
「
陰
徳
陽
報
」・
・
・

　
『
淮え
な
ん
じ

南
子
』
人じ
ん
か
ん間
訓く
ん

（
古
代
中

国
の
故
事
）。
意
味
は
「
人
知
れ

ず
善
い
行
い
を
す
る
者
は
、
必
ず

誰
の
目
に
も
明
ら
か
な
良
い
報
い

が
あ
る
。」H

e that sow
s good 

seed shall reap good corn.（
よ

い
種
を
撒
く
者
は
よ
い
麦
を
収
穫

す
る
）。「
陰
徳
陽
報
」
は
市
内
中

学
校
の
あ
る
部
活
動
で
「
コ
ツ
コ

ツ
練
習
す
れ
ば
必
ず
勝
て
る
」
と

応
援
の
横
断
幕
に
も
な
っ
て
い
ま

す
。

　

一
月
二
四
日
に
「
第
九
回
下
野
市
教
育
の

つ
ど
い
」
が
行
わ
れ
、
市
内
出
身
の
小
中
高

等
学
校
の
児
童
・
生
徒
の
中
か
ら
文
化
芸
術
・

ス
ポ
ー
ツ
の
分
野
で
優
秀
な
成
績
を
残
さ
れ

た
、
あ
る
い
は
日
頃
の
善
行
を
認
め
ら
れ
た

方
々
が
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。
受
賞
さ
れ
た
皆

さ
ん
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
式
典

の
際
、
来
賓
の
ご
祝
辞
に
「
子
供
た
ち
は
下

野
市
に
と
っ
て
宝
で
す
。」
と
の
お
話
が
あ
り

ま
し
た
。
こ
の
祝
辞
を
拝
聴
し
な
が
ら
、
ご

列
席
の
保
護
者
の
方
々
の
お
顔
を
拝
見
し
た

と
こ
ろ
、皆
様
満
面
の
笑
み
を
湛た

た

え
て
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
し
た
。こ
の
時
の
保
護
者
の
皆
様
は
、

ま
さ
に
山や

ま
の
う
え
の
お
く
ら

上
憶
良
と
同
じ
ご
心
境
の
こ
と
と

拝
察
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
歌
は
、

筑ち
く
ぜ
ん前

（
現
在
の
福
岡
県
の
一
部
）
国こ

く

守し
ゅ

（
現

在
の
県
知
事
相
当
）
時
代
、
視
察
の
途
中
に

作
っ
た
も
の
と
い
わ
れ
て
お
り
、
子
を
思
う

親
の
気
持
ち
が
素
直
に
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
歌
は
反は
ん
か歌
で
あ
り
、
こ
の
前
に
関
連
す

る
歌
が
あ
る
こ
と
は
皆
さ
ん
も
よ
く
ご
存
知

の
こ
と
と
思
い
ま
す
。

　

子
等
を
思
ふ
歌
一
首
、
ま
た
序

「
瓜
食は

め
ば
子
ど
も
思
ほ
ゆ　

栗
食
め
ば
ま
し

て
偲し

の

は
ゆ　

い
づ
く
よ
り　

来
り
し
も
の
ぞ

　

眼ま
な
か
ひ交

に　

も
と
な
か
か
り
て
安や
す
い眠

し
寝な

さ

ぬ
」
巻
の
五
（
八
〇
三
）

　

こ
の
後
に
反
歌

「
銀
し
ろ
か
ねも

金く
が
ねも

玉
も
何
せ
む
に
ま
さ
れ
る
宝　

子

に
し
か
め
や
も
」
巻
の
五
（
八
〇
三
）

と
続
き
ま
す
。
最
初
の
歌
の
意
味
は
、「
旅
先

で
瓜
を
出
さ
れ
て
食
べ
て
い
る
と
瓜
が
好
物

な
子
ど
も
の
顔
が
思
い
出
さ
れ
、
次
に
栗
を

出
さ
れ
て
食
べ
る
と
、
い
っ
そ
う
子
ど
も
の

顔
が
思
い
出
さ
れ
る
。
子
ど
も
と
は
ど
こ
か

ら
や
っ
て
き
た
賜た
ま
も
の物
な
の
だ
ろ
う
。
そ
の
顔

が
ま
ぶ
た
の
う
ち
に
焼
き
つ
い
て
、
寝
る
こ

と
も
で
き
な
い
。」

　

反
歌

「
金
や
銀
や
そ
の
他
の
宝
物
が
な
ん
だ
ろ
う
か
。

私
に
と
っ
て
一
番
大
切
な
の
は
子
供
な
の
だ

よ
」

と
続
く
わ
け
で
す
。
実
に
慈
愛
に
満
ち
た
人

間
の
情
愛
が
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

万
葉
集
に
は
、
柿
か
き
の
も
と本

人ひ
と
ま
ろ

麻
呂
、
山や
ま
べ
の
あ
か
ひ
と

部
赤
人

を
筆
頭
に
し
て
、
男
女
の
愛
を
歌
っ
た

相そ
う
も
ん
か

聞
歌
が
多
数
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か

し
、山
上
憶
良
の
作
品
に
は
男
女
の
愛
を
歌
っ

た
も
の
は
無
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

代
わ
り
の
よ
う
に
憶
良
は
子
ど
も
を
思
う
歌

を
多
く
残
し
て
い
ま
す
。
万
葉
集
巻
二
に
は
、

大だ
ざ
い
ふ

宰
府
（
現
在
の
福
岡
県
に
あ
っ
た
九
州
を

統
括
す
る
役
所
で
、
現
在
の
外
務
省
的
機
能

も
併
せ
持
っ
た
組
織
）
時
代
に
大お
お
と
も
の
た
び
と

伴
旅
人
の

催
し
た
宴
会
を
中
座
す
る
言
い
訳
と
し
て
即

興
で
作
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
歌
が
残
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

山
上
臣お
み

憶
良
が
宴う
た
げ

よ
り
罷ま
か

る
と
き
の
歌
一

首「憶
良
ら
は
今
は
罷
ら
む　

子
泣
く
ら
む　

其
も
彼
の
母
も
吾
を
待
つ
ら
む
そ
」
巻
の
二

（
三
三
七
）

　
「
幼
い
子
や
そ
の
母
が
、
私
の
帰
り
を
今
か

今
か
と
待
っ
て
い
ま
す
の
で
こ
こ
ら
で
中
座

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。」
上
司
に
対
す
る

な
か
な
か
見
事
な
言
い
訳
で
す
。
年
度
末
か

ら
年
度
初
め
の
歓
送
迎
会
な
ど
で
遅
く
な
る

世
の
お
父
さ
ん
方
、
憶
良
の
言
い
訳
を
参
考

に
し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、

卒
業
・
入
学
や
転
勤
な
ど
で
お
子
さ
ん
と
離

れ
て
暮
ら
す
保
護
者
の
皆
様
、
お
忙
し
い
時

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
お
子
さ
ん
と
の
大
切

な
時
間
を
有
意
義
に
お
過
ご
し
い
た
だ
け
れ

ば
と
思
い
ま
す
。

陰
徳
有
る
者
は
必
ず
陽
報
有
り
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