
「
民
之
於
仁
(
衛
譲
公
)
」
解

一

は

じ

め

に

楊
策
脇
氏
の
「
春
秋
戦
関
時
期
思
想
領
域
内
雨
線
路
線
的
闘
争
i

φ
 

i
H
M儒
…
法
論
争
若
春
秋
戦
闘
時
期
的
社
会
制
捜
革
」
が
溌
表
さ
れ
て
以

来
、
孔
子
論
争
が
新
た
な
展
開
を
見
せ
て
い
る
。
社
会
主
義
関
家
建

設
期
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
「
意
識
形
態
領
域
」
の
問
題
を
内
包
し
、

劉
少
奇
や
林
彪
の
政
治
問
題
も
絡
め
て
、

hX卒
後
の
階
級
闘
争
、
路

線
闘
争
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
い
ま
、
問
題
を
同
学
術

面
、
と
く
に
「
批
孔
論
争
い
に
絞
っ
て
眺
め
て
み
る
と
、
ほ
ぼ
衣
の

よ
う
な
こ
と
が
表
取
で
き
る
よ
う
で
あ
る
心

一
九
五
八
年
に
一
連
の
中
関
者
向
学
遺
産
機
承
問
題
の
討
論
が
か
わ

さ
れ
、
一
九
六
二
年
に
は
孔
子
逝
世
二
四
回

O
周
年
を
記
念
し
て
老

証
等
も
含
め
て
孔
子
忠
怒
に
闘
す
る
討
論
が
全
殴
規
模
で
行
わ
れ

た
。
次
に
文
革
を
経
て
、
い
ま
各
方
面
で
「
反
尋
孔
い
を
主
流
と
し

た
議
論
を
呼
ん
で
い
る
の
、
が
現
紋
で
あ
る
。
そ
こ
で
今
回
の
闘
争
を

孔
子
論
を
中
核
に
し
て
歴
史
的
流
れ
の
中
に
伎
置
づ
け
て
見
れ
ば
、

の
再
燃
と
い
う
よ
り
一
穫
の
結
着
黙
と
み
な
す
こ
と

松

尾

主主
に=t

ヲム

が
で
き
、
ま
た
政
治
問

J

守
の
側
面
か
ら
一
官
問
え
ば
、
今
後
と
も
遜
践
し

て
い
く
で
あ
ろ
う
過
程
で
の
布
石
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
心こ

の
間
の
楊
柴
路
氏
の
立
脚
結
は
一
貫
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

付
孔
子
の
慮
一
世
時
期
随
分
に
関
し
て
言
え
ば
、
春
秋
期
は
奴
隷
制
の

持
代
で
あ
る
と
す
る

0
0孔
子
の
政
治
的
立
場
に
つ
い
て
は
、
そ
の

奴
隷
主
貴
族
の
側
に
立
っ
て
い
る
と
規
定
す
る
。
常
然
、
保
守
反
動

を
代
表
す
る
。
そ
し
て
、
め
孔
子
の
哲
亭
は
唯
心
論
的
先
験
論
で
あ

る
と
論
断
し
て
い
る
。

六
二
年
代
に
お
い
て
、
こ
の
楊
氏
に
封
立
す
る
意
見
を
持
っ
た
撃

者
と
し
て
郭
法
若
貯
や
芝
明
女
史
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
の
論
結
合
一
要

約
す
れ
ば
、
け
に
つ
い
て
は
、
春
秋
期
は
す
で
に
封
建
制
の
時
代
に

は
い
っ
て
お
り
、
。
孔
子
望
新
興
地
主
階
級
を
代
表
し
て
進
歩
的
革

命
的
立
場
に
立
っ
て
い
た
。
し
か
も
、
同
孔
子
の
哲
典
子
は
弊
護
法
で

あ
り
歴
史
的
唯
物
主
義
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
細
部
に
お
い

て
は
か
な
り
の
食
い
違
い
も
み
ら
れ
る
が
、
ほ
ぼ
こ
の
主
旨
の
論
陣

( 1 ) 



③
 

を
張
っ
た
者
一
と
し
て
他
に
金
景
芳
二
泊
文
溺
氏
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
鈎
立
す
る
二
者
一
の
関
に
い
わ
ば
中
間
援
と
で
も
穏
す
べ
き

