
晋
誼
の
対
諸
侯
王
政
策
と
呉
楚
七
国
の
乱

-
前
漠
代
地
方
支
配
体
制
の
変
遷
よ
り
み
た
-

は
じ
め
に

前
漠
王
朝
の
文
帝
期
か
ら
武
帝
期
に
か
け
て
は
、
そ
の
地
方
支
配
の
在
り
方

を
巡
り
、
と
-
に
対
諸
侯
王
政
策
に
お
い
て
様
々
な
方
法
を
試
み
た
時
代
で
あ

っ
た
。そ

の
中
で
も
文
帝
期
の
貫
誼
は
早
-
か
ら
こ
の
諸
侯
王
問
題
に
注
目
し

て
諸
侯
王
国
を
細
分
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
の
勢
力
を
弱
体
化
す
る
こ

と
を
献
策
し
、
そ
の
貫
誼
の
献
策
の
一
部
は
'
実
際
に
文
帝
に
よ
っ
て
実
施
さ

れ
た
。文

帝
が
崩
じ
て
景
帝
が
即
位
す
る
と
、
晃
錯
の
急
進
的
な
諸
侯
王
国
抑

圧
策
に
よ
っ
て
呉
楚
七
国
の
乱
が
起
こ
っ
た
が
、
天
下
の
お
よ
そ
半
分
が
叛
い

た
こ
の
大
反
乱
は
わ
ず
か
三
ケ
月
で
鎮
圧
さ
れ
た
。

そ
こ
で
こ
の
早
期
鎮
圧
の

要
因
を
探
っ
て
み
る
と
、
前
代
の
貫
誼
の
諸
侯
王
国
分
国
策
で
一
部
の
諸
侯
王

国
が
細
分
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
-
、
反
乱
軍
が
統
制
力
を
失
っ
た
こ
と
が

大
き
-
影
響
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
こ
の
反
乱
の
鎮
圧
を
一
つ
の

境
と
し
て
'
前
漠
王
朝
の
地
方
支
配
体
制
は
そ
れ
ま
で
の
郡
国
制
か
ら
実
質
的

な
郡
県
制
へ
変
質
し
て
い
-
こ
と
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
貫
誼
の
対
諸
侯
王
政

貫
誼
の
対
諸
侯
王
政
策
と
呉
楚
七
回
の
乱

池

　

田

　

敦

　

志

策

を

呉

楚

七

国

の

乱

鎮

圧

と

の

関

係

で

検

討

す

る

こ

と

は

'

前

漠

代

前

半

期

の

地

方

支

配

の

変

質

過

程

を

探

る

た

め

に

重

要

な

意

味

を

持

つ

と

思

わ

れ

る

。

本

稿

で

は

、

貫

誼

の

対

諸

侯

王

政

策

の

検

討

の

み

に

止

ま

ら

ず

、

そ

の

政

策

が

'

前

漠

代

前

半

期

の

地

方

支

配

体

制

が

郡

国

制

か

ら

実

質

的

な

郡

県

制

へ

変

質

し

て

い

-

こ

と

の

背

景

と

し

て

'

さ

ら

に

い

え

ば

そ

の

出

発

点

に

位

置

づ

け

ら

れ

る

と

い

う

視

点

か

ら

、

呉

楚

七

国

の

乱

鎮

圧

の

過

程

を

論

じ

て

い

く

こ

と

と

す

る

。

1

.

対

諸

侯

王

政

策

に

関

す

る

『

漢

書

』

賓

誼

伝

と

『

新

書

』

の

比

較

貫

誼

の

政

策

を

検

討

す

る

た

め

に

は

『

漢

書

』

貫

誼

伝

の

ほ

か

へ

貫

誼

の

著

と

さ

れ

る

『

新

書

』

が

基

本

史

料

と

な

る

.

『

史

記

』

に

は

安

生

列

伝

が

み

え

る

が

、

こ

れ

は

「

弔

屈

原

賦

」

と

「

騰

鳥

戯

」

を

中

心

に

構

成

さ

れ

て

お

り

、

貫

誼

の

具

体

的

な

政

策

内

容

は

ほ

ぼ

載

せ

ら

れ

て

い

な

い

の

で

、

貫

誼

の

「

政

策

」

の

検

討

に

お

い

て

は

『

漢

書

』

と

『

新

書

』

に

拠

る

こ

と

に

な

る

。

し

か

し

'

六

九



『
新
書
』
に
つ
い
て
は
へ
歴
代
の
著
録
お
よ
び
従
来
の
研
究
に
お
い
て
へ
そ
の
真

(
-
)

偽
問
題
を
め
ぐ
っ
て
諸
説
紛
々
と
し
て
お
り
、
末
だ
定
見
を
み
て
い
な
い
。

と

こ
ろ
が
『
新
書
』
に
は
、
『
漢
書
』
に
は
見
え
な
い
記
述
が
あ
り
へ
ま
た
字
句
・

文
章
の
異
同
も
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
た
め
、
『
漢
書
』
の
記
述
と
そ
れ
に
対
応

す
る
『
新
書
』
の
記
述
で
は
上
疏
の
意
味
内
容
に
違
い
が
生
じ
て
し
ま
う
こ
と

が
し
ば
し
ば
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
貫
誼
の
対
諸
侯
王
政
策
に
関
わ
る
部
分
で

両
書
の
字
句
・
文
章
の
異
同
に
よ
っ
て
上
疏
の
内
容
に
違
い
が
生
じ
る
例
を
示

(
2
)

し
'
本
稿
が
『
新
書
』
の
扱
い
に
つ
い
て
取
る
べ
き
立
場
を
示
そ
う
と
思
う
。

貫
誼
の
対
諸
侯
王
政
策
の
l
つ
で
あ
る
藩
犀
強
化
策
で
は
、
彼
は
藩
犀
国
と

し
て
の
文
帝
の
皇
子
国
の
領
域
を
拡
大
す
る
こ
と
を
上
疏
す
る
が
へ
そ
の
l
つ

で
あ
る
梁
国
の
領
域
拡
大
と
そ
の
手
順
に
つ
い
て
へ
『
漢
書
』
貢
誼
伝
(
以
下
、

『
漢
書
』
と
記
す
と
き
は
、
そ
の
貫
誼
伝
を
指
す
)
と
『
新
書
』
で
異
同
が
あ
る
。

貫
誼
伝
に
'

臣
、
愚
計
す
ら
-
'
願
わ
-
は
港
南
の
地
を
挙
げ
て
以
っ
て
准
陽
に
益
L
t

而
し
て
梁
王
の
烏
に
後
を
立
て
へ
准
陽
北
連
の
二
三
の
列
城
を
割
き
て
東

郡
と
輿
に
以
っ
て
梁
に
益
さ
ん
。

不
可
な
れ
ば
'
代
王
を
徒
し
て
推
陽
に

し
っ

都
せ
し
む
べ
し
。

梁
は
新
都
よ
-
以
北
を
起
こ
し
て
之
を
河
に
著
け
'
准

陽
は
陳
以
南
を
包
み
て
之
を
江
に
推
せ
ば
、
則
ち
大
諸
侯
の
異
心
有
る
者
、

胎
を
破
り
て
敢
え
て
謀
ら
ず
。

と
あ
り
、
『
新
書
』
益
壌
篇
に
、

臣
も
愚
計
す
ら
-
'
願
わ
-
は
陛
下
港
南
の
地
を
奉
げ
て
以
て
准
陽
に
益

L
へ
梁
は
即
ち
後
有
ら
ん
。

准
陽
北
達
の
二
三
の
列
城
を
割
き
て
東
都
と

七
〇

輿
に
以
て
梁
に
益
さ
ば
、
即
ち
後
患
無
か
ら
ん
。

代
は
征
し
て
推
陽
に
都

つせ
し
む
べ
し
。

梁
は
新
鄭
以
北
を
起
こ
し
て
之
を
河
に
著
け
'
准
陽
は
陳

以
南
を
包
み
て
之
を
江
に
捷
す
れ
ば
'
則
ち
大
諸
侯
の
異
心
有
る
者
、
臆

を
破
-
て
敢
え
て
謀
ら
ず
。

と
あ
-
、
『
漢
書
』
と
『
新
書
』
の
間
に
少
な
-
と
も
以
下
の
よ
う
な
三
つ
の
大

き
な
違
い
が
あ
る
。

①
藩
犀
強
化
策
の
手
順
に
つ
い
て
へ
『
漢
書
』
で
は
第
一
案
と
し
て
、
港
南
の

地
は
そ
っ
-
-
准
陽
国
に
併
合
す
る
。

さ
ら
に
梁
国
を
再
建
す
る
。

梁
国

に
准
陽
国
北
辺
の
二
へ
三
の
城
と
東
郡
を
加
え
る
。

そ
れ
が
実
行
不
可
能

な
ら
ば
第
二
案
と
し
て
'
代
王
を
梁
王
に
徒
L
へ
梁
国
の
領
域
を
新
都
以

北
黄
河
ま
で
と
す
る
(
但
し
こ
れ
は
第
l
案
が
不
可
で
あ
っ
た
場
合
を
想

定
し
て
い
る
の
で
へ
こ
の
時
点
で
准
陽
国
北
辺
の
二
へ
三
の
城
と
東
郡
の

地
域
が
梁
に
含
ま
れ
る
か
は
不
明
)
。

准
陽
国
の
領
域
を
陳
以
南
長
江
に
接

す
る
ま
で
と
す
る
。

こ
の
よ
う
に
第
一
案
と
第
二
案
に
分
け
て
提
案
し
て

い
る
が
、
こ
れ
が
『
新
書
』
で
は
、
二
案
に
分
け
ず
に
す
べ
て
一
貫
し
た

策
と
な
っ
て
い
る
。

②
梁
を
再
建
す
る
案
に
つ
い
て
、
『
新
書
』
に
は
「
梁
は
即
ち
後
有
ら
ん
」
と

あ
る
よ
う
に
、
梁
国
を
継
が
せ
る
者
を
立
て
て
国
を
再
建
す
べ
き
と
解
釈

で
き
る
の
に
対
し
、
『
漢
書
』
に
は
「
梁
王
の
鳥
に
後
を
立
て
」
と
あ
り
へ

死
ん
だ
梁
の
懐
王
の
後
嗣
(
千
)
を
立
て
よ
と
解
釈
で
き
る
。

③
梁
国
の
拡
大
領
域
に
つ
い
て
、
『
漢
書
』
は
「
梁
は
新
都
よ
り
以
北
を
起
こ

し
て
之
を
河
に
著
け
」
と
す
る
が
'
『
新
書
』
は
「
梁
は
新
都
以
北
を
起
こ



し
て
之
を
河
に
著
け
」
と
す
る
。

さ
て
、
こ
れ
ら
の
相
違
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
'
『
新
書
』
益
壌
篇
の
内

