
　

こ
こ
で
は
武
力
に
よ
り
仁
者
を
装
う
者
を
「
覇
者
」、

道
徳
に
よ
り
国
を
治
め
る
者
を
「
王
者
」
と
定
義
す
る
。

大
国
に
お
い
て
も
力
ず
く
で
は
民
衆
を
心
服
さ
せ
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
商
（
殷
）
の
湯
王
や
周
の
文
王
の
徳

政
は
も
と
よ
り
無
冠
の
孔
子
も
門
弟
七
十
人
の
信
頼
を

勝
ち
得
た
事
績
は
「
王
道
」
に
通
じ
る
も
の
が
あ
っ
た

と
説
く
。
孟
子
は
再
三
に
わ
た
り
領
土
の
広
さ
に
関
わ

り
な
く
、「
三
代
（
夏
・
殷
・
周
）
の
天
下
を
得
る
は

仁
を
以
て
し
、
其
の
天
下
を
失
へ
る
は
不
仁
を
以
て
せ

り
」
と
、
仁
政
に
よ
る
人
心
掌
握
の
必
要
性
を
訴
え
る
。

　

ま
た
、
孟
子
の
「
王
道
」
論
は
具
体
的
な
施
策
に
ま

で
及
ぶ
。
私
田
と
公
田
と
を
分
け
た
う
え
で
そ
の
十
分

の
一
程
度
を
徴
す
る
「
井せ

い

田で
ん

法
」
の
制
度
や
、
人
倫
を

明
ら
か
に
す
る
た
め
の
「
庠し

ょ
う

序じ
ょ

学
校
」
な
ど
の
庶
民

教
育
機
関
の
建
設
の
必
要
性
に
も
触
れ
る
。
物
質
面

「
恒
産
」
に
よ
り
精
神
面
「
恒
心
」
が
保
た
れ
、
教
育

の
余
地
も
生
ま
れ
る
図
式
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　

君
主
の
制
度
上
の
役
割
に
つ
い
て
孟
子
は
「
王
、
百

姓
と
楽
し
み
を
同
じ
く
せ
ば
、
則
ち
王
た
ら
ん
」（
梁
恵

王
下
）、
王
た
る
者
は
民
衆
と
楽
し
み
を
共
有
す
べ
き

と
述
べ
る
一
方
で
、「
心
を
労
す
る
」
者
（
君
主
）
は

二　
『
孟
子
』「
王
覇
之
弁
」
を
め
ぐ
っ
て

　

