
漢
初
に
お
け
る
長
者

i
『
史
記
』
に
あ
ら
わ
れ
た
理
想
的
人
間
像
1

上

田

早

苗

ノ

【
要
約
】
　
諸
侯
王
・
列
侯
の
権
勢
の
強
い
漢
訳
に
あ
っ
て
は
、
自
由
放
任
を
唱
え
る
黄
老
術
が
か
れ
ら
の
支
持
を
受
け
、
優
勢
を
誇
っ
た
。
さ
ら
に
当
時

に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
任
侠
が
社
会
全
般
に
わ
た
っ
て
顕
著
な
活
躍
を
見
せ
、
仁
・
義
・
信
な
ど
人
格
を
媒
介
と
し
て
直
撲
的
に
結
合
す
る
任
侠
的
関

係
が
重
視
さ
れ
た
。
重
厚
と
自
尊
と
を
モ
ッ
ト
ー
と
す
る
「
長
者
」
は
黄
老
術
と
任
侠
的
結
合
を
体
現
す
る
も
の
と
し
て
、
当
時
の
人
々
に
よ
っ
て
追
求

さ
れ
、
理
想
と
さ
れ
た
人
間
像
で
あ
る
。
黄
老
術
は
武
帝
の
治
世
に
至
っ
て
し
だ
い
に
儒
術
に
圧
倒
さ
れ
、
没
落
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
司
馬
談
・
司
馬

遷
父
子
は
、
こ
の
時
期
に
あ
っ
て
、
長
者
が
自
由
放
任
を
謳
歌
し
た
漢
初
を
追
憶
し
つ
つ
『
史
記
』
を
編
纂
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
五
五
巻
三
号
　
一
九
七
二
年
五
月

‘

は
　
じ
　
め
　
に

漢初における長者（上田）

　
漢
初
に
あ
っ
て
は
、
い
わ
ゆ
る
郡
出
潮
度
が
施
行
さ
れ
、
封
建
と
郡
県
と
が
併
用
さ
れ
て
い
る
。
諸
侯
王
・
列
侯
と
い
っ
た
封
建
諸
侯
の
権
益

は
す
こ
ぶ
る
強
大
で
、
諸
侯
王
の
封
国
は
あ
た
か
も
半
独
立
国
の
ご
と
き
様
相
を
呈
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
漢
朝
の
末
端
を
構
成
す

る
郷
里
乃
至
民
間
に
お
け
る
秩
序
が
い
か
に
維
持
さ
れ
た
か
に
関
し
て
は
、
す
で
に
お
お
く
の
先
学
の
業
績
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
と
く
に

武
帝
以
前
に
お
け
る
漢
朝
の
政
治
理
念
お
よ
び
実
際
の
政
治
の
運
営
方
法
に
つ
い
て
は
割
合
に
そ
の
成
果
が
少
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

　
こ
の
課
題
に
重
要
な
手
掛
り
を
与
え
て
く
れ
る
の
が
本
稿
で
偽
り
扱
う
「
長
者
」
で
あ
る
。
　
『
史
記
』
を
通
読
し
て
み
る
と
、
長
者
と
い
う

表
現
が
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
す
ぐ
さ
ま
気
付
く
。
長
老
は
が
ん
ら
い
、
年
長
の
も
の
、
有
徳
者
、
富
貴
な
も
の
の
意
義
で
あ
る
が
、
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『
史
記
』
で
は
特
有
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
貝
塚
茂
樹
氏
は
す
で
に
こ
の
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
長
者
を
任
侠
的
行
動
規
範
の
実
践
者
と
解
釈

　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

さ
れ
、
ま
た
増
淵
竜
夫
氏
も
ほ
ぼ
貝
塚
説
を
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
長
者
の
定
義
と
し
て
は
『
韓
非
子
』
講
使
第
四
五
に
、
　
「
重
厚
自
尊
こ
れ
を
長
者
と
謂
う
」
と
あ
る
。
長
者
と
は
簡
単
に
言
え
ば
、
　
（
一
）

重
厚
（
二
）
自
尊
と
い
う
性
格
を
具
備
し
た
人
物
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
長
者
の
条
件
は
き
わ
め
て
皮
相
的
な
説
明
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う

な
行
動
原
理
な
い
し
行
動
様
式
が
か
れ
ら
独
自
の
理
念
あ
る
い
は
論
理
に
も
と
ず
い
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
長
老
は
ま
た
黄
老
術

と
任
侠
と
も
密
接
な
関
連
を
も
つ
。
実
は
黄
老
術
は
長
者
の
条
件
た
る
重
厚
と
、
任
侠
は
自
尊
と
表
裏
一
体
の
閥
係
に
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し

て
次
章
以
下
に
お
い
て
考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　
①
貝
塚
茂
樹
「
漢
の
高
祖
」
（
『
古
代
中
国
の
精
神
』
所
蚊
）
　
　
　
　
　
　
れ
て
い
る
（
木
村
英
一
『
法
家
思
想
の
研
究
』
．
二
〇
八
～
二
二
三
頁
）
。
こ
の

　
②
増
淵
竜
夫
『
中
国
古
代
の
社
会
と
国
家
』
七
四
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
「
長
者
」
の
定
義
が
、
漢
初
の
状
況
に
符
合
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
「
誰
使
篇
」

　
③
木
村
英
一
氏
に
よ
る
と
、
『
韓
非
子
』
の
「
誰
使
篇
」
は
、
愛
距
・
有
度
二
…
　
　
の
成
立
年
代
を
決
定
す
る
有
力
な
根
拠
を
与
え
て
く
れ
て
い
る
。

　
　
柄
な
ど
十
六
篇
と
と
も
に
、
　
「
比
較
的
古
い
韓
非
学
派
の
手
に
出
た
諸
篇
」
と
さ
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［
　
長
者
と
黄
老
術
…
そ
の
一

　
漢
心
に
お
け
る
思
想
の
主
流
は
周
知
の
ご
と
く
道
家
で
あ
っ
た
。
当
時
す
で
に
道
家
に
は
い
く
つ
か
の
流
派
が
成
立
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
も
っ
と
も
優
勢
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
の
が
本
章
で
取
り
扱
う
黄
老
で
あ
る
。
王
鳴
盛
は
こ
の
点
に
関
し
て
、

　
漢
初
に
あ
り
て
は
、
黄
老
の
学
極
め
て
盛
ん
な
り
。
君
に
文
（
帝
）
・
景
（
帝
）
の
如
き
、
宮
閾
に
窺
太
后
の
如
き
、
宗
室
に
萎
縮
の
如
き
、

　
将
相
に
曹
参
・
陳
平
の
如
き
、
名
臣
に
張
力
・
油
壷
・
鄭
当
時
・
直
写
疑
・
班
嗣
の
如
き
、
処
士
に
蓋
公
・
鄙
章
・
王
室
・
黄
子
・
楊
王
孫

　
・
安
丘
望
之
な
ど
の
如
き
皆
な
こ
れ
を
宗
ぶ
。
（
『
十
七
史
商
権
』
巻
六
、
司
馬
氏
父
子
異
尚
）
　
　
　
　
・

と
言
い
・
黄
老
の
集
老
を
蓄
吏
列
記
し
て
棄
て
い
る
・
道
家
に
は
こ
の
薯
以
外
に
濯
南
子
』
に
代
表
さ
れ
る
老
黒
影
が
あ
如
・

『
准
南
子
』
は
『
漢
書
芸
文
志
』
に
あ
っ
て
は
い
ち
お
う
雑
家
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
『
准
南
子
』
に
は
道
家
を
は
じ
め
儒
家
・
法



漢初における長者（上田）

家
な
ど
の
諸
説
が
玉
壷
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
本
書
が
道
家
を
中
心
に
し
て
他
家
の
学
説
を
統
一
し
体
系
づ
け
よ
う
と
す
る
意
図
は
明
ら

か
で
あ
る
。
　
『
潅
南
子
』
に
展
開
さ
れ
る
道
家
思
想
は
き
わ
め
て
思
弁
的
と
さ
れ
、
か
つ
方
術
・
神
仙
に
言
及
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
色
が
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
黄
老
は
現
実
の
政
治
の
運
営
と
密
着
し
て
お
り
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
実
践
に
運
用
さ
れ
る
政
術
と
言
え
よ
う
。

　
さ
て
、
長
老
と
黄
老
術
と
は
ど
の
よ
う
に
掛
か
り
合
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
長
者
で
あ
っ
て
黄
老
を
信
奉
し
て
い
る
事
例
を
検
討
し
て
み

た
い
。
文
帝
よ
り
「
公
は
長
者
な
り
」
と
称
さ
れ
た
田
叔
は
、
「
黄
老
術
を
楽
臣
公
の
所
に
学
ぶ
偏
（
『
史
記
』
巻
　
〇
四
、
田
富
伝
）
と
記
さ
れ
、

か
れ
は
ま
た
任
挾
の
士
で
も
あ
っ
た
。
長
者
は
黄
老
を
体
得
し
、
こ
れ
を
実
践
す
る
。
施
政
者
は
進
ん
で
長
者
を
部
下
と
し
て
登
用
し
、
か
れ

ら
に
政
治
を
一
任
し
て
し
ま
う
。
か
っ
て
斉
の
丞
相
で
あ
っ
た
曹
参
は
膠
西
の
蓋
公
よ
り
黄
老
術
を
伝
授
さ
れ
、
さ
っ
そ
く
地
方
政
治
に
実
施

し
て
い
る
。
言
忌
は
自
ら
丞
相
府
の
正
堂
よ
り
退
き
、
こ
こ
に
蓋
公
を
と
ど
め
て
か
れ
に
施
政
を
委
任
し
た
。
さ
ら
に
瀟
何
の
死
後
、
か
れ
に

代
っ
て
曹
参
が
漢
朝
の
相
国
に
任
命
さ
れ
る
と
、
　
「
郡
国
内
の
文
辞
に
木
謡
に
し
て
、
重
厚
な
る
長
者
を
択
」
ん
で
丞
相
府
の
橡
属
に
採
用
し

た
と
あ
る
。
　
あ
る
い
は
奇
計
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
高
祖
劉
邦
を
窮
地
よ
り
救
出
し
た
陳
平
に
つ
い
て
は
、
　
か
れ
は
青
年
時
代
に
は
負
郭
窮
巷

（
ス
ラ
ム
街
）
に
居
住
し
て
い
た
が
、
　
「
門
外
に
多
く
長
者
の
車
轍
あ
り
」
と
あ
る
。
と
こ
ろ
で
か
れ
に
関
し
て
は
、
　
「
太
史
公
曰
く
」
と
し
て
、

　
　
　
　
　
わ
か
　
　
　
　
　
　
も
と

「
陳
丞
相
平
は
少
き
時
、
本
よ
り
黄
帝
・
老
子
の
術
を
好
む
」
と
特
記
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
武
帝
の
治
世
に
あ
っ
て
、
汲
籍
・
灌
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
み

た
ち
と
親
交
し
た
鄭
当
時
は
「
黄
老
の
言
を
好
み
、
そ
の
長
者
を
慕
う
や
、
見
え
ざ
る
を
眠
る
る
が
如
し
」
と
か
、
あ
る
い
は
「
朝
ご
と
に
、

　
　
　
　
う
か
が

上
の
間
を
候
い
、
説
き
て
い
ま
だ
か
っ
て
天
下
の
長
者
を
言
わ
ず
ん
ば
あ
ら
ず
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
『
史
記
』
巻
「
二
〇
、
鄭
当
時
伝
）
。

　
黄
老
と
は
、
　
「
楽
臣
公
は
善
く
黄
帝
・
老
子
の
言
を
修
む
」
（
『
史
記
』
巻
八
十
、
楽
毅
伝
）
と
か
、
あ
る
い
は
「
餐
太
后
は
黄
帝
・
老
子
の
言

を
好
む
」
（
『
漢
書
』
巻
九
七
上
、
外
戚
伝
）
と
あ
る
ご
と
く
黄
帝
と
老
子
の
二
人
を
指
す
。
　
「
黄
老
言
」
　
「
黄
老
術
」
と
は
黄
帝
と
老
子
の
二
人

を
始
祖
と
仰
ぐ
思
想
ま
た
は
そ
れ
に
基
づ
く
施
政
の
方
法
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
老
子
な
る
人
物
に
つ
い
て
は
神
秘
の
ベ
ー
ル
に
お
お
わ
れ
、
そ
の
実
在
す
ら
さ
だ
か
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
老
子
の
思

想
そ
れ
自
体
は
輪
郭
が
か
な
り
は
っ
き
り
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
黄
帝
に
至
っ
て
は
き
わ
め
て
厄
介
で
あ
り
、
か
れ
独
自
の
学
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説
な
る
も
の
を
抽
出
す
る
こ
と
す
ら
困
難
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
黄
帝
伝
説
は
戦
国
時
代
に
と
く
に
斉
を
中
心
に
し
て
整
理
さ
れ
成
立

し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
戦
国
以
降
に
あ
っ
て
は
、
諸
家
が
さ
か
ん
に
自
説
を
黄
帝
に
仮
託
し
て
い
る
。
い
ま
試
み
に
『
漢
書
芸
文
志
』
を
検
索

し
、
道
家
の
筆
述
で
あ
っ
て
、
か
つ
黄
帝
に
仮
託
し
た
も
の
を
探
し
て
み
る
と
、
黄
帝
四
経
四
篇
、
黄
帝
銘
六
篇
、
黄
帝
君
臣
十
篇
、
雑
黄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

帝
五
十
八
篇
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
遺
憾
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
著
作
は
い
ず
れ
も
散
扶
し
、
現
存
し
て
い
な
い
。

　
道
家
と
し
て
分
類
さ
れ
て
い
る
著
述
の
う
ち
、
黄
帝
の
事
蹟
に
言
及
し
、
老
子
の
無
為
自
然
と
類
似
す
る
記
事
を
探
す
と
、
た
と
え
ば
、

　
　
　
④

『
列
子
』
黄
帝
第
二
が
あ
る
。
こ
の
記
事
は
、
華
王
氏
の
国
と
い
う
無
為
自
然
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
黄
帝
が
夢
見
た
と
す
る
説
話
で
あ
る
。
こ
の

華
得
氏
の
国
の
情
況
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
く

　
そ
の
国
に
師
長
な
く
、
自
然
の
み
。
そ
の
民
に
嗜
慾
な
く
、
自
然
の
み
。
生
を
楽
し
む
を
知
ら
ず
、
死
を
悪
む
を
知
ら
ず
、
故
に
天
瘍
な
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
も

　
己
に
親
じ
む
を
知
ら
ず
、
物
を
疎
ん
ず
る
を
知
ら
ず
、
故
に
愛
憎
な
し
。
背
逆
を
知
ら
ず
、
向
順
を
知
ら
ず
、
故
に
利
害
な
し
。
都
に
愛
惜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
も

　
す
る
と
こ
ろ
な
く
、
都
に
畏
忌
す
る
と
こ
ろ
な
し
。
（
後
略
）

と
記
さ
れ
て
お
り
、
　
『
老
子
』
を
髪
髭
さ
せ
る
部
分
が
す
く
な
く
な
い
。
目
覚
め
た
黄
帝
は
魚
骨
と
し
て
自
得
し
、
こ
れ
を
実
行
に
移
し
た
と

こ
ろ
天
下
は
大
い
に
治
っ
た
と
い
う
。

　
漢
初
に
あ
っ
て
流
行
し
た
「
黄
老
言
」
　
「
黄
老
術
」
も
そ
の
起
源
に
関
し
て
は
き
わ
め
て
裏
判
で
あ
る
。
　
『
史
記
』
の
編
者
た
る
司
馬
談
司

馬
遷
父
子
は
こ
の
黄
老
に
対
し
て
は
格
別
の
関
心
を
払
っ
て
い
た
筈
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
黄
老
学
派
の
始
祖
あ
る
い
は
沿
革
に
つ
い
て
の
考
証

は
い
た
っ
て
簡
単
で
あ
る
。
「
寒
詣
伝
」
の
巻
末
に
「
太
史
公
曰
く
」
と
し
て
、
黄
老
学
派
の
系
譜
を
登
載
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
こ
の

学
派
の
始
祖
は
河
上
丈
人
と
い
う
隠
者
で
あ
る
。
こ
の
河
上
丈
人
が
安
期
生
に
伝
授
し
、
さ
ら
に
毛
翁
公
、
洋
綴
公
、
楽
士
公
、
蓋
公
へ
と
次
々

と
伝
授
さ
れ
て
い
っ
た
と
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
そ
の
事
蹟
が
多
少
と
も
確
認
で
き
る
の
は
、
楽
々
公
以
下
の
三
名
で
、
そ
れ
以
前
の
河
上
丈
人
、

