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〈
論
説
〉

つ
く
ら
れ
た
始
皇
帝

│
一
〇
〜
一
三
世
紀
に
お
け
る
秦
始
皇
帝
像
の
変
遷
│

段

宇

は
じ
め
に

　

周
知
の
通
り
、
秦
の
始
皇
帝
は
歴
史
上
の
重
要
な
人
物
で
あ
る
。
紀
元
前
二

二
一
年
に
東
方
大
平
原
の
初
統
一
を
果
た
し
た
彼
は
、
専
制
君
主
制
度
を
確
立

し
、
東
ア
ジ
ア
文
明
圏
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
の
で
、
名
君
の
誉
れ
高
か
っ

た
半
面
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
始
皇
帝
は
方
術
に
惑
わ
さ
れ
、
知
識
人
を
弾

圧
し
、
膨
大
な
土
木
工
事
を
造
営
し
て
多
く
の
民
を
苦
し
め
、
彼
が
建
て
た
強

大
な
秦
帝
国
は
わ
ず
か
一
五
年
の
短
命
政
権
に
お
わ
っ
た
の
で
、
非
道
な
暴
君

と
し
て
の
姿
で
語
ら
れ
て
き
た
。
波
乱
に
満
ち
た
生
涯
を
た
ど
っ
た
始
皇
帝
は
、

絶
え
な
い
争
議
を
後
世
に
残
し
た
。

　

西
嶋
定
生
氏
に
よ
る
と
、「
漢
代
以
降
の
始
皇
帝
評
価
は
二
つ
の
点
か
ら
批

判
的
に
受
け
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
一
つ
は
秦
帝
国
を
継
承
し
た
漢
帝
国

が
、
そ
の
王
朝
創
設
を
正
当
化
す
る
た
め
に
は
、
前
王
朝
で
あ
る
秦
帝
国
の
失

政
を
誇
大
化
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
他
の
一

つ
は
、
始
皇
帝
が
そ
の
政
策
と
し
て
儒
家
を
弾
圧
し
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
後

世
、
か
れ
は
儒
教
の
敵
と
み
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る）

1
（

」
と
指
摘
し
た
。

鶴
間
和
幸
氏
は
、「
歴
史
そ
の
も
の
が
歴
史
を
思
考
す
る
主
体
の
側
の
時
代
を

反
映
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
の
時
代
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
歴
史
を
見
る
側
の
複
数
の
視
点
に
変
化
が
認
め
ら
れ
た
と
き
、

そ
れ
が
見
る
側
の
時
代
の
変
化
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
れ
ば
、
歴
史
を
思
考
す

る
対
象
の
実
像
に
よ
り
近
づ
く
糸
口
を
提
供
し
て
く
れ
る
」
と
の
理
念
を
掲
げ
、

「
わ
れ
わ
れ
が
秦
と
い
う
一
つ
の
時
代
を
考
え
る
と
き
に
、
漢
代
の
人
々
の
見

方
に
大
き
く
左
右
し
が
ち
で
あ
る
」
と
論
断
し
た）

2
（

。
そ
れ
で
は
、
漢
代
以
外
他

の
時
代
に
成
立
し
た
歴
史
言
説
も
今
に
伝
わ
っ
て
い
る
始
皇
帝
像
に
影
響
を
お

よ
ぼ
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

特
に
九
六
〇
年
に
趙
宋
政
権
が
成
立
し
、
文
治
主
義
的
な
理
念
を
国
是
と
し

て
以
降
の
時
期
に
始
皇
帝
像
の
激
し
く
変
容
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
文
化
の
花

が
咲
い
て
い
た
宋
の
時
代
に
、
秦
始
皇
帝
を
め
ぐ
る
議
論
は
盛
ん
で
あ
り
、
残

さ
れ
た
数
多
く
の
詩
文
に
散
見
す
る
。
本
論
で
は
思
想
史
・
文
化
史
的
な
視
点

か
ら
文
献
史
料
の
分
析
を
行
う
こ
と
で
、
宋
代
の
学
問
を
整
理
し
て
、
後
世
に
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伝
え
ら
れ
た
新
た
な
始
皇
帝
の
人
物
像
の
変
化
、
お
よ
び
そ
の
原
因
を
解
明
し

た
い
。

一
、  
史
学
の
展
開
お
よ
び
記
憶
的
共
同
体
の
形
成

ま
な
ざ
し
の
学
術
史

イ
、『
史
記
』
愛
読
の
風
潮
お
よ
び
「
正
史
」
と
し
て
の
確
立

　

始
皇
帝
の
生
涯
は
、
秦
帝
国
の
崩
壊
か
ら
お
よ
そ
一
世
紀
が
経
過
し
た
武
帝

の
時
代
、
漢
王
朝
の
太
史
令
で
あ
っ
た
司
馬
遷
の
編
纂
し
た
『
史
記
』
秦
始
皇

本
紀
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
『
史
記
』
が
始
皇
帝
関
連
の
文
献
の

な
か
で
最
も
重
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
今
の
時
代
に
、
も
し
秦
の
始
皇
帝

に
関
す
る
知
識
を
得
よ
う
と
す
れ
ば
、『
史
記
』
を
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
た
だ
、
一
〇
〜
一
三
世
紀
に
お
け
る
『
史
記
』
の
受
容
の
様
相
に

対
し
て
は
考
慮
が
必
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
科
挙
が
未
熟
で
あ
っ
た
唐
の

時
代
、
学
術
は
貴
族
社
会
の
影
響
で
、
内
向
的
に
語
り
を
行
う
こ
と
で
あ
り
、

書
物
お
よ
び
知
識
が
「
秘
儀
的
」
に
伝
承
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
状
況
か
ら
し
て
、

伝
承
の
様
相
を
再
検
討
す
る
余
地
が
あ
る
。
池
田
正
広
氏
は
、『
漢
書
』
顔
師

古
本
の
普
及
状
況
を
研
究
し
、
普
及
は
急
速
で
あ
っ
た
こ
と
よ
り
漸
次
的
で
あ

っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た）

3
（

。

　

 『
史
記
』
は
唐
の
時
代
に
お
い
て
、『
漢
書
』・『
東
観
漢
記
』
と
と
も
に

「
三
史
」
と
さ
れ
、
科
挙
試
験
に
参
加
す
る
際
に
は
必
須
の
教
科
書
で
あ
っ
た

が
、
歴
史
上
の
人
物
に
対
す
る
評
価
は
未
だ
社
会
的
な
記
憶
に
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、『
東
観
漢
記
』
が
後
に
亡
失
す
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
歴
史

思
想
の
面
か
ら
見
る
と
、
顔
師
古
が
批
判
し
た
よ
う
に
、「
雑
説
を
多
く
引
き
、

本
文
を
攻
撃
し
…
前
修
の
紕
僻
を
顕
し
、
己
の
識
の
優
長
を
騁
る
の
み）

4
（

」
に
な

り
、
荒
唐
無
稽
な
伝
説
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

　

ま
た
、
唐
代
に
始
皇
帝
の
登
場
す
る
文
芸
作
品
は
多
く
あ
る
が
、
自
由
闊
達

な
創
作
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
、
後
の
学
者
の
批
判
を
浴
び
た
。
例
え
ば
、
唐
の

李
賀
は
「
秦
王
飲
酒
」
と
い
う
漢
詩
を
作
っ
て
、「
恣
に
飲
み
て
沈
湎
し
、
歌

舞
雑
沓
た
り
、
昼
夜
を
問
わ
ず）

5
（

」
と
い
う
詩
句
を
風
刺
詩
の
傑
作
と
し
た
。
こ

れ
に
対
し
て
、
王
琦
は
『
李
長
吉
詩
歌
彙
解
』
の
な
か
で
「
一
語
も
秦
国
の
故

事
を
用
ふ
る
無
し
」
と
評
論
し
た）

6
（

。
李
賀
の
詩
句
は
実
際
の
と
こ
ろ
、
唐
の
徳

宗
皇
帝
李
适
（
在
位
：
七
七
九
〜
八
〇
五
）
の
生
活
を
描
い
た
絵
巻
で
あ
っ
た
。

　

北
宋
の
時
代
に
前
述
の
現
象
が
変
わ
っ
た
こ
と
は
史
料
に
確
認
で
き
る
。
ま

ず
は
木
版
印
刷
の
普
及
に
よ
っ
て
、『
史
記
』
は
よ
う
や
く
公
共
化
さ
れ
、
社

会
的
な
記
憶
と
し
て
伝
播
・
継
承
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
蘇
軾
と
同
時
代
に
生
き

た
高
齢
の
知
識
人
は
自
分
の
若
い
時
に
木
版
印
刷
が
普
及
し
て
い
な
か
っ
た
の

で
、『
史
記
』・『
漢
書
』
を
入
手
す
る
の
は
甚
だ
困
難
で
、
自
ら
の
手
で
書
き

写
し
て
伝
え
て
い
っ
た
、
と
述
べ
る）

7
（

。
木
版
印
刷
術
の
普
及
は
、
こ
れ
ま
で
限

ら
れ
た
環
境
の
な
か
で
し
か
入
手
で
き
な
か
っ
た
貴
重
な
史
料
を
、
安
価
で
入

手
し
や
す
く
な
っ
た
こ
と
に
あ
る
が
、
こ
の
影
響
は
史
学
の
研
究
そ
の
も
の
に

も
多
大
な
影
響
を
与
え
た
。

　
 『

史
記
』
が
経
典
化
さ
れ
、
宋
の
皇
帝
が
『
史
記
』
を
出
版
す
る
こ
と
に
熱

心
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
公
的
機
関
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。
程
倶
『
麟
台
故

事
』
に
よ
る
と
、（
太
宗
）
淳
化
五
年
（
九
九
四
年
）
七
月
に
、
作
業
者
を
選

び
、
作
業
範
囲
を
指
定
し
て
『
史
記
』・『
前
漢
書
』・『
後
漢
書
』
を
校
勘
さ
せ

た
。
作
業
が
終
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
内
侍
の
裴
愈
を
杭
州
へ
派
遣
し
、
書
物
を
持

た
せ
て
出
版
さ
せ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る）

8
（

。
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宋
の
太
祖
皇
帝
（
在
位
：
九
六
〇
〜
九
七
六
）
は
積
極
的
に
文
治
主
義
を
推

