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よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
〈
道
家
〉
の
語
は
先
秦
文
獣
に
は

み
ら
れ
ず
《
史
記
》
に
は
じ
め
て
現
わ
れ
る
が
、
そ
の
思
想
は
す

で
に
先
秦
時
代
に
臆
系
化
さ
れ
て
い
た
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の

先
秦
道
家
の
思
想
は
、
既
成
の
債
値
骰
系
に
よ
っ
て
疎
外
さ
れ

た
、
自
然
的
生
の
肯
定
を
志
向
す
る
梢
紳
を
そ
の
核
心
に
お
く
生
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〈
道
家
〉
と
い
う
思
想
集
圃
な
い
し
思
想
學
派
が
成
立
し
た
の

は
、
ふ
つ
う
罰
漠
初
期
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
い
わ

ば
定
論
化
し
て
い
る
こ
の
命
題
も
、
〈
學
派
〉
の
賓
態
（
成
立
契

檬
・
活
動
内
容
・
中
心
人
物
等
）
に
ま
で
わ
け
い
っ
て
解
明
さ
れ

て
い
る
と
は
い
え
な
い
と
思
う
。
本
稿
は
、
こ
の
問
題
に
闊
す
る

試
論
で
あ
り
、
《
史
記
》
を
中
心
資
料
と
し
て
、
道
家
學
派
の
輪

郭
を
素
描
し
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

〈
黄
老
〉
派
の
輪
郭

〈

資

老

〉

派

の

輪

郭

九
五

①
 

活
諸
感
情
を
理
念
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
結
局
〈
私
〉
の

思
想
、
〈
私
〉
に
奉
仕
す
る
思
想
で
あ
り
、
そ
の
思
想
を
質
践
す

る
こ
と
は
〈
私
〉
の
生
活
と
密
接
不
可
分
で
あ
り
、
思
想
の
賓
践

が
生
活
を
規
定
す
る
と
い
う
闊
係
に
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
こ

の
思
想
は
そ
れ
を
奉
ず
る
私
的
諸
個
人
の
内
部
に
お
い
て
し
か
賓

現
さ
れ
得
ず
、
そ
れ
を
賀
現
す
る
た
め
に
他
者
と
協
同
す
る
必
要

を
、
従
っ
て
ま
た
集
圃
を
構
成
す
る
必
要
を
、
本
質
的
な
意
味
で

も
つ
は
ず
の
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
〈
道
家
〉
と
い
う
學
派
・
，
思
想
集
圃
が
存
在

し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
、
こ
の
思
想
の
本
質
的
な
変
化

が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
愛
化
は
存
在
す
る
か
？
髪

化
の
存
在
は
物
證
に
よ
っ
て
確
證
で
き
る
か
？
私
た
ち
は
、
で

き
る
と
答
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

《
史
記
・
太
史
公
自
序
》
に
は
、
漢
代
に
存
し
た
陰
陽
・
儒
．

ー
道
家
學
派
成
立
史
試
論
|
—

岩

佐

ロ
戸

障



〈
黄
老
〉
派
の
輪
郭

墨
・
名
・
法
・
道
の
六
家
の
思
想
が
要
約
的
に
書
き
と
め
ら
れ
て

い
る
（
い
わ
ゆ
る
《
六
家
要
指
》
）
。
そ
の
道
家
の
要
指
を
讀
む

と
そ
こ
に
は
無
為
政
治
の
主
張
と
形
誹
の
主
張
と
が
混
在
し
て
お

り
、
〈
道
家
〉
の
名
で
一
括
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
い
わ
ば
養

生
振
と
で
も
い
う
べ
き
一
派
と
、
政
治
振
と
で
も
い
う
べ
き
一
派

と
の
二
振
が
、
漠
代
道
家
に
は
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ

の
う
ち
養
生
派
の
思
想
は
、
比
較
的
、
先
秦
道
家
思
想
に
近
い

が
、
政
治
派
の
思
想
は
、
明
確
に
そ
れ
と
異
な
り
、
む
し
ろ
法
家

思
想
に
近
似
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
思
想
は
、
無
為
に
も
と

づ
く
政
治
理
念
を
中
心
に
す
え
た
政
治
思
想
で
あ
っ
て
、
時
勢
に

應
じ
て
法
を
定
め
、
時
麦
に
討
應
し
て
柔
軟
な
政
治
を
行
な
え
と

説
く
。
具
骰
的
な
方
法
と
し
て
は
《
韓
非
子
》
に
い
う
〈
形
名
参

同
〉
に
類
似
し
た
術
が
あ
げ
ら
れ
、
全
暢
的
に
君
主
の
た
め
の
政

術
と
い
う
性
格
が
強
い
が
、
一
國
を
統
治
す
る
に
足
る
現
質
的
政

術
と
政
治
理
念
を
兼
備
し
て
い
て
、
《
老
子
》
な
ど
の
政
治
思
想
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に
比
し
て
よ
り
一
層
現
質
的
性
格
が
強
ま
っ
て
い
る
。

こ
う
見
て
く
る
と
、
こ
の
思
想
の
捌
い
手
た
ち
が
、
そ
の
思
想

を
質
現
す
る
に
は
、
他
に
働
き
か
け
ね
ば
な
ら
ず
、
従
っ
て
な
ん

ら
か
の
集
閥
構
成
の
必
要
を
も
つ
こ
と
が
豫
想
さ
れ
よ
う
。
そ
し

て
、
も
し
道
家
學
派
と
い
う
集
圃
が
存
在
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
、
こ
の
政
治
脈
に
お
い
て
の
み
論
理
的
に
可
能
だ
と
い
え

よ
う
。
そ
の
の
具
骸
的
内
容
も
、
無
為
に
も
と
づ
く
政
治
を

質
現
す
る
た
め
に
、
ま
た
そ
う
い
う
政
治
を
貫
現
す
る
前
提
と
な

る
道
家
思
想
の
諸
概
念
や
政
治
技
術
を
學
ぶ
た
め
に
、
何
人
か
の

櫂
威
あ
る
學
匠
を
中
心
と
し
て
集
合
し
た
人
々
の
組
織
的
集
合
臆

で
あ
る
、
と
論
理
的
に
は
推
定
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
《
史
記
》
を
讀
む
と
、
漠
初
に
は
無
為
の
政
治
を
標

籾
し
て
活
躍
し
た
〈
黄
老
〉
と
よ
ば
れ
る
一
派
の
あ
っ
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
。
彼
ら
は
ま
た
〈
道
家
〉
と
も
よ
ば
れ
て
い
る
が
、
漠

初
の
道
家
の
う
ち
で
政
術
を
掲
げ
て
登
場
し
た
の
は
、
こ
の
黄
老

以
外
に
は
見
い
出
せ
な
い
。
従
っ
て
、
《
六
家
要
指
》
に
書
き
と

め
ら
れ
た
道
家
思
想
の
う
ち
、
私
が
政
治
派
と
名
づ
け
た
一
派
の

思
想
は
、
こ
の
黄
老
振
の
思
想
で
あ
っ
た
こ
と
は
ほ
ぼ
明
ら
か
で

あ
る
。
次
に
私
た
ち
は
こ
の
推
定
を
も
う
少
し
確
か
め
て
み
る
こ

と
に
し
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
〈
黄
老
〉
と
い
う
名
稲
は
何
を
意
味
し
て
い

る
の
か
。
私
た
ち
は
ま
ず
そ
の
こ
と
か
ら
確
か
め
て
お
こ
う
。

《
史
記
》
の
〈
武
帝
本
紅
〉
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
み
え
る
。

賓
太
后
治
醐
若
言
不
好
儒
術
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
賓
太
后
に
つ
い
て
〈
外
戚
世
家
〉
で
は
『
霰

こ
れ
か
ら
〈
黄
老
〉

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
I
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太
后
好
黄
帝
老
子
言
』
と
記
さ
れ
て
い
る
。

と
い
う
の
は
茨
帝
と
老
子
を
連
用
し
た
語
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ

1
.
2
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る
。
こ
の
こ
と
か
ら
ま
た
黄
老
派
と
は
、
黄
帝
と
老
子
の
思
想
を

奉
ず
る
者
た
ち
を
さ
す
と
い
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

次
に
こ
の
語
の
披
生
時
期
や
黄
帝
老
子
連
用
の
由
末
に
つ
い
て

考
え
て
み
た
い
。

こ
れ
に
つ
い
て
の
定
説
と
い
う
べ
き
も
の
は
未
だ
な
い
が
、
私

は
黄
帝
老
子
連
用
の
例
が
先
秦
文
獣
に
み
ら
れ
な
い
こ
と
、
及
び

黄
帝
が
道
家
の
祖
ら
し
い
盟
裁
を
と
と
の
え
て
く
る
の
は
戦
國
最

末
期
で
あ
る
こ
と
（
完
全
に
道
家
の
祖
と
し
て
の
像
を
具
備
す
る

に
至
る
の
は
《
列
子
》
に
於
て
だ
が
、
《
列
子
》
は
ほ
ぼ
後
代
の

低
作
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
信
を
置
け
な
い
）
等
か
ら
、
そ
の

