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史
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』
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代
帝

王

高
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郎

　
中
国
の
正
史
は
司
馬
遷
の
『
史
記
』
に
始
ま
る
。
勿
論
『
史
記
』
以
前
に
史

書
が
な
か
っ
た
訳
で
は
な
い
。
例
え
ば
『
春
秋
』
、
『
春
秋
左
氏
伝
』
、
『
国
語
』

な
ど
も
史
書
の
類
で
は
あ
る
し
、
『
尚
書
』
や
三
礼
も
歴
史
に
関
す
る
重
要
な

記
述
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
『
戦
国
策
」
も
些
か
時
代
は
降
る
の
で
あ
ろ
う

が
歴
吏
の
書
で
あ
る
こ
と
に
は
阻
違
い
な
い
。
ま
た
そ
の
他
、
・
『
論
語
』
、
『
孟

子
』
等
を
は
じ
め
と
す
る
諸
子
百
家
の
書
に
も
多
く
の
歴
史
が
語
ら
れ
て
い

る
。
し
か
し
こ
れ
等
の
書
が
『
史
記
』
と
異
る
点
は
そ
れ
ら
の
歴
史
的
記
述
は

極
め
て
断
片
的
で
あ
り
Y
地
域
的
に
限
定
さ
れ
、
ま
た
時
代
的
に
も
極
度
に
限

定
さ
れ
た
歴
史
が
記
述
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
『
史
記
」
ば
完
全
な
通
史
と
い
う
形
態
を
総
体
と
し
て
具
え
て
い
る
。

断
片
的
歴
史
記
述
の
段
階
か
ら
脱
し
て
、
通
史
的
歴
史
観
の
段
階
に
到
る
と
い

う
こ
と
は
、
実
は
そ
の
民
族
に
と
っ
て
極
め
て
重
大
な
意
味
を
持
っ
．
て
い
る
。

即
ち
そ
の
歴
史
の
編
者
が
属
す
る
民
族
国
家
が
、
全
体
と
し
て
共
同
の
歴
史
認

識
を
必
要
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
全
体
と
し
て
共

同
の
、
自
己
民
族
の
拠
っ
て
来
る
所
の
基
盤
的
な
歴
吏
認
識
を
必
要
と
す
る
よ

う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
民
族
国
家
と
し
て
の
自
省

的
自
己
認
識
の
始
ま
り
で
あ
り
、
自
己
民
族
国
家
内
に
於
け
る
普
遍
的
な
人
間

観
の
確
立
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
情
況
が
開
か
れ
て
来
る
条
件

は
、
認
識
可
能
範
囲
内
の
民
族
の
全
体
的
な
政
治
的
統
一
と
、
そ
の
一
定
程
度

の
政
治
的
安
定
、
及
び
そ
の
安
定
期
間
の
一
定
程
度
の
長
期
化
で
あ
る
。
中
国

中
原
を
歴
史
上
最
初
に
統
一
し
た
の
は
秦
始
皇
で
あ
っ
た
。
・
し
か
し
そ
の
統
一

は
ま
だ
ま
だ
不
安
定
な
も
の
で
あ
っ
た
し
、
・
そ
の
統
治
の
期
間
も
た
か
だ
か
三

十
年
強
と
い
う
短
か
い
期
間
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
よ
っ
て
秦
代
は
未
だ
通
史
的

歴
史
観
が
確
立
す
る
ま
で
に
至
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
点
か
ら
言
え
ば

前
漢
は
二
百
十
数
年
続
き
、
司
馬
遷
が
生
れ
た
時
に
は
す
で
に
漢
は
政
権
を
安

定
さ
せ
て
か
ら
半
世
紀
以
上
経
て
い
た
の
で
あ
る
。
通
史
的
歴
史
観
確
立
の
機

は
熟
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　
司
馬
遷
は
・
『
史
記
」
を
「
五
帝
本
紀
」
か
ら
書
き
始
め
て
い
る
。
史
家
が
通

史
を
書
き
始
め
る
に
当
り
、
何
か
ら
書
き
出
す
か
は
非
常
に
重
要
な
こ
と
で
あ

一
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、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

る
。
神
か
ら
書
き
始
め
る
か
、
人
間
か
ら
書
き
始
め
る
か
、
或
い
は
人
間
以
外

　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、

の
獣
か
ら
書
き
は
じ
め
る
か
、
神
で
も
絶
対
の
神
か
、
或
い
は
多
神
の
中
の
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

神
か
、
人
間
の
場
合
な
ら
権
力
を
握
っ
た
統
治
者
か
、
或
い
は
無
冠
の
普
通
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
、

か
、
獣
の
場
合
で
も
、
人
間
の
カ
を
超
え
た
神
獣
か
、
或
い
は
半
神
半
獣
、
半

、
　
　
、
　
　
、

獣
半
人
か
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
史
家
の
史
観
が
、
こ
の
書
き
出
し
に
象
徴
さ
れ

る
。
そ
し
て
そ
れ
は
ま
た
単
に
そ
の
史
家
個
人
の
史
観
に
よ
る
も
の
で
は
な

く
、
そ
の
史
家
が
生
き
た
時
代
の
、
即
ち
は
じ
め
て
通
吏
的
歴
史
観
が
要
求
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
の
民
族
的
段
階
の
、
一
定
の
共
通
歴
史
認
識
に
依
る
の

で
あ
る
。
司
馬
遷
が
生
き
た
時
代
、
即
ち
漢
武
帝
の
時
代
に
、
歴
史
上
確
か

に
実
在
し
た
と
確
信
さ
れ
る
王
朝
の
始
ま
り
は
、
『
吏
記
』
於
け
る
股
王
の
系

譜
と
骨
文
卜
辞
に
記
載
さ
れ
て
い
る
そ
れ
と
か
殆
ど
一
致
し
て
い
る
所
か
ら
見

て
も
、
お
そ
ら
く
当
時
も
や
は
り
般
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
か
と
言
っ
て

「
段
本
紀
」
に
書
か
れ
た
事
が
凡
て
事
実
と
い
う
訳
で
は
勿
論
な
い
。
太
史
公

　
　
カ

は
、
「
余
れ
碩
を
以
っ
て
契
え
事
を
次
し
、
成
湯
自
り
以
來
は
書
詩
に
采
る
」

と
述
ぺ
て
い
る
が
、
「
股
本
紀
」
に
書
か
れ
て
い
る
事
柄
は
、
『
詩
経
・
商
類
』

や
、
『
尚
書
・
商
書
』
に
あ
る
事
ば
か
り
で
は
な
い
。
尤
も
当
時
太
史
公
が
閲

し
た
『
詩
」
や
「
書
』
が
、
今
我
々
が
目
に
見
る
こ
と
の
出
来
る
「
毛
詩
』

や
、
特
に
『
尚
書
」
と
全
く
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
で

あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
ろ
「
股
本
紀
」
の
前
半
部
分
を
含
め
た
三
本
紀
の
導
入

　
　
　
a

部
分
は
「
維
れ
三
代
は
尚
し
、
年
紀
考
う
可
か
ら
ず
」
と
太
史
公
も
言
う
よ
う

に
、
歴
史
と
し
て
は
未
だ
判
然
と
し
な
い
部
分
で
あ
る
。
ま
し
て
司
馬
遷
が

『
史
記
』
の
冒
頭
に
配
し
た
「
五
帝
本
紀
」
は
、
お
そ
ら
く
司
馬
遷
に
と
っ
て

最
も
書
き
辛
い
、
し
か
も
ど
う
し
て
も
書
か
ね
ぱ
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
の

二
＝
．

だ
ろ
う
。
そ
れ
が
「
五
帝
本
紀
」
の
「
太
吏
公
日
」
を
他
の
も
の
よ
り
も
数
倍

多
く
の
字
数
を
費
し
て
説
解
に
務
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
で
も
あ
ろ

う
o　

「
五
帝
本
紀
」
に
描
か
れ
た
五
帝
、
即
ち
、
黄
帝
、
纈
頚
、
帝
警
、
帝
琵
、

帝
舜
は
、
そ
れ
ら
の
源
初
的
発
生
の
姿
で
は
な
い
。
『
左
伝
』
や
『
国
語
』
、
『
山

海
経
』
な
ど
に
垣
間
見
え
る
彼
等
の
姿
の
方
が
、
更
に
そ
の
も
と
の
姿
に
近
い

こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
敢
え
て
あ
く
ま
で
『
史
記
・
五
帝
本

