
池
田
恭
哉

著

南
北
�
時
代
の
士
大
夫
と
社
會

古

橋

紀

宏

一

魏
晉
南
北
�
時
代
は
︑
政
治
�
な
混
亂
の
中
で
︑
門
閥
貴
族
︑
い
わ
ゆ
る
士
大
夫
が
高
位
の
官
職
を
世
襲
す
る
貴
族
制
の
時
代
と
し
て
捉
え

ら
れ
て
き
た
︒
そ
の
士
大
夫
に
必
須
の
條
件
と
さ
れ
た
の
が
敎
養
で
あ
る
︒
本
書
は
︑
南
北
�
時
代
に
お
け
る
知
識
人
と
し
て
の
士
大
夫
に
着

目
し
︑
そ
の
思
想
を
︑
貴
族
制
と
は
衣
な
る
觀
點
か
ら
︑
す
な
わ
ち
︑
社
會
に
お
い
て
自
ら
を
ど
の
よ
う
に
�
識
し
て
い
た
か
と
い
う
自
己
�

識
の
觀
點
か
ら
分
析
し
︑
他
の
時
代
の
思
想
と
の
關
聯
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
解
	
し
よ
う
と
し
た


欲
作
で
あ
る
︒

本
書
の
序
違
に
も
営
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
南
北
�
時
代
の
士
大
夫
の
思
想
に
つ
い
て
は
︑
旣
に
吉
川
忠
夫
﹃
六
�
精
神
�
硏
究(1

)
﹄︑
森

三
樹
三
郞
﹃
六
�
士
大
夫
の
精
神(2

)
﹄
の
優
れ
た
專
著
が
あ
る
が
︑
�
者
は
南
�
の
士
大
夫
に
︑
後
者
は
歷
�
�
な
變
�
・
槪
觀
に
そ
れ
ぞ
れ
重

點
が
置
か
れ
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
︒
本
書
は
︑
北
�
の
士
大
夫
・
知
識
人
の
個
々
の
著
作
に
も
焦
點
を
當
て
︑
他
の
�
獻
と
比
�
し
つ
つ
精
密

に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
表
面
上
の
�
言
に
は
表
れ
て
い
な
い
內
面
の


味
ま
で
を
も
	
ら
か
に
し
た
力
作
で
あ
り
︑
こ
れ
ま
で
の
硏
究
を

さ
ら
に
深
�
さ
せ
る
待
�
の
著
作
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
︒

著
者
は
︑
現
在
京
都
大
學
大
學
院
�
學
硏
究
科
で
中
國
哲
學
�
を
擔
當
す
る
怨
�
氣
銳
の
硏
究
者
で
あ
る
︒
本
書
は
︑
著
者
が
二
〇
一
三
年

に
同
大
學
よ
り
學
位
を
取
得
し
た
�
士
論
�
を
補
訂
・
修
正
し(3

)
︑
そ
の
後
に
發
表
さ
れ
た
論
�
を
合
わ
せ
︑
�
任
校
で
あ
る
香
川
大
學
敎
育
學
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部
在
任
中
に
出
版
し
た
も
の
で
あ
る
︒

二

本
書
の
�
成
は
 
の
!
り
で
あ
る
︒

序
違

第
一
部

顏
之
推
論
︱
︱
家
と
社
會
と
國
家
︱
︱

第
一
違

顏
之
推
に
お
け
る
家
と
國
家
︱
︱
學
問
を
媒
介
と
し
て
︱
︱

第
二
違

顏
之
推
と
﹃
顏
氏
家
訓
﹄・﹃
冤
魂
志
』
︱
︱
兩
著
作
に
籠
め
ら
れ
た
顏
之
推
の


圖
︱
︱

第
三
違

﹃
顏
氏
家
訓
﹄
に
お
け
る
﹁
禮
傳
｣
︱
︱
何
を
指
す
の
か
︱
︱

第
二
部

北
�
士
大
夫
と
國
家
︱
︱
仕
官
と
隱
逸
を
め
ぐ
っ
て
︱
︱

第
四
違

北
齊
劉
晝
に
お
け
る
仕
官
と
修
養
︱
︱
『劉
子
﹄
の
分
析
を
!
じ
て
︱
︱

第
五
違

北
�
に
お
け
る
隱
逸

︱
︱
王
�
の
&
求
と
士
大
夫
の
自
發
︱
︱

第
六
違

怨
王
�
へ
の


識
︱
︱
盧
思
'
と
顏
之
推
の
﹁
蟬
(
﹂
を
素
材
に
︱
︱

第
三
部

南
北
�
時
代
の
繼
承
と
展
開
︱
︱
他
時
代
と
比
�
し
た
南
北
�
時
代
︱
︱

第
七
違

北
魏
に
お
け
る
杜
預
宴

︱
︱
何
が
ど
う
)
價
さ
れ
た
の
か
︱
︱

第
八
違

﹁
桓
山
之
悲
﹂
に
つ
い
て
︱
︱
典
故
と
用
法
︱
︱

第
九
違

隱
逸
と
*
義
︱
︱
｢溥
天
之
下
︑
莫
非
王
土
﹂
を
素
材
に
︱
︱

第
十
違

王
!
と
﹃
中
說
﹄
の
-
容
と
)
價
︱
︱
そ
の
時
代
�
な
變
�
を
た
ど
っ
て
︱
︱
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結
語

あ
と
が
き

索
引

以
下
︑
各
部
・
違
ご
と
に
︑
そ
の
內
容
を
紹
介
し
て
い
き
た
い
︒

序
違
で
は
︑
著
者
の
關
心
の
.
在
が
営
べ
ら
れ
る
︒
著
者
は
︑
そ
の
關
心
が
︑
知
識
人
の
自
己
�
識
︑
す
な
わ
ち
︑
知
識
人
が
社
會
の
中
で

如
何
な
る
役
割
を
0
待
さ
れ
︑
そ
の
0
待
に
對
し
て
實
際
に
ど
の
よ
う
な


識
や
態
度
で
應
じ
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
と
い
う
︒
そ
し

て
︑
本
書
が
對
象
と
す
る
南
北
�
時
代
に
お
け
る
知
識
人
は
︑
貴
族
で
あ
り
︑
ま
た
士
大
夫
と
言
い
奄
え
ら
れ
る
と
す
る
︒
そ
の
上
で
︑
南
北

�
時
代
は
王
�
の
度
重
な
る
興
1
と
非
漢
民
族
の
瓜
治
に
よ
り
︑
貴
族
制
は
動
搖
を
見
せ
始
め
て
お
り
︑
當
時
の
士
大
夫
の
精
神
の
多
樣
性
を
︑

從
來
の
貴
族
制
と
い
う
固
定
�
枠
組
み
に
埋
沒
さ
せ
て
は
︑
そ
の
具
體
�
解
	
を
阻
む
恐
れ
が
あ
り
︑
よ
り
幅
廣
い
視
點
を
設
定
す
る
必
&
が

あ
る
と
指
摘
す
る
︒
そ
こ
で
著
者
は
︑
上
記
の
關
心
か
ら
︑
當
時
の
士
大
夫
が
﹁
家
﹂・﹁
社
會
﹂・﹁
國
家
﹂
に
對
し
て
︑
如
何
な
る


識
を
3

し
て
い
た
か
と
い
う
點
に
︑
本
書
の
目
標
を
設
定
す
る
︒
一
方
︑
思
想
�
の
分
野
で
は
︑
先
行
硏
究
が
南
�
の
士
大
夫
を
4
に
取
り
上
げ
て
い

る
こ
と
を
指
摘
し
︑
北
�
士
大
夫
獨
自
の
精
神
も
解
	
す
る
必
&
が
あ
る
と
し
︑
本
書
で
は
南
北
兩
�
を
對
等
に
比
�
す
る
視
點
を
持
つ
こ
と

が
営
べ
ら
れ
る
︒

第
一
部
で
は
︑
梁
・
北
齊
・
北
周
・
隋
に
出
仕
し
︑
南
北
兩
�
を
體
驗
し
た
顏
之
推
を
取
り
上
げ
︑
そ
の
家
・
社
會
・
國
家
に
對
す
る
�
識

を
	
ら
か
に
す
る
︒

第
一
違
で
は
︑
顏
之
推
﹃
顏
氏
家
訓
﹄
に
お
け
る
家
と
國
家
に
對
す
る
�
識
を
分
析
す
る
︒﹃
顏
氏
家
訓
﹄
勉
學
(
で
は
︑
學
問
を
す
る
理

