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緒
言

周
室
の
東
遷
以
後
、
平
王
よ
り
約
二
百
五
十
年
間
を
春
秋
時
代
と
稲
し
、
周
の
威
烈
王
よ
り
秦
に
よ
っ
て
中
國
の
再
統
一
が
逹
成
さ
れ

る
迄
の
凡
そ
二
百
年
間
を
戦
國
時
代
と
稲
す
。

一
般
に
、
雨
者
を
合
し
て
春
秋
戦
國
時
代
と
稲
し
、
周
室
が
嘗
っ
て
経
瞼
し
た
最
大
の
動

胤
の
時
代
と
特
徽
づ
け
ら
れ
る
が
、
雨
時
代
に
も
自
ら
差
異
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。

春
秋
時
代
は
貴
族
階
級
が
互
い
に
角
逐
し
、
凌
ぎ
を
削
り
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
政
治
の
賓
梱
は
諸
侯
か
ら
有
力
貴
族
に
移
り
、
更
に

有
力
貴
族
の
臣
下
の
手
に
移
っ
て
行
く
。
即
ち
封
建
貴
族
階
級
の
崩
壊
没
落
の
時
代
で
あ
る
。
こ
れ
に
封
し
、
戦
國
時
代
は
蕉
い
も
の
が

破
壊
さ
れ
、
動
胤
を
巧
妙
斬
新
な
手
段
で
生
き
抜
い
て
い
く
才
能
者
が
自
己
の
勢
力
を
撒
張
し
、
中
國
の
統

雨
時
代
を
通
じ
、
弱
肉
強
食
の
世
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
春
秋
時
代
に
は
諸
侯
は
未
だ
周
室
を
尊
び
、
名
分
を
正
し
、
信
義
を
重
ん
じ
、

尊
王
を
唱
え
、
覇
者
と
な
る
こ
と
を
目
指
し
た
。
こ
れ
に
封
し
、
戦
國
時
代
に
は
諸
侯
は
周
室
を
尊
ば
ず
、
信
義
を
無
視
し
、
王
琥
を
僣

稲
し
、
専
ら
侵
略
兼
併
を
事
と
し
た
。
力
は
正
義
で
あ
り
、
全
く
弱
肉
強
食
の
思
想
が
支
配
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。

へ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
溢
れ
る
時
代
で
あ
っ
た
。

—
特
に
戦
國
士
人
の
そ
れ
と
比
較
し
て
ー
~

名
の
意
識
よ
り
見
た
春
秋
大
夫

名
の
意
識
よ
り
見
た
春
秋
大
夫

塘i

を
目
指
し
て
行
く
、
統

耕
一
八

次



し
て
渡
り
あ
う
激
し
さ
を
持
っ
て
い
た
。

沈
着
冷
静
に
敵
と
戟
を
交
え
、
之
を
伐
ち
と
っ
た
。

一九

旦
熱
情
に
謳
ら
れ
た
時
は
、
君
主
と
も
封
等
に
伍

春
秋
時
代
と
戦
國
時
代
の
歯
相
に
、
凡
そ
右
の
よ
う
な
差
異
を
見
出
し
得
る
な
ら
ば
、

て
い
る
人
々
（
前
者
は
大
夫
階
級
が
主
盟
で
あ
る
ゆ
え
、

そ
こ
に
主
役
と
な
り
、
活
躍
の
場
を
輿
え
ら
れ

以
下
に
春
秋
大
夫
と
呼
ぶ
。
後
者
は
士
人
階
級
が
主
憫
で
あ
る
ゆ
え
、

以
下
に
戦
國
士
人
と
呼

嘗
然
差
異
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
如
何
な
る
貼
に
於
て
差
異
が
あ
り
、
特
徴
的
で
あ
っ
た
で

主
に
『
左
偲
』
な
ど
で
、
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
春
秋
大
夫
の
行
動
は
、
将
軍
と
し
て
戦
場
に
出
て
は
肉
憫
的
な
活
力
に
溢
れ
豪
謄
で
あ

ひ
る

っ
た
。
彼
ら
は
車
を
御
し
、
自
ら
先
頭
に
立
ち
戦
場
を
縦
横
無
盛
に
疾
謳
し
、
後
績
の
部
除
を
跛
舞
し
た
。
危
瞼
に
際
し
て
も
、
躇
ま
ず
、

彼
ら
は
死
を
賭
け
て
戦
場
に
臨
ん
だ
。
敗
将
は
し
ば
し
ば
引
責
し
て
形
裁
を
受
け
、
或
は
自
殺
し
て
最
後
の
名
巻
を
守
ら
ね
ば
な
ら
ぬ

程
、
そ
の
勝
負
は
置
剣
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

そ
れ
ほ
ど
箕
剣
で
あ
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
彼
ら
は
戦
場
に
於
て
も
日
常
と
同
じ
く
、
證
儀

も
て
あ
そ

や
信
義
を
重
ん
じ
た
。
敵
を
伐
ち
と
す
る
た
め
に
、
陽
動
作
戦
を
弄
ん
だ
り
、
卑
劣
な
手
段
に
訴
え
た
り
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
彼
ら
は
戦
場
で
、
相
手
國
の
君
主
と
出
會
う
の
を
出
来
る
だ
け
避
け
た
が
、

名
の
意
識
よ
り
見
た
春
秋
大
夫

そ
れ
は
君
主
を
恥
ず
か
し
め
る
よ
う
な
事
態
に
至

る
の
を
極
度
に
恐
れ
た
た
め
で
あ
っ
た
。
不
幸
に
も
、
偶
然
の
成
り
行
き
か
ら
君
主
を
捕
え
、
自
陣
に
連
行
す
る
こ
と
に
で
も
な
れ
ば
、

へ
り
く
だ

彼
ら
は
精
一
杯
遜
り
、
慇
懃
丁
重
に
振
舞
い
、

に
も
相
手
に
封
す
る
可
能
な
限
り
の
思
い
遣
り
を
示
し
た
。
こ
れ
ら
は
、
戦
國
士

人
の
謀
略
的
な
態
度
、
勝
利
の
た
め
に
は
陽
動
作
戦
も
、
卑
劣
な
手
段
も
敢
て
辟
さ
な
い
態
度
と
は
大
き
な
隔
り
が
あ
る
。

春
秋
大
夫
は
、
載
場
を
離
れ
て
は
繊
細
な
感
情
を
有
す
る
文
化
人
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
諸
侯
の
宴
會
に
使
者
と
し
て
出
向
き
、
詩
を
誦

つ
つ
が

し
應
封
贈
答
の
作
法
に
恙
な
く
、
頗
る
氣
品
あ
り
、
優
雅
に
行
動
し
た
。
し
か
し
、

の
邪
念
に
封
し
て
は
盲
従
せ
ず
、
自
己
の
良
心
に
従
い
、
死
を
賭
け
て
之
を
諫
め
る
こ
と

が
艇
々
行
わ
れ
た
。
彼
ら
は
一
身
の
利
に
汲
々
と
せ
ず
、
社
稜
の
た
め
な
ら
一
命
も
拠
つ
と
い
う
梢
肺
の
崇
高
さ
を
持
っ
て
い
た
。
そ
れ

は
戦
國
士
人
の
、
自
己
の
富
貴
や
出
世
を
第
一
義
と
す
る
行
動
と
は
大
き
な
隔
り
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

あ
ろ
う
か
。

ぷ
）
の
行
動
に
も
、



名
の
意
識
よ
り
見
た
春
秋
大
夫

こ
れ
ら
の
行
動
の
差
異
は
、
主
に
彼
ら
の
名
（
名
巻
・
名
樫
）
に
封
す
る
考
え
方
の
相
違
に
よ
っ
て
現
わ
れ
る
。

無
論
、
名
の
み
が
総
て

で
は
な
い
が
、
名
は
中
國
人
の
意
識
の
中
で
も
、
最
も
特
徴
的
な
も
の
で
あ
り
、
彼
ら
の
日
々
の
行
動
を
強
く
規
定
し
て
い
た
も
の
で
あ

春
秋
大
夫
の
名
に
封
す
る
考
え
方
は
、
彼
ら
に
特
有
の
行
動
を
執
ら
せ
る
。
そ
れ
は
長
所
と
同
時
に
、
戦
國
時
代
に
は
都
合
悪
く
、
受

け
入
れ
ら
れ
ぬ
と
い
う
意
味
で
の
映
貼
を
持
っ
て
い
た
。
戦
國
時
代
に
は
、
春
秋
時
代
と
別
の
名
に
封
す
る
考
え
方
が
生
れ
．
独
得
の
行

こ
の
小
論
は
、
右
の
よ
う
な
視
貼
に
立
ち
、
春
秋
大
夫
の
名
に
封
す
る
考
え
方
を
探
り
、
彼
ら
の
行
動
を
観
察
し
つ
つ
、
そ
れ
が
戦
國

時
代
に
は
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
映
貼
を
探
っ
て
い
く
。
そ
の
場
合
、
彼
ら
の
行
動
の
舞
豪
は
主
に
戦
場
と
朝
廷
で
あ
っ
た
ゆ
え

に
、
こ
こ
で
も
そ
の
二
つ
に
分
け
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

戦
場
に
於
け
る
名
と
は
、
勇
者
の
名
に
他
な
ら
な
い
。
ゆ
え
に
、

春
秋
大
夫
の
行
動
が
活
力
に
溢
れ
、
豪
脆
に
思
え
る
の
は
、
彼
ら
が
甚
だ
勇
氣
を
重
視
し
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

れ
ば
則
ち
戦
う
、
怯
な
れ
ば
則
ち
北
ぐ
」
（
『
呂
氏
春
秋
』
決
勝
）
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
勇
氣
は
活
力
の
源
泉
で
あ
り
、
闘
争
心
を
換
起
す

(
1
)
 

る
も
の
で
あ
り
、
勝
利
の
原
動
力
で
あ
る
。
軍
事
本
位
に
國
家
が
組
織
さ
れ
、
諸
國
間
に
頻
繁
に
戦
争
が
行
わ
れ
た
春
秋
時
代
に
は
、
勇

(
2
)
 

氣
は
社
會
全
髄
が
攀
げ
て
稲
賛
す
る
徳
目
で
あ
っ
た
。
君
主
す
ら
、
勇
氣
を
持
た
ね
ば
無
能
者
と
見
な
さ
れ
、
軽
蔑
さ
れ
た
。
諸
侯
の
中