紀
』
を
本
論
展
開
の
基
礎
に
据
え
た
。
そ
れ
は
前
に
既
に
述
ぺ
た
如
く
、
『
史

記
』
以
前
の
、
様
々
な
あ
り
方
に
見
え
る
五
帝
は
、
漢
民
族
総
体
の
共
通
意
識

と
し
て
は
こ
の
「
五
帝
本
紀
」
に
収
壷
さ
れ
て
い
る
も
の
と
恩
わ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
し
て
そ
の
五
帝
一
人
一
人
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、

漢
民
族
自
身
の
、
己
と
の
係
わ
り
に
於
け
る
内
的
な
古
代
意
識
を
探
る
こ
と
が

出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

三
帝

と
神
格

　
五
帝
の
最
初
は
黄
帝
で
あ
る
。
『
史
記
』
は
、
そ
し
て
「
五
帝
本
紀
」
は
次

の
よ
う
に
始
ま
る
。

　
「
黄
帝
は
、
少
典
の
子
、
姓
は
公
孫
、
名
は
軒
韓
な
り
、
生
れ
て
疎
霞
、
弱

　
に
し
て
能
く
言
い
、
幼
に
し
て
拘
齊
、
長
じ
て
敦
敏
、
成
し
て
聰
明
な
り
。

　
　
軒
鞍
の
時
、
疎
農
氏
の
世
衰
う
。
諸
侯
相
い
侵
伐
し
、
百
姓
を
暴
虐
す
る

も
、
疎
農
氏
征
す
能
は
ず
。
是
に
於
て
軒
韓
乃
ち
干
文
を
用
い
る
こ
と
を
習

　
ひ
、
以
っ
て
不
享
を
征
し
、
諸
侯
威
く
来
り
て
賓
從
す
。
而
る
に
螢
尤
最
も
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暴
を
爲
し
、
伐
つ
能
は
ず
。
炎
帝
諸
候
を
侵
陵
せ
ん
と
欲
し
、
諸
侯
威
く
軒

　
鞍
に
踊
す
。
軒
轄
乃
ち
徳
を
修
め
兵
を
振
い
、
五
氣
を
治
め
、
五
種
を
執

　
え
、
萬
民
を
撫
し
、
四
方
を
度
り
、
熊
、
熊
、
魏
、
琳
、
麺
、
虎
を
教
し

　
て
、
以
っ
て
炎
帝
と
阪
泉
の
野
に
戟
う
。
三
戦
し
て
然
る
後
其
の
志
を
得
。

　
螢
尤
凱
を
作
し
、
帝
命
を
用
い
ず
。
是
に
於
て
黄
帝
乃
ち
師
を
諸
侯
に
徴

　
し
、
螢
尤
と
琢
鹿
の
野
に
戦
い
、
遂
に
螢
尤
を
禽
殺
す
。
而
し
て
諸
侯
威
く

　
軒
轄
を
尊
び
天
子
と
爲
し
て
、
楠
農
氏
に
代
り
、
是
れ
黄
帝
爲
り
。
」

　
こ
の
記
述
は
黄
帝
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
黄
帝
は
少
典
の
子
で

あ
る
と
い
う
。
そ
の
世
は
神
農
氏
が
お
さ
め
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
少
典
や

神
農
氏
と
い
う
の
が
ど
う
い
う
も
の
か
全
く
触
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
更
に
こ

こ
で
前
後
の
脈
絡
な
く
登
場
す
る
の
が
悪
者
の
炎
帝
と
螢
尤
で
あ
る
。
こ
れ
に

つ
い
て
も
司
馬
遷
は
全
く
解
説
ら
し
き
事
を
述
べ
て
い
な
い
。
「
史
記
』
以
前

の
書
に
は
こ
れ
等
に
関
す
る
記
述
が
存
在
す
る
。
例
え
ば
「
国
語
」
に
は
、
「
少

典
、
有
蠕
氏
の
女
を
姿
り
、
黄
帝
、
炎
帝
を
生
む
」
と
あ
り
、
太
史
公
自
身
、

「
秦
本
紀
」
の
中
で
、
「
纈
項
氏
の
蕎
孫
を
女
脩
と
日
い
、
玄
鳥
の
卵
を
呑
み
て

大
業
を
生
み
、
大
業
は
少
典
氏
を
姿
り
て
柏
騎
を
生
む
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ

に
よ
っ
て
索
隠
は
、
「
明
か
に
少
典
は
是
れ
國
號
な
り
、
人
名
に
非
ざ
る
な
り
」

と
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
螢
尤
に
つ
い
て
は
『
管
子
』
に
「
董
尤
盧
山
の
金
を

受
け
て
五
兵
を
作
る
」
と
あ
り
、
ま
た
『
山
海
経
』
に
は
、
「
黄
帝
臆
龍
に
董

尤
を
攻
ま
し
む
。
螢
尤
風
伯
、
雨
師
を
請
い
て
以
っ
て
従
わ
し
め
、
風
雨
を
大

い
に
す
。
黄
帝
乃
ち
天
女
を
下
し
て
日
く
、
魅
、
以
っ
て
雨
を
止
む
。
雨
止
り

て
、
逮
に
螢
尤
を
殺
す
」
と
あ
る
。
ま
た
『
韓
非
子
・
十
過
」
に
も
、
「
昔
し

黄
帝
泰
山
の
上
に
於
い
て
鬼
紳
と
合
す
る
に
、
象
車
に
し
て
六
の
較
龍
な
る
に

駕
り
、
畢
方
錆
を
並
ぺ
、
董
尤
は
前
に
居
り
、
風
伯
は
進
み
て
掃
き
、
雨
師
は

道
に
酒
ぎ
、
虎
狼
は
前
に
在
り
、
鬼
疎
は
後
に
在
り
、
騰
蛇
は
地
に
伏
し
、
鳳

皇
は
上
を
覆
い
、
大
い
に
鬼
棟
と
合
し
、
清
角
を
作
り
爲
す
な
り
」
と
見
え

る
。
『
韓
非
子
・
六
反
』
は
神
農
に
つ
い
て
も
、
「
凡
そ
人
の
生
き
る
や
、
財
用

う
る
に
足
り
れ
ぱ
則
ち
力
を
用
う
る
に
願
し
、
上
儒
な
れ
ば
、
則
ち
非
を
爲
す

に
摩
い
ま
ま
な
り
。
財
用
う
る
に
足
り
て
、
而
か
も
カ
め
て
作
す
る
者
は
、
紳

農
な
り
。
上
治
む
こ
と
儒
に
し
て
而
か
も
脩
を
行
う
者
は
、
曾
、
史
な
り
。
夫

れ
民
の
疎
農
、
曾
、
史
に
及
ば
ざ
る
は
亦
た
明
か
な
り
」
と
あ
る
。
こ
う
し
た

記
述
を
司
馬
遷
は
読
ん
で
い
る
は
ず
で
あ
る
。
「
太
史
公
自
序
」
に
は
、
「
昔
し

西
伯
は
麦
里
に
拘
は
れ
て
周
易
を
演
ぺ
、
孔
子
は
陳
・
察
に
唐
し
て
春
秋
を
作

り
、
屈
原
は
放
逐
さ
れ
て
、
離
騒
を
著
し
、
左
丘
は
失
明
し
て
蕨
の
國
語
有

り
、
孫
子
は
脚
を
蹟
さ
れ
て
、
兵
法
を
論
じ
、
不
章
は
蜀
に
遷
さ
れ
て
、
世
に

呂
覧
を
傳
え
、
韓
非
は
秦
に
囚
わ
れ
て
、
誼
難
、
孤
憤
を
つ
く
る
」
と
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
し
か
し
司
馬
遷
は
、
『
国
語
』
や
『
管
子
』
、
『
山
海
経
』
な
ど
の

怪
な
る
記
述
は
取
っ
て
い
な
い
。
怪
な
る
記
述
と
し
て
は
『
史
記
』
以
後
の
諸

家
の
書
に
は
、
更
に
多
く
の
記
述
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
例
え
ば
神
農
氏
に