由
と
し
て
︑
そ
の
成
果
を
自
ら
の
行
爲
に
實
用
す
る
こ
と

(﹁
利
於
行
﹂
)
を
說
く
と
と
も
に
︑
當
時
の
士
大
夫
の
學
問
が
實
行
を
7
わ
ず
︑
忠
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孝
・
仁
義
や
︑
裁
8
・
行
政
・
円
築
・
農
業
・
軍
事
な
ど
に
役
立
た
な
い
3
樣
を
嘆
い
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
著
者
は
︑
顏
之
推
が
重
視
す
る
學

問
の
成
果
の
實
用
と
は
︑﹁
一
官
:
と
し
て
國
家
に
奉
仕
し
て
は
忠
孝
と
仁
義
に
よ
っ
て
政
務
を
�
確
に
こ
な
し
︑
家
を
治
め
て
は
越
僕
に
一

切
を
任
せ
る
の
で
は
な
く
自
ら
の
手
で
行
な
う
﹂
こ
と
で
は
な
い
か
と
論
ず
る
︒
ま
た
﹃
顏
氏
家
訓
﹄
の
同
(
に
は
︑
長
子
の
顏
思
魯
に
對
し

て
︑
家
の
學
問
を
繼
承
し
︑
士
大
夫
と
し
て
生
き
て
い
く
こ
と
を
&
求
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
顏
之
推
は
代
々
に
わ
た
っ
て
學
問
を
家
と
國
家

に
對
し
て
實
用
す
る
こ
と
を
求
め
た
と
す
る
︒
そ
し
て
︑
彼
は
梁
を
;
生
﹁
本
�
﹂
と
稱
し
︑
自
ら
の
歸
屬
す
る
國
家
と
し
て


識
し
つ
つ
も
︑

北
�
後
は
常
に
自
ら
が
仕
え
る
國
家
へ
の
奉
仕
の
念
を
<
い
て
い
た
と
し
︑
同
時
代
の
士
大
夫
が
家
を
繁
榮
さ
せ
家
格
を
高
め
る
べ
く
政
治
に

積
極
�
に
參
畫
し
て
い
た
の
と
は
衣
な
っ
て
い
た
と
す
る
︒
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
︑
顏
之
推
は
﹃
顏
氏
家
訓
﹄
に
お
い
て
︑
自
ら
の
學
問
に

よ
っ
て
國
家
の
た
め
に
奉
仕
す
る
こ
と
を
目
指
す
士
大
夫
宴
を
提
示
す
る
と
と
も
に
︑
そ
の
よ
う
な
學
問
と
>
勢
を
家
庭
の
敎
育
力
に
よ
っ
て

繼
承
し
︑
代
々
國
家
に
3
益
な
士
大
夫
を
育
成
す
る
場
と
し
て
︑
家
の
存
在


義
を
見
出
し
た
と
し
︑
家
と
國
家
を
學
問
を
媒
介
と
し
て
連
續

さ
せ
た
と
指
摘
す
る
︒

第
二
違
で
は
︑
顏
之
推
の
著
作
﹃
冤
魂
志
﹄
と
﹃
顏
氏
家
訓
﹄
の
著
作


圖
の
A
い
を
分
析
す
る
︒
顏
之
推
﹃
冤
魂
志
﹄
は
志
怪
小
說
の
一

つ
で
あ
る
︒
そ
の
說
話
は
︑
人
閒
の
信
賴
關
係
が
裏
切
ら
れ
る
形
に
よ
っ
て
あ
る
人
物
が
殺
さ
れ
︑
そ
の
後
樣
々
な
怪
衣
が
出
現
し
︑
そ
の
加

E
者
も
悲
慘
な
死
を
と
げ
る
と
い
う
基
本
�
�
F
を
持
ち
︑
そ
こ
に
は
︑
人
閒
の
信
賴
關
係
を
裏
切
る
者
に
對
す
る
現
世
で
の
應
報
を
示
す
こ

と
に
よ
っ
て
︑
人
閒
の
信
賴
關
係
を
囘
復
し
た
い
と
い
う
顏
之
推

(な
い
し
當
時
の
人
々
)
の
希
求
が
G
め
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
る(4

)
︒
本
違
で
は
︑

こ
の
﹃
冤
魂
志
﹄
と
﹃
顏
氏
家
訓
﹄
に
共
!
す
る
一
つ
の
說
話
を
取
り
上
げ
る
︒
そ
の
說
話
の
槪
&
は
以
下
の
!
り
で
あ
る
︒
�
漢
武
H
の
時
︑

丞
相
の
田
蚡
が
︑
元
の
丞
相
で
勢
力
の
衰
え
た
竇
嬰
の
田
地
を
.
�
し
︑
籍
福
を
J
わ
し
た
と
こ
ろ
︑
竇
嬰
は
そ
れ
を
拒
否
し
︑
さ
ら
に
竇
嬰

の
友
人
で
あ
る
灌
夫
が
籍
福
を
怒
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
田
蚡
と
竇
嬰
の
關
係
が
惡
�
し
た
︒
そ
の
後
︑
灌
夫
は
皇
太
后
の
詔
に
よ
る
宴
席
で
の

不
敬
を
田
蚡
に
彈
云
さ
れ
︑
死
𠛬
に
處
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
竇
嬰
は
�
K
で
灌
夫
を
辯
護
し
て
田
蚡
と
爭
っ
た
が
︑
灌
夫
辯
護
の
た
め

に
用
い
よ
う
と
し
た
景
H
の
L
詔
が
僞
F
だ
と
彈
云
さ
れ
︑
竇
嬰
も
死
𠛬
に
處
せ
ら
れ
た
︒
し
ば
ら
く
し
て
竇
嬰
と
灌
夫
の
靈
が
田
蚡
を
殺
し
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た
︑
と
い
う
も
の
で
あ
る(5

)
︒

本
違
で
は
︑﹃
冤
魂
志
﹄
に
こ
の
說
話
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
︑
顏
之
推
が
灌
夫
の
靈
に
よ
る
復
讐
を
肯
定
し
︑
容
�
し
て
い
る
こ
と
に

な
る
が
︑
一
方
の
﹃
顏
氏
家
訓
﹄
省
事
(
で
は
︑
灌
夫
が
籍
福
を
怒
っ
た
こ
と
を
﹁
游
俠
之
徒
︑
非
君
子
之
.
爲
也
﹂
と
批
8
し
て
お
り
︑
そ

こ
に
差
衣
が
�
め
ら
れ
る
と
す
る
︒

そ
し
て
︑﹃
顏
氏
家
訓
﹄
の
同
(
で
そ
の
後
に
営
べ
ら
れ
る
﹁
當
以
仁
義
爲
*
�
爾
﹂
に
着
目
し
︑
そ
れ
を
︑﹃
孟
子
﹄
離
婁
上
(
の
﹁
仁
之

實
︑
事
親
是
也
︒
義
之
實
︑
從
兄
是
也
︒
⁝
⁝
︒
禮
之
實
︑
*
�
斯
二
者
是
也
︒﹂
に
基
づ
い
て
﹁
禮
﹂
を
補
い
︑﹁﹃
仁
﹄
と
﹃
義
﹄
の
閒
を

﹃
禮
﹄
に
よ
っ
て
*
�
す
る

(
*
度
を
持
た
せ
て
M
よ
く
整
え
る
)
べ
き
で
あ
る
﹂
と
解
釋
す
る
︒
さ
ら
に
︑﹃
顏
氏
家
訓
﹄
風
操
(
に
﹁
禮
緣
人

O
︑
恩
由
義
斷
﹂
と
あ
る
﹁
恩
﹂
は
︑
個
人
�
な
人
閒
關
係
に
お
け
る
恩
愛
で
あ
り
︑﹁
仁
﹂
に
P
い
の
に
對
し
︑﹁
義
﹂
は
︑
よ
り
廣
い
社
會

と
の
關
係
に
お
け
る
義
理
の
こ
と
で
あ
る
と
し
︑﹃
顏
氏
家
訓
﹄
で
は
︑
個
人
�
な
﹁
仁
﹂
よ
り
も
︑
社
會
關
係
に
お
け
る
﹁
義
﹂
が
重
ん
じ

ら
れ
た
と
す
る
︒
そ
し
て
︑
顏
之
推
は
︑﹃
冤
魂
志
﹄
に
お
い
て
は
個
人
閒
の
信
賴
關
係
を
園
底
�
に
Q
究
し
た
の
に
對
し
︑﹃
顏
氏
家
訓
﹄
で

は
社
會
・
國
家
の
中
で
の
士
大
夫
と
し
て
の
生
き
方
を
描
出
し
た
と
い
う
A
い
が
あ
る
と
結
論
づ
け
る
︒

第
三
違
は
︑﹃
顏
氏
家
訓
﹄
の
序
致
(
と
勉
學
(
に
見
え
る
﹁
禮
傳
﹂
の
具
體
�
內
容
に
つ
い
て
考
證
す
る
︒
著
者
は
ま
ず
︑
兩
(
の
﹁
禮

