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左
伝
の
説
経
に
つ
い
て

近

藤

則

之

は
　
じ
．
め
　
に

　
春
秋
左
氏
伝
の
伝
文
の
大
半
は
説
話
（
説
話
体
捻
文
）
で
占
め
ら
れ
て
い
る
が
、
し
ば
し
ば
他
の
誤
伝
と
同
様
に
、
「
累
日
」
・
「
故

書
」
な
ど
の
書
姦
し
で
春
秋
の
経
義
を
闘
明
す
る
部
分
（
説
経
詳
伝
璽
が
あ
る
・
す
な
わ
ち
杜
預
が
「
変
乱
」
と
称
し
て
い
る
部

分
で
転
袈
♂
こ
の
部
分
は
言
っ
て
み
れ
ば
左
伝
の
春
秋
の
伝
た
る
所
以
で
あ
り
・
左
伝
の
作
者
自
身
の
言
葉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
が
、
こ
れ
ま
で
．
の
左
伝
の
研
究
は
主
に
そ
の
説
話
体
三
文
に
お
い
て
の
み
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
明
確
に
区
分
す
る
こ
と
な
く
行
わ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

こ
の
説
経
体
三
文
は
ほ
と
ん
ど
蛇
足
的
に
取
り
扱
わ
れ
て
き
た
感
が
あ
る
、

左
伝
の
説
話
体
上
文
の
う
ち
の
春
秋
時
代
の
人
々
の
言
葉
と
し
て
語
ら
れ
る
会
話
部
分
は
・
小
倉
芳
彦
氏
の
立
証
に
よ
つ
（
鼻
確
に
な

っ
た
よ
う
に
、
戦
国
期
以
降
の
成
立
で
あ
り
、
当
然
そ
の
会
話
部
分
申
に
は
左
伝
の
作
者
の
思
想
が
色
急
ぐ
現
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か

ら
、
そ
れ
を
抽
象
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
左
伝
の
成
立
や
そ
の
思
想
史
的
意
義
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
正
し
い
方
法
で
あ
る
が
、

今
述
べ
た
よ
う
に
「
書
誌
」
・
「
壁
書
」
な
ど
の
説
経
体
伝
文
は
、
他
の
二
念
と
同
じ
よ
う
に
春
秋
学
的
立
場
か
ら
手
工
を
解
説
す
る
部

分
で
あ
り
、
左
伝
の
作
者
自
身
の
言
葉
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
他
の
一
，
一
槍
と
の
直
接
的
な
比
較
が
可
能
と
な
ろ
う
し
、
ま
た
直
接
的
に
左
伝

の
作
者
の
思
想
史
的
位
置
を
知
る
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
か
ら
、
こ
の
部
分
を
一
瞥
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
と
思
う
。
そ
こ
で
小
論
で

は
、
こ
の
説
経
体
伝
文
を
若
干
検
討
し
で
、
新
た
に
知
り
得
た
左
伝
の
特
徴
を
述
べ
て
み
た
い
。
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ま
ず
初
め
に
左
伝
の
説
経
の
論
理
性
、

僖
公
二
十
九
年

体
系
性
を
検
討
し
て
お
き
た
い
。
そ
こ
で
初
め
に
次
の
引
用
か
ら
見
て
み
よ
う
。
，



経
　
　
．
会
王
人
晋
人
宋
人
斉
人
陳
人
察
人
秦
人
盟
干
裡
泉
。

左
伝
　
夏
、
公
会
王
子
虎
晋
狐
催
宋
公
孫
堅
田
馬
沓
父
陳
較
涛
塗
秦
小
子
、
盟
興
野
泉
。
（
中
略
）
卿
不
運
、
罪
聖
主
。
在
礼
、
黒
鳥
会
侯
。

　
　
　
会
伯
子
男
可
也
。

　
右
の
説
経
に
よ
る
と
、
卿
は
公
侯
の
爵
を
持
つ
諸
侯
と
会
盟
を
為
す
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
経
文
は
そ
の
こ
と
を
干
す
る
為
に
「
王

人
晋
人
：
：
」
と
卿
の
名
を
書
い
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
然
る
に
次
の
例
を
み
る
と
、

　
文
公
二
年

経
　
　
公
孫
教
会
宋
公
陳
侯
鄭
伯
晋
士
穀
盟
干
垂
朧
。

左
伝
　
穆
伯
会
諸
侯
及
晋
司
空
士
穀
、
盟
干
垂
耳
。
晋
討
衛
故
也
。
書
日
謄
躍
穀
、
堪
其
事
也
。

　
と
あ
っ
て
前
の
伝
文
と
矛
盾
し
て
い
る
。
前
の
説
経
で
は
「
卿
は
公
侯
に
会
せ
ざ
る
」
が
故
に
、
そ
れ
を
な
し
た
王
子
虎
以
下
六
人
の

卿
が
財
さ
れ
た
。
然
る
に
後
の
例
で
は
、
宋
公
・
陳
侯
な
ど
の
「
公
侯
」
を
含
む
諸
侯
に
、
魯
の
卿
で
あ
る
公
孫
穆
伯
と
晋
の
司
空
で
あ

る
士
穀
が
会
盟
し
て
い
る
の
に
、
何
の
非
難
も
し
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
怪
僧
に
よ
れ
ば
卿
で
も
な
い
士
穀
に
対
し
て
「
堪
其
事
也
」
、

つ
ま
り
よ
く
そ
の
任
に
堪
え
た
と
し
て
こ
れ
を
褒
め
て
い
る
。
明
ら
か
に
矛
盾
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
次
に
経
文
に
は
築
城
の
記
事
が
見
え
る
。
た
と
え
ば
隠
公
七
年
の
「
夏
至
申
丘
」
、
、
荘
公
二
十
九
年
の
「
冬
城
諸
及
防
ト
な
ど
が
そ
れ

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
築
城
そ
の
他
の
身
骨
は
農
務
を
避
け
る
た
め
冬
に
為
す
怪
し
、
と
い
う
時
令
に
立
っ
て
、
左
伝
は
説
経
を
為

し
、
今
挙
げ
た
経
文
に
対
し
、
隠
公
七
年
の
方
に
は

　
　
夏
、
城
中
丘
、
書
不
時
也
。

と
い
う
説
経
を
な
し
、
又
荘
公
二
十
九
年
の
方
に
は
、

　
　
冬
、
十
二
月
、
城
諸
及
防
、
書
時
也
。

と
い
う
よ
う
に
、
時
令
に
合
致
す
る
か
否
か
の
問
題
に
よ
っ
て
説
経
を
為
す
の
が
通
例
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
、
魯
一
国
内
の
防
衛
の

た
め
の
築
城
で
、
戦
時
に
お
い
て
な
さ
れ
る
場
合
は
こ
の
よ
う
な
時
令
に
よ
る
説
経
は
み
ら
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
そ
の
よ
う
な
通
例
を
破

っ
て
、
次
の
如
く
異
質
の
説
経
が
あ
る
。

　
荘
公
三
十
二
年
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経
　
　
春
城
小
穀
。

左
伝
　
春
城
小
穀
、
、
為
管
仲
也
。

　
こ
れ
は
春
の
築
城
で
あ
る
か
ら
、
当
然
非
礼
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
時
令
の
上
か
ら
何
ら
説
明
せ
ず
、
単
に
「
胃
管
仲
也
」
と

す
る
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
も
矛
盾
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
見
て
い
く
と
、

　
荘
公
二
十
七
年

経
　
　
公
会
杞
伯
姫
子
挑
。

左
伝
　
公
会
杞
伯
姫
干
挑
、
非
事
也
。
天
子
非
玄
義
不
平
狩
。
諸
侯
非
民
意
不
挙
。
卿
非
君
命
不
越
寛
。

と
あ
っ
て
、
公
が
杞
伯
姫
と
会
し
た
こ
と
の
非
礼
を
説
明
し
、
そ
れ
に
関
連
し
て
天
子
・
諸
侯
・
卿
の
出
国
の
礼
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の

