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達

郎

は

じ

め

に

（
�
）

一
九
〇
三
年
、
梁
啓
超
は
『
新
民
叢
報
』
に
連
載
中
の
「
新
民
説
」
第
十
七
節
「
論
尚
武
」
で
、
欧
州
日
本
の
列
強
に
比
し
て
の
中
国

の
文
弱
を
嘆
き
、
二
千
年
来
の
「
不
武
」
の
原
因
の
第
二
に
儒
教
を
挙
げ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
す
な
わ
ち
、
孔
子
に
あ
っ
て
は
な
お

勇
猛
を
も
貴
ん
だ
（「
義
を
見
て
せ
ざ
る
は
勇
な
き
な
り
」）
儒
教
は
、
後
世
の
鄙
儒
に
よ
っ
て
そ
の
精
神
を
曲
げ
ら
れ
、
任
侠
冒
険
を
卑

し
み
柔
弱
を
善
と
し
、
隠
忍
を
説
く
教
え
に
堕
し
た
結
果
、
中
国
人
は
軟
弱
疲
弊
し
て
気
迫
気
力
に
欠
け
る
民
族
に
な
り
果
て
た
と
い

う
。彼

の
認
識
を
敷
衍
す
る
な
ら
、
元
来
尚
武
の
精
神
を
帯
び
た
儒
教
が
や
が
て
体
制
教
学
と
な
り
、
国
家
体
制
へ
の
順
応
を
説
く
も
の
へ

と
変
わ
っ
て
い
く
中
で
、
そ
の
尚
武
の
精
神
も
体
制
を
乱
す
も
の
と
し
て
排
除
さ
れ
、
武
徳
を
卑
し
み
文
徳
を
貴
ぶ
教
え
へ
と
変
わ
っ
て

い
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
見
方
に
立
つ
場
合
、
儒
教
が
「
官
学
」
化
さ
れ
た
と
言
わ
れ
る
前
漢
武
帝

時
代
、
そ
し
て
そ
れ
が
国
家
社
会
に
広
く
浸
透
し
た
後
漢
時
代
が
一
つ
の
大
き
な
節
目
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
ろ
う
。
な
る
ほ
ど
、「
遊
侠

踰
侈
し
、
義
を
犯
し
礼
を
侵
す
は
、
同
に
法
度
を
履
み
、
翼
翼
済
済
た
る
と
い
ず
れ
ぞ
」
│
班
固
が
「
両
都
賦
」（『
後
漢
書
』
本
伝
）
の

一



中
で
、
戦
国
任
侠
の
風
を
な
お
残
し
た
前
漢
に
対
し
、
後
漢
の
儒
雅
な
気
風
を
称
揚
し
た
こ
の
言
葉
な
ど
は
、
梁
啓
超
の
嘆
く
、
剛
毅
が

失
わ
れ
儒
弱
に
堕
し
て
い
く
世
風
の
推
移
を
よ
く
示
す
も
の
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
よ
う
な
儒
雅
「
文
弱
」
の
世
と
な
っ
て
い
っ
た
は
ず
の
後
漢
中
期
以
降
、
一
方
で
は
国
家
の
衰
退
と
社
会
秩
序
の
崩

（
�
）

壊
の
危
機
に
瀕
し
て
、
統
治
体
制
の
強
化
を
論
ず
る
い
わ
ゆ
る
「
法
家
的
儒
家
」
が
輩
出
し
は
じ
め
る
中
で
、
軍
事
の
要
を
説
く
論
説
が

間
々
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
桓
譚
王
充
を
嚆
矢
と
し
、
後
漢
中
後
期
の
王
符
、
崔
寔
、
仲
長
統
、
応
劭
ら
に
至
る
こ
れ
ら
「
異
端
思
想

（
�
）

の
系
譜
」
に
つ
ら
な
る
人
々
の
思
想
内
容
と
、
そ
の
政
治
社
会
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
今
ま
で
に
膨
大
な
先
行
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
。

し
か
し
彼
ら
の
思
想
と
軍
事
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
一
部
の
研
究
を
除
け
ば
ま
だ
十
分
に
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ

る
。か

た
や
、
中
国
古
代
に
お
け
る
軍
事
思
想
の
研
究
と
し
て
は
従
来
、『
孫
子
』
に
代
表
さ
れ
る
兵
法
家
の
系
譜
、
あ
る
い
は
『
呂
氏
春

（
�
）

秋
』、『
淮
南
子
』
な
ど
前
漢
武
帝
以
前
の
雑
家
に
お
け
る
軍
事
思
想
と
そ
の
兵
家
と
の
関
係
な
ど
に
比
重
が
置
か
れ
、
軍
事
思
想
の
文
脈

か
ら
後
漢
時
代
の
先
述
諸
家
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
従
来
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、「
中
国
古
代
軍
事

史
の
多
角
的
検
討
」
の
一
環
と
し
て
、
こ
れ
ら
後
漢
中
後
期
の
思
想
家
た
ち
に
お
け
る
軍
事
思
想
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
ら
の
内
容
を
概
観

し
つ
つ
そ
の
歴
史
的
背
景
に
つ
い
て
初
歩
的
な
考
察
を
行
う
こ
と
に
す
る
。

中
国
上
古
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
『
漢
書
』
百
官
公
卿
表
の
中
で
僕
射
の
説
明
と
し
て
「
古
者
重
武
官
」
と
述
べ
、
あ
る
い
は
内
藤
湖

（
�
）

南
が
史
の
起
源
を
説
明
す
る
中
で
「
古
代
に
於
い
て
は
文
事
よ
り
も
武
事
が
大
切
な
こ
と
で
あ
っ
た
」
と
す
る
よ
う
に
、
尚
武
の
伝
統
が

あ
っ
た
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。
ま
た
そ
う
し
た
観
念
が
『
尚
書
』『
詩
』
な
ど
の
儒
家
経
典
に
も
多
々
取
り
入
れ
ら
れ
、
た
と
え
ば

『
荀
子
』
義
兵
篇
、
降
っ
て
『
白
虎
通
』
三
軍
・
誅
伐
篇
に
見
る
よ
う
な
儒
家
に
お
け
る
正
義
の
挙
兵
│
義
兵
説
を
形
成
し
た
こ
と
も
周

知
の
所
で
あ
る
。
あ
る
い
は
こ
う
し
た
儒
家
、
な
い
し
墨
家
の
義
兵
説
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
戦
国
漢
初
の
時
勢
に
応
じ
て
兵
家
の
学
説
も
取
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り
入
れ
『
呂
氏
春
秋
』
孟
秋
紀
・
仲
秋
紀
、『
淮
南
子
』
兵
略
訓
が
戦
争
に
お
け
る
基
本
方
針
や
用
兵
の
諸
条
件
に
つ
い
て
詳
論
し
て
い

（
�
）

る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
諸
先
学
が
既
に
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
先
秦
か
ら
前
漢
前
期
ま
で
の
諸
文
献
に
お
け
る
戦
争
論
が
理
念

的
見
地
か
ら
の
、
と
き
に
抽
象
的
な
一
般
論
に
と
ど
ま
る
の
に
対
し
、
本
稿
で
扱
う
後
漢
の
諸
家
に
お
け
る
戦
争
論
は
、
そ
う
し
た
先
行

諸
文
献
の
言
説
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、
論
者
た
ち
の
時
代
背
景
と
そ
れ
へ
の
危
機
感
を
克
明
に
反
映
し
、
概
し
て
現
実
的
・
具
体
的
な
実
践

論
を
展
開
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
、
大
き
な
特
徴
と
し
て
指
摘
で
き
る
。
以
下
、
お
お
よ
そ
の
年
代
順
に
、
諸
家
の
言
説
を
紹
介
し
て

い
き
た
い
。

（
一
）
王
充
『
論
衡
』

王
充
（
二
七
〜
九
六
頃
）
は
、
博
学
の
鴻
儒
を
自
任
し
つ
つ
、
そ
の
著
書
『
論
衡
』
の
中
で
世
俗
の
鄙
儒
に
対
す
る
鋭
い
論
難
を
展
開

し
た
。
そ
の
旺
盛
な
批
判
精
神
と
矯
激
な
言
辞
ゆ
え
に
後
世
、
反
礼
教
の
非
難
を
浴
び
る
一
方
で
、
近
代
に
な
っ
て
唯
物
論
的
合
理
主
義

（
�
）

の
先
駆
者
と
し
て
再
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
著
作
の
性
質
ゆ
え
、
彼
と
『
論
衡
』
に
つ
い
て
は
中
国
哲
学
史
の
分
野
に
お

け
る
多
く
の
先
行
研
究
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
先
学
の
あ
ま
り
言
及
し
て
い
な
い
、
軍
事
を
め
ぐ
る
彼
の
論
説
を
『
論
衡
』
儒
増
篇
よ
り

紹
介
す
る
。
テ
キ
ス
ト
は
黄
暉
『
論
衡
校
釈
』（
中
華
書
局
、
新
編
諸
子
集
成
）
に
よ
る
。

儒
書
の
称
す
ら
く
、「
尭
・
舜
の
徳
、
至
優
至
大
な
り
、
天
下
太
平
に
し
て
、
一
人
も
刑
せ
ず
」
と
。
又
た
言
え
ら
く
、「
文
・
武
の

さ
か

お

隆
ん
な
る
こ
と
、
遺
し
て
成
・
康
に
在
り
、
刑
錯
き
て
用
い
ざ
る
こ
と
四
十
余
年
」
と
。
是
れ
尭
・
舜
を
称
え
、
文
・
武
を
褒
め
ん

と
欲
す
る
な
り
。
夫
れ
言
を
為
す
も
益
せ
ず
ん
ば
、
則
ち
美
も
称
う
る
に
足
ら
ず
。
文
を
為
す
も
渥
か
ら
ず
ん
ば
、
則
ち
事
も
褒
む

る
に
足
ら
ず
。
尭
・
舜
は
優
る
と
雖
も
、
一
人
を
し
て
刑
せ
ざ
ら
し
む
る
能
わ
ず
。
文
・
武
は
盛
ん
な
り
と
雖
も
、
刑
を
し
て
用
い

後
漢
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ざ
ら
し
む
る
能
わ
ず
。
其
の
刑
を
犯
す
者
少
な
く
、
刑
を
用
う
る
こ
と
希
疏
な
る
を
言
う
は
可
な
り
。
其
の
一
人
も
刑
せ
ず
、
刑
錯

き
て
用
い
ざ
る
を
言
う
は
、
之
を
増
す
な
り
。
夫
れ
能
く
一
人
を
し
て
刑
せ
ざ
ら
し
む
れ
ば
、
則
ち
能
く
一
国
を
し
て
伐
た
ざ
ら
し

め
ん
。
能
く
刑
を
し
て
錯
き
て
用
い
ざ
ら
し
む
れ
ば
、
則
ち
能
く
兵
を
し
て
寝
め
て
施
さ
ざ
ら
し
め
ん
。
案
ず
る
に
尭
は
丹
水
を
伐

ち
、
舜
は
有
苗
を
征
し
、
四
子
罪
に
服
し
、
刑
兵
設
用
す
。
成
王
の
時
、
四
国
篡
畔
し
、
淮
夷
・
徐
戎
、
並
び
に
患
害
を
為
す
。
夫

れ
人
を
刑
す
る
は
刀
を
用
い
、
人
を
伐
つ
は
兵
を
用
い
、
人
を
罪
す
る
は
法
を
用
い
、
人
を
誅
す
る
は
武
を
用
う
。
武
と
法
と
殊
な

