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「
史
記
』

滑
稽
列
伝
に
お
け
る
人
物
描
写
に
つ
い
て星

｛→ 

滑
稽
列
伝
の
成
立
に
つ
い
て

Lつ

司
馬
遷
に
お
け
る
人
物
描
写
に
つ
い
て

（寸

楕
少
孫
に
お
け
る
人
物
描
写
に
つ
い
て

([711) 

結

三五
日日

（

一

）

滑
稽
列
伝
の
成
立
に
つ
い
て

司
馬
遷
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
『
史
記
』
百
三
十
巻
は
、
中
国
歴
代
の
正
史
の
範
と
さ
れ
る
史
書
で
あ
る
。 野

春

犬

つ
、
構
想
の
雄
大
さ
と
叙
述
の
公
正
さ
を
失
わ
な
い
す
ぐ
れ
た
文
章
は
、
後
世
の
追
随
を
許
さ
な
い
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
今
は
巳
に
亡
侠

自
己
の
見
聞
を
活
か
し
つ

局、、。

千
人
t
L
V

し
て
し
ま
っ
た
古
代
の
記
録
や
文
書
が
保
存
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
、
『
史
記
』
の
価
値
を
高
め
る
要
因
と
し
て
見
逃
す
こ
と
は
で
き

し
か
し
、
古
代
の
著
述
の
も
つ
宿
命
と
し
て
、
『
史
記
』
自
体
に
も
欠
落
部
分
は
生
じ
て
い
る
。
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す
な
わ
ち
、

『
漢
書
』
巻
六
十
二
、
司
馬
遷
伝
に
、

「
其
れ
十
篇
闘
く
。
録
あ
り
て
書
な
し
」
、
十
篇
の
欠
落
部
分
は
未
だ
成
っ
て
い
な
か

っ
た
の
で
あ
り
、
目
録
の
み
が
載
せ
ら
れ
て
い
た
の
だ
、
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
れ
は
窺
わ
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
欠
落
部
分
が
具
体
的
に

ど
こ
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
三
国
時
代
の
貌
の
張
恒
が
『
漢
書
』
巻
六
十
二
の
注
の
中
で
、
司
馬
遷
の
没
後
に
、
景
帝
紀
・
武
紀
・

礼
書
・
楽
書
・
兵
書
・
漢
輿
以
来
将
相
年
表
・
日
者
列
伝
・
三
王
世
家
・
亀
策
列
伝
及
び
侍
斬
列
伝
が
散
逸
し
た
が
、

い
ず
れ
も
格
少
孫
と

、
う
に
：
市
っ
こ
、

よ
ノ

A
／

カ

今

f
J
T

と
い
う
説
を
か
か
げ
て
い
る
。（

2
）
 

確
か
に
、
武
紀
、
す
な
わ
ち
巻
十
二
・
孝
武
本
紀
の
内
容
は
、
巻
二
十
八
・
封
禅
書
の
記
事
に
非
常
に
近
く
、
後
世
の
補
統
と
は
認
め
ら

れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
て
も
橋
少
孫
が
書
き
綴
っ
た
と
い
う
確
証
は
な
い
。
だ
が
、
そ
ん
な
中
で
、
上
記
の
三
王
世
家
・
日
者
列
伝
及

び
亀
策
列
伝
に
関
し
て
は
、
「
太
史
公
臼
く
」
と
い
う
論
賛
と
と
も
に
、

「
格
先
生
日
く
」
と
い
う
も
の
が
付
さ
れ
て
い
る
の
で
、
全
文
か
否
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か
は
別
に
し
て
も
、
補
少
孫
に
よ
っ
て
補
続
が
ほ
ど
こ
さ
れ
た
こ
と
は
事
実
と
考
え
て
さ
し
っ
か
え
あ
る
ま
い
。

と
こ
ろ
で
、

亡
侠
部
分
で
は
な
い
の
だ
が
、
史
記
の
中
に
は
、
補
少
孫
が
特
に
司
馬
遷
の
記
事
の
後
に
付
け
た
す
と
い
う
体
裁
で
、
補
選

し
た
記
載
が
い
く
つ
か
存
在
す
る
。
巻
四
十
八
・
陳
渉
世
家
、
巻
四
十
九
・
外
戚
世
家
、
巻
五
十
八
・
梁
孝
世
家
、
巻
百
・
四
回
叔
列
伝
及

び
巻
百
二
十
六
・
滑
稽
列
伝
の
計
五
篇
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
三
王
世
家
の
論
賛
に
、

「
好
ん
で
太
史
公
の
列
伝
を
覧
観
す
し
と
あ
る
と
こ
ろ

か
ら
察
し
て
も
、
列
伝
の
二
つ
の
付
記
に
対
し
て
は
、

か
な
り
の
自
信
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
中
で
も
滑
稽
列
伝

は
、
彼
が
筆
力
の
あ
ら
ん
か
ぎ
り
を
尽
し
て
完
成
さ
せ
た
「
傑
作
」
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
実
、
同
列
伝
の
論
賛
に
い
お
て
彼
は
、

他
の
ど
の
個
所
に
も
見
ら
れ
な
い
昂
然
と
し
た
調
子
で
、

「
臣
幸
に
経
術
を
以
て
郎
と
為
る
を
得
て
、
好
ん
で
外
家
の
伝
語
を
読
む
。
窃
か
に
遜
譲
せ
ず
、
復
た
故
事
滑
稽
の
語
文
章
を
作
り
、
之

を
左
に
編
す
。
以
て
覧
観
し
、
意
を
揚
げ
、
以
て
後
世
に
示
し
、
好
事
者
の
之
を
読
み
、
以
て
心
を
滋
せ
、
ヰ
を
骸
か
す
べ
し
。
以
て
上
方



太
史
公
の
三
章
に
附
益
す
」

と
表
明
し
て
お
り
、
こ
の
一
文
か
ら
も
彼
が
ど
れ
ほ
ど
滑
稽
列
伝
に
心
酔
し
て
い
た
か
が
分
か
る
。

で
は
、
こ
れ
ほ
ど
補
少
孫
が
自
信
を
撮
ら
せ
て
い
る
同
列
伝
に
対
し
て
、
本
家
た
る
司
馬
遷
は
い
か
な
る
意
義
を
も
た
せ
よ
う
と
し
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
小
論
の
主
題
も
、
彼
ら
二
人
が
描
い
た
人
物
像
を
捉
え
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
滑
稽
観
、

ひ
い
て
は
歴
史
観
の
相

違
点
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
。

ち
な
み
に
、
「
滑
稽
L

と
い
う
語
の
字
義
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
『
史
記
』
の
心
情
隠
を
書
い
た
司
馬
点
は
、
次
の
三
つ
の
解
釈
を
か
か
げ
て

い司令。
川

ww住
浩
の
説

「
、
滑
稽
は
酒
を
注
ぐ
器
で
あ
る
。
横
た
え
て
注
げ
ば
、
一
泊
を
吐
い
て
終
日
も
や
む
こ
と
が
な
い
。

口
を
出
た
一
一
一
口
葉
が
文
章
を
な
し
、
滑
稽
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が
酒
を
吐
き
つ
づ
け
る
よ
う
に
、

J

一
一
円
葉
が
窮
ま
り
尽
き
る
こ
と
が
な
い
」

仙

w挑
察
の
説

「
、
滑
稽
は
俳
詰
に
等
し
い
。

口
葉
は
の
び
や
か
で
滑
利

そ
の
知
計
は
疾
く
出
る
。

故
に
滑
稽
と
い
ろ
」

り
司
馬
貞
自
身
の
説

「
滑
は
乱
、
稽
は
同
で
あ
る
。
弁

μ
の
敏
捷
な
人
は
、
非
を
是
で
あ
る
か
の
よ
う
に
説
き
、
是
を
非
で
あ
る
か
の
よ
う
に
説
い
て
、

－J
1
M児

三一

I
2
1

に
よ
っ
て
異
同
を
混
乱
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
を
い
う
」

」
こ
で
は
一
応
、
司
馬
点
の
説
に
従
っ
て
考
え
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。



（
一
一
）

司
馬
遷
に
お
け
る
人
物
描
写
に
つ
い
て

そ
も
そ
も
『
史
記
』
は
、

た
だ
単
に
歴
朝
の
政
治
的
変
動
を
列
挙
し
た
よ
う
な
従
来
の
史
書
と
は
大
き
く
異
な
る
。

つ
ま
り
、
司
馬
遷
は

種
々
の
人
物
を
通
し
て
歴
史
の
中
に
真
の
人
間
の
姿
を
発
見
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、

『
史
記
』
に
は
、

五
帝
本
紀
な
ら
び

に
孔
子
世
家
と
い
っ
た
、

い
わ
ば
「
大
い
な
る
歴
史
事
実
」
に
ま
じ
っ
て
、
別
段
世
界
の
中
心
と
は
関
連
の
な
い
事
項
ま
で
収
め
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
の
最
た
る
も
の
が
七
十
篇
に
も
わ
た
る
列
伝
で
あ
る
こ
と
は
～
」
川
を
待
た
な
い
。
し
か
も
、
そ
こ
に
描
か
れ
る
人
間
た
ち

