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は
じ
め
に

筆
者
は
先
に

｢

楚
辭
と
楚
歌

文
學
作
品
の
舞
臺
と
し
て
の
楚
に
つ
い
て

｣ (

１)

に
お
い
て
、｢

楚
歌｣

の

｢

楚｣

が

｢

田
舍
振

り
の
代
名
詞｣

で
あ
っ
て
、｢

楚
歌｣
と
言
っ
て
も｢

楚
地
方｣

で
作
ら
れ
歌
わ
れ
た
と
は
限
ら
な
い
の
に
對
し
て
、｢

楚
辭｣

の｢

楚｣

は
屈
原
・
懷
王
の
忠
臣
暗
君
故
事
の
舞
臺
を
示
す
言
葉
で
あ
っ
て
、
や
は
り｢

楚
地
方｣

で
作
ら
れ
た
と
は
限
ら
な
い
こ
と
を
論
じ
た
。

そ
の
中
で
、
こ
れ
ま
で
初
期
の｢

楚
歌｣

と
し
て
引
か
れ
る
こ
と

(

２)

も
あ
っ
た
、『

孟
子』

に
收
め
る｢

滄
浪
歌(

孺
子
歌)｣

に
つ
い
て
、

こ
れ
が
楚
地
方
で
歌
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
點
に
も
言
及
し
た
。
そ
の
論
據
の
一
つ
と
し
て
、
孟
子
の
楚
國
全
般
に
對
す
る
差
別
意
識

を
擧
げ
た
が
、
そ
の
實
、
孟
子
は
楚
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
こ
の
、
孟
子
の

｢

對
楚
觀｣

を
、『

孟
子』

の

本
文
そ
の
も
の
か
ら
考
察
し
よ
う
と
い
う
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

一

孟
子
の

｢

對
楚
觀｣

と
し
て
眞
っ
先
に
思
い
つ
く
の
は
や
は
り
、｢

南
蠻
鴃
舌｣

の
く
だ
り
で
あ
ろ
う
。
滕
文
公
章
句
上
篇

(

３)

の
こ
の

故
事
を
、
今
改
め
て
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。

比
較
的
長
い
章
段
だ
が
、
話
は
許
行
が
楚
か
ら
出
て
來
て
滕
文
公
に
會
う
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
許
行
に
遲
れ
て
楚
か
ら
滕
に
出
て
來

孟
子
の
中
の

｢

楚｣
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て
、
許
行
の
思
想
に
感
化
さ
れ
た
陳
相
が
孟
子
に
許
行
を
稱
贊
す
る
。
そ
の
内
容
と
は
、
自
ら
耕
作
に
從
事
し
て
自
分
の
食
べ
る
も
の

を
自
分
で
ま
か
な
う
自
給
自
足
の
生
活
は
よ
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
爲
政
者
た
る
滕
文
公
も
國
民
か
ら
の
收
奪
を
や
め
て
自
給
自
足
の

生
活
を
す
べ
き
だ
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
王
道
政
治
を
目
標
と
す
る
孟
子
に
は
聞
き
捨
て
な
ら
な
い
意
見
で
あ
る
だ
け
に
、
正
面
か

ら
そ
の
思
想
を
否
定
し
た
上
で
、
か
な
り
手
ひ
ど
く
、
陳
相
及
び
許
行
の
雙
方
を
非
難
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
こ
の

｢

南
蠻
鴃

舌｣

が
出
て
く
る
。
非
難
の
要
點
は
二
つ
あ
り
、
一
つ
は
陳
相
が
師
匠
で
あ
る
楚
儒
陳
良
の
教
え
を
放
棄
し
た
こ
と
、
も
う
一
つ
は
、

許
行
の
考
え

(

４)

が
先
王
の
教
え
に
反
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

陳
相
へ
の
非
難
は
次
の
如
く
で
あ
る

(

傍
點
筆
者

以
下
同
じ)

。

吾
聞
用
夏
變
夷
者�
未
聞
變
於
夷
者
也
。
陳
良�
楚
産
也
。
悦
周
公
、
仲
尼
之
道�
北
學
於
中
國�
北
方
之
學
者�
未
能
或
之
先

也
。
彼
所
謂
豪
傑
之
士
也
。
子
之
兄
弟
事
之
數
十
年�
師
死
而
遂
倍
之
。

私
は
、
中
華
に
よ
っ
て
夷
狄
か
ら
變
化
す
る
者
は
聞
い
て
い
る
が
、
夷
狄
に
變
化
す
る
者
は
こ
れ
ま
で
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。

陳
良
は
楚
の
生
ま
れ
で
あ
る
。
周
公
・
仲
尼
の
道
を
喜
び
、
北
行
し
て
中
原
で
學
び
、
北
方
の
學
者
も
太
刀
打
ち
出
來
る
者
は

な
か
っ
た
。
彼
は
所
謂
豪
傑
の
士
で
あ
る
。
君
の
兄
弟
は
彼
に
數
十
年
師
事
し
て
お
き
な
が
ら
、
師
が
死
ぬ
や
背
反
し
て
し
ま
っ
た
。

一
方
、
許
行
へ
の
非
難
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

今
也
南
蠻
鴃
舌
之
人�
非
先
王
之
道�
子
倍
子
之
師
而
學
之�
亦
異
於
曾
子
矣
。
吾
聞
出
於
幽
谷
、
遷
于
喬
木
者�
未
聞
下
喬
木

而
入
於
幽
谷
者
。

近
頃
、
南
蠻
の
も
ず
み
た
い
な
喋
り
方
を
す
る
人

(

＝
許
行)
が
先
王
の
道
を
否
定
し
て
い
る
が
、
君

(

＝
陳
相)

は
君
の
師

(

＝
陳
良)

に
背
反
し
て
こ
れ
に
學
ぶ
な
ん
て
、
曾
子
の
態
度
と
は
隨
分
異
な
っ
て
い
る
。
私
は
深
い
谷
か
ら
出
て
高
い
木
に

移
る
者
は
聞
い
て
い
る
が
、
高
い
木
を
下
り
て
深
い
谷
に
入
り
込
も
う
と
す
る
者
は
こ
れ
ま
で
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。
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こ
れ
を
見
る
に
、
許
行
を
非
難
し
た
部
分
も
、
そ
の
後
半
は
陳
相
自
身
へ
の
非
難
で
あ
り
、
許
行
に
對
す
る
具
體
的
な
非
難
は

