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表

は
じ
め
に

筆
者
は
「
精
神
革
命
」

ソ
ク
ラ
テ
ス
、
孔
子
、
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
、

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る

の
比
較
研
究
を
志
し
て
き
た
が
、
ソ
ク

ラ
テ
ス
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
『
比
較
文
明
研
究
』
第
十
三
号
（
二
〇
〇
八

年
）
に
お
い
て
、「「
精
神
革
命
」
の
時
代
（
Ⅰ
）」
の
表
題
の
下
で
、
總
体

一



的
考
察
と
併
せ
て
、「
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
「
精
神
革
命
」」
と
し
て
論
じ
ら

れ
て
い
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
れ
に
続
く
形
で
「
中
国
に
お
け
る
「
精

神
革
命
」」
を
、
孔
子
を
中
心
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い
る
。

お
お
よ
そ
の
比
較
考
察
は
、
道
徳
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
編
の
『
聖
人
の
思
想

と
そ
の
現
代
的
意
義
』（
伊
東
俊
太
郎
・
加
地
伸
行
・
奈
良
康
明
・
八
木
誠

一
・
加
来
彰
俊
共
著
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
、
二
〇
〇
九
年
）
の
な
か
の
拙

稿
「「
精
神
革
命
」
と
そ
の
現
代
的
課
題
」
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
が
、

こ
こ
で
は
孔
子
に
つ
い
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
つ
い
て
さ
き
に
書
か
れ
た
『
比

較
文
明
研
究
』
第
十
三
号
の
記
述
に
匹
敵
す
る
の
と
ほ
ぼ
同
じ
精
度
に
お
い

て
と
り
扱
う
こ
と
と
す
る
。
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
と
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に

つ
い
て
は
、
続
い
て
「
イ
ン
ド
に
お
け
る
「
精
神
革
命
」」、「
イ
ス
ラ
エ
ル

に
お
け
る
「
精
神
革
命
」」
と
し
て
、
同
じ
く
本
誌
に
お
い
て
叙
述
さ
れ
る

予
定
で
あ
る
。

１

殷
周
の
邑
制
国
家

ギ
リ
シ
ア
の
ポ
リ
ス
と
の
比
較

本
稿
に
お
い
て
は
、
孔
子
の
思
想
の
特
質
を
述
べ
る
前
に
、
そ
う
し
た
思

想
の
背
後
に
あ
る
社
会
的
背
景
、
ま
た
そ
れ
を
生
み
出
し
た
文
化
的
伝
統
に

つ
い
て
、
注
意
を
拂
っ
て
お
き
た
い
。（
こ
れ
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
扱
っ
た
場

合
と
同
様
で
あ
る
。）

中
国
文
明
は
、
最
近
で
は
伝
説
だ
っ
た
夏
文
明
（
前
一
八
〇
〇
｜
前
一
四

五
〇
）
が
、

師
二
里
頭
文
化
と
し
て
そ
の
姿
を
現
わ
し
は
じ
め
て
い

１
）

る
が
、
本
格
的
な
文
明
と
し
て
は
、
や
は
り
殷
文
明
（
前
一
五
五
〇
｜
前
一

〇
五
〇
）
と
し
て
は
じ
ま
る
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
中
国
に
お
け
る
「
都

市
革
命
」
そ
の
も
の
は
、
南
方
（
長
江
流
域
）
で
は
城
頭
山
、
石
家
河
、
良

渚
文
化
と
し
て
、
北
方
で
は
龍
山
文
化
と
し
て
、
前
三
〇
〇
〇
年
ご
ろ
に
起

っ
た
と
し
て
よ
い
が
、
し
か
し
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
も
文
明
の
原
初
形
態
で

あ
り
、
そ
の
社
会
構
造
が
よ
う
や
く
明
ら
か
に
な
る
の
は
殷
文
明
に
入
っ
て

か
ら
で
あ
る
。
一
九
二
〇
｜
三
〇
年
代
以
降
に
お
け
る
殷

の
考
古
学
的
発

掘
、
お
よ
び
一
八
九
九
年
に
お
け
る
甲
骨
文
字
の
発
見
と
そ
れ
以
後
の
解
読

に
よ
っ
て
、
こ
の
殷
文
明
の
社
会
構
造
は
、
邑
制
国
家
と
い
う
も
の
で
成
り

立
っ
て
い
る
こ
と
が
分
っ
た
が
、
邑
と
は
甲
骨
文
字
で

と
書
か
れ
て
お

り
、

は
城
壁
を
示
し
、
そ
の
下
の

は
そ
の
中
に
い
る
住
人
を
か
た
ど
っ

て
い
る
。
そ
れ
に
は
数
十
戸
か
ら
な
る
小
邑
か
ら
数
百
戸
の
侯
邑
、
数
千
戸

か
ら
な
る
大
邑
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
す
べ
て
の
頂
上
に

位
す
る
殷
王
と
、
そ
れ
に
属
す
る
諸
侯
（
氏
族
ク
ラ
ン

の
長
）、
ま
た
そ
の
下
に
あ

る
邑
長
（
村
の
長
）
と
そ
れ
に
従
う
庶
民
（
農
民
）
が
住
ん
で
い
る
。
殷
の

社
会
構
造
は
、
こ
う
し
た
大
邑
｜
侯
邑
｜
小
邑
（
鄙
邑
）
の
階
層
構
造
を
な

し
て
い
る
。（
ギ
リ
シ
ア
の
ポ
リ
ス
の
間
に
は
こ
う
し
た
階
層
構
造
は
な

い
。）
大
邑
は
鄭
州
、
安
陽
（
殷
墟
）
の
よ
う
な
殷
王
の
王
市
で
あ
り
、
侯

二
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邑
は
こ
れ
に
属
す
る
諸
侯
の
支
配
す
る
城
市
、
鄙
邑
は
村
の
長
が
ま
と
め
て

い
る
小
市
で
あ
る
。
こ
の
邑
が
周
圍
の
「
方
」（
異
民
族
｜
狩
猟
民
）
に
侵

略
さ
れ
て
い
る
様
子
が
、
甲
骨
文
に
し
ば
し
ば
示
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
殷
周
の
邑
、
と
く
に
そ
の
大
邑
や
侯
邑
が
、
ギ
リ
シ
ア
の

都
市
国
家
ポ
リ
ス
と
比
較
さ
れ
、
中
央
神
殿
と
お
ぼ
し
き
も
の
や
城
壁
の
存

在
に
よ
っ
て
、
殷
周
の
都
市
国
家
が
こ
れ
と
同
一
な
い
し
類
似
の
も
の
と
し

て
対
比
し
う
る
と
い
う
主
張
が
、
宮
崎
市
定
氏
や
貝
塚
茂
樹
氏
に
よ
っ
て
な

さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
ま
ず
以
下
検
討
し
て
み
よ
う
。

ⅰ

殷
王
朝
の
国
家
組
織

殷
王
朝
に
お
け
る
最
高
の
支
配
者
殷
王
と
、
そ
れ
に
属
す
る
諸
侯
（
族

長
）
と
は
、
必
ず
し
も
血
縁
関
係
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
諸
侯
は
王
と

い
わ
ば
「
疑﹅
似﹅
的﹅
血
縁
関
係
」
を
結
び
、
王
の
大
邑
に
お
け
る

先
祭
儀
を

自
己
の

先
を
祀
る
侯
邑
の
祭
儀
の
な
か
に
も
、
う
け
入
れ
た
。
そ
の
よ
う

に
し
て
、
そ
こ
に
は
殷
王
を
中
心
と
す
る
ゆ
る
い
連
合
体
国
家
が
つ
く
ら
れ

て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
祀
ら
れ
る
神
々
は
、

先
神
と
自
然

神
と
が
あ
る
が
、
殷
王
朝
の
最
高
神
は
両
者
を
統
括
す
る
「
帝
」
で
あ
っ

た
。
帝
は
天
に
存
在
す
る
人
格
神
で
、
⑴
雨
を
降
ら
せ
た
り
、
旱
魃
を
引
き

起
し
た
り
す
る
天
候
を
支
配
す
る
力
を
も
つ
と
同
時
に
、
⑵
戦
い
に
勝
利
さ

せ
た
り
、
敗
北
さ
せ
た
り
す
る
よ
う
な
、
王
に
支
援
や
懲
罰
を
下
す
絶
対
的

な
力
を
所
有
す
る
殷
の
最
高
神
で
あ
る
。
王
は
亀
甲
や
牛
の
肩
甲
骨
に
い
わ

ゆ
る
甲
骨
文
を
記
し
、
貞
人
（
卜
師
）
に
占
い
を
さ
せ
て
、「
帝
」
の
意
向

を
よ
み
と
り
、
政
治
を
行
う
。
貞
人
と
い
う
の
は
、
こ
の
占
い
を
行
う
人
で

あ
る
が
、
こ
れ
は
主
と
し
て
王
に
属
す
る
氏
族
の
侯
が
つ
と
め
る
。
諸
侯
は

こ
の
占
い
に
従
っ
て
王
の
討
伐
に
加
わ
っ
た
り
、
王
の
祭
祀
に
参
加
し
た
り

す
る
。
ま
た
占
卜
用
の
亀
版
や
牛
骨
を
貢
納
す
る
の
も
諸
侯
の
役
目
で
あ
っ

た
。殷

の
政
治
的
社
会
構
造
は
、
こ
う
し
た
一
種
の
宗
教
的
軍
事
的
な
階
層
的

連
合
体
で
あ
っ
た
。

ⅱ

周
王
朝
の
国
家
政
治
体
制

こ
れ
に
対
し
、
殷
を
滅
し
た
周
の
国
家
政
治
体
制
は
、
中
心
と
な
る
周
の

王
室
が
、
自
ら
の
親
族
（
姫キ
氏
）
の
も
の
を
諸
国
（
邑
）
に
封
建
し
、
周
王

室
の
祭
祀
を
行
わ
せ
、
政
治
を
ま
か
せ
た
。
諸
国
に
封
じ
ら
れ
た
諸
侯
の
な

か
に
は
周
王
室
と
同
族
で
な
い
も
の
も
い
た
が
、
か
れ
ら
に
は
か
れ
ら
固
有

の
社
稷
の
神
の
ほ
か
に
、
周
王
室
の

先
神
を
も
祀
ら
せ
て
、
そ
う
し
た

「
宗そう
族ぞく
封
建
制
」
を
守
っ
て

２
）

い
た
。
こ
の
周
王
朝
の
最
高
神
は
「
帝
」
で
は

な
く
、
か
つ
て
そ
の
下
に
あ
い
ま
い
な
地
位
を
占
め
て
い
た
「
天
」
が
最
高

の
位
に
の
ぼ
る
。
政
治
は
こ
の
「
天
」
の
命
が
王
に
降
り
る
こ
と
に
よ
り
正

当
化
さ
れ
た
。「
帝
」
の
も
っ
て
い
た
自
然
神
と
し
て
の
性
格
は
薄
ま
り
、

中国における「精神革命」
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そ
の
政
治
的
な
機
能
が
い
っ
そ
う
大
き
く
な
り
、
道
徳
的
・
倫
理
的
性
格
を

強
め
て
い
っ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
同
時
に
人
格
神
的
性
格
を
ま
だ
残
し

て
い
る
と
は
い
え
、
そ
れ
も
ま
た
希
薄
化
し
、
む
し
ろ
政
治
の
正
当
性
を
保

証
す
る
倫
理
的
原
理
と
し
て
の
「
天
命
」
を
下
す
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
。

と
こ
ろ
で
こ
の
周
代
の
「
宗
族
封
建
制
」
に
お
け
る
「
封
建
制
」
と
い
う

言
葉
が
、
ま
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
「
ヒ
ュ
ー
ダ
リ
ズ
ム
」（F
eu
d
a
l-

ism

）
の
訳
語
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
そ
の
歴
史
的
概
念
の

混
乱
が
生
じ
て
い
る
。
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
い
わ
ゆ
る
「
封
建
制
」、
つ
ま

り
八
世
紀
か
ら
十
三
世
紀
ま
で
の
「
ヒ
ュ
ー
ダ
リ
ズ
ム
」
は
、
周
代
の
「
封

建
制
」
と
本
来
縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
別
物
で
あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。

中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「
ヒ
ュ
ー
ダ
リ
ズ
ム
」
で
は
、
国
王
が
貴
族
諸
侯

に
、
諸
侯
（
領
主
）
が
家
臣
に
、
土
地
（
封ほう
土ど
）
を
与
え
、
そ
こ
を
治
め
る

権
利
を
付
与
す
る
と
同
時
に
、
諸
侯
は
国
王
に
、
家
臣
は
領
主
に
対
し
、
軍

役
・
出
仕
の
義
務
を
課
す
る
相
互
的
責
務
を
契
約
に
よ
っ
て
負
う
制
度
で
あ

る
。
こ
れ
は
周
の
宗
族
封
建
制
度
の
よ
う
に
、
氏
族
関
係
・
血
縁
関
係
と
は

な
ん
ら
の
関
係
も
な
い
個
人
的
契
約
関
係
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
そ
れ
は
周

に
お
け
る
「
宗そう
法
」
的
な
き
ま
り
も
し
め
つ
け
も
な
い
、
ま
っ
た
く
別
の
制

度
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
周
の
「
封
建
制
度
」
に
は
、『
左
伝
』
に
「
兄
弟

に
如し
く
は
な
く
、
故
に
之
に
封﹅
建﹅
す﹅
」（
僖
公
二
十
四
年
）
と
あ
る
よ
う
に
、

本
来
は
あ
く
ま
で
も
血
縁
関
係
の
宗
族
を
中
心
と
す
る
こ
と
を
理
念
と
し
て

い
る
。

封
土
を
与
え
る
代
り
に
、
軍
事
に
協
力
さ
せ
る
点
で
は
類
似
点
は
あ
る

が
、
本
質
的
に
は
異
な
る
政
治
組
織
と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
周
代
で

は
、
王
｜
諸
侯
｜
卿
｜
大
夫
｜
士
｜

庶
）民
と
い
う
社
会
的
階
層
が
で
き
、

政
治
に
直
接
参
与
で
き
る
の
は
、
通
常
大
夫
以
上
の
身
分
の
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
も
つ
け
加
え
て
お
こ
う
。

ⅲ

邑
制
国
家
と
ポ
リ
ス
国
家
と
の
比
較

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
こ
う
し
た
殷
周
の
邑
制
国

家
と
ギ
リ
シ
ア
の
ポ
リ
ス
国
家
と
を
比
較
し
て
み
る
と
、
両
者
に
は
城
壁
が

存
在
し
、
そ
の
中
に
宮
殿
な
い
し
神
殿
跡
と
み
ら
れ
る
も
の
を
見
出
さ
れ
、

製
陶
所
や
青
銅
器
の
鋳
造
所
そ
の
他
の
住
居
跡
も
あ
り
、
周
圍
に
農
耕
地
を

も
っ
て
、
内
に
か
な
り
多
く
の
人
口
を
か
か
え
て
い
る
「
都
市
国
家
」
と
し

て
の
共
通
性
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
考
古

学
的
に
認
め
ら
れ
る
外
貌
だ
け
で
あ
っ
て
、
い
っ
た
ん
そ
の
中
味
を
考
え
て

み
る
と
、
殷
周
の
邑
制
国
家
と
ギ
リ
シ
ア
の
ポ
リ
ス
国
家
と
は
大
き
く
異
な

る
こ
と
が
分
か
る
。

ま
ず
第
一
に
ギ
リ
シ
ア
の
ポ
リ
ス
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
で
あ
っ
て
、
邑
の

よ
う
に
そ
の
間
に
上
下
関
係
や
階
層
関
係
は
な
い
。
ポ
リ
ス
も
と
き
に
は
、

四

第18号 2013年比較文明研究



と
く
に
戦
時
に
は
連
合
す
る
こ
と
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
邑
制
国
家
の
よ
う
な