つ
い
て
皇
甫
譜
は
『
帝
王
世
紀
」
の
中
で
、
「
疎
農
氏
は
姜
姓
な
り
、
母
は
任

似
と
日
い
、
有
蠕
氏
の
女
、
登
り
て
少
典
の
妃
と
爲
り
、
華
陽
に
遊
び
、
疎
に

龍
首
有
り
、
感
じ
て
炎
帝
を
生
む
。
人
身
に
し
て
牛
首
、
姜
水
に
長
ず
。
聖
徳

有
り
て
、
火
徳
を
以
っ
て
王
た
り
、
故
に
炎
帝
と
號
す
」
と
あ
る
し
、
ま
た
董

尤
に
つ
い
て
「
正
義
」
に
は
、
『
龍
魚
河
圏
』
云
、
「
黄
帝
撮
政
す
る
に
螢
尤
に

兄
弟
八
十
一
人
有
り
、
並
に
猷
身
に
し
て
人
語
し
、
銅
頭
に
し
て
鐵
額
、
沙
石

子
を
食
い
、
兵
佼
刀
戟
大
弩
を
造
立
し
、
威
天
下
に
振
い
、
謙
殺
す
る
こ
と
無

二
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道
に
し
て
慈
仁
な
ら
ず
」
と
あ
る
。
こ
う
し
た
記
述
は
勿
論
ず
っ
と
後
代
に
な

っ
て
か
ら
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
も
と
に
な
っ
た
も
の
が
や
は
り
已
に
当
時

あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
は
伝
聞
に
よ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
或
い

は
伝
説
伝
承
の
類
に
よ
っ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
何
等
か
の
文
猷

の
類
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
ら
の
中
に
は
恐
ら
く
司
馬
■
遷
の
生
き

た
時
代
に
も
既
に
存
在
し
て
い
た
も
の
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
や
は
り

司
馬
遷
は
そ
う
し
た
怪
な
る
も
の
は
取
っ
て
い
な
い
。
怪
な
る
も
の
は
極
力
除

こ
う
と
す
る
姿
勢
が
『
吏
記
』
に
は
見
え
る
。
こ
こ
に
司
馬
遷
の
史
観
の
基
本

の
一
つ
を
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

　
次
に
い
よ
い
よ
五
帝
の
第
一
、
黄
帝
に
つ
い
て
『
史
記
」
が
い
か
に
記
し
て

い
る
か
を
見
よ
う
。

　
黄
帝
の
性
格
は
、
「
生
に
し
て
疎
霊
、
弱
に
し
て
能
く
言
い
、
幼
に
し
て
衛

齋
、
長
じ
て
敦
敏
、
成
に
し
て
聰
明
」
で
あ
っ
た
と
言
う
。
黄
帝
が
挑
ま
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
大
き
な
戦
い
は
、
「
炎
帝
と
阪
泉
之
野
に
戦
い
、
三
戦
し

て
、
然
る
後
に
其
の
志
を
得
た
」
こ
と
と
、
「
螢
尤
と
琢
鹿
之
野
に
戦
い
、
邊

　
と
o
こ

に
禽
に
し
て
螢
尤
を
殺
す
」
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
は
軒
韓
が
「
徳
を
修

め
、
兵
を
振
い
、
五
氣
を
治
め
、
五
種
を
執
し
、
萬
民
を
撫
し
、
四
方
を
度

り
、
熊
、
熊
、
魏
、
琳
、
麺
、
虎
を
教
し
」
た
か
ら
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た

黄
帝
は
、
「
東
は
海
に
至
り
、
丸
山
に
登
り
、
岱
宗
に
及
び
、
西
は
空
桐
に
至

り
、
難
頭
に
登
り
、
南
は
江
に
至
り
、
熊
、
湘
に
登
り
、
北
は
章
粥
を
逐
い
、

釜
山
に
符
し
、
琢
鹿
の
阿
に
邑
つ
く
る
」
と
い
う
。
ま
た
黄
帝
が
民
の
為
に
行

っ
た
こ
と
は
、
「
風
后
、
力
牧
、
常
先
、
大
鴻
を
撃
げ
て
、
以
っ
て
民
を
治
め
」

た
こ
と
と
、
「
天
地
の
紀
、
幽
明
の
占
、
死
生
の
説
、
存
亡
の
難
に
順
い
て
、

二
四

時
に
百
穀
草
木
を
播
し
鳥
獣
墨
蛾
を
淳
化
し
、
日
月
星
辰
水
波
土
石
金
玉
を
労

羅
し
心
力
耳
目
を
螢
勤
し
、
水
火
材
物
を
節
用
し
」
た
こ
と
で
あ
っ
・
た
。

　
以
上
の
記
述
に
は
黄
帝
が
と
り
た
て
て
神
格
を
有
し
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る

点
は
な
い
。
例
え
ば
生
れ
な
が
ら
に
し
て
神
霊
で
あ
る
と
か
、
よ
く
も
の
を
言

う
と
か
、
或
い
は
幼
少
に
し
て
聡
明
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
後
代
の

偉
人
物
評
伝
な
ど
で
は
極
く
あ
り
ふ
れ
た
表
現
で
あ
り
、
格
別
に
神
格
雀
強
調

し
た
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
様
々
な
猛
獣
を
調
教
し
て
戦
い
を
教
え
た
と
い
う

の
は
人
問
業
で
は
な
い
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
が
「
正
義
」
に
言
う
よ
う
に
、

「
案
ず
る
に
、
言
は
士
卒
を
し
て
戦
い
を
習
わ
し
め
、
猛
獣
の
名
を
以
て
之
に

名
づ
け
、
用
っ
て
敵
を
威
す
る
な
り
」
と
考
え
れ
ば
、
こ
れ
と
て
も
そ
う
超
人

間
的
な
行
為
と
考
え
る
必
要
は
な
い
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、
「
萬
國
和
し
、
鬼

疎
山
川
封
輝
與
に
多
き
を
爲
す
。
」
と
い
う
の
は
、
黄
帝
は
祭
祀
の
対
象
で
は

な
く
、
黄
帝
自
身
が
祭
祀
を
司
る
司
祭
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
も
の

で
あ
り
、
こ
の
点
か
ら
も
、
司
馬
遷
は
少
な
く
と
も
黄
帝
に
対
し
て
何
等
の
神

格
を
与
え
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。

　
次
に
司
馬
遷
は
黄
帝
の
孫
高
陽
額
項
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
即
ち
纈
項
の

性
格
は
「
静
淵
に
し
て
以
っ
て
謀
有
り
、
疎
通
に
し
て
事
を
知
る
」
と
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
は
表
現
は
少
し
異
る
け
れ
ど
内
容
的
に
は
黄
帝
と
殆
ど
同
じ
こ
と

を
述
べ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
纈
項
の
事
蹟
と
し
て
は
、
「
材
を
養
い
以

っ
て
地
に
任
じ
、
時
に
載
し
て
以
っ
て
天
を
象
し
、
鬼
碑
に
依
っ
て
以
っ
て
義

を
制
し
、
氣
を
治
め
て
以
て
教
化
し
、
誠
を
繁
し
て
以
っ
て
祭
祠
す
」
と
す

る
。
こ
れ
も
内
容
的
に
は
結
局
黄
帝
の
場
合
と
ほ
ぼ
同
じ
と
言
え
る
。
こ
こ
で

も
纈
墳
は
祭
祀
の
対
象
者
で
は
な
い
。
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次
に
司
馬
遷
が
記
し
て
い
る
の
は
、
黄
帝
の
曽
孫
で
あ
る
帝
馨
高
辛
で
あ