｢

南

蠻
鴃
舌
之
人�
非
先
王
之
道
。｣

の
一
句
の
み
で
あ
る
。
非
難
の
要
點
は
、
陳
相
が
許
行
に
從
っ
て
師
匠
の
教
え
に
背
き
、｢

先
王
之
道｣

を
非
と
し
た
所
に
あ
り
、
許
行
自
身
に
つ
い
て
は

｢

南
蠻
鴃
舌
之
人｣

と
あ
る
だ
け
で
、
そ
れ
以
上
餘
り
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、｢

南
蠻
鴃
舌
之
人｣

と
一
言
言
え
ば
許
行
へ
の
非
難
は
十
分
で
あ
り
、
こ
の
言
葉
は
そ
れ
以
上
く
だ
く
だ
し

く
言
う
必
要
の
な
い

｢

殺
し
文
句｣

な
の
で
あ
ろ
う
。

許
行
に
對
し
て
そ
の
よ
う
な
激
烈
な
言
葉
を
使
う
根
據
は
、
彼
が
楚
の
人
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
、
楚
の
人
で
あ
り
さ

え
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
十
分
非
難
を
受
け
て
も
し
か
た
な
い
、
と
孟
子
は
考
え
て
い
た
と
も
取
れ
る
。

論
敵
を
非
難
す
る
た
め
の
發
言
だ
か
ら
、
自
然
攻
撃
も
激
し
く
な
る
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
本
意
と
は
言
え
な
い
、
と
い
う
考
え

方
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
確
か
に
、
相
手
を
論
難
す
る
場
合
は
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
比
べ
て
論
調
が
ひ
ど
く
な
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
小
さ
な
事
を
大
き
く
言
い
立
て
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
思
っ
て
も
い
な
い
こ
と
を
言
い
立
て
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
の
で
は

な
い
か
。

た
と
え
ば
、
國
王
が
法
を
嚴
格
に
解
釋
し
て
次
々
と
死
刑
を
執
行
し
た
場
合
は
、
冷
酷
な
殺
人
鬼
と
非
難
す
る
だ
ろ
う
し
、
逆
に
國

王
が
法
を
ゆ
る
や
か
に
解
釋
し
て
、
死
刑
を
殆
ど
執
行
し
な
か
っ
た
場
合
は
、
犯
罪
者
を
野
放
し
に
し
て
い
る
と
非
難
す
る
だ
ろ
う
。

死
刑
を
執
行
し
な
い
國
王
を
殺
人
鬼
と
評
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
、
事
實
を
反
映
し
て
い
な
い
言
説
は
、
全
く
顧
み
ら
れ
な
い
か
ら
で

あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
孟
子
が

｢

南
蠻
鴃
舌｣

と
非
難
し
て
い
る
か
ら
に
は
、
楚
と
い
う
土
地
柄
が

｢

南
蠻｣

と
い
う
言
葉
で
括
ら
れ
る
に

ふ
さ
わ
し
く
、｢

鴃
舌｣

な
る
言
葉
で
形
容
し
て
も
共
感
を
得
ら
れ
る
よ
う
な
得
體
の
知
れ
な
い
言
葉
を
喋
る
人
々
が
住
ん
で
い
る
所

だ
と
い
う
共
通
理
解
が
確
か
に
存
在
し
、
し
か
も
、
そ
れ
は
蔑
視
す
べ
き
存
在
だ
と
孟
子
が
認
識
し
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。

事
は
許
行
へ
の
非
難
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
孟
子
が
高
く
評
價
し
て
い
る
當
の
陳
良
に
對
し
て
さ
え
も
、
そ
の
よ
う
な
認
識
が
窺
え
る
。

確
か
に
、｢

北
方
之
學
者�
未
能
或
之
先
也
。｣

と
し
て
高
く
評
價
し
て
る
の
だ
が
、
し
か
し
一
方
で
は

｢

楚
産｣

＝

｢

夷｣

で
あ
る
と

ま
で
言
っ
て
い
る
。
楚
が

｢

南
蠻｣

の
地
で
あ
る
以
上
、
そ
こ
に
住
む
人
間
は

｢
鴃
舌｣

で
あ
り
、｢

先
王
之
道｣

を
否
定
す
る
の
も

孟
子
の
中
の

｢

楚｣

3
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未
開
で
あ
る
故
の
や
む
を
得
な
い
こ
と
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な

｢

野
蠻
な
楚
の
人
間｣

で
あ
っ
て
も
、
例
外
的
に
陳
良
の
よ
う
な
賢

人
が
出
て
、
先
王
の
教
え
を
守
り
さ
え
す
れ
ば
、
そ
の
點
で
中
原
の
人
間
よ
り
も
優
れ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
、
と
認
識
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
先
王
の
教
え
は
か
く
も
偉
大
で
あ
る
、
と
言
い
た
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
導
き
出
す
た
め
に
多
少
の
誇
張
は
あ
る
か
も
し
れ

な
い
が
、
基
本
的
に

｢

楚｣

即

｢

南
蠻｣

即

｢

鴃
舌｣

と
の
蔑
視
意
識
が
あ
っ
た
の
は
疑
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二

そ
も
そ
も

『

孟
子』

と
い
う
書
物
全
體
に
、
一
體
ど
れ
だ
け
の

｢

楚｣

に
關
す
る
記
述
が
出
て
く
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
數
値
と
し

て
、『

孟
子』

全
文
で

｢

楚｣
の
文
字
を
檢
索
し
て
み
る
と
、
十
三
條
三
十
一
箇
所
と
な
る

(

５)

。
な
お
、
前
章
で
見
た

｢

南
蠻
鴃
舌｣

の

く
だ
り
で
は
二
箇
所
に
現
わ
れ
る
。

こ
の

｢

楚｣

の
出
現
箇
所
全
體
を
通
し
て
見
て
印
象
的
な
の
は
、｢

強
國｣

と
い
う
認
識
で
あ
る
。
勿
論
、
時
は
戰
國
時
代
、｢

戰
國

の
七
雄｣

と
後
に
竝
び
稱
さ
れ
る
一
雄
な
の
だ
か
ら
、
強
國
な
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
も
、
鄒
だ
と
か
滕
だ
と
か
宋
の
よ
う
な

明
ら
か
な
小
國
と
比
べ
て

｢

強
い｣

と
言
う
の
だ
か
ら
、
特
色
と
い
う
程
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、｢