傳
﹂
に
つ
い
て
の
こ
れ
ま
で
の
說
を
總
括
し
た
上
で
︑﹃
顏
氏
家
訓
﹄
の
諸
(
に
お
い
て
﹁
禮
﹂
一
字
で
表
さ
れ
る
書
物
は
﹃
禮
記
﹄
を
指
す

こ
と
を
例
證
す
る
︒
そ
し
て
︑
風
操
(
に
二
箇
.
見
え
る
﹁
禮
經
﹂
が
﹃
禮
記
﹄
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
と
考
え
合
わ
せ
︑
顏
之
推
が
禮
の
經
を

﹃
禮
記
﹄
と
見
な
し
て
い
た
と
指
摘
し
︑﹁
禮
傳
﹂
の
﹁
禮
﹂
は
﹃
禮
記
﹄
の
こ
と
で
あ
る
と
�
定
す
る
︒
一
方
︑﹁
禮
傳
﹂
の
﹁
傳
﹂
に
つ
い

て
は
︑﹃
顏
氏
家
訓
﹄
書
證
(
に
二
箇
.
見
え
る
﹁
經
傳
﹂
の
﹁
傳
﹂
が
︑﹁
經
﹂
に
對
す
る
解
說
と
し
て
の
﹁
傳
﹂
を
指
し
︑
ま
た
︑
同
じ
く

書
證
(
の
﹁
傳
記
﹂
や
︑
S
辭
(
の
﹁
記
傳
﹂
も
︑﹁
經
﹂
に
對
し
て
﹁
傳
﹂
を
中
心
と
し
た
關
聯
�
獻
の
集
成
を
指
す
と
し
︑﹁
禮
傳
﹂
と
は
︑

經
と
し
て
の
﹃
禮
記
﹄
と
︑﹃
禮
記
﹄
に
關
わ
る
樣
々
な
書
物
を
指
す
と
結
論
づ
け
る
︒

第
二
部
で
は
︑
北
�
の
士
大
夫
に
焦
點
を
當
て
︑
彼
ら
獨
自
の
思
想
や
︑
知
識
人
と
し
て
の
自
己
�
識
︑
お
よ
び
國
家
と
の
關
係
を
	
ら
か
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に
す
る
︒

第
四
違
で
は
︑
北
�
の
士
大
夫
と
し
て
︑
北
齊
の
劉
晝
を
取
り
上
げ
︑
そ
の
著
﹃
劉
子
﹄
を
分
析
す
る
︒
本
違
で
は
ま
ず
︑
先
行
硏
究
に
基

づ
き
︑﹃
劉
子
﹄
を
劉
晝
の
著
と
�
定
す
る
︒
そ
の
上
で
︑﹃
劉
子
﹄
で
は
狀
況
に
應
じ
て
物
の
價
値
が
變
わ
る
こ
と
が
4
張
さ
れ
て
お
り
︑
政

治
に
お
い
て
も
時
代
と
地
域
に
應
じ
た
手
法
が
重
視
さ
れ
︑
狀
況
に
U
し
た
𠛬
罰
の
必
&
性
が
說
か
れ
る
と
い
う
︒
一
方
︑﹃
劉
子
﹄
で
は
︑

狀
況
は
自
分
か
ら
作
り
出
す
こ
と
は
で
き
ず
︑
あ
る
人
物
が
世
に
用
い
ら
れ
る
た
め
に
は
︑
ま
ず
そ
の
人
物
の
﹁
勢
﹂
が
!
じ
︑
さ
ら
に
そ
の

時
點
に
お
い
て
︑
そ
れ
に
對
應
で
き
る
だ
け
の
﹁
性
﹂
を
備
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
︑
そ
の
時
の
た
め
に
﹁
性
﹂
の
修
養
が
重
視
さ

れ
て
い
る
と
す
る
︒
そ
し
て
︑﹁
性
﹂
の
修
養
の
方
法
と
し
て
は
︑﹃
劉
子
﹄
冒
頭
の
四
違
で
︑
外
界
か
ら
の
刺
激
と
そ
れ
に
よ
っ
て
自
身
の
內

部
に
生
じ
る
O
欲
を
未
然
に
防
ぐ
こ
と
が
具
體
�
に
說
か
れ
︑
こ
れ
は
'
家
�
な
隱
逸
を
志
向
す
る
も
の
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
︑﹃
劉
子
﹄

V
體
で
は
︑
儒
家
�
な
天
下
・
國
家
へ
の
貢
獻
が
志
向
さ
れ
て
い
る
と
い
う
︒
そ
し
て
︑
こ
の
二
つ
の
志
向
は
︑
一
人
の
中
で
兩
立
す
る
も
の

で
あ
り
︑
狀
況
に
應
じ
て
︑
在
野
の
時
は
'
家
�
志
向
を
と
り
︑
仕
官
す
れ
ば
儒
家
�
志
向
を
と
る
こ
と
が
說
か
れ
る
と
す
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑

劉
晝
は
︑
理
想
と
し
て
は
︑
自
ら
の
﹁
勢
﹂
が
!
じ
︑
か
つ
そ
れ
に
對
應
す
る
﹁
性
﹂
を
備
え
て
い
る
と
い
う
條
件
を
滿
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
︑

仕
官
し
て
儒
家
の
立
場
か
ら
國
家
に
貢
獻
す
る
こ
と
を
說
く
が
︑﹁
勢
﹂
が
!
じ
て
い
な
い
在
野
の
時
に
は
︑
'
家
�
立
場
に
よ
っ
て
隱
逸
し
︑

﹁
性
﹂
を
修
養
す
る
こ
と
を
說
い
た
と
結
論
づ
け
る
︒

第
五
違
で
は
︑
北
�
に
お
け
る
隱
逸
の
實
例
を
檢
證
し
︑
北
�
の
嚴
し
い
政
治
�
W
境
に
お
け
る
士
大
夫
の
思
想
を
分
析
す
る
︒
本
違
で
は
︑

先
行
硏
究
を
も
と
に
北
�
に
お
け
る
嚴
し
い
法
制
や
隱
逸
の
實
態
に
考
察
を
加
え
︑
老
齡
に
よ
る
辭
職
が
�
め
ら
れ
な
い
事
例
や
︑
喪
中
で
も

出
仕
が
求
め
ら
れ
る
事
例
︑
ま
た
︑
隱
逸
を
詠
む
か
の
よ
う
な
皇
H
の
詩
の
中
に
も
臣
下
に
出
仕
を
求
め
る
表
現
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
具

體
�
に
擧
げ
︑
隱
逸
や
︑
南
�
に
見
ら
れ
る
仕
官
し
な
が
ら
精
神
�
に
隱
逸
の
境
地
に
い
る
﹁
�
隱
﹂
は
難
し
か
っ
た
こ
と
を
例
證
す
る
︒
そ

し
て
︑
こ
の
よ
う
な
北
�
に
お
け
る
士
大
夫
へ
の
壓
力
の
背
景
と
し
て
︑
北
�
で
は
﹁
公
﹂
が
﹁
私
﹂
よ
り
も
優
先
さ
れ
︑﹁
忠
﹂
が
﹁
孝
﹂

よ
り
も
優
先
さ
れ
た
こ
と
を
擧
げ
る
︒
そ
れ
で
も
な
お
北
�
に
お
い
て
隱
逸
を
志
向
す
る
者
も
い
た
が
︑
少
數
で
あ
り
︑
北
�
に
お
け
る
山
水
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は
︑
隱
逸
を
求
め
る
場
で
は
な
く
︑
一
時
�
に
危
險
を
Y
れ
る
場
と
し
て
の
役
割
が
大
き
か
っ
た
と
指
摘
す
る
︒

第
六
違
で
は
︑
北
周
が
北
齊
を
滅
ぼ
し
︑
盧
思
'
と
顏
之
推
が
北
周
に
影
っ
た
後
︑
彼
ら
が
蟬
を
題
材
と
し
て
唱
和
し
た
作
品
﹁
聽
蟬
鳴

(
﹂
を
取
り
上
げ
︑
兩
者
の
北
周
に
對
す
る


識
を
分
析
し
て
比
�
す
る
︒
本
違
で
は
ま
ず
︑
盧
思
'
の
作
品
で
は
︑
自
ら
を
漂
液
す
る
木
の

人
形
に
譬
え
る
な
ど
︑
4
に
�
Z
の
念
が
詠
じ
ら
れ
︑
ま
た
隱
逸
の
志
向
も
見
ら
れ
る
の
に
對
し
︑
顏
之
推
の
作
品
で
は
︑
自
ら
を
宮
之
奇
・

蘇
秦
と
い
う
獻
策
の
士
に
譬
え
て
い
る
點
に
A
い
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
但
し
︑
南
�
で
は
隱
逸
の
志
向
を
吐
露
し
つ
つ
も
實
際
に
は
隱