明
治
・
大
正
期
の
史
家
山
路
愛
山
が
「『
論
語
』
に

王
覇
の
弁
な
く
し
て
、『
孟
子
』
に
王
覇
の
弁
あ
り
」

（『
孔
子
論
』）
と
述
べ
た
よ
う
に
、「
王
覇
」
の
一
項
は

『
論
語
』
と
の
分
岐
点
と
な
る
。
孟
子
（
本
名
・
孟
軻
）

に
は
「
人
禽
之
弁
」、「
義
利
之
弁
」、「
王
覇
之
弁
」
の

い
わ
ゆ
る
三
弁
が
あ
り
、
そ
の
思
想
を
代
表
す
る
も
の

で
あ
る
。
四
端
を
用
い
て
「
性
善
説
」
を
標
榜
し
た
孟

子
は
単
に
楽
観
論
に
陶
酔
し
て
い
た
の
で
は
な
い
。
戦

国
時
代
の
世
相
を
直
視
し
た
う
え
で
、「
王
覇
之
弁
」

を
提
唱
し
た
。
こ
れ
は
戦
国
諸
侯
が
邁
進
す
る
「
覇

道
」
を
改
め
さ
せ
て
、
古
代
の
聖
帝
堯
・
舜
が
実
践
し

た
「
王
道
」
を
理
想
に
掲
げ
た
も
の
で
あ
る
。

孟
子
曰
く
「
力
を
以
て
仁
を
仮か

る
者
は
覇
た
り
。

覇
は
必
ず
大
国
を
有た

も

つ
な
り
。
徳
を
以
て
仁
を
行

ふ
者
は
王
た
り
。
王
は
大
を
待
た
ず
、
湯
は
七
十

里
を
以
て
し
、
文
王
は
百
里
を
以
て
せ
り
。
力
を

以
て
人
を
服
す
る
者
は
心
服
せ
し
む
る
に
非
ざ
る

な
り
。
力
贍た

ら
ざ
れ
ば
な
り
。
徳
を
以
て
人
を
服

せ
し
む
る
者
は
中
心
よ
り
悦
び
て
誠
に
服
せ
し
む

る
な
り
（
下
略
）」
と
。 

（
公
孫
丑
上
）

一　

は
じ
め
に

　
『
孟
子
』
は
南
宋
の
朱
熹
に
よ
っ
て
「
四
書
」
に
数

え
ら
れ
て
敬
重
さ
れ
た
経
緯
を
持
つ
が
、
そ
の
思
想
の

特
異
性
ゆ
え
に
し
ば
し
ば
論
議
の
対
象
と
な
っ
た
。
孔

子
の
世
を
去
る
こ
と
百
年
あ
ま
り
、
群
雄
が
割
拠
す
る

戦
国
時
代
に
生
を
受
け
た
孟
子
に
と
っ
て
儒
教
の
哲
学

化
は
喫
緊
の
課
題
で
あ
っ
た
。
孔
子
に
私
淑
し
な
が
ら

も
、
諸
子
の
一
派
に
過
ぎ
な
か
っ
た
儒
学
を
普
及
さ
せ

る
た
め
に
は
独
自
の
思
想
を
持
っ
て
時
代
に
臨
ん
で
い

た
こ
と
は
疑
い
な
い
事
実
で
あ
る
。「
自
ら
反か

へ

り
み
て

縮な
ほ

く
ん
ば
、
千
万
人
と
雖
も
吾
往ゆ

か
ん
」（
公
孫
丑
上
）

と
い
う
言
葉
か
ら
は
、
逆
風
の
中
で
ど
の
よ
う
な
反
論

に
も
強
い
信
念
で
対
峙
せ
ん
と
す
る
気
概
も
窺
え
る
。

　

現
行
の
漢
文
教
材
に
お
け
る
孟
子
像
は
と
か
く
「
性

善
説
」
の
主
唱
者
と
し
て
の
面
が
色
濃
く
打
ち
出
さ
れ
、

性
説
を
め
ぐ
っ
て
告
子
と
の
論
争
に
明
け
暮
れ
た
儒
者

と
し
て
の
姿
が
浮
か
び
上
が
る
。
本
稿
は
、
漢
文
指
導

に
お
い
て
掘
り
下
げ
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
い
『
孟
子
』

「
王
覇
之
弁
」
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
性
善

説
」
と
は
異
な
る
孟
子
像
を
考
察
し
、
教
材
と
し
て
の

『
孟
子
』
の
新
た
な
可
能
性
を
提
言
す
る
も
の
で
あ
る
。

楽
漢
的
『
孟
子
』
論

―
「
王
覇
之
弁
」
に
着
目
し
て
―
　
狭
山
ヶ
丘
高
等
学
校
　
樋
口
　
敦
士
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人
間
の
や
り
と
り
で
は
な
く
、
天
意
の
介
在
を
指
摘
し

た
孟
子
で
は
あ
る
が
、「
簒
奪
」
と
い
う
究
極
な
状
況

の
場
合
に
も
踏
み
込
ん
で
い
る
。
斉
の
宣
王
か
ら
「
湯

武
放
伐
」
の
事
実
を
尋
ね
ら
れ
る
場
面
で
は
、
孟
子
は

独
自
の
解
釈
を
交
え
て
こ
れ
を
是
認
す
る
。

斉
の
宣
王
問
ひ
て
曰
く
「
湯
、
桀
を
放
ち
、
武
王
、

紂
を
伐
つ
こ
と
諸こ

れ

有
り
や
」
と
。
孟
子
対
へ
て
曰

く
「
伝
に
於
い
て
之
有
り
」
と
。
曰
く
「
臣
に
し

て
其
の
君
を
弑
し
て
可
な
る
か
」
と
。
曰
く
「
仁

を
賊そ

こ
な

ふ
者
、
之
を
賊
と
謂
ひ
、
義
を
賊
ふ
者
、

之
を
残
と
謂
ふ
。
残
賊
の
人
、
之
を
一
夫
と
謂
ふ
。

一
夫
の
紂
を
誅
す
る
を
聞
く
も
、
未
だ
君
を
弑
す

る
を
聞
か
ざ
る
な
り
」
と
。 

（
梁
恵
王
下
）

　

