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第
十
・
七
巻
　
　
第
三
號
　
　
　
三
こ
組
八

司
馬
　
遷
　
と
　
班
固

岡
　
　
崎

文

夫

　
前
漢
の
武
帝
が
、
患
想
統
一
の
政
策
と
し
て
儒
學
を
表
楽
し
、
之
に
濁
奪
の
地
位
を
與
へ
た
こ
と
は
、
支
那
交
明
史
の

上
に
撃
て
最
注
意
す
べ
き
事
件
で
あ
っ
た
こ
と
、
云
ふ
迄
も
な
い
。
こ
れ
以
來
支
那
の
學
者
は
殆
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
學
問

を
儒
學
と
相
舞
覆
せ
し
め
て
説
明
せ
ん
と
す
る
に
傾
く
。
史
學
を
論
ず
る
場
合
に
於
て
も
、
其
標
準
を
取
る
所
、
或
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

正
書
に
或
は
春
秋
に
或
は
春
秋
左
氏
傳
に
之
を
求
む
る
を
常
と
す
る
。
然
る
に
も
開
ら
す
事
實
標
準
の
吏
、
師
正
史
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
σ

繕
す
る
者
は
悉
く
紀
傳
膿
の
歴
史
を
指
し
、
其
意
味
に
於
て
編
年
禮
の
歴
史
は
閏
位
に
あ
り
と
定
む
べ
し
。
而
し
て
紀

舞
扇
の
歴
史
は
司
馬
遷
の
史
記
に
靱
り
、
班
固
の
漢
書
之
を
綴
紹
し
て
騰
例
を
詳
備
な
ら
し
め
た
。
故
に
史
、
漢
の
爾

書
は
實
に
後
史
の
準
標
で
あ
る
こ
と
疑
ひ
な
く
、
若
し
其
草
創
の
名
立
を
與
ふ
べ
く
は
、
司
馬
遷
こ
そ
當
然
そ
れ
に
値

す
る
こ
と
勿
論
で
あ
ら
う
。
た
い
班
固
は
瓢
箪
彪
の
言
に
曇
り
て
史
記
の
鮫
黙
あ
る
を
指
摘
し
、
こ
れ
よ
り
以
後
史
、

漢
の
優
劣
を
云
爲
す
る
も
の
多
い
Q
余
固
よ
り
敢
て
爾
者
の
優
劣
を
定
め
ん
と
す
る
心
は
な
い
が
、
凡
そ
是
非
の
論
、

多
く
は
各
當
る
所
あ
）
、
之
を
其
實
に
醸
し
て
掘
察
を
試
む
る
も
亦
興
昧
あ
る
こ
と
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。

　
後
漢
書
　
氾
彪
傳
に
は
、
彼
が
司
馬
遷
に
下
し
穴
批
評
の
言
葉
が
の
っ
て
居
り
、
凝
固
は
司
馬
遷
傳
を
作
つ
だ
折
に
、



を
の
、
一
部
を
以
て
論
賛
に
み
て
、
居
、
る
か
ら
、
班
氏
父
子
が
司
馬
遷
の
著
作
に
封
ず
る
考
へ
方
は
同
一
で
あ
る
こ
と
明

臼
で
あ
る
か
ら
、
今
班
固
の
名
の
下
に
彪
の
意
見
を
も
含
ま
し
む
る
。
其
大
意
は
次
の
四
條
に
分
類
し
得
。

　
（
一
）
　
史
記
の
纏
例
上
に
飲
貼
が
あ
ろ
Q

　
（
二
）
　
司
馬
懸
の
墨
問
匡
正
統
で
な
い
。

　
（
三
）
　
吏
認
が
材
料
な
整
理
す
ろ
鮎
に
於
て
甚
だ
疏
略
で
あ
り
、
互
に
抵
鰯
で
る
黙
が
あ
る
。

　
（
四
）
史
詑
の
事
實
に
費
し
て
下
し
象
議
論
ば
淺
薄
で
あ
ろ
。

・
以
上
は
、
余
の
記
述
を
便
に
す
る
爲
め
に
大
要
を
勝
手
に
並
列
し
た
者
で
は
あ
る
が
、
内
容
に
は
大
し
た
誤
が
な
い
と

