
『
左
傳
』
に
お
け
る
婦
女
観
（
二
十
）

尾
﨑
保
子

は
じ
め
に

中
国
女
性
の
歴
史
を
見
る
に
、
悪
女
の
系
列
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
そ
の
中
で
、
古

代
三
悪
女
末
喜

�妲
己

�褒

�に
続
く
存
在
と
し
て
、
驪
姫
と
並
ん
で
よ
く
知
ら
れ

る
の
が
夏
姫
で
あ
る
。

�の
国
に
生
ま
れ
、
陳
の
国
に
嫁
い
だ
こ
の
美
女
は
、
そ
の
美

貌
で
多
く
の
男
達
に
憧
れ
ら
れ
、
周
囲
の
男
達
を
魅
了
し
、
彼
等
の
間
に
抗
争
を
生
み
、

そ
の
多
く
を
自
滅
さ
せ
た
。

伝
文
の
記
録
を
追
う
に
、
夏
姫
自
身
が
例
え
ば
晋
の
内
訌
の
元
凶
と
な
っ
た
驪
姫
の

よ
う
に
何
か
を
策
謀
し
た
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
し
か
し
彼
女
に
近
づ
い
た

男
達
は
牽
制
し
合
い
、
策
略
を
巡
ら
し
、
奪
い
合
い
、
そ
し
て
滅
び
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

歴
史
上
、
美
女
を
巡
る
逸
話
は
多
い
が
、
夏
姫
の
場
合
は
、
男
達
の
憧
憬
に
包
ま
れ
た

聖
女
と
し
て
の
存
在
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
そ
の
美
貌
の
も
つ
官
能
性
故
に
男
達
に

囲
繞
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
概
し
て
聖
女
に
憧
憬
す
る
男
達
は
自
身
の
中
の
精
神
性
を

高
め
て
求
道
的
に
な
る
傾
向
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
夏
姫
に
群
が
っ
た
男
達
は
、
自
制
心

を
か
な
ぐ
り
捨
て
、
欲
望
の
対
象
と
し
て
の
夏
姫
に
突
進
し
、
ま
た
そ
の
存
在
を
愚
弄

し
た
り
も
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
当
然
、
対
象
に
対
す
る
敬
意
は
な
い
。
し
か
し
、

彼
女
を
中
心
に
据
え
、
そ
れ
を
鏡
と
し
て
集
ま
っ
た
男
達
を
映
し
出
し
て
み
る
と
、
そ

こ
に
蠢
動
す
る
男
達
の
そ
れ
ぞ
れ
の
人
と
し
て
の
色
合
い
が
、
あ
る
一
線
を
越
え
た
者

と
越
え
な
か
っ
た
者
と
い
う
図
式
で
鮮
明
化
し
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
さ
に
こ

の
一
線
こ
そ
夏
姫
の
存
在
の
も
つ
意
味
で
あ
り
、
比
較
的
簡
単
に
越
え
た
男
達
は
、
決

し
て
夏
姫
の
仕
業
で
は
な
い
が
、
そ
の
先
に
待
ち
構
え
て
い
た
深
い
奈
落
に
落
ち
込
み
、

或
る
者
は
命
を
失
い
、
ま
た
或
る
者
は
国
外
に
出
奔
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
国
の
滅
び
に

ま
で
至
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
中
に
は
慎
重
に
こ
の
対
象
に
迫
り
、
獲
得
し
、
自

ら
を
深
め
た
人
物
も
い
な
い
訳
で
は
な
か
っ
た
。

女
性
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
な
い
記
録
の
慣
例
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
言
動
の
記
述
が
な
い

た
め
に
、
夏
姫
の
実
像
を
探
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
は
あ
る
が
、
彼
女
を
取
り
囲
ん

だ
男
達
の
記
述
を
検
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
程
度
の
夏
姫
像
を
鮮
明
化
す
る
こ

と
は
可
能
と
思
わ
れ
る
。
先
ず
は
周
囲
の
人
物
像
を
固
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
が

目
指
し
た
存
在
と
し
て
の
夏
姫
像
を
彫
琢
し
て
み
た
い
。

夏
姫
は

�の
穆
公
の
公
女
に
生
ま
れ
、
陳
の
大
夫
夏
御
叔
に
嫁
い
だ
が
、
国
君
夫
人

で
も
な
く
、
魯
国
に
何
ら
か
の
縁
の
あ
る
人
物
と
い
う
訳
で
も
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
夏

姫
そ
の
も
の
の
名
の
記
録
は
、
経
文
に
は
一
切
な
い
。
し
か
し
、
伝
文
中
に
は
、
宣
公

九
年
、
十
年
、
十
一
年
、
十
二
年
、
成
公
二
年
、
七
年
、
襄
公
二
十
六
年
、
昭
公
二
十

八
年
に
そ
の
事
件
に
関
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
年
代
を
追
っ
て
記
録
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を
み
て
ゆ
く
が
、
或
い
は
こ
う
し
た
淫
事
に
纏
わ
る
事
件
で
あ
る
が
故
に
、
倫
理
観
に

抵
触
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
か
、
『
公
羊
傳
』
や
『
穀
梁
傳
』
に
は
ほ
と
ん
ど
言

及
は
な
く
、
ま
た
注
疏
も
少
な
い
点
が
、
い
か
に
も
こ
の
故
事
の
醜
聞
性
に
辟
易
す
る

後
学
達
の
渋
面
を
想
像
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
で
、
興
味
深
く
思
わ
れ
る
。

一
、

�の
国
、
陳
の
国

先
ず
初
め
に
、
夏
姫
の
生
ま
れ
た

�の
国
と
嫁
ぎ
先
の
陳
の
国
の
歴
史
に
つ
い
て
、

『

�記
』

�世
家
第
十
二
を
参
考
に
概
観
し
て
お
き
た
い
。

〔

�国
〕�の
歴
史
は
、
神
話
や
伝
説
に
彩
ら
れ
た
模
糊
た
る
形
で
始
ま
っ
た
の
で
は
な
く
、

周
の
厲
王
の
末
子
桓
公
が
同
母
兄
に
当
る
宣
王
の
二
十
二
年
（
前
八
〇
六
）、
初
め
て
封

土
さ
れ
、

�と
称
し
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
と
さ
れ
る
。
幽
王
の
頃
に
東
へ
と
国
を

移
し
た
が
、
七
七
一
年
、
桓
公
は
幽
王
と
と
も
に
犬
戎
に
殺
さ
れ
た
。
継
嗣
し
た
武
公

の
夫
人
武
姜
は
、
逆
子
で
生
ま
れ
た
嫡
子
を
嫌
い
、
そ
の
弟
の
方
を
君
位
に
即
け
た
い

と
画
策
す
る
が
、
遂
に
嫡
子
が
荘
公
と
し
て
立
ち
、
四
十
三
年
の
長
期
に
亘
っ
て
君
臨

す
る
。
こ
の
母
と
子
の
軋
轢
の
話
は
、
『
左
傳
』
隠
公
の
時
代
の
劈
頭
を
飾
る
ド
ラ
マ

と
し
て
知
ら
れ
る
。
ま
た
大
夫
祭
仲
が
専
横
を
極
め
、
公
子
達
と
の
対
立
が
国
家
を
揺

り
動
か
し
て
も
い
た
。
厲
公
が
即
位
し
た
（
前
七
〇
〇
）
も
の
の
国
体
は
定
ま
ら
ず
、

昭
公
二
年
間
、
子
虔
一
年
間
、
子
儀
十
四
年
間
を
経
て
、
再
び
厲
公
が
君
位
に
戻
る
こ

と
に
な
っ
た
（
前
六
七
九
）
が
、
時
に
、
斉
の
桓
公
が
覇
者
と
し
て
立
つ
時
代
が
到
来

し
て
い
た
。

�は
国
土
が
中
原
の
中
心
に
位
置
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
周
王
朝
及
び
、
大
国
晋
と

楚
と
の
拮
抗
に
も
翻
弄
さ
れ
、
常
に
外
交
上
の
腐
心
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
斉
の
桓
公

に
次
ぐ
覇
者
と
し
て
の
晋
の
文
公
重
耳
が
、
ま
だ
諸
国
流
浪
中
の
身
で

�を
訪
れ
た
こ

と
が
あ
っ
た
（
前
六
三
七
）
が
、
在
位
三
十
六
年
目
の

�の
文
公
は
こ
れ
を
礼
遇
せ
ず
、

こ
の
時
、
そ
の
弟
叔
詹
が
礼
遇
す
る
よ
う
に
と
忠
告
し
た
が
、
遂
に

�侯
は
、
聞
く
こ

と
が
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
「

�世
家
第
十
二
」
に
は
、

�侯
が
「
諸
侯
の
公
子
で

亡
命
し
て
訪
れ
る
も
の
は
多
い
。
皆
に
手
厚
い
も
て
な
し
は
で
き

ぬ
（

�侯
亡
公
子

�

�多
矣
。

安
能

盡
禮

之
）」
と

答
え
た
と
記
す
が
、

�侯
の

眼
力
の
な
さ
を

表
す
と
と
も

に
諸
国
往
来
の
要
衝
の
地
と
し
て
の

�国
の
地
理
的
位
置
を
表
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
い
え

よ
う
。
し
か
し
晋
の
文
公
は
こ
の
時
の
屈
辱
を
忘
れ
る
こ
と
な
く
、
翌
年
、
晋
に
帰
還

し
て
即
位
が
適
う
と
、
し
ば
し
ば

�に
介
入
す
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、

�の
文
公
の
在
位
は
四
十
五
年
間
に
及
び
、
三
人
の
夫
人
と
最
愛
の
子

が
五
人
い
た
が
、
し
か
し
ほ
と
ん
ど
が
早
世
し
、
文
公
が
亡
く
な
る
と
、
晋
の
文
公
重

耳
に

仕
え
て
い
た
子

蘭
が
晋
の
後

援
を

受
け
て

�の
国
君
と
し
て
即
位
（
前
六
二
八
）

し
た
。
こ
れ
が
穆
公
で
あ
り
、
二
十
二
年
間
を
在
位
し
た
。
こ
の
人
物
こ
そ
夏
姫
の
父

に
当
る
人
物
で
あ
る
。
穆
公
に
は
誕
生
に
纏
わ
る
逸
話
が
あ
っ
て
、
母
が
天
か
ら
蘭
を

授
け
ら
れ
る
夢
を
見
て
生
ま
れ
た
の
で
、
そ
の
名
を
付
け
た
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
晋
の

文
公
に
仕
え
て
い
た
彼
が
母
国
に
戻
っ
て
国
君
と
し
て
立
つ
時
、
本
来
低
い
身
分
と
さ

れ
て
い
た
母
燕

�の
氏
族
を
、
周
王
朝
の
始
祖
后
稷
の
正
妃
で
あ
っ
た
と
い
う
者
も
出

現
し
て
、
こ
の
国
君
の
誕
生
は
い
か
に
も
香
り
高
い
逸
話
で
飾
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

夏
姫
の
美
貌
伝
説
は
、
こ
う
し
た
父
の
存
在
と
無
関
係
と
い
う
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。

と
こ
ろ
で
、
晋
と
楚
と
の
覇

権
争
い
は
、

�の
文
公

晩
年
の

城
濮
の

戦
（
前
六
三
二
）

前
後
か
ら

激
し
く
な
る
が
、

襄
公
七
年
（
前

五
九
八
）
晋
と

�陵
に

盟
約
し
た
こ
と
を

怒
っ
た
楚
が

�に
侵
攻
し
て
、
襄
公
は
降
服
し
、
肌
脱
ぎ
に
な
っ
て
恭
順
の
意
を
表
し

な
が
ら
も

�の
歴
史
と
国
体
の
保
持
を
訴
え
、
何
と
か
そ
れ
に
成
功
し
た
。

�か
ら
陳

の
大
夫
夏
御
叔
に
嫁
い
だ
夏
姫
を
巡
る
騒
動
が
持
ち
上
が
っ
た
の
は
、
こ
の
国
難
の
二

年
前
の
こ
と
で
あ
る
。
襄
公
十
八
年
の
在
位
の
後
を
受
け
た
悼
公
は
わ
ず
か
二
年
で
亡
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く
な
り
、
成
公
が
即
位
す
る
（
前
五
八
四
）。
時
に
楚
の
共
王
が