最
初
の
結
び
つ
き
は
早
く
と
も
戦
國
末
期
、
完
全
に
定
着
す
る
の

は
漠
代
に
入
っ
て
か
ら
と
す
る
の
が
最
も
妥
嘗
だ
と
思
う
。

《
史
記
》
の
中
で
黄
帝
の
書
が
質
際
に
詔
ま
れ
た
と
い
う
記
事

は
、
前
述
〈
外
戚
世
家
〉
の
記
事
の
後
文
に
『
帝
及
太
子
諸
賓
、

不
得
不
讀
黄
帝
・
老
子
、
尊
其
術
』
と
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
《
漠

書
・
藝
文
志
》
に
は
《
黄
帝
四
紐
四
篇
》
．
《
黄
帝
銘
六
篇
》
．
《
黄

帝
君
臣
十
篇
》
・
《
雑
黄
帝
五
十
八
篇
》
と
四
種
の
粛
目
が
掲
げ
ら

れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
成
書
時
期
は
漢
初
以
前
に
は
さ
か
の
ぼ

れ
な
い
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
《
黄
帝
君
臣
十
篇
》
に
は
『
輿
老
子

相
似
也
』
と
注
さ
れ
て
い
て
、
黄
帝
書
な
る
も
の
と
《
老
子
》
と

の
類
緑
が
想
像
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、

〈
黄
老
〉
派
の
輪
郭

黄
帝
と
老
子
の
結
合
は
道
家

九
七

一
般
に
於
て
行
な
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
政
治
派
成
立
後
に
政
治

派
が
尉
祉
會
的
樅
威
を
得
る
必
要
か
ら
行
な
っ
た
こ
と
だ
と
い
え

る
。
つ
ま
り
、
政
治
派
が
漠
初
の
政
界
に
一
定
の
地
歩
を
占
め
た

の
ち
に
、
そ
の
地
位
を
一
層
強
化
す
る
た
め
に
黄
帝
を
己
れ
の
始

祖
と
し
、
そ
の
慎
宜
性
を
保
證
す
る
た
め
に
黄
帝
の
名
に
侶
託
し

た
さ
ま
ざ
ま
な
書
物
を
流
布
し
た
と
み
る
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
、

そ
れ
と
同
時
に
い
わ
ゆ
る
原
《
老
子
》
に
も
一
定
の
修
正
加
筆
が

行
な
わ
れ
た
と
私
は
思
う
。
~

の
推
測
を
補
っ
て
以
上
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な

黄
帝
を
道
家
の
始
祖
と
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
先
秦
道
家
の

末
流
に
よ
っ
て
、
恐
ら
く
戦
國
末
期
に
は
始
め
ら
れ
て
い
た
。
漠

代
に
入
る
と
、
民
間
の
學
匠
と
し
て
各
地
に
散
在
し
て
い
た
、
こ

れ
ら
末
流
の
う
ち
現
質
に
封
し
て
積
極
的
な
闊
心
を
抱
く
一
派

が
、
政
界
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
ら
が
政
界
に
一
定

の
地
歩
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
と
、
彼
ら
を
中
心
に
し
て
一
種
の

政
治
的
派
閥
が
成
立
し
た
。
そ
れ
は
官
僚
豫
備
軍
を
も
含
む
廣
汎

な
層
か
ら
成
っ
た
。
彼
ら
の
う
ち
の
學
匠
グ
ル
ー
プ
は
共
同
し

て
《
老
子
》
に
整
理
を
加
え
、
さ
ら
に
黄
帝
と
老
子
と
の
結
び
つ

け
ー
っ
ま
り
始
祖
1
1
黄
帝
・
祖
述
者
1
1
老
期
と
い
う
系
譜
｀
‘
つ
く

り
ー
を
計
り
、
そ
の
員
質
性
を
保
證
す
る
た
め
に
一
連
の
黄
帝

書
を
作
成
し
た
。
そ
の
内
容
は
《
老
子
》
に
は
稀
薄
な
具
盟
的
政

る。
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〈
黄
老
〉
派
の
輪
郭

治
技
術
を
盛
り
こ
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
ほ
ぼ
《
六
家
要
指
》

さ
れ
て
い
る
よ
う
な
政
術
を
中
心
と
し
て
い
た
。

コ
し＝h-ロ

こ‘“g. 

《
史
記
》
に
よ
れ
ば
、
黄
老
の
術
を
學
ん
だ
人
物
は
す
で
に
先

秦
時
代
よ
り
存
在
し
た
。
例
え
ば
『
申
子
之
學
本
於
黄
老
而
主
刑

名
』
、
『
韓
非
者
…
…
喜
刑
名
法
術
之
學
、
其
蹄
本
於
黄
老
』
（
以

上
、
老
子
韓
非
列
他
）
、
『
慎
到
、
趙
人
。
田
駅
・
接
子
、
齊
人
。

環
淵
、
楚
人
。
皆
學
黄
老
道
徳
之
術
』
（
孟
子
荀
卿
列
博
）
な
ど

と
他
え
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
前
節
で
み
た
よ
う
に
黄
老
の
學
の
成
立
時
期
は
漠

代
に
入
っ
て
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
こ
の
記
事
と
は
矛
盾
を

き
た
す
。
司
馬
遷
は
、
な
ぜ
こ
れ
ら
先
秦
思
想
家
を
黄
老
の
學
の

後
綴
者
と
し
て
記
述
し
た
の
だ
ろ
う
。
恐
ら
く
、
そ
れ
は
次
の
よ

う
な
事
情
に
よ
る
と
思
う
。

司
馬
遷
の
嘗
時
に
は
す
で
に
黄
老
の
學
は
成
立
し
て
い
た
。
そ

の
思
想
は
彼
の
よ
く
知
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
黄
老
派
の
人

々
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
黄
帝
ー
老
子
の
系
譜
を
さ
ま
ざ
ま
に
創

作
し
流
布
さ
せ
て
い
た
。
こ
う
し
て
、
彼
に
は
黄
老
派
は
あ
た
か

も
太
古
の
昔
よ
り
存
し
て
い
た
か
の
よ
う
に
映
じ
た
。
彼
は
、
韓

非
・
申
不
害
・
環
淵
ら
の
書
を
讀
ん
で
、
黄
老
派
思
想
と
の
類
似

を
骰
見
し
た
と
思
わ
れ
る
。
彼
は
、
こ
れ
ら
の
思
想
家
の
思
想
よ

り
も
は
る
か
以
前
に
成
立
し
た
（
と
彼
が
信
じ
さ
せ
ら
れ
た
）
黄

老
の
思
想
を
、
こ
れ
ら
の
思
想
家
た
ち
が
學
び
、
己
れ
の
思
想
を

う
ち
た
て
た
の
だ
と
信
じ
た
に
す
ぎ
な
い
。

そ
う
考
え
て
も
う
一
度
こ
の
記
録
を
讀
む
と
、
私
た
ち
は
興
味

深
い
事
質
に
氣
づ
く
。
司
馬
遷
が
『
黄
老
』
と
『
黄
老
道
徳
』
と

④
 

を
甑
別
し
て
い
る
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
。
申
不
害
と
韓
非
に
つ
い

て
遷
は
輩
に
『
黄
老
』
に
本
づ
く
と
し
か
書
い
て
い
な
い
が
、

慎
到
ー
環
淵
に
つ
い
て
は
『
黄
老
道
徳
』
に
本
づ
く
と
書
い
て
い

る
。
こ
れ
は
な
に
を
意
味
す
る
の
か
。

い
う
ま
で
も
な
く
申
不
害
・
韓
非
は
法
家
の
學
者
で
あ
る
。
ま

た
、
憤
到
・
田
餅
は
貴
齊
説
を
唱
え
て
法
家
と
旺
周
と
に
等
し
く

影
書
を
輿
え
た
と
い
わ
れ
る
。
つ
ま
り
慎
•
田
二
子
は
後
代
か
ら

み
れ
ば
法
家
的
要
素
と
先
秦
道
家
的
要
素
と
を
兼
備
し
て
い
た
こ

と
に
な
る
。
接
子
・
環
淵
は
先
秦
道
家
で
あ
る
。
そ
う
み
て
い
く

と
、
法
家
I
I
黄
老
、
法
家
・
道
家
ー
黄
老
道
徳
と
い
う
劉
應
闊
係

を
遷
が
考
え
て
い
た
こ
と
が
豫
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
豫
想

が
正
し
い
な
ら
、
黄
老
の
思
想
は
ほ
と
ん
ど
法
家
の
思
想
に
近

く
、
純
粋
の
先
秦
道
家
思
想
を
織
ぐ
道
徳
と
謳
別
さ
れ
て
い
た
こ

と
に
な
る
。

こ
こ
で
、
前
述
《
六
家
要
指
》
に
書
き
と
め
ら
れ
た
漠
代
道
家

の
思
想
を
想
起
し
て
み
よ
う
。
そ
こ
に
は
先
秦
道
家
思
想
に
近
い

と
推
定
さ
れ
る
蓑
生
派
と
も
い
う
べ
き
一
派
、
そ
れ
と
全
く
異
な

九
八
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る
政
治
派
と
も
い
う
べ
き
一
派
ー
ー
こ
の
二
派
の
存
在
を
豫
想
さ