容
が
初
め
か
ら
代
王
を
梁
に
徒
す
こ
と
を
前
提
と
し
て
二
大
藩
犀
を
構
築
す
る

と
い
う
策
で
あ
る
の
に
対
し
、
『
漢
書
』
の
方
は
'
亡
-
な
っ
た
ば
か
-
の
梁
王

揖
の
後
嗣
を
立
て
、
准
陽
・
梁
・
代
の
三
藩
界
国
を
維
持
し
た
ま
ま
潅
陽
・
梁

の
領
域
を
拡
大
す
る
。

こ
の
案
が
も
っ
と
も
優
先
さ
れ
る
も
の
で
、
そ
れ
が
採

用
で
き
な
い
場
合
に
初
め
て
代
王
を
梁
へ
徒
し
て
二
大
藩
犀
と
す
る
も
の
で
あ

る
o
そ
こ
で
こ
の
『
漢
書
』
の
記
述
に
お
い
て
問
題
と
な
る
の
が
'
「
梁
王
の
鳥

に
後
を
立
て
」
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
貫
誼
伝
に
は
「
梁
王
勝
(
揖
)
死
、
亡
子
」

と
あ
り
へ
梁
王
揖
に
子
が
い
な
か
っ
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
お
り
へ
そ
の
こ
と

は
当
時
梁
の
太
博
で
あ
っ
た
貫
誼
が
一
番
よ
-
知
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

そ

れ
に
も
関
わ
ら
ず
貫
誼
が
梁
王
揖
の
子
の
即
位
を
主
張
す
る
の
は
不
可
解
で
あ

る
し
、
し
か
も
貢
誼
に
と
っ
て
は
「
令
他
人
守
郡
、
山
豆
如
令
子
」
(
『
新
書
』
益

壌
篇
)
と
あ
る
ご
と
-
、
梁
に
立
て
る
新
王
も
文
帝
の
皇
子
で
な
け
れ
ば
な
ら

G
>

な
か
っ
た
。

よ
っ
て
そ
の
時
の
潅
陽
王
で
あ
っ
た
武
を
梁
の
新
王
と
し
て
徒
す

こ
と
を
提
言
し
た
の
で
あ
る
。

次
に
梁
国
の
領
域
拡
大
に
つ
い
て
。

『
新
書
』
益
壌
篇
に
よ
る
梁
国
の
拡
大
地

域
は
「
新
鄭
以
北
黄
河
」
で
あ
り
'
『
漢
書
』
で
は
「
新
都
以
北
黄
河
」
で
あ
る
.

っ
ま
り
「
新
鄭
」
か
「
新
都
」
か
の
違
い
に
な
る
が
、
「
新
鄭
」
は
『
漢
書
』
地

理
志
に
よ
る
と
、
河
南
郡
に
属
す
る
県
で
'
梁
か
ら
見
れ
ば
陳
留
を
挟
ん
だ
真

西
に
当
た
る
o
l
方
「
新
都
」
は
汝
南
郡
に
属
す
る
県
で
'
梁
か
ら
は
真
南
に

あ
た
る
。そ
の
前
に
へ
両
書
に
共
通
す
る
准
陽
国
の
拡
大
地
域
は
「
包
陳
以
南

貫
誼
の
対
諸
侯
王
政
策
と
呉
楚
七
国
の
乱

捷
之
江
」
(
准
陽
国
都
の
陳
以
南
長
江
に
至
る
ま
で
を
包
括
)
で
あ
る
か
ら
へ
そ

れ
は
必
然
的
に
「
新
都
」
を
含
む
汝
南
郡
も
包
括
す
る
こ
と
に
な
る
。

仮
に

『
漢
書
』
に
し
た
が
っ
て
梁
の
領
域
に
「
新
都
以
北
」
を
加
え
よ
う
と
す
る
と
へ

准
陽
国
の
一
部
も
含
ま
れ
て
し
ま
う
の
で
'
准
陽
国
拡
大
の
基
本
姿
勢
に
矛
盾

す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
益
壌
篇
が
示
す
よ
う
に
、
「
起
新
鄭
以
北
著
之
河
」

で
あ
れ
ば
河
南
郡
の
一
部
と
陳
留
一
帯
を
梁
に
加
え
る
こ
と
に
な
り
、
潅
陽
国

の
一
部
を
梁
が
取
る
と
い
う
矛
盾
は
生
じ
な
い
。

よ
っ
て
益
壊
篇
の
拡
大
案
に

従
え
ば
'
推
陽
=
新
鄭
を
境
界
と
し
て
南
北
に
梁
・
准
陽
と
い
う
二
大
藩
犀
が

構
築
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
「
文
帝
の
皇
子
を
も
っ
て
藩
犀
と

す
る
」
貫
誼
の
基
本
理
念
お
よ
び
「
藩
犀
強
化
策
の
実
効
性
」
と
い
う
観
点
か

ら
、
益
壌
篇
の
記
述
を
も
っ
て
貫
誼
の
献
策
を
解
釈
す
る
ほ
う
が
一
貫
性
へ
妥

当
性
を
有
す
る
と
言
え
る
。

以
上
、
『
漢
書
』
貫
誼
伝
の
記
述
と
そ
れ
に
対
応
す
る
『
新
書
』
益
壌
篇
を
そ

れ
ぞ
れ
検
討
し
て
き
た
が
、
少
な
-
と
も
貫
誼
の
対
諸
侯
王
政
策
に
関
わ
る
箇

所
に
つ
い
て
は
、
『
漢
書
』
で
は
な
-
『
新
書
』
を
用
い
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。よ

っ
て
本
稿
で
は
'
貫
誼
の
対
諸
侯
王
政
策
を
'
『
漢
書
』
で
は
な
く

『
新
書
』
に
依
っ
て
考
察
す
る
。

二
'
貫
誼
の
諸
侯
王
国
観
に
つ
い
て

漠
王
朝
が
建
国
さ
れ
た
当
初
、
高
祖
は
楚
漠
戦
争
に
お
け
る
功
績
に
従
い
、

功
臣
を
王
に
封
じ
る
1
方
、
郡
を
設
け
、
い
わ
ゆ
る
郡
国
制
を
も
っ
て
地
方
支

七
一



配
を
行
っ
た
。
し
か
し
こ
の
「
功
臣
の
封
建
」
は
必
ず
し
も
う
ま
-
は
行
か
な

か
っ
た
。韓
信
・
英
布
・
虚
棺
な
ど
'
功
績
の
大
き
さ
に
従
っ
て
封
建
し
た
異

姓
諸
侯
王
た
ち
は
'
相
次
い
で
謀
反
し
た
-
或
い
は
旬
奴
へ
投
降
し
て
し
ま
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
高
祖
は
死
の
直
前
、
「
劉
氏
に
非
ず
し
て
王
た
る

者
は
、
天
下
共
に
之
を
撃
て
」
と
遺
言
し
、
そ
れ
よ
-
後
は
た
だ
一
つ
の
例
外

で
あ
る
長
沙
国
を
除
き
'
す
べ
て
の
王
国
は
劉
氏
一
族
が
封
建
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。つ

ま
り
皇
帝
の
一
族
を
封
建
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
央
(
皇
帝
)

と
地
方
(
諸
侯
)
の
血
縁
的
紐
帯
関
係
を
強
化
し
て
諸
侯
王
の
反
乱
を
防
止
す

表1　文帝期諸侯王表

国 王 在位期間 (那) 封建理由 文帝との血縁

隻
劉交 2 0 1 年 - 1 7 9 楚漠戦争の功滑 叔父

劉邸客 1 7 8 年 - 1 7 5 継承 従兄弟

IE 1 7 4 年 - 1 5 4 灘承 従姪

准南
m x s- 1 9 6 年′、 1 7 4 英布の後、立つ 弟
劉菩 1 7 2 年 - 1 6 4 - 時的な補完か ? 姪孫
劉安 1 6 4 年 - 1 2 2 紹封 (分割封楚 ) m

慮江 劉賜 1 6 4 年 - 1 5 2 紹封 (分割封建 ) 甥
衡 山 劉勃 1 6 4 年 - 1 5 2 紹封 (分割封楚 ) 甥

性陽 劉武 1 7 8 年 -1 6 8 遷徒 千

* ォ i 1 7 8 年 - 1 6 9 劉氏封建 千
劉武 1 6 8 年～ 1 4 4 m ri 辞 千

燕
m m 1 7 9 年 -1 7 7 遷徒 劉氏

劉嘉 1 7 7 年 - 1 5 2 継承 ffl B

ォ 劉遂 1 7 8 年 - 1 5 4 継承 甥

河間
劉砕弓畳 1 7 8 年 ~ 1 6 6 継承 甥
劉福 1 6 5 年 - 1 6 4 継承 姪孫

長沙 呉産 1 7 8 年′、 1 5 7 継承 異姓

*
劉裏 1 8 8 年 - 1 7 9 継承 甥

劉則 1 7 8 年 - 1 6 4 継承 姪孫

劉将閣 1 6 4 年 - 1 5 4 紹封 (分割封建 ) 甥

城陽
劉章 1 7 8 年 - 1 7 6 呂氏諌減の功津 甥

劉菩
1 7 6 年 - 1 7 2 継承 姪孫

1 6 8 年 - 1 4 4 遷徒 姪孫

済北 輿居 1 7 8 年 - 1 7 6 呂氏課減の功横 甥
劉志 1 6 4 年 - 1 5 4 箱封 (分割封建) 甥

済南 劉砕光 1 6 4 年 - 1 5 4 紹封. (分割封埋) SEi-
厚東 m m E 1 6 4 年 - 1 5 4 紹封 (分割封建 ) n
厚酉 劉印 1 6 4 年 - 1 5 4 紹封 (分割封建 ) 甥

ォ )U m m 1 6 4 年 - 1 5 4 紹封 (分割封建 ) & '・
太原 劉参 1 7 8 年 - 1 7 6 劉氏封楚 子

代
劉武 1 7 8 年 - 1 7 6 劉氏封楚 千
劉参 1 7 6 年 - 1 6 1 M S 千
劉登 1 6 1 年 - 1 3 3 m m 疏

輿 劉滑 1 9 5 年～ 1 5 4 ! ≡s m s m i 従兄弟

る
と
共
に
、
そ
れ
ら
を
外
敵
(
旬
奴
)
に
対
す
る
藩
犀
と
し
た
の
で
あ
る
。

高

祖
妓
後
へ
l
時
朝
廷
は
呂
氏
に
よ
っ
て
墾
断
さ
れ
、
呂
氏
を
王
と
す
る
国
が
建

て
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
'
呂
后
の
死
後
へ
呂
氏
一
族
は
高
祖
の
旧
臣
ら
に

