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は
じ
め
に

　

従
来
の
王
符
『
潜
夫
論
』
研
究
）
1
（

は
、
潜
在
的
な
矛
盾
と
し
て
儒
家
的
・
法
家

的
な
記
述
が
併
存
し
て
い
る
事
に
対
し
、
そ
れ
を
い
か
に
整
合
的
に
解
釈
す
る

か
、
と
い
う
こ
と
に
議
論
の
焦
点
が
絞
ら
れ
て
い
た
）
2
（

。
渡
部
東
一
郎
は
、「
寛

猛
相
済
」
を
根
拠
に
、『
潜
夫
論
』
は
、「
寛
」
政
・「
猛
」
政
を
正
当
化
し
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
儒
教
の
枠
内
に
収
ま
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
）
3
（

。

首
肯
す
べ
き
意
見
で
あ
る
。
た
だ
、
後
漢
は
「
儒
教
」
国
家
で
あ
り
）
4
（

、
あ
る
意

味
で
そ
れ
は
当
然
と
言
え
、
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
の
到
達
点
も
、
王
符
の
記

述
を
各
々
が
解
釈
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
留
ま
れ
ば
、
王
符
の
思

想
を
大
枠
に
お
い
て
把
握
し
た
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
。

　

さ
て
、『
潜
夫
論
』
を
紐
解
く
と
、
彼
が
「
賢
」
と
い
う
語
を
用
い
な
が
ら
、

議
論
を
展
開
し
て
い
る
箇
所
が
多
い
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
こ
れ
自
体
は
珍

し
い
こ
と
で
は
な
い
が
、『
潜
夫
論
』
の
中
で
「
賢
」
が
ど
の
よ
う
に
使
用
さ

れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
み
れ
ば
、
彼
の
思
想
の
一
端
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

か
か
る
視
座
に
立
ち
、「
賢
」
に
つ
い
て
指
摘
し
た
先
行
研
究
者
と
し
て
、

劉
文
英
・
日
原
利
国
・
馬
場
英
雄
が
挙
げ
ら
れ
る
。
劉
は
、
王
符
の
政
治
思
想

上
に
お
い
て
、「
国
以
賢
興
」
と
い
う
観
念
が
重
要
で
あ
る
と
し
、
ま
た
王
符

が
「
尚
賢
」
で
な
く
「
任
賢
」
を
重
要
視
し
て
い
る
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
賢

才
の
標
準
と
評
定
、
賢
才
の
推
挙
と
選
抜
、
賢
才
の
考
績
と
昇
黜
と
い
う
よ
う

に
項
目
を
分
け
、
検
討
し
て
い
る
）
5
（

。
た
だ
、
そ
の
検
討
は
紙
幅
も
あ
る
の
か
深

め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
表
面
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
日
原
は
、
あ
く
ま
で
「
中

庸
」
の
民
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
善
悪
賢
愚
は
、「
後
天
的
条
件
」
で
あ
る
と

す
る
）
6
（

。
氏
の
言
う
「
賢
」
が
「
後
天
的
」
で
あ
る
こ
と
は
、
王
符
の
中
で
通
底

す
る
考
え
で
あ
る
。
し
か
し
、
真
に
検
討
す
る
べ
き
は
、
こ
の
よ
う
な
思
想
が
、

ど
の
よ
う
な
背
景
に
基
づ
い
て
生
ま
れ
た
の
か
で
あ
ろ
う
。
対
し
て
、
馬
場
は
、

彼
の
批
判
対
象
を
鄧
騭
や
鄧
太
后
と
指
摘
し
た
う
え
で
、
王
符
の
最
も
強
調
す

る
の
は
、「
賢
者
」
の
不
在
と
い
う
事
実
で
あ
り
、
そ
れ
は
い
な
い
の
で
は
な
く
、

国
は
賢
を
以
て
興
る
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潜
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見
い
だ
さ
れ
な
い
の
だ
と
王
符
が
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、「
賢
者
」
と
は

人
の
資
質
の
問
題
で
は
な
い
、
世
に
出
て
し
か
る
べ
き
地
位
に
あ
っ
て
初
め
て

賢
者
で
あ
り
う
る
、
と
い
う
）
7
（

。
し
か
し
、「
賢
者
」
と
は
人
の
資
質
の
問
題
で

は
な
い
、
と
い
う
点
に
は
重
大
な
問
題
点
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
私
見
で
は

王
符
は
真
逆
の
事
を
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
本
稿
で
は
、
ま
ず
、

王
符
の
想
定
し
て
い
た
批
判
の
対
象
が
何
を
指
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し

た
う
え
で
、
そ
の
状
況
下
で
の
「
賢
」
人
に
つ
い
て
述
べ
、
そ
れ
を
手
掛
か
り

に
賢
に
つ
い
て
の
思
想
的
系
譜
ま
で
述
べ
た
い
。

一
、
王
符
の
批
判
対
象
に
つ
い
て

　
『
潜
夫
論
』
の
著
作
年
代
の
基
本
的
理
解
は
、『
四
庫
提
要
』
に

規 

官
を
解
き
里
に
帰
る
は
、
本
伝
の
延
熹
五
年
に
在
る
に
拠
れ
ば
、
則

ち
符
の
書
を
著
は
す
は
桓
帝
の
時
に
在
り
、
故
に
說
く
所 
漢
末
弊
政
を

切
す
こ
と
多
し
（『
四
庫
提
要
』
巻
九
十
一 

子
部
一 

儒
家
類
）
8
（

）。

と
あ
る
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
著
作
年
代
を
桓
帝
期
に
比
定

す
る
の
は
、
性
急
な
議
論
で
あ
ろ
う
。
張
覚
）
9
（

は
、『
潜
夫
論
』
全
篇
が
成
立
し

た
の
は
、
安
帝
永
初
元
（
一
〇
七
）
年
〜
順
帝
永
和
五
（
一
四
〇
）
年
の
間
と

す
る
。
穏
当
な
見
解
で
あ
る
が
、
範
囲
は
よ
り
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ

れ
ら
に
対
し
、
中
嶋
隆
蔵
は
、「
第
二
次
涼
州
放
棄
論
）
10
（

」
へ
の
批
判
が
色
濃
く

見
え
る
「
救
辺
」「
辺
議
」「
実
辺
」
篇
ら
の
成
立
は
、
一
一
七
年
こ
ろ
で
あ
る

と
述
べ
て
い
る
）
11
（

。
こ
の
論
を
押
し
広
げ
て
、
中
嶋
は
以
下
の
条
件
を
あ
げ
て
批

判
の
対
象
も
和
安
帝
社
会
で
あ
る
と
推
定
す
る
。

①
馬
融
・
張
衡
・
崔
瑗
・
竇
章
な
ど
王
符
の
朋
友
の
伝
中
に
、
王
符
の
名

が
見
え
な
い
。

↓
彼
ら
と
の
交
際
は
、
非
常
に
早
期
で
短
期
間
。

②
「
安
定
の
俗
は
庶
孽
を
鄙
み
、
而
し
て
符 

外
家
無
く
、
郷
人
の
賤
し

む
所
と
為
る
。
和
、
安
の
後
よ
り
、
世 

游
宦
に
務
め
、
当
塗
者 

更
も

相 

薦
引
す
る
も
、
而
れ
ど
も
符 

独
り
耿
介
と
し
て
俗
に
同
ぜ
ず
」
で
あ

り
、「
少
く
し
て
学
を
好
み
、
志
操
有
り
」
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
昇

進
で
き
ず
著
述
に
専
念
し
た
た
め
、
か
な
り
若
い
時
期
に
隠
居
し
た
。

③
『
潜
夫
論
』
中
の
対
羌
戦
争
を
論
じ
た
救
辺
篇
の
「
此
く
の
若
き
以
来
、

出
入
九
載
」、
辺
議
篇
の
「
此
く
の
若
く
し
て
、
已
に
積
む
こ
と
十
歳
」、

実
辺
篇
の
「
十
歳
に
至
る
も
挙
ぐ
る
を
得
ず
（
孝
廉
）」
と
い
う
記
事
は
、

羌
族
が
反
乱
を
起
こ
し
て
か
ら
約
十
年
が
す
ぎ
た
こ
と
を
表
す
。

↓
こ
れ
ら
の
篇
の
成
立
は
、
一
一
七
年
頃
と
推
定
。

↓
か
り
に
、
一
つ
の
書
物
と
し
て
の
ま
と
ま
っ
た
体
裁
を
考
え
れ
ば
、
全

書
成
立
時
期
に
お
い
て
、
当
然
年
代
の
変
更
や
情
勢
の
変
化
に
応
じ
て
内

容
の
訂
正
を
行
う
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
、
羌
族
反
乱
後
十
年
こ

ろ
に
は
全
書
が
成
立
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。

④
「
頃
く
有
り
て
、
又 

王
符 

門
に
在
り
と
白
す
。
規
は
素
よ
り
符
の
名

を
聞
け
ば
、
乃
ち
驚
き
遽
て
て
起
ち
、
衣
に
帶
す
る
に
及
ば
ず
、
履
を
屣

し
て
出
で
て
迎
へ
、
符
の
手
を
援
き
て
還
り
、
與
に
坐
を
同
じ
く
し
て
、

歡
を
極
く
す
」
と
あ
り
、
一
介
の
野
人
で
あ
り
な
が
ら
名
は
高
位
高
官
の
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人
に
伝
わ
っ
て
お
り
、『
潜
夫
論
』
は
早
く
か
ら
執
筆
公
開
さ
れ
た
、
も

し
く
は
そ
の
思
想
を
早
く
か
ら
公
に
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

こ
の
中
嶋
の
見
解
は
、
踏
ま
え
る
べ
き
も
の
で
、
基
本
的
に
首
肯
し
う
る
見

解
で
あ
る
）
12
（

。
本
稿
は
、
こ
れ
を
基
本
的
に
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
考

績
篇
に
、「
聖
漢
踐
祚
、
載
祀
四
八
」
と
あ
る
。
前
漢
が
始
ま
っ
た
の
は
、
前

二
〇
六
年
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
三
二
〇
年
後
は
、
紀
元
一
一
四
年
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
元
初
元
年
を
指
す
。
こ
れ
を
み
て
も
、
中
嶋
の
見
解
・
こ
れ
か
ら
指

摘
す
る
本
稿
の
論
の
妥
当
性
が
担
保
さ
れ
る
。

　

さ
て
、
当
該
期
に
お
い
て
、
政
権
を
握
っ
て
い
た
の
は
、
南
陽
新
野
の
鄧
騭

を
中
心
と
し
た
鄧
氏
一
族
で
あ
っ
た
。こ
こ
で
は
、彼
の
政
権
状
態
を
仮
に
「
鄧

騭
専
権
」
と
し
て
お
こ
う
）
13
（

。
馬
場
は
、
上
記
三
篇
＋
勧
将
篇
に
お
け
る
王
符
が

想
定
し
て
い
た
批
判
対
象
は
鄧
騭
、
そ
の
背
後
に
い
る
鄧
太
后
で
あ
る
と
指
摘

す
る
）
14
（

。
鄧
騭
へ
の
批
判
は
そ
の
他
の
篇
で
も
確
認
で
き
、
そ
れ
を
踏
ま
え
れ
ば
、

批
判
の
対
象
が
明
確
化
さ
れ
た
篇
を
上
記
三
篇
＋
勧
将
篇
の
み
と
す
る
べ
き
で

は
な
い
。
本
項
で
は
、
王
符
の
批
判
の
対
象
が
「
鄧
騭
専
権
」
状
態
で
あ
り
、

そ
れ
が
上
記
三
篇
以
外
に
も
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
、「
永
初

の
乱
」
に
対
す
る
対
応
へ
の
批
判
、
現
実
政
治
へ
の
批
判
の
両
面
か
ら
検
討
す

る
。

　

・「
永
初
の
乱
」
へ
の
批
判

往
者 

羌
虜 

背
叛
し
、
始
め
涼
・
并
よ
り
、
延
び
て
司
隷
に
及
び
、
東
の

か
た
趙
・
魏
に
禍
し
、
西
の
か
た
蜀
・
漢
に
鈔
し
、
五
州 

残
ら
ず
破
れ
、

六
郡 

削
迹
せ
ら
れ
、
周
迴
千
里
、
野
に
孑
遺
無
く
、
寇
鈔
禍
害
、
昼

夜 

止
ま
ず
、
百
姓 

滅
没
し
、
日
月 

焦
尽
す
。
而
れ
ど
も
内
郡
の
士
の

殃
を
被
ら
ざ
る
者
、
咸 

云
へ
ら
く
、
当
且
に
放
縦
し
て
、
以
て
天
の
時

を
待
つ
べ
し
、
と
。
用
意
の
此
く
の
若
き
は
、
豈
に
人
心
な
ら
ん
や
（
救

辺
篇
）
15
（

）。

　