�の
成
公
に
情
を
か
け

て
や
っ
て
い
る
と
発
言
し
た
こ
と
で
、
成
公
は
こ
れ
に
敵
対
す
る
晋
へ
も
配
慮
せ
ね
ば

な
ら
な
く
な
り
、
表
敬
訪
問
に
出
か
け
た
が
、
晋
か
ら
は
密
か
に
楚
と
和
睦
し
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
、
却
っ
て
拘
束
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

�で
は
空
位
を
心
配
し

て
成
公
の
兄
繻
を
即
位
さ
せ
た
が
、
成
公
が
返
還
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
こ
れ
を
殺
し
た
。

成
公
十
年
（
前
五
七
五
）、

�は
楚
と
同
盟
し
、
こ
れ
に
晋
の
厲
公
が
立
腹
し
て
侵
攻
し

て
き
た
。
楚
は
援
軍
を
差
し
向
け
、
晋

�楚
間
に
戦
い
（

�陵
の
戦
）
が
行
わ
れ
た
。

外
交
的
に
は
常
に
こ
う
し
た
晋

�楚
の
大
国
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
、
国
内
も
安
定
せ

ず
、
家
老
の
子
駟
が
暗
躍
し
、
成
公
没
後
に
即
位
し
た
釐
公
（
僖
公
）
を
毒
殺
し
て
、

五
歳
で
即
位
し
た
簡
公
を
操
っ
た
。
し
か
し
や
が
て
、
簡
公
十
二
年
（
前
後
五
五
四
）、

成
公
の
末
子
子
産
を

�に
任
用
す
る
や
、
こ
の
人
物
は
国
際
関
係
に
つ
い
て
大
国
論
小

国
論
の
論
陣
を
張
り
、
徳
治
を
唱
え
て
、
名
宰
相
と
し
て
そ
の
名
を
轟
か
せ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
簡
公
は
三
十
六
年
の
在
位
で
亡
く
な
り
、
定
公
が
即
位
し
た
（
前
五
二
九
）が
、

当
時
、
晋
国
で
は
六

�の
勢
力
が
台
頭
し
、
公
室
の
権
力
は
衰
え
つ
つ
あ
っ
た
。
定
公

が
在
位
十
六
年
で
亡
く
な
っ
て
、
献
公
が
在
位
十
三
年
で
続
い
た
が
、
声
公
の
時
代
に

は
晋
の
六

�の
勢
力
が
い
よ
い
よ
強
く
な
っ
て
、

�の
領
地
を
奪
っ
た
り
し
た
た
め
に
、

�は
更
に
弱
小
化
し
た
。
そ
の
よ
う
な
頃
、
声
公
五
年
（
前
四
九
六
）、
孔
子
か
ら
も
仁

愛
の
人
と
し
て
敬
仰
さ
れ
た

�の
名
家
老
子
産
が
亡
く
な
っ
た
。
こ
う
し
て
公
室
を
守

る
人
物
を
も
欠
き
、
国
君
に
も
見
る
べ
き
存
在
は
な
く
、
時
代
は
傾
斜
の
度
を
深
め
、

遂
に

�君
十
一
年
（
前
三
八
五
）、
韓
は

�を
攻
撃
し
て
陽
城
を
奪
い
、
二
十
一
年
（
前

三
七
五
）
韓
の
哀
侯
に
よ
っ
て

�は
亡
ぼ
さ
れ
、
韓
に
併
合
さ
れ
た
。

〔
陳
国
〕

夏
姫
の
嫁
い
だ
国
で
あ
る
。
陳
の
国
は
舜
の
子
孫
の
国
と
さ
れ
る
。
舜
が
亡
く
な
る

と
、
天
下
は
禹
に
禅
譲
さ
れ
、
舜
の
子
商
均
は
虞
の
地
に
領
土
を
与
え
ら
れ
た
。
夏
の

時
代
に
は
商
均
の
子
孫
の
所
在
は
明
確
で
は
な
い
が
、
周
の
武
王
は
、
殷
を
亡
ぼ
し
た

後
に
、
由
緒
あ
る
舜
の
子
孫
の

�満
を
探
し
出
し
て
、
こ
れ
を
陳
（
河
南
省
淮
陽
県
）
に

封
土
し
、
胡
公
を
名
乗
ら
せ
、
長
女
大
姫
を
嫁
が
せ
た
。
し
か
し
子
が
な
く
、
祖
先
祭

祀
を
行
わ
せ
た
こ
と
か
ら
、
巫
女
の
歌
舞
を
好
む
風
潮
が
盛
ん
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
傾
向
は
、『
詩
經
』「
陳
風
」
の
詩
か
ら
も
推
し
測
ら
れ
る

（
注
１
）。

陳
に
は
こ
の
国
の
創
建
を
巡
っ
て
こ
う
し
た
神
話
伝
説
的
模
糊
た
る
時
代
が
あ
り
、

歴
史
は
古
い
。
し
か
し
、
世
家
に
は
杞
の
国
と
合
わ
せ
て
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
特

に
外
交
的
に
突
出
し
た
歴
史
的
記
事
と
い
う
の
も
見
当
た
ら
な
い
。
宣
公
三
十
七
年

（
前
六
五
六
）、
覇
者
斉
の
桓
公
が
妻
の
蔡
姫
を
里
方
に
帰
し
た
ら
、
里
方
蔡
が
こ
れ
を

再
嫁
さ
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
怒
っ
て
蔡
を
攻
め
、
序
に
楚
に
も
侵
攻
し
て
の
帰
る
さ

に
陳
を
通
り
か
か
っ
た
ら
、
国
内
を
通
過
さ
れ
る
こ
と
を
嫌
っ
た
陳
の
大
夫
轅
嶹
塗
が

斉
軍
を

�し
て
悪
路
を
教
え
、
た
め
に
怒
っ
た
桓
公
に
捕
ら
え
ら
れ
る
と
い
う
事
件
が

起
こ
っ
た
。
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
は
小
国
な
が
ら
も
気
概
を
感
じ
さ
せ
て
い
る
が
、
し

か
し
、
や
は
り
こ
の
国
の
歴
史
で
は
夏
姫
を
巡
る
騒
動
が
特
筆
さ
れ
る
。

成
公

元
年
（
前
五
九
八
）、
夏
姫
が
陳
の
大
夫
夏

御
叔
に
嫁
い
で

生
ま
れ
た
子
夏

徴
舒

が
、
国
君
霊
公
を
屋
敷
内
で
殺
害
し
、
国
家
を
乗
っ
取
る
と
い
う
大
事
件
が
発
生
し
た
。

若
い
夏
徴
舒
が
計
画
的
に
謀
反
を
起
し
て
霊
公
を
殺
害
し
た
と
い
う
訳
で
は
な
く
、
母

を
巡
る
愚
弄
に
、
若
者
ら
し
い
潔
癖
感
を
爆
発
さ
せ
て
の
、
い
わ
ば
偶
発
的
な
事
件
で

あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
大
国
楚
が
こ
れ
に
反
応
し
て
、
陳
に
侵
攻
し
、
徴
舒
を
殺
し
て
、

と
も
か
く
は
陳
を
楚
の
県
に
組
み
込
ん
で
し
ま
っ
た
が
、
し
か
し
、
速
や
か
に
返
還
し

て
陳
を
国
と
し
て
復
活
さ
せ
、
こ
と
を
収
束
さ
せ
た
。
こ
の
重
大
時
に
お
け
る
一
人
の

母
と
し
て
の
夏
姫
の
言
動
は
何
も
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
。
彼
女
は
何
を
思
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
し
か
し
、
伝
文
に
は
楚
の
荘
王
が
夏
姫
を
娶
ろ
う
と
し
た
と
記
す
の
で
、
こ

の
事
件
に
つ
い
て
の
夏
姫
を
巡
る
何
ら
か
の
措
置
が
検
討
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
結
局
、
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悲
劇
の
母
と
し
て
の
夏
姫
は
、
こ
こ
に
一
人
、
申
公
巫
臣
と
い
う
人
物
に
よ
っ
て
里
方

�に
戻
さ
れ
、
こ
の
人
物
に
娶
ら
れ
て
、
晋
の
国
に
そ
の
人
生
を
移
す
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。

陳
国
は
、
そ
の
後
、
成
公
に
継
承
さ
れ
る
が
、
楚
と
の
盟
約
を
破
っ
た
こ
と
で
楚
に

侵
攻
さ
れ
な
が
ら
も
何
と
か
命
脈
を
保
ち
、
哀
公
三
十
五
年
（
前
五
三
四
）、
遂
に
楚
に

よ
っ
て
一
旦
は
亡
ぼ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
再
び
楚
王
に
よ
っ
て
復
活
さ
れ
、

恵
公
が
即
位
し
た
。
そ
し
て
七
年
後
、
陳
に
大
火
災
が
発
生
し
、
こ
れ
に
乗
じ
た
呉
王

の
軍
に
蹂
躙
さ
れ
、
そ
の
後
も
呉
の
介
入
に
苦
し
む
の
で
あ
る
。
恵
公
の
後
の
懐
公
は

呼
び
つ
け
ら
れ
た
呉
で
亡
く
な
り
、

�公
が
即
位
（
前
五
〇
二
）
す
る
。
そ
の
六
年
（
前

四
九
六
）
に
は
孔
子
が
こ
の
国
を
訪
れ
て
い
る
。
こ
の
頃
、
呉

�楚
の
介
入
に
苦
慮
す

る
が
、

�公
二
十
四
年
（
前
四
七
八
）、
楚
の
恵
王
に
よ
っ
て
、
陳
は
遂
に
亡
ぼ
さ
れ
て

し
ま
っ
た
。

二
、
夏
姫
の
乱
発
端

こ
こ
か
ら
は
『
左
傳
』
に
お
け
る
夏
姫
の
乱
に
つ
い
て
み
て
ゆ
く
。

先
ず
、
宣
公
九
年
（
前
六
〇
〇
）、
次
の
よ
う
な
経
文
と
伝
文
の
記
事
が
あ
る
。
因
み

に
『
公
羊
傳
』
に
は
伝
文
の
記
事
は
な
く
、
『
穀
梁
傳
』
に
は
比
較
的
長
文
の
記
事
が

付
さ
れ
て
い
る
。

經

�

陳

�其
大
夫
洩
冶
。

傳

�

陳
靈
公
與
孔
寧
儀
行
父
、

�於
夏

�。
皆
衷
其
衵
服
以
戲
于

�。
洩
冶
諫
曰
公

	宣
淫
民

無
効
焉
。
且
聞
不
令
。
君
其


之
。
公
曰
吾
能
改
矣
。
公

�二
子
。
二
子

�
�之

。
公
弗

禁
。


�洩

冶
。
孔
子
曰
、
詩
云
民
之
多
辟
、
無
自
立
辟
。
其
洩
冶
之
謂
乎
。

（
陳
の
霊
公
と
家
臣
の
孔
寧

�儀
行
父
は
、
夏
姫
に
淫
通
し
て
い
た
。
彼
ら
は
皆
、
夏
姫
の

肌
着
を
着
て
、
朝
廷
の
中
で
ふ
ざ
け
合
っ
て
い
た
。
こ
れ
を
見
た
大
夫
の
洩
冶
（
「
会
箋
」

に
は
泄
冶
と
）
は
、
こ
れ
を
諫
め
て
言
っ
た
。
「
上
に
立
つ
公

	が
淫
事
を
専
ら
に
し
て
い

た
の
で
は
、
下
に
い
る
人
民
に
と
っ
て
よ
い
効
果
を
も
た
ら
し
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
他
国
へ

の
聞
こ
え
も
よ
く
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
が
君
に
は
こ
れ
が
外
に
露
見
し
な
い
よ
う
に
、
お
取

り
計
ら
い
下
さ
い
ま
せ
。
」
す
る
と
、
霊
公
は
「
わ
し
は
改
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。
」
と
応