に
は
、
齊
の
荘
公
の
よ
う
に
、
勇
爵
を
設
け
て
こ
れ
を
奨
励
す
る
者
が
あ
っ
た
（
『
左
側
』
襄
公
一

戦
場
に
於
け
る
名

動
を
執
る
戦
國
士
人
が
活
躍
す
る
こ
と
に
な
る
。

る。

年）。

こ
こ
で
考
察
し
て
い
く
の
は
専
ら
彼
ら
の
勇
氣
観
で
あ
る
。

二
0

「
勇
な



彼
ら
は
勇
氣
を
示
そ
う
と
懸
命
に
な
り
、

緒
に
遣
恨
を
は
ら
そ
う
と
勧
め
た
が
、
案
に

そ
の
た
め
、
時
に
味
方
同
志
で
詳
い
を
起
す
こ
と
も
稀
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
念
願
通

り
戦
場
で
勇
氣
を
示
し
得
た
者
は
、
し
ば
し
ば
名
唇
あ
る
地
位
に
抜
擢
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ひ
つ

一
例
を
示
そ
う
。
晉
を
盟
主
と
す
る
諸
侯
連
合
軍
が
偏
陽
を
伐
ち
、
こ
れ
を
と
り
園
ん
だ
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
時
、
籠
城
す
る
偏
陽
が

た
は
、
敵
の
勇
者
を
試
そ
う
と
し
た
。
そ
こ
で
、
城
壁
の
上
か
ら
布
を
ぶ
ら
下
げ
、
勇
者
が
こ
れ
に
取
り
つ
く
の
を
待
っ
た
。
そ
の
時
す

か
さ
ず
、
大
力
で
嗚
ら
し
た
魯
の
秦
菫
父
は
こ
れ
に
取
り
つ
い
て
登
っ
て
行
っ
た
が
、
城
壁
の
上
の
垣
に
辿
り
着
く
時
分
に
、
籠
城
が
た

は
突
如
布
を
切
り
断
っ
た
の
で
、
彼
は
も
ん
ど
り
う
っ
て
地
上
に
落
下
し
、
氣
絶
し
た
。
そ
う
し
て
お
い
て
、
籠
城
が
た
は
ま
た
布
を
ぶ

ら
下
げ
る
。
秦
菫
父
は
蘇
生
す
る
と
失
敗
に
懲
り
ず
、
再
び
登
り
始
め
る
。
か
く
す
る
こ
と
三
た
び
。
籠
城
が
た
も
、
遂
に
彼
の
勇
氣
を

嘉
し
、
か
く
て
こ
の
試
み
を
撤
回
し
た
。
秦
菫
父
は
切
れ
た
布
を
持
ち
歩
き
、
三
日
間
軍
中
に
見
せ
び
ら
か
し
、
己
が
勇
氣
を
誇
っ
た
。

彼
は
こ
れ
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
、
錦
國
後
孟
猷
子
の
車
右
に
一
躍
抜
擢
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
『
左
側
』
襄
公
十
年
）
。

こ
こ
に
示
さ
れ
る
の
は
、
い
さ
さ
か
荒
っ
ぼ
い
勇
氣
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
彼
ら
の
勇
氣
と
は
本
来
、
蜜
勇
即
ち
糎
々
し
く
一
命
を
投

げ
だ
す
よ
う
な
向
う
見
ず
、
無
鐵
砲
、
相
手
を
期
酌
な
く
打
ち
の
め
す
よ
う
な
荒
々
し
さ
と
は
、
同
義
で
は
な
か
っ
た
。
孔
子
が
、
勇
氣

或
は
義
（
同
上
）
に
よ
っ
て
抑
制
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
言
い
、
孟
子
が
、
勇
氣

（
『
孟
子
』
梁
恵
王
下
、
公
孫
丑
上
）
春
秋
大
夫
に
あ
っ
て
も
、
箕
の
勇

氣
と
は
決
し
て
、
無
制
限
に
登
散
さ
れ
て
よ
い
も
の
、
ま
た
不
正
な
こ
と
を
し
て
逹
成
さ
れ
て
よ
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
正
義
と
い
う

フ
ィ
ル
タ
ー
を
透
し
て
登
揮
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
箕
の
勇
氣
と
は
見
な
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
徒
ら
で
無

意
味
な
破
壊
行
動
や
、
熟
慮
を
鋏
い
た
盲
目
的
行
動
と
は
、
無
縁
の
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ

周
志
（
『
逸
周
書
』
大
匡
解
）
に
之
有
り
、
勇
に
し
て
則
ち
上
を
害
す
る
は
明
堂
に
登
ら
ず
、
死
し
て
不
義
な
る
は
勇
に
非
ざ
る
な
り
、

こ
れ

用
（
國
用
）
に
供
す
る
、
之
を
勇
と
謂
う
。

（
『
左
偲
』
文
公
二
年
）

し
ん

こ
れ
は
、
晉
の
先
診
に
よ
っ
て
車
右
を
罷
め
さ
せ
ら
れ
て
怒
る
狼
暉
に
封
し
、
友
人
が

名
の
意
識
よ
り
見
た
春
秋
大
夫

を
大
勇
と
小
勇
（
匹
夫
の
勇
）
に
分
け
、

大
勇
を
稲
賛
し
た
よ
う
に
、

は
證
、

(
『
論
語
』
泰
伯
）
、

或
は
學
（
『
同
上
』
陽
貨
）
、



以
て
證
を
知
れ
り
」
（
『
國
語
』
晉
語
六
）
と
評
さ
れ
る
。

を
送
り
届
け
る
の
で
あ
る
（
『
左
偲
』
成
公
十
六
年
）
。

名
の
意
識
よ
り
見
た
春
秋
大
夫

相
違
し
て
そ
の
申
し
出
を
断
っ
た
時
の
狼
靡
の
言
葉
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
糞
の
勇
者
は
如
何
な
る
場
合
に
臨
ん
で
も
沈
着
冷
静
に
振
舞
う
こ
と
が
出
来
た
。
危
除
な
場
所
に
臨
ん
で
も
恐
怖
に
怯
え

た
り
、
度
を
失
す
る
こ
と
が
な
く
、
平
生
の
心
の
落
着
き
を
失
わ
な
か
っ
た
。

か
く

晉
の
張
賂
・
輔
躁
の
二
人
は
、
敵
陣
の
間
近
に
迫
る
ま
で
、
車
中
で
欣
然
と
琴
を
抱
え
て
弾
じ
て
い
た
。
戦
場
で
見
事
な
活
躍
を
し
、

引
き
あ
げ
る
際
も
、
従
容
と
琴
を
那
じ
つ
つ
談
笑
し
て
い
た
と
い
う
（
『
左
他
』
裏
公
二
十
四
年
）
。

子
日
く
、
孟
子
反
は
伐
ら
ず
、
奔
り
て
殿
な
り
、
将
に
門
に
入
ら
ん
と
す
、
其
の
馬
に
策
ち
て
日
く
、

餘
裕
も
ま
た
勇
氣
の
重
要
な
一
部
で
あ
っ
た
。

馬
、
進
ま
ざ
れ
ば
な
り
と
（
『
論
語
』
珈
也
）
。

し
ん
が
り

敗
戦
に
よ
る
退
却
に
於
て
殿
を
務
め
る
こ
と
は
、
常
に
生
命
の
危
瞼
に
曝
さ
れ
、
人
情
と
し
て
最
も
避
け
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
原

し
ん
が
り

因
を
馬
の
迎
足
の
せ
い
に
し
て
悠
揚
迫
ら
ず
、
落
ち
着
い
て
殿
を
務
め
る
孟
子
反
の
勇
氣
は
、
常
然
自
ら
誇
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
っ
た
。

っ
て
楚
に
使
者
と
な
っ
た
晉
の
槃
鍼
は
、

か
と
尋
ね
ら
れ
、
「
衆
を
以
て
整
う
」
と
同
時
に
「
好
く
以
て
暇
（
餘
裕
）
あ
り
」
を
あ
げ
て
答
え
た
。
郷
陵
の
戦
い
に
、
そ
の
こ
と
を
思

さ
な
か

い
出
し
た
槃
鍼
は
、
戦
い
の
最
中
に
「
こ
の
場
に
及
び
、

言
葉
を
違
え
て
は
暇
（
餘
裕
）
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
」
と
言
い
、

こ
の
よ
う
な
勇
氣
が
見
ら
れ
る
戦
場
は
、
決
し
て
殺
伐
非
情
か
つ
野
蟹
な
場
所
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
人
々
の
間
の
一

げ
き
し

束
が
守
ら
れ
た
。
人
々
は
冷
静
に
證
儀
に
従
い
、
節
度
を
持
っ
て
行
動
し
た
。
郷
陵
の
戦
い
に
郁
至
は
楚
子
の
磨
下
と
三
た
び
刃
を
交
え

た
が
、
楚
子
を
見
る
と
必
ず
車
か
ら
降
り
、
冑
を
脱
ぎ
、
風
の
よ
う
に
走
り
去
っ
た
（
『
左
徳
』
成
公
十
六
年
）
。
彼
の
態
度
は
「
勇
に
し
て

る
。
彼
ら
は
常
に
冷
静
な
判
断
の
上
に
立
っ
て
行
動
し
た
。

こ
の
狼
膵
の
よ
う
彼
ら
は
如
何
に
激
怒
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
我
を
忘
れ
、

の
約

に
酒

お
國
の
勇
氣
と
は
如
何
な
る
も
の

敢
て
後
る
る
に
非
ず
、

輻
率
な
行
動
に
ひ
た
走
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
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た
春
秋
大
夫

こ
ん

晉
の
韓
蕨
は
、
鄭
伯
を
追
跡
す
る
よ
う
に
と
勧
め
た
御
車
杜
濶
羅
の

の
名
を
か

一
度
ま
で
國
君
を
恥
ず
か
し
め
る
の
は
宜
し
く
な
い

に
遜
り
、
こ
れ
を
恥
ず
か

さ
か
し
ま

大
棘
の
戦
い
に
、
井
戸
に
落
ち
た
敵
の
鄭
人
を
、
戟
を
倒
に
し
て
助
け
上
げ
た
宋
の
大
夫
狂
狡
の
行
為
（
『
左
偲
』
宣
公
二
年
）
、
或
は

く
ぼ

逃
げ
る
敵
の
車
が
窪
み
に
落
ち
て
難
澁
す
る
の
を
見
か
ね
て
、
助
言
し
て
之
を
救
っ
て
や
る
楚
人
の
行
為
（
同
上
）
。
こ
れ
ら
を
見
る
と
、

勝
敗
を
競
う
戦
場
に
も
拘
ら
ず
、
却
っ
て
窮
し
た
人
や
、
弱
者
に
封
す
る
深
い
同
情
や
思
い
遣
り
が
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。

春
秋
大
夫
の
勇
氣
と
は
、
宜
に
こ
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
は
、
他
者
と
く
に
弱
者
に
封
す
る
い
た
わ
り
、
同
情
、
深
い
思
い
遣

り
に
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
た
。
彼
ら
は
勇
氣
を
こ
の
よ
う
な
高
い
徳
に
昇
華
さ
せ
て
い
た
。