よ
っ
て
粛
清
さ
れ
へ
高
祖
の
諸
子
で
あ
る
劉
恒
が
代
か
ら
迎
え
ら
れ
て
即
位
す

る
と
、
再
び
劉
氏
一
族
の
者
を
諸
侯
王
に
封
建
し
た
。

文
帝
は
即
位
す
る
と
同
時
に
へ
皇
子
や
呂
氏
討
伐
に
功
を
挙
げ
た
劉
氏
一
族

の
者
な
ど
を
封
建
し
'
そ
の
二
年
(
前
一
七
八
)
ま
で
に
呂
氏
の
専
横
に
よ
っ

て
混
乱
し
た
諸
侯
王
国
を
再
編
し
た
。

と
こ
ろ
が
そ
の
時
に
あ
っ
て
も
'
高
祖

時
代
に
封
建
さ
れ
た
者
や
ま
た
そ
の
子
孫
が
嗣
い
で
王
と
な
っ
て
い
た
国
も
多

か
っ
た
た
め
、
同
じ
劉
氏
一
族
と
は
言
っ
て
も
血
縁
の
濃
い
諸
侯
王
が
多
い
と

は
必
ず
し
も
言
え
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。

表
I
に
示
し
た
よ
う
に
も
文
帝
二
年

の
段
階
で
は
'
全
部
で
一
四
あ
る
諸
侯
王
国
の
う
ち
、
文
帝
の
皇
子
が
治
め
る

(
4
)

国
は
'
大
原
・
代
・
梁
の
三
国
の
み
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
時
に
文
帝
の
信
頼
を
得
、
文
帝
の
末
子
梁
王
の
太
博
と
な
っ
た

貫
誼
が
対
諸
侯
王
政
策
を
上
疏
し
た
。

ま
ず
も
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
'

高
祖
期
か
ら
文
帝
初
期
の
諸
侯
王
国
の
状
況
を
指
摘
し
た
も
の
と
し
て
'
『
新
書
』

大
都
篇
に
'

こ
し

天
下
の
勢
は
方
に
大
旗
を
病
む
o
l
艦
の
大
な
る
こ
と
幾
ん
ど
要
の
如
く
'

ふ
る
一
指
の
大
な
る
こ
と
幾
ん
ど
股
の
如
し
。

臣
聞
く
「
尾
大
な
れ
ば
掃
わ
ず
'

末
大
な
れ
ば
必
ず
折
れ
ん
」
と
。

悪
病
な
-
0

平
居
に
し
て
屈
信
す
べ
か

.

.

-
i
'
i
'
C

ら
ず
t
t
二
の
指
播
み
、
身
固
よ
り
聯
し
む
無
し
.

今
を
突
い
て
治
せ
ず

ん
ば
'
必
ず
鋼
疾
と
為
り
'
後
に
扇
鶴
有
り
と
錐
も
'
能
く
為
す
弗
き
の



J
,

と
あ
り
、
皇
帝
と
諸
侯
王
と
の
形
勢
を
'
鰹
が
腰
の
よ
う
な
大
き
さ
に
'
指
が

股
の
よ
う
に
腫
れ
あ
が
っ
て
し
ま
う
「
達
」
と
い
う
病
に
喰
え
て
い
る
。

す
な

わ
ち
、
本
来
首
尾
の
「
尾
」
で
あ
-
、
本
末
の
「
末
」
で
あ
る
下
位
に
あ
る
べ

き
諸
侯
王
の
勢
力
が
へ
そ
の
上
位
に
あ
る
べ
き
皇
帝
の
勢
力
に
匹
敵
す
る
力
を

有
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。

貫
誼
は
こ
の
よ
う
に
諸
侯
王
勢
力

の
強
大
き
を
示
し
へ
さ
ら
に
現
実
と
し
て
起
き
て
い
る
諸
侯
王
た
ち
の
振
る
舞

い
を
批
判
す
る
。
『
新
書
』
制
不
定
篇
に
'

陛
下
、
位
に
即
き
て
以
来
、
済
北
l
た
び
反
し
、
港
南
逆
を
為
し
、
今
へ

呉
告
せ
ら
る
有
り
。

皆
な
其
の
薄
き
者
な
り
.

莫
大
の
諸
侯
櫓
然
と
し
て

未
だ
故
有
ら
ざ
る
は
、
天
下
へ
固
安
の
術
有
る
に
非
ざ
る
や
、
特
だ
其
の

尚
お
幼
-
、
倫
猿
の
敦
な
る
に
頼
れ
ば
な
り
。

且
つ
異
姓
の
彊
を
負

み
て
動
-
者
、
漠
巳
に
幸
い
に
し
て
之
に
勝
つ
も
'
又
た
其
の
然
る
所
以

を
易
え
ず
し
て
、
同
姓
是
の
連
を
襲
い
て
居
-
0

骨
肉
の
相
い
動
く
こ
と
'

又
た
既
に
徴
有
り
。

其
の
勢
志
-
又
た
復
た
然
り
。

と
あ
る
。こ
こ
で
言
う
「
済
北
」
と
は
、
文
帝
の
兄
'
斉
・
悼
恵
王
の
子
の
劉

興
居
の
こ
と
で
'
文
帝
の
甥
に
当
た
る
。

彼
は
文
帝
三
年
に
謀
反
し
て
自
殺
し

た
。「
港
南
」
は
、
文
帝
の
弟
、
属
王
劉
長
の
こ
と
で
'
文
帝
六
年
に
謀
反
し
た
。

後
に
呉
楚
七
回
の
乱
の
首
謀
者
と
な
る
「
呉
」
王
劉
湊
は
高
祖
の
兄
の
子
で
'

(
5
)

文
帝
に
と
っ
て
は
従
兄
弟
に
当
た
る
が
、
ま
た
彼
も
告
発
さ
れ
て
い
た
。

こ
こ

で
注
目
し
た
い
の
が
'
貫
誼
は
文
帝
の
実
弟
で
さ
え
も
「
(
血
縁
の
)
浮
き
者
」

と
表
現
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

『
新
書
』
益
壌
篇
に
も
「
且
つ
他
人
を
し
て
郡

貫
誼
の
対
諸
侯
王
政
策
と
呉
楚
七
回
の
乱

を
守
ら
し
む
る
は
'
豊
に
子
に
せ
し
む
る
に
知
か
ん
や
」
と
あ
り
へ
「
子
」
以
外

を
他
人
と
見
倣
し
て
い
る
。

つ
ま
り
買
誼
は
'
同
姓
で
あ
っ
て
も
皇
子
以
外
は

皇
帝
に
と
っ
て
血
縁
の
薄
い
者
で
あ
-
、
故
に
そ
れ
ら
の
者
は
か
つ
て
の
異
姓

諸
侯
王
と
同
様
に
謀
反
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

三
へ
貿
誼
の
対
諸
侯
王
政
策
に
つ
い
て

(
-
)
分
国
策

以
上
の
よ
う
な
諸
侯
王
国
観
に
基
づ
い
て
'
貫
誼
は
諸
侯
王
の
力
を
抑
制
す

る
た
め
の
方
針
を
示
す
。

『
新
書
』
藩
彊
篇
に
、

た
づ

窺
か
に
前
事
を
連
ぬ
る
に
'
大
抵
彊
き
者
先
ず
反
す
。

准
陰
は
楚
に
王
と

し
て
最
も
彊
け
れ
ば
、
則
ち
最
も
先
に
反
す
。

韓
王
信
は
胡
に
侍
ら
ば
、

則
ち
又
た
反
す
。

貫
高
は
連
の
資
に
因
ら
ば
、
則
ち
又
た
反
す
。

陳
稀
は

兵
精
彊
な
れ
ば
'
則
ち
又
た
反
す
。

彰
越
は
梁
を
用
い
れ
ば
'
則
ち
又
た

反
す
。

蘇
布
は
港
南
を
用
い
れ
ば
、
則
ち
又
た
反
す
。

慮
棺
は
北
に
囲
し

て
最
も
弱
け
れ
ば
'
則
ち
最
も
後
に
反
す
。

長
抄
は
乃
ち
樋
か
二
寓
五
千

戸
の
み
、
力
は
以
て
逆
を
行
う
に
足
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
功
少
な
く
し
て
最

も
完
た
-
、
勢
疏
に
し
て
最
も
忠
た
り
て
、
骨
肉
を
仝
た
く
す
。

時
に
長

抄
に
故
無
き
は
、
漏
り
性
の
人
と
異
な
る
に
非
ざ
る
や
'
其
の
形
勢
の
然

れ
ば
な
-
0

嚢
に
奨
・
鄭
・
緯
・
港
に
令
し
て
数
十
城
に
凍
り
て
王
た
ら

し
め
ば
、
今
以
て
残
亡
す
と
錐
も
可
な
り
。

韓
信
・
蘇
布
・
彰
越
の
倫
を

し
て
徹
侯
と
為
し
て
居
ら
し
め
ば
、
今
に
至
り
て
存
す
と
錐
も
可
な
り
〇

七
三



然
ら
ば
則
ち
天
下
の
大
計
を
知
る
べ
き
な
-
0

諸
王
の
皆
な
忠
附
せ
ん
こ

と
を
欲
す
れ
ば
、
則
ち
長
沙
王
の
如
-
せ
し
む
る
に
若
く
は
美
し
。

荘
醸

せ
し
む
る
勿
き
こ
と
を
欲
す
れ
ば
、
則
ち
焚
・
鄭
・
緯
・
港
の
如
-
せ
し

む
る
に
若
-
は
美
し
。

天
下
の
治
安
、
天
子
の
憂
無
き
こ
と
を
欲
す
れ
ば
'

衆
-
諸
侯
を
建
て
て
其
の
力
を
少
な
-
す
る
に
若
く
は
美
し
。

力
少
な
け

れ
ば
則
ち
便
う
に
義
を
以
て
し
易
く
、
囲
小
さ
け
れ
ば
則
ち
邪
心
無
か
ら

ん
。

と
あ
り
へ
貫
誼
は
ま
ず
か
つ
て
高
祖
期
に
次
々
に
反
乱
を
起
こ
し
訣
殺
さ
れ
た

異
姓
諸
侯
王
た
ち
を
例
と
し
て
挙
げ
、
そ
の
反
乱
の
要
因
を
分
析
す
る
。

そ
れ

に
よ
れ
ば
'
異
姓
諸
侯
王
た
ち
が
相
次
い
で
反
乱
を
起
こ
し
た
の
は
、
そ
れ
に

足
る
だ
け
の
勢
力
或
い
は
軍
事
力
を
有
し
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
し
か
も
力
の

大
き
い
者
か
ら
順
に
叛
い
て
い
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
異
姓
諸
侯
王
の
中
で
長
沙

