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『
呂
氏
春
秋
』
は
、
戦
国
時
代
（
西
暦
紀
元
前
五
世
紀
～
西
暦
紀
元
前
三
世

紀
）
の
末
に
呂
不
章
の
も
と
で
編
纂
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
。
そ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
当
時
の
社
会
状
況
と
し
て
、
例
え
ば
以
下
の
よ

う
な
も
の
が
あ
る
。

○
當
今
の
世
、
濁
る
る
や
甚
し
。
鶚
首
（
け
ん
し
ゅ
）
の
苦
し
み
は
、
以
て

加
ふ
く
か
ら
ず
。
天
子
す
で
に
絶
え
、
賢
者
塵
伏
し
、
世
主
ほ
し
い
ま
ま

は
じ
め
に

五四三二一

は
じ
め
に

始
・
徴
・
表
・
化

因遇時天
道
と
国
家
の
消
長

お
わ
り
に

注

戦
国
期
陰
陽
家
の
国
家
意
識

に
行
ひ
、
民
と
相
離
れ
、
鶚
首
は
告
懇
す
る
と
こ
ろ
な
し
。
（
當
今
之
世
濁

甚
美
、
鶚
首
之
苦
、
不
可
以
加
美
、
天
子
既
絶
、
賢
者
屡
伏
、
世
主
窓
行
、

與
民
相
離
、
鶚
首
無
所
告
憩
Ｉ
『
呂
氏
春
秋
』
巻
第
七
孟
秋
紀
第
七
振

凱
）

こ
こ
に
い
う
「
濁
」
を
、
「
濁
は
乱
な
り
」
と
後
漢
の
高
誘
は
注
を
加
え
て
説

明
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
当
時
は
乱
世
で
あ
り
、
天
子
、
つ
ま
り
周
王
朝
は
亡

び
た
も
同
然
で
あ
り
、
目
下
、
こ
こ
に
い
う
「
世
主
」
が
割
拠
し
て
乱
政
を
ほ

し
い
ま
ま
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
「
世
主
」
と
は
諸
侯
の
こ
と

を
い
、
フ
。
天
下
の
こ
の
よ
、
フ
な
状
況
は
、
し
か
し
、
今
に
は
じ
ま
っ
た
こ
と
で

は
な
い
。
伝
説
と
し
て
つ
た
え
ら
れ
て
い
る
、
古
い
時
代
か
ら
す
で
に
続
い
て

い
る
の
で
あ
る
。

○
禺
の
時
に
當
り
、
天
下
は
萬
國
な
り
。
湯
に
至
り
て
三
千
餘
國
、
今
存
す

る
も
の
な
し
。
（
當
禺
之
時
、
天
下
萬
國
、
至
於
湯
而
三
千
餘
國
、
今
無
存

者
美
Ｉ
『
呂
氏
春
秋
』
巻
第
十
九
離
俗
覧
第
七
用
民
）

今
、
こ
こ
に
い
う
よ
う
に
、
古
く
か
ら
の
諸
侯
国
も
、
そ
れ
を
統
く
る
天
子

と
と
も
に
、
そ
の
跡
を
絶
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
徹
底
し
て
過
去
の
伝
統

久
富
木
成
大

一
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が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
乱
世
に
あ
っ
て
は
、
例
え
ば
、
国
家
な
ら
国
家
の
崇
高

さ
、
あ
る
い
は
そ
の
根
拠
と
も
な
る
は
ず
の
正
統
性
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、

一
体
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
答
え
が
、

時
と
場
合
に
応
じ
て
提
出
さ
れ
る
で
あ
る
》
７
。
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は
、

『
呂
氏
春
秋
』
が
編
纂
さ
れ
た
時
期
に
お
け
る
、
陰
陽
家
と
呼
ば
れ
た
一
団
の

人
々
の
い
う
と
こ
ろ
に
つ
い
て
、
見
て
み
た
い
。
そ
の
際
て
が
か
り
に
す
る
の

は
、
『
呂
氏
春
秋
』
の
な
か
で
展
開
さ
れ
て
い
る
、
国
家
の
興
亡
に
つ
い
て
の
彼

ら
の
発
言
の
数
々
で
あ
る
。
な
お
、
陰
陽
家
に
つ
い
て
は
、
そ
の
学
の
大
ま
か

な
と
こ
ろ
は
、
「
陰
陽
五
行
天
文
歴
譜
等
の
綜
合
体
」
（
陳
奇
猷
『
呂
氏
春
秋
校

鐸
』
九
四
七
頁
）
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
り
、
学
派
の
う
え
か
ら
は
、
「
儒
家
の
別

派
に
し
て
、
幾
分
か
道
家
の
主
義
を
加
味
せ
る
も
の
な
り
」
（
兒
島
獣
吉
郎
『
支

那
諸
子
百
家
考
』
三
四
二
頁
）
と
い
え
よ
う
。
そ
の
歴
史
的
な
変
遷
に
つ
い
て

は
、
そ
の
出
自
に
関
し
て
は
伝
説
に
拠
る
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
も
の

の
、
ほ
ぼ
そ
の
真
を
伝
え
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
、
う
か
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、

以
下
に
示
す
後
漢
の
班
固
（
西
暦
三
二
～
西
暦
九
二
）
の
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。

○
陰
陽
家
者
流
は
、
蓋
し
義
和
の
官
よ
り
出
ず
。
敬
（
つ
つ
し
）
ん
で
昊
天

に
順
ひ
、
日
月
星
辰
を
歴
象
し
、
敬
ん
で
民
に
時
を
授
く
。
此
れ
そ
の
長

ず
る
と
こ
ろ
な
り
。
拘
者
こ
れ
を
爲
す
に
及
ん
で
は
、
則
ち
禁
忌
に
牽
か

れ
、
小
教
に
泥
（
な
ず
）
み
、
人
事
を
舎
て
て
鬼
紳
に
任
ず
。
（
陰
陽
家
者

流
、
蓋
出
於
義
和
之
官
、
敬
順
昊
天
、
歴
象
日
月
星
辰
、
敬
授
民
時
、
此

其
所
長
也
、
及
拘
者
爲
之
、
則
牽
於
禁
忌
、
泥
於
小
教
、
舍
人
事
而
任
鬼

榊
Ｉ
『
漢
書
』
藝
文
志
）

な
お
、
小
稿
の
拠
っ
た
『
呂
氏
春
秋
』
の
本
文
は
、
畢
況
の
『
呂
氏
春
秋
新

校
正
』
（
二
十
二
子
本
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
付
記
し
て
、
序
文
の
む
す
び
と

国
家
の
興
亡
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
、
そ
の
徴
候
つ
ま
り
、
〃
き
ざ

し
″
と
も
い
え
る
現
象
が
い
ろ
い
ろ
と
あ
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
〃
き

ざ
し
〃
に
つ
い
て
、
『
呂
氏
春
秋
』
で
は
、
こ
と
ば
を
か
え
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
言

及
し
て
い
る
。
く
わ
し
く
は
以
下
に
説
く
ご
と
く
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
、
う
ち
、

ま
ず
〃
始
″
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
と
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

○
治
凱
存
亡
を
し
て
、
高
山
の
深
路
に
お
け
る
が
若
く
、
白
聖
の
黒
漆
に
お

け
る
が
若
く
な
ら
し
め
ば
、
則
ち
智
を
用
ふ
る
と
こ
ろ
に
な
し
。
愚
な
り

と
錐
も
な
ほ
可
な
り
。
か
つ
治
凱
存
亡
は
、
則
ち
然
ら
ず
。
知
る
べ
き
が

如
く
、
知
ら
ざ
る
べ
き
が
如
く
、
見
る
べ
き
が
如
く
、
見
ざ
る
べ
き
が
如

し
。
故
に
智
士
賢
者
は
、
相
と
も
に
心
を
積
み
盧
を
愁
へ
て
、
以
て
こ
れ

を
求
む
る
も
、
猶
尚
（
な
ほ
）
、
管
叔
・
票
叔
の
こ
と
と
、
東
夷
八
國
、
聴

か
ざ
る
の
謀
あ
り
。
故
に
治
凱
存
亡
は
、
そ
の
始
は
秋
毫
の
若
し
。
そ
の

秋
毫
を
察
す
れ
ば
、
則
ち
大
物
は
過
た
ず
。
（
使
治
凱
存
亡
、
若
高
山
之
與

深
路
、
若
白
至
之
與
黒
漆
、
則
無
所
用
智
、
錐
愚
猶
可
美
、
且
治
凱
存
亡

則
不
然
、
如
可
知
、
如
可
不
知
、
如
可
見
、
如
可
不
見
、
故
智
士
賢
者
、

相
與
積
心
愁
盧
以
求
之
、
猶
尚
有
管
叔
察
叔
之
事
、
與
東
夷
八
國
不
聴
之

謀
、
故
治
凱
存
亡
、
其
始
若
秋
毫
、
察
其
秋
毫
、
則
大
物
不
過
美
Ｉ
『
呂

氏
春
秋
』
巻
第
十
六
先
識
覧
第
四
察
微
）

①

こ
こ
に
い
う
〃
始
〃
と
は
、
い
わ
ゆ
る
「
物
に
本
末
あ
り
、
事
に
終
始
あ
り
」

の
、
終
始
の
〃
始
″
で
あ
っ
て
、
字
義
と
し
て
は
特
殊
な
も
の
で
は
な
い
。
し

し
た
い
。

一
、
始
・
徴
・
表
・
化

一
一
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か
し
、
こ
こ
で
の
用
法
は
、
「
治
乱
存
亡
は
、
そ
の
始
は
秋
毫
の
如
し
」
と
あ
る

よ
う
に
、
国
家
の
治
乱
存
亡
の
こ
と
と
し
て
、
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

②

し
か
も
そ
の
状
態
は
、
「
秋
毫
の
如
し
」
と
表
現
さ
れ
て
も
い
る
よ
雲
フ
に
、
あ
り

き
た
り
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
に
も
い
、
フ
よ
『
フ
に
、
「
知
る
こ
と

が
で
き
る
よ
、
フ
で
あ
り
、
で
き
な
い
よ
、
フ
で
あ
る
。
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

で
あ
り
、
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
」
と
い
う
、
奇
妙
な
表
現
の
さ
れ
か
た
が
な

さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
そ
れ
を
「
知
り
、
見
る
」
こ
と
は
、
い
か
に
し
て
で
き

る
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
智
士
・
賢
者
が
、
「
積
心
愁
盧
」
、
つ
ま

り
、
細
心
の
注
意
と
苦
心
を
積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
可
能
に
な

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
必
ら
ず
「
知
り
、

見
る
」
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
難
か
し
さ
を
示
す
例
と
し
て
、

こ
こ
に
『
呂
氏
春
秋
』
で
は
、
智
士
・
賢
者
と
さ
れ
る
周
公
の
こ
と
を
あ
げ
て

い
る
。
そ
の
周
公
で
さ
え
、
管
察
の
流
言
の
行
為
、
そ
れ
に
応
じ
た
八
国
の
謀

叛
の
こ
と
に
か
か
わ
る
〃
始
″
を
見
ぬ
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
も
し
そ
れ

が
で
き
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
建
国
ま
も
な
い
周
王
朝
の
基
礎
を
ゆ
る
が
し
た

こ
の
騒
擾
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
国
家
の
興
亡
に
つ

い
て
の
、
そ
の
き
ざ
し
と
も
い
え
る
〃
始
″
は
、
厳
然
と
し
て
存
在
し
て
は
い

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
か
な
る
能
力
の
持
主
で
あ
っ
て
も
、
容
易
な
こ
と

で
は
、
そ
れ
に
近
づ
き
、
そ
れ
を
知
り
、
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ

る
と
、
こ
こ
に
『
呂
氏
春
秋
』
で
は
い
う
。

こ
の
よ
う
に
知
る
こ
と
の
困
難
な
〃
始
″
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
を
知
る
た
め

の
心
が
け
と
し
て
は
、
さ
き
に
の
べ
た
「
積
心
愁
盧
」
と
い
う
こ
と
の
ほ
か
に
、

ど
の
よ
、
フ
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
る
ミ
フ
か
。

○
魯
國
の
法
、
魯
人
、
人
の
た
め
に
諸
侯
に
臣
妾
た
り
。
能
Ｙ
こ
れ
を
蹟
（
あ

戦
国
期
陰
陽
家
の
国
家
意
識
（
久
富
木
成
大
）

が
な
）
ふ
も
の
あ
ら
ば
、
そ
の
金
を
府
に
取
る
。
子
貢
、
魯
人
を
諸
侯
に

贈
ふ
。
来
り
て
讓
り
、
そ
の
金
を
取
ら
ず
。
孔
子
曰
く
、
賜
は
こ
れ
を
失

（
あ
や
ま
）
て
り
。
自
今
以
往
、
魯
人
は
人
を
蹟
は
じ
。
そ
の
金
を
取
る

も
、
則
ち
行
い
に
損
す
る
な
く
、
そ
の
金
を
取
ら
ざ
れ
ぱ
、
則
ち
ま
た
人

を
贈
は
じ
、
と
。
子
路
、
溺
者
を
極
（
す
ぐ
）
ふ
。
そ
の
人
こ
れ
を
拝
す

る
に
牛
を
以
て
せ
り
。
子
路
こ
れ
を
受
く
。
孔
子
曰
く
、
魯
人
は
必
ず
溺

③

者
を
極
は
ん
、
と
。
孔
子
こ
れ
を
見
て
、
以
て
細
か
に
化
遠
を
観
し
な
り
。

（
魯
國
之
法
、
魯
人
爲
人
臣
妾
於
諸
侯
、
有
能
蹟
之
者
、
取
其
金
於
府
、

子
貢
蹟
魯
人
於
諸
侯
、
來
而
讓
、
不
取
其
金
、
孔
子
日
、
賜
失
之
美
、
自

今
以
往
魯
人
不
晴
人
美
、
取
其
金
則
無
損
於
行
、
不
取
其
金
、
則
不
復
贈

人
美
、
子
路
極
溺
者
、
其
人
拝
之
以
牛
、
子
路
受
之
、
孔
子
日
、
魯
人
必

極
溺
者
美
、
孔
子
見
之
以
細
観
化
遠
也
Ｉ
『
呂
氏
春
秋
』
巻
十
六
先
識

覧
第
四
察
微
）

こ
れ
は
孔
子
が
、
弟
子
の
子
貢
と
子
路
の
行
為
に
つ
い
て
、
批
評
し
た
も
の

で
あ
る
。
子
貢
は
、
外
国
の
君
主
の
奴
隷
と
な
っ
て
い
る
魯
の
同
胞
を
、
自
分

の
お
金
を
出
し
て
解
放
し
て
や
っ
た
。
そ
れ
に
要
し
た
お
金
は
、
魯
国
の
規
定

に
よ
っ
て
、
後
日
、
政
府
か
ら
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
子
貢
は
、
そ
れ
を
受
け
と
ら
な
か
っ
た
。
子
路
は
、
水
に
溺
れ
た
人
を

助
け
た
。
そ
、
フ
し
て
お
礼
の
牛
を
も
ら
っ
た
。
二
人
の
師
匠
で
あ
る
孔
子
は
、

子
貢
を
批
難
し
、
子
路
を
誉
め
た
。
そ
れ
は
、
一
見
無
欲
で
立
派
に
見
え
る
子

貢
の
行
為
が
、
の
ち
の
ち
に
影
響
し
て
魯
の
人
々
の
、
同
胞
を
解
放
し
よ
う
と

い
う
意
欲
を
そ
ぐ
こ
と
を
恐
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
取
ら
ず
も
が
な
の
お

礼
を
受
け
た
子
路
の
し
た
こ
と
が
、
魯
に
お
け
る
人
命
救
助
の
意
識
の
昂
揚
に

役
立
つ
と
見
て
と
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
子
貢
と
子
路
の
行
為
そ
れ

三
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自
体
は
、
個
人
的
で
小
さ
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
中
に
は
後
日
、
魯
の
社

会
風
潮
を
形
成
す
る
、
重
大
な
因
子
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
の

ち
に
な
っ
て
、
魯
で
は
同
胞
愛
の
心
が
欠
け
て
し
ま
っ
た
り
、
人
命
救
助
の
精

神
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
し
た
風
潮
が
は
び
こ
れ
ば
、
戦

争
を
し
て
も
強
く
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
亡
国
の
重
大
事
を
も
招
き
か
ね

な
い
で
あ
る
、
フ
。
〃
始
〃
を
捉
え
る
に
は
、
遠
く
を
見
透
す
眼
が
不
可
欠
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
以
下
に
少
し
ば
か
り
、
こ
こ
に
〃
始
″
に
関
連
し
て
の
べ
ら
れ

て
い
る
と
こ
ろ
の
〃
化
″
の
こ
と
に
ふ
れ
て
お
こ
う
。
亡
国
の
〃
始
″
を
知
る

に
は
、
こ
こ
に
引
い
た
文
章
に
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

〃
化
〃
ど
い
わ
れ
て
い
る
も
の
を
、
推
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
、

そ
の
〃
化
″
と
は
、
現
実
の
物
事
の
中
に
あ
っ
て
、
後
日
か
な
ら
ず
そ
う
な
る

④

勢
（
い
き
お
い
）
の
こ
と
を
い
う
。
そ
の
勢
い
を
発
見
す
る
こ
と
に
意
を
用
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
こ
そ
〃
始
″
を
と
ら
え
る
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。
さ
き
ほ
ど
か
ら
述
べ
ら
れ
て
い
る
、
智
士
・
賢
者
の
「
積
心
愁
盧
」
と