る
。
そ
の
性
格
は
、
〕
局
辛
生
れ
な
が
ら
に
し
て
疎
露
、
自
か
ら
其
の
名
を
言

う
。
善
く
利
物
を
施
し
て
、
其
の
身
に
於
て
せ
ず
。
聰
に
し
て
遠
き
を
知
り
、

明
に
し
て
以
っ
て
徴
を
察
す
。
天
の
義
に
順
じ
て
、
民
の
急
を
知
る
。
仁
に
し

て
威
あ
り
、
恵
に
し
て
信
あ
り
、
身
を
修
め
て
天
下
服
す
」
と
あ
る
。
こ
れ
も

内
容
と
し
て
は
願
項
と
殆
ど
変
ら
な
い
。
ま
た
帝
馨
の
事
蹟
と
し
て
司
馬
遷

は
、
「
地
の
財
を
取
り
て
こ
れ
を
節
用
し
、
萬
民
を
撫
教
し
て
之
を
利
譲
し
、

日
月
を
暦
し
て
之
を
迎
選
し
、
鬼
疎
を
明
か
に
し
て
之
に
敬
い
事
う
」
と
述
べ

て
い
る
が
、
こ
れ
も
ほ
ぽ
纈
項
と
同
じ
で
あ
る
。

　
以
上
黄
帝
、
纈
項
、
帝
馨
に
つ
い
て
の
司
馬
遷
の
記
述
は
そ
の
一
人
々
々
が

そ
れ
ぞ
れ
に
何
等
か
の
特
徴
を
持
っ
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
三
者
と
も
略
同
質

の
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
即
ち
三
者
と
も
幼
く
て
聰
明
、
身
を
修

め
て
民
を
育
み
、
日
月
を
観
る
に
長
じ
て
、
四
時
に
従
っ
て
民
を
い
つ
く
し

み
、
鬼
神
を
よ
く
祭
り
、
徳
を
積
ん
で
万
民
皆
服
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
つ
ま
り
こ
の
三
者
は
実
は
同
一
の
者
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
表
わ
し

て
い
よ
う
。
同
一
格
の
者
を
三
格
に
分
割
し
て
そ
れ
を
一
つ
の
系
譜
の
中
に
組

込
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
解
る
。
『
易
繋
辞
下
』
に
「
疎
農
氏
没
し
、

黄
帝
発
舜
氏
作
る
」
或
い
は
「
黄
帝
克
舜
垂
表
而
天
下
治
」
な
ど
と
あ
り
、
纈

項
や
帝
警
の
事
に
ふ
れ
な
い
の
は
そ
う
し
た
事
情
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と
も
と

れ
よ
う
。
神
話
加
上
説
に
よ
れ
ば
、
発
舜
の
上
に
後
の
時
代
に
こ
の
三
者
が
一

者
か
ら
ひ
き
の
ば
さ
れ
て
つ
け
加
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
勿
論
そ

れ
を
つ
け
加
え
た
の
は
司
馬
遷
で
は
な
い
。
司
馬
遷
以
前
に
已
に
こ
の
三
帝
は

存
在
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
前
に
掲
げ
た
『
周
易
繋
辞
伝
」
の
記
述
な
ど
は

そ
の
一
例
で
あ
る
。
『
左
伝
」
に
は
僖
公
二
十
五
年
に
、
「
ト
優
を
使
て
之
を
ト

わ
し
め
、
日
く
、
吉
な
り
、
黄
帝
の
阪
泉
に
戦
う
の
兆
に
遇
う
な
り
」
と
あ
り
、

こ
れ
は
『
史
記
」
の
、
「
以
っ
て
炎
帝
と
阪
泉
の
野
に
戟
う
」
の
部
分
に
一
致

す
る
。
社
預
は
こ
れ
に
、
「
黄
帝
梯
農
の
後
姜
氏
と
阪
泉
の
野
に
戦
い
之
に
勝

つ
」
と
注
す
る
が
こ
れ
は
誤
り
で
あ
ろ
う
。
「
左
伝
』
に
は
ま
た
昭
公
四
年
に
、

「
昔
し
、
黄
帝
氏
雲
を
以
っ
て
紀
と
す
、
故
に
雲
師
と
爲
り
て
雲
名
す
。
」
と
あ

り
、
こ
れ
は
『
史
記
」
の
、
「
官
名
皆
雲
を
以
っ
て
命
じ
、
雲
師
と
爲
す
」
と

一
致
す
る
。
ま
た
『
左
伝
」
文
公
十
八
年
に
は
魯
の
宣
公
に
対
し
て
、
季
文
中

が
大
史
克
に
答
え
さ
せ
た
中
に
、

　
「
昔
高
陽
氏
に
才
子
八
人
、
蒼
録
、
階
敬
、
榛
賊
、
大
臨
、
彪
降
、
庭
堅
、

　
仲
容
、
叔
達
有
り
。
齊
聖
廣
淵
に
し
て
、
明
允
篤
誠
、
天
下
の
民
之
を
八
榿

　
と
謂
う
。
高
辛
氏
に
才
子
八
人
、
伯
奮
、
伸
堪
、
叔
献
、
季
伸
、
伯
虎
、
仲

熊
、
叔
豹
、
季
貌
有
り
、
忠
粛
恭
誰
に
し
て
、
宣
慈
恵
和
、
天
下
の
民
之
を

　
八
元
と
謂
う
。
此
の
十
六
族
や
、
■
世
々
其
の
美
を
濟
し
、
其
の
名
を
隅
さ

　
ず
、
以
っ
て
発
に
至
る
。
莞
學
る
能
は
ず
。
舜
莞
に
臣
と
し
て
、
八
榿
を
撃

げ
て
后
土
を
主
り
て
、
以
っ
て
百
事
を
撲
ら
使
む
。
時
に
序
せ
ざ
る
莫
く
、

　
地
平
か
に
天
成
ぐ
、
八
元
を
撃
げ
て
五
教
を
四
方
に
布
か
使
む
、
父
は
義
、

母
は
慈
、
兄
は
友
、
弟
は
恭
、
子
は
孝
に
し
て
、
内
平
か
に
外
成
ぐ
。
昔
帝

鴻
氏
に
不
才
子
有
り
、
義
を
掩
い
賊
を
隠
く
し
、
好
み
て
凶
徳
を
行
い
、
醜

類
悪
物
、
頑
爵
不
友
、
是
れ
與
に
比
周
す
、
天
下
の
民
之
を
潭
敦
と
謂
う
。

少
蝉
氏
に
不
才
子
有
り
、
信
を
段
り
忠
を
魔
し
て
、
聾
言
を
崇
飾
し
、
靖
な

れ
ば
講
し
庸
れ
ば
回
う
。
譲
を
服
ひ
患
を
蒐
め
て
、
以
っ
て
盛
徳
を
謹
ゆ
。

天
下
の
民
之
を
窮
奇
と
謂
う
。
頒
頭
氏
に
不
才
子
有
り
、
教
訓
す
可
ら
ず
、

二
五
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琶
言
を
知
ら
ず
、
之
に
告
れ
ぱ
則
ち
頑
、
之
を
舎
れ
ば
則
ち
露
、
明
徳
を
傲