わ
き
ま

彼
ら
は
戦
場
に
於
て
活
骰
に
行
動
し
た
が
、
同
時
に
粒
儀
を
鶉
え
、
思
い
遣
り
を
忘
れ
ず
に
振
舞
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

ち
得
た
の
で
あ
る
。

春
秋
大
夫
の
勇
氣
は
、
餘
裕
、
落
ち
着
き
、
弱
者
に
封
す
る
思
い
遣
り
と
密
接
な
結
び
付
き
が
あ
る
こ
と
を
上
に
述
べ
た
。

し
か
し
、
勇
氣
は
そ
れ
自
盟
の
中
に
非
常
な
映
貼
を
持
っ
て
い
た
。
即
ち
、
餘
裕
、
落
着
き
、
思
い
遣
り
と
全
く
逆
の
も
の
と
考
え
ら

な
お
さ
ら

れ
が
ち
な
要
索
を
多
分
に
含
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
戦
季
が
頻
繁
に
行
わ
れ
た
時
代
で
は
尚
更
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
を
以
下
に

見
て
み
よ
う
。

な
ど
の
腿
史
書
に
は
、
戦
場
で
醜
儀
を
辮
え
、
氣
品
を
持
ち
、
節
度
を
守
っ
て
行
動
す
る
春
秋
大
夫
の
活
躍
が
大
き
く
描
か

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
大
率
、
國
の
聞
え
や
、
面
子
を
重
視
し
た
大
國
同
志
の
戦
争
に
於
て
で
あ
っ
た
。
楚
の
申
公
巫
臣
の

ひ
ら

封
園
を
啓
き
て
以
て
祉
稜
を
利
せ
ん
と
思
う
者
、
何
の
國
か
有
る
こ
と
蔑
け
ん
、
唯
だ
然
り
、
故
に
大
國
多
し
（
『
左
徳
』
成
公
八
年
）
。

し
め
る
行
露
は
執
ら
な
か
っ
た
。

っ
て
追
跡
を
止
め
た
（
『
左
得
』
成
公
十
六
年
）
。

こ
の
よ
う
に
、
彼
ら
は
戦
場
に
於
て
さ
え
、
敵
の

に
封
し



し
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

君
未
だ
戦
い
を
知
ら
ず
。

と
れ
る
。

経
涜
が
宜
際
上
潤
お
う
ゆ
え
に
、
至
上
で
あ
っ
た
。

名
の
意
識
よ
り
見
た
春
秋
大
夫

こ
の
言
葉
は
興
廠
織
絶
を
標
榜
す
る
大
國
の
裏
に
潜
む
侵
略
主
義
の
傾
向
を
鋭
く
指
摘
し
、
晉
の
女
叔
侯
の

所
ぞ
（
『
左
俯
』
襄
公
二
十
九
年
）
。

こ
の
言
葉
は
判
然
と
侵
略
戦
争
を
肯
定
し
て
い
る
が
、
大
國
は
定
め
し
充
賞
し
た
軍
備
を
背
景
に
、
遮
二
無
二
小
國
に
攻
勢
を
か
け
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

嘗
時
、
諸
國
間
の
規
定
に
よ
っ
て
、
窮
乏
し
た
國
や
、
服
喪
期
間
中
に
あ
る
國
な
ど
を
伐
つ
こ
と
は
不
正
な
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。
し

か
し
、
質
際
は
、
大
國
は
疲
弊
し
た
弱
小
國
を
襲
う
機
會
を
、
虎
視
眈
眈
と
狙
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

彼
ら
に
と
っ
て
勝
利
は
、
盟
主
と
し
て
諸
國
の
整
望
を
集
め
る
こ
と
が
出
来
る
ゆ
え
に
、
ま
た
他
國
に
課
す
る
賦
役
に
よ
っ
て
、
國
の

勝
利
を
至
上
と
し
た
時
、
如
何
に
卑
劣
な
手
段
も
許
容
さ
れ
る
か
と
い
う
事
賓
は
、
韓
非
子
が
「
萬
世
の
利
を
待
つ
は
、
今
日
の
勝
ち

い
つ
わ

に
在
り
、
今
日
の
勝
ち
は
敵
を
詐
る
に
在
り
、
敵
を
詐
る
は
萬
世
の
利
の
み
」
（
難
一
）
と
述
べ
て
い
る
言
葉
の
中
に
、
餘
す
所
な
く
讀
み

て
い
る
の
を
好
機
と
し
、

彼
ら
は
勝
利
を
至
上
と
し
た
時
、
あ
れ
程
霊
ん
じ
た
諸
國
間
の
證
儀
や
信
義
を
無
視
し
た
。
自
國
の
服
喪
期
間
中
で
、
他
國
が
油
断
し

(
3
)
 

こ
れ
を
攻
撃
す
る
こ
と
も
恥
じ
ず
に
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
勝
利
を
至
上
と
し
た
時
、
戦
場
に
於
て
も

證
儀
や
信
義
を
敢
て
無
視
し
た
。
相
手
に
封
す
る
思
い
逍
り
や
同
情
は
、
勇
氣
と
結
び
つ
け
て
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。

お
う

有
名
な
池
の
戦
い
で
、
麓
を
守
っ
て
大
敗
を
喫
し
、
重
傷
を
負
っ
た
宋
の
襄
公
を
、
大
夫
子
魚
は

（
『
左
偲
』
襄
公
二
十
二
年
）

と
批
判
し
て
い
る
。
子
魚
に
よ
れ
ば
、
戦
い
と
は
老
人
で
あ
ろ
う
と
生
け
捕
る
だ
け
生
け
捕
り
、
白
髪
ま
じ
り
で
あ
ろ
う
と
決
し
て
拇
酌

一
度
負
傷
し
た
敵
で
も
、
死
な
な
い
う
ち
は
幾
度
で
も
斬
り
つ
け
、

虞
・
競
・
焦
・
滑
．
雹
・
揚
・
韓
・
魏
は
皆
姫
姓
な
り
、
晉

こ
れ
を
殺
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ

は

是
を
以
て
大
な
り
、
若
し
小
を
侵
す
に
非
ざ
れ
ば
、
将
た
何
の
取
る

ニ
四
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た
。
そ
れ
は
文
字
通
り
の
悽
惨
な
修
羅
場
で
あ
り
、
相
手
の
弱
味
に
決
し
て
手
心
を
加
え
た
り
、
同
情
し
て
は
な
ら
な
い
場
所
で
あ
っ
た
。

同
情
し
て
い
て
は
、

こ
ち
ら
が
利
用
さ
れ
、
付
け
込
ま
れ
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。

前
述
の
大
棘
の
戦
い
に
、
宋
の
大
夫
狂
狡
に
よ
っ
て
井
戸
か
ら
助
け
あ
げ
ら
れ
た
鄭
人
は
、
上
り
ざ
ま
に
狂
狡
を
突
き
殺
し
た
。
狂
狡

や
ぶ

敵
を
殺
す
を
果
と
為
し
、
果
を
致
す
を
毅
と
為
す
、
之
を
易
れ
ば
裁
と
な
る
。

勝
利
が
至
上
と
さ
れ
る
戦
噴
で
は
1

戦
國
時
代
は
侵
略
兼
併
が
噴
と
さ
れ
た
ゆ
え
、
春
秋
時
代
よ
り
更
に
そ
れ
は
徹
底
さ
れ
た
が
、

ー
相
手
に
封
す
る
思
い
遣
り
や
同
情
は
勇
氣
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
弱
味
に
付
け
込
み
、
情
容
赦
な
く
斬
り
つ
け
、
殺
し
ま
く
る
こ
と
が

勇
氣
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
だ

一
途
に
敵
を
殺
し
ま
く
る
こ
と
が
戦
い
の
定
め
で
あ
り
、

戦
場
で
證
儀
を
絣
え
、

（
『
左
侍
』
宣
公
二
年
）

あ
り
、
他
の
大
多
数
は
野
蟹
さ
や
、
荒
々
し
さ
を
勇
氣
と
考
え
て
行
動
し
た
。
そ
し
て
、
戦
争
が
日
常
的
に
行
わ
れ
た
春
秋
戦
國
時
代
に

は
、
そ
う
い
う
野
蟹
さ
、
荒
々
し
さ
が
彼
ら
の
梢
紳
に
、
習
い
性
と
な
っ
て
定
着
す
る
恐
れ
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
宋
の
華
弱

と
業
轡
は
日
頃
か
ら
評
い
合
っ
て
い
た
が
、
遂
に
朝
廷
内
の
人
々
の
面
前
で
、
相
手
の

戦
場
を
離
れ
た
紳
聖
な
場
所
で
示
さ
れ
る
こ
の
野
蟹
な
行
為
、
敵
に
向
け
る
べ
き
武
器
を
味
方
に
振
り
回
す
こ
の

彼
ら
の
精
肺
に
野
轡
さ
、
荒
々
し
さ
が
定
着
し
て
い
る
こ
と
を
雄
絣
に
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
背
け
ば
、
自
分
が
殺
さ
れ
る
だ
け

ま
た
一
方
、
彼
ら
の
多
く
が
戦
場
で
柔
弱
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
拒
否
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。

（
『
左
偲
』
襄
公
六
年
）
。

春
秋
時
代
に
於
て
も
、

戦
争
に
於
て
は
、
命
令
に
従
い
、

餘
裕
、

だ
と
す
る
の
で
あ
る
。

と
言
い
放
つ
。

の
思
い
逍
り
溢
れ
る
行
為
を
、
逆
に
君
子
は
批
判
し
て

落
着
き
、

々
し
い
行
為
は
、

で
締
め
つ
け
る
程
の
激
し
い
争
い
を
す
る

ご

思
い
遣
り
、
同
情
を
示
し
て
行
動
し
た
の
は
、
極
く
一
部
の
者
で



槃
鍼
は
ひ
と
り
踏
み
止
ま
り
、
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嘗
時
、
戦
争
参
加
は
一
般
庶
民
の
輿
り
知
ら
ぬ
貴
族
の
特
椛
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、

こ
れ
を
振
え
る
身
分
で
あ
る
こ
と
に
大
き
な
自
負
を
持
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
庶
民
の
臆
病
、
弱
さ
に
封
し
、
彼
ら
は
刷
肥
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
に
、
彼
ら
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
義
儀
と
い
う
柔
弱
な
も
の
を
嫌
っ
た
。
同
梢
や
思
い
遣
り
を
女
々
し
い
も
の
と
し
て
斥

け
た
。
挑
発
を
受
け
て
も
耐
え
て
、
機
の
熟
す
る
の
を
待
つ
よ
う
な
落
ち
着
き
や
沈
着
さ
を
進
ん
で
拒
否
し
た
。
そ
れ
ら
は
、
戦
場
で
は

