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王

霞L

の

の

は

じ

め

に

一
八
玉
の
飢
の
性
格

二
輿
論
に
つ
い
て

付
斉
王
聞
に
制
到
す
る
批
判

同
斉
王
佐
錆
落
事
件

三
八
王
の
鋭
と
貴
族
制

お

わ

り

に

は

じ

め

第
四
十
一
巻

昭
和
五
十
七
年
十
二
月
護
行

第
三
競

本

質

市菌

啓

良日

原

- 1 ー

八
王
の
範
は
、
三
世
紀
末
か
ら
四
世
紀
初
め
に
か
け
て
、
西
五
日
王
朝
の
外
戚
と
宗
室
が
起
こ
し
た
内
範
で
あ
る
。
内
観
は
嘗
初
、
朝
廷
を
舞

蓋
に
し
た
外
戚
聞
の
擢
力
を
め
ぐ
る
抗
争
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
軍
隊
を
握
る
宗
室
が
抗
争
の
主
役
と
な
る
に
従
い
、
そ
の
戟
観
が
全
土
に
蹟

大
し
、
そ
れ
に
つ
れ
で
園
家
瞳
制
も
弱
睡
化
し
、
つ
い
に
は
内
徒
の
異
民
族
及
び
流
民
集
圏
が
起
こ
し
た
反
範
で
あ
る
永
嘉
の
凱
を
招
き
、
西

菅
王
朝
自
盟
が
滅
亡
す
る
に
至
る
。
こ
の
中
圏
全
土
を
混
範
の
極
に
陥
れ
た
西
菅
の
滅
亡
と
い
う
事
態
は
、
漢
帝
園
の
瓦
解
が
も
た
ら
し
た
混

457 
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刷
胤
を
牧
拾
し
、
中
園
の
再
統

一・を
果
し
た
貌
菅
園
家
瞳
制
の
破
綻
を
意
味
す
る
。
何
故
な
ら
ば
、

八
王
の
範
は
園
家
盟
制
の
根
幹
の
自
援
作
用

で
あ
り
、
そ
の
原
因
が
外
国
で
は
な
く
、
瞳
制
内
部
に
求
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
錯
綜
し
た
経
緯
を
辿
り
、

不
可
解
な
様
相
を

星
す
る
八
王
の
飽
の
本
質
を
探
究
す
る
こ
と
は
、
遡
っ
て
貌
菅
国
家
鐙
制
を
、

ひ
い
て
は
そ
の
基
盤
で
あ
る
首
時
の
社
舎
を
解
明
す
る
上
で
、

重
要
な
い
と
ぐ
ち
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

で
は
八
王
の
飽
は
、
従
来
ど
の
よ
う
な
方
向
で
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ふ
つ
う
八
王
の
飽
の
原
因
は
、
西
菅
の
武
帝
が
採

用
し
た
諸
政
策
に
蹄
せ
ら
れ
て
い
る
。
と
く
に
天
下
統

一
後
、
州
郡
に
配
備
し
て
い
た
軍
隊
を
撤
慶
し
た
措
置
の
結
果
、
西
菅
の
主
要
な
軍
隊

と
し
て
は
、
京
師
洛
陽
の
禁
箪
と
各
地
に
「
封
建
」
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
出
銀
し
た
宗
室
諸
王
の
軍
隊
の
二
つ
が
残
り
、

し
か
も
禁
軍
の
多
く

の
「
封
建
」
制
・
兵
制
な
ど
の
諸
制
度
と
の
闘
連
で
、

内
面
的
に
洞
察
し
た
の
が
岡
崎
文
夫
氏
で
あ
る
。

西
菅
の
軍
事
力
が
宗
室
に
集
中
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
宗
室
諸
王
が
掌
握
す
る
津
事
力
を
利
用
し
た
外
戚

た
が
い
に
権
力
を
め
ぐ
り
抗
争
し
た
の
が
八
王
の
能
陀
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
西
菅

八
王
の
飽
は
研
究
が
な
さ
れ
て
き
刻
。
そ
の
中
で
八
王
の
飽
そ
の
も
の
が
も
っ
意
味
を

- 2 ー

は
宗
室
諸
王
が
統
率
し
た
の
で
、

が
、
さ
ら
に
は
宗
室
諸
王
自
身
が
、

岡
崎
氏
は
、

そ
の
主
著
『
貌
菅
南
北
朝
通
史
』
(
弘
文
堂
、

一
九
三
二
年
)
の
中
で
、

八
王
の
観
を
、
宗
室
及
び
貴
族
を
優
遇
す
る
西
菅
王
朝
の

政
策
が
生
ん
だ
、
者
修
の
風
潮
の
中
で
起
こ
っ
た
「
利
慾
を
主
と
す
る
家
族
霊

(
宗
室
・

貴
族
と
く
に
外
戚
l
筆
者
注
〉

の
手
間
」
(
同
書
一
O
九
頁
)

と
把
握
し
、
八
王
の
劃
の
素
因
を
「
利
慾
」
と
い
う
、
抗
争
の
主
睦
と
な
っ
た
人
聞
が
も
っ
欲
望
に
求
め
る
。
こ
の
岡
崎
氏
の
見
解
を
継
承
し

て
、
「
利
慾
」
と
い
う
概
念
を
さ
ら
に
歴
史
的
に
展
開
し
た
の
が
、
谷
川
道
雄
・
安
田
二
郎
の
両
氏
で
あ
る
。
谷
川
氏
は

『
世
界
帝
閣
の
形
成
』

(
講
談
枇
、
新
書
東
洋
史
二
、

一
九
七
七
年
)
の
中
で
、

「
そ
れ
〈
宗
室
諸
王
の
も
つ
軍
事
力
|
筆
者
注
)
は
菅
王
朝
の
公
権
を
支
え
る
の
で
は
な
く
、

嘗
時
の
私
利
追
求
の
風
潮
に
染
ま
っ
た
宗
室
諸
王
が
、
本
来
園
家
を
維
持

そ
の
結
果
と
し
て
起
こ
っ
た
の
が
八
王
の
範
で
あ
る
と
論
じ
、
ま
た

こ
れ
を
私
権
化
す
る
方
向
に
は
た
ら
い
た
」
(
同
書
一
O
O頁
〉
と
、

す
る
機
能
で
あ
る
べ
き
軍
事
力
(
さ
ら
に
は
園
家
機
構
)
を
私
物
化
し
た
、

安
田
二
郎
氏
は
、
「
八
王
の
蹴
を
め
ぐ
っ
て
、
ー
人
開
皐
的
考
察
の
試
み
|
L
Q
名
古
屋
大
事
東
洋
史
研
究
報
告
』
四
、

一
九
七
六
年
所
枚
)
の
中
で
、



古
代
の
「
里
」
共
同
置
の
解
置
に
よ
り
、
個
人
と
し
て
放
出
さ
れ
た
人
聞
が
も
っ
、
自
己
の
「
利
欲
性
」

i

を
肯
定
し
、
そ
れ
に
よ
り
自
己
責
現

を
追
求
す
る
傾
向
が
、
観
音
時
代
の
「
浮
競
」
の
風
潮
を
現
出
し
、
そ
の
「
「
、浮
競
」
〔
之
い
う
蛍
時
の
人
聞
の
あ
り
方
|
筆
者
注
〕
が
よ
り
露
骨
に

突
出
し
た
社
曾
現
象
と
し
て
具
現
し
た
の
が
「
八
王
」
の
劃
で
は
な
か
っ
た
か
」
(
同
論
文
六
八
頁
)
と
論
ず
。

雨
氏
の
八
王
の
観
に
劃
す
る
認

識
を
整
理
す
る
と
、
第
一
に
八
王
の
飽
の
素
因
は
嘗
時
の
人
間
個
々
が
も
っ
擢
力
を
求
め
る
私
欲
に
あ
り
、
第
二
に
そ
の
私
欲
は
貌
菅
時
代
に

贋
汎
に
見
ら
れ
る
箸
修
の
風
潮
と
同
根
の
も
の
で
あ
り
、
第
三
に
そ
の
風
潮
は
漢
帝
園
の
瓦
解
が
象
徴
す
る
古
代
社
舎
の
秩
序
債
値
瞳
系
の
崩

壊
が
も
た
ら
し
た
祉
曾
傾
向
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
八
王
の
範
は
、
古
代
か
ら
中
世
へ
の
時
代
の
轄
換
期
に
お
け
る
秩
序
の
混
範
が
政
治
史
上
に

反
映
し
た
結
果
で
あ
る
と
す
る
貼
で
共
通
し
て
い
る
。

八
王
の
飽
の
研
究
の
こ
う
し
た
方
向
は
、

こ
の
時
代
に
お
け
る
基
層
枇
舎
の
嬰
動
に
、

そ
の
主
因
を
求
め
て
ゆ
く
勲
、

八
王
の
範
と
い
う
現
象
を
十
分
に
解
明
し
つ
く
せ
な
い
の

祉
曾
睦
制
と
な
っ
た
貴
族
制
と
八
王
の
飢
と
の
主
盟
的
な
関
係
が
見
え
て
こ
な

極
め
て
覗
野
が
贋

く
、
し
か
も
正
嘗
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
親
貼
か
ら
だ
け
で
は
一
元
的
に
過
ぎ
、

- 3 ー

戸
、
今
4

m

h

ム
、
当
。

吋
、
乱
u

・+
J

、U
V
4
μ

と
く
に
こ
の
轄
換
期
に
新
た
に
形
成
さ
れ
、

ぃ
。
貌
盃
田
園
家
盟
制
の
成
立
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
貴
族
制
と
、
そ
の
貌
晋
園
家
睦
制
の
自
壊
作
用
で
あ
る
八
王
の
飽
と
の
関
係
が
見
出
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
論
文
で
は
、
以
上
の
問
題
意
識
を
念
頭
に
置
き
、

王
の
範
の
本
質
に
迫
り
た
い
。

八
王
の
凱
の
個
々
の
抗
争
と
い
う
現
象
を
検
討
す
る
こ
と
か
ら
始
め
、
そ
の
上
で
八

八
王
の
飢
の
性
格

八
王
の
観
は
、
武
帝
炎
が
病
裂
し
、
そ
の
嫡
子
で
あ
る
恵
帝
衷
が
即
位
し
た
翌
年
、

-す
な
わ
ち
元
康
元
年
(
二
九
一
)
に
起
こ
っ
た
、

后
が
外
戚
の
楊
駿
を
訣
殺
し
た
ク
ー
デ
タ
ー
に
端
を
設
し
、
光
照
元
年
会
一
O
六
〉
、
封
河
開
王
廟
の
内
戦
で
勝
利
を
牧
め
た
東
海
王
越
が
、
こ

の
年
に
即
位
し
た
懐
帝
蟻
の
輔
佐
と
し
て
、
質
権
を
掌
握
し
た
時
黙
で
一
臨
終
憶
す
る
が
、
こ
の
開
に
外
戚
・
宗
室
を
中
心
に
幾
多
の
ク
I
デ

買
皇
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第
一
表

八
王
の
蹴
抗
争
表

「
日
山
抗
争
が
起
こ

一
首
時
の

一一
討
伐
を
受
け
る

一
蛍
時
の
地

一二
剖
伐
を
行
な
う

一
N
一
っ
た
年
・
月

一
皇
帝

一一
側
同
沖
凶
人
物

一
位
・
官
職

二
側
の
中
心
人
物

一
l
一
二
九
て
三

一
恵

帝

一
楊

駿

買

皇

后

-

Z
E
E

楚
王
建

二

術
瑠

I x I 

2三O
-'-0四
、J/、

、七

)il 

一一一一
、

一一一
惑懐

帝

東
海
王
越

棺
円
玉
問

長
沙
王
父

成
都
王
穎

河
開
王
顧

帝

皇
帝

大
司
馬

皇
太
弟

丞
相

太
宰

丞
相(

太
縛
〉

(
梁
王
形
)

趨
王
倫

斉
王
問

准
南
王
允

奥
王
安

時
円
王
問

成
都
王
穎

河
閲
王
額

王
凌

新
察
王
騰

東
海
王
越

富事

タ
ー
や
内
戦
が
摺
裂
し
た
。
こ
の
八
王
の
乱
の
諸
抗
争
の
推
移

を
整
理
し
た
の
が
、

第
一
表
の

「
八
王
の
凱
抗
争
表
」

で

あ

る
。
こ
の
表
を
見
渡
す
と
、
何
故
に
西
菅
と
い
う
統
一
園
家
が

滅
亡
す
る
ま
で
抗
争
が
績
い
た
の
か

と
い
う
素
撲
な
疑
問
が

湧
く
。
こ
の
疑
問
は
、
安
田
二
郎
氏
が
「
何
故
に
あ
れ
ほ
ど
ま

で
に
執
助
に
抗
争
と
興
亡
を
く
り
か
え
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た

の
か
」
(
前
掲
論
文
、
五
六
頁
)
と
自
問
し
た
、
八
王
の
飢
の
「
根

因
」
を
問
う
問
題
に
繋
が
る
。
こ
の
章
で
は
、
安
田
氏
の
問
題

提
起
に
劃
し
て
、
私
な
り
に
解
答
を
出
し
た
い
と
考
え
る
。
そ

- 4 ー

の
方
法
と
し
て
は

八
王
の
凱
の
中
の
一
抗
争
を
取
り
上
げ

て
、
そ
の
性
格
を
検
討
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。
封
象
と
し

て
は
第
一
表
の

(
V〉
に
事
げ
ら
れ
て
い
る
、
趨
王
倫
相
到
斉
王

問
・
成
都
王
穎
・
河
開
王
額
の
三
王
の
聞
で
繰
り
庚
げ
ら
れ
た

内
戦
を
扱
う
。
す
な
わ
ち
「
三
王
起
義
」
と
稿
さ
れ
る
抗
争
で

あ
る
。
ま
.
す
三
王
起
義
の
経
緯
か
ら
見
て
ゆ
き
た
い
。

一
王
起
義
が
起
こ
っ
た
嘗
時
、
寅
権
を
掌
握
し
て
い
た
の
は

趨
王
倫
で
あ
る
。

一
言
、
説
明
を
附
け
加
え
る
と
、

八
王
の
蹴

を
逼
じ
て
帝
位
に
あ
っ
た
恵
帝
は
生
来
暗
愚
で
あ
っ
た
た
め

つ
ね
に
政
治
上
の
輔
佐
(
「
輸
政
」〉
が
不
可
歓
で
あ
り
、



そ
の
結
果
、
賞
擢
を
掌
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
輔
政
の
座
を
め
ぐ
り
、
外
戚
・
宗
室
が
抗
争
を
繰
り
返
し
た
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
越
王
倫
が

恵
帝
の
輔
政
と
し
て
、
質
権
を
掌
握
し
た
の
は
、
買
皇
后
一
涯
に
劃
す
る
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
る
。
そ
の
功
績
に
よ
り
、
相
園
・
使
持
節
・
都
督

中
外
諸
軍
事
・
侍
中
に
任
命
さ
れ
、
文
武
の
寅
樺
を
掌
握
し
た
越
王
倫
は
、
与
の
後
も
九
錫
の
祭
典
を
加
え
る
な
ど
、
着
々
と
自
ら
の
権
威
を

高
め
、
永
寧
元
年
会
一
O
一
)
正
月
、
つ
い
に
恵
帝
の
稗
譲
を
受
け
る
に
至
る
。
こ
の
よ
う
に
越
王
倫
が
稗
譲
を
装
い
、

め

い
う
朕
況
に
お
い
て
起
こ
っ
た
の
が
三
王
起
義
で
あ
る
。

帝
位
を
纂
奪
し
た
と

三
王
起
義
の
護
端
は
、
同
年
三
月
、
銀
東
大
将
軍
・
〔
都
督
預
州
諸
軍
事
〕
と
し
て
出
鎖
し
て
い
た
許
昌
の
地
に
お
い
て
、
か
ね
て
よ
り
謀
議

を
重
ね
て
い
た
費
王
聞
が
、
恵
帝
の
復
位
と
い
う
大
義
を
掲
げ
て
奉
兵
し
、
そ
れ
と
同
時
に
全
園
の
「
征
・
鎮
・
州
・
郡
・
豚
・
園
」
に
封
し

て
、
機
書
を
遺
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
鄭
の
成
都
王
穎
・
長
安
の
河
開
王
顛
ら
が
、
こ
の
奉
兵
に
呼
醸
し
、
こ
こ
に
三
王
を
中
心
に
趨
王
倫
討
伐

の
「
義
軍
」
が
結
成
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
京
師
洛
陽
に
進
軍
し
た
。
こ
う
し
た
三
王
側
の
動
き
に
劃
し
て
、
越
王
倫
は
禁
軍
を
各
方
面
に
涯
遣
し

た
。
か
く
し
て
越
王
倫
劃
三
王
と
い
う
宗
室
諸
王
同
士
(
も
っ
と
も
越
王
倫
は
皇
帝
を
僧
稿
し
て
い
る
が
〉
の
内
戦
が
始
ま
る
。
戦
況
は
嘗
初
、

軍
を
主
力
と
す
る
趨
王
倫
軍
に
有
利
で
あ
っ
た
が
、

決
水
の
戦
い
を
轄
機
に
三
王
軍
が
優
勢
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
不
利
な
展
開
に
動
揺
し
た 定生

フ守"

- 5 ー

超
王
倫
の
私
黛
の
一
部
が
、
洛
陽
に
お
い
て
ク
ー
デ
タ
ー
を
起
こ
し
、
越
王
倫
を
諒
殺
し
、
幽
閉
さ
れ
て
い
た
恵
帝
を
復
位
さ
せ
た
。
こ
う
し

て
越
王
倫
の
敗
北
を
も
っ
て
、
三
王
起
義
は
移
結
し
(
同
年
四
月
)
、

そ
ゆ
戦
後
虚
理
の
た
め
に
三
王
が
入
洛
し
て
、
論
功
行
賞
を
行
な
い
(
同

年
六
月
)
、
三
王
起
義
を
首
唱
し
た
斉
王
聞
が
新
た
に
恵
帝
の
輔
政
と
な
る
。
以
上
が
三
王
起
義
の
鰹
緯
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。

で
は
こ
の
三
王
起
義
は
何
故
に
起
こ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
要
因
か
ら
如
何
な
る
抗
争
の
園
式
が
浮
か
び
上
が
る
で
あ
ろ
う

か
。
ま
ず
第
一
に
、
宗
室
諸
王
同
士
の
抗
争
と
い
う
黙
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
三
王
起
義
は
宗
室
諸
王
の
権
力
争
い
で
あ
り
、
そ
の
要
因
は
宗

室
諸
王
各
自
が
も
っ
権
力
欲
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
何
故
な
ら
ば
、
趨
王
倫
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
再
王
問
ら
三
王
も
の
ち
に
賓
擢

を
掌
握
す
る
と
、
越
王
倫
と
同
じ
轍
を
踏
み
、
権
勢
を
振
う
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
貼
か
ら
推
し
量
る
な
ら
ば
、
三
王
起
義
を
首
唱
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し
た
斉
王
問
ら
も
、
寅
は
自
ら
の
権
力
欲
を
満
た
さ
ん
が
た
め
に
奉
兵
し
た
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
趨
王
倫
も
三
王
も
、
権
力
志
向
を
も
っ
と
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い
う
黙
に
お
い
て
は
向
次
元
に
立
つ
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
越
王
倫
と
斉
王
問
の
個
人
的
な
関
係
に
絞
っ
て
、
三
王
起
義
の
よ
り
具
佳
的
な
契

機
を
求
め
る
な
ら
ば
、

か
つ
て
賀
氏
討
伐
の
ク
ー
デ
タ
ー
の
際
に
は
、
雨
者
は
利
害
の
一
致
に
よ
り
、

ク
ー
デ
タ
ー
に
向
け
て
結
託
し
た
が
、

そ
の
所
期
の
目
的
が
達
成
さ
れ
る
や
否
や
、
論
功
行
賞
に
不
満
な
宵
王
聞
は
趨
王
倫
に
封
し
怨
恨
を
懐
き
、
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
南
者
は
反
目

