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π

鄙

牧

の
『
伯

,牙

琴
』

小

島

茄

馬

凡
そ
國
を
治
ひ
る
の
道
、
必
事
先

づ
人
民

の
経
済
的

生
活
を
安
固
に
し
、

一
夫
ご
錐
其
庭
を
得

ざ
る
音
な
き

に
至
ら
し
め
ざ
る

べ
か
ら
か
ご
は
、
支
那
に
於
て
夙
に

古
聖
賢

の
唱
道
す
る
所
で
あ
っ
て
、
從
っ
て
或
特
殊

の

個
人
又
は
特
殊

の
階
級
を
利
し
、

一
般
人
践

の
経
済
的

生
活
を
不
安
な
5
し
む

る
が
如
き
政
治

K
蜀
し
て
は
、

後
世
學
者
極
力
之
を
攻
.撃
し
て
假
倍
せ
ざ
り
し
例
は
枚

畢

に
逗
な
き
所
で
あ
る
。
中

に
就
き
て
も
宋
末
の
庭
上

郵
牧
の
如

き
は
其
最
甚

し
き
者

に
し
て
、
彼
ば
後
世

の

君
主
を
以
て
盗
賊
ε
同

一
幌
し
、
官
吏
の
害
亦
盗
賊
よ

h
も
甚
し
き
も
の
あ
り
`
吉
ふ
に
至

っ
た
ワ
暴

れ
即
ち

君
主
ご
言
ひ
、
官
吏

ご
盲
ひ
、
総

べ
て
人
【氏
の
経
済
的
利

益

を
掠
奪

し
て
自
己

「
身
の
享
樂
に
資

す
る
も

の
ε
爲

す
の
で
あ

っ
て
、
掲
載
君
主
制

の
鷲
掴

ご
な
刃
穴
る
當

灘

錬

郵
収
の
『狛
牙
琴
』

時

の
支

那

に
在

り
て
は
、
實

に
此

二
者

が

　
般

人
民

の

生
活

を
脅

す
主

要

菰
る
も

の
で
あ

っ
た

に
相
違

な

い
。

否
支

那

に
於

て
は
合

目
、に
在

り
て
も
猶

一
般

に
官

吏

鳳

一
の
特
利
事
業

起
る
の
硯

を
呈

し
、
.其
風

害

を
寫

す
古

に
異

ら
ざ

る
も

の
あ

る
の
で
あ

っ
て
、
比

熱

に
於

て
は

鏡

在

の
政
治

に
謝
し
て
も
彼

れ
の
言
未
だ
必
し
も
陳
腐

ご
し
て
委

て
去

る
ζ
と
が
出
來
な

い
も

の
が
あ

る
。
郵
.

、牧

の
説
は
其

著
「
伯
牙
琴
』
蔵

す

る
所

の
君
道
吏

道

の
二

篇

に
.鑑

き
て
居

る
。
今
先

づ
其
君
道
篇

よ

り
鐸

出

す
れ

ば
則
～ち
次

の
如

き
も

の
で
あ

る
。

「
古

の
天
下
を
有

つ
者

は
大

に
已

む
を
得

ざ
る
も

の

あ

っ
て
出
た

の
で
あ

る
が
、
後

世

は
天

下

を
.有

つ
こ
ご

を
以

て
享
樂

こ
爲

す
に
至

つ
尺
、
是

れ
天

下
の
有

ち
難

き
所

以
で
あ

る
。
生
民

の
初
固

よ
り
樂

し
ん
で
君
主

こ

な

る
者

は

な

い
。
不
幸

天
下

の
躁

す

る
所

こ
爲
り
拒

む

事
を
得

争
君
主

ご

な
っ
た
も

の
で
あ

る
。
故

に
天
下
我

に
…劃
し
て
求

む
る
所

あ
る
も

、
我
天

下
に
謝
し
て
求
む

る
所

は

な

い
。

さ
れ
ば
夫

の
至
徳

の
世
に
あ

り
て

は
君

主

は
無
梁

を
飯

ひ
黎
幕

を
啜

り
て
、
飲

食

は
甚
粗
末

で

　　
あ

る
。
夏

は
葛

衣
冬

は
漉
袋

で
、
衣
服

も
甚

不
十
分

で
あ

.

