
『史
記
』
子
貢
遊
説
説
話
の
成
立
に
つ
い
て

嘉

瀬

達

男

一

序

言

①

孔
門
の
弟
子
子
貢
は
孔
門
十
哲
の
一
人
で
あ
る
｡
言
語
に
秀
で
る
と
さ
れ
'
外
交
家
'
貨
殖
家
と
し
て
も
多
-
論
じ
ら
れ
て
き
た
｡
そ

の
名
は

『論
語
』
『左
停
』
の
外
に
､
『穫
記
』
『大
戴
薩
』
『韓
詩
外
債
』
や
'
『孟
子
』
『墨
子
』
『荘
子
』
『萄
子
』
『韓
非
子
』
'
更
に
は

『史
記
』
『漢
書
』
な
ど
先
秦
南
濃
の
書
物
の
多
-
に
見
え
る
｡
し
か
し
な
が
ら
従
来
の
子
貢
研
究
で
は
'
『論
語
』
『左
俸
』
以
外
の
記

②

事
に
つ
い
て
へ
殆
ど
言
及
さ
れ
て
い
な
い
｡

そ
れ
は

『論
語
』
『左
俸
』
以
外
の
記
事
が
'
子
貢
を
論
じ
る
資
料
と
し
て
の
信
悪
性
に
鉄

③

け
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
ら
し
い
｡

だ
が
今
後
'
子
貢
の
俸
記

･
思
想
研
究
を
更
に
進
め
る
た
め
に
は
'
『論
語
』
『左
侍
』
以
外
の
書

物
に
見
え
る
子
貢
記
事
も
検
討
の
封
象
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
も
ち
ろ
ん
慎
重
に
考
葦
を
重
ね
'
十
分
に
吟
味
す
る
必
要
は
あ
る
｡
慣
重

な
吟
味
を
行
な
い
'
そ
れ
ぞ
れ
の
資
料
が
も
つ
意
味
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
が
'
子
貢
の
倖
記

･
思
想
の
研
究
を
新
た
な
段
階
へ
進

め
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
｡

小
論
で
は

『論
語
』
『左
停
』
以
外
に
種
々
あ
る
記
事
の
中
で
も
'
『史
記
』
仲
尼
弟
子
列
博
に
見
え
る
子
貢
が
諸
園
に
遊
説
す
る
記
事

を
取
り
上
げ
検
討
を
加
え
た
い
｡
こ
の
記
事
は
､
子
貢
が
斉
の
侵
略
か
ら
魯
を
救
う
た
め
に
斉

･
呉

･
越

･
晋
の
四
箇
園
に
遊
説
L
t
斉

と
呉
､
呉
と
晋
'
呉
と
越
を
次
々
に
戦
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
小
国
魯
を
守
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
｡

F史
記
』
子
貢
遊
説
説
話
の
成
立
に
つ
い
て



三
〇

こ
の
子
貢
遊
説
の
記
事
は
史
賓
と
の
矛
盾
が
多
-
'
『史
記
』
の
許
樺
者
か
ら
は
戦
国
遊
説
家
の
妄
説
､
後
人
の
携
人
と
非
難
さ
れ
て

④

き
た

｡

例
え
ば
梁
玉
純

『史
記
志
疑
』
は
十
二
も
の
疑
義
を
提
示
し

｢即
ち
其
の
言
ふ
所
は
､
了
に

一
賓
無
し
｣
と
結
言
L
t
｢妄
談
｣

⑤

と
ま
で
言
う

｡

し
か
し
史
賓
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
記
事
で
あ
る
か
ら

｢妄
談
｣
と
断
言
す
る
見
方
は
'

一
面
的
で
あ
る
し
速
断
に
過
ぎ

る
o
そ
れ
に
野
し
て
高
橋
均

｢伸
尼
弟
子
列
侍
に
つ
い
て
｣
(｢東
京
教
育
大
撃
文
学
部
紀
要
･
国
文
学
漢
文
学
論
叢
｣
第
l
五
輯
t
I
九
七
〇
)

は

『史
記
』
子
貢
遊
説
記
事
に
閲
し
､
｢
や
や
大
臆
な
想
定
を
す
れ
ば
'
周
公
の
後
で
は
あ
る
が
弱
小
園
で
あ
っ
た
魯
園
を
守
る
英
雄
を

⑥

孔
子
の
弟
子
の
中
か
ら
見
つ
け
よ
う
と
し
'

1
万
で
韓
非
子
や
説
苑
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
済
説
家
的
側
面
を
も
っ
た
人
物
を
さ
が
し
出
し

て
き
て
合
成
す
る
と
､
史
記
の
侍
に
近
い
も
の
が
出
来
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｣
と
説
か
れ
る
｡
高
橋
氏
の

｢想
定
｣
は
子
貢
の

｢遊
説

家
的
側
面
｣
に
着
目
し
た
卓
論
で
あ
る
｡
し
か
し

『史
記
』
仲
尼
弟
子
列
俸
全
膿
を
論
じ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
論
文
で
あ
る
た
め
か
'

残
念
な
が
ら
子
貢
遊
説
記
事
に
封
す
る
検
討
が
十
分
に
は
蓋
-
さ
れ
な
か
っ
た
｡
そ
こ
で
小
論
は
高
橋
氏
の

｢想
定
｣
に
導
か
れ
つ
つ
も
へ

こ
の
遊
説
記
事
に
封
し
て
今
少
し
詳
細
な
検
討
を
試
み
た
い
と
思
う
｡
そ
し
て

『史
記
』
子
貢
遊
説
記
事
が
史
賓
と
矛
盾
す
る
こ
と
を
妄

談
と
批
判
し
､
挽
人
と
切
-
捨
て
る
の
で
は
な
-
'
史
賓
と
矛
盾
す
る
よ
う
な
記
事
が
如
何
に
し
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
の
か
'
ま
た
作
り

上
げ
ら
れ
た
記
事
は
如
何
な
る
意
味
を
も
つ
の
か
を
改
め
て
考
え
て
み
た
い
｡

二

『史
記
』
子
貢
遊
説
記
事
の
検
討

ま
ず

『史
記
』
子
貢
遊
説
記
事
と
は
ど
の
よ
う
な
文
章
で
あ
る
の
か
を
見
て
み
よ
う
｡
こ
の
記
事
は
先
述
し
た
通
り
'
子
貢
が
魯
の
危

機
を
救
う
た
め
に
斉

･
呉

･
越

･
晋
の
四
箇
園
に
遊
説
し
､
魯
を
守
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡
子
貢
の
魯
を
守
る
た
め
の
行
動
は
､
全
て

哀
公
期
の
こ
と
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
の
で
'
『春
秋
』
及
び

『左
俸
』
で
確
認
で
き
る
事
件
も
多
い
｡
そ
こ
で

『史
記
』
子
貢
遊
説

記
事
に
見
え
る
事
件
を

『春
秋
』
や

『左
俸
』
等
と
野
比
し
検
討
を
試
み
た
い
｡
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

『史
記
』
子
貢
遊
説
記
事
の

ど
の
部
分
が
他
書
に
確
認
で
き
'
ど
の
部
分
が
他
書
で
は
確
認
で
き
な
い
の
か
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
他
書
に
確
認
で
き



な
い
作
為
さ
れ
た
部
分
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
こ
の
記
事
が
如
何
に
し
て
作
-
上
げ
ら
れ
た
の
か
を
考
え
て
行
き
た
い
｡

⑦

以
下
に

『史
記
』
子
貢
遊
説
記
事
の
書
き
下
し
文
を
八
段
に
分
け
て
示
し

､

子
貢
遊
説
記
事
の
内
容
を
確
認
で
き
る

『春
秋
』
や

『左

停
』
な
ど
の
資
料
と
野
比
し
検
討
す
る
｡

⑧

ま
ず
は
記
事
の
費
端
と
な
る
第

一
段

と

､
子
貢
が
斉
へ
と
赴
-
第
二
段
を
見
て
み
た
い
｡

1

〔
蓉
端
〕

田
常
乱
を
斉
に
作
さ
ん
と
欲
す
る
も
'
高

･
園

･
飽

･
曇
を
憧
る
｡
故
に
其
の
兵
を
移
し
以
て
魯
を
伐
た
ん
と
欲
す
｡
孔
子
之
れ
を

聞
き
､
門
弟
子
に
謂
ひ
て
日
-

｢夫
れ
魯
は
'
墳
墓
の
慮
る
所
'
父
母
の
囲
な
り
.
園
の
危
ふ
き
こ
と
此
の
如
き
に
'
二
三
子
何
為

れ
ぞ
出
づ
る
こ
と
莫
き
か
｣
と
｡
子
踏
出
づ
る
LJ
と
を
請
ふ
も
'
孔
子
之
れ
を
止
む
｡
子
張

･
子
石
行
-
こ
と
を
講
ふ
も
,
孔
子
許

さ
ず
｡
子
貢
行
-
こ
と
を
請
ふ
に
､
孔
子
之
れ
を
許
す
｡

2

〔
子
貢
､
斉
の
田
常
に
記
-
〕

蓮
に
行
き
'
斉
に
至
り
'
田
常
に
説
き
て
日
-

｢君
の
魯
を
伐
た
ん
と
す
る
は
過
て
-
｡
夫
れ
魯
は
伐
ち
難
き
の
囲
な
り
｡
其
の
城

⑨

は
薄
-
し
て
以
て
卑
-
､
其
の
池
は
狭
-
し
て
以
て
洩
-

'

其
の
君
は
愚
に
し
て
不
仁
､
大
臣
は
債
に
し
て
無
用
'
其
の
士
民
も
又

た
甲
兵
の
事
を
悪
む
｡
此
れ
輿
に
は
戟
ふ
べ
か
ら
ず
｡
君
'
呉
を
伐
つ
に
如
か
ず
｡
夫
れ
呉
は
'
城
高
-
し
て
以
て
厚
-
'
池
は
贋

⑲

-
し
て
以
て
深
-

'

甲
は
堅
-
し
て
以
て
新
し
-
'
士
は
選
ば
れ
て
以
て
飽
き
'
重
器
精
兵
'
蓋
-
其
の
中
に
在
り
｡
又
た
明
大
夫

を
し
て
之
れ
を
守
ら
し
む
｡＼
此
れ
伐
ち
易
き
な
り
｣
と
｡
田
常
忽
然
と
色
を
作
し
て
日
-

｢子
の
難
し
と
す
る
所
は
､
人
の
易
し
と

す
る
所
､
子
の
易
し
と
す
る
所
は
､
人
の
難
し
と
す
る
所
な
り
｡
而
る
に
以
て
常
に
敦
ふ
る
は
何
ぞ
や
｣
と
｡
子
貫
目
-

｢臣
之
れ

を
聞
-
.
憂
ひ
の
内
に
在
る
者
は
彊
き
を
攻
め
'
憂
ひ
の
外
に
在
る
者
は
弱
き
を
攻
む
t
と
.
今
君
の
憂
ひ
は
内
に
在
り
0
吾
聞
く
､

君
の
二
元
び
封
ぜ
ら
れ
て
三
た
び
成
ら
ざ
る
は
､
大
臣
穂
か
ざ
る
者
有
れ
ば
な
-
'
と
｡
今
君
魯
を
破
り
て
以
て
斉
を
虞
む
る
は
､

戦
ひ
勝
ち
て
以
て
圭
を
騎
ら
せ
､
園
を
破
-
て
以
て
臣
を
尊
-
し
て
'
君
の
功
蔦
れ
に
輿
か
ら
ず
｡
則
ち
交
は
り
日
に
圭
に
疏
か
ら

『史
記
｣
子
貢
遊
説
説
話
の
成
立
に
つ
い
て

三
一



三
二

ん
｡
是
れ
君
'
上
は
圭
の
心
を
蘇
ら
せ
､
下
は
肇
臣
を
恋
に
L
t
以
て
大
事
を
成
す
を
求
む
る
は
難
し
｡
夫
れ
上
腐
れ
ば
則
ち
恋
に

し
'
臣
蘇
れ
ば
則
ち
争
ふ
｡
是
れ
君
､
上
は
主
と
郁
有
-
'
下
は
大
臣
と
交
M
争
ふ
な
り
｡
此
の
如
-
ん
ば
､
則
ち
君
の
斉
に
立
つ

こ
と
危
ふ
か
ら
ん
｡
故
に
日
く
'
呉
を
伐
つ
に
如
か
ず
t
と
｡
呉
を
伐
ち
て
勝
た
ず
ん
ば
'
民
人
外
に
死
し
'
大
臣
内
に
空
し
か
ら

ん
｡
是
れ
君
へ
上
に
彊
臣
の
敵
無
-
､
下
に
民
人
の
過
無
-
'
圭
を
孤
に
し
斉
を
制
す
る
者
は
唯
だ
君
の
み
な
り
｣
と
｡
田
常
日
-

す
で

｢善
し
｡
然
り
と
雄
も
'
吾
が
兵
､
業

に

己
に
魯
に
加
へ
た
り
｡
去
り
て
呉
に
之
か
ば
､
大
臣
我
を
疑
は
ん
｡
奈
何
せ
ん
｣
と
｡
子

貫
目
-

｢君
兵
を
按
じ
伐
つ
無
か
れ
｡
臣
請
ふ
'
往
き
て
呉
王
に
使
ひ
し
'
之
れ
を
し
て
魯
を
救
ひ
て
斉
を
伐
た
し
め
ん
｡
君
因
り