し
て
お
り
、
そ
れ
が
抗
争
に
護
展
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
権
力
志
向
を
も
っ
宗
室
諸
王
自
身
の
個
人
的
な
利

害
が
三
王
起
義
の
要
因
で
あ
り

安
田
二
郎
氏
が

権
力
へ
の
激
し
い
欲
診
一
ナ
を
も
っ
首
領
と
、

そ
れ
を
取
り
巻
く
同
じ
志
向
を
も
つ
か
フ
レ
l

「
劃
内
的
に
は
分
裂
の
、
封
外
的
に
は
新
た
な
敵
封
集
圏
の
撞
頭
を
よ
び
お
こ
し
、
か
く
し

て
結
局
は
敗
滅
の
途
を
た
ど
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
」
(
前
掲
論
文
六
一
頁
)
と
、
八
王
の
範
の
抗
争
の
性
格
を
説
明
し
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
れ

ン
・
賂
土
か
ら
成
る
「
八
王
」
の
権
力
集
圏
が
、

が
こ
の
三
王
起
義
に
も
嘗
て
依
ま
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
三
王
起
義
は
、

「
私
」
封
「
私
」
と
い
う
園
式
で
表
わ
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

し
か
し
、
こ
の
内
戦
が
「
起
義
」
と
稽
さ
れ
て
い
る
黙
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
宗
室
諸
王
の
利
害
に
よ
る
抗
争
と
い
う
性
格
と
は
異
な
っ
た

側
面
が
現
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
結
論
か
ら
言
う
と
、
自
己
の
擢
力
欲
に
よ
り
園
家
を
私
権
化
す
る
越
王
倫
に
劃
す
る
、
公
権
と
し
て
の
園

- 6 ー

家
の
回
復
を
目
指
す
大
義
名
分
の
震
動
が
三
王
起
義
の
要
因
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
趨
王
倫
の
園
家
の
私
権
化
が
し
だ
い
に
エ
ス
カ
レ
ー
ト

し
、
そ
の
極
限
と
し
て
帝
位
が
纂
奪
さ
れ
る
と
い
う
危
機
的
な
朕
況
に
お
い
て
、
「
趨
王
は
遁
理
に
背
き
、
ほ
し
い
ま
ま
に
築
奪
と
い
う
悪
逆

、凡リマ

を
行
な
っ
た
。
そ
れ
に
射
し
て
天
下
の
人
も
紳
も
憤
り
怒
ら
な
い
も
の
は
い
な
い
」
と
い
う
直
志
の
こ
と
前
に
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
全
圏
的
な

規
模
で
越
王
倫
非
難
の
輿
論
が
高
ま
る
。

す
な
わ
ち
贋
汎
な

そ
し
て
有
力
宗
室
諸
王
の
一
人
、
宵
王
問
は
、
こ
の
「
衆
心
の
怨
墓
に
因
り
」
、

越
王
倫
緋
難
の
輿
論
を
背
景
に
し
て
穆
兵
し
た
の
で
あ
針
。
そ
の
結
果
、
潜
尼
・
孫
恵
・
王
豹
の
如
く
、
資
王
聞
の
幕
下
に
馳
せ
参
ず
る
人
士

A
沿
wγ

が
績
出
V
M
、

起

義

に

立

ち

上

が

る

動

き

が

現

わ

れ

向

。

ま
た
各
地
に
お
い
て

斉
王
聞
の
搬
に
呼
躍
し
て
、

こ
う
し
て
宵
王
問
を
中
核
と
し

る帥て

「
義
を
以
て
来
た
る
L

士
庶
百
姓
を
主
睦
と
す
る
「
義
軍
」
が
形
成
さ
れ
、
越
王
倫
に
よ
り
私
権
化
さ
れ
た
禁
軍
と
戦
い
、
勝
利
を
牧
め

こ
の
よ
う
に
三
王
起
義
の
底
流
に
、
私
権
化
に
針
し
、
公
擢
回
復
を
目
指
す
輿
論
の
存
在
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
故
に
表
面
的
に
は



「
私
」
封
「
私
」
の
抗
争
で
あ
る
三
王
起
義
は
、

「
公
」
封
「
私
」
の
圃
式
で
も
っ
て
表
わ
す
こ
と
が
で
き
る
。

八
王
の
慨
に
お
折
る
他
の
抗
争
に
も
嘗
て
朕
ま
る
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
表
に
事

ん
H
子

げ
ら
れ
て
い
る
諸
抗
争
の
経
緯
を
順
序
を
追
っ
て
見
る
こ
と
に
よ
り
確
認
し
た
い
。

で
は
三
王
起
義
に
見
ら
れ
る
「
公
」
劉
「
私
」
の
園
式
は
、

外
戚
楊
駿
の
「
多
く
親
爆
を
樹
て
、
皆
な
禁
兵
を
領
せ
し
む
」
と
い
っ
た
措
置
に
封
し
て
、

気
が
生
ま
れ
、
つ
い
に
は
買
皇
后
を
中
心
と
し
た
ク
ー
デ
タ
ー
が
起
こ
り
、
楊
駿
一
涯
は
謙
殺
さ
れ
た
。

「
宗
室
」
と
し
て
輔
政
の
座
に
就
い
た
汝
南
玉
亮
は
、
濫
賞
を
寅
施
す
る
な
ど
の
失
政
に
よ
り

「
望
を
失
な
い
」
、
頁
皇
后
の
内
旨
を
受
け
た
楚
王

〈

I
)

「公
室
は
怨
望
し
、
天
下
は
憤
然
た
り
」
と
い
う
空

(E) 

「
駿
立
の
謀
」
の
嫌
疑
で
珠
殺
さ
れ
た
。

建
の
手
に
か
か
り
、

(E) 
貰
皇
后
は
「
民
の
笠
」
で
あ
る
慾
懐
太
子
を
菟
罪
に
よ
り
廃
嫡
し
、
殺
害
し
た
。
そ
れ
に
封
し
て
「
衆
情
は
憤
怨
し
」
、
も
と
賀
氏
の
私
黛
で
あ
っ

た
越
王
倫
が
買
皇
后
討
伐
の
ク
ー
デ
タ
ー
を
起
こ
し
、
賀
氏
一
一
仮
を
諒
殺
し
た
。

「纂
逆
の
志
」
を
醸
す
越
王
倫
に
到
し
て
、
准
南
王
允
が
同
母
弟
の
呉
王
曇
と
ク
ー
デ
タ
ー
を
計
登
し
た
が
、
失
敗
に
移
り
、
逆
に
殺
害
さ
れ
た
。

(
W〉

- 7一

「
百
姓
」
は
准
南
王
允
の
死
を
歎
い
た
と
い
う
。

(
刊
引
)

斉
王
問
の
自
ら
を
皇
帝
に
擬
す
ふ
る
ま
い
や
私
黛
の
重
職
へ
の
任
用
な
ど
の
「
廓
衿
惰
修
」
に
射
し
て
、

「
朝
廷
は
側
目
し
、
海
内
は
失
望
す
」
。

そ
の
機
に
乗
じ
て
河
閲
王
顧
が
穆
兵
し
、
そ
の
搬
に
内
藤
し
た
長
沙
玉
川
人
が
斉
玉
岡
を
訣
殺
す
る
。

(
川
山
)

河
開
王
顧
と
成
都
王
穎
は
、
長
沙
玉
川
λ

が
不
公
卒
な
論
功
行
賞
を
寅
施
し
た
こ
と
や
外
戚
の
羊
玄
之
ら
と
「
朝
政
を
背
骨
柿
惜
し
、
忠
良
を
殺
害
し
た
」

こ
と
を
名
目
に
摩
兵
し
、
そ
の
搬
に
「
四
海
が
雲師隠
し
た
」
と
い
う
。

戦
闘
は
長
期
化
し
た
が
、
結
局
は
河
開
王
願
側
に
内
態
し
た
東
海
王
越
の
手
に
か
か

り
、
長
沙
王
父
は
牧
縛
さ
れ
、
衣
い
で
殺
害
さ
れ
た
。

「・僧修
、
日
日
に
甚
し
」

く
、
大
い
に
衆
笠
を
失
な
う
。
こ
れ

に
封
し
て
、
東
海
王
越
ら
は
恵
帝
を
奉
じ
て
穆
兵
し
、
機
を
飛
ば
し
て
「
四
方
の
丘
(
」
を
召
集
、
そ
の
微
に
臨
応
じ
て
赴
く
者
が
「
雲
集
」
し
た
と
い
う
。
し

(
咽
)

皇
太
弟
の
成
都
王
穎
は
、
富
官
を
重
用
し
、
ま
た
陵
機
一
族
を
訣
殺
す
る
な
ど
、
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か
し
鄭
へ
の
進
軍
の
途
夫
、

蕩
陰
に
て
成
都
玉
穎
軍
と
遭
遇
し
、
敗
北
を
喫
す
。
そ
し
て
悪
帝
は
成
都
玉
穎
の
も
と
に
位
致
さ
れ
た。

東
海
王
越
の
後
を
受
け
て
奉
兵
し
た
、
王
抽
伐
と
新
禁
王
騰
(
掛
田
時
は
東
頭
公
〉
の
聯
合
軍
は
鄭
を
陥
落
さ
せ
、
成
都
王
穎
は
葱
帝
を
奉
じ
て
洛
陽

(
W仇
)
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に
逃
れ
る
。

(X) 

ま
る
。
東
海
王
越
は
義
を
唱
え
、
山
東
の
「
征
・
鋲
・
州
・
郡
」
に
搬
を
停
え
、

河
開
王
願
配
下
の
部
絡
で
あ
る
張
方
が、

惑
帝
を
長
安
の
河
閲
王
顧
の
も
と
に
挫
致
し
た
行
震
に
釣
し
て
、

「天
下
の
怨
憤
」
が
河
閲
王
額
に
集

恵
帝
の
洛
陽
奉
還
を
園
る
。
こ
の
内
載
の
渦
中
で
、
河
閲
王
額
と
成
都
王

穎
は
殺
害
さ
れ
、
ま
た
洛
陽
に
蹄
還
し
た
恵
帝
も
ま
も
な
く
間
伐
し
た
。

(刃〉

東
海
王
越
は
懐
帝
の
外
戚
で
あ
る
王
延
や
側
近
の
謬
播
ら
を
殺
害
す
る
な
ど
威
権
を
振
っ
た
。
こ
う
し
た
東
海
王
越
の

「
不
臣
の
迩
」

は
四
海
の

周
知
す
る
所
と
枕
り
、
一
懐
帝
の
密
詔
を
受
け
た
征
東
大
将
軍
の
有
稀
が
、
東
海
王
越
討
伐
の
た
め
に
奉
兵
し
た
が
、
東
海
王
趨
か
病
残
し
た
た
め
に
抗
争
に

ん
は
、

は
至
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
三
王
起
義
以
外
の
抗
争
に
お
い
て
も
、
基
本
的
に
は
質
権
を
掌
握
す
る
外
戚
・
宗
室
が
私
権
化
に
走
り
、
そ
れ
に
劃
し
て
非

難
す
る
輿
論
が
盛
り
上
が
り
、
そ
し
て
そ
の
輿
論
の
期
待
を
措
っ

た
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
乗
じ
た
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
先
取
り
し
た
、
別
の
外

戚
・
宗
室
が
奉
兵
し
て
、
私
権
化
に
走
っ
た
外
戚
・
宗
室
を
討
伐
す
る
、
と
い
う
三
王
起
義
の
類
型
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち

八
王
の
観
は
、
個
々
の
抗
争
が
ク
ー
デ
タ
ー
あ
る
い
は
内
戦
と
形
態
を
異
に
し
、
そ
れ
を
取
り
巻
く
獄
況
も
饗
化
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
「
公
」

劉

「
私
」
と
い
う
園
式
を
も
っ
同
型
の
抗
争
す
な
わ
ち
「
起
義
」
の
繰
り
返
し
で
あ
る
。

-8-

八
王
の
観
全
鐙
の
流
れ
を
見
渡
す
と
、
最
初
に
寅
擢
を
掌
握
し
て
い
た
外
戚
の
楊
駿
を
倒
し
た
賀
皇
后
が
、
楊

駿
に
代
り
貫
擢
を
掌
握
し
、
買
皇
后
を
倒
し
た
越
王
倫
が
次
に
質
擢
を
掌
握
し
、
さ
ら
に
ま
た
越
王
倫
を
倒
し
た
宵
王
聞
が
代
っ
て
寅
穫
を
掌

握
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
八
王
の
凱
は
個
々
の
抗
争
が
同
型
で
、
し
か
も
そ
れ
を
繰
り
返
す
ば
か
り
で
は
な
く
、
貫
擢
を
掌
握
し
た
外
戚
・
宗

室
の
私
権
化
と
そ
れ
に
劃
す
る
輿
論
の
反
援
と
い
う
一
連
の
動
き
を
環
節
と
し
て
、
個
々
の
抗
争
が
互
レ
に
相
い
連
環
し
、
八
王
の
範
全
鐙
と

し
て
は
鎖
の
よ
う
に
繋
が

っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
順
々
に
一
つ
の
方
向
に
推
し
進
め
て
い

っ
た
の
は
、
目
ま
ぐ
る
し
く
権
力
を
争
奪
し
あ

い
わ
ば
八
王
の
範
の
主
役
で
あ
る
外
戚
・
宗
室
か
ら
は
、

さ
ら
に
第
一
表
を
参
考
に、

っ
た
、

一
歩
離
れ
た
存
在
で
あ
る
輿
論
で
あ
っ
た
。

以
上
、

八
王
の
飢
の
性
格
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
第
一
に
同
じ
園
式
を
も
っ
抗
争
の
繰
り
、
返
し
で
あ
り
、
第
二
に
そ
の
同
型
の
抗
争
が
相
い



連
環
し
て
お
り
、
第
三
に
そ
れ
を
推
進
し
た
の
が
輿
論
の
力
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
結
論
に
よ
り
、
こ
の
章
の
最
初
に
出
し
た
、

何
故
に
抗
争
を
繰
り
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、

と
い
う
問
題
提
起
に
劃
し
て
、
現
象
面
で
は
一
一
態
解
答
が
得
ら
れ
た
の
で
は
な
い

か

で
は
八
王
の
劃
を
推
進
し
た
首
時
の
輿
論
と
は
具
睦
的
に
如
何
な
る
も
の
な
の
か
、
と
い
う
問
題
で

あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
章
を
改
め
て
考
察
し
た
い
。

次
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

輿
論
に
つ
い
て

付

宵
王
聞
に
劃
す
る
批
剣

八
王
の
慨
を
推
し
進
め
た
輿
論
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
章
で
は
、

よ
る
園
家
の
私
権
化
と
そ
れ
に
劃
す
る
輿
論
の
反
援
と
い
う
一
連
の
動
き
を
封
象
に
、
輿
論
の
具
睡
的
な
現
わ
れ
と
し
て
、
斉
王
聞
に
劃
す
る

批
剣
の
内
容
を
検
討
し
た
い
。

は
じ
め
に
こ
の
問
題
を
考
察
す
る
た
め
に
、
宵
王
問
に

- 9一

ま
ず
賓
王
聞
の
興
亡
の
経
緯
を
、
彼
に
よ
る
圏
家
の
私
権
化
を
中
心
に
、
簡
畢
に
記
す
。
費
王
聞
が
寅
樺
を
掌
握
し
た
の
は
、
す
で
に
第
一

章
で
鏑
れ
た
よ
'う
に
、

l

、
氷
寧
元
年
会
一
O
一
)
六
月
、
三
王
起
義
を
首
唱
し
た
功
績
に
よ
り
、
大
司
馬
と
な
り
、
恵
帝
の
輔
佐
と
し
て
政
治
を

ん
日
い

穂
撹
し
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
し
て
質
権
を
掌
握
し
た
宵
王
聞
は
、
し
だ
い
に
私
権
化
へ
の
傾
斜
を
深
め
る
。
そ
の
あ
り
さ
ま
は
『
菅
書
』
巻
五

九
、
費
王
問
俸
に

大
掛
り
に
〔
大
司
馬
府
の
〕
第
宅
を
修
築
し
、

を
取
り
壊
し
た
数
は
数
百
に
も
及
ぶ
。

そ
の
た
め
に
北
側
に
は
「
五
穀
市
」
を
、
南
側
に
は
諸
の
官
署
を
立
ち
退
か
せ
、

〔
勝
作
〕
大
匠
に
営
造
さ
せ
、
そ
の
規
模
は
「
西
宮
」
に
も
匹
敵
す
る
。
ま
た
千
秋
門
(
宮
城
の
西
門
)
の
緒
壁
に

「
西
閣
」
に
通
じ
さ
せ
た
。
そ
し
て
後
房
で
は
「
鍾
懸
」
を
行
な
わ
せ
、
前
庭
で
は
「
八
借
」
を
舞
わ
せ
る
あ
り
さ
ま
。 〔

増
築
の
た
め
に
〕
家
屋

465 

穴
を
穿
ち
、

〔
湾
王
聞
は
〕
酒
色



466 

に
溺
れ
、
朝
蹴
を
怠
り
、
府
第
に
坐
し
た
ま
ま
百
官
の
奔
伏
を
受
け
、

「
三
肇
」
(
筒
書
・
御
史
・
謁
者
〉
に
符
殺
す
。
官
吏
の
任
用
は
公
正
で
は
な
く
、
自

分
が
気
に
入
っ
た
者
だ
け
を
厚
遇
す
る
。
:
:
-

A
司

ん
H
V

と
描
か
れ
て
お
り
、
む
ろ
ん
こ
の
記
述
を
鵜
呑
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
再
王
聞
の

「輔
政
」
の
立
場
を
利
用
し
て
、
第

一
に
自
ら
を
皇

帝
に
擬
す
る
ふ
る
ま
い
や
、
第
二
に
自
分
の
私
黛
の
重
用
と
な
っ
て
現
わ
れ
た
、
園
家
を
私
描
俗
化
す
る
傾
向
が
窺
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
騎

盗
」
な
斉
王
聞
に
射
し
て
、
「
是
に
お
い
て
朝
廷
は
側
目
し
、
海
内
は
失
望
す
」
(
斉
王
問
俸
〉
と
、
人
心
が
離
れ
、
そ
の
結
果
、
太
安
元
年
(
三

O
二〉

十
二
月
、
長
安
の
河
開
王
顕

・
鄭
の
成
都
王
穎
ら
の
奉
兵
を
招
き
、
直
接
に
は
内
躍
し
た
長
沙
王
父
と
の
市
街
戦
の
末
、
斉
王
聞
は
訣

A
W叫す

ん
け
い

殺
さ
れ
る
。

こ
の
膏
王
聞
の
破
滅
に
先
立
ち
、
斉
王
聞
に
射
し
て
、
内
外
か
ら
様
々
な
形
で
批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
批
判
を
整
理
し
た
の
が
、

第
二
表
の
「
斉
王
聞
に
劃
す
る
批
判
」
で
あ
る
。
こ
の
表
を
見
る
と
、
批
剣
を
行
な
う
人
物
の
多
く
は
名
族
出
身
の
、
い
わ
ゆ
る
士
大
夫
で
あ

り
、
彼
ら
が
斉
王
問
自
身
に
諌
争
を
試
み
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
持
王
聞
の
場
合
に
特
徴
的
な
の
は
、
大
司
馬
府
の
幕
僚
が
府
主
で
あ
る
斉
王

帥

聞
に
射
し
て
諌
争
を
試
み
て
い
る
貼
で
あ
る
。
こ
の
府
主
と
幕
僚
の
関
係
を
考
察
し
て
み
る
と
、
そ
も
そ
も
府
主
に
降
召
さ
れ
て
幕
僚
と
な
っ