い
う
こ
と
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
〃
始
″
に
介
在
す
る
〃
化
″
を
推
知
す
る
た
め

に
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
し
か
し
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ

う
に
し
て
可
能
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
答
え
を

示
唆
し
て
く
れ
る
、
以
下
の
よ
う
な
記
述
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

○
齋
の
桓
公
、
管
仲
と
謀
り
、
首
を
伐
た
ん
と
す
。
謀
い
ま
だ
發
（
お
こ
な
）

は
ず
し
て
國
に
聞
こ
ゆ
。
桓
公
こ
れ
を
怪
し
ん
で
曰
く
、
仲
父
と
謀
り
菖

を
伐
た
ん
と
す
。
謀
い
ま
だ
發
は
ず
し
て
國
に
聞
こ
ゆ
。
そ
の
故
何
ぞ
や
、

と
。
管
仲
曰
く
、
國
に
必
ら
ず
聖
人
あ
ら
ん
、
と
。
…
…
…
少
頃
に
し
て

東
郭
牙
い
た
る
。
管
仲
曰
く
、
こ
れ
必
ら
ず
是
の
み
、
と
。
…
…
…
管
子

曰
く
、
子
か
菖
を
伐
つ
こ
と
を
言
ひ
し
も
の
は
、
と
。
對
へ
て
曰
く
、
然

り
、
と
。
…
…
…
臣
聞
く
、
君
子
に
三
色
あ
り
。
顯
然
と
し
て
喜
樂
す
る

も
の
は
、
鐘
鼓
の
色
な
り
。
湫
然
と
し
て
清
靜
な
る
も
の
は
、
衰
經
の
色

な
り
。
純
然
と
し
て
充
盈
し
、
手
足
お
ご
そ
か
な
る
も
の
は
、
兵
革
の
色

な
り
、
と
。
さ
き
に
臣
、
君
の
臺
上
に
在
る
を
望
む
や
、
純
然
と
し
て
充

盈
し
、
手
足
の
お
ご
そ
か
な
り
し
も
の
は
、
こ
れ
兵
革
の
色
な
り
。
君
、

唖
（
ひ
ら
）
き
て
瞼
（
と
）
ぢ
ず
。
言
ふ
と
こ
ろ
の
も
の
は
首
な
り
。
君
、

臂
を
あ
げ
て
指
す
、
當
つ
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
菖
な
り
。
臣
ひ
そ
か
に
以

て
諸
侯
の
服
せ
ざ
る
も
の
を
盧
る
に
、
そ
れ
た
だ
菖
か
。
臣
、
ゆ
え
に
こ

れ
を
言
へ
り
。
と
。
お
よ
そ
、
耳
の
聞
こ
ゆ
る
は
聲
を
以
て
す
れ
ば
な
り
。

今
、
。
そ
の
聲
を
聞
か
ず
し
て
、
そ
の
容
と
臂
と
を
以
て
す
。
こ
れ
東
牙
の

耳
を
以
て
聴
か
ず
し
て
聞
け
る
な
り
。
桓
公
・
管
仲
よ
く
匿
（
か
く
）
す

と
錐
も
、
隠
す
能
は
ず
。
故
に
聖
人
は
聲
な
き
に
聴
き
、
形
な
き
に
硯
る
。

漕
何
・
田
子
方
・
老
耽
こ
れ
な
り
。
（
齋
桓
公
與
管
仲
謀
、
伐
菖
、
謀
未
發

而
聞
於
國
、
桓
公
怪
之
日
、
與
仲
父
謀
伐
菖
、
謀
未
發
而
聞
於
國
、
其
故

何
也
、
管
仲
日
、
國
必
有
聖
人
也
、
…
：
：
：
少
頃
東
郭
牙
至
、
管
仲
日
、

此
必
是
已
、
…
・
…
：
管
子
日
、
子
邪
、
言
伐
菖
者
、
對
日
、
然
、
…
…
…

臣
聞
、
君
子
有
三
色
、
顯
然
喜
樂
者
、
鐘
鼓
之
色
也
、
湫
然
清
靜
者
、
衰

経
之
色
也
、
純
然
充
盈
手
足
蒋
者
、
兵
革
之
色
也
、
日
者
臣
望
君
之
在
臺

上
也
、
純
然
充
盈
手
足
誇
者
、
此
兵
革
之
色
也
、
君
、
唖
而
不
嶮
、
所
言

者
菖
也
、
君
畢
臂
而
指
、
所
當
者
菖
也
、
臣
霜
以
盧
諸
侯
之
不
服
者
、
其

惟
菖
乎
、
臣
故
言
之
、
凡
耳
之
聞
以
聲
也
、
今
不
聞
其
聲
、
而
以
其
容
與

臂
、
是
東
郭
牙
不
以
耳
聴
而
聞
也
、
桓
公
管
仲
錐
善
匿
、
弗
能
隠
芙
、
故

聖
人
聴
於
無
聲
、
覗
於
無
形
、
倉
何
田
子
方
老
耽
是
也
Ｉ
『
呂
氏
春
秋
』

巻
第
十
八
審
應
覧
第
六
重
言
）

四
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東
郭
牙
は
斉
の
諫
臣
と
し
て
有
名
で
、
先
秦
の
古
典
に
し
ば
し
ば
登
場
す
る
。

例
え
ば
『
韓
非
子
』
（
外
儲
説
左
下
）
に
は
、
管
仲
一
人
に
斉
国
の
大
権
を
委

ね
よ
う
と
す
る
桓
公
に
対
し
て
、
そ
の
危
険
な
こ
と
を
説
き
、
複
数
の
人
物
に

権
力
を
分
散
さ
せ
て
担
当
さ
せ
る
よ
う
仕
向
け
る
東
郭
牙
の
こ
と
が
え
が
か
れ

て
い
る
。
こ
こ
に
『
呂
氏
春
秋
』
か
ら
引
い
た
文
章
の
な
か
で
は
、
桓
公
と
管

仲
が
深
く
隠
し
て
い
た
、
菖
を
伐
つ
と
い
、
フ
謀
り
ご
と
を
さ
ぐ
り
あ
て
た
東
郭

牙
の
勘
の
冴
え
ぶ
り
が
、
興
味
深
く
え
が
き
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
東

郭
牙
の
方
法
を
、
こ
こ
で
は
「
声
な
き
に
聴
き
、
形
な
き
に
視
る
」
、
と
い
う
こ

と
に
要
約
し
て
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
現
象
が
現
象

と
し
て
の
形
を
と
る
ま
え
に
、
そ
の
ま
わ
り
に
あ
る
、
あ
ら
ゆ
る
要
素
を
綜
合
し

て
、
そ
こ
か
ら
生
ず
る
事
象
を
帰
納
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、

現
在
が
、
将
来
ど
の
よ
う
に
動
き
、
移
る
か
と
い
う
こ
と
が
目
に
見
え
る
よ
う

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
将
来
の
そ
の
よ
う
な
姿
を
導
く
も
の
で
、
現
在
、
そ
れ
に

直
結
し
て
い
る
事
象
こ
そ
が
、
ま
さ
に
〃
始
″
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
こ
と
は
、
現
象
の
背
後
に
あ
る
物
事
の
本
質
を
鋭
く
、
誤
り
な
く
見
ぬ
く
こ

と
に
よ
っ
て
し
か
、
達
成
さ
れ
な
い
。
常
人
に
は
き
わ
め
て
困
難
な
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は
、
倉
何
・
田
子
方
・
老
耽
の
三
人
を
、
こ
の
「
声

な
き
に
聞
き
、
形
な
き
に
視
る
」
こ
と
の
で
き
る
賢
聖
の
人
と
し
て
、
あ
げ
て

い
る
。
こ
の
三
人
に
つ
い
て
、
後
漢
の
人
、
高
誘
は
、
こ
こ
に
注
を
加
え
て
、

以
下
の
よ
、
フ
に
説
明
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
盾
何
は
体
道
の
人
な
り
。
田
子
方

は
子
貢
に
学
び
、
賢
仁
を
尚
び
、
礼
儀
を
貴
ぶ
。
魏
の
文
侯
、
こ
れ
を
友
と
す
。

老
耽
は
無
為
を
学
び
、
道
徳
を
貴
ぶ
。
周
の
史
伯
陽
な
り
。
三
川
つ
き
、
周
の

ま
さ
に
亡
び
ん
と
す
る
を
知
る
。
孔
子
こ
れ
を
師
と
す
」
と
。

で
は
、
つ
ぎ
に
〃
秋
毫
の
末
〃
と
も
い
わ
れ
る
ほ
ど
、
〃
始
〃
が
、
ま
さ
に
〃
始
〃
、

戦
国
期
陰
陽
家
の
国
家
意
識
（
久
富
木
成
大
）

つ
ま
り
亡
国
の
始
ま
り
で
あ
る
こ
と
は
、
認
識
し
に
く
い
こ
と
で
あ
る
の
で
あ

る
が
、
そ
の
こ
と
を
、
十
分
に
知
ら
せ
て
く
れ
る
よ
う
な
、
つ
ぎ
の
よ
、
フ
な
例

に
つ
い
て
見
て
み
よ
、
フ
。

○
楚
の
邊
邑
を
卑
梁
と
日
ふ
。
そ
の
虚
女
と
呉
の
邊
邑
の
虚
女
と
境
上
に
桑

す
。
戯
れ
て
卑
梁
の
虚
女
を
傷
つ
く
。
卑
梁
の
人
、
そ
の
傷
子
を
操
（
と
）

り
て
以
て
呉
人
を
讓
（
せ
）
む
。
呉
人
の
こ
れ
に
應
ふ
る
こ
と
恭
な
ら
ず
。

怒
る
。
殺
し
て
こ
れ
を
去
る
。
呉
人
ゆ
き
て
こ
れ
に
報
い
、
蓋
く
そ
の
家

を
屠
る
。
卑
梁
公
、
怒
る
。
曰
く
、
呉
人
、
焉
ん
ぞ
敢
へ
て
わ
が
邑
を
攻

め
ん
、
と
。
兵
を
塞
げ
て
反
り
て
こ
れ
を
攻
む
。
老
弱
こ
と
ご
と
く
こ
れ

を
殺
せ
り
。
呉
王
夷
昧
、
こ
れ
を
聞
き
て
怒
り
、
人
を
し
て
兵
を
塞
げ
し

め
、
楚
の
邊
邑
を
侵
し
、
克
夷
し
て
の
ち
、
こ
れ
を
去
る
。
呉
・
楚
こ
れ

⑤

を
以
て
大
い
に
隆
（
た
た
か
）
ふ
。
呉
の
公
子
光
、
ま
た
師
を
率
ゐ
て
、

楚
人
と
難
父
に
戦
ひ
、
大
い
に
楚
人
を
敗
り
、
そ
の
師
播
子
臣
・
小
帷
子
．

陳
の
夏
蓄
を
獲
た
り
。
ま
た
反
り
て
郡
を
伐
ち
、
荊
の
平
王
の
夫
人
を
得

て
歸
れ
り
。
實
に
難
父
の
戦
た
り
。
（
楚
之
邊
邑
日
卑
梁
、
其
虚
女
與
呉
之

邊
邑
虚
女
、
桑
於
境
上
、
戯
而
傷
卑
梁
之
虚
女
、
卑
梁
人
操
其
傷
子
、
以

讓
呉
人
、
呉
人
應
之
不
恭
、
怒
、
殺
而
去
之
、
呉
人
性
報
之
、
蓋
屠
其
家
、

卑
梁
公
怒
、
日
、
呉
人
焉
敢
攻
吾
邑
、
畢
兵
反
攻
之
、
老
弱
壼
殺
之
美
、

呉
王
夷
昧
、
聞
之
怒
、
使
人
翠
兵
、
侵
楚
之
邊
邑
、
克
夷
而
後
去
之
、
呉

楚
以
此
大
隆
、
呉
公
子
光
、
又
率
師
與
楚
人
戦
於
難
父
、
大
敗
楚
人
、
獲

其
師
播
子
臣
、
小
帷
子
、
陳
夏
蓄
、
又
反
伐
郵
、
得
荊
平
王
之
夫
人
以
歸
、

實
難
父
之
戦
Ｉ
『
呂
氏
春
秋
』
巻
第
十
六
先
識
覧
第
四
察
微
）

『
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公
二
十
三
年
（
西
暦
紀
元
前
五
一
九
年
）
に
述
べ
る
と

⑥
⑦

こ
ろ
に
よ
る
と
、
こ
の
年
の
七
月
戊
辰
の
日
、
呉
に
伐
た
れ
た
州
来
を
救
う
た

五
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め
に
、
楚
が
挙
兵
し
、
胡
・
沈
・
陳
・
頓
・
許
・
莅
を
ひ
き
い
て
連
合
軍
を
編

成
し
、
楚
の
難
父
の
地
で
、
呉
軍
と
相
ま
み
え
た
。
そ
の
結
果
は
、
予
想
に
反

し
て
楚
を
は
じ
め
と
す
る
連
合
国
側
の
大
敗
に
お
わ
っ
た
。
そ
れ
以
後
、
し
ば

ら
く
は
呉
楚
の
勢
力
が
逆
転
し
、
亡
国
の
せ
と
ぎ
わ
ま
で
追
い
込
ま
れ
た
楚
は
、

呉
に
対
し
て
雌
伏
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
史

上
に
い
わ
ゆ
る
、
〃
難
父
の
戦
い
〃
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
『
左
伝
』
に
の
べ
る
、
呉
に
よ
っ
て
楚
が
亡
ぼ
さ
れ
か
け
た
、
こ

の
〃
難
父
の
戦
い
〃
の
〃
始
〃
を
、
さ
き
に
見
た
よ
』
フ
に
、
『
呂
氏
春
秋
』
で
は
、

呉
楚
の
国
境
に
お
け
る
桑
つ
み
娘
た
ち
の
戯
れ
の
な
か
に
あ
る
と
い
う
。
桑
を

つ
む
処
女
た
ち
の
無
心
の
戯
れ
が
、
の
ち
に
楚
を
亡
国
の
瀬
戸
ぎ
わ
に
ま
で
追

い
こ
ん
だ
と
い
、
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
〃
始
″
が
〃
始
″
で
あ
る
こ
と
、
つ

ま
り
、
あ
る
平
凡
な
も
の
ご
と
が
、
の
ち
の
大
事
件
の
〃
き
ざ
し
″
で
あ
る
と

い
、
う
こ
と
を
知
る
こ
と
は
、
一
般
人
に
は
、
至
難
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
〃
始
〃
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
終
局
の
大
事
に
つ
ら
な
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
こ
と
を
、
『
呂
氏
春
秋
』
で
は
、
つ
ぎ
の
よ
壷
フ
に
い
っ
て
い
る
。

○
お
よ
そ
國
を
持
す
る
、
太
上
は
始
を
知
り
、
其
の
次
は
終
り
を
知
り
、
其

の
次
は
中
を
知
る
。
三
つ
の
も
の
能
は
ず
ん
ば
、
國
必
ら
ず
危
ぐ
、
身
必

ら
ず
窮
す
。
（
凡
持
國
太
上
知
始
、
其
次
知
終
、
其
次
知
中
、
三
者
不
能
、

國
必
危
、
身
必
窮
Ｉ
『
呂
氏
春
秋
』
巻
第
十
六
先
識
覧
第
四
察
微
）

こ
れ
に
よ
る
と
、
〃
始
″
は
、
そ
の
中
間
に
お
い
て
〃
中
″
と
し
て
か
た
ち
を

と
り
、
終
極
に
お
い
て
、
〃
終
〃
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

〃
始
〃
は
、
大
き
な
時
間
の
流
れ
の
な
か
に
あ
っ
て
、
や
が
て
、
一
般
人
に
と
っ

て
は
、
思
い
が
け
な
い
か
た
ち
で
、
あ
ら
わ
に
そ
の
姿
を
出
現
さ
せ
る
わ
け
で

主
《
》
ヲ
（
》
。

つ
ぎ
に
、
〃
始
″
や
〃
化
″
と
と
も
に
論
じ
ら
れ
る
、
〃
徴
″
あ
る
い
は
〃
徴

表
″
な
ど
と
い
う
こ
と
に
ふ
れ
て
お
こ
、
フ
。

○
聖
人
の
人
に
過
ぐ
る
所
以
は
、
先
知
を
以
て
な
り
。
先
知
な
れ
ば
、
必
ら

⑧

ず
徴
表
を
審
ら
か
に
す
。
徴
表
を
審
ら
か
に
す
る
こ
と
無
く
し
て
先
知
な

ら
ん
と
欲
す
れ
ば
、
堯
舜
と
衆
人
と
、
等
を
同
じ
く
す
。
徴
、
易
し
と
い

へ
ど
も
、
表
、
難
し
と
い
へ
ど
も
、
聖
人
は
則
ち
以
て
瓢
す
べ
か
ら
ず
。

衆
人
は
則
ち
、
道
こ
こ
に
至
れ
る
も
の
な
し
。
（
聖
人
之
所
以
過
人
以
先
知
、

先
知
必
審
徴
表
、
無
審
徴
表
而
欲
先
知
、
堯
舜
與
衆
人
同
等
、
徴
難
易
、

表
錐
難
、
聖
人
則
不
可
以
瓢
美
、
衆
人
則
無
道
至
焉
Ｉ
『
呂
氏
春
秋
』
巻

第
二
十
侍
君
覧
第
八
観
表
）

聖
人
が
常
人
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
、
先
知
、
つ
ま
り
物
事
の
前
ぶ
れ
を
正
確