宣
王
の
質
問
意
図
は
明
白
で
あ
る
。
儒
家
が
尊
崇
す

る
湯
武
が
そ
れ
ぞ
れ
の
主
君
た
る
桀け

つ

王
、
紂ち

ゅ
う

王
を
弑

し
た
事
実
が
あ
る
以
上
、
自
ら
の
「
覇
道
」
も
認
め
ら

れ
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
と
。
す
か
さ
ず
孟
子
は
暴
君

た
る
桀
紂
を
単
な
る
「
一
夫
」
と
断
じ
、
湯
武
に
と
っ

て
彼
ら
の
主
君
と
は
見
な
さ
れ
な
い
た
め
、
こ
れ
を
討

つ
こ
と
も
可
と
し
た
。
こ
の
あ
ま
り
に
過
激
な
一
言
は

後
世
に
ま
で
波
紋
を
及
ぼ
し
た
。『
孟
子
』
は
君
臣
関

係
（
義
合
）
が
絶
対
的
で
は
な
い
こ
と
を
唱
え
、
究
極

的
に
は
革
命
の
形
を
取
る
こ
と
を
承
認
し
た
か
ら
だ
。

　

こ
の
点
に
関
し
て
朱
熹
は
『
孟
子
集
注
』
に
「
深
く

斉
王
を
警い

ま
し

め
て
戒
を
後
世
に
垂た

る
る
所
以
な
り
」
と

述
べ
、
王
勉
の
言
を
引
い
て
「
惟
だ
下
に
在
る
者
湯
武

の
仁
有
り
て
、
上
に
在
る
者
桀
紂
の
暴
有
ら
ば
則
ち
可

な
り
。
然
ら
ず
ん
ば
、
是
れ
未
だ
纂
弑
の
罪
を
免
れ

の
た
め
に
空
回
り
し
た
実
状
を
伝
え
て
い
る
。「
覇
道
」

に
関
心
を
寄
せ
た
諸
侯
に
対
し
て
、
孟
子
が
ひ
た
す
ら

「
王
道
」
を
説
い
て
敬
遠
さ
れ
た
一
連
の
事
情
は
窺
い

知
れ
よ
う
。
た
だ
し
、
孟
子
思
想
の
根
幹
に
は
「
権
」

の
一
条
が
あ
る
（
離
婁
上
）。
男
女
間
で
は
直
接
手
渡

さ
な
い
の
が
原
則
だ
が
、
嫂
あ
に
よ
め

が
溺
れ
た
と
き
に
は
手

で
助
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
し
た
。
非
常
事
態
に

お
い
て
は
「
権
」
を
承
認
す
る
こ
と
と
な
る
。
理
想
と

は
乖
離
し
た
時
代
に
生
を
受
け
な
が
ら
も
絶
望
に
沈
む

こ
と
な
く
、
常
に
次
善
の
策
（「
権
道
」）
を
講
じ
て
諸

侯
に
説
諭
し
て
い
た
孟
子
の
様
子
が
浮
か
び
上
が
る
。

　