ら
ず
、
兵
と
刀
と
異
な
ら
ざ
る
も
、
巧
論
の
人
、
別
つ
能
わ
ざ
る
な
り
。
夫
れ
徳
劣
れ
ば
故
に
兵
を
用
い
、
法
を
犯
せ
ば
故
に
刑
を

施
す
。
刑
と
兵
と
は
、
猶
お
足
と
翼
の
ご
と
き
な
り
。
走
る
に
足
を
用
い
、
飛
ぶ
に
翼
を
用
う
、
形
体
は
異
な
る
と
雖
も
、
其
の
身

に
行
う
は
同
じ
。
刑
の
兵
と
は
、
衆
を
全
う
し
邪
を
禁
ず
、
其
の
実
は
一
な
り
。
兵
の
用
い
ざ
る
を
称
え
ず
し
て
、
刑
の
施
さ
ざ
る

を
言
う
は
、
是
れ
猶
お
人
の
耳
欠
き
目
完
く
、
目
の
完
き
を
以
て
人
の
体
の
全
き
を
称
う
る
が
ご
と
く
、
従
う
可
か
ら
ざ
る
な
り
。

つ
よ

し
た
が

人
の
虎
を
刺
す
に
桀
く
、
人
を
撃
つ
に
怯
え
、
而
し
て
虎
を
刺
す
を
以
て
称
え
、
之
を
勇
と
謂
う
は
、
聴
う
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
身

に
敗
欠
無
く
、
勇
み
て
進
ま
ざ
る
無
く
し
て
、
乃
ち
全
と
為
す
の
み
。
今
、
一
人
も
刑
せ
ざ
る
を
称
え
、
一
兵
も
用
い
ざ
る
を
言
わ

ず
、
刑
錯
き
て
用
い
ざ
る
を
褒
め
、
一
人
も
畔
か
ざ
る
を
言
わ
ざ
る
は
、
未
だ
優
と
為
す
を
得
ず
、
未
だ
盛
と
謂
う
可
か
ら
ざ
る
な

り
。

（
�
）

王
充
は
、
尭
・
舜
の
不
刑
説
、
周
の
成
王
・
康
王
の
刑
錯
説
に
対
し
、
一
人
を
も
刑
せ
ず
と
は
俗
儒
の
粉
飾
な
り
と
し
て
難
じ
、
さ
ら

に
、
も
し
一
人
を
も
刑
し
な
か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
尭
舜
や
成
王
が
異
民
族
の
征
伐
を
行
っ
た
こ
と
を
ど
う
解
す
る
の
か
、
そ
の
こ
と
を

論
ぜ
ず
し
て
刑
を
用
い
な
か
っ
た
こ
と
の
み
を
賞
賛
す
る
の
は
矛
盾
で
あ
る
と
す
る
。
彼
の
主
張
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
刑
罰
と
征
戦
と

が
「
武
と
法
と
殊
な
ら
ず
」、「
そ
の
実
は
一
」
な
り
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
兵
刑
一
致
思
想
で
あ
る
。
彼
は
、
征
戦
と
同
様
に
刑
罰
が
「
衆

を
全
う
し
邪
を
禁
ず
」、
悪
を
禁
じ
民
生
を
安
定
さ
せ
る
た
め
の
手
段
と
し
て
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
言
い
換
え

後
漢
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れ
ば
、
悪
を
征
伐
す
る
戦
争
は
彼
に
あ
っ
て
も
、
彼
の
批
判
す
る
俗
儒
に
あ
っ
て
も
、
も
と
よ
り
義
兵
と
し
て
肯
定
さ
れ
、
そ
の
前
提
の

上
に
彼
は
刑
罰
の
み
を
否
定
す
る
俗
儒
の
論
理
矛
盾
を
暴
く
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
刑
罰
重
視
の
思
想
系
譜
は
の
ち
に
仲
長
統
ら
い
わ
ゆ

る
「
法
家
的
儒
家
」
に
継
承
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。「
徳
の
劣
る
」
対
象
に
は
兵
を
用
い
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
王
充
の
戦
争
観
は
、

伝
統
的
な
義
兵
観
に
基
づ
く
も
の
で
そ
れ
自
体
は
目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
が
、
刑
罰
の
重
視
を
説
く
中
で
そ
れ
が
積
極
的
に
援
用
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
注
意
を
払
い
た
い
。
用
兵
の
要
が
意
識
的
に
前
面
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
用
兵
重
視
の
思
想
も
刑

罰
の
そ
れ
と
同
様
に
、
後
の
論
者
た
ち
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。

王
充
の
こ
う
し
た
用
兵
観
を
、
義
兵
の
伝
統
的
文
脈
だ
け
で
な
く
彼
の
同
時
代
的
背
景
の
も
と
に
考
え
て
み
た
い
。
王
充
は
そ
の
若
き

日
、
洛
陽
で
班
固
の
父
・
班
彪
に
師
事
し
、
少
年
時
代
の
班
固
と
も
交
流
を
持
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
班
彪
は
�
新
後
漢
初
、
河

西
の
竇
融
政
権
の
も
と
に
身
を
寄
せ
、
竇
融
の
光
武
政
権
帰
順
と
と
も
に
上
洛
し
た
。
班
彪
は
お
そ
ら
く
河
西
に
身
を
置
い
て
い
た
時
期

の
見
聞
に
基
づ
い
て
で
あ
ろ
う
、
西
北
辺
境
の
羌
族
の
動
静
と
そ
れ
へ
の
対
応
に
つ
い
て
極
め
て
具
体
的
な
方
策
を
上
申
し
て
お
り

（
�
）

（『
後
漢
書
』
西
羌
伝
）、
王
朝
の
辺
防
体
制
に
一
家
言
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
彼
の
影
響
が
想
定
さ
れ
る
こ

と
に
加
え
、
王
充
が
生
ま
れ
育
っ
た
後
漢
初
年
は
群
雄
割
拠
の
戦
乱
を
へ
て
未
だ
幾
ば
く
も
な
く
、
王
充
の
故
郷
、
会
稽
の
近
く
の
廬
江

郡
で
も
李
憲
が
建
武
三
年
に
天
子
を
称
し
て
自
立
、
そ
の
後
二
年
に
及
ぶ
李
憲
討
伐
戦
の
際
に
は
「
会
稽
・
丹
陽
・
九
江
・
六
安
四
郡
の

兵
」
が
動
員
さ
れ
て
い
る
（『
後
漢
書
』
馬
成
伝
）。
故
郷
に
累
の
及
ん
だ
こ
の
兵
乱
を
、
当
時
幼
か
っ
た
王
充
も
父
祖
か
ら
伝
え
聞
い
た

こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
新
末
か
ら
後
漢
初
頭
の
大
規
模
な
内
乱
は
、
王
充
の
み
な
ら
ず
多
く
の
士
大
夫
を
し
て
、
軍
事
に
関
す
る
広
汎
な
関
心
を

惹
起
せ
し
め
た
に
違
い
な
く
、
そ
し
て
続
く
紀
元
後
二
世
紀
初
頭
以
降
の
西
北
・
東
北
辺
境
の
情
勢
不
安
定
化
、
さ
ら
に
二
世
紀
中
葉
よ

り
顕
著
と
な
る
各
地
に
お
け
る
反
乱
の
頻
出
を
背
景
と
し
て
、
用
兵
思
想
も
よ
り
具
体
性
を
伴
っ
て
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
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（
二
）
王
符
『
潜
夫
論
』

王
符
（
八
五
頃
〜
一
六
三
頃
）
は
安
定
郡
に
生
ま
れ
、
生
涯
仕
進
せ
ず
そ
の
地
で
処
士
と
し
て
著
述
に
い
そ
し
み
つ
つ
身
を
終
え
た
人

（

）

で
あ
る
。「
和
・
安
よ
り
の
後
、
世
は
游
宦
に
務
め
、
当
塗
の
者
は
更
も
相
い
薦
引
す
、
而
し
て
符
は
独
り
耿
介
と
し
て
俗
に
同
じ
う
せ

ず
、
此
を
以
て
遂
に
升
進
す
る
を
得
ず
。
志
意
蘊
憤
し
、
乃
ち
隠
居
し
て
書
を
著
す
こ
と
三
十
余
篇
、
以
て
当
時
の
失
得
を
譏
り
、
其
の

名
を
章
顕
す
る
を
欲
せ
ざ
れ
ば
、
故
に
号
し
て
潜
夫
論
と
曰
う
」（『
後
漢
書
』
本
伝
）。『
潜
夫
論
』
は
こ
の
よ
う
に
当
時
の
時
勢
を
鋭
く

批
判
し
た
書
な
の
で
、
従
来
も
後
漢
時
代
の
国
家
社
会
の
情
勢
を
論
ず
る
上
で
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
て
き
た
。
同
書
の
中
で
は
軍
事
に
関

（

）

し
て
一
定
分
量
の
筆
が
割
か
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
見
え
る
彼
の
軍
事
思
想
に
つ
い
て
は
呉
点
明
氏
に
よ
る
概
括
的
な
紹
介
が
あ
る
。
呉
氏

に
よ
れ
ば
、
王
符
は
処
士
と
し
て
生
涯
を
終
え
な
が
ら
も
、
安
定
郡
に
生
ま
れ
育
ち
羌
族
反
乱
を
目
の
当
た
り
に
し
た
経
験
が
、
彼
を
し

て
こ
う
し
た
軍
事
関
係
の
議
論
を
著
述
せ
し
め
た
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
呉
氏
は
彼
の
軍
事
思
想
を
「
重
選
将
帥
」「
賞
罰
分
明
」「
鞏
固

辺
防
」「
民
為
軍
本
」「
以
戦
止
戦
」「
備
戦
防
患
」「
整
頓
軍
備
」「
経
済
強
軍
」「
高
薪
養
廉
」
の
九
項
に
分
け
て
説
明
す
る
。『
潜
夫
論
』

の
軍
事
に
関
す
る
議
論
は
主
に
勧
将
篇
、
救
辺
篇
、
辺
議
篇
に
集
中
し
て
載
せ
ら
れ
る
が
、
後
二
篇
が
特
に
安
帝
永
初
年
間
の
西
羌
の
大

反
乱
に
関
連
し
て
辺
境
防
衛
の
要
を
強
く
説
く
の
に
対
し
、
勧
将
篇
も
西
羌
反
乱
と
関
連
し
な
が
ら
、
よ
り
一
般
的
に
軍
事
体
制
の
現
況

と
あ
る
べ
き
あ
り
方
を
論
じ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
勧
将
篇
を
紹
介
し
、
そ
の
内
容
と
背
景
に
つ
い
て
今
少
し
掘
り
下
げ
て
考
え
て
み

た
い
。
長
い
引
用
に
な
る
の
で
、
段
落
を
区
切
り
番
号
を
付
す
。
テ
キ
ス
ト
は
汪
継
培
箋
、
彭
鐸
校
正
『
潜
夫
論
箋
校
正
』（
中
華
書
局
、

新
編
諸
子
集
成
）
に
よ
る
。

①
太
古
の
民
は
淳
厚
敦
朴
、
上
聖
之
を
撫
し
、
恬
澹
と
し
て
為
す
無
く
、
道
を
体
し
徳
を
履
み
、
刑
を
簡
に
し
威
を
薄
く
し
、
殺
さ
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ず
誅
せ
ず
し
て
民
は
自
ら
化
す
、
此
れ
徳
の
上
な
り
。
徳
稍
く
弊
薄
に
し
て
邪
心
孳
生
す
、
次
聖
之
を
継
ぎ
、
民
を
観
て
教
を
設