に
知
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
う
。
当
然
の
事
と
し
て
、
そ
の
前
ぶ
れ
の
知
り
方

は
、
単
な
る
当
て
ず
つ
ぼ
、
７
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
こ
こ
に
い
う
よ
う
に
、
あ

く
ま
で
正
確
に
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
〃
徴
表
〃
を
つ

か
む
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
と
、
い
う
。
で
は
、
そ
の
〃
徴
表
″
と
は
何
で
あ

ろ
う
か
。
実
は
、
こ
の
こ
と
の
意
味
は
、
古
来
異
説
が
続
出
し
、
と
ら
え
に
く

⑨い
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
〃
徴
″
と
は
物
体
の
特
徴
、
〃
表
″
と
は
心
の
動
き

⑩

と
い
う
説
に
拠
っ
て
お
こ
、
７
。
こ
れ
を
ま
た
、
よ
り
一
般
化
す
れ
ば
、
以
下
の

ご
と
く
に
な
ろ
う
か
。
つ
ま
り
〃
徴
″
と
は
、
外
面
、
す
な
わ
ち
現
象
面
に
あ

ら
わ
れ
た
本
質
的
な
も
の
、
〃
表
〃
と
は
、
現
象
面
か
ら
と
ら
え
た
、
そ
の
も
の

の
本
質
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、
〃
徴
″
も
〃
表
″
も
、
物
事

の
本
質
に
つ
ら
な
る
と
い
う
点
で
、
結
局
は
一
つ
の
も
の
で
あ
る
。
聖
人
の
前

ぶ
れ
の
つ
か
み
方
と
い
う
の
は
、
こ
の
〃
徴
″
・
〃
表
″
を
正
確
に
と
ら
え
て
、

そ
れ
を
基
礎
に
し
て
な
す
の
で
あ
る
と
、
こ
こ
で
は
い
う
。
つ
ま
り
、
〃
前
ぶ
れ
〃

一
ハ
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と
い
う
に
値
す
る
前
ぶ
れ
、
正
確
に
将
来
に
つ
ら
な
っ
て
い
る
現
在
と
で
も
い

お
う
か
、
そ
の
よ
、
フ
な
も
の
を
つ
か
み
、
フ
る
の
は
、
聖
人
だ
け
で
、
そ
の
理
由

は
、
眼
前
の
物
事
の
本
質
を
、
聖
人
は
常
人
と
ち
が
っ
て
、
よ
り
正
確
に
つ
か

め
る
人
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
聖
人
と
、
こ
の
〃
徴
″
・
〃
表
″
に
つ
い

て
、
『
呂
氏
春
秋
』
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。

○
古
の
善
く
馬
を
相
す
る
も
の
、
寒
風
是
は
口
歯
を
相
し
、
麻
朝
は
頬
を
相

し
、
子
女
属
は
目
を
相
し
、
衞
忌
は
髭
を
相
し
、
許
鄙
は
脈
を
相
し
、
投

伐
褐
は
嘗
言
を
相
し
、
管
青
は
膜
肋
を
相
し
、
陳
悲
は
股
脚
を
相
し
、
秦

牙
は
前
を
相
し
、
賛
君
は
後
を
相
す
。
お
よ
そ
こ
の
十
人
は
、
み
な
天
下

の
良
工
な
り
。
趙
の
王
良
・
秦
の
伯
樂
・
九
方
煙
の
尤
（
す
ぐ
）
れ
て
そ

の
妙
を
蓋
す
が
若
し
。
そ
の
相
す
る
所
以
の
も
の
同
じ
か
ら
ず
。
馬
の
一

徴
を
見
る
や
、
而
し
て
節
の
高
卑
、
足
の
滑
易
、
材
の
堅
脆
、
能
の
長
短

。
。
◎
◎

を
知
る
。
ひ
と
り
馬
を
相
す
る
の
み
然
る
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
人
も
ま
た

◎
０
０
Ｏ
◎
◎
０
０
０
。
。
◎

徴
あ
り
。
事
と
國
と
み
な
徴
あ
り
。
聖
人
は
、
上
は
千
歳
を
知
り
、
下
は

千
歳
を
知
る
。
（
古
之
善
相
馬
者
、
寒
風
是
相
口
歯
、
麻
朝
相
頬
、
子
女
属

相
目
、
衞
忌
相
髭
、
許
鄙
相
服
、
投
伐
褐
相
宵
脅
、
管
青
相
謄
肋
、
陳
悲

相
股
脚
、
秦
牙
相
前
、
賛
君
相
後
、
凡
此
十
人
者
、
皆
天
下
良
工
也
、
若

趙
之
王
良
、
秦
之
伯
樂
、
九
方
煙
尤
壼
其
妙
美
、
其
所
以
相
者
不
同
、
見

馬
之
一
徴
也
、
而
知
節
之
高
卑
、
足
之
滑
易
、
材
之
堅
脆
能
之
長
短
、

非
濁
相
馬
然
也
、
人
亦
有
徴
、
事
與
國
皆
有
徴
、
聖
人
上
知
千
歳
、
下
知

千
歳
Ｉ
『
呂
氏
春
秋
』
巻
第
二
十
侍
君
覧
第
八
観
表
）

馬
を
評
価
す
る
の
に
、
十
人
の
目
の
つ
け
ど
こ
ろ
が
、
こ
こ
に
述
べ
る
よ
う

に
、
一
人
一
人
そ
れ
ぞ
れ
ち
が
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
帰
着
す
る
と
こ
ろ
は
、

馬
の
価
値
を
そ
れ
に
よ
っ
て
正
し
く
と
ら
え
る
と
い
う
点
で
、
一
つ
で
あ
る
。

戦
国
期
陰
陽
家
の
国
家
意
識
（
久
富
木
成
大
）

こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
聖
人
一
人
一
人
に
お
い
て
、
何
を
〃
徴
″
ま
た
は
〃
表
″

と
す
る
か
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
で
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
結
局
の
と
こ

ろ
、
そ
の
聖
人
た
ち
は
み
な
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
・
事
・
国
の
過
去
と

未
来
、
そ
れ
ぞ
れ
千
年
ぐ
ら
い
の
動
き
は
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

以
上
、
〃
始
〃
・
〃
化
〃
・
〃
徴
〃
・
〃
表
〃
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
こ

れ
を
国
家
の
こ
と
と
し
て
考
え
て
み
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
は
い
か
な
る
関
係
に
あ

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
く
つ
も
の
現
象
の
中
か
ら
、
国
家
の
興
亡
に
か
か
わ
る

も
の
が
ど
れ
で
あ
る
か
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
一
つ
一
つ

の
現
象
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
観
察
す
る
仕
方
と
、
そ
れ
ら
の
本
質
を
内
・
外
両
面

か
ら
さ
ぐ
る
仕
方
と
、
こ
の
二
つ
の
方
法
が
、
そ
の
た
め
に
考
え
ら
れ
る
で
あ

る
管
フ
。
そ
う
し
て
、
前
者
の
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
つ
ま
り
〃
勢
″
を
と
ら
え
る
仕

方
で
、
こ
れ
こ
そ
は
興
亡
に
か
か
わ
る
ほ
ど
の
勢
い
に
満
ち
た
も
の
で
あ
る
と

判
断
さ
れ
る
現
象
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
が
〃
始
″
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
ま
た
、
後
者
の
、
あ
る
現
象
の
内
面
と
外
面
の
分
析
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら

れ
た
本
質
と
い
う
も
の
が
、
ま
さ
し
く
興
亡
そ
の
も
の
に
連
な
る
も
の
で
あ
る

な
ら
ば
、
そ
れ
が
ま
た
〃
始
″
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
〃
始
″
を
〃
始
″

と
さ
と
る
こ
と
は
ま
こ
と
に
む
つ
か
し
く
、
そ
の
困
難
さ
を
〃
秋
毫
″
と
い
う

表
現
に
よ
っ
て
象
徴
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
困
難
を
突
破
す
る
手
段
を

〃
化
〃
ま
た
は
〃
徴
″
〃
表
″
と
い
う
こ
と
ば
で
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
い

う
こ
と
が
、
こ
こ
に
至
っ
て
明
白
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

で
は
最
後
に
、
国
家
の
興
亡
に
か
か
わ
る
〃
始
〃
な
ど
、
つ
ま
り
〃
前
ぶ
れ
〃

と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
数
々
は
、
一
体
、
何
に
由
来
す
る
も
の
と
し
て
『
呂
氏

春
秋
』
で
は
と
ら
え
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
確
認
し
て
お
き
た
い
。

○
お
よ
そ
國
の
亡
ぶ
る
や
、
有
道
の
も
の
必
ず
ま
ず
去
る
は
、
古
今
一
な
り
。

七
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…
…
…
夏
桀
迷
惑
、
暴
凱
い
よ
い
よ
甚
だ
し
。
太
史
、
終
古
を
し
て
乃
ち

出
奔
し
て
商
に
如
（
ゆ
）
か
し
む
。
．
…
…
：
守
法
の
臣
、
お
の
ず
か
ら
商

に
歸
せ
り
。
殿
の
内
史
向
筆
、
紺
の
い
よ
い
よ
凱
れ
て
迷
惑
す
る
を
見
る

や
、
是
に
お
い
て
そ
の
圖
法
を
載
せ
、
出
亡
し
て
周
に
ゆ
け
り
。
：
：
…
：

守
法
の
臣
、
周
國
に
出
奔
せ
り
。
（
凡
國
之
亡
也
、
有
道
者
必
先
去
、
古
今

一
也
、
…
…
…
夏
桀
迷
惑
、
暴
凱
愈
甚
、
太
史
令
終
古
乃
出
奔
如
商
、
…
・
…
：

守
法
之
臣
自
歸
干
商
、
段
内
史
向
蟄
、
見
紺
之
愈
飢
迷
惑
也
、
於
是
載
其

圖
法
、
出
亡
之
周
、
…
・
…
：
守
法
之
臣
、
出
奔
周
國
Ｉ
『
呂
氏
春
秋
』
巻

第
十
六
先
識
覧
第
四
先
識
）

亡
国
に
あ
た
っ
て
先
ず
第
一
に
有
道
の
人
、
つ
ま
り
賢
者
が
そ
の
国
を
去
る

と
い
う
こ
と
が
、
決
ま
っ
た
こ
と
の
よ
、
フ
に
起
こ
っ
た
。
こ
れ
も
い
わ
ば
広
い

意
味
で
亡
国
の
〃
前
ぶ
れ
〃
、
つ
ま
り
〃
始
″
と
み
て
よ
い
。
こ
こ
に
の
べ
る
よ

う
に
、
夏
・
段
の
亡
国
に
際
し
て
、
実
際
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
。

そ
う
し
て
、
亡
国
を
去
っ
た
賢
者
は
、
お
の
ず
か
ら
興
国
へ
向
か
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
現
象
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
力
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

Ｏ
○
○
０
０
０
Ｏ

○
晉
の
太
史
屠
黍
、
…
…
…
曰
く
、
臣
こ
れ
を
聞
く
、
國
の
興
る
や
、
天
は

◎
０
０
◎
０
０
０
０
．
Ｏ
◎
０
０
０
０
０
０
０
０
◎
０
Ｏ
○
。
。
Ｏ

こ
れ
に
賢
人
と
極
言
の
士
と
を
遣
り
、
國
の
亡
び
ん
と
す
る
や
、
天
は
こ

０
Ｏ
○
０
．
。
◎
０
０
０
０
０
０

れ
に
凱
人
と
善
誤
の
士
と
を
遣
る
、
と
。
（
晉
太
史
屠
黍
、
…
…
…
日
、
臣

聞
之
、
國
之
興
也
、
天
遣
之
賢
人
與
極
言
之
士
、
國
之
亡
也
、
天
遣
之
凱

人
與
善
誤
之
士
Ｉ
『
呂
氏
春
秋
』
巻
第
十
六
先
識
覧
第
四
先
識
）

国
家
の
興
亡
の
前
ぶ
れ
、
つ
ま
り
〃
始
″
と
し
て
入
国
あ
る
い
は
出
国
す
る

賢
人
や
愚
人
が
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
他
人
に
す
す
め
ら
れ
た
り
、
自
ら

の
意
志
で
あ
る
よ
、
フ
に
見
え
る
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
結
局
の
と
こ

〃
因
″
と
い
、
う
こ
と
に
つ
い
て
、
『
呂
氏
春
秋
』
で
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ

て
い
る
。

○
三
代
の
寶
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
因
に
如
く
は
な
し
。
因
な
れ
ば
則
ち
敵
な

し
。
禺
は
三
江
五
湖
を
通
じ
、
伊
關
の
溝
を
決
し
、
陸
に
廻
し
、
こ
れ
を

東
海
に
注
ぎ
し
は
、
水
の
力
に
因
れ
る
な
り
。
舜
は
一
た
び
徒
り
て
邑
を

成
し
、
再
び
徒
り
て
都
を
成
し
、
三
た
び
徒
り
て
國
を
成
せ
り
。
而
し
て

堯
の
こ
れ
に
騨
位
を
授
け
し
は
、
人
の
心
に
因
れ
る
な
り
。
湯
・
武
の
千

乘
を
以
て
夏
商
を
制
せ
し
は
、
民
の
欲
に
因
れ
る
な
り
。
（
三
代
所
寶
、

莫
如
因
、
因
則
無
敵
、
禺
通
三
江
五
湖
、
決
伊
闘
溝
、
迺
陸
注
之
東
海
、
因

水
之
力
也
、
舜
一
徒
成
邑
、
再
徒
成
都
、
三
徒
成
國
、
而
堯
授
之
騨
位
、

因
人
之
心
也
、
湯
武
以
千
乘
制
夏
商
、
因
民
之
欲
也
Ｉ
『
呂
氏
春
秋
』
巻

十
五
慎
大
覧
第
三
貴
因
）

こ
れ
に
よ
る
と
、
夏
・
段
・
周
三
代
に
お
い
て
最
も
重
ん
じ
ら
れ
た
の
は
〃
因
″

で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
王
朝
が
強
盛
を
誇
っ
た
の
も
〃
因
″
に
よ
る
と
こ
ろ
が

大
で
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
。
そ
れ
ら
の
う
ち
、
夏
王
朝
の
始
祖
、
禺
は
、
水
の

力
に
〃
因
〃
っ
て
成
功
し
た
。
舜
が
堯
の
ゆ
ず
り
を
受
け
た
の
は
、
人
望
が
高
か
つ

ろ
天
が
な
す
の
で
あ
る
と
、
当
時
の
人
々
は
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
、
〃
始
〃
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
一
つ
の
現
象
に
つ
い
て
述
べ
た
の
で
あ

る
。
だ
が
こ
の
こ
と
は
、
国
家
の
興
亡
に
か
か
わ
る
、
こ
の
章
で
〃
始
″
と
と

も
に
取
り
扱
っ
て
き
た
〃
化
〃
・
〃
徴
″
．
〃
表
″
に
つ
い
て
も
、
そ
の
由
来
す
る

と
こ
ろ
を
、
十
分
に
示
唆
し
て
く
れ
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一

一

、

因

八
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た
こ
と
に
〃
因
″
る
。
湯
王
が
夏
の
桀
に
代
っ
て
段
王
朝
を
興
し
た
の
は
、
人

民
の
新
王
朝
建
設
へ
の
の
ぞ
み
、
つ
ま
り
欲
望
に
〃
因
〃
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
武

王
が
段
の
紺
王
を
た
お
し
て
周
王
朝
を
お
こ
し
た
の
も
、
や
は
り
民
衆
の
望
む

と
こ
ろ
に
〃
因
〃
っ
て
行
動
し
た
結
果
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
国
家
が
興
る

に
あ
た
っ
て
は
、
こ
こ
に
い
、
う
よ
、
７
に
、
い
ろ
い
ろ
な
か
た
ち
で
の
〃
因
″
と

い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
〃
因
〃
に
よ
っ
て
事
を
行
う
と
は
ど
の

よ
う
な
こ
と
で
あ
る
、
フ
か
。
例
を
あ
げ
て
示
そ
》
フ
。

○
秦
に
如
（
ゆ
）
く
も
の
の
、
立
ち
て
至
る
は
、
車
あ
れ
ば
な
り
。
越
に
這

く
も
の
の
坐
し
て
至
る
は
、
舟
あ
れ
ば
な
り
。
秦
越
は
遠
塗
な
り
。
浄
立

安
坐
し
て
至
る
は
、
そ
の
械
に
因
る
な
り
。
（
如
秦
者
、
立
而
至
有
車
也
、

適
越
者
、
坐
而
至
有
舟
也
、
秦
越
遠
塗
也
、
浄
立
安
坐
而
至
者
、
因
其
械

也
ｌ
『
呂
氏
春
秋
』
巻
第
十
五
慎
大
覧
第
三
貴
因
）

先
秦
時
代
、
秦
は
西
方
の
、
越
は
南
方
の
、
と
も
に
辺
境
の
地
と
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
遠
隔
の
地
に
行
こ
う
と
す
る
も
の
の
苦
労
は
、
な
み
大
て
い
の
こ
と