中
で
「
卿
非
君
命
不
越
甕
」
の
一
文
に
着
目
し
て
、
次
の
例
を
見
て
み
よ
う
。

　
文
公
十
四
年

経
　
’
宋
子
哀
来
奔
。

左
伝
　
宋
高
哀
為
瀟
封
人
、
以
為
卿
。
不
義
宋
公
而
出
、
遂
来
旨
。
書
日
宋
子
哀
来
奔
、
貴
之
也
。

　
こ
れ
は
始
め
瀟
の
庶
人
で
あ
っ
た
宋
の
高
哀
は
、
取
ヶ
立
て
ら
れ
て
卿
と
な
っ
た
が
、
彼
は
宋
公
を
不
義
と
し
て
魯
に
来
落
し
た
。
経

に
「
捨
子
哀
来
命
」
と
書
い
て
あ
る
の
は
、
そ
れ
を
貴
ぶ
義
が
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
先
の
引
用
で
「
卿
は
君
命
に
非
ざ
れ
ば
寛
を

越
え
ず
」
と
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
例
で
は
勝
手
に
出
て
来
た
宋
の
子
哀
を
褒
め
て
い
る
。
こ
れ
も
矛
盾
と
言
う
奇
き
で
あ
ろ

，
つ
。

　
次
に
、
杜
預
は
左
伝
の
荘
公
二
十
二
年
の
「
陳
書
殺
其
公
子
御
冠
」
の
条
で
「
国
討
」
と
い
う
概
念
が
左
伝
に
あ
る
こ
と
を
提
示
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
「
某
国
殺
某
」
あ
る
い
は
「
門
人
殺
某
」
と
い
う
書
き
方
の
時
は
、
国
家
の
意
志
と
し
て
無
道
の
臣
を
聾
す
る
と
い
う

義
が
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
左
伝
の
説
経
も
次
の
例
の
よ
う
に
や
は
り
そ
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
、
裏
公
二
年

経
　
　
楚
殺
其
大
夫
公
子
申
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左
伝
　
楚
公
子
申
為
右
・
司
馬
、
多
形
小
国
之
賂
、
以
福
子
重
・
子
辛
。
古
人
殺
之
。
故
買
楚
殺
其
大
夫
公
子
申
。

　
こ
こ
で
の
「
書
日
」
以
下
の
説
経
は
、
楚
の
小
子
申
は
、
小
国
か
ら
賂
を
取
っ
て
、
子
重
や
子
辛
た
ち
を
圧
迫
す
る
と
い
う
無
道
ぶ
り

で
あ
っ
た
が
、
楚
の
人
々
は
そ
の
た
め
に
小
子
申
を
殺
し
た
、
，
．
こ
れ
は
国
家
全
体
の
意
で
あ
る
か
ら
「
楚
殺
其
大
夫
公
子
申
」
と
書
か
れ

て
い
る
。
従
っ
て
杜
預
の
国
討
は
、
左
伝
の
説
経
に
於
い
て
も
、
－
そ
の
言
葉
は
な
い
が
意
識
は
さ
れ
て
い
る
。
，
と
こ
ろ
が
♪
逆
に
左
伝
の

説
経
は
、
そ
の
筆
法
の
義
に
引
か
れ
て
、
無
理
に
辻
褄
を
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
例
が
あ
る
。

　
嚢
公
十
九
年

経
　
　
斉
殺
其
大
夫
高
厚
。

左
伝
　
秋
、
八
月
、
斉
崔
仔
殺
高
厚
於
濃
藍
鼠
佃
島
室
。
書
日
当
楽
音
大
夫
、
従
君
於
昏
也
。
・

　
こ
れ
は
、
斉
で
斉
崔
が
高
厚
を
殺
し
た
が
、
経
が
国
討
の
筆
法
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
彼
が
斉
君
の
妄
昧
ぶ
り
に
追
従
し
た
か
ら
だ
、

と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
人
を
殺
し
，
て
そ
の
財
産
を
奪
っ
た
の
だ
か
ら
正
し
く
私
感
で
あ
る
。
し
か
る
に
左
伝
の
説
経
者
は
あ
く

ま
で
国
討
と
捉
え
て
説
明
し
て
い
る
。
従
っ
て
こ
の
例
の
「
山
南
直
島
」
の
一
文
は
、
筆
法
に
泥
ん
で
、
こ
じ
つ
け
ら
れ
た
も
の
と
ま
で

言
え
な
い
に
し
て
も
、
少
く
と
も
筆
法
に
引
き
摺
ら
れ
て
い
る
と
は
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
今
見
た
例
で
は
、
筆
法
に
泥
ん
だ
た
め
と
は
言
え
、
　
「
君
に
昏
き
に
従
う
」
こ
と
、
つ
ま
り
君
命
に
大
夫
が
無
批
判
に
従

う
こ
と
が
識
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
・
の
こ
と
か
ら
推
す
と
～
左
伝
の
説
経
者
は
こ
の
例
に
お
い
て
、
大
夫
は
君
命
に
従
順
で

あ
る
よ
り
は
、
君
命
に
優
先
す
る
価
値
の
た
め
に
行
動
す
べ
き
こ
ど
を
主
張
し
て
い
る
も
の
の
よ
う
で
あ
り
、
従
っ
て
、
あ
る
特
殊
な
場

合
、
た
と
え
ば
国
家
利
益
な
ど
の
た
め
で
あ
れ
ば
、
大
夫
が
君
命
を
矯
め
る
こ
と
も
是
認
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方
が
今
の
説
経
の
文
に
介

在
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
次
の
例
で
は
、
魯
の
大
夫
皇
孫
豹
が
国
辱
を
回
避
す
る
た
め
に
、
そ
の
自
由
裁
量
に
よ
っ

て
、
君
命
を
矯
め
た
こ
と
が
非
難
さ
れ
て
い
る
。

　
嚢
公
二
十
七
年

経
　
　
秋
七
月
、
豹
及
諸
侯
之
大
夫
盟
干
宋
。

左
伝
　
季
武
子
使
丁
叔
孫
母
堂
命
日
、
屈
強
藤
。
既
而
斉
人
請
邪
、
宋
人
請
藤
、
直
航
与
盟
。
叔
孫
日
面
膝
人
之
愚
詠
、
我
列
国
也
。
何

　
　
　
故
視
之
。
．
宋
衛
吾
匹
也
。
乃
盟
。
故
不
書
其
族
、
言
違
命
也
。
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広
聴
豹
は
宋
の
盟
に
赴
く
際
に
、
季
武
子
か
ら
君
命
で
あ
る
と
し
て
、
郊
・
膝
の
地
位
と
同
位
に
立
っ
て
、
盟
に
臨
め
と
言
い
渡
た
さ

れ
た
。
し
か
し
、
実
際
に
盟
に
臨
む
と
、
都
・
膝
は
斉
や
宋
の
属
国
と
な
っ
て
盟
に
参
加
し
な
い
。
そ
こ
で
叔
孫
豹
は
か
か
る
「
人
血
私
」

と
な
っ
た
邪
・
膝
の
地
位
に
立
っ
て
盟
う
の
を
止
め
、
列
国
と
し
て
盟
つ
た
。

　
こ
の
場
合
、
も
し
叔
孫
豹
が
君
命
に
従
っ
て
い
れ
ば
、
魯
国
は
列
国
と
し
て
の
地
位
を
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
、
叔
孫

々
の
矯
正
は
国
辱
を
回
避
す
る
上
か
ら
是
認
さ
れ
て
然
る
べ
き
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
説
経
者
は
そ
の
よ
う
な
背
景
を
考
慮
す
る
こ
と
も

な
く
、
曾
孫
豹
が
公
命
を
矯
め
た
こ
と
に
の
み
着
目
し
て
、
経
に
族
を
書
い
て
い
な
い
の
は
、
つ
ま
り
「
叔
孫
」
と
い
う
字
が
な
い
の
は
、