国
の
呉
氏
一
族
だ
け
が
今
な
お
存
続
し
て
い
る
の
は
、
呉
氏
一
族
の
人
間
性
が

他
の
諸
侯
王
と
異
な
っ
て
い
た
か
ら
で
は
な
-
へ
た
だ
単
に
長
沙
国
が
反
乱
を

起
こ
す
だ
け
の
力
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
に
過
ぎ
な
い
。

故
に
功
績
は
少

な
-
と
も
そ
の
封
地
を
保
つ
こ
と
が
で
き
へ
勢
力
は
小
さ
い
が
国
家
に
従
順
な

の
で
あ
る
へ
と
。
貫
誼
に
と
っ
て
み
れ
ば
'
長
沙
国
の
よ
う
に
王
国
の
「
勢
力

さ
え
弱
け
れ
ば
」
そ
こ
に
王
た
る
者
は
同
姓
で
あ
っ
て
も
異
姓
で
あ
っ
て
も
構

わ
な
か
っ
た
。

謀
反
の
心
を
抱
か
せ
な
い
た
め
に
は
'
む
し
ろ
勢
力
の
弱
い
諸

侯
を
多
-
建
て
る
べ
き
で
あ
る
と
。

こ
れ
が
彼
の
理
想
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
理
想
論
を
た
だ
ち
に
現
状
の
郡
国
制
の
下
に
適
用
す
る
こ
と

の
難
し
さ
は
、
貫
誼
自
身
よ
-
わ
か
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。

具
体
的
な
分
国
策
が

"
H

上
疏
さ
れ
た
の
は
文
帝
七
年
(
前
一
七
三
)
頃
と
考
え
ら
れ
る
が
、
当
時
の
王

国
の
ほ
と
ん
ど
は
高
祖
期
に
封
建
さ
れ
て
代
々
そ
の
子
孫
が
継
い
で
い
た
-
、

或
い
は
呂
氏
詐
減
の
功
績
に
よ
っ
て
新
た
に
王
に
封
建
さ
れ
た
も
の
が
多
-
、

や
み
-
も
に
王
国
を
細
分
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

一
方
、
前
節
で
挙

げ
た
よ
う
に
、
貫
誼
は
劉
姓
で
あ
っ
て
も
皇
子
以
外
は
「
(
血
縁
の
)
薄
き
者
」

と
見
倣
し
て
い
た
。
し
か
し
逆
に
言
え
ば
'
皇
帝
に
と
っ
て
皇
子
こ
そ
有
事
の

際
に
頼
る
べ
き
存
在
だ
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
意
識
を
持
ち

つ
つ
へ
貫
誼
は
王
国
を
細
分
化
す
る
こ
と
を
上
疏
す
る
0

『
新
書
』
五
美
篇
に
'

地
を
割
き
制
を
定
め
、
斉
も
て
若
干
の
園
を
貧
し
も
遭
・
楚
も
て
若
干
の

園
を
為
し
、
制
既
に
各
ク
理
有
ら
し
め
ん
o
是
に
於
い
て
斉
悼
恵
王
の
子

孫
を
之
に
王
と
し
、
分
地
壷
き
て
止
み
も
趨
幽
王
・
楚
元
王
の
子
孫
も
亦

た
各
〃
次
を
以
て
租
の
分
地
を
受
け
し
め
へ
燕
・
呉
・
港
南
花
園
も
骨
な

然
-
O
其
の
分
地
衆
-
子
孫
少
な
き
者
は
'
建
て
て
以
て
園
と
為
し
、
空

し
く
し
て
之
を
置
き
も
其
の
子
孫
の
生
ま
る
る
者
を
須
ち
'
奉
げ
て
之
に

君
た
ら
し
む
。

諸
侯
の
地
の
其
の
削
ら
れ
て
頗
る
漠
に
入
る
者
へ
鳥
に
其

の
侯
園
に
徒
し
、
及
び
其
の
子
孫
を
彼
に
封
ず
る
は
う
教
げ
て
之
を
償
う

所
以
な
り
。

と
あ
り
も
そ
れ
ら
の
要
点
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

①
諸
侯
王
に
子
が
生
ま
れ
る
た
び
に
そ
の
子
ら
を
順
次
封
建
す
る
の
で
は
な

-
'
王
国
の
広
狭
に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
分
封
す
べ
き
定
数
を
決
め
、
定

数
内
で
順
次
封
建
す
る
。

②
子
の
数
が
定
数
に
達
し
た
場
合
へ
そ
れ
以
降
に
生
ま
れ
た
子
の
分
封
は
中



止
す
る
。

③
子
の
数
が
少
な
-
、
ま
だ
分
封
の
定
数
を
充
た
し
て
い
な
い
場
合
は
、
封

建
す
べ
き
土
地
を
そ
の
ま
ま
空
地
に
し
て
お
き
へ
そ
の
後
に
生
ま
れ
た
子

の
た
め
に
残
し
て
お
く
。

④
何
ら
か
の
事
情
で
諸
侯
王
の
封
地
の
多
く
が
中
央
に
没
収
さ
れ
た
場
合
'

そ
の
諸
侯
王
を
列
侯
に
降
格
さ
せ
て
存
続
さ
せ
た
上
で
子
に
そ
の
侯
国
を

(
6
)

継
が
せ
る
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
貢
誼
の
分
国
策
の
中
で
は
こ
の
時
文
帝
の
皇

子
た
ち
が
封
建
さ
れ
て
い
る
准
陽
・
代
・
梁
の
三
国
に
対
し
て
分
国
の
議
論
を

(
7
)

言
及
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
貫
誼
の
分
国
策
と
は
「
諸
侯
王
国

の
勢
力
弱
体
化
」
を
大
前
提
と
し
つ
つ
も
、
そ
の
対
象
は
あ
く
ま
で
「
(
血
縁
の
)

薄
き
者
」
た
ち
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
貫
誼
が
「
(
血
縁
の
)
薄
き
者
」
た
ち
が
反

乱
を
起
こ
す
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
、
そ
の
よ
う
な
時
に
皇
帝
が
頼

る
べ
き
皇
子
た
ち
の
国
に
関
し
て
は
む
し
ろ
保
護
し
ょ
う
と
意
識
し
て
い
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
0
1
方
で
'
分
割
し
た
諸
侯
王
国
に
対
し
て
は
、
子
孫
封
建

を
認
め
'
支
族
を
絶
や
さ
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
こ
と
と
、
何
ら
か
の
事
情

で
封
地
の
多
-
が
削
ら
れ
て
も
子
孫
に
は
侯
位
が
補
償
さ
れ
る
と
い
う
措
置
を

取
っ
た
こ
と
で
彼
等
の
不
満
を
回
避
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
へ
文
帝
は
そ
の
八
年
(
前
一
七
二
)
に
港
南
席
王
の
遺
児
ら
四
人

を
列
侯
に
封
じ
て
い
る
。

こ
の
と
き
貫
誼
は
、
彼
等
の
父
で
あ
る
港
南
席
王
が

謀
反
と
い
う
大
逆
不
適
の
大
罪
を
犯
し
た
の
で
あ
る
か
ら
へ
そ
の
子
ら
を
列
侯

と
す
る
こ
と
は
、
罪
人
の
子
を
奉
尊
す
る
こ
と
に
な
り
、
天
下
の
語
り
を
受
け

貫
誼
の
対
諸
侯
王
政
策
と
呉
楚
七
国
の
乱

る
と
し
て
そ
の
封
建
に
反
対
し
た
。

鎌
田
重
雄
氏
は
、
貫
誼
の
分
国
論
は
諸
侯

王
が
有
罪
に
よ
っ
て
削
地
さ
れ
た
場
合
、
漠
朝
は
そ
の
削
地
を
償
還
し
て
王
の

子
孫
を
分
割
封
建
す
る
の
で
あ
る
か
ら
'
港
南
席
王
長
の
謀
反
自
滅
後
は
、
そ

の
四
王
子
が
港
南
の
故
地
に
王
と
な
る
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
、
と
述
べ
へ
結

局
そ
の
策
が
削
地
に
ま
で
発
展
し
て
し
ま
う
と
し
て
、
そ
れ
が
貫
誼
の
分
国
論

(
8
)

の
限
界
点
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

し
か
し
貫
誼
が
准
南
席
王
の
遺
児
ら
の

封
建
に
反
対
し
た
最
大
の
理
由
は
'
「
罪
人
の
子
で
あ
る
か
ら
」
と
い
う
こ
と
で

は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
新
書
』
准
難
篇
に
、

今
へ
准
南
の
子
、
少
-
壮
ん
に
し
て
も
父
の
辱
状
を
開
く
。

是
れ
立
た
ば

す
な
わ
な
み
だ
う
な
じ

腿
ち
泣
衿
拾
ね
-
、
臥
し
て
は
柊
ち
泣
項
に
交
わ
ら
ん
。

腸
よ
り
腰
肘
に

-
も
っ

至
る
ま
で
鯵
経
の
如
き
の
み
o
山
豆
に
能
-
須
奥
も
忘
れ
ん
か
。

是
を
而
て

是
の
如
-
せ
ず
ん
ば
、
人
に
非
ざ
る
な
り
。

陛
下
へ
天
下
の
命
を
制
し
、

而
し
て
港
南
王
此
の
如
き
の
極
に
至
り
へ
其
の
子
、
陛
下
を
舎
き
て
更
め

て
安
に
か
其
の
怨
を
掃
せ
ん
。

特
に
日
-
、
勢
末
だ
便
な
ら
ず
、
事
未
だ

発
せ
ず
t
と
0
乱
を
舎
け
ど
も
へ
敢
え
て
言
わ
ざ
る
の
み
。

-
(
中
略
)

-
割
き
て
四
と
鳥
す
と
錐
も
、
四
子
「
心
に
し
て
未
だ
異
な
ら
ざ
る
な
り
0

と
あ
り
へ
父
席
王
が
罪
人
と
し
て
死
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
へ
そ
の
遺
児
ら
の
怨

恨
の
矛
先
が
文
帝
に
向
け
ら
れ
て
お
り
へ
た
と
え
港
南
の
地
を
四
分
し
て
個
々

の
勢
力
を
弱
め
た
と
し
て
も
、
父
の
こ
と
に
対
す
る
怨
恨
の
心
は
四
千
一
つ
で

あ
る
か
ら
へ
何
か
事
を
起
こ
そ
う
と
す
れ
ば
結
託
し
て
大
勢
力
と
な
っ
て
し
ま

う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

実
際
、
呉
楚
七
国
の
乱
が
起
こ
る
と
'
呉
王
は
直

ち
に
席
王
の
遺
児
ら
が
封
建
さ
れ
た
港
南
・
慮
江
・
衡
山
の
三
国
に
反
乱
へ
の

七
五



J
q
・
l

参
加
を
要
請
す
る
使
者
を
送
っ
て
い
る
。

貫
誼
は
こ
の
事
態
を
懸
念
し
て
准

南
席
王
の
遺
児
た
ち
の
封
建
に
反
対
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

