐙
王
に
射
す
る
太
子
耳
目
の
諌
言
の
中
に
も
、
「
人

有
言
日
、
無
過
飢
人
之
門
」
を
引
き
、
「
夫
見
鼠
而
不
傷
、
所
残
必
多
、

其
飾
蒲
章
。
民
有
怨
乱
、
猶
不
可
遇
、
而
況
紳
乎
」
と
こ
れ
を
敷
街
し
て

い
る
。
な
お
こ
の
個
所
に
は
「
叉
日
」
と
し
て
「
佐
館
者
嘗
駕
、
佐
闘
者

傷
駕
」
、
「
禍
不
好
、
不
能
信
用
繭
」
な
ど
の
「
諺
」
的
な
も
の
が
『
詩
』
と

と
も
に
列
翠
さ
れ
て
い
る
。

⑫
貝
塚
茂
樹
「
春
秋
時
代
に
於
け
る
叛
と
奔
と
の
意
義
」
(
一
九
一
一一一一

年、

「
貝
塚
茂
樹
著
作
集
』
第
二
巻
所
枚
)
、
小
倉
芳
彦
「
武
と
二
心
|
|

『
左
停
』
の
「
武
」
の
分
析
l
lt」、「
陽
虎
と
公
山
不
狙
|
|
春
秋
末
期

の
「
叛
」
||
」
(
一
九
六
九
年
、
『
中
園
古
代
政
治
思
想
研
究
』
所
政
)

参
照
。

⑬

『

園
語
』
周
語
中
に
も
箪
裏
公
の
言
と
し
て
、
「
諺
目
、
猷
悪
其
網
、

民
悪
其
上
」
が
引
か
れ
て
い
る
が
、
本
文
に
引
い
た
『
左
停
』
の

「諺」

に
比
し
て
屈
折
に
乏
し
い
。

⑭

『

史
記
』
正
義
注
は

「難
口
雄
小
、

猶
進
食
。

牛
後
雄
大
、
乃
出
糞

也
」
と
す
る
が
、
索
際
注
に
は
「
戦
図
策
云
、

寧
骨
周
難
戸
、
不
篤
牛
従
」

を
引
い
て
さ
ら
に
「
延
篤
注
云
、
戸
、
難
中
主
也
。
従
謂
牛
子
也
。
言
寧

篤
難
中
之
主
、
不
震
牛
之
従
後
也
」
と
記
す
。
延
篤
注
は
『
顔
氏
家
訓
』

書
詮
篇
引
に
よ
る
と
『
戟
園
策
音
義
』
を
さ
す
。
古
本
『
戟
園
策
』
の

「
戸
」
「
従
」
は
、
す
で
に
頚
之
推
の
時
代
に
「
俗
篤
誤
」
に
よ
っ
て
『
太

- 23ー
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史
公
記
』
(
す
な
わ
ち

『史
記
』
)
で
は
「
口
」
「
後
」
に
な
っ
て
い
た
。

⑬

「

語

回
、
将
順
其
美
、
匡
救
其
慈
、
故
上
下
能
相
親
也
」
(
管
長
列
俸

賃
)
は

『孝
経
』
事
君
章
の
文
。

「語
目
、
不
知
其
人
、
観
其
友
」

(
張
種
之
宮
崎
唐
列
停
賛
)
は
、

『
孔

子
家
語
』
六
本
篇
の
「
不
知
其
子
覗
其
父
、
不
知
其
人
覗
其
友
」
に
類
似

す
る
。「

吉
田
目
、
日
中
則
移
、
月
満
則
艇
」
(
沼
雌
奈
津
列
俸
、
奈
津
の
言
)

