
「
五
代
史
記
」

の

土

人

観

林

義

慶

四三二ーは

じ

め

に

「
死
節
」
「
死
事
」
雨
俸
に
お
け
る
「
死
」
の
意
味

「
忠
」
と
「
孝
」

宮
崎
道
と
玉
彦
章

結
び
に
か
え
て

は

じ

め

- 39ー

欧
陽
備
と
い
う
名
は
、
私
た
ち
に
は
何
よ
り
も
、
唐
宋
八
大
家
の
一
人
と
し
て
な
じ
み
深
い
4

と
い
う
の
も
、
か
れ
が
古
文
復
興
運
動
の
輝

け
る
旗
手
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
か
れ
の
文
章
家
と
し
て
の
地
位
は
、
慶
暦
年
間
(
一

O
四
-
1
一
O
四
八
〉
ま
で
に
は
確
立
し
て
い
た
ら
し

①
 

ぃ
。
し
か
し
散
文
史
上
、
何
と
い
っ
て
も
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
の
は
、
嘉
祐
二
年
(
一

O
五
七
〉
、
欧
陽
備
が
権
知
貢
拳
で
あ
っ
た
と
き
、
首
時
流

行
し
て
い
た
新
奇
な
文
鎧
を
斥
け
、
卒
易
簡
明
な
文
章
を
採
用
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
一
時
は
非
難
を
惹
き
起
こ
し
た
が
、
以
後
、
古

文
が
文
鰻
の
主
流
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
ち
な
み
に
、
こ
の
時
の
及
第
者
の
中
に
は
、
曾
輩
・
蘇
輯
・
蘇
轍
と
い
う
、
宋
代
を
代

②
 

表
す
る
三
人
の
文
章
家
が
含
ま
れ
て
い
た
。

こ
う
し
た
こ
と
が
、
欧
陽
線
開
の
文
人
と
し
て
の
地
位
を
不
動
の
も
の
に
し
て
い
る
。
本
稿
が
問
題
と
す
る
『
五
代
史
記
』
が
、

③
 

か
か
る
欧
陽
備
の
文
皐
上
の
地
位
か
ら
首
肯
で
き
よ
う
。

一
面
で
文
章

197 

の
模
範
の
役
割
を
果
し
て
き
た
の
も
、
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し
か
し
な
が
ら
、
欧
陽
惰
の
活
動
は
文
準
方
面
に
の
み
限
ら
れ
た
の
で
は
な
い
。
そ
の

一
方
で
欧
陽
筒
は
、
十

一
世
紀
中
頃
を
代
表
す
る
政

治
家
で
あ
り
、

い
わ
ゆ
る
マ
イ
ナ
ー

・
リ
フ
ォ
ー
ム
と
し
て
の
慶
暦
の
改
革
を
推
進
さ
せ
た

一
人
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
か
れ
の
直
言
し
て
俸
ら

な
い
姿
勢
が
、

そ
の
生
涯
を
波
凋
に
満
ち
た
も
の
に
し
て
い
る
。
む
し
ろ
そ
の
文
皐
に
さ
え
も
、

@
 

え
て
い
っ
た
ら
し
い
。

そ
う
し
た
人
生
の
起
伏
が
陰
窮
と
深
み
を
加

『
五
代
史
記
』
も
、
欧
陽
備
の
法
制
側
蔦
丈
の
生
涯
と
重
ね
合
わ
せ
て
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
の
『
五
代
史
記
』
研
究
を

一
言
で
概
括
す
れ
ば
、

『
五
代
史
記
』
の
中
に
、
欧
陽
線
問
の
北
宋
時
代
に
お
い
て
果
し
た
政
治
的
・
思
想
的
役
割
の
反
映
を
見
出
そ
う
と
し
て

き
た
と
い
え
よ
う
。

瓦日
出
帝
紀
の
論
賛
や
唐
六
臣
停
論
と
、
殺
議
、
朋
禁
論
と
の
聞
に
論
理
の
類
似
性
あ
る
い
は
同

一
性
の
あ
る
こ
と
が
指
摘

⑤
 

か
か
る
『
五
代
史
記
』
研
究
の
傾
向
を
端
的
に
物
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、

さ
れ
た
の
は
、

『
五
代
史
記
』
研
究
の
基
本
的
関
心

が
、
欧
陽
惰
の
北
宋
時
代
に
お
け
る
政
治
的

・
思
想
的
立
場
の
究
明
に
あ
り
、

『
五
代
史
記
』
は
せ
い
ぜ
い
そ
れ
ら
を
明
ら
か
に
す
る
素
材
の

構
造
を
組
睦
と
し
て
捉
え
、

そ
の
歴
史
的
意
義
を
探
ろ
う
と
す
る
努
力
は
充
分
で
は
な
か
ア
た
。
そ
の
結
果
、

『
五
代
史
記
』
撰
述
は
、
政
治

- 40ー

一
つ
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
言
い
換
え
る
と
、

『
五
代
史
記
』
そ
れ
自
鐙
が
も
っ
濁
自
の
論
理
H
思
想

的
挫
折
に
よ
る
設
憤
が
、
そ
の
歴
史
叙
述
へ
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
、
超
歴
史
的
な
問
題
に
解
消
さ
れ
て
し
ま
う
き
ら
い
が
あ

っ
た
。

か
り
に
『
五
代
史
記
』
に
何
ら
か
の
歴
史
的
意
義
を
認
め
る
に
し
て
も
、

そ
れ
は
欧
陽
備
が
北
宋
社
舎
に
果
し
た
役
割
の
歴
史
的
評
債

を
、
そ
の
ま
ま
首
朕
め
た
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
本
稿
が
取
り
扱
う
『
五
代
史
記
』
の
土
人
論
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
欧

陽
惰
は
『
五
代
史
記
』
の
土
人
論
、

と
り
わ
け
鴻
道
論
を
通
し
て
、
北
宋
中
期
の
土
大
夫
の
腐
敗
墜
落
に
警
鐘
を
鳴
ら
そ
う
と
し
た
の
だ
と
い

ぅ
。
も
ち
ろ
ん
、

欧
陽
備
に
そ
う
し
た
意
圃
が
な
か
?
た
と
は
い
え
な
い
。

だ
が
こ
う
し
た
見
解
は
、

欧
陽
備
の
北
宋
祉
舎
に
果
し
た
政
治

的

・
思
想
的
役
割
に
引
き
附
け
す
ぎ
た
考
え
方
だ
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
『
五
代
史
記
』
の
士
人
論
を
、
『
五
代
史
記
』
そ
れ
自
鐙
の
も
つ

論
理
U
思
想
構
造
の
総
鐙
と
の
開
連
の
も
と
に
考
え
る
と
き
、
そ
こ
に
は
欧
陽
備
の
嘗
該
社
曾
に
劃
す
る
撃
な
る
警
鐘
の
域
を
超
え
て
、
宋
代



以
後
の
い
わ
ゆ
る
君
主
濁
裁
制
園
家
に
お
け
る
士
大
夫
の
普
遍
的
な
あ
り
方
と
い
っ
た
も
の
が
浮
び
上
が
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿

の
終
極
の
目
的
も
、
そ
う
し
た
士
大
夫
像
を
闘
明
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。

「
死
節
」
「
死
事
」
雨
俸
に
お
け
る
「
死
」
の
意
味

正
史
の
列
俸
に
は
、
た
と
え
ば
、
循
吏
・
姦
倭
・
忠
義
な
ど
の
よ
う
に
、
類
別
す
る
こ
と
そ
れ
自
鐙
の
中
に
、
す
で
に
一
定
の
債
値
判
断
を

@
 

含
む
も
の
が
あ
る
。
で
は
、
『
五
代
史
記
』
の
列
俸
は
ど
の
よ
う
に
類
別
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

お

も

予
も
亦
以
謂
え
ら
く
、

鳴
呼
、
孟
子
謂
え
ら
く
、

と
れ

ず
。
蓋
し
僅
に
之
有
る
の
み
。
余
、
死
節
の
土
三
人
を
得
た
り
。

春
秋
に
義
戦
無
し
と
。

無
し
と
者
、
一
人
も
無
き
に
は
あ
ら

お
の
お
の

其
の
仕
う
る
こ
と
二
代
に
及
ば
ざ
る
者
は
、
各
其
の
園
を
以
て
之
を

五
代
に
全
臣
無
し
と
。

繋
ぎ
、
梁
唐
音
漢
周
臣
俸
を
作
る
。
其
の
徐
の
仕
う
る
こ
と
一
代
に
あ
ら
ず
し
て
、
園
を
以
て
之
を
繋
ぐ
べ
か
ら
ざ
る
者
は
、
雑
俸
を
作

こ
れ
に
よ
る
と
、

士
人
を
節
義
の
程
度
に
麿
じ
て
三
種
類
に
類
別
し
、

そ
れ
ぞ
れ
死
節
俸
・
某
臣
停
・
雑
俸
を
立
て
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

- 41ー

る

(
倉
一
一
一
梁
匡
俸
論
〉

一
園
の
み
に
仕
え
た
か
否
か
に
よ
っ
て
、
梁
唐
音
漢
周
臣
俸
と
雑
俸
と
に
分
け
、

俸
に
入
れ
、
こ
れ
に
極
め
て
高
い
評
債
を
興
え
て
い
る
。

一
園
に
仕
え
、

さ
ら
に
死
を
も
っ
て
園
に
殉
じ
た
者
を
死
節

『
五
代
史
記
』
の
列
俸
が
、
す
べ
て
以
上
三
つ
の
タ
イ
プ
の
ど
れ
か
に
属
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
ほ
か
に
、
家
人
・
一
行
・
唐

六
臣
・
義
見
・
伶
官
・
富
者
の
各
俸
が
あ
り
、
ま
た
同
じ
死
を
も
っ
て
闘
に
殉
じ
た
者
も
、
死
節
俸
の
ほ
か
に
死
事
俸
に
も
入
っ
て
い
る
。
と

は
い
う
も
の
の
、
右
の
「
論
」
か
ら
死
節
の
土
が
、
極
言
す
れ
ば
「
死
」
と
い
う
こ
と
が
、

『
五
代
史
記
』
の
土
人
論
の
中
に
重
要
な
位
置
を

占
め
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

199 

「

死

」

と

い

う

こ

と

に

劃

す

る

高

い

評

債

は

、

本

紀

に

は

「

死

之

」

(

「

之

に

死

す

」

〉

と

記

載

さ

れ

て

。

い
る
者
が
十
除
名
あ
旬
。
た
と
え
ば
、
巻
三
貞
明
二
年
九
月
の
僚
に
「
菅
人
克
貝
州
、
守
賂
張
源
徳
死
之
」
と
あ
る
が
、
そ
の
篠
下
の
徐
無
黛

列
俸
だ
け
に
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
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の
注
(
以
下
徐
注
と
略
稽
)
に
、

「死
と
書
く
は
、
其
の
死
を
得
た
れ
ば
な
り
」
と
あ
る
の
や
、
巻
二
開
卒
三
年
七
月
甲
申
篠
下
の
徐
注
に
、
「
死

あ

た

あ

ら

土
の
大
節
な
れ
ば
、
妄
り
に
以
て
人
に
予
え
ざ
る
を
見
わ
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、

「
死
」
と
書
く
こ
と
自
鐙

は
其
の
死
を
得
た
る
者
に
し
て
、

に
、
す
で
に
土
人
の
行
魚
に
封
す
る
高
い
評
慣
が
含
ま
れ
て
い
る
。

と
す
れ
ば
、
欧
陽
備
が
こ
の
よ
う
に
「
死
」
を
高
く
評
慣
し
た
の
は
、

す
で
に
記
し
た
よ
う
に
、
『
五
代
史
記
』
の
列
俸
に
は
、

か
れ
の
ど
の
よ
う
な
士
人
観
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
死
」
の
許
債
を
興
え
ら
れ
た
者
た
ち
を
集
め
た
、
死
節

・
死
事
の
雨
俸
が
あ
る
。

な
に
故
に
二
つ
の
タ
イ
プ
の
列
俸
が
存
す
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
今
暫
く
措
く
こ
と
に

同
じ
「
死
」
の
評
債
を
受
け
な
が
ら
、

す
る
。
こ
こ
で
は
、

死
を
も
っ
て
園
に
殉
じ
な
が
ら
、
死
節
・
死
事
各
停
に
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
、
そ
れ
が
ど
ん
な
理
由
に
基
づ
く
か
を

『
五
代
史
記
』
の
説
明
に
卸
し
て
検
討
し
つ
つ
、
如
上
の
課
題
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

そ
う
し
た
理
由
の
第

一
と
し
て
、
事
蹟
を
俸
え
る
史
料
が
全
く
な
い
か
あ
る
い
は
不
完
全
の
た
め
、
濁
立
し
た
俸
が
立
て
ら
れ
な
い
こ
と
、

ま
た
は
、
死
に
際
し
て
の
史
買
に
不
明
な
粘
'
が
存
し
、
自
信
を
も
っ
て

「
死」

と
い
う
評
慣
が
興
え
ら
れ
な
い
こ
と
が
翠
げ
ら
れ
て
い
る
。
前

@
 

者
に
は、

馬
彦
超

・
宋
令
詞

・
李
遮

・
張
彦
卿

・
鄭
昭
業
の
五
人
が
含
ま
れ
る
が
、
そ
の
事
蹟
は
い
ず
れ
も
詳
ら
か
で
は
な
い
。
そ
し
て
馬
彦

- 42ー

超
の
古
学
蹟
が
巻
五
一

朱
守
股
俸
に
わ
ず
か
に
見
ら
れ
る
ほ
か
は
、
本
紀
の
該
嘗
す
る
箇
所
に
「
死
之
」
と
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
後
者

