
ー

は
じ
め
に

I
春
秋
學
を
中
心
と
し
て＇

�

章
柄
麟
の
経
學
に
闘
す
る
思
想
史
的
考
察

章
洞
麟
（一
八
六
八
年
し一
九
三
六
年）
ほ
清
末
民
國
初
に
か
け
て
生
き
た、
思

想
家
と
し
て、
ま
た
魯
迅
が
最
後
ま
で
師
と
仰
い
だ
人
物
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い

る。
章
洒
麟
の
思
想
に
つ
い
て
ほ
こ
れ
ま
で、
民
報
の
主
筆
と
し
て
民
族
主
義
革

命
を
さ
さ
え
た
革
命
家
と
し
て
の
政
治
思
想
や、
あ
る
い
ほ
佛
敬
や
荘
子
の
思
想

を
中
心
と
す
る
そ
の
獨
特
の
哲
學
に
調
し
て、
國
内
外
の
多
く
の
研
究
者
の
手
に

よ
っ
て
様
々
の
角
度
か
ら
研
究
さ
れ
て
い
る。

と
こ
ろ
で
章
刺
麟
ほ
日
本
に
亡
命
中、
魯
迅
ら
の
留
學
生
に
拇
し
て
説
文
解
字

を
講
義
し
た
と
い
う
貼
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に、
鰹
學
者
で
も
あ
っ
た。
ま
た

章
胴
麟
ほ
晩
年
に
ほ
國
學
大
師
と
し
て
知
ら
れ
た。
章
洞
麟
ほ
若
い
時
に
ほ、
玩

元
が
始
め
た
清
朝
の
考
證
學
の
偉
統
を
織
ぐ
詰
継
精
舎
で、
清
末
の
大
儒
森
麓
の

も
と
で
學
ん
で
い
る。
そ
の
後、
一
度
ほ
康
有
為
の
菱
法
に
賛
成
し
た
が、
や
が

て
康
有
為
の
立
憲
君
主
主
義
の
政
治
主
張
と
訣
別
し、
民
族
主
義
革
命
を
主
張
し

て
民
報
の
主
筆
と
な
っ
た。
晩
年
ほ
中
華
民
國
政
府
と一
定
の
距
離
を
保
ち、
蘇

州
で
國
學
を
弟
子
に
敬
え
る
こ
と
で
晩
年
を
過
ご
し
た。

従
来
の
章
胴
麟
の
鰹
學
の
研
究
は、
政
治
的
に
敵
鉗
す
る
菱
法
派
を
支
え
る
公

羊
學
源
と
の
劉
比
に
お
い
て、
政
治
思
想
と
の
か
か
わ
り
か
ら
論
じ
ら
れ
る
こ
と

ニ
O

が
ほ
と
ん
ど
で、
鰹
學
史
の
上
か
ら
詳
し
く
論
じ
ら
れ
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か

っ
た
6

論
じ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
も
清
代
の
考
證
學・
漢
學
の一
つ
の
バ
リ
ニ

ー
シ
m
ソ
と
し
て
し
か
と
ら
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た。
し
か
し
な
が
ら
章
胴
麟
の

継
學
ほ
継
學
史
の
上
か
ら
見
て
も
獨
特
の
も
の
で
あ
っ
て、
継
學
史
上
重
要
な
位

置
に
あ
る
と
考
え
ら
れ、
さ
ら
に
ま
た
章
席
麟
の
ユ
ニ
ー
ク
な
思
想
の
出
獲
貼
と

し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る。
ま
た
従
来
清
末
今
文
學
派
に
つ
い

て
ほ
そ
の
主
張
が
研
究
さ
れ
て
い
る
が、
古
文
派
に
つ
い
て
は
そ
の
具
鶴
的
な
主

張
に
つ
い
て
詳
細
な
研
究
ほ
進
ん
で
い
な
い。
そ
こ
で
本
稿
で
ほ、
ま
ず
章
洞
麟

の
古
文
學
と
し
て
の
春
秋
學
の
特
徴
を
考
察
し、
次
に
そ
れ
が
鰹
學
史
上
の
ど
の

(
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よ
う
な
位
置
に
あ
る
か
を
考
察
し
た
い。

と
こ
ろ
で、
章
洞
麟
の
純
學
を
考
察
す
る
前
に、
ま
ず
嘗
時
の
親
學
の
朕
況
を

筒
鼠
に
見
て
お
こ
う。
清
朝
の
経
學
ほ一
名
を
漢
學
と
呼
ぼ
れ
る
こ
と
で
も
わ
か

る
よ
う
に、
孔
子
の
述
べ
た
内
容
を
理
解
す
る
た
め
に
ま
ず
漢
代
の
鰹
學
者
の
訓

詰
を
研
究
す
る
こ
と
を
そ
の
主
な
手
段
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た。
そ
の
た
め
に、

校
勘
學•
昔
韻
學
等
が
騒
使
さ
れ、
そ
の
賓
證
的
な
方
法
か
ら
考
證
學
と
も
呼
ば

れ
る。
章
洞
麟
の
生
き
た
営
時
ほ
そ
の
清
代
の
漢
學
の
最
も
盛
ん
で
あ
っ
た
乾
嘉

時
代
ほ
過
ぎ
た
も
の
の、
さ
ら
に
精
密
な
文
獣
批
判
等
に
よ
っ
て
そ
の
成
果
が
集

大
成
さ
れ、
そ
の
影
響
が
諸
子
學
に
ま
で
及
ん
だ
時
代
で
あ
っ
た。

末

岡

宏



日
本
中
國
學
會
報

第
四
十
三
集

ま
た
先
ほ
ど
述べ
た
よ
う
に、
営
時
の
継
學
を
語
る
際
に
ほ
康
有
為
を
中
心
と

す
る
公
羊
學
派
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い。
公
羊
學
派
は、
孔
廣
森
ら
の

『
公
羊
侮』
に
封
す
る
賓
證
的
な
研
究
に
始
ま
っ
た
が、
獨
逢
禄
ほ
『
左
氏
春
秋

考
證』
で
『
左
氏
偲』
を
劉
款
の
偽
作
だ
と
し
て
『
左
氏
偉』
の
信
憑
性
を
疑
っ

た。
そ
の
こ
と
か
ら
『
左
氏
侮』
を
黛
派
主
義
的
に
否
定
し、
孔
子
の
敬
え
ほ

『
公
羊
偉』
に
の
み
偲
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
常
州
今
文
學
振
（
公
羊
學
派）

と
な
っ
た。
そ
し
て
常
州
今
文
學
振
の
主
張
ほ
康
有
為
に
至
っ
て、
主
に
何
休
の

公
羊
學
に
依
撼
し
て
大
同
思
想
を
裏
付
け
る
も
の
と
な
っ
て
い
た。
そ
の
康
有
為

ほ
『
新
學
僑
鰹
考』
に
お
い
て、
種
々
の
文
猷
を
使
っ
て
古
文
の
継
書
ほ
す
べ
て

劉
欽
の
偽
作
で
あ
り、
今
文
継
だ
け
が
鰹
書
と
し
て
信
頼
す
る
に
足
る
も
の
で
あ

る
こ
と、
そ
し
て
『
孔
子
改
制
考』
で、
鰹
と
ほ
従
末
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
に

周
公
ら
塑
人
が
作
っ
た
も
の
を
孔
子
が
祖
述
し
た
も
の
で
は
な
く、
す
べ
て
孔
子

自
ら
が
塞
人
に
恨
託
し
て
作
り
上
げ
た
も
の
だ
と
し
た。
章
洞
麟
自
身
が
「
先
師

(
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愈
君、
歳
日
談
論
の
暇、
頗
る
公
羊
に
右
せ
り。」
と
述
べ
る
よ
う
に
詰
継
精
舎

に
お
け
る
彼
の
師
愈
鵜
も
ま
た、
著
作
に
は
著
わ
さ
な
い
が
暗
に
今
文
學
涙
を
支

持
し
て
い
た。
そ
れ
に
鉗
し
て
章
洞
麟
ほ
「
余
鰹
を
治
む
る
に
専
ら
古
文
を
尚
と

び、
獨
り
齊．
魯
の
み
に
非
ず、
景
伯•
康
成
と
雖
も
亦
た
阿
好
す
る
能
は
ざ
る

(
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な
り。」
と、
営
時
の
風
潮
に
抗
し
て
古
文
を
主
張
し、
さ
ら
に
清
代
の
漢
學
で

重
視
さ
れ
た
買
逹•
鄭
玄
す
ら
も
批
判
し
て
い
る。
こ
の
よ
う
な、
嘗
時
と
し
て

ほ
か
な
り
異
色
な
學
説
を
持
っ
て
い
た
章
洞
麟
の
鰹
學
を、
主
に
春
秋
學
に
よ
り

な
が
ら
明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
と
す
る
が
本
稲
の
目
的
で
あ
る。

章
焙
麟
の
春
秋
學

で
ほ
章
洞
麟
の
鰹
學
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う。
章
洞
麟
の
著
作

の
中
で
そ
の
中
心
を
成
す
の
ほ
小
學
と
春
秋
學
で
あ
る。
小
學
に
つ
い
て
ほ
『
新

1

1

0

ニ

方
言』
『
文
始』
等
多
く
の
専
著
が
あ
り、
ま
た
『
闊
故
論
衡』
の
第一
巻、
國

學
講
演
録
の
冒
頭
に
置
か
れ
る
等、
章
病
麟
の
鰹
學
の一
つ
の
大
き
な
柱
で
あ

り、
章
姻
麟
が
重
要
視
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る。
し
か
し
小
學
に
つ
い
て
ほ、

章
洞
麟
自
身
「
學
者
鰹
を
治
む
る
を
志
す
有
る
に、
故
訓
を
明
ら
か
に
せ
ざ
る
べ

か
ら
ず。」
と
言
う
よ
う
に、
鰹
學
の
基
礎
と
考
え
て
い
て、
自
分
の
思
想
的
立

場
を
庫
接
表
現
す
る
も
の
と
ほ
考
え
て
い
な
い。
ま
た
そ
の
中
に
ほ
昔
韻
説
の
よ

う
に
注
目
す
べ
き
説
も
あ
る
が、
そ
れ
は
主
に
中
國
語
學
史
の
上
で
論
ず
る
べ
き

問
題
で
あ
り、
思
想
の
特
徽
を
考
察
す
る
に
は
適
嘗
と
は
言
え
な
い。
そ
こ
で
本

稿
で
は
ま
ず、
章
姻
麟
の
鰹
學
の
も
う―
つ
の
柱
で
あ
り、
営
時
の
主
流
で
あ
っ

た
今
文
學
と
の
闘
係
を
考
え
る
上
で
重
要
な
春
秋
學
を
取
り
上
げ
た
い
と
思
う。

ま
ず
章
洞
麟
の
春
秋
學
に
現
れ
た
章
柄
麟
の
鰹
に
闘
す
る
獨
特
の
考
え
方
を
考
察

し、
そ
の
上
で
章
柄
麟
の
純
學
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い。

1
『
春
秋
左
氏
疑
義
答
問』
に
見
ら
れ
る
章
朗
麟
の
説
に
つ
い
て

章
胴
麟
の
春
秋
學
は、
そ
の一
生
の
う
ち
で
大
き
く
菱
化
し
て
い
る。
そ
の
菱

化
を
考
察
す
る
こ
と
で
章
姻
麟
の
春
秋
學
の
特
徽
及
び
章
洞
麟
が
鰹
學
の
上
で
何

を
重
要
な
も
の
だ
と
考
え
て
い
た
か
が
分
か
る
の
で、
以
下
考
察
し
て
い
き
た

、。さ
て
章
姻
麟
は
『
自
述
學
術
次
第』
で
『
春
秋』
に
臓
す
る
自
説
の
菱
化
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る。

余
初
め
『
左
氏』
を
治
め、
漢
師
を
偏
重
し、
亦
た
公
羊
を
頗
か
傍
采
す。

以
為
ら
く
元
凱
拘
滞
す
る
ほ、
劉
賣
の
閏
通
す
る
に
如
か
ず
と。
敷
年
以

(
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泰
繹
例
は
必
ず
杜
氏
に
係
り、
古
字
古
言
ほ
則
ち
漠
師
を
尚
ぶ
を
知
る。

つ
ま
り
こ
こ
で
章
洞
麟
ほ
自
分
の
『
春
秋』
に
醐
す
る
學
説
が
髪
化
し
た
こ
と、

そ
し
て
そ
の
髪
化
と
ほ、
最
初
ほ
漢
儒
の
説
を
と
っ
て
い
た
の
に
劉
し
て、
後
に



は
杜
預
の
稗
例
に
依
る
よ
う
に
な
っ
た
貼
に
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る。
そ