信
ず
る
。
右
の
中
（
一
）
は
、
之
を
例
せ
ば
項
朋
を
本
記
に
陳
渉
を
世
家
に
分
類
し
乍
ら
、
漢
の
潅
南
、
衡
山
諸
王
を
列

傳
に
～
入
れ
た
等
の
…
で
あ
っ
て
、
蕪
に
毒
し
て
は
奈
別
に
説
あ
・
も
、
念
論
義
専
ら
三
食
三
）
働

と
（
四
）
と
を
相
．
關
連
せ
し
め
て
…
慮
の
批
剣
を
試
み
や
う
と
思
ふ
。

　
史
記
の
自
序
に
は
、
司
馬
遷
は
其
父
司
馬
談
の
風
息
の
要
旨
を
述
べ
π
言
葉
を
掲
げ
て
居
る
Q
そ
れ
は
大
壁
道
家
の

學
説
を
最
優
れ
た
者
と
見
、
儒
家
の
魚
津
を
之
と
比
す
れ
ば
一
段
劣
っ
て
居
る
と
云
ふ
の
で
あ
り
、
直
り
有
名
な
言
葉

と
な
っ
て
居
る
か
ら
、
・
今
更
原
文
を
引
用
す
る
必
要
も
な
い
と
思
ふ
。
王
鳴
謝
の
商
擁
に
よ
る
と
、
此
司
馬
談
の
説
が

直
ち
に
其
子
司
馬
遷
の
説
で
あ
る
と
は
、
一
般
に
後
漢
の
儒
者
に
よ
っ
て
信
ぜ
ら
れ
た
所
で
あ
る
、
併
し
そ
れ
は
後
漢

儒
者
の
謎
解
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
司
馬
氏
父
子
は
其
雄
風
を
殊
に
し
、
司
馬
遷
は
儒
學
を
以
て
最
高
の
學
説
と
認
め
だ

と
論
じ
で
居
る
。
余
は
王
氏
の
此
説
に
大
膿
同
意
を
表
す
る
の
で
あ
る
が
、
更
に
一
命
の
討
槍
を
試
み
る
こ
と
に
よ
つ

　
　
　
　
司
焉
遷
と
班
團
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巻
　

第
三
號
　
　
　
一
二
晶
ハ
九



　
　
　
　
司
馬
藩
と
瑳
画
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鑛
ナ
七
謹
魏
三
號
　
三
七
〇

て
其
意
を
明
か
に
し
た
い
と
思
ふ
。

　
吏
記
の
自
序
の
一
笏
に
、

　
　
藩
吏
公
日
Q
先
入
有
言
。
肖
周
論
罪
。
五
面
評
点
有
孔
子
。
孔
子
卒
後
。
曽
於
五
百
歳
。
有
能
紹
明
愉
。
正
易
傳
。

　
　
繊
春
秋
。
本
詩
書
禮
樂
三
際
。
意
在
欝
乎
。
意
在
斯
乎
。
小
子
何
敢
菅
野
。

　
右
の
文
の
冒
頭
「
先
人
」
の
馬
鐸
に
二
機
あ
る
。
集
解
は
之
を
先
代
の
賢
と
な
し
、
正
義
は
之
を
司
馬
遷
の
父
子
と
な

し
て
居
る
Q
余
は
集
解
説
を
是
な
り
と
信
ず
る
。
而
し
て
此
一
塁
は
、
其
意
猶
後
に
つ
“
い
て
「
昔
酉
伯
拘
姜
里
云
々
」

の
一
節
と
互
に
照
癒
し
て
居
る
者
と
思
ふ
。
帥
「
紹
明
世
、
正
距
傳
、
綴
春
秋
」
は
「
昔
西
伯
拘
菱
里
、
量
器
易
、
孔
子

解
毒
作
森
と
華
鶴
k
「
壽
講
存
亡
際
」
は
「
選
書
隠
襲
欲
甕
志
之
田
猟
也
」
と
慧
を
導
働

る
者
で
あ
る
と
思
ふ
。
若
し
然
ら
ば
司
馬
遷
の
抱
負
自
ら
明
屋
で
あ
る
。
試
に
之
を
孔
子
世
家
と
調
比
す
る
に
、
孔
子