@
 

第
一
一
一
の
論
者
惑
が
い
た
。
務
友
調
氏
を
は
じ
め
、
侯
外
慮
・
越
紀
彬

氏
ら
の
論
調
が
そ
れ
で
あ
る
。
務
氏
の
主
張
は
ハ
円
春
秋
期
が
奴
隷
制

か
ら
封
建
制
へ
移
行
す
る
轄
換
期
で
あ
っ
た
と
す
る
黙
に
お
い
て
は

前
二
者
と
異
な
ら
な
い
が
、
そ
の
中
で
、
口
孔
子
は
新
興
地
主
階
級

の
右
翼
、
つ
ま
り
葎
奴
隷
支
の
立
場
を
代
表
す
る
と
説
く
。
必
然
的

に
、
日
w孔
子
哲
壌
の
評
僚
に
削
到
し
て
も
、
改
良
主
義
で
あ
る
と
す
る

も
の
、
保
守
反
動
で
あ
る
と
す
る
も
の
、
選
歩
革
新
で
あ
っ
た
と
す

る
も
の
、
と
錯
綜
す
る
。

武
断
の
畿
り
を
恐
れ
ず
に
蛍
時
の
論
戦
を
以
上
の
よ
う
に
概
括
し

て
み
る
と
、
先
述
し
た
「
率
問
的
側
面
と
し
て
の
結
着
熱
」
の
意
味

が
明
確
に
な
る
と
思
う
。
も
ち
ろ
ん
討
論
の
内
容
は
寓
般
に
瓦
っ
て

い
た
。
孔
子
の
経
機
・
教
育
心
理
・
史
mmf

・
美
容
・
督
柴
・
徳
育
・

軍
事
思
想
に
関
す
る
評
論
、
あ
る
い
は
孔
子
と
ヱ
ハ
経
」
と
の
関

係
、
ま
た
、
孔
子
は
叶
照
競
い
の
依
複
を
金
額
し
た
か
、
晋
簡
の

「
鋒
刑
鼎
い
に
反
射
し
た
か
、
更
に
、
孔
子
の
李
氏
に
到
底
す
る
問

題
な
ど
で
あ
る
。
い
ま
そ
の
中
で
論
議
の
中
心
テ
ー
マ
と
な
っ
た

「
孔
子
の
思
想
の
核
心
は
何
か
い
を
め
ぐ
る
議
論
を
整
理
し
て
、
衣

の
卑
見
「
民
之
於
仁
い
解
に
至
る
橋
わ
た
し
に
し
て
お
き
た
い
。

孔
子
思
想
の
核
心
は
何
か
に
つ
い
て
は
古
来
諸
説
紛
紛
た
る
も
の

が
あ
り
、
あ
ら
た
め
て
提
起
す
る
に
は
い
さ
さ
か
面
挟
さ
を
禁
じ
得

な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
答
え
て
日
く
、
仁
で
あ
る
、
穫
で
あ
る
、
中
庸

で
あ
る
云
云
。
と
も
あ
れ
今
日
で
は
孔
子
忠
想
の
核
心
が
「
仁
」
で

あ
る
こ
と
に
も
は
や
異
論
を
差
挟
む
人
は
い
ま
い
。
で
は
そ
の
「
仁
」

と
は
何
か
c

嘗
時
の
準
設
を
ま
と
め
る
と
、
臼
く

ω忠
恕
で
あ
る

i

③
 

ー
関
鋒
・
林
章
時
・
務
友
蘭
・
高
亨
・
劉
節
氏
な
ど
。

ω孝
悌
で
あ

る
i

i
楊
策
関
・
陳
玉
森
c
川

W
孝
鰻
で
あ
る
i
i
i察
向
思
。

ω克
己

後
藤
で
あ
る
l
i
J車
載
・
謝
振
。
そ
し
て
紛
愛
人
で
あ
る
i
i
l高
賛

非
氏
な
ど
c

純
一
部
に
わ
た
る
見
解
の
相
違
を
問
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
こ
れ
ら
す

べ
て
の
正
意
性
を
首
肯
し
て
か
か
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
問
題
で
あ
ろ
う

が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
「
仁
い
の
践
に
封
し
て
「
愛
人
(
顔
淵
ど
の

用
を
設
い
た
の
が
最
も
本
質
を
衝
い
て
い
る
と
断
定
で
き
よ
う
。
そ

れ
で
は
「
愛
人
」
と
は
如
何
な
る
こ
と
か
。
六
二
年
蛍
持
も
論
争
の

焦
黙
は
こ
れ
に
あ
て
ら
れ
た
。
部
ち
「
愛
人
い
の
「
人
」
と
は

ω統

治
者
を
指
す
。
被
統
治
者
は
「
民
い
で
あ
る
。
従
っ
て
つ
ま
る
と
こ

ろ
孔
子
の
思
想
は
支
配
階
級
の
立
場
に
立
っ
た
保
守
反
動
的
な
も
の

で
あ
る
と
い
う
結
論
に
導
か
れ
て
い
く
考
え
方
l
l楊
栄
圏
・
関

鋒
・
越
紀
彬
・
任
幾
怠
・
寅
子
遜
氏
な
ど
。

ω「
人
い
は
康
く
人
民

大
衆
を
指
す

U

従
っ
て
孔
子
の
思
想
に
は
あ
る
稜
の
革
命
性
進
歩
性

が
あ
っ
た
と
い
う
結
論
に
牧
蝕
さ
れ
て
い
く
考
え
方
!
i
i郭
沫
若
・

( 2 ) 



潟
友
商
一
・
庶
蘭
・
四
兆
松
亭
・
例
制
節
・
・
李
日
華
氏
な
ど
c

階
級
税
関
の
か
な
め
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
軒
昂
た
る
議
論
を
呼
ふ

だ
の
も
無
理
は
な
か
っ
た
。

①
一
九
七
ニ
年
十
一
一
期
内
紅
旗
い
…
。
ま
た
楊
氏
は
一
九
七
一
一
一
年
七
月
「
簡

明
中
関
哲
践
す
史
」
修
訂
版
を
出
し
て
い
る
。

②
す
〈
一
革
時
に
郭
氏
が
過
去
の
自
己
の
全
作
品
を
焼
却
し
た
い
と
自
己
批
判

し
た
こ
と
は
記
憶
十
に
新
し
い
。
ま
た
郭
氏
は
一
九
七
三
年
「
奴
隷
制
時

代
」
改
版
を
出
し
て
い
る
が
、
そ
の
奴
隷
制
と
封
建
制
の
交
蒋
期
に
闘
す

る
論
議
を
再
一
一
一
修
正
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
な
お
そ
こ
に
は
科
壊
性
客

観
性
を
続
く
憾
み
が
あ
る
。

③
花
文
潟
氏
の
設
は
す
で
に
部
胤
時
代
か
ら
封
建
制
に
入
っ
た
と
す
る
も

の
だ
が
、
た
だ
ム
春
秋
期
は
領
主
総
務
か
ら
地
主
経
済
へ
斡
換
す
る
時
期
で

あ
る
と
い
う
内
容
に
お
い
て
一
致
す
る
の
で
、
い
ま
こ
の
分
類
に
入
れ
て

お
く
G

告
潟
氏
は
一
九
七
一
一
一
年
十
二
月
三
、
四
日
「
光
明
日
報
」
(
轄
載
〉
に
、

「
射
す
孔
子
的
批
判
和
針
子
我
過
去
的
愈
孔
忠
恕
的
自
我
批
判
」
「
複
方

興
反
復
古
是
雨
篠
酪
続
的
一
斗
争
」
を
公
表
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
潟
氏
は

