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１
、
（
韓
非
子
よ
り
）

楚
の
国
の
人
で
盾
と
矛
を
売
る
者
が
い
た
。

こ
の
人
は
こ
れ
を
誉
め
て

「
私
の
盾
は
頑
丈
で
、
貫
く
こ
と
の
で
き
る
も
の
は
な
い
」
と
言
っ
た
。

ま
た
、
矛
を
誉
め
て
「
私
の
矛
は
鋭
く
て
、
ど
ん
な
も
の
で
も
突
き
通
す

こ
と
が
で
き
る
」
と
言
っ
た
。

あ
る
人
が
「
あ
な
た
の
矛
で
そ
の
盾
を
突
き
通
し
た
ら
ど
う
な
る
の
で
す

か
」
と
い
っ
た
。
商
人
は
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

２
、
（
浮
世
物
語
に
よ
る
）

今
と
な
っ
て
は
昔
の
こ
と
で
あ
る
が
、
正
月
七
日
の
朝
、
七
草
を
た
た
く
。

午
前
四
時
半
か
ら
、
拍
子
を
と
っ
て
、
に
ぎ
や
か
に
う
ち
た
た
く
。

そ
の
後
は
、
七
草
が
ゆ
に
し
て
食
べ
る
が
、
あ
ま
り
好
き
な
も
の
で
は
な

い
と
思
い
な
が
ら
、
浮
世
房
は
、
こ
の
よ
う
に
（
歌
を
）
詠
ん
で
、

小
姓
衆
に
語
っ
た
。

七
草
を
勢
い
よ
く
た
た
く
け
れ
ど
も
、
餅
を
つ
く
音
に
比
べ
る
と
、

（
で
き
あ
が
っ
た
七
草
が
ゆ
の
味
は
）
は
る
か
に
劣
っ
て
い
る
も
の
だ
よ
。

３
、
（
十
訓
抄
よ
り
）

あ
る
人
が
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

「
人
間
は
、
よ
い
友
達
に
出
会
う
こ
と
を
心
の
底
か
ら
願
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」

『
麻
（
あ
さ
）
に
交
じ
っ
て
生
（
は
）
え
て
い
る
蓬
（
よ
も
ぎ
）
は
、

ま
っ
す
ぐ
育
つ
よ
う
に
矯
正
し
な
く
て
も
、
自
然
に
ま
っ
す
ぐ
に
育
つ
』

と
い
う
比
喩
（
ひ
ゆ
）
が
あ
る
。

蓬
は
枝
振
（
え
だ
ぶ
り
）
が
ま
っ
す
ぐ
で
な
い
草
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

麻
に
交
じ
っ
て
育
て
ば
、
曲
が
っ
て
育
つ
ス
ペ
ー
ス
が
無
い
の
で
、

知
ら
ず
知
ら
ず
、
正
し
く
き
ち
ん
と
伸
び
育
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

心
が
曲
が
っ
た
人
で
も
、
心
が
正
し
い
人
の
中
に
交
わ
れ
ば
、

や
は
り
あ
れ
こ
れ
を
気
遣
っ
て
い
る
う
ち
に
知
ら
ず
知
ら
ず
に

心
正
し
い
人
に
な
る
の
で
あ
る
。

３
、
（
論
語
よ
り
）

孔
子
が
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
、

良
い
友
人
に
は
三
種
類
あ
る
。

正
直
な
友
、
誠
実
な
友
、
博
識
な
友
は
良
い
友
人
だ
。
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４
、

(

十
訓
抄
よ
り)

魯
の
国
の
仲
尼
（
孔
子
）
が
、
弟
子
た
ち
を
連
れ
て
道
を
（
歩
い
て
）

い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
と
こ
ろ
、
あ
る
所
で
、
垣
根
か
ら
馬
が
頭
を
突
き
出
し

た
の
を
見
て
、｢

牛
（

だ
ね
）
。｣

と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。

（
弟
子
た
ち
は
）
は
じ
め
は
こ
の
言
葉
を
理
解
で
き
ず
、

め
い
め
い
が
考
え
を
め
ぐ
ら
し
て
い
た
が
、
顔
回
を
最
初
に
、

思
慮
深
い
（
頭
の
い
い
）
順
に
（
孔
子
の
言
葉

の
意
味
が
）
わ
か
っ
た
。

暦
の
十
二
支
の｢

午｣

と
い
う
字
の
、
頭
が
突
き
出
し
て
い
る
の
は
、

｢

牛｣

（
と
い
う

字
）
で
あ
る
。

５
、(

本
居
宣
長
、
玉
勝
間
に
よ
る)