君
命
を
矯
め
た
こ
と
を
非
難
す
る
義
・
が
あ
る
と
解
、
釈
す
る
の
み
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
例
も
、
筆
法
に
引
き
摺
ら
れ
た
例
で
あ
る
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
同
時
に
、
先
程
の
嚢
公
十
九
年
の
君
命
に
盲
従
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
考
え
と
大
き
く
矛
盾
し

て
い
る
こ
と
も
指
摘
で
き
、
左
伝
の
説
経
の
体
系
的
、
論
理
的
不
備
を
こ
こ
に
お
い
て
も
指
摘
で
き
る
。

　
劉
逢
禄
は
、
そ
の
著
．
『
左
軸
春
秋
考
証
』
巻
上
に
お
い
て
、
左
伝
の
「
書
日
」
な
ど
の
説
経
野
墓
文
が
宵
立
の
増
益
で
あ
る
と
言
ひ
、

あ
る
い
は
そ
う
で
な
く
と
㍍
春
秋
を
伝
え
て
い
な
い
と
一
言
っ
て
い
へ
組
）
・
そ
れ
は
鎌
田
正
氏
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
．
起
・
公
羊
伝
の
義
を

襲
い
つ
つ
、
こ
れ
に
異
を
立
て
よ
う
と
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
も
し
左
伝
の
説
経
が
公
羊
伝
の
義
を
承
け
た

劉
歌
な
ど
に
よ
る
増
益
で
あ
る
な
ら
、
彼
ら
は
当
然
公
羊
伝
の
高
い
論
理
性
、
、
体
系
性
を
知
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
上
に
見
て
き

た
よ
う
な
論
理
性
、
体
系
性
の
不
備
欠
陥
を
こ
の
よ
う
に
露
呈
す
る
よ
う
な
説
経
を
施
す
こ
と
は
な
い
・
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
か
ら
、
左

伝
の
説
経
の
文
を
公
羊
伝
以
後
の
劉
散
な
ど
の
増
益
で
あ
る
と
す
る
ζ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
仮
り
に
、
増
益
が
あ
っ
た
と
し
て

も
、
そ
れ
は
ご
く
部
分
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
以
下
、
左
伝
の
説
経
に
こ
う
し
た
論
理
的
、
体
系
的
不
備
欠
陥
の
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
、
そ
れ
に
留
意
し
つ
つ
、
思
想
的
な

意
味
の
検
討
を
試
み
て
み
た
い
。
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二

ま
ず
左
伝
の
説
経
が
王
あ
る
い
は
天
子
を
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
る
か
を
見
て
お
こ
う
。

成
公
十
五
年



経
　
　
晋
侯
執
曹
伯
、
帰
干
京
師
。

左
伝
　
　
（
諸
侯
）
会
干
戚
、
重
曹
成
公
也
。
執
而
立
諸
京
師
。
書
票
晋
侯
執
曹
伯
、
不
及
其
民
也
。
凡
愚
不
道
於
士
民
、
諸
侯
討
而
執
之

　
　
　
則
日
某
人
執
某
侯
、
不
然
則
否
。

　
こ
れ
は
諸
侯
間
の
討
伐
に
関
す
る
説
経
で
、
　
「
凡
」
以
下
は
そ
の
場
合
の
原
則
を
述
べ
る
杜
預
の
春
秋
左
氏
富
里
に
所
謂
「
凡
例
」
で

あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
も
し
民
に
無
道
な
る
君
主
を
諸
侯
軍
が
討
伐
し
て
捕
え
た
場
合
は
、
そ
の
諸
侯
軍
の
代
表
で
あ
る
国
の
名
に

「
人
」
の
字
を
つ
け
て
「
某
人
執
某
侯
」
と
経
に
書
く
の
が
原
則
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
　
「
書
日
」
以
下
は
、
　
「
晋
人
」

で
な
く
、
　
「
桜
雲
」
と
な
っ
て
い
る
理
由
を
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
凡
例
で
は
、
　
「
民
に
道
あ
ら
ざ
る
」
諸
侯
の
場
合
の
み

「
某
人
執
某
公
」
と
書
く
か
ら
、
こ
の
場
合
「
晋
侯
伯
曹
伯
」
と
あ
る
の
は
、
曹
伯
は
何
ら
か
の
罪
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
少
く
と
も
民

に
関
る
罪
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
の
場
合
注
目
さ
れ
る
の
は
、
か
か
る
諸
侯
間
の
討
伐
に
お

い
て
、
　
「
凡
そ
君
民
に
道
あ
ら
ず
し
て
云
云
」
と
、
諸
侯
と
王
で
は
な
く
、
諸
侯
と
民
の
関
係
を
問
題
に
し
て
説
経
を
な
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。

　
公
羊
伝
に
あ
っ
て
は
、
か
か
る
討
伐
は
諸
侯
と
王
命
と
の
関
係
を
問
題
に
し
て
、
王
命
を
得
な
い
討
伐
は
「
三
面
」
と
し
、
　
「
諸
侯
之

義
、
不
得
専
討
也
」
　
（
宣
公
十
一
年
）
と
し
て
い
た
。
ま
た
「
上
に
天
子
無
く
、
下
に
方
丸
呑
」
き
時
に
、
天
子
の
代
行
と
し
て
無
道
の

君
を
伐
つ
場
合
は
「
伯
討
」
と
し
て
い
た
（
僖
公
四
年
）
。
い
ず
れ
に
し
て
も
公
直
伝
に
あ
っ
て
は
、
諸
侯
間
の
討
伐
は
諸
侯
と
天
命
と

の
関
係
に
視
点
を
置
い
て
説
経
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
ま
た
穀
梁
伝
に
お
い
て
も
「
伯
討
」
の
概
念
が
あ
り
（
定
言
元
年
）
、
ま
た
次
の
例
に
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
諸
侯
間
の
討

伐
は
諸
侯
と
王
命
と
の
関
係
を
問
題
に
し
て
説
か
れ
る
。

　
僖
公
二
十
八
年

経
　
　
晋
人
執
衛
侯
、
帰
之
干
京
師
。

穀
梁
　
此
入
而
執
、
其
不
言
入
、
何
也
。
不
外
王
命
於
衛
也
。
（
後
略
）

　
こ
の
よ
う
に
重
三
直
伝
が
諸
侯
間
の
討
伐
を
諸
侯
と
王
命
と
の
関
係
を
問
題
に
し
て
説
経
を
施
そ
う
と
す
る
の
は
、
王
を
礼
的
秩
序
の

最
高
位
者
と
し
て
示
す
た
め
に
絶
好
の
素
材
だ
か
ら
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
っ
こ
れ
に
対
も
て
左
伝
の
説
経
者
は
か
か
る
素
材
化
お
い
て
、
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そ
の
視
点
を
王
と
諸
侯
に
で
は
な
く
君
止
民
に
向
け
て
い
た
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
「
左
伝
の
説
経
者
が
そ
れ
だ
け
王
を
諸
侯
と
の
関
係
に
お

い
て
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
問
題
意
識
に
お
い
て
稀
薄
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
．
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
次
の
例
は
覇
者
の
役
割
を
述
べ
た
凡
例
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
お
い
て
も
、
王
命
と
の
関
り
が
論
及
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
例
も
か
か
る

推
測
を
助
け
る
。

　
僖
公
元
年

　
　
　
凡
侯
伯
救
患
、
分
災
、
討
罪
、
礼
也
。

　
さ
ら
に
次
の
例
を
み
て
み
よ
う
。

　
桓
公
十
五
年

経
　
　
天
王
使
家
父
来
求
車
。

左
伝
　
天
王
使
家
父
来
求
車
、
非
礼
也
。
諸
侯
不
貢
車
服
。
天
子
不
私
求
財
。

　
こ
こ
で
左
伝
の
説
経
者
は
、
天
子
が
諸
侯
に
求
財
を
な
す
こ
と
を
、
諸
侯
の
天
子
に
対
す
る
貢
献
の
品
目
の
良
し
悪
し
の
上
か
ら
、
ま