傳
全
篇
中
、
其
叙
事
の
最
精
彩
あ
り
、
文
墨
昂
揚
し
て
人
に
逼
る
所
、
實
に
孔
子
が
春
秋
を
作
ら
ん
志
の
志
を
述
べ
た

黙
に
存
す
る
。
自
ら
深
く
比
す
る
所
な
く
ば
、
途
に
か
の
如
き
の
文
章
を
作
う
得
な
い
で
あ
ら
う
。
尤
も
前
に
引
用
し

た
短
章
と
相
似
た
表
現
法
は
孟
子
に
も
存
す
る
。
併
し
孟
子
は
道
統
の
己
に
傳
は
る
を
叙
し
、
司
馬
遷
は
著
作
の
希
望

を
言
ひ
現
は
せ
る
と
客
意
同
一
で
な
く
、
之
を
し
も
軍
な
る
先
人
句
法
の
模
倣
と
の
み
見
徹
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
。

　
司
馬
遷
の
精
帥
を
鼓
醸
し
た
も
の
は
儒
家
で
あ
る
。
故
に
そ
の
著
作
の
中
に
儒
家
的
色
彩
の
盛
ら
れ
て
居
る
こ
と
も

亦
膚
然
で
あ
る
。
史
記
の
五
帝
本
紀
は
黄
帝
か
ら
筆
を
鵡
し
、
其
序
に
撃
て
儒
者
黄
帝
を
傳
へ
ざ
る
も
の
あ
る
も
、
正



し
き
客
受
と
古
老
の
傳
ふ
る
所
、
黄
帝
の
混
在
は
疑
な
い
と
云
っ
て
居
る
。
事
實
を
傳
ふ
べ
き
歴
史
家
の
良
心
よ
り
し

て
黄
帝
を
抹
殺
す
る
に
怨
び
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
而
も
五
帝
本
紀
の
記
述
の
中
心
は
實
に
尭
舜
に
あ
っ
た
こ
と
、
其

記
述
の
内
容
か
ら
推
し
て
疑
ひ
得
な
い
と
思
ふ
。
而
し
て
世
家
の
始
に
は
奨
の
太
伯
を
列
し
、
利
落
の
始
に
は
伯
夷
、

叔
齊
を
序
し
て
居
る
。
欝
欝
は
薗
ら
勢
芝
蘭
凝
し
て
位
を
其
場
に
譲
っ
た
入
、
・
伯
夷
、
叔
齊
漁
法
に
國
を
譲
る
。
尭
舜

が
其
位
を
護
る
と
同
一
意
圖
に
出
で
、
儒
家
の
最
恵
ん
す
る
所
で
あ
る
に
相
遠
な
く
、
叉
入
書
の
次
第
は
禮
を
首
と
し

樂
を
其
次
と
な
し
て
居
る
。
凡
そ
こ
れ
ら
の
諸
黙
は
総
て
儒
家
の
精
神
を
基
と
し
て
其
膿
例
を
樹
立
せ
ん
と
試
み
た
明

謹
に
あ
っ
る
に
足
る
で
あ
ら
う
。
且
彼
が
材
料
を
撰
揮
す
る
標
準
と
し
て
儒
者
の
所
傳
を
根
本
と
し
た
こ
と
疑
ふ
除
地

が
な
い
。
鴬
巣
澤
に
よ
窪
豪
の
傳
ふ
・
幕
は
、
斐
煙
毒
ら
ざ
・
に
一
て
之
を
排
委
摯
の
働

所
傳
と
労
せ
ら
る
、
五
蕾
徳
、
帝
繋
姓
を
採
用
し
た
の
で
あ
る
Q
叉
伯
夷
列
傳
序
に
よ
れ
ば
、
必
ず
信
を
六
芸
に
考
ふ

と
明
言
し
て
居
る
。
故
に
以
上
を
綜
慶
す
れ
ば
、
司
馬
遷
の
精
製
を
鼓
琴
し
、
史
記
の
継
統
を
樹
立
せ
し
む
る
に
預
っ

て
カ
あ
り
し
者
は
、
實
に
儒
家
の
學
問
で
あ
っ
た
こ
と
明
明
で
あ
る
Q

　
然
る
に
班
彪
父
子
が
司
馬
遷
の
學
を
正
統
な
ら
す
と
し
、
国
争
材
料
を
整
理
す
る
に
罵
り
、
歯
並
に
し
て
黒
鯛
あ
る