鈴
九
雀

(第
汰
號

=
二
九
)
.
九
〇
三



コ

撮
租

録

郵
牧
の
『伯
ナ
琴
』

る
心土
階

三

尺
卯
淡
男

ら
す

、家

屋
も
固
よ

り
立
派

で
断

、

な

い
。
而

し

て
衡
室

の
訪

を
寫
し
総
章

の
聴

を
駕

し
、

君
主

ご
人
民

ε

の
分
は
未

だ
酸
幣

で

な
い
。
発

は
其

位

、

を
許
由

に
譲

ら
ん

こ
し

て
許
.由
逃
げ

、
舜
は
其
位

を
石

戸

の
農

に
譲

ら
ん

ξ
し

て
石
戸

の
農
海

に
入

っ
て
終

身

反

ら
な

か

つ
π
。

足
れ
實

に
君

主

の
位
未

だ
左
程

働
き

も

の
で
無

か

つ
穴
が
爲

め
で
あ

る
。
夫
れ
撚

り
、故

に
天
.

下
着
圭

を
戴
.く

こ

ご
塗
薬
し
ん

で
厭

は
す
、
唯
若

し
君

主

が

一
日
位

を
繹
、て

、
之

に
代

る
も

の
が
無

い
や

う

な

こ

と
が
有

っ
て
は
困

る

ご
心
配

中
る

の
み
で
あ

っ
な
。

『
不
幸

に
し

て
天
下
秦

の
爲

に
古

の
封
建

を
壊

な
れ

六
合

一
ど

な
る
や
、
頭
會

箕
敏

、
天
下

の
財
を
蜴

し
て

以
て
君
主

の

　
身

に
奉

じ
、
而
し

て
君
権

は
盆
貴

く
、詩

書
を
焚

き
法
律

に
、任
じ

長
城

萬

里
を
築

く
等
、
凡

そ
位

を
固

く
し
奪

を
養

ふ
所

以

の
も

の
至
ら
ざ

る
風

な

く
、

而
し
て
君
位
は
盆

孤
立

し
な
、
瑞

々
然

こ
し
、て
恰

も
匹

夫

一
会

を
懐

に
し

て
人

の
其

後
よ
り
奪

は
ん

こ
ご
を
躍

る

・
.が
若
一

い
か

に
も
危
険
な

る
境

遇

ご
な

つ
投
。

四
元

水
天

が
民

を
生

じ
て
君

を
立

つ
る
は
、
君

の
矯

め
に
す

る
の
で
は
な

い
。
奈

何
ぞ
四
海

の
贋

き
を
以

て

第
九
巻

(第
六
號

「
四

9

九
〇
凹

し

し
て

「
夫

の
用
を
足

す

が
如

き
不
合

理

の
事

が
あ
ら
う

.

