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評

書
．

日
原
利
国
著
『
春
秋
公
野
業
の
研
究
』

田

中

麻
紗
巳
，

，
本
書
は
、
漢
書
思
想
の
研
究
で
多
く
の
業
績
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る
著
者
が
、
漢
窯
公
羊
学
の
源
に
遡
っ
て
、
『
春
秋
公
雄
渾
』
そ
の
も

の
を
対
象
と
し
た
研
究
の
成
果
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
初
め
に
、
七
つ
の
項
目
か
ら
成
る
本
書
の
内
容
を
、
そ
の
項
目
の
順
に
簡
単
に
紹

介
し
つ
つ
、
．
論
究
の
特
色
や
疑
問
点
な
ど
を
指
摘
し
て
い
き
、
次
に
全
体
に
わ
た
る
事
柄
な
ど
に
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。

　
コ
　
春
秋
学
の
成
立
」
は
本
書
に
お
け
る
序
論
の
位
置
を
占
め
る
。
二
節
か
ら
成
る
そ
の
初
め
の
「
春
秋
お
よ
び
春
秋
学
」
で
は
、

従
来
の
説
に
依
っ
て
、
魯
の
年
代
記
に
過
ぎ
ぬ
『
春
秋
』
が
『
孟
子
』
に
よ
り
孔
子
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
が
、
ま
だ
『
孟
子
』
で
は
孔
子

が
『
春
秋
』
を
著
述
し
そ
こ
に
罵
言
大
義
が
存
す
る
と
は
さ
れ
ず
、
萄
子
に
至
っ
て
経
に
昇
格
さ
れ
て
嵩
置
大
義
が
認
め
ら
れ
、
『
韓
非

子
』
で
孔
子
著
作
説
が
確
立
す
る
、
と
説
く
。
こ
こ
で
は
『
孟
子
』
の
「
孔
子
催
作
春
秋
」
　
（
藤
文
公
認
）
の
「
作
」
が
著
作
で
は
な
く

講
説
の
意
で
あ
る
と
す
ろ
漏
友
蘭
論
評
の
解
釈
を
、
『
孟
子
』
の
文
章
の
構
成
と
訓
詰
に
基
づ
き
詳
細
に
証
明
し
た
個
所
が
目
を
引
く
。

孟
子
は
、
孔
子
が
『
春
秋
』
に
つ
い
て
弁
論
を
ふ
る
っ
た
、
と
い
っ
た
だ
け
で
あ
る
こ
と
が
納
得
さ
せ
ら
れ
る
。
次
節
の
「
公
羊
伝
の
成

立
と
雷
文
の
特
異
性
」
で
は
、
『
網
子
』
大
略
篇
の
頃
に
『
公
羊
雲
』
の
体
裁
が
ほ
ぼ
整
っ
て
い
て
、
前
漢
景
帝
期
に
胡
母
生
に
よ
り
「

竹
吊
に
著
け
」
ら
れ
た
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
、
そ
の
書
物
化
さ
れ
た
『
公
羊
伝
』
の
内
容
（
伝
義
）
は
、
中
核
を
な
す
基
本
的
見
解
に
後

次
の
補
充
が
加
わ
っ
て
い
て
、
つ
ま
り
伝
の
伝
を
含
ん
で
い
て
、
長
期
に
わ
た
っ
て
累
層
的
に
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
伝
導

に
斉
語
が
多
い
こ
と
な
ど
、
従
来
の
解
釈
を
要
約
し
て
述
べ
る
。
更
に
『
公
羊
伝
』
の
特
異
性
の
一
つ
と
し
て
訓
詰
学
的
な
伝
文
の
混
在

に
触
れ
、
筆
法
や
礼
制
に
か
か
わ
る
重
要
な
も
の
の
他
に
単
な
る
字
書
的
な
訓
詰
の
存
す
る
意
味
を
考
え
て
い
る
。
も
と
も
と
礼
・
楽
は

実
習
に
よ
り
伝
授
さ
れ
る
も
の
だ
が
、
『
詩
』
『
書
』
は
内
容
を
理
解
す
る
為
の
二
三
の
書
を
必
要
と
し
た
の
で
『
爾
雅
』
が
編
ま
れ
、

『
易
』
で
は
十
翼
翼
に
説
卦
・
雑
煮
伝
を
含
む
こ
と
で
そ
れ
を
解
決
し
た
、
だ
か
ら
『
公
言
伝
』
中
の
あ
ら
ず
も
が
な
の
字
句
の
三
輪
は
、

『
春
秋
』
の
訓
釈
の
役
割
り
を
担
わ
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
、
と
本
書
は
推
測
す
る
。
興
味
あ
る
指
摘
で
あ
る
。
た
だ
、
成
立
が
『
公
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羊
伝
』
よ
り
お
く
れ
る
『
穀
言
伝
』
（
二
九
頁
）
で
は
こ
の
種
の
論
詰
は
ど
う
処
理
さ
れ
て
い
る
の
か
、
古
文
の
『
左
伝
』
で
は
ど
う
か
、

と
い
っ
た
派
生
的
な
疑
問
が
起
こ
る
。
こ
の
疑
問
を
追
究
し
た
上
で
本
書
の
推
論
を
吟
味
す
る
余
地
は
あ
ろ
う
。