け
、
誅
賞
を
作
為
し
、
威
を
以
て
之
を
勧
む
、
既
に
五
兵
を
作
り
、
又
た
之
が
憲
を
為
し
、
以
て
之
を
正
厲
す
。
詩
に
云
う
、「
爾

の
輿
馬
を
修
め
、
弓
矢
戈
兵
、
用
て
作
則
を
戒
め
、
用
て
蛮
方
を
逖
ざ
け
よ
」
と
。
故
に
曰
く
、
兵
の
設
く
る
や
久
し
。
五
代
を
渉

歴
し
、
以
て
今
に
迄
る
ま
で
、
国
は
未
だ
嘗
て
徳
を
以
て
昌
え
兵
を
以
て
彊
か
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ざ
る
な
り
。

か
ま
び
す

②
今
、
兵
巧
の
械
は
府
庫
に
盈
ち
、
孫
・
吳
の
言
は
将
耳
に
聒
し
、
然
し
て
諸
将
之
を
用
い
、
進
戦
す
れ
ば
則
ち
兵
敗
れ
、
退
守
す

れ
ば
則
ち
城
亡
ぶ
。
是
れ
何
ぞ
や
。
曰
く
、
彼
此
の
情
は
主
上
に
聞
こ
え
ず
、
勝
負
の
数
は
将
心
に
明
ら
か
な
ら
ず
、
士
卒
進
む
も

利
無
く
し
て
自
ら
退
く
も
畏
る
無
し
、
此
れ
然
る
所
以
な
り
。
夫
れ
重
き
を
服
し
て
坂
を
上
り
、
出
で
て
は
千
里
を
馳
す
る
は
、
馬

ね
が

の
禍
な
り
。
然
し
て
節
馬
の
之
を
楽
う
は
、
王
良

為
に
力
を
尽
く
す
に
足
る
を
以
て
な
り
。
先
登
陥
陣
し
、
赴
き
て
厳
敵
に
死
す

い
た

る
は
、
民
の
禍
な
り
。
然
し
て
節
士
の
之
を
楽
う
は
、
明
君

為
に
死
を
効
す
可
き
を
以
て
な
り
。
凡
そ
人
の
肯
え
て
死
亡
に
赴
き

辞
せ
ざ
る
所
以
は
、
利
に
趨
く
が
為
に
非
ず
、
則
ち
因
り
て
以
て
害
を
避
く
れ
ば
な
り
。
賢
鄙
愚
智
無
く
皆
な
然
り
、
顧
だ
其
の
利

害
と
す
る
所
異
な
る
有
る
の
み
。
顕
名
を
利
せ
ず
ん
ば
則
ち
厚
賞
を
利
す
る
な
り
。
恥
辱
を
避
け
ず
ん
ば
則
ち
禍
乱
を
避
く
る
な

り
。
此
の
四
者
に
非
ず
ん
ば
、
聖
王
と
雖
も
以
て
其
の
臣
に
要
む
る
能
わ
ず
、
慈
父
も
以
て
其
の
子
を
必
す
る
能
わ
ず
。
明
主
は
深

く
之
を
知
り
、
故
に
利
を
崇
び
害
を
顕
ら
か
に
し
以
て
下
と
市
し
、
親
疏
貴
賎
賢
鄙
愚
智
を
し
て
、
皆
な
必
ず
や
我
が
令
に
順
い
て

乃
ち
其
の
欲
を
得
し
む
、
是
を
以
て
一
旦
軍
鼓
雷
震
し
、
旌
旗
並
び
に
発
せ
ば
、
士
は
皆
な
奮
激
し
、
敵
に
死
す
る
を
競
う
は
、
豈

に
其
の
情
、
久
生
を
厭
い
て
害
死
を
楽
え
ば
な
ら
ん
や
。
乃
ち
義
士
は
且
に
以
て
其
の
名
を
徼
え
ん
と
し
、
貪
夫
は
且
に
以
て
其
の

賞
を
求
め
ん
と
せ
ば
な
る
の
み
。
今
、
吏
の
従
軍
し
て
敗
没
し
公
事
に
死
す
る
者
、
十
万
を
以
て
数
う
る
も
、
上
は
弔

嗟
歎
の
栄

名
を
聞
か
ず
、
下
も
又
た
禄
賞
の
厚
実
無
け
れ
ば
、
節
士
は
勧
慕
す
る
所
無
く
、
庸
夫
は
利
を
貪
る
所
無
し
。
此
れ
其
の
人
び
と
沮

解
を
懐
い
、
復
た
死
す
る
を
肯
ん
ぜ
ざ
る
所
以
な
り
。
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③
軍
の
起
り
て
以
来
、
師
を
暴
す
こ
と
五
年
、
典
兵
の
吏
、
将
に
千
を
以
て
数
え
ん
と
す
、
大
小
の
戦
、
歲
ご
と
に
十
百
た
び
合
す

る
も
、
希
に
功
有
る
の
み
。
其
の
敗
を
歴
察
す
る
に
、
他
故
無
し
、
皆
な
将
は
変
勢
に
明
ら
か
な
ら
ず
し
て
士
は
敵
に
死
す
る
を
勧

め
ざ
れ
ば
な
り
。
其
れ
士
の
死
す
る
能
わ
ざ
る
は
、
乃
ち
其
の
将

効
す
能
わ
ざ
れ
ば
な
り
、
賞
を
言
い
て
は
則
ち
与
え
ず
、
罰
を

言
い
て
は
則
ち
行
わ
ず
、
士
は
進
み
て
は
独
死
の
禍
有
り
、
退
き
て
は
衆
生
の
福
を
蒙
く
。
此
れ
其
の
陣
に
臨
め
ば
亡
戦
し
、
競
い

て
奔
北
を
思
う
所
以
な
り
。
孫
子
曰
く
、「
将
な
る
者
は
、
智
な
り
、
仁
な
り
、
敬
な
り
、
信
な
り
、
勇
な
り
、
厳
な
り
」
と
。
是

の
故
に
智
は
以
て
敵
を
折
き
、
仁
は
以
て
衆
を
附
し
、
敬
は
以
て
賢
を
招
き
、
信
は
以
て
賞
を
必
し
、
勇
は
以
て
気
を
益
し
、
厳
は

以
て
令
を
一
に
す
。
故
に
敵
を
折
け
ば
則
ち
能
く
合
変
し
、
衆
の
附
愛
せ
ば
則
ち
力
戦
を
思
い
、
賢
智
集
え
ば
則
ち
英
謀
得
ら
れ
、

賞
罰
必
せ
ば
則
ち
士
は
尽
力
し
、
勇
気
益
せ
ば
則
ち
兵
勢
自
ら
倍
し
、
威
令
一
な
れ
ば
則
ち
惟
だ
将
の
使
う
所
の
み
。
必
ず
や
此
の

六
者
有
り
て
、
乃
ち
衝
を
折
き
敵
を
擒
え
、
主
を
輔
け
民
を
安
ん
ず
可
し
。

④
前
に
羌
の
始
め
て
反
き
し
時
、
将
帥
は
定
令
の
群
を
以
て
、
富
厚
の
蓄
に
藉
り
、
列
城
に
拠
り
て
利
勢
に
処
（
原
作
気
）
り
、
十

万
の
衆
を
権
り
、
勇
傑
の
士
を
将
い
、
以
て
草
創
新
叛
散
乱
の
弱
虜
を
誅
ち
、
自
至
の
小
冦
を
撃
つ
も
、
擒
滅
す
る
能
わ
ず
、
輒
り

に
敗
る
所
と
為
る
、
遂
に
雲
の
烝
す
が
ご
と
く
起
た
し
め
、
合
従
連
横
し
、
并
・
涼
を
掃
滌
し
、
內
は
司
隷
を
犯
し
、
東
は
趙
・
魏

を
冦
め
、
西
は
蜀
・
漢
を
鈔
め
、
五
州
残
破
し
、
六
郡
削
跡
す
。
此
れ
天
の
災
い
に
非
ず
、
長
吏
の
過
な
る
の
み
。
孫
子
曰
く
「
将

な
る
者
は
、
民
の
司
命
に
し
て
国
家
安
危
の
主
な
り
」
と
。
是
の
故
に
諸
そ
冦
有
る
の
郡
、
太
守
令
長
は
以
て
兵
を
暁
ら
ざ
る
可
か

ら
ず
。
今
、
諸
将
を
観
る
に
、
既
に
断
敵
合
変
の
奇
無
く
、
復
た
明
賞
必
罰
の
信
無
し
、
然
し
て
其
の
士
民
も
又
た
甚
だ
貧
困
、
器

械
は
簡
習
せ
ず
、
将
恩
は
素
よ
り
結
ば
れ
ず
、
卒
然
に
急
有
れ
ば
、
則
ち
吏
は
暴
か
に
発
す
る
を
以
て
其
の
士
を
虐
げ
、
士
は
拙
き

所
を
以
て
敵
の
巧
に
遇
う
。
此
れ
、
将
吏
は
怨
を
駆
り
以
て
讐
を
禦
ぎ
、
士
卒
は
縛
手
し
以
て
冦
に
待
す
る
と
為
す
な
り
。
夫
れ
将

は
其
の
士
を
勧
む
る
能
わ
ず
、
士
は
其
の
兵
を
用
う
る
能
わ
ず
、
此
の
二
者
は
兵
無
き
と
等
し
。
士
無
く
兵
無
く
、
而
し
て
合
戦
せ
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ん
と
欲
せ
ば
、
其
の
敗
負
せ
る
や
、
理
数
と
し
て
然
り
。
故
に
曰
く
、
其
の
敗
る
る
は
、
天
の
所
災
に
非
ず
、
将
の
過
な
り
、
と
。

⑤
饒
士
の
世
に
処
る
や
、
但
だ
典
無
き
を
患
う
る
の
み
。
故
に
苟
く
も
土
地
有
れ
ば
、
百
姓
富
む
可
き
な
り
。
苟
く
も
市
列
有
れ

ば
、
商
賈
来
た
る
可
き
な
り
。
苟
く
も
士
民
有
れ
ば
、
国
家
彊
か
る
可
き
な
り
。
苟
く
も
法
令
有
れ
ば
、
姦
邪
禁
ず
可
き
な
り
。
夫

れ
国
は
外
従
り
治
む
可
か
ら
ず
、
兵
は
中
従
り
御
す
可
か
ら
ず
。
郡
県
の
長
吏
、
幸
い
に
此
の
数
者
の
断
を
兼
ぬ
る
を
得
る
の
み
に

た
よ

し
て
以
て
明
詔
に
称
い
民
氓
を
安
ん
ず
る
能
わ
ざ
る
や
、
此
れ
亦
た
陪
克

茸
な
り
、
之
に
里
る
無
き
の
み
。

⑥
夫
れ
世
に
非
常
の
人
有
り
、
然
る
後
に
非
常
の
事
を
定
む
、
必
ず
や
非
常
の
失
に
道
り
て
然
る
後
に
見
わ
る
。
是
の
故
に
諸
有
兵