し
て
ま
た
『
漢
學
論』
で
ほ

余
少
き
時
左
氏
春
秋
を
治
め、

頗
る
劉・
買•
許
・
頴
を
主
と
し
て
以
て
杜

氏
を
排
し、

卒
に
婁
し
ば
攻
伐
を
施
す
も、

杜
の
守
猶
ほ
完
に
し
て、

劉．

買•
許・
頴
を
為
む
る
者
自
ら
敗
る。
晩
歳
『
春
秋
疑
義
答
問』
を
為
り、

(
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頗
る
杜
氏
に
右
し、

鰹
義
に
於
て
始
め
て
條
逹
を
り。

と、

菱
化
し
た
後
の
代
表
的
著
作
は
『
春
秋
左
氏
疑
義
答
問』
で
あ
る
と
迦
べ
て

い
る。と

こ
ろ
で、
こ
の
後
期
の
春
秋
學
は、

漢
學
を
尊
ん
だ
清
朝
の
學
問
の
中
で、

晉
人
の
杜
預
の
説
を
重
要
視
す
る
と
い
う
貼
で、

異
彩
を
放
っ
て
い
る。
つ
ま

り、

章
胴
麟
の
春
秋
學
の
獨
自
性
が
現
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で、

本
稿
で

は
『
春
秋
左
氏
疑
義
答
問』
に
み
ら
れ
る
章
灼
麟
の
春
秋
學
の
特
徴
を
考
察
し、

次
に
こ
れ
を
初
期
の
代
表
作
で
あ
る
『
春
秋
左
偲
讀』
と
比
較
し
な
が
ら
考
察
し

て
み
た
い
と
思
う。

で
ほ
ま
ず
『
春
秋』
や
『
左
氏
偲』
に
つ
い
て
章
洞
麟
ほ
具
髄
的
に
ほ
ど
の
よ

う
に
考
え
て
い
た
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
と
思
う。

章
姻
麟
の
弟
子
黄
侃
ほ
『
春
秋
左
氏
疑
義
答
問』
の
後
絞
で、
こ
の
書
で
説
か

れ
る
章
郊
麟
の
説
を
ま
と
め
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る。

孔
子
春
秋
を
作
る。

魯
史
の
菩
文
に
因
り
て
治
定
す
る
所
有
り。

其
の
治
定

未
だ
盛
く
さ
ざ
る
者
は、

専
ら
丘
明
に
付
し、

之
が
偉
を
作
ら
し
む。

偲
撰

す
る
に
丘
明
よ
り
す
と
雖
も、

而
れ
ど
も
偲
を
作
る
の
旨
悉
ご
と
く
孔
子
に

本
づ
く。

公
の
書
の
詮
明
す
る
所
の
者、

梗
概
此
の
如
し。

菌
史
に
因
る
の

説
を
知
ら
ず
ん
ば、

則
ち
直
だ
春
秋
を
以
て
素
王
の
書
と
篇
し、

之
を
責
む

る
に
熾
悉
に
し
て
晶
疑
起
こ
る。

孔
子
治
定
す
る
所
有
る
を
知
ら
ず
ん
ば、

則
ち
春
秋
孔
子
の
筆
刻
を
鰹
ず、

純
ら
魯
史
の
原
文
を
録
す
と
云
ひ
て、

而

章
病
麟
の
鰹
學
に
闘
す
る
思
想
史
的
考
察

し
て
継
を
修
む
る
の
意
浪
む。

偲
を
作
る
の
旨
悉
ご
と
く
孔
子
に
本
づ
く
を

知
ら
ず
ん
ば、

則
ち
継
の
本
事
と
褒
講
把
損
の
文
酔
の
時
君
に
屈
せ
ら
れ
て

申
ぶ
る
を
得
ざ
る
者
と
違
ひ、
党
に
匡
救
證
明
す
る
の
道
無
し。
そ
の
笑
や、

(
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偲
を
執
れ
ば
則
ち
継
を
疑
ひ、

侮
を
展
つ
れ
ば
而
ち
継
義
禰
い
よ
晦
し。

以
上
を
ま
と
め
る
と
次
の
二
つ
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る。

第一
に
孔
子
が
『
春

秋』
を
作
る
に
あ
た
っ
て
ほ、

魯
史
の
曹
文
（
つ
ま
り
魯
の
春
秋）
を
も
と
と
し

て、

そ
れ
を
修
訂
し
た、

と
す
る
見
解
で
あ
る。
た
だ
し、
こ
こ
で
黄
侃
は
直
接

は
述
べ
て
い
な
い
が
「
魯
史
の
菌
文
に
因
り
て
治
定
す
る」
と
ほ、

孔
子
が
周
の

宜
王
の
史
官
の
法
に
従
っ
て、

IL
れ
て
い
た
魯
史
の
菌
文
を、

本
来
あ
る
べ
き
姿

に
戻
し
た
こ
と
だ
と
す
る。
つ
ま
り
『
春
秋』
の
修
継
ほ
孔
子
が
獨
自
の
判
断
に

よ
っ
て
事
件
を
評
債
し
た
の
で
は
な
く、

周
の
史
官
の
筆
法
つ
ま
り
凡
例
に
あ
う

よ
う
に
直
し
た
と
い
う
こ
と
に
過
ぎ
な
い。

第
二
に、

偲
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
内
容
ほ、

孔
子
が
魯
史
で
あ
る
『
春
秋』
で

ほ
判
ら
な
い
貼
を
左
丘
明
に
解
説
さ
を
よ
う
と
し
た
も
の
だ
と
す
る。

そ
し
て、
『
春
秋』
に
闘
し
て
弊
害
を
も
た
ら
す
誤
っ
た
考
え
を
三
つ
畢
げ
て

否
定
し
て
い
る。

そ
れ
は、

ま
ず、
『
春
秋』
は
孔
子
の
創
作
だ
と
す
る
説、
こ

れ
は
今
文
派
を
指
す
の
だ
ろ
う。
次
に、
『
春
秋』
の
継
に
調
し
て
孔
子
の
闘
輿

を
全
く
否
定
す
る
説、
こ
れ
は
疑
古
振
の
説
や
章
學
誠
の
六
鰹
皆
史
説
を
指
す
の

だ
ろ
う。

最
後
に、
『
左
氏
停』
ほ
（『
春
秋』
を
説
明
し
た
も
の
で
あ
っ
て）
孔
子

の
意
閾
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
説、
こ
れ
は
従
来
か

ら
の
『
左
氏
偉』
に
臓
す
る
見
解
で
あ
る。

こ
こ
で
黄
侃
は
章
洞
麟
の
春
秋
學
の
特
徽
を
端
的
に
ま
と
め
て
い
る
が、

『
春

秋
左
氏
疑
義
答
問』
の
文
を
検
討
す
る
こ
と
で、

更
に
詳
細
に
章
胴
麟
の
説
を
検

討
し
て
み
よ
う。

第一
の
孔
子
が
魯
史
の
菌
文
に
よ
っ
て
治
定
し
た
と
い
う
貼
に

つ
い
て
だ
が、
こ
の
貼
に
つ
い
て
考
察
す
る
前
に
章
朗
麟
が
史
官
あ
る
い
は
歴
史

二
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書
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う。

『
春
秋
左
氏
疑
義
答
問』
巻一
で
章
姻
麟
ほ、
ま
ず
『
春
秋』
を
紀
年
の
書、
つ

ま
り
年
代
を
記
し
た
書
物
と
定
義
し
て
い
る。
こ
の
貼
ほ
杜
預
の
『
春
秋
鰹
偲
集

は
じ
(
9)

解
序』
の
「
史
の
記
す
所
は
必
ず
年
を
表
し
て
以
て
事
を
首
む。」
を
受
け
て
い

る
の
だ
ろ
う
が、
『
春
秋』
（
歴
史
書）
で
あ
る
か
ど
う
か
の
基
準
を
年
を
示
す
こ

と
に
あ
る
と
考
え
る
の
ほ
章
洒
麟
獨
自
の
説
で
あ
ろ
う。
こ
れ
は
章
灼
麟
が
歴
史

書
を
重
視
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
た
も
の
で、
杜
預
自
身
は
特
別
の
意
味
を
持
た
七

て
は
い
な
い
だ
ろ
う。
そ
の
上
で、
章
姻
麟
は
年
代
の
は
っ
き
り
し
た
記
録
が
宜

王
の
時
代
か
ら
始
ま
る
こ
と
を
説
い
て、

詩
亡
ぶ
る
と
は、
属
王
の
時
「
小
雅
盛
ご
と
く
磨
れ、
四
夷
交
ご
も
侵
し、

中
國
徽
な
る、」
を
謂
ふ
な
り。
春
秋
作
こ
る
ほ、
宜
王
の
時
を
謂
ふ
な
り。

其
の
後
孔
子
之
を
修
む
る
ほ、
要
は
周
室
を
褒
め、
方
伯
を
尊
び、
夷
狭
を

攘
け、
諸
も
ろ
の
朝
會
造
使
の
事
に
及
ぶ
に
在
り。
略
ぼ
小
雅
と
同
じ
く
し

(
10)
 

て、
而
し
て
大
雅
受
命
の
端
に
及
ば
ず、
其
の
統
亦
た
見
る
べ
し。

(
11)

 

と、
『
孟
子』
離
婁
篇
の
文
と
脚
連
づ
け
な
が
ら
紀
年
の
あ
る
形
態
を
と
っ
た
歴

史
書
と
し
て
の
「
周
の
春
秋」
は、
詩
継
の
小
雅
を
綴
ぐ
形
で
は
じ
ま
る
と
考
え

る。
そ
し
て

停
に
五
十
凡
と
稲
す
る
者
は、
亦
た
宜
王
の
史
の
遣
す
所、
書
法
政
度
ほ
悉

(
12
)

 

ご
と
く
時
制
に
依
る、
周
公
の
営
籍
に
非
ざ
る
な
り。

と
『
春
秋』
の
義
例
は、
周
の
宣
王
の
時
代
の
史
官
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
も
の

だ
と
す
る。
こ
の
義
例
を
宣
王
の
史
官
の
法
と
す
る
貼
ほ、
杜
預
が
凡
例
を
周
公

の
辿
制
と
す
る
こ
と
と
は
異
な
っ
て
お
り、
章
胴
麟
獨
自
の
考
え
で
あ
る。

後
で
詳
説
す
る
が、
章
姻
麟
は
継
書
は
す
べ
て
記
録
で
あ
る
と
考
え
て
お
り、

そ
の
記
録
と
い
う
貼
か
ら
詩
鰹
と
の
連
績
性
を
主
張
す
る
の
で
あ
る。

と
こ
ろ
で、
史
官
は
周
の
王
室
に
だ
け
に
在
っ
た
の
で
ほ
な
く、
「
周
室
春
秋

有
り
て、
其
の
法
式
を
布
く
と
雖
も、
侯
國
殊
絶
す
れ
ば、
同
時
に
鞄
録
す
る
能

(
13
)

 

は
ず。」
と、
各
國
の
記
録
が
諸
侯
の
報
告
に
よ
る
し
か
な
い
の
で、
各
國
に
も

史
官
が
派
遣
さ
れ
た。
そ
の
各
國
の
史
官
ほ、
自
分
が
赴
任
し
て
い
る
國
の
記
録

を
作
る
よ
う
に
な
っ
た。
こ
れ
が
「
百
國
春
秋」
で
あ
る。
た
だ
し
「
列
闘
の
史

C5)
 

官
は、
皆
周
の
太
史
の
陪
局
に
出
で
て、
其
の
國
に
於
て
純
臣
為
ら
ず。」
と
自

分
が
赴
任
し
て
い
る
揺
の
官
僚
骰
制
か
ら
獨
立
し
て、
周
の
朝
廷
の
史
官
（
太
史）

に
直
局
し
て
い
て、
鼠
に
赴
任
し
て
い
る
國
の
歴
史
を
記
す
だ
け
で
は
な
く、
そ

の
記
録
を
周
の
太
史
（
史
官）
に
届
け
る
こ
と
も
そ
の
役
目
の一
つ
で
あ
っ
た。

つ
ま
り
各
國
の
史
官
は
そ
の
國
と
は
獨
立
し
た
存
在
で
あ
っ
て、
史
官
に
ほ
獨
自

の
記
録
法
が
あ
っ
た
と
す
る
の
で
あ
る。
こ
の
貼
に
闘
し
て
杜
預
ほ
各
國
に
史
官

が
い
た
こ
と
は
述
べ
て
い
る
が、
史
官
を
周
直
局
の
官
と
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い

て
ほ
燭
れ
て
い
な
い。
こ
の
各
國
の
史
官
を、
そ
の
醗
か
ら
獨
立
し
た
も
の
と
評

債
す
る
の
ほ
章
胴
麟
獨
自
の
も
の
で
あ
る。

次
に
寅
際
の
『
春
秋』
が
ど
の
よ
う
に
成
立
し
た
か
で
あ
る
が、
章
洞
麟
ほ
孔

子
の
時
貼
で
存
在
し
た
魯
の
國
の
記
録
「
魯
史
の
菌
文」
と
『
春
秋』
つ
ま
り

「
魯
史」
と
を
謳
別
し
て
考
え
る。
他
の
諸
侯
の
國
と
同
じ
よ
う
に
魯
に
も
も
ち

ろ
ん
史
官
が
い
た
わ
け
だ
が、
そ
の
記
録
が
「
魯
の
春
秋」
で
あ
る。
と
こ
ろ
が

世
が
風
れ
て
周
の
政
治
制
度
も
な
か
な
か
寅
行
さ
れ
な
く
な
っ
た。
そ
れ
に
と
も

な
っ
て
史
官
の
獨
立
性
も
失
わ
れ、
そ
の
記
録
つ
ま
り
「
魯
の
春
秋」
も
ま
た
時

の
櫂
力
者
に
遠
慮
す
る
等、
政
治
の
影
響
を
受
け
て
史
官
の
法
か
ら
か
け
離
れ
た

も
の
と
な
っ
た。
こ
れ
が
「
魯
史
の
蓄
文」
で
あ
る。
だ
か
ら、
「
魯
史
の
奮
文」

ほ
事
寅
を
正
し
く
偉
え
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
た。
そ
こ
で
史
官
の
法
が
分
か
れ