ま
ず
、
彼
の
批
判
は
、「
内
郡
の
士
の
殃
を
被
ら
ざ
る
者
」
に
よ
る
日
和
見

的
な
態
度
を
「
豈
に
人
心
な
ら
ん
や
」
と
厳
し
く
批
判
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま

る
。
次
段
に
、
王
符
が
何
を
批
判
し
て
い
る
の
か
、
よ
り
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て

い
る
。前

に
羌
の
始
め
反
す
る
や
、
公
卿
・
師
尹 

咸 

涼
州
を
捐
棄
し
、
却
き
て

三
輔
を
保
た
ん
と
欲
す
る
も
、
朝
廷 

聴
か
ず
。
後
に
羌 

遂
に
侵
す
や
、

而
し
て
論
者
多
く
惑
議
に
従
は
ざ
る
を
恨
む
。
余
窃
か
に
之
を
笑
ふ
。
所

謂 

媾
る
も
亦
た
悔
ひ
、
媾
ら
ざ
る
も
亦
た
悔
有
る
の
み
、
未
だ
始
め
よ

り
変
の
理
を
識
ら
ず
。
地
に
辺
無
く
、
辺
無
く
ん
ば
国
を
亡
ふ
。
…
…

今 

武
を
厲
し
く
し
て
以
て
虜
を
誅
し
、材
を
選
び
て
以
て
境
を
全
ふ
せ
ず
、

而
れ
ど
も
辺 

守
る
可
か
ら
ざ
る
を
云
ひ
、
先
づ
自
ら
割
た
ん
こ
と
欲
し
、

偄
を
寇
敵
に
示
す
は
、
亦
た
惑
へ
る
に
あ
ら
ず
や
（
救
辺
篇
）
16
（

）。

　

一
一
一
年
に
龐
参
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
「
第
二
次
涼
州
放
棄
論
」
は
、「
騭

及
び
公
卿 

国
用
の
足
ら
ざ
る
を
以
て
、
参
の
議
に
従
は
ん
と
す
る
も
、
衆 

同

じ
か
ら
ざ
る
も
の
多
く
、
乃
ち
止
む
）
17
（

」
と
あ
り
、
王
符
も
「
朝
廷 

聴
か
ず
」

と
述
べ
る
よ
う
に
、
却
下
さ
れ
た
。
け
れ
ど
も
、
後
に
羌
の
侵
攻
が
広
範
囲
に

及
ぶ
と
、
み
な
「
第
二
次
涼
州
放
棄
論
」
に
従
わ
な
か
っ
た
こ
と
を
恨
ん
だ
と

い
う
。
そ
れ
に
対
し
、
虞
詡
の
意
見
と
ほ
ぼ
同
様
の
こ
と
を
述
べ
な
が
ら
、
最
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後
に
、
逃
げ
腰
の
「
公
卿
・
師
尹
」
に
対
し
、
激
烈
な
批
判
を
加
え
る
。
こ
の

二
段
は
、「
第
二
次
涼
州
放
棄
論
」
を
支
持
す
る
「
内
郡
の
士
の
殃
を
被
ら
ざ

る
者
＝
逃
げ
腰
の
公
卿
・
師
尹
」
へ
の
批
判
を
展
開
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ

し
て
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
「
第
二
次
涼
州
放
棄
論
」
を
支
持
し
た
の
は
、「
鄧

騭
専
権
」
で
あ
っ
た
。

　

た
だ
、
王
符
の
批
判
は
「
第
二
次
涼
州
放
棄
論
」
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
具
体

的
に
西
羌
鎮
圧
に
向
か
っ
た
「
将
帥
」
に
も
厳
し
い
目
を
向
け
る
。

前
に
羌
の
始
め
て
反
せ
る
の
時
、
将
帥 

守
令
の
群
を
以
ゐ
、
富
厚
の
蓄

を
籍
り
、
列
城
に
拠
り
て
利
勢
に
處
り
、
十
万
の
衆
を
擁
し
、
勇
傑
の
士

を
将
ゐ
、
以
て
草
創
新
叛
散
乱
の
弱
虜
を
誅
せ
ん
と
す
る
も
、
自
ら
至
る

の
小
寇
を
撃
ち
て
、
擒
滅
す
る
こ
と
能
は
ず
。
…
…
此
れ
天
の
災
ひ
に
非

ず
、
長
吏
の
過
な
る
の
み
（
勧
将
篇
）
18
（

）。

　
「
富
厚
の
蓄
を
籍
」
り
、「
列
城
に
拠
り
て
利
勢
に
處
」
り
、「
十
万
の
衆
を
擁
」

し
、「
勇
傑
の
士
を
将
」
い
た
「
将
帥
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
王
符
が
「
弱
虜
」

と
認
識
す
る
西
羌
を
撃
つ
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
大
敗
を
喫
し
、

そ
の
原
因
は
す
べ
て
「
長
吏
の
過
」
で
あ
る
と
断
罪
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

こ
こ
で
い
う
「
長
吏
」
と
は
、「
将
帥
」
を
指
す
。
そ
の
「
将
帥
」
と
は
、「（
一

〇
七
年
）
冬
、
車
騎
将
軍
の
鄧
騭
を
遣
は
し
、
征
西
校
尉
の
任
尚
を
副
と
し
、

五
営
及
び
三
河
・
三
輔
・
汝
南
・
南
陽
・
潁
川
・
太
原
・
上
党
兵 

合
し
て
五

万
人
を
将
ゐ
、
漢
陽
に
屯
せ
し
む
。
明
年
春
、
諸
郡
兵 

未
だ
至
る
に
及
ば
ず

し
て
、
鍾
羌
の
数
千
人 

先
づ
撃
ち
て
騭
軍
を
冀
西
に
敗
り
、
千
余
人
を
殺

す
）
19
（

」
と
あ
る
よ
う
に
、
鄧
騭
で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
ま
で
を
整
理
す
る
と
、「
第
二
次
涼
州
放
棄
論
」
を
支
持
す
る
「
内
郡

の
士
の
殃
を
被
ら
ざ
る
者
＝
逃
げ
腰
の
公
卿
・
師
尹
」
＝
鄧
騭
に
与
す
る
人
々

及
び
、「
富
厚
の
蓄
を
籍
」
り
、「
列
城
に
拠
り
て
利
勢
に
處
」
り
、「
十
万
の

衆
を
擁
」
し
、「
勇
傑
の
士
を
将
」
い
た
「
将
帥
」
＝
鄧
騭
と
い
う
よ
う
に
、

両
面
か
ら
「
鄧
騭
専
権
」
を
批
判
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
、

こ
れ
だ
け
で
は
、「
永
初
の
乱
」
に
対
す
る
批
判
が
展
開
さ
れ
て
い
る
篇
│
│

「
救
辺
」「
辺
議
」「
実
辺
」「
勧
将
」
│
│
し
か
妥
当
性
を
確
認
で
き
ず
、
先
行

研
究
の
指
摘
し
た
域
を
で
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
上
記
四
篇

以
外
で
も
「
鄧
騭
専
権
」
を
批
判
し
て
い
た
こ
と
を
述
べ
る
。

　

・
上
記
四
篇
以
外
に
お
け
る
批
判

今 

世
に
位
を
得
る
の
徒
、
女
妹
の
寵
に
依
り
て
以
て
士
に
驕
り
、
亢
竜

の
勢
を
藉
り
て
以
て
賢
を
陵
ぎ
、
而
し
て
志
義
の
士
を
し
て
、
匍
匐
し
て

躬
を
曲
げ
て
以
て
己
に
事
へ
、
毀
顔
諂
諛
し
て
以
て
親
を
求
め
、
然
る
後

に
乃
ち
之
を
保
持
せ
し
め
ん
と
欲
す
れ
ば
、
則
ち
貞
士 

採
薇
凍
餒
し
、

巌
穴
の
中
に
伏
死
す
る
の
み
に
し
て
、
豈
に
肯
へ
て
其
の
闕
を
践
み
て
其

の
人
に
交
は
ら
ん
と
す
る
者
有
る
を
や
（
本
政
篇
）
20
（

）。

　

こ
の
段
で
は
、
ま
ず
理
想
の
政
治
と
し
て
周
公
を
挙
げ
る
。
そ
し
て
、
世
で

位
を
得
て
い
る
も
の
は
、「
女
妹
の
寵
」
を
頼
り
に
し
て
士
に
驕
り
、「
亢
竜
の

勢
」
を
恃
み
に
し
て
賢
人
を
し
の
い
で
い
る
。「
女
妹
」
と
は
、
妹
を
指
し
、

そ
の
寵
を
頼
り
に
す
る
と
は
、
い
わ
ゆ
る
外
戚
政
治
を
指
し
て
い
る
と
考
え
て

大
過
な
い
。
そ
し
て
、『
周
易
』
乾
卦 

上
九
を
典
拠
と
す
る
「
亢
竜
（
登
り
す

ぎ
た
竜
）」
の
勢
力
を
恃
み
に
し
て
（
そ
れ
に
む
ら
が
り
）
賢
人
を
侮
る
も
の
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と
は
、「
鄧
騭
専
権
」
を
構
成
し
て
い
る
人
士
を
批
判
し
て
い
る
に
相
違
な
い

だ
ろ
う
。
ま
た
、「
賢
難
篇
」
に

①
今
の
世
俗
の
人
、
自
ら
其
の
親
き
に
慢
り
て
人
の
之
を
敬
ふ
を
憎
み
、

自
ら
其
の
親
き
に
簡
り
て
人
の
之
を
愛
す
る
を
憎
む
者 

少
な
か
ら
ざ
る

な
り
。
②
豈
に
独
だ
品
庶
の
み
な
ら
ん
や
、
賢
材 

時
に
焉
れ
有
ら
ん
。

鄧
通 

文
帝
に
幸
せ
ら
れ
、
心
を
尽
く
し
て
違
は
ず
、
吮
癰
し
て
恡
色
無
し
。

帝 

病
み
て
楽
ま
ず
、
従
容
し
て
曰
く
、「
天
下
の
誰
か
最
も
朕
を
愛
す
る

者
か
」
と
。
③
鄧
通 
太
子
の
孝
を
称
へ
ん
と
欲
し
、
則
ち
因
り
て
対
へ

て
曰
く
、「
太
子
の
最
も
陛
下
を
愛
す
る
に
若
く
は
莫
き
な
り
」
と
。
④

太
子 

疾
を
問
ふ
に
及
び
、
帝 

吮
癰
せ
し
め
ん
と
す
る
も
、
之
を
難
し
と

す
る
色
有
り
、
帝 

悦
ば
ず
し
て
太
子
を
遣
る
。
既
に
し
て
鄧
通
の
常
に

吮
癰
す
る
を
聞
く
や
、
乃
ち
慚
ぢ
て
之
を
怨
む
。
帝
位
を
嗣
ぐ
に
及
び
、

遂
に
通
の
罪
を
致
し
て
餓
死
に
至
ら
し
む
。
⑤
故
に
鄧
通 

其
の
行
ひ
の

心
力
を
尽
く
し
て
人
を
害
す
る
無
き
所
以
、
其
の
言
の
太
子
を
誉
め
て
孝

慈
を
昭
か
に
す
る
所
以
な
り
。
太
子 

自
ら
其
の
称
を
尽
く
す
能
は
ざ
れ

ば
、
則
ち
反
っ
て
怨
を
結
び
て
咎
を
焉
に
帰
す
。
人
の
長
を
称
ふ
る
は
、

其
の
孝
を
彰
か
に
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
な
り
。
且
つ
猶
ほ
罪
と
為
る
が
ご
と

け
れ
ば
、
又 

況
ん
や
人
の
短
を
明
ら
か
に
し
世
を
矯
む
る
者
を
や
（
賢

難
篇
）
21
（

）。

　

鄧
通
と
は
、『
史
記
』
巻
一
百
二
十
五 

佞
幸
列
伝
や
『
漢
書
』
巻
九
十

三 

佞
幸
伝
に
現
れ
る
、
佞
臣
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
少
な
く
と
も
司
馬
遷
や
班

固
は
、
評
価
し
て
い
な
い
人
物
で
あ
る
。
た
だ
、
王
符
の
見
方
は
異
な
る
。

①
今
の
世
俗
の
人
は
、「
親
き
に
慢
り
て
人
の
之
を
敬
ふ
を
憎
み
（
血
縁

が
近
い
こ
と
に
慢
心
し
て
関
係
の
な
い
人
間
が
こ
れ
を
敬
う
の
を
憎
み
）」、

「
親
き
に
簡
り
て
人
の
之
を
愛
す
る
を
憎
む
（
血
縁
が
近
い
こ
と
に
侮
っ

て
関
係
の
な
い
人
間
が
こ
れ
を
愛
す
る
の
を
憎
む
）」
こ
と
が
少
な
く
な

い
。

②
「
品
庶
」
だ
け
で
な
く
、「
賢
材
」
に
も
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