の
長
吏
を
選
ぶ
に
、
宜
し
く

躒
豪
厚
、
越
え
て
幽
奇
を
取
り
、
材
は
権
変
に
明
る
く
、
将
帥
に
任
う
者
な
る
べ
し
。
苟
め
に
基
序

を
惟
い
、
或
い
は
親
戚
に
阿
る
も
の
も
て
、
兵
官
を
典
ら
し
む
る
可
か
ら
ず
。
此
れ
所
謂
る
其
の
国
を
以
て
敵
に
与
う
る
者
な
り
。

ま
ず
①
で
は
、
上
古
の
清
静
無
為
の
「
不
殺
不
誅
」
の
世
か
ら
、
世
が
降
り
徳
衰
え
邪
心
の
萌
す
に
伴
い
、「
次
聖
」
に
よ
り
誅
賞
が

作
ら
れ
、
ま
た
武
備
が
設
け
ら
れ
た
と
し
て
『
詩
』（
魯
詩
、
大
雅
・
抑
）
を
引
く
。
か
く
し
て
上
古
以
来
、
国
は
必
ず
徳
と
兵
と
に
よ

り
そ
の
強
盛
を
保
っ
て
き
た
こ
と
を
、
儒
教
経
典
も
引
き
合
い
に
述
べ
る
。
つ
い
で
②
で
は
、
一
転
し
て
現
状
の
問
題
と
そ
の
原
因
が
述

べ
ら
れ
る
。
今
、
武
備
は
備
わ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
戦
闘
に
敗
北
を
重
ね
る
所
以
は
、
戦
況
が
君
主
に
伝
わ
ら
ず
、
指
揮
官
に
戦
略
な
く
、

士
卒
に
進
退
の
賞
罰
な
き
が
た
め
で
あ
り
、
結
果
、
士
庶
と
も
に
敢
闘
の
気
を
失
っ
て
い
る
と
い
う
。
③
で
も
同
様
の
論
理
が
繰
り
返
し

述
べ
ら
れ
る
。
五
年
に
わ
た
る
大
小
の
戦
闘
で
ほ
と
ん
ど
功
が
挙
が
ら
ぬ
の
は
、
ひ
と
え
に
将
の
知
略
の
欠
如
と
賞
罰
の
不
明
に
よ
る
。

『
孫
子
』
の
説
く
ご
と
き
将
た
る
者
の
資
質
を
備
え
、
信
賞
必
罰
と
士
卒
へ
の
信
愛
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
軍
勢
は
振
る
う
で
あ
ろ
う
。
④

羌
族
反
乱
の
勃
発
し
た
当
初
、
十
分
な
軍
備
に
よ
っ
て
烏
合
の
敵
に
向
か
う
も
討
滅
す
る
能
わ
ず
、
諸
部
族
の
離
合
集
散
を
へ
て
つ
い
に

内
地
深
く
ま
で
侵
攻
を
招
く
に
至
っ
た
（
こ
れ
は
安
帝
永
初
年
間
の
羌
族
大
反
乱
を
指
す
）
の
は
、
将
た
る
長
吏
、
太
守
令
長
の
過
に
他

な
ら
な
い
。
彼
ら
は
戦
術
の
策
、
賞
罰
の
信
な
く
、
か
つ
兵
た
る
士
民
も
貧
困
に
し
て
教
練
を
受
け
ず
、
将
兵
間
の
恩
信
を
欠
い
た
ま
ま

後
漢
時
代
の
軍
事
思
想
に
関
す
る
管
見
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兵
士
を
戦
に
徴
発
し
、
彼
ら
は
用
兵
に
熟
せ
ぬ
ま
ま
敵
に
当
た
れ
ば
、
な
す
す
べ
な
く
敗
れ
る
は
必
然
で
あ
る
。
⑤
そ
も
軍
は
地
方
に
あ

っ
て
中
央
の
掣
肘
を
受
け
て
は
な
ら
な
い
（『
六
韜
』『
白
虎
通
』）。
そ
れ
と
同
じ
く
地
方
の
民
生
財
政
国
防
治
安
に
お
い
て
専
断
の
大
権

を
委
ね
ら
れ
た
郡
県
長
吏
に
し
て
、
国
命
に
か
な
い
民
を
安
ん
じ
得
ぬ
な
ら
、
誅
求
す
る
の
み
の
無
能
の
臣
で
あ
る
。
⑥
ゆ
え
に
将
た
る

の
長
吏
に
は
、
非
常
の
時
勢
で
あ
れ
ば
こ
そ
将
帥
に
耐
え
る
非
常
の
人
材
を
選
ば
ね
ば
な
ら
な
い
。
姑
息
に
基
本
方
針
の
み
を
守
り

（
？
）、
あ
る
い
は
貴
戚
に
お
も
ね
る
輩
を
登
用
し
て
は
な
ら
ぬ
。

こ
の
よ
う
に
王
符
も
、
儒
教
経
典
に
も
見
ら
れ
る
伝
統
的
な
尚
武
思
想
に
言
及
し
つ
つ
、
彼
の
生
ま
れ
た
章
帝
期
の
末
頃
よ
り
熾
烈
を

極
め
て
い
く
羌
族
反
乱
に
対
処
し
得
な
い
王
朝
の
失
態
を
前
に
、
防
戦
体
制
の
強
化
を
説
く
。
こ
こ
で
の
彼
の
主
張
の
根
幹
は
、
兵
を
統

率
す
べ
き
「
有
兵
長
吏
」
の
選
任
の
要
に
あ
り
、
兵
略
に
通
じ
、
信
賞
必
罰
に
よ
っ
て
士
卒
を
統
率
し
う
る
者
を
こ
そ
任
用
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
と
い
う
。
こ
こ
に
い
う
「
郡
県
長
吏
」「
有
兵
長
吏
」
と
は
具
体
的
に
は
「
太
守
令
長
」、
郡
県
長
官
の
謂
い
で
あ
る
。
光
武
帝
の
建
武

六
年
、
辺
郡
を
除
き
郡
都
尉
を
廃
止
し
兵
権
を
太
守
に
統
合
し
、
同
時
に
都
試
（
毎
年
の
軍
事
演
習
）
も
廃
止
さ
れ
た
こ
と
、
翌
年
に
は

軽
車
、
騎
士
、
材
官
、
楼
船
士
、
軍
假
吏
が
廃
止
さ
れ
て
地
方
の
軍
備
が
縮
小
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
浜
口
重
国
氏
の
古
典
的
研
究

（

）

に
よ
っ
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら
騎
士
な
ど
が
一
般
の
正
卒
で
は
な
く
、
一
種
職
業
軍
人
的
な
専
門
兵
で
あ
っ
た
こ
と
を

（

）

大
庭
脩
氏
は
指
摘
し
て
浜
口
説
へ
修
正
を
迫
り
、
ま
た
高
村
武
幸
氏
も
そ
れ
ら
が
半
官
半
民
的
職
業
兵
で
、
一
般
兵
卒
と
は
区
別
さ
れ
た

（

）

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
大
庭
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
後
漢
で
も
依
然
、
各
地
に
州
郡
兵
の
存
在
は
認
め
ら
れ
、
こ
れ
ら
が
一
定
の
兵
力
を

有
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
専
門
兵
と
都
試
の
廃
止
が
兵
の
練
度
低
下
を
招
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
く
、
専
門
兵
に
あ
ら
ざ

る
一
般
民
よ
り
徴
募
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
兵
卒
が
「
甚
だ
貧
困
、
器
械
は
簡
習
せ
ず
」
と
さ
れ
る
の
も
そ
れ
故
に
違
い
な
い
。
蓋
し
、
貧
富

の
差
の
増
大
と
と
も
に
更
卒
制
度
が
崩
壊
に
向
か
う
中
、
徴
募
の
対
象
は
も
っ
ぱ
ら
細
民
に
集
中
し
た
は
ず
で
あ
る
。
一
方
こ
れ
ら
非
熟

練
兵
の
統
率
を
一
任
さ
れ
る
太
守
令
長
は
、
昇
進
の
一
階
梯
と
し
て
数
年
の
任
期
を
過
ご
す
の
み
の
キ
ャ
リ
ア
組
文
官
で
、
そ
も
そ
も
武

後
漢
時
代
の
軍
事
思
想
に
関
す
る
管
見
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事
に
は
疎
い
上
、
本
籍
地
回
避
の
制
に
よ
り
他
郡
出
身
者
が
任
用
さ
れ
る
決
ま
り
で
あ
れ
ば
尚
更
、
任
地
の
守
備
に
使
命
感
を
以
て
臨
む

こ
と
は
少
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
羌
族
大
反
乱
の
起
き
た
安
帝
時
代
、
政
界
を
牛
耳
っ
た
の
は
鄧
太
后
一
族
、
つ
い
で
閻
皇
后
一
族
ら
外

戚
お
よ
び
乳
母
王
聖
や
中
常
侍
江
京
た
ち
で
あ
り
、
こ
れ
ら
「
親
戚
」
に
阿
諛
し
、
任
地
で
不
法
な
搾
取
を
働
き
贈
賄
の
糧
と
す
る
「
陪

克
」
の
輩
が
幅
を
き
か
せ
る
中
で
、
地
方
統
治
と
と
も
に
軍
備
の
体
制
も
急
速
に
弛
緩
せ
ざ
る
を
得
ず
、
羌
族
の
内
地
侵
攻
は
そ
う
し
た

事
態
の
招
い
た
必
然
の
結
果
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
王
符
の
論
ず
る
軍
事
体
制
の
危
機
の
背
後
に
は
、
光
武
帝
の
軍
備
縮
小
策
、
の
み
な

ら
ず
豪
族
の
割
拠
と
貧
農
の
没
落
、
更
卒
制
度
の
崩
壊
、
さ
ら
に
外
戚
宦
官
の
跋
扈
と
い
わ
ゆ
る
「
濁
流
」
の
勢
力
増
大
と
い
っ
た
、
後

漢
王
朝
の
抱
え
る
制
度
・
政
治
・
社
会
上
の
構
造
的
な
問
題
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
三
）
崔
寔
『
政
論
』

（

）

崔
寔
（
一
二
〇
頃
〜
一
七
〇
）
は
、
当
代
き
っ
て
の
名
門
、
涿
郡
崔
氏
の
家
に
生
ま
れ
、
祖
父
の

、
父
の
瑗
と
と
も
に
文
章
家
に
し

て
国
政
紊
乱
の
是
正
を
志
し
た
硬
骨
の
政
治
家
・
政
論
家
と
し
て
知
ら
れ
る
。
そ
の
著
書
『
政
論
』
は
『
隋
書
』
経
籍
志
で
は
子
部
・
法

家
類
に
分
類
さ
れ
、
後
漢
中
後
期
に
お
け
る
国
家
社
会
の
綱
紀
再
建
の
方
策
を
具
体
的
に
開
陳
し
た
も
の
で
あ
り
、
後
述
の
仲
長
統
は
、

「
凡
そ
人
主
た
れ
ば
宜
し
く
一
通
を
写
し
、
之
を
坐
側
に
置
く
べ
し
」
と
し
て
こ
の
著
を
高
く
評
価
し
た
。『
隋
書
』
経
籍
志
で
は
六
巻
と

さ
れ
る
同
書
は
今
日
で
は
す
で
に
部
分
的
に
佚
文
を
残
す
の
み
だ
が
、
こ
こ
で
は
『
全
後
漢
文
』
よ
り
次
の
一
節
（『
群
書
治
要
』
所
引
）