常
態
的
な
連
合
で
は
な
い
。

つ
ぎ
に
最
も
重
要
な
違
い
で
あ
る
が
、
ポ
リ
ス
に
は
つ
ね
に
平
等
な
政
治

的
権
利
を
も
つ
市
民
（
ポ
リ
ー
テ
ー
ス
）
た
ち
が
存
在
し
て
い
る
が
、
邑
に

は
こ
れ
に
相
当
す
る
よ
う
な
も
の
が
存
在
し
て
い

３
）

な
い
。

第
三
に
政
治
は
、
ギ
リ
シ
ア
で
は
こ
の
よ
う
に
平
等
な
市
民
の
「
民
会
」

（
ア
ゴ
ラ
ー
）
に
お
け
る
討
議
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
、
そ
こ
で
の
対
論
の
ロ﹅

ゴ﹅
ス﹅
が
重
ん
ぜ
ら
れ
る
の
に
対
し
、
殷
周
の
邑
制
国
家
で
は
、
そ
の
国
家
の

行
う
祭
儀
と
結
び
つ
い
た
祭
政
一
致
の
場
で
、
礼﹅
が
重
ん
ぜ
ら
れ
、
大
夫
以

上
の
上
層
部
の
意
思
で
、
こ
と
が
決
め
ら
れ
て
ゆ
く
。
礼
は
は
じ
め
は
宗
教

的
な
も
の
だ
っ
た
が
、
同
時
に
周
代
で
は
政
治
的
原
理
と
も
な
っ
た
。
そ
こ

に
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
ロ﹅
ゴ﹅
ス﹅
の
重
視
と
、
中
国
に
お
け
る
礼﹅
の
重
視
と
の

対
照
が
生
じ
、
そ
れ
が
後
の
孔
子
の
思
想
を
理
解
す
る
に
必
要
な
原
点
と
な

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
後
に
孔
子
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
対
比
す
る
と
き
に
も
、

重
要
な
論
点
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

第
四
に
ポ
リ
ス
は
主
と
し
て
海
洋
都
市
国
家
で
あ
り
、
主
に
海
を
通
し
て

発
展
し
て
ゆ
く
の
に
対
し
、
邑
制
都
市
国
家
は
内
陸
の
国
家
と
し
て
、
中
原

を
め
ぐ
っ
て
大
陸
の
中
で
く
り
拡
げ
ら
れ
て
ゆ
く
点
を
つ
け
加
え
て
お
こ

う
。
こ
の
こ
と
も
両
者
の
さ
ま
ざ
ま
な
違
い
を
生
み
出
す
も﹅
と﹅
と
な
る
で
あ

ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
宮
崎
市
定
氏
が
主
唱
し
た
よ
う
に
、
世
界
史

は
一
般
に
、
氏
族
国
家
↓
都
市
国
家
↓
領
土
国
家
↓
大
帝
国
と
い
う
順
を
た

ど
っ
て
発
展
し
て
ゆ
く
と
い
う
見
解
は
、
お
お
よ
そ
正
し
い
の
で
あ
る
が
、

そ
こ
に
出
現
す
る
「
都
市
国
家
」
の
内
実
は
ギ
リ
シ
ア
と
中
国
で
は
大
い
に

相
違
し
て
お
り
、
そ
れ
が
ギ
リ
シ
ア
と
中
国
の
そ
の
後
の
異
な
っ
た
文
化
エ

ー
ト
ス
を
つ
く
り
上
げ
て
い
っ
た
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

帝
」
と
「
天
」
と
「
道
」

神
話
か
ら
哲
学
へ

さ
き
に
殷
王
朝
に
お
け
る
最
高
神
と
し
て
の
「
帝
」
に
つ
い
て
触
れ
、
そ

れ
が
周
王
朝
で
は
「
天
」
に
代
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
。

殷
の
「
帝
」
の
甲
骨
文
字
は

で
あ
り
、
神
霊
を
依
り
つ
か
せ
る
支
え
る

木
（

）
を
つ
け
た
大
き
な
木
主
（

）
を
か
た
ど
っ
た
も
の
で
あ

４
）

ろ
う
。

し
た
が
っ
て
こ
の
神
を
祀
る
と
き
に
、
そ
の
神
が
降
り
て
く
る
装
置
を
そ
れ

は
示
し
て
い
て
も
、
そ
の
神
の
具
体
的
姿
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
そ

れ
は
殷
王
朝
の
最
高
神
で
、
天
上
に
あ
っ
て
す
べ
て
を
支
配
す
る
強
力
な
機

能
を
も
っ
て
い
た
。
と
く
に
⑴
雨
を
ふ
ら
せ
た
り
、
旱
魃
を
も
た
ら
す
よ
う

に
天
候
を
左
右
す
る
力
と
、
⑵
王
の
行
動
や
戦
い
を
佑
け
た
り
、
ま
た
し
く

じ
ら
せ
た
り
す
る
力
を
も
ち
、
こ
う
し
た
こ
と
が
甲
骨
文
に
示
さ
れ
て
い

る
。

五
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帝

癸
其
雨
」（
帝
は
こ
れ
癸
みずのとの

日
に
そ
れ
雨
を
ふ
ら
す
べ
し

「
殷

代
卜
辞
」）

帝
其
降
菫
」（
帝
は
そ
れ
饑
饉
を
降
ら
す
べ
し

「
同
右
」）

伐

、
帝
受
我
右
」（
こう

の
国
を
伐
た
ん
と
し
、
帝
は
我
に
佑たすけを
授
く

べ
し

「
同
右
」）

こ
の
殷
人
の
帝
の
至
高
神
の
観
念
は
、
周
人
に
も
受
け
つ
が
れ
る
が
、
殷

末
か
ら
周
初
に
か
け
て
「
帝
」
が
「
天
」
に
次
第
に
と
っ
て
変
え
ら

５
）

れ
る
。

こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
こ
の
こ
ろ
殷
に
臣
属
し
て
い
た
周
が
殷
に
反
撥
し
て
、
つ

い
で
こ
れ
を
亡
ぼ
す
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
周
王
朝
は
殷
王
朝
の
主
神

に
代
る
新
し
い
至
高
神
と
し
て
「
天
」
を
必
要
と
し
た
が
、
こ
れ
は
「
帝
」

と
同
じ
く
人
格
神
的
要
素
を
も
つ
が
、
し
だ
い
に
非
人
格
化
さ
れ
て
、
周
王

朝
を
道
義
的
に
支
え
る
「
天
命
」
の
主
と
な
り
、
周
に
お
い
て
新
た
に
設
け

ら
れ
た
秩
序
の
も
と
と
な
る
も
の
と
さ

６
）

れ
た
。

天
亦
大
命

文
王
、

戎
殷
、
誕
受

命
越
（
與
）

邦

民

」

（
天
ま
た
大
い
に
文
王
に
命
じ
、
戎
殷
を
たお

し
、
誕おおいに
か

の
命
と

の
国
と

の
民
を
受さず
く
。

「
康

」『
書
経
』）

こ
れ
は
周
に
よ
る
殷
の
征
服
支
配
は
、
こ
の
天
の
命
に
よ
る
も
の
だ
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
同
時
に
こ
の
周
代
に
す
で
に
、
天
に
対
す
る
態
度
の
著
し
い
変
化

も
現
わ
れ
て
く
る
。
つ
ま
り
天
は
帝
と
同
じ
く
王
に
佑
け
与
え
る
と
と
も

に
、
必
ず
し
も
い
つ
も
戦
に
利
に
あ
る
よ
う
に
は
し
て
く
れ
な
い
。
の
み
な

ら
ず
無
條
理
に
旱
魃
や
洪
水
を
起
し
て
人
々
を
苦
し
め
る
こ
と
が
あ
る
。
こ

れ
に
対
す
る
非
難
の
言
葉
も
生
ず
る
。
た
と
え
ば
、

天

」（
天
はまことに
あ
ら
ず

「
大

」『
書
経
』）

天
畏

」（
天
の
威
は
誠
あ
ら
ず

「
唐

」『
書
経
』）

と
あ
る
。（
こ
の
天
に
対
す
る
怨
嗟
は
『
詩
経
』
に
も
見
ら
れ
る
。）
さ
ら
に

は
、天

不
可
信
」（
天
信
ず
べ
か
ら
ず

「
君
奭
」『
書
経
』）

と
い
う
言
葉
す
ら
見
出
せ
る
。
こ
の
天
の
力
に
対
す
る
懐
疑

最
後
の
も

の
は
な
ん
と
周
公
自
身
の
言
葉
で
あ
る

は
、
転
じ
て
こ
れ
に
対
す
る
人

間
的
原
理
と
し
て
の
「
徳
」
の
思
想
を
引
出
し
て
く
る
。

往
盡
乃
心
、
無
康
好
逸
豫
」（
往ゆ
い
て
乃おのれの
心
を
盡
し
、
康やすんじ
て
逸
豫
を

好
む
こ
と
な
か
れ

「
康

」『
書
経
』）

我
道
惟
文
王
徳
延
」（
我
が
道
は
惟こ
れ
文
王
の
徳
延
な
り

「
君
奭
」

『
書
経
』）

こ
れ
は
た
だ
天
の
思
想
が
否
定
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
こ
れ
が
地
上
の
原

理
「
徳
」
の
行
為
と
結
び
つ
け
ら
れ
、「
道
」
と
つ
ら
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
天
頼
み
だ
け
で
は
駄
目
で
、
徳
の
実
践
が
必
要
な
の
で
、
こ
れ

で
は
じ
め
て
天
の
佑
け
を
う
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
あ
る
意
味
で
、
天
の
概
念
が
、
帝
の
概
念
の
も
っ
て
い
た
呪
術
性
を
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克
服
し
て
、
そ
の
倫
理
的
な
「
徳
」
と
い
う
道
徳
性
と
結
び
つ
い
て
ゆ
く
こ

と
を
意
味
す
る
。

こ
の
よ
う
に
「
徳
」
と
「
天
」
と
は
結
び
つ
け
ら
れ
た
が
、
こ
の
こ
と
は

従
来
の
「
天
」
へ
の
宗
教
的
権
威
の
絶
対
性
を
ゆ
る
が
す
こ
と
と
も
な
る
。

そ
し
て
楚
の
闘とう
廉れん
に
い
た
る
な
ら
ば
「
卜
以
決
疑
、
不
疑
何
卜
」（
卜
以
っ

て
疑
を
決
す
、
疑
わ
ざ
れ
ば
何
を
卜
せ
ん

『
左
伝
』
桓
公
十
一
年
）
と

い
っ
て
、
も
は
や
卜
占
に
よ
り
天
意
を
忖
度
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
よ
う

な
、
合
理
的
考
え
方
も
現
わ
れ
て
く
る
。

そ
し
て
春
秋
時
代
の
後
半
期
（
前
六
世
紀
）
に
な
る
と
、
天
の
宗
教
的
信

仰
に
対
し
て
、
こ
の
天
の
倫
理
的
道
徳
性
格
を
、
い
わ
ば
地
上
に
引
き
ず
り

下
し
て
、
こ
れ
に
対
応
す
る
現
世
的
処
生
の
根
本
原
理
と
し
て
の
「
道
」
が

出
現
し
て
く
る
。
こ
れ
が
孔
子
の
「
あ
し
た
に
道
を
き
か
ば
、
ゆ
う
べ
に
死

す
と
も
可
な
り
」
と
し
た
あ
の
「
道
」
で

７
）

あ
る
。
こ
の
「
道
」
は
孔
子
の
後

に
、
さ
ら
に
多
様
化
し
て
諸
子
百
家
の
思
想
を
生
み
出
し
て
ゆ
く
。
し
た
が

っ
て
こ
の
「
道
」
の
出
現
は
、
帝
の
概
念
↓
天
の
概
念
↓
天
へ
の
懐
疑
↓
天

の
人
倫
化
↓
天
の
非
人
格
化
↓
地
上
の
生
き
方
の
原
理
と
し
て
の
道
、
と
い

う
過
程
を
通
し
て
成
就
さ
れ
た
と
筆
者
は
考
え
る
。

孔
子
に
お
け
る
儒
家
の
誕
生
は
、
こ
の
過
程
を
実
践
し
た
先
駆
で
あ
る
と

云
え
る
。
も
っ
と
も
孔
子
以
前
に
も
〞
儒
〝
と
い
う
集
団
は
す
で
に
存
在
し

て
い
た
。
彼
ら
は
今
日
で
云
う
、
い
わ
ば
「
冠
婚
葬
祭
」
な
ど
の
儀
式
の
礼

を
教
え
る
人
び
と
で
あ
っ
た
。
礼り
の
も
と
は
離り
で
あ
り
、
加
藤
常
賢
氏
が
云

う
「
タ
ブ
ー
・
マ
ナ
」（ta

b
o
o
m
a
n
a

）
と
同
じ
も

８
）

の
で
、「
タ
ブ
ー
・
マ

ナ
」
と
は
神
秘
力
の
あ
る
も
の
に
対
す
る
禁
忌
、
こ
の
神
秘
力
あ
る
も
の
に

対
し
て
一
定
の
儀
礼
を
行
っ
て
、
危
険
を
除
き
、
生
活
を
安
全
に
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
礼﹅
の
原
初
形
態
で
あ
る
。
孔
子
は
こ
の
儒
集
団
の
礼
か

ら
出
発
し
な
が
ら
も
、
こ
れ
を
彼
が
夢
に
描
い
た
周
公
の
礼
に
よ
っ
て
根
本

的
に
改
革
し
て
、
の
ち
の
「
儒
家
」
を
成
立
せ
し
め
た
。
そ
れ
は
実
際
に
は

周
の
社
会
的
政
治
的
儀
礼
を
超
え
出
た
、
人
間
の
良
き
処
生
の
倫
理
と
し
て

の
「
仁
」
へ
と
、
さ
ら
に
変
革
発
展
せ
し
め
ら
れ
る
の
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い

て
は
後
に
詳
述
し
た
い
。

孔
子
を
中
心
と
す
る
「
儒
家
」
の
形
成
に
刺
戟
さ
れ
て
、
続
く
戦
国
時
代

に
な
る
と
、
こ
の
「
道
」
は
多
様
化
し
て
喧
々

々
の
議
論
の
対
象
と
な

る
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
諸
子
百
家
」
の
時
代
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
本
稿

に
お
け
る
テ
ー
マ
で
は
な

９
）

い
が
、
ま
ず
こ
の
「
儒
家
」
に
対
し
て
、
墨
子
を

中
心
と
す
る
「
墨
家
」
が
、「
兼
愛
」、「
交
利
」
を
正
し
い
道
と
し
て
、
儒

家
の
家
族
倫
理
か
ら
発
す
る
限
界
を
指
摘
す
る
。
つ
い
で
老
子
、
荘
子
の

「
道
家
」
が
現
わ
れ
、「
大
道
す
た
れ
て
仁
義
あ
り
」
と
し
て
、
真
の
道
は

「
無
為
自
然
」
で
あ
る
こ
と
を
説
い
た
。
さ
ら
に
「
儒
家
」
は
孟
子
、
荀
子

へ
と
発
展
し
、
荀
子
か
ら
は
韓
非
な
ど
の
「
法
家
」
が
あ
ら
わ
れ
、
こ
の

「
法
家
」
に
よ
り
孔
子
・
孟
子
の
徳
治
主
義
は
批
判
さ
れ
、
秦
帝
国
の
法
治

七
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主
義
に
統
一
さ
れ
て
ゆ
く
。
し
か
し
漢
代
に
入
っ
て
「
儒
家
」
は
、
い
わ
ば