幸
い
に
も
三
子
の

心
は
一
つ
で
は
な
-
、
反
乱
に
参
加
し
よ
う
と
し
た
の
は
准
南
王
一
人
で
あ
っ

た
が
、
こ
れ
も
宰
相
の
一
計
に
よ
り
挙
兵
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。

と
も
あ
れ
、

貫
誼
が
港
南
属
王
の
遺
児
た
ち
の
封
建
に
反
対
し
た
こ
と
を
も
っ
て
分
国
論
の

矛
盾
・
限
界
で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
れ
は
む
し
ろ
分
国
策
と
同

じ
-
、
反
乱
予
防
を
重
視
し
た
結
果
で
あ
っ
た
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
2
)
藩
犀
強
化
策

い
ま
貫
誼
の
分
国
策
に
つ
い
て
言
及
し
て
き
た
が
'
そ
れ
ら
は
上
疏
後
す
ぐ

に
は
文
帝
に
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
。

依
然
と
し
て
'
大
々
的
な
対
諸
侯
王
政
策

は
実
施
さ
れ
な
い
ま
ま
'
文
帝
二
年
(
前
一
六
九
)
に
藩
昇
国
の
一
つ
で
あ

る
梁
の
王
で
あ
っ
た
懐
王
揖
が
馬
か
ら
墜
死
す
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
っ
た
。

揖
に
は
子
が
い
な
か
っ
た
た
め
、
必
然
的
に
梁
は
国
除
と
な
る
。

分
国
策
の
段

階
で
さ
え
藩
犀
国
の
保
護
を
意
識
し
て
い
た
貫
誼
に
と
っ
て
こ
の
国
除
は
大
き

な
衝
撃
で
あ
っ
た
。

お
そ
ら
-
こ
の
時
点
で
貫
誼
は
諸
侯
王
の
反
乱
を
予
期
し

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
『
新
書
』
益
壌
篇
に
、

陛
下
、
即
し
千
載
の
治
安
を
為
さ
ず
、
今
の
勢
の
如
-
ん
ば
、
豊
に
l
博

に
過
ぎ
ん
や
。

-
(
中
略
)
-
今
准
陽
の
大
諸
侯
に
比
す
る
は
、
僅
か
に

黒
子
の
面
に
比
す
る
に
過
ぐ
る
の
み
。

豊
に
以
て
禁
御
と
為
す
に
足
ら
ん

や
.

両
も
陛
下
の
侍
み
て
以
て
藩
拝
と
為
す
所
の
者
は
、
代
・
准
陽
を
以

て
す
る
の
み
o
代
の
北
連
は
彊
き
旬
奴
と
郷
を
為
し
、
僅
か
に
自
見
す
る

七
六

の
み
。

唯
だ
皇
太
子
の
悼
む
所
の
者
も
'
亦
た
之
の
二
園
を
以
て
す
る
の

み
.

今
准
陽
の
有
つ
所
は
'
通
ケ
以
て
大
国
に
餌
す
る
に
足
る
の
み
O
方

今
へ
制
は
陛
下
に
在
る
も
'
国
を
制
し
子
に
命
じ
て
'
通
ク
以
て
大
国
に

餌
す
る
に
足
る
の
み
な
れ
ば
'
豊
に
工
と
謂
う
ぺ
け
ん
や
。

と
あ
り
'
諸
侯
王
の
反
乱
を
前
提
と
し
て
、
梁
を
国
除
し
た
こ
と
に
よ
る
残
り

の
藩
犀
国
の
状
況
の
悪
さ
を
訴
え
て
い
る
。

続
い
て
貫
誼
は
そ
の
残
っ
た
藩
昇

国
、
准
陽
・
代
の
再
編
案
を
述
べ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
第
一
節
で
も
少
し
触

れ
た
が
'
今
改
め
て
詳
し
-
見
て
み
よ
う
。

『
新
書
』
益
壌
篇
に
'

今
へ
港
南
の
地
の
遠
き
者
は
、
或
い
は
敷
千
里
に
し
て
、
諸
侯
を
越
え
て

漠
に
願
属
す
。

-
(
中
略
)
-
陛
下
豊
に
蚤
に
其
の
勢
を
便
す
る
に
如
か

ん
や
。

且
つ
他
人
を
し
て
郡
を
守
ら
し
む
る
は
、
豊
に
子
を
し
て
せ
し
む

る
に
如
か
ん
や
。

臣
、
愚
計
す
ら
-
、
願
わ
-
は
陛
下
准
南
の
地
を
挙
げ

て
以
て
准
陽
に
益
し
'
梁
は
即
ち
後
有
ら
ん
。

潅
陽
北
連
の
二
三
の
列
城

を
割
き
て
東
都
と
輿
に
以
て
梁
に
益
さ
ば
へ
即
ち
後
患
無
か
ら
ん
。

代
は

徒
し
て
推
陽
に
都
せ
し
む
べ
し
。

梁
は
新
鄭
以
北
を
起
こ
し
て
之
を
河
に

著
け
、
准
陽
は
陳
以
南
を
包
み
て
之
を
江
に
捷
す
れ
ば
'
則
ち
大
諸
侯
の

異
心
有
る
者
へ
膿
を
破
り
て
敢
え
て
謀
ら
ず
0

今
悼
む
所
は
代
・
准
陽
二

囲
の
み
。

皇
太
子
亦
た
之
を
悼
む
。

臣
の
計
の
如
く
せ
ば
'
梁
は
以
て

斉
・
達
を
拝
ぐ
に
足
と
准
陽
は
呉
・
楚
を
禁
ず
る
に
足
ら
ば
'
則
ち
陛

下
枕
を
高
-
し
て
臥
す
る
も
ち
終
に
山
東
の
憂
無
か
ら
ん
。

と
あ
り
、
こ
の
藩
犀
強
化
策
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

①
港
南
の
地
は
そ
の
ま
ま
推
陽
国
に
併
合
す
る
。

さ
ら
に
再
び
王
を
立
て
て



梁
国
を
再
建
す
る
。

新
梁
王
に
は
現
在
の
推
陽
王
で
あ
る
武
を
徒
す
。

②
ま
た
へ
梁
国
の
領
域
に
は
'
准
陽
国
北
辺
の
二
へ
三
の
城
と
東
郡
を
加
え
、

新
鄭
以
北
黄
河
ま
で
と
す
る
。

③
残
っ
た
准
陽
国
の
領
域
に
は
陳
以
南
、
長
江
以
北
の
地
を
加
え
る
。

貫
誼
は
こ
の
よ
う
に
へ
太
子
(
劉
啓
)
を
除
く
残
っ
た
二
人
の
皇
子
を
中
心

に
藩
犀
国
の
再
編
を
試
み
た
。

こ
の
藩
犀
強
化
策
と
そ
の
前
の
分
国
策
と
の
繋

が
-
を
考
え
る
と
、
も
と
も
と
分
国
策
は
表
面
的
に
は
諸
侯
王
国
を
細
分
化
し

て
そ
れ
ら
の
勢
力
弱
体
化
を
企
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
文
帝
の
皇
子
国
に

は
そ
の
議
論
が
言
及
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
藩
犀
国
に
関
し
て
は
保
護
す

る
意
識
が
あ
り
、
そ
の
時
点
で
は
貫
誼
は
、
分
国
策
の
実
施
如
何
に
よ
っ
て
は

諸
侯
王
た
ち
の
反
乱
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
'
分
国
策
が
実
施
さ
れ
な
い
ば
か
-
か
、
文
帝
は
皇
帝
に
対
し
て
怨
恨

を
持
つ
(
と
貫
誼
は
考
え
て
い
た
)
港
南
席
王
の
遺
児
た
ち
を
列
侯
に
封
じ
た
。

さ
ら
に
藩
犀
国
の
一
つ
で
あ
る
梁
が
国
除
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
へ
諸
侯
王
の

反
乱
が
時
間
の
問
題
で
あ
る
と
悟
っ
た
貫
誼
は
へ
こ
の
藩
犀
強
化
策
に
よ
っ
て

皇
子
国
の
直
接
的
な
強
化
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
貫
誼
の
対
諸
侯
王

政
策
に
は
'
あ
る
程
度
の
諸
侯
王
の
反
乱
の
可
能
性
を
考
慮
し
'
藩
犀
た
る
皇

子
国
の
保
護
・
強
化
と
そ
れ
以
外
の
諸
侯
王
国
の
勢
力
を
弱
体
化
し
ょ
う
と
す

る
意
識
が
一
貫
し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

四
、
貫
誼
の
政
策
に
対
す
る
文
帝
の
実
施

で
は
'
貫
誼
の
分
国
策
へ
藩
犀
強
化
策
を
'
文
帝
は
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め

貫
誼
の
対
諸
侯
王
政
策
と
呉
楚
七
回
の
乱

実
行
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
対
諸
侯
王
政
策
に
関
し
て
は
、
貫
誼
の
生
前

は
ほ
と
ん
ど
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
。

文
帝
一
二
年
に
貢
誼
が
死
去
す
る
と
は
じ

め
て
文
帝
は
「
誼
の
計
に
従
い
」
、
そ
の
藩
犀
強
化
策
を
一
部
改
変
し
て
実
行
し

た
。『
漢
書
』
貫
誼
伝
に
、

文
帝
へ
是
に
於
い
て
誼
の
計
に
従
い
'
乃
ち
准
陽
王
武
を
征
し
て
梁
王
と

為
し
'
北
は
泰
山
を
界
と
し
へ
西
は
高
陽
に
至
り
も
大
願
四
十
僚
城
を
得

し
む
。

城
陽
王
喜
を
征
し
て
准
南
王
と
為
し
'
其
の
民
を
撫
せ
し
む
。

と
あ
り
へ
こ
の
記
述
に
よ
る
と
'
港
南
を
推
陽
に
そ
っ
-
り
併
合
す
べ
L
と
い

う
案
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
梁
国
は
再
建
さ
れ
、
新
梁
王
に
は
貫
誼

の
案
の
よ
う
に
准
陽
王
武
が
立
っ
た
。

ま
た
へ
再
建
さ
れ
た
梁
国
の
領
域
拡
大

案
に
つ
い
て
は
、
貫
誼
の
提
案
よ
り
も
狭
い
範
囲
で
は
あ
る
が
採
用
さ
れ
た
。

こ
れ
を
要
す
る
に
へ
貫
誼
は
梁
・
潅
陽
と
い
う
、
皇
子
国
の
二
大
藩
犀
を
設
け

て
諸
侯
王
に
対
す
る
防
壁
と
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
が
'
結
局
文
帝
は
代
・

梁
を
藩
昇
と
す
る
形
を
採
っ
た
。

続
い
て
文
帝
一
六
年
(
前
一
六
四
)
へ
文
帝
は

「
貫
生
の
言
を
思
」
い
、
斉
を
六
国
に
、
港
南
を
三
国
に
分
割
し
て
そ
れ
ぞ
れ
も

と
の
斉
悼
恵
王
の
子
と
港
南
席
王
の
子
ら
を
封
建
し
た
。

貫
誼
伝
に
、

文
帝
'
貫
生
の
言
を
思
い
、
乃
ち
斉
を
分
か
ち
て
エ
バ
園
と
為
し
、
壷
-
悼

恵
王
の
子
六
人
を
立
て
て
王
と
為
す
。

又
た
、
港
南
王
喜
を
城
陽
に
遷
し
、

而
し
て
港
南
を
分
か
ち
て
三
園
と
為
し
'
蓋
-
属
王
の
三
子
を
立
て
て
以

て
之
に
王
と
す
。

と
あ
-
'
も
と
も
と
貢
誼
が
上
疏
し
た
分
国
策
で
は
'
皇
子
国
を
除
-
諸
侯
王

国
に
対
し
て
策
を
適
用
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
が
'
実
際
に
文
帝
は
そ
れ
を

七
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斉
と
港
南
の
二
国
に
の
み
実
行
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
貫
誼
が
上
流
し
た
分
国

策
と
藩
昇
強
化
策
は
へ
そ
の
死
後
に
'
彼
が
本
来
考
え
て
い
た
の
よ
り
も
少
し

!