彼
の
い
う
心
は
、
血
縁
者
で
な
い
人
が
、
そ
れ
以
外
の
人
間
が
自
身
の
血
縁

者
に
親
し
く
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
多
々
あ
る
と
い
う
こ
と

だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
引
か
れ
る
事
例
が
、
鄧
通
で
あ
る
。

③
鄧
通
は
、
文
帝
の
質
問
に
対
し
、「
太
子
の
孝
を
称
へ
ん
」
と
し
て
太

子
（
景
帝
）
を
顕
彰
す
る
。

④
し
か
し
、
太
子
は
、
文
帝
に
で
き
た
腫
物
を
口
で
す
す
る
こ
と
に
難
色

を
示
し
、
そ
れ
に
よ
り
文
帝
の
不
興
を
買
う
。
そ
し
て
、
鄧
通
が
そ
れ
を

常
に
行
っ
て
い
る
こ
と
を
聞
く
と
、
彼
を
恨
み
、
死
に
至
ら
し
め
た
。

　

こ
れ
に
対
し
王
符
は
、
こ
の
話
の
文
脈
自
体
と
は
あ
ま
り
関
係
の
な
い
と
こ

ろ
で
、
鄧
通
を
顕
彰
す
る
。

⑤
彼
は
太
子
の
「
孝
」
を
彰
か
に
し
よ
う
と
し
た
だ
け
で
、
そ
の
「
孝
」

を
尽
く
す
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
太
子
が
悪
い
の
で
あ
り
、「
孝
」
を
顕

彰
す
る
こ
と
が
罪
に
な
る
の
な
ら
、
ど
う
し
て
人
の
短
所
を
指
摘
し
て
世

の
中
を
正
そ
う
と
す
る
も
の
が
罪
を
う
け
な
い
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
。

　

彼
の
論
理
の
中
で
言
え
ば
、
太
子
の
「
孝
」
を
彰
か
に
し
よ
う
と
し
た
鄧
通

が
（
景
帝
に
く
ら
べ
れ
ば
）「
賢
」
な
の
で
あ
り
、
反
対
に
「
孝
」
を
尽
く
せ
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な
か
っ
た
太
子
は
、（
鄧
通
に
く
ら
べ
れ
ば
）「
小
人
」
な
の
で
あ
る
）
22
（

。
し
か
し
、

こ
れ
は
、
明
ら
か
に
普
通
の
評
価
で
は
な
い
。
班
固
は
、
景
帝
の
治
世
を
、「
周

は
成
康
を
云
ひ
、
漢
は
文
景
を
言
ふ
、
美
な
る
か
な
（
周
云
成
康
、
漢
言
文
景
、

美
矣
）（『
漢
書
』
巻
五 

景
帝
の
賛
）」
と
た
た
え
て
い
る
し
、
そ
れ
に
『
漢
書
』

巻
九
十
三 

佞
幸
伝
の
賛
に
は
、「
王
者 

人
を
私
す
る
に
官
を
以
て
せ
ざ
る
は
、

殆
ん
ど
此
れ
が
為
な
り
（
王
者
不
私
人
以
官
、
殆
為
此
也
）」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、

王
符
の
評
価
は
、
通
常
と
は
完
全
に
反
転
し
て
い
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
評
価

が
お
こ
り
え
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

前
漢
が
成
立
し
て
よ
り
以
来
、
抱
え
て
い
た
国
家
問
題
は
、
対
匈
奴
政
策
で

あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
高
祖
が
白
登
山
で
敗
北
し
、
屈
辱
的
な
臣
従
関
係
を
結
ん

だ
こ
と
よ
り
始
ま
る
。
そ
し
て
、
こ
の
関
係
性
は
、
対
等
に
な
り
こ
そ
す
れ
、

漢
が
上
に
た
つ
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
ら
ば
、
答
え
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

文
・
景
期
の
匈
奴
と
の
力
関
係
は
、
王
符
の
直
面
し
て
い
る
現
実
と
、
軌
を
一

に
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
匈
奴
の
侵
攻
は
退
け
な
が
ら
も
、
積
極
策
に
出
る
わ

け
で
は
な
い
景
帝
と
、
西
羌
の
反
乱
に
対
し
、
積
極
策
を
講
ず
る
こ
と
な
く
、

あ
ま
つ
さ
え
涼
州
を
放
棄
し
よ
う
と
す
る
鄧
騭
や
そ
の
周
辺
を
、
重
ね
合
わ
せ

て
い
る
の
で
る
。し
か
ら
ば
、こ
の
評
価
の
真
意
が
理
解
で
き
る
。王
符
に
と
っ

て
、「
小
人
」
は
、
景
帝
で
あ
り
、
鄧
騭
な
の
で
あ
る
（
こ
の
評
価
は
、
鄧
騭

と
同
姓
の
鄧
通
を
事
例
に
引
く
こ
と
に
よ
り
、
暗
に
鄧
騭
を
批
判
し
た
い
王
符

の
含
意
が
よ
り
よ
く
み
て
と
れ
る
）。

　

こ
こ
ま
で
指
摘
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、「
救
辺
」「
辺
議
」「
実
辺
」「
勧

将
」
の
四
篇
だ
け
で
な
く
、
そ
の
他
の
篇
に
お
い
て
も
『
潜
夫
論
』
が
「
鄧
騭

専
権
」
に
対
す
る
批
判
を
行
っ
て
い
た
こ
と
、
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、『
潜

夫
論
』
は
基
本
的
に
「
鄧
騭
専
権
」
下
に
あ
っ
た
世
界
を
想
定
し
て
描
か
れ
て

い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、『
潜
夫
論
』

中
に
は
「
賢
」
に
つ
い
て
記
さ
れ
、「
賢
」
の
処
遇
や
活
か
し
方
へ
の
指
摘
が

多
く
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、『
潜
夫
論
』
に
お
け
る
「
賢
」
へ
の
論
及
は
、「
鄧

騭
専
権
」
下
に
お
け
る
「
賢
」
へ
の
論
及
へ
と
読
み
替
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ

ろ
う
。
そ
の
詳
細
は
次
で
述
べ
る
こ
と
と
し
て
、
項
を
移
す
こ
と
と
し
た
い
。

二
、「
鄧
騭
専
権
」
下
の
「
賢
」

　
「
鄧
騭
専
権
」
下
に
お
い
て
、「
永
初
の
乱
」
は
、
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し

た
。
そ
れ
は
、
結
局
な
ら
な
か
っ
た
が
、「
第
二
次
涼
州
放
棄
論
」
を
起
こ
さ

せ
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
が
「
末
世
（
潜
嘆
篇
）」
と
認
識
す
る
世
界

に
お
い
て
、
政
治
と
い
う
の
は
誰
に
任
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
。
そ
れ
に
つ
い
て

は
、

①
折
衝
安
民
、
要
は
賢
に
任
す
に
在
り
、
境
に
促
す
に
在
ら
ず
。
②
斉
・

魏
は
却
き
て
守
り
、
国
は
以
て
安
ん
ぜ
ず
。
子
嬰
は
自
ら
削
り
、
秦
は
以

て
在い

ま

さ
ず
。
③
武
皇
帝
は
夷
を
攘
ひ
境
を
拆
き
、
…
…
武
軍
の
嚮
か
ふ
所
、

夷
の
滅
せ
ざ
る
無
し
（
救
辺
篇
）
23
（

）。

①
「
折
衝
安
民
（
敵
に
勝
ち
民
を
安
寧
に
導
く
）」
こ
と
の
「
要
（
か
な

め
）」
は
、「
賢
」
に
（
政
治
を
）
任
せ
る
こ
と
に
あ
り
、
辺
境
に
促
す
も
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の
で
は
な
い
。

②
斉
・
魏
・
秦
王
子
嬰
を
非
と
す
る
。

②
漢
の
武
帝
を
是
と
す
る
。

　

こ
れ
を
み
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
王
符
は
、
辺
境
に
対
し
強
硬
策
を
と
っ
た

武
帝
を
顕
彰
す
る
。
こ
の
「
任
賢
」
思
想
が
、
基
本
的
に
王
符
の
政
治
思
想
の

根
幹
と
な
っ
て
い
る
。た
だ
、当
然
で
あ
る
け
れ
ど
も
、「
鄧
騭
専
権
」
で
は
「
任

賢
」
の
状
態
に
な
っ
て
い
な
い
か
ら
王
符
は
批
判
す
る
。

凡
そ
国
の
君
に
有
る
者
は
、
未
だ
嘗
て
治
を
欲
せ
ざ
る
こ
と
あ
ら
ざ
る
な

り
、
而
れ
ど
も
治 

世
に
見
れ
ざ
る
者
は
、
任
ず
る
所 

賢
な
ら
ざ
る
が
故

な
り
。
世
に
未
だ
嘗
て
賢
無
き
こ
と
あ
ら
ざ
る
な
り
、
而
れ
ど
も
賢 

用

ひ
ら
る
る
を
得
ざ
る
者
は
、
羣
臣
の
妬
み
な
り
。（
潜
歎
篇
）
24
（
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君
主
は
、
治
ま
る
こ
と
を
欲
し
な
い
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
世
の

中
に
表
出
さ
れ
な
い
の
は
、
任
じ
て
い
る
臣
下
が
、「
賢
」
で
は
な
い
か
ら
で

あ
る
。
た
だ
、
世
の
中
に
「
賢
」
が
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
羣
臣
の
嫉
妬
や

妬
み
に
よ
っ
て
、
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
の
だ
、
と
。
つ
ま
り
、「
君
」
と

「
賢
」
と
の
間
に
「
羣
臣
」
が
存
在
し
、
そ
の
「
羣
臣
」
の
妬
み
に
よ
り
、「
賢
」

は
進
め
な
い
と
王
符
は
す
る
。
し
か
ら
ば
、「
妬
み
」
を
避
け
ら
れ
れ
ば
、「
賢
」

は
進
め
ら
れ
、
そ
れ
で
良
い
わ
け
で
あ
る
が
、
実
際
は
そ
う
な
ら
な
い
。

夫
れ
国
に
妒
男
に
乏
し
か
ら
ざ
る
は
、
猶
ほ
家
に
妒
女
に
乏
し
か
ら
ざ
る

が
ご
と
き
な
り
。
近
古
よ
り
以
来
、
外
よ
り
內
に
及
び
、
其
れ
功
名
を
争

ひ
て
己
を
過
ぐ
る
を
妒
む
者 

豈
に
希
か
ら
ん
や
。
予 

以
へ
ら
く
、
①
惟

だ
両
賢 

宜
し
く
相 

害
は
ざ
る
べ
き
と
為
す
の
み
か
。
然
る
に
、
范

睢 

白
起
を
絀
け
、
公
孫
弘 

董
仲
舒
を
抑
ふ
る
は
、
此
れ
朝
を
同
じ
く
し

君
を
共
に
し
て
寵
禄
を
ば
争
ふ
故
な
る
や
。
②
惟
だ
邦
を
殊
と
し
利
害
を

異
途
し
干
さ
ざ
る
者
は
以
て
免
る
る
可
き
と
為
す
の
み
か
。
然
る
に
、
孫

臏 

能
を
楚
に
修
め
、
龐
涓 

魏
よ
り
色
を
変
へ
、
誘
ひ
て
以
て
之
を
刖
る
。

韓
非 

治
を
韓
に
明
ら
か
に
し
、
李
斯 

秦
よ
り
思
を
作
し
、
致
ら
し
め
て

之
を
殺
す
。
嗟
〻
士
の
相 

妒
む
こ
と
豈
に
此
く
の
若
く
甚
し
き
や
。
此

れ
未
だ
君
に
達
せ
ざ
る
が
故
に
禍
を
受
く
る
か
。
③
惟
だ
知
ら
れ
て
以
て

信
を
将
ふ
可
き
と
為
す
の
み
か
。
然
る
に
、
京
房 

数
〻
元
帝
と
論
難
し
、

考
功
を
制
り
て
守
を
選
ば
し
む
。
晁
錯 

雅
よ
り
景
帝
の
知
る
所
と
為
り
、

漢
法
を
条
し
て
乱
さ
ざ
ら
し
む
。
夫
の
二
子
の
君
に
於
け
る
や
、
知
ら
る

る
こ
と
深
く
し
て
寵
愛
せ
ら
る
る
こ
と
殊
と
謂
ふ
可
き
も
、
然
れ
ど
も
京

房 

冤
死
し
て
上 

曽
ち
知
ら
ず
、
晁
錯 

既
に
斬
ら
れ
て
帝 

乃
ち
悔
ゆ
。

此
れ
材 

明
ら
か
に
未
だ
身
を
衛
る
に
足
ら
ざ
る
が
故
に
難
に
及
ぶ
や
。

④
惟
だ
大
聖 

能
く
累
は
す
無
き
を
為
す
の
み
か
。
然
る
に
、
帝
乙 

義
を

以
て
故
に
囚
は
れ
、
文
王 

仁
を
以
て
故
に
拘
は
る
。
夫
の
体 

至
行
仁
義

に
し
て
、
南
面
に
拠
る
の
師
尹
卿
士
す
ら
、
且
つ
猶
ほ
難
無
き
こ
と
能
は

ず
、
然
れ
ば
則
ち
夫
子 

削
跡
せ
ら
れ
、
叔
向 

縲
紲
せ
ら
れ
、
屈
原 

放

沈
せ
ら
れ
、
賈
誼 

貶
黜
せ
ら
れ
、
鐘
離 

廃
替
せ
ら
れ
、
何
敞 

束
縛
せ

ら
れ
、
王
章 

抵
罪
せ
ら
れ
、
平
阿 

斥
逐
せ
ら
る
る
は
、
蓋
し
其
れ
士
を

軽
ん
ず
る
者
な
り
（
賢
難
篇
）
25
（

）。

　