は
、
だ
れ
ひ
と
り
と
し
て
象
徴
的
な
顔
を
も
た
な
い
も
の
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
滑
稽
列
伝
に
つ
い
て

も
、
そ
の
一
連
の
も
の
と
し
て
挺
え
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
列
伝
の
冒
頭
に
お
い
て
、

「
孔
子
は
、
六
経
は
そ
の
文
が
異
な
っ
て
い
て
も
、
民
を
善
導
し
、
政
治
に
貢
献
す
る
と
い
う
点
に
い
お
て
は
一
つ
で
あ
る
一
五
々
と
一
一
一
一
円
つ
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た
が
、
天
道
は
広
々
と
し
て
大
き
い
の
だ
か
ら
、
ム
ハ
経
ば
か
り
で
な
く
、
山
政
笑
の
一
一
円
辞
の
端
々
に
あ
ら
わ
れ
る
少
し
ば
か
り
道
理
に
か
な
っ

た
こ
と
が
、
大
き
な
採
め
ご
と
を
も
容
易
に
解
決
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
う
る
の
で
あ
る
」

〔
天
道
恢
快
、
は
不
大
哉
。

談
一
一
一
口
微
中
亦
可

以
解
紛
〕
と
し
る
し
、
論
賛
の
中
で
も
、

「
こ
う
い
っ
た
連
中
の
な
ん
と
偉
大
で
あ
っ
た
こ
と
か
」

Q
H
不
亦
偉
哉
〕

と
結
ぶ
あ
た
り
、
高
雅
で
簡
潔
な
筆
致
の
行
間
に
、
司
馬
選
の
大
胆
な
ま
で
に
落
ち
着
き
は
ら
っ
た
批
判
の
精
神
の
発
屈
を
見
て
と
る
思
い

が
す
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
話
は
具
体
的
に
な
る
が
司
馬
遷
が
記
載
し
た
三
章
は
、
俳
諮
家
の
祖
た
る
汗
の
淳
子
山
%
を
始
め
と
し
て
、
楚
の
優
孟
な
ら
び
に
秦

の
優
胞
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
。
そ
し
て
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
彼
ら
は
『
史
記
L

の
、
特
に
列
伝
に
お
け
る
記
述
上
の
方
法
論
に
マ



ッ
チ
し
た
人
物
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
可
馬
遷
は
太
史
公
自
序
の
中
で
、

「
余
の
所
謂
故
事
を
述
べ
、
そ
の
世
伝
を
整
斉
す
る
は
、
所
調
作
る
こ
と
に
あ
ら
ざ
る
な
り
」

と
力
説
す
る
よ
う
に
、
司
馬
遷
も
孔
子
の
方
法
を
踏
襲
し
て
、
史
実
を
曲
げ
な
い
客
観
的
な
歴
史
記
述
の
立
場
を
取
っ
た
の
で
あ
る
が
、
列

伝
に
い
お
て
そ
の
手
法
上
意
図
的
に
象
徴
的
な
顔
を
も
っ
た
人
聞
を
選
び
出
し
た
事
実
は
否
め
な
い
。
そ
し
て
、
滑
稽
列
伝
の
中
の
三
人
も

象
徴
的
な
顔
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
明
ら
か
に
共
通
点
が
認
め
ら
れ
る
。

そ
れ
を
列
挙
す
る
と
、
次
の
五
項
目
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

付
天
性
（
肉
体
・
天
職
）

上
、
特
異
な
要
素
を
も
っ
て
い
る

は
立
身
出
世
に
は
無
縁
で
あ
る

- 70 -

ω思
想
に
中
心
と
す
る
も
の
が
な
い

同
日
道
理
に
か
な
っ
た
諌
一
一
一
一
口
を
行
な
う

同
そ
の
一
一
一
一
口
動
が
人
主
（
皇
帝
）

の
寛
作
さ
・
度
量
の
大
き
さ
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
せ
る

先
ず
、

け
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
彼
ら
の
記
事
を
見
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
淳
子
売
は
身
長
が
七
尺
（
当
時
の
一

尺
は
約
二
十
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）

に
も
満
た
な
い
う
え
に
、
当
時
に
あ
っ
て
人
の
庇
賛
の
よ
う
に
余
剰
の
物
と
見
な
さ
れ
て
い
た
女
婿
で

あ
り
、
優
孟
は
そ
の
名
が
示
す
よ
う
に
生
ま
れ
な
が
ら
の
侶
優
（
楽
人
）

で
あ
り
、
優
加
も
ま
た
保
儒
の
侶
優
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
生
来
社

会
的
に
大
き
な
ハ
ン
デ
ィ
を
背
負
っ
て
い
た
ば
か
り
か
、
人
を
笑
わ
せ
、
人
に
笑
わ
れ
る
べ
き
宿
命
を
も
課
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

次
は
、

ωの
「
立
身
出
世
に
無
縁
で
あ
る
」
こ
と
と
、

（

3
）
 

第
一
に
淳
子
党
を
例
に
と
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。
先
ず
、
彼
が
仕
符
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
ま
っ
た
く
興
味
を
示
さ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
次

ωの
「
思
怨
に
中
心
と
な
る
と
こ
ろ
が
な
い
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、



の
記
載
か
ら
も
理
解
で
き
る
。

「
あ
る
客
が
売
を
梁
の
恵
王
に
紹
介
し
た
。
王
は
ト
比
右
の
者
を
遠
ざ
け
て
独
り
で
二
度
対
座
し
た
が
、
民
は
つ
い
に
一
一
一
百
も
話
そ
う
と
し

な
か
っ
た
。
王
は
い
ぶ
か
し
げ
に
客
を
責
め
て
－
一
一
一
口
っ
た
。

「
あ
な
た
は
淳
子
先
生
を
誉
め
て
、

管
仲
・
品
交
嬰
も
お
よ
ば
な
い
人
物
だ
と
一
一
一
口
つ

た
。
し
か
し
、
寡
人
に
会
っ
て
は
く
れ
た
も
の
の
、
寡
人
に
な
ん
の
得
る
と
こ
ろ
も
な
か
っ
た
。
先
生
は
、
実
人
を
意
見
を
一
一
一
一
口
う
に
足
り
な

い
も
の
だ
と
思
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
だ
ろ
う
か
』
と
。
客
が
そ
れ
を
托
に
話
す
と
、
彼
は
こ
う
べ
一
一
口
っ
た
。

『
当
然
で
す
。

わ
た
し
が
最

初
に
王
に
お
目
に
か
か
っ
た
と
き
に
は
、

王
の
御
心
は
馬
に
乗
っ
て
馳
け
ま
わ
る
こ
と
に
あ
り
ま
し
た
。
次
に
お
会
い
し
た
と
き
に
は
、
王

の
御
心
が
音
楽
に
あ
り
ま
し
た
。

で
す
か
ら
、

わ
た
し
は
黙
っ
て
い
た
の
で
す
』
と
。
客
は
さ
っ
そ
く
王
に
報
告
し
た
が
、
壬
は
%
を
ま
こ

と
の
聖
人
だ
と
称
揚
し
、

心
が
駿
馬
と
歌
手
に
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
の
非
を
認
め
た
。
そ
の
後
、
党
は
王
に
謁
見
し
た
が
、

ひ
と
た
び
語

7
Q
B
ζ

、
一
一
日
三
晩
続
け
て
語
っ
て
も
倦
ま
な
か
っ
た
。

王
は
彼
に
大
臣
平
相
の
位
を
与
え
よ
う
と
し
た
が
、

彼
は
辞
し
て
去
っ
た
。

そ
こ

円

i

で
、
王
は
彼
に
馬
車
・
絹
の
巻
物
・
黄
金
百
鎗
を
贈
っ
た
。
淳
子
光
は
生
涯
、
仕
官
し
な
か
っ
た
L

こ
れ
は
、
『
史
記
』
巻
七
十
四
・
孟
子
萄
卿
列
伝
に
あ
る
逸
話
で
あ
る
が
、

彼
が
読
心
術
に
た
け
て
い
た
こ
と
、

現
実
の
物
資
に
対
す
る

欲
望
は
あ
っ
た
も
の
の
、
世
間
的
な
地
位
や
名
声
に
は
ま
っ
た
く
興
味
を
示
さ
な
か
っ
た
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
も
の
と
し
て
出
目
さ

れ
る
。ま

た
、
思
想
に
中
心
と
す
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

「
史
記
』
巻
六
十
二
、
管
長
列
伝
に
、

彼
が
『
長
子

春
秋
』
を
読
ん
で
、
斉
の
長
子
の
為
人
を
析
慕
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
－
記
さ
れ
て
お
り
、
巻
四
十
七
・
孔
子
世
家
に
い
お
て

（

4
〉

は
、
長
子
が
儒
者
を
滑
稽
で
手
本
に
は
で
き
な
い
ゃ
か
ら
だ
と
決
め
つ
け
て
い
る
人
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
淳
干
党
が
思
想
的
に

（

5
）
 

異
端
に
属
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
の
実
、
司
馬
遷
も
彼
の
こ
と
を
評
し
て
、