で
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
交
通
が
発
達
し
、
秦
に
行
く
に
は
馬
車
が
利
用
で

き
る
よ
う
に
な
り
、
越
に
は
舟
運
が
開
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
う
な
る
と

か
つ
て
の
長
途
の
旅
に
つ
き
も
の
の
苦
労
は
、
単
な
る
昔
語
り
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
馬
車
に
乗
り
、
立
っ
た
ま
ま
で
秦
に
行
け
る
よ
う
に
な
り
、
あ
る
い

は
舟
の
中
に
座
っ
た
ま
ま
で
越
に
到
着
し
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
乗
り
も
の
に

乗
っ
て
い
る
だ
け
で
、
そ
の
間
、
自
分
の
力
は
全
然
使
用
す
る
こ
と
な
く
目
的

地
に
行
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
さ
き
に
の
べ
た
、
〃
因
〃
に
よ
っ
て
国
家

を
興
す
と
い
、
う
こ
と
も
、
こ
の
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。
み
ず
か
ら
の
力
は
全
然

労
す
る
こ
と
な
く
、
他
の
要
因
に
依
拠
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
建
国
と
い
う
大

目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。

戦
国
期
陰
陽
家
の
国
家
意
識
（
久
富
木
成
大
）

〃
因
″
と
い
、
フ
も
の
は
、
こ
の
よ
う
に
便
利
こ
の
上
も
な
い
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
無
条
件
に
存
在
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
〃
因
″
に

乗
ず
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
み
ず
か
ら
あ
る
特
殊
な
能
力
を
備
え
て
い

る
と
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
条
件
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
る
と
か
、
あ
る
い
は
ま
た

種
々
の
恵
ま
れ
た
状
況
に
お
か
れ
て
い
る
な
ど
と
い
う
よ
ミ
フ
な
こ
と
が
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。

○
武
王
、
人
を
し
て
段
を
候
（
う
か
が
）
は
し
む
。
反
り
て
岐
周
に
報
じ
て

曰
く
、
段
は
そ
れ
凱
れ
た
り
、
と
。
…
．
．
…
・
讓
患
、
良
に
勝
つ
、
と
。
武

王
曰
く
、
な
ほ
未
だ
し
き
な
り
、
と
。
ま
た
ま
た
往
き
、
反
り
て
報
じ
て

曰
く
、
そ
の
乱
れ
や
加
は
れ
り
…
：
…
・
賢
者
出
走
せ
り
、
と
。
武
王
曰
く
、

な
ほ
未
だ
し
き
な
り
、
と
。
又
往
く
。
反
り
て
報
じ
て
曰
く
、
そ
の
凱
れ

や
甚
し
、
…
…
：
・
百
姓
あ
へ
て
誹
怨
せ
ず
、
と
。
武
王
曰
く
、
嗜
（
あ
あ
）
、

痘
（
と
）
く
太
公
に
告
げ
よ
、
と
。
太
公
こ
た
へ
て
曰
く
、
護
憲
、
良
に

勝
つ
を
、
命
（
な
づ
）
け
て
数
と
い
ふ
。
賢
者
の
出
走
す
る
を
、
命
け
て

崩
と
い
ふ
。
百
姓
あ
へ
て
誹
怨
せ
ざ
る
を
、
命
け
て
刑
勝
と
い
ふ
。
そ
の

乱
れ
や
至
れ
り
。
以
て
駕
（
く
は
）
ふ
く
か
ら
ず
、
と
。
故
に
選
車
三
百
、

虎
實
三
千
、
朝
に
甲
子
の
期
を
要
（
ち
か
）
ひ
て
、
紺
と
ら
へ
ら
れ
た
り
。

則
ち
武
王
は
、
固
よ
り
そ
の
與
に
敵
た
る
こ
と
無
き
を
知
る
な
り
。
そ
の

用
ふ
る
と
こ
ろ
に
因
ら
ば
、
何
の
敵
か
こ
れ
あ
ら
ん
。
（
武
王
使
人
候
段
、

反
報
岐
周
日
、
段
其
飢
美
、
：
…
…
・
護
憲
勝
良
、
武
王
日
尚
未
也
、
又
復

往
、
反
報
日
、
其
凱
加
美
、
．
…
：
…
賢
者
出
走
美
、
武
王
日
、
尚
未
也
、

又
往
、
反
報
日
、
其
凱
甚
芙
、
…
…
…
百
姓
不
敢
誹
怨
美
、
武
王
日
、
僖
、

痩
告
太
公
、
太
公
對
日
、
護
憲
勝
良
、
命
日
数
、
賢
者
出
走
、
命
日
崩
、

百
姓
不
敢
誹
怨
、
命
日
刑
勝
、
其
凱
至
芙
、
不
可
以
駕
美
、
故
選
車
三
百
、

九



55

虎
實
三
千
、
朝
要
甲
子
之
期
、
而
紺
爲
禽
、
則
武
王
固
知
其
無
與
爲
敵
也
、

因
其
所
用
、
何
敵
之
有
美
Ｉ
『
呂
氏
春
秋
』
巻
第
十
五
慎
大
寶
第
三
貴

因
）

こ
れ
は
、
武
王
が
段
を
亡
ぼ
し
た
と
き
の
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
こ

こ
に
、
太
公
の
こ
と
ば
に
あ
る
よ
、
フ
に
、
段
は
「
そ
の
乱
れ
や
至
れ
り
。
以
て

駕
（
く
わ
）
う
べ
か
ら
ず
」
、
と
い
う
状
態
に
お
ち
い
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ

れ
以
上
乱
れ
よ
、
フ
が
な
い
と
い
、
フ
と
こ
ろ
に
ま
で
、
段
の
乱
れ
は
ひ
ど
く
な
っ

て
い
る
と
い
う
。
ま
さ
に
、
段
は
武
王
の
敵
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
一
方
に
こ

の
よ
う
な
敵
の
状
況
が
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
に
加
え
て
、
武
王
に
は
精
兵
が
あ

る
。
そ
の
こ
と
を
こ
こ
に
は
、
「
そ
の
用
う
る
所
に
因
ら
ば
、
何
の
敵
か
あ
ら
ん
」

と
い
っ
て
い
る
。
ま
さ
に
、
武
王
は
舟
車
に
乗
っ
て
目
的
地
に
到
着
す
る
よ
う

な
も
の
で
あ
っ
た
。
段
の
乱
れ
、
自
ら
の
精
兵
、
こ
れ
が
こ
の
と
き
に
お
け
る

武
王
の
〃
因
″
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
な
け
れ
ば
、
武
王
と
い
え
ど
も
、

段
を
亡
ぼ
す
こ
と
が
で
き
た
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
段
周
の
興
亡

に
際
し
て
の
武
王
に
ま
つ
わ
る
〃
因
″
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
も
あ
っ
た
。

○
武
王
、
鮪
水
に
至
る
。
段
、
膠
扇
を
し
て
周
師
を
候
（
う
か
が
）
は
し
む
。

武
王
こ
れ
を
見
る
。
膠
扇
曰
く
、
西
伯
、
將
た
い
づ
く
に
ゆ
か
ん
と
す
る
。

わ
れ
を
欺
く
な
か
れ
、
と
。
武
王
曰
く
、
子
を
欺
か
ず
。
將
に
段
に
ゆ
か

ん
と
す
る
な
り
、
と
。
膠
扇
曰
く
、
鍋
（
い
つ
）
至
る
や
、
と
。
武
王
日

く
、
將
に
甲
子
を
以
て
設
郊
に
至
ら
ん
と
す
。
子
、
こ
れ
を
以
て
報
ぜ
よ
、

と
。
膠
扇
か
へ
る
。
天
雨
ふ
り
、
日
夜
や
ま
ず
、
武
王
疾
く
行
き
て
綴
（
や
）

め
ず
９
軍
師
み
な
諌
め
て
曰
く
、
卒
、
病
ま
ん
。
請
ふ
、
こ
れ
を
体
せ
ん
、

と
。
武
王
曰
く
、
わ
れ
す
で
に
膠
扇
を
し
て
、
甲
子
の
期
を
以
て
そ
の
主

に
報
ぜ
し
め
た
り
。
今
、
甲
子
に
至
ら
ず
ば
、
こ
れ
膠
扇
を
し
て
信
な
ら

ざ
ら
し
む
る
な
り
。
膠
扇
信
な
ら
ず
ば
、
そ
の
主
か
な
ら
ず
こ
れ
を
殺
さ

ん
。
わ
れ
疾
く
行
き
て
、
以
て
膠
扇
の
死
を
救
は
ん
、
と
。
武
王
は
た
し

て
甲
子
を
以
て
段
郊
に
至
る
。
段
す
で
に
先
陳
せ
り
。
段
に
至
り
、
因
り

て
戦
ひ
、
大
い
に
こ
れ
に
克
て
り
。
こ
れ
武
生
の
義
な
り
。
人
、
人
の
欲
す

る
と
こ
ろ
を
爲
し
、
お
の
れ
、
人
の
悪
む
と
こ
ろ
を
爲
す
。
先
陳
な
ん
ぞ

盆
せ
ん
。
た
ま
た
ま
武
王
を
し
て
、
耕
さ
ず
し
て
穫
し
め
し
な
り
。
（
武
王

至
鮪
水
、
段
使
膠
扇
候
周
師
、
武
王
見
之
、
膠
扇
日
、
西
伯
將
何
之
、
無

欺
我
也
、
武
王
日
、
不
子
欺
、
將
之
段
也
、
膠
扇
日
、
錫
至
、
武
王
日
、

將
以
甲
子
至
段
郊
、
子
以
是
報
芙
、
膠
扇
行
、
天
雨
、
日
夜
不
休
、
武
王

疾
行
不
綴
、
軍
師
皆
諫
日
、
卒
病
、
請
休
之
、
武
王
日
、
吾
已
令
膠
扇
以

甲
子
之
期
、
報
其
主
美
、
今
甲
子
不
至
、
、
是
令
膠
扇
不
信
也
、
膠
扇
不
信

也
、
其
主
必
殺
之
、
吾
疾
行
以
救
膠
扇
之
死
也
、
武
王
果
以
甲
子
至
設
郊
、

段
已
先
陳
美
、
至
段
、
因
戦
、
大
克
之
、
此
武
王
之
義
也
、
人
爲
人
之
所

欲
、
己
爲
人
之
所
悪
、
先
陳
何
盆
、
適
令
武
王
不
耕
而
穫
Ｉ
『
呂
氏
春
秋
』

巻
第
十
五
慎
大
寶
第
三
貴
因
）

こ
こ
に
、
武
王
は
段
に
到
着
し
、
「
因
り
て
戦
い
、
大
い
に
こ
れ
に
克
て
り
」

と
い
う
。
こ
の
よ
、
フ
に
、
〃
因
〃
に
乗
じ
て
武
王
は
戦
い
、
そ
う
し
て
勝
利
を
収

め
た
わ
け
で
、
彼
自
身
は
、
そ
れ
ほ
ど
苦
労
は
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
と
こ
ろ
を
、
こ
こ
に
は
、
「
耕
さ
ず
し
て
、
穫
」
た
、
と

表
現
し
て
あ
る
。
で
は
、
そ
の
〃
因
″
と
は
何
を
さ
し
て
い
っ
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
そ
れ
は
第
一
に
、
敵
方
の
斥
候
に
ま
で
信
義
を
守
り
と
お
し
、
あ
く

ま
で
そ
の
人
物
の
生
命
を
重
ん
じ
、
自
ら
の
利
害
は
無
視
す
る
と
い
う
、
武
王

の
人
間
性
の
高
さ
で
あ
る
。
武
王
の
こ
の
高
潔
な
生
き
方
を
、
こ
こ
で
は
、
「
人
、

人
の
欲
す
る
と
こ
ろ
を
な
す
」
と
い
っ
て
い
る
。
他
方
、
段
の
討
王
は
、
武
王
の

■■■■■■■■■｡■

○
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こ
の
生
き
方
と
は
正
反
対
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
れ
を
、
「
人
の
悪
む
と
こ
ろ
を

な
す
」
、
と
書
い
て
い
る
。
紺
王
は
武
王
が
戦
場
に
到
着
す
る
前
に
、
す
で
に
陣

を
し
き
整
え
て
、
万
全
の
態
勢
で
迎
え
う
っ
た
。
し
か
し
戦
い
の
結
果
は
す
で

に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
い
っ
て
い
る
と
お
り
、
「
先
陳
、
何
ぞ
益
せ
ん
」
と

い
、
う
よ
、
フ
な
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
い
う
〃
因
〃
は
、

武
王
と
紺
王
の
、
人
間
性
の
差
に
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
兵
士
た
ち

が
、
あ
る
い
は
民
衆
が
、
武
王
の
た
め
に
は
積
極
的
に
働
き
、
紺
王
の
た
め
に

は
そ
れ
ほ
ど
の
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
勝
敗
の
分
か
れ
目
が
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
陣
を
整
え
て
も
い
な
い
軍
勢
が
、
早
く
か
ら
布
陣
し

て
迎
え
、
フ
っ
た
相
手
方
を
、
や
す
や
す
と
打
ち
負
か
す
と
い
う
、
常
識
に
反
す

る
よ
箒
フ
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
武
王
が
〃
因
″
に
乗
じ
た
た

め
で
あ
り
、
武
王
は
、
「
耕
さ
ず
し
て
穫
」
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ

の
よ
壜
フ
な
〃
因
″
は
、
誰
に
で
も
恵
ま
れ
る
の
で
は
な
い
。
武
王
の
よ
》
フ
な
人

格
の
所
有
者
に
し
て
、
は
じ
め
て
有
り
う
る
も
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
段
周
と
い
う
よ
う
な
国
家
の
興
亡
に
も
関
与
し
た
〃
因
″

と
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
何
で
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
に
説
く
と
こ
ろ
を
見

て
み
よ
、
フ
。

○
そ
れ
天
を
審
ら
か
に
す
る
も
の
、
列
星
を
察
し
て
四
時
を
知
る
は
、
因
な

り
。
歴
を
推
す
る
も
の
、
月
行
を
硯
て
晦
朔
を
知
る
は
因
な
り
。
禺
の
裸

國
に
ゆ
く
、
裸
し
て
入
り
衣
し
て
出
で
し
は
因
な
り
。
墨
子
、
荊
王
に
見

ゆ
。
錦
衣
し
て
笙
を
吹
き
し
は
、
因
な
り
。
孔
子
、
彌
子
暇
に
道
（
よ
）

り
て
、
萱
夫
人
を
見
し
は
、
因
な
り
。
湯
・
武
凱
世
に
遭
ひ
、
苦
民
に
臨

み
、
そ
の
義
を
揚
げ
、
そ
の
功
を
成
し
し
は
、
因
な
り
。
故
に
因
な
れ
ば

則
ち
功
あ
り
、
專
な
れ
ば
則
ち
拙
な
り
。
因
な
る
も
の
は
敵
な
し
。
國
大

戦
国
期
陰
陽
家
の
国
家
意
識
（
久
富
木
成
大
）

な
り
と
錐
も
、
民
衆
し
と
錐
も
、
何
ぞ
盆
せ
ん
。
（
夫
審
天
者
、
察
列
星
而

知
四
時
、
因
也
、
推
歴
者
、
覗
月
行
而
知
晦
朔
、
因
也
、
禺
之
裸
國
、
裸

入
衣
出
、
因
也
、
墨
子
見
荊
王
、
錦
衣
吹
笙
、
困
也
、
孔
子
道
彌
子
暇
、

見
萱
夫
人
、
因
也
、
湯
武
遭
凱
世
、
臨
苦
民
、
揚
其
義
、
成
其
功
、
因
也
、

故
因
則
功
、
專
則
拙
、
因
者
無
敵
、
國
錐
大
、
民
錐
衆
、
何
盆
Ｉ
『
呂
氏

春
秋
』
巻
第
十
五
愼
大
覺
第
三
貴
因
）

こ
こ
に
、
ま
ず
い
う
よ
う
に
、
天
文
・
歴
数
の
学
問
の
根
元
に
あ
り
、
そ
れ

を
成
り
立
た
せ
て
い
る
原
理
が
、
ほ
か
で
も
な
い
、
〃
因
〃
で
あ
る
。
そ
急
フ
し
て
、

そ
の
天
文
も
歴
数
も
、
こ
こ
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
よ
、
フ
に
、
星
や
月
の
運
行
を

観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
〃
因
〃
と

は
、
星
や
月
な
ど
の
、
天
体
の
運
行
、
推
移
の
原
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
推
測

⑪

さ
れ
る
。
こ
こ
に
引
い
た
文
章
で
は
、
以
下
に
、
禺
・
墨
子
・
孔
子
・
段
の
湯

王
・
周
の
武
王
が
、
こ
の
よ
う
な
〃
因
″
に
乗
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
成
功
を