た
私
的
欲
求
の
た
め
で
あ
る
か
、
公
的
必
要
の
た
め
で
あ
る
か
の
問
題
か
ら
説
経
を
為
し
て
い
る
。

　
公
穀
両
伝
は
同
経
文
に
対
し
て
、
公
喧
伝
に
お
い
て
は
「
王
者
無
求
」
、
穀
梁
伝
に
お
い
て
は
「
（
天
子
）
無
徴
求
」
と
、
．
公
私
に
拘

ら
ず
全
面
的
に
否
定
し
て
い
る
。

公
羊
　
何
以
書
、
識
β
何
以
識
爾
、
王
者
無
求
。
求
車
非
礼
也
。

穀
梁
　
古
者
諸
侯
時
献
干
天
子
、
以
其
国
之
所
有
。
故
辞
譲
而
無
徴
求
。
求
車
非
礼
也
。
求
金
扇
　
。

．
こ
こ
で
、
公
爵
両
伝
が
天
子
の
当
主
を
全
面
的
に
否
定
す
る
の
は
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
天
子
の
諸
侯
に
対
す
る
超
越
性
を
主
張

　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
天
子
は
諸
侯
に
超
越
的
に
君
臨
し
て
、
こ
れ
を
指
導
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
、
む
や
み
に
求
財
す
れ
ば

そ
の
威
信
を
漬
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
か
か
る
公
命
両
伝
の
説
経
の
仕
方
は
、
天
子
と
諸
侯
の
関
係
の
提
示
と
い
う
点
に
視

点
が
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
左
伝
は
今
み
た
よ
う
に
、
私
的
な
求
財
は
否
定
す
る
が
、
公
的
な
求
財
は
否
定
し
て
い
な
い
か
ら
、
天
子
・
諸
侯
の

相
互
に
依
存
す
べ
き
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
あ
る
べ
き
天
子
・
諸
侯
の
関
係
の
提
示
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と
い
う
問
題
は
直
接
表
面
に
出
て
来
て
お
ら
ず
、
求
財
が
公
的
で
あ
っ
た
か
否
か
と
い
う
天
子
個
人
の
徳
性
の
間
塞
、
あ
る
い
は
貢
献
の

品
目
の
問
題
か
ら
説
経
が
な
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
・
こ
の
例
も
ま
た
天
子
を
諸
侯
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
る
か
と
い
う
問
題

意
識
が
、
左
伝
の
説
経
者
に
稀
薄
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
示
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

　
結
局
先
程
の
成
公
十
五
年
の
諸
侯
間
の
討
伐
の
例
に
お
い
て
、
左
伝
の
説
経
者
が
、
そ
れ
を
提
示
す
る
の
に
ょ
い
素
材
で
あ
る
に
も
拘

ら
ず
、
諸
侯
と
そ
の
上
位
者
た
る
天
子
と
の
関
係
の
方
に
視
点
を
置
い
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
あ
る
べ
き
関
係
の
提
示
と
い
う
問

題
意
識
が
稀
薄
で
あ
る
こ
と
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
て
み
る
と
、
そ
の
視
点
を
諸
侯
と
そ
の
下
位
た
る
民
と
の
関
係
の
方
に
置

い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
左
伝
の
説
経
に
、
民
あ
る
い
は
民
意
を
重
視
す
る
傾
向
の
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
は
な
か

ろ
う
か
、
つ
ま
り
、
左
伝
の
説
経
者
が
民
あ
る
い
は
民
意
を
重
視
す
る
た
め
に
、
説
経
に
当
っ
て
の
説
経
者
の
意
識
が
そ
ち
ら
の
方
に
引

き
摺
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
推
測
が
成
り
立
つ
わ
け
で
あ
る
。
次
に
そ
の
問
題
を
見
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三

　
そ
こ
で
次
の
例
を
見
て
み
よ
う
。

　
僖
公
十
九
年

経
　
　
梁
亡

左
伝
　
蓄
蔵
、
不
書
馬
主
、
自
主
之
也
。
初
梁
伯
好
土
功
、
亟
城
品
品
処
。
民
罷
而
弗
補
則
日
某
冠
将
至
。
下
溝
公
宮
田
秦
将
雷
門
、
民

　
　
　
催
而
潰
。
秦
取
梁
。

　
こ
れ
は
経
に
「
梁
亡
」
と
滅
し
た
者
の
名
を
書
い
て
い
な
い
こ
と
に
対
し
て
、
梁
伯
が
民
を
む
や
み
に
疲
病
さ
せ
、
ま
た
必
要
以
上
に

民
を
恐
々
し
た
た
め
、
梁
の
民
が
逃
げ
出
し
、
秦
が
労
せ
ず
し
て
梁
を
取
っ
た
。
故
に
こ
れ
は
自
滅
と
同
様
で
あ
る
か
ら
そ
の
よ
う
に
書

か
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
左
伝
の
説
経
者
は
梁
が
滅
ん
だ
原
因
を
梁
伯
が
民
を
疲
病
さ
せ
た
こ
と
に
帰
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ

い
。　

こ
れ
を
穀
梁
伝
の
同
経
文
忙
対
す
る
説
経
と
比
較
し
て
み
よ
う
。

穀
梁
　
自
得
也
。
端
野
酒
、
淫
於
色
、
心
昏
耳
目
塞
。
上
無
正
長
之
治
、
大
臣
背
叛
、
民
為
冠
盗
。
梁
亡
自
亡
也
。
描
写
力
役
焉
、
悪
銭
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足
道
也
。
後
略
。

　
穀
梁
伝
の
解
釈
で
は
、
梁
が
滅
ん
だ
の
は
、
梁
伯
が
酒
色
に
お
ぼ
れ
、
臣
下
の
諫
言
を
聞
こ
う
と
せ
ず
、
政
治
的
崩
壊
を
き
た
し
、
大

臣
が
離
反
し
て
、
民
が
野
盗
を
為
す
よ
う
に
な
っ
た
の
が
原
因
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
一
見
左
伝
の
解
釈
と
大
し
た
差
は
な
い
よ
う
で
あ

る
。
し
か
し
、
次
に
「
如
し
力
役
を
加
へ
ば
酒
道
ふ
に
足
ら
ず
」
、
つ
ま
り
、
　
「
某
国
滅
梁
」
と
い
う
よ
う
に
戦
役
に
よ
っ
て
滅
ん
だ
形

に
す
れ
ば
、
梁
伯
の
酒
色
に
お
ぼ
れ
た
無
道
ぶ
り
が
告
発
で
き
な
い
か
ら
こ
の
よ
う
に
自
滅
の
形
に
し
た
の
だ
と
続
い
て
い
る
。
従
っ
て

穀
梁
伝
は
、
こ
の
「
梁
亡
」
の
原
因
を
梁
伯
の
個
人
的
道
徳
性
の
問
題
に
帰
し
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
左
伝
は
、
先
に
見
た

よ
う
に
梁
伯
が
民
を
目
病
さ
せ
た
こ
と
に
求
め
て
い
た
。
結
局
、
そ
れ
だ
け
左
伝
の
説
経
者
は
、
国
家
に
お
け
る
民
の
果
た
す
役
割
を
大

き
な
も
の
と
見
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
左
伝
の
説
経
者
は
、
国
家
存
立
の
要
件
と
し
て
、
民
の
存
在
を
重
視
す
る
意

識
が
強
い
と
言
え
る
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
民
の
国
家
に
お
い
て
果
た
す
役
割
を
大
き
な
も
の
と
見
る
左
伝
の
説
経
者
は
、
以
下
に
み
る
よ
う
に
民
に
無
道
な
る
国
君

の
試
殺
を
も
是
認
す
る
の
で
あ
る
。

　
文
公
十
六
年

経
　
　
冬
、
十
有
一
月
、
宋
人
斌
其
君
杵
臼

左
伝
　
宋
公
子
飽
尊
卑
国
人
。
宋
飢
、
端
其
粟
軍
事
之
、
年
自
七
十
以
上
、
無
不
韻
論
也
。
時
加
差
珍
異
。
無
日
不
野
駆
六
町
之
門
。

