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は
じ
め
に

か
つ
て
私
は
、「
欧
陽
脩
の
春
秋
学
―
人
情
に
よ
る
『
春
秋
』
解
―
」
に
お
い
て
、
欧
陽

脩
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
春
秋
学
の
性
格
を
「
人
情
」
に
基
づ
く
『
春
秋
』
解
釈
と
し
て
分
析
し
、

そ
の
特
質
を
「
人
の
常
識
的
判
断
の
規
範
化
」
と
見
な
し
た
こ
と
が
あ
っ
た

（
１
）

。
今
回
は
そ
れ
を

受
け
て
、
彼
の
春
秋
学
の
実
践
と
い
わ
れ
る
『
新
五
代
史
』（『
五
代
史
記
』、
以
下
通
例
に
従

っ
て
「
新
五
代
史
」
の
名
を
使
用
す
る
）
の
著
述
の
中
に
、
そ
の
彼
の
春
秋
学
が
ど
の
様
に
反

映
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
し
、
北
宋
期
に
お
け
る
春
秋
学
が
当
時
の
歴
史
意
識
に
与
え
た
影
響

の
一
端
を
確
認
す
る
こ
と
に
す
る
。
そ
の
際
、
私
が
視
座
に
す
る
の
は
、
欧
陽
脩
の
子
欧
陽
発

に
「
其
作
本
紀
、
用
春
秋
之
法
」（『
欧
陽
脩
全
集

（
２
）

』
附
録
巻
二
「
先
公
事
迹
」）
と
い
わ
れ
る

本
紀
の
部
分
で
は
な
く
、『
新
五
代
史
』
の
大
部
分
を
占
め
る
臣
下
の
列
伝
（「
死
節
伝
」「
死

事
伝
」「
臣
伝
」「
雑
伝
」
等
）
で
あ
る
。
本
紀
に
見
え
る
『
春
秋
』
の
書
法
に
焦
点
を
当
て
れ

ば
、
そ
れ
は
措
辞
の
分
析
を
中
心
と
す
る
辞
例
研
究
に
終
始
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な

ろ
う

（
３
）

。
け
れ
ど
も
、『
新
五
代
史
』
の
中
に
認
め
ら
れ
る
欧
陽
脩
の
創
意
は
む
し
ろ
五
代
の
臣

た
ち
が
遂
行
せ
ん
と
し
た
臣
道
の
可
否
を
審
覈
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
て
、『
新
五
代
史
』
に
対

す
る
春
秋
学
の
応
用
は
却
っ
て
こ
ち
ら
の
方
に
こ
そ
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ

う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

一

『
新
五
代
史
』
と
『
春
秋
』

『
春
秋
』
経
に
つ
い
て
直
接
孔
子
の
真
意
を
汲
も
う
と
す
る
欧
陽
脩
は
、
た
だ
単
に
『
春
秋
』

欧
陽
脩
『
新
五
代
史
』
の
春
秋
学

（
キ
ー
ワ
ー
ド
：
『
春
秋
』・『
経
に
つ
い
て
孔
子
の
理
想
を
窺
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
を
述
べ
る
だ
け
の
者
に
は
止
ま

ら
な
か
っ
た
。
慶
暦
五
年
（
一
〇
四
五
年
）
か
ら
嘉
祐
五
年
（
一
〇
六
〇
年
）
に
か
け
て
の
前

後
十
六
年
間
に
王
堯
臣
ら
と
『
新
唐
書
』
の
編
纂
に
当
た
っ
た
欧
陽
脩
は
、
時
を
併
せ
て
『
新

五
代
史
』
を
ほ
ぼ
独
力
で
書
き
上
げ
て
い
て

（
４
）

、
そ
の
で
き
ば
え
は
薛
居
正
の
『
五
代
史
』
に
較

べ
て
厳
格
な
書
法
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
さ
な
が
ら
孔
子
の
『
春
秋
』
を
彷
彿
さ
せ
る
も
の
と

な
っ
て
い
る
。
そ
の
折
り
の
欧
陽
脩
の
様
子
は
、
子
の
欧
陽
発
の
述
べ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、

先
公
既
奉
勅
撰
唐
書
紀
志
表
、
又
自
撰
五
代
史
七
十
四
巻
、
其
作
本
紀
、
用
春
秋
之
法
、

雖
司
馬
遷
班
固
皆
不
及
也
。
…
其
於
五
代
史
、
尤
所
留
心
、
褒
貶
善
悪
、
為
法
精
密
、
発

論
必
以
嗚
呼
、
曰
此
乱
世
之
書
也
。
其
論
曰
、
昔
孔
子
作
春
秋
、
因
乱
世
而
立
治
法
、
余

述
本
紀
、
以
治
法
而
正
乱
君
。
此
其
志
也
。（
先
公
欧
陽
脩
は
奉
勅
に
よ
っ
て『
新
唐
書
』

紀
・
志
・
表
を
著
わ
し
、
ま
た
自
己
の
立
場
で
『（
新
）
五
代
史
』
を
著
わ
し
た
。
そ
の

際
、
本
紀
を
著
わ
し
た
と
こ
ろ
で
は
『
春
秋
』
の
書
法
を
用
い
、
司
馬
遷
や
班
固
で
あ
っ

て
も
及
ば
ぬ
ほ
ど
の
で
き
ば
え
で
あ
っ
た
。
…
そ
の
著
『（
新
）
五
代
史
』
は
先
公
が
最

も
心
を
留
め
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
褒
貶
や
善
悪
の
判
定
に
関
し
て
は
書
法
が
最
も
精
密
で

あ
る
。
議
論
を
起
こ
す
際
に
は
必
ず
「
嗚
呼
」
で
始
め
、「
こ
れ
は
乱
世
の
書
で
あ
る
」

と
い
っ
た
。
そ
の
議
論
の
中
に
「
昔
、
孔
子
が
『
春
秋
』
を
作
っ
た
際
に
は
、
乱
世
の
実

状
に
よ
っ
て
治
法
を
立
て
た
が
、
私
が
本
紀
を
著
わ
し
た
際
に
は
そ
の
孔
子
が
立
て
た
治

法
に
よ
っ
て
乱
世
を
糾
正
し
た
」
と
い
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
先
公
の
志
し
で
あ
っ
た
。）

（『
欧
陽
脩
全
集
』
附
録
巻
二
「
先
公
事
迹
」）

の
通
り
で
あ
る
。
孔
子
の
『
春
秋
』
は
乱
世
に
際
会
し
た
孔
子
が
治
法
を
打
ち
立
て
ん
と
し
て

著
わ
さ
れ
た
と
す
る
認
識
を
そ
の
ま
ま
『
五
代
史
』
を
著
わ
す
自
己
の
立
場
に
当
て
は
め
て
、

齋

木

哲

郎

新
五
代
史
』・「
死
節
伝
」・「
死
義
伝
」・
忠
義
心
・
宋
王
朝
）
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齋 木 哲 郎
そ
の
意
義
を
「
以
治
法
而
正
乱
君
」
と
標
榜
す
る
の
は
、『
五
代
史
』
の
著
述
を
孔
子
の
『
春

秋
』
製
作
の
偉
業
に
重
ね
合
わ
せ
て
自
ら
を
孔
子
に
さ
え
比
擬
す
る
も
く
ろ
み
と
も
み
な
せ
よ

う
。
欧
陽
脩
に
と
っ
て
『
新
五
代
史
』
を
著
わ
す
こ
と
は
、『
春
秋
』
を
著
わ
し
て
乱
世
を
治

め
よ
う
と
し
た
孔
子
の
役
割
を
自
ら
に
課
す
こ
と
で
も
あ
っ
て
、
そ
の
著
述
の
完
成
は
、
自
己

を
孔
子
の
再
来
と
ま
で
意
識
さ
せ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

な
ら
ば
な
ぜ
、『
新
五
代
史
』
を
著
わ
す
こ
と
が
『
春
秋
』
を
著
わ
し
た
孔
子
に
比
擬
し
え

る
の
か
。
欧
陽
脩
の
「
崇
文
総
目
叙
釈
」「
正
史
類
」
に
は

昔
孔
子
刪
書
、
上
断
堯
典
、
下
訖
秦
誓
、
著
為
百
篇
。
観
其
堯
舜
之
際
、
君
臣
相
与
吁

兪
、
和
諧
於
朝
而
天
下
治
。
三
代
已
下
、
約
束
賞
罰
、
而
民
莫
敢
違
。
…
周
衰
史
廃
、
春

秋
所
書
、
尤
謹
密
矣
。
非
惟
史
有
詳
略
、
抑
由
時
君
功
徳
薄
厚
、
異
世
而
殊
文
哉
。
自
司

馬
氏
上
採
黄
帝
、
迄
于
漢
武
、
始
成
史
記
之
一
家
。
由
漢
以
来
、
千
有
余
歳
、
其
君
臣
善

悪
之
迹
、
史
氏
詳
焉
。
雖
其
文
質
不
同
、
要
其
治
乱
興
廃
之
本
、
可
以
考
焉
。（
昔
、
孔

子
が
書
を
削
っ
た
際
、
堯
・
舜
か
ら
裁
断
し
て
以
後
、
秦
誓
に
至
る
ま
で
を
百
篇
と
し
て

著
わ
し
た
。
そ
こ
で
の
堯
・
舜
の
治
績
を
見
て
み
る
と
、
君
臣
と
も
に
応
答
が
正
し
く
、

朝
廷
で
意
を
一
つ
に
し
て
、
天
下
が
治
ま
っ
た
。
夏
・
殷
・
周
よ
り
以
来
、
賞
罰
を
取
り

決
め
て
、
民
は
そ
れ
に
違
う
こ
と
が
な
か
っ
た
。
…
周
が
衰
え
、
史
官
が
廃
さ
れ
る
と『
春

秋
』
に
事
件
が
記
載
さ
れ
る
様
は
謹
厳
で
精
密
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
歴
史
の
記
載
に
省
略

が
あ
っ
た
せ
い
ば
か
り
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
時
君
の
功
徳
が
厚
い
か
薄
い
か
で
、
世

代
を
異
に
し
、
修
辞
を
異
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
司
馬
遷
は
黄
帝
よ
り
採
録

を
始
め
、
以
後
漢
の
武
帝
に
至
る
ま
で
を
書
き
記
し
て
、
始
め
て
「
史
記
」
の
専
家
と
な

っ
た
。
漢
よ
り
以
来
、
千
年
余
り
を
経
た
今
で
も
、
そ
の
間
の
君
臣
の
善
悪
の
事
跡
は
そ

の
時
々
の
史
官
が
詳
細
に
記
し
て
い
る
。
だ
か
ら
そ
の
時
代
の
文
質
は
違
っ
て
い
て
も
、

要
は
そ
の
治
乱
の
興
廃
の
原
因
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。）

と
、
孔
子
以
後
の
世
相
は
司
馬
遷
や
彼
以
後
の
歴
史
家
た
ち
が
記
し
、
そ
こ
に
君
臣
の
善
悪
が

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
司
馬
遷
や
彼
以
後
の
歴
史
家
た
ち
は
、

『
春
秋
』
を
著
わ
し
た
孔
子
よ
ろ
し
く
、
世
の
盛
衰
の
中
に
君
臣
の
善
悪
を
見
出
し
て
こ
れ
を

歴
史
の
中
に
書
き
表
わ
し
た
者
た
ち
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
家
の
存
在
意
義
は

右
臣
伏
以
、
史
者
国
家
之
典
法
也
。
自
君
臣
善
悪
功
過
、
与
其
百
事
之
配
置
、
可
以
垂
勧

戒
、
示
後
世
者
、
皆
得
直
書
而
不
隠
。
故
自
前
世
有
国
者
、
莫
不
以
史
職
為
重
。（
臣
下

た
る
私
欧
陽
脩
が
思
い
ま
す
に
、
史
と
い
う
の
は
国
家
の
典
法
で
ご
ざ
い
ま
す
。
君
臣
の

善
し
悪
し
・
手
柄
や
過
ち
、
そ
れ
ら
に
関
す
る
全
て
の
処
置
の
中
で
、
勧
戒
と
し
て
後
世

へ
伝
え
残
す
こ
と
の
で
き
る
全
て
の
も
の
は
、
あ
り
の
ま
ま
に
記
し
て
隠
す
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
だ
か
ら
前
世
よ
り
国
を
所
有
し
た
者
は
、
史
の
職
を
重
し
と
し
な
か
っ

た
た
め
し
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。）（「
論
史
館
日
暦
状
」『
欧
陽
脩
全
集
』
巻
百
十
一
）

の
よ
う
に
も
説
か
れ
て
い
る
。
歴
史
家
の
責
務
に
は
、
君
臣
の
な
し
た
全
て
の
施
策
の
中
で
、

後
世
に
対
し
て
鑑
戒
と
な
し
え
る
も
の
の
偽
ら
ざ
る
伝
承
が
加
え
ら
れ
、そ
れ
に
よ
っ
て「
史
」

そ
の
も
の
の
意
義
も
「
国
家
の
典
法
」
に
ま
で
高
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
欧
陽

脩
に
お
け
る
歴
史
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ら
が
照
射
す
る
各
々
の
時
代
の
君
臣
（
の
行
為
）
の
善

し
悪
し
を
浮
き
彫
り
に
し
て
、
そ
れ
を
後
世
に
対
す
る
鑑
戒
と
し
て
呈
示
す
る
機
能
が
絶
大
視

さ
れ
る
の
で
あ
り
、
鑑
戒
が
後
世
に
対
す
る
教
誨
と
な
る
部
分
を
孔
子
の
『
春
秋
』
の
機
能
と

等
質
視
し
え
た
の
で
あ
る
。『
新
五
代
史
』
が
『
春
秋
』
に
準
ず
る
、
も
し
く
は
同
等
の
機
能

を
有
す
る
と
自
覚
す
る
欧
陽
脩
に
と
っ
て
は
、『
新
五
代
史
』
の
記
述
が
『
春
秋
』
の
書
法
と

か
け
は
な
れ
る
こ
と
は
決
し
て
あ
り
え
ぬ
こ
と
で
、
そ
れ
故
に
『
新
五
代
史
』「
司
天
考
第
二
」

で
自
ら
が
災
異
現
象
に
言
及
し
え
な
い
事
情
を
殊
更
に

昔
、
孔
子
作
春
秋
而
天
人
備
。
予
述
本
紀
、
書
人
而
不
書
天
。
予
何
敢
異
於
聖
人
哉
。
其

文
雖
異
、
其
意
一
也
。（
昔
、
孔
子
が
『
春
秋
』
を
作
っ
て
天
人
の
道
が
備
わ
っ
た
。
私

が
本
紀
を
述
べ
た
際
に
は
、
人
を
書
し
て
も
天
を
書
す
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
私
が
ど
う

し
て
聖
人
と
異
な
ろ
う
。
そ
の
文
辞
は
異
な
っ
て
い
て
も
、
そ
の
意
図
は
一
つ
で
あ
る
。）

と
彌
縫
し
、『
春
秋
』
と
の
乖
離
を
取
り
繕
お
う
と
す
る
の
も
頷
け
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
欧
陽
脩
に
お
け
る
歴
史
は
ま
た
先
の
「
論
史
館
日
暦
書
」
中
に
見
え
て
い

た
「
直
書
而
不
隠
」
さ
ざ
る
あ
る
が
ま
ま
の
書
法
に
よ
っ
て
俄
然
価
値
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な

ろ
う
が
、
こ
の
こ
と
を
ま
た
欧
陽
脩
は

聖
人
之
於
春
秋
、
用
意
深
。
故
能
勧
戒
切
、
為
言
信
、
然
後
善
悪
明
。
夫
欲
著
其
罪
於
後

世
、
在
乎
不
没
其
実
。
其
実
嘗
為
君
矣
、
書
其
為
君
。
其
実
簒
也
、
書
其
簒
。
各
伝
其
実
、

而
使
後
世
信
之
。（
聖
人
が
『
春
秋
』
に
対
す
る
用
心
は
深
い
。
だ
か
ら
勧
戒
と
な
し
て

切
実
で
あ
り
、
言
辞
に
ま
こ
と
が
あ
っ
て
、
善
悪
が
明
ら
か
と
な
る
。
そ
も
そ
も
そ
の
罪

を
後
世
に
著
ら
か
に
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
方
法
は
事
実
を
削
ら
な
い
と
い
う
こ
と
と

な
る
。
君
と
な
っ
た
こ
と
が
事
実
で
あ
れ
ば
君
と
な
っ
た
と
記
し
、
簒
奪
が
事
実
で
あ
れ

ば
そ
の
簒
奪
を
記
す
。
各
々
の
事
実
を
記
し
て
初
め
て
後
世
の
人
々
の
信
頼
が
得
ら
れ
る

の
で
あ
る
。）

（『
新
五
代
史
』
梁
本
紀
第
二
）

と
述
べ
て
い
る
。

歴
史
の
真
実
を
あ
り
の
ま
ま
に
述
べ
て
こ
そ
事
の
善
悪
が
明
ら
か
と
な
り
、
後
世
に
対
す
る

鑑
戒
と
し
て
有
効
と
な
る
と
い
う
思
惟
は
、
早
速
『
新
唐
書
』
の
編
纂
時
、
唐
の
中
宗
を
廃
位

さ
せ
、
国
号
を
周
と
改
め
て
自
ら
が
即
位
し
た
則
天
武
后
を
本
紀
に
記
載
し
た
経
緯
に
見
る
こ

―２４４―



欧陽脩『新五代史』の春秋学
と
が
で
き
る
。
欧
陽
脩
に
と
っ
て
則
天
武
后
が
本
紀
に
記
載
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

は
、
そ
の
よ
う
に
す
れ
ば
則
天
武
后
の
悪
事
が
隠
さ
れ
る
こ
と
な
く
後
世
に
伝
え
ら
れ
、
そ
れ

が
鑑
戒
と
し
て
活
か
さ
れ
る
こ
と
が
思
わ
れ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
范
祖
禹
は
、
そ
の
よ
う

に
記
す
こ
と
は
『
春
秋
』
の
褒
貶
の
書
法
に
悖
る
も
の
と
し
て
、
改
め
て
「
周
」
の
年
号
を
斥

け
た
（『
唐
鑑
』）。
欧
陽
脩
・
范
祖
禹
と
も
に
そ
の
よ
う
に
措
置
す
る
こ
と
が
『
春
秋
』
の
書

法
に
適
う
と
判
断
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
取
扱
は
か
く
も
正
反
対
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。両

