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孟
子
と
春
秋
　
　
前
章
の
末
文
で
、
r
春
秋
』
が
「
厳
密
な
校
訂
者
の
手
が

加
わ
ら
な
い
う
ち
に
世
に
出
て
広
ま
り
、
し
か
も
そ
れ
が

権
威
を
持
つ
に
至
っ
た
」
と
述
べ
た
。
そ
の
「
権
威
」
と
は
、
具
体
的
に
言
え

ば
、
「
春
秋
』
に
聖
人
孔
子
の
理
想
(
義
)
が
込
め
ら
れ
た
と
い
う
主
張
が
な

さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
そ
の
主
張
の
最
初
の
提
出
者
は
、
孔
子
の
没

後
一
世
紀
半
を
経
て
活
躍
し
た
戦
国
時
代
の
儒
者
孟
子
(
日
昌
.
C
.
-
N
g
B
.
C
.
)

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
「
孟
子
」
に
至
っ
て
始
め
て
「
春
秋
』
と

孔
子
と
を
関
連
づ
け
た
発
言
が
有
る
か
ら
だ
。
以
下
、
r
孟
子
」
が
「
春
秋
』

に
言
及
し
た
三
つ
の
文
章
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

ま

　

お

こ

[
I
]
世
京
へ
這
微
に
し
て
、
邪
説
暴
行
有
た
作
る
。
臣
に
し
て
其
の
君
を
拭

お
そ

す
る
者
之
れ
有
り
。
子
に
し
て
其
の
父
を
拭
す
る
者
之
れ
有
り
。
孔
子
慣
れ
て

春
秋
を
作
る
。
春
秋
は
天
子
の
事
な
り
。
是
の
故
に
孔
子
日
く
、
「
我
を
知
る

た

者
は
、
其
れ
惟
だ
春
秋
か
。
我
を
罪
す
る
者
も
、
其
れ
惟
だ
春
秋
か
」
と
。
…

一
亨
さ

…
。
昔
者
、
南
、
洪
水
を
抑
め
て
、
天
下
平
か
な
り
。
周
公
、
夷
秋
を
兼
ね
、

や
ナ

猛
獣
を
駆
り
て
、
百
姓
寧
し
。
孔
子
、
春
秋
を
成
し
て
、
乱
臣
・
成
子
憧
る
。

。
(
世
裏
道
微
、
邪
説
暴
行
有
作
。
臣
拭
其
君
者
有
之
。
子
拭
其
父
老
有
之
。
孔

子
憾
作
春
秋
。
春
秋
天
子
之
事
也
。
是
故
孔
子
日
、
知
我
者
其
惟
春
秋
平
。
罪
我
者
其

惟
春
秋
平
。
…
…
。
昔
者
、
萬
抑
洪
水
、
而
天
下
平
。
周
公
兼
夷
秋
、
脇
猛
獣
、
而
百

姓
事
。
孔
子
成
春
秋
、
而
乱
臣
賊
子
憾
。
…
…
〔
勝
文
公
下
篇
〕
)

あ

と

や

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

お

こ

[
Ⅱ
]
孟
子
日
く
、
王
者
の
逃
焙
ん
で
詩
亡
ぶ
。
詩
亡
ん
で
然
る
後
に
春
秋
作

と
う
▼
-
つ

る
。
晋
の
乗
、
楚
の
棒
杭
、
魯
の
春
秋
は
一
な
り
。
其
の
事
は
則
ち
斉
桓
・
晋

ひ
モ

文
。
其
の
文
は
則
ち
史
。
孔
子
日
く
、
「
其
の
義
は
則
ち
丘
鏑
か
に
之
れ
を
取

れ
り
」
と
。
(
孟
子
日
、
王
者
之
迩
焙
而
詩
亡
。
詩
亡
然
後
春
秋
作
。
菅
之
乗
、
楚
之

梯
机
、
魯
之
春
秋
、
一
也
。
其
事
則
斉
桓
晋
文
。
其
文
則
史
。
孔
子
日
、
其
義
則
丘
鏑
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取
之
臭
。
〔
離
婁
下
篇
〕
)

[
Ⅲ
]
孟
子
日
く
、
「
春
秋
に
義
戦
無
し
。
彼
、
此
よ
り
着
き
は
、
則
ち
之
れ

有
り
。
征
と
は
、
上
、
下
を
伐
つ
な
り
。
故
国
は
相
征
せ
ざ
る
な
り
」
と
。

(
孟
子
日
、
春
秋
無
義
鞍
。
彼
善
於
此
、
則
有
之
兵
。
征
者
上
伐
下
也
。
敵
國
不
相
征

也
。
〔
尽
心
下
篇
〕
)

孔
子
慣
れ
て
春
秋
を
作
る
　
　
先
ず
I
の
膝
文
公
黛
の
一
章
に
つ
い
て
で
あ

る
が
、
こ
れ
は
弟
子
の
公
都
子
の
、
孟
子
を

議
論
好
き
だ
と
す
る
世
評
を
ど
う
思
う
か
と
の
質
問
に
対
し
て
孟
子
が
答
え
た

も
の
の
一
部
で
あ
る
。
そ
の
答
え
の
全
体
の
内
容
は
、
責
か
ら
孟
子
に
至
る
歴

史
を
「
一
治
一
乱
」
の
形
で
説
明
し
た
も
の
で
、
轟
の
時
代
の
洪
水
を
治
め
た

馬
の
功
績
(
一
治
)
、
そ
の
後
に
暴
君
が
代
々
立
っ
て
肘
に
至
り
(
一
乱
)
、

周
公
が
武
王
を
相
け
て
紺
を
誅
伐
し
た
功
績
(
一
治
)
を
述
べ
た
後
、
I
の
前

半
、
す
な
わ
ち
周
の
王
道
の
衰
微
(
一
乱
)
を
慣
れ
た
孔
子
の
「
春
秋
』
に
関

す
る
功
績
(
一
治
)
が
こ
れ
に
続
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
孔
子
の
没
後
、
楊
朱

ぽ

く

て

合

　

　

　

　

　

　

　

み

・
墨
等
の
言
論
が
天
下
に
盈
ち
た
(
一
乱
)
た
め
、
孟
子
は
こ
の
よ
う
な
邪
説

を
弁
舌
を
ふ
る
っ
て
打
破
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
四
度
目
の
一
治
を
い
た
そ
う
と

す
る
の
で
あ
る
と
し
て
、
I
の
後
半
に
続
い
て
い
る
。
そ
し
て
孟
子
は
自
分
が

議
論
好
き
な
の
で
は
な
く
、
そ
の
弁
舌
は
や
む
を
得
ざ
る
も
の
だ
と
結
ぶ
の
で

あ
る
。さ

て
通
説
で
は
I
の
部
分
は
次
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
り

周
王
朝
の
世
も
し
だ
い
に
衰
え
て
、
先
王
の
道
も
衰
微
し
て
行
わ
れ
な

く
な
り
、
曲
が
っ
た
議
論
や
乱
暴
な
行
為
が
、
ま
た
も
や
生
じ
て
き
た
。

す
な
わ
ち
臣
で
あ
り
な
が
ら
そ
の
君
を
拭
す
る
者
も
あ
れ
ば
、
子
で
あ
り

な
が
ら
そ
の
父
を
拭
す
る
者
も
あ
る
と
い
う
始
末
で
あ
を
。
そ
こ
で
孔
子

は
、
こ
の
世
の
行
く
末
を
深
く
憂
え
て
l
「
春
秋
』
を
書
か
れ
た
。
r
春
秋
』

と
い
う
書
は
、
人
々
を
倫
理
的
に
批
判
し
賞
罰
を
加
え
て
い
る
の
で
、
そ

の
よ
う
な
こ
と
は
、
元
来
、
天
子
の
な
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
ゆ
え
に
孔

子
は
、
「
私
の
真
の
志
を
知
っ
て
も
ら
う
の
は
、
た
だ
こ
の
「
春
秋
』
の

み
だ
ろ
う
。
ま
た
私
を
越
権
な
り
と
し
て
非
難
す
る
者
あ
ら
は
、
や
は
り

こ
の
「
春
秋
』
の
み
で
あ
ろ
う
」
と
言
わ
れ
た
。
…
…
昔
は
南
が
洪
水
を

治
め
た
の
で
天
下
が
平
穏
に
な
り
、
周
公
が
夷
秋
を
征
服
し
猛
獣
を
駆
逐

し
た
の
で
、
人
民
は
安
ら
か
に
な
っ
た
。
孔
子
は
「
春
秋
』
を
作
っ
た
の

で
、
乱
臣
成
子
が
自
分
の
非
を
恥
じ
恐
れ
る
に
至
っ
た
。
(
宇
野
精
一
訳

r
孟
子
」
集
英
社
・
会
釈
漢
文
大
系
本
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。
)