歓
黙
を
指
摘
す
る
の
意
や
如
何
。
後
漢
書
彪
傳
に
云
ふ
。

　
　
至
於
採
経
撫
傳
、
分
散
百
家
之
事
、
甚
多
疏
略
、
不
如
証
本
、
務
欲
以
多
聞
廣
載
爲
功
。

　
と
。
司
馬
蓬
の
自
序
に
は
、
「
協
六
経
異
傳
、
整
齊
百
家
謎
語
」
と
あ
り
て
、
勉
め
て
事
實
の
最
ハ
相
を
知
ら
ん
と
努
力
せ

　
　
　
　
調
馬
懸
と
班
固
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
＋
七
谷
第
三
號
　
三
七
｝



　
　
　
　
司
馬
燈
と
瑳
嗣
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
＋
七
巻
笙
霧
　
三
七
こ

し
者
が
、
班
彪
の
目
か
ら
見
れ
ば
、
全
く
整
．
理
さ
れ
ざ
る
疏
略
な
叙
述
と
な
り
て
徒
ら
に
廣
聞
を
誇
ら
ん
と
す
る
や
に

思
は
れ
た
の
で
あ
る
。
其
如
何
な
る
黙
が
疏
略
に
し
て
前
後
抵
鰯
し
て
居
る
と
班
彪
が
考
へ
た
か
は
華
燭
で
な
い
が
、

試
み
に
瑳
意
を
推
塾
し
て
作
ら
れ
た
り
と
思
は
る
、
王
慮
麟
困
學
紀
聞
史
記
正
誤
が
ら
一
二
例
を
指
摘
す
れ
ば
、
だ
と

へ
ば
儒
家
の
必
ず
傳
ふ
る
伏
義
を
何
故
に
五
帝
の
中
に
加
へ
な
か
っ
た
乎
、
王
黍
と
太
伯
と
を
別
母
の
所
生
と
す
る
が

如
き
は
、
㌦
太
伯
、
虞
仲
の
季
歴
を
避
け
て
荊
璽
に
適
く
理
由
を
な
さ
す
等
々
で
あ
っ
て
、
叉
史
記
の
記
述
が
往
々
爾
書

の
序
文
と
異
る
黙
を
も
指
摘
し
て
居
る
。
こ
れ
等
は
支
那
の
學
者
か
ら
は
殆
ん
ど
史
記
の
敏
黙
と
し
て
認
定
せ
ら
れ
て

居
る
所
で
あ
る
。
果
し
て
史
記
の
説
が
正
し
き
か
乃
至
は
後
漢
以
後
の
學
者
の
説
が
正
し
い
か
は
、
事
事
の
眞
の
認
識

如
露
面
す
豊
平
で
あ
っ
て
、
含
・
に
之
を
論
議
す
・
…
は
不
可
能
で
あ
・
．
な
そ
ん
蕎
々
の
膿
か
∴

離
れ
て
冷
般
的
に
考
へ
る
な
ら
ば
、
班
彪
が
司
馬
遷
を
非
難
し
た
根
本
と
し
て
雨
者
の
間
に
學
派
の
相
違
な
き
や
否
や

と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
蓋
し
重
氏
の
意
を
推
し
て
考
ふ
る
に
、
史
記
の
材
料
と
し
た
左
氏
、
三
皇
、
造
本
、
國
策
、
楚

漢
春
秋
等
の
記
載
に
は
そ
れ
み
、
七
つ
た
説
が
あ
り
、
こ
れ
を
無
理
に
綜
合
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
綜
合
の
標
準
ば

確
乎
た
る
経
傳
に
あ
る
凌
ぎ
で
あ
っ
て
、
之
な
く
し
て
の
綜
合
は
、
徒
ら
に
異
聞
を
採
鋒
す
る
こ
と
に
終
る
べ
く
、
却

っ
て
之
を
分
散
牧
畜
し
た
史
記
を
見
る
よ
り
も
、
直
ち
に
其
原
文
を
見
る
に
如
か
濾
と
考
ふ
る
や
う
で
あ
る
。
故
に
班