を
挙
げ
る
。

伝
に
曰
く
、
工
は
其
の
事
を
善
く
せ
ん
と
欲
せ
ば
、
必
ず
や
先
ず
其
の
器
を
利
と
す
（『
論
語
』
衛
霊
公
）。
旧
時
、
永
平
建
初
の

際
、
戦
攻
を
去
る
こ
と
未
だ
久
し
か
ら
ざ
れ
ば
、
朝
廷
は
意
を
武
備
に
留
め
、
財
用
優
饒
に
し
て
主
者
は
躬
ら
親
し
み
、
故
に
官
兵

後
漢
時
代
の
軍
事
思
想
に
関
す
る
管
見
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は
常
に
牢
勁
精
利
、
蔡
太
僕
（
蔡
倫
）
の
弩
、
及
び
龍
亭
（
同
前
）
九
年
の
剣
有
り
、
今
に
至
る
ま
で
名
を
天
下
に
擅
ま
に
す
。
頃

ろ
主
者
既
に
勅
慎
せ
ず
、
而
し
て
詔
書
も
又
た
誤
り
、
進
入
の
賓
（
後
文
に
進
入
之
課
と
あ
り
、
課
の
誤
り
か
）
に
、
貪
饕
の
吏
、

競
い
て
其
の
財
用
を
約
し
、
狡
猾
の
工
、
復
た
之
を
盗
窃
し
、
麻
枲
を
以
て
弓
弩
を
被
い
、
米
粥
も
て
漆
に
雑
う
る
に
至
る
、
鎧
鉄

に
ら

を
焼
き
て
は
醯
中
に
焠
ぎ
、
脆
く
し
て
治
し
易
か
ら
し
め
、
鎧
孔
も
又
た
褊
小
、
人
を
容
る
る
に
足
ら
ず
、
刀
牟
は
悉
く
鈍
し
、
故

に
辺
民
敢
闘
の
健
士
、
皆
な
自
ら
私
兵
を
作
り
、
官
器
を
用
う
る
を
肯
ん
ぜ
ず
。
凡
そ
漢
の
能
く
胡
を
制
す
る
所
以
は
、
徒
だ
鎧
弩

の
利
を
擅
ま
に
せ
ば
な
り
、
今
、
鎧
は
則
ち
堅
か
ら
ず
、
弩
は
則
ち
勁
か
ら
ず
、
永
ら
く
恃
む
所
を
失
せ
り
、
且
つ
夫
の
士
の
身

な

は
、
苟
し
く
も
兵
は
鈍
に
し
て
甲
は
耎
な
れ
ば
依
怙
す
可
か
ら
ず
、
孟
賁
・
卞
荘
と
雖
も
由
お
猶
予
有
ら
ん
、
此
を
推
し
て
之
を
論

じ
、
小
を
以
て
大
に
況
ぶ
る
に
、
三
軍
の
器
械
を
し
て
皆
な
依
阻
す
可
か
ら
し
む
れ
ば
、
則
ち
胆
勇
勢
盛
に
し
て
、
各
の
赴
敵
不
旋

の
慮
有
ら
ん
、
若
し
皆
な
弊
敗
し
、
任
用
に
足
（
原
作
定
）
ら
ざ
れ
ば
、（
…
こ
の
間
、
脱
文
あ
る
か
…
）
亦
た
競
い
奮
い
て
皆
な

水
火
を
も
避
け
ざ
ら
ん
、
三
軍
皆
な
奮
え
ば
、
則
ち
何
れ
の
敵
に
か
克
た
ざ
ら
ん
、
誠
に
宜
し
く
復
た
巧
工
の
旧
令
を
申
明
し
、
進

入
の
課
を
除
き
、
故
の
財
用
を
復
さ
ば
、
頗
る
吏
工
の
中
る
所
と
為
る
と
雖
も
尚
お
自
ら
中
る
に
勝
ら
ん
、
苟
く
も
牢
利
任
用
を
以

て
故
と
為
し
、
其
の
他
を
問
う
無
く
、
月
の
令
日
に
物
ご
と
に
工
名
を
刻
み
、
以
て
其
の
誠
を
覆
し
、
功
に
当
た
ら
ざ
る
有
ら
ば
必

ず
や
其
の
罪
を
行
い
、
以
て
其
の
情
を
窮
め
ん
。
今
、
之
に
刻
名
す
と
雖
も
賞
罰
能
く
せ
ず
、
又
た
数
ば
赦
贖
有
り
、
主
者
も
軽
翫

し
懲
畏
す
る
所
無
し
。
夫
れ
兵
革
は
国
の
大
事
な
り
、
宜
し
く
特
に
意
を
留
め
、
其
の
治
罰
を
重
く
し
、
敢
え
て
巧
詐
輒
り
に
行
う

の
輩
有
ら
ば
、
罪
は
赦
贖
を
以
て
除
く
勿
く
ん
ば
、
則
ち
吏
は
其
の
職
を
敬
み
、
工
は
其
の
業
を
慎
ま
ん
。

こ
こ
に
は
、
崔
寔
が
活
躍
し
た
桓
帝
期
に
お
け
る
軍
備
の
破
綻
と
そ
の
原
因
が
克
明
に
描
か
れ
て
い
る
。
明
帝
・
章
帝
時
代
に
は
ま
だ

後
漢
初
以
来
の
武
備
が
整
っ
て
い
た
が
、
近
年
は
担
当
官
署
が
配
慮
を
怠
り
、
ま
た
（
恐
ら
く
は
伝
達
系
の
弛
緩
、
地
方
官
吏
の
職
務
怠

慢
に
よ
り
）
詔
勅
も
誤
り
、
さ
ら
に
現
場
の
役
人
は
物
資
を
横
流
し
し
、
粗
悪
な
工
法
で
武
器
の
劣
化
を
も
た
ら
し
て
い
る
た
め
、
北
辺

後
漢
時
代
の
軍
事
思
想
に
関
す
る
管
見
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の
兵
士
は
官
器
を
用
い
ず
自
分
で
武
器
を
作
る
始
末
で
あ
る
。
い
か
に
精
強
な
兵
が
い
よ
う
と
用
に
足
る
兵
器
が
な
け
れ
ば
役
に
立
た

ぬ
。
…
（
中
欠
？
）
…
す
れ
ば
必
ず
や
兵
士
た
ち
は
奮
い
立
ち
、
い
か
な
る
敵
に
も
打
ち
勝
と
う
。
つ
い
て
は
工
匠
に
つ
い
て
の
旧
令
を

再
確
認
し
、
献
上
の
ノ
ル
マ
を
免
除
し
、
往
年
同
様
の
予
算
を
分
配
す
る
な
ら
、
吏
人
や
工
匠
に
充
足
の
労
を
強
い
る
こ
と
に
は
な
っ
て

も
、
兵
士
が
自
弁
す
る
よ
り
は
ま
し
で
あ
ろ
う
。
堅
牢
に
し
て
用
に
耐
え
る
こ
と
を
第
一
と
し
て
他
は
問
わ
ず
、
毎
月
決
ま
っ
た
日
に
物

品
ご
と
に
工
匠
の
名
を
刻
字
し
て
仕
事
ぶ
り
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
仕
事
の
悪
い
所
が
あ
れ
ば
必
ず
処
罰
し
て
事
情
を
審
理
す
べ
き
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
今
は
工
匠
の
名
を
刻
字
し
て
も
賞
罰
が
行
わ
れ
ぬ
上
に
た
び
た
び
恩
赦
や
贖
罪
の
機
が
あ
り
、
ゆ
え
に
担
当
責
任
者
は
業
務
を

侮
っ
て
畏
れ
る
こ
と
が
な
い
。
そ
も
兵
器
は
国
の
重
大
事
で
あ
り
、
と
く
に
意
を
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
規
定
違
反
の
罪
を
重
く

し
、
意
図
的
に
不
正
を
働
く
連
中
が
い
れ
ば
恩
赦
や
贖
罪
で
も
罪
を
除
か
ぬ
よ
う
に
す
れ
ば
、
吏
も
工
匠
も
職
務
に
勤
め
る
よ
う
に
な
ろ

う
。
│
以
上
の
よ
う
に
彼
は
現
状
分
析
と
そ
の
解
決
策
を
論
ず
る
。

崔
寔
は
そ
の
キ
ャ
リ
ア
の
後
半
、
五
原
太
守
時
代
に
は
「
胡
虜
連
り
に
雲
中
・
朔
方
に
入
り
、
吏
民
を
殺
略
し
、
一
歳
に
九
た
び
奔
命

す
る
に
至
る
。
寔
、
士
馬
を
整
厲
し
、
烽
候
を
厳
に
せ
ば
、
虜
は
敢
え
て
犯
さ
ず
、
常
に
辺
最
為
り
」
と
い
う
。
そ
の
辺
境
防
衛
の
功
ゆ

え
、
後
に
は
「
威
武
謀
略
の
士
」
に
察
挙
さ
れ
鮮
卑
の
寇
辺
激
し
い
遼
東
郡
の
太
守
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。『
後
漢
書
』
本
伝
で
は
『
政

論
』
執
筆
を
官
途
の
初
期
で
あ
る
か
の
如
く
に
記
す
が
、
右
掲
の
議
論
は
必
ず
や
辺
郡
太
守
と
し
て
「
辺
民
敢
闘
の
健
士
」
を
指
揮
し
た

経
験
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
こ
こ
で
指
弾
さ
れ
る
の
は
、
国
家
の
兵
器
製
造
の
過
程
で
生
ず
る
不
正
と
、
そ
の
結
果
と

し
て
の
兵
器
の
劣
悪
化
、
さ
ら
に
は
そ
れ
に
起
因
す
る
兵
士
の
士
気
不
振
で
あ
る
。
劉
軍
氏
も
後
漢
国
家
の
軍
事
体
制
の
弛
緩
を
論
ず
る

中
で
『
政
論
』
の
こ
の
一
節
を
引
き
、
武
器
の
製
造
過
程
で
の
物
資
横
流
し
が
当
時
の
常
態
で
あ
っ
た
と
し
、
後
漢
の
兵
器
生
産
の
管
理

（

）

が
疎
漏
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
た
だ
、
崔
寔
の
観
察
眼
は
兵
器
生
産
の
管
理
体
制
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
背
後
の
官
僚
機
構
全
体
の

あ
り
方
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。「
主
者
既
に
勅
慎
せ
ず
」、
現
場
の
管
理
責
任
者
の
服
務
姿
勢
に
懈
怠
が
見
ら
れ
た
の
み
な
ら
ず
、「
詔
勅
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も
又
た
誤
り
」
と
は
右
に
括
弧
書
き
で
補
足
し
た
よ
う
に
、
中
央
か
ら
地
方
へ
詔
勅
が
伝
達
さ
れ
て
い
く
過
程
で
、
地
方
官
吏
に
よ
っ
て

詔
勅
が
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
背
景
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
同
じ
『
政
論
』
の
別
の
箇
所
で
崔
寔
は
こ
う
も
述
べ
て
い
る
。

今
、
州
郡
を
典
る
者
、
自
ら
詔
書
に
違
い
、
意
を
縦
い
ま
ま
に
し
て
出
入
す
、
詔
書
に
禁
絶
せ
ん
と
欲
す
る
所
あ
る
が
毎
に
、
重
く

懇
惻
す
る
と
雖
も
、
罵
詈
極
筆
し
、
詔
書
を
得
れ
ば
由
お
復
た
廃
舎
し
、
終
に
悛
意
無
し
、
故
に
里
語
に
曰
く
、
州
郡
の
記
は
霹
歴