て
兵
を
以
て
之
れ
を
迎
へ
よ
｣
と
｡
田
常
之
れ
を
許
し
､
子
貢
を
し
て
南
の
か
た
呉
王
に
見
え
し
む
｡

子
貢
遊
説
記
事
は
斉
の
大
夫
田
常

(陳
恒

･
田
成
子
)
が
斉
で
振
乱
を
起
こ
そ
う
と
し
た
こ
と
か
ら
始
ま
る
｡
し
か
し
田
常
は
昔
時
斉
で

権
勢
の
あ
っ
た
高
氏

･
固
氏

･
飽
氏

･
貴
氏
を
慣
り
'
賓
で
叛
乱
を
起
こ
す
の
を
や
め
魯
に
兵
を
向
け
よ
う
と
す
る
｡
そ
れ
を
耳
に
し
た

′

孔
子
は
'
墳
墓
が
あ
る
父
母
の
園
を
守
る
た
め
に
弟
子
の
決
起
を
促
す
｡
子
路

･
子
張

･
子
石
が
名
乗
-
を
あ
げ
る
が
､
孔
子
は
許
さ
ず
､

子
貢
に
の
み
斉
へ
赴
-
こ
と
を
許
諾
す
る
｡

孔
子
の
許
可
を
得
た
子
貢
は
第
二
段
で
斉
に
赴
き
'
田
常
に

｢魯
を
伐
っ
て
も
功
に
な
ら
な
い
が
'
呉
を
伐
て
ば
田
常
が
斉
の
賓
権
を

握
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
｣
と
巧
み
に
呉
討
伐
を
勧
め
る
｡
日
常
は
賛
意
を
示
す
が

｢兵
は
既
に
魯
に
向
い
て
い
る
｣
と
討
伐
の
無
理
を

訴
え
る
｡
そ
れ
に
射
し
て
子
貢
は

｢
田
常
が
兵
を
押
し
止
め
て
い
て
-
れ
れ
ば
'
呉
が
斉
を
攻
撃
す
る
よ
う
仕
向
け
ま
し
ょ
う

(呉
が
斉

を
攻
撃
し
て
-
れ
ば
､
斉
の
兵
が
魯
に
向
い
て
い
で
も
呉
を
討
伐
す
る
理
由
が
で
き
る
)｣
と
言
い
'
田
常
の
許
し
を
得
て
呉
に
向
か
う
｡

初
め
に
子
貢
は

｢乱
を
斉
に
作
さ
ん
と
欲
し
た
｣
大
夫
田
常
に
説
い
た
と
子
貢
遊
説
記
事
に
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
子
貢
と
田
常
と
の
野

面
は
'
『左
停
』
哀
公
十
五
年
の
次
の
修
に
の
み
見
え
る
｡

哀
公
十
五

(前
四
八
〇
)
年
･･冬
'
斉
と
平
ら
ぐ
.
子
服
景
伯
'
斉
に
如
き
'
子
頚
'
介
為
り
･･･-
陳
成
子
､
客
に
舘
し
て
日
-
'

寡
君
'
伍
を
し
て
告
げ
し
め
て
日
-
､
寡
君
､
願
は
-
は
君
に
事
ふ
る
こ
と
衛
君
に
事
ふ
る
が
如
-
せ
ん
t
と
｡
景
伯
'
子
童
を
揖





三
四

孔
子
の
心
情
で
あ
る
｡
孔
子
は
田
常
の
事
件
を
知
り
'
不
可
能
と
解
っ
て
い
な
が
ら
斉
を
伐
つ
べ
き
こ
と
を
魯
の
哀
公
に
進
言
し
て
い
る
｡

田
常
が
主
君
簡
公
を
拭
し
た
と
聞
き
'
孔
子
は
行
動
を
起
こ
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
｡
孔
子
は

｢吾
､
大
夫
の
後
に
従
へ
る
を
以
て
､

故
に
敢
へ
て
言
は
ず
ん
ば
あ
ら
ず
｣
と
言
い
詩
す
る
か
の
よ
う
に
嘆
-
｡
こ
の
孔
子
の
嘆
き
は
､
『史
記
』
子
貢
遊
説
記
事
の
費
端
で
田

常
が
魯
を
攻
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
を
知
-

｢園
の
危
ふ
き
こ
と
此
の
如
き
に
､
二
三
子
何
為
れ
ぞ
出
づ
る
こ
と
莫
き
か
｣
と
弟
子
達
に

決
起
を
促
し
た
心
情
と
通
じ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
『左
俸
』
は
斉
討
伐
を
主
張
し
､
『史
記
』
は
斉
の
攻
撃
よ
-
魯
を
守
る
こ
と
を

求
め
る
と
い
う
具
合
に
孔
子
の
要
求
は
異
な
る
｡
し
か
し
田
常
の
乱
に
野
し
て
斉
を
押
さ
え
'
魯
を
救
い
た
い
と
願
っ
て
行
動
し
た
孔
子

⑫

の
心
情
は
､
間
違
い
な
-
共
通
し
て
い
る

｡

更
に
田
常
の
乱
に
封
し
て
斉
を
押
さ
え
魯
を
救
う
た
め
に
､
『史
記
』
子
貢
遊
説
記
事
で
子
貢
が
選
ば
れ
た
理
由
を
考
え
て
み
よ
う
｡

『史
記
』
子
貢
遊
説
記
事
で
は
斉
を
押
さ
え
魯
を
救
う
た
め
に
､
武
力
で
は
な
-
子
貢
の
韓
舌
が
用
い
ら
れ
て
い
る
｡
子
貢
の
稗
舌
に
関

し
て

『左
停
』
は
､
子
貢
が
言
葉
巧
み
に
外
交
交
渉
を
進
め
た
様
を
幾
候
か
記
し
て
い
る
｡
例
え
ば
哀
公
十
二
年
に
次
の
よ
う
な
記
事
が

あ
る
｡

<
L
IL
I

哀
公
十
二

(前
四
八
三
)
午

(夏
)
‥
公
､
呉
に
麦
皐
に
合
す
｡
呉
子
'
大
事
寮
を
し
て
盟
を

尋

め

ん
こ
と
を
講
は
し
む
｡
公
､
欲

せ
ず
｡
子
貢
を
し
て
野
へ
し
め
て
日
-
､
盟
は
信
を
周
に
す
る
所
以
な
り
｡
故
に
心
以
て
之
れ
を
制
し
'
玉
吊
以
て
之
れ
を
奉
じ
へ

言
以
て
之
れ
を
結
び
'
明
神
以
て
之
れ
を
要
す
｡
寡
君
以
烏
へ
ら
-
､
苛
-
も
盟
有
ら
ば
､
改
む
べ
か
ら
ざ
る
の
み
.
若
し
猶
は
改

あ
たた

あ
たた

む
べ
-
ん
ば
､
日
に
盟
ふ
も
何
の
益
か
あ
ら
ん
｡
今
'
吾
子
必
ず
盟
を

尋

め

ん
と
日
ふ
｡
若
し

尋

む
べ
-
ん
ば
､
亦
た
寒
か
ら
し

<
]_JL'

む
べ
き
な
-
t
と
｡
乃
ち
盟
を

辱

め

ず
｡

魯
の
哀
公
が
呉
と
嚢
皐

(安
徽
省
)
で
曾
合
し
'
呉
子
は
大
事
託
に
魯
と
以
前
の
盟
を
あ
た
た
め
直
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
､
哀
公
は
そ
れ

⑫

を
望
ま
な
か
っ
た

｡

そ
こ
で
子
貢
を
遣
わ
し
そ
の
癖
辞
に
よ
っ
て
呉
を
説
得
し
､
盟
を
あ
た
た
め
直
さ
ず
に
す
ん
だ
と
い
う
記
事
で
あ
る
｡

更
に
は
哀
公
二
七
年
に
越
王
の
使
者
に
よ
っ
て
魯
と
邪
の
境
界
を
定
め
ら
れ
た
折
'
そ
の
盟
を
不
服
に
思
っ
た
三
桓
氏
が
､
子
貢
を
そ
の



場
に
呼
ん
で
い
た
ら
'
そ
の
手
腕
に
よ
っ
て
不
満
足
な
盟
約
を
結
ば
ず
に
済
ん
だ
で
あ
ろ
う
と
後
悔
し
た
記
事
も
あ
る
｡
次
に
挙
げ
る

『左
俸
』
の
記
事
で
あ
る
｡

哀
公
二
七

(前
四
六
八
)
午
-
春
'
遊
子
､
舌
唐
を
し
て
来
聴
し
､
且
つ
邪
の
田
を
言
ひ
て
､
飴
上
に
封
ぜ
し
む
｡
二
月
'
平
陽
に

盟
す
｡
三
子
皆
従
ふ
｡
康
子
之
れ
を
病
ひ
､
言
､
子
音
に
及
ん
で
日
-
､
若
し
此
に
在
ら
ば
､
吾
'
此
に
及
ぼ
ざ
る
か
t
と
｡
武
伯

日
-
'
然
-
｡
何
ぞ
召
さ
ざ
る
t
と
.
日
-
'
固
よ
り
将
に
之
れ
を
召
さ
ん
と
す
t
と
0
文
子
日
-
'
他
日
講
ふ
念
へ
t
と
｡

こ
の
哀
公
二
七
年
の
記
事
に
は
､
も
し
子
貢
が
外
交
手
腕
を
振
る
っ
て
い
た
ら
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡
も
し
子
貢
が
外
交
手
腕
を
振
る
っ

て
い
た
ら
'
魯
は
危
機
か
ら
逃
れ
ら
れ
た
と
三
桓
氏
が
考
え
た
こ
と
を
'
『左
停
』
は
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
哀
公
十
二
･
二

七
年
の
記
事
か
ら
'
子
貢
が
辞
舌
を
ふ
る
え
ば
魯
を
救
え
る
と
考
え
て
も
不
自
然
で
は
あ
る
ま
い
｡

以
上

『史
記
』
子
貢
遊
説
記
事
第

一
二

一段
落
に
つ
い
て
､
『春
秋
』
『左
俸
』
と
比
較
し
た
結
果
を
整
理
し
て
お
こ
う
｡
初
め
に

『左

侍
』
哀
公
十
五
年
の
記
事
に
よ
っ
て
子
貢
と
田
常
の
つ
な
が
-
が
確
認
で
き
た
｡
更
に
田
常
の
乱
に
際
し
､
孔
子
は
斉
を
押
さ
え
魯
を
救

い
た
い
と
強
-
願
っ
て
い
た
こ
と
が
'
『春
秋
』
『左
俸
』
哀
公
十
四
年
の
記
事
に
見
え
た
｡
そ
し
て
子
貢
は
梓
舌
に
よ
っ
て
魯
を
外
交
危

機
よ
-
救
っ
て
お
-
'
子
貢
の
群
青
が
高
-
評
債
さ
れ
て
い
た
と

『左
侍
』
哀
公
十
二
年
や
二
七
年
の
記
事
か
ら
窺
え
た
｡
こ
れ
ら
の
記

事
を
練
合
す
る
と

『史
記
』
子
貢
遊
説
記
事
の
第

一
･
二
段
落
で
､
斉
を
乱
し
た
田
常
を
鋸
め
よ
う
と
孔
子
が
考
え
'
田
常
を
鎮
め
る
た

め
に
帝
舌
に
秀
で
た
子
貢
が
選
ば
れ
'
子
貢
が
田
常
を
説
得
す
る
と
い
う
粗
筋
が
で
き
あ
が
る
｡
『史
記
』
子
貢
遊
説
記
事
第

一
二

一段

落
の
粗
筋
は

『春
秋
』
『左
俸
』
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
成
可
能
な
の
で
あ
る
｡

し
か
し
裏
返
せ
ば
､
『史
記
』
子
貢
遊
説
記
事
第

一
二

一段
落
は
話
の
粗
筋
が

『春
秋
』
『左
俸
』
に
見
出
せ
る
の
み
で
あ
り
'
子
貢
が

『史
記
』
子
貢
遊
説
記
事
の
よ
う
に
､
孔
子
の
許
可
を
得
て
斉
に
赴
き
'
田
常
に
呉
を
攻
め
る
よ
う
説
得
し
た
と
い
う
こ
と
は
'
全
-
梶

認
で
き
な
い
の
で
あ
る
｡
他
に
も
田
常
が

｢高

･
囲

･
飽

･
貴
を
悼
る
｡
故
に
其
の
兵
を
移
し
以
て
魯
を
伐
た
ん
と
欲
し
た
｣
こ
と
や
'

子
路

･
子
張

･
子
石
が
魯
を
救
う
た
め
に
名
乗
-
を
あ
げ
た
こ
と
は
'
他
の
書
物
で
は
確
認
で
き
な
い
｡
つ
ま
-
は
話
の
粗
筋
だ
け
が

『史
記
』
子
貢
遊
説
説
話
の
成
立
に
つ
い
て

111五



三
六

『左
侍
』
等
に
見
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

冒
頭
か
ら
些
か
検
討
が
長
-
な
っ
た
が
'
『史
記
』
子
貢
遊
説
記
事
に
戻
ろ
う
｡
『史
記
』
子
貢
遊
説
記
事
の
一
二

