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り、 よ
う

中
國
古
代
の

の

息
想

しク」、

こ
れ
に

よ
り
も
倫

る
墨
宗
も
有
望
な
筈
で
あ
る
。

が
あ
っ
た
の
で
、

中
國
古
代
の
続
療
倫
理
思
想

つ
の
祉
界
を
な
し
て
い
た
。
中
図
は
古
末
多
く
の
民
誤
を
肉
に
含
社
な
が
ら
而
も
―
つ
の

は
黄
河
流
域
の
地
で
あ
り
、

一
般
に
云
わ
れ
る
よ
う
に
、
漢
民
族
の

舞
的
・
政
治
的
な
面
に
長
所
が
あ
る
。
従
っ
て

に
拙
さ
仇
一
J

中
國
が
否
廊
な
し
に
國
際
的
政
治
輝
涜
の
闘
係
に
編
入
さ
れ
る
迄
は
中
國
は

の
あ
る
時
、
そ
こ
に
―
つ
の
生
活
態
度
が
生
仇
る
の
は
常
然
で
あ
る
し
、
ま
た
そ
の
生
活
閏
の
硝
情
が
生
活
態
度

と
闘
連
花
も
つ
の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。
中
國
の
社
會
を
一
つ
の
生
活
閏
と
見
る
と
き
、
そ
の
自
然
的
瑣
採
は
、
最
古
の
時
代
に
於
て

に
は
氣
候
の
闘
係
上
、
灌
漑
水
利
に
努
力
し
、
誹
作
に
勤
し
む
必
要

ば
な
ら
な
か
っ
た
、

の
規
範
に
拙
り
、

い
う
よ
う

っ
た
社
會
を
な
し
一
J

い
た
。

こ
の

し
よ
う
と
す
る
網

し
一J
可
排
地
と
水
利
の
あ
る
隕
り
、
細
胞
が
培
殖
す
る
よ
う
に
延
び
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
一
」
本
論
に
於
〗
J

齊
倫
蝿
息
想
の
疲
展
も
如
上
の
生
活
朕
態
の
中
か
ら
生
汎
る
生
活
態
度
な
り
、
生
活
意
識
の
展
間
と
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
そ
し
て
淡

民
族
の
性
格
と
こ
汎
ら
の
諸
條
件
が
交
錯
す
る
と
こ
ら
に
、
そ
の
特
色
が
現
わ
れ
出
た
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。

て
質
際
的
で
あ
る
。
そ
の
蹟
肺
文
化
に
つ
い
て
見
て
も
、
宗
敦
的

に
お
い
て
は
、

の
構
成
員
た
る
家
朕
花
統
奉
し
、
平
和
な
農
業
生
活
を
螢
ん
だ
。
そ

こ
の
地
に
定
住
し
た
漢
民
族
は
常
に
勤
勉
に
働
い
て
そ

の
箪
位
は
家
で
あ

こ
の
地
域
は
黄
土
暦
か
ら
成
り
、

自
身
で

今
か
ら
百
餘
年
前
、
常
時
の
酉
力
東
漸

序

説

張

源

羊1ni 



質
際
、
中
國
古
来
の
思
想
家
と
云
わ
れ
る
程
の
人
た
は
皆
何
狂
か
繹
涜
論
を
な
し
一
J

い
る
。
以
下
中
國
古
代
の
思
想
界
か
ら
経
精
倫
理
の

0

0

 

孔
子
以
前
の
時
代
に
於
け
る
誕
齊
倫
蝶
思
想
花
考
寮
す
る
に
は
、
孔
子
が
軍
視
し
て
そ
の
門
下
数
育
の
数
科
害
と
さ
れ
た
書
経
及
び
詩

0

0

 

0
 

(

1

)

 

経
を
見
る
の
が
最
も
好
い
。
書
鯉
は
箪
に
書
或
は
尚
書
と
も
い
い
、
害
紐
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
宋
代
の
頴
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は

虞
・
夏
・
醐
・
周
時
代
の
政
道
の
書
で
あ
る
。
詩
経
も
も
と
は
皐
に
詞
と
呼
ば
れ
、
宋
以
後
尊
ん
で
詩
経
と
稲
す
る
に
至
っ
た
も
の
で
、

大
髄
に
於
て
四
周
の
末
期
よ
り
、
春
秋
時
代
に
至
る
間
を
中
心
と
し
た
歌
謡
の
鋲
成
で
あ
り
、

(

2

)

 

び
社
會
朕
態
を
看
取
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

中
國
上
古
の
社
會
賊
態
を
考
え
る
と
、
殷
（
西
紀
前
一
七
六
六
ー
―
―
五
四
）
以
前
の
時
期
に
つ
い
て
は
節
た
る
史
質
が
無
い
か
ら
こ
れ
を

断
じ
難
い
が
、
大
憫
夏
（
前
ニ
―
1
0
五
ー
一
八
一
八
）
よ
り
殷
籾
に
か
け
て
石
器
・
銅
器
兼
用
時
代
に
入
り
、
殷
代
に
お
い
て
は
銅
器
時
代

(
＂

J
V
 

に
進
ん
だ
も
の
の
如
く
で
あ
る
。
こ
れ
花
経
清
生
活
の
側
而
よ
り
見
仇
ば
、
漁
狐
を
人
民
の
主
な
生
産
業
と
す
る
こ
と
は
夏
の
時
代
に
既

に
漸
く
そ
の
跡
を
絶
ち
、
そ
仇
以
後
は
牧
菩
が
主
要
産
業
の
地
位
を
占
め
、
礁
狐
は
上
肝
階
級
の
躾
業
ま
た
は
依
関
と
し
て
行
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。
殷
王
太
康
が
有
洛
と
い
う
虞
へ
遊
狐
に
出
か
け
て
十
句
の
間
も
鯰
ら
ず
、
政
治
を
怠
っ
た
の
で
人
民
か
ら
怨
ま
れ
、

そ
の
弟
の
五
子
が
歌
を
作
っ
て
兄
王
に
早
く
婦
る
よ
う
糊
め
た
と
い
う
如
き
は
田
狐
が
遊
戯
化
し
た
こ
と
を
語
る
も
の
で
あ
り
、
詩
経
の

0

0

 

0
 
0
 

0
 
0
 

車
攻
及
び
吉
日
の
詩
を
見
れ
ば
、
周
の
天
子
が
田
狐
を
軍
鯰
と
し
て
行
っ
た
椋
子
が
賎
わ
虹
、
魚
麗
の
詩
は
天
子
の
礁
を
ば
賓
客
を
畝
待

(
4い）

す
る
た
め
靱
を
備
え
る
意
に
解
し
て
い
る
。

殷
時
、
牧
畜
が
主
嬰
産
業
の
位
置
を
占
め
た
こ
と
は
上
に
指
摘
し
た
が
、
そ
の
軍
要
性
を
認
詞
す
る
に
足
る
一
抑
話
と
し
て
、
殷
の
王
子

亥
が
有
易
の
賓
と
な
っ
て
牧
牛
を
し
て
い
た
が
、
有
易
の
君
棉
臣
が
亥
を
殺
し
て
そ
の
牛
を
恋
っ
た
の
で
、
殷
主
甲
微
は
河
伯
の
按
軍
を

第
一
節
詩
・

に
現
わ
れ
た
純
清
倫
理
思
想

流
れ
を
汲
み
取
ろ
う
と
す
る
の
が
こ
の
小
論
の
企
閻
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

中
國
古
代
の
輝
涜
倫
覗
思
想

こ
れ
を
熟
詔
す
れ
ば
常
時
の
人
情
風
俗
及

一四



中
國
古
代
の
総
済
倫
瑶
思
想

得
て
有
易
を
伐
ち
、
こ
訊
に
克
つ
て
途
に
棉
臣
を
殺
し
た
と
い
う
話
が
あ
る
。

(

5

)

 

物
語
る
も
の
で
あ
る
。

一五

こ
肛
は
畜
靡
の
苧
恋
か
ら
氏
族
霰
争
を
惹
起
し
た
こ
、
と
を

周
代
の
主
要
産
業
は
後
に
も
述
べ
る
よ
う
に
農
業
で
あ
り
、
詩
経
に
見
え
る
牧
寄
は
多
く
天
子
諸
候
の
経
焚
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
例

ね
か

0

0

 

え

ば

小

雅

無

羊

の

詩

を

見

る

に

、

天

「

或

は

阿

に

降

り

、

或

は

池

に

飲

み

、

或

は

貶

う
ご

ね
、
或
は
訛
け
り
」
と
云
い
、
ま
た

が
牧
者
を
年
』
い
て
牛
羊
を
牧
し
た
朕
態
を
描
き
、

三
十
の
こ
の
伽
＂
爾
の
往
す
な
わ
七
具
虹
り
」
と
云
う
の
は
、
美
し
い
種
々
の
毛
色
の
牛
羊
の
群

が
多
敷
山
野
に
審
息
し
て
い
る
朕
態
花
描
い
た
一
幅
の
牧
聾
を
見
る
心
地
が
す
る
。
諸
餃
が
盛
ん
に
馬
を
詞
育
し
た
こ
と
は
詩
の
麟
風
定

0

0

0

け
い

g

之
方
中
や
魯
頻
中
の
胴
に
よ
つ
て
知
ら
れ
る
。
次
に
人
民
が
牧
畜
に
ど
れ
程
の
交
渉
を
も
つ
て
い
た
か
を
考
え
る
と
、
詩
経
を
通
じ
て
看

取
さ
れ
る
こ
と
は
、
牛
羊
維
琢
を
主
と
し
て
食
用
に
供
し
、
或
は
祭
祀
に
用
い
、
馬
を
運
搬
に
使
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
一
J

、
農
家
の
副

業
と
し
て
家
毎
に
若
干
の
家
畜
を
飼
養
し
た
こ
と
は
拙
測
さ
仇
る
が
、
詩
経
を
通
じ
て
牧
畜
に
闘
す
る
資
料
が
農
業
に
比
し
て
逝
か
に
少

い
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
で
既
に
こ
の
時
代
牧
畜
が
人
民
の
主
た
る
生
産
業
で
は
な
か
っ
た
證
拙
に
な
る
。

周
代
（
前
―
―
―
―
―
―
ー
―
―
五
六
）
に
は
農
業
が
斯
然
主
要
な
生
産
業
と
な
る
が
、

で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
仇
ば
家
畜
の
飼
料
は
天
然
の
産
物

無
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
の
み
な
ら
ず
そ
の
地
位
は
油
狼
以
上
に

以
外
は
耕
種
に
よ
っ
て
得
た
農
森
物
に
侯
た
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
に
か
く
、
周
代
に
至
っ
て
農
が
主
要
な
生
産
業
に
な
っ
た

こ
と
は
詩
経
そ
の
他
に
徴
し
て
蹄
か
な
こ
と
で
あ
る
。
今
詩
鑑
を
通
じ
て
常
時
の
農
業
朕
態
を
底
う
に
穀
物
の
最
も
主
な
も
の
は
、
黍

（
も
ち
き
び
）
、
桜
（
う
る
き
び
）
の
二
者
で
あ
り
、
粗
・
梁
（
お
お
粟
）
．
栽
（
ま
め
）
、
変
・
麻
が
こ
訊
に
次
い
で
い
た
こ
と
が
小
雅

0

0

0

 

0
 

甫
田
や
廊
風
七
月
の
詩
に
現
わ
仇
て
い
る
。
な
苓
そ
の
他
に
も
多
く
の
種
類
の
穀
物
が
散
見
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
常
時
の
農
業
が
相
常

0

0

0

 

0
 

0

0

0

 

0
 

0
 
0
 

疲
逹
し
て
い
た
こ
と
が
解
る
。
叔
物
栽
培
の
外
、
桑
の
木
矛
植
え
ら
れ
、
養
認
が
盛
ん
に
行
わ
肛
た
こ
と
は
、
七
月
、
十
畝
之
間
、
隔
桑
、

女
は
声
｀
き

0

0

 

腑
卯
そ
の
他
の
詩
か
ら
も
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
七
月
に
は
「
春
の
日
は
じ
め
て
闊
か
に
、
嗚
け
る
倉
庚
（
唸
の
類
）
あ
り
、

か

た

み

こ

『

が

ち

b
か
く
b

筐
を
執
つ
て
彼
の
徽
行
に
迄
つ
て
、
こ
こ
に
柔
桑
を
求
む
」
一
云
々
と
、
春
日
廊
ら
か
な
時
、
女
子
が
桑
摘
み
に
勤
し
ん
で
い
る
饂
を
描
い

同
よ
り
そ
れ
以
前
の
牧
畜
時
代
に
於
て
も
農
業
生
産
が



た
箇
所
が
あ
る
。
使
用
農
具
と
し
て
は
、
七
月
、

0

0

 

は
箕
や
臼
郎
見
え
て
い
る
。
ま
た
周
頌
臣
工
の
詩
に
は
購
耕
と
い
つ
て
、
古
時
牛
誹
な
く
、
二
人
祖
並
ん
で
来
尉
（
す
き
）
を
以
一
J

誹
し

0

0

 

た
風
習
が
出
て
い
る
。
次
に
農
業
社
會
に
於
け
る
設
も
重
嬰
な
生
産
手
は
と
し
て
の
排
地
が
ど
ん
な
制
度
で
あ
っ
た
か
と
云
う
に
、
孟
子

0

0

 

が
詩
の
小
雅
大
田
中
の
「
我
が
公
田
に
雨
ふ
ら
し
て
途
に
我
が
私
に
及
ぼ
さ
ん
」
と
あ
る
の
を
手
が
か
り
と
し
、
周
代
に
証
に
孟
子
そ
の

他
後
祉
の
僻
家
が
地
糀
平
均
の
輝
想
的
制
度
と
し
た
井
田
法
が
営
時
行
わ
れ
て
い
た(

7↓
 

（
莉
主
の
田
）
と
私
田
（
私
人
の
田
）
と
が
並
存
し
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
は
中
國
上
古
の
輝
精
朕
態
を
略
叙
し
な
が
ら
農
業
國
た
る
性
格
を
前
面
に
押
出
し
て
来
た
次
第
に
注
意
し
た
の
で
あ
る
が
、