進
し
、
よ
く
史
・
伝
を
引
用
し
て
臣
下
と
国
家
政
策
を
討
論
し
た
と
い
う
記
録

も
残
っ
て
い
る
。
太
宗
皇
帝
（
在
位
：
九
七
六
〜
九
九
七
）
も
『
史
記
』
を
含

む
史
書
を
よ
く
読
ん
で
、
臣
下
と
の
読
書
会
を
開
催
し
、
読
了
後
に
歴
史
を
詠

う
漢
詩
を
作
っ
た
。
そ
の
な
か
に
、
迷
信
を
戒
め
よ
う
と
し
て
、
秦
始
皇
帝
を

批
判
す
る
漢
詩
が
残
っ
て
い
る）

9
（

。『
史
記
』
を
は
じ
め
と
し
て
、「
正
史
」
が
オ

ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
性
を
与
え
ら
れ
、
経
と
比
べ
る
ほ
ど
の
地
位
を
持
ち
始
め
た
。

さ
ら
に
、
臣
下
と
『
史
記
』
を
読
ん
で
討
論
す
る
こ
と
は
「
祖
宗
の
法
」
と
し

て
、
宋
の
皇
帝
に
よ
っ
て
代
々
継
承
さ
れ
た
。

　

宋
の
知
識
人
が
『
史
記
』
に
関
連
す
る
学
説
を
系
譜
化
し
て
整
理
し
た
こ
と

に
よ
り
、「
史
記
の
学
」
が
こ
の
時
期
に
成
立
し
た
。
王
応
麟
『
玉
海
』
巻
第

四
六
「
唐
十
七
家
正
史
」
で
は
初
め
て
「
史
記
の
学
」
を
提
示
し
、「
史
記
の

学
」
は
経
学
と
比
べ
れ
ば
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
異
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
独
立
の

学
問
と
み
な
し
た
の
で
あ
る）

10
（

。

　

こ
の
「
史
記
の
学
」
の
隆
盛
を
背
景
と
し
て
、
秦
の
始
皇
帝
を
め
ぐ
っ
て
、

宋
の
知
識
人
は
積
極
的
に
『
史
記
』
に
関
す
る
知
識
を
利
用
し
て
俗
説
を
批
判

し
た
。
こ
の
な
か
で
、
南
宋
時
期
に
僧
侶
で
文
人
と
し
て
活
躍
し
た
釈
智
円

（
九
七
六
〜
一
〇
二
二
）
の
所
論
は
特
筆
す
べ
き
で
あ
る
。

　

釈
智
円
は
「
秦
王
鬼
を
役
す
る
を
議
る
」
と
題
す
る
文
章
の
な
か
で
、
秦
の

始
皇
帝
が
幽
霊
を
つ
か
わ
し
て
山
を
運
ば
せ
る
と
い
う
広
く
知
ら
れ
た
伝
説
を

論
破
し
た
。
こ
の
伝
説
は
、
唐
五
代
の
道
教
と
民
間
宗
教
説
話
と
し
て
残
っ
て

い
る
。

　

そ
の
要
旨
は
、
始
皇
帝
が
幽
霊
を
つ
か
わ
し
て
山
を
運
ぶ
と
い
う
伝
説
は
広

く
知
ら
れ
て
い
る
が
、『
史
記
』
に
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
た
め
に
常
識
外
れ
な

話
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る）

11
（

。
こ
こ
か
ら
、『
史
記
』
の
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
性

が
前
提
に
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
『
史
記
』
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
歴
史
上

の
出
来
事
の
真
実
性
を
判
断
す
る
基
準
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
の
事
例
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
宋
代
以
前
は
伝
説
や
史
実
と
は
考

え
難
い
荒
唐
無
稽
と
見
ら
れ
る
説
話
の
地
位
が
高
か
っ
た
こ
と
の
一
好
例
で
も

あ
る
。
釈
智
円
は
「
妄
」
と
い
う
こ
と
ば
を
使
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
言
説

を
痛
烈
に
批
判
し
た）

12
（

。
彼
だ
け
で
は
な
く
、
南
宋
の
趙
与

も
、
民
間
宗
教
で

流
行
し
た
歴
史
説
話
に
対
し
て
類
似
す
る
批
判
を
し
て
い
る）

13
（

。『
史
記
』
の
言

説
が
宋
の
知
識
人
に
共
通
す
る
歴
史
の
記
憶
と
な
り
、
正
統
的
な
歴
史
叙
事
と

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ロ
、「
金
石
学
」
の
成
立
と
史
学
の
発
展

　

し
か
し
、
一
〇
〜
一
三
世
紀
と
い
う
時
期
に
お
い
て
、
経
典
と
さ
れ
た
『
史

記
』
の
テ
キ
ス
ト
は
、
知
識
人
に
よ
っ
て
懐
疑
的
な
目
が
投
げ
ら
れ
た
。
そ
れ

に
と
も
な
っ
て
秦
の
始
皇
帝
像
も
再
考
の
対
象
と
な
る
。

　

欧
陽
脩
が
著
書
『
金
石
録
』
の
な
か
で
、
碑
文
お
よ
び
文
物
の
銘
文
に
基
づ

い
て
、『
史
記
』
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
始
皇
帝
関
連
テ
キ
ス
ト
を
批
判
し
た
こ

と
が
そ
の
例
で
あ
る）

14
（

。

　
 『

金
石
録
』
は
学
問
に
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
を
も
た
ら
し
た
ほ
か
、
経
典
と

さ
れ
た
伝
統
テ
キ
ス
ト
史
料
を
使
う
以
外
の
、
歴
史
解
釈
の
可
能
性
を
示
唆
す

る
。
政
治
史
に
お
い
て
、
こ
れ
は
士
大
夫
勢
の
台
頭
を
意
味
す
る
。
こ
の
た
め
、

『
金
石
録
』
の
影
響
で
審
美
的
趣
味
か
ら
独
立
し
、
学
問
と
し
て
成
立
し
た
金

石
学
は
、
王
国
維
に
よ
っ
て
「
宋
代
の
学
問
」
と
賞
賛
さ
れ
る
。

　

金
石
史
料
を
め
ぐ
る
場
を
分
析
し
て
み
る
と
、
こ
れ
は
解
釈
的
共
同
体
の
成
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立
お
よ
び
知
識
の
地
域
化
を
示
す
。
各
地
に
あ
る
始
皇
帝
関
連
金
石
史
料
に
対

す
る
学
術
的
関
心
が
高
ま
る
と
同
時
に
、
小
地
域
ご
と
に
展
開
さ
れ
て
き
た
秦

始
皇
帝
像
の
「
解
釈
的
共
同
体
」
が
各
地
域
と
の
交
流
を
通
じ
て
、
従
来
、
共

同
体
内
部
で
し
か
語
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
歴
史
人
物
像
を
外
部
と
共
有
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
始
皇
帝
刻
石
を
研
究
す
る
熱
意
で
、
知
識
人
同
士

が
新
た
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
結
成
し
、
知
識
を
生
産
す
る
場
を
新
た
に
作
っ
た
。

例
え
ば
、
秦
の
始
皇
帝
が
作
っ
た
会
稽
刻
石
を
め
ぐ
っ
て
、
金
石
学
に
興
味
の

あ
る
士
大
夫
た
ち
が
探
訪
し
、
漢
詩
を
作
っ
て
詩
文
の
や
り
取
り
を
し
た
。
無

論
、
金
石
学
が
研
究
対
象
と
す
る
碑
を
歴
史
の
場
と
し
、
こ
れ
を
め
ぐ
っ
て
歴

史
の
伝
承
と
再
発
見
を
す
る
活
動
に
よ
っ
て
知
識
が
発
生
し
た
と
考
え
ら
れ
る）

15
（

。

ハ
、
蒙
学
の
変
貌　

│
秦
始
皇
帝
の
第
一
印
象
と
関
連
し
て
│

　

ま
た
、
こ
の
時
期
に
科
挙
と
い
う
人
材
選
抜
制
度
の
影
響
が
社
会
の
各
方
面

に
浸
透
し
た
た
め
、
科
挙
と
直
接
関
係
す
る
教
育
は
そ
れ
ら
の
影
響
を
大
き
く

受
け
た
。
科
挙
教
育
は
資
格
に
見
合
う
士
大
夫
た
ち
を
養
成
す
る
こ
と
に
限
ら

ず
、
教
育
の
形
を
転
換
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
文
化
の
範
囲
を
拡
大
し
、
文
化

伝
播
の
様
相
を
変
え
、
文
化
そ
の
も
の
と
相
互
作
用
し
あ
う
関
係
を
持
つ
。

　

そ
の
結
果
の
一
つ
と
し
て
、
単
な
る
識
字
教
育
の
た
め
に
作
ら
れ
た
以
前
の

蒙
学
書
に
比
べ
て
、
一
〇
〜
一
三
世
紀
に
成
立
し
た
蒙
学
書
で
は
、
経
学
・
歴

史
・
道
徳
な
ど
に
注
目
し
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。

　

始
皇
帝
の
像
も
、
蒙
学
書
が
使
う
簡
単
な
語
句
で
さ
ら
に
簡
略
化
さ
れ
た
と

も
に
、
教
育
の
拡
張
に
よ
っ
て
伝
播
の
範
囲
が
一
般
民
衆
ま
で
に
広
ま
っ
た）

16
（

。

二
、  

士
大
夫
階
層
の
台
頭
お
よ
び
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
緊
張

│
政
治
史
か
ら
の
一
視
座
│

イ
、
新
旧
党
争
か
ら
学
生
運
動
へ

　

士
大
夫
政
治
の
渦
に
翻
弄
さ
れ
、
歴
史
上
の
人
物
が
評
価
を
あ
ら
た
め
ら
れ

た
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
唐
の
中
期
以
来
、
興
起
し
た
党
争
は
士
大
夫
政
治
の

象
徴
と
さ
れ
て
い
る
。
宋
の
時
期
に
お
い
て
は
、
士
大
夫
政
治
が
成
熟
し
、
元

祐
の
党
争
な
ど
歴
史
上
に
名
を
残
す
党
争
が
多
い
。
始
皇
帝
像
が
政
治
的
に
運

用
さ
れ
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
元
祐
時
期
（
一
〇
八
六
〜
一
〇
九
三
）、