「
博
聞
彊
記
な
る
も
、
学
に
主
と
す
る
所
な
し
L



孟
子
萄
卿
列
伝
）

と
決
め
つ
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

以
上
、
淳
子
光
が
立
身
出
世
に
無
関
心
で
あ
っ
た
こ
と
、
思
想
に
中
心
が
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
例
証
を
こ
こ
み
た
が
、
優
孟
や
優

仰
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。
す
で
に
－
記
し
た
よ
う
に
、
両
者
と
も
に
生
ま
れ
な
が
ら
の
侶
優
で
あ
り
、
楽
人
と
し
て
の
職
業
的

な
大
義
名
分
を
有
し
て
い
た
以
外
は
、
当
然
碓
回
た
る
思
想
や
立
身
出
世
へ
の
夢
を
も
っ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

ち
な
み
に
、
優
孟
が
無
欲
の
人
助
け
を
し
て
、
楽
人
と
し
て
の
誉
れ
を
高
め
る
こ
と
に
な
っ
た
請
を
、
本
文
中
か
ら
引
い
て
み
よ
う
。

「
楚
に
は
か
つ
て
名
字
相
と
が
わ
れ
た
係
叔
放
が
い
た
が
、
彼
の
没
後
は
、
そ
の
子
も
す
っ
か
り
零
落
し
て
い
た
。
そ
の
話
を
き
い
た
優

孟
は
、
そ
の
子
の
窮
状
を
見
か
ね
、

一
↓
討
を
案
じ
る
と
、
係
叔
殻
の
衣
冠
を
作
り
、
そ
の
声
色
と
動
作
を
真
似
る
練
習
を
狛
み
、
荘
王
の
官

廷
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
宴
席
へ
と
趣
い
た
。
王
は
大
い
に
驚
き
、
孫
叔
放
が
生
き
か
え
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
見
紛
う
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

二
一
日
後
に
彼
は
再
び
参
卜
．
し
て
、
こ
う
中
し
上
げ
た
。
『
妻
が
中
し
ま
す
に
は
、

H

楚
の
宰
相
の
地
位
な
ど
進
ん
で
な
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
あ
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土
は
優
孟
を
宰
相
に
任
じ
よ
う
と
し
た
が
、
彼
は
一
安
に
相
談
し
な
け
れ
ば
即
答
で
き
な
い
と
述
べ
る
と
、
（
引
け
廷
を
あ
と
に
し
た
。
そ
し
て
、

り
ま
せ
ん
。
孫
叔
放
様
が
か
γ

相
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
と
き
、
あ
れ
ほ
ど
忠
誠
を
以
し
て
同
を
お
治
め
に
な
り
、
楚
の
王
さ
ま
は
覇
を
と
な
え

る
こ
と
が
お
で
き
に
な
り
ま
し
た
の
に
、
孫
様
の
亡
く
な
ら
れ
た
後
は
、
そ
の
お
子
に
は
錐
を
立
て
る
ほ
ど
の
土
地
も
な
く
、
貧
乏
し
て
薪

を
売
り
な
が
ら
生
計
を
た
て
て
い
る
仕
末
で
す
。
ど
う
し
て
も
孫
様
の
よ
う
に
お
な
り
に
な
る
の
で
し
た
ら
、
自
殺
し
た
ほ
う
が
ま
だ
ま
し

で
す
H

と
の
こ
と
で
し
た
七
と
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
や
っ
と
白
分
の
非
な
る
を
悟
っ
た
荘
ビ
は
、
優
孟
に
あ
や
ま
り
、
係
叔
放
の
子
を
寝
丘

の
四
百
戸
に
封
じ
た
」

こ
れ
は
恐
ら
く
、
優
孟
が
楽
人
と
し
て
の
力
量
を
最
大
限
に
駆
使
し
た
官
廷
内
の
滑
稽
戯
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
臼
分
の
生
命
を
危
険
に
さ

ら
し
て
ま
で
も
、

亡
き
宰
相
の
子
を
救
っ
て
や
ろ
う
と
し
た
但
得
抜
き
の
義
侠
心
の
夫
山
に
つ
い
て
は
、
充
分
注
目
す
べ
き
点
と
い
う
こ
と



が
で
き
よ
う
。

さ
て
、
次
は
倒
の
「
道
理
に
か
な
っ
た
諌
．
一
一
一
日
を
行
な
う
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
一
一
日
う
と
こ
ろ
の
諌
一
一
一
一
口
と
は
、
そ
れ
と

な
く
遠
ま
わ
し
に
諭
す
諌
め
方
、

「
調
諌
」
を
指
す
と
い
っ
て
よ
い
。

そ
も
そ
も
誠
一
一
一
け
と
は
、
主
君
に
過
ち
が
あ
っ
た
場
合
に
、
家
臣
が
正
両
き
っ
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
な
く
戒
め
る
こ
と
を
い
っ
た
。
こ
れ

が
臣
下
に
M

附
属
す
る
役
訓
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
由
来
は
相
当
古
く
、
『
論
説
川
』
微
子
篇
の
中
に
、

「
微
子
は
之
れ
を
去
り
、
箕
子
は
之
れ
が
奴
と
為
り
、
比
干
は
諌
め
て
死
す
」

と
あ
り
、
憲
問
篇
に
も
、

「
子
路
、
君
に
事
う
る
こ
と
を
問
う
。
子
日
く
、
「
欺
く
こ
と
な
き
な
り
。

し
か
も
こ
れ
を
犯
す
』
と
」

と
い
う
文
章
が
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
属
性
は
中
凶
に
初
め
て
王
朝
が
成
立
し
た
時
点
に
糊
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
時
代
が

下
っ
て
も
、
誠
一
一
一
け
を
重
視
す
る
考
え
方
自
体
に
は
変
化
が
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
右
の
記
載
に
お
け
る
諌
．
一
一
け
が
主
計
を
正
面
か
ら
諌
め
る
も
の

ど
と
い
う
認
識
に
立
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
世
で
は
、
諌
一
一
一
一
口
の
種
類
も
大
き
く
増
え
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
前
漢
の
劉
向
の
撰
に

な
る
『
説
苑
』
で
は
、

「
正
誠
」
（
正
而
か
ら
諌
め
る
）
・
「
降
諌
」

（
一
日
一
君
の
一
一
日
う
通
り
に
従
い
、
徐
々
に
諌
め
る
）
・
「
忠
諌
」
（
誠
心
誠
意

諌
め
る
）
・
「
謎
諌
」
（
飾
ら
ず
に
朴
一
訓
に
諌
め
る
）
・
「
調
諌
」
（
そ
れ
と
な
く
速
ま
わ
し
に
諌
め
る
）

と
い
う
六
種
類
に
大
別
さ
れ
て
い
る
。

た
ぶ
ん
こ
の
事
実
は
、
諌
一
一
一
日
の
主
眼
点
が
ど
う
す
れ
ば
主
君
に
意
見
を
取
り
上
げ
て
も
ら
え
る
か
と
い
う
こ
と
に
移
っ
て
ゆ
く
こ
と
を
裏
づ

け
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

さ
て
、
話
は
本
伝
の
一
一

J

人
の
こ
と
に
も
ど
る
が
、
彼
ら
が
行
な
っ
た
訓
諌
に
か
か
わ
る
例
所
と
し
て
は
、

お
お
む
ね
次
の
よ
う
な
内
界
を

も
っ
た
話
が
あ
げ
ら
れ
る
口



ω連
日
連
夜
酒
宴
を
ひ
ら
い
て
は
政
事
を
顧
み
よ
う
と
し
な
い
汗
の
威
王
を
、
淳
子
山
%
が
「
．
上
官
の
庭
に
と
ま
る
大
き
な
鳥
」
の
謎
か
け

で
諌
め
、
玉
を
発
奮
さ
せ
、
国
の
危
亡
を
救
っ
た
話

制
楚
の
荘
王
の
愛
馬
が
死
ん
だ
と
き
、
王
は
大
夫
の
礼
式
に
よ
っ
て
葬
ろ
う
と
し
た
が
、
優
孟
が
．
土
の
愛
馬
な
の
だ
か
ら
当
然
人
君
の
礼

式
を
も
っ
て
手
厚
く
葬
る
べ
き
だ
と
暗
に
皮
肉
っ
た
結
果
、
王
も
自
分
の
非
を
認
め
た
話

付
秦
の
始
皇
帝
が
苑
園
を
拡
張
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
敵
が
攻
め
て
来
て
も
禽
獣
が
い
れ
ば
安
心
で
し
ょ
う
と
い
っ
て
優
加
が
諌
め
た
の

で
、
帝
が
そ
れ
を
取
り
や
め
に
し
た
話

こ
の
よ
う
に
彼
ら
は
三
者
三
様
の
調
諌
を
お
こ
な
っ
て
い
る
も
の
の
、

み
な
皇
帝
の
怒
り
に
触
れ
る
ど
こ
ろ
か
、

か
え
っ
て
さ
ら
に
強
い

信
任
を
た
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
彼
ら
の
話
が
理
に
か
な
っ
て
お
り
、
巧
み
な
話
術
が
人
主
の
心
を
な