ひ

る

た

め

ら

恐
怖
の
た
め
の
怯
み
や
躇
い
に
寓
る
時
が
あ
っ
た
か
ら
。
そ
れ
は
勇
者
の
最
大
の
恥
だ
っ
た
。

戦
場
は
彼
ら
に
と
っ
て
、
自
己
を
則
示
し
、
命
知
ら
ず
の
武
勇
に
よ
っ
て
名
を
あ
げ
る
場
所
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
魯
の
秦
菫
父
の
よ
う

に
。
例
え
ば
大
石
を
捌
ぎ
あ
げ
て
人
に
投
げ
つ
け
、
敵
を
生
け
捕
り
に
し
、

か

勇
を
賣
え
」
と
叫
ん
だ
、

の
戦
い
に
於
け
る
齊
の
高
固
の
よ
う
に
（
『
左
偲
』
成
公
二
年
）
。

彼
ら
は
勇
者
と
い
う
名
の
た
め
に
は
、
敗
戦
を
党
悟
で
も
、
落
命
す
る
こ
と
が
分
っ
て
い
て
も
、
自
ら
進
ん
で
相
手
に
攻
撃
を
仕
掛
け

る
こ
と
が
稀
で
は
な
か
っ
た
。

彼
ら
が
如
何
に
柔
弱
と
見
ら
れ
る
こ
と
を
恥
じ
た
か
の
数
例
を
示
し
て
お
こ
う
。

郎
の
戦
い
に
、
鎚
子
（
先
穀
）

（
荀
林
父
）
・
随
武
子
（
士
會
）
の
、
戦
機
の
熟
す
る
の
を
待
て
と
い
う
意
見
に
逆
い

晉
の
覇
た
る
所
以
は
、
師
の
武
臣
の
力
な
り
、
今
諸
侯
を
失
う
は
力
と
謂
う
べ
か
ら
ず
、
敵
有
り
て
従
わ
ず
、
武
と
謂
う
べ
か
ら
ず
、

我
由
り
覇
を
失
う
は
死
に
如
か
ず
、
且
つ
師
を
成
し
て
以
て
出
で
、
敵
の
弧
き
を
聞
き
て
退
く
は
夫
（
大
丈
夫
）
に
非
ざ
る
な
り
、
命
ぜ

ぉ
ゎ

ら
れ
て
軍
帥
と
為
り
、
卒
る
に
夫
に
非
ざ
る
を
以
て
す
、
唯
だ
輩
子
は
能
く
せ
ん
も
、
我
は
為
さ
ざ
る
な
り
（
『
左
偲
』
宣
公
十
二
年
）
。

と
強
硬
に
主
戦
を
唱
え
、
中
軍
を
率
い
て
ひ
と
り
勇
躍
楚
軍
に
伐
っ
て
出
る
。

晉
を
盟
主
と
す
る
諸
侯
連
合
軍
と
秦
と
の
戦
い
に
、
将
軍
逹
の
行
動
の
不
統
一
か
ら
晉
軍
は
前
線
よ
り
退
却
す
る
吼
目
に
餡
っ
た
が
、

豪
快
で
あ
る
こ
と
を
自
ら
の
特
性
と
自
負
し
て
い
た
。

い
取
っ
た
車
で
陣
に
婦
り
「
勇
を
欲
す
る
者
は
、
我
が
餘

一
生
の
大
半
を
戦
場
で
送
り
、
武
器
を
所
持
し
、

-‘
 ，
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と
、
そ
の
抜
擢
し
た
一
番
の
理
由
を
語
っ
て
い
る
。
紹
け
て

け
る
（
『
左
得
』
襄
公
二
十
六
年
）
。

楚
・
秦
連
合
軍
が
鄭
を
伐
っ
た
城
艇
の
戦
い
に
、

此
の
役
や
、
榛
の
敗
（
襄
公
十

年
）
に
報
ず
る
な
り
、
役
又
功
無
し
…
…
敢
て
恥
じ
ざ
ら
ん
や
。

彼
ら
は
こ
の
よ
う
に
、
命
を
惜
し
ま
ず
、
血
氣
に
は
や
っ
た
勇
氣
を
尊
ん
だ
。

こ
の
よ
う
に
、
春
秋
大
夫
の
勇
氣
は

こ、
，ヽ

こ
ま

9
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な
ん
じ

「
城
塵
の
役
に
、
女

部
の
人
に
と
っ
て
、
餘
裕
、
落
着
き
、
思
い
造
り
、
同
情
な
ど
と
結
び
つ
く
面
を
持
つ
と
同
時

方
で
大
多
敷
の
人
々
に
と
っ
て
、
野
蜜
さ
、
荒
々
し
さ
と
結
合
す
る
面
を
持
っ
て
い
た
。

そ
し
て
、
彼
ら
は
往
々
後
者
の
勇
氣
を
、
或
は
味
方
に
封
し
て
も
、
或
は
目
上
に
封
し
て
も
悛
抑
し
た
。

に
動
功
を
掠
め
取
ら
れ
た
穿
封
戌
は
、
激
怒
し
文
を
抜
い
て
公
子
を
追
い
か

春
秋
大
夫
に
と
っ
て
、
勇
氣
と
は
、
然
る
場
合
に
は
、
敢
て
命
令
や
法
令
を
犯
し
て
も
、
自
己
を
主
張
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
然
る
場

合
と
は
、
屈
辱
的
な
扱
い
を
受
け
た
場
合
で
あ
る
。
彼
ら
は
そ
ん
な
時
、
戦
場
に
於
て
も
命
令
に
背
き
、
勝
手
な
行
動
に
走
っ
た
。
平
生

に
於
て
も
、

こ
の
穿
封
戌
の
例
の
よ
う
に
、
決
し
て
陪
忍
自
重
し
た
り
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
『
左
他
』
昭
公
八
年
）

か
つ
て
の
公
子
園
（
現
在
の
楚
磁
王
）
は
穿
封
戌
を
陳
公
に
取
り
立
て
た
後
、

へ
つ
ら

城
艇
の
役
に
語
わ
ず
。

臣
必
ず
（
先
君
郊
放
の
た
め
に
）
死
證
を
致
し
て
、

名
の
意
識
よ
り
見
た
春
秋
大
夫

弱
と
寓
る
こ
と
を
極
度
に
嫌
っ
た
の
で
あ
る
。

と
、
秦
軍
に
謳
け
入
っ
て
華
々
し
く
戦
死
す
る
。

； 
（
『
左
他
』
襄
公
十
四
年
）

こ
の
血
氣
に
は
や
っ
た
、
荒
々
し
い
勇
氣
が
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
箕
の
勇
氣
と
考
え
ら
れ
、
世
間
的
な
稲
賛
を
博
し
た
こ
と
は
、
数

か
わ

年
後
、
君
主
郊
敷
を
栽
し
て
卯
位
し
た
前
述
の
公
子
園
と
穿
封
戌
の
間
に
交
さ
れ
た
會
話
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
こ

霧
人
の
此
に
及
ぶ
（
王
と
為
る
）
を
知

も

に
封
し
「
若
し
君
の
此
に
及
ぶ
を
知
ら
ば
、

ら
ば
、
女
其
れ
謀
人
を
避
け
ん
か
（
私
と
手
柄
を
季
う
こ
と
を
避
け
た
で
あ
ろ
う
）
」
と
言
う

や
す

以
て
楚
を
息
め
ん
」
と
、
誇
ら
し
げ
に
堂
々
と
語
っ
た
穿
封
戌
の
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
る
。

々
し
く
、
無
鐵
砲
な
勇
氣
を
尊
び
、
人
々
の
眼
に
柔



荀
子
は

（
議
兵
）

の
軍
制
を
問
わ
れ
て
、
以
下
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

る
こ
と
が
稀
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

韓
非
子
は
、
こ
の
種
の
勇
氣
が
稲
賛
さ
れ
る
こ
と
に
封
し

名
の
意
識
よ
り
見
た
春
秋
大
夫

文
を
持
っ
て
追
い
か
け
ら
れ
た
君
主
自
身
が
、
そ
の
勇
氣
を
稲
め
、
纂
栽
し
て
位
に
即
く
の
が
分
っ
て
い
た
な
ら
、
先
君
の
た
め
に
死

を
覺
悟
し
て
證
を
盛
し
た
も
の
を
と
残
念
が
る
臣
下
の
言
葉
を
嘉
納
す
る
の
で
あ
る
。

の
禁
を
犯
す
を
以
て
、
之
を
罪
す
べ
き
に
、
而
も
其
の
勇
有
る
を
多
と

せ
り
」
（
五
蹂
）
と
批
判
を
加
え
為
政
者
の
賞
罰
の
あ
り
方
に
苦
々
し
い
一
瞥
を
投
げ
か
け
て
い
る
。

し
か
し
、
春
秋
時
代
に
は
、
荒
々
し
い
血
氣
の
勇
が
尊
ば
れ
、
大
夫
逹
も
敢
て
命
令
や
法
令
を
破
っ
て
行
動
し
、
世
間
の
稲
賛
を
得
た

の
で
あ
る
。

し
か
し
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
彼
ら
の
行
動
に
は
大
き
な
餓
貼
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
彼
ら
の
行
動
が
し
ば
し
ば
軍
を
潰
滅
さ
せ
、
國

お
と

家
を
弱
憫
化
さ
せ
、
ま
た
秩
序
を
無
視
し
、
君
主
の
梱
威
を
堕
し
め
た
た
め
で
あ
る
。

春
秋
の
中
期
以
後
、
大
國
を
中
心
に
兵
制
の
改
革
が
稲
極
的
に
行
わ
れ
、

愛
化
は
、

そ
の
結
果
戦
争
に
大
き
な
髪
化
が
生
じ
た
。
最
も
特
徴
的
な

そ
れ
ま
で
戦
争
参
加
は
貴
族
の
特
椛
で
あ
り
、
彼
ら
の
個
性
的
な
活
躍
に
よ
る
個
人
戦
の
趣
き
が
強
か
っ
た
の
に
封
し
、
歩
兵

が
主
力
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
戦
争
規
模
は
著
し
く
摘
大
し
、
集
圃
戦
の
氣
配
が
濃
厚
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
部
隊
を
率
い
る
将
軍
逹
に
、
命
令
か
ら
逸
脱
し
た
身
勝
手
な
行
動
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
た
や
す
く
相
手
の
挑
登
に
乗
せ

ら
れ
て
、
逆
上
す
る
よ
う
な
行
動
も
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
戦
竿
規
模
が
撒
大
し
た
た
め
に
、
そ
れ
ら
は
再
起
不
可
能
な
敗
戦
の
原
因
に
繋

将
は
跛
に
死
し
、
御
は
轡
に
死
し
、
百
吏
は
職
に
死
し
、
士
大
夫
は
行
列
に
死
す
。
跛
磐
を
聞
い
て
進
み
、
金
聟
を
聞
い
て
退
き
、