国
教
と
し
て
儒
教
と
な
り
、
そ
の
後
の
中
国
の
伝
統
思
想
の
中
核
と
な
っ
て

い
っ
た
。３

孔
子
の
生
き
た
時
代

転
換
期
と
し
て
の
春
秋
末
期

孔
子
の
生
き
た
時
代
は
、
春
秋
時
代
（
前
七
七
〇
｜
前
四
五
三
）
の
末
期

の
前
五
〇
〇
年
を
前
後
す
る
頃
で
あ
る
。
孔
子
の
死
後
七
〇
年
余
り
し
て
、

世
は
い
わ
ゆ
る
「
諸
子
百
家
」
の
戦
国
時
代
（
前
四
五
三
｜
前
二
二
一
）
に

入
る
こ
と
に
な
る
。

前
一
五
五
〇
年
ご
ろ
、
成せい
湯とう
大たい
乙いつ
が
殷
王
朝
を
ひ
ら
き
、
前
一
〇
五
〇
年

ご
ろ
第
三
十
代
目
の
帝さい
辛しん

王
が
周
の
武
王
に
よ
り
制
せ
ら
れ
、
五
〇
〇
年

間
続
い
た
殷
は
亡
び
て
周
王
朝
が
は
じ
ま
る
。
こ
の
王
朝
も
前
七
七
一
年

に
、
正
妃
申
后
を
斥
け
て
褒ほう
じ

を
溺
愛
し
た
第
十
二
代
幽
王
の
と
き
、
北
方

の
犬
戎
と
結
ん
だ
申
后
の
父
に
よ
り
殺
害
さ
れ
、
こ
こ
に
西
周
は
亡
び
る
。

前
七
七
〇
年
、
周
は
平
王
の
と
き
東
遷
し
て
都
を
鎬こう
京けい
（
現
西
安
）
か
ら
洛らく

邑ゆう
（
現
洛
陽
）
に
移
し
、
こ
こ
に
東
周
の
時
代
が
は
じ
ま
り
、
こ
れ
が
い
わ

ゆ
る
「
春
秋
時
代
」
と
重
な
る
の
で
あ
る
。（「
春
秋
」
の
名
称
は
、
史
書

『
春
秋
』
か
ら
と
ら
れ
、
ほ﹅
ぼ﹅
こ
の
書
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
時
代
と
一
致
し

て
い
る
。）

こ
の
時
代
に
な
る
と
、
周
王
朝
の
権
力
は
お
と
ろ
え
、
単
に
名
目
的
な
も

の
と
な
り
、
実
質
的
に
は
諸
侯
が
自
立
し
て
力
を
ま
し
、
い
わ
ゆ
る
「
春
秋

の
五
覇
」（
晋
・
斉
・
楚
・
呉
・
越
ま
た
は
宋
・
秦
）
の
よ
う
な
覇
国
の
実

力
が
も
の
云
う
よ
う
に
な
る
。
こ
の
期
に
入
っ
て
、
諸
国
間
の
生
き
残
り
を

か
け
た
対
立
抗
争
が
は
じ
ま
り
、
そ
れ
ま
で
の
周
の
「
封
建
制
」
を
脱
し
た

実
力
競
争
の
時
代
に
変
っ
た
の
で
あ
る
。
東
周
の
支
配
力
は
弱
ま
り
、『
史

記
』
の
い
わ
ゆ
る
十

10
）

二
侯
は
じ
め
と
す
る
諸
侯
は
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
国
を

守
る
こ
と
、
ま
た
は
他
国
を
侵
す
こ
と
を
計
っ
て
余
念
が
な
い
も
の
と
な
っ

た
。し

か
し
春
秋
時
代
の
末
期
と
も
な
る
と
、
さ
ら
に
大
き
な
勢
力
変
化
が
現

れ
る
。
こ
の
時
代
の
初
め
に
は
諸
侯
の
権
力
は
絶
対
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
春

秋
諸
国
の
王
と
し
て
、
卿
｜
大
夫
｜
士
｜
民
の
階
層
の
ト
ッ
プ
と
し
て
全
権

を
担
っ
て
い
た
が
、
し
だ
い
に
卿けい
（
大
臣
）
に
実
権
を
う
ば
わ
れ
て
傀
儡
化

し
、
さ
ら
に
は
こ
の
卿
の
下
に
あ
る
大たい
夫ふ
（
貴
族
）
の
う
ち
の
実
力
者
た
ち

の
思
う
ま
ま
に
な
り
、
さ
ら
に
進
ん
で
は
、
こ
の
大
夫
の
下
に
あ
る
家
臣
で

あ
る
宰さい
邑ゆう
（
大
夫
の
所
有
し
て
い
る
邑
を
実
際
に
と
り
し
き
っ
て
い
る
長おさ
で

あ
り
、
身
分
は
士し
で
あ
る
）
の
力
あ
る
も
の
に
制
せ
ら
れ
、
そ
の
こ
ろ
に
は

と
き
と
し
て
そ
の
国
全
体
を
も
左
右
し
う
る
も
の
も
出
て
き
た
。
い
わ
ゆ
る

「
下
克
上
」
の
時
代
で
あ
る
。
つ
ま
り
春
秋
末
期
は
、
は
げ
し
い
乱
世
で
あ

り
、
そ
れ
ま
で
の
国
家
の
道
義
も
秩
序
も
崩
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。
従
来
は

八
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大
夫
以
上
し
か
政
治
に
あ
づ
か
れ
な
か
っ
た
も
の
を
、
士
の
階
層
で
も
知
と

力
を
も
て
ば
、
一
国
の
政
治
に
か
か
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
士
階
層
の
抬
頭
と
い
う
こ
と
が
、
孔
子
集
団
（
こ
の
う
ち
に
は
貴
族

は
南
宮
かつ

と
司
馬
中
の
二
人
だ
け
で
、
他
の
多
く
は
み
な
士﹅
身
分
の
も
の
で

あ
る
）
の
形
成
の
背
後
に
あ
り
、
彼
ら
は
正
し
い
良
い
政
治
と
は
何
か
を
究

め
、
諸
侯
に
用
い
ら
れ
よ
う
と
し
た
し
、
諸
侯
の
側
で
も
彼
ら
の
知
識
・
見

識
を
採
り
入
れ
て
自
分
た
ち
の
政
治
が
安
泰
で
他
に
勝
を
収
め
る
手
だ
て
に

し
よ
う
と
す
る
風
潮
が
生
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
こ
の
時
代
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
各
国
に
鄭
の
子し
産さん
、
斉

の
晏あん
嬰えい
、
晋
の
叔しゆく
尚きようの
よ
う
な
賢
相
が
現
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
は

士
で
は
な
い
が
、
大
夫
と
し
て
は
低
い
身
分
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
生
き
残

り
を
か
け
た
諸
国
の
人
材
登
用
の
波
に
の
っ
て
宰
相
と
し
て
国
の
政
治
を
ま

か
さ
れ
、
合
理
的
な
改
革
を
提
案
し
、
実
行
し
た
。

ま
ず
子
産
に
つ
い
て
い
え
ば
、
政
治
の
原
理
と
し
て
や
は
り
礼
を
考
え
た

が
、
こ
の
礼
は
従
来
の
よ
う
な
祭
祀
的
な
も
の
で
は
な
く
、
よ
り
人
間
の
道

に
近
づ
い
た
客
観
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。「
天
道
は
遠
く
、
人
道
は
邇ちか
し
」

と
し
て
、「
道
」
は
こ
の
人
の
世
の
現
実
に
即
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
。

ま
た
地
方
の
郷
校
に
お
け
る
政
治
批
判
を
歓
迎
し
、「
野
に
謀
れ
ば
即
ち
獲え
、

邑
に
謀
れ
ば
即
ち
否
しからず」

と
云
っ
て
、
在
野
の
人
々
の
意
見
を
軽
ん
じ
な
か
っ

た
。
ま
た
斉
の
晏
嬰
は
、
君
主
の
荘
公
が
家
臣
の
妻
と
私
通
し
て
殺
さ
れ
た

と
き
、
荘
公
の
臣
は
ど
う
す
べ
き
か
を
問
わ
れ
、「
君
主
が
国
の
た
め
に
死

ん
だ
と
き
は
臣
は
と
も
に
死
な
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
君
主
が
私
事
の
た
め
に
殺

さ
れ
た
と
き
は
、
臣
は
何
も
責
任
を
と
る
必
要
は
な
い
」
と
答
え
た
。
つ
ま

り
臣
の
任
務
は
、
よ
き
政
治
を
す
る
た
め
に
君
主
に
つ
か
え
る
の
で
あ
り
、

問
題
は
国
の
よ
き
政
治
で
あ
っ
て
君
主
個
人
で
は
な
い
。
こ
こ
か
ら
、
よ
き

政
治
を
行
う
た
め
に
は
、
志
あ
る
も
の
は
そ
の
可
能
性
の
な
い
国
を
去
っ

て
、
そ
れ
を
他
の
国
に
お
い
て
実
現
し
よ
う
と
す
る
こ
と
も
、
可
能
で
あ
る

こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
時
代
の
先
駆
的
流
れ
も
、
孔
子
の
活
動
を
理
解
す
る
背
景
と
し

て
重
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
に
は
一
種
の
新
し
い
合
理
主
義
と
人
間
主
義

が
登
場
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

孔
子
の
「
精
神
革
命
」
は
、
こ
う
し
た
時
代
の
変
革
期
を
背
景
と
し
て
起

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
従
来
の
「
宗
族
封
建
制
」
に
基
づ
く
、
邑
制
国
家
体
制

の
崩
壊
を
前
に
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
因
襲
的
権
力
的
な
政
治
の
枠
を
こ
え
出

て
、
根
本
的
な
人
間
そ
の
も
の
の
在
り
方
の
考
察
か
ら
出
発
す
る
新
た
な
倫

理
・
道
徳
の
基
礎
か
ら
、
政
治
と
処
生
の
原
理
を
と
ら
え
直
そ
う
と
し
た
の

で
あ
る
。

一
般
に
「
精
神
革
命
」
は
、
こ
の
よ
う
な
時
代
の
変
換
期
に
お
い
て
生
起

す
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
「
精
神
革
命
」
も
、
ま
さ
に
ポ
リ
ス
社
会
の
崩
壊
期

に
お
い
て
起
っ
た
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
時
代

九

中国における「精神革命」



は
、
ポ
リ
ス
社
会
の
最
盛
期
で
は
な
く
、
す
で
に
そ
の
没
落
期
で
あ
っ
て
、

そ
れ
が
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
的
な
領
土
国
家
に
変
換
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
起
っ
て

い
る
。
孔
子
の
「
精
神
革
命
」
も
、
そ
れ
ま
で
の
邑
制
国
家
が
崩
壊
し
て
、

そ
れ
が
戦
国
時
代
の
領
土
国
家
に
変
ろ
う
と
す
る
転
換
期
に
お
い
て
起
っ

た
。
こ
れ
は
そ
れ
ま
で
の
政
治
制
度
に
よ
っ
て
、
因
襲
的
に
固
定
し
て
し
ま

っ
た
政
治
の
在
り
方
、
人
び
と
の
生
き
方
が
根
本
的
に
崩
れ
去
り
、
新
た
な

原
理
の
自
覚
的
創
出
が
要
請
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
結
果
と
し
て
、
そ
の
後
の
人
類
の
永
遠
の
遺
産
と
な
っ

た
。

４

孔
子
の
生
涯

失
意
の
な
か
の
創
造

孔
子
は
前
五
五
二
年
（
前
五
五
一
年
の
説
も
あ
る
）
に
、
魯
の
国
の
昌
平

郷
の
陬すう
邑ゆう
に
生
れ
た
。
今
の
中
国
山
東
省
の
曲
阜
が
当
時
の
魯
国
の
都
で
あ

っ
た
が
、
陬
邑
は
そ
の
南
東
の
近
く
に
あ
る
鄙
邑
で
あ
る
。
父
は
叔しゆく
梁りよう
こつ

と
い
う
名
の
軍
人
（
士
）
で
あ
り
、
母
は
顔
子
と
い
う
人
の
娘
徴
在
で
、
孔

子
は
こ
の
二
人
の
「
野
合
」
に
よ
っ
て
生
れ
た
と
、『
史
記
』
は
伝
え
て
い

る
。「
野
合
」
と
い
う
の
は
正
規
の
婚
儀
を
経
ず
し
て
通
ず
る
こ
と
で
あ
る

か
ら
、
筆
者
は
は
じ
め
こ
の
言
葉
に
接
し
た
と
き
大
き
な
衝
撃
を
う
け
た
。

し
か
し
ま
た
や
や
あ
っ
て
、
同
時
に
こ
の
こ
と
が
孔
子
の
生
涯
に
つ
い
て
理

解
を
深
め
る
上
で
、
多
く
の
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
て
い
る
と
思
う
よ

う
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
孔
子
は
嫡
出
子
で
は
な
く
、
庶
子
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。『

史
記
』
に
よ
る
と
、
父
方
の
曽
祖
父
は
宋
の
国
か
ら
移
っ
て
き
た
、
孔こう

防ぼう
叔しゆくと
い
う
武
人
で
あ
る
。
さ
ら
に
遡
っ
て
宋
国
の
びん

公
や
弗ふつ
甫ほ
何か
や
正

孝
父
、
孔こう
父ほ
喜か
な
ど
の
有
名
人
に
つ
な
げ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら

は
明
ら
か
に
後
世
の
付
加
で
信
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

父
の
叔
梁

は
義
勇
に
と
ん
だ
武
将
で
、
当
時
（
前
五
六
三
年
）
楚
の
国

に
属
し
て
い
た

陽
と
い
う
小
都
市
を
、
晋
と
同
盟
し
て
い
た
魯
の
軍
隊
の

一
員
と
し
て
攻
略
し
て
い
た
と
き
、

陽
の
軍
は
わ
ざ
と
敗
走
し
て
城
門
を

開
き
、
魯
軍
が
入
り
こ
ん
で
く
る
や
急
に
城
門
を
下
し
て
退
路
を
断た
っ
た
。

こ
の
と
き
叔
梁

は
一
人
で
そ
の
城
門
を
こ
じ
あ
け
、
上
に
支
え
て
友
軍
が

脱
走
す
る
の
を
助
け
た
。
こ
れ
は
よ
ほ
ど
の
腕
力
と
沈
着
さ
を
併
せ
も
た
ね

ば
で
き
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ま
た
そ
の
七
年
後
に
は
、
魯
の
東
北
の
強
国
斉
が
、
魯
の
名
族
ぞうこつ

の
拠

点
、
防
の
城
を
か
こ
ん
だ
と
き
、
魯
の
援
軍
は
斉
の
大
軍
に
恐
れ
を
な
し

て
、
そ
の
周
り
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
が
、
こ
の
防
の
主
備
軍
に
参
加
し
て
い

た
叔
梁

は
、
老
齢
の

を
そ
の
夫
人
と
と
も
に
手
兵
を
ひ
き
い
て
夜
陰

に
乘
じ
、
敵
中
を
突
破
し
て
魯
の
援
軍
に
と
ど
け
た
の
ち
、
さ
ら
に
敵
中
を

抜
け
て
本
城
の
守
護
に
も
ど
っ
た
。
こ
れ
は
義
に
強
い
勇
将
で
あ
っ
た
こ
と
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を
証
す
る
。

こ
れ
ら
は
い
づ
れ
も
『
左
伝
』
が
伝
え
て
い
る
が
、
孔
子
の
父
は
こ
の
よ

う
な
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
人
が
、
ど
う
し
て
徴
在
と
「
野
合
」
し
て

孔
子
を
生
ん
だ
の
か
、
こ
の
経
緯
は
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
孔
子
の
説
話