よ
う
な
農
業
耽
會
は
如
何
な
る
屁
會
組
織
花
有
し
、
如
何
な
る
道
徳
意
識
の
形
態
を
も
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

中
國
は
そ
の
地
域
的
規
定
か
ら
見
て
も
農
業
國
た
る
に
適
し
一
J

い
る
。
北
方
に
は
中
原
と
い
わ
虹
る
黄
土
の
平
野
が
あ
り
、
南
方
に
も

多
祉
の
降
雨
の
た
め
に
山
地
か
ら
流
さ
れ
て
沖
積
し
た
土
壊
か
ら
な
る
平
野
が
あ
り
、
い
す
れ
も
十
分
に
農
産
物
を
養
う
に
足
る
地
味
を

有
し
一
J

い
る
。
但
し
迦
賞
の
水
分
が
必
要
で
あ
る
が
、
東
韮
モ
ン
ス
ー
ン
地
需
で
あ
る
た
め
爾
祉
が
偏
し
、
一
年
の
雨
批
の
半
を
夏
季
に

降
ら
し
、
そ
の
他
の
季
節
は
比
較
的
に
乾
媒
す
る
こ
と
か
ら
、
夏
季
の
植
物
繁
茂
期
を
利
用
し
て
農
作
物
を
成
長
せ
し
め
る
農
業
が
好
逃

し
、
一
年
中
牧
草
を
必
要
と
す
る
牧
畜
に
は
そ
れ
程
適
常
で
な
い
よ
う
な
風
土
を
有
す
る
こ
と
は
、
中
國
の
産
業
中
、
従
来
農
を
支
配
的

な
ら
し
め
た
大
き
な
原
因
で
あ
り
、
人
口
の
大
部
分
（
今
日
に
お
い
／
J

も
約
八
割
）
が
農
民
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
仇
ら
農
民
は
そ
の
主
要
な
財
産
が
土
地
で
あ
り
、
ま
た
始
終
そ
の
農
作
物
の
培
育
に
従
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
必
要
か
ら
定
住
生
活
を
な
し
、

且
つ
血
統
を
同
じ
く
す
る
者
が
相
集
つ
て
生
活
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
地
緑
的
に
も
血
縁
的
に
も
定
済
性
を
顕
著
に
有
し
て
来
た
の
で
あ

る
。
中
國

I

の
祉
會
は
元
来
こ
の
よ
う
な
農
民
の
家
族
の
集
固
で
あ
り
、
そ
の
植
民
的
疲
展
に
絡
く
部
落
集
幽
か
ら
夜
生
し
た
も
の
で
、
経

齋
的
植
民
的
膨
脹
の
結
果
と
し
て
幾
多
の
部
落
が
培
殖
さ
れ
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
移
動
性
に
富
む
遊
牧
民
集
四
の
相
互
攻
伐
の
如
き

事
態
が
少
か
っ
た
た
め
、
平
和
な
農
民
的
性
格
が
そ
の
特
性
を
な
し
た
の
で
あ
る
。

巾
國
古
代
の

思
想

0

0

 

大
田
、

良
紺
に
紺
が
見
え
、

こ
と
は
危
黛
で
あ
っ
一
」
、
と
に
か
く
公
田

臣
工
に
は
錢
．
鈍
・
姪
の
名
が
見
え
、

六

こ
の

0

0

0

 

0
 

大
東
や
生
民
に



中
國
古
代
の
網
滸
倫
理
思
想

，
 

か
く
舞
洲
が
直
ん
ぜ
ら
仇
た
が
、

質
か
ら
常
然
で
あ
る
。

「
乃
ち
巖
和
に
命
じ
、
欽
み
て
に
若
い
て
、
日
月
星
辰
を
粁
象
し
、
敬
み
て
人
に
時
を
授
け
し
む
。
」

0

0

0

0

 

と
あ
る
°
由
来
農
業
社
會
た
る
中
國
に
於
て
は
、
治
水
と
共
に
投
時
が
軍
嬰
な
穂
類
の
施
政
で
あ
っ
て
、
党
帝
も
天
文
と
地
頸
を
司
る
ニ

人
の
臣
、
毅
氏
と
和
氏
に
命
じ
、
暦
を
作
っ
て
民
に
農
時
を
敦
え
、
春
耕
秋
牧
の
便
を
は
か
り
、
民
の
食
を
足
ら
し
め
る
政
治
を
軍
視
し

は、

に
し
、
正
徳
•
利
用
・
肛
生
の

上
述
の
如
き
誕
齊
的
植
民
的
膨
脹
の
結
果
、
諸
方
に
散
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
多
く
の
綿
落
に
は
、
各
地
方
の
有
力
者
た
る
土
粂
が
現

わ
虹
て
自
己
の
領
地
花
間
拓
し
支
配
し
た
。
害
網
舜
典
に
見
え
る
群
后
は
即
ち
こ
れ
ら
の
者
を
指
す
の
で
あ
っ
/
J

、
群
后
ら
の
合
意
的
集

園
の
上
に
有
徳
者
と
認
め
ら
仇
る
者
が
天
命
を
受
け
た
君
即
ち
天
子
と
し
一
J

茸
臨
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
肛
が
建
國
で
あ
る
。
か
く
君

主
は
常
に
徳
を
本
と
し
て
立
ち
、
百
官
有
司
を
率
い
て
数
化
を
人
民
に
施
し
、
こ
の
精
紳
主
義
の
逃
用
と
し
て
現
質
生
活
の
諸
施
設
花
闊

0

0

0

 

0
 

じ
た
の
で
あ
っ
て
、
所
副
王
道
も
こ
れ
を
措
い
一
J

外
に
は
な
い
。
鯉
祉
齋
民
か
ら
出
た
鯉
涜
と
い
う
語
が
そ
の
本
来
の
意
味
に
於
て
説
か

0

0

0

 

正
徳
•
利

れ
て
い
る
こ
と
、

0

0

 

0
 

用
・
厚
生
の
三
者
が
よ
く
行
わ
る
べ
き
こ
と
が
述
べ
ら
仇
て
い
る
。

「
萬
日
く
、
於
帝
念
え
哉
、
徳
は
惟
汎
政
を
善
く
す
°
政
は
民
を
養
う
に
あ
り
、
水
火
金
木
土
穀
惟
仇
修
め
、
正
徳
•
利
用
・
厚
生

惟
仇
和
し
、
九
功
惟
仇
叙
し
・
・
・
・
壊
る
る
勿
ら
し
め
よ
。
」

右
は
両
が
臣
と
し
て
帝
舜
に
勘
め
た
政
道
の
要
諦
で
あ
る
。
そ
の
意
は
、
善
政
の
益
礎
は
対
主
の
有
徳
な
こ
と
で
あ
り
、
養
民
は
最
も

上
代
に
お
い
て
害
輝
に
若
く
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
。

虞
害
の
大
褐
殴
に
は
王
逍
の
節
立
の
た
め
に
は
、

煎
要
な
政
道
で
あ
る
。
水
火
金
木
土
穀
は
鋏
く
こ
と
の
で
き
な
い
人
民
の
生
活
安
料
で
あ
り
、

こ
仇
を
加
し
た
努
力
と
を
破
壊
せ
ぬ
よ
う
に
せ
ら
炒
よ
と
云
う
の
で
あ
っ
て
、

思
想
を
明
か
に
看
取
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

一七

一
事
が
都
合
よ
く
行
わ
れ
、
合
せ
て
九
者
が
皆
闘
満
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
し
（
中
略
）
以
前
か
ら
の
成
功
と

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

こ
の
心
の
節
っ
た
忠
言
の
中
に
道
徳
基
本
、
網
楕
軍
説
の

経
齊
的
生
産
の
諸
部
酉
中
、
特
に
農
業
が
賃
ん
ぜ
ら
れ
た
こ
と
は
、
已
述
の
農
業
駐
會
と
し
て
の
性

こ
れ
ら
六
つ
の
も
の
各
々
そ
の
用
を
逃
度



で
あ
る
。
帝
王
た
る
者
は
こ
れ
ら
を
憫
得
し
て
天
下
太
平
を
期
す
べ
し
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
分
説
す
れ
ば
、
先
づ
人
罪
た
る
も
の

は
貌
・
言
・
賑
・
聴
・
思
の
五
班
（
二
）
を
以

tlm格
を
高
め
、
皇
棒
（
五
）
即
ち
大
中
の
徳
を
以
て
民
の
儀
表
と
な
り
、
五
紀
（
四
）

に
留
意
し
、
人
民
の
日
常
必
組
の
生
活
資
料
た
る
五
右
（
一
）
を
款
え
て
民
利
を
脳
り
、
民
を
導
く
に
三
徳
（
六
）
を
以
て
こ
れ
を
数
化

L‘ 
4
ノ

五
輻
|
|
傘
詞
・

ご
ハ
極
ー
凶
短
折
・
疾

・
貧
・
悪
．
弱

¥‘ 
1
J
 

じ、

稽
疑
—
|
卜
砂
砥

庶
微
|
ー
雨
・
励
．
煉
．
寒
・
風
・
時

ふ
瞑
好
徳
・
考
終
命

六、

徳
_
ー
正
直
・
間
克
・
柔
克

互、 四、 一、
二、 ヽ

た
の
で
あ
る
。

0

0

 

食
政
を
菫
ん
す
る
精
紳
は
害
鯉
中
最
も
頸
要
な
一
篇
す
な
わ
ち
周
書
の
洪
範
に
頴
著
な
形
を
以
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
篇
は
周
の

武
王
が
殷
の
糾
王
を
平
ら
げ
、
殷
の
賢
公
子
箕
子
に
天
道
を
問
う
た
際
に
箕
子
が
武
王
に
投
げ
た
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
政
治
・
逍
徳

つ
9
ヅ

の
網
領
は
こ
の
中
に
一
括
さ
虹
て
お
り
、
そ
仇
は
三
代
思
想
の
綽
括
で
あ
り
、
帝
王
學
の
粋
と
稲
せ
ら
仇
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は

と
こ
ろ

初
め
に
哄
範
の
由
来
を
説
い
／
J

「
天
、
覇
に
洪
範
九
応
を
肱
ぅ
。
尋
倫
の
叙
づ
る
仮
な
り
」
と
云
い
、
次
い
で
九
疇
（
九
類
の
意
）
の
各

内
容
が
列
叙
さ
仇
一
J

お
り
、
所
謂
範
疇
と
い
う
名
の
出
典
と
な
っ
て
い
る
。
九
店
と
は
、

互
行
ー
~
水
・
火
・
木
・
金
•
土

五
事

i
貌
・
言
・
諷
・
競
・
思

八
政
1

食
・
貨
・
祀
・
司
空
・
司
徒
・
司
寇
．
賓
・
師

五
紀
1

歳
•
月
・
日
・
星
辰
·

中
國
古
代
の
網
滸
倫
舞
思
想

一
八



と
こ
ら
で
経
潤
思
想
の
商
か
ら
見
て
特
に

の
徳
は
王
者
自
ら
の
居
で
あ
っ
て
、
大
中
至
誠
の
徳
花

顕
彰
し
、
全
九
疇
の
中
央
に
位
し
、
雨
除
の
八
店
を
統
括
す
る
地
位
に
あ
る
。
洪
範
は
宜
に
漢
民
族
古
来
の
政
治
的
憫
瞼
と
反
省
を
集
成

こ
れ
に
―
つ
の
組
織
を
輿
え
た
も
の
で
あ
り
、
帝
王
學
の
艇
怨
と
い
う
べ
く
、
後
靴
儒
家
の
尊
軍
措
か
ざ
る
所
の
も
の
で
あ
る
。

に
値
す
る
の
は
九
疇
の
（
三
）
八
政
で
あ
る
。
八
政
は
殷
時
政
府
官
制
の
大
網
を
示
す

も
の
で
あ
り
、
察
沈
の
集
偲
に
よ
虹
ば
、

「
食
は
民
の
怠
に
す
る
所
、
貨
は
民
の
資
る
所
、
故
に
食
を
首
と
な
し
、
而
し
て
貨
之
に
次
ぐ
。
食
貨
は
生
を
養
う
所
以
な
り
。
祭

祀
は
本
に
報
・
一
丁
る
所
以
な
り
。
司
空
は
土
花
掌
り
、
そ
の
居
を
安
ん
-
ヂ
る
所
以
な
り
。
司
徒
は
数
を
司
る
。
そ
の
性
を
成
す
所
以
な

り
。
司
寇
は
紐
誓
掌
る
。
そ
の
姦
を
治
む
る
所
以
な
り
。
賓
は
諸
侯
遠
人
を
屈
し
、
往
来
交
際
す
る
所
以
な
り
。
師
は
残
を
除
き
、

暴
を
漿
す
る
な
り
。
兵
は
慄
人
の
已
む
を
得
る
に
非
す
。
故
に
末
に
居
く
な
り
。
」

と
あ
る
。
か
よ
う
に
食
料
そ
の
他
の
生
活
必
困
品
の
管
頸
、
祭
祀
•
土
木
・
敦
育
・
法
律
刑
罰
・
外
交
・

滸
行
政
に
常
る
食
・
貨
の
二
政
を
首
位
に
置
い
た
の
は
、
こ
れ
を
設
も
頭
諷
し
た
も
の
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

右
に
現
わ
仇
た
如
く
、
民
食
の
た
め
の
行
政
即
ち
食
政
の
斌
諷
は
自
ら
食
料
を
生
廂
す
る
農
業
を
軍
ん
す
る
思
想
と
な
る
。
農
本
主

0

0

 

0
 
0
 
O
 

義
、
軍
農
主
義
は
凡
て
の
流
派
を
通
じ
、
三
千
年
の
中
圃
艦
涜
息
潮
を
最
も
涙
＜
彩
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

右
の
農
本
主
義
は
社
稜
を
以
て
の
異
名
と
す
る
こ
と
に
も
現
わ
仇
て
い
る
。
社
は
大
地
の
紳
を
意
峠
す
る
。
そ
れ
は
土
と
示
を
合