　
コ
一
　
侠
気
と
復
讐
」
以
下
は
各
論
に
な
る
。
こ
の
「
二
」
は
「
侠
気
の
礼
賛
1
里
下
の
説
話
を
め
ぐ
っ
て
一
」
と
「
復
讐
の
是
認
」

の
二
節
に
分
か
れ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
『
日
本
中
国
学
会
報
』
二
四
・
二
六
集
に
「
春
秋
公
羊
伝
に
お
け
る
侠
気
の
礼
賛
1
所
引
の
説
話
を

め
ぐ
っ
て
一
」
　
「
復
讐
の
論
理
と
倫
理
」
と
題
し
て
既
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
『
公
羊
伝
』
の
特
色
の
一
つ
と
し
て
好
勇
任
侠
の

礼
賛
を
取
り
上
げ
、
伝
中
の
具
体
例
を
詳
説
し
つ
つ
「
侠
」
の
観
念
の
基
本
要
素
が
「
勇
」
　
「
信
」
　
「
義
」
で
あ
る
こ
と
を
帰
納
し
、
こ

の
游
侠
観
が
司
馬
遷
の
そ
れ
に
継
承
さ
れ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
後
者
も
同
様
に
『
公
羊
伝
』
の
復
讐
の
記
述
を
、
復
讐
す
る
者
と
さ
れ

る
者
の
関
係
で
四
つ
に
分
類
し
て
調
べ
、
こ
の
伝
の
復
讐
が
対
外
的
な
雪
持
、
外
づ
ら
へ
の
偏
執
、
つ
ま
り
面
子
に
支
え
ら
れ
て
い
る
こ

と
、
人
格
神
的
な
天
の
考
え
に
基
づ
く
「
上
善
禍
淫
」
の
期
待
な
ど
な
い
あ
く
ま
で
も
人
間
に
よ
る
報
復
で
あ
る
こ
と
、
し
か
し
復
讐
の

倫
理
も
し
っ
か
り
と
お
さ
え
て
い
る
こ
と
な
ど
を
述
べ
、
更
に
こ
の
復
讐
肯
定
論
が
漢
学
で
も
是
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
及
ぶ
。
『
公
羊

伝
』
の
復
讐
は
よ
く
触
れ
ら
れ
る
事
柄
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
詳
細
で
緻
密
な
論
は
こ
れ
が
初
め
て
で
あ
ろ
う
。
又
、
『
公
羊
伝
』
の
侠
気

の
摘
出
と
分
析
も
、
本
書
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
「
三
　
心
意
の
偏
重
－
行
為
の
評
価
に
つ
い
て
一
」
は
『
公
羊
伝
』
の
動
機
・
心
情
を
重
ん
じ
る
傾
向
を
分
析
す
る
。
『
公
羊
伝
』
に

登
場
す
る
人
物
の
善
き
あ
る
い
は
悪
し
き
意
志
の
発
生
し
た
時
期
、
強
弱
の
度
合
い
、
更
に
は
そ
れ
が
も
た
ら
す
結
果
の
何
如
な
ど
に
よ

り
分
類
し
て
、
　
「
宋
嚢
の
仁
」
を
高
ぐ
評
価
す
る
ζ
と
に
端
的
に
示
さ
れ
る
こ
の
伝
の
姿
勢
が
解
明
さ
れ
、
悪
し
き
意
志
を
未
然
に
禁
絶

す
る
態
度
に
及
ぶ
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
善
き
意
志
の
偏
重
は
、
歴
史
を
力
こ
そ
が
動
か
し
た
時
代
に
あ
っ
て
、
こ
の
伝
の
伝
義
の
生
成

者
が
斉
の
僻
地
の
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
可
能
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
、
と
説
く
。
と
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
『
公
薫
習
』
の

学
が
漢
代
の
専
制
国
家
に
お
い
て
体
制
に
密
着
す
る
形
で
最
も
盛
行
し
た
理
由
が
問
題
と
な
る
。
本
書
は
ま
ず
『
穀
自
伝
』
と
対
比
き
せ
、

そ
の
法
家
的
な
責
任
倫
理
は
漢
の
政
治
の
本
質
に
合
す
る
か
ら
こ
そ
ふ
る
わ
な
か
っ
た
の
に
反
し
、
『
公
羊
伝
』
の
こ
の
徹
底
し
た
心
情

倫
理
は
徳
治
を
標
榜
す
る
そ
の
政
治
の
粉
飾
に
最
適
だ
っ
た
と
し
、
次
に
、
こ
の
伝
は
教
条
的
な
心
意
の
重
視
だ
け
で
な
く
、
　
「
経
」
　
「

権
」
、
　
「
文
」
　
「
質
」
な
ど
の
二
元
論
も
備
え
て
現
実
を
肯
定
も
し
て
い
る
、
と
い
う
。
し
か
し
、
『
公
羊
伝
』
と
漢
代
公
羊
学
を
明
確

に
区
別
し
た
上
で
、
い
わ
ば
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
の
学
が
実
権
派
の
学
と
な
り
え
た
訳
は
、
本
書
の
こ
の
説
明
で
は
ま
だ
不
十
分
で
は
な
か
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ろ
う
か
。
『
公
書
伝
』
の
心
情
重
視
と
そ
の
現
実
肯
定
の
姿
勢
と
の
関
係
は
ど
う
な
る
の
か
、
更
に
は
果
し
て
ζ
の
心
情
重
視
を
単
な
る