楚｣

が
同
じ
く
七

雄
の
一
つ
の
魏
か
ら
見
て
も
強
い
存
在
だ
っ
た
こ
と
が
、
梁
惠
王
章
句
上
篇
に
あ
る
梁
惠
王
の
次
の
言
葉
か
ら
窺
え
る
。

晉
國�
天
下
莫
強
焉�
叟
之
所
知
也
。
及
寡
人
之
身�
東
敗
於
齊�
長
子
死
焉�
西
喪
地
於
秦
七
百
里�
南
辱
於
楚
。

晉
國
が
天
下
に
そ
れ
よ
り
強
い
も
の
が
な
か
っ
た
の
は
、
あ
な
た
も
知
っ
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
私
の
代
に
な
っ
て
か
ら
、

東
方
で
は
齊
に
敗
れ
て
長
子
が
死
に
、
西
方
で
は
秦
に
七
百
里
も
の
土
地
を
奪
わ
れ
、
南
方
で
は
楚
に
や
っ
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
楚
が
強
國
で
あ
る
こ
と
は
七
國
の
中
で
も
飛
び
拔
け
て
お
り
、
齊
・
秦
と
併
稱
さ
れ
る
三
大
強
國
で
あ
っ
た
。
孟
子

の
死
は
紀
元
前
二
八
九
年
頃
と
さ
れ
て
お
り
、
楚
が
秦
に
敗
れ
て
東
遷
す
る
の
は
紀
元
前
二
七
八
年
頃
で
あ
る
の
で
、
孟
子
の
存
命
中

の
楚
は
、
齊
・
秦
兩
國
の
間
で
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
も
、
三
強
の
地
位
を
守
り
得
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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こ
の
、
強
國
の
イ
メ
ー
ジ
で
出
て
く
る
例
が
、
四
條
十
箇
所
に
上
る
。
全
體
の
約
三
分
の
一
で
あ
る
。
中
で
も
面
白
い
點
は
、
こ
れ

ら
の
強
國
像
の
う
ち
二
條
で
は
滕
・
宋
の
具
體
的
な
小
國
の
恐
怖
心
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
た
め
、
齊
の
み
と
併
稱
さ
れ
て
い
る
と
い
う

點
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
地
理
的
に
齊
楚
の
二
強
に
挾
ま
れ
る
小
國
の
悲
哀
で
あ
る
が
、
孟
子
の
出
身
、
そ
し
て
主
な
活
動
區
域
は
ま
さ

に
そ
の
一
帶
で
あ
り
、｢

齊
楚
二
強｣

の
イ
メ
ー
ジ
は
孟
子
も
強
く
持
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
ち
な
み
に
、
最
初
に
見
た
一
條
で
は
、

魏
と
い
う
あ
る
程
度
の
大
き
な
國
で
あ
る
故
に
、
齊
・
楚
・
秦
の
三
大
強
國
全
て
を
身
近
な
脅
威
と
し
て
い
る
し
、
殘
り
の
一
條
は
齊

の
立
場
に
立
っ
て
い
る
た
め
、
當
然
、
秦
楚
二
強
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
公
孫
丑
章
句
下
篇
の

｢

晉
楚
之
富�
不
可
及
也
。｣

は
、
強
い
國
と
い
う
よ
り
は
、
經
濟
的
に
豐
か
な
國
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
な
る
。
こ
れ
は
曾
子
の
發
言
を
引
用
し
た
部
分
で
あ
る
の
で

今
回
は
考
察
の
對
象
と
し
な
い
が
、
豐
か
さ
も
ま
た
強
さ
の
一
つ
の
側
面
で
あ
る
の
で
、
同
じ
方
向
性
の
イ
メ
ー
ジ
と
考
え
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。

他
に
は
、｢

遠
國｣

で
あ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
三
條
三
箇
所
に
わ
た
っ
て
出
現
す
る
。
例
え
ば
次
の
梁
惠
王
章
句
下
篇
の
例
が
そ

う
で
あ
る
。

孟
子
謂
齊
宣
王
曰
：｢

王
之
臣
有
託
其
妻
子
於
其
友
而
之
楚
遊
者�
比
其
反
也�
則
凍
餒
其
妻
子�
則
如
之
何
。｣

王
曰
：｢

棄

之
。｣

曰
：｢

士
師
不
能
治
士�
則
如
之
何
。｣
王
曰
：｢

已
之
。｣

曰
：｢

四
境
之
内
不
治�
則
如
之
何
。｣

王
顧
左
右
而
言
他
。

孟
子
が
齊
の
宣
王
に
言
っ
た
。｢

王
の
臣
下
で
そ
の
妻
子
を
友
人
に
託
し
て
楚
に
出
か
け
る
者
が
い
て
、
歸
っ
て
き
て
み
た
ら
、

妻
子
を
飢
え
凍
え
さ
せ
て
い
た
ら
、
ど
う
し
ま
す
か
？｣

王
は
言
っ
た
。｢

絶
交
す
る
。｣

孟
子
は
言
っ
た
。｢

士
師
が
士
を
管

理
で
き
な
か
っ
た
ら
、
ど
う
し
ま
す
か
？｣

王
は
言
っ
た
。｢

罷
免
す
る
。｣

孟
子
は
言
っ
た
。｢

國
の
中
が
治
ま
っ
て
い
な
か
っ

た
ら
、
ど
う
し
ま
す
か
？｣

王
は
側
近
の
方
を
見
て
他
の
こ
と
を
話
し
た
。

｢

遠
い｣

と
い
う
か
ら
に
は
、
何
ら
か
の
基
準
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
の
例
は
齊
宣
王
に
對
す
る
發
言
で
あ
る
の
で
、
明
ら
か
に
齊

を
基
準
と
し
て
い
る
。
殘
り
二
箇
所
は
、
基
準
は
明
言
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
前
後
の
事
情
か
ら
孟
子
の
主
な
活
動
地
域
、
即
ち
齊

魯
地
區
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
の
う
ち
一
箇
所
で
は｢

秦
楚｣

と
併
稱
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
遠
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
勿
論
、

孟
子
の
中
の

｢

楚｣
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單
に
地
理
的
に
遠
い
と
言
い
た
い
だ
け
な
ら
、
も
っ
と
遠
方
に
あ
る
國
は
い
く
ら
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
い
く
ら
遠
い
と
い
っ
て
も
名