を
集
め
た
『
孔
子
家け
語ご
』
に
は
、

に
は
す
で
に
正
妻
に
七
人
の
子
が
あ
っ

た
が
、
女
ば
か
り
だ
っ
た
の
で
、
妾
に
男
子
を
も
う
け
さ
せ
た
が
身
が
不
自

由
だ
っ
た
。
そ
こ
で
顔
子
に
頼
み
こ
ん
だ
と
こ
ろ
、
彼
の
三
人
の
娘
の
う
ち

の
末
子
徴
在
だ
け
が
、
自
分
の
意
志
で
こ
の
頼
み
を
う
け
入
れ
た
と
あ
る
。

こ
の
と
き

は
か
な
り
の
齢とし
だ
っ
た
筈
で
、
ま
る
で
孫
と
結
ば
れ
る
よ
う
な

も
の
だ
っ
た
が
、
徴
在
は
近
く
の
尼じ
丘きゆうと
い
う
山
に
祈
っ
て
孔
子
を
さ
ず
か

っ
た
と
『
史
記
』
は
伝
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
白
川
静
氏
は
徴
在
は

尼
丘
に
祠
を
も
つ
巫
女
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て

11
）

い
る
。
こ
れ
は
あ
り
う
べ

き
一
つ
の
有
力
な
推
測
で
、
孔
子
が
小
さ
い
と
き
か
ら
祭
器
を
も
て
遊
ん
で

い
た
と
い
う
伝
承
も
、
こ
れ
を
裏
付
け
る
一
証
左
と
な
る
か
も
知
れ
な
い
。

さ
ら
に
は
頑
健
な
武
将
の
子
と
し
て
生
れ
、
身
体
も
偉
丈
夫
で
あ
っ
た
孔
子

が
、
ど
う
し
て
武
で
は
な
く
礼
の
道
に
進
ん
だ
か
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
誰
も

解
き
あ
か
し
え
な
い
謎
に
光
を
投
ず
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
こ
の
点
で
、
孔
子

は
母
の
な
り
わ
い
を
継
い
だ
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
後
に
そ
れ
を
超
え
出
て

ゆ
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
。

実
際
、
孔
子
の
生
れ
る
以
前
か
ら
「
儒
」
集
団
と
い
う
も
の
が
存
在
し
て

お
り
、
こ
の
儒
は
民
衆
に
い
う
な
れ
ば
通
常
の
冠
婚
葬
祭
の
儀
礼
を
教
え
、

と
り
し
き
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
孔
子
の
母
は
、
こ
の
儒
集
団
の
一
人
で
、

し
か
も
後
に
「
下
等
儒
」
と
よ
ば
れ
る
よ
う
な
人
の
身
分
で
あ
っ
た
だ
ろ

う
。
こ
れ
に
対
し
、
上
層
の
人
び
と
に
礼
を
教
え
る
の
を
「
君
子
儒
」
と
い

い
、
孔
子
は
こ
の
君
子
儒
た
ら
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。

儒
」
と
い
う
の
は
「
な
よ
な
よ
」
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
こ
れ
は

儒
集
団
の
人
び
と
が
着
て
い
た
特
有
の
服
装
（
儒
服
）
か
ら
来
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
、
筆
者
は
解
す
る
。（
他
に
い
ろ
い
ろ
な
解
釈
が
提
出
さ
れ
て

い
る

た
と
え
ば
降
雨
を
祈
る
人
と
か

が
、
ど
れ
も
説
得
的
で
な
い
よ

う
に
思
う
。）

孔
子
の
「
子
」
は
も
ち
ろ
ん
尊
称
で
、
孔
が
姓
で
あ
り
、
名
は
丘きゆう、
字あざなは

仲ちゆう
尼じ
で
あ
る
。
仲
は
二
番
目
と
い
う
こ
と
で
、
孔
子
に
は
兄
が
い
た
よ
う

だ
が
、
彼
の
こ
と
は
よ
く
分
ら
な
い
。
尼
は
尼
丘
か
ら
と
っ
た
も
の
で
、
そ

こ
で
「
仲
尼
」
は
尼
丘
に
祈
っ
て
生
れ
た
二
番
目
の
子
供
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
。「
丘
」
と
い
う
名
は
生
れ
た
と
き
か
ら
頭
の
ま
ん
な
か
が
凹
ん
で
平

べ
っ
た
か
っ
た
か
ら
な
ど
と
よ
く
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
や
は
り
尼
丘

の
丘
を
と
っ
て
（
母
）親
が
そ
う
名
付
け
た
と
し
た
方
が
よ
い
と
思
う
。（
い

っ
た
い
、
お
で
こ
が
出
張
っ
た
子
が
生
れ
た
と
し
て
、
親
が
「
お
で
こ
」
と

名
付
け
る
だ
ろ
う
か
。）

と
こ
ろ
で
父
は
彼
が
三
歳
の
と
き
亡
く
な
り
、
母
も
や
が
て
亡
く
な
り
、

一
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か
く
し
て
孔
子
は
孤
児
と
な
っ
た
。
彼
が
母
を
ほ
う
む
ろ
う
と
し
た
と
き
、

葬
式
車
の
人
夫
の
母
親
に
、
父
が
防
山
と
い
う
と
こ
ろ
に
ほ
う
む
ら
れ
て
い

る
こ
と
を
は
じ
め
て
知
ら
さ
れ
、
そ
の
防
の
地
に
行
っ
て
母
の
な
き
が
ら
と

合
葬
し
た
。
母
の
死
後
、
父
の
墓
の
所
在
す
ら
知
ら
な
い
と
い
う
、
立
派
な

武
人
の
子
で
あ
り
な
が
ら
、
庶
子
ゆ
え
に
、
母
の
細
々
と
し
た
な
り
わ
い

で
、
ひ
そ
か
に
暮
し
て
い
た
貧
し
き
子
供
時
代
が
想
像
さ
れ
る
。

け
れ
ど
も
「
わ
れ
十
有
五
に
し
て
学
を
志
す
」
と
い
う
よ
う
に
、
十
五
歳

と
も
な
る
と
、
母
親
の
下
等
儒
で
は
な
い
、
し
っ
か
り
と
し
た
礼
の
根
柢
を

究
め
よ
う
と
い
う
志
を
立
て
た
。
と
き
の
孔
子
の
「
学
び
」
に
つ
い
て
、
郷

校
に
入
っ
て
礼
儀
作
法
を
な
ら
っ
た
と
云
わ
れ
て
い

12
）

る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ

い
て
は
な
ん
の
根
拠
も
な
い
。
孔
子
の
究
学
は
お
そ
ら
く
そ
の
よ
う
な
通
常

レ
ベ
ル
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
む
し
ろ
、「
十
軒
ば
か
り
の

村
里
に
も
、
わ
た
し
ぐ
ら
い
の
忠
信
の
人
は
き
っ
と
い
る
。
し
か
し
わ
た
し

の
よ
う
に
学
を
好
む
も
の
は
い
な
い
」（「
雍
也
二
八
」『
論
語
』）
と
述
懐
し

て
い
る
よ
う
に
、
は
げ
し
い
向
学
の
志
を
も
っ
て
、『
書
』
や
『
詩
』
を
本

格
的
に
徹
底
し
て
読
み
、
同
時
に
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
と
ら
え
て
、
さ
ま
ざ
ま

な
人
か
ら
真
剣
に
礼
の
あ
り
方
を
学
び
と
っ
た
で
あ

13
）

ろ
う
。
特
定
の
師
は
い

な
い
独
学
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
孔
子
の
な
か
に
「
周
公
の

礼
」
の
理
想
を
つ
く
ら
れ
た
し
、
儒
集
団
の
呪
術
的
伝
統
か
ら
も
離
脱
し
は

じ
め
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
こ
の
道
は
生
や
さ
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ま
ず
魯
の
小
役
人

に
な
ろ
う
と
し
た
が
、
た
ま
た
ま
大
夫
季
氏
が
士
を
饗
応
し
よ
う
と
し
た
と

き
、
家
臣
の
陽
虎
は
「
季
氏
は
士
を
饗
応
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
お
前
の

よ
う
な
小
僧
を
饗
応
す
る
の
で
な
い
」
と
云
っ
て
、
孔
子
を
退
け
た
と
い
う

話
が
伝
わ
っ
て
い
る
（『
史
記
』）。
孔
子
十
七
歳
の
と
き
で
あ
っ
た
。
ま
た

魯
の
周
公
の
廟
で
、
い
ろ
い
ろ
な
礼
の
こ
と
を
き
い
て
ま
わ
っ
て
い
る
と
、

「
就たれ
か
陬すう
人
の
子
、
礼
を
知
れ
り
と
い
う
か
」
と
云
わ
れ
て
馬
鹿
に
さ
れ
も

し
た
（「
八

一
五
」『
論
語
』）。

た
し
か
に
孔
子
は
田
舎
出
身
の
武
骨
者
で
、
当
初
は
そ
の
行
動
や
生
活
ぶ

り
に
貴
族
出
身
の
都
会
人
の
優
雅
さ
は
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
後
に
子

貢
に
「
わ
れ
少わか
く
し
て
賎
し
か
り
き
、
故
に
鄙
事
に
多
能
な
り
、
君
子
多
な

ら
ん
や
、
多
な
ら
ざ
る
な
り
」（「
子
罕
六
」『
論
語
』）
と
告
げ
て
い
る
。
孔

子
は
こ
こ
で
「
君
子
た
る
も
の
は
、
こ
ん
な
こ
ま
ご
ま
と
し
た
こ
と
が
、
い

ろ
い
ろ
出
来
て
は
い
け
な
い
よ
」
と
自
省
の
念
を
こ
め
て
云
っ
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
む
し
ろ
筆
者
は
こ
こ
で
孔
子
の
卆
直
な
人
柄
に
触
れ
て
、
思
わ
ず

笑
み
が
こ
ぼ
れ
て
し
ま
う
。

春
秋
中
ご
ろ
か
ら
、
魯
の
国
で
は
第
十
五
代
恒
公
（
前
七
一
一
｜
前
六
九

四
在
位
）
の
三
人
の
子
か
ら
出
た
大
夫
階
層
の
孟
孫
氏
、
叔
孫
子
、
季
孫
氏

の
第
三
家
の
勢
力
が
強
く
、
前
述
し
た
下
克
上
の
風
潮
の
下
で
、
卿
（
大

臣
）
の
職
を
占
め
な
が
ら
勢
力
を
独
占
し
、
政
治
と

断
し
て
い
た
。
孔
子
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の
成
人
し
た
と
き
に
は
、
叔
孫
氏
が
昭
子
の
宰
相
で
あ
っ
た
が
、
季
孫
氏
の

季
平
子
が
実
権
を
に
ぎ
っ
て
い
た
。

孔
子
は
ま
ず
生
活
の
た
め
、
こ
の
季
氏
の
下
で
委い
史し
（
倉
庫
の
会
計
管
理

役
）
や
乘じよう
田でん
（
牛
羊
の
飼
育
監
督
役
人
）
な
ど
を
つ
と
め
た
よ
う
で
あ
る

が
、
そ
れ
を
誠
実
に
行
っ
て
信
用
を
は
く
し
た
こ
と
を
、『
孟
子
』
が
伝
え

て
い
る
。
季
平
氏
の
驕
慢
な
専
制
に
我
慢
が
な
ら
な
か
っ
た
ら
し
く
、「
八はち

いつ
を
庭
に
舞
わ
し
む
、
こ
れ
を
し
も
忍
ぶ
べ
く
ん
ば
、
孰いず
れ
を
か
忍
ぶ
べ
か

ら
ざ
ら
ん
」（「
八

一
」『
論
語
』）
と
云
っ
て
い
る
。
当
時
卿
・
大
夫
に
は

四

（
た
て
よ
こ
四
人
づ
つ
の
十
六
人
）
の
舞
が
許
さ
れ
て
い
た
が
、
季
氏

は
主
人
た
る
諸
侯
の
六

の
舞
ど
こ
ろ
か
、
周
の
天
子
の
八

の
舞
を
ま
わ

せ
て
い
る
こ
と
に
、
孔
子
は
腹
を
立
て
て
い
る
の
で
あ
る
。

魯
侯
（
魯
の
君
主
）
の
昭
公
（
前
五
四
一
｜
前
五
一
〇
在
位
）
は
、
季
平

子
の
僣
上
に
耐
え
か
ね
て
い
た
の
で
、
た
ま
た
ま
宰
相
昭
子
が
不
在
の
と
き

を
見
は
か
ら
っ
て
ク
ー
デ
タ
ー
を
起
し
、
季
平
子
を
捕
え
た
が
、
ま
た
た
く

ま
に
叔
孫
氏
の
軍
隊
の
反
撃
で
失
敗
し
、
昭
公
の
后
の
母
国
で
あ
る
隣
国
、

斉
に
亡
命
し
て
し
ま
う
。
こ
の
と
き
孔
子
は
下
層
の
役
人
に
す
ぎ
な
か
っ
た

か
ら
、
別
に
昭
公
と
何
の
関
係
も
な
か
っ
た
が
、
後
を
追
う
よ
う
に
斉
に
赴

く
。
た
ぶ
ん
三
恒
子
の
専
横
を
き
ら
う
と
同
時
に
、
き
わ
め
て
文
化
の
爛
熟

し
て
い
た
斉
の
国
に
自
分
も
行
っ
て
み
た
い
と
思
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
孔
子

三
十
六
歳
（
前
五
一
七
年
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
当
時
魯
の
国
は
中
原
か
ら

み
る
と
東
方
に
偏
っ
た
田
舎
の
小
国
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
反
し
、
さ
ら
に

そ
の
東
の
斉
で
は
商
工
業
が
発
達
し
て
そ
の
首
都
臨りん
し

に
は
、「
稷しよく
下か
の

客
」
た
ち
が
集
っ
た
大
変
な
文
化
国
家
で
あ
っ
た
。
実
際
孔
子
は
こ
こ
で
音

楽
を
き
い
て
感
動
の
あ
ま
り
、
三
ヶ
月
の
間
の
肉
の
味
も
分
ら
な
く
な
っ
た

と
云
っ
て
い
る
く
ら
い
で
あ
る
。「
子
斉
に
あ
り
し
と
き
韶
を
聞
き
、
三さん
月がつ

肉
の
味
を
知
ら
ず
、
図
ら
ざ
り
き
、
楽
を
な
す
こ
と
こ
こ
に
至
ら
ん
と
は
」

（「
述
而
一
三
」『

14
）

論
語
』）。
聖
人
舜
が
作
曲
し
た
と
の
伝
承
が
あ
る
「
韶しよう」

と
い
う
音
楽
は
、
魯
に
は
伝
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
孔
子
は
こ
れ
を
斉
の
楽
師

の
演
奏
で
は
じ
め
て
聴
い
て
感
嘆
し
、「
知
ら
な
か
っ
た
、
音
楽
と
い
う
も

の
が
、
こ
こ
ま
で
人
の
心
を
ひ
き
つ
け
る
も
の
か
」
と
告
白
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

か
く
し
て
孔
子
は
斉
の
国
で
多
く
も
の
を
学
ん
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
や
が

て
こ
の
国
に
も
批
判
的
に
な
る
。
そ
こ
で
も
豪
族
が
君
主
を
な
い
が
し
ろ
に

し
て
専
横
を
き
わ
め
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
国
に
も
幻
滅
を
感
じ

て
再
び
魯
に
帰
る
。
そ
れ
は
昭
公
の
弟
定
公
が
即
位
し
て
、
空
位
時
代
が
終

っ
た
前
五
〇
九
年
ご
ろ
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
孔
子
は
と
き
に
四
十
四
歳
で
あ

っ
た
。
こ
の
頃
か
ら
礼
の
専
門
家
と
し
て
の
自
信
を
つ
け
て
き
た
孔
子
の
下

に
、
学
団
が
形
成
さ
れ
は
じ
ま
る
。
ま
さ
に
「
四
十
に
し
て
惑
わ
ず
」
で
あ

る
。
そ
れ
に
は
子
路
、
子
貢
、

子
、

、
顔
回
な
ど
や
南
宮
敬
叔
の
よ

う
な
貴
族
も
い
た
。
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さ
て
前
五
〇
五
年
季
平
氏
が
死
ん
で
、
季
恒
子
が
そ
の
あ
と
を
継
ぐ
と
、