ば
事
寅
が
ほ
っ
き
り
分
か
る
と
い
う
わ
け
に
ほ
い
か
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る。

こ
の
事
態
を
改
め
る
た
め
に、
孔
子
が
魯
史
の
曹
文
を
修
訂
し
た
と
す
る
の
で

あ
る。
つ
ま
り
章
粥
麟
に
よ
れ
ば
孔
子
の
行
っ
た
作
業
は
『
春
秋』
（
魯
の
春
秋）

二
0
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を
宜
王
の
史
官
の
法
に
則
っ
た
魯
史
本
来
の
あ
る
べ
き
姿
に
戻
し
た
の
で
あ
っ

て、
自
分
の
考
え
を
表
現
し
た
の
で
ほ
な
い
の
で
あ
る。
『
自
述
治
學
』

で
「
春

秋
は
本
よ
り
魯
史
に
撼
り、
孔
子
迦
べ
て
作
ら
ず、
個
い
ほ
亦
た
末
だ一
字
を
加

(
15)
 

へ
ず。」
と
言
う
よ
う
に、
『
春
秋』
の
本
文
に
劉
す
る
孔
子
の
改
菱
を
認
め
な
い

の
で
あ
る。
こ
の
貼
ほ
杜
預
が
孔
子
の
菱
例
を
考
え
て、
そ
こ
に
孔
子
の
敬
え
を

讀
み
と
ろ
う
と
す
る
の
と
は
異
な
る。

た
だ
し
孔
子
が
「
魯
の
春
秋」
を
本
来
の
形
に
戻
す
に
ほ、
歴
史
上
の
事
件
が

ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
が、
そ
の
た
め
に
ほ
周
の
太
史
の

所
に
保
存
さ
れ
て
い
る
記
録
を
参
照
す
る
以
外
に、
事
賓
を
確
か
め
る
す
べ
が
な

い。
孔
子
自
身
は
正
式
な
史
官
で
ほ
な
い
か
ら、
周
の
太
史
の
記
録
を
見
る
わ
け

に
ほ
い
か
な
い。
そ
こ
で
重
要
な
働
き
を
す
る
の
が
魯
の
史
官
で
あ
っ
た
左
丘
明

で
あ
る。
つ
ま
り
孔
子
ほ
左
丘
明
と
共
に
周
の
史
官
の
歴
史
書
を
見
る
こ
と
に
よ

っ
て
ほ
じ
め
て
歴
史
上
の
事
件
の
事
寅
を
知
っ
た
と
す
る。
こ
の
根
撼
と
な
る
の

ほ
『
左
縛
正
義
』

に
引
く
『
厳
氏
春
秋
』

の
中
に
引
用
さ
れ
る
「
観
周
篇」
の
次

の
句
で
あ
る。

沈
氏
『
厳
氏
春
秋
』

『
観
周
篇
』

を
引
き
て
云
ふ、
「
孔
子
賂
に
春
秋
を
脩
め

ん
と
し
て、
左
丘
明
と
乗
り
て
周
に
如
き、
書
を
周
史
に
観、
靡
り
て
春
秋

(
16)
 

の
継
を
脩
め、
丘
明
之
が
偉
を
為
り、
共
に
相
表
裏
を
為
す、」
と。

こ
の
句
を
章
洒
麟
は
解
繹
し
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る。

此
れ
則
ち
春
秋
の
継
偉
同
に
作
ら
れ
倶
に
修
め
ら
る、
語
『
観
周
』

に
見

(
17)
 

ゅ゚

つ
ま
り
『
春
秋
』

ほ
魯
の
國
の
歴
史
書
で
あ
る
か
ら、
い
か
に
魯
史
の
あ
る
べ
き

姿
に
戻
し
た
と
し
て
も
魯
の
國
に
腸
係
な
い
こ
と
ほ
書
か
な
い
し、
ま
た
魯
の
國

に
都
合
の
悪
い
こ
と
ほ
書
か
な
い
と
い
う一
諸
侯
の
國
の
歴
史
書
と
し
て
の
限
界

が
あ
る。
そ
し
て
章
洞
麟
の
立
場
か
ら
す
れ
ば、
宜
王
の
史
官
の
法
を
曲
げ
る
こ

章
灼
麟
の
鰹
學
に
調
す
る
思
想
史
的
考
察

二
0
五

と
ほ
許
さ
れ
な
い。
と
こ
ろ
が
そ
れ
で
ほ
歴
史
上
の
事
寅
を
明
ら
か
に
で
き
な

い。
そ
こ
で、
章
姻
麟
ほ
次
の
よ
う
に
説
明
す
る。

是
の
故
に
其
の
菌
文
を
純
に
存
し、
而
し
て
其
の
寅
事
を
丘
明
に
付
し
て
以

て
偉
を
為
ら
し
め、
錯
ご
も
行
ほ
れ
代
ご
も
明
ら
か
に、
官
法
と
事
朕
と
を
(
18)
 

し
て
相
ひ
害
せ
ざ
ら
し
む。
所
謂
鰹
偲
表
裏
す
る
と
い
ふ
者
ほ
此
れ
な
り。

つ
ま
り
鰹
ほ
あ
く
ま
で
も
魯
史
の
あ
る
べ
き
姿
に
戻
し
た
も
の
だ
と
し、
偲
ほ
周

の
史
官
の
も
と
に
集
め
ら
れ
た
各
國
の
歴
史
書
の
記
事
に
よ
っ
て
事
寅
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
補
正
し
た
も
の
だ
と
考
え
る。
こ
こ
で
左
丘
明
の
役
割
ほ

梃
め
て
大
き
な
も
の
に
な
る。
つ
ま
り
孔
子
に
代
っ
て
事
賓
を
明
ら
か
に
す
る
共

同
作
業
者
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る。

こ
の
勁
ほ
従
来
『
左
氏
傭
』

を
信
じ
る
も
の
は
『
史
記
』

十
二
諸
侯
年
表
序

の、
「
魯
の
君
子
左
丘
明、
弟
子
人
人
端
を
異
に
し、
各
お
の
其
の
意
に
安
ん
じ、

其
の
員
を
失
ふ
を
憫
る。
故
に
孔
子
の
史
記
に
因
り
て、
具
に
其
の
語
を
論
じ、

(
19)
 

左
氏
春
秋
を
成
す」
と
い
う
記
事
に
よ
り、
左
丘
明
ほ
孔
子
か
ら
直
接
春
秋
に
つ

い
て
敬
わ
っ
た
が、
後
に
孔
子
の
弟
子
た
ち
が
意
見
を
殊
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た

の
で、
孔
子
の
箕
意
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
『
左
氏
博
』

を
作
っ
た
と
考
え
て

い
た。
そ
の
場
合、
左
丘
明
ほ
孔
子
の
貝
意
を
停
え
る
た
め
に、
孔
子
の
教
え
を

代
辮
し
た
に
す
ぎ
な
い。
し
か
し
章
洞
麟
の
考
え
に
よ
れ
ば、
孔
子
が
周
の
歴
史

書
（
つ
ま
り
周
の
春
秋）
を
見
に
行
く
案
内
を
す
る
こ
と
で
『
春
秋
』

の
成
立
に

決
定
的
な
役
割
を
果
た
し、
ま
た
孔
子
の
意
を
受
け
て
偲
を
作
っ
た
共
同
制
作
者

の
役
割
を
左
丘
明
ほ
搬
っ
て
い
る
と
す
る
の
で
あ
る。
さ
ら
に
『
春
秋
』

の
中

で、
孔
子
が
手
が
け
た
ほ
ず
の
な
い
哀
公
の
継
の
部
分
ほ
孔
子
が
修
訂
し
た
の
で

ほ
な
く
左
丘
明
が
修
訂
し
た
と
す
る
の
で
あ
る。
つ
ま
り
こ
と
『
春
秋
』

に
闘
す

る
限
り、
左
丘
明
ほ
孔
子
と
同
等
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る

こ
と
に
な
る。
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た
だ
し
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
ほ
『
左
氏
博』

ほ
あ
く
ま
で、

「
周
の
春
秋」

の
記
事
を
轄
載
す
る
こ
と
で
継
に
違
べ
ら
れ
た
事
柄
を
説
明
し
て

い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て、

自
分
の
意
見
を
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
い。

つ

ま
り
こ
こ
で
ほ
孔
子
と
左
丘
明
ほ
あ
く
ま
で
も
周
の
歴
史
を
よ
り
正
確
に
保
存
し

よ
う
と
す
る
祖
述
者
で
し
か
な
い
の
で
あ
る。

こ
の
孔
子
が
『
春
秋』

を
本
来
の

姿
に
戻
し
た
だ
け
だ
と
す
る
説
ほ、

章
病
麟
獨
特
の
も
の
で
あ
る
が、

従
来
か
ら

の
問
題
貼
を
解
決
す
る
次
の
よ
う
な
利
貼
を
持
っ
て
い
る。

杜
預
が、

『
春
秋
』

に
「
凡
そ
」

と
書
い
て
あ
る
義
例
だ
け
を
凡
例
と
し、

そ
れ
以
外
の
義
例
を
髪
例

と
見
る
貼
は、

後
遮
す
る
獨
師
培
と
の
書
筒
の
中
で
二
人
の
意
見
が
一

致
し
て
い

た
よ
う
に、

従
来
か
ら
春
秋
學
者
の
間
で
疑
問
が
抱
か
れ
て
い
た
貼
で
あ
る。

こ

の
貼
ほ
清
代
の
漢
學
者
が
杜
預
の
繹
例
を
認
め
ず、

漢
儒
の
義
例
説
の
研
究
に
走

ら
せ
た
一

因
と
も
な
っ
て
い
る。

し
か
し
孔
子
の
菱
例
を
認
め
な
い
と、
『
春
秋』

の
一

字
褒
貶
に
示
さ
れ
た
判
断
の
基
準
す
べ
て、

周
公
か
孔
子
の
ど
ち
ら
か
一

人

だ
け
で
決
め
た
こ
と
に
な
る。

周
公
に
よ
る
と
す
れ
ば、
「
孔
子
春
秋
を
成
し
て、

命）

飢
臣
賊
子
憚
る
」

と
い
う
こ
と
が
説
明
で
き
な
く
な
る
し、

孔
子
に
よ
る
と
す
れ

ば
「
迦
べ
て
作
ら
ず」

の
原
則
か
ら
ほ
ず
れ
て
し
ま
う。

と
こ
ろ
が、

こ
の
章
洞

麟
の
説
で
あ
れ
ば
孔
子
は
一

切
自
分
の
思
想
を
表
現
し
な
く
て
も
風
臣
賊
子
を
恐

れ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
問
題
を
回
避
で
き
る。

以
上
考
察
し
て
き
た
こ
と
を
列
畢
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る。
一
、
『
春

秋』

と
は
年
代
を
記
し
た
歴
史
記
録
で
あ
る。

二、
『
春
秋』

ほ
詩
鰹
小
雅
を
受

け
綴
ぐ
形
で、

宜
王
の
時
代
に
始
ま
っ
た。

い
わ
ゆ
る
義
例
は
こ
の
時
代
の
史
官

が
定
め
た
も
の
で
あ
る。
一
11、

史
官
は
各
國
に
も
派
遣
さ
れ
各
諸
侯
の
國
の
記
録

を
制
作
し
た。

四、

孔
子
ほ
魯
史
の
菌
文
を
事
賓
を
正
し
く
偉
え
る
『
春
秋』

本

来
の
形
に
戻
す
よ
う
に
『
春
秋
』

を
治
定
し
た。

そ
の
際
に
孔
子
自
身
の
思
想
ほ

『
春
秋』

に
表
現
さ
れ
て
い
な
い。

五、

左
丘
明
ほ
魯
の
太
史
で
あ
っ

て、

孔
子

が
『
春
秋』

を
治
定
す
る
手
助
け
を
し
た
の
み
な
ら
ず、

孔
子
の
意
を
受
け
て
よ

り
正
確
な
事
賓
を
博
え
る
た
め
に
『
左
氏
博』

を
制
作
し、

ま
た
『
春
秋』

の
一

部
も
作
っ
た。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に、

章
洒
麟
ほ
杜
預
の
繹
例
を
と
っ

た
と
ほ
言
い
な
が

ら、
『
春
秋』

あ
る
い
ほ
『
左
氏
偲』

を
ど
う
と
ら
え
る
か
と
い
う
貼
に
つ
い
て

ほ、

全
く
杜
預
と
は
見
解
が
異
な
っ
て
い
る。

確
か
に
章
胴
麟
は
『
春
秋
左
氏
疑

義
答
問』

の
他
の
個
所
で
杜
預
の
繹
例
を
用
い
て
『
春
秋
左
氏
偉』

を
解
繹
す
る

の
だ
が、

繹
例
の
位
置
づ
け
自
證
ほ
杜
預
と
は
異
な
っ
て
い
る。

つ
ま
り
章
病
麟

ほ、

杜
預
か
ら
そ
の
義
例
説
を
受
け
緩
い
で
ほ
い
る
が、

そ
の
根
撼
と
な
る
べ
き

継
に
鉗
す
る
考
え
方
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る。

特
に
獨
特
な
の
ほ、

孔
子
に

一

字
褒
貶
の
判
断
も
認
め
ず
魯
史
の
菌
文
に
戻
し
た
だ
け
だ
と
す
る
鈷
と、

左
丘

明
を
孔
子
と
同
等
に
近
い
地
位
に
評
債
し
て
い
る
貼
で
あ
る。

だ
と
す
れ
ば、

章

洒
麟
が
ど
う
し
て
杜
預
の
説
を
受
け
入
れ
る
に
至
っ
た
か、

そ
れ
を
章
灼
麟
の
説

の
菱
化
を
考
察
す
る
こ
と
で
探
っ
て
み
よ
う。

2

『
春
秋
左
偲
讀』

と
章
姻
麟
の
説
の
幾
化

前
章
で
考
察
し
た
よ
う
な
章
胴
麟
の
説
ほ
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
の
で
あ