9
S

縮
小
さ
れ
た
形
で
実
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

貫
誼
の
対
諸
侯
王
政
策
と
文
帝
の

、
川
、

実
施
の
違
い
よ
る
勢
力
図
に
つ
い
て
は
図
1
・
2
の
ご
と
く
で
あ
る
。

図1貫誼の藩犀強化策

五
'
鬼
錆
の
対
諸
侯
王
政
策
と
反
乱
の
誘
発

図2　文帝の実施

貫
誼
に
続
き
へ
対
諸
侯
王
政
策
に
関
わ
っ
た
の
が
見
錆
で
あ
る
。

貫
誼
の
死

後
'
晃
錆
は
文
帝
に
諸
侯
王
の
鋳
土
を
削
減
す
べ
き
こ
と
を
言
上
し
た
が
へ
そ

の
策
は
や
は
り
文
帝
に
は
聴
き
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。

文
帝
が
崩
じ
て
景
帝
が

即
位
す
る
と
、
晃
錯
は
高
官
に
昇
り
そ
の
政
策
を
実
行
し
て
い
っ
た
。

従
来
も

晃
錯
の
対
諸
侯
王
政
策
こ
そ
が
呉
楚
七
国
の
乱
の
直
接
的
な
契
機
で
あ
る
と
さ

れ
て
き
た
。
そ
れ
は
'
今
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
'
貫
誼
の
政
策
は
'
何
ら
か

の
事
情
で
諸
侯
王
の
封
地
の
大
部
分
が
中
央
に
没
収
さ
れ
て
も
、
そ
の
諸
侯
王

を
列
侯
と
し
て
存
続
さ
せ
、
子
に
も
そ
の
侯
国
を
継
が
せ
る
、
と
い
っ
た
補
償

的
な
措
置
が
あ
っ
た
の
に
対
し
て
'
晃
錯
の
場
合
は
そ
の
よ
う
な
措
置
を
取
る

こ
と
は
な
-
、
罪
を
過
去
に
ま
で
遡
っ
て
問
い
質
し
、
そ
れ
を
も
っ
て
た
だ
ち

に
諸
侯
王
の
土
地
を
没
収
す
る
、
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

し

か
し
、
晃
錆
が
た
だ
や
み
-
も
に
、
中
央
集
権
化
を
企
図
し
て
諸
侯
王
国
の
削

弱
を
図
っ
た
の
か
と
言
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。

『
漢
書
』
呉
王

劉
湊
伝
に
、

朝
錯
'
太
子
家
令
と
為
り
'
皇
太
子
に
幸
ぜ
ら
る
を
得
、
敷
ク
従
容
に
し

て
呉
の
過
も
て
削
る
可
き
を
言
う
。

文
帝
へ
寛
に
し
て
罰
す
る
こ
と
忍
び

ず
、
此
を
以
て
呉
王
益
横
に
す
。

景
帝
即
位
す
る
に
及
び
も
錆
へ
御
史
大



夫
と
為
り
、
上
に
説
き
て
日
-
、
「
昔
へ
高
皇
帝
初
め
て
天
下
を
定
む
る
や
'

昆
弟
少
な
く
、
諸
子
弱
-
'
大
い
に
同
姓
を
封
じ
へ
故
に
華
子
悼
恵
王
も

て
斉
七
十
二
城
に
王
と
し
、
庶
弟
元
王
も
て
楚
四
十
城
に
王
と
し
、
兄
の

子
を
呉
五
十
僚
城
に
王
と
す
。

三
庶
撃
を
封
じ
て
、
天
下
の
半
を
分
-
る

な
り
。

今
へ
呉
王
は
前
に
太
子
の
隙
有
り
、
詐
り
て
痛
と
称
し
て
朝
せ
ず
、

古
法
に
於
け
る
や
課
に
昔
つ
。

文
帝
へ
忍
び
ず
'
因
り
て
凡
杖
を
賜
う
は
う

徳
の
重
厚
な
れ
ば
な
り
。

過
を
改
め
て
自
ら
新
た
め
ず
'
乃
ち
益
騎
恋
し
、

公
に
即
山
も
て
鋳
鎖
し
'
海
を
煮
て
登
を
為
り
'
天
下
の
亡
人
を
誘
い
て

謀
-
て
乱
逆
を
作
す
。

今
、
之
を
削
れ
ば
亦
た
反
し
'
削
ら
ず
も
亦
た
反

す
み

す
。

之
を
削
れ
ば
'
其
の
反
壷
や
か
に
し
て
、
禍
は
少
な
り
。

之
を
削
ら

ざ
れ
ば
'
其
の
反
遅
-
'
禍
は
大
な
り
」
と
。

と
あ
-
'
晃
錨
は
'
諸
侯
王
た
ち
の
反
乱
は
時
間
の
問
題
で
あ
っ
て
、
土
地
を

削
っ
て
も
削
ら
な
-
て
も
い
ず
れ
必
ず
反
乱
を
起
こ
す
も
の
だ
と
み
て
い
た
。

そ
れ
な
ら
ば
、
む
し
ろ
領
土
没
収
を
手
段
と
し
て
早
め
に
反
乱
を
起
こ
さ
せ
て
、

(
つ
ま
-
反
乱
を
誘
発
し
て
)
禍
が
小
さ
い
う
ち
に
討
つ
べ
き
だ
と
考
え
た
の
で

a
)

あ
る
。そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
'
反
乱
を
誘
発
し
て
も
鎮
圧
で
き
る
と
い
う
晃

錯
の
自
信
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
O
晃
錯
伝
お
よ
び
呉
王
劉
済
伝
に
は
'

た
と
え
諸
侯
王
た
ち
が
反
乱
を
起
こ
し
て
も
漠
軍
の
軍
事
力
の
方
が
優
勢
で
あ

(
1

2
)

る
こ
と
を
示
す
記
述
が
見
え
る
が
'
最
大
の
根
拠
は
や
は
-
藩
犀
国
に
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

貫
誼
は
皇
子
の
国
を
最
も
信
頼
で
き
る
藩
犀
国
と
す
る
一
方
も

藩
昇
強
化
策
の
段
階
で
は
'
「
今
(
文
帝
の
)
悼
む
所
の
者
は
'
代
・
准
陽
二
囲

の
み
。皇
太
子
(
景
帝
)
も
亦
た
之
を
悼
む
」
と
述
べ
て
お
り
、
結
果
的
に
は

貫
誼
の
対
諸
侯
王
政
策
と
呉
楚
七
国
の
乱

准
陽
で
は
な
く
梁
と
な
っ
た
が
、
将
来
諸
侯
王
が
反
乱
を
起
こ
し
た
時
に
、
景

帝
に
は
兄
弟
の
国
も
信
頼
す
べ
き
藩
昇
と
な
る
こ
と
を
言
っ
て
い
た
。

そ
の
景

帝
の
兄
弟
の
梁
国
は
す
で
に
文
帝
の
時
に
増
強
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
景
帝
は

即
位
後
す
ぐ
に
皇
子
た
ち
を
各
国
の
王
に
封
じ
て
い
る
。

『
漢
書
』
景
帝
紀
に
よ

る
と
、
景
帝
の
即
位
二
年
目
に
准
陽
・
汝
南
・
河
間
・
広
川
・
中
山
・
臨
江
・

長
抄
の
七
国
が
新
設
さ
れ
て
い
る
。

漠
に
は
呉
楚
七
回
の
乱
が
起
こ
る
前
に
す

で
に
多
く
の
藩
犀
国
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

故
に
晃
錯
は
'
反
乱
を
起

こ
さ
せ
て
も
充
分
に
鎮
圧
で
き
る
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

む
す
び
-
呉
楚
七
国
の
乱
の
過
程
と
貫
誼
の
対
諸
侯
王
政
策

の
影
響
-

景
帝
と
晃
錆
の
協
議
に
よ
り
、
楚
の
東
海
郡
へ
迫
の
常
山
郡
、
腸
西
の
六
県

が
漢
に
没
収
さ
れ
た
。
そ
し
て
呉
の
領
土
の
う
ち
会
稽
郡
と
橡
章
郡
を
没
収
す

る
と
い
う
旨
の
通
達
が
呉
王
に
届
-
と
、
果
た
し
て
呉
王
は
兵
を
挙
げ
た
の
で

あ
る
。呉
は
'
兵
を
進
め
て
潅
水
を
渡
る
と
斉
・
首
川
・
腸
東
・
腸
西
・
済

南
・
済
北
・
楚
・
遭
・
港
南
・
慮
江
・
衡
山
・
故
の
長
沙
王
の
子
ら
、
一
二
国

に
反
乱
参
加
の
轍
を
送
っ
た
.

初
め
は
、
そ
れ
ら
の
う
ち
斉
・
笹
川
・
豚
東
・

腸
西
・
済
南
・
済
北
・
楚
・
辻
が
そ
の
枚
に
応
じ
た
が
、
斉
王
将
闇
は
そ
れ
を

後
悔
し
て
結
局
兵
を
出
さ
ず
'
済
北
王
志
も
城
を
守
っ
て
兵
を
挙
げ
な
か
っ
た
。

そ
の
結
果
、
腸
西
・
笹
川
・
済
南
の
軍
は
裏
切
っ
た
斉
の
首
都
臨
首
を
包
囲
L
へ

そ
れ
に
よ
っ
て
呉
・
楚
軍
に
合
流
す
る
こ
と
が
で
き
ず
'
や
が
て
現
れ
た
漠
の

七
九



援
軍
に
よ
-
撃
破
さ
れ
た
。

准
南
地
方
の
三
国
が
反
乱
に
参
加
し
な
か
っ
た
の

は
先
に
述
べ
た
と
お
-
で
あ
る
.