そ
の
家
臣
で
あ
っ
た
陽
虎
が
季
氏
を
制
圧
す
る
の
み
な
ら
ず
、
魯
の
国
全
体

の
実
権
を
に
ぎ
ろ
う
と
し
て
い
た
。
陽
虎
は
よ
う
や
く
名
声
が
高
ま
っ
て
き

た
孔
子
に
贈
物
を
し
て
、
輩
下
に
入
れ
よ
う
と
し
た
。「
陽
貨
孔
子
を
見
ん

と
欲
す
。
孔
子
見まみ
え
ず
。
孔
子
に
豚いのこを
おく

る
。
孔
子
そ
の
亡
き
を
時
と
し
て

住
き
て
こ
れ
を
拝
す
。
諸これ
に
塗みち
に
遇あ
う
」（「
陽
貨
一
」『
論
語
』）。

こ
こ
の
陽
貨
と
は
、『
左
伝
』
に
出
て
く
る
簒
奪
者
陽
虎
の
こ
と
で
あ
る
。

彼
は
孔
子
に
会
お
う
と
し
て
会
え
な
い
の
で
、
豚
を
贈
っ
て
こ
の
お
礼
に
来

る
と
こ
ろ
を
つ
か
ま
え
よ
う
と
し
た
が
、
孔
子
は
留
守
の
と
き
を
ね
ら
っ
て

礼
だ
け
を
し
て
お
こ
う
と
し
た
が
、
そ
の
途
で
陽
虎
に
ば
っ
た
り
遇
っ
て
し

ま
っ
た
。
そ
こ
で
陽
虎
は
言
葉
巧
み
に
誘
い
か
け
る
。「
そ
の
宝
を
懐
い
て
、

そ
の
邦
を
迷
わ
す
は
、
仁
と
い
う
べ
き
か
…
…
」。
孔
子
は
こ
た
え
て
、「
不

可
。
…
…
諾
。
我
将
に
仕
え
ん
と
す
」（
そ
う
と
は
云
え
な
い
な
。
よ
し
分

っ
た
。
私
も
仕
官
し
ま
し
ょ
う
）。

こ
こ
で
「
我
将
に
仕
え
ん
と
す
」
と
云
っ
て
い
る
の
は
、
陽
虎
の
輩
下
に

入
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、「
私
も
い
つ
か
近
い
将
来
、
政
治
に
参
加
し
、

仕
官
し
ま
し
ょ
う
」
と
云
っ
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
前
五
〇

二
年
に
、
季
氏
の
邑
、
費
の
宰
を
つ
と
め
て
い
た
公こう
山ざん
不ふ
擾じようが
、
や
は
り
季

氏
に
反
逆
し
よ
う
と
し
た
と
き
も
、
同
じ
く
孔
子
を
誘
っ
て
お
り
、
こ
の
と

き
あ
わ
や
そ
れ
に
乘
ろ
う
と
し
て
い
る
か
ら
、
孔
子
は
よ
ほ
ど
季
氏
を
排
除

す
る
こ
と
に
執
念
を
も
や
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。「
公
山
不
擾
、
費
を

以
て
畔そむ
き
召まね
く
。
子
往ゆ
か
ん
と
欲
す
。
子
路

説よろこ
ば
ず
」（「
陽
貨
五
」『
論

語
』）。
こ
の
と
き
「
之ゆ
く
こ
と
未な
か
ら
ん
」
と
云
っ
て
孔
子
を
い
さ
め
た
子

路
の
忠
告
は
い
つ
も
の
よ
う
に
貴
重
で
あ
る
。「
そ
こ
に
東
周
を
つ
く
る
の

だ
」
と
い
う
孔
子
の
云
い
訳
は
、
い
か
に
も
苦
し
い
。

結
局
孔
子
は
こ
の
反
逆
に
加
担
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
後
陽
虎
が

一
敗
地
に
ま
み
れ
、
斉
に
逃
げ
出
し
た
前
五
〇
一
年
に
は
、
孔
子
は
定
公
に

よ
っ
て
ま
ず
中
都
と
い
う
邑
の
宰
と
な
り
、
さ
ら
に
大
夫
と
な
っ
て
、
定
公

が
斉
の
景
公
と
平
和
会
議
を
夾きよう
谷こく
で
催
す
こ
と
と
な
っ
た
と
き
、
そ
の
儀

事
を
と
り
し
き
る
「
相しよう」
と
し
て
参
加
し
、
大
き
な
成
功
を
収
め
た
。
こ

の
功
に
よ
り
、
前
四
九
九
年
に
魯
の
大だい
司し
寇こう
（
警
視
總
監
）
と
な
っ
た
。
孔

子
は
さ
ら
に
政
治
変
革
を
推
め
よ
う
と
し
て
、
三
桓
子
の
勢
力
の
打
倒
策
を

ね
る
。
ま
ず
三
桓
子
の
勢
力
の
背
後
に
あ
る
晋
国
と
の
連
盟
か
ら
脱
退
し
、

さ
ら
に
季
孫
氏
、
叔
孫
氏
、
孟
孫
子
の
そ
れ
ぞ
れ
の
拠
点
と
な
っ
て
い
る
城

邑
、
費
と

と

の
域
壁
を
壊
そ
う
と
し
た
。
す
で
に
反
乱
の
苦
汁
を
な
め

て
い
る
費
の
域
壁
は
、
季
氏
の
賛
成
を
得
て
壊
さ
れ
、
つ
い
で

の
域
壁
も

の
ぞ
か
れ
た
が
、
最
後
の

は
斉
国
に
近
く
、
こ
の
域
壁
を
こ
ぼ
つ
こ
と
は

魯
国
の
安
全
を
お
び
や
か
す
と
い
う
孟
孫
氏
の
反
論
に
あ
い
、
孔
子
の
策
は

も
う
少
し
の
と
こ
ろ
で
失
敗
す
る
。
こ
れ
が
三
桓
子
の
勢
力
を
つ
み
と
ろ
う

と
す
る
孔
子
の
企
み
だ
と
見
す
か
さ
れ
て
彼
ら
の
支
持
を
失
い
、
失
脚
し
て
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魯
の
国
に
と
ど
ま
る
こ
と
も
難
し
く
な
っ
た
。
そ
し
て
つ
い
に
孔
子
は
少
数

の
弟
子
を
つ
れ
て
、
諸
国
流
浪
の
旅
に
出
て
、
他
の
土
地
で
理
想
の
国
を
つ

く
ろ
う
と
し
た
。
前
四
九
七
年
、
孔
子
五
十
六
歳
の
と
き
で
あ
る
。
衛
↓
宋

↓
鄭
↓
陳
↓
蔡
↓
衛
を
経
て
、
結
局
は
い
づ
れ
の
国
に
お
い
て
も
受
け
容
れ

ら
れ
ず
、
再
び
魯
に
帰
国
す
る
の
が
、
前
四
八
四
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ

の
十
三
年
の
期
間
は
、
受
難
の
歳
月
で
も
あ
っ
た
が
、
ま
た
孔
子
の
名
声
が

中
国
全
体
に
広
く
ゆ
き
と
ど
い
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。
孔
子
が
顔
回
や
子
路

や
子
貢
な
ど
と
車
を
つ
ら
ね
て
の
り
こ
ん
で
ゆ
く
と
、
行
く
先
々
で
多
く
の

君
主
が
彼
を
も
て
な
し
、
彼
の
経
綸
に
き
き
入
る
。
す
で
に
彼
は
魯
国
の
ユ

ニ
ー
ク
な
改
革
者
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
彼
ら
は
貴
族
の
専
横
を

抑
え
て
彼
ら
自
身
の
理
想
の
政
治
の
実
現
方
法
を
知
り
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
こ
れ
は
他
方
で
は
、
孔
子
は
貴
族
た
ち
の
特
権
を
奪
お
う
と
す

る
人
物
で
あ
る
と
し
て
危
ぶ
ま
れ
、
旅
の
途
中
で
三
回
も
身
の
危
険
に
さ
ら

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
つ
い
に
は
ど
の
国
で
も
志
を
得
ず
、
そ
こ
に
現
実
の

国
家
を
つ
く
り
上
げ
る
こ
と
を
断
念
し
、
こ
れ
を
将
来
に
託
し
て
、
魯
の
国

に
帰
り
弟
子
た
ち
の
教
育
に
専
念
す
る
。
そ
れ
は
前
四
八
四
年
（
魯
の
哀
公

が
即
位
し
て
十
一
年
）、
孔
子
六
十
九
歳
の
と
き
で
あ
っ
た
。
地
上
の
王
国

で
は
な
く
、
精
神
の
王
国
を
樹
立
し
よ
う
と
し
た
最
後
の
五
年
間
こ
そ
、
彼

の
最
も
幸
福
で
豊
穰
な
歳
月
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
顔
回
や
子
路
を
失

う
と
い
う
悲
劇
に
も
逢
っ
た
が
、「
七
十
子
」
と
い
わ
れ
る
弟
子
た
ち
と
、

有
益
で
実
の
あ
る
対
話
を
重
ね
、
探
究
の
日
々
を
過
す
こ
と
が
で

15
）

き
た
。
こ

の
よ
う
に
し
て
彼
は
政
治
的
に
は
失
敗
者
で
あ
っ
た
が
、
思
想
家
と
し
て
精

神
的
に
は
後
世
に
絶
大
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。

哀
公
十
六
年
（
前
四
八
九
）、
四
月
己
丑
の
日
、
彼
は
七
十
四
歳
で
こ
の

世
を
去
っ
た
。
真
偽
の
ほ
ど
は
分
ら
な
い
が
、
こ
の
死
の
七
日
前
、
病
に
伏

し
て
い
た
孔
子
を
、
子
貢
が
訪
ね
る
と
、「
賜
よ
、
お
前
は
ど
う
し
て
も
っ

と
早
く
来
て
く
れ
な
か
っ
た
の
か
」
と
つ
げ
、「
泰
山
そ
れ
壊くづ
れ
ん
か
、
梁

柱
そ
れ
摧くだ
け
ん
か
、
哲
人
そ
れ
萎しお
れ
ん
か
」
と
云
っ
て
不
覚
の
涙
を
こ
ぼ
し

た
、
と
『
史
記
』
は
伝
え
て

16
）

い
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
生
れ
る
九
年
前
の
こ
と

で
あ
る
。（
年
齢
は
す
べ
て
数
え
年
）

５

孔
子
に
お
け
る
「
精
神
革
命
」

ⅰ

礼
」
の
内
面
化

「
仁
」

孔
子
は
は
じ
め
儒
の
伝
統
の
う
ち
に
あ
り
な
が
ら
も
、
つ
い
で
そ
の
呪
術

性
を
克
服
し
、
あ
ら
た
め
て
周
公
に
発
す
る
正
統
的
な
礼
の
探
究
者
、
教
育

者
を
以
て
自
ら
任
じ
て
い
た
が
、
孔
子
の
本
領
は
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な

い
。
も
し
そ
れ
だ
け
で
あ
っ
た
ら
、
た
ん
に
周
公
に
発
す
る
と
信
じ
ら
れ
た

礼
の
祖
述
者
、
継
承
者
と
い
う
に
止
ま
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
孔
子
に
と

っ
て
、「
礼
」
は
終
生
重
ん
じ
た
大
切
な
も
の
だ
が
、
当
時
「
礼
」
と
称
せ

一
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ら
れ
た
も
の
は
、
単
な
る
形
式
に
こ
だ
わ
る
外
面
的
儀
礼
的
な
も
の
に
な
り

は
て
て
い
て
、
魂
を
失
っ
て
い
た
。
孔
子
が
真
に
新
し
か
っ
た
の
は
、
そ
の

「
礼
」
の
根
柢
に
「
仁
」
と
い
う
も
の
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
を
、
は
じ
め
て
指
摘
し
、
主
張
し
た
こ
と
で

17
）

あ
る
。
つ
ま
り
礼
と
い

う
も
の
を
、
人
間
の
心
の
中
に
内
在
化
し
た
内
面
の
仁
が
な
け
れ
ば
、
礼
は

空
洞
化
し
意
味
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
を
中
国
の
思
想
の
な
か

で
、
は
じ
め
て
見
出
し
、
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
は
っ
き

り
と
指
摘
し
た
先
駆
者
は
い
な
い
。
管
仲
も
子
産
も
晏
嬰
も
、
こ
の
こ
と
に

つ
い
て
は
全
く
別
の
次
元
に
い
る
。

人
に
し
て
仁
に
あ
ら
ず
ん
ば
、
礼
を
い
か
ん

18
）

せ
ん
」（「
八

三
」『
論

語
』）（
そ
の
人
に
仁
の
心
が
な
か
っ
た
な
ら
、
礼
な
ん
か
行
っ
て
何
に
な

る
）。こ

の
言
葉
は
、
孔
子
の
革
新
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
る
と
思
う
。
形
式
主
義

的
な
制
度
的
な
礼
を
表
面
的
に
行
う
だ
け
で
は
意
味
が
な
く
、
そ
の
根
柢
に

は
仁
の
心
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
お
葬
式
に
行
っ
て
、
焼
香
を

あ
げ
両
手
を
合
わ
せ
る
礼
を
行
っ
て
も
、
そ
こ
に
真
に
そ
の
死
者
を
悼
む
心

が
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
行
為
は
無
意
味
で
あ
る
。
礼
と
は
そ
ん
な
外
形
的
な

も
の
に
終
る
の
で
は
な
い
。

礼
と
い
い
礼
と
い
う
も
、
玉ぎよく
帛はく
を
い
わ
ん
や
。
楽
と
い
い
楽
と
い
う
も

鐘しよう鼓こ
を
い
わ
ん
や
」（「
陽
貨

19
）

一
一
」『
論
語
』）（
礼
だ
礼
だ
と
い
い
立
て
て

も
、
そ
の
礼
と
は
供
え
物
の
玉
や
絹
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
か
。
楽
だ
楽

だ
と
さ
わ
い
で
も
、
そ
れ
は
鐘
や
太
鼓
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
か
）。

そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
礼
や
楽
も
そ
れ
を
行
う
人
の
心
に
「
仁
」
が
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
な
け
れ
ば
、
外
に
表
わ
れ
た
礼
も
楽
も
生
き
て
い

な
い
の
だ
。
最
も
根
本
的
な
も
の
は
「
仁
」
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
そ
の
「
仁
」
と
は
何
か
。
こ
れ
は
孔
子
に
も
は
じ
め
か
ら
は
っ

き
り
と
一
義
的
に
云
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
孔
子
は
こ
こ
で
、
全
く
新

し
い
こ
と
を
史
上
は
じ
め
て
発
見
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
そ
の
表
現
は
い
ろ
い
ろ
な
形
を
と
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
彼
は
新
し
い
原

理
の
探
究
者
、
発
見
者
で
あ
っ
て
、
既
存
の
も
の
の
模
倣
者
で
は
な
い
。
そ

れ
ゆ
え
弟
子
た
ち
も
迷
っ
て
、「
仁
」
と
は
何
か
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
と
質

問
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
探
究
の
結
果
、
た
ど
り
つ
い
た
一
つ
の
根
本
的
命
題
は
次
の
も
の
で

あ
っ
た
。

はん
遅ち
、
仁
を
問
う
。
子
曰
く
、
人
を
愛
す
」（「
顔
淵
二
二
」『

20
）

論
語
』）。

つ
ま
り
「
仁
」
と
は
「
人
を
愛
す
る
」
こ
と
で
あ
り
、
慈
し
み
の
心
を
も

っ
て
人
に
接
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
端
的
に
答
え
て
い
る

の
は
、『
論
語
』
の
な
か
で
も
実
は
こ
の
一
箇
所
の
み
で
あ
る
。
他
所
で
は
、

子
貢
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

夫
れ
仁
者
は
己
れ
立
た
ん
と
欲
し
て
人
を
立
て
、
己
達
せ
ん
と
し
て
人

一
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を
達
す
。
能
く
近
く
譬たと
え
を
取
る
。
仁
の
方みち
と
謂
う
べ
き