体
制
批
判
と
見
て
よ
い
か
、
と
い
っ
た
疑
問
が
出
せ
よ
う
。

　
「
四
　
人
倫
道
徳
」
は
三
節
か
ら
成
る
が
、
　
「
君
臣
の
義
」
　
「
親
親
の
道
」
　
「
親
親
と
君
臣
の
交
叉
」
と
い
う
題
が
示
す
よ
う
に
、
『

公
羊
伝
』
に
お
け
る
俸
禄
で
結
ば
れ
る
公
の
関
係
、
－
骨
肉
の
繋
り
で
あ
る
私
の
関
係
、
，
そ
し
て
両
者
の
間
の
矛
盾
・
対
立
が
説
か
れ
る
。

結
論
は
『
公
書
伝
』
が
公
も
私
も
共
に
重
視
し
た
こ
と
、
つ
ま
り
、
　
「
親
親
」
の
当
為
を
力
説
し
つ
つ
国
家
（
天
下
）
の
安
定
と
秩
序
の

確
保
も
強
く
求
め
た
こ
と
、
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
本
書
は
こ
の
公
・
私
の
軋
礫
が
儒
家
に
と
っ
て
免
れ
が
た
い
問
題
で
あ
り
な
が
ら
、

こ
の
種
の
分
裂
・
対
立
を
弁
証
法
的
に
綜
合
し
よ
う
と
は
し
な
い
の
が
儒
家
の
論
理
ら
し
い
、
と
見
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
　
「
親
親
の
道
」

と
い
う
言
葉
は
『
公
羊
伝
』
が
初
出
で
あ
り
独
自
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
く
血
縁
に
基
づ
く
自
然
の
情
愛
へ
の
絶
対
的
な

支
持
が
こ
の
伝
で
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
本
書
に
よ
っ
て
詳
し
く
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
五
　
経
と
権
i
原
則
と
例
外
1
」
ば
ま
ず
「
大
夫
の
地
位
」
で
、
『
春
秋
』
の
時
代
の
大
夫
は
世
襲
で
あ
り
政
治
の
実
権
を
握
っ
て

い
た
が
、
『
公
聖
意
』
は
書
影
主
義
か
ら
こ
の
禄
位
の
世
襲
で
あ
る
「
盛
手
」
を
強
く
排
斥
し
、
又
、
大
夫
を
君
主
の
下
に
厳
格
に
位
置

づ
け
よ
う
と
す
る
こ
と
を
述
べ
る
。
次
の
「
遂
事
の
是
非
」
は
、
大
夫
の
専
断
を
強
く
否
定
し
な
が
ら
礼
に
適
う
場
合
と
国
家
の
利
害
に

か
か
わ
ろ
場
合
は
そ
れ
を
肯
定
し
て
い
る
こ
と
を
説
き
、
最
後
の
「
経
と
権
」
で
鄭
の
祭
仲
の
事
例
を
中
心
に
「
権
」
の
概
念
を
分
析
す

る
。
『
公
裏
芸
』
の
支
持
す
る
「
権
」
は
、
現
実
を
認
め
る
こ
と
で
あ
り
、
他
方
で
理
念
と
し
て
の
「
経
」
を
掲
げ
つ
つ
し
か
も
現
実
的

な
姿
勢
を
と
る
も
の
で
あ
る
。
右
書
が
臣
下
の
身
で
君
主
の
廃
位
を
決
め
た
そ
の
「
権
」
を
、
国
家
と
君
主
を
分
離
さ
せ
国
家
の
利
害
の

前
に
は
君
主
の
存
在
も
軽
い
と
す
る
考
え
か
ら
『
公
羊
伝
』
は
肯
定
す
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
事
柄
な
既
に
中
江
丑
吉
「
公
羊
伝
及
び
公

羊
学
に
就
い
て
」
　
（
『
中
国
古
代
政
治
思
想
』
所
収
）
で
も
ほ
ぼ
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
論
文
は
、
『
公
羊
伝
』
が
三
王
・
武
王
に
象

徴
さ
れ
る
聖
代
の
王
道
や
宗
族
的
封
建
制
度
に
深
い
尊
敬
を
は
ら
う
の
で
、
そ
れ
が
『
春
秋
』
の
時
代
に
乱
れ
て
い
る
さ
ま
を
批
判
す
る

が
、
他
方
、
『
公
羊
伝
』
の
時
代
の
趨
勢
に
も
動
か
さ
れ
、
し
か
も
動
か
さ
れ
な
が
ら
現
実
及
び
未
来
へ
の
見
通
し
を
全
く
示
し
て
な
く
、

だ
か
ら
そ
の
主
張
に
ざ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
が
現
わ
れ
て
い
ろ
、
と
説
く
。
，
周
代
の
制
度
と
し
て
当
然
で
あ
る
「
世
卿
」
を
非
難
し
、
大
夫
専

制
に
極
力
反
対
し
な
が
ら
一
方
で
大
夫
の
専
行
権
を
主
張
し
、
君
主
を
絶
対
視
し
な
が
ら
君
主
と
国
家
を
切
り
離
し
て
国
家
の
方
を
よ
り

重
ん
じ
て
い
る
、
と
い
っ
た
こ
と
な
ど
は
そ
れ
で
あ
る
、
と
さ
れ
ろ
。
本
書
は
こ
の
よ
う
な
既
発
表
の
論
を
踏
ま
え
た
上
で
新
し
い
視
点
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を
探
っ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。