戦
国
時
代
と
い
う
乱
世
に
お
い
て
、
理
想
に
固
執
す

る
の
み
で
は
到
達
し
得
な
い
と
悟
っ
た
柔
軟
な
視
点
に

は
見
る
べ
き
と
こ
ろ
も
あ
る
。
孟
子
自
身
が
「
不
仁

者
」
と
評
し
た
梁
の
恵
王
や
、
燕
征
伐
に
下
心
を
覗
か

せ
る
斉
の
宣
王
に
ま
で
「
王
道
」
を
語
り
聞
か
せ
る
姿

に
は
、
弱
肉
強
食
の
戦
国
時
代
の
風
潮
を
少
し
で
も
改

善
せ
ん
と
す
る
彼
の
現
実
的
な
視
点
が
あ
り
、
広
い
意

味
で
の
教
育
的
な
配
慮
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

三　
「
湯
武
放
伐
論
」
―
江
戸
期
に
お
け
る
受
容
―

　
「
王
覇
之
弁
」
に
関
連
し
て
『
孟
子
』
に
は
、「
湯
武

放
伐
」
な
る
諸
侯
が
覇
権
争
い
を
繰
り
広
げ
て
い
た
戦

国
時
代
に
即
し
た
論
が
あ
る
。
こ
れ
は
君
主
が
そ
の
資

質
に
欠
け
て
い
た
と
き
、
臣
下
が
取
る
べ
き
態
度
を
示

し
た
も
の
で
あ
る
。「
湯
武
」
と
は
商
（
殷
）
の
湯
王
、

周
の
武
王
を
指
し
、「
放
伐
」
と
は
暴
虐
非
道
の
君
主

の
追
討
を
意
味
す
る
。
堯
舜
禅
譲
故
事
に
つ
い
て
は
個

「
力
を
労
す
る
」
者
（
民
衆
）
を
治
め
る
こ
と
で
彼
ら
に

扶
養
さ
れ
る
構
造
を
明
示
し
た
（
縢
文
公
上
）。
四
端
の

「
人
に
忍
び
ざ
る
の
政
」（
公
孫
丑
上
）
と
気
脈
を
通
ず

る
。
憐
れ
み
の
気
持
ち
で
政
治
を
と
れ
ば
、
好
き
勝
手

に
民
衆
を
虐
げ
る
こ
と
な
ど
で
き
る
は
ず
も
な
い
。

　

孟
子
が
活
躍
し
た
戦
国
時
代
に
は
正
統
王
朝
た
る
周

が
既
に
有
名
無
実
化
し
、「
戦
国
の
七
雄
」
と
称
さ
れ

る
各
国
諸
侯
が
血
み
ど
ろ
の
争
い
を
繰
り
広
げ
て
勢
力

の
拡
大
に
つ
と
め
て
い
た
。
食
う
か
食
わ
れ
る
か
予
断

を
許
さ
な
い
状
況
下
に
お
い
て
、
儒
家
を
標
榜
し
て
諸

国
を
遊
説
す
る
孟
子
の
立
場
は
実
に
多
難
で
あ
っ
た
。

漠
然
と
「
王
道
」
の
理
想
を
説
く
の
み
で
は
、
現
実
的

に
「
覇
」
を
唱
え
ん
と
す
る
諸
侯
の
耳
に
届
か
な
か
っ

た
こ
と
も
容
易
に
想
像
が
つ
く
。「
覇
道
」
を
突
き
進

む
梁
（
魏
）
の
恵
王
に
ま
で
向
か
っ
て
説
き
続
け
た

《
何
必
曰
利
（
義
利
之
弁
）》
と
《
五
十
歩
百
歩
》
の
故

事
か
ら
は
、
王
道
政
治
の
実
態
が
垣
間
見
え
る
。
国
学

者
本
居
宣
長
は
『
玉
勝
間
』
に
お
い
て
、
暗
愚
な
恵
王

に
「
王
道
」
を
説
い
た
孟
子
の
不
見
識
を
批
判
す
る
が
、

「
人
に
存
す
る
者
は
眸
子
よ
り
良
き
は
莫な

し
」（
離
婁

上
）
と
言
い
切
る
そ
の
目
に
は
、
恵
王
の
功
利
的
な
一

面
も
お
そ
ら
く
鮮
明
に
映
っ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　

強
国
同
士
が
覇
を
競
い
合
っ
た
時
代
に
諸
国
を
遊
説

し
た
孟
子
に
つ
い
て
、
司
馬
遷
は
『
史
記
』「
孟
子
荀
卿

列
伝
」
に
お
い
て
「
迂
遠
に
し
て
事
情
に
闊う

と

し
」、「
天

下
方ま

さ

に
合
従
連
衡
に
務
め
、
攻
伐
を
以
て
賢
と
為
す
。

而し
か

る
に
孟
軻
は
乃
ち
唐
虞
三
代
の
徳
を
述
ぶ
。
是こ

こ

を
以

て
如ゆ

く
所
の
者
合
は
ず
」
と
評
し
た
う
え
で
、
理
想
論
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尊
卑
貴
賤
、
廃
興
存
亡
、
其
の
常
無
き
者
は
固も