ろ
う
か。

そ
の
襲
化
の
過
程
を
考
察
し
て
み
よ
う。

章
洞
麟
の
初
期
の
著
作
の
中

に、
『
春
秋
左
偲
讀』

が
あ
る。

こ
れ
は
章
胴
麟
自
身
後
に
自
分
の
意
に
そ
わ
な

く
な
っ
て
公
刊
し
な
か
っ
た
が、

章
粥
麟
の
初
期
の
『
春
秋』

に
鉗
す
る
考
え
を

知
る
上
で
ほ
重
要
な
も
の
で
あ
る。

こ
の
『
春
秋
左
偲
讀』

と
『
春
秋
左
氏
疑
義

答
問
』

を
比
べ
て
み
る
と、

章
胴
麟
の
説
が
ど
の
よ
う
に
髪
化
し
た
か
が
わ
か

る。

ま
ず
全
髄
的
に
見
て
み
る
と、

雨
書
に
共
通
す
る
話
題
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ

と
に
氣
が
つ
く。

つ
ま
り
書
物
の
性
格
が
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る。

『
春
秋
左
偲
讀』

で
は、

専
ら
そ
の
記
迦
は
名
物
訓
詰
の
説
明
に
そ
の
主
眼
が
お

二
0
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か
れ、
継
全
證
の
性
格
あ
る
い
は
義
例
に
調
す
る
考
察
が
少
な
い。
そ
れ
に
劉
し

て、
『
春
秋
左
氏
擬
義
答
問』
は
義
例
に
よ
っ
て
『
春
秋』
及
び
『
左
氏
偲』
の

記
迦
を
説
明
し
て
い
る。
こ
の
貼
に、
章
洞
麟
の
醐
心
の
毀
象
の
髪
化
を
窺
う
こ

と
が
で
き
る
が、
そ
れ
よ
り
ま
ず
『
春
秋
左
偲
讀』
の
中
に
も
『
春
秋』
自
證
の

性
格
に
つ
い
て
燭
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で、
そ
れ
を
『
春
秋
左
氏
疑
義
答

問』
と
比
べ
な
が
ら
考
察
し
て
み
よ
う。

『
春
秋
左
縛
讀』
で
見
ら
れ
る
『
春
秋』
に
尉
す
る
説
明
で
氣
が
つ
く
の
ほ
基

本
的
に
ほ
『
公
羊
停』
と
『
左
氏
偉』
が
同
じ
義
を
説
い
て
い
る
と
考
え
る
こ
と

で
あ
る。
そ
の
『
春
秋』
の
義
と
ほ、
孔
子
素
王
改
制
説
で
あ
る。
ま
ず
「
立
素

王
之
法」
で
ほ、
賣
達
の
『
春
秋
序』．
賣
誼
の
『
過
秦
論』·
董
仲
舒
の
コ珂

策』・
『
荘
子』
天
道
篇
を
引
い
て
『
春
秋』
と
ほ
素
王
の
法
を
立
て
た
も
の
だ
と

し
て
い
る。
ま
た
「
公
羊
以
隠
公
為
受
命
王」
で
は、
『
公
羊
侮』
が
隠
公
を
受

命
の
王
だ
と
し
て、
「
周
を
鵬
け
魯
を
王
と
す」
の
説
に
賛
同
し
「
春
秋
の
改
制、

(
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孔
子
已
に
親
か
ら
之
を
行
う」
と、
孔
子
改
制
説
を
主
張
し
て
い
る。
こ
の
素
王

と
ほ
孔
子
が
帝
位
に
つ
い
て
ほ
い
な
い
が
古
の
聖
王
の
後
を
織
ぐ
王
で
あ
っ
た
こ

と
を
指
す、
主
と
し
て
公
羊
學
派
の
使
う
用
語
で
あ
る。
つ
ま
り
こ
の
貼
は、
公

羊
學
と
同
じ
で
あ
る。
そ
の
根
撼
と
な
る
の
が
買
達•
服
虔
ら
の
漢
代
の
左
偉
學

者
の
義
例
説
で
あ
る。

章
洞
麟
も
『
春
秋
左
博
讀』
で、
『
公
羊
博』
『
穀
梁
博』
と
『
左
氏
偲』
ほ、

そ
の
義
例
説
に
お
い
て
ほ
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る。
こ
の
根
擬

ほ、
買
逹
の
い
わ
ゆ
る
「
左
氏
長
義
三
十
事」
の

左
氏一
1一
十
事
尤
も
箸
明
な
る
者
を
撻
出
す
れ
ば、
斯
ち
皆
君
臣
の
正
義、
父

子
の
紀
綱
な
り。
其
の
餘
の
公
羊
と
同
じ
き
者
ほ
什
に
七
八
有
防°

で
あ
る。
こ
れ
ほ
章
姻
麟
獨
自
の
考
え
方
で
は
な
く、
章
姻
麟
と
同
時
代
の
継
學

者
で
あ
る
獨
師
培
等
も
こ
の
買
達
の
説
を
引
い
て
『
左
氏
偲』
と
『
公
羊
偲』

章
柄
麟
の
艇
學
に
闘
す
る
思
想
史
的
考
察

二
0
七

『
穀
梁
博』
が
同
じ
義
例
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る。
し
か
し、
『
春
秋
左
氏
疑
義

答
問』
で
は

公
羊
又
た
其
の
後
に
在
り、
其
の
作
る
所
の
博
ほ、
大
事
の
左
氏
に
同
じ
き

者
什
に―
二
有
り、
其
の
餘
は
則
ち
異
な
る。
義
例
は
乃
ち
盛
く
同
じ
か
ら

ず。
正
に
鐸
椒
の
采
拡
盛
き
ざ
る
を
以
て、
故
に
樽
す
る
に
二
家
の
口
説
を

（

お
）

以
て
す
る
な
り

と、
『
公
羊
偲』
『
穀
梁
博』
の
義
例
は
『
左
氏
傭』
と
異
な
る
と
す
る。
そ
れ

ほ、
「
十
二
侯
年
表」
の
記
事
に
あ
る
楚
の
鐸
椒
の
『
左
氏
傭』
の
抄
録
『
鐸
子

微』
を
公
羊
や
穀
梁
が
誤
解
し
て
俺
え
た
も
の
だ
と
章
灼
麟
ほ
考
え
る
の
で
あ

る。
ま
た
素
王
改
制
説
に
つ
い
て
も、
「
素
王
の
改
制
ほ、
彼
の
偲、
本
と
明
文

（

磁
）

無
し、
特
だ
仲
舒
の
輩
樽
會
し
て
之
を
成
す。」
と
素
王
改
制
説
を
公
羊
家
の
誤

っ
た
説
だ
と
し
て
い
る。
こ
の
よ
う
に、
『
春
秋
左
偲
讀』
と
『
春
秋
左
偲
疑
義

答
問』
で
は、
考
え
は
全
く
異
な
っ
て
い
る。

こ
の
賣
逹
の
説
を
侶
じ
な
く
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
章
洞
麟
ほ
『
春
秋
左
氏
疑

義
答
問』
で
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る。

今
左
氏
の
凡
例
と
諸
も
ろ
の
書
法
と
を
尋
ぬ
る
に、
絶
ほ
だ
公
羊
に
異
な
る

も、
而
れ
ど
も
『
同
じ
き
者
什
に
七
八
有
り、』
と
言
ふ
は、
蓋
し
劉
買
諸

公
其
の
道
を
通
ぜ
ん
と
欲
し
て、
辟
を
以
て
比
偲
せ
ざ
る
を
得
ず。
作
る
所

の
條
例、
遂
に
支
離
多
し。
杜
氏
は
古
字
古
言
に
於
て、
漢
師
に
逮
ぱ
ざ
る

こ
と
甚
だ
遠
し。
獨
り
其
の
『
継
の
條
貫
は
必
ず
偲
よ
り
出
づ。
傭
の
義
例

ほ
練
べ
て
諸
も
ろ
の
凡
に
鱒
す。
髪
例
を
推
し
て
以
っ
て
褒
貶
を
正
し、
二

博
を
筒
び
て
而
し
て
異
端
を
去
る、』
と
謂
ふ
は、
賓
に
劉．
賣•
許・
頴

（

町
）

の
逮
ぶ
所
に
非
ざ
る
な
り。

つ
ま
り
漢
儒
ほ
『
春
秋』
一
1一
偉
の
義
例
が
同
じ
で
あ
ろ
う
と
い
う
前
提
に
立
っ

て、
『
公
羊
偲』
『
穀
梁
偲』
の
義
例
を
『
左
氏
偲』
に
嘗
て
ほ
め
よ
う
と
し
た。
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と
こ
ろ
が
寅
際
に
は
『
公
羊
偲
』
『
穀
梁
偲
』

の
義
例
ほ
『
左
氏
博
』

に
ほ
な
か

な
か
嘗
て
は
ま
ら
な
い
。

と
こ
ろ
が
杜
預
の
繹
例
は
『
左
氏
偲
』

の
博
文
か
ら
簾

納
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
『
左
氏
傭
』

全
髄
に
嘗
て
ほ
ま
る。

こ
こ
で
章
洞
麟
ほ

杜
預
が
『
左
氏
博
』

の
文
か
ら
鱒
納
的
に
義
例
を
と
ら
え
よ
う
と
し
た
そ
の
や
り

方
を
評
債
し
て
い
る
の
で
あ
る。

し
か
し、

名
物
訓
詰
に
闘
し
て
ほ
杜
預
ほ
漢
代

の
純
學
者
に
遠
く
及
ば
な
い
が、

そ
れ
よ
り
も
全
鶴
の
主
旨
が
通
っ
て
い
る
方
が

重
要
だ
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る。

こ
の
こ
と
ほ
『
春
秋
左
傭
疑
義
答
問
』

が
名

物
訓
詰
に
ほ
と
ん
ど
獨
れ
な
い
こ
と
の
説
明
に
な
る。

章
姻
麟
が
『
春
秋』

に
つ

い
て
重
要
だ
と
評
債
し
た
の
ほ
名
物
訓
詰
で
ほ
な
く
て、

そ
の
義
例
の
と
ら
え
方

な
の
で
あ
る。

ま
た
素
王
改
制
説
に
闘
し
て
も
「
昔
『
劉
子
政
左
氏
説
』

を
撰
し、

猶
ほ
買
の

(
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素
王
立
法
の
義
に
従
ふ、

今
悉
ご
と
く
取
ら
ず」

と
述
べ
て
い
る。

こ
の
素
王
改

制
説
の
否
定
が
ど
の
よ
う
な
過
程
で
起
こ
り、

杜
預
の
義
例
を
取
る
こ
と
と
ど

う
闘
係
す
る
か
を、
章
胴
麟

の
同
時
代
の
継
學
者
蜀
師
培
と
の
書
簡
を
見
な
が
ら

考
察
し
て
み
よ
う。

劉
師
培
ほ、

一

時
期
ほ
章
洒
麟
と
同
じ
く
革
命
派
に
属
し、

『
春
秋
左
博
奮
注
疏
證
』

を
著
し
た
劉
文
洪
を
曾
祠
父
と
し
て
左
偲
學
を
家
學
と

(
29)
 