た
士
大
夫
は
、
府
主
が
自
ら
に
人
心
を
繋
ぎ
留
め
る
た
め
に
野
召
し
た
人
物
、
す
な
わ
ち
輿
論
の
期
待
を
撞
っ
て
い
る
人
物
で
あ
り
、
逆
に
言

- 10ー

う
な
ら
ば
、
輿
論
を
導
く
立
場
に
あ
る
人
物
で
あ
り
、

そ
れ
故
に
幕
僚
の
府
主
に
劃
す
る
批
判
は
、
輿
論
の
具
盟
的
な
代
静
で
あ
る
。

封
園
で
あ
る
膏
園
に
場
(
「
之
園
」
「
就
園
」
〉
せ
ん

ま
た
曹
械
も
、
孫
恵
と
同
じ
く
、
中
央
の
陸
制
を
寓
全
に
固
め
て
か
ら
信
仰
藩
せ
ん
こ
と
を
、
帥
王
豹
は
、
宵
王
聞
が

宛
(
南
陽
)
に
退
い
て
南
州
伯
と
な
り
、
部
に
錯
す
る
成
都
王
穎
を
北
州
伯
と
な
し
、
二
人
で
恵
帝
を
守
り
立
て
ん
こ
と
を
提
案
す
的
こ
れ

ら
の
諌
争
が
斉
王
聞
に
退
譲
を
求
め
る
理
由
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
輔
政
の
座
に
留
ま
る
こ
と
自
盟
、
極
め
て
危
険
で
あ
り
、

で
は
次
に
、
脅
王
聞
に
劃
す
る
批
判
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
斉
王
問
に
封
す
る
諌
争
は
、
斉
王
同
の
私
権
化
傾
向
に
歯
止
め
を
か
け

よ
う
と
意
闘
す
る
貼
で
共
通
し
て
お
り
、
そ
の
多
く
は
さ
ら
に
、
斉
王
聞
に
「
輔
政
」
の
地
位
か
ら
の
退
譲
を
求
め
て
い
る
。
た
と
え
ば
孫
恵

の
諌
争
の
場
合
、
政
治
を
恵
帝
の
弟
で
あ
る
長
沙
玉
川
入
と
成
都
王
穎
の
二
人
に
委
任
し
、

こ
と
が
提
案
さ
れ
て
お
旬
、

ま
た
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伺

退
誕
と
い
う
行
筋
が
輿
論
の
賞
賛
を
博
す
、
と
い
う
理
由
も
拳
げ
ら
れ
る
が
、
退
譲
を
求
め
る
土
大
夫
の
意
識
の
根
底
に
は
、
陸
機
が
「
豪
土

例

賦
」
の
序
で
議
論
し
て
い
る
よ
う
に
、
斉
王
聞
は
「
時
勢
」
に
乗
っ
て
、
三
王
起
義
を
主
唱
し
奉
兵
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
本
来
そ
の
功
績
は

資
王
問
個
人
に
蹄
す
も
の
で
は
な
く
、

そ
れ
故
に
斉
王
聞
が
三
王
起
義
の
功
績
に
よ
り
、
輔
政
の
座
に
就
き
、
威
権
を
振
う
こ
と
自
佳
が
不
合

理
で
あ
る
。
だ
か
ら
大
義
に
則
り
翠
兵
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
大
義
に
則
り
信
仰
藩
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
認
識
が
あ
り
、

「
輔
政
」

と
い
う
座
は
園
家
の
存
立
に
関
わ
る
地
位
で
あ
り
、
本
来
「
輿
墓
」
が
就
く
べ
き
で
あ
る
、

と
い
う
輿
論
が
背
後
に
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
芦
王

聞
が
自
費
的
に
退
譲
す
る
こ
と
は
、
第
一
章
で
考
察
し
た
、
八
王
の
凱
に
お
け
る
因
果
的
な
連
環
を
断
ち
切
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
と
こ
ろ
が

伺

河
開
王
願
が
斉
王
問
討
伐
の
た
め
に
事
丘
(し
た
際
に
恵
帝
に
上
し
た
上
奏
文
に
は
、

摩
丘
ハ
の

「
大
義
名
分
」

t主

た
と
え
名
目
で
あ
る
に
せ

ょ
、
斉
王
問
を
「
第
に
、且怒
ら
せ
」
、
輔
政
の
座
か
ら
退
か
せ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
強
制
的
に
退
譲
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
賛

王
聞
に
退
譲
を
求
め
る
輿
論
の
方
向
が
、
結
果
的
に
は
斉
王
聞
を
討
伐
し
、
八
王
の
凱
を
推
し
進
め
、
八
王
の
飢
に
お
け
る
因
果
的
連
環
を
繋

ぐ
論
理
に
轄
化
し
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
洛
陽
に
届
い
た
河
開
王
顕
の
上
奏
文
を
前
に
、
膏
王
聞
が
朝
臣
を
招
集
し
て
、
今
後
の
針
策
を
協
議

さ
せ
た
場
に
お
い
て
、

王
戎
は
自
設
的
に
「
第
に
就
く
」
こ
と
を
賢
王
聞
に
勤
め
、
河
開
王
額
奉
兵
の
大
義
名
分
に
沿
う
こ
と
に
よ
り
、
武
力

- 12ー

衝
突
を
回
避
せ
ん
こ
と
を
望
ん
だ
が
、
そ
れ
に
劃
し
て
斉
王
問
の
謀
臣
で
あ
る
葛
旗
が
即
座
に
、

王
侯
の
第
に
日
酬
い
た
者
で
、

王
戎
に
激
し
く
反
論
し
た
よ
う
に
、
す
で
に
こ

「漢
競
以
来
、

妻
子
の
命
を
保
っ
た
者
が

一
人
と
し
て
い
た
か
。
こ
の
よ
う
な
議
論
を
す
る
者
は
斬
る
」
と
、

の
切
迫
し
た
朕
況
下
に
お
い
て
は

「
就
第
」
は
す
な
わ
ち
宵
王
聞
の
死
を
意
味
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
本
来
は
抗
争
を
阻
止
す
る
は
ず
の

輿
論
が
、
持
王
聞
を
見
離
し
、
抗
争
を
推
進
す
る
論
理
に
轄
化
し
得
る
の
は
、

一
つ
に
は
輿
論
の
根
底
に
は
第
一

義
に
「
公
」
な
る
園
家
の
存

立
の
こ
と
が
あ
り

「
私
」
な
る
賛
王
聞
の
存
在
は
第
二
義
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
幕
僚
あ
る
い
は
朝
臣
の
立
場
か
ら
斉
王
聞
を
批
判

し
た
士
大
夫
は
、
そ
の
背
景
に
輿
論
が
あ
り
、
そ
の
輿
論
の
最
関
心
事
は
園
家
の
存
立
で
あ
り
、
具
睡
的
に
は
政
権
中
植
が
輿
論
に
か
な
っ
て

い
る
か
が
焦
黙
で
あ
っ
た
。

旗
門
王
間
の
場
合
に
見
ら
れ
る
士
大
夫
の
批
判
の
動
き
は
、

倒

八
王
の
飽
の
他
の
外
戚
・
宗
室
の
場
合
に
も
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、

八
王
の
飽



を
逼
じ
て
、
責
櫨
を
.掌
握
し
て
私
権
化
に
走
る
外
戚
・
宗
室
に
劃
し
て
、
抗
争
に
至
る
に
先
行
し
て
、
士
大
夫
の
批
剣
と
い
う
形
で
、
輿
論
の

意
思
が
具
盟
的
に
現
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

(二3

斉
王
依
鯖
落
事
件

で
は
、
斉
王
聞
に
劃
す
る
批
判
の
場
合
に
見
た
輿
論
と
そ
れ
を
自
費
的
に
措
う
士
大
夫
の
あ
り
方
は
、
車
に
八
王
の
飽
に
お
い
て
の
み
現
わ

れ
る
現
象
で
あ
ろ
う
か
。
女
に
八
王
の
凱
以
前
、

帥

て
、
そ
の
問
題
を
検
討
し
た
い
。

武
帝
の
治
世
下
に
起
こ
っ
た
斉
王
依
(
斉
王
問
の
父
〉
の
諦
藩
を
め
ぐ
る
事
件
を
取
り
上
げ

武
帝
の
唯
一
の
同
母
弟
で
あ
る
斉
王
依
は
、

ふ
H
V

か
つ
て
は
菅
王
の
太
子
の
位
を
め
ぐ
る
武
帝
の
ラ
イ
バ
ル
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
後
、

競
菅
革

命
、
さ
ら
に
西
菅
の
全
園
統
一
を
経
て
、
今
度
は
武
帝
の
皇
太
子
司
馬
表
(
の
ち
の
恵
帝
〉
の
ラ
イ
バ
ル
と
目
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

A
刀
ザ

ム
U
、

情
勢
の
中
で
、
太
康
三
年
(
二
八
二
〉
十
二
月
、
斉
王
依
婦
藩
の
詔
敷
が
下

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
皇
太
子
の
将
来
に
危
倶
を
懐
く
武
帝
が
、

h
u
v
 

内
臣
の
鴻
枕
・
萄
動
ら
の
入
智
慧
に
従
い
、
「
封
建
」
の
寅
を
あ
げ
る
に
名
を
借
り
て
、
費
王
依
を
左
遷
同
然
に
京
師
か
ら
遠
ざ
け
、
皇
太
子

こ
う
し
た

- 13ー

の
地
位
を
磐
石
た
ら
し
め
ん
が
た
め
に
意
園
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

hu‘
 

た
」
と
、
反
響
を
呼
び
起
こ
し
、
と
く
に
朝
廷
を
中
心
に
、
斉
王
依
の
留
京
を
願
い
、
武
帝
に
諌
争
す
る
者
が
相
い
繕
い
だ
。
と
こ
ろ
が
武
帝

A
吋
可hu 

そ
れ
に
劃
す
る
批
判
を
拒
絶
し
た
。
こ
う
し
て
醸
成
さ
れ
た
、
い
わ
ば
皇
帝
劃
輿
論
の
劉
立

帥

急
死
し
た
こ
と
に
よ
り
一
頓
挫
を
き
た
す
。

そ
れ
故
に
、

内
外
に

「
遠
き
も
近
き
も
驚
き
暖
き
、

朝
も
野
も
失
望
し

は
こ
の
問
題
を
帝
室
内
の
「
家
事
」
と
看
倣
し
、

は
、
翌
年
〈
二
八
三
〉
三
月
、

問
題
の
焦
黙
で
あ
る
斉
王
依
が
蹄
藩
の
途
次
、

以
後
、
こ
の
事
件

の
後
遺
症
と
し
て
、
輿
揃
が
逼
塞
し
、
そ
れ
と
は
ひ
き
か
え
に
、
外
戚
楊
氏
の
権
勢
が
ま
す
ま
す
強
ま
り
、
そ
う
し
た
献
況
が
武
帝
残
後
の
八

h
v
 

王
の
凱
に
繋
が
っ
て
ゆ
く
。
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武
帝
の
斉
王
依
鯖
藩
の
措
置
に
射
す
る
輿
論
の
動
向
を
、
今
少
し
克
明
に
追
っ
て
み
た
い
。
こ
の
事
件
以
前
に
、

濯
が
酔
っ
た
ふ
り
を
し
て
武
帝
の
前
に
ひ
ざ
ま
ず
き
、
手
で
武
帝
の
坐
っ
て
い
る
林
を
撫
き
な
が
ら
、

た
と
え
ば
、
あ
る
と
き
衛

「
此
の
席
が
惜
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
」
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同

と
言
っ
た
と
い
う
逸
話
や
、
張
華
は
、

「
後
事
を
託
す
と
す
れ
ば
、
誰
が
よ
い
で
あ
ろ
う
か
」
と
い
う
武
帝
の
下
聞
に
、
「
明
徳
に
し
て
至
親

A
司
A
リ

の
舶
、
湾
王
依
を
措
い
て
他
に
お
り
ま
せ
ん
」
と
答
え
、
そ
の
た
め
に
外
任
と
し
て
、
京
師
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
た
弘
併
な
ど
か
ら
窺
え
る
よ
う

に
、
そ
の
頃
の
興
論
の
趨
勢
は
、
岡
崎
文
夫
氏
が
「
故
に
太
子
の
愚
闇
な
る
に
よ
り
太
子
を
慶
し
て
司
馬
依
に
位
を
つ
が
し
め
ん
と
欲
す
る
朝

臣
の
一
波
も
あ
り
叉
そ
こ
迄
極
端
に
行
か
ず
と
も
彼
を
し
て
太
子
を
輔
佐
せ
し
め
、
以
て
質
権
を
其
手
に
牧
め
し
め
ん
と
す
る
一
波
も
あ
り
、

温
健
な
興
論
は
む
し
ろ
最
後
の
一
波
が
代
表
し
て
居
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
」
(
前
掲
書一

O
一
頁
)

と
設
か
れ
る
よ
う
に
、

興
墓
で
あ
る
斉

王
依
が
質
濯
を
掌
握
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
。
そ
れ
故
に
、
そ
の
斉
王
依
の
排
除
を
意
味
す
る
斉
王
依
蹄
藩
の
詔
敷
が
下
さ
れ
る
と
、
た

だ
ち
に
扶
風
王
駿
・
李
鴻
・
玉
津
・
羊
誘
・
翫
徳
ら
朝
臣
が
次
々
に
切
諌
し
、
あ
る
い
は
自
分
の
妻
で
あ
る
公
主
を
し
て
懇
願
さ
せ
、
武
帝
の

翻
意
を
促
そ
う
と
試
み
的
。
ま
た
蹄
藩
に
伴
う
斉
王
依
の
典
雄
に
閲
し
て
の
太
常
へ
の
下
聞
に
劃
し
て
、
慶
一
男
ら
七
人
の
博
士
が
連
名
で
、
そ

し
か
も
そ
の
長
官
で
あ
る
太
常
〔
卿
〕
の

郷
黙
は
そ
の
行
痛
を
歎
認
し
、
博
士
祭
酒
の
曹
志
は
博
士
ら
に
同
調
す
る
の
み
な
ら
ず
、
別
に
上
奏
を
行
な
っ
た
。
こ
う
し
て
太
常
全
鐙
が
批

帥

剣
す
る
側
に
ま
わ
る
格
好
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
武
帝
に
劃
す
る
輿
論
の
批
判
が
、
こ
の
事
件
を
機
に
朝
廷
を
中
心
と
し
て
一
気
に
噴
出
し

の
下
聞
に
は
答
え
ず
に
、
代
り
に
斉
王
依
蹄
藩
の
措
置
自
鐙
を
批
判
す
る
内
容
の
上
奏
を
行
な
い
、

- 14-

た
の
で
あ
る
。

て
は
王
揮
の
上
奏
文
を
扱
う
。

で
は
朝
臣
ら
は
、
何
故
に
か
く
ま
で
敢
え
て
諌
争
を
試
み
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
根
擦
を
上
奏
文
の
文
脈
の
中
に
探
り
た
い
。
封
象
と
し

王
海
(
字
は
玄
沖
)
は
貴
族
の
名
円
で
あ
る
太
原
の
王
氏
出
身
で
、

こ
の
嘗
時
は
向
書
左
僕
射
(
加
散
騎
常
侍
〉
の
任
に
あ
っ
た
。

文
章
は
『
菅
書
』
巻
四

王
海
停
tこカミ

牧つ
録 て
さ臭

毛主
いの
そ帥君

で
功
績
カ1

あ
り

ま
ず
そ
の
内
容
を

か
い
つ
ま
ん
で
意
詩
す
る
と

か
つ
て
周
で
は
建
閣
に
際
し
て
同
姓
を
封
建
し
帝
室
の
藩
扉
と
な
し
、
そ
れ
を
永
世
の
憲
章
と
し
ま
し
た
が
、

武
王
の
弟
で
あ
る
周
公
旦
を
と
く
に
封
筒
に

は
鴎
ら
せ
ず
に
、
政
治
を
職
務
せ
し
め
ま
し
た
。
そ
れ
は
至
親
に
し
て
信
義
あ
る
者
を
朝
廷
か
ら
遠
ざ
け
な
い
と
い
う
趣
旨
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
り

ま
す
。
そ
れ
故
に
、
周
公
旦
は
幼
主
(
成
主
〉
を
輔
弼
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
耐
用
王
般
の
大
菅
に
お
け
る
立
場
は
、
ち
ょ
う
ど
周
公
旦
の
周
に
お
け
る



く
こ
と
が
な
い
臣
下
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
上
、
斉
王
般
の
人
柄
は
修
潔
に
し
て
義
信
、

さ
ら
に
は
う
る
わ
し
い
至
親
で
あ
り
、

ま
こ
と
に
陛
下
(
武
帝
)
の
腹
心
に
し
て
、
二
心
を
懐

そ
の
志
に
は
忠
貞
を
も
っ
て

立
場
と
全
く
同
じ
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
斉
王
般
は
皇
朝
を
守
り
立
て
、
政
治
に
自
照
ら
せ
る
べ
き
、

お
ら
れ
ま
す
。
今
、
都
督
の
虚
競
で
も
っ
て
蹄
藩
さ
せ
、
内
外
の
寅
権
に
輿
ら
せ
な
い
こ
と
は
、
道
理
に
惇
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
先
帝
(
司
馬
昭
)
及
び

文
明
太
后
の
御
遺
士
山
に
も
背
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
も
し
も
ど
う
し
て
も
事
宜
に
て
稿
用
王
般
の
よ
う
な
輿
望
を
出
鎮
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
な

ら
ば
、
代
り
に
汝
南
王
苑
を
出
銀
さ
せ
れ
ば
よ
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
古
来
よ
り
朝
政
を
外
戚
に
任
せ
て
も
、
あ
る
い
は
宗
室
に
曲
照
ら
せ
て
も
、
全
て
弊
害

を
伴
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
一
つ
一
つ
を
丹
念
に
防
ぎ
き
る
こ
と
は
到
底
不
可
能
で
す
。
時
耐
来
起
こ
る
か
も
し
れ
な
い
患
綱
を
避
け
る
た
め
の
唯
一
の
方
策

は
、
正
道
に
従
い
、
忠
良
の
臣
を
求
め
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
も
し
も
智
計
な
る
も
の
を
も
っ
て
、
至
親
で
さ
え
も
疑
惑
を
も
た
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
疎

遼
な
る
者
に
至
つ
て
は
ど
う
し
て
自
ら
を
保
つ
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
か
。
人
々
が
こ
の
よ
う
な
危
倶
を
懐
く
と
い
う
こ
と
は
、
安
寧
を
篤
す
道
理
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
情
勢
は
園
家
を
有
つ
者
が
最
も
忌
避
す
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
す
。
愚
考
い
た
し
ま
す
に
、
費
王
般
を
太
子
太
保
の
任
に
就
け
、
そ
れ

に
宗
師
の
汝
南
王
亮
と
外
戚
で
朝
望
の
あ
る
楊
跳
を
加
え
た
三
人
で
皇
太
子
を
守
り
立
て
、

ま
た
政
治
を
猪
首
さ
せ
る
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
れ
ば
、

- 15ー

一
人
が
専
権
を
振
う
と
い
う
懸
念
も
な
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

帥

と
な
る
。

一
言
で
言
う
な
ら
ば
、
輿
重
で
あ
る
斉
王
依
を
京
師
に
留
め
て
朝
政
に
興
ら
せ
よ
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
前
に
見
た
嘗

時
の
輿
論
の
意
向
と
一
致
す
る
。
そ
れ
で
は
、
王
揮
が
こ
の
よ
う
に
主
張
す
る
根
援
は
何
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
問
題
に
つ
い
て