　
「
六
　
特
異
な
夷
野
上
」
は
五
節
か
ら
成
る
。
　
「
華
夷
の
相
互
転
位
」
は
『
公
羊
伝
』
が
夷
秋
を
華
墨
（
中
国
｝
か
ら
峻
別
し
て
蔑
視

し
な
が
ら
、
孔
孟
も
認
め
る
受
忍
か
ち
華
夏
へ
の
漸
進
の
他
に
、
あ
え
て
華
夏
か
ら
夷
独
へ
の
疑
降
も
あ
り
う
る
こ
と
を
主
張
し
、
華
夷

の
相
互
転
位
の
図
式
を
最
初
に
提
起
し
て
い
る
と
述
べ
る
。
　
「
夷
秋
の
設
定
」
　
「
受
容
の
拒
否
」
は
、
し
か
し
、
『
公
羊
伝
』
が
夷
秋
の

華
夏
社
会
へ
の
移
行
を
執
拗
に
拒
否
す
る
さ
ま
を
楚
や
呉
に
対
す
る
処
遇
で
見
、
　
「
熾
烈
な
擦
夷
」
は
戦
攻
憶
測
に
極
め
て
批
判
的
な
『

公
懸
盤
』
幽
が
復
讐
の
他
で
は
夷
国
の
討
伐
だ
け
を
肯
定
す
る
程
、
影
響
へ
の
憎
悪
を
示
し
て
い
る
と
述
べ
る
。
以
上
は
部
分
的
に
は
既
に

い
わ
れ
て
も
い
る
（
中
江
氏
前
掲
論
文
、
小
倉
芳
彦
『
中
国
古
代
政
治
思
想
研
究
』
1
4
）
が
、
本
書
の
特
色
は
最
後
の
「
夷
町
存
在
の

意
義
」
に
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
試
筆
の
相
互
転
位
の
図
式
を
設
定
し
こ
と
さ
ら
に
華
夏
の
夷
秋
へ
の
下
落
を
強
調
す
る
理
由
を
考
え
、
こ

れ
は
、
侮
蔑
す
べ
き
夷
秋
へ
の
門
島
を
華
夏
へ
の
警
鐘
と
し
て
使
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
蟹
田
の
災
異
説
に
お
け
る
災
異
の
役
割
り
を
夷
独

に
求
め
た
の
で
あ
る
と
す
る
。
更
に
『
公
羊
伝
』
が
「
福
善
禍
淫
」
の
根
拠
と
し
て
の
人
格
神
的
な
天
の
観
念
に
乏
し
い
こ
と
が
再
び
挙

げ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
内
に
神
を
持
た
ぬ
が
故
に
外
に
悪
魔
を
必
要
と
し
、
こ
れ
を
夷
秋
に
見
た
の
だ
、
と
説
く
の
で
あ
る
。
，
こ
れ
は
本
書

に
お
け
る
最
も
興
味
深
い
推
定
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
夷
秋
は
災
異
と
異
質
で
は
な
い
か
と
か
、
悪
魔
は
神
と
対
を
な
し
て
こ
そ
存
在
の

意
義
を
持
つ
の
で
ば
な
い
か
と
い
っ
た
疑
義
は
直
ぐ
出
せ
よ
う
が
、
後
世
の
公
羊
学
が
太
平
大
同
の
考
え
で
夷
秋
を
華
夏
に
近
づ
け
て
解

し
が
ち
な
傾
向
と
『
公
書
伝
』
の
原
思
想
と
に
一
線
を
画
そ
う
と
す
る
特
色
あ
る
説
で
あ
る
。
特
に
悪
魔
思
す
ろ
と
見
る
こ
と
は
、
中
国

の
思
想
を
考
え
る
新
し
い
視
点
で
あ
ろ
う
。

　
「
七
　
文
と
質
一
理
念
と
現
実
一
」
は
ま
ず
「
王
道
の
強
調
」
に
お
い
て
、
王
者
（
天
子
）
を
絶
対
視
す
る
『
公
羊
伝
』
が
諸
侯
の
分

際
で
王
者
を
会
盟
の
場
に
招
い
た
晋
の
文
辞
を
識
る
こ
と
か
ら
始
め
、
請
文
へ
の
批
判
的
な
評
価
を
指
摘
し
、
『
公
羊
伝
』
は
言
文
に
仮

り
て
覇
者
の
マ
イ
ナ
ス
面
を
摘
出
し
そ
の
非
礼
や
非
道
へ
の
批
判
を
通
し
で
「
文
」
、
つ
ま
り
諸
侯
と
し
て
の
在
り
方
を
示
し
、
他
方
、

斉
の
桓
公
に
託
し
て
「
実
」
、
つ
ま
り
覇
者
へ
の
現
実
的
な
期
待
と
か
肯
定
面
を
説
く
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
、
こ
の
こ
と
を
次
の
「

覇
者
の
肯
定
」
で
詳
し
く
論
証
す
る
。
も
と
も
と
、
『
公
羊
伝
』
が
王
道
を
高
唱
し
な
が
ら
も
歴
史
的
存
在
と
し
て
の
周
室
の
再
興
に
は

全
く
期
待
し
て
い
な
い
こ
と
は
指
擶
済
で
あ
る
（
中
江
氏
前
掲
論
文
）
が
、
こ
の
節
も
、
『
公
羊
伝
』
は
現
実
の
周
王
朝
を
全
く
無
視
し