も
知
ら
ぬ
小
國
で
は
い
さ
さ
か
説
得
力
に
缺
け
る
。
遠
く
て
且
つ
大
き
な
秦
・
楚
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
大
き
な
説
得
力
が
あ
る
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
。

さ
て
、
こ
こ
ま
で
あ
る
特
定
の
イ
メ
ー
ジ
の
も
と
に

｢

楚｣

が
修
辭
的
に
選
ば
れ
た
例
を
見
て
き
た
が
、
記
事
の
中
に
は
勿
論
、
實

際
に
楚
に
關
わ
る
事
件
が
起
き
た
た
め
、
必
然
的
に

｢

楚｣

と
い
う
單
語
が
出
現
し
た
も
の
も
含
ま
れ
る
。
そ
れ
は
合
計
で
三
條
十
一

箇
所
で
あ
る
。
滕
文
公
章
句
上
篇
に
出
て
く
る
、
ま
だ
太
子
だ
っ
た
滕
文
公
の
出
張
先
、
離
婁
章
句
下
篇
に
出
て
く
る
、
歴
史
書
の
代

表
例
、
告
子
章
句
下
篇
に
出
て
く
る
、
秦
楚
が
開
戰
間
近
で
あ
る
と
い
う
情
報
の
三
つ
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
當
然
イ
メ
ー
ジ
の

考
察
か
ら
は
外
す
べ
き
な
の
だ
が
、
そ
の
中
に
も
や
は
り
興
味
深
い
點
は
あ
る
。

一
つ
は
、
歴
史
書
の
代
表
格
と
し
て
、
魯
・
晉
と
併
せ
て
出
て
く
る
點
で
あ
る
。
歴
史
書
の
代
表
と
し
て
魯
が
擧
げ
ら
れ
る
の
は
、

そ
れ
が『

春
秋』

で
あ
る
か
ら
で
、
言
わ
ば
當
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
外
に
も
各
國
樣
々
な
歴
史
書
が
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
に
、

晉
・
楚
が
三
大
代
表
の
殘
り
二
つ
に
擧
が
っ
て
く
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ

｢

夏｣
｢

夷｣

の
代
表
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

今
一
つ
の
興
味
を
惹
く
點
は
、
秦
楚
開
戰
間
近
の
報
で
あ
る
。
孟
子
の
晩
年
に
は
、
秦
楚
が
た
び
た
び
激
戰
を
繰
り
返
し
て
お
り
、

こ
の
故
事
が
そ
の
一
連
が
始
ま
る
前
な
の
か
、
そ
れ
と
も
一
旦
中
斷
し
て
い
た
も
の
が
再
開
す
る
頃
な
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、

い
ず
れ
に
せ
よ
、
日
頃
か
ら
王
道
を
主
張
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『

孟
子』

の
中
で
具
體
的
な
戰
爭
に
對
す
る
反
對
の
意
志
が

述
べ
ら
れ
る
の
は
、
齊
が
燕
を
討
っ
た
件
に
關
し
て
と
、
も
う
一
つ
こ
の
秦
楚
戰
だ
け
な
の
で
あ
る
。
孟
子
の
活
動
す
る
齊
魯
一
帶
か

ら
は
遠
く
離
れ
た
僻
遠
の
地
で
の
戰
爭
で
は
あ
る
も
の
の
、
二
強
の
對
決
は
凄
慘
を
極
め
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
豫
想
さ
れ
る
上
に
、
勝

利
を
收
め
た
側
が
よ
り
一
層
強
大
に
な
っ
て
、
齊
魯
地
區
に
襲
い
か
か
っ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
懸
念
も
あ
っ
て
の
言
及
と
思

わ
れ
る
。｢

楚｣

は
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
、
僻
遠
な
が
ら
も
脅
威
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

三

さ
て
、『

孟
子』

一
書
の
中
の

｢

楚｣

の
出
現
箇
所
は
、
あ
と
一
條
四
箇
所
あ
る
。
そ
れ
は
、
滕
文
公
章
句
下
篇
に
出
て
來
る
、
誰
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を
守
り
役
に
す
る
か
と
い
う
話
で
あ
る
。

孟
子
謂
戴
不
勝
曰
：｢

子
欲
子
之
王
之
善
與
。
我
明
告
子
。
有
楚
大
夫
於
此�
欲
其
子
之
齊
語
也�
則
使
齊
人
傅
諸�
使
楚
人
傅

諸
。｣
曰
：｢

使
齊
人
傅
之
。｣

曰
：｢

一
齊
人
傅
之�
衆
楚
人�
之�
雖
日
撻
而
求
其
齊
也�
不
可
得
矣
。
引
而
置
之
莊
嶽
之
間

數
年�
雖
日
撻
而
求
其
楚�
亦
不
可
得
矣
。
子
謂
薛
居
州�
善
士
也�
使
之
居
於
王
所
。
在
於
王
所
者�
長
幼
卑
尊
皆
薛
居
州
也�

王
誰
與
爲
不
善
。
在
王
所
者�
長
幼
卑
尊
皆
非
薛
居
州
也�
王
誰
與
爲
善
。
一
薛
居
州�
獨
如
宋
王
何
。｣

孟
子
が
戴
不
勝
に
言
っ
た
。｢

あ
な
た
は
あ
な
た
の
仕
え
る
王
が
善
人
に
な
る
こ
と
を
求
め
ま
す
か
。
な
ら
ば
私
は
あ
な
た
に

は
っ
き
り
言
い
ま
し
ょ
う
。
楚
の
大
夫
が
こ
こ
に
い
て
、
そ
の
子
に
齊
語
を
喋
ら
せ
よ
う
と
し
た
ら
、
齊
の
人
を
守
り
役
に
し

ま
す
か
、
そ
れ
と
も
楚
の
人
を
守
り
役
に
し
ま
す
か
。｣

戴
不
勝
は
言
っ
た
。｢

齊
の
人
を
守
り
役
に
し
ま
す
。｣

孟
子
は
言
っ

た
。｢

齊
の
人
を
一
人
守
り
役
に
し
た
と
し
て
、
た
く
さ
ん
の
楚
の
人
が
周
り
で
わ
め
い
た
と
し
た
ら
、
毎
日
鞭
打
っ
て
齊
語

を
さ
せ
て
も
、
不
可
能
で
す
。
そ
の
子
を
莊
嶽

(

齊
の
繁
華
街)

