
は
じ
め
に

近
年
陸
続
と
発
見
さ
れ
て
い
る
膨
大
な
出
土
資
料
か
ら
は
、
秦
・
漢

時
代
の
法
制
、
習
俗
、
宗
教
な
ど
、
伝
世
文
献
に
は
見
ら
れ
な
い
さ
ま

ざ
ま
な
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
た
情
報
の
な
か
に
は
、

当
時
の
識
字
状
況
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
も
あ
る
。
そ
の
た
め
、
最
近

に
な
っ
て
そ
う
し
た
資
料
に
依
拠
し
な
が
ら
秦
・
漢
時
代
の
識
字
状
況

に
言
及
す
る
論
考
が
増
え
て
い
る

(

１)

。

し
か
し
、
出
土
資
料
は
あ
く
ま
で
も
時
期
・
場
所
が
限
定
さ
れ
た
形

で
地
下
に
保
存
さ
れ
、
た
ま
た
ま
今
日
我
々
の
眼
に
触
れ
る
機
会
を
得

た
も
の
に
過
ぎ
ず
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
識
字
に
関
す
る
情
報
は
ど
う

し
て
も
断
片
的
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
確
か
に
、
居
延
漢
簡
・

睡
虎
地
秦
簡
・
張
家
山
漢
簡
・
里
耶
秦
簡
な
ど
の
法
制
・
行
政
資
料
か

ら
、
今
日
で
は
秦
・
漢
時
代
の
文
書
行
政
の
実
態
が
相
当
程
度
把
握
で

き
る
状
態
と
な
り
、
今
日
の
そ
れ
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
の
徹
底
ぶ
り
が
明

ら
か
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
官
吏
と
な
っ
た
者
に
は
一
定

以
上
の
識
字
能
力
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
に
言
え
る
状
況
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
そ
れ
で
は
官
途
に
就
か
な
い
、
も
し
く
は
就
き
得
な
い
境

遇
の
一
般
庶
民
の
識
字
能
力
は
ど
れ
ぐ
ら
い
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

当
時
の
庶
民
の
識
字
状
況
を
よ
り
一
般
的
・
普
遍
的
な
形
で
知
ら
せ
る

よ
う
な
情
報
は
、
む
し
ろ
出
土
資
料
よ
り
も
伝
世
文
献
の
方
に
潜
ん
で

い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
秦
・
漢
時
代
の
庶
民
の
識
字
状
況

(｢
庶
民｣

の
定
義
は
難
し
い
が
、
こ
こ
で
は
官
途
に
就
か
な
か
っ
た
、

も
し
く
は
結
果
的
に
は
就
い
た
と
し
て
も
、
本
来
で
あ
れ
ば
そ
れ
が
望

み
得
な
い
境
遇
に
あ
っ
た
人
々
、
と
し
た
い)

を
考
察
し
た
研
究
例
は

ほ
と
ん
ど
見
あ
た
ら
な
い
。
そ
れ
は
、｢

庶
民
は
読
み
書
き
が
で
き
な

か
っ
た｣

と
い
う
漠
然
と
し
た
通
念
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
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し
か
し
、
本
当
に
当
時
の
庶
民
は
文
字
の
読
み
書
き
が
で
き
な
か
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
は
、
出
土
資
料
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
も
参
照
し

な
が
ら
、
主
と
し
て
伝
世
文
献
の
情
報
を
再
吟
味
す
る
こ
と
で
、
秦
・

漢
時
代
に
お
け
る
一
般
庶
民
の
識
字
状
況
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
、
出
土
資
料
か
ら
う
か
が
え
る
秦
・
漢
時
代
の

庶
民
の
識
字
状
況

世
界
の
あ
ら
ゆ
る
文
字
の
中
で
も
漢
字
が
特
に
習
得
の
難
し
い
文
字

で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
冨
谷
至
氏
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

世
界
の
言
語
の
中
で
も
漢
字
は
、
習
得
が
難
し
い
言
語
で
あ
ろ

う
。
表
音
で
は
な
く
、
表
意
文
字
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
画
数
が
お

お
く
、
文
字
の
数
も
わ
ず
か
二
六
字
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
と
は
比

べ
も
の
に
な
ら
な
い
。
畢
竟
、
識
字
率
も
他
の
言
語
を
つ
か
う
国

家
、
民
族
と
く
ら
べ
て
低
く
な
る
。
識
字
率
の
低
さ
は
、
漢
字
を

母
国
語
と
す
る
中
国
の
人
口
の
多
さ
が
、
拍
車
を
か
け
る
こ
と
に

な
る
。
漢
字
が
誕
生
し
た
の
は
、
い
つ
の
こ
ろ
か
は
さ
て
お
き
、

三
〇
〇
〇
年
近
く
こ
の
文
字
を
使
っ
て
き
た
中
国
社
会
は
、
実
は

漢
字
の
難
解
さ
、
識
字
学
習
の
難
し
さ
に
よ
る
識
字
率
の
低
さ
を

帝
国
支
配
の
有
力
な
具
と
し
て
利
用
し
て
き
た
の
だ
と
私
は
考
え

て
い
る
。
士
大
夫
と
い
う
社
会
の
一
握
り
の
知
識
人
階
級
、
彼
ら

は
べ
つ
に

｢

読
書
人｣

と
も
よ
ば
れ
る
よ
う
に
、
文
字
を
書
け
、

書
物
を
読
む
階
級
で
あ
り
、
社
会
の
指
導
者
、
エ
リ
ー
ト
と
し
て

政
治
を
担
当
し
、
文
字
の
読
め
な
い
非
知
識
人
を
教
導

(

支
配)

し
て
き
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
社
会
に
お
い
て
、
士
大
夫
階
級
が

自
分
た
ち
の
特
権
的
立
場
を
維
持
し
て
い
く
に
は
、
漢
字
は
誰
に

で
も
習
得
で
き
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
だ

(

２)

。

以
上
の
見
解
は
、
秦
・
漢
時
代
に
限
ら
ず
伝
統
中
国
に
お
け
る
識
字

状
況
に
つ
い
て
我
々
が
一
般
的
に
抱
い
て
い
る
認
識
を
代
弁
し
た
も
の

と
言
え
る

(

３)

。
歴
史
時
代
、
特
に
古
代
に
お
い
て
は
、
漢
字
に
限
ら
ず
あ

ら
ゆ
る
文
字
が
特
定
の
階
級
・
一
部
の
人
間
に
よ
る
権
力
保
持
の
た
め

に
独
占
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
庶
民
へ
の
文
字
の
普
及
な
ど
は
考
え
ら
れ

も
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
が
一
般
的
な
認
識
と
言
え
る
で
あ
ろ
う

(

４)

。

し
か
し
、
漢
字
の
難
解
さ
に
の
み
識
字
率
の
低
さ
の
原
因
を
求
め
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
中
国
政
府
の
公
式
発
表
に
よ
れ
ば
、
中
華
人
民
共

和
国
成
立
以
前
の
非
識
字
率
は
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
だ
っ
た
と
さ
れ
る
。

そ
の
点
に
つ
い
て
大
原
信
一
氏
は
、

ご
く
最
近
ま
で
中
国
の
文
盲
率
が
こ
れ
ほ
ど
高
か
っ
た
原
因
に

つ
い
て
、
漢
字
使
用
に
そ
の
責
任
が
あ
る
と
す
る
意
見
が
内
外
に

少
な
く
な
か
っ
た
。
中
国
政
府
は
、
階
級
社
会
に
お
い
て
人
民
に

教
育
の
機
会
が
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
こ
そ
高
い
文
盲
率

の
原
因
だ
と
す
る
。
た
し
か
に
、
漢
字
特
有
の
複
雑
さ
の
た
め
に
、

文
字
に
か
ん
す
る
知
識
が
ひ
ろ
く
行
き
わ
た
ら
な
か
っ
た
と
言
う

考
え
は
、
一
理
あ
る
か
に
み
え
る
が
十
分
な
検
証
が
成
さ
れ
た
わ

け
で
は
な
い
。
イ
ン
ド
の
よ
う
に
、
幾
世
紀
に
も
わ
た
っ
て
表
音
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文
字
の
体
系
を
も
ち
な
が
ら
、
中
国
と
変
わ
ら
ぬ
高
い
文
盲
率
を

し
め
す
場
合
が
あ
る
し
、
ま
た
日
本
の
よ
う
に
複
雑
な
文
字
体
系

を
も
ち
な
が
ら
、
文
字
知
識
が
普
及
し
て
い
る
例
も
あ
る

(

５)

。

と
し
、
中
国
の
非
識
字
率
の
高
さ
の
原
因
を
漢
字
の
難
解
さ
に
の
み
求

め
る
見
方
を
戒
め
て
い
る
。

た
し
か
に
、
少
な
く
と
も
中
国
古
代
の
秦
・
漢
時
代
に
関
す
る
限
り
、

上
述
の
よ
う
な

｢

一
般
常
識｣

が
必
ず
し
も
あ
て
は
ま
ら
な
い
の
で
は

な
い
か
、
と
疑
わ
せ
る
よ
う
な
情
報
が
近
年
の
出
土
資
料
か
ら
も
得
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
最
も
注
目
す
べ
き
も
の
は
、
湖
北
省
雲
夢
睡
虎

地
の
い
わ
ゆ
る
四
号
秦
墓
か
ら
出
土
し
た
二
枚
の
木
牘
で
あ
る
。
こ
れ

は
秦
の
中
国
統
一
の
二
年
前

(

前
二
二
三
年)

に
、
対
楚
戦
争
に
従
軍

し
て
い
た
二
人
の
兄
弟
の
兵
士

(｢

黒
夫｣
と
｢

驚｣)

が
恐
ら
く
同
母

の
兄
弟
と
思
わ
れ
る
墓
主

(

一
枚
目
で
は

｢

中｣
、
二
枚
目
で
は

｢

衷｣

に
な
っ
て
い
る
が
同
一
人
物
で
あ
ろ
う)

に
宛
て
た
手
紙
で
、
母
に
衣

服
や
金
銭
の
送
付
を
依
頼
し
て
い
る
。
以
下
に
適
宜
句
読
点
な
ど
を
補

い
な
が
ら
、
そ
の
全
文
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
な
お
、
二
枚
目
の
木
牘
は

下
部
が
破
損
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
字
句
が
か
な
り
欠
け
て
い
る
。

(

一
枚
目)

二
月
辛
巳
、
黒
夫
・
驚
敢
再
拝
問
中
、
母
毋
恙
也
。
黒
夫
・
驚
毋

恙
也
。
前
日
黒
夫
与
驚
別
、
今
復
会
矣
。
黒
夫
寄
益
就
書
曰
、
遺

黒
夫
銭
、
母
操
夏
衣
来
。
今
書
節

(

即)

到
、
母
視
安
陸
絲
布
賎
、

可
以
為
禅
裙
襦
者
、
母
必
為
之
、
令
与
銭
偕
来
。
其
絲
布
貴
、
徒

[

以]

銭
来
、
黒
夫
等
直
佐
淮
陽
、
攻
反
城
久
、
傷
未
可
智

(

知)

也
。
愿
母
遺
黒
夫
用
勿
少
。
書
到
皆
為
報
、
報
必
言
相
家
爵
来
未

来
、
告
黒
夫
其
未
来
状
。
聞
王
得
苟
得

(

以
上
正
面)

毋
恙
也
。
辞
相
家
爵
不
也
。
書
衣
之
南
軍
毋
…
…
不
也
。
為
黒
夫
・

驚
多
問
姑�
、
康
楽
孝
須

(�
)

故
術
長
姑
外
内
…
…
為
黒
夫
・

驚
多
問
東
室
季
須

(�
)

苟
得
毋
恙
也
。
為
黒
夫
・
驚
多
問
嬰
記

季
事
可

(

何)

如
。
定
不
定
。
為
黒
夫
・
驚
多
問
為
夕
陽
呂
嬰
・

�
里
聞
誤
丈
人
得
毋
恙
…
…
矣
。
驚
多
問
新
負
・�
得
毋
恙
也
。

新
負
勉
力
視
瞻
丈
人
、
毋
与
…
…
勉
力
也
。(

以
上
背
面)

(

二
枚
目)

驚
敢
大
心
問
衷
、
母
得
毋
恙
也
。
家
室
外
内
同
…
…
以
衷
、
母
力

毋
恙
也
。
与
従
軍
、
与
黒
夫
居
、
皆
毋
恙
也
。
…
…
銭
衣
、
愿
母

幸
遺
銭
五
・
六
百
、�
布
謹
善
毋
下
二
丈
五
尺
。
…
…
用
垣
柏
銭

矣
、
室
弗
矣
、
即
死
矣
。
急
急
急
。
驚
多
問
新
負
・�
皆
得
毋
恙

也
。
新
負
勉
力
視
善
両
老
…
…

(

以
上
正
面)

驚
遠
家
故
、
衷
教
詔�
、
令
毋
敢
遠
就
若
取
新

(

薪)

、
衷
令
…
…

聞
新
地
城
多
空
不
実
者
、
且
令
故
民
有
為
不
如
令
者
実
…
…
為
驚

視
祀
、
若
大
発

(

廃)

毀
、
以
驚
居
反
城
中
故
。
驚
敢
大
心
問
姑

�(�)
、
姑�(�)
子
産
得
毋
恙
乎
。
新
地
入
盗
、
衷
唯
母

(
毋
？)

方
行
新
地
、
急
急
。(

以
上
背
面)

こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
中
国
史
上
最
古
の
私
信
の
現
物

(

６)

と
い
う
こ
と
で
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も
注
目
さ
れ
る
資
料
で
あ
る
が
、
当
時
の
口
語
を
含
ん
だ
と
思
わ
れ
る

独
特
の
文
体
は
相
当
に
難
解
で
あ
り
、
解
釈
が
分
か
れ
る
部
分
も
存
在

す
る

(
７)

。
し
か
し
、
お
お
む
ね
以
下
の
内
容
を
示
す
書
信
で
あ
る
こ
と
は

異
論
が
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
一
枚
目
に
つ
い
て
。
黒
夫
と
驚
と
い
う
二
人
の
兵
士
が
秦
兵
と

し
て
従
軍
し
、
淮
陽
で
楚
の
残
党
と
戦
っ
て
い
た
。
彼
ら
は
一
時
離
れ

ば
な
れ
に
な
っ
た
が
、
現
在
は
再
び
い
っ
し
ょ
に
い
る
と
い
う
。
以
前

も
手
紙
で

｢

益
就｣

と
い
う
人
物
に
金
銭
と
夏
服
を
送
る
よ
う
頼
ん
で

い
た
が

(

８)

、
今
回
は
さ
ら
に

｢
中

(
衷)｣

を
通
じ
て
母
に
肌
着
、
ま
た

は
そ
の
購
入
に
充
て
る
金
銭
を
送
っ
て
も
ら
い
た
い
と
頼
ん
で
い
る
。

母
ら
が
住
む
故
郷
の
安
陸

(

現
湖
北
省
雲
夢

(

９))

で
布
が
安
く
手
に
入
る

な
ら
入
手
し
て
衣
服
を
作
っ
て
送
っ
て
ほ
し
い
が
、
も
し
高
価
だ
っ
た

ら
こ
ち
ら

(

淮
陽)

で
ど
う
に
か
す
る
の
で
そ
の
分
の
お
金
を
送
っ
て

ほ
し
い
、
と
い
う
。
冒
頭
に

｢

二
月
辛
巳｣

の
日
付
が
あ
る
の
で
春
先

に
書
か
れ
た
手
紙
と
理
解
さ
れ
る
が
、
夏
ま
で
戦
争
が
長
引
く
こ
と
を

覚
悟
し
て
の
要
求
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
後
は
、
自
分
た
ち
が
ま
だ
負
傷

は
し
て
い
な
い
こ
と
、
黒
夫
は
ま
だ
爵
を
得
て
い
な
い

(

つ
ま
り
戦
功

を
挙
げ
て
い
な
い)

こ
と
を
知
ら
せ
、｢

王
得｣

｢

苟
得｣

は
爵
を
持
っ

て
き
た
か
ど
う
か
を
た
ず
ね
、｢

康
楽｣

｢

故
術｣

｢

長
姑｣

｢

嬰
記｣

｢

呂
嬰｣
｢

丈
人｣

｢

新
負｣

｢�｣
な
ど
の
人
々
の
安
否
を
た
ず
ね
て
い

る
。次

に
二
枚
目
に
つ
い
て
。
こ
ち
ら
は
驚
か
ら

｢

衷｣

に
宛
て
た
手
紙

で
あ
る
。
日
付
は
な
い
。
ま
ず
母
や
家
族
の
安
否
を
た
ず
ね
、
自
分
が

黒
夫
と
と
も
に
い
て
元
気
で
い
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
続
い
て
母
に

銭

｢

五
、
六
百｣

・
布

｢

二
丈
五
尺｣

と
よ
り
具
体
的
に
金
品
の
仕
送

り
を
求
め
、
そ
れ
ら
が
届
か
な
い
場
合
は

｢

即
死｣

す
る
と
し
て

｢

急

急
急

(�)｣

と
せ
か
し
て
い
る
。
前
線
の
兵
士
た
ち
が
故
郷
か
ら
の
仕
送
り

に
依
存
し
て
い
た
事
実
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、｢

新
負｣

｢�｣
｢

姑

�(�)｣
｢

産｣

と
い
う
名
の
人
々
の
安
否
を
尋
ね
て
い
る
が
、
一
枚

目
に
も
見
え
て
い
る

｢

新
負｣

｢�｣

は
ど
う
や
ら
驚
の
妻
と
娘
の
よ

う
で
あ
る

(�)