典
型
的
な
二
つ
の
例
を
以
下
に
挙
げ
る
。

　

第
一
に
、
王
安
石
の
変
法
を
め
ぐ
る
攻
防
に
お
い
て
、
王
安
石
は
社
会
問
題

の
所
在
を
「
兼
併
」
と
認
識
し
、
兼
併
が
秦
の
始
皇
帝
が
行
っ
た
悪
政
で
あ
る

と
論
述
し
た
。

　

王
安
石
の
議
論
は
、『
史
記
』
貨
殖
列
伝
の
記
事
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
。

彼
は
独
自
の
史
学
研
究
の
成
果
を
挙
げ
て
、
同
時
期
に
激
化
し
て
い
た
土
地
政

策
の
危
機
、
つ
ま
り
兼
併
の
こ
と
を
始
皇
帝
に
関
連
づ
け
た）

17
（

。

　

し
か
し
南
宋
に
至
る
と
、
大
き
な
土
木
工
事
に
苦
し
め
ら
れ
た
民
に
同
情
し
、

か
つ
長
年
に
わ
た
る
新
旧
党
争
を
厭
う
薛
季
宣
は
、「
州
図
次
元
修
韻
三
首
」

の
漢
詩
を
作
り
、
始
皇
帝
の
像
を
借
り
て
新
法
党
を
辛
辣
に
批
判
し
た）

18
（

。

　

南
宋
の
学
生
運
動
に
お
い
て
、
秦
の
始
皇
帝
像
を
借
り
て
、
三
学
と
呼
ば
れ

る
教
育
機
関
の
管
理
者
か
ら
権
力
を
握
る
丞
相
ま
で
の
有
力
者
を
批
判
し
た
例

が
あ
り
、
意
義
深
い
。
周
密
は
筆
記
の
な
か
で
、「
三
学
の
学
生
運
動
の
過
激

化
は
、
景
定
・
淳
祐
の
時
（
理
宗
の
治
世
：
一
二
二
四
〜
一
二
六
四
）
だ
っ
た
。

学
生
た
ち
が
教
授
を
や
め
さ
せ
た
か
っ
た
ら
、
相
手
は
宰
相
に
せ
よ
台
諫
に
せ



29　　つくられた始皇帝

よ
一
切
構
わ
ず
、
相
手
が
下
野
す
る
ま
で
直
接
的
に
攻
め
た
。
意
見
が
取
り
入

れ
ら
れ
な
け
れ
ば
皇
帝
と
対
立
を
お
こ
し
、
こ
の
場
合
に
は
か
な
ら
ず
皇
帝
を

秦
始
皇
帝
に
比
喩
し
、「
坑
儒
」
の
悪
名
を
君
主
に
つ
け
た
」
と
記
し
た）

19
（

。
太

学
生
に
よ
る
始
皇
帝
の
形
象
は
、
南
宋
の
国
家
権
力
を
掌
握
し
て
い
た
賈
似
道

と
重
ね
あ
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
先
学
の
指
摘
の
通
り
、
宋
代
に
お
い
て
士
大
夫
政
治
が
完
成

す
る
と
と
も
に
、「
故
事
」
の
運
用
が
通
例
と
な
っ
た
こ
と
に
関
係
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
特
に
史
学
の
地
位
が
経
学
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
に
高
ま
っ
た
時
期

で
あ
る
た
め
、
経
義
の
ほ
か
に
歴
史
人
物
・
歴
史
事
件
を
引
用
し
て
他
人
を
説

得
し
、
有
効
に
政
治
目
的
を
達
成
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
簡
略
化
さ
れ
て
悪
役
化
さ
れ
て
き
た
秦
の
始
皇
帝
は
こ
の
時
期
の

政
治
と
の
関
連
が
深
く
、
彼
を
め
ぐ
る
史
学
の
最
新
成
果
が
政
治
に
運
用
さ
れ

る
一
方
、
人
物
像
も
政
治
的
に
影
響
さ
れ
、
宋
の
政
治
家
の
性
格
を
受
容
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。

ロ
、
儒
家
の
敵
と
し
て
の
再
構
築

　

こ
の
時
期
に
、
秦
の
始
皇
帝
は
文
化
の
破
壊
者
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
、
儒

家
の
叙
事
を
依
拠
し
た
仏
教
徒
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
。
北
宋
の
初
期
に
お

い
て
、
釈
智
円
が
、
思
想
の
統
一
を
図
る
儒
教
徒
に
反
論
し
た
と
き
、
秦
の
始

皇
帝
が
学
術
を
滅
ぼ
し
、
社
会
の
秩
序
を
破
壊
し
た
こ
と
を
引
い
て
論
述
し
た）

20
（

。

　

唐
か
ら
後
周
時
代
ま
で
、
三
武
一
宗
の
法
難
を
経
た
仏
教
は
、
宋
の
太
祖
皇

帝
の
支
持
を
得
て
、
再
び
台
頭
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
苦
難
に
満
ち
た
迫
害
と

受
難
の
経
験
を
語
る
こ
と
は
、
宗
教
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
保
す
る
方
法

の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
た
め
迫
害
と
受
難
の
記
憶
は
、
宗
教
的
集
団
の
内
外
に

向
け
ら
れ
、
あ
る
種
の
政
治
的
要
求
を
正
当
化
し
て
き
た
。
そ
の
た
め
に
、
危

機
感
を
持
つ
僧
侶
は
儒
家
学
説
の
継
承
者
と
自
己
定
義
す
る
士
大
夫
た
ち
の
同

情
を
喚
起
し
よ
う
と
し
た
。
焚
書
坑
儒
で
儒
家
を
弾
圧
し
た
秦
の
始
皇
帝
に
対

す
る
記
憶
が
喚
起
さ
れ
れ
ば
、
士
大
夫
た
ち
に
と
っ
て
、
廃
仏
し
た
君
主
が
仏

教
徒
に
も
た
ら
し
た
苦
難
を
理
解
し
や
す
く
な
る
。

ハ
、
澶
淵
の
盟
と
正
統
論
争
の
興
起

　
「
変
革
」
の
時
点
を
語
る
際
に
は
、
北
宋
の
真
宗
の
治
世
期
に
注
目
す
る
べ

き
だ
と
多
く
の
先
学
が
提
示
し
て
い
る
。
周
知
の
通
り
、
宋
代
の
学
問
は
官
製

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
性
格
が
強
く
、
権
力
の
毛
細
管
作
用
に
よ
っ
て
変
貌
す
る
。

澶
淵
の
盟
に
よ
り
、
漢
・
唐
の
よ
う
な
世
界
帝
国
へ
の
道
が
途
絶
え
た
宋
国
内

で
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
め
ぐ
っ
て
緊
張
と
対
立
が
生
じ
た
。
特
に
、
秦
の
始

皇
帝
が
和
氏
の
璧
か
ら
作
っ
た
と
さ
れ
る
伝
国
玉
璽
を
持
ち
、
秦
・
漢
か
ら
正

統
性
を
継
承
し
た
と
主
張
す
る
遼
に
対
し
て
、
宋
は
極
め
て
不
利
な
立
場
と
な

っ
た
。
元
代
に
『
宋
史
』
が
編
纂
さ
れ
た
際
に
、
編
集
者
は
「
宋
の
太
宗
は
幽

州
に
お
い
て
（
膏
粱
河
の
戦
い
で
）
敗
戦
し
た
こ
と
に
よ
り
軍
事
と
疎
遠
に
な

り
、
軍
事
に
関
す
る
発
言
を
禁
忌
と
し
た
。
契
丹
の
支
配
者
は
天
の
代
表
者
と

称
し
、
皇
后
は
地
の
代
表
者
と
称
し
、
年
ご
と
に
何
回
も
天
を
ま
つ
る
儀
式
を

行
っ
て
正
統
性
を
誇
示
し
た
。
射
殺
さ
れ
た
雁
を
手
で
受
け
止
め
、
野
雁
が
地

に
墜
落
す
る
と
こ
ろ
を
見
て
も
、
こ
れ
ら
を
天
の
賜
物
と
し
て
宣
伝
し
た
。
契

丹
の
正
統
性
の
宣
伝
を
見
た
宋
の
臣
下
た
ち
の
間
に
は
緊
張
感
が
生
ま
れ
た
が
、

君
主
に
よ
っ
て
禁
忌
は
軍
事
関
連
の
言
論
に
限
定
さ
れ
た
た
め
、
や
む
な
く
道

教
・
神
仙
の
こ
と
を
高
揚
さ
せ
て
逆
宣
伝
を
す
る
と
い
う
対
策
を
進
言
し
た
。

敵
の
宣
伝
効
果
を
解
消
し
、
か
つ
敵
の
戦
意
を
低
下
さ
せ
よ
う
と
図
っ
た
。
し
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か
し
、
宋
の
国
は
国
力
を
あ
げ
て
敵
国
を
圧
倒
す
る
の
で
は
な
く
、
逆
宣
伝
の

政
策
の
み
を
重
視
し
て
、
間
違
い
で
あ
る
と
知
り
な
が
ら
迷
信
を
ま
ね
た
。
こ

れ
が
愚
策
で
は
な
い
の
な
ら
何
で
あ
ろ
う
か）

21
（

」
と
評
論
し
、
真
宗
本
紀
の

「
賛
」
に
し
た
。

　

宋
の
真
宗
皇
帝
は
知
識
人
の
反
対
を
退
け
、
東
封
西
祀
と
呼
ば
れ
る
大
規
模

な
国
家
儀
礼
を
催
し
、
聖
地
で
あ
る
泰
山
の
支
配
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
自
国

の
正
統
性
を
主
張
す
る
。
そ
の
ほ
か
、
真
宗
皇
帝
は
自
ら
「
秦
は
正
統
に
非
ず
、

な
に
か
を
創
出
し
た
の
か）

22
（

」
と
の
意
見
を
示
し
、
秦
の
正
統
性
を
徹
底
的
に
否

定
し
て
、
遼
の
正
統
性
の
宣
伝
を
打
ち
破
る
こ
と
を
図
る
。

　