蛍
時
の
見
解
を
改
め
、
現
在
で
は
完
全
に
楊
氏
の
説
に
同
調
し
て
い
る
。

⑤
高
卒
氏
も
一
九
七
一
一
一
年
十
二
月
十
三
日
「
光
明
日
報
」
紙
上
に
「
孔
子

雑
談
那
飾
品
奴
隷
制
」
な
る
一
文
を
寄
せ
て
自
己
批
判
を
こ
め
た
あ
ら
た
な

見
解
を
護
表
し
て
い
る
。

「
仁
と
は
一
人
を
愛
す
る
こ
と
で
あ
る
い
に

つ
い
て

仁

者

人

也

、

(

稜

記

・

中

庸

)

「
人
也
、
議
如
相
人
偶
一
之
入
、
以
人
一
話
相
存
」
(
右
鄭
法
〉

「
仁
者
謂
禁
中
心
欣
然
愛
人
也
い
(
韓
非
子
・
解
老
)

「
仁
也
者
人
也
、
合
部
品
一
一
同
之
道
也
い
(
孟
子
・
謙
一
心
)

(
ー
仁
い
と
い
う
ゆ
十
は
「
人
十
二
」
の
舎
一
意
で
あ
り
、
も
と
も
と

①
 

机
し
む
」
と
か
「
ヒ
ト
を
人
と
し
て
あ
っ
か
う
心
構
え
」
を
一
意
味

す
る
こ
と
ば
で
あ
っ
た
む
孔
子
が
こ
れ
に
極
め
て
豊
富
な
倫
理
概
念

を
盛
り
込
み
、
思
想
用
語
と
し
て
世
に
普
及
し
た
一
意
義
は
大
き
い
。

先
に
み
た
如
く
、
孔
子
の
「
仁
」
に
は
「
吾
道
一
以
貫
之
」
や
「
己

欲
立
市
立
人
、
己
欲
逮
而
達
人
!
一
、
「
己
所
不
欲
勿
施
於
人
」
な
ど
で
表

明
さ
れ
る
「
忠
恕
」
と
か
、
「
孝
悌
借
用
仁
之
本
」
の
「
孝
悌
」
、
あ
る

い
は
「
克
己
復
綾
」
の
「
櫨
j

一
や
「
智
二

s

勇
二
ー
恭
二

i

寛一
i

一
「
信
」

…i

逮
i

一
;
:
:
な
ど
多
く
の
概
念
を
包
括
し
て
い
る
c
だ
が
反
面
、
抽
象

化
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
現
賞
味
に
乏
し
い
叡
念
化
し
た
こ

と
ば
に
な
っ
た
事
賞
も
否
め
な
い
。
そ
こ
で
後
世
、
わ
か
り
や
す
く

一
般
的
に
「
愛
人
」
を
用
い
て
「
仁
」
が
設
か
れ
て
き
た
。

こ
の
「
仁
!
一
日
「
愛
一
人
」
の
思
想
は
恰
も
十
五
J
六
世
紀
の
西
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
は
ル
ネ
ヅ
サ

γ
ス
の
時
代
に
生
ま
れ
た
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ

ム
」
の
思
想
に
比
せ
ら
れ
よ
う
。
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
の
思
怒
が

( 3 ) 



十
七

l
八
世
紀
に
自
由
・
・
簿
一
愛
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
艮
ハ
腿
純
化
さ

れ
て
封
建
的
身
分
的
人
間
粥
慨
を
打
ち
破
る
上
で
積
極
的
な
役
割
を
は

た
し
た
よ
う
に
、
一
!
仁
」
は
春
秋
場
(
以
降
)
に
お
い
て
奴
隷
主
な

い
し
は
封
建
地
主
階
級
と
奴
隷
人
民
の
搭
級
封
立
を
「
緩
和
」
し
、

人
間
傘
章
一
、
人
間
解
放
に
到
し
て
も
一
定
程
度
の
役
割
を
来
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
二
千
四
百
年

3

竹
仁
い
は
さ
ま
ざ
ま
の
「
相
」

を
と
り
な
が
ら
現
代
に
受
け
綴
が
れ
て
き
た
の
で
あ
る
む

と
こ
ろ
で
問
題
は
、
人
間
縁
重
と
い
い
人
間
性
回
復
と
い
っ
て

も
、
そ
れ
が
現
笈
の
枇
会
の
中
で
は
ど
の
よ
う
な
兵
際
化
を
作
っ
て

い
た
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
ο

始
象
的
に
は
い
か
に
崇
高
な
こ
と
ば

で
も
、
そ
れ
が
一
旦
現
質
化
す
る
と
、
そ
の
名
の
も
と
に
大
震
の
人

民
殺
裁
で
さ
え
平
然
と
行
わ
れ
う
る
事
資
を
わ
れ
わ
れ
は
余
り
に
も

多
く
知
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
わ
け
で
魯
迅
の
「
吃
人
い
論
を
引
き

合
い
に
出
す
ま
で
も
な
く
、
「
仁
い
を
果
し
て
一
般
的
に
車
純
一
に
「
仲

間
と
し
て
親
し
む
こ
と
い
と
か
「
泥
く
人
を
愛
す
る
い
こ
と
だ
と
理

解
し
て
了
ら
せ
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
湧
き
起
こ
る
の

を
抑
止
で
き
な
い
。

現
代
青
年
の
最
も
好
き
な
こ
と
ば
は
「
愛
い
だ
そ
う
だ
。
だ
、
が
そ

の
「
愛
」
と
い
え
ど
も
、
閥
単
な
る
ぺ
す
き
い
(
喜
好
〉
と
は
鼠
加
し

③
 

て
、
吋
階
級
枇
会
に
あ
っ
て
は
愛
に
は
階
級
性
が
あ
る
い
と
吋
新
華

都
典
b

は
規
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
人
間
性
は
枇
会
的
諮
関
係

の
繍
制
捜
で
あ
る
(
マ
ル
ク
ス
ど
か
ら
に
は
、
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」