お
さ
め
た
こ
と
を
い
う
。
彼
ら
の
行
為
が
、
天
文
や
歴
数
の
原
理
に
か
な
っ
て

い
た
た
め
に
、
役
ら
は
無
理
な
く
成
功
し
た
の
で
あ
る
と
、
彼
ら
の
成
功
の
理

由
を
説
明
し
て
い
る
。
一
般
に
、
国
を
営
む
に
は
、
領
土
の
広
さ
と
、
人
民
の

多
さ
が
必
須
の
こ
と
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
国
家

が
興
る
条
件
に
は
な
ら
な
い
と
、
こ
こ
で
は
お
そ
ら
く
桀
紺
な
ど
を
念
頭
に
入

⑫

れ
て
、
「
国
大
な
り
と
い
へ
ど
も
、
民
衆
し
と
い
へ
ど
も
、
何
ぞ
益
せ
ん
」
、
と

結
論
づ
け
て
い
る
。
国
の
興
起
に
は
、
よ
り
本
質
的
な
も
の
と
し
て
、
〃
因
〃
こ

そ
が
必
須
の
も
の
で
あ
る
と
い
、
フ
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
〃
因
″
は
、

冒
頭
に
も
い
う
よ
う
に
、
天
体
の
原
理
と
し
て
、
天
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る

と
、
い
、
フ
の
で
あ
る
。

一
一
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国
家
の
興
亡
を
め
ぐ
っ
て
の
、
無
数
と
も
い
え
る
現
象
の
な
か
の
一
つ
で
、

〃
遇
″
と
『
呂
氏
春
秋
』
が
表
現
す
る
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
以
下
の
ご
と
く

で
あ
る
。

○
お
よ
そ
治
凱
存
亡
、
安
危
彊
弱
は
、
必
ず
そ
の
遇
あ
り
。
然
し
て
後
に
成

る
べ
し
。
お
の
お
の
一
な
れ
ば
則
ち
設
け
ず
。
故
に
桀
紺
は
不
肯
な
り
と

錐
も
、
そ
の
亡
び
し
は
湯
武
に
遇
へ
ば
な
り
。
湯
武
に
遇
ひ
し
は
天
な
り
。

桀
紺
の
不
肖
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
湯
武
は
賢
な
り
と
錐
も
、
そ
の
王
た
り

し
は
桀
紺
に
遇
へ
ば
な
り
。
桀
紺
に
遇
ひ
し
は
天
な
り
。
湯
武
の
賢
に
あ

ら
ざ
る
な
り
。
桀
紺
の
ご
と
き
、
湯
武
に
遇
は
ず
ば
未
だ
必
ず
し
も
亡
び

ざ
る
な
り
。
桀
約
亡
び
ず
ん
ば
、
不
肯
と
錐
も
、
辱
か
し
め
未
だ
こ
こ
に

至
ら
ず
。
も
し
湯
武
を
し
て
桀
紺
に
遇
は
ざ
ら
し
め
ば
、
未
だ
必
ら
ず
し

も
王
た
ら
ざ
る
な
り
。
湯
武
王
た
ら
ず
ん
ば
、
賢
と
錐
も
、
顯
い
ま
だ
こ

こ
に
至
ら
ず
。
故
に
人
主
の
大
功
あ
る
は
、
不
肯
を
聞
か
ず
。
亡
國
の
主

は
、
賢
を
聞
か
ず
。
こ
れ
を
譽
（
た
と
）
ふ
れ
ば
、
良
農
の
土
地
の
宜
し

き
を
辮
じ
、
耕
褥
の
事
を
謹
し
む
が
若
し
。
未
だ
必
ず
し
も
収
め
ざ
る
な

り
。
然
し
て
収
む
る
も
の
は
、
必
ず
こ
の
人
な
り
。
始
は
時
雨
に
遇
ふ
に

在
り
。
時
雨
に
遇
ふ
は
天
地
な
り
。
良
農
の
能
く
す
る
と
こ
ろ
に
あ
ら
ざ

る
な
り
。
（
凡
治
凱
存
亡
、
安
危
彊
弱
、
必
有
其
遇
、
然
後
可
成
、
各
一
則

不
設
、
故
桀
紺
錐
不
肯
、
其
亡
遇
湯
武
也
、
遇
湯
武
、
天
也
、
非
桀
紺
之

不
肯
也
、
湯
武
錐
賢
、
其
王
遇
桀
紺
也
、
遇
桀
紺
、
天
也
、
非
湯
武
之
賢

也
、
若
桀
紺
、
不
遇
湯
武
、
未
必
亡
也
、
桀
紺
不
亡
、
難
不
肯
辱
未
至
於

一

一

一

、

渦

此
、
若
使
湯
武
不
遇
桀
紺
、
未
必
王
也
、
湯
武
不
王
、
錐
賢
、
顯
未
至
於

此
、
故
人
主
有
大
功
、
不
聞
不
肯
、
亡
国
之
主
、
不
聞
賢
、
髻
之
、
若
良

農
辮
土
地
之
宜
、
謹
耕
褥
之
事
、
未
必
収
也
、
然
而
収
者
必
此
人
也
、
始

在
於
遇
時
雨
、
遇
時
雨
、
天
地
也
、
非
良
農
所
能
爲
也
Ｉ
『
呂
氏
春
秋
』

巻
第
十
四
孝
行
寶
第
二
長
攻
）

国
家
の
興
亡
の
う
ち
、
こ
こ
で
は
、
夏
・
段
・
周
三
代
の
こ
と
を
問
題
に
す

る
。
夏
の
桀
王
を
亡
ぼ
し
た
の
が
段
の
湯
王
で
あ
り
、
段
の
紺
王
を
倒
し
て
周

を
興
し
た
の
が
武
王
と
い
、
フ
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
桀
村
が
亡
国
の
主

で
あ
り
、
湯
武
が
興
国
の
王
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
問
題

に
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
あ
い
だ
で
亡
国
と
興
国
と
い
う
明
暗
を
分

け
る
大
事
件
が
お
こ
っ
た
の
は
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
意
志
を
遠
く
は
な
れ
た
と

こ
ろ
の
も
の
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
い
、
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
歴

史
の
交
代
の
原
動
力
と
も
な
っ
た
も
の
を
、
こ
こ
で
は
〃
遇
″
と
よ
ん
で
い
る

の
で
あ
る
。

で
は
、
そ
の
〃
遇
″
と
は
何
で
あ
る
、
フ
か
。
こ
こ
に
引
い
た
文
章
の
冒
頭
で
、

そ
れ
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。
す
な
わ
ち
、
「
お
よ
そ
、
治
乱
存
亡
、
安

危
彊
弱
は
、
必
ら
ず
遇
あ
っ
て
、
然
る
の
ち
に
成
る
べ
し
。
各
々
一
な
れ
ば
則

ち
設
け
ず
」
と
。
こ
の
意
味
は
、
お
お
よ
そ
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。
国
家
の

治
乱
興
亡
、
あ
る
い
は
安
危
強
弱
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
に
か
か
わ
る
二

人
の
人
物
が
出
会
、
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
起
こ
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
一
人

⑬

の
人
物
だ
け
で
は
、
決
し
て
そ
の
よ
富
フ
に
は
な
ら
な
い
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
、

〃
遇
″
と
い
、
フ
の
は
、
二
人
の
人
物
、
あ
る
い
は
二
つ
の
出
来
ご
と
が
遭
遇
す

る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
・

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
と
こ
ろ
で
、
〃
遇
〃
が
遭
遇
、
つ
ま
り
出
会
い
の
こ
と
で

一
一
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あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
の
、
〃
遇
〃
に
よ
っ
て
、
功
を
得
て
幸
福
に

な
り
、
後
世
に
な
が
く
名
声
を
残
す
湯
武
の
よ
う
な
人
々
が
い
る
。
一
方
で
は

桀
紺
の
ご
と
く
、
亡
国
の
憂
き
目
に
会
い
、
実
際
以
上
の
悪
名
を
の
ち
の
世
ま

で
伝
え
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
。
一
体
、
〃
遇
〃
に
よ
っ
て
幸
を
得
る
の
と
、

不
幸
を
得
る
の
と
は
、
日
ご
ろ
の
生
き
方
の
良
し
悪
し
に
か
か
わ
る
と
こ
ろ
が

あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
何
ら
か
の
答
え
を
与
え
て
く
れ
る
は
ず
の

三
つ
の
事
例
を
、
『
呂
氏
春
秋
』
で
は
紹
介
し
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
そ
の
中
か

ら
一
つ
を
え
ら
ん
で
示
そ
、
フ
。

○
越
國
お
お
い
に
磯
う
。
王
お
そ
れ
萢
義
を
召
し
て
謀
る
。
萢
義
曰
く
、
王

何
ぞ
患
へ
ん
。
今
の
磯
、
フ
る
は
、
こ
れ
越
の
幅
（
さ
い
は
ひ
）
に
し
て
呉

の
鯛
（
わ
ざ
は
ひ
）
な
り
。
そ
れ
呉
國
は
、
甚
だ
富
ん
で
財
あ
ま
り
あ
り
。

そ
の
王
は
年
少
に
し
て
、
智
す
ぐ
な
く
才
輕
し
。
須
爽
の
名
を
好
ん
で
、

後
患
を
患
へ
ず
。
王
も
し
幣
を
重
く
し
僻
を
卑
く
し
て
、
以
て
擢
（
て
き
）

を
呉
に
請
は
ば
、
則
ち
食
う
こ
と
得
べ
き
な
り
。
食
う
こ
と
得
れ
ば
、
そ

れ
卒
に
越
は
必
ず
呉
を
有
せ
ん
。
而
る
を
王
な
ん
ぞ
患
へ
ん
、
と
。
越
王

曰
く
、
善
し
、
と
。
乃
ち
人
を
し
て
食
を
呉
に
請
は
し
む
・
呉
王
將
に
こ

れ
を
與
へ
ん
と
す
。
伍
子
膏
す
す
ん
で
諌
め
て
曰
く
、
與
ふ
く
か
ら
ざ
る

な
り
。
そ
れ
呉
の
越
に
お
け
る
、
土
を
接
し
境
を
熱
す
。
道
は
人
通
じ
易

し
。
仇
儲
敵
戦
の
國
な
り
。
呉
の
越
を
喪
ふ
に
あ
ら
ず
ん
ば
、
越
は
必
ず

呉
を
喪
は
ん
・
燕
・
秦
・
齋
・
晉
の
ご
と
き
は
、
山
虚
陸
居
、
豈
に
能
く

五
湖
九
江
を
踊
り
、
十
七
腸
を
越
え
、
以
て
呉
を
有
せ
ん
や
。
故
に
曰
く
、

呉
の
越
を
喪
ふ
に
あ
ら
ず
ん
ば
、
越
か
な
ら
ず
呉
を
喪
は
ん
、
と
。
今
ま

さ
に
こ
れ
に
粟
を
輪
（
お
く
）
り
、
こ
れ
に
食
を
與
へ
ん
と
す
。
こ
れ
わ

が
雛
を
長
じ
て
わ
が
仇
を
養
ふ
な
り
。
財
と
ぼ
し
く
し
て
民
お
そ
る
。
悔

戦
国
期
陰
陽
家
の
国
家
意
識
（
久
富
木
成
大
）

ゆ
と
も
及
ぶ
こ
と
な
き
な
り
。
與
ふ
る
な
く
し
て
こ
れ
を
攻
め
、
そ
の
數

を
固
く
す
る
に
若
か
ざ
る
な
り
。
こ
れ
む
か
し
わ
が
先
王
の
覇
た
り
し
ゆ

え
ん
な
り
。
か
つ
そ
れ
磯
は
代
事
な
り
。
な
ほ
淵
の
阪
に
お
け
る
が
ご
と

し
。
た
れ
の
國
に
か
あ
る
こ
と
な
か
ら
ん
、
と
。
呉
王
曰
く
、
然
ら
ず
、

わ
れ
こ
れ
を
聞
く
。
義
兵
は
攻
服
せ
ず
。
仁
者
は
儀
餓
を
食
（
や
し
な
）

ふ
、
と
。
今
、
服
し
て
こ
れ
を
攻
む
、
義
兵
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
磯
ゑ
て

食
は
ず
、
仁
禮
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
不
仁
不
義
な
ら
ば
、
十
越
を
得
と
錐

も
、
わ
れ
爲
さ
ざ
る
な
り
、
と
。
遂
に
こ
れ
に
食
を
與
ふ
。
三
年
を
出
で

ず
し
て
、
呉
も
ま
た
磯
う
。
人
を
し
て
食
を
越
に
請
は
し
む
。
越
王
與
へ

ず
。
乃
ち
こ
れ
を
攻
む
。
夫
差
と
ら
へ
ら
る
。
（
越
國
大
磯
、
王
恐
、
召
萢

義
而
謀
、
萢
蓋
日
、
王
何
患
焉
、
今
之
磯
、
此
越
之
幅
而
呉
之
蝸
也
、
夫

呉
國
甚
冨
而
財
有
餘
、
其
王
年
少
智
寡
才
輕
好
須
與
之
名
、
不
患
後
患
、

王
若
重
幣
卑
鮮
、
以
請
耀
於
呉
則
食
可
得
也
、
食
得
其
卒
越
必
有
呉
、
而

王
何
患
焉
、
越
王
日
、
善
、
乃
使
人
請
食
於
呉
、
呉
王
將
與
之
、
伍
子
青

進
諫
日
、
不
可
與
也
、
夫
呉
之
與
越
、
接
土
鄭
境
、
道
易
人
通
《
仇
織
敵

戦
之
國
也
、
非
呉
喪
越
、
越
必
喪
呉
、
若
燕
秦
齋
晉
、
山
虚
陸
居
、
豈
能

踊
五
湖
九
江
、
越
十
七
院
、
以
有
呉
哉
、
故
日
非
呉
喪
越
、
越
必
喪
呉
、

今
將
輸
之
粟
、
與
之
食
、
是
長
吾
離
而
養
吾
仇
也
、
財
置
而
民
恐
、
悔
無

及
也
、
不
若
勿
與
而
攻
之
固
其
數
也
、
此
昔
吾
先
王
之
所
以
覇
、
且
夫
畿

代
事
也
、
猶
淵
之
與
阪
、
誰
國
無
有
、
呉
王
日
、
不
然
、
吾
聞
之
、
義
兵

不
攻
服
、
仁
者
食
磯
餓
、
今
服
而
攻
之
、
非
義
兵
也
、
磯
而
不
食
、
非
仁

禮
也
不
仁
不
義
、
錐
得
十
越
吾
不
爲
也
、
逢
與
之
食
、
不
出
三
年
、
而

呉
亦
磯
、
使
人
請
食
於
越
、
越
王
弗
與
、
乃
攻
之
、
夫
差
爲
禽
Ｉ
『
呂
氏

春
秋
』
巻
第
十
四
孝
行
寶
第
二
長
攻
）
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こ
こ
で
は
、
越
王
句
践
と
、
呉
王
夫
差
と
の
〃
遇
″
を
問
題
に
し
て
い
る
。

そ
の
内
容
は
、
ほ
ぼ
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。
越
王
句
践
の
と
き
、
越
で
飢
謹

が
お
こ
っ
た
。
王
は
大
い
に
困
り
、
な
す
す
べ
を
知
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

智
将
萢
議
は
お
ち
つ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
こ
の
時
を
、
呉
を
ほ
ろ
ぼ
す

た
め
の
き
っ
か
け
と
も
な
る
、
千
載
一
遇
の
好
機
と
し
て
見
た
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
隣
国
呉
に
た
よ
っ
て
食
糧
を
確
保
し
て
急
場
を
し
の
ぎ
、
後
日
、
呉

に
危
機
の
生
ず
る
日
の
く
る
こ
と
を
待
ち
、
そ
の
時
こ
そ
呉
を
助
け
る
こ
と
な

く
、
呉
を
亡
ぼ
そ
、
フ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
一
方
、
越
か
ら
食
糧
輸
出
の
要
請

を
受
け
た
呉
王
夫
差
は
、
伍
子
青
の
猛
反
対
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
越

に
食
べ
物
を
送
っ
た
。
そ
の
こ
と
が
あ
っ
て
三
年
も
た
た
な
い
う
ち
に
、
今
度

は
呉
が
飢
饅
に
み
ま
わ
れ
た
。
そ
こ
で
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
先
に
助
け
た
越

に
、
耀
米
の
輸
出
を
依
頼
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
越
は
そ
れ
を
こ
と
わ
っ
た
だ
け

で
な
く
、
飢
饅
で
弱
っ
て
い
る
呉
に
攻
め
入
り
、
呉
王
夫
差
を
と
り
こ
に
し
て

し
ま
っ
た
。

越
の
飢
饅
を
救
う
こ
と
を
せ
ず
、
攻
め
入
っ
て
亡
ぼ
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う

伍
子
冑
の
こ
と
ば
を
、
仁
に
反
す
る
と
し
て
退
け
、
み
ず
か
ら
の
信
ず
る
道
義

に
の
っ
と
っ
て
越
王
句
践
を
助
け
た
の
が
、
呉
王
夫
差
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が

こ
こ
に
の
べ
た
よ
う
に
、
忘
恩
の
挙
に
出
た
越
王
句
賤
が
、
勝
利
者
と
し
て
国

勢
を
の
ば
し
た
功
績
を
た
た
え
ら
れ
る
幸
福
も
の
と
な
り
、
高
い
道
徳
の
実
践

者
と
し
て
の
呉
王
夫
差
が
、
亡
国
の
捕
虜
と
し
て
の
辱
し
め
に
泣
く
不
幸
も
の

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
越
王
句
践
と
呉
王
夫
差
と
の
〃
遇
″

の
結
果
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
〃
遇
〃
と
い
う
こ
と
に
か
ら
ま
せ
て