せ
る
思
想
が
、
同
じ
〈
道
家
〉
の
語
で
統
括
さ
れ
て
書
き
と
め
ら

れ
て
い
た
。
そ
し
て
政
治
派
の
思
想
は
韓
非
の
思
想
と
類
似
し
て

い
た
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
。
こ
う
考
え
る
な
ら
ば
、
さ
き
の
政

治
派
1
1
黄
老
派
と
い
う
推
定
は
、
ほ
と
ん
ど
疑
問
の
餘
地
な
く
確

か
だ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
政
治
派
1
1
黄
老
派
と
す
る
な
ら
ば
、
い
う
ま
で
も
な
く

先
秦
思
想
家
の
う
ち
に
そ
の
先
瞬
者
を
み
い
出
す
こ
と
は
で
き
な

い
。
で
は
、
そ
の
最
も
確
宵
五
先
謳
は
誰
で
あ
ろ
う
か
。

拿
架
毅
列
他
〉
に
付
せ
ら
れ
た
太
史
公
の
論
讃
に
、

柴
巨
（
臣
）
公
學
黄
帝
・
老
子
、
其
本
師
被
曰
河
上
丈
人
、

不
知
其
所
出
。
河
上
丈
人
敦
安
期
生
、
安
期
生
敦
毛
翁
公
、
毛

翁
公
敦
柴
瑕
公
、
柴
瑕
公
敦
架
巨
公
、
架
巨
公
敦
蓋
公
。
蓋
公

敦
於
齊
高
密
・
膠
西
、
為
曹
相
國
師
。

と
い
う
記
事
が
み
え
る
。
こ
の
記
事
は
黄
老
派
の
系
譜
を
個
え
る

も
の
と
し
て
は
唯
一
の
ま
と
ま
っ
た
記
録
で
あ
る
が
、
こ
の
系
譜

を
ま
と
も
に
椀
討
し
た
の
は
、
私
の
知
見
の
範
園
で
は
金
谷
治
敦

授
の
み
で
あ
る
。
敦
授
は
さ
ま
ざ
ま
な
例
證
を
畢
げ
て
、
こ
の
う

ち
信
ず
る
に
足
る
の
は
架
巨
公
以
下
の
系
譜
だ
け
だ
と
し
、
柴
巨

公
は
『
増
大
す
る
秦
の
勢
力
に
強
い
反
感
を
持
っ
て
齊
に
逃
れ
た

〈
黄
老
〉
派
の
輪
郭

九
九

の
で
あ
る
が
、
そ
の
地
で
道
家
思
想
に
も
と
づ
く
無
篤
清
浄
の
政

術
を
鼓
吹
し
て
秦
の
法
術
主
義
に
尉
抗
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ

こ
で
齊
の
地
に
盛
ん
な
黄
帝
の
名
を
利
用
し
て
そ
の
政
治
術
と
し

て
の
性
格
を
強
め
る
と
と
も
に
、
ま
た
自
説
の
櫂
威
づ
け
と
も
し

⑤
 

て
、
こ
こ
に
「
黄
老
」
な
る
一
派
を
創
唱
し
た
』
と
い
う
推
定
を

な
し
て
い
る
。
確
か
に
、
こ
の
系
園
を
《
史
記
》
の
他
の
記
事
と

封
照
し
て
椋
討
す
る
と
、
架
巨
公
以
前
の
系
譜
は
ほ
と
ん
ど
信
憑

性
が
な
く
、
そ
の
貼
で
は
つ
ま
り
柴
巨
公
が
黄
老
派
の
系
譜

の
う
ち
の
最
も
確
買
な
先
瞬
者
と
い
う
意
味
で
は
、
私
も
敦
授
の

説
に
同
意
す
る
。
し
か
し
、
柴
巨
公
を
黄
老
の
創
始
者
と
み
な
す

推
定
に
は
同
意
で
き
な
い
。
私
も
ま
た
私
な
り
に
可
能
な
推
測
を

試
み
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
、
最
も
確
宜
な
黄
老
派
の
先
塵
・
架
巨
公
に
つ
い
て
検
討

し
て
い
く
こ
と
か
ら
は
じ
め
よ
う
。

〈
架
毅
列
個
〉
に
よ
れ
ば
、
彼
は
趙
の
架
氏
の
一
族
で
あ
る
。

趙
が
秦
に
減
ぼ
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
と
き

c
ニ
ニ
八
）
齊
の
高

B
 

（
 

密
に
逃
れ
た
。
善
＜
黄
帝
・
老
子
の
言
を
修
め
て
齊
に
名
磐
を
は

せ
賢
師
と
稲
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
の
柴
巨
公
に
蓋
公
と
い
う
弟
子

が
い
た
こ
と
は
さ
き
の
系
譜
に
み
た
通
り
で
あ
る
が
、
彼
に
は
こ

の
他
に
田
叔
と
い
う
弟
子
が
い
た
こ
と
が
〈
田
叔
列
偲
〉
か
ら
知

ら
れ
る
。
架
巨
公
が
こ
の
二
人
の
弟
子
に
何
を
講
じ
た
か
は
明
ら

か
で
な
い
。
（
《
史
記
》
は
『
黄
老
術
』
と
し
て
い
る
が
、
私
の
推
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〈
黄
老
〉
派
の
輪
郭

定
で
は
『
黄
老
術
』
は
未
だ
こ
の
と
き
成
立
し
て
い
な
い
か
ら
採

ら
な
い
。
）
金
谷
敦
授
は
柴
氏
の
一
族
が
代
み
、
将
軍
の
家
柄
で
あ

り
、
兵
法
と
道
家
思
想
と
の
結
び
つ
き
が
戦
國
末
に
有
力
で
あ
っ

た
こ
と
等
に
着
目
し
て
『
架
巨
公
の
道
家
思
想
は
そ
う
し
た
家
學

⑥
 

の
博
統
を
う
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
』
と
推
論
し
て
い
る
が
、
私
も

こ
の
推
定
は
正
し
い
と
思
う
。
そ
し
て
更
に
推
測
を
進
め
る
な
ら

ば
、
私
は
《
老
子
》
を
主
と
し
て
、
兵
法
を
敦
え
た
の
で
は
な
い

か
と
思
う
。
《
孫
子
》
な
ど
兵
家
の
思
想
と
道
家
（
特
に
《
老
子
》
）

の
思
想
と
の
類
緑
闊
係
は
、
す
で
に
諸
家
の
指
摘
に
も
あ
る
通
り

著
る
し
い
こ
と
、
弟
子
の
田
叔
が
『
叔
喜
剥
』
（
田
叔
列
他
）
と

記
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
そ
う
推
測
す
る
の
で
あ
る
。
金

谷
敦
投
も
い
う
通
り
、
柴
巨
公
は
兵
家
思
想
を
媒
介
と
し
て
《
老

子
》
を
學
び
、
弟
子
も
ま
た
《
老
子
》
の
洗
麿
を
受
け
た
こ
と
と

思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
弟
子
の
う
ち
の
ひ
と
り
、
蓋
公
こ

そ
、
黄
老
の
術
の
創
始
者
の
一
人
だ
っ
た
と
私
ぱ
考
え
る
の
で
あ

る。
《
史
記
》
は
蓋
公
の
た
め
に
他
を
た
て
て
い
な
い
が
、
《
史
記
》

中
に
散
在
す
る
彼
に
闊
す
る
記
事
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
彼
に
つ