⑪

O
 

に
は
、

輩
廷
美

・
楊
温

・
張
憲
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
張
憲
は
こ
の
理
由
だ
け
で

「死
」
と
い
う
評
債
を
興
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
け

れ
ど
も
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
に
す
る
。

要
す
る
に
、
こ
れ
ら
の
人
物
が
死
節
停
ま
た
は
死
事
俸
に
入
ら
な
か
っ
た
の
は
、
史
料
上
の
問
題
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
か
ら

は
「
死
」
と
い
う
評
慣
に
凝
縮
さ
れ
た
欧
陽
備
の
土
人
糊
を
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

史
料
以
外
の
理
由
で
、

し
た
が

っ
て
そ
の
行
震
に
射
す
る
許
債
の
上
か
ら
、
死
節

・
死
事
各
停
に
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
の
一
つ
に
、
出

奔
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
後
唐
の
元
行
欽
〈
巻
二
五
)
に
そ
の
典
型
が
み
ら
れ
る
。

同
光
四
年
(
九
二
六
〉
、
貌
軍
が
反
旗
を
翻
し
た
。
そ
の
討
伐
に
李
嗣
源
(
後
唐
の
明
宗
)
軍
が
涯
遣
さ
れ
る
が
、

か
れ
ら
は
規
軍
に
同
情
し



て
反
乱
を
起
こ
し
、
逆
に
都
の
洛
陽
に
攻
め
の
ぼ
ア
た
。
元
行
欽
は
、
か
か
る
急
迫
し
た
吠
況
下
に
荘
宗
の
そ
ば
近
く
に
あ

り
、
諸
開
問
百
除
名
と
警
を
解
き
髪
を
切
り
、
そ
れ
を
地
面
に
置
い
て
死
を
誓
い
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
荘
宗
が
伶
人
出
身
の
軍
校
で
あ
る
郭
従

が
、
卒
陸
鯨
〈
山
西
省
〉
で
野
人
に
捕
え
ら
れ
、
都
に
護
、迭
さ
れ
た
の
ち
慮
刑
さ
れ
た
。

現
軍
と
合
盟
、

謙
に
試
さ
れ
る
と
出
奔
し
て
し
ま
っ
た
。

巻
二
五
元

行
欽
停
後
の
「
論
」
は
、

か
れ
の
行
動
を
、

荘
宗
の
崩
ず
る
に
及
ん
で
、
自
決
す
る
能
わ
ず
。
而
し
て
反
っ
て
死
を
逃
れ
て
以
て
生
を
求
め
、
執
え
ら
れ
て
殺
さ
る
る
に
終
わ
る
。
其

い

ず

や

の
言
屈
せ
ず
と
雄
も
、
市
れ
ど
も
死
は
其
の
志
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
烏
く
ん
ぞ
貴
ぶ
に
足
ら
ん
哉
。

と
論
評
し
て
い
る
。
慮
刑
さ
れ
る
際
の
果
敢
な
態
度
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

一初
め
に
死
を
逃
れ
て
出
奔
し
た
こ
と
を
理
由
に
、

か
れ
の
死
が
評
債

に
値
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
断
定
さ
れ
て
い
る
。

と
は
い
っ
て
も
、

出
奔
が
す
べ
て
こ
の
よ
う
な
巌
し
い
批
判
を
蒙
る
わ
け
で
は
な
い
。

⑫
 

「
元
行
欽
の
走
ぐ
る
に
異
な
る
な
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
既
出
の
張
憲
の
場
合
、
や
は
り
出
奔
が
「
死
」
の

「
張
憲
の
事
に
至
り
で
は
、
尤
も
之
が
魚
に
痛
惜
す
る
な
お
と
あ
っ
て
、
元
行
欽
と

薬
彦
調
・
王
思
同
は

李
従
珂
(
後
唐
の
巌
帝
)
軍
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と
戦
っ
て
敗
走
す
る
が

評
債
を
得
る
妨
げ
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、

は
そ
の
評
債
が
徴
妙
に
違
う
。
こ
う
し
た
評
債
に
差
遣
が
生
じ
る
の
は
、

い
か
な
る
理
由
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
張
憲
は
、

上
記
の
貌
軍
が
反
旗
を
翻
し
た
頃
、
太
原
留
守
の
職
に
あ
っ
た
が
、
貌
軍
の
叛
持
、
越
在
躍
の
勧
誘
を
拒
絶
し
た
。
ま
た
太

さ
ら
に
は
叛
軍
を
率
い
て
入
洛
し
た
李
嗣
源
に
、
皇
帝
の
位
に
聞
く
こ
と
を
動

原
に
逃
れ
て
き
た
永
王
李
存
覇
と
命
運
を
共
に
し
よ
う
と
し
、

進
す
る
よ
う
に
と
の
部
下
の
提
言
を
斥
け
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
が
、
欧
陽
惰
に
よ
っ
て
忠
節
を
童
く
し
た
行
震
と
認
め
ら
れ
、
如
上
の
評

⑪
 

債
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
薬
彦
調
・
王
思
同
の
二
人
は
、
敗
走
し
な
が
ら
も
思
帝
の
も
と
に
蹄
ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
、
元
行
欽
と
そ
の
評
債

⑮
 

を
異
に
す
る
理
由
が
存
す
る
。
要
す
る
に
、
元
行
欽
と
そ
れ
以
外
の
場
合
と
で
評
債
が
分
か
れ
る
の
は
、
出
奔
と
い
う
行
震
の
現
象
の
奥
に
あ

っ
て
、
そ
の
行
震
が
い
か
な
る
意
志
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
、

そ
れ
に
射
す
る
欧
陽
備
の
評
慣
に
よ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
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は、

薬
彦
調
と
王
思
同
に
劃
す
る
評
債
の
違
い
に
、
も
っ
と
明
確
な
形
で
現
わ
れ
て
い
る
。
二
人
は
と
も
に
感
帝
の
も
と
に
揖
ろ
う
と
し
て
、
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「
王
に
従
っ
て
生
き
長
ら
え
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
は

⑮
 

あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、

泉
下
に
先
帝
(
明
宗
)
と
禽
わ
す
顔
の
な
い
こ
と
を
恐
れ
た
の
で
す
」
と
自
分
の
意
志
を
表
明
し
て
い
る
。

他
方
、
薬

彦
調
は
こ
れ
と
い
っ
た
意
志
表
示
を
し
な
か
っ
た
。
こ
の
死
に
際
し
て
と
っ
た
態
度
の
相
異
が
、
王
思
同
は
死
事
俸
に
、
薬
彦
調
は
唐
臣
俸
に

⑫
 

と
恒
則
さ
れ
て
載
せ
ら
れ
た
理
由
と
な
っ
て
い
る
。

李
従
珂
軍
に
捕
え
ら
れ
殺
さ
れ
る
が
、

王
思
同
は
李
従
珂
の
詰
責
に
射
し
、

第
二
は、

戦
い
に
際
し
て
抗
戦
の
姿
勢
を
崩
し
た
場
合
で
あ
る
。

後
菅
の
出
帝
は
即
位
す
る
と
、
官
同
組
の
時
と
は
打
っ
て
襲

っ
て
契
丹
と
の
よ
し
み
を
断
っ
て
し
ま
う
。
か
く
て
後
菅
と
契
丹
と
は
敵
封
し
、

や
が
て
戦
い
を
交
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
時
期
、
果
轡
(
巻
二
九
〉
は
、

水
陸
の
要
衝
で
あ
る
貝
州
(
河
北
省
)
の
守
備
の
任
に
つ
い
て
い

た
。
契
丹
が
貝
州
を
圏
む
と
、
以
前
か
ら
契
丹
と
通
じ
て
い
た
部
下
の
部
珂
が
、
そ
の
守
っ
て
い
た
南
門
か
ら
契
丹
箪
を
引
き
入
れ
た
た
め
、

貝
州
は
契
丹
の
手
に
陥
っ
た
。
果
樹
は
こ
の
混
能
の
最
中
、
井
戸
に
身
を
投
じ
て
自
殺
し
た
。
呉
轡
俸
末
の
徐
注
は
、
部
下
の
陰
謀
を
見
抜
け

⑬
 

ず
信
頼
し
た
こ
と
と
、
ま
だ
充
分
戦
え
る
絵
力
が
あ
り
な
が
ら
戦
わ
ず
に
自
殺
し
た
こ
と
を
、
死
事
停
に
載
せ
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
い
る
。
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た
し
か
に
、
自
己
の
身
を
守
っ
た
り
、
群
衆
を
抑
え
る
才
智
な
く
し
て
殺
さ
れ
た
場
合
、
「
死
」
の
評
債
は
興
え
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
果
轡

の
場
合
も
、
部
下
の
陰
謀
に
気
附
か
ず
窮
地
に
陥
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
例
に
漏
れ
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
こ
こ
で
何
よ
り
も
問
題
な
の
は
、
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果
樹
は
兵
猶
お
戦
う
べ
く
し
て
戦
わ
ず
。
魯
奇
は
食
蓋
き
力
窮
し
て
制
す
。
故
に
取
捨
異
な
る
。

(
重
二
三
夏
魯
奇
俸
末
の
徐
注
)

と
あ
る
よ
う
に
、
徹
底
し
て
戦
い
抜
か
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
勲
、
今
少
し
別
の
例
に
よ
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。

後
唐
の
清
泰
三
年
(
九
三
六
)
、

石
敬
塘
(後
菅
の
高
租
〉
は
、
河
東
軍
節
度
使
か
ら
天
卒
軍
節
度
使
へ
の
移
鎮
命
令
を
不
服
と
し
て
、
河
東
軍

そ
こ
で
張
敬
達
(
巻
三
三
)
は
、
招
討
使
に
任
ぜ
ら
れ
菅
陽
を
包
囲
し
た
。
形
勢
不
利
と
見
た

石
敬
塘
は
、
契
丹
に
中
園
領
土
の
一
部
割
譲
を
含
む
屈
辱
的
な
僚
件
で
援
軍
を
要
請
し
た
。
そ
の
た
め
、
張
敬
達
軍
は
逆
に
契
丹
の
太
宗
の
率

の
治
所
、

音
陽

(
山
西
省
)
で
反
旗
を
翻
し
た
。

包
園
が
長
期
化
す
る
に
つ
れ
、
食
料
が
不
足
し
、

い
る
軍
隊
に
包
園
さ
れ
る
。
後
唐
が
波
遣
し
た
越
延
寄
ら
は
、
二
心
を
懐
き
洞
ケ
峠
を
決
め
こ
ん
だ
た
め
、
張
敬
達
軍
は
孤
立
し
て
し
ま
う
。

つ
い
に
は
死
ん
だ
軍
馬
を
も
食
う
よ
う
に
な
る
。
や
が
て
そ
れ
も
蓋
き
る
と
、
副
招
討
使
の



楊
光
遠
は
し
き
り
に
降
伏
を
勤
め
た
。
初
め
は
援
軍
を
博
み
に
し
て
い
た
張
敬
達
も
、
度
重
な
る
降
伏
の
勘
め
に
、

〔
そ
れ
よ
り
も
〕
ど
う
し
て
私
を
殺
し
て
降
伏
し
な
い
の
か
」
と
答
え
た
。
楊
光
遠
は
す
ぐ
さ
ま
張
敬
達
を
殺
し
契
丹
に
降
っ
た
。

か
れ
の
行
動
を
、

「
諸
君
は
な
ぜ
降
伏
を
迫

る
の
か
。

張
敬
遠
俸
末
の
徐
注
は
、

然
る
に
己
は
屈
せ
ず
と
雄
も
、
而
れ
ど
も
人
を
調
し
て
賊
に
降
ら
し
む
。
故
に
死
節
と
信
用
す
を
得
ず
。

と
論
評
し
て
い
る
。
自
分
は
節
義
に
殉
じ
よ
う
と
し
な
が
ら
、
他
人
に
は
降
伏
を
勧
め
て
い
る
こ
と
が
、
抗
戦
の
姿
勢
を
崩
し
た
こ
と
と
し
て

批
剣
さ
れ
、
そ
の
た
め
本
来
は
死
節
俸
に
入
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
が
、
死
事
俸
に
載
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
死
節
俸
あ
る
い
は
死
事
俸
に
入
ら
な
か
司
た
場
合
、
そ
れ
が
ど
ん
な
理
由
に
基
づ
く
か
を
検
討
し
て
き
ヤ
そ
れ
に
よ
る
と
、
忠
節

を
霊
く
す
と
い
う
意
志
が
明
確
に
看
取
さ
れ
た
場
合
の
み
、
そ
の
具
佳
的
行
震
と
し
て
の
死
が
、
高
い
道
徳
的
評
債
を
受
け
る
の
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
は
土
人
の
心
的
態
度
を
重
視
す
る
欧
陽
線
開
の
考
え
が
一
が
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
草
な
る
戦
浪
者
に
は
「
死
」
の

評
債
を
輿
え
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
一
一
層
明
瞭
に
な
る
。
つ
ま
り
、
か
れ
ら
が
死
節
停
ま
た
は
死
事
俸
に
載
せ
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、