者
の
相
違
に
対
し
、
当
時
の
人
々
が
ど
の
よ
う
に
見
た
か
は
、
胡
安
国
の
『
春
秋
伝
（
春

秋
胡
氏
伝
）』
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
瞭
で
あ
る
。

唐
武
后
廃
遷
中
宗
、
革
命
自
立
。
史
臣
列
于
本
紀
、
欲
著
其
罪
。
而
君
子
以
為
、
非
春
秋

之
法
。
其
言
曰
、
天
下
者
、
唐
之
天
下
。
中
宗
受
之
於
其
父
、
武
后
安
得
絶
先
君
之
世
。

復
繋
嗣
君
之
年
、
黜
武
氏
之
号
。
自
以
為
竊
取
春
秋
之
義
、
信
矣
。〔
唐
の
武
后
が
中
宗

を
廃
位
し
て
遷
し
、
天
命
を
革
め
て
自
立
し
て
周
と
称
し
た
時
に
、
史
臣（
欧
陽
脩
の『
新

唐
書
』）
は
そ
の
事
実
を
本
紀
に
列
ね
て
、
武
后
の
罪
を
著
わ
そ
う
と
し
た
が
、
君
子
（
范

祖
禹
）
は
、
そ
の
や
り
方
は
『
春
秋
』
の
法
で
は
な
い
と
考
え
た
。
そ
の
言
葉
は
次
の
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
た
。「
天
下
は
唐
の
天
下
で
あ
る
。
中
宗
は
こ
れ
を
そ
の
父
よ
り
受
け

た
。
武
后
が
ど
う
し
て
先
君
の
世
を
絶
つ
こ
と
が
で
き
よ
う
」
と
。
再
び
嗣
君
の
年
号
を

用
い
、
武
氏
の
号
を
黜
け
た
。
そ
う
し
て
自
ら
「
竊
か
に
春
秋
の
義
を
取
っ
た
」
と
考
え

た
（『
唐
鑑
』）
が
、
誠
に
適
切
な
処
置
で
あ
る
。〕（
昭
公
三
十
年
「
春
、
王
正
月
、
公
在

乾
陵
」
の
条
）

胡
安
国
に
と
っ
て
事
実
を
直
書
す
る
こ
と
は
、
そ
の
事
実
が
道
義
的
に
容
認
さ
れ
ざ
る
場
合

に
は
悪
事
の
顕
彰
と
も
な
っ
て
、
正
義
の
実
現
を
阻
害
す
る
恐
れ
が
あ
る
と
も
理
解
さ
れ
た
の

で
あ
ろ
う

（
５
）

。
そ
の
た
め
か
、
彼
の
歴
史
に
対
す
る
認
識
は
不
正
が
あ
れ
ば
こ
れ
を
是
正
す
る
褒

貶
説
が
支
持
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
『
春
秋
』
の
書
法
に
適
っ
た
歴
史
の
記
述
と
理
解

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
宋
代
の
春
秋
学
を
集
大
成
し
た
胡
安
国
に
し
て
こ
う
し
た
発
言
が
認

め
ら
れ
る
こ
と
は
、
欧
陽
脩
の
事
実
を
直
書
し
て
事
の
善
悪
を
あ
り
の
ま
ま
に
伝
え
る
こ
と
が

歴
史
を
記
す
者
の
態
度
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
主
張
が
、
な
お
欧
陽
脩
の
当
時
に
は
一

般
的
な
見
解
と
な
る
ま
で
に
は
至
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
事
実
が
却
っ
て
欧
陽
脩
を
し
て
事
実
を

直
書
す
る
こ
と
と
『
春
秋
』
の
書
法
と
の
結
び
つ
き
を
考
究
さ
せ
、
そ
れ
を
声
高
に
唱
え
さ
せ

る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
を
物
語
る
で
あ
ろ
う
。『
新
唐
書
』
則
天
紀
の
賛
に
お
い
て
欧
陽
脩
は

賛
曰
、
昔
者
、
孔
子
作
春
秋
而
乱
臣
賊
子
懼
。
其
於
弑
君
簒
国
之
主
、
皆
不
黜
絶
之
。
豈

以
其
盗
而
有
之
者
、
莫
大
之
罪
也
。
不
没
其
実
、
所
以
著
其
大
悪
而
不
隠
歟
。
…
抑
亦
偶

合
於
春
秋
之
法
也
。〔
昔
、
孔
子
が
『
春
秋
』
を
作
っ
て
乱
臣
賊
子
が
震
え
上
が
っ
た
。

そ
の
際
、
孔
子
は
君
を
弑
し
国
を
奪
っ
て
君
主
と
な
っ
た
者
に
対
し
て
は
、
い
ず
れ
も
貶

黜
す
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
ど
う
し
て
盗
ん
で
そ
の
国
を
所
有
す
る
こ
と
が
こ
の
上
な

し
の
罪
で
あ
る
こ
と
を
思
っ
（
て
貶
黜
し
よ
う
と
し
）
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
事
実
を

削
り
去
ら
な
か
っ
た
こ
と
こ
そ
が
、
そ
の
大
悪
を
著
わ
し
て
隠
さ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

こ
と
で
は
な
い
か
。
…
こ
う
し
た
や
り
方
も
『
春
秋
』
の
書
法
に
か
な
う
の
で
あ
る
。〕

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、『
春
秋
』
中
、
い
ま
わ
し
い
簒
弑
の
事
実
を
記
し
て
い
る

孔
子
に
は
決
し
て
諱
む
こ
と
な
く
こ
れ
を
直
書
し
て
い
る
事
実
が
欧
陽
脩
に
は
見
据
え
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
事
実
が
欧
陽
脩
に
、
事
件
は
い
か
に
膺
懲
す
べ
き
忌
ま
わ
し
い
も
の

で
あ
っ
て
も
こ
れ
を
正
当
に
見
据
え
て
あ
り
の
ま
ま
に
後
世
へ
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
道
理

が
孔
子
の
意
欲
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
た
こ
と
に
な
る
。『
春
秋
』
経
の
記
述
に
対
し
て
何

ら
疑
う
こ
と
の
な
い
欧
陽
脩

（
６
）

で
あ
れ
ば
、
こ
う
し
た
態
度
を
持
す
る
こ
と
が
い
か
に
『
春
秋
』

の
書
法
に
適
っ
た
歴
史
の
記
述
と
な
る
か
は
、
も
は
や
思
い
半
ば
に
過
ぐ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
欧
陽
脩
で
あ
れ
ば
、
当
時
物
議
を
醸
す
こ
と
に
な
っ
た
『
新
五
代
史
』
中
に
梁
を

一
王
朝
と
し
て
本
紀
に
位
置
づ
け
た
彼
の
「
正
統
論
」
も
、
梁
の
建
国
が
歴
史
上
の
事
実
で
あ

る
限
り
、
極
め
て
正
当
な
措
置
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

二

『
新
五
代
史
』
の
構
図

『
新
五
代
史
』
が
『
春
秋
』
を
模
倣
し
て
五
代
の
時
代
相
を
価
値
判
断
す
る
彼
の
歴
史
意
識

の
結
晶
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
見
出
さ
れ
た
歴
史
の
実
際
は
い
か
な
る
も
の
で
、
そ
れ
が

ま
た
い
か
な
る
意
味
で
後
世
に
対
す
る
鑑
戒
と
な
り
え
た
の
か
、
次
に
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
課
題
で
あ
ろ
う
。

五
代
と
は
、
欧
陽
脩
に
と
っ
て
ま
ず
「
乱
世
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
孔
子
の
著
わ
し
た
『
春

秋
』
の
世
相
が
乱
世
で
あ
っ
た
こ
と
と
共
通
す
る
。

五
代
、
乱
世
也
。（
五
代
は
乱
世
で
あ
っ
た
。）

（『
新
五
代
史
』
漢
本
紀
第
十
）

甚
矣
、
五
代
之
際
。
君
君
臣
臣
父
父
子
子
三
道
乖
、
而
宗
廟
朝
廷
人
鬼
、
皆
失
其
序
、

斯
可
謂
乱
世
者
歟
。
自
古
未
之
有
也
。（
あ
ま
り
の
こ
と
で
あ
る
な
あ
、
五
代
の
時
代
は
。

君
が
君
で
あ
り
、
臣
が
臣
で
あ
り
、
父
が
父
で
あ
り
、
子
が
子
で
あ
る
三
道
は
悖
り
、
宗

廟
・
朝
廷
・
人
鬼
の
い
ず
れ
も
が
秩
序
を
失
っ
た
が
、
こ
れ
が
乱
世
と
い
う
べ
き
も
の

か
。
古
よ
り
あ
っ
た
た
め
し
が
な
か
っ
た
。）

（『
新
五
代
史
』
唐
廃
帝
家
人
伝
第
四
）

五
代
之
乱
、
可
謂
極
矣
。
五
十
三
年
之
間
、
易
五
姓
十
三
君
、
而
亡
国
被
弑
君
者
八
、

―２４５―
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長
者
不
過
十
余
歳
、
甚
者
三
・
四
歳
而
亡
。（
五
代
の
乱
世
は
極
ま
っ
た
と
い
う
べ
き
で

あ
る
。五
十
三
年
の
間
で
五
姓
・
十
三
君
を
易
え
、国
を
滅
ぼ
し
弑
殺
さ
れ
た
君
は
八
人
、

国
を
長
く
保
っ
た
者
で
も
十
余
年
、
甚
だ
し
い
者
は
三
・
四
年
で
亡
ん
だ
。）

（『
居
士
外
集
』
巻
十
「
本
論
」、
全
集
巻
六
十
）

等
は
、
五
代
が
そ
の
わ
ず
か
五
十
三
年
の
間
に
五
王
朝
十
三
君
が
林
立
交
替
す
る
混
乱
を
呈
し

た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
有
史
以
来
の
乱
世
の
極
み
と
し
て
位
置
づ
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の

点
だ
け
を
と
っ
て
孔
子
の
『
春
秋
』
と
比
較
す
れ
ば
、
そ
の
混
乱
ぶ
り
は
、
遥
か
に
『
春
秋
』

の
世
相
を
凌
ぐ
も
の
と
、
欧
陽
脩
に
は
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
な
ろ
う
。

五
代
は
な
ぜ
乱
世
と
な
っ
た
の
か
。『
新
五
代
史
』
雑
伝
第
三
十
九
に
は

五
代
之
乱
、
其
来
遠
矣
。
自
唐
之
衰
、
干
戈
飢
饉
、
父
不
得
育
其
子
、
子
不
得
養
其
親
。

其
始
也
、
骨
肉
不
能
相
保
、
蓋
出
于
不
幸
、
因
之
礼
義
日
以
廃
、
恩
愛
日
以
薄
、
其
習
久

而
遂
以
大
壊
、
至
於
父
子
之
間
、
自
相
賊
害
。
五
代
之
際
、
其
禍
害
不
可
勝
道
也
。（
五

代
の
乱
世
は
、
そ
の
由
来
は
遠
い
。
唐
が
衰
え
て
戦
乱
や
飢
饉
が
起
こ
っ
て
、
父
は
子
を

育
て
る
こ
と
が
で
き
ず
、
子
は
親
を
養
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
そ
の
当
初
、
骨
肉

の
関
係
の
者
が
互
い
に
保
ん
ず
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
思
う
に
不
幸
な
状
態
か

ら
出
来
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
礼
義
は
日
に
廃
れ
、
恩
愛
の
情
は
日
に
薄

ら
い
で
、
そ
う
し
た
事
情
が
久
し
く
積
み
重
な
っ
て
、
か
く
し
て
道
義
が
大
い
に
壊
れ
、

父
子
の
間
で
も
互
い
に
殺
害
し
あ
う
ま
で
に
な
っ
た
。
五
代
の
間
の
禍
害
の
様
は
、
と
て

も
言
い
切
れ
る
も
の
で
は
な
い
。）

と
い
う
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
乱
世
の
原
因
は
、
唐
朝
が
安
禄
山
の
乱
以
後
統
治
の
完
璧
を
維
持

す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
各
家
庭
内
の
倫
理
観
に
も
亀
裂
を
生
じ
さ
せ
、
そ
う
し
た
状
況
が
一
挙

に
社
会
的
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
点
に
見
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
欧
陽
脩
に
対
し

て
と
り
わ
け
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
―
そ
れ
故
に
―
そ
の
結
果
も
た
ら
さ
れ
た

乱
世
が
、
人
倫
の
途
絶
え
た
没
義
の
世
相
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

五
代
之
乱
極
矣
。
伝
所
謂
天
地
閉
、
賢
人
隠
之
時
歟
。
当
此
之
時
、
臣
弑
其
君
、
子
弑
其

父
、
而
�
紳
之
士
、
安
其
禄
而
立
其
朝
、
充
然
無
復
廉
恥
之
色
者
、
皆
是
也
。
吾
以
謂
、

自
古
忠
臣
義
士
多
出
於
乱
世
、
而
怪
当
時
可
道
者
何
少
也
。
…
五
代
之
乱
、
君
不
君
、
臣

不
臣
、
父
不
父
、
子
不
子
、
至
於
兄
弟
、
夫
婦
人
倫
之
際
、
無
不
大
壊
、
而
天
理
幾
于
其

滅
矣
。〔
五
代
の
乱
世
は
極
ま
っ
た
。
伝
の
い
わ
ゆ
る「
天
地
閉
じ
て
、
賢
人
隠
る
」（『
易
』

坤
）
時
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
時
に
は
臣
が
そ
の
君
を
弑
し
、
子
が
そ
の
父
を
弑
し
た
。
そ

う
し
た
中
で
そ
の
禄
に
安
ん
じ
て
朝
に
立
ち
、
満
た
さ
れ
た
思
い
で
恥
じ
る
意
識
が
な
か

っ
た
�
紳
先
生
（
文
人
）
た
ち
は
、
い
ず
れ
も
こ
う
し
た
輩
で
あ
る
。
私
は
思
う
、
古
え

よ
り
忠
臣
義
士
の
多
く
は
乱
世
に
登
場
す
る
。
に
も
拘
わ
ら
ず
、
当
時
称
賛
す
べ
き
忠
臣

義
士
が
な
ぜ
少
い
の
か
不
思
議
で
な
ら
な
い
。
…
五
代
の
乱
世
は
、
君
が
君
で
は
な
く
、

臣
が
臣
で
な
く
、
父
が
父
で
な
く
、
子
が
子
で
な
く
、
兄
弟
や
夫
婦
の
人
倫
の
関
係
に
至

る
ま
で
大
壊
し
て
し
ま
い
、
天
理
は
ほ
と
ん
ど
滅
ん
で
し
ま
っ
た
。〕

（『
新
五
代
史
』
一
行
伝
第
二
十
二
）

五
代
は
世
の
混
乱
で
は
な
く
人
倫
秩
序
の
喪
失
で
あ
り
、
天
理
の
滅
亡
で
あ
る
と
す
る
欧
陽
脩

に
と
っ
て
は
、『
新
五
代
史
』
は
孔
子
の
『
春
秋
』
を
模
倣
す
る
こ
と
で
著
成
さ
れ
る
こ
と
の

価
値
が
保
た
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
著
成
の
目
的
が
―
『
春
秋
』
が
春
秋
時
代
の

秩
序
の
建
て
直
し
を
図
っ
た
よ
う
に
―
五
代
が
喪
失
し
た
人
倫
や
秩
序
の
回
復
、
及
び
そ
の

再
建
に
据
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
は
極
め
て
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。『
新
五
代
史
』
の
構

成
が
薛
居
正
の
『（
旧
）
五
代
史
』
の
構
造
に
較
べ
て
際
立
っ
て
異
な
る
の
も
、
決
し
て
こ
れ

と
無
関
係
で
は
な
い
。

薛
居
正
の
『（
旧
）
五
代
史
』
の
構
成
は
、
梁
・
唐
・
晋
・
漢
・
周
の
五
朝
に
対
し
本
紀
と

列
伝
を
準
備
し
て
、
各
王
朝
ご
と
に
一
代
の
史
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
歴
代
王
朝

史
の
体
裁
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
に
対
し
、『
新
五
代
史
』は
梁
・

唐
・
晋
・
漢
・
周
の
歴
史
を
一
括
し
て
そ
れ
を
本
紀
と
列
伝
に
分
け
、
本
紀
の
ジ
ャ
ン
ル
で
五

代
の
各
王
朝
史
を
述
べ
、
列
伝
の
ジ
ャ
ン
ル
で
五
代
の
臣
僚
た
ち
の
群
像
を
記
し
、
一
王
朝
ご

と
に
本
紀
と
列
伝
を
併
せ
て
記
す
体
裁
は
と
ら
な
い
。
そ
の
際
、
列
伝
に
つ
い
て
も
『（
旧
）

五
代
史
』
が
后
妃
伝
・
宗
室
伝
・
某
（
人
名
）
伝
と
、
歴
代
王
朝
史
の
体
裁
を
踏
襲
す
る
の
に

対
し
、『
新
五
代
史
』
の
方
は
独
自
に
「
梁
家
人
伝
」
等
の
各
王
朝
ご
と
の
「
家
人
伝
」、「
梁

臣
伝
」
等
の
各
王
朝
ご
と
の
「
臣
伝
」、
そ
れ
に
「
死
節
伝
」「
死
事
伝
」「
一
行
伝
」「
義
児
伝
」

「
伶
官
伝
」「
雑
伝
」
等
を
準
備
し
て
、
そ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
該
当
す
る
個
人
を
選
び
出
し
て
彼

ら
の
生
き
様
を
描
き
出
そ
う
と
し
、
更
に
「
司
天
考
」「
職
方
考
」
等
の
制
度
史
、「
呉
世
家
」

等
の
十
国
世
家
を
加
え
、
五
代
十
国
の
歴
史
を
完
結
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

『
新
五
代
史
』
の
構
成
が
か
く
も
従
前
の
王
朝
史
と
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
き
に
、
特
に
注

意
を
要
す
る
こ
と
は
、
立
伝
の
目
的
が
五
代
に
生
き
た
臣
僚
た
ち
の
状
況
を
史
実
と
し
て
後
世

に
伝
え
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
各
王
朝
存
続
の
た
め
に
臣
下
が
い
か
に
忠

義
を
尽
く
し
て
君
主
に
仕
え
た
か
、
も
し
く
は
そ
の
任
務
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か