は

『
易
』
堕
卦
象
俸
の
「
日
中
則
長
、
月
盈
則
食
」
に
近
い
。

「語
目
、
千
金
之
菱
、
非
一
狐
之
肢
也
。
霊
樹
之
模
、
非
一
木
之
枝

也
。
三
代
之
際
、
非
一
士
之
智
也
」
(
劉
敬
叔
孫
遁
列
惇
賛
)
は
、
『
慎

子
』
内
篇
の
「
廟
廊
之
材
、
非
一
木
之
校
。
狐
白
之
装
、
非
一
狐
之
版
。

治
飢
安
危
、
存
亡
栄
辱
之
施
、

非
一
人
之
力
也
」
に
類
似
す
る
。

そ
の
他
、
「
語
回
、
能
行
之
者
未
必
能
言
、
能
言
之
者
未
必
能
行
」
(
孫

子
呉
起
列
停
賛
)
、
尋
問
日
、
渡
古
飢
常
、
不
死
則
亡
」
(
案
室
見
錯
列
停

賛
)
、
「
語
目
、
嘗
断
不
断
、
反
受
其
飢
」
(
春
申
君
列
停
賛
)
な
ど
は
他

書
に
類
句
が
見
嘗
ら
な
い
が
、
或
は
今
は
仲
伏
し
た
書
に
記
さ
れ
て
い
た
可

能
性
も
あ
る
。
な
お
最
後
の
春
申
君
列
博
賛
の
「
語
」
は
、
旗
開
悼
恵
王
世

家
で
は
召
卒
の
言
と
し
て
「
墜
乎
、
道
家
之
言
、
首
断
不
断
、
反
受
其

飢
、
乃
是
也
」
と
見
え
る
。

⑮
「
都
語
回
、
不
知
震
吏
、
覗
己
成
事
。
或
日
、
前
車
覆
市
後
草
不
誠
」

(
韓
詩
外
崎
聞
各
五
)
。
な
お
『
読
苑
』
善
設
篇
に
は
「
周
書
目
、
前
車
積
、

後
車
戒
。
蓋
言
其
危
、
篤
人
臣
者
不
易
、
信
同
君
亦
不
易
」
と
あ
る
。

⑫
「
漢
書
』

に
「
語
日
」
と
あ
る
の
は
、
『
史
記
』
と
異
な
っ
て
「
里
語
」

的
で
あ
る
。
『
漢
書
』
剖
通
俸
の
韓
信
に
封
す
る
説
得
中
の
、
「
語
日
、

野
禽
殖
、
走
犬
烹
、
敵
園
破
、
謀
臣
亡
」
は
、
『
史
記
』
准
陰
侯
列
俸
の

「
野
獣
己
蜜
市
灘
狗
亨
」
と
い
う
劇
通
の
言
を
、

『韓
非
子
』
内
儲
読
下

の
太
宰
替
が
大
夫
種
に
迭
っ
た
室
田
中
に
「
波
菟
重
則
良
犬
烹
、
敵
園
滅
則

謀
臣
亡
」
と
あ
る
の
で
補
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
晶
閏
注
考
査
に
よ
る
と

楓
山
・
三
僚
西
本
『
史
記
』
に
は
「
敵
園
破
而
謀
臣
亡
」
の
七
字
が
あ
る

と
い
う
が
、
註
記
が
本
文
に
混
入
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
も
っ
と
も
韓
信