こ
の
「
孟
子
』
の
一
章
か
ら
我
々
は
、

99
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孔
子
が
「
春
秋
』
を
著
作
し
た
こ
と
。

著
作
の
動
機
は
周
の
王
道
の
衰
微
に
あ
る
こ
と
。

し
た
が
っ
て
著
作
の
目
的
は
君
臣
父
子
と
い
っ
た
上
下
の
秩
序
を
正
す

こ
と
に
あ
る
こ
と
。

そ
れ
は
萬
・
周
公
と
い
う
聖
人
の
功
績
に
比
す
べ
き
意
義
有
る
行
為
で

あ
っ
た
こ
と
。

等
が
孟
子
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
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詩
亡
び
て
春
秋
作
る
　
　
そ
し
て
離
婁
下
篇
の
Ⅲ
も
、
ほ
ば
I
と
同
様
の
事

を
述
べ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

孟
子
の
言
葉
、
王
者
の
活
動
が
衰
退
し
て
、
本
来
の
詩
が
滅
び
、
王
者

を
た
た
え
る
歌
声
も
起
こ
ら
ず
、
世
の
正
し
い
道
理
が
伝
わ
ら
な
く
な
っ

た
の
で
、
こ
れ
を
正
そ
う
と
し
て
r
春
秋
」
が
作
ら
れ
た
。
晋
で
は
「
栗
山

楚
で
は
「
梼
机
』
、
魯
で
は
「
春
秋
』
と
い
う
が
、
い
ず
れ
も
歴
史
の
記

録
で
あ
る
こ
と
は
同
一
で
あ
る
。
さ
て
、
r
春
秋
』
は
そ
の
事
実
は
主
と

し
て
斉
の
桓
公
、
晋
の
文
公
な
ど
の
覇
者
の
事
業
で
あ
り
、
記
録
の
文
章

は
史
官
の
記
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
孔
子
が
そ
れ
に
よ
っ
て
正
し
い
人
倫

の
道
を
示
そ
う
と
し
て
筆
を
加
え
た
も
の
で
、
孔
子
み
ず
か
ら
「
そ
の
人

の
世
の
道
理
は
、
私
が
個
人
的
に
事
実
の
中
か
ら
く
み
取
っ
た
の
だ
」
と

言
っ
て
お
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
章
を
仔
細
に
観
察
し
て
み
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
三
筋
に
分

け
て
み
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

[　　　　　　[　　　　　　[

ハ　ロ　イ
]　　　　　]　　　　　　]

王
者
之
逆
焙
而
詩
亡
。
詩
亡
然
後
春
秋
作
。

替
之
乗
、
楚
之
椿
机
、
魯
之
春
秋
、
一
也
。

其
事
則
斉
桓
沓
文
。
其
文
則
史
。
孔
子
日
、
其
義
則
丘
鏑
取
之
兵
。

そ
し
て
こ
の
三
筋
の
間
に
強
い
て
一
貫
し
た
意
味
の
関
連
を
つ
け
て
解
釈
し

よ
う
と
す
る
と
、
か
な
り
の
無
理
を
伴
う
、
と
い
う
指
摘
も
有
る
。
つ
ま
り
こ

の
三
節
は
そ
れ
ぞ
れ
で
意
味
が
完
結
し
、
独
立
し
た
一
文
で
あ
る
と
い
う
の
で

あ
る
〔
①
〕
。
し
か
し
筆
者
は
、
こ
の
章
は
[
ロ
]
を
除
く
と
[
イ
]
と
[
ハ
]

で
一
連
の
文
章
と
な
り
得
る
と
考
え
る
。
そ
の
理
由
は
、
先
ず
第
一
に
、
[
イ
]

と
[
ロ
]
と
の
接
続
が
極
め
て
曖
昧
だ
か
ら
で
あ
る
。
特
に
[
イ
]
の
「
春
秋
」

と
[
ロ
]
　
の
「
魯
春
秋
」
が
同
一
の
も
の
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
別
の
も
の

を
指
す
の
か
、
こ
の
記
事
か
ら
だ
け
で
は
不
明
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
次
に
、

[
ハ
]
　
の
「
其
事
」
・
「
其
文
」
・
「
其
義
」
の
「
其
」
が
指
す
の
は
、
措
辞
の

上
か
ら
い
え
ば
[
ロ
]
の
三
つ
の
史
書
「
乗
」
・
「
椿
机
」
・
「
魯
之
春
秋
」
か
、

あ
る
い
は
直
前
の
「
魯
之
春
秋
」
だ
け
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
す
る
と
意
味
の
上

か
ら
「
斉
桓
晋
文
」
・
と
の
続
き
が
し
っ
く
り
と
こ
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら

後
者
の
場
合
で
は
「
魯
春
秋
」
に
記
録
さ
れ
た
こ
と
が
「
斉
桓
晋
文
」
と
い
う

の
が
不
自
然
で
あ
る
。
ま
た
前
者
で
あ
れ
ば
、
「
斉
桓
晋
文
」
と
あ
る
か
ら
に

は
三
つ
の
史
書
の
う
ち
、
楚
の
「
棒
杭
」
の
代
わ
り
に
斉
の
史
書
の
名
前
が
有

っ
て
し
か
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
[
ロ
]
　
の
部
分
は
[
イ
]
　
に

も
[
ハ
]
　
に
も
続
き
が
悪
い
。
し
か
し
[
ロ
]
を
除
い
て
み
る
と
、
「
其
」
は

[
イ
]
　
の
「
春
秋
」
を
指
す
こ
と
に
な
り
、
前
後
の
意
味
も
す
ん
な
り
と
相
応

ず
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
基
本
的
に
は
前
掲
I
の
前
半
の
文
章
と
こ
の
Ⅱ
と
は
同
一
の
主
張
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
I
の
「
世
衰
道
微
、
邪
説
暴
行
有
作
。
臣
拭
其
君
者
有
之
。

子
拭
其
父
老
有
之
。
孔
子
健
作
春
秋
」
が
Ⅱ
の
「
王
者
之
連
館
而
詩
亡
。
詩
亡

然
後
春
秋
作
」
に
対
応
し
、
そ
の
意
味
内
容
が
、
孔
子
の
r
春
秋
」
著
作
の
動

機
を
周
の
王
道
の
衰
微
に
求
め
て
い
る
点
で
共
通
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ

し
て
r
春
秋
』
に
孔
子
の
義
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
文
章
が
こ
れ
に
続
く

わ
け
で
、
I
で
は
「
春
秋
天
子
之
事
。
是
故
孔
子
日
、
知
我
者
其
惟
春
秋
平
。
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罪
我
者
其
惟
春
秋
乎
」
が
そ
れ
で
あ
り
、
Ⅱ
で
は
[
ハ
]
　
「
其
事
則
斉
桓
晋
文
。

其
文
則
史
。
孔
子
日
、
其
義
則
丘
腐
取
之
央
」
が
こ
れ
に
照
応
す
る
。

な
お
[
ハ
]
の
「
其
義
則
丘
窺
取
之
央
」
に
つ
い
て
は
、
「
魯
の
公
室
記
録

で
あ
っ
た
春
秋
か
ら
孔
子
が
人
知
れ
ず
義
を
引
き
出
し
た
」
と
解
す
る
見
方
が

有
る
が
、
こ
こ
で
の
「
取
」
字
の
意
味
は
、
「
春
秋
か
ら
取
り
出
し
た
」
の
で

は
な
く
、
「
孔
子
が
春
秋
の
記
述
に
お
い
て
義
を
示
し
た
」
、
「
孔
子
が
春
秋

に
そ
の
よ
う
に
記
述
し
た
」
と
解
す
る
の
が
正
し
い
〔
②
〕
。
ま
た
「
鏑
」
字

に
つ
い
て
も
、
こ
れ
は
「
人
知
れ
ず
」
で
は
な
く
、
孔
子
の
謙
辞
で
あ
る
と
思

う
。
「
孟
子
』
に
は
そ
う
い
っ
た
用
法
が
他
に
も
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
こ
の
部
分
は
、
「
そ
の
義
に
つ
い
て
は
借
越
な
が
ら
私
が
春
秋
に
記
述