い
て
の
一
定
の
像
を
組
み
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

彼
は
齊
の
高
密
に
居
た
柴
巨
公
に
つ
い
て
黄
老
の
術
を
學
ん
だ

と
い
う
が
、
そ
れ
が
宜
は
《
老
子
》
を
中
心
と
し
た
思
想
で
あ
っ

た
ら
し
い
こ
と
は
、
い
ま
み
た
通
り
で
あ
る
。
そ
の
後
、
彼
は
仕

官
す
る
こ
と
も
な
く
民
間
の
學
匠
と
し
て
同
じ
齊
の
膠
西
で
講
學

し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
高
祖
の
六
年

IC

ニ
0
-
）
齊
王
に
封

B
 

（
 

ぜ
ら
れ
た
劉
肥
と
そ
の
丞
相
・
曹
参
は
、
齊
に
入
る
と
直
ち
に
園

内
の
知
識
人
・
長
老
を
召
集
し
て
『
百
姓
を
安
集
す
る
所
以
』
を

問
う
た
。
し
か
し
召
に
應
て
じ
や
っ
て
来
た
齊
の
諸
儒
敷
百
人

は
、
い
ず
れ
も
人
ご
と
に
言
を
異
に
し
、
曹
参
は
決
定
に
迷
う
ぼ

か
り
で
あ
っ
た
。

そ
の
時
、
彼
は
膠
西
の
蓋
公
と
い
う
者
が
『
善
く
黄
老
の
言
を

治
』
め
て
い
る
と
聞
き
、
早
速
幣
を
厚
く
し
て
蓋
公
を
招
く
。
や

っ
て
き
た
蓋
公
は
『
治
道
は
清
静
を
貴
ぶ
。
而
ら
ば
民
自
ら
定
ま

ら
ん
』
と
い
う
論
調
を
展
開
し
、
そ
の
具
骰
例
を
具
さ
に
語
っ
た

と
い
う
。
曹
参
は
恐
ら
く
大
き
な
感
銘
を
受
け
た
。
蓋
公
を
正
堂

に
お
く
と
、
自
身
は
そ
こ
を
避
け
て
彼
の
論
じ
た
通
り
の
政
治
を

行
な
っ
た
。
《
史
記
》
は
『
そ
の
政
治
の
要
諦
は
黄
老
の
道
を
用

い
る
こ
と
で
あ
っ
た
』
と
記
し
て
い
る
。
か
く
し
て
、
蓋
公
の
言

を
用
い
て
齊
に
相
た
る
こ
と
九
年
、
齊
國
は
大
い
に
治
ま
り
彼
は

賢
相
と
稲
さ
れ
た
と
い
う
（
以
上
〈
曹
相
國
世
家
〉
に
よ
る
）
。

齊
に
相
と
な
っ
て
九
年
目
、
建
國
の
功
臣
、
初
代
丞
相
・
滸
何
が

死
に
、
彼
は
よ
び
戻
さ
れ
て
漢
帝
國
丞
相
に
就
任
す
る
が
、
そ
の

後
の
蓋
公
の
消
息
は
何
も
明
ら
か
で
は
な
い
。

1
0
0
 



蓋
公
に
闊
す
る
記
事
は
以
上
の
こ
と
を
述
べ
る
に
す
ぎ
な
い

が
、
私
た
ち
は
こ
こ
か
ら
有
盆
な
示
唆
を
得
る
だ
ろ
う
。
前
節
で

黄
老
振
が
成
立
し
た
の
は
漠
代
に
入
っ
て
か
ら
だ
と
い
う
推
定
を

述
べ
て
お
い
た
。
ま
た
、
蓋
公
か
柴
巨
公
に
學
ん
だ
の
が
、
黄
老

の
術
て
は
な
く
《
老
子
》
を
中
心
と
す
る
學
問
だ
っ
た
ろ
う
と
い

う
推
定
を
し
て
お
い
た
。
次
に
そ
れ
を
み
て
み
よ
う
。

蓋
公
の
展
開
し
た
『
治
璽
塁
贔
而
民
自
定
』
と
い
う
論
に
つ

い
て
ま
ず
考
え
て
み
よ
う
。

《
老
子
》
に
『
清
静
為
天
下
正
』
（
藝
早
）
と
あ
り
、
ま
た
『
天

得
一
以
清
、
地
得
一
以
寧
…
…
侯
王
得
一
以
為
天
下
貞
』

(39
章）

と
あ
る
。
後
者
の
『
天
下
貞
』
は
河
上
本
て
は
『
天
下
正
』
と
な

っ
て
お
り
、
高
亨
は
王
念
孫
を
扱
用
し
て
正
1
1
貞
1
1
君
主
と
し
て

⑦
 

い
る
か
ら
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
前
者
は
『
清
静
な
態
度
で
あ
れ
ば
天

下
の
王
と
な
る
』
の
意
に
、
後
者
は
侯
王
の
王
た
る
條
件
が
天
地

に
適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
『
清
・
寧
』
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
さ
ら
に
『
我
無
為
而
民
目
化
、
我
好
静
而
民
自
正
』

(57
章）

ら
、
同
様
な
思
想
を
述
べ
る
。
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
思
想
を
蓋

公
の
言
と
比
較
し
て
み
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
ま
さ
し
く
《
老
子
》

の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
こ
の
思
想
を
さ
き
に
み
た
政
治
派
つ
ま
り
、
黄
老
の
そ

れ
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
部
分
的
な
一
致
は
み
ら
れ
る
が
全
骰
の

氣
分
に
は
か
な
り
の
相
異
が
感
じ
ら
れ
る
。
蓋
公
や
《
老
子
》
に

〈
黄
老
〉
派
の
輪
郭

1
0
 

は
具
臆
的
な
政
術
は
み
ら
れ
ず
、
ま
た
そ
う
い
う
政
術
を
誹
除
す

る
よ
う
な
性
格
か
あ
る
の
に
劉
し
、
黄
老
の
方
は
理
念
よ
り
も
政

術
に
よ
り
重
貼
が
傾
む
い
て
い
る
と
い
っ
た
性
格
が
強
い
の
で
あ

る。
さ
ら
に
、
曹
参
の
求
め
た
の
が
『
百
姓
を
安
集
す
る
所
以
』
で

あ
っ
た
こ
と
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
蓋
公
の
言
か
こ
ま
ご
ま
と
し

た
政
術
で
あ
る
よ
り
も
、
一
層
理
念
的
な
心
の
！
い
わ
ば
治
闘

の
大
方
針
と
で
も
い
う
べ
き
ら
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る

の
で
あ
っ
て
、
前
述
の
黄
老
の
よ
う
な
具
骰
的
政
術
を
蓋
公
が
語

っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。

以
上
か
ら
、
私
の
さ
き
の
推
定
は
ほ
ぼ
裏
づ
け
を
得
た
と
い
え

る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
最
後
に
、
蓋
公
か
黄
老
思
想
の
創
始
者
の
一
人
て
あ
っ
た

と
い
う
推
定
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。

前
述
し
た
よ
う
に
蓋
公
の
所
論
は
黄
老
派
の
思
想
と
距
離
が
あ

る
。
そ
れ
は
具
骰
的
政
術
と
い
う
よ
り
理
念
の
性
格
が
強
い
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
黄
老
思
想
の
創
始
者
と
し
て
は
、
蓋
公
が
最
も

可
能
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
か
？

蓋
公
は
九
年
間
こ
わ
た
る
曹
参
の
相
談
役
の
如
き
役
割
を
果
し

て
い
く
過
程
で
、
理
念
と
現
買
と
の
距
離
を
感
じ
た
こ
と
が
あ
る

は
ず
で
あ
る
。
《
老
子
》
は
確
か
に
無
為
清
静
の
政
治
を
敦
え
る
。

し
か
し
、
そ
の
敦
え
は
餘
り
に
具
骰
性
を
も
た
な
い
。
無
為
清
静
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〈
黄
老
〉
派
の
輪
郭

の
政
治
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
が
政
治
で
あ
る
以
上
、
し
か
も
観

念
の
世
界
で
の
そ
れ
で
は
な
く
、
現
質
過
程
に
お
け
る
政
治
で
あ

る
。
以
上
、
必
念
的
に
〈
為
〉
を
含
ま
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の

〈
為
〉
を
ど
の
よ
う
に
理
念
と
し
て
の
〈
無
為
〉
と
矛
盾
な
く
説

明
す
る
か
、
あ
た
か
も
〈
無
為
〉
の
理
念
か
ら
〈
為
〉
が
道
『
き
出

さ
れ
る
か
の
よ
う
に
無
烏
を
中
心
と
す
る
（
し
か
し
本
質
的
に
ぱ

〈
為
〉
こ
ほ
か
な
ら
な
い
）
政
治
理
念
を
ど
の
よ
う
に
し
て
作
り

あ
げ
る
か
こ
れ
が
蓋
公
の
課
題
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
な
ら
ば
、
《
老
子
》
が
は
じ
め
て

政
治
に
1

現
質
に
蓋
起
す
る
事
態
に
適
用
さ
れ
、
そ
の
叩
翌
放
性

を
試
め
さ
れ
た
齊
の
地
の
、
蓋
公
こ
そ
黄
老
思
想
剖
始
者
の
一
人

で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
恐
ら
く
蓋
公
が
あ
み

出
し
た
の
は
、
黄
老
思
想
の
理
念
で
あ
っ
て
、
具
罷
的
な
政
術
で

ぱ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ば
、
蓋
公
に
よ
っ
て
無
為
↓
為

（
政
治
）
と
い
う
理
念
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
ま

ご
ま
と
し
た
現
賀
へ
の
適
用
ぱ
曹
参
と
そ
の
下
僚
を
侯
た
ね
ば
な

ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

曹
参
は
漠
帝
園
丞
相
の
任
務
を
果
ず
に
際
し
て
、
初
代
丞
相
・

附
何
の
定
め
た
き
ま
り
を
ひ
た
ず
ら
守
る
こ
と
を
大
方
針
と
し
て

掲
げ
た
。
『
（
曹
）
参
代
何
為
漢
相
喜
、

と
こ
ろ
で
、

箇
何
の
約
束
と

一
違
爾
何
約
束
』
（
曹
相
國
世
家
）

は
ど
ん
な
も
の
か
。

斎
何
ぱ
高
祖
學
兵
の
時
か
ら
彼
に
従
っ
た
人
物
で
あ
る
が
、

祖
と
と
も
こ
畢
兵
し
た
人
々
の
う
ち
で
は
最
も
事
務
能
力
こ
富
ん

で
い
た
よ
う
で
あ
る
。
も
と
も
と
役
人
で
あ
っ
た
彼
は
『
高
祖
烏

布
衣
時
、
何
敗
以
吏
事
譲
高
祖
』
と
あ
る
よ
う
に
法
律
に
も
通
じ

て
い
た
。
高
祖
が
咸
陽
に
入
っ
た
と
き
諸
将
ぱ
争
っ
て
財
物
を
貪

ぼ
っ
た
の
に
彼
だ
け
は
『
獨
先
入
、
牧
秦
丞
相
御
史
律
令
圏
書
、

蔵
之
』
と
い
わ
れ
、
高
祖
が
天
下
の
情
勢
を
知
り
え
た
の
も
そ

の
間
書
の
お
か
げ
だ
っ
た
と
い
う
（
以
上
拿
扉
相
國
世
家
〉
に
よ

る
）
。
彼
は
そ
れ
を
参
考
に
し
て
漢
制
を
た
て
た
の
だ
が
、
そ
れ
以

外
こ
い
う
に
足
る
ほ
ど
の
〈
政
治
〉
を
行
な
っ
て
い
な
い
。
つ
ま

り
、
政
治
と
い
う
黙
で
は
文
字
通
り
〈
無
為
〉
に
終
始
し
た
よ
う

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
無
為
は
特
に
意
識
的
に
無
為
の
政
治
を