。
ま
た
、
新
占
領
地
と
思
わ
れ
る

｢

新
地｣

と
い
う
地
名
が

見
え
、
そ
こ
で
は
住
民
が
逃
亡
し
た
あ
と
に
罪
人
を
移
住
さ
せ
て
お
り
、

盗
賊
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
読
み
取
れ
る
。

さ
て
、
本
稿
で
特
に
問
題
と
し
た
い
の
は
黒
夫
・
驚
が
ど
の
よ
う
な

社
会
階
層
に
属
し
て
い
た
か
、
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る

｢

睡
虎
地
秦
簡｣

が
出
土
し
た
十
一
号
墓
の
墓
主
・
喜
に
つ
い
て
は
、
秦
簡
の
内
容
の
み

な
ら
ず
副
葬
品
の
種
類
・
墓
の
規
模
な
ど
か
ら
も
県
の
令
史
ま
で
勤
め

た
人
物
に
ふ
さ
わ
し
い
経
済
力
と
社
会
的
地
位
を
保
持
し
て
い
た
こ
と

は
疑
い
な
い
。
一
方
、
黒
夫
・
驚
の
書
信
の
受
取
人
で
あ
り
、
彼
ら
の

兄
弟
と
考
え
ら
れ
て
い
る
衷

(

中)

の
墓
と
お
ぼ
し
き
四
号
墓
は
、
規

模
も
小
さ
く
、
副
葬
品
も
少
な
い
。
し
た
が
っ
て
十
一
号
墓
の
喜
に
比

べ
て
明
ら
か
に
社
会
階
層
が
低
か
っ
た
と
思
わ
れ
る

(�)

。
黄
盛
璋
氏
は
一

枚
目
の
書
信
に
見
え
る

｢

丈
人｣

(｢

妻
の
父｣

の
意
も
あ
る)

、
二
枚

目
の
書
信
に
見
え
る

｢

両
老｣

を
驚
の
妻
で
あ
る

｢

新
負｣

の
両
親
と

し
、
そ
こ
か
ら
驚
を

｢

贅｣
(

婿
養
子)

と
断
じ
、『

史
記』

巻
六
八
商

君
列
伝
の

｢

民
に
二
男
以
上
有
り
て
分
異
せ
ざ
る
者
は
、
其
の
賦
を
倍
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す｣

と

『

漢
書』

巻
四
八
賈
誼
伝
の

｢

秦
人
、
家
富
み
て
子
の
壮
た
れ

ば
則
ち
出
分
し
、
家
貧
し
く
て
子
の
壮
た
れ
ば
則
ち
贅
に
出
す｣

等
の

史
料
を
引
い
て
驚
が
一
般
士
卒
よ
り
も
低
い
立
場
に
あ
っ
た
も
の
と
推

察
し
て
い
る

(�)
。
つ
ま
り
黒
夫
・
驚
・
衷

(

中)

、
お
よ
び
書
信
に
登
場

す
る
人
々
は
、
経
済
的
に
も
社
会
的
に
も
特
段
恵
ま
れ
た
階
層
で
は
な

く
、
い
わ
ゆ
る

｢
庶
民｣

の
範
疇
に
入
る
人
々
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
書
信
が
代
筆
さ
れ
た
可
能
性
を
完
全
に
否
定
し
う
る
証

拠
は
な
い
。
し
か
し
、
緊
迫
し
た
戦
場
に
お
い
て
純
然
た
る
私
信
の
代

筆
を
他
人
に
依
頼
す
る
の
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
ま
た
仮
に

｢

代
書
屋｣

の
よ
う
な
存
在
が
代
筆
し
た
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
も
う
少
し
洗
練
さ

れ
た
文
章
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

(�)
。
思
い
つ
く
ま
ま
に
家
族
・

知
人
の
名
を
挙
げ
て
そ
の
都
度
安
否
を
尋
ね
る
よ
う
な
ぎ
こ
ち
な
い
書

き
ぶ
り
や
、｢

急
急
急｣

と
読
み
手
を
せ
か
す
よ
う
な
直
裁
な
表
現
は
、

こ
の
二
つ
の
書
信
が
黒
夫
と
驚
の
直
筆
に
成
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
う

か
が
わ
せ
る
に
十
分
で
あ
る
。
松
崎
つ
ね
子
氏
も

｢

手
紙
文
を
読
む
か

ぎ
り
、
息
子
、
母
と
も
に
手
紙
の
交
換
を
普
通
の
事
と
す
る
人
物
の
よ

う
に
思
え
る｣

と
し
て
い
る

(�)

。｢

庶
民｣

た
る
黒
夫
・
驚
、
及
び
衷

(

中)

は
こ
う
し
た
書
信
を
書
き
こ
な
す
程
度
の
識
字
能
力
を
有
し
て

い
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
秦
・
漢
時
代
の
官
僚
機
構
は
徹
底
し
た
文
書
行
政
を
行
っ
て

い
た
た
め
、
少
な
く
と
も
官
吏
と
な
っ
た
人
間
が
み
な
一
定
程
度
の
文

字
の
読
み
書
き
が
で
き
た
こ
と
は
疑
う
余
地
も
な
い
。
特
に
文
字
知
識

の
訓
練
を
受
け
、
書
記
と
し
て
の
役
割
を
ま
か
せ
ら
れ
る
者
を

｢

史｣

と
称
し
、
そ
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
至
ら
な
い
者
を

｢

不
史｣

と
称
し
た
こ
と

が
居
延
・
敦
煌
漢
簡
な
ど
か
ら
明
ら
か
で
あ
る

(�)

。
し
か
し
、｢

不
史｣

と
さ
れ
た
者
も
一
定
程
度
の
識
字
能
力
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
り

(�)

、

そ
れ
ど
こ
ろ
か
兵
役
で
徴
発
さ
れ
て
き
た
一
般
の
兵
卒

(

戍
卒)

も
識

字
能
力
が
な
け
れ
ば
通
常
業
務
す
ら
こ
な
せ
な
い
し
く
み
に
な
っ
て
い

た
。
居
延
や
敦
煌
な
ど
の
辺
境
の
軍
事
基
地
に
お
い
て
は
、
敵
の
侵
入

を
烽
火
や
旗
な
ど
の
信
号
に
よ
っ
て
リ
レ
ー
式
に
伝
達
し
た
が
、
そ
の

さ
い
敵
の
数
や
緊
急
度
に
応
じ
て
ど
の
信
号
を
ど
れ
だ
け
用
い
る
か
が

細
か
く
決
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
取
り
決
め
を

｢

烽
火
品
約｣

と
言
う

が
、
こ
れ
を
覚
え
て
い
な
け
れ
ば
辺
境
の
警
備
は
全
く
機
能
し
な
い
の

で
あ
る
。
事
実
、
読
ん
で
も
覚
え
ら
れ
な
い
兵
卒
が
い
た
こ
と
や
、
吏

卒
が
み
な
こ
れ
を
覚
え
て
い
る
か
チ
ェ
ッ
ク
し
た
記
録
な
ど
が
散
見
す

る

(�)
。
一
般
庶
民
か
ら
徴
発
し
た
兵
卒
が
あ
る
程
度
文
字
を
読
め
る
こ
と

を
前
提
に
辺
境
の
軍
事
機
構
が
整
え
ら
れ
て
い
た
以
上
、
す
で
に
相
当

下
層
の
レ
ヴ
ェ
ル
ま
で
文
字
が
浸
透
し
て
い
た
、
も
し
く
は
軍
事
機
構

を
通
じ
て
文
字
学
習
が

｢

強
制｣

さ
れ
、
普
及
し
て
い
た
と
理
解
せ
ざ

る
を
得
な
い

(�)
。｢

士
大
夫
階
級
が
自
分
た
ち
の
特
権
的
立
場
を
維
持
し

て
い
く
に
は
、
漢
字
は
誰
に
で
も
習
得
で
き
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら

な
い｣
と
す
る
先
述
の
冨
谷
氏
の
理
解
は
、
官
僚
機
構
・
軍
事
機
構
の

あ
り
方
を
見
る
限
り
、
少
な
く
と
も
秦
・
漢
時
代
に
は
十
分
あ
て
は
ま

る
も
の
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る

(�)
。
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二
、
伝
世
文
献
に
見
え
る
秦
・
前
漢
時
代
の
庶
民

の
識
字
状
況

以
上
の
よ
う
に
、
出
土
資
料
か
ら
は
秦
・
漢
時
代
の
一
般
庶
民
の
間

に
か
な
り
の
程
度
文
字
知
識
が
浸
透
し
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。

そ
の
た
め
、
当
時
の
識
字
状
況
に
対
す
る
関
心
が
に
わ
か
に
高
ま
っ
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
ひ
る
が
え
っ
て
伝
世
文
献
に
見
え
る
庶
民
の
識
字

能
力
に
関
す
る
情
報
を
あ
ら
た
め
て
検
出
し
、
吟
味
し
直
す
と
い
う
作

業
は
ま
だ
十
分
に
は
行
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
以
下
、
で
き
る

だ
け
多
く
の
事
例
を
拾
い
上
げ
て
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

伝
世
文
献
に
記
録
が
残
っ
て
い
る
個
人
は
、
な
ん
ら
か
の
事
績
を
上

げ
て
活
躍
し
た
人
間
に
限
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
平
凡
に
一
生
を
過

ご
し
た
庶
民
に
関
す
る
情
報
が
残
さ
れ
る
可
能
性
は
極
め
て
低
い
。
庶

民
が
伝
世
文
献
に
名
を
残
し
う
る
可
能
性
が
高
ま
る
の
は
、
や
は
り
動

乱
の
時
代
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
特
に
秦
の
滅
亡
か
ら
農
民
出
身
の

劉
邦
が
皇
帝
と
な
っ
て
い
く
ま
で
の
楚
漢
抗
争
期
は
、
平
時
で
あ
れ
ば

歴
史
に
埋
没
し
た
で
あ
ろ
う
文
字
ど
お
り
の
庶
民
の
中
か
ら
数
多
く
の

人
材
が
現
れ
、
活
躍
し
、
列
伝
な
ど
の
記
録
に
名
を
残
し
た
時
代
で
あ

る
。
ま
ず
は
彼
ら
に
関
す
る
記
事
か
ら
識
字
に
関
連
す
る
情
報
を
拾
い

上
げ
て
み
よ
う
。

伝
世
文
献
に
見
え
る
秦
代
の
庶
民
と
し
て
ま
ず
想
起
さ
れ
る
の
は
、

秦
を
滅
亡
に
追
い
込
む
反
乱
の
口
火
を
切
っ
た
陳
勝
と
呉
広
で
あ
る
。

特
に
陳
勝
は
若
い
頃

｢

傭
耕｣

を
し
て
糊
口
を
し
の
い
で
お
り

(�)

、
庶
民

の
う
ち
で
も
下
層
の
出
身
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
の
彼
が
、

呉
広
ら
と
と
も
に
秦
の
労
役
に
駆
り
出
さ
れ
、
目
的
地
に
向
か
う
う
ち

に
大
雨
と
な
っ
て
足
止
め
を
食
い
、
期
日
に
間
に
合
わ
な
い

(

そ
れ
は

死
刑
に
処
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
た)

こ
と
が
確
実
と
な
り
、
ど
う
せ

死
ぬ
な
ら
と
謀
反
を
起
こ
し
た
い
き
さ
つ
は
周
知
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
の
さ
い
、
陳
勝
と
呉
広
は
秦
の
滅
亡
と
陳
勝
に
よ
る
革
命
の
成
功
を

仲
間
た
ち
に
期
待
さ
せ
る
た
め
、
密
か
に
布
帛
に

｢

陳
勝
王

(

陳
勝
、

王
た
ら
ん)｣

と
赤
字
で
書
き
、
そ
れ
を
魚
の
腹
に
入
れ
て
事
情
を
知

ら
な
い
人
間
に
発
見
さ
せ
る
、
と
い
う
詐
術
を
弄
し
た
。
こ
の
文
字
は

確
か
に
陳
勝
と
呉
広
の
ど
ち
ら
か
が
書
い
た
と
考
え
ざ
る
を
得
ず
、

｢

傭
耕｣

レ
ヴ
ェ
ル
の
下
層
民
の
中
に
も
文
字
を
読
み
書
き
で
き
る
人

間
が
い
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
。
た
だ
し
、
書
か
れ
た
文
字
は

｢

陳
勝

王｣

と
い
う
た
っ
た
三
文
字
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
う
ち
二
文
字
は
名
前
で
、

さ
す
が
に
自
分
の
名
前
程
度
は
ど
ん
な
人
間
で
も
書
け
た
可
能
性
が
高

い
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
以
外
の
一
文
字

｢

王｣

は
極
め
て
簡
単
な
字
で

あ
る
た
め
、
こ
の
一
例
だ
け
で
陳
勝
や
呉
広
に
識
字
能
力
が
あ
っ
た
、

と
判
断
す
る
の
は
早
計
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
陳
勝
が
若
い
こ
ろ
、

傭
耕
仲
間
に

｢

金
持
ち
に
な
っ
て
も
お
互
い
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
よ
う｣

と
呼
び
か
け
、
相
手
に

｢

庸
耕
の
く
せ
に
、
金
持
ち
に
な
ど
な
れ
る
も

の
か｣
と
笑
わ
れ
た
さ
い
に
吐
い
た
と
さ
れ
る

｢

燕
雀
、
安
く
ん
ぞ
鴻

鵠
の
志
を
知
ら
ん
や｣

と
い
う
一
言

(�)
や
、
い
よ
い
よ
呉
広
や
仲
間
た
ち

と
挙
兵
す
る
さ
い
に
発
し
た
と
さ
れ
る

｢

王
侯
将
相
、
寧
く
ん
ぞ
種
有
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ら
ん
や

(�)｣

と
い
う
よ
う
な
堂
々
た
る
決
め
ゼ
リ
フ
は
、
陳
勝
の
人
並
み

以
上
の
言
語
セ
ン
ス
、
教
養
の
深
さ
を
伺
わ
せ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
物

が
、
識
字
能
力
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
想
定
す
る
の
は
む
し
ろ
不
自

然
な
理
解
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
も
そ
も
、
陳
勝
が
実
際
に
文
字
を
書
け
た
か
否
か
、
あ
る
い
は
後

世
人
口
に
膾
炙
す
る
名
セ
リ
フ
を
本
当
に
吐
い
た
か
ど
う
か
は
、
実
は

さ
し
て
重
要
な
こ
と
で
は
な
い
。
重
要
な
の
は
、
下
層
の
庶
民
に
過
ぎ

な
い
陳
勝
が
そ
の
よ
う
な
言
動
を
と
っ
た
こ
と
を
あ
た
か
も
当
然
の
よ

う
に
司
馬
遷
が

『

史
記』

に
記
し
て
い
る
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ

れ
は
、『

史
記』

を
読
む
側
も
そ
う
し
た
こ
と
を
な
ん
ら
不
思
議
に
思

う
は
ず
が
な
い
、
と
い
う
理
解
の
下
に
書
か
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の

で
あ
り
、
少
な
く
と
も

『

史
記』

が
書
か
れ
た
前
漢
中
期
に
お
い
て
、

秦
末
の
庶
民
が
あ
る
程
度
の
識
字
能
力
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
当
然
と

み
な
す
社
会
的
通
念
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
伺
わ
せ
る
。

秦
末
漢
初
の
事
例
を
も
う
少
し
拾
い
出
し
て
み
よ
う
。
庶
民
か
ら
身

を
起
こ
し
て
栄
達
し
た
存
在
の
最
た
る
も
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
前

漢
の
高
祖
・
劉
邦
で
あ
る
。
農
民
出
身
の
皇
帝
と
し
て
明
の
太
祖
・
朱

元
璋
と
並
び
称
さ
れ
る
劉
邦
で
あ
る
が
、
極
貧
の
中
で
辛
酸
を
嘗
め
た

朱
元
璋
と
は
違
い
、
劉
邦
の
方
は
比
較
的
裕
福
な
家
庭
に
生
ま
れ
育
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
劉
邦
が
、
同
年
同
日
生
ま
れ
の
親
友
・
盧
綰
と

と
も
に
書
を
学
ん
だ
こ
と
が

『

史
記』

巻
九
三
盧
綰
列
伝
に
見
え
る
。

高
祖
・
盧
綰
、
壮
た
る
に
及
び
、
倶
に
書
を
学
び
、
ま
た
相
愛
な

り
。

ま
た
、
次
の
よ
う
な
記
事
も

『

漢
書』

巻
一
下
高
帝
本
紀
下
に
残
っ

て
い
る
。

八
年
冬
、
…
…
還
り
て
趙
を
過
ぐ
。
趙
の
相
の
貫
高
等
、
上
の
其

の
王

(

趙
敖)

に
礼
せ
ざ
る
を
恥
じ
、
陰
謀
し
て
上
を
弑
せ
ん
と

欲
す
。
上
、
宿
せ
ん
と
欲
す
る
に
、
心
動
く
。
問
え
ら
く
、｢

県

名
は
何
ぞ
や｣

と
。
曰
く
、｢

柏
人
な
り｣

と
。
上
曰
く
、｢

柏
人

と
は
、�
人
に
迫
る�
な
り｣

と
。
去
り
て
宿
さ
ず
。

趙
王
敖
に
尊
大
な
態
度
を
と
っ
た
劉
邦
に
報
復
す
る
べ
く
趙
相
貫
高

ら
が
謀
反
を
企
て
、
そ
れ
が
発
覚
し
て
族
滅
さ
れ
た
の
は
事
実
で
あ
る

が
、｢

柏
人｣

(

現
河
北
省
唐
山
県
付
近)

で
宿
泊
し
よ
う
と
し
て
胸
騒

ぎ
を
覚
え
た
劉
邦
が
左
右
に
地
名
を
確
か
め
、｢

柏
人｣

を

｢

人
に
迫

る｣

の
意
と
と
り
、
不
吉
と
し
て
宿
泊
を
避
け
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
や
や

出
来
す
ぎ
の
感
が
あ
る

(�)

。
し
か
し
、
こ
う
し
た
逸
話
が
事
実
で
あ
る
か

の
ご
と
く
正
史
に
記
録
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
も
、
劉
邦
が
庶
民
出
身
な

が
ら
読
み
書
き
を
十
分
こ
な
し
、
仮
借
に
も
通
じ
て
い
た
こ
と
を
当
然

と
み
な
す
認
識
が
漢
代
の
社
会
一
般
に
定
着
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が