じ
た
。
そ
し
て
他
の
二
人
に
そ
の
こ
と
を
告
げ
た
。
と
こ
ろ
が
二
人
は
、
洩
冶
を
殺
す
こ

と
を
請
う
た
。
公
は
こ
れ
を
止
め
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
遂
に
、
洩
冶
を
殺
し
た
。
孔
子
が

言
う
の
に
、
「
詩
（
大
雅
板
）
に
、
『
上
に
立
つ
者
を
倣
っ
て
人
民
の
邪
な
心
を
も
つ
者
が

多
く
お
り
、
自
分
だ
け
が
正
道
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
』
と
い
う
が
、
そ
れ
は
ま
さ
し

く
洩
冶
の
よ
う
な
こ
と
を
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
。）

こ
こ
に
は
夏
姫
を
巡
る
四
人
の
人
物
が
登
場
す
る
。
陳
の
霊
公
、
陳
の

	孔
寧
と
儀
行

父
、
そ
れ
に
陳
の
大
夫
洩
冶
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
夏
姫
の
夫
御
叔
に
つ
い
て
の
詳
細

な
記
述
は
な
く
、
そ
の
夫
の
死
後
、
彼
女
と
男
達
の
関
わ
り
は
、
突
然
の
こ
の
殺
害
事

件
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
る
。

先
ず
、
陳
の
霊
公
の
名
が
出
て
来
る
。
経
文
の
陳
は
国
名
を
表
し
て
は
い
る
が
、
霊

公
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
方
伝
文
で
は
明
確
に
陳
の
霊
公
と
特
定
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
翌
宣
公
十
年
に
は
経
文
に
家
臣
夏
徴
舒
に
殺
害
さ
れ
た
国
君
と
し
て
明
記
さ
れ

て
お
り
、
こ
の
事
件
が
当
時
の
国
際
間
に
お
け
る
大
事
件
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

ま
た
霊
公
の
名
に
つ
い
て
も
成
公
二
年
の
長
文
の
伝
文
に
そ
の
名
が
見
え
て
お
り
、
要

す
る
に
、
こ
の
人
物
は
政
治
的
な
治
績
よ
り
は
夏
姫
を
巡
る
事
件
で
知
ら
れ
、
不
用
意

な
言
動
か
ら
愛
人
の
子
に
報
復
さ
れ
た
人
物
と
し
て
、
醜
聞
で
そ
の
名
を
残
し
た
こ
と

に
な
る
。

次
に
、
陳
の

	孔
寧
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
も
こ
の
事
件
以
外
に
そ
の
名
が
記
さ
れ
る
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こ
と
は
な
い
。
宣
公
九
年
の
伝
文
、
宣
公
十
一
年
の
経
文
、
成
公
二
年
の
伝
文
に
そ
の

名
が
み
ら
れ
る
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
夏
姫
を
巡
る
醜
聞
の
当
事
者
の
一
人
と
し
て

で
あ
り
、
徴
舒
の
見
幕
に
怯
え
て
孔
寧
と
と
も
に
陳
か
ら
逃
げ
出
し
て
楚
の
国
に
庇
護

を
求
め
、
楚
王
に
訴
え
て
陳
に
即
位
し
た
夏
徴
舒
を
殺
さ
せ
、
再
び
帰
国
し
て
い
る
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
陳
国
に
一
旦
の
滅
び
を
齎
し
た
責
任
者
の
一
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ま
た
同
じ
く
陳
の

�儀
行
父
は
、
孔
寧
と
と
も
に
夏
姫
に
通
じ
て
い
た
人
物
で
あ
り
、

逃
亡
も
帰
国
も
、
そ
の
名
は
常
に
こ
れ
と
と
も
に
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
大
夫
洩
冶
に
つ
い
て
は
、
杜
注
は
次
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

淫
乱
な
朝
廷
の
あ
り
方
に
対
し
臆
す
る
こ
と
な
く
諫
め
、
そ
の
た
め
に
死
ぬ
こ
と
に
な

っ
た
と
し
て
、
本
来
は
『
春
秋
』
に
記
す
こ
と
で
は
な
い
が
、
そ
の
行
為
の
気
高
さ
を

も
っ
て
そ
の
名
を
記
し
た
の
で
あ
る
（
洩
冶
直
諫
於
淫
亂
之

�、
以
取
死
。
故
不
爲
春
秋
、

�貴
而
書
名
）
と
説
く
。
ま
た
孔
疏
に
も
、
取
り
分
け
記
録
さ
れ
た
こ
と
に
拘
り
、
『
孔

子
家
語
』
を
引
い
て
、
子
貢
が
洩
冶
の
行
為
を
殷
の
紂
王
を
諫
め
て
死
ん
だ
比
干
の
仁

に
準
え
た
の
に
対
し
て
、
孔
子
が
、
比
干
の
場
合
は
親
族
と
し
て
の
骨
肉
の
思
い
と
い

う
点
か
ら
発
し
て
お
り
、
洩
冶
の
動
機
と
は
違
う
と
し
て
次
の
よ
う
に
い
う
の
で
あ
る
。

比
干
於
紂
親
則

�父
官
則
少
師
忠
款
之
心
在
於
存
宗

�而
已
。
固
當
以
必
死
爭
之
。
冀
身

死
之
後
、
紂
當
悔
悟
本
志
存
於
仁

�也
。
洩
冶
之
於
靈
公
、
位
在
大
夫
無
骨
肉
之
親
。
懷

寵
不
去
仕
於
亂

�以
區
區
之
身
欲
止
一
國
之
淫
昏
。
死
而
無
益
、
可
謂
狷
矣
。

（
比
干
は
紂
王
の
親
族
で
あ
り
、
師
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
忠
義
の
心
は
宗

�に
あ
っ
た
。

も
と
よ
り
必
死
の
思
い
で
こ
れ
を
争
う
た
の
で
あ
り
、
自
身
の
死
後
、
紂
王
が
悔
い
て
、

仁
の
本
心
に
立
ち
返
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
洩
冶
の
霊
公
に
お
け
る

場
合
は
、
位
は
大
夫
で
あ
り
、
骨
肉
の
親
で
は
な
い
。
寵
せ
ら
れ
る
こ
と
を
願
い
、
去
る

こ
と
も
な
く
乱
れ
た
朝
廷
に
仕
え
、
こ
せ
こ
せ
と
し
て
一
国
の
淫
昏
の
中
に
止
ま
ろ
う
と

し
て
い
る
。
こ
れ
で
は
死
ん
で
も
無
益
で
あ
り
、
心
が
狭
い
と
い
う
外
は
な
い
。）

左
氏
は
他
国
の
家
臣
の
死
に
つ
い
て
記
す
こ
と
は
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
行
為
の

高
潔
さ
故
に
こ
れ
を
記
す
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
孔
子
は

弟
子
に
対
し
て
、
血
族
に
あ
ら
ざ
る
家
臣
が
公
室
全
体
の
乱
れ
て
い
る
と
き
に
、
去
る

こ
と
も
な
く
寵
を
求
め
て
執
着
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
で
は
死
を

�し
て
も
無
意

味
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
こ
こ
で
の
洩
冶
を
め
ぐ
る
左
氏
の
観
点
は
、
忠
臣
称
揚
と
い

う
よ
り
は
、
倫
理
的
に
異
常
な
状
態
に
あ
る
こ
と
に
対
し
、
ご
く
全
う
な
意
見
を
述
べ

た
者
が
殺
さ
れ
た
事
実
を
記
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
陳
室
の
異
常
を
伝
え
よ
う
と
し
た
と

こ
ろ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

左
氏
は
、
こ
の
よ
う
に
意
図
的
に
孔
子
の
言
を
も
付
記
し
て
霊
公
の
破
廉
恥
を
告
発

し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
表
記
は
専
ら
短
文
で
の
泄
冶
殺
害
に
至
る
ま
で
の
こ
と

の
経
緯
の
羅
列
か
ら
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
左
氏
の
記
録
傾
向
に
対
し
て
、
穀
梁
氏

（
注
２
）

は
倫
理
観
と
い
う
鑑
で
こ
と
を
照
射
し
、
そ
の
尺
度
で
是
非
判
断
を
な
し
、
責
任
善
悪

で
洗
い
、
重
要
度
に
従
っ
て
表
記
す
る
と
い
う
基
本
的
な
一
貫
し
た
姿
勢
が
あ
る
よ
う

に
感
じ
ら
れ
る
。

三
、
夏
徴
舒
の
屈
辱

宣
公
十
年
（

前
五
九
九
）
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。
『
公

羊
傳
』
『

穀
梁

傳
』
に
は

伝
文
は
付
さ
れ
て
い
な
い
。

經

�

癸
巳
、
陳
夏
徴
舒
弑
其
君

	國
。

傳

�

陳
靈
公

與
孔
寧
儀
行
父

飮
酒
於
夏
氏
。
公
謂
行
父

曰
、


舒
似

女
。

對
曰
、

亦
似

君
。




舒
病
之
。
公
出
自
其
廏
射
而

�之
。
二
子
奔
楚
。

（
五

月
九

日
、
陳
の
霊
公
は
孔
寧

�儀
行
父
と
と
も
に
夏
氏
の
家
で

酒
を

飲
ん
で
い
た
。
霊
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公
が
儀
行
父
に
「
徴
舒
は
そ
な
た
に
似
て
お
る
」
と
言
っ
た
。
儀
行
父
は
こ
れ
に
応
じ
て
、

「
あ
な
た
様
も
ま
た
似
て
お
ら
れ
ま
す
」
と
言
っ
た
。
こ
れ
を
聞
い
て
徴
舒
は
気
に
病
ん
だ
。

や
が
て
霊
公
が
帰
ろ
う
と
し
て

�舎
か
ら
出
て
き
た
と
こ
ろ
で
、
徴
舒
は
こ
れ
を
射
殺
し

た
。
驚
愕
し
た
他
の
二
人
の

�は
楚
に
出
奔
し
た
。）

夏
徴
舒
は
夏
南
と
も
記
さ
れ
て
お
り
、
夏
姫
の
息
子
で
あ
る
。
父
御
叔
に
比
べ
て
記

録
が
多
い
の
は
、
彼
が
霊
公
殺
害
の
実
行
犯
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
来
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

経
文
の
杜
注
に
は
「
徴
舒
、
陳
大
夫
也
。
靈
公
惡
不
加
民
。
故
稱
臣
以
弑
。
」
と
記
す

が
、
霊
公
の
悪
行
が
民
に
は
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
、
「
臣
が
君
を
弑

し
た
」
と
書
い
た
の
だ
と
い
う
。
宣
公
四
年
の
伝
文
に
、
「
君
某
を
弑
す
」
と
記
す
場

合
は
君
が
無
道
で
罪
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
の
で
あ
り
、
逆
に
「
臣
某
が
君
を
弑
す
」

と
記
し
て
い
る
場
合
は
、
臣
の
方
に
罪
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
し
て
い
る
（
凡
弑

君
、
稱
君
、
君
無

�也
。
稱
臣
、
臣
之
罪
也
）。
こ
こ
で
は
臣
夏
徴
舒
の
罪
が
問
わ
れ
て
い

る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
伝
文
の
杜
注
に
拠
れ
ば
、
国
君
殺
害
の
事
件
発
生
の
時
点
で
は
、
霊
公

即
位
後
既
に
十
五
年
を
経
過
し
て
お
り
、
徴
舒
も

�と
な
り
、
年
齢
も
大
き
い
と
い
う

こ
と
で
、
戯
事
を
厭
う
こ
と
も
あ
る
ま
い
と
踏
ん
で
、
夏
姫
の
淫
奔
を
か
ら
か
っ
て
言

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
（
靈
公

�位
、
於
今
十
五
年
、

�舒
已
爲

�、
年
大
無
嫌
是
公
子
。
蓋

以
夏

�淫
放
、
故
謂
其
子
爲
似
以
爲
戲
）
と
解
す
る
。
霊
公
に
は
即
位
後
十
五
年
も
過
ぎ

て
、
あ
る
安
定
感
も
あ
り
、
本
当
に
軽
い
気
持
ち
で
発
し
た
戯
言
が
結
果
的
に
自
身
の

命
に
関
わ
る
ほ
ど
の
重
大
事
に

�が
る
と
い
う
思
い
は
全
く
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
の
子
は

�と
し
て
の
立
場
も
得
て
お
り
、
年
齢
も
既
に
大
人
で
あ
っ
た
。
官

能
的
な
母
の
と
こ
ろ
に
通
っ
て
く
る
人
物
と
し
て
一
応
は
許
容
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