せ
た
も
の
で
あ
り
、
示
は
紳
の
意
味
で
あ
る
。
こ
仇
を
祭
る
の
は
地
肺
の
徳
に
報
い
る
た
め
で
あ
り
、
土
地
は
萬
物
を
生
じ
、
人
民
を
居

ら
し
め
、
そ
の
徳
至
大
に
し
て
功
も
絶
大
で
あ
る
故
に
春
款
に
こ
れ
を
祭
る
の
で
あ
る
。
か
く
抑
め
は
土
地
そ
の
も
の
に
感
謝
し
て
い
た

の
が
、
後
に
は
農
業
を
育
く
む
と
い
う
意
味
か
ら
土
地
に
感
謝
を
捧
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
伴
い
穀
物
の
蒜
を
立
て
て
こ
れ
を
稜

し
て
、

中
國
古
代
の

踵
息
想

一
九 の

八
部
門
の
行
政
中
、
経

し
、
各
自
の
オ
能
を
疲
輝
せ
し
め
、
擬
問
が
あ
仇
ば
卜
縦
（
七
）
に
よ
つ
て
解
決
し
、
庶
徴
（
八
ー
諸
K

の
兆
候
の
意
）
を
以
て
政
治
の

得
失
を
寮
し
、
以
て
天
意
を
媒
う
べ
く
、
普
行
あ
仇
ば
五
輻
（
九
前
半
）
を
狩
来
し
て
天
逆
自
ら
こ
れ
に
幸
し
、
悪
行
あ
る
も
の
は
罰
す

る
に
六
族
（
九
後
半
）
を
以
一
J

せ
ら
仇
る
と
信
i

が
る
の
で
あ
る
。
右
の
中
、



し
め
た
。
爵
は
益
及
び
后
復
と
共
に
帝
の
命
を
奉
じ
、
諸
侯
百
姓
に
令
し
、
人
徒
を
興
し
て
治
水
事
業
に
従
い
、
身
を
犀
ク
し
、
思
を
焦
し

外
に
居
る
こ
と
十
三
年
、
家
門
を
過
ぐ
る
も
政
て
入
ら
ず
、
途
に
治
水
の
功
を
奏
し
た
。
爵
の
鯉
焚
は
質
に
苦
心
惨
恰
た
る
も
の
が
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
治
水
哨
業
は
帝
都
の
地
、
裳
州
を
手
始
め
に
、
最
低
地
で
あ
っ
た
充
州
か
ら
青
・
徐
・
楊
・
荊
・
豫
・
梁
の
各
州
を

網
て
最
高
地
た
る
荊
州
に
及
ん
だ
の
で
あ
っ
一
」
、
賞
時
洪
水
氾
濫
の
範
間
は
全
九
州
に
わ
た
り
、
北
は
黄
河
、
南
は
楊
子
江
、
四
は
黒
水

(

n

)

 

弱
水
か
ら
、
東
は
東
悔
に
逹
し
た
。
そ
し
て
こ
の
中
間
ま
た
は
附
近
に
あ
る
巨
川
大
澤
も
皆
嗚
の
治
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

萬
王
は
謡
に
水
を
治
め
た
上
、
更
に
九
州
を
分
つ
〗
J

そ
の
拭
域
を
明
か
に
し
、

（
上
上
・
上
中
・
上
下
・
中
上
・
中
中
・
中
下
・
下
上
・
下
中
・
下
下
）
に
分
ち
、
田
賦
を
も
九
等
に
分
っ
た
。
但
し
田
地
の
等
級
は
必

ず
し
も
田
賦
の
等
紋
と
一
致
せ
し
め
ず
、
水
害
の
大
小
、
交
通
の
便
否
、
人
口
の
多
少
、
土
地
の
廣
狭
、
田
産
物
以
外
の
産
物
の
如
何
等

を
参
酌
し
て
田
賦
の
轄
環
を
定
め
た
の
は
、
諜
役
一
般
主
義
に
加
ぅ
る
に
平
等
主
義
即
ち
能
力
主
義
を
以
て
し
た
も
の
と
云
え
る
。
田
賦

以
外
の
各
州
よ
り
の
貢
進
の
品
を
定
め
る
に
も
、
各
州
の
土
宜
•
土
両
を
考
え
迎
切
な
按
排
が
施
さ
れ
た
。ふ

つ
べ
ん

後
に
孔
子
が
「
爵
は
吾
れ
間
然
す
る
こ
と
な
し
、
飲
食
記
加
く
し
一
J

孝
を
鬼
肺
に
致
し
、
衣
服
を
悪
く
し
て
美
を
厭
髭
（
祭
服
）
に
致

ひ
く

し
、
宮
室
を
卑
く
し
一
J

力
を
溝
＇
皿
に
盛
す
。
罰
は
吾
れ
間
然
す
る
こ
と
な
し
」
（
論
語
ー
為
政
）
と
稲
讃
さ
れ
た
松
、
高
は
孜
入
と
し
て

0

0

 
0
 
0
 

普
政
に
努
力
し
た
人
で
あ
る
。
徳
治
主
義
、
の
上
古
に
於
て
は
為
政
者
が
率
先
し
て
勤
倹
力
行
以
て
衆
に
範
を
垂
れ
る
こ
と
が

中
國
古
代
の
誤
清
倫
覗
恩
想

各
州
の
土
質
に
應
じ
、

地
味
に
よ
つ
て
田
地
を
九
等

と
云
い
、
社
と
疫
の
祭
を
軍
揺
し
た
。
就
と
設
の
祭
は
君
主
に
と
つ
¥
J

政
治
上
軍
要
な
意
義
あ
る
も
の
と
な
り
、
途
に
祉
稜
を
以
て
國
家

(

m

)

 

と
い
う
意
味
を
表
わ
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

0

0

 

東
亜
的
風
土
の
裏
挑
に
あ
っ
て
投
時
と
共
に
治
水
が
農
業
育
成
の
軍
大
政
務
で
あ
る
こ
と
は
揺
に
述
べ
た
が
、
そ
の
最
も
有
名
な
記
録

0

0

 

は
害
鯉
の
夏
響
、
覇
貢
篇
に
見
え
一
」
い
る
。
こ
の
篇
は
爵
が
舜
の
摘
政
た
り
し
時
（
西
紀
前
廿
―
―
-llt
紀
）
命
を
受
け
一
J

洪
水
を
治
め
た
こ
と

な
ど
花
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
そ
仇
よ
り
以
前
克
の
時
に
大
洪
水
が
あ
り
、
党
は
四
岳
（
四
岳
諸
侯
の
班
を
統
べ
る
官
）
の
言
を

聴
き
、
鰭
を
し
イ
J

治
水
事
業
を
さ
せ
た
が
、
九
年
を
鯉
て
も
結
果
が
な
か
っ
た
。
時
に
舜
が
燐
政
と
な
り
、
鰯
の
子
爵
を
し
一
J

水
を
治
め

1
0
 



を
侮
り
て
曰
く
、
『
昔
の
人
、
間
知
す
る
無
し
』
と
。
」

0
0
 

殊
に
尊
ば
れ
て
い
た
。
書
鯉
周
害
の
無
逸
の
如
き
も
幼
君
成
王
が
即
位
し
、
安
逸
に
流
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
周
公
が
こ
れ
を
作
り
、

戒
め
と
し
た
も
の
と
仰
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
篇
首
の
句
を
引
用
す
れ
ば
左
の
如
く
で
あ
る
。

周
公
日
く
、

「
嗚
呼
、
君
子
は
、
共
の
無
逸
（
安
逸
の
こ
と
な
く
勤
勉
精
励
の
意
）
を
所
（
守
る
所
の
意
）
と
す
。
先
づ
稼
稿
の
知

難
を
知
り
て
、
乃
ち
逸
す
れ
ば
、
則
ち
小
人
（
庶
民
）
の
依
を
知
る
。
小
人
を
相
る
人
廠
の
父
母
稼
積
に
勤
努
す
°
廠
の
子
乃
ち
稼

粕
の
娘
難
を
知
ら
す
、
乃
ち
逸
し
、
乃
ち
諺
し
（
佃
巷
の
邸
諮
の
意
）
、
既
に
涎
す
（
妄
誕
な
こ
と
）
。
否
ら
ざ
仇
ば
則
ち
厭
の
父
母

以
上
に
於
て
中
國
最
古
の
時
期
に
お
け
る
経
済
逍
徳
思
想
の
源
流
を
見
き
わ
め
る
た
め
に
、
最
古
の
典
師
た
る
詩
・

王
の

に
拙
り
、
孔
子

以
前
の
時
代
に
於
け
る
鯉
済
社
會
の
献
態
と
鯉
涜
倫
理
思
想
の
概
略
に
つ
い
て
述
べ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
抽
出
さ
れ
た
思
想
的
特
色
と

0
0
0
o
 
o
 o
・
o
 
o
 
o
 o
 o
 o
 
o
 o
 o
 o
 

し
て
、
我
々
は
道
徳
基
本
、
鯉
齊
窟
視
、
農
本
主
義
、
勤
倹
力
行
等
を
摯
げ
得
る
の
で
あ
る
。

註

(
1
)

書
踪
は
腐
夏
殷
周
時
代
の
政
泣
を
記
し
た
も
の
を
孔
子
が
測
定
さ
れ
た
も
の
で
尚
害
と
も
呼
ぷ
。
向
は
上
の
義
で
上
占
の
書
な
る
が
故
で
あ

る
。
も
と
百
盆
あ
っ
た
が
泰
火
に
造
つ
て
大
に
散
保
し
た
。
漢
代
に
至
り
伏
膀
が
こ
の
書
を
陪
誦
し
て
學
者
に
似
認
し
た
。
武
帝
の
時
魯
の
恭
王

0
0
 

が
孔
子
の
料
宅
を
竣
っ
た
と
こ
ろ
が
様
中
か
ら
向
害
若
干
節
が
出
て
末
た
。
こ
の
方
は
背
の
姐
斜
文
字
で
書
か
れ
て
い
た
の
で
古
文
と
云
い
、
前

0
0
 

の
方
は
嘗
時
の
文
字
で
記
さ
れ
て
い
た
の
で
今
文
と
稲
す
る
。
孔
子
の
後
孔
安
國
は
そ
の
害
を
得
て
之
を
今
文
向
害
の
廿
九
節
と
考
合
す
る
と
十

六
術
多
か
っ
た
。
西
粋
永
嘉
の
吼
に
は
他
の
脈
代
賭
典
師
と
共
に
亡
び
た
が
、
棗
晋
の
梅
願
が
孔
僻
占
文
向
害
を
得
た
と
稲
し
て
之
を
朝
廷
に
欺

じ
、
そ
の
後
癬
齊
の
時
代
に
婉
方
興
が
舜
典
中
の
闊
文
を
得
て
之
を
獄
じ
、
か
く
て
古
文
向
害
が
再
び
冊
に
出
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、

今
文
に
無
く
し
て
獨
り
古
文
に
の
み
あ
る
部
分
の
終
齢
に
つ
い
て
は
學
者
間
に
議
論
が
多
い
（
陳
柱
著
、
尚
害
論
略
翠
照
）

(
2
)

書
輝
の
捉
典
に
は
「
詩
は
志
を
言
い
、
歌
は
言
を
永
く
す
」
と
あ
り
、
同
じ
く
皐
陶
謀
に
は
舜
と
皐
陶
と
の
唱
和
を
載
せ
て
い
る
の
は
詩
に
つ

い
て
の
最
古
の
記
録
で
あ
る
が
、
周
に
至
り
朝
廷
に
采
詩
宜
を
設
け
、
列
國
の
歌
謡
を
採
集
し
て
政
治
の
得
失
、
風
俗
の
哀
否
を
祭
し
、
一
而
之

を
宗
廟
郷
窯
、
又
は
士
君
子
の
交
際
に
用
い
た
が
、
周
哀
え
祖
渠
の
道
が
哀
れ
る
に
及
び
、
こ
れ
ら
の
詩
む
混
乱
し
そ
の
築
譜
を
失
う
に
至
っ
た

の
で
孔
子
が
之
を
盤
理
さ
れ
、
一
―
―
千
餘
篇
を
胴
つ
て
一
―

-Ff十
一
笥
（
内
六
錦
は
題
名
の
み
）
と
さ
れ
た
と
云
わ
れ
て
い
る
。
漠
代
に
至
り
、
詩
を

偲
え
る
者
、
魯
．
齊
・
韓
・
毛
の
四
家
が
あ
っ
た
が
、
毛
詩
の
外
は
多
く
亡
び
、
毛
詩
獨
り
冊
に
行
わ
れ
た
。
（
胡
模
安
著
、
詩
辮
學
参
照
）

中
國
古
代
の
網
滸
倫
踵
思
想



傾
向
が
あ
っ
た
が
、

孔
子
の
生
誕
は
簸
王
廿
一
年
（
西
紀
前
五
五

の
家
臣
が
次
第
に
威
力
を
仲
し
つ
つ
あ
っ
た
時
代
で
あ
り
、
孔
子
は
終
始
髪
る
こ
と
な
き
周
室
へ
の
忠
誠
を
以
て
今
一
度
周
公
の
盛
時
に

還
そ
う
と
畢
生
の
努
力
を
彿
つ
た
の
で
あ
る
。
抑
々
中
國
は
氏
族
祉
會
を
経
て
周
に
入
る
や
武
王
は
武
力
革
命
に
成
功
の
後
、
諸
王
を
封

じ
て
封
建
制
度
の
基
を
開
い
た
。
有
周
八
百
年
は
氏
族
社
會
か
ら
や
が
て
来
ら
ん
と
す
る
秦
の
天
下
一
統
に
至
る
過
程
を
な
す
も
の
と
見

得
る
の
で
あ
る
。

想
的
な
時
代
と
し
た
の
は
、

の
で
あ
る
。

0

0

0

 
0
 

周
は
封
建
制
度
の
社
會
で
あ
り
、
家
族
制
度
を
そ
の
骨
子
と
し
一
J

い
る
撃
に
特
質
が
あ
る
。
従
っ
て
家
族
道
徳
が
周
の
封
建
耽
會
を
維

^ ＾ ̂＇―̀` ^ ＾ ^  ^  ^ /‘ 12 11 l O 9 8 7 6 5 4 3 
、9 ^ - .,___, 、一 、一 、一 、一ノ’` ‘ヽ ク -’ 