の
如
く
、
詔
書
を
得
れ
ば
但
だ
壁
に
掛
く
る
の
み
、
と
。（『
全
後
漢
文
』
よ
り
）

（

）

別
稿
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
中
央
政
府
の
権
威
の
相
対
的
低
下
に
伴
い
、
中
央
か
ら
下
る
詔
勅
よ
り
も
州
郡
の
上
級
官
か
ら
の
各
種
の

指
令
が
重
ん
ぜ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
、
こ
の
一
節
は
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
進
入
の
課
」
と
は
こ
れ
も
右
に
意
訳
を
施
し
た
よ
う

に
、
工
作
部
署
か
ら
中
央
へ
の
各
種
物
品
の
納
入
規
定
（
課
）
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
地
方
の
貪
吏
は
配
分
予
算
の
一
部
を
懐
に

入
れ
、
か
つ
て
は
富
饒
で
あ
っ
た
は
ず
の
財
用
は
目
減
り
し
、
ま
た
現
場
の
工
匠
も
資
材
を
横
流
し
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
こ

の
よ
う
に
見
て
く
れ
ば
、
工
作
担
当
部
署
に
と
ど
ま
ら
ず
地
方
の
長
官
ク
ラ
ス
か
ら
末
端
に
至
る
ま
で
の
、
中
間
搾
取
の
累
積
構
造
│
中

国
王
朝
の
伝
統
的
積
弊
│
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
事
態
の
深
刻
化
を
も
た
ら
す
中
央
集
権
の
弛
緩
が
、
こ
の
一
連
の
問
題
の
背
後
に
も
あ

る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
崔
寔
の
認
識
に
あ
っ
て
後
漢
後
期
に
お
け
る
軍
備
の
廃
頽
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
中
央
の

指
令
（
そ
れ
す
ら
外
戚
宦
官
の
跋
扈
に
よ
っ
て
十
全
に
機
能
し
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
）
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
地
方
政
府
の
各
級
官
僚

が
私
利
私
欲
を
働
き
、
本
来
の
服
務
精
神
を
放
棄
し
た
あ
り
方
な
の
で
あ
る
。
崔
寔
の
父
の
崔
瑗
が
、
揚
雄
以
来
書
き
継
が
れ
胡
広
に
よ

（

）

っ
て
集
大
成
さ
れ
る
官
吏
心
得
の
書
『
百
官
箴
』
の
著
者
の
一
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
こ
こ
で
想
起
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
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（
四
）
応
劭
『
漢
官
儀
』

応
劭
（
？
〜
二
〇
四
頃
）
は
後
漢
末
期
に
活
躍
し
た
政
治
家
、
著
述
家
で
あ
り
、
漢
代
官
制
の
著
『
漢
官
儀
』
や
当
時
の
風
聞
通
説
を

蒐
集
検
討
し
た
『
風
俗
通
』
な
ど
多
く
の
著
作
で
知
ら
れ
る
。
池
田
秀
三
氏
に
よ
れ
ば
、
彼
は
儒
家
な
が
ら
強
い
法
家
的
な
思
想
傾
向
を

（

）

見
せ
、『
風
俗
通
』
の
中
で
国
家
秩
序
の
強
化
を
志
向
し
た
と
さ
れ
、
や
は
り
後
漢
末
の
「
法
家
的
儒
家
」
の
一
人
に
数
え
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。
彼
は
中
平
六
年
よ
り
泰
山
太
守
と
し
て
黄
巾
残
党
の
討
伐
に
当
た
り
「
文
武
を
糾
率
し
連
り
に
賊
と
戦
い
、
前
後
に
斬
首
せ
る
こ

と
数
千
級
…
…
賊
皆
な
退
卻
し
郡
内
以
て
安
ん
ず
」（『
後
漢
書
』
本
伝
）
と
い
う
大
き
な
功
績
を
挙
げ
て
お
り
、
彼
の
思
想
傾
向
と
と
も

に
そ
う
し
た
実
践
経
験
も
踏
ま
え
て
で
あ
ろ
う
、『
漢
官
儀
』
の
中
に
も
軍
備
の
強
化
を
説
く
一
節
が
見
ら
れ
る
。

蓋
し
天

五
材
を
生
み
、
民
並
び
に
之
を
用
う
、
一
を
廃
す
る
も
可
な
ら
ず
、
誰
か
能
く
兵
を
去
ら
ん
や
（
左
伝
・
襄
二
十
七
）。

兵
の
設
く
る
や
尚
し
。
易
（
繋
辞
下
）
に
称
す
ら
く
「
木
を
弦
げ
て
弧
と
為
し
、
木
を
剡
り
て
矢
と
為
し
、
弧
矢
の
利
、
以
て
天
下

を
威
す
」
と
、
春
秋
（
国
語
・
周
語
）
に
「
三
時
農
に
務
め
、
一
時
武
を
講
ず
」
と
あ
り
、
詩
（
大
雅
・
公
劉
）
に
、
公
劉
の
居
る

に
匪
ず
康
ん
ず
る
に
匪
ず
、
入
り
て
は
耕
し
出
で
て
は
戦
い
、
乃
ち

糧
を
裹
み
、
干
戈
戚
揚
（
原
作
載
錫
）
も
て
、
四
方
当
た
る

莫
き
を
美
と
す
。
郡
国
の
材
官
・
騎
士
を
罷
め
て
自
り
の
後
、
官
に
警
備
無
く
、
実
に
冦
心
を
啓
く
。
一
方
に
難
有
ら
ば
、
三
面
よ

せ
つ

り
之
を
救
い
、
発
興
す
る
こ
と
雷
の
震
う
が
ご
と
く
、
煙
蒸
電
激
す
、
一
切
に
辨
を
取
り
、
黔
首
囂
然
た
り
。
其
の
射
御
を
講
し
、

其
の
戒
誓
を
用
う
る
に
及
ば
ず
、
一
旦
に
之
を
駆
り
以
て
強
敵
に
即
く
こ
と
、
猶
お
鳩
鵲
の
鷹

を
捕
え
、
豚
羊
の
犲
虎
を
弋
せ
ん

と
す
る
が
ご
と
し
、
是
を
以
て
戦
う
が
毎
に
常
に
負
け
、
王
旅
振
わ
ず
。
張
角
の
妖
偽
を
懐
挟
す
る
や
、
遐
迩
揺
蕩
し
、
八
州
并
び

に
発
し
、
煙
炎
天
を
絳
く
す
、
牧
守
梟
裂
せ
ら
れ
、
流
血
川
を
成
す
。
爾
る
を
乃
ち
遠
く
三
辺
殊
俗
の
兵
を
徴
し
、
我
が
族
類
に
非
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ざ
れ
ば
、
忿
鷙
縦
横
し
、
多
く
良
善
を
僵
し
、
以
て
己
が
功
と
為
し
、
財
貨
糞
土
た
り
。
哀
し
い
か
な
夫
の
民
氓
遷
流
の
咎
、
見
に

出
で
て
茲
に
在
り
、
教
え
ず
し
て
戦
う
は
、
是
れ
之
を
棄
つ
と
謂
う
（
論
語
・
子
路
）、
其
の
禍
敗
を
跡
ぬ
る
に
、
豈
に
虚
な
ら
ん

や
。
春
秋
（
公
羊
・
定
十
二
）
に
、
家
は
甲
を
蔵
せ
ざ
る
は
、
一
国
の
威
を
以
て
私
力
を
抑
う
る
所
以
な
り
。
今
、
四
海
残
壌
し
、

王
命
未
だ
洽
ね
か
ら
ざ
る
と
雖
も
、
衝
を
折
き
難
を
圧
す
可
き
こ
と
、
掌
を
指
す
が
若
し
、
故
に
右
扶
風
﹇
都
尉
・
京
兆
虎
牙
都

尉
﹈
を
置
く
。（『
続
漢
書
』
百
官
志
注
、
孫
星
衍
『
漢
簡
六
種
』
よ
り；

最
後
の
﹇

﹈
は
孫
星
衍
の
「
案
此
下
当
脱
文
」
と
の
案

語
に
よ
り
意
を
以
て
補
っ
た
）

応
劭
も
『
易
』、『
春
秋
』（
正
確
に
は
春
秋
外
伝
た
る
『
国
語
』）、『
詩
』
な
ど
儒
家
経
典
を
援
引
し
て
儒
家
に
お
け
る
尚
武
の
伝
統
を

述
べ
た
上
で
、
郡
国
の
材
官
騎
士
の
廃
止
と
そ
の
結
果
を
論
ず
る
。
一
郡
に
寇
難
が
あ
れ
ば
周
辺
諸
郡
か
ら
臨
時
に
兵
を
動
員
し
、
そ
の

場
で
応
急
に
兵
站
を
徴
収
す
る
た
め
民
間
の
負
担
は
加
重
す
る
。
常
日
頃
の
軍
事
教
練
を
受
け
ぬ
寄
せ
集
め
の
兵
ゆ
え
、
戦
と
い
う
戦
に

負
け
続
け
、
黄
巾
の
大
乱
が
発
す
る
と
北
辺
の
異
民
族
兵
を
投
入
、
彼
ら
は
軍
功
を
む
さ
ぼ
り
良
善
の
民
を
も
倒
し
、
戦
乱
の
中
で
財
貨

は
何
の
価
値
も
な
い
も
の
と
な
り
果
て
た
。
飢
寒
せ
る
流
民
の
大
発
生
の
元
凶
は
ま
さ
に
こ
こ
に
あ
る
。
教
練
を
施
さ
ず
し
て
戦
わ
せ
る

は
棄
民
に
等
し
い
。『
春
秋
』
が
家
臣
の
武
備
を
禁
じ
た
の
は
、
一
国
の
威
力
に
よ
っ
て
私
家
の
力
を
抑
え
る
た
め
に
他
な
ら
ぬ
。
今
、

天
下
は
崩
乱
し
国
の
威
令
も
行
き
渡
ら
な
い
中
で
は
あ
る
が
、
難
を
平
ら
ぐ
の
は
た
や
す
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
諸
郡
都
尉
を
廃

し
た
中
で
、
安
帝
時
代
以
来
、
羌
族
反
乱
に
備
え
て
右
扶
風
都
尉
（
と
京
兆
虎
牙
都
尉
）
が
置
か
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
│
こ
の
応
劭
の

論
に
お
い
て
は
、
郡
国
の
材
官
・
騎
士
の
廃
止
が
兵
力
弱
体
化
の
直
接
的
原
因
の
一
と
し
て
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
廃
止

は
都
試
の
廃
止
と
併
せ
て
「
官
に
警
備
な
し
」、
教
練
を
積
ん
だ
将
士
か
ら
な
る
常
備
的
戦
闘
態
勢
の
崩
壊
を
生
ん
だ
は
ず
で
あ
る
。
そ

の
結
果
、
反
乱
の
発
生
し
た
郡
で
は
対
処
し
き
れ
ず
周
辺
諸
郡
か
ら
も
兵
を
徴
募
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
さ
き
に
王
符
の
論
に
関
連
し
て

述
べ
た
よ
う
に
、
こ
う
し
て
徴
募
さ
れ
う
る
兵
も
零
細
農
や
無
産
の
下
層
民
が
主
体
で
あ
っ
た
に
違
い
な
く
、
か
つ
「
雷
の
震
う
」
が
ご