彪
の
重
留
裡
に
は
既
に
出
來
上
っ
た
経
學
な
る
も
の
が
嚴
と
し
て
存
在
し
て
居
た
と
考
へ
ね
ば
な
ら
澱
と
思
ふ
。

　
今
王
國
維
氏
の
説
に
蹴
る
な
ら
ば
、
漢
の
武
帝
が
思
想
統
一
政
策
を
實
緩
し
た
以
前
に
於
て
、
支
那
の
文
明
吏
上
注



算
す
べ
き
は
秦
の
交
齢
宇
統
一
政
策
で
あ
る
。
秦
は
一
方
丁
焚
書
坑
儒
の
暴
政
を
行
ふ
と
共
に
他
方
文
字
を
蒙
、
隷
二
膿
に

統
一
し
．
博
士
の
官
を
存
じ
、
之
を
し
て
其
盤
る
駈
の
六
経
を
蒙
、
隷
に
寓
定
せ
し
め
る
。
こ
、
に
既
に
漢
の
思
想
統

一
の
繭
芽
が
あ
る
の
で
あ
る
Q
漢
の
武
帝
に
至
り
、
鞍
壷
が
猫
奪
の
位
置
を
占
む
る
や
、
當
時
卑
官
に
立
つ
も
の
儒
學

を
以
て
利
藤
を
得
る
の
捷
樫
と
な
し
、
叢
に
顯
門
の
學
風
を
樹
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
所
謂
今
文
派
な
る
も
の
は
斯

の
如
く
に
し
て
生
じ
、
亦
か
く
し
て
儒
學
の
正
統
説
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
司
馬
遷
は
其
父
談
よ
り
充
分
に

黄
老
説
の
要
諦
を
聞
い
て
居
る
。
且
十
歳
の
姦
淫
に
今
文
に
爲
定
せ
ら
れ
ざ
る
古
丈
を
望
ん
で
居
、
叉
太
史
倉
と
な
っ

て
後
秘
府
の
古
文
を
自
由
に
抽
麗
し
て
居
る
。
要
す
る
に
天
下
の
書
は
、
猶
一
涙
の
學
涙
に
よ
り
て
概
念
化
せ
ら
れ
ざ

る
生
な
材
料
と
し
て
彼
の
墾
剛
極
は
つ
て
難
の
で
あ
る
。
江
っ
て
彼
繕
え
ざ
る
璽
の
後
、
儒
家
の
傳
ふ
る
働

材
料
に
面
面
を
認
め
た
と
し
て
も
．
そ
れ
は
將
に
成
立
せ
ん
と
す
る
今
文
派
の
概
念
に
拘
束
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
く
し

て
、
彼
膚
身
の
中
に
生
き
た
儒
學
で
あ
る
。
こ
れ
後
漢
の
儒
潜
の
既
に
正
統
な
る
學
説
に
支
配
せ
ら
れ
だ
る
と
欝
ら
異

ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
に
よ
っ
て
司
馬
遷
と
班
氏
父
子
と
の
儒
學
に
必
し
も
｝
致
し
な
い
黙
の
あ
っ
て
然
る
べ
き
所
以
を
考
へ
た
。
併

し
魚
雷
父
子
が
猫
進
ん
で
司
馬
遷
の
事
實
に
止
す
る
議
論
が
望
薄
だ
と
云
ふ
。
こ
れ
は
軍
に
黄
老
の
術
を
重
ん
じ
て
儒

家
を
轟
く
親
た
と
云
ふ
黙
の
み
に
關
…
す
る
非
難
で
は
な
い
◎
普
通
史
記
の
貨
食
器
に
游
依
聯
帯
序
の
雷
葉
に
含
む
思
想
に

勤
し
て
下
さ
れ
元
批
評
で
あ
る
と
見
ら
る
、
。
今
貨
殖
傳
序
の
意
を
課
出
す
れ
ば

　
　
　
　
翻
馬
纒
と
薮
岡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
申
七
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第
三
號
　
　
三
七
三



　
　
　
　
司
馬
悪
と
班
隅
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巷
　
第
三
號
　
　
三
七
四

　
　
今
の
人
心
は
総
て
利
を
求
め
て
壁
書
し
て
居
る
。
其
富
を
求
む
る
手
段
に
は
種
々
の
類
の
あ
る
こ
と
な
れ
ど
、
要