と

よ

り
中
夏
開
闢
以
来
同
じ
く
然
る
所
な
り
。
何
ぞ
独

り
湯
武
に
惑
は
ん
。（
中
略
）
此
れ
帝
王
の
統
、

皆
天
命
と
民
心
と
を
以
て
し
て
未
だ
必
ず
し
も
世

系
を
以
て
せ
ざ
る
な
り
。
而
し
て
天
命
・
民
心
与

に
是
れ
常
無
け
れ
ば
、
則
ち
廃
興
存
亡
も
亦
た
皆

常
無
き
な
り
。
廃
興
存
亡
常
無
け
れ
ば
、
則
ち
君

た
る
も
亦
た
常
無
く
、
臣
た
る
も
亦
た
常
無
し
。

　

僧
侶
で
も
あ
っ
た
大
峯
は
「
無
常
観
」
に
結
び
つ
け

な
が
ら
王
朝
の
交
代
劇
と
捉
え
て
解
釈
し
た
。
ま
た
さ

ら
に
幕
末
に
な
る
と
、
吉
田
松
陰
が
『
講
孟
箚
記
』
を

著
し
て
孟
子
思
想
を
日
本
の
現
状
に
照
ら
し
て
講
じ
た

が
、
当
時
は
討
幕
が
間
近
に
迫
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

若も

し
夫そ

れ
征
夷
大
将
軍
の
類
は
、
天
朝
の
命
ず
る

所
に
し
て
、
其
の
職
に
称か

な

ふ
者
の
み
是
れ
に
居
る

こ
と
を
得
。
故
に
征
夷
を
し
て
足
利
氏
の
曠
職
の

ご
と
く
な
ら
し
め
ば
、
直
ち
に
是
れ
を
廃
す
る
も

可
な
り
。
是
れ
、
漢
土
君
師
の
義
と
甚
だ
相
類
す
。

然
れ
ど
も
湯
・
武
の
ご
と
き
は
義
に
依
り
賊
を
討

ず
。
命
を
天
に
承う

く
と
称
す
。
本
邦
に
在
り
て
は

然
ら
ず
。

　

我
が
国
で
は
古
来
よ
り
万
世
一
系
た
る
天
皇
を
拝
し

て
い
る
た
め
中
華
と
は
内
情
が
異
な
る
も
の
の
、
現
征

夷
大
将
軍
（
徳
川
政
権
）
に
対
し
て
は
、
足
利
幕
府
の

よ
う
に
統
治
機
能
が
失
わ
れ
れ
ば
、
こ
れ
を
討
つ
こ
と

も
可
能
で
あ
る
と
松
陰
は
述
べ
た
。

　

江
戸
時
代
の
『
孟
子
』
受
容
を
め
ぐ
っ
て
野
口
氏
は
、

江
戸
朱
子
学
が
仕
掛
け
た
安
全
弁
だ
っ
た
に
も
か
か
わ

策
、
詩
文
に
い
た
る
ま
で
渡
さ
ざ
る
は
な
き
に
、

か
の
孟
子
の
書
ば
か
り
い
ま
だ
日
本
に
来き

た

ら
ず
。

此こ
の

書
を
積
み
て
来
た
る
船
は
、
必
ず
し
も
暴あ

ら
き

風か
ぜ

に
あ
ひ
て
沈し

づ
む没

よ
し
を
い
へ
り
。

　

い
ず
れ
も
『
孟
子
』
が
危
険
視
さ
れ
て
い
た
事
実
を

物
語
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
江
戸
の
儒
者
た
ち
に
と

っ
て
『
孟
子
』
の
「
湯
武
放
伐
」
の
一
条
は
様
々
な
解

釈
を
生
み
出
す
究
極
の
論
題
に
な
っ
た
。
古
義
学
を
創

始
し
た
伊
藤
仁
斎
は
『
孟
子
古
義
』（
享
保
五
〈
一
七

二
〇
〉
年
）
の
中
で
孟
子
支
持
を
鮮
明
に
し
、
朱
熹
の

訓
戒
説
に
真
っ
向
か
ら
反
対
し
、「
湯
武
放
伐
」
を

「
道
な
り
」、
あ
え
て
放
伐
を
正
道
と
見
な
し
て
全
面
的

に
こ
の
行
為
を
正
当
視
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
荻
生
徂

徠
は
『
弁
名
』
に
お
い
て
王
覇
の
別
を
根
本
的
な
問
題

で
は
な
く
て
、
あ
く
ま
で
「
時
（
時
代
）」
と
「
位

（
地
位
）」
の
違
い
に
過
ぎ
な
い
と
見
て
い
る
。「
湯
武

放
伐
」
を
「
名
目
論
」
の
問
題
に
過
ぎ
な
い
と
捉
え
た

伊
東
藍
田
は
『
藍
田
先
生
湯
武
論
』（
安
永
三
〈
一
七

七
四
〉
年
）
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

湯
武
は
放
伐
に
非
ざ
る
な
り
。
湯
武
は
孰た

れ
を
か

謂
ふ
。
成
湯
周
武
を
謂
ふ
な
り
。
何
ぞ
放
伐
に
非

ず
と
言
ふ
や
。
簒
弑
な
れ
ば
な
り
。

　