@
 

の
志
未
だ
知
る
べ
か
ら
ざ
る
を
以
て
な
り
」
と
い
う
理
由
に
基
づ
く
。
ま
た
す
で
に
紹
介
し
た
元
行
欽
の
場
合
も
、

@
 

に
あ
ら
ざ
る
な
り
」
と
あ
っ
て
、

「其

「
而
れ
ど
も
死
は
其
の
志
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こ
の
よ
う
に
、

「
死
」
の
評
債
が
「
志
」
の
裏
附
け
を
必
須
と
し
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

「
死
」
と
い
う
評
債
が
「
志
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
同
じ
「
死
」
で
も
、

「
志
」
の
程
度
に
慮
。し
て
、
そ
の
評

債
に
微
妙
な
差
違
が
生
れ
て
く
る
だ
ろ
う
。
死
節
・
死
事
を
区
別
す
る
理
由
が
、
そ
こ
に
あ
る
。

吾
、
五
代
に
於
い
て
、

全
節
の
士
三
人
を
得
た
る
の
み
。

其
の
初
め
は
卓
然
の
節
無
き
も
、

市
れ
ど
も
終
に
は
以
て
人
の
事
に
死
せ
る

者
、
十
有
五
人
を
得
た
り
。

〈
血
管
三
三
死
事
俸
論
)

す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
は
張
敬
遠
の
例
か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
多
少
と
も
節
義
の
「
志
」
に
依
け
る
者
を
死
事
の
土
と
し
て
、
死
節
の
土

よ
り
下
位
に
置
く
考
え
が
示
さ
れ
て
い
る
。
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き
て
、

「
死
」
と
い
う
評
債
に
お
け
る
「
志
」
重
視
の
翻
黙
は
、
終
極
的
に
欧
陽
備
の
ど
の
よ
う
な
意
園
の
反
映
と
考
え
た
ら
よ
い
の
で
あ
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ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
「
士
山
」
と
は
、
土
人
の
行
動
を
内
面
か
ら
支
え
る
意
志
を
指
し
示
す
概
念
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。

は
そ
う
し
た
「
志
」
が
設
現
さ
れ
た
場
合
の
み
賦
興
さ
れ
る
債
値
概
念
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
「
志
」
は
土
人
の
行
動
と
深
い
つ
な
が
り
を

土
人
が
い
か
に
生
き
る
か
を
問
題
に
す
る
こ

「死
」

も
つ
が
故
に
、

そ
れ
は
土
人
の
生
き
方
と
密
接
な
開
係
を
有
す
る
。
い
わ
ば
「
志
」
の
重
視
は
、

と
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
欧
陽
備
は
「
死
」
の
問
題
を
論
じ
な
が
ら
、
買
は
「
生
」
の
問
題
を
鋭
く
追
求
し
て
い
た
と
い
え
る
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。

か
り
そ
め

鴫
呼
、
死
の
貴
ぶ
べ
き
所
以
の
者
は
、
其
の
義
と
し
て
有
に
生
き
ざ
る
を
以
て
の
み
。

(径
二
五
元
行
欽
停
後
の
論
)

こ
の
引
用
文
は
、

「
義
」
を
媒
介
に
「
死
」
と
「
生
」
の
緊
張
関
係
を
読
い
て
い
る
。

「
義
」
に
つ
い
て
の
詳
し
い
検
討
は
後
節
に
譲
る
が
、

こ
こ
で
は
文
脈
上
か
ら
判
断
し
て
、

君
臣
の
義
、
す
な
わ
ち
忠
節
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
忠
節
と
は
、
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、

土

人
の
内
面
と
深
い
関
わ
り
を
も
っ
概
念
な
の
で
、
既
述
の
「
志
」
と
言
い
換
え
ら
れ
よ
う
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
引
用
文
は
、
「
志
」
を
媒
介
に

「
死
」
の
問
題
が
「
生
」
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
、
こ

の
引
用
文
は
私
た
ち
に
数
え
て
く
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
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し
た
「
生
」
と
「
死
」
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
重
要
な
こ
と
は
、

「
忠
」
と
「
孝
」

前
節
で
は
、

「
民
の
究
極
的
表
現
形
態
と
し
て
の
意
味
を
附
興
さ
れ
て
い
る
「
死
」
の
概
念
の
検
討
を
通
し
て
、

「死
」
の
問
題
は
結
局
、

土
人
の
生
き
方
の
問
題
に
還
元
で
き
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
本
節
で
は
、
そ
の
生
き
方
が
ど
の
よ
う
な
意
味
内
容
を
も
つ
か
を
、

「忠」

と
「
孝
」
の
関
わ
り
の
中
か
ら
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。

「
忠
」
と
「
孝
」
が
封
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
は
戦
園
末
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
が
、
漢
代
ま
で
の
儒
皐
は
、

君
に
及
ぼ
せ
ば
そ
の
ま
ま
「
忠
」
に
な
る
と
考
え
て
い
た
。
い
わ
ば
、

な
る
と
、
と
り
わ
け
朱
子
皐
で
は
、

父
に
削
到
す
る
「
孝
」
を

@
 

「
忠
」
は
「
孝
」
の
直
線
的
延
長
上
に
あ
る
概
念
で
あ
っ
た
。
宋
代
に

「
忠
」
が
「
孝
」
を
も
含
む
他
の
一
切
の
人
倫
道
徳
か
ら
超
絶
し
て
い
た
と
い
わ
れ
旬
。
で
は
、
欧
陽
僑



「
忠
」
と
「
孝
」
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

後
唐
の
明
宗
に
は
、
従
環
・
従
築
・
従
厚
・
従
盆
の
四
人
の
息
子
が
い
た
。
長
男
の
従
環
は
、
荘
宗
に
仕
え
て
し
ば
し
ば
戦
功
が
あ
り
、
金

槍
指
揮
使
に
な
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
同
光
四
年
の
貌
軍
の
反
飽
を
契
機
に
、
明
宗
軍
が
叛
軍
と
合
流
し
、
つ
い
に

は
明
宗
が
皇
帝
の
位
に
即
く
。
従
環
は
こ
の
問
、
主
君
鮭
宗
と
父
明
宗
と
の
和
解
に
奔
走
す
る
が
、
そ
の
企
園
は
失
敗
に
終
わ
り
、
か
れ
は
元

行
欽
に
殺
さ
れ
る
。
巻
一
五
李
従
環
停
後
の
「
論
」
は
、
か
れ
の
行
動
に
関
連
し
て
、
父
親
が
反
範
を
起
こ
し
た
場
合
、
士
大
は
自
分
の
身
を

い
か
に
慮
す
べ
き
か
を
、
そ
の
身
が
君
主
・
父
親
そ
れ
ぞ
れ
の
側
に
あ
る
場
合
に
分
け
、
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
主
君
が
敗
れ
た
場

合
、
父
親
が
敗
れ
た
場
合
、
土
人
は
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
る
べ
き
か
が
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
結
論
は
、
君
父
い
ず
れ
の
側
に
あ
っ
て
も
、
君

敗
れ
れ
ば
そ
れ
に
殉
じ
て
死
し
、
父
敗
れ
れ
ば
喪
に
服
し
て
、
し
か
る
後
に
君
主
に
仕
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
原
理
か
ら
、

「
従
環
の
荘
宗
に
於
け
る
や
、
従
う
所
を
知
り
て
其
の
死
を
得
た
り
。
哀
し
い
哉
」
と
歎
賞
さ
れ
て
い
る
。
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「
忠
」
と
「
孝
」
の
関
係
に
劃
す
る
欧
陽
惰
の
考
え
を
導
き
出
し
て
い
る
。
氏
に
よ
る
と
、

は李
従
環
の
行
動
は
、

と
こ
ろ
で
、
寺
地
遵
氏
は
こ
の
「
論
」
か
ら
、

こ
の
「
論
」
は
、
君
臣
闘
係
!
公
l
忠
が
、
家
ー
私
|
孝
を
超
越
し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
た
し
か
に
、
こ
の
「
論
」
の

結
論
が
、
「
父
敗
の
際
は
生
き
て
事
君
が
認
め
ら
れ
、
君
敗
の
際
は
死
を
以
っ
て
す
る
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、
「
君
の
権
威
が
父
の
そ
れ
よ
り

上
位
に
あ
る
」
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
「
論
」
で
欧
陽
傍
が
前
提
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
氏
の
解
揮
に
疑
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聞
を
感
ぜ
ざ
る
を
え
な
い
。い

ず

鴫
呼
、
父
無
く
し
て
烏
く
ん
ぞ
生
れ
ん
、
君
無
く
し
て
烏
く
ん
ぞ
以
て
生
を
焦
さ
ん
や
。
而
れ
ど
も
世
の
言
に
白
う
、
忠
孝
焦
る
者
は
雨

あ
に

ぞ

あ
い

全
せ
ず
と
。
夫
れ
量
然
ら
ん
哉
。
君
俳
人
は
人
倫
の
大
本
に
し
て
、
忠
孝
は
臣
子
の
大
節
な
り
。
量
其
れ
相
用
を
魚
さ
ず
し
て
、
叉
相
害
す

や

そ

も

そ

る
者
な
ら
ん
乎
。
抑
も
私
と
義
と
の
み
。
蓋
し
其
の
私
を
以
て
す
れ
ば
則
ち
両
害
し
、
其
の
義
を
以
て
す
れ
ば
則
ち
雨
得
す
。

す
な
わ
ち
、
欧
陽
惰
は
一
般
に
「
忠
」
と
「
孝
」
が
南
全
し
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
の
に
劃
し
、
そ
れ
ら
が
矛
盾
・

劉
立
し
あ
う
も
の
で
は
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な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
君
臣
・
父
子
の
そ
の
い
ず
れ
の
関
係
も
臣
子
た
る
士
人
の
「
生
」
の
存
在
を
根
本
的
に
規
定
す
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る
も
の
だ
、

と
い
う
欧
陽
備
の
強
い
信
念
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
「
私
」
を
も
っ
て
封
虚
す
れ
ば
雨
害
す
る
の
で
あ
っ
て
、

「義
」
を
も

っ
て
劉
慮
す
る
限
り
、

「
忠
」
「
孝
」
は
雨
全
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の

「
忠
」
「
孝
」
雨
全
と
い
う
大
前
提
は
、
後
述
す
る
巻
二
六
烏
震

す

で

「
鳴
呼
、
忠
孝
は
義
を
以
て
す
れ
ば
雨
得
す
と
は
、
吾
既
己
に
之
を
言
え
り
」
と
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
か
ら
動
か
せ

惇
後
の
「
論
」
で
も
、

な
い
。
だ
か
ら
、
こ
の
「
論
」
も
、
こ
の
前
提
に
則
し
て
解
掴
押
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ま
た
、
寺
地
氏
が
「
抑
も
私
と
義
と
の
み
」
の
「
私
」
を

「家
を
中
心
と
す
る
私
的
闘
係
」
と
捉
え
、

「
義
」
を
「
官
僚
と
し
て
の
立
場
」
と
考
え
た
の
も
再
検
討
を
要
す
る
だ
ろ
う
。

「
忠
」
と
「
孝
」
を
両
全
さ
せ
る
「
義
」
と
は
何
か
、
そ
れ
ら
を
雨
害
さ
せ
る

「
私
」
と
は
い
か
な
る
概
念
な
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
貼
に
閲
し
て
は
、
こ
の
「
論
」
か
ら
だ
け
で
は
不
充
分
な
の
で
、
別
の
例
を
紹
介
し
つ
つ
検
討
し
よ
う
。

そ
れ
で
は
、

烏
震
(
雪
一
六
)
は
、
成
徳
軍
節
度
使
の
王
錯
の
軍
卒
と
な
り
、

部
将
の
一
人
で
あ
る
符
習
の
下
に
配
属
さ
れ
て
い
た
。

王
銘
は
太
原
を
本

嬢
と
す
る
五
百
(
の
ち
の
後
唐
)
と
同
盟
関
係
に
あ
っ
た
の
で
、
符
習
ら
は
涯
遣
さ
れ
て
菅
と
共
に
梁
と
戦
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
留
守
中
、

王
舘
は
部
下
の
張
文
雄
に
試
さ
れ
て
し
ま
ア
た
。
そ
こ
で
符
習
は
、
い
そ
ぎ
菅
王
の
下
を
僻
し
張
文
躍
を
討
つ
こ
と
に
し
た
。
い
ざ
戟
い
に
な

る
と
、
文
躍
は
烏
震
の
母
親
や
妻
子
を
捕
え
、
か
れ
を
招
降
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、

烏
震
は
い
っ
こ
う
に
顧
み
よ
う
と
し
な
い
の
で
、

張
文
雄
は
震
の
母
親
と
妻
子
の
手
を
断
ち
鼻
を
そ
ぎ
、
符
習
の
軍
告
に
信
仰
し
た
。
軍
中
、
そ
の
凄
惨
な
有
様
に
、
正
規
に
耐
え
る
者
が
な
か
っ

か
れ
が
母
親
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
招
降
を
拒
否
し
た
こ
と
が
、
果
し
て
「
忠
」
と
い
え
る
か
ど
う
か
を
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た
と
い
う
。
烏
震
停
後
の
「
論
」
は
、