に
連
れ
て
行
っ
て
數
年
間
暮
ら
さ
せ
た
な
ら
、
毎
日
鞭
打
っ

て
楚
語
を
さ
せ
て
も
、
そ
れ
も
ま
た
不
可
能
で
す
。
あ
な
た
は
薛
居
州
を
善
行
の
士
と
言
っ
て
、
彼
を
王
の
側
に
置
い
て
い
ま

す
。
王
の
側
に
い
る
者
が
、
長
幼
卑
尊
み
な
薛
居
州
だ
っ
た
ら
、
王
は
誰
と
一
緒
に
不
善
を
し
ま
し
ょ
う
。
王
の
側
に
い
る
者

が
、
長
幼
卑
尊
み
な
薛
居
州
で
な
か
っ
た
ら
、
王
は
誰
と
一
緒
に
善
行
を
し
ま
し
ょ
う
。
薛
居
州
た
だ
一
人
で
宋
王
を
ど
う
で

き
ま
し
ょ
う
か
。｣

こ
の
喩
え
話
の
中
で
は
、｢

齊
語｣

と

｢

楚
語｣

が
極
め
て
印
象
的
に
出
て
く
る
。
も
っ
と
も
、
孟
子
は
こ
の
兩
者
に
對
し
て
何
ら

價
値
判
斷
を
示
し
て
い
な
い
。
た
だ
、
淡
々
と
比
喩
し
た
の
み
で
あ
る
。
從
っ
て
、｢

齊｣

と

｢

楚｣

の
役
割
を
入
れ
替
え
て
も
こ
の

比
喩
は
理
論
的
に
は
成
り
立
つ
。｢

秦｣

と

｢

齊｣

に
變
え
て
も
、
同
じ
よ
う
に
成
り
立
つ
。
で
は
な
ぜ

｢

齊
語｣

と

｢

楚
語｣

と
が

選
ば
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

戴
不
勝
は
宋
人
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
比
喩
の
一
方
は

｢

宋
語｣

で
あ
っ
て
も
よ
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
で
は
、｢

宋
語｣

と

｢

齊
語｣

で
比
喩
し
て
、
こ
の
喩
え
は
成
り
立
つ
だ
ろ
う
か
？
こ
れ
は
恐
ら
く
成
り
立
ち
に
く
い
で
あ
ろ
う
。
宋
は
確
か
に
殷
の
故
地

孟
子
の
中
の

｢

楚｣
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で
あ
り
、
古
い
傳
統
を
保
持
し
て
い
た
面
も
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
る
が
、
や
は
り
中
原
の
一
國
で
あ
り
、
こ
の
喩
え
話
を
説
得
力
あ
ら

し
め
る
程
の
劇
的
な
落
差
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
戴
不
勝
に
と
っ
て
、
そ
し
て
勿
論
孟
子
に
と
っ
て
も
、｢

齊
語｣

と

い
う
言
語
は

｢

自
分
の
屬
す
る
側
の
も
の｣

と
い
う
意
識
を
持
つ
對
象
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
が
、
比
喩
の
一
方
に

｢

齊
語｣

が
選
ば
れ
た
理
由
で
あ
る
。

で
は
、
も
う
一
方
に

｢

楚
語｣

が
選
ば
れ
た
理
由
は
何
か
。
論
理
的
に
重
要
な
理
由
は
な
い
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、｢

楚
語｣

で
な
く
、｢

秦
語｣
で
あ
っ
て
も
比
喩
は
成
り
立
つ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
中
で

｢

楚｣

が
選
ば
れ
た
理
由
は
、
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、

當
時
の
國
際
情
勢
が
大
き
く
關
わ
っ
て
い
る
。
一
つ
は
強
國
で
あ
る
こ
と
。
も
う
一
つ
は
遠
方
の
國
で
あ
る
こ
と
。
齊
・
楚
・
秦
が
當

時
の
三
強
で
あ
り
、
齊
を
基
準
に
す
る
と
秦
楚
兩
國
が

｢

遠
方｣

の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
そ
の
上
で

楚
か
秦
か
、
と
な
っ
た
時
に
、
齊
に
と
っ
て
よ
り
身
近
な
存
在
は
境
を
接
し
て
い
る
楚
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
、
三
大
歴
史
書
の
件
で
も

見
た
よ
う
に
、｢

中
原
以
外｣

の
代
表
格
は
何
よ
り

｢

楚｣

で
あ
っ
た
。

｢

秦｣

で
は
な
く

｢

楚｣

が
選
ば
れ
た
こ
と
に
對
す
る
理
解
を
よ
り
深
め
る
た
め
に
、
も
う
一
つ
別
の
デ
ー
タ
を
見
て
お
こ
う
。
そ

れ
は
、『

孟
子』

の
中
に
出
て
く
る

｢

秦｣
に
關
す
る
記
述
で
あ
る
。｢

秦｣

と
い
う
文
字
は
、
都
合
七
箇
所
に
亙
っ
て
出
現
す
る
。
う

ち
、
楚
と
の
對
比
で
出
て
き
て
い
る
の
が
五
箇
所
に
上
る
。
梁
惠
王
章
句
上
篇
の
、｢

強
國｣

と
し
て
の
二
箇
所
。
告
子
章
句
上
篇
の
、

｢

遠
國｣

と
し
て
の
二
箇
所
。
そ
し
て
、
告
子
章
句
下
篇
の
、
秦
楚
の
戰
の
條
で
あ
る
。

さ
て
、
殘
る
二
箇
所
が
、
楚
と
關
係
な
く
出
現
す
る｢
秦｣

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
内
容
で
あ
ろ
う
か
。
調
べ
て
み
る
と
、

い
ず
れ
も
秦
の
穆
公
を
補
佐
し
て
霸
者
た
ら
し
め
た
百
里
奚
に
關
す
る
記
述
で
あ
る
。
孟
子
の
中
に
百
里
奚
は
全
部
で
三
箇
所
に
出
て

き
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の
二
箇
所
で

｢

秦｣

の
國
名
が
明
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
孟
子
は
、
立
場
上
霸
道
は
否
定
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
は
ず
な
の
だ
が
、
秦
の
穆
公
に
仕
え
た
百
里
奚
は
、
仕
え
る
べ
き
君
主
を
探
し
出
し
た
賢
人
と
し
て
高
く
評
價
し
て
お
り
、
こ