行
な
っ
た
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
か
な
り
や
む
を
得
な
い
も
の

で
あ
っ
た
。の

隠
彼
に
つ
き
従
っ
て
建
國
の
事
業
に
参
加
し
た
列

臣
の
他
を
函
む
と
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
の
部
分
が
戦
争
の
記
録
に
費

や
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
ま
た
、
漠
室
草
剖
期
の
政
情
が
い

か
に
不
安
な
も
の
だ
っ
た
か
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
例
え
ば
〈
高

祖
本
紀
〉
に
よ
っ
て
高
祖
元
年
（
C
二
0
六
）
か
ら
彼
が
死
去
す

B
 

る
ま
で
の
十
二
年
間
の
事
跡
を
辿
っ
て
み
る
と
、
毎
年
何
ら
か
の

1
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戦
胤
が
起
き
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
漢
室
の
基
礎
が
ま
だ
弱
橙

で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
以
前
か
ら
ひ
き
蹟
く
戦
乱
に
よ
っ
て
國
土

が
荒
啜
し
て
い
た
こ
と
な
ど
ら
豫
想
せ
し
め
る
。
こ
う
し
た
朕
況

を
背
景
に
お
く
な
ら
ば
、
爾
何
の
無
為
が
ほ
と
ん
ど
な
す
す
べ
の

な
い
こ
と
か
ら
く
る
無
為
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
恐
ら

＜
漠
初
の
十
敷
年
間
、
政
治
と
は
戦
争
に
勝
ち
、
漠
室
の
敵
針
勢

力
を
掃
討
ず
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。
蓋
何
の
約
束

と
は
、
こ
の
よ
う
な
事
情
を
背
景
と
し
た
行
政
上
の
無
為
I

よ

り
少
な
い
政
治
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
曹
参
は
癖
何
の
た
て
た
約
束
を
ひ
と
え
に
守
る
と
い
う

大
方
針
を
定
め
る
が
、
そ
れ
は
、
彼
が
齊
で
の
紐
瞼
に
よ
っ
て
、

無
為
こ
そ
民
を
安
集
し
、
結
果
と
し
て
漢
室
の
基
礎
強
化
と
も
な

る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
洞
察
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
う
。
彼
は
そ

う
い
う
方
針
の
も
と
で
、
ま
ず
自
分
の
厨
官
を
選
ぶ
が
、
そ
の
と

き
も
『
揮
郡
國
史
木
訥
於
文
酔
重
厚
長
者
、
帥
召
除
為
丞
相
史
。

吏
之
言
文
刻
深
、
欲
努
翌
名
者
、
輛
斥
去
之
』
と
い
う
獨
得
な
人

選
を
し
、
木
訥
重
厚
な
人
物
で
丞
相
府
を
固
め
た
。
ま
た
、
平
生

飲
酒
に
ふ
け
っ
て
政
務
を
見
ず
、
そ
れ
を
忠
告
に
宋
る
者
が
あ
る

と
酒
を
飲
ま
せ
『
欲
有
所
言
復
飲
之
、
酔
而
後
去
、
終
莫
得
開

説
』
と
い
う
さ
ま
で
あ
っ
た
。

彼
か
丞
相
の
任
に
あ
っ
た
の
は
三
年
間
に
す
ぎ
な
い
が
、
國
家

は
大
い
に
治
ま
り
民
は
歌
を
つ
く
っ
て
彼
を
た
た
え
た
と
い
う
。

〈
黄
老
〉
派
の
輪
郭

太
史
公
の
論
讃
も
『
参
為
漢
相
図
、
清
静
駆
言
合
道
。
然
百
姓
離

秦
之
酷
後
、
参
輿
休
息
無
為
、
故
天
下
倶
稲
其
美
突
』
と
、
彼

の
政
策
が
時
宜
に
か
な
っ
た
ら
の
で
あ
る
こ
と
を
た
た
え
て
い
る

（
曹
相
園
世
家
）
。

前
述
し
た
よ
う
に
《
老
子
》
の
思
想
を
は
じ
め
て
現
質
政
治
に

適
用
し
た
の
は
、
蓋
公
ー
曹
参
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
試
み
は
み
ご

と
な
成
果
を
あ
げ
る
。
彼
ら
の
〈
無
為
清
静
〉
を
旨
と
す
る
治
政

が
行
な
わ
れ
た
現
質
的
基
盤
は
な
ん
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

漢
初
の
政
情
不
安
と
図
土
の
荒
曖
を
背
景
と
し
て
登
場
し
た
漠

帝
國
は
、
更
に
敵
封
勢
力
の
掃
討
と
い
う
課
題
を
も
果
し
な
が
ら

國
家
建
設
の
事
業
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
諸
矛
盾

を
か
か
え
て
い
た
。
こ
の
矛
盾
こ
そ
、
〈
無
為
清
静
〉
の
治
の
現

質
的
基
盤
で
あ
る
。
こ
の
矛
盾
は
、
中
央
に
あ
っ
て
は
廣
汎
な
人

民
に
封
す
る
直
接
支
配
の
遂
行
を
一
時
的
に
放
棄
し
て
敵
討
勢
力

を
掃
討
す
る
と
い
う
、
や
む
を
得
な
い
〈
無
為
〉
の
治
を
現
出
さ

せ
た
し
、
一
方
あ
る
程
度
安
定
し
た
地
域
に
於
て
は
ま
ず
直
接
被

支
配
者
の
紐
清
力
の
回
復
、
つ
ま
り
祖
税
負
捌
者
た
る
農
民
の
税

、
、
、

負
謄
能
力
の
回
復
が
治
政
の
要
務
と
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
農
民
に

封
す
る
干
渉
を
し
な
い
と
い
う
意
識
的
な
〈
無
為
〉
の
治
を
現
出

さ
せ
た
の
で
あ
る
。
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〈
黄
老
〉
派
の
輪
郭

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
そ
れ
が
《
老
子
》
の
思
想
の
現
賓
ヘ

の
適
用
と
い
う
姿
を
と
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
恐
ら
く

曹
参
は
《
老
子
》
の
思
想
が
時
代
の
政
治
的
要
求
に
合
致
し
て
い

る
こ
と
—
—
こ
の
思
想
こ
そ
前
述
の
矛
盾
を
解
決
す
る
一
形
態
・

〈
無
為
の
治
〉
に
一
見
深
遠
に
み
え
る
理
論
を
付
輿
し
う
る
も
の

だ
と
い
う
こ
と
を
見
抜
い
て
い
た
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
思
い
も
よ

ら
ぬ
放
果
を
あ
げ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
賓
放
性
を
信
じ
て
し

ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
彼
が
中
央
の
丞
相
と
な
っ
た
と

き
の
行
動
に
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
前
後
九
年
間
に
わ
た
る
《
老
子
》
の
〈
無
為
〉
の

治
の
賓
践
過
程
で
ど
う
い
う
こ
と
が
起
っ
た
だ
ろ
う
か
。

さ
き
に
蓋
公
の
事
跡
に
み
た
よ
う
に
、
九
年
間
に
わ
た
る
無
為

政
治
の
施
行
期
間
が
、
輩
に
文
字
通
り
の
無
為
に
終
始
し
た
と
考

え
る
の
は
現
質
的
で
は
な
い
。
彼
は
必
ず
や
現
賞
に
饂
起
す
る
事

態
に
封
し
て
絶
え
間
な
い
劉
應
を
強
い
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ

の
と
き
彼
か
《
老
子
》
を
規
範
と
し
て
そ
れ
ら
の
事
態
に
劉
應
し

た
と
す
る
な
ら
、
彼
は
《
老
子
》
に
よ
っ
て
そ
の
封
應
を
説
明
す

る
必
要
が
あ
っ
た
ろ
う
。
日
々
の
現
賓
的
政
治
の
場
面
で
、
《
老

子
》
の
思
想
は
絶
え
ず
そ
の
質
妓
性
を
問
わ
れ
つ
づ
け
ね
ば
な
ら

な
か
っ
た
。

恐
ら
く
、
《
老
子
》
思
想
を
現
賓
に
適
用
す
る
過
程
で
生
み
出

さ
れ
た
思
想
概
念
・
具
骰
的
な
政
術
と
い
っ
た
も
の
は
お
び
た
だ

し
い
に
の
ぼ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
、
に
蓋
公
の
内
側

に
蓄
積
さ
れ
た
の
み
で
は
な
く
、
廣
く
祉
會
的
な
経
験
と
し
て
蓋

公
ー
曹
参
を
中
心
と
す
る
齊
の
官
僚
層
、
曹
参
の
賓
客
や
知
人
等

に
も
知
れ
渡
っ
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
。
更
に
ま
た
そ
れ
は
、
公
文

書
と
し
て
時
に
は
私
文
書
と
し
て
記
録
さ
れ
、
加
筆
さ
れ
た
り
も

し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
《
老
子
》
思
想
を
必
然
的
に
愛
質
さ

せ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
網
罷
は
す
で
に
黄
老
思
想
に
近
い
内
容

を
獲
得
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

さ
き
に
み
た
、
曹
参
が
丞
相
府
に
入
っ
た
と
き
、
各
地
の
役
人

か
ら
文
酔
木
訥
、
徳
行
重
厚
な
長
者
を
選
ん
で
自
分
の
扇
官
に
し

た
事
件
は
、
恐
ら
く
廣
汎
な
官
僚
層
に
大
き
な
影
響
を
輿
え
た
と

思
う
。
曹
参
の
方
も
そ
う
い
う
影
響
力
を
十
分
計
算
に
入
れ
て
、

こ
の
人
選
を
行
な
っ
た
と
思
う
。
そ
の
結
果
、
こ
の
頃
か
ら
《
老

子
》
が
立
身
の
手
段
と
し
て
誼
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
想

像
で
き
る
。
更
に
ま
た
、
戦
國
末
期
か
ら
民
間
に
あ
っ
て
政
治
の

安
定
を
待
っ
て
い
た
先
秦
道
家
の
末
流
ー
~
さ
き
の
柴
巨
公
や
爾

何
に
、
い
わ
ゆ
る
盈
満
の
慮
世
を
忠
告
し
た
召
平
、
瘤
何
に
《
老

子
》
的
慮
世
法
を
説
い
た
彼
の
賓
客
な
ど
は
み
な
そ
れ
で
あ
る
と

思
う
が
ー
~
こ
う
し
た
朕
況
の
な
か
で
《
老
子
》
を
講
じ
る
よ
う

に
な
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
國
家
の
中
櫃
機
闊
で
あ
る
丞
相
府
の
役
人
た
ち
が
、
曹
参

の
意
を
受
け
て
〈
無
為
〉
を
旨
と
す
る
施
政
を
し
た
と
し
て
も
、

1
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柴
巨
公
の
弟
子
・
蓋
公
は
師
よ
り
授
か
っ
た
《
老
子
》
の
思
想

を
、
齊
に
於
て
現
賓
政
治
に
適
應
す
る
機
會
を
も
っ
た
。

〈
黄
老
〉
派
の
輪
郭

J

の

〈
無
為
〉
を
貫
徹
す
る
た
め
の
〈
為
〉
と
で
も
い
う
べ
き
具
睦
的

な
政
術
が
必
要
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
彼
ら
丞
相
府
の
役

人
も
ま
た
、
か
つ
て
蓋
公
が
な
し
た
と
同
じ
く
、
〈
無
為
〉
を
賓

行
す
る
た
め
の
〈
為
〉
を
論
理
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と

い
え
よ
う
。
恐
ら
く
、
彼
ら
は
民
間
に
い
た
先
秦
道
家
の
末
流

|
ー
ー
い
ま
は
學
匠
と
し
て
《
老
子
》
な
ど
を
講
じ
て
い
る
人
々
の

協
力
を
求
め
て
、
〈
無
為
〉
を
賓
行
す
る
た
め
の
〈
為
〉
の
論
理

化
、
云
い
か
え
れ
ば
《
老
子
》
思
想
を
中
心
と
す
る
政
治
理
論
形

成
に
努
力
し
た
と
思
う
。
そ
の
際
、
蓋
公
の
ら
と
で
作
成
さ
れ

た
文
獣
や
、
そ
こ
で
の
紐
験
か
十
分
に
吸
牧
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ

と
、
ま
た
《
韓
非
子
》
な
ど
の
政
術
か
秘
か
に
く
み
こ
ま
れ
て
い

っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

以
上
の
よ
う
な
各
種
の
事
情
を
撚
り
合
わ
す
な
ら
、
私
た
ち
は

黄
老
振
の
成
立
を
、
蓋
公
ー
曹
参
ー
彼
の
屈
官
と
民
間
の
學
匠
と

い
う
系
列
の
な
か
で
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
残
念
な
が
ら
、
民

間
の
學
匠
を
確
質
な
形
で
析
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
そ
れ

と
官
僚
層
と
の
交
渉
の
姿
を
浮
き
彫
り
に
す
る
資
料
も
な
い
が
、

推
測
を
補
な
っ
て
構
想
す
る
な
ら
ば
、
黄
老
思
想
と
そ
の
握
い
手

た
る
黄
老
派
|
—
つ
ま
り
道
家
〈
學
派
〉
は
次
の
よ
う
に
し
て
成

立
し
た
。
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間
、
彼
は
齊
相
・
曹
参
と
と
も
に
《
老
子
》
思
想
の
現
賓
化
、

〈
無
為
〉
と
〈
為
〉
と
の
闘
連
等
に
つ
い
て
の
論
理
を
作
り
出
さ

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
絶
え
ず
そ
の
質
妓
性
を
問
わ
れ
、

絶
え
ず
修
正
さ
れ
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
過
程
で
、
後
の

黄
老
思
想
に
励
す
べ
き
主
要
な
概
念
は
成
立
し
て
い
た
。
曹
参
が

丞
相
に
な
る
と
、
彼
は
齊
の
経
験
を
生
か
し
、
ま
た
前
丞
相
・
癖

何
の
〈
無
為
〉
政
治
を
基
本
的
に
編
承
し
て
政
治
を
行
な
う
。
蓋

公
の
も
と
で
ほ
ほ
成
立
し
て
い
た
黄
老
思
想
の
諸
概
念
は
、
曹
参

の
丞
相
府
で
一
層
陸
系
化
さ
れ
、
内
容
盟
富
と
な
り
、
従
っ
て
ま

た
質
放
性
を
ー
も
つ
も
の
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
罷
系
化

の
過
程
に
は
、
民
間
の
學
匠
ら
参
加
し
た
。

一
方
、
中
央
政
界
で
の
こ
う
し
た
動
き
は
、
廣
汎
な
官
僚
層
＇
ー

官
僚
豫
備
軍
や
、
民
間
に
も
大
き
な
影
響
を
輿
え
た
。
彼
ら
は

《
老
子
》
を
讀
む
よ
う
に
な
り
、
民
間
に
も
そ
れ
を
講
じ
る
學
匠

が
輩
出
し
た
。
こ
の
過
程
で
、
種
々
の
黄
帝
書
が
作
成
さ
れ
流
布

さ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
こ
の
、
丞
相
府
の
官
僚
を
頂
貼
と
す

る
官
僚
ー
官
僚
豫
備
軍
と
、
そ
の
協
力
者
た
る
民
間
學
匠
の
グ
ル

ー
プ
、
こ
れ
が
黄
老
派
と
よ
ば
れ
る
集
圃
を
形
成
し
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
の
成
立
時
期
は
、
週
く
と
も
恵
帝
在
位
時
代

c
一
九
五
ー
一
八
八
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

B
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〈
黄
老
〉
派
の
輪
郭

も
と
も
と
高
祖
は
儒
者
が
嫌
い
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
し
か

し
、
高
祖
の
二
年
に
弟
子
百
餘
人
と
と
も
に
投
降
し
て
き
た
秦
の

叔
孫
通
か
、
五
年
高
祖
即
位
の
儀
朧
を
定
め
、
七
年
長
柴
宮
完

成
式
の
主
宰
者
と
し
て
高
祖
に
感
銘
を
呉
え
た
こ
と
を
契
機
と
し

て
、
彼
の
弟
子
が
全
て
郎
官
に
任
ぜ
ら
れ
、
彼
自
身
も
九
年
に

太
子
の
博
と
な
り
、
恵
帝
の
元
年
こ
ぱ
宗
廟
の
儀
法
を
定
め
る
な

ど
、
朝
廷
内
に
一
定
の
地
歩
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
（
劉
敬
叔
孫

通
列
他
）
文
帝
即
位
後
は
、
彼
ら
が
儀
證
を
定
め
よ
う
と
す
る
ま

で
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
文
帝
は
『
道
家
の
學
を
好
み
、
以
て
緊

轄
飾
貌
は
治
に
盆
無
し
と
為
』
し
た
の
で
、
そ
れ
は
結
局
中
止
に

な
っ
た
（
麿
書
）
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
趨
勢
は
黄
老
派
に