で
あ
れ
「
愛
:
一
で
あ
れ
、
現
質
的
に
は
そ
の
持
代
な
り
の
制
約
を
受

け
て
お
り
、
超
歴
史
的
・
超
階
級
的
な
人
間
性
と
い
う
も
の
は
存
在

し
え
な
い
の
で
あ
る
む
人
間
性
の
基
礎
に
は
経
済
的
・
階
級
的
問
題

が
巌
然
と
し
て
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
抽
象
的
で
あ
る
故
を

も
っ
て
そ
れ
ら
の
こ
と
ば
の
護
に
埋
浅
さ
せ
ら
れ
で
は
な
ら
な
い
。

「
人
」
に
つ
い
て
も
似
た
よ
う
な
現
象
が
あ
る
。
私
は
か
つ
て

「
毛
淳
一
東
思
想
に
お
け
る
群
衆
の
差
一
ご
な
る
一
知
で
、
主
主
東
の

一
一
一
一
口
う
大
衆
(
群
衆
)
が
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
口
に
す
る
そ
れ
と
表
面

的
に
は
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
の
深
間
騰
に
お
い
て
毛
揮
東
濁
自
の
階
級

分
析
の
概
念
を
内
蔵
し
て
い
る
こ
と
を
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
と
指

摘
し
て
お
い
た
。
同
時
に
「
人
)
、
「
人
類
い
に
つ
い
て
も
若
干
鰯
れ

て
、
要
す
る
に
「
人
い
と
い
う
こ
と
ば
そ
の
も
の
は
動
物
に
針
す
る

「
ホ
モ
・
サ
ピ
エ

γ
ス
」
の
概
念
の
延
長
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
述
べ

た
c

そ
の
こ
と
と
「
階
級
批
会
に
あ
っ
て
は
い
か
な
る
人
も
一
定
の

階
級
に
溺
す
る
ミ
ル
ク
ス
〉
と
い
う
観
黙
と
は
次
元
を
異
に
す

る
事
稀
で
あ
る
G

( 4 ) 

は
字
の
成
立
か
ら
み
て
も
「
川
ど
や
「
比
い
、
「
北
」
な
ど

と
同
じ
く
ご
く
m
単
純
に
人
間
の
形
象
か
ら
で
き
て
い
る
。
従
っ
て
い

つ
い
か
な
る
時
代
に
お
い
て
も
「
人
」
が
あ
る
特
定
の
人
間
集
簡
や

④
 

踏
躍
を
指
す
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
春
秋
時
代
に
あ
っ
て
孔
子
の



え
た
人
に
は
奴
隷
主
貴
族
で
あ
る
と
す
る
の
は
短
絡
に
す
ぎ
よ

う
。
問
題
は
奴
隷
主
貴
族
l
i
I奴
隷
と
い
う
階
級
社
会
に
あ
っ
て
、

か
ね
て
は
「
君
子
」
「
小
人
」
「
民
」
な
ど
と
使
い
わ
け
な
が
ら
何
故

こ
の
「
愛
人
い
の
場
合
の
み
泥
く
人
民
…
般
を
拐
す
「
人
い
と
い
う

こ
と
ば
を
使
っ
て
表
白
し
た
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
Q

階
級
枇
会

に
あ
っ
て
多
分
に
波
階
級
性
を
兵
え
た
用
語
「
仁
ん
と
か
「
中
庸
い

と
か
を
喧
俸
す
る
。
そ
こ
に
疑
惑
の
日
を
向
け
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
て

4
る
の
は
孔
子
の
「
調

和
L

思
想
以
外
の
何
物
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

孔
子
の
「
愛
人
い
と
い
う
営
献
に
釣
し
て
、
こ
の
「
人
い
と
は
奴

隷
主
貴
族
だ
か
ら
孔
子
は
奴
隷
主
の
立
場
に
立
つ
と
い
う
の
は
暴
論

で
あ
る
。
理
論
が
逆
立
ち
し
て
い
る
。
こ
こ
は
、
孔
子
の
も
ろ
も
ろ

の
設
昔
話
な
い
し
は
孔
子
の
霞
か
れ
た
紋
況
か
ら
推
察
し
て
ゆ
く
と
孔

子
は
ど
う
や
ら
奴
隷
主
の
側
に
立
っ
て
も
の
を
一
寄
っ
て
い
る
、
そ
う

す
る
と
こ
の
「
愛
人
」
と
い
う
の
も
、
専
ら
奴
隷
主
踏
級
を
念
頭
に

お
い
て
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
の
、
た
、
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う

し
て
初
め
て
辻
譲
が
合
っ
て
く
る
し
わ
か
り
や
す
い
。
ま
た
こ
の
論

理
で
解
明
し
て
こ
そ
、
「
仁
」
が
二
千
四
百
年
に
わ
た
っ
て
唱
道
さ

れ
つ
づ
け
た
所
以
も
お
の
づ
か
ら
氷
解
す
る
。
更
に
は
ま
た
こ
の
よ

う
な
理
論
を
設
定
し
て
は
じ
め
て
、
今
後
我
わ
れ
が
「
仁
」
を
異
に

銭
高
な
理
念
に
止
揚
し
て
い
く
た
め
の
土
豪
作
り
が
で
き
る
と
思
う

の
で
あ
る
♂

L

①
藤
致
、
明
保
「
滋
字
の
一
語
源
研
究
い
同
事
燈
枇

多
原
文
三
尚
一
変
。
封
入
或
事
物
有
深
撃
的
感
情
。
在
階
紐
一
拡
曾
中
愛
発
有

階
続
性
的
。
蝶
箪
愛
氏
。
愛
加
盟
。
愛
人
氏
。
愛
勢
動
。
階
級
友
愛
」

③
漢
文
壊
脅
々
報
第
二
十
八
鋭

④
特
定
柴
一
樹
を
指
し
て
昨
日
う
場
合
は
必
ら
ず
「
×
人
」
と
い
う
複
合
語
と

し
て
使
う
容
で
あ
る
。
「
愛
」
に
お
い
て
も
「
朱
愛
」
と
い
う
修
飾
構
造

を
と
っ
た
所
以
を
考
え
て
み
れ
ば
よ
い
。

「
良
之
於
仁
也
い
に
つ
い
て

孔
子
の
思
想
の
核
心
が
「
仁
」
で
あ
る
こ
と
、
が
ど

の
よ
う
守
な
基
盤
に
立
っ
て
設
一
吉
さ
れ
、
い
か
な
る
「
役
割
」
を
果
し

た
で
あ
ろ
う
か
は
以
上
み
て
き
た
、
通
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
は
更