を
正
確
に
測
定
し
、
そ
の
実
相
を
後
世
に
対
す
る
鑑
戒
と
し
て
示
そ
う
と
す
る
か
の
観
が
あ

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
下
、「
家
人
伝
」
以
下
の
各
伝
の
特
質
を
欧
陽
脩
の
説
明
に
従

っ
て
見
て
ゆ
く
と
、
ま
ず
「
家
人
伝
」
と
い
う
の
は
、

自
古
女
禍
、
大
者
亡
天
下
、
其
次
亡
家
、
其
次
亡
身
。
身
苟
免
矣
、
猶
及
其
子
孫
。
雖
遅
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速
不
同
、
未
有
無
禍
者
也
。
然
原
其
本
末
、
未
始
不
起
於
忽
微
。
易
坤
之
初
六
曰
、
履
霜

堅
氷
至
。
家
人
之
初
九
曰
、
閑
有
家
、
悔
亡
。
其
言
至
矣
。
可
不
戒
哉
。
梁
之
家
事
、
詩

所
謂
不
可
道
者
。
至
於
唐
晋
以
後
、
親
疏
嫡
庶
乱
矣
。
作
家
人
伝
。（
古
え
よ
り
、
女
性

が
も
た
ら
す
禍
い
は
、
大
き
な
場
合
は
天
下
を
亡
ぼ
し
、
そ
の
次
は
家
を
亡
ぼ
し
、
そ
の

次
ぎ
は
身
を
亡
ぼ
す
。
仮
に
身
が
免
れ
て
も
、
な
お
そ
の
子
孫
に
及
ぶ
。
早
い
か
遅
い
か

の
違
い
は
あ
れ
、
禍
い
が
も
た
ら
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
し
は
な
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
そ
の

経
緯
を
調
べ
て
み
る
と
、
元
来
微
細
な
所
か
ら
起
き
て
い
る
も
の
だ
。『
易
』
の
坤
の
初

六
に
「
霜
を
履
み
て
堅
氷
至
る
」
と
い
い
、
家
人
の
初
九
に
「
有
家
に
閑
ぐ
、
悔
い
亡
ぶ
」

と
い
う
の
は
、
至
言
で
あ
る
。
戒
め
と
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
梁
の
家
事
は
、
詩

の
い
わ
ゆ
る
「
道
う
可
か
ら
ざ
る
」
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
唐
・
晋
以
後
に
至
っ
て
は
、
親

疏
嫡
庶
の
関
係
が
乱
れ
た
。
家
人
伝
を
作
る
。）

（
梁
家
人
伝
第
一
）

と
い
う
こ
と
か
ら
見
れ
ば
、
閨
事
の
乱
れ
の
微
細
が
い
ず
れ
は
身
や
国
を
滅
ぼ
す
道
理
を
史
実

の
中
に
見
定
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
立
伝
の
狙
い
は
そ
う
し
た
状
況
が
い
か
な
る
も
の
か
を
読

者
に
知
ら
し
め
て
、
鑑
戒
の
用
に
資
す
る
点
に
求
め
ら
れ
て
い
よ
う
。

「
臣
伝
」
と
い
う
の
は
「
雑
伝
」
と
対
に
な
る
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
ら
し
く
、「
梁
臣
伝
第
九
」

に
は

孟
子
謂
、
春
秋
無
義
戦
。
予
亦
以
謂
、
五
代
無
全
臣
。
無
者
、
非
無
一
人
。
蓋
僅
有
之
耳
。

余
得
死
節
之
士
三
人
焉
。
其
任
不
及
于
二
代
者
、
各
以
其
国
繋
之
、
作
梁
唐
晋
漢
周
臣
伝
。

其
余
仕
非
一
代
、
不
可
以
国
繋
之
者
、
作
雑
伝
。
夫
入
于
雑
、
誠
君
子
所
辱
、
而
一
代
之

臣
、
未
必
皆
可
貴
也
。
覧
者
詳
其
善
悪
焉
。（
孟
子
は
「『
春
秋
』
に
義
戦
無
し
」
と
い
う
。

私
も
ま
た
五
代
に
は
全
節
の
臣
が
な
い
と
思
う
。
な
い
と
い
う
の
は
一
人
も
い
な
い
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
。
思
う
に
僅
か
に
は
い
る
の
で
あ
る
。
私
は
節
義
に
殉
じ
た
士
三
人
を

見
出
し
た
。
そ
の
出
仕
が
二
代
に
及
ば
な
か
っ
た
者
に
は
、
各
々
そ
の
国
名
を
繋
け
て「
梁

臣
伝
」「
唐
臣
伝
」「
晋
臣
伝
」「
漢
臣
伝
」「
周
臣
伝
」
を
作
っ
て
そ
の
中
に
含
め
た
。
そ

れ
以
外
の
そ
の
出
仕
が
一
代
に
限
ら
な
か
っ
た
者
に
は
、
国
名
を
繋
け
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
こ
と
か
ら
、「
雑
伝
」
を
作
っ
て
そ
の
中
に
含
め
た
。
そ
も
そ
も
「
雑
伝
」
に
入

る
の
は
、
ま
こ
と
に
君
子
の
辱
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
一
代
の
臣
で
あ
っ
て
も
全
て
の

者
が
貴
ぶ
に
値
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
覧
る
者
、
そ
の
善
悪
を
見
よ
。）

と
い
う
。
臣
僚
た
ち
の
中
で
も
節
義
に
殉
じ
て
臣
道
を
完
遂
し
え
た
「
全
臣
」
が
臣
僚
層
の
最

善
の
部
類
に
属
し
て
「
死
節
伝
」
で
扱
わ
れ
、
そ
こ
ま
で
ゆ
か
な
く
と
も
一
朝
に
殉
じ
て
二
朝

に
仕
え
る
こ
と
を
潔
し
と
は
し
な
か
っ
た
者
は
「（
国
）
臣
伝
」
で
扱
わ
れ
、
そ
の
仕
官
が
二

朝
以
上
に
渉
っ
た
変
節
漢
は
尤
も
賤
し
め
ら
れ
る
べ
き
で
、「
雑
伝
」
で
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な

る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
わ
ず
か
五
十
三
年
の
間
に
五
王
朝
十
国
が
乱
立
す
る
め
ま
ぐ

る
し
い
変
動
の
中
で
も
、
臣
下
た
る
者
は
臣
下
と
し
て
自
ら
が
戴
く
君
主
に
忠
節
を
尽
く
し
、

生
死
は
そ
の
君
と
共
に
す
べ
き
こ
と
を
最
大
の
道
義
と
弁
え
る
べ
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
遵
守

を
臣
僚
た
ち
に
求
め
る
の
で
あ
る
。「
雑
伝
」
と
い
う
の
は
そ
れ
と
は
逆
に
、
そ
の
道
義
を
守

り
通
す
こ
と
が
で
き
ず
、
君
主
よ
り
も
自
己
の
都
合
を
優
先
さ
せ
た
貳
臣
を
記
す
た
め
に
設
け

ら
れ
た
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
っ
て
、
欧
陽
脩
は
こ
う
し
た
貳
臣
に
対
し
て
は
膺
懲
の
念
を
滾
ら
せ

る
。
例
え
ば
陳
か
ら
梁
の
太
祖
に
鞍
替
え
し
て
一
族
の
繁
栄
を
築
い
た
趙
�
。
け
れ
ど
も
、
趙

�
の
一
族
は
唐
が
梁
を
滅
ぼ
す
に
及
ん
で
唐
の
荘
宗
に
誅
滅
さ
れ
た
の
で
あ
り
（
雑
伝
、
趙
�

伝
）、
そ
の
こ
と
を
欧
陽
脩
は

嗚
呼
、
禍
福
之
理
、
豈
可
一
哉
。
君
子
小
人
之
禍
福
異
也
。
老
子
曰
、
禍
兮
福
所
倚
、

福
兮
禍
所
伏
。
後
世
之
談
禍
福
者
、
皆
以
其
言
為
至
論
也
。
夫
為
善
而
受
福
、
焉
得
禍
。

為
悪
而
受
禍
、
焉
得
福
。
惟
君
子
之
罹
非
禍
者
、
未
必
不
為
福
。
小
人
求
非
福
者
、
未
嘗

不
及
禍
。
此
自
然
之
理
也
。
始
�
自
以
先
見
之
明
、
深
結
梁
太
祖
、
及
其
子
孫
皆
享
其
禄

利
、
自
謂
知
所
託
矣
。
安
知
其
族
卒
与
梁
倶
滅
也
。
�
之
求
福
於
梁
、
蓋
老
氏
之
所
謂
福

也
。
非
君
子
之
所
求
也
。
可
不
戒
哉
。（
あ
あ
、
禍
福
の
道
理
が
ど
う
し
て
同
一
で
あ
ろ

う
。
君
子
と
小
人
の
禍
福
は
異
な
っ
て
い
る
。『
老
子
』
に
「
禍
は
福
の
倚
る
所
、
福
は

禍
の
伏
す
る
所
」
と
い
う
。
後
世
の
禍
福
を
論
ず
る
者
は
、
い
ず
れ
も
老
子
の
こ
の
言
葉

を
至
論
と
み
な
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
善
を
な
し
て
福
を
得
る
の
で
あ
れ
ば
禍
に
見
舞

わ
れ
る
こ
と
が
ど
う
し
て
あ
ろ
う
。
悪
を
な
し
て
禍
を
得
る
の
で
あ
れ
ば
、
福
を
得
る
こ

と
が
ど
う
し
て
あ
ろ
う
。
た
だ
君
子
だ
け
が
禍
で
な
い
も
の
に
見
舞
わ
れ
た
場
合
、
そ
れ

を
幸
福
を
得
た
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
小
人
が
福
で
な
い
も
の
を
求
め
た

場
合
禍
に
見
舞
わ
れ
な
か
っ
た
た
め
し
は
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
こ
そ
は
自
然
の
道
理
で
あ

る
。
さ
て
、
趙
�
は
始
め
先
見
の
明
に
よ
っ
て
深
く
梁
の
太
祖
と
結
び
、
彼
の
子
孫
に
至

る
ま
で
全
て
の
者
が
梁
の
太
祖
の
禄
利
を
享
受
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
趙
�
は
託
す

べ
き
所
を
知
っ
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
ど
う
し
て
自
ら
の
一
族
が
梁

と
と
も
に
ほ
ろ
ぶ
こ
と
に
な
る
の
を
、
始
め
の
段
階
で
分
か
っ
た
だ
ろ
う
。
趙
�
が
梁
の

太
祖
に
福
を
求
め
た
の
は
、
思
う
に
い
わ
ゆ
る
老
子
の
福
で
あ
る
。
君
子
の
求
め
る
と
こ

ろ
で
は
な
い
。
戒
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。）

と
戒
め
る
。
二
朝
に
仕
え
る
変
節
漢
に
は
誅
滅
に
よ
る
贖
罪
が
見
舞
わ
れ
る
と
の
認
定
の
中

に
、
雑
伝
に
入
る
臣
僚
た
ち
に
対
す
る
忌
避
の
念
が
際
立
っ
て
い
よ
う
。

「
臣
伝
」
に
続
い
て
用
意
さ
れ
る
の
は
、「
死
節
伝
」
で
あ
る
。「
死
節
の
臣
」
の
概
念
は
「
梁

臣
伝
第
九
」
に
見
え
た
「
全
節
の
士
」
と
同
様
で
、「
語
曰
、
世
乱
識
忠
臣
。
誠
哉
。
五
代
之

―２４７―



齋 木 哲 郎
際
、
不
可
以
為
無
人
。
吾
得
全
節
之
士
三
人
焉
。
作
死
節
伝
」（
死
節
伝
第
二
十
）
の
通
り
で

あ
る
。
そ
の
後
に
「
死
事
伝
」
が
続
く
の
で
あ
る
が
、「
死
事
」
と
い
う
の
も
「
死
節
」
が
節

義
に
殉
じ
る
意
で
あ
る
の
と
同
様
、「（
他
人
の
）
事
に
殉
じ
た
臣
下
」
の
こ
と
で
、
死
節
の
臣

に
次
い
で
高
い
扱
い
を
受
け
る
。

嗚
呼
、
甚
哉
。
自
開
平
訖
于
顕
徳
、
終
始
五
十
三
年
、
而
天
下
五
代
、
士
之
不
幸
而
生
其

時
、
欲
全
其
節
而
不
二
者
、
固
鮮
矣
。
於
此
之
時
、
責
士
以
死
与
必
去
、
則
天
下
為
無
士

矣
。
然
其
習
俗
、
、
遂
以
苟
生
不
去
為
当
然
。
至
於
儒
者
、
以
仁
義
忠
信
為
学
、
享
人
之

禄
、
任
人
之
国
者
、
不
顧
其
存
亡
、
皆
恬
然
以
苟
生
為
得
、
非
徒
不
知
愧
、
而
反
以
其
得

為
栄
者
、
可
勝
数
哉
。
故
吾
於
死
事
之
臣
、
有
所
取
焉
。
君
子
之
於
人
也
、
楽
成
其
美
而

不
求
其
備
。
況
死
者
人
之
所
難
乎
。
吾
於
五
代
、
得
全
節
之
士
三
人
而
已
。
其
初
無
卓
然

之
節
、
而
終
以
死
人
之
事
者
、
得
十
有
五
人
焉
…
作
死
事
伝
。（
あ
あ
、
あ
ま
り
の
こ
と

で
あ
る
。
開
平
年
間
よ
り
顕
徳
年
間
に
至
る
ま
で
の
、
都
合
五
十
三
年
は
。
天
下
は
五
代

の
時
代
と
な
っ
て
い
た
そ
の
時
に
、
不
幸
に
し
て
そ
の
時
に
生
ま
れ
出
た
者
の
中
で
、
自

ら
の
節
義
を
全
く
し
て
二
朝
に
仕
え
ま
い
と
し
た
者
は
も
と
よ
り
少
な
か
っ
た
。
こ
う
し

た
時
に
節
義
に
殉
ず
る
か
、
も
し
く
は
「
不
義
の
下
か
ら
は
去
る
」
と
い
う
道
理
で
士
を

責
め
た
な
ら
、
天
下
に
士
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
は
い
え
、
そ
う
し
た
習
俗

が
「
ま
が
い
な
り
に
も
生
き
て
去
る
こ
と
は
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
当
然
と
考
え
さ
せ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
儒
者
に
至
っ
て
は
、
仁
義
・
忠
信
を
学
び
な
が
ら
、
他
人
の
俸
禄
を

受
け
、
他
人
の
国
に
仕
え
な
が
ら
、
そ
の
国
の
存
亡
を
思
う
こ
と
な
く
、
全
て
の
者
が「
ま

が
い
な
り
に
も
生
き
て
去
る
こ
と
は
し
な
い
」
と
い
う
生
き
方
を
得
な
生
き
方
と
み
な

し
、
そ
う
し
た
自
己
の
行
い
を
恥
じ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
で
い
る
ば
か
り
か
、
却
っ
て
得

を
す
る
こ
と
を
自
己
の
栄
誉
と
し
て
い
る
者
は
、
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
多
い
。
だ
か
ら
、

私
は
事
に
殉
じ
た
臣
に
対
し
て
は
、
取
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
君
子
は
人
が
善
を
な
す
こ
と

を
楽
し
み
と
し
て
、
完
璧
を
求
め
る
こ
と
は
し
な
い
。
ま
し
て
、
死
は
人
の
憚
る
と
こ
ろ

で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
私
は
五
代
に
お
い
て
全
節
の
士
三
人
を
見
出
し

た
。
当
初
は
人
よ
り
優
れ
た
気
概
は
な
く
と
も
、
最
後
は
人
の
た
め
に
命
を
投
げ
出
し
た

士
十
五
人
を
発
見
し
た
。
…
死
事
伝
を
作
っ
た
。）

（
死
事
伝
第
二
十
一
）

い
か
に
戦
乱
の
渦
中
、
明
日
の
存
亡
も
ま
ま
な
ら
ぬ
最
中
と
は
い
え
、
な
り
ふ
り
か
ま
わ
ぬ
栄

達
を
自
ら
の
栄
誉
と
み
な
す
時
勢
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
死
が
人
の
た
め
で
あ
る
節
義
の
持
ち
主

は
、
こ
れ
を
全
節
の
臣
に
次
ぐ
扱
い
で
な
お
そ
の
節
義
の
健
全
を
顕
彰
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ

る
。逆

に
「
一
行
伝
」
と
い
う
の
は
、
世
の
不
穏
に
見
舞
わ
れ
て
、
そ
の
優
れ
た
才
能
を
世
に
表

わ
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
者
た
ち
の
伝
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
必
有
負
材
能
、
修
節
義
而
�
淪

于
下
、
泯
没
而
無
聞
者
（
自
ら
の
才
能
を
頼
み
と
し
、
節
義
を
修
め
な
が
ら
下
位
に
沈
み
、
そ

の
存
在
が
埋
も
れ
か
す
ん
で
世
に
聞
こ
え
な
い
者
）」
四
・
五
人
、「
処
乎
山
林
而
羣
麋
鹿
、
雖

不
足
以
為
中
（
忠
）
道
、
然
与
其
食
人
之
禄
、
俛
首
而
包
羞
、
孰
若
無
愧
於
心
、
放
身
而
自
得

（
山
林
に
隠
れ
棲
ん
で
鹿
と
群
を
同
じ
く
し
た
こ
と
か
ら
、
忠
道
は
な
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
者
で
も
、
そ
の
生
き
様
を
、
他
人
の
禄
を
食
ん
で
首
を
垂
れ
た
ま
ま
恥
を
包
ん
で
仕
え
た
者

に
較
べ
た
場
合
、
心
に
恥
じ
る
こ
と
な
く
身
を
解
放
し
て
自
得
し
て
生
き
た
点
が
却
っ
て
優
っ

て
い
る
者
）」
二
名
、「
勢
利
不
屈
其
心
、
去
就
不
違
其
義
（
権
勢
や
利
益
も
そ
の
心
を
屈
服
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
去
就
の
取
り
方
も
道
義
に
違
わ
な
か
っ
た
者
）」
一
名
、「
苟
利
於
君
、