考
察
し
て
い
る
。
結
論
は
、

か
れ
の
行
動
は
大
不
孝
と
い
う
べ
き
も
の
で
、

ま
し
て
忠
な
ど
と
は
い
え
な
い
と
し
て
い
る
。

さ
て
、
こ
の
「
論
」
は
、
以
上
の
よ
う
な
結
論
に
至
る
過
程
で
、

「
忠
」
と
「
孝
」
の
闘
係
に
劃
す
る
意
見
を
開
陳
し
て
い
る
。

失
れ
人
の
様
を
食
み
て
人
の
事
に
任
ず
。
事
に
任
の
其
の
責
を
専
ら
に
す
る
有
り
て
、
市
も
其
の
園
の
利
害
、
己
の
魚
す
と
痛
さ
ざ
る
と

に

由

る

。

猶

お

賂

に

其

の

様

を

僻

し

て

之

を

去

ら

ん

と

す

。

い

わ

こ

れ

矧
ん
や
其
の
事
、
衆
人
の
皆
魚
す
べ
き
所
に
し
て
、
而
も
任
の
己
に
専
ら
な
ら
ず
、
叉
其
の
魚
す
と
信
用
さ
ざ
る
と
、
園
の
利
害
の
駕
に
繋

が
ら
ざ
る
者
を
や
。
是
の
如
く
し
て
其
の
親
を
顧
み
ざ
る
は
、
以
て
利
と
痛
さ
ず
と
難
も
、

猶
お
不
孝
と
日
う
。

之
を
矯
し
て
園
に
利
あ
り
と
雄
も
、

市
れ
ど
も
其
の
親
に
害
有
る
者
は

況
ん
や
因
り
て
之
を



を
や

利
と
す
る
乎
。

こ
の
「
論
…
」
で
は
、

「
忠
」
「
孝
」
を
雨
害
す
る
も
の
と
し
て
「
利
」
が
翠
げ
ら
れ
て
い
る
。
烏
震
の
場
合
も
、
母
親
の
犠
牲
の
上
に
こ
の

戦
い
の
後
、
戦
功
に
よ
っ
て
刺
史
と
な
っ
た
こ
と
が
「
利
」
を
園
っ
た
行
震
と
断
定
さ
れ
、
「
烏
震
の
若
き
者
は
、
大
不
孝
と
謂
う
ベ
し
。
向

や

お
何
ぞ
忠
有
ら
ん
哉
」
と
い
う
結
論
が
下
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
「
論
」
で
は
「
利
」
は
二
通
り
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、

「
園
に
利
あ
り
」
と
い
う
場
合
の
「
利
」
で
、
園
家
に
と
っ
て
利
盆
に
な
る
と
い
う
意
味
だ
が
、
そ
の
場
合
の
「
利
」
は
否
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン

を
や

「
況
ん
や
因
り
て
之
を
利
と
す
る
哉
」
と
い
う
場
合
の
「
利
」
で
、
自

「
孝
」
南
全
の
遁
を
害
す
る
「
利
」
と
は
、
後
者
の
意
味
で
の
「
利
」

ス
を
も
っ
て
い
な
い
。
も
う
一
つ
は
、

「
以
て
利
と
篤
さ
ず
と
難
も
」

己
一
身
の
利
盆
を
園
る
と
い
う
否
定
的
な
意
味
あ
い
を
も
っ
。

「忠」

で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
李
従
環
俸
後
の
「
論
」
で
、

「忠」

「
孝
」
を
雨
害
す
る
も
の
と
さ
れ
た
「
私
」
の
内
容
も
、
自
己
一
身
の
利
盆
を
闘

る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
「
私
」
と
封
立
し
、

し
た
が
っ
て
「
忠
」

「
孝
」
を
両
全
さ
せ
る
「
義
」
と
は
、
自
己
一
身
の
利
害
を
超
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越
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
抑
止
し
た
地
黙
に
成
り
立
つ
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
こ
の
こ
と
を
李
従
環
俸
後
の
「
論
」
に
首
候
め
て
考
え
れ
ば
、
以

下
の
よ
う
に
な
る
。
土
人
は
君
主
側
に
あ
っ
て
は
、
主
君
に
針
し
、
子
と
し
て
父
を
射
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
武
器
を
興
え
な
い
こ
と
を

要
請
す
る
。
い
わ
ば
子
と
し
て
の
立
場
、

「
孝
」
を
主
張
す
る
。
ま
た
父
親
に
掃
参
を
呼
び
か
け
る
。
す
な
わ
ち
臣
下
と
し
て
の
立
場
、
「
忠
」

を
主
張
す
る
。

て、も、

君
敗
の
際
は
死
を
選
び
、

つ
ま
り
「
忠
」
を
牽
く
そ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
ど
ち
ら
側
に
あ
っ
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父
敗
の
と
き
は
喪
に
服
す
。
こ
れ
が
「
身
は
其
の
居
に
従
い
、
士
山
は
其
の
義
に
従
う
」
の
内
容
で
あ
る
。
要

士
人
の
身
が
君
父
ど
ち
ら
側
に
あ
る
に
せ
よ
、

そ
れ
が
「
義
」
で
あ
る
。

一
方
、
父
親
側
に
あ
る
と
き
は
、
父
に
蹄
参
を
求
め
る
。

す
る
に
、

「
忠
」
「
孝
」
南
全
の
遁
を
貫
徹
し
よ
う
と
す
る
こ
と
、

し
か
も
、
そ
の
賓
践
に
は
現
質
的
困
難
が
つ
き
ま
と
い
、
自
己
一
身
の
利
害
を
考
え
る
と
、
そ
の
立
場
は
貫
ぬ
き
通
せ
な
い
だ
ろ
う
。
た
と
え

ば
、
君
主
側
に
あ
っ
て
、
武
器
を
と
る
こ
と
の
拒
否
は
、
不
服
従
の
罪
で
殺
さ
れ
か
ね
な
い
し
、
ま
た
父
親
側
に
あ
っ
て
父
敗
の
と
き
、
「
忠
」

的
立
場
を
父
親
に
説
き
績
け
て
い
た
と
し
て
も
、

そ
こ
に
待
つ
の
は
反
逆
の
罪
に
よ
る
死
だ
け
か
も
し
れ
ぬ
。
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さ
て
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、

「
義
」
と
は
一
つ
に
は
、

士
人
の
倫
理
規
範
を
指
し
示
す
概
念
で
あ
る
と
い
え
る
。
と
い
う
の
は
、
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「
義
」
は
土
人
の
「
生
」
を
根
本
的
に
規
定
す
る
「
忠
」

「
孝
」
を
雨
全
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
土
人
は
必
ず
そ
れ
に
準
捜
し
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
、

土
人
の
主
雄
性
を
指
し
示
す
概
念
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、

「
義
」
は
ど
の
よ
う

な
欣
況
下
で
も
、

土
人
と
君
父
と
の
開
係
維
持
の
た
め
、
最
善
と
思
わ
れ
る
剣
断
を
下
す
立
場
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

「
義
」
的
立
場
に

立
つ
土
人
は
、
君
主
の
意
志
に
い
つ
も
左
右
さ
れ
て
い
る
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
。
ま
た
君
主
を
頂
黙
と
す
る
官
僚
健
系
に
完
全
に
包
含
さ

れ
る
も
の
で
も
な
い
。
濁
自
の
基
盤
に
立
っ
て
そ
れ
ら
に
関
わ
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
欧
陽
備
の
考
え
る
土
人
の
生
き
方
と
は
、

と
い
う
土
人
の
倫
理
的
H
主
鐙
的
あ
り
方
を
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

「義」

鴻
道
と
王
彦
章

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
土
人
の
倫
理
的
H
主
銭
的
あ
り
方
、
す
な
わ
ち
「
義
」
的
あ
り
方
は
、

い
か
な
る
土
入
居
に
特
に
求
め
ら
れ
、

そ
れ
は
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何
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
部
で
は
再
び
節
義
の
問
題
を
取
り
間
後
け
、

」
の
こ
と
を
考
え
た
い
。

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
巻
三
貞
明
元
年
三
月
己
丑
の
僚
は
、

軍
鋭
、
賀
徳
倫
叛
附
子
菅
」
と
-
記
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
反
凱
の
主
謀
者
は
、
寅
は
部
将
の
張
彦
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
賀
徳
倫
は
節

貞
明
元
年
(
九

一五
)、
天
雄
軍
が
反
見
を
起
こ
し、

菅
に
寝
返
っ
た
が
、

「天
雄

度
使
で
あ
っ
た
た
め
に
脅
迫
さ
れ
て
反
蹴
に
踏
み
切
っ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
だ
が
、
賀
徳
倫
は
「
貴
者
」
で
あ
る
が
故
に
、
死
を
賭
し
て
反
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凱
を
銀
座
せ
ず
逆
に
反
凱
に
加
わ
っ
た
責
任
が
追
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
欧
陽
備
は
、
「
貴
者
」
、
す
な
わ
ち
高
位
に
お
る
者
の
責
任
を
巌
し
く
追
求
す
る
が
、

そ
れ
は
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
の
で
あ
ろ

う
か
。

俸
に
日
く
、
躍
義
廉
恥
は
園
の
四
維
な
り
。

か

な

や

四
維
張
ら
ざ
れ
ば
、
園
乃
ち
滅
亡
す
と
。
善
き
乎
、
管
生
の
能
く
言
う
也
。
躍
義
は
人
を
治

む
る
の
大
法
に
し
て
、
廉
恥
は
人
を
立
つ
る
の
大
節
な
り
。
蓋
し
廉
な
ら
ざ
れ
ば
則
ち
取
ら
ざ
る
所
無
く
、
恥
な
ら
ざ
れ
ば
則
ち
魚
さ
ざ

る
所
無
し
。
人
に
し
て
此
く
の
如
く
ん
ば
、
則
ち
禍
飢
敗
亡
も
亦
至
ら
ざ
る
所
無
し
。
況
ん
や
大
臣
と
震
り
て
、
取
ら
ざ
る
所
無
く
、
震



さ
ざ
る
所
無
く
ん
向
、
則
ち
天
下
其
れ
飽
れ
ざ
る
有
り
、
園
家
其
れ
亡
び
ざ
る
者
有
ら
ん
で

つ
ま
り
、
土
人
、
中
で
も
高
位
に
お
る
者
の
倫
理
的
あ
り
方
が
、

〈
径
五
四
雑
俸
論
〉

園
家
の
存
亡
と
深
く
関
わ
る
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ

て
、
い
き
お
い
批
剣
は
個
人
的
な
言
動
に
ま
で
及
ぶ
。
『
蹄
田
録
』
の
中
で
、
気
短
か
な
和
凝
が
、
鴻
道
の
新
し
い
靴
を
見
て
値
段
を
聞
い
た

と
こ
ろ
、
自
分
の
靴
の
牢
額
な
の
で
下
僚
を
叱
責
す
る
と
、
そ
れ
は
賓
は
片
方
の
靴
の
値
段
だ
っ
た
の
で
大
笑
い
し
た
と
い
う
話
を
載
せ
、

@
 

「
時
に
謂
え
ら
く
、
宰
相
に
し
て
此
く
の
如
く
ん
ば
、
何
を
以
て
百
僚
を
鎖
服
せ
ん
や
」
と
い
う
時
評
を
附
け
加
え
た
の
は
、
そ
の

一
つ
の
表

わ
れ
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、

土
人
の
個
人
的
あ
り
方
、
倫
理
性
が
問
題
に
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
倫
理
を
根
底
に
据
え
た
儒
撃
を
摩
び
、

そ
れ
に
よ
っ

て
立
身
出
世
し
た
儒
者
は
と
り
わ
け
そ
の
責
任
が
巌
し
く
問
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

然
る
に
英
の
習
俗
、
迭
に
有
生
す
る
と
去
ら
ざ
る
と
を
以
て
嘗
然
と
篤
す
。
儒
者
に
至
り
て
は
、
仁
義
忠
信
を
以
て
拳
を
矯
し
、
人
の
椋

み
な

を
享
け
、
人
の
園
に
任
ず
る
者
な
る
も
、
其
の
存
亡
を
顧
み
ず
、
皆
悟
然
と
し
て
荷
生
を
以
て
得
た
り
と
篤
す
。
徒
に
慌
を
知
ら
ざ
る
の

や

み
な
ら
ず
、
反
っ
て
其
の
得
た
る
を
以
て
祭
と
鴛
す
者
、
数
う
る
に
勝
う
ベ
け
ん
哉
。
(
各
三
三
死
事
停
論
〉

つ
ま
り
、
園
家
の
存
亡
に
卒
然
と
し
た
態
度
で
い
る
姿
勢
を
、
有
生
、
す
な
わ
ち
い
い
か
げ
ん
な
生
き
方
だ
と
鏡
く
批
判
し
て
い
る
。

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
節
義
に
殉
じ
た
者
、
い
わ
ば
「
生
」
を
燃
焼
し
壷
く
し
た
者
は
、
「
或
い
は
軍
卒
に
出
で
、
或
は
偽
園
の
臣
よ
り
出

⑪

@
 

ず
」
と
さ
れ
た
。
と
り
わ
け
、
武
人
が
無
節
操
な
儒
者
と
劉
照
さ
れ
た
。
欧
陽
倫
の
一
詠
嘆
の
根
援
は
、
か
か
る
五
代
土
人
の
現
貫
朕
況
に
あ

そ
う
し
た
朕
況
か
ら
数
訓
や
理
念
を
引
き
出
そ
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
現
肢
を
よ
り
一
一
層
鮮
明
に
描
き
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
唐
六

- 51ー

る
の
だ
が
、

臣
俸
・
雑
俸
と
死
事
・
死
節
雨
俸
と
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
は
、
そ
う
し
た
役
割
を
捨
っ
て
い
る
。