秩
序
を
も
っ
て
、

整
然
と
動
く
の
が
最
強
の
軍
隊
だ
と
言
っ
て

命
に
順
う
を
上
と
為
し
、
有
功
は
之
に
次
ぐ
。
云
云
゜

わ
き
ま

こ
れ
は
各
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
分
を
辮
え
、
命
令
通
り
、
作
戦
通
り
、

あ
せ

い
る
の
で
あ
る
。
功
を
急
っ
た
輻
學
盲
動
も
、
挑
骰
に
乗
せ
ら
れ
て
逆
上
す
る
よ
う
な
輻
率
短
慮
な
行
動
も
、
軍
を
徒
ら
な
混
胤
に
陥
ら

ニ
八



し
、
陳
を
滅
ぽ
し
た
が
、
大
夫
申
叔
時
の
、
滅
ぽ
し
て
は
諸
國
の
徳
望
を
落
す
だ
け
と
い
う
諫
言
に
、

そ
の
一
は
、
有
癒
者
の
名
で
あ
る
。
こ
れ
は
朝
廷
に
於
て
、
人
々
を
最
も
強
く
惹
き
つ
け
た
。
志
あ
る
人
々
は
、
常
住
坐
臥
、
有
徳
者

と
し
て
の
名
が
立
た
ん
こ
と
を
思
っ
て
行
動
し
て
い
た
と
言
っ
て
過
言
で
な
い
。
人
と
し
て
最
高
の
榮
達
を
遂
げ
、
周
園
の
羨
望
の
的
で

あ
る
君
主
す
ら
、
更
に
諸
國
へ
有
徳
者
と
い
う
名
の
立
つ
こ
と
を
切
望
し
た
。
例
え
ば
、
楚
の
荘
王
は
陳
の
内
風
に
乗
じ
、
夏
徴
舒
を
殺

「
善
き
哉
」
と
直
ち
に
陳
國
を
復

興
さ
せ
た
の
で
あ
る

宣
公
十
一
年
）
。

名
の
意
識
よ
り
見
た
春
秋
大
夫

朝
廷
に
於
け
る
名
に
は
大
き
く
分
類
し
て
三
つ
が
あ
る
。

は
ず

人
々
の
功
績
・
名
巻
は
必
ず
官
法
か
ら
生
ま
れ
る
。
法
に
外
れ
た
こ
と
な
ら
、
如
何
に
困
難
な
行
為
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
で
頸
彰
さ
れ

る
こ
と
は
な
い
。
だ
か
ら
民
は
、
私
的
な
行
為
を
名
巻
と
し
な
い
の
だ
、
と
道
破
し
た
よ
う
に
、
戦
國
時
代
に
は
人
々
は
、
戦
場
に
於
て

は
命
令
を
、
平
生
に
於
て
は
法
令
を
守
っ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
で
十
分
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

し。

（
八
経
）

朝
廷
に
於
け
る
名

韓
非
子
が

を
無
意
味
な
混
胤
に
陥
ら
せ
る
だ
け
だ
っ
た
か
ら
。

二
九

勿
論
、
平
生
に
於
て
目
上
の
者
の
命
令
や
法
令
を
破
っ
て
行
動
す
る
勇
氣
も
飲
迎
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
も
、
國
家
秩
序

功
・
名
生
ず
る
所
、
必
ず
官
法
に
出
づ
。
法
の
外
と
す
る
所
、
難
行
有
り
と
雖
も
、
以
て
顕
れ
ず
、
故
に
民
、
私
名
を
以
て
す
る
無

せ
る
の
み
で
、
必
要
と
は
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。



係
に
も
無
闊
心
で
は
な
か
っ
た
。

偏
家
は
一
般
に
家
と
國
を
二
隆

致
士
）
と
し
、
家
に
於
け
る
父
子
韻
係
を
よ
り
重
視
し
た
が
、
無
論
、

（
學
而
）
な
ど
、
そ
の
あ
り
方
が
説
か
れ
て
い
る
。

思
想
家
の
書
に
も

名
の
意
識
よ
り
見
た
春
秋
大
夫

國
に
於
け
る
君
臣
闊

「
其
の
君
に
仕
え
て
身
を
致
す
」

の
失
政
を
正
そ
う
と
し
て
、
諫
言
す
る
こ
と
怠
り
な
か
っ
た
。
彼
ら

の
こ
の
名
へ
の
執
着
が
如
何
に
強
く
、
激
し
か
っ
た
か
は
、
孔
子
の
「
志
士
仁
人
は
生
を
求
め
て
、
以
て
仁
を
害
す
る
無
し
、
身
を
殺
し

の
「
生
も
亦
た
我
が
欲
す
る
所
な
り
、

義
も
ま
た
我
が
欲
す
る
所
な
り
、
二
つ
の

て
、
以
て
仁
を
成
す
有
り
」
（
『
論
語
』
衛
霙
公
）
、

者
兼
ぬ
る
こ
と
を
得
べ
か
ら
ざ
れ
ば
、
生
を
舎
て
て
義
を
取
ら
ん
」
（
『
孟
子
』
告
子
上
）
な
ど
に
テ
ィ
ピ
カ
ル
に
伺
う
こ
と
が
出
来
る
。
彼

な
げ
う

命
を
榔
っ
て
ま
で
、
道
徳
家
と
し
て
の
名
を
得
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

次
に
彼
ら
は
身
分
的
な
名
を
意
識
し
て
い
た
。
例
え
ば
重
大
な
失
策
や
不
嘗
な
投
い
に
よ
り
恥
ず
か
し
め
を
受
け
た
時
、
彼
ら
は
潔
く

生
命
を
捨
て
て
名
を
守
ろ
う
と
し
た
。
敗
軍
の
将
が
自
殺
し
た
り
、
君
主
か
ら
死
を
賜
い
、
従
容
と
し
て
死
ん
で
ゆ
く
こ
と
は
し
ば
し
ば

見
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
身
分
的
な
尊
厳
さ
が
傷
つ
け
ら
れ
る
こ
と
を
嫌
っ
た
も
の
ゆ
え
に
、
身
分
的
な
名
と
言
え
る
。

最
後
に
、
朝
廷
に
於
け
る
彼
ら
の
名
は
、
君
主
或
は
主
人
に
封
す
る
忠
誡
と
11

取
も
深
い
闊
係
に
あ
っ
た
。
何
故
な
ら
、
封
建
時
代
に
あ

っ
て
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
目
上
に
封
す
る
忠
誠
が
最
高
の
徳
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

目
上
（
こ
こ
で
は
君
主
の
み
に
限
っ
て
見
て
い
く
）
に
封
す
る
忠
誠
の
重
要
性
は
常
に
説
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

今
、
『
論
語
』
か
ら
数
例
を
引
い
て
み
る
と
、
「
君
命
じ
て
召
せ
ば
、
駕
を
侯
た
ず
し
て
行
く
」
（
郷
窯
）
、

春
秋
大
夫
は
、
君
に
封
す
る
忠
誠
を
貫
く
た
め
に
は
、
敢
て
命
す
ら
惜
し
ま
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。
晉
の
荀
息
が
臨
終
間
近
の
猷
公

か
た
＜

と
取
り
交
わ
し
た
約
束
ー
公
子
笑
齊
を
守
り
立
て
て
行
く
と
い
う
約
束
を
頑
な
に
守
り
通
し
、
そ
の
た
め
に
招
い
た
不
幸
な
死
を
も
敢

然
と
し
て
僻
さ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
周
知
の
こ
と
で
あ
る
（
『
左
他
』
倍
公
九
年
）
。

と
り
わ
け
、
君
主
と
譜
代
で
血
縁
の
瀾
係
に
あ
る
こ
と
の
多
い
彼
ら
に
は
、
忠
誠
の
観
念
が
強
か
っ
た
。
数
世
代
に
わ
た
っ
て
君
と
臣

ま‘
,＂； 

らら

臣
下
も
進
ん
で
道
徳
の
推
進
者
た
ろ
う
と
し
た
。
秘
極
的
に

10 



と
の
刷
係
に
あ
り
、
共
に
兄
弟
の
よ
う
に
戦
場
に
出
陣
し
、
危
除
を
濯
り
抜
け
、
生
死
苦
努
を
分
か
ち
あ
っ
て
き
た
間
柄
の
た
め
、

楚
子
を
武
力
で
強
諫
し
た
後
、
自
ら
そ
の
不
遜
な
態
度
を
詫
び
て
、
別
の
刑
に
就
い
た
隈
拳
（
『
左
偲
』
荘
公
十
九
年
）
、

よ
り
捕
崩
を
繹
放
し
た
の
に
激
昂
し
、
唾
を
吐
き
捨
て
て
立
ち
去
っ
た
が
、
後
に
そ
の
態
度
を
悔
い
、
秋
軍
に
攻
め
入
っ
て
討
ち
死

に
し
た
晉
の
先
診
の
例
（
『
左
偲
』

こ
れ
を
以
て
、
彼
ら
は
忠
誠
の
全
き
姿
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

彼
ら
の
朝
廷
に
於
け
る
名
は
、
以
上
の
三
つ
に
分
類
し
て
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
道
徳
家
と
し
て
の
名
、
身
分
的
な
名
、
忠
臣
と
し

彼
ら
は
有
偲
者
と
し
て
の
名
を
あ
げ
る
た
め
に
、

す
ぺ

君
主
も
そ
れ
を
歓
迎
し
、
殆
ど
総
て
の
思
想
家
も
、
臣
下
と
し
て

と
し
て
『
證
記
』
に
、
諫
言
す
べ
き
地
位
に
居
て
諫
言
し
な
い
臣
下
を
非
難
し
て
「
戸
利
な
り
（
何
も
言
わ
ず
に
利
腺
を
貧
る
も
の
だ
）
」
（
表

専
制
君
主
が
獨
裁
的
な
柚
力
を
抑
う
よ
う
に
な
る
秦
・
漢
時
代
に
は
、

あ
ば

し
て
骰
＜
圃
諫
・
顕
諫
は
重
ん
じ
ら
れ
ず
、
特
に
相
手
の
氣
持
ち
を
推
撼
し
つ
つ
穏
や
か
に
注
意
す
る
諷
諫
が
最
も
重
視
さ
れ
た
。
或
は

そ
の
失
敗
が
目
立
つ
以
前
に
、
そ
れ
と
な
く
注
意
す
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、