以
忠
獲
罪
、
而
何
必
自
明
、
有
至
死
而
不
言
者
（
君
に
利
益
を
も
た
ら
し
て
、
忠
義
に
よ
っ
て

仕
え
な
が
ら
罪
を
得
て
、
自
ら
弁
明
す
る
こ
と
は
せ
ず
に
、
死
ん
で
も
弁
明
の
言
葉
を
吐
か
な

か
っ
た
者
）」
一
名
、「
能
以
孝
悌
自
修
於
一
郷
、
而
風
行
於
天
下
者
、
猶
或
有
之
、
然
其
事
迹

不
著
、
而
無
可
紀
次
、
独
其
名
氏
或
因
見
於
書
者
（
孝
悌
の
徳
に
よ
っ
て
一
郷
を
修
め
、
そ
の

風
が
天
下
に
行
わ
れ
は
し
た
が
、
そ
の
者
の
行
跡
が
明
ら
か
と
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
記
録
に
残

す
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
け
れ
ど
も
そ
の
者
の
名
が
他
の
書
に
見
え
て
い
る
者
）」
一
人
を
記

し
た
も
の
で
あ
る
。
欧
陽
脩
は
す
ぐ
れ
た
忠
節
の
士
の
顕
彰
に
意
を
注
ぐ
一
方
で
、
世
に
知
ら

れ
る
こ
と
な
く
没
し
た
忠
節
の
士
の
捜
出
を
も
怠
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

こ
う
で
あ
れ
ば
、
欧
陽
脩
の
『
新
五
代
史
』
に
お
け
る
立
伝
の
目
的
は
、
さ
な
が
ら
五
代
に

生
き
た
臣
下
の
忠
義
心
を
個
別
に
顕
彰
し
、
各
人
の
忠
義
心
の
厚
薄
を
「
死
節
」「
死
事
」「
一

行
」「
臣
伝
」「
雑
伝
」
に
書
き
分
け
る
こ
と
で
、
い
か
に
乱
世
で
あ
れ
臣
下
た
る
者
の
道
義
が

ど
う
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
か
を
世
に
呈
示
す
る
点
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
欧
陽
脩

自
身
、「
王
彦
章
画
像
記
」（『
全
集
』
巻
三
十
九
）
の
中
で
「
予
於
五
代
書
、
窃
有
善
善
悪
悪

之
志
（
私
は
『（
新
）
五
代
史
』
の
中
で
窃
か
に
善
を
善
と
し
、
悪
を
悪
と
す
る
意
欲
を
試
み

た
）」
と
述
べ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。「
死
節
」「
死
事
」
の
「
全
節
の
臣
」
か
ら
「
雑
伝
」
に

入
っ
た
変
節
の
臣
に
至
る
ま
で
が
、
一
様
に
一
朝
に
殉
ず
る
忠
義
心
の
有
無
に
よ
っ
て
較
量
さ

れ
、
そ
の
帰
属
が
判
定
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、「
死
節
の
臣
」
と
は
そ
の
忠
義
の
情
を
滾
ら
せ

た
者
た
ち
で
あ
り
、
逆
に
「
雑
伝
の
臣
」
は
、
そ
の
劣
悪
に
よ
っ
て
乱
世
の
社
会
状
況
に
付
け

入
り
、
自
己
の
栄
達
を
目
論
ん
だ
利
己
心
の
持
ち
主
の
こ
と
で
あ
る
。
欧
陽
脩
の『
新
五
代
史
』

に
は
、「
死
節
」「
死
事
」
の
「
全
節
の
臣
」
は
ほ
と
ん
ど
お
ら
ず
、
逆
に
「
雑
伝
」
に
入
っ
た

臣
下
は
圧
倒
的
に
多
い
。お
そ
ら
く
、欧
陽
脩
に
と
っ
て
は
五
代
の
乱
世
が
出
来
し
た
原
因
は
、

臣
僚
た
ち
が
君
を
忘
れ
て
自
己
の
保
身
と
栄
達
に
走
っ
た
こ
と
に
見
出
さ
れ
、
そ
れ
故
に
臣
下

の
利
己
心
の
矯
正
こ
そ
が
乱
の
出
来
を
未
然
に
防
ぐ
方
策
で
あ
る
こ
と
が
思
わ
れ
た
の
で
あ
ろ

―２４８―



欧陽脩『新五代史』の春秋学
う
。け

れ
ど
も
欧
陽
脩
は
五
代
の
後
の
宋
に
生
ま
れ
、
そ
の
時
に
と
り
ま
い
た
状
況
に
は
な
お
不

穏
が
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
平
穏
が
謳
歌
さ
れ
る
状
況
に
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
中
に
あ
っ
て

欧
陽
脩
が
『
新
五
代
史
』、
な
か
ん
ず
く
「
死
節
」「
死
事
」
の
各
伝
を
著
わ
し
て
そ
こ
に
君
に

殉
ず
る
臣
下
の
気
概
を
賞
賛
し
た
の
は
、
君
に
殉
ず
る
ま
で
の
忠
義
の
必
要
性
が
な
お
宋
の
現

在
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
は
、
五
代
の
乱
世
が
忠
義
心
の
喪
失
と

し
て
、
宋
の
鑑
戒
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
意
義
を
有
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
北
方

の
遼
・
金
等
の
異
民
族
の
寇
難
が
中
国
に
与
え
続
け
て
い
る
恐
怖
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
見
易
い
が
、
と
同
時
に
、
宋
朝
の
士
大
夫
が
そ
う
し
た
異
民
族
の
恐
怖
に
打
ち
勝
つ

武
器
と
し
て
、
忠
義
の
意
識
を
身
に
つ
け
る
必
要
が
、
忠
義
心
の
喪
失
を
警
戒
す
る
欧
陽
脩
に

は
思
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。『
新
五
代
史
』
の
著
述
は
、
単
に
『
春
秋
』
を
模
倣
し
て
五
代
を

後
世
に
対
す
る
鑑
戒
と
し
て
伝
え
る
こ
と
だ
け
に
主
眼
が
置
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な

い
。

三

「
死
節
伝
」
の
意
味

『
春
秋
』
と
の
関
わ
り
に
お
い
て

全
節
の
臣
を
節
義
に
殉
ず
る
位
相
で
顕
彰
す
る
こ
と
が
な
ぜ
『
新
五
代
史
』
に
お
い
て
な
さ

れ
た
の
か
。
い
な
、
臣
下
の
全
節
を
節
義
に
殉
ず
る
位
相
で
検
証
し
、
そ
れ
を
基
準
に
臣
下
の

善
し
悪
し
を
描
き
出
す
こ
と
が
『
春
秋
』
を
模
倣
す
る
『
新
五
代
史
』
に
お
い
て
何
故
に
な
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
想
起
す
べ
き
は
『
春
秋
』
桓
公
二
年
の
「
春
、
王
正
月
戊

申
、
宋
督
弑
其
君
与
夷
、
及
其
大
夫
孔
父
」、
荘
公
十
二
年
の
「
秋
、
八
月
甲
午
、
万
弑
其
君

捷
、
及
其
大
夫
仇
牧
」、
及
び
僖
公
十
年
の
「
晋
里
克
弑
其
君
卓
、
及
其
大
夫
荀
息
」
と
い
う

三
つ
の
事
件
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
事
件
に
対
す
る
北
宋
人＝

劉
敞
の
解
釈
は
以
下
の
よ
う
で

あ
る

（
７
）

。
ま
ず
桓
公
二
年
の
「
春
、
王
正
月
戊
申
、
宋
督
弑
其
君
与
夷
、
及
其
大
夫
孔
父
」
に
つ
い
て

は
、
そ
の
状
況
を

先
君
の
宣
公
が
自
己
の
子
を
差
し
置
い
て
自
ら
を
宋
の
世
継
ぎ
に
選
ん
で
く
れ
た
恩
情
に

報
い
る
べ
く
、
自
ら
も
子
の
太
子
馮
を
立
て
る
こ
と
を
せ
ず
に
、
宣
公
の
子
の
与
夷
を
選

ん
で
彼
を
宋
の
世
継
ぎ
に
し
た
穆
公
は
、
そ
の
後
見
を
孔
父
に
委
嘱
し
た
。
孔
父
は
国
人

が
穆
公
の
子
の
馮
を
世
継
ぎ
に
望
ん
で
い
る
旨
を
伝
え
て
再
考
を
促
し
た
が
、
穆
公
は
聞

き
入
れ
な
い
ま
ま
他
界
し
た
。
与
夷
は
即
位
し
て
公
（
殤
公
）
と
な
り
、
そ
の
後
の
在
位

十
年
間
に
十
二
度
も
戦
役
を
起
こ
し
、
宋
の
民
は
苦
し
ん
だ
。
そ
こ
で
督
が
殤
公
を
弑
し

て
鄭
に
出
さ
れ
て
い
た
馮
を
宋
に
迎
え
入
れ
る
工
作
を
進
め
た
が
、
穆
公
の
遺
命
を
う
け

て
い
る
孔
父
が
生
き
て
い
る
の
で
は
殤
公
の
弑
殺
が
成
就
し
な
い
と
し
、
先
に
孔
父
の
家

を
攻
撃
し
た
。
事
態
を
聞
き
つ
け
た
殤
公
は
、
孔
父
が
死
ね
ば
自
ら
も
生
き
て
お
れ
な
い

こ
と
を
悟
っ
て
軍
を
差
し
向
け
た
が
、
結
局
殤
公
と
孔
父
は
共
に
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
、

と
説
明
し
、
そ
こ
で
の
孔
父
に
つ
い
て
は
、「
孔
父
之
智
則
衆
、
孔
父
之
忠
則
尽
矣
。
託
六
尺

之
孤
、
寄
百
里
之
命
、
知
必
死
而
不
避
。
孔
父
可
謂
処
命
不
渝
矣
〔
孔
父
の
智
は
多
く
、
彼
の

忠
疑
心
は
十
分
で
あ
っ
た
。
幼
君
の
後
見
を
頼
ま
れ
、
一
国
の
政
令
を
任
さ
れ
（『
論
語
』
泰

伯
篇
の
言
葉
）、
自
ら
命
が
な
い
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
そ
の
任
を
避
け
な
か
っ
た
。
孔
父
は

遺
命
に
従
っ
て
変
更
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
〕」
と
、
先
君
と
の
約
束
を
守
り
、
命
を
か
け
て

殤
公
の
後
見
の
任
に
当
た
り
、
そ
の
任
に
殉
じ
た
姿
を
絶
賛
す
る
（『
春
秋
劉
氏
伝
』
巻
二
）。

荘
公
十
二
年
の
「
秋
、
八
月
甲
午
、
万
弑
其
君
捷
、
及
其
大
夫
仇
牧
」
に
つ
い
て
は
、

宋
の
万
は
魯
の
荘
公
と
戦
っ
て
生
け
捕
り
に
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
数
ヶ
月
の
捕
虜
生

活
を
終
え
て
万
は
宋
に
戻
さ
れ
、
大
夫
と
な
っ
た
。
あ
る
日
、
閔
公
と
賭
博
に
興
じ
、
夫

人
も
居
並
ぶ
中
で
万
は
魯
の
荘
公
の
気
品
を
思
い
起
こ
し
、
そ
れ
が
口
を
つ
い
て
出
て
し

ま
っ
た
。
日
頃
、
夫
人
た
ち
に
自
ら
の
容
貌
を
誇
っ
て
い
た
閔
公
は
自
尊
心
が
傷
つ
け
ら

れ
、
万
を
魯
の
捕
虜
と
な
っ
た
者
と
罵
り
、
怒
り
に
ほ
だ
さ
れ
た
万
は
、
閔
公
の
首
を
へ

し
折
っ
て
殺
し
て
し
ま
っ
た
。
事
件
の
発
生
を
伝
え
聞
い
た
仇
牧
が
駆
け
つ
け
る
と
門
前

で
万
と
出
く
わ
し
、
剣
を
取
っ
て
万
を
誅
殺
し
よ
う
と
し
た
が
、
逆
に
万
の
肘
打
ち
を
受

け
、
頭
を
叩
き
割
ら
れ
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
、

と
説
き
、
仇
牧
を
「
仇
牧
之
智
則
未
。
仇
牧
之
忠
則
尽
矣
。
疾
其
疾
而
忘
其
力
、
憂
其
憂
而
忘

其
生
、
仇
牧
可
謂
不
畏
強
禦
矣
（
仇
牧
の
智
は
ま
だ
十
分
で
は
な
い
。
が
、
仇
牧
の
忠
義
心
は

十
分
で
あ
る
。
そ
の
疾
む
べ
き
を
疾
ん
で
自
己
の
実
力
は
忘
れ
、
そ
の
憂
う
べ
き
を
憂
え
て
自

己
の
生
命
を
忘
れ
た
。
仇
牧
は
強
禦
を
畏
れ
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
）」
と
、
自
己
の

無
力
を
さ
え
忘
れ
て
弑
殺
の
大
罪
人
を
討
つ
べ
く
馳
せ
参
じ
た
気
丈
夫
と
し
て
顕
彰
す
る（『
春

秋
劉
氏
伝
』
巻
三
）。

最
後
の
僖
公
十
年
の
「
晋
里
克
弑
其
君
卓
、
及
其
大
夫
荀
息
」
に
つ
い
て
は
、

晋
の
献
公
が
里
克
が
守
り
役
を
務
め
て
い
た
太
子
の
申
生
を
殺
し
、
寵
愛
す
る
驪
姫
の
子

の
奚
斉
を
改
め
て
太
子
に
立
て
た
。
そ
の
守
り
役
に
は
荀
息
が
当
て
ら
れ
た
。
献
公
は
み

ま
か
る
直
前
、
荀
息
を
呼
ん
で
「
信
」
と
は
何
か
を
尋
ね
る
と
、
荀
息
は
「
死
ん
だ
人
を

生
き
返
ら
せ
て
、
そ
の
生
き
返
っ
た
人
の
前
で
自
分
が
か
つ
て
そ
の
人
に
頼
ま
れ
た
こ
と

を
口
に
し
て
、
何
ら
恥
じ
る
こ
と
の
な
い
場
合
に
は
信
と
申
せ
ま
し
ょ
う
」
と
答
え
た
。

献
公
が
死
に
、
奚
斉
が
即
位
す
る
と
、
里
克
は
荀
息
に
奚
斉
が
正
嫡
の
申
生
を
殺
し
た
上
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で
即
位
し
た
事
実
を
衝
い
て
そ
の
退
位
を
画
策
し
た
が
、
荀
息
は
献
公
に
答
え
た
こ
と
と

同
じ
こ
と
を
伝
え
、
里
克
は
や
む
を
え
ず
独
力
で
奚
斉
を
殺
し
た
。
そ
こ
で
荀
息
は
や
は

り
驪
姫
の
子
で
あ
る
卓
子
を
即
位
さ
せ
た
が
、
里
克
は
卓
子
ま
で
も
殺
し
、
荀
息
は
そ
の

中
で
卓
子
を
守
り
討
ち
死
に
し
た
、

と
説
明
し
、そ
の
行
為
を「
荀
息
可
謂
不
食
其
言
矣（
荀
息
は
言
っ
た
こ
と
に
違
わ
な
か
っ
た
）」

「
荀
息
之
智
則
未
。
荀
息
之
義
則
尽
矣
。
託
六
尺
之
孤
、
寄
百
里
之
命
、
臨
大
節
而
不
可
奪（
荀

息
の
智
は
ま
だ
十
分
で
は
な
か
っ
た
が
、
荀
息
の
忠
義
心
は
十
分
で
あ
っ
た
。
幼
君
の
後
見
を

頼
ま
れ
、
一
国
の
政
令
を
任
さ
れ
、
大
事
件
に
臨
ん
で
も
動
揺
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
）」
と

評
し
、
命
を
か
け
て
先
君
と
の
約
束
を
守
り
通
そ
う
と
し
た
気
概
を
尊
ぶ
の
で
あ
る
（『
春
秋

劉
氏
伝
』
巻
第
五
）。

『
春
秋
』
中
に
、
君
主
の
遺
命
を
一
途
に
守
っ
て
そ
の
実
践
を
怠
ら
な
か
っ
た
臣
下
の
三
人

が
、
こ
の
よ
う
に
孔
子
に
よ
っ
て
賞
賛
さ
れ
て
い
る
と
の
事
実
は
、
孔
子
が
『
春
秋
』
に
託
し

た
意
欲
が
そ
う
し
た
臣
下
の
登
場
を
願
う
も
の
で
あ
っ
た
と
の
理
解
を
容
易
に
創
出
さ
せ
た
で

あ
ろ
う
。『
春
秋
』
中
の
こ
の
三
人
の
生
き
様
を
『
新
五
代
史
』
死
節
伝
中
の
「
語
曰
、
乱
世

識
忠
臣
、
誠
哉
。
五
代
之
際
、
不
可
以
為
無
人
。
吾
得
全
節
之
士
三
人
焉
」（
前
出
）
と
い
う

欧
陽
脩
の
言
明
に
照
応
す
る
と
み
ご
と
に
重
な
り
合
う
の
で
あ
り
、『
新
五
代
史
』
で
全
節
の

士
が
三
名
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
も
、
あ
る
い
は
『
春
秋
』
で
忠
臣
と
称
え
ら
れ
て
い
る
の
が
孔

父
・
仇
牧
・
荀
息
の
三
名
で
あ
る
こ
と
に
符
合
さ
せ
て
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
か
あ
ら

ぬ
か
、
欧
陽
脩
が
「
全
節
の
臣
」
と
し
て
描
き
出
す
「
死
節
伝
」
中
の
人
物
は
、
そ
の
行
動
が

『
春
秋
』
中
の
孔
父
以
下
の
三
人
と
同
等
の
生
き
様
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