傍
線
部
を
引
い
た
部
分
は
、
具
体
例
に
移
る
前
の
王
符
の
問
い
で
あ
る
。

①
二
人
賢
者
が
い
れ
ば
、
互
い
に
害
す
る
こ
と
は
な
い
の
か
。
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②
国
を
違
え
利
害
が
異
な
り
互
い
に
領
分
を
犯
さ
な
い
者
は
免
れ
る
の
か
。

③
皇
帝
に
重
ん
じ
ら
れ
て
信
用
を
養
え
ば
よ
い
の
か
。

④
大
聖
は
、
人
に
迷
惑
を
か
け
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
よ
い
の
か
。

　

一
読
す
れ
ば
わ
か
る
が
、
彼
ら
は
す
べ
て
禍
に
あ
っ
て
い
る
。
結
局
王
符
が

言
い
た
い
の
は
、ど
ん
な
状
況
、ど
ん
な
社
会
的
に
地
位
に
あ
っ
て
も
、「
妬
み
」

を
免
れ
る
こ
と
は
な
い
の
だ
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
彼
の
生
き
る
世

界
は
、
こ
の
よ
う
な
「
妬
み
」
が
充
満
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
「
妬

み
」
は
、
大
聖
羣
賢
す
ら
そ
う
な
の
だ
か
ら
、「
畎
畝
の
佚
民
」・「
山
谷
の
隠
士
」

の
よ
う
な
人
も
ま
た
然
り
で
あ
る
。

故
に
所
謂 

賢
難
な
る
者
は
、
賢
の
難
に
非
ず
、
免
る
る
こ
と
則
ち
難
き

な
り
。
彼
の
大
聖
羣
賢
は
、
功 

成
り
名 
遂
げ
、
或
ひ
と
侯
伯
を
爵
し
、

或
ひ
と
公
卿
に
位
し
、
尹マ

マ

は
天
官
に
拠
り
、
柬
ぶ
こ
と
帝
心
に
在
り
、
宿

夜 

侍
宴
し
、
名 

達
し
て
猶
ほ
此
く
の
若
き
こ
と
有
れ
ば
、
則
ち
又 

況

ん
や
畎
畝
の
佚
民
、
山
谷
の
隠
士
、
人
に
因
り
て
乃
ち
達
し
、
論
を
時
ち

て
乃
ち
信
ぜ
ら
る
る
者
を
や
。
此
れ
智
士
の
鉗
口
し
て
舌
を
結
び
、
囊
を

括
り
て
共
き
て
黙
す
る
所
以
な
る
の
み
者
な
り
。

且
れ
閭
閻
の
凡
品
は
、
何
ぞ
独
だ
識
る
の
み
な
ら
ん
や
。
茍
も
塵
を
望
み

て
剽
声
す
る
の
み
。
其
の
論
を
観
る
に
、
能
く
閨
閤
の
行
跡
に
本
づ
き
、

臧
否
の
虚
実
を
察
す
る
に
非
ざ
る
な
り
。
直
だ
面
に
我
れ
を
誉
む
る
者
を

以
て
智
と
為
し
、
己
に
諂
諛
す
る
者
を
仁
と
為
し
、
姦
利
に
処
る
者
を
行

と
為
し
、
禄
位
を
窃
む
者
を
賢
と
為
す
の
み
。
豈
に
復
た
孝
悌
の
原
、
忠

正
の
直
、
綱
紀
の
化
、
本
途
の
帰
を
知
ら
ん
や
。
此
れ
鮑
焦
の
道
左
に
立

ち
枯
れ
る
所
以
、
徐
衍
の
自
ら
滄
海
に
沈
む
所
以
の
者
な
り
（
賢
難
篇
）
26
（

）。

　

そ
し
て
こ
の
段
で
は
、「
上
聖
大
賢
」
か
ら
「
畎
畝
の
佚
民
、
山
谷
の
隠
士
」

の
嫉
妬
に
よ
る
受
難
へ
と
議
論
が
移
り
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、「
閭
閻
の

凡
品
」
の
評
価
の
無
能
さ
が
語
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
畎
畝
の
佚
民
、
山
谷

の
隠
士
」
は
評
価
さ
れ
ね
ば
官
途
に
つ
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
に
は
、「
閭

閻
の
凡
品
」
の
評
価
が
不
可
欠
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
ら
の
評
価
は
非
常
に
恣

意
的
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
鮑
焦
や
徐
衍
の
よ
う
な
、「
畎
畝
の
佚
民
、
山
谷

の
隠
士
」
は
評
価
さ
れ
る
こ
と
な
く
死
ん
で
い
く
の
だ
、
と
。
こ
こ
で
、
話
は

「
妬
み
」
か
ら
他
人
を
評
価
す
る
こ
と
の
問
題
へ
と
移
っ
て
い
く
。

諺
に
曰
く
、「
一
犬 

形
に
吠
ゆ
れ
ば
、
百
犬 

声
に
吠
ゆ
」
と
。
世
の
此

れ
を
疾
む
こ
と
固
よ
り
久
し
か
ら
ん
や
。
吾 

世
の
真
偽
の
情
を
察
せ
ざ

る
を
傷
む
、
故
に
虚
義
を
設
け
て
以
て
其
の
心
を
喻
へ
て
曰
ふ
、「
今 

宰

司
の
士
を
取
る
を
観
る
に
、
司
原
の
佃
に
似
る
こ
と
有
る
な
り
。
昔 

司

原
氏
な
る
者
有
り
、
中
野
に
燎
猟
す
。
鹿
の
東
の
か
た
奔
る
や
、
司

原 

縦
に
之
を
譟
ぐ
。
西
方
の
衆
に
狶
を
逐
ふ
者
有
り
、
司
原
の
譟
ぐ
を

聞
く
や
、
競
ひ
て
音
を
舉
げ
て
之
を
和
す
。
司
原 

音
の
衆
き
を
聞
き
、

則
ち
反
っ
て
己
の
逐
ふ
を
輟
め
て
往
き
て
伏
す
や
、
夫
の
俗
堊
の
狶
に
遇

ふ
。
司
原 

喜
び
て
自
ら
白
瑞
の
珍
禽
を
獲
た
り
と
以
ふ
や
、
芻
豢
を
尽

く
し
囷
倉
を
単
く
し
て
以
て
之
を
養
ふ
。
豕 

俛
仰
嚘
咿
し
、
容
声
を
為

作
す
や
、
司
原 

愈
〻
益
〻
之
を
珍
と
す
。
居
る
こ
と
何
も
無
く
、
烈

風 

興
り
て
沢
雨 

作
り
、
巨
豕
に
灌
ぎ
て
堊
塗 

渝
は
り
、
逐
ふ
や
駭
懼
し
、

真
声 

出
づ
れ
ば
、
乃
ち
是
れ
家
の
艾
猳
た
る
を
知
る
の
み
。
此
れ
声
に
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興
る

（139）1206

随
ひ
響
く
を
逐
ふ
の
過
な
り
。
衆 

之
に
遇
ふ
も
未
だ
信
に
赴
か
ず
（
賢

難
篇
）
27
（

）。

　

こ
の
話
は
、
明
ら
か
に
人
物
評
価
の
危
う
さ
、
く
だ
ら
な
さ
に
対
す
る
批
判

の
段
で
あ
る
。
司
原
が
西
方
の
衆
の
騒
ぐ
の
を
聞
い
て
、
こ
れ
は
珍
奇
な
も
の

に
違
い
な
い
と
思
っ
て
大
切
に
育
て
た
白
塗
り
の
豚
は
、
烈
風
が
お
こ
り
雨
に

打
た
れ
る
と
、
た
だ
の
豚
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
あ
て
に
な
ら

な
い
声
望
を
元
に
評
価
を
下
す
と
、
ろ
く
な
人
物
が
こ
な
い
、
と
批
判
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

今 

世
主
の
士
に
於
け
る
や
、
目
に
賢
を
見
る
も
則
ち
敢
へ
て
用
ひ
ず
、

耳
に
賢
を
聞
く
も
則
ち
及
ば
ざ
る
を
恨
む
。
自
ら
知
る
こ
と
有
る
と
雖
も
、

猶
ほ
取
る
能
は
ず
、
①
必
ず
更
に
羣
司
の
舉
ぐ
る
所
を
待
つ
は
、
則
ち
亦

た
麟
鹿
を
失
ひ
て
艾
猳
を
獲
る
を
懼
る
る
が
ご
と
し
。
奈
何
ぞ
其
の
分
か

た
ざ
る
者
ぞ
。
未
だ
風
雨
の
変
に
遇
は
ざ
る
者
の
故
な
り
。
②
一
朝
の
奇

政
を
し
て
雨
集
せ
し
む
れ
ば
、
則
ち
険
隘
の
徒
、
闒
茸
の
質
も
亦
た
将
に

別
な
ら
ん
と
す
（
賢
難
篇
）
28
（

）。

①
さ
ら
に
悪
い
こ
と
に
、
君
主
は
間
違
い
を
犯
す
（
麟
鹿
を
失
ひ
て
艾
猳

を
獲
る
を
懼
る
る
）
こ
と
を
恐
れ
て
、
羣
司
に
（
間
違
っ
た
評
価
に
よ
っ

て
）
士
が
挙
げ
ら
れ
る
の
を
待
つ
。

↓
そ
れ
を
分
け
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。

②
「
一
朝
の
奇
政
を
し
て
雨
集
せ
し
む
る
」
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。「
一

朝
の
奇
政
」
の
意
味
が
取
り
づ
ら
い
が
、
よ
う
は
、
先
の
「
烈
風 

興
り

て
沢
雨 

作
り
」
の
人
の
場
合
、
と
い
う
こ
と
。

↓
つ
ま
り
、雨
を
集
め
て
そ
れ
に
当
て
れ
ば
、「
険
隘
の
徒
」・「
闒
茸
の
質
」

を
弁
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
王
符
は
、「
妬
み
」
か
ら
「
他
人
の
評
価
」
へ
と
話
を
展

開
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
彼
は
特
に
官
位
に
つ
い
て
い
る
と
い
う
確
証
は

な
く
、
実
際
に
政
治
の
場
に
お
い
て
「
賢
」
人
が
受
け
る
よ
う
な
「
妬
み
」
は
、

彼
に
は
あ
ま
り
関
係
が
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
）
29
（

。
彼
に
直
接
関
係
が
あ
る
の
は
、

「
閭
閻
の
凡
品
」
の
評
価
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
評
価
が
恣
意
的
だ
っ

た
り
、
間
違
っ
て
い
た
り
す
る
と
彼
と
し
て
は
非
常
に
困
る
わ
け
で
あ
る
。

　

さ
て
、
当
時
に
お
い
て
、
官
途
に
就
く
た
め
に
は
、
孝
廉
に
あ
げ
ら
れ
る
こ

と
が
一
般
的
な
ル
ー
ト
で
あ
っ
た
。
福
井
重
雅
に
よ
れ
ば
、
漢
代
を
通
じ
て
行

わ
れ
た
官
吏
登
用
の
方
法
は
、
選
挙
と
辟
召
が
あ
り
、
選
挙
の
中
で
も
特
に
常

科
に
分
類
さ
れ
る
孝
廉
・
茂
才
は
、
郷
里
の
選
挙
と
し
て
郷
里
に
お
け
る
評
判

に
よ
り
推
挙
さ
れ
る
と
い
う
形
式
で
あ
っ
た
）
30
（

。
そ
れ
の
実
態
に
つ
い
て
、
永
田

英
正
は
、「
官
僚
と
か
豪
族
は
地
方
郷
党
に
お
け
る
発
言
力
と
も
相
ま
っ
て
本

来
的
に
評
価
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
彼
ら
が
官
僚
の
子
弟
で
あ
り
豪
族
で
あ
る