は
雲
夢
で
劉
邦
に
捕
縛
さ
れ
る
に
際
し
て
、
『
史
記
』
で
は
「
果
若
人

言
、
狭
菟
死
、
良
狗
亨
、
高
鳥
輩
、
良
弓
蔵
、
敵
園
破
、
謀
臣
亡
」
と
剤

一
週
の
言
を
回
顧
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
に
、

『
漢
書
』
韓
信
俸
は

「
果
若
人
言
、
数
克
死
、
良
狗
亨
」
と
言
う
だ
け
で
、
あ
っ
け
な
い
。
な

お
楓
山
・
=
一
僚
西
本
に
も
「
里
」
字
が
な
い
と
い
う
。

⑬
師
古
日
、
活
、
古
弛
字
。
弛
、
用
舌
食
也
。
蓋
以
犬
篤
喰
也
。
言
初
弛

穣
途
至
食
米
也
。
紬
音
食
爾
反
。

⑬
『
読
苑
』
貴
徳
篇
で
は
「
俗
語
云
、
霊
地
作
獄
、
議
不
可
入
。
刻
木
魚

吏
、
期
不
可
入
」
に
作
る
。

- 24 

@
以
下
の
司
馬
遜
の
見
解
に
関
す
る
初
歩
的
な
検
討
は
、
小
倉
『
逆
流
と

順
流
』
(
研
文
出
版
、
一
九
七
八
年
)
の
第
H
部
に
枚
め
た
諸
篇
で
試
み

た
こ
と
が
あ
る
。

⑫
『
文
選
』
引
の
「
報
任
少
卿
書
」
に
は
「
土
盛
岡
知
己
者
死
、
女
震
設
己

者
容
」
に
作
る
。

③
『
史
記
』
魯
仲
連
鯨
陽
列
俸
の
郷
陽
の
上
書
中
の
「
何
則
、
衆
口
線

金
、
積
致
鈎
骨
L

は
、
『
史
記
』
張
儀
列
俸
の
「
臣
聞
之
、
積
菊
沈
舟
、

霊
軽
折
軸
。
衆
口
鎌
金
、
積
毅
鎖
骨
」
と
同
内
容
で
あ
り
、
『
園
語
』
周

語
下
の
「
諺
目
、
衆
心
成
城
、
衆
日
銀
金
」
の
系
列
に
属
す
る
も
の
で
あ



507 

ろ
う
。
た
だ
し
張
儀
列
俸
の
末
句
「
積
致
錆
骨
」
に
開
し
、
曾
注
考
誼
は

楓
山
・
三
僚
西
本
に
こ
の
四
字
が
な
く
、
『
戟
園
策
』
貌
策
一
に
も
こ
の

四
字
が
な
い
こ
と
、
「
積
弱
沈
舟
」
「
積
致
鈴
骨
」
と
一
語
中
に
二
つ
の

「
積
」
字
が
用
い
ら
れ
る
の
は
「
不
文
」
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、

こ
の
四
字
が
な
い
方
が
よ
い
と
言
う
。
し
か
し
鄭
陽
の
上
書
や
周
語
で
は

「
鎌
金
」
と
「
鈴
骨
」
は
封
臆
し
て
い
る
か
ら
、
張
儀
の
末
句
だ
け
を
削

る
の
は
お
か
し
い
。
む
し
ろ
張
儀
は
「
積
沼
沈
舟
、
霊
軽
折
軸
」
と
「
衆

口
線
金
、
積
致
鎖
骨
」
の
濁
立
し
た
語
を
並
列
し
た
と
見
て
も
よ
い
。

『
漢
書
』
中
山
精
王
勝
俸
に
も
、
劉
勝
が
武
帝
の
も
と
で
祭
を
開
い
て
泣

い
た
理
由
を
答
え
た
中
に
、
「
衆
口
一際
金
、
積
段
鈴
骨
、
叢
軽
折
軸
、
朝
刊

爾
飛
肉
」
の
句
が
あ
る
。
な
お
節
陽
の
上
書
に
つ
い
て
は
本
文
初
で
後
述

す
る
。

③
こ
の
「
諺
日
有
白
頭
如
新
、
云
々
」
は
「
諺
有
日
」
の
誤
倒
と
し
た
方

が
理
解
し
や
す
い
。

⑧
註
②
参
照
。

②
「
百
斤
」
の
「
斤
」
字
は
『
漢
書
』
に
な
い
の
で
後
人
の
携
入
で
あ
ろ

う
と
中
井
積
徳
は
言
い
、
舎
注
考
査
も
「
百
」
「
諾
」
が
同
韻
で
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
。

②
こ
う
い
う
地
方
諺
に
は
次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。

ω『
呂
氏
春
秋
』
知
接
篇
。
管
仲
の
病
気
が
重
く
な
っ
て
桓
公
が
見
舞

に
行
き
、
遺
言
を
求
め
た
。
管
仲
が
言
う
。
「
贋
部
人
有
諺
目
、
居
者
無

載
、
行
者
無
埋
」
。
高
誘
注
は
こ
れ
を
、
官
に
在
つ
て
は
何
も
つ
つ
み
か

く
す
心
(
載
誠
之
心
〉
な
く
、
あ
の
世
に
行
く
に
嘗
っ
て
も
地
面
に
埋
め

か
く
す
(
懐
蔵
埋
之
地
中
)
こ
と
な
く
君
に
仕
え
る
、
と
す
る
が
、
曲
解

で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
諺
」
の
原
意
は
、
園
に
止
ま
る
者
は
荷
物
を
車
に
載
せ