の
二
箇
所
は
、｢

秦｣

に
關
す
る
記
述
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
百
里
奚
に
關
す
る
故
事
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
孟
子
の
中
に
出
現
す
る

｢

秦｣

に
關
す
る
記
述
は
、
事
實
上
五
箇
所
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ

｢

強
國｣

｢

遠
國｣

と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
で
語
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
楚
の
つ
い
で
に
引
っ
張
り
出
さ
れ
て
い
る
以
上
の
も
の
で
は
な
く
、
決

し
て

｢

秦｣

獨
自
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

(

６)

。
こ
れ
は
楚
が
、
秦
と
一
緒
に
出
て
く
る
場
合
も
あ
り
な
が
ら
、
一
方
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で
｢

強
國｣

と
し
て
は
齊
と
も
連
用
さ
れ
、
ま
た
單
獨
で

｢

遠
國｣

の
イ
メ
ー
ジ
を
持
ち
、
多
數
出
現
す
る
の
と
は
明
ら
か
に
異
質
で

あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、｢

秦
楚｣

と
ひ
と
く
く
り
に
し
て
は
い
て
も
、
あ
く
ま
で
も
主
役
は
楚
で
あ
っ
て
、
秦
は
お
ま
け
に
す
ぎ
な

い
の
で
あ
る

(

７)

。

四

本
章
で
は
話
題
を
少
し
く
變
え
て
、
冒
頭
に
言
及
し
た

｢

滄
浪
歌｣

に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。
こ
の
故
事
自
體
は
孔
子
が
經
驗
し

た
も
の
と
し
て
傳
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
も
し
こ
れ
が
そ
の
故
事
の
中
で
楚
歌
と
し
て
傳
承
さ
れ
て
い
た
と
し
た
ら
、
前
章
で
見
て

き
た
よ
う
な
發
言
傾
向
か
ら
考
え
て
、
孟
子
は
必
ず
や
中
原
と
比
し
て
何
ら
か
の
言
及
を
し
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
詩
型
を
見

て
そ
れ
が
楚
歌
で
あ
る
と
判
斷
し
た
と
し
た
ら
、
や
は
り
何
ら
か
の
言
及
を
し
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
歌
の
地
域
的
背
景
に

つ
い
て
は
何
ら
言
及
が
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、｢

滄
浪
歌｣

に
は
、
そ
れ
が
楚
歌
で
あ
る
と
い
う
傳
承
は
な
か
っ
た
し
、
ま
た
、
そ

の
詩
型
を
見
て
楚
歌
と
判
斷
す
る
よ
う
な
も
の
で
も
な
か
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

｢

滄
浪
歌｣

は
の
ち
に
、
史
記
屈
原
列
傳
の
記
述
と
結
合
し
て
、｢

漁
父
辭｣

と
い
う
作
品
と
な
り
、
楚
辭
に
收
め
ら
れ
る
。
こ
の

時
に
は
既
に
こ
れ
を
楚
歌
と
認
識
し
て
い
た
だ
ろ
う
し
、
ま
た
、
こ
の
時
點
で
歌
の
内
容
も
完
全
に
變
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

孟
子
の
中
で
は
こ
の
歌
が
ど
う
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
か
。
離
婁
章
句
上
篇
の
そ
の
條
目
の
該
當
部
分
を
改
め
て
見
て
み
よ
う
。

有
孺
子
歌
曰
：『

滄
浪
之
水
清
兮�
可
以
濯
我
纓
。
滄
浪
之
水
濁
兮�
可
以
濯
我
足
。』

孔
子
曰
：『

小
子
聽
之
。
清
斯
濯
纓�

濁
斯
濯
足
矣�
自
取
之
也
。』

夫
人
必
自
侮�
然
後
人
侮
之
。
家
必
自
毀�
而
後
人
毀
之
。
國
必
自
伐�
而
後
人
伐
之
。

あ
る
子
供
が
歌
っ
て
言
っ
た
。｢

滄
浪
の
水
清
け
れ
ば
、
以
て
我
が
纓
を
濯
が
ん
。
滄
浪
の
水
濁
れ
ば
、
以
て
我
が
足
を
濯
が

ん
。｣

孔
子
が
言
っ
た
。｢

お
前
た
ち
聞
き
な
さ
い
。
清
け
れ
ば
冠
の
纓
を
洗
う
し
、
濁
っ
て
い
れ
ば
足
を
洗
う
、
こ
れ
は
自
分

で
招
い
た
こ
と
だ
。｣

(

孟
子
が
こ
の
故
事
を
引
い
て
、
續
い
て
次
の
よ
う
に
言
っ
た
。)

そ
も
そ
も
人
は
必
ず
自
分
で
侮
辱
さ

れ
る
原
因
を
作
っ
て
、
そ
れ
か
ら
人
が
侮
辱
を
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
家
は
必
ず
自
分
で
壞
さ
れ
る
原
因
を
作
っ
て
、
そ
れ

孟
子
の
中
の

｢

楚｣

9
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か
ら
人
が
壞
す
も
の
な
の
で
あ
る
。
國
は
必
ず
自
分
で
討
伐
さ
れ
る
原
因
を
作
っ
て
、
そ
れ
か
ら
人
が
討
伐
を
す
る
も
の
な
の

で
あ
る
。

水
を
人
に
喩
え
、
自
分
の
清
濁
に
よ
っ
て
人
の
對
應
が
變
わ
る
の
だ
か
ら
、
自
分
を
正
し
く
律
し
な
い
と
い
け
な
い
、
と
い
う
の
が

こ
の
歌
の
意
圖
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一
方
、
楚
辭
の
漁
父
篇
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

屈
原
既
放�
游
於
江
潭�
行
吟
澤
畔�
顏
色
憔
悴�
形
容
枯
槁
。
漁
父
見
而
問
之
曰
：｢

子
非
三
閭
大
夫
與
。
何
故
至
于
斯
。｣

屈
原
曰
：｢

擧
世
皆
濁�
我
獨
清
。
衆
人
皆
醉�
我
獨
醒
。
是
以
見
放
。｣

漁
父
曰
：｢

聖
人
不
凝
滯
於
物�
而
能
與
世
推
移
。

擧
世
皆
濁�
何
不�
其
泥
而
揚
其
波
。
衆
人
皆
醉�
何
不
餔
其
糟
而�
其�
。
何
故
深
思
高
擧�
自
令
放
爲
。｣

屈
原
曰
：｢

吾

聞
之�
新
沐
者
必
彈
冠�
新
浴
者
必
振
衣
。
安
能
以
身
之
察
察�
受
物
之��
者
乎
。
寧
赴
湘
流�
葬
於
江
魚
腹
中
。
安
能
以
皓