え
る
。

さ
ら
に
前
漢
創
業
時
の
庶
民
出
身
者
の
識
字
状
況
に
つ
い
て
見
て
み

よ
う
。
劉
邦
よ
り
も
は
る
か
に
貧
し
い
出
自
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の

が
功
臣
の
一
人
陳
平
で
あ
る
。

陳
丞
相
平
は
、
陽
武
戸�
郷
の
人
な
り
。
少
い
時
、
家
貧
し
け
れ

ど
も
読
書
を
好
む
。
田
三
十
畝
有
れ
ど
も
、
独
り
兄
の
伯
と
と
も

に
居
す
。
伯
、
常
に
田
を
耕
し
、
縦
に
平
を
游
学
せ
し
む
。
平
、
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人
と
為
り
大
に
し
て
美
色
な
り
。
人
、
或
い
は
陳
平
に
謂
い
て
曰

く
、｢

貧
な
れ
ば
、
何
を
か
食
ら
い
て
是
く
の
若
く
肥
え
ん｣

と
。

其
の
嫂
、
平
の
家
の
生
産
を
視
ざ
る
を
嫉
み
て
曰
く
、｢

亦
た�

覈
を
食
ら
う
の
み
。
叔
有
れ
ど
も
此
く
の
如
く
ん
ば
、
有
る
こ
と

無
き
に
如
か
ず｣

と
。
伯
、
之
れ
を
聞
き
、
其
の
婦
を
逐
い
て
之

れ
を
弃
つ
。

(『

史
記』

巻
五
六
陳
丞
相
世
家)

陳
平
の
貧
乏
は
か
な
り
の
程
度
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
こ
の
後
も
陳
平

の
婚
姻
に
至
る
ま
で
彼
の
貧
し
さ
を
強
調
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
続
く
。

元
の
状
態
が
悪
け
れ
ば
悪
い
ほ
ど
、
後
に
漢
の
丞
相
に
ま
で
登
り
詰
め

た
立
身
の
華
麗
さ
が
引
き
立
つ
の
で
、
陳
平
の
貧
困
の
記
述
に
は
誇
張

さ
え
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
と
も
か
く

｢
家
貧
し
け
れ
ど
も
読
書
を
好

む｣

と
あ
る
以
上
、
彼
が
幼
い
時
か
ら
一
定
の
識
字
教
育
を
受
け
、
学

問
好
き
な
青
年
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

同
じ
く
漢
朝
建
国
の
功
臣
の
一
人
で
あ
る�
食
其

(�
生)

も
、

�
生
食
其
は
、
陳
留
高
陽
の
人
な
り
。
読
書
を
好
む
。
家
貧
し
く

落
魄
し
、
以
て
衣
食
の
業
を
為
す
無
く
、
里
の
監
門
の
吏
と
為
る
。

(『

史
記』

巻
九
七�
生
陸
賈
列
伝)

と
あ
る
よ
う
に
貧
困
の
中
で

｢

読
書
を
好｣

ん
だ
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て

い
る
。�
食
其
は
儒
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
列
伝
中
の
記
述
で
明
ら
か
で

あ
り
、
そ
の

｢

読
書｣

が
単
に

｢

読
み
書
き
が
で
き
る｣

レ
ヴ
ェ
ル
で

は
な
か
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
さ
ら
に
そ
の
弟
・�
商
も
後
に
丞
相

と
な
る
な
ど
功
臣
と
し
て
活
躍
し
て
お
り
、
貧
困
の
中
に
あ
り
な
が
ら

兄
弟
と
も
ど
も
か
な
り
の
識
字
能
力
を
養
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。

さ
て
、
漢
初
の
混
乱
も
よ
う
や
く
文
帝
期
に
入
っ
て
落
ち
着
き
を
見

せ
始
め
た
が
、
そ
の
時
代
の
人
物
で
注
目
さ
れ
る
一
人
に
文
帝
の
皇
后
・

竇
氏
の
実
弟
・
竇
広
国
が
い
る
。

竇
皇
后
…
…
の
弟
は
竇
広
国
、
字
は
少
君
と
曰
う
。
少
君
、
年
四

五�
の
時
、
家
貧
し
く
、
人
の
略
売
せ
る
所
と
為
る
。
其
の
家
、

其
の
処
を
知
ら
ず
。
十
余
家
に
伝
え
ら
れ
、
宜
陽
に
至
り
、
其
の

主
の
為
に
山
に
入
り
て
炭
を
作
る
。
暮
に
岸
下
に
百
余
人
を
臥
せ

し
に
、
岸
崩
れ
、
尽
く
臥
す
る
者
を
圧
殺
す
る
も
、
少
君
独
り
脱

す
る
を
得
、
死
な
ず
。
自
ら
卜
う
に
数
日
に
し
て
当
に
侯
為
る
べ

し
、
と
。
其
の
家
に
従
い
て
長
安
に
之
く
。
竇
皇
后
の
新
た
に
立

ち
、
家
は
観
津
に
在
り
、
姓
は
竇
氏
な
る
を
聞
く
。
広
国
、
去
り

し
時
、
小
な
り
と
雖
も
、
其
の
県
名
及
び
姓
を
識
り
、
又
、
常
に

其
の�
と
と
も
に
桑
墮
を
採
り
、
用
て
符
信
と
為
す
を
、
上
書
し

て
自
ら
陳
ぶ
。
竇
皇
后
、
之
れ
を
文
帝
に
言
う
。
召
見
し
、
之
れ

に
問
え
ば
、
具
さ
に
其
の
故
を
言
う
こ
と
、
果
た
し
て
是
な
り
。

又
た
復
た
他
に
何
を
以
て
験
と
為
す
か
を
問
う
。
対
し
て
曰
く
、

｢�
、
我
を
去
り
て
西
せ
る
時
、
我
と
と
も
に
伝
舎
中
に
決
し
、

沐
を
丐
い
て
我
を
沐
せ
し
め
、
食
を
請
い
て
我
に
飯
わ
し
め
、
乃

ち
去
れ
り｣

と
。
是
こ
に
於
い
て
竇
后
、
之
れ
を
持
ち
て
泣
き
、

泣
涕
横
下
に
交
わ
る
。

(『

史
記』

巻
四
九
外
戚
世
家)

幼
く
し
て

｢
家
貧
し｣

い
が
た
め
に
奴
隷
に
売
ら
れ
、
十
余
家
に
転

売
さ
れ
る
な
ど
辛
酸
を
嘗
め
た
が
、
姉
が
皇
后
と
な
っ
た
こ
と
を
知
り
、
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自
身
の
姓
名
・
本
貫
と
姉
と
の
思
い
出
を

｢

上
書
し
て
自
ら
陳｣

べ
、

つ
い
に
姉
と
の
再
会
を
果
た
し
た
と
い
う
感
動
の
逸
話
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
竇
広
国
が

｢

自
ら｣

｢

上
書｣

し
た
と

記
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。｢

家
貧
し｣

く
、
家
族
と
離
れ
た
当
時
よ

う
や
く
本
貫
と
自
分
の

｢

姓｣

を
認
識
で
き
る
程
度
だ
っ
た
彼
が
、
姉

と
再
会
す
る
段
階
で
は

｢

上
書｣

で
き
る
ほ
ど
の
識
字
能
力
を
有
し
て

い
た
こ
と
に
な
る
。
実
は
彼
の
姉
で
あ
る
竇
皇
后
は

｢

良
家
子｣

で
あ

る
こ
と
を
理
由
に
呂
后
に
見
出
さ
れ
て
代
王
劉
恒

(

の
ち
の
文
帝)

に

嫁
い
で
い
る
の
で
あ
り
、
本
来
の
竇
家
が

｢

家
貧｣

で
あ
っ
た
と
は
考

え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
秦
末
漢
初
の
混
乱
期
に
は
多
く
の

｢

良
家｣

が
没
落
の
憂
き
目
に
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
ら
、
本
来
は

｢

良
家｣

の
出
身
で
あ
る
竇
広
国
が
数
奇
な
運
命
に
翻
弄
さ
れ
、
辛
酸
を
嘗
め
た

こ
と
自
体
は
そ
れ
ほ
ど
奇
異
な
こ
と
と
は
言
え
な
い
。
注
目
す
べ
き
点

は
、
文
脈
を
素
直
に
追
う
限
り
、
彼
が
本
格
的
に
読
み
書
き
を
覚
え
た

の
が
家
族
と
離
別
す
る
以
前
で
は
な
く
、
奴
隷
と
し
て
売
ら
れ
た
後
で

あ
っ
た
と
理
解
で
き
る
点
で
あ
る
。
貧
賎
の
身
に
あ
っ
た
こ
の
時
期
に

自
ら
進
ん
で
文
字
を
習
っ
た
と
は
考
え
に
く
く
、
む
し
ろ
彼
を
所
有
・

役
使
し
た
主
人
の
側
に
奴
隷
に
文
字
を
扱
わ
せ
る
必
要
が
あ
り
、
意
図

的
に
彼
に
読
み
書
き
を
仕
込
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
に

つ
い
て
は
第
四
章
で
あ
ら
た
め
て
検
討
し
た
い
。

次
に
、
前
漢
中
期
の
事
例
に
移
ろ
う
。
結
果
的
に
は
高
官
に
累
進
し

た
の
で
あ
る
が
、
武
帝
期
の
朱
買
臣
の
仕
官
前
の
貧
困
ぶ
り
は
ひ
と
き

わ
目
を
引
く
も
の
が
あ
る
。

朱
買
臣
、
字
は
翁
子
、
呉
の
人
な
り
。
家
貧
し
く
、
読
書
を
好
み
、

産
業
を
治
め
ず
、
常
に
薪
樵
を
艾
り
、
売
り
て
以
て
食
を
給
す
。

束
薪
を
担
い
、
行
き
且
つ
書
を
誦
す
。
其
の
妻
も
亦
た
負
戴
し
て

相
い
随
い
、
数
し
ば
買
臣
を
止
め
道
中
に
歌
嘔
す
る
こ
と
な
か
ら

し
め
ん
と
す
。
買
臣
愈
い
よ
益
ま
す
疾
く
歌
え
ば
、
妻
之
れ
を
羞

じ
、
去
ら
ん
こ
と
を
求
む
。
買
臣
笑
い
て
曰
く
、｢

我
、
年
五
十

に
し
て
当
に
富
貴
た
る
べ
し
、
今
已
に
四
十
余
な
り
。
女
、
苦
し

む
こ
と
日
に
久
し
け
れ
ど
も
、
我
の
富
貴
た
り
て
女
の
功
に
報
い

ん
こ
と
を
待
て｣

と
。
妻
、
恚
怒
し
て
曰
く
、｢

公
等
の
如
き
は
、

終
に
溝
中
に
餓
死
す
る
の
み
、
何
ぞ
能
く
富
貴
な
ら
ん
や｣

と
。

買
臣
、
留
む
能
わ
ず
、
即
ち
去
る
を
聴
す
。
其
の
後
、
買
臣
独
り

道
中
に
行
歌
し
、
薪
を
墓
間
に
負
う
。
故
の
妻
、
夫
家
と
倶
に
冢

に
上
り
、
買
臣
の
飢
寒
せ
る
を
見
、
呼
び
て
之
れ
に
飯
飲
せ
し
む
。

(『

漢
書』

巻
六
四
上
厳
朱
吾
丘
主
父
徐
厳
終
王
賈
伝(

朱
買
臣
伝))

薪
を
背
負
っ
て
売
り
歩
き
つ
つ
読
書
放
吟
す
る
ば
か
り
で
四
十
路
を

越
え
、
あ
い
そ
を
つ
か
さ
れ
て
妻
に
離
婚
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
飢
え

苦
し
む
あ
ま
り
元
の
妻
と
そ
の
新
夫
か
ら
食
を
恵
ん
で
も
ら
う
ほ
ど
の

朱
買
臣
の
貧
し
さ
は
哀
れ
な
限
り
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
そ
の
よ
う

な
貧
し
い
人
間
で
も
読
み
書
き
を
習
得
す
る
機
会
が
得
ら
れ
た
と
い
う

社
会
的
背
景
に
か
え
っ
て
目
が
向
く
。
し
か
し
そ
の
後
、
上
計
の
吏
に

随
行
す
る
卒
と
し
て
長
安
に
至
っ
た
彼
は
、｢

上
書｣

が
武
帝
の
目
に

と
ま
り
、
前
妻
に
放
言
し
た
と
お
り
、
五
十
路
に
な
っ
て
か
ら
官
界
を

累
進
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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他
に
武
帝
期
に
お
け
る
注
目
す
べ
き
人
物
と
し
て
、
卜
式
を
忘
れ
る

わ
け
に
は
い
か
な
い
。
牧
羊
で
財
を
成
し
た
卜
式
は
、
対
匈
奴
戦
争
の

激
化
で
財
政
難
に
陥
っ
た
漢
朝
に
対
し

｢

上
書｣

し
て
家
産
の
半
分
の

寄
付
を
申
し
出
た
。
武
帝
は
使
者
を
派
遣
し
て
そ
の
真
意
を
質
し
た
が
、

官
に
な
り
た
い
の
か
と
い
う
問
い
に
対
し
、｢

臣
、
少
な
き
よ
り
牧
し
、

仕
宦
を
習
わ
ず
、
願
わ
ざ
る
な
り｣

(『

史
記』

巻
三
〇
平
準
書)

と
明

言
し
て
い
る
。
そ
の
後
も
卜
式
は
寄
付
を
続
け
、
武
帝
に
気
に
入
ら
れ

て
郎
官
と
な
っ
て
上
林
苑
で
牧
羊
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
さ
い
も

｢

初
め
、
式
、
郎
と
為
る
を
願
わ
ず｣

(

平
準
書)

と
仕
官
の
意
志
が
な

か
っ
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
続
い
て
河
南
郡
の�侯
氏
県
・
成
皋
県
の

県
令
を
歴
任
し
、
成
皋
県
で
は

｢

漕
を
将
い
る
こ
と
最
た
り｣

(

平
準

書)

と
あ
る
よ
う
に
、
首
都
長
安
に
税
糧
を
送
る
漕
運
で
最
高
の
成
績

を
収
め
て
い
る
。
単
な
る
篤
志
家
で
は
な
く
、
能
吏
と
言
っ
て
も
よ
い

や
り
手
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
つ
い
に
御
史
大
夫
に
ま
で
累
進
し
た
卜

式
で
あ
っ
た
が
、
富
裕
な
商
人
層
か
ら
の
財
産
の
没
収
に
猛
威
を
振
る
っ

て
い
た
算
緡
・
告
緡
と
い
う
財
産
税
に
反
対
の
意
を
表
明
し
、
つ
い
に

武
帝
か
ら
不
興
を
買
い
、
そ
の
翌
年

(

元
封
元
年
、
前
一
一
〇
年)
、

太
子
太
傅
に
左
遷
さ
れ
る
。『

史
記』

に
は
そ
の
理
由
は
書
か
れ
て
い

な
い
が
、『

漢
書』

巻
五
八
公
孫
弘
卜
式
児
寛
伝

(

卜
式
伝)

に
は
、

明
年

(

元
封
元
年)

封
禅
に
当
た
る
も
、
式
、
又
文
章
を
習
わ
ざ

れ
ば
、
秩
を
貶
せ
ら
れ
て
太
子
太
傅
と
為
る
。

と
見
え
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
見
え
る

｢

文
章｣

と
は
何�
の
注
に

｢

文
物
典
章｣

と
見
え
る
よ
う
に
、
古
典
に
関
す
る
特
別
な
知
識
と
理

解
す
べ
き
で
あ
り

(�)

、
こ
の
記
事
を
も
っ
て
卜
式
に
識
字
能
力
が
な
か
っ

た
と
判
断
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
び
た
び
の

｢

上
書｣

を
は
じ
め
、
成

皋
県
令
を
勤
め
た
さ
い
の

｢

漕
を
将
い
る
こ
と
最
た
り｣

と
い
う
能
吏

ぶ
り
か
ら
も
、
官
吏
と
し
て
の
役
割
を
十
分
担
え
る
程
度
の
識
字
能
力

は
も
と
も
と
持
っ
て
い
た
も
の
と
理
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う

(�)

。

さ
ら
に
前
漢
中
期
に
は
、
上
述
の
竇
広
国
の
例
に
続
き
、
奴
隷
も
文

字
を
操
っ
て
い
た
証
左
と
し
て
看
過
で
き
な
い
史
料
で
あ
る
王
褒

｢

僮

約｣

が
残
さ
れ
て
い
る
。
王
褒
は
前
一
世
紀
中
頃
、
宣
帝
に
仕
え
た
官

僚
・
文
人
で
、
詩
賦
を
得
意
と
し
た

(�)

。｢

僮
約｣

は
そ
の
作
品
の
一
つ

で
、
反
抗
的
な

｢

僮｣
(

奴
隷)

で
あ
っ
た
便
了
が
新
た
に
主
人
と
な
っ

た
王
褒
に

｢

券

(

証
文)

に
書
か
れ
て
い
な
い
仕
事
は
し
な
い｣

と
う

そ
ぶ
い
た
と
こ
ろ
、
怒
っ
た
王
褒
が
便
了
の
や
る
べ
き
仕
事
と
し
て
す

さ
ま
じ
い
量
と
種
類
の
仕
事
を
証
文
に
書
き
付
け
、
そ
れ
を
読
み
上
げ

ら
れ
た
便
了
が
泡
を
食
っ
て
そ
れ
ま
で
の
不
遜
な
態
度
を
謝
罪
す
る
、

と
い
う
一
種
の
笑
い
話
で
あ
る
。
早
く
か
ら
錯
簡
が
生
じ
、
字
句
や
表

現
も
難
か
し
い
難
読
史
料
で
あ
っ
た
が
、
一
九
五
〇
年
代
に
宇
都
宮
清

吉
氏
が
巧
み
な
校
勘
を
施
し
つ
つ
そ
の
全
体
像
を
復
元
し
、
漢
代
豪
族

の
荘
園
経
営
の
主
要
な
形
態
が
奴
隷
労
働
で
は
な
く
小
作
労
働
に
あ
っ

た
こ
と
を
鮮
や
か
に
論
じ
た

(�)
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の

｢

僮
約｣

の
中
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、

書
削
代
牘

と
い
う
わ
ず
か
四
字
の
語
句
で
あ
る
。
宇
都
宮
氏
は
こ
れ
を
、

け
ず
り
く
ず
が
で
き
た
な
ら
、
そ
れ
は
字
を
書
く
フ
ダ
に
し
て
、
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さ
ら
の
木
フ
ダ
は
使
っ
ち
ゃ
な
ら
な
い
。