な
い
し
、
圏
を
去
る
者
は
財
産
を
地
中
に
埋
め
な
い
、
と
い
う
単
純
な
こ

と
を
言
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
「
居
者
」
と
「
行
者
」
と
を
封
比
し
た

用
例
は
『
左
俸
』
に
多
数
あ
る
。
管
仲
は
こ
の
「
貫
郡
人
有
諺
」
を
引
い

て
、
「
今
こ
の
世
か
ら
立
ち
去
ろ
う
と
し
て
い
る
自
分
は
、
こ
こ
に
言
を

残
す
必
要
は
な
い
」
と
一
躍
謙
遜
し
た
の
で
あ
る
。

ω『
漢
書
』
章
賢
停
。
魯
園
の
鄭
出
身
の
掌
賢
の
子
四
人
(
方
山
・
弘

・
舜
・
玄
成
)
が
み
な
出
世
す
る
と
、
「
故
郷
魯
諺
日
、
遺
子
黄
金
浦
筋
、

不
如
一
経
」
。
「
篇
」
に
つ
い
て
如
淳
は
「
竹
器
、
受
一
一
一
四
斗
。
今
陳
留
俗

有
此
器
」
と
注
す
る
が
、
際
出
身
の
茶
諜
は
そ
ん
な
器
は
聞
い
た
こ
と
が

な
い
、
「
漏
鱗
者
、
言
其
多
耳
」
と
言
う
。
顔
師
古
は
『
読
文
』
に
「
鎖
、

答
也
L

、
『
方
言
』
に
「
陳
楚
宋
貌
之
問
、
謂
管
篤
銑
」
と
あ
る
の
を
引
い

て
、
「
僅
箆
之
属
」
と
す
る
が
、
「
鋭
」
を
「
盈
」
字
に
作
る
本
も
あ
る

か
ら
、
だ
と
す
れ
ば
「
盈
繍
」
の
意
味
と
な
り
、
こ
れ
で
も
通
ず
る
と
言

う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
黄
金
を
箆
一
杯
に
残
す
よ
り
、
経
書
を
皐
ば
せ
た

方
が
確
寅
な
遺
産
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
を
こ
の
「
鄭
魯
諺
」
は
言
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

②
こ
の
句
も
一
種
の
都
言
で
あ
ろ
う
。
『
荘
子
』
怯
箆
篇
で
は
「
彼
縞
鈎

者
談
、
続
園
者
震
諸
侯
、
諸
侯
之
門
而
仁
義
存
葉
、
則
是
非
縞
仁
義
聖
知

邪
」
と
や
や
表
現
が
異
な
る
。
王
引
之
は
滋
侠
列
俸
の
語
を
引
い
て
、

「
仁
義
存
駕
」
は
「
仁
義
駕
存
」
が
正
し
い
(
鷲
は
於
是
の
意
)
と
す

る
(
荘
子
集
寝
引
)
。

③
『
管
子
』
纏
修
篇
に
も
、
「
一
年
之
計
、
莫
如
樹
穀
。
十
年
之
計
、
莫

如
樹
木
。
終
身
之
計
、
莫
如
樹
人
」
と
類
似
の
句
が
あ
る
。
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③