大
義
あ
る
「
放
伐
」
も
実
態
は
「
簒
弑
」
に
過
ぎ
ず
、

主
君
誅
殺
の
点
で
は
変
わ
ら
な
い
と
指
摘
し
た
。
さ
ら

に
、
中
国
に
お
け
る
王
朝
変
遷
は
「
湯
武
放
伐
」
の
一

件
に
と
ど
ま
ら
な
い
と
断
じ
た
も
の
に
冢
田
大
峯
の

『
聖
道
合
語
』（
天
明
八
〈
一
七
八
八
〉
年
）
が
あ
る
。

湯
武
の
放
伐
、
何
の
惑
ふ
所
之
れ
有
ら
ん
。
蓋け

だ

し

ず
」
と
の
注
を
施
し
て
い
る
。
あ
く
ま
で
宣
王
へ
の
訓

戒
の
語
と
解
し
て
お
り
、
純
然
た
る
「
湯
武
の
仁
」
で

純
然
た
る
「
桀
紂
の
暴
」
を
討
つ
場
合
の
み
こ
れ
を
容

認
す
る
、
お
よ
そ
現
実
的
に
は
あ
り
え
な
い
条
件
を
付

加
し
た
。
こ
の
条
件
に
よ
り
、『
孟
子
』
の
革
命
理
論

が
薄
め
ら
れ
、「
四
書
」
に
ま
で
組
み
込
ま
れ
た
経
緯

が
あ
る
。

　

我
が
国
の
近
世
（
江
戸
時
代
）
に
お
い
て
『
孟
子
』

の
解
釈
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
井
上
順
理
氏

『
本
邦
中
世
ま
で
に
お
け
る
孟
子
受
容
史
の
研
究
』、
野

口
武
彦
氏
『
王
道
と
革
命
の
間
―
日
本
思
想
と
孟
子
問

題
』
な
ど
に
詳
細
な
説
明
が
あ
る
。
両
書
に
は
、
我
が

国
で
は
中
世
ま
で
特
段
問
題
に
さ
れ
な
か
っ
た
『
孟
子
』

が
、
近
世
に
入
る
と
盛
ん
に
論
議
さ
れ
た
事
例
が
記
さ

れ
る
。
特
に
『
孟
子
』
を
舶
載
し
た
船
が
転
覆
す
る
と

い
う
俗
説
が
広
ま
り
、
明
の
謝
肇
淛
の
『
五
雑
組
』
か

ら
は
中
国
に
ま
で
伝
わ
っ
て
い
た
様
子
が
窺
わ
れ
る
。

倭
奴
も
亦
た
儒
書
を
重
ん
じ
、
仏
法
を
信
ず
。
凡お

よ

そ
中
国
の
経
書
皆
重
価
を
以
て
之
を
購あ

が
な

ふ
。
独

り
孟
子
無
し
と
云
ふ
。
其
の
書
を
携
へ
て
往
く
者

有
ら
ば
舟
輒す

な
は

ち
覆
溺
す
。
此
れ
も
亦
た
一
奇
事

な
り
。

　

ま
た
、
上
田
秋
成
は
『
雨
月
物
語
』「
白
峯
」（
明
和

五
〈
一
七
六
八
〉
年
）
に
お
い
て
、
こ
の
伝
説
に
つ
い

て
西
行
法
師
の
口
を
借
り
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

仁
を
賊ぬ

す

み
義
を
賊
む
、
一
夫
の
紂
を
誅
す
る
な
り

と
い
ふ
事
、
孟も

う

子じ

と
い
ふ
書
に
あ
り
と
人
の
伝
へ

に
聞
き
侍
る
。
さ
れ
ば
、
漢も

ろ
こ
し土

の
書
は
経
典
、
史
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特
に
、「
王
覇
之
弁
」
に
触
れ
る
こ
と
で
、「
王
道
」
の