に
こ
の
こ
と
を
あ
と
づ
け
る
た
め
に
「
仁
」
と
「
民
」
と
の
か
か
わ

り
合
い
を
採
っ
て
み
よ
う
と
思
う
c

そ
れ
は
ま
た
孔
子
の
思
想
を
解

く
一
つ
の
大
き
な
鍵
一
と
も
な
る
筈
で
あ
る
c

は
た
し
て
「
民
」
は

一
，
仁
」
の
封
象
と
し
て
考
慮
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
か
、
一
民
」
に
は

一
ー
仁
」
者
と
な
る
資
格
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

『
論
語
』
の
中
で
「
仁
」
と
「
弐
」
に
言
及
し
た
偲
所
は
多
い
。

し
か
し
そ
れ
ら
を
「
コ
ミ
で
表
白
し
た
も
の
は
衣
の
二
篠
の
み
で

、惜のす
Q
C

そ
の
「

( 5 ) 

「
君
子
篤
於
親
、
財
民
輿
於
仁
」

(
泰
伯
)



「
氏
一
之
於
仁
也
、
話
…
於
水
火
。
水
火
、
吾
見
揺
部
死
者
会
、
未
見

紛
仁
瓶
一
死
者
也
。
い
(
街
…
援
公
)

い
ま
、
後
篠
か
ら
詑
疏
を
緩
く
。
す
る
と
そ
の
前
牢
の
誌
は
、

「
水
火
及
仁
故
民
所
仰
部
生
者
、
仁
田
取
調
府
甚
。
」

後
年
の
誌
は
、
コ
給
水
火
或
時
殺
人
、
踊
仁
未
佐
野
殺
人
い
(
馬
融
)

と
占
の
る
。

こ
れ
に
釘
し
て
滞
日
内
疏
に
引
く
と
こ
ろ
の
五
郊
の
解
移
は
以
下
の

よ
う
で
あ
る
。

勺
民
之
遠
於
仁
、
甚
於
水
火
。
見
有
総
水
火
者
、
未
嘗
見
裕
仁
者

也
J

①
 

馬
設
は
那
疏
が
敷
街
し
て
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
仁
と
い
う
も

の
は
人
民
に
と
り
ま
す
と
水
や
火
よ
り
大
切
で
す
り
水
や
火
は
飛
び

こ
ん
で
死
ぬ
も
の
も
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
仁
に
飛
び
こ
ん
で

a

死
ん
だ

mw 

も
の
は
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
」
と
い
っ
て
、
人
に
強
く
仁
遂
を

行
う
べ
き
こ
と
を
奨
鋤
し
た
こ
と
に
な
る
。
停
統
的
な
こ
の
通
解
は

と
り
も
な
お
さ
ず
、
民
は
仁
を
仰
慕
し
て
生
き
て
行
く
も
の
で
あ
る

と
、
人
民
一
と
仁
の
密
接
な
繍
係
を
主
張
す
る
も
の
と
な
る
。

…
方
、
主
設
に
よ
れ
ば
「
民
が
仁
に
遠
ざ
か
っ
て
い
る
朕
態
は
水

火
よ
り
も
芯
だ
し
い
。
水
火
を
間
関
す
者
は
見
た
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど

も
、
い
ま
だ
か
つ
て
仁
を
踏
み
行
お
う
と
す
る
者
を
見
た
こ
と
が
な

い
い
と
な
っ
て
、
民
と
仁
が
全
く
無
関
係
な
紋
態
に
あ
っ
た
の
だ
と

解
懇
し
て
い
る
と
理
解
し
て
い
い
で
あ
ろ
う
。

全
く
相
反
す
る
結
論
に
導
か
れ
る
こ
の
一
問
者
の
見
解
は
、
一
楼
ど

ち
ら
が
原
一
意
を
正
し
く
と
ら
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

は
じ
め
に
文
章
構
造
の
分
析
か
ら
と
り
か
か
ろ
う
。
「
A
之
於
B

也、

cよ
と
い
う
携
文
は
後
の
翠
例
で
護
明
さ
れ
る
よ
う
に
二
援

の
文
法
解
穆
が
成
り
立
つ
。
一
つ
は
、
例
「
A
ハ
B
ニ
針
シ
テ

C
ス

ル
ー
一
と
い
う
形
式
で
、

AJが
宇
一
語
、

B
十

C
、
、
か
述
語
部
分
と
な
り
、

特
に

C
が
A
の
動
作
行
震
を
陳
述
す
る
も
の
で
あ
る
(
〉
二
つ
め
は
、

ω「
A
ト
B
ト
ノ
関
係
ハ

(
A
ノ
B
ニ
鉛
庭
ス
ル
ア
リ
カ
タ
ハ
〉

C

怨

デ
ア
ル
レ
と
解
懇
す
る
形
式
で
、

A
十

B
が
主
題
、
述
語
C
は
話
者

な
い
し
筆
者
の
判
断
一
を
一
部
す
。
以
下
例
文
を
あ
げ
る
。

ωw類

「
君
子
之
於
天
下
也
、
無
遁
一
也
、
無
英
也
。
レ
(
論
語
・
良
仁
)