て
明
天
子
が
存
し
な
い
こ
と
を
前
提
に
立
て
た
上
で
覇
者
を
認
め
、
そ
の
諸
侯
と
し
て
は
逸
脱
し
た
行
為
を
も
、
　
「
文
」
・
理
念
と
し
て
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許
さ
な
い
と
し
な
が
ら
、
「
実
」
・
現
実
的
要
請
を
よ
り
重
視
し
て
是
認
す
る
と
説
く
。
覇
者
の
力
に
よ
る
変
革
に
「
文
」
・
理
念
を
付

加
し
て
こ
れ
を
認
め
る
も
の
で
、
覇
者
の
王
者
化
で
あ
り
、
新
た
な
王
者
の
出
現
を
時
代
の
流
れ
に
即
し
て
求
め
る
の
で
あ
る
、
と
さ
れ

る
。
本
書
の
新
た
な
見
解
で
あ
る
。

　
も
と
も
と
『
公
岸
伝
』
は
そ
の
成
立
の
事
情
か
ら
主
張
に
相
反
す
る
面
も
出
て
く
る
の
は
当
然
だ
が
、
こ
の
伝
が
一
旦
、
完
成
し
て
経

学
の
一
部
を
形
成
す
る
と
、
謡
言
や
対
立
は
許
さ
れ
な
く
な
り
、
嶺
渡
公
羊
学
に
し
て
も
『
公
羊
伝
』
を
あ
く
ま
で
も
一
つ
の
ま
と
ま
っ

た
教
説
の
書
と
す
る
。
け
れ
ど
も
『
公
謬
伝
』
そ
の
も
の
の
思
想
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
時
、
こ
の
伝
へ
の
経
学
的
姿
勢
は
意
識
的
に
客

体
化
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
本
書
は
こ
れ
を
目
指
す
と
解
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
漢
代
以
後
の
公
羊
学
説
を
参
考
に
す
る
必
要
も
出
て
く

る
し
、
本
書
で
も
董
仲
舘
・
何
休
等
の
説
が
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
。
一
見
、
漢
代
公
羊
学
に
基
づ
く
解
釈
か
の
如
き
観
を
呈
す
る
個
所

も
あ
る
。
だ
が
本
書
は
基
本
的
に
は
、
・
後
世
の
解
釈
を
冷
静
に
処
理
し
て
『
公
羊
伝
』
の
本
来
の
思
想
に
迫
ろ
う
と
す
る
。
か
つ
本
書
は
、

『
公
羊
伝
』
の
い
わ
ゆ
る
筆
法
に
関
す
る
も
の
も
含
め
た
主
張
の
間
の
矛
盾
を
矛
盾
の
ま
ま
放
置
せ
ず
、
一
貫
し
て
こ
の
伝
を
一
つ
の
ま

と
ま
り
と
し
て
有
機
的
に
解
し
よ
う
と
す
る
。
い
わ
は
漢
代
以
後
の
公
羊
学
と
類
似
の
姿
勢
に
あ
り
な
が
ら
、
明
確
に
そ
れ
と
は
異
質
な

客
観
的
な
立
場
か
ら
、
『
公
羊
伝
』
を
全
体
的
に
研
究
す
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
伝
の
決
し
て
単
直
で
は
な
い
思
想
を
統
一
的

に
解
明
す
る
の
は
、
や
は
り
容
易
で
は
な
い
に
違
い
な
い
。

　
例
え
ば
、
『
公
唐
丸
』
は
ほ
ぼ
戦
国
末
の
頃
に
形
を
整
え
た
の
だ
か
ら
、
そ
の
時
代
の
趨
勢
を
反
映
し
て
い
よ
う
と
ま
ず
考
え
ら
れ
る

し
、
本
書
も
こ
の
意
識
を
持
つ
こ
と
が
、
　
「
七
」
な
ど
か
ら
読
み
取
れ
る
。
し
か
し
時
代
と
の
関
係
は
、
『
公
量
感
』
の
よ
う
な
書
の
場

合
、
い
ろ
ん
な
意
味
で
把
握
が
困
難
で
、
従
っ
て
本
書
も
や
む
を
え
ず
漠
然
と
大
き
な
時
代
の
流
れ
に
応
じ
て
い
る
、
と
す
る
だ
け
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
来
た
る
統
一
帝
国
の
王
者
の
姿
を
覇
者
に
見
る
、
と
い
う
こ
と
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
『
公
皆
伝
』
を
全

体
と
し
て
と
ら
え
る
時
、
そ
れ
ど
他
の
考
え
と
の
関
係
は
無
視
で
き
な
い
。
本
書
は
覇
者
の
典
型
を
斉
の
古
写
に
見
、
そ
の
覇
業
に
不
可

欠
の
一
つ
と
し
て
譲
夷
、
特
に
僖
公
四
年
の
召
陵
に
お
け
る
楚
の
服
従
を
挙
げ
、
こ
れ
が
貴
意
の
覇
業
の
完
成
と
す
る
（
召
陵
の
会
は
楚

が
大
夫
を
出
席
さ
せ
た
だ
け
だ
が
、
特
に
何
休
は
「
知
与
桓
公
義
天
下
覇
主
」
と
し
て
重
視
し
、
本
書
は
こ
れ
に
従
う
ら
し
い
）
。
し
か