し
た
學
者
で
あ
る。

左
偲
學
を
家
學
と
し
た
こ
と
で
わ
か
る
よ
う
に
躙
師
培
も
ま

た、

章
洞
麟
と
同
じ
く
古
文
派
に
謁
し
て
い
た。

こ
の
劉
師
培
と
章
洒
麟
が
一

九

011一
年
か
ら
一

九
0
七
年
に
か
け
て

『
春
秋』

に
つ
い
て
議
論
を
し
た
書
筒
が
残

っ
て
い
る。

同
じ
古
文
派
だ
が、

二
人
の
意
見
は
異
な
っ
て
い
る。

そ
の
相
迦
ほ

次
の
二
貼
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る。

章
洞
麟
が

後
復
た
侍
中
奏
す
る
所
に、
「
左
氏
公
羊
に
同
じ
き
所
の
者、

什
に
七
八
有

り、
」

と
云
ふ
有
る
を
紬
繹
し、

乃
ち
知
る、

左
氏
初
め
て
行
な
ほ
れ、

學

者
其
の
例
を
得
ず、

故
に
公
羊
に
博
會
し
て、

以
て
其
の
説
を
就
す。

…
…

征
南
…
…
復
た
雑
へ
て
二
偲
を
引
か
ざ
れ
ぼ、

則
ち
後
儒
の
先
師
よ
り
勝
れ

る
者
な
り。

然
ら
ば、

是
れ
を
以
て
周
公
の
嘗
典
と
為
す
ほ、

抑
そ
も
又
た

其
の
義
趣
を
失
へ
り。
其

の
開
固
よ
り
史
官
の
成
法
有
り、

赴
告
諸
例
の
如

(
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き、

是
れ
な
り。

弦
よ
り
し
て
外、

大
抵
素
王
の
新
意
な
り。

と、

漢
儒
の
義
例
説
を
否
定
し
て
い
る
が、

ま
だ
義
例
は
「
素
王
の
新
意」

だ
と

考
え
て
い
る。

そ
れ
に
鉗
し
て
獨
師
培
は、

左
傭
言
ふ
所
倶
に
周
膿
に
係
り、

必
ず
し
も
公
羊
改
制
の
説
を
以
て
左
傭
に

附
會
し、

以
て
其
の
家
法
を
滑
へ
ず。

買
君
春
秋
左
偉
序
の
首
に
「
孔
子
素

王
の
法
を
立
つ
」

と
言
ふ
は、

郎
ち
誤
り
て
二
家
の
説
を
采
る
に
係
る。

寅

(
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ほ
則
ち
素
王
の
説
ほ、

緯
書
よ
り
出
づ
。

と
素
王
の
脱
を
否
定
し、

左
偉
の
義
例
と
公
羊
の
義
例
は
同
じ
も
の
が
あ
っ
て
も

よ
い、

と
述
べ
て
い
る。
『
丙
午
興
劉
光
漢
書
』

は
一

九
0
七
年
に
書
か
れ
た
も

の
で
あ
る
か
ら、

こ
の
時
貼
で
ほ
杜
預
の
繹
例
を
と
っ
て
そ
れ
を
宜
王
の
史
官
の

法
と
見
て
い
る
が、

な
お
素
王
の
新
意
と
い
う
形
で
孔
子
の
思
想
の
表
現
を
『
春

秋』

の
中
に
見
い
出
そ
う
と
し
て
い
る。

素
王
と
い
う
言
葉
は、

前
逸
し
た
よ
う

に
も
と
も
と
董
仲
舒
ら
が
使
い
だ
し
た
公
羊
學
派
に
由
末
す
る
言
葉
で
あ
り、

ま

た
劉
師
培
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
緯
書
に
多

用
さ
れ
る
言
葉
で
あ
る。

康
有
篇

の
『
孔
子
改
制
考
』

も
ま
た
孔
子
を
素
王
と
考
え
る
こ
と
を
基
本
と
す
る。
一

八

九
一

年
か
ら
一

八
九
七
年
に
か
け
て
著
わ
さ
れ
た
『
春
秋
左
偲
讀
』

は、

一

八
九

七
年
の
『
孔
子
改
制
考
』

痰
表
以
前
の
も
の
で
あ
る
か
ら、
漢
儒

の
説
を
受
け
機

い
で
孔
子
素
王
説
を
と
る
の
ほ
嘗
然
か
も
知
れ
な
い。

し
か
し
丙
午
の
年
（
一

九

0
七
年）

は
一

九
0
0
年
前
後
の
康
有
為
と
の
訣
別
以
降
で
あ
り、

杜
預
ほ
『
春

秋
鰹
偲
集
解
序
』

で
漢
儒
の
孔
子
素
王
説
を
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら、

章

粥
麟
が
素
王
の
説
を
と
る
の
ほ
柩
め
て
不
自
然
で
あ
る。

こ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
章
洞
麟
の
説
の
髪
化
ほ
鼠
に
公
羊
學
を
混
え
る
こ
と

を
嫌
っ
た
た
め
だ
け
で
ほ
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る。

康
有
為
と
の
訣
別
の
後
も

二
0
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孔
子
が
素
王
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
は、
章
灼
麟
が
孔
子
を
素
王
と
表
現
し
な
い

で
は
い
ら
れ
な
い
ほ
ど
孔
子
を
尊
重
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
ほ
な
か

る
う
か。

そ
の
素
王
説
が
菱
化
し
た
理
由
は、
獨
師
培
が
指
摘
し
た
よ
う
に
素
王
と
い
う

語
は
緯
書
説
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
鋏
貼
が
あ
り、
ま
た
康
有
為
の
説
に
封
抗

す
る
論
理
を
疲
見
し
た
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う。
『
春
秋
左
氏
疑
義
答
問』
で
考
察

し
た
よ
う
に、
孔
子
は
周
の
文
化
の
織
承
者
と
で
も
言
う
べ
き
役
割
を
果
た
し
て

い
る
の
で
あ
る
か
ら、
別
に
素
王
で
あ
る
必
要
は
な
い
わ
け
で
あ
り、
素
王
説
を

捨
て
去
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う。

つ
ま
り、
以
上
考
察
し
て
き
た
よ
う
に、
『
春
秋
左
偲
讀』
の
説
か
ら
『
春
秋

左
氏
疑
義
答
問』
へ
の
愛
化
は一
畢
に
起
こ
っ
た
も
の
で
ほ
な
い。
ま
た
王
汎
森

氏
は
康
有
為
の
孔
敬
會
に
劉
す
る
反
痰
か
ら
章
胴
麟
の
説
が
菱
化
し
た
と
し
『
旭

書』
（
重
訂
本）
の
「
抵
孔」
篇
の
成
立
を
そ
の
思
想
的
菱
化
の
時
期
と
し
て
い
る

(
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が、
そ
れ
ほ
営
を
得
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る。
事
寅
と
し
て
ほ
杜
預
の
繹
例
（
あ

る
い
ほ
侮
文
か
ら
偏
納
的
に
繹
例
を
考
え
る
方
法）
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が

時
代
的
に
は
先
で
あ
る。
賓
際
に、
鎌
田
正
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
漢
儒
の
義
例

説
ほ
『
公
羊
憾』
『
穀
梁
偲』
の
説
を
混
じ
え
『
左
氏
偲』
と
あ
わ
な
い
こ
と
が

あ
る。
だ
か
ら
『
自
述
學
術
次
第』
で
「
結
局
何
度
も
攻
撃
し
た
が、
杜
預
の
守

(
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備
は
完
全
で、
劉
賣
許
頴
の
説
を
行
う
も
の
ほ
自
然
と
敗
れ
た」
と
言
う
と
お
り

な
の
で
あ
ろ
う。
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
章
胴
麟
ほ
漢
儒
の
訓
詰
が
杜
預
よ
り
も

勝
っ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た。
そ
れ
で
も
杜
預
の
説
を
と
っ
た
と
い
う
の

ほ、
訓
詰
よ
り
も
義
例
と
い
う
鰹
全
臆
の
理
解
の
合
理
性
を
重
ん
じ
た
姿
勢
が
で

て
い
る
の
で
ほ
な
か
ろ
う
か。
だ
か
ら
こ
そ
章
姻
麟
自
身
『
春
秋
左
偲
讀』
の
鋏

貼
を
自
覺
し
て
刊
行
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う。
お
そ
ら
く
こ
の
自
覺
ほ
比
較
的

早
い
時
期、
貼
鰹
精
舎
を
去
っ
た
時
貼
で
生
じ
て
い
た
の
で
ほ
な
い
か
と
思
わ
れ

章
柄
麟
の
艇
學
に
腕
す
る
思
想
史
的
考
察

章
焙
麟
の
継
學
観

ー
六
鰹
に
到
す
る
考
え
方
の
考
察
ー
ー

二
0
九

る。
こ
の
こ
と
に
決
着
を
つ
け
た
の
が
『
春
秋
左
氏
疑
義
答
問』
で
あ
っ
た。

以
上
考
察
し
て
き
た
章
姻
麟
の
『
春
秋』
に
醐
す
る
考
え
の
大
き
な
特
徽
ほ
以

下
の
二
つ
で
あ
る。
第一
に、
孔
子
が
『
春
秋』
を
修
訂
し
た
作
業
の
中
に
孔
子

の
獨
自
の
思
想
の
表
現
を
全
く
認
め
な
い
で、
孔
子
及
び
左
丘
明
を
歴
史
あ
る
い

ほ
廣
い
意
味
で
の
文
化
の
保
護
綴
承
者
と
し
て
評
債
し
て
い
る
貼
で
あ
る。
こ
こ

に
ほ
章
胴
麟
が
歴
史
を
何
よ
り
大
切
だ
と
考
え
た
こ
と
も
現
れ
て
い
る。
次
に
章

胴
麟
は
そ
の
思
考
形
式
に
お
い
て、
訓
詰
の
正
確
さ
よ
り
も、
む
し
ろ
義
例
説
の

一
貫
性
を
重
要
視
す
る
と
い
う、
鰹
あ
る
い
ほ
學
問
に
掛
す
る
姿
勢
を
示
し
て
い

る。章
洞
麟
ほ
最
晩
年、
園
學
講
習
會
を
開
い
て
い
る。
そ
の
内
容
ほ
『
小
學
略

説』
『
鰹
學
略
説』
『
史
學
略
説』
『
文
學
略
説』
の
四
つ
に
分
け
て、
刊
行
さ
れ

て
い
る。
こ
れ
は
『
春
秋
左
氏
疑
義
答
問』
の
著
作
と
ほ
ぼ
同
年
で
あ
り、
章
胴

麟
が
最
後
に
到
逹
し
た
視
貼
を
示
し
て
い
る。
そ
の
中
の
『
鰹
學
略
説』
の
内
容

を
検
討
し
な
が
ら
春
秋
學
の
検
討
で
得
ら
れ
た
結
論
と
比
較
し
て
み
よ
う。
『
罷

學
略
説』
で、

周
代
の
詩
書
膿
築
ほ
皆
官
書
な
り。
春
秋
は
史
官
の
掌
ど
る
所‘
易
は
大
ト

蕊）

に
蔵
を
ら
れ、
亦
た
官
書
な
り。

と
六
鰹
は
す
べ
て
官
書
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る。
『
春
秋』
を
宜
王
の
史
官
の
法