手
間
之
於
人
也
、
誰
致
誰
響
。
」
(
論
語
・
衛
一
獲
公
)

「
寡
人
之
於
関
也
、
議
心
意
耳
会
J
(
一
五
子
・
梁
憲
一
五
〉

「
君
子
之
於
物
也
、
愛
之
市
弗
仁
、
於
民
也
、
仁
之
市
弗
親
、
親

殺
市
仁
氏
、
仁
氏
市
愛
物
。
(
孟
子
・
設
心
)

「
先
王
之
於
民
也
、
茂
正
其
徳
一
間
厚
其
性
:
:
:
」
(
関
一
法
制
・
周
一
議
)

似
類

「
知
其
読
者
之
於
天
下
也
、
其
如
一
部
諸
斯
乎
。
い
ハ
論
説
?
八
前
)

ぺ
鋲
鱗
之
於
走
紙
一
、
鳳
鼠
之
於
飛
鳥
、
泰
山
之
於
丘
窓
、
河
海
之

( 6 ) 



於
行
療
、
類
也
。
聖
人
之
於
氏
、
亦
類
也
。
(
孟
子
・
公
孫
寸
法
〉

一1n之
於
味
也
、
日
之
於
色
也
、
耳
之
於
韓
也
、
鼻
之
於
自
決
意
、

四
肢
之
於
安
扶
也
、
性
也
O
L

「
仁
之
於
父
子
也
、

躍
之
於
賓
主
也
、
智
之
於

命
己
(
一
五
子
・
義
心
)

F

札
「
韓
色
之
於
以
化
氏
、
来
也
ぷ
(
中
庸
)

さ
て
も
「
民
之
於
仁
也
、
:
:
:
い
の
文
は
例

ωど
ち
ら
で
解
揮
す
る

の
が
妥
蛍
か
。
馬
氏
は

ω形
式
で
理
解
し
、
一
土
氏
は
ω円
形
式
で
と
い

た
。
ま
さ
し
く
こ
の
文
は
柄
援
に
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
、

一
見
こ
れ
は

ω類
の
よ
う
で
あ
る
。
「
民
ト
仁
ト
ノ
関
係
ハ
水
火
ヨ

リ
謀
ダ
シ
イ
レ
、
あ
る
い
は
「
民
ノ
仁
ニ
到
底
ス
ル
ア
リ
カ
タ
ハ
水

火
ヨ
リ
ヒ
ド
ィ
ー
…
。
と
こ
ろ
、
が
、
問
題
の
文
を
複
文
と
み
て
次
の
よ

う
に
繍
潔
に
分
解
し
て
み
る
と
、
必
ら
ず
し
も
例
形
式
で
な
い
と
も

言
い
き
れ
な
い
。

民
之
於
仁
也
、
弗
総
。
民
之
於
水
火
也
、
陥
商
死
。

あ
る
い
は
前
牟
を
王
氏
の
解
に
合
せ
て
衣
の
よ
う
に
作
文
し
て
み

る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

③
 

民
之
於
ハ
踊
)
仁
也
、
甚
於
(
踊
)
水
火
。

し
か
し
な
が
ら
、
正
直
な
と
こ
ろ
、
こ
の
二
者
を
相
互
に
比
較
し

て
も
構
文
上
か
ら
の
み
で
は
ど
の
解
懇
を
採
用
す
る
か
決
定
す
る
こ

と
は
で
き
そ
う
に
な
い
の
で
あ
る
。
と
に
か
く
こ
の
段
階
で
ど
ち
ら

か
に
軍
配
を
あ
げ
る
の
は
い
さ
さ
か
強
引
に
す
ぎ
よ
う
。
そ
こ
で
、

今
度
は
刊
誌
味
上
か
ら
そ
の
常
否
を
攻
め
て
み
た
い
心
論
理
的
に
ど
ち

ら
が
す
っ
き
り
筋
を
通
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

に
お
い
て
は
「
水
火
」
の
意
味
が
前
半
で
は
飲
食
(
炊
事
〉

の
水
火
で
あ
り
、
後
牛
で
は
一
轄
し
て
、
踏
ん
で
死
に
一
怠
る
ほ
ど
の

(
大
)
水
(
大
)
火
に
な
っ
て
い
る
じ
「
水
火
い
に
は
、
断
わ
る
ま
で

も
な
く
確
か
に
生
活
に
必
須
の
火
や
水
と
し
て
使
わ
れ
る
場
合
が

あ
る
が
、
同
時
に
、
そ
れ
を
大
慶
危
険
な
も
の
と
し
て
戦
え
に
用
い

@
 

た
例
も
多
い
心
し
か
も
後
半
で
は
「
踊
」
と
い
う
動
作
を
行
い
死
に

至
る
わ
け
だ
か
ら
、
明
ら
か
に
大
火
大
水
の
そ
れ
で
あ
る
。
そ
う
す

る
と
、
前
牢
の
「
?
よ
り
は
な
は
だ
し
い
」
(
甚
於
)
と
い
う
の
は

普
通
マ
イ
ナ
ス
の
方
向
で
比
較
し
て
「
?
よ
り
ひ
ど
い
、
劣
っ
て
い

る
」
と
す
る
の
が
常
識
だ
ろ
う
か
ら
、
「
水
火
」
〈
飲
食
〉
が
「
仁
」

よ
り
も
大
切
な
こ
と
が
甚
し
い
と
プ
ラ
ス
の
方
向
で
と
く
の
は
い
か

に
も
ぎ
こ
ち
な
い
。
罵
設
は
こ
の
よ
う
に
、
「
水
火
」
の
一
窓
味
を
前

後
異
に
し
て
「
こ
じ
つ
け
」
の
感
を
拭
い
き
れ
な
い
。
更
に
も
う
一

黙
、
仁
道
を
行
う
べ
く
勤
ま
す
文
に
な
に
ゆ
え
最
悪
の
要
素
「
死
」

を
も
っ
て
喰
え
ね
ば
な
ら
ぬ
の
か
と
い
う
こ
と
が
懇
然
と
し
な
い
。

こ
れ
に
反
し
て
王
氏
は
「
水
火
」
を
猛
火
暴
水
で
統
一
し
「
死
」

は
思
い
き
り
よ
く
切
り
捨
て
て
い
る
。
多
分
こ
れ
を
間
単
な
る
強
調
と

み
な
し
て
主
題
を
活
か
す
こ
と
に
務
め
た
故
で
あ
ろ
う
。
細
大
も
ら

( 7 ) 