唐
六
臣
停
(
各
三
五
)
は
、
世
界
帝
園
H
唐
朝
の
遺
臣
で
、

か

よ

こ

し

ま

ず

る

い

お

も

む

省
、
傾
険
に
し
て
猶
猪
、
利
に
趨
き
て
園
を
貰
る
の
徒
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
だ
か
ら
、
オ
安
く
ん
ぞ
能
く
恥
を
蒙
り
梁
庭
に
辱
を
忍
ぶ
こ
と

や

か

り

そ

め

に

い

き

る

こ

と

此
く
の
如
く
な
ら
ん
哉
」
と
あ
る
よ
う
に
、
自
己
の
保
身
を
第
一
に
し
た
、
い
わ
ば
「
有
生
」
を
貧
っ
た
も
の
た
ち
で
あ
旬
。

梁
の
裳
奪
に
協
力
し
た
士
人
た
ち
を
載
せ
る
が
、

か
れ
ら
は

い

〈

じ

な

し

お

ろ

「
庸
儒
に
し
て
不

209 
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唐
六
臣
俸
が
、
唐
五
代
を
歴
任
し
た
者
た
ち
と
す
る
と
、
雑
俸
は
五
代
各
朝
に
仕
え
た
人
た
ち
を
載
せ
て
い
る
。
中
に
は
失
節
と
い
う
貼
を

@
 

除
け
ば
、
随
分
と
立
汲
な
人
物
も
い
た
の
だ
が
、
こ
う
し
た
人
物
も
五
代
各
朝
に
仕
え
た
と
い
う
こ
と
で
、
「
夫
れ
雑
に
入
る
は
、
誠
に
君
子

@

⑧
 

の
#
一
五
ず
る
所
な
り
」
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
失
節
の
代
表
と
目
さ
れ
る
の
が
、
四
姓
十
君
に
仕
え
た
鴻
道
で
あ
る
。

@
 

鴻
道
は
五
代
を
代
表
す
る
儒
家
官
僚
で
あ
る
が
、
欧
陽
矯
は
そ
の
あ
り
方
を
「
廉
恥
無
き
者
」
と
決
め
つ
け
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た

よ
う
に
、

土
人
の
存
立
を
何
よ
り
も
、

そ
の
倫
理
性
に
求
め
る
駄
陽
備
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
鴻
道
に
封
す
る
評
語
は
、

か
れ
の
生
き

方
を
全
否
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

な
に
故
、

鴻
道
を
「
廉
恥
無
き
者
」
と
断
定
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

巻
五
四
の

「
論
」
で
は

と
く
に
鴻
道
の
『
長
楽
老
自
技
』
を
取
り
摩

げ
、
か
か
る
評
債
の
根
擦
と
し
て
い
る
。

『
長
楽
老
自
絞
』
は
、
そ
の
全
文
が
『
奮
五
代
史
』
巻

一
二
六
鴻
道
俸
な
ど
に
載
っ
て
い
る
が
、
叶
担

述
の
大
半
は
鴻
道
の
歴
任
し
た
官
職

・
動
揺
肘
に
費
さ
れ
て
い
る
。
恥
を
知
る
な
ら
ば
、
各
王
朝
で
得
た
官
職
を
得
意
げ
に
羅
列
す
る
は
ず
が
な

と
こ
ろ
で
、
各
五
四
の
「
論
」
は
最
後
に
、

五
代
の
小
説
を
紹
介
し
て
い
る
。
開
封
で
宿
泊
を
断
わ
ら
れ
、
宿
の
主
人
に
腕
を
掴
ま
れ
て
外

- 52ー

い
と
い
う
前
提
が
、
欧
陽
惰
に
は
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

に
抽
り
出
さ
れ
た
婦
人
李
氏
は
、
腕

一
本
の
た
め
に
自
分
の
身
を
汚
す
こ
と
は
で
き
ぬ
と
ば
か
り
に
、

そ
の
腕
を
切
り
落
し
た
と
い
う
。
欧
陽

備
は
こ
の
話
を
紹
介
し
つ
つ
最
後
に
、
「
鳴
呼
、
土
の
自
ら
其
の
身
を
愛
せ
ず
し
て
、
恥
を
忍
ん
で
以
て
生
を
倫
む
者
は
、
李
氏
の
風
を
聞
き

て
、
宜
し
く
少
し
く
慨
を
知
る
べ
き
哉
」
と
結
ん
で
い
る
。
婦
人
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
、
鴻
這
を
代
表
と
す
る
無
節
操
な
土
人
の
生
き

@
 

方
を
鋭
く
批
判
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

さ
て
、
鴻
道
と
封
瞭
的
な
評
債
を
受
け
て
い
る
の
が
、
梁
が
亡
び
る
際
に
、
死
を
も
っ
て
節
義
に
殉
じ
た
王
彦
章
で
あ
る
。
王
彦
章
に
射
す

る
欧
陽
線
開
の
異
常
な
ほ
ど
の
閥
心
の
高
さ
は
、

「
王
彦
章
霊
像
記
」
(
『
欧
陽
文
忠
公
集
』
巻
三
九
〉

に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
が
、
欧
陽
備
が
ど
の
よ

う
な
槻
貼
か
ら
王
彦
章
を
評
慣
し
た
か
も
、
こ
の
霊
像
記
に
明
瞭
に
記
さ
れ
て
い
る
。

梁
末
に
な
り
、
梁
の
勢
力
が
日
に
日
に
衰
え
て
ゆ
く
と
、
諸
将
の
中
に
は
二
心
を
懐
く
者
が
多
く
な
っ
て
く
る
。
そ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
、



王
彦
章
だ
け
は
梁
の
た
め
に
最
後
ま
で
力
を
壷
く
そ
う
と
し
た
。

一結
局
は
起
死
回
生
の
志
も
虚
し
く
、
か
れ
自
身
も
後
唐
の
捕
虜
に
な
っ
て
し

ま
う
。
王
彦
章
は
王
鍛
槍
と
い
う
葎
名
が
つ
く
ほ
ど
槍
の
名
手
で
あ
っ
た
の
で
、
後
唐
の
荘
宗
は
か
れ
の
勇
を
惜
ん
で
後
唐
に
仕
え
き
せ
よ
う

と
す
る
け
れ
ど
も
、

王
彦
章
は
そ
れ
ら
の
誘
い
を
一
切
僻
退
し
、
梁
の
た
め
に
死
を
選
ぶ
。

い
わ
ば
王
彦
章
は
、
種
々
の
困
難
な
朕
況
下
で
も
、
終
始
梁
の
た
め
に
壷
く
そ
う
と
す
る
志
を
貫
き
通
し
た
土
人
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

そ
う
し
た
王
彦
章
の
姿
を
如
寅
に
物
語
る
も
の
と
し
て
、

を
俸
え
る
。
王
彦
章
は
武
人
で
皐
聞
が
な
い
の
で
、
僅
俗
な
言
い
方
で
は
あ
る
が
、

「王
彦
章
重
像
記
」

や
『
五
代
史
記
』

つ
ね
日
頃
、

の
本
俸
ハ
巻
一
一
一
一
一
)
は
、
次
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

「
豹
は
死
し
て
皮
を
留
む
、
人
は
死
し
て
名

を
留
む
」
と
人
に
語
っ
て
い
た
と
い
う
。
欧
陽
惰
は
こ
れ
を
評
し
て
、

「
其
の
忠
義
に
於
け
る
や
蓋
し
天
性
な
り
」
と
絶
賛
し
て
い
る
。
王
彦

章
の
こ
の
言
葉
か
ら
は
、
死
を
魔
悟
し
つ
つ
充
貫
し
た
生
き
方
を
し
よ
う
と
す
る
か
れ
の
姿
勢
を
讃
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う

iJ、

四

結
び
に
か
え
て

- 53ー

最
後
に
、
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
こ
と
を
纏
め
、

そ
れ
に
基
づ
い
て
若
干
の
展
望
を
述
べ
て
み
た
い
。

本
稿
が
探
求
し
た
テ
1
マ
は

『
五
代
史
記
』
の
士
人
観
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
主
に
「
死
」
に
劃
す
る
評
債
の
問
題
、

さ
ら
に
は
「
忠
」
と

る
こ
と
で
剣
る
よ
う
に
、

「
孝
」
と
の
関
わ
り
の
問
題
か
ら
考
察
し
た
。
そ
れ
は
ほ
ぼ
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
『
五
代
史
記
』
は
、
列
俸
に
死
節
俸
と
か
死
事
俸
が
あ

土
人
の
あ
り
方
と
し
て
「
死
」
を
非
常
に
重
要
視
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、

「
死
」
と
書
か
れ
る
こ
と
自
盟
、

土
人
に

制
到
す
る
高
い
評
債
を
意
味
し
て
い
た
。

し
か
し
「
死
」
の
問
題
は
、

そ
れ
と
劃
置
し
て
「
有
生
一
」
「
貧
生
」
の
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
、

結
局
は
す
ぐ
れ
て
「
生
」
の
問
題
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
土
人
が
い
か
に
生
き
る
か
が、

そ
こ
で
問
題
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
生
き
方
は
、

「
義
」
と
い
う
概
念
に
凝
縮
さ
れ
る
、

い
わ
ば
倫
理
的
H
主
鐙
的
あ
り
方
な
の
で
あ
る
。

か
か
る
「
義
」
的
あ
り
方
は
、
高
位
に
居
る
者
、

と

211 

り
わ
け
儒
皐
を
聞
学
ぶ
こ
と
で
そ
う
し
た
地
位
に
つ
い
た
者
ほ
ど
強
く
要
請
さ
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
儒
皐
こ
そ
は
、

そ
う
し
た
倫
理
を
基
軸
に
据
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え
た
同
学
問
だ
司
た
か
ら
で
あ
る
。

五
代
に
お
い
て
特
に
問
題
と
な
る
「
忠
節
」
と
い
う
貼
で
は
、
儒
同学

で
高
位
に
登
っ
た
土
人
ほ
ど
無
節
操
が
目
立
ち
、
逆
に

「
忠
節
」
を
登
く
し
た
の
は
、

数
養
の
な
い
武
人
の
中
に
見
出
さ
れ
た
。
欧
陽
惰
の
一散一

し
か
し
、
そ
う
し
た
倫
理
の
中
で
も
、

嘆
の
根
擦
は
、
こ
う
し
た
現
寅
朕
況
に
あ
る
。
前
者
は
四
姓
十
君
に
仕
え
た
鴻
道
を
代
表
と
し
、
後
者
は
梁
に
殉
じ
た
王
彦
章
に
そ
の
典
型
を

見
る
が
、
欧
陽
惰
は
、
こ
れ
ら
そ
れ
ぞ
れ
を
代
表
す
る
土
人
を
通
し
て
、

土
人
は
自
己
の
利
害
を
越
え
た
、
す
ぐ
れ
て
倫
理
的
H
主
鐙
的
存
在

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
。

前
節
ま
で
に
論
じ
た
こ
と
は
以
上
で
謹
き
る
。
た
だ
問
題
は
、

か
く
て
析
出
さ
れ
た
土
人
像
が
、

い
か
な
る
歴
史
的
意
義
を
も
つ
か
と
い
う

貼
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
つ
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
『
五
代
史
記
』
研
究
で
繰
り
返
し
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
欧
陽
備
の
活
躍
し
た
北
宋
中
期
の

土
大
夫
の
あ
り
方
に
射
す
る
批
判
・
警
鐘
の
意
味
を
も
つ
だ
ろ
う
。
西
夏
の
興
起
と
圏
内
矛
盾
の
増
大
は
、
慶
暦
時
代
を
中
心
と
し
た
北
宋
中

@
 

期
の
枇
禽
に
と
っ
て
最
大
の
課
題
で
あ
っ
た
が
、
士
大
夫
個
々
人
が
そ
れ
へ
の
針
躍
を
迫
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
欧
陽
線
聞
は
し
ば
し
ば
こ
の

@

③
 

時
期
の
土
大
夫
の
あ
り
方
を
批
判
し
て
い
る
。

『
五
代
史
記
』
は
そ
う
し
た
時
期
に
書
か
れ
た
。
そ
し
て
欧
陽
締
自
身
、

『
五
代
史
記
』
が
完

- 54ー

成
し
て
位
人
の
自
に
鯛
れ
る
こ
と
を
極
度
に
警
戒
し
、
注
に
弟
子
の
徐
無
態
、
の
名
を
冠
し
た
と
い
う
事
貫
は
、

@
 

祉
舎
に
叫
到
す
る
批
判
・

警
鐘
と
し
て
の
意
味
を
如
買
に
物
語
っ

て
い
よ
う
。

『
五
代
史
記
』
土
人
論
の
蛍
該

し
か
し
な
が
ら
、

『
五
代
史
記
』
の
士
人
論
は
、
間
半
な
る
同
時
代
に
劃
す
る
批
判

・
警
鐘
と
い
う
意
味
以
上
の
も
の
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、

そ
れ
は
土
人
の
生
き
方
を
、

そ
の
原
理
に
ま
で
湖
っ
て
探
求
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
原
理
に
お
い
て
把
捉
さ
れ
た
『
五
代
史
記
』
の
士
人
論
、
す
な
わ
ち
倫
理
的
リ
主
盤
的
あ
り
方
は
、