安
期
生
、
毛
嚢
公
に
至
っ
て
は
全
く
不
詳
で
あ
る
。
楽
暇
公
と
楽
臣
公
と
は
戦
国
の
名
将
と
し
て
活
躍
し
た
楽
毅
の
子
孫
に
あ
た
る
。
楽
毅
は

も
と
も
と
燕
の
出
身
で
あ
る
が
、
晩
年
に
趙
に
亡
命
し
、
彼
地
で
客
死
し
た
。
楽
弓
公
・
楽
臣
公
を
は
じ
め
と
し
て
、
楽
氏
の
一
族
は
引
き
続
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き
趙
地
に
居
住
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
二
人
も
趙
が
秦
に
よ
っ
て
ま
さ
に
滅
亡
さ
せ
ら
れ
ん
と
す
る
と
き
（
紀
元
前
二
二
八
年
）
、

東
奔
し
て
斉
の
高
密
に
亡
命
し
た
。
と
く
に
楽
無
異
は
当
地
に
あ
っ
て
黄
帝
・
老
子
の
言
を
修
得
し
、
賢
師
と
称
さ
れ
た
と
あ
る
。
楽
臣
公
が

教
授
し
た
門
生
の
う
ち
著
名
な
も
の
は
蓋
公
と
田
鰻
で
あ
る
。
蓋
公
は
漢
初
に
斉
の
高
密
あ
る
い
は
膠
西
に
お
い
て
黄
老
言
を
伝
授
し
て
お
り
、

斉
の
丞
相
と
し
て
赴
任
し
て
き
た
曹
参
に
も
こ
れ
を
指
導
し
た
。
ま
た
田
翁
は
、
薄
綿
よ
り
「
長
者
」
と
称
さ
れ
、
節
操
を
守
り
通
す
任
侠
の

士
で
も
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
田
叔
は
も
と
も
と
趙
の
人
で
あ
る
か
ら
、
楽
臣
公
と
師
弟
関
係
が
生
じ
た
の
は
、
楽
臣
公
が
斉
に
亡
命
す
る
以
前
か

ら
の
こ
と
と
推
測
さ
れ
る
。
黄
老
の
起
源
沿
革
に
つ
い
て
は
上
記
以
外
に
委
細
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
と
も
か
く
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

れ
ら
の
事
柄
を
総
合
す
れ
ば
、
黄
老
の
学
は
戦
国
末
期
よ
り
斉
の
高
密
あ
る
い
は
学
期
地
方
を
中
心
に
伝
授
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
黄
老
が
漢
初
に
至
っ
て
俄
か
に
流
行
し
た
ひ
と
つ
の
理
由
は
、
司
馬
遷
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
秦
に
よ
る
過
酷
な
法
罰
政
治
に
対
し
て
民
衆

の
不
満
が
つ
の
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
承
け
た
漢
朝
は
極
端
な
法
治
主
義
を
排
除
し
、
黄
老
に
も
と
つ
く
寛
宥
な
施
政
を
国
政
の
基

本
方
針
と
し
て
採
用
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
寛
大
長
者
」
の
劉
邦
が
入
関
し
た
際
に
、
一
刻
に
し
て
十
項
な
秦
荘
を
…
切
廃
棄
し
、
あ
ら
た
め
て
父
老
豪
傑
と
法
三
章
の
み
を
約
束
し

た
。
こ
れ
は
秦
の
煩
雑
に
し
て
過
酷
な
刑
罰
主
義
と
の
訣
別
を
意
味
す
る
。
劉
邦
が
正
式
に
皇
帝
に
即
位
し
、
漢
朝
が
樹
立
さ
れ
た
の
ち
も
、

国
家
の
方
針
と
し
て
継
承
さ
れ
て
い
る
。
法
令
は
で
き
う
る
限
り
簡
単
で
あ
っ
て
煩
雑
で
な
い
こ
と
が
理
想
と
さ
れ
る
。
　
『
陸
買
新
語
』
は
陸

質
が
一
篇
を
上
呈
す
る
こ
と
に
「
高
捷
い
ま
だ
嘗
っ
て
善
し
と
称
せ
ず
ん
ば
あ
ら
ず
」
と
さ
れ
た
著
作
で
あ
る
。
本
書
は
『
漢
書
芸
文
志
』
に

お
い
て
は
．
儒
家
に
登
録
寄
れ
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
「
無
為
篇
」
は
題
目
の
示
す
ご
と
く
に
明
ら
か
に
道
家
の
思
想
で
あ
る
。
現
行
の
『
陸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

賢
新
語
』
は
も
と
も
と
誤
字
・
脱
字
が
多
か
っ
た
が
、
宮
崎
市
定
博
士
の
校
訂
に
よ
っ
て
読
解
が
可
能
と
な
っ
た
。
い
ま
宮
崎
博
士
の
校
訂
さ

れ
た
「
無
為
篇
」
を
示
す
と
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　
妊
れ
道
は
無
為
よ
り
大
な
る
は
な
く
、
行
い
は
謹
敬
よ
り
大
な
る
は
な
し
。
何
を
以
て
之
を
言
う
や
。
昔
、
遠
位
の
天
下
を
積
む
る
や
、
五

　
弦
の
琴
を
弾
じ
、
南
風
の
詩
を
歌
い
、
寂
と
し
て
治
国
の
意
な
き
が
如
く
、
漠
と
し
て
憂
民
の
心
な
き
が
如
く
し
て
天
下
治
ま
る
。
周
公
は
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礼
楽
を
綱
作
し
、
天
地
を
決
し
、
山
川
に
瀕
し
、
師
旅
設
け
ず
，
刑
は
格
せ
ら
れ
、
法
は
懸
け
ら
れ
、
而
し
て
四
海
の
内
、
奉
供
し
て
来
り

　
螺
り
、
越
裳
の
翼
、
訳
を
重
ね
て
来
朝
す
。
故
に
無
為
に
し
て
、
而
も
為
さ
ざ
る
こ
と
無
き
な
り
。
秦
の
始
皇
帝
は
車
裂
の
訣
を
設
為
し
て

　
以
て
姦
邪
を
窄
め
、
長
城
を
愚
物
に
築
き
て
、
以
て
蘭
越
に
備
え
ん
と
す
。
大
を
征
し
、
小
を
呑
み
、
威
は
天
下
に
震
う
。
師
を
将
い
て
横

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ち
　
　
も
　
　
へ
　
　
う
　
　
し
　
　
も
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
あ
　
　
ち
　
　
へ
　
　
ち
　
　
へ
　
　
ち
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
も

　
虚
し
、
以
て
外
国
を
服
す
。
蒙
悟
は
乱
を
外
に
討
ち
、
李
斯
は
法
を
内
に
治
む
。
事
い
よ
い
よ
煩
に
し
て
、
天
下
い
よ
い
よ
乱
れ
、
法
い
よ

　
も
　
　
も
　
　
し
　
　
へ
　
　
ち
　
　
も
　
　
セ
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
し
　
　
の
　
　
も
　
　
し
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
カ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
も

　
い
よ
青
く
し
て
姦
邪
い
よ
い
よ
熾
ん
に
、
兵
馬
益
々
設
け
ら
れ
て
、
敵
人
い
よ
い
よ
多
し
。
秦
は
治
を
為
す
を
欲
せ
ざ
る
に
あ
ら
ず
、
然
し

　
て
之
を
失
す
る
は
、
乃
ち
挙
措
す
る
こ
と
暴
騒
に
し
て
　
刑
を
用
う
る
こ
と
太
は
だ
極
ま
る
が
故
な
り
。
是
を
以
て
君
子
は
寛
曹
を
尚
び
て

　
以
て
身
を
保
ち
、
中
和
を
行
い
て
以
て
遠
き
を
致
す
。
（
以
下
略
、
傍
点
は
筆
者
）

　
こ
の
「
無
為
篇
」
は
黄
老
術
の
主
張
と
完
全
に
一
致
し
て
お
り
、
秦
の
暴
政
を
批
判
し
、
逆
に
劉
邦
の
寛
宥
な
施
政
を
讃
美
し
て
い
る
。
そ

の
大
要
は
、
禁
令
を
煩
雑
に
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
狡
猜
な
吏
民
が
法
令
を
弄
し
て
犯
罪
が
増
加
し
、
か
え
っ
て
社
会
が
混
乱
す
る
と
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
法
令
は
可
能
な
限
り
簡
潔
で
あ
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
法
令
の
み
な
ら
ず
、
諸
事
万
端
に
つ
け
て
簡
易
を
主
旨
と
す
る
の
が
、
漢
初
の
方
針
で
あ
っ
た
。
天
下
を
平
定
し
た
劉
邦
が
い
よ
い
よ
定
陶

に
お
い
て
皇
帝
に
郎
位
す
る
と
き
、
儒
者
の
叔
孫
通
が
そ
の
儀
式
を
担
当
し
た
。
そ
の
儀
礼
に
あ
た
っ
て
は
、
　
「
高
帝
は
悉
く
秦
の
苛
儀
を
去

り
、
法
は
簡
易
を
為
す
」
（
『
史
記
』
巻
九
九
、
叔
孫
通
伝
）
と
あ
り
、
秦
の
煩
隙
な
礼
法
を
踏
襲
せ
ず
、
独
自
に
簡
素
に
執
行
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
い
く
ら
簡
素
と
い
っ
て
も
、
法
三
章
だ
け
で
は
国
家
全
体
の
秩
序
を
維
持
す
る
こ
と
は
と
う
て
い
無
理
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
瀟
何

が
秦
法
よ
り
時
勢
に
適
合
す
る
条
文
を
選
び
出
し
、
律
九
章
を
制
定
し
た
と
あ
る
。
し
か
も
、
縄
文
の
制
定
に
あ
た
っ
て
は
、
　
「
堂
廊
　
法
を

つ
く
　
　
　
　
　
　
あ
き

為
る
や
、
瀬
ら
か
な
る
こ
と
一
を
画
す
る
が
如
し
」
（
『
史
記
』
巻
五
四
、
曹
相
国
世
家
）
と
あ
る
ご
と
く
、
そ
の
条
文
は
明
蜥
で
あ
り
、
か
つ
そ
の

体
系
も
す
っ
き
り
と
編
成
さ
れ
て
い
た
。
蒲
何
の
死
後
、
か
れ
に
代
っ
て
相
国
の
地
位
に
つ
い
た
曹
参
も
「
事
を
挙
げ
て
変
更
す
る
と
こ
ろ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た
が

し
。
も
っ
ぱ
ら
瀟
何
の
約
束
に
遵
う
」
（
『
史
記
』
巻
五
四
、
曹
相
国
世
家
）
と
あ
り
、
瀟
何
の
制
定
し
た
置
文
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
て
い
る
。
と
く

に
補
筆
は
か
れ
が
斉
の
拳
拳
に
在
任
し
て
い
る
際
に
、
膠
西
の
蓋
公
よ
り
「
治
道
は
清
静
を
貴
べ
ば
、
民
　
自
ら
定
ま
る
」
と
い
う
黄
老
術
の
真
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髄
を
伝
授
さ
れ
、
こ
れ
を
地
方
政
治
に
実
施
し
た
。
か
れ
が
漢
朝
の
相
国
に
抜
擢
さ
れ
る
と
、
　
「
郡
国
吏
の
文
辞
に
木
誰
に
し
て
、
重
厚
な
る

長
者
を
択
」
ん
で
丞
相
史
と
な
し
、
か
れ
ら
に
国
政
を
一
任
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
相
国
と
い
え
ば
、
国
政
の
最
高
責
任
老
で
あ
る
。
か
れ

自
身
が
率
先
し
て
長
老
を
登
用
し
、
黄
老
に
も
と
つ
く
清
浄
の
治
を
行
っ
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
諸
侯
王
及
び
列
侯
の
権
勢
の
強
い
当

時
に
あ
っ
て
は
、
黄
老
術
こ
そ
そ
の
時
代
に
も
っ
と
も
似
合
わ
し
い
政
治
理
念
で
あ
っ
た
。
黄
老
思
想
に
あ
っ
て
は
、
無
為
が
奪
重
さ
れ
、
で

き
う
る
限
り
人
為
を
排
除
し
、
自
然
の
成
り
行
き
に
任
す
こ
と
が
理
想
と
さ
れ
る
。
た
と
え
や
む
を
得
ず
法
罰
・
制
度
が
必
須
な
場
合
に
あ
っ

て
も
、
可
能
な
限
り
簡
単
で
あ
り
煩
雑
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
現
実
の
政
治
に
運
用
す
れ
ば
、
要
す
る
に
放
任
主
義
と
な
る
。
す
な

わ
ち
、
封
建
諸
侯
に
大
幅
な
自
治
を
容
認
し
て
、
む
や
み
に
政
府
が
干
渉
し
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　
文
帝
に
つ
い
て
は
「
孝
文
は
道
家
の
学
を
好
み
、
以
為
ら
く
繁
導
線
貌
は
治
に
益
な
し
…
…
と
」
（
『
史
記
』
巻
二
三
、
受
書
）
と
か
、
あ
る
い
は

　
み
ず「

躬
か
ら
玄
黙
を
脩
む
」
（
『
漢
書
』
巻
一
鷲
二
、
刑
法
志
）
と
記
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
道
家
黄
老
の
信
奉
老
で
あ
る
。
た
だ
し
、
即
位
当
初
は
、
封

建
諸
侯
の
権
勢
を
削
減
し
、
中
央
集
権
的
体
制
を
確
立
せ
ん
こ
と
を
意
図
し
た
ら
し
い
。
じ
っ
さ
い
、
質
誼
の
建
議
に
従
っ
て
、
律
令
を
変
更

し
た
り
、
あ
る
い
は
列
侯
が
中
央
政
府
に
早
福
せ
ぬ
よ
う
に
こ
と
ご
と
く
本
国
の
封
地
に
帰
還
さ
せ
ん
と
す
る
な
ど
二
三
の
政
策
を
お
こ
な
っ

て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
道
家
黄
老
の
勢
力
は
と
う
て
い
抜
き
が
た
く
、
絡
侯
周
勃
、
灌
嬰
、
東
陽
侯
張
相
如
、
薦
敬
た
ち
が
質
誼
を
非
難

し
た
た
め
に
、
つ
い
に
は
文
帝
自
ら
が
質
誼
を
左
遷
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
文
章
の
当
初
の
意
図
は
も
ろ
く
も
挫
折

し
、
高
祖
以
来
の
黄
老
に
準
拠
し
た
不
干
渉
主
義
を
遵
守
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
わ
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
し

　
「
維
陽
の
入
　
年
少
く
初
学
な
る
も
、
専
ら
権
を
繕
い
ま
ま
に
し
て
諸
事
を
紛
乱
す
」
（
『
史
記
』
巻
八
四
、
蒼
生
伝
）
と
旧
誼
を
罵
っ
た
の
は
、

周
勃
・
灌
嬰
・
張
相
如
・
薦
敬
た
ち
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
周
勃
・
張
相
撃
に
対
し
て
は
、
文
帝
自
身
が
か
れ
ら
を
黄
老
術
の
体
現
者
た
る
長
者

と
し
て
認
め
て
い
た
旨
明
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
か
れ
ら
が
文
學
に
施
政
の
在
り
方
を
随
時
教
導
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
重
弁
と
張

釈
之
と
の
対
話
は
こ
の
間
の
事
情
を
明
確
に
物
語
っ
て
く
れ
て
い
る
。
文
帝
が
上
林
苑
内
の
虎
圏
に
行
事
し
た
と
き
の
逸
話
で
あ
る
。
文
部
が

上
林
尉
に
対
し
て
苑
内
に
飼
育
さ
れ
て
い
る
禽
獣
の
概
数
に
饗
し
て
十
重
問
ほ
ど
質
問
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
上
林
尉
は
な
に
ひ
と
つ
応
答
で
き
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な
か
っ
た
。
し
か
し
傍
か
ら
齎
夫
が
助
け
て
文
帝
の
質
問
に
す
ら
す
ら
と
回
答
し
、
す
こ
し
も
窮
す
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
。
文
広
は
感
嘆
し

て
吏
た
る
も
の
は
か
く
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、
上
林
尉
は
頼
り
が
い
が
な
い
と
し
、
さ
ら
に
そ
の
二
夫
を
上
林
令
に
抜
擢
し
よ
う
と
し
た
。
そ
こ

で
随
行
し
て
い
た
張
釈
之
が
思
い
止
ま
ら
せ
よ
う
と
し
て
進
言
す
る
に
は
、

　
　
　
お
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
し
　
カ
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
か

　
陛
下
以
え
ら
く
絡
油
画
勃
は
何
重
な
る
人
そ
や
と
。
上
　
曰
く
、
長
者
な
り
と
。
又
た
復
た
問
う
、
東
陽
紋
張
相
如
は
何
重
な
る
人
そ
や
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
上
　
復
た
曰
く
、
長
者
な
り
と
。
　
（
張
）
釈
之
　
曰
く
、
翻
れ
緯
侯
（
周
勃
）
・
東
陽
侯
（
二
相
如
）
称
し
て
長
者
と
為
す
。
此
の
両
人