『

韓

非
子
』
に
は
他
に
も
郁
諺
を
そ
の
論
に
利
用
し
た
例
が
あ
る
。
姦

劫
判
明
臣
篇
に
、
「
諺
日
、
腐
憐
王
」
を
引
き
、
「
此
不
恭
之
言
也
。
雑

然
、
古
無
虚
診
、
不
可
不
察
也
」
と
積
極
的
に
諺
を
評
償
す
る
。
公
子
園

(
の
ち
の
震
王
)
に
絞
殺
さ
れ
た
楚
王
郷
致
、
出
生
特
に
糾
明
さ
れ
た
費
荘

公
、
李
免
に
餓
死
さ
せ
ら
れ
た
趨
主
父
ら
の
内
心
の
憂
催
、
身
鐙
の
苦
痛

に
く
ら
べ
れ
ば
、
た
と
え
擁
腫
尼
蕩
の
属
病
に
か
か
っ
て
も
、
そ
の
方
が

ま
だ
ま
し
だ
、
と
い
う
の
が
「
胤
憐
王
」
の

「諺
」
の
趣
旨
で
あ
る
。

⑧

『
漢
書
』
刑
法
志
に
も
人
の
欲
利
の
衝
動
を
と
り
あ
げ
た
「
諺
」
が
引

か
れ
て
い
る
。
「
諺
目
、
抑
制
棺
者
欲
成
之
疫
」。

棺
桶
寅
り
は
病
気
の
流
行

を
期
待
す
る
と
い
う
こ
の
「
諺
」

に
つ
い
て
、
班
固
は
「
非
情
人
欲
殺

之
、
利
在
於
人
死
也
」
と
理
解
を
示
す
。
そ
し
て
今
の
獄
吏
が
刻
深
に
努

め
る
の
も
、
人
を
陥
害
す
る
の
が
目
的
で
は
な
く
て
、
刻
深
で
あ
れ
ば
功

名
が
高
ま
る
と
い
う
現
貨
の
た
め
だ
、
と
い
う
議
論
に
つ
な
げ
る
の
で
あ

る。

⑧

『

園
語
』
越
語
下
。

「善
諮
」
と
し
て
引
か
れ
る
場
合
も
あ
る
。

@
『
経
典
稗
文
』
。
『
左
侍
』
限
公
十
一

年
「
周
諺
有
之
云

-F」
僚
、
「
諺

音
彦
、
俗
言
也
」
。
『
嘘
記
』
大
皐
篇
「
故
一
括
有
之
、
人
英
知
共
子
之
忠
、

英
知
其
苗
之
碩
」
僚
、
「
諺
、
俗
語
也
。
魚
製
反
」
。

③
後
述
す
る
『
古
諸
諺
』
の
凡
例
で
、
杜
文
相
側
は
言
う
。
「
諺
」
は
も
と

「
彦
士
之
文
言
」
で
あ
っ
て
、

「士
口
諺
」
「
先
聖
諺
」
「
享
諺
」
「
周
諺
」
な

ど
は
み
な
「
彦
土
地
ハ
雅
之
詞
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
博
世
之
常
言
」
と
も

な
っ
て
、
「
里
諺
」
「
郷
諺
」
「
野
諺
」
「
部
諺
」
と
穂
せ
ら
れ
た
、
と
。

⑧
「
古
人
有
言
、
牝
鶏
無
長
」
は
太
誓
に
は
な
く
て
牧
誓
に
あ
る
。
ま
た

「
人
亦
有
言
、
惟
憂
用
老
」
は
、
大
雅
に
は
見
え
な
い
。
小
雅
小
弁
に

「
維
憂
用
老
」
は
あ
る
が
、
「
古
人
有
言
」
は
冠
せ
ら
れ
て
い
な
い
。

(活
文
澗
『
文
心
駿
龍
注
』
)