さ
ず
忠
寅
に
解
抑
押
し
よ
う
と
す
る
態
度
と
校
葉
を
と
り
去
り
主
践
を

逃
す
ま
い
と
し
た
態
度
の
差
が
こ
の
よ
う
な
一
階
極
の
結
果
を
生
ん
で

い
る
と
い
え
よ
う
。

と
も
か
く
療
文
が
複
雑
で
筋
道
だ
て
て
解
現
し
よ
う
と
す
れ
ば
す

る
ほ
ど
却
っ
て
混
観
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
も
事
は
婦
問
震
を
要

す
る
。
従
っ
て
こ
の
段
階
で
も
ま
だ
判
断
に
跨
践
す
る
が
、
や
や
一
土

設
に
分
の
あ
る
兆
候
が
出
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
最
後
に
、

前
篠
の
ぺ
君
子
篤
於
親
、
則
氏
輿
於
仁
い
を
解
剖
す
る
手
艇
を
踏
ん

だ
上
で
結
論
を
引
き
出
そ
う
。

「
君
子
、
が
親
し
い
も
の
に
手
厚
く
す
れ
ば
、
人
民
は
仁
に
な
ろ
う

と
ふ
る
い
た
ち
ま
す
」
と
い
う
、
一
見
何
の
務
哲
も
な
い
文
で
あ

る
。
問
題
は
寸
輿
於
仁
」
の
解
務
に
あ
る
。
微
妙
な
遠
い
で
あ
る
が
、

こ
れ
を

ω人
民
は
自
主
的
積
極
的
に
仁
に
封
し
て
設
奮
し
孜
孜
と
し

て
こ
れ
に
踏
ん
だ
と
い
う
方
向
で
捉
え
る
か
、
そ
れ
と
も
、
例
人
民

は
受
身
的
治
極
的
に
、
せ
い
ぜ
い
仁
に
詑
日
さ
せ
ら
れ
た
の
だ
と
い

う
程
度
に
抑
飢
え
る
か
の
二
者
探
一
と
し
て
提
起
さ
れ
る
。
前
者
を
と

れ
ば
、
先
の
馬
氏
の
見
解
一
民
は
仁
を
仰
慕
し
て
生
き
た
い
に
添
う
。

後
者
を
と
れ
ば
「
仁
に
到
し
て
人
民
は
関
心
を
持
た
ず
、
常
に
お
し

つ
け
ら
れ
る
形
で
針
ぃ
挺
し
た
い
と
い
う
王
氏
の
線
に
合
致
す
る
の

「
州
問
、
起
也
い
の
詑
か
ら
判
る
通
り

の
が
伸
び
立
つ
い
と
い

京己

tま
も
と

l:I1l 
-イ〉

改た
.も

⑤
 

刻
」
等
と
同
グ
ル
ー
プ
の
語
で
、
お
き
る
、
お
こ
す
、
力
を
合
せ
も

り
た
て
さ
か
ん
に
す
る
等
の
一
意
味
が
あ
る
c

現
代
中
関
誌
で
も
「
高

興
、
興
趣
、
輿
旺
」
等
と
使
わ
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
大
和
こ
と
ば
に

移
し
に
く
い
誌
で
あ
る
。
た
だ
こ
こ
で
は
「
興
奮
」
(
刺
戟
に
よ
っ

⑦
 

て
お
こ
る
生
物
の
か
ら
だ
の
紋
態
幾
北
)
が
一
番
ぴ
っ
た
り
し
た
誇

の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
こ
れ
を
使
お
う
。

次
に
、
「

A
(動
向
)
於
B
(
名
詞
ど
と
い
う
構
造
は
、

B
が
目

的
・
封
象
・
場
所
を
示
し
、
そ
の
範
閣
内
で
(
そ
の
制
限
を
受
け
な

が
ら
)
A
す
る
と
い
う
文
型
で
あ
る
。
こ
の
上
に
主
一
誌
が
あ
っ
た
場

合
、
往
往
に
し
て
受
身
表
現
に
な
る
こ
と
も
周
知
の
こ
と
で
あ
る
o

q
努
心
者
治
人
、
努
力
者
治
於
人
一
)
。
そ
こ
で
「
興
於
仁
」
と
は
、

民
が
「
仁
と
い
う
封
象
に
興
奮
さ
せ
ら
れ
る
」
と
も
解
し
う
る
。
「
興

奮
い
な
ど
と
い
う
こ
と
ば
は
別
に
受
身
に
謬
さ
な
く
て
も
ど
の
道
同

じ
こ
と
だ
と
い
う
な
ら
ば
そ
れ
で
も
よ
い
じ
「
仁
に
興
奮
す
る
」
で

も
一
向
に
差
支
え
な
い
む
だ
が
そ
う
だ
と
し
て
も
、
こ
の
文
に
は
上

に
「
君
子
篤
於
親
い
と
い
う
後
件
が
付
い
て
い
る
こ
と
を
ゆ
め
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
的
す
な
わ
ち
、
民
と
い
う
も
の
は
常
に
上
に
立
つ

者
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
、
い
わ
ば
い
迫
ら
れ
て
〈
「
勧
・
使
」
)
、
い