結
局
、
呉
王
が
反
乱
参
加
を
呼
び
か
け
た
7

二
国
の
う
ち
、
呼
応
し
た
の
は
首
川
・
厚
東
・
豚
西
・
済
南
・
楚
・
連
の
六
国

だ
け
で
あ
り
、
か
つ
漠
額
に
攻
め
込
む
こ
と
が
で
き
た
の
は
呉
と
楚
の
二
国
の

み
で
あ
っ
た
。

振
-
返
っ
て
み
る
と
'
分
割
さ
れ
た
斉
の
六
国
が
足
並
み
を
乱

し
て
反
乱
軍
本
隊
に
合
流
で
き
な
か
っ
た
の
も
、
港
南
の
三
国
が
兵
を
挙
げ
な

か
っ
た
の
も
、
要
誼
の
分
国
策
の
成
果
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
漠
領
に
攻
め
込
ん

だ
呉
軍
は
梁
都
推
陽
に
釘
付
け
と
な
-
、
そ
れ
以
上
の
西
進
が
で
き
ず
、
楚
軍

も
梁
の
昌
邑
の
地
で
梁
軍
と
周
亜
夫
率
い
る
漠
の
援
軍
に
敗
れ
へ
こ
こ
に
呉
楚

七
国
の
乱
は
壊
滅
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
も
貫
誼
の
藩
犀
強
化
策
に
よ
っ
て
一

度
は
国
除
と
な
っ
た
梁
国
が
再
建
・
拡
大
さ
れ
た
か
ら
こ
そ
で
あ
る
。

以
上
の

よ
う
に
、
貫
誼
の
策
に
基
づ
い
た
諸
侯
王
国
の
分
国
と
藩
犀
国
の
拡
大
に
よ
っ

て
反
乱
軍
は
統
制
を
取
る
こ
と
が
で
き
ず
、
反
対
に
、
拡
大
さ
れ
た
藩
犀
国
を

味
方
に
つ
け
た
漠
軍
に
よ
っ
て
こ
の
大
反
乱
は
わ
ず
か
三
ケ
月
で
鎮
圧
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
貫
誼
の
対
諸
侯
王
政
策
は
、
呉
楚
七
国
の
乱
鎮
圧
に

お
い
て
重
要
な
意
義
を
持
つ
の
で
あ
る
。

こ
の
呉
楚
七
国
の
乱
を
も
想
定
に
含
ん
だ
貫
誼
の
分
国
策
と
藩
犀
強
化
策
に

は
、
皇
帝
と
諸
侯
王
と
の
「
血
縁
の
厚
薄
」
と
い
う
問
題
意
識
が
一
貫
し
て
存

在
し
て
い
た
。

も
と
も
と
郡
国
制
は
血
縁
的
紐
帯
関
係
が
強
い
こ
と
を
前
提
に

機
能
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
貫
誼
は
、
世
代
交
代
と
年
月
の
経
過
に
よ
っ
て

そ
の
血
縁
的
紐
帯
関
係
が
脆
弱
化
し
、
藩
犀
と
し
て
諸
侯
王
国
を
立
て
る
郡
国

制
の
限
界
を
感
じ
て
い
た
。

し
か
し
貫
誼
は
た
だ
ち
に
郡
国
制
を
止
め
よ
う
と

八
〇

し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

あ
-
ま
で
郡
国
制
を
維
持
し
た
ま
ま
、
皇
子
の
王

国
を
保
護
・
強
化
す
る
こ
と
と
、
そ
の
他
の
諸
侯
王
国
を
分
割
封
建
し
て
勢
力

を
弱
体
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
郡
国
制
の
問
題
点
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
の

で
あ
る
。

そ
れ
が
「
分
国
策
」
と
「
藩
昇
強
化
策
」
で
あ
っ
た
。

こ
の
貫
誼
の

段
階
で
は
ま
だ
郡
県
制
へ
の
移
行
は
ほ
と
ん
ど
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
景
帝
期
に
な
る
と
、
晃
錯
が
封
建
制
と
し
て
の
藩
犀
国
(
皇
子
国
)

の
存
在
の
重
要
さ
を
意
識
し
な
が
ら
へ
つ
ま
-
郡
国
制
を
維
持
し
っ
つ
も
同
時

に
そ
の
中
の
中
央
政
府
支
配
地
域
を
増
強
し
よ
う
と
し
て
'
少
し
ず
つ
郡
県
制

へ
の
変
質
を
目
指
し
た
。

そ
し
て
武
帝
の
頃
に
は
、
皇
帝
と
諸
侯
王
間
の
血
縁

意
識
の
不
可
避
的
な
希
薄
化
か
ら
'
郡
国
制
の
維
持
が
困
難
だ
と
判
断
し
た
主

父
借
の
献
策
に
よ
っ
て
「
推
恩
の
令
」
が
出
さ
れ
る
と
、
多
く
の
諸
侯
は
こ
れ

に
し
た
が
い
も
前
漠
王
朝
は
実
質
的
な
郡
県
制
へ
移
行
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
変
遷
を
考
え
た
と
き
へ
血
縁
の
厚
薄
を
意
識
し
た
貫
誼
の
対
諸
侯

王
政
策
は
、
前
漠
王
朝
の
地
方
支
配
体
制
が
郡
国
制
か
ら
実
質
的
な
郡
県
制
へ

と
変
質
し
て
い
-
過
程
の
そ
の
出
発
点
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

i
」

(
1
)
貫
誼
の
政
策
に
つ
い
て
検
討
す
る
場
合
、
『
新
書
』
を
用
い
る
べ
き
か
ど
う
か
は

先
学
諸
氏
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
る
。

以
下
に
『
新
書
』
を
史
料
と
し
て
扱
う
こ
と
に

積
極
的
か
消
極
的
か
と
い
う
点
を
基
準
と
し
て
簡
易
的
に
大
別
し
た
。

『
新
書
』
の

利
用
に
消
極
的
な
立
場
を
取
る
も
の
は
'
重
揮
俊
郎
「
貫
誼
新
書
の
思
想
」
(
『
東
洋

史
研
究
』
第
十
巻
第
四
渡
へ
一
九
四
九
年
)
へ
藤
岡
喜
久
男
「
推
恩
の
令
」
(
『
北
大

史
学
』
二
墾
T
九
五
四
年
)
、
戴
君
仁
「
論
貫
誼
的
学
術
並
及
其
前
後
的
学
者
」

(
『
大
陸
雑
誌
」
三
十
六
、
四
二
九
六
八
年
)
へ
徐
復
観
『
訂
増
両
漢
思
想
史
』
巻



二
(
台
湾
学
生
書
局
、
1
九
七
1
年
)
へ
金
谷
治
『
秦
漠
思
想
史
研
究
』
(
日
本
学
術

振
興
会
へ
一
九
六
〇
年
)
'
鎌
田
重
雄
『
秦
漠
政
治
制
度
の
研
究
』
(
日
本
学
術
振
興

会
へ
一
九
六
二
年
)
へ
稲
葉
一
郎
「
呉
楚
七
国
の
乱
に
つ
い
て
」
(
『
立
命
館
文
筆
』

三
・
四
へ
一
九
七
六
年
)
'
宇
野
茂
彦
「
貫
誼
新
書
札
記
」
(
『
名
古
屋
大
学
文
学
部

研
究
論
集
、
哲
学
」
一
九
八
八
年
)
、
佐
藤
武
敏
「
『
史
記
」
に
見
え
る
過
秦
論
」

(
『
中
国
古
代
史
研
究
』
七
へ
一
九
九
七
年
)
'
芳
賀
良
信
『
礼
と
法
の
間
隙
-
前
漠

政
治
思
想
研
究
』
(
汲
古
書
院
へ
二
〇
〇
〇
年
)
へ
好
並
隆
司
「
貫
誼
と
顧
公
鋳
法
」

(
『
史
学
研
究
」
第
一
〇
〇
号
、
広
島
史
学
研
究
会
一
九
六
七
。

後
へ
『
前
漠
政
治
史

研
究
』
研
文
出
版
へ
二
〇
〇
四
年
、
九
月
に
再
録
)
な
ど
が
あ
る
。

一
方
'
『
新
書
』

の
利
用
に
積
極
的
な
立
場
を
取
る
も
の
は
'
伊
瀬
仙
太
郎
「
貫
誼
の
旬
奴
観
」
(
『
立

正
史
学
』
E
I
四
、
1
九
七
八
年
)
、
張
岱
年
「
陸
貫
《
新
語
》
和
貫
誼
《
新
書
》
」

(
『
中
国
哲
学
史
史
料
学
』
へ
一
九
八
二
年
)
、
親
元
珪
「
陸
貫
輿
貫
誼
対
初
漠
政
治
思

想
輿
文
化
之
貢
献
(
下
)
」
(
『
中
国
文
化
月
刊
七
三
』
へ
一
九
八
四
年
)
へ
森
熊
男

「
貫
誼
の
「
三
表
・
五
餌
」
政
策
に
つ
い
て
(
『
岡
山
大
学
教
育
学
部
研
究
集
録
』
六

八
へ
1
九
八
五
年
)
、
藤
木
哲
郎
「
漠
代
思
想
文
献
の
と
り
扱
い
に
つ
い
て
I
陸
貫

『
新
語
』
・
貫
誼
『
新
書
』
・
劉
向
『
新
序
』
『
説
苑
』
の
書
誌
学
的
考
察
-
」
(
『
東

洋
文
化
』
へ
東
京
大
学
出
版
会
へ
1
九
九
三
年
)
へ
工
藤
幸
司
「
貫
誼
と
『
貫
誼
新
書
』
」

(
『
東
洋
古
典
学
研
究
』
、
広
島
大
学
東
洋
古
典
学
研
究
会
'
二
〇
〇
三
年
)
へ
城
山
陽

宣
「
貫
誼
『
新
書
』
の
成
立
」
(
『
日
本
中
国
学
会
報
』
五
六
へ
二
〇
〇
四
年
)
へ
曹

道
衡
・
劉
菖
進
『
先
秦
両
漢
文
学
史
料
学
」
(
中
華
書
局
二
〇
〇
五
年
)
な
ど
が
あ

る
。

(
2
)
『
漢
書
』
要
論
伝
で
は
な
-
'
貫
誼
『
新
書
』
を
用
い
た
買
誼
の
対
諸
侯
王
政
策

に
つ
い
て
は
、
工
藤
幸
司
「
『
貫
誼
新
書
』
の
諸
侯
王
国
対
策
」
(
日
本
中
国
学
曾
報

第
五
十
六
集
'
二
〇
〇
四
年
)
に
詳
し
い
。

(
3
)
工
藤
卓
司
氏
は
'
貫
誼
伝
に
「
且
令
他
人
郡
守
、
豊
如
令
子
」
や
「
今
所
侍
者
、

代
・
准
陽
二
囲
耳
。

皇
太
子
亦
博
之
」
と
い
っ
た
、
藩
昇
に
は
文
帝
の
皇
子
た
ち
を

据
え
る
べ
き
記
述
が
省
略
さ
れ
た
こ
と
で
'
代
・
准
陽
の
位
置
づ
け
が
暖
味
と
な
り
へ

そ
の
二
回
が
強
化
さ
れ
る
理
論
的
根
拠
を
欠
-
と
指
摘
す
る
。

(
4
)
文
帝
期
の
諸
侯
王
表
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
『
史
記
』
漠
興
以
来
諸
侯
王
年
表
・