　
　
　
つ
ね

　
旧
事
曾
に
口
を
出
ず
能
わ
ず
。
貴
に
此
の
撫
月
賦
の
諜
諜
と
し
て
利
口
捷
給
に
籔
ば
ん
や
。
且
つ
秦
は
以
っ
て
刀
筆
の
吏
に
任
せ
、
吏
　
争
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
な

　
に
亟
疾
苛
察
相
い
高
き
を
以
っ
て
す
。
然
れ
ど
も
其
の
徹
（
弊
）
徒
ら
に
文
　
具
わ
る
の
み
に
し
て
、
側
隠
の
急
な
し
。
故
を
以
っ
て
そ
の

　
過
を
聞
か
ず
、
陵
遅
し
て
二
世
に
至
り
、
天
下
土
崩
す
…
…
と
。
（
『
史
記
』
巻
一
〇
二
、
張
釈
之
伝
）

　
薬
療
之
の
意
見
に
よ
れ
ば
、
長
者
と
い
う
も
の
は
急
熱
や
張
相
如
の
ご
と
く
無
口
で
あ
り
木
訥
で
あ
る
。
か
の
薔
夫
の
よ
う
な
口
達
者
な
も

の
こ
そ
排
除
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
秦
は
こ
の
よ
う
な
連
中
を
「
刀
筆
之
吏
」
と
し
て
政
治
を
委
任
し
た
が
た
め
に
、
わ
ず
か
二
世
で
崩
壊
せ

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
か
れ
ら
が
作
製
す
る
文
書
は
「
筆
草
」
　
「
苛
察
」
に
専
念
す
る
あ
ま
り
、
真
実
か
ら
ま
す
ま
す
掛
け
離
れ
て
し
ま
う

と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
黄
老
術
の
基
調
で
あ
る
。
さ
き
に
紹
介
し
た
曹
参
の
方
針
も
「
郡
面
起
の
文
辞
に
木
誰
に
し
て
、
重
厚
な
る
長

者
を
択
」
ん
で
丞
相
府
の
海
星
に
登
用
し
て
お
り
、
こ
れ
に
対
し
て
「
吏
の
文
を
言
う
こ
と
刻
深
に
し
て
、
声
名
に
務
め
ん
と
欲
す
る
者
」
は

こ
と
ご
と
く
排
斥
し
た
と
あ
る
。
長
老
は
文
斉
な
い
し
刀
筆
吏
の
「
亟
疾
」
　
「
苛
察
」
と
は
正
反
対
に
「
重
厚
」
な
の
で
あ
る
。
、
長
老
と
は

先
に
触
れ
た
ご
と
く
、
　
（
一
）
重
厚
（
二
）
自
尊
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
重
厚
の
条
件
が
黄
老
の
理
念
と
関
連
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
景
帝
の
治
世
に
お
い
て
長
者
と
し
て
取
り
上
げ
る
べ
き
も
の
は
嚢
盗
で
あ
る
。
か
れ
は
ま
た
任
侠
を
愛
好
し
、
当
時
に
あ
っ
て
任
侠
と
し
て

名
を
馳
せ
た
仁
心
や
劇
孟
と
交
際
し
て
い
る
。
呉
楽
七
国
の
乱
が
勃
発
し
た
と
き
に
、
景
帝
に
対
し
て
介
錯
一
人
を
斬
刑
に
し
て
呉
王
に
謝
罪

す
れ
ば
、
呉
王
は
す
ぐ
さ
ま
帰
順
す
る
で
あ
ろ
う
と
説
得
し
た
の
は
婁
盤
と
甕
嬰
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
値
踏
は
朝
会
に
着
用
す
る
衣
冠
束
帯
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漢初における長者（上田）

の
ま
ま
長
安
の
東
市
に
お
い
て
斬
刑
に
処
せ
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
景
帝
の
朝
廷
に
あ
っ
て
も
、

家
刑
名
の
徒
だ
る
竈
錯
も
あ
え
な
い
最
後
を
遂
げ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
儀
．

①
さ
ら
に
窯
初
に
お
け
る
道
家
の
信
奉
者
と
し
て
異
色
な
人
物
は
司
馬
相
如
で
あ

　
る
。
福
永
光
司
氏
は
、
司
馬
相
野
の
代
表
作
「
大
人
賦
」
を
詳
細
に
検
討
さ
れ
、

　
こ
の
賦
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
大
人
」
が
『
荘
子
』
の
「
大
入
」
を
強
く
意
識
し

　
た
用
語
で
あ
る
こ
と
、
司
馬
相
如
の
賦
の
文
学
は
老
荘
の
哲
学
と
密
接
な
関
逗
を

　
も
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
　
（
『
大
人
賦
』
の
思
想
的
系
譜
一
層
賦
の
文

　
学
と
老
荘
の
哲
学
i
『
東
方
学
報
』
京
都
四
一
冊
）

②
　
金
谷
治
氏
は
黄
老
を
政
術
と
し
て
理
解
さ
れ
、
　
張
良
に
見
ら
れ
る
　
「
辞
引
」

　
「
軽
身
」
　
「
葬
人
間
事
」
　
「
従
量
松
子
」
な
ど
の
行
為
が
道
家
的
な
全
層
保
身
の

　
実
践
と
い
わ
ざ
る
と
得
な
い
と
し
て
も
、
黄
老
の
術
と
は
何
の
か
か
わ
り
を
縛
っ

　
て
い
な
い
と
さ
れ
る
（
『
秦
漢
思
想
史
的
究
』
　
六
二
頁
）

③
『
漢
需
芸
文
志
』
に
登
録
さ
れ
て
い
る
道
家
の
著
作
は
合
計
三
七
種
が
数
え
ら

　
れ
る
。
木
村
英
一
氏
は
、
前
半
の
部
分
は
老
子
を
学
祖
と
す
る
系
統
の
学
問
で
あ

　
り
、
『
老
子
道
徳
経
』
だ
け
が
経
で
あ
る
。
ま
た
、
後
半
の
部
分
は
黄
帝
系
統
の

　
学
問
で
あ
り
、
『
黄
帝
雷
』
の
み
が
経
と
見
な
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
を
総
合

　
し
て
、
黄
老
学
派
は
老
子
と
黄
帯
と
を
並
立
し
て
始
祖
と
仰
ぎ
、
　
『
道
徳
経
』
と

　
『
黄
帝
謹
』
と
を
編
述
し
て
所
依
の
経
典
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
て
い

　
る
（
「
黄
老
か
ら
老
荘
及
び
道
教
へ
」
　
『
東
方
学
報
』
京
都
、
二
五
冊
）

二
　
長
者
と
黄
老
術
i
そ
の
二

依
然
と
し
て
黄
老
勢
力
は
優
勢
を
誇
り
、
法

④
『
量
子
』
は
そ
の
成
立
年
代
に
閃
し
て
は
種
々
の
陰
間
が
指
摘
さ
れ
、
魏
普
時

　
代
の
偽
作
と
す
る
説
す
ら
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
上
述
し
た
黄

　
帝
説
語
の
内
容
か
ら
推
論
し
て
、
　
『
築
三
』
の
漂
型
は
黄
老
思
想
が
隆
盛
を
極
め

　
た
漢
初
に
編
纂
さ
れ
た
可
能
性
も
お
お
い
に
考
え
ら
れ
る
。

⑤
金
谷
治
暁
は
、
前
掲
書
に
お
い
て
黄
老
の
術
の
発
生
し
た
晴
期
が
戦
國
最
末
期

　
に
あ
る
ら
し
い
こ
と
、
楽
臣
公
あ
た
り
が
そ
の
最
初
の
唱
思
者
、
少
な
く
と
も
そ

　
の
一
人
で
は
な
か
っ
た
か
と
さ
れ
る
。

⑥
（
曹
）
参
為
漢
相
国
、
寧
静
極
言
含
道
、
然
百
姓
離
離
之
酷
後
、
（
曹
）
参
与

　
休
息
無
為
、
故
天
下
倶
称
其
美
　
。
（
『
史
記
』
巻
五
四
、
曹
相
園
世
家
）

⑦
宮
崎
市
定
「
自
費
『
新
語
』
の
研
究
」
（
『
京
都
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
』
九
）

⑧
『
漢
書
』
巻
八
九
、
撃
壌
伝
序
に
、

　
　
漢
興
穿
初
、
反
秦
雪
雲
、
与
民
休
息
、
凡
事
簡
易
、
禁
圏
疏
閥
、
葡
相
国
薫
・

　
　
曹
以
寛
厚
清
静
為
天
下
帥
、
民
作
画
一
之
歌

　
と
あ
り
、
当
時
の
情
況
が
適
切
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

⑨
（
刺
者
）
乃
見
嚢
重
日
、
臣
受
梁
王
金
、
来
溶
銑
。
霜
長
者
、
不
忍
刺
君
。
然

　
後
刺
君
者
十
除
曹
、
備
之
。
（
『
史
記
』
巻
一
〇
一
、
聖
賢
伝
）

　
空
誉
は
武
帝
の
治
世
に
及
ん
で
、
封
建
諸
侯
の
権
勢
が
後
退
し
、
中
央
集
権
的
体
制
が
確
立
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
英
主
武
帝

が
持
前
の
手
腕
を
フ
ル
に
発
揮
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
竃
太
后
の
死
後
の
こ
と
で
あ
る
。
餐
太
后
は
文
帝
の
皇
后
・
景
帝
の
生
母
で
あ
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る
。
彼
女
は
手
離
の
内
外
に
隠
然
た
る
勢
力
を
も
ち
、
武
帝
と
い
え
ど
も
彼
女
に
は
遠
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
女
は
文
帝
の
遺
志
を
よ

く
受
け
継
ぎ
、
黄
老
を
愛
好
し
、
黄
老
派
の
パ
ト
ロ
ン
的
存
在
で
あ
っ
た
。
　
「
餐
太
后
は
黄
帝
・
老
子
の
言
を
好
む
。
景
帝
及
び
諸
餐
は
老
子

を
読
み
で
そ
の
術
を
尊
ば
ざ
る
を
得
ず
」
（
『
漢
書
』
巻
九
七
上
、
外
戚
、
孝
文
賓
太
后
伝
）
と
あ
り
、
景
帝
あ
る
い
は
餐
氏
の
一
族
に
黄
老
の
学
習

を
強
制
さ
せ
て
い
る
。
あ
る
い
は
さ
ら
に
彼
女
の
兄
弟
で
あ
る
長
蓉
・
広
国
に
対
し
て
は
、
と
く
に
長
者
の
節
行
あ
る
も
の
を
選
ん
で
、
そ
の

補
奪
に
あ
た
ら
し
め
た
。
こ
こ
に
言
う
長
者
の
節
行
あ
る
も
の
と
は
黄
老
を
修
得
し
た
任
侠
の
士
と
解
釈
し
て
大
過
あ
る
ま
い
。

　
賢
太
后
は
黄
老
を
愛
好
し
た
一
面
、
儒
者
あ
る
い
は
仁
術
に
対
し
て
は
徹
底
的
に
忌
み
嫌
っ
た
。
詩
博
士
の
猿
轡
生
が
『
老
子
』
が
ご
と
き

は
憧
隷
の
読
み
物
に
ふ
さ
わ
し
い
と
疑
し
た
と
こ
ろ
、
彼
女
は
激
怒
し
て
、
儒
学
こ
そ
司
空
城
塁
の
罪
人
ば
ら
の
戯
言
だ
と
や
り
か
え
し
て
い

る
。
あ
る
い
は
、
餐
嬰
・
田
鼠
・
専
管
・
王
蔵
た
ち
が
明
認
を
設
立
し
、
君
臣
間
の
儀
礼
を
明
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
る
と
建
白
し
た
。
と
く
に

趙
縮
と
王
蔵
と
は
当
時
に
あ
っ
て
詩
経
の
大
家
と
さ
れ
た
申
公
の
門
生
で
あ
る
。
し
か
し
、
餐
太
后
を
中
心
と
す
る
黄
老
学
派
の
反
撃
は
す
さ

ま
じ
か
っ
た
。
武
帝
は
黄
老
勢
力
の
圧
迫
に
屈
服
し
、
丞
相
の
賓
嬰
と
太
尉
の
田
蛤
は
免
職
の
処
分
に
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
御
史

大
夫
の
趙
縮
と
話
中
令
の
王
蔵
は
賢
太
后
派
に
よ
っ
て
罪
過
を
謎
責
さ
れ
て
自
殺
に
追
い
込
ま
れ
て
し
ま
う
。
丞
相
・
御
史
大
夫
・
太
尉
・
郎

中
令
と
い
え
ば
、
朝
政
の
中
枢
を
構
成
す
る
要
職
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
一
拠
に
失
脚
追
放
さ
せ
た
の
が
他
な
ら
ぬ
黄
老
派
で
あ
っ
た
と
す
る
な

ら
ば
、
そ
の
権
勢
は
絶
大
で
あ
っ
た
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
た
が
っ
て
建
元
五
年
に
設
置
さ
れ
た
五
経
博
士
も
「
官
に
具
わ
り
て
問
を
待
つ
も
、

い
ま
だ
進
む
も
の
あ
ら
ず
」
（
『
史
記
』
巻
一
二
一
、
儒
林
伝
序
）
と
い
う
状
況
を
強
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
翌
建
元
六
年
五
月
の
餐
太
后
の
死
去
は
政
界
を
一
変
さ
せ
得
る
程
の
重
大
な
事
件
で
あ
る
。
翌
月
に
は
最
遠
が
朝
廷
に
復
帰
し
て
丞

相
に
任
命
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
か
れ
は
黄
老
・
刑
名
お
よ
び
百
家
の
言
を
し
り
ぞ
け
、
あ
ら
た
に
文
学
儒
概
数
百
人
を
招
聰
し
た
。
こ
こ
に
儒

家
の
進
出
す
る
基
礎
が
確
立
す
る
。
し
か
し
、
儒
家
と
い
っ
て
も
、
法
術
が
根
本
に
あ
り
、
そ
れ
を
儒
教
に
よ
っ
て
縁
隣
し
た
馬
術
と
称
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
。
儒
術
は
し
た
が
っ
て
法
術
的
色
彩
が
濃
厚
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
酷
吏
の
活
躍
を
促
し
た
。
こ
れ
は
武
帝
に
よ
る
中
央
集
権
的

体
綱
の
確
立
の
意
図
に
適
合
し
た
政
術
で
あ
る
。
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漢初における長者（上田）

　
黄
老
は
寳
太
后
の
死
去
に
よ
っ
て
決
定
的
な
打
撃
を
こ
う
む
り
、
儒
術
の
勢
力
に
押
さ
れ
、
そ
の
衰
運
は
蔽
う
べ
く
も
な
か
っ
た
、
こ
の
時

期
に
あ
っ
て
、
黄
老
の
代
表
格
と
し
て
朝
政
に
奮
闘
し
た
の
が
汲
沢
・
鄭
当
時
で
あ
る
。
と
り
わ
け
汲
籍
は
公
孫
弘
・
張
湯
と
い
っ
た
儒
術
の

推
進
者
と
対
決
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
故
に
、
か
れ
の
信
奉
す
る
黄
老
術
は
そ
の
面
目
を
い
か
ん
な
く
発
揮
し
た
。
汲
購
が
黄
老
言
を
修
得

し
た
の
は
、
か
れ
が
東
海
大
守
と
し
て
斉
地
に
赴
任
し
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
前
述
し
た
ご
と
く
に
、
当
地
に
は
戦
国
末
期
よ
り
高
密
あ
る

い
は
膠
西
地
方
を
中
心
に
し
て
黄
老
が
伝
承
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
拠
点
で
あ
っ
た
。
汲
懸
も
ま
た
曹
参
と
同
様
に
黄
老
を
修
得
し
、
さ
っ
そ
く

地
方
政
治
の
運
営
に
あ
た
っ
て
、
こ
れ
を
実
行
に
移
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

　
（
汲
）
懸
は
黄
老
の
言
を
学
び
、
官
を
治
め
民
を
染
む
る
は
、
清
静
を
好
み
、
翠
蔓
を
択
び
て
而
し
て
こ
れ
に
任
か
す
。
其
の
治
は
大
指
を

　
責
め
る
の
み
に
し
て
、
苛
小
な
ら
ず
。
（
『
史
記
』
巻
一
二
〇
、
汲
黙
伝
）

と
記
さ
れ
て
い
る
。
施
政
に
あ
た
っ
て
は
、
清
静
を
主
旨
と
し
、
適
宜
に
丞
吏
を
択
ん
で
、
か
れ
ら
に
運
営
を
一
任
し
て
し
ま
う
。
こ
の
方
式