逸
を
[
擇
し
な
い
風
潮
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
︑
盧
思
'
の
隱
逸
へ
の
志
向
に
つ
い
て
も
︑
他
の
�
料
で
檢
證
す
る
と
︑
隱
逸
に
託
け
て
仕
官
へ

の
目
論
み
を
語
っ
た
と
い
う
側
面
を
持
っ
て
い
た
と
す
る
︒
一
方
︑
顏
之
推
の
作
品
に
は
︑
獻
策
の
士
と
し
て
北
周
に
奉
仕
し
よ
う
と
す
る
決



が
示
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
︒

第
三
部
で
は
︑
南
北
�
時
代
の
士
大
夫
が
3
し
た
問
題


識
の
特
\
を
︑
�
後
の
時
代
と
比
�
し
て
	
ら
か
に
す
る
︒

第
七
違
で
は
︑
北
魏
に
お
け
る
杜
預
の
)
價
を
分
析
す
る
︒
本
違
で
は
︑﹃
春
秋
左
氏
傳
﹄
の
]
釋
者
と
し
て
3
名
な
西
晉
の
杜
預
が
︑
北

魏
に
お
い
て
は
﹃
左
傳
﹄
の
]
釋
者
と
し
て
よ
り
も
︑
名
族
で
あ
る
杜
氏
の
代
表
�
人
物
と
し
て
︑
ま
た
︑
黃
河
で
の
架
橋
や
︑
碾
き
臼
の
制

作
︑
E
蟲
對
策
︑
屯
田
の
實
施
な
ど
の
樣
々
な
政
策
を
行
っ
た
こ
と
で
)
價
さ
れ
︑
ま
た
吳
の
`
定
の
た
め
に
貢
獻
し
た
優
れ
た
武
將
と
し
て

も
著
名
で
あ
っ
た
こ
と
を
例
證
す
る
︒
そ
し
て
︑
北
魏
の
孝
�
H
が
李
沖
の
墓
.
を
杜
預
の
墓
の
P
く
に
定
め
た
の
は
︑
李
沖
の
功
績
を
杜
預

の
そ
れ
と
重
ね
合
わ
せ
る


圖
が
あ
り
︑
ま
た
︑
宣
武
H
が
王
肅
の
墓
.
を
李
沖
の
墓
と
杜
預
の
墓
の
閒
に
定
め
た
こ
と
に
も
同
樣
の


圖
が

あ
っ
た
と
す
る
︒
そ
の
後
︑
孝
	
H
の
時
に
︑
傅
永
は
自
ら
の
墓
.
を
杜
預
の
墓
の
P
く
に
[
ん
だ
が
︑
こ
れ
は
︑
そ
の
時
に
至
る
ま
で
杜
預

が
高
く
)
價
さ
れ
︑
思
慕
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
示
す
と
指
摘
す
る
︒

第
八
違
で
は
︑﹃
孔
子
家
語
﹄
顏
囘
(
の
故
事
の
引
用
に
お
け
る
解
釋
を
分
析
す
る
︒﹃
孔
子
家
語
﹄
顏
囘
(
に
は
︑
顏
囘
が
︑
聞
こ
え
て
き

た
哭
聲
を
︑
生
き
別
れ
を
悲
し
む
聲
と
8
斷
し
た
の
に
對
し
︑
孔
子
が
そ
の
理
由
を
a
ね
た
と
こ
ろ
︑
顏
囘
は
﹁
囘
聞
︑
桓
山
之
鳥
︑
生
四
子

焉
︑
羽
c
旣
成
︑
將
分
于
四
海
︑
其
母
悲
鳴
而
e
之
︒
哀
聲
3
似
於
此
︑
謂
其
f
而
不
g
也
︒﹂
と
答
え
た
こ
と
を
載
せ
︑
顏
囘
は
か
つ
て
︑
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桓
山
に
棲
む
母
鳥
が
︑
四
h
の
雛
の
巢
立
つ
時
に
悲
し
ん
で
鳴
く
の
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
︑
そ
の
聲
に
似
て
い
た
か
ら
だ
と
答
え
た
と
い
う
︒

本
違
で
は
︑
こ
の
故
事
を
﹁
桓
山
之
悲
﹂
と
名
づ
け
︑
こ
の
故
事
に
お
い
て
鳴
く
の
は
母
鳥
で
あ
る
が
︑
西
晉
の
陸
機
は
﹁
豫
違
行
﹂
の
中
で
︑

兄
弟
と
の
別
れ
を
悲
し
む
句
と
し
て
︑
こ
の
故
事
に
基
づ
く
表
現
を
用
い
︑
ま
た
︑
そ
れ
よ
り
や
や
先
行
し
て
︑
左
思
も
︑﹁
悼
離
贈
妹
﹂
と

題
す
る
妹
と
の
離
別
の
詩
の
中
で
︑
こ
の
故
事
に
基
づ
く
表
現
を
用
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
そ
し
て
︑﹁
桓
山
之
悲
﹂
の
故
事
を
こ
の

よ
う
に
兄
弟
閒
の
離
別
に
用
い
る
着
想
が
︑
南
�
梁
の
皇
族
た
ち
や
そ
の
周
邊
に
繼
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
例
證
す
る
︒
一
方
︑﹃
顏
氏
家
訓
﹄

�
違
(
に
﹁
e
兄
賦
桓
山
之
悲
﹂
と
あ
る
部
分
に
つ
い
て
︑
從
來
︑﹁
桓
山
之
悲
﹂
の
故
事
が
母
鳥
と
雛
鳥
と
の
離
別
を
営
べ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
か
ら
︑﹁
兄
﹂
を
﹁
兒
﹂
に
改
め
る
べ
き
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
︑
著
者
は
︑﹁
桓
山
之
悲
﹂
が
兄
弟
閒
の
離
別
に
用
い
ら
れ
て
い
た

當
時
の
例
に
基
づ
け
ば
﹁
兒
﹂
に
改
め
る
必
&
は
な
い
と
結
論
づ
け
る
︒

第
九
違
で
は
︑﹃
詩
經
﹄
小
k
・
北
山
(
の
句
の
引
用
に
お
け
る
用
法
を
分
析
す
る
︒
本
違
で
は
︑﹃
詩
經
﹄
北
山
(
の
﹁
溥
天
之
下
︑
莫
非

王
土
﹂
と
い
う
句
を
︑
天
下
の
す
べ
て
の
土
地
と
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
食
物
が
王
の
も
の
で
あ
る
こ
と
の
根
據
と
し
︑
隱
者
が
食
物
を
得
る
こ

と
の
正
當
性
を
否
定
し
︑
隱
逸
を
批
8
す
る
た
め
に
引
用
す
る
こ
と
が
︑﹃
韓
詩
外
傳
﹄
以
來
見
え
る
こ
と
を
例
證
し
︑
そ
れ
を
﹁
北
山
隱
者

論
﹂
と
名
づ
け
る
︒
し
か
し
︑﹁
北
山
隱
者
論
﹂
は
南
�
を
�
後
に
見
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
を
指
摘
し
︑
そ
の
理
由
と
し
て
︑
趙
宋
に
お
け
る

﹁
*
義
﹂
の
重
視
に
7
い
︑﹁
二
君
に
仕
え
ず
﹂
と
い
う
﹁
*
義
﹂
が
仕
官
し
な
い
こ
と
の
根
據
と
し
て
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑﹁
北
山
隱

者
論
﹂
に
よ
る
隱
逸
の
批
8
よ
り
も
優
先
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
擧
げ
る
︒

第
十
違
で
は
︑
隋
の
王
!
の
言
行
錄
﹃
中
說
﹄
に
つ
い
て
︑
王
!
の
後
裔
と
の
關
係
︑
お
よ
び
各
時
代
に
お
け
る
論
)
を
分
析
す
る
︒
現
行

﹃
中
說
﹄
に
は
︑
王
!
と
初
m
の
重
臣
と
の
師
弟
關
係
が
記
載
さ
れ
︑
そ
こ
に
虛
�
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
︑
著
者
は
︑

初
m
の
諸
作
品
に
は
そ
の
よ
う
な
師
弟
關
係
が
見
ら
れ
な
い
の
に
對
し
︑
晚
m
の
作
品
に
至
っ
て
そ
れ
ら
が
記
営
さ
れ
︑
ま
た
現
行
﹃
中
說
﹄

と
ほ
ぼ
一
致
す
る
引
用
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
︑
現
行
﹃
中
說
﹄
は
︑
王
!
の
弟
の
王
凝
や
︑
子
の
王
福
畤
︑
孫
の
王
勃
ら
の
整
理
を
經
た
後