　
　
す
る
に
富
者
を
拉
し
隔
り
て
之
を
貧
賎
の
入
と
．
班
験
す
れ
ば
、
若
し
貧
幾
の
入
に
し
て
巖
穴
の
中
に
隠
れ
て
世
俗

　
　
を
超
越
す
る
等
の
曳
行
の
な
蓄
限
り
、
彼
等
な
徒
ら
に
仁
義
を
口
に
し
て
富
者
を
の
、
し
る
の
む
し
ろ
董
づ
べ
．
き

　
　
で
あ
る
。

と
。
彼
は
當
時
に
於
て
明
白
に
人
心
の
申
に
あ
る
利
慾
心
の
強
烈
な
る
を
認
識
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
こ
の
認
識
あ

り
、
故
に
彼
は
経
濟
論
に
於
て
妻
琴
説
を
と
っ
た
。
（
小
島
薄
士
論
丈
謬
照
）
而
し
て
其
説
の
根
糠
を
孝
に
求
め
て
、
肖
然
の
勢

に
因
る
べ
き
を
述
ぶ
る
に
至
つ
だ
の
で
あ
る
。
然
る
に
班
固
は
聾
心
濟
説
に
於
て
全
然
立
場
を
異
に
す
る
。
彼
は
徹
頭

徹
尾
重
農
論
蓼
の
紮
聚
の
卓
筆
制
を
以
て
良
塁
俗
を
作
ら
し
む
る
唯
あ
方
法
と
毒
し
わ
凡
の
で
あ
る
。
側

故
に
か
、
る
考
へ
方
か
ら
し
て
司
馬
遷
を
批
評
す
れ
ば
、
蟻
壁
の
淺
薄
と
見
ら
る
、
こ
と
止
む
を
得
な
い
。
併
し
そ
れ

が
冷
め
に
司
馬
遷
の
思
想
を
以
て
儒
家
を
輕
視
み
た
と
な
せ
ば
、
其
間
言
に
分
寸
あ
る
こ
と
勿
論
で
あ
る
．
蓋
し
司

馬
蓬
の
李
準
書
に
見
れ
ば
、
彼
は
武
帝
が
商
賀
出
身
者
を
重
用
し
て
墨
家
の
機
關
に
立
た
し
め
た
暴
露
に
限
り
な
き
遽

憾
の
意
を
寓
し
、
漢
の
高
耐
が
異
々
的
に
商
賛
を
困
算
し
た
方
法
を
以
て
最
も
嘗
を
得
た
者
と
考
へ
た
や
う
で
あ
る
◎

故
に
國
家
と
し
て
の
王
統
を
論
ず
る
に
當
っ
て
は
、
必
ず
綱
紀
の
立
つ
べ
き
を
言
ひ
、
題
下
に
あ
り
て
慮
由
に
萬
民
を

し
て
纒
濟
生
活
を
行
は
し
め
る
。
そ
こ
に
何
の
矛
盾
の
生
す
べ
き
乎
。
必
ず
重
農
政
策
を
強
制
す
べ
き
こ
と
は
正
統
な

儒
者
の
考
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
唯
一
の
考
へ
方
で
あ
る
べ
き
筈
が
な
い
。
又
貨
食
傳
序
と
共
に
非
難
の
標
的



た
る
游
侠
傳
序
の
意
を
諜
す
れ
ば
》

　
　
遊
侠
の
行
爲
は
正
義
に
は
合
は
ぬ
け
れ
共
、
其
言
ふ
所
は
必
ず
行
ひ
、
　
　
旦
引
受
け
た
こ
と
は
必
ず
果
た
す
σ
入

　
　
が
困
っ
て
居
る
時
に
は
、
其
身
を
惜
ま
す
し
て
之
を
救
ふ
。
今
の
如
き
暦
世
の
末
流
を
渡
る
に
は
、
仁
義
を
云
ふ

　
　
よ
り
も
寧
ろ
黒
蝿
の
利
銭
あ
る
を
奪
ぷ
。
鉤
を
旛
む
者
は
謙
ぜ
ら
れ
、
國
を
窃
む
者
は
諸
侯
と
な
り
、
　
】
度
諸
侯