年
）
で
あ
る
°
常
時
は
所
謂
春
秋
の
祉
で
あ
り
、
周
室
の
勢
力
は
漸
く
衰
え
、
諸
侯
や
そ

こ
の
間
革
命
期
の
武
力
的
行
為
が
煽
み
、
周
公
の
文
治
に
よ
っ
て
燦
然
た
る
綺
槃
制
度
が
現
出
し
た
。
孔
子
が
以
一
J

狸

こ
の
道
徳
を
甚
本
と
す
る
文
化
的
統
治
の
図
家
社
會
で
あ
り
、
孔
子
の
常
時
に
は
そ
れ
が
紙
に
梢
々
弛
廣
の

の
道
徳
的
自
覺
と
吏
追
の
刷
新
に
よ
つ
て
、
密
時
の
盛
に
復
す
べ
き
希
望
と
節
信
を
以
て
諄
々
と
数
え
導
い
た

第
二
節
孔
子
及
び
侶
家
の
継
演
倫
理
思
想

竹
松
友
著
、
中
國
原
始
社
會
之
探
究

‘
1
0
0
頁。

小
島
柿
馬
拇
士
、
『
詩
』
を
並
し
て
観
た
る
周
代
の
揺
演
状
態
（
文
那
學
第
一
―
―
巻
第
八
腕
、
六
四
頁
）

竹
松
友
著
、
前
出
瞥
‘
l
0
1
一頁。

小
島
拇
士
、
前
出
論
文
、
六
四
真
。

同
上
論
文
（
文
那
學
第
一
＿
一
巻
第
七
紬
、
四
八
ー
五
一
頁
）

臼
井
二
尚
氏
、
支
那
社
會
の
地
域
的
規
定
（
屎
亜
人
文
學
報
第
一
巻
第
一
一
紬
、
一
買
以
下
舎
考
）

渡
邊
秀
方
著
、
文
那
哲
學
史
概
論
二
四
頁
。

松
井
等
、
支
那
社
會
息
峨
（
岩
波
誨
限
、
戦
昇
思
潮
、
一
六
八
頁
）

田
島
錦
治
博
士
、
康
洋
綽
演
學
史
、
三
一
頁
。

ウ
イ
ッ
ト
フ
す
ー
ゲ

J
V、
東
洋
的
社
食
の
瑶
論
（
森
谷
•
平
野
緑
、
ニ
―
―
―
頁
）

中
國
古
代
の
謡
清
倫
瑾
思
想



は
こ
の
疲
生
論
的
庶
自
然
さ
を
そ
の
ま

云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

孔
子
が
仁
の
外
に
関
花
軍
ん
ぜ
ら
れ
た
こ
多
及
散
見
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
法
が
既
然
の
後
に
於
一
J

漿
す
る
の
に
酎

0

0

0

0

 

し
、
開
は
未
然
に
豫
防
す
る
政
治
的
放
果
が
注
目
さ
れ
開
治
主
義
が
提
唱
さ
仇
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
や
は
り
周
の
封
建
制
度
の
下
に
於

た
孝
恙

中
園
古
代
の
認
沢
倫
縄
息
想

あ
り
、
近

に
あ
り
、
墨
子
の

こ

し
て
合
狸
化
す
る
立
場
を
取
る
も
の
と

好
む
者
は
未
だ
こ
仇
有
ら
ざ
る
な
り
°
君
子
は
本
を
務
朽
゜

と
あ
る
の
は
、
よ
く
孔
門
の
精
肺
花
偲
え
た
も
の
で
あ
る
。

「
終
り
を
韻
み
、

會
子
口
く
、

腺
と
し
て
士
庶
人
に
孝
道
『

0

0

0

 

た
愛
と
か
愛
人
と
か
い
う
こ
と
に
常
る
が
、

し
、
そ
の
祭
に

さ
紅
、
限
代
の
天
子
は
こ
仇
を
根

し
、
思
想
の
鯰
趨
を
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。
僻
家
が
最
高
完
全
の
徳
と
な
す
と
こ
ら
の
仁
の
内
容
は
降

こ
の
徳
も
ま
た
家
族

づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
血
絲
闘
係
の
親
疎
に
よ
つ
て

現
す
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、

へ
の
愛
を
第
一
と
し
、
漸
次
遠
き
に
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
。
縛
愛
で
は
あ
る
が
、
相
甜
的
縛
愛
で
あ
り
、
後
述
の

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

に
見
る
よ
う
な
無
差
別
愛
で
は
な
い
。
中
庸
に
親
親
之
殺
を
云
い
、
大
學
に
本
末
厚
菰
の
序
を
云
う
の
も
同
じ
精
肺
で
あ
る
。
云
わ

ば
同
類
意
識
閲
が
自
己
を
中
心
と
し
、
こ
紅
る
同
心
闘
の
闘
周
の
近
遠
に
認
つ
一
J

強
弱
涙
淡
の
差
を
生
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
闘
周

の

距

離

に

よ

っ

と

」

る

差

別

粗

こ

そ

の

順

序

及

び

そ

の

は
そ
の
後
論
・
孟
と
並
ん
で
長
く
偉
家
の
家
族
道
徳
を
代
表
す
る
経
典
と
し

ょ
つ
て
人
民
花
風
化
す
る
こ
と
を
云
っ
た
も
の
で
、
そ
の
政
治
的
放
果
が

さ
れ
て
い
る
。

こ
の
狩
子
が
親
し
く
孔
子
か
ら
授
け
ら
仇

と
い
う
一
窄
が
あ
る
が
、
親
の
喪
に
そ
の

切）

え
ば
、
民
の
愁
屈
き
に
鯰
す
。
」

--‘ 
9

、_
~, 

る
た
め
の
梢
帥
的
支
庄
と
な
つ
て
い
る
。
孔
子
が
そ
の
門
人
び
そ
の
固
下
の
た
め
に
如
何
に
々
孝
弟
の
逍
を
説
き
そ
ー

て
こ
虹
を
政
治
上
か
ら
も
軍
要
説
し
た
か
は
論
請
そ
の
他
に
微
し
て
臆
め
て
明
か
な
こ
と
で
あ
る
。
論
語
學
而
篇
に
は
、

ナ

く

な

こ

お

「
そ
の
人
と
為
り
孝
弟
に
し
て
上
を
犯
す
こ
と
を
好
む
者
は
鮮
し
。
上
花
犯
す
こ
と
を
好
ま
-
が
し
一
J

胤
を
作
す
こ
と
を

有
子
曰
く
、

ち
て
道
生
-
閃
)
孝
弟
は
そ
仇
仁
を
為
す
の
本
か
。
」

の
完
成
で
あ
り
、

上
に
立
つ
者
が
か
く
す
る
こ
と
に



――四

け
る
耽
會
秩
序
維
持
の
規
範
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
ま
た
前
述
の
孝
弟
中
心
の
家
族
逆
徳
が
封
建
制
度
の
精
肺
的
方
面
を

強
調
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
開
業
制
度
を
含
む
廣
義
の
殿
は
、
そ
の
形
式
的
方
面
と
云
う
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
後
戦
國
時
代
に
孔
子
を

祖
述
し
た
孟
子
（
西
紀
前
―
―
―
七
―
―
―
ー
ニ
八
九
）
は
籾
紳
的
方
面
、
そ
の
内
容
と
し
て
の
孝
弟
を
強
調
し
た
の
に
酎
し
、
関
家
た
る
荀
子
（
西
紀

前
―
―
―
―
―
六
年
前
後
歿
）
は
形
式
的
方
面
、
即
ち
閃
築
を
軍
諷
し
、
僻
家
の
中
で
は
法
家
に
最
も
近
く
立
つ
て
い
る
。

道
徳
と
闘
は
右
の
如
く
或
る
意
味
で
封
照
を
な
す
が
、
證
は
敬
意
の
外
貌
で
あ
り
、
徳
は
か
か
る
外
貌
の
内
な
る
心
術
・
動
観
に
軍
黙

を
臨
い
た
ま
で
で
表
褻
一
慌
で
あ
る
筈
で
あ
る
。
僻
家
が
軍
ん
」
す
る
の
は
畢
党
か
か
る
道
徳
的
な
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
家
庭
生
活
に

於
て
、
ま
た
そ
の
披
張
と
し
一
J

の
耽
會
國
家
の
生
活
に
於
て
も
秩
序
維
持
の
原
理
と
し
て
守
つ
て
行
こ
う
と
す
る
に
外
な
ら
な
い
。
nA

早
に

結
果
を
顧
應
し
、
外
部
か
ら
の
強
制
漿
令
の
み
を
以
て
す
る
政
道
の
末
枝
に
馳
せ
る
こ
と
は
痛
く
戒
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
論
語
に

見
え
る
こ
の
趣
旨
の
一
年
早
を
更
に
引
用
し
よ
う
。

み

ち

び

箆

子
日
く
、
「
之
を
道
く
に
政
を
以
て
し
、
之
を
葬
し
く
す
る
に
刑
を
以
て
す
れ
ば
、
民
免
れ
て
邸
無
し
°
之
を
道
く
に
徳
を
以
て
し

た
だ

之
を
齊
し
く
す
る
に
爬
を
以
て
す
れ
ば
、
恥
有
り
、
且
つ
格
し
。
」
（
館
政
）

上
述
の
如
く
孔
子
に
於
て
も
、
ま
た
そ
の
他
の
店
家
に
於
て
も
心
の
生
活
が
優
位
を
占
め
る
と
こ
ろ
か
ら
、
物
の
生
活
は
こ
れ
に
従
風

す
べ
き
も
の
、
支
配
さ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
。
齊
の
娯
公
が
孔
子
に
政
治
の
要
道
を
問
う
た
時
に
、
孔
子
は
左
の
如
く
蜀
え
ら
れ
た
。

「
罪
君
た
り
。
臣
臣
た
り
。
父
父
た
り
。
子
子
た
り
。
」
（
論
、
先
進
）

と
°
娯
公
は
こ
れ
に
よ
っ
て
忠
孝
仁
義
の
逍
が
根
本
で
あ
っ
て
、
食
の
如
き
は
末
で
あ
る
こ
と
を
喩
つ
て
、

ま

こ

と

も

．

i

「
普
い
哉
。
信
に
如
し
君
君
た
ら
す
、
臣
臣
た
ら
す
、
父
父
た
ら
す
、
子
子
た
ら
ざ
れ
ば
、
粟
有
り
と
雖
も
吾
登
得
て
諸
を
食
わ
ん

や
」
（
論
、
先
進
）

0
 
0
 
0
 
0
 

と
い
つ
て
い
る
。
前
節
に
述
べ
た
道
徳
基
本
の
精
肺
を
此
虞
に
も
看
取
し
得
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
次
第
で
あ
る
か
ら
、
孔
子
は
常
時
の
支
配
階
級
、
知
識
陛
級
に
翫
し
て
は
特
に
精
紳
を
修
為
す
る
こ
と
に
よ
り
物
慾
を
自

中
國
古
代
の
鰈
涜
倫
狸
思
想



で
あ
り
、
且
つ

0

0

 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 

絶
酎
的
主
要
な
生
距
手
段
た
る
土
地
の
均
分
政
策
が
大
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
自
然
で
あ
る
。
土
地
の
均
分
政
策
の
中
で
は

0

0

 
0
 

井
田
法
が
最
も
理
想
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
井
田
法
を
許
唱
し
た
の
は
孟
子
で
あ
る
。

ぉ
ゎ

方
里
に
し
て
井
す
。
井
は
九
百
畝
。
其
の
中
公
田
た
り
。
八
家
皆
百
畝
を
私
し
、
同
じ
く
公
田
を
蓑
う
。
公
事
畢
り
一
J

然
る
後
敢
て

中
國
古
代
の

上
述
の
如
く
、

息
想

は
そ
の
後
大
し
た
楚
化
な
く
し
て
近
代
に
及
ん
だ
の
で
、

(

J

)

 

る。

の
公
IE

に

い
て

一五

主
張
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
賞
時
の

る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ

制
す
べ
き
こ
と
を
勘
め
、

0

0

 

こ
れ
を
以
て
愛
民
仁
政
の
―
つ
の
要
道
と
し
て
い
る
。
こ
の
森
欲
と
い
う
こ
と
は
―
つ
の
社
會
政
策
的
原
狸
の

現
わ
れ
で
あ
り
、
天
下
の
物
財
が
獨
り
官
人
階
級
に
の
み
占
有
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぎ
、
被
支
配
階
級
と
の
間
を
調
節
す
る
こ
と
に
な
る
。

次
に
被
支
配
階
紋
郎
ち
庶
民
の
間
で
は
、
宮
が
或
る
個
人
に
の
み
偏
在
し
な
い
こ
と
が
や
は
り
耽
合
政
策
的
原
狸
に
逃
合
す
る
こ
と
で
あ

0

0

 

り
、
こ
の
故
に
均
分
と
い
う
息
想
が
古
く
か
ら
奉
廷
達
し
た
。
次
の
孔
子
の
語
は
こ
仇
を
明
か
に
す
る
。

た

も

ナ

く

た

う

ぷ

丘
や
間
く
、
「
國
を
有
ち
家
を
有
つ
者
は
、
寡
き
を
患
ぇ
ず
し
て
均
し
か
ら
ざ
る
を
息
う
。
貧
し
き
を
息
え
す
し
て
安
か
ら
ざ
る
を

し
均
し
け
れ
ば
貧
し
き
こ
と
な
く
、
和
げ
ば
媒
き
こ
と
な
く
、
安
け
れ
ば
傾
く
こ
と
な
し
。
」

か
く
て
孔
門
の
救
貧
策
は
均
分
主
義
に
甚
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
行
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
上
述
の
媒
欲
と
均
分
と
は
儒
家
経
滸
思
想