と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
そ
れ
な
り
の
声
望
を
具
備
」
し
て
お
り
、「（
郡
太
守
・

国
相
は
）
保
身
の
た
め
に
も
高
官
の
子
弟
や
豪
族
を
選
ぶ
こ
と
に
な
り
、
や
が

て
は
そ
う
す
る
こ
と
が
か
え
っ
て
無
難
な
策
と
考
え
ら
れ
る
に
至
っ
」
た
た
め
、

「
後
漢
の
選
挙
が
特
定
の
階
層
に
集
中
し
、
し
だ
い
に
固
定
化
し
て
い
っ
た
」

と
述
べ
る
）
31
（

。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
先
の
王
符
の
「
他
人
の
評
価
」
へ
の
記
述
を
み

る
と
、
彼
の
執
拗
な
批
判
は
、
孝
廉
へ
と
向
け
ら
れ
、
そ
し
て
さ
ら
に
そ
の
先

に
あ
る
郷
里
に
お
け
る
固
定
化
さ
れ
た
評
価
軸
・
評
価
へ
と
向
か
っ
て
い
る
こ
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と
が
理
解
で
き
よ
う
。
ま
た
、
こ
の
問
題
が
「
鄧
騭
専
権
」
下
の
も
の
で
あ
る
、

と
い
う
仮
説
を
補
強
す
る
も
の
と
し
て
東
晋
次
の
研
究
が
あ
る
）
32
（

。
東
に
よ
れ
ば
、

鄧
騭
の
「
推
進
天
下
賢
士
」
政
策
の
目
的
は
、
官
僚
と
し
て
の
有
能
な
人
材
の

把
握
だ
け
で
な
く
、
広
い
範
囲
に
お
け
る
地
方
豪
族
の
地
域
の
規
制
力
を
利
用

し
、
さ
ら
に
声
名
あ
る
人
士
の
抜
擢
に
あ
り
、
逆
に
、
南
陽
・
潁
川
・
汝
南
以

外
の
「
地
方
」
人
士
が
官
界
に
進
出
す
る
た
め
に
は
、
外
戚
）
33
（

で
あ
る
鄧
氏
政
権

に
依
拠
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
あ
っ
た
、
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
王
符

の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、「
地
方
豪
族
の
地
域
の
規
制
力
」
を
う
ま
く
利
用
し
よ

う
と
す
る
鄧
氏
政
権
は
、
自
身
が
官
途
に
就
く
と
い
う
点
か
ら
見
て
、
不
適
切

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
先
ほ
ど
の
「
畎
畝
の
佚
民
、
山
谷
の
隠
士
」
に

対
す
る
鄧
騭
の
冷
淡
な
態
度
を
示
す
資
料
も
存
在
す
る
。『
後
漢
書
』
列
伝
七

十
一 

独
行 

李
充
伝
に

充 

侍
中
に
遷
る
。
大
将
軍
の
鄧
騭 

貴
戚
に
し
て
時
を
傾
け
、
下
借
す
る

所
無
く
し
て
、
充
の
高
節
な
る
を
以
て
、
毎
に
卑
し
く
し
て
之
を
敬
す
。

嘗
て
置
酒
し
て
充
を
請
ふ
に
、
賓
客 

堂
に
満
ち
、
酒
酣
に
し
、
騭 
跪
づ

き
て
曰
く
、「
幸
ひ
に
椒
房
に
託
し
、
位 

上
将
に
列
し
、
幕
府 
初
め
て

開
き
、
天
下
の
奇
偉
を
辟
き
て
、
以
て
不
逮
を
匡
さ
ん
と
欲
す
。
惟
れ
諸

君 

博
く
其
の
器
を
求
め
よ
」
と
。
充 

乃
ち
為
に
海
内
隠
居
懐
道
の
士
を

陳
ぶ
る
も
、
頗
る
合
は
ざ
る
有
り
。
騭 

其
の
説
を
絶
た
ん
と
欲
し
て
、

肉
を
以
て
之
に
啖
は
す
。
充 

肉
を
地
に
抵
っ
て
、
曰
く
、「
士
に
説
く
は

猶
ほ
肉
よ
り
も
甘
し
」
と
。
遂
に
出
で
、
径
に
去
る
。
騭 

甚
だ
之
を
望
む
。

…
…
是
れ
に
由
り
て
貴
戚
に
非
ら
る
）
34
（

。

　

東
は
、
こ
の
資
料
を
取
り
上
げ
、
鄧
氏
政
権
が
如
何
に
地
方
豪
族
の
規
制
力

を
利
用
す
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
た
か
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
。
た
だ
、

本
稿
の
文
脈
か
ら
言
え
ば
、
こ
こ
で
注
目
す
る
べ
き
は
、
鄧
騭
が
「
海
内
隠
居

懐
道
の
士
」
を
評
価
し
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
先
ほ
ど

の
王
符
の
発
言
は
、「
鄧
騭
専
権
」
に
お
け
る
政
治
姿
勢
と
一
致
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
下
（
郷
里
に
お
け
る
固
定
化
さ
れ
た
評
価
軸
・
評
価
・
鄧

騭
の
「
海
内
隠
居
懐
道
の
士
」
へ
の
無
評
価
）
に
あ
れ
ば
当
然
と
も
い
え
る
が
、

王
符
の
「
賢
」
観
念
は
、
よ
り
個
人
重
視
的
な
性
格
を
帯
び
て
い
く
こ
と
に
な

る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
節
を
改
め
て
検
討
す
る
。

三
、
王
符
の
「
賢
」
観
念
に
つ
い
て

　

前
段
ま
で
で
、
王
符
の
批
判
対
象
は
、「
鄧
騭
専
権
」
で
あ
る
こ
と
、
政
治

を
任
さ
れ
る
べ
き
「
賢
」
は
、「
妬
み
」
に
よ
り
追
い
落
と
さ
れ
、
恣
意
的
で

間
違
っ
た
評
価
に
よ
っ
て
「
賢
」
が
官
途
に
つ
け
な
い
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
れ
ば
当
然
と
も
い
え
る
が
、
王
符
に
お
け
る
「
賢
」
は
、

よ
り
個
人
主
義
的
な
性
格
を
帯
び
て
い
き
、
そ
れ
は
、「
是
の
故
に
賢
愚
は
心

に
在
り
、
貴
賤
に
在
ら
ず
）
35
（

」
と
あ
る
が
如
く
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
述
べ
た

も
の
と
し
て
、

所
謂 
賢
人
君
子
と
は
、
必
ず
し
も
高
位
厚
禄
富
貴
栄
華
の
謂
ひ
に
非
ざ

る
な
り
。
此
れ
則
ち
君
子
の
宜
し
く
有
る
べ
き
所
な
る
も
、
而
れ
ど
も
其
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の
君
子
為
る
所
以
の
者
に
非
ざ
る
な
り
。
所
謂 

小
人
と
は
、
必
ず
し
も

貧
賤
凍
餒
辱
阨
窮
の
謂
ひ
に
非
ざ
る
な
り
。
此
れ
則
ち
小
人
の
宜
し
く
処

る
べ
き
所
な
る
も
、
而
れ
ど
も
其
の
小
人
為
る
所
以
の
者
に
非
ざ
る
な
り

（
論
栄
篇
）
36
（

）。

　
「
高
位
厚
禄
富
貴
栄
華
」
は
、
賢
人
君
子
の
い
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

そ
れ
が
賢
人
君
子
で
あ
る
理
由
に
な
ら
な
い
。「
貧
賤
凍
餒
辱
阨
窮
」
は
小
人

の
い
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
小
人
で
あ
る
理
由
に
は
な
ら
な
い
、

と
い
う
。
そ
し
て
、

夫
れ
令
誉
は
我
よ
り
興
り
て
二
命
は
天
よ
り
之
を
降
す
。
詩
に
云
ふ
、

「
天 

実
に
之
を
為
す
、
之
を
何
と
か
謂
は
ん
や
」
と
。
故
に
君
子 

未
だ

必
ず
し
も
富
貴
な
ら
ず
、
小
人 

未
だ
必
ず
し
も
貧
賤
な
ら
ず
、
或
い
は

潜
竜
に
し
て
未
だ
用
ひ
ら
れ
ず
、
或
い
は
亢
竜
に
し
て
天
に
在
る
は
、
古

よ
り
以
て
然
り
。
今 

俗
士
の
論
を
観
る
や
、
族
を
以
て
徳
と
挙
げ
、
位

を
以
て
賢
と
命
く
、
茲
れ
論
の
一
体
を
得
た
り
と
謂
ふ
可
き
も
、
而
れ
ど

も
未
だ
論
の
淑
真
に
至
る
を
獲
ざ
る
な
り
（
論
栄
篇
）
37
（

）。

　

そ
も
そ
も
、
ほ
ま
れ
と
は
自
分
か
ら
興
っ
て
二
命
（
良
い
位
に
い
る
こ
と
、

卑
賎
で
あ
る
こ
と
）
は
天
か
ら
降
る
も
の
で
あ
る
。『
詩
経
』
邶
風 

北
門
に
、

「
天
の
為
す
こ
と
だ
か
ら
、
こ
れ
は
仕
方
な
い
の
だ
」
と
。
だ
か
ら
、
君
子
は

富
貴
と
は
限
ら
ず
、
小
人
は
貧
賤
と
は
限
ら
な
い
の
だ
、
と
。
そ
し
て
、「
俗

士
の
論
」
は
、
族
門
に
よ
っ
て
徳
で
あ
る
と
し
、
官
位
に
よ
っ
て
賢
で
あ
る
と

す
る
。
こ
れ
は
、
論
の
一
部
で
は
正
し
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
論
の
「
淑
真

（
真
実
）」
に
至
る
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
、
と
。

　

王
符
は
、「
令
誉
」
は
自
分
自
身
の
問
題
、「
富
貴
・
貧
賤
」
は
天
の
問
題
で

あ
る
と
す
る
。
こ
の
二
元
構
造
は
、
彼
の
思
想
を
貫
い
て
い
る
。
こ
の
考
え
に

つ
い
て
、
さ
ら
に
敷
衍
し
て
、

論
ず
る
に
若
し
必
ず
族
を
以
て
す
れ
ば
、
是
れ
丹 

宜
し
く
禅
る
べ
く
し

て
舜 

宜
し
く
誅
す
べ
く
、
鮒 

宜
し
く
賞
す
べ
く
し
て
友 

宜
し
く
夷
ぐ

べ
き
な
り
。
之
を
論
ず
る
に
必
ず
し
も
族
を
以
て
す
可
か
ら
ざ
る
や
是
の

若
し
（
論
栄
篇
）
38
（

）。

論
ず
る
に
若
し
必
ず
位
を
以
て
す
れ
ば
、
則
ち
是
れ
両
王
（
幽
王
・
厲
王
）

世
士
為
り
て
二
処
（
顔
淵
・
原
思
）
愚
鄙
為
る
な
り
。
之
を
論
ず
る
に
必

ず
し
も
位
を
以
て
す
可
か
ら
ざ
る
や
、
又 

是
の
若
し
（
論
栄
篇
）
39
（

）。

　

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
る
の
は
、
人
を
論
じ
る
際
に
、
族
や
位
を
以
て
す
る
こ
と

の
無
意
味
さ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
先
に
も
述
べ
た
が
彼
の
中
で
は
、
日
原
利
国

も
述
べ
る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
賢
か
否
か
と
い
う
問
題
は
、「
個
人
」
に
帰
す

る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
も
の
で
も
っ
て
語
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
君
主
が
「
賢
」
を
招
く
際
に
は
、
族
や
位

と
い
っ
た
も
の
に
縛
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
べ
き
で
あ
る
。