そ
の
影
響
で
、
真
宗
時
代
に
勅
命
に
従
っ
て
編
纂
さ
れ
た
『
冊
府
元
亀
』
に

は
、
歴
代
の
帝
王
を
帝
王
・
閏
位
・
僭
偽
の
三
種
類
に
分
け
、
正
統
性
の
評
価

を
示
し
た
。「
帝
王
部
総
序
」
の
篇
に
、「
秦
天
下
を
兼
せ
る
や
、
独
り
五
勝
を

推
す
の
み
、
正
統
に
当
た
ら
ず）

23
（

」
と
い
う
意
見
が
あ
る
。
こ
の
な
か
で
、
秦
は

蜀
漢
・
孫
呉
・
南
朝
宋
斉
梁
陳
・
東
魏
・
北
斉
・
五
代
梁
と
と
も
に
、「
閏
位
」

部
に
分
類
さ
れ
た
。
性
質
か
ら
見
る
と
、『
冊
府
元
亀
』
は
価
値
観
を
後
世
に

伝
え
よ
う
と
し
て
作
っ
た
書
物
で
あ
る
の
で
、
上
述
の
意
見
が
真
宗
本
人
の
意

思
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
真
宗
の
意
見
に
従
っ
て
、
知
識
人
が
言
論
を
自
己
規
制
し
た
結
果
、

個
人
の
著
書
の
な
か
で
秦
も
正
統
王
朝
か
ら
外
さ
れ
た
。
宋
庠
は
こ
の
後
に

『
紀
年
通
譜
』
の
な
か
で
、
王
朝
の
正
閏
を
区
別
し
よ
う
と
図
り
、
歴
代
の
皇

帝
を
正
・
閏
・
偽
・
賊
に
分
類
す
る
こ
と
を
試
み
た
が）

24
（

、
秦
の
始
皇
帝
に
言
及

せ
ず
、
漢
の
文
帝
以
降
の
皇
帝
を
評
論
し
た
。

　

ま
た
、「
秦
」
と
い
う
文
字
が
多
く
の
場
合
で
抹
消
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
確

認
で
き
る
。
例
え
ば
、
真
宗
は
降
臨
し
た
先
祖
か
ら
「
伝
国
玉
璽
」
を
も
ら
う

芝
居
を
打
っ
た
が
、「
漢
以
前
璽
」
と
い
う
表
現
を
多
く
使
用
し
て
い
る
。
も

と
も
と
唐
代
に
、「
漢
の
璽
」
を
用
い
て
自
国
の
六
璽
制
度
を
呼
称
す
る
用
例

が
あ
る
が
、
宋
代
に
至
っ
て
意
味
が
転
じ
た）

25
（

。

　

遼
の
宣
伝
を
受
け
、
逆
に
宋
人
は
主
体
的
に
遼
と
秦
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に

し
た
。
北
宋
時
代
に
成
立
し
た
類
書
『
太
平
御
覧
』
で
は
、
遼
人
は
秦
始
皇
帝

が
徴
発
し
た
刑
徒
の
子
孫
だ
と
論
説
し
た
。
出
典
は
後
漢
に
成
立
し
た
『
風
俗

通
』
で
あ
る
と
し
た
が
、
実
際
は
ね
つ
造
と
考
え
ら
れ
て
い
る）

26
（

。

　

遼
の
正
統
性
の
主
張
に
刺
激
さ
れ
た
結
果
、
宋
国
内
で
は
歴
史
と
学
問
を
新

し
い
観
点
か
ら
評
価
す
る
気
運
が
盛
ん
に
な
り
、
政
権
の
系
譜
の
検
討
を
め
ぐ

る
論
争
、
い
わ
ゆ
る
「
正
統
論
争
」
が
思
想
史
上
に
残
っ
た）

27
（

。『
春
秋
』
を
は

じ
め
と
し
て
、
テ
キ
ス
ト
史
料
に
対
す
る
再
評
価
が
全
面
的
に
行
わ
れ
た
。
こ

れ
は
、
過
去
の
一
〇
〇
〇
年
間
、
支
配
的
地
位
を
占
め
た
「
徳
運
」
に
基
づ
く

正
統
観
を
打
ち
破
り
、「
土
地
」
と
「
道
徳
」
を
も
っ
て
正
統
性
を
再
定
義
す

る
政
治
思
想
上
の
大
き
な
変
革
で
あ
っ
た
。
正
統
論
争
は
極
め
て
重
要
で
多
く

の
先
学
に
注
目
さ
れ
て
お
り
、
宋
代
の
知
識
人
の
意
識
覚
醒
の
結
果
と
さ
れ
る

説
が
主
流
で
あ
る
が
、
筆
者
は
敢
え
て
疑
問
を
呈
す
る
。

　

正
統
論
争
に
お
い
て
秦
国
像
お
よ
び
秦
の
始
皇
帝
像
も
創
作
の
素
材
と
さ
れ

た
。
遼
は
戦
国
時
期
の
秦
の
国
と
相
似
し
て
お
り
、
中
原
の
北
方
に
位
置
し
、

攻
勢
で
軍
事
的
優
位
を
占
め
る
と
い
う
の
が
、
宋
の
人
々
の
認
識
で
あ
る
。
し

か
も
遼
が
亡
ぼ
さ
れ
た
後
、
華
北
地
域
を
席
巻
し
た
金
お
よ
び
最
後
に
趙
宋
政

権
を
滅
ぼ
し
た
モ
ン
ゴ
ル
が
遼
に
代
わ
っ
て
、
宋
国
に
対
す
る
異
民
族
政
権
の

軍
事
的
な
圧
力
を
継
続
す
る
。
苦
し
め
ら
れ
た
宋
人
は
歴
史
上
秦
の
侵
攻
に
苦

し
め
ら
れ
た
東
方
六
国
に
同
情
を
寄
せ
た
。
蘇
洵
の
名
文
「
六
国
論
」
の
ほ
か
、

林
之
奇
の
「
論
諸
侯
以
夷
狄
遇
秦
」
も
そ
の
典
型
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
秦
に
滅
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ぼ
さ
れ
た
六
国
の
視
点
に
立
ち
、
対
秦
外
交
の
施
策
の
錯
誤
を
批
判
す
る
が
、

そ
の
目
的
は
北
宋
の
対
遼
政
策
、
特
に
宥
和
政
策
へ
の
批
判
で
あ
る
。

　

モ
ン
ゴ
ル
が
征
服
の
戦
火
を
ア
ジ
ア
世
界
に
広
め
た
と
き
、
宋
の
遺
民
た
ち

は
抵
抗
の
意
志
を
ほ
か
の
民
族
の
国
家
に
与
え
た
。
遺
民
で
あ
る
鄭
思
肖
は
、

元
の
遠
征
軍
が
日
本
に
敗
北
を
喫
し
た
こ
と
を
聞
き
、「
元
韃
攻
日
本
敗
北
歌
」

を
作
っ
た
。「
徐
福
廟
の
前
に
さ
す
月
光
が
寒
さ
を
あ
ら
わ
し
、
秦
の
時
か
ら

か
わ
ら
な
い
。
今
な
お
昔
の
秦
始
皇
帝
の
虐
政
に
苦
し
め
ら
れ
た
と
怨
む
よ
う

だ
）
28
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」
と
の
詩
句
で
、
日
本
の
「
秦
の
暴
政
」
へ
の
抵
抗
意
志
を
た
た
え
る
。
対

元
寇
戦
で
勝
利
を
お
さ
め
た
日
本
が
取
り
上
げ
ら
れ
、「
儒
家
的
な
」
政
権
の

代
表
と
さ
れ
、「
暴
秦
」
と
抗
争
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
膨
ら
ま
せ
る
。
秦
始
皇
帝

像
は
や
が
て
異
民
族
政
権
と
そ
の
君
主
の
性
格
を
取
り
込
み
、
モ
ン
ゴ
ル
の
征

服
と
同
時
に
ア
ジ
ア
世
界
に
広
ま
っ
た
。

む
す
び
に
か
え
て

　

北
宋
時
期
に
お
い
て
、
科
挙
試
験
が
国
家
の
体
制
再
生
産
の
鍵
と
さ
れ
、
科

挙
を
中
心
に
し
た
社
会
に
再
編
さ
れ
た
。
貴
族
政
治
の
下
に
家
族
単
位
で
学
説

を
継
承
す
る
現
象
が
打
破
さ
れ
、
選
抜
の
公
平
さ
を
確
保
す
る
た
め
に
共
通
す

る
歴
史
像
の
形
成
が
前
提
と
さ
れ
た
。「
史
記
の
学
」
が
こ
の
時
期
に
発
達
し
、

司
馬
遷
が
著
し
た
『
史
記
』
に
描
か
れ
た
始
皇
帝
像
は
こ
れ
に
よ
っ
て
正
統
と

さ
れ
た
。
そ
し
て
、
始
皇
帝
像
は
、
新
た
な
共
同
体
を
構
成
す
る
人
々
が
相
互

理
解
を
可
能
に
す
る
共
通
の
記
憶
と
な
っ
た
。
こ
の
時
期
に
お
け
る
金
石
学
の

成
立
も
意
義
深
く
、
伝
統
テ
キ
ス
ト
史
料
以
外
に
よ
る
歴
史
研
究
の
道
を
拓
い

た
ほ
か
、
地
域
を
中
心
に
知
識
人
が
共
同
体
を
結
ん
だ
。
結
果
と
し
て
、
始
皇

帝
像
は
士
大
夫
側
の
認
識
に
よ
っ
て
変
貌
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、

科
挙
教
育
の
下
で
発
展
し
た
児
童
教
育
、
い
わ
ゆ
る
蒙
学
の
た
め
に
作
ら
れ
た

教
科
書
が
そ
の
正
統
的
な
秦
の
始
皇
帝
像
を
さ
ら
に
簡
略
化
に
し
、
公
衆
の
間

に
広
ま
っ
た
。

　

宋
の
士
大
夫
た
ち
は
民
族
的
な
学
術
を
高
揚
し
て
儒
家
思
想
の
正
統
性
を
強

調
す
る
一
方
、
仏
教
思
想
を
も
っ
と
も
吸
収
し
た
と
さ
れ
、「
仏
教
に
よ
り
征

服
さ
れ
た
」
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
ら
が
描
き
出
し
た
始
皇

帝
像
は
、
仏
教
を
法
難
に
追
う
後
世
の
君
主
の
性
格
を
受
け
入
れ
、「
儒
教
の

敵
」
と
し
て
思
想
史
に
刻
ま
れ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
澶
淵
の
盟
が
成
立
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
東
ア
ジ
ア
世
界
に
新