に
︑
王
!
と
初
m
の
重
臣
と
の
師
弟
關
係
が
設
定
さ
れ
︑
晚
m
に
お
い
て
現
行
の
も
の
に
か
な
り
P
い
﹃
中
說
﹄
が
出
來
上
が
り
つ
つ
あ
っ
た
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と
推
定
す
る
︒
ま
た
︑
著
者
は
m
代
の
王
!
)
價
を
分
析
し
︑
晚
m
に
お
い
て
貞
觀
の
治
を
理
想
視
す
る
皮
日
休
ら
が
︑
孔
子
か
ら
韓
N
へ
の

'
の
繼
承
に
お
け
る
中
繼
ぎ
役
と
し
て
王
!
を
取
り
G
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
論
ず
る
︒
そ
し
て
︑
北
宋
に
お
け
る
韓
N
)
價
の
高
ま
り
を
背

景
と
し
て
︑
王
!
の
)
價
も
高
ま
り
︑﹃
中
說
﹄
も
脚
光
を
浴
び
る
よ
う
に
な
っ
た
が
︑
龔
鼎
臣
と
阮
逸
に
よ
る
﹃
中
說
﹄
テ
キ
ス
ト
の
確
定

�
に
よ
り
︑﹃
中
說
﹄
の
內
容
の
分
析
が
�
む
と
︑
王
!
を
孔
孟
の
繼
承
者
と
し
て
で
は
な
く
︑
諸
子
の
一
人
と
位
置
づ
け
る
論
者
が
多
く

な
っ
て
い
っ
た
と
す
る
︒
さ
ら
に
︑
事
功
q
が
王
!
を
)
價
し
て
い
る
こ
と
に
]
目
し
︑
朱
熹
は
︑
自
身
の
論
敵
で
あ
る
事
功
q
が
王
!
を
稱

揚
す
る
こ
と
に
危
機
感
を
<
き
︑
王
!
を
'
瓜
に
組
み
G
ま
ず
︑
諸
子
の
一
人
と
し
て
位
置
づ
け
た
と
指
摘
す
る
︒

三

續
い
て
︑
本
書
に
對
す
る
)
者
の
見
解
を
営
べ
た
い
︒

本
書
は
︑
序
違
に
お
い
て
南
北
兩
�
を
對
等
に
比
�
す
る
こ
と
が
営
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
︑
そ
の
考
察
の
中
心
は
北
�
に
あ
り
︑
北
�
の

士
大
夫
・
知
識
人
の
思
想
を
精
密
に
解
	
し
た
點
に
お
い
て
特
に
貴
重
な
成
果
を
擧
げ
て
い
る
︒﹁
孝
﹂
よ
り
も
﹁
忠
﹂︑﹁
私
﹂
よ
り
も
﹁
公
﹂

が
優
先
さ
れ
︑
隱
逸
も
�
め
ら
れ
難
い
政
治
�
狀
況
の
中
で
︑
國
家
へ
の
奉
仕
を
希
求
す
る
と
い
う
︑
北
�
の
士
大
夫
・
知
識
人
の
>
が
︑
本

書
に
お
い
て
具
體
�
に
	
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
︒

ま
た
︑
本
書
の
特
長
と
し
て
︑
�
後
の
時
代
の
思
想
と
の
關
聯
を
視
野
に
入
れ
た
こ
と
に
よ
り
︑
今
後
の
硏
究
に
對
す
る
示
唆
に
富
み
︑
さ

ら
な
る
發
展
の
可
能
性
を
祕
め
て
い
る
點
を
擧
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︒
例
え
ば
︑
第
一
違
で
指
摘
さ
れ
る
︑
顏
之
推
の


識
に
お
け
る
家
と
國

家
の
連
續
性
に
つ
い
て
︑
著
者
は
﹃
禮
記
﹄
大
學
(
と
の
共
!
性
を
見
出
し
︑
そ
こ
に
宋
儒
と
の
關
聯
が
示
唆
さ
れ
︑
著
者
の
今
後
の
硏
究
課

題
と
し
て
提
r
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
成
果
が
0
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

一
方
︑
宋
代
を
視
野
に
入
れ
た
こ
と
が
&
因
と
も
思
わ
れ
る
が
︑
本
書
に
お
け
る
南
北
�
時
代
の
﹁
士
大
夫
﹂
が
︑
當
時
﹁
士
﹂
と
呼
ば
れ

た
貴
族
を
指
す
の
か
︑
あ
る
い
は
宋
代
の
讀
書
人
を
念
頭
に
置
い
た
知
識
人
の


味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
︑
	
確
で
は
な
い
と
感
じ
ら
れ
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た
︒
本
書
の
序
違
で
は
︑﹁
士
大
夫
﹂
は
貴
族
の
こ
と
で
あ
る
と
営
べ
ら
れ
る
が
︑
第
四
違
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
劉
晝
は
貴
族
と
は
言
え
な
い

で
あ
ろ
う(6

)
︒
仕
官
へ
の
固
執
の
內
容
や
M
度
は
︑
貴
族
か
否
か
に
よ
っ
て
衣
な
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
上
で
︑
貴
族
で
は
な
い
劉
晝

に
仕
官
へ
の
固
執
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
︑
貴
族
制
の
衰
s
と
︑
そ
れ
に
代
わ
り
個
人
の
能
力
に
よ
っ
て
仕
官
す
る
怨
た
な
知
識
人
階
t
の
擡
頭

を
示
す
も
の
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
︒
m
代
の
科
擧
官
僚
や
︑
宋
代
の
讀
書
人
へ
と
つ
な
が
る
精
神
が
︑
北
�
の
嚴
し
い
政
治
狀
況
の
中

か
ら
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
も
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
︒

本
書
の
優
れ
た
點
と
し
て
ま
た
︑
�
獻
の
周
到
な
u
査
と
精
密
な
讀
解
を
擧
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︒
し
か
し
︑
一
方
に
お
い
て
︑
細
部
の
讀

解
に
は
︑
漢
�
の
性
質
上
︑
別
の
解
釋
の
餘
地
が
殘
る
場
合
も
あ
る
︒
以
下
︑
)
者
が
別
の
解
釋
の
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
る
點
を
︑
や
や
v

細
に
わ
た
る
が
二
點
ほ
ど
擧
げ
た
い
︒

ま
ず
本
書
第
二
違
に
お
い
て
︑﹃
顏
氏
家
訓
﹄
と
﹃
冤
魂
志
﹄
の
A
い
と
し
て
︑﹃
冤
魂
志
﹄
が
灌
夫
の
靈
に
よ
る
復
讐
を
肯
定
し
て
い
る
の

に
對
し
︑﹃
顏
氏
家
訓
﹄
省
事
(
で
は
灌
夫
が
籍
福
を
怒
っ
た
こ
と
を
否
定
し
て
お
り
︑
そ
こ
に
差
衣
が
あ
る
と
す
る
︒

し
か
し
︑﹃
顏
氏
家
訓
﹄
の
こ
の
*
の
冒
頭
に
は
﹁
王
子
晉
云
﹃
佐
饔
得
嘗
︑
佐
鬭
得
傷
︒﹄
此
言
爲
善
則
預
︑
爲
惡
則
去
︑
不
欲
黨
人
非
義

之
事
也
︒
凡
損
於
物
︑
皆
無
與
焉
︒﹂
と
あ
り
︑
顏
之
推
は
初
め
に
﹁
料
理
を
手
傳
え
ば
味
見
が
で
き
る
が
︑
喧
嘩
を
手
傳
え
ば
怪
我
を
す
る
﹂

と
い
う
王
子
晉
の
言
葉
を
引
用
し
︑
そ
れ
を
解
釋
し
つ
つ
︑
善
を
行
う
こ
と
に
加
擔
す
る
こ
と
は
よ
い
が
︑
惡
を
行
う
こ
と
に
は
加
擔
し
な
い

よ
う
戒
め
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
惡
と
は
︑﹁
非
義
之
事
﹂
で
あ
り
︑
他
者
を
E
す
る
こ
と

(﹁
損
於
物
﹂
)
と
も
言
い
奄
え
て
い
る
︒

一
方
︑
こ
の
*
で
容
�
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
�
揭
部
分
に
續
く
﹁
然
而
窮
鳥
入
懷
︑
仁
人
.
憫
︑
況
死
士
歸
我
︑
當
棄
之
乎
︒
伍
員
之
託
漁

舟
︑
季
布
之
入
廣
柳
︑
孔
融
之
藏
張
儉
︑
孫
嵩
之


趙
岐
︑
�
代
之
.
貴
︑
而
吾
之
.
行
也
︒
以
此
得
辠
︑
甘
心
瞑
目
︒﹂
と
い
う
部
分
で
あ

り
︑
そ
れ
は
︑
生
命
の
危
機
に
直
面
し
て
い
る
眼
�
の
人
を
救
う
こ
と
で
あ
る
︒
從
っ
て
︑
顏
之
推
は
︑
人
を
助
け
る
こ
と
に
も
二
種
類
あ
り
︑