し
た
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。

そ
し
て
残
る
[
ロ
]
　
「
晋
之
乗
、
楚
之
棒
杭
、
魯
之
春
秋
、
一
也
」
と
い
う

一
節
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
孔
子
が
「
春
秋
』
を
制
作
す
る
に
あ
た
っ

て
、
史
料
と
し
て
利
用
し
た
各
国
の
史
書
を
列
挙
し
た
も
の
だ
と
、
一
応
は
解

釈
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
た
と
え
こ
れ
が
孟
子
の
言
葉
で
あ
る
に
し
て
も
、

こ
の
一
節
は
後
に
挿
入
さ
れ
た
も
の
だ
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

春
秋
に
義
戟
無
し
　
　
最
後
の
尽
心
下
篤
の
Ⅲ
の
「
春
秋
に
義
戦
無
し
」
に

始
ま
る
一
章
は
、
「
春
秋
』
と
孔
子
の
関
わ
り
に
つ

い
て
言
及
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
r
春
秋
』
の
性
格
を
述
べ
て
興
味
深
い
も

の
が
有
る
。孟

子
の
言
葉
、
「
春
秋
』
の
書
に
は
、
正
義
の
戦
い
は
な
い
。
た
だ
し

多
く
の
戦
い
の
中
で
は
、
あ
の
ほ
う
が
こ
れ
よ
り
よ
い
と
い
う
程
度
の
も

の
は
あ
る
が
、
そ
れ
も
義
戦
と
は
い
え
ぬ
。
い
っ
た
い
、
征
す
る
と
は
、

上
の
天
子
が
、
下
の
諸
侯
の
不
正
不
義
を
正
す
た
め
に
封
つ
こ
と
で
あ
っ

て
、
諸
侯
ど
う
し
、
対
等
の
国
が
か
っ
て
に
戦
う
の
は
、
征
伐
で
は
な
い

の
で
あ
る
。
だ
か
ら
r
春
秋
』
に
は
義
戦
が
な
い
の
だ
。

こ
の
章
は
周
の
王
道
の
衰
微
に
よ
る
諸
侯
の
専
断
を
非
難
し
て
お
り
、
「
春

秋
』
に
記
録
さ
れ
た
斉
桓
・
晋
文
の
覇
業
を
義
戦
に
非
ず
と
し
て
退
け
た
も
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
覇
者
の
存
在
自
体
が
周
の
王
道
の
衰
微
に
よ
る
も
の
で
あ
る

か
ら
、
そ
の
主
張
は
I
・
Ⅱ
と
内
容
が
呼
応
す
る
と
と
も
に
、
「
仲
尼
の
徒
、

(
斉
)
桓
(
晋
)
文
の
事
を
這
ふ
者
無
し
」
　
(
梁
恵
王
上
篇
)
と
か
、
「
五
覇
は

三
王
の
罪
人
な
り
」
　
(
告
子
下
篇
)
と
述
べ
て
覇
者
を
否
定
し
た
孟
子
の
立
場

に
一
貫
す
る
も
の
で
も
あ
る
。

春
秋
学
の
発
生
　
　
さ
て
以
上
の
三
幸
の
記
述
か
ら
、
「
春
秋
』
に
孔
子
の

理
想
(
義
)
が
込
め
ら
れ
た
と
い
う
主
張
が
孟
子
に
よ

っ
て
提
出
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
こ
と
と
思
う
。
し
た
が
っ
て
、
込

め
ら
れ
た
孔
子
の
理
想
を
読
み
取
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
後
世
の
い
わ
ゆ
る

「
春
秋
学
」
が
こ
こ
に
発
生
し
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
魯
国
の

年
代
記
に
す
ぎ
な
か
っ
た
「
春
秋
』
が
、
孔
子
の
手
定
を
経
た
経
書
へ
と
変
貌

し
て
ゆ
く
萌
芽
を
「
孟
子
』
に
見
出
し
得
る
の
で
あ
る
。

た
だ
孟
子
が
「
春
秋
」
に
つ
い
て
述
べ
た
の
は
以
上
の
三
章
に
過
ぎ
ず
、
し

か
も
そ
の
中
で
は
、
果
た
し
て
孔
子
の
理
想
と
は
具
体
的
に
は
い
か
な
る
も
の

か
、
さ
ら
に
は
後
世
の
人
々
が
ど
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て
「
春
秋
』
の
義
を

読
み
取
る
の
か
、
に
つ
い
て
は
未
だ
言
及
し
て
い
な
い
。
や
は
り
真
の
意
味
で
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の
「
春
秋
学
」
の
発
生
は
、
後
車
で
詳
説
す
る
「
春
秋
』
の
釈
義
の
書
「
伝
」

の
成
立
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

春
秋
練
成
統
語
　
　
と
こ
ろ
で
「
孟
子
」
　
の
記
述
は
、
孔
子
が
「
春
秋
』
を

著
作
し
た
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
以
上

に
述
べ
た
よ
う
な
通
説
に
対
し
て
、
か
つ
て
渡
辺
卓
氏
に
よ
っ
て
疑
義
が
提
出

さ
れ
た
こ
と
〔
③
)
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
春
秋
学
研
究
史
上
の
重
要
事
項
と
し

て
言
及
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

渡
辺
氏
は
、
I
の
章
は
弁
を
好
む
と
い
う
非
難
に
対
す
る
孟
子
の
弁
明
が
主

体
で
あ
る
こ
と
、
孟
子
が
他
人
か
ら
非
難
を
受
け
た
場
合
に
、
孔
子
を
楯
に
と

る
く
せ
が
有
る
こ
と
、
つ
ま
り
「
孔
子
の
方
法
に
倣
う
」
と
い
う
孔
子
き
と
り

が
有
る
こ
と
か
ら
、
I
に
述
べ
る
「
作
春
秋
」
と
は
、
孟
子
の
弁
明
を
弁
明
と

し
て
成
立
さ
せ
る
よ
う
な
意
義
内
容
を
持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
、
こ
れ
は
「
春

秋
を
著
作
し
た
」
の
で
は
な
く
、
「
春
秋
に
つ
い
て
弁
舌
を
ふ
る
っ
た
」
、
つ

ま
り
「
春
秋
を
講
説
し
た
」
と
い
う
意
義
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
た
。

な
ぜ
な
ら
、
孔
子
の
よ
う
な
聖
人
で
さ
え
乱
臣
賊
子
を
憧
れ
さ
せ
る
た
め
に
弁

舌
を
ふ
る
っ
た
の
だ
、
孔
子
に
続
こ
う
と
す
る
孟
子
が
橡
墨
の
邪
説
を
論
破
す

る
た
め
に
弁
舌
を
ふ
る
う
の
は
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
だ
、
と
い
う
孟
子
の
弁
明

が
弁
明
と
し
て
完
全
に
成
立
す
る
か
ら
だ
と
見
な
す
の
で
あ
る
。

そ
し
て
渡
辺
氏
は
、
こ
の
章
に
み
え
る
「
作
」
字
の
用
例
八
条
を
検
討
し
た

結
果
、
こ
れ
ら
を
す
べ
て
「
お
こ
る
」
と
訓
み
、
「
つ
く
る
」
と
訓
む
べ
き
で

は
な
い
と
し
て
、
自
説
の
妥
当
性
の
裏
付
け
を
は
か
っ
て
小
る
。
つ
ま
り
、
I

の
記
事
か
ら
「
春
秋
著
作
説
話
」
で
は
な
く
、
「
春
秋
講
説
説
話
」
を
読
み
取

る
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
渡
辺
氏
は
、
「
講
説
説
話
」
か
ら
「
著

作
説
話
」
　
へ
と
変
化
し
た
の
は
萄
子
の
頃
で
あ
っ
た
ろ
う
と
推
測
す
る
。
構
想

雄
大
に
し
て
周
到
緻
密
な
る
渡
辺
氏
の
論
考
は
、
そ
の
後
の
「
春
秋
』
研
究
者

に
も
強
い
影
響
を
与
え
、
し
か
も
そ
の
大
体
が
支
持
さ
れ
た
よ
う
で
〔
④
〕
、

い
ま
や
「
講
説
説
話
」
こ
そ
が
定
説
と
な
っ
た
感
が
有
る
ほ
ど
で
あ
る
。

春
秋
棟
悦
説
話
批
判
　
　
し
か
し
、
こ
れ
に
対
す
る
再
批
判
も
提
出
さ
れ
な

か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
〔
⑤
)
。
い
ま
渡
辺
説
批

判
の
論
点
の
主
要
な
も
の
を
挙
げ
る
な
ら
、
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
一
つ
は
、
渡
辺
氏
は
I
の
章
全
体
の
構
想
を
問
題
と
し
て
い
る
が
、
そ

れ
で
は
南
と
周
公
の
功
績
が
あ
ま
り
に
も
軽
視
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
疑
問
で
あ
る
。
つ
ま
り
南
・
周
公
・
孔
子
の
事
績
が
I
の
後
半
に
ま
と
め

ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
孔
子
の
「
作
春
秋
」
の
み
を
孟
子
の
弁

舌
に
一
貫
さ
せ
る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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I
の
前
=
.