③
書
記
篇
で
の
「
諺
」
の
評
債
は
、
左
の
記
録
の
二
十
四
分
類
中
の

一つ

と
し
て
で
あ
る
。

線
領
勢
庶
、
則
有
譜
・
籍
・
符
・
録
。

盤
歴
星
盤
、
則
有
方

・
術

・
占

・
式。

申
憲
連
兵
、
則
有
律

・
令

・
法
・
制
。

朝
市
徴
信
、
則
有
符

・
契
・

券

・
疏。

百
官
詞
事
、
則
有
閥
・
刺
・
解

・
牒。

高
民
連
志
、
則
有
欣
・
列
・
鮮
・
諺
。

⑧
氾
文
測
は
彼
の
師
黄
季
附
の
設
を
引
い
て
、

「
儲
」
は
「
鰭
」

の
借
字

で
、
本
字
は
「
紛
」
、
す
な
わ
ち
盛
米
怒
で
あ
る
と
い
う
(
文
心
雛
龍
注
)
。

下
引

『新
書
』
は
「
儲
」
を

「貯
」
に
作
る
。

②
『
風
雅
逸
篇

・
士
口
今
風
諸

・
古
今
諺
』

(
上
海
・
古
典
文
皐
出
版
社
、

一
九
五
八
年
〉
。

③
大
よ
そ
の
と
こ
ろ
で
は
、
巻
一
は
庭
生
訓
的
な
も
の
、
各
二
は
季
節

・

天
候
に
関
す
る
も
の
、
径
三
は
決
諺
類
、
各
四
は
地
方
一
語
、
巻
五
は
人
物

評
論
、
各
六
は
宋
・
明
時
代
の
諺
と
い
う
よ
う
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。

③
こ
れ
に
は
四
峡
十
六
冊
の
憂
茶
羅
華
閣
刊
本
と
、
二
供
二
十
冊
の
「
掃

葉
山
房
督
遺
書
籍
」
の
朱
印
の
あ
る
刊
本
と
が
あ
る
。

⑮
た
と
え
ば
、
本
文
臼

「唯
飢
門
之
無
過
」
(
『
左
停
』
昭
幻
)
は
「
人
有

言
」
と
し
て
引
か
れ
る
か
ら
正
式
の

「
諺
」
と
は
せ
ず
、

『
貌
書
』
張
普

惑
停
に
「
諺
日
」
と
し
て
引
い
た
方
を
正
文
と
し
、
『
左
俸
』
は
附
注
に

す
る
。
ま
た
註
⑫
で
引
い
た
「
野
猷
己
霊
而
猟
狗
亨
」
の
刺
通
の
言
を
、

「
諺
」
と
さ
れ
て
い
な
い
理
由
で
録
せ
ず
、
唐
代
の

『長
短
経
』
な
る
蓄

に
「
諺
」
と
し
て
引
く
の
を
正
文
と
す
る
。
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The Use of Proverbs in Literature: The Cases of

　　　　　

Tso･chuan左傅and Ｓｈｉｈ-cFii史記

Oｓｕｒａ Ｙｏｓh伍iko

　　

This papar is ａ preliminary attempt to examine the use of proverbs in

literature as ａ part of the investigation into the process whereby orally-

transmitted words came to be written down｡

　　

Proverbs ｒｅ且ectthe social condition and the ethical concept of the

people of where they are born.　The skillful use of them in literature,

therefore, can enhance its persuasive power by arousing the audiences'

sympathy｡

　　

Proverbs are called jy四諺in Chinese classics. Although there must

have been ａ great number of them, only few have come to be written

down, and they are limited to those selected due to the authors' particular

needs and preferences｡

　　

ｙＥｱﾌ∫are
used effectively to carry euphemistic admonitions advices in

Ｔｓｏ-ｃｈｕａｎ、

　

They are found alongside with quotations from Ｓｈｉｈ-ｃｈｉｎｓ

詩経and Ｓｈｕ-ｃｈｉｎｓ書経andsayings of ancient sages, often to show the

wisdom from everyday life lacked in them. It is evident, thus, that the

author oi　Ｔｓｏ-ｃｈｕａｎdid not regard the yen as something vulgar. The

yens quoted　ｉｎＳｈｉｈ-ｃｈｉ,onthe other hand, are chie日ｙ those concerned

with the fate of men. This is perhaps due to the Ssu-ma Ch'ien's 司馬遷

own interest. There are also ｙｅｎｓquoted　in memorials presented by the

bureaucrats of the time ； they, however, lack the 丘ｎｅquality such as in

those found in Tso-chua馬and are nothing but vulgar｡

　　

In addition, the book Ｋ！%.yα0-yen古謡諺contains many proverbs and

folk songs　used in the literature of later　times.　In the present study,

however, I limited my ｅχamination only to those used iｔ!Ｔｓｏ-chｕａｎａｎｄ

Ｓｈｉｈ-ｃｈｉ、

１