名
の
意
識
よ
り
見
た
春
秋
大
夫

し
か
し
、
春
秋
大
夫
の
諫
言
は
、
そ
の
強
硬
さ
の
ゆ
え
に
、

に
封
す
る
慎
重
な
配
慮
が
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
春

の
中
で
も
激
烈
な
強
諫
、
或
は

の
悪
を
堂
々
と
指
摘

に
と
っ
て
都
合
の
悪
い
場
合
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。

記
）
と
あ
る
。
事
程
左
様
に
諫
百
は
奨
励
さ
れ
た
。

に
諫
言
し
た
。

そ
れ
自
骰
君
主
に
と
っ
て
頗
る
有
盆
な
も
の
で
あ
り
、

つ
ぶ

の
失
政
に
目
を
瞑
り
、
諫
言
し
な
い
者
を
非
難
し
て
い
る
。

彼
ら
の
朝
廷
に
於
け
る
名
へ
の
執
着
は
、
動
も
す
れ
ば

て
の
名
で
あ
る
。
彼
ら
は
朝
廷
に
於
て
、

闊
係
が
感
情
的
な
親
和
で
結
ば
れ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
。

に
封
す
る
反
抗
的
な
態
度
に
繋
る
場
合
が
多
か
っ
た
。

そ
の

君
が
婦
人
の
一

一
年
）
な
ど
は
、
忠
誠
心
の
純
粋
な
現
れ
で
あ
る
。
時
に
彼
ら
の
間
に
は
殉
死
が
見
ら
れ
た
。

に
こ
れ
ら
の
名
を
意
識
し
て
行
動
し
た
が
、
こ
れ
ら
に
も
そ
れ
ぞ
れ
映
貼
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

例



臣
韓
非
子
は

の
ま
ま
に
動
い
て
く
れ
る
人
物
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で

で
は
な
か
っ
た
。 名

の
意
識
よ
り
見
た
春
秋
大
夫

彼
ら
は
朝
廷
の
中
で
、
忌
憚
無
く
君
主
の
映
貼
を
指
摘
し
、

の
悪
政
を
糾
弾
し
た
。
先
王
の
徳
を
稲
揚
し
、
現
君
の
徳
の
無
さ
を

指
弾
し
た
。
諫
言
が
納
れ
ら
れ
、
新
政
策
が
質
行
さ
れ
れ
ば
、
師
が
弟
子
に
封
す
る
よ
う
な
勢
い
で
君
主
に
應
封
し
た
。
事
例
は
枚
學
に

し
か
も
、
改
め
ぬ

に
封
し
て
は
思
い
切
っ
た
無
證
を
も
僻
さ
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
諮
公
の
政
治
を
正
し
く
な
い
と
し
た
公
子
元

は
、
生
涯
彼
を
公
と
呼
ば
ず
に
「
夫
己
氏
（
あ
の
男
）
」
で
呼
び
通
す
の
で
あ
る
（
『
左
他
』
文
公
十
四
年
）
。

之
に
望
む
も
人
君
に
似
ず
、
之
に
就
き
て
畏
る
る
所
を
見
ず
。
（
『
孟
子
』
梁
恵
王
上
）

こ
れ
は
梁
の
襄
王
の
君
主
に
不
適
格
な
愚
か
さ
を
朝
廷
外
に
出
て
、
人
に
赤
裸
々
に
語
っ
た
孟
子
の
言
葉
で
あ
る
。

外
聞
を
重
ん
ず
る
君
主
に
と
っ
て
、
大
き
な
恥
辱
で
あ
る
。
彼
ら
の
諫
言
の
強
硬
さ
は
、
君
主
の
威
厳
を
大
い
に
失
墜
さ
せ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

(
4
)
 

っ
て
ま
で
、
本
國
や
窟
君
の
短
所
を
吹
聡
す
る
も
の
が
少
な
く
な
か
っ
た
。

ま
た
有
徳
者
と
し
て
の
名
は
、
断
乎
自
分
の
富
貨
や
利
に
汲
々
と
す
る
態
度
を
拒
否
す
る
が
、

卑
倹
を
以
て
行
を
為
さ
ば
、
則
ち
爵
以
て
勧
貨
す
る
に
足
ら
ず
。
（
外
儲
説
左
下
）

諸
國
間
の
往
来
が
自
由
な
時
代
に
あ
っ
て
は
、
他
國
ヘ

暇
が
な
い
。

秋
時
代
に
於
て
は
、
大
率
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。

こ
れ
も
君
主
に
と
っ
て
望
ま
し
い
も
の

い
っ
た
い
樅
力
の
伸
張
を
目
指
す
君
主
に
と
っ
て
、
望
ま
し
い
の
は
、
君
主
の
意
向
を
紹
封
視
し
て
逆
わ
ず
、
そ
の
手
足
と
な
り
命
令

一
般
に
人
間
は
利
得
感
情
が
強
く
、
君
主
は
そ
れ
を
利
用
し
、
臣
下
の
心
を
掴

み
、
意
の
ま
ま
に
動
か
す
こ
と
が
出
来
る
。
と
こ
ろ
が
、
彼
ら
春
秋
大
夫
は
富
貴
や
利
を
卑
し
い
も
の
と
し
て
蔑
ん
だ
。

臣
下
が
質
素
倹
約
を
旨
と
す
れ
ば
、
君
主
は
爵
位
を
以
て
勘
ま
し
、
そ
の
働
き
を
期
待
出
来
な
く
な
る
と
言
い
、
別
の
箇
所
で
こ
れ
ら
の



の

蔑
視
す
る
こ
と
が
習
慣
的
に
な
っ
て
く
る
。

し
た
。

と
決
め
つ
け
、
厳
し
い
批
判
を
加
え
た
。

過
ち
甚
し
か
ら
ず
や
。
（
彊
國
）

の
椛
威
を

荀
子
は
、
将
軍
と
し
て
荼
を
伐
ち
、
禁
侯
を
捕
え
て
勝
利
を
納
め
た
に
も
拘
ら
ず
、
婦
國
後
君
主
の
貨
賜
を
僻
退
し
た
楚
の
令
男
子
嶺

の
態
度
を

お
と

先
王
の
道
に
反
し
、
楚
國
の
法
を
胤
し
、
功
を
興
せ
る
の
臣
を
堕
し
め
、
賞
を
受
く
る
の
凪
を
恥
ず
か
し
め
、
族
窯
に
惨
無
き
に
而

す
な
わ

も
そ
の
後
世
を
抑
卑
せ
し
む
、
案
ち
獨
り
以
て
私
廉
と
為
す
も
、

と
っ
て
、
世
俗
的
な
富
貴
や
利
を
卑
し
み
、
私
廉
を
椋
榜
す
る
春
秋
大
夫
の
態
度
ほ
ど

都
合
の
悪
い
も
の
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

春
秋
大
夫
は
、
ま
た
重
大
な
失
策
や
不
嘗
な
扱
い
に
よ
り
恥
ず
か
し
め
を
受
け
た
場
合
は
、
自
殺
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
名
を
守
ろ
う
と

齊
に
捕
え
ら
れ
、
宦
者
夙
沙
衛
の
監
視
を
受
け
る
に
至
っ
た
魯
の
威
堅
は
「
其
の
刑
臣
（
宦
者
）
を
し
て
士
に
證
せ
し
む
」
と
齊
侯
の

不
證
を
憶
り
、
代
で
自
分
の
傷
を
扶
っ
て
自
殺
し
た
（
『
左
他
』
襄
公
十
七
年
）
。
身
分
の
尊
厳
さ
（
身
分
的
な
名
）
が
傷
つ
け
ら
れ
る
と
考
え

た
た
め
で
あ
る
。

こ
の
身
分
的
な
名
は
、
高
貴
な
家
柄
の
出
身
と
い
う
自
覺
に
基
づ
く
が
、

こ
の
意
識
が
昂
じ
る
と
倣
岸
さ
が
増
長
し
、

其
れ
将
に
遂
に
卑
し
か
ら
ん
と
す
、
君
幼
弱
に
し
て
六
郷
面
く
、
而
し
て
奢
倣
な
り
、
将
に
是
に
因
っ
て
以
て
習
わ
ん

と
す
、
習
い
賓
に
常
を
為
す
、
卑
き
こ
と
無
か
ら
ん
や
。
（
『
左
偲
』
昭
公
十
六
年
）

或
は
「
其
れ
脊
梁
の
性
は
正
し
く
し
難
し
」
（
『
國
語
』
晉
語
七
）
と
い
う
聟
が
聞
か
れ
る
所
以
で
あ
る
。

常
に
臣
下
の
人
格
に
敬
意
を
彿
い
、
そ
の
自
尊
心
を
傷
つ
け
ぬ
よ
う
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
氣
苦
勢
は
、
専
制
君
主
を
目
指
す
者
に
と
っ
て
、

煩
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
君
主
に
と
っ
て
、
彼
ら
の
衿
持
は
倣
慢
と
も
思
え
、
扱
い
に
く
い
も
の
で
あ
っ
た
。

名
の
意
識
よ
り
見
た
春
秋
大
夫

主
義
の
人
物
を
「
不
令
の
民
」
と
批
判
し
て
い
る
（
説
疑
）
。



ゆ
え
に
、
そ
れ
は
人
民
へ
の
愛
情
で
あ
っ
た
。

に
鯛
れ
て
以
下
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

方
向
に
導
く
義
務
が
あ
っ
た
。

で
あ
る
。

名
の
意
識
よ
り
見
た
春
秋
大
夫

晉
・
秦
の
韓
の
戦
い
に
、
秦
は
晉
の
恵
公
を
捕
虜
と
し
た
。
日
頃
、
恵
公
の
不
誠
賓
を
咎
め
て
い
た
大
夫
慶
鄭
の
戦
場
で
の
行
動
が
君

主
を
捕
虜
と
さ
せ
る
遠
因
で
あ
っ
た
。
恵
公
は
程
な
く
蹄
國
し
、
慶
鄭
に
封
し
刑
を
執
行
し
よ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
慶
鄭
は
「
君
刑
せ

ず
と
雖
も
、
必
ず
自
殺
せ
ん
」
と
言
い
、
死
の
う
と
し
た
が
、

そ
の
際
、
梁
由
靡
は
慶
鄭
を
非
難
し
て
こ

夫
れ
、
君
に
は
政
・
刑
あ
り
、
是
を
以
て
民
を
治
む
…
…
戦
い
て
自
ら
退
き
、
退
き
て
自
殺
せ
ば
、

の
ち

も
、
君
は
其
の
刑
を
失
う
な
り
、
後
用
う
べ
か
ら
ざ
る
な
り
と
。
（
『
國
語
』
晉
語
三
）

こ
の
言
葉
が
物
語
る
よ
う
に
、
名
を
守
る
た
め
に
自
殺
す
る
臣
下
の
行
動
は
、
己
の
志
を
得
る
た
め
の
勝
手
な
行
動
で
あ
り
、

・
刑
を
無
視
す
る
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
君
主
の
椛
力
を
蹂
躙
す
る
彼
ら
の
こ
の
よ
う
な
行
動
は
望
ま
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
の