危
懐
と
し
て
意
識
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

恐
ら
く
同
じ
頃
、
幼
少
か
ら
令
名
を
う
た
わ
れ
て
い

以
上
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
黄
老
派
は
、
ぱ
じ
め
の
う
ち
は

ま
だ
明
瞭
な
鴬
振
意
識
も
も
た
な
い
、
従
っ
て
組
織
的
な
ま
と
ま

り
も
弱
い
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
ひ
と
た
び
政

界
の
中
櫃
に
一
定
の
勢
力
を
得
た
こ
の
派
の
人
々
が
、
そ
の
地
位

を
脅
か
す
存
在
に
警
戒
の
目
を
向
け
た
の
は
嘗
然
だ
ろ
う
し
、
そ

う
い
う
存
在
が
賓
際
こ
出
現
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
強
い
圃
結

を
示
し
た
だ
ろ
う
こ
と
も
想
像
こ
雖
く
な
い
。

黄
老
辰
の
前
に
、
最
初
こ
敵
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
の
ぱ
儒
家
で

あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、

3
.
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さ
き
｝
」

-
0六

と
書
か

一
十
除
歳
で
博
士
と
な
っ
た
。
文
帝
は
彼
の
才
能
を
愛
し
た
よ
う

で
、
彼
は
『
一
歳
中
至
太
中
大
夫
』
と
い
う
異
例
の
出
世
を
し
た

と
い
う
。
彼
は
ま
た
、
秦
法
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
に
す
ぎ
な
い

漢
の
諸
制
度
を
改
め
『
轄
柴
を
興
す
』
べ
く
そ
の
準
備
を
開
始
す

る
。
ま
た
、
『
諸
律
令
の
更
定
す
る
所
、
及
び
列
侯
を
悉
く
國
に

就
か
し
む
る
は
、
其
の
説
皆
賣
生
よ
り
之
を
装
す
・
一
と
い
わ
れ
る

よ
う
に
、
君
櫂
を
背
景
こ
し
て
従
来
の
無
為
の
治
政
を
改
革
し
よ

う
と
し
た
。
こ
れ
が
儒
家
的
披
想
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と

ぱ
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
黄
老
派
は
、
は
じ
め
て
そ
の
地
位
を

脅
や
か
さ
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
の
改
革
は
官
僚

層
か
ら
強
い
反
尉
を
受
け
る
。
『
維
陽
之
人
、
年
少
初
學
、
専
欲

撞
櫂
紛
乱
諸
事
』
I
「
あ
の
男
は
勝
手
に
櫂
力
を
ふ
る
い
、
諸
事
を

攪
乱
し
よ
う
と
し
て
い
る
」
と
い
う
官
僚
層
の
反
披
は
、
箪
に
あ

ろ
個
人
と
あ
る
個
人
と
の
私
的
な
争
い
で
は
な
い
。
そ
れ
は
黄
老

派
の
利
害
を
代
表
す
る
人
々
が
、
自
己
の
敵
を
猿
見
し
た
と
き
の

反
狡
一
種
の
鴬
派
闘
争
の
現
わ
れ
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し

て
、
買
誼
は
左
遷
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
以
上
〈
屈
原
買
生
列

博
〉
）
。
黄
老
派
と
儒
家
と
の
最
初
の
闘
争
ぱ
黄
老
派
の
勝
利
に
終

っ
た
の
で
あ
る
。



れ
て
い
た
文
帝
は
、
『
孝
文
帝
本
好
刑
名
之
言
』
（
儒
林
列
隠
）
と

も
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
な
に
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
私

た
ち
は
、
さ
き
に
み
た
政
治
辰
の
思
想
を
想
起
す
べ
き
で
あ
る
。

そ
れ
は
法
家
思
想
、
つ
ま
り
『
刑
名
之
言
』
と
強
い
連
闘
を
も
っ

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
か

ら
推
測
す
る
な
ら
ば
、
文
帝
が
好
ん
だ
道
家
の
學
と
は
、
ま
さ

し
く
刑
向
の
言
と
似
通
う
こ
と
甚
だ
し
い
思
想
、
つ
ま
り
黄
老
の

學
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
一
歩
進
め
て
考
え
る

と
、
詞
述
の
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
こ
の
思
想
が
、
こ

の
頃
に
は
法
家
思
想
も
吸
収
し
て
そ
の
質
放
性
を
よ
り
一
層
強
め

て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
法
家
思
想
の
吸
収
ぱ
、
《
六
家
要

指
》
こ
記
さ
れ
て
い
る
政
治
派
（
黄
老
派
）
の
思
想
の
う
ち
の
、

例
え
ば
君
主
1
1
無
為
、
臣
下
1
1
有
為
と
い
う
ふ
う
な
分
業
理
論
を

つ
く
り
出
す
た
め
に
、
そ
し
て
ま
た
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
よ
う
や

く
確
立
し
は
じ
め
た
漠
帝
國
の
政
治
盟
間
に
思
想
を
順
應
さ
せ
、

帝
及
び
一
般
の
承
認
を
得
て
、
こ
の
派
の
政
界
に
於
け
る
地
位
を

確
保
ず
る
こ
と
を
狙
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
ぱ
、
い
う
ま

で
ら
あ
る
ま
い
。
そ
し
て
、
こ
の
理
論
の
剖
出
に
は
、
く
り
返
ず

ょ
う
に
民
間
の
の
参
加
が
あ
っ
た
こ
と
も
ま
た
、
い
う
ま
で

も
あ
る
ま
い
。

こ
こ
で
も
う
ひ
と
つ
付
け
加
え
て
お
き
た
い
の
は
、
文
帝
が
買

の
策
を
用
い
ず
、
結
局
黄
老
派
に
押
さ
れ
た
理
由
で
あ
る
。
も

〈
黄
老
〉
派
の
輪
郭

1
0七

ち
ろ
ん
、
文
帝
は
前
述
し
た
よ
う
に
道
家
を
好
ん
だ
が
、
賣
誼
の

策
は
見
通
し
と
し
て
は
漠
帝
國
の
基
礎
を
固
め
る
最
適
の
策
の
ひ

と
つ
で
あ
り
、
箪
な
る
思
想
の
好
悪
か
ら
そ
れ
を
し
り
ぞ
け
た
と

み
る
の
は
営
る
ま
い
。
そ
こ
に
は
も
っ
と
他
の
理
由
が
あ
っ
た
と

み
る
べ
き
で
あ
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
漢
初
の
い
わ
ゆ
る
無
為
の
治
は
、
質
質
的
に

は
租
税
負
謄
者
た
る
小
農
民
の
保
設
策
と
い
う
側
面
を
含
ん
で
い

た
。
と
こ
ろ
で
、
も
し
無
為
の
治
が
小
農
民
の
保
護
を
買
質
と
す

る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
そ
の
反
面
で
は
大
土
地
所
有
者
1
1
地
主
・
豪

族
層
や
商
人
・
高
利
貸
資
本
に
討
す
る
弾
塵
と
い
う
〈
為
〉
を
含

ま
ぬ
か
ぎ
り
完
全
に
は
逹
成
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
漠
帝
園
は
人
民

の
直
接
支
配
と
い
う
統
治
形
態
を
と
っ
て
い
た
が
、
支
配
の
封
象

で
あ
る
土
地
所
有
者
群
が
不
均
等
な
猿
展
を
と
げ
る
た
め
に
、
一

部
に
お
い
て
大
土
地
所
有
者
を
析
出
し
、
又
そ
の
一
方
で
大
土
地

所
有
者
を
存
立
さ
す
た
め
に
他
の
小
農
民
が
小
作
人
に
轄
落
せ
ざ

る
を
得
な
い
と
い
う
現
象
が
生
じ
る
。
ま
た
、
商
人
及
び
そ
れ
か

ら
派
生
す
る
商
業
高
利
貸
資
本
の
増
大
は
、
國
家
櫂
力
の
基
盤
で

あ
る
小
農
民
を
解
盟
し
て
土
地
喪
失
者
た
ら
し
め
、
大
土
地
所
有

者
へ
の
隷
厨
を
促
す
と
い
う
現
象
も
生
じ
る
。
従
っ
て
、
小
農
民

を
保
設
ず
る
こ
と
は
、
同
時
に
大
土
地
所
有
者
や
商
人
、
高
利

貸
資
本
に
封
ず
る
抑
艇
な
し
に
は
逹
成
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

は
、
す
で
に
高
祖
時
代
か
ら
抑
商
政
策
が
行
な
わ
れ
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〈
黄
老
〉
派
の
輪
郭

て
い
た
こ
と
を
侮
え
る
が
、
文
帝
時
代
に
は
そ
の
必
要
か
更
に
独

⑧
 

ま
っ
て
い
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

事
賓
、
文
帝
の
博
に
は
、
帝
が
二
度
に
わ
た
っ
て
『
農
、
天
下

之
本
』
と
い
う
詔
勅
を
装
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
最
初
は

即
位
の
翌
年
（

c
-
七
八
）
で
、
こ
の
時
は
自
ら
耕
作
す
る
た
め

C
-

B
 

B
 

の
『
籍
田
』
を
開
け
と
命
じ
て
い
る
。
二
度
目
は
十
三
年
（

六
七
）
で
、
こ
の
時
は
農
民
と
商
人
は
同
じ
よ
う
に
働
い
て
い
る

の
に
、
『
天
下
之
本
』
で
あ
る
農
民
か
租
税
を
と
ら
れ
て
は
農
業

奨
動
の
道
か
備
わ
ら
な
い
か
ら
『
田
の
租
税
を
除
け
』
と
命
じ
て

い
る
。以

上
の
こ
と
か
ら
判
斯
す
れ
ば
、
文
帝
時
代
に
は
ま
だ
〈
無

為
〉
の
治
は
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
従
っ
て
ま
た
そ
の
捌
い
手