21
）

の
み
」（「
雍
也
三

〇
」『
論
語
』）（
仁
の
人
と
い
う
の
は
自
分
が
立
ち
た
い
と
思
え
ば
人
を
立

た
せ
て
や
り
、
自
分
が
達
し
た
い
と
思
え
ば
人
に
行
き
つ
か
せ
て
や
る
。
そ

の
よ
う
に
他
人
の
こ
と
で
も
自
分
の
身
近
に
ひ
き
く
ら
べ
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
れ
が
仁
を
実
践
す
る
方
法
で
あ
る
）。

つ
ま
り
「
仁
」
と
は
他
者
に
対
す
る
「
思
い
や
り
」
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら

有
名
な
孔
子
の
黄
金
律
が
導
か
れ
る
。

子
貢
問
い
て
曰
く
、
一
言
に
し
て
以
っ
て
終
身
こ
れ
を
行
う
べ
き
も
の

あ
り
や
。
子
曰
く
、
そ
れ
恕
か
、
己
の
欲
せ
ざ
る
と
こ
ろ
を
人
に
施
す
こ
と

な

22
）

か
れ
」（「
衛
霊
公
二
四
」『
論
語
』）。

夫
子
の
道
は
忠
恕
の
み
」（「
里
仁
一
五
」『
論
語
』）。

忠
と
は
他
者
に
対
す
る
「
ま
ご
こ
ろ
」
で
あ
り
、
恕
と
は
他
者
に
対
す
る

「
慈
し
み
」
で
、
孔
子
の
道
は
、
こ
の
一
道
に
貫
か
れ
て
い
る
。
だ
か
ら

「
仁
」
と
は
「
忠
恕
」
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
。
つ
ま
り
他
者
を
自
己
と
同
じ

人
間
と
し
て
認
識
し
、
忠
恕
を
も
っ
て
遇
す
る
の
で
あ
る
。「
仁
」
と
は
そ

う
し
た
人
間
の
自
覚
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
決
し
て
孤
立
し
た
人
間
の
自
覚
で

は
な
く
、
他
者
に
対
す
る
社
会
的
人
間
と
し
て
の
自
覚
で
あ
る
。
子
路
に
、

孔
子
が
そ
う
な
り
た
い
と
い
う
志
は
ど
ん
な
も
の
か
と
問
わ
れ
て
、
孔
子
は

答
え
て
い
る
。

老
者
は
こ
れ
に
安
ん
じ
、
朋
友
は
こ
れ
を
信
じ
、
少
者
は
こ
れ
に
懐なつ
け

ん
」（「
公
治
長
二
六
」『
論
語
』）。

し
か
し
た
だ
こ
こ
に
残
さ
れ
て
い
る
一
つ
の
大
き
な
問
題
が
あ
る
。
そ
れ

は
愛
弟
子
顔
回
が
仁
を
問
う
た
と
き
の
孔
子
の
答
え
と
し
て
有
名
な
も
の
で

あ
る
。顔

淵
仁
を
問
う
。
子
曰
く
、
己
れ
に
克か
ち
て
礼
に
復かえ
る
を
仁
と
爲
す
。

一
日
己
に
克
ち
て
礼
に
復
れ
ば
、
天
下
仁
に

す
。
仁
を
爲
す
は
己
れ
に
よ

る
。
而
し
て
人
に
由
ら

23
）

ん
や
」（「
顔
淵
一
」『
論
語
』）。

こ
こ
で
は
「
己
れ
に
克か
っ
て
礼
に
復かえ
る
」
の
が
「
仁
」
で
あ
る
と
さ
れ
て

い
る
が
、
こ
れ
は
こ
れ
ま
で
筆
者
の
い
う
と
こ
ろ
と
果
し
て
一
致
す
る
で
あ

ろ
う
か
。
よ
く
考
え
る
と
一
致
す
る
こ
と
が
分
か
る
。「
己
に
克
つ
」
と
は
、

自
己
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
克
服
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
は
じ

め
て
仁
の
心
を
も
っ
た
他
者
へ
の
本
当
の
礼
へ
と
復
帰
す
る
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。
そ
の
礼
は
本
物
と
な
っ
て
生
き
か
え
る
で
あ
ろ
う
。「
仁
を
爲
す

の
は
己
に
よ
る
」
の
で
あ
っ
て
他
者
に
強
制
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う

の
も
、
こ
の
仁
の
内
面
性
と
結
び
つ
い
て
い
る
。

孔
子
は
も
ち
ろ
ん
礼
を
重
視
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
礼
を
仁
に
よ
っ
て

心
の
内
面
性
と
結
び
つ
け
て
、
よ
り
強
く
正
し
く
生
か
そ
う
と
し
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
イ
エ
ス
の
愛
が
律
法
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
こ

れ
を
完
成
す
る
の
だ
と
云
っ
た
こ
と
と
、
い
み
じ
く
も
対
応
し
て
い
る
。
こ

の
礼
の
仁
に
よ
る
内
面
化
こ
そ
、
孔
子
に
お
け
る
「
精
神
革
命
」
の
核
心
で
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あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
こ
に
こ
そ
孔
子
の
も
っ
た
中

国
思
想
史
上
の
最
大
の
意
義
が
あ
っ
た
と
筆
者
は
考
え
る
。
事
実
孔
子
自
身

も
こ
の
新
し
く
見
出
さ
れ
た
原
理
に
つ
い
て
は
、「
仁
に
当
り
て
は
師
に
も

譲
ら
ず
」
と
い
う
強
い
改
新
性
の
自
覚
を
も
っ
て
い
た
。

ⅱ

合
理
と
倫
理

実
践
理
性
の
優
位

孔
子
は
春
秋
時
代
に
顕
者
と
な
っ
て
い
た
、
子
産
そ
の
他
の
合
理
思
想
の

影
響
を
う
け
、
す
で
に
「
儒
」
の
も
っ
て
い
た
呪
術
的
礼
を
の
り
こ
え
て
、

合
理
主
義
の
知
を
徹
底
さ
せ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
知
と
は
何
か
を

問
わ
れ
て
「
民
の
義
を
務
め
、
鬼
神
を
敬
し
て
之
を
遠
ざ
け
る
。
知
と
い
う

べ
し
」（「
雍
也
二
二
」『

24
）

論
語
』）。
人
民
の
正
義
の
こ
と
を
考
え
、
宗
教
的

鬼
神
の
こ
と
は
遠
ざ
け
て
お
く
の
が
「
知
」
と
い
う
も
の
だ
。

祭
政
一
致
の
邑
制
国
家
で
は
、
本
来
民
を
治
め
る
政
治
と
神
霊
を
祀
る
祭

祀
と
は
分
化
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
孔
子
は
こ
れ
を
分
離
し
て
、
殷
以
来
の

祭
政
一
致
に
距
離
を
お
い
た
。
子
路
に
「
鬼
神
に
事
え
る
」
こ
と
を
問
わ
れ

て
、「
未
だ
よ
く
人
に
事
う
る
こ
と
能
わ
ず
、
い
ず
く
ん
ぞ
鬼
に
つ
か

25
）

え
ん
」

（「
先
進
一
三
」『
論
語
』）
と
云
い
、
さ
ら
に
死
に
つ
い
て
た
ず
ね
ら
れ
て

「
未
だ
生
を
知
ら
ず
、
い
ず
く
ん
ぞ
死
を
知
ら
ん
や
」（
同
右
）
と
問
え
た
。

こ
の
よ
う
に
「
怪
力
乱
神
」
を
語
ら
な
か
っ
た
孔
子
は
、「
知
」
の
合
理

性
を
主
張
し
た
が
、
こ
の
「
知
」
は
さ
き
に
述
べ
た
「
仁
」
に
対
し
て
は
従

属
的
な
も
の
と
考
え
た
よ
う
で
あ
る
。

知
者
は
動
き
、
仁
者
は
静
な
り
」（「
雍
也
二
三
」『
論
語
』）。

仁
者
は
仁
に
安
ん
じ
、
知
者
は
仁
に

26
）

利
す
」（「
里
仁
二
」『
論
語
』）。

仁
に
利
す
る
知
者
よ
り
も
、
仁
に
安
じ
る
仁
者
の
方
が
一
枚
上
で
あ
る
。

知
は
仁
を
実
現
す
る
た
め
に
貢
献
す
る
が
、
仁
は
そ
れ
以
上
の
も
の
は
な

く
、
そ
れ
自
身
で
自
足
し
て
い
る
。
こ
れ
は
仁
者
を
知
者
よ
り
も
上
の
安
定

し
た
も
の
と
し
て
優
位
に
お
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
孔
子
は
知
だ
け
を

重
ん
ず
る
主
知
主
義
で
は
な
く
、
彼
に
は
仁
の
実
践
を
最
も
高
く
評
価
す
る

実
践
理
性
の
優
位
が
あ
る
。
知
識
を
単
に
知
識
と
し
て
知
る
だ
け
で
は
不
十

分
で
、
知
識
が
実
践
に
生
か
さ
れ
て
、
本
来
の
徳
と
な
り
、
仁
と
な
る
。
知

は
仁
へ
の
階
梯
で
あ
る
。

つ
ま
り
孔
子
の
合
理
主
義
は
、
こ
の
よ
う
な
倫
理
主
義
の
上
に
の
っ
て
お

り
、
そ
れ
に
凌
駕
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ⅲ

尚
古
と
革
新

伝
統
か
ら
の
変
革

こ
れ
ま
で
従
来
の
伝
統
を
批
判
す
る
革
新
者
と
し
て
孔
子
を
み
て
き
た

が
、
し
か
し
孔
子
は
一
面
で
は
強
い
歴
史
主
義
者
で
あ
り
、
保
守
主
義
者
で

あ
る
。述

べ
て
作
ら
ず
、
信
じ
て
古
いにしえを

好
む
」（「
述
而
一
」『
論
語
』）
と
語
っ

て
、
彼
は
周
代
の
礼
の
制
定
者
周
公
の
時
代
の
理
想
に
か
え
ろ
う
と
し
た
。

一
八
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周
は
二
代
に
監かんがみ
、
郁
々
と
し
て
文
な
る
か
な
、
我
は
周
に
従
わ
ん
」

（「
八

一
四
」『
論
語
』）。

故ふる
き
を
温たず
ね
て
新
し
き
を
知
る
、
も
っ
て
師
と
な
す

27
）

べ
し
」（「
爲
政
一

一
」『
論
語
』）。

古
い
こ
と
を
研
究
し
て
、
新
し
い
意
味
を
見
つ
け
出
す
た
め
に
は
、
や
は

り
古
い
こ
と
を
導
き
手
と
し
な
く
て
は
い
け
な
い
。
実
際
、
孔
子
は
当
時
ま

で
に
出
来
上
っ
て
い
た
『
書
』
や
『
詩
』
や
『
春
秋
』
な
ど
の
古
い
文
献
を

熱
心
に
研
究
し
、
ま
た
礼
の
伝
統
を
調
べ
も
し
た
。
し
か
し
こ
の
尚
古
主
義

は
、
単
な
る
死
ん
だ
文
化
の
尊
重
で
は
な
く
、
そ
れ
に
対
し
彼
自
身
に
よ
っ

て
新
し
い
意
味
を
発
掘
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
礼
の
根
柢
に
仁
を
お
く
と
い
う

こ
と
は
、
彼
の
全
く
新
し
い
見
解
で
あ
り
、
彼
の
人
間
主
義
に
も
と
づ
く
伝

統
の
革
新
で
あ
っ
た
と
云
っ
て
よ
い
。
し
か
し
彼
は
こ
の
こ
と
の
新
し
さ
を

こ
と
さ
ら
に
誇
ら
な
い
。
彼
は
伝
統
に
も
と
づ
い
て
い
た
と
信
じ
て
い
た
、

実
は
変
革
者
で
あ
り
、
中
国
思
想
が
も
つ
世
界
史
的
意
味
を
は
じ
め
て
創
出

し
た
革
新
者
で
あ
っ
た
。

ⅳ

再
び
「
天
」
に
つ
い
て

最
後
に
ひ
と
つ
残
っ
て
い
る
問
題
を
と
り
上
げ
る
。
こ
れ
が
な
け
れ
ば
、

孔
子
の
倫
理
観
は
画
龍
点
睛
を
欠
く
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
ほ
か
な
ら
ぬ

「
天
」
の
問
題
で
あ
る
。

孔
子
の
合
理
性
は
呪
術
の
対
象
と
な
る
よ
う
な
天
を
否
定
し
た
。
し
か
し

そ
れ
で
は
天
の
概
念
が
彼
に
お
い
て
全
く
な
く
な
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
断
じ

て
否
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
弟
子
た
ち
は
ず
い
ぶ
ん
懸
念
し
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。

天
何
を
か
言
わ
ん
や
。
四
時
行
わ
れ
、
百
物
生
ず
、
天
何
を
か
言
わ
ん

や
」（「
陽
貨
一
九
」『
論
語
』）。

夫
子
の
性
と
天
道
と
は
、
得
て
聞
く
べ
か
ら
ざ
る
な
り
」（「
公
治
長
一

三
」『
論
語
』）。

こ
の
天
に
つ
い
て
は
っ
き
り
と
発
言
し
な
い
孔
子
に
対
し
、
弟
子
た
ち
は

何
か
大
切
な
こ
と
を
孔
子
は
か
く
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
っ
た
。
こ

れ
に
対
し
孔
子
は
、

二
三
子
、
我
を
以
て
隠
せ
り
と
爲
す
か
。
吾
は
爾なんじら
に
隠
す
こ
と
な
し
」

（「
述
而
一
三
」『
論
語
』）。

こ
の
弟
子
た
ち
に
明
示
的
に
語
ら
れ
な
か
っ
た
「
天
」
も
、
孔
子
の
本
当

の
危
機
の
状
況
に
お
い
て
は
、
は
っ
き
り
と
言
葉
に
出
し
て
表
出
さ
れ
て
い

る
。た

と
え
ば
、
孔
子
が
諸
国
巡
遊
中
、
宋
の
国
に
お
い
て
、
そ
こ
の
司
馬
桓かん

たい
に
殺
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
と
き
、「
天
、
予われ
に
徳
を
生
ぜ
り
、
桓

其
れ

予
を
如
何
せ
ん
」（「
述
而
二
二
」『
論
語
』）（
天﹅
が
我
が
身
に
徳
を
さ
ず
け

ら
れ
た
。
だ
か
ら
桓

の
ご
と
き
が
私
を
ど
う
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。）

一
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と
云
っ
た
。

ま
た
衛
か
ら
晋
の
国
へ
入
ろ
う
と
し
て
、
そ
の
境
に
あ
る
匡きようの
邑
を
お
と

ず
れ
た
と
き
、
大
き
な
危
険
に
さ
ら
さ
れ
た
が
、
そ
の
と
き
も
、「
天﹅
未
だ

斯
の
文
を
喪
ぼ
さ
ざ
る
や
、
匡
人
そ
れ
予われ
を
如
何
せ
ん
」（「
子
罕
五
」『
論

語
』）（
天
が
わ
が
身
に
つ
い
た
周
文
王
の
文
化
を
喪
ぼ
そ
う
と
す
る
の
で
な

い
限
り
、
匡
人
な
ど
が
こ
の
身
を
ど
う
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。）
と
吐
露

し
て
い
る
。

つ
ま
り
孔
子
を
生
か
し
て
い
る
新
し
い
人
倫
の
原
理
と
し
て
の
「
仁
」
を

支
え
る
も
の
は
、
や
は
り
「
天
」
と
い
う
超
越
者
で
あ
っ
た
。
そ
う
だ
と
し

て
も
、
こ
の
天
は
す
で
に
呪
術
的
神
話
的
な
天
で
は
な
く
、
人
格
的
性
格
も

希
薄
に
な
り
、
彼
の
普
遍
的
人
倫
を
支﹅
え﹅
る﹅
倫
理
的
な
も
の
に
変
貌
し
た
。

と
同
時
に
そ
れ
は
彼
の
道
徳
を
支
え
る
の
み
な
ら
ず
、
彼
の
天
命
摂
理
を
支

配
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
愛
弟
子
顔
回
を
失
っ
た
と
き
、「
噫ああ
、
天
予われ
を