や
お
う
な
し
に
。
ー
英
数
不

b
、
「
仁
」
に
野
間
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ

る
Q

民
の
動
揺
は
お
子
の
伯
尚
動
如
何
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ぺ
上
好
麓
、
則
氏
支
敢
不
敬
ι
上
好
議
、
則
氏
英
敢
不
服
。
上
好

( 8 ) 



郎
氏
英
敢
不
用
情
。
ん
(
子
路
〉
を
吟
味
せ
ら
れ
た
い
。
ま
た

ぺ
有
耽
L
…
、
「
不
命
人
一
、
「
易
使
l
一
、
ぺ
尚
之
i
一
等
々
が
そ
の
間
の
事
情

を
明
白
に
も
の
一
詰
っ
て
い
る
心
ま
し
て
氏
を
「
戦
深
い
せ
し
め
る
に

至
っ
て
を
や
。

「
興
於
仁
ん
と
は
人
民
が
白
か
ら
求
め
て
「
仁
」
に
向
っ
て
「
力

争
上
波
い
す
る
紋
態
を
一
一
一
向
う
の
で
は
な
い
。
ぜ
い
ぜ
い
お
ぺ
上
)
の

性
肢
に
合
せ
て
心
を
に
動
か
す
程
度
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。以

上
を
簡
車
に
ま
と
め
て
お
く
心

「
人
い
と
は
人
間
一
般
を
指
し
、
(
愛
人
」
と
は
股
く
人
民
大
衆

を
愛
す
と
い
う
こ
と
ば
で
あ
る
c

た
だ
孔
子
が
一
愛
人
い
を
公
一
一
一
一
閃
し

た
時
、
孔
子
は
奴
隷
主
貴
族
の
利
盆
を
代
表
し
、
顔
は
常
に
一
君
子
い

の
側
に
向
け
ら
れ
て
い
た
ν

そ
の
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
孔
子

の
「
愛
人
」
と
は
決
し
て
超
階
r

級
・
超
歴
史
的
な
人
間
性
を
鰻
現
し

た
も
の
と
し
て
解
す
べ
き
で
は
な
く
、
一
種
の
調
和
を
鼓
吹
し
た
も

の
(
無
意
識
に
せ
よ
そ
の
作
用
を
含
ん
で
い
た
)
と
み
な
さ
ね
ば
な

ら
な
い
。

に
立
つ
者
」
が
「
た
ら
ん
と
つ
と
め
れ
ば
は
そ
の

制
約
下
で
一
定
程
度
「
F

に
抗
日
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
心
し
か
し
人
民
が
み
ず
か
ら
「
仁
」
に
遜
廷
す
る
こ
と
は
な
か
っ

数

時

の

関

係

は

全

く

疏

遠

一

な

紋

態

に

あ

っ

た
と
考
え
ら
れ
る
じ
そ
の
意
味
で
「
民
之
於
仁
也
、
誌
…
於
水
火
」
の

解
も
、
主
訟
に
左
担
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
ア
:
:
則
氏

興
於
仁
い
の
解
と
も
表
袈
を
な
し
て
相
授
左
し
合
っ
て
い
る
の
で
あ

る

の

(

博

士

課

程

修

了

)

(

一

九

七

四

・

一

了

二

O
)

た
の

と

原
文
「
正
義
日
、
此
一
平
的
人
行
仁
道
也
。
:
:
:
一
一
一
日
水
，
火
飲
食
所
由
仁
者

議
行
之
長
、
皆
民
所
仰
而
一
生
者
也
。
若
較
主
ハ
王
者
所
用
、
期
仁
鼓
務
甚

也
。
:
:
:
此
明
仁
甚
於
水
火
之
事
也
。
絹
綿
股
也
。
水
火
雛
所
以
義
人
、

若
股
焔
之
、
或
時
殺
人
、
若
履
行
仁
道
、
米
嘗
殺
人
也
己

貸
一
割
法
「
人
民
は
水
や
火
に
た
よ
っ
て
生
き
て
い
る
も
の
で
、
一
目
だ
っ

て
無
い
わ
け
に
ゆ
か
な
い
、
仁
も
そ
う
で
あ
る
、
し
か
し
水
や
火
は
外
物

で
あ
る
が
、
仁
は
日
分
の
な
か
に
あ
る
、
水
や
火
は
そ
れ
が
な
け
れ
ば
人

の
身
を
ψ

一
閃
す
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
が
、
仁
で
な
い
と
心
を
失
っ
て
し
ま

う
、
つ
ま
り
仁
は
水
や
火
よ
り
大
切
で
、
一
日
と
し
て
無
し
で
は
す
ま
ふ
さ

れ
ぬ
。
;
:
:
水
や
火
は
時
に
人
を
殺
す
こ
と
も
あ
る
が
、
仁
、
か
人
を
殺
し

た
た
め
し
は
な
い
、
何
の
遠
慮
が
い
ろ
う
か
」
倉
布
武
四
郎
課
、
筑
摩
唱
一
一
四

一
目
版
3

九
世
藤
裳
明
一
保
・
近
藤
光
男
「
中
間
関
古
典
の
読
み
方
」
同
学
習
編
八
七
ベ
l

ジ
。
向
、
問
書
に
は
こ
の

ωの
解
説
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。

④
山
静
文
上
か
ら
は
明
ら
か
に

ω類
に
騒
す
る
が
、
意
味
は
王
氏
の
そ
れ
で

あ
る
o

e
赴
水
火
、
踏
水
火
、
入
水
火
、
遊
水
火
。
ま
た
、
踏
火
、
路
海
、
路

( 9 ) 



持
出
院
内
U

V
プ

mw
藤
堂
明
保
「
漢
字
の
語
源
研
究
」
事
般
社

ハ

ノ

、

ヨ

主

な
11

寸
n
d刈
伝
ー
か
ド
1
h
比
、
一

旬
J
F

ペ4

似
句
命
刊
{
紛
い
戸
川
市
役

m
A
Y
L

!
iこ
の
小
文
を
故
盟
友

児
玉
公
彦
君
に
捧
ぐ
i
i
i
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