萬
　
　
洪
水

1

　

治

水

1
の
経
典

「
萬
抑
洪
水
、
両
天

下
平
」

周
公
　
暴
君
・
邪
説
暴
行
・
紺
　
1
　
誅
伐
減
国
　
「
周
公
兼
夷
秋
、
駆
猛

獣
、
而
百
姓
寧
」

孔
子
　
邪
説
暴
行
・
拭
君
　
　
　
1
　
作
春
秋
　
　
「
孔
子
成
春
秋
、
而
乱

臣
成
子
健
」

孟
子
　
邪
説
・
楊
朱
・
墨
召
　
　
1
　
弁
舌

そ
の
二
つ
。
た
と
え
「
お
こ
す
」
と
訓
む
と
し
て
も
、
こ
れ
が
が
な
ぜ
「
講
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説
す
る
」
と
い
う
意
味
に
な
る
の
か
が
不
明
で
あ
る
。
ま
た
従
来
存
在
し
な
か

っ
た
「
春
秋
』
を
お
こ
し
て
出
現
さ
せ
た
と
い
う
の
で
あ
る
な
ら
、
結
局
の
と

こ
ろ
「
制
作
」
の
意
味
に
解
す
る
こ
と
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

そ
の
三
つ
。
「
春
秋
天
子
之
事
」
を
「
孔
子
が
「
春
秋
』
を
講
説
し
た
の
は
、

天
子
の
し
わ
ざ
で
あ
っ
た
」
の
意
に
と
る
と
、
措
辞
の
上
か
ら
も
問
題
が
な
い

で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
内
容
の
上
か
ら
も
、
本
来
は
天
子
が
春
秋
を
講
説
す
る
も

の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
こ
れ
に
も
問
題
が
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
「
知
我
者
其
惟
春
秋
平
。
罪
我
者
其
惟
春
秋
平
」
と
い
う
よ
う
な
孔

子
の
強
い
言
葉
は
、
「
講
説
」
よ
り
は
「
著
作
」
に
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で

は
な
い
か
。

以
上
の
よ
う
な
点
か
ら
す
る
と
、
い
ま
や
定
説
と
化
し
た
か
に
み
え
る
「
春

秋
講
説
説
話
」
説
に
も
、
数
々
の
疑
問
点
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
筆
者
も
ま
た
、
「
孟
子
L
の
記
事
か
ら
「
春
秋
著
作
説
話
」
を
読

み
取
る
旧
説
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
。

孟
子
の
主
張
は
事
実
か
　
　
た
だ
し
最
後
に
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
は
、
孟
子
の
い
う
「
春
秋
』
と
、
本

書
第
一
章
で
検
討
し
て
き
た
r
春
秋
』
　
(
す
な
わ
ち
現
在
に
伝
わ
る
r
春
秋
』

経
文
)
が
果
た
し
て
同
じ
内
容
の
も
の
を
指
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
点

で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
現
在
そ
れ
を
証
明
す
る
史
料
は
無
い
。
し
か
し
第
一
章

で
考
察
し
た
「
春
秋
』
の
性
格
と
孟
子
の
言
及
す
る
そ
れ
と
が
特
に
鮎
鮪
し
な

い
し
、
む
し
ろ
「
周
の
封
建
制
度
下
の
秩
序
の
重
視
」
と
い
う
点
で
共
通
し
て

い
る
し
、
積
極
的
に
こ
れ
を
否
定
す
る
材
料
も
無
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ

を
同
一
の
文
献
で
あ
る
と
見
な
し
て
よ
い
と
筆
者
は
考
え
る
〔
⑥
〕
。

さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
付
言
し
て
お
く
べ
き
こ
と
に
、
著
作
に
せ
よ
講
説
に
せ

よ
、
孟
子
の
主
張
す
る
「
孔
子
作
春
秋
」
が
果
た
し
て
歴
史
的
事
実
で
あ
る
か

ど
う
か
と
い
う
問
題
が
有
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
従
来
さ
ま
ざ
ま
に
議
論

さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
に
わ
か
に
は
決
定
し
難
い
事
柄
で
あ
る
。
そ
こ
で

以
下
に
近
年
に
お
け
る
我
が
国
の
研
究
者
の
代
表
的
な
見
解
の
一
部
を
引
用
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
者
諸
賢
の
参
考
に
供
し
た
い
。
歴
史
的
事
実
で
は
な
い

と
す
る
諸
氏
を
前
半
に
挙
げ
て
、
後
に
事
実
と
見
な
す
も
の
を
配
し
た
。

日
原
利
国
　
五
経
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
「
春
秋
』
は
、
も
と
も
と
魯
の
隠

公
元
年
か
ら
哀
公
十
四
年
に
至
る
、
十
二
公
・
二
百
四
十
二
年
間
の
国
家

的
大
事
を
編
年
的
に
記
し
た
も
の
で
、
い
わ
ば
魯
の
政
治
上
の
公
式
記
録

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
孔
子
と
は
な
ん
の
関
係
も
な
く
、
た
か
だ
か
魯
の

「
史
記
」
　
に
過
ぎ
な
い
。
(
r
春
秋
公
羊
伝
の
研
究
J
創
文
社
一
九
七
六
)

高
橋
君
平
　
春
秋
は
「
魯
之
史
記
」
で
あ
る
。
魯
国
の
史
官
が
春
秋
二
百
四

十
二
年
間
に
各
地
各
国
で
起
き
た
要
事
を
年
次
に
従
っ
て
記
録
し
た
一
種

の
歴
史
年
表
で
あ
る
。
孔
子
と
は
徹
頭
徹
尾
無
関
係
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が

孟
子
の
春
秋
観
以
来
、
春
秋
経
は
孔
子
の
作
な
い
し
刑
修
と
い
う
こ
と
に

相
場
が
定
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
は
奇
怪
千
萬
で
あ
る
。
彼
の
春
秋
観
は
断

乎
排
撃
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
春
秋
二
百
四
十
二
年
間
の
史
実

記
録
と
し
て
は
、
春
秋
経
ほ
ど
古
く
、
正
確
で
、
詳
密
な
も
の
は
な
い
か

ら
、
こ
の
貴
重
す
べ
き
典
籍
を
後
世
に
伝
え
る
た
め
に
は
聖
人
の
名
を
借

り
る
ほ
か
は
な
い
と
の
考
え
か
ら
、
孟
子
は
春
秋
は
孔
子
の
作
で
な
い
こ

と
を
よ
く
知
っ
て
い
な
か
ら
、
敢
て
「
孔
子
作
春
秋
」
と
高
言
し
た
の
か
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も
知
れ
な
い
。
(
「
春
秋
と
は
何
か
　
二
」
大
阪
経
済
法
科
大
学
論
叢
一
七

一
九
八
二
)

渡
辺
卓
　
孟
子
に
於
て
孔
子
は
「
詩
」
や
「
春
秋
」
の
講
説
者
と
し
て
措
か

れ
る
が
、
後
世
の
儒
家
は
、
経
典
の
す
べ
て
が
孔
子
の
著
作
ま
た
は
註
釈

だ
、
と
主
張
す
る
。
か
く
の
ご
と
き
粗
放
に
し
て
大
胆
な
る
理
想
化
に
比

較
す
る
と
、
孟
子
の
そ
れ
は
、
た
と
い
彼
の
思
想
と
生
活
と
に
胚
胎
す
る

に
せ
よ
、
孔
子
と
経
典
を
単
に
講
説
を
媒
体
と
し
て
結
び
つ
け
た
と
こ
ろ

に
、
非
常
に
遠
慮
が
ち
の
と
こ
ろ
が
有
る
。
そ
う
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
、
わ