内
実
が
可
視
化
さ
れ
、
孟
子
が
活
躍
し
た
戦
国
の
時
代

背
景
に
も
理
解
が
及
ぶ
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
司
馬
遷
に

「
迂
遠
」
と
評
さ
れ
た
孟
子
像
も
現
実
的
な
視
点
を
持

っ
た
人
物
へ
と
改
ま
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

　
「
性
善
説
」
は
漢
文
の
定
番
教
材
と
し
て
有
名
で
あ
る

が
、
孟
子
思
想
は
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な

い
。「
王
覇
之
弁
」
に
付
随
す
る
「
革
命
思
想
」
や
「
民

本
思
想
」
は
、
そ
の
後
の
中
国
に
お
け
る
易
姓
革
命
の

歴
史
と
も
有
機
的
に
つ
な
が
り
、
現
実
面
で
も
多
大
な

影
響
力
を
持
っ
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
思
想
の
特
異
性
か

ら
孟
子
は
生
前
の
み
な
ら
ず
死
後
に
お
い
て
も
、
そ
の

テ
キ
ス
ト
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
論
争
を
巻
き
起
こ
し
た
事

実
が
あ
っ
た
こ
と
は
注
意
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。「
性

悪
説
」
を
唱
え
た
荀
子
に
も
「
王
覇
」
を
め
ぐ
る
論
説

が
あ
る
た
め
、
読
み
比
べ
に
よ
り
さ
ら
に
関
心
が
深
ま

る
こ
と
だ
ろ
う
。
現
在
は
目
に
す
る
こ
と
の
少
な
く
な

っ
た
「
王
覇
之
弁
」
だ
が
、
昭
和
四
十
年
代
に
は
一
部

の
教
科
書
に
採
録
さ
れ
た
。
単
元
設
定
理
由
と
し
て
孟

子
に
よ
る
倫
理
思
想
の
哲
学
化
と
革
命
思
想
に
触
れ
て

い
る
（
明
治
書
院
『
改
訂
漢
文
（
古
典
乙
Ⅰ
）』
ほ
か
）。

　

孟
子
は
「
君
子
の
三
楽
」
の
一
つ
に
「
天
下
の
英
才

の
教
育
」
を
掲
げ
て
い
る
が
、
激
動
期
に
お
い
て
も
希

望
を
失
わ
ず
に
タ
フ
ネ
ス
に
生
き
抜
い
た
バ
イ
タ
リ
テ

ィ
ー
に
は
見
習
う
べ
き
と
こ
ろ
も
多
く
あ
る
。「
王
覇

之
弁
」
を
教
材
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
に
よ
り
、
常
に

現
実
を
直
視
し
た
孟
子
の
人
物
像
が
生
徒
に
深
く
伝
わ

り
、
そ
の
思
想
へ
の
理
解
も
深
ま
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

臣
下
も
ま
た
君
主
を
「
寇
讐
（
仇
敵
）」
の
よ
う
に
眺
め

る
と
い
っ
た
一
文
に
は
君
主
専
制
に
自
省
を
促
す
気
持

ち
が
読
み
取
ら
れ
よ
う
。
た
だ
し
、
宣
長
は
「
此こ

の

一
章

を
も
て
孟
軻
が
大
悪
を
さ
と
る
べ
し
」（『
玉
勝
間
』）
と

憤
り
を
あ
ら
わ
に
し
、
人
臣
の
見
る
べ
き
書
で
は
な
い

と
ま
で
言
い
放
つ
。
さ
ら
に
孟
子
は
「
君
大
過
有
れ
ば

則
ち
諫
め
、
之
を
反
復
し
て
聴
か
れ
ざ
れ
ば
則
ち
位
を

易か

ふ
」（
万
章
下
）
と
述
べ
、
臣
下
に
よ
る
主
君
の
放

逐
の
可
能
性
に
も
言
及
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
孟
子
思
想
の
中
で
常
に
指
摘
さ
れ
る