味
を
有
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
考
察
す
る
前
に
、

い
か
な
る
歴
史
的
意

『
五
代
史
記
』
を
構
成
す
る
も
う

一
つ
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
君
主
論
を
概
略
記
し

君
主
と
は
、
怒
意
性
を
排
し
、
臣
下
の
能
力
を
そ
の
適
性
に
腔
じ
て
護
揮
さ
せ
る
存

⑬
 

在
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
欧
陽
備
は
、
そ
の
典
型
を
後
周
の
世
宗
の
中
に
見
出
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
注
目
に
値
し

よ
う
。
と
い
う
の
は
、
欧
陽
備
は
君
権
存
立
の
根
援
を
、
人
関
世
界
を
越
え
た
と
こ
ろ
に
求
め
る
の
で
は
な
く
、
君
主
の
あ
り
方
そ
の
も
の
に

て
お
く
こ
と
が
便
利
で
あ
ろ
う
。
結
論
だ
け
を
言
え
ば
、



求
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

『
五
代
史
記
』
が
天
人
相
開
設
へ
の
懐
疑
を
提
示
し
、
災
異
を
祉
舎
現
象
と
結
び
つ
け
て
解
得
す
る
こ
と
を
強
く

@
 

恐
ら
く
こ
う
し
た
こ
と
を
背
景
に
し
て
始
め
て
理
解
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

ま
た
こ
の
こ
と
は
、

君
主
が
這

拒
否
し
て
い
る
の
は
、

徳

・
倫
理
の
根
源
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
同
時
に
意
味
し
よ
う
。

@
 

理
由
に
よ
ろ
う
。

『
五
代
史
記
』
が
君
主
の
倫
理
性
に
し
ば
し
ば
言
及
す
る
の
は
、
こ
の

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
欧
陽
備
は
『
五
代
史
記
』
を
通
し
て
、
官
位
が
高
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
責
任
も
重
く
な
り
、
し
か
も
個
々
の

士
人
は
倫
理
的
H
主
鰻
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
官
僚
鐙
制
の
上
に
、
倫
理
的
君
主
を
戴
く
園
家
像
を
描
き
出
し
た
と
い
え
よ
う
。
私
た

ち
の
知
る
と
こ
ろ
で
は
、
こ
う
し
た
園
家
像
と
は
、
皇
帝
を
頂
貼
と
し
、
整
序
さ
れ
た
官
僚
組
織
を
も
っ
君
主
濁
裁
制
園
家
た
る
宋
朝
の
姿
そ

い
わ
ば
欧
陽
備
は
、
『
五
代
史
記
』
の
土
人
論
を
展
開
し
な
が
ら
、
か
れ
自
ら
の
園
家
に
お
け
る
あ
り
方
を
追
求
し
て

の
も
の
な
の
で
あ
る
。

い
た
の
で
あ
る
。

慶
暦
三
年
(
一

O
四
三
)
、
活
仲
海
ら
の
十
事
列
奏
に
始
ま
る
慶
暦
の
改
革
は
、

@
 

人
e

つ
く
り
に
眼
目
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
こ
の
改
革

- 55ー

に
参
董
し
た
士
大
夫
を
中
心
に
形
成
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
慶
暦
の
士
風
も
、
個
々
の
士
大
夫
が
そ
の
倫
理
を
基
礎
に
園
家
へ
関
わ
っ
て
ゆ
こ
う

@
 

と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
『
五
代
史
記
』
の
撰
述
が
こ
の
頃
に
始
ま
り
、
し
か
も
そ
の
士
人
論
に
お
い
て
、
土
人
の
倫
理
的
リ
主
鐙
的
あ
り
方

が
追
求
さ
れ
た
の
は
意
義
深
い
。
し
か
し
そ
の
主
鐙
性
を
論
，
す
る
と
き
、
「
忠
」
と
と
も
に
「
孝
」
が
重
視
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
時
代
に
則
し

て
考
え
る
と
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
は
や
紙
数
も
壷
き
た
。
そ
の
黙
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
譲
り
た
い
。
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註①
葉
夢
得
『
避
暑
録
話
』
上
に
、
「
慶
燈
後
、
欧
陽
文
忠
以
文
章
痩
天
下
、

世
莫
敢
有
抗
衡
者
」
と
あ
る
。

②

劉
子
健

『
欧
陽
修
的
治
皐
輿
従
政
』
(
香
港
新
車
研
究
所
一
九
六
一
ニ

年
〉
七
八
J
九
五
頁
。
問
。
宇
い
缶
詰
h

周
忌
ご
み
冶
同

N
E
S
S
-。
3
・

E
ミ
弓
gt(US¥町

内
帆

Q
3
a
3
Zロ向。丘

C
・回以・・

5
ミ
)
3・5
H
l

H
E・
張
健
『
欧
陽
修
之
詩
文
及
文
皐
評
論
』
(
人
人
文
庫
)
。

③

H
L
g
p臼宮
口
同
ペ
g
m
(額
一
審
隠
)
・

2
、吋

r
o
o
a
S
E
t
g
o向。
v'

5
2
0
0由
E
ω
-
F
2
Z
ユO四日目
νru、
市

『

5
2
1
0白血ロ品目イ向。同『
O仏
師

O同

ω
gロ
ι宮内山

F
2
Z
2
2
r。
自
岬

ro
叶

.
2
m
手
円
。
口
問

r
F
O
豆
呂
町

身
D
g
q
-
w
W
E
E
-を
さ
さ
。
刊
の
と
き
。
ミ
缶
、

s-E-
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∞2ω
-ou、
除

阿山・

0
・
ア
乙
守
r
-
z
r
(OM内向日仏

C
・
p
・
5
8)、
ま
た

銭
議
会
は
、
「
僕
'
初
皐
魚
台
文
、
好
欧
陽
公
五
代
史
記
」
(
「
答
山
陰
徐
伯

調
書
」

『牧
飛
有
率
集
』
巻
三
九
)
と
述
べ
て
い
る
。

@

張
健
氏
前
倒
吉
一

七
J
一一一一
頁。

⑤

以
下
、

『
五
代
史
記
』
に
言
及
し
た
著
書

・
論
文
の
う
ち
代
表
的
な
も

の
を
掲
げ
る
。
内
藤
湖
南

『
支
那
史
郎
十史
』
(『内
藤
湖
南
全
集
』
を

一一

筑
摩
書
房
一
九
六
九
年
所
牧
)
、
増
井
経
夫

『
ア
ジ
ア
の
歴
史
と
歴
史

家
』
(
吉
川
弘
文
館
一
九
六
六
年
)
、

金
敏
献
『
中
園
史
拳
史
』

(
商
務

印
書
館
)
、
李
宗
伺

『中
園
史
皐
史
』
(
華
岡
出
版
部
〉
、
劉
子
健
氏
前
掲

書
、
佐
中
枇
「
新
五
代
史
撰
述
の
事
情
」
(
『史
皐
雑
誌
』
五
O
l
一一〉、

小
川
環
樹

「新
五
代
史
の
文
肢
の
特
色
」
(『中
関
文
翠
報
』

一
八
)
、
林

瑞
翰

「欧
陽
修
五
代
史
記
之
研
究
」
(『
園
立
肇
湾
大
祭
文
史
哲
拳
報
』
一一

三)、

様
貼
本

『新
五
代
史
』
の
「
出
版
説
明
」
(
中
華
書
局

一
九
七
四

年
)
、
石
田
監
「
新
五
代
史
撰
述
の
経
緯
」
(
無
窮
品
目

『東
洋
文
化
』
復
刊

四
一

・
二
合
併
放
)
、
同

「新
五
代
史
の
僅
例
に
つ
い
て
」
(
『東
方
皐
』

五
四
輯
)
、

谷
川
道
雄
「
『
著
作
史
』
の
一
視
黙
|
著
述
と
纂
輯
」
(
『
E
D

I
T
O
R』
一
九
七
七
六
)
。
な
お
、

『醤
五
代
史
』
を
論
じ
つ
つ
、

『
五
代
史
記
』
撰
述
の
必
然
性
に
も
言
及
し
た
も
の
に
、

者
自
問
。

E
m6

2
h
(何

回
崎
悼
行
)

・

E

叶

Z
(リ

E
C

巧
z，
押
印

F
ω
E
F
E
ι
r
E
o
ミ
-

d

〈コロロ

m
Eコ
ロ
間
同
『

0
2
2

ロヨ
2
5
¥‘

入
山

hs
ミミ。コ

ιl
y

s勾
が
あ
る
。

⑥

劉
子
健
氏
に
よ
る
と
、
前
近
代
中
園
に
お
い
て
は
、
官
僚
の
行
動
が
そ

れ
に
射
す
る
道
徳
的
評
慣
に
よ
っ
て
類
別
さ
れ
、

後
世
の
官
僚
の
行
動
規

範
と
し
て
大
き
な
影
響
を
輿
え
て
い
る
と
し
、
か
か
る
観
黙
に
立
っ
て
官

僚
を
類
別
し
た
正
史
列
俸
の
研
究
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
。

E
ω
o
目。

。一日高一匹円同己
O

ロ臼
O
『

r
c
『m
R』円『内
w
z
-
ロハリ『一ロ何回
mwr-M
円。ュ
om『釦官『山、・

3

5
向
。
ミ

¥
Eリ尽芯

S
A山
内
h
N

。
p
o内田・『〕『己陶〈戸門田

ω・
Z
2
H
M
O
ロ
色
町

〉
ユ
V
C
『
匂
・
ぎ
コ

m
Z
(
ω
5
2正
C
・司

-
L
8
3・

⑦

を

一
二
顕
徳
五
年
正
月
丁
未
篠
下
の
徐
無
様
の
注
に
、

「
本
紀
菩
死
者

十
徐
人
」
と
あ
る
。
賞
際
、
本
紀
に
「
死
之
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
者
は

十
五
名
で
あ
り
、
註
⑨
で
述
べ
る
理
由
で
、
馬
彦
超

・
宋
令
詞
・
李
選

・

張
彦
卿

・
鄭
昭
業
が
立
出
陣
さ
れ
て
い
な
い
ほ
か
は
、
死
節
停
か
死
事
即
時
に

そ
の
俸
が
あ
る
。
た
だ
、
周
徳
威
だ
け
は
、
巻
二
五
唐
臣
俸
に
そ
の
俸
が

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
巻
五
天
槌
十
五
年
十
二
月
の
燦
に
、
「
周
徳
威

死
之
」
と
あ
る
の
は
、
そ
の
理
由
が
剣
ら
な
い
。
死
節
停

・
死
事
同
時
に
そ

の
即
時
が
あ
り
な
が
ら
、
本
紀
に

「死
之
」
と
記
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
劉

仁
贈

・
張
敬
遠

・
孫
長
で
あ
る
。
劉
仁
胞
に
つ
い
て
は
、
径
一
二
顔
徳
四

年
三
月
丁
未
篠
下
の
徐
無
誌
の
注
に
、
「
不
審
死
之
者
、
仁
賂
自
以
病
死
、

以
其
守
節
歪
死
、
放
列
之
死
節
同
時
」
と
あ
り
、
張
敬
遠
に
つ
い
て
は
、
径

七
清
泰
三
年
間
十
一
月
甲
子
燦
下
の
徐
無
黙
の
注
に
、

「敬
遠
不
審
死
之

而
書
殺
者
、
敬
遠
大
勝
、
宜
以
義
貴
光
遠
而
謙
之
、
雌
不
果
而
見
殺
、
猶

魚
得
死
、
乃
調
光
遼
殺
己
以
叛
、
故
書
之
如
其
志
」
と
あ
り
、
孫
長
に
関

し
て
は
、
径
一

二
瀬
徳
=一
年
十
一
月
乙
巳
篠
下
の
徐
無
篤
の
注
に
、

「害

殺
景
臣
而
不
書
長
死
、
蓋
己
深
罪
周
殺
忠
臣
、
則
長
之
死
節
自
著
」
と
あ

っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
死
之
」
と
記
載
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
を
述
べ
て
い

る
。

③
現
在
普
通
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
百
柄
本
・
殿
本
な
ど
の

『
五
代
史

記
』
に
は
、
信
三
異
と
徐
無
熊
の
注
が
あ
る
。
曾
三
異
は
、
『
欧
陽
文
忠

公
集
』
の
践
に
よ
る
と
、

『
欧
陽
文
忠
公
集
』
の
考
訂
に
も
参
加
し
て
い

る
。
『
五
代
史
記
』
に
つ
い
て
言
え
ば
、

百
柄
本
の
各
一
八
漢
家
人
俸
の

- 56-
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巻
末
に
、
「
慶
元
五
年
魯
郡
曾
三
異
校
定
」
と
あ
っ
て
、
南
宋
の
中
頃
、

曾
三
異
が
『
五
代
史
記
』
を
考
-
訂
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、

曾
三
異
が
考
訂
の
結
果
と
し
て
残
し
た
注
務
の
う
ち
、
現
在
そ
れ
と
剣
る

の
は
巻
一
の
四
例
に
す
ぎ
な
い
(
銭
大
折
『
廿
二
史
考
異
』
巻
六
一
〉
。

徐
無
黛
の
注
は
、
『
五
代
史
記
』
の
鐙
例
を
説
い
た
も
の
で
、
本
紀
に
割

合
多
い
。
こ
れ
ま
で
そ
れ
が
歌
陽
備
の
考
え
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
意