し
、
『
公
羊
伝
』
は
こ
こ
で
斉
桓
を
称
え
な
が
ら
も
、
強
勢
な
楚
が
中
国
と
会
盟
し
て
く
れ
た
こ
と
に
安
堵
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
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つ
ま
り
、
秦
や
呉
や
楚
に
代
表
さ
れ
る
強
力
な
夷
独
を
除
却
す
る
と
い
い
な
が
ら
、
む
し
ろ
こ
れ
と
調
和
を
図
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
状
況
を
認

め
ざ
る
を
え
ず
、
調
和
し
う
る
力
を
持
ヴ
た
者
と
し
て
覇
者
を
支
持
す
ろ
面
も
、
『
公
船
上
』
に
読
み
取
ら
ね
は
な
ら
ぬ
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
に
、
こ
れ
を
別
に
し
て
も
、
将
来
の
統
一
帝
国
を
目
指
す
こ
と
と
、
夷
秋
を
包
摂
せ
ず
排
除
す
る
こ
と
と
は
、
一
致
し
な
い
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
又
、
夷
独
に
郊
婁
・
牟
・
葛
な
ど
も
含
ま
せ
る
こ
と
は
、
道
義
へ
の
関
心
の
強
さ
が
や
は
り
窺
え
よ
う
。
そ
し
て
道
義
と

い
え
ば
、
家
族
道
徳
と
国
家
秩
序
と
の
問
題
が
あ
る
。

　
本
書
は
「
四
」
で
結
局
、
肉
親
へ
の
配
慮
と
社
会
へ
の
考
慮
の
両
立
を
『
公
羊
伝
』
は
目
指
す
と
ま
と
め
る
。
し
か
し
、
　
「
三
」
　
「
七
」

で
説
か
れ
る
よ
う
に
、
『
公
書
伝
』
は
個
人
の
道
義
心
を
偏
重
し
、
倫
理
を
政
治
に
優
先
さ
せ
る
。
こ
の
伝
で
は
「
宋
嚢
の
仁
」
に
示
さ

れ
る
よ
う
に
、
個
人
倫
理
の
前
に
国
君
と
し
て
の
責
務
、
国
家
へ
の
配
慮
は
軽
ん
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
又
、
　
「
五
」
で
も
大
夫
専
制
の

是
認
さ
れ
る
場
合
の
｝
つ
と
し
て
、
喪
中
に
あ
る
敵
へ
の
，
攻
撃
を
行
な
わ
ず
君
命
を
廃
す
る
こ
と
が
い
わ
れ
る
が
、
こ
れ
も
「
図
嚢
の
仁
」

と
同
質
の
考
え
か
ら
出
て
い
る
。
だ
か
ら
家
族
と
国
家
が
対
立
し
た
時
に
は
、
国
家
よ
り
も
「
親
親
の
道
」
に
立
っ
て
家
族
を
重
視
す
る

の
が
、
『
公
羊
伝
』
の
根
本
的
な
態
度
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
す
る
と
、
統
一
体
制
下
で
は
国
家
が
家
族
を
包
摂
す
る
形
、
家
族
道
徳
は

国
家
秩
序
に
調
和
さ
せ
ら
れ
る
構
造
で
し
か
、
両
者
の
矛
盾
・
衝
突
は
解
消
さ
れ
ま
い
か
ら
、
『
公
羊
伝
』
は
来
た
る
べ
き
統
一
体
制
へ

の
動
き
に
逆
ら
う
む
の
に
な
り
か
ね
ま
い
。
も
ち
ろ
ん
『
公
羊
伝
』
も
当
時
の
社
会
の
あ
り
さ
ま
か
ら
そ
の
安
定
を
求
め
た
に
違
い
な
い

が
、
そ
れ
が
秦
漢
帝
国
の
よ
う
な
新
し
い
専
制
体
制
を
志
向
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
、
と
簡
単
に
見
て
よ
い
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
ろ

う
（
『
公
羊
伝
』
は
経
学
と
な
る
素
地
は
有
し
て
い
た
が
、
経
学
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
必
然
は
、
別
の
問
題
だ
ろ
う
）
。
尚
、
『
公
評
伝
』

と
対
比
さ
れ
て
『
早
出
伝
』
が
本
書
で
触
れ
ら
れ
、
そ
れ
が
責
任
倫
理
を
唱
え
て
統
「
国
家
体
制
に
敏
感
だ
（
一
四
二
頁
）
と
か
、
家
族

道
徳
よ
り
国
家
の
秩
序
を
重
ん
じ
る
（
一
九
〇
頁
）
と
か
、
法
家
的
色
彩
が
強
烈
（
一
九
二
頁
）
と
か
説
か
れ
る
。
こ
れ
は
本
書
の
著
者

が
師
説
を
継
承
発
展
さ
せ
た
結
果
の
見
解
に
基
づ
く
も
の
だ
ろ
う
が
、
疑
義
は
起
こ
り
え
よ
う
。

・
つ
ま
り
、
『
公
羊
伝
』
の
よ
う
な
書
の
思
想
は
、
個
別
的
に
そ
め
特
質
を
解
明
す
る
の
は
比
較
的
容
易
で
あ
る
が
、
そ
の
特
質
の
間
の

関
係
を
論
理
的
に
把
握
す
る
の
は
、
依
然
と
し
て
難
し
い
の
で
あ
る
ゆ

　
と
こ
ろ
で
時
代
と
の
関
係
を
考
え
る
な
ら
、
時
代
に
生
き
た
実
質
的
な
著
者
達
、
戦
国
期
を
生
き
た
．
『
公
浦
伝
』
伝
義
の
生
成
者
達
と