そ
の
当
事
者
た
ち
の
幸
不
幸
を
見
た
と
き
、
そ
れ
は
、
そ
の
人
々
の
日
ご
ろ
の

生
き
方
と
は
な
ん
ら
か
か
わ
り
は
な
い
。
正
直
者
が
な
ん
ら
報
わ
れ
る
こ
と
が

な
く
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
負
の
評
価
を
に
な
う
も
の
と
し
て
、
現
実
に
は
あ
ら
わ

れ
る
こ
と
す
ら
多
い
・
そ
の
逆
も
ま
た
多
く
、
そ
の
よ
う
な
例
と
し
て
、
『
呂
氏

春
秋
』
の
こ
の
部
分
で
は
、
越
王
句
践
と
同
じ
く
、
情
理
に
反
す
る
生
き
方
を

し
な
が
ら
、
い
わ
ゆ
る
功
績
の
あ
る
も
の
と
し
て
、
後
世
に
お
い
て
称
讃
の
対

⑭

象
と
な
っ
た
楚
の
文
王
と
趙
の
襄
子
と
の
こ
と
を
書
き
伝
え
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
〃
遇
〃
の
も
た
ら
す
結
果
に
つ
い
て

は
、
日
ご
ろ
の
当
事
者
た
ち
の
生
き
方
と
も
か
か
わ
り
な
く
、
人
為
を
は
る
か

に
越
え
た
も
の
の
大
き
な
力
が
、
そ
こ
に
働
い
て
い
る
か
の
ど
と
く
で
あ
る
。

こ
の
よ
』
フ
な
と
こ
ろ
か
ら
〃
遇
″
を
見
た
と
き
、
そ
も
そ
も
、
そ
の
〃
遇
″
を

も
た
ら
し
た
も
の
が
何
で
あ
り
、
何
の
力
が
〃
遇
″
を
め
ぐ
っ
て
作
用
し
て
い

る
と
当
時
の
人
々
は
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
答
え

を
与
え
て
く
れ
る
の
は
、
こ
の
章
の
冒
頭
に
引
い
た
文
章
の
、
「
桀
紺
は
不
肯
な

り
と
難
も
、
そ
の
亡
び
し
は
湯
武
に
遇
へ
ば
な
り
。
湯
武
に
遇
ひ
し
は
天
な
り
。

…
…
湯
武
は
賢
な
り
と
錐
も
、
そ
の
王
た
り
し
は
桀
紺
に
遇
へ
ば
な
り
。
桀
紺

に
遇
ひ
し
は
天
な
り
」
（
『
呂
氏
春
秋
』
巻
第
十
四
孝
行
寶
第
二
長
攻
）
と

い
、
７
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
〃
遇
〃
を
も
た
ら

す
の
は
、
天
で
あ
る
と
い
う
。
〃
遇
〃
と
い
う
の
は
二
者
の
出
会
い
で
あ
り
、
そ

の
二
者
の
時
間
の
共
有
で
あ
る
。
天
が
、
時
間
の
流
れ
の
な
か
で
二
者
を
出
会

わ
せ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
〃
遇
〃
の
結
果
と
し

て
の
一
身
の
幸
不
幸
、
一
国
の
興
亡
の
こ
と
な
ど
に
も
、
そ
の
天
の
意
志
が
働

い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
人
間
の
小
さ
な
思
惑
を
超
え
て
い
る
と
こ
ろ
が
そ
こ

に
は
あ
る
場
合
も
生
じ
る
の
で
あ
る
。

一

四
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あ
る
人
物
の
栄
枯
盛
衰
、
あ
る
い
は
ま
た
国
家
の
興
亡
に
関
連
し
て
、
〃
時
〃

と
い
、
う
こ
と
が
よ
く
い
わ
れ
る
。
以
下
に
例
を
引
い
て
示
し
て
み
よ
電
フ
○

○
聖
人
の
事
に
於
け
る
、
緩
に
似
て
急
、
渥
に
似
て
速
、
以
て
時
を
待
つ
。

王
季
歴
く
る
し
ん
で
死
す
。
文
王
こ
れ
を
苦
し
む
。
麦
里
の
醜
を
忘
れ
ざ

る
こ
と
あ
り
。
時
い
ま
だ
可
な
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
武
王
こ
れ
に
つ
か
へ
、

夙
夜
お
こ
た
ら
ず
、
ま
た
玉
門
の
辱
を
忘
れ
ず
。
立
ち
て
十
二
年
に
し
て
、

甲
子
の
事
を
成
せ
り
。
時
は
つ
ね
に
得
や
す
か
ら
ず
。
太
公
望
は
東
夷
の

士
な
り
。
一
世
を
定
め
ん
と
欲
し
て
、
そ
の
主
な
し
。
文
王
の
賢
を
聞
き
、

故
に
渭
に
釣
し
て
以
て
こ
れ
を
観
た
り
。
（
聖
人
之
於
事
、
似
緩
而
急
、
似

渥
而
速
、
以
待
時
、
王
季
歴
困
而
死
、
文
王
苦
之
、
有
不
忘
麦
里
之
醜
、

時
未
可
也
、
武
王
事
之
、
夙
夜
不
燃
、
亦
不
忘
玉
門
之
辱
、
立
十
二
年
、

而
成
甲
子
之
事
、
時
固
不
易
得
、
太
公
望
、
東
夷
之
士
也
、
欲
定
一
世
而

無
其
主
、
聞
文
王
賢
、
故
釣
於
渭
以
観
之
Ｉ
『
呂
氏
春
秋
』
巻
第
十
四
孝

行
寶
第
二
首
時
）

こ
こ
で
も
ま
た
、
段
周
の
交
代
の
際
の
こ
と
を
説
い
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
へ

〃
時
″
と
い
、
う
こ
と
を
問
題
に
す
る
。
は
じ
め
、
周
は
段
に
仕
え
て
い
た
が
、

そ
の
間
の
周
の
苦
労
は
な
み
大
て
い
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
文

王
の
父
、
王
季
歴
は
疲
労
困
臆
し
て
世
を
去
っ
た
。
文
王
は
そ
、
フ
し
た
父
の
死

を
あ
わ
れ
み
な
が
ら
も
、
段
の
紺
王
の
強
大
な
権
力
の
も
と
で
は
、
そ
れ
に
反

抗
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
約
王
は
そ
れ
に
追
い
う
ち
を
か
け

る
か
の
ご
と
く
、
文
王
を
と
ら
え
て
、
麦
里
に
幽
閉
し
た
。
文
王
の
子
の
武
王

四
、
時

戦
国
期
陰
陽
家
の
国
家
意
識
（
久
富
木
成
大
）

は
、
父
祖
の
辱
し
め
を
忘
れ
な
い
た
め
に
、
そ
の
い
ま
し
め
と
し
て
父
の
築
い

た
玉
門
と
雲
台
を
な
が
め
つ
づ
け
た
。
周
が
段
に
対
し
て
立
ち
上
る
に
は
、
ま

だ
〃
時
〃
が
熟
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
武
王
は
即
位
十
二
年
に
し
て
、

兵
を
お
こ
し
、
討
王
を
伐
つ
こ
と
が
で
き
た
。
そ
、
フ
し
て
、
父
祖
以
来
三
代
の

屈
辱
と
恥
を
そ
そ
ぎ
、
新
ら
し
く
周
王
朝
を
興
し
た
の
で
あ
る
。
興
国
の
〃
時
〃

を
得
る
と
い
、
７
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
に
難
し
い
こ
と
で
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か

も
、
周
が
こ
の
よ
ミ
フ
に
し
て
、
三
代
の
苦
節
を
積
ん
で
〃
時
″
を
得
た
こ
と
に

つ
い
て
は
、
こ
こ
に
述
べ
る
よ
、
フ
に
、
太
公
望
呂
尚
の
力
も
、
大
き
く
あ
ず
か
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
〃
時
〃
を
得
る
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
に
む
つ
か
し
い
。
右
に

引
い
た
文
の
な
か
で
、
「
時
は
固
（
つ
れ
）
に
得
や
す
か
ら
ず
」
と
い
う
の
も
、

当
然
の
こ
と
で
あ
る
、
フ
。

こ
こ
に
の
べ
た
よ
う
に
、
得
る
こ
と
の
困
難
な
〃
時
″
で
あ
る
が
、
そ
れ
を

得
る
に
は
ど
の
よ
、
フ
に
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

○
伍
子
冑
、
呉
王
に
見
え
ん
と
欲
し
て
得
ず
。
客
の
こ
れ
を
王
子
光
に
言
ふ

も
の
あ
り
。
…
…
王
子
許
せ
り
。
…
…
伍
子
膏
こ
れ
に
説
く
、
．
…
：
王
子

光
大
い
に
説
（
よ
ろ
こ
）
ぶ
。
伍
子
青
お
も
へ
ら
く
、
呉
國
を
有
す
る
も

の
は
必
ず
王
子
光
な
ら
ん
、
と
。
退
き
て
野
に
耕
せ
り
。
七
年
に
し
て
、

王
子
光
は
、
呉
王
僚
に
代
り
て
王
と
な
り
、
子
青
に
任
じ
た
り
。
子
膏
乃

ち
法
制
を
修
め
、
賢
良
に
下
り
、
練
士
を
選
び
、
戦
闘
を
習
は
し
め
た
り
。

六
年
に
し
て
、
然
し
て
後
に
大
い
に
楚
に
柏
畢
に
勝
て
り
。
九
た
び
戦
ひ

て
九
た
び
勝
ち
、
北
（
に
）
ぐ
る
を
追
ふ
こ
と
千
里
、
昭
王
は
随
に
出
奔

し
、
遂
に
郭
を
有
し
、
親
ら
王
宮
を
射
、
荊
平
の
墳
を
鞭
つ
こ
と
三
百
。

さ
き
の
耕
せ
る
は
、
そ
の
父
の
雛
を
忘
れ
し
に
あ
ら
ず
、
時
を
待
て
る
な

り
。
（
伍
子
青
欲
見
呉
王
而
不
得
、
客
有
言
之
於
王
子
光
者
、
…
…
王
子
許
、

■■■■■■■■■■■

五
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…
…
伍
子
青
説
之
、
…
…
王
子
光
大
説
、
…
…
伍
子
晉
以
爲
有
呉
國
者
、

必
王
子
光
也
、
退
而
耕
干
野
、
七
年
、
王
子
光
代
呉
王
僚
爲
王
、
任
子
青
、

子
晋
乃
修
法
制
、
下
賢
良
、
選
練
士
習
戦
闘
、
六
年
、
然
後
大
勝
楚
干
柏

畢
、
九
戦
九
勝
、
追
北
千
里
、
昭
王
出
奔
随
、
逢
有
郡
、
親
射
王
宮
、
鞭

荊
平
之
墳
三
百
、
郷
之
耕
非
忘
其
父
之
儲
也
、
待
時
也
Ｉ
『
呂
氏
春
秋
』

巻
十
四
孝
行
寶
第
二
首
時
）

こ
こ
で
は
、
呉
と
楚
の
興
亡
の
こ
と
を
述
べ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
背
景

と
し
て
、
伍
子
青
が
、
父
兄
の
儲
で
あ
る
楚
王
に
報
い
る
た
め
の
〃
時
″
を
、

い
か
に
し
て
得
た
か
と
い
う
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
彼
は
仇
う
ち
の
志
し
を
達

す
る
た
め
に
、
楚
の
宿
敵
、
呉
王
に
接
近
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
果
た
せ
ず
、

さ
ら
に
苦
労
し
て
、
将
来
の
呉
王
た
る
王
子
光
に
知
ら
れ
る
こ
と
に
成
功
す
る
。

そ
う
し
て
、
農
耕
に
従
事
し
な
が
ら
、
王
子
光
が
王
位
に
即
く
の
を
待
つ
。
七

年
に
し
て
王
子
光
が
王
位
に
つ
い
た
。
呉
王
に
召
さ
れ
た
伍
子
青
は
、
六
年
間

と
い
う
も
の
、
呉
の
た
め
に
国
力
を
た
く
わ
え
、
戦
力
を
練
っ
た
。
そ
の
う
え

で
楚
に
戦
い
を
い
ど
み
、
九
戦
九
勝
し
、
亡
父
の
た
め
に
楚
の
王
宮
を
射
、
平

王
の
墓
を
あ
ば
い
て
鞭
う
つ
こ
と
三
百
。
伍
子
青
は
み
ご
と
に
父
兄
の
儲
に
報

い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
、
フ
に
、
父
兄
の
雛
を
う
つ
こ
と
を
志
し
な
が
ら
、
そ

の
過
程
に
お
い
て
伍
子
冑
は
一
歩
退
い
て
、
農
耕
に
従
事
し
た
り
し
た
。
そ
れ

は
し
か
し
、
〃
時
〃
を
待
つ
た
め
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
と
、
こ
こ
に
は
い
う
。
〃
時
〃

は
そ
の
よ
う
に
何
時
で
も
有
る
も
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
種
々
の
工
夫
と
努

力
を
、
そ
の
〃
時
″
を
得
る
た
め
に
払
う
必
要
の
あ
る
こ
と
は
い
、
７
ま
で
も
な

い
が
、
待
つ
と
い
う
こ
と
も
、
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
の
で
あ
る
。

〃
時
〃
と
は
、
で
は
、
何
で
あ
る
の
か
。
『
呂
氏
春
秋
』
の
述
べ
る
と
こ
ろ
を
、

さ
ら
に
見
て
み
よ
う
。

○
聖
人
の
時
を
見
る
、
歩
の
影
と
離
る
べ
か
ら
ざ
る
が
苦
し
。
故
に
有
道
の

士
の
、
未
だ
時
に
遇
は
ず
ん
ば
、
隠
匿
分
電
、
勤
め
て
以
て
時
を
待
つ
。

時
至
れ
ば
、
布
衣
よ
り
し
て
天
子
と
爲
る
も
の
あ
り
。
千
乘
よ
り
し
て
天

下
を
得
る
も
の
あ
り
。
卑
賎
よ
り
し
て
三
王
を
佐
く
る
も
の
あ
り
。
匹
夫

よ
り
し
て
萬
乘
に
報
ゆ
る
も
の
あ
り
。
故
に
聖
人
の
貴
ぶ
と
こ
ろ
は
、
た

だ
時
な
り
。
水
凍
り
て
方
に
固
く
ぱ
、
后
稜
種
せ
ず
。
后
穫
の
種
は
、
必

ず
春
を
待
つ
。
故
に
人
、
智
な
り
と
難
も
、
而
も
時
に
遇
は
ず
ば
功
な
し
。

（
聖
人
之
見
時
、
若
歩
之
與
影
不
可
離
、
故
有
道
之
士
、
未
遇
時
、
隠
匿

分
霞
、
勤
以
待
時
、
時
至
有
從
布
衣
而
爲
天
子
者
、
有
從
千
乘
而
得
天
下

者
、
有
從
卑
賎
而
佐
三
王
者
、
有
從
匹
夫
而
報
萬
乘
者
、
故
聖
人
之
所
貴
、

唯
時
也
、
水
凍
方
固
、
后
穫
不
種
、
后
稜
之
種
、
必
待
春
、
故
人
錐
智
而

不
遇
時
無
功
Ｉ
『
呂
氏
春
秋
』
巻
第
十
四
孝
行
寛
第
二
首
時
）

〃
時
″
は
、
こ
こ
に
い
、
フ
よ
う
に
、
人
に
功
績
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
た
び
〃
時
〃
を
得
た
人
は
、
ま
る
で
日
中
に
歩
く
人
に
、
影
が
つ
き
し
た
が
っ

て
離
れ
な
い
よ
、
フ
に
、
〃
時
〃
が
そ
の
人
に
密
着
し
、
大
い
な
る
功
績
を
な
し
と

げ
さ
せ
る
。
し
た
が
っ
て
、
〃
時
〃
は
、
人
を
変
化
さ
せ
る
も
の
と
い
、
う
こ
と
も

で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
、
あ
る
場
合
に
は
、
国
家
の
興
亡
を
来
た

す
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。
「
匹
夫
」
で
あ
り
な
が
ら
、

⑮

万
乗
の
君
を
雛
と
し
て
討
と
、
フ
と
し
た
、
豫
譲
の
よ
う
な
人
物
が
い
る
。
ま
た
、

卑
賎
の
身
か
ら
出
て
、
つ
い
に
王
者
の
輔
佐
と
な
っ
た
、
太
公
望
・
伊
尹
・
傅

⑯

説
ら
の
よ
う
な
人
々
が
い
る
。
さ
ら
に
、
諸
侯
よ
り
身
を
お
こ
し
て
、
天
子
の

⑰

位
に
の
ぼ
っ
た
も
の
に
、
段
の
湯
王
・
周
の
武
王
が
い
る
。
さ
い
ご
に
、
布
衣
、

⑱

つ
ま
り
庶
民
か
ら
出
て
天
子
と
な
っ
た
も
の
に
舜
が
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

〃
時
″
を
得
た
人
物
の
、
い
わ
ば
変
身
の
さ
ま
は
い
ろ
い
ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ

一
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で
特
に
注
目
し
た
い
の
は
、
そ
の
こ
と
が
国
家
を
興
す
こ
と
に
な
っ
た
、
舜
と

湯
王
と
武
王
の
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
か
ら
し
て
、
〃
時
〃
は
、
こ
の
よ

う
に
庶
民
や
諸
侯
を
天
子
に
変
化
さ
せ
る
作
用
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ

と
も
で
き
よ
う
。
で
は
、
〃
時
〃
が
そ
の
よ
う
な
大
き
な
力
を
持
つ
も
の
だ
と
す

れ
ば
、
そ
の
力
は
何
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
、

さ
ら
に
考
え
て
み
た
い
。

○
飢
馬
厩
に
盈
つ
・
嘆
然
と
し
て
未
だ
鍔
を
見
ざ
る
な
り
。
飢
狗
害
に
盈
つ
。

嘆
然
と
し
て
未
だ
骨
を
見
ざ
る
な
り
。
骨
と
認
と
を
見
れ
ば
、
動
（
あ
ら

そ
）
ひ
て
禁
ず
べ
か
ら
ず
。
凱
世
の
民
は
、
嘆
然
と
し
て
未
だ
賢
者
を
見

ざ
る
な
り
。
賢
人
を
見
れ
ば
、
則
ち
性
き
て
止
む
べ
か
ら
ず
。
往
く
も
の

は
、
そ
の
形
に
あ
ら
ず
、
心
を
謂
ふ
か
。
齋
は
東
帝
を
以
て
天
下
に
困
（
く

る
し
）
み
、
而
し
て
魯
、
徐
州
を
取
り
、
郡
郵
は
壽
陵
を
以
て
萬
民
に
困

み
、
而
し
て
衞
は
繭
氏
を
取
れ
り
。
魯
衞
の
細
を
以
て
し
て
、
み
な
志
を

大
國
に
得
し
は
、
そ
の
時
に
遇
へ
る
な
り
。
故
に
賢
主
秀
士
の
鶚
首
を
憂

へ
ん
と
欲
す
る
も
の
は
、
凱
世
こ
れ
に
當
れ
り
。
天
は
再
び
與
へ
ず
。
時

は
久
し
く
留
ま
ら
ず
。
能
く
雨
工
な
ら
ず
。
事
は
こ
れ
に
當
る
に
在
り
。

（
飢
馬
盈
厩
、
嘆
然
未
見
謁
也
、
飢
狗
盈
害
、
嘆
然
未
見
骨
也
、
見
骨
與

謁
、
動
不
可
禁
、
乱
世
之
民
、
嘆
然
未
見
賢
者
也
、
見
賢
人
則
往
不
可
止
、

往
者
非
其
形
、
心
之
謂
乎
、
齋
以
東
帝
困
於
天
下
、
而
魯
取
徐
州
、
郡
鄭

以
壽
陵
困
於
萬
民
、
而
衞
取
繭
氏
、
以
魯
衞
之
細
、
而
皆
得
志
大
國
、
遇

其
時
也
、
故
賢
主
秀
士
之
欲
憂
諾
首
者
、
乱
世
當
之
美
、
天
不
再
與
、
時

不
久
留
、
能
不
雨
工
、
事
在
當
之
Ｉ
『
呂
氏
春
秋
』
巻
第
十
四
孝
行
寶

第
二
首
時
）

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
〃
時
綴
は
多
く
乱
世
に
出

戦
国
期
陰
陽
家
の
国
家
意
識
（
久
富
木
成
大
）

現
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
引
い
た
文
章
で
そ
の
こ
と
を

明
言
し
、
「
賢
主
秀
士
の
、
鶚
首
を
憂
へ
ん
と
欲
す
る
者
は
、
乱
世
こ
れ
に
あ
た

れ
り
」
と
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
乱
世
に
お
い
て
苦
し
む
の
は
、
一

般
に
庶
民
で
あ
ろ
う
。
こ
の
と
き
、
庶
民
の
幸
福
を
真
に
願
う
、
〃
賢
主
秀
士
〃

が
現
れ
た
な
ら
ば
、
庶
民
の
心
は
、
一
斉
に
そ
ち
ら
に
向
く
で
あ
ろ
う
。
そ
、
フ

し
て
、
そ
れ
を
と
ど
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
る
、
フ
。
そ
こ
に
は
、
そ
れ
を

阻
止
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
大
き
な
力
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

あ
た
か
も
飢
馬
飢
狗
に
、
草
と
骨
を
示
す
よ
う
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
小
国

の
魯
や
衛
が
、
大
国
の
斉
や
趙
か
ら
、
徐
州
と
繭
氏
を
取
っ
た
の
も
へ
そ
う
し

た
力
に
依
拠
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
「
事
は
こ
れ
に
あ
た
る
に
あ
り
」
と

い
う
よ
う
に
、
何
事
か
を
成
す
に
は
、
あ
る
い
は
何
事
か
が
成
る
に
は
、
こ
こ

に
述
べ
る
よ
蓮
フ
な
力
に
乗
り
、
そ
れ
を
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
力

の
貴
重
な
こ
と
は
、
何
物
に
も
代
え
ら
れ
な
い
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
力
に
乗

ず
べ
き
機
会
は
、
誰
が
与
え
、
な
お
か
つ
そ
れ
は
何
時
で
も
あ
る
も
の
な
の
だ

ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
こ
こ
に
引
い
た
文
章
で
は
、
「
天
は
再
び
与
え
ず
。

時
は
久
し
く
留
ま
ら
ず
」
と
い
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
結
局
、
〃
時
〃
は
天
が
与

え
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
明
ら
か
と
な
る
で
あ

る
、
フ
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
「
久
し
く
留
ま
ら
な
い
」
も
の
で
あ
る
と
も
、
考
え
ら

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
に
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
〃
時
″
は
あ
る
場
合
に
は
、
布
衣
、

つ
ま
り
庶
民
を
天
子
に
ま
で
作
り
か
え
る
ほ
ど
の
、
大
き
な
作
用
を
な
す
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
国
家
を
興
す
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
大
き
な
力
は
、
天
に
由
来
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
存
在
す
る
の
は
、
「
久

し
く
留
ま
ら
ず
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
限
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
場
面
は
、
乱

一
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こ
れ
ま
で
の
各
章
に
お
い
て
、
〃
始
〃
・
〃
因
″
・
〃
遇
〃
・
〃
時
〃
な
ど
と
い
う
用

語
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
こ
れ
ら
は
、
『
呂
氏
春
秋
』
に
お
い
て
、
国
家
の
興
亡

に
か
か
わ
る
こ
と
を
述
べ
る
と
き
に
使
用
さ
れ
た
こ
と
ば
で
あ
り
、
し
か
も
、

な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で
、
時
間
に
関
係
を
持
っ
て
い
る
か
の
ど
と
く
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
『
呂
氏
春
秋
』
に
お
け
る
時
間
に
つ
い
て
の
見
方
の
、
基

本
的
性
格
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
、
つ
ぎ
の
文
章
を
み
て
み
よ
う
。

⑲

○
日
夜
一
周
す
る
は
園
（
え
ん
）
道
な
り
。
月
二
十
八
宿
に
躍
（
や
ど
）
り
、

診
と
角
と
属
す
る
は
、
園
道
な
り
。
精
四
時
に
行
は
れ
、
一
上
一
下
、
お

の
お
の
與
に
遇
ふ
は
園
道
な
り
。
物
動
け
ば
則
ち
萌
し
、
萌
し
て
生
じ
、

生
じ
て
長
じ
、
長
じ
て
大
に
、
大
に
し
て
成
る
。
成
れ
ば
乃
ち
衰
ふ
。
衰
ふ

れ
ば
乃
ち
殺
し
、
殺
す
れ
ば
乃
ち
藏
す
る
は
、
園
道
な
り
。
（
日
夜
一
周
、

園
道
也
、
月
躍
二
十
八
宿
へ
診
與
角
罵
園
道
也
、
精
行
四
時
、
一
上
一
下
、

各
與
遇
、
園
道
也
、
物
動
則
萌
、
萌
而
生
、
生
而
長
、
長
而
大
、
大
而
成
、

成
乃
衰
、
衰
乃
殺
、
殺
乃
藏
、
園
道
也
Ｉ
『
呂
氏
春
秋
』
巻
第
三
季
春

紀
第
三
園
道
）

こ
こ
で
は
、
ま
ず
、
日
（
Ｉ
太
陽
）
と
月
と
が
、
円
軌
道
を
え
が
く
か
た
ち

で
運
動
し
て
い
る
と
い
、
う
こ
と
か
ら
説
き
お
こ
し
て
い
る
。
天
体
の
こ
の
止
む

世
に
苦
し
む
庶
民
と
、
賢
主
秀
士
が
出
会
っ
て
、
一
丸
と
な
っ
て
、
新
王
朝
建

設
に
む
か
う
と
い
う
よ
う
な
、
時
と
場
所
と
に
代
表
さ
れ
る
よ
、
フ
な
も
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
場
面
は
、
そ
う
多
く
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
『
呂
氏
春
秋
』
で

は
、
そ
れ
を
天
が
与
え
た
の
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

五
、
天
道
と
国
家
の
消
長

こ
と
な
き
円
運
動
こ
そ
が
、
実
は
、
万
物
の
、
あ
る
い
は
ま
た
物
一
般
の
運
動

の
か
た
ち
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
、
フ
し
て
、
物
一
般
の
生
成
消
滅
に
つ

い
て
、
こ
こ
で
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。
物
が
生
ず
る
に
は
、
ま
ず
、
〃
気
〃
が

動
く
の
で
あ
る
。
そ
の
動
き
方
は
、
地
の
〃
気
″
は
上
り
、
天
の
〃
気
″
は
下

り
、
そ
れ
ら
が
前
述
の
円
軌
道
を
え
が
き
な
が
ら
、
上
り
下
り
を
く
り
か
え
す
。

そ
の
際
、
同
一
の
円
軌
道
上
を
動
く
の
で
、
二
つ
の
〃
気
″
は
、
〃
遇
″
（
あ
）

壱
う
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
、
フ
し
て
〃
気
″
が
動
き
は
じ
め
た
と
き
が
、
物

の
生
ず
る
萌
（
き
ざ
）
し
、
つ
ま
り
、
〃
始
〃
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
そ
の
物
の
、

も
と
、
つ
ま
り
〃
因
″
が
生
じ
、
そ
れ
が
勢
い
を
得
て
、
〃
時
″
が
熟
す
る
と
、

そ
の
物
が
完
成
す
る
。
一
た
び
完
成
し
た
も
の
、
つ
ま
り
極
点
に
ま
で
達
し
た

も
の
は
、
消
滅
の
道
を
た
ど
り
、
や
が
て
ま
た
生
成
の
道
を
た
ど
る
こ
と
に
な

る
。
物
一
般
の
、
こ
の
動
き
も
、
先
の
天
体
の
動
き
と
同
じ
く
、
円
運
動
で
あ

る
と
、
こ
こ
で
は
い
、
フ
。
こ
、
フ
し
て
、
『
呂
氏
春
秋
』
で
は
、
万
物
は
円
運
動
を

し
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
生
成
消
滅
を
く
り
か
え
す
の
だ
と
い
う
。
で
は
、
こ

こ
に
い
、
フ
、
万
物
の
と
る
円
運
動
と
は
、
結
局
、
何
で
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

○
天
道
は
園
に
、
地
道
は
方
な
り
。
聖
王
こ
れ
に
法
り
、
上
下
を
立
つ
る
ゆ

え
ん
な
り
。
何
を
以
て
天
道
の
園
（
ま
る
）
き
を
説
く
。
精
氣
は
一
上
一

下
、
園
周
復
雑
、
稽
留
す
る
と
こ
ろ
な
け
れ
ば
な
り
。
故
に
曰
く
、
天
道

は
園
な
り
と
。
（
天
道
園
、
地
道
方
、
聖
王
法
之
へ
所
以
立
上
下
、
何
以
説

天
道
園
也
、
精
氣
一
上
一
下
、
園
周
復
雑
、
無
所
稽
留
、
故
日
天
道
園
Ｉ

『
呂
氏
春
秋
』
巻
第
三
季
春
紀
第
三
園
道
）

前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
世
を
構
成
し
て
い
る
〃
気
″
が
、
ぐ
る
ぐ
る

と
止
ま
る
こ
と
の
な
い
円
運
動
を
く
り
か
え
し
て
い
る
。
こ
の
よ
軍
フ
な
〃
気
″

の
円
運
動
が
、
万
物
の
生
成
消
滅
の
過
程
の
基
本
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一

八



46

そ
う
し
て
、
そ
の
円
運
動
が
、
こ
こ
に
い
、
フ
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
天
の
道
で
あ

る
と
い
、
フ
。
つ
ま
り
、
天
の
定
め
た
徒
で
あ
る
と
い
、
７
。
だ
か
ら
こ
そ
、
聖
王

は
、
そ
れ
に
則
っ
て
秩
序
を
定
め
、
国
を
営
む
の
だ
と
い
う
。
い
ず
れ
に
し
て

も
、
万
物
の
生
成
消
滅
の
と
る
円
運
動
は
、
こ
れ
は
、
天
の
道
そ
の
も
の
だ
と

い
、
フ
。
こ
の
こ
と
ば
に
は
、
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
万
物
の
生
成
消
滅
の
過
程
は
、
前
に
も
の
べ
た
よ
、
フ
に
、
始
め

が
あ
り
、
終
り
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
円
運
動
を
な
し
て
、
く
り
か
え
し
て
い
る

と
い
、
フ
の
が
、
『
呂
氏
春
秋
』
の
述
べ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
始
め
が
あ
っ
て
終

り
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
時
間
の
経
過
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ

て
、
こ
こ
に
は
、
時
間
の
流
れ
が
円
運
動
を
な
し
て
い
る
と
い
、
フ
、
時
間
の
基

本
的
な
性
格
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
・
時
間
に
つ
い
て
の
、

同
様
な
見
解
を
、
別
の
と
こ
ろ
で
は
、
ま
た
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

○
太
一
は
雨
儀
を
出
し
、
雨
儀
は
陰
陽
を
出
す
。
陰
陽
の
鍵
化
は
、
一
上
一

下
、
合
し
て
章
を
成
す
。
庫
潭
沌
沌
と
し
て
、
離
る
れ
ば
則
ち
ま
た
合
ひ
、

０
．
０
０
０
．
◎
０
０
０

合
へ
ば
則
ち
ま
た
離
る
。
こ
れ
を
天
常
と
謂
ふ
。
天
地
は
車
輪
の
ご
と
く
、

○
０
０
０
０
０
０
０
Ｏ
◎
０
．
◎
０
。
。
０
０
０
０
０
０
○
０
。
◎

終
れ
ば
則
ち
ま
た
始
ま
り
、
極
ま
れ
ば
則
ち
ま
た
反
り
、
み
な
當
（
あ
）

は
ざ
る
莫
し
。
（
太
一
出
雨
儀
、
雨
儀
出
陰
陽
、
陰
陽
鍵
化
、
一
上
一
下
、

合
而
成
章
、
潭
潭
沌
沌
、
離
則
復
合
、
合
則
復
離
、
是
謂
天
常
、
天
地
車

輪
、
終
則
復
始
、
極
則
復
反
、
莫
不
威
當
Ｉ
『
呂
氏
春
秋
』
巻
第
五
仲

夏
紀
第
五
大
樂
）

こ
の
よ
う
に
、
陰
陽
の
気
の
運
動
に
由
来
す
る
天
地
の
間
の
万
物
の
生
成
消

滅
の
動
き
は
、
車
輪
の
回
転
に
た
と
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
天
地

の
間
に
あ
る
万
物
が
、
天
の
道
で
あ
る
と
こ
ろ
の
円
運
動
を
し
て
い
る
も
の
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
国
家
と
い
え
ど
も
、
そ
の
例
か
ら
免
か
れ
る
こ
と
は
で
き
な

戦
国
期
陰
陽
家
の
国
家
意
識
（
久
富
木
成
大
）

い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
運
営
も
、
運
命
、
つ
ま
り
消
長
も
、
や
は
り
天
の
道
で
あ

る
円
運
動
に
し
た
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
下
に
説
く
ご
と
く
で
あ
る
。

○
天
道
は
園
に
、
地
道
は
方
な
り
。
聖
王
は
こ
れ
に
法
り
、
上
下
を
立
つ
る

ゆ
え
ん
な
り
。
。
：
…
萬
物
は
類
を
殊
に
し
、
形
を
殊
に
し
、
み
な
分
職
あ

り
て
相
爲
す
能
は
ず
。
故
に
曰
く
、
地
道
は
方
な
り
と
。
主
は
園
を
執
り
、

臣
は
方
に
虚
り
、
方
園
か
は
ら
ざ
れ
ば
、
そ
の
國
乃
ち
昌
（
さ
か
）
ゆ
。

（
天
道
園
、
地
道
方
、
聖
王
法
之
、
所
以
立
上
下
、
…
…
萬
物
殊
類
殊
形
、

皆
有
分
職
、
不
能
相
爲
、
故
日
地
道
方
、
主
執
園
、
臣
虚
方
、
方
園
不
易
、

其
國
乃
昌
Ｉ
『
呂
氏
春
秋
』
巻
第
三
季
春
紀
第
三
園
道
）

主
、
つ
ま
り
国
君
が
、
天
道
で
あ
る
と
こ
ろ
の
園
道
に
則
っ
て
改
治
を
と
る

か
ぎ
り
に
お
い
て
、
そ
の
国
は
昌
（
さ
か
）
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の