に
よ
る
と
し
た
『
春
秋』
に
調
す
る
説
と
こ
れ
ほ
同
じ
で
あ
る。
こ
の
六
鰹
ほ
す

べ
て
周
の
官
の
書
で
あ
る
と
い
う
説
ほ
『
漢
書』
蒻
文
志
に
基
づ
く
が、
こ
れ
と

ほ
ぼ
同
じ
主
旨
の
こ
と
は
章
學
誠
が
六
鰹
皆
史
説
と
し
て
言
っ
て
い
る。
そ
し
て

「
紐」
と
い
う
呼
び
名
が、
本
来一
定
の
大
き
さ
の
簡
腋
を
指
し
た
の
だ
と
す
る
ao



日
本
中
闊
學
會
報

第
四
十
三
集

六
罷
の
名、
執
か
之
を
定
め
ん
か。
日
く、
孔
子
の
み、
と。
孔
子
の
前、

詩
書
證
楽
已
に
備
は
る。
學
校
の
敬
投
は、
即
ち
此
の
四
種
な
り。
孔
子
人

に
敬
ふ
る
に、
亦
た
日
く
「
詩
に
興
り、
膿
に
立
ち、
業
に
成
る、」
と。
又

た
日
く
「
詩
書
執
證
は、
皆
雅
言
な
り、」
と。
見
る
べ
し、
詩
書
證
築
ほ、

乃
ち
周
代
通
行
の
課
本
な
り。
春
秋
に
至
れ
ば、
國
史
の
秘
密、
公
布
す
べ

き
に
非
ず。
易
は
卜
筑
の
書
為
り、
事
恒
常
に
異
な
り、
常
務
の
急
に
非

ず。
故
に
均
し
く
以
て
人
に
敬
へ
ず。
孔
子
周
易
を
賛
し、
春
秋
を
修
め
て

よ
り、
然
る
後
に
易
と
春
秋
と
同
に
六
鰹
に
列
す。
是
れ
を
以
て
六
継
の

（

町
）

名、
孔
子
に
定
め
ら
る
る
を
知
る
な
り。

つ
ま
り
孔
子
ほ
六
継
を
継
の
名
で
呼
び、
教
科
書
と
し
て
使
っ
て
六
継
を
後
世
に

偉
え
た
と
い
う
貼
が
評
債
さ
れ
て
い
る。
次
に
今
文
古
文
の
問
題
に
つ
い
て
籐
れ

て
言
う。漢

人
継
を
治
む
る
に、
古
文·
今
文
二
浪
有
り。
伏
生
の
時
緯
書
未
だ
出
で

ず、
尚
ほ
怪
誕
の
言
無
し。
東
漢
の
時
に
至
ら
ば、
則
ち
今
文
家
の
緯
書
に

附
會
す
る
者
多
し。
古
文
家
の
歴
史
を
言
ひ
て
緯
書
を
信
ぜ
ず。
史
部
鰹
に

入
る
る
ほ、
乃
ち
古
文
家
の
主
張
な
り。
緯
書
継
に
入
る
る
ほ、
則
ち
今
文

家
の
主
張
な
り。
古
文
家
の
間
ま
緯
書
を
引
く
は、
則
ち
純
の
古
文
學
に
非

(
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ず、
鄭
康
成一
流
是
れ
な
り。

こ
こ
で
は
漢
代
の
継
學
の
中
で
東
漢
に
現
れ
た
緯
書
を
排
斥
す
べ
き
だ
と
し
て
い

る。
古
文
家
ほ
緯
書
を
信
じ
ず
史
部
（
歴
史）
を
罷
に
い
れ
よ
う
と
主
張
す
る
貼

で
評
債
さ
れ
て
い
る
が、
そ
の
古
文
派
の
中
で
鄭
玄
ほ
緯
害
を
使
う
黙
で
否
定
さ

れ
て
い
る。
こ
の
こ
と
も
ま
た、
六
継
の
偲
承
を
重
要
視
す
る
こ
と
を
示
し
て
い

る。
緯
書
を
排
斥
す
る
の
は、
緯
書
が
東
漢
に
な
っ
て
現
れ
た
貼
で
六
鰹
や
側
に

比
べ
て
債
値
が
な
い
と
考
え
て
い
る
か
ら
の
よ
う
で
あ
る。
最
後
に
清
代
の
漢
學

を
評
債
し
て、

清
人
継
を
治
む
る
に、
漢
學
を
以
て
名
と
為
す。
其
の
賞
ほ
漢
學
に
古
文・

今
文
の
別
有
り。
今
文
を
信
ず
る
ほ
則
ち
非、
古
文
を
守
る
ほ
郎
ち
是
な

り。
一
1一
國
の
時
漸
や
く
古
文
を
奪
信
す
る
を
知
る。
故
に
魏
晉
雨
代、
説
継

の
作、
精
到
な
る
こ
と
漢
儒
に
及
ば
ず
と
雖
も、
其
の
大
髄
を
論
ず
る
に、

賓
は
後
前
に
勝
る。
故
に
漢
學
二
字、
治
継
の
正
軌
と
為
す
に
足
ら
ず。
昔

高
郵
の
王
氏、
其
の
父
を、
「
漢
學
の
門
径
に
熟
す
る
も、
而
れ
ど
も
漢
學

の
藩
籐
に
園
ら
ず。」
と
稲
す。
此
れ
但
だ
訓
詰
に
就
き
て
言
ふ
の
み。
其

の
寅、
事
跡
を
論
じ、
義
理
を
論
ず
る
に、
均
し
く
営
に
是
く
の
如
く
な
る

(
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べ
し。
魏
晉
の
人
の
説
継
の
作、
盤
に
麿
す
べ
け
ん
や。

と、
さ
ら
に
清
の
漢
學
を
論
じ
て、
清
代
の
學
者
の
う
ち
の
今
文
涙
を
否
定
し、

古
文
振
を
肯
定
す
る。
た
だ
し
古
文
振
も
含
め
て、
清
の
漢
學
全
骰
を、
訓
詰
の

み
に
目
を
向
け
て
鰹
自
髄
の
理
解
に
映
け
て
い
る
と
批
判
す
る。
そ
し
て
魏
晉
の

継
學
者
の、
鰹
書
全
證
を
見
る
態
度
を
評
債
し
て
い
る。
章
姻
麟
ほ
小
學
に
闘
す

る
著
書
も
多
く、
鰹
學
の
基
礎
學
と
し
て
の
訓
詰
學
の
重
要
性
ほ
否
定
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い。
し
か
し
清
代
の
漢
學
者
が
と
も
す
れ
ば
訓
詰
の
み
に
と
ら
わ
れ

て、
鰹
の
説
く
敬
え
を
忘
れ
去っ
た
か
の
よ
う
な
姿
勢
を
批
判
し
た
の
で
あ
る。

つ
ま
り、
章
柄
麟
ほ
こ
こ
で
六
鰹
を
周
の
文
化
の
精
髄
と
考
え、
そ
れ
を
評
債

し
て
後
世
に
偉
え
た
孔
子
を
評
債
す
る。
史
部
の
書
を
評
債
す
る
の
も
ま
た
文
化

を
後
世
に
偲
え
た
貼
を
評
債
す
る
の
だ
ろ
う。
逆
に
緯
書
を
今
文
鰹
よ
り
も
強
く

否
定
す
る
の
ほ、
お
そ
ら
く
ほ、
東
漠
に
出
て
き
な
が
ら
六
鰹
の
数
え
を
阻
害
す
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る
貼
を
考
え
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う。
そ
し
て
清
朝
の
漢
學
の
傾
向
を、
六
継
の
義

に
目
を
向
け
な
い
も
の
と
し
て
否
定
し、
む
し
ろ
六
鰹
に
示
さ
れ
た
義
を
説
く
魏

晉
の
學
問
を
高
く
評
債
す
る
の
で
あ
る。

二
―

O



『
春
秋
左
氏
疑
義
答
問』
に
見
ら
れ
る
章
洞
麟
の
考
え
ほ、
『
春
秋』
と
『
左
氏

博
』

を
あ
く
ま
で
も
歴
史
書
と
し
て
見
る
貼
に
特
徴
が
あ
る。

特
に
『
左
氏
博
』

も
孔
子
が
直
接
手
を
か
け
て
い
る
と
考
え
る
貼、
『
左
氏
博』
も
周
の
史
官
の
法

を
傭
え
た
も
の
で、

孔
子
の
個
人
的
な
思
想
は
入
っ
て
い
な
い
と
考
え
る
姑
ほ、

章
洞
麟
獨
特
の
も
の
で、

従
来
ほ
な
か
っ
た
考
え
で
あ
る。
さ
ら
に
こ
の
鰹
の
と

ら
え
方
ほ
六
経
全
證
に
も
営
て
ほ
ま
り、

章
洞
麟
ほ
六
鰹
と
ほ
周
の
文
化
ひ
い
て

は
中
國
の
文
化
の
精
髄
で
あ
る
と
考
え
て
い
る。
そ
こ
で
孔
子
が
果
た
し
た
役
割

ほ、

周
の
文
化
の
精
髄
を
後
世
に
傭
え
た
こ
と
で
あ
る。

従
来、

継
と
ほ
聖
人
が

員
理
を
説
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ、

孔
子
も
ま
た
員
理
を
説
く
聖
人
の
一
人
で
あ

っ
た。

も
ち
ろ
ん
「
述
べ
て
作
ら
ず」
と
い
う
こ
と
か
ら、

賓
際
に
継
を
製
作
し

て
ほ
い
な
い
も
の
の、
『
春
秋』
に
加
筆
し
『
易』
の
解
説
(
+
翼）
を
書
い
た

の
だ
と
考
え
ら
れ
て
き
た。
と
こ
ろ
が、

章
郊
麟
ほ、

継
書
と
は、

中
國
の
文
化

を
後
世
に
偉
え
る
も
の
だ
と
と
ら
え
て、

そ
の
文
化
を
博
承
す
る
歴
史
書
と
し
て

継
は
重
要
な
の
だ
と
認
識
す
る。
そ
の
中
で
孔
子
は、

継
を
通
し
て
優
れ
た
周
の

文
化
を
侮
承
し
た
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る。
つ
ま
り
孔
子
は、

員
理
を

説
く
の
で
ほ
な
く、

員
理
を
博
承
す
る
と
い
う
意
味
で
相
蒟
的
に
そ
の
地
位
が
低

く
な
っ
て
い
る。
こ
の
よ
う
な
章
洞
麟
の
獨
特
の
継
に
闘
す
る
観
念
ほ
ど
の
よ
う

に
し
て
生
じ
た
も
の
だ
ろ
う
か。

1
1一
で
指
摘
し
た
よ
う
に、

清
代
の
漢
學
者
ほ、

そ
の
端
緒・
理
想
と
し
て
ほ
古

い
名
物
訓
詰
の
研
究
を
通
し
て
孔
子
の
教
え
を
再
検
討
し
て、

宋
明
學
で
見
失
わ

れ
て
き
た
敬
え
を
再
獲
見
す
る
こ
と
に
あ
っ
た。
し
か
し
な
が
ら
現
寅
に
ほ
戴
霞

等
の
少
敷
の
例
外
を
除
い
て、

名
物
訓
詰
の
研
究
が
自
己
目
的
化
し
た
か
の
よ
う

に
な
っ
て
し
ま
い、

孔
子
の
敬
え
を
説
く
こ
と
ま
で
に
至
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

章
柄
麟
の
鰹
學
に
腸
す
る
思
想
史
的
考
察

四

結

論

た。
こ
の
よ
う
な
傾
向
ほ
章
胴
麟
自
身
の
『
春
秋
左
偲
讀』
に
も
見
出
す
こ
と
が

で
き
る。
二
で
考
察
し
た
よ
う
に
春
秋
學
を
例
に
と
れ
ば、

清
代
の
漢
學
者
は
訓

詰
の
正
確
な
漢
儒
の
説
を
と
っ
て、

そ
の
義
例
が
『
左
氏
博
』

の
内
容
と
あ
わ
な

い
貼
に
注
意
を
彿
っ
て
い
な
い。
こ
の
よ
う
な
清
代
の
漢
學
の
鋏
貼
ほ、

そ
の
誕

生
の
時
貼
で、

清
朝
の
文
字
の
獄
に
代
表
さ
れ
る
思
想
弾
歴
を
受
け
て
自
由
に
思

想
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
そ
の
一
因
が
あ
る。
し
か
し
章
灼
麟

が
生
き
た
時
代
に
は、

清
朝
ほ
崩
壊
寸
前
で
思
想
統
制
が
で
き
る
吠
態
で
ほ
な
か

っ
た。
し
か
し、

學
者
逹
ほ
従
来
か
ら
の
傾
向
を
受
け
綴
い
だ
ま
ま
で
あ
っ
た
の

で
あ
る。

章
郊
麟
ほ
こ
の
漢
學
の
傾
向
を
自
覺
し
て、
六
鯉
に
説
か
れ
た
義
を
重

視
す
べ
き
だ
と
認
識
し
て、

そ
の
継
學
を
再
構
築
し
た。

し
か
も、

漢
學
の
副
産
物
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
諸
子
學
の
分
野
で
は、

孔
子

ほ
そ
の
生
き
た
時
代
に
ほ
諸
子
の
一
人
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
る
だ
け
の
資
料
が
そ

ろ
え
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た。

も
ち
ろ
ん、

そ
の
観
貼
を
髪
え
て、

儒
家
あ
る
い
ほ
孔

子
を
諸
子
の
一
人
と
見
る
考
え
方
は、

康
有
為
と
章
姻
麟
の
諸
子
學
に
始
ま
る
わ

け
だ
が、

そ
の
た
め
の
準
備
ほ
既
に
成
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る。

章
粥
麟
の
先

秦
諸
子
に
闘
す
る
認
識
で
は
孔
子
が
そ
の
生
き
た
時
代
に
ほ
諸
子
の
一
人
に
過
ぎ

な
い
の
で
あ
る。

ま
た、

営
時
中
國
全
證
が
欧
米
列
強
に
侵
略
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
苛
酷
な
朕

況
の
中
で、

鰹
學
は
そ
の
政
治
的
有
効
性
を
失
い
つ
つ
あ
っ
た。
そ
の
朕
況
の
中

で
継
に
す
べ
て
の
員
理
の
源
泉
を
求
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た。
こ
れ
ら
の

諸
條
件
の
も
と
で、

章
郊
麟
ほ
純
を
中
國
文
化
の
精
髄
と
と
ら
え、

孔
子
が
果
た

し
た
偉
大
な
事
業
と
ほ
過
去
の
埋
人
が
残
し
た
文
化
の
織
承
で
あ
る
と
考
え
た
の

で
あ
る。

た
だ
し、

章
朗
麟
の
獨
特
の
鰹
に
調
す
る
観
念
が
成
立
し
た
原
因
を
先
に
述
べ

た
よ
う
な
章
粥
麟
の
鰹
學
に
内
在
す
る
論
理
の
徹
底
化
と
い
う
側
面
だ
け
に
求
め



日
本
中
國
學
會
報

第
四
十――一
集

る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う。
二
の
2
で
考
察
し
た
よ
う
に、
章
洞
麟
の
説
の
成

立
に
ほ、
直
接
の
原
因
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
に
し
て
も、
康
有
為
と
の
閥

係
を
抜
き
に
考
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い。
康
有
為
は
経
は
す
べ
て
孔
子
が
古
の

浬
人
に
慨
託
し
て、
賞
ほ
孔
子
自
ら
作
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て、
祉
會
改