の
関
係
を
探
る
こ
と
も
必
要
に
な
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
も
困
難
な
問
題
で
、
本
書
も
コ
一
こ
で
彼
等
が
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
だ
っ
た
か
ら
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非
現
実
的
な
批
判
を
徹
底
し
え
た
の
だ
ろ
う
、
と
述
べ
る
程
度
で
終
っ
て
い
る
。
当
然
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
「
五
」
で
い
わ
れ
る
『
公
羊

伝
』
の
崇
賢
主
義
は
、
や
は
り
こ
の
伝
の
実
質
的
な
著
者
達
の
自
己
主
張
と
関
連
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
大
夫
の

専
制
や
そ
の
「
権
」
の
行
為
な
ど
に
対
し
て
も
、
『
公
羊
伝
』
の
伝
義
の
生
成
者
達
の
属
す
る
階
層
の
社
会
的
役
割
り
の
増
大
と
経
学
と

し
て
の
公
羊
学
へ
の
展
開
と
の
関
係
、
な
ど
と
い
っ
た
別
の
観
点
も
出
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
尚
、
『
公
羊
伝
』
が
賢
と

た
た
え
ろ
の
が
実
力
主
義
で
登
用
さ
れ
た
大
夫
で
は
な
く
世
襲
の
大
夫
で
あ
ろ
（
二
〇
一
・
二
頁
）
と
し
て
も
、
・
戦
国
期
の
者
に
と
っ
て

は
そ
の
大
夫
が
君
に
対
す
る
臣
で
あ
る
だ
け
で
足
り
る
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
さ
て
、
本
書
で
は
各
処
で
漢
代
の
説
が
援
引
さ
れ
る
。
『
公
羊
伝
』
の
理
解
の
為
に
時
代
的
に
最
も
近
い
漢
代
の
考
え
方
が
有
用
で
、

こ
れ
を
参
考
に
す
る
の
は
妥
当
だ
が
、
安
易
に
そ
れ
が
な
さ
れ
る
と
、
『
公
羊
伝
』
本
来
の
も
の
を
越
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
本
書
は
「
古
人
之
有
権
者
、
祭
仲
之
権
、
是
也
」
　
（
桓
公
＝
年
）
の
「
古
人
」
は
股
の
名
相
伊
サ
で
伊
サ
を
用
い
て
祭
屋
を
賛
美
し

た
（
一
＝
九
頁
）
と
し
、
　
「
悪
止
言
人
々
寒
寒
若
此
者
乎
」
　
（
昭
公
三
一
年
）
を
叔
術
を
称
え
た
も
の
（
二
四
六
頁
）
と
す
る
。
い
ず
れ

も
何
休
注
と
同
じ
で
、
本
書
は
何
注
に
従
っ
た
の
に
違
い
な
い
。
け
れ
ど
も
、
前
者
の
「
古
人
」
は
つ
ま
り
は
祭
仲
の
こ
と
に
過
ぎ
ぬ
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
後
者
は
道
義
的
に
納
得
し
難
い
行
動
も
す
る
叔
術
へ
の
疑
問
の
言
葉
と
解
せ
な
い
だ
ろ
う
か
。
臨
休
は
『
公
遥
遠
』

以
上
に
祭
仲
と
叔
術
の
行
為
を
評
価
す
う
と
思
わ
れ
る
。

　
又
、
本
書
は
例
え
ば
成
公
四
年
の
「
鄭
伯
伐
許
」
と
い
う
経
文
を
問
題
と
し
、
鄭
の
悼
公
は
同
年
に
先
君
の
葬
儀
が
あ
っ
た
の
に
戦
伐

を
行
な
っ
て
鄭
伯
の
地
位
に
即
い
た
の
を
喜
ん
だ
の
で
、
喪
中
だ
か
ら
「
義
子
」
と
記
す
べ
き
と
こ
ろ
を
「
鄭
伯
」
と
そ
の
意
志
の
通
り

に
書
し
痛
烈
に
非
難
し
た
（
一
〇
五
・
六
頁
）
と
い
う
。
し
か
る
に
こ
の
条
に
は
『
公
羊
伝
』
は
薬
圃
を
全
く
付
し
て
な
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
本
書
は
も
っ
ぱ
ら
董
仲
離
・
細
身
の
説
を
引
い
て
解
説
す
る
。
豊
代
で
は
こ
れ
は
問
題
と
さ
れ
て
お
り
、
許
慎
の
『
五
経
異
義
』

に
も
こ
の
よ
う
な
公
羊
説
と
そ
れ
に
対
立
す
る
重
氏
説
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
本
書
は
漢
代
公
羊
学
説
に
そ
の
ま
ま
依
拠
し
て
、

こ
れ
を
『
公
逓
伝
』
の
説
と
す
る
と
解
さ
れ
る
。
宣
公
＝
年
の
経
に
「
楚
人
殺
陳
夏
徴
箭
」
と
あ
り
、
続
け
て
「
丁
亥
、
楚
子
入
陳
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

と
あ
る
。
前
者
に
対
し
『
公
羊
伝
』
は
、
　
「
楚
人
」
と
記
し
た
の
は
諸
侯
の
質
倉
を
許
さ
ぬ
こ
と
を
示
す
が
、
実
際
は
楚
は
義
兵
を
挙
げ