死
節
伝
中
、
最
初
に
登
場
す
る
の
が
王
彦
章
で
あ
る
。

王
彦
章
、
字
は
子
明
。
�
州
寿
張
の
人
。
若
く
し
て
軍
卒
と
な
り
、
梁
の
太
祖
に
仕
え
た
。

末
帝
が
即
位
し
た
頃
に
は
濮
州
刺
史
に
な
り
、
ず
ば
抜
け
た
体
力
を
有
し
、
他
人
に
は
持
つ
こ

と
の
で
き
ぬ
鉄
の
槍
を
振
る
い
、
そ
の
や
り
は
「
王
鉄
鎗
」
と
呼
ば
れ
た
。
梁
が
晋
と
天
下
を

争
っ
た
と
き
、
王
彦
章
は
常
に
晋
王
を
軽
ん
じ
て
「
闘
鶏
の
雛
を
恐
れ
る
必
要
は
な
い
」
と
い

っ
て
い
た
。
魏
・
相
等
の
六
州
を
二
つ
の
鎮
に
ま
と
め
た
と
き
、
魏
軍
が
梁
の
命
令
に
従
わ
な

い
こ
と
を
恐
れ
た
梁
は
、
彦
章
を
魏
に
差
し
向
け
、
魏
人
は
彦
章
を
迎
え
撃
ち
、
そ
の
ま
ま
晋

に
降
っ
た
。
晋
は
�
州
を
攻
め
る
と
彦
章
の
妻
子
を
捕
虜
に
し
て
厚
く
待
遇
し
、
彦
章
の
晋
へ

の
投
降
を
促
し
た
。
け
れ
ど
も
、
彦
章
は
晋
の
死
者
を
斬
り
殺
し
投
降
を
拒
否
し
た
が
、
晋
は

彦
章
が
梁
に
あ
る
こ
と
を
恐
れ
、
彼
の
妻
子
に
対
す
る
扱
い
は
ま
す
ま
す
厚
く
な
っ
た
。

梁
と
晋
の
戦
い
が
激
し
さ
を
増
す
と
、
彦
章
は
梁
で
一
層
重
く
用
い
ら
れ
た
が
、
末
帝
が
即

位
す
る
と
梁
の
政
治
は
趙
巌
・
張
漢
傑
に
牛
耳
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
逆
に
彦
章
ら
宿
将
や

大
臣
は
遠
ざ
け
ら
れ
、
梁
は
晋
と
の
戦
い
で
敗
戦
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
中
、
宰
相

敬
翔
の
捨
て
身
の
進
言
が
功
を
奏
し
、
王
彦
章
が
再
び
招
討
使
に
任
ぜ
ら
れ
、
段
凝
が
そ
の
副

将
と
な
っ
て
�
州
を
取
っ
た
晋
軍
に
当
た
る
と
、
晋
軍
は
わ
ず
か
三
日
で
後
退
し
た
。
時
に
晋

の
荘
宗
は
魏
に
あ
っ
て
王
彦
章
の
出
撃
を
聞
く
と
自
ら
も
す
ぐ
さ
ま
出
撃
し
、
王
彦
章
に
挑
み

か
か
っ
た
。
こ
の
時
、
副
将
と
な
っ
た
段
凝
は
王
彦
章
と
は
合
わ
ず
、
末
帝
の
下
に
い
る
趙
巌
・

張
漢
傑
ら
と
通
じ
、
梁
の
国
政
を
左
右
す
る
画
策
に
出
た
。
彦
章
が
晋
の
南
城
を
落
と
す
と
彦

章
と
段
凝
の
二
人
は
共
に
「
捷
書
」
を
末
帝
に
送
っ
た
が
、
段
凝
は
人
を
使
っ
て
自
ら
の
捷
書

だ
け
を
末
帝
に
見
せ
、
彦
章
の
書
は
見
せ
な
い
よ
う
に
し
た
。
褒
美
に
あ
ず
か
っ
た
の
は
段
凝

だ
け
で
彦
章
に
は
及
ば
な
か
っ
た
。
あ
ま
つ
さ
え
、
趙
巌
の
画
策
で
彦
章
は
招
討
使
の
任
を
解

か
れ
、
段
凝
が
そ
の
任
に
当
た
る
こ
と
と
な
っ
た
。

ほ
ど
な
く
し
て
、
唐
兵
が
袞
州
を
攻
め
る
と
末
帝
は
彦
章
を
召
し
て
守
提
東
路
に
任
じ
、
そ

の
撃
退
を
命
じ
た
。
け
れ
ど
も
与
え
ら
れ
た
兵
は
新
米
が
五
百
人
で
、
と
て
も
敵
兵
に
当
た
る

こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。
彦
章
軍
は
敗
退
を
繰
り
返
し
て
い
た
が
、
そ
う
し
た
最
中
、
か
つ
て

彦
章
と
親
交
の
あ
っ
た
唐
将
の
夏
魯
喜
が
彦
章
の
振
る
う
鉄
鎗
の
音
を
耳
に
し
て
、
彦
章
に
傷

を
与
え
虜
に
し
た
。
そ
の
捉
え
ら
れ
た
王
彦
章
を
前
に
し
て
荘
宗
は
、「
そ
な
た
は
儂
を
子
供

扱
い
に
し
て
き
た
。
そ
れ
が
今
日
、
儂
に
服
す
る
の
か
」
と
か
ら
か
い
、「
そ
な
た
は
よ
く
戦

っ
た
が
ど
う
し
て
袞
州
を
守
ら
ず
に
中
都
を
守
っ
た
の
か
。
中
都
に
は
壁
塁
が
な
い
か
ら
守
り

よ
う
が
な
い
で
は
な
い
か
」
と
尋
ね
る
と
、
彦
章
は
「
大
事
は
去
っ
た
。
人
力
の
及
び
得
る
と

こ
ろ
で
は
な
い
」
と
答
え
、
彦
章
に
哀
れ
み
を
覚
え
た
荘
宗
は
彦
章
に
薬
を
与
え
て
傷
を
癒
し

て
や
っ
た
。
荘
宗
は
彦
章
の
驍
勇
を
愛
し
、
彼
を
助
け
よ
う
と
思
っ
た
が
、
彦
章
は
「
臣
与
陛

下
血
戦
十
余
年
。
今
兵
敗
力
窮
、
不
死
何
待
。
且
臣
受
梁
恩
、
非
死
不
能
報
。
豈
有
朝
事
梁
而

暮
事
晋
、
生
何
面
目
見
天
下
之
人
乎
。（
私
は
陛
下
と
血
戦
す
る
こ
と
が
十
年
余
り
に
な
り
ま

す
。
今
私
は
、
兵
は
敗
れ
力
は
尽
き
、
死
以
外
の
な
に
も
の
も
待
ち
ま
せ
ん
。
か
つ
、
私
は
梁

の
恩
を
受
け
て
い
て
、
死
以
外
に
報
い
る
道
を
知
り
ま
せ
ん
。
そ
の
私
が
朝
方
に
は
梁
に
仕
え

て
い
た
の
が
夕
方
に
は
晋
に
仕
え
て
生
き
な
が
ら
え
た
な
ら
、
何
の
面
目
が
あ
っ
て
天
下
の
人

に
顔
向
け
出
来
ま
し
ょ
う
）」
と
答
え
、
荘
宗
の
厚
意
を
辞
退
し
た
。
そ
れ
で
も
荘
宗
は
彼
を

翻
意
さ
せ
よ
う
と
し
て
子
の
明
宗
を
彦
章
の
下
へ
差
し
向
け
た
が
、
や
は
り
辞
退
し
て
殺
さ
れ

て
し
ま
っ
た
。
享
年
六
十
一
歳
で
あ
っ
た
、
と
。

王
彦
章
に
続
い
て
死
節
伝
に
記
さ
れ
る
の
は
裴
約
で
あ
る
。

裴
約
は
�
州
の
牙
将
で
あ
っ
た
。
晋
の
荘
宗
は
李
嗣
昭
を
昭
義
軍
節
度
使
と
し
、
裴
約
を
裨

将
と
し
て
沢
州
を
守
ら
せ
た
。
李
嗣
昭
が
亡
く
な
る
と
、
子
の
李
継
韜
が
沢
・
�
の
両
州
を
手

み
や
げ
に
梁
へ
降
ろ
う
と
し
た
。
裴
約
は
州
人
を
呼
び
彼
ら
を
諭
し
て
「
私
は
李
嗣
昭
様
に
二
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十
年
余
り
仕
え
、
そ
の
間
、
李
嗣
昭
様
が
我
々
に
財
産
を
分
け
与
え
饗
応
し
て
く
だ
さ
れ
て
仇

敵
の
梁
に
報
復
さ
れ
よ
う
と
し
て
来
た
の
を
見
て
き
た
が
、
李
嗣
昭
様
は
不
幸
に
し
て
早
逝
さ

れ
た
。
そ
の
李
嗣
昭
様
の
喪
に
服
し
、
ま
だ
埋
葬
も
済
ん
で
い
な
い
最
中
、
継
韜
様
は
君
親
に

背
こ
う
と
し
て
い
る
。
私
は
こ
こ
で
死
ぬ
こ
と
は
で
き
て
も
、
梁
に
降
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

と
言
っ
た
。衆
兵
は
感
涙
に
む
せ
た
。梁
軍
が
沢
州
を
囲
む
と
裴
約
は
救
い
を
荘
宗
に
求
め
た
。

こ
の
時
荘
宗
は
黄
河
の
ほ
と
り
で
梁
軍
と
戦
っ
て
い
た
が
、
継
韜
が
背
い
て
梁
に
降
っ
た
こ
と

を
聞
い
て
憂
色
を
深
め
て
い
た
。
け
れ
ど
も
裴
約
が
晋
に
背
か
ず
に
い
た
こ
と
を
聞
い
て
、
喜

ん
で
「
儂
は
継
韜
に
対
し
て
は
薄
く
、
裴
約
に
対
し
て
は
厚
く
報
い
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は

な
い
。
に
も
拘
わ
ら
ず
裴
約
は
順
逆
を
弁
え
て
お
っ
た
」
と
い
っ
て
、
符
存
審
に
「
儂
は
沢
州

を
梁
に
く
れ
て
や
る
の
は
惜
し
く
な
い
。
け
れ
ど
も
裴
約
を
手
に
入
れ
る
こ
と
は
難
し
い
。
お

前
は
儂
の
た
め
に
裴
約
を
救
い
出
し
、
連
れ
て
帰
っ
て
来
て
く
れ
」
と
命
じ
た
。
存
審
が
五
千

騎
を
従
え
て
遼
州
に
馳
せ
参
じ
た
頃
に
は
、
梁
兵
が
す
で
に
沢
州
を
敗
り
、
裴
約
は
殺
さ
れ
て

い
た
。

最
後
に
記
さ
れ
る
の
が
、
周
の
世
宗
の
時
の
人
、
劉
仁
贍
で
あ
る
。

仁
贍
、
字
は
守
恵
、
彭
城
の
人
。
南
唐
に
仕
え
、
左
監
門
衛
将
軍
、
黄
・
袁
二
州
の
刺
史
と

な
り
、
至
る
所
に
治
が
称
さ
れ
た
。
李
景
は
親
軍
を
掌
管
さ
せ
、
武
昌
軍
節
度
使
と
し
た
。
周

軍
が
淮
河
を
討
征
す
る
と
、
李
景
は
劉
彦
貞
を
差
し
向
け
て
周
兵
に
抵
ら
せ
、
仁
贍
を
清
淮
軍

節
度
使
と
し
て
寿
州
に
出
鎮
さ
せ
た
。
周
軍
が
退
却
し
始
め
た
の
を
見
た
劉
彦
貞
は
仁
贍
の
止

め
る
の
も
聞
か
ず
に
追
撃
し
、
逆
に
敗
走
す
る
結
果
と
な
っ
た
。
周
の
世
宗
が
ま
た
寿
州
を
攻

め
て
そ
こ
を
幾
重
に
も
囲
む
と
、
舟
に
大
砲
を
乗
せ
て
�
河
か
ら
寿
州
を
攻
撃
し
、
巨
竹
十
万

竿
を
束
ね
て
そ
の
上
に
板
屋
を
仕
立
て
て
�
河
に
浮
か
べ
、
そ
れ
を
「
竹
龍
」
と
称
し
て
甲
士

を
乗
せ
、
寿
州
の
攻
撃
に
当
た
ら
せ
た
。
け
れ
ど
も
淮
河
や
�
河
が
洪
水
を
起
こ
す
と
そ
れ
ら

は
南
岸
に
流
さ
れ
、
李
景
軍
に
焼
か
れ
、
周
兵
の
多
く
が
殺
さ
れ
た
。
そ
れ
で
も
世
宗
は
懲
り

ず
、
濠
梁
ま
で
で
ば
る
と
李
重
進
を
廬
寿
都
招
討
使
に
任
じ
、
李
景
の
方
で
も
元
帥
の
斉
王
景

達
等
を
使
わ
し
て
紫
金
山
に
砦
を
築
か
せ
、
下
に
夾
道
を
造
っ
て
寿
州
の
城
中
と
繋
が
せ
た
。

李
重
進
と
張
永
徳
の
両
軍
が
不
和
で
あ
っ
た
状
況
を
見
る
や
、
仁
贍
は
し
ば
し
ば
出
撃
を
請
う

た
が
、
景
遠
は
許
さ
ず
、
仁
贍
は
た
め
に
病
を
発
し
た
。

翌
年
正
月
、
世
宗
は
再
び
淮
河
ま
で
攻
め
入
る
と
紫
金
山
の
砦
を
破
り
、
夾
道
を
壊
し
、
李

景
軍
は
大
敗
し
て
諸
将
が
捉
え
ら
れ
、
守
り
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
と
な
っ
た
。
李
景
側

で
は
周
に
臣
事
し
、
土
地
を
割
譲
し
、
貢
職
を
入
れ
る
こ
と
を
条
件
に
和
睦
を
結
ぼ
う
と
し
た

が
、
仁
贍
だ
け
が
固
く
守
っ
て
降
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
た
。
そ
こ
で
世
宗
は
李
景
が
遣
わ

し
て
来
た
孫
晟
ら
を
仁
贍
の
い
る
城
下
ま
で
行
か
せ
て
仁
贍
に
会
わ
せ
、
仁
贍
の
子
の
崇
諫
は

父
の
病
を
よ
い
こ
と
に
諸
将
と
周
に
降
る
こ
と
を
謀
議
し
、
そ
れ
を
知
っ
た
仁
贍
は
崇
諫
を
斬

ろ
う
と
し
た
。
監
軍
使
の
周
廷
構
が
中
門
で
哭
し
て
崇
諫
の
命
乞
い
を
し
た
が
か
な
わ
な
か
っ

た
。
か
く
し
て
、
士
卒
は
感
涙
し
て
命
が
け
で
寿
州
を
守
る
こ
と
を
誓
っ
た
。

そ
の
年
の
三
月
、
仁
贍
の
病
が
一
層
重
く
な
り
、
周
り
の
人
が
誰
か
も
分
か
ら
な
い
状
態
と

な
っ
た
。
彼
の
副
使
孫
羽
が
仁
贍
の
書
で
あ
る
と
偽
っ
て
、
城
を
携
え
て
周
に
降
っ
た
。
周
の

世
宗
は
病
身
の
仁
贍
を
自
己
の
帳
前
ま
で
運
ば
せ
る
と
、
嗟
嘆
し
て
彼
に
玉
帯
と
馬
を
賜
い
、

城
中
で
療
養
さ
せ
た
が
、
こ
の
日
に
他
界
し
た
。
世
宗
は「
劉
仁
贍
は
忠
義
を
尽
く
し
て
仕
え
、

そ
の
高
い
節
義
に
は
欠
け
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
。
前
代
の
名
臣
で
も
幾
人
が
彼
に
比
肩
で
き

よ
う
。
私
が
南
征
し
得
た
成
果
で
多
と
す
べ
き
も
の
は
、
そ
な
た
を
得
た
こ
と
で
あ
る
」
と
告

げ
た
。

以
上
が
「
死
節
伝
」
が
掲
げ
る
「
全
節
の
臣
」
三
名
の
列
伝
で
あ
る
。

功
績
の
大
き
さ
で
は
な
く
、
君
主
に
仕
え
る
一
途
さ
だ
け
を
臣
下
の
忠
義
の
証
と
し
て
、
欧

陽
脩
は
賞
賛
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
孔
父
等
の
三
大
夫
が
『
春
秋
』
中
で
称
揚

さ
れ
た
理
由
と
軌
を
一
に
し
よ
う
。
そ
の
一
途
さ
の
消
滅
が
保
身
を
一
義
と
す
る
「
雑
伝
」
の

臣
を
誕
生
さ
せ
、
そ
れ
が
五
代
の
乱
世
に
拍
車
を
か
け
る
結
果
と
な
っ
た
、
と
い
う
の
が
欧
陽

脩
の
認
識
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
に
、「
死
節
伝
」
に
記
さ
れ
る
ご
と
き
全
節
の

臣
の
登
場
が
以
後
の
宋
王
朝
存
続
の
要
請
と
密
接
に
絡
む
の
で
あ
っ
て
、
欧
陽
脩
に
と
っ
て
臣

下
た
る
者
の
道
義
心
の
涵
養
と
そ
の
昂
揚
は
、
そ
れ
故
に
緊
急
を
要
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
命
を

か
け
て
忠
節
を
尽
く
す
臣
下
に
対
し
て
は
、
そ
れ
が
い
か
に
多
大
な
犠
牲
を
伴
う
も
の
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
称
賛
の
筆
を
惜
し
む
こ
と
の
な
い
欧
陽
脩
に
は
、
そ
の
よ
う
な
危
機
意
識
が
漂

っ
て
い
る
。四

忠
義
心
と
宋
王
朝

欧
陽
脩
が
死
節
伝
を
著
わ
し
て
「
全
節
の
臣
」
三
名
を
顕
彰
し
た
の
は
、『
春
秋
』
中
に
は

孔
父
等
の
三
名
が
君
主
に
殉
じ
た
そ
の
臣
節
が
孔
子
に
よ
っ
て
表
彰
さ
れ
て
い
る
、
と
の
理
解

に
よ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
今
し
が
た
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
そ
の
後
に
欧
陽
脩
は
死
事
伝
を

著
わ
し
、
全
節
の
臣
に
も
相
当
す
る
十
五
名
の
列
伝
を
準
備
し
て
、
彼
ら
が
君
主
に
殉
ず
る
忠

義
心
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
う
し
た
彼
が
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
「
死

節
伝
」
に
入
れ
な
か
っ
た
の
は
、
彼
ら
の
生
き
様
の
中
に
複
数
の
王
朝
に
仕
え
た
変
節
が
あ
っ

て
、
そ
れ
が
彼
ら
の
全
節
を
汚
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「
死
事
伝
」
の
劈
頭
に
記
さ
れ
る
の
は
張
源
徳
で
あ
る
。
梁
将
と
し
て
貝
州
の
地
を
守
り
、
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齋 木 哲 郎
ま
わ
り
の
六
鎮
十
州
の
地
が
こ
ぞ
っ
て
晋
に
陥
さ
れ
る
中
で
貝
州
の
一
州
を
守
り
通
し
て
い
た