し
か
も
徳
墓
あ
る
、
園
家
第
一
の
臣
下
の
費
王
依
が
、
皇
帝
の
猪
疑
を
受
け
、
政
権
の
中
植
か
ら
遼

考
察
す
る
。
皇
帝
の
「
至
親
」
で
あ
り
、

ざ
け
ら
れ
る
と
い
う
事
態
は
、

ひ
い
て
は
皇
帝
に
と
っ
て
は
、

よ
り
「
疏
遠
」
な
る
存
在
で
あ
る
異
姓
の
、

「
忠
良
」
な
臣
下
を
不
安
に
陥
れ

る
。
何
故
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
血
統
、
並
び
に
資
質
の
黙
で
嘗
然
政
治
に
興
る
べ
き
筆
頭
の
人
物
が
疏
外
さ
れ
る
賦
況
は
輿
論
に
お
け
る
人

物
評
債
と
現
政
権
を
措
嘗
す
る
人
物
と
が
煮
離
し
て
い
る
象
徴
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
全
土
大
夫
に
深
刻
な
影
響
を
輿
え
る
。
そ
の
結
果
、
興

論
と
現
政
権
と
の
訴
離
と
い
う
現
象
は
、
園
家
に
劃
す
る
信
頼
に
お
け
る
人
心
の
動
揺
と
い
う
、
園
家
を
有
す
る
皇
帝
が
最
も
忌
避
す
べ
き
園

471 

家
存
亡
の
危
機
を
も
た
ら
す
。
こ
の
よ
う
に
玉
津
の
議
論
は
、
園
家
の
存
立
の
原
貼
を
見
据
え
、
そ
こ
を
起
黙
と
し
て
展
開
し
て
い
る
。

ザつ
ま
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り
武
帝
の
斉
王
依
掃
落
と
い
う
、
輿
論
を
無
視
し
た
措
置
は
園
家
自
瞳
の
滅
亡
に
繋
が
る
と
論
ず
る
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、

州
司
マ

'M
闘い

て
武
帝
に
向
か
っ
て
諌
争
を
試
み
る
の
で
あ
る
。

王
揮
は
敢
え

そ
れ
故
に
、
玉
津
の
上
奏
に
代
表
さ
れ
る
朝
臣
の
諌
争
は
、
単
に
斉
王
依
と
い
う
一
個
の
人
聞
の
去
就
に
関
す
る
批
判
に
留
ま
ら
ず
、

こ
の

す
な
わ
ち
太
康
元
年
(
二
八
O
)
の
全
園
統
一
後
に
顧
著
に
な
っ
た
、

A
N
w，
 

ん
凶
u
y

質
に
よ
る
選
師
事
な
ど
の
横
行
と
い
う
形
で
現
わ
れ
る
園
家
の
私
権
化
と
、
背
後
で
そ
の
傾
向
を
主
導
す
る
外
戚
の
楊
駿
や
内
臣
の
萄
動
・
鴻
紘

一
涯
に
射
す
る
批
判
で
も
あ
る
。
逆
に
言
う
な
ら
ば
、
費
王
依
が
憤
死
し
た
こ
の
事
件
は
、
園
家
の
私
権
化
へ
の
傾
斜
を
象
徴
す
る
事
件
な
の

公
然
た
る
官
職
の
貰
買
や
情

事
件
の
背
景
で
あ
る
嘗
時
の
政
治
状
況
、

で
あ
る
。

以
上
、
こ
の
章
の
前
半
で
は
八
王
の
一
人
膏
王
問
に
劃
す
る
批
剣
を
、
後
半
で
は
宵
王
依
鯖
藩
事
件
に
お
け
る
武
帝
に
封
す
る
批
剣
を
検
討

し
た
。
雨
者
を
比
較
す
る
と
、
表
面
的
に
は
前
者
は
宵
王
聞
の
退
譲
を
求
め
、
後
者
は
宵
王
依
の
留
京
を
求
め
る
と
い
う
よ
う
に
、
あ
た
か
も

正
反
封
の
こ
と
を
輿
論
が
求
め
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
一
歩
踏
み
込
ん
で
考
察
す
る
な
ら
ば
、
前
者
で
は
宗
室
の
費
王
聞
に
よ
る
園

家
の
私
権
化
に
射
し
て
、
後
者
で
は
武
帝
及
び
そ
の
も
と
に
お
け
る
外
戚
の
楊
駿
に
よ
る
園
家
の
私
権
化
に
劃
し
て
、
雨
者
と
も
に
輿
論
が
そ

の
朕
況
を
園
家
の
存
亡
の
危
機
と
と
ら
え
、
そ
の
結
果
、
士
大
夫
が
諌
争
を
試
み
る
と
い
う
貼
で
共
通
し
て
い
る
。
そ
れ
放
に
、
買
王
依
の
揖

藩
事
件
と
八
王
の
乱
の
個
々
の
抗
争
は
、
園
家
の
私
権
化
と
そ
れ
に
劃
す
る
輿
論
の
反
援
と
い
う
同
じ
構
園
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
貼
か
ら
費

王
依
盟
問
落
事
件
が
八
王
の
範
に
お
け
る
抗
争
の
原
型
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
八
王
の
凱
の
端
緒
を
な
す
事
件
で
あ
る
と

も
い
え
る
。
そ
し
て
、
宵
王
依
蹄
落
事
件
が
八
王
の
範
の
各
抗
争
と
異
な
る
黙
は
、
そ
の
劃
立
を
解
消
す
る
た
め
に
武
力
が
利
用
さ
れ
ず
、
そ

喰

H
，

の
結
果
、
抗
争
に
ま
で
至
ら
な
か
っ
た
と
い
う
一
貼
に
存
す
ヤ
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西
湿
田
園
家
に
脈
々
と
存
在
す
る
輿
論
の
内
容
は
す
で
に
検
討
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
そ
の
根
底
に
は
公
権
と
し
て
の
園
家
の
安
定
と
存
績
を

願
望
す
る
精
神
が
あ
り
、
そ
れ
は
現
買
に
は
現
政
権
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
輿
論
に
お
け
る
人
物
評
債
に
基
く
、
と
く
に
「
輿
墓
」
を
中
心
と

す
る
政
権
の
確
立
の
質
現
を
園
る
。
こ
う
し
た
西
菅
時
代
に
お
け
る
輿
論
の
あ
り
か
た
の
源
流
を
遡
っ
て
求
め
る
な
ら
ば
、
後
漢
の
末
年
に
お



い
て
黛
鋼
の
禁
を
惹
き
起
こ
し
た
清
流
運
動
広
行
き
着
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
外
戚
・
宮
官
と
い
う
濁
流
勢
力
が
朝
廷
を
聾
断
す
る
と
い
う
園

家
の
私
権
化
へ
の
傾
斜
に
劃
し
て
、
清
流
士
大
夫
を
主
瞳
と
し
た
、
園
家
の
公
権
と
し
て
の
性
格
の
回
復
を
目
指
す
全
園
的
な
輿
論
の
形
成
で

あ
る
。
川
勝
義
雄
氏
の
研
究
に
よ
る
と
、
こ
の
清
流
土
大
夫
の
輿
論
、
す
な
わ
ち
清
議
に
は
、
そ
の
原
理
と
し
て
本
来
の
園
家
の
あ
り
か
た
、

す
な
わ
ち
郷
里
の
共
同
健
の
維
持
を
目
的
と
す
る
、
し
か
も
天
界
の
秩
序
に
封
醸
し
裏
附
け
ら
れ
た
普
遍
的
園
家
、
す
な
わ
ち
儒
数
的
園
家
の

A
問
wz

h
凶戸
、

理
念
が
あ
る
と
設
か
れ
る
。
こ
う
し
た
後
漢
末
に
お
け
る
輿
論
は
、
そ
の
基
盤
・
主
桂
・
理
念
な
ど
の
黙
で
、
後
の
八
王
の
飢
に
現
れ
る
輿
論

と
共
通
し
て
お
り
、
こ
の
輿
論
が
貌
菅
園
家
成
立
以
後
も
貴
族
制
の
下
に
お
い
て
存
療
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
こ
の
時
代
に
現
わ
れ
た
輿
論
を
中
園
史
全
韓
の
中
に
位
置
づ
け
て
み
た
い
。
長
期
に
わ
た
り
統
一
の
時
代
が
績
き
、
あ
る
い
は
た

と
え
分
裂
の
時
代
に
お
い
て
さ
え
も
、
統
一
の
機
運
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
よ
う
に
、
中
園
は
常
に
統
一
へ
の
志
向
を
内
包
し
て
お
り
、
こ

の
中
闘
に
お
い
て
は
、
そ
の
基
盤
と
し
て
の
郷
里
祉
禽
に
お
け
る
共
同
瞳
の
維
持
を
意
園
す
る
、
さ
ら
に
究
極
の
慮
で
は
人
聞
の
一
人
一
人
の

生
を
保
障
す
る
た
め
の
、
公
権
と
し
て
の
園
家
は
中
園
の
統
一
を
貫
現
し
て
は
じ
め
て
十
全
の
園
家
た
り
う
る
と
い
う
、
中
園
固
有
の
園
家
の
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あ
り
か
た
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
園
家
を
成
立
さ
せ
、
中
闘
を
統
一
に
導
く
志
向
が
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
は
嘗
時

の
士
大
夫
を
主
腫
と
す
る
輿
論
と
い
う
形
で
現
わ
れ
、
説
菅
園
家
僅
制
の
成
立
と
、
そ
れ
に
よ
る
中
園
の
再
統
一
に
興
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

で
は
何
故
に
、
本
来
は
中
園
の
統
一
と
そ
の
園
家
の
存
績
を
希
求
す
る
理
念
に
基
く
輿
論
が
、
八
王
の
凱
を
推
し
準
め
、
西
菅
園
家
の
瓦
解

を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
章
を
改
め
て
考
え
た
い
。

八
王
の
範
と
貴
族
制

本
来
、
園
家
の
存
績
を
希
求
す
る
輿
論
が
、
何
故
に
八
王
の
凱
を
推
し
準
め
る
の
か
。
そ
の
原
因
を
八
王
の
範
の
個
々
の
抗
争
に
即
し
て
求

め
る
な
ら
ば
、
園
家
を
私
権
化
す
る
外
戚
・
宗
室
に
劃
す
る
輿
論
の
批
判
を
「
大
義
名
分
」
と
し
て
、
拳
兵
し
、
そ
の
外
戚
・
宗
室
を
討
伐
し

た
別
の
外
戚
'
宗
室
が
、
そ
の
後
、
新
た
に
園
家
を
私
権
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
抗
争
が
繰
り
返
す
か
ら
で
あ
り
パ
そ
れ
故
に
最
初
に
提
起
し

.i!l73 
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た
問
題
は
、
第
一
に
、
何
故
に
外
戚
・
宗
室
が
私
擢
化
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
、
第
二
に
、
何
故
に
輿
論
が
外
戚
・
宗
室
、
と
く
に
軍
事
力
を

も
っ
有
力
宗
室
諸
王
と
結
び
つ
い
て
、
嘗
面
の
園
家
の
私
権
化
を
武
力
に
よ
り
解
決
を
園
る
の
か
、
と
い
う
二
つ
の
問
題
に
蹄
着
す
る
。
こ
の

章
で
は
、
前
者
の
外
戚
・
宗
室
の
私
権
化
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
い
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
安
田
二
郎
氏
が
前
掲
論
文
に
お
い
て
考
察
さ
れ
て
お
り
、

と
く
に
外
戚
・
宗
室
を
中
心
と
す
る
権
力
集
圏

そ
れ
に
つ
い
て
「
毎
賞
志
向
を
も
っ
賂
土
層
を
結
集
し
、
擢
勢
や
封
爵
に
強
い
志
向
を
懐
く
ブ
レ
ー

ン
に
依
援
し
、
そ

の
性
格
に
注
目
さ
れ
、

れ
自
身
が
擢
力
へ
の
激
し
い
欲
墓
を
も
っ
首
領
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
」
〈
五
九
頁
〉
と
説
明
さ
れ
て
お
り
、
外
戚
・
宗
室
の
私
権
化
へ
の

動
き
が
、
車
に
彼
ら
個
人
の
私
欲
に
よ
っ
て
の
み
起
こ
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
外
戚
あ
る
い
は
宗
室
諸
王
を
中
核
と
し
て
結
集
し
た
ブ
レ

ー
ン
・
将
土
ら
私
議
の
権
力
志
向
の
反
映
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
で
は
、
私
議
の
権
力
志
向
に
は
ど
の
よ
う
な
背
景
が
あ
る
の
か
。
こ
の

問
題
を
、
趨
王
倫
の
第
一
の
腹
心
で
あ
っ
た
孫
秀
を
封
象
と
し
て
考
え
て
ゆ
き
た
い
。

孫
秀
(
字
は
俊
忠
)
は
、

趨
王
倫
の
帝
位
裳
奪
に
伴
い
、
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つ
い
に
は
中
書
監
・
侍
中
・
醸
騎
将
軍
・
開
府
儀
同
三
司
と
な
り
、
越
王
倫
を
も

A
明
叫，

凌
ぐ
権
勢
を
誇
っ
た
人
物
で
あ
り
、
ま
も
な
く
起
こ
っ
た
三
王
起
義
に
よ
り
、
越
王
倫
と
と
も
諒
殺
さ
れ
向
。
そ
も
そ
も
、
越
王
倫
と
そ
の
私

は
じ
め
浪
邪
郡
の
「
小
史
」
令
小
吏
」
)
で
あ

黛
で
あ
る
孫
秀
の
結
託
は
、
孫
秀
の
本
籍
で
あ
る
浪
邪
郡
ハ
園
)
に
お
け
る
出
曾
い
に
始
ま
る
。

っ
た
孫
秀
は
、
首
時
瑛
邪
王
で
あ

っ
た
越
王
倫
の
「
近
職
の
小
吏
」
と
な
り
、

「
文
才
」
を
護
揮
し
て
文
盲
の
越
王
倫
に
代

っ
て
文
書
を
作
製

す
る
な
ど
、
趨
嬬
の
た
め
に
働
き
、
さ
ら
に
越
王
倫
が
越
園
長
封
さ
れ
る
と
、

色
工
P

累
遷
す
る
に
至
っ
た
。
こ
う
し
て
趨
王
倫
の
信
任
を
得
て
、
そ
の
腹
心
と
な
っ
た
孫
秀
は
、

帥

さ
ら
に
は
帝
位
の
纂
奪
な
ど
の
策
謀
を
回
ら
し
た
。

孫
秀
も
「
戸
を
徒
し
て
、
超
人
と
矯
り
」
、

趨
園
侍
郎
に

d
d，
 

b
p
 

そ
の
後
も
越
王
倫
の
背
後
に
つ
ね
に
あ
り
、
賀
氏

討
伐
の
ク
ー
デ
タ
ー
、

つ
い
に
は
越
王
倫
の
下
で
賓
樺
を
掌
握
す
る
に
至
る
。

倒

H

W

H

W

は
、
同
姓
の
貴
族
で
あ
る
繁
安
(
郡
)
の
孫
氏
と
の
「
合
族
」
や
息
子
孫
舎
の
「
向
主
」
な
ど
の
工
作
を
通
し
て
、
自
ら
を
貴
族
化
し
、
越
王

い
う
よ
う
に
、

こ
の
よ
う
に
孫
秀
は
越
王
倫
と
私
的
に
結
び
つ
き
、
越
王
倫
が
権
力
を
掌
握
す
る
の
に
壷
力
し
、
そ
れ
に
よ
り
自
ら
も
そ
の
権
力
に
興
る
と

そ
し
て
権
力
を
得
た
孫
秀

越
王
倫
と
の
私
的
関
係
を
基
盤
に
し
て
、



倫
と
の
私
的
な
結
び
つ
き
を
超
え
た
虚
で
、

さ
ら
に
自
己
の
擢
力
を
補
強
せ
ん
と
し
て
い
る
。

J
で
は
孫
秀
の
生
き
方
に
色
濃
く
現
わ
れ
て
い
る
権
力
志
向
、
あ
る
い
は
上
昇
志
向
は
何
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
か
つ
て
、
浪
邪
郡
の

小
更
で
あ
っ
た
頃
、
孫
秀
は
同
郡
の
「
郷
議
」
に
郷
品
を
求
め
、
そ
れ
に
劃
し
て
王
桁
は
は
じ
め
そ
れ
を
許
す
意
思
は
な
か
っ
た
が
、
従
兄
の

喰

μ
v

許
申

主
戎
の
勤
め
で
、
結
局
は
孫
秀
に
郷
品
を
興
え
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
話
か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
孫
秀
は
寒
門
〈
寒
土
)
、
あ
る
い
は
寒
大

層
の
出
身
で
あ
る
。
ま
た
、
嘗
時
間
郡
の
太
守
で
あ
っ
た
潜
琵
の
子
潜
岳
は
、
小
吏
の
孫
秀
を
使
役
し
て
い
た
が
、
人
間
扱
い
を
せ
ず
に

J

し

ば
し
ば
む
ち
う
ち
、
け
と
ば
し
た
。
後
年
、
孫
秀
が
「
士
山
を
得
て
L

、
中
書
令
に
な
っ
て
い
た
時
、

溶
岳
に
「
孫
長
官
は
普
の
お
つ
き
あ
い
を

「
中
心
、
こ
れ
を
識
す
。
い
つ
の
日
か
、
こ
れ
を
忘
れ
ん
令
詩
経
』
、
小
雅
、

こ
の
薩
答
が
示
す
よ
う
に
、
孫
秀
は
ず
っ
と
潜
岳
に
「
宿
怨
」
を
懐
い
て
お
り
、
事
貫
、
潜
岳
を
石
崇
・
欧
陽

A
W
M
V
 

b
h
v
 

建
ら
と
と
も
に
、
謀
反
の
嫌
疑
で
諒
殺
し
、
宿
怨
を
晴
ら
し
た
。
こ
の
例
の
よ
う
に
、
怨
恨
に
よ
り
次
々
と
貴
族
を
殺
害
し
た
孫
秀
の
行
動
に

は
、
貴
族
に
劃
す
る
コ
ン
プ
レ
ヅ
ク
ス
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
貴
族
に
劃
す
る
反
援
を
ば
ね
に
じ
た
の
が
、
寒
門
寡
人
屠
出

身
、の
孫
秀
が
も
っ
「
志
」
、
す
な
わ
ち
擢
力
志
向
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
貫
現
す
る
手
段
と
し
て
、
超
王
倫
と
い
う
一
宗

室
諸
王
と
結
び
つ
い
た
の
で
は
な
い
か
。

お
ぼ
え
て
お
ら
れ
ま
す
か
」
と
問
い
か
け
ら
れ
た
の
に
答
え
て
、

同
開

国
側
桑
〉
」
と
言
っ
た
と
い
う
。
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以
上
見
て
き
た
孫
秀
の
よ
う
な
、
寒
門
あ
る
い
は
寒
人
屠
出
身
で
、
自
己
の
才
能
を
擦
り
所
と
し
て
、
宗
室
諸
王
と
私
的
に
結
び
つ
く
こ
と

制

に
よ
り
、
自
ら
の
出
世
を
園
っ
た
私
黛
は
、
八
王
の
凱
嘗
時
、
他
に
河
開
王
顕
の
部
将
張
方
ら
、
宗
室
諸
王
の
幕
下
に
数
多
く
見
出
す
こ
と
が

ふ

b
、

で
き
る
。
そ
し
て
権
力
志
向
を
も
っ
私
黛
が
、
同
じ
性
格
を
も
っ
宗
室
諸
王
と
結
託
し
、
あ
る
い
は
無
能
な
宗
室
諸
王
を
操
り
、
擢
力
の
中
植

に
突
き
進
む
朕
況
が
、
園
家
の
私
権
化
と
し
て
輿
論
に
映
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
寒
門
寡
人
層
出
現
の
背
景
を
確
認
す
る
と
、
貌
菅
時
代
に
確

立
L
た
貴
族
制
が
、
貴
族
階
層
を
生
み
出
し
、
さ
ら
に
固
定
化
す
る
中
で
、
そ
こ
か
ら
疏
外
さ
れ
た
存
在
と
し
て
、

ふ
れ
V

を
、
外
部
で
は
寒
人
を
出
現
さ
せ
た
。

、こ
の
寒
門
寒
人
層
が
、
貴
族
鐙
制
と
し
て
の
園
家
に
お
い
て
、
閉
塞
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
自
己
の
上
昇