た
な
国
際
秩
序
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
古
代
に
お
け
る
「
東
ア
ジ
ア
の
全
体
的
歴

史
」
像
を
統
一
的
・
系
統
的
に
構
成
す
る
た
め
、「
古
代
独
自
の
国
際
関
係
の

あ
り
方
、
そ
の
構
造
、
た
と
え
ば
諸
国
家
間
の
関
係
を
規
制
し
て
い
る
秩
序）

29
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」

が
築
か
れ
た
の
で
あ
る
。
漢
・
唐
の
よ
う
な
世
界
帝
国
へ
の
道
が
途
絶
え
た
宋

の
国
内
で
は
、
秦
漢
か
ら
正
統
性
を
継
承
す
る
と
主
張
し
た
遼
に
対
し
て
不
利

な
立
場
に
あ
っ
た
の
で
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
め
ぐ
っ
て
緊
張
と
対
立
が
生
じ
た
。

そ
こ
で
歴
史
問
題
を
再
考
し
、
歴
史
像
を
再
構
成
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
た
。

歴
史
的
人
物
に
対
す
る
評
価
は
政
治
的
な
道
具
と
さ
れ
た
り
、
官
製
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
の
基
盤
と
な
っ
た
り
す
る
性
格
を
持
つ
。
こ
の
た
め
、
秦
の
始
皇
帝
を
批

判
し
、
秦
王
朝
の
正
統
性
を
否
定
す
る
の
は
対
遼
宣
伝
戦
略
の
一
環
と
さ
れ
て

き
た
。
特
筆
す
べ
き
点
を
言
う
と
、
宋
の
真
宗
皇
帝
は
自
ら
指
導
的
意
見
を
著

し
、
秦
王
朝
は
正
統
で
は
な
い
と
い
う
。
君
主
は
意
識
的
に
学
問
を
変
貌
さ
せ

う
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
遼
が
亡
ぼ
さ
れ
た
後
、
華
北
地
域
を
席
巻
し
た
金
お
よ
び
最
後
に
趙

宋
政
権
を
滅
し
た
モ
ン
ゴ
ル
が
遼
に
代
わ
っ
て
宋
国
に
対
す
る
異
民
族
政
権
の
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軍
事
的
な
圧
力
を
継
続
す
る
。
苦
し
め
ら
れ
た
宋
の
人
々
は
歴
史
上
秦
の
侵
攻

に
苦
し
め
ら
れ
た
東
方
六
国
に
同
情
を
寄
せ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
秦
の
始
皇

帝
は
異
民
族
政
権
の
君
主
に
比
喩
さ
れ
、
遼
・
金
お
よ
び
モ
ン
ゴ
ル
君
主
の
性

格
を
取
り
込
ん
だ
。

　

紀
元
前
二
五
九
〜
二
二
一
年
に
生
き
た
秦
の
始
皇
帝
は
実
在
す
る
人
物
で
あ

り
、
二
〇
〇
〇
年
の
間
絶
え
ず
後
世
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
後
世
の
人
が
秦

の
始
皇
帝
を
語
る
と
き
、
話
者
は
「
歴
史
事
実
」
な
る
も
の
に
視
線
を
向
け
て

秦
始
皇
帝
像
を
描
く
。
始
皇
帝
の
人
物
像
は
多
く
の
歴
史
事
件
に
よ
る
影
響
を

受
け
、
変
遷
の
大
き
な
画
期
と
し
て
は
三
回
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
、
大
体
一

〇
〇
〇
年
に
一
回
と
な
る
。
本
論
は
一
〇
〜
一
三
世
紀
に
成
立
し
た
文
献
史
料

を
整
理
し
、
秦
の
始
皇
帝
像
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。

註

（
1
）　

西
嶋
定
生
著
『
秦
漢
帝
国
│
中
国
古
代
帝
国
の
興
亡
│
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、

一
九
九
七
年
）
五
〇
頁

（
2
）　

鶴
間
和
幸
著
『
秦
帝
国
の
形
成
と
地
域
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
三
年
）

（
3
）　

池
田
昌
広
「
唐
代
に
お
け
る
『
漢
書
』
顔
師
古
本
の
普
及
に
つ
い
て
│
『
史
記
索

隠
』『
史
記
正
義
』
を
例
に
し
て
│
」『
京
都
産
業
大
学
論
集
人
文
科
学
系
列
』
第
四
六

号
、
二
〇
一
三
年　

二
九
〜
四
七
頁

（
4
）　
「
多
引
雑
説
、
攻
撃
本
文
…
顕
前
修
之
紕
僻
、
騁
己
識
之
優
長
。」（
顔
師
古
「
漢

書
序
例
」）

（
5
）　
「
恣
飲
沈
湎
、
歌
舞
雑
沓
、
不
卜
昼
夜
。」

（
6
）　
「
無
一
語
用
秦
国
故
事
。」

（
7
）　

余
猶
及
見
老
儒
先
生
、
自
言
其
少
時
、
欲
求
『
史
記
』、『
漢
書
』
而
不
可
得
。
幸

而
得
之
、
皆
手
自
書
、
日
夜
誦
読
、
惟
恐
不
及
。
近
歳
市
人
転
相

刻
、
諸
子
百
家
之

書
、
日
伝
万
紙
、
学
者
之
於
書
、
多
且
易
致
如
此
。（
蘇
軾
「
李
氏
山
房
蔵
書
記
」）

　

現
代
語
訳
：
私
は
年
寄
り
や
読
書
人
と
話
を
し
た
と
き
、
若
い
頃
は
皆
『
史
記
』『
漢

書
』
を
読
も
う
と
し
て
い
た
が
入
手
困
難
で
あ
っ
た
と
言
っ
た
。
幸
い
に
も
こ
れ
ら
の

書
物
が
手
に
入
れ
ば
、
時
間
に
追
わ
れ
る
か
の
よ
う
に
、
皆
肉
筆
で
本
を
書
き
写
し
、

朝
か
ら
晩
ま
で
怠
け
ず
に
読
書
し
た
。
最
近
の
商
人
た
ち
は
皆
書
版
を
作
っ
て
多
く
の

作
者
の
作
品
を
印
刷
し
、
そ
の
印
刷
量
は
一
日
に
数
万
頁
に
も
の
ぼ
る
。
学
者
向
け
の

書
物
は
多
く
な
り
、
か
な
り
手
に
入
り
や
す
く
な
っ
た
。

（
8
）　

淳
化
五
年
七
月
、
詔
選
官
分
校
『
史
記
』、
前
後
『
漢
書
』。
…
…
既
畢
、
遣
內
侍

裴
愈
齎
本
就
杭
州
鏤
版
。

　

現
代
語
訳
：
淳
化
五
年
七
月
、
作
業
者
を
選
び
、
作
業
範
囲
を
指
定
し
て
『
史
記
』、

『
前
漢
書
』、『
後
漢
書
』
を
校
勘
さ
せ
た
。
作
業
が
終
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
内
侍
の
裴
愈

を
杭
州
へ
派
遣
し
、
書
物
を
持
た
せ
て
出
版
さ
せ
た
。

（
9
）　

秦
皇
漢
武
終
邪
見
、
大
道
神
仙
在
杳
微
。（
太
宗
皇
帝
「
逍
遥
詠
」
其
の
九
）

　

現
代
語
訳
：
秦
始
皇
帝
と
漢
の
武
帝
が
違
う
道
に
入
っ
た
。
彼
ら
が
懸
命
に
追
求
す
る

本
当
の
神
仙
は
、
遥
か
遠
く
に
ひ
そ
か
に
あ
る
。

（
10
）　

司
馬
氏
『
史
記
』
有
裴

、
徐
広
、
鄒
誕
生
、
許
子
儒
、
劉
伯
莊
之
音
解
…
…

『
史
記
』
之
学
、
則
有
王
玄
感
、
徐
堅
、
李
鎮
、
陳
伯
宣
、
韓
琬
、
司
馬
貞
、
劉
伯
荘
、

張
守
節
、
竇
羣
、
裴
安
時
。

　

現
代
語
訳
：
司
馬
遷
の
『
史
記
』
に
対
し
て
、
裴

・
徐
廣
・
鄒
誕
生
・
徐
子
儒
・
劉

伯
荘
は
音
読
に
関
す
る
著
作
が
あ
る
。
…
中
略
…
「『
史
記
』
の
学
」
に
関
す
る
著
作

は
王
玄
感
・
徐
堅
・
李
鎮
・
陳
伯
宣
・
韓
琬
・
司
馬
貞
・
劉
伯
荘
・
張
守
節
・
竇
群
・

裴
安
時
に
よ
る
著
作
が
あ
る
。

（
11
）　

代
傳
始
皇
役
鬼
徙
山
、
既
非
『
史
記
』
所
載
、
抑
又
不
近
人
情
也
、
知
其
謬
説
衆

矣
。
雖
然
、
謬
説
之
興
必
有
由
也
。
吾
疑
役
鬼
之
説
非
當
時
男
怨
女
曠
之
辭
邪
？　

後

世
濫
傳
、
乃
謂
實
能
役
鬼
也
。
何
哉
？　

秦
既
以
衡
吞
從
、
滅
二
周
、
亡
六
國
、
至
于

始
皇
、
威
震
四
海
、
不
能
克
己
以
禮
、
守
位
以
仁
、
而
侈
心
日
熾
、
暴
政
日
作
。
黷
翫

干
戈
、
崇
麗
宮
室
、
峻
刑
罰
、
惑
神
仙
。
南
取
百
越
、
北
築
長
城
、
翫
干
戈
也
、
建
阿

房
、
搆
望
夷
、
麗

室
也
。
謗
議
者
族
、
偶
語
者
斬
、
峻
刑
罰
也
。
率
童
男
丱
女
從
徐
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福
之
泛
滄
溟
、
求
蓬
萊
、
采
神
薬
、
惑
神
仙
也
。
當
是
時
也
、
民
不
聊
生
、
蚩
蚩
黔
黎
、