の
二
大
眼
目
で
あ
る
が
、
そ
の
然
る
所
以
を
考
え
る
に
、
蓋
し
儒
家
が
謳
歌
す
る
封
建
耽
會
が
農
業
経
惰
の
基
礎
の
上
に
立
ち
、
支
配
陪

級
が
農
民
に
依
存
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
か
か
る
耽
會
に
於
て
若
し
支
配
階
紋
が
奢
修
を
行
う
と
き
は
農
民
花
困
窮
に
陥
れ
輝
滸
組
織

を
破
壊
す
る
恐
れ
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
官
人
階
級
の
欲
望
制
限
の
社
を
説
い
て
商
工
業
に
し
な
い
の
は
、
常
時
糊
工
業
が
尚

未
だ
耽
會
上
の
凱
著
な
勢
力
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
戦
闊
を
経
て
秦
漢
に
至
り
商
工
階
級
の
疲
認
を
見
た
後
は
、
板
カ

商
工
業
者
の
勢
力
を
抑
え
て
封
建
的
経
齋
様
構
を
維
持
し
な
け
仇
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
僻
家
の
経
滸
観
乃
至
政
策
も

「
農
を
軍
ん
じ
、
商
工
を
賤
諷
し
、
奢
移
を
漿
じ
て
節
用
を
勘
め
る
」
と
い
う
こ
と
に
疲
展
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
中
冊
型
の

経
齊
思
想
気
根
本
的
な
疲
屎
花
見
す

患
ぅ
゜



人
の
性
は
悪
な
り
、
そ
の
普
な
る
は
僻
な
り
（
荀
子
、
性
惑
盆
）

田
賦
を
上
に
獣
納
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
者
は
力
を
以
て
す
る
も
の
と
物
を
以
て
す
る
と
の
不
同
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
い
す
れ
も

人
民
の
側
か
ら
獄
上
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
椴
は
田
土
を
通
度
し
、
そ
の
賦
を
微
牧
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
征
欽
の
疲
動
が
上
か

(

3

)

 

ら
で
あ
り
、
方
式
上
よ
り
云
つ
て
貢
助
と
趣
き
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

が
孔
子
敦
説
の
内
容
的
精
肺
的
方
面
を
強
調
し
た
の
に
蜀
し
、
そ
の
形
式
的
方
一
国
を
軍
醗
し
た
の
が
荀
子
で
あ
る
こ
と
は
前

に
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。
孟
子
が
人
性
を
善
と
す
る
の
に
酎
し
、
荀
子
は
、

と
云
い
、
孟
子
の
情
操
主
義
に
封
し
、
よ
り
狸
知
主
義
に
立
つ
て
い
る
。
性
悪
を
信
す
る
が
故
に
開
に
よ
つ
て
規
制
し
な
け
れ
ば
な
ら

す
、
ま
た
物
質
的
訓
和
に
菫
黙
を
骰
く
こ
と
に
な
る
。
彼
は
耽
舎
の
成
立
す
る
碑
由
を
三
つ
に
分
け
た
。
日
人
類
は
社
交
的
動
物
で
あ
る

さ
て

中
國
古
代
の

私
事
を
治
む
。
（
孟
、
膝
文
公
上
）

即
ち
先
す
一
里
四
方
を
一
井
と
す
る
。

代
に
於
け
る
税
制
に
は
、

課
息
想

一
井
は
九
百
畝
で
こ
れ
を
井
字
形
に
九
等
分
し
、
中
央
の
百
畝
を
公
田
と
し
、
周
園
八
百
畝
は

八
家
が
各
百
畝
ず
つ
私
有
す
る
。
か
く
て
八
家
共
同
で
公
田
百
畝
花
耕
作
し
、
公
田
の
仕
事
が
了
つ
て
か
ら
私
田
の
仕
事
に
従
事
し
そ
の

牧

糠

を

租

税

に

充

常

す

る

と

い

う

の

で

あ

る

。

な

茶

右

引

用

文

の

直

前

に

、

、

死
徒
（
死
者
を
葬
る
こ
と
と
家
を
他
に
移
轄
す
る
こ
と
）
郷
を
出
す
る
こ
と
無
く
、
郷
田
井
を
同
じ
く
し
、
出
入
相
友
と
し
、
守
望

相
助
け
、
疾
病
相
扶
持
せ
ば
、
則
ち
百
姓
親
睦
せ
ん
。

と
云
い
、
同
井
の
八
家
を
一
郡
保
と
し
て
、
こ
虹
を
耽
會
組
織
の
箪
位
と
し
た
。
孟
子
は
右
の
井
田
法
を
以
て
周
初
の
退
制
と
し
、
膝
史

上
の
事
宜
と
見
な
し
て
い
る
が
、
府
は
周
代
に
こ
仇
が
行
わ
れ
た
読
拙
は
な
く
、
恐
ら
く
孟
子
の
頃
、
原
始
共
産
憫
の
逍
制
か
ま
た
は
そ

の
仰
説
が
邊
坑
の
地
に
幾
ら
か
仰
わ
っ
て
い
た
の
を
根
腺
と
し
て
理
想
化
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
云
わ
れ
て
い
る
。
な
ほ
上
述
の
如
き
公

0

0

 

田
を
耕
す
の
に
人
民
の
努
力
を
借
り
る
制
度
を
助
法
と
云
う
。
個
人
は
公
田
を
助
耕
す
る
吹
労
働
力
を
以
て
租
税
に
代
え
る
の
で
あ
る
。
上

0

0

 

こ
の
外
に
貢
と
椴
が
あ
っ
た
こ
と
を
も
附
言
し
て
説
く
。
頁
は
人
民
が
或
る
土
地
を
使
用
す
る
場
合
、
定
額
の

一六



中
國
古
代
の
饂
滸
倫
頸
息
想

し
て
い
る
が
、
布
子
は
知

一七

子
思
の

荀
子
は
孟
子
よ
り
五
六
十
年
後
紅
て
出
、

成
立
す
る

こ
と
。

□外
昇
に
適
應
せ
ん
が
た
め
で
あ
る
こ
と
。
即
お
人
類
が
相
集
る
時
、

し
各
々
が
そ
の
欲
を
縦
（
は
し
い
ま
ま
）
に
す
れ
ば
、

常
に
争
い
と
な
つ
て
孤
立
す
る
こ
と
に
な
り
、
孤
立
す
仇
ば
個
人
の
力
は
到
底
猛
隈
の
害
に
打
ち
膀
つ
こ
と
は
出
来
ぬ
。
口
分
業
の
た
め

即
ち
証
に
人
た
が
集
る
以
上
は
、
そ
の
人
に
如
何
な
る
オ
能
が
あ
る
に
し
て
も
一
人
で
百
工
の
に
通
す
る
こ
と
は
出
来
ぬ
か
ら
分
業

の
制
度
が
必
要
と
危
る
。
こ
虹
ら
三
つ
の
既
由
で

し
て
は
、
日
土
地
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

□土
地
に
は
人
民
が
住
ん
で
い
な
け
仇
ば
な
ら
ぬ
。
曰
図
に
は
法

制
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
紅
に
よ
っ
て
人
民
の
圃
結
を
侃
く
す
る
の
で
あ
る
。
圃
君
主
の
強
力
な
統
治
椛
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
以
上

の
四
者
が
備
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
政
道
と
し
て
は
賢
人
能
者
を
學
げ
／
J

る。

0

0

0

 

翠
齊
的
な
面
の
論
と
し
て
は
有
名
な
富
閏
篇
が
あ
り
、
衣
食
足
つ
て
幻
節
を
知
る
と
い
う
こ
と
を
建
前
と
し
て
用
を
節
し
民
を
裕
か
に

す
る
民
利
政
策
を

し
て
い
る
。
同
篇
の
一
節
に
曰
く
、

や
し
な

「
地
を
韮
り
て
図
を
立
て
、
利
を
計
り
て
民
を
畜
い
、
人
の
力
を
度
り
一
」
堺
を
授
け
、
民
を
し
て
必
す
事
に
膀
え
、
事
は
必
す
利
を

お
な

出
し
、
利
以
て
民
花
生
す
る
に
足
ら
し
め
、
皆
衣
食
百
用
を
し
て
出
入
粗
掠
じ
か
ら
し
め
、
必
ず
時
に
餘
を
蔵
す
。
之
を
称
数
と
謂

う
。
」
又
、
同
箇
に
、

ま
れ

「
田
野
の
稔
を
轄
く
し
、
闊
市
の
征
花
平
ら
か
に
し
、
商
質
の
、
力
役
花
興
す
こ
と
を
窄
に
し
、
農
時
を
奪
う
こ
と
無
し
。

か
く
の
如
く
た
仇
ば
國
富
む
。
夫
れ
是
虹
を
之
紅
政
を
以
て
民
を
裕
か
に
す
と
副
う
。
」

と
も
云
つ
て
い
る
。

に
戦
國
時
代
に
虞
し
て

つ
論
醗
的
で
、
希
訊
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
紡
彿
た
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

の

（
孟
）
、
客
観
（
荀
）

の
各
傾
向
を
代

花
軸
佐
せ
し
め
る
こ
と
を
力
説
し
一
J

い

る。

出
水
上
り
、

出
来
上
虹
ば
次
に

成
立
す
る
と
考
え



中
國
古
代
の
網
済
倫
理
思
想

引
い
て
孔
子
の
仁
を
祖
述
し
、
仁
義
を
説
い
た
の
に
封
し
、
荀
子
は
流
れ
を
子
夏
に
汲
み
、
龍
に
つ
い
て
は
再
荊
を
宗
と
し
、
孔
子
敦
設

の
乾
の
面
を
祖
述
し
た
の
で
あ
る
。
以
上
を
以
て
簡
皐
で
は
あ
る
が
先
秦
時
代
の
儒
家
思
想
に
闘
す
る
部
分
の
論
述
を
打
切
る
こ
と
に
す

小
島
諒
馬
拇
士
著
、
古
代
支
那
研
究
、
一
一
五
五
頁
。

同
上
害
二
五
九
頁
及
び
梁
啓
超
著
、
先
泰
政
治
思
想
史
、
八
九
頁
。

陳
登
原
著
、
中
國
田
賦
史
‘
-
―
―
五
頁
（
同
書
拙
郎
、
一
―
―
九
頁
）
。

第
三
節

道
家
と
い
う
の
は
、
先
秦
時
代
に
於
一
J

は
老
子
と
荘
子
（
西
紀
前
―
―
七
五
歿
）
の
學
派
を
い
う
。
雨
者
夫
た
の
特
色
は
あ
る
が
、
思
想
上

共
通
の
黙
が
多
く
、
以
て
一
學
派
と
し
て
並
稲
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
漢
害
藝
文
志
に
「
道
家
者
流
は
消
虚
以
て
自
ら
守
り
、
卑
弱
以
て

い
表
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。
道
家
思
想
の
典
拙
と
な
る
の
は
老

自
ら
持
す
」
と
あ
る
の
は
簡
箪
な
言
葉
な
が
ら
、
よ
く
道
家
の
趣
き

0

0

0

 

子
の
道
徳
鯉
で
あ
る
。
道
と
は
老
荘
の
所
訓
道
を
云
い
、
天
地
の
始
、
萬
物
の
宗
、
即
ち
宇
宙
の
大
原
則
を
指
し
て

し
老
子
の
本
棚
論
は
暫
く
措
き
、
そ
の
倫
眠
説
を
見
る
に
、
こ
れ
を
要
約
す
れ
ば
、
僻
の
多
い
智
惹
や
技
巧
を
拾
て
て
淳
朴
な
古
に
復
蹄

さ
せ
よ
う
と
す
る
に
あ
る
。
無
為
自
然
に
立
戻
ら
せ
よ
う
と
す
る
に
あ
る
。
こ
れ
を
嬰
兒
に
復
鑓
す
る
と
も
一
云
つ
て
い
る
。
絶
酎
的
消
振

論
で
あ
る
。
蹴
徳
鰹
第
十
九
窄
に
は
、

「
聖
を
絶
し
、
智
を
棄
つ
虹
ば
民
利
百
倍
せ
ん
。
仁
を
絶
ち
、
義
を
棄
つ
虹
ば
民
孝
慈
に
復
せ
ん
、
巧
を
絶
ち
、
利
を
菜
つ
れ
ば
盗

賊
あ
る
こ
と
な
し
。
」

と
云
い
、
同
篇
二
十
章
に
は
、

「
學
を
絶
た
ば
邸
ぶ
無
し
。
」

註

(
1
)

(
2
)
 

(
3
)
 

る。

道
家
（
老
荘
）

の
親
演
倫
理
思
想

一八

う
の
で
あ
る
。
然



に

中
國
古
代
の
饂
涜
倫
噸
思
想

な
い
。
そ
の

り
出
墨
詈
入
っ

の
の
如
く
、
そ
の
説
く
所
は
大
抵

の
道
に

一九

、
虚
無
桔
淡
を
主
と
し
、
而
も

に
つ
い
て
見
る
に
、
彼
は
殆
ん
ど

と
前
後
し
て

せ
る

、、

1
L
l
J

カ

7
i
i

の
上
で

し一
J

い

一
種
の

五
窄
）

民
の
飢
う
る
は
、
そ
の
上
、
税
を
食
む
の

一
」
な
り
。
是
を
以
て
治
め

ユ
ー
ト
ピ
ア
で
あ
り
、

を
以
て
な
り
。
是
花
以
て
飢
う
。
民
の
治
め

は
そ
の
上
の
為
す
こ
と
有
る
を
以

る
と
い
う
の
で
あ
る
。

ぁ
汎
ば
こ
そ
迷
い
も
起
れ
ば
、
利
慾
の

多
き
花
以
一
J

故
に
神
花
以
て

あ
る
。

は
な
い
。
老
子
は
常
時
の

さ
え
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
冥
知
と
共
に
道
へ
の
復

2
に
必
斐
な
の
は
焦
欲
で
ゐ
る
。
こ
の
無
欲

に
至
っ
た
原
因
花
究
め
て
、
こ
仇
を
人
間
の
欲
望
に
闘
し
た
。
こ
の
欲
望
さ
え
抑
制
す
れ

に
復
鯰
せ
し
め
、
惇
朴
な
祉
會
を
形
成
し
得
る
も
の

無
名
の
校
も
亦
静
に
欲
せ
ざ
ら
ん
と
す
。
欲
せ
ず
し
ク
」
以
て
峰
か
な
虹
ば
、
天
下
狩
に

右
は
鱈
の
無
欲
に
立
七
返
り
、

（こ）

ば
人
六
定
し
て
原
祠
の

の

と

の
で
あ
る
。ら

ん
と
す
。

る
で
あ
ろ
う
と
云
う
の
で
あ
る
。

に
住
す
る
時
は
、
天
下
は
自
ら
平
和
に

た
も
の
で
あ
る
。
彼
の
倫
醗
説
が
無
為
自
然
を
板
本
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
政