見
と
、
一
一
隠
は
徐
無
策
に
濁
自
性
が
あ
っ
て
、
欧
陽
備
の
意
固
と
は
必
ず

し
も
一
致
し
な
い
と
い
う
見
解
が
併
存
し
て
き
た
。
前
者
は
、
都
耳
目
酒

(
『
四
庫
提
要
分
纂
藁
』
〉
、
食
正
受
(
「
書
五
代
史
纂
誤
後
」
『
葵
巳
存
稿
』

を
八
)
を
代
表
と
し
、
内
藤
湖
南
も
こ
の
見
解
を
受
け
継
い
で
い
る
(
『
支

那
忠
皐
史
』
『
内
藤
湖
南
全
集
』
径
一
一
一
一

O
四
頁
)
。
後
者
の
見
解
に

立
つ
の
は
王
鳴
盛
で
あ
る
(
「
梁
紀
耳
目
唐
互
書
非
是
」
『
十
七
史
商
権
』
径

九
四
、
「
梁
E

日
必
ず
津
瀦
」
同
書
巻
九
六
)
。
し
か
し
王
鳴
盛
の
場
合
、
徐
無

策
の
注
は
本
来
、
欧
陽
備
の
意
聞
に
副
う
べ
き
こ
と
を
前
提
に
し
、
そ
の

上
に
立
っ
て
、
徐
無
誕
の
注
が
欧
陽
備
の
考
え
と
一
致
し
て
い
な
い
こ
と

を
批
判
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
徐
無
策
の
注
に
関
し
て
は
、
管
見

の
及
ぶ
限
り
、
『
欧
陽
文
忠
公
集
』
巻

一五

O
に
載
っ
て
い
る
、
至
和
元

年
〈
一

O
五
四
)
、
欧
陽
備
が
徐
無
篤
に
宛
て
た
書
簡
が
唯
一
の
史
料
で

あ
る
。
関
連
す
る
記
事
は
、
「
五
代
史
、
昨
見
曾
子
回
議
、
今
却
重
頭
改

換
、
未
有
了
期
、
の
作
注
、
有
難
俸
之
慮
、
蓋
等
本
国
未
可
、
不
傍
本
則

下
注
尤
難
、
此
須
相
見
可
論
」
で
あ
る
。
至
和
元
年
と
い
う
年
は
重
要
な

意
味
を
も
っ
。
こ
の
前
年
、
自
主
結
五
年
に
は
『
五
代
史
記
』
が
一
際
完
成

し、

徐
無
黛
が
省
元
に
な
っ

て
お
り
、
ま
た
こ
の
年
か
ら
欧
陽
備
は
『
新

唐
書
』
編
纂
に
参
資
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
て
、
石
田
肇
氏
は
こ
の

書
簡
を
引
用
し
て
、

徐
加
熱
黛
に
注
を
作
る
主
佳
が
あ
り
、
た
だ
注
を
施
す

こ
と
の
困
難
な
黙
の
み
欧
陽
備
と
相
談
す
る
手
筈
に
な
っ
て
い
た
と
し
、

内
藤
湖
南
ら
の
よ
う
に
、
欧
陽
惰
か
徐
無
黛
に
口
授
、
あ
る
い
は
か
れ
自

身
が
注
を
作
り
、
徐
無
黛
の
名
を
冠
し
た
と
い
う
設
を
却
け
て
い
る
(
「
新

五
代
史
撰
述
の
経
緯
L
)
。
し
か
し
そ
の
史
料
的
根
擦
と
さ
れ
る
「
蓋
停
本

国
釆
可
、
不
停
本
則
下
注
尤
難
、
此
須
相
見
可
論
」
と
い
う
部
分
か
ら
は
、

そ
う
し
た
解
穫
を
導
き
出
す
こ
と
が
困
難
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ

て
、
本
稿
で
は
、
内
藤
湖
南
ら
の
よ
う
に
、
徐
無
黛
の
注
は
、
欧
陽
備
の

意
見
で
あ
る
と
見
倣
し
て
議
論
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

⑨
巻
一
二
顛
徳
五
年
正
月
了
未
僚
下
の
徐
注
に
、
「
宋
令
詞
及
李
遮
・
彦

卿
・
昭
業
、
皆
以
事
迩
不
完
、
不
能
立
停
、
然
所
費
者
死
爾
、
本
紀
著
其

大
節
、
可
会
」
と
あ
り
、
ま
た
巻
三
三
死
事
惇
論
末
の
徐
注
に
も
、
「
不

能
立
体
者
五
人
、
馬
彦
超
附
朱
守
殿
停
、
宋
令
詞
・
李
濯
・
張
彦
卿
・
郷

昭
業
見
於
本
紀
而
己
」
と
あ
る
。

⑫

巻

一
八
劉
費
俸
後
の
「
論
」
は
、
輩
廷
美
・
楊
温
を
死
節
俸
に
載
せ
な

か
っ
た
理
由
を
、
「
然
予
考
於
貫
録
、
二
人
之
死
欣
不
明
、
夫
二
人
之
事
、

固
知
其
無
所
成
、
其
所
重
者
死
爾
、
然
史
氏
不
著
、
不
知
其
何
以
死
也
、

(
中
略
〉
予
固
嘉
二
人
之
忠
、
而
悲
其
志
、
然
不
得
列
於
死
節
之
土
者
、

惜
哉
」
と
記
し
て
い
る
。

⑪
巻
二
八
張
態
停
後
の
「
論
」
に
、
「
而
要
在
憲
失
其
官
守
而
其
死
不
明
、

故
不
得
列
子
死
節
也
」
と
あ
る
。

⑫
巻
二
七
薬
彦
調
停
末
の
徐
注
。

⑬

径

二
八
張
態
停
後
の

「論」。

⑬

巻

二
八
張
憲
俸
後
の
「
論
」
に
、
「
憲
之
士
山
誠
可
謂
忠
会
、
嘗
其
不
願

其
家
、
紹
在
躍
而
斬
其
使
、
梯
泣
以
拒
昭
遠
之
設
、
其
士
山
甚
明
、
至
其
欲

輿
存
覇
倶
死
」
と
あ
る
。
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⑬
径
二
七
醐
県
芦
桶
体
末
の
徐
注
に
、
「
彦
調
輿
思
同
倶
以
敗
走
、
時
慾
帝

猶
在
、
唐
未
亡
、
二
人
走
蹄
圏
、
於
節
未
断
、
異
於
元
行
欽
之
走
也
」
と

あ
る
。

⑬
を
三
三
王
恩
同
時
開
。

⑫

巻

二
七
楽
彦
調
停
末
の
徐
注
に
、
「
然
思
同
僻
義
不
屈
、
其
死
可
嘉
、

彦
調
直
被
執
見
殺
爾
、
徐
無
可
稿
、
故
不
列
於
死
事
俸
」
と
あ
る
。
元
行

欽
の
場
合
も
、
鹿
刑
さ
れ
る
前
に
毅
然
と
し
た
態
度
を
示
し
た
が
、
そ
れ

は
「
其
言
雄
不
屈
、
而
死
非
其
志
也
」
(
径
二
五
元
行
欽
停
後
の
論
〉
と

あ
る
よ
う
に
評
債
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
黙
、
元
行
欽
に
射
し
て
殿
し
す

ぎ
る
と
の
設
が
あ
る
(
郁
耳
目
緬

『
四
庫
提
要
分
纂
菓
』
参
照
〉
。

⑬

原

文

を
次
に
掲
げ
る
。
「
轡
不
能
察
其
姦
、
反
委
以
兵
、
及
契
丹
入
貝

州
、
叉
不
拒
戦
、
逮
投
弁
死
、
其
死
不
足
黄
、
故
不
列
於
死
事
。
」

⑬
巻
二
関
卒
三
年
七
月
甲
申
篠
下
の
徐
注
に
、
「
智
不
足
以
術
身
、
才
不

足
以
治
衆
、
而
見
殺
者
、
不
醤
死
之
、
而
以
被
殺
篤
文
」
と
あ
る
。

③
死
節
・
死
事
各
停
に
載
ら
な
い
理
由
が
一記
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
こ
こ
で
除
外
し
た
も
の
に
敬
朔
と
皇
甫
過
の
場
合
が
あ
る
。
か
れ
ら

が
死
節
停
あ
る
い
は
死
事
俸
に
入
ら
な
か
っ
た
理
由
は
、
各
四
七
皇
甫
週

間
間
後
の
「
論
」
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
敬
開
聞
は
、
「
由
子
佐
其
父
而

獄
其
組
、
可
乎
」
と
あ
る
よ
う
に
、
唐
を
築
奪
す
る
主
謀
者
で
あ
っ
た
こ

と
を
理
由
に
、
梁
の
滅
亡
の
際
、
節
義
に
殉
じ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
死

節
俸
に
入
れ
な
か
っ
た
と
す
る
。
皇
甫
遇
は
後
E

日
の
た
め
に
殉
じ
た
が
、

一
度
契
丹
に
降
っ
て
後
耳
目
を
亡
ぼ
す
手
助
け
を
し
た
こ
と
が
、
死
事
俸
に

入
ら
な
い
理
由
と
な
っ
て
い
る
。
要
す
る
に
敬
朔
の
場
合
、
か
れ
が
直
接

忠
節
を
護
く
す
べ
き
針
象
で
あ
る
梁
と
の
関
係
を
越
え
た
所
に
、
死
節
俸

に
入
ら
な
い
理
由
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
除
外
し
た
。
自
主
甫
遇
の
場

合
、
敬
朔
と
は
そ
の
理
由
を
同
じ
く
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
敬
開閉

と
同
様
に
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
や
は
り
除
外
し
た
。

@
巻
九
開
運
三
年
十
二
月
壬
成
俊
下
の

徐
注
。

ま
た
を
三
三
死
事
俸
論

に
、
「
而
戟
浪
者
不
得
輿
也
」
と
あ
る
の
も
、
同
様
の
主
旨
に
基
づ
く
も

の
で
あ
ろ
う
。

②
径
二
五
元
行
欽
停
後
の
「
論
L

。

③
本
稿
で
は
、
臣
下
の
君
主
に
射
す
る
倫
理
的
行
策
を
、
「
節
義」

と
い

う
言
葉
で
表
わ
し
た
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
「
仁
踏
臼
以
病
死
、
以
其
守

節
至
死
」
(
を
一
一
一
穎
徳
四
年
三
月
丁
未
燦
下
の
徐
注
〉
、
「
本
紀
著
其
大

節
、
可
失
」
(
間
各
額
徳
五
年
正
月
丁
未
際
下
の
徐
注
)
な
ど
と
あ
る
こ

と
に
基
づ
い
て
い
る
。

か
か
る
節
義
の
行
震
は
、
各
一
八
劉
費
惇
後
の

「
論
」
や
、
巻
二
八
張
愈
停
後
の
「
論
」
な
ど
か
ら
判
る
よ
う
に
、
「
忠
」

と
も
い
わ
れ
る
。

@

板

野
長
八
「
業
経
」
(
『古
代
に
お
け
る
人
開
観
の
展
開
』
岩
波
書
庖

一
九
七
二
年
所
枚
)
。

③
守
本
順
一
郎
「
朱
子
と
例
数
」
(
『東
洋
政
治
思
想
史
研
究
』

未
来
社

一
九
六
七
年
所
牧
)
。

⑧
「
欧
陽
修
に
お
け
る
天
人
相
開
設
へ
の
懐
疑
」
(
『
賢
島
大
摩
文
拳
部
紀

要
』
二
八
各
)
。
以
下
の
園
式
は
、
文
意
か
ら
判
断
し
て
筆
者
が
再
構
成

し
た
も
の
で
あ
る
。

②
原
文
を
次
に
掲
げ
る
。
「
其
父
以
丘
ハ
攻
其
君
、
震
其
子
者
、
従
父
乎
、

従
君
乎
、
日
、
身
従
其
居
、
士
心
従
其
義
、
可
也
、
身
居
君
所
則
従
君
、
居

父
所
則
従
父
、
其
従
於
君
者
、
必
僻
其
君
目
、
子
不
可
以
射
父
、
願
無
輿

兵
鷲
、
則
叉
続
泣
而
呼
其
父
日
、
重
捨
丘
ハ
而
餓
吾
君
乎
、
君
敗
則
死
之
、

父
敗
則
終
喪
而
事
君
、
其
従
於
父
者
、
必
告
之
日
、
君
不
可
以
射
也
、
重
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捨
兵
而
鯖
主
同
君
乎
、
君
敗
則
死
之
、
父
敗
則
待
罪
於
君
、
君
赦
己
則
終
喪