志
向
を
賞
現
す
る
た
め
の
突
破
口
と
し
て
、
宗
室
諸
王
と
結
び
つ
い
た
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
八
王
の
観
の
諸
抗
争
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば

内
部
で
は
寒
門
ハ
寒
士
)
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そ
の
戦
端
を
聞
き
、
あ
る
い
は
抗
争
の
中
で
勝
敗
の
蹄
趨
を
決
定
し
た
寒
門
寒
入
居
出
身
の
禁
軍
将
校
・
兵
士
の
動
向
も
、
宗
室
諸
王
の
私
黛

伺

の
そ
れ
と
同
じ
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
こ
れ
ら
権
力
志
向
を
も
っ
外
戚
・
宗
室
幕
下
の
私
黛
並
び
に
禁
軍
将
校
ら
が
期
待
す
る
の
が
、
出
世
の
契
機
で
あ
り
、
功
績
を
奉
げ

る
機
舎
で
あ
り
、
そ
の
最
大
の
機
禽
が
、
す
な
わ
ち
公
権
回
復
と
い
う
大
義
名
分
を
掲
げ
た
起
義
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
彼
ら
が
起
義
の
主
導

権
を
握
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
大
義
名
分
を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
に
、
作
矯
的
巴
討
伐
す
べ
き
相
手
の
私
権
化
傾
向
を
増
幅
す

る
な
ど
霊
策
す
る
。
こ
う
し
て
園
家
存
立
の
た
め
に
、
園
家
の
私
権
化
を
阻
止
す
る
意
園
を
も
っ
輿
論
が
そ
の
意
思
を
設
現
す
る
場
で
あ
る
起

義
が
、
あ
る
私
権
化
に
走
る
勢
力
を
滅
亡
さ
せ
る
の
と
同
時
に
、
別
の
同
じ
性
格
の
勢
力
を
登
場
さ
せ
る
場
と
な
る
。
こ
う
し
た
構
造
を
も
っ

起
義
の
繰
り
返
し
が
λ
王
の
範
な
の
で
あ
り
、

起
義
と
い
う
形
の
抗
争
が
起
こ
る
た
び
に
、

一
歩

一
歩
園
家
自
鐙
が
滅
亡
に
近
附
く
の
で
あ

る
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，最
後
に
、
輿
論
の
歴
史
的
展
開
を
軸
に
、
八
王
の
凱
の
構
造
を
確
認
し
た
い
。
後
漢
末
期
、

郷
里
祉
曾
を
基
盤
と
し
、
清
流
士
大
夫
を
主
鐙

と
し
で
形
成
さ
れ
た
全
園
的
な
輿
論
は
、
そ
れ
以
後
も
、
そ
の
本
来
的
な
理
念
が
、
自
費
的
な
土
大
夫
の
精
神
の
中
に
服
々
と
受
け
継
が
れ
、

公
擢
と
し
て
の
園
家
を
私
権
化
す
る
動
き
に
射
し
て
は
、
よ
り
贋
汎
な
支
持
を
受
け
つ
つ
、
士
大
夫
を
主
鐙
に
、
そ
れ
を
抑
止
す
る
方
向
で
働

そ
の
輿
論
が
一
方
で
は
、
漢
帝
園
崩
壊
が
も
た
ら
し
た
混
乱
か
ら
秩
序
回
復
を
目
指
し
て
、
新
た
な
る
園
家
鐙
制
の
成
立
に

く
。
と
こ
ろ
が
、

そ
の
結
果
、
階
層
と
し
て
の
貴
族
を
生
み
出
す
と
と
も
に
、
そ
こ
か
ら
疏
外
さ
れ
た

存
在
で
あ
る
寒
門
寒
入
居
を
出
現
さ
せ
た
。
こ
の
寒
門
寒
人
層
が
、
外
戚
・
宗
室
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
り
、
政
権
内
に
進
出
し
よ
う
と
す
る

開
興
す
る
こ
と
に
よ
り
、
現
買
に
は
貴
族
制
を
形
成
し
、

状
況
が
、
と
く
に
選
事
の
素
飽
と
し
て
現
わ
れ
、
園
家
の
私
権
化
と
輿
論
に
映
り
、
そ
の
批
判
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な

ら
ば
、
八
王
の
凱
の
本
質
は
、
輿
論
の
歴
史
的
展
開
の
結
果
で
あ
り
、
表
面
的
に
は
、
あ
た
か
も
外
戚
・
宗
室
の
擢
力
を
め
ぐ
る
抗
争
で
あ
る

八
王
の
凱
が
、
そ
の
底
流
で
は
輿
論
が
深
く
関
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
嘗
時
の
貴
族
制
が
内
包
し
て
い
た
、
理
念
と
現
貫
の
矛
盾
の

あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
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わ

り

表
面
上
は
、
外
戚
及
び
宗
室
相
互
の
抗
争
に
終
始
し
た
八
王
の
観
は
、
単
に
外
戚
・
宗
室
が
自
己
の
擢
力
欲
に
よ
っ
て
起
こ
し
た
場
合
に
想

定
し
得
る
よ
う
な
、
ば
ら
ば
ら
で
無
秩
序
な
様
相
を
呈
し
て
展
開
す
る
の
で
は
な
く
、
外
戚
・
宗
室
の
興
亡
の
繰
り
、
逗
し
の
中
に
、

向
性
が
認
め
ら
れ
w

そ
の
方
向
に
推
し
進
め
た
原
動
力
と
し
て
、
嘗
時
の
輿
論
が
浮
か
び
上
が
る
。

一
つ
の
方

こ
の
輿
論
は
郷
里
祉
舎
を
支
持
基
盤
と
し
白
魔
的
な
士
大
夫
が
主
睦
と
し
て
、
公
権
と
し
て
の
園
家
が
私
権
化
さ
れ
る
献
況
、
と
く
に
政
権

を
鎗
う
人
物
が
輿
論
の
人
物
評
債
と
抗
離
す
る
蹴
況
を
、
園
家
の
存
亡
の
危
機
と
認
識
し
、
私
権
化
を
主
導
す
る
勢
力
を
批
剣
す
る
と
い
う
形

で
現
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
輿
論
の
あ
り
か
た
の
系
譜
を
辿
る
な
ら
ば
、
八
王
の
凱
以
前
、
西
菅
武
帝
治
世
下
に
起
こ
っ
た
費
王
依
開
藩
事
件

に
お
け
る
、
朝
臣
ら
の
武
帝
に
射
す
る
批
判
に
そ
の
原
型
を
、

さ
ら
に
は
後
漢
末
の
清
流
運
動
に
お
け
る
輿
論
の
形
成
に
、
そ
の
源
流
を
見
出

- 21ー

す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
輿
論
は
、
中
園
に
お
い
て
常
に
存
在
す
る
、
統
一
園
家
へ
の
志
向
の
こ
の
時
代
に
お
け
る
形
態
で
は
な
い
か
。

こ
の
本
来
は
園
家
の
存
績
と
そ
の
中
園
統
一
を
志
向
す
る
輿
論
が
、
逆
に
八
王
の
飽
を
推
し
準
め
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
原
因
は
、
八
王
の

凱
の
個
々
の
抗
争
|
起
義
1

に
お
い
て
見
る
な
ら
ば
、
そ
の
中
核
に
外
戚
・
宗
室
が
あ
り
、
彼
ら
を
起
義
の
中
核
に
据
え
、
抗
争
後
に
は
私
権

化
に
走
ら
し
む
る
の
は
、
そ
の
幕
下
に
あ
る
私
議
、
す
な
わ
ち
擢
力
志
向
を
も
っ
家
門
寡
入
居
か
ら
成
る
集
圏
で
あ
り
、
彼
ら
の
行
動
が
輿
論

に
は
園
家
の
私
権
化
と
映
り
、
そ
れ
に
劃
す
る
批
剣
が
再
び
起
義
を
惹
き
起
こ
す
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
寡
門
寒
人
層
は
、
輿
論
が
貌
五
日
園
家
瞳

一
面
で
は
八
王
の
観
は
輿
論
の
歴
史
的
展
開
の
結
果
で
あ
り
、
貴

制
形
成
に
お
い
て
闘
興
し
た
際
に
成
立
し
た
貴
族
制
の
所
産
で
あ
る
か
ら
、

族
制
の
理
念
と
現
賓
の
矛
盾
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

以
上
ま
と
め
た
よ
う
に
、
こ
の
論
文
に
よ
り
、

八
王
の
範
の
底
流
に
は
輿
論
が
存
在
し
、
そ
れ
故
に
、
こ
の
時
代
の
祉
舎
を
規
定
す
る
貴
族

制
も
八
王
の
範
と
密
接
に
関
連
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

477 

八
王
の
蹴
を
解
明
す
る
過
程
で
次
に
前
面
に
出
て
く
る
の
は
、
第
三
章
で
提
起
し
た
、
二
つ
の
問
題
の
内
、
残
さ
れ
た
問
題
で
あ
る
。
す
な
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わ
ち
、
起
義
と
い
う
個
々
の
抗
争
に
お
い
て
、
何
故
に
輿
論
が
外
戚
・
宗
室
、

と
く
に
軍
事
力
を
も
っ
有
力
宗
室
諸
王
と
結
び
つ
い
て
、
嘗
面

の
私
権
化
す
る
勢
力
を
討
伐
す
る
と
い
う
形
で
解
決
を
園
る
の
か
、

と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
究
極
的
に
は
嘗
時
の
皇
帝
権
の
問
題
に
蹄

着
す
る
。
何
故
な
ら
ば
、
首
時
皇
帝
権
は
あ
る
意
味
で
は
皇
帝
の
み
な
ら
ず
皇
后
(
及
び
そ
れ
に
連
な
る
外
戚
)
・
皇
太
子
(
皇
太
弟
)
、
さ
ら
に
は

「
封
建
」
さ
れ
た
宗
室
諸
王
に
分
有
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
故
に
八
王
の
飢
の
個
々
の
抗
争
の
護
端
の
多
く
に
は
、
彼
ら
の
腹
立
が

あ
り
、
ま
た
彼
ら
が
起
義
側
の
中
核
と
し
て
出
現
す
る
か
ら
で
あ
る
。
圃
式
的
に
は
軍
事
力
を
も
っ
皇
帝
と
輿
論
を
背
景
に
も
つ
貴
族
に
よ
り

成
る
貌
菅
園
家
修
制
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
皇
帝
穫
の
あ
り
か
た
の
本
質
は
何
な
の
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
八
王
の
飽
そ
れ
に
績
く
永

こ
の
皇
帝
穫
の
問
題
を
解
明
し
て
は
じ
め
て
、

八
王
の
蹴
の
み
で
は
な
く
、

嘉
の
凱
に
お
い
て
露
呈
し
て
く
る
皇
帝
権
の
あ
り
か
た
を
遁
し
て
、
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

さ
ら
に
は
そ

「
は
じ
め
に
」
で
言
及
し
た
、
貌
菅
園
家
僅
制
、

の
基
盤
で
あ
る
蛍
時
の
社
舎
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
問
題
を
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

註ω
宮
川
向
志

「北
京
巾
の
飢
よ
り
永
嘉
の
飢
へ
」
(
『
六
朝
史
研
究
、
政
治

・

粧
品
閏
篇
』
一
九
五
六
年
所
牧
)
一
一
一
八
|
四
一
一
貝
(
「
八
王
の
乱
に
つ
い
て
」
、

西
奮
の
軍
備
縮
小
と
諸
王
封
建
)
、
演
口
霊
園
「
貌
管
南
朝
の
兵
戸
制
度

の
研
究
」
(
『秦
漢
階
唐
史
の
研
究
』
上
、
一
九
六
六
年
所
収
〉
三
七
六
|

九
頁

(「東耳目

・
南
朝
の
兵
戸
制
の
史
料
」
、
刺
史
と
丘
一
権
)
、
大
津
陽
典

「
商
高
田
政
治
史
の
二
・
三
の
問
題
、
-
八
王
の
飢
の
前
史
と
し
て

l
」

(
『
立
命
館
文
皐
』
三
七
一
・
三
七
二
合
併
披
、
一
九
七
六
年
所
牧
)
。

ω
主
な
論
考
を
列
穆
し
、
そ
の
内
容
を
略
述
す
る
。
越
智
重
明
「
封
王
の

制
と
八
王
の
凱
」
(『貌
育
南
朝
の
政
治
と
粧
品
閏
』
一
九
六
三
年
所
枚
)
で

は、

宗
室
諸
王
が
封
園
支
配
と
四
征
将
軍
と
し
て
の
支
配
を
一
強
化
す
る

こ
と
に
よ
り
、
「
自
律
的
濁
立
的
勢
力
」
を
蓄
え
た
こ
と
が
八
王
の
飢
の
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一
因
で
あ
る
と
考
察
す
る
。
ま
た
唐
長
嬬
「
西
E

自
分
封
興
宗
王
出
銀
」

(
中
園
祉
倉
科
皐
院
歴
史
研
究
所
編
『
貌
否
情
唐
史
論
集
』
一
、
一
九
八

一
年
所
収
)
で
は
、
呂
思
勉
氏
の
「
:
:
:
八
王
之
組
、
由
於
方
任
之
重
、

而
不
自
封
建
、
明
笑
」
(
『
雨
E

日
南
北
朝
史
』
上
怖
、
一
九
四
八
年
、
三
一

頁
)
と
い
う
見
解
を
踏
ま
え
、
司
馬
氏
政
権
を
拍車
固
に
す
る
た
め
に
、
宗

室
諸
王
を
重
要
な
諸
州
の
都
督
に
出
鋲
さ
せ
た
こ
と
が
八
王
の
蹴
を
招
い

た
と
考
察
す
る
。
そ
れ
に
射
し
て
、
祝
線
斌
つ
八
王
之
胤
。
爆
愛
原
因

試
探
」
(
『
北
京
大
塵
皐
報
』
哲
皐
祉
舎
科
皐
版
、
一
九
八

O
年
六
期
所
枚
〉

で
は
、
八
王
の
飢
を
招
い
た
と
い
う
地
方
の
宗
室
諸
王
及
び
都
督
の
権
力

は
、
「
専
制
主
義
中
央
集
権
制
」
を
完
備
し
、
強
力
な
皇
帝
権
を
形
成
し

て
い
た
中
央
の
製
肘
を
受
け
て
お
り
、
八
王
の
乱
の
主
因
は
、
中
央
に
お
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い
て
皇
帝
権
を
継
承
し
た
恵
帝
と
そ
れ
を
輔
佐
す
る
大
臣
が
、
才
撃
と
も

に
な
き
人
物
で
あ
っ
た
た
め
に
、
そ
の
地
位
が
争
奪
の
的
と
な
っ
た
こ
と

に
あ
る
と
考
察
す
る
。

ω
こ
の
認
識
は
、
宮
川
向
志
氏
が
前
掲
論
文
の
中
で
、

資
巾
の
飢
・
三
園

の
角
逐
・
八
王
の
飢
・
永
嘉
の
飢
と
、
戦
乱
に
明
け
暮
れ
る
時
代
の
基
調

と
し
て
、
古
代
か
ら
中
世
へ
の
縛
換
期
に
お
け
る
秩
序
の
混
鋭
に
よ
り
析

出
さ
れ
た
人
民
が
、
新
た
な
る
秩
序
内
に
再
編
成
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
と

し
、
と
く
に
流
民
集
閣
が
軍
隊
と
し
て
軍
問
、
さ
ら
に
そ
れ
が
形
成
す
る

園
家
に
吸
枚
さ
れ
て
ゆ
く
の
に
注
目
す
る
観
黙
と
通
じ
る
。

同
八
王
の
飢
の
「
八
王
」
と
は
、
墨
田
書
』
巻
五
九
の
列
俸
に
収
録
さ
れ

て
い
る
汝
南
王
亮
・
楚
王
建
・
翁
王
倫
・
斉
玉
問
・
長
沙
王
父
・
成
都
王

穎
・
河
閲
王
顧
・
東
海
王
越
の
八
人
の
西
E

日
宗
室
諸
王
を
指
す
。
こ
の
名

稽
は
、
散
倹
し
た
虚
緋
の

『
〔
耳
目
〕
八
王
故
事
』
に
由
来
す
る
。
虚
緋
は

八
王
の
一
人
成
都
王
穎
の
謀
臣
虚
士
山
の
甥
で
、
彼
自
身
も
成
都
王
穎
の
幕

下
に
い
た
。
他
に

『
四
王
起
事
』
の
著
が
あ
る
。

な
お
、
『
革
日
書
』
単
位
五
九
に
は
序
論
と
論
賛
が
附
さ
れ
、
そ
こ
で
は
西

耳
目
王
朝
が
「
封
建
」
制
を
採
用
し
た
こ
と
は
肯
定
し
、
そ
の
上
で
八
王
そ

れ
ぞ
れ
を
西
菅
王
朝
を
滅
亡
に
導
い
た
元
凶
と
し
て
糾
揮
す
る
。

例
『
耳
目
書
』
巻
四
、
恵
帝
紀
、
永
康
元
年
(
一
ニ

O
O〉
四
月
、
及
び
永
寧

元
年
(
三

O
一
〉
正
月
の
様
。
巻
三
て
后
妃
簿
上
、
悪
質
皇
后
。
巻
四

O
、
買
充
停
、
附
買
諸
俸
。
巻
五
九
、
越
王
倫
停
。

的
開
反
越
王
倫
の
動
き
は
三
玉
起
義
が
最
初
で
は
な
く
、
そ
の
前
年
に
は
、

失
敗
に
終
つ
て
は
い
る
が
、
准
南
王
允
の
ク
ー
デ
タ
ー
が
あ
り
(
第
一

表、

W
〉
、
ま
た
未
遂
に
鯵
つ
て
は
い
る
が
、
梁
主
回
肢
を
擁
立
し
趨
王
倫

を
打
倒
せ
ん
と
す
る
計
輩
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
宗
室
を
中
心
に
、
反

遡
王
倫
の
動
き
が
、
帝
位
纂
奪
以
前
に
す
で
に
あ
り
、
三
玉
起
義
の
主
唱

者
で
あ
る
斉
王
問
も
関
奥
し
て
い
た
形
迩
が
あ
る
。

的

宗
室
と
し
て
は
三
玉
以
外
に
、
新
野
王
飲
(
嘗
時
は
新
野
公
)
や
長
沙

玉川
λ

(

蛍
時
は
常
山
王
〉
ら
が
参
加
し
て
い
る
。
ま
た
厳
密
に
言
う
な
ら

ば
、
河
開
王
顧
の
動
向
は
他
の
二
王
と
は
異
な
る
。
嘗
初
、
河
関
王
願
は

斉
玉
岡
に
呼
師
応
し
よ
う
と
し
た
夏
侯
爽
を
訣
殺
し
、
斉
玉
間
の
機
書
を
も

た
ら
し
た
使
者
を
捕
え
て
、
越
王
倫
に
迭
っ
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
一
旦

は
越
王
倫
に
援
軍
を
源
遺
し
て
お
り
、
情
勢
が
二
王
側
に
有
利
な
の
を
見

て
、
は
じ
め
て
趨
王
倫
に
敵
封
し
て
い
る
。
『
耳
白
書
』
巻
五
九
、
河
閲
主

願
俸
。

制

三
王
起
義
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
『
菅
書
』
巻
四
、
恵
帝
紀
、
永
寧
元

年
、
三
月
・
四
月
・
六
月
の
傑
。
巻
五
九
、
越
王
倫
停
・
斉
王
間
停
・
成

都
王
穎
俸
・
河
開
王
顧
侮
な
ど
。

川

w

買
氏
討
伐
の
ク
ー
デ
タ
ー
の
際
に
は
、
越
王
倫
と
斉
王
問
は
、
「
鎗
王

倫
密
輿
〔
斉
王
問
〕
相
結
、
慶
買
后
」
(『耳白
書』

巻
五
九
、
湾
王
問
侮
)