老
子
の
政
治
説
は
要
す
る
に
そ
の
倫
現
説
を
拙

に
於
／
」
も
ま
た
無
為
自
然
花
以
て
恨
本
と
し
一
J

い
る
。
第
六
十
五
窄
に
は
次
の
よ
う

上
さ

古
の
管
く
逆
花
為
む
る
者
は
、
以
て
民
を
明
か
に
す
る
に
非
す
、
狩
に
以
て
こ
料
を
恐
に
せ
ん
と
す
。
民
の
治
め
難
き
は
、
そ
の
智

る
は
、
図
の
賊
な
り
。
智
を
以
て
同
を
治
め
ざ
る
は
、
国
の
輻
な
り
。

即
ち
組
業
刑
政
を
止
め
て
無
為
自
然
に
復
鱚
す
れ
ば
祉
が

念
も
起
る
。
民
定
恐
に
す
れ
ば
天
下
は
治
ま
る
と
見
た
の
で
あ
る
。

0

0

0

 

0
 
0

0

0

 

0
 
0
 

次
に
具
慨
的
な
政
策
論
と
し
て
は
、
先
ず
第
一
に
為
政
者
の
行
政
間
素
化
、
経
費
節
減
を
糊
め
て
い
る
。

し
o

（
下
酪
）

0

0

 

0
 
0
 

八
十
窄
に
見
え
る
小
刷
雰
民
の
詞
想
就
合
は
、
全
く
文
化
を
有
し
な
い
原
始
的
孤
立
耽
會
左
抽
い
た
も
の
で
、

こ
こ
に
も
老
子
の
易
簡
・
な
考
え
が
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
。

十
七
窄
）

の

で



孔

孟

の

學

は

倫

狸

老

庇

の

學

は

背

學

的

で

あ

る

と

い

う

危

ら

ば

、

理
想
を
述
べ
た
も
の
と
云
え
よ
う
。

の
學
は
宗
敦
的
侶
念
を
以
て
人
類
紅
會
平
等
の
大

の
出
た
の
は
大
憫
孔
子
の
晩
年
、
子
思
と
同
時
代
で
、
四
底
苅
五

0
0ー
四
二

0
年
頃
と
推
測

0

0

 

さ
れ
一
J

い
る
。
墨
子
を
祖
と
す
る
學
派
を
墨
家
と
云
い
。
墨
子
の
一

墨
子
の
書
は
中
図
の

註

(
1
)

に
多
い
諮
録
的
な
割
を
破
つ
て
組
織
的
・
論
證
的
に
書
か
虹
一
J

い
る
。

あ
り
、

第
四
節

墨
家
の
輝
洞
倫
理
思
想

小
島
拇
士
著
、
前
出
書
、
一
―

1
0
八
頁
及
び
梁
成
＂
超
著
、
前
出
苦
、

中
國
古
代
の

一
六
七
頁
。

大
抵
個
人
的
解
脱
、
安
心
立
命
に
霞
き
を
堺
皿
き
、
知
識
的
・
辮
許
的
論
述
の
方
向
を
疲
屈
せ
し
め
、
瞭
逹
無
碍
の
大
識
見
を
以
て
、
仁
義

花
小
と
し
、
是
非
を
齊
し
く
、
し
死
生
を
一
に
し
、
超
然
と
し
て
一
靴
を
眸
脱
し
た
。

或
る
時
楚
の
威
王
が
荘
子
の
賢
を
間
い
て
こ
紅
を
開
し
て
宰
相
た
ら
し
め
よ
う
と
し
た
が
、
荘
子
は
笑
っ
て
、
千
金
は
軍
利
、
卿
相
は

尊
位
で
あ
る
が
、
か
か
る
招
間
に
應
す
る
こ
と
は
恰
も
祭
の
傾
牲
の
牛
に
な
る
よ
う
な
も
の
で
、
鄭
軍
に
取
扱
わ
れ
て
も
、
結
局
は
命
を

取
ら
仇
ね
ば
な
ら
ぬ
。
使
よ
述
か
に
去
仇
、
吾
は
艤
牛
な
ら
ん
よ
り
は
泥
亀
と
な
ろ
う
と
い
ふ
意
味
の
こ
と
を
一
云
つ
て
印
け
た
話
が
あ

る
。
か
よ
う
な
超
然
主
義
で
あ
る
か
ら
彼
に
は
全
く
政
治
を
語
る
資
格
が
無
い
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
諸
々
の
言
説
か
ら
彼
の
政
治
観
ら

し
い
も
の
の
片
鱗
を
抽
出
す
る
と
。
日
対
主
自
ら
を
以
一
」
萬
民
の
椋
準
と
し
な
い
こ
と
。
口
知
識
を
以
て
民
花
治
め
よ
う
と
し
な
い
こ

と
。
国
民
の
向
う
と
こ
る
に
従
う
こ
と
。
と
い
う
よ
う
な
諸
黙
に
要
約
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

孔
子
の
数
え
が
荀
子
に
大
成
し
た
よ
う
に
、
黄
帝
に
翡
く
と
云
わ
虹
る
老
子
の
数
え
が
荘
子
に
至
っ
て
大
成
し
た
の
で
あ
る
。
儒
家
の

思
想
が
精
板
的
腐
践
的
で
、
道
義
を
本
と
し
た
経
綸
を
説
く
の
に
詞
し
、
逆
家
は
泊
族
的
否
定
的
で
あ
り
、
荘
子
に
至
っ
て
は
椴
底
的
に

逃
避
的
個
人
主
義
的
で
あ
っ
た
。
同
じ
く
戦
國
時
代
の
風
祉
に
あ
っ
て
、
ど
こ
ま
で
も
仁
義
を
提
唱
す
る
孟
子
と
は
好
箇
の
封
照
を
な
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

碑
思
想

に
よ
っ
て
そ
の
思
想
が
偲
え
ら
仇
て
い
る
。 ゜



中
国
古
代
の
絆
滸
倫
親
息
恕

と
兼
愛
中
に
云
つ
て
苓
り
、
そ
の

し一
J

次
の
如
く
な
る
で
あ
ろ
う
と
云
う
。

そ
の
身
を
説
る
が
若
く
す

「
人
の

る
こ
と
、

し
、
人

る
こ
と
、

る
が の

し、

人
の

る
こ
と
、

う
か
と
云
う
に
、

と ぅ
天
は
彼

し
得
る
も
の
は
天
の
社
で
あ
り
、

こ
の
天
は
萬
物
の
創
造
者
で
あ
り
、
上
下
の
監
抒
巫
ぶ
で
あ
り
、

う
こ
と
を
説
き
、
天
は
何
を
好
社
、
何
を
悪
む
か
花
論
じ
て
、
彼
の
中

0

0

0

 

好
む
と
こ
ら
は
義
で
あ
り
、
天
の
怜
む
と
こ
ろ
は
不
義
で
あ
る
。
何
故
か
と
云
う
と

る
。
天
が
自
ら
創
造
し
た
萬
物
及
び
人
民
に
封
し
―
e
、
そ
の
幸
輻
、
そ
の

の
立
一
J

方
の

い
で
あ
っ
て
、
そ

は
ど
こ
ま
で

て
い
る
の
で
あ
る
。

で
あ
る
。

夏
に
一
歩
を
巡
め
て

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
天
の

の
は
営
然
で
あ
る
か
ら
、
天
が
貼

こ
と
は
容
易
に
想
像
し
得
る
。
然
ら
ば
こ
の

は
何
か
と
一
云

に
立
脚
し
て
社
合
の
安
寧
、
人

う
し
た
ら
よ
い
の
で
あ
る

と
交
利

自
利
に
走
つ

の

に
彼
の

で
あ
る
。
彼
が
こ
の
説
を
提
唱
し
た
所
以
を
考
え
る
と
、

胤
肛
、
人
心
が
自
私

民
の
幸
輻
を
主
張
す
る
獨
特
の
功
利

う
に
、
彼
は
こ
仇
花
兼
愛
交
利
だ
と
説
く
の
で
あ
る
。

の
天
の

の
安
寧
、
人
民
の
幸
輻
を
害
す
る
よ
う

つ
て

IE

は
皿
滴
に

ば
天
下
は
胤
紅
、
義
な
仇
ば
天

と
い

々

た

天
で
も

ば
、
運
佃
的
天
や
踵
法
的
天
で
も
な
く
、

こ̀}l 

の
ば
か
り
で
は
な
い
。
そ
こ
で

で
あ
る
と
云
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
の
い

の
が

で
あ
る
か
。
父
母
花
椋
準
と
す
る
か
、
父

な
も
の
ば
か
り
で

い
。
人
罪
を
加
準
と
す
る
か
、
人
沼
も
賢
明
な
も

の

の

に

の

わ
る
、
そ
の
云
う
と
こ
ら
は
、
凡
て
物
に

で
お

、
何
を
以
て
椋
準
と
す
る



諸
侯
相
愛
す
れ
ば
則
ち
野
戦
せ
す
。

ち
謳
忠
。
父
子
相
愛
す
虹
ば
則
ち
慈
孝
°
兄
弟
相
愛
す
肛
ば
則
ち
和
調
す
。
天
下
の
人
皆
相
愛
す
仇
ば
強
は
弱
を
執
え
ず
、
衆
は
媒

花
劫
か
さ
ず
、
露
は
貧
を
侶
ら
内
買
は
賤
に
放
ら
ず
、
詐
は
愚
花
欺
か
す
。
凡
そ
天
下
の
禍
邸
怨
恨
起
る
な
か
し
む
べ
き
者
は
、

こ
虹
を
叫
介
託
o
(
．
兼
愛
中
）

す
る
も
の
で
あ
る
。

と
は
明
か
で
あ
り
、

0

O

 

0
 

の
紅
舎
に
反
討
し
、
利
他
心
に
悲
く
人
類
相
愛
の
新
社
會
を
建
設
し
よ
う
と

し
い
も
の
か
ら
次
第
に
疎
い
も
の
に
及
ぼ
す
と
い
う
低
家
思
想
と
は
相
容
虹
な
い
こ

だ
み

が
墨
子
の
思
想
を
批
評
し
て
「
父
を
無
し
、
君
を
無
す
」
（
膝
文
公
下
）
と
い
つ
て
振
力
排
撃
し
た
わ
け
で
あ

る
。
と
こ
ろ
で
信
家
の
別
愛
は
血
絃
闘
係
の
親
疎
に
裳
付
け
ら
竺
ぷ
る
の
で
あ
る
が
、

る
に

相
愛
す
る
記
以
て
生
す
る
な
り
。
是
を
以
て

0

0

 
0
 

の
聰
想
は
利
己
心
を
是
認
す
―
’

こ
の
絶
詞
的
栂
愛
主
義
は
、

り
、
払
抒
数
の
縛
愛
主
義
や
佛
敦
の
四
海
同
胞
主
義
と
そ
の
軌
を
一
に
す
る
こ
と
に
な
る
。

上
述
の
よ
う
な
根
本
思
想
に
立
つ
墨
子
は
鰹
涛
に
闘
し
て
如
何
に
考
え
た
で
あ
ろ
う
か
。
賞
時
霞
文
を
以
て
國
敦
と
し
た
周
代
文
化
の

餘
弊
は
い
よ
い
よ
繁
文
褥
関
と
な
り
、
士
は
虚
飾
を
唄
と
し
、
盆
及
奢
修
を
長
す
る
に
至
っ
た
。
は
か
か
る
風
潮
と
闘
う
た
め
、

0

0

 
0
 
0
 

買
倹
主
義
の
鰹
涜
政
策
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

今
便
宜
上
彼
の

既
論
と
政
策
に
分
説
す
る
と
、
尚
同
と
い
う
の
は
彼
の
理
論
で
あ
り
、
節
用
・
節
葬
・
非
業
・
非
攻
・
非
命

の
如
き
は
政
策
的
方
一
向
を
代
表
す
る
も
の
と
見
ら
虹
る
。

さ
て
尚
同
と
い
う
の
は
、
上
は
帝
王
よ
り
下
は
一
郷
の
首
長
に
至
る
ま
で
為
政
者
た
る
も
の
は
皆
そ
の
義
を
一
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
換

言
す
仇
ば
、
図
論
即
ち
祉
論
の
一
致
を
期
し
、
民
意
に
不
一
致
花
生
ぜ
し
め
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
一
國

者
は
仁
者
で
な
け
仇
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
道
徳
的
醗
想
を
以
て
議
論
の
前
提
と
し
て
い
る
黙
は
英
の
ウ
イ
リ
ア
ム
・
ゴ
ド
ウ
イ
ン
の
思
想
に

の
生
す
る
筈
は
な
い
。
為
政
者
た
る
者
は
上
下

よ
く
似
て
い
る
。
為
政
者
が
仁
道
を
行
う
士
で
あ
る
な
ら
ば
人
民
の
間
に

の
政
策
を
立
て
団
内
に
不
平
の
翌
な
か
ら
し
め
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
の
で
あ
る
。

中
園
古
代
の

恩
想

骰

郷
の
為
政

う
ば

主
相
愛
す
仇
ば
皿
ち
相
話
わ
す
。
人
々
相
愛
す
仇
ば
則
ち
相
賊
わ
ず
、
君
臣
相
愛
す
れ
ば
則

墨
子
の
場
合
は
こ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
に
な



時
代
に
な
る
と
、

け

中
國
古
代
の

息
想

し
め
ら
仇
た
こ
と
は
論
語
に
見
え
る
が
、
降
つ
て

（こ）

る
と
い
う
の
で
あ
る
。

と
し

孔
子
の
頃
銑
に

耳
花
傾

は
な
い

と
、
冊
の

し
、
勤
芳
を
妨
げ
、
民
を
遊
笥
に
導
く
詰
果
に
な
る
か
ら
非
で
あ

次
に
非
業
論
に
つ
い
〗
」
一
言
し
よ
う
。

業
を
非
と
す
所
以
は
、

嗚
妓

あ
っ

の
制
に
則
る
こ

花
か
け
る
こ
と
に
た
り
、

せ
る
恐
訊
が
あ

的
病
弊
の
由
末
す
る
根
源
花
除
去
し
、
祉
會
令
般
の
揺
利
花
培
進
す
べ
き
で
あ
る

る
の
で
は
な
く
て
、
泊
極
的
に
倹
約
花
尚
び
、
無
用
の
出
費
花
省
く
こ
と
花
主
眼
と
し
た
。
こ
の
訥
後
述
の

先
す
衣
食
住
の
三
者
に
つ
い
て

の
歴
罪
久
喪

る
こ
と
が
出
来
ず
、

の
敦
え
る
よ
う

士
民
は
三
年
間
そ
の
職
花
失
う
こ
と
に
な
り
、

ば
そ
の
財
の
半
花
費
し
、
王
公
な
ら

に
述
べ
て
い
る
。

し
風
敦
の
維
持
と
精
帥
修
養
の

あ
り
、
雅
業
花
胤
る
風
潮
が
あ
っ
た
の
で
孔
子
が
励
々
こ
虹

の
政
治
で
は
な
い
。

の
制
を
守
る
な
ら
ば
、

る
こ
と
甚
大
で
あ
る
の
社
な
ら
ず
、

ら
で
あ
る
。
こ

い
と
す
る
の
で

の
宴
を
張
り
、
侠
遊
を
恣
に
し
、
伶
人
そ
の
他
昔
業
に
伴
う
費
用
の
た
め
に
人
民
に
負
僻
を
か
け

こ
藍
今
、

!
 