か
。

さ
れ
ば
凡
そ
飲

食
の
移

り

、
衣

服

の
備
は
り

、
宮

室

の
柔

な
る
者

は

、
発

舜

に
非

季

し
て
秦

で
あ

る
。
君

、

民

の
分

を
寫
す
こ

と
嚴

に
、
其
地

位

を
愈
貴

に
す

る
者

'は
、
発

錘

に
非
申

し

て
亦
秦

で
あ

る
。
後
世

の
君
主
た

る
者
共

功
徳
を
頌

し
て
動
も

ず
れ
ば
兜
舜

を
禰
す

る
も

其

駕
す
所

は
秦
皇

の
所

爲

に
外

な
ら

阻
の
で
あ

る
。

「
書

経

に
も

「
酒

を
甘

し
ピ
し
音

を
嗜

み
、
宇

を
酸

く
し
踏

を
雛

む
、
こ

㌧
に

}
あ
り

、
未
だ
亡

び
ざ

る
は

あ
ら
事
」

ご
育

っ
て
あ

る
。
彼
め
所
動
両
君
士
⊥
な
る
者

、

四
貝
画
像

、
鱗
頭

に
し
て
朋
特

あ
る
に
非

市
、
歌
貌

み

な
人

ご
同

じ
こ
ε

で
あ

る
。

則
ち
他

の
人

で
君
王

の
す

る
事

が
出

家
な

い
と
い
ふ
道
理

は
な

い
。
今

人

の
好

む

所

を
奪

ひ

.
人

の
争

ふ
所
を
聚

め
声
優
賊

し
て
盗

弘
海

へ
、
冶
.容

し
て
淫

を
海

ゆ
、
其

長
治
久
安

な
ら
ん
こ
ヒ

を
徹

す

る
も
得
ら

れ

ろ
筈

が

な
い
。

「
}
髄
郷

師
里
智

の

如

き

は
賎
役

で

は
あ

る
が
亦

人

に
長

起

る
所

以
で
あ

惹
。
然

る
に
天

下
樂

し
ん

で
之

を
爲

す
者

の
な
い
は
利

が
無

い
か
ら
で
あ

る
。
聖
人

は

天
下

遊
以

て
利

ご

せ
ざ

る
こ

と
亦
郷
師
里

習

ξ
同

じ
こ

,



・

ε
.で
あ

る
。
唯
自

分
が
其
位

に
適
し

な
い
こ
ご
を
暴

れ
.

限

る

、
の
み
で
、
決

し

て
人

の
其
位

を
奪

ふ
を
擢

る
＼

が
如

き

こ

と
は
無

い
。
夫

れ
人

の
其
位

を
奪

ふ
こ

ご
を

催

る

＼
者

は
、
甲
兵
弓
矢

冷
以

て
盗
賊

に
備

へ
る
も

の

で
、
見

れ
は
鍬
世

の
事

で
あ

る
、
悪

ん

ぞ
聖
人
位

に
在

b
天
.下

の
人

之
を
戴

く
こ

ご
父
母

の
如
く

に
し
て
、
而

も
日

に
盗
賊

を
以

て
憂

ご
寫

し
、
甲

兵
弓

矢
を
以

て
自

ら
術

る
ご
い
ふ
が
如

き
こ

ξ
が
有

ら
う

や
、

『
さ
れ
ば
譜

舜

の
治

を
徴

せ
ぱ
天
下
を

し
て
君
主
起

る
を
樂
し
む

こ
ご
無

か
ら
し
む

る
が
よ

い
.、
秦
皇

の
治

を
徹

せ
ぱ
盗
賊

の
天
下

を
奪

ふ
事
を
怪

し
ま
な

い
が
よ

い
。

噂
天
下
何

の
常

か
有

ら
ん

、
敗

る
れ
ば
塾

賊

、
成
.

れ
ば
帝
王
。

劉
漢

中
卒

晋
陽

の
如

き
者

も

、
齪
世

蹴
れ

げ
則

ち
拾
主

、
治
世
な
れ

ば
則

ち
謝
民

で
あ

る
。

國

を
.、

有

ち
家

を
有

つ
も

の
之

を
救

ふ
所

以
を
思

は
か

、
智
鄙

相
寵

し
、
強
弱
相

陵
ぐ

が
如
き
飲
態

で
は
、
天
下

の
概

は
何
時
ま

で
脛

っ
て
も

已
む
時
は
あ

る
ま

い
。』

.