張
源
徳
に
は
、
食
糧
も
尽
き
て
、
晋
へ
の
投
降
し
か
生
き
な
が
ら
え
る
道
は
な
か
っ
た
。
そ
れ

に
も
拘
わ
ら
ず
、
張
源
徳
は
彼
に
従
う
諸
将
の
勧
め
に
も
従
わ
ず
、
晋
軍
に
対
す
る
抗
戦
を
主

張
し
て
、
つ
い
に
自
軍
の
兵
士
に
殺
さ
れ
て
し
ま
う
ほ
ど
の
、
梁
に
対
す
る
忠
義
心
を
滾
ら
せ

た
者
で
あ
っ
た
が
、し
か
し
そ
の
張
源
徳
は
初
め
晋
に
仕
え
た
者
で
あ
っ
て
、彼
は
そ
の
早
年
、

李
罕
之
に
従
っ
て
梁
に
降
っ
た
者
で
あ
っ
た
。（
張
源
徳
伝
）

晋
の
荘
宗
に
仕
え
、
自
ら
血
路
を
開
い
て
荘
宗
を
窮
地
か
ら
救
う
な
ど
数
々
の
武
功
を
挙

げ
、
最
後
は
晋
に
対
し
て
謀
反
を
起
こ
し
た
董
璋
の
軍
に
囲
ま
れ
、
救
援
が
な
い
中
で
、
董
璋

軍
に
降
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
自
刎
し
て
果
て
た
夏
魯
奇
は
、
初
め
梁
に
仕
え
、
そ
の
後

に
晋
に
走
っ
た
者
で
あ
っ
た
。（
夏
魯
奇
伝
）

董
璋
は
謀
反
を
起
こ
す
と
す
ぐ
さ
ま
�
州
を
守
る
姚
洪
に
手
紙
を
出
し
て
彼
を
陣
中
に
招
こ

う
と
し
た
が
、
姚
洪
は
そ
の
手
紙
を
受
け
と
る
と
そ
れ
を
厠
へ
投
げ
捨
て
た
。
�
州
を
破
っ
て

姚
洪
を
虜
に
し
た
董
璋
は
姚
洪
を
厳
し
く
詰
問
し
、彼
を
釜
ゆ
で
の
刑
に
処
し
た
が
、そ
の
際
、

姚
洪
は
み
じ
ん
も
怯
懦
を
み
せ
ず
に
董
璋
の
不
忠
を
叫
び
続
け
て
死
ん
で
い
っ
た
。
そ
の
姚
洪

は
か
つ
て
董
璋
に
従
っ
て
梁
に
仕
え
た
者
で
あ
り
、
そ
の
後
唐
に
降
っ
た
経
歴
の
持
ち
主
で
あ

っ
た
。（
姚
洪
伝
）

以
下
、
王
思
同
・
張
敬
遠
等
十
二
名
の
者
も
、
そ
の
君
主
に
捧
げ
る
忠
烈
が
嘉
納
さ
れ
て「
死

事
伝
」
に
記
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
彼
ら
は
一
様
に
そ
の
経
歴
の
中
で
二
朝
に
仕
え
る
不
義

を
犯
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
瑕
疵
が
あ
り
な
が
ら
、
欧
陽
脩
が
彼
ら
が
君
主
に
捧
げ
た
忠
烈
を

嘉
納
し
て
な
お
顕
彰
に
務
め
た
の
は
、
乱
世
に
お
け
る
忠
烈
の
遂
行
は
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
尊
い

も
の
で
あ
り
、
か
つ
臣
下
の
当
為
と
し
て
要
請
さ
れ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

天
下
五
代
、
士
之
不
幸
而
生
其
時
、
欲
全
其
節
而
不
二
者
、
固
鮮
矣
。
於
此
之
時
、
責
士

以
死
与
必
去
、
則
天
下
為
無
士
矣
。
然
其
習
俗
、
遂
以
苟
生
不
去
為
当
然
。
至
於
儒
者
、

以
仁
義
忠
信
為
学
、
享
人
之
禄
、
任
人
之
国
者
、
不
顧
其
存
亡
、
皆
恬
然
以
苟
生
為
得
、

非
徒
不
知
愧
、
而
反
以
其
得
為
栄
者
、
可
勝
数
哉
。
故
吾
於
死
事
之
臣
、
有
所
取
焉
。
君

子
之
於
人
也
、
楽
成
其
美
而
不
求
其
備
。
況
死
者
人
之
所
難
乎
。
吾
於
五
代
、
得
全
節
之

士
三
人
而
已
。
其
初
無
卓
然
之
節
、
而
終
以
死
人
之
事
者
、
得
十
有
五
人
焉
。

（
死
事
伝
第
二
十
一
、
前
出
）

乱
世
で
あ
る
世
情
に
生
き
る
臣
下
で
あ
る
か
ら
こ
そ
そ
の
忠
義
の
完
璧
が
臣
下
た
る
者
に
課

せ
ら
れ
て
い
る
と
の
認
識
と
、
い
か
に
そ
れ
が
妨
げ
ら
れ
る
状
況
下
で
も
な
お
忠
義
の
実
践
は

画
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
意
識
が
横
溢
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
間
に
撞
着
は
な

い
。
逆
に
そ
れ
を
な
し
え
ぬ
臣
下
に
は
雑
伝
、「
夫
入
于
雑
、
誠
君
子
所
羞
、
而
一
代
之
臣
、

未
必
皆
可
也
」（
前
出
）
と
の
、
さ
な
が
ら
臣
下
の
不
忠
に
対
し
て
は
こ
れ
を
貶
黜
す
る
か
の

ご
と
き
伝
を
準
備
し
て
、
そ
の
不
忠
を
膺
懲
す
る
よ
う
に
し
む
け
て
い
る
の
が
欧
陽
脩
の
『
新

五
代
史
』
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

主
君
を
変
え
る
変
節
を
膺
懲
す
る
の
が
雑
伝
を
準
備
し
た
目
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
最
先
に
雑

伝
に
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
五
代
の
九
君
に
仕
え
そ
の
栄
達
を
維
持
し
続
け
た

馮
道
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
雑
伝
第
四
十
二
の
馮
道
伝
で
欧
陽
脩
は
馮
道
の
「
長
楽
老
叙
」

を
読
ん
だ
と
き
の
印
象
を
記
し
、

伝
曰
、
礼
義
廉
恥
、
国
之
四
維
。
四
維
不
張
、
国
乃
滅
亡
。
善
乎
、
管
生
之
能
言
也
。
礼

義
、
治
人
之
大
法
。
廉
恥
、
立
人
之
大
節
。
蓋
不
廉
則
無
所
不
取
。
不
恥
則
無
所
不
為
。

人
而
如
此
、
則
禍
乱
敗
亡
、
亦
無
所
不
至
。
況
為
大
臣
而
無
所
不
取
不
為
、
則
天
下
其
有

不
乱
、
国
家
其
有
不
亡
者
乎
。
予
読
馮
道
長
楽
老
叙
、
見
其
自
述
以
為
栄
、
其
可
謂
無
廉

恥
者
矣
。
則
天
下
国
家
、
可
従
而
知
也
。（
伝
に
「
礼
・
義
・
廉
・
恥
は
国
を
支
え
る
四

本
の
綱
で
あ
る
。
四
本
の
綱
が
張
ら
れ
な
け
れ
ば
、
国
は
滅
ぶ
」
と
い
う
。
管
仲
が
か
く

言
う
の
は
み
ご
と
で
あ
る
。
礼
と
義
は
人
を
治
め
る
大
き
な
法
則
で
あ
り
、
廉
と
恥
は
人

道
を
立
て
る
大
き
な
節
義
で
あ
る
。
思
う
に
廉
節
で
な
か
っ
た
な
ら
ば
何
で
も
取
ろ
う
と

し
、
恥
を
弁
え
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
何
で
も
し
で
か
し
て
し
ま
う
。
人
で
あ
っ
て
こ
の
よ

う
で
あ
れ
ば
、
禍
乱
敗
亡
が
至
ら
な
い
こ
と
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
し
て
大
臣
と
な
っ

て
何
で
も
取
り
、
何
で
も
し
で
か
し
て
し
ま
え
ば
、
ど
う
し
て
天
下
が
乱
れ
な
い
こ
と
が

あ
り
、
国
家
に
滅
び
な
い
も
の
が
あ
ろ
う
。
私
は
馮
道
の
「
長
楽
老
叙
」
を
読
ん
で
、
彼

が
自
ら
述
べ
て
栄
誉
と
し
て
い
る
様
を
つ
ぶ
さ
に
見
る
と
、
彼
は
廉
恥
の
心
を
持
ち
合
わ

せ
て
い
な
い
者
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
彼
の
よ
う
な
者
の
治
め
る
天

下
・
国
家
が
ど
う
な
る
か
は
、
推
測
が
つ
こ
う
。）

と
い
う
。
伝
中
で
は
、
そ
の
人
の
生
涯
を
客
観
的
に
描
き
切
る
こ
と
を
建
前
と
す
る
欧
陽
脩
に

は
珍
し
く
そ
の
人
の
作
品
を
持
ち
出
し
て
事
前
に
そ
の
生
き
様
を
罵
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
だ

け
に
馮
道
の
変
節
を
繰
り
返
し
て
栄
華
を
維
持
し
た
破
廉
恥
が
、
欧
陽
脩
に
と
っ
て
い
か
に
容

認
し
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
容
易
に
推
測
が
つ
こ
う
。
こ
の
馮
道
の
生
き
様
に
対
し
て

は
、
欧
陽
脩
と
同
時
代
人
の
司
馬
光
も
同
様
の
見
解
を
持
す
る
の
で
あ
っ
て
、『
資
治
通
鑑
』

巻
二
九
一
、
後
周
紀
二
、
太
祖
顕
徳
元
年
の
「
庚
申
、
太
師
・
中
書
令
瀛
文
懿
王
馮
道
卒
」
の

所
で
、
司
馬
光
は
右
の
欧
陽
脩
の
発
言
を
引
用
し
た
後
、
更
に

臣
光
曰
、
…
臣
之
事
君
、
有
死
無
貳
。
此
人
道
之
大
倫
也
。
苟
或
廃
之
、
乱
莫
大
焉
。
…

臣
愚
以
為
、
正
女
不
従
二
夫
、
忠
臣
不
事
二
君
。
為
女
不
正
、
雖
復
華
色
之
美
、
織
�
之

巧
、
不
足
賢
矣
。
為
臣
不
忠
、
雖
復
材
智
之
多
、
治
行
之
優
、
不
足
貴
矣
。（
臣
司
馬
光
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欧陽脩『新五代史』の春秋学
が
言
う
。
…
臣
が
君
に
仕
え
る
場
合
、
死
す
と
も
二
心
を
懐
く
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
の

は
、
人
道
の
大
倫
で
あ
る
。
仮
初
め
に
も
こ
の
道
を
廃
し
た
な
ら
ば
、
こ
の
上
な
し
の
大

乱
が
起
こ
る
こ
と
と
な
る
。
…
私
が
思
う
に
、
正
し
い
女
は
二
人
の
夫
に
仕
え
る
こ
と
は

な
く
、
忠
義
の
臣
下
は
二
人
の
君
主
に
仕
え
る
こ
と
は
な
い
。
女
で
あ
っ
て
正
し
く
な
け

れ
ば
、
華
や
い
だ
美
し
さ
や
機
を
織
る
優
れ
た
腕
前
が
あ
ろ
う
と
も
、
賢
女
と
認
め
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
臣
で
あ
っ
て
不
忠
の
者
は
、
優
れ
た
才
能
を
持
ち
合
わ
せ
、
統
治
に
長

け
て
い
た
と
し
て
も
、
貴
ば
れ
る
こ
と
は
な
い
。）

と
続
け
て
、「
道
之
為
相
、
歴
五
朝
八
姓〔
馮
道
は
五
朝
八
姓
の
国
に
仕
え
て
宰
相
と
な
っ
た
。

（
五
朝
と
は
唐
・
晋
・
遼
・
漢
・
周
。
八
姓
と
は
唐
の
荘
宗
・
明
宗
・
�
王
を
各
一
姓
と
し
て
数
え
、
更
に
石
晋
・
邪
律
・

劉
漢
、
及
び
周
の
太
祖
・
世
宗
を
数
え
る
の
で
あ
る
）〕」（
同
上
）
を
責
め
立
て
る
。
馮
道
に
対
す
る
評
価

は
毀
誉
相
入
り
交
じ
る
の
が
常
で
あ
る
が
、
そ
の
馮
道
を
五
代
の
全
朝
に
仕
え
た
変
節
漢
と
し

て
糾
弾
す
る
司
馬
光
は
、
そ
れ
だ
け
に
臣
下
の
二
君
に
仕
え
る
不
忠
の
害
毒
が
奸
臣
の
増
多
を

招
き
、
い
ず
れ
は
君
主
を
弑
殺
し
て
、
国
家
を
転
覆
に
導
く
遠
因
と
な
る
危
惧
を
見
据
え
る
も

の
で
あ
っ
た
。

君
則
興
亡
接
踵
、
道
則
富
貴
自
如
。
茲
乃
奸
臣
之
尤
。
…
彼
相
前
朝
、
語
其
忠
則
反
君
事

讐
。
語
其
智
則
社
稷
為
墟
。
後
来
之
君
、
不
誅
不
棄
、
乃
復
用
以
為
相
、
彼
又
安
肯
尽
忠

於
我
而
能
獲
其
用
乎
。（
国
の
存
亡
に
関
わ
る
事
態
に
君
は
頻
繁
に
直
面
し
て
い
る
の
に
、

馮
道
は
富
貴
に
身
を
任
せ
て
い
た
。
彼
こ
そ
は
奸
臣
の
最
た
る
者
で
あ
る
。
…
彼
は
前
の

朝
で
は
宰
相
を
務
め
た
者
で
あ
る
が
、
彼
の
忠
義
を
語
れ
ば
、
君
に
背
い
て
讐
に
仕
え
た

輩
で
あ
り
、
智
を
語
れ
ば
、
社
稷
を
虚
し
く
さ
せ
た
者
で
あ
る
。
後
の
君
と
な
る
者
が
、

馮
道
を
誅
殺
、
な
い
し
罷
免
せ
ず
に
再
び
彼
を
宰
相
に
登
用
し
た
と
し
て
も
、
彼
が
ど
う

し
て
我
が
朝
に
忠
義
心
を
尽
く
し
、
か
つ
彼
か
ら
応
分
の
働
き
が
得
ら
れ
る
と
い
う
こ
と

が
あ
ろ
う
。）

（
同
上
）

と
。
司
馬
光
が
馮
道
に
懐
く
感
情
は
欧
陽
脩
が
二
君
に
仕
え
た
変
節
の
臣
に
対
す
る
認
識
と
等

質
の
も
の
で
あ
り
、
二
君
に
仕
え
る
不
忠
を
忌
避
す
る
意
識
は
当
時
決
し
て
欧
陽
脩
一
人
の
感

慨
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

な
ら
ば
何
故
に
北
宋
の
当
時
に
お
い
て
殊
更
に
五
代
の
乱
世
が
そ
の
よ
う
な
二
君
に
仕
え
る

臣
下
の
不
忠
と
の
関
連
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
の
か
。
そ
の
一
つ
は
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う

に
、
北
宋
に
お
け
る
異
民
族
の
宋
へ
の
侵
攻
が
常
に
予
想
さ
れ
た
こ
と
に
も
起
因
し
よ
う
が
、

も
う
一
つ
、
再
度
五
代
の
乱
世
に
至
る
危
惧
が
現
在
の
社
会
に
も
見
出
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
が

欧
陽
脩
に
―
特
に
君
臣
の
関
係
の
場
に
お
い
て
―
警
戒
感
を
強
め
さ
せ
て
い
た
か
ら
で
は
な

か
っ
た
か
。

慶
暦
三
年
（
一
〇
四
三
年
）、
�
州
の
知
事
が
そ
の
地
に
生
え
る
柿
木
に
「
太
平
之
道
」
の

四
字
が
現
わ
れ
た
の
を
吉
兆
と
し
て
献
上
し
て
き
た
。
そ
れ
に
対
し
、
欧
陽
脩
は
そ
れ
を
朝
廷

に
媚
び
る
行
為
と
し
て
断
罪
し
、
当
時
が
決
し
て
「
太
平
」
で
は
あ
り
え
な
い
状
況
を
説
い
て

次
の
よ
う
に
上
申
し
た
。

臣
謂
、
前
世
号
称
太
平
者
、
須
是
四
海
晏
然
、
万
物
得
所
。
方
今
西
羌
叛
逆
、
未
平
之
患

在
前
、
北
虜
驕
悖
、
蔵
伏
之
禍
在
後
。
一
患
未
滅
、
一
患
已
萌
。
加
以
西
則
瀘
戎
、
南
則

湖
嶺
、
凡
与
四
夷
連
接
、
無
一
処
無
事
。
而
又
内
則
百
姓
困
弊
、
盗
賊
縦
横
。
昨
京
西
�

出
兵
八
九
千
人
、
捕
数
百
之
盗
、
不
能
一
時
翦
滅
、
只
是
僅
能
潰
散
。
然
却
於
別
処
結
集
。

今
張
海
雖
死
、
而
達
州
軍
賊
、
已
近
百
人
、
又
殺
使
臣
、
其
勢
不
小
。
興
州
又
奏
八
九
十

人
、
州
県
皇
皇
、
何
以
存
済
。
以
臣
観
之
、
乃
是
四
海
騒
然
、
万
物
失
所
。
実
未
見
太
平

之
象
。〔
私
が
思
い
ま
す
に
、
前
世
で
「
太
平
」
と
呼
ん
だ
も
の
は
、
四
海
の
内
が
安
泰

と
な
っ
て
、
万
物
が
そ
の
所
を
得
た
状
況
を
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
今
日
、
西

羌
（
西
夏
）
が
反
逆
し
、
ま
だ
平
定
さ
れ
て
い
な
い
患
い
が
眼
前
に
存
し
、
北
虜
（
契
丹
）

が
驕
慢
と
な
っ
て
、
隠
れ
伏
し
て
中
国
を
狙
う
禍
が
背
後
に
存
し
ま
す
。
一
つ
の
患
い
が

ま
だ
消
え
去
ら
な
い
内
に
も
う
一
つ
の
患
い
が
出
現
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
上
に
、
西
は