そ
れ
で
は
最
後
に
、
殉
死
を
全
き
も
の
と
考
え
た
彼
ら
の
忠
誠
の
名
は
ど
う
だ
っ
た
ろ
う
か
。

彼
ら
の
忠
誠
も
決
し
て
君
主
に
無
條
件
に
服
従
す
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
君
主
の
邪
念
、
無
理
無
骰
な
命
令
に
服
従
す
る
臣
下
は
却

っ
て
自
己
の
人
格
を
捨
て
去
っ
た
人
物
と
し
て
軽
蔑
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
良
心
に
従
い
、
誤
っ
た
道
に
進
む
君
主
を
堂
々
と
正
し
い

そ
れ
な
ら
ば
、
良
心
と
は
何
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
齊
の
荘
公
が
崖
氏
の
邸
で
試
さ
れ
た
時
、
門
前
に
謳
け
つ
け
た
晏
嬰
は
君
臣
の
本
務

民
に
君
た
る
者
は
…
…
社
稜
を
是
れ
主
と
せ
ん
と
す
る
な
り
、
君
に
臣
た
る
者
は
…
…
社
稜
を
是
れ
養
わ
ん
と
す
る
な
り
。
云
々
。

（
『
左
他
』
襄
公
二
十
五
年
）

良
心
と
は
、
彼
の
こ
の
言
葉
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
祉
稜
へ
の
愛
情
で
あ
る
。
そ
し
て
、
社
稜
の
主
骰
は
人
民
に
他
な
ら
ぬ

一
般
に
、
封
建
時
代
に
あ
っ
て
は
、
彼
ら
貴
族
階
級
は
人
民
を
専
制
的
に
統
治
し
た
と
言
わ
れ
る
が
、

そ
れ
は
一
方
に
偏
り
過
ぎ
た
意

臣
（
慶
鄭
）

っ
た
。

四

の
政

は
其
の
志
を
得
る



一五

で
あ
ろ
う
。
彼
ら
が
、
獨
裁
的
と
言
わ
れ
が
ち
な
君
主
す
ら
、
如
何
に
人
民
に
思
い
遣
り
を
示
し
、
深
い
愛
情
を
寄
せ
て
い
た
か
は
、

民
の
父
母
で
あ
り
、
子
を
慈
む
よ
う
に
民
に
接
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
敷
あ
る
徳
目
の
中
で
も
、

君
主
の
持
つ
ぺ
き
も
の
と
し
て
「
仁
」
が
最
も
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
そ
の
證
腺
で
あ
る
。
民
利
、
民
愛
は
君
主
、
並
び
に
臣
下
の
最

大
の
義
務
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
彼
ら
は
常
に
良
心
ー
人
民
へ
の
深
い
愛
情
を
抱
い
て
行
動
し
て
い
た
。
従
っ
て
、
彼
ら
の
忠
誠
と
は
社
稜
の
た
め
を
第

一
義
と
し
て
盪
す
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
即
ち
人
民
の
意
志
に
従
う
こ
と
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
彼
ら
は
民
を
無
視
す
る
暴
君
に
は
、
毅
然
た
る
態
度
で
諫
言
し
、

甚
だ
し
い
悪
君
に
封
し
て
は
、
最
後
の
手
段
と
し
て
武
力
に
訴
え
て
追
放
す
る
こ
と
も
僻
さ
な
か
っ
た
。

衛
人
が
そ
の
君
を
追
放
し
た
と
聞
き
、
驚
い
た
晉
侯
が
師
贖
に
問
い
糾
す
と
、
師
瞭
は
以
下
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

ほ
し
い
ま
ま

人
（
君
主
）
を
し
て
民
の
上
に
陣
に
せ
し
め
ん
や
と
。
（
『
左
偲
』
襄
公
十
四
年
）

春
秋
戦
國
時
代
の
思
想
の
集
大
成
た
る
『
呂
氏
春
秋
』
に
も
「
天
下
は
一
人
の
天
下
に
非
ず
、
天
下
の
天
下
な
り
」
（
貴
公
）
、
「
其
の
君

に
非
ざ
る
を
廃
し
て
、
其
の
君
道
を
行
う
者
を
立
つ
」
（
侍
君
覧
）
と
あ
る
が
、
世
論
も
民
を
苦
し
め
、
民
心
を
失
っ
た
君
主
を
追
放
す
る
の

は
、
臣
下
の
嘗
然
の
義
務
た
る
こ
と
を
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
嘗
時
の
人
々
は
、

こ
の
よ
う
に
、
忠
誠
は
盲
従
を
意
味
せ
ず
、
寧
ろ
邪
悪
な
暴
君
に
封
し
て
は
、
民
意
を
汲
み
取
り
、
積
極
的
に
反
抗
す
る
こ
と
を
意
味

し
た
。
そ
れ
は
植
力
の
伸
張
を
闘
る
君
主
に
と
っ
て
恐
怖
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
ら
の
こ
の
忠
誠
観
は
、
君
主
に
と
り
、
更
に
大
き
な

恐
怖
に
繋
る
も
の
を
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
柚
力
欲
に
謳
ら
れ
た
臣
下
が
、
忠
誠
の
美
名
に
隠
れ
、
人
民
に
私
恩
を
輿
え
、
人
心
を
掴

晏
嬰
は
晉
の
叔
向
に
、
亡
命
者
陳
氏
の
巧
妙
な
人
心
牧
撹
術
に
射
す
る
危
憚
の
念
を
述
べ
て
い
る
。
陳
氏
は
民
に
米
粟
を
貸
す
際
、
私

名
の
意
識
よ
り
見
た
春
秋
大
夫

み
、
私
か
に
こ
れ
と
結
托
し
は
じ
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

楚
語
上
）
と
表
現
し
た
。

天
の
民
を
愛
す
る
こ
と
甚
だ
し
、
専
立
に
其
れ

歴
史
書
に
頻
見
す
る
。

の
こ
の
よ
う
な
態
度
を
「
道
に
従
う
」
（
『
國
語
』

の
邪
念
を
正
す
た
め
に
は
死
諫
も
僻
さ
な
か
っ
た
。



名
の
意
識
よ
り
見
た
春
秋
大
夫

家
の
大
き
な
桝
を
用
い
、
返
納
さ
せ
る
場
合
は
國
定
の
小
さ
な
桝
を
使
う
。
領
内
の
山
の
木
を
伐
出
し
、
市
場
で
賣
る
に
も
山
元
と
同
じ

こ
れ

値
で
哀
り
、
魚
介
や
甕
も
海
邊
と
同
じ
値
で
賣
っ
て
い
る
。
ゆ
え
に
「
其
（
民
）
の
之
（
陳
氏
）
を
愛
す
る
こ
と
父
母
の
如
く
に
し
て
、
之

（
陳
氏
）
民
を
獲
る
こ
と
無
け
ん
と
欲
す
る
も
、
将
た
ん
ぞ
之
を
辟
け
ん
」
（
『
左
側
』
昭
公
三
年
）
と
彼

は
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
後
世
、
齊
が
陳
氏
（
田
氏
）
の
所
有
に
錦
し
た
こ
と
は
贅
言
す
る
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

陳
氏
の
例
以
上
に
甚
だ
し
き
は
、
人
心
を
掴
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ほ
ど
失
政
の
目
立
た
ぬ
君
主
に
楯
つ
き
、
反
抗
す
る
者
も
あ
っ
た

例
え
ば
齊
の
公
子
商
人
は
、
人
心
を
得
よ
う
と
以
前
か
ら
國
に
施
し
物
を
多
く
し
、
家
財
を
盪
し
て
し
ま
う
と
、
更
に
公
室
の
諸
役
人

か
ら
借
財
し
て
ま
で
も
そ
れ
を
績
け
た
。
昭
公
が
亡
く
な
り
、
公
子
舎
が
位
に
即
く
と
、
ニ
ヶ
月
後
に
舎
を
殺
し
、
兄
の
元
に
即
位
を
勧

め
る
。
元
は
「
溺
（
商
人
）
之
を
求
む
る
こ
と
久
し
」
と
商
人
が
長
い
間
君
主
の
位
に
即
く
野
望
に
燃
え
て
い
た
こ
と
を
言
い
「
我
能
＜

う
ら
み

爾
に
事
え
ん
、
爾
多
く
憾
を
蓄
え
し
む
べ
か
ら
ず
」
私
が
お
前
に
事
え
よ
う
、
お
前
を
君
と
し
な
け
れ
ば
、
亦
た
憾
を
蓄
え
る
で
あ
ろ
う
。

舎
の
二
の
舞
に
な
る
の
は
御
免
だ
と
僻
退
す
る
の
で
あ
る
（
『
左
偲
』
文
公
十
四
年
）
。

更
に
こ
の
場
合
、
君
主
と
血
緑
闊
係
に
あ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
彼
ら
は
、
た
と
い
君
主
を
栽
逆
し
て
位
に
即
い
て
も
、
さ
し
て
人
心
に

て
お
こ
う
。

ひ

と

こ

る

若
し
紺
に
良
子
有
り
て
先
ず
紺
を
喪
さ
ば
、
其
の
悪
を
章
わ
し
て
其
の
敗
を
厚
う
す
る
こ
と
無
か
ら
ん
、
鉤
し
く
こ
れ
死
す
、
必
ず
手

を
武
王
に
俣
る
無
く
し
て
、
其
の
世
康
せ
ら
れ
ず
、
祀
り
て
今
に
至
ら
ば
、
媒
に
紺
の
善
不
を
知
ら
ん
や
。
云
々
。
（
『
國
語
』
晉
語
一
）

主
旨
は
、
若
し
紺
に
善
良
の
子
が
い
て
、
紺
の
悪
が
現
れ
る
以
前
に
自
ら
の
手
で
父
を
殺
し
て
お
れ
ば
、
國
が
亡
び
ず
、
世
々
相
織
ぐ

こ
と
が
出
来
た
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
血
縁
の
者
に
よ
る
君
主
試
逆
の
効
果
を
こ
れ
程
シ
ビ
ヤ
に
表
現
し
て
い
る
も
の
は
な
い
。
君
主
は