一段
で
､
子
貢
は
斉

の
田
常
に
魯
を
伐
つ
の
を
や
め
る
よ
う
説
得
し
た
｡
斉
は
魯
で
は
な
-
呉
と
戦
う
べ
き
と
子
貢
が
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
｡
そ
の
結
果
'

子
貢
は
呉
が
斉
を
攻
撃
す
る
よ
う
に
し
む
け
る
こ
と
を
請
け
負
う
｡
そ
し
て
斉
を
離
れ
呉
へ
と
向
か
っ
た
の
が
次
の
第
三
段
で
あ
る
｡

3

〔
子
貢
､
呉
王
に
説
-
〕

説
き
て
日
-

｢臣
之
れ
を
聞
-
'
王
者
は
世
を
絶
た
ず
'
覇
者
は
敵
を
彊
ふ
る
無
-
､
千
釣
の
重
き
も
､
鉄
両
を
加
へ
て
移
る
t
と
｡

今
高
来
の
斉
を
以
て
千
乗
の
魯
を
私
し
､
呉
と
彊
き
を
草
は
ん
と
す
｡
窺
か
に
王
の
烏
に
之
れ
を
危
ぶ
む
｡
且
つ
夫
れ
魯
を
救
ふ
は

鞍
名
な
-
｡
斉
を
伐
つ
は
大
利
な
-
｡
以
て
酒
上
の
諸
侯
を
撫
L
t
暴
斉
を
課
し
以
て
彊
晋
を
服
さ
ば
'
利
の
鳶
れ
よ
り
大
な
る
は

美
し
｡
名
は
亡
魯
を
存
L
t
賓
は
彊
斉
を
困
し
む
｡
智
者
は
疑
は
ざ
る
な
-
｣
と
｡
呉
王
日
-

｢善
し
｡
然
り
と
経
も
吾
嘗
て
越
と

戦
ひ
'
之
れ
を
曾
稽
に
棲
ま
し
む
｡
越
王
身
を
苦
し
め
士
を
養
ひ
'
我
に
報
ゆ
る
心
有
り
｡
子
'
我
の
越
を
伐
つ
を
待
て
｡
而
し
て

子
を
鞍
か
ん
｣
と
｡
子
貫
目
-

｢越
の
動
き
は
魯
を
過
ぎ
ず
､
呉
の
彊
き
は
斉
を
過
ぎ
ず
｡
王
'
斉
を
置
き
て
越
を
伐
た
ば
'
則
ち

斉
巳
に
魯
を
平
げ
ん
O
且
つ
王
'
方
に
亡
を
存
し
縄
を
裾
ぐ
を
以
て
名
と
為
す
に
'
夫
れ
小
越
を
伐
ち
て
彊
斉
を
畏
る
る
は
'
勇
に

非
ざ
る
な
-
｡
夫
れ
勇
者
は
難
を
避
け
ず
､
仁
者
は
約
を
窮
し
め
ず
'
智
者
は
時
を
失
は
ず
､
王
者
は
世
を
絶
た
ず
､
以
て
其
の
義

を
立
つ
｡
今
越
を
存
し
諸
侯
に
示
す
に
仁
を
以
て
L
t
魯
を
救
ひ
斉
を
伐
ち
'
成
育
園
に
加
ふ
れ
ば
'
諸
侯
必
ず
相
ひ
率
ゐ
て
呉
に

朝
L
t
覇
業
成
ら
ん
｡
且
つ
王
必
ず
越
を
悪
ま
ば
'
臣
請
ふ
'
東
の
か
た
越
王
に
見
え
'
兵
を
出
だ
し
て
以
て
従
は
し
め
ん
｡
此
れ

賓
は
越
を
空
し
-
し
､
名
は
諸
侯
を
従
へ
て
以
て
伐
つ
な
-
｣
と
｡
呉
王
大
い
に
説
び
'
乃
ち
子
貢
を
し
て
越
に
之
か
し
む
｡

第
三
段
で
子
貢
は
呉
王
に

｢も
し
斉
が
魯
を
奪
え
ば
斉
は
呉
の
脅
威
と
な
る
が
､
呉
が
魯
を
救
う
た
め
に
斉
と
戦
う
な
ら
'
呉
は
小
国
を

救
う
と
い
う
名
著
を
得
る
と
と
も
に
斉
を
苦
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
｣
と
奔
征
伐
を
勤
め
る
｡
呉
王
は
賛
意
を
示
し
っ
つ
も

｢越
が
呉
に

報
復
す
る
横
倉
を
窺
っ
て
い
る
か
ら
､
先
に
越
を
伐
っ
て
か
ら
斉
を
伐
つ
こ
と
に
し
た
い
｣
と
答
え
る
｡
そ
こ
で
子
貢
は

｢先
に
弱
小
の



越
を
伐
ち
'
後
か
ら
強
大
な
斉
を
伐
つ
の
は
覇
者
の
道
で
は
な
い
｡
越
に
派
兵
を
要
請
し
て
無
力
化
し
､
越
と
と
も
に
斉
を
伐
て
ば
よ
い

(そ
う
す
れ
ば
呉
に
攻
め
て
来
る
こ
と
は
な
い
)｣
と
説
き
'
越
に
派
兵
を
要
請
し
に
向
か
う
｡

こ
こ
で
は
呉
と
子
貢
の
繋
が
-
を
見
て
み
よ
う
｡
第
二
段
で
'
哀
公
十
二
年
裏
革

(安
徽
省
)
の
舎
盟
に
お
い
て
'
子
貢
が
魯
の
一
員

と
し
て
呉
と
交
渉
し
'
魯
の
希
望
を
適
え
た
こ
と
は
既
に
記
し
た
｡
こ
の
ほ
か
左
に
引
用
す
る
よ
う
に
'
『左
俸
』
哀
公
七
年
に
郡

(山

東
省
)
で
も
糞
皐
と
同
じ
-
呉
の
大
夫
大
事
藷
と
倉
見
し
て
お
-
'
ま
た
哀
公
十

一
年
に
は
文
陵

(山
東
省
)
で
叔
孫
武
叔
と
と
も
に
呉

王

(夫
差
)
と
話
し
て
い
る
｡

哀
公
七

(前
四
八
八
)
午
-
夏
'
公
､
呉
に
郡
に
合
す
｡
呉
'
来
り
て
百
牢
を
徹
す
｡
子
服
景
伯
野
へ
て
日
-
､
先
王
も
未
だ
之
れ

有
ら
ざ
る
な
-
'
と
｡
-
-
異
人
聴
か
ず
｡
-
-
乃
ち
之
れ
を
輿
ふ
｡
大
事
素
'
季
康
子
を
召
す
｡
康
子
'
子
貢
を
し
て
辞
せ
し
む
0

なんじ

哀
公
十

一
(前
四
八
四
)
午

(夏
)
-
格
に
戦
は
ん
と
す
｡
呉
子
'
叔
孫
を
呼
び
て
日
-
'
而

の

事
は
何
ぞ
､
と
｡
野
へ
て
日
く
'

司
馬
に
従
ふ
､
と
｡
王
'
之
れ
に
甲

･
鋤

･
鍍
を
賜
ひ
て
日
-
､
爾
の
君
事
を
奉
じ
'
敬
み
て
命
を
麿
す
る
こ
と
無
か
れ
t
と
｡
叔

孫
'
未
だ
封
ふ
る
こ
と
能
は
ず
｡
衛
の
賜
進
み
て
日
-
､
州
仇
､
甲
を
奉
じ
て
君
に
従
は
ん
t
と
｡
而
し
て
拝
す
｡

右
の
う
ち
哀
公
七
年
郡
の
盟
は
'
第
二
段
で
言
及
し
た
哀
公
十
二
年
裏
革
の
盟
で
呉
が
あ
た
た
め
直
し
た
い
と
し
た
盟
で
あ
る
｡
呉
は
魯

に
封
し
て
､
百
年

(百
膳
)
と
い
う
分
不
相
療
な
料
理
を
要
求
し
'
魯
は
癒
ぜ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
｡
こ
の
時
子
貢
は
大
夫
季
康
子
の
使

者
と
し
て
'
季
康
子
が
曾
盟
に
鉄
席
す
る
こ
と
を
大
事
吾
に
俸
え
る
役
目
を
果
た
し
て
い
る
｡
哀
公
十

一
年
の
記
事
で
子
貢
は

｢衛
の

⑬

賜
｣
と
記
さ
れ
て
い
る
｡
呉
王
の
確
を
わ
き
ま
え
な
い
態
度

に

窮
し
た
叔
孫
に
代
わ
-
､
子
貢
は
呉
王
に
返
答
を
し
て
い
る
｡
こ
の
哀
公

十

一
年
の
記
事
は
'
子
貢
遊
説
記
事
の
後
半
第
七
段
に
見
え
る
呉
が
斉
を
敗
っ
た
と
い
う
文
陵
の
戦
に
'
子
貢
が
参
加
し
て
い
た
こ
と
を

裏
付
け
て
い
る
｡

こ
う
し
た
記
事
か
ら
子
貢
と
呉
に
繋
が
-
の
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
｡
だ
が
第
三
段
に
あ
る
子
貢
が
呉
に
赴
き
､
呉
王
に
説
い
た

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は

『左
俸
』
な
ど
に
見
え
な
い
｡
た
だ
し
哀
公
七
年
と
十
二
年
に
子
貢
と
野
面
し
て
い
る
大
事
藷
は
'
『史
記
』
子

『史
記
』
子
貢
遊
説
説
話
の
成
立
に
つ
い
て

三
七



三
八

貢
遊
説
記
事
と
深
-
関
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡
こ
れ
に
関
し
て
は
後
に
詳
述
す
る
と
し
て
'
次
の
第
四
段
に
進
も
う
｡

4

〔
子
貢
､
越
王

(勾
践
)
に
説
-
〕

はら

みづ
か

か
た
じ
け
な

越
王
道
を

除

ひ

郊
迎
L
t
身

ら

御
し
舎
に
至
り
､
間
ひ
て
日
-

｢此
れ
蟹
夷
の
囲
な
-
｡
大
夫
何
を
以
て
か
備
然
と

辱

く

も
之

れ
に
臨
め
る
｣
と
｡
子
貫
目
-

｢今
昔
'
吾
､
呉
王
に
説
-
に
､
魯
を
救
ひ
斉
を
伐
つ
を
以
て
す
｡
其
の
志
之
れ
を
欲
す
れ
ど
も
'

而
れ
ど
も
越
を
畏
れ
'
『我
の
越
を
伐
つ
を
得
た
ば
乃
ち
可
な
-
』
と
日
ふ
｡
此
の
如
-
ん
ば
越
を
破
る
こ
と
必
せ
り
｡
且
つ
夫
れ

人
に
報
ゆ
る
の
志
無
-
し
て
'
人
を
し
て
之
れ
を
疑
は
し
む
る
は
､
拙
き
な
り
｡
人
に
報
ゆ
る
の
意
有
-
て
､
人
を
し
て
之
れ
を
知

ら
し
む
る
は
'
殆
き
な
-
｡
事
未
だ
馨
せ
ず
し
て
先
に
聞
こ
ゆ
る
は
､
危
き
な
-
｡
三
者
は
事
を
拳
ぐ
る
の
大
患
な
-
｣
と
｡
句
践

頓
首
再
拝
し
て
日
-

｢孤
嘗
て
力
を
料
ら
ず
'
乃
ち
呉
と
戟
ひ
､
曾
稽
に
困
し
み
､
痛
み
骨
髄
に
入
る
｡
日
夜
唇
を
焦
が
し
舌
を
乾

か
し
､
徒
だ
呉
王
と
鐘
を
接
し
て
死
せ
ん
と
欲
す
る
は
､
孤
の
願
ひ
な
-
｣
と
｡
遂
に
子
貢
に
間
ふ
｡
子
貫
目
-

｢呉
王
人
と
為
-

猛
暴
､
宰
臣
堪
へ
ず
｡
囲
家
敷
≧
戦
ふ
に
散
れ
'
士
卒
忍
び
ず
､
百
姓
上
を
怨
み
､
大
臣
内
に
愛
ず
｡
子
育
諌
を
以
て
死
L
t
太
宰

密
事
を
用
ひ
､
君
の
過
に
順
ひ
て
'
以
て
其
の
私
を
安
ん
ず
｡
是
れ
園
を
残
ふ
の
治
な
り
｡
今
王
誠
に
士
卒
を
馨
し
'
之
れ
を
佐
け

て
以
て
其
の
志
を
徴
へ
'
重
賓
以
て
其
の
心
を
説
ば
し
め
'
静
を
卑
-
し
て
以
て
其
の
薩
を
尊
-
せ
ば
､
其
の
斉
を
伐
つ
こ
と
必
せ

さ
いは
ひ

-
｡
彼
戟
ひ
て
勝
た
ぎ
れ
ば
､
王
の

福

な

り
｡
戦
ひ
て
勝
た
ば
'
必
ず
兵
を
以
て
晋
に
臨
ま
ん
｡
臣
請
ふ
'
北
の
か
た
晋
君
に
見

え
､
共
に
之
れ
を
攻
め
し
め
ん
｡
呉
を
弱
む
る
こ
と
必
せ
り
｡
其
の
鏡
兵
斉
に
蓋
き
､
重
甲
晋
に
困
し
み
て
､
王
其
の
敵
を
制
す
れ