市
事
之
。
」

③
各
三
貞
明
元
年
三
月
己
丑
傑
下
の
徐
注
に
、
「
軍
乱
書
首
慈
、
不
書
而

書
徳
倫
叛
、
責
貴
者
深
也
、
徳
倫
不
可
加
以
首
慈
、
而
可
責
其
不
死
以
叛
、

張
彦
貫
首
悪
、
而
略
不
書
、
彦
微
者
、
徳
倫
可
訣
而
不
談
、
故
以
徳
倫
濁

任
其
責
」
(
引
用
文
は
百
柄
本
に
従
っ
た
。
南
監
本
・
汲
古
関
本
・
殿
本

は
初
め
を
、
「
軍
飢
有
首
悪
不
童
一
回
、
而
室
田
徳
倫
叛
」
に
作
る
)
と
あ
る
。

③
引
用
文
は
、
南
監
本
・
汲
古
閣
本
・
殿
本
に
従
っ
た
。
百
柄
本
は
、

「
況
潟
大
臣
而
銭
前
不
取
不
信
用
」
に
作
る
。

③
『
欧
陽
文
忠
公
集
』
巻
二
二
ハ
。

③
巻
三
二
死
節
惇
論
賛
。

@
巻
五
四
の
「
論
」
に
、
「
予
於
五
代
得
全
節
之
士
三
・
死
事
之
臣
十
有

五
、
而
怪
土
之
被
服
儒
者
、
以
鼠
中
古
自
名
、
而
享
人
之
線
、
任
人
之
園
者

多
突
、
然
使
忠
義
之
節
、
濁
出
於
武
夫
戟
卒
」
と
あ
る
。
も
っ
と
も
欧
陽

備
は
、
五
代
に
も
立
波
な
土
人
が
い
て
、
そ
れ
ら
の
人
々
は
際
世
し
て

い
た
は
ず
だ
と
の
橡
測
の
下
に
、
巻
三
四
の
一
行
俸
を
編
し
た
(
一
行
停

論
〉
。
な
お
一
行
俸
は
、
異
民
族
支
配
下
の
元
代
に
、
隠
逸
的
生
活
を
徐

儀
な
く
さ
れ
て
い
た
士
大
夫
に
大
き
な
影
響
を
奥
え
て
い
た
と
い
う
o

p
o
E品
巧
・

ζ
o
F
a
d
s
P
3回
開

2
2
2
5
5
J
E
Z
H》

R
a

z--Jロ
ns》
た
お
お

3
3
5
5
p
邑・

s
r神宮司同り・

4

司ユ
m
z

(
ω
Z口問。
L

C・
p
・
5
8
)・

③
以
上
、
各
三
五
唐
六
巨
停
容
頭
の
「
論
」
。

@

た
と
え
ば
巻
四
六
の
郭
延
魯
は
、
そ
の
善
政
ぶ
り
が
停
後
の
「
論
」
で

賞
讃
さ
れ
、
各
四
七
の
張
希
崇
は
、
そ
の
母
に
劃
す
る
孝
養
が
特
筆
さ
れ

て
い
る
が
如
く
で
あ
る
。

③
巻
一
ご
梁
臣
停
論
。

⑧
宮
崎
道
に
関
す
る
論
文
・
著
作
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
篠
山
正
人

「
宮
崎
道
論
と
五
代
の
世
相
」
(
『
史
潮
』
四
五
)
、
調
波
護
『
鴻
這
』
(
人
物

往
来
日
砿
一
九
六
六
年
〉
、
巧

g
m
C
E同・
42・
4
2
m
吋
宮
町
〉
口

開
ω師
同
司

O

出。。口同
EHピ
g
F
o
uミ
H
F
F
u
-
-
口
。
。
ョ
¥
雲
リ
&
誌
、
2
・g
F
H忠
良

2
・

E
・
ru、
〉
ユ
宮
司
明
-

d
弓
ユ

m
z
h
v
u
oロ
回
目
白
寸

d
q
x
n
r
o
Z
(
ω
S
E
R
L

C
・
p
・
5
S〉
・
こ
れ
ら
の
論
文
・
著
作
は
、
漏
道
の
道
徳
論
的
解
響
か

ら
の
解
放
を
唱
え
、
鴻
道
を
五
代
の
貧
相
の
中
に
探
ろ
う
と
す
る
黙
で
共

通
し
て
い
る
。
し
か
し
、
宮
崎
道
に
射
す
る
い
わ
ゆ
る
道
徳
論
的
解
俸
が
何

故
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
貼
に
関
し
て
は
、
必
ず
し
も

納
得
の
ゆ
く
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

②
径
五
四
の
「
論
」
。

③
銭
大
析
『
廿
二
史
考
異
』
巻
六
一
に
、
「
欧
史
無
列
女
俸
、
惟
王
凝
妻

見
宮
崎
道
停
論
、
草
章
女
見
安
重
祭
俸
」
と
あ
る
よ
う
に
、
家
人
俸
を
別
に

す
れ
ば
、
『
五
代
史
記
』
は
こ
の
「
論
」
と
、
径
五
一
安
重
柴
崎
聞
と
、
さ

ら
に
銭
大
析
は
言
及
し
て
い
な
い
が
、
品
位
六
六
楚
世
家
に
女
性
が
登
場
す

る
。
安
重
祭
停
所
載
の
軍
章
の
娘
は
、
立
居
振
舞
い
が
立
波
で
、
従
容
と

し
て
死
に
お
も
む
い
た
女
性
と
し
て
、
巻
六
六
の
周
行
逢
の
妻
駿一
氏
は
、

家
事
を
よ
く
取
り
仕
切
り
、
夫
の
行
過
ぎ
を
諌
め
る
立
波
な
女
性
と
し
て

描
か
れ
て
い
る
。

③
中
華
書
局
本
『
新
五
代
史
』
の
「
出
版
説
明
」
参
照
。

@
欧
陽
備
の
こ
の
時
期
の
士
大
夫
の
あ
り
方
に
射
す
る
批
剣
は
、
『
欧
陽

文
忠
公
集
』
巻
九
七
J
一
一
四
の
中
に
見
ら
れ
る
。

⑪

『
五
代
史
記
』
の
編
纂
は
、
景
踊
四
年
(
一

O
三
七
〉
の
夷
陵
豚
令
へ

の
反
論
と
、
慶
暦
五
年
(
一

O
四
五
〉
の
知
稔
州
へ
の
庭
官
と
を
中
心
と
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し
た
時
期
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る

(「
菟
進
五
代
史
扶
」
『
欧
陽
文
忠
公

集
』
径

一
一一一
)。
な
お
、
『五
代
史
記
』
撰
述
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
位

中
枇
「
新
五
代
史
撰
述
の
事
情
」
、
石
田
肇
「
新
五
代
史
撰
述
の
経
緯
」

な
ど
に
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
筆
者
自
身
に
も
若
干
の
考
え
が
あ
る
が
、
い

ず
れ
機
舎
を
み
て
論
じ
た
い
。

@

『

欧
陽
文
忠
公
集
』
巻

一
四
九
、
皇
砧
五
年

(一

O
五
三
)
、
梅
完
臣

に
宛
て
た
書
簡
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

「
関
中
不
曾
作
文
字
、
祇
整
頓

了
五
代
史
、
成
七
十
四
谷
、
不
敢
多
令
人
知
、
深
思
吾
兄
一
看
、
如
何
可

得
、
仮
有
義
類
、
須
要
好
人
商
量
、
此
番
不
可
使
俗
人
見
、
不
可
使
好
人

不
見
、
奈
何
奈
何
、
(
中
略
)
此
小
関
立
焚
、
勿
漏
史
成
之
語
、

惟
道
意

於
君
謀
、
同
此
也
、

劉

子
健
氏
は
、
欧
陽
備
が
燃
え
さ
か
る
黛
争
の
焔

に
油
を
注
ぐ
こ
と
に
な
る
の
を
恐
れ
て
、
弟
子
の
徐
無
策
に
『
五
代
史

記
』
の
注
を
任
せ
た
の
だ
ろ
う
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
氏
は
、
徐
加
熱

燃
と
い
う
名
は
偶
然
に
も
、
「
お
も
む
ろ
に
」

「撚
な
し
」
と
い
う
こ
と

だ
、
と
穿
っ
た
見
解
を
提
示
し
て
お
ら
れ
る
。

t
F

ぇ
・
司-

H
H
0

・

⑬

径

二

一の
論
賛
は
、
世
宗
の
治
政
を
論
評
し
た
も
の
だ
が
、
そ
れ
に

「
及
其
虚
心
穏
納
、
用
人
不
疑
、
山
豆
非
所
謂
賢
主
哉」

と
あ
る
。

⑬
欧
陽
協
同
の
夫
人
相
開
設
に
制
到
す
る
批
剣
に
つ
い
て
は
、

註
⑧
の
寺
地
論

文
参
照
。

⑬

巻

二
ニ
梁
家
人
惇
論
、
を
二

O
周
家
人
俸
論
賛
、
巻
三
七
伶
官
府
立冊
、

各
三
八
宣
者
俸
の
張
居
翰
傍
後
の
「
論
」

な
ど
。

⑮

慶
暦
の
改
革
に
関
し
て
は
、

多
く
の
紙
読
書
等
に
必
ず
言
及
さ
れ
て
い

る
。
専
論
と
し
て
は
、

高
欣
「
北
宋
幾
法
的
関
端
l
度
勝
新
改
」

(『史民平

月
刊
』
一
九
五
八
|
五
)
が
あ
る
。

⑫

内

藤

湖
南
『
支
那
近
世
史
』
(『内
藤
湖
南
全
集
』
径

一
O

一
九
六
九
年
)
四

O
九
頁
。

筑
摩
書
房

(
附
記
)

芝
木
邦
夫
「
欧
陽
倫
の
史
皐
思
想
」
(
『
加
賀
博
士
退
官
記
念
中
園
文
史

哲
皐
論
集
』
講
談
社
一
九
七
九
年
)
は
、
木
稿
の
脱
稿
後
に
刊
行

さ
れ
た
の
で
、
論
旨
の
中
に
く
み
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
本

稿
の
目
ざ
し
た
も
の
と
は
、
そ
の
方
向
が
異
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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Yiin

　

was

　

convinced

　

that class struggle　could　not realise　thetrue

socialism, which he feltshould be based upon mutual help and selflessness.

For this reason, he opposed the forming of the Chinese Communist Party.

His endeavour, however, would not continue long. Facing with mounting

economic difficultiesand the suppression of reformed education by warlords,

he came to admit the unrealisticnature of his line.In the spring of 1922

he accepted the argument of Lin Yii-nan林育南, member of his group,

and dissolved the group. The members then joined individually the CCP

or the SocialistYouth League. Yun himself became a leading member of

the CCP and went on to play an important role　in directing the youth

movement and managing the cooperation with the Kuomimtang. He also

distinguished himself as a brilliantpropagandist｡

　　

In the half-feudal.half-colonialChina socialism was ａ task for tomo-

rrow, and communism nothing more than ａ remote ideal. In such circu-

mstances the revolutionary intelligentsiaof the May Fouth generation

broke away from the　ｐｅtit-hoｕｒｇｅｏｉｓieidealism and embarked on the

ｌｏｎｇｍａｒchto revolution. Yiin Tai-ying too was one of them.

The View on Scholar-Officials士人of the New Five

　　　　　　

Dynasties History 五代史記

　　　　　　　　

Ｋｏｂａ:ｙａｓｈｉＹｏｓhihiｒｏ

　　

This paper examines the view on scholar-officials seen　in the　ＮＣＴＯ

Ｆ沁ｅＤ-ｙ　ｎａｓtieｓHiｓtｏｒｙ，compiled by Ou-yang Hsiu 欧陽脩(1007-1072).

　　

The “Biographies of Those Died for Principles” 死節傅and “Biogra-

phies of Those Died Loyal” 死事傅are the two main places in the book

where its view on scholar-o伍cials is ｅχpressed. One can see from this

that the attitude towards death was the chief concern for the　author　in

considering scholar-officials.Nevertheless, since the conduct while　alive

very much determines also the attitude towards death, the question ｒｅａ!1ｙ

centers on the way of life. And as ａ way of befitting scholar-0伍cials,

ｒightｅｏｕｓｎｅｓｓ義was being pointed out. This was ａ concept evolved

around the same time ａｓloｙalり忠and filial pieり孝, and embodied the

belief that one's code of conduct should be based upon　independence｡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－2－



　　

When considering thisin relation with the book's view on the ruler.

it becomes clear that the author was seeking in such directionthe proper

way of life for scholar ｏ伍cialsunder the Sung absolute monarchy. We

may alsoinfer that it was the way Ou-yang Hsiu himself sought.

Worshipping Groups and theirObjects of Worship in the

　　　　　　　　

Sung Rural Communities

　　　　　　　　　　　　　　　　

＼ｉａｎａｉＮｏｒiｙｕki

　　

The Worshipping groups in rural communities and　their objects of

worship took ａ variety of form in the　Sung. The　most　fundamental of

them was the tｓ'ｕｎ-ｓｈｅ村社whose basic unit was the natural village お‰7z

村(o1: li 里). This was more than ａ mere gathering of some interested

people. Every villager, regardless of wealth, was required to join, eχcept

in some cases the ｅχtreme poor.

　　

The Sung ts‰？1-ｓｈｅretained strong influence　of the past. Its main

object of worship was, continuing on the tradition since the Ｈａｎ漢ａｎｄ

T'ang唐, the field deity 田仲, and even certain remnants of the ancient

tree worship was seen. The character of the deity, however, showed　not

insignificant change. He no longer controlled just the crop, but every aspect

pertaining to the village life. Even Ｓ０，０ｎ matters meaning most to the

peasants ｅ･ｇ･，prevention of drought and flood control, the　situation was

more like that various deities competed for their influence.

　　

Thetｓ’ｉtルｓJieｓof the Ming 明were placed under the state sacrifices

to the ｓhe社and chi稜deities administered by prefectures 府州and

counties麻.The Sung government too seemed to have similar policy designs,

but its efforts were largely unsuccessful. One of the reasons was that the

power of the ｓhe chiover such vital matters as drought and flood was

very much doubted by the peasants. The Sung ts'un一she,consequently, could

retain the independant character, which was expressed in ａ variety of way

its worship took.

　　

Since the sacrifices to the　ｓｈｅ　ａｎｄchi constituted an　important　state

function, there must have　been　great encouragement　for them　on　the

prefectural and county level. For minor ｏ伍cials, however, what meant
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