喪ほろばせ
り
、
天
予
を
喪
せ
り
」（「
先
進
九
」『
論
語
』）
と
な
げ
い
た
の
も
そ
れ

で
あ
る
。

「
天
を
怨うら
み
ず
、
人
を
尤とが
め
ず
、
下
学
し
て
上
達
す
、
我
を
知
る
も
の
は

そ
れ
天
か
」（「
憲
問
三
七
」『

28
）

論
語
』）。

こ
の
道
徳
の
根
源
と
し
て
の
「
天
」
は
、
そ
の
後
の
儒
家
に
も
う
け
つ
が

れ
、
今
日
で
も
現
代
の
儒
教
文
化
圏
の
な
か
で
生
き
て
い
る
。
こ
れ
は
何
か

特
定
の
教
義
と
し
て
あ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
は
た
し
て
宗
教
と
称
し
て

よ
い
か
分
ら
な
い
が
、
や
は
り
一
種
の
宗
教
的
心
情
と
は
云
え
る
だ
ろ
う
。

６

孔
子
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
比
較

す
で
に
考
察
を
終
え
て
い
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
、
今
回
と
り
上
げ
た
孔
子
と

を
比
較
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
第
一
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
お
け
る
「
プ
シ
ュ
ー
ケ
ー
」
の
新
た
な
認

識
と
孔
子
に
お
け
る
「
仁
」
の
新
た
な
発
見
と
は
、
と
も
に
人
間
倫
理
の
精﹅

神﹅
的﹅
内﹅
面﹅
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
し
て
、
人
類
史
に
お
け
る
「
精
神
革

命
」
と
し
て
の
共
通
性
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
者
は
共
に
倫
理

学
（eth

ics

）
を
東
西
に
お
い
て
創
出
し
た
。

第
二
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
生
き
た
社
会
的
背
景
を
な
し
て
い
る
も
の
は
、

ギ
リ
シ
ア
の
ポ
リ
ス
社
会
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
ロ﹅
ゴ﹅
ス﹅
の
交
換
が
最
も
重
要

な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
対
し
て
孔
子
の
生
き
た
古
代
の
中
国
の
邑
制
国
家

の
根
幹
を
な
す
も
の
は
、
礼﹅
の
追
求
で
あ
っ
た
。
孔
子
に
と
っ
て
再
解
釈
さ

れ
た
礼＝

仁
も
孔
子
の
世
界
に
お
い
て
は
対
話
（d

ia
lo
g
u
e

）
の
対
象
と

な
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
対
論
（d

iscu
ssio

n

）
の
対
象
に
は
な
っ
て
い
な

い
。

ロ
ゴ
ス
VS
礼

対
論
VS
対
話

第
三
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
議
論
の
相
手
と
な
っ
た
人
々
の
範
囲

こ
れ

を
論
圏
と
い
う

は
ポ
リ
ス
の
市﹅
民﹅
（
ポ
リ
ー
テ
ー
ス
）
で
あ
っ
た
が
、

二
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孔
子
の
そ
れ
は
諸
侯
に
つ
か
え
よ
う
と
す
る
士﹅
の
身
分
の
人
々
で
あ
っ
た
。

「
君
子
」
と
は
は
じ
め
貴
族
を
意
味
し
た
が
、
孔
子
の
時
代
に
は
、
よ
き
学

問
・
徳
の
修
得
を
め
ざ
す
士
身
分
の
も
の
を
指
す
こ
と
ば
と
な
っ
た
。
こ
の

士
階
層
は
ギ
リ
シ
ア
の
市
民
一
般
よ
り
、
や
や
狭
い
と
い
え
よ
う
。

ポ
リ

ー
テ
ー
ス
VS
士

君
子
）

第
四
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
お
け
る
「
プ
シ
ュ
ー
ケ
ー
の
配
慮
」
と
い
う
も

の
は
、
人
間
の
善﹅
（το

’αγ
α
θο
ν

）
の
原
理
と
し
て
重
要
な
意
味
を
も
つ

が
、
孔
子
の
内
面
的
倫
理
と
し
て
の
「
仁
」
の
も
つ
他
者
に
対
す
る
慈﹅
愛﹅
と

い
う
も
の
は
見
出
さ
れ
な
い
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
も
、『

饗

宴

シユンポシオン』
に
お
い
て

「
エ
ロ
ー
ス
」
を
論
じ
て
い
る
が
、
こ
の
愛
は
慈
愛
で
は
な
い
。

第
五
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
お
け
る
「
知ち
行こう
合ごう
一いつ
」
に
は
、
な
お
主
知
主
義

の
傾
向
が
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
「
知
」
が
先
行
し
、
よ
き
行
い
（
倫
理
）
は

正
し
い
認
識
が
あ
れ
ば
可
能
と
考
え
る
が
、
孔
子
に
は
こ
の
よ
う
な
主
知
主

義
は
な
く
、
む
し
ろ
倫
理
的
根
本
と
し
て
の
「
仁
」
が
「
知
」
に
優
越
し
、

「
知
」
は
こ
の
「
仁
」
の
実
現
に
貢
献
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
云
え
よ
う
。

第
六
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
思
想
は
、
今
日
普
遍
的
意
味
を
も
っ
て
い
る

が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
彼
自
身
の
ポ﹅
リ﹅
ス﹅
に
お
け
る
生
き
方
と
し
て
見
出

さ
れ
た
。
実
際
彼
は
迫
害
さ
れ
て
も
、
決
し
て
ア
テ
ナ
イ
を
去
ろ
う
と
は
し

な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
孔
子
の
そ
れ
は
、
彼
自
身
の
国
に
か
か
わ
ら
な

い
、
い
わ
ば
天﹅
下﹅
国﹅
家﹅
の
倫
理
と
し
て
考
え
出
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
諸
国

巡
遊
が
あ
り
得
た
。

ポ
リ
ス
VS
天
下

最
後
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
お
い
て
は
、
超
越
的
「
イ
デ
ア
」
と
い
う
も
の

の
観﹅
照﹅
的﹅
認﹅
識﹅
が
理﹅
論﹅
的﹅
に
求
め
ら
れ
た
が
、
孔
子
で
は
ど
こ
ま
で
も
現﹅
世﹅

的﹅
処﹅
生﹅
の﹅
具﹅
体﹅
的﹅
実﹅
践﹅
の
原
理
と
し
て
の
「
道
」
が
直﹅
観﹅
的﹅
に
把
え
ら
れ
て

い
る
。

イ
デ
ア
VS
道

理
論
的
VS
直
観
的

こ
れ
は
よ
り
広
く
一
般
的
に
、
ギ
リ
シ
ア
思
想
と
中
国
思
想
の
特
色
の
対

照
と
な
し
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

む
す
び

孔
子
な
き
後
の
儒
家
は
、
曽
参
と
子
夏
の
対
立
を
含
め
て
、
多
く
の
弟
子

の
も
と
で
分
裂
し
て
い
っ
た
が
、
そ
れ
は
同
時
に
孔
子
の
説
く
と
こ
ろ
が
、

た
ん
に
魯
の
国
の
み
な
ら
ず
、
斉
の
国
は
も
と
よ
り
、
遠
く
魏
や
楚
や
秦
な

ど
、
当
時
の
中
国
全
体
に
広
が
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
示
す
。（
子
張
は
陳
に
、

子
夏
は
魏
に
、
子
夏
は
斉
に
、
そ
し
て
澹
台
子
羽
は
楚
に
行
っ
た
。）

か
く
し
て
儒
家
の
学
説
は
、
戦
国
時
代
に
お
け
る
諸
子
百
家
の
思
想
と
競

い
合
う
な
か
で
、
さ
ら
に
孟
子
、
荀
子
を
生
み
出
し
て
い
く
。
し
か
し
孔
子

の
教
え
が
、
中
国
思
想
の
中
心
に
な
り
続
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
な
ん

と
い
っ
て
も
漢
代
の
武
帝
の
と
き
に
董とう
仲ちゆう
舒じよ
ら
の
献
策
に
よ
っ
て
、
儒
家

の
考
え
が
い
わ
ば
国﹅
教﹅
と
し
て
の
儒﹅
教﹅
に
な
っ
て
以
来
で
あ
ろ
う
。
以
後
、

二
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儒
教
は
漢
代
の
訓
話
学
、
唐
代
の
道
学
、
二
程
子
の
理
学
、
南
宋
の
朱
子

学
、
明
代
の
陽
明
学
、
清
代
の
考
証
学
と
多
様
な
伝
統
を
つ
く
り
発
展
を
と

げ
た
。
そ
の
間
政
治
と
の
い
ろ
い
ろ
な
結
び
つ
き
も
あ
り
、
内
容
的
な
変

質
、
あ
る
い
は
歪
曲
（

緯
説
や
天
人
相
関
説
と
の
混
合
の
ご
と
き
）
も
あ

り
、
そ
の
中
に
は
後
世
に
問
題
に
さ
れ
る
〞
あ
か
〝
や
〞
さ
び
〝
が
つ
い
て

し
ま
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
二
十
世
紀
初
頭
に
は
、
中
国
の
近
代

化
を
さ
ま
た
げ
る
封
建
制
の
権
化
と
見
做
さ
れ
、
魯
迅
や
陳
独
秀
ら
の
強
烈

な
揶
揄
批
判
の
対
象
と
な
っ
た
。
そ
し
て
と
く
に
毛
沢
東
に
よ
る
文
化
大
革

命
の
時
代
に
、「
批
林
批
孔
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
に
、
林
彪
と
並
ん
で
孔

子
は
、
徹
底
的
な
攻
撃
の
対
象
と
な
っ
た
。
し
か
し
一
九
七
六
年
の
毛
の
死

以
後
は
、
ま
た
中
国
思
想
の
貴
重
な
遺
産
と
し
て
、
再
び
復
活
の
き
ざ
し
が

見
え
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
孔
子
思
想
を
い
か
に
現
代
に
生
か
す
べ
き
か
に

つ
い
て
は
、
は
っ
き
り
し
た
方
向
が
見
出
せ
ず
、
そ
こ
に
は
一
種
の
と
ま
ど

い
す
ら
感
じ
ら
れ
る
。

筆
者
の
考
え
で
は
、
孔
子
を
現
代
に
生
か
す
に
は
、
何
よ
り
も
そ
の
思
想

の
原
点
に
た
ち
返
っ
て
、
仁
を
中
心
と
す
る
そ
の
「
精
神
革
命
」
に
光
を
あ

て
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
う
。
そ
の
た
め
に
は
い
わ
ゆ
る
「
三
綱
五

常
」
の
よ
う
な
教
義
だ
け
を
、
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
に
固
定
化
し
て
重
ん
ず
る
の

で
は
な
く
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
そ
の
思
想
変
革

精
神
の
内
的
倫
理
の
発

見
に
目
を
向
け
る
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
こ
と
に
な
り
、
孔
子

の
伝
統
が
そ
の
後
こ
う
む
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
政
治
的
「
し
が
ら
み
」
か
ら
も

抜
け
出
て
、
こ
れ
か
ら
の
あ
る
べ
き
精
神
的
価
値
と
し
て
生
き
残
り
、
さ
ら

に
は
発
展
さ
せ
て
ゆ
く
こ
と
す
ら
可
能
で
あ
ろ
う
。

そ
の
た
め
に
は
、
孔
子
思
想
の
根
本
を
、
そ
の
歴
史
に
制
約
さ
れ
た
枝
葉

に
拘
泥
す
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
を
世
界
の
諸
思
想
と
比
較
検
討
し
な
が
ら
、

大
き
く
再
評
価
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

孔
子
の
思﹅
想﹅
は
、
中
国
古
代
に
発
し
、
中
国
文
化
の
基
礎
と
な
っ
た
ば
か

り
で
な
く
、
十
二
世
紀
以
後
は
、
朱
子
学
、
陽
明
学
と
発
展
し
た
の
ち
、
朝

鮮
、
日
本
、
ベ
ト
ナ
ム
な
ど
の
東
ア
ジ
ア
文
化
全
体
を
培
っ
た
。
二
十
一
世

紀
の
今
日
、
そ
の
孔
子
の
思
想
が
、
果
し
て
地﹅
球﹅
的﹅
思
想
の
一
つ
の
原
点
と

な
り
う
る
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
我
々
が
い
か
な
る
視
点
で
こ
れ
を

解
釈
し
、
そ
れ
を
生
か
し
か
え
す
か
と
い
う
、
思
想
的
努
力
の
い
か
ん
に
か

か
っ
て
い
る
。

注１
）

張
光
直
『
古
代
中
国
社
会
』
東
方
書
店
、
一
九
九
四
（K

.
C
.
C
h
a
n
g
,
A
rt,

M
yth
,
an
d
 
R
itu
al ―

T
h
e
 
P
ath
 
to
 
P
olitical

 
A
u
th
ority

 
in
 
A
n
cien

t
 

C
h
in
a
,
C
a
m
b
.
M
a
ss.

H
a
rv
a
rd U

n
iv
ersity P

ress,
1983.

）
そ
の
他
参
照
。

（
２
）

宗
族
封
建
制
」
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
「
個
別
封
建
制
」
に
対
比
し
て
、

筆
者
の
つ
く
り
出
し
た
用
語
。
中
国
古
代
特
有
の
同
族
家
族
の
統
括
制
度
を
も
っ

た
嫡
長
子
相
続
と
族
外
婚
を
原
則
と
し
、
大
宗
・
小
宗
や
大
家
・
分
家
の
関
係
を

二
二
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明
ら
に
し
、
祖
先
の
祭
祀
を
共
通
し
て
行
う
「
宗
法
」
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
封

建
制
で
あ
る
。

（
３
）

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
貝
塚
茂
樹
氏
が
『
周
礼
』
に
あ
ら
わ
れ
る
、
小
司
寇

の
掌
る
「
外
朝
の
政
」
な
る
も
の
が
、「
国
危
」「
国
遷
」「
立
君
」
に
際
し
て
、

「
万
民
を
あ
つ
め
て
之
を
詢はか
る
」
と
い
う
制
度
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
れ
は
ギ

リ
シ
ア
の
「
民
会
」
に
相
当
す
る
と
論
じ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
増
淵

龍
夫
氏
が
説
か
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
い
わ
ゆ
る
「
万
民
」
と
は
郷
長
に
ひ
き
い
ら

れ
て
集
ま
る
人
び
と
で
、
み
な
こ
の
統
括
者
に
意
に
従
う
の
で
あ
っ
て
、
ギ
リ
シ

ア
の
平
等
な
資
格
を
も
っ
た
独
立
し
た
個
人
と
し
て
市
民
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

い
わ
ん
や
そ
の
人
び
と
の
自
由
な
討
議
に
よ
っ
て
政
事
が
決
せ
ら
れ
る
も
の
で
は

な
い
（
文
献
表
３
、
一
六
一
｜
一
六
二
ペ
ー
ジ
）。
ギ
リ
シ
ア
の
「
民
会
」
の
ご
と

き
も
の
は
、
春
秋
時
代
に
至
っ
て
も
出
現
し
な
か
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
４
）

郭
沫
若
氏
は
、
こ
の

は
バ
ビ
ロ
ニ
ア
語
の

（d
in

g
ir

）
か
ら
、
意
味
と

音
が
似
て
い
る
か
ら
、
移
入
さ
れ
た
と
い
う
英
国
の
ボ
ー
ル
氏
の
見
解
を
支
持
し

て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
基
本
的
な
文
化
語
が
、
こ
れ
だ
け
遊
離
し
て
移
転
し
た

と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
王
国
維
の
「
夢
」
つ
ま
り
花
帯
（
花
の
実
）
か
ら
由

来
す
る
と
い
う
の
も
首
肯
し
難
い
。
郭
沫
若
『
天
の
思
想
』（
文
献
表
９
、
13
｜
14

ペ
ー
ジ
）、G

.
J.
B
a
ll,
C
h
in
ese an

d
 
S
u
m
erian

s,
p
.
26.