ば
'
此
れ
呉
を
滅
ぼ
す
こ
と
必
せ
り
｣
と
｡
越
王
大
い
に
説
び
､
許
諾
す
.
子
貢
に
金
百
鐘
'
勧

1
㌧
良
矛
二
を
送
る
も
'
子
貢
受

け
ず
｡
遂
に
行
-
0

第
四
段
で
子
貢
は
越
王
に

｢越
が
呉
に
報
復
し
ょ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
'
鑑
に
呉
に
知
ら
れ
て
お
り
成
功
し
難
い
｡
そ
れ
で
も
呉
を
伐

と
う
と
す
る
な
ら
'
呉
に
兵
と
質
物
を
献
じ
て
呉
王
の
暴
政
を
煽
-
斉
を
伐
た
せ

(呉
の
国
力
を
弱
め
)
る
べ
き
で
あ
る
｡
も
し
呉
が
斉
に

負
け
れ
ば
越
王
に
と
っ
て
幸
連
な
こ
と
で
あ
る
L
t
呉
が
斉
に
勝
て
ば
更
に
晋
へ
と
向
か
う
だ
ろ
う
か
ら
'
そ
う
な
っ
た
ら
越
は
晋
と
と



も
に
呉
を
攻
め
れ
ば
よ
い
｣
と
進
言
す
る
｡
越
王
は
子
貢
の
説
を
聞
き
､
喜
ん
で
承
諾
す
る
｡

越
と
子
貢
の
繋
が
-
を
確
認
で
き
る
資
料
は
全
-
な
い
｡
た
だ
こ
の
第
四
段
で
子
貢
が
越
王
に
言
う

｢夫
無
報
人
之
志
'
而
令
人
疑
之
'

拙
也
｡
有
報
人
之
意
､
使
人
知
之
'
殆
也
｡
事
未
饗
而
先
聞
'
危
也
｣
と
い
う
諺
の
よ
う
な
言
葉
が
､
『戦
国
策
』
燕

一
に

｢(蘇
代
)
日
､

夫
無
謀
人
之
心
而
令
人
疑
之
'
殆
｡
有
謀
人
之
心
而
令
人
知
之
'
拙
｡
謀
未
費
而
聞
於
外
､
則
危
｣
と
見
え
て
い
る
こ
と
だ
け
を
指
摘
し

て
お
く
｡

『史
記
』
子
貢
遊
説
記
事
で
越
王
を
説
得
し
た
子
貢
は
'
道
す
が
ら
に
な
る
か
ら
か
再
び
呉
に
立
ち
寄
る
｡
そ
し
て
呉
王
に
再
合
し
､

越
に
赴
い
た
結
果
を
報
告
す
る
の
が
第
五
段
で
あ
る
｡

5

〔
子
貢
､
呉
王
に
越
王
に
は
復
讐
心
が
な
い
こ
と
を
報
告
〕

呉
王
に
報
じ
て
日
く

｢臣
敬
み
て
大
王
の
言
を
以
て
越
王
に
告
ぐ
｡
越
王
大
い
に
恐
れ
日
-

『孤
不
幸
に
し
て
'
少
-
し
て
先
人
を

いた

失
ひ
'
内
自
ら
量
ら
ず
｡
罪
を
呉
に

抵

L

t
軍
敗
れ
身
辱
め
ら
れ
､
合
槽
に
棲
み
'
囲
虚
葬
と
為
る
O
大
王
の
賜
に
頼
-
'
狙
豆
を

奉
じ
て
祭
紀
を
修
む
る
を
得
し
む
｡
死
す
と
も
教
へ
て
忘
れ
ず
』
と
｡
何
の
謀
か
之
れ
敢
へ
て
慮
ら
ん
｣
と
｡
後
五
日
'
越
､
大
夫

し上てつ

しよ･つ

種

を

し
て
頓
首
し
呉
王
に
言
は
し
め
て
日
-

｢東
海
の
役
臣
､
孤
句
践
の
使
者
臣

種

'

敢
へ
て
下
吏
を
修
め
左
右
に
問
ふ
｡
今
宿

か
に
聞
く
､
大
王
滑
に
大
義
を
興
し
'
彊
き
を
課
し
弱
き
を
救
ひ
'
暴
斉
を
困
し
め
て
周
室
を
撫
せ
ん
と
す
､
と
｡
講
ふ
､
悉
-
境

しよ･つ

内
の
士
卒
三
千
人
を
起
こ
さ
ん
｡
孤
講
ふ
'
自
ら
堅
を
被
り
'
鏡
を
執
り
'
以
て
先
ん
じ
て
矢
石
を
受
け
ん
｡
越
の
購
臣

種

に

因

ふ⑯

-
先
人
の
戒
器
､
甲
二
十
領
､
鉄
'
屈
底
の
矛
'
歩
光
の
鋤
を
奉
じ
て
'
以
て
軍
更
を
賀
す
｣
と
｡
呉
王
大
い
に
説
び
'
以
て
子
貢

みづ
か

に
告
げ
て
日
-

｢越
王

身

ら

募
入
に
従
ひ
斉
を
伐
つ
こ
と
を
欲
す
｡
可
か
｣
と
｡
子
貫
目
-

｢不
可
な
り
｡
夫
れ
人
の
図
を
空
し

つ

-
L
t
人
の
尿
を
悉
-
し
'
又
た
其
の
君
を
従
ふ
る
は
､
不
義
な
り
｡
君
其
の
幣
を
受
け
'
其
の
師
を
許
し
て
'
其
の
君
を
辞
せ

よ
｣
と
｡
呉
王
許
諾
L
t
乃
ち
越
王
に
謝
す
｡
是
に
於
い
て
呉
王
乃
ち
遂
に
九
郡
の
兵
を
馨
し
斉
を
伐
つ
｡

しよ･つ

子
貢
は
呉
王
に
'
越
王
が
復
讐
し
て
-
る
こ
と
は
な
い
と
報
告
す
る
｡
五
日
後
'
越
の
大
夫

種

が

使
い
と
し
て
'
呉
王
に
甲
､
矛
､

r史
記
｣
子
貢
遊
説
説
話
の
成
立
に
つ
い
て

三
九



Eg
O

剣
な
ど
を
献
じ
､
越
王
自
身
も
共
に
出
陣
す
る
意
志
の
あ
る
こ
と
を
停
え
る
｡
し
か
し
子
貢
は
呉
王
に

｢越
王
の
出
陣
は
断
わ
-
､
兵
と

贈
物
の
み
受
け
る
よ
う
に
｣
と
述
べ
る
｡
呉
王
は
了
承
し
斉
討
伐
の
兵
を
挙
げ
る
｡

こ
の
第
五
段
で
越
が
呉
に
兵
と
と
も
に
質
券
を
贈
っ
た
こ
と
は

『左
俸
』
に
見
え
る
｡
哀
公
十

一
(前
四
八
四
)
年
の

｢呉
の
牌
に
斉

を
伐
た
ん
と
す
る
に
'
越
子
'
其
の
尿
を
率
ゐ
以
て
朝
す
｡
王
よ
-
列
士
に
及
ぶ
ま
で
皆
な
績
賂
有
-
｣
と
い
う
候
で
あ
る
｡
し
か
し
こ

の

『左
俸
』
の
候
に
は
子
貢
と
の
関
係
は
見
え
な
い
｡

子
貢
遊
説
記
事
で
は
さ
き
の
第
四
段
で
'
呉
が
斉
を
攻
め
て
敗
っ
た
な
ら
ば
'
次
に
晋
を
攻
め
る
だ
ろ
う
と
子
貢
は
越
王
に
語
っ
た
｡

第
六
段
で
は
こ
の
橡
想
に
基
づ
き
子
貢
は
晋
に
出
掛
け
'
晋
に
呉
が
攻
め
て
来
た
時
の
用
意
を
さ
せ
る
｡

6

〔
子
貢
､
晋
君
に
説
-
〕

子
貢
因
-
て
去
り
晋
に
之
く
｡
晋
君
に
謂
ひ
て
日
く

｢臣
之
れ
を
聞
-
'
慮
-
の
先
に
定
ま
ら
ず
ん
ば
以
て
卒
に
歴
ず
べ
か
ら
ず
'

兵
の
先
に
排
ぜ
ず
ん
ば
以
て
敵
に
勝
つ
べ
か
ら
ず
'
と
｡
今
夫
れ
斉
と
呉
と
豚
に
戦
は
ん
と
す
｡
彼
戦
ひ
て
勝
た
ず
ん
ば
､
越
の
之

れ
を
乱
す
こ
と
必
せ
-
｡
斉
と
戦
ひ
て
勝
た
ば
'
必
ず
其
の
兵
を
以
て
晋
に
臨
ま
ん
｣
と
.
晋
君
大
い
に
恐
れ
て
日
-

｢之
れ
を
為

す
こ
と
奈
何
せ
ん
｣
と
｡
子
貫
目
く

｢兵
を
修
め
卒
を
休
ま
せ
以
て
之
れ
を
待
て
｣
と
｡
晋
君
許
諾
す
｡

子
貢
は
晋
に
行
き

｢呉
が
斉
と
戦
い
'
も
し
呉
が
勝
っ
た
な
ら
ば
音
に
進
攻
し
て
-
る
だ
ろ
う
か
ら
準
備
す
べ
き
で
あ
る
｣
と
説
-
0

こ
の
段
に
説
か
れ
る
晋
と
子
貢
の
関
係
を
示
す
資
料
も
な
い
｡

7

〔
子
貢
､
魯
に
締
る
〕

子
貢
去
-
て
魯
に
之
-
｡
呉
王
果
た
し
て
斉
人
と
文
陵
に
戟
ひ
､
大
い
に
斉
師
を
破
-
'
七
将
軍
の
兵
を
獲
る
も
締
ら
ず
｡
果
た
し

て
兵
を
以
て
晋
に
臨
み
'
晋
人
と
貴
地
の
上
-
に
相
ひ
遇
ふ
｡
異
音
彊
き
を
争
ふ
｡
晋
人
之
れ
を
撃
ち
､
大
い
に
呉
師
を
放
る
｡
越

王
之
れ
を
聞
き
､
江
を
捗
り
呉
を
襲
ひ
､
城
を
去
る
こ
と
七
里
に
し
て
軍
す
｡
呉
王
之
れ
を
聞
き
'
晋
を
去
り
て
締
り
'
越
と
五
湖

に
戟
ふ
｡
三
た
び
戦
ふ
も
勝
た
ず
､
城
門
守
ら
ず
｡
越
蓮
に
王
宮
を
囲
み
'
夫
差
を
殺
し
て
其
の
相
を
致
す
.
呉
を
破
-
て
三
年
'



東
向
し
て
覇
た
-
0

子
貢
が
魯
に
締
る
と
､
呉
は
斉
を
文
陵
に
敗
っ
た
後
､
子
貢
の
預
測
通
り
晋
へ
進
攻
す
る
｡
し
か
し
貴
地
で
呉
は
晋
に
敗
れ
る
｡
越
王
は

そ
れ
を
聞
き
呉
に
兵
を
進
め
る
｡
呉
王
は
晋
よ
り
戻
り
越
と
戦
う
が
勝
て
ず
'
遂
に
五
湖
で
越
に
敗
れ
へ
呉
王
夫
差
は
殺
さ
れ
る
｡
そ
し

て
三
年
後
'
越
王
は
覇
を
唱
え
る
｡

こ
の
第
七
段
に
は
第
二
段
か
ら
第
六
段
で
'
子
貢
が
各
国
に
行
な
っ
た
遊
説
の
結
果
が
簡
潔
に
記
さ
れ
て
い
る
｡
子
貢
に
説
得
さ
れ
た

斉

･
呉

･
越

･
晋
の
四
箇
園
は
'
子
貢
の
思
惑
通
り
互
い
に
攻
め
合
い
､
最
後
に
越
が
覇
者
と
な
る
｡
こ
の
段
落
に
記
さ
れ
た
文
陵
の
戦
､

貴
地
の
曾
'
呉
の
滅
亡
と
越
の
覇
と
い
っ
た
事
件
は
以
下
の
資
料
に
見
え
る
｡

ま
ず
初
め
に
呉
が
斉
を
破
っ
た
文
陵
(山
東
省
)
の
戦
は
'
『春
秋
』
『左
停
』
の
次
の
候
に
あ
る
｡

経
-
哀
公
十
有

一
(前
四
八
四
)
年
-
-
五
月
公
､
呉
に
合
し
斉
を
伐
つ
｡
甲
戊
'
斉
の
国
書
'
師
を
帥
ゐ
呉
と
文
陵
に
戟
ふ
｡
賛

師
敗
績
す
｡
斉
の
囲
書
を
獲
｡

停
-
甲
成
'
文
陵
に
戟
ふ
｡
展
如
'
高
子
を
放
る
｡
園
子
'
背
門
巣
を
敗
る
｡
王
卒
之
れ
を
助
け
'
大
い
に
斉
師
を
放
り
'
国
書

･

公
孫
夏

･
間
丘
明

･
陳
書

･
東
郭
書
と
'
革
車
八
百
乗
､
甲
首
三
千
と
を
獲
､
以
て
公
に
戯
ず
｡

『春
秋
』
で
は
魯
が
呉
と
共
に
斉
を
敗
っ
た
と
し
'
『左
侍
』
に
は
斉
の
五
将
軍
が
捕
獲
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
.
『史
記
』
子
貢