が
黄
老
術
の
常
套
手
段
で
あ
る
こ
と
は
言
を
侯
た
な
い
。
そ
の
治
政
は
大
筋
の
み
を
指
示
し
、
く
ど
く
ど
と
微
細
に
ま
で
干
渉
し
な
い
の
が
方

針
で
あ
る
。
か
れ
は
生
来
の
病
弱
の
た
め
に
、
閨
閤
に
引
き
籠
り
が
ち
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
実
際
の
政
務
も
や
む
を
得
ず
橡
史
た
ち
に

全
権
を
委
託
し
て
し
ま
う
事
態
が
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
黄
老
の
説
く
無
為
の
理
念
を
い
っ
そ
う
実
現
さ
せ
る
結
果
と

な
っ
て
い
る
。
汲
賠
に
よ
る
放
任
政
治
は
実
績
を
あ
げ
、
東
海
郡
は
大
い
に
治
ま
っ
た
と
あ
る
。
東
海
郡
の
治
績
を
伝
え
聞
い
た
武
帝
は
か
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

を
中
央
政
府
に
召
還
さ
せ
、
尊
爵
都
尉
と
い
う
九
卿
に
準
ず
る
高
位
を
授
け
た
。
主
爵
都
尉
は
畿
内
の
民
政
を
職
掌
と
す
る
が
、
汲
籍
は
そ
の

職
務
の
遂
行
に
際
し
て
は
、
　
「
治
は
務
め
て
無
為
に
在
る
の
み
。
大
体
を
引
き
て
文
法
に
拘
ら
ず
」
と
あ
り
、
黄
老
の
理
念
を
堅
守
し
て
い
る

こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
曹
参
の
手
法
で
あ
る
。
か
れ
が
雪
雲
の
相
国
に
就
任
す
る
と
、
橡
属
に
国
政
を
一
任
し
、
本

人
は
日
夜
醇
酒
に
耽
り
、
政
治
に
専
念
せ
ん
と
す
る
様
子
は
一
向
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
下
受
が
か
れ
に
面
会
し
て
自
己
の
意
見
を
開
陳
し
ょ

う
と
し
て
も
曹
参
は
か
れ
に
醇
酒
を
勧
め
て
酔
せ
て
し
ま
い
、
つ
い
に
そ
の
機
会
を
与
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
「
府
中
は
事
　
無

し
」
と
あ
り
、
万
事
順
調
に
運
営
さ
れ
た
と
あ
る
。
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立
話
は
皇
帝
権
力
の
強
化
の
た
め
に
は
、
既
存
の
封
建
諸
侯
あ
る
い
は
各
地
に
里
居
す
る
豪
侠
を
抑
圧
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
武
帝

の
意
図
を
強
力
に
推
進
す
る
使
命
を
荷
っ
て
登
場
す
る
の
が
酷
吏
で
あ
る
。
酷
吏
と
し
て
は
、
呂
太
后
の
治
世
に
す
で
に
侯
封
な
る
も
の
が
出

現
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
酷
吏
の
活
躍
が
目
立
っ
て
顕
著
と
な
る
の
は
や
は
り
五
帝
の
時
期
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
高
祖
劉
邦
の
方

針
と
し
て
は
、
一
族
を
各
地
に
封
建
し
、
帝
室
の
藩
屏
た
ら
し
め
た
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
封
建
諸
侯
に
対
し
て
は
大
幅
な
自
治
を
容
認

し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
よ
う
な
体
制
の
も
と
で
は
、
そ
も
そ
も
酷
吏
な
ど
は
不
要
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
中
央
集
権
化
を
志
向
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

と
な
る
と
、
酷
吏
が
俄
然
活
動
を
開
始
す
る
。
酷
吏
と
い
っ
て
も
大
別
し
て
二
種
の
タ
イ
プ
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
第
一
の
タ
イ
プ
は
．
法
令

処
罰
を
厳
格
に
適
用
ず
る
こ
と
を
目
指
す
酷
吏
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
封
建
諸
侯
及
び
貴
戚
な
ど
の
特
権
階
層
あ
る
い
は
豪
侠
と
い
え
ど
も
、
か

れ
ら
の
違
法
は
違
法
と
し
て
容
赦
な
く
処
罰
せ
ん
と
す
る
。
酷
吏
と
い
え
ど
も
、
全
く
無
罪
の
も
の
を
個
人
的
恣
意
を
も
っ
て
処
刑
す
る
と
い

う
の
で
は
な
い
。
封
建
諸
侯
な
ど
特
権
階
級
の
不
法
を
見
逃
さ
ず
、
あ
く
ま
で
も
法
音
を
同
一
規
律
の
下
に
行
使
し
、
例
外
を
認
め
な
い
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
武
帝
の
治
世
に
至
っ
て
、
こ
れ
と
異
っ
た
タ
イ
プ
の
酷
萸
が
見
出
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
張
湯
の
ご
と
き
文
吏
で
あ
る
。

か
れ
ら
に
は
、
「
深
文
」
す
な
わ
ち
法
律
の
条
文
を
煩
墳
な
ま
で
に
く
ど
く
ど
と
運
用
す
る
こ
と
と
、
「
舞
文
」
す
な
わ
ち
法
律
の
条
文
を
巧
妙

に
拡
大
解
釈
を
し
て
、
所
期
の
風
的
を
達
す
る
こ
と
に
特
質
が
認
め
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
酷
吏
の
「
魚
文
」
な
い
し
「
舞
文
偏
の
操
作
を
可
能
な
ら
し
め
る
た
め
に
は
、
そ
れ
を
誘
導
さ
せ
る
よ
う
な
煩
雑
な
法
律
体
系

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
き

が
前
提
と
さ
れ
る
。
磁
極
の
制
定
し
た
「
類
ら
か
な
る
こ
と
一
を
画
す
る
が
如
」
き
す
っ
き
り
と
構
成
さ
れ
た
法
律
体
系
の
も
と
で
は
、
文
吏

の
付
け
込
む
余
地
は
な
い
。
封
建
諸
侯
の
勢
力
を
抑
圧
し
、
中
央
集
権
化
を
実
質
な
ら
し
め
る
た
め
に
は
、
ま
ず
最
初
に
こ
の
よ
う
な
法
律
体

系
を
更
改
す
る
こ
と
か
ら
手
懸
げ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
法
令
の
更
改
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
諸
侯
王
・
列
侯
か
ら
激
し
い
反
発
を
招
く
。

こ
の
た
め
に
、
恩
誼
は
失
脚
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
ま
た
竈
錨
の
場
合
は
、
呉
楚
七
珍
の
乱
を
惹
き
起
し
た
遠
因
を
な
し
て
い
る
。

も
武
帝
の
治
世
に
お
い
て
、
さ
ら
に
廷
尉
の
張
湯
と
趙
禺
が
中
心
と
な
っ
て
律
令
を
大
幅
に
更
曝
し
た
。
、
こ
の
よ
う
な
動
向
に
対
し
て
、
汲
黙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ん
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
だ

が
黙
っ
て
い
る
筈
は
な
く
A
幼
帝
の
葡
前
で
張
湯
を
「
何
為
れ
ぞ
乃
ち
高
皇
帝
の
約
束
を
取
り
て
、
r
紛
レ
に
こ
れ
を
更
む
る
や
。
公
　
こ
れ
を
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漢初における長者（上田）

以
っ
て
種
な
か
ら
ん
」
と
難
詰
し
て
い
る
。
慰
籍
と
張
湯
と
が
朝
廷
で
議
論
を
す
る
と
、
潮
湯
の
答
弁
は
、
酷
吏
の
属
性
と
し
て
相
も
変
ら
ず

「
文
　
深
く
、
小
苛
た
り
」
と
い
う
有
様
で
あ
っ
た
か
ら
、

　
天
下
謂
え
ら
く
、
刀
筆
吏
は
以
っ
て
公
郷
と
為
す
べ
か
ら
ず
と
。
果
し
て
亙
り
。
必
ら
ず
（
張
）
湯
な
る
や
、
天
下
を
し
て
足
を
重
く
し
て

　
立
ち
、
目
を
側
め
て
視
さ
し
む
る
は
。
（
『
史
記
』
巻
＝
一
〇
、
汲
賭
伝
）

と
張
湯
を
罵
倒
す
る
こ
と
も
辞
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
汲
無
の
非
難
が
黄
老
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
武
帝
時
代
に
お
け
る
乱
雑
な
法
令
改
定
は

種
々
の
弊
害
を
招
い
た
。
す
な
わ
ち
「
律
令
は
凡
そ
三
百
五
十
九
章
、
大
嵐
四
百
九
条
、
千
八
百
八
十
二
事
、
死
罪
決
事
比
は
万
三
千
四
百
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み

十
二
事
。
文
書
は
ル
閣
に
盈
ち
、
盛
者
は
偏
く
賭
る
あ
た
わ
ず
」
（
『
漢
書
』
巻
一
ぼ
二
、
刑
法
志
）
と
い
う
膨
大
な
数
量
に
の
ぼ
っ
た
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
　
り

　
是
を
以
っ
て
郡
国
の
舶
用
す
る
者
は
駆
れ
、
或
い
は
罪
は
岡
じ
く
し
て
而
し
て
論
は
異
な
る
。
姦
吏
は
因
縁
て
市
を
為
し
、
活
か
さ
ん
と
欲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み

　
す
る
所
は
則
ち
生
議
を
傅
し
、
陥
さ
ん
と
欲
す
る
所
は
則
ち
死
比
を
食
う
。
覇
者
は
威
な
こ
れ
を
冤
幽
す
。

と
い
う
事
態
を
招
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
法
令
体
系
そ
の
も
の
が
混
乱
し
て
い
る
の
で
、
同
類
の
事
件
の
審
議
に
対
し
て
も
、
条
文
の
解
釈

あ
る
い
は
条
項
の
適
用
い
か
ん
に
よ
っ
て
相
違
す
る
判
決
が
下
さ
れ
る
こ
と
す
ら
あ
り
得
る
。
こ
こ
に
酷
吏
の
「
深
文
」
あ
る
い
は
「
舞
文
」

を
操
作
さ
せ
る
余
地
が
あ
っ
た
。
張
湯
自
身
か
ら
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ず
か

　
治
む
る
所
、
即
ち
上
意
の
罪
せ
ん
と
欲
す
る
所
は
、
監
史
の
黒
血
な
る
者
に
予
ら
し
め
、
即
ち
上
意
の
釈
さ
ん
と
欲
す
る
所
は
、
、
監
史
の
軽

　
　
　
　
　
　
あ
ず
か

　
平
な
る
者
に
与
ら
し
む
。
治
む
る
所
、
即
ち
豪
な
れ
ば
、
　
必
ず
文
を
舞
わ
し
証
を
巧
み
に
す
。
即
ち
下
戸
嶽
弱
な
れ
ば
、
時
に
口
言
す
ら

　
く
、
文
　
法
を
致
す
と
錐
も
、
上
　
警
察
せ
ら
れ
よ
と
。
是
に
於
い
て
往
往
（
張
）
湯
の
言
う
所
を
釈
す
。
（
『
史
記
』
巻
＝
三
、
酷
吏
、
張

　
湯
伝
）

と
あ
る
ご
と
く
、
　
「
舞
文
巧
舐
」
の
常
習
者
で
あ
り
、
相
手
次
第
で
処
罰
に
手
加
減
を
加
え
、
武
帝
の
意
向
に
迎
合
し
て
い
る
。

　
黄
老
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
欄
度
・
法
令
を
煩
雑
に
す
れ
ば
す
る
程
狡
猜
な
吏
民
が
こ
れ
を
悪
用
し
、
か
え
っ
て
社
会
を
混
乱
に
陥
れ
る
と
す
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る
。
こ
の
よ
う
な
意
見
は
秦
の
極
端
な
法
術
主
義
に
よ
る
弊
害
に
懲
り
た
結
果
、
魚
串
に
あ
っ
て
は
多
く
の
支
持
を
得
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
な
が
ら
、
武
帝
が
魚
串
あ
る
い
は
公
孫
弘
を
登
用
し
、
儒
術
を
積
極
的
に
奨
励
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
意
に
よ
る
深
更
あ
る
い
は
舞
文
が

乱
発
さ
れ
、
黄
老
側
が
も
っ
と
も
危
惧
す
る
「
事
　
益
タ
多
き
に
及
ん
で
、
吏
民
は
弄
を
巧
み
す
」
　
の
事
態
が
顕
在
化
し
た
。
こ
こ
に
及
ん

で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
し
　
　
　
ま
の
あ
た
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
か
　
　
　
　
　
　
い
た
ず
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も
ね

　
（
汲
）
籍
は
常
に
儒
を
走
り
、
面
に
（
公
孫
）
墨
染
に
触
ら
う
に
、
徒
に
詐
を
懐
き
智
を
飾
り
、
以
っ
て
人
主
に
阿
り
て
容
を
取
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
さ

　
而
し
て
刀
筆
吏
を
し
て
専
ら
文
を
深
く
し
舐
を
巧
み
．
に
し
て
人
を
罪
に
陥
れ
、
真
に
想
え
る
を
得
ず
、
勝
る
を
も
っ
て
功
と
為
さ
し
む
と
。

と
あ
っ
て
、
儒
術
あ
る
い
は
刀
筆
吏
を
は
げ
し
く
非
難
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
黄
老
思
想
は
武
帝
以
前
の
時
代
に
あ
っ
て
は
、
一
面
封
建
諸
侯
の
既
得
権
を
擁
護
し
、
か
つ
存
続
さ
せ
る
作
用
を
は
た
し
た
。
そ
の
た
め
に

こ
の
思
想
は
帝
権
の
拡
張
を
意
図
す
る
武
帝
と
は
相
い
容
れ
ぬ
存
在
で
あ
り
、
い
ず
れ
黄
老
は
朝
廷
よ
り
一
掃
さ
れ
る
運
命
に
あ
っ
た
。
黄
老

術
の
代
表
格
で
あ
っ
た
汲
懸
は
建
元
六
年
に
す
で
に
主
爵
都
尉
に
任
命
さ
れ
、
九
卿
に
準
ず
る
地
位
に
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
黄
老
の
パ

ト
ロ
ン
的
存
在
で
あ
っ
た
賢
太
后
の
死
去
（
建
元
六
年
五
月
）
に
よ
っ
て
政
界
は
勢
力
が
交
替
す
る
。
こ
れ
以
後
、
か
れ
の
官
位
は
い
っ
こ
う
に

昇
進
せ
ず
、
よ
う
や
く
十
一
年
後
に
右
内
史
に
転
出
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
人
事
と
い
う
の
も
難
治
の
地
域
を
か
れ
に
押
し
つ
け
、
失
脚
を
企

て
た
張
湯
や
公
孫
弘
た
ち
の
陰
謀
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
汲
無
が
停
滞
し
て
い
る
問
に
武
帝
の
恩
寵
を
得
た
公
孫
弘
・
留
湯
た
ち
が
か
れ
を
飛

び
越
え
て
そ
れ
ぞ
れ
丞
相
・
御
史
大
夫
に
就
任
し
、
汲
窯
は
「
陛
下
　
重
臣
を
用
い
る
こ
と
薪
を
積
む
が
如
き
の
み
。
後
に
来
た
る
も
の
を
し

て
上
に
居
ら
し
む
」
と
武
帝
の
儒
術
優
先
の
登
用
に
憤
慨
し
て
い
る
。

　
慶
太
后
亡
き
あ
と
、
汲
置
が
悪
戦
苦
闘
し
て
い
る
折
に
、
准
南
王
劉
安
が
反
乱
を
起
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
反
乱
も
簡
単
に
平
定
さ
れ
る
。

こ
れ
は
惹
起
の
不
遇
と
と
も
に
、
道
家
勢
力
の
没
落
を
象
徴
す
る
事
件
で
あ
る
。
劉
安
は
夙
に
『
潅
南
子
』
の
著
書
と
し
て
有
名
で
あ
る
が
、

実
際
に
こ
の
著
作
を
編
纂
し
た
の
は
か
れ
の
許
に
身
を
寄
せ
て
い
た
賓
客
た
ち
で
あ
る
。
　
『
潅
南
子
』
は
諸
家
の
学
説
が
混
在
し
て
い
る
が
、

全
体
を
道
家
思
想
に
よ
っ
て
体
系
づ
け
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
色
が
認
め
ら
れ
る
。
劉
安
は
も
と
も
と
文
学
趣
味
の
持
主
で
あ
っ
て
、
政
治
的
野
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心
な
ど
は
抱
い
て
い
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
武
帝
は
か
れ
に
対
し
て
も
巧
妙
に
挑
発
し
、
破
滅
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
及
ん

で
道
家
思
想
は
朝
廷
よ
り
さ
ら
に
後
退
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

