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一
九
七

王
公
大
人
は
固
よ
り
生
民
の
疾
苦
を
聞
か
ざ
る
に
あ
ら
ず
。
然
れ
ど
も
終
に

も
と

し

つ

く

つ
い

是
れ
身
其
の
間
に
際
し
、
朝
夕
目
視
す
る
こ
と
の

詳

ら
か
に
し
て
且
つ
実
な
る
に
は
如

つ
ま
び

か
ざ
る
な
り
。

王
公
大
人N

固
非A

不A

聞C

生
民
之
疾
苦j

然
終
是
不A

如I

身
際C

其
間B

朝
夕
目
視
之
詳
且

實G

也N

【
訳
】
王
や
高
位
高
官
の
人
は
も
と
よ
り
人
々
の
悩
み
や
苦
し
み
を
聞
か
な
い
と
い
う
の
で
は

な
い
。
し
か
し
、
結
局
は
自
身
で
朝
夕
自
分
の
目
で
詳
し
く
事
実
を
見
る
と
い
う
こ
と
に
は
及

ば
な
い
。

一
九
八

文
王
の
民
に
は
凍
餒
の
老
な
し
。
今
よ
り
こ
れ
を
観
れ
ば
、
則
ち
殆
ど
天
上

と
う
た
い

界
の
事
に
似
て
、
人
間
世
の
敢
へ
て
望
む
所
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。

文
王
之
民
無C

凍
餒
之
老j

自A

今
觀A

之N

則
殆
似C

天
上
界
之
事j

而
非C

人

間
世
之
所C

敢
望B

也N

【
訳
】
文
王(

周
王
朝
の
最
初
の
皇
帝)

の
時
代
に
は
衣
食
が
欠
乏
し
、
凍
え
て
飢
え
る
よ
う
な

老
人
は
い
な
か
っ
た
。
現
在
の
様
子
か
ら
こ
れ
を
考
え
て
み
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
天
上
界
で
の
事

の
よ
う
で
、
と
て
も
現
実
の
人
の
世
で
は
望
め
な
い
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

一
九
九

行
く
者
は
道
を
譲
り
、
耕
す
者
は
畔
を
譲
る
。
風
俗
の
美
か
く
の
ご
と
し
。

あ
ぜ

此
れ
ぞ
是
れ
い
は
ゆ
る
聖
世
の
民
、
比
屋
封
ず
べ
き
の
処
。

ひ

お

く

ほ
う

行
者
讓A

道N

耕
者
讓A

畦N

風
俗
之
美
如A

是N

此
是
所A

謂
聖
世
之
民N

比
屋
可A

封
處N

【
訳
】
行
き
交
う
も
の
は
お
互
い
に
道
を
譲
り
合
い
、
田
を
耕
す
も
の
は
境
の
畔
を
譲
り
合
う
。

く
ら
し
の
中
の
美
徳
は
こ
の
よ
う
こ
と
だ
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
こ
そ
、
す
ぐ
れ
た
徳
の
あ
る
人

が
治
め
る
世
の
人
々
は
、
み
な
報
酬
を
も
ら
っ
て
諸
侯
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
人
格
、
品
格
を
備

え
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。

二
〇
〇

常
に

須

く
此
の
心
を
し
て
清
閑
に
し
て

累

い
な
か
ら
し
む
べ
し
。
日
用
の

す
べ
か
ら

わ
ず
ら

間
、
黙
黙
と
し
て
理
を
窮
め
、
推
し
て
古
今
の
史
を
読
み
、
天
下
の
事
を
料
理
す
。
此
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れ
を
除
き
て
外
は
、
博
聞
雑
技
、
得
喪
毀
誉
は
、
一
切
管
せ
ず
、
以
つ
て
吾
が
学
を
成