遊
説
記
事
の
魯
は
文
陵
の
戦
と
は
無
関
係
で
あ
り
'
子
貢
遊
説
記
事
が

｢七
牌
軍
の
兵
を
獲
る
｣
と
言
う
の
と
も
小
異
す
る
｡

子
貢
遊
説
記
事
に
お
い
て
斉
を
放
っ
た
呉
は
､
貴
地

(河
南
省
)
に
赴
き
晋
と
曾
す
る
｡
子
貢
遊
説
記
事
に
は

｢(呉
)
兵
を
以
て
晋
に

臨
み
､
晋
人
と
貴
地
の
上
-
に
相
ひ
遇
ふ
｡
異
音
彊
き
を
争
ふ
｡
晋
人
之
れ
を
撃
ち
'
大
い
に
呉
師
を
敗
る
｣
と
呉
と
晋
は
貴
地
で
合
っ

た
後
､
干
支
を
交
え
て
い
る
が
'
『春
秋
』
『左
停
』
で
は
曾
盟
を
と
-
交
わ
す
の
み
で
あ
る
.
た
だ
し
呉
と
晋
の
ど
ち
ら
が
盟
主
と
な
る

か
'
外
交
上
の
か
け
ひ
き
が
演
じ
ら
れ
て
い
る
｡
更
に
子
貢
遊
説
記
事
で
'
呉
と
晋
が
戦
っ
て
い
る
そ
の
際
に
越
が
呉
を
攻
め
た
こ
と
と
'

越
が
呉
と
三
度
戦
っ
た
こ
と
も

『春
秋
』
『左
俸
』
は
貴
地
の
合
と
同
年
の
こ
と
と
し
て
記
録
し
て
い
る
｡
哀
公
十
三
年
の
保
で
あ
る
｡

｢史
記
』
子
貢
遊
説
説
話
の
成
立
に
つ
い
て

四

一



四
二

経
‥
哀
公
十
有
三

(前
四
八
二
)
午

(夏
)
-
-
公
'
晋
侯
と
呉
子
と
に
貴
地
に
合
す
｡
-
-
於
越
'
呉
に
入
る
｡

俸
-
六
月
丙
子

(十
一
日
)'
越
子
'
呉
を
伐
つ
.
-
-
乙
酉

(二
十
日
)
戟
ふ
｡
-
-
丙
成

(二
1
日
)
復
た
戦
ふ
｡
大
い
に
呉
の
師

を
放
る
｡
-
-
丁
亥

(二
二
白
)
呉
に
入
る
｡
英
人
'
敗
を
王
に
告
ぐ
｡
王
'
其
の
聞
こ
え
ん
こ
と
を
悪
み
'
自
ら
七
人
を
幕
下
に

到
す
｡
秋
七
月
辛
丑
､
盟
す
｡
異
音
'
先
を
争
ふ
｡
-
-
乃
ち
晋
人
を
先
に
す
｡

『春
秋
』
で
は
貴
地
の
合
の
後
に
越
が
呉
に
攻
め
入
る
事
件
を
記
し
て
い
る
が
､
『左
俸
』
は
越
の
呉
征
伐
は
六
月
'
曾
盟
が
七
月
と
逆

に
な
っ
て
い
る
｡

ま
た
'
黄
池
の
倉
で
呉
と
晋
の
ど
ち
ら
が
盟
主
と
な
っ
た
の
か
は
資
料
に
よ
っ
て
記
述
が
異
な
る
｡
『左
俸
』
で
は

｢晋
人
を
先
に
す
｣

と
晋
が
先
に
血
を
敵
っ
た
と
し
て
い
る
｡
と
こ
ろ
が
左
に
引
-
よ
う
に

『公
羊
俸
』
『国
語
』
は
呉
が
盟
主
と
し
て
先
に
敵
っ
た
と
し
て

い
る
｡公

羊
停
-
哀
公
十
三
年

(夏
)
-
･‥
公
'
晋
侯
と
英
子
と
に
貴
地
に
合
す
｡
呉
､
何
を
以
て
子
と
稀
す
る
か
｡
呉
'
合
に
主
た
れ
ば

な
り
｡

国
語

(呉
語
)
-
以
て
晋
公
午
に
貴
地
に
合
す
｡
-
-
呉
公
'
先
に
歓
り
'
晋
侯
'
之
れ
に
亜
ぐ
｡

貴
地
の
倉
の
盟
主
が
呉
で
あ
っ
た
の
か
晋
で
あ
っ
た
の
か
は
､
記
録
の
上
で
二
分
し
て
お
-
判
然
と
し
な
い
｡
し
か
し

『史
記
』
子
貢
遊

説
記
事
が

｢晋
人
之
れ
を
撃
ち
'
大
い
に
呉
師
を
敗
る
｣
と
述
べ
る
の
は
'
晋
が
呉
よ
-
も
優
位
に
立
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
｡

『史
記
』
子
貢
遊
説
記
事
が
晋
を
呉
よ
り
も
優
位
に
立
っ
た
と
す
る
の
は
､
即
ち

『左
俸
』
で
晋
が
盟
主
と
な
っ
た
記
録
と
合
致
L
t
呉

を
盟
主
と
す
る

『公
羊
俸
』
『国
語
』
の
記
録
と
は
合
わ
な
い
｡

そ
し
て
子
貢
遊
説
記
事
で
は
呉
が
晋
と
彊
さ
を
争
っ
て
い
る
隙
に
､
越
が
呉
を
攻
め
る
｡
こ
の
呉
越
の
攻
防
の
結
末
は

｢越
蓮
に
王
宮

を
囲
み
､
夫
差
を
殺
し
て
其
の
相
を
致
す
｡
呉
を
破
-
て
三
年
'
東
向
し
て
覇
た
り
｣
と
結
ば
れ
る
｡
『史
記
』
子
貢
遊
説
記
事
で
呉
の

滅
亡
は
貴
地
の
合
に
際
し
､
越
が
呉
を
攻
め
た
て
た
結
果
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し

『左
俸
』
に
据
れ
ば
貴
地
の
合
は
哀
公



十
三

(前
四
八
二
)
年
で
あ
-
'
呉
が
滅
亡
す
る
の
は
哀
公
二
二

(前
四
七
三
)
年
で
あ
る

(『左
俸
』
哀
公
二
二
年
-
冬
十
一
月
丁
卯
'
越
滅

呉
)｡
そ
し
て

『左
停
』
で
は
哀
公
十
三
年
の
貴
地
の
合
の
折
の
呉
越
の
戦
で
呉
は

一
旦

｢越
と
平
ら
い
｣
で
い
る

(『左
停
』
哀
公
十
二
奉

-
冬
'
呉
及
越
平
)｡

最
後
に
子
貢
遊
説
記
事
で
越
が
呉
の
滅
亡
に
際
し

｢其
の
相
を
致
し
た
｣
こ
と
と

｢覇
｣
を
唱
え
た
こ
と
は
'
『左
俸
』
に
は
見
え
な

い
｡
と
こ
ろ
が

『史
記
』
の
越
王
句
践
世
家
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
｡

越
王
'
乃
ち
呉
王
を
葬
-
て
､
太
宰
素
を
課
す
｡
-
-
越
の
兵
'
江
涯
の
東
に
横
行
し
'
諸
侯
へ
畢
-
賀
す
｡
髄
し
て
覇
王
と
稀
す
｡

⑮

こ
の
記
事
で
越
王
は
呉
王
を
葬
っ
た
後
'
呉
の
大
夫
で
あ
っ
た
太
宰
素
を
致
し
'
諸
侯
が
越
王
を
覇
王
と
稀
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
.

以
上
で

『史
記
』
子
貢
遊
説
記
事
の
子
貢
の
韓
舌
に
よ
っ
て
魯
が
守
ら
れ
る
顛
末
は
語
り
終
わ
っ
て
い
る
の
だ
が
､
最
後
に
結
び
の
語

⑯

が
あ
る

｡

8

〔結
び
〕

故
に
子
貢

一
た
び
出
で
て
､
魯
を
存
L
T
斉
を
乱
し
'
呉
を
破
-
'
晋
を
彊
く
し
て
越
を
覇
と
す
｡
子
貢

一
た
び
使
ひ
し
て
'
勢
を

し
て
相
ひ
破
ら
し
む
｡
十
年
の
中
､
五
囲
各
≧
愛
有
-
｡

本
章
で

『史
記
』
子
貢
遊
説
記
事
を

『春
秋
』
や

『左
俸
』
等
と
封
比
し
た
結
果
､
『史
記
』
子
貢
遊
説
記
事
中
の
事
件
で

『春
秋
』

や

『左
停
』
等
で
確
認
で
き
た
も
の
と
全
-
他
の
資
料
に
見
え
な
い
も
の
が
明
ら
か
に
な
っ
た
｡
確
認
で
き
た
の
は
'
田
常
が
斉
に
乱
を

作
し
た
こ
と
'
孔
子
が
斉
を
伐
と
う
と
し
た
こ
と
､
子
貢
と
田
常
の
繋
が
-
､
子
貢
の
頼
舌
に
秀
で
た
こ
と
､
呉
と
子
貢
の
繋
が
-
､
越

が
呉
に
兵
と
質
券
を
贈
っ
た
こ
と
'
文
陵
の
戟
'
貴
地
の
含
､
呉
の
滅
亡
'
越
の
覇
で
あ
る
｡
こ
う
し
て
み
る
と

『春
秋
』
や

『左
俸
』

に
見
え
る
事
件
が

『史
記
』
子
貢
遊
説
記
事
に
は
多
-
織
り
込
ま
れ
て
い
る
｡
む
し
ろ
葬
具
が
戦
い
､
異
音
が
強
き
を
争
い
､
越
が
呉
を

滅
ぼ
す
と
い
う

『史
記
』
子
貢
遊
説
記
事
に
見
え
る
事
件
の
流
れ
は

『左
俸
』
等
で
ほ
ぼ
確
認
で
き
た
｡
し
か
し
子
貢
自
身
に
つ
い
て
は
'

韓
舌
に
秀
で
て
い
た
こ
と
と
斉

･
呉
と
の
関
係
が
確
認
さ
れ
た
が
'
越

･
晋
と
は
繋
が
り
が
見
出
せ
ず
'
『史
記
』
子
貢
遊
説
記
事
の
よ

F史
記
))
子
責
遊
説
説
話
の
成
立
に
つ
い
て

四

三



四
四

う
に
'
魯
を
守
る
た
め
に
奔

･
呉

･
蓮

･
晋
の
四
箇
園
に
赴
き
説
を
述
べ
た
こ
と
は
全
-
確
認
で
き
な
か
っ
た
｡

で
は
子
貢
が
魯
を
守
る

た
め
に
斉

･
呉

･
越

･
晋
の
四
箇
園
に
遊
説
L
T
互
い
に
戦
わ
せ
た
と
い
う

『史
記
』
子
貢
遊
説
記
事
は
､
如
何
に
し
て
形
成
さ
れ
た
の

だ
ろ
う
か
｡

三

『史
記
』
子
貢
遊
説
記
事
の
成
立

『史
記
』
子
貢
遊
説
記
事
が
如
何
に
し
て
形
成
さ
れ
た
の
か
を
考
え
る
た
め
に
､
子
貢
遊
説
記
事
の
前
身
と
も
思
わ
れ
る
記
述
を
幾
つ

か
挙
げ
て
み
た
い
｡
ま
ず

『韓
非
子
』
五
義
篇
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
｡

斉
の
将
に
魯
を
攻
め
ん
と
す
る
に
'
魯
､
子
貢
を
し
て
之
れ
に
説
か
し
む
｡
哲
人
日
-
､
子
の
言
､
粁
な
ら
ざ
る
に
非
ざ
る
な
-
0

吾
が
欲
す
る
所
の
者
は
土
地
な
-
｡
斯
の
言
の
謂
ふ
所
に
非
ざ
る
な
り
､
と
｡
遂
に
兵
を
挙
げ
魯
を
伐
ち
､
門
を
去
る
こ
と
十
里
に

し
て
以
て
界
と
為
す
｡
･･･-
子
貢
梓
智
に
し
て
魯
削
ら
る
｡

こ
れ
に
よ
る
と
斉
が
魯
を
攻
撃
し
ょ
う
と
し
た
時
に
'
魯
の
使
者
と
し
て
子
貢
は
耕
舌
に
よ
っ
て
斉
の
攻
撃
を
同
避
し
ょ
う
と
し
た
が
､

奔
人
は

｢吾
が
欲
す
る
所
の
者
は
土
地
な
り
｡
斯
の
言
の
謂
ふ
所
に
非
ざ
る
な
-
｣
と
子
貢
の
蹄
を
受
け
入
れ
ず
､
魯
を
攻
め
た
て
て
い

る
｡
こ
の
記
述
は

『史
記
評
林
』
李
光
緒
補
引
-
何
孟
春
や

『史
記
合
法
考
謹
』
も
子
貢
遊
説
記
事
の
部
分
に
引
用
し
て
お
-
'
後
者
は

｢其
の
言
､
此
の
侍
と
相
ひ
反
す
｡
而
ら
ば
亦
た
未
だ
必
ず
し
も
賓
事
な
ら
ず
｣
と
評
す
る
.
『骨
法
考
諾
』
の
評
の
通
-
こ
の
記
述
が