①
主
爵
都
尉
は
、
武
帝
の
太
初
元
年
以
後
、
右
挟
風
と
改
め
ら
れ
た
。

②
斎
藤
実
郎
氏
は
酷
吏
と
し
て
の
治
績
を
（
一
）
厳
酷
（
二
）
刻
深
に
分
類
さ
れ

　
て
い
る
（
「
前
漢
の
酷
吏
」
　
『
史
叢
』
十
四
）

③
「
刀
箪
吏
」
「
賢
吏
」
と
は
が
ん
ら
い
細
辛
の
意
味
で
あ
る
。
「
刀
筆
吏
」
や

　
「
文
吏
」
の
　
部
が
酷
吏
で
あ
る
。
江
幡
真
｝
郎
「
車
代
の
文
吏
に
つ
い
て
」
（
『
田

　
村
博
士
頒
寿
東
洋
史
論
叢
』
）

三
長
者
と
任
侠

漢初における長者（上国）

　
長
者
は
黄
老
術
の
実
践
老
で
あ
る
と
と
も
に
、
一
面
ま
た
任
侠
の
士
ま
た
は
任
侠
を
愛
好
し
て
い
る
事
例
が
多
い
。
　
｛
，
寛
大
長
者
」
差
響
が

下
賎
の
身
分
で
あ
っ
た
頃
に
、
任
挾
の
親
分
格
で
あ
っ
た
張
耳
の
も
と
に
客
分
と
し
て
身
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
張
耳
は
も
と

も
と
大
梁
の
出
身
で
あ
り
、
青
年
時
代
に
は
魏
の
公
子
無
訳
す
な
わ
ち
信
陵
君
の
客
と
な
っ
て
い
る
。
信
尊
君
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
吉
方
君

・
春
申
君
・
平
原
君
と
と
も
に
任
侠
の
パ
ト
ロ
ン
で
あ
っ
た
。
点
訳
君
の
人
と
な
り
は
、
仁
に
し
て
士
に
へ
り
く
だ
り
、
そ
の
富
貴
を
驕
る
こ

と
は
な
か
っ
た
と
あ
る
。
大
梁
夷
門
の
忍
者
で
あ
っ
た
侯
菰
な
る
も
の
が
信
陵
暦
の
人
柄
を
試
そ
う
と
し
て
、
故
意
に
雑
踏
す
る
市
中
に
長
ら

く
立
た
せ
て
お
い
た
。
し
か
し
、
か
れ
の
態
度
は
い
よ
い
よ
丁
重
で
「
市
人
は
皆
な
（
侯
）
蕨
を
以
っ
て
小
人
と
為
し
　
而
し
て
公
子
を
以
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
だ

て
長
者
に
し
て
能
く
士
に
下
る
と
為
す
な
り
」
（
『
史
記
』
巻
七
七
、
公
子
無
忌
伝
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
　
若
き
日
の
遊
侠
劉
邦
も
言
寿
か
ら
信
陵

君
の
言
動
を
聞
き
、
そ
の
人
柄
に
敬
意
を
表
し
た
に
相
違
な
い
。
劉
氏
が
も
と
魏
の
遺
民
で
あ
っ
た
と
す
る
伝
説
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、

劉
邦
は
信
陵
署
に
対
し
て
い
っ
そ
う
親
近
感
を
抱
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
劉
邦
が
天
子
に
即
位
し
た
あ
と
も
、
大
梁
を
通
る
た
び
ご
と
に
、
四

面
君
を
祀
ら
せ
て
い
る
し
、
さ
ら
に
は
と
く
に
四
時
の
祭
祠
の
た
め
に
五
家
を
塚
守
に
指
定
し
て
い
る
。
梁
に
は
、
司
馬
遷
の
時
代
に
あ
っ

て
も
、
信
念
君
以
来
の
長
者
の
遺
風
が
残
っ
て
い
た
ら
し
く
、
　
「
余
は
壷
遂
と
律
暦
を
定
む
。
韓
長
播
の
義
・
壷
遂
の
深
中
隠
厚
な
る
を
観
る

に
、
世
の
梁
に
長
者
多
し
と
言
う
は
虚
な
ら
ざ
る
か
な
」
（
『
史
記
』
巻
【
○
八
、
韓
長
泣
伝
）
と
述
懐
し
て
い
る
。
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青
年
時
代
の
劉
邦
が
、
沸
の
父
兄
の
監
督
下
に
あ
る
子
弟
と
は
異
な
り
、
家
人
の
生
産
に
従
事
し
な
い
無
頼
の
徒
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で

あ
る
。
か
れ
が
交
際
し
た
仲
間
と
い
え
ば
、
喪
儀
に
篇
を
吹
い
て
生
計
を
立
て
て
い
た
周
勃
、
屠
狗
を
業
と
す
る
焚
喰
、
緯
の
販
売
に
従
事
し

て
い
た
灌
嬰
な
ど
、
し
が
な
い
職
業
の
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
忙
忙
は
壮
年
に
な
る
に
及
ん
で
、
洒
水
の
面
長
に
任
命
さ
れ
た
。
亭
と
は
本
来
官

吏
あ
る
い
は
商
人
た
ち
の
宿
泊
施
設
で
あ
る
。
し
か
し
、
亭
内
に
は
し
ば
し
ば
野
盗
・
亡
命
の
士
・
遊
侠
の
徒
・
少
年
な
ど
郷
里
よ
り
逸
脱
し

た
好
ま
し
か
ら
ざ
る
連
中
が
意
う
し
て
い
た
。
亭
長
は
亭
内
お
よ
び
亭
に
附
属
す
る
地
域
の
治
安
警
察
が
任
務
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
番
長
は

そ
の
武
力
を
頼
ん
で
旅
行
者
を
脅
迫
し
て
携
帯
品
を
強
奪
し
た
り
、
さ
ら
に
は
旅
行
者
を
殺
害
し
て
し
ま
う
こ
と
さ
え
ま
れ
で
は
な
か
っ
た
。

二
五
は
い
つ
し
か
笑
内
に
呪
う
す
る
少
年
・
野
盗
な
ど
非
行
グ
ー
ル
プ
の
頭
鼠
に
推
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
r
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と

は
実
は
任
侠
の
本
質
と
は
な
ん
の
関
わ
り
も
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
か
れ
が
任
侠
た
る
根
拠
は
「
仁
に
し
て
人
を
愛
し
、
施
を
喜
ぶ
。
意
は

舗
如
た
り
」
と
い
う
性
格
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
の
ち
に
詳
し
く
述
べ
る
つ
も
り
で
あ
る
。

　
文
帝
よ
り
「
公
は
長
者
な
り
」
と
称
さ
れ
た
田
叔
は
、
　
「
剣
を
好
み
、
黄
老
術
を
楽
鈍
公
に
学
ぶ
。
人
と
為
り
や
廉
直
に
し
て
、
任
侠
を
喜

ぶ
」
（
『
漢
書
』
巻
三
七
、
田
叔
伝
）
と
あ
る
。
か
れ
は
も
と
も
と
趙
王
張
敷
に
任
え
て
い
た
。
趙
相
の
趙
午
た
ち
数
十
人
が
高
祖
劉
邦
の
無
礼
に

憤
概
し
て
漢
朝
に
謀
反
を
企
て
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
事
件
が
発
覚
し
て
野
獣
は
逮
捕
さ
れ
、
長
安
に
護
送
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

と
き
に
張
力
に
随
行
す
る
も
の
は
族
誹
に
処
す
と
い
う
詔
書
が
出
さ
れ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
田
叔
は
孟
紆
ら
十
余
人
と
と
も
に
敢
然

と
し
て
随
行
し
、
長
安
に
お
い
て
趙
王
の
無
実
を
弁
明
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
あ
る
い
は
ま
た
、
呉
楚
七
隈
の
乱
の
折
に
、
縮
錯
を
斬
る
べ
し
と
景
帝
に
進
言
し
た
「
長
者
」
新
盤
も
ま
た
任
侠
を
愛
好
し
、
当
時
に
お
け

る
任
侠
の
代
表
で
あ
っ
た
楚
の
季
心
や
洛
陽
の
劇
孟
と
親
交
し
て
い
る
。
季
心
は
人
を
殺
し
て
呉
に
逃
亡
し
た
が
、
嚢
盤
が
か
れ
を
匿
っ
た
の

で
あ
る
。
劇
孟
が
嚢
盗
の
も
と
を
訪
問
し
た
と
き
に
、
糞
盗
は
か
れ
を
手
厚
く
接
待
し
た
。
安
陵
の
富
人
が
嚢
盤
に
対
し
て
劇
孟
は
博
徒
だ
と

聞
い
て
い
る
の
に
、
ど
う
し
て
そ
ん
な
連
中
と
交
際
す
る
の
か
と
問
い
質
し
た
と
こ
ろ
、
天
下
の
人
々
が
望
を
託
す
る
の
は
慢
心
と
劇
孟
の
二

人
だ
け
で
あ
る
と
返
答
し
て
い
る
。

7n （346）



漢初における長者（上田）

　
以
上
概
観
し
た
ご
と
く
、
・
長
者
は
任
侠
と
深
い
つ
な
が
り
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
長
老
と
任
侠
と
は
ど
の
よ
う
に
連
関
し
合
う
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
任
侠
の
実
態
を
検
討
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
任
侠
と
は
簡
単
に
は
仁
・
義
・
信
な
ど
自
己
の
品
性
に
対
す
る
自
尊
心
な
い
し
名
誉
心
を
堅
持
す
る
こ
と
と
定
義
で
き
よ
う
。
司
馬
遷
は
游

侠
列
伝
の
内
容
を
説
明
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
む

　
人
を
彦
に
救
い
、
人
を
不
謄
に
振
う
、
仁
者
あ
ら
ん
や
。
信
を
楽
な
わ
ず
、
言
に
倍
か
ず
、
義
老
こ
れ
を
取
る
あ
り
。
游
侠
列
伝
第
六
十
四

　
を
作
る
。

と
言
っ
て
い
る
。
仁
と
い
う
の
は
他
人
の
難
儀
を
救
済
し
た
り
、
あ
る
い
は
経
済
的
に
困
窮
し
て
い
る
も
の
を
援
助
し
て
や
る
こ
と
で
あ
る
。

義
と
い
う
の
は
儒
頼
を
失
わ
ず
、
約
束
を
守
り
通
す
こ
と
で
あ
る
。
司
馬
遷
は
信
を
義
の
附
帯
条
件
で
あ
る
か
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
が
、

普
通
に
は
信
と
義
と
は
そ
れ
ぞ
れ
別
箇
の
行
動
規
範
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。
ほ
ん
ら
い
任
侠
は
特
定
の
個
人
間
に
成
立
す
る
パ
ー
ソ
ナ

ル
な
関
係
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
結
合
を
媒
介
す
る
の
が
仁
・
義
・
信
な
ど
の
人
格
で
あ
る
。
任
侠
は
仁
・
義
・
信
な
ど
人
間
の
至
純
な
善
意

を
尊
重
し
、
こ
れ
ら
を
個
人
の
責
任
に
お
い
て
実
践
し
て
い
こ
う
と
す
る
自
覚
し
た
人
間
で
あ
る
。
司
馬
遷
の
「
報
任
安
書
」
に
も
、

　
僕
こ
れ
を
聞
く
な
ら
く
、
修
身
は
智
の
府
な
り
、
愛
施
は
仁
の
端
な
り
、
取
予
は
義
の
符
な
り
、
恥
辱
は
勇
の
決
な
り
、
立
名
は
行
の
極
な

　
り
。
士
に
こ
の
五
あ
る
も
の
、
然
る
後
に
以
っ
て
世
に
託
し
、
君
子
の
林
に
列
す
べ
し
…
…
と
。
（
『
漢
書
』
巻
六
二
、
司
馬
遷
伝
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
や
　
　
へ

と
述
べ
て
い
る
。
愛
と
施
と
は
仁
の
い
と
ぐ
ち
で
あ
る
。
仁
な
る
善
意
は
愛
あ
る
い
は
施
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
愛
と
は
他
人

に
対
す
る
思
い
や
り
の
意
味
で
あ
り
、
ま
た
施
と
は
具
体
的
に
は
経
済
的
に
困
窮
し
て
い
る
も
の
を
賑
給
し
て
や
る
こ
と
で
あ
る
。
若
き
日
の

劉
邦
は
「
人
と
為
り
や
、
仁
に
し
て
人
を
愛
し
、
施
を
喜
ぶ
。
意
は
諮
観
た
り
」
と
あ
る
。
か
れ
は
ま
さ
し
く
仁
の
体
現
者
で
あ
り
、
そ
し
て

こ
の
こ
と
が
か
れ
が
任
侠
た
る
所
以
な
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
長
者
に
し
て
季
心
や
劇
孟
な
ど
の
任
侠
と
交
際
し
た
嚢
盤
は
、
朧
爾
都
尉
に
選

ば
れ
た
と
き
に
「
士
卒
を
仁
愛
し
、
士
卒
は
皆
な
争
い
て
為
に
死
す
」
（
『
史
記
』
巻
畷
〇
一
、
驚
喜
伝
）
と
あ
る
。
嚢
盤
は
士
卒
に
仁
愛
を
も
っ

て
接
し
た
。
か
れ
の
恩
情
に
対
し
て
士
卒
た
ち
は
自
ら
争
っ
て
死
地
に
赴
い
た
と
さ
れ
る
。
算
盤
と
士
卒
と
の
間
は
き
わ
め
て
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
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関
係
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
管
制
の
士
卒
に
対
す
る
仁
愛
と
、
士
卒
の
側
に
お
け
る
嚢
盤
に
対
す
る
献
身
と
で
あ
る
。
士
卒

た
ち
は
嚢
盤
の
仁
愛
に
対
し
て
死
を
も
惜
し
ま
ぬ
没
我
献
身
を
も
っ
て
か
れ
に
報
い
よ
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
仁
愛
と
献
身
と
の
相
互
の
信

頼
関
係
を
媒
介
に
し
て
成
立
す
る
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
関
係
は
、
任
侠
社
会
に
お
け
る
普
遍
的
な
結
合
の
方
式
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
こ
れ
と
類
似
す
る
ケ
ー
ス
と
し
て
孟
衛
の
場
合
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
長
者
孟
母
が
浜
中
太
守
に
在
職
し
て
い
た
際
に
、
冒
頓
悟
干

が
進
冠
し
て
き
た
。
か
れ
は
永
年
の
戦
闘
で
兵
士
た
ち
が
疲
弊
し
て
い
る
こ
と
を
十
分
に
知
り
貢
し
て
い
た
の
で
、
応
戦
の
命
令
を
発
す
る
に

忍
び
な
か
っ
た
。
し
か
し
兵
卒
た
ち
は
自
発
的
に
戦
場
に
赴
い
た
の
で
あ
っ
た
。
戦
果
は
惨
憺
た
る
も
の
で
死
者
数
百
人
と
い
う
大
損
害
を
被

っ
た
け
れ
ど
も
、
兵
士
た
ち
は
あ
た
か
も
子
が
父
の
た
め
に
、
あ
る
い
は
弟
が
兄
の
た
め
に
協
力
す
る
が
ご
と
く
に
防
戦
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
こ
そ
孟
紆
が
長
者
た
る
所
以
で
あ
る
と
田
叔
は
文
帝
に
説
明
し
て
い
る
。
兵
士
た
ち
の
肉
親
間
の
情
愛
に
劣
ら
ぬ
献
身
ぶ
り
は
、
平
野
の

日
常
生
活
に
お
け
る
か
れ
ら
へ
の
い
つ
く
し
み
が
そ
の
よ
う
な
結
果
を
導
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
人
格
を
媒
介
と
し
て
直

接
的
に
結
合
す
る
任
侠
的
秩
序
こ
そ
、
漢
初
の
社
会
全
般
に
お
い
て
追
求
さ
れ
、
理
想
と
さ
れ
た
閨
係
な
の
で
あ
る
。

　
任
侠
社
会
を
成
立
せ
し
め
る
人
格
的
紐
帯
の
う
ち
「
信
」
の
行
動
規
範
は
仁
と
と
も
に
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
任
侠
社
会
を
鮮
や
か
に
特
色

づ
け
る
も
の
と
し
て
の
然
諾
を
尊
重
す
る
気
風
は
こ
の
信
と
い
う
行
動
規
範
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
信
と
は
「
信
な
る
こ
と
尾
生
の
如
し
」
の

用
例
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
ご
と
く
、
里
並
を
守
り
通
す
こ
と
で
あ
る
。
一
度
引
き
受
け
た
こ
と
は
個
人
の
責
任
に
お
い
て
必
ず
為
し
遂
げ
る
こ

と
を
意
味
す
る
。
さ
ら
に
、
信
の
意
味
は
誠
実
あ
る
い
は
裏
切
ら
な
い
意
味
と
な
る
。
持
続
す
る
誠
実
な
人
格
あ
る
い
は
他
人
を
裏
切
ら
な
い