と
、
協
力
し
て
買
氏
一
線
を
一
回
帰
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
論
功
行
賞
で

斉
王
問
は
自
分
の
慮
遇
(
湯
撃
将
軍
)
に
不
満
を
懐
き
、
「
有
恨
色
」
(
斉

王
問
惇
)
と
、
す
で
に
爾
者
の
関
係
に
は
亀
裂
が
生
じ
て
い
る
。
そ
し
て

越
王
倫
も
、
「
内
懐
不
卒
」
(
越
王
倫
停
)
と
こ
ろ
の
斉
王
問
を
疎
ん
じ
、

外
任
と
し
て
洛
陽
か
ら
遠
ざ
け
、
そ
の
後
も
「
必
有
異
圃
」
〈
越
王
倫
停
〉

と
、
紹
え
ず
警
戒
を
怠
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
爾
者
の
聞
に
は
緊
張

関
係
が
生
じ
、
つ
い
に
は
抗
争
す
る
に
至
る
。

帥

『耳目
書
』
巻
四
四
、
虚
欽
停
、
附
虚
志
傷
、
「
斉
主
問
起
義
、
遺
使
告

〔成
都
王
〕
穎
。
穎
召
〔
慮
〕
志
計
事
。
志
日
、
越
玉
無
道
、
時
埠
行
築

逝
、
四
海
人
一
柳
、
莫
不
憤
怒
、

:
:
」
。
他
に
も
『
E
白
書
』
巻
三
八
、
扶
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風
王
駿
停
、
附
新
野
王
飲
捕
師
、
「
斉
王
問
奉
義
兵
、
移
徴
天
下
、
〔
新
野

王
〕
飲
未
知
所
従
。
:
・
参
寧
孫
淘
大
言
於
衆
日
、
強
王
凶
逆
、
天
下世間

共
討
之
。
:
:
:
」
、
径
五
七
、
趨
誘
臨
師
、
「
値
刺
史
郡
隆
被
湾
王
問
機
、
使

起
丘
(
討
趨
王
倫
。
:
:
:
曾
霊
吏
計
議
、
〔
越
〕
誘
説
隆
目
、
組
王
纂
逆
、

海
内
所
病
、
:
・
」
。
な
お
こ
の
三
例
は
、
い
ず
れ
も
斉
王
問
の
激
書
を

受
け
て
封
庭
を
協
議
し
た
際
の
、
斉
王
問
側
に
加
捨
せ
ん
こ
と
を
主
張
し

た
議
論
に
見
え
る
こ
と
ば
で
あ
る
。

ω
墨
画
書
』
巻
五
九
、
斉
王
問
俸
、
「
〔
斉
王
〕
問
因
衆
心
怨
堂
、
潜
輿
離

狐
玉
盛
・
頴
川
王
庭
穆
謀
起
兵
訣
〔
越
王
〕
倫
。
:
:
・
」
。

同
『
耳
目
書
』
巻
五
五
、
潜
岳
体
、
附
潜
尼
簿
、
「
:
:
:
〔
潜
尼
〕
関
斉
王

問
起
義
、
乃
赴
許
畠
。
間
引
篤
参
草
、
輿
謀
時
務
、
粂
管
書
記
」
、
巻
七

て
孫
葱
停
、
「
永
寧
初
、
赴
斉
王
問
義
、
討
遡
王
倫
。

:f
:
」
、
巻
八

九
、
忠
義市師
、
王
豹
、
「
〔
王
〕

豹
重
脇
田
・
・
況
豹
雌
階
、
大
州
之
綱

紀
、
加
明
公
起
事
険
難
之
主
簿
也
。
:
:
:
」
。

帥
『
耳
国
主
回
』
巻
五
九
、
河
関
王
願
停
、
「
及
組
王
倫
纂
位
、
斉
王
問
謀
討

之
。
前
安
西
参
軍
夏
侯
爽
自
稀
侍
御
史
、
在
始
卒
合
衆
、
得
数
千
人
、
以

態
問
、
遺
信
要
〔
河
閲
王
〕
額
。
:
:
:
」
。
巻
六
四
、
准
南
王
允
停
、
「
及

〔
越
王
〕
倫
談
、
湾
王
向
上
表
理
〔
准
南
王
〕
允
日
、
:
:
:
泊
輿
義
兵
、

准
南
園
人
自
相
率
領
、
衆
過
首
門
人
、
人
懐
坑
悔
、
感
園
統
滅
紹
、
渡
言
流

沸
。
:
:
」
。

M
W

越
王
倫
側
で
は
草
木
軍
が
主
健
で
あ
る
の
に
射
し
て
、
三
玉
側
で
は
宗
室

諸
王
が
有
す
る
軍
隊
を
中
核
に
し
て
、
そ
れ
に
自
渡
的
に
起
義
に
赴
い
た

土
庶
百
姓
が
勝
士
と
し
て
加
わ
っ
て
お
り
、
む
し
ろ
後
者
が
三
王
側
の
主

僅
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
『
音
書
』
巻
五
九
、
成
都
王

穎
俸
に
「
留
義
募
賂
土
既
久
。
威
邦
議
思
館
。
或
有
純
去
者
、
乃
題
鄭
城
ー

門
云
、
大
事
解
散
、
強
欲
逮
。
誘
且
館
、
赴
時
務
。
土
日
以
義
来
、
今
以
義

去
。
若
復
有
急
、
更
相
語
。
〔
成
都
王
〕
穎
知
不
可
留
、
因
遺
之
。
百
姓

乃
安
L

と
あ
り
、
三
王
起
義
に
沿
い
た
人
土
が
、
起
義
が
終
っ
た
後
も
、

そ
の
ま
ま
成
都
玉
穎
の
持
土
と
し
て
郊
に
留
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
一
兵

士
が
錦
郷
し
た
際
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
が
語
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
記
事
は

「
義
軍
」
が
如
何
な
る
基
盤
か
ら
成
っ
て
い
た
の
か
を
示
唆
す
る
。
ま
た

『
耳
目
書
』
巻
三
九
、
王
沈
俸
、
附
玉
凌
俸
に

「及
趨
王
倫
纂
位
、

三
王
起

義
兵
。
〔
王
〕
淡
〈
嘗
時
、
寧
朔
将
軍
、
都
督
幽
州
諸
軍
事
)
擁
衆
挟
南

端
、
遍
紹
機
書
、
使
其
境
内
土
庶
不
得
赴
義
。
成
都
王
穎
欲
討
之
而
未
暇

也
」
と
あ
り
、
そ
こ
の
地
方
長
官
が
起
一
義
に
加
わ
ら
な
か
っ
た
地
域
に
お

い
て
も
、
義
軍
に
投
じ
よ
う
と
し
た
動
き
が
窺
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
土
庶

百
姓
が
赴
義
に
赴
こ
う
と
す
る
動
き
が
全
園
的
な
趨
勢
で
あ
っ
た
こ
と
が

推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
基
盤
が
あ
る
故
に
、
義
軍
は
「
而

〔
張
〕
初
出

・
〔
司
馬
〕
雅
等
連
戦
雄
勝
、
義
軍
散
而
純
合
、
雅
等
不
得
前
」

(
『
耳
百
霊
園
』
各
五
九
、
組
王
倫
停
〉
と
、
正
規
軍
に
劃
す
る
ゲ
リ
ラ
を
想

起
さ
せ
る
よ
う
な
戦
闘
を
展
開
し
、
つ
い
に
は
禁
軍
を
主
力
と
す
る
趨
王

倫
軍
を
破
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
た
と
え
ば
、
斉
王
間
の
微
量
百
を
受

け
た
揚
州
刺
史
の
抑
制
隆
が
、
遺
巡
し
て
起
義
に
赴
こ
う
と
し
な
か
っ
た
た

め
に
幕
僚
・
賂
土
の
反
援
を
招
き
、
殺
害
さ
れ
た
と
い
う
事
件
か
ら
も
わ

か
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
動
き
が
地
方
長
官
に
到
し
て
、
幕
僚
を
通
し

て
、
起
義
に
蕗
ず
る
方
向
に
向
か
せ
た
の
で
は
な
い
か
。
註
帥
参
照
。

帥
八
王
の
飢
の
諸
抗
争
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
主
に
『
且
白
書
』
各
四
、
恵

帝
紀
、
及
び
主
要
な
登
場
人
物
の
列
停
、
『
資
治
通
鑑
』
育
紀
な
ど
に
よ

る
。
個
々
の
抗
争
の
出
典
に
つ
い
て
は
、
一
・
局
窓
げ
な
い
。
な
お
八
王
の

胤
全
鐙
の
流
れ
を
追
う
に
は
、
衰
梅
『
通
鑑
紀
事
本
末
』
の
「
西
菅
之

- 24ー



481 

飢
」
の
項
が
便
利
で
、

L
か
も
示
唆
に
富
む
。

帥
こ
の
事
件
は
、
起
こ
っ
た
の
が
永
嘉
の
鋭
の
員
只
中
で
あ
り
、
し
か
も

東
海
玉
越
と
有
稀
の
封
立
が
抗
争
に
ま
で
至
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か

ら
、
本
来
は
八
王
の
飢
の
中
に
は
入
ら
な
い
。
し
か
し
、
嘗
時
輔
政
の
地

位
に
あ
っ
た
東
海
王
越
が
威
樺
を
振
い
、
そ
れ
に
よ
り
懐
帝
と
の
聞
に
封

立
が
生
じ
、
そ
れ
が
原
因
で
有
隔
が
血
宣
ハ
す
る
に
至
っ
た
と
い
う
過
程

に
、
八
王
の
飢
の
諸
抗
争
と
同
じ
性
質
が
窺
わ
れ
、
し
か
も
東
海
王
越
自

身
が
八
王
の
飢
と
密
接
に
関
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
敢
え
て
こ
の
事

件
を
八
王
の
鋭
内
の
一
抗
争
と
し
て
翠
げ
た
。
こ
の
よ
う
に
一
方
で
は
永

嘉
の
飢
が
起
こ
っ
て
、
滅
亡
寸
前
の
園
家
内
部
に
お
い
て
さ
え
も
、
こ
う

し
た
内
争
が
存
在
し
た
事
寅
か
ら
も
、
八
王
の
鋭
が
西
菅
王
朝
の
抱
え
て

い
た
宿
病
の
如
き
感
さ
え
懐
か
せ
る
。

制
『
耳
目
書
』
各
四
、
恵
帝
紀
、
永
寧
元
年
六
月
甲
戊
の
係
。
巻
五
九
、
斉

玉
岡
市
開
。
な
お
『
資
治
通
鑑
』
各
八
四
、
耳
目
紀
永
寧
元
年
六
月
甲
良
の
傑

参
照
。

同
開
『
青
書
』
品
位
五
九
、
斉
主
問
停
、
「
〔
斉
王
〕
問
於
是
輔
政
、
居
〔
斉

王
〕
彼
故
宮
、
置
嫁
麗
四
十
人
。
大
築
第
館
、
北
取
五
穀
市
、
南
関
諸

署
、
設
援
盛
会
以
百
数
、
使
大
匠
管
制
、
奥
西
宮
等
。
獲
千
秋
門
橋
以
遁

西
閣
、
後
房
施
鍾
懸
、
前
庭
舞
八
品
問
、

一沈
子
酒
色
、
不
入
朝
見
。
坐
奔
百

官
、
符
救
三
牽
、
選
牽
不
均
、
惟
寵
親
明
。
:
;
」
。

『資
治
通
鑑
』
巻
八

四
、
耳
目
紀
太
安
元
年
十
二
月
の
候
。
『
北
堂
書
紗
』
品
位七

O
、
設
官
部
、

諸
王
所
引
の
『
王
際
E
日
書
』
斉
王
問
俸
。
『
世
読
新
語
』
方
正
篇
注
所
引

の

『虞
預
E
日
書
』
参
照
。
な
お
斉
玉
問
俸
の
後
牢
に
載
せ
る
、
河
関
王
願

血
霊
(
の
際
の
、
斉
王
問
の
罪
扶
を
陳
べ
た
上
奏
文
の
記
事
と
多
く
符
合
す

る
ι

帥
『
耳
目
書
』
巻
四
、
恵
帝
紀
、
太
安
元
年
十
二
月
丁
卯
の
係
。
巻
五
九
、

斉
玉
岡
停
・
長
沙
玉
川
人
俸
・
河
閲
王
願
停
。
巻
六

O
、
李
含
停
。

倒
八
王
の
飢
嘗
時
の
外
戚
・
宗
室
と
土
大
夫
の
関
係
を
考
え
る
場
合
、
多

く
の
外
戚

・
宗
室
が
「
開
府
野
召
」
の
権
限
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
考
慮

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
開
府
、
す
な
わ
ち
公
府
あ
る
い
は
箪
府
を
開
く

こ
と
は
本
来
、
丞
相
・
相
園
な
ど
の
一
品
官
に
附
帯
す
る
特
権
で
あ
っ
た

が
、
闘
相
騎
将
軍
・
衡
賂
軍
な
ど
の
二
品
官
も
開
府
儀
同
三
司
を
加
官
す
る

こ
と
に
よ
り
開
府
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
開
府
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
定

の
幕
僚
と
軍
隊
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
り
才
能
・
撃
望
あ

る
士
大
夫
を
跨
召
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
放
に
八
王
の
飢
嘗
時
の
外

戚
及
び
有
力
宗
室
諸
王
は
例
外
な
く
開
府
し
て
お
り
(
第
一
表
参
照
〉
、

ま
た
功
績
を
牽
げ
、
開
府
せ
ん
こ
と
を
熱
望
す
る
(
『
E
図
書』

巻一一一八、

斉
王
彼
停
、
附
東
莱
王
獲
停
〉
。
ま
た
「
百
六
嫁
」
と
稽
さ
れ
た
現
邪
王

容
(
の
ち
の
元
帝
)
の
銀
東
大
将
軍
府
〈
丞
相
府
)
が
、
東
育
政
権
の
母

胎
と
な
っ
た
よ
う
に
、
嘗
時
の
公
府
・
軍
府
は
制
度
の
枠
を
超
え
、
幕
僚

・
軍
隊
を
抱
え
て
肥
大
化
し
、
自
己
の
政
権
の
寅
現
を
志
向
す
る
(
宮
崎

市
定
『
九
品
官
人
法
の
研
究
』
一
一
一
七
|
九
頁
参
照
)
。

制
『
菅
霊
園
』
巻
五
九
、
斉
王
間
停
、
「
前
賊
曹
厩
孫
恵
復
上
諌
目
、

・da---

今
、
明
公
(
稿
用
王
問
〉
建
不
世
之
義
、
而
未
篤
不
世
之
譲
。
天
下
惑
之
、

思
求
所
悟
。
長
沙
・
成
都
、
魯
衡
之
密
、
圏
之
親
親
、
奥
明
公
計
功
受

賞
、
倫
不
自
先
。
今
、
公
宜
放
桓
文
之
勲
、
遮
滅
札
之
風
。
相
倒
狗
高
物
、

不
仁
其
化
、
崇
親
推
近
、
功
途
身
退
。
委
首
問
機
於
二
王
、
命
方
出
掛
於
霊

后
、
耀
義
譲
之
旗
、
鳴
恩
賜
之
畿
、
宅
大
湾
之
撞
、
振
決
決
之
風
、
霊
扶

育
徐
之
域
、
高
枕
笹
丘
之
落
。
:
:
・
」

P

伺

『
E

白書
』
各
九
O
、
良
吏
停
、
曹
婦
、
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古同
慮
危
、
在
盈
思
沖
。
精
選
百
官
、
存
公
扉
欲
、
血
争
賢
進
善
、
務
得
其

才
。
然
後
脂
車
稼
馬
、
高
揖
錫
藩
。
則
上
下
向
庭
、
強
等
幸
甚
」
。

同

『

E
墨
田
』
巻
八
九
、
忠
義
体
、
玉
豹
、
「
:
・:
今
誠
能
傘
用
周
法
。
以

成
都
震
北
州
伯
、
統
河
北
之
王
侯
、
明
公
(
斉
王
問
)
震
南
州
伯
、
以
掻

南
土
之
官
長
。
各
因
本
職
、
出
居
其
方
、
樹
徳
於
外
、
議
忠
於
内
。
品
臓
移

率
所
領
而
貢
於
朝
、
簡
良
才
、
命
賢
機
、
以
盛
岡
天
子
百
官
。
:
:
:
今
若
従

豹
此
策
、
皆
遺
王
侯
之
闘
。
北
輿
成
都
分
河
震
伯
。
成
都
在
郷
、
明
公
都

宛
。
寛
方
千
里
、
以
輿
折
内
侯
伯
子
男
小
大
相
率
。
結
好
要
盟
、
同
時
党
皇

家
。
貢
御
之
法
、
一
如
周
典
。
:
:
:
」
。

凶
王
豹
の
股
に
「
豹
伏
思
菅
政
漸
級
、
始
自
元
康
以
来
、
宰
相
在
位
、
未

有
一
人
獲
彩
、
乃
事
勢
使
然
、
来
信
用
純
有
不
善
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
八

王
の
飢
が
始
ま
っ
た
元
康
年
開
以
来
、
抗
争
が
打
ち
績
き
、
輔
政
の
座
に

い
た
人
物
で
誇
命
を
全
う
し
た
者
が
一
人
も
い
な
い
と
い
う
事
貧
が
あ
っ

た。

帥
た
と
え
ば
成
都
王
穎
は
三
玉
起
義
後
、
白
夜
的
に
郊
に
錆
還
し
、
さ
ら

に
三
玉
起
義
の
戦
場
と
な
っ
た
地
域
の
振
仰
や
賊
死
者
の
埋
葬
を
行
な
っ

た
の
で
、
人
心
が
帽
附
し
た
。
墨
田
書
』
各
五
九
、
成
都
王
穎
出
陣
。
巻
四
四
、

慮
欽
即
時
、
附
慮
志
博
。

帥
『
文
選
』
巻
四
六
、
序
下
、
隆
士
衡
(
陵
機
)
「
豪
士
賦
序
」
、
「
:
:
:

是
故
有
時
啓
於
天
、
理
議
於
民
、
庸
夫
可
以
済
聖
賢
之
功
、
斗
管
可
以
定

烈
土
之
業
。
言
遇
時
也
。
故
目
、
才
不
宇
古
、
而
功
己
倍
之
。
蓬
得
之
於

時
勢
〈
世
)
也
。
:
:
:
夫
以
自
我
之
量
、
而
挟
非
常
之
勅
、
紳
器
障
其
顧

阿
、
高
物
随
其
術
仰
、
心
玩
居
常
之
安
、
耳
飽
従
訣
之
説
。
出
旦
識
乎
功
在

身
外
、
任
出
才
表
者
哉
O
i
-
-
身
危
由
於
勢
過
、
而
不
知
去
勢
以
求
安
。

禍
積
起
於
寵
盛
、
而
不
知
僻
寵
以
招
語
。
見
百
姓
之
謀
己
、
則
申
宮
警
守
、

以
崇
不
畜
之
威
。
懐
古
同
民
之
不
服
、
則
巌
刑
峻
制
、
以
貿
傷
心
之
怨
。
然

後
威
窮
乎
震
主
、
而
怨
行
乎
上
下
。
衆
心
日
付
限
、
危
機
終
夜
。
而
方
優
仰

燈
阿
、
謂
足
以
苓
世
。
笑
古
人
之
未
工
、
忘
己
事
之
己
拙
、
知
冊出
動
之

可
持
、
暗
成
敗
之
有
舎
。
是
以
事
窮
運
蓋
、
必
於
顛
朴
、
風
起
塵
合
、

而
禍
至
常
酷
也
。
要
人
忌
功
名
之
過
己
、
悪
寵
疎
之
検
量
、
蓋
篤
此
也

O

i
-
-
」
。
な
お
、
「
豪
士
」
が
斉
王
聞
を
指
す
こ
と
は
、
『文
選
』
巻
四
六
、

序
下
、「
豪
土
賦
序
」
注
所
引
の
『
戚
叫
軍
縮
耳
白
書
』
に

「〔
陵
〕
機
悪
斉
王

問
衿
功
自
伐
、
受
局
肘
不
議
。
及
斉
亡
作
豪
士
賦
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
明
瞭