後
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と
き
急
な
「
発
興
」＝

徴
発
（
兵
役
徴
募
）
と
軍
興
（
軍
事
出
動
）
ゆ
え
に
臨
時
で
武
装
を
自
弁
、
な
い
し
周
辺
農
民
か
ら
の
供
出
で
間

に
合
わ
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
重
い
負
担
に
民
の
不
満
は
鬱
積
し
、
こ
う
し
て
張
角
の
太
平
道
に
遠
近
は
呼
応
し
、
一
斉
に
反
乱
の
火
の
手

を
上
げ
る
。
反
乱
鎮
圧
に
羌
胡
の
混
成
軍
を
投
入
し
、
虐
殺
を
招
い
た
こ
と
と
相
ま
っ
て
、
以
上
の
経
緯
は
流
民
大
発
生
の
惨
禍
を
招
く

こ
と
と
な
る
。

応
劭
の
論
の
背
景
を
右
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
、
こ
こ
で
も
や
は
り
後
漢
に
お
け
る
軍
事
弱
体
化
の
要
因
に
、
光
武
帝
の
軍
備
削
減
策

の
み
な
ら
ず
貧
富
の
格
差
の
拡
大
、
困
窮
を
深
め
る
零
細
農
へ
の
仮
借
な
い
国
家
的
負
担
の
強
制
な
ど
の
問
題
が
、
相
互
に
関
わ
り
つ
つ

存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
肝
心
の
文
末
が
途
切
れ
て
い
る
と
お
ぼ
し
き
た
め
、
応
劭
の
結
論
は
定
か
で
は
な
い
が
、
永
初
の
羌
族
大
乱

に
際
し
て
置
か
れ
た
右
扶
風
都
尉
、
京
兆
虎
牙
都
尉
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
彼
が
都
尉
と
そ
の
下
の
材
官
な
ど
専
門
兵
の
復
置
・

常
設
を
志
向
し
て
い
た
こ
と
は
容
易
に
推
測
さ
れ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
は
第
一
に
、
軍
備
の
強
化
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
。
第
二
に
、
臨

時
の
徴
兵
に
よ
る
重
い
負
担
か
ら
民
を
解
放
し
、
社
会
の
安
定
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
軍
備
の
再
建
と
社
会
の
安
定
と
は
彼

に
あ
っ
て
底
を
通
ず
る
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
、
後
漢
末
期
、
泰
山
太
守
と
し
て
地
方
統

治
の
再
建
に
い
そ
し
ん
だ
彼
自
身
の
経
験
と
見
聞
が
鮮
明
に
投
影
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

（
五
）
仲
長
統
『
昌
言
』
附
・
荀
悦
『
申

』

王
充
・
王
符
と
と
も
に
『
後
漢
書
』
に
合
伝
さ
れ
る
仲
長
統
（
一
八
一
〜
二
二
〇
）
は
後
漢
最
末
期
、
荀
彧
の
推
輓
に
よ
っ
て
曹
操
に

仕
え
、「
古
今
お
よ
び
時
俗
の
行
事
を
論
説
す
る
が
毎
に
恒
に
発
憤
歎
息
し
、
因
り
て
書
を
著
し
名
づ
け
て
昌
言
と
い
う
」。
も
と
三
十
四

（『
三
国
志
』
劉
劭
伝
注
で
は
二
十
四
）
篇
、
十
余
万
言
あ
っ
た
と
い
う
『
昌
言
』
は
『
隋
書
』
経
籍
志
（
子
部
雑
家
）
で
は
す
で
に
十
二
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巻
、
今
日
は
『
後
漢
書
』
そ
の
他
に
佚
文
を
残
す
の
み
だ
が
、
先
述
の
よ
う
に
崔
寔
の
影
響
の
も
と
、
時
勢
を
憂
え
た
救
亡
の
書
と
し
て

後
漢
末
の
政
治
社
会
の
問
題
を
詳
細
に
論
じ
、
思
想
史
の
み
な
ら
ず
歴
史
研
究
の
分
野
で
も
従
来
よ
り
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
て
き

（

）
た
。
こ
こ
で
は
『
後
漢
書
』
本
伝
に
引
か
れ
る
同
書
節
略
文
よ
り
損
益
篇
の
一
節
を
挙
げ
る
。

易
（
繋
辞
下
）
に
曰
く
、「
陽
は
一
君
に
し
て
二
臣
、
君
子
の
道
な
り
。
陰
は
二
君
に
し
て
一
臣
、
小
人
の
道
な
り
」
と
。
然
ら
ば

則
ち
寡
き
は
人
の
上
と
為
る
者
な
り
。
衆
き
は
人
の
下
と
為
る
者
な
り
。
一
伍
の
長
は
、
才
の
以
て
一
伍
に
長
た
る
に
足
る
者
な

り
。
一
国
の
君
は
、
才
の
以
て
一
国
に
君
た
る
に
足
る
者
な
り
。
天
下
の
王
は
、
才
の
以
て
天
下
に
王
た
る
に
足
る
者
な
り
。
愚
の

智
に
役
せ
ら
る
る
こ
と
、
猶
お
枝
の
幹
に
附
く
が
ご
と
し
、
此
れ
天
下
を
理
む
る
の
常
法
な
り
。
国
を
制
し
以
て
人
を
分
け
、
政
を

立
て
以
て
事
を
分
く
る
に
、
人
遠
け
れ
ば
則
ち
綏
ん
じ
難
く
、
事
総
ぶ
れ
ば
則
ち
了
え
難
し
。
今
、
遠
州
の
県
、
或
い
は
相
い
去
る

こ
と
数
百
千
里
、
山
陵

沢
多
し
と
雖
も
、
猶
お
人
を
居
ら
し
め
種
穀
す
可
き
者
有
り
。
当
に
更
め
て
其
の
境
界
を
制
し
、
遠
者
を

し
て
二
百
里
を
過
ぎ
ざ
ら
し
め
、
版
籍
を
明
ら
か
に
し
以
て
相
い
数
閱
し
、
什
伍
を
審
か
に
し
以
て
相
い
連
持
し
、
夫
田
を
限
り
以

て
并
兼
を
断
ち
、
五
刑
を
定
め
以
て
死
亡
を
救
い
、
君
長
を
益
し
以
て
政
理
を
興
し
、
農
桑
を
急
ぎ
以
て
委
積
を
豊
か
に
し
、
末
作

を
去
り
以
て
本
業
を
一
に
し
、
教
学
を
敦
く
し
以
て
情
性
を
移
し
、
徳
行
を
表
し
以
て
風
俗
を
厲
ま
し
、
才

を
覈
り
以
て
官
宜
を

敘
し
、
精
悍
を
簡
び
以
て
師
田
を
習
い
、
武
器
を
修
め
以
て
守
戦
を
存
し
、
禁
令
を
厳
に
し
以
て
僣
差
を
防
ぎ
、
実
罰
を
信
に
し
以

て
懲
勧
を
験
べ
、
游
戯
を
糾
し
以
て
姦
邪
を
杜
ざ
し
、
苛
刻
を
察
し
以
て
煩
暴
を
絶
つ
べ
し
。
此
の
十
六
者
を
審
ら
か
に
し
以
て
政

務
と
為
し
、
之
を
操
る
に
常
有
り
、
之
に
課
す
る
に
限
有
り
、
安
寧
に
懈
墯
す
る
勿
く
、
有
事
に
迫
遽
せ
ざ
れ
ば
、
聖
人
復
た
起
こ

る
も
、
易
う
る
能
わ
ざ
る
な
り
（
孟
子
・
滕
文
公
下
）。

仲
長
統
も
「
法
家
的
儒
家
」
ら
し
く
強
力
な
君
権
下
の
専
制
的
統
制
論
を
基
調
と
し
つ
つ
、
地
方
統
治
を
強
化
し
民
生
を
安
定
さ
せ
る

べ
く
、
当
今
の
要
を
次
の
よ
う
に
説
く
。
広
さ
に
応
じ
て
適
切
な
地
方
行
政
区
を
再
設
定
し
、
戸
籍
を
明
確
に
し
て
隣
伍
の
制
に
よ
り
相
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互
監
督
さ
せ
、
土
地
兼
併
を
禁
じ
、
刑
罰
に
よ
り
﹇
殺
人
を
禁
ず
る
こ
と
で
？
﹈
人
命
を
救
い
、﹇
行
政
区
を
分
割
し
﹈
地
方
長
官
を
増

員
し
て
地
方
統
治
を
立
て
直
し
、
農
業
を
奨
励
し
て
食
料
を
増
産
し
、
教
育
の
徹
底
に
よ
り
徳
行
を
行
き
渡
ら
せ
、
そ
う
し
て
才
能
技
芸

に
応
じ
て
官
吏
を
登
用
、
ま
た
武
力
あ
る
者
を
選
抜
し
て
軍
事
教
練
を
施
し
、
軍
備
を
整
え
て
防
戦
体
制
を
敷
く
。
禁
令
に
よ
っ
て
豪
強

の
僭
侈
を
抑
え
、
賞
罰
を
明
ら
か
に
し
て
勧
善
懲
悪
し
、
徒
衣
遊
食
の
輩
を
取
り
締
ま
っ
て
悪
行
を
防
ぎ
、
官
吏
の
苛
酷
を
監
視
し
て
暴

政
を
絶
つ
。
以
上
の
方
法
を
採
っ
て
ゆ
ら
ぐ
こ
と
な
く
、
税
役
の
課
徴
に
節
度
あ
り
、
平
時
も
業
に
い
そ
し
み
戦
時
に
も
対
処
の
備
あ
れ

ば
、
聖
人
と
い
え
ど
も
こ
の
道
に
違
い
得
ぬ
で
あ
ろ
う
。
│
後
漢
末
期
の
人
士
流
移
と
民
戸
把
握
の
低
下
、
農
業
生
産
の
衰
落
、
豪
族
勢

力
の
増
大
（「
并
兼
」「
僣
差
」）
と
治
安
悪
化
、
加
え
て
地
方
官
の
苛
察
苛
斂
な
ど
の
、
相
互
に
絡
ま
り
合
っ
た
一
連
の
問
題
を
背
景
と

し
て
、
そ
れ
ら
の
改
善
方
法
が
逐
一
述
べ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
地
方
統
治
回
復
の
方
策
の
一
環
と
し
て
、
官
吏
登
用
と
並
ん

で
い
わ
ば
文
武
両
輪
に
、
兵
士
の
選
抜
、
軍
事
教
練
、
兵
器
整
備
と
い
う
防
戦
体
制
構
築
の
必
要
が
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。
仲
長
統
に
あ

っ
て
も
応
劭
と
同
様
に
、
軍
備
再
建
と
地
方
統
治
の
再
建
・
地
方
社
会
の
安
定
と
は
、
根
を
同
じ
く
す
る
課
題
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
、

（

）

こ
こ
で
彼
が
開
陳
し
た
方
策
の
い
く
つ
か
が
内
山
俊
彦
氏
も
触
れ
る
よ
う
に
戸
調
制
、
民
屯
制
、
そ
し
て
九
品
官
人
法
な
ど
と
し
て
曹
操

・
曹
魏
政
権
の
も
と
で
実
現
を
見
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
必
ず
し
も
彼
の
直
接
の
影
響
で
は
な
い
と
し
て
も
、
現
状
・
課
題
の
認
識
を
彼

と
曹
操
ら
為
政
者
た
ち
と
が
共
有
し
て
い
た
こ
と
の
証
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
彼
を
曹
操
に
推
薦
し
た
荀
彧
│
曹
操
の
知
嚢
│
の
従
兄
・
荀
悦
（
一
四
八
〜
二
〇
九
）
に
も
、
や
は
り
「
法
家
的
儒
家
」
の
一