国
と
い
え
ど
も
、
例
え
ば
、
国
君
が
怠
っ
た
り
す
る
こ
と
が
原
因
と
な
り
、
い

つ
か
は
亡
び
る
で
あ
る
、
フ
。
万
物
は
消
長
す
る
の
が
、
天
の
道
で
あ
る
か
ら
で

あ
り
、
何
よ
り
も
歴
史
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
れ
ば
、
亡
び
な
か
っ
た
王
朝
は
、

ひ
と
つ
も
無
い
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
そ
の
こ
と
は
わ
か
る
で
あ
る
、
フ
。

『
呂
氏
春
秋
』
に
お
い
て
は
、
国
家
を
こ
の
よ
う
に
、
消
長
の
相
に
お
い
て

見
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
時
間
的
変
化
の
な
か
で
、
国
家
を
見
る

と
い
、
う
こ
と
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

「
精
四
時
に
行
は
れ
、
一
上
一
下
、
お
の
お
の
與
に
遇
ふ
は
園
道
な
り
。
物

動
け
ば
則
ち
萌
し
、
萌
し
て
生
じ
、
生
じ
て
長
じ
、
長
じ
て
大
に
、
大
に
し
て

成
る
。
成
れ
ば
乃
ち
衰
ふ
。
衰
ふ
れ
ば
乃
ち
殺
し
、
殺
す
れ
ば
乃
ち
藏
す
る
は
、

お
わ
り
に

一

九
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園
道
な
り
」
（
『
呂
氏
春
秋
』
巻
第
三
季
春
紀
第
三
園
道
）
。
こ
れ
は
す
で
に

第
五
章
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
万
物
の
生
成
消
滅
を
論
じ
、
そ
れ
が
天
の
定
め

た
道
で
あ
る
円
運
動
を
と
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
文
章
で
あ
る
。

そ
う
し
て
、
第
一
章
か
ら
第
四
章
ま
で
に
考
察
を
加
え
て
き
た
、
〃
始
〃
・
〃
因
″
・

〃
遇
〃
・
〃
時
″
は
、
す
べ
て
こ
の
円
運
動
、
あ
る
い
は
循
環
運
動
の
一
過
程
で

あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
す
で
に
第
五
章
で
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
、
何
を
意
味
す
る
で
あ
る
ミ
フ
か
。
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
〃
始
〃
・

〃
因
″
・
〃
遇
″
・
〃
時
″
な
ど
と
い
う
過
程
を
持
っ
て
消
長
す
る
国
家
こ
そ
は
、

天
道
に
し
た
が
っ
た
、
い
わ
ば
正
統
な
国
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

万
物
の
生
成
消
滅
を
天
道
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
、
そ
れ
を
円
運
動
の
相

⑳

で
と
ら
え
る
考
え
方
が
あ
り
、
戦
国
時
代
の
陰
陽
家
の
人
々
は
、
そ
れ
を
強
く

主
張
し
た
。
彼
ら
は
こ
の
立
場
か
ら
夏
・
殿
・
周
三
代
の
興
亡
を
分
析
し
、
そ

こ
に
天
に
由
来
し
、
か
つ
天
道
、
つ
ま
り
円
運
動
の
一
過
程
で
あ
る
、
〃
始
〃
・

〃
因
″
・
〃
遇
″
・
〃
時
″
を
見
出
し
た
。
す
な
わ
ち
、
三
代
は
、
そ
れ
ぞ
れ
天
道

に
か
な
う
正
統
な
王
朝
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
戦
国
の
混
沌
の
中

で
、
そ
の
三
代
を
継
ぐ
正
統
は
ど
こ
で
あ
る
の
か
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
べ
く
、

当
時
の
陰
陽
家
た
ち
は
三
代
の
こ
と
を
分
析
し
、
そ
の
視
点
を
前
述
の
と
こ
ろ

に
得
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
ミ
フ
し
て
、
そ
の
結
論
は
、
以
下
の
ご
と
く
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。

○
呉
起
、
西
河
の
外
を
治
む
。
王
錯
こ
れ
を
魏
の
武
侯
に
諮
る
。
武
侯
、
人

を
し
て
こ
れ
を
召
さ
し
む
。
呉
起
、
岸
門
に
至
り
、
車
を
止
め
て
休
み
、

西
河
を
望
み
て
、
泣
（
な
み
だ
）
數
行
に
し
て
下
る
。
…
…
呉
起
、
泣
を

雪
（
ぬ
ぐ
）
ひ
て
…
…
曰
く
、
君
ま
こ
と
に
わ
れ
を
知
り
て
、
わ
れ
を

し
て
能
を
畢
（
つ
く
）
さ
し
め
ば
、
秦
は
必
ら
ず
亡
ぶ
べ
く
し
て
、
西
河

は
以
て
、
王
た
る
べ
し
。
今
、
君
、
譜
人
の
議
を
蕊
き
て
、
わ
れ
を
知
ら

ず
。
西
河
の
秦
と
な
る
や
久
し
か
ら
ざ
ら
ん
。
魏
國
こ
れ
よ
り
削
ら
れ
ん
、

と
。
呉
起
つ
ひ
に
魏
を
去
り
て
荊
に
入
る
。
而
し
て
西
河
は
畢
く
秦
に
入

り
、
魏
は
日
を
以
て
削
ら
れ
、
秦
は
日
に
益
々
大
な
り
。
こ
れ
呉
起
の
先

。
０
．
０
０
０
０
。
◎
０
．
。
◎
Ｏ

見
し
て
泣
き
し
所
以
な
り
。
…
…
人
も
ま
た
徴
あ
り
。
事
と
國
も
ま
た
徴

あ
り
。
聖
人
は
、
上
は
千
歳
を
知
り
、
下
は
千
歳
を
知
る
。
（
呉
起
治
西
河

之
外
、
王
錯
譜
之
於
魏
武
侯
、
武
侯
使
人
召
之
、
呉
起
至
於
岸
門
、
止
車

而
休
、
望
西
河
泣
數
行
而
下
、
…
…
呉
起
雪
泣
而
…
…
日
、
君
誠
知
我
而

使
我
畢
能
、
秦
必
可
亡
、
而
西
河
可
以
王
、
今
君
蕊
譜
人
之
議
、
而
不
知

我
、
西
河
之
爲
秦
也
不
久
美
、
魏
國
從
此
削
芙
、
呉
起
果
去
魏
入
荊
、
而

西
河
畢
入
秦
、
魏
日
以
削
、
秦
日
盆
大
、
此
呉
起
之
所
以
先
見
而
泣
也
…
…

人
亦
有
徴
、
事
與
國
皆
有
徴
、
聖
人
上
知
千
歳
、
下
知
千
歳
Ｉ
『
呂
氏
春

⑳

秋
』
巻
二
十
侍
君
寶
第
八
観
表
）

こ
こ
に
、
「
秦
は
日
に
ま
す
ま
す
大
な
り
」
と
い
う
。
そ
れ
は
、
呉
起
が
先
見

し
た
よ
う
に
、
秦
に
は
そ
の
〃
徴
″
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
〃
徴
″
は
、

す
で
に
第
一
章
で
の
べ
た
よ
う
に
、
〃
始
〃
に
関
連
し
た
こ
と
ば
で
あ
る
。
ほ
と

ん
ど
、
〃
始
〃
と
い
い
か
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
秦
に
は
、
本
質
的
に
大
国
と

な
る
要
素
が
外
在
し
て
お
り
、
大
国
と
し
て
の
道
を
す
す
み
始
め
て
い
た
の
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
呉
起
に
は
先
見
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
秦
こ
そ
は
、
し

た
が
っ
て
、
天
道
に
則
っ
て
日
々
大
と
な
る
必
然
性
が
あ
り
、
同
時
に
、
戦
国

の
乱
世
か
ら
ぬ
け
出
て
、
帝
国
を
築
く
べ
き
正
統
性
が
あ
る
と
い
う
の
が
、
当

時
の
陰
陽
家
た
ち
の
見
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

、、

》千

二

○
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①
物
有
本
末
、
事
有
終
始
、
知
所
先
後
、
則
近
道
美
Ｉ
『
大
學
』
經
一
章
。

②
明
足
以
察
秋
毫
之
末
Ｉ
『
孟
子
』
梁
惠
王
山
。
獣
の
毛
は
秋
に
ぬ
け
か
わ
る
が
、
そ
の
と

き
の
毛
は
非
常
に
細
い
。
そ
の
毛
を
秋
毫
と
い
、
フ
。

③
高
（
誘
）
注
：
見
其
始
、
知
其
終
、
故
日
観
化
遠
也
。
．
…
：
證
戒
甫
日
、
高
讃
不
誤
…
…
奇

猷
案
：
講
説
是
。
化
即
知
接
『
告
之
以
遠
化
』
之
化
、
謂
日
後
必
至
之
勢
。
『
孔
子
見
之

以
細
、
観
化
遠
也
』
、
猶
言
孔
子
察
事
於
細
微
、
而
推
知
日
後
必
至
之
勢
也
Ｉ
『
呂
氏
春

秋
校
鐸
』
巻
十
六
察
微
。

④
前
掲
注
③
参
照
。

⑤
隆
當
作
格
、
格
闘
也
Ｉ
高
誘
。

⑥
七
月
二
十
九
日
、
違
兵
忌
晦
戦
、
撃
楚
所
不
意
Ｉ
杜
預
『
春
秋
經
傅
集
解
』
。

⑦
州
來
に
つ
い
て
は
、
『
春
秋
大
事
表
』
一
に
、
『
歴
代
紀
事
年
表
』
を
引
い
て
、
姫
姓
の
国
と

い
う
。
そ
の
存
滅
に
つ
い
て
は
、
詳
し
く
は
、
『
春
秋
大
事
表
列
國
爵
姓
及
存
滅
表
讓
異
』

（
陳
藥
）
田
参
照
。

⑧
此
承
上
句
「
先
知
必
審
徴
表
」
、
此
亦
當
作
「
無
審
徴
表
而
欲
児
知
」
、
今
脱
「
審
」
字
。
（
陳

奇
猷
『
呂
氏
春
秋
校
鐸
』
巻
二
十
一
四
一
六
頁
注
〔
九
〕
参
照
。

⑨
高
注
：
徴
、
應
。
表
、
異
。
一
日
奇
表
。
萢
耕
研
日
、
高
注
非
是
。
…
…
此
所
謂
「
審
徴
表
」

者
、
一
則
由
微
而
知
者
、
一
則
由
外
而
察
内
…
…
奇
猷
案
…
…
萢
説
近
之
而
未
蓋
也
Ｉ

『
呂
氏
春
秋
校
鐸
』
一
四
一
五
頁
～
一
四
一
六
頁
注
〔
八
〕
。

⑩
『
呂
氏
春
秋
校
鐸
』
巻
二
十
一
四
一
五
頁
～
一
四
一
六
頁
注
〔
八
〕
に
お
け
る
陳
奇
猷

の
説
に
よ
る
。
そ
の
要
点
は
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。
所
謂
徴
者
謂
物
禮
特
異
之
虚
、
即

今
所
謂
「
特
徴
」
。
…
…
所
謂
表
者
、
謂
意
向
之
表
現
。

⑪
本
文
に
は
「
孔
子
道
彌
子
暇
、
見
萱
夫
人
、
因
也
」
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
こ
は
以
下
の
説

に
従
う
。
畢
況
日
、
梁
仲
子
云
、
「
准
南
泰
族
訓
云
『
孔
子
欲
行
王
道
、
東
西
南
北
七
十

説
而
無
所
偶
、
故
因
衞
夫
人
、
彌
子
暇
而
欲
通
其
道
』
、
語
義
政
合
、
此
似
有
脱
誤
。
然

此
皆
戦
國
時
人
所
爲
也
」
。
…
…
今
依
左
傅
改
正
Ｉ
許
維
邇
『
呂
氏
春
秋
集
鐸
』
巻
十
五

貴
因
。

⑫
高
注
：
民
錐
衆
多
、
不
能
使
之
不
亡
、
故
日
何
益
、
桀
紺
是
也
Ｉ
陳
奇
猷
『
呂
氏
春
秋
校
鐸
』

九
三
四
頁
注
〔
三
六
〕
。

戦
国
期
陰
陽
家
の
国
家
意
識
（
久
富
木
成
大
）

⑬
奇
猷
案
、
念
（
樋
）
謂
「
設
、
合
也
」
是
也
。
國
語
魯
語
草
昭
注
、
「
合
、
成
也
」
。
「
各
一
」

謂
不
相
遇
。
「
各
一
則
不
設
」
猶
言
不
相
遇
則
不
成
也
。
…
…
數
「
遇
」
字
皆
遭
遇
之
意
、

明
此
「
遇
」
字
不
得
請
爲
偶
也
Ｉ
陳
奇
猷
『
呂
氏
春
秋
校
鐸
』
七
九
三
頁
注
〔
二
〕
。

⑭
楚
の
文
王
は
、
息
国
と
察
国
と
を
亡
ぼ
し
て
奪
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
『
春
秋
左
氏
傅
』
荘

公
十
年
お
よ
び
十
四
年
を
参
照
。
ま
た
趙
の
襄
子
は
、
代
国
を
奪
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ

い
て
は
、
『
史
記
』
趙
世
家
な
ど
を
参
照
。

⑮
豫
讓
是
也
、
趙
襄
子
兼
土
拓
境
、
有
兵
車
萬
乘
、
豫
讓
爲
智
伯
報
之
、
襄
子
高
其
義
而
不
殺
、

豫
讓
卒
不
止
、
終
得
斬
襄
子
襯
身
之
衣
、
然
後
就
死
也
Ｉ
高
誘
注
。
詳
し
く
は
『
史
記
』

巻
八
六
。

⑯
太
公
望
伊
尹
、
傅
説
、
是
也
Ｉ
高
誘
注
。
な
お
、
太
公
望
は
周
の
文
王
を
、
伊
尹
は
段
の

湯
王
を
、
傅
説
は
段
の
中
興
の
祖
、
武
丁
、
つ
ま
り
高
宗
を
輔
佐
し
た
。

⑰
湯
武
是
也
Ｉ
高
誘
注
。

⑱
舜
是
也
Ｉ
高
誘
注
。

⑲
園
は
環
ま
た
は
円
。

⑳
『
呂
氏
春
秋
』
編
慕
の
当
時
、
陰
陽
家
の
活
躍
は
目
ざ
ま
し
い
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

『
呂
氏
春
秋
』
で
も
、
陰
陽
家
の
主
張
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
章
が
多
い
。
例
え
ば
、
陳

奇
猷
『
呂
氏
春
秋
校
鐸
』
で
は
、
以
下
の
章
を
、
陰
陽
家
の
言
を
の
べ
た
章
と
す
る
。

巻
－
１
「
本
生
」
「
重
己
」

巻
三
Ｉ
「
園
道
」

巻
十
一
Ｉ
「
至
忠
」

巻
十
三
Ｉ
「
有
始
」
「
應
同
」

巻
十
四
Ｉ
「
首
時
」
「
義
賞
」
「
長
攻
」
「
愼
人
」
「
遇
合
」
「
必
已
」

巻
十
五
Ｉ
「
不
廣
」
「
貴
因
」

巻
十
六
Ｉ
「
先
識
」
「
観
世
」
「
知
接
」
「
悔
過
」
「
察
微
」

巻
二
十
Ｉ
「
行
論
」
「
騎
恋
」

巻
二
十
一
Ｉ
「
開
春
」
「
察
賢
」
「
期
賢
」

巻
二
十
二
Ｉ
「
求
人
」
「
察
傳
」

巻
二
十
三
１
「
知
化
」
「
ま
ま
」
「
原
凱
」

一
一
一
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ま
た
、
陰
陽
家
が
斗

巻
十
六
Ｉ
「
樂
成
」

さ
ら
に
、
兵
家
と
腔

巻
十
八
Ｉ
「
精
諭
」

巻
二
十
Ｉ
「
召
類
」

こ
れ
は
、
『
呂
氏
春

ン
ト
に
あ
た
る
。

⑳
陳
奇
猷
は
、
『
漢
書

巻
五
Ｉ
「
大
樂
」

巻
二
十
五
Ｉ
「
似
順
」

巻
二
十
四
Ｉ
「
自
知
」
「
當
賞
」
「
博
志
」
「
貴
當
」

ほ
か
に
陰
陽
家
の
説
が
多
く
雑
っ
て
い
る
章
と
し
て
、

奇
猷
は
、
『
漢
書
藝
文
志
』
の
「
形
法
者
、
形
人
及
六
畜
骨
法
之
度
數
…
…
」
と
、
こ
の

章
の
末
尾
に
、
馬
の
徴
を
見
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
を
結
び
つ
け
、
こ
の
章
を
形
法
家
の
言

と
見
な
し
て
い
る
。
し
か
し
、
陳
奇
猷
は
、
「
本
篇
所
學
鄙
成
子
與
昊
起
事
、
正
是
從
事

物
徴
表
以
求
其
吉
凶
」
と
も
い
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
吉
凶
の
占
い
の
こ
と
も
よ
く

し
た
陰
陽
家
の
言
と
し
て
、
こ
の
章
を
あ
て
て
も
、
大
過
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

陰
陽
家
が
法
家
の
説
を
採
っ
た
も
の
と
し
て
、

兵
家
と
陰
陽
家
の
説
の
ま
じ
っ
た
も
の
と
し
て
、

「
召
類
」
。

『
呂
氏
春
秋
』

全
百
五
十
九
章
の
う
ち
の
三
十
八
章
、
実
に
、
約
二
十
四
パ
ー
セ

一
一
一
一