そ
の
中
の
一
つ
、
司
馬
点
の
意
見
に
よ
れ
ば
、
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ご
ま
せ
る
働
き
を
し
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
司
馬
遷
も
彼
ら
の
こ
と
を
、

「
立
に
亦
偉
な
ら
ざ
ら
ん
や
L

と
称
賛
す
る
こ
と
で
、
同

列
伝
を
結
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
、
滑
稽
の
字
義
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
が
、

「ユ一一円

説
に
よ
っ
て
異
同
を
混
乱
さ
せ
る
こ
と
」
が
そ
の
特
徴
と
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
右
に
あ
げ
た
一
二
者
の
一
一
一
一
口
貯
の
非
な
ら
奈
さ
る
こ
と
か
ら
考

え
て
み
る
と
、

ど
う
も
当
て
は
ま
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。

最
後
は
、
こ
の
諌

J

一一
一
n
と
非
常
に
関
連
が
深
い
同
の
「
一
一
一
一
口
動
が
人
主
の
寛
容
さ
度
最
の
大
き
さ
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
せ
る
」
点
に
つ
い
て

で
あ
る
が
、
そ
の
裏
を
返
え
せ
ば
、
司
馬
遷
が
武
帝
に
対
し
て
批
判
の
矛
先
を
向
け
て
い
る
こ
と
を
ポ
す
点
と
し
て
注
目
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
。
今
ま
で
あ
げ
て
き
た
幾
つ
か
の
逸
話
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
司
馬
遷
は
こ
の
列
伝
の
中
に
特
異
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
も
っ
た
一
一
．
人
の

人
間
を
描
き
、

彼
ら
を
し
て
傾
智
の
才
華
を
縦
横
無
尽
に
発
揮
さ
せ
る
わ
け
で
あ
る
が

『
史
記
』
全
般
を
通
し
て
の
彼
の
観
察
者
と
し
て

の
立
場
も
、
こ
の
よ
う
に
い
ろ
と
り
ど
り
の
人
間
の
生
態
を
幅
広
く
見
加
え
よ
う
と
す
る
’
H
山
な
と
こ
ろ

（
こ
れ
こ
そ
歴
史
家
と
し
て
必
ず



貫
か
な
く
て
は
い
け
な
い
著
述
態
度
で
は
あ
る
が
）

に
あ
り
、
決
し
て
儒
教
的
な
側
面
か
ら
の
み
物
ご
と
を
考
え
よ
う
と
す
る
態
度
は
と
っ

て
い
な
い
。
だ
が
当
然
の
結
果
と
し
て
、
こ
の
自
由
な
見
方
は
、
彼
を
し
て
現
体
制
の
意
向
か
ら
自
立
さ
せ
、
時
の
権
力
者
（
武
帝
そ
の
人
）

の
行
為
に
批
判
を
下
さ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
を
作
り
あ
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
れ
は
、

『
文
献
通
考
』
巻
百
九
十
一
・
経
籍
で
も
、
李
方

叔
の
『
師
友
読
書
記
』
の
記
事
を
引
き
、

「
司
馬
遷
、
史
記
を
作
る
。
大
抵
は
漢
武
帝
の
短
な
る
と
こ
ろ
を
謙
る
。
：
：
：
秦
始
皇
本
紀
は
、
皆
、
武
帝
を
議
る
な
り
」

と
断
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

い
く
ら
司
馬
遷
と
て
も
、
現
代
に
属
す
る
批
判
に
ど
れ
ほ
ど
危
険
が
伴
う
か
ぐ
ら
い

の
こ
と
は
充
分
に
承
知
し
て
い
た
。
『
史
記
』
全
体
を
通
じ
て
み
て
も
、

過
去
を
論
じ
る
と
き
に
は
非
常
に
活
々
と
動
く
筆
が
、

ひ
と
た
び

世
界
の
最
高
権
力
者
た
る
武
帝
に
話
題
が
及
ぶ
と
、
も
っ
て
ま
わ
っ
た
表
現
が
多
く
な
っ
て
し
ま
う
の
は
、

や
は
り
彼
が
常
に
「
死
」
と
直

面
し
て
い
る
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る

も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
自
分
の
生
命
を
惜
ん
で
か
ら
で
は
な
く
、

一
大
史
書
の
完
成
を
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ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
が
）
。

例
え
ば

彼
が
こ
の
大
部
を
完
成
さ
せ
る
の
に
一
役
を
担
っ
た
人
物
、
李
陵
に
関
し
て
も
、

巻
百
九
・
李
将
軍
列
伝
の
終
わ
り
に
付
け
足
す
（
後
人
の
鼠
入
と
い
う
説
も
あ
る
が
）
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
か
ら
も
、

そ
の
こ
と
は
充
分
理
解
で
き
よ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
滑
稽
列
伝
に
お
い
て
も
、
淳
子
児
ら
過
去
の
人
物
に
思
い
を
託
し
、
滑
稽
の
雄
た
る
東
方
朔
を
始
め
、
同
時
代
の
人
間
た

ち
の
事
跡
を
一
行
た
り
と
も
記
し
て
い
な
い
の
は
、
右
の
事
実
に
帰
因
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
一
見
消
極
的
と
も
思
え
る
手
法
が
、
よ
り
強
烈
な
批
判
に
直
結
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
故
事
を
あ
り
の
ま

ま
に
綴
り
、
古
き
時
代
の
皇
帝
た
ち
の
寛
容
さ
、

ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
を
示
し
つ
つ
、

し
か
も
同
時
代
の
人
間
に
関
す
る
事
柄
を
一
切
載
せ

な
い
と
い
う
こ
と
こ
そ
、
武
帝
が
臣
下
の
意
見
を
聴
く
こ
と
を
快
く
思
わ
な
か
っ
た

（
況
ん
や
、
侶
優
と
い
う
人
間
の
範
障
に
も
属
さ
な
い



と
考
え
ら
れ
て
い
る
者
の
話
な
ど
、

た
と
え
道
理
に
合
っ
て
い
て
も
聞
き
い
れ
る
は
ず
が
な
か
っ
た
）
こ
と
へ
の
遠
ま
わ
し
の
批
判
と
受
け

と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
恐
ら
く
、
彼
は
こ
の
効
果
に
つ
い
て
も
十
二
分
に
了
解
し
て
筆
を
す
す
め
た
に
相
違
な
い
。

こ
こ
で
、
こ
の
あ
た
り
の
経
過
を
も
う
少
し
分
か
り
ゃ
す
く
す
る
た
め
に
、
本
来
な
ら
補
記
を
ほ
ど
こ
し
た
椅
少
係
の
項
で
説
明
す
べ
き

と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、

前
述
し
た
東
方
朔
の
記
事
を
例
に
引
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

一
体
、
『
漢
書
い
な
ど
の
記
載
を
見
る
ま
で
も

な
く
、
司
馬
濯
の
生
き
た
時
代
は
式
帝
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
そ
し
て
、
東
方
朔
も
式
帝
に
仕
え
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
る
の
で
、
司

馬
遷
と
て
万
が
一
一
聞
を
合
わ
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
、

う
わ
さ
を
ヰ
に
す
る
ぐ
ら
い
の
こ
と
は
当
然
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
－
川
．
馬
一
査
は
東
方
朔
に
つ
い
て
一
行
た
り
と
も
触
れ
て
い
な
い
。
あ
る
い
は
、
書
く
に
足
り
な
い
ほ
ど
の
人
物
と
見
な

し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

」
の
点
に
関
す
る
疑
問
が
生
ま
れ
る
の
は
、

文
献
上
で
は
、
訂
入
記
』
成
立
後
久
し
く
た
っ
た
後
漢
に
入
っ
て
か
ら
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で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

2
H一
二
一
己
を
著
わ
し
た
仲
長
統
の
一
二
円
と
し
て
寸
史
記
h

宋
隠
に
引
か
れ
る
、

ー
涯
、
滑
稽
伝
を
つ
く
る
に
、

優
仰
の
事
を
叙
し
て
、

東
方
朔
を
称
さ
ざ
る
は
非
な
り
。

朔
の
行
事
、

虫
に
士
院
だ
伯
・
孟
の
比
な
ら
ん

やと
い
う
指
摘
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
て
た
ん
な
る
問
題
提
起
と
し
て
の
価
値
し
か
も
ち
得
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の

疑
問
に
対
し
て
明
確
な
即
一
山
づ
け
を
与
え
て
い
る
者
が
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
仲
長
統
よ
り
百
年
あ
ま
り
前
の
学
者
、
相
諌
で

あ
る
。
彼
は
、
そ
の
苦
『
新
論
』
の
難
事
篇
の
中
で
、

「
馬
選
の
史
記
、
其
の
太
史
公
の
一
古
川
は
乃
ち
東
方
朔
の
加
う
る
所
な
り
。
語
以
前
、
未
だ
此
の
論
あ
ら
ず
に

と
一
一
一
円
い
放
っ
て
い
る
。
も
し
も
、
彼
が
三
一
口
う
よ
う
に
司
馬
遷
が
東
方
朔
に
補
記
を
依
頼
し
て
い
た
と
し
た
ら
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
司
馬
遷