と
独
特
な
流
暢
さ
で
日
本
語
訳
し
て
い
る
。
あ
え
て
書
き
下
し
文
に
す

れ
ば
、削

(
け
ず
り
く
ず)

に
書
し
て
牘

(

簡
牘
、
書
写
材
料)

に
代
え

よ
。

と
読
む
こ
と
に
な
ろ
う

(�)
。｢

僮
約｣

に
は
便
了
の
や
る
べ
き
仕
事
と
し

て
、
耕
地
の
造
成
・
農
作
業
・
狩
猟
・
家
畜
の
世
話
・
炊
事
・
舟
車
の

製
造
・
市
場
で
の
商
売
・
家
屋
の
修
築
な
ど
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
作
業
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、｢

僮
約｣

自
体
は
つ
く
り
話
で
あ
ろ

う
が
、
そ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
便
了
の
業
務
の
内
容
は
、
前
一
世
紀
中
頃

の
奴
隷
が
担
わ
さ
れ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ

る
。｢

僮
約｣

の
お
か
し
み
は
、
そ
れ
ら
が
多
数
の
奴
隷
で
は
な
く
、

た
っ
た
一
人
の
便
了
に
背
負
い
込
ま
さ
れ
た
と
い
う
、
現
実
に
は
あ
り

得
そ
う
も
な
い
状
況
設
定
に
よ
り
生
じ
て
い
る
。｢
僮
約｣

が
笑
話
と

し
て
成
立
す
る
た
め
に
は
、
便
了
に
課
さ
れ
た
膨
大
な
仕
事
の
一
つ
一

つ
自
体
は
、
当
時
の
奴
隷
に
課
さ
れ
る
業
務
と
し
て
読
者
に
な
ん
ら
奇

異
な
感
を
抱
か
せ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(�)
。
と
な
れ
ば
、
奴

隷
の
便
了
が

｢(

あ
る
程
度
以
上
の)

文
字
の
読
み
書
き
が
で
き
る
存

在｣

で
あ
り
、
そ
れ
が
決
し
て
奴
隷
と
し
て
例
外
的
な
能
力
で
は
な
か
っ

た
と
い
う
前
提
に
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
奴
隷
に
全
く

識
字
能
力
が
な
い
よ
う
で
あ
れ
ば
、
作
業
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
証
文

を
書
く
こ
と
自
体
無
意
味
な
行
為
と
な
る
の
で
あ
り
、｢

僮
約｣

と
い

う
笑
話
自
体
成
立
し
え
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
便
了
が
文
字
の
読
み
書
き
を
こ
な
す
こ
と
が
で
き
、

そ
れ
が
当
時
の
奴
隷
に
と
っ
て
決
し
て
特
殊
な
能
力
で
は
な
か
っ
た
、

と
い
う
こ
と
は
認
め
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
全

て
の
奴
隷
が
識
字
能
力
を
有
し
て
い
た
と
は
考
え
が
た
い
。
奴
隷
に
な

る
以
前
に
あ
る
程
度
の
地
位
・
財
産
を
有
す
る
立
場
に
あ
り
、
一
定
の

識
字
教
育
を
受
け
て
い
た
た
め
に
奴
隷
に
な
っ
た
あ
と
も
文
字
を
扱
う

業
務
に
従
事
で
き
た
、
と
い
う
ケ
ー
ス
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
一
方
、

前
述
の
竇
広
国
の
よ
う
に
奴
隷
に
身
を
や
つ
し
た
あ
と
で
文
字
を
学
習

し
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
場
合
も
あ
る
。
奴
隷
が
文
字
を
身
に
つ
け

る
方
法
な
ど
は
史
料
に
全
く
記
載
が
な
い
の
で
想
像
の
域
を
出
な
い
の

で
あ
る
が
、
奴
隷
が
な
ぜ
文
字
を
身
に
つ
け
る
必
要
が
あ
っ
た
か
、
と

い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
竇
広
国
の
体
験
と

｢

僮
約｣

の
便
了
の
業
務

内
容
か
ら
あ
る
程
度
推
測
が
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
両
者
と
も
商
行

為
に
関
わ
る
仕
事
を
さ
せ
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
か
し

こ
の
点
に
つ
い
て
は
第
四
章
で
検
討
す
る
こ
と
と
し
、
も
う
し
ば
ら
く

識
字
に
関
わ
る
事
例
を
取
り
上
げ
て
お
こ
う
。

前
漢
後
期
の
事
例
で
は
、
累
代
の
農
民
の
子
に
生
ま
れ
な
が
ら
元
帝

期
に
丞
相
の
地
位
ま
で
の
ぼ
り
つ
め
た
匡
衡
の
例
が
目
を
引
く
。

匡
衡
、
字
は
稚
圭
、
東
海
承
の
人
な
り
。
父
は
世
々
農
夫
た
り
。

衡
に
至
り
て
学
を
好
む
。
家
貧
し
け
れ
ば
、
庸
作
し
て
以
て
資
用

に
供
す
。
尤
も
精
力
過
ぐ
る
こ
と
人
に
絶
す
。
諸
儒
、
之
れ
が
為

に
語
り
て
曰
く
、｢

詩
を
説
く
無
か
れ
、
匡
、
鼎
に
来
た
る
べ
し
、

匡
、
詩
を
説
け
ば
、
人
の
頤
を
解
く｣

と
。
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(『

漢
書』

巻
八
一
匡
張
孔
馬
伝

(

匡
衡
伝))

先
の
陳
勝
の
事
例
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
こ
で
も

｢

庸
作

(

傭
作)｣

し
て
ま
で
学
問
に
励
む
姿
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、『

詩

(

詩
経)』

に

精
通
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
語
り
出
せ
ば
他
人
の

｢

頤

(

お
と
が
い)

を

解
く｣

(｢
あ
ぜ
ん
と
さ
せ
る｣

あ
る
い
は

｢

笑
い
を
止
ま
ら
な
く
さ
せ

る｣

の
意
ら
し
い)
ほ
ど
で
、
悪
条
件
を
も
の
と
も
し
な
い
匡
衡
の
猛

烈
な
勉
強
ぶ
り
が
し
の
ば
れ
る
。

し
か
し
、
匡
衡
は
必
ず
し
も
才
気
煥
発
と
い
う
タ
イ
プ
で
は
な
か
っ

た
ら
し
い
。
匡
衡
の
仕
官
以
前
の
状
況
に
つ
い
て
は�
少
孫
も
記
録
を

残
し
て
い
る
。

丞
相
匡
衡
は
、
東
海
の
人
な
り
。
読
書
を
好
み
、
博
士
に
従
い
て

詩
を
受
く
。
家
貧
し
け
れ
ば
、
衡
傭
作
し
て
以
て
食
飲
に
給
す
。

才
下
な
れ
ば
、
数
々
射
策
す
る
も
中
ら
ず
、
九
に
至
れ
ば
、
乃
ち

丙
科
に
中
る
。
其
の
経
は
以
て
科
に
中
ら
ず
、
故
に
明
ら
か
に
習

う
。

(『

史
記』

巻
九
六
張
丞
相
列
伝
、�
少
孫
補)

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
匡
衡
は

｢

才
下

(

才
能
が
劣
る)｣

な
た
め
官
吏

登
用
試
験
の
一
種
で
あ
る

｢

射
策｣

に
し
ば
し
ば
落
第
し
、
九
回
目
に

や
っ
と

｢

丙
科｣
(

最
低
ラ
ン
ク)

で
及
第
し
た
が
、
経
書
で
は
落
第

し
た
た
め
、
そ
の
後
ま
す
ま
す
学
問
に
励
ん
だ
と
い
う
。
仕
官
の
い
き

さ
つ
に
つ
い
て
は

『

漢
書』

の
記
事
と
若
干
の
相
違
が
あ
る
が

(�)
、
と
も

か
く
匡
衡
が
天
才
的
な
能
力
の
持
ち
主
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
努
力

(

と
人
間
関
係
の
如
才
な
さ

(�))

に
よ
っ
て
立
身
し
た
人
物
で
あ
っ
た
こ

と
は
疑
い
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
貧
し
い
境
遇
に
生
ま
れ
、
傭
作
に
頼
ら

ざ
る
を
え
な
い
人
間
で
も
、
や
る
気
が
あ
れ
ば
学
問
で
身
を
立
て
る
こ

と
も
不
可
能
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
だ
け
文
字
の
知
識
や
学
問
の
価
値

が
社
会
一
般
に
定
着
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
事
例
と
と
ら
え
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。

他
に
も
、｢

家
貧｣

｢

微
賎｣

｢

貧
賎｣

な
が
ら
識
字
能
力
を
身
に
つ

け
た
、
あ
る
い
は

(

当
然
識
字
能
力
を
前
提
と
し
て)

官
職
に
就
い
た

こ
と
が
明
ら
か
な
人
物
と
し
て
、
顔
安
楽

(

宣
帝
期
の
儒
者
・
官
僚

(�))

、

陳
湯

(

宣
・
元
・
成
帝
期
の
官
僚

(�))

、
焦
延
寿

(

宣
帝
期
の
官
僚
で
、

易
学
者
で
著
名
な
京
房
の
師

(�))

、
王
尊

(

宣
・
元
・
成
帝
期
の
官
僚

(�))

、

朱
博

(

元
・
成
・
哀
帝
期
の
官
僚

(�))

、�
方
進

(

成
帝
期
の
官
僚)

の

父�
公

(�)

の
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
彼
ら
の

｢

貧｣
｢

賎｣

の
度
合
い
は
不

明
で
あ
る
。
漢
代
の
平
均
的
財
産
額
は
お
お
む
ね

｢

十
金

(

十
万
銭)｣

で
あ
っ
た
と
さ
れ
る

(�)

の
で
、
少
な
く
と
も
そ
れ
以
下
の
経
済
状
態
に
あ
っ

た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う

(�)

。
し
か
し
、
例
え
ば
顔
安
楽
は
大
儒

と
言
っ
て
も
い
い�圭
孟
の
姉
の
子
で
あ
り
、｢

貧｣

で
は
あ
っ
て
も
学

問
的
環
境
は
整
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
任�
的
・
武
断
的
官
僚
と
し

て
累
進
し
た
朱
博
も
若
く
し
て
亭
長
と
な
っ
て
い
る
。
彼
ら
が
上
述
し

た
陳
平
・
朱
買
臣
・
竇
広
国
・
便
了
な
ど
よ
り
も
恵
ま
れ
た
識
字
環
境

に
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

三
、
伝
世
文
献
に
見
え
る
新
・
後
漢
時
代
の
庶
民

の
識
字
状
況
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こ
こ
で
も
秦
末
・
前
漢
初
と
同
様
、
や
は
り
新
末
・
後
漢
初
の
動
乱

期
を
記
し
た
史
料
か
ら
採
り
上
げ
て
い
こ
う
。
ま
ず
、
明
ら
か
に

｢

字

の
読
み
書
き
が
で
き
な
い｣

人
々
の
存
在
を
し
め
す
記
事
が
あ
る
。

琅
邪
の
人
樊
崇
、�
に
起
兵
し
、
百
余
人
を
衆
め
、
転
じ
て
太
山

に
入
り
、
自
ら
三
老
と
号
す
。
…
…
初
め
、
崇
等
困
窮
を
以
て
寇

を
為
せ
ば
、
攻
城
徇
地
の
計
無
し
。
…
…
言
辞
を
以
て
約
束
を
為

し
、
文
書
・
旌
旗
・
部
曲
・
号
令
無
し
。
…
…
崇
、
起
ち
て
勇
力

し
衆
の
宗
と
す
る
所
と
為
る
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
書
数
を
知
ら
ず
。

徐
宣
は
故
の
県
の
獄
吏
に
し
て
、
能
く
易
経
に
通
ず
。
遂
に
共
に

宣
を
推
し
て
丞
相
と
為
し
、
崇
は
御
史
大
夫
た
り
。

(『

後
漢
書』

劉
玄
劉
盆
子
列
伝

(

劉
盆
子
伝))

樊
崇
は
言
う
ま
で
も
な
く
赤
眉
の
乱
を
起
こ
し
た
首
謀
者
で
あ
る
が
、

彼
が

｢

書
数
を
知
ら｣

な
か
っ
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
赤

眉
集
団
そ
の
も
の
も

｢

文
書
…
…
無
し｣

で
行
動
し
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。
そ
も
そ
も
が

｢

困
窮
を
以
て
寇
を
為｣

す
ま
で
に
追
い
つ
め
ら

れ
た
貧
者
の
集
団
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
識
字
能
力
の
な
い
人
々
が
大
部

分
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
そ
う
し
た
集
団
に
あ
っ
て
も
文
字
の
読
み
書
き

が
で
き
る
人
間
は
存
在
し
た
。
徐
宣
は
も
と
県
の
獄
吏
で

『

易』

に
通

じ
て
い
た
た
め
赤
眉
集
団
の
丞
相
と
な
っ
た

(�)
。
長
安
を
制
圧
し
た
の
ち
、

劉
氏
の
末
裔
で
あ
る
劉
盆
子
を
皇
帝
に
立
て
大
宴
会
を
催
し
た
さ
い
に

は
、

酒
、
未
だ
行
か
ず
し
て
、
其
の
中
の
一
人
、
刀
筆
を
出
し
謁
と
書

し
て
賀
せ
ん
と
欲
す
。
其
の
余
の
書
を
知
ら
ざ
る
者
、
起
ち
て
之

れ
を
請
い

(�)

、
各
各
屯
聚
し
、
更
に
相
い
背
向
す
。
大
司
農
楊
音
、

剣
を
按
じ
て
罵
り
て
曰
く
、｢

諸
卿
皆
な
老
傭
な
り
。
今
日
、
君

臣
の
礼
を
設
く
る
も
、
反
っ
て
更
に�
乱
す
る
は
、
児
戯
す
ら
尚

お
此
く
の
如
く
な
ら
ざ
ら
ん
。
皆
、
格
殺
す
べ
し｣

と
。

(『

後
漢
書』

劉
盆
子
伝)

と
い
う
混
乱
に
陥
っ
た
が
、
そ
の
き
っ
か
け
が
赤
眉
集
団
の
中
の
一
人

が
筆
を
取
り
だ
し
て
拝
謁
を
請
い
、
慶
賀
の
文
を
も
の
そ
う
と
し
た
こ

と
だ
っ
た
点
は
注
目
に
値
す
る
。
赤
眉
の
よ
う
な
無
名
の
貧
者
の
集
団

の
中
に
、
日
常
的
に
筆
記
用
具
を
持
ち
歩
き
、
必
要
と
あ
ら
ば
す
ぐ
に

取
り
だ
し
て
文
章
を
書
け
る
人
間
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
か
ら

で
あ
る

(�)

。

確
か
に
前
漢
後
半
か
ら
徐
々
に
儒
学
一
尊
の
傾
向
が
顕
著
と
な
り
、

そ
の
流
れ
が
続
い
た
新
・
後
漢
時
代
に
は
、
庶
民
で
あ
り
な
が
ら
、
か

つ
貧
困
な
状
態
に
あ
り
な
が
ら
学
問
に
励
み
、
官
途
に
就
い
た
り
、
学

問
を
教
授
し
て
生
計
を
立
て
る
人
物
が
急
増
し
た
。『

後
漢
書』

を
ひ

も
と
く
と
、｢

貧｣

な
状
態
か
ら
学
業
に
励
ん
で
史
書
に
名
を
残
す
に

至
っ
た
人
物
が
以
下
の
よ
う
に
多
数
挙
が
っ
て
い
る
。
煩
を
避
け
る
た

め
、
要
点
の
み
表
形
式
で
示
す

(

出
典
の

｢

列
伝｣

と
数
字
は

『

後
漢

書』
列
伝
の
巻
数
で
あ
る)

。

こ
れ
ら
の
人
々
の
識
字
能
力
は
全
く
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う