れ
わ
れ
は
特
に
「
春
秋
」
が
文
献
と
し
て
形
成
さ
れ
る
こ
と
日
浅
く
、
恐

ら
く
孟
子
以
前
に
は
、
い
ま
だ
孔
子
に
ゆ
か
り
あ
る
が
ご
と
く
説
か
れ
て

い
な
か
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
示
唆
を
さ
え
受
け
る
。
(
「
春
秋

著
作
説
話
の
原
形
」
叙
説
五
一
九
五
〇
　
後
に
r
古
代
中
国
思
想
の
研
究
し
創

文
社
所
収
一
九
七
三
)

山
田
琢
　
春
秋
学
の
概
念
は
、
先
ず
孟
子
に
よ
っ
て
、
そ
の
基
本
的
内
容
上

の
規
定
が
な
さ
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
斉
の
桓
公
な
ら
び
に
晋
の
文
公
の
覇
業
を
中
心
と
し
、
そ
の
文
は
史
官

の
記
録
に
依
り
、
そ
の
義
は
孔
子
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
勿
論
、
孟
子
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
春
秋
の
内
容
上
の
規
定
で
あ
り
、

孔
子
が
果
し
て
孟
子
の
言
う
よ
う
に
春
秋
を
作
っ
た
か
否
か
と
い
う
こ
と

は
、
ま
た
別
の
問
題
に
属
す
る
。
(
「
春
秋
の
理
想
」
斯
文
二
二
一
九
五

八
　
後
に
r
春
秋
学
の
研
究
し
明
徳
出
版
社
所
収
一
九
八
七
)

貝
塚
茂
樹
　
「
春
秋
」
が
も
し
魯
国
の
年
代
記
を
も
と
と
し
た
書
物
で
あ
る

と
し
た
ら
、
魯
国
の
祖
周
公
を
敬
慕
し
て
、
そ
の
通
教
を
も
と
め
て
、
あ

ら
ゆ
る
方
面
に
探
訪
の
手
を
の
ば
し
た
孔
子
が
、
魯
国
の
史
官
が
書
き
伝

え
て
き
た
年
代
記
を
知
ら
ず
に
す
ま
す
は
ず
は
な
い
。
周
公
ば
か
り
で
な

く
、
春
秋
時
代
の
魯
国
を
は
じ
め
各
国
の
賢
人
た
ち
の
言
行
に
つ
い
て
の

情
報
を
あ
つ
め
、
「
論
語
」
の
な
か
で
、
し
ば
し
ば
こ
れ
ら
先
賢
の
言
行

に
批
判
を
加
え
た
孔
子
、
ま
た
斉
桓
公
、
晋
文
公
の
尊
王
洩
夷
の
史
実
に

つ
い
て
言
及
し
、
と
く
に
斉
桓
公
を
輔
左
し
て
覇
業
を
成
し
た
管
仲
に
大

き
な
関
心
を
示
し
た
孔
子
が
、
魯
国
の
史
官
に
保
存
さ
れ
、
ま
た
書
き
つ

か
れ
て
い
る
春
秋
の
年
代
記
に
注
意
し
な
い
こ
と
は
あ
り
え
な
い
こ
と
で

あ
る
。
私
は
こ
の
意
味
で
、
孔
子
が
春
秋
の
原
文
を
見
て
い
た
こ
と
を
確

信
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
論
語
に
引
用
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
孔
子

が
春
秋
を
経
と
し
て
、
弟
子
た
ち
に
教
科
書
と
し
て
読
ま
せ
な
か
っ
た
こ

と
も
た
し
か
で
あ
る
。
(
「
春
秋
左
氏
伝
」
解
説
　
筑
摩
書
房
一
九
七
〇
)

竹
内
照
夫
　
右
に
述
べ
た
こ
と
は
、
r
孟
子
』
や
「
萄
子
』
な
ど
の
古
書
に

も
説
か
れ
て
お
り
、
ま
っ
た
く
の
作
り
話
で
は
な
い
ら
し
い
。
恐
ら
く
、

孔
子
は
晩
年
に
こ
の
春
秋
を
編
著
し
、
門
人
教
導
の
教
科
書
の
一
つ
と
し

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
論
語
』
を
見
る
と
、
孔
子
は
歴
史
研
究
に
関
心
が

強
く
、
人
物
評
論
に
長
じ
て
い
た
こ
と
が
察
知
せ
ら
れ
、
年
代
記
の
模
範

を
示
す
と
い
う
よ
う
な
目
的
で
、
春
秋
を
著
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
い
か

に
も
あ
り
そ
う
に
思
わ
れ
る
。
(
「
春
秋
左
氏
伝
　
上
し
集
英
社
・
全
釈
漢
文

大
系
一
九
七
四
)
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佐
川
修
　
筆
者
は
、
春
秋
無
義
戦
章
が
、
孟
子
が
現
実
に
「
春
秋
』
と
い
う

書
を
見
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
、
世
東
通
微
章
を
含
む
全

章
が
、
実
は
孟
子
白
身
が
三
聖
人
の
伝
統
に
立
つ
こ
と
を
誇
る
重
要
な
も

の
で
あ
る
の
に
、
孔
門
日
常
の
教
科
た
る
「
詩
』
　
「
書
』
を
も
っ
て
孔
子

を
推
尊
し
な
か
っ
た
の
は
、
孔
子
の
「
春
秋
」
制
作
を
確
乎
と
し
て
信
じ

て
お
っ
た
た
め
で
あ
る
こ
と
、
孟
子
の
孔
子
に
対
す
る
認
識
は
、
「
孔
子

よ
り
こ
の
か
た
、
今
に
至
る
ま
で
、
百
有
余
歳
。
聖
人
の
世
を
去
る
こ
と
、

此
の
若
く
そ
れ
未
だ
遠
か
ら
ざ
る
な
り
。
聖
人
の
居
に
近
さ
こ
と
、
此
の

若
く
そ
れ
甚
し
き
な
り
」
と
い
う
ゆ
る
ぎ
な
き
自
信
の
上
に
立
っ
て
い
る

こ
と
、
な
ど
か
ら
孔
子
の
「
春
秋
』
制
作
を
も
っ
て
歴
史
的
事
実
と
認
め

る
に
躊
躇
し
な
い
の
で
あ
る
。
(
「
春
秋
・
春
秋
義
・
春
秋
義
例
」
東
北
大
学
教

養
部
紀
要
二
五
一
九
七
七
　
後
に
r
春
秋
学
論
考
」
東
方
書
店
所
収
一
九
八

三
)

濱
　
久
雄
　
し
か
し
、
「
尽
く
書
を
信
ず
れ
ば
、
則
ち
書
無
き
に
如
か
ず
」

(
「
孟
子
」
尽
心
下
)
と
喝
破
し
た
孟
子
が
、
楊
・
墨
学
団
に
対
決
す
る
た

め
、
敢
て
虚
偽
の
発
言
を
し
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
私

は
孔
子
が
講
説
し
た
「
春
秋
』
の
内
容
自
体
を
検
討
す
る
中
で
、
そ
れ
は

ま
き
に
孔
子
が
筆
削
を
加
え
た
も
の
と
一
致
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
判
断
し
、

論
理
必
然
的
な
帰
結
と
し
て
、
「
春
秋
」
孔
子
制
定
説
が
肯
定
さ
れ
る
と

考
え
る
。
(
「
「
春
秋
J
の
制
作
と
r
公
羊
伝
」
の
成
立
」
大
東
文
化
大
学
紀
要

第
二
五
号
一
九
八
七
　
後
に
r
公
羊
学
の
成
立
と
そ
の
展
開
」
一
国
書
刊
行
会
所

収
一
九
九
二
)