狽
し
て
以
っ
て
天
常
を
馳
す
。
天
下
の
民
之
を
構
机
と
謂
う
。
此
の
三
族

や
、
世
々
其
の
凶
を
濟
し
、
其
の
悪
名
を
塘
し
て
、
以
っ
て
莞
に
至
る
。
発

去
る
能
は
ず
。
繕
雲
氏
に
不
才
子
有
り
、
飲
食
を
食
り
、
貨
賄
を
冒
り
、
侵

欲
崇
像
し
て
、
盈
猷
す
可
ら
ず
。
聚
敏
し
て
實
を
積
み
、
紀
極
を
知
ら
ず
、

孤
寡
に
分
た
ず
、
窮
匿
を
価
え
ず
。
天
下
の
民
以
っ
て
三
凶
に
比
し
、
之
を

饗
養
と
謂
う
。
舜
、
発
に
臣
と
し
て
、
四
門
に
賓
し
、
四
凶
の
族
を
流
し
、

澤
敦
、
窮
奇
、
榛
机
、
饗
養
、
諸
を
四
蕎
に
投
じ
て
以
っ
て
璃
魅
に
禦
ぐ
」

と
あ
る
。
こ
れ
は
、
『
史
記
』
の

「
昔
し
高
陽
氏
に
才
子
八
人
有
り
、
世
其
の
利
を
得
て
、
之
を
八
憧
と
謂

う
。
高
辛
氏
に
才
子
八
人
有
り
、
世
に
之
を
八
元
と
謂
う
。
此
の
十
六
族

は
、
世
々
其
の
美
を
濟
し
、
其
の
名
を
唄
さ
ず
。
莞
に
至
っ
て
、
莞
未
だ
能

く
學
げ
ず
。
舜
八
憧
を
學
げ
、
后
土
を
主
さ
ど
ら
使
め
、
以
っ
て
百
事
を
撲

り
て
、
時
に
序
せ
ざ
る
莫
し
。
八
元
を
撃
げ
、
五
教
を
四
方
に
布
せ
使
め

ば
、
父
は
義
、
母
は
慈
、
兄
は
友
、
弟
は
恭
、
子
は
孝
に
し
て
、
内
平
ら
か

に
し
て
外
成
る
。
昔
し
帝
鴻
氏
に
不
才
子
有
り
、
義
を
掩
い
賊
を
隠
し
、
好

み
て
凶
恩
を
行
い
、
天
下
之
を
揮
沌
と
謂
う
。
少
喋
氏
に
不
才
子
有
り
、
信

を
段
り
忠
を
悪
み
、
聾
言
を
崇
飾
す
、
天
下
之
を
窮
奇
と
謂
う
。
頒
頭
氏
に

不
才
子
有
り
、
教
訓
す
可
ら
ず
、
話
言
を
知
ら
ず
、
天
下
之
を
梼
机
と
謂
う
。

此
の
三
族
、
世
こ
れ
を
憂
う
。
莞
に
至
り
て
、
莞
未
だ
去
る
能
は
ず
。
繕
雲

氏
に
不
才
子
有
り
、
飲
食
を
貧
り
、
貨
賄
に
国
圓
す
。
天
下
之
を
整
養
と
謂
う
。

天
下
之
を
悪
み
、
之
を
三
凶
に
比
す
。
舜
は
四
門
に
賓
し
、
乃
ち
四
凶
族
を

流
し
て
、
四
喬
に
遷
し
、
以
っ
て
璃
魅
を
御
せ
し
む
。
是
に
於
て
四
門
辞

二
六

　
き
、
凶
人
野
き
を
言
う
な
り
」

　
と
あ
る
の
と
用
語
、
或
い
は
詳
細
な
点
に
つ
い
て
は
少
し
異
な
る
所
も
あ
る

が
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
た
だ
「
春
秋
」
の
方
が
そ
の
内
容
的
に
は
ず
っ
と
く

わ
し
い
の
で
あ
る
が
、
両
方
に
共
通
す
る
の
は
、
こ
の
先
帝
達
を
、
決
し
て
超

人
格
の
者
と
し
て
は
扱
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『
左
伝
」
の
記
述

は
、
太
史
の
克
の
言
で
あ
り
有
史
以
前
の
歴
史
に
対
す
る
太
史
の
こ
う
し
た
態

度
は
そ
の
後
連
綿
と
し
て
司
馬
遷
に
ま
で
受
け
継
が
れ
て
来
た
の
で
あ
ろ
う
。

即
ち
そ
の
史
観
の
中
心
は
、
史
官
が
叙
す
べ
き
歴
吏
は
、
あ
く
ま
で
人
の
歴
史

で
あ
っ
て
、
人
以
上
の
者
、
或
い
は
人
ら
し
き
者
で
あ
り
な
が
ら
且
つ
人
で
は

な
い
者
の
歴
史
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
人
格
と
神
格
を
厳
し

く
峻
別
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
「
左
伝
』
と
ほ
ぽ
同
時

代
に
編
纂
さ
れ
た
と
恩
わ
れ
る
『
国
語
』
の
中
の
記
述
に
も
見
る
こ
と
が
出
来

る
。
『
同
語
・
楚
語
下
』
に
は
、
昭
王
の
問
に
対
す
る
観
射
父
の
答
え
と
し
て
、

「
古
は
民
疎
雑
ら
ず
。
：
・
…
是
に
於
て
、
天
地
楠
民
類
物
の
官
有
り
、
是
れ
を

五
官
と
謂
い
、
各
々
其
の
序
を
司
り
、
相
い
凱
れ
ざ
る
な
り
、
民
是
を
以
っ
て

能
く
忠
信
有
り
、
楠
是
を
以
っ
て
能
く
明
徳
有
り
、
民
疎
業
を
異
に
し
、
敬
し

て
漬
さ
ず
。
」
と
あ
る
。
こ
の
観
射
父
に
つ
い
て
章
昭
の
注
に
は
「
楚
の
大
夫
」

と
す
る
の
み
で
詳
し
く
は
知
ら
れ
な
い
が
そ
の
言
葉
か
ら
、
お
そ
ら
く
祭
祀
全

般
に
精
通
し
た
史
官
に
類
す
る
官
職
に
あ
る
者
で
あ
ろ
う
。
ま
た
同
じ
く
『
国

語
・
魯
語
上
』
に
は
、
「
昔
し
烈
山
氏
の
天
下
を
有
つ
や
、
其
の
子
を
柱
と
日

う
、
能
く
百
穀
百
疏
を
殖
す
、
夏
の
興
る
や
、
周
の
棄
こ
れ
を
纏
ぐ
、
故
に
祀

り
て
以
っ
て
穰
と
爲
す
、
共
工
氏
の
九
有
に
伯
た
る
や
、
其
の
子
を
后
土
と
日

う
、
能
く
九
土
を
平
ぐ
、
故
に
祀
り
て
以
っ
て
社
と
爲
す
」
と
あ
る
。
こ
れ
も

『史記』と古代帝王
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稜
や
、
杜
の
よ
う
に
人
格
を
超
え
て
察
祀
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
そ
の
働
き
の

功
に
よ
っ
て
後
人
が
祀
る
よ
う
に
な
っ
た
為
で
あ
っ
て
、
そ
れ
等
が
も
と
か
ら

神
格
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
訳
で
は
な
い
、
と
い
う
可
成
り
冷
静
な
分
析
が

読
み
と
れ
る
。
と
い
う
こ
と
は
即
ち
『
左
伝
』
や
『
国
語
』
の
記
述
内
容
が
示

す
紀
元
前
五
・
六
世
紀
、
所
謂
春
秋
時
代
に
は
、
或
い
は
そ
れ
等
の
書
が
編
纂

さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
戦
国
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
の
時
代
に
は
、
己
に
少
な

く
と
も
魯
・
楚
な
ど
の
文
化
発
展
程
度
の
高
い
国
の
、
政
治
の
中
枢
に
抱
え
ら

れ
た
高
級
知
識
人
達
は
、
人
と
神
と
を
は
っ
き
り
と
区
別
し
、
歴
吏
を
含
む
国

事
全
般
に
つ
い
て
、
神
と
人
と
の
役
割
り
の
領
域
範
囲
を
分
劃
す
る
と
い
う
考

え
方
が
確
立
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
尤
も
『
左
伝
・
昭
公
二
十

九
年
』
の
条
に
魏
献
子
と
察
墨
の
問
答
が
あ
り
、
そ
の
中
で
察
墨
が
、
「
少
蝉

氏
に
四
叔
有
り
、
重
と
日
い
、
該
と
日
い
、
脩
と
日
い
、
煕
と
日
う
、
實
に
金

木
及
び
水
を
能
く
す
、
重
を
し
て
句
芒
と
爲
し
、
該
を
し
て
尊
収
と
爲
し
、
脩

と
煕
と
を
玄
冥
と
爲
ら
し
む
、
世
々
職
を
失
は
ず
、
邊
に
窮
桑
を
濟
り
き
、
此

れ
其
の
三
祀
な
り
、
頴
頭
氏
に
子
有
り
、
牽
と
日
う
、
税
融
と
爲
る
、
共
工
氏

に
子
有
り
、
句
龍
と
日
う
、
后
土
と
爲
る
。
此
れ
其
の
二
祀
な
り
、
后
土
を
杜

と
爲
す
。
穰
は
田
正
な
り
、
有
烈
山
氏
の
子
を
柱
と
日
う
、
稜
と
爲
る
、
夏
よ

り
以
上
こ
れ
を
祀
り
き
、
周
棄
も
亦
た
稜
と
爲
る
、
商
よ
り
以
來
こ
れ
を
頑
り

き
」
と
述
ぺ
た
件
が
あ
り
、
こ
の
察
墨
は
、
次
の
昭
公
三
十
二
年
に
登
場
す
る

史
墨
の
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
、
や
は
り
史
官
で
あ
る
。
こ
こ
で
史
墨
の
言
っ
て