瀘
戎
、
南
は
湖
嶺
と
い
っ
た
四
夷
と
境
を
接
し
た
地
域
は
一
箇
所
も
無
事
な
と
こ
ろ
は
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
う
し
て
国
内
で
は
民
は
疲
れ
果
て
、
盗
賊
が
横
行
す
る
あ
り
様
で
す
。
昨

年
に
は
、
京
西
・
�
西
よ
り
八
・
九
千
人
が
出
兵
し
百
人
ほ
ど
の
盗
賊
を
捕
ら
え
ま
し
た

が
、
一
時
の
内
に
殲
滅
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
せ
い
ぜ
い
解
散
さ
せ
た
程
度

で
す
。
賊
は
却
っ
て
別
な
と
こ
ろ
で
結
集
す
る
始
末
で
す
。
か
の
張
海
は
も
は
や
死
ん
だ

と
は
い
え
、達
州
に
蟠
踞
す
る
軍
賊
は
す
で
に
百
人
に
も
達
し
、使
節
の
者
を
殺
す
な
ど
、

そ
の
勢
力
は
小
さ
い
と
は
申
せ
ま
せ
ん
。
興
州
か
ら
は
ま
た
八
・
九
十
人
の
盗
賊
が
報
告

さ
れ
、州
県
は
ど
の
よ
う
に
し
て
救
お
う
か
と
浮
き
足
立
つ
し
ま
つ
。私
か
ら
見
ま
す
と
、

四
海
の
内
は
騒
然
と
し
て
、
万
物
は
そ
の
所
を
失
っ
て
い
ま
す
。
ま
だ
太
平
の
兆
し
を
見

せ
て
い
る
と
は
申
せ
ま
せ
ん
。〕（「
論
�
州
瑞
木
乞
不
宣
示
外
廷
箚
子
」『
全
集
』
巻
百
三
）

と
。
欧
陽
脩
に
お
い
て
は
、
天
下
の
不
穏
は
な
お
謀
反
人
（
盗
賊
）
が
継
起
し
て
乱
世
の
余
韻

を
揺
曳
さ
せ
て
い
る
現
状
に
見
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
例
は
極
め
て
多
い
。

臣
窃
見
自
古
国
家
禍
乱
、
皆
因
兵
革
先
興
、
而
盗
賊
継
起
、
遂
至
横
流
。
後
漢
隋
唐
之

事
、
可
以
為
鑑
。
国
家
自
初
兵
興
、
必
知
須
有
盗
賊
、
便
合
先
事
為
備
。
而
謀
国
之
臣
、

昧
於
先
見
、
致
近
年
盗
賊
縦
横
、
不
能
撲
滅
。
未
形
之
事
、
雖
或
有
所
不
及
。
已
兆
之
患
、

豈
可
因�

循�

不
為
。（
私
が
窃
か
に
見
て
み
ま
す
に
、
昔
よ
り
国
家
の
禍
乱
は
い
ず
れ
の
場

合
も
戦
争
が
先
ず
起
こ
り
、
盗
賊
が
続
い
て
起
こ
っ
て
手
の
施
し
よ
う
が
な
い
ほ
ど
に
至

―２５３―



齋 木 哲 郎
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
ま
す
。
後
漢
・
隋
・
唐
の
こ
と
は
そ
の
鑑
戒
と
な
り
ま
し
ょ
う
。

国
家
は
初
め
て
兵
を
興
し
た
段
階
で
盗
賊
が
継
起
す
る
こ
と
を
弁
え
て
、
事
に
先
立
っ
て

備
え
を
な
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
国
事
を
図
る
臣
に
は
先
見
の
明
が
な
く
、
近

年
の
盗
賊
の
跳
梁
を
招
く
始
末
で
、
撲
滅
も
お
ぼ
つ
か
な
い
有
り
様
で
す
。
ま
だ
形
を
な

し
て
い
な
い
も
の
に
対
し
て
は
対
応
し
き
れ
な
い
場
合
も
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
す
で
に
形

を
成
し
て
い
る
患
い
に
対
し
て
は
、
ど
う
し
て
旧
来
の
ま
ま
手
を
拱
い
て
い
て
よ
い
こ
と

が
あ
り
ま
し
ょ
う
。）

（「
論
沂
州
軍
賊
王
倫
事
宜
箚
子
」『
全
集
』
巻
九
十
八
）

臣
窃
聞
、
近
日
張
海
・
郭
貌
山
与
范
三
等
賊
勢
相
合
、
転
更
猖
狂
、
諸
処
奏
報
、
日
夕

不
絶
。
伏
惟
聖
慮
必
極
憂
労
、
不
聞
廟
謀
有
何
処
置
。
臣
窃
見
朝
廷
作
事
、
常
有
後
時
之

失
、
又
無
慮
遠
之
謀
。
患
到
目
前
、
方
始
倉
忙
而
失
措
。
事
纔
過
後
、
已
却
弛
慢
而
因�

循�

。

（
私
が
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
り
ま
す
と
、
こ
の
頃
張
海
と
郭
貌
山
が
范
三
等
の
賊
と
勢
い
を

合
わ
せ
、
一
層
激
し
く
荒
ら
し
回
り
、
各
地
か
ら
の
報
告
は
一
日
中
絶
え
る
こ
と
が
あ
り

ま
せ
ん
。
伏
し
て
思
い
ま
す
に
、
陛
下
の
ご
配
慮
が
憂
労
を
窮
め
て
お
り
ま
す
も
の
の
、

廟
で
の
謀
議
で
は
何
の
措
置
も
見
い
出
せ
ず
に
い
る
あ
り
さ
ま
で
す
。
私
が
窃
か
に
朝
廷

で
な
さ
れ
る
こ
と
を
見
て
み
ま
す
と
、
常
に
事
態
に
間
に
合
わ
な
い
失
態
が
あ
っ
て
、
遠

大
な
謀
議
も
あ
り
ま
せ
ん
。
患
が
眼
前
に
至
る
と
初
め
て
大
慌
て
で
対
応
し
ま
す
が
、
措

置
す
べ
き
こ
と
を
失
っ
て
お
り
ま
す
。
事
が
わ
ず
か
に
通
り
過
ぎ
る
と
、
却
っ
て
弛
ん
だ

ま
ま
嘗
て
の
や
り
方
を
踏
襲
す
る
始
末
で
す
）（「
論
京
西
賊
事
箚
子
」『
全
集
』
巻
百
）

な
ど
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
う
し
た
不
穏
は
右
の
挙
例
に
も
確
か
め
ら
れ
る
が
、

更
に

臣
伏
見
天
下
官
吏
員
数
極
多
、
朝
廷
無
由
遍
知
其
賢
愚
善
悪
。
審
官
三
班
吏
【
二
】
部
等

処
、
又
只
主
差
除
月
日
、
人
之
能
否
、
都
不
可
知
。
諸
路
転
運
使
等
、
…
亦
別
無
按
察
官

吏
之
術
。
致
使
年
老
病
患
者
、
或
懦
弱
不
材
者
、
或
貪
残
害
物
者
。
此
等
之
人
布
在
州
県
、

並
無
黜
陟
、
因�

循�

積
弊
、
冗
濫
者
多
、
使
天
下
州
県
不
治
十
有
八
九
。（
私
が
伏
し
て
見

て
み
ま
す
に
、
天
下
の
官
員
の
数
は
極
め
て
多
く
、
朝
廷
は
彼
ら
の
賢
愚
善
悪
を
遍
く
知

る
術
が
あ
り
ま
せ
ん
。
審
官
・
三
班
の
二
部
署
で
は
た
だ
官
職
の
任
命
を
つ
か
さ
ど
る
毎

日
で
、
人
物
の
能
否
は
い
ず
れ
も
知
り
ま
せ
ん
。
諸
路
転
運
使
等
も
、
…
ま
た
別
に
官
吏

を
監
察
す
る
術
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
ま
せ
ん
。
毎
年
年
老
い
た
者
や
病
弱
の
者
、
あ
る
い

は
惰
弱
で
不
材
の
者
、
あ
る
い
は
貪
欲
で
民
を
害
す
る
者
を
用
い
る
結
果
に
な
っ
て
お
り

ま
す
。
こ
れ
ら
の
者
は
、
州
・
県
に
あ
ま
ね
く
存
在
し
て
罷
免
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の

弊
害
が
積
も
り
つ
も
っ
て
不
要
な
官
吏
が
多
く
な
り
、
天
下
の
州
・
県
の
八
・
九
割
も
占

め
る
有
り
様
で
す
。）

（「
論
按
察
官
吏
箚
子
」『
全
集
』
巻
九
十
八
）

や

臣
窃
怪
在
朝
之
臣
、
尚
偸
安
静
、
自
河
以
北
、
絶
無
処
置
、
因�

循�

弛
慢
、
誰
復
挂
心
。（
私

が
窃
か
に
不
思
議
に
思
う
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
在
朝
の
臣
が
安
寧
を
盗
ん
で
、
河

北
よ
り
北
に
対
し
て
は
何
ら
方
策
を
講
ず
る
こ
と
な
く
手
を
拱
ね
く
ば
か
り
で
、
気
を
緩

め
怠
慢
を
続
け
る
の
で
あ
れ
ば
、
誰
が
こ
の
こ
と
に
心
を
留
め
置
き
ま
し
ょ
う
。）

（「
論
河
北
守
備
事
宜
箚
子
」『
全
集
』
巻
九
十
九
）

に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
の
場
合
も
朝
廷
に
仕
え
る
臣
僚
た
ち
が
そ
れ
に
ふ

さ
わ
し
い
能
力
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
り
、
あ
る
い
は
眼
前
に
存
在
す
る
朝
廷
の
危
機

に
気
づ
か
ず
に
、「
因
循
」
し
て
、
す
な
わ
ち
旧
来
の
政
治
を
踏
襲
し
て
こ
れ
を
改
め
る
こ
と

な
く
、
現
今
の
危
機
に
適
切
な
対
応
を
欠
い
た
ま
ま
、
更
に
そ
の
危
機
を
増
幅
さ
せ
て
い
る
構

図
で
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
欧
陽
脩
が
『
新
五
代
史
』
の
中
で
示
す
乱
の
構
図
が

是
時
、
太
祖
与
漢
、
未
有
間
隙
之
端
、
其
無
君
叛
上
之
志
、
宜
未
萌
于
心
、
而
其
所
為

如
此
者
何
哉
。
蓋
其
習
為
常
事
。
故
特
発
於
喜
怒
頤
指
之
間
、
而
文
珂
不
敢
違
、
守
恩
不

得
拒
。
太
祖
既
処
之
不
疑
、
而
漢
廷
君
臣
亦
置
而
不
問
。
其
上
下
安
然
而
不
怪
者
、
豈
非

朝
廷
法
制
綱
紀
乱
相
乗
。
其�

来�

也�

遠�

、
既�

極�

而�

至�

於�

此�

哉�

。（
こ
の
時
、
周
の
太
祖
と
漢

の
間
に
は
、
ま
だ
間
隙
を
生
む
兆
し
は
な
く
、
君
を
無
視
し
上
に
叛
く
意
図
も
ま
だ
心
に

萌
し
て
い
な
か
っ
た
。
に
も
拘
わ
ら
ず
そ
の
し
で
か
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
こ
の
様
で
あ

る
の
は
な
ぜ
か
。
思
う
に
そ
う
し
た
こ
と
が
習
慣
と
な
り
常
時
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら

で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
今
回
の
乱
が
喜
怒
の
感
情
や
顎
で
使
わ
れ
る
無
礼
か
ら
生
じ
た
も
の

で
あ
り
な
が
ら
白
文
珂
も
そ
れ
に
違
え
よ
う
と
は
せ
ず
、
王
守
恩
も
拒
む
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
漢
の
太
祖
は
降
っ
て
き
た
王
守
恩
を
迎
え
て
疑
う
こ
と
な
く
、
漢
廷
の
君
臣
も

ま
た
不
問
に
処
し
て
問
う
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
漢
廷
は
君
臣
が
と
も
に
安
然
と
し
て
王

守
恩
を
疑
わ
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
が
ど
う
し
て
朝
廷
の
法
制
や
綱
紀
が
乱
れ
た
こ
と
に
乗

じ
た
結
果
で
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
。
そ
の
原
因
は
遥
か
遠
く
に
兆
し
、
そ
れ
が
極
ま
っ
て

こ
こ
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。）

（「
雑
伝
」
第
三
十
四
、
王
建
立
伝
）

五
代
之
際
、
其
禍
害
不
可
勝
道
也
。
…
豈�

非�

積�

習�

之�

久�

而�

至�

於�

是�

歟�

。（
五
代
の
間
の

禍
害
の
様
は
、
と
て
も
言
い
切
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
…
そ
れ
が
ど
う
し
て
習
慣
と
な
っ

て
久
し
く
積
ま
れ
、
か
く
ま
で
立
ち
至
っ
て
し
ま
っ
た
結
果
で
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
。）

（「
雑
伝
」
第
三
十
九
、
范
延
光
伝
、
一
部
前
出
）

前
史
所
載
宦
者
之
禍
常
如
此
者
、
非
一
世
也
。
夫
為
人
主
者
、
非
欲
養
禍
於
内
而
疎
忠

臣
碩
士
於
外
。
蓋�

其�

漸�

積�

而�

勢�

使�

之�

然�

也�

。（
前
代
の
史
書
に
載
せ
る
宦
官
の
禍
が
こ
の

よ
う
で
あ
る
の
は
、
一
世
の
こ
と
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
人
主
と
な
っ
た
者
が
禍
を
内
に
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養
い
、
忠
臣
や
碩
士
を
外
に
疎
外
し
よ
う
と
思
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
思
う
に
こ
う
し
た

こ
と
が
積
み
重
ね
ら
れ
、
そ
の
勢
い
が
こ
の
よ
う
に
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。）

（「
宦
者
伝
」
第
二
十
六
）

と
い
う
形
式
を
と
っ
て
、
旧
態
依
然
と
し
た
政
策
を
継
承
し
、
現
実
に
必
要
な
措
置
を
怠
っ
た

結
果
で
あ
る
と
説
か
れ
る
の
と
、
軌
を
一
に
し
よ
う
。
前
に
掲
げ
た
欧
陽
脩
の
奏
疏
文
の
中
に

は
そ
の
ほ
と
ん
ど
に
「
因
循
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
黄
進
徳
氏
は
そ
れ
ら
の
い
ず
れ

も
が
「
守
旧
」「
怠
情
」「
弛
慣
」「
猶
豫
（
た
め
ら
い
）」
を
意
味
し
、
当
時
宋
王
朝
が
患
っ
て

い
た
病
根
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る

（
８
）

。
そ
の
「
因
循
」
の
様
相
は
右
の
『
新
五
代
史
』
に
お
け

る
乱
の
分
析
と
全
く
同
じ
で
あ
っ
て
、
欧
陽
脩
が『
新
五
代
史
』の
中
で
五
代
の
乱
の
原
因
を
、

誤
り
を
改
め
な
い
ま
ま
惰
性
に
流
さ
れ
て
そ
の
政
策
を
継
承
し
て
い
る
延
長
線
上
に
見
定
め
て

い
る
事
実
は
、
ま
さ
に
「
因
循
」
に
ま
か
せ
て
旧
態
依
然
と
し
た
政
策
を
採
り
続
け
る
現
今
の

政
治
の
中
に
危
機
を
見
出
し
て
い
る
彼
の
意
識
と
、
み
ご
と
に
重
な
り
合
う
で
あ
ろ
う
。
そ
の

結
果
、
五
代
・
十
国
が
中
華
の
圏
外
に
胡
族
等
の
異
民
族
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
て
打
開
策
を
講

じ
ら
れ
な
い
ま
ま
乱
世
に
浮
沈
し
た
よ
う
に
、
遼
・
金
等
の
異
民
族
に
苦
し
む
宋
王
朝
の
現
在

が
、
旧
態
依
然
と
し
た
政
策
を
踏
襲
し
た
ま
ま
何
ら
功
を
奏
す
る
こ
と
な
く
浮
沈
す
る
構
図

で
、
欧
陽
脩
に
は
危
惧
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
欧
陽
脩
に
お
い
て
は
、
五
代
の
乱

世
は
、
現
今
の
宋
王
朝
に
対
す
る
鑑
戒
で
あ
り
、
乱
世
の
再
来
を
予
防
す
る
警
鐘
で
あ
ら
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

結
語

欧
陽
脩
の
春
秋
学
に
話
を
戻
す
こ
と
に
す
る
。

か
つ
て
指
摘
し
た
よ
う
に
、欧
陽
脩
は
先
輩
の
孫
復
の
春
秋
学
を
継
承
す
る
こ
と
で『
春
秋
』

に
対
す
る
理
解
を
開
い
た
者
で
あ
る

（
９
）

。
そ
の
関
係
を
宋
の
李
薦
は
「
文
忠
公
学
春
秋
于
胡
�
・

孫
復
」（『
師
友
談
記
』）
と
ま
で
言
い
切
る

（
１０
）

が
、「
如
脩
之
愚
、
少
無
師
伝
而
学
出
己
見
」（「
回

丁
判
官
書
」『
全
集
』
巻
六
十
八
）
こ
と
を
述
べ
る
欧
陽
脩
に
照
合
す
れ
ば
、
互
い
の
間
に
師

弟
関
係
が
認
め
ら
れ
な
い
の
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
師
弟
と
み
ま
が
う
ば
か
り

の
孫
復
へ
寄
せ
る
私
淑
の
念
が
欧
陽
脩
に
存
す
る
の
も
事
実
で
、
欧
陽
脩
の
春
秋
学
は
孫
復
に

胚
胎
し
、
そ
の
性
格
は
孫
復
と
等
質
で
あ
る
こ
と
は
承
認
さ
れ
て
よ
い
。
そ
う
し
た
関
係
が
予

想
さ
れ
る
両
者
の
春
秋
学
の
関
係
で
あ
り
な
が
ら
、欧
陽
脩
の
春
秋
学
は
何
故
に『
新
五
代
史
』

の
著
成
へ
と
結
実
し
、
そ
こ
に
―
尊
王
の
理
念
よ
り
も
―
君
主
に
殉
ず
べ
き
臣
下
の
道
義
を

模
索
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。
最
後
に
こ
の
点
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
る
こ
と
と
し
た