が
、
修
学
前
の
、
も
し
く
は
修
学
後
も
続
い
た

｢

貧｣

の
状
態
が
ど
の

程
度
で
あ
っ
た
か
は
判
然
と
し
な
い
。
こ
れ
ら
の
中
に
は
、
後
に
名
族

― 14 ―
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後漢書貧者学習表

名前 ｢貧困｣ の程度・学習状況 職業・業績 出典
１ 劉茂 家貧､ 以筋力致養､ 孝行著於郷里｡ 及長､ 能

習礼経､ 教授常数百人｡
前漢末～光武期の官吏 列伝71

２ 向長 好通老､ 易｡ 貧無資食､ 好事者更饋焉､ 受之
取足而反其余｡

新～後漢初期の逸民 列伝73

３ 逢萌 家貧､ 給事県為亭長｡ ……歎曰､ 大丈夫安能
為人役哉｡ 遂去之長安学､ 通春秋経｡

新～後漢初期の逸民 列伝73

４ 梁鴻 受業太学､ 家貧而尚節介､ 博覧無不通､ 而不
為章句｡ 学畢､ 乃牧豕於上林苑中｡

後漢初期の逸民 列伝73

５ 衛颯 家貧好学問､ 随師無糧､ 常傭以自給｡ 王莽・光武期の官吏 列伝66
６ 桓栄 少学長安､ 習欧陽尚書､ 事博士九江朱普｡ 貧

窶無資 (注：窶､ 空也) 常客傭以自給｡
光武・明帝期の官吏 列伝27

７ 孔嵩 家貧親老､ 乃変名姓､ 傭為新野県阿里街卒｡ ……
嵩在阿里､ 正身�行､ 街中子弟皆服其訓化｡

後漢初期の官吏 列伝71

８ 毛義 家貧､ 以孝行称……為県令､ 進退必以礼｡ 光武・明・章帝期の官吏 列伝29
９ 王充 後到京師､ 受業太学､ ……師事扶風班彪｡ 好

博覧而不守章句｡ 家貧無書､ 常游洛陽市肆､
閲所売書､ 一見輒能誦憶､ 遂博通衆流百家之
言｡

光武・明・章帝期の官吏､
『論衡』 撰｡

列伝39

10 黄香 香家貧､ 内無僕妾､ 躬執苦勤､ 尽心奉養｡ 遂
博学経典｡

章・和帝期の官吏 列伝70
上

11 周磐 少游京師､ 学古文尚書､ 洪範五行､ 左氏伝､
好礼有行､ 非典謨不言､ 諸儒宗之｡ 居貧養母､
倹薄不充｡

和帝期の官吏 列伝29

12 司馬均 安貧好学､ 隠居教授､ 不応辟命｡ ……後累遷
為魯相､ 以徳教化､ 百姓称之､ 流人帰者八九
千戸｡

和帝期の官吏 列伝26

13 班超 有口弁､ 而渉猟書伝｡ ……家貧､ 常為官傭書
以供養｡

和帝期の官吏､ 班固の弟｡ 列伝37

14 李充 家貧､ 兄弟六人同食遞衣｡ ……服�､ 立精舍
講授｡

和・安帝期の官吏 列伝71

15 楊震 少好学､ 受欧陽尚書於太常桓郁､ 明経博覧､
無不窮究｡ (続漢書曰：教授二十余年､ 州請
召､ 数称病不就｡ 少孤貧､ 独与母居､ 仮地種
殖､ 以給供養､ 諸生嘗有助種藍者､ 震輒抜､
更以距其後､ 郷里称孝也｡)

和・安帝期の儒者､ 官吏 列伝44
続漢書

16 崔�爰 早孤､ 鋭志好学､ 尽能伝其父 (崔�因) 業｡ ……
家貧､ 兄弟同居数十年､ 郷邑化之｡

安・順帝期の儒者､ 官吏｡ 列伝42

17 施延 少為諸生､ 明於五経､ ……家貧母老､ 周流傭
賃｡ (謝承後漢書)

安・順帝期の官吏 列伝36
謝承書

18 胡広 少孤貧､ 親執家苦｡ ……試以章奏､ 安帝以広
為天下第一｡

安・順帝期の官吏 列伝34

19 張楷 通厳氏春秋､ 古文尚書､ 門徒常百人｡ ……家
貧無以為業､ 常乗驢車至県売薬､ 足給食者､
輒還郷里｡

順帝期の儒者 列伝26

20 呉雄 以明法律､ 断獄平､ 起自孤宦､ 致位司徒｡ 雄
少時家貧､ 喪母､ 営人所不封土者､ 擇葬其中｡

順帝期の官吏 列伝36

21 第五訪 少孤貧､ 常傭耕以養兄嫂｡ 有閑暇､ 則以学文｡ 順帝期の官吏 列伝66
22 陳寔 有志好学､ 坐立誦読｡ ……家貧､ 復為郡西門

亭長､ 尋転功曹｡
順・桓・霊帝期の官吏 列伝52



と
し
て
名
を
は
せ
る
弘
農
華
陰
の
楊
氏

(�
楊
震)

や
、
漢
の
宗
室
劉

氏

(

１
劉
茂
、�
劉
梁)

、
荀
子
の
子
孫

(�
荀
悦)

な
ど
も
い
る
一

方
、
代
々

｢

貧｣

で
あ
っ
た
と
い
う
ケ
ー
ス

(�
黄
憲
、�
郭
泰)

も

あ
り
、
そ
の
貧
し
さ
の
度
合
い
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
総
じ

て
漢
代
の
平
均
資
産
額

｢

十
金｣

を
か
な
り
下
回
る
家
計
状
況
に
あ
っ

た
と
想
定
し
て
お
き
た
い
。

そ
う
し
た
境
遇
に
も
か
か
わ
ら
ず
、｢

傭
作｣

を
し
た
り
豚
を
飼
っ

た
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
努
力
を
重
ね
な
が
ら
文
字
を
習
得
し
、
や
が
て
官

途
に
就
き
、
あ
る
い
は
学
者
と
な
る
庶
民
が
明
ら
か
に
増
加
し
て
き
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
官
立
・
私
立
を
問
わ
な
い
学
校
教
育

の
定
着
・
浸
透
が
あ
っ
て
初
め
て
実
現
で
き
た
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
そ

れ
だ
け
で
は
説
明
し
き
れ
な
い
部
分
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
章
を

か
え
て
、
そ
の
点
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

四
、
庶
民
の
識
字
を
支
え
た
制
度
的
・
社
会
的
背
景

前
章
ま
で
の
検
討
で
、
秦
・
漢
時
代
に
は
我
々
が
想
像
す
る
以
上
に

広
汎
に
文
字
の
知
識
が
浸
透
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ

れ
を
支
え
た
当
時
の
教
育
・
学
校
制
度
に
つ
い
て
は
、
官
吏
任
用
制
度

と
の
関
わ
り
か
ら
す
で
に
多
く
の
論
考
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
大
要

を
確
認
す
る
に
と
ど
め
た
い

(�)
。

当
時
の
子
ど
も
は
、
早
い
場
合
は
八
歳
ほ
ど
で

｢

書
館｣

｢

書
舎｣

と
呼
ば
れ
た
学
校
に
入
学
し
、｢

閭
里
書
師｣

な
ど
と
称
さ
れ
た
教
師

― 16 ―

23 黄憲 世貧賎､ 父為牛医｡ 潁川荀淑至慎陽､ 遇憲於
逆旅､ 時年十四､ 淑竦然異之､ 揖与語､ 移日
不能去｡ 謂憲曰､ 子､ 吾之師表也｡

桓帝期の賢人 列伝43

24 徐� 家貧､ 常自耕稼､ 非其力不食｡ 恭倹義譲､ 所
居服其徳｡

桓帝期の賢人 列伝43

25 郭泰 家世貧賎｡ ……就成皐屈伯彦学､ 三年業畢､
博通墳籍｡ ……遂閉門教授､ 弟子以千数｡

桓帝期の儒者 列伝58

26 符融 少為都官吏､ 恥之､ 委去｡ 後遊太学､ ……談
辞如雲､ ……会有党事､ 亦遭禁錮｡ 妻亡､ 貧
無殯斂､ 郷人欲為具棺服､ 融不肯受｡

桓帝期の儒者 列伝58

27 公沙穆 家貧賎｡ 自為児童不好戯弄､ 長習韓詩､ 公羊
春秋､ 尤鋭思河洛推�之術｡

桓帝期の官吏 列伝72
下

28 劉梁 梁宗室子孫､ 而少孤貧､ 売書於市以自資｡ 常
疾世多利交､ 以邪曲相党､ 乃著破群論｡ ……
乃更大作講舎､ 延聚生徒数百人｡

桓・霊帝期の儒者､ 官吏 列伝70
下

29 申屠蟠 家貧､ 傭為漆工｡ ……遂隠居精学､ 博貫五経､
兼明図緯｡

桓・霊帝期の儒者 列伝43

30 檀敷 少為諸生､ 家貧而志清､ 不受郷里施恵｡ ……
立精舎教授､ 遠方至者常数百人｡

桓・霊帝期の儒者､ 官吏 列伝57

31 孫期 少為諸生､ 習京氏易､ 古文尚書｡ 家貧､ 事母
至孝､ 牧豕於大澤中､ 以奉養焉｡

霊帝期の儒者 列伝69
上

32 侯瑾 少孤貧､ 依宗人居｡ 性篤学､ 恒傭作為資､ 暮
還輒然柴以読書｡

霊帝期の儒者 列伝70
下

33 荀悦 年十二､ 能説春秋｡ 家貧無書､ 毎之人間､ 所
見篇牘､ 一覧多能誦記｡

献帝期の官吏 列伝52



か
ら
、
ま
ず
読
み
書
き
・
算
数
な
ど
を
教
わ
っ
た
。
識
字
の
教
科
書
に

は
｢

蒼
頡
篇｣

｢

凡
将
篇｣

｢

九
就
篇｣

な
ど
が
使
わ
れ
、
だ
い
た
い
三
、

三
〇
〇
文
字
程
度
を
覚
え
さ
せ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
他
に
学
校
教
育

機
関
と
し
て
は
、
武
帝
期
に
全
国
の
郡
国
に
学
官
が
建
て
ら
れ
、
元
帝

期
に
郡
国
に
五
経
百
石
卒
史
が
置
か
れ
、
平
帝
期
に
王
莽
の
進
言
に
よ

り
郡
国
に
学
、
県
道
邑
侯
国
に
校

(

経
師
一
人
を
配
置)

、
郷
以
下
に

は
庠
・
序

(

そ
れ
ぞ
れ
孝
経
師
一
人
を
配
置)

が
建
て
ら
れ
た
。
こ
れ

で
、
書
館

(

書
舎)

で
基
本
的
な
文
字
・
計
算
を
習
得
し
、
庠
・
序
で

『

孝
経』

を
中
心
に
儒
学
の
基
礎
を
学
び
、
次
に
県
校
で
五
経
の
い
く

つ
か
を
学
び
、
大
体
初
等
教
育
を
終
え
る
と
い
う
基
本
コ
ー
ス
が
確
立

し
た
。
こ
こ
か
ら
先
は
、｢

諸
生｣

と
な
っ
て
郡
国
学
・
太
学

(

首
都

に
設
け
ら
れ
た
最
高
学
府)

に
進
む
道
、
郡
県
の

｢

小
史｣

に
任
用
さ

れ
る
道
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
業
に
就
く
道
、
の
三
つ
に
大
き
く
コ
ー
ス
が

分
か
れ
る
。
ま
た
、
高
位
高
官
や
家
学
を
継
承
す
る
学
者
の
家
で
は
、

自
前
の
学
校
を
創
設
し
た
り
、
家
庭
教
師
を
傭
っ
た
り
し
て
よ
り
早
い

段
階
か
ら
高
度
な
教
育
を
授
け
た
よ
う
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ

う
し
た
教
育
・
学
校
制
度
が
お
お
む
ね
前
漢
末
の
段
階
で
完
成
さ
れ
、

後
漢
時
代
は
そ
れ
が
さ
ら
に
充
実
・
定
着
し
て
い
っ
た
時
代
で
あ
っ
た

と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

ち
な
み
に
池
田
雄
一
氏
の
研
究

(�)

に
よ
れ
ば
、
官
吏
と
し
て
最
低
限
必

要
な
識
字
数

(

有
用
文
字
数)

は
、
前
漢
時
代
が
ほ
ぼ
三
千
字
程
度
、

後
漢
時
代
が
五
千
余
字
程
度
と
さ
れ
る
。
居
延
漢
簡
等
の
行
政
簡
牘
類

に
使
用
さ
れ
て
い
る
文
字
数
も
約
三
千
百
字
程
度
で
あ
り
、
日
常
的
政

務
は
大
体
三
千
字
程
度
の
知
識
が
あ
れ
ば
従
事
で
き
た
も
の
と
想
像
さ

れ
る
。
現
代
中
国
に
お
い
て
も
、
小
学
校
か
ら
高
校
ま
で
に
習
う
第
一

級
漢
字
の
文
字
数
は
三
、
七
五
五
字
で
あ
る
が
、
一
般
の
出
版
物
に
使

わ
れ
て
い
る
文
字
の
九
九
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
は
こ
れ
で
カ
ヴ
ァ
ー
で
き

て
い
る
と
い
う
。
文
字
数
だ
け
で
言
え
ば
、
漢
代
の
初
等
教
育
課
程
を

終
了
す
れ
ば
、
そ
れ
な
り
の
政
務
は
こ
な
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
は
ず
で

あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
知
識
が
そ
の
段
階
で
と
ど
ま
っ
て
い
て
は
他
に
ぬ
き
ん

で
て
栄
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
才
能
や
野
心
の
あ
る
者
は
さ

ら
に
上
の
学
校
で
勉
強
す
る
必
要
性
に
迫
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
後
漢

に
入
っ
て
太
学
に

｢

遊
学｣

す
る
事
例
が
急
増
す
る
の
は
、
そ
う
し
た

社
会
全
般
に
わ
た
る
文
字
知
識
の
普
及
が
背
景
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。

そ
も
そ
も
、
漢
代
に
は
庶
民
の
上
書
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
る
制
度

が
確
立
し
て
い
た
。
庶
民
の
上
書
そ
の
も
の
は
前
漢
成
立
期
か
ら
見
え

る
が

(�)
、
そ
れ
を
専
門
に
処
理
す
る

｢

戸
曹
尚
書｣

は
武
帝
期
に
置
か
れ

た

(�)
。
そ
の
た
め
か
、
上
述
の
朱
買
臣
や
卜
式
の
よ
う
に
、
上
書
を
き
っ

か
け
に
官
途
に
就
い
た
例
も
武
帝
期
か
ら
増
え
始
め
る
。
宣
帝
期
に
は
、

庶
民
か
ら
の
上
書
の
多
く
が

｢

避
諱｣

の
禁
を
犯
し
、
そ
の
た
め
に
罰

せ
ら
れ
て
い
る
状
況
を
是
正
せ
よ
と
の
詔
が
出
さ
れ
て
い
る

(�)

。
そ
れ
ら

の
史
料
に
見
え
る
庶
民

(｢

民｣
｢

人
庶｣

｢

百
姓｣)

が
果
た
し
て
ど
の

程
度
の
経
済
的
階
層
に
属
し
て
い
た
の
か
は
全
く
わ
か
ら
な
い
が
、
上

書
は
原
則
自
筆
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず

(�)
、
文
字
の
間
違
い
が
あ
る
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と
処
罰
の
対
象
と
さ
れ
た

(�)
よ
う
で
あ
り
、
そ
れ
で
も
多
数
の
上
書
が
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
以
上
、
や
は
り
庶
民
の
識
字
能
力
は
我
々
の
想
像
以
上

に
高
か
っ
た
と
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
背
景
に
主
と
し
て
官

吏
養
成
と
儒
学
普
及
の
目
的
か
ら
整
え
ら
れ
た
教
育
・
学
校
制
度
が
あ
っ

た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
で
は
庶
民
は
み
な
、
官
途
に
就
く
た
め
か
上
書
す
る

た
め
に
文
字
を
習
得
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
だ
け
が
目
的
で
は
な

い
と
思
わ
れ
る
。
睡
虎
地
四
号
秦
墓
出
土
書
簡
を
書
い
た
黒
夫
と
驚
、

陳
勝
や
竇
広
国
や
便
了
、
彼
ら
が
官
吏
に
な
る
た
め
に
、
あ
る
い
は
い

ず
れ
上
書
す
る
機
会
も
あ
ろ
う
か
と
わ
ざ
わ
ざ
文
字
を
習
っ
た
と
は
考

え
が
た
い
。
ま
し
て
や
学
問
の
道
を
志
し
た
と
は
到
底
思
え
な
い
。
し

か
し
、
彼
ら
は
あ
る
程
度
文
字
を
操
る
だ
け
の
知
識
を
ど
こ
か
で
獲
得

し
た
の
で
あ
る
。
書
館
で
は
、
時
に
授
業
料
を
免
除
し
て
子
ど
も
に
字

を
教
え
た
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が

(�)
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
例
外
と

み
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
社
会
の
底
辺
に
暮
ら
し
て
い
た
よ
う
な
彼
ら

が
、
普
通
に
学
校
に
通
っ
て
文
字
を
習
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
れ

で
も
彼
ら
が
文
字
を
操
っ
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
以
上
、
彼
ら
が
文
字

を
習
わ
な
け
れ
ば
生
き
て
い
け
な
い
よ
う
な
社
会
的
圧
力
が
当
時
存
在

し
た
も
の
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
で
は
、
そ
れ
は
い
っ
た
い
ど

の
よ
う
な
圧
力
で
あ
っ
た
の
か
。

あ
ら
た
め
て
振
り
返
る
と
、
黒
夫
と
驚
の
手
紙
の
内
容
は
、
親
族
・

近
隣
の
安
否
確
認
の
部
分
を
除
け
ば
、
親
へ
の
金
品
の
無
心
と
、
自
分

た
ち
と
同
様
に
従
軍
し
て
い
る
近
隣
の
仲
間
が
爵
を
得
た
か
ど
う
か

(

つ
ま
り
敵
の
首
を
取
っ
た
か
ど
う
か)

の
確
認
に
終
始
し
て
い
た
。

つ
ま
り
、
関
心
が
経
済
的
な
利
害
に
集
中
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
稿

で
は
検
討
を
省
い
た
が
、
敦
煌
懸
泉
置
出
土
の
帛
書
書
信
二
通
も
、
内

容
は
金
品
の
無
心
そ
の
も
の
で
あ
る

(�)

。
竇
広
国
は
奴
隷
と
な
っ
た
あ
と

に
文
字
を
習
得
し
た
。
彼
に
文
字
を
習
わ
せ
た
の
は
奴
隷
主
で
あ
っ
た

だ
ろ
う
。
そ
の
目
的
は
何
か
。
彼
を
家
内
奴
隷
と
し
て
役
使
し
よ
う
と

し
た
な
ら
ば
、
文
字
を
習
わ
せ
る
必
要
性
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
。
実
は
竇
広
国
は
、
十
以
上
の
奴
隷
主
の
間
で
転
売
さ
れ
、
最
後
に

は
山
の
中
で
炭
焼
き
を
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
さ
い
崖
の
崩
落
事
故

が
起
き
、
竇
広
国
以
外
の
奴
隷
た
ち

｢

百
余
人｣

が
圧
死
し
た

(�)

。
百
人

以
上
の
規
模
で
炭
を
焼
い
て
い
た
と
な
る
と
、
主
人
の
自
家
消
費
用
で

は
な
く
、
明
ら
か
に
販
売
目
的
で
炭
焼
き
業
を
営
ん
で
い
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
れ
ば
、
販
売
業
務
も
奴
隷
が
担
わ
さ