は
く
ぶ
ん

ざ

つ

ぎ

と
く
そ
う

き

よ

す
。
蓋
し
精
を
励
ま
し
治
を
図
る
は
、
位
あ
る
も
の
の
事
な
り
。
心
を
専
ら
に
し
功
を

ち

用
う
る
は
、
志
あ
る
も
の
の
事
な
り
。
上
に
あ
り
下
に
あ
り
、
豈
に
優
游
と
し
て
空
し

く
過
ぎ
て
以
つ
て
誤
ち
を
一
生
に
担
う
べ
け
ん
や
。

常
須A
使C
此
心
清
閑
無p

累N

日
用
之
間N

默
々
窮A

理N

推
而
讀C

古
今
之
史j

料C

理
天
下

之
事j

除A
此
而
外N

博
聞
雜
技N

得
喪
毀
譽N

一
切
不A

管N

以
成C

吾
學j

蓋
勵A

精
圖A

治
者

N

有A

位
者
之
事
也N
專A

心
用A

功
者N

有A

志
者
之
事
也N

在A

上
在A

下N

豈
可D

優
游
空
過

以
擔C

誤
一
生B

哉
、

【
訳
】
常
に
、
す
べ
て
こ
の
心
を
持
っ
て
、
心
静
か
に
思
い
悩
む
こ
と
が
な
い
よ
う
に
し
て
お

く
こ
と
。
日
常
は
、
一
生
懸
命
物
事
の
道
理
を
極
め
、
さ
ら
に
進
ん
で
、
古
今
の
歴
史
書
を
読

み
、
世
の
中
の
こ
と
を
う
ま
く
処
理
し
て
い
く
。
こ
れ
を
除
い
て
他
の
見
聞
を
広
め
る
と
か
、

い
ろ
ん
な
芸
を
身
に
着
け
る
と
か
、
儲
け
や
損
や
謗
り
や
誉
れ
な
ど
の
事
と
か
に
は
、
一
切
関

わ
り
な
く
、
自
分
の
学
問
を
す
る
。
そ
う
し
た
上
で
、
精
神
を
奮
い
起
こ
し
て
政
治
に
励
む
の

は
、
上
に
立
つ
も
の
の
す
る
事
で
あ
る
。
心
を
集
中
し
て
、
実
践
す
る
の
は
志
を
持
っ
た
も
の

の
す
る
の
こ
と
で
あ
る
。
上
に
立
つ
人
も
下
の
人
も
、
ゆ
っ
た
り
し
て
む
な
し
く
過
ご
し
て
い

て
は
、
過
ち
を
一
生
負
う
こ
と
に
な
る
。

二
〇
一

衛
の
懿
公
鶴
を
好
む
。
夫
の
こ
れ
を
好
む
の
時
に
方
り
て
は
、

爵

を
以
つ
て

え
い

い

か

あ
た

し
や
く

こ
れ
を

貴

び
、
禄
を
以
つ
て
こ
れ
を
養
ひ
、
敢
へ
て
人
を
以
つ
て
鶴
に
易
え
ざ
る
な
り
。

と
う
と

而
る
に
一
旦
寇

境

を
侵
し
、
然
る
後
乃
ち
鶴
を
舎
き
て
人
を
使
ひ
、
以
つ
て
患
ひ
を
救

こ
う
さ
か
い

お
か

お

う
れ

は
ん
と
欲
す
る
も
、
其
の
敗
を
取
る
や
亦
宜
な
り
。

む
べ

衛
懿
公
好A

鶴N

方C

夫
好A

之
時B

也N

以A

爵
貴A

之N

以A

祿
養A

之N

不C

敢
以A

人
易p

鶴

也N

而
一
旦
寇
侵A

境N

然
後
乃
舎A

鶴
而
使A

人N

欲C

以
救p

患N

其
取A

敗
也
亦
宜
、

【
訳
】
春
秋
時
代
の
衛
の
懿
公
は
鶴
を
好
ん
だ
。
そ
の
好
み
か
た
は
、
爵
位
を
あ
て
て
こ
れ
を

い

大
事
に
し
、
禄
を
与
え
て
養
い
、
人
以
上
に
し
た
。
そ
れ
で
、
い
っ
た
ん
外
敵
が
国
境
を
越
え

て
入
っ
て
く
る
と
、
鶴
は
置
い
て
お
い
て
人
を
用
い
て
外
敵
か
ら
守
ろ
う
と
し
た
が
、
破
れ
て

し
ま
っ
た
。
も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
る
。

ニ
〇
二

鬻
拳
の
君
を
諌
む
る
や
、
諌
む
れ
ど
も
従
は
れ
ざ
れ
ば
、
こ
れ
に
臨
む
に
兵

い
く
け
ん

い
さ

を
以
つ
て
す
。
固
よ
り
以
つ
て
人
臣
の
法
と
為
す
べ
か
ら
ず
。
然
れ
ど
も
人
の
君
と
為

も
と

り
て
、
臣
の

劫

す
所
と
為
り
、
敢
へ
て
違
ふ
能
は
ず
。
還
っ
て
夫
の
我
を
愛
す
る
の

お
び
や
か

た
が

か
え

か
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深
き
を
喜
び
て
、
敢
え
て
以
つ
て
乱
を
為
さ
ず
。
文
王
の
君
た
る
、
亦
甚
だ