点
は
そ
の
あ
ま
り
に
も
急
進
的
な
民
本
主
義
精
神
だ
ろ

う
。「
民
を
貴
し
と
為
し
、
社
稷
之
に
次
ぎ
、
君
を
軽
し

と
為
す
。
是
の
故
に
丘
民
に
得
ら
れ
て
天
子
と
為
る
」・

「
諸
侯
の
宝
は
三
あ
り
、
土
地
、
人
民
、
政
事
な
り
。

珠
玉
を
宝
と
す
る
者
は
殃

わ
ざ
は
ひ

必
ず
身
に
及
ぶ
」（
尽
心

下
）、
繰
り
返
し
諸
侯
は
民
を
重
視
す
べ
き
こ
と
を
説
く
。

　

現
行
の
漢
文
教
材
で
は
「
性
善
説
」
を
声
高
に
唱
え
、

「
王
道
」
を
夢
想
し
た
孟
子
像
が
取
り
あ
げ
ら
れ
る
傾

向
に
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
根
底
に
は
「
民
本
思
想
」

が
横
た
わ
っ
て
い
た
。
上
意
下
達
の
教
訓
的
な
イ
メ
ー

ジ
の
漢
文
教
材
で
は
あ
る
が
、
激
動
の
戦
国
時
代
に
お

い
て
常
に
民
衆
の
存
在
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
孟
子
像

が
こ
こ
で
は
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
る
は
ず
で
あ
る
。

五　

ま
と
め
と
し
て

　

授
業
に
お
い
て
孟
子
は
「
亜
聖
」
と
称
さ
れ
て
、
し

ば
し
ば
孔
子
に
準
ず
る
扱
い
を
受
け
て
い
る
が
、
革
命

思
想
を
盛
り
込
ん
だ
点
で
両
者
は
一
線
を
画
し
て
い
る
。

ら
ず
、
幕
末
に
至
っ
て
徳
川
幕
府
が
危
殆
に
瀕
し
た
と

き
、
放
伐
否
定
論
に
よ
っ
て
鍛
え
ら
れ
た
矛
先
は
皇
室

そ
の
も
の
で
は
な
く
、
天
皇
か
ら
任
命
さ
れ
た
将
軍
職

に
向
け
ら
れ
た
も
の
と
分
析
す
る
（
前
掲
書
）。
つ
ま

り
、
易
姓
革
命
が
実
現
し
な
か
っ
た
日
本
に
お
い
て
も
、

松
陰
門
下
の
志
士
た
ち
が
明
治
維
新
の
原
動
力
に
な
っ

た
事
実
か
ら
は
、
孟
子
の
革
命
思
想
の
影
響
を
無
視
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

江
戸
の
識
者
に
と
っ
て
「
湯
武
放
伐
論
」
は
甲
論
乙

駁
す
る
格
好
の
材
料
で
あ
っ
た
。
そ
の
テ
キ
ス
ト
を
め

ぐ
っ
て
、
読
者
に
「
名
目
論
」
や
「
革
命
論
」
の
観
点

か
ら
多
様
な
解
釈
を
可
能
に
し
た
事
実
に
は
留
意
し
て

お
き
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四　
『
孟
子
』
に
お
け
る
民
本
思
想

　

こ
こ
で
は
『
孟
子
』
の
革
命
思
想
の
根
底
に
あ
る
民

本
思
想
を
取
り
あ
げ
る
。
前
節
で
触
れ
た
よ
う
に
、

『
孟
子
』
の
革
命
思
想
は
我
が
国
で
は
賛
否
を
持
っ
て

受
容
さ
れ
た
。
本
居
宣
長
も
激
し
い
批
判
を
加
え
た
一

人
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
土
芥
寇
讐
」
の
熟
語
で
知
ら
れ

る
次
の
一
項
を
め
ぐ
っ
て
で
あ
る
。

君
の
臣
を
視
る
こ
と
手
足
の
ご
と
く
な
れ
ば
、
則

ち
臣
の
君
を
視
る
こ
と
腹
心
の
ご
と
し
。
君
の
臣

を
視
る
こ
と
犬
馬
の
ご
と
く
な
れ
ば
、
則
ち
臣
の

君
を
視
る
こ
と
国
人
の
ご
と
し
。
君
の
臣
を
見
る

こ
と
土
芥
の
ご
と
く
な
れ
ば
、
則
ち
臣
の
君
を
見

る
こ
と
寇
讐
の
ご
と
し
。 

（
離
婁
下
）

　

君
主
が
臣
下
を
「
土
芥
」
の
よ
う
に
軽
く
扱
え
ば
、
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