皓
之
白�
而
蒙
世
俗
之
塵
埃
乎
。｣
漁
父
莞
爾
而
笑�
鼓�
而
去
。
歌
曰
：｢

滄
浪
之
水
清
兮�
可
以
濯
吾
纓
。
滄
浪
之
水
濁
兮�

可
以
濯
吾
足
。｣

遂
去�
不
復
與
言
。

(

大
意)

屈
原
が
追
放
さ
れ
て
川
邊
を
さ
ま
よ
っ
て
い
る
と
、
漁
父
が
見
か
け
て
理
由
を
問
う
た
。
屈
原
が
、｢

擧
世
皆
濁
り
、
我

獨
り
清
し
。
衆
人
皆
醉
い
、
我
獨
り
醒
む
。｣
と
追
放
の
理
由
を
述
べ
た
の
に
對
し
、
漁
父
は
、
獨
り
高
潔
を
決
め
込
む
こ
と
な

く
、
大
勢
と
同
じ
よ
う
に
身
を
處
す
べ
し
と
説
く
。
そ
れ
に
對
し
て
屈
原
が
、
清
ら
か
な
我
が
身
を
わ
ざ
わ
ざ
世
俗
の
塵
埃
で
汚

す
な
ど
耐
え
ら
れ
な
い
と
言
う
と
、
漁
父
は
顏
を
ほ
こ
ろ
ば
せ
て
向
こ
う
に
漕
い
で
行
き
な
が
ら
歌
っ
た
。｢

滄
浪
の
水
清
け
れ

ば
、
以
て
我
が
纓
を
濯
が
ん
。
滄
浪
の
水
濁
れ
ば
、
以
て
我
が
足
を
濯
が
ん
。｣

｢

自
分｣

の
比
喩
の
相
手
は
、
こ
こ
で
は
水
か
ら
冠
の
紐
や
足
を
洗
う
人
に
變
化
し
て
い
る
。
ど
ち
ら
の
場
合
も
、
言
っ
て
み
れ
ば

自
分
の
身
の
處
し
方
の
こ
と
を
説
い
て
い
る
の
だ
が
、
孟
子
で
は
、｢

自
分
の
清
濁
に
應
じ
て
、
世
間
の
評
價
が
變
わ
っ
て
く
る｣

と

い
う
考
え
で
あ
る
の
に
對
し
、
漁
父
篇
で
は
、｢

世
間
の
清
濁
に
應
じ
て
自
分
の
行
動
を
合
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

と
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
漁
父
篇
に
お
い
て
、
屈
原
は
そ
の
考
え
に
抵
抗
す
る
の
で
は
あ
る
が
、
同
じ
歌
で
も
時
代
の
變
遷
に
應
じ
て
こ
の
よ
う
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に
解
釋
が
變
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
先
に
も
見
た
よ
う
に
孟
子
の
時
代
は

｢

三
強｣

時
代
で
あ
っ
た
の
で
、

｢
自
分
が
正
し
い｣

を
堅
持
し
續
け
、
い
よ
い
よ
の
場
合
に
は
國
を
變
え
て

｢

正
し
い
自
分｣

に
合
う
場
を
探
す
こ
と
も
可
能
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
秦
楚
間
の
優
劣
が
決
し
、｢

一
強｣

時
代
に
入
る
と
、
社
會
状
況
が
變
わ
り
、
時
流
に
合
わ
な
い
ま
ま
自
分
を
堅
持
し

續
け
る
の
は
、
逃
げ
場
の
な
い
危
險
な
も
の
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
自
分
に
固
執
せ
ず
に
時
代
に
合
わ
せ
る
迎
合
や
、
自
分
を
堅
持
す

る
た
め
に
世
に
出
な
い
隱
棲
な
ど
が
代
表
的
な
選
擇
肢
と
し
て
深
刻
に
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

(

８)

。
こ
の
状
況
は
、
秦
が
天
下
統
一
し
、

そ
の
後
、
漢
に
霸
權
が
移
っ
て
も
續
い
た
。
隱
棲
そ
れ
自
體
は
特
に
目
新
し
い
思
想
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ま
で
は
あ
く
ま

で
も
、
桀
・
紂
な
み
の
暴
君
の
も
と
で
選
擇
さ
れ
る
最
後
の
手
段
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
こ
に
至
っ
て
、｢

世
間
が
正
し
く
な
け
れ
ば

出
仕
し
な
い｣

と
い
う
思
想
は
標
準
と
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
漁
父
篇
の
中
で
漁
父
は
、
前
半
で
迎
合
を
説
き
、
後
半
で
隱
棲
を
説

く
。｢

滄
浪
歌｣

が
漁
父
篇
に
お
い
て
屈
原
傳
説
と
結
び
付
き
、
こ
の
兩
面
の
構
造
が
構
想
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
時
代
背
景
に

よ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

以
上
見
た
如
く
、
孟
子
の
當
時
、
齊
魯
地
方
の
知
識
人
の
標
準
的
な
感
覺
と
し
て
、｢

楚｣

と
は
、｢

強
國｣

で
あ
り
、｢

遠
國｣

で

あ
り
、
中
原
世
界
以
外
の
代
表
格
で
あ
っ
た
。
強
い
が
故
に
意
識
し
、
遠
い
が
故
に
理
解
で
き
ず
、
中
原
で
な
い
が
故
に
蔑
ま
ね
ば
な

ら
な
い
、
そ
ん
な
相
手
だ
っ
た
。

強
い
、
と
い
う
だ
け
な
ら
秦
に
對
し
て
も
同
じ
よ
う
な
感
覺
を
抱
い
て
よ
い
筈
だ
が
、
秦
は
楚
に
比
べ
て
餘
り
に
も
遠
く
、
楚
に
比

べ
て
中
原
文
化
に
も
馴
染
ん
で
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
意
識
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