墨
子
は
比

の
費
用
を
嬰
す
る
の
で
従
っ
て
人
民
に
頸
い

間
政
恵
に

る。

の
よ
う
な
見
地
に
立
つ
て
、
常
時

に
詞
し
て
節
用
を
提
団
し
た
の
が
、
彼
の

で
あ

つ
一
」
そ
の
無
用

る
に
足
る
」
（
而
川
上
）
と
云
つ
て
い
る
。

一
般
の
公
利
花
闊

汎
ば
以
て
こ
肛

故
に

國
利
を
倍
加
す
る
。

「
そ
の
こ

に
地
定
取
る
に
非
ず
。
そ
の

に

因

の
供
給
記
阻
五
、

さ
迂
る
。
か
く
の
如
き
は
小
人
私
欲
の
政
治
で
あ
っ
て
、

し

交
J々

l
-
?
 

の
苦
し
社
を
加
え
、

生
活
必
噂
叩
品

で
あ
る
。

と
正
反

然
ら
ば
如
何
に
し
マ
J

人
民
の
不
平
花
平
か
に
し
、

に
副
う
政
策
を
施
し
得
る
か
と
い
う
に
、
そ
の

に
は
常
代
の
社
會

そ
し
て
そ
の
政
策
は
積
椋
的
に
窃



る。
註

(
1
)

(
2
)
 

る
も
の
が
多
く
な
っ
た
の
で
、
彼
は
こ
の
時
弊
花
匡
救
し
よ
う
と
し
て
非
業
論
を
な
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
節
用
・
節
葬
・
非
業
の
諸
篇
が
燈
子
の
網
涜
政
策
の
消
極
面
を
な
す
の
に
詞
し
、
非
攻
・
非
命
の
二
篇
は
秘
棒
面
を
な
す
。
非
攻

は
彼
の
兼
愛
説
を
國
際
闘
係
に
及
ぼ
し
た
場
合
で
拙
し
／
」
知
る
べ
く
、
こ
こ
に
は
非
命
に
つ
い
て
少
し
く
敷
術
し
、
以
て
彼
の
経
滸
説
を

了
え
よ
う
。
非
命
篇
上
に
、

「
命
富
め
ば
則
ち
富
み
、
命
貧
な
肛
ば
則
ち
費
に
、
命
衆
け
仇
ば
則
ち
衆
く
、
命
媒
け
仇
ば
則
ち
媒
く
、
命
治
仇
ば
則
ち
治
ま
り
、

命
風
る
汎
ば
則
ち
風
仇
、
命
謡
な
仇
ば
則
ち
壽
に
、
命
夭
な
れ
ば
則
ち
夭
す
、
命
は
弧
勁
と
雖
も
何
の
ハ
綸
あ
ら
ん
や
。
上
は
王
公
大

i
ギ

人
に
説
き
下
は
以
て
百
姓
の
事
に
従
う
を
罪
む
。
故
に
有
命
を
執
る
者
は
不
仁
な
り
。
」

と
あ
る
。
右
は
墨
子
が
有
命
論
者
の
説
を
概
括
的
に
非
難
し
た
も
の
で
あ
る
。
彼
が
か
く
宿
命
論
を
排
撃
し
た
の
は
、
彼
の
宗
敦
的
信
念

に
基
き
、
天
が
人
々
に
禍
輻
を
降
す
の
は
各
自
の
行
為
に
よ
る
も
の
で
、
畢
党
自
ら
の
自
由
窓
志
が
こ
れ
を
招
く
も
の
で
あ
る
と
考
え
た

か
ら
で
も
あ
る
が
、
同
時
に
宿
命
論
に
拘
つ
て
人
々
が
會
疲
勤
芳
定
し
な
け
れ
ば
、
生
廂
ガ
を
十
分
に
疲
抑
し
得
な
い
こ
と
を
恐
仇
た
か

ら
で
あ
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

以
上
見
て
来
た
集
子
の
網
涜
政
策
を
二
面
で
嬰
約
す
る
と
、
一
稲
の
宗
教
的
信
念
に
翡
．
く
勤
倹
力
行
主
義
と
い
う
こ
と
に
蓋
き
る
。
恨

子
は
孔
子
と
同
様
、
経
國
を
以
て
唯
一
の
狸
想
と
し
た
が
、
彼
の
學
説
の
軍
罰
は
唯
心
的
改
造
に
骰
か
仇
す
、
社
會
の
制
度
風
習
の
改
良

と
い
う
こ
と
に
JVclLL
か
肛
た
。
彼
が
兼
愛
・
非
攻
を
説
き
な
が
ら
、
上
下
の
分
を
明
か
に
し
、
聖
王
の
政
治
花
以
て
唯
一
の
慇
拙
と
し
た
閥

は
孔
子
と
異
な
ら
な
い
が
、
孔
子
が
文
質
彬
々
た
る
周
制
を
宗
と
し
た
の
に
鉗
し
、
黒
子
は
哨
功
を
尊
び
、
民
利
定
軍
ん
じ
た
夏
の
制
花

採
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
情
操
的
な
僻
数
よ
り
も
む
し
ろ
意
志
的
傾
向
が
強
く
、
従
っ
て
兼
愛
交
利
を
主
脹
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
出
来

梁
啓
趙
著
、
前
出
害
、
一
九
五
百
゜

小
島
拇
士
著
、
前
出
苫
、
二
七
八
頁
。

中
國
古
代
の
綿
洲
倫
瑶
息
想

ニ
四



の

中
國
古
代
の

息
恕

お
従
た
る
地
位
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
然
し
功
利

（
西
紀
前

ョi

人
罪
は

て
そ
の
國
を
富
弧
並
び

も
の
と
し

彼
の

に
あ
っ
た
の
で
わ
っ
て
、

法
治

ん
で
い
る
の
茫
利
用
し
て

魚
介
を
採
つ
て
山
四

の
税
花
牧
め
て
莫
大
の
利
を
打
、
僅
か
―

i

三
十
年
に
し

る
と
共
に
、
銅
鍋
を
開
き
、
閻
土
が

に
臨

に
よ
っ

る
。
こ
の
齊
國
（
山
棗
）
は
彼
の
太
公
望
が
封
ぜ
ら
虹
た
図
で
あ

の
時
に
崩
し

法
家
は
古
来
中
國
に
於
け
る
総
政
治
平
上
の
相
反
す
る
二
大
傾
向
の

第
五
節
法
家
の
親
読
倫
理
思
想

方
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
儒
家
と
著
し
い
討
照
を
な
し

て
い
る
。
即
ち
低
家
の
政
逍
は
先
王
の
逆
に
よ
る
も
の
で
、
所
町
王
追
で
あ
り
、
徳
治
主
義
で
あ
る
の
に
翫
し
、
の
そ
れ
は

1
古
的

で
な
く
、
現
質
的
利
審
に
立
脚
せ
る
所
出
湖
道
で
あ
り
、
法
治
主
義
で
あ
る
。
故
に
そ
の
論
す
る
と
こ
ら
は
直
接
政
治
舞
柄
に
闘
す
る
も

の
が
多
い
。
法
家
の
特
色
は
春
秋
戦
間
の
時
代
籾
紳
定
艇
社
取
り
、
飽
く
ま
で
秋
楓
的
に
そ
の
政
策
を
宜
行
し
た
と
こ
る
に
あ
る
。
云
う

ま
で
も
な
く
こ
の
時
代
は
淡
民
族
が
若
々
し
い
滋
刺
た
る
活
力
を
以
て
進
取
氣
銃
な
活
力
を
疲
抑
し
た
宵
年
期
と
も
い
う
べ
き
時
代
で
あ

り
、
法
家
は
こ
の
時
代
精
脚
を
反
映
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
傾
向
の
起
源
は
甚
だ
早
く
、
管
仲
．

(

l

)

 

た
が
、
系
統
あ
る
學
派
を
形
成
す
る
に
至
っ
た
の
は
比
較
的
晩
く
、
棋
到
・
手
文
・
韓
非
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。

法
家
は
普
通
齊
の
管
仲
（
西
紀
前
六
四
五
年
卒
）
花
以
て
そ
の
祖

り
、
彼
は
功
利
主
毅
的
政
治
を
施
し
、
そ
の
遠
風
が
管
仲
の
時
代
ま
で
偲
わ
っ
た
の
で
あ
り
、

0

0

 

爬
追
を
軍
ん
じ
た
の
と
よ
い
釘
即
を
な
し
て
い
る
。
管
仲
の
息
想
は
管
子

た
。
ま
た
経
潤
政
策
と
し
て
植
林
・
泄
漑
水
利
・
農
耕
・
牧
畜
を
奨
犀
し
、

彼
の
後
法
家
の
陣
腎
に
は
漸
次
法
治
息
恕
が
完
熟
し
て
水
る
の
で
あ
る
。

ill

魯
が
周
公
旦
の
封
ぜ
ら
れ
た
國
で

う
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
書
は
管
仲
の
自
著

で
は
な
い
が
、
彼
の
言
行
を
敷
術
し
て
作
っ
た
も
の
で
春
秋
載
閏
時
代
の
鯉
楕
息
想
を
見
る
に
使
で
あ
る
。

衣
食
足
つ
て
榮
辱
を
知
る
」
と
い
う
有
名
な
彼
の
よ
っ
て
明
か
な
如
く
、
民
を
r

い
ま
す
こ
と
定
以
て
治
國
の
網
領
の
首
位
に
据
え

つ
て
粕
節
を
知
り

の
田
輯
の
如
き
親
し
い
闘
係
の
あ
る
も
の
で
、

゜

七
年
歿
）
は
術
に
煎
き



中
國
古
代
の

自
然
的
な
冷
孵
な
態
度
を
以
て
臣
下
に
臨
社
、

年
歿
）
も
ま
た
専
ら
刑
法
に
任
じ
／
J

そ
の
政
策
を
行
い
、

彼
の
富
國
策
と
し
て
は
先
ず
農
本
主
義
が
あ
る
。
彼
は
咆
人
詩
書
あ
り
と
雖
も
治
園
に
盆
な
し
と
し
て
反
文
化
主
義
・
愚
民
政
策
の
旗
織

花
醜
し
、
農
民
の
培
加
を
胤
っ
た
。
こ
の
思
想
は
老
子
の
系
統
を
引
く
も
の
で
あ
り
、
後
に
李
斯
の
焚
書
坑
僻
に
影
警
し
て
い
る
。
ま
た

闊
市
の
税
を
順
く
し
、
人
民
の
奢
修
を
禁
じ
、
商
人
の
敗
を
減
じ
、
人
口
の
埓
加
花
闊
り
、
以
て
一
朝
有
時
の
際
に
兵
料
と
兵
員
に
事
鋏

0

0

 

か
ぬ
用
意
を
し
た
。
一
方
信
買
必
澗
を
以
て
弧
兵
策
を
励
行
し
、
後
途
に
秦
が
六
國
を
併
呑
す
る
素
地
を
作
っ
た
°
商
子
の
書
は
彼
の
自

著
で
は
な
く
、
彼
の
死
後
法
家
の
徒
が
そ
の
説
を
敷
術
し
て
骰
托
し
た
も
の
で
あ
る
。

法
家
思
想
は
韓
非
（
四
起
前
―
―
―
―
―
―
―
―
歿
）
に
於
て
完
成
し
た
。
こ
仇
以
前
の
法
家
は
多
く
酋
際
政
治
家
で
あ
っ
て
學
説
精
深
で
な
か
っ
た

が
、
韓
子
に
至
っ
て
は
そ
の
學
は
老
子
の
研
孵
主
義
に
益
き
兼
ね
て
商
軟
の
法
と
申
不
害
の
術
を
取
り
、
能
く
こ
れ
を
渾
然
融
合
さ
せ
て

一
家
を
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
の
み
な
ら
未
ふ
似
は
李
斯
と
共
に
荀
子
に
師
噸
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
儒
家
の
流
訊
花
も
汲
ん
で
い
る
。
荀

