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道

臣
下
と
し
て
君
主
を
諌
め
、
下
僚
や
社
員
が
長
官
や
社
長
を
諌

め
る
こ
と
は
、
音
の
臣
下
は
死
を
、
今
の
下
僚
や
社
員
は
退
職
や

左
遷
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
出
来
な
い
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
み
す
み
す
国
家
社
会
や
会
社
の
た
め
に
有
害
不
利

な
こ
と
を
気
付
い
て
い
て
も
、
事
な
か
れ
主
義
が
横
行
し
、
国
家

は
失
政
、
会
社
は
倒
産
と
い
う
こ
と
に
至
る
の
で
あ
る
。

そ
う
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
に
は
、
長
で
あ
る
者
は
自
ら
積
極

的
に
臣
下
や
下
級
の
者
達
が
諌
め
や
す
い
よ
う
な
状
態
を
つ
く
り
、

よ
い
諌
言
は
喜
ん
で
受
け
入
れ
る
と
い
う
姿
勢
が
必
要
で
あ
る
。

太
宗
は
自
分
の
姿
が
生
れ
つ
き
き
わ
め
て
厳
粛
で
あ

っ
た
の
で

臣
下
は
皆
そ
の
威
厳
に
圧
倒
さ
れ
、
動
作
を
し
く
じ

っ
て
し
ま
う

太
宗
は
そ
う
い
う
状
態
を
よ
く
知

っ
て
、
臣
下
の
者
が
何
か
の
事

に
つ
い
て
上
奏
す
る
こ
と
を
見
る
ご
と
に
、
必
ず
顔
色
を
や
わ
ら

げ
て
、
臣
下
が
諫
め
や
す
い
よ
う
に
努
力
し
て
そ
の
言
を
よ
く
間

き
、
自
分
の
行
政
の
得
失
に
つ
い
て
知
ろ
う
と
努
力
を
し
た
の
で

あ
る
。

＊

太
宗
は
、
古
来
の
帝
王
が
、
た
だ
自
己
の
感
情
の
ま
ま
に
賞
罰

を
行

っ
た
の
で
、
た
め
に
政
治
は
混
乱
し
た
と
い
う
こ
と
を
知
り

臣
下
の
諌
言
を
求
め
る
と
共
に
、
臣
下
も
又
、
他
人
の
意
見
が
自

分
と
違
う
か
ら
と
云

っ
て
、
自
分
の
短
所
を
弁
護
し
、
人
の
忠
告

を
う
け
な
い
よ
う
で
あ

っ
て
は
い
け
な
い
と
戒
め
た
。
自
己
の
意

見
を
主
張
す
る
と
共
に
、
自
己
弁
護
を
せ
ず
に
、
相
手
の
意
見
も

す
な
お
に
よ
く
聞
き
入
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
民
主
主
義
、
人
権