で
あ
る
。
『
耳
百
室
百
』
単
位
五
四
、
陸
機
俸
参
照
。

帥
『
亙
白
書
』
巻
五
九
、
斉
王
問
博
、
「
均
軍
校
尉
李
含
奔
子
長
安
、
詐
云

受
密
詔
、
使
河
閲
王
願
謙
〔
斉
王
〕
問
、
因
導
以
利
謀
。
〔
河
閲
王
〕
願

従
之
、
上
表
白
、
・
・

・今
航
勘
兵
、
精
卒
十
薦
、
奥
州
征
並
協
忠
義
、
共

曾
洛
陽
。
捺
騎
賂
軍
長
沙
王
父
、
同
奮
忠
誠
、
鹿
間
還
第
。
有
不
順
命
、

軍
法
従
事
。
・
:
:
」
。
墨
田
書
』
巻
五
九
、
河
閲
王
顧
停
、
巻
六

O
、
李
合

停
参
照
。

凶

『

奇

書』

径
四
三
、
王
戎
席
問
、
「
銑
而
河
閲
王
願
遺
使
就
説
成
都
王
穎
、

嶋
柑
訣
揖
門
王
問
。
激
書
至
、
問
謂
〔
玉
〕
戎
日
、

:
:
:
。
戎
日
、

公
首
傘
義

衆
、
匡
定
大
業
、
関
関
以
来
、
未
始
有
也
。
然
論
功
報
賞
、
不
及
有
第
、

朝
野
失
望
、
人
懐
武
志
。
今
二
王
州
市
甲
百
薦
、
其
鋒
不
可
嘗
、
若
以
王
就

第
、
不
失
故
爵
。
委
権
崇
議
、
此
求
安
之
計
也
。
問
謀
臣
葛
旗
怒
目
、
漢

貌
以
来
、
王
公
就
第
、
寧
有
得
保
妻
子
乎
。
議
者
可
斬
。
・
」
。
『
奇

書
』
巻
五
九
、
斉
王
間
停
参
照
。

倒
た
と
え
ば
、
楊
駿
の
濫
賞
や
専
権
に
削
到
す
る
縛
紙
・
石
崇
・
何
撃
・
待

威
・
孫
楚
ら
朝
臣
の
批
列
、
汝
南
王
売
の
濫
賞
に
封
す
る
停
威
の
批
剣
、

九
錫
を
加
え
ん
と
す
る
越
王
倫
に
糾
問
す
る
劉
績
の
批
剣
、
宣
官
に
唆
さ
れ
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て
陸
機
一
一
族
を
殺
害
し
た
成
都
王
穎
に
封
す
る
江
統
・
奈
克
・
薬
寓
ら
幕

僚
の
批
剣
な
ど
。

倒
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
岡
崎
文
夫
前
掲
書

一
O
O
l
二
頁
、
大
津
陽

典
前
掲
論
文
一

O
l八
頁
、
呂
恩
勉
『
南
青
南
北
朝
史
』
上
倒
(
一
九
四

八
年
)
「
斉
献
王
手
立
」
の
節
、
三
五
|
四
二
頁
、
視
線
斌
前
掲
論
文
八

|
二
頁
な
ど
参
照
。

帥
武
帝
と
斉
王
伎
は
、
司
馬
昭
(
の
ち
に
文
帝
と
遁
設
)
と
そ
の
正
{
雲
元

姫
(
文
明
王
皇
后
〉
と
の
聞
に
生
ま
れ
た
子
で
、
才
笠
の
貼
で
兄
の
武
帝

に
優
る
斉
王
般
は
、
祖
父
司
馬
慾
(
宣
帝
)
・
父
司
馬
昭
か
ら
、
後
縫
者

と
し
て
兄
以
上
に
期
待
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
子
の
無
い
伯
父
司
馬

師
(
景
帝
)
の
後
を
嗣
い
だ
。
し
か
し
、
買
充
ら
の
蜜
力
で
、
武
帝
が
父

司
馬
昭
の
後
を
縫
い
で
E
目
玉
と
な
り
、
貌
耳
百
革
命
に
お
い
て
帝
位
に
郎

き
、
斉
王
彼
は
斉
王
に
封
ぜ
ら
れ
て
、
こ
の
問
題
は
一
腹
落
着
し
た
。

『
耳
目
書
』
巻
三
、
武
帝
紀
。
巻
三
八
、
斉
王
彼
俸
。
巻
三
て
后
妃
侍

上
、
文
明
王
皇
后
。
巻
三
五
、
裳
秀
晴
開
。
巻
四

O
、
買
充
俸
。
巻
四
三
、

山
祷
俸
。
巻
九
三
、
外
戚
停
、
羊
務
。

伺
『
青
書
』
巻
三
、
武
帝
紀
、
太
康
三
年
十
二
月
甲
申
の
係
、
「
以
司
空

斉
王
彼
潟
大
司
馬
・
督
青
州
諸
軍
事
。
:
::」
。
袋
三
八
、
斉
王
紋
停
、

「
〔
武
〕
帝
銃
信
〔
萄
〕
動
言
、
叉
納
〔
鴻
〕
枕
説
、
太
康
三
年
、
乃
下

詔
回
、
古
者
九
命
作
伯
、
或
入
枇
朝
政
、
或
出
御
方
獄
。
周
之
目
撃
、
五

侯
九
伯
、
寅
得
征
之
。
侍
中
・
司
空
斉
王
般
、
明
徳
清
暢
、
忠
允
篤
誠
。

以
母
弟
之
親
、
受
台
輔
之
任
、
佐
命
立
動
、
幼
凪
司
王
室
、
宜
登
頼
位
、
以

稽
具
施
。
其
以
震
大
司
馬
・
都
督
育
州
諸
軍
事
、
侍
中
如
故
、
俵
節
、
勝

本
管
千
人
、
親
騎
帳
下
司
馬
大
草
皆
如
奮
、
増
鼓
吹
一
部
、
官
騎
満
二
十

人
、
置
騎
司
馬
五
人
。
徐
主
者
詳
案
奮
制
施
行
。
:
:
:
明
年
、
策
依
田、

於
戯
、
惟
命
不
子
常
、
天
既
遷
有
貌
之
群
。
我
有
菅
既
受
順
天
明
命
、
光

建
牽
后
、
越
造
主
園
子
東
土
、
錫
葱
育
社
、
用
藩
翼
我
邦
家
。
茂
哉
無

怠
、
以
永
保
宗
廟
。
叉
詔
下
太
常
、
議
凶
目
前
錫
之
物
。
:
:
:
」
。

帥
『
菅
室
百
』
巻
三
八
、
斉
王
般
停
。
省
三
九
、
有
動
停
、
鴻
紘
停
。
な

ぉ
、
蛍
時
の
朝
廷
で
は
賀
充
・
葡
動
を
中
心
と
す
る
一
一
淑
と
任
憧
・
和
嶋

を
中
心
と
す
る
一
波
が
封
立
し
て
お
り
、
耐
用
王
般
は
そ
の
政
争
の
犠
牲
に

な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
丹
羽
免
子
「
貌
耳
目
時
代
の
名
族
、
ー
萄
氏
の

人
々
に
つ
い
て

l
」
〈
『
中
圏
中
世
史
研
究
』
一
九
七

O
年
、
所
枚
〉
一
九

O
i
一一良。

川
内
『
耳
目
書
』
巻
五

O
、
論
賛
、
「
史
臣
日
、
斉
獄
王
(
依
)
以
明
徳
茂
親
、

経
邦
論
道
、
允
輩
庶
績
、
式
鍍
努
倫
。
武
帝
納
姦
諮
之
邪
謀
、
懐
始
終
之

遠
慮
、
途
乃
君
葱
育
土
、
作
牧
東
落
。
逮
遁
驚
墜
、
朝
野
失
望
。
:
:
:
」
。

帥
王
済
・
現
徳
ら
が
自
分
の
奏
で
あ
る
公
主
ま
で
を
動
員
し
て
、
斉
王
依

の
蹄
藩
を
思
い
留
ま
ら
せ
よ
う
と
し
た
行
魚
に
封
し
て
、
武
帝
が
激
怒
し

て
侍
中
の
王
戎
に
言
っ
た
こ
と
ば
に
「
我
兄
弟
至
親
。
今
出
斉
玉
、
自

朕
家
計
。
而
駆
徳
・
王
済
連
遺
婦
入
来
生
突
入
邪
。
捕
開
館
ザ
向
爾
、
況
徐
者

乎
」
ハ
『
世
読
新
華
同
』
方
正
篇
注
所
引
の
停
暢

『
菅
諸
公
費
』
〉

と
あ
る
よ

う
に
、
そ
こ
に
は
斉
王
紋
錦
藩
の
問
題
は
帝
室
内
の
、
し
か
も
兄
弟
聞
の

問
題
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
「
家
計
」
(
「
家
事
」
『
青
書
』
巻
四
二
、
王
揮

簿
、
附
王
済
停
〉
に
属
す
る
問
題
で
あ
り
、
輿
論
が
介
入
す
べ
き
封
象
で

は
な
い
と
い
う
論
理
が
窺
わ
れ
る
。
玉
津
・
曹
志
ら
が
議
論
す
る
よ
う

に
、
帝
室
は
「
公
」
的
な
存
在
で
あ
る
か
ら
、
輿
論
が
関
心
を
も
つ
べ
き

問
題
で
あ
る
と
す
る
立
場
と
は
鋭
く
制
創
立
す
る
。
な
お
、
「
家
事
」
と
い

う
語
に
つ
い
て
は
、
宮
崎
市
定
『
大
唐
帝
園
』
〈
河
出
書
房
『
世
界
の
歴

史
』
七
、
一
九
六
八
年
)
三
四
七
l
八
、
三
五
三
頁
参
照
。
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制
『
菅
昔
一
回
』
巻
一
二
、
武
帝
紀
、
太
康
四
年
三
月
美
丑
の
線
、
「
大
司
馬
斉

王
彼
麓
」。
巻
三
八
、
璃
円
玉
般
体
、
「
〔
湾
王
〕
彼
知
〔
萄
〕
勧
・
〔
漏
〕
枕

構
己
、
憤
怨
渓
疾
、
乞
守
先
后
陵
、
不
許
。
帝
遺
御
融
商
診
親
、
諸
雌
酉
希

旨
、
皆
言
無
疾
。
疾
鱒
篤
、
猶
催
上
道
。
彼
自
強
入
僻
、
素
持
容
儀
、
疾

雄
園
、
向
自
整
属
、
血
争
止
如
常
、
帝
盆
疑
無
疾
。
僻
出
信
宿
、
欧
血
而

古
施
、
時
年
三
十
六
」
。

納
『
耳
目
書
』
巻
四

O
、
楊
駿
停
、
附
楊
珠
停
、
「
〔
楊
]
球
(
駿
の
弟
〉

初
以
退
議
稿
、
晩
乃
合
朋
黛
、
構
出
斉
王
佐
。
中
護
軍
羊
務
輿
北
軍
中
候

成
祭
謀
欲
因
見
珠
而
手
刀
之
。
珠
知
而
僻
疾
不
出
、
調
有
司
奏
務
穂
篤
太

僕
。
自
是
摩
朝
莫
敢
枝
梧
、
而
素
論
叢
失
」
。
こ
れ
以
後
、
「
三
楊
」
と
稽

さ
れ
た
外
戚
揚
氏
が
ま
す
ま
す
権
勢
を
振
い
、
宗
室
で
は
「
宗
師
」
で
太

尉
の
一汝
南
王
売
が
武
帝
を
輔
佐
し
た
。
そ
し
て
武
帝
の
臨
終
の
際
に
、
遺

詔
は
汝
南
王
亮
と
楊
駿
の
二
人
が
恵
帝
を
輔
佐
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
た

が
、
楊
駿
の
陰
謀
に
よ
り
、
輔
政
の
任
は
楊
駿
一
人
に
闘
即
し
た
。
ま
た
武

帝
の
死
の
前
年
に
は
、
惑
帝
の
落
田
仲
と
し
て
、
す
で
に
出
銀
し
て
い
た
越

王
倫
(
鄭
に
銀
す
)
ら
宗
室
諸
王
と
と
も
に
、
新
た
に
秦
玉
東
(
長
安
)
・

楚
王
建
(
宛
)
・
准
南
王
允
(
建
鄭
)
の
三
子
を
要
衝
に
出
鎖
さ
せ
た
。

こ
う
し
た
吠
況
が
八
王
の
飢
に
繋
が
っ
て
ゆ
く
。

同
『
世
設
新
語
』
規
餓
篇
、
「
菅
武
帝
既
不
悟
太
子
之
愚
、
必
有
俸
後
意
、

諸
名
臣
亦
多
献
直
言
。
帝
嘗
在
陵
雲
謹
上
坐
。
街
瑠
在
側
、
欲
申
其
懐
、

因
如
酔
脆
帝
前
、
以
手
撫
林
、
目
、
此
坐
可
情
。
帝
雄
悟
、
因
笑
日
、
公

酔
邪
」
(
「
中
園
古
小
説
集
」
筑
摩
書
房
『
世
界
文
準
大
系
』
七
一
、
所
牧

の
『
世
設
新
語
』
の
翻
誇
な
ど
参
照
)
。
向
、
注
所
引
の
孫
盛
『
菅
陽
秋
』
、

『
青
書
』
巻
三
六
、
術
確
停
。

『
耳
百
害
』
袋
三
、
武
帝
紀
、
太
康
三
年
正
月
甲
午
の
係
、
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「
以
倫
書
張

華
都
督
幽
州
諸
軍
事
」
。
各
三
六
、
張
華
崎
降
、
「
:
・:
曾
〔
武
〕
帝
問
〔
張
〕

華
、
誰
可
託
寄
後
事
者
。
劉
臼
、
明
徳
至
親
、
莫
如
斉
王
位
。
統
非
上
意

所
在
、
微
震
件
旨
、
閲
言
途
行
。
乃
出
華
篤
持
節
・
都
督
幽
州
諸
軍
事
・

領
護
烏
桓
校
尉
・
安
北
勝
軍
。
:
:
」
。

帥
皇
太
子
が
暗
愚
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
嘗
時
周
知
の
事
貸
で
あ
り

(
『
青
書
』
巻
四
、
恵
帝
紀
)
、
前
の
二
例
の
他
に
も
、
武
帝
が
和
嶋
を
東

宮
に
行
か
せ
て
、
皇
太
子
の
成
長
ぶ
り
を
確
か
め
さ
せ
た
際
に
、
還
っ
て

き
た
和
幡
が
、
「
皇
太
子
の
ご
資
質
は
相
幾
ら
ず
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
直

言
し
た
と
い
う
逸
話
(
『
世
読
新
語
』
方
正
篇
、
同
注
所
引
の
干
賓
『
E
日

紀
』
、
孫
盛
『
高
田
陽
秋
』
、
『
亙
墨
田
』
巻
四
五
、
和
幡
停
)
や
、
夏
侯
和
が
買

充
に
「
あ
な
た
の
二
人
の
女
婿
(
恵
帝
と
斉
王
般
)
は
、
親
疏
の
黙
で
は

等
し
い
。
人
を
擁
立
す
る
場
合
、
有
徳
の
人
を
立
て
る
べ
き
で
す
」
と
い

っ
た
話
(
『
耳
白
書
』
巻
四

O
、
貰
充
俸
〉
が
あ
り
、
ま
た
武
帝
自
身
も
皇

太
子
が
帝
位
を
保
つ
こ
と
を
危
ぶ
ん
だ
が
、
皇
太
孫
の
司
馬
遜
(
の
ち
の

感
懐
太
子
)
が
聴
明
な
の
に
期
待
し
、
皇
太
子
を
駿
立
し
な
か
っ
た
と
い

う
(
『
E
白
書
』
巻
三
、
武
帝
紀
)
。

帥

『

E
百
書
』
巻
三
八
、
扶
風
王
駿
停
o

t
包
囲
て
李
惹
俸
。
巻
四
二
、
王

海
停
。
巻
九
三
、
外
戚
停
、
羊
務
。
註
伺
参
照
。

帥
『
亙
白
書
』
巻
四
四
、
鄭
表
停
、
附
鄭
験
停
。
巻
四
五
、
劉
毅
停
、
附
劉

敵
俸
。
巻
五

O
、
曹
志
停
、
庚
純
停
、
附
庚
募
停
、
秦
秀
俸
。
『
三
園
士
山
』

巻
一
九
、
貌
志
陳
思
王
植
傍
注
所
引
の
『
〔
曹
〕
士
山
別
停
』
。

な
お
、
庚
勇
ら
博
士
の
上
奏
に
激
怒
し
た
武
帝
が
筒
書
に
そ
の
越
権
行

震
を
論
議
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
向
昔
一
間
の
朱
整
・
楕
怒
ら
は
、
彼
ら
七
人
及
び