れ
て
い
た
可
能
性
が
出
て
こ
よ
う
。
販
売
と
も
な
れ
ば
、
文
字
の
読
み

書
き
・
計
算
も
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
容
易
に
想
像
で
き
る
。

竇
広
国
が
文
字
を
習
得
さ
せ
ら
れ
た
の
も
そ
の
目
的
の
た
め
で
は
な
か
っ

た
か
。

同
様
に
便
了
も
、
彼
が
文
字
を
扱
え
た
か
ら
こ
そ
商
品
売
買
を
含
む

広
範
な
業
務
を
押
し
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
だ
か
ら
こ
そ

｢

僮

約｣
は
笑
い
話
に
な
る
の
で
あ
る
。
社
会
の
底
辺
に
置
か
れ
た
奴
隷
た

ち
で
さ
え

(

少
な
く
と
も
そ
の
一
部
は)

文
字
を
扱
え
た
背
景
に
は
、

経
済
活
動
の
広
が
り
と
浸
透
が
生
み
出
し
た
逃
れ
が
た
い
強
制
性
が
あ
っ

た
。
春
秋
戦
国
時
代
以
降
、
青
銅
製
の
武
器
や
貨
幣
、
漆
器
、
陶
器
な
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ど
に
製
造
地
名
や
製
造
責
任
者
・
工
人
名
を
記
し
た
例
が
多
数
見
ら
れ

る
が

(�)
、
そ
こ
か
ら
は
製
造
責
任
を
厳
し
く
問
う
市
場
の
圧
力
が
看
取
さ

れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
文
字
が
そ
も
そ
も
読
め
な
い
よ
う
で
は
、
ま
と

も
な
取
引
は
望
む
べ
く
も
な
い
。
否
応
な
く
人
々
は
文
字
を
学
習
し
た

こ
と
で
あ
ろ
う
。
当
然
そ
の
結
果
ま
す
ま
す
活
発
化
す
る
商
行
為
に
伴

い
、
貨
幣

(

布
帛
な
ど
も
含
む)

も
社
会
全
体
に
浸
透
し
、
有
名
な
戦

国
魏
の
李�
の

｢

尽
地
力
説｣

に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
農
民
ま
で
も
が

貨
幣
経
済
に
巻
き
込
ま
れ
、
現
金
の
獲
得
に
狂
奔
す
る
状
況
が
す
で
に

戦
国
時
代
に
は
現
出
し
て
い
た
の
で
あ
る

(�)
。
貧
乏
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ

う
と
、
学
校
に
通
え
よ
う
と
通
え
な
か
ろ
う
と
、
商
売
が
円
滑
に
で
き

る
程
度
の
読
み
書
き
・
計
算
は
で
き
な
け
れ
ば
、
農
民
で
さ
え
生
き
抜

く
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
を
明
証
す
る
根
拠
は
、
残
念
な
が
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ

れ
を
示
唆
す
る

｢

史
料｣

は
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
誰
も
が

知
っ
て
い
る

『

老
子』

第
八
〇
章
で
あ
る
。

小
国
寡
民
。
什
伯
の
器
有
り
て
、
而
し
て
用
い
ざ
ら
し
む
。
民
を

し
て
死
を
重
ん
じ
、
遠
く
へ
徙
ら
ざ
ら
し
む
。
舟
輿
有
る
と
雖
も
、

之
れ
に
乗
る
所
無
く
、
甲
兵
有
る
雖
も
、
之
れ
を
陳
ら
ぬ
る
所
無

く
、
人
を
し
て
復
た
縄
を
結
び
て
之
れ
を
用
い
ら
し
む
。
其
の
食

を
甘
し
と
し
、
其
の
服
を
美
と
し
、
其
の
居
に
安
ん
じ
、
其
の
俗

を
楽
し
み
、
鄰
国
相
い
望
み
、
鶏
犬
の
声
相
い
聞
こ
ゆ
れ
ど
も
、

民
は
老
死
に
至
る
ま
で
、
相
い
往
来
せ
ず
。

｢

老
子
の
理
想
社
会

(�)｣
｢

理
想
と
す
る
国
家
の
姿

(�)｣

を
描
い
た
と
さ
れ
、

人
口
に
膾
炙
し
た
章
で
あ
る
が
、
現
在
我
々
が
目
に
で
き
る
最
も
古
い

『

老
子』

の
原
本
と
も
言
え
る
郭
店
楚
墓
竹
簡

『

老
子』

(

ほ
ぼ
前
三
〇

〇
年
頃
に
書
か
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る

(�))

に
は
こ
の
章
は
見
え
ず
、

前
漢
初
期
の
前
一
六
八
年
に
埋
葬
さ
れ
た
馬
王
堆
漢
墓
出
土
の
い
わ
ゆ

る
帛
書

『

老
子』

に
は
見
え
て
い
る

(�)

。
今
後
も

『

老
子』

の
古
本
と
思

わ
れ
る
資
料
は
出
土
す
る
も
の
と
期
待
さ
れ
る
が
、
と
り
あ
え
ず
現
在

見
ら
れ
る
資
料
に
よ
る
限
り
、
第
八
〇
章
は
前
三
世
紀
か
ら
前
一
六
八

年
ま
で
の
間
に
誰
か
の
手
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
、『

老
子』

に
組
み
込

ま
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

『

老
子』

第
八
〇
章
は
、
一
般
に
牧
歌
的
な
農
村
生
活
を
究
極
の
理

想
と
し
た
一
篇
と
さ
れ
る
が
、
武
器
・
車
両
・
船
・
近
隣
と
の
交
わ
り

は
、｢

あ
っ
て
も
使
わ
な
い
・
実
行
し
な
い｣

と
い
う
こ
と
が
主
張
さ

れ
て
い
る
の
に
対
し
、
文
字
に
関
し
て
は

｢

縄
を
結
ん
で
約
束
を
表
し

た

(�)｣

太
古
の
時
代
に
戻
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
文
字

の
み
は
そ
の
存
在
自
体
が
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
仮
に
あ
っ
て

も
使
わ
な
け
れ
ば
い
い
と
い
う
事
物
に
比
べ
、
そ
の
存
在
自
体
が
否
定

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
文
字
に
対
す
る
忌
避
の
意
識
は
こ
と
さ

ら
に
強
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
戦
国
時
代
末
か
ら
前
漢
初
期

に
か
け
て
の
老
子
学
派
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
文
字
こ
そ
が
最
も
社
会

を
混
乱
さ
せ
、
世
の
中
の
平
和
を
乱
し
、｢

道｣

の
理
想
に
も
と
る
も

の
と
映
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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お
わ
り
に

本
稿
の
考
察
の
要
点
は
、
以
下
の
と
お
り
の
簡
単
な
も
の
に
過
ぎ
な

い
。
秦
・
漢
時
代
に
は
、
今
日
我
々
が
漠
然
と
想
像
す
る
以
上
に
広
く

深
く
文
字
の
知
識
が
定
着
し
、
農
民
や
奴
隷
を
も
含
む
社
会
の
各
階
層

に
浸
透
し
て
い
た
。
そ
れ
は
官
吏
養
成
と
儒
学
の
普
及
を
目
的
と
し
た

学
校
教
育
制
度
の
整
備
と
拡
充
に
よ
る
だ
け
で
な
く
、
戦
国
時
代
以
来

の
経
済
活
動
の
隆
盛
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
も
あ
っ
た
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
後
の
中
国
社
会
に
お
い
て
も
同
じ
よ
う
な
識
字
状
況

が
続
い
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
魏
晋
南
北
朝
時
代
に
は
、
高

位
高
官
で
も

｢

不
識
書｣

な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
人
物
が
史
料
に
散
見

す
る

(�)

。
遊
牧
騎
馬
民
族
の
南
下
に
伴
う
社
会
の
激
動
が
も
た
ら
し
た
現

象
で
あ
ろ
う
が
、
当
然
こ
の
時
代
の
庶
民
の
識
字
能
力
は
漢
代
以
前
に

比
べ
て
低
下
し
た
で
あ
ろ
う
。
識
字
能
力
は
、
単
純
に
時
代
を
さ
か
の

ぼ
れ
ば
低
く
、
時
代
を
下
れ
ば
高
く
な
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
よ
う

で
あ
る
。
中
国
史
上
の
各
時
代
に
お
い
て
、
庶
民
の
識
字
状
況
が
ど
の

よ
う
で
あ
っ
た
か
を
探
る
こ
と
は
、
今
後
中
国
史
研
究
の
重
要
な
課
題

の
一
つ
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

近
年
、
柿
沼
陽
平
氏
は
、
従
来
の
歴
史
学
的
手
法
や
枠
組
み
を
超
え

た

｢

交
換
史
観｣

と
い
う
概
念
を
提
示
し
、
戦
国
・
秦
・
漢
時
代
の
全

体
像
を
そ
の
概
念
を
通
し
て
と
ら
え
直
す
意
志
を
表
明
し
た

(�)
。
氏
の
大

胆
な
決
意
表
明
に
、
筆
者
も
大
い
に
賛
同
し
た
い
。
思
う
に
、
氏
は
戦

国
・
秦
・
漢
時
代
に
と
ど
ま
ら
ず
、
中
国
史
全
体
、
ひ
い
て
は
人
類
史

全
体
を

｢

交
換
史
観｣

で
と
ら
え
直
そ
う
と
企
図
し
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ま
た
諸
手
を
挙
げ
て
賛
同
し
た
い
。

確
か
に
人
類
と
は
、
ま
さ
し
く

｢

交
換｣

す
る
生
き
物
で
あ
る
。
あ
ら

ゆ
る
も
の
ご
と
を

｢

交
換｣

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
類
は
文
明
を
築
き

上
げ
て
き
た
。
し
か
し
、
い
ま
そ
の
文
明
の
行
く
末
が
さ
ま
ざ
ま
な
局

面
で
限
界
や
曲
が
り
角
に
直
面
し
て
い
る
。
筆
者
も
、
人
類
を
人
類
た

ら
し
め
て
い
る

｢

交
換｣

の
あ
り
方
と
意
味
を
根
源
的
に
問
い
直
す
作

業
は
、
歴
史
学
の
み
な
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
学
問
研
究
に
求
め
ら
れ
て
い
る
、

そ
れ
こ
そ
人
類
史
的
課
題
で
あ
る
と
認
識
す
る
に
至
っ
た
。

そ
の
上
で
筆
者
は
、｢

交
換｣

さ
れ
る
も
の
と
し
て
貨
幣
や
商
品
と

同
様
、
い
や
そ
れ
以
上
に
、
文
字
の
重
要
性
を
主
張
し
た
い
。
不
特
定

多
数
の
、
遠
く
離
れ
た

(

口
頭
で
は
情
報
が
伝
え
ら
れ
な
い)

他
人
と

の
間
で
価
値
や
意
思
や
思
想
を

｢

交
換｣

で
き
る
道
具
は
、
文
字
以
外

な
い
か
ら
で
あ
り
、
本
稿
で
見
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
貨
幣
や
商
品
と
連

動
し
て
社
会
に
広
ま
り
、
文
明
を
形
作
っ
て
き
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る

(�)

。

�
(

１)

松
崎
つ
ね
子

｢

中
国
文
明
の
継
承
性
に
果
し
た
文
字
の
役
割
―
官
僚
制
と

関
連
し
て
―｣

(『

駿
台
史
学』

一
一
一
、
二
〇
〇
一
年)

、
池
田
雄
一

｢

漢
代

に
お
け
る
官
吏
の
識
字
―
有
用
文
字
に
つ
い
て
―｣

(

同

『

中
国
古
代
の
聚
落

と
地
方
行
政』

汲
古
書
院
、
二
〇
〇
二
年
、
第
九
章)

、�
村
武
幸

｢

漢
代
地

方
少
吏
の
任
用
と
文
字
の
知
識
に
つ
い
て｣

(『

東
方
学』

一
一
一
、
二
〇
〇
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六
年
。
の
ち

｢

漢
代
の
官
吏
任
用
と
文
字
の
知
識｣

と
し
て
同

『

漢
代
の
地

方
官
吏
と
地
域
社
会』

汲
古
書
院
、
二
〇
〇
八
年
所
収)

、
呂
静

｢

中
国
古
代

漢
字
世
界
的
拡
大
―
以
秦
漢
識
字
啓
蒙
教
材
的
出
現
与
識
字
普
及
的
考
察
為

中
心｣

(『

伝
統
中
国
研
究
集
刊』

二
、
二
〇
〇
六
年)

、
エ
ノ�
ギ
ー
レ

｢

古

代
の
識
字
能
力
を
如
何
に
判
定
す
る
の
か
―
漢
代
行
政
文
書
の
事
例
研
究
―｣

(『｢

漢
字
文
化
三
千
年｣

国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
書』

、
二
〇
〇
八
年)

、
宮

宅
潔

｢

秦
漢
時
代
の
文
字
と
識
字
―
竹
簡
・
木
簡
か
ら
み
た｣

(

冨
谷
至
編

『

漢
字
の
中
国
文
化』

昭
和
堂
、
二
〇
〇
九
年
所
収)

な
ど
。

(

２)

冨
谷
至
編

『

漢
字
の
中
国
文
化』

(

昭
和
堂
、
二
〇
〇
九
年)

の

｢

緒
言｣

(�
〜�
頁)

。

(

３)

冨
谷
氏
は
別
稿
で
も

｢
す
べ
て
の
者
が
、
識
字
能
力
が
あ
る
わ
け
で
は
な

い
。
役
人
の
中
で
も
下
級
役
人
は
文
字
の
読
め
な
い
者
も
含
ん
で
い
る
。
さ

ら
に
一
般
民
衆
に
お
い
て
は
一
層
識
字
能
力
が
低
い
、
も
し
く
は
皆
無
で
あ

る
こ
と
、
容
易
に
想
像
さ
れ
る｣

(

冨
谷
至

『
文
書
行
政
の
漢
帝
国』

名
古
屋

大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
、
一
〇
八
頁)
と
す
る
。
ま
た
柿
沼
陽
平
氏
も

｢

当
時
の
人
口
の
多
く
は
無
文
字
社
会
に
属
し
、
そ
の
中
で
農
耕
を
営
ん
で
い

た｣
(

同

『

中
国
古
代
貨
幣
経
済
史
研
究』

汲
古
書
院
、
二
〇
一
一
年
、
一
二

六
頁)

と
断
じ
て
い
る
。

(

４)

ル
イ�
ジ
ャ
ン
・
カ
ル
ヴ
ェ
は

｢

楔
形
文
字
が
ご
く
一
部
の
階
級
か
ら
外
に

出
な
か
っ
た
の
は
、
読
み
書
き
が
複
雑
だ
と
い
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、

同
時
に
文
字
の
持
つ
権
力
を
独
占
し
よ
う
と
い
う
意
図
の
現
れ
と
見
る
こ
と

も
で
き
る
…

(

中
略)

…
重
要
な
の
は
、
楔
形
文
字
や
象
形
文
字
と
い
っ
た

発
生
期
の
文
字
が
習
得
に
多
大
な
時
間
を
要
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
習
得
す

れ
ば
特
権
が
手
中
に
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
文
字
そ
の
も

の
が
特
定
の
階
級
だ
け
に
所
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
で
あ
る
。
同
時

に
、
文
字
の
権
力
を
握
っ
て
い
る
も
の
は
そ
の
独
占
に
努
め
こ
そ
す
れ
、
簡

略
化
に
よ
る
文
字
の
民
主
化
や
、
教
育
に
よ
る
普
及
は
思
い
も
つ
か
な
か
っ

た
に
違
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る｣

と
述
べ
て
い
る
。
同
氏
著

『

文

字
の
世
界
史』
(

矢
島
文
夫
監
訳
、
会
津
洋
・
前
島
和
也
訳
、
河
出
書
房
新
社
、

一
九
九
八
年)

二
三
八
〜
二
三
九
頁
。

(

５)

大
原
信
一

｢

中
国
の
識
字
問
題

(

そ
の
一)｣

(『

同
志
社
外
国
文
学
研
究』

五
八
、
一
九
九
〇
年)

。
な
お
、
ユ
ネ
ス
コ
の
二
〇
〇
七
年
の
統
計
に
よ
る
と
、

中
国
の
現
在
の
識
字
率
は
一
五
歳
以
上
男
性
の
九
六
・
五
％
、
同
女
性
九
〇
・

〇
％
、
男
女
平
均
九
三
・
三
％
に
な
る
と
い
う

(

総
務
省
統
計
局
刊
行

『

世

界
の
統
計

2010』

第
一
五
章

｢

教
育
・
文
化｣

参
照)

。

(

６)

胡
平
生
・
李
天
虹
氏
は

｢

這
是
我
国
目
前
発
現
的
最
早
的
両
封
家
信
実
物｣

と
し
て
い
る
。
同

『

長
江
流
域
出
土
簡
牘
与
研
究』

(

湖
北
教
育
出
版
社
、
二

〇
〇
四
年)

二
六
八
頁
参
照
。

(

７)

こ
れ
ら
二
枚
の
書
信
の
邦
訳
は
、
籾
山
明

『

秦
の
始
皇
帝
―
多
元
世
界
の

統
一
者』

(

白
帝
社
、
一
九
九
四
年)

、
平��
郎
・
尾
形
勇

『

中
華
文
明
の

誕
生』

(

中
央
公
論
社

『

世
界
の
歴
史』

二
、
一
九
九
八
年)

、
佐
藤
武
敏

『

中
国
古
代
書
簡
集』

(

講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
六
年)

、
藤
田
勝
久

『

中

国
古
代
国
家
と
社
会
シ
ス
テ
ム』

(

汲
古
書
院
、
二
〇
〇
九
年)

に
部
分
訳
が
、

鶴
間
和
幸

『

秦
の
始
皇
帝
―
伝
説
と
史
実
の
は
ざ
ま』

(

吉
川
弘
文
館
、
二
〇

〇
一
年)