　
　
　
（
中
略
）
公
子
図
研
而
艶
。
嚢
夫
人
欲
通
之
、
而
不
可
。
乃
助
之
施
。
昭
公
無
道
、
国
人
奉
公
子
飽
以
因
夫
人
。
　
（
中
略
）
冬
十

　
　
　
一
月
甲
寅
、
宋
昭
公
墨
田
孟
諸
、
墨
入
。
夫
人
王
事
使
師
　
攻
而
殺
之
。
　
（
中
略
）
書
宋
人
殺
母
君
杵
臼
、
君
無
道
也
。

　
こ
の
例
は
宋
の
斌
君
事
件
を
記
述
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
宋
が
飢
え
た
際
に
粟
を
尽
く
し
た
り
、
年
七
十
以
上
の
老
人
に
食

物
を
贈
っ
た
り
し
て
、
　
「
国
人
に
礼
有
」
っ
て
、
国
人
の
支
持
を
得
た
宋
の
公
子
飽
を
嚢
夫
人
王
姫
が
、
そ
の
臣
下
師
旬
に
命
じ
て
君
を

試
さ
せ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
左
伝
の
説
経
は
、
．
こ
の
斌
君
事
件
ば
嚢
夫
人
が
仁
君
者
で
あ
る
の
に
、
　
「
里
人
、
其
の
君
早
算
を
試
す
」

と
、
そ
の
名
が
経
に
書
か
れ
て
い
な
い
の
は
、
そ
の
斌
君
が
宋
人
の
意
向
に
従
う
も
の
だ
か
ら
、
経
は
嚢
夫
人
を
罪
す
る
の
を
や
め
て
、

君
の
無
道
を
財
す
る
義
の
み
を
示
し
て
い
る
の
だ
、
と
捉
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
左
伝
の
説
経
者
は
国
人
の
意
向
に

従
う
斌
君
は
、
是
認
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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も
う
一
例
見
て
み
よ
う
。

　
嚢
公
三
十
一
年

経
　
　
十
有
一
月
、
菖
人
斌
其
君
密
州
。

左
伝
　
菖
黎
比
公
生
去
疾
及
展
輿
。
既
墾
展
輿
又
廃
之
。
黎
電
工
虐
、
国
人
患
之
。
十
「
月
、
展
輿
因
国
人
、
以
攻
菖
子
試
之
、
乃
立
。

　
　
　
去
疾
奔
斉
・
（
申
略
）
書
日
菖
人
糞
藩
梨
攣
。
罪
之
在
世
・

　
こ
の
例
も
先
の
文
公
十
六
年
の
宋
の
冬
芝
と
同
様
、
無
道
の
君
を
国
人
の
意
向
を
得
た
者
が
試
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
説
経
の
文
の

中
で
「
言
罪
之
目
黒
」
と
い
う
だ
け
で
「
罪
の
在
る
」
所
が
明
確
で
な
い
。
そ
こ
で
次
の
養
君
の
筆
法
を
熱
し
た
凡
例
を
見
て
み
よ
う
。

　
　
　
凡
斌
君
、
称
君
、
君
無
道
也
。
称
臣
、
臣
之
罪
也
。
　
（
宣
公
四
年
）

　
こ
の
凡
例
に
よ
れ
ば
、
試
君
の
際
に
経
文
に
君
の
名
の
み
が
記
さ
れ
て
い
る
と
き
、
つ
ま
り
「
某
国
堅
固
君
某
」
・
あ
る
い
は
「
某
人
里
其

君
」
と
あ
る
と
き
は
、
そ
の
試
さ
れ
た
君
の
無
道
を
署
す
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
試
君
者
の
名
を
称
し
て
い
る
場
合
、
つ
ま
り
「
里
下
亡

君
某
」
と
あ
る
と
き
は
、
斌
導
者
を
些
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
凡
例
の
論
法
の
中
に
す
で
に
試
君
が
財
さ
れ
な
い
場
合
の

あ
る
こ
と
の
示
唆
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
今
問
題
に
し
て
い
る
嚢
公
三
十
一
年
の
菖
の
斌
君
事
件
は
、
こ
の
凡
例
に
従

う
と
、
経
文
に
は
「
聖
人
試
写
君
密
州
」
と
あ
る
か
ら
、
君
の
無
道
を
擬
す
る
義
が
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
説
経
文
申
の

コ
言
聖
遷
在
也
」
の
罪
は
、
や
は
り
菖
君
に
あ
る
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
こ
の
菖
の
展
輿
に
よ
る
明
君
は
是
認
さ
れ
て

い
る
も
の
と
左
伝
の
説
経
者
は
み
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
、
こ
の
斌
君
も
や
は
り
、
先
の
宋
の
斌
君
の
場
合
と
同
様
に
、
国
人

の
意
向
に
従
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
9
）

　
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
言
う
「
国
人
」
と
は
、
宇
都
宮
清
吉
氏
の
指
摘
に
よ
れ
ば
本
来
諸
侯
・
卿
・
大
夫
・
士
の
邑
制
国
家
内
の
支
配
階

級
を
称
す
る
言
葉
で
あ
っ
た
・
と
こ
ろ
が
・
左
伝
に
お
い
て
は
増
淵
襲
氏
が
す
で
に
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
諭
）
「
国
人
」
と
「
民
」

の
用
法
が
撰
し
て
い
る
の
で
要
る
・
そ
れ
は
戦
国
期
・
つ
ま
り
・
邑
制
国
家
が
崩
壊
し
・
領
土
国
家
と
変
質
し
た
時
期
以
降
の
監
ど

考
え
ら
れ
る
左
伝
に
お
い
て
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
先
程
の
野
里
十
九
年
の
梁
の
滅
亡
の
例
に
お
い
て
、
左
伝
の
説
経
者
は
、
国
君
と
民
と

の
関
係
に
お
い
て
、
国
君
が
土
功
を
強
要
し
て
、
国
の
基
た
る
民
を
圧
迫
し
た
、
と
そ
の
原
因
を
説
明
し
て
い
た
が
、
そ
う
す
る
と
、
左

伝
の
説
経
者
は
、
春
秋
時
代
の
「
国
人
」
　
（
卿
・
大
夫
・
士
）
の
代
表
者
的
存
在
と
し
て
国
君
を
捉
え
ず
、
被
搾
取
階
級
た
る
「
民
」
に

一1
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君
臨
し
、
こ
れ
を
支
配
す
る
家
父
長
的
専
制
支
配
者
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
従
っ
て
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
や
は
り
左
伝
の
説

経
者
に
と
っ
て
、
国
家
と
は
領
土
国
家
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
見
た
二
例
の
斌
君
是
認
の
根

拠
と
な
っ
た
「
国
人
」
の
意
向
も
、
左
伝
の
説
経
者
の
認
識
す
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
．
は
、
そ
の
ま
ま
「
民
」
の
意
向
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
で
あ
る
。

　
さ
て
以
上
の
如
く
左
伝
の
説
経
は
、
民
の
意
向
を
得
た
国
君
を
是
認
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
だ
け
民
意
を
重
視
す
る
傾
向

が
強
い
と
言
え
、
ま
た
同
時
に
そ
れ
は
、
国
君
の
民
意
を
重
視
す
べ
き
こ
と
の
主
張
と
も
言
え
る
。

　
さ
ら
に
こ
の
左
伝
の
特
徴
を
次
の
立
君
の
例
に
よ
っ
て
見
て
み
よ
う
。

　
隠
公
四
年

経
　
　
冬
、
十
有
二
月
、
衛
人
立
晋
。

左
伝
　
冬
、
十
二
月
、
宣
公
即
位
。
書
日
衛
人
立
晋
、
衆
也
。

　
隠
公
四
年
、
衛
の
州
旺
は
そ
の
素
雪
公
を
駕
し
て
立
と
う
と
し
た
が
、
彼
は
自
ら
の
即
位
を
正
当
化
す
る
た
め
、
先
君
来
の
怨
仇
た
る