募
の
父
庚
純
を
廷
尉
に
付
し
、
断
罪
せ
ん
こ
と
を
主
張
し
、
そ
れ
に
謝
し

て
向
書
夏
侯
駿
は
反
駁
し
、
左
僕
射
貌
箭
・
右
僕
射
下
郊
王
晃
も
夏
侯
駿
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に
同
調

f
る
・
と
い
う
よ
う
に
封
立
し
、
ま
た
廷
尉
の
劉
周
期
が
、
大
不
敬
を

犯
し
た
庚
募
ら
を
棄
市
せ
ん
こ
と
を
上
奏
す
る
な
ど
、
こ
の
問
題
は
紛
糾

し
た
が
、
結
局
彼
ら
を
除
名
す
る
こ
と
で
落
着
し
た
。
墨
画
書
』
巻
五

O
、

庚
純
停
、
附
庚
草
月
俸
。

帥
『
冊
府
元
勉
』
巻
五
四

O
、
諌
誇
部
、
直
諌
門
、
『
資
治
通
鑑
』
巻
八

て
菅
紀
、
太
康
三
年
十
二
月
の
係
参
照
。

帥
『
青
書
』
各
四
二
、
主
海
停
、
「
伏
承
聖
認
、
憲
章
古
典
、
進
斉
王
般

震
上
公
、
崇
其
腫
儀
、
選
彼
之
図
。
昔
周
氏
建
圏
、
大
封
諸
姫
、
以
藩
帝

室
、
永
世
作
憲
。
至
於
公
旦
、
武
王
之
弟
、
左
右
主
事
、
輔
済
大
業
、
不

使
鋪
落
。
明
至
親
義
著
、
不
可
逮
朝
故
也
。
是
故
周
公
得
以
婁
徳
光
弼
幼

主
、
忠
誠
著
於
金
勝
、
光
述
文
武
仁
聖
之
徳
。
般
於
大
E

目
、
姫
旦
之
親
也
。

宜
賛
皇
朝
、
興
関
政
事
、
寅
篤
陛
下
腹
心
不
武
之
臣
。
且
般
篤
人
、
修
潔

義
信
、
加
以
怒
親
、
志
存
忠
貞
。
今
陛
下
出
依
之
圏
、
俵
以
都
督
慮
鏡
、

而
無
典
戎
幹
方
之
賞
、
去
離
天
朝
、
不
預
王
政
。
傷
母
弟
至
親
之
鐙
]
艶

友
子
款
篤
之
義
、
惜
非
陛
下
迫
述
先
帝
・
文
明
太
后
待
彼
之
宿
意
也
。
若

以
彼
望
重
、
於
事
宜
出
者
、
今
以
汝
南
王
亮
代
彼
。
亮
、

宣
皇
帝
子
、
文

皇
帝
弟
、
伯
・
駿
各
蕗
方
任
、
有
内
外
之
資
、
論
以
後
慮
、
亦
不
篤
軽
。

般
今
之
園
、
遁
足
長
異
同
之
論
、
以
損
仁
慈
之
美
耳
。
而
令
天
下
窺
陛
下

有
不
崇
親
親
之
情
、
臣
縞
篤
陛
下
不
取
也
。
若
以
妃
后
外
親
、
任
以
朝
政
、

則
有
王
氏
傾
漢
之
権
、
呂
産
専
朝
之
縮
。
若
以
同
姓
至
親
、
則
有
呉
楚
七

園
逆
鋭
之
狭
。
歴
観
古
今
、
有
事
軽
重
、
所
在
無
不
信
用
害
也
。
不
可
事
事
曲

設
疑
防
、
慮
方
来
之
患
者
也
、
唯
蛍
任
正
道
而
求
忠
良
。
若
以
智
計
猪
物
、

雄
親
見
疑
、
至
於
疏
遠
者
亦
何
能
自
保
乎
。
人
懐
危
健
、
非
震
安
之
理
、

此
最
有
園
有
家
者
之
深
忌
也
。
愚
以
信
用
太
子
太
保
鉄
、
宜
留
依
居
之
、
奥

太
尉
汝
南
王
亮
・
衛
将
軍
楊
瑞
共
潟
保
待
、
幹
理
朝
事
。
三
人
斉
位
、
足

相
持
正
、
準
有
輔
納
庚
義
之
盆
、
退
無
偏
重
相
傾
之
勢
。
令
陛
下
有
篤
親

親
之
恩
、
使
依
蒙
仁
覆
之
恵
。
臣
同
園
休
威
、
義
在
蜜
言
、
心
之
所
見
、

不
能
験
己
。
私
慕
魯
女
存
園
之
志
、
敢
陳
愚
見
、
鯖
犯
天
威
、
欲
陛
下
事

毎
議
善
、
実
高
分
之
助
。
臣
而
不
言
、
誰
嘗
言
者
」
。

帥
ま
た
、
曹
貌
の
王
室
の
出
身
で
営
時
博
士
祭
酒
で
あ
っ
た
曹
志
は
、
数

に
お
い
て
逼
塞
せ
し
め
ら
れ
て
い
た
父
曹
植
に
思
い
を
馳
せ
つ
つ
、
王
朝

を
永
久
に
存
績
さ
せ
る
方
策
は
、
そ
の
権
力
を
濁
占
す
る
こ
と
な
く
、
常

に
人
心
を
繋
ぎ
留
め
、
天
下
と
と
も
議
す
こ
と
に
あ
り
、
そ
れ
故
に
天
下

の
撃
で
あ
る
斉
王
般
が
内
に
在
れ
ば
園
家
は
安
泰
で
あ
る
が
、
逆
に
斉
玉

般
を
外
に
出
す
こ
と
は
王
朝
の
滅
亡
に
繋
が
る
と
、
議
論
を
展
開
す
る

(
『
耳
目
書
』
巻
五

O
、
曹
志
惇
)
。

帥
『
耳
目
安
盲
』
巻
三
、
武
帝
紀
、
「
:
:
:
卒
奥
之
後
、
天
下
父
安
。
途
怠
於

政
術
、
耽
於
遊
宴
、
寵
愛
后
黛
、
親
貴
嘗
権
、
奮
毘
不
得
専
任
、
晶
霊
草
素

腹
、
請
謁
行
失
。
:
:
:
」
。
ま
た
『
青
書
』
巻
四

O
、
楊
駿
俸
。
巻
三
一
、

后
妃
停
上
、
武
悼
錫
皇
后
、
附
胡
貴
績
。
品
位
四
五
、
劉
毅
俸
参
照
。

納
棺
用
王
彼
錫
藩
事
件
に
お
い
て
も
、
ク
ー
デ
タ
ー
が
起
こ
る
可
能
性
が
あ

っ
た
。
註
伺
参
照
。

帥
川
勝
義
雄
「
シ
ナ
中
世
貴
族
政
治
の
成
立
に
つ
い
て
」
(
『
史
林
』
一
一
一
一
ニ

十
四
、
一
九
五

O
年
所
牧
)
、
「
漢
末
の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
運
動
」
(
『
東
洋
史

研
究
』
二
五
1

四
、
一
九
六
七
年
所
枚
)
、
「
且
民
族
制
批
曾
の
成
立
」
(
岩

波
講
座
『
世
界
歴
史
』
五
、
一
九
七

O
年
所
牧
)
。
な
お
、
中
村
圭
繭
「
「
郷

里
」
の
論
理
、
ー
六
朝
貴
族
社
舎
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
(
『
東
洋
史
研
究
』

四
一1

一
、
一
九
八
二
年
所
牧
)
参
照
。

帥

『
E

日
書
』
径
五
九
、
総
王
倫
停
、
「
〔
飽
王
倫
〕
乃
僧
郎
帝
位
、
大
赦
、

改
元
建
始
。
:
:
:
孫
秀
篤
侍
中
・
中
書
監
・
康
騎
将
軍
・
儀
同
三
司
、
張
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林
等
諸
鶏
皆
登
卿
勝
、
並
列
大
封
O
i
-
-
王
輿
反
之
、
:
:
輿
自
往
攻
〔
孫
〕

秀
、
秀
閉
中
書
南
門
。
輿
放
兵
登
踏
焼
屋
、
秀
及
〔
許
〕
超
・
〔
士
〕
務
遁

走
出
、
左
術
将
軍
越
泉
斬
秀
等
以
街
。
:
:
」
。

制
『
耳
回
香
』
径
五
九
、
組
王
倫
楠
降
、
「
〔
遡
王
〕
倫
素
庸
下
、
無
智
策
、
復
受

制
於
〔
孫
〕
秀
、
秀
之
威
徳
振
於
朝
廷
、
天
下
皆
事
秀
而
無
求
於
倫
。
秀

起
自
破
邪
小
史
、
累
官
於
越
圏
、
以
諮
掬
自
述
。
既
執
機
衡
、
途
慾
其
姦

謀
、
多
殺
忠
良
、
以
逗
私
欲
。
・
・
倫
無
皐
、
不
知
書
。
秀
亦
狭
賠
小
才
、

貧
淫
昧
利
。
:
:
:
孫
秀
既
立
非
常
之
事
、
倫
敬
重
走
。
:
・・
」
。
『
世
設
新

語
』
賢
媛
篇
注
所
引
の
侍
暢

2
日
諸
公
費
』
、
「
孫
秀
、
字
俊
忠
、
現
邪
人
。

初
越
王
倫
封
破
邪
秀
給
篤
近
職
小
吏
、
倫
数
使
秀
作
書
疏
、
文
才
稽
倫
意
。

倫
封
組
、
秀
従
戸
篤
遡
人
、
用
篤
侍
郎
、
信
任
之
」
。

帥

陳

寅
恰
氏
は
「
天
師
道
輿
潰
海
地
域
之
関
係
」
〈
『
中
央
研
究
院
歴
史
語

言
研
究
所
集
刊
』
三

l
四
、
一
九
一
二
一
一
一年
原
載
、
『
陳
寅
他
国
先
生
論
集
』

惑
一北
、
中
央
研
究
院
歴
史
言
研
究
所
、
一
九
七
一
年
等
所
枚
)
の
「
遡
王

倫
之
綴
立
」
の
掌
で
、
潰
海
地
域
で
あ
る
破
邪
郡
で
盛
ん
で
あ
っ
た
天
師

道
(
五
斗
米
道
)
に
孫
秀
及
び
越
王
倫
が
入
信
し
て
い
た
こ
と
を
論
じ
て

い
る
。
も
う
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
越
王
倫
と
孫
秀
と
は
、
そ
の
信
仰
を

一
に
す
る
こ
と
で
強
く
結
び
つ
い
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

同
た
と
え
ば
、
元
康
年
聞
に
越
王
倫
が
長
安
に
出
鎖
し
て
い
た
時
も
、
孫

秀
は
越
王
倫
の
幕
下
に
あ
り
、
内
従
異
民
族
の
針
策
を
誤
り
、
楕
円
高
年
の

反
飢
を
惹
き
起
こ
し
て
い
る
。
『
青
書
』
巻
三
六
、
張
華
体
。
巻
六

O
、

解
系
侍
。
『
世
読
新
語
』
仇
隙
篇
注
所
引
の
孫
盛
『
青
陽
秋
』
。
『
文
選
』

径
二

O
、
献
詩
、
溶
岳
『
開
中
詩
』
注
所
引
の
侍
暢
『
耳
豆
諸
公
賛
同

伺
『
育
書
』
各
五
九
、
越
王
倫
俸
。

制

2
日
書
』
巻
六

O
、
孫
旅
停
、
「
孫
腕
字
伯
旗
、
祭
安
人
也
。
:
:
・
名

位
輿
二
解
(
解
系

・
解
結
)
相
E
c
-
-
-
途
輿
孫
秀
合
族
c-

」
。
を
三

て
后
妃
停
上
、
葱
羊
皇
后
参
照
。

伺
『
耳
百
害
』
各
五
九
、
越
王
倫
停
、
「
〔
孫
〕
秀
子
命
宍
年
二
十
、
震
射
盤

校
尉
、
向
帝
女
河
東
公
主
。
・
・

」。

伺
『
耳
目
書
』
巻
三
四
、
杜
預
停
、
附
社
錫
停
、
「
越
玉
倫
纂
位
、
以
篤
治

書
御
史
。
孫
秀
求
交
於
〔
杜
〕
錫
、
而
錫
拒
之
、
秀
雄
街
之
、
偉
其
名

高
、
不
敢
害
也
」
と
あ
り
、
仲
間
入
り
せ
ん
と
し
て
、
貴
族
に
交
際
を
求

め
て
い
る
。

制

『
E

白
書
』
巻
目
ニ
、
王
戎
停
、

「初
、
孫
秀
篤
破
邪
郡
吏
、
求
口
問
於
郷

議
。
〔
王
〕
戎
従
弟
街
絡
不
許
、
戎
動
口
問
之
。
及
秀
得
志
、
朝
土
有
宿
怨

者
皆
被
談
、
而
戎
・
街
獲
済
駕
」
。

伺

『世
設
新
語
』
仇
制
服
筋
、
「
孫
秀
悦
恨
石
崇
不
興
総
珠
。
叉
憾
潜
岳
北
日

遇
之
不
以
躍
、
後
秀
篤
中
書
令
、
岳
省
内
見
之
、
因
喚
目
、
孫
令
憶
鴎
土
日

周
旋
不
。

秀
目
、
中
心
臓
之
、
何
日
忘
之
。
岳
於
是
始
知
必
不
気
。
後
枚

石
崇
・
欧
陽
竪
石
(
建
)
、
同
日
牧
岳
。
・
:
:
」
。
同
注
所
引
の
『
王
隠
菅

書
』
、
「
岳
父
文
徳
、
居
同
政
邪
太
守
、
孫
秀
震
小
吏
給
使
。
岳
数
蹴
錫
秀
、

而
不
以
人
遇
之
也
」
、
『
耳
目
書
』
各
五
五
、
潜
岳
停
、
「
初
、
克
信
周
波
邪
内

史
、
孫
秀
信
用
小
史
給
岳
、
而
狭
賠
自
喜
。
岳
悪
其
篤
人
、
数
捷
屠
之
、
秀

常
衡
念
。
:
:
:
」。

伺
他
に
も
、
張
華

・
裳
頒
・
解
系

・
解
結
兄
弟

・
李
重
ら
名
士
が
孫
秀
の

個
人
的
な
怨
恨
に
よ
り
訣
殺
さ
れ
て
い
る
。

制
張
方
は
河
開
王
願
の
部
絡
で
あ
り
、
三
王
起
義
以
来
、
し
ば
し
ば
河
閲

王
願
軍
を
率
い
て
、
洛
陽
に
進
駐
、
つ
い
に
は
悪
帝
を
長
安
に
技
致
し
、

そ
の
も
と
で
中
領
軍
・
銀
山
岡
害
事
・
領
京
兆
太
守
と
な
る
に
至
っ
た
が
、

こ
う
し
た
行
動
か
、
東
海
王
越
の
河
閲
王
願
討
伐
の
血
霊
ハ
を
惹
き
起
こ
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し
、
そ
の
和
解
を
困
る
河
閲
玉
願
に
殺
害
さ
れ
た
。
張
方
と
河
閲
王
顧
と

の
関
係
を
見
て
み
る
と
、
「
張
方
、
河
閲
人
也
。
世
貧
賎
、
以
材
勇
得
幸

於
河
閲
王
願
、
累
遜
粂
振
武
将
軍
。
:
:
:
初
、
方
従
山
東
来
、
甚
微
賎
、

長
安
富
人
郵
輔
厚
相
供
給
。
・
:
」
(
『
青
書
』
巻
六

O
、
張
方
傍
)
と
、

代
々
「
貧
賎
」
の
家
に
生
ま
れ
た
張
方
は
、
本
籍
の
郡
を
封
園
と
す
る
河

関
王
顕
の
下
に
赴
き
、
「
材
勇
」
と
い
う
才
幹
で
も
っ
て
、
河
閲
王
願
の

恩
顧
を
受
け
、
そ
れ
を
い
と
ぐ
ち
に
出
世
し
、
つ
い
に
は
保
持
す
る
軍
隊

を
背
景
に
、
い
わ
ば
軍
閥
化
し
、
河
開
王
願
に
も
制
禦
し
が
た
き
存
在
に

成
長
す
る
。
な
お
、
張
方
暗
殺
の
一
因
と
し
て
、
同
郷
(
河
開
園
)
で
し

か
も
同
じ
幕
下
の
、
「
貧
賎
」
の
出
身
な
が
ら
河
閲
王
願
箪
を
掌
握
す
る

張
方
と
、
張
方
の
侮
蔑
を
受
け
て
い
た
「
冠
族
」
出
身
の
一
幕
僚
〈
参
軍
)

で
あ
っ
た
畢
垣
と
の
札
機
が
翠
げ
ら
れ
る
。

制
宗
室
諸
王
の
私
篤
と
し
て
は
、
他
に
越
玉
倫
幕
下
の
張
林
、
斉
玉
閉
幕

下
の
葛
旗
、
成
都
王
穎
幕
下
の
孟
玖
、
河
関
王
敵
幕
下
の
李
含
ら
が
有
名

で
あ
る
。
な
お
、
八
王
の
蹴
以
前
に
遡
っ
て
も
、
宗
室
諸
王
と
そ
の
私
黛

の
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
は
た
と
え
ば
、
奥
王
委
の
郎
中
令
で
あ
っ
た
陸
雲

が
、
日
穴
王
安
が
吏
卒
と
い
っ
た
「
小
人
」
を
信
任
し
て
い
る
こ
と
を
批
判

し
て
い
る
こ
と
や
、
ま
た
し
ば
し
ば
、
宗
室
諸
王
が
そ
の
手
足
に
「
小

人
」
を
使
っ
て
、
蓄
財
に
狂
奔
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
窺
わ
れ
る
。

『E
日
書
』
巻
五
四
、
陵
機
停
、
附
陸
雲
俸
。
巻
三
七
、
義
陽
王
室
崎
問
、
官
向

陽
王
陸
停
。
各
三
八
、
梁
王
彫
停
等
。

制
宮
川
向
志
「
貌
高
田
及
び
南
朝
の
家
門
・
寒
人
」
(
前
掲
書
所
牧
)
、
宮
崎

市
定
『
九
口
問
官
人
法
の
研
究
』
の
「
寒
士
の
貧
態
」
、
唐
長
預
「
南
朝
家
人

的
興
起
」
(『貌
耳
目
南
北
朝
史
論
叢
績
編
』
一
九
五
九
年
腕
牧
)
等
参
照
。

伺
何
笈
全
「
貌
育
的
中
軍
」
(
『
園
立
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集

刊
』
一
七
、
一
允
四
八
年
所
収
〉
、

観
へ
」
(
前
掲
書
所
牧
)
参
照
。

西
膏
帝
室
司
馬
氏
略
系
掴

宮
川
向
志
「
賀
巾
の
飢
か
弱
永
嘉
の

ー
慾
(
宣
帝
)
J
1
即
(
景
帝
〉

1
斉
王
依

ー昭
(
文
帝
〉
l
寸
武
帝
炎
|
|
恵
帝
衷
1

感
慎
太
子
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斉
主
依
l

車
p

l

汝
南
王
亮

ー口
l
口
|
元
帝
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〈
破
邪
王
)

l

口
|
新
野
王
飲(

新
野
公
)
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THE REALITY OF THE “WARS OF ｒ耳£

　　　　　

ＥＩＧＨＴＫＩＮＧＳ”八王之喬Ｌ

　　　　　　　

FUKUHARA Akiro

　　

During the latter years of the Western Jin dynasty, which eχtended

from the later third century to the beginning of the fourth, the so-called

“Wars of the Eight Kings” occurred. Superficially, they appear to　be

ａ continuation of the struggles among the imperial family and the ruler's

maternal relatives. They ho■ｗｅ.ver　donot manifest simply the anarchic

signs of ａ civil war.　One veri丘able tendency runs through these internal

struggles.

　

And the public opinion of contemporary society lay behind

this tendency as ａ moving force｡

　　

Briefly, public opinion of that time had the rural community as its

base

　

and had, subjectively, contemporary　ｏ伍cials　as　its　constituents.

Circumstances whereby the public interests of the state were subverted

toward personal interests were acknowledged as ａ critical danger for the

state.

　　

The public criticized the behavior of ａ ruler's maternal relatives

and ａ imperial family that strove to secure actual power to bend the state

toward their own interests. Public opinion criticized the‘'Wars of the

Eight Kings ”as such a case where the state had turned toward private

interests. That pattern emerges, according to that public viewpoint, in

the circumstances surrounding the return to his own tenure of You, King

of Qi 斉王骸tｈａt occurred under the rule of Emperor　Wu of Western

Jin晋武帝; and furthermore in the latter years of the Later Han ；　and

finally in the struggles between the “戸『ど’清流faction and the ”ｉｍｐｕｒｅ”

濁流faction that provoked the prohibition of cliques｡

　　

Public opinion was formed along the lines of the “pure” faction. In

China, where the tendency toward unity generally prevailed, did not this

public opinion assume the shape of that period's tendency toward unity ？

　　

But, public opinion, which ought to have　aimed for unity, actually

supported the “ χA'^arsof the Eight Kings.”One reason why the ぺA'^estern

Tin fell and unity failed was that people　who conformed with public

- １－



opinion and actually seized power by mobilizing the army to topple the

forces

　

tending

　

toward

　

private

　

interests

　

were

　

the imperial family･the

ruler's maternal relatives, and the poor, powerless members 家門家人

below them, who were essentiallythe same as the forces which had to

be toppled. They who had newly obtained real power instead bent the

state toward their private interests and heralded ａ new struggle.

THE

　

GOVERNMENT OF EMPEROR XIAOWEN

　　　　　

孝文帝OF NORTHERN WEI

Tamura Jitsuzo

　　

In 471, Emperor χiaowen acceded to the throne at the age　of five

as the siχth generation of ruling emperors of the Northern Wei dynasty

and ruled for about thirty years until 499. Because of his youth, however,

he did not actively manage ａ new government until the last ten years

of his reign from about 490｡

　　

For this reason, in this essay, I have divided his thirty year reign

into the first term and the latter term. The former is further divided

into the cloister government period of his father Emperor χianwen 献

文帝which lasted for Siχyears and the inner court period of his grandmo-

ther Empress Dowager Feng 馮太后(Empress Dowager Wenming 文明

太后) which lasted for fifteen years｡

　　

The following three topics concerning the inner court of Feng are

discussed : the regulation of ｏ伍cial salaries, the system of “ equalizing

fields”（伽面ｎ均田), and the system ｏ£　ｓａｎｚｈａｎｇ三長.　Thefollowing

two subjects concerning the later period of Emperor χiaowen court are

discussed : the change of the capital to Luoyang and the cultural revolution

movement.
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