法

る
べ
き

の
つ
と

も
の
あ
り
。鬻

拳
之
諫A

君
也N

諫
而
弗A

從N

臨A

之
以A

兵N

不A

可D

以
爲C

人
臣
之
法j

然
而
爲C

人
之

君j
爲C

臣
所p

刧N

不A

能C

敢
違j

還
喜C

夫
愛A

我
之
深j

而
不C

敢
以
爲p

亂N

文
王
之
爲A

君N

亦
甚
有C

可A

法
者B

矣N

【
訳
】
鬻
拳
は
君
主
を
諌
め
た
が
、
聞
き
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
兵
を
も
っ
て
諫
言
に
随

い
く
け
ん

い
さ

わ
せ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
は
臣
下
の
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
君
主
の
立
場

で
あ
っ
た
が
、
家
臣
に
脅
か
さ
れ
て
、
従
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
だ
。
凱
旋
し
て
帰
っ
た
後
、

鬻
拳
が
我
を
愛
す
る
こ
と
が
深
か
っ
た
の
だ
と
喜
ん
で
、
処
罰
は
し
な
か
っ
た
。
文
王
も
君
子

と
し
て
態
度
は
、
大
変
見
習
う
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
る
。

二
〇
三

陳
敬
仲

桓
公
と
酒
を
飲
む
。
公
の
楽
し
み
且
に
火
を
以
つ
て
こ
れ
に
継
が

ち
ん
け
い
ち
ゆ
う

か
ん
こ
う

ま
さ

ん
と
す
る
に
及
ぶ
や
、
敬
仲
従
わ
ず
し
て
辞
す
。
其
の
君
を
導
く
こ
と
の
厚
く
、
身
を

守
る
こ
と
の
正
し
き
、
両

得
と
謂
う
べ
し

り
よ
う
と
く

陳
敬
仲
飮C

桓
公
酒j

及C

公
之
樂
且
以A

火
繼p

之
也N

敬
仲
不A

從
而
辭
焉N
其
導A

君
之
厚N

守

A

身
之
正N

可A

謂C

兩
得B

矣N

【
訳
】
陳

敬

仲
が
桓
公
と
酒
を
飲
ん
で
い
た
。
桓
公
は
大
変
楽
し
み
、
夜
ま
で
飲
み
続
け
よ
う

ち
ん
け
い
ち
ゆ
う

か
ん
こ
う

と
し
た
。
陳

敬

仲
は
、
そ
れ
に
従
わ
ず
帰
っ
て
い
っ
た
。
自
分
の
君
主
を
導
く
こ
と
は
大
変
厚

ち
ん
け
い
ち
ゆ
う

く
、
自
分
の
身
を
慎
む
こ
と
は
正
し
く
、
陳
敬
仲
は
ち
ゃ
ん
と
両
方
と
も
身
に
つ
け
て
い
る
と

言
う
こ
と
が
で
き
る
。

二
〇
四

諸
生
は
講
習
の
間
、
容
貌
は

須

く

粛

な
る
べ
く
、
視
聴
は
須
く
専
な
る
べ

す
べ
か
ら

し
ゆ
く

せ
ん

く
、
心
意
は
須
く
虚
な
る
べ
し
。
然
る
後
聞
く
所
の
話
は
始
め
て
能
く

領

会
し
了
る
を

き
よ

り
よ
う
か
い

お
わ

得
。

う

諸
生
講
習
之
間N

容
貌
須A

肅N

視
聽
須A

專N

心
意
須A

虚N

然
後
所A

聞
之
話N

始
能
得C

領
會

了j

【
訳
】
塾
生
の
み
な
さ
ん
は
講
義
を
聴
い
て
い
る
間
は
、
身
を
引
き
締
め
、
見
た
り
聞
い
た
り
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す
る
時
に
は
、
ひ
た
す
ら
そ
れ
に
打
ち
込
み
、
意
識
は
他
の
事
は
考
え
な
い
で
集
中
し
て
聞
か

な
け
れ
ば
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
初
め
て
、
聞
く
と
こ
ろ
の
内
容
は
、
よ
く
理
解

で
き
る
だ
ろ
う
。

二
〇
五

容
貌
粛
な
ら
ず
、
視
聴
専
な
ら
ず
、
心
意
虚
な
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
仮
使
講
に