之

を
要

す
る
に
君
主

の
職

た

る
不
幸
天

下
人
心

の
締

す

る
所

ε

な

っ
て
已
む

こ
ご
を
得

申
蒼
生

の
爲

め

に

一

身

を
犠
牲

ビ
す

る
者

に
し
.て
始

め

て
爾
す

こ
ご
を
得

る

雑

録

跳
牧
の
『伯
牙
琴
』

も

の
に
し
て
、
夫

の
君
主
た

る
地

位

う
.私
吊
し

、
天
下

の
財
を
蛎

し
て
以

て
自

ら
奉

じ
、
飲
食
衣
服
宮
室

の
美

に
飽

か
ん

ご
す

る
如

き
は
、
是

れ
即

ち
天

下

の
財

を
盗

ん
で

、
私
利

を
管

む
も

の
、
盗

賊

の
其
地

位
を
奪

は
ん

こ
ご

を
催

れ
て
、
堅
甲
利

兵
警
戒

至

ら
ざ
る
な
き
も
、
而

も
盗
賊

の
事

起

る
も

ε
自

ら
範

を
垂

れ
て
天
下
に
誇

へ

て
居

る
こ

と
を
知

ら
ね
ば
な

ら
諏
と
爲

る

の
で
あ

る
。

其
あ

、
『
天

下
何

の
常

が
有

ら
ん
、
敗

る
れ

ば
沃
叩
賊
、
成

れ
ば
帝
王
」

の
語

、
最

よ
く
支

那
囑
裁

君
主

の
年
商
を
.

道
破

せ
る

の
概

が
あ

る
。

次

に
吏

道
篇

に
曰
は
く
、

「
君
主

ご
共

に
天
下

を
治

む

る
者

は
官
吏

で
あ

る
。

内

に
在

っ
て
は
九
卿
百
執

事
、
外

に
在

っ
て
は
刺
史
縣

令
よ

り
、

下

っ
て
佐

た
り
吏

だ
り
習
徒

だ

る
に
至

る
ま

で
、
貴
賎

同

じ
か
ら
ざ

る
も
均
し

く
皆
官

吏

で
あ

る
。

古
は
軍
民

の
問
相
安

く
し

て
無
事

で
あ

っ
た
。
固
よ

り

官
吏

な
き

を
得

ざ

る
も
而
も
其
敷

は
多

く
は

な
い
、
暴

れ
唐

虞

の
時
の
姫

宮
を
稽

へ
て
み
て
も
わ

か
る
。

そ
れ

こ
い
ふ
の
も
治

者

と
被

治
者

ε
の
問

が
極

め
て
接
近

し

て
居

つ
拠
が
爾

め
で
あ

る
。
而

し
て
官
吏

に
は
勿

論
才

あ

っ
て
且
賢
、な

る
.者

を
繹

ぶ
の
で
あ

る
が
、
才
あ

っ
て

第
九
巻

(第
六
毅

一
四

一
)

九

〇
五

,

■

一L



雑

録

郎
牧
の
『
伯
牙
琴
』

第
九
巻
.

(
第
六
號

「
四
二
V

九

〇
六

且

賢
な

る
者

は
又
官
吏
た

る
こ

ご
を

属

し
ε
レ
な

い
。

く
常

に
治
安

な
る

べ
き
が
如

く
で
あ

っ
て
、
却

っ
て
齪

是

を
以

て
上
世

の
士

は
大
山
深

谷

に
高
隠

し
、
上

の
人

オ
危

ご
あ

る
に
至
る

は
何
故

で
あ

る
か
。
夫

れ
共
食

を

は
之

を
羨

む

る
こ

ご
切

々
然
其

至
ら
ざ

る
を
恐

れ
た
。

奪

ふ
、
奴
脚
ら

ざ
る
を
得
ホ
む。
其
方

を
蜴
…す
、
怨

卍
ざ
る

故

に
官
吏

た

る
者
常

に
已

む
を
得

ネ
し

て
出

で
て
其
職

を
得

事
。

人

の
飢

る

、
は
其
食
、を
奪

ふ
に
由

る
。
人

の

に
就

き
、
天

下
は

陰

に
其

賜
を
受

け
な

の
で
あ

る
。

危

き
は
其

力
を
蝸

す
に
由
る

。

而
も
號

し
て
民

を
治

む

「
然

る
に
後
世

で
は
民

を
害

す
る
所
以
の
者

を
以

て

蓬
爲

す
者

、
之

を
蝸

し

て
危

か
ら
し

め
、
之

を
奪

っ
て

民

を
敬
し
、
而
も
其
齪

れ
ん

こ
ε
を
罹
れ

る
。
そ
こ
で

周

観

れ

し
め
て
居

る
つ

二
帝
三
王
天
下
を
李

に
す

る
の
道

防
.至

ら
ざ

る
.を
得

市
.、
禁
制
詳

で
な
'V
て
は
な

壁
な

い

い
.か

で
此

の
如

き
も

の
で
あ
ら

う
や
。

然

る
後

大

小

の
官

吏

天
下

に
布

き
、
民

に
取

る
こ

ε
.