た
る
黄
老
派
官
僚
層
の
力
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
こ

と
が
想
像
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
貼
に
文
帝
が
黄
帝
を
好
ん
だ

理
由
が
あ
り
、
官
心
の
意
向
を
汲
ん
で
賣
誼
を
左
遷
し
た
理
由

も
あ
る
で
あ
ろ
う
。

次
の
景
帝
時
代
に
な
る
と
、
黄
老
派
と
儒
家
と
の
劉
立
が
露
わ

に
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
一
面
で
は
黄
老
派
の
存
立
基
盤
が
消
減

し
た
こ
と
、
一
面
で
は
儒
家
の
證
柴
が
必
要
と
さ
れ
る
諸
條
件
が

成
立
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
な
に
か
。

こ
の
時
代
に
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
籠
錆
の
で
あ
る
。
彼
は

張
恢
先
生
と
い
う
人
物
か
ら
刑
名
の
學
を
學
び
學
問
を
以
て
役
人

と
な
っ
た
。
彼
が
文
帝
の
時
代
に
伏
生
に
つ
い
て
《
尚
書
》
を
學

ん
だ
こ
と
は
有
名
だ
が
、
彼
を
一
層
有
名
に
し
た
の
は
、
景
帝
時

代
に
御
史
太
夫
と
な
っ
て
諸
侯
を
弾
駆
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

結
果
、
弾
駆
さ
れ
た
諸
侯
が
、
厖
錯
誅
伐
を
名
目
と
し
て
反
掘
を

起
し
（
呉
楚
七
園
の
胤
）
彼
は
そ
の
責
任
を
問
わ
れ
て
死
ぬ
（
哀

症
岨
錯
列
他
）
。
し
か
し
、
こ
の
風
は
い
わ
ば
漢
室
敵
劉
勢
力
の

最
後
の
あ
が
き
で
あ
り
、
景
帝
三
年
（

c
-
五
四
）
乱
の
平
定
後

B
 

は
、
諸
侯
は
す
べ
て
長
安
に
集
め
ら
れ
領
地
の
支
配
櫂
を
失
な

う
。
こ
う
し
て
賓
質
的
な
封
建
諸
侯
は
消
減
し
、
漠
室
の
基
礎
は

は
じ
め
て
強
固
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
ま

た
同
時
に
黄
老
振
の
役
割
が
質
質
的
に
完
了
し
た
こ
と
、
そ
し
て

こ
の
新
し
い
中
央
集
櫂
腔
制
に
即
應
し
う
る
思
想
—
|
仁
儒
學
に
そ

の
席
を
明
け
渡
す
べ
き
時
が
き
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。

だ
が
、
黄
老
阪
は
そ
の
存
立
の
客
観
的
基
盤
を
失
な
っ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
な
お
し
ば
ら
く
餘
命
を
と
ど
め
る
。
そ
れ
は
一
に

か
か
っ
て
皇
室
の
質
力
者
・
賣
太
后
の
支
持
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
『
賓
太
后
好
黄
帝
老
子
言
、
帝
及
太
子
諸
賓
、
不
得
不
讀
黄

帝
老
子
、
尊
其
術
』
（
外
戚
世
家
）
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
儒
術
を

嫌
い
黄
老
を
好
む
、
こ
の
絶
大
な
櫂
力
の
保
持
者
の
存
在
に
よ
っ

て
、
黄
老
派
は
辛
う
じ
て
餘
命
を
保
ち
得
た
と
い
え
る
。
し
か

1
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し
、
そ
の
一
方
で
は
儒
家
の
勢
力
も
相
常
強
ま
っ
て
お
り
、
宮
廷

内
部
で
の
雨
派
の
劉
立
は
も
は
や
避
け
よ
う
の
な
い
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
の
一
例
は
〈
怖
林
偲
〉
に
記
さ
れ
て
い
る
黄
生
と
轄
固
生

と
の
〈
天
命
論
争
〉
あ
る
い
は
喪
太
后
と
較
固
生
と
の
〈
家
人
言

論
争
〉
な
ど
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
劉
立
か
極
黙
に
達
す
る

の
は
武
帝
即
位
の
年
で
あ
る
。
武
帝
は
即
位
す
る
や
、
丞
相
・
魏

其
侯
、
太
尉
・
武
安
侯
を
中
心
に
御
史
太
夫
に
趙
誼
、
郎
中
令
に

王
蔵
を
命
じ
た
。
彼
ら
は
い
ず
れ
も
偏
家
の
説
を
奉
じ
る
人
々
で

あ
る
。
彼
ら
は
魯
の
儒
者
・
申
公
を
迎
え
て
明
堂
を
設
け
よ
う
と

し
、
ま
た
列
侯
を
領
地
に
就
か
せ
、
麿
に
の
っ
と
っ
て
服
制
を
為

そ
う
と
し
た
。
つ
ま
り
儒
家
的
理
念
に
よ
る
改
革
を
試
み
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
列
侯
の
意
向
を
受
け
た
賓
太
后
の
抵
抗
で
こ

の
改
革
は
つ
ぶ
れ
、
武
帝
の
政
櫂
も
倒
れ
る
に
至
る
。
『
列
侯
多

尚
公
主
、
皆
不
欲
就
國
、
以
故
毀
曰
至
賣
太
后
。
太
后
好
黄
老

之
言
、
而
魏
其
・
武
安
・
趙
舘
・
王
馘
等
、
努
隆
推
儒
術
貶
道
家

言
。
是
以
賣
太
后
滋
不
説
魏
其
等
…
…
』
（
魏
其
武
安
侯
列
他
）

だ
が
、
こ
う
し
た
抵
抗
も
、
黄
老
思
想
が
そ
の
役
割
を
果
し
盈
し

た
こ
の
時
貼
で
は
、
箪
に
ひ
と
り
の
椛
勢
あ
る
女
性
が
、
死
の
前

に
咲
か
せ
た
仇
花
以
上
の
意
味
を
も
つ
は
ず
は
な
か
っ
た
の
で
あ

る。
建
元
六
年
（

c
-
三
五
）
賢
太
后
が
死
ぬ
。
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『
賓
太
后
崩
ず
る
に
及
び
、
武
安
侯
田
扮
丞
相
と
為
り
、
黄
老

〈
黄
老
〉
派
の
輪
郭

0
九

ま
ね

刑
名
百
家
の
言
を
拙
け
、
文
學
儒
者
数
百
人
を
延
く
。
…
…
天
下

の
學
士
靡
然
と
し
て
風
に
郷
う
』
（
儒
林
列
他
）
も
は
や
現
質
的

基
盤
を
喪
失
し
た
黄
老
派
は
、
賓
太
后
の
死
と
同
時
に
自
ら
も
ま

た
死
滅
す
る
ほ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。（

一
九
七0
•
八
•
三

（註）

①
そ
の
意
味
で
ぱ
、
私
の
見
解
ぱ
、
八
論
六
家
＞
（
中
國
哲

學
史
論
文
二
集
」
所
牧
、
一
九
六
ニ
・
上
梅
人
民
出
版
祉
刊
）
に
近

、゚し
②
詳
細
は
拙
稿
八
漢
代
道
家
の
思
想
＞
（
雑
誌
「
過
渡
期
」
四
就
、

一
九
七
一
刊
豫
定
）
参
照
。

③
津
田
左
右
吉
八
道
家
の
思
想
と
其
の
展
開
》
(
-
九
二
五
、
岩
波

因
店
刊
）

①
金
谷
治
八
澳
初
の
道
家
思
潮
＞
（
東
北
大
學
文
學
部
研
究
年
報
九
、

一
九
五
八
）
よ
り
示
唆
を
得
た
。
以
下
、
本
稿
は
い
ろ
い
ろ
と
こ
の

論
文
に
負
う
所
が
多
い
。

⑤
R
金
谷
治
、
前
褐
論
文
。

⑦
高
亨
八
老
子
正
詰
》
(
-
九
五
六
・
古
籍
出
版
祉
刊
）

⑤
〈
無
為
〉
政
治
と
漢
代
祉
會
構
造
と
の
闘
辿
に
つ
い
て
は
、
西
鶉

定
生
八
古
代
國
家
の
櫂
力
構
造
》
（
歴
史
學
研
究
會
一
九
五

0
年
大

會
報
告
「
闘
家
櫂
力
の
諸
段
階
」
所
牧
、
一
九
五0
•
岩
波
ほ
店

刊
）
等
、
西
嶋
敦
技
の
所
論
よ
り
示
唆
を
得
た
。
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