　
　
と
な
れ
ば
、
其
門
に
仁
義
が
存
す
る
。

と
。
蓋
し
當
時
に
あ
り
て
は
懸
果
者
流
は
事
實
上
盤
會
に
勢
力
を
有
し
て
敢
て
王
侯
に
屈
せ
ざ
り
し
意
氣
を
有
し
、
こ

れ
に
同
卜
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
等
を
描
爲
し
得
る
の
で
あ
り
、
若
し
爆
撃
の
如
く
游
侠
者
流
を
以
て
一
に
王
者
の
構

を
蠣
む
も
の
と
定
め
、
其
迄
詠
滅
に
領
す
と
云
ふ
な
ら
ば
、
そ
の
游
佼
を
叙
述
す
る
や
塾
史
記
の
記
事
を
襲
用
し
た
も

の
以
外
に
は
、
多
く
は
雲
譲
君
子
の
風
あ
る
美
徳
を
述
ぶ
る
に
留
む
る
こ
と
、
当
然
と
云
は
ね
ば
な
ら
漁
。

　
、
一
般
に
吏
記
は
墨
黒
の
奥
と
総
せ
ら
れ
、
漢
書
は
断
代
の
史
と
云
は
る
N
Q
吏
記
は
上
黄
帝
よ
り
下
唐
己
の
生
存
せ

る
時
代
ま
で
を
抱
碧
し
て
之
を
綜
合
叙
撫
す
る
に
反
し
、
漢
書
は
劉
氏
前
漢
幅
代
の
歴
史
を
記
述
し
た
に
遇
ぎ
ぬ
。
古

・
今
を
綜
合
す
る
立
場
に
あ
っ
て
は
、
異
な
る
交
明
を
有
す
る
各
代
を
統
記
す
る
を
要
し
、
其
譜
代
に
於
け
る
墨
壷
あ
る

特
色
は
決
し
て
或
種
の
固
定
概
念
に
よ
っ
て
は
捕
ら
へ
得
ら
れ
な
い
で
あ
ら
う
。
此
黙
に
於
て
は
、
司
馬
遷
の
繰
り
に

儒
家
の
傳
説
を
重
塗
し
た
こ
と
に
就
て
却
っ
て
遽
憾
の
意
を
表
閉
せ
る
學
者
さ
へ
あ
る
。
若
し
漢
書
に
あ
り
て
は
膚
ら

一
代
の
捌
度
を
著
述
す
る
者
、
劉
家
の
憲
法
顯
然
と
し
て
樹
立
し
て
居
る
に
諮
り
、
罎
よ
り
正
統
の
在
る
所
一
定
し
、

　
　
　
　
竃
馬
藩
と
瑳
置
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
＋
七
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二
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三
七
五
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司
馬
藩
と
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之
を
律
す
る
に
司
馬
遷
精
密
の
法
を
も
つ
て
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
。
併
し
若
し
歴
史
の
性
質
が
古
今
に
亘
る
大
滋
の

關
明
を
意
圖
す
る
に
あ
り
と
云
ふ
朱
の
商
量
の
命
題
に
し
て
取
る
べ
き
な
ら
ば
、
立
法
の
存
す
る
所
、
む
し
ろ
史
記
に

あ
り
て
漢
書
に
非
す
と
な
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
若
し
史
、
漢
の
目
指
す
所
を
五
泉
立
場
に
於
て
理
解
せ
ん
と
な
ら
ば
、

余
は
章
學
誠
の
意
見
に
同
意
を
表
せ
ん
と
欲
す
る
。
曰
く
、

　
　
遷
書
膿
圓
用
紳
、
多
得
回
書
之
漣
、
班
氏
騰
要
用
智
、
藁
薦
官
禮
之
遺
也
。

　
と
。
良
禽
書
の
法
と
云
ひ
、
官
禮
の
遺
と
云
ふ
は
、
宜
し
く
別
に
論
ず
べ
き
で
は
あ
る
が
、
圓
暴
露
智
を
以
て
爾
者

の
精
紳
を
登
揮
す
る
所
、
最
玩
遺
す
る
℃
堪
へ
、
こ
れ
を
以
て
地
下
の
爾
大
史
家
に
贈
る
に
、
恐
ら
く
必
ず
會
心
の
笑

を
洩
ら
す
で
あ
ら
う
。

（　50．．　）