し
、
卑
し
く
も
国
君
と
い
う
最
高
権
力
者
で
あ
る
。
若
者
の
潔
癖
感
や
自
尊
心
の
入
り

込
む
余
地
は
な
い
は
ず
で
あ
っ
た
。
伝
文
の
い
う
と
こ
ろ
に
従
え
ば
、
こ
と
は
霊
公
の

一
言
の
戯
言
に
発
端
し
た
が
、
徴
舒
の
こ
の
反
応
は
、
決
し
て
偶
発
的
な
も
の
で
は
な

く
、
自
身
の
母
を
巡
る
積
年
の
屈
辱
感
の
我
慢
が
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
鬱
憤
が
一
挙
に

沸
点
に
達
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
霊
公
は
あ
ま
り
に
も

�闊
で
あ
っ
た
。
し
か

し
ま
た
倉
皇
と
し
て
国
外
に
逃
げ
た
二
人
の

�も
破
廉
恥
と
い
う
外
は
な
い
。

四
、
楚
の
人
申
叔
時

夏
姫
の
存
在
が
陳
の
亡
び
を
招
い
た
が
、
そ
れ
が
再
興
さ
れ
る
に
つ
い
て
、
次
の
よ

う
な
話
が
綴
ら
れ
て
い
る
。

宣
公
十
一
年
（
前
五
九
八
）、
次
の
二
つ
の
経
文
が
あ
り
、
ま
た
こ
れ
に
つ
い
て
の
長

い
伝
文
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
年
の
記
事
に
は
『
公
羊

傳
』
『

穀
梁

傳
』
と
も

に
伝
文
が
備
え
ら
れ
て
い
る
。

經

	

○


、
十
月
、
楚
人

�陳
夏

�舒
。

○
丁
亥
、
楚
子
入
陳
、

�公
孫
寧

儀
行
父
于
陳
。

傳

	


、
楚
子
爲
陳
夏

氏
亂
故

伐
陳
。
謂
陳
人
、
無

動
、

將
討
於

少
西

氏
。

�入
陳
、

�夏

�

舒
、

�
�栗

門
。

因
縣
陳
。
陳

侯
在

晉
。
申
叔
時

�於
齊
、
反

復
命

而

�。
王

�讓
之

曰
、

夏

�舒
爲
不

�弑
其
君
。

寡
人
以

�侯
討

而
戮
之
、

�侯

縣
公

皆
慶

寡
人
。

女
獨
不

慶

寡
人
、

何
故
。

對
曰
、

�可
辭

乎
。

王
曰
、

可
哉
。

曰
、
夏

�舒
弑
其
君
。
其
罪
大

矣
。

討
而

戮
之
、
君
之

義
也
。

抑
人

亦

�言
、

曰
、

牽
牛
以

蹊
人
之

田
、

而
奪
之

牛
。

牽
牛
以

蹊

�、
信

�罪
矣
。

而
奪
之

牛
、

罰
已
重

矣
。

�侯
之

從
也
、

曰
討

�罪
也
。
今

縣
陳
、

貪
其

富
也
。
以

討
召

�侯
、

而
以

貪
歸
之
、
無

乃
不

可
乎
。

王
曰
、

善
哉
。

吾
未
之
聞
也
。

反
之

可
乎
。

對
曰
、

吾
儕

小
人

�謂
取

�其
懷

而
與
之
也
。

乃
復

封
陳
、

�取
一
人

焉
以

歸
、
謂
之
夏
州
。
故
書
曰
楚
子
入
陳
、

�公
孫
寧

儀
行
父
于
陳
、
書

�禮
也
。
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（
冬
に
、
楚
は
陳
の
夏
氏
の
乱
の
た
め
に
陳
を
討
伐
し
た
。
陳
の
人
に
対
し
て
は
、
騒
ぐ
こ

と
は
な
い
、
ま
さ
に
少
西
氏

（
注
３
）を
討
伐
す
る
だ
け
の
こ
と
な
の
だ
か
ら
と
触
れ
た
。
そ
し
て

遂
に
陳
に
入
城
し
て
か
ら
徴
舒
を
殺
し
、
栗
門
で
車
裂
き
の
刑
に
処
し
た
。
そ
し
て
、
陳

を
楚
の
一
県
と
し
た
。

そ
の
こ
ろ
陳
侯
（
成
公
）
は
晋
に
滞
在
し
て
い
た
が
、
楚
の
大
夫
申
叔
時
が
斉
に
使
者

と
し
て
往
き
、
帰
国
し
て
復
命
し
、
退
出
し
た
。
王
は
遣
い
を
や
っ
て
い
わ
せ
た
。
「
夏
徴

舒
が
道
な
ら
ざ
る
こ
と
を
し
て
そ
の
君
を
殺
し
た
の
で
、
わ
た
し
は
諸
侯
を
統
率
し
て
討

伐
し
、
こ
れ
を
殺
し
た
。
諸
侯

�縣
公
皆
私
を
慶
賀
し
て
く
れ
た
。
然
る
に
、
そ
な
た
一

人
が
そ
れ
を
し
な
い
の
は
何
故
か
。
」
こ
れ
に
対
し
て
申
叔
時
は
言
っ
た
「
そ
れ
な
ら
申
し

上
げ
て
よ
ろ
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
」
と
。
王
は
「
よ
ろ
し
か
ろ
う
」
と
言
っ
た
。

そ
こ
で
申
叔
時
は
次
の
よ
う
に
言
っ
た
。
「
夏
徴
舒
が
そ
の
君
を
弑
し
た
罪
は
大
き
い
と
言

わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
従
っ
て
、
討
伐
し
て
こ
れ
を
殺
戮
す
る
の
も
わ
が
君
に
と
っ
て
は

義
の
行
い
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
そ
も
そ
も

�に
『
牛
を
引
い
て
他
所
の
人
の
田
を
踏
み
荒

ら
す
と
、
そ
の
牛
を
奪
わ
れ
る
』
と
い
い
ま
す
。
牛
を
引
い
て
他
人
の
田
を
踏
み
荒
ら
す

の
は
ま
こ
と
に
罪
あ
る
こ
と
で
す
。
し
か
し
そ
の
牛
を
奪
う
と
い
う
こ
と
の
方
が
罪
と
し

て
は
も
っ
と
重
い
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
今
回
諸
侯
が
王
に
従
っ
た
の
は
、
罪
を
討
伐
す
る

た
め
で
あ
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
今
や
、
我
が
国
は
陳
を
我
が
国
の
一
つ
の
県
に
組
み
入

れ
て
し
ま
い
、
そ
の
富
を
貪
っ
て
い
る
の
で
す
。
討
伐
の
名
目
を
も
っ
て
諸
侯
を
招
集
し
、

そ
し
て
富
を
貪
っ
て
諸
侯
を
帰
す
と
い
う
の
で
は
、
義
の
あ
る
こ
と
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
」

そ
こ
で
王
は
言
っ
た
「
な
る
ほ
ど
。
私
は
そ
れ
に
気
付
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
は
陳
に
返

還
す
る
こ
と
に
致
そ
う
か
。
」
と
。
申
叔
時
は
応
じ
て
「
私
ど
も
卑
し
い
者
の
い
う
、
『
人

の
懐
中
か
ら
取
っ
た
も
の
を
返
す
』
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
り
ま
す
。
」
と
言
っ
た
。
そ

こ
で
陳
を
元
の
国
に
復
帰
さ
せ
、
陳
の
郷
毎
に
一
人
を
連
れ
て
帰
っ
て
楚
に
住
ま
わ
せ
、

こ
れ
を
夏
州
と
称
し
た
。
経
文
に
「
楚
子
が
陳
に
入
っ
て
、
公
孫
寧
と
儀
行
父
を
陳
に
戻

し
た
」
と
記
す
の
は
、
楚
王
の
行
為
が
礼
に
適
っ
て
い
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。）

こ
こ
に
は
申
叔
時
と
い
う
名
が
出
て
く
る
。
楚
の
大
夫
で
あ
る
。
後
に
出
て
く
る
申
叔

跪
の
父
に
当
る
人
物
で
あ
り
、
そ
の
理
非
曲
直
を
明
ら
か
に
す
る
言
動

（
注
４
）か
ら
推
す
に
、

気
骨
の
士
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
陳
の
再
興
は
こ
の
一
人
の
気
骨
の
士
の
こ
と
ば
に

触
発
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
ま
た
そ
れ
に
反
応
し
た
楚
王
も
さ
す
が
に
名
望
あ
る

人
物
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
先
に
述
べ
た
『
公
羊
傳
』
の
記
述

（
注
５
）と
、
『
穀
梁
傳
』
の
記
述

（
注
６
）と
は
ま
た
姿

勢
が
違
っ
て
お
り
、
左
氏
の
内
容
が
専
ら
話
を
追
う
形
で
進
め
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し

て
、
公
羊
氏

�穀
梁
氏
の
方
は
、
表
記
法
へ
の
拘
り
が
主
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
左
氏
の
内
容
の
持
つ
ド
ラ
マ
性
は
や
は
り
人
物
を
彷
彿
さ
せ
る
の
に
説
得
力
を

持
つ
。

五
、
葬
儀
の
記
録

宣
公
十
二
年
（
前
五
九
七
）
の
記
事
は
、
殺
さ
れ
た
陳
の
霊
公
の
葬
儀
が
執
り
行
わ

れ
た
こ
と
を
記
す
経
文
の
み
が
左
の
如
く
あ
っ
て
、
伝
文
は
な
い
。
ま
た
『
公
羊
傳
』

は
記
す
こ
と
が
あ
る
が
、『
穀
梁
傳
』
に
は
何
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。

經

�

春
、
葬
陳
靈
公
。

傳

�（
伝
文
は
な
い
）

と
こ
ろ
で
、『
公
羊
傳
』
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
す
。

春
、
葬
陳

靈
公
。
討

此
賊

�非
臣
子

也
、
何

以
書
葬
。
君
子

辭
也
。
楚

已
討

之
矣
、

臣
子

雖
欲
討
之
而
無

�討
也
。

（
春
、
陳
の
霊
公
を
葬
っ
た
。
こ
の

賊
を
討
っ
た
の
は
陳
国
の

家
臣
で
は
な
か
っ
た
。
何
故
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に
『
春
秋
』
上
に
葬
儀
が
書
か
れ
た
の
か
。
こ
れ
は
君
子
と
し
て
言
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。