「
天

の
斯
民
を
生
魚

る
や
、
真
菜

は
同

じ
か
ら
ざ

る
.

愈

廣
く
、
民

を
害

す

る
こ
ε
愈
深

い
。
才

あ

っ
て
且
賢

も

、皆
自

己

の
力

に
よ

っ
て
食

ま
し
む

る

の
で
あ

為
。今

な

る
者

は
愈
出

る
こ
ご
を
肯
ざ

る
こ
ε

、
爲
り
、
天
下

官
吏

た

る
者
.は
自

ら
食
む

こ

ご
能

は
す

、
.以

て
日
夜

人

愈
治

む
べ
か
ら
ざ

る

に
至

る
、
今

一
人

の
官

吏
人
な

る

の
貨
殖
.を
縮

み
、
攫
ん

で
之

を
取

る
、
亦

盗
賊

の
心

ご

者

は
食

邑
数

萬
、
小

な

る
者

は
蕨
養

な
し

ε
雌

、
亦
之

.
何

の
異

る
所

が
あ

ら
う
。
尤
沃
皿賊

は
民
を
害

す
る
も

の

に
縁

っ
て
食

を
爲
し
以

て
其

耕

に
代

へ
、
農
夫
敷

十
人

な

る
も
、
避
忘

す

る
所

あ

る
が
故

に
、
随

う

て
起

り
随

の
力

で
は
奉

ず

る
能

は
ざ

る
者

が
あ

る
、、
叉

不
省
游
手

う
て
什
れ

、
甚

し
き

に
亜
ら
ざ

る
も

、
官
吏

に
は
避

忌

を
し

て
往

々
其
間

に
入
ら

し
め
、
虎

狼

を
牽

み
て
羊

諏

ず

る
所

な

く
湘
白
書
蝉

行
、
天
下
を

し
て
敢

て
怨

ん

で

　

を
敬

す
る
が
如

き

こ
ご
を
覚

し
て
居

る
。

斯
く

て
人
民
.

敢

て
盲

は
ざ

ら
し
め
、
敢

て
怒

っ
て
敢

て
誅
せ
ざ
ら

し

の
蕃
息

せ
ん

こ
ご

を
望

む

8
も

い
か
で
得

ら
れ
う

や
。

む
、
其
筈

盗
賊
よ
b
も
甚

し

い
。
量
上
天
不
仁
淫

を
崇

「
天
下
甚
し
き

愚
者

で
な

い
限
り

治
を
厭

ひ
齪

を
思
.

ぴ
姦

を
長
じ
、
虎

豹
蛇

魑

ご
均

し
く
民
害

を
爲

さ
し

む

σ
、
安
を
憂
ひ
危

を
樂
し
む
者

は
な

炉
。
惑
わ
ぱ
宜
し
.
る
が
如
き
ξ

が
あ
ち
う
か
、



O

者鞍
糧
嚢
雛
讐

髪
鰻

隅
転
結
塀
轟概
無
勢
灘
講
鞭

…
「
其
君

道

一
篇

は
黄

に
群
行
並
耕

の
読

に
類

し
、吏
道

一

家
な

い
な

ら
ば
、

冒有
司
を
覆

し
照
合

を
去

b

、
天
下
を

奮

は
亦
挙

の
剖
斗
蕩

の
旨
に
類
す
」
篁
一・
三

も

し
て
自
然
に
治
齪
婆
危
を
匂
す
に
任
せ
て
践
く
も
、
猶

麟

離

離
讐

灘
才
の青
むご
講

馨

靉

靆

鰹
縫

舩郵

一
す
る
に
過

ぎ
瀕
。
從

っ
て
君
主

が
人
民

の
財

を
掠

め
て

ご
を
得
す

し

て
田

で

」
天
下

の
爲

め
に
政

に
掌

る

の
で

さ
り

こ
て
許
行

の

な

け
れ
ば
振
ら

諏
ざ
短

し
、
若

し
然
ら
す
し

て
彼

の
桀
.