咿
相
顧
、
且
曰
：
我
之
兄
弟
苟
免
干
戈
而
死
者
、
将
恐
不
免
運
土
木
而
死
也
。
苟
免

運
土
木
而
死
者
、
將
恐
不
免
觸
刑
法
而
死
也
。
我
有
兄
弟
、
既
必
死
矣
。
我
有
子
女
、

又
豈
免
溺
洪
濤
而
死
乎
？　

咸
曰
：
始
皇
非
役
人
、
乃
役
鬼
耳
、
既
皆
疑
其
必
死
也
。

是
故
陳
涉
氓
隸
之
人
、
率
烏
合
之
衆
以
攻
秦
、
而
天
下
雲
会
景
従
、
致
二
世
而
亡
、
身

死
人
手
者
、
焉
知
其
不
由
役
鬼
之
民
議
乎
？　

故
曰
、
吾
疑
役
鬼
之
説
非
當
時
男
怨
女

曠
之
辭
邪
？　

噫
、
今
之
人
覩
山
嶽
之
險
怪
、
自
開
闢
以
來
有
自
然
中
裂
者
、
必
謂
秦

皇
曽
此
試
剣
也
。
有
迫
于
巨
浸
者
、
必
謂
秦
皇
驅
之
塡
海
也
。
噫
、
祖
龍
之
暴
、
未
必

如
是
之
甚
也
、
而
民
到
于
今
以
天
下
之
險
怪
悉
帰
之
也
。
其
或
者
使
民
有
是
言
、
是
罪

秦
也
。
仲
尼
曰
「
是
故
君
子
惡
居
下
流
」。
嗚
呼
。

　

現
代
語
訳
：
歴
代
の
人
々
の
間
で
は
、
秦
始
皇
帝
は
鬼
に
山
を
運
ば
せ
た
と
い
う
説
話

が
伝
わ
っ
て
き
た
。
こ
の
伝
説
は
『
史
記
』
に
載
っ
て
お
ら
ず
、
そ
も
そ
も
常
識
外
れ

な
話
で
あ
る
。
多
く
の
人
は
こ
の
伝
説
の
不
条
理
を
知
っ
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
よ
う

な
不
条
理
な
伝
説
が
広
く
知
れ
渡
る
こ
と
に
も
原
因
が
あ
る
。
私
は
鬼
を
使
役
す
る
話

と
い
う
の
は
当
時
の
民
の
う
ら
み
の
表
れ
だ
と
思
う
。
そ
れ
は
後
に
み
だ
れ
て
伝
え
ら

れ
、
実
在
の
鬼
を
使
役
さ
せ
る
と
い
う
話
に
変
貌
し
た
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
変
貌
し
た

の
か
。
秦
は
連
衡
の
外
交
策
を
用
い
る
こ
と
で
合
縦
の
敵
国
を
破
り
、
東
周
・
西
周
・

六
国
の
地
を
全
部
秦
の
統
治
下
に
お
さ
め
た
。
秦
始
皇
帝
の
威
勢
は
四
海
に
お
よ
び
、

礼
や
仁
な
ど
の
伝
統
的
な
道
徳
を
も
っ
て
国
を
治
め
る
こ
と
を
一
切
せ
ず
、
貪
欲
に
虐

政
を
行
い
、
民
を
あ
え
が
せ
、
そ
し
て
無
駄
に
戦
争
に
挑
み
、
巨
大
な
宮
殿
を
建
て
さ

せ
、
刑
罰
を
厳
し
く
し
、
神
仙
の
迷
信
を
信
じ
た
。
こ
れ
は
、
秦
始
皇
帝
が
南
で
対
百

越
征
服
戦
争
を
起
こ
し
た
り
、
北
に
長
城
を
築
か
せ
た
り
、
阿
房
宮
・
望
夷
宮
を
造
営

さ
せ
た
り
、
異
論
を
唱
え
る
者
を
鎮
圧
し
た
り
、
徐
福
と
童
男
童
女
を
航
海
に
出
し
神

仙
を
求
め
た
り
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
の
社
会
は
不
安
で
、
民
は
安
心
し
て
暮
ら

せ
な
く
な
り
、
悲
鳴
を
あ
げ
、
さ
す
ら
っ
た
者
が
道
路
の
あ
ち
こ
ち
に
い
る
ほ
ど
で
あ

っ
た
。
民
は
、「
た
と
え
我
ら
は
戦
死
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
土
木
工
事
に
よ
っ
て

死
ぬ
は
ず
だ
。
た
と
え
土
木
工
事
に
よ
っ
て
死
な
ず
と
し
て
も
、
不
意
に
法
令
を
犯
し

て
死
ぬ
は
ず
だ
。
我
ら
は
犬
死
に
し
て
も
良
い
が
、
ど
う
し
て
我
ら
の
子
孫
も
致
命
の

波
に
よ
り
翻
弄
さ
れ
る
の
か
」
と
言
っ
た
。
皆
が
「
秦
始
皇
帝
は
人
で
は
な
く
、
鬼
を

使
役
し
て
い
る
」
と
言
っ
た
の
は
、
自
分
は
必
ず
死
ぬ
で
あ
ろ
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
故
に
陳
渉
の
よ
う
な
く
だ
ら
な
い
男
が
烏
合
の
衆
を
率
い
て
秦

を
攻
め
た
と
き
、
遂
に
天
下
の
人
は
呼
応
し
て
反
乱
を
起
こ
し
、
秦
二
世
皇
帝
を
殺
し

短
命
な
秦
王
朝
を
終
わ
ら
せ
た
。「
鬼
を
使
役
す
る
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
た
の
は

む
し
ろ
民
衆
の
不
満
で
あ
ろ
う
。
私
は
こ
う
し
て
判
断
し
た
。
あ
あ
！　

今
の
人
は
、

自
然
に
形
成
さ
れ
た
、
引
き
裂
か
れ
た
よ
う
な
険
し
い
山
の
地
形
を
見
る
た
び
に
「
秦

始
皇
帝
が
剣
の
鋭
さ
を
試
す
た
め
こ
の
山
を
切
り
刻
ん
だ
」
と
い
い
、
海
に
臨
む
た
び

に
、「
秦
始
皇
帝
が
人
を
使
っ
て
陸
地
を
埋
め
立
て
た
」
と
い
う
。
あ
あ
！　

た
と
え

秦
始
皇
帝
で
も
こ
ん
な
に
大
き
な
工
事
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
人
々
は
天
下

の
壮
麗
な
地
形
を
す
べ
て
ひ
っ
く
る
め
て
秦
始
皇
帝
に
関
連
付
け
て
き
た
。
あ
る
人
が

わ
ざ
と
こ
の
よ
う
な
何
と
は
な
い
物
語
を
作
っ
た
の
は
、
秦
の
過
失
を
あ
ら
わ
す
た
め

で
あ
っ
た
。
孔
子
の
言
葉
に
言
う
「
是
を
以
て
君
子
は
下
流
に
居
る
こ
と
を
悪
む
」
と

は
こ
の
こ
と
だ
。
あ
あ
！

（
12
）　

縦
欲
労
民
殊
未
已
、
阿
房
望
夷
相
次
起
。
後
來
風
俗
昧
其
由
、
妄
說
秦
皇
能
役
鬼
。

（
釈
智
円
「
読
秦
始
本
紀
」）

　

現
代
語
訳
：
も
と
も
と
こ
れ
は
秦
始
皇
帝
が
節
制
す
る
こ
と
な
く
ほ
し
い
ま
ま
に
振
る

舞
っ
て
、
阿
房
宮
・
望
夷
宮
な
ど
大
き
な
土
木
工
事
を
造
営
す
る
こ
と
で
民
力
が
枯
れ

る
話
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
後
、
民
話
の
な
か
で
こ
の
真
相
が
失
わ
れ
、
無
作
法
に

も
秦
始
皇
帝
は
鬼
を
使
役
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

（
13
）　
『
真
誥
』、『
丹
台
録
』
諸
書
所
載
、
如
武
王
発
為
北
斗
君
、
召
公
奭
為
南
明
公
、

賈
誼
為
西
門
都
禁
郎
、
温
太
真
為
監
海
開
国
伯
、
魏
武
帝
為
北
君
太
傅
、
孔
文
挙
為
後

中
衛
大
将
軍
、
陶
侃
為
西
河
侯
、
秦
始
皇
為
北
帝
上
相
、
周
公
旦
為
北
帝
師
、
伯
夷
、

叔
斉
為
九
天
僕
射
、
墨
翟
為
太
極
仙
卿
、
莊
周
為
太
玄
博
士
、
孔
子
為
元
宮
仙
之
類
、

凡
数
十
人
、
不
可
悉
書
、
古
今
聖
賢
、
幾
無
遺
者
、
豈
盡
如
其
説
乎
。（
趙
与

『
賓

退
録
』
巻
六
）

　

現
代
語
訳
：『
真
誥
』、『
丹
台
録
』
な
ど
の
書
物
に
よ
る
と
、
武
王
発
は
北
斗
君
、
召

公
奭
は
南
明
公
、
賈
誼
は
西
門
都
禁
郎
、
温
太
真
は
監
海
開
国
伯
、
魏
武
帝
は
北
君
太
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傅
、
孔
文
挙
は
後
中
衛
大
将
軍
、
陶
侃
は
西
河
侯
、
秦
始
皇
は
北
帝
上
相
、
周
公
旦
は

北
帝
師
、
伯
夷
・
叔
斉
は
九
天
僕
射
、
墨
翟
は
太
極
仙
卿
、
莊
周
は
太
玄
博
士
、
孔
子

は
元
宮
仙
と
い
う
よ
う
に
、
数
十
人
が
そ
の
よ
う
な
仙
人
の
位
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い

た
よ
う
で
、
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
古
今
の
聖
賢
は
ほ
と
ん
ど
見
落
と
お
さ
れ
て
い

な
い
。
ど
う
し
て
こ
の
説
が
す
べ
て
あ
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