鄭
を
伐
ち
、
列
侯
の
指
示
を
得
て
、
衛
の
民
を
懐
柔
し
よ
う
と
図
っ
た
。
し
か
し
、
結
果
的
に
は
そ
れ
に
失
敗
し
、
通
人
は
右
宰
醜
を
指

し
向
け
て
彼
を
漢
の
地
に
殺
さ
し
め
、
新
た
に
邪
に
出
奔
中
の
先
君
桓
公
の
弟
公
子
晋
を
立
て
た
。
右
の
経
文
は
そ
の
事
件
に
関
す
る
記

載
で
あ
る
。
左
伝
の
説
経
は
、
そ
れ
を
説
明
し
て
、
　
「
衆
評
」
と
し
て
い
る
が
、
竹
添
氏
の
「
会
箋
」
は
、
こ
の
「
書
日
」
は
、
経
に
「

三
人
」
を
主
語
に
し
て
書
か
れ
て
い
る
の
は
公
子
晋
が
衆
意
を
得
て
い
る
の
を
褒
め
る
義
が
あ
る
こ
と
を
説
明
し
た
も
の
と
解
説
し
て
い

る
。
そ
れ
が
妥
当
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、
こ
の
左
伝
の
説
経
を
同
文
に
対
す
る
他
の
二
伝
と
比
較
す
る
と
、
そ
の
立
場
が
明
確
に
な
る
。

経
　
　
冬
、
十
二
月
、
衛
人
立
晋
。

公
羊
　
晋
者
何
、
公
子
晋
也
。
立
者
何
、
立
者
魚
掛
立
也
。
全
称
人
何
、
野
立
之
想
念
也
。
然
則
追
立
之
、
怨
讐
立
之
。
石
借
書
之
則
其

　
　
　
三
人
何
、
衆
三
所
欲
立
也
。
衆
錐
欲
立
之
、
其
立
之
非
也
。

穀
梁
　
当
人
者
衆
撃
払
。
立
者
不
宜
立
者
也
。
晋
之
名
、
悪
也
。
其
登
算
以
立
撃
必
至
、
得
魚
掛
。
得
早
春
是
賢
也
、
賢
則
其
日
不
宜
立

何
回
、
春
秋
之
義
、
諸
侯
与
正
而
不
三
三
之
。

　
公
羊
伝
の
み
こ
の
立
君
が
石
借
に
よ
る
も
の
だ
と
す
る
点
で
相
異
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
そ
れ
が
衆
意
を
得
て
い
る
も
の
で
あ

一1
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る
と
す
る
点
で
は
三
伝
皆
同
様
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
前
提
に
立
っ
て
公
民
活
は
敢
え
て
「
衆
心
を
立
て
ん
と
欲
す
と
錐
も
、
其
の
之
を

立
つ
る
は
非
な
り
」
と
、
そ
の
衆
意
に
よ
る
正
子
を
否
定
し
て
い
る
。
ま
た
穀
誤
伝
も
「
正
に
与
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
衆
意
を
得
た
）
賢
に
与
せ
ず
」

と
・
正
統
性
の
上
か
ら
同
様
に
こ
れ
を
否
定
し
て
い
る
・
こ
こ
で
公
羊
伝
が
衆
意
に
反
対
す
る
の
は
・
夏
休
の
注
に
粗
骨
よ
海
・
舞

を
否
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
、
そ
れ
だ
け
全
体
秩
序
へ
の
配
慮
の
跡
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
穀
平
倉
は
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

上
で
さ
ら
に
正
統
性
を
問
題
に
し
て
お
り
、
穀
梁
に
　
一
般
的
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
守
成
へ
の
配
慮
が
こ
こ
に
於
い
て
も
窺
え
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
左
伝
は
、
説
経
の
論
理
が
「
衆
意
」
に
止
ま
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
発
展
が
な
い
。
そ
う
す
る
と
左
伝
の
説
経
者
の
意
識

に
あ
っ
て
は
か
か
る
立
君
を
そ
の
ま
ま
是
認
し
て
い
る
も
の
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

　
尚
、
今
の
例
の
「
衛
人
立
晋
」
の
よ
う
な
、
衆
意
に
よ
っ
て
国
君
が
立
っ
た
よ
う
な
表
現
は
、
経
文
中
墨
．
に
見
当
ら
な
い
の
で
、
先
に

挙
げ
た
三
豊
の
例
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
代
表
す
る
の
で
、
従
っ
て
こ
こ
で
得
た
左
伝
の
説
経
が
衆
意
に
よ
る
立
君
を
是
認
す
る
と
い

う
結
論
は
、
そ
の
ま
ま
妥
当
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

　
さ
ら
に
先
程
の
試
君
の
例
を
見
た
後
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
左
伝
の
説
経
者
の
認
識
す
る
所
に
お
い
て
は
、
　
「
国
人
」
も
「
民
」
も
同

様
な
も
の
、
つ
ま
り
、
領
土
国
家
に
お
け
る
支
配
者
と
被
支
配
者
を
意
味
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
今
の
衛
の
立
君
の
主
体
と
な

っ
た
「
衛
人
」
も
衛
の
民
と
、
説
経
者
は
み
て
い
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
今
見
た
よ
う
に
、
左
伝
の
説
経
に
お
い
て
は
、
民
意
に
よ
る
立
君
が
是
認
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
公
羊
伝
や
穀
梁

伝
は
こ
れ
を
全
体
秩
序
の
上
か
ら
否
定
し
て
い
た
。
こ
れ
は
逆
に
言
え
ば
、
左
伝
に
そ
の
よ
う
な
全
体
秩
序
へ
の
配
慮
の
跡
が
な
い
と
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
斌
君
の
是
認
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
も
言
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
を
斌
す
る
こ
と
を
是
認
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
そ
れ

　
公
羊
伝
に
お
い
て
も
、
日
原
氏
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
民
に
当
直
の
君
は
、

は
「
文
与
さ
ざ
る
も
実
与
す
」
の
現
実
承
認
の
立
場
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
（
暗
い
ず
れ
に
し
て
も
・
「
文
●
実
」
の
概
念
を
も
つ
公
羊
伝

は
、
全
体
秩
序
へ
の
配
慮
も
強
い
と
言
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
左
伝
の
説
経
は
そ
の
よ
う
な
配
慮
も
な
く
た
だ
是
認
す
る
の
み
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
第
二
章
で
検
討
し
た
、
天
子
の
諸
侯
に
対
す
る
位
置
付
け
と
い
う
問
題
意
識
が
稀
薄
で
あ
る
こ
と
と
関
連
し
て
、
そ
れ
だ
け

左
伝
の
説
経
に
は
明
確
な
政
治
理
念
の
確
立
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。

「1
2
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四

　
こ
こ
で
こ
れ
ま
で
述
べ
た
と
こ
ろ
を
簡
単
に
ま
と
め
て
お
こ
う
。
ま
ず
第
一
章
で
は
、
左
伝
の
説
経
で
は
論
理
的
一
貫
性
が
乏
し
く
、

公
爵
両
伝
に
比
べ
て
体
系
的
に
不
備
で
あ
る
と
、
い
う
こ
と
を
検
討
し
た
。
次
に
第
二
章
で
は
、
天
子
の
階
級
的
位
置
付
け
と
い
う
問
題
意

識
が
稀
薄
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
み
、
第
三
章
で
は
ハ
左
伝
の
説
経
が
民
意
を
重
視
し
、
国
家
滅
亡
の
原
因
を
国
君
が
民
意
を
把
握
で
き

な
い
こ
と
に
帰
し
、
民
意
に
よ
る
斌
君
を
是
認
し
、
民
意
に
よ
る
国
君
の
擁
立
を
是
認
し
て
い
る
こ
と
を
検
討
し
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
戦
国
末
期
か
ら
漢
初
に
か
け
て
の
儒
家
一
般
の
課
題
と
し
て
、
漸
く
強
力
に
な
っ
て
い
く
専
制
体
制
を
如
何
に
把
握
し
つ

つ
、
自
ら
の
思
想
体
系
を
如
何
に
確
立
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
萄
子
に
お
い
て
は
、
刑
法
の
肯
定
、
尊
賢
使
能
の
徹