革
家
と
し
て
の
孔
子
像
を
作
り
上
げ
て
い
る。
そ
の
中
で
康
有
為
は
古
文
継
すべ

て
ほ
劉
欧
の
億
作
て
あ
る
と
し
て、
継
の
信
悪
性
に
疑
い
を
投
げ
か
け、
孔
子
が

速
べ
て
作
ら
な
か
っ
た
と
い
う
従
末
の
鰹
學
観
を
否
定
し
て、
後
の
擬
古
浪
に
大

き
な
影
響
を
輿
え
た。
坂
出
詳
伸
氏
ほ、
康
有
為
が
『
春
秋
董
氏
學』
等
の
著
書

で、
口
博
に
よ
っ
て
孔
子
の
教
え
す
な
わ
ち
徽
言
大
義
が
博
わ
っ
た
こ
と
を
強
調

(

41
)
 

す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る。
微
言
大
義
の
口
博
ほ
康
有
為
の一二
世
説
の
理
論
的

な
根
捩
な
の
で
あ
る
が、
漢
代
に
な
っ
て
初
め
て
文
献
に
現
わ
れ
た
徽
言
大
義
の

文
献
博
承
の
上
で
の
弱
貼
を
正
嘗
化
す
る
と
い
う
側
面
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う。
ま

た、
坂
出
氏
に
よ
れ
ば
孔
子
の
改
制
の
主
張
ほ
康
有
為
が一
士
大
夫
と
し
て
政
治

全

改
革
を
提
案
す
る
根
撼
と
な
る
と
い
う、
政
治
的
な
意
味
も
含
ま
れ
て
い
ヤ。
政

治
的
に
康
有
為
の
立
憲
君
主
制
の
主
張
と
拇
立
す
る
種
族
革
命
を
主
張
す
る
章
洞

麟
に
と
っ
て、
こ
の
論
理
に
反
駁
す
る
こ
と
ほ、
鰹
學
の
み
な
ら
ず、
政
治
的
に

も
必
要
で
あ
っ
た。
章
洒
麟
が
周
の
文
化
の
織
承
者
と
し
て
孔
子
を
重
要
視
す
る

こ
と
ほ、
康
有
為
の
託
古
改
制
の
主
張
の
拇
局
に
あ
る。
つ
ま
り、
章
洞
麟
ほ
康

有
為
に
拇
抗
す
る
孔
子
像
を
作
り
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る。

こ
の
よ
う
に
後
期
の
章
洞
麟
の
春
秋
學
ほ、
鰹
に
説
か
れ
た
義
を
重
要
視
す
る

考
え
の
徹
底
で
あ
る
と
同
時
に、
康
有
為
ら
と
の
拇
決
の
過
程
を
継
て
生
じ
た
孔

子
像
に
よ
る
春
秋
學
の
再
検
討
の
結
果
な
の
で
あ
る

歴
史
上、
章
洞
麟
が
生
き
た
時
代
ほ
辛
亥
革
命
を
は
さ
む
中
國
の
大
愛
動
期
で

あっ
た。
思
想
史
の
上
か
ら
も、
罷
書
に
記
載
さ
れ
た
事
柄
を
無
前
提
に
信
じ
て

い
た
時
代
か
ら、
顧
頷
園・
錢
玄
同
ら
の
古
史
辮
學
派
を
中
心
と
す
る
擬
古
涙、

� 

そ
れ
に
紺
抗
す
る
信
古
浪
の
論
争
等、
罷
書
の
信
憑
性
を
検
討
し
た
上
で
議
論
が

な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る。
そ
の
思
想
史
上
の
菱
化
の
中
で
康
有
為
と
共
に

章
洒
麟
は
過
渡
的
な
存
在
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う。

本
稲
で
ほ
鰹
學
そ
れ
も
主
に
春
秋
學
を
中
心
と
し
た
も
の
を
考
察
し
て
き
た
だ

け
で
あ
る
か
ら、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
課
題
と
し
て
残
さ
れ
る。
本
稿
で
考
察
し

た
継
に
鉗
す
る
考
え
か
た
が、
すぺ
て
の
継
に
拇
し
て
妥
嘗
な
の
か
ど
う
か
を
考

察
す
る
の
が
第一
で
あ
る。
次
に
章
競
麟
の
歴
史
に
封
す
る
意
識
は、
獨
自
の
も

の
が
あ
る
よ
う
な
の
で、
特
に
章
學
誠
の
六
鰹
皆
史
説
と
の
闘
わ
り
で
考
え
る
こ

と
が
第
二
で
あ
る。
最
後
に
章
洞
麟
の
哲
學
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
に
占
め
る

か、
特
に
か
な
り
闘
係
が
深
い
で
あ
ろ
う
と
豫
想
さ
れ
る
諸
子
學
と
の
闘
係
が
ど

う
で
あ
る
か
を
考
え
る
こ
と
が
第
三
で
あ
る。
以
上
の
こ
と
を
課
題
と
し
て
お
き

た
い。

注(
1)

章
柄
麟
の
艇
學
に
腸
す
る
研
究
は
島
田
虔
次
「
章
柄
麟
に
つ
い
て」
（『
中
國
革
命

の
先
謳
者
た
ち』
筑
摩
書
房一
九
六
五
年
所
牧）、
同
「
辛
亥
革
命
期
の
孔
子
問
題」

（『
辛
亥
革
命
の
研
究』
筑
摩
書
房一
九
七
八
年
所
牧）
王
汎
森
『
章
太
炎
的
思
想

一
八
六
八
ー一
九一
九）
及
其
儒
學
停
統
的
衝
撃』
（
豪
北
時
報
文
化
出
版一
九
八

五
年）
第
三
章
「
興
清
末
今
古
文
之
論
争」
等
が
あ
る。

(

2
)

な
お
本
稿
で
綱
れ
る
著
作
年
代
等
の
年
代
の
考
證
は
特
に
こ
と
わ
り
の
な
い
限

り
湯
志
鉤
『
章
太
炎
年
諧
長
編』
（
北
京
中
華
書
局一
九
七
九
年）
に
よ
っ
た。

ま
た、
本
稿
で
引
用
す
る
章
柄
麟
の
著
作
は
特
に
注
記
し
な
い
限
り
上
海
人
民
出

版
祉
刊
章
太
炎
全
集
（
以
下
全
集
と
略
稲
す
る）
に
よ
っ
た。
現
存
章
太
炎
全
集
ほ

第
六
妍
ま
で
が
出
版
さ
れ
て
い
る
が、
各
冊
の
出
版
年
次
ほ
以
下
の
通
り
で
あ
る。

第一
冊一
九
八
二
年、
第
二
妍一
九
八
二
年、
第
三
妍一
九
八
四
年、
第
四
冊一
九

八
五
年
第
五
妍一
九
八
五
年、
第
六
妍一
九
八
六
年。

(
3)
『
自
迦
學
衛
次
第』
（
手
抄
本一
九ー――一
年
前
掲
『
章
太
炎
年
譜
長
編』
よ
り
引



用）先
師
愈
君‘
歳
日
談
論
之
暇、
頗
右
公
羊。

(
4)

前
掲
『
自
迦
學
術
次
第』

余
浩
鰹
専
尚
古
文、
非
獨
齊．
魯‘
雖
景
伯•
康
成
亦
不
能
阿
好
也°

(
5)
「
小
學
略
説」
『
章
氏
國
學
諧
習
會
諧
演
記
録』
第一
・
ニ
期
（一
九
三
五
年）
筆

者
は
高
雄
復
文
書
局
「
國
學
略
説」
（一
九
八
四
年）
を
用
い
た。

原
文
は
「
學
者
有
志
治
継、
不
可
不
明
故
訓。」

(
6)

前
掲
『
自
逮
學
循
次
第』

余
初
治
左
氏、
偏
重
漠
師‘
亦
頗
傍
采
公
羊。
以
為
元
凱
拘
濡、
不
如
劉
買
閾

通。
敷
年
以
来、
知
繹
例
必
依
杜
氏、
古
字
古
言
則
漢
師
尚
焉。

(
7)
『
太
炎
文
録
績
編』
全
集
（
五）
巻ー
「
漢
學
論」
下

余
少
時
浩
左
氏
春
秋、
頗
主
劉
買
許
穎
以
排
杜
氏、
卒
之
婁
施
攻
伐、
杜
之
守
猶

完、
而
為
劉
賢
許
穎
者
自
敗。
晩
歳
為
春
秋
左
氏
疑
義
答
問、
頗
右
杜
氏、
於
鰹
義

姶
條
達
突。

(
8)
『
春
秋
左
氏
疑
義
答
問』
全
集
（
六）
巻
五

黄
侃
後
絞

孔
子
作
春
秋°
因
魯
史
嘗
文
而
有
所
治
定。
其
治
定
未
盛
者、
専
付
丘
明、
使
為

之
偲。
偉
雖
撰
自
丘
明
而
作
偲
之
旨
悉
本
孔
子。
公
書
所
詮
明
者、
梗
概
如
此°
不

知
因
嘗
史
之
説、
則
直
以
春
秋
為
素
王
之
書‘
責
之
歳
悉
而
槃
疑
起。
不
知
孔
子
有

所
治
定、
則
云
春
秋
不
鰹
孔
子
筆
削、
純
録
魯
史
原
文、
而
修
継
之
意
浪。
不
知
作

偲
之
旨
悉
本
孔
子、
則
癌
追
本
事
興
褒
膵
抱
損
之
文
辟
屈
子
時
君
而
不
得
申
者、
意

無
匡
救
證
明
之
道‘
其
笑
也、
執
偲
則
疑
鰹‘
襲
偲
而
継
議
禰
晦
突。

(
9)

杜
預
『
春
秋
鰹
侮
集
解
序』

故
史
之
所
記、．
必
表
年
以
首
事。

(
10)
『
春
秋
左
氏
疑
義
答
問』
巻一

詩
亡、
謂
属
王
之
時、
小
雅
盛
暖、
四
夷
交
侵、
中
國
徽
也。
春
秋
作、
謂
宜
王

時
也。
其
後
孔
子
修
之
要
在
褒
周
室‘
奪
方
伯、
攘
夷
狭、
及
諸
朝
會
造
使
之
事、

略
興
小
雅
同‘
而
不
及
大

雅受
命
之
端‘
其
統
亦
可
見
突。

章
柄
麟
の
網
學
に
闘
す
る
思
想
史
的
考
察

『
孟
子』
離
婁
上

詩
亡
然
後
春
秋
作。

『
春
秋
左
氏
疑
義
答
問』
巻一

偉
稲
五
十
凡
者、
亦
宜
王
之
史
所
選
書
法
政
度
悉
依
時
制、
非
周
公
薔
籍
也°

(
13)

同
前

周
室
難
有
春
秋、
布
其
法
式、
侯
國
殊
絶、
同
時
不
能
鞄
録。

(
14)

同
前

列
國
史
官‘
皆
出
周
太
史
陪
厩、•
於
其
國
不
為
純
臣。

(
15)
「
自
迦
治
學」
『
制
言』
第
二
五
期

春
秋
本
攘
魯
史、
孔
子
述
而
不
作、
個
亦
未
加一
字。

(
16)

孔
穎
逹
『
春
秋
鰹
偲
集
解
序』
正
義

沈
氏
云
『
厳
氏
春
秋』
引
『
観
周
篇』
云、
「
孔
子
賂
脩
春
秋、
輿
左
丘
明
乗
如

周、
観
書
於
周
史、
蹄
而
脩
春
秋
之
経、
丘
明
為
之
偲、
共
為
表
裏。」

(
17)

『春
秋
左
氏
疑
義
答
問』
巻一

此
則
春
秋
経
侮
同
作
倶
修、
語
見
観
周°

ち
な
み
に
こ
の
部
分
は
劉
師
培
も
『
左
氏
侮』
の
正
統
性
を
證
明
す
る
根
披
と

し
て
使
用
す
る。

(
18)
『
春
秋
左
氏
疑
義
答
問』
巻一

是
故
存
其
薔
文
於
罷‘
而
付
其
賓
事
於
丘
明
以
為
侮、
錯
行
代
明、
使
官
法
興
事

状
不
相
害、
所
謂
継
偲
相
表
裏
者
此
也。

(
19)
『
史
記』
十
二
諸
侯
年
表
序

魯
君
子
左
丘
明、
罹
弟
子
人
人
異
端、
各
安
其
意‘
失
其
員、
故
因
孔
子
史
記
具

論
其
語、
成
左
氏
春
秋。

(
20)
『
孟
子』
膝
文
公
下

孔
子
成
春
秋、
風
臣
賊
子
擢。

(
21)
『
春
秋
左
偲
讀』
（
全
集
二）
巻一
「
立
素
王
之
法」
に
引
く。
買
達
『
春
秋
序』

（『
春
秋
左
氏
偲』
孔
穎
逹
正
義
引
く）

(
12)
 

(

11
)
 

� 



(
29)
 

(
22)
 

日
本
中
國
學
會
報
第
四
十
三
集

孔
子
覺
史
記、
就
是
非
之
説、
立
素
王
之
法。

『
春
秋
左
偲
讀』
巻一
「
公
羊
以
隠
公
為
受
命
之
王」

且
春
秋
改
制、
孔
子
已
親
行
之。

(
23)

こ
こ
で
指
す
素
王
と
は
公
羊
學
派
の
言
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か