人
格
を
具
有
す
る
個
人
は
他
人
に
よ
っ
て
信
頼
さ
れ
る
対
象
と
さ
れ
る
。
楚
の
大
侠
で
あ
る
季
布
は
い
っ
た
ん
事
を
承
諾
す
れ
ば
、
必
ず
や
実

行
し
、
楚
人
の
諺
に
「
黄
金
百
（
斤
）
を
得
る
よ
り
、
季
布
の
一
諾
を
得
る
に
し
か
ず
」
（
『
史
記
』
巻
一
〇
〇
、
季
布
伝
）
と
も
て
は
や
さ
れ
る

程
に
里
人
か
ら
信
頼
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
燕
の
太
子
丹
の
賓
客
田
光
先
生
の
言
動
は
壮
烈
と
い
う
一
語
に
尽
き
、
任
侠
の
世
界

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も

が
け
っ
し
て
い
い
加
減
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
立
証
し
て
い
る
（
『
史
記
』
巻
八
六
、
刺
客
、
荊
朝
伝
）
。
　
田
光
は
刺
客
荊
朝
に
「
長
者
た
る
も

の
は
行
為
を
起
こ
す
に
あ
た
っ
て
は
、
他
人
に
疑
念
を
懐
か
せ
て
は
な
ら
な
い
と
自
分
は
聞
い
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
い
ま
太
子
は
わ
た
し
に
ご
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漢初における長者（上田）

う
念
を
押
し
た
。
言
わ
れ
た
こ
と
は
国
家
の
大
事
で
す
。
ど
う
か
先
生
口
外
さ
れ
ま
せ
ん
よ
う
に
と
。
太
子
は
わ
た
し
を
疑
っ
て
い
る
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も

る
。
そ
も
そ
も
事
を
起
こ
し
他
人
に
疑
念
を
懐
か
せ
る
の
は
、
節
侠
の
や
る
こ
と
で
は
な
い
」
と
諭
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
田
光
は
自
殺

し
て
荊
輌
を
激
励
し
よ
う
と
し
、
　
「
す
ぐ
太
子
の
も
と
に
立
寄
り
、
田
光
は
も
は
や
死
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
、
大
事
を
泄
ら
さ
ぬ
と
い
う
証
を

立
て
た
の
で
す
と
伝
え
て
く
れ
」
と
遺
言
し
、
つ
い
に
自
刎
し
た
の
で
あ
る
。
因
み
に
言
え
ば
、
こ
の
翌
朝
が
秦
王
政
（
の
ち
の
始
皇
帝
）
の

暗
殺
を
企
て
、
惜
し
く
も
失
敗
し
た
。
任
侠
と
は
自
己
の
品
性
に
対
す
る
自
尊
心
な
い
し
名
誉
心
を
も
つ
人
格
で
あ
る
。
そ
の
品
性
が
疑
わ
れ

る
こ
と
に
な
れ
ば
、
任
侠
た
る
も
の
の
存
立
の
基
礎
が
根
底
よ
り
崩
壊
し
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
田
光
は
そ
の
疑
念
を
晴
ら
す
べ
く
、
死
を
以

っ
て
立
証
し
た
。
こ
こ
に
い
う
真
丸
と
は
節
操
あ
る
任
侠
と
い
う
位
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
節
侠
と
長
者
と
を
全
く
同
じ
意
味
に
使
っ
て

て
い
る
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
長
者
と
任
侠
と
の
行
動
規
範
に
共
通
す
る
基
盤
が
存
在
す
る
こ
と
を
搾
め
し
て
い
る
。

　
任
侠
社
会
を
成
ゲ
立
た
せ
る
義
と
い
う
行
動
規
範
は
仁
・
信
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
き
わ
め
て
複
雑
多
様
で
あ
る
。
義
と
は
義
勇
・
義
憤
・

義
挙
な
ど
の
義
と
岡
一
の
意
義
で
あ
る
。
簡
単
に
は
、
人
道
に
て
ら
し
て
正
当
な
こ
と
、
あ
る
い
は
人
道
に
も
と
つ
く
行
為
と
定
義
で
き
よ
う
。

し
た
が
っ
て
、
仁
と
い
い
信
と
い
う
も
、
そ
の
行
為
が
人
間
の
至
純
な
善
意
に
も
と
づ
い
て
い
る
限
り
、
そ
れ
に
従
っ
て
行
動
す
る
こ
と
、
あ

る
い
は
そ
れ
に
も
と
つ
く
行
為
は
義
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
任
侠
社
会
に
お
け
る
行
為
の
善
悪
の
基
準
は
、
そ
れ
が
人
道
に
も
と
づ
い
て
い
る

か
い
な
か
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
。
し
か
し
、
一
概
に
人
道
と
い
っ
て
も
実
体
そ
の
も
の
が
き
わ
め
て
曖
昧
で
あ
る
。
仁
と
は
司
馬
遷
が
い
う

よ
う
に
他
人
の
難
儀
を
救
済
し
て
や
る
こ
と
で
あ
る
。
他
人
の
難
儀
と
は
そ
れ
こ
そ
千
差
万
別
で
あ
っ
て
、
経
済
的
困
窮
に
よ
る
生
活
苦
の
み

な
ら
ず
、
権
力
闘
争
に
敗
れ
て
亡
命
し
て
き
た
も
の
、
あ
る
い
は
傷
害
・
殺
人
な
ど
の
犯
罪
に
よ
っ
て
逃
亡
し
て
い
る
も
の
な
ど
種
々
の
ケ
ー

ス
が
想
定
で
き
る
。

　
任
侠
が
こ
の
よ
う
な
他
人
の
難
儀
で
も
救
済
し
て
や
る
の
は
、
仁
と
い
う
自
己
の
人
格
を
貫
徹
せ
ん
が
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合

に
は
た
と
え
自
己
の
人
格
が
成
就
で
き
た
と
し
て
も
、
国
禁
に
抵
触
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
殺
人
犯
を
ど
の
よ
う
な
酌
量
す
べ
き
清
状
が

あ
る
に
せ
よ
、
も
し
こ
れ
を
保
護
な
い
し
隠
匿
し
て
や
れ
ば
、
国
法
に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
よ
う
。
そ
れ
で
も
な
お
か
つ
罪
人
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を
保
護
し
て
や
れ
る
の
は
、
任
侠
の
精
神
が
素
朴
に
し
て
純
化
さ
れ
た
善
意
に
根
差
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
は
、
任
侠
内
部
に

は
維
持
す
べ
き
人
格
が
あ
り
、
法
律
体
系
な
ど
は
最
初
か
ら
度
外
視
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
任
侠
は
自
己
の
人
格
を
保
持
す
る
た
め
に
は
、
自
己
に
災
難
が
振
り
か
か
る
こ
と
さ
え
辞
さ
な
い
。
か
れ
ら
が
仁
・
義
・
信
と
い
う
自
己
の

品
性
を
堅
持
せ
ん
と
す
る
な
ら
ば
、
禁
令
に
違
反
し
あ
る
い
は
社
会
の
通
念
と
乖
離
し
て
し
ま
う
と
い
う
事
態
さ
え
招
き
か
ね
な
い
。
任
侠
社

会
に
は
独
自
の
論
理
が
あ
り
、
信
条
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
外
部
か
ら
共
鳴
さ
れ
な
い
場
合
も
あ
り
得
る
。
　
『
韓
非
子
』
五
露
量
四
九

に
「
儒
は
文
を
以
っ
て
法
を
乱
し
、
而
し
て
挾
は
武
を
以
っ
て
禁
を
犯
す
」
と
非
難
し
て
い
る
。
た
し
か
に
任
侠
は
倣
刀
が
そ
の
シ
ン
ボ
ル
の

　
　
　
　
　
②

ひ
と
つ
で
あ
り
、
武
力
を
頼
ん
で
暴
力
沙
汰
に
及
ぶ
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
か
れ
ら
の
個
人
生
活
に
お
い
て
は
、
自
己
の
品
性
を
維
持
し
、

そ
れ
を
全
う
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
　
こ
の
点
に
関
し
て
、
司
馬
遷
は
任
侠
に
対
し
て
き
わ
め
て
同
情
的
で
あ
り
、
好
意
さ
え
寄
せ
て
い
る
。

か
れ
は
「
游
黒
髭
」
序
に
お
い
て
、
遊
侠
の
行
為
は
国
法
と
し
て
の
正
義
あ
る
い
は
社
会
通
念
と
し
て
の
正
義
に
そ
わ
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
．

し
か
し
そ
う
で
あ
る
に
せ
よ
、
任
侠
の
私
生
活
を
見
て
み
る
と
、
そ
の
言
葉
に
は
け
っ
し
て
い
つ
わ
り
が
な
く
、
ま
た
行
為
は
必
ず
や
な
し
遂

げ
ら
れ
る
。
い
っ
た
ん
承
諾
し
た
約
束
は
、
必
ず
誠
意
を
尽
く
し
て
実
行
す
る
。
自
分
の
身
体
を
惜
し
ま
ず
、
出
か
け
て
行
っ
て
他
人
の
災
難

を
救
済
す
る
。
生
き
る
か
死
ぬ
か
の
ピ
ン
チ
を
く
ぐ
り
抜
け
て
も
そ
の
能
力
を
織
る
こ
と
も
な
げ
れ
ば
、
そ
の
徳
性
を
自
慢
に
す
る
こ
と
も
な

い
。
思
う
に
こ
れ
ら
も
ま
た
称
讃
す
る
に
足
る
行
為
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
ピ
ン
チ
と
い
う
も
の
は
だ
れ
に
で
も
い
っ
か
は
廻
っ
て
く

る
も
の
な
の
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
司
馬
遷
は
任
侠
の
行
動
に
は
、
国
法
な
い
し
社
会
通
念
と
し
て
の
正
義
に
も
と
る
こ
と
も
あ
る
と
し
な

が
ら
も
、
そ
の
個
人
の
品
行
こ
そ
評
価
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
て
い
る
。
司
馬
遷
は
さ
ら
に
続
け
て
、
徒
党
を
組
ん
で
金
銭
を
ま
き
あ
げ
、
孤
弱

の
も
の
に
対
し
て
暴
力
で
も
っ
て
脅
迫
あ
る
い
は
略
奪
し
、
好
き
放
題
の
こ
と
を
や
っ
て
私
利
私
欲
を
計
ろ
う
と
す
る
の
は
、
任
挾
の
な
ん
た

る
か
を
知
ら
ぬ
憎
む
べ
き
連
中
で
あ
る
。
し
か
し
、
世
間
の
人
々
は
任
侠
の
真
意
を
す
こ
し
も
理
解
せ
ず
、
朱
家
や
郭
解
の
ご
と
き
立
派
な
任

侠
を
暴
力
団
ま
が
い
の
連
中
と
混
同
し
、
嘲
笑
す
る
の
は
全
く
悲
し
い
こ
と
だ
と
し
て
い
る
。

　
任
侠
は
個
人
の
品
性
の
維
持
こ
そ
が
モ
ッ
ト
ー
な
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
の
私
生
活
も
で
き
う
る
限
り
清
廉
で
あ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
武
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漢初における長者（上田）

帝
の
朝
廷
に
あ
っ
て
公
孫
弘
・
張
湯
と
鋭
く
対
立
し
た
汲
鶏
は
が
ん
ら
い
黄
老
思
想
の
信
奉
老
で
あ
る
が
、
か
れ
は
ま
た
任
侠
を
好
み
、
気
っ

ぷ
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
た
と
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
か
れ
の
個
人
と
し
て
の
生
活
は
、
　
「
内
行
　
黎
を
脩
む
」
と
あ
り
、
潔
癖
を
守
り
通
そ
う
と

し
て
い
る
。
極
諌
の
士
で
あ
っ
た
か
れ
は
、
武
帝
と
い
え
ど
も
揮
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
。
武
帝
が
文
学
・
儒
者
を
招
聰
し
、
儒
教
を
政
治
理

念
と
し
て
採
用
し
よ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
汲
賭
は
、
陛
下
は
個
人
と
し
て
は
強
欲
で
あ
る
の
に
、
外
に
向
っ
て
は
仁
義
を
施
そ
う
と
な
さ
る
。

謹
舜
の
よ
う
な
理
想
の
政
治
を
真
似
よ
う
た
っ
て
駄
目
で
す
と
痛
烈
に
皮
肉
っ
て
い
る
。
任
侠
を
自
負
し
、
個
人
の
品
性
を
重
視
す
る
汲
器
に

と
っ
て
は
、
武
器
の
私
人
と
し
て
の
生
活
な
い
し
品
行
こ
そ
が
重
大
な
関
心
事
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
か
れ
は
薫
習
の
強
欲
な
性
格
を
非

難
し
、
ま
ず
そ
れ
を
改
め
る
こ
と
が
先
決
で
あ
る
と
す
る
も
の
の
如
く
で
あ
る
。
ま
た
、
汲
賭
は
、
公
孫
弘
に
対
し
て
は
「
黒
人
（
公
孫
弘
を

指
す
）
は
詐
　
多
く
し
て
、
而
し
て
情
実
な
し
」
と
か
、
あ
る
い
は
「
弘
　
位
は
三
公
に
在
り
て
、
浮
袋
は
甚
だ
多
し
。
然
れ
ど
も
布
被
を
為

す
。
こ
れ
詐
な
り
」
な
ど
と
非
難
し
て
い
る
。
公
孫
弘
は
虚
偽
が
多
く
、
誠
実
さ
が
な
い
と
か
、
あ
る
い
は
丞
栢
の
地
位
に
あ
っ
て
俸
給
も
多

額
で
あ
る
の
に
か
か
わ
ら
ず
、
粗
末
な
服
装
を
し
て
い
る
の
は
偽
善
で
あ
る
と
か
、
つ
ま
り
公
孫
弘
の
品
行
に
関
わ
る
こ
と
を
問
題
と
し
て
い

る
。
汲
難
の
諌
言
を
検
討
し
て
み
る
と
、
大
別
し
て
（
一
）
煩
雑
に
し
て
苛
刻
な
弓
術
を
雰
難
ず
る
も
の
と
、
　
（
二
）
個
人
の
品
性
を
問
題
に

す
る
も
の
の
二
種
に
分
類
で
き
る
。
農
隙
に
対
す
る
非
難
は
黄
老
の
見
地
か
ら
、
ま
た
個
人
の
品
性
は
任
侠
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
さ
て
、
任
侠
と
長
者
と
が
ど
の
よ
う
に
関
連
す
る
の
か
と
い
う
点
を
明
確
に
し
て
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
長
者
と
は
「
重
厚
自
尊
こ
れ
を
長
者

と
謂
う
」
と
あ
る
ご
と
く
「
重
厚
」
と
「
自
尊
」
と
を
行
動
の
原
理
と
す
る
。
重
厚
は
黄
老
術
な
い
し
黄
老
思
想
に
お
け
る
理
念
で
あ
る
こ
と

は
前
章
で
考
察
し
た
。
任
侠
社
会
の
倫
理
と
符
合
す
る
の
は
「
自
尊
」
の
気
風
で
あ
る
。
自
尊
心
を
発
揚
さ
せ
る
要
因
と
し
て
は
、
自
己
の
贔

性
、
才
識
雑
芸
、
容
姿
、
出
自
地
位
、
財
力
、
武
勇
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
の
う
ち
と
く
に
重
要
な
要
因
は
品
性
で
あ
る
。
自
己
の
品
性

を
尊
重
し
、
そ
れ
を
維
持
し
て
い
く
こ
と
は
自
尊
の
普
遍
的
な
形
態
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
れ
が
任
侠
の
精
神
と
共
通
す
る
の
で
あ
る
。
任

侠
と
は
仁
・
義
・
信
な
ど
の
人
格
を
尊
重
し
、
そ
れ
を
堅
持
し
て
い
く
こ
と
を
モ
ッ
ト
ー
と
す
る
。
任
侠
に
と
っ
て
自
己
の
品
性
の
維
持
そ
の
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も
の
が
実
践
な
の
で
あ
る
。
持
続
さ
れ
た
人
格
は
世
間
の
人
々
に
よ
っ
て
　
「
名
」
と
し
て
評
価
が
定
着
す
る
。
任
侠
は
か
れ
に
附
帯
さ
れ
た

「
名
」
を
維
持
し
、
汚
さ
ぬ
よ
う
に
振
舞
う
の
で
あ
る
。

　
自
尊
心
は
善
意
の
自
己
主
張
で
あ
っ
て
、
悪
意
の
自
己
主
張
で
あ
る
虚
栄
と
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
自
己
の
品
性
に
対
す
る
名
誉
心
な

い
し
自
尊
心
は
他
者
（
類
）
と
独
立
し
た
自
己
（
個
）
で
あ
る
こ
と
の
ひ
と
つ
の
表
現
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
長
者
と
任
侠
と
が
自