楚
が
既
に
こ
れ
を
討
っ
て
し
ま
っ
て
、
陳
の
家
臣
達
が
君
を
弑
し
た
人
を
討
と
う
と
思
っ

て
も
や
り
よ
う
が
な
い
の
で
あ
る
。）

六
、
申
公
巫
臣
の
登
場

国
君
殺
害
と
い
う
大
事
件
が
お
こ
り
な
が
ら
、
犯
人
の
母
夏
姫
を
め
ぐ
っ
て
、
男
達

の
獲
得
へ
の
動
き
は
一
向
に
止
ま
る
様
子
を
み
せ
な
い
。

成
公
二
年
（
五
八
九
）、
次
の
よ
う
な
長
文
の
伝
文
が
続
く
。
し
か
し
『
公
羊
傳
』

『
穀
梁
傳
』
に
は
語
る
こ
と
が
な
い
。

傳

�

楚
之
討
陳
夏
氏
也
、
莊
王
欲

�夏

�。
申
公
巫
臣
曰
、
不
可
。
君
召

�侯
以
討
罪
也
。
今

�夏

�、
貪
其
色
也
。
貪
色
爲
淫
。
淫
爲
大
罰
。

�書
曰
、
明
德
愼
罰
。

�王

�以

�
�

也
。
明
德
、
務
崇
之
之
謂
也
。
愼
罰
務
去
之
之
謂
也
。
若
興

�侯
以
取
大
罰
、
非
愼
之
也
。

君
其
圖
之
。
王
乃
止
。
子
反
欲
取
之
。
巫
臣
曰
、
是
不
祥
人
也
。
是
夭
子
蠻
、

	御
叔
、

弑
靈
侯
、
戮
夏
南
、
出
孔
儀
、
喪
陳
國
。
何
不
祥
如
是
。
人
生
實


。
其

�不
獲
死
乎
。

天
下
多
美

�人
。
何
必
是
。
子
反
乃
止
。
王
以
予

尹
襄
老
。
襄
老
死
於

�、
不

�其
尸
。

其
子
黑

�烝
焉
。
巫
臣

�
�焉
曰
、
歸
。
吾
聘
女
。

�
�自

�召
之
曰
、
尸
可
得
也
。
必

來

�之
。

�以

�王
。
王
問

�屈
巫
。
對
曰
、
其
信
。
知

�之
父
、
成
公
之
嬖
也
。
而
中

行
伯
之
季
弟
也
。
新
佐
中
軍
、
而
善

�皇
戌
。
甚
愛
此
子
。
其
必
因

�而
歸
王
子
與
襄
老

之
尸
以
求
之
。

�人
懼
於

�之
役
、
而
欲
求
媚
於
晉
。
其
必
許
之
。
王

�夏

�歸
。
將
行
。

謂

�
�曰
、
不
得
尸
、
吾
不
反
矣
。

（
楚
が
陳
を
討
伐
し
た
折
、
楚
の
荘
王
は
、
夏
姫
を
妾
に
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
こ
と
に
つ

い
て
、
申
公
巫
臣

（
注
７
）が
言
う
の
に
「
よ
く
な
い
こ
と
で
す
。
君
は
諸
侯
を
集
め
て
夏
徴
舒
の

罪
を
討
伐
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
今
は
、
夏
姫
を
入
れ
て
そ
の
女
色
を
貪
ろ
う
と
し
て
お
ら

れ
る
。
色
を
貪
る
の
は
淫
と
い
い
ま
す
。
淫
は
大
罰
で
す
。
周
書
に
『
徳
を
明
ら
か
に
し

て
罰
を
慎
む
』
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
文
王
が
周
王
朝
を
築
か
れ
た
の
は
、
こ
の

所
以
で
あ
り
ま
し
た
。
徳
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
努
め
て
こ
れ
を
た
か
め
る

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
罰
を
慎
む
と
い
う
こ
と
は
、
努
め
て
こ
れ
を
去
る
と
い
う
こ
と
に

外
あ
り
ま
せ
ん
。
も
し
、
君
が
諸
侯
の
軍
を
率
い
て
、
大
罰
を
得
る
と
い
う
こ
と
に
な
る

な
ら
ば
、
と
て
も
罰
を
慎
む
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
君
に
置

か
れ
ま
し
て
は
、
ど
う
か
こ
の
こ
と
を
お
考
え
下
さ
い
。
」
と
。
そ
こ
で
荘
王
は
止
め
る
こ

と
に
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
子
反

（
注
８
）が
こ
れ
を
取
ろ
う
と
し
た
。
巫
臣
は
言
っ
た
「
こ
の
人
物

は
不
祥
の
者
で
す
。
先
夫
子
蛮

（
注
９
）を
早
世
さ
せ
、
次
の
夫
御
叔

（
注

�）を
早
世
さ
せ
、
陳
の
霊
公
を

弑
殺
さ
せ
、
そ
の
子
徴
舒
を
殺
さ
せ
、
陳
の
大
夫
孔
寧
と
儀
行
父
を
出
奔
さ
せ
、
陳
国
を

滅
亡
さ
せ
ま
し
た
。
何
と
い
う
不
祥
の
者
で
し
ょ
う
か
。
人
生
は

難
し
い
も
の
で
す
。
こ

の
よ
う
な
者
を
得
る
こ
と
は
自

身
の

身
に
も
死
を
得
る
こ
と
に
な
り
か

ね
ま
せ
ん
。
天
下

に
美
女
は
多
い
の
で
す
。
ど
う
し
て
必

ず
夏
姫
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し

ょ
う
か
。
」
と
。
子
反
は
止
ま
っ
た
。
そ
こ
で
荘
王
は
夏
姫
を

連
尹
襄
老

（
注

�）に
与
え
た
。
し
か

し
襄
老
は

�の
戦
い

（
注

�）で
戦
死
し
、
そ
の

遺
骸
は

戻
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
子

黒
要

（
注

�）が
義
母
に

当
る
夏
姫
に

通
じ
て
し
ま
っ
た
。
巫
臣
は

使
者
を

立
て
て
夏
姫
に
伝
え
さ
せ
て
、
「

里
方
の

�に
お

帰
り
な
さ
い
。

私
が

妻
に

迎
え
ま
す

（
注

�）」
と
言
っ
た
。
ま
た

�か
ら
こ
れ
を

呼
び

寄

せ
よ
う
と
し
て
「
襄
老
の
亡

骸
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
必

ず
こ
れ
を

迎
え
る
よ
う

に
」
と
言

わ
せ
た
。
夏
姫
は
こ
の
こ
と
を
荘
王
に

告
げ
た
。
荘
王
が
屈
巫
に

訊
ね
た
。
屈

巫
は

答
え
て
い
う
の
に
、
「

確
か
で
す
。
知

�

（
注

 ）の
父
は
成
公
の

寵
臣
で
す
。
中
行
伯
の

末
弟

に
当
り
、
新
た
に
中
軍
の

副
将
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、

�の
皇
戌
と
も

親
し
い

仲
で
、
知

�を
可
愛
が
っ
て
お
り
ま
す
。
必

ず
や

�に
頼
ん
で

捕
捉
さ
れ
て
い
る
王
子
と
襄
老
の
亡

骸
を
楚
に

返
し
て
知

�の
返

還
を
求
め
て
く
る
こ
と
と
思

わ
れ
ま
す
。

�の
人
は

�の
戦

い
で
楚
に

加
担
し
た
こ
と
を

恐
れ
、

晋
に
媚

び
よ
う
と
し
て
お
り
ま
す
。
必

ず
や

晋
の

依
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頼
を
引
き
受
け
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
」
と
言
っ
た
の
で
、
荘
王
は
夏
姫
を

�に
送
り
返

し
た
。
出
発
の
時
、
夏
姫
は
送
る
者
に
「
襄
老
の
亡
骸
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
ら

私
は
戻
り
ま
せ
ん
。」
と
言
っ
た
。）

こ
こ
ま
で
に
は
楚
の
荘
王
、
申
公
巫
臣
、
子
反
、
襄
老
、
襄
老
の
子
黒
要
の
名
が
記
さ

れ
て
い
る
。
取
り
分
け
申
公
巫
臣
の
言
動
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
更
に
こ
こ
で
注
目
し

て
お
き
た
い
の
は
、
夏
姫
が
里
に
帰
ろ
う
と
す
る
と
き
、

�の
戦
い
で
戦
死
し
た
夫
の

亡
骸
を
自
分
の
手
に
取
り
戻
す
こ
と
が
な
け
れ
ば
里
か
ら
戻
る
こ
と
は
な
い
と
言
っ
た

と
い
う
点
で
あ
る
。
夏
姫
自
身
の
想
念
を
記
す
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
中
で
、
こ
の
一

文
の
記
述
の
意
味
は
大
き
い
。
こ
こ
に
は
、
夏
姫
は
襄
老
の
妻
と
し
て
の
立
場
で
の
言

動
を
弁
え
、
覚
悟
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
節
が
表
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に

夏
姫
の
輪
郭
が
、
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
で
は
あ
る
が
、
窺
え
る
か
ら
で
あ
る
。
伝
文
は
続

け
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

巫
臣
聘

�
�。

�伯
許
之
。
及
共
王

�位
、
將
爲
陽
橋
之
役
、

�屈
巫
聘
于
齊
、
且

�師

�。
巫
臣
盡
室
以
行
。
申
叔
跪
從
其
父
、
將

�郢
。

	之
曰
、
異
哉
。
夫
子


三
軍
之
懼
、

而

�

桑

中
之
喜
。
宜
將
竊
妻
以

�
也
。
及

�、

�介
反
幣
、
而
以
夏

�行
。
將
奔
齊
。

齊
師
新
敗
。
曰
、
吾
不
處
不

�之
國
。

�奔
晉
而
因
郤
至
、
以
臣
於
晉
。
晉
人

�爲

�大

夫
。
子
反

�以
重
幣
錮
之
。
王
曰
、
止
。
其
自
爲
謀
也
則

�矣
。
其
爲
吾
先
君
謀
也
則
忠
。

忠
、

�稷
之
固
也
。

�蓋
多
矣
。
且
彼
若
能
利
國
家
。
雖
重
幣
、
晉
將
可
乎
。
若
無
益
於

晉
、
晉
將
弃
之
。
何
勞
錮
焉
。

（
巫
臣
は

�に
戻
っ
た
夏
姫
を
娶
る
こ
と
を
申
し
入
れ
し
、

�伯
は
こ
れ
を
許
可
し
た
。
楚

の
荘
王
が
亡
く
な
り
、
共
王
が
即
位
し
、
魯
の
陽
橋
で
戦
う
た
め
に
屈
巫
（
巫
臣
）
を
や

っ
て
斉
を
訪
問
さ
せ
、
尚
且
つ
戦
い
の
時
期
を
告
げ
さ
せ
た
。
巫
臣
は
家
財
全
て
を
持
ち

出
し
て
斉
に
向
か
っ
た
が
、
丁
度
楚
の
申
叔
跪

（
注

�）に
出
会
っ
た
。
叔
跪
は
父
に
従
っ
て
楚
の

首
都
の
郢
に
往
く
途
中
で
あ
っ
た
。
偶
然
の
遭
遇
の
中
、
巫
臣
に
声
を
掛
け
て
、
「
不
思
議

で
す
ね
。
あ
な
た
は
三
軍
の
重
要
な
使
命
を
帯
び
て
お
ら
れ
な
が
ら
、
桑
畑
の
喜
び

（
注

�）も
も

っ
て
お
ら
れ
る
。
他
人
の
妻
を
盗
ん
で
逃
げ
て
行
く
の
で
し
ょ
う
。
」
と
言
っ
た
。
巫
臣
は

�に
着
く
と
、
副
使
に
進
物
を
楚
に
持
ち
帰
ら
せ
、
自
分
は
夏
姫
を
連
れ
て

�か
ら
斉
に

出
奔
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
折
、
丁
度
斉
軍
が
晋
軍
に
敗
戦
し
た
ば
か
り
で
あ

っ
た
の
で
、
彼
は
「
私
は
勝
つ
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
国
に
は
居
た
く
は
な
い
。
」
と
言
っ

て
、

遂
に
晋
に
出
奔
し
て
大
夫
郤
至
を
頼
り
、
晋
の
家
臣
と
な
っ
た
。
晋
の
人
は
巫
臣
を

�の
地
の
大
夫
に
し
た
。
こ
れ
を

知
っ
た
楚
の
子
反
は
、

贈
り
物
を

厚
く
し
て
巫
臣
の

仕

官
を
何
と
か

阻
害
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
共
王
は
、
「
止
め
よ
。
巫
臣
が

今
、
自
分
自

身
の
た
め
に
謀
っ
て
い
る
こ
と
は

間
違
っ
て
は
い
る
が
、

嘗
て
吾
が
国
の
先
君
の
た
め
に

謀
っ
た
こ
と
は
忠

義
で
あ
っ
た
。
忠

義
は
国
家
の
固
め
で
あ
る
。
そ
の

功
績
は
大
き
く
、

彼
の

罪
を

覆
っ
て
な
お

余
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
に
、
彼
が
晋
国
に
利

益
を

齎
す
者
で
あ

れ
ば
、
ど
ん
な
に
多
く
の

贈
り
物
を
も
っ
て
こ
れ
を

阻
止
し
よ
う
と
し
て
も
晋
国
で
は
取

り
合
っ
て
は
く
れ
ま
い
。
ま
た

逆
に
、
彼
が
晋
国
に
無

益
な
者
で
あ
れ
ば
、
晋
は
こ
れ
を

捨
て

去
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
に
も

態
々
こ
ち
ら
か
ら

仕
官
の

道
を

阻
止
す
る
よ
う
な

働

き
か
け
を
し
な
く
て
も
よ
い
」
と
言
っ
た
。）

共
王
の
見
識
は
大
国
と
し
て
さ
す
が
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
確
か
さ
が
あ
る
。
子
反