い
る
内
容
は
あ
る
種
の
神
話
的
背
景
を
想
像
さ
せ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
の
史
墨

の
主
眼
は
、
祭
肥
の
由
来
で
あ
っ
て
歴
史
を
述
べ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
特
に

『
左
伝
」
で
は
顕
頭
に
つ
い
て
触
れ
る
所
が
多
い
の
は
そ
れ
ら
は
殆
ど
星
の
名

と
し
て
天
宿
の
位
置
関
係
か
ら
来
る
あ
る
種
の
占
ト
に
つ
い
て
述
ぺ
た
も
の

で
、
そ
れ
ら
の
歴
史
を
記
し
た
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
こ
う
し
て
見
て
来
る

と
、
や
は
り
紀
元
前
五
・
六
世
紀
ま
で
に
は
、
後
の
司
馬
遷
に
確
立
さ
れ
て
い

る
所
の
怪
な
る
も
の
を
退
け
る
と
い
う
歴
史
記
述
態
度
が
す
で
に
不
安
定
な
が

ら
も
成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
こ
う
し
た
有
史
以
前
の
歴
史
に
つ
い
て
、
春
秋
期
に
早
く
も
已
に
神
格
と
人

格
の
分
割
が
志
向
さ
れ
て
い
た
理
由
は
種
々
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
そ
の
主
要
な

も
の
は
や
は
り
儒
家
思
想
の
隆
盛
で
あ
ろ
う
。
極
め
て
あ
り
ふ
れ
た
解
説
に
な

る
が
『
論
語
・
述
而
」
の
、
「
子
怪
力
馳
紳
を
語
ら
ず
」
、
『
擁
也
』
の
、
「
焚

遅
、
知
を
問
う
、
子
日
く
民
の
義
を
務
め
、
鬼
疎
を
敬
し
て
こ
れ
を
遠
ざ
く
、

知
と
謂
う
可
し
」
、
ま
た
『
先
進
』
の
、
「
季
路
鬼
紳
に
事
え
ん
こ
と
を
問
う
、

子
日
く
、
未
だ
能
く
人
に
事
え
ず
、
焉
ん
ぞ
能
く
鬼
に
事
え
ん
」
を
掲
げ
な
け

れ
ば
な
る
ま
い
。
鬼
神
と
よ
り
も
、
徹
底
し
て
人
間
相
互
の
関
係
を
追
求
し
た

仲
尼
の
考
え
は
、
当
時
、
仲
尼
だ
け
が
持
ち
え
た
突
出
し
た
恩
考
で
は
決
し
て
。

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
や
が
て
戦
国
期
と
い
う
極
度
な
乱
世
を
迎
え
る
ぺ
き
、

そ
の
前
の
春
秋
期
に
は
、
已
に
覇
者
が
台
頭
し
、
戦
国
の
大
き
な
う
ね
り
が
始

っ
て
い
た
事
を
考
え
る
と
、
伸
尼
の
考
え
は
戦
乱
の
世
に
打
っ
て
出
る
に
は
必

須
の
も
の
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
た
だ
そ
う
し
た
考
え
の
実
戦
的
応
用
に

つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
事
情
に
よ
り
大
き
く
異
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
ま
た

民
衆
段
階
に
ま
で
拡
大
し
て
考
え
て
み
て
も
そ
れ
は
や
は
り
時
代
的
要
請
の
中

で
育
く
ま
れ
た
思
考
の
結
晶
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
少
な
く
と
も
政
治
を

神
々
に
対
す
る
祭
祀
と
混
同
し
て
い
て
は
来
る
ぺ
き
乱
世
を
迎
え
打
つ
こ
と
は

出
来
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

二
七
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舅
舜
と

神
話

　
『
史
記
」
に
よ
れ
ば
、
放
勲
帝
莞
は
、
帝
馨
高
辛
と
陳
鋒
氏
の
女
と
の
間
に

生
れ
た
子
供
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
『
左
伝
』
、
『
国
語
』
に
は
明
記
さ
れ
て
い

な
い
。
『
山
海
経
』
の
郭
瑛
の
注
に
、
「
響
は
莞
の
父
な
り
、
高
辛
と
號
す
」
と

あ
る
の
は
『
史
記
』
に
依
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
尭
の
性
格
は
、
「
其
の
仁
天

の
如
く
、
其
の
知
棟
の
如
し
、
之
に
就
け
ば
日
の
如
く
、
之
を
望
め
ば
雲
の
如

し
、
富
み
て
騎
ら
ず
、
貴
に
し
て
箭
せ
ず
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
も
前
の

三
帝
の
場
合
と
そ
ん
な
に
変
る
所
は
な
い
。
そ
し
て
事
績
と
し
て
は
、
「
能
く

馴
徳
を
明
か
に
し
、
以
っ
て
九
族
を
親
し
み
、
九
族
既
に
睦
じ
け
れ
ば
、
百
姓

を
便
き
ま
え
章
か
に
す
。
百
姓
昭
明
に
し
て
、
萬
國
合
和
す
」
と
あ
る
。
『
史

記
」
が
述
べ
る
所
の
、
尭
自
身
の
行
っ
た
こ
と
は
以
上
で
あ
っ
て
他
は
殆
ど
何

も
し
て
い
な
い
。
『
左
伝
・
文
公
十
六
年
」
の
太
子
克
の
言
葉
に
も
、
「
此
の
十

六
族
や
、
世
々
其
の
葵
を
濟
し
て
、
其
名
を
唄
さ
ず
、
以
っ
て
尭
に
至
る
。
尭

學
げ
る
能
は
ず
」
「
此
三
族
（
潭
敦
、
窮
奇
、
棲
机
）
や
、
世
々
其
の
凶
を
済

し
、
其
の
悪
名
を
増
し
、
以
っ
て
莞
に
至
る
。
莞
去
る
能
は
ず
」
と
あ
っ
て
、

こ
こ
で
も
あ
ま
り
有
能
な
統
治
者
で
は
な
い
よ
う
な
書
き
方
が
さ
れ
て
い
る
。

莞
を
舜
と
と
も
に
最
も
慕
っ
て
や
ま
な
か
っ
た
の
は
孔
丘
で
あ
る
。
『
論
語
・

擁
也
』
に
、
「
子
貢
日
く
、
如
し
能
く
博
く
民
に
施
し
て
、
能
く
衆
を
濟
わ
ば
、

何
如
、
仁
と
謂
う
可
き
か
、
子
日
く
、
何
ぞ
仁
を
事
と
す
、
必
ず
や
聖
か
、
莞

舜
も
其
れ
猶
お
諸
を
病
め
り
」
と
い
い
、
ま
た
『
憲
問
」
に
も
、
「
子
路
君
子

を
問
う
、
子
日
く
、
己
を
脩
め
て
以
っ
て
敬
す
。
日
く
、
斯
く
の
如
き
の
み

二
八

か
、
日
わ
く
、
己
を
脩
め
て
以
っ
て
人
を
安
ん
ず
、
日
く
、
斯
く
の
如
き
の
み

か
、
日
わ
く
、
己
れ
を
脩
め
て
以
っ
て
百
姓
を
安
ん
ず
、
己
を
脩
め
て
以
っ
て

百
姓
を
安
ん
ず
る
は
、
莞
舜
も
其
れ
猶
お
諸
を
病
め
り
」
と
あ
っ
て
、
孔
丘
は

莞
舜
を
自
分
を
含
め
た
高
踏
の
人
で
さ
え
寄
り
つ
け
な
い
程
の
最
高
の
聖
人
と

し
て
崇
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
孔
丘
を
そ
こ
ま
で
心
服
さ
せ
た
発
の
魅
力
は
、

そ
の
政
権
を
譲
る
に
自
分
の
子
丹
朱
を
退
け
て
、
舜
を
挙
げ
た
こ
と
で
あ
る
。

孔
丘
の
持
つ
揮
譲
の
思
想
が
、
周
公
旦
と
こ
の
莞
に
よ
っ
て
歴
史
的
な
実
現
を

見
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
更
に
尭
を
継
い
だ
舜
の
生
い
立
ち
を
含
め