そ
の
ま
ま
事
案
で
あ
る
可
能
性
は
低
い
｡
し
か
し
､
前
章
の
第

1
二

1段
落
で
見
た

『左
博
』
哀
公
十
五
年
に
子
貢
が
田
常
と
斉
で
合
い

成
を
取
り
戻
し
た
記
事
や
､
小
論
が
問
題
と
す
る
子
貢
遊
説
記
事
な
ど
と
併
せ
考
え
れ
ば
'
こ
の

『韓
非
子
』
の
記
述
は
子
貢
が
帝
へ
魯

を
救
う
た
め
に
出
掛
け
た
と
い
う
停
承
が
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
｡

そ
し
て
子
貢
が
斉
へ
と
遊
説
に
赴
-
と
い
う
主
題
が
'
『史
記
』
子
貢
遊
説
記
事
の
よ
う
に
田
常
や
呉
越
の
攻
防
と
結
び
付
い
た
の
が
'

『墨
子
』
非
儒
下
篇
に
あ
る
次
の
文
章
で
あ
る
｡



⑫
孔
丘
斉
に
之
き
景
公
に
見
ゆ
｡
景
公
説
び
'
之
れ
を
封
ず
る
に
尼
籍
を
以
て
せ
ん
と
欲
し
'
以
て
貴
子
に
告
ぐ
o
貴
子
日
-
､
不
可

⑲

な
-
t
と
｡
-
-

是
に
於
い
て
其
の
薩
を
厚
-
L
t
其
の
封
を
留
め
､
散
見
す
れ
ど
も
其
の
道
を
間
は
ず

｡

孔
丘
乃
ち
景
公
と
量
千

と
に
意
慈
し
､

乃
ち
鵡
夷
子
皮
を
田
常
の
門
に
樹
て
'
南
郭
恵
子
に
告
ぐ
る
に
為
さ
ん
と
欲
す
る
所
を
以
て
L
t
魯
に
蘇
る
.
頃
有

うかが

り
て
'
斉
の
牌
に
魯
を
伐
た
ん
と
す
る
を
聞

ひ
､
子
貢
に
告
げ
て
日
く
､
賜
か
､
大
事
を
翠
ぐ
る
は
今
の
時
に
於
い
て
す
t
と
｡

乃
ち
子
貢
を
遣
は
し
斉
に
之
か
し
め
'
南
郭
恵
子
に
因
り
以
て
田
常
に
見
え
'
之
れ
に
勤
め
て
呉
を
伐
た
し
め
､
以
て
高

･
囲

･

飽

･
量
に
敦
へ
'
田
常
の
乱
を
害
ふ
を
得
る
な
か
ら
し
め
､
越
に
勤
め
て
呉
を
伐
た
し
む
｡
三
年
の
内
'
葬
具
破
園
の
難
あ
-
て
'

伏
戸
言
術
を
以
て
敦
ふ
る
は
'
孔
丘
の
諌
な
り
｡

こ
の
文
の
前
半
で
孔
子
は
斉
で
の
仕
官
を
量
子
に
妨
害
さ
れ
景
公
と
貴
子
に
射
し
て
憤
る
｡
そ
の
後
､
魯
に
お
い
て
孔
子
は

｢斉
の
滑
に

うかが

魯
を
伐
た
ん
と
す
る
を
閲

ひ
｣
｢子
貢
を
蓮
は
し
て
斉
に
之
か
し
め
｣
｢田
常
に
見
え
､
之
れ
に
勧
め
て
呉
を
伐
た
し
め
｣
｢越
に
勤
め
て

呉
を
伐
た
し
む
る
｣
の
で
あ
る
.
孔
子
が
子
貢
を
斉
に
汲
遺
し
て
'
斉
の
田
常
の
矛
先
を
呉
へ
向
け
さ
せ
'
越
に
呉
を
伐
た
せ
る
と
い
う

筋
書
き
は
､
『史
記
』
子
貢
遊
説
記
事
の
前
半
部
と
完
全
に

-
敦
し
て
い
る
｡
筋
書
き
が

一
致
す
る
鮎
で
こ
の

『墨
子
』
非
儒
下
篇
の
文

章
は

『史
記
』
子
貢
遊
説
記
事
と
同
根
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
｡

『墨
子
』
非
儒
下
篇
は

『史
記
』
子
貢
遊
説
記
事
の
前
半
と
筋
書
き
は

一
致
す
る
が
'
『史
記
』
子
貢
遊
説
記
事
と
は
異
な
る
鮎
も
あ

る
｡
ま
ず

『墨
子
』
で
は
孔
子
と
斉
の
関
係
が
主
産
の
中
心
に
あ
る
｡
孔
子
が
仕
官
の
適
わ
な
か
っ
た
斉
へ
の
怨
み
を
は
ら
す
た
め
に
子

貢
を
用
い
､
斉
に
呉
と
事
を
構
え
さ
せ
'
越
に
呉
を
滅
ぼ
さ
せ
､
魯
を
救
わ
せ
る
｡
斉

･
呉
の
混
乱
は
全
て
孔
子
の
謀
な
の
で
あ
る
｡
ま

た

『墨
子
』
に
は
晋
に
つ
い
て
の
記
述
や
､
文
陵
の
戦
､
貴
地
の
含
､
越
が
覇
を
唱
え
る
な
ど
は
記
さ
れ
て
い
な
い
｡
斉
と
呉
'
呉
と
越

で
戦
乱
と
な
っ
た
理
由
も
'
孔
子
の
謀
略
と
言
う
以
外
に
は
何
も
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
｡
『史
記
』
子
貢
遊
説
記
事
に
比
べ
る
と
､
子
貢

が
稗
舌
を
ふ
る
っ
て
各
国
を
戦
乱
に
導
-
過
程
が
鉄
如
し
'
事
賓
関
係
の
み
が
簡
潔
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
に

『墨
子
』
非
儒

下
篇
の
文
が

『史
記
』
子
貢
遊
説
記
事
に
記
す
事
柄
の
多
-
を
放
き
､
簡
潔
に
な
っ
て
い
る
理
由
は
'
『墨
子
』
非
儒
下
篇
の
文
が

『史

『史
記
』
子
貢
遊
説
説
話
の
成
立
に
つ
い
て

四
五



四
六

記
』
子
貢
遊
説
記
事
に
先
行
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
｡
子
貢
遊
説
記
事
に
記
さ
れ
る
文
陵
の
戟
'
貴
地
の
曾
'
越
が
覇
を
唱
え
る
な
ど
の
事

件
は
､
『墨
子
』
非
儒
下
篇
の
後
に
付
け
加
え
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
｡

『墨
子
』
非
儒
下
篇
が

『史
記
』
子
貢
遊
説
記
事
の
前
半
部
を
記
述
し
て
い
る
と
す
れ
ば
'
『墨
子
』
非
儒
下
篇
が
記
述
を
放
い
て
い

る
子
貢
遊
説
記
事
後
半
部
は
'
如
何
に
し
て
形
成
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
｡
子
貢
遊
説
記
事
後
半
部
に
記
さ
れ
る
越
や
晋
は
'
子
貢
と
の
接

鮎
が
見
出
せ
な
か
っ
た
｡
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
､
越
と
晋
は
子
貢
の
遊
説
先
と
な
っ
て
い
る
｡
特
に
越
は

『史
記
』
子
貢
遊
説
記
事
で
子

貢
が
遊
説
を
行
っ
た
結
果
'
最
後
に
覇
を
唱
え
る
ま
で
に
至
っ
て
い
る
｡
な
ら
ば
子
貢
と
の
繋
が
り
が
見
出
せ
な
い
越
や
晋
と
関
わ
る
人

物
は
'
他
に
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡

結
論
か
ら
言
え
ば
'
そ
の
人
物
は
前
述
し
た
呉
の
大
事
顛
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
こ
の
大
事
藷
と
い
う
人
物
は
呉
王
夫
差
に
越
王
勾
践

を
合
槽
に
許
す
よ
う
勤
め
て
､
曾
稽
の
恥
の
よ
う
な
結
果
を
招
く
｡
つ
ま
-
大
事
密
は
呉
の
滅
亡
に
深
-
闘
わ
-
､
亡
国
の
王
夫
差
に
重

⑲

用
さ
れ
て
い
る

｡

彼
は

『史
記
』
伍
子
背
列
博
に

｢呉
王
将
に
北
の
か
た
斉
を
伐
た
ん
と
す
｡
越
王
句
践
'
子
貢
の
謀
を
用
い
｢
.乃
ち
其

の
衆
を
率
ゐ
以
て
呉
を
助
け
て
､
重
賓
以
て
献
じ
太
宰
素
に
逼
る
｡
太
宰
畜
鑑
に
数
JM
越
の
路
を
受
け
'
其
の
越
を
愛
信
す
る
こ
と
殊
に

甚
し
｡
日
夜
'
為
に
呉
王
に
言
ひ
､
呉
王
､
蜜
の
計
を
信
用
す
｣
と
記
さ
れ
､
越
王
が
用
い
た
子
貢
の
謀
で
も
越
王
と
呉
王
の
閲
に
立
つ

役
割
を
演
じ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
｡
そ
し
て
呉
王
に
取
り
入
り
つ
つ
'
越
か
ら
貨
賂
を
し
ば
し
ば
受
け
取
り
関
係
を
保
っ
て
い
た
ら
し

㊨い
こ
と
も
､
こ
の
記
事
か
ら
は
窺
え
る
｡
ま
た

『左
俸
』
哀
公
十
三
年
の
呉
と
晋
が
盟
主
を
争
っ
た
着
地
の
合
に
も
参
加
し
て
い
た
ら
し

㊨ヽ■
0

､.∨
確
か
に
大
事
密
は

『史
記
』
子
貢
遊
説
記
事
中
で
活
躍
す
る
こ
と
は
な
い
｡
し
か
し
鑑
に
前
章
の
第
三
段
で
見
た
通
り
'
『左
侍
』
に

お
い
て
子
貢
が
呉
と
接
解
し
た
三
度
の
う
ち
二
度
は
大
事
宙
が
呉
を
代
表
し
て
い
た
｡
そ
の
上

『論
語
』
子
竿
篇
で
子
貢
と
野
話
し
て
い

⑳

る
大
宰
は
､
今
問
題
に
し
て
い
る
呉
の
大
事
素
と
い
わ
れ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
に
子
貢
と
大
事
奈
の
関
係
は
極
め
て
深
い
｡
更
に
こ
の
大

事
密
に
関
し
て
興
味
深
い
記
述
が
､
次
に
あ
げ
る

『呂
氏
春
秋
』
知
化
篇
に
見
え
て
い
る
｡



由

呉
王
夫
差
滑
に
斉
を
伐
た
ん
と
す
｡
子
育
日
-

｢
不
可
な
-
｡
夫
れ
斉
の
呉
に
輿

け
る
や
'
習
俗
同
じ
か
ら
ず
､
言
語
通
ぜ
ず
｡
我

お

つち

其
の
地
を
得
る
も
庭
る
能
は
ず
､
其
の
民
を
得
る
も
使
ふ
を
得
ず
｡
夫
れ
呉
の
越
に
輿

け
る
や
へ
土
を
接
し
境
を
鄭
し
､
壌

交

は
-

みち
つら

通

屠

な

-
'
習
俗
同
じ
-
､
言
語
通
ず
｡
我
其
の
地
を
得
れ
ば
能
-
之
れ
に
慮
り
'
其
の
民
を
得
れ
ば
能
く
之
れ
を
使
ふ
｡
越
の
我

に
於
け
る
も
亦
た
然
-
｡
夫
れ
呉
越
の
勢
両
立
せ
ず
｡
越
の
呉
に
於
け
る
や
､
響
へ
ば
心
腹
の
疾
の
若
し
｡
作
る
無
し
と
経
も
'
其

は
な
は

⑳

や
ぶ

の
傷
深
-
し
て
内
に
在
る
な
-
｡
夫
れ
斉
の
呉
に
於
け
る
や
'
疹
癖
の
病
な
-
｡
苦
し
み
其
れ

巳
だ
し
か
ら
ず
'
且
つ
其
れ
優
る

けん
⑳

無
し
｡
今
越
を
得
て
て
斉
を
伐
つ
は
'
之
れ
を
誓
へ
ば
猶
は
虎
を
慣
れ
て

楯

を

刺

す
が
ご
と
し
｡
之
れ
に
勝
つ
と
雄
も
､
其
の
後
患

つ央
-
る
無
し
｣
と
｡
太
宰
畜
日
-

｢不
可
な
-
｡
君
王
の
令
の
上
園
に
行
は
れ
ざ
る
所
以
は
'
斉

･
晋
な
-
｡
君
王
若
し
斉
を
伐
ち

て
之
れ
に
勝
ち
'
其
の
兵
を
徒
し
以
て
晋
に
臨
ま
ば
､
晋
必
ず
命
を
穂
か
ん
｡
是
れ
君
王

一
撃
に
し
て
両
国
を
服
す
る
な
り
｡
君
王

の
令
必
ず
上
園
に
行
は
れ
ん
｣
と
｡
夫
差
以
て
然
-
と
為
し
､
子
膏
の
言
を
聴
か
ず
し
て
､
太
宰
斉
の
謀
を
用
ふ
｡

こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
､
越
討
伐
を
勧
め
斉
と
争
わ
な
い
よ
う
説
い
た
伍
子
背
に
反
封
し
､
呉
王
に
斉
討
伐
を
勧
め
'
斉
を
敗
っ
た
な
ら

｢其
の
兵
を
徒
し
以
て
晋
に
臨
む
｣
よ
う
大
事
寮
が
呉
王
夫
差
に
進
言
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
『史
記
』
子
貢
遊
説
記
事
で
は
子
貢
が

越
王
に
､
呉
が
斉
に
勝
て
ば
晋
に
向
か
う
だ
ろ
う
と
預
測
を
語
り

(第
四
段
)'
呉
は
そ
の
通
-
に
動
い
た
｡
と
こ
ろ
が
子
貢
に
は
呉
へ
赴

い
た
記
録
も
'
越
や
晋
と
の
繋
が
-
を
示
す
記
録
も
見
出
せ
な
か
っ
た
｡
『史
記
』
子
貢
遊
説
記
事
で
'
子
貢
が
呉
に
斉
を
伐
つ
よ
う
勧

め
へ
斉
を
放
っ
た
な
ら
晋
に
向
か
う
だ
ろ
う
と
語
っ
た
の
は
､
本
来
大
事
密
の
行
動
で
あ
っ
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
｡
こ
の

指
摘
に
つ
い
て
は

『呂
氏
春
秋
』
知
化
篇
の
記
述
の
他
に
'
既
述
し
た
子
貢
と
呉
と
の
繋
が
-
に
は
大
事
藷
が
探
-
関
わ
っ
て
い
る
こ
と

も
傍
謹
と
な
ろ
う
｡
ま
た

『史
記
』
子
貢
遊
説
記
事
後
半
で
重
要
な
主
題
と
な
る
呉
越
の
攻
防
に
関
し
て
'
大
事
素
が
賓
際
に
鍵
を
握
っ

て
い
た
人
物
だ
っ
た
こ
と
も
見
逃
せ
ま
い
｡

『史
記
｣
子
貢
遊
説
説
話
の
成
立
に
つ
い
て



四
八

四

結

語

最
後
に

『史
記
』
子
貢
遊
説
記
事
の
形
成
過
程
を
整
理
し
て
お
こ
う
｡
ま
ず

『史
記
』
子
貢
遊
説
記
事
に
見
え
る
事
件
の
多
-
は
､

『春
秋
』
『左
停
』
等
に
記
述
さ
れ
て
お
-
'
『春
秋
』
『左
侍
』
等
の
記
事
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
'
子
貢
遊
説
記
事
の
粗
筋
さ

え
窺
え
た
.
し
か
し

『春
秋
』
『左
博
』
に
見
え
た
殆
ど
の
事
件
で
は
'
子
貢
の
活
躍
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
｡
子
貢
は
斉

･
呉
と
t
ば
し

ぼ
関
係
は
し
た
が
'
葬
具
を
戦
わ
せ
'
異
音
に
強
き
を
争
わ
せ
'
越
に
呉
を
滅
ぼ
さ
せ
た
と
い
う

『史
記
』
子
貢
遊
説
記
事
に
見
え
る
行

動
と
は
無
関
係
で
あ
っ
た
｡
た
だ
し

『韓
非
子
』
に
見
え
る
よ
う
な
子
貢
が
斉
に
遊
説
し
た
と
い
う
俸
承
は
存
在
し
た
ら
し
い
｡
そ
し
て

子
貢
を
斉
に
派
遣
し
'
斉

･
呉
を
混
乱
に
陥
れ
る

『墨
子
』
非
儒
下
篇
の
記
述
は
'
子
貢
遊
説
記
事
前
半
部
を
簡
潔
に
述
べ
て
い
た
｡
更

に
後
半
部
は
子
貢
で
は
な
-
､
呉
の
大
事
嘉
の
俸
承
が
関
わ
っ
て
形
成
さ
れ
た
可
能
性
を
指
摘
し
え
た
｡
つ
ま
り

『春
秋
』
『左
停
』
等

に
見
え
た
個
々
の
事
件
が

『墨
子
』
非
儒
下
篇
の
ご
と
-
ま
と
め
ら
れ
'
後
に
大
事
索
の
関
わ
る
呉
越
の
攻
防
や
晋
に
関
す
る
記
述
が
付

け
足
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
た
｡
こ
γゝ
し
た
形
成
過
程
の
う
ち
に
'
第
四
段
で
挙
げ
た

『戦
国
策
』
の
言
葉
の
よ
う
な
遊
説
家
と
し
て
の
表

現
が
付
け
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
よ
う
な
成
立
過
程
を
経
た

『
史
記
』
子
貢
遊
説
記
事
で
あ
る
か
ら
'
革
に
事
件
や
侍
承
を
羅

列
し
た
記
事
と
い
う
よ
-
は
'
遊
説
家
子
貢
の
物
語
と
し
て
作
成
さ
れ
た

一
篇
の
説
話
と
呼
ぶ
の
が
ふ
さ
わ
し
い
｡
だ
か
ら
こ
の

『史

記
』
子
貢
遊
説
説
話
の
中
に
子
貢
の
俸
記
に
資
す
べ
き
も
の
は
殆
ど
な
い
｡
子
貢
の
俸
記
研
究
に
資
す
べ
き
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
'
子

貢
と
田
常
､
大
事
許
と
の
関
係
が
深
い
も
の
と
分
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
今
後
子
貢
の
停
記
研
究
を
更
に
進
め
る
に
は
､
子
貢
と
由
常
'

子
貢
と
大
事
話
と
の
関
係
を
更
に
究
明
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡

『史
記
』
子
貢
遊
説
記
事
は

一
篇
の
説
話
と
し
て
こ
そ
､
こ
れ
か
ら
は
論
じ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
仲
尼
弟
子
列
博
の
中
で
前
後
か

ら
濁
立
し
て
お
り
､
段
落
構
成
も
は
っ
き
-
し
て
い
る
O
事
件
の
蓉
端
を
第

1
段
と
し
､
結
果
を
第
七
段
で
語
-
､
結
び
の
語
が
第
八
段

に
お
か
れ
て
い
る
｡
子
貢
の
説
が
そ
れ
ぞ
れ
の
園
に
次
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
'
思
惑
通
-
の
結
果
へ
と
進
ん
で
行
-
展
開
も
'
そ
の
結
果



が
あ
の
文
陵
の
戦
で
あ
-
呉
の
滅
亡
で
あ
っ
た
と
い
う
結
未
も
'
全
て
子
貢
が
魯
を
守
る
た
め
の
策
略
で
あ
っ
た
と
い
う

一
鮎
に
結
び
付

け
る
こ
の
説
話
は
､
物
語
と
し
て
も
よ
-
で
き
て
い
る
｡
説
話
と
し
て
の

『史
記
』
子
頁
遊
説
記
事
は
､
子
貢
遊
説
記
事
第
四
段
で
同
様

の
諺
を
用
い
て
い
た

『戦
囲
策
』
と
の
関
係
や
､
後
に

『史
記
』
子
貢
遊
説
記
事
が
取
-
込
ま
れ
て
い
-

『越
経
書
』
内
俸
陳
成
恒
や

『呉
越
春
秋
』
夫
差
内
侍
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
が
'
そ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
は
ま
た
別
の
横
倉
に
検
討
す
る
こ

と
に
し
た
い
｡

端
木
賜
の
字
は
多
-
子
貢
と
す
る
が
'
子
頚
と
す
べ
き
旨
が
鑓
大
祈

『十
駕
療
養
新
録
』
巻
二

｢子
嶺
｣
に
見
え
､
｢記
文
､
嶺
賜
也
'
貢
献
也
｡
南
字
音
同
義
別
｡

子
貢
名
賜
T
字
普
仙
境
｣
と
説
か
れ
て
い
る
.
し
か
し
小
論
で
は
引
用
文
の
多
く
が

｢子
貢
｣
に
作
っ
て
お
-
､
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
通
行
の

｢子
貢
｣
を
用
い
る

こ
と
と
す
る
｡

主
な
子
貢
研
究
論
文
と
し
て
は
以
下
の
詩
篇
が
あ
る
｡
佐
藤

一
郎

｢論
語
に
お
け
る
子
責
の
研
究
-
古
代
哲
学
の
成
立
と
商
業
的
思
惟
-
｣
(｢北
海
道
大
学
文
筆
部

紀
要
｣

1
四

第

l
分
冊
'

1
九
六
五
年
)へ
波
速
卓

｢弟
子

(八
)
-
孔
子
説
話
の
思
想
史
的
研
究

そ
の
九
-
｣
(｢山
梨
大
挙
教
育
学
部
研
究
報
告
｣

1
八
へ

1
九

六
八
年
｡
の
ち

1
九
七
三
年
'
創
文
社

r古
代
中
賄
思
想
の
研
究
｣
所
収
)'
木
村
英

1
｢子
貢
に
つ
い
て
｣
(｢福
井
博
士
頒
寿
記
念
'
東
洋
文
化
論
集
｣

1
九
六
九
年
｡

の
ち

一
九
八

一
年
'
創
文
社

『中
国
哲
学
の
探
求
し
所
収
)'
高
橋
均

｢仲
尼
弟
子
列
侍
に
つ
い
て
｣
(｢東
京
致
育
大
挙
文
学
部
紀
要

･
国
文
学
漢
文
撃
論
叢
｣
第

一
五

韓
､

一
九
七
〇
年
)､
同

｢孔
子
集
圏
に
つ
い
て
｣
(｢鹿
鬼
島
大
挙
教
育
学
部
研
究
紀
要

･
人
文
融
合
科
挙
篇
｣
第
二
四
巻
'

一
九
七
三
年
)'
俣
野
太
郎

｢論
語
に
み

え
る
諸
弟
子
の
記
述

第
二
(上
)
(中
)
(下
)-
顔
淵
と
子
貢
1
｣
(大
東
文
化
大
挙
東
洋
研
究
所

｢東
洋
研
究
｣
七

1
･
七
三

･
七
七
旗
へ

1
九
八
四
-
八
六
年
)｡
こ
れ

ら
の
中
で
高
橋
均
氏
の
二
論
文
以
外
は

｢論
語
』
『左
俸
』

に
よ
っ
て
子
貢
を
論
じ
て
い
る
｡

前
掲
木
村
英

1
｢子
貢
に
つ
い
て
｣
は

｢子
貢
の
国
際
外
交
場
裏
に
お
け
る
活
躍
に
つ
い
て
は
'
史
記
の
弟
子
博
子
貢
の
傍
七
も
若
干
の
記
述
が
あ
る
が
'
そ
の
記

事
に
は
後
人
の
構
成
ら
し
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
'
そ
の
ま
ま
信
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
こ
れ
に
比
べ
て
'
や
は
り
左
侍
の
記
述
の
方
が
史
料
的
な
債
値
が
高
い
で

あ
ろ
う
｣
と
し
て

｢左
停
｣
の
記
事
に
よ
り
子
貢
の
俸
記
研
究
を
展
開
さ
れ
る
0

『史
記
評
林
)
に
見
え
る
何
孟
春
､
楊
償
'
茅
坤
､
李
光
緒
の
評
語
'
雀
適

r史
記
探
源
L
t
施
之
勉

r史
記
合
法
考
諾
訂
補
｣
(
1
九
七
六
年
､
蓋
漕
'
華
岡
出
版
)

な
ど
は
皆

『史
記
』
子
貢
遊
説
記
事
を
史
賓
で
は
な
-
後
人
の
備
託
'
撞
人
と
す
る
｡
『史
記
｣
の
註
揮
以
外
で
も
王
安
石

｢子
責
｣
(『臨
川
集
｣
巻
六
四
)'
劉
恕

r通
鑑
外
妃
｣
巻
九
㌧
蘇
轍

r古
史
｣
巻
三
二
㌧
雀
述

r沫
潤
考
信
除
鉄
｣
巻

一
な
ど
は
註
碍
家
と
ほ
ほ
同
様
の
批
判
を
展
開
し
て
い
る
O

『史
記
』
子
貢
遊
説
説
話
の
成
立
に
つ
い
て

四
九



五
〇

⑤

梁
玉
縄

『史
記
志
疑
J
巻
二
八
の
子
貢
遊
説
記
事
に
関
す
る
考
護
は
以
下
の
通
り
0
｢陳
氏
博
高

･
囲

･
飽

･
妾
､
何
以
欲
移
兵
伐
魯
O
子
貢
使
斉
在
京
十
五
年
魯
輿

膏
平
之
後
､
鵠
成
敗
故
､
何
得
強
相
牽
引
｡
伍
子
背
死
手
戦
文
陵
後
'
是
時
尚
未
賜
屠
鎮
'
何
云
子
背
以
諌
死
.
左
俸
呉
獲
EEI書
等
五
人
'
何
云
獲
七
賂
軍
｡
着
地
之

含
距
戦
文
陵
二
年
､
何
言
呉
王
不
締
以
兵
臨
晋
｡
舎
盟
季
長
'
呉
先
手
曹
'
何
云
晋
敗
呉
師
｡
曾
貴
地
辞
典
越
平
'
在
京
十
三
年
'
越
滅
呉
在
京
二
十
二
年
'
何
云
曾