①
明
君 

衆
に
蒞
み
、
務
め
て
言
を
下
し
て
以
て
外
に
昭
ら
か
に
し
、
敬

ひ
て
卑
賤
を
納
れ
て
以
て
賢
を
誘
ふ
な
り
。
其
れ
言
を
距
ぐ
こ
と
無
き
は
、

未
だ
必
ず
し
も
言
ふ
者
之
を
尽
く
用
ふ
可
か
ら
ざ
る
な
り
、
乃
ち
無
用
を

距
み
て
有
用
を
譲
く
を
懼
る
る
な
り
。
其
れ
賤
し
き
を
慢
る
こ
と
無
き
は
、

未
だ
必
ず
し
も
其
の
人 

賢
を
尽
く
さ
ざ
る
な
り
、
乃
ち
不
肖
を
慢
り
て

賢
望
を
絶
つ
る
を
懼
る
る
な
り
。
②
是
が
故
に
聖
王 

小
を
表
し
て
以
て
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大
を
厲ふ

る

ひ
、
鄙
を
賞
し
て
以
て
賢
を
招
け
ば
、
然
る
後
に
良
士
は
朝
に
集

ま
り
、
下
情
は
君
に
達
す
る
な
り
。
③
故
に
上
に
遺
失
の
策
無
く
、
官
に

乱
法
の
臣
無
し
。
此
れ
君
民
の
利
す
る
所
に
し
て
奸
佞
の
患
ふ
所
な
り

（
明
闇
篇
）
40
（

）。

①
明
君
は
、
言
を
よ
く
外
に
下
し
、
卑
賎
な
も
の
を
敬
っ
て
賢
人
を
誘
う

べ
き
で
あ
る
。

②
そ
の
理
由
は
、
賢
不
賢
や
有
用
無
用
を
問
わ
ず
に
士
を
招
け
ば
、
良
士

が
朝
廷
に
集
ま
り
、
下
々
の
現
状
が
君
主
に
通
り
や
す
く
な
る
、
と
い
う

も
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
、「
先
づ
隗
よ
り
始
め
よ
」
の
よ
う
な
論
法
で
あ
っ
て
、
先
に
あ
げ

た
資
料
と
合
わ
せ
て
考
え
て
み
る
と
、（
王
符
の
）
理
想
世
界
に
お
い
て
は
、

「
賢
」
で
あ
る
こ
と
は
「
個
人
」
に
帰
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
族
や
位
（
の
尊
卑
）

に
は
関
係
な
い
。

③
君
主
は
そ
れ
を
分
か
っ
た
う
え
で
、
一
挙
に
賢
を
招
け
ば
、
君
主
に
は

誤
っ
た
詔
勅
は
無
く
、
官
吏
に
は
法
を
乱
す
臣
下
は
な
い
、
と
彼
が
考
え

て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

つ
ま
り
、
王
符
に
お
け
る
「
賢
」
と
は
個
人
の
資
質
が
重
要
な
の
で
あ
り
、

君
主
が
「
賢
」
を
招
く
際
に
は
、
族
や
位
と
い
っ
た
も
の
に
縛
ら
れ
る
こ
と
の

な
い
よ
う
に
す
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
。
そ
し
て
こ
の
思
考

方
法
は
、
直
接
的
に
で
は
な
い
に
せ
よ
、
後
世
に
受
け
継
が
れ
る
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
次
に
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

四
、
個
人
主
義
か
ら
唯
才
主
義
へ

　

後
漢
末
に
お
い
て
活
躍
し
た
曹
操
は
、
い
わ
ゆ
る
、「
唯
才
主
義
」
と
い
う

も
の
を
唱
え
て
い
た
こ
と
は
、
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
）
41
（

。
資
料
上
で
は
、『
三

国
志
』
巻
一 

武
帝
紀
に
記
さ
れ
て
い
る
。
本
項
で
は
、
建
安
十
五
年
条
・
十

九
年
条
を
取
り
上
げ
る
。

　
（
建
安
十
五
年
条
）
令
を
下
し
て
曰
く
、「
…
…
若
し
必
ず
廉
士
に
し
て

後 

用
ふ
可
け
れ
ば
、
則
ち
斉
桓 

其
れ
何
を
以
て
か
世
に
覇
た
る
や
。

今 

天
下
に
褐
を
被
り
玉
を
懐
き
て
渭
浜
に
釣
る
者
（
＝
管
仲
）
有
る
こ

と
無
き
を
得
る
か
。
又 

嫂
を
盗
み
金
を
受
け
て
未
だ
無
知
に
遇
は
ざ
る

者
（
＝
陳
平
）
無
き
を
得
る
か
。
二
三
子 

其
れ
我
を
佐
け
仄
陋
を
明
揚

す
る
に
、
唯
だ
才
の
み
是
れ
挙
げ
よ
。
吾 

得
て
之
を
用
ひ
ん
）
42
（

」
と
。

　
（
建
安
十
九
年
条
）
令
し
て
曰
く
、「
夫
れ
有
行
の
士
は
未
だ
必
ず
し
も

進
取
す
る
こ
と
能
は
ず
、
進
取
の
士
は
未
だ
必
ず
し
も
有
行
す
る
こ
と
能

は
ざ
る
な
り
。
陳
平
は
豈
に
篤
行
に
し
て
、
蘇
秦
は
豈
に
守
信
な
る
か
。

而
れ
ど
も
陳
平
は
漢
業
を
定
め
、
蘇
秦
は
弱
燕
を
済
ふ
。
此
れ
由
り
之
を

言
へ
ば
、
士
に
偏
短
有
り
、
庸
ぞ
廃
す
可
き
や
。
有
司 

此
の
義
を
明
思

す
れ
ば
、
則
ち
士
に
遺
滞
無
く
、
官
に
廃
業
無
し
）
43
（

」
と
。

　

こ
れ
ら
を
み
れ
ば
、
曹
操
が
士
を
得
る
の
に
、「
唯
だ
才
の
み
是
れ
挙
げ
よ
」

と
考
え
て
い
る
こ
と
が
よ
く
分
か
ろ
う
。
そ
れ
さ
え
あ
れ
ば
、
管
仲
で
も
、
陳

平
で
も
、
蘇
秦
で
も
、
み
な
取
り
立
て
る
べ
き
だ
、
と
し
て
い
る
。
渡
邉
義
浩
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は
、
こ
の
「
唯
才
主
義
」
に
つ
い
て
、
孝
廉
を
典
型
と
す
る
漢
代
の
郷
挙
里
選

が
依
拠
し
た
儒
教
的
察
挙
規
準
の
否
定
で
あ
る
、
と
述
べ
る
）
44
（

。
首
肯
す
べ
き
意

見
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
曹
操
が
「
唯
才
主
義
」
の
典
型
例
と
し
て
挙
げ
た
陳
平

は
、『
潜
夫
論
』
で
も
賢
人
の
代
表
例
と
し
て
顕
彰
さ
れ
て
い
る
。

士
を
用
ふ
る
に
其
の
国
士
に
非
ざ
る
を
患
へ
ざ
る
も
、
而
れ
ど
も
其
の
忠

に
非
ざ
る
を
患
ふ
。
世
に
臣
無
き
を
患
ふ
に
非
ざ
る
も
、
而
れ
ど
も
其
の

賢
に
非
ざ
る
を
患
ふ
。
…
…
陳
平
、
韓
信
は
、
楚
俘
な
る
も
、
而
れ
ど
も

高
祖 

以
て
藩
輔
と
為
し
、
実
に
四
海
を
平
げ
、
漢
室
を
安
ん
ず
。
衛
青
、

霍
去
病
は
、
平
陽
の
私
人
な
る
も
、
而
れ
ど
も
武
帝 

以
て
司
馬
と
為
し
、

実
に
北
狄
を
攘
ひ
、
河
西
を
郡
と
す
。
惟
だ
其
れ
任
ず
る
の
み
な
れ
ば
、

何
の
卑
遠
か
之
れ
有
ら
ん
）
45
（

（
論
栄
篇
）。

　

こ
の
段
は
、「
楚
俘
」
や
「
私
人
」
で
あ
っ
て
も
高
祖
や
武
帝
は
彼
ら
に
任

じ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
国
に
安
寧
を
も
た
ら
し
た
こ
と
を
述
べ
る
も
の
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
直
接
的
に
陳
平
な
ど
が
賢
人
と
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

け
れ
ど
も
、
王
符
の
根
本
に
、「
折
衝
安
民
、
要
在
任
賢
」
と
い
う
「
任
賢
」

思
想
が
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
陳
平
ら
が
賢
人
と
見
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
、「
唯
才
主
義
」
が
孝
廉
の
否
定
し
た
も
の

で
あ
る
な
ら
ば
、
三
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
王
符
の
孝
廉
批
判
に

合
致
す
る
。

　

上
に
述
べ
た
こ
と
に
大
過
な
け
れ
ば
、
曹
操
の
「
唯
才
主
義
」
そ
の
も
の
が

王
符
『
潜
夫
論
』
に
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
け
れ
ど
も
、「
唯
才
主
義
」
の
思

想
的
系
譜
に
位
置
づ
け
る
こ
と
は
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

王
符
『
潜
夫
論
』
は
、
現
状
批
判
の
書
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
一
に
お
い
て

具
体
的
な
批
判
対
象
が
「
鄧
騭
専
権
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
二
で
、
郷
里

に
お
け
る
固
定
化
さ
れ
た
評
価
軸
や
評
価
・
鄧
騭
の
「
海
内
隠
居
懐
道
の
士
」

へ
の
無
評
価
と
い
う
状
況
下
で
は
「
賢
」
は
用
い
ら
れ
な
い
た
め
、
王
符
の
賢

人
観
は
個
人
主
義
に
傾
く
こ
と
を
の
べ
、
三
で
、
そ
う
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
状
況
に
あ
っ
た
と
い
う
点
を
強
調
し
な
が
ら
、
先
行
研
究
で
も
述
べ
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
賢
か
否
か
と
い
う
問
題
は
、「
個
人
」
に
帰
す
る
も

の
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
も
の
で
も
っ
て
語
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
確
認
し
、
四
で
そ
れ
が
曹
操
の
「
唯
才
主
義
」
へ
と
向
か
う
思

想
的
系
譜
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
示
し
た
。

　

賢
人
を
重
視
す
る
思
想
は
、
儒
家
に
限
ら
ず
、
ど
の
思
想
で
も
同
様
で
あ
る
。

た
だ
、
後
漢
が
下
降
期
に
向
か
い
始
め
た
後
漢
中
期
に
お
い
て
）
46
（

、
賢
人
に
任
す

こ
と
に
よ
っ
て
国
を
救
い
、
族
門
な
ど
に
こ
だ
わ
ら
ず
「
賢
」
な
る
人
物
を
用

い
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
思
想
、
す
な
わ
ち
、「
国
は
賢
を
以
て
興
る
」
は
王

符
を
「
唯
才
主
義
」
の
思
想
的
系
譜
に
位
置
づ
け
る
と
と
も
に
、
同
時
代
に
お

い
て
彼
固
有
の
も
の
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
意

味
で
、
王
符
は
後
漢
中
期
に
お
け
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
認
識
す
る
べ
き
で

あ
る
。
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注

（
1
）　

底
本
に
は
、『
潜
夫
論
箋
校
正
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
五
年
）
を
用
い
『
潜
夫
論
逐

字
索
引
』（
商
務
印
書
舘
、
一
九
九
五
年
）
も
参
照
し
た
。
適
宜
文
字
を
変
え
た
場
所

が
あ
る
が
、
そ
の
場
合
は
慣
例
に
従
い
記
し
て
い
る
。

（
2
）　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
渡
部
東
一
郎
「
王
符
に
お
け
る
徳
治
と
法
治
、
及
び
法
治
正
当

化
の
論
理
に
つ
い
て
」（『
紀
要
（
郡
山
女
子
大
学
）』
五
一
、
二
〇
一
五
年
）
に
詳
し
い
。

（
3
）　

前
掲
渡
部
論
文
。

（
4
）　

渡
邉
義
浩
『
後
漢
国
家
の
支
配
と
儒
教
』（
雄
山
閣
、
一
九
九
五
年
）・
同
氏
『
後
漢

に
お
け
る
「
儒
教
国
家
」
の
成
立
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
九
年
）
参
照
。

（
5
）　

劉
文
英
『
王
符
評
伝
』（
南
京
大
学
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
6
）　

日
原
利
国
「
王
符
の
法
思
想
」（『
東
洋
の
文
化
と
社
会
』
六
、
一
九
五
七
年
。
の
ち
、

同
氏
『
漢
代
思
想
の
研
究
』
研
文
出
版
、
二
〇
〇
九
年
に
所
収
）。

（
7
）　

馬
場
英
雄
「
王
符
の
批
判
と
そ
の
理
念
」（『
國
學
院
雑
誌
』
一
〇
一
│
一
、
二
〇
〇

〇
年
）。

（
8
）　

規
解
官
帰
里
、
拠
本
伝
在
延
熹
五
年
、
則
符
之
著
書
在
桓
帝
時
、
故
所
說
多
切
漢
末

弊
政
（『
四
庫
提
要
』
巻
九
十
一 

子
部
一 

儒
家
類
）。

（
9
）　

張
覚
『
潜
夫
論
校
注
』（
岳
麓
書
社
、
二
〇
〇
八
年
）。

（
10
）　

渡
邉
義
浩
「
後
漢
の
羌
・
鮮
卑
政
策
と
董
卓
」（『
三
国
志
研
究
』
一
〇
、
二
〇
一
五

年
。
の
ち
、『
三
国
志
よ
り
み
た
邪
馬
台
国
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
六
年
に
所
収
）
は
、