た
人
柄
と
、
そ
の
政
治
的
手
腕
、
特
に
多
く
の
秀
れ
た
家
臣
達
を
抱
え
る
こ
と

が
出
来
た
と
い
う
こ
と
が
、
尭
を
実
際
よ
り
も
耀
か
し
め
た
と
い
う
こ
士
も
あ

る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
こ
う
し
た
こ
と
が
莞
と
舜
と
は
一
人
格
で
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
点
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
見
て
来
る
と
こ
の
莞
に
も
人
格
を
超
え
た
神
格
的
な
側
面
は
全
く

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
実
は
こ
の
『
吏
記
」
の
中
で
、
こ
の
発
に
関

す
る
記
述
の
中
に
『
史
記
」
と
し
て
は
最
も
早
期
の
（
ξ
言
う
ぺ
き
か
、
或
い

は
神
話
加
上
説
に
の
っ
と
る
と
す
る
と
、
最
も
後
期
の
ξ
言
う
べ
き
か
）
神
話

的
記
述
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
部
分
で
あ
る
。

　
「
乃
ち
義
、
和
に
命
じ
て
、
敬
し
み
て
昊
天
に
順
い
、
日
月
星
辰
を
藪
法
し
、

敬
し
み
て
民
に
時
を
授
け
し
む
。
義
仲
に
分
命
し
て
、
郁
夷
の
陽
谷
と
日
う
に

居
ら
し
む
。
敬
し
み
て
日
の
出
る
を
道
び
き
、
東
作
を
便
程
す
。
日
中
、
星
鳥

以
っ
て
中
春
を
股
し
、
其
の
民
は
折
し
、
烏
獣
字
微
せ
し
む
。
義
叔
に
申
命
し

て
、
南
交
に
居
り
、
南
爲
を
便
程
し
、
敬
し
み
て
致
し
、
日
永
、
星
火
、
以
っ

て
中
夏
を
正
し
、
其
の
民
因
し
、
鳥
獣
革
を
希
た
ら
し
む
。
和
伸
に
申
命
し

『史記』と古代帝王
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て
、
西
土
の
昧
谷
と
日
う
に
居
り
、
敬
し
み
て
貝
の
入
る
を
道
き
、
西
成
を
便

程
し
、
夜
中
、
星
虚
、
以
っ
て
中
秋
を
正
し
、
其
の
民
夷
易
し
、
鳥
獣
毛
毯
せ

し
む
、
和
叔
に
命
じ
て
、
北
方
の
幽
都
と
日
う
に
屠
り
、
伏
物
を
便
在
し
、
日

短
、
星
昴
、
以
っ
て
中
冬
を
正
し
、
其
の
民
煉
し
、
鳥
獣
謡
毛
せ
し
む
、
歳
三

百
六
十
六
日
、
閏
月
を
以
っ
て
四
時
を
正
し
、
信
飾
百
官
、
衆
功
皆
な
興
る
」

　
こ
こ
に
言
う
義
、
和
、
義
伸
、
義
叔
、
和
仲
、
和
叔
な
ど
に
つ
い
て
は
『
左

伝
』
や
「
国
語
』
に
は
全
く
記
さ
れ
て
い
な
い
。
義
和
は
「
書
経
・
莞
典
』
に

は
天
地
四
時
を
つ
か
さ
ど
る
官
職
と
し
て
見
え
る
も
の
で
あ
る
。
『
山
海
経
・

大
荒
南
経
』
に
は
、
「
東
南
海
の
外
、
甘
水
の
閲
、
義
和
の
國
有
り
、
女
子
有

り
て
、
名
づ
け
て
義
和
と
日
う
、
方
に
日
を
甘
淵
に
浴
せ
し
む
」
と
あ
り
、
ま

た
『
准
南
子
・
天
文
訓
』
に
、
「
日
は
陽
谷
よ
り
出
で
て
、
成
池
に
浴
し
、
扶

桑
に
挽
う
、
是
を
農
明
と
謂
う
…
…
連
石
に
至
れ
ば
是
れ
を
下
春
と
謂
い
、
悲

泉
に
至
れ
ば
、
其
の
女
を
止
め
、
其
の
馬
を
息
ま
せ
、
是
れ
を
縣
車
と
謂
う
…

…
」
と
あ
る
。
恐
ら
く
こ
の
二
書
に
と
ら
れ
た
記
述
は
も
と
も
と
一
つ
の
も
の

か
ら
派
生
し
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
『
山
海
経
」
に
付
さ
れ
た
郭
瑛
の
注
に

は
、
「
義
和
は
蓋
し
天
地
の
姶
め
て
生
ぜ
し
と
き
、
日
月
を
主
り
し
者
な
り
、

故
に
啓
盤
に
日
く
、
空
桑
の
蒼
蒼
た
る
、
八
極
の
既
に
張
る
や
、
乃
ち
夫
の
義

和
有
り
、
是
れ
日
月
を
主
り
、
i
出
入
を
職
と
し
て
以
っ
て
晦
明
を
爲
す
と
、
又

日
く
、
彼
の
上
天
を
階
る
に
、
一
明
一
晦
す
、
夫
の
義
和
の
子
有
り
、
腸
谷
よ

り
出
す
と
、
故
に
莞
此
に
因
り
て
義
和
の
官
を
立
て
、
以
っ
て
四
時
を
主
ら
し

む
」
と
あ
る
。
こ
の
注
を
少
し
正
確
に
補
う
と
す
れ
ば
、
尭
が
義
和
の
官
を
立

て
た
の
で
は
な
く
、
『
尚
書
・
尭
典
」
の
編
纂
に
携
っ
た
者
か
、
或
い
は
、
そ

れ
を
職
能
と
し
て
記
憶
伝
承
の
役
を
荷
っ
た
者
が
、
巷
間
に
伝
え
ら
れ
て
い
た

太
陽
運
行
神
話
と
で
も
い
う
ぺ
き
も
の
の
中
か
ら
義
和
の
名
と
そ
の
職
を
選
ん

で
、
一
つ
の
官
職
と
し
て
『
莞
典
」
に
と
り
入
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

太
陽
信
仰
に
基
く
と
思
わ
れ
る
こ
う
し
た
太
陽
神
神
話
や
、
太
陽
運
行
神
話
と

い
っ
た
も
の
は
、
本
来
日
照
時
間
が
長
く
て
、
日
照
光
の
強
い
南
方
系
の
神
話

で
あ
り
、
『
山
海
経
』
の
中
で
も
『
大
荒
南
経
』
に
と
ら
れ
て
い
る
の
も
そ
う

し
た
理
由
が
背
景
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
こ
の
神
話
の
『
莞
典
」

や
『
吏
記
』
へ
の
非
常
に
整
理
さ
れ
た
と
り
入
れ
ら
れ
方
か
ら
見
る
と
、
こ

の
神
話
も
と
も
と
は
そ
う
壮
大
で
完
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
壮
大
で
完
成
さ
れ
た
も
の
か
ら
一
部
だ
け
抜
き
と
っ
て
来
る
と
い
う
こ
と

は
、
抜
き
と
る
方
の
権
威
を
大
い
に
失
墜
す
る
こ
と
に
な
る
し
、
ま
た
、
抜
き

と
っ
て
来
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
記
述
が
か
え
っ
て
抜
き
と
ら
れ
た
方
の
も

と
の
神
話
と
の
関
係
が
連
想
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
せ
っ
か
く
の
歴
史
的
史

実
性
を
事
と
し
た
記
述
の
本
質
が
失
わ
れ
る
危
険
性
が
あ
り
、
司
馬
遷
は
、
も

し
彼
の
時
代
に
ま
で
そ
の
神
話
が
伝
承
さ
れ
て
い
た
と
し
た
ら
、
恐
ら
く
そ
う

し
た
や
り
方
は
拒
否
し
た
に
ち
が
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
い
づ
れ
に
せ
よ
こ
の

場
合
の
太
陽
運
行
神
話
は
、
当
時
か
ら
本
来
已
に
非
常
に
断
片
的
な
も
の
に
す

ぎ
な
か
っ
た
か
、
或
い
は
地
方
の
、
中
央
に
は
殆
ど
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
神