（
５
）

天
」
の
甲
骨
文
字
は

で
、
大
人
お
と
な

の
頭
部
を
強
調
し
て
大
き
く
書
い
て
頭
頂

を
あ
ら
わ
し
た
が
、
後
に
こ
の
強
調
部
分
が
一
と
な
り
、
転
じ
て
頂
上
に
ひ
ろ
が

る
天
空
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
も
「
帝
」
と
同
じ
く
、
そ
の
形
態
は
は

っ
き
り
し
な
い
、
天
空
に
い
る
と
考
え
ら
れ
る
神
で
あ
る
が
、
し
だ
い
に
「
帝
」

に
か
わ
り
宇
宙
の
最
高
神
と
な
る
。
し
か
し
「
天
」
は
「
帝
」
よ
り
、
い
さ
さ
か

人
間
の
側
に
近
づ
い
て
い
る
と
云
え
よ
う
。

（
６
）

周
の
礼
制
を
整
備
し
た
の
は
周
公
旦
で
あ
る
が
、
こ
の
礼
が
天
に
由
来
す
る

こ
と
は
、
す
で
に
『
書
経
』
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
周
公
は
こ
の
考
え
を
徹
底
さ

せ
た
の
で
あ
る
。

天
、
有
典
を
叙
し
、
わ
が
五
典
に
よ
る
。
五
つ
な
が
ら
惇あつ
く
せ
ん
か
な
。
天
、

有
礼
を
秩
し
、
わ
が
五
体
に
よ
る
。
五
つ
な
が
ら
庸もちい
ん
か
な
」（『
書
経
』
こう

陶よう

謨ぼ
）。

（
７
）

道
」
と
は
、
首
に
「
し
ん
に
ゅ
う
」
を
書
き
、
頭
を
そ
ち
ら
に
向
け
て
進
む

こ
と
と
解
し
て
よ
か
ろ
う
。
つ
ま
り
あ
る
倫
理
的
価
値
を
も
っ
て
進
む
方
途
を
示

す
。

（
８
）

加
藤
常
賢
「
禮
思
想
の
発
達
」（
文
献
表
８
、
11
｜
13
ペ
ー
ジ
）

（
９
）

こ
の
「
諸
子
百
家
」
の
思
想
を
、
孔
子
の
儒
家
思
想
と
詳
し
く
比
較
し
て
み

る
こ
と
は
、
興
味
あ
る
課
題
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
深
入
り
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

た
だ
儒
家
が
儀
礼
を
行
う
祭﹅
祀﹅
階﹅
級﹅
か
ら
出
発
し
た
の
に
対
し
、
墨
家
は
商
工
業

者
と
く
に
職﹅
工﹅
人﹅
階﹅
級﹅
か
ら
、
道
家
は
政
争
に
あ
き
た
没﹅
落﹅
知﹅
識﹅
人﹅
階﹅
層﹅
か
ら
出

て
い
る

こ
れ
は
ま
さ
に
戦
国
の
乱
世
の
諸
階
層
の
分
裂
と
混
在
を
象
徴
し
て
い

る
こ
と
、
し
か
し
ま
た
同
時
に
こ
れ
ら
の
諸
家
の
「
道
」
も
決
し
て
「
天
」
と
は

無
縁
で
な
い
こ
と
、
こ
の
二
点
を
の
み
指
摘
し
て
お
こ
う
。

（
10
）
『
史
記
』
の
「
十
二
侯
年
表
」
に
あ
る
主
要
な
国
は
、
魯
、
斉
、
晋
、
秦
、

楚
、
宋
、
衛
、
陳
、
蔡
、
曹
、
鄭
、
燕
で
あ
る
。
そ
れ
に
呉
、
越
も
あ
り
、
弱
小

国
も
含
め
る
と
四
十
国
ぐ
ら
い
が
あ
っ
た
。

（
11
）

白
川
静
『
孔
子
伝
』（
文
献
表
11
、
16
｜
24
ペ
ー
ジ
）

（
12
）

貝
塚
茂
樹
『
孔
子
』（
文
献
表
10
、
65
｜
66
ペ
ー
ジ
）

（
13
）
たん

と
い
う
南
方
の
小
国
の
知
識
人
が
、
魯
の
国
に
や
っ
て
き
た
と
き
、
そ
の

博
識
を
知
り
す
ぐ
に
宿
舎
を
訪
れ
て
、
古
の
礼
制
を
学
ん
だ
と
い
う
の
は
、
そ
の

一
例
。『
左
氏
伝
』（
文
献
表
35
、
一
八
八
｜
一
八
九
ペ
ー
ジ
）

（
14
）

子
在
斉
聞
韶
、
三
月
不
知
肉
味
、
曰
、
不
図
爲
楽
至
於
期
也
。

二
三
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（
15
）
『
史
記
』
に
弟
子
三
百
人
と
あ
る
の
は
誇
大
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
『
史
記
列

伝
』
の
方
に
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
七
十
七
名
で
あ
る
（
文
献
表
31
、
74

｜
96
ペ
ー
ジ
）。

（
16
）

こ
れ
は
お
そ
ら
く
司
馬
遷
の
つ
け
加
え
で
あ
ろ
う
。
孔
子
は
自
ら
を
泰
山
に

た
と
え
る
よ
う
な
不
遜
な
人
で
は
あ
る
ま
い
。
し
か
し
や
は
り
記
し
て
お
き
た
い

感
動
的
詩
句
で
は
あ
る
。

泰
山
其
壊

。
梁
木
其
摧

。
哲
人
其
萎

。」

（
17
）

仁
」
と
い
う
言
葉
は
、
す
で
に
『
書
経
』
に
「
仁
人
」
と
い
う
形
で
あ
ら
わ

れ
て
お
り
、『
左
伝
』
に
も
見
え
て
い
る
言
葉
で
あ
る
が
、
そ
の
意
味
は
は
っ
き
り

規
定
さ
れ
て
い
な
い
。「
仁
」
は
人
偏
に
二
と
書
い
て
あ
る
の
は
、
や
は
り
会
意
形

声
文
字
で
基
本
的
に
は
二
人
の
人
の
関
係
を
さ
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ

を
思
想
的
に
深
化
し
追
究
し
た
の
は
、
孔
子
が
は
じ
め
て
で
あ
る
。

（
18
）

子
曰
、
人
而
不
仁
、
如
礼
何
、
人
而
不
仁
、
如
楽
何
。

（
19
）

子
曰
、
礼
云
礼
云
、
玉
帛
云
乎
哉
、
楽
云
楽
云
、
鐘
鼓
云
乎
哉
。

（
20
）

遅
問
仁
、
子
曰
、
愛
人
。

（
21
）

夫
仁
者
己
欲
立
而
立
人
、
己
欲
達
而
達
人
、
能
近
取
譬
、
可
謂
仁
之
方
他
巳
。

（
22
）

子
貢
問
曰
、
有
一
言
而
可
以
終
身
行
之
者
乎
。
子
曰
、
其
恕
乎
、
己
所
不
欲
、

勿
施
於
人
也
。

（
23
）

顔
淵
問
仁
、
子
曰
、
克
己
復
礼
為
仁
、
一
日
克
己
復
礼
、
天
下
帰
仁
焉
、
為

仁
由
己
、
而
由
人
乎
哉
。

（
24
）

子
曰
、
務
民
之
義
、
敬
鬼
神
而
遠
之
、
可
謂
知
矣
。

（
25
）

季
路
問
事
鬼
神
、
子
曰
、
末
能
事
人
、
焉
能
事
鬼
、
曰
、
敢
問
死
、
曰
末
不

知
、
焉
知
死
。

（
26
）

仁
者
安
仁
、
知
者
利
仁
。

通
常
は
後
文
を
「
知
者
は
仁
を
利
と
す
」
と
読
ん
で
、
知
者
は
仁
を
利﹅
用﹅
す﹅
る﹅

と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
で
は
意
味
が
よ
く
分
ら
な
い
。「
利
他
」
と
は
他
人
を
利﹅
用﹅

す﹅
る﹅
こ
と
で
は
な
く
、
他
人
の
役﹅
に﹅
立﹅
つ﹅
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
こ
で
も
同
様
に

解
釈
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

（
27
）

子
曰
、
温
故
而
知
新
、
可
以
為
師
矣
。

多
く
は
後
句
を
、「
師
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
先
生
に
な
る
條
件
と
解
す
る

が
、
こ
こ
で
は
や
は
り
「
故
き
を
温
ね
る
」
を
重
視
し
、
そ
の
こ
と
自
体
が
師
で

あ
る
と
解
す
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
の
新
し
い
意
味
を
発
見
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
。

（
28
）

子
曰
、
不
怨
天
、
不
尤
人
、
下
学
而
上
達
、
知
我
者
其
天
乎
。

文
献
表

１

張
光
直
（
伊
藤
清
司
・
森
雅
子
・
市
瀬
智
紀
訳
）『
古
代
中
国
社
会
｜
美
術
・
神

話
・
祭
祀
』
東
方
書
店
、
一
九
九
四
。

２

松
丸
道
雄
「
殷
周
国
家
の
構
造
」『
岩
波
講
座

世
界
歴
史
4

古
代
4
』
岩
波

書
店
、
一
九
七
〇
。

３

増
淵
龍
夫
「
春
秋
戦
国
時
代
の
社
会
と
国
家
」『
同
右
』
岩
波
書
店
、
一
九
七

〇
。

４

平

郎
「
殷
王
朝
と
周
王
朝
」『
中
華
文
明
の
誕
生
』
中
央
公
論
社
、
一
九
九

八
。

５

平

郎
「
春
秋
戦
国
時
代
」『
同
右
』
中
央
公
論
社
、
一
九
九
八
。

６

貝
塚
茂
樹
『
古
代
殷
帝
国
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
五
七
。

７

貝
塚
茂
樹
・
伊
藤
道
治
『
古
代
中
国
｜
原
始
・
殷
周
・
春
秋
戦
国
』
講
談
社
学

術
文
庫
、
二
〇
〇
〇
。

８

加
藤
常
賢
監
修
、
東
京
大
学
中
国
哲
学
研
究
室
編
『
中
国
思
想
史
』
東
京
大
学

出
版
会
、
一
九
五
二
。

９

郭
沫
若
「
天
の
思
想
」『
岩
波
講
座

東
洋
思
潮
８
』
岩
波
書
店
、
一
九
三
五
。

二
四
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10

貝
塚
茂
樹
『
孔
子
』
岩
波
新
書
、
一
九
五
一
。

11

白
川
静
『
孔
子
伝
』
中
公
叢
書
、
一
九
七
二
。

12

金
谷
治
『
孔
子
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
〇
。

13

蜂
谷
邦
夫
『
孔
子
』
講
談
社
現
代
新
書
、
一
九
九
七
。

14

和
辻
哲
郎
『
孔
子
』
岩
波
文
庫
、
一
九
八
八
。

15

井
上
靖
『
孔
子
』
新
潮
文
庫
、
一
九
八
九
。

16

孔
健
『
孔
子
伝
』
河
出
文
庫
、
一
九
九
八
。

17

内
野
熊
一
郎
・
西
村
文
夫
・
鈴
木
總
一
『
孔
子
』
清
水
書
院
、
一
九
六
九
。

18

ヤ
ス
パ
ー
ス
『
孔
子
と
老
子
』（
ヤ
ス
パ
ー
ス
選
集
22
）
理
想
社
、
一
九
六
七
。

19

K
.
Ja
sp
ers,

S
ocrates,

B
u
d
d
h
a,

C
on
fu
ciu
s,
Jesu

s,
ed
.
H
a
n
n
a
h

 
A
ren

d
t,
A
.
H
a
rv
est B

o
o
k
,
1962.

20

金
谷
治
『
論
語
』
岩
波
文
庫
、
一
九
六
三
。

21

貝
塚
茂
樹
『
論
語
』
中
公
文
庫
、
一
九
七
三
。

22

吉
川
幸
次
郎
『
論
語
』（
上
中
下
）
朝
日
文
庫
、
一
九
七
八
。

23

宮
崎
市
定
『
論
語
』
岩
波
現
代
文
庫
、
二
〇
〇
〇
。

24

宮
崎
市
定
（
礪
波
護
編
）『
論
語
の
新
し
い
読
み
方
』
岩
波
現
代
文
庫
、
二
〇
〇

〇
。

25

加
地
伸
行
『
論
語
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
九
。

26

子
安
宣
邦
『
思
想
史
家
が
読
む
論
語
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
。

27

合
山
究
『
論
語
解
釈
の
疑
問
と
解
明
』
明
徳
出
版
社
、
一
九
八
〇
。

28

A
rth
u
r W

a
ley
,
T
h
e
 
A
n
alects of

 
C
on
fu
ciu
s,
A
 
V
in
ta
g
e B

o
o
k
,

1938.

29

吉
川
幸
次
郎
『
論
語
に
つ
い
て
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
七
六
。

30

湯
浅
邦
弘
『
論
語
｜
真
意
を
読
む
』
中
公
新
書
、
二
〇
一
二
。

31

小
竹
文
夫
・
小
竹
武
夫
訳
『
史
記
・
本
紀
書
表
世
家
篇
』（
世
界
文
学
大
系
5
）

筑
摩
書
房
、
一
九
六
二
。

32

小
竹
文
夫
・
小
竹
武
夫
訳
『
史
記
・
列
伝
篇
』（
世
界
文
学
大
系
5
）
筑
摩
書

房
、
一
九
六
二
。

33

小
川
環
樹
・
今
鷹
真
・
福
島
吉
彦
訳
『
史
記
列
伝
（
一
）』
岩
波
文
庫
、
一
九
六

二
。

34

藤
原
正
校
訳
『
孔
子
家
語
』
岩
波
文
庫
、
一
九
三
三
。

35

小
倉
芳
彦
訳
『
春
秋
左
氏
伝

上
』
岩
波
文
庫
、
一
九
八
八
。

36

小
倉
芳
彦
訳
『
春
秋
左
氏
伝

中
』
岩
波
文
庫
、
一
九
八
九
。

37

小
倉
芳
彦
訳
『
春
秋
左
氏
伝

下
』
岩
波
文
庫
、
一
九
八
九
。

38

加
藤
常
賢
訳
『
書
経

上
』（
新
釈
漢
文
大
系
）
明
治
書
院
、
一
九
八
三
。

39

小
野
沢
精
一
訳
『
書
経

下
』（
同
右
）
明
治
書
院
、
一
九
八
五
。

40

金
谷
治
訳
注
『
大
学
・
中
庸
』
岩
波
文
庫
、
一
九
九
八
。

41

Ｍ
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
（
木
全
徳
雄
訳
）『
儒
教
と
道
教
』
創
文
社
、
一
九
七
一
。

42

加
地
伸
行
『
儒
教
と
は
何
か
』
中
央
新
書
、
一
九
九
〇
。

43

渡
邉
義
浩
『
儒
教
と
中
国
』
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、
二
〇
一
〇
。

44

土
田
健
次
郎
『
儒
教
入
門
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
。

45

土
田
健
次
郎
編
『
二
十
一
世
紀
に
儒
教
を
問
う
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
二
〇

一
〇
。

46

落
合
淳
思
『
甲
骨
文
字
の
読
み
方
』
講
談
社
現
代
新
書
、
二
〇
〇
七
。

47

落
合
淳
思
『
甲
骨
文
字
に
歴
史
を
読
む
』
ち
く
ま
文
庫
、
二
〇
〇
八
。

48

落
合
淳
思
『
甲
骨
文
字
小
字
典
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
〇
。

二
五

中国における「精神革命」