に
全
訳
が
見
え
る
。

(

８)

籾
山
明
氏
は

｢

母
操
夏
衣
来｣

の
部
分
を

｢

毋
操
夏
衣
来｣

と
み
な
し

｢

夏
服
を
も
っ
て
く
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん｣

と
前
に
手
紙
に
書
い
た
と
し
て

い
る
。
前
掲
注
７
籾
山
著
書
一
〇
九
頁
。

(

９)

彼
ら
の
故
郷
の
安
陸

(

現
湖
北
省
雲
夢)

は
か
つ
て
楚
の
領
域
で
あ
っ
た

が
、
す
で
に
前
二
七
八
年
に
秦
の
南
郡
の
治
下
に
入
っ
て
い
た
。

(�)
居
延
漢
簡
に
も
文
末
に

｢

急｣
｢

急
急｣

を
結
語
と
し
て
置
い
た
簡
牘
が
い

く
つ
か
見
え
る
が
、
冨
谷
至
氏
は
文
書
の
書
き
止
め
の
慣
用
句
の
一
つ
で
あ

り
、
速
達
便
の
意
味
で
は
な
い
と
す
る

(

前
掲
注
３
冨
谷
著
書
、
一
七
九
頁

〜
一
八
〇
頁)

。
し
か
し
、
こ
こ
に
見
え
る

｢

急
急
急｣

は
行
政
文
書
に
見
え

る
慣
用
句
と
異
な
り
、
よ
り
切
迫
し
た
状
況
を
示
す
素
直
な
表
現
の
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
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(�)
黄
盛
璋

｢

雲
夢
秦
墓
出
土
的
両
封
家
信
与
歴
史
地
理
問
題｣

(『

文
物』

一

九
八
〇
―
八
、
の
ち
同
氏

『

歴
史
地
理
論
集』

人
民
出
版
社
、
一
九
八
二
年

所
収)

参
照
。

(�)
『

雲
夢
睡
虎
地
秦
墓』

で
は

｢

中
小
地
主
階
層｣

と
し
て
い
る
。
《
雲
夢
睡

虎
地
秦
墓
》
編
写
組

『

雲
夢
睡
虎
地
秦
墓』

文
物
出
版
社
、
一
九
八
一
年
、

七
〇
頁
。

(�)
前
掲
注�
黄
論
文
参
照
。

(�)
敦
煌
懸
泉
置
で
出
土
し
た
前
漢
後
半
期
か
ら
後
漢
初
期
に
か
け
て
の
も
の

と
思
わ
れ
る
漢
代
の
書
信

(

帛
書)

二
通
の
う
ち
、｢

元
致
子
方
書｣

と
呼
ば

れ
る
も
の
は
、
末
尾
に

｢
自
書
、
所
願
市
事
、
幸
留
意
、
留
意
毋
忽
、
異
於

它
人｣

と
明
ら
か
に
本
文
と
は
筆
跡
の
異
な
る
一
文
が
あ
り
、
こ
れ
が
発
信

者
の

｢

元｣

の
自
筆
の
文
で
あ
り
、
本
文
は
代
筆
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る

(

甘
粛
省
文
物
考
古
研
究
所

｢

敦
煌
懸
泉
漢
簡
釈
文
選｣

、『

文
物』

二
〇
〇
〇
―

五
、
胡
平
生
・
張
徳
芳
編
撰

『

敦
煌
懸
泉
漢
簡
釈
粋』

上
海
古
籍
出
版
社
、

二
〇
〇
一
年
、
前
掲
注
７
藤
田
著
書
四
五
七
頁
参
照)

。
代
筆
さ
れ
た
と
お
ぼ

し
き
書
信
の
実
例
が
こ
れ
し
か
な
い
の
で
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
仮
に
代

筆
の
私
信
の
末
尾
に
自
筆
の
一
文
を
加
え
る
書
式
が
一
般
化
し
て
い
た
と
す

る
な
ら
ば
、
睡
虎
地
四
号
秦
墓
の
木
牘
は
そ
の
書
式
を
踏
襲
し
て
い
な
い
の

で
全
文
自
筆
の
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
お
、
敦
煌
懸
泉

置
出
土
の
二
通
に
加
え
、
出
土
し
た
私
信
は
他
に
安
徽
省
天
長
市
出
土
の
木

牘

(

安
徽
省
文
物
考
古
研
究
所
・
天
長
県
文
物
管
理
所

｢

安
徽
天
長
県
三
角

Ζ
戦
国
西
漢
墓
出
土
文
物｣

、『

文
物』

一
九
九
三
―
九
、
楊
以
平
・
喬
国
栄

｢

天
長
西
漢
木
牘
述
略｣

、『

簡
帛
研
究
二
〇
〇
六』

、
広
西
師
範
大
学
出
版
社
、

二
〇
〇
八
年
、
天
長
市
文
物
管
理
所
・
天
長
市
博
物
館

｢

安
徽
天
長
西
漢
墓

発
掘
簡
報｣

、『

文
物』

二
〇
〇
六
―
一
一
、
山
田
勝
芳

｢

前
漢
武
帝
代
の
地

域
社
会
と
女
性
徭
役

安
徽
省
天
長
市
安
楽
鎮
十
九
号
漢
墓
木
牘
か
ら
考

え
る｣

、『

集
刊
東
洋
学』

九
七
、
二
〇
〇
七
年)

、
湖
南
省
長
沙
市
出
土
の
木

牘

(

長
沙
簡
牘
博
物
館
・
長
沙
市
文
物
考
古
研
究
所
聯
合
発
掘
組

｢

二
〇
〇

三
年
長
沙
走
馬
楼
西
漢
簡
牘
重
大
考
古
発
見｣

、『

出
土
文
献
研
究』

七
輯
、

二
〇
〇
五
年)

が
あ
る
。
そ
の
ど
れ
も
が
金
銭
・
物
品
の
授
受
や
無
心
を
主

題
と
す
る
も
の
で
あ
る
点
は
非
常
に
興
味
深
い
が
、
い
ず
れ
も
庶
民
が
書
い

た
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
本
稿
の
考
察
の
対
象
か
ら
は
除
く
。

(�)

前
掲
注
１
松
崎
論
文
参
照
。

(�)

前
掲
注
１�
村
・
ギ
ー
レ
・
宮
宅
論
文
参
照
。

(�)

前
掲
注
１
宮
宅
論
文
は

｢

史
の
資
格
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
文
字
が
全
く

書
け
な
か
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。
燧
長
は
戍
卒
を
直
接
指
揮
す
る
者
で
あ
る

が
、
あ
く
ま
で
一
人
の
官
吏
と
し
て
、
文
書
作
成
に
も
当
た
ら
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
…

(

中
略)

…
従
っ
て
た
と
え

｢

不
史｣

で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

燧
長
は
文
書
行
政
に
与
り
得
る
だ
け
の
文
字
知
識
を
備
え
て
い
た
は
ず
で
あ

る
。
…

(

中
略)

…
居
延
・
敦
煌
漢
簡
を
見
る
限
り
、｢

不
能
書｣

と
評
価
さ

れ
て
い
る
役
人
は
一
人
も
お
ら
ず
、
…

(

中
略)

…

｢

能
書｣

と
は
文
書
処

理
の
た
め
の
最
低
限
の
能
力
を
備
え
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て

｢

史｣

は
そ
れ
よ
り
も
高
度
な
、
あ
る
い
は
次
元
を
異
に
す
る
文
字
知
識
を
備

え
た
者
に
許
さ
れ
た
資
格
な
の
で
あ
ろ
う｣

と
し
て
い
る
。

(�)
前
掲
注
１�
村
・
宮
宅
論
文
参
照
。

(�)�
義
田
氏
は
こ
の
よ
う
に
兵
役
に
就
い
て
い
る
間
に
識
字
能
力
を
身
に
つ

け
る
こ
と
を

｢

軍
中
教
育｣

と
呼
ん
で
い
る

(�
義
田

｢

漢
代
辺
塞
吏
卒
的

軍
中
教
育
―
読
《
居
延
新
簡
》
札
記
之
三｣

、『

簡
帛
研
究』

二
、
一
九
九
六

年
参
照)

。
ま
た
エ
ノ�
ギ
ー
レ
氏
は
、
そ
う
し
た
形
で
文
字
を
覚
え
た
兵
卒

が
兵
役
を
終
え
て
村
落
に
帰
っ
た
の
ち
、
民
衆
に
文
字
を
広
め
る
役
割
を
果

た
し
た
も
の
と
推
測
し
て
い
る
。
前
掲
注
１
ギ
ー
レ
論
文
参
照
。

(�)
そ
の
他
の
出
土
資
料
に
関
し
て
は
、
前
掲
注
１
松
崎
論
文
が
青
銅
器
・
陶

器
・
漆
器
等
に
残
さ
れ
た
銘
記
・
刻
印
・
烙
印
や
、
始
皇
帝
陵
西
南
の
刑
徒

墓
で
発
見
さ
れ
た
板
瓦
や
筒
瓦
に
刻
さ
れ
た
墓
誌
も

｢

当
時
の
庶
民
の
識
字

の
様
相
の
一
端
を
知
る
材
料
に
な
る｣

と
し
て
い
る
。

(�)
『

史
記』
巻
四
八
陳
渉
世
家
冒
頭
に

｢

陳
渉
少
時
、
嘗
与
人
傭
耕｣

と
見
え

― 22 ―



る
。

(�)
｢

輟
耕
之
壟
上
、
悵
恨
久
之
、
曰
、
苟
富
貴
、
無
相
忘
。
庸
者
笑
而
応
曰
、

若
為
庸
耕
、
何
富
貴
也
。
陳
渉
太
息
曰
、
嗟
乎
、
燕
雀
安
知
鴻
鵠
之
志
哉
。｣

(『
史
記』

陳
勝
世
家)

(�)
『

史
記』

陳
勝
世
家
。

(�)
『

史
記』
巻
八
高
祖
本
紀
で
は

｢

高
祖
之
東
垣
、
過
柏
人
、
趙
相
貫
高
等
謀

弑
高
祖
、
高
祖
心
動
、
因
不
留
。｣

と
す
る
の
み
で
、
劉
邦
が

｢

柏
人｣

を

｢

人
に
迫
る｣
の
意
と
と
っ
た
く
だ
り
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

(�)
受
命
の
帝
王
の
報
天
儀
礼
と
さ
れ
る
封
禅
に
つ
い
て
は
実
は
不
明
な
こ
と

だ
ら
け
で
、
当
時
の
学
者
の
諸
説
も
紛
々
で
あ
っ
た

(『

史
記』

巻
二
八
封
禅

書
、『

漢
書』

巻
二
五
上
郊
祀
志
上)

。
司
馬
遷
の
父
司
馬
談
が
封
禅
へ
の
参

加
を
許
さ
れ
ず
、
憤
死
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
有
名
で
あ
る

(『

史
記』

巻
一
三

〇
太
史
公
自
序
、『

漢
書』

巻
六
二
司
馬
遷
伝)

が
、
こ
れ
も
封
禅
の
実
施
方

法
に
対
す
る
学
者
間
の
意
見
の
違
い
が
関
係
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る

(

佐
藤

武
敏

『

司
馬
遷
の
研
究』

汲
古
書
院
、
一
九
九
七
年
、
第
二
章

｢

司
馬
談
と

歴
史｣

な
ど)

。
牧
民
あ
が
り
の
卜
式
が
そ
う
し
た
思
想
的
・
宗
教
的
難
問
に

関
わ
る
知
識
を
持
っ
て
い
た
と
は
到
底
思
わ
れ
ず
、
彼
を
左
遷
す
る
口
実
と

し
て
は
う
っ
て
つ
け
の
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

(�)
卜
式
と
い
う
人
物
そ
の
も
の
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
拙
著

『
中
国
古
代

の
社
会
と
黄
河』

(

早
稲
田
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
九
年)

第
三
部
補
論

｢

卜

式
再
考
―
漢
代
の
一
牧
羊
業
者
の
実
像
を
求
め
て｣

を
参
照
。

(�)
『

漢
書』

巻
六
四
下
に
王
褒
の
伝
が
あ
る
。
ま
た
、
同
巻
三
〇
芸
文
志
に

は
彼
の
賦
が
十
六
編
あ
っ
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
佚
文
の
ほ
と
ん

ど
を
一
九
世
紀
初
め
に
厳
可
均
が

『

全
漢
文』

に
収
録
し
て
い
る
。

(�)

宇
都
宮
清
吉

｢

僮
約
研
究｣

(

同

『

漢
代
社
会
経
済
史
研
究』

弘
文
堂
、
一

九
五
五
年)

。

(�)
｢

僮
約｣

の
テ
キ
ス
ト
は
確
定
さ
れ
た
と
は
言
え
な
い
状
況
に
あ
る
。
一
般

に
は

『

初
学
記』

(

八
世
紀
前
半
成
立)

・『

古
文
苑』

(

一
二
世
紀
成
立)

に

収
載
さ
れ
た
も
の

(

全
七
八
〇
余
字)

を
テ
キ
ス
ト
と
す
る
場
合
が
多
く
、

宇
都
宮
氏
も
そ
れ
を
使
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
楊
生
民

｢《

僮
約
》
新
探｣

(『

中
国
史
研
究』

一
九
八
六
―
三)

は
、『

初
学
記』

・『

古
文
苑』

版

｢

僮
約｣

を
後
世
の
筆
が
入
っ
た
も
の
と
し
て
斥
け
、『

芸
文
類
聚』

(

六
二
四
年
成
立)

所
収
の

｢

僮
約｣

(

全
四
三
〇
余
字)

を
よ
り
真
正
の
テ
キ
ス
ト
に
近
い
も
の

と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、『

芸
文
類
聚』

版

｢

僮
約｣

に
は

｢

書
削
代
牘｣

の
四
字
が
見
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
も
し
楊
氏
の
説
が
正
し
い

と
す
る
と
、｢

書
削
代
牘｣

も
後
世
の
竄
入
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
漢
代
の
状

況
を
示
す
史
料
と
は
見
な
せ
な
く
な
る
可
能
性
が
生
じ
て
く
る
。

し
か
し
、
楊
氏
の
考
証
に
は
問
題
も
あ
る
。
特
に
漢
代
の
書
信
の
形
式
を

例
に
と
り
、
自
筆
文
中
の
自
称
は
本
名
を
名
乗
る

(

司
馬
遷
が

｢

報
任
安
書｣

で
自
分
の
こ
と
を

｢

遷｣

、
揚
雄
が

｢

答
劉�
書｣

で

｢

雄｣

と
称
し
て
い
る

よ
う
に)

の
が
通
例
で
、『

芸
文
類
聚』

版

｢

僮
約｣

で
は
王
褒
の
自
称
が

｢

蜀
郡
王
褒｣

と
な
っ
て
い
て
漢
代
の
通
例
に
合
致
し
て
い
る
が
、『

初
学
記』

・

『

古
文
苑』

版

｢

僮
約｣

は

｢

蜀
郡
王
子
淵｣

(

子
淵
は
字)

と
な
っ
て
お
り
、

漢
代
の
通
例
に
合
わ
な
い
、
と
い
う
主
張
は
、｢

僮
約｣

が
不
特
定
多
数
の
読

者
に
読
ま
れ
る
こ
と
を
想
定
し
た
戯
文
で
あ
り
、
王
褒
が
自
分
自
身
を
登
場

人
物
の
一
人
と
し
て
い
る
点
を
考
え
れ
ば
、
書
信
と
同
列
に
扱
う
こ
と
自
体

に
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
揚
雄
は
自
著

『

解�朝』

中
で
自
身

を

｢

揚
子｣

と
称
し
、
諱
を
使
っ
て
い
な
い

(『

漢
書』

巻
八
七
下
揚
雄
伝
下)

。

ま
た
、
楊
生
民
氏
は

『

芸
文
類
聚』

の
成
立
の
古
さ
を
も
っ
て
原
本
に
近

い

｢

僮
約｣

を
収
め
て
い
る
根
拠
と
し
て
い
る
が
、『

芸
文
類
聚』

成
立
よ
り

前
に
書
か
れ
た

『

顔
氏
家
訓』

(

六
世
紀
末
成
立)

書
証
篇
に
は
明
確
に

｢

王

褒
童
約
曰
、
書
削
代
牘｣

と
あ
り
、
ま
た
す
で
に
宇
都
宮
氏
の
考
証
に
あ
る

よ
う
に

『

文
心
雕
龍』

(

六
世
紀
初
成
立)

巻
五
書
記
二
五
で
劉�
が

｢

古
有

鉄
券
、
以
堅
信
誓
、
王
褒
髯
奴
、
則
券
之
楷｣

と

｢

券｣
(

証
文)

の
手
本
と

し
て

｢
王
褒
髯
奴｣

を
挙
げ
て
い
る
が
、｢

髯
奴｣

の
字
句
を
含
む
券
は

『

初

学
記』

・『
古
文
苑』

版

｢

僮
約｣

以
外
、
少
な
く
と
も
現
存
す
る
文
献
に
は
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見
あ
た
ら
な
い

(『

芸
文
類
聚』

版

｢

僮
約｣

に
は

｢

髯
奴｣

の
字
句
は
見
え

な
い)

。
こ
の
よ
う
に

｢

書
削
代
牘｣

｢

髯
奴｣

と
い
う
字
句
を
含
む

『

初
学

記』

・『

古
文
苑』

版

｢

僮
約｣

と
同
種
と
お
ぼ
し
き

｢

僮
約｣

が
六
世
紀
に

は
広
く
通
用
し
て
い
た
以
上
、
そ
の
あ
と
に
編
纂
さ
れ
た

『

芸
文
類
聚』

の

｢
僮
約｣

を
真
正
の
テ
キ
ス
ト
と
断
定
す
る
こ
と
に
は
躊
躇
を
お
ぼ
え
る
。
以

上
の
検
討
を
ふ
ま
え
、
本
稿
で
は

｢

書
削
代
牘｣

が
本
来
の

｢

僮
約｣

テ
キ

ス
ト
に
あ
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
お
く
が
、｢

僮
約｣

の
定
本
を
め
ぐ
る
議
論

が
未
解
決
の
問
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
は
否
定
で
き
な
い
。