底
な
ど
に
よ
っ
て
・
纂
体
制
に
接
近
し
・
専
政
的
君
権
の
強
化
を
図
つ
嘩
思
想
的
に
吾
子
に
近
い
と
さ
れ
る
穀
梁
睡
・
や
は
り
天

子
の
一
元
的
支
配
の
強
化
と
い
う
特
徴
を
も
っ
て
い
た
。
ま
た
公
虚
伝
も
権
力
の
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
的
存
在
と
い
う
特
徴
を
持
ち
な
が
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

も
、
や
は
り
家
族
道
徳
に
徹
し
え
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
時
期
に
生
き
た
、
あ
る
い
は
成
立
し
た

儒
家
あ
る
い
は
書
は
、
専
政
体
制
が
強
化
さ
れ
て
い
く
政
治
情
況
に
何
ら
か
の
形
で
影
響
を
う
け
て
い
る
と
い
え
る
。
故
に
戦
国
末
期
あ

る
い
は
秦
代
の
成
立
と
さ
れ
る
左
伝
も
ま
た
こ
の
よ
う
な
政
治
情
況
に
何
ら
か
の
影
響
を
受
け
て
、
そ
れ
に
対
応
す
る
何
ら
か
の
政
治
理

念
が
提
示
さ
れ
て
い
て
当
然
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
左
伝
の
説
経
者
に
は
明
確
な
天
子
の
位
置
付
け
、
全

体
秩
序
へ
の
配
慮
と
い
う
問
題
意
識
が
稀
薄
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
戦
国
末
期
の
儒
家
一
般
の
傾
向
と
は
や
～
異
質
な
も
の
と
言
え
る
。

そ
し
て
一
方
で
は
、
左
伝
の
説
経
の
民
意
重
視
へ
の
志
向
は
強
く
、
民
意
に
よ
る
強
雨
、
立
番
を
も
是
認
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
左
伝
の

説
経
者
は
政
治
理
念
の
構
築
者
と
い
う
よ
り
は
、
よ
り
多
く
政
治
批
判
者
と
し
て
の
性
格
が
強
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
左
伝
の
説
経
者
は

戦
国
末
期
の
政
治
情
況
下
に
あ
っ
て
、
政
治
面
判
者
と
し
て
の
立
場
に
終
始
し
、
専
制
体
制
に
妥
協
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
に
反
対
す
る

立
場
に
あ
っ
た
が
故
に
、
戦
国
末
期
の
儒
家
一
般
の
傾
向
と
異
な
り
、
民
意
重
視
へ
の
志
向
性
が
強
く
現
れ
て
い
る
と
、
一
応
考
え
ら
れ

る
。　

こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
左
伝
の
説
経
の
思
想
が
生
ま
れ
た
場
を
戦
国
末
期
の
ど
こ
か
に
見
出
そ
う
と
す
れ
ば
、
当
面
考
え
ら
れ
る
の
は
、

当
時
の
郡
県
支
配
下
の
郷
村
で
あ
ろ
う
。
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増
淵
氏
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
春
秋
時
代
以
来
の
郡
県
制
の
発
達
を
阻
害
し
て
き
た
族
的
組
織
が
次
第
に
分
解
さ
れ
、
そ
の
分
解
に
よ
っ
て

族
的
支
配
下
に
あ
っ
た
個
々
の
民
は
、
郷
村
に
あ
っ
て
新
た
に
父
老
的
土
豪
を
中
心
と
す
る
自
律
的
な
秩
序
を
形
成
し
て
い
き
、
戦
国
以

後
の
専
制
君
主
は
、
郷
村
の
直
接
支
配
を
そ
の
よ
う
な
父
老
的
土
豪
を
官
僚
制
の
最
末
端
に
置
く
形
で
委
ね
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ

う
な
郷
村
の
リ
ー
ダ
ー
は
、
中
央
の
権
力
が
そ
の
郷
村
の
利
益
を
阻
害
す
る
形
で
発
動
さ
れ
る
と
、
そ
れ
を
拒
否
す
る
よ
う
な
性
格
を
も

　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

つ
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
郷
村
の
性
格
及
び
支
配
形
態
は
、
秦
の
統
一
以
後
、
無
代
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
く
わ
け
で
あ
る
が
、

さ
ら
に
町
田
三
郎
氏
の
指
摘
で
は
、
そ
の
よ
う
な
郷
村
に
定
着
し
、
あ
る
い
は
そ
の
郷
村
の
リ
ー
ダ
ー
と
も
な
っ
て
い
た
儒
家
集
団
の
存

讐
霧
篠
ビ
緊
罐
羅
越
知
難
禦
継
継
講
　
悔
雛
取
諜
諺
弊
勧

立
傘
を
是
認
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
民
を
君
よ
り
上
位
に
位
置
付
け
よ
う
と
す
る
左
伝
の
説
経
の
特
徴
と
一
致
す
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
う
考
え
る
に
は
今
一
つ
以
下
に
示
す
よ
う
な
大
き
な
問
題
が
残
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
左
伝
の
親
親
の
思
想
の
欠
落
あ
る
い

は
稀
薄
さ
で
あ
る
。

　
先
程
敢
え
て
触
れ
な
か
っ
た
が
、
第
三
章
の
千
三
の
検
討
に
お
い
て
引
用
し
た
嚢
公
三
十
一
年
号
一
文
は
、
菖
の
展
輿
が
国
人
の
支
持
・

を
得
て
菖
君
黎
比
公
を
獄
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
展
輿
と
い
う
人
物
は
、

　
　
　
菖
黎
比
公
生
去
疾
及
展
輿
。

と
あ
る
よ
う
に
、
菖
君
の
子
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
窪
く
も
左
伝
の
説
経
者
が
儒
家
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
と
こ
ろ
へ
の
着
目
が
あ
っ
て
当
然
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
第
一
章
の
成
公
十
五
年

の
諸
侯
間
の
討
伐
の
例
に
お
い
て
、
諸
侯
に
討
伐
さ
れ
た
曹
の
成
公
は
、
宣
公
の
公
子
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、

　
　
　
曹
人
使
公
子
負
劉
（
成
公
）
守
（
国
）
。
　
（
中
略
）
秋
負
蜀
殺
其
大
子
而
自
立
也
。

と
あ
る
よ
う
に
、
兄
大
子
を
殺
し
て
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
、
左
伝
の
説
経
者
が
強
い
親
親
の
観
念
の
保
持
者
で
あ
っ
た
と
す
れ

ば
、
第
二
章
で
の
引
用
に
あ
っ
た
「
（
曹
成
公
）
罪
不
及
民
也
」
に
補
足
し
て
、
そ
の
罪
が
殺
親
に
あ
っ
た
こ
と
を
明
示
し
て
い
た
は
ず

で
あ
る
。
こ
れ
の
み
な
ら
ず
「
大
義
」
の
た
め
そ
の
子
を
殺
し
た
衛
の
石
階
が
「
純
臣
也
」
と
。
「
君
子
」
に
よ
っ
て
高
く
評
価
さ
れ
て
も

い
る
（
隠
公
四
年
）
。
こ
の
「
君
子
」
と
は
「
孔
子
」
と
な
ら
ん
で
、
左
伝
の
中
の
説
話
を
し
ば
し
ば
評
価
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
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左
伝
の
作
者
あ
る
い
は
説
経
者
の
見
解
と
み
な
し
て
よ
い
。

　
左
伝
の
説
経
は
以
上
の
検
討
か
ら
親
親
の
観
念
が
ま
こ
と
に
稀
薄
で
あ
る
と
み
て
差
し
支
え
な
か
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
左
伝
の
説
経
者
は
親
親
観
念
が
稀
薄
な
の
で
あ
る
が
、
し
て
み
る
と
左
伝
の
説
経
に
示
さ
れ
る
思
想
的
基
盤
を
当
時
の
郷

村
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
こ
と
わ
る
ま
で
も
な
く
、
当
時
の
郷
村
は
家
族
制
的
社
会
で
あ
っ
た
の
だ
か