（
14
）　

右
秦
二
世
詔
、
李
斯
篆
。
天
下
之
事
、
固
有
出
於
不
幸
者
矣
、
苟
有
可
以
用
於
世

者
、
不
必
皆
賢
聖
之
作
也
。
蚩
尤
作
五
兵
、
紂
作
漆
器
、
不
以
一
人
之
悪
而
廃
万
世
之

利
也
。
篆
字
之
法
出
於
秦
李
斯
。
斯
之
相
秦
、
焚
棄
典
籍
、
遂
欲
滅
先
王
之
法
而
独
以

已
之
所
作
刻
石
而
示
万
世
、
何
哉
？　

按
『
史
記
』、
秦
秦
始
皇
帝
行
幸
天
下
、
凡
六

刻
石
。
及
二
世
立
乂
刻
詔
書
于
其
旁
。
今
皆
亡
矣
、
独
泰
山
頂
上
二
世
詔
僅
在
、
所
存

数
十
字
爾
。
今
俗
伝

山
碑
者
、
史
記
不
載
、
又
其
字
体
差
大
、
不
類
泰
山
存
者
、
其

本
出
於
徐
鉉
。
又
有
別
本
、
云
出
於
夏
竦
家
者
、
以
今
市
人
所
鬻
校
之
無
異
。
自
唐
封

演
已
言

山
碑
非
真
、
而
杜
甫
直
謂
「
棗
木
伝
刻
爾
皆
不
足
貴
也
」。
余
友
江
鄰
幾
謫

官
於
奉
符
、
嘗
自
至
泰
山
頂
上
視
秦
所
刻
石
処
、
云
：
石
頑
不
可
鐫
鑿
、
不
知
當
時
何

以
刻
也
。
然
而
四
面
皆
無
草
木
而
野
火
不
及
、
故
能
若
此
之
久
。
然
風
雨
所
剝
、
其
存

者
纔
此
数
十
字
而
已
。
本
鄰
幾
遺
余
也
、
比
今
俗
伝

山
碑
本
特
為
真
者
爾
。（
欧
陽

脩
『
集
古
録
』「
秦
泰
山
刻
石
」）

　

現
代
語
訳
：
右
記
は
秦
の
二
世
皇
帝
の
詔
で
あ
り
、
李
斯
に
よ
る
篆
書
で
書
い
た
も
の

で
あ
る
。
世
間
に
有
用
な
る
も
の
は
聖
人
が
発
明
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
秦
の
二
世
皇

帝
は
歴
史
上
の
不
運
に
遭
い
、
愚
か
と
さ
れ
た
が
、
す
べ
で
の
行
為
は
否
定
す
べ
き
で

は
な
い
。
蚩
尤
は
兵
器
を
、
紂
は
漆
器
を
発
明
し
た
。
彼
ら
は
暴
君
で
あ
る
が
、
暴
君

一
人
を
否
定
し
て
も
、
彼
ら
が
発
明
し
た
大
変
有
用
な
も
の
は
廃
棄
し
な
い
。
篆
書
の

書
体
は
秦
の
李
斯
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
。
彼
は
秦
の
相
と
し
て
焚
書
の
政
策
を
敢
行

し
た
際
に
、
先
王
の
法
令
を
消
滅
し
、
自
分
の
作
品
を
石
に
刻
ん
で
後
世
に
伝
え
て
い

こ
う
と
し
た
。
こ
れ
は
な
ぜ
か
。『
史
記
』
に
よ
る
と
、
秦
始
皇
帝
は
全
国
巡
遊
を
し

た
こ
と
が
あ
り
、
六
ケ
所
の
刻
石
を
立
て
た
と
い
う
。
秦
の
二
世
皇
帝
が
即
位
し
て
以

来
、
秦
始
皇
帝
刻
石
の
側
に
詔
書
を
追
刻
し
た
。
い
ま
こ
れ
ら
の
史
料
は
ほ
と
ん
ど
失

わ
れ
て
お
り
、
泰
山
の
頂
上
に
は
二
世
皇
帝
の
詔
の
刻
石
だ
け
残
さ
れ
て
、
数
十
字
に

す
ぎ
な
か
っ
た
。
現
在
、
世
間
で
流
通
し
て
い
る

山
碑
と
さ
れ
る
拓
本
は
『
史
記
』

に
掲
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
字
体
も
泰
山
の
頂
上
の
も
の
と
異
な
っ
て
い
る
。
通
行
本
は

徐
鉉
が
作
っ
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
別
の
一
版
本
は
夏
竦
の
蔵
版
だ
と
さ
れ
る
。
今
の

流
通
し
て
い
る
本
と
対
照
し
て
み
る
と
、
内
容
に
異
同
は
み
ら
れ
な
い
。
唐
の
封
演
は

流
通
し
て
い
る
「

山
碑
」
の
文
章
は
偽
物
だ
と
指
摘
し
た
。
杜
甫
も
木
版
印
刷
さ
れ

た
碑
文
の
内
容
に
疑
問
を
し
め
し
た
。
奉
符
に
左
遷
さ
せ
ら
れ
た
友
人
の
江
隣
幾
は
自

ら
泰
山
の
頂
上
に
至
り
、
秦
代
の
刻
石
を
見
学
し
た
。
彼
は
「
碑
石
が
硬
く
て
彫
刻
に

適
せ
ず
、
当
時
は
何
を
使
っ
て
彫
刻
し
た
か
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
碑
の
ま
わ
り

に
は
草
木
が
生
え
な
い
の
で
山
火
事
に
強
く
、
今
ま
で
残
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
銘

文
は
長
年
の
風
雨
に
曝
さ
れ
た
の
で
、
こ
の
数
十
字
し
か
残
っ
て
い
な
い
」
と
言
っ
た
。

こ
の
本
は
隣
幾
か
ら
贈
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
今
の
流
通
し
て
い
る
版
本
よ
り
信
憑
性

が
高
い
。

（
15
）　

拙
論
「
宋
代
『
金
石
学
』
の
再
評
価
│
士
大
夫
社
会
と
の
接
点
か
ら
の
視
座
│
」

（『
学
習
院
大
学
国
際
研
究
教
育
機
構
年
報
』
第
三
号
、
二
〇
一
七
年
）
参
照
。

（
16
）　

現
存
す
る
宋
の
時
代
に
成
立
し
た
蒙
書
の
始
皇
帝
に
関
連
す
る
論
説
を
以
下
に
ま

と
め
る
。

　

王
令
著
『
十
七
史
蒙
求
』：
程
邈
隷
書
、
蒙
恬
製
筆
。
…
（
鄭
発
墨
守
、）
秦
攻
長
城
。

　

胡
寅
著
『
叙
古
千
文
』：

秦
訖
赧
、
惆
悵
卜
年
。
亨
滅
列
侯
、
廃
壊
井
田
。
雑
焼
簡

牘
、
耽
惑
佺
仙
。

　

伝
王
応
麟
著
『
三
字
経
』：

秦
氏
、
始
兼
併
。
伝
二
世
、
楚
漢
争
。

　

方
逢
辰
『
名
物
蒙
求
』：
洞
蠡
滅
苗
、
崤
函
亡
秦
。
険
不
如
徳
、
地
不
如
人
。

　

陳
少
櫟
著
『
歴
代
蒙
求
』：
秦
并
六
国
、
狼
吞
虎
噬
。
謂
兼
三
五
、
始
称
皇
帝
。
尽
掃

良
法
，
焚
書
坑
儒
。
二
世
而
亡
、
咸
陽
為
墟
。

　

黄
継
善
著
『
史
学
提
要
』：
呂
政
継
位
、
是
為
始
皇
。
二
十
六
年
、
尽
併
六
王
。
自
称

為
朕
、
兼
号
皇
帝
。
除
去
謚
法
、
亥
正
閏
位
。
李
斯
献
議
、
罷
侯
置
守
。
焚
書
坑
儒
、

以
愚
黔
首
。
南
取
百

、
北
筑
長
城
。
衡
石
程
書
、
頌
徳
銷
兵
。
頭
会
箕
斂
、
塹
山

谷
。
作
宮
阿
房
、
閣
道
相
属
。
博
浪
徂
撃
、
沙
丘
鮑
車
。
趙
高
矯
詔
、
遂
殺
扶
蘇
。

（
17
）　

三
代
子
百
姓
、
公
私
無
異
財
。
人
主
擅
操
柄
、
如
天
持
斗
魁
。
賦
予
皆
自
我
、
兼
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并
乃
奸
回
。
奸
回
法
有
誅
、
勢
亦
無
自
來
。
後
世
始
倒
持
、
黔
首
遂
難
裁
。
秦
王
不
知

此
、
更
築
懷
清
臺
。
禮
義
日
已

、
聖
經
久
堙
埃
。
法
尚
有
存
者
、
欲
言
時
所
咍
。
俗

吏
不
知
方
、

克
乃
爲
材
。
俗
儒
不
知
變
、
兼
并
可
無
摧
。
利
孔
至
百
出
、
小
人
私
闔

開
。
有
司
與
之
爭
、
民
愈
可
憐
哉
。（
王
安
石
「
兼
併
」）

　

現
代
語
訳
：
三
代
の
帝
王
は
民
を
わ
が
子
の
よ
う
に
愛
護
し
て
、
国
家
も
個
人
も
財
産

が
余
っ
て
い
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
君
主
が
君
主
権
力
を
支
配
す
る
の
は
上
帝
が
北
斗
の

柄
を
持
つ
の
と
同
様
に
神
聖
で
あ
る
。
権
力
の
実
行
は
君
主
の
意
思
に
よ
る
も
の
で
あ

る
わ
け
だ
。
よ
っ
て
君
主
権
力
を
弱
体
化
さ
せ
て
兼
併
を
す
る
人
は
姦
人
で
あ
る
。
姦

人
は
法
に
よ
っ
て
厳
し
く
処
罰
す
る
べ
き
で
あ
り
、
君
主
権
力
は
自
在
の
物
で
は
な
く
、

姦
人
を
処
罰
す
る
よ
う
表
明
す
る
。
後
世
の
愚
か
な
君
主
は
こ
の
権
力
を
他
人
に
譲
り
、

自
分
を
脅
威
に
さ
ら
し
、
つ
い
に
民
を
管
理
し
難
い
状
況
に
な
っ
て
き
た
。
勢
い
を
振

う
こ
と
が
好
き
で
あ
る
秦
の
王
は
こ
れ
を
知
ら
ず
、
懐
清
台
を
築
き
、
兼
併
を
し
て
い

る
大
商
人
と
付
き
合
っ
た
。
そ
の
た
め
礼
義
は
ま
す
ま
す
崩
壊
し
、
聖
人
の
教
え
が
廃

棄
さ
れ
て
、
埃
に
埋
め
ら
れ
た
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
法
は
な
お
残
っ
て
い
る
が
、