貴
地
締
輿
越
戟
不
勝
見
殺
｡
越
滅
呉
稀
覇
'
在
孔
子
卒
後
七
年
'
何
云
子
貫
之
出
孔
子
使
之
｡
五
圃
之
事
含
'
典
子
貢
無
干
'
何
云
子
貢
存
魯
乱
費
破
呉
彊
晋
覇
越
｡

自
哀
八
年
脅
伐
魯
至
二
十
二
年
呉
滅
越
'
首
尾
十
五
歳
､
何
云
十
年
｡
傾
人
之
邦
'
以
存
宗
BEI'
何
以
薦
孔
子
｡
縦
横
拝
聞
'
不
顧
義
理
'
何
以
篤
子
貢
｡
即
其
所
言
'

了
無

1
賓
'
両
津
津
道
之
｡
子
青
侍
亦
有
句
路
用
子
貫
之
謀
'
率
衆
助
呉
等
語
'
豊
不
誕
哉
｡
墨
子
非
儒
下
篇
謂
'
孔
子
怒
量
子
汎
尼
糸
之
封
干
景
公
､
適
舞
欲
伐
魯
'

乃
遺
子
貫
之
斉
勤
田
常
伐
呉
'
敦
高
地
母
得
菩
田
常
之
乱
'
逐
勧
越
伐
異
'
三
年
之
内
､
葬
具
破
園
｡
其
鳥
六
囲
時
之
妄
談
可
見
'
孔
鮒
詰
墨
排
之
臭
｡
或
日
'
弟
子

俸
皆
短
簡
不
繁
､
濁
子
貢
俸
榛
蕪
不
休
'
疑
是
後
人
聞
入
'
非
史
本
文
也
｣

⑥

氏
の
引
用
す
る

r韓
非
子
l
T説
苑
｣
の
文
は
次
の
部
分
で
あ
る
O
｢奔
賂
攻
魯
､
魯
使
子
貢
説
之
､
賛
入
日
'
子
言
非
不
韓
也
'
吾
所
欲
者
土
地
也
'
非
斯
言
所
謂

也
'
逐
挙
兵
伐
魯
-
-
･子
貢
梓
智
而
魯
別
'
以
是
言
之
'
夫
仁
義
群
智
非
所
以
持
国
也
｣
(r韓
非
子
』
五
意
篇
)へ
｢斉
攻
魯
'
子
貴
兄
哀
公
請
求
赦
於
呉
､
公
田
'
葵

先
君
賓
之
用
､
子
貫
目
'
使
呉
貴
書
賓
'
而
我
師
是
不
可
侍
也
｣
(『説
苑
』
奉
便
篇
)｡
な
お
､
『韓
非
子
』
五
意
篇
の
文
は
後
に
本
文
第
三
章
で
も
引
用
す
る
｡

⑦

底
本
は

『史
記
曾
注
考
琵
｣
と
L
t
分
段
は
中
華
書
局
標
鮎
本
に
よ
る
o
段
落
番
競
下
の
見
出
し
は
筆
者
が
仮
に
附
し
た
｡

⑧

第

1
段
の
前
の
文
は

｢子
貢
間
日
'
富
而
無
騰
'
貧
而
無
論
'
何
如
.
孔
子
日
'
可
也
｡
不
如
貧
而
築
造
'
富
而
好
確
｣
で
あ
る
｡
こ
の
文
は
言
う
ま
で
も
な
く

r論
語
』
拳
而
麓
の

｢子
貫
目
､
貧
而
無
論
'
富
而
無
廉
'
何
如
｡
子
日
､
可
也
｡
未
若
貧
而
築
造
､
富
而
好
穫
者
也
｣
に
基
づ
-
文
で
あ
-
'
子
貢
が
遊
説
に
出
掛

け
る
記
事
と
は
明
ら
か
に
直
別
さ
れ
よ
う
｡

⑨

底
本
は

｢其
地
狭
以
壮
｣
と
作
る
が
､
｢越
権
書
｣
内
借
陳
成
伍
が

｢池
狭
而
蔑
｣
と
L
t
｢呉
越
春
秋
』
夫
差
内
債
が

｢其
池
狭
以
浅
｣
と
す
る
の
に
よ
り
､
｢其
池

狭
以
洩
｣
と
改
め
る
.
こ
の
校
訂
に
つ
い
て
は
既
に
王
念
孫
が

rF講
書
雑
誌
J
巻
111之
四
で
論
じ
て
い
る
.

⑲

底
本
は

｢地
廉
以
深
｣
と
作
る
が
､
｢途
絶
書
｣
内
停
陳
成
伍

･
『呉
越
春
秋
｣
夫
差
内
債
と
も
に

｢池
廉
以
深
｣
と
し
て
お
-
'
｢池
庚
以
探
｣
と
改
め
る
｡
ま
た
註

⑨
で
奉
げ
た
王
念
孫

『講
書
雑
誌
｣
巻
三
之
E
lを
参
照
さ
れ
た
い
.

⑬

こ
の
時
の
こ
と
は

『論
語
｣
憲
間
篇
に
も
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
｡
｢陳
成
子
殺
簡
公
｡
孔
子
休
浴
而
朝
'
告
於
哀
公
日
'
陳
恒
殺
其
君
'
請
伐
之
｡
公
日
'

告
夫
二
三
子
｡
孔
子
日
'
以
吾
従
大
夫
之
後
'
不
敢
不
告
也
｡
君
日
'
告
夫
二
三
子
者
'
之
二
三
子
音
'
不
可
｡
孔
子
日
'
以
吾
従
大
夫
之
後
'
不
敢
不
告
也
｣

⑫

杜
預
集
解
に
よ
る
と
以
前
の
盟
と
は
哀
公
七
年
の
郡
で
の
盟
を
指
す
｡
哀
公
が
郡
の
盟
を
あ
た
た
め
直
す
こ
と
を
望
ま
な
か
っ
た
理
由
を
'
楊
伯
唆

『春
秋
左
俸
注

(修
訂
本
)』
(
一
九
八

一
年
'
中
華
書
局
)
は

｢郡
盟
'
呉
徴
百
年
､
且
召
季
康
子
'
故
哀
公
及
季
氏
皆
不
欲
｣
と
し
て
い
る
｡
な
お

r左
俸
｣
哀
公
七
年
に
郡
で
結

ば
れ
た
盟
の
記
事
は
､
本
文
次
の
段
で
抄
録
す
る
｡

⑬

前
掲
の
楊
伯
唆

『春
秋
左
博
徒

(修
訂
本
)』
は
叔
孫
州
仇
が
呉
王
に
返
事
が
で
き
な
か
っ
た
理
由
を

｢君
賜
臣
創
､
是
欲
其
死
､
疑
古
無
受
創
鍍
之
薩
'
政
叔
孫
不



⑭㊨⑬⑫⑬⑲㊨㊨㊨㊨
知
所
労
｣
と
し
て
い
る
｡

｢鉄
｣
を
司
馬
貞
の
索
隈
は

｢斧
也
｣
と
す
る
が
､
『史
記
倉
註
考
.W
』
は

｢鉄
字
上
､
昔
有
鉄
名
以
輿
屈
慮
歩
光
相
野
'
不
則
鉄
字
桁
文
｣
と
言
う
｡

ま
た

r史
記
J)
呉
太
伯
世
家
に
も

｢越
王
滅
呉
'
課
太
宰
密
､
以
薦
不
忠
､
而
韓
｣
と
あ
る
.

こ
の
結
び
の
文
の
後
ろ
は

｢子
貢
好
摩
拳
'
輿
時
樽
貸
賃
｡
喜
揚
人
之
美
､
不
能
匿
人
之
過
｡
常
相
魯
衛
､
家
累
千
金
'
卒
格
子
賛
｣
と
結
び
の
文
と
は
繋
が
ら
な

い
記
述
と
な
る
た
め
､
子
貢
遊
説
記
事
の
範
囲
を
本
文
の
通
り
に
定
め
た
｡

底
本
と
し
た
孫
論
議

『墨
子
問
詰
』
は

｢孔
丘
｣
を

｢孔
某
｣
と
作
る
が
､
こ
れ
は
畢
玩
校
注
が

｢某
字
書
作
孔
子
諒
'
今
改
｣
と
し
て
､
改
め
た

｢某
｣
字
に
従

っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
｡
そ
こ
で
本
来
の

｢孔
子
謹
｣
即
ち

｢孔
丘
｣
に
戻
し
た
｡
以
下
同
じ
｡

こ
こ
ま
で
の
部
分
は

『量
子
春
秋
』
外
篇
に
も
ほ
ほ
同
様
の
文
が
見
え
る
｡

舎
稽
に
越
王
勾
歳
を
許
す
よ
う
勧
め
た
こ
と
は
､
『左
倦
』
哀
公
元

(前
四
九
四
)
年
に

｢呉
王
夫
差
敗
越
干
夫
枚
'
報
栴
李
也
｡
逐
入
超
｡
越
子
以
甲
楯
五
千
保
千

倉
稽
'
使
大
夫
種
因
呉
大
事
奮
以
行
成
｡
呉
子
豚
許
之
｣
と
あ
る
｡
ま
た
t
F左
侍
』
走
公
四

(前
五
〇
六
)
年
に

｢伯
州
肇
之
孫
畜
薦
呉
大
事
以
謀
楚
｣
と
大
事
缶
が

昔
時
の
具
王
開
聞
の
大
事
に
な
っ
た
と
あ
り
'
以
後
大
事
と
し
て
呉
の
内
政
及
び
外
交
に
深
-
据
わ
り
夫
差
に
重
用
さ
れ
た
ら
し
い
｡
詳
し
-
は

｢左
博
｣
t
F史
記
｣

呉
太
伯
世
家

･
越
王
句
践
世
家

･
伍
子
育
列
侍
な
ど
に
見
え
る
｡

呉
滅
亡
の
二
年
後
の
哀
公
二
匹

(前
四
七

T
)
年
の

『左
俸
』
に

｢閏
月
､
公
卿
越
'
得
大
子
適
邸
'
終
章
公
而
多
輿
之
地
.
公
孫
有
山
便
告
干
季
孫
O
季
孫
催
'

任
国
大
事
畜
而
納
賂
葛
'
乃
止
｣
と
あ
-
､
大
事
素
は
魯
の
季
孫
氏
か
ら
の
貨
路
を
越
の
大
子
に
渡
す
役
を
務
め
て
い
る
.
こ
の
文
か
ら
大
事
蕗
は
呉
の
滅
亡
後
'
越

に
逃
れ
た
か
の
印
象
を
受
け
る
o
L
か
し
鑑
に
小
論
二
幸
で
述
べ
た
よ
う
に
､
『史
記
｣
越
王
句
践
世
家
や
呉
太
伯
世
家
で
は
呉
の
滅
亡
に
際
し
大
事
密
は
諌
殺
さ
れ
た

こ
と
に
な
っ
て
お
り
'
大
事
話
が
呉
の
滅
亡
後
越
に
逃
れ
た
の
か
否
か
'
真
備
は
不
明
で
あ
る
.

本
文
第
二
章
第
七
段
で
引
用
し
た

『左
侍
』
哀
公
十
三
年
の
貴
地
の
倉
の
記
事
の
後
､
呉
王

一
行
が
宋
を
攻
め
よ
う
と
し
た
候
に
大
事
話
の
名
が
次
の
よ
う
に
見
え

て
い
る
.
｢王
欲
伐
宋
'
殺
其
丈
夫
而
囚
其
婦
人
｡
大
牢
畜
日
'
可
勝
也
'
而
弗
能
居
也
｡
乃
韓
｣

r論
語
｣
で
の
子
責
と
大
事
蕪
の
野
話
は
子
竿
簾
に
見
え
る
｡
｢太
宰
間
於
子
貫
目
'
夫
子
聖
者
輿
.
何
其
多
能
也
o
子
貫
目
'
固
天
縦
之
賂
聖
'
又
多
能
也
｡
子
聞

之
日
､
太
宰
知
我
着
手
｡
吾
少
也
購
.
故
多
能
郡
事
｡
君
子
多
乎
哉
'
不
多
也
｣
こ
の
太
宰
を
陸
徳
明
稗
文
で
は

｢鄭
云
'
是
呉
太
宰
蛮
｣
と
亭
っ
.

原
文
は

｢不
苦
其
巳
也
'
且
其
無
傷
也
｣
で
あ
り
､
陳
奇
猷

『呂
氏
春
秋
校
樺
ら
(
1
九
八
四
年
'
撃
林
出
版
社
)
に

｢穐
記
檀
弓
下

『母
乃
巳
疏
乎
k
t
鄭
注

『巳

猶
甚
也
｣
.
此

『巳
｣
字
亦
首
訓
甚
.
T不
苦
其
巳
也
｣
猶
言
不
苦
其
甚
也
O
三
･･･
『且
其
無
傷
也
』
'
謂
疹
癖
之
病
無
傷
於
生
命
｣
と
あ
る
の
に
従
い
訓
じ
た
｡

｢絹
｣
は
高
誘
法
に

｢猷
三
歳
日
精
也
｣
と
あ
る
o

『史
記
｣
子
貢
遊
説
説
話
の
成
立
に
つ
い
て