ほ
疑
問
が
あ
る
が、
こ
の
貼
に
臓
し
て
は
も
う
少
し
詳
し
く
考
察
す
る
必
要
が
あ
る

の
で
今
ほ
置
い
て
お
く。
た
と
え
ば、
時
代
ほ
降
る
が
『
旭
書』
原
刊
本
「
零
荀」

で
ほ、
素
王
ほ
荀
子
の
言
う
後
王
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
し、
ま
た
劉
師
培へ
の
害

簡
で
ほ
義
例
（
繹
例）
が
「
索
王
の
新
意」
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
こ
と
か
ら、
む

し
ろ
孔
子
を
祉
會
改
革
家
と
み
た
の
で
ほ
な
く
文
化
の
保
持
者
と
見
た
と
考
え
た

方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か。

(
24)
『
後
漢
書』
買
逹
偲

摘
出
左
氏
三
十
事
尤
箸
明
者、
斯
皆
君
臣
之
正
義、
父
子
之
紀
綱。
其
餘
同
公
羊

者
什
有
七
八。

(
25)
『
春
秋
左
氏
疑
義
答
問』
巻一

公
羊
又
在
其
後、
其
所
作
偲、
大
事
同
於
左
氏
者
什
有―
二、
其
餘
則
異、
義
例

乃
盛
不
同、
正
以
鐸
椒
采
拡
不
盛、
故
二
家
博
以
口
説
也。

(
26)
『
春
秋
左
氏
疑
義
答
問』
巻一

素
王
改
制、
彼
催
本
無
明
文、
特
仲
舒
輩
偲
會
成
之°

(
27)
『
春
秋
左
氏
疑
義
答
間』
巻一

今
尋
左
氏
凡
例
興
諸
書
法、
絶
異
於
公
羊、而
言
同
者

「
什
有
七
八」
蓋
劉
買
諸

公
欲
通
其
道、
不
得
不
以
辟
比
偲、
所
作
條
例、
遂
多
支
離。
杜
氏
於
古
字
古
言‘

不
逮
漢
師
甚
遠。
獨
其
謂
「
鰹
條
貫
必
出
於
偲、
侮
之
義
例
継
蹄
諸
凡、
推
菱
例
以

正
褒
貶、
筒
二
偲
而
去
異
端。」
寅
非
劉
買
許
穎
所
逮。

(
28)
『
春
秋
左
氏
疑
義
答
問』
巻一

自
注

昔
撰
劉
子
政
左
氏
説、
猶
従
買
素
王
立
法
之
義、
今
悉
不
取。

劉
師
培
の
春
秋
學
に
闊
し
て
ほ、
拙
稿
「
劉
師
培
の
春
秋
學」（一
九
八
八
年
『
中

國
思
想
史
研
究』
十一
銃）
を
参
照
さ
れ
た
い。

「
丙
午
興
劉
光
漢
書」
『
太
炎
文
録』
（
全
集
四）
巻
二

後
復
抽
繹
侍
中
所
奏、
有
云
左
氏
同
公
羊
者、
什
有
七
八。
乃
知
左
氏
初
行、
學

者
不
得
其
例、
故
偲
會
公
羊、
以
就
其
説、
・・・・・・
征
南・・・・・・
不
復
雑
引
二
偲、
則
後

偏
之
勝
於
先
師
者
也°
然
以
是
為
周
公
薔
典、
抑
又
失
其
義
趣。
其
問
固
有
史
官
成

法、
如
赴
告
諸
例、
是
也。
自
妓
而
外、
大
抵
索
王
新
意。

(
31)
「
答
章
太
炎
論
左
偲
書」
『
左
窟
外
集』
巻
十
六

劉
申
叔
先
生
遣
書
（一
九
七
五

年
豪
北
華
世
書
局）
第
三
妍
所
牧

左
偲
所
言
倶
係
周
證、
不
必
以
公
羊
改
制
之
説
附
會
左
偲、
以
滑
其
家
法。
買
君

春
秋
左
偲
序
首
言
立
孔
子
索
王
之
法、
即
係
誤
采
二
家
之
説。
賀
則
素
王
之
説
出
於

緯
書。

(
32)

前
掲
書
（
注
1
参
照）
第
六
章
第一
節
及
び
第
二
節

(
33)

錬
田
正
『
左
偲
の
成
立
と
其
の
展
開』
（一
九
六
三
年
大
修
館
書
店）
第
二
綱

(
34)

注
6
参
照

(
35)

前
掲
『
章
太
炎
先
生
國
學
諧
演
録』
「
鰹
學
略
説」

周
代
詩
書
證
榮
皆
官
書。
春
秋
史
官
所
掌‘
易
蔵
大
卜、
亦
官
書°

(
36)

六
艇
皆
史
説
は、
章
學
誠
が
漢
書
謳
文
志
を
も
と
に
考
え
た
學
説
と
し
て
著
名
で

あ
る。
章
病
麟
の
六
経
皆
史
脱
も
章
學
誠
に
影
響
を
受
け
た
こ
と
ほ
間
違
い
な
い。

し
か
し、
章
柄
麟
ほ
章
學
誠
の
六
経
皆
史
説
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
の
で
ほ
な
い
よ
う

で
あ
る。

章
學
誠
に
封
す
る
評
債
も
ま
た、
章
柄
麟
の
中
で
菱
化
し
て
い
る。
ま
ず
最
初
は

「
致
呉
君
遂
害
九」
（一
九
0
二
年・一
章
太
炎
年
諮
長
絹
所
牧）
や
「
興
人
論
國
學

書」
（一
九
0
八
年）
『
太
炎
文
録』
別
録
巻
二
（
全
集
四
所
牧）
で
ほ
章
柄
麟
ほ
章

學
誠
の
歴
史
學
を
批
判
し
て
い
る。

し
か
し、
『
旭
害』
（
重
訂
本、
一
九
0
四
年）
と
『
検
論』
の
「
消
儒」
に
は

「
六
菰
は
史
な
り」
の
語
が
見
え、
章
學
誠
を
劉
欽•
班
固
の
再
来
と
評
債
し
て
お

り、
一
九
三
三
年
の
講
演
「
歴
史
之
重
要」
で
は、
「
鯉
と
史
と
願
係
至っ
て
深
し、

章
賞
齋
の
『
六
艇
皆
史』
と
云
ふ
は、
此
の
言
是
な
り」
合
忠べ
継
輿
史
調
係
至

(
30)
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深‘
章
賓
齋
云
六
罷
皆
史、
此
言
是
也）
と
六
艇
皆
史
説
を
肯
定
し
て
い
る。
た
だ

し
こ
の
こ
と
か
ら、
直
ち
に
章
柄
麟
が
章
學
誠
の
説
に
賛
同
し
た
と
言
う
こ
と
ほ
で

き
な
い、
そ
れ
ほ
そ
の
他
の
著
作
に
ほ
章
學
誠へ
の
言
及
は
見
ら
れ
ず、
特
に、

『
國
學
略
説』
で
六
継
皆
史
の
語
を
多
用
し
な
が
ら、
章
學
誠
に
言
及
し
な
い
の
ほ、

章
學
誠
に
完
全
に
は
賛
同
し
て
い
な
い
か
ら
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
が
あ
る
か

ら
で
あ
る。
つ
ま
り、
章
學
誠
の
こ
と
を、
黄
侃
が
「
春
秋
左
氏
疑
義
答
問
絞」
で

指
摘
す
る、
六
継
を
輩
な
る
歴
史
的
賓
料
だ
と
す
る
見
方
を
す
る
者
だ
と
考
え
て
い

る
可
能
性
が
あ
る。
章
學
誠
自
身
が
六
鰹
を
翠
な
る
歴
史
的
資
料
だ
と
考
え
て
い
た

か
ど
う
か
は
別
と
し
て、
そ
の
よ
う
に
章
柄
麟
が
誤
解
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
の

で
あ
る。
章
柄
麟
の
言
う
「
六
経
ほ
皆
史
な
り」
と
い
う
言
葉
は、
漢
書
獅
文
志
が

國
語
や
史
記
等
の
後
の
史
部
に
あ
た
る
書
物
を
罷
部
に
入
れ
た
こ
と
を
評
債
し
て

い
る
こ
と
で
わ
か
る
よ
う
に、
六
鰹
を
輩
な
る
歴
史
的
資
料
と
し
て
見
る
の
で
ほ

な
く、
六
艇
が
聖
人
の
数
え
を
保
存
す
る
と
い
う
貼
で
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
貼

に
そ
の
力
貼
が
あ
る。

(
37)

同
前

六
艇
之
名、
執
定
之
耶。
日
孔
子
耳。
孔
子
之
前、
詩
書
證
榮
已
備°
學
校
教

授、
郁
此
四
種。
孔
子
敬
人、
亦
日
「
興
於
詩、
立
於
膿、
成
於
榮、」
又
日
「
詩

書
執
證、
皆
雅
言
也。」
可
見
詩
書
證
榮‘
乃
周
代
通
行
之
課
本
也。
至
於
春
秋、

國
史
泌
密‘
非
可
公
布。
易
為
卜
筵
之
書、
事
異
匿
常‘
非
営
務
之
急。
故
均
不
以

敬
人。
自
孔
子
賛
周
易、
修
春
秋、
然
後
易
興
春
秋
同
列
六
艇。
以
是
知
六
鰹
之

名、
定
於
孔
子
也。

(

38
)

同
前

漢
人
治
継、
有
古
文•
今
文
二
派°
伏
生
時
緯
書
未
出、
尚
無
怪
誕
之
言。
至
東

漠
時、
則
今
文
家
多
附
會
緯
書
者
突。
古
文
家
信
歴
史
而
不
信
緯
書。
史
部
入
艇‘

乃
古
文
家
之
主
張。
緯
書
入
経、
則
今
文
家
之
主
張
也。
古
文
家
間
引
緯
書。
則
非

純
古
文
學‘
鄭
康
成一
流
是
也°

(
39)

同
前

章
柄
麟
の
経
學
に
閥
す
る
思
想
史
的
考
察

二一
五

消
人
治
艇、
以
漢
學
為
名。
其
賓
漠
學
有
古
文•
今
文
之
別。
信
今
文
則
非、
守

古
文
郎
是。
三
國
時
漸
知
奪
信
古
文。
故
魏
晉
雨
代、
脱
艇
之
作、
雖
精
到
不
及
漢

儒、
論
其
大
髄‘
寅
後
勝
於
前。
故
漢
學
二
字、
不
足
為
治
鰹
之
正
軌。
昔
高
郵
王

氏、
稲
其
父
「
熟
於
漢
學
之
門
径、
而
不
園
於
漠
學
之
藩
籠。」
此
但
就
訓
詰
言
耳。

其
寅
論
事
跡・
論
義
理‘
均
嘗
如
是。
魏
晉
人
説
継
之
作、
艦
可
曖
哉。

(
40)

章
柄
麟
は
甲
骨
文
や
金
石
文
等
の
出
土
資
料
を
認
め
ず、
羅
振
玉
に
反
駁
し
た。

こ
の
出
土
資
料
を
緯
書
と
同一
覗
し
て
否
定
す
る
こ
と
も、
出
土
賓
料
が
偲
承
さ
れ

た
資
料
で
は
な
い
か
ら
で
は
な
い
か。

(
41)

坂
出
詳
伸
『
中
醐
近
代
の
思
想
と
科
學』
（一
九
三
八
年
同
朋
祉）
第
二
章
「
褻

法
運
動
の
思
想」

(
42)

同
前
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在此之前， 有闘章柄麟思想的研究， 大多着重於其政治思想以及 獨特的哲學思想方面．
而到其鰹學思想的研究却根少。 然而従紐學史的角度来看， 章柄麟的紐學思想伯有重要的
地位。

本文想就章灼麟紐學営中的春秋學作一考察。 主要考 察章氏春秋學的思想麦化及其特
徽。

章灼麟最初採用漢儒之説， 後来採 用杜預的繹例。 在其晩年的著作『春秋左氏疑義答
問』中， 賂春秋定義為紀年骰的歴史書。 章氏 認 為 春 秋的記録法是由周宜王的史官制定
的，春秋是孔子照散爾L的「魯史菌文」恢復成本末的「魯春秋」。 此時， 魯太史 左丘明根
据周太史保存的記録， 捐助孔子修訂春秋， 而孔子隈左丘明窯博， 他自己親自修訂「魯春
秋」的一部分。 由此章病麟認為孔子在春秋一書中保存了周宣王的史官的記録法， 但井不
認為春秋記述法本身反映了孔子的思想。 此外， 他対共同修訂春秋鰹文的 左丘明有較高評
債。 這是章灼麟不同於杜預之説而提出的獨特的観貼。

上述章柄麟的鰹學思想的成立過程及其原因有以下幾貼。 他認為清代漢學存在着過度重
視訓詰的鋏鈷， 主張應嘗重視其紐文之「義 」。 此外， 他反到康有為的認為春秋一書存有
口頭相博的徽言大義的 説法。

章洒麟在一九三五年國學講習會的講演録中有闘六紐的看法正是基於他的春秋學而得出
的結論。

鑢之， 章姻麟的紐學一方面注意到清代考据學的鋏貼 ， 昂 一 方面， 反映出他的尊孔思
想。 章柄麟是介乎清代考据學和辛亥革命以後的國學之間的存在。

(12) 