自

ら
奢
侈

に
耽

る
を
非

難

す
る
も
、

.

を
助
け
て
虐
を
寫
し
・
髭

ら
に
篠

の
奴
勢

・
の
.
如

-
君
主

に
肉
鷺

勢
働
姦

ゆ
る
者
で
窪

い
。
叉

輩
は
・
日
夜
人
民
霧

働

の
結
果
轟

ん
で
其
生
を
樂

老
子

の
剖
斗
抗
衡

の
旨
に
類
す
誤

ふ
は
、
其
無
政
府

し
む
も

役

萎

盗
賊
よ
り
も
甚
し
手

る
の
で
あ
る
。

の
思
想
を
指
レ
て
吉
・
ふ
も
の
な
ら
ん
が
.
.而
も
彼

の
無

而
し
て
若
し
賢
才

の
士
を
得
て
政
を
行
ふ
ご
ε
が
到
底
.
政
府
を
可

い
ご
す
る
は
唯
當
時
の
肚
會
に
比
し
て
言
ふ

出
家
す
、
い
つ
ま
で
も
か

、
る
不
職

の
徒
の
跳
梁
に
任

の
み
、
本
来
其
理
想

ε
す
る
所
は
政
治
組
織
整
然
と
し

さ
讐
る
べ
か
ら
ざ

る
な
ら
ば
、
寧
ろ
す

べ
て
の
政
治
組

て
備
は
b
、
賢
才
有
能

の
⊥
⊥
が
夫
々
其
組
織
を
充
た
す

織
を
撤
廃
し
・
自
然

の
成
行
に
任
せ
、
所
謂
畿

府
の

に
あ
歪

三

星

ま
で
も
な
い
所
で
あ
る
。
明
太
清
初

の
頃
に
及

び
て
黄
宗
義
「
明
夷
待
訪
録
』
を
著
は
し
、
君

懸
想
に
放
置
す
る
方
、
遙
に
人
民
の
蔽
耐
を
企
乗
ず
る

と

墓

得
べ
し
養

す
の
で
あ
・
・
若
し
凝

を
・
て

椹
を
斥
け
嵩

を
排
し
馨

が
、
其
鳳
君
原
臣
の
二
篇

會

の
資
奎

義

の
就
躯

一
見
せ
し
め
蔭

ら
ば
、

は
、
も
孫

枝
の
此
説
采

7

享

る
説
の
あ
る
こ

譲

、余
が
嘗
て
本
轟

鍵

講

に
『
黄
宗
醤

政
治
経

恐
ら
く
此
篇
後
年

の
藪
百
吉
、
其
盤
移
し
て
以
て
資
本

家
の
藁

に
胴
ひ
忙
の
で
あ
ら
う
患

は
れ
る
。

濟
思
想
」
を
述
ぶ
る
際
、共
闘
麗

一
吉
せ
し
所
で
あ
る

雑

録

蜀
牧

の
宿

馨

』

・

「

箋

巻

(
第
六
號

西

三
}

九
〇
七

●



1

C

「

雑

銀

閣
逸
の
戦
時
財
産
差
増
税
新
法
案
に
就
て

猶
郡

牧
字

は
敬
.心
、
鏡
塘

の
人

、
宋

亡

び
て
仕

ヘ
キ
、

優

貼游
自
適

の
生
涯

を
逡

り
、
大

徳

十
年
・(昌
㊤。
O
ゆ
〉
'
O
.)

⊥
ハ
十

歳
を
以

て
残
し
た
。
共
著
伯

牙
琴

を
以

て
名

づ
く
.

る
は
即

ち
知
音
遇

ひ
難

き

の
意

を
常
凹
し
な
者

で
あ

る
。

重

…

.ド

. 『
「