ら
、
当
然
そ
こ
に
存
在
し
あ
る
い
は
指
導
す
る
儒
家
で
あ
れ
ば
、
そ
の
理
念
に
お
い
て
、
親
親
の
観
念
は
当
然
の
こ
と
濃
厚
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
こ
う
考
え
て
く
る
と
、
左
伝
－
少
く
と
も
説
経
体
四
文
に
見
え
る
思
想
を
戦
国
末
期
に
位
置
づ
け
る
こ
と
は
無
理
な
よ
う
に
思
わ
れ
て

く
る
。左

伝
全
体
の
思
想
の
特
徴
は
・
板
野
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
婚
礼
の
重
視
に
あ
り
・
そ
れ
は
草
に
近
い
礼
思
想
を
含
ん
で
い
た
・
左

伝
の
説
経
も
至
る
所
で
礼
に
合
致
す
る
か
否
か
に
よ
る
評
価
が
、
枚
挙
に
逞
が
な
い
程
み
え
る
。
従
っ
て
左
伝
の
説
経
者
も
礼
を
重
視
す

る
と
い
え
る
が
、
し
か
し
そ
の
総
体
的
な
政
治
論
と
な
る
と
、
先
に
見
た
よ
う
に
天
子
を
諸
侯
に
対
し
て
ど
う
位
置
付
け
る
か
と
い
う
問

題
意
識
が
稀
薄
で
あ
っ
た
り
、
全
体
秩
序
へ
の
配
慮
が
稀
薄
で
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
で
わ
か
る
よ
う
に
、
体
系
上
の
不
備
を
指
摘
せ
ざ
る

を
得
な
い
。
も
し
、
左
伝
が
粒
子
以
後
に
成
立
し
、
そ
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
す
れ
ば
、
当
然
左
伝
の
説
経
も
そ
の
影
響
下
に
あ
る
は

ず
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
の
政
治
論
も
も
っ
と
明
確
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
そ
れ
な
ら
ば
、
む
し
ろ
、
左
伝
一
少
く
と

も
そ
の
説
経
体
心
文
は
甲
子
以
前
に
成
立
し
て
い
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
の
方
が
、
よ
り
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
想
定
は

第
一
章
で
検
討
し
た
よ
う
な
左
伝
の
説
経
が
論
理
的
体
系
的
に
不
備
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
助
け
ら
れ
よ
う
。

　
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
大
き
な
問
題
は
、
こ
の
程
度
の
検
討
で
云
々
す
べ
き
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
左
伝
の
成
立
を
葡
子
以
降

と
す
る
こ
と
は
、
以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
批
判
の
余
地
を
残
す
こ
と
と
な
る
と
は
言
え
よ
う
。
と
も
あ
れ
、
以
上
述
べ
て
来
た
と
こ
ろ

適
鞭
て
、
日
原
氏
は
碧
は
天
な
り
．
天
逃
る
可
け
ん
や
し
（
宣
公
四
年
）
の
支
を
左
伝
の
思
想
の
基
調
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
る
君
を
試
殺
す
る
こ
と
を
是
認
す
る
傾
向
も
強
い
と
い
う
一
面
の
存
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
天
」

る
が
、
実
は
民
意
に
よ
っ
て

ま
ず
こ
れ
を
小
論
の
結
び
と
し
て
お
き
た
い
。
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注

（
1
）
こ
の
「
説
話
体
伝
文
」
及
び
「
説
経
体
四
文
」
と
い
う
呼
称
は
山
田
琢
氏
の
論
文
「
魯
に
つ
い
て
の
記
述
か
ら
み
た
春
秋
事
誤
の
立
場
」

　
　
（
金
沢
大
学
法
文
学
部
論
集
7
）
に
お
け
る
呼
称
を
借
り
て
い
る
。

（
2
）
諸
称
書
・
控
書
・
先
賢
・
六
書
・
不
言
・
綿
上
・
子
日
之
類
、
皆
所
以
起
新
旧
発
大
義
、
謂
之
年
例
。
　
（
「
春
秋
左
氏
事
序
」
）

（
3
）
山
田
琢
氏
は
論
文
「
春
秋
三
伝
の
比
較
研
究
」
e
（
金
沢
大
学
法
文
学
部
論
集
9
）
・
同
⇔
（
金
沢
大
学
教
養
部
論
集
5
）
に
お
い
て
、

　
　
「
書
日
」
の
変
例
を
三
伝
と
比
較
研
究
さ
れ
て
い
る
の
が
、
こ
の
種
の
研
究
で
唯
一
の
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

（
4
）
小
倉
芳
彦
氏
著
『
中
国
古
代
政
治
思
想
研
究
』

（
5
）
証
日
凡
書
日
之
文
、
皆
散
所
増
益
。
画
題
以
前
已
有
之
則
亦
全
車
左
史
文
釆
、
義
量
目
春
秋
也
。

（
ε
謙
田
正
氏
著
『
春
秋
左
氏
伝
の
成
立
と
其
の
展
開
』
第
一
編
第
一
章
1
一

（
7
）
公
羊
伝
に
関
し
て
は
日
原
利
国
氏
著
『
春
秋
公
羊
伝
の
研
究
』
七
一
一
の
指
摘
に
よ
っ
た
。
ま
た
穀
民
国
に
関
し
て
は
真
崎
清
博
氏
論

　
文
「
穀
梁
伝
の
性
質
と
位
置
」
（
史
学
研
究
一
四
一
号
）
の
指
摘
に
よ
っ
た
。

（
8
）
こ
こ
で
経
か
ら
の
引
用
文
が
違
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
左
伝
に
お
い
て
し
ば
し
ば
見
受
け
る
こ
と
で
あ
る
。
尚
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は

　
洪
業
の
「
春
秋
経
伝
引
得
序
」
に
詳
し
い
研
究
が
あ
る
。

（
9
）
宇
都
宮
清
吉
氏
著
『
中
国
古
代
中
世
史
研
究
』
5
2
頁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
1
0
）
増
淵
龍
夫
氏
著
「
春
秋
戦
国
時
代
の
社
会
と
国
家
」
　
（
『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
』
4
所
収
）
1
5
～
1
5
頁

（
1
1
）
板
野
長
八
氏
は
論
文
「
左
伝
の
作
成
」
　
（
史
学
研
究
一
二
七
・
一
二
八
）
に
お
い
て
、
左
伝
が
『
単
子
』
・
『
孝
養
』
の
成
立
と
同
時

　
代
に
成
立
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

（
1
2
）
凡
立
君
為
衆
、
三
元
欲
立
之
、
嫌
得
立
無
悪
。
条
下
人
見
衆
言
立
也
。
鼻
下
無
廃
上
之
義
、
聴
衆
立
之
為
立
全
野
。

（
1
3
）
山
田
琢
氏
論
文
「
穀
梁
伝
の
成
立
に
つ
い
て
」
　
（
日
本
中
国
学
会
報
第
十
集
）
5
7
～
5
8
頁
の
指
摘
に
よ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
　
　
　
　

（
1
4
）
日
原
氏
前
掲
書
2
3
～
2
3
頁

（
1
5
）
板
野
長
八
氏
『
中
国
古
代
に
お
け
る
人
間
観
の
展
開
』
痂
頁
に
よ
っ
た
。

（
1
6
）
武
内
義
雄
著
『
中
国
思
想
史
』
岩
波
全
書
餅
頁

「1
6

「



　
　
　
　
　
　
　
　

（
1
7
）
日
原
氏
前
掲
書
1
8
頁

（
1
8
）
増
淵
氏
前
掲
書

（
1
9
）
町
田
三
郎
氏
論
文
「
秦
の
思
想
統
制
に
つ
い
て
1
雲
夢
秦
簡
研
究
ノ
ー
ト
ー
」

（
2
0
）
板
野
氏
前
掲
論
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

（
2
1
）
日
原
氏
前
掲
書
1
4
～
1
5
頁

（
中
国
哲
学
論
集
4
）
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