從
っ
て
楚
は
、
中
原
文
化
の
矜
持
を
ま
と
も
に
、
そ
し
て
集
中
的
に
受
け
る
こ
と
と
な
り
、『

孟
子』

の
中
に
出
て
き
た

｢

南
蠻
鴃

舌｣

や

｢

楚
語｣

の
よ
う
に
、
樣
々
な
形
で

｢

馬
鹿
に
さ
れ
る｣

存
在
と
し
て
傳
え
ら
れ
て
い
る
。

｢

楚
を
馬
鹿
に
す
る｣

と
言
え
ば
、『

韓
非
子』

に
出
て
く
る

｢

矛
盾｣

の
故
事
な
ど
が
す
ぐ
に
思
い
付
く
所
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
先

秦
諸
子
に
は
他
に
、
宋
の

｢

助
長｣

や
杞
の

｢

杞
憂｣

な
ど
、
樣
々
な

｢

特
定
の
國
を
馬
鹿
に
し
た｣

故
事
が
出
て
く
る
。
そ
れ
ら
の

孟
子
の
中
の

｢

楚｣
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實
態
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
か
ら
考
え
を
進
め
て
み
た
い
。

注

(

１)

中
國
文
學
論
集
第
三
十
一
号

(

九
州
大
學
中
國
文
學
會

二
〇
〇
二
年)

所
收
。

(

２)

た
と
え
ば
鈴
木
修
次
氏
の

『

漢
魏
詩
の
研
究』

(

大
修
館
書
店

一
九
六
七
年)

に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

｢

楚
辭
の

『

漁
父
辭』

に
見
ら
れ
る

『

滄
浪
之
水
清
兮
、
可
以
濯
吾
纓
、
滄
浪
之
水
濁
兮
、
可
以
濯
吾
足
、』

と
い
う

『

歌』

が
、
孟
軻

(

前
三
七
二
〜
前
二
八
九)

の
著
わ
す
孟
子
、
離
婁
上
に
も

『

孺
子
歌』

と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る

(

た
だ
し

｢

吾｣

を

｢

我｣

に
作
る)

の
を
見
た
と
き
、
楚
の
地
か
ら
流
行
し
た
に
ち
が
い
な
い
楚
風
の
詩
歌
が
、
孟
子
の
こ
ろ
中
國
の
北
方
に
お
い
て
す
で
に
流
行
し
て
い
た

こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。｣

(
二
頁)

(

３)
『

孟
子』

の
底
本
に
は
十
三
經
注
疏
本
を
用
い
た
。
分
段
も
そ
れ
に
從
っ
た
。

(

４)

も
っ
と
も
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
陳
相
が
許
行
に
傾
倒
し
た
結
果
の
陳
相
の
考
え
で
あ
っ
て
、
許
行
自
身
が
分
業
社
會
を
全
否

定
し
て
い
た
か
ど
う
か
ま
で
は
わ
か
ら
な
い
。

(

５)

付
表
参
照
。
な
お
、
參
考
ま
で
に
論
語
に
お
け
る
出
現
箇
所
を
調
べ
る
と
二
條
二
箇
所
。
い
ず
れ
も
微
子
篇
で
、
一
つ
は
か
の

｢

楚
狂

接
輿｣

の
故
事
。
も
う
一
つ
は
、
周
樂
の
離
散
を
述
べ
る
、
樣
々
な
行
先
の
一
つ
。

(

６)
｢

秦｣

に
言
及
す
る
記
述
が
あ
る
と
は
言
っ
て
も
、
そ
の
多
く
は

｢

秦
楚｣

と
い
う
一
つ
の
概
念
の
中
に
出
て
き
て
い
る
の
で
あ
り
、
秦

單
獨
で
何
ら
か
の
言
及
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
單
獨
で
の
言
及
は
僅
か
に
一
例
、
告
子
章
句
上
篇
の
告
子
と
孟
子
の
問
答
の
中
に
あ
る

の
み
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
も
、
告
子
は
初
め

｢

遠
國｣

の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
秦
の
み
に
言
及
す
る
も
の
の
、
す
ぐ
に
楚
に
も
言
及
し

て
お
り
、
や
は
り
、
秦
獨
自
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
と
は
言
え
な
い
。

(

７)

楚
が
主
役
で
あ
り
、
秦
が
お
ま
け
で
あ
る
な
ら
、
兩
者
を
連
用
す
る
場
合
に
、
ど
う
し
て
主
役
を
先
に
呼
ん
で

｢

楚
秦｣

と
言
わ
ず
に

｢

秦
楚｣

と
言
う
の
か
、
と
い
う
疑
問
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
、
司
馬
遷
と
班
固
を
連
用
し
て

｢

班
馬｣

と
い
う
の
と
同
じ

類
で
、
四
聲
の
順
に
竝
べ
る
習
慣
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。(

兩
者
の
時
代
的
先
後
を
強
く
意
識
し
た
場
合
に
、
ま
れ
に

｢

馬
班｣

と
言
う
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こ
と
も
あ
る
。)

(
８)

｢

迎
合｣

の
例
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
東
方
朔

(

史
記
滑
稽
列
傳
・
漢
書
東
方
朔
傳)

、｢

隱
棲｣

の
例
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
商
山
の
四

皓
(

漢
書
張
良
傳
・
同
王
吉
傳
序)

な
ど
が
擧
げ
ら
れ
る
。

孟
子
の
中
の

｢

楚｣

13

告
子
下
６

告
子
下
４

告
子
上
12

告
子
上
４

萬
章
上
９

離
婁
下
21

滕
文
公
下
６

滕
文
公
下
５

滕
文
公
上
４

滕
文
公
上
１

公
孫
丑
下
２

梁
惠
王
下
13

梁
惠
王
下
６

梁
惠
王
上
７

梁
惠
王
上
５

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 楚

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 秦

○ ○ ○ ○ 強
國

○ ○ ○ 遠
國

○ ○ 蔑
視

○ ○ ○ ○ ○ 無
色

○ 其
他

百
里
奚

秦
楚
戰

孟
子
告
子
・
孟
子

百
里
奚

歴
史
書
の
代
表
例

孟
子
・
戴
不
勝

｢

傅｣

萬
章
・
孟
子

孟
子

｢

南
蠻
鴃
舌｣

滕
文
公
の
出
張
先

曾
子

｢

晉
楚
之
富｣

滕
文
公

(

↓
孟
子)

孟
子

(

↓
齊
宣
王)

孟
子
・
齊
宣
王

梁
惠
王
・
孟
子

備

考

[

付
表]
孟
子
中

｢

楚｣
｢

秦｣

出
現
對
照
表