筍
子
と
春
秋
　
　
さ
て
孟
子
に
お
く
れ
る
こ
と
五
十
年
、
孟
子
の
性
善
説
に

、
対
抗
し
て
性
悪
説
を
唱
え
た
戦
国
時
代
末
期
の
儒
者
萄
子

(
臼
N
昌
.
C
.
I
N
g
B
.
C
.
)
　
に
至
る
と
、
す
で
に
そ
こ
で
は
「
春
秋
』
が
「
礼
』

「
楽
』
　
「
詩
』
、
「
書
』
と
と
も
に
、
経
書
と
し
て
の
権
威
を
認
め
ら
れ
て
い
る

の
が
注
目
さ
れ
る
。
「
萄
子
』
中
で
「
春
秋
』
に
言
及
す
る
の
は
五
例
で
あ
る

が
、
萄
子
の
思
想
を
ほ
ぼ
確
実
に
伝
え
て
い
る
と
さ
れ
る
篇
か
ら
、
以
下
の
三

例
を
引
用
し
よ
う
。

の
'
と

学
は
其
の
人
に
近
づ
く
よ
り
便
な
る
は
莫
し
。
礼
楽
は
法
ら
し
め
て
説

ふ
る
ご
と

か
ず
、
詩
書
は
故
に
し
て
切
な
ら
ず
、
春
秋
は
約
に
し
て
速
や
か
な
ら

・
`

ず
。
其
の
人
に
方
り
て
君
子
の
説
を
習
は
ば
、
則
ち
尊
く
し
て
以
て
世
に

編
周
す
。
故
に
日
く
、
学
は
其
の
人
に
近
づ
く
よ
り
便
な
る
は
莫
L
と
。

(
學
莫
乎
便
近
其
人
。
謹
業
法
而
不
説
、
希
書
故
而
不
切
、
春
秋
的
而
不
達
。
方

其
人
之
習
君
子
之
説
、
別
尊
以
絹
周
於
世
兵
。
故
日
、
学
莫
乎
便
近
其
人
。
〔
勧

学
篇
)
)

学
問
を
す
る
に
は
適
当
な
よ
い
師
に
接
近
し
て
教
え
を
受
け
る
の
が
最

も
便
利
で
あ
る
。
「
礼
経
』
や
「
楽
経
』
は
規
範
を
示
す
だ
け
で
詳
し

く
説
明
せ
ず
、
「
詩
経
L
や
「
書
経
』
は
古
い
記
録
な
の
で
現
代
に
ぴ

っ
た
り
せ
ず
、
「
春
秋
』
は
文
章
が
簡
略
で
す
ぐ
に
は
理
解
し
に
く
い
。

だ
か
ら
、
適
当
な
よ
い
師
の
言
行
を
見
習
い
、
君
子
は
ど
う
あ
る
べ
き

か
と
い
う
教
え
を
学
べ
ば
、
人
格
は
高
く
な
り
、
広
く
世
間
の
事
に
通

暁
す
る
よ
う
に
な
る
。
だ
か
ら
こ
そ
学
問
を
す
る
に
は
適
当
な
よ
い
師

に
接
近
し
て
教
え
を
受
け
る
の
が
最
も
便
利
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

(
金
谷
治
・
佐
川
修
訳
r
萄
子
」
集
英
社
・
会
釈
漢
文
大
系
本
　
以
下
同
じ
)
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礼
の
敬
文
と
、
楽
の
中
和
と
、
詩
書
の
博
き
と
、
春
秋
の
微
な
る
と
、
天

つ
く

地
の
間
に
在
る
者
學
せ
り
。
(
鍾
之
敬
文
也
、
柴
之
中
和
也
、
詩
書
之
博
也
、

春
秋
之
徹
也
、
在
天
地
之
間
者
畢
臭
。
〔
勧
学
篇
〕
)

「
礼
経
』
の
慎
み
深
い
精
神
と
典
雅
な
形
式
、
「
楽
経
』
の
調
和
の
と

れ
た
和
や
か
さ
、
「
詩
経
』
や
r
書
経
」
の
広
い
知
識
、
「
暮
秋
』
の

さ
り
げ
な
い
こ
と
ば
に
こ
も
る
深
い
意
味
、
こ
れ
だ
け
を
学
ん
だ
な
ら

ば
天
地
の
間
に
あ
る
す
べ
て
の
も
の
は
知
り
尽
く
し
た
こ
と
に
な
る
。

あ
つ
ま

聖
人
な
る
者
は
道
の
管
な
り
。
天
下
の
道
も
是
に
管
り
、
百
王
の
道
も

是
に
一
な
り
。
故
に
詩
書
礼
楽
の
道
も
是
に
帰
す
。
詩
は
是
の
志
を
言
ひ
、

書
は
是
の
事
を
言
ひ
、
礼
は
是
の
行
ひ
を
言
ひ
、
楽
は
是
の
和
を
言
い
、

春
秋
は
是
の
微
を
言
ふ
。
(
聖
人
也
者
這
之
管
也
。
天
下
之
道
管
是
兵
、
百
王

之
這
一
是
共
。
故
辞
書
謹
楽
之
這
廊
長
英
。
詩
言
是
其
志
也
、
書
言
是
其
事
也
、

璋
言
是
其
行
也
、
柴
言
是
其
和
也
、
春
秋
言
是
其
徹
也
。
〔
儒
効
篇
〕
)

聖
人
と
い
う
も
の
は
道
を
締
め
く
く
る
か
な
め
で
あ
る
。
天
下
の
あ
ら

ゆ
る
道
も
聖
人
に
集
中
し
て
締
め
く
く
ら
れ
、
古
来
の
多
く
の
聖
王
た

ち
の
道
も
聖
人
に
集
中
し
て
締
め
く
く
ら
れ
る
。
だ
か
ら
、
詩
・
書
・
礼

・
楽
な
ど
の
経
典
に
記
さ
れ
た
道
も
、
け
っ
き
ょ
く
、
、
聖
人
に
帰
一
し

て
締
め
ぺ
く
ら
れ
る
。
詩
は
聖
人
の
心
志
を
い
い
、
、
書
は
聖
人
の
事
業

を
い
い
、
礼
は
聖
人
の
行
為
を
い
い
、
楽
は
聖
人
の
和
楽
を
い
い
、
春

秋
は
聖
人
の
撒
旨
を
い
っ
て
い
る
。

春
秋
の
微
　
　
こ
の
よ
う
に
「
苛
子
』
に
お
い
て
は
、
孔
子
の
「
春
秋
』
が

す
で
に
経
書
の
ひ
と
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
る
〔
⑦
〕
。
そ
し

て
そ
の
文
章
は
「
約
(
簡
約
)
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
孔
子
の
義
は

「
微
(
妙
)
」
で
あ
る
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
特
に
「
春
秋
』
の
特
質
を
「
微
」

と
規
定
す
る
の
は
コ
旬
子
』
に
始
ま
る
注
目
す
べ
き
発
言
で
、
以
下
に
引
用
す

る
よ
う
に
、
後
世
の
文
献
に
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

故
に
史
記
に
因
り
て
春
秋
を
作
り
、
以
て
王
法
に
当
つ
。
其
の
辞
は
微
に

し
て
指
(
旨
)
は
博
し
。
後
世
の
学
者
は
焉
を
録
す
る
こ
と
多
し
。
(
故

因
史
記
而
作
春
秋
、
以
甘
王
法
。
其
辞
微
而
拍
博
。
後
世
學
者
多
録
焉
。
〔
「
史

記
」
儒
林
伝
〕
)

そ
む

夫
子
没
す
る
に
及
び
て
微
言
絶
え
、
七
十
子
終
は
り
て
大
義
布
く
。
(
及

夫
子
没
而
微
音
絶
、
七
十
子
終
而
大
義
帝
。
〔
r
漢
書
」
楚
元
王
伝
〕
)

昔
し
仲
尼
没
し
て
微
言
絶
え
、
七
十
子
喪
び
て
大
義
布
く
。
故
に
春
秋
分

か
れ
て
五
と
為
り
、
詩
分
か
れ
て
四
と
為
り
、
易
に
数
家
の
伝
有
り
。

(
昔
仲
尼
没
而
微
言
絶
、
七
十
子
喪
而
大
義
密
。
故
春
秋
分
鳥
五
、
詩
分
鳥
四
、

易
有
敷
家
之
停
有
。
〔
r
漢
書
」
重
文
志
〕
)

ま
た
「
春
秋
』
の
三
伝
の
ひ
と
つ
r
春
秋
左
氏
伝
」
に
も
、

君
子
日
は
く
、
春
秋
の
称
は
微
に
し
て
顕
、
志
に
し
て
晦
、
腕
に
し
て
章

ユ
7

を
成
し
、
尽
し
て
拝
せ
ず
、
悪
を
怒
ら
し
て
善
を
勧
む
。
(
君
子
日
、
春

秋
之
精
微
而
顕
、
志
而
晦
、
娩
而
成
章
、
姦
而
不
汗
、
慈
恵
而
勧
善
。
〔
成
公
十
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四
年
〕
)