一
一
一
年
に
龐
参
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
も
の
が
、
第
二
次
涼
州
放
棄
論
と
す
る
。
本

稿
で
は
、
こ
の
区
分
に
従
う
。

（
11
）　

中
嶋
隆
蔵
「
王
符
の
天
人
論
に
つ
い
て
│
│
後
漢
時
代
に
お
け
る
天
人
論
の
展
開
」

（『
文
化
』
三
三
│
二
、
一
九
六
九
年
）。

（
12
）　

矢
羽
野
隆
男
「
王
符
の
政
治
思
想
に
お
け
る
〈
智
〉」（『
中
国
研
究
集
刊
』
一
〇
、

一
九
九
一
年
）
も
、
中
嶋
の
見
解
に
従
っ
て
い
る
。
た
だ
、
後
に
触
れ
る
が
、
志
氏
姓

篇
に
、「
太
后
崩
後
、
群
奸
相
参
、
競
加
譖
潤
、
破
壊
鄧
氏
、
天
下
痛
之
」
と
あ
る
か
ら
、

少
な
く
と
も
鄧
太
后
が
死
去
し
た
一
二
一
年
以
後
に
こ
の
篇
は
成
立
し
た
こ
と
に
な
る
。

（
13
）　

金
發
根
「
王
符
生
卒
年
歳
的
考
證
及
潛
夫
論
寫
定
時
間
的
推
論
」（『
中
央
研
究
院
歴

史
語
言
研
究
所
集
刊
』
四
〇
下
冊
、
一
九
六
七
年
）
は
、
志
氏
姓
篇
に
、「
後
漢
新
野

鄧
禹
、
以
佐
命
元
功
封
高
密
侯
。
孫
太
后
天
性
慈
仁
厳
明
、
約
勅
諸
家
莫
得
権
、
京
師

清
凈
、
若
無
貴
戚
。
勤
思
憂
民
、
昼
夜
不
怠
。
是
以
遭
羌
兵
叛
、
大
水
饑
匱
、
而
能
復

之
、
整
平
豊
穣
。
太
后
崩
後
、
群
奸
相
参
、
競
加
譖
潤
、
破
壊
鄧
氏
、
天
下
痛
之
」
と

あ
る
の
を
根
拠
に
、『
潜
夫
論
』
に
散
見
さ
れ
る
外
戚
批
判
は
、
鄧
氏
ら
で
は
な
く
、

梁
氏
政
権
を
対
象
に
し
て
い
る
と
い
う
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
「
救
辺
」「
辺
議
」「
実

辺
」
篇
で
展
開
さ
れ
る
批
判
は
何
を
対
象
に
し
て
い
る
の
か
。
そ
し
て
、
他
篇
に
見
え

る
年
代
的
な
符
合
は
、
如
何
に
解
釈
す
る
べ
き
か
。
金
は
、
そ
れ
ら
で
展
開
さ
れ
る
批

判
は
、「
永
初
の
乱
」
を
対
象
に
し
て
い
る
と
認
め
て
い
る
。
そ
の
時
の
専
権
者
は
、

鄧
太
后
・
鄧
騭
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
金
の
行
論
に
は
、
矛
盾
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
王
符
の
批
判
対

象
は
、
鄧
騭
並
び
に
そ
れ
に
与
す
る
も
の
で
あ
り
、
鄧
太
后
の
「
臨
朝
」
自
体
で
は
な

か
っ
た
、
と
。

　
　
　

渡
邉
義
浩
「
後
漢
時
代
の
外
戚
に
つ
い
て
」（『
史
峯
』
五
、
一
九
九
〇
年
。
の
ち
、

同
氏
『
後
漢
国
家
の
支
配
と
儒
教
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
五
年
に
所
収
）
に
よ
れ
ば
、

鄧
太
后
の
「
臨
朝
体
制
」
は
、『
白
虎
通
』
の
記
述
に
基
づ
き
、
擬
似
皇
帝
権
力
と
し

て
正
当
性
が
保
証
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
王
符
の
批
判
対
象
が

鄧
騭
の
専
権
、
な
い
し
鄧
騭
周
辺
の
も
の
た
ち
に
対
し
て
で
あ
り
、
鄧
太
后
の
「
臨
朝
」

自
体
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
実
際
に
『
潜
夫
論
』
で
は
、「
公

卿
・
師
尹
」
や
「
長
吏
」、「
将
帥
」
に
対
す
る
批
判
や
、「
女
妹
の
寵
を
頼
り
に
し
て

士
に
驕
る
」
者
に
対
す
る
批
判
は
繰
り
返
さ
れ
る
が
、
鄧
太
后
を
直
接
さ
し
て
い
る
か

の
よ
う
な
箇
所
は
見
受
け
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
先
の
志
氏
姓
篇
の
記
述
を
み
れ
ば
わ
か
る

よ
う
に
、
評
価
し
て
い
る
。
以
下
、
本
稿
で
は
王
符
の
批
判
対
象
を
「
鄧
騭
専
権
」
と

す
る
が
、
そ
れ
は
鄧
太
后
の
「
臨
朝
」
自
体
に
対
す
る
批
判
を
含
め
る
こ
と
で
は
な
い

こ
と
、
明
記
す
る
。

（
14
）　

前
掲
馬
場
論
文
。

（
15
）　

往
者
羌
虜
背
叛
、
始
自
涼
・
并
、
延
及
司
隷
、
東
禍
趙
・
魏
、
西
鈔
蜀
・
漢
、
五
州

残
破
、
六
郡
削
迹
、
周
迴
千
里
、
野
無
孑
遺
、
寇
鈔
禍
害
、
昼
夜
不
止
、
百
姓
滅
没
、
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日
月
焦
尽
。
而
内
郡
之
士
不
被
殃
者
、
咸
云
当
且
放
縦
、
以
待
天
時
。
用
意
若
此
、
豈

人
心
也
哉
。

（
16
）　

前
羌
始
反
、
公
卿
・
師
尹
咸
欲
捐
棄
涼
州
、
却
保
三
輔
、
朝
廷
不
聴
。
後
羌
遂
侵
、

而
論
者
多
恨
不
従
惑
議
。
余
窃
笑
之
。
所
謂
媾
亦
悔
、
不
媾
亦
有
悔
者
爾
、
未
始
識
変

之
理
。
地
無
辺
、
無
辺
亡
国
。
…
…
今
不
厲
武
以
誅
虜
、
選
材
以
全
境
、
而
云
辺
不
可

守
、
欲
先
自
割
、〔
示
〕
偄
寇
敵
、
不
亦
惑
乎
。

（
17
）　

騭
及
公
卿
以
国
用
不
足
、
従
参
議
、
衆
多
不
同
、
乃
止
（『
後
漢
書
』
列
伝
四
十

一 

龐
参
伝
）。

（
18
）　

前
羌
始
反
時
、
将
帥
以
（
定
）〔
守
〕
令
之
群
、
籍
富
厚
之
蓄
、
拠
列
城
而
（
気
）〔
處
〕

利
勢
、（
権
）〔
擁
〕
十
万
之
衆
、
将
勇
傑
之
士
、
以
誅
草
創
新
叛
散
乱
之
弱
虜
、
撃
自

至
之
小
寇
、
不
能
擒
滅
。
…
…
此
非
天
之
災
、
長
吏
過
爾
。

（
19
）　

冬
、
遣
車
騎
将
軍
鄧
騭
、
征
西
校
尉
任
尚
副
、
将
五
営
及
三
河
・
三
輔
・
汝
南
・
南

陽
・
潁
川
・
太
原
・
上
党
兵
合
五
万
人
、
屯
漢
陽
。
明
年
春
、
諸
郡
兵
未
及
至
、
鍾
羌

数
千
人
先
撃
敗
騭
軍
於
冀
西
、
殺
千
余
人
（『
後
漢
書
』
列
伝
七
十
七 

西
羌
伝
）。

（
20
）　

今
世
得
位
之
徒
、
依
女
妹
之
寵
以
驕
士
、
藉
亢
竜
之
勢
以
陵
賢
、
而
欲
使
志
義
之
士
、

匍
匐
曲
躬
以
事
己
、
毀
顔
諂
諛
以
求
親
、
然
後
乃
保
持
之
、
則
貞
士
採
薇
凍
餒
、
伏
死

巌
穴
之
中
而
已
爾
、
豈
有
肯
践
其
闕
而
交
其
人
者
哉
。

（
21
）　

今
世
俗
之
人
、
自
慢
其
親
而
憎
人
敬
之
、
自
簡
其
親
而
憎
人
愛
之
者
不
少
也
。
豈
独

品
庶
、
賢
材
時
有
焉
。
鄧
通
幸
於
文
帝
、
尽
心
而
不
違
、
吮
癰
而
無
恡
色
。
帝
病
不
楽
、

従
容
曰
、
天
下
誰
最
愛
朕
者
乎
。
鄧
通
欲
称
太
子
之
孝
、
則
因
対
曰
、
莫
若
太
子
之
最

愛
陛
下
也
。
及
太
子
問
疾
、
帝
令
吮
癰
、
有
難
之
色
、
帝
不
悦
而
遣
太
子
。
既
而
聞
鄧

通
之
常
吮
癰
也
、
乃
慚
而
怨
之
。
及
嗣
帝
位
、
遂
致
通
罪
而
使
至
於
餓
死
。
故
鄧
通
其

行
所
以
尽
心
力
而
無
害
人
、
其
言
所
以
誉
太
子
而
昭
孝
慈
也
。
太
子
自
不
能
尽
其
称
、

則
反
結
怨
而
帰
咎
焉
。
称
人
之
長
、
欲
彰
其
孝
。
且
猶
為
罪
、
又
況
明
人
之
短
矯
世
者

哉
。

（
22
）　

○
○
に
く
ら
べ
て
と
記
し
た
こ
と
に
は
、
理
由
が
あ
る
。
こ
の
段
に
続
い
て
、「
且

れ
凡
そ
士
の
賢
為
る
所
以
の
者
は
、
其
の
言
と
行
ひ
と
を
以
て
す
る
な
り
。
忠
正
の
言

は
、
徒
だ
人
を
誉
む
る
の
み
に
非
ず
、
必
ず
触
す
有
り
。
孝
子
の
行
ひ
は
、
徒
だ
吮
癰

す
る
の
み
に
非
ず
、
必
ず
駁
す
有
り
。
然
ら
ば
則
ち
循
行
論
議
の
士
の
嫉
妒
の
名
に
遇

は
ず
、
刑
戮
の
咎
に
免
る
る
を
得
る
者
は
、
蓋
し
其
れ
幸
者
な
り
。
比
干
の
心
を
剖
く

る
所
以
、
箕
子
の
奴
と
為
る
所
以
、
伯
宗
の
以
て
死
し
、
宛
の
以
て
亡
す
」
と
あ
り
、

正
確
に
言
え
ば
王
符
の
「
賢
」
は
た
だ
褒
め
る
だ
け
で
な
く
、
た
だ
吮
癰
す
る
だ
け
の

も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
鄧
通
は
王
符
の
求
め
る
完
全
な
「
賢
」
者
で
は
な
い
こ
と
、