い
。い

っ
た
い
、
孫
復
が
『
春
秋
』
中
に
認
め
た
孔
子
の
理
念
は
、「
天
子
至
尊
。
非
諸
侯
可
得

伉
（
天
子
の
地
位
は
至
っ
て
尊
く
、
諸
侯
が
対
抗
し
え
る
も
の
で
は
な
い
）」（『
春
秋
尊
王
発

微
』
僖
公
三
十
年
「
冬
、
公
子
遂
如
京
師
、
遂
如
晋
」）・「
天
子
至
尊
。
故
所
至
称
居
。
与
諸

侯
異
（
天
子
は
至
っ
て
尊
い
。
だ
か
ら
至
っ
た
所
で
は
『
居
る
』
と
称
す
る
。
諸
侯
と
は
異
な

る
の
で
あ
る
）」（
同
上
、
僖
公
二
十
四
年
「
冬
、
天
王
出
居
于
鄭
」）
と
の
尊
王
思
想
で
あ
っ

た
。
周
は
名
目
上
、
天
子
と
し
て
の
絶
対
的
な
地
位
を
有
す
る
者
で
あ
っ
た
が
、
当
時
の
周
は

そ
れ
が
か
な
わ
ぬ
ほ
ど
の
衰
退
を
示
し
て
い
た
こ
と
が
中
国
か
ら
道
義
を
失
わ
さ
せ
、
そ
れ
が

天
下
に
秩
序
の
攪
乱
と
夷
狄
の
侵
掠
を
も
た
ら
し
た
と
の
認
識
が
、
孫
復
を
し
て
孔
子
の
『
春

秋
』に
託
し
た
理
念
が
尊
王
意
識
に
基
づ
く
秩
序
の
回
復
で
あ
る
こ
と
を
思
わ
せ
て
、『
春
秋
』

中
に
天
子
の
絶
対
と
そ
の
尊
厳
を
様
々
な
形
で
模
索
さ
せ
た
の
で
あ
る

（
１１
）

。
そ
し
て
、
そ
う
し
た

孫
復
の
春
秋
学
の
特
質
は
、
当
時
の
宋
王
朝
が
不
足
し
て
い
た
皇
帝
権
力
の
不
足
を
補
う
意
識

と
共
通
の
も
の
で
、
宋
朝
が
そ
の
確
立
を
急
い
だ
大
義
名
分
論
に
基
づ
く
皇
帝
権
力
と
み
ご
と

に
重
な
り
、
時
代
の
要
請
に
応
え
る
素
地
を
有
し
た
の
で
あ
る
。

欧
陽
脩
の
『
新
五
代
史
』
を
こ
う
し
た
孫
復
の
『
春
秋
』
解
釈
に
比
較
す
れ
ば
、
欧
陽
脩
が

視
座
に
し
た
の
は
乱
の
原
因
と
な
っ
た
臣
道
の
喪
失
で
、
孫
復
が
天
子
の
権
威
を
確
立
す
る
方

向
で
議
論
し
た
の
と
は
逆
方
向
を
た
ど
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
だ
け
に
、
欧
陽

脩
に
と
っ
て
乱
世
と
は
臣
下
た
る
者
の
精
神
の
問
題
と
も
意
識
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
け
れ
ど

も
、
欧
陽
脩
の
指
摘
し
た
臣
道
の
喪
失
が
そ
れ
を
補
い
修
復
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
健
全
化
す
る

皇
帝
権
力
を
見
据
え
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
も
や
は
り
当
時
の
社
会
が
求
め
て
い
た
も
の

で
、
欧
陽
脩
の
主
張
も
孫
復
の
春
秋
学
に
沿
っ
た
も
の
と
な
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
、
欧
陽
脩
に

お
け
る
臣
道
の
完
遂
の
主
張
、
し
か
も
そ
れ
は
自
己
の
生
命
を
代
償
と
す
る
ほ
ど
に
君
主
や
国

に
対
し
て
は
献
身
的
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
求
め
る
と
き
に
、
私
は
そ
れ
も
ま
た
―

直
截
的
に
は
―
孫
復
の
春
秋
学＝

臣
道
観
に
由
来
し
て
い
る
こ
と
が
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

『
新
五
代
史
』「
梁
家
人
伝
第
一
」
に

春
秋
之
法
、
君
弑
而
賊
不
討
者
、
国
之
臣
子
任
其
責
。
予
於
友
挂
之
事
、
所
以
伸
討
賊
者

之
志
也
。（『
春
秋
』
の
書
法
で
は
、
君
が
弑
殺
さ
れ
て
そ
の
賊
が
討
た
れ
な
い
で
い
る
場

合
に
は
、
国
中
の
臣
子
が
そ
の
責
め
を
受
け
る
。
私
は
友
挂
の
事
件
に
お
い
て
、
賊
を
討

つ
者
の
志
し
を
伸
ば
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。）

と
い
う
。
父
君
に
当
た
る
梁
の
太
祖
を
弑
殺
し
て
即
位
し
た
友
挂
を
太
祖
の
外
孫
の
袁
象
先
と

�
馬
都
尉
の
趙
厳
等
が
討
っ
て
、
友
挂
を
庶
人
に
廃
し
た
事
実
を
述
べ
た
後
で
、
欧
陽
脩
は
こ

の
よ
う
に
記
し
た
の
で
あ
る
。
弑
殺
さ
れ
た
君
の
讐
を
報
ず
る
こ
と
は
臣
下
に
課
せ
ら
れ
た
当

―２５５―
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為
で
あ
る
こ
と
は
特
に
孫
復
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
義
務
の
強
さ
は
、
そ

の
報
復
が
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
す
ぐ
さ
ま
な
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、

称
人
以
殺
、
討
賊
乱
也
。
其
言
于
濮
者
、
威
公
被
殺
至
此
八
月
。
悪
衛
臣
子
、
緩
不
討
賊
、

俾
州
出
入
自
恣
也
。〔「（
衛
）
人
」
と
称
し
て
（
州
吁
を
）
殺
す
の
は
、
賊
が
国
を
乱
し

た
の
を
征
討
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
「
濮
に
」
と
い
う
の
は
、（
こ
の
年
の
二
月
に
衛
の
）

威
公
（＝
桓
公
）
が
殺
さ
れ
て
こ
こ
に
至
る
ま
で
に
八
箇
月
を
経
て
い
る
。
衛
の
臣
子
が

怠
慢
で
す
ぐ
に
主
君
を
弑
し
た
賊
を
討
つ
こ
と
を
せ
ず
、
賊
の
州
吁
に
好
き
勝
手
に
衛
の

国
に
出
入
り
さ
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
疾
ん
だ
の
で
あ
る
。
濮
は
衛
の
地
で
あ
る
。〕

（『
春
秋
尊
王
発
微
』
隠
公
四
年
「
九
月
、
衛
人
殺
州
吁
于
濮
」）

の
ご
と
く
そ
れ
が
臣
子
の
怠
慢
と
し
て
責
め
ら
れ
る
ほ
ど
で
あ
り
、
報
復
の
範
囲
も
弑
殺
者
本

人
に
止
ま
ら
ず
そ
の
国
の
全
て
の
民
衆
に
及
ん
で
も
よ
い
と
す
る
ほ
ど
に
激
烈
で
あ
り
、
そ
の

過
激
さ
は
さ
す
が
に
南
宋
の
道
学
者
胡
安
国
を
し
て

称
国
以
弑
者
、
当
国
大
臣
之
罪
也
。
孫
復
以
為
、
挙
国
之
衆
皆
可
誅
、
非
矣
。
三
晋
有
国
、

半
天
下
。
若
皆
可
誅
、
刀
鋸
不
亦
濫
乎
。
穎
川
常
秩
曰
、
孫
復
之
於
春
秋
、
動
輒
有
罪
。

蓋
商
鞅
之
法
耳
。
棄
灰
於
道
者
有
誅
。
歩
過
六
尺
者
有
罪
。
其
不
即
人
心
遠
矣
。
王
回
以

是
尚
秩
。
此
善
議
復
者
。〔
国
を
称
し
て
弑
す
る
の
は
、
そ
れ
が
国
政
を
担
当
す
る
大
臣

の
罪
で
あ
る
場
合
で
あ
る
。
孫
復
は「
国
中
の
人
を
挙
っ
て
誅
す
る
こ
と
が
で
き
る
」（『
春

秋
尊
王
発
微
』）
と
解
釈
す
る
が
、
間
違
い
で
あ
る
。
三
晋
が
国
を
所
有
す
る
地
域
は
天

下
の
半
分
に
も
匹
敵
す
る
。
も
し
皆
を
誅
す
る
事
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
刑
戮

す
る
様
が
な
ん
と
乱
れ
る
こ
と
に
な
る
で
は
な
い
か
。
頴
川
の
常
秩
が
い
う
。「
孫
復
の

『
春
秋
』
に
対
す
る
解
釈
は
や
や
も
す
る
と
有
罪
と
み
な
そ
う
と
す
る
。
思
う
に
商
鞅
の

法
で
あ
る
。
灰
を
道
路
に
棄
て
た
者
に
は
誅
罰
が
あ
る
、
道
路
を
歩
い
て
六
尺
ほ
ど
外
れ

た
者
に
は
誅
罰
が
あ
る
、
と
い
う
体
の
も
の
で
、
人
心
か
ら
遠
く
掛
け
離
れ
た
解
釈
で
あ

る
」
と
い
う
。
王
回
は
こ
の
こ
と
か
ら
常
秩
の
解
釈
を
尊
ん
だ
。
こ
の
説
は
孫
復
の
説
を

み
ご
と
に
議
論
し
た
も
の
で
あ
る
。〕（『
春
秋
胡
氏
伝
』
定
公
十
三
年
「
薛
弑
其
君
比
」）

と
い
わ
し
め
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
孫
復
に
お
い
て
は
、
君
主
を
弑
殺
さ
れ
た
臣
下
に
対
し
て

は
報
復
の
義
務
が
増
幅
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
影
響
の
一
端
が
、
欧
陽

脩
に
は
『
春
秋
』
に
お
け
る
孔
父
ら
三
人
の
死
節
の
臣
下
や
五
代
の
乱
世
に
お
け
る
腹
背
の
臣

下
の
発
見
を
通
じ
て
、
君
主
に
殉
ず
べ
き
臣
下
の
道
義
の
提
言
へ
と
結
実
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、臣
下
の
道
義
を
視
座
に
し
て
更
に
そ
の
系
譜
を
遡
及
す
る
と
唐
代
の
啖
助
の『
春
秋
』

説
「
忠
道
原
情
説
」
に
逢
着
す
る
こ
と
に
な
る

（
１２
）

。
そ
の
啖
助
の
「
忠
道
原
情
説
」
は
彼
の
弟
子

陸
淳
の
『
春
秋
啖
趙
集
伝
纂
例
』『
春
秋
集
伝
弁
疑
』『
春
秋
微
旨
』
の
三
著
を
通
じ
て
宋
初
の

段
階
で
は
広
く
知
れ
わ
た
っ
て
い
た

（
１３
）

。
そ
れ
故
に
、『
宋
史
』
儒
林
伝
に
は
「
孫
復
…
学
春
秋
、

著
尊
王
発
微
十
二
篇
、
大
約
本
於
陸
淳
、
而
増
新
意
」
と
記
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
す
れ

ば
、
欧
陽
脩
の
死
節
の
臣
の
発
見
と
そ
の
顕
彰
、
さ
ら
に
は
そ
う
し
た
生
き
様
を
臣
道
と
し
て

提
言
し
た
営
み
は
、
畢
竟
唐
の
啖
助
か
ら
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
出
て
く
る
の
で
あ
る

が
、
そ
の
よ
う
に
捉
え
る
の
は
果
た
し
て
ゆ
き
す
き
で
あ
ろ
う
か
。

注

（
１
）
拙
稿
「
欧
陽
脩
の
春
秋
学
―
人
情
に
よ
る
『
春
秋
』
解
―
」「
鳴
門
教
育
大
学
研
究

紀
要
（
人
文
社
会
科
学
編
）」
第
十
八
巻
、
二
〇
〇
三
年
三
月
、
参
考
。

（
２
）
本
稿
に
お
い
て
は
『
欧
陽
脩
全
集
』
中
華
書
局
、
二
〇
〇
一
年
、
を
底
本
と
し
て
使
用

す
る
。

（
３
）
例
え
ば
、
岸
田
知
子
「『
新
五
代
史
』
と
『
五
代
春
秋
』
の
書
法
」「
高
野
山
大
学
論
集
」

第
三
十
二
巻
、
一
九
九
七
年
、
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
他
、『
新
五
代
史
』

と
『
春
秋
』
と
の
関
係
を
考
察
し
た
も
の
は
比
較
的
多
く
、
最
近
の
も
の
に
限
っ
て
も
以

下
の
よ
う
な
論
考
が
存
す
る
。
芝
木
邦
夫
「
欧
陽
脩
の
史
学
」『
加
賀
博
士
退
官
記
念
中

国
文
史
哲
学
論
集
』
講
談
社
、
一
九
七
七
年
…
…
林
文
孝
「
欧
陽
脩
の
正
統
論
と
歴
史
叙

述
」「
中
国
―
社
会
と
文
化
」
第
十
八
号
、
二
〇
〇
三
年
六
月
・
林
瑞
翰
「
欧
陽
脩
五
代

史
記
之
研
究
」「
国
立
台
湾
大
学
文
史
哲
学
報
」
二
十
三
、
一
九
七
四
年
・
王
天
順
「
欧

陽
脩
的
《
五
代
史
記
》
和
他
的
�
春
秋
学
�」「
南
開
史
学
」
一
九
八
四
年
一
期
・
賈
貴
栄

「《
春
秋
経
》
与
北
宋
史
学
」「
中
国
史
研
究
」
一
九
九
〇
年
一
期
等
。

（
４
）
中
華
書
局
刊
『
新
五
代
史
』
一
九
七
四
年
の
「
出
版
説
明
」
で
は
欧
陽
脩
が
尹
師
魯
や

梅
聖
兪
に
宛
て
た
手
紙
か
ら
見
て
、
そ
の
編
撰
時
期
は
景
祐
三
年
（
一
〇
三
六
年
）
か
ら

皇
祐
五
年
（
一
〇
五
三
年
）
で
あ
ろ
う
と
い
い
、
石
田
肇
「
新
五
代
史
撰
述
の
経
緯
」（「
東

洋
文
化
」
無
窮
会
、
復
刊
四
二
―
四
三
号
）
も
ほ
ぼ
同
解
で
あ
る
。

（
５
）
胡
安
国
の
春
秋
学
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
胡
安
国
の
春
秋
学
」（
未
刊
）
に
記
し
て
い

る
。

（
６
）
拙
稿
注
（
一
）
論
文
参
照
。

（
７
）
欧
陽
脩
に
は
『
春
秋
』
に
対
す
る
注
釈
が
な
い
か
ら
、
当
時
の
『
春
秋
』
の
平
均
的
な

解
釈
で
あ
る
劉
敞
の
説
を
こ
こ
で
は
見
て
お
く
。
た
だ
し
、
桓
公
二
年
の
「
春
、
王
正
月

戊
申
、
宋
督
弑
其
君
与
夷
、
及
其
大
夫
孔
父
」
で
は
『
左
氏
』
説
、
荘
公
十
二
年
の
「
秋
、

八
月
甲
午
、
万
弑
其
君
捷
、
及
其
大
夫
仇
牧
」
で
は
『
公
羊
』
説
、
僖
公
十
年
の
「
晋
里

―２５６―



克
弑
其
君
卓
、
及
其
大
夫
荀
息
」
で
は
『
公
羊
』
説
が
援
用
さ
れ
て
い
る
。

（
８
）
黄
進
徳
『
欧
陽
脩
評
伝
』
南
京
大
学
出
版
社
、
一
九
九
八
年
十
月
、
三
〇
八
〜
九
頁
参

照
。

（
９
）
拙
稿
注
（
一
）
論
文
。

（
１０
）
引
用
は
王
天
順
氏
の
注
（
３
）
の
論
文
に
よ
る
。
た
だ
し
、
李
薦
の
こ
の
文
章
は
、
私

に
は
『
師
友
談
記
』
の
中
に
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
こ
と
を
断
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
１１
）
拙
稿
「
孫
復
の
春
秋
学
と
そ
の
尊
王
思
想
」「
中
国
哲
学
」
第
三
十
二
号
、
平
成
十
六

年
三
月
、
参
照
。

（
１２
）
拙
稿
「
唐
代
の
儒
教
と
啖
助
・
趙
匡
・
陸
淳
の
春
秋
学
―
序
説
―
」『
啖
助
・
趙
匡
・

陸
淳
を
中
心
と
す
る
唐
代
春
秋
学
の
基
礎
的
研
究
（
第
一
分
冊
）』
平
成
八
〜
十
年
度
科

学
研
究
補
助
金
（
基
盤
研
究
Ｃ
）
研
究
成
果
報
告
書
、
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
１３
）
拙
稿
「
陸
淳
か
ら
北
宋
春
秋
学
へ
―
唐
宋
春
秋
学
の
系
譜
―
」「
東
洋
古
典
学
研
究
」

第
十
二
集
、
二
〇
〇
一
年
十
月
、
参
照
。

在２００３年３月発表的〈欧陽脩的春秋学─根据人情的《春秋》解釈─〉之一論中、我分析了欧陽脩対《春秋》的解

釈的特点是根据人情的解釈。所謂根据人情的解釈、意指以普通人都有具有推測《春秋》里所反映的孔子的理想的判断

能力為依据、来対《春秋》一書作解釈。這也是欧陽脩解釈《春秋》的特点之一。

在本篇論文里、我将在継承上一篇論文中提出的看法的基礎、討論欧陽脩在《新五代史》里所発揮的春秋学的特点、

同時考察《新五代史》対其他的歴史書的影響。

至今為止、対《新五代史》的研究、多数以《新五代史》本紀裡所見的辞例為中心。但是、在我看来、欧陽脩在《新

五代史》所発揮之春秋学的特点、与其是本紀里所見的辞例、寧可是列伝里所見的臣下忠道精神。例如“死節伝”所写

的王彦章・張源徳的故事上所見的忠義心等。按照我的看法、欧陽脩対《新五代史》的創意是着眼于五代時的臣僚所有

的忠義心如何、而从這儿尋找値得為現代的鑑戒的精神。欧陽脩的這様意図、毫無疑問是从他的春秋学之所産生的。

欧陽脩《新五代史》的春秋学

齋 木 哲 郎
―２５７―
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