善
を
助
け
る
こ
と
︑
ま
た
眼
�
の
人
命
の
危
機
を
救
う
こ
と
は
行
っ
て
よ
い
が
︑
喧
嘩
を
助
け
る
こ
と
︑
ま
た
他
者
を
E
す
る
行
い
に
加
擔
す

る
こ
と
は
し
て
は
な
ら
な
い
と
戒
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る(7

)
︒
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こ
の
*
で
は
︑
そ
れ
に
續
い
て
︑﹁
至
如
郭
解
之
代
人
報
讎
︑
灌
夫
之
橫(8

)
怒
求
地
︑
游
俠
之
徒
︑
非
君
子
之
.
爲
也
︒﹂
と
営
べ
ら
れ
︑
灌
夫

は
︑
他
人
に
代
わ
っ
て
報
復
を
行
っ
た
と
い
う
郭
解
と
と
も
に
︑
游
俠
の
徒
と
し
て
否
定
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
二
人
は
︑
�
営
の
︑
喧
嘩
を
助

け
る
こ
と
︑
ま
た
他
者
を
E
す
る
行
い
に
加
擔
す
る
こ
と
の
例
と
し
て
擧
げ
ら
れ
た
も
の
と
�
め
ら
れ
る
︒

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
︑﹃
冤
魂
志
﹄
.
載
の
說
話
を
再
考
す
る
と
︑
こ
の
說
話
中
で
︑
灌
夫
は
竇
嬰
を
助
け
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
︑
土

地
を
.
�
さ
れ
た
竇
嬰
の
味
方
を
し
て
相
手
方
を
怒
っ
た
の
で
あ
り
︑
魏
其
侯
で
あ
る
竇
嬰
に
は
別
の
z
產
も
あ
る
こ
と
か
ら
︑
そ
の
命
を

救
っ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
一
方
︑
竇
嬰
が
灌
夫
を
助
け
た
の
は
︑
灌
夫
が
死
𠛬
に
處
せ
ら
れ
よ
う
と
し
た
際
に
辯
護
し
た
の
で
あ
り
︑
こ
れ
は
︑

顏
之
推
の
分
類
に
よ
れ
ば
︑
眼
�
の
人
命
の
危
機
を
救
う
と
い
う
容
�
さ
れ
る
人
助
け
で
あ
る
︒
從
っ
て
︑
顏
之
推
の
分
類
に
基
づ
け
ば
︑

﹃
冤
魂
志
﹄
に
お
い
て
是
�
さ
れ
て
い
る
の
は
灌
夫
で
は
な
く
︑
竇
嬰
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
現
に
︑
本
書
に
お
い
て
顏
之
推
が
﹃
�
記
﹄

に
Q
加
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
天
子
に
よ
る
謝
罪
の
部
分
も
︑
謝
罪
の
對
象
は
竇
嬰
の
み
で
あ
る(9

)
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑﹃
冤
魂
志
﹄
に

お
い
て
︑
灌
夫
の
行
い
は
必
ず
し
も
肯
定
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
ず
︑﹃
顏
氏
家
訓
﹄
と
の
差
衣
は
解
|
し
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

ま
た
︑﹃
顏
氏
家
訓
﹄
の
こ
の
*
に
お
い
て
容
�
さ
れ
る
人
命
の
危
機
を
救
う
こ
と
は
︑﹁
窮
鳥
入
懷
︑
仁
人
.
憫
﹂
と
喩
え
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
︑
仁
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
︒
一
方
︑
惡
に
加
擔
し
な
い
こ
と
は
︑﹁
不
欲
黨
人
非
義
之
事
﹂
と
言
い
奄
え
ら
れ(10

)
︑
惡
は
非
義
の
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
︒
從
っ
て
︑
仁
に
よ
る
も
の
は
許
容
さ
れ
︑
非
義
の
も
の
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
︑
仁
と
義
は
必
ず
し
も
對
立
す
る
も
の
で
は

な
い
︒

そ
し
て
�
営
の
よ
う
に
︑﹃
顏
氏
家
訓
﹄
の
こ
の
*
の
末
尾
に
は
﹁
當
以
仁
義
爲
*
�
爾
﹂
と
あ
り
︑
そ
の


味
を
本
書
第
二
違
で
は
︑﹃
孟

子
﹄
離
婁
上
(
の
﹁
禮
之
實
︑
*
�
斯
二
者
是
也
﹂
に
基
づ
き
︑﹁
仁
と
義
の
閒
を
禮
に
よ
っ
て
*
度
を
持
た
せ
て
M
よ
く
整
え
る
べ
き
で
あ

る
﹂
と
解
釋
す
る
︒
し
か
し
︑﹃
孟
子
﹄
の
そ
の
�
の
部
分
は
︑
旣
に
引
用
し
た
よ
う
に
︑
仁
の
實
を
事
親

(孝
)
︑
義
の
實
を
從
兄

(
悌
)
と

說
い
た
上
で
︑
智
の
實
を
﹁
斯
の
二
者
を
知
り
て
去
ら
ず
﹂︑
樂
の
實
を
﹁
斯
の
二
者
を
樂
し
む
﹂
と
說
	
し
て
お
り
︑
い
ず
れ
も
仁
と
義
の

二
者
を
對
立
す
る
も
の
で
は
な
く
︑
竝
列
す
る
も
の
と
し
て
}
っ
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑﹃
孟
子
﹄
の
﹁
禮
之
實
︑
*
�
斯
二
者
是
也
﹂
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は
︑
仁
の
實

(孝
)
と
義
の
實

(悌
)
の
そ
れ
ぞ
れ
を
︑
禮
に
よ
っ
て
u
*
す
る
と
い
う


味
で
解
せ
ら
れ
る
︒
從
っ
て
︑﹃
顏
氏
家
訓
﹄
の

﹁
當
以
仁
義
爲
*
�
爾
﹂
に
つ
い
て
も
︑
仁
と
義
の
閒
を
u
*
す
べ
き
こ
と
を
営
べ
て
い
る
の
で
は
な
く
︑
人
助
け
の
基
準
と
し
て
︑
仁
に
基

づ
い
て
い
る
か
︑
ま
た
︑
非
義
の
こ
と
で
は
な
い
か
︑
と
い
う
仁
と
義
の
基
準
に
よ
っ
て
︑
人
助
け
を
u
*
す
べ
き
こ
と
を
営
べ
て
い
る
と
解

釋
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か(11

)
︒

 
に
︑
第
三
違
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
﹃
顏
氏
家
訓
﹄
に
見
え
る
﹁
禮
傳
﹂
に
つ
い
て
︑
本
書
で
は
﹃
禮
記
﹄
と
そ
れ
に
關
わ
る
樣
々
な

書
物
と
解
す
る
︒
し
か
し
︑
少
な
く
と
も
﹁
詩
﹂﹁
論

(語
)
﹂
と
竝
列
さ
れ
る
勉
學
(
の
﹁
禮
傳
﹂
の
﹁
傳
﹂
は
︑
他
の
解
釋
が
可
能
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
︒

『魏
書
﹄
高
允
傳
に
は
︑
北
魏
の
閔
湛
ら
が
太
武
H
に
對
し
︑
敕
に
よ
っ
て
崔
浩
に
﹁
禮
傳
﹂
を
]
解
さ
せ
る
よ
う
求
め
た
こ
と
を
載
せ
︑

﹁
著
作
令
�
閔
湛
・
郄
恭
性
巧
佞
︑
爲
浩
信
待
︒
見
浩
.
]
詩
・
論
語
・
尙
書
・
易
︑
�
上
駅
︑
言
馬
º
王
賈
雖
]
営
六
經
︑
竝
多
駅
½
︑
不

如
浩
之
精
v
︑
乞
收
境
內
諸
書
︑
藏
之
祕
府
︑
班
浩
.
]
︑
命
天
下
�
業
︒
幷
求
敕
浩
]
禮
傳
︑
令
後
生
得
觀
正
義
︒﹂
と
記
す
︒
こ
の
崔
浩

]
に
つ
い
て
は
︑﹃
魏
書
﹄
崔
浩
傳
に
は
﹁
著
作
令
�
太
原
閔
湛
・
趙
郡
郄
標
素
諂
事
浩
︑
乃
�
立
石
銘
︑
刊
載
國
書
︑
幷
勒
.
]
五
經
︒﹂
と

記
さ
れ
︑
そ
れ
が
五
經
の
]
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
︑
�
揭
の
高
允
傳
に
お
い
て
︑
閔
湛
ら
は
︑
旣
に
﹁
詩
﹂﹁
尙
書
﹂﹁
易
﹂
の
]
は
見