は
現
実
的
で
あ
り
、
巫
臣
が
申
叔
跪
に
あ
え
て
反
論
し
な
か
っ
た
の
は
、
夏
姫
へ
の
思

い
が
真
剣
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

七
、
申
公
巫
臣
の
功
績

成
公

七
年
（

前
五

八
四
）
巫
臣
に

関
す
る
次
の
伝
文
の
中
に
、
夏
姫
の
名
が
記
さ
れ

て
い
る
。『
公
羊
傳
』『

穀
梁
傳
』
に
は
記
す
と
こ
ろ
が
な
い
。
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楚
圍
宋
之
役
、
師

�。
子
重

�取
於
申

�呂
以
爲
賞
田
。
王
許
之
。
申
公
巫
臣
曰
、
不
可
。

此
申

�呂

�以
邑
也
。
是
以
、
爲
賦
以
御
北
方
。
若
取
之
、
是
無
申

�呂
也
。
晉

�
�必

至
于

�。
王
乃
止
。
子
重
是
以
怨
巫
臣
。
子
反
欲
取
夏

�、
巫
臣
止
之
、

�取
以
行
。
子

反
亦
怨
之
。
及
共
王

	位
、
子
重

�子
反


巫
臣
之
族
子
閻

�子
蕩
及

�尹
弗
忌
、
及
襄

老
之
子
黑

�。
而
分
其
室
。
子
重
取
子
閻
之
室
、

沈
尹
與
王
子
罷
分
子
蕩
之
室
。
子
反

取
黑

�與

�尹
之
室
。
巫
臣
自
晉

�二
子
書
曰
、
爾
以
讒
慝
貪

�事
君
、
而
多


不
辜
。

余
必

爾
罷
於
奔
命
以
死
。

（
楚
が
宋
を
包
囲
し
た
戦
い
の
折
、
軍
隊
が
帰
還
す
る
と
、
子
重

（
注

�）は
申
と
呂
の
田
地
を
褒
賞

に
欲
し
い
と
願
い
出
た
。
荘
王
は
こ
れ
を
許
し
た
が
、
し
か
し
申
公
巫
臣
は
反
対
し
て
、

「
な
り
ま
せ
ん
。
申
と
呂
が
領
土
た
る
所
以
は
、
こ
こ
に
賦
税
を
課
し
て
北
方
の
守
り
が
成

り
立
っ
て
い
る
か
ら
な
の
で
す
。
も
し
こ
れ
を
子
重
に
や
っ
て
し
ま
っ
た
ら
申
と
呂
は
な

く
な
る
と
い
う
こ
と
で
、
晋
や

�が
漢
水
の
辺
ま
で
や
っ
て
く
る
こ
と
は
必
至
で
す
。
」
と

言
っ
た
。
そ
こ
で
荘
王
は
取
り
止
め
に
し
た
。
し
か
し
子
重
は
こ
の
こ
と
で
巫
臣
を
怨
ん

だ
。
一
方
、
子
反
の
方
は
、
夏
姫
を
手
に
入
れ
よ
う
と
計
っ
た
が
、
巫
臣
に
止
め
ら
れ
、

し
か
も
こ
れ
を
娶
ら
れ
て
し
ま
い
、
遂
に
は
楚
か
ら
出
奔
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
、
彼

も
ま
た
巫
臣
を
怨
ん
で
い
た
。
そ
こ
で
、
共
王
が
即
位
し
た
の
を
機
に
、
子
重
と
子
反
は

巫
臣
の
一
族
の
子
閻
と
子
蕩
や
清
尹
弗
忌
を
殺
し
、
襄
老
の
子
黒
要
ま
で
殺
し
て
し
ま
い
、

彼
ら
の
家
財
を
分
配
し
た
。
子
重
は
子
閻
の
家
財
を
取
り
、
沈
尹
と
王
子
罷
と
に
子
蕩
の

家
財
を
分
配
さ
せ
、
子
反
は
黒
要
と
清
尹
と
の
家
財
を
奪
っ
た
。
巫
臣
は
こ
の
こ
と
を
知

っ
て
、
晋
か
ら
子
重
と
子
反
の
二
人
に
、
「
お
前
達
は
邪
心
と
貪
婪
な
気
持
ち
で
君
に
仕
え
、

罪
も
な
い
者
達
を
多
く
殺
し
た
。
私
は
必
ず
や
お
前
達
を
君
命
に
奔
走
さ
せ
ら
れ
て
死
に

至
る
よ
う
に
し
て
や
る
」
と
記
し
た
書
面
を
送
っ
た
。）

こ
う
し
て
、
伝
文
は
更
に
後
に
続
け
て
、
巫
臣
の
こ
の
怒
り
が
一
つ
の
国
際
関
係
に

お
け
る
策
略
と
な
っ
て
、
や
が
て
諸
国
関
係
が
大
き
く
変
動
す
る
こ
と
に
な
っ
た
経
緯

を
記
す
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
概
略
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
後
述
す
る
襄
公

二
十
六
年
の
記
事
と
共
通
す
る
次
の
よ
う
な
動
き
で
あ
っ
た
。

巫
臣
は
呉
に
使
者
と
な
っ
て
出
か
け
る
こ
と
を
晋
侯
に
願
い
出
て
許
可
さ
れ
、
呉
の

君
寿
夢
も
巫
臣
の
来
朝
を
喜
ん
だ
た
め
に
、
呉
と
晋
と
の
友
好
関
係
が
大
き
く
進
展
し

た
。
ま
た
巫
臣
は
実
際
に
兵
戦
車
隊
三
十
乗
を
連
れ
て
往
き
、
半
分
を
呉
に
残
し
て
、

用
兵
戦
術
を
呉
に
教
え
、
し
か
も
楚
に

�く
よ
う
な
指
導
教
育
を
行
っ
た
。
更
に
ま
た

自
身
の
子
狐
庸
を
呉
に
止
め
て
、
呉
の
た
め
に
働
く
よ
う
に
し
た
。
こ
の
よ
う
な
援
助

を
受
け
た
呉
は
、
や
が
て
楚
を
討
伐
し
、
尚
且
つ
楚
の
属
国
巣
や
徐
ま
で
討
伐
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
楚
で
は
、
こ
の
よ
う
な
国
際
間
の
事
態
発
生
の
た
め
に
、
子
重
は
君
命
を

受
け
て
属
国
救
援
に
奔
走
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
尚
且
つ

�の
討
伐
先
か
ら
呉
に
攻
め
ら

れ
た
楚
の
州
来
の
救
援
に
走
ら
さ
れ
る
と
い
っ
た
よ
う
に
翻
弄
さ
れ
、
子
重
も
子
反
も

一
年
の
内
に
七
回
も
君
命
に
奔
走
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
一
方
、
巫
臣
の
尽
力
で
国

家
と
し
て
の
力
を
蓄
え
た
南
方
の
呉
は
、
楚
国
の
南
部
に
位
置
す
る
蛮
夷
を
攻
略
し
て

大
国
と
し
て
の
基
盤
を
整
え
、
中
夏
の
諸
侯
と
交
流
す
る
ま
で
に
発
展
し
た
の
で
あ
る
。

い
わ
ば
巫
臣
の
報
復
の
怨
念
は
、
こ
の
よ
う
な
形
で
そ
の
成
果
を
十
分
に
上
げ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
次
の
記
録
と
な
っ
て
残
さ
れ
て
い
る
。

襄
公
二
十
六
（
前
五
四
八
）
伝
文
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

子
反
與
子

靈
爭
夏

�、
而

雍

�其
事
、
子

靈
奔
晉
。
晉
人
與
之

�、
以
爲

謀
主
。

�禦
北

狄
、

�
�於

晉
、

�
�
�楚

、

�之
乘
車
、

射
御
、

驅

�、

其
子
狐
庸
爲

�行
人

焉
。

�於
是
伐

�、
取
駕
、
克
棘
、
入
州
來
。
楚
罷
於
奔
命
、
至
今
爲
患
、
則
子
靈
之
爲
也
。

（
子
反
は
子

霊
と
夏
姫
を

争
い
、
子

霊
を

妨
害
し
た
の
で
、
子

霊
は
晋
に
出
奔
し
た
。
晋
の

人
は
こ
れ
に

�を
与
え
、
そ
の

長
官
と
し
た
。
北
の

夷
狄
か
ら

防
衛
し
、
呉
を
晋
と

交
流
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さ
せ
、
呉
に
楚
に
反
抗
す
る
こ
と
を
教
え
、
こ
れ
に
兵
車
の
乗
り
方
、
弓
の
射
方
、
馬
の

御
し
方
を
教
え
、
わ
が
子
狐
庸
を
呉
の
た
め
に
働
く
者
と
し
た
。
呉
は
そ
こ
で
巣
を
討
ち
、

駕
を
取
り
、
棘
に
勝
利
し
、
州
来
に
侵
入
し
た
。
楚
は
戦
争
に
疲
れ
、
今
で
も
心
を
患
わ

せ
て
い
る
の
は
子
霊
の
な
す
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。）

呉
の
国
が
南
方
の
実
力
あ
る
国
家
と
し
て
台
頭
し
た
背
景
に
、
晋

�楚
両
国
の
対
抗
が

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
何
事
も
発
端
は
人
間
個
人
の
知
性

と
感
性
に
発
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
対
抗
は
、
更
に
そ
の
根
源
を

�れ
ば
、
夏
姫
を
巡

る
男
達
の
感
情
的
対
立
に
帰
着
す
る
の
で
あ
る
。

八
、
夏
姫
の
乱
の
教
訓

最
後
に
昭
公
二
十
八
年
（
前
五
一
四
）
の
伝
文
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
次
の
よ
う
な

記
述
が
あ
る
。

初
、
叔
向
欲
娶
於
申
公
巫
臣
氏
。
其
母
欲
娶
其
黨
。
叔
向
曰
、
吾
母
多
而
庶
鮮
。
吾

�舅

氏
矣
。
其
母
曰
、
子
靈
之
妻
、

�三
夫
一
君
一
子
、
而
亡
一
國
兩

�矣
。
可
無

�乎
。
吾

聞
之
、
甚
美
必

�甚
惡
。
是

�穆
少
妃
姚
子
之
子
、
子
貉
之
妹
也
。
子
貉
早
死
無
後
、
而

天
鐘
美
於
是
。
將
必
以
是
大

�敗
也
。
（
略
）
且
三
代
之
亡
、
共
子
之
廢
、
皆
是
物
也
。
女

何
以
爲
哉
。
夫

�尤
物
足
以
移
人
。
苟
非
德
義
、
則
必

�
�。

叔
向
懼
不
敢
取
。

	公
強


取
之
。
生
伯
石
。

（
以
前
、
晋
の
臣
叔
向
は
申
公
巫
臣
の
家
か
ら
娶
る
こ
と
を
考
え
た
。
し
か
し
、
そ
の
母
は

自
分
の
身
内
か
ら
娶
り
た
が
っ
た
。
叔
向
は
、
「
私
に
は
妾
母
は
多
い
が
妾
腹
の
兄
弟
は
少

な
い
。
私
は
母
君
の
里
方
の
嫉
妬
深
い
性
質
に
は
辟
易
し
て
い
ま
す
」
と
言
っ
た
。
す
る

と
、
そ
の
母
は
、
「
子
霊
（
巫
臣
）
の
妻
は
三
人
の
夫
と
一
人
の
国
君
、
一
人
の
子
を
殺
し
、

一
国
と
二

�を
亡
ぼ
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
れ
に
懲
り
る
こ
と
が
な
い
と
い
え
ま
し
ょ