、
が
東
小
川
朔
を
滑
稽
の
徒
と
は
見
な
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
彼
が
東
方
朔
の
こ
と
を
ひ
と
一
一
一
一
口
も
自
著
中
に
引
い
て
い
な
い
の

は
お
か
し
い
で
は
な
い
か
。

こ
れ
は
や
は
り
、
前
述
し
た
如
く
東
方
朔
の
逸
話
に
一
一
一
一
日
及
す
る
こ
と
臼
体
が
武
帝
に
対
す
る
而
と
向
か
っ
た
批
判
で
あ
る
こ
と
を
、
司
馬

選
も
よ
く
心
得
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
一
番
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
東
方
朔
が
淳
干
売
ら
コ
一
人
と
大
き
く
異
な
っ

て
い
る
と
こ
ろ
と
丙
え
ば
、

立
身
出
世
を
夢
み
た
こ
と
、
だ
れ
か
れ
と
な
く
正
諌
し
た
こ
と
、
及
び
儒
者
と
し
て
の
誇
り
を
も
っ
て
い
た
こ

と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
を
と
っ
て
も
本
伝
の
つ
一
章
の
枠
に
入
ら
な
い
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
以
上
に
重
要
な
の
は
、
武
併
を
正
而
か
ら
痛
烈
に
諌
め
た
者
が
い
ま
だ
か
つ
て
東
方
朔
以
外
に
な
か
っ
た
こ

と
、
そ
し
て
遂
に
は
そ
れ
に
よ
っ
て
官
廷
を
追
放
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
で
あ
る
。
壬
逸
註
の
『
楚
辞
章
句
」
に
収
録

逃
が
せ
な
い
。

は
じ
め
、
武
帝
は
東
方
朔
の
不
遜
な
態
度
を
か
え
っ
て
気
に
い
り
、
側
近
に
賢
く
の
で
あ
る
が
、
彼
が
宮
廷
内
部
の
こ
と
に
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さ
れ
る
所
の
『
七
諌
』
と
い
う
七
首
の
詩
は
、
な
に
よ
り
も
彼
の
失
意
と
落
胆
の
念
の
大
き
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
見

ま
で
日
を
は
さ
む
よ
う
に
な
る
に
つ
れ
て
、
武
帝
に
と
っ
て
も
．
煙
た
い
存
在
に
変
じ
て
ゆ
く
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
経
過
を
一
不
す
も
の
と
し
て

は
、
叶
波
書
』
東
方
朔
伝
の
中
に
、
あ
ま
り
に
も
有
名
な
逸
話
が
と
ら
れ
て
い
る
。

あ
る
時
、
武
帝
は
初
め
て
お
し
の
び
で
遠
方
へ
狩
猟
に
出
か
け
た
が
、
も
ど
っ
て
く
る
と
、
も
う
少
し
近
く
に
ゆ
っ
た
り
と
狩
り
を
楽
し

む
こ
と
の
で
き
る
場
所
を
捜
す
よ
う
に
命
じ
た
。
そ
れ
が
司
馬
相
如
の
「
上
林
賦
』
で
有
名
な
、

の
ち
の
上
林
苑
で
あ
る
。
左
右
の
者
の
だ

れ
も
が
貸
成
す
る
な
か
に
あ
っ
て
、

東
方
朔
は
進
み
出
る
と
、

耕
作
に
最
適
で
、

湖
に
は
魚
が
多
い
こ
の
地
を
民
衆
か
ら
搾
取
す
る
こ
と

は
、
川
家
の
信
用
を
失
な
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
こ
と
、
そ
れ
は
大
罪
を
犯
す
に
等
し
い
こ
と
で
あ
る
と
武
帝
に
直
諌
す
る
。
帝
は
彼
の

諌
．
一
円
、
か
道
理
に
か
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
彼
を
太
中
大
土
へ
給
事
中
に
任
命
し
た
。
だ
が
、
結
局
数
年
後
に
は
、

お
も
わ
く
ど
お
り
に



上
林
苑
を
完
成
さ
せ
て
い
る
。

ま
た
、
あ
る
時
こ
ん
な
事
件
も
持
ち
あ
が
っ
た
。
武
帝
の
皇
后
の
陳
氏
の
母
親
に
あ
た
る
館
陶
公
主
が
夫
の
死
後
ま
も
な
く
董
信
と
い
う

美
少
年
を
近
づ
け
た
。
も
と
は
宝
石
を
売
る
行
商
人
の
息
子
で
あ
っ
た
が
、
公
主
は
読
み
書
き
を
始
め
六
芸
の
す
べ
て
を
学
ば
せ
、
長
安
の

貴
族
た
ち
と
も
つ
き
あ
わ
せ
る
と
い
っ
た
熱
の
入
れ
よ
う
で
あ
っ
た
。
こ
う
な
る
と
、
公
主
は
草
催
を
武
帝
に
ど
う
し
て
も
引
き
あ
わ
せ
た

く
思
う
よ
う
に
な
り
、
帝
を
屋
敷
に
招
待
し
、
料
理
人
の
か
つ
こ
う
を
さ
せ
た
主
催
を
紹
介
す
る
。
こ
の
こ
と
が
あ
っ
て
か
ら
と
い
う
も
の

主
催
は
武
帝
か
ら
も
寵
愛
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、

と
あ
る
日
、
帝
は
公
主
の
た
め
に
未
央
官
の
宣
宰
で
酒
宴
を
聞
き
、
そ

こ
へ
喧
催
も
招
い
て
や
ろ
う
と
い
う
計
両
を
立
て
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
時
も
東
方
朔
が
帝
を
諌
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
宣
空
は
先

帝
の
正
処
で
あ
る
の
に
、
あ
の
よ
う
な
淫
ら
な
斬
罪
に
も
あ
た
い
す
る
遺
伝
な
ど
を
招
き
入
れ
る
と
は
言
語
道
断
だ
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
直
諌
を
聞
い
て
、
帝
は
そ
の
宴
を
と
り
や
め
に
し
た
が
、
こ
の
時
も
や
は
り
、
後
に
場
所
を
移
し
て
草
催
を
ま
じ
え
て
の
盛
大
な
宴
会
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を
催
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

東
方
朔
の
諌
一
一
一
日
を
聞
く
武
帝
の
腹
の
中
が
憤
怒
で
煮
え
く
り
か
え
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
想
像
す
る
に
難
く
な
い
。
こ
ん
な
こ
と

が
あ
っ
て
か
ら
、
東
方
朔
は
つ
い
に
庶
人
に
格
下
げ
と
な
り
、
武
帝
か
ら
見
離
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
話
か
ら
考
え
る
に
、
結
局
い
く
ら
滑
稽
の
雄
と
さ
れ
る
東
方
朔
の
こ
と
で
も
、
あ
り
の
ま
ま
を
記
す
こ
と
は
、
武
帝
へ
の
露
骨

な
批
判
に
つ
な
が
る
の
を
司
馬
選
は
充
分
考
慮
し
た
と
い
う
の
が
偽
ら
ざ
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
同
時
に
、
惜
し
む
ら
く
は
こ

の
あ
た
り
が
司
馬
遷
の
批
判
の
限
界
で
あ
っ
た
と
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
説
明
が
冗
長
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
司
馬
遷
の
一
記
し
た
つ
一
章
に
つ
い
て
五
つ
の
共
通
点
を
中
心
に
分
析
を
行
な
っ
て
き

た
。
そ
し
て
、
あ
る
程
度
は
彼
が
こ
の
中
で
意
図
し
た
も
の
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
武
帝
の
治
惟
は
、
若
一
仲
好
の



建
言
に
も
あ
る
よ
う
に
、
徳
治
教
化
の
必
要
性
と
異
端
を
排
斥
す
べ
き
だ
と
い
う
論
が
圧
倒
的
な
支
持
を
受
け
て
叫
ば
れ
た
時
代
で
あ
る
。

老
荘
思
想
を
始
め
と
し
て
、
異
端
の
最
た
る
滑
稽
な
る
人
間
ま
で
も
自
著
の
中
に
持
ち
込
ん
だ
司
馬
選
に
と
っ
て
は
、
百
三
十
篇
の
ひ
と
つ

ひ
と
つ
が
均
等
の
重
さ
を
も
っ
て
い
た
と
一
一
一
円
っ
て
も
過
言
で
あ
る
ま
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
滑
稽
列
伝
だ
け
を
と
っ
て
も
、
そ
の
根
底
に
流
れ
る

批
判
精
神
を
抜
き
に
し
て
は
、
そ
の
内
宥
を
把
握
し
得
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

」
こ
で
は
批
判
の
対
象
が
眼
前
の
武
帝
で
あ
っ
た
が
、

「
史
記
』
全
般
を
通
じ
て
も
、
彼
は
権
力
を
掌
握
し
て
い
る
人
物
に

対
し
て
は
、
行
動
而
と
心
理
而
の
両
側
か
ら
存
赦
の
な
い
批
評
を
行
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
武
帝
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
父
で
あ
る
景
帝