私
の
指
導
の
も
と
に
学
問
を
し
よ
う
と
す
る
人
た
ち
も
、
私
の
死
後
に
、

ま
た
良
い
学
説
が
思
い
つ
く
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
と
き
に
は
、

決
し
て
私
の
学
説
に
こ
だ
わ
っ
て
は
い
け
な
い
。

そ
の
と
き
は
、
私
の
学
説
の
間
違
っ
て
い
る
理
由
を
言
っ
て
、

自
分
の
良
い
考
え
を
世
間
に
広
め
な
さ
い
。

す
べ
て
、
私
が
人
を
教
え
る
の
は
、
古
い
時
代
の
道
理
を
明
ら
か
に
す
る

の
が
目
的
で
あ
る
の
で
、

い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
の
道
理
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、

私
の
教
え
を
役
立
て
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

古
い
時
代
の
道
理
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
思
わ
な
く
て
、

む
や
み
に
私
を
尊
敬
す
る
の
は
、

か
え
っ
て
私
の
本
心
で
は
な
い
の
で
あ
る
の
だ
よ
。

６
、(

宇
治
拾
遺
物
語
に
よ
る)

こ
れ
も
今
は
昔
、

丹
後
守
保
昌
が
任
国
へ
下
る
際
、
与
佐
の
山
で
、

一
騎
の
、
白
髪
の
武
士
に
行
き
会
っ
た
。

道
の
傍
ら
、
木
の
下
に
、
馬
に
ま
た
が
っ
た
ま
ま
佇
立
し
て
い
る
の
で
、

国
司
の
郎
党
た
ち
が
、
「
あ
の
年
寄
は
な
ぜ
馬
か
ら
下
り
ぬ
の
だ
。

怪
し
か
ら
ぬ
奴
。
咎
め
立
て
て
、
引
き
ず
り
下
ろ
し
て
や
る
」

と
言
う
が
、
国
司
の
保
昌
は
、
「
一
騎
当
千
の
騎
馬
武
者
が
立
つ
よ
う
で

は
な
い
か
。
た
だ
の
人
で
は
な
い
、
と
が
め
る
で
な
い
ぞ
」

と
制
し
て
行
き
過
ぎ
た
。
と
、
三
町
ほ
ど
行
っ
た
と
こ
ろ
で
、

大
矢
左
衛
門
尉
致
経
（
む
ね
つ
ね
）
が
、
大
勢
の
兵
士
を
引
き
連
れ
て

や
っ
て
来
る
の
と
出
会
っ
た
。

国
司
た
る
保
昌
が
会
釈
す
る
と
、
致
経
が
言
う
に
は
、

「
こ
の
辺
に
年
寄
が
一
人
で
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
。

こ
の
致
経

の
父
、
平
五
大
夫
に
ご
ざ
り
ま
す
。

頑
固
な
田
舎
者
な
れ
ば
、

作
法
も
知
ら
ず
、
無
礼
な
真
似
を
致

し
か
ね
ま
せ
ぬ
」

と
告
げ
た
。

そ
う
し
て
、
致
経
が
行
き
過
ぎ
た
後
で
、
保
昌
は
、

「
や
は
り
、
彼
は
然
る
べ
き
御
人
で
あ
っ
た
」

と
言
っ
た
と
い
う
。

７
、(

土
佐
日
記
よ
り)

「
今
日
は
、
波
が
立
つ
な
よ
」
と
、
人
々
が
終
日
祈
っ
た
お
か
げ
で
、

風
も
波
も
な
い
。

ち
ょ
う
ど
そ
の
時
、
か
も
め
が
群
れ
集
ま
っ
て
遊
ん
で
い
る
所
が
あ
っ
た
。

京
が
近
づ
く
喜
び
の
あ
ま
り
、
あ
る
子
ど
も
が
詠
ん
だ
歌
、

祈
り
な
が
ら
や
っ
て
来
て
、
そ
の
風
が
凪
（
な
）
い
だ
と
思
う
の
に
、

ど
う
し
て
白
い
か
も
め
ま
で
波
に
見
え
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
。