人
と
し
て
次
の
よ
う
な
軍
事
重
視
の
議
論
が
あ
る
の
で
参
考
ま
で
に
紹
介
し
て
お
く
。

孝
武
皇
帝
、
四
夷
未
だ
賓
せ
ず
、
寇
賊
姦

な
る
を
以
て
、
初
め
て
武
功
賞
の
官
を
置
き
以
て
戦
士
を
寵
す
、
若
し
今
、
此
の
科
に

依
り
て
其
の
制
を
崇
び
、
尚
武
の
官
を
置
き
、
司
馬
兵
法
を
以
て
選
び
、
位
秩
は
博
士
に
比
し
、
司
馬
の
典
を
講
じ
、
蒐
狩
の
事
を

簡
し
、
軍
功
爵
賞
を
掌
り
、
小
は
五
校
に
統
べ
、
大
は
太
尉
に
統
ぶ
れ
ば
、
既
に
時
務
に
周
ね
く
、
礼
も
亦
た
之
に
宜
し
。
周
の
末
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葉
、
兵
革
繁
き
こ
と
、
秦
よ
り
乱
る
は
莫
し
、（
欠
文
あ
る
か
）
民
は
荒
殄
せ
ず
、
今
（
原
作
令
）、
国
家
戦
を
忘
る
る
こ
と
日
久

お
こ

し
、
寇
難
の
作
る
が
毎
に
、
民
は
瘁
れ
て
幾
ん
ど
尽
き
ん
と
す
、
民
に
戦
う
を
教
え
ざ
る
は
、
是
れ
之
を
棄
つ
と
謂
う
、
信
な
り
。

（『
申

』
時
事
篇；

『
漢
魏
叢
書
』
所
収
）

荀
悦
の
軍
事
思
想
に
つ
い
て
は
、
彼
の
編
ん
だ
編
年
体
史
書
『
前
漢
紀
』
と
も
併
せ
て
機
を
改
め
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

さ
し
あ
た
り
こ
こ
で
は
、
彼
が
『
司
馬
法
』
に
則
っ
た
講
武
と
任
官
の
制
を
説
き
、
そ
れ
が
時
代
の
要
請
（「
時
務
」）
に
も
儒
家
的
礼
意

に
も
合
致
す
る
と
さ
れ
る
こ
と
、
そ
の
主
張
の
背
後
に
当
時
に
お
け
る
軍
備
の
荒
廃
と
民
の
疲
弊
が
あ
っ
た
こ
と
（
彼
も
応
劭
と
同
じ
く

『
論
語
』
子
路
篇
を
引
く
）
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
軍
事
を
め
ぐ
る
思
想
系
譜
の
上
で
も
や
は
り
、
荀
悦
と
先
に
挙
げ
て
き
た
諸
家
と

は
史
脈
を
通
ず
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

以
上
、
六
人
の
論
者
の
軍
事
論
を
紹
介
し
て
き
た
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
儒
教
の
も
つ
伝
統
的
尚
武
主
義
を
下
敷
き
と
し
つ
つ
、
後
漢

時
代
の
外
寇
内
寇
の
危
機
に
瀕
し
て
軍
事
体
制
の
整
備
・
強
化
を
説
き
、
か
つ
、
彼
ら
の
現
状
認
識
と
改
革
案
が
国
家
体
制
と
社
会
上
の

問
題
と
密
に
関
わ
り
合
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
言
い
換
え
る
な
ら
、
軍
事
体
制
の
強
化
は
国
家
・
社
会
の
抜
本
的
な

改
革
と
も
一
体
を
な
さ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
実
現
は
お
そ
ら
く
、
後
漢
王
朝
が
な
す
す
べ
な
く
崩
壊
滅
亡
し
た
後
、
魏
晋
南
北
朝
の
幾
た

び
の
禅
代
を
へ
て
北
朝
末
の
府
兵
制
の
成
立
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
同
制
度
が
『
新
唐
書
』
兵
志
に
「
初
府
兵

之
置
、
居
無
事
時
耕
於
野
」
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
「
兵
を
農
に
寓
す
る
」
兵
農
一
致
の
儒
家
的
伝
統
の
も
と
に
回
顧
さ
れ
る

（
実
際
に
府
兵
制
が
兵
農
一
致
で
あ
っ
た
か
否
か
は
こ
こ
で
は
問
わ
な
い
）
の
も
、
応
劭
の
い
わ
ゆ
る
「
三
時
務
農
、
一
時
講
武
」、
ま
た

仲
長
統
の
論
ず
る
「
急
農
桑
」「
一
本
業
」
な
る
農
本
主
義
と
相
俟
っ
た
臨
戦
態
勢
の
主
張
に
連
な
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
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注
（
１
）
『
飲
冰
室
合
集

六
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
九
年；

一
九
三
六
年
版
の
影
印
）
所
収
。

（
２
）
武
内
義
雄
『
中
国
思
想
史
』（
岩
波
全
書
、
一
九
五
七
年
、
初
出
一
九
三
六
年
）
第
十
三
章
に
、
桓
譚
・
王
充
の
思
想
系
譜
を
継
ぐ
王
符
・

仲
長
統
ら
を
「
儒
家
と
法
家
を
折
衷
」
し
た
「
法
家
的
色
彩
の
濃
い
儒
家
」
と
す
る
。

（
３
）
日
原
利
国
『
中
国
思
想
文
学
史
』（
朋
友
書
店
、
一
九
九
九
年
）
第
二
十
二
章
。

（
４
）
代
表
的
研
究
と
し
て
、
湯
浅
邦
弘
『
中
国
古
代
軍
事
思
想
史
の
研
究
』（
研
文
出
版
、
一
九
九
九
年
）。

（
５
）
内
藤
湖
南
「
支
那
史
学
史
」（『
内
藤
湖
南
全
集

第
十
一
巻
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
年
）
一
「
史
の
起
源
」。

（
６
）
湯
浅
氏
先
掲
書
第
三
部
第
三
・
四
章
、
龔
留
柱
「《
呂
氏
春
秋
》
和
《
淮
南
子
》
的
軍
事
思
想
比
較
」（『
河
南
大
学
学
報
（
社
会
科
学

版
）』
二
〇
〇
三
│
五
）
な
ど
。

（
７
）
彼
の
思
想
に
つ
い
て
の
古
典
と
し
て
狩
野
直
喜
「
両
漢
文
学
考
」（『
両
漢
学
術
考
』
筑
摩
書
房
、
一
九
六
四
年
）。
生
没
年
代
は
周
桂
鈿

「
王
充
評
伝
」（『
桓
譚
王
充
評
伝
』
南
京
大
学
出
版
社
、
一
九
九
三
年
）
に
依
っ
た
。

（
８
）
成
・
康
の
刑
錯
説
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
前
漢
の
文
帝
│
そ
の
虚
像
と
実
像
│
」（『
古
代
文
化
』
五
二
│
八
、
二
〇
〇
〇
年
）
を
参
照
さ
れ

た
い
。

（
９
）
班
彪
の
羌
族
に
関
す
る
議
論
は
、
拙
稿
「
漢
代
に
お
け
る
周
辺
民
族
と
軍
事
│
と
く
に
属
国
都
尉
と
異
民
族
統
御
官
を
中
心
に
│
」（
宮
宅

潔
編
『
多
民
族
社
会
の
軍
事
統
治
│
出
土
史
料
が
語
る
中
国
古
代
│
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
一
八
年
）
な
ど
参
照
。

（
１０
）
彼
の
生
平
と
思
想
内
容
に
つ
い
て
は
劉
文
英
『
王
符
評
伝
』（
南
京
大
学
出
版
社
、
一
九
九
三
年
）
な
ど
参
照
。

（
１１
）
呉
点
明
「
王
符
《
潜
夫
論
》
軍
事
思
想
解
読
」（『
軍
事
歴
史
研
究
』
二
〇
一
〇
│
一
）、「
論
王
符
的
軍
事
思
想
」（『
山
西
大
同
大
学
学
報

（
社
会
科
学
版
）』
二
〇
一
〇
│
二
）。
こ
の
二
論
文
の
内
容
は
全
く
同
一
で
あ
る
。
ダ
ブ
ル
ポ
ス
ト
で
あ
ろ
う
か
。

（
１２
）
浜
口
重
国
「
光
武
帝
の
軍
備
縮
小
と
其
の
影
響
」（
同
氏
『
秦
漢
隋
唐
史
の
研
究

上
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
六
年
、
所
収
）。

（
１３
）
大
庭
脩
「
地
湾
出
土
の
騎
士
冊
」（
同
氏
『
漢
簡
研
究
』
同
朋
舎
、
一
九
九
二
年
、
所
収
）。

（
１４
）
高
村
武
幸
「
漢
代
の
材
官
・
騎
士
の
身
分
と
官
吏
任
用
資
格
」（
同
氏
『
漢
代
の
地
方
官
吏
と
地
域
社
会
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
八
年
、
所

収
）。

（
１５
）
彼
の
生
没
年
代
は
劉
文
英
「
崔
寔
評
伝
」（
同
氏
前
掲
書
所
収
）
に
依
っ
た
。

（
１６
）
劉
軍
「
両
漢
軍
事
後
勤
比
較
研
究
」（『
咸
陽
師
範
学
院
学
報
』
二
六
│
一
、
二
〇
一
一
年
）。

後
漢
時
代
の
軍
事
思
想
に
関
す
る
管
見

二
一



（
１７
）
拙
稿
「
漢
六
朝
期
の
地
方
的
教
令
に
つ
い
て
」（『
東
洋
史
研
究
』
六
八
│
四
、
二
〇
一
〇
年
、
の
ち
拙
著
『
漢
六
朝
時
代
の
制
度
と
文
化

・
社
会
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
二
一
年
に
再
収
）。

（
１８
）
拙
稿
「
漢
代
の
古
官
箴

論
考
編
」（『
大
阪
樟
蔭
女
子
大
学
（
学
芸
学
部
）
論
集
』
四
二
、
二
〇
〇
五
年
、
の
ち
先
掲
拙
著
に
再
収
）。

（
１９
）
池
田
秀
三
「『
風
俗
通
義
』
研
究
緒
論
（
上
）」・「
同
（
下
）」（『
中
国
古
典
研
究
』
三
八
・
三
九
号
、
一
九
九
三
・
九
四
年
）。

（
２０
）
代
表
的
研
究
と
し
て
内
山
俊
彦
「
仲
長
統
│
後
漢
末
一
知
識
人
の
思
想
と
行
動
│
」（『
日
本
中
国
学
会
報
』
三
六
、
一
九
八
四
年
）、
堀
池

信
夫
「
仲
長
統
に
つ
い
て
」（『
中
国
文
化：

研
究
と
教
育：

漢
文
学
会
報
』
一
│
一
四
、
一
九
八
五
年
）
な
ど
。

（
２１
）
内
山
氏
先
掲
論
文
。

本
稿
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
Ｂ
「
中
国
古
代
軍
事
史
の
多
角
的
検
討
│
「
公
認
さ
れ
た
暴
力
」
の
あ
り
か
」（
研
究
代
表
者：

宮

宅
潔
、
課
題
番
号
一
九
Ｈ
〇
一
三
一
八
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

後
漢
時
代
の
軍
事
思
想
に
関
す
る
管
見

二
二