の
愚
鈍
な
政
治
に
対
し
て
も
批
判
は
及
ん
で
い
る
。
前
漢
の
劉
散
の
『
内
京
雑
記
』
巻
六
に
は
、

「
司
馬
遷
の
崇
帝
本
紀
を
作
る
や
、
そ
の
短
を
極
一
一
一
一
日
し
、
武
帝
の
過
ち
に
及
ぶ
。
情
怒
り
て
こ
れ
を
削
り
去
る
」
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と
い
う
記
述
が
あ
り
、
漢
王
山
南
の
内
情
深
く
ま
で
も
司
馬
遷
の
監
視
の
眼
が
向
け
ら
れ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
も
、
彼
の

執
搬
な
ま
で
の
批
判
精
神
が
太
史
令
と
し
て
の
義
務
感
、
円
負
心
に
さ
さ
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
再
認
識
で
き
る
の
で
あ
る
。

（
一
二
）

橋
少
孫
に
お
け
る
人
物
描
写
に
つ
い
て

楕
少
係
が
補
記
・
補
続
し
た
部
分
の
う
ち
、
列
伝
、
こ
と
に
滑
稽
列
伝
に
対
し
て
か
な
り
の
自
信
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
前
述
し
た
。

で
は

一
体
格
少
孫
と
は
い
か
な
る
人
物
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

avm

一守、、

ふ

れ

カ

叶
史
一
記
』
と
い
う
大
著
に
付
記
を
ほ
ど
こ
し
た
ほ
ど
の
人
物

に
し
て
は
、
現
在
残
さ
れ
て
い
る
彼
に
関
す
る
記
事
は
あ
ま
り
に
少
な
す
ぎ
る
。
わ
ず
か
に
、
『
漢
書
』
巻
八
十
三
の
王
式
の
伝
の
中
に
、

簡
単
な
記
載
が
認
め
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
。
そ
れ
に
依
れ
ば
、
彼
は
前
漢
末
の
桁
の
人
で
あ
り
、
大
儒
王
式
に
師
事
し
、
元
帝
と
成
帝
と
の

治
世
の
聞
に
博
士
と
な
り
、
魯
詩
に
楕
氏
の
学
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
分
か
る
こ
と
と
言
え
ば
、

せ
い
ぜ
い
彼



が
儒
者
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
詩
の
方
面
で
業
績
を
残
し
て
い
る
こ
と
と
い
っ
た
程
度
で
あ
る
。
ま
た
、
班
周
が
『
史
記
』
と
楕
少
孫
と
の
か

か
わ
り
に
関
し
て
、

一
一
一
一
一
日
も
触
れ
て
い
な
い
の
も
奇
妙
で
あ
る
。

と
は
い
う
も
の
の
、
「
史
記
』
中
の
論
賛
に
は
、
「
臣
宰
に
文
学
を
以
て
侍
郎
と
為
る
を
得
」
（
三
玉
世
家
）
と
い
う
文
章
や
、
「
臣
幸
に
経

術
を
以
て
郎
と
為
る
を
得
」

（
滑
稽
列
伝
）
と
い
っ
た
記
載
が
あ
り
、
学
識
の
深
さ
や
学
問
に
対
す
る
自
負
の
念
の
強
さ
は
窺
い
知
る
こ
と
が

で
き
る
。

そ
れ
で
は
、
彼
の
不
遜
な
ま
で
の
自
信
が
滑
謄
列
伝
の
補
記
に
ど
の
よ
う
に
活
か
せ
て
い
る
か
を
考
え
な
が
ら
、
司
馬
遷
の
本
伝
と
の
比

較
検
討
を
行
な
っ
て
み
た
い
と
思
う
。

先
ず

一
度
ざ
っ
と
眼
を
通
し
た
だ
け
で
も
気
が
付
く
の
は
、
司
馬
遷
が
過
去
の
人
物
に
自
分
の
意
を
託
し
た
の
に
対
し
、
彼
の
方
は
圧
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倒
的
に
同
時
代
、
特
に
武
帝
の
時
の
人
物
を
対
象
と
し
て
取
り
あ
げ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
斉
の
淳
子
売
と
貌
の
西
門
豹
以
外

は
、
郭
舎
人
・
東
方
朔
・
京
郭
先
生
な
ら
び
に
王
先
生
と
も
に
武
帝
の
時
の
人
で
あ
る
。

で
は
、
そ
こ
に
は
何
か
深
い
わ
け
で
も
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
際
、
そ
こ
に
拙
か
れ
た
人
物
が
時
代
順
に
配
置
さ
れ
ず
、
思
い
出
し
た

よ
う
に
書
き
綴
ら
れ
て
い
る
点
か
ら
察
し
て
も
、
司
馬
遷
が
意
図
し
た
よ
う
な
も
の
を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。
恐
ら
く

は
、
司
馬
一
遣
を
起
点
と
し
て
、
際
史
を
記
録
す
る
慣
習
が
広
ま
り
、
前
決
も
末
期
に
な
る
と
、
あ
る
程
度
そ
の
当
時
の
資
料
が
手
に
は
い
り

や
す
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、

か
な
り
大
き
な
ウ
ェ
ー
ト
を
市
め
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
東
方
朔
の
記
事
の
中
で
、

『
答
客
難
』
と
い
う
設
難
と
、
『
拠
地
歌
』
と
い
う
詩
が
大
半
を
占
め
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
れ
は
理
解
で
き
よ
う
。
貌
の
張
優
に
つ
い
て

は
前
述
し
た
が
、
彼
の
楕
少
孫
に
対
す
る
批
評
は
さ
ら
に
手
厳
し
い
も
の
が
あ
る
。

滑
稽
列
伝
の
補
記
に
関
し
て
も
、

『
漢
書
』
巻
六
十

の
注
の
中
で
、

「
一
一
一
日
辞
部
附
に
し
て
、
遷
の
本
意
に
あ
ら
ず
」
と
一
一
一
一
日
っ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
事
実
、
補
少
孫
は
司
馬
遷
が
記
事
に
し
た
淳



干
党
に
つ
い
て
も
補
足
を
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
党
の
姿
は
、
司
馬
遷
が
抱
い
て
い
た
も
の
と
は
少
々
趣
き
を
異
に

し
た
も
の
に
変
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

あ
る
と
き
、
斉
王
が
淳
子
先
に
命
じ
て
、
鵠
を
楚
に
献
上
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
売
は
途
中
で
あ
や
ま
っ
て
逃
が
し
て
し
ま
っ
た
。
彼
は

う
ま
い
一
一
目
訳
を
考
え
つ
く
と
、
小
笠
箆
を
さ
げ
て
楚
同
へ
と
赴
き
、
王
に
拝
謁
し
て
こ
う
述
べ
た
。

「
鵠
に
水
を
飲
ま
せ
よ
う
と
し
て
、
逃
げ
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
わ
た
し
は
、
す
ぐ
に
自
ら
の
生
命
を
た
と
う
と
思
い
ま
し
た
が
、
五
日

が
王
が
鳥
獣
の
た
め
に
士
を
自
殺
さ
せ
た
と
非
難
さ
れ
る
の
を
恐
れ
て
や
め
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
、
鵠
に
似
た
鳥
を
買
っ
て
代
用
し
よ
う
か

と
も
考
え
ま
し
た
が
、

そ
れ
は
五
日
が
王
を
欺
く
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
や
め
ま
し
た
。
ま
た
、
他
悶
へ
逃
亡
し
よ
う
か
と
思
い
ま
し
た
が
、

両
国
の
君
主
の
使
い
が
通
じ
な
く
な
る
こ
と
に
心
痛
み
、

や
め
ま
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
に
叩
頭
し
て
罰
を
大
王
か
ら
お
受
け
す
る
次
第
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で
ご
ざ
い
ま
す
」

こ
れ
に
対
し
て
、
楚
王
は
立
派
な
人
物
が
汗
王
の
も
と
に
は
い
る
も
の
だ
と
感
心
し
、
淳
．
十
党
に
厚
く
褒
美
を
与
え
て
も
て
な
し
た
と
い

う

以
上
の
逸
話
の
内
容
か
ら
は
、

は
っ
き
り
と
し
た
テ

i
マ
は
汲
み
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
、
淳
子
冗
の
校
滑
さ
と
楚
王
の
愚
か
さ

だ
け
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
彼
に
と
っ
て
滑
稽
と
い
う
訴
の
も
っ
て
い
た
意
味
は
、

な
ん
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
、

「
楕
少
孫
日
く
」
と
い
う

論
賛
の
内
谷
と
ム
ハ
章
の
付
記
か
ら
推
測
す
る
ほ
か
に
方
法
は
な
い
が
、
総
じ
て
滑
稽
な
人
物
を
話
術
が
非
常
に
巧
み
で
奇
策
便
計
を
即
座
に

捻
り
出
す
こ
と
の
で
き
る
、
気
転
の
き
く
人
間
と
い
っ
た
暖
昧
な
捉
え
方
し
か
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
司
馬
遷
が
優
栴

の
条
で
、
「
善
く
笑
言
を
為
す
も
、

し
か
る
に
大
道
に
合
う
」
と
一
一
一
日
う
の
に
対
し
て
、
楕
少
孫
は
郭
舎
人
の
こ
と
を
、
「
一
一
一
口
を
発
し
、
辞
を
陳