き
よ

た

と

い

侍
し
て
年
歳
を
経
と
も
、
此
の
学
に
於
て
果
し
て
何
の
得
る
所
ぞ
。

じ

ふ
る

容
貌
不N

肅N

視
聴
不A
専N

心
意
不N

虛N

則
假
使
侍A

講
經C

年
歳j

而
於C

此
學B

果
何
所A

得N

【
訳
】
身
を
引
き
締
め
る
こ
と
な
く
、
見
た
り
聞
い
た
り
す
る
事
に
も
集
中
せ
ず
、
意
識
も
集

中
せ
ず
雑
念
が
あ
る
な
ら
、
た
と
え
講
義
に
出
て
年
月
を
重
ね
て
も
、
こ
こ
で
の
学
問
に
得
る

と
こ
ろ
な
ど
な
い
ぞ
。

二
〇
六

諸
生
、
親
に
辞
し
包
み
、
遠
く
来
た
り
て
相
ひ
随
ふ
は
、
皆
此
の
学
の
為
な

じ

り
。
而
し
て
終
年
果
し
て
得
る
所
な
く
ん
ば
、
則
ち
家
に
帰
る
の
後
、
何
の
面
目
あ
り

て
、
復
た
郷
里
の
父
老
に
対
せ
ん
や
。

ま

諸
生
辭A

裏A

糧N

遠
來
相
隨
者N

皆
爲C

此
學B

也N

而
終
年
果
無A

所A
得N
則
歸A

家
之
後N

有C

何
面
目j

復
對C

郷
里
之
父
老B

乎N

【
訳
】
諸
君
が
、
親
と
別
れ
食
料
を
携
え
、
遠
く
か
ら
き
て
塾
生
と
な
っ
て
私
に
従
う
の
は
、

学
問
を
す
る
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
学
ぶ
期
間
が
過
ぎ
て
も
得
る
と
こ
ろ
が
な
い
と
す

る
な
ら
、
家
に
帰
っ
て
か
ら
、
郷
里
の
父
を
初
め
と
し
て
家
族
に
会
わ
せ
る
顔
が
な
い
だ
ろ
う
。

二
〇
七

男
児
幸
ひ
に
生
を
天

壌
の
間
に
受
け
、
樹
立
す
る
所
あ
り
て
以
つ
て
其
の
名

て
ん
じ
よ
う

を
成
す
能
は
ず
し
て
、
草
木
と
同
じ
く
澌
尽
泯
滅
に
帰
す
る
は
、
豈
に
惜
し
む
べ
き
の

し

じ

ん

び
ん
め
つ

甚
し
き
に
あ
ら
ず
や
。

男
兒
幸
受C

生
乎
天
壌
之
間j

不A

能I

有A

所C

樹
立B

以
成H

其
名m

而
與C

草
木B

同
歸C

於
澌
盡
泯
滅B

者N

豈
不C

可A

惜
之
甚B

哉N

【
訳
】
男
と
し
て
こ
の
天
と
大
地
の
間
に
生
ま
れ
、
し
っ
か
り
と
立
つ
こ
と
が
で
き
る
の
に
、

自
分
の
人
間
形
成
が
で
き
ず
、
草
や
木
と
同
じ
よ
う
に
滅
び
て
し
ま
う
な
ら
、
な
ん
と
お
し
い

こ
と
で
は
な
い
か
。
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二
〇
八

山
人
、
今
汝
輩
に
向
か
ひ
て
勧
説
す
る
こ
と
か
く
の
ご
と
き
は
、
特
に
汝
輩

さ
ん
じ
ん

な
ん
じ
ら

か
ん
ぜ
い

た
だ

の
為
の
み
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
山
人
も
亦

自

ら
其
の
一
日
の
責
を
尽
く
す
ゆ
ゑ
ん
な
り
。

み
ず
か

山
人
今
向C

汝
輩B

勸
説
如A

是
者N

非
特
爲C

汝
輩B

也N

而
山
入
亦
所D

以
自
盡C

其
一
日
之

責
也N

【
訳
】
私
の
よ
う
な
山
に
住
ん
で
い
る
者
が
、
今
み
な
さ
ん
に
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
説
教
す
る

の
は
、
み
な
さ
ん
の
た
め
ば
か
り
で
は
な
い
、
私
も
ま
た
自
分
の
一
日
の
勉
め
を
果
た
す
た
め

で
あ
る
。