故
に
日
く
、
春
秋
の
称
は
微
に
し
て
顕
、
腕
に
し
て
妨
な
り
。
(
紋
日
、

春
秋
之
称
微
而
願
、
娩
而
鱗
。
〔
昭
公
三
十
一
年
〕
)

と
い
う
記
述
が
見
え
て
い
る
。
萄
子
の
時
代
は
、
後
述
す
る
「
春
秋
』
　
の
釈
義

の
書
「
伝
」
の
成
立
と
前
後
す
る
時
代
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

諸
子
と
春
秋
　
　
さ
て
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
ま
ず
孟
子
に
お
い
て
「
春

秋
』
と
孔
子
と
を
結
び
つ
け
る
発
言
が
あ
り
、
続
く
萄
子

に
お
い
て
「
春
秋
」
が
経
書
と
し
て
の
権
威
を
も
つ
に
至
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
。

そ
こ
で
本
章
を
終
え
る
に
あ
た
り
、
儒
家
以
外
の
文
献
に
見
え
る
r
春
秋
』
に

つ
い
て
も
概
観
し
て
お
こ
う
。

先
ず
「
墨
子
』
に
つ
い
て
。
「
墨
子
』
明
鬼
下
篇
は
鬼
神
の
存
在
を
証
明
す

る
こ
と
を
主
題
と
し
た
一
篤
で
あ
る
が
、
そ
の
証
拠
と
し
て
、
各
国
の
史
書

「
春
秋
」
が
利
用
さ
れ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
周
之
春
秋
」

か
ら
は
杜
伯
の
亡
霊
に
宣
王
が
と
り
殺
さ
れ
る
話
、
「
燕
之
春
秋
」
か
ら
は
荘

子
儀
の
亡
霊
が
燕
の
簡
公
を
と
り
殺
す
語
、
ま
た
「
宋
之
春
秋
」
か
ら
は
宋
の

祝
人
(
神
官
)
が
神
事
を
怠
っ
た
罪
に
よ
り
神
に
殺
さ
れ
る
話
、
さ
ら
に
「
斉

之
春
秋
」
か
ら
は
神
前
で
虚
偽
の
宣
誓
を
し
た
者
が
神
の
乗
り
移
っ
た
羊
に
蹴

殺
さ
れ
る
話
等
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
孔
子
の

「
春
秋
』
と
は
無
関
係
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
文
章

も
孔
子
「
春
秋
』
が
極
め
て
簡
略
な
の
に
対
し
て
、
非
常
に
詳
細
で
あ
る
。

r
墨
子
』
　
に
引
用
さ
れ
た
「
春
秋
」
は
広
く
史
書
一
般
を
指
す
も
の
で
あ
っ
た
.

こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
「
墨
子
』
　
の
侠
文
(
「
隋
書
」
季
徳
林
伝
・
r
史
通
」
六

家
篇
所
引
)
に
、
「
吾
れ
百
国
春
秋
を
見
る
」
と
い
う
一
文
が
有
る
が
、
こ
れ

は
右
に
挙
げ
た
よ
う
な
各
国
の
「
春
秋
」
を
総
称
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
孟

子
に
先
ん
ず
る
墨
子
に
、
孔
子
と
「
春
秋
』
と
を
結
び
つ
け
る
発
言
が
無
い
の

は
注
目
す
べ
湾
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
「
明
鬼
下
」
篤
は
後
期
墨
家
の
手
に
成
る

も
の
で
、
そ
の
成
立
は
戦
国
時
代
末
期
だ
と
い
う
指
摘
も
有
る
〔
⑧
〕
。

次
に
「
荘
子
』
に
つ
い
て
。
「
荘
子
』
で
は
「
斉
物
論
」
篤
に
、

六
合
の
外
は
、
聖
人
存
し
て
諭
ぜ
ず
。
六
合
の
内
は
、
聖
人
論
じ
て
讃
せ

ず
。
春
秋
の
世
を
経
せ
る
と
、
先
王
の
志
と
は
、
聖
人
議
し
て
排
ぜ
ず
。

(
六
合
之
外
、
聖
人
存
而
不
論
。
六
合
之
内
、
聖
人
論
而
不
議
。
春
秋
経
世
、
先

王
之
志
、
聖
人
議
而
不
堺
。
)

と
い
う
記
述
が
有
る
。
「
斉
物
論
」
篤
は
「
荘
子
山
内
篇
中
の
一
篤
で
、
荘
周

の
自
著
と
も
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
い
う
「
春
秋
」
に
つ
い
て
は
、

孔
子
の
「
春
秋
』
で
は
な
い
と
い
う
の
が
大
方
の
見
方
で
あ
る
〔
⑨
〕
。

ま
た
「
荘
子
』
　
の
中
で
は
成
立
が
後
代
の
も
の
と
い
わ
れ
る
「
天
運
」
篇

(
外
篇
)
と
「
天
下
」
篇
(
雑
篇
)
に
は
そ
れ
ぞ
れ
、

孔
子
、
老
閑
に
謂
ひ
て
日
は
く
、
丘
は
詩
・
書
・
礼
・
楽
・
易
・
春
秋
の
六
経

を
治
む
。
(
孔
子
謂
老
嘱
目
、
丘
治
辞
書
護
柴
易
春
秋
六
経
。
)

詩
は
以
て
志
を
導
ひ
、
書
は
以
て
事
を
導
ひ
、
礼
は
以
て
行
を
導
ひ
、
楽

は
以
て
和
を
導
ひ
、
易
は
以
て
陰
陽
を
導
ひ
、
春
秋
は
以
て
分
を
導
ふ
。

(
詩
以
導
志
、
書
以
導
事
、
檀
以
導
行
、
棄
以
導
和
、
易
以
導
陰
陽
、
春
秋
以
導

分。)
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と
い
う
記
事
が
有
る
。
戦
国
末
期
か
ら
漠
初
の
成
立
と
い
わ
れ
る
こ
れ
ら
の
篤

に
見
え
る
「
春
秋
』
は
、
見
て
の
通
り
す
で
に
経
書
と
な
っ
た
「
春
秋
』
で
あ

る
。次

に
、
苛
子
の
弟
子
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
韓
非
は
、
「
春
秋
』
を
ど
の

よ
う
に
見
な
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
「
韓
非
子
』
に
は
「
春
秋
』
に
言
及
し

た
も
の
が
数
例
見
出
せ
る
が
、
こ
れ
ら
の
う
ち
「
内
借
説
上
」
篤
と
「
外
儲
説

右
上
」
篤
の
以
下
に
引
用
す
る
記
述
で
は
、
孔
子
・
子
夏
が
「
春
秋
』
を
講
説

し
て
い
る
場
面
の
有
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
特
に
子
夏
と
「
春
秋
』
と
を
関
連

づ
け
た
の
は
韓
非
に
始
ま
る
よ
う
で
、
後
代
の
文
献
に
も
影
響
を
与
え
る
こ
と

に
な
る
。

[
経
]
故
に
仲
尼
は
隕
霜
を
説
く
。

[
説
]
魯
の
哀
公
、
仲
尼
に
間
ひ
て
日
は
く
、
「
春
秋
の
記
に
日
は
く
、

な
ん
す

「
冬
十
二
月
、
質
霜
、
叢
を
殺
さ
ず
』
と
。
何
為
れ
ぞ
此
れ
を
記
す
」
と
。

仲
尼
対
へ
て
日
は
く
、
「
此
れ
以
て
殺
す
べ
く
し
て
殺
さ
ざ
る
を
言
ふ
な
り
。

夫
れ
宜
し
く
殺
す
ぺ
く
し
て
殺
さ
ざ
れ
は
、
桃
季
冬
に
実
る
。
天
、
道
を
矢

へ
は
、
草
木
も
猶
は
之
れ
を
犯
干
す
。
而
る
を
況
や
人
君
に
於
て
を
や
」
と
。

(
[
経
]
故
仲
尼
説
隕
霜
。
[
説
]
魯
哀
公
開
於
仲
尼
日
、
春
秋
之
記
日
、
冬
十
二

月
、
質
霜
不
殺
萩
。
何
為
記
此
。
仲
尼
封
日
、
此
言
可
以
殺
而
不
殺
也
。
夫
宜
殺
而

不
殺
、
桃
季
冬
箕
。
天
失
這
、
草
木
猶
氾
干
之
。
而
況
於
人
君
平
。
)