- 3 -

８
、
（
淮
南
子
よ
り
）

魏
の
国
の
田
子
方
と
い
う
者
が
、
年
老
い
た
一
頭
の
馬
が
道
に
い
る
の
を

見
て
、
心
を
痛
め
て
た
め
息
を
つ
い
た
。

そ
し
て
そ
の
馬
の
卸
者
に
尋
ね
て
言
う
に
は
、

「
こ
れ
は
ど
ん
な
馬
な
の
か
」
と
。
そ
の
卸
者
が
言
う
に
は
、

「
こ
の
馬
は
元
々
公
家
の
家
の
家
畜
で
あ
り
、
年
老
い
て
用
を
な
さ
な
く

な
り
、
家
か
ら
出
し
て
、
こ
の
馬
を
売
っ
た
の
で
す
。
」
と
。

田
子
方
が
言
う
に
は
、

「
若
い
と
き
に
そ
の
力
を
さ
ん
ざ
ん
利
用
し
て
、
老
い
た
と
き
に
は
、

そ
の
も
の
を
捨
て
去
る
こ
と
は
、
徳
が
あ
る
も
の
は
決
し
て
お
こ
な
わ
な

い
こ
と
で
あ
る
」
と
。

田
子
方
は
、
束
は
く
で
こ
の
馬
を
買
い
取
っ
た
。

年
老
い
た
人
た
ち
は
、
こ
の
話
を
聞
い
て
、

こ
の
ひ
と
こ
そ
心
を
寄
せ
ら
れ
る
人
だ
と
思
っ
た
。

９
、
（
十
訓
抄
に
よ
る
）

鳥
や
虫
な
ど
が
恩
を
理
解
し
て
い
る
例
は
多
い
も
の
だ
。

漢
の
武
帝
が
昆
明
池
に
お
出
か
け
に
な
っ
た
と
き
に
、

一
匹
の
鯉
が
釣
り
針
を
く
わ
え
て
死
に
そ
う
に
し
て
い
た
。

武
帝
が
こ
れ
を
見
て
臣
下
に
命
じ
て
（
釣
り
針
を
外
し
て
池
に
）

お
放
し
に
な
っ
た
。

そ
の
夜
の
こ
と
武
帝
の
夢
の
中
に
鯉
が
現
れ
て
感
謝
を
し
た
。

次
の
日
池
に
お
出
か
け
に
な
っ
た
と
き
に
、

昨
日
の
鯉
が
明
月
の
よ
う
な
光
を
発
す
る
宝
石
を
咥
え
て
き
て
、

池
の
岸
に
置
い
て
去
っ
て
行
っ
た
。

そ
の
後
そ
の
池
で
魚
を
釣
る
こ
と
を

（
武
帝
が
）
禁
じ
な
さ
っ
た
（
と
い
う
こ
と
だ
）
。

１
０
、
（
雨
森
芳
洲
、
た
は
れ
草
に
よ
る
）

私
が
若
く
武
蔵
に
い
た
と
き
、
そ
の
こ
ろ
ま
で
は
、
朝
鮮
人
参
を
使
用

す
る
医
者
は
、
た
い
へ
ん
に
め
ず
ら
し
い
。

も
し
も
、
朝
鮮
人
参
を
使
用
す
る
医
者
が
い
れ
ば
、
下
手
だ
と
い
っ
た
。

「
世
間
の
人
々
は
、
朝
鮮
人
参
の
効
き
目
が
わ
か
ら
な
い
。
」
と
い
っ

て
、
杉
な
ん
と
か
と
い
う
医
者
は
、
い
つ
も
悩
み
と
し
て
語
っ
た
。

そ
の
後
、
李
士
材
や
蕭
万
輿
と
い
う
人
の
書
い
た
薬
の
使
用
方
法
を
記

し
た
書
物
が
世
間
に
広
ま
り
、
近
頃
に
な
っ
て
は
、
軽
い
病
気
に
も
朝

鮮
人
参
を
使
わ
な
い
医
者
は
少
な
い
。

も
し
も
朝
鮮
人
参
を
使
用
し
な
い
医
者
が
い
れ
ば
、
下
手
だ
と
い
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
こ
ろ
、
ま
た
、
武
蔵
に
行
っ
て
、
杉
な
ん
と
か
と
い
う
人

に
会
っ
た
と
き
に
、

「
世
間
の
人
々
は
、
朝
鮮
人
参
が
害
の
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
。
」

と
語
っ
て
、
そ
の
こ
と
を
ひ
ど
く
悩
ん
だ
。

「

」
と
ほ
め
た
。

１
１
は
、
テ
キ
ス
ト
に
訳
が
載
っ
て
お
り
ま
す
。