尊
重
の
原
則
に
か
な
う
も
の
と
い
え
る
。

太
宗
は
、
古
来
多
く
の
帝
王
は
、
自
己
の
感
情
の
ま
ま
に
喜
ん

だ
り
怒

っ
た
り
し
、
喜
べ
ば
や
た
ら
に
功
績
の
な
い
者
に
褒
美
を

与
え
、
怒
れ
ば
、
や
た
ら
に
罪
の
な
い
者
を
殺
し
た
り
左
遷
し
た

り
し
て
し
ま
う
、
だ
か
ら
天
下
の
災
は
、
こ
う
い
う
無
反
省
の
君

主
に
原
因
が
あ

っ
た
。
自
分
は
朝
夕
こ
の
問
題
に
心
苦
し
て
い
る
。

故
に
い
つ
も
臣
下
が
自
分
を
諌
め
て
く
れ
る
こ
と
を
希
望
し
て
い

る
。
と
、
こ
の
態
度
を
貫

い
て
民
主
政
治
樹
立
に
苦
悩
し
た
の
で

あ
る
。

＊

才
能
の
す
ぐ
れ
た
人
物
が
現
れ
な
い
か
と
待

っ
て
い
る
よ
り
も

積
極
的
に
賢
才
を
見
抜

い
て
重
用
す
る
。

つ
ま
り
人
を
見
る
眼
を

持

つ
と
い
う
こ
と
は
、
い
つ
の
世
に
於
て
も
リ
ー
ダ
ー
た
る
者
の

第

一
の
資
格
で
あ
る
。
あ
た
ら
有
為
の
才
能
を
持
ち
な
が
ら
も
、

そ
の
才
能
が
認
め
ら
れ
ず
し
て
埋
れ
る
例
は
非
常
に
多
い
と
い
う

こ
と
を
指
導
的
立
場
に
い
る
者
は
、
よ
く
知

っ
て
い
な
け
れ
ば
な
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ら
な
い
。
太
宗
が
こ
う