確
認
し
て
お
き
た
い
。

（
23
）　

折
衝
安
民
、
要
在
任
賢
、
不
在
促
境
。
斉
・
魏
却
守
、
国
不
以
安
。
子
嬰
自
削
、
秦

不
以
在
。
武
皇
帝
攘
夷
拆
境
、
…
…
武
軍
所
嚮
、
無
不
夷
滅
。

（
24
）　

凡
有
国
之
君
者
、
未
嘗
不
欲
治
也
、
而
治
不
世
見
者
、
所
任
不
賢
故
也
。
世
未
嘗
無

賢
也
、
而
賢
不
得
用
者
、
羣
臣
妬
也
。

（
25
）　

夫
国
不
乏
於
妒
男
也
、
猶
家
不
乏
於
妒
女
也
。
近
古
以
来
、
自
外
及
內
、
其
争
功
名

妒
過
己
者
豈
希
也
。
予
以
惟
両
賢
為
宜
不
相
害
乎
。
然
也
、
范
睢
絀
白
起
、
公
孫
弘
抑

董
仲
舒
、
此
同
朝
共
君
寵
禄
争
故
耶
。
惟
殊
邦
異
途
利
害
不
干
者
為
可
以
免
乎
。
然
也
、

孫
臏
修
能
於
楚
、
龐
涓
自
魏
変
色
、
誘
以
刖
之
。
韓
非
明
治
於
韓
、
李
斯
自
秦
作
思
、

致
而
殺
之
。
嗟
士
之
相
妒
豈
若
此
甚
乎
。
此
未
達
於
君
故
受
禍
邪
。
惟
見
知
為
可
以
将

信
乎
。
然
也
、
京
房
数
与
元
帝
論
難
、
使
制
考
功
而
選
守
。
晁
錯
雅
為
景
帝
所
知
、
使

条
漢
法
而
不
乱
。
夫
二
子
之
於
君
也
、
可
謂
見
知
深
而
寵
愛
殊
矣
、
然
京
房
冤
死
而
上

曽
不
知
、
晁
錯
既
斬
而
帝
乃
悔
。
此
材
明
未
足
衛
身
故
及
難
邪
。
惟
大
聖
為
能
無
累
乎
。

然
也
、
帝
乙
以
義
故
囚
、
文
王
以
仁
故
拘
。
夫
体
至
行
仁
義
、
拠
南
面
師
尹
卿
士
、
且

猶
不
能
無
難
、
然
則
夫
子
削
跡
、
叔
向
縲
紲
、
屈
原
放
沈
、
賈
誼
貶
黜
、
鐘
離
廃
替
、

何
敞
束
縛
、
王
章
抵
罪
、
平
阿
斥
逐
、
蓋
其
軽
士
者
也
。

（
26
）　

故
所
謂
賢
難
也
者
、
非
賢
難
也
、
免
則
難
也
。
彼
大
聖
羣
賢
、
功
成
名
遂
、
或
爵
侯

伯
、
或
位
公
卿
、
尹
拠
天
官
、
柬
在
帝
心
、
宿
夜
侍
宴
、
名
達
而
猶
有
若
此
、
則
又
況

乎
畎
畝
佚
民
、
山
谷
隠
士
、
因
人
乃
達
、
時
論
乃
信
者
乎
。
此
智
士
所
以
鉗
口
結
舌
、

括
囊
共
黙
而
已
者
也
。

　
　
　

且
閭
閻
凡
品
、
何
独
識
哉
。
茍
望
塵
剽
声
而
巳
矣
。
観
其
論
也
、
非
能
本
閨
〔
閤
〕

之
行
跡
、
察
臧
否
之
虚
実
也
。
直
以
面
誉
我
者
為
智
、
諂
諛
己
者
為
仁
、
処
姦
利
者
為

行
、
窃
禄
位
者
為
賢
爾
。
豈
復
知
孝
悌
之
原
、
忠
正
之
直
、
綱
紀
之
化
、
本
途
之
帰
哉
。
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此
鮑
焦
所
以
立
枯
於
道
左
、
徐
衍
所
以
自
沈
於
滄
海
者
也
。

（
27
）　

諺
曰
、「
一
犬
吠
形
、
百
犬
吠
声
。」
世
之
疾
此
固
久
矣
哉
。
吾
傷
世
之
不
察
真
偽
之

情
也
、
故
設
虚
義
以
喻
其
心
曰
、
今
観
宰
司
之
取
士
也
、
有
似
於
司
原
之
佃
也
。
昔
有

司
原
氏
者
、
燎
猟
中
野
。
鹿
斯
東
奔
、
司
原
縦
譟
之
。
西
方
之
衆
有
逐
狶
者
、
聞
司
原

之
譟
也
、競
舉
音
而
和
之
。司
原
聞
音
之
衆
、則
反
輟
己
之
逐
而
往
伏
焉
、遇
夫
俗
（
悪
）

〔
堊
〕
之
狶
。
司
原
喜
而
自
以
獲
白
瑞
珍
禽
也
、
尽
芻
豢
単
囷
倉
以
養
之
。
豕
俛
仰
�
咿
、

為
作
容
声
、
司
原
愈
益
珍
之
。
居
無
何
、
烈
風
興
而
沢
雨
作
、
灌
巨
豕
而
（
悪
）〔
堊
〕

塗
渝
、
逐
駭
懼
、
真
声
出
、
乃
知
是
家
之
艾
猳
爾
。
此
随
声
逐
響
之
過
也
。
衆
遇
之
未

赴
信
焉
。

（
28
）　

今
世
主
之
於
士
也
、
目
見
賢
則
不
敢
用
、
耳
聞
賢
則
恨
不
及
。
雖
自
有
知
也
、
猶
不

能
取
、
必
更
待
羣
司
之
所
舉
、
則
亦
懼
失
麟
鹿
而
獲
艾
猳
。
奈
何
其
不
分
者
也
。
未
遇

風
雨
之
変
者
故
也
。
俾
使
一
朝
奇
政
（
両
）〔
雨
〕
集
、
則
険
隘
之
徒
、
闒
茸
之
質
亦

将
別
矣
。

（
29
）　
『
後
漢
書
』
列
伝
三
十
九 

王
符
伝
に
、「
安
定
の
俗
は
庶
孽
を
鄙
み
、
而
し
て
符 

外

家
無
く
、
郷
人
の
賤
し
む
所
と
為
る
。
和
、
安
の
後
よ
り
、
世 

游
宦
に
務
め
、
当
塗

者 

更
も
相 

薦
引
す
る
も
、
而
れ
ど
も
符 

独
り
耿
介
と
し
て
俗
に
同
ぜ
ず
、
此
れ
を

以
て
遂
に
升
進
す
る
を
得
ず
（
安
定
俗
鄙
庶
孽
、
而
符
無
外
家
、
為
郷
人
所
賤
。
自
和
、

安
之
後
、
世
務
游
宦
、
当
塗
者
更
相
薦
引
、
而
符
独
耿
介
不
同
於
俗
、
以
此
遂
不
得
升

進
）」
と
あ
る
。

（
30
）　

福
井
重
雅
『
漢
代
官
吏
登
用
制
度
の
研
究
』（
創
文
社
、
一
九
八
八
年
）。

（
31
）　

永
田
英
正
「
漢
代
の
選
挙
と
官
僚
階
級
」（『
東
方
学
報
』
四
一
、
一
九
七
〇
年
）。

（
32
）　

東
晋
次
「
後
漢
中
期
政
治
試
論
│
│
鄧
氏
専
権
を
中
心
に
│
│
」（『
愛
媛
大
学
教
育

学
部
紀
要
』
一
七
、
一
九
八
五
年
。
の
ち
、
同
氏
『
後
漢
時
代
の
政
治
と
社
会
』
名
古

屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
年
に
所
収
）
参
照
。
本
稿
で
は
、
著
書
を
特
に
参
照
し
た
。

（
33
）　

東
は
、
外
戚
で
な
く
「
貴
戚
」
を
用
い
る
。

（
34
）　

充
遷
侍
中
。
大
将
軍
鄧
騭
貴
戚
傾
時
、
無
所
下
借
、
以
充
高
節
、
毎
卑
敬
之
。
嘗
置

酒
請
充
、
賓
客
満
堂
、
酒
酣
、
騭
跪
曰
、
幸
託
椒
房
、
位
列
上
将
、
幕
府
初
開
、
欲
辟

天
下
奇
偉
、
以
匡
不
逮
。
惟
諸
君
博
求
其
器
。
充
乃
為
陳
海
内
隠
居
懐
道
之
士
、
頗
有

不
合
。
騭
欲
絶
其
説
、
以
肉
啖
之
。
充
抵
肉
於
地
、
曰
、
説
士
猶
甘
於
肉
。
遂
出
、
径

去
。
騭
甚
望
之
。
…
…
由
是
見
非
於
貴
戚
。

（
35
）　

是
故
賢
愚
在
心
、
不
在
貴
賤
（
本
政
篇
）。

（
36
）　

所
謂
賢
人
君
子
者
、
非
必
高
位
厚
禄
富
貴
栄
華
之
謂
也
。
此
則
君
子
之
所
宜
有
、
而

非
其
所
以
為
君
子
者
也
。
所
謂
小
人
者
、
非
必
貧
賤
凍
餒
辱
阨
窮
之
謂
也
。
此
則
小
人

之
所
宜
処
、
而
非
其
所
以
為
小
人
者
也
。

（
37
）　

夫
令
誉
従
我
興
而
二
命
自
天
降
之
。
詩
云
、「
天
実
為
之
、
謂
之
何
哉
。」
故
君
子
未

必
富
貴
、
小
人
未
必
貧
賎
、
或
潜
竜
未
用
、
或
亢
竜
在
天
、
従
古
以
然
。
今
観
俗
士
之

論
也
、
以
族
舉
徳
、
以
位
命
賢
、
茲
可
謂
得
論
之
一
体
矣
、
而
未
獲
至
論
之
淑
真
也
。

（
38
）　

論
若
必
以
族
、
是
丹
宜
禅
而
舜
宜
誅
、
鮒
宜
賞
而
友
宜
夷
也
。
論
之
不
可
必
以
族
也

若
是
。

（
39
）　

論
若
必
以
位
、
則
是
両
王
（
是
）
為
世
士
而
二
処
為
愚
鄙
也
。
論
之
不
可
必
以
位
也
、

又
若
是
焉
。

（
40
）　

明
君
蒞
衆
、
務
下
言
以
昭
外
、
敬
納
卑
賤
以
誘
賢
也
。
其
無
距
言
、
未
必
言
者
之
尽

可
用
也
、
乃
懼
距
無
用
而
譲
有
用
也
。
其
無
慢
賤
、
未
必
其
人
尽
賢
也
、
乃
懼
慢
不
肖

而
絶
賢
望
也
。
是
故
聖
王
表
小
以
厲
大
、
賞
鄙
以
招
賢
、
然
後
良
士
集
於
朝
、
下
情
達

於
君
也
。
故
上
無
遺
失
之
策
、
官
無
乱
法
之
臣
。
此
君
民
之
所
利
而
奸
佞
之
所
患
也
。

（
41
）　

王
定
璋
「
曹
操
対
謀
臣
的
態
度
」（『
社
会
科
学
』
一
九
八
六
、
四
、
一
九
八
六
年
）・

朱
子
彦
「
曹
操
用
人
政
策
的
再
評
価
」（『
人
文
雑
誌
』
一
九
八
七
│
五
、
一
九
八
七
年
）

な
ど
を
参
照
。

（
42
）　

下
令
曰
、
…
…
若
必
廉
士
而
後
可
用
、
則
斉
桓
其
何
以
覇
世
。
今
天
下
得
無
有
被
褐

懐
玉
而
釣
于
渭
浜
者
乎
。
又
得
無
盗
嫂
受
金
而
未
遇
無
知
者
乎
。
二
三
子
其
佐
我
明
揚

仄
陋
、
唯
才
是
挙
。
吾
得
而
用
之
（『
三
国
志
』
巻
一 

武
帝
紀 

建
安
十
五
年
条
）。

（
43
）　

令
曰
、
夫
有
行
之
士
未
必
能
進
取
、
進
取
之
士
未
必
能
有
行
也
。
陳
平
豈
篤
行
、
蘇

秦
豈
守
信
邪
。
而
陳
平
定
漢
業
、
蘇
秦
済
弱
燕
。
由
此
言
之
、
士
有
偏
短
、
庸
可
廃
乎
。

有
司
明
思
此
義
、
則
士
無
遺
滞
、
官
無
廃
業
矣
（『
三
国
志
』
巻
一 

武
帝
紀 

建
安
十

九
年
条
）。

（
44
）　

渡
邉
義
浩
「
三
国
時
代
に
お
け
る
『
文
学
』
の
政
治
的
宣
揚
│
│
六
朝
貴
族
制
形
成
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史
の
視
点
か
ら
」（『
東
洋
史
研
究
』
五
四
│
三
、
一
九
九
五
年
。
の
ち
、
同
氏
『
三
国

政
権
の
構
造
と
「
名
士
」』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
四
年
所
収
）
な
ど
を
参
照
。

（
45
）　

用
士
不
患
其
非
国
士
、
而
患
其
非
忠
。
世
非
患
無
臣
、
而
患
其
非
賢
。
…
…
陳
平
、

韓
信
、
楚
俘
也
、
而
高
祖
以
為
藩
輔
、
実
平
四
海
、
安
漢
室
。
衛
青
、
霍
去
病
、
平
陽

之
私
人
也
、
而
武
帝
以
為
司
馬
、
実
攘
北
狄
、
郡
河
西
。
惟
其
任
也
、
何
卑
遠
之
有
。

（
46
）　

多
田
狷
介
「
黄
巾
の
乱
前
史
」（『
東
洋
史
研
究
』
二
六
│
四
、
一
九
六
四
年
。
の
ち
、

同
氏
『
漢
魏
晋
史
の
研
究
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
九
年
に
所
収
）
参
照
。