人
々
か
ら
あ
ざ
け
り
笑
わ
っ
て
蔑
ま
れ
た
。
俗
吏
は
こ
の
筋
道
を
知
ら
ず
、
よ
く
金
を

か
き
集
め
る
だ
け
で
良
し
と
さ
れ
て
き
た
よ
う
だ
。
俗
儒
も
起
き
た
変
化
を
知
ら
ず
、

兼
并
の
破
壊
的
な
威
力
に
直
面
す
れ
ば
反
応
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
利
益
が
多
く
の
穴

を
通
っ
て
流
れ
て
い
る
よ
う
で
、
悪
者
は
私
意
に
よ
っ
て
ど
こ
か
を
開
け
、
ど
こ
か
を

閉
め
る
も
の
だ
。
官
僚
も
利
益
の
争
奪
に
行
け
ば
、
民
は
ま
す
ま
す
可
哀
想
に
な
る
も

の
だ
。

　
　

ま
た
は
、

　

先
王
有
経
制
、
頒
齎
上
所
行
。
後
世
不
復
古
、
貧
窮
主
兼
併
。
非
民
独
如
此
、
爲
国
頼

以
成
。
築
台
尊
寡
婦
、
入
粟
至
公
卿
。
我
嘗
不
忍
此
、
願
見
井
地
平
。
大
意
苦
未
就
、

小
官
苟
営
々
。
三
年
佐
荒
州
、
市
有
棄
餓
嬰
。
駕
言
発
富
蔵
、
云
以
救
鰥
惸
。
崎
嶇
山

谷
間
、
百
室
無
一
盈
。

豪
已
云
然
、
罷
弱
安
可
生
。
茲
地
昔
豊
実
、
土
沃
人
良
耕
。

他
州
或
呰
窳
、
貧
富
不
難
評
。
豳
詩
出
周
公
、
根
本
詎
宜
軽
。
願
書
七
月
篇
、
一
寤
上

聰
明
。（
王
安
石
「
発
廩
」）

　
　

三
代
の
先
王
は
世
間
を
治
め
る
制
度
を
作
り
、
こ
の
優
れ
た
政
策
を
実
行
し
た
こ
と

が
あ
る
。
し
か
し
後
世
は
復
古
せ
ず
、
兼
併
を
行
っ
て
貧
困
に
陥
っ
た
。
こ
れ
は
民
だ

け
で
は
な
く
、
国
家
も
兼
併
を
進
め
た
た
め
で
あ
っ
た
。
秦
の
始
皇
帝
が
懐
清
台
を
築

い
て
大
商
人
の
巴
寡
婦
清
を
賞
賛
し
、
漢
の
武
帝
も
公
卿
ま
で
の
官
位
を
売
ろ
う
と
し

て
売
官
を
行
う
。
私
は
こ
れ
が
悲
し
く
な
り
、
井
田
の
制
度
を
取
り
戻
そ
う
と
決
意
し

た
。
小
官
僚
と
し
て
些
細
な
事
務
を
し
て
い
る
が
、
実
は
理
想
を
叶
え
る
ま
で
苦
闘
し

て
い
る
。
こ
の
三
年
間
私
が
貧
乏
な
州
に
手
伝
い
に
行
っ
た
と
こ
ろ
、
町
の
な
か
で
捨

て
子
の
惨
事
を
よ
く
見
た
。
私
は
富
者
の
財
産
を
徴
用
し
て
、
貧
乏
者
を
賑
わ
せ
よ
う

と
し
た
が
、
険
し
い
谷
道
を
た
ど
っ
て
考
察
す
る
な
か
で
、
貧
乏
が
普
遍
的
で
あ
る
と

意
識
し
た
。
地
元
の
豪
族
で
さ
え
貧
乏
に
な
っ
て
き
て
お
り
、
も
と
も
と
貧
乏
な
民
は

ど
の
よ
う
に
生
き
て
い
く
の
か
。
こ
の
州
は
昔
豊
か
で
あ
り
、
地
味
が
肥
え
て
お
り
、

か
つ
住
民
た
ち
は
農
事
を
よ
く
し
て
い
た
。
ほ
か
の
州
の
民
は
怠
け
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
格
差
は
一
目
瞭
然
で
あ
っ
た
。
周
公
は
農
事
を
た
た
え
る
「
豳
風
」
を
作
り
、
な

ぜ
現
在
は
根
本
と
さ
れ
る
農
事
を
重
視
し
な
い
の
か
と
問
い
て
い
る
。
私
も
こ
れ
に
続

い
て
こ
の
「
豳
風
・
七
月
」
の
詩
作
を
書
こ
う
と
願
い
、
一
夜
の
間
に
こ
の
詩
を
完
成

さ
せ
て
、
賢
い
読
者
に
申
し
上
げ
る
の
だ
。

（
18
）　

導
水
要
窮
神
禹
迹
、
驅
山
每
恨
始
皇
移
。
晋
家
安
石
非
無
事
、
高
鎮
神
頭
有
著
棋
。

（
薛
季
宣
「
州
図
次
元
修
韻
三
首
」
の
一
）

　

現
代
語
訳
：
水
利
事
業
を
や
る
と
こ
ろ
は
、
神
で
あ
る
禹
の
功
績
を
超
え
よ
う
と
目
指

し
、
始
皇
帝
の
山
を
海
に
埋
め
て
し
ま
う
こ
と
が
で
き
ず
恨
め
し
い
。
晋
の
安
石
（
謝

安
）
は
く
だ
ら
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
元
気
を
無
駄
に
振
り
起
し
、
碁
を
打
つ
よ
う
に

安
易
に
指
揮
を
行
う
ば
か
り
で
あ
る
。

（
19
）　

周
密
『
癸
辛
雑
識
』「
三
学
之
横
」

（
20
）　

夫
秦
火
六
経
、
漢
興
雑
覇
、
民
澆
俗
漓
、
争
奪
方
熾
、
礼
譲

微
。（
釈
智
円

「
与
駱
偃
節
判
書
」）

　

現
代
語
訳
：
秦
は
六
経
を
焼
き
払
い
、
漢
が
興
っ
て
も
政
治
が
覇
道
か
ら
影
響
さ
れ
た

の
で
、
風
俗
が
壊
さ
れ
、
互
い
に
奪
い
合
う
ば
か
り
で
、
礼
を
従
っ
て
譲
り
合
う
こ
と

を
し
な
い
よ
う
に
し
た
。

（
21
）　

史
臣
曰
：
…
他
日
修
『
遼
史
』、
見
契
丹
故
俗
、
爾
後
推
求
『
宋
史
』
之
微
言
焉
。
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宋
自
太
宗
幽
州
之
敗
、
悪
言
兵
矣
。
契
丹
其
主
称
天
、
其
后
称
地
、
一
歳
祭
天
、
不
知

其
幾
。
猟
而
手
接
飛
雁
、
鴇
自
投
地
、
皆
称
為
天
賜
、
祭
告
而
誇
耀
之
。
意
者
宋
之
諸

臣
因
知
契
丹
之
習
、
又
見
其
君
有
厭
兵
之
意
、
遂
進
神
道
設
教
之
言
、
欲
仮
是
以
動
敵

人
之
聴
聞
、
庶
幾
足
以
潜
消
其
窺
覦
之
志
歟
。
然
不
思
修
本
以
制
敵
、
又
效
尤
焉
、
計

亦
末
矣
。（『
宋
史
』
巻
八
「
真
宗
本
紀
」）

（
22
）　

秦
非
正
統
、
奚
所
発
明
。（
宋
真
宗
詔
「
論
賢
良
方
正
制
策
」（
咸
平
四
年
四
月
）、

『
宋
会
要
輯
稿
』
巻
一
一
一
「
選
挙
」
一
〇
之
七
）

（
23
）　

秦
兼
天
下
、
独
推
五
勝
、
不
当
正
統
。（『
冊
府
元
亀
』「
帝
王
部
総
序
」）

（
24
）　
『
宋
史
』
巻
二
八
四
「
宋
庠
伝
」・
巻
二
〇
三
「
芸
文
二
」。『
紀
年
通
譜
』
の
原
書

は
散
逸
し
て
し
ま
っ
た
が
、『
直
斎
書
録
解
題
』
に
篇
目
と
紹
介
が
残
っ
て
い
る

（
25
）　

李
心
伝
『
建
炎
以
来
朝
野
雑
記
』
乙
集
巻
五
、
趙
彦
衛
『
雲
麓
漫
抄
』
巻
一
五
、

李
燾
『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
四
九
八
な
ど
を
参
照

（
26
）　

風
俗
通
曰
、
秦
始
皇
遣
蒙
恬
築
長
城
。
徒
士
犯
罪
、
止
依
鮮
卑
山
。
後
遂
繁
息
。

今
皆

頭
衣
褚
、
亡
徒
之
明
効
也
。

　

現
代
語
訳
：『
風
俗
通
』
に
言
う
に
は
「
秦
始
皇
帝
が
蒙
恬
を
派
遣
し
て
長
城
を
築
か

し
た
際
、
罪
を
犯
し
た
労
働
刑
の
者
達
が
鮮
卑
山
に
逃
亡
し
た
。」
彼
ら
は
こ
こ
で
子

孫
を
残
し
た
が
、
今
彼
ら
の
風
俗
を
見
る
と
髪
は
剃
り
上
げ
、
土
色
の
服
を
着
用
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
秦
代
に
労
役
刑
か
ら
脱
走
し
た
罪
人
達
の
子
孫
で
あ
る
こ
と
は
明
白

で
あ
る
。

（
27
）　

拙
論
「
遼
宋
之
争
：
論
真
宗
朝
意
識
形
態
層
面
的
角
力
│
兼
論
宋
代
的
秦
朝
観
之

転
変
│
」（『
杭
州
師
範
大
学
学
報
社
会
科
学
版
』
二
〇
一
七
年
第
一
期
）
参
照

（
28
）　

徐
福
廟
前
秦
月
寒
、
猶
怨
舊
時

政
苦
。（
鄭
思
肖
「
元
韃
攻
日
本
敗
北
歌
」）

（
29
）　

石
母
田
正　
「
日
本
古
代
に
お
け
る
国
際
意
織
に
つ
い
て
」　
『
思
想
』
第
四
五
四

号
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
二
年
四
月
）