い
う
諌
臣

の
言
に
深
く
感
服
し
た
の
は
ま

こ
と
に
立
派

な
態
度
で
、
為
政
者

は
範
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

又
、
太
宗
が
ま
だ
奏
王

で
あ

っ
た
時
、
側
近

の
中

で
、
太
宗
が

皇
帝
と
な

っ
た
後

に
、
ま
だ
官
職

を
与
え
ら
れ
な
い
た
め
に
恨
ん

で
い
る
者
が
あ
る
と
、
諌
臣
が
申
し
上
げ

た
。
そ
れ
に
た

い
し
て

太
宗
は

「
私
は
今
唐
と

い
う
大
国
を
治
め
て
い
る
か
ら
、
個
人
的

な
え
こ
ひ
い
き
な
ど
は
で
き
な
い
、
民

の
力
は
、
お
上

に
奉
仕
し

て
い
る
の
に
、
政
府

の
恩
恵
は
ま
だ
臣
下
に
及
ん
で
い
な
い
の
で

あ
る

」
云
云
と
云

い
、
縁
故
者

や
派
閥
を
も

っ
て
官
職

に
就

か
せ

る
と

い
う

こ
と
を
し
な
い
で
、
公

の
た
め
に
、
国
の
た
め

に
、
国

の
賢
才

を
用

い
た
の
で
あ
る
。

昔
も
今
も
、
と
か
く
能
力
は
二
の
次

に
し
て
、
長
た
る
者

は
縁

故

や
派
閥
を
役
職

や
各
種

の
委
員

に
採
用
し
我
身

を
守

る
の
が
通

例

で
あ
る
が
、
若
き
太
宗

の
側
近
者

で
も
、
公

の
た
め
国
の
た
め

才
能

の
能
否
を
第

一
と
し
て
官
職

に
任
じ
用

い
た
の
は
、
実

に
至

公
無
私
と

い
う

べ
き
で
あ
る
。

又
、
太
宗
は
公
の
立
場
に
あ

っ
て
、
自
分

の
血
縁

の
者
を
優
遇

し
よ
う
と
し
た
が
、
臣
下
か
ら
諌
め
ら
れ
て
之
を
止
め
、
そ
し
て

こ
の
こ
と
に

つ
い
て
太
宗
を
諌
め
た
臣

を
賞
め
た
た
え
た
と

い
う

太
宗

の
態
度
は
実

に
立
派

で
あ

っ
た
。

太
宗
は
又
、
常

に
臣
下
が
自
分
の
欠
点
を
諌
め
て
く
れ
る
こ
と

を
望
ん
で
て
い
の
で
あ
る
が
、
英
明
な
天
子
で
あ
る
の
で
、
諌
臣

に
あ
た
る
者
は
余
程

の
学
識
と
胆
力
を
備

え
て
い
る
も

の
で
な
い

か
ざ
り
、
う

っ
か
り
し
た
こ
と
を

い
う
と
、
面
前
で
や
り
込
め
ら

れ
て
し
ま
う
、

そ
れ
で
は
、
臣
下
の
諌
言
を
さ
そ

い
出
す
や
り
方

で
は
な
い
と
、
そ
う

い
う
こ
と
を
諫
言
さ
れ
、
太
宗
自
身

に
そ
の

欠
点
が
あ
る
こ
と
を
後
悔
し
、
そ
れ
を
改
め
る
こ
と
に
努

め
た
と

い
う

こ
と
で
あ
る
。

又
太
宗
は
、
部
下
の
役
職

に
あ
る
者
が
、
自
己

の
保
身

の
た
め

成
績

を
上
げ

る
の
に
熱
心
の
あ
ま
り
、
下
位

の
者

の
人
権

を
傷

つ

け
、
デ

ッ
チ
上
げ

の
仮
空

の
罪
科

を

つ
く
り
、
左
遷

や
降
級

の
行

わ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う

に
、
常

に
諌
議
太
夫

に
、

こ
の
こ
と
に

つ
い
て
の
監
視
を
怠
ら
な
い
よ
う
に
希
望
を
し
た
の
で
あ
る
。

＊

昭
和
の
現
代
、
国
家
と
そ
の
社
会
の
中
の
各
種
団
体
に
あ

っ
て

保
身
の
た
め
に
他
人
を
傷

つ
け
る
行
為
は
余
り
に
も
多
く
行
わ
れ

て
は
い
な
い
か
。

派
閥
や
縁
故
を
重
用
す
る
こ
と
は
、
そ
の
出
発
点
が
保
身
の
た

め
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
終
着
点
も
保
身
の
た
め
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
終
始

一
貫
し
て
保
身
の
た
め
で
あ
れ
ば
、
も
は
や
民
主

政
治
も
人
権
尊
重
も
全
く
の
空
理
空
論
で
あ
る
。

御
書
と
太
宗
の
政
治
、
そ
れ
は
学
ぶ
べ
き
も
の
と
い
う
よ
り
、

学
ば
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

＊
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貞
観
政
要
に
つ
い
て
初
回
を
読
ま
れ
た
数
人
の
方
か
ら
問
合
せ

が
あ
り
、
多
く
の
方
が
再
び
関
心
を
深
め
ら
れ
た
よ
う
で
あ
り
ま

す
。
し
た
が
っ
て
本
号
を
も

っ
て
終
稿
し
ま
す
。

貞
観
政
要
が
日
本
に
到
来
し
た
の
は
八
世
紀
の
は
じ
め
で
あ
る

が
、
八
七
六
年
日
本
の
貞
観
十
八
年
清
和
帝
の
時
に
記
録
が
あ
る

か
ら
、
此
の
頃
我
が
国
に
渡

っ
て
来
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

王
朝
時
代
に
は
秘
本
と
し
て
、
重
用
、
北
条

・
足
利

・
徳
川
氏
も

此
の
書
を
政
治
学
の
書
と
し
て
尊
崇
、
朝
廷
に
あ

っ
て
も
、　
一
條

天
皇

（
一
〇
〇
六

）
か
ら
大
正
天
皇
迄
儒
学
の
典
と
同
様
に
進
講

に
用

い
ら
れ
た
。

古
来
、
貞
観
政
要
を
読
ま
ず
し
て
政
治
は
語
れ
な
い
と
迄
云
わ

れ
た
ほ
ど
で
あ
る
。
が
私
が
数
年
前
中
央
や
地
方
の
公
明
党
議
員

や
他
の
議
員
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、

「
貞
観
政
要
〃
　
そ
れ
は
何
で

す
か

」
と
い
う
始
末
で
あ

っ
た
。
政
治
を
司
る
者
は

一
読
す
べ
き

書
で
あ
る
。

定
本
貞
観
政
要
は
数
多
く
の
伝
承
写
本
を
整
足
し
た
原
田
氏
の

苦
作
と
思
わ
れ
る
。
か
な
本
貞
観
政
要

（
北
条
正
子

）
、
貞
観
政

要
の
研
究

（
原
田

）
な
ど
を
お
読
み
に
な
っ
て
、
研
究
を
積
ま
れ

る
よ
う
希
望
し
ま
す
。

（
Ｓ
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・
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）