戦
戦
競
競
と
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

の
朧
姫
が
こ
の
よ
う
に

っ
て
い
る
。

恐
慌
を
来
た
さ
な
か
っ
た
こ
と
を

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

に
婦
す
る
こ
と
流
水
の
如
し

六



と
い
う
黙
で
あ
る
。
彼
ら
は

に
甚
だ
支
障
が
あ
り
、
否
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

『
呂
氏
春
秋
』
に

七；

の
一
元
的
支
配
を
目
指
す
傾
向

と
あ
る
が
、
人
々
が
最
も
強
く
望
ん
だ
の
は
、

ら
に
倣
慢
さ
を
輿
え
、
ま
た

に
封

の
強
硬
さ
、
世
俗
的
な
富
貴
や
利
の
無
視
に
よ
っ
て
、

の
威
厳
を
損
ね
た
。
身
分
的
な
名
は
、
彼

に
で
も
敢
て
逆
い
、
命
令
を
破
っ
た
。

戦
場
に
於
け
る
名
は
、
し
ば
し
ば
軍
を
演
滅
に

こ。t
 以

上
観
て
来
た
よ
う
に
、
春
秋
大
夫
の
戦
場
、
及
び
朝
廷
に
於
け
る
名
を
意
識
し
た
行
動
は
、

犯
す
よ
う
な
荒
々
し
い
氣
質
を
輿
え
た
。
彼
ら
は
屈
辱
を
感
ず
れ
ば
、

道
徳
家
と
し
て
の
名
は
、

抗
す
る
悪
弊
を
生
み
出
し
た
。

こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
な
ら
ば
、
春
秋
大
夫
の
行
動
が
戦
國
時
代
に
否
定
さ
れ
た
理
由
は
、

事
毎
に
封
立
し
た
か
ら
だ

そ
れ
が
君
主
の
植
力
と
利
害
相
反
し
、

戦
國
時
代
、
打
ち
績
く
戦
胤
に
人
民
は
全
く
疲
弊
し
て
い
た
。

ま

か

ん

胤
世
の
民
は
、
其
の
聖
王
を
去
る
や
亦
た
久
し
、
其
の
之
を
見
ん
こ
と
を
願
う
や
日
夜
間
無
し
。

を
達
成
さ
せ
る

の
出
現
で
あ
っ
た
。

（
聴
言
）

の
上
に
絶
封
的
椛
力
を
掌
握
し
君
臨
し
、
速
か
に
中
國
の
内
風
を
牧
拾
さ
せ
、
平
和

こ
れ
を
受
け
て
、
思
想
家
逹
は
君
主
の
一
元
的
支
配
の
確
立
を
唱
え
、
君
主
の
犯
す
べ
か
ら
ざ

る
尊
厳
を
大
い
に
主
張
し
た
。
春
秋
大
夫
の
名
に
封
す
る
考
え
方
、
そ
れ
に
従
っ
た
行
動
は
、
こ
の

ひ
と
え

と
こ
ろ
で
、
春
秋
大
夫
の
名
が
戦
國
時
代
に
最
も
強
く
否
定
さ
れ
た
貼
は
何
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
が
偏
に
世
俗
的
な
も
の
を
拒
否
し
た

の
椛
威
を
拒
み
、
富
貴
や
利
を
拒
み
、
生
命
に
ま
で
も
懇
懇
と
執
着
す
る
こ
と
を
拒
ん
だ
。
彼
ら
は
名

名
の
意
譲
よ
り
見
た
春
秋
大
夫

結
語

國
家
を
弱
盟
化
さ
せ
た
。
ま
た
、

た
と
い

そ
れ
ぞ
れ
に
大
き
な
映
貼
を
持
っ
て
い

そ
れ
は
彼
ら
に
日
常
生
活
に
於
て
も
、
法
を

に
十
分
、
政
・
刑
の
樅
力
を
揮
わ
せ
な
か
っ
た
。
忠
誠
の
名
は
、
彼
ら
が
人
民
と
結
托
し
、



る
（
離
謂
）
。

例
え
ば
『
呂
氏
春
秋
』
に
、
轄
々
と

は
打
ち
勝
ち
難
い
性
質
を
天
性
備
え
て
い
た
。

た
か
だ
か
郷
里
の
小
吏
に
過
ぎ
ず
、

後
荀
子
に

の
難
に
も
一
向
に
殉
じ
て
死
の
う
と
せ
ぬ
臣
下
に
封
し
、

そ
の
友
人

一
方
に
こ
の
よ

語
に
盛
き
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
君

戦
國
士
人
の
名
に
射
す
る
考
え
方
は
、

つ
に
は
君
糀
伸
張
を
説
く
思
想
家
の
努
力
に
よ
っ
て

つ
に
は
彼
ら
の
身
分
的
な
も
の
に

時
代
に
最
も
都
合
悪
く
、
否
定
さ
れ
た
貼
で
あ
っ
た
。

を
世
俗
的
な
も
の
と
結
び
つ
け
て
は
考
え
な
か
っ
た
。

名
の
意
譲
よ
り
見
た
春
秋
大
夫

（
こ
れ
が
、
彼
ら
の
行
動
を
、
高
潔
、
高
遮
に
見
せ
る
黙
で
あ
ろ
う
。
）
こ
の
黙
が
、
戦
國

そ
こ
で
最
後
に
、
比
較
の
意
味
で
戦
國
士
人
の
名
に
封
す
る
考
え
方
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
に
一
言
獨
れ
て
お
き
た
い
。

よ
っ
て
、
春
秋
大
夫
と
違
う
獨
得
な
も
の
に
愛
化
し
て
い
た
。
思
想
家
の
代
表
は
荀
子
、
韓
非
子
、
と
く
に
後
者
で
あ
る
。
彼
ら
が
君
主

の
た
め
に
最
も
強
調
し
た
の
は
、
臣
下
に
は
惜
し
み
な
く
爵
腺
を
輿
え
富
貴
に
せ
よ
、
と
い
う

す
べ

臣
闊
係
は
父
子
の
親
し
み
が
あ
る
わ
け
で
な
く
、
総
て
勘
定
づ
く
か
ら
成
立
し
て
い
る
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
彼
ら
は
、

君
主
は
戟
極
的
に
爵
腺
を
臣
下
の
眼
前
に
ち
ら
つ
か
せ
、

う
な
原
因
が
あ
っ
た
。

能
を
賣
っ
て
諸
國
を
轄
々
と
渡
り
歩
く
没
落
貴
族
か
、

こ
れ
を
以
て
臣
下
に
死
力
を
盛
さ
す
べ
き
こ
と
を
強
調
し
た
。

一
方
の
身
分
的
な
原
因
と
は
、
彼
ら
が
お
お
よ
そ
尊
賢
使
能
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
よ
っ
て
、
要
路
に
取
り
立
て
ら
れ
た
下
級
貴
族
か
、
オ

介
の
匹
夫
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
を
言
う
。
彼
ら
は
春
秋
大
夫
の
よ
う
に
、
資

産
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
な
く
、
貧
し
い
出
身
の
者
が
多
か
っ
た
。
彼
ら
は
、

の
も
と
を
去
り
、

そ
の
ゆ
え
に
、
富
貴
や
利
に
闊
心
が
強
く
、

彼
ら
の
利
に
惹
か
れ
る
こ
と
は
、
お
お
よ
そ
こ
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。

そ
の
誘
惑
に

が
糾
し
た
所
「
凡
そ
人
に
事
う
る
は
以
て
利
を
為
す
な
り
、
死
し
て
利
な
ら
ざ
る
が
故
に
死
せ
ず
」
と
答
え
た
と
い
う
逸
話
が
載
っ
て
い

師
事
し
た
李
斯
も
以
下
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。

は

じ

そ

し

話
は
卑
賤
よ
り
大
な
る
は
莫
し
、
悲
し
み
は
窮
困
よ
り
甚
だ
し
き
は
莫
し
、
久
し
く
卑
賤
の
位
、
困
苦
の
地
に
慮
り
、
世
を
非
り
、

に
く

利
を
悪
み
、
自
ら
無
為
に
託
す
は
、
此
れ
士
の
情
に
非
ざ
る
な
り
と
。
（
『
史
記
』
李
斯
列
俯
）
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ろ
う
。

一
方
に
君
柚
伸
張
を
説
く
思
想
家
の
努
力
、
他
方
に
彼
ら
の
身
分
、

の
名
と
全
く
違
っ
た
内
容
が
見
て
と
れ
る
で
あ
ろ
う
。

な
富
貴
や
利
を
目
椋
に
し
て
行
動
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
春
秋
大
夫
と
違
い
、

九

こ
の
雨
面
か
ら
な
る
原
因
に
よ
っ
て
、
彼
ら
戦
國

お
ろ
そ
か

士
人
に
は
特
別
の
名
に
封
す
る
考
え
方
が
生
ま
れ
て
き
た
。
蘇
秦
の
言
に
「
勢
位
富
貴
、
蓋
し
忽
に
す
べ
け
ん
や
」
（
『
戦
國
策
』
秦
策
一
）

と
あ
る
が
、
彼
ら
の
名
と
は
、
富
貴
や
榮
逹
と
い
う
極
め
て
世
俗
的
な
も
の
が
そ
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
春
秋
大
夫

た
っ
と

、
行
動
の
崇
高
さ
、
純
粋
さ
を
尚
ん
で
行
動
し
た
の
に
反
し
、
戦
國
士
人
は
世
俗
的

そ
れ
を
手
に
い
れ
る
た
め
の
手
段
の
善
悪
は
さ
し
て
問
題

と
さ
れ
な
か
っ
た
。
富
貴
、
成
功
に
辿
り
着
く
の
な
ら
、
如
何
に
下
品
な
行
動
も
、
卑
劣
な
手
段
も
策
略
も
、
彼
ら
に
と
っ
て
何
ら
非
難

こ
れ
ら
は
、
彼
ら
の
日
々
の
行
動
を
強
く
規
定
し
て
い
た
名
に
封
す
る
考
え
方
の
相
違
に
よ
る
こ
と
が
大
き
か
っ
た
、
と
言
え
る
で
あ

『
國
語
』
齊
語
に
、
管
仲
の
言
葉
と
し
て
「
内
政
を
作
し
て
軍
令
を
寄
せ
よ
」
と
あ
る
。
諸
國
の
政
策
も
略
ぽ
こ
れ
と
同
様
で
あ
っ
た
ろ
う
。

『
左
得
』
襄
公
十
八
年
。
晉
を
盟
主
と
す
る
諸
侯
連
合
軍
が
齊
を
園
ん
だ
時
の
齊
侯
の
様
子
と
、
こ
れ
を
評
し
た
晏
嬰
の
言
葉
を
参
照
。

『
左
他
』
倍
公
三
十
三
年
。
文
公
の
喪
中
に
も
拘
ら
ず
秦
を
伐
と
う
と
主
張
す
る
先
診
の
言
葉
が
載
っ
て
い
る
。

『
左
他
』
哀
公
八
年
。
呉
王
夫
差
が
魯
を
伐
と
う
と
し
た
時
、
魯
か
ら
の
亡
命
者
叔
孫
靴
は
魯
國
を
強
く
謗
っ
て
い
る
。

名
の
意
譲
よ
り
見
た
春
秋
大
夫

さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

春
秋
大
夫
は
道
徳
や
理
想
の
逹
成
に

こ
の
よ
う
に
、