『
漢
書
』
異
姓
諸
侯
王
表
・
諸
侯
王
表
・
地
理
志
お
よ
び
帝
紀
・
列
伝
な
ど
を
適
時

参
照
し
た
。

(
5
)
何
を
も
っ
て
呉
王
が
告
発
さ
れ
て
い
た
か
へ
そ
の
正
確
な
内
容
は
わ
か
ら
な
い
が
、

『
新
書
』
宗
首
篇
に
も
「
今
或
親
弟
謀
烏
東
帝
'
親
兄
之
子
西
向
而
撃
、
今
呉
又
見

吾
桑
」
と
あ
っ
て
'
制
不
定
篇
と
同
義
の
一
文
が
見
え
る
。

そ
の
如
淳
注
に
'
「
時

呉
王
又
不
循
漠
法
へ
有
告
之
者
」
と
あ
り
'
漠
の
法
令
に
従
わ
な
い
こ
と
を
告
訴
す

る
者
が
い
た
と
述
べ
る
に
止
ま
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
『
漢
書
」
巻
三
五
・
呉
王
劉
湊

伝
を
見
る
と
'
呉
は
銅
山
に
依
っ
て
銭
を
私
鋳
し
、
私
的
に
海
水
を
煮
て
塩
を
製
造

し
て
お
り
、
後
に
太
子
の
一
件
で
入
朝
し
な
-
な
る
と
'
謀
略
を
図
る
よ
う
に
な
っ

た
と
あ
る
。

(
6
)
「
諸
侯
之
地
其
削
原
人
漠
者
へ
烏
徒
其
侯
園
へ
及
封
其
子
孫
於
彼
也
」
(
『
漢
書
』

貫
誼
伝
で
は
「
諸
侯
之
地
其
削
頗
大
湊
者
へ
鵠
徒
其
侯
国
へ
及
封
其
子
孫
也
」
に
作

る
)
の
一
文
に
つ
い
て
は
先
学
に
よ
っ
て
見
解
が
異
な
る
。

藤
岡
喜
久
男
氏
は
顔
師

古
と
劉
敗
の
注
に
依
拠
し
っ
つ
'
「
受
封
し
て
い
た
王
が
有
罪
で
へ
そ
の
地
が
漠
に

投
入
さ
れ
た
も
の
は
、
a
-
犬
牙
錯
綜
し
た
諸
侯
国
の
国
境
を
整
理
す
る
た
め
に
用

い
t
b
-
又
'
其
の
子
孫
を
封
ず
る
時
に
へ
そ
の
分
地
の
数
に
よ
っ
て
之
を
償
還
す

る
た
め
に
用
い
る
。

例
え
ば
'
十
県
合
封
の
人
の
子
孫
で
あ
れ
ば
へ
そ
の
十
県
が
そ

の
子
孫
に
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
。
」
と
述
べ
る
。

こ
の
藤
岡
氏
の
見
解
に
対
し
'
鎌

田
重
雄
氏
は
t
a
b
の
解
釈
が
理
解
し
に
-
い
と
し
て
『
漢
書
補
注
』
に
見
え
る
銭

大
所
の
説
を
引
き
、
「
諸
侯
王
が
罪
に
よ
っ
て
地
を
削
ら
れ
へ
そ
の
削
地
の
漠
に
入

る
も
の
が
多
い
と
き
は
残
存
の
封
地
で
藩
国
を
作
る
と
す
る
と
、
そ
の
藩
国
は
小
さ

く
て
子
孫
が
封
地
を
得
ら
れ
な
い
場
合
を
生
ず
る
。

そ
こ
で
、
そ
の
王
国
内
に
あ
る

列
侯
の
国
(
侯
国
)
を
他
所
に
徒
L
へ
ま
た
王
国
内
に
封
地
を
得
ら
れ
な
い
子
孫
を

他
所
に
封
ず
る
。

か
-
し
て
削
ら
れ
た
数
は
償
還
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
」

と
解
釈
し
て
い
る
。

(
7
)
五
美
篇
の
「
燕
・
呉
・
港
南
花
園
骨
然
」
を
、
貫
誼
伝
で
は
「
燕
・
梁
宅
囲
皆
然
」

に
作
る
。

こ
の
「
梁
」
の
存
在
に
よ
っ
て
分
国
論
の
解
釈
が
異
な
る
。

芳
賀
良
信
氏

貫
誼
の
対
諸
侯
王
政
策
と
呉
楚
七
国
の
乱



は
、
鎌
田
重
雄
氏
の
貫
誼
伝
の
訳
を
踏
ま
え
、
「
貫
誼
の
分
国
策
は
「
及
燕
梁
宅
園

皆
然
」
と
あ
る
よ
う
に
、
幾
つ
か
の
有
力
諸
侯
を
対
象
と
す
る
政
治
的
な
も
の
で
は

な
く
'
全
て
の
諸
侯
王
国
を
対
象
と
し
て
現
体
制
の
変
革
を
図
る
理
念
的
な
も
の
で

ぁ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

一
方
で
氏
は
、
後
の
藩
犀
強
化
案
が
血
縁
関
係
の
厚
薄
を

重
視
し
て
文
帝
皇
子
国
を
強
化
す
る
策
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
分
国
策
と
藩
犀
強

化
策
を
矛
盾
す
る
も
の
だ
と
し
て
い
る
。

し
か
し
五
美
篇
の
記
述
を
基
に
考
え
れ
ば
,

文
帝
皇
子
国
は
分
国
対
象
に
入
ら
な
い
の
で
芳
賀
氏
の
指
摘
す
る
矛
盾
は
生
じ
な

i
"
O

-
V

(
8
)
鎌
田
重
雄
「
漢
朝
の
王
国
抑
損
策
」
(
『
日
本
大
学
仕
田
谷
教
養
学
部
紀
要
「
六
,

一
九
五
八
年
)

(
9
)
港
南
席
王
遺
児
の
四
人
の
中
で
東
城
侯
良
は
天
折
し
て
い
る
の
で
,
文
帝
一
六
年

に
王
と
な
っ
た
の
は
彼
を
除
-
三
人
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
阜
陵
侯
安
は
港
南
王
に
,

安
陽
侯
勃
は
衡
山
王
に
'
陽
周
侯
賜
は
慮
江
王
に
そ
れ
ぞ
れ
封
建
さ
れ
た
。

(
S
)
図
1
・
2
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
『
新
書
』
益
壌
篇
と
『
漢
書
』
貫
誼
伝
お
よ
び

地
理
志
を
参
考
に
'
場
所
の
比
定
は
欝
其
儀
主
編
「
中
国
歴
史
地
図
集
」
(
中
国
地

図
出
版
社
)
に
よ
っ
て
行
っ
た
。

(
3
)
各
諸
侯
王
国
に
対
し
て
鬼
籍
が
没
収
し
よ
う
と
し
た
地
域
が
、
各
国
に
と
っ
て
経

済
的
に
重
要
な
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
は
稲
葉
一
郎
氏
(
稲
葉
一
郎
「
呉
楚
七
国
の
乱

に
つ
い
て
」
『
立
命
館
文
学
』
三
・
四
へ
一
九
七
六
年
)
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い

る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
趨
か
ら
没
収
し
よ
う
と
し
た
常
山
郡
に
は
鉄
山
(
薄
吾

県
)
・
鉄
官
(
都
郷
侯
国
)
が
あ
-
、
楚
か
ら
没
収
し
よ
う
と
し
た
東
海
郡
に
は
鉄

官
(
下
都
県
・
胸
県
)
が
あ
り
、
呉
か
ら
没
収
し
よ
う
と
し
た
郭
郡
に
は
鋼
官
が
,

会
稽
郡
に
は
塩
官
が
あ
っ
た
と
し
へ
見
錆
が
企
て
た
諸
王
封
地
の
削
減
策
の
目
的
が

諸
王
の
経
済
的
基
盤
の
没
収
に
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。

(
S
)
『
漠
至
巻
四
九
・
晃
錯
伝
に
'
「
上
聞
益
日
へ
「
君
嘗
為
呉
相
、
知
呉
相
田
藤
伯

烏
人
膚
。

今
呉
楚
反
、
於
公
意
如
何
」
。

野
日
'
「
不
足
憂
也
へ
今
破
臭
」
。

上
目
,

「
呉
王
即
山
鋳
鏡
、
煮
海
鳥
聾
、
誘
天
下
豪
傑
へ
白
頭
翠
事
,
此
其
計
不
百
全
,
豊

貴
慮
o
何
以
言
其
無
能
烏
也
」
o
森
野
日
、
「
呉
銅
盤
之
利
別
有
之
,
安
得
豪
傑
而
誘

八
二

之
。誠
令
呉
得
豪
傑
、
亦
且
輔
而
鵠
誼
、
不
反
臭
o
呉
所
譲
へ
皆
亡
頼
子
弟
へ
亡
命

鋳
銭
姦
人
'
故
相
誘
以
乱
」
O
錯
日
、
「
姦
策
之
善
」
。
-
(
中
略
)
-
「
今
御
史
大

夫
錯
議
日
、
『
兵
数
百
罵
、
濁
屠
軍
臣
へ
不
可
信
.陛

下
不
知
日
出
臨
兵
へ
使
錯
居

守
-
』
」
と
あ
り
、
「
呉
王
が
集
め
た
群
衆
は
亡
命
者
や
罪
人
な
ど
皆
な
訳
有
り
の
者

た
ち
で
あ
り
、
決
し
て
豪
傑
な
ど
で
は
な
い
」
と
言
う
裏
盆
の
意
見
に
同
調
し
て
い

る
。ま

た
、
呉
王
劉
済
伝
に
'
「
腸
西
軍
臣
或
聞
王
謀
'
諌
日
へ
「
諸
侯
地
不
能
薦
漠

十
二
、
為
坂
逆
以
憂
太
后
へ
非
計
也
-
」
」
と
あ
-
、
諸
侯
の
領
地
は
漠
室
の
土
地

の
十
分
の
二
を
過
ぎ
な
い
と
い
う
状
況
が
窺
え
る
0