話
で
あ
っ
た
か
、
ど
ち
ら
か
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

　
司
馬
遷
の
舜
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
い
ま
ま
で
の
三
帝
及
び
莞
と
は
少
し
異

っ
て
い
る
。
即
ち
、
そ
の
人
と
な
り
の
秀
れ
た
点
を
抽
象
的
に
あ
げ
つ
ら
う
こ

と
を
し
て
い
な
い
。
舜
の
生
い
立
ち
を
語
る
中
に
具
体
的
に
述
べ
て
い
る
の
で

あ
り
、
そ
れ
が
尭
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
る
キ
ッ
カ
ケ
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
更
に
そ
の
事
績
も
、
前
の
先
帝
達
の
場
合
の
よ
う
に
「
萬
民
莫
不

二
九
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服
也
」
と
言
っ
た
結
論
風
の
表
現
は
一
切
使
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
『
五
帝
本

紀
』
全
体
を
通
じ
て
舜
に
つ
い
て
の
記
述
の
し
方
は
、
他
の
四
帝
の
場
合
と
全

く
異
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
注
意
を
払
う
ぺ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
莞
は
こ

の
舜
の
敷
術
さ
れ
た
影
で
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
尭
の
業
績
は
舜
に
負
う
所

が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
心
よ
こ
し
ま
な
る
共
工
を
幽
陵
に
流
し
、
そ
の
共
工
を

推
薦
し
た
駿
兜
を
崇
山
に
放
ち
、
乱
を
し
ば
し
ば
起
し
た
三
苗
を
三
危
に
遷

し
、
黄
河
の
治
水
に
失
敗
し
た
縣
を
羽
山
に
放
逐
し
て
、
尭
の
未
完
の
治
政
に

す
べ
て
決
着
を
つ
け
て
し
め
く
く
っ
た
の
は
舜
で
あ
る
。
　
『
左
伝
、
文
公
十

八
』
に
、

　
「
舜
は
尭
に
臣
た
り
、
四
門
に
賓
し
、
四
凶
の
族
を
流
し
、
潭
敦
、
窮
奇
、

梼
机
、
整
菱
、
諸
を
四
蕎
に
投
じ
、
以
っ
て
魑
魅
を
禦
さ
し
む
、
是
を
以
っ
て

尭
崩
じ
天
下
一
の
如
く
、
心
を
同
じ
く
し
舜
を
戴
し
て
以
っ
て
天
子
と
爲
す
。

以
つ
て
其
の
十
六
の
相
を
學
げ
、
四
凶
を
去
る
な
り
。
故
に
虞
書
舜
の
功
を
敷

え
て
日
く
、
愼
み
て
五
典
を
徴
し
、
五
典
克
く
從
う
、
教
に
違
う
こ
と
無
き
な

り
、
日
く
、
百
撲
を
納
れ
、
百
撲
時
に
序
あ
り
、
事
を
魔
す
る
無
き
な
り
、
日

く
、
四
門
に
賓
し
、
四
門
穆
穆
た
り
、
凶
人
無
き
な
り
、
舜
大
功
二
十
有
り
て

天
子
と
爲
る
」
と
あ
る
の
は
そ
の
こ
と
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
舜
記

の
最
も
舜
記
た
る
所
以
は
や
は
り
、
「
盲
者
の
子
、
父
は
頑
、
母
は
露
に
し
て
、

弟
は
傲
な
る
も
、
能
く
和
し
て
以
っ
て
孝
た
り
、
蒸
蒸
と
し
て
治
め
、
姦
に
至

ら
ず
」
の
点
で
あ
り
、
『
史
記
』
に
は
更
に
物
語
的
に
構
成
さ
れ
た
文
が
と
ら

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
神
話
と
い
う
よ
り
、
一
孝
子
の
説
話
と
し
て
伝

承
さ
れ
た
も
の
が
そ
の
下
地
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
こ
と
は
舜

に
つ
い
て
の
記
述
が
何
も
史
実
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
訳

三
〇

で
は
決
し
て
な
い
。
「
舜
乃
ち
踏
磯
玉
衡
に
在
り
て
、
以
っ
て
七
政
を
齋
う
、

逮
に
上
帝
に
類
し
、
六
宗
に
種
し
、
山
川
に
望
し
、
華
紳
に
辮
し
、
五
瑞
を
揖

め
、
吉
月
日
を
鐸
び
て
、
四
嶽
諸
牧
に
見
え
て
瑞
を
班
す
」
な
ど
は
聖
天
子
の

理
想
の
政
治
の
理
想
の
あ
り
方
を
述
べ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
歳
に
二
月
に
東

に
巡
狩
し
、
岱
宗
に
至
り
、
紫
し
、
山
川
に
望
秩
す
。
邊
に
東
方
君
長
に
見
え
、

時
月
を
合
せ
日
を
正
し
、
律
、
度
、
量
、
衡
を
同
じ
に
し
、
五
穫
、
五
玉
三
常
、

二
生
、
一
死
を
脩
め
て
撃
と
爲
し
、
五
器
の
如
き
は
、
卒
り
て
乃
ち
復
す
、
五

月
に
南
に
巡
狩
し
、
八
月
に
は
西
に
巡
狩
し
、
十
一
月
に
は
北
に
巡
狩
し
て
、

皆
如
初
」
な
ど
と
い
う
の
も
全
く
こ
の
理
想
の
業
に
類
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
扱
、
舜
の
記
述
で
最
も
注
目
す
ぺ
き
は
、
尭
の
と
き
か
ら
、
後
に
は
舜
に
仕

え
た
と
さ
れ
る
賢
臣
達
で
あ
る
。
即
ち
、
萬
は
司
空
と
し
て
、
皐
陶
は
士
と
し

て
、
契
は
司
徒
と
し
て
、
后
稜
は
農
官
と
し
て
、
伯
夷
は
秩
宗
と
し
て
、
襲
は

典
楽
と
し
て
、
龍
は
檀
言
と
し
て
、
優
は
共
工
と
し
て
、
盆
は
虞
と
し
て
事
え

た
と
言
う
。
こ
の
他
に
彰
祖
、
四
嶽
、
十
二
牧
な
ど
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
う
ち
禺
は
夏
の
祖
で
あ
り
、
契
は
段
の
祖
で
あ
り
、
子
姓
后
穰
は
周

の
祖
で
あ
り
姫
姓
で
あ
る
。
も
と
も
と
夏
、
段
、
周
は
そ
れ
ぞ
れ
敵
対
関
係
に

あ
っ
た
国
で
あ
り
お
互
い
に
は
憎
し
み
は
あ
れ
ば
こ
そ
、
政
治
的
な
主
従
の
関

係
な
ど
は
あ
り
得
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
し
た
も
の
を
す
ぺ
て
一
緒
に
し
て

舜
の
も
と
に
仕
え
さ
せ
る
と
い
う
構
成
は
、
そ
れ
こ
そ
非
常
的
に
政
治
的
な
臭

い
が
強
い
と
言
え
る
。
三
代
の
祖
以
外
の
諸
臣
は
、
恐
ら
く
も
と
も
と
は
地
方

部
族
の
神
々
で
も
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
等
も
含
め
て
一
つ
に
結
集
さ

せ
よ
う
と
し
た
政
治
的
意
図
が
裏
に
は
働
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う

な
話
し
の
構
成
は
、
『
左
伝
」
や
『
国
語
」
に
は
ま
だ
な
い
。
そ
れ
は
恐
ら
く
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『
尚
書
』
が
編
纂
さ
れ
る
過
程
で
徐
々
に
そ
う
し
た
企
図
に
導
か
れ
て
い
っ
た

の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
、
こ
れ
等
の
賢
臣
達
に
本
来

そ
な
わ
っ
て
い
た
は
ず
の
神
話
的
性
格
を
根
こ
そ
ぎ
削
奪
さ
れ
て
し
ま
っ
た
理

由
で
も
あ
ろ
う
。
そ
し
て
更
に
そ
の
こ
と
が
民
族
全
体
と
し
て
の
通
吏
の
確
立

を
要
求
す
る
に
至
っ
た
覇
者
達
の
ま
た
そ
の
段
階
で
の
民
族
全
体
の
要
請
で
も

あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

（
一
九
九
〇
年
五
月
九
目
受
理
）

三
一
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