尊
心
の
発
揚
と
い
う
点
に
お
い
て
共
通
の
行
動
原
理
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
①
　
こ
の
孟
舘
も
田
淑
に
よ
っ
て
長
者
と
見
な
さ
れ
て
い
る
人
物
で
あ
る
。
す
な
わ
　
　
　
　
　
　
（
『
史
記
』
巻
一
〇
四
、
田
淑
伝
）

　
　
ち
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
あ
る
。
、

　
　
孝
文
帝
既
立
。
召
田
叔
問
之
日
、
公
知
天
下
長
者
乎
。
対
日
、
臣
何
足
以
知
之
。
　
②
宮
崎
市
定
「
豪
侠
に
就
て
」
（
『
ア
ジ
ア
史
研
究
1
』
所
収
）

　
　
上
日
、
公
長
者
也
、
宜
知
之
。
叔
頓
首
日
、
故
雲
中
守
盈
離
、
長
者
也
…
…
。

四
　
長
者
と
司
馬
父
子
の
立
場

　
司
馬
遷
の
著
述
に
な
る
『
史
記
』
が
そ
の
合
理
的
乃
至
科
学
的
と
さ
れ
る
史
料
批
判
に
よ
っ
て
、
そ
の
歴
史
記
述
も
き
わ
め
て
客
観
性
を
具

え
て
い
る
と
評
価
さ
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
　
『
史
記
』
の
記
事
を
丹
念
に
検
討
し
て
み
る
と
、
そ
の
よ
う
な
通
説
に
軽
々
し
く
賛
美
で
き

な
い
箇
所
を
多
数
指
摘
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
司
馬
遷
が
『
史
記
』
を
完
成
さ
せ
た
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
は
な
ん
ら
異
存

は
な
い
け
れ
ど
も
、
　
『
史
記
』
が
司
馬
談
と
司
馬
遷
父
子
の
共
著
で
あ
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
「
太
史
公
自
序
」
に
よ
っ

て
明
ら
か
な
ご
と
く
、
司
馬
遷
は
父
の
司
馬
談
の
遺
志
を
受
け
継
い
で
『
史
記
』
を
完
成
さ
せ
た
と
言
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
司
馬
談
も
太

史
令
と
い
う
史
官
の
地
位
に
即
い
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
か
れ
に
も
か
れ
な
り
の
歴
史
著
述
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
司
馬

遷
が
『
史
記
』
を
完
成
さ
せ
る
に
際
し
て
、
父
の
遺
作
を
多
数
利
用
し
て
い
る
点
を
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
司
馬
遷

が
父
の
薯
述
を
そ
の
ま
ま
そ
っ
く
り
登
載
し
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
か
れ
の
見
解
に
従
っ
て
取
捨
選
択
を
お
こ
な
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容

易
に
推
測
で
き
る
。
し
か
し
と
も
あ
れ
、
こ
の
間
の
事
情
は
司
馬
父
子
に
よ
る
『
史
記
』
編
纂
の
動
機
を
理
解
す
る
上
で
き
わ
め
て
重
要
な
問
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漢初における長者（上田）

題
で
は
あ
る
が
、
従
来
不
思
議
に
も
見
過
さ
れ
て
き
た
。

　
第
二
に
こ
の
こ
と
は
第
一
の
点
と
深
く
関
連
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
従
来
は
『
史
記
』
の
構
成
・
編
纂
の
意
図
な
ど
に
対
し
て
は
、
と
く

に
儒
家
思
想
の
観
点
か
ら
の
み
考
察
さ
れ
て
き
た
。
司
馬
遷
が
董
仲
暫
に
師
事
し
、
　
『
公
羊
春
秋
』
の
教
義
を
修
得
し
て
い
た
こ
と
は
否
定
す

べ
く
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
れ
が
儒
学
の
み
を
信
奉
し
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
節
が
あ
る
。
し
か
も
、
司
馬
談
が
道
家
と
く
に
黄
老

思
想
の
信
奉
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
動
か
し
難
い
事
実
で
あ
る
。
　
『
史
記
』
に
は
随
所
に
道
家
思
想
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
関
し

て
も
あ
ま
り
注
意
が
払
わ
れ
て
い
な
い
。
本
章
は
と
く
に
司
馬
父
子
の
道
家
思
想
に
も
と
つ
く
記
述
を
重
点
的
に
指
摘
し
て
ゆ
き
た
い
。

　
『
史
記
』
百
三
十
巻
は
司
馬
談
i
司
馬
遷
父
子
の
共
著
で
あ
る
が
、
　
『
史
記
』
の
各
巻
に
つ
い
て
父
子
い
ず
れ
の
著
述
で
あ
る
か
を
判
定
す

る
こ
と
は
現
在
の
と
こ
ろ
到
底
無
理
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
す
く
な
く
と
も
司
馬
談
の
著
述
と
推
定
で
き
る
篇
目
を
若
干
指
摘
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

顧
頷
剛
は
ま
ず
第
一
に
「
刺
客
伝
」
を
挙
げ
て
い
る
。
　
「
刺
客
伝
」
に
登
場
す
る
荊
朝
は
秦
王
政
（
の
ち
の
始
皇
帝
）
を
暗
殺
せ
ん
と
し
て
惜

し
く
も
失
敗
し
、
つ
い
に
自
殺
し
た
刺
客
で
あ
る
が
、
巻
末
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ぶ
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
太
史
公
曰
く
、
…
…
始
め
公
孫
季
功
・
雲
影
は
夏
鳶
且
と
游
び
、
具
に
そ
の
事
を
知
る
。
余
の
為
に
こ
れ
を
道
ぶ
る
こ
と
か
く
の
如
し
。

と
あ
る
。
こ
の
う
ち
夏
無
且
な
る
も
の
は
暗
殺
の
現
場
を
目
撃
し
た
秦
王
政
の
侍
医
で
あ
る
。
か
れ
は
薬
袋
を
荊
輌
に
投
げ
つ
け
、
秦
王
よ
り

褒
美
と
し
て
黄
金
を
も
ら
っ
た
旨
記
述
さ
れ
て
い
る
。
秦
王
暗
殺
の
場
面
は
リ
ア
ル
な
描
写
と
し
て
印
象
強
い
部
分
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
は
公

孫
季
功
と
巻
帯
と
が
夏
篭
且
よ
り
直
接
事
件
の
願
末
を
聞
い
た
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
夏
無
謬
お
よ
び
公
孫
季
功
・
董
生
だ
ち
は
秦

末
漢
初
の
人
で
あ
る
か
ら
、
司
馬
遷
が
直
接
事
件
の
一
部
始
終
を
聞
い
た
可
能
性
は
ま
ず
考
え
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
す
く
な
く
と
も
「
荊

朝
伝
」
は
司
馬
遷
の
父
で
あ
る
司
馬
談
の
著
作
と
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て
さ
ら
に
司
馬
談
の
著
述
と
推
定
で
き
る
篇
目
を
探
し
て
み
る
と
、
　
「
朱
建
（
平
原
君
Y
伝
」
　
（
戦
国
四
君
の
平

原
君
と
は
別
人
）
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
巻
末
に
、
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
、
，
・
　
・
　
　
，
　
　
　
．
　
　
，
・
、

　
太
史
公
曰
く
、
平
原
君
の
子
に
至
り
て
は
余
と
善
し
。
是
を
以
っ
て
具
に
こ
れ
を
論
ず
る
を
得
た
り
。
　
（
『
史
記
』
巻
九
七
）
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と
あ
る
。
平
原
君
朱
建
の
子
は
秦
末
々
初
の
人
で
あ
る
か
ら
、
　
「
朱
建
艦
」
は
司
馬
談
の
著
作
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

．
さ
ら
に
顧
頷
剛
は
戦
国
隠
谷
の
趙
関
係
の
伝
記
す
な
わ
ち
趙
の
将
相
で
あ
っ
た
平
原
君
趙
勝
を
は
じ
め
と
し
て
、
虞
卿
・
廉
頗
・
笹
島
如
、

あ
る
い
は
趙
に
寄
寓
し
て
い
た
白
血
・
信
陵
君
の
伝
記
も
司
馬
談
の
著
述
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
伝
は
『
史
記
』
の
な
か
で
も
も
っ
と
も
生

彩
が
あ
り
、
興
味
あ
る
部
分
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
司
馬
談
の
著
作
さ
れ
る
根
拠
は
、
　
『
史
記
』
巻
一
〇
二
、
薦
面
隠
に
、

　
武
帝
　
立
ち
、
賢
良
を
求
め
、
三
夏
を
挙
ぐ
。
唐
は
時
に
年
九
十
余
に
し
て
、
復
た
官
た
る
能
わ
ず
。
乃
ち
唐
の
子
の
漏
遂
を
以
っ
て
郎
匙

　
為
す
。
遂
の
字
は
王
孫
。
ま
た
奇
士
に
し
て
余
と
善
し
。

と
あ
る
記
述
で
あ
る
。
薦
唐
は
も
と
も
と
趙
の
人
で
あ
る
。
か
れ
が
童
謡
の
建
元
元
年
頃
に
九
十
余
輩
の
高
齢
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
子

の
薦
遂
も
か
な
り
の
年
鑑
と
推
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
　
「
余
と
善
し
」
と
あ
る
の
は
、
司
馬
談
と
断
定
し
て
ま
ず
誤
り
な
い
で
あ
ろ
う
。

因
み
に
言
え
ば
、
当
時
の
司
馬
遷
の
年
令
は
か
れ
が
景
帝
中
元
五
年
に
生
れ
た
と
す
る
説
に
従
え
ば
六
歳
位
で
あ
る
。
　
『
史
記
』
の
「
世
家
」

と
く
に
戦
国
時
代
の
部
分
を
検
討
し
て
み
る
と
、
　
「
趙
世
家
」
が
と
り
わ
け
内
容
が
豊
富
で
あ
り
、
民
間
説
話
も
多
数
採
録
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
は
司
馬
父
子
が
『
史
記
』
を
編
纂
す
る
に
際
し
て
参
考
に
し
た
と
さ
れ
て
い
る
『
国
語
』
『
戦
国
策
』
等
に
も
記
録
さ
れ
て
い
な
い
。
「
趙

世
家
」
賛
に
、
　
「
吾
　
薦
王
孫
に
聞
き
て
日
く
、
豊
門
遷
、
そ
の
母
は
偶
な
り
…
…
」
な
ど
と
あ
る
か
ら
、
顧
至
剛
は
趙
の
将
相
あ
る
い
は
当

地
に
寄
寓
し
た
人
々
の
伝
記
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
民
間
説
話
も
濡
唐
1
濤
遂
父
子
よ
り
直
接
聴
取
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
す
る
。

　
司
馬
談
の
人
と
な
り
は
、
か
れ
の
著
述
と
推
定
で
き
る
数
篇
を
参
照
す
れ
ば
、
そ
の
輪
郭
は
か
な
り
は
っ
き
り
し
て
く
る
。
か
れ
が
刺
客
荊

朝
の
行
為
を
称
讃
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
任
挾
の
パ
ト
ロ
ン
で
あ
っ
た
平
原
君
・
信
陵
君
に
対
し
て
か
ぎ
り
な
い
敬
意
を
払
っ
て
い
る
こ
と
、

こ
れ
ら
の
事
実
は
か
れ
が
任
侠
を
愛
好
し
て
い
た
こ
と
の
証
左
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
か
れ
の
立
場
が
と
り
わ
け
特
異
で
あ
っ
た
と
い

う
の
で
は
な
く
、
漢
初
に
お
け
る
ご
く
一
般
的
な
風
潮
で
あ
っ
た
。

　
か
れ
が
加
う
る
に
黄
老
の
信
奉
者
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
上
記
の
事
柄
を
い
よ
い
よ
確
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
「
太
史
公
自
序
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
へ

に
よ
れ
ば
、
司
馬
談
が
「
易
を
楊
何
よ
り
受
け
、
道
論
を
黄
子
よ
り
習
」
つ
た
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
言
う
道
論
と
は
具
体
的
に
は
黄
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漢初における長者（上田）

老
術
を
指
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
か
れ
は
「
太
史
公
自
序
」
に
お
い
て
、
当
時
の
代
表
的
な
六
学
派
す
な
わ
ち
陰
陽
・
儒
・
墨
・
名
・
法
．
道

の
要
旨
を
列
記
し
て
い
る
。
か
れ
は
こ
の
う
ち
道
家
を
最
上
の
思
想
と
見
な
し
、
と
く
に
そ
の
も
っ
と
も
有
力
な
一
派
で
あ
る
黄
老
を
信
奉
し

て
い
た
の
で
あ
る
。
司
馬
談
は
こ
の
よ
う
に
道
家
の
思
想
を
信
奉
し
、
一
方
で
は
任
侠
を
称
讃
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
人
間
は
す
で
に
指
摘

し
た
ご
と
く
に
漢
初
に
お
い
て
普
遍
的
に
存
在
し
、
長
者
と
呼
ば
れ
る
理
想
的
な
人
間
の
タ
イ
プ
で
あ
っ
た
。

　
次
に
司
馬
遷
の
道
家
思
想
に
つ
い
て
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。
か
れ
も
ま
た
父
の
談
と
同
様
に
道
家
黄
老
を
信
奉
し
、
任
侠
を
好
ん
で
い
る
。

か
れ
が
黄
老
術
を
信
奉
し
て
い
た
ひ
と
つ
の
証
拠
は
「
貨
殖
伝
」
序
に
展
開
さ
れ
る
自
由
放
任
説
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

島
祐
馬
氏
の
論
考
が
あ
る
。
司
馬
遷
は
人
間
の
物
質
的
欲
望
は
そ
の
本
性
で
あ
り
、
商
業
活
動
は
そ
の
必
然
的
な
結
果
で
あ
る
と
論
じ
た
あ
と
、

経
済
活
動
に
対
す
る
処
置
と
し
て
、
最
善
の
策
は
民
衆
の
お
も
む
く
ま
ま
に
従
う
こ
と
、
そ
の
次
は
利
益
で
釣
っ
て
民
衆
を
方
向
づ
け
る
こ
ど
、

そ
の
下
は
民
衆
を
教
育
す
る
こ
と
、
　
そ
の
次
は
民
衆
を
統
制
す
る
こ
と
、
　
も
っ
と
も
下
策
は
民
衆
と
利
を
争
う
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
っ
と

「
貨
殖
伝
」
は
通
説
に
従
え
ば
、
司
馬
遷
の
薯
述
と
さ
れ
、
　
「
最
も
下
る
は
こ
れ
と
（
利
を
）
争
う
し
と
し
て
、
武
帝
の
財
政
政
策
す
な
わ
ち

平
準
均
輸
法
・
塩
鉄
の
専
売
調
度
を
批
判
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
「
平
準
書
」
に
お
い
て
も
、
武
帝
の
財
政
策
を
批
判
し
、
こ

れ
ら
の
政
策
の
立
案
あ
る
い
は
実
施
の
責
任
者
で
あ
・
た
桑
弘
羊
や
張
湯
を
は
げ
し
い
晶
で
輩
し
て
い
％
司
馬
遷
は
「
善
者
は
こ
れ
に

因
る
」
す
な
わ
ち
最
上
の
策
は
民
衆
の
お
も
む
く
ま
ま
に
任
か
せ
る
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
政
府
は
民
間
の
商
業
経
済
活
動
に
む
や
み
に

介
入
し
て
は
な
ら
な
い
、
つ
ま
り
自
由
放
任
主
義
を
主
張
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
不
干
渉
主
義
は
黄
老
術
に
お
け
る
入
工
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

し
作
為
を
で
き
る
だ
け
排
除
し
、
自
然
の
成
り
行
き
に
任
せ
る
と
い
う
思
想
に
も
と
づ
い
て
い
る
こ
と
は
い
ま
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
司
馬
遷
が
任
侠
を
好
ん
だ
と
さ
れ
る
根
拠
は
、
武
帝
時
代
の
游
侠
郭
解
の
伝
が
か
れ
の
著
作
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
司
馬
遷
は
郭
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

に
対
し
て
は
、
敬
意
と
愛
情
を
こ
め
て
記
述
し
て
い
る
。
郭
解
は
証
拠
不
十
分
の
ま
ま
御
史
大
夫
公
孫
弘
の
独
断
に
よ
っ
て
刑
死
さ
せ
ら
れ
た

の
で
あ
る
（
元
朔
三
年
～
五
年
頃
と
推
定
さ
れ
る
）
。
　
「
太
史
公
日
」
と
し
て
、

　
吾
　
郭
解
を
視
る
に
、
状
貌
は
中
人
に
及
ば
ず
、
言
語
は
採
る
に
足
ら
ざ
る
も
の
な
り
。
然
れ
ど
も
天
下
　
賢
と
不
肖
と
な
ぐ
、
知
る
と
知
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ら
ざ
る
と
、
愚
な
そ
の
声
を
慕
う
。
挾
を
言
う
も
の
は
皆
な
引
き
て
以
っ
て
名
と
為
す
。
諺
に
曰
く
、
人
貌
の
栄
名
は
山
畑
に
既
（
朽
）
ち
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
あ