[
経
]
息
の
除
く
べ
き
は
、
子
夏
の
春
秋
を
説
く
に
在
り
。

[
説
]
子
夏
日
は
く
、
「
春
秋
の
記
、
臣
の
君
を
殺
し
、
子
の
父
を
殺
す
者
、

十
を
以
て
数
ふ
。
皆
な
一
日
の
積
に
非
ず
し
て
、
漸
有
り
て
以
て
至
る
な
り
」

と
。
(
[
経
]
息
之
可
除
、
在
子
夏
之
説
春
秋
也
。
[
説
]
子
夏
日
、
春
秋
之
記
、

臣
投
君
、
子
殺
父
者
、
以
十
激
臭
。
皆
非
一
日
之
横
也
、
有
漸
而
以
至
兵
)
　
〔
⑧
〕
。

な
お
前
者
に
引
く
r
春
秋
』
は
倍
公
三
十
三
年
に
、
「
冬
、
十
有
二
月
、
隕

霜
不
殺
草
。
李
梅
賞
」
と
し
て
見
え
る
も
の
が
そ
れ
に
相
当
す
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
こ
こ
に
見
え
る
孔
子
の
解
説
は
、
現
今
の
「
春
秋
穀
梁
伝
』
の
、
「
未

可
殺
而
殺
、
翠
重
也
。
可
殺
而
不
殺
、
畢
軽
也
」
と
い
う
の
が
近
似
す
る
。

ま
た
こ
の
他
に
も
、
「
姦
劫
拭
臣
」
黛
に
「
春
秋
記
之
日
」
と
し
て
引
用
す

る
楚
の
王
子
園
と
斉
の
崔
符
に
関
す
る
具
体
的
な
記
述
〔
⑫
)
は
、
現
今
の

r
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公
元
年
と
袈
公
二
十
五
年
の
条
に
そ
の
詳
細
が
見
え
て
い

る
。
r
春
秋
』
の
伝
義
の
作
成
が
こ
れ
ら
諸
子
文
献
の
時
代
と
相
前
後
す
る
こ

と
を
予
想
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
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注
①
　
山
田
琢
「
孟
子
の
王
者
之
迩
娘
章
の
解
釈
に
つ
い
て
」
　
(
東
京
支
那
学
報
五

一
九
五
九
　
後
に
r
春
秋
学
の
研
究
し
明
徳
　
出
版
社
一
九
八
七
)
に
よ
る
。

②
　
山
田
氏
前
掲
論
文
。

③
　
渡
辺
卓
「
春
秋
著
作
説
話
の
原
形
　
孔
子
説
話
の
思
想
史
的
研
究
　
そ
の
こ

(
鼓
説
五
一
九
五
〇
)
に
よ
る
。
渡
辺
氏
に
は
ま
た
そ
の
続
篇
「
前
渡
時
代
に

お
け
る
春
秋
著
作
説
話
　
孔
子
説
話
の
思
想
史
的
研
究
　
そ
の
二
」
　
(
山
梨
大
学

学
芸
学
部
研
究
報
告
二
一
九
五
一
)
が
有
る
。
い
ず
れ
も
r
古
代
中
国
思
想
の

研
究
し
　
(
創
文
社
一
九
七
三
)
所
収
。



春秋三伝入門講座　第二章　春秋学の発生(野間)

④
　
た
と
え
ば
日
原
利
国
「
春
秋
公
羊
伝
の
研
究
し
　
(
創
文
社
一
九
七
六
)
な
ど
。

⑤
　
佐
川
修
「
春
秋
・
春
秋
義
・
春
秋
義
例
」
　
(
「
伊
藤
・
佐
川
両
教
授
退
官
記
念
論
文

集
」
　
一
九
七
七
　
後
に
「
春
秋
学
論
考
」
東
方
書
店
一
九
八
三
)
、
岩
本
慧

司
「
春
秋
学
に
於
け
る
孔
子
説
経
説
話
に
つ
い
て
」
　
(
東
方
学
第
六
十
五
輯
一

九
八
三
)
等
が
そ
れ
で
あ
る
。

⑥
　
第
一
章
注
◎
に
挙
げ
た
小
嶋
政
雄
「
春
秋
の
暦
法
に
つ
い
て
の
試
論
」
に
よ
れ

ば
、
r
春
秋
」
に
見
ら
れ
る
暦
法
は
「
四
分
暦
法
」
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て

「
孟
子
」
離
婁
下
篇
の
「
天
の
高
き
や
、
星
辰
の
遠
き
や
、
萄
し
く
も
其
の
故
を

求
む
れ
ば
、
千
歳
の
H
至
も
、
坐
し
て
致
す
べ
き
な
り
」
と
い
う
記
述
は
、
戦
国

時
代
に
西
方
か
ら
伝
来
し
た
と
さ
れ
る
「
四
分
暦
法
」
に
孟
子
が
満
幅
の
信
頼
を

寄
せ
た
言
葉
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
有
る
。
あ
る
い
は
現
行
r
春
秋
」
経
文
と
孟

子
と
の
関
わ
り
を
示
す
で
あ
ろ
う
か
。

⑦
　
r
萄
子
L
に
は
ま
た
r
春
秋
」
に
言
及
し
た
「
大
略
」
篇
の
以
下
の
二
例
が
有

る
が
、

易
日
、
復
自
道
何
其
各
。
春
秋
賢
穆
公
、
以
鳥
能
変
也
。

故
春
秋
善
背
命
、
而
詩
非
屡
盟
、
其
心
一
也
。

「
大
略
」
篇
そ
の
も
の
が
後
世
の
記
録
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
、
考
察
の
対
象

か
ら
は
ず
し
た
。
な
お
こ
こ
に
い
う
r
春
秋
」
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
r
春
秋

公
羊
伝
」
　
(
文
公
十
二
年
・
桓
公
三
年
)
に
近
似
し
た
文
章
が
見
え
る
。

⑧
　
渡
辺
卓
「
r
墨
子
」
詩
篇
の
著
作
年
代
-
十
論
二
十
三
篇
に
つ
い
て
」
　
(
東
洋

学
報
四
五
-
三
・
四
一
九
六
三
　
後
に
r
古
代
中
国
思
想
の
研
究
し
創
文
社
一

九
七
三
)
参
照
。

⑨
　
た
だ
し
「
先
王
之
志
」
が
r
尚
書
」
を
本
に
し
て
い
っ
て
い
る
の
と
相
関
達
さ

せ
て
い
る
の
に
よ
れ
ば
、
孔
子
r
春
秋
」
を
想
定
し
て
い
る
と
解
す
べ
き
だ
と
す

る
赤
塚
忠
氏
の
説
(
r
荘
子
　
上
し
集
英
社
・
会
釈
漢
文
大
系
本
一
九
七
四
)
も

無
い
で
は
な
い
。

⑬
　
「
史
記
」
孔
子
世
家
の
、
「
至
於
鳥
春
秋
、
筆
削
筆
、
別
則
削
、
子
真
之
徒
、

不
能
賛
一
勝
」
は
そ
の
一
例
。

⑧
　
こ
れ
と
同
様
な
主
旨
の
も
の
が
以
下
の
文
献
に
も
見
え
て
い
る
。

r
管
子
J
法
法

r
周
易
」
文
言
伝

「
春
秋
之
記
、
臣
有
拭
其
君
、
子
有
拭
其
父
老
央
」
。

「
臣
拭
其
君
、
子
拭
其
父
、
非
一
朝
一
夕
之
故
。
其

所
由
来
者
漸
共
。
由
井
之
不
早
井
也
」
。

r
戦
国
策
」
東
周
策
　
「
春
秋
臣
拭
君
者
、
以
百
敷
。
皆
見
春
着
也
」
。

r
史
記
」
大
史
公
自
序
「
春
秋
之
中
、
拭
君
三
十
六
、
亡
国
五
十
二
。
臣
子

拭
父
、
非
旦
朝
一
夕
之
故
也
。
其
漸
久
夫
」
。

⑫
　
「
戦
国
策
」
楚
策
・
「
韓
詩
外
伝
」
巻
四
に
は
、
こ
の
「
姦
劫
拭
臣
」
篇
に
ほ
と

ん
ど
一
致
す
る
一
節
が
有
る
。
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