う
か
。
私
は
こ
う
い
う
こ
と
を
聞
い
て
お
り
ま
す
。
取
り
分
け
美
し
い
者
は
、
必
ず
や
取

り
分
け
悪
い
心
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
者
は

�の
穆
公
の
若
い
妾
で
あ

っ
た
姚
子
の
子
で
す
。
子
貉
の
妹
で
も
あ
り
ま
す
。
子
貉
は
早
く
死
ん
で
し
ま
い
、
子
孫

が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
、
天
は
こ
の
人
に
美
を
集
中
さ
せ
た
の
で
す
。
恐
ら
く
、

こ
の
人
に
よ
っ
て
大
き
な
災
禍
が
齎
さ
れ
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
（
略
）
古
代
三
代
が

滅

び
、
晋
の
共
子
が

廃
さ
れ
た
の
も
皆
こ
の
よ
う
な
美
女
の
た
め
で
し
た
。
そ
な
た
は
あ
の

よ
う
な
女
子
を

迎
え
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も

優
れ
た
美
人
と
は
と
か
く
人
心
を

変

え
さ
せ
る
に
足
る
も
の
で
す
。

卑
し
く
も
人

徳
と
義

理
を

確
り
も
っ
て
い
れ
ば

問
題
は
あ

り
ま
す
ま
い
が
、
さ
も
な
け
れ
ば
必
ず
や
禍
に

見
舞
わ
れ
ま
し
ょ
う
。
」
と
言
っ
た
。
叔
向

は
怖

気
づ
い
て
し
ま
っ
て
、
敢
え
て
娶
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
、
晋
の

平
公
が

強
引
に
勧
め
て
迎
え
さ
せ
、
伯
石
が
生
ま
れ
た
。）

晋
の
臣
叔
向
が
夏
姫
の
娘
を
娶
り
た
い
と
考
え
た
こ
と
に
対
し
て
、
そ
の
母
が
美
貌

の
怖
さ
に
つ
い
て
説
諭
す
る
内
容
で
あ
る
。
夏
姫
の
事
件
が
広
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と

が
窺
わ
れ
る
。『
公
羊
傳
』『

穀
梁
傳
』
と
も
に
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
伝
文
は
な
い
。

終
わ
り
に

夏
姫
を
巡
る
男
達
の
中
で
、
最
後
に
彼
女
を
獲
得
し
た
人
物
巫
臣
は
、
獲
得
に
失
敗

し
た
多
く
の
男
達
に
比
較
す
る
と
人
物
と
し
て
の
力
量
は
格
段
に
大
き
い
よ
う
に
感
じ

ら
れ
る
。
他
の
男
達
が
概
し
て
色
好
み
に
発
し
て
彼
女
の
周
辺
を
徘
徊
し
、
同
じ
よ
う

な
他
の
男
達
と
鉢
合
わ
せ
に
な
っ
て
抗
争
し
、
策
略
し
、
遂
に
は
滅
ん
で
い
っ
た
の
に

比
較
す
る
と
、
巫
臣
は
冷
静
な
策
略
家
で
あ
り
、
自
信
家
で
あ
り
、
例
え
ば
出
奔
す
る

に
し
て
も
敗
戦
の
国
に
は
住
み
た
く
な
い
と
い
う
ほ
ど
の
実
利
尊
重
の
ド
ラ
イ
さ
が
身

上
で
は
あ
る
が
、
複
雑
な
国
際
関
係
の
中
で
、
自
身
の
動
く
べ
き
場
所
を
見
付
け
、
そ
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れ
を
動
か
す
術
を
知
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
主
観
的
且
つ
客
観
的
な
視
野
を

バ
ラ
ン
ス
よ
く
備
え
た
人
物
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
美
女
を
求
め

る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
は
人
並
み
以
上
に
男
と
し
て
の
執
着
を
見
せ
な
が
ら
、
そ
れ

だ
け
に
は
終
わ
ら
ず
、
彼
女
を
一
旦
は
実
家
に
戻
し
、
手
順
を
踏
ん
で
正
式
に
娶
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
自
身
の
都
合
だ
け
で
は
な
く
、
相
手
の
立
場
に
配
慮
し
、
し
か
も
将

来
に
向
け
て
の
具
体
的
展
望
が
そ
こ
に
は
あ
る
。
深
謀
遠
慮
の
知
性
の
持
ち
主
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
更
に
そ
の
証
拠
に
は
、
希
代
の
こ
の
艶
女
を
巡
る
話

は
、
巫
臣
に
娶
ら
れ
て
か
ら
は
そ
の
艶
聞
が
ほ
と
ん
ど
伝
わ
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

あ
る
い
は
破
局
に
至
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
こ
と
の
運
び
か
ら
み
る
に
、

夫
と
し
て
の
巫
臣
の
存
在
の
手
堅
さ
が
窺
わ
れ
る
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
男
達
の
渦
巻
き
の
中
心
の
、
ブ
ラ
ッ
ク
ホ
ー
ル
の
よ
う
な
得
体
の
知
れ

な
い
存
在
で
あ
っ
た
夏
姫
は
ど
ん
な
女
性
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
山
崎
純
一
著
『
列

女
伝
』
「
陳
女
夏
姫
」
の
余
説
に
、
他
の
悪
女
達
と
比
較
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
な
文

言
が
記
さ
れ
て
い
る
。
「
夏
姫
は
繆
姜
の
ご
と
く
情
事
を
遂
げ
よ
う
と
燃
え
、
奸
計
に

お
よ
ぶ
と
い
う
激
し
さ
も
知
性
も
な
か
っ
た
。
た
だ
美
貌
と
媚
態
に
よ
っ
て
男
に
つ
ぎ

つ
ぎ
に
と
り
縋
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
」
と
。
当
時
の
女
性
た
ち
の
生
き
て
ゆ
く
時
代
状

況
下
の
女
の
知
恵
と
い
う
点
か
ら
言
え
ば
、
天
性
の
美
貌
に
恵
ま
れ
た
彼
女
に
と
っ
て
、

達
観
で
も
な
く
、
諦
念
で
も
な
く
、
た
だ
た
だ
何
も
し
な
い
こ
と
の
自
然
さ
に
よ
っ
て

男
達
を
近
づ
け
た
こ
と
が
、
結
果
的
に
は
誘
惑
し
た
の
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ

れ
は
そ
れ
で
無
理
も
な
い
。
し
か
し
ま
た
、
群
が
っ
た
男
達
が
そ
の
中
心
に
居
る
女
の

官
能
的
な
魅
力
に
引
き
寄
せ
ら
れ
、
男
同
士
で
競
い
合
い
策
謀
し
合
い
、
自
縄
自
縛
的

に
滅
ん
で
い
っ
た
と
い
う
こ
と
も
妙
に
荒
寥
た
る
光
景
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
そ
れ
で
、

本
来
生
命
体
の
常
と
し
て
、
き
わ
め
て
自
然
な
営
み
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

か
も
し
れ
な
い
。

言
動
の
記
録
の
な
い
夏
姫
に
つ
い
て
、
人
物
と
し
て
の
輪
郭
を
探
る
つ
も
り
で
逸
話

を

�っ
た
が
、
し
か
し
そ
こ
に
鮮
明
化
し
た
の
は
む
し
ろ
記
録
あ
る
が
ゆ
え
に
立
ち
現

れ
た
男
達
の
人
間
像
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
誰
し
も
が
一
人
の
美
女
を
獲
得
せ
ん
と
時
代

の
激
流
を
競
い
合
っ
て
溯
上
す
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
ま
た
、
そ
の
最
期
は
、
そ
の

誰
し
も
が
そ
の
身
に
妙
に
悲
哀
と
空
虚
を
纏
っ
て
、
沈
黙
の
ま
ま
骸
と
な
っ
て
激
流
の

中
に
消
え
去
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
美
女
夏
姫
の
存
在
は
、
実
態
の
な
い
、
男
達
に
と

っ
て
の
永
遠
の
憧
れ
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

（
引
用

十
三
經
注
疏
（
藝
文
印
書
館
）
『
左
傳
』
『
公
羊
傳
』
『
穀
梁
傳
』
／
な
お
、
本
稿
中

の
「
公
」
の
書
体
に
つ
い
て
は
、「
公
」
に
統
一
し
た
。）

注

1

『
詩
經
』
陳
風
に
つ
い
て
は
、
淫
詩
や
筮
詩
の
類
が
多
い
と
さ
れ
る
。
朱
熹
は
「
大

�
�人

�貴
、
好
樂
巫
覡
歌
舞
之
事
、
其
民
化
之
。」（
大
姫
は
尊
貴
な
女
性
で
あ
っ

た
が
、
巫
覡
歌
舞
の
事
を
好
ん
だ
の
で
、
そ
の
人
民
も
こ
れ
に
同
化
し
た
）
と
記
す
。

注

2

初
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
『
公
羊
傳
』
に
は
特
に
記
述
は
な
い
し
、
注
疏
も
施
さ
れ

て
い
な
い
が
、『
穀
梁
傳
』
に
は
次
の
よ
う
な
比
較
的
長
文
が
綴
ら
れ
て
い
る
。

稱
國
以

�其
大
夫
、

�無
罪
也
。
泄
冶
之
無
罪
如
何
。
陳
靈
公

�于
夏

�舒
之
家
。

公
孫
寧
、
儀
行
父
亦

�其
家
。
或
衣
其
衣
、
或
衷
其
襦
、
以
相
戲
於

�。
泄
冶
聞
之
、

入
諫
曰
、

	國
人
聞
之
則


可
、

	仁
人
聞
之
則
不
可
。
君
愧
於
泄
冶
、
不
能
用
其

言
而

�之
。

（
国
の

名
を

称
し
て
大
夫
を

殺
し
て
し
ま
っ
た
が
、

殺
し
て
も

罪
は

問
わ
れ
な
い
の

で
あ
る
。
泄
冶
に
は
罪
は
な
い
の
に
ど
う
し
よ
う
か
。
陳
の
霊
公
は
夏
徴
舒
の
家
の

者
に
通
じ
て
い
た
。
公
孫
寧
、
儀
行
父
も
ま
た
そ
の
家
人
に
通
じ
て
い
た
。
或
る
時

は
そ
の
人
の
衣
服
を
着
て
、
或
る
時
は
そ
の
人
の
肌
着
を
身
に
付
け
て
、
朝
廷
で
お

互
い
が
ふ
ざ
け
合
っ
て
い
た
。
泄
冶
は
こ
の
こ
と
を
聞
い
て
、
霊
公
に
諫
め
て
言
う
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の
に
、
「
国
中
の
一
般
の
人
々
が
こ
れ
を
聞
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
う
し
た
こ
と
が

で
き
る
の
だ
と
思
い
、
人
徳
あ
る
人
が
聞
い
た
な
ら
ば
、
そ
れ
を
い
け
な
い
と
思
う

で
し
ょ
う
。
」
と
。
霊
公
は
泄
冶
に
愧
じ
た
。
し
か
し
、
そ
の
直
言
を
用
い
る
こ
と

な
く
、
却
っ
て
泄
冶
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
。）

こ
こ
で
の
内
容
は
左
氏
の
言
う
と
こ
ろ
と
内
容
的
に
は
同
じ
で
あ
る
が
、
穀
梁
氏
は
、

冒
頭
に
お
い
て
泄
冶
を
殺
し
た
の
は
国
で
あ
る
と
い
う
微
妙
な
言
い
方
に
注
目
す
る
。

責
任
の
所
在
が
明
確
で
は
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
経
文
の
中
に
こ
う
し
た
書

式
の
例
は
少
な
く
は
な
い
。
穀
梁
氏
は
こ
こ
に
疑
問
す
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
左