　
こ
と
あ
ら
ん
や
と
。
於
戯
惜
し
い
か
な
。
（
『
史
記
』
巻
ご
一
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

と
あ
り
、
切
々
と
か
れ
の
刑
死
を
惜
し
ん
で
い
る
。

　
司
馬
遷
が
黄
老
を
信
奉
し
、
ま
た
任
侠
を
愛
好
し
て
い
た
こ
と
は
種
々
の
事
情
か
ら
み
て
確
実
で
あ
る
。
さ
ら
に
　
か
れ
が
や
は
り
父
の
影

響
を
受
け
て
か
、
長
老
を
敬
慕
し
た
形
跡
は
随
所
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
か
れ
が
武
帝
の
逆
鱗
に
触
れ
て
宮
刑
の
恥
辱
を
被
っ
た
の
は
、
か
れ

が
匂
奴
に
投
降
し
た
李
陵
を
極
力
弁
護
し
て
や
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
の
李
陵
の
祖
父
に
あ
た
る
李
広
と
い
う
の
が
朴
訥
な
人
柄
で
あ
っ
て
、

長
者
の
風
格
を
具
え
て
い
た
。
「
訥
口
少
言
」
（
『
史
記
』
巻
一
〇
九
、
李
広
伝
）
と
も
あ
る
い
は
「
余
、
李
将
軍
を
選
る
に
、
俊
俊
と
し
て
鄙
人
の

如
し
。
口
は
辞
を
道
う
あ
た
わ
ず
」
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
か
れ
は
廉
潔
な
性
格
で
あ
っ
て
、
朝
廷
よ
り
支
給
さ
れ
る
賞
賜
は
こ
と
ご
と
く
部

下
に
分
け
与
え
て
や
る
の
で
あ
っ
た
。
士
卒
に
対
し
て
は
仁
愛
を
も
っ
て
接
し
、
号
令
は
簡
潔
で
し
か
も
緩
や
か
で
あ
ゲ
、
こ
の
た
め
に
兵
士

た
ち
は
喜
ん
で
役
に
立
と
う
と
し
た
と
あ
る
。
李
陵
に
関
し
て
は
「
人
を
愛
し
、
下
士
に
謙
譲
た
り
」
（
『
漢
書
』
巻
五
四
、
李
陵
伝
）
と
あ
り
、
あ

る
い
は
司
馬
遷
が
か
れ
を
弁
護
し
て
や
っ
た
言
葉
に
「
陵
は
親
に
事
え
て
孝
、
士
と
と
も
に
す
れ
ば
信
」
な
ど
と
あ
り
、
か
れ
も
ま
た
祖
父
李

広
の
長
者
た
る
の
気
風
を
受
け
継
い
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
か
れ
を
弁
護
し
て
や
る
動
機
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
想
像

さ
れ
る
。

　
司
馬
遷
が
獄
中
の
任
安
に
宛
て
た
私
信
（
「
報
任
安
書
」
）
は
、
司
馬
遷
の
心
情
を
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
吐
露
し
た
も
の
と
し
て
あ
ま
り
に
も

有
名
で
あ
る
が
、
そ
の
冨
頭
で
注
目
す
べ
き
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
い
ま
そ
の
部
分
を
引
用
し
て
み
る
と
、

　
さ
き
に
か
た
じ
け
な
く
も
御
手
紙
を
い
た
だ
き
、
人
と
の
交
際
を
慎
重
に
せ
よ
、
つ
と
め
て
賢
士
を
推
薦
せ
よ
と
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
あ
な

　
た
の
意
気
込
み
は
熱
が
こ
も
り
、
い
と
も
ね
ん
ご
ろ
で
す
。
も
し
も
、
わ
た
く
し
が
ご
忠
告
に
従
わ
ず
、
俗
人
の
と
る
に
足
ら
な
い
意
見
だ

　
と
し
て
聞
き
流
し
て
い
る
と
怨
ん
で
お
ら
れ
る
の
で
し
た
ら
、
断
じ
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
わ
た
く
し
は
く
だ
ら
な
い
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も

、
問
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
か
ね
て
よ
り
長
老
の
遺
風
と
い
う
も
の
を
う
わ
さ
に
聞
い
て
．
い
ま
す
よ
。
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漢初における長者（上田）

も
と
も
と
こ
の
書
簡
は
難
解
を
も
っ
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
　
「
錐
罷
鴛
、
亦
嘗
側
聞
長
者
遺
風
爽
」
の
箇
所
は
意
味
が
と
り
に
く
い
。
こ
こ
は

恐
ら
く
司
馬
遷
が
長
者
の
気
風
と
は
そ
も
そ
も
い
か
な
る
も
の
か
を
自
分
自
身
は
体
得
し
て
い
る
つ
も
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
謙
遜
し
て
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
よ
う
に
表
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
「
長
者
遺
風
」
と
わ
ざ
わ
ざ
断
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
気
風
が
す
で
に
廃
れ
か
け
て
い
る
こ
と
を

示
唆
し
て
い
る
。
か
れ
が
生
存
し
て
い
た
時
代
は
、
黄
老
に
も
と
ず
く
放
任
政
治
が
ま
さ
に
終
焉
せ
ん
と
し
て
い
た
。
司
馬
遷
の
長
老
に
対
す

る
敬
慕
の
念
は
父
の
司
馬
談
に
劣
ら
ず
強
烈
で
あ
り
、
か
つ
長
者
が
自
由
放
任
を
謳
歌
し
た
漢
初
を
追
憶
し
、
限
り
な
い
愛
着
を
感
じ
て
い
た

の
で
あ
る
。

　
司
馬
父
子
の
両
者
は
黄
老
を
信
奉
し
、
長
老
を
敬
慕
す
る
こ
と
に
お
い
て
共
通
の
基
盤
を
も
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
司
馬
遷
と
父
司
馬
談
と

相
違
す
る
点
は
、
司
馬
談
が
黄
老
を
最
上
の
思
想
と
し
た
の
に
対
し
て
、
司
馬
遷
は
儒
家
思
想
を
も
重
視
し
、
そ
の
教
義
を
も
修
得
し
て
い
た

こ
と
で
あ
る
。
か
れ
は
二
十
歳
頃
（
元
朔
二
年
頃
）
に
孔
安
国
に
師
事
し
て
『
古
文
尚
書
』
を
学
び
、
ま
た
こ
の
頃
に
董
仲
野
よ
り
春
秋
公
羊
学

の
教
説
を
受
け
た
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
太
史
公
自
序
」
に
お
い
て
、
董
仲
紆
の
『
春
秋
』
に
対
す
る
見
解
、
あ
る
い
は
孔
子
が
『
春

秋
』
を
編
纂
し
た
動
機
な
ど
を
紹
介
し
て
い
る
の
は
周
知
の
事
鍵
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
『
史
記
』
に
あ
っ
て
は
、
儒
家
道
家
の
見
解
を
並
置
し

て
い
る
箇
所
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
そ
の
一
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
　
「
酷
吏
伝
」
序
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
冒

頭
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
と
の

　
孔
子
曰
く
、
こ
れ
を
導
く
に
政
を
以
っ
て
し
、
こ
れ
を
斉
え
る
に
刑
を
以
っ
て
す
れ
ば
、
民
　
免
れ
て
恥
ず
る
な
し
。
こ
れ
を
導
く
に
徳
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
だ

　
以
っ
て
し
、
こ
れ
を
斉
え
る
に
礼
を
以
っ
て
す
れ
ば
、
恥
ず
る
あ
り
て
且
つ
沸
す
と
。
老
子
　
称
す
ら
く
、
上
徳
は
徳
と
せ
ず
、
是
を
以
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
す
　
　
　
　
あ
ら

　
て
徳
有
り
。
下
徳
は
徳
を
失
わ
ず
、
是
を
以
っ
て
徳
無
し
。
法
令
滋
ま
す
彰
わ
れ
て
、
盗
賊
多
く
有
り
と
。
太
史
公
曰
く
、
信
な
る
か
な
こ

　
の
言
。
法
令
は
治
の
具
に
し
て
、
清
濁
の
源
を
綱
治
す
る
に
あ
ら
ざ
る
な
り
…
…
と
。

と
あ
る
。
こ
の
部
分
は
法
令
刑
罰
は
あ
く
ま
で
も
治
政
の
手
段
で
あ
っ
て
け
っ
し
て
根
源
を
規
翻
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

さ
ら
に
以
下
に
秦
の
と
き
に
法
罰
を
繁
雑
に
し
た
た
め
、
姦
偽
が
頻
発
し
、
社
会
を
混
乱
に
卜
し
い
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
漢
朝
は
万
事
に
わ
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た
っ
て
簡
易
を
旨
と
し
た
の
で
、
吏
治
は
ス
ム
ー
ズ
に
は
か
ど
り
、
入
民
が
安
堵
し
た
と
言
う
の
で
あ
る
。
　
「
酷
吏
伝
」
序
の
論
旨
は
明
ら
か

に
黄
老
の
主
張
で
あ
っ
て
、
最
初
の
『
論
語
』
か
ら
の
引
用
文
は
い
か
に
も
あ
と
か
ら
補
足
し
た
か
の
ご
と
く
に
論
旨
に
そ
ぐ
わ
ず
奇
異
な
印

象
さ
え
起
さ
せ
る
。
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
　
『
史
記
』
そ
の
も
の
が
黄
老
と
儒
家
の
思
想
を
共
存
し
つ
つ
記
述
さ
れ
て
お
り
、
そ
し
て
こ
の
『
史

記
』
が
高
祖
以
来
の
社
会
情
況
を
反
映
し
た
一
箇
の
歴
史
的
産
物
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

　
①
二
上
剛
『
史
林
雑
記
』
初
編
凶
三
、
「
司
馬
平
作
史
」
　
　
　
　
　
　
　
れ
も
司
馬
談
の
生
存
中
の
事
柄
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
「
貨
殖
伝
」

　
②
小
島
要
撃
「
司
馬
蓬
の
自
由
放
任
説
扁
（
『
古
代
支
那
研
究
』
所
収
、
の
ち
に
『
中
　
　

「
平
準
書
目
を
も
っ
て
司
馬
談
の
著
作
と
す
る
か
、
あ
る
い
は
司
馬
遷
の
著
述
と

　
　
国
の
社
会
思
想
』
に
再
録
）
、
　
重
沢
俊
郎
「
司
馬
遽
研
究
」
（
『
巨
漢
思
想
研
究
』
　
　
　
　
　
す
る
か
は
現
在
の
と
こ
ろ
そ
れ
を
判
定
す
る
材
料
は
見
当
ら
な
い
。

　
　
所
収
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
伊
藤
徳
男
「
史
記
雑
伝
の
研
究
（
上
）
」
（
『
東
洋
学
』
十
七
）

③
宇
都
宮
清
吉
「
史
記
貨
殖
列
伝
研
究
」
（
『
譜
代
社
会
経
済
史
研
究
』
所
収
）

④
「
貨
殖
伝
」
あ
る
い
は
「
平
準
書
」
の
二
篇
が
司
馬
濯
の
製
作
と
す
る
確
証
は

　
な
に
も
な
く
、
父
の
司
馬
談
と
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
「
貨
殖

　
伝
」
に
登
場
す
る
富
豪
の
下
限
は
景
帝
時
代
の
無
塩
氏
で
あ
っ
て
、
武
帝
時
代
の

　
も
の
は
叙
述
さ
れ
て
い
な
い
。
あ
る
い
は
ま
た
、
平
準
均
輸
法
の
実
施
は
、
元
鼎

　
二
年
で
あ
り
、
ま
た
塊
鉄
の
専
売
は
死
毒
四
年
に
開
始
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
い
ず

⑥
た
だ
し
、
こ
の
「
郭
解
伝
」
も
司
馬
遜
自
身
の
著
作
で
あ
る
か
ど
う
か
は
判
ら

　
な
い
。

⑦
こ
の
箇
所
は
、
長
者
の
遺
風
を
も
っ
て
任
安
自
身
を
指
す
と
解
釈
す
る
こ
と
も

　
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
司
馬
遷
が
長
者
を
強
く
意
識
し
て
い
た
こ
と
に

　
は
変
り
は
な
い
。
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The　Military　Organizatlon　under　the　Insei． @政Government

By

M．　Inoue

　　The　Insei　Government　which　had　overcome　the　Sekhαn－Regime摂関

政治in　the　end　of　the　eleventh　century　had　shown　the　medieval　charac－

teristics　from　the　viewpoint　of　the　military　organization．　1　will　focus

on　the　military　forces　under　’ 狽?ｅ　lnsei　Govermnent　in　order　to　testify　it．

　　In　the　eighth　century，　the　Goverment　Army　had　already　been　cornpel－

1ed　to　recruit　from　the　elite　soldiers　called　Kondei健児instead　of　public

soldiers　recruited　by　the　Edict　of　Military　Defense軍防令．　This　system，

however，　collapsed　without　having　any　military　significance　and　at　last

the　Government，　giving　up　organizing　the　army　by　itself，　liad　come　to．

use　the　ready－made　forces　temporarily．　This　case　was　predominant　in

the　tenth　century，　espec圭ally　af£er　the　Revolt　of　Masakado将門の乱．

　　In　the　lnsei　Period　too，　the　Govenment　organized　its　own　army　by

admitting　the’ 垂窒奄魔≠狽?　forces　through　the　medium　of　offering　public

o缶ces．　This　pattern　was　typically　seen　in　the　chief　of　the　soldiers武

家棟梁such　as　Kiyomori　Taira平清盛who　would　defeat　even　the　Insei

Government．　We　will　analize　the　organization　and　the　compositiQn　of

these　military　forces，　connecting　with　the　inevitable　emergence　of　the

chief　of　the　soldiers．

The　Clz‘an9－6姥長者in　the　Early　Han漢．　Period；the

Idealistic　Type　of　Man　Expressed　in　Shih－chi史記

By

S．　Ueda

　　In　the　early　Han　Period　when　several　kings　and　lords　had　been　power－

ful，　the　Huang－lao－shu黄老術which　had　insisted　on　the　principle　of
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laisser－faire　had　been　supported　by　them　and　had　enjoyed　its　predomi－

nance．　Moreo＞er，　in　that　period，　so　called　jon．hsia任侠had　showed

conspicious　activities　tn　the　whole　society　and　theノ’2n－hsia　relationship

through　the　medium　of　1流動，　Yi義and　Hsin信had　been　respected．

The　Ch‘ang－che　who　had　made　it　his　princip！e　to　be　solemn　and　self－

respectful　had　been　produced　as　an　idealistic　type　of　man　who　had

embodied　the　HMang－lao－shu　and　theノ伽．hsia　relationshiP　but　in　the　reign

of肱一あ虫魚，　the　Huang－lao・shu　was　gradua11y　surpassed　by　the／u．shu

儒術and　compelled　to　be　ruined．

　　In　this　time，　Ssuma　t‘an司馬談and　his　son　Ssumach’ien司馬遷，　retro－

specting　the　early　Han　Period　when　the　Ch‘ang－che　had　eulogized　the

principle　of　laisser－faire，　edited　the　Shih－chi．

The　Southern　Policy　of　the　Republican　Party　after

the　Reconstruction　around　Harrison’s

Presidency

　　　　　by

R．　Yokoyama

　　In　viewing　the　plight－disfranchisement，　intensified　suppression　and

outridge－of　the　American　Southern　Negroes　form　the　end　of　the　nine－

teenth　century　to　the　beginning　of　the　twentieth　century，　it　has　been　a

dominant　trend　to　hold　it　in　the　sectional　scope　of　the　Southern　class

COIIfiiCt．

　　But，　1　think　it　is　necessary　to　give　attention　to　the　Southern　Policy

of　the　Republican　Party　as　a　national　factor　that　determined　this　condition

of　the　Negroes　in　another　way．

　　In　this　article，　tracing　mainly　the　Republican　Southern　Policy　in　the

time　of　President　Harrison　and　the　process　of　its　defeat，　1　would　like　to

recognize，　first，　that　contrary　to　the　predominant　view　that　the　Republican

Party　had　abandoned　the　Southern　political　questions　after　the　Recon－

struction，　it　had　consistently　made　the　strenuous　efforts　to　establish　the

strong　Southern　Republican　parties；　secondly，　how　the　ideas　of　the　Re－

publican　Southern　Policy　were；　and　finally，　that　its　defeat　was　deeply

responsible　for　the　pllght　of　the　Southern　Negroes　at　the　turning　point

of　centuries．
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