子
は
已
に
述
べ
た
よ
う
に
性
悪
説
の
主
張
者
で
あ
り
、
韓
子
も
全
く
そ
の
師
説
花
承
け
た
が
、
荀
子
が
先
天
的
に
利
己
的
な
人
性
を
矯
正

す
る
の
に
開
花
以
て
し
た
の
に
認
し
、
韓
子
は
法
を
以
て
し
よ
う
と
し
た
黙
が
違
う
。
か
く
韓
子
は
法
・
道
・
僻
―
―
一
家
の
思
潮
花
そ
の
身

に
會
し
た
先
秦
思
想
界
悼
尾
の
一
大
學
宗
で
あ
る
。
彼
の
著
作
は
、
淡
害
藝
文
志
に
よ
仇
ば
二
十
倦
五
十
五
篇
で
今
に
他
わ
る
も
の
と
一

致
し
て
い
る
。
そ
の
中
心
を
な
す
も
の
は
難
勢
・
問
辮
・
定
法
・
詭
使
・
六
反
•
五
鉱
・
顕
學
の
諸
篇
で
、
そ
の
他
の
諸
篇
は
副
査
料
と

し
て
見
仇
ば
ょ
い
。
殊
に
籾
見
泰
・
存
韓
の
二
篇
は
全
く
後
人
の
僻
托
に
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
古
水
の
定
説
に
な
っ
-
エ
い
る
。

彼
の
學
説
即
ち
法
治
論
の
根
拙
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
人
間
の
利
己
心
の
認
識
で
あ
る
。
彼
は
人
性
を
佃
頭
佃
尾
利
己
的
な
も
の
と

見
、
批
の
人
及
の
間
に
於
／
J

も
、
父
子
夫
婦
の
間
に
於
て
も
、
君
臣
の
間
に
於
て
も
皆
そ
う
で
あ
る
と
し
、
内
儲
説
上
下
節
に
七
術
・
六

徽
を
論
じ
、
人
心
の
利
己
的
観
徽
に
つ
い
て
史
的
に
例
證
し
そ
の
理
を
詳
説
し
て
い
る
。

五
猛
篇
で
は
太
古
練
朴
の
時
代
は
土
地
も
廣
く
人
民
も
少
く
生
活
の
困
難
は
感
じ
な
か
っ
た
が
、
人
口
が
増
加
し
生
産
が
消
費
に
比
例

思
想

嘔
も
恩
情
を
加
味
し
な
か
っ
た
の
で
そ
の
身
の
破
滅
を
招
い
た
租
で
あ
っ
た
。

(

2

)

 

こ
れ
を
駕
御
す
べ
き
こ
と
を
説
い
た
。

巾
子
と
同
時
代
の
商
子
（
名
は
映
、
両
祀
前
八
―
―
―
―
―
―

一六



中
闊
古
代

し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

俎
悲

り
、
人
君
た

、
自
己
の

て
法
に
加
え
る

し
く
な
り
、

凰
に
至
る
を
免
肛
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

0

0

 

僻
．
墨
の
如
き
悠
長
な
追
抵
の
社
を
以
マ
J

は
天
下
を
治
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
か
か
る
冊
に
は
そ
仇
に
應
す
る
治
法
を
以
て
し
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
凡
そ
人
類
の
進
歩
と
共
に
追
徳
法
律
の
如
き
も
従
っ
一
J

改
良
し
な
け
仇
ば
な
ら
な
い
。
今
の
祉
に

そ
う
と
す
る
も
の
が
あ
仇
ば
、
何
人
も
そ
の

し
た
の
で
あ
っ
て
、

儒
・
墨
の
尚
古
主
義
に
討
し
、
人
類
進
歩
の
過
租
に
よ
り
そ
の
非
を
攻

薇
刺
た
る
一
面
が
特
色
と
な
っ
て
い
る
。

0

0

0

 

韓
非
子
の
心
度
節
の
中
に
、
古
の
聖
賢
が
如
何
な
る
動
披
か
ら
法
を
立
て
た
か
を
説
い
て
、

「
聖
人
の
民
花
治
む
る
は
、
本
に
度
り
一
J

そ
の
欲
を
従
（
ほ
し
い
ま
ま
）
に
せ
し
め
す
、

こ
仇
に
刑
を
奥
う
る
は
民
を
悪
む
所
以
に
あ
ら
す
、

と
云
い
、
法
の
根
本
義
は
良
民
の
侃
殴
で
あ
り
、
法
治
が
治
國
の

派
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
少
敗
の
知
識
人
に
行
わ
仇
て
も
、
無
智
な
民
衆
の
統
御
に
は
無
力
で
あ
り
、

防
が
ね
ば
な
ら
ぬ
。
「
先
ず
治
る
者
は
強
く
、
先
す
戦
う
者
は
膀
つ
」
（
心
度
）
と
云
つ
て
い
る
。

一
の
愈
務
で
あ
る
と
い
つ
て
い
る
。
彼
は
ま
た
侶
•
平
の
敦
え
は
立

あ
る
か
ら
、

一七

正
な
法
を
以
て
罪
悪
を
未
然
に

の
豫
防
に
は
軍
判
定
以
て
す
る
の

(

3

)

 

が
有
放
で
あ
る
と
し
」
、
「
一
人
を
軍
刑
し
て
衆
人
を
し
て
悪
に
陥
る
な
き
を
得
し
む
、
仁
た
る
を
失
わ
す
」
と
も
一
云
つ
一
」
い
る
。
刑
を
行

竺
」
流
悌
す
る
の
は
仁
心
で
あ
る
が
、
刑
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
は
法
で
あ
り
、
法
に
は
何
人
も
服
従
す
べ
き
で
あ
る
と
斯
じ
、
以
て
法
の

尊
厳
、
司
法
の
獨
立
を
宜
言
し
て
法
治
主
義
の
精
肺
花
明
節
に
し
〗
J

い
る
。

さ
一
ド
上
述
の
如
く
尊
厳
犯
す
べ
か
ら
ざ
る
法
は
何
人
が
こ
肛
を
運
用
す
る
か
と
い
う
に
、
そ
仇
は
人
罪
で
あ
る
。
人
罪
が
若
し
徒
ら
に

小

智

花

弄

し

、

私

慾

に

韓

非

ほ

頗

る

こ

の

、
こ
の
黙
で

で
そ
の
心
を
虚
明
に
し
な
け
仇
ば
な
ら
ぬ

に
於
て
こ
の
法
治
主
義
は
君
栢
の
狐
大
と
強
図
弱
民
に
査
し
た
と
こ
ら
が
多
く
、
翫
外
的
に

し
て
話

の
本
な
り
。
刑
肪
て
ば
民
峰
か
に
、
買
簗
け
虹
ば
姦
生
す
。
」

民
花
利
す
る
花
期
す
る
の
み
。

故
に
其
の

の

う
で
あ
ろ
う
と
い
う
趣
旨
花
述
べ
て
い
る
。

ぜ
ぬ
常
時
で
は
次
第
に

の
追
花
枇
に
施

如
何
に
買
花
倍
し
、

て
も
、



註

(
1
)

(
2
)
 

(
3
)
 

(
4
)
 

第
六
節

と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

0

0

0

0

 

0
 

な
お
右
の
如
き
政
治
思
想
に
應
じ
網
齊
政
策
と
し
一
J

は
富
國
強
兵
策
が
行
わ
れ
た
。
即
ち
兵
を
強
く
す
る
に
ほ
貿
罰
を
明
か
に
し
て
勇

士
を
進
ま
し
め
る
と
共
に
、
今
―
つ
ほ
國
を
富
ま
す
こ
と
と
相
待
っ
て
こ
れ
を
質
現
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、

0

0

0

 

0
 

は
法
家
思
想
に
共
通
な
特
色
と
な
っ
て
い
る
。
富
國
策
と
結
び
つ
い
て
兵
農
主
義
が
立
て
ら
れ
、

も
法
家
一
般
に
通
す
る
こ
と
で
あ
る
。

梁
啓
超
著
、
前
出
書
、
一
三
六
頁
。

韓
非
子
、
定
法
・
外
儲
詭
左
右
舎
照
。

姦
冗
培
著
、
中
園
倫
噸
學
史
、
六
―
―
頁
。

小
島
博
士
著
、
前
出
書
、
一
―
―
―
―
―
六
頁
。

班
固
（
西
紀
九
―
―
―
ー
一
五
―
―
-
）
の
著
し
た
漢
害
藝
文
志
に
は
、

「
農
家
者
流
は
盃
し
農
役
の
官
に
出
す
。
百
栽
を
揺
き
、
耕
桑
を
詞
め
、
以
て
衣
食
を
足
す
o

（
中
略
）
こ
れ
そ
の
長
す
る
所
な
り
。

も
と

部
者
こ
仇
を
為
す
に
及
ん
で
お
も
え
ら
く
聖
王
に
事
う
る
こ
と
な
く
、
背
臣
並
び
耕
さ
し
め
ん
と
欲
す
。
上
下
の
序
に
諄
る
。
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
學
派
の
起
源
論
は
し
ば
ら
く
置
い
て
、
戦
國
の
頃
一
腫
の
特
色
あ
る
鯉
冊
思
想
を
有
し
て
い
た
一
派
で
あ
っ
て

つ
0

0
 
0
 

許
行
や
陳
相
が
そ
の
徒
で
あ
っ
た
。
既
に
見
て
来
た
よ
う
に
戦
國
争
胤
の
祉
に
於
て
は
、
儒
・
道
二
家
の
所
説
は
迎
想
的
に
過
ぎ
、
佃
耳

に
入
り
難
き
節
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
や
が
て
板
め
て
現
匹
的
な
法
家
思
想
の
如
き
も
の
が
勢
力
を
得
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
こ
に
至
る

前
に
、
か
よ
う
に
自
利
攻
伐
に
陥
ろ
う
と
す
る
時
弊
を
利
他
主
義
に
よ
つ
て
喰
い
止
め
よ
う
と
し
、
紙
往
の
墨
子
の
兼
愛
主
義
の
思
潮
に

汲
ん
で
現
れ
た
の
が
農
家
者
流
で
あ
る
と
見
る
の
が
常
つ
て
い
る
。
農
家
の
代
表
者
許
行
は
盛
門
の
正
統
で
は
な
い
が
楚
人
で
あ
り
、
そ

中
國
古
代
の
誤
清
倫
軋
思
想

農
家
の
緑
滴
倫
理
思
想

一
般
に
軍
農
主
義
的
色
彩
が
涙
厚
な
獣

一八

こ
の
富
國
と
弧
兵
と



も

中
國
古
代
の
饂
涜
倫
蝿
息
想

註

(
1
)

(
2
)
 

孟
子
腔
文
公
上
。

小
島
博
士
著
、
前
出
瞥
‘
-
―

-
0
七
頁
。

し
た
中
に
許
子
の
追
か
述
べ
ら
肛
て
い
る
。

家
的
見
地
と
は
到
阪
相
容
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

一九

許
子
の
氾
に
従
わ
ば
則
ち
市
買
武
な
ら
す
、
國
中
侶
り
な
し
。
五
尺
の

ら＿
i

．
・1
し

同
じ
け
れ
ば
則

i"買
相
若
く
。
麻
線
絲
架
の

布
白
巾
の

く
。
腿
大
小
同
じ
け
仇
ば
則
r

ち
買
相
若
く
。

即
ち
不
等
債
交
換
に
よ
る
不
芳
所
得
を
繋
止
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
知
ら
紅
る
。

の
思
想
は
戦
國
諸
子
の
他
の
思
想
に
比
し
て
特
色
を
有
し
て
い
る
。

ん
す
る
こ
と
は
固
よ
り
儒
家

で
あ
る
が
、
偉
家
の
農
業
尊
軍
は
民
食
の
い
う
見
地
で
あ
る
の
に
酎
し
、

ん
や
君
民
並
耕
と
い
う
よ
う
な
身
分
を
無
視
し
た
思
想
は
、
階
紋
道
徳
に
立
つ
猛
家
と
は
到
底
相
容
紅
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。
農
家
思
想
と

(

2

)

 

相
通
す
る
も
の
を
先
呆
の
思
想
界
に
求
め
る
な
ら
ば
、
の
罰
苦
、
節
用
の
思
想
が
あ
る
の
社
と
い
う
外
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

の
立
場
は
努
働
尊
須
の
立
場
で
あ
る
。
況

以
上
酪
述
し
た
如
く
、

同
じ
け
紅
ば
則
ち
質
相
若
く
。
五
穀
多
寡
同
じ
け
仇
ば
則
ち
買
相
若

働
に
従
事
し

つ
て
そ
の

0

つ
0

0

0
 

の
根
本
息
想
は
所
訓
対
民
並
耕
説
で
あ
り
、
身
分
に
よ

0

3

 

こ

一
，
 

許
千
は
膝
の
文
公
が
古
の
井
田
法
を
復
活
し
た
と
皿
き
、
そ
の
徒
敗
十
人
い
て
膝
國
に
至
り
、
文
公
に
謁
し
て
「
遠
方
の
人
、
君

？

ー

）

て
ん

の
仁
政
を
行
う
花
間
く
、
願
わ
く
ば
一
限
花
受
け
て
恨
た
ら
ん
と
い
い
、
文
公
の
許
し
を
受
け
て
膝
に
留
っ
た
。
な
お
そ
の
仲
間
の
風
棚

に

つ

竺
J

も
皆
褐
花
衣
、
風
（
麻
製
の
般
物
）

活
振
打
が
窺
わ
肛
る
。
陣
祖

ん
す
る
孟
子
の
儒

あ
り
、
陣
相
が
左
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

し
て
市
に
適
か
し
む
と
雖
も
こ
仇
花
欺
く
あ
る
な
し
、

4̀
、

I
I
I
 

ギ
に
ド
i

な
っ

、
こ
の
陳
相
が

と
門
答

つ
て
以
て

偲
え
ら
紅
て
茶
り
、

の
故
罰
た
る
南
方
に
は
彼
の
生
前
墨
子
の
敦
瑚
が
大
い
に

ん
じ
、
肉
慨
芳

つ
て
い
た
の
で
そ
の
影
蒋
を
受
け
た
も
の
の
如
く
で
あ
る
。