べ
、
大
道
に
合
わ
ず
と
い
え
ど
も
、

し
か
る
に
人
主
を
し
て
和
悦
せ
し
む
L

と
討
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
補
少
孫
が
滑
稽
と
い
う

語
に
プ
謝
諌
」
と
い
う
属
性
を
与
え
て
い
な
い
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
乾
降
年
間
の
進
士
で
あ
る
王
鳴
盛
も
『
十
七
史
商
権
』
の
中
で
、
こ

の
点
を
詳
し
て
、

「
滑
稽
伝
来
、
補
先
生
の
附
す
る
と
こ
ろ
甚
だ
多
し
。
王
夫
人
、
共
の
子
を
芹
に
封
ず
る
を
請
う
こ
と
の
若
き
、
重
ね
て
出
づ
る
は
厭
う

ベ
し
。
都
令
同
門
豹
の
こ
と
、

文
ま
さ
に
滑
稽
に
附
す
べ
か
ら
ず
し

と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
で
一
一
一
－
H

う
同
門
豹
の
逸
話
と
い
う
の
は
、

（

9
）
 

か
い
つ
ま
ん
で
一
一
一
一
日
う
と
、
都
の
県
令
と
な
っ
た
丙
門
豹
が
、
そ
の
地
で
行

な
わ
れ
て
い
る
河
伯
の
妻
選
び
の
風
胃
に
よ
っ
て
町
が
す
さ
び
、
役
人
と
．
小
川
州
だ
け
が
私
腹
を
肥
や
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
つ
き
と
め
、

泌
を
黄
河
に
沈
め
、
役
人
た
ち
を
も
こ
っ
て
り
油
を
し
ぼ
っ
て
弊
害
を
取
り
除
き
、
名
声
を
一
躍
高
め
る
こ
と
に
な
る
と
い
っ
た
筋
の
話
で
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あ
る
が
、
王
鳴
感
が
一
一
一
一
日
う
如
く
こ
こ
に
は
滑
稽
の
要
素
と
い
っ
た
も
の
は
ま
っ
た
く
見
当
た
ら
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
勧
善
徴
悪
の
物
語

を
読
む
思
い
に
駆
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
王
夫
人
に
関
し
た
訴
も
非
常
に
つ
か
み
づ
ら
い
う
え
に
、
焦
点
が
ぼ
け
て
、

は
っ
き
り
と
し
な
い
。

す
な
わ
ち
、
前
半
部
分
で
は
、
東
郭
先
生
と
い
う
人
物
を
設
場
さ
せ
、
先
生
が
帝
の
寵
妃
王
夫
人
の
親
に
金
を
与
え
る
よ
う
大
将
軍
衛
青

に
知
忠
を
つ
け
、
将
軍
が
そ
の
通
り
に
す
る
と
、
し
恰
も
喜
ん
で
先
生
を
郡
の
都
尉
に
任
じ
た
と
い
う
こ
と
を
記
し
、

さ
ら
に
東
郭
先
生
の
脊

人
ぶ
り
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
が
、
後
半
は
一
転
し
て
、
王
夫
人
が
そ
の
子
を
汗
王
に
し
て
く
れ
る
よ
う
武
帝
に
懇
願
す
る
場
面
に
変
じ
て

し
ま
う
。
補
少
孫
と
し
て
は
、
東
郭
先
生
を
滑
稽
の
対
象
と
し
て
記
し
て
い
る
は
ず
な
の
で
あ
る
が
、
最
後
の
王
夫
人
の
賢
母
ぶ
り
の
方
が

印
象
と
し
て
は
色
濃
く
残
っ
て
し
ま
う
の
は
、
や
は
り
列
伝
の
補
記
に
確
同
と
し
た
主
張
が
な
い
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、

補
少
係
の
記
事
に
は
、

鼠
入
と
い
う
こ
と
以
外
に
も
う
一
つ
大
き
な
問
題
点
が
残
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、

そ
こ
に
彼
の



「
創
作
」
が
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
で
あ
る
ο

そ
れ
を
論
じ
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
東
郭
先
生
と
同
じ
く
武

帝
の
時
代
に
生
き
た
王
先
生
の
逸
話
を
あ
げ
な
く
て
は
い
け
な
い
。

武
帝
の
と
き
、
北
海
郡
の
太
守
を
召
し
て
、
行
在
所
に
出
頭
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
と
き
に
、
文
学
卒
史
の
王
先
生
と
い
う
人
が
あ
り
、
太

守
と
行
動
を
と
も
に
し
た
い
と
願
い
出
た
。
太
守
は
し
ぶ
し
ぶ
許
し
た
が
、
行
在
所
に
着
く
と
、
王
先
生
は
酒
を
飲
む
ば
か
り
で
、
太
守
と

顔
も
合
わ
せ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
太
守
が
武
帝
に
拝
謁
す
る
真
際
に
な
っ
て
、
王
先
生
は
太
守
に
知
恵
を
つ
け
た
。
王
先
生
は
、
こ
う

た
ず
ね
た
。
「
天
子
が
、
も
し
あ
な
た
に
、
『
ど
の
よ
う
に
し
て
北
海
郡
を
治
め
て
、
盗
賊
を
な
く
し
た
の
か
』
と
お
た
ず
ね
に
な
り
ま
L
た

ら
、
な
ん
と
お
応
え
に
な
り
ま
す
か
し
。
太
守
は
、
「
『
よ
い
人
材
を
選
び
出
し
、
そ
の
才
能
に
応
じ
て
官
職
に
つ
け
、
す
ぐ
れ
た
者
を
賞
し
、

不
肖
な
る
者
を
罰
し
た
か
ら
で
ご
ざ
い
ま
す
』
と
お
応
え
し
よ
う
」
と
一
一
一
口
っ
た
。
す
る
と
王
先
生
は
、
内
分
を
誉
め
る
よ
う
な
こ
と
は
よ
く
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な
い
の
で
、
す
べ
て
陛
下
の
神
霊
威
武
の
お
か
げ
で
あ
る
と
応
え
る
よ
う
に
指
図
し
た
。
太
守
が
武
帝
の
御
前
に
出
る
と
、
ま
さ
し
く
そ
の

質
問
が
あ
っ
た
が
、
太
守
は
王
先
生
に
一
一
一
一
口
わ
れ
た
通
り
の
応
え
万
を
し
た
。
す
る
と
、
式
し
怖
は
そ
れ
を
陪
り
、
だ
れ
に
そ
の
一
一
一
日
葉
を
教
え
ら

れ
た
の
か
を
た
ず
ね
た
。
太
守
が
王
先
生
の
名
を
あ
げ
る
と
、
果
し
て
後
に
詔
が
あ
り
、
七
先
生
は
刀
甘
さ
れ
て
水
衡
丞
に
、
太
守
は
水
衡
都

尉
に
任
ぜ
ら
れ
た
。

こ
れ
が
そ
の
お
お
ま
か
な
内
容
で
あ
る
が
、
右
の
文
意
か
ら
考
え
る
限
り
で
は
、
先
き
の
東
郭
先
生
の
行
動
と
そ
れ
ほ
ど
変
わ
ら
ぬ
話
と

い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
が
、
実
は
そ
う
簡
単
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、

コ
決
書
』
で
は
、
別
海
の
太
守
を
宣

併
が
徴
し
た
と
記
述
さ
れ
て
お
り
、

宋
の
洪
遁
も
、

『
容
斎
随
筆
』
の
中
で
こ
の
こ
と
に
触
れ
、
こ
の
話
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
宣

し
怖
が
湖
海
の
太
守
襲
遂
を
議
に
召
し
た
と
き
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
り
、

土
先
生
と
い
う
の
も
許
王
先
と
い
う
人
物
の
誤
謬
で
あ
る
と
一
一
一
一
口
い
、

最
後
に
楕
少
孫
が
間
違
え
て
書
き
加
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
結
ん
で
い
る
。



私
も
容
斎
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
襲
遂
の
話
が
そ
の
原
型
で
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
異
存
が
な
い
。

し
か
し
、
右
の
文
章
を
楕
少
孫
が
ま
っ
た
く
誤
解
し
て
書
き
綴
っ
て
し
ま
っ
た
と
は
、

ど
う
し
て
も
考
え
に
く
い
の
で
あ
る
。
第
一
に
、

北
海
太
守
に
氏
名
が
付
記
さ
れ
て
い
な
い
の
が
不
可
思
議
で
あ
る
。
第
二
に
興
味
ぶ
か
い
の
は
、
襲
遂
に
対
す
る
彼
の
個
人
的
な
感
情
の
影

響
が
く
っ
き
り
現
わ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
『
漢
書
』
巻
八
十
八
・
儒
林
伝
に
詳
し
い
記
載
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
五
式
、
字
翁
思
、
東
平
新
桃
人
也
。
事
免
中
徐
公
及
許
生
。
式
為
日
日
邑
王
師
。
昭
帝
崩
。
日
目
邑
王
嗣
立
、
以
行
深
乱
廃
。
日
円
邑
群
臣
皆