て
い
る
こ
と
か
ら
︑
そ
れ
以
外
に
怨
た
に
]
解
を
求
め
る
五
經
は
︑
禮
と
春
秋
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
從
っ
て
︑
こ
の
﹁
禮
傳
﹂
の
﹁
傳
﹂
は
︑

﹃
春
秋
﹄
の
傳
の
こ
と
で
あ
る(12

)
︒

ま
た
︑
顏
之
推
と
同
時
代
の
例
で
は
︑
梁
に
生
ま
れ
︑
北
周
・
隋
に
仕
え
る
と
い
う
︑
顏
之
推
と
似
た
境
�
の
蕭
吉
の
Ë
に
か
か
る
﹃
五
行

大
義(

13
)

﹄
の
卷
三
に
︑
五
行
と
五
經
の
對
應
關
係
を
営
べ
︑﹁
其
於
五
經
︑
則
仁
以
配
易
︑
其
位
東
方
︒
禮
以
配
火
︑
其
位
南
方
︒
義
以
配
傳
︑

其
位
西
方
︒
智
以
配
詩
︑
其
位
北
方
︒
信
以
配
尙
書
︑
其
位
中
央
︒
⁝
⁝
︒
傳
配
西
方
義
者
︑
春
秋
是
魯
�
︑
襃
貶
得
失
︒﹂
と
あ
り
︑﹁
傳
﹂

を
﹁
易
﹂﹁
禮
﹂﹁
詩
﹂﹁
尙
書
﹂
と
竝
列
さ
せ
︑﹃
春
秋
﹄
の
傳
︑
さ
ら
に
は
﹃
春
秋
﹄
と
ほ
ぼ
同
義
で
用
い
て
い
る
︒

以
上
の
例
か
ら
︑﹁
傳
﹂
は
︑
當
時
︑
特
に
他
の
經
書
と
竝
列
さ
せ
る
場
合
︑﹃
春
秋
﹄
の
傳
を
指
す
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
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確
�
さ
れ
︑﹃
顏
氏
家
訓
﹄
の
﹁
禮
傳
﹂
の
﹁
傳
﹂
も
そ
の
用
法
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

以
上
の
よ
う
な
別
解
の
可
能
性
の
あ
る
點
が
見
ら
れ
る
も
の
の
︑
本
書
に
お
い
て
は
精
密
な
考
證
に
よ
っ
て
︑
數
多
く
の
重
&
な
指
摘
が
な

さ
れ
て
い
る
︒
本
)
で
は
紙
面
の
關
係
に
よ
り
そ
れ
ら
を
つ
ぶ
さ
に
列
擧
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
︑
)
者
は
﹃
孔
子
家
語
﹄
を
硏
究
對
象
と

し
て
い
る
た
め
︑
本
書
第
八
違
に
お
け
る
﹃
孔
子
家
語
﹄
の
﹁
桓
山
之
悲
﹂
の
故
事
に
關
す
る
考
證
を
取
り
上
げ
た
い
︒
本
書
で
は
︑
こ
の
故

事
が
西
晉
・
南
�
に
お
い
て
兄
弟
閒
の
離
別
に
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
例
證
し
︑﹃
顏
氏
家
訓
﹄
�
違
(
の
﹁
兄
﹂
を
︑
先
行
硏
究
で
指
摘

さ
れ
て
い
た
﹁
兒
﹂
に
改
め
る
必
&
が
な
い
と
結
論
づ
け
た
が
︑
ま
さ
し
く
著
者
の
炯
眼
で
あ
る
︒
さ
ら
に
附
言
す
れ
ば
︑
こ
の
故
事
は
︑

﹃
初
學
記
﹄
に
引
く
﹃
家
語
﹄
で
は
︑
今
本
﹃
孔
子
家
語
﹄
に
あ
る
﹁
其
母
﹂
の
二
字
が
な
く
︑
ま
た
今
本
﹃
孔
子
家
語
﹄
の
﹁
e
之
﹂
を

﹁
相
e
﹂
に
作
っ
て
い
る(14

)
︒
こ
の
﹃
初
學
記
﹄
.
引
﹃
家
語
﹄
に
よ
れ
ば
︑
母
鳥
で
は
な
く
︑
雛
鳥
の
兄
弟
が
鳴
き
聲
を
擧
げ
て
お
互
い
を
見

e
っ
た
と
解
釋
す
る
こ
と
が
で
き
︑﹃
顏
氏
家
訓
﹄
の
用
法
と
合
致
す
る(15

)
︒
ま
た
︑
曹
魏
の
嘉
`
年
閒
の
出
來
事
を
契
機
に
作
ら
れ
た
阮
籍
の

﹁
鳩
賦
﹂
に
は
︑﹁
陵
桓
山
以
�
徊
︑
臨
舊
鄉
而
思
入
︑
揚
哀
鳴
以
相
e
︑
悲
一
f
而
不
集
﹂
と
い
う
部
分
が
あ
り
︑
こ
れ
は
﹁
桓
山
之
悲
﹂
の

故
事
を
踏
ま
え
て
い
る
が(16

)
︑
こ
こ
で
も
今
本
﹃
孔
子
家
語
﹄
の
﹁
e
之
﹂
に
當
た
る
部
分
を
﹁
相
e
﹂
に
作
っ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
︑

當
時
の
﹃
孔
子
家
語
﹄
に
は
︑
今
本
の
﹁
其
母
﹂
が
な
く
︑
ま
た
﹁
e
之
﹂
を
﹁
相
e
﹂
に
作
る
本
が
あ
り
︑
そ
れ
が
兄
弟
閒
の
離
別
の
典
據

と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
本
書
に
お
け
る
綿
密
な
考
證
の
結
果
か
ら
︑
樣
々
な
知
見
が
得
ら
れ
る
こ
と
の
例
と
し
て

特
に
擧
げ
て
お
き
た
い
︒

本
書
は
︑
思
想
�
に
お
け
る
南
北
�
時
代
の
重
&
性
を
再
�
識
さ
せ
︑
特
に
北
�
の
重
&
性
を
見
出
し
た
劃
0
�
な
著
作
で
あ
る
だ
け
で
な

く
︑
そ
の
精
密
な
考
證
に
よ
っ
て
多
く
の
事
實
を
解
	
し
︑
今
後
の
硏
究
に
多
大
な
貢
獻
を
も
た
ら
す
好
著
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
︒
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�(1
)

吉
川
忠
夫
﹃
六
�
精
神
�
硏
究
﹄
(同
�
舍
出
版
︑
一
九
八
四
年
)︒

(2
)

森
三
樹
三
郞
﹃
六
�
士
大
夫
の
精
神
﹄
(同
�
舍
出
版
︑
一
九
八

六
年
)︒

(3
)

著
者
の
�
士
論
�
に
つ
い
て
は
︑
京
都
大
學
學
�
O
報
リ
ポ
ジ
ト

リ
を
參
照
︒

(4
)

小
南
一
郞
﹁
顏
之
推
﹁
冤
魂
志
﹂
を
め
ぐ
っ
て
﹂
(﹃
東
方
學
﹄
六

五
︑
一
九
八
三
年
)︒

(5
)

『
�
記
﹄
魏
其
武
安
侯
列
傳
︑﹃
�
記
﹄
惠
景
閒
侯
者
年
表
︒

(6
)

劉
晝
の
出
自
に
つ
い
て
は
︑
傅
亞
庶
﹃
劉
子
校
釋
﹄
(中
華
書
局
︑

一
九
九
八
年
)
序
言
︑
吉
川
忠
夫
﹃
讀
書
雜
志
﹄
(岩
波
書
店
︑
二

〇
一
〇
)
第
一
二
違
︑
二
﹁﹃
劉
子
﹄
の
著
者
は
劉
晝
﹂
を
參
照
︒

(7
)

こ
の
こ
と
は
︑
顏
之
推
が
北
齊
に
お
い
て
崔
季
舒
ら
の
連
署
に
加

わ
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
も
!
じ
る
で
あ
ろ
う
︒

(8
)

こ
の
﹁
橫
﹂
に
つ
い
て
︑
本
書
五
七
頁
で
は
﹁
思
う
ま
ま
に
﹂
と

譯
さ
れ
︑
宇
野
精
一
﹃
顏
氏
家
訓
﹄
(
	
德
出
版
社
︑
一
九
八
二
年
)

一
六
〇
頁
で
も
﹁
橫

ほ
し
い

ま
ま
に
す
る
﹂
と
訓
讀
さ
れ
る
が
︑
郭
解
に

つ
い
て
の
﹁
代
人
﹂
と
對
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑﹁
橫
か
ら