氏
の
伝
文
で
は
冒
頭
に
霊
公

�公
孫
寧

�儀
行
父
の
三
人
の
名
が
一
挙
に
挙
げ
ら
れ

て
い
る
が
、
穀
梁
氏
は
ま
ず
国
君
の
行
為
を
語
り
、
後
に
付
随
さ
せ
た
形
で
「
亦
」

の
一
字
を
入
れ
て

�二
人
の
名
を
挙
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
事
件
に
つ
い

て
主
体
的
に
倫
理
観
を
問
わ
れ
る
べ
き
責
任
者
と
し
て
、
陳
の
霊
公
の
存
在
が
明
確

に
さ
れ
て
お
り
、
公
孫
寧
と
儀
行
父
の
二
人
は
、
い
わ
ば
脇
役
的
役
割
を
負
っ
た
存

在
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

注

3

少
西
氏
と
は
、
夏
徴
舒
を
指
す
。
徴
舒
の
祖
字
は
子
夏
、
名
は
少
西
で
あ
る
。
杜
注

に
「
少
西

�舒
之
祖
。
子
夏
之
名
。」
と
す
る
。

注

4

成
公
十
五
年
の
経
文
「
楚
子
代

�」
の
伝
文
に
、
楚
が
軍
を
北
上
さ
せ
て

�
�衛

を

攻
め
よ
う
と
し
た
時
、
こ
れ
を
信
に
背
く
と
し
て
反
対
し
た
子

�に
対
し
、
子
友
が
、

「
利
を
見
て
進
め
る
の
が
大
事
で
あ
り
、
盟
約
の
義
理
等
不
必
要
で
あ
る
。」
と
言
っ

た
。
こ
れ
に
対
し
、
引
退
し
て
自
身
の
領
土
に
住
ん
で
い
た
申
叔
時
は
、
「
信
義
に

よ
っ
て
礼
を
守
り
、
礼
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
身
を
守
る
の
で
あ
る
。
」
と
諭
し
た

（
申
叔
時
老
矣
。
在
申
、
聞
之
曰
、
子
反
必
不

�。
信
以
守
禮
、
禮
以
庇
身
。
信
禮

之
亡
、
欲

�得
乎
）。

ま
た
成
公
十
六
年
に
、
晋
が

�の
討
伐
に
向
か
い
、

�が
こ
れ
を
楚
に
告
げ
て
、
楚

が

�を
救
う
こ
と
に
な
っ
た
。
子
反
は
軍
を
進
め
る
途
中
に
申
叔
時
を
訪
ね
て
、
勝

敗
の
こ
と
を
聞
い
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
叔
時
は
徳

�刑

�詳

�義

�礼

�信
が

大
事
で
、
戦
争
に
役
立
つ
も
の
だ
と
言
っ
た
。
そ
し
て
、
楚
の
現
状
は
こ
れ
ら
を
満

足
し
て
は
お
ら
ず
、
人
民
に
信
望
が
な
い
状
態
で
戦
っ
て
も
、
一
命
を
棄
て
て
戦
う

も
の
等
は
お
る
ま
い
か
ら
、
お
前
に
生
き
て
再
び
会
う
こ
と
は
適
う
ま
い
と
言
っ
て
、

婉
曲
的
に
苦
言
を
呈
し
た
。

注

5

こ
の
経
緯
に
つ
い
て
『
公
羊
傳
』
に
は
次
の
よ
う
に
記
す
。

此
楚
子
也
、
其
稱
人
何
。
貶
。
曷
爲
貶
。
不
與
外
討
也
。
不
與
外
討

�、
因
其
討
乎

外
而
不
與
也
。
雖

�討
亦
不
與
也
。
曷
爲
不
與
。
實
與
、
而

	不
與
。

	曷
爲
不
與
。


侯
之
義
不
得
專
討
也
。


侯
之
義
不
得
專
討
、
則
其
曰
實
與
之
何
。
上
無
天
子
、

下
無
方
伯
、
天
下


侯

�爲
無

�
�、

臣
弑
君
、
子
弑
父
、
力
能
討
之
、
則
討
之
可

也
。

丁
亥
、
楚
子
入
陳
、

公
孫
寧

�儀
行
父
于
陳
。
此
皆
大
夫
也
、
其
言

何
。

公

黨
與
也
。

（
こ
れ
は
楚
子
の
こ
と
だ
が
、
人
と

称
す
る
の
は
な

ぜ
か
。
貶
す
る
の
で
あ
る
。

ど

う
し
て
貶
す
る
の
か
。
外
に
行
っ
て
人
を
討
つ
こ
と
に
賛
成
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

外
で
人
を
討
つ
こ
と
に
賛
成
し
な
い
と
い
う
の
は
、
外
で
人
を
討
つ
こ
と
に
賛
成
し

な
い
が
、
国
内
で
討
つ
こ
と
に
も
賛
成
し
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
賛
成
し
な
い
の
か
。

ま
こ
と
は
賛
成
し
て
も
、
文
章
に
は
賛
成
し
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
文
章
に
は
ど

う
し
て
賛
成
し
な
い
と
す
る
の
か
。
諸
侯
の
義
は
、
君
主
の
命
を
待
た
ず
勝
手
に
討

伐
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
諸
侯
の
義
が
勝
手
に
討
つ
こ
と
が
で
き
な

い
の
に
、
そ
の
ま
こ
と
は
こ
れ
に
賛
成
す
る
の
は
な
ぜ
か
。
上
に
賢
明
な
天
子
な
く
、

下
に
強
い
方
伯
な
け
れ
ば
天
下
諸
侯
無
道
を
な
す
も
の
が
出
て
、
家
臣
が
国
君
を
弑

し
、
子
が
父
を
殺
す
。
力
量
あ
っ
て
討
伐
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
行
っ

て
討
伐
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
は
な
い
か
。

十
月
十
二
日
、
楚
子
は
陳
に
入
り
、
公
孫
寧

�儀
行
父
を
陳
に
戻
し
た
。
こ
れ
ら
は

皆
大
夫
で
あ
る
。
そ
の
戻
す
と
い
う
の
は
何
か
。
陳
の
霊
公
の
党
羽
に
戻
し
た
の
で

あ
る
。）
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注

6

『
穀
梁
傳
』
で
は
次
の
よ
う
に
記
す
。

此
入
而

�也
。
其
不
言
入
何
也
。
外

�舒
於
陳
也
。
其
外

�舒
於
陳
何
也
。
明
楚
之

討

�罪
也
。

入
�、

�弗
受
也
。
日
入
、
惡
入

�也
。
何
用
弗
受
也
。
不

�夷
狄
爲
中
國
也
。

�
�、
�弗

受
也
。
輔
人
之
不
能
民
而
討

�可
、
入
人
之
國
、
制
人
之
上
下
、

�不

得
其
君
臣
之

	、
不
可
。

（
こ
れ
は
侵
入
し
て
殺
害
す
る
の
で
あ
る
。
入
る
と
い
わ
な
い
の
は
何
故
か
。
徴
舒

を
陳
よ
り
外
す
の
で
あ
る
。
そ
の
徴
舒
を
陳
よ
り
外
す
と
は
何
か
。
楚
の
討
伐
が
罪

で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。

入
る
と
は
内
に
受
け
る
こ
と
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
陳
国
に
攻
め
入
っ
た
日
を
記
し

て
い
る
の
は
、
入
る
者
を
憎
む
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
陳
国
は
楚
国
の
や
り
方
を
受

け
入
れ
な
い
の
か
。
夷
狄
を
中
原
の
人
と
は
見
做
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

人
を
戻
ら
せ
る
が
、
陳
国
が
受
け
取
ら
な
い
こ
と
を
表
示
し
て
い
る
。
人
を
助
け
る

と
い
う
こ
と
は
、
百
姓
の
人
を
治
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
進
行
し
、
討
伐
す
る
の

は
ま
だ
可
能
で
あ
る
。
別
人
の
国
家
に
進
入
し
て
、
其
国
家
の
君
臣
を
制
御
し
、
君

臣
の
道
を
得
る
こ
と
を
さ
せ
得
な
い
と
い
う
の
で
は
よ
く
な
い
こ
と
で
あ
る
。）

注

7

楚
の
荘
王
に
仕
え
た
が
、
夏
姫
を
得
て
晋
に
出
奔
し


の
長
官
に
遇
せ
ら
れ
た
。
深

謀
遠
慮
の
人
で
あ
り
、
呉
国
の
発
展
に
大
き
く
寄
与
し
た
。
本
稿
で
最
も
注
目
す
る

人
物
。

注

8

楚
の
臣
。
公
子
側
。
夏
姫
を
巡
っ
て
巫
臣
と
対
立
し
、
ま
た
申
叔
時
か
ら
も
批
判
的

に
見
ら
れ
る
現
実
家
で
あ
る
。

注

9

杜
注
に
「

�靈
侯
同
。
夏

�之
兄
。

�死
無
後
。
」

�の
霊
公
で
、
夏
姫
の
兄
で
あ

る
と
す
る
。

注

10

杜
注
に
「
夏

�之
夫
。
亦
早
死
。
」
孔
疏
に
は
「
正
義
曰

：
子
蠻
、
御
叔
、
自
以
短

命
死
耳
。」
と
記
す
。
夏
姫
の
縁
の
者
は
短
命
に
終
わ
っ
て
い
る
。

注

11

夏
姫
の
第
二
の
夫
。
連
尹
は
楚
の
官
名
と
さ
れ
る
。
ま
た
連
は
楚
の
地
名
で
あ
り
、

尹
と
は
そ
の
長
官
で
あ
る
こ
と
を
表
す
と
い
う
。

の
戦
い
で
、
晋
の
知

�の
父
知

荘
子
に
射
殺
さ
れ
た
と
伝
文
に
記
す
。

注

12

宣
公
十
二
年
、
経
文
に
「
夏
、
六
月
乙
卯
、
晉
荀
林
父
帥
師
及
楚
子
戰
于

。
晉
師

敗
績
（
夏
、
六
月
十
四
日
、
晋
の
荀
林
父
は
軍
を
率
い
て
楚
と

�の
地

（
今
の
河

南
省

�県
の
東
方
）
で
戦
っ
た
が
、
晋
軍
が
敗
れ
た
）
」
と
記
す
。
戦
い
の
推
移
は

伝
文
に
詳
し
い
。

注

13

襄
老
の
子
。
杜
注
に
は
「
黑

�、
襄
老
子
」
と
記
す
。

注

14

『
禮
記
』「

�則
」
に
「
聘
則
爲
妻
、
奔
則
爲
妾
」
と
あ
る
が
、
正
式
な
結
婚
を
す
れ

ば
妻
と
な
り
、
そ
う
で
な
い
場
合
は
妾
と
な
る
と
い
う
。
巫
臣
は
夏
姫
に
正
式
な
結

婚
を
申
し
入
れ
る
た
め
に
、
先
ず
、
彼
女
を
実
家
の

�に
帰
し
、
礼
に
則
っ
て
妻
に

迎
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
単
に
官
能
目
的
の
他
の
男
達
と
は
違
っ
た
誠
実
さ
と

い
え
よ
う
。
杜
注
に
は
「
正
義
曰
、
禮
記

�則
云
、
聘
則
爲
妻
、
奔
則
爲
妾
。

	之

云
、
女
歸

�國
。
吾
依
禮
聘
女
。
以
爲
妻
也
。」
と
、
そ
の
意
を
示
す
。

注

15

晋
の
大
臣
。
字
は
子
羽
。

の
戦
い
で
楚
の
大
夫
熊
負
羈
に
捕
捉
さ
れ
、
拘
留
さ
れ

て
い
た
。

注

16

申
叔
時
の
子
。
父
ほ
ど
の
謹
厳
さ
は
な
か
っ
た
の
か
、
他
に
は
こ
の
名
へ
の
言
及
も

見
ら
れ
な
い
。

注

17

桑
中
と
い
う
と

�引
の
場
所
で
あ
り
、
そ
う
し
た
関
係
を
表
す
意
味
と
し
て
遣
わ
れ

る
。『

詩
經
』

�風

�衛
風

�
�風

な
ど
に
、
そ
う
し
た
詩
が
見
ら
れ
る
。

注

18

公
子
嬰
斉
。
楚
の
荘
王
の
弟
。
戦
い
の
褒
章
を
荘
王
に
申
し
出
て
、
巫
臣
に
拒
ま
れ
、

こ
れ
を
恨
み
、
夏
姫
獲
得
の
邪
魔
を
さ
れ
て
巫
臣
を
恨
む
子
反
と
結
託
し
、
巫
臣
の

親
族
を
虐
殺
し
た
。

（
お
ざ
き
や
す
こ

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
）
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