下
獄
認
。
唯
中
尉
王
吉
、
郎
中
令
襲
遂
以
数
諌
減
死
、
論
式
繋
獄
当
死
。
治
事
使
者
責
問
日
、
師
何
以
亡
諌
書
。
式
対
日
、
日
以
詩
一
一
一
百
五

篇
朝
夕
授
玉
。
至
於
忠
臣
孝
子
之
篇
、
未
嘗
不
為
王
反
復
諦
之
也
。
至
於
危
亡
失
道
之
君
、
未
嘗
不
流
渇
為
王
陳
之
也
。
：
；
：
後
、
東
平
唐

長
賀
、
柿
楕
少
孫
亦
来
事
式
、
閉
経
数
篇
」

と
い
う
の
が
そ
の
部
分
で
あ
る
が
、
傍
点
を
ほ
ど
こ
し
た
伺
所
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
王
式
の
弟
子
で
あ
る
補
少
孫
が
関
遂
を
偽
善
者
、
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あ
る
い
は
不
忠
な
る
者
と
考
え
た
と
し
て
も
、
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
彼
に
は
費

遂
の
子
柄
話
な
ど
、

い
か
に
興
味
ぶ
か
い
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
進
ん
で
書
こ
う
と
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
充
分
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
郭
舎
人
の
記
事
に
つ
い
て
も
、
武
帝
前
後
の
逸
話
を
集
め
た
『
阿
京
雑
記
』
や
「
太
平
広
記
』
名
賢
調
諌
の
条
に
、
東
方
朔
の
話

と
し
て
と
ら
れ
て
い
る
も
の
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
を
示
し
て
お
り
、
記
事
を
増
や
し
て
紙
面
を
う
る
た
め
の
楕
少
係
一
流
の
「
創
作
し
と
考
え

ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
。

以
上
、
補
少
係
の
記
事
に
限
っ
て
、
考
察
を
試
み
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
自
信
と
は
実
は
ら
に
、
学
者
の
趣
味
的
な
文
章
と
い
っ
た

イ
メ
ー
ジ
を
強
く
定
着
さ
せ
る
結
果
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
内
容
を
見
る
と
、
数
多
く
の
資
料
の
中
か
ら
六
人
の
人
間
の
記
事
を
選
び
出
し
た
彼
の
事
務
処
理
能
力
に
つ
い
て
は
、



充
分
評
価
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
惜
し
む
ら
く
は
、
そ
こ
に
首
尾
一
貫
し
た
主
張
（
滑
稽
観
）

の
な
か
っ
た
こ
と
が
悔
や
ま
れ
る
。
極
言
さ

せ
て
も
ら
え
ば
、
司
馬
遼
の
記
述
へ
の
補
記
・
補
続
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
紙
面
の
余
白
体
裁
を
繕
っ
た
と
い
う
意
義
し
か
も
た
な
い
と

い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
彼
が
博
士
と
い
う
一
肩
書
き
を
も
ち
な
が
ら
、
列
伝
、
な
か
ん
ず
く
滑
稽
列
伝
に
熱
中
し
た
の
は
、

一
体
な
ぜ
で
あ
ろ
う
。
先

ず
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
経
書
の
注
釈
よ
り
は
液
刺
と
し
て
’
H
分
の
思
い
を
投
影
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
格
少
孫
が
『
史
記
』
の
補
続
と
い
う
重
立
を
ま
か
さ
れ
る
ほ
ど
の
人
物
で
あ
っ
た
か
ら
に
は
、
彼
が
わ
ざ
わ
ざ

同
時
代
に
属
す
る
人
物
を
選
び
出
し
て
、
遷
と
文
才
を
競
い
あ
お
う
と
考
え
た
と
し
て
も
、

不
思
議
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん

こ
れ
は
推
測
の
境
を
出
る
も
の
で
は
な
い
が
、
万
が
一
そ
う
だ
つ
た
と
し
て
も
、
学
者
の
手
な
ぐ
さ
み
と
生
命
を
賭
し
た
史
行
の
ラ
イ

フ
ワ

l
ク
と
の
差
違
が
そ
の
ま
ま
の
形
で
示
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
、

ま
た
当
然
の
帰
結
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
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司
馬
遼
が
『
山
入
記
』
全
体
に
批
判
精
神
を
行
き
渡
ら
せ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
滑
稽
列
伝
に
つ
い
て
も
例
外
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
再
三

述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
長
を
か
え
せ
は
、
彼
が
過
去
の
事
実
の
中
に
隠
さ
れ
た
種
々
の
人
間
の
生
態
を
捉
え
、
不
遇
の
士

か
ら
奇
異
な
特
徴
を
も
っ
た
者
に
至
る
ま
で
、

一
様
に
暖
か
い
思
い
や
り
の
気
持
で
包
み
こ
ん
で
い
た
こ
と
の
証
明
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
だ

か
ら
こ
そ
、
本
論
に
掲
げ
た
滑
稽
列
伝
の
三
人
に
対
し
て
も
、

「
こ
の
連
中
の
な
ん
と
偉
大
で
あ
っ
た
こ
と
か
」
と
い
う
賛
辞
を
惜
し
ま
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
も
う
、
笑
い
の
対
象
た
る
、
侶
優
た
ち
の
姿
は
な
い
。
も
の
お
じ
せ
ず
、
堂
々
と
人
主
を
諌
め
る
彼
ら
の
態

皮
に
、
正
当
な
儒
者
の
そ
れ
を
見
る
思
い
が
す
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
滑
稽
」
と
は
、
広
義
に
お
け
る
ユ
ー
モ
ア
で
あ
り
、
当
然
の
こ
と



な
が
ら
説
得
力
を
備
え
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
が
楕
少
孫
の
本
伝
へ
の
補
記
に
な
る
と
、
司
馬
遷
が
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
と
し
た
「
滑
稽
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
崩
れ
去
り
、

同
時
に
一
宅
末
ほ
ど
の
批
判
精
神
も
汲
み
と
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
補
少
係
に
か
か
る
と
、

「
滑
稽
し
と
は
、
多
弁
で
詑
計
を
弄

か
ら
も
、

す
る
と
い
う
意
味
の
う
え
に
、
校
滑
と
い
う
要
素
ま
で
付
加
さ
れ
た
百
葉
に
変
じ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
、
今
ま
で
あ
げ
て
き
た
逸
話
の
内
容

一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
。

一
方
で
は
、
司
馬
遷
が
強
い
使
命
感
に
燃
え
て
、
悟
り
き
っ
た
者
の
よ
う
に
淡
々
と
文
章
を
綴
っ
て
ゆ
く
の
に
対
し
て
、
情
少
孫
が
論
賛

た
の
で
あ
る
。

の
中
で
一
不
す
自
信
に
満
ち
あ
ふ
れ
た
不
遜
な
ま
で
の
態
度
は
、
滑
稽
列
伝
に
関
す
る
限
り
、
そ
の
前
九
心
を
揺
る
が
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ

そ
こ
に
厳
然
と
し
て
一
線
を
両
す
べ
き
二
種
類
の
列
伝
が
同
居
し
て
い
た
こ
と

『
史
記
』
滑
稽
列
伝
と
一
口
に
一
一
一
円
つ
で
も
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は
否
め
な
い
事
実
な
の
で
あ
る
。

T注

太
史
公
山
序
に
は
、
百
三
十
篇
の
各
篇
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
占
い
た

m山
と
そ
の
内
存
の
概
略
が
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
欠

落
部
分
と
さ
れ
る
十
篇
も
当
初
は
存
在
し
て
い
た
と
忠
わ
れ
る
。

太
史
公
自
序
に
は
、
今
土
本
紀
と
あ
る
。

斉
の
都
、
神
下
に
は
多
く
の
学
者
が
集
ま
っ
て
、
ー
ド
．
の
此
誕
の
も
と
に
、
学
長
町
を
形
成
し
た
。
彼
ら
は
「
究
ド
の
学
士
」
と
呼
ば
れ
た
が
、

淳
子
稗
も
そ
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
。

『
墨
子
』
非
儒
篇
に
も
同
様
の

A

記
載
が
あ
る
。

『
孟
子
』
に
は
、
淳
子
究
が
孟
朝
を
こ
き
お
ろ
す
場
面
が
い
く
つ
か
あ
る
。

こ
れ
は
、
『
司
馬
遷
之
人
格
輿
風
格
』
の
中
で
李
長
之
氏
が
い
け
川
く
評
価
す
る
と
こ
ろ
の
、
「
知
県
一
ず
口
之
調
刺
」
B
Y

一
「
刷
出
刀
殺
人
的
ト
刀
法
」
と
の
中
間

に
位
置
す
る
調
刺
の
手
法
と
い
え
る
。

3 2 
（

4
）
 

（

5
）
 

（

6
）
 



（

7
）
 

（

8
）
 

（

9
）
 

シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
は
、
現
在
の
安
徽
省
鳳
陽
だ
と
し
て
い
る
。

字
は
翁
思
。
『
漢
書
』
巻
八
十
八
に
伝
が
あ
る
。

現
在
の
河
南
省
鄭
勝
。
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