(他
人
の
た
め
に
)﹂
と
い
う


味
で
あ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
︒

莊
輝
	
・
違
義
和
﹃
顏
氏
家
訓
譯
]
﹄
(上
海
世
紀
出
版
・
上
海
古

籍
出
版
社
︑
二
〇
〇
六
年
)
二
二
〇
頁
に
お
い
て
﹁
爲
人
﹂︑
宗
福

常
譯
﹃
顏
氏
家
訓
﹄
(外
�
出
版
社
︑
二
〇
一
〇
年
)
二
二
八
頁
に

お
い
て
﹁
替
人
﹂
と
譯
さ
れ
︑
ま
た
後
者
二
二
九
頁
の
英
譯
に
お
い

て
﹁
in
te
rv
e
n
e
d
﹂
と
譯
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
そ
の
よ
う
な


味
で

解
釋
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
こ
の
ほ
か
宇
都
宮
淸
吉
譯
]
﹃
顏

氏
家
訓
﹄
2

(
`
凡
社
︑
一
九
九
〇
年
)
二
一
頁
は
﹁

橫
よ
こ
ざ
ま

よ
り
﹂

と
譯
し
︑
二
三
頁
の
]
三
に
お
い
て
﹁
灌
夫
が
橫
合
い
か
ら
故
な
く

し
て
介
入
し
た
﹂
と
解
說
す
る
︒
な
お
灌
夫
が
も
と
も
と
當
事
者
で

な
か
っ
た
こ
と
は
︑
灌
夫
が
怒
っ
た
こ
と
を
聞
い
た
時
の
田
蚡
の

﹁
且
灌
夫
何
與
也
﹂
と
い
う
發
言

(﹃
�
記
﹄
魏
其
武
安
侯
列
傳
)
か

ら
知
ら
れ
る
︒

(9
)

﹁
天
子
亦
夢
見
嬰
而
謝
之
﹂
(﹃
法
苑
珠
林
﹄
卷
七
〇
.
引
﹃
冤
魂

志
﹄
)
︒
本
書
六
五
頁
參
照
︒

(10
)

こ
の
部
分
を
本
書
五
七
頁
で
は
﹁
人
に
與
す
る
の
を
欲
し
な
い
の

は
︑
そ
れ
が
不
義
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
﹂
と
解
す
る
が
︑
こ
こ
で

は
︑
人
に
與
す
る
こ
と
に
肯
定
さ
れ
る
場
合
と
否
定
さ
れ
る
場
合
が

あ
る
こ
と
が
営
べ
ら
れ
︑
V
面
�
に
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

た
め
︑﹁
他
人
の
非
義
の
こ
と
に
與
す
る
の
は
�
ま
な
い
﹂
と
い
う



味
と
考
え
ら
れ
る
︒

(11
)

林
田
愼
之
助
譯
﹃
顏
氏
家
訓
﹄
(
�
談
社
︑
二
〇
一
八
年
)
一
二

一
頁
は
︑
こ
の
*
の
題
を
﹁
仁
義
の
u
*
﹂
と
名
づ
け
︑﹁
仁
義
﹂

に
對
し
て
u
*
を
行
う
か
の
よ
う
に
題
し
て
い
る
が
︑
同
書
一
二
三

頁
で
は
︑﹁
當
以
仁
義
爲
*
�
爾
﹂
の
部
分
を
﹁
仁
義
に
よ
っ
て
*

制
す
べ
き
で
あ
る
﹂
と
譯
し
て
い
る
︒

(12
)

『魏
書
﹄
崔
浩
傳
に
は
ま
た
︑﹁
浩
印
上
五
寅
元
曆
︑
表
曰
︑
太
宗

卽
位
元
年
︑
敕
臣
解
�
就
違
・
孝
經
・
論
語
・
詩
・
尙
書
・
春
秋
・

禮
記
・
周
易
︑
三
年
成
訖
︒
﹂
と
あ
り
︑
崔
浩
は
︑
太
宗
	
元
H
の

― 210―

210



﹁
卽
位
元
年
﹂
(永
興
元
年
︑
四
〇
九
)
の
段
階
で
旣
に
五
經
の
解
釋

を
命
ぜ
ら
れ
︑
そ
の
三
年
後
に
は
完
成
し
て
い
た
と
い
う
︒
し
か
し
︑

姚
振
宗
は
︑﹃
魏
書
﹄
張
湛
傳
に
引
く
﹃
周
易
﹄
崔
浩
]
の
序
に
太

武
H
が
北
涼
を
`
定
し
た
後
の
こ
と
が
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
︑﹃
周

易
﹄
崔
浩
]
に
は
︑
	
元
H
の
時
の
本

(
�
本
)
と
︑
太
武
H
の
時

の
本

(後
本
)
が
あ
っ
た
と
指
摘
す
る

(﹃
隋
書
經
籍
志
考
證
﹄
卷

一
)︒
太
武
H
の
時
に
閔
湛
ら
が
怨
た
に
求
め
た
崔
浩
の
﹁
禮
傳
﹂

の
]
も
︑
	
元
H
の
時
に
完
成
し
た
も
の
と
は
別
の
︑
後
本
と
い
う

こ
と
に
な
る
︒
な
お
︑
	
元
H
の
時
に
︑
他
の
經
書
と
竝
ん
で
︑
三

禮
の
中
で
特
に
﹃
禮
記
﹄
の
み
の
解
釋
が
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
︑
そ
の
時
に
旣
に
﹃
禮
記
﹄
を
禮
の
經
と
す
る
�
識
が
あ
っ
た
こ

と
が
窺
わ
れ
る
と
と
も
に
︑
太
武
H
の
時
に
閔
湛
ら
が
営
べ
た
﹁
禮

傳
﹂
の
﹁
禮
﹂
も
︑﹃
禮
記
﹄
を
指
す
と
推
測
さ
れ
る
︒

(13
)

蕭
吉
と
﹃
五
行
大
義
﹄
に
つ
い
て
は
︑
中
村
璋
八
・
古
�
友
子

﹃
五
行
大
義
﹄
上

(
	
治
書
院
︑
一
九
九
八
年
)
を
參
照
︒

(14
)

『初
學
記
﹄
卷
一
八
﹁
離
別
﹂﹁
家
語
曰
︑
⁝
⁝
︑
對
曰
︑
囘
聞
︑

恒
山
之
鳥
︑
生
四
子
︑
羽
c
旣
成
︑
將
分
離
︑
悲
鳴
以
相
e
︑
哀
聲

3
類
於
此
︒
﹂

(15
)

『太
`
御
覽
﹄
卷
四
八
九
﹁
別
離
﹂
に
引
く
﹃
家
語
﹄
で
は
︑﹃
初

學
記
﹄
と
若
干
の
字
の
衣
同
は
あ
る
も
の
の
︑
こ
こ
で
問
題
と
な
る

部
分
に
つ
い
て
は
︑
﹃
初
學
記
﹄
と
同
じ
く
﹁
其
母
﹂
が
な
く
︑﹁
相

e
﹂
に
作
る
︒
同
じ
﹃
太
`
御
覽
﹄
で
も
︑
卷
三
八
八
﹁
聲
﹂
と
卷

九
一
四
﹁
鳥
﹂
に
引
く
﹃
家
語
﹄
で
は
︑
い
ず
れ
も
今
本
﹃
孔
子
家

語
﹄
と
同
じ
く
﹁
其
母
﹂
が
あ
り
︑﹁
e
之
﹂
に
作
る
こ
と
と
比
�

す
る
と
︑﹃
太
`
御
覽
﹄
卷
四
八
九
.
引
﹃
家
語
﹄
と
︑﹃
初
學
記
﹄

卷
一
八
.
引
﹃
家
語
﹄
と
は
︑
類
似
性
が
�
め
ら
れ
る
と
と
も
に
︑

﹃
顏
氏
家
訓
﹄
に
お
け
る
用
法
と
合
致
す
る
こ
と
か
ら
︑
顏
之
推
が

�
纂
に
參
與
し
た
﹃
修
�
殿
御
覽
﹄
か
ら
繼
承
さ
れ
た
可
能
性
も
考

え
ら
れ
る
︒
類
書
に
お
け
る
﹃
孔
子
家
語
﹄
の
引
用
に
つ
い
て
は
︑

﹃
m
宋
類
書
徵
引
︽
孔
子
家
語
︾
z
料
彙
�
﹄
(
中
�
大
學
出
版
社
︑

二
〇
〇
九
年
)
を
參
照
︒

(16
)

林
家
驪
]
譯
﹃
怨
譯
阮
籍
詩
�
集
﹄
二
版

(三
民
書
局
︑
二
〇
一

五
年
)
を
參
照
︒

二
〇
一
八
年
二
 

東
京

硏
�
出
版

二
二
糎

三
五
三

+

一
二
頁

六
五
〇
〇
圓

+

稅
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