た
の
だ
か
ら
こ
れ
を
肯
定
し
、
　
「
実
与
し
て
文
与
さ
ず
」
だ
と
す
る
。
本
書
も
前
者
は
賊
を
討
っ
た
こ
と
を
顕
彰
し
た
と
す
る
が
、
後
者

は
、
何
休
注
・
期
生
疏
に
従
っ
て
「
丁
亥
」
と
日
を
記
し
て
鄭
の
荘
重
の
領
土
的
野
心
を
非
難
し
た
、
つ
ま
り
楚
の
荘
王
が
初
め
は
善
き

一7
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意
志
を
持
っ
て
い
た
が
中
途
か
ら
邪
心
を
起
こ
し
た
こ
と
を
既
絶
し
た
（
＝
一
・
二
頁
）
と
す
る
。
し
か
し
、
前
者
の
「
楚
却
」
に
対

　
　
　
　
　
　
　

し
後
者
の
「
楚
子
」
は
最
も
尊
ん
だ
呼
び
方
（
二
三
七
頁
）
で
、
こ
れ
を
、
次
に
は
陳
の
大
夫
を
陳
に
納
め
た
荘
王
の
善
き
行
為
（
「
丁

亥
、
楚
子
入
陳
」
の
次
の
経
文
は
「
納
公
孫
盛
儀
行
父
干
陳
」
）
の
故
と
す
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
何
休
の
解
釈
で
あ
る
。
本
書
は
注
・

疏
に
依
存
し
て
そ
れ
を
『
公
羊
伝
』
の
考
え
だ
と
す
る
と
思
わ
れ
る
。

　
更
に
本
書
の
「
二
」
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
「
侠
気
」
は
、
『
史
記
』
游
侠
列
伝
と
重
ね
合
わ
せ
過
ぎ
た
嫌
い
が
感
じ
ら
れ
る
。
漢
意
の

任
侠
の
風
に
関
す
る
史
学
で
の
成
果
も
本
書
は
意
識
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
『
公
直
伝
』
の
復
讐
論
に
ひ
き
ず
ら
れ
る
こ
と
な

く
眺
め
た
ら
、
こ
の
伝
の
「
侠
気
」
の
他
書
に
比
し
て
の
特
異
性
は
、
よ
く
理
解
し
難
い
。
そ
れ
に
、
『
公
羊
伝
』
の
熾
烈
と
評
さ
れ
る

擁
夷
思
想
と
、
呉
・
越
・
楚
・
秦
な
ど
の
夷
秋
の
始
祖
を
中
夏
の
古
帝
王
か
ら
出
自
し
た
と
す
る
『
史
記
』
の
姿
勢
と
は
合
致
し
な
い
よ

う
に
、
司
馬
遷
が
公
羊
説
を
踏
襲
し
た
と
だ
け
簡
単
に
見
て
よ
い
か
、
と
い
っ
た
疑
問
も
逆
に
出
せ
よ
う
。

　
以
上
、
幾
つ
か
の
事
柄
に
触
れ
た
が
、
そ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
も
疑
問
点
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
本
書
の
挙
げ
た
成
果
は
左
右
さ

れ
ま
い
。
本
書
は
『
公
羊
伝
』
に
人
格
神
的
な
天
の
観
念
の
稀
薄
な
こ
と
で
復
讐
の
他
に
夷
独
を
も
考
え
た
り
、
　
「
経
」
　
「
権
」
の
他
に

「
文
」
　
「
質
」
で
も
建
前
・
本
音
の
論
を
検
討
し
た
り
し
て
、
『
公
羊
伝
』
を
精
密
に
解
剖
・
分
析
し
た
上
で
立
体
的
・
脊
機
的
に
解
釈

し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
よ
う
な
特
色
あ
る
論
究
を
展
開
し
な
が
ら
、
他
方
で
は
、
既
発
表
の
研
究
を
踏
ま
え
て
妥
当
な
説
も
呈
示
し
、
自

己
の
新
知
見
に
は
慎
重
な
態
度
を
崩
さ
な
い
。
だ
か
ら
序
論
か
ら
各
論
の
最
後
に
至
る
迄
、
破
格
の
論
は
目
立
た
ず
全
体
と
し
て
穏
当
な

論
調
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
っ
た
感
も
一
面
で
は
与
え
ら
れ
る
。
元
来
、
『
公
羊
伝
』
の
個
々
の
問
題
に
つ
い
て
の
研
究
論
文
は
少
な
く

な
い
が
、
そ
の
全
体
を
取
り
扱
っ
た
専
著
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
現
況
の
中
で
、
本
書
は
貴
重
な
存
在
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
本
書
に

よ
り
『
，
公
羊
伝
』
の
全
体
像
と
特
質
を
知
り
う
る
の
で
あ
る
。
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中
国
古
代
思
想
研
究
の
分
野
に
お
け
る
一
収
穫
で
あ
る
本
書
に
対
し
、
こ
の
書
評
は
、
執
筆
者
の
浅
学
の
故
に
、
精
確
な
理
解
乏
正
当

な
評
価
を
示
し
え
な
か
っ
た
個
所
や
、
誤
っ
た
判
断
を
し
た
部
分
が
少
な
く
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
危
惧
す
る
。
著
者
の
御
寛
容
を
お

願
い
す
る
次
第
で
あ
る
。
　
二
九
七
六
・
七
・
七
）

，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昭
和
五
一
年
三
月
創
文
社
発
行
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