(�)
同
時
に
、
宇
都
宮
氏
が

｢

ド
レ
イ
便
了
が
、
証
文
の
作
製
を
要
求
し
た
発

言
権
は
、
明
ら
か
に
法
論
理
的
根
拠
が
あ
る
。
ま
た
、
か
れ
が
作
製
さ
れ
て

証
文
を
読
み
聞
か
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
法
論
理
か
ら
出
て
く
る
、
法
習
慣
に

も
と
づ
い
て
、｢

署
名
す
る
た
め
に
必
要
な
、
前
提
條
件
を
充
足
さ
す
た
め
の

行
為｣

で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
も
し
当
時
、
こ
の
よ
う

な
法
論
理
と
、
そ
れ
に
根
ざ
す
法
習
慣
が
、
一
般
に
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た

と
す
る
と
、
ド
レ
イ
便
了
の
発
言
の
論
理
的
根
拠
は
、
全
く
失
わ
れ
、
従
っ

て
、
僮
約
の
オ
カ
シ
サ
を
構
成
し
て
い
る
、
大
事
な
要
素
の
一
つ
で
あ
る
、

便
了
の
ス
テ
ゼ
リ
フ

｢

や
ら
せ
よ
う
っ
て
こ
た
、
み
ん
な
証
文
に
書
い
て
お

き
な
さ
れ
！｣

と
い
う
一
句
は
、
何
の
意
味
も
な
い
間
の
ぬ
け
た
も
の
に
な

る
。
…
…

(

中
略)

…
…
僮
約
の
オ
カ
シ
サ
は
、｢

形
式
論
理
の
展
開
に
関
す

る
か
ぎ
り
、
当
時
の
社
会
の
何
人
も
が
承
認
し
得
る
、
少
し
の
ユ
ル
ミ
も
ハ

タ
ン
も
な
い
も
の
で
あ
る
、｣

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

る
、
証
文
上
の
事
実
は
、
か
え
っ
て

｢

人
を
ロ
ウ
バ
イ
さ
せ
る
よ
う
な
、
不

合
理
と
不
都
合
と
が
生
ま
れ
る｣

点
に
あ
る｣

(

前
掲
注�
宇
都
宮
著
書
、
三

四
四
頁)

と
主
張
し
た
奴
隷
売
買
に
お
け
る
契
約
文
書
作
成
と
い
う
商
慣
行

の
存
在
も
我
々
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(�)
『

漢
書』

匡
衡
伝
で
は

｢

衡
、
射
策
甲
科
、
以
不
応
令
除
為
太
常
掌
故｣

と

な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
射
策
は

｢

甲
科｣

(

上
位
の
成
績)

で
あ
っ
た
が

｢

令
に
応
じ
て
い
な
か
っ
た｣

た
め
に
本
来
は
乙
科
・
丙
科
合
格
者
が
除
せ
ら

れ
る

｢

掌
故｣

に
さ
れ
た
、
と
い
う
。｢

不
応
令｣

の
意
味
が
よ
く
つ
か
め
な

い
が
、
あ
ま
り
か
ん
ば
し
い
成
績
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
は
確
か
な

よ
う
で
あ
る
。

(�)

小
竹
武
夫
訳
注

『

漢
書』

下
巻

(

筑
摩
書
房
、
一
九
七
九
年
、
ち
く
ま
文

庫

『

漢
書』

７
列
伝
Ⅳ
、
一
九
九
八
年)

は
、
匡
衡
ら
巻
八
一
に
立
伝
さ
れ

た
人
物
の
共
通
点
と
し
て

｢

い
ず
れ
も
儒
を
も
っ
て
丞
相
と
な
り
、
し
か
も

佞
う
た｣

こ
と
を
注
で
特
記
し
て
い
る
。

(�)
『

漢
書』

巻
八
八
儒
林
伝

(

顔
安
楽
伝)

に

｢

顔
安
楽
、
字
公
孫
、
魯
国
薛

人
。�圭
孟
姉
子
也
。
家
貧
、
為
学
精
力
、
官
至
斉
郡
太
守
丞
、
後
為
仇
家
所

殺
。｣

と
あ
る
。

(�)
『

漢
書』

巻
七
〇
傅
常
鄭
甘
陳
段
伝

(

陳
湯
伝)

に

｢

陳
湯
字
子
公
、
山
陽

瑕
丘
人
也
。
少
好
書
、
博
達
善
属
文
。
家
貧
、��

無
節
、
不
為
州
里
所
称
。｣

と
あ
る
。

(�)
『

漢
書』

巻
七
五�圭
両
夏
侯
京
翼
李
伝

(

京
房
伝)

に

｢

京
房
字
君
明
、
東

郡
頓
丘
人
也
。
治
易
、
事
梁
人
焦
延
寿
。
延
寿
字�
。�
貧
賎
、
以
好
学
得

幸
梁
王
、
王
共
其
資
用
、
令
極
意
学
。｣

と
あ
る
。

(�)
『

漢
書』

巻
七
六
趙
尹
韓
両
王
伝

(

王
尊
伝)

に

｢

王
尊
字
子�
、�
郡
高

陽
人
也
。
少
孤
、
帰
諸
父
、
使
牧
羊
沢
中
。
尊
窃
学
問
、
能
史
書
。｣

と
あ
る
。

(�)
『

漢
書』

巻
八
三
薛
宣
朱
博
伝

(

朱
博
伝)

に

｢

朱
博
字
子
元
、
杜
陵
人
也
。

家
貧
、
少
時
給
事
県
為
亭
長
。｣

と
あ
る
。

(�)
『

漢
書』

巻
五
四�
方
進
伝
に

｢�
方
進
字
子
威
、
汝
南
上
蔡
人
也
。
家
世

微
賎
、
至
方
進
父�
公
、
好
学
、
為
郡
文
学
。｣

と
あ
る
。

(�)
大
櫛
敦
弘

｢

漢
代
の

｢

中
家
の
産｣

に
関
す
る
一
考
察｣

(『

史
学
雑
誌』

九
四
―
七
、
一
九
八
五)

。

(�)
し
か
し
、
前
漢
末
の
大
儒
揚
雄
に
つ
い
て

｢

家
産
不
過
十
金
、
乏
無�
石

之
儲｣

(『

漢
書』

巻
五
七
上
揚
雄
伝
上)

と
い
う
記
事
が
あ
る
よ
う
に
十
金

の
家
産
も
学
問
で
身
を
立
て
よ
う
と
し
た
場
合
に
は
十
分
な
も
の
で
は
な
か
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
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(�)
『

後
漢
書』

劉
玄
劉
盆
子
伝

(

劉
玄
伝)

に
赤
眉
が
更
始
帝

(

劉
玄)

に
降

伏
を
促
す
書
簡
を
発
し
た
こ
と
が
見
え
る
。
そ
れ
は
こ
の
徐
宣
な
ど
が
書
い

た
も
の
で
あ
ろ
う
。

(�)
こ
こ
に
唐
・
李
賢
は

｢

請
其
書
己
名
也｣

と
注
し
て
い
る
。
皆
が
拝
謁
の

文
に
自
分
の
名
を
記
し
て
も
ら
お
う
と
争
っ
た
こ
と
に
な
る
。

(�)
阿
辻
哲
次

『

漢
字
の
社
会
史
―
東
洋
文
明
を
支
え
た
文
字
の
三
千
年』

(

Ｐ

Ｈ
Ｐ
新
書
、
一
九
九
九
年
、
九
七
頁
〜
九
八
頁)

。

(�)
以
下
、
秦
・
漢
時
代
の
教
育
制
度
の
大
要
に
つ
い
て
は
、
東
晋
次

｢

儒
学

の
普
及
と
知
識
階
層
の
形
成｣

(

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
、
第
三
章)

を
参
照
。

(�)
前
掲
注
１
池
田
論
文
。

(�)
｢

上

(

高
祖)

罷
布
軍
帰
、
民
道
遮
行
上
書
、
言
相
国
賎
彊
買
民
田
宅
数
千

万｣
(『

史
記』

巻
五
三
蕭
相
国
世
家)
と
、
初
代
丞
相
の
蕭
何
が
民
の
田
宅

を
買
い
占
め
て
い
る
こ
と
を
告
発
す
る
上
書
が
な
さ
れ
て
い
る
。

(�)
『

後
漢
書』

巻
一
上
光
武
帝
紀
上
更
始
二
年

(
二
四
年)

の

｢

更
始
亦
遣
尚

書
僕
射
謝
躬
討
郎｣

の
李
賢
注
に

｢

漢
官
儀
曰
、
尚
書
四
員
、
武
帝
置
。
…
…

戸
曹
尚
書
、
主
人
庶
上
書
事
。｣

と
あ
る
。

(�)
｢

聞
古
天
子
之
名
、
難
知
而
易
諱
也
。
今
百
姓
多
上
書
觸
諱
以
犯
罪
者
、
朕

甚
憐
之
。
其
更
諱
詢
。
諸
觸
諱
在
令
前
者
、
赦
之
。｣

(『

漢
書』
巻
八
宣
帝
紀
、

元
康
二
年
条)

(�)
『

漢
書』

巻
三
六
楚
元
王
伝

(

劉
向
伝)

に
、
劉
向
が
宦
官
の
弘
恭
・
石
顕

を
失
脚
さ
せ
る
目
的
で
、
親
戚
を
使
っ
て
二
人
の
悪
政
に
伴
う
変
事
を
上
書

し
た
と
こ
ろ
、｢

教
令
人
言
変
事
、
誣
罔
不
道
。｣

に
坐
し
て
庶
民
に
落
と
さ

れ
、
同
様
に

｢

使
子
上
書｣

し
た
蕭
望
之
は
自
殺
に
追
い
込
ま
れ
た
状
況
が

見
え
る
。
睡
虎
地
秦
簡
の
内
史
雑
律

(

一
八
八
簡)

に
は

｢

有
事
請
也
、
必

以
書
、
毋
口
請
、
毋

[

羈]

請
。｣

と
あ
り
、
申
請
は
必
ず
本
人
が
書
面
で
行

う
べ
き
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
規
定
が
や
が
て
上
書
一
般
に
も
適

用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
彼
ら
ほ
ど
の
大
儒
・

高
官
が
こ
う
し
た
規
定
を
無
視
し
て
安
易
に
他
人
に
上
書
を
請
託
し
た
と
は

考
え
に
く
い
。
な
ん
ら
か
の
特
殊
事
情
が
あ
っ
た
か
、
あ
る
い
は
規
定
自
体

が
す
で
に
形
骸
化
し
、
請
託
に
よ
る
上
書
で
も
処
罰
さ
れ
な
い
ケ
ー
ス
が
一

般
化
し
て
お
り
、
劉
向
・
蕭
望
之
は
そ
の
状
況
に
油
断
し
て
し
ま
っ
た
と
い

う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

(�)
『

漢
書』

巻
三
〇
芸
文
志
に
蕭
何
が
定
め
た

｢

草
律｣

の
一
部
と
し
て

｢

吏

民
上
書
、
字
或
不
正
、
輒
挙
劾
。｣

と
い
う
条
が
見
え
る
。

(�)
『

三
国
志』

魏
書
巻
一
一�丙
原
伝
注
引
原
別
伝
に
、
十
一
歳
で
父
を
失
い
、

家
も
貧
し
か
っ
た�丙
原
が
、
隣
の
書
舎
を
通
り
過
ぎ
る
さ
い
に
泣
い
て
い
る

と
、
書
舎
の
教
師
が
同
情
し
て
勉
強
を
勧
め
、�丙
原
が
お
金
が
な
い
と
答
え

る
と
、｢

童
子
苟
有
志
、
我
徒
相
教
、
不
求
資
也｣

と
言
い
、
文
字
を
教
え
た

こ
と
が
見
え
る
。

(�)
前
掲
注�
参
照
。

(�)
｢

伝
十
余
家
、
至
宜
陽
、
為
其
主
入
山
作
炭
、
暮
臥
岸
下
百
余
人
、
岸
崩
、

尽
圧
殺
臥
者
、
少
君
独
得
脱
、
不
死
。｣

(『

史
記』

巻
四
九
外
戚
世
家)

(�)
江
村
治
樹

『

春
秋
戦
国
秦
漢
時
代
出
土
文
字
資
料
の
研
究』

(

汲
古
書
院
、

二
〇
〇
〇
年)

、
同

『

春
秋
戦
国
時
代
青
銅
貨
幣
の
生
成
と
展
開』

(

汲
古
書

院
、
二
〇
一
一
年)

。

(�)
｢

尽
地
力
説｣

は

『

漢
書』

巻
二
四
上
食
貨
志
上
に
見
え
る
。
ま
た
同
志
上

に
は
、
前
漢
文
帝
期
の�
錯
の
言
と
し
て
、
貨
幣
経
済
と
税
の
銭
納
制
度
に

苦
し
め
ら
れ
る
農
民
の
窮
状
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

(�)
福
永
光
司

『

老
子』

(

朝
日
選
書
、
一
九
九
七
年
、
四
五
一
頁)

な
ど
。

(�)
浅
野
裕
一

『

古
代
中
国
の
文
明
観
―
儒
家
・
墨
家
・
道
家
の
論
争
―』

(

岩

波
新
書
、
二
〇
〇
五
年
、
一
七
六
頁)

な
ど
。

(�)
し
か
し
、
池
田
知
久
氏
は
同
じ
郭
店
楚
墓
竹
簡
に
見
え
る

『

窮
達
以
時』

の
思
想
内
容
か
ら
、
同
楚
墓
の
下
葬
年
代
を
前
二
六
五
年
前
後
か
ら
前
二
五

五
年
よ
り
少
し
後
ま
で
と
み
な
し
て
い
る
。
同

『

郭
店
楚
簡
老
子
の
新
研
究』

(

汲
古
書
院
、
二
〇
一
一
年)

参
照
。
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(�)
池
田
知
久

『

老
子』

(

馬
王
堆
出
土
文
献
訳
注
叢
書
、
東
方
書
店
、
二
〇
〇

六
年)

な
ど
参
照
。

(�)
『

易』

繋
辞
伝
下
に

｢

上
古
結
縄
而
治
、
後
世
聖
人
易
之
以
書
契
。
百
官
以

治
。｣

と
あ
る
。
縄
の
結
び
目
で
契
約
や
情
報
伝
達
を
行
う
と
い
う
方
法
は
南

米
イ
ン
カ
文
明
の
キ
ー
プ
を
想
起
さ
せ
る
が
、
古
代
中
国
で
そ
う
し
た
方
法

が
実
際
に
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
確
証
は
な
い
。

(�)
｢

石
勒
不
知
書
、
使
人
読
漢
書
。｣

(『

世
説
新
語』

識
鑒
第
七)

、｢(

沈)

慶

之
手
不
知
書
、
眼
不
識
字
、
上
逼
令
作
詩
、
慶
之
曰
、
臣
不
知
書
、
請
口
授

師
伯
。｣

(『

宋
書』
巻
七
七
沈
慶
之
伝)

、｢

敬
児
始
不
識
書
、�
既
為
方
伯
、

乃
習
学
読
孝
経
、
論
語
。｣

(『

南
斉
書』

巻
二
五
張
敬
児
伝)

、｢(

王)

敬
則

曰
、
臣
若
知
書
、
不
過
作
尚
書
都
令
史
耳
、
那
得
今
日
。
敬
則
雖
不
大
識
書
、

而
性
甚
警
黠
、
臨
州
郡
、
令
省
事
読
辞
、
下
教
判
決
、
皆
不
失
理
。｣

(

同
巻

二
六
王
敬
則
伝)

な
ど
。

(�)
前
掲
注
１
柿
沼
著
書
。

(�)
も
ち
ろ
ん
筆
者
は
、
い
わ
ゆ
る

｢

無
文
字
文
化｣

の
存
在
も
、
そ
の
価
値

も
否
定
す
る
つ
も
り
は
毛
頭
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
今
日
の
行
き
詰
ま
っ

た
文
明
の
方
向
の
転
換
を
模
索
す
る
上
で
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
と
し
て

注
目
し
て
い
る
。
そ
う
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
の
一
つ
は
、『

ピ
ダ

ハ
ン
―

｢

言
語
本
能｣

を
超
え
る
文
化
と
世
界
観』

(

Ｄ.

Ｌ.

エ
ヴ
ェ
レ
ッ

ト
著
、
屋
代
通
子
訳
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
二
年)

に
接
し
た
こ
と
で
あ

る
。
文
字
は
も
ち
ろ
ん
、
数
の
概
念
も
色
の
概
念
も
な
く
、
神
の
概
念
す
ら

持
た
な
い

｢

ピ
ダ
ハ
ン｣

と
い
う
人
々
が
、
今
日
の
ア
マ
ゾ
ン
川
流
域
に
実

在
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
大
い
に
衝
撃
を
受
け
た
。
こ
れ
ま
で
空
想
の
産

物
と
ば
か
り
思
っ
て
い
た

『

老
子』

の

｢

小
国
寡
民｣

の
よ
う
な
社
会
が
、

現
実
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
中
国
社
会
も

(

そ
し
て
我
々
の
社
会
も)

、

今
と
は
異
な
っ
た
文
明
の
方
向
に
進
め
た
可
能
性
は
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、

あ
る
い
は
今
か
ら
で
も
そ
れ
は
可
能
な
の
で
は
な
い
か
。
少
な
く
と
も
、
歴

史
を
不
可
避
な
道
程
で
は
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
問
い
直
す
姿
勢
は
、
歴
史

学
に
お
い
て
特
に
必
要
な
態
度
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
は
、
二
〇
一
二
年
度
早
稲
田
大
学
特
定
課
題
研
究
費

(｢

中
国
古
代
の
庶
民
の

識
字
状
況
に
つ
い
て｣

課
題
番
号2012B

‒288)

の
交
付
を
受
け
た
研
究
成
果
の
一

部
で
あ
る
。

(

本
学
高